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《個

人
研
究》『

雲
母
集
』

に
お
け
る
色
彩
表
現

西

山

春

文

北
原白

秋
は、

第
一

歌
集
『
桐
の
花
』
(
大
正
二

年
一

月
刊)

に
お
い

て、

そ

て
き
た
。

例
え
ば
、

中
野
重
治
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

の
歌
を
「
こ
こ
ろ
の
小
さ
い

古
宝
玉
の
緑」
、

コ

絃
琴
の
瀟
洒
な
綴
り
泣L

に
磐え、「私の歌にも欲するところは気分である、陰影である、なつかし

白
秋
は、

ど
う
し
て
も、

物
を
そ
の
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

い

情
調
の
吐
息
で
あ
る
。

」
(
「桐

の
花
と
カ
ス
テ
ラ
」)

と
述
べ
、

そ
の
巻
頭
歌
として

彼
は
そ
れ
に
堪
え
な
い
。

彼
に
は、

気
分、

風
情、

け
は
い
が
先
立
っ
て
来
るのである。『桐の花』から『雲母集』へのうつりゆきには変化はあ

一

る。

し
か
し
そ
れ
は、

『
桐
の
花
』

そ
の
も
の
か
ら
『
雲
母
集
』

そ
の
も
の
へ

3

と

も

春
の
鳥
な
鳴
き
そ
鳴
き
そ
あ
か
あ
か
と
外
の
面
の
草
に
日
の
入
る
夕

の
変
化
で
あ
り
、

ヒ
ヤ
シ
ン
ス
だ
の
ハ
ー
モ
ニ
カ
だ
の、

ア
ー
ク
燈
だ
の
目
白

一

僧
園
だ
の
の、

「
紺
の
腹
掛
新
し
き
わ
か
き
大
工
」

だ
の、

「
野
菜
畑
の
ほ
と
と

を
掲げ

た
。

ぎ
す
背
広
着
て

暗
け
」

だ
の、

す
ず
め
だ
の、

か
き
つ

ば
た
だ
の
の、

閻
浮檀

第
二
歌
集
『
雲
母
集』

(
大
正
四
年
八
月
刊)

に
お
い
て
は
、

巻
頭
に

金
の
仏
だ
の
、

「
耳
澄
ま
せ
ば
闇
の
夜
天
を
し
ろ
し
め
す
図
り
知
ら
れ
ぬ
も
の

の
声
す
も」、

「

海
の
波
光
り
重
な
り
日
も
す
が
ら
光
り
重
な
り
ま
た
暮
れ
に
け

嵐蒼

光
り
て
動
く
山
ぴ
と
つ
押

鹸ゲ

薫
る
力
は
も

り
」

だ
の
へ

の

変化

で

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

つ

ま
り
延
長
と
し
て
の
変
化
で
あり、雰囲気としての薄手な物質的西洋文明へのもたれ込みから、同

を
据
え
、

「
こ
れ
ら
の
歌
が
全
く
自
分
の
も
の
で
あ
り、
・

私
の
信
念
が
又、

真
実に自分の心の底から燦めき出したものに相違ないといふ事は、自分な

じ
く
雰
囲
気
と
し
て
の
薄
手
な
物
質
的
日
本
文
明
も
た
れ
込
み
へ
の
推
移
に
過ぎない。雰囲気をぬけての実質への近づきがない。『雲母集』は(

が
ら
た
だ
た
だ

難有

く
感
謝
し
て
み
る
。

」
(
「
雲
母
集

余言

」)

と
記
し
て
い
る
。

『
桐
の
花
』

の

破
却
の
上
に
立
っ
て
い
ぬ
の
で
あ
る。
(
『
斎
藤
茂吉

ノ
オ
ト』

『
桐
の
花』

の
「
気
分
」

か
ら
『
雲
母
集』

の
「
真

実」

へ
。

こ

の
二

歌
集
の

筑
摩
叢
書、

昭
和
三
十
九
年
刊)

隔
た
り
と、

そ
の
間
の
白
秋
の
歩
み
方
に
対
す
る
過
去
の
評
価
は、

驚
く
ほ
ど
多

層

狙

様
で
あ
る
。

そ
し
て、

そ
れ
は
白
秋
の
創
作
活動

全
体
の
評
価
に
も
影
響
を
与
え

一

方、

木
俣
修
は
、



蹴

る。

従
っ
て
色
彩
感
の
つ
な
が
り
を
調
べ

る
こ
と
に
よ
っ

て、

人
間
精
神
の
移

身
辺
の
一

事
件
(
引
用
者
注、

恋愛

事件

を
指
す)

が、

真
実
凝
視
の
一

路
に

行
状
態
を
分

明
に
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う。

こ
の
意
味
で
「
桐
の
花」

は
、

色

突
入
す
べ
き
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
「
新生

」
(
引
用
者
注、

彩
感
の
つ

な
が
り
の
一

点
の
集
と
も
い
へ

よ
う
し、

白
秋
が
、

写
実
主
義
者
は

『
雲
母
集
』

序章

の
表
題)

の
第
一

歩
を
こ
こ
か
ら
踏
み
出
そ
う
と
し
た
の
で

表
現
す
る
で

あ
ら
う
「
柿
の
実
」

を
「
柿
の
赤
き
実」

と
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
、

あ
っ
た
。

こ
う
し
て
こ
の
事
件
を
取
り
扱
っ
た
作
品
「哀

傷
篇」

(引

用
者
注、

こ
の
集
の
　

つ
の
歴
史
的
特
長
も
あ
れ
ば、

写
実
主
義
と
浪
曼
主
義
と
の
歌
体

『
桐
の
花
』

最終

章
の
表題

)

が
、

技
巧
的
に
は、

前
期
か
ら
持
越
し
た、

デ

の
相
違
も
派
生
し
て
来
た
こ
と
に
も
な
る。
(
今井

福
治
郎
著
『
桐
の
花
研究

』

リ
カ
シ
イ
を
多
分
に
持
ち
つ
つ
も、

真
実
な
「
生
」

と
の
ひ
た
む
き
な
格
闘、

昭
和
三
十
年
刊、

重
陽
堂-

初
版
名
『
歌体

論』

昭
和
二
十
三
年
刊)

鋭
い
メ
ス
を
自
ら
に
擬
し
た

赤裸

々

な
自
己
批
判
と
い

う
よ
う
な
方
向
を
と
つ

て
い
る
こ
と
は

当然

な
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ひ
た
む
きな

真
実

こ
れ
は
、

白
秋
の
色
彩
感
覚
に
つ
い
て
い
ち
早
く
言
及
し
た
論
で
あ
る。

写
実
主

へ

の
自
己
解
放
が
や
が
て
『
雲
母
集』

の
文
学
へ

と
展開

し
て
行
く
こ
と
に
な

義
と
の
比
較
の

中
で、

浪
漫
主
義
詩
人
と
し
て
の
白
秋
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と

る
の
で
あ
る
。
(
中
略)

即
ち
『
雲
母
集』

で
は
、

あ
ら
ゆ
る
雑
多
な
も
の
を

す
る
方
法
に
は、

若
干
飛
躍
も
な
い
で
は
な
い
が、
『
桐
の
花
』

を
「
色
彩感

の

通
り
抜
け
通
り
抜
け
し
て
簡
素、

撲
浄
の
観
照
的
な
歌
風
が
樹
立
さ
れ
て
い
る

つ
な
が
り
の
一

点
の
集
」

と
規
定
し
た
点
に
つ
い
て
異
論
は
な
か
ろ
う
。

そ
し

の
で
あ
る
。

こ
の
到達

点
は、

い
う
ま
で
も
な
く、

ま
た
、

次
の
第
三
歌
集
へ

て
、

こ
の
今井

論
を
踏
ま
え
た
上
で、

そ
の
後
の
定
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の

「

の
出発

点
と
も
な
っ

て
更
に
展
開
し
て
行
く
の
で

あ
る
。
(
『白

秋
研究

1
』

新

が
佐
佐
木
幸綱

氏
の
「
白
秋
の
色
彩感

覚
」
(
『
短
歌』

昭和

六
十
年
七
月
号、

角

4

典
書房

、

昭
和
二
十
九
年
刊)

川
書
店)

で
あ
る
。

一

と

言

う
。

白
秋
は、
『
雲
母
集』
『
雀
の
卵』

と

作
風
を
変
化
さ
せ
て
ゆ
き
、

『
風
隠
集』

い
ず
れ
も、

歌
集
に
は、

常
に
歌
人
の
何
ら
か
の
進
歩
が
具
現
化
さ
れ
て
然
る

で
は
東
洋
的楯

淡
の
世
界
に
没
入
し
て
行
っ
た
、

と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
。

べ

き
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
の
評
言
で
あ
り
な
が

ら、

全
く
逆
の
結論

に
達
し

作
品
世
界
の

色
彩
で
言
え
ば、

次
第
に
脱
色
さ
れ
て

行き

、

行
き
つ
く
と
こ
ろ

て
い
る。

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場、

執
筆
さ
れ
た
状
況
を

考
慮
す
べ

き
こ
と
は
当
然
で

ま
で
行
っ

た。

詩
集
『
水
墨
集』

の
モ
ノ
ク
ロ

ー
ム
の
世
界
で
あ
る
。

あ
る
が、

そ
れ
ら
を
差
し
引
い
て
考
え
て
も、

改
め

て
検討

す
べ

き
多
く
の
問
題

今度

、

こ

れ
を
機
会
に
白
秋
の
歌
を
時
代
を
追
っ

て
読
み
返
し
て
み
た
。

そ

が
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の
結
果、

ど

う
も
こ
の
定
説
は
う
な
ず
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
問
を

白
秋
の
鋭
敏
な
感
覚、

中
で
も
色
彩
感
覚
と
そ
の
表
現
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら

持
っ

た
。

自秋

は
脱青

春
を
試
み
な
が
ら
ず
っ

と
青
春を

ひ
き
ず
っ

て
行
っ

て

指摘

さ
れ
て
き
た
。

い
る
。

色
彩
を
作
品
に
盛
り
込
む
こ
と
を
意
識
的
に
手加

減
し
て
は
い
る
も
の

の、

や
は
り、

き
ら
り
、

さ
ら
り
と、

白
秋
ら
し
い
色
彩
が
作
中
に
溶
け
で
て

色
彩
の
豊
か
さ
は、

人
間
の
豊
か
さ
を

表
は
す
も

の
と
も
云
え
よ
う。

解
き
放

い
っ

て
い
る
。

変
化、

変
貌
の
層
よ
り
も、

ひ
き
ず
り
続
け
て
い
っ

た
も
の
の

た
れ
た
人
間
性
が
色
彩
の
世界

に
ま
で
、

ぢ
つ
く
り
解
け
こ
ん
で
み
る
の
で
あ

方
が、

よ
り

本
質
的
に
作
品
の
質
を
決
定
づ
け
て
い
る、

と
い
う
の
が
私
の
見



方
で
あ
る。

が
、

本
論
で
は
ひ
と
ま
ず、

今
井
氏
の
論
考
を

尊重

し
た
上
で
考察

を
進
め
て
ゆ

き
た
い
。

そ
れ
を

許容

で
き
る
ほ
ど
に
、

白
秋
の
色
彩感

は
鋭敏

、

か
つ
豊
か
で

印
象
に
基
づ
く
総
論
で
あ
る
た
め、

一

概
に
そ
の
是
非
を
論
ず
る
わ
け
に
は
い
か

あ
っ

た
こ

と
に

間
違
い
は
な
い
。

そ
の
分
析
の
結
果、

「白

秋
が
『
桐
の
花
』

に

な
い
が、

歌
人
の
全
創作

活動

を
視
野
に
入
れ
た
読
後
感
と
し
て
示
唆
す
る
と
こ

好
ん
で

使
用
し
た

も
の
は
、

赤
色
が
最
も
多
く、
(
中
略)

五
十
一

首
に
及
び
、

ろ
は
大き

い
。

確
か
に、

白
秋
詩
歌
を
読
み
解
く
上
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
が、

こ
の
色
に

関連

す
る
『
紅
』

を
、

ク
レ
ナ
ヰ、

ア
カ
、

ベ
ニ
と
訓
ん
だ
歌
は
(
中

そ
の
青
春
性
で
あ
る
。

初
期
の
作
品
群
に
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
若
き
日
の
繊
細

略)

二
十
五

首L

に
の
ぼ
る
と
い
う
。

更
に、

「
白
秋
は
『
赤』

と
い
ふ
色
彩
語

で、

情
熱
的
な
感
覚
が
あ
ま
り
に
も
鮮
や
か
で
あ
る
分
、

以
後は

一

見
色
裾せ

て

の
み
で
は
、

白秋

の
抱
く
デ
リ
ケ
エ
ト
な
情緒

の
表
現
は
出来

難
く
な
っ
て
『
紅
』

見
え
る
。

だ
が、

全
作
品
に
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
を
は
め
ず
に
傭
戯
す
る
な
ら
ば、

あ

の
文

字を

採
用
し
、

し
か
も
そ
れ
を
ク
レ
ナ
ヰ、

ア
カ、

ベ
ニ

と
三

様
に
訓
ん

る
意
味
で
白
秋
の
足
跡
に
は
常
に、

青
春
性
か
ら
の
脱
皮
と
い
う
課
題
が
つ
い
て

で、

そ
れ
ぞ
れ
の

詠
嘆
と
象
徴
と
の
世
界
を
現
出
し
て
み
る
が、

更
に
そ
れ
に
加

ま
わ
っ

て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

特
に、

第
二

歌
集
『
雲
母
集
』
刊
行時

、

ふ
る
に、

『
血
の
色
』

と
い
ふ
官
能
的、

鋭
敏
な
言
葉
を

使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

現

彼
は
三
十
歳。

様
々

な
意
味
で
岐
路
に
立
っ

て
い
た
。

よ
っ

て、

『
桐
の

花』

の

な
く
な
っ
た
の
は
、

近
代
感
を
背
景
と
し
た
自
秋
の
抱
い
た
色
彩
感
を
知
る
こ
と

繊

特
質
の
一

面
を

引
き
ず
り
な
が
ら
も、

一

方
に
は
、

そ
れ
に
別離

を
告
げ
よ
う
と

が

で

き

る
。

」

と

記

し

て

い

る
。噛

絶

す
る
意
識
も
濃
厚
で
あ
っ

た
。

そ
の
こ
と
は、

色
彩表

現
に
も
影
響
を
与
え
て
い

白秋

の
赤
色
へ

の
こ
だ
わ
り
は、

『
桐
の
花』

に
限
っ

た
も
の
で
は
な
く
嘱
『
雲

一

樹

る
。

母
集』

に
お
い
て
も
ひ
と
き
わ
多
用
さ
れ
て
い
る
。

5

騨瞭隈

前
掲
の
今
井
底
の
『
桐
の
花』

分
析
は、

所収

歌を

各
色
彩
毎
に
分
類
・

カ
ウントし、考察を加えた、貴重な業績である。そこでは、直接に色彩を表す言葉を用いたもののみがその対象とされているが、実際には、色 .

き
し

あ
か
あ
か
と
枯
草
ぐ
る
ま
ゆ
る
や
か
に
夕
日
の
野辺

を
軋
む
な
り
け
り麹麺を買ひ縦線齢の花もらひたり爽やかなるか動唾響に持て

ば

「

彩
表
現
を
用
い
ず
に
そ
れ
を
描
写
す
る
方
法
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え

カ
ソ
ワ
ス
を

ひ
っ

く
り
か
へ

し
風
は
し
る
椿耀

く
耀
く
紅
く

ば
、

「
あ
ま
り
り
す
息
も
ふ
か
げ
に
燃
ゆ
る
と
き
ふ
と

唇
は
さ
し
あ
て
し
か
な
」

「
き
り
は
た
り
は
た
り
ち
や
う
ち
や
う
血
の
色
の
糖
衣
織
る
と
か
悲
し
き
機
よ
」

こ
れ
ら
の
歌
は
、

『
桐
の
花』

に
収
め
ら
れ
て
い
て
も
恐
ら
く
違
和
感
を
持
た
ず

「
鶏
頭
の
血
の
し
た
た
れ
る
厩
に
も
秋
の
あ
は
れ
の
見
ゆ
る
汽
車
道
」

と
い
っ
た

に
、

読
み
過
ご

さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

が
、

『
雲
母
集』

所
収
歌
を
初
出
の
順
に

歌
は、

そ
の
色
彩
感
に
頼
む
と
こ
ろ
が
大
き
い
に
も
か

か
わ
ら
ず、

今井

論
で
は

読
み
進
め
る
な
ら
ば、

同
じ
赤
色
を
用
い
た
歌
群
か
ら
も
、

変容

の
過
程
を
見
て

ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
、

カ
ウ
ン
ト
さ
れ
た
か
が
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。

も
と

取
る
こ
と
が
で
き
る。

よ
り、

何
の
色
彩
を
も
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
な
い

歌
は
少
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
に

横
た
わ
る
問題

は、

詩
歌
の
分
析
と
い
う
こ
と
と、

作

品
に
よ
っ
て

喚起

さ
れ
る

あか

た
だ
ひ
と
つ

紅
き
日
の
玉
く
る
く
る
と
沖
に
か
が
や
く
あ
き
ら
め
ら
れ
ず

読
者
の
内
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
の
間
に
は、

常
に
歪
み
が
生
ず
る
可
能
性が

あ
る
こ

(
初
出
『

朱
樂』

大
正
二

年
二
月)

・

㎜

と
の
証
で
も
あ
る
。

そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い

よ

お
め
お
め
と
生
き
な
が
ら
へ

て
く
れ
な
み
の
山
の
椿
に
身
を
免
せ
に
け
り



脳

よ

(
初
出
同
省、

原
歌
の
下
の
句
は

「椿

の
か
げ
に
身
を
免
せ
に
け
り
」)

ま
っ

か

下
の
句
は
「
時折

に
落
す
花
真
紅
な
り
」)

こ
の
「紅

」

や
「
く
れ
な
み
」

は、

恋愛

事
件
と
そ
の
顛
末
か
ら
受
け
た
衝
撃
を

さ
ら
に
一

年半

後
の
発表

に
な
る、

こ
れ
ら
の
歌
の
「
あ
か
あ
か
」

あ
る
い
は
「
真

強
烈
に
写
し
出
す
た
め
の
役
目
を
担
っ

て
お
り、
『
桐
の
花
』
「
哀傷

篇
」

所
収
の

紅
」

は
「
馬
車」

の、

そ
し
て
「
花」

を
描
出
す
る
た
め
の
色
彩
で
あ
り
、

感情

あ
き

ら

い

り

ひ

胸
の
く
る
し
さ
空
地
の
落
β
あ
か
あ
か
と
た
だ

か
が
や
け
り
胸
の
く
る
し
さ

き
0
ふ

い
つ
ま
で
か
日
は
東
よ
り
の
ぼ
る
ら
む
昨
日
に

同
じ
赤
き
花
咲
く

を
仮
託
す
る
も
の
で
は
一

切
な
く
な
っ

て
い
る。

一

言
で
い
う
な
ら、

客
観
写生の結果の色彩語であると言えよう。『桐の花』中、「赤」「紅」に次いで多く用いられた色彩は「青」。

三

十
二

首
を
数
え
る
と
い
う。

と
こ
ろ
が
、

『
雲
母
集』

に
お
い
て
は、

あ
え
て
色

と
い
っ

た
作
品
の

延長

線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、

約
一

年半

彩
を

表
現
す
る
た
め
に
用
い

ら
れ
た
例
は
わ
ず
か
に
六

首
で

あ
る
。

し
か
も、

後
に
発表

さ
れ
た
歌
は
ど
う
か。

『
桐
の
花
』

に
お
い
て
は、

見
桃寺

冬
ざ
り
く
れ
ば
あ
か
あ
か
と
口
に
け
に

寂
し
夕
焼
け
に
つ
つ

(
初
出

手
に
と
れ
ば
桐
の
反
射
の
薄
青
き
新
聞
紙
こ
そ
泣
か
ま
ほ
し
け
れ

『
文
章
世
界
』

大
正
三
年
八
月、

原
歌
の
下
の
句
は
「
北
風
寂
し
夕
焼
け

た
も
ち
が
た
き
こ
こ
ろ
と
こ
こ

ろ薄

ら
青
き
蛙
の
ご
と
く
弾
ね
て
な
げ
く
や

「

に

つ

つ
」
)

ま
っ

か

明
り
障
子
冬
の
西
目
を
い
っ

ぱ
い
に
う
け
て
真
赤
に
な
り
た
り
あ
は
れ
(
初

と
い
う
よ
う
に、

青
春
期
特
有
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
心
情
を
表
現
す
る
際
に
用
い

ら

6
一

出
同者

)

れ
た
例
が
ほ
と

ん
ど
だ
が、

『
雲
母
集
』

に
あ
っ

て
は、

次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

て

い

る
。

こ
こ
に
現
れ
る
「
あ
か
あ
か
」

や
「真

赤
」

と
い
う

色
彩
は、

も
は
や
感
情
を
直接に投影するものではなく、未だ恋愛事件の跡を引きずりながらも、

も

ち

も

ち

冬
青
の
葉
に
雪
の
ふ
り
つ
む
声
す.
な
り
あ
は
れ
な
る
か
も

冬
青
の

青
き
葉

そ
れ
を
言
葉
に
置
き
換
え
る
際
の
フ
ィ
ル
タ
ー
の
働
き
を
し
て
い
る
。

よ
っ

て、作者自身は一歩身を引いたところがら歌っているような印象を与える

(
初
出
『
文章

世
界』

大
正
三
年
八
月)

か
が
や

ま

さ
を

流
れ
か
ね
耀
き
の
輪
を
水
つ
く
る
そ
こ
に
野
菜
を
洗
へ
り
真
青
に
(
初
出
『
地

こ

と

に

な

る
。

O

上
巡
礼』

大
正
三
年
九
月)

い
な
か

み
ら

く

田
舎
道
の
ぼ
り
つ
め
た
る
か
な
た
よ
り
馬
車
あ
か
あ
か
と
か
が
や
き
て
来
も

青
春
性
そ
の
も
の
は
影
を
潜
め、

日
常生

活
の
中
か
ら
掬
い
上
げ
ら
れ
た
色
彩
と

(
初
出
『
異端

』

大
正
四
年
一

月、

原
歌
は
「
田
舎
み
ち
の
ぼ
り
つ
め
た

し
て
「
青
」

が

描
き
出
さ
れ
て
い
る。

し
か
も、

こ
れ
ら
は
す
べ

て、

大
正
三

年

る
か
な
た
よ
り
馬
車
あ
か
あ
か
と
か
冥
が
や
き
て
く
る
」)積藁の上に大樹の山椿丹念に落す花薦ゆなり(初出

同
右、

原
歌
の

に

発表

さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。以上のように、「赤」及び「青」

に
つ
い
て
の
考
察
に
基
づ
く
な
ら
ば、

『雲



母
集』

所
収
歌
を
大
き
く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ

ま
り
、

第
一

期
(
大

と
い
っ

た、

『
桐
の

花』

時
代
の
若
さ
の

紡
ぎ
出
す
狂
お
し
い

感覚

こ
そ
な
い

も

正
二

年)
・

第
二
期
(
大
正
三

年)
・

第
三
期
(
大
正
四

年)

の
三
期
で
あ
る
。

そ

の

の
、

同

じ

く

『

桐

の

花
』

の
、

の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
は、

時期

の
み
な
ら
ず
内
容
・

表現

か
ら
見
て
も
独
立
し
た

特

色
を
持
つ

も
の
と
考
え
て
よ
い

だ
ろ
う。

廃
れ
た
る
園
に
踏
み
入
り
た
ん
ぽ
ぽ
の
白
き
を
踏
め
ば
看
た
け
に
け
る

『
桐
の
花』

で
「
赤」
「
青
」

に
次
い
で
多
か
っ

た
「

白」
(
二
十
六
首)

は、
『
雲

韮
崎
の
白
き
ペ
ン
キ
の
駅
標
に
薄
日
の
し
み
て
光
る
さ
み
し
さ

母集

』

に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
頻
度
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。

か
つ
、

三

期
の
ど

の
時
期
に
も
偏
ら
ず
に
ま
ん
べ

ん
な
く
現
れ
る
。

こ

の
「
白」、

そ
し
て

「
黒
」

に
見
ら
れ
る、

「
た
ん
ぽ
ぽ
」

や
「
駅
標
」

に
触
発
さ
れ
て
広
が
り
ゆ
く
内
的
波

と
い
う
色
彩
は、

晩
年
の
自秋

が
た
ど
り
着
い
た
薄
明
の
世
界
の
象
徴
と
し
て
論

動
に
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん、

当
初
の
内
的
現
象
の
象

じ
ら
れ
て
き
た
が、

初
期
の
短
歌
か
ら
既
に
こ
れ
だ
け

愛
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

徴
と
し
て
の
色
彩
表
現
は
減
少
し
て
ゆ
く
。

だ
が
、

そ
れ
に

反
比
例
す
る
か
の
よ

見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。

あ
る
い
は、

華麗

な
る
色

彩
の
世
界
を
い
っ

と
き
通

う
に、

外
界
を
認
識
す
る
最
も
鋭敏

な
ア
ン
テ
ナ
と
し
て
色
彩感

覚
が
働
き
始
め

現

過
し
た
も
の
の、

白
秋
の
本
質
は
当
初
か
ら
「
モ
ノ
ク
ロ

ー
ム
の
世
界
」

に
あ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

「
情
調
の
吐
息」
(
『
桐
の
花』

所
収
「桐

の
花
と
カ
ス

テ
ラ
」)

纐

た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
意
味
で
は、

先
の
佐
佐
木
氏
の、

定
説
に
対
す
る
疑
念

を
表
現
す
る
た
め
の
色
彩
か
ら鴇

把
握
し
た
対
象
の
特
質を

言
い
表
す
た
め
の
色

絶

は、

正

当
な
も
の
で
あ
り、

特
筆
さ
れ
る
べ

き
も
の
で

あ
る
と
言
え
よ
う。

彩
へ
と
変
質
し
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
し
て
こ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
色
彩
表
現
の
方

一

湖

と
言
う
の
も、

法
は、

最
晩
年
の
次
の
よ
う
な
作
品
に
現
れ
た
世
界
認
識
の
方
法
と
も
通
い
合
う

7

に

も
の
で
あ
る
。

一

知鋼『

寂
し
さ
に
秋
成
が
謝
読
み
さ
し
て
庭
に
出
で
た
り
白
菊
の
花
(
初
出
『
地
上巡礼』大正三年九月)

ふ

天
の
河
稼
椙
と
様
相
と
の
問
よ
り
幽
か
に
白
し
蘭
け
に
け
ら
し
も
(
初
出
『
A

こ
の
も

し
べ

な
が

た
け
な
11

日
お
も
て

の
庭
の
此
面
の
白
つ
つ
じ
蓬
異
な
れ
や
春

酪
に
(
『
黒檜

』)夕顔は欄膵の膳に見さだめて月より白し満ちひらきつつ(『同

右
』)

R
S
』

大
正
四
年
七
月)弱るけどあまり舞鶴きか

き
つ
ば
た
ひ
と
束
に
す
れ
ば
何
か
暗
か
り
(
初

こ
こ
ま
で、

『
桐
の
花』

と
の
比
較
を
基
に
『
雲
母
集
』

に
お
け
る
色

彩感

覚

出
『
雲
母
集』)

に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が、

『
雲
母
集
』

固
有
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

す
な

わ
ち、

「
金
」

と

「
銀
」

に
つ
い

て
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は、

単
な
る
色
彩
と
し
て

『
雲
母
集
』

を
代
表
す
る
こ
れ
ら
の
歌
に
は、

で
は
な
く
、

「
光
」

を
伴
う
描
写
と
し
て
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

ひ
と
ま
ず、
・
こ

れ
ま
で
の
先
学
の
評
言
を

見
て
お
こ
う。

サ
ラ
ダ
と
り
白
き
ソ
ー
ス
を
か
け
て
ま
し
さ
み
し

き
春
の
思
ひ
出
の
た
め

し
ん
し
つ

君
み
ず
ば
心
地
死
ぬ
べ
し
寝室

の
桜
あ
ま
り
に
白
き
た
そ
が
れ

た
ね
まき

「
巡
礼
と
野
の
種
蒔
人
と
な
に
ご
と
か
金
の
射
光
に

物
言
へ

り
け
り
」

鰯

当
時
の
白
秋
は
森
羅
万
象
に
光
明
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
眼
に
う



鰯

つ
る
世
界
は
す
べ

て、

僅
々

と
照
り
か
が
や
い

て
い

て
、

黒闇

の
片
鱗
さ
え
も

共
著)

な
か
っ
た
。

ま
こ
と
に
十
方光

明
遍
照
界
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
彼
は
こ
の
光
明

を
礼
讃
し
、

敬
礼
し、

や
が
て
宗
教
的
な
法
悦
の
境
地
に
入
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

『
雲
揖
集
』

に
は
人
生
の
寂
家
相、

力
へ

の
待
望、-

存在

す
る
こ
と
へ

の
歓

る
。

喜
な
ど
の
諸種

の
作
品
群
が
見
ら
れ
る。

掲
出
作
で
の
白萩

は、

哀傷

篇
に
よ

こ
の
歌
は
そ
う
し
た
、

讃
嘆、

法悦

の
境
涯
か
ら

生
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

り
挫
折
し
た
み
ず
か
ら
を
回
生
さ
せ
る
も
の
と
し
て
宇
宙
根
源
の
力
を
"

動
く

「
金
の
射
光
」

な
ど
と
い

う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
だ
。
(
木
俣
修
『白

秋

山"

に
見
よ

う
と
し
て
い
る
。

近代

人
と
し
て
の
観念

が、

あ
る
時、

地
球
の

研
究
1

』

前
掲)

自
転
を
感
じ

と
っ

た、

と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う。
「
煙
々
」

的
な
修

飾辞

は
本
案
に
多
く
見
ら
れ
る
が、

こ
こ
で
は
そ
の
語
が
あ
ま
り
目
立
た
ず
語

彼
が
こ
の
地
で
得
た
の
は
、

か
つ
て
人
工
的
な
都
会
趣味

と
し
て
享
受
し
た
異

そ

ぼ
く

国
構緒

と
は
対
照的

な
境
地
で
あ
っ
た
。

海
洋
や
田
園
な
ど、

素
朴
で
輝
か
し

の
力
感
が

.
理
外
の
理"

の
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
(
島
田
修
二

『
短歌シリーズ・人と作品・北原白秋』桜楓社、昭和五十七年刊、田谷

く
豊
か
な
自
然
に
包
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て、

彼
の

詩境

は
繊
細
で
華
麗な

も

くわ

う
く
わ
う

の
か
ら、

逞
し
い
力
強
さ
へ

と
移
行
す
る
の
で
あ

る。

「
煙
々

と
光
り
て

動
く

鋭
と
の
共
著)

山
ひ
と
つ

押
し

傾
け
て
来
る
力
は
も
」

と
い

う、

巻
頭
の
第
一

首
に
み
ら
れ
る

右掲

の
い
ず
れ
も
、

『
雲
母
集
』

に
お
け
る

「光

明」

と

「力

」

を、

歌
人
白
秋

一

よ
う
に、

こ

の
歌集

で
は、

宇宙

の
根
源
的
生
命
力
と
で
も
い
う
べ

き
偉
大
な

の
新
境地

へ

向
か

う
転
回
点
と
し
て

肯定

的
な
評
価
を
下
し
て
い

る。

が
、

真
っ

8

力
の
は
た
ら
き
に
対
す
る
讃
嘆
が
基
調
と
な
っ

て
い

る。

こ
の
力
が
光
や
山
や

向
か
ら
そ
れ
を
否
定
し
た
の
が
中
野
重
治
の
『
斎
藤
茂
吉
ノ
ー
ト
』
(
前
掲)

で

[

海
な
ど
の
自
然
現象

に
あ
ら
わ
れ、

白
秋
は
そ
れ
に

接す

る
こ
と
に
よ
っ

て、

あ
っ

た
。

宗
教
的
感
動
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
恩
田
逸

夫
『
北
原
白
秋
・

人
と
作

品』

清
水
書
院、

昭
和
四
十
四
年
刊)

芥
川
が
フ
ァ

ン
・

ホ
ヅ

ホ
的
な
も
の
を
『
あ
ら
た
ま
』

に
つ
い
て
い
っ
た
よ

へ

り

〈
煙
々

と
光
り
て
動
く
山
〉

は
、

向
こ

う
側
に
光

源
が

あ
っ

て
、

縁
の
揮
い

う
に、

岡
山
も

吉
田
も
(
引
用
者
注、

岡
山
巌
『
現
代
歌
人
論』

と
吉
田
精
一『近代日本浪漫主義研究』を指す)『雲母集』についてそのことにふ

て
い
る
山
を
思
わ
せ
る
。

そ
れ
が
白
秋
の
目
の
前
に

迫
り、

押
し
か
ぶ
さ
っ

て

れ
て
い
る
。

し
か
し
『
雲
母
集』

億、

そ
の
実
物
に
つ
い

て
見
る
と
き
決
し
て

く
る。

そ
の
山
を
動
か
す
根
源
の
力
を、

白
秋
は
「
わ
が
も
の
に
」

欲
す
る
の

こ

れ
を
フ
ァ
ン
・

ホ
ヅ

ホ
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

『
雲
母
集』

で
あ
る。

あ
る
い
は
力
は
山
そ
の
も
の
の
内
に
在
る
と

受
け
と
め
て
も
よ
い
。

に
お
け
る
光
明

遍
照
と
フ
ァ
ン
・

ホ
ッ

ホ
に
お
け
る
光
明
遍
照
と
は
性
質を

異

『
桐
の
花』

の
薄
明
を
帯
び
た
情
調
の
世
界
を
捨
て
て
、

強
い
光
線
を
受
け

に
す
る
も
の
で

あ
る
。

フ
ァ
ン
・

ホ
ッ

ホ
に
お
け
る
光
明
は、

ア
ル
ル
の
カ
ヅ

て
す
べ

て
が
は
つ

ぎ
り
し
た
輪
郭
を
も

2
二
崎
の
風

土
の
中
で
、

物
と
そ
の

物

フ
ェ

ー
の
暗
い

吊
り
ラ
ン
プ
の
下、

オ
ラ
ン
ダ
の
機織

の
ま
っ

く
ら
な
仕
事部

を
動
か
す

力
に

目
覚
め
て
く
る
白
秋
が
こ
こ
に
い
る
。
(
中
山
礼
治
『
北
原
白

屋
の
な
か
に

遍
照
す
る
も
の
で
あ
る
が、

『
雲
母
集』

に
お
け
る
光
明
は、

束

秋
一
歌
と
こ
こ
ろ
』

有斐

閣
新
書、

五

十
五
年
刊、

片
山
貞美

・

田
谷
鋭
と
の

京
の
曇
っ
て
い
る
日
に
も
小
笠
原
に
は
陽
が
照
っ
て
い
る
と
い
う
意味

に
お
い



て
の
光
明
で
あ
る。

そ
れ
は
『
桐
の
花』

の
そ
の
ま

ま
の
延
長
で
あ
り、

一

種

来
て
見
れ
ば
け
ふ
も
か
が
や
く
し
ろ
が
ね
の
沖
辺
は
る
か
に
ゆ
く
瀞
浄
の
あ

の
舞
台
転
換
で
あ
る
の
に
す
ぎ
ぬ
と
思
う。

り

そ
の
後
の
白
秋
の
創作

活
動
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば、

中
野
が
こ
こ
で
ど
ん
な

い
た

こ

日
が
照
る
海
が
か
が
や
く
鰯
船板

干
た
た
け
り
あ
き
ら
め
ら
れ
ず

こん

じ
き

金
色
の
三
角
畑
に
し
み
じ
み
と
人
参
の
種
蒔
け
る
な
り
け
り

に
『
雲
母集

』

の
光
明
を

否定

し
よ
う
と
も
、

多
く
の

評
者
た
ち
が
言
及
し
た、

そ
の
意
義
は
変
質
す
る
も
の
で
は
な
い
。

だ
が
、

中

野
の
指
摘
す
る、

二

種
の

当
初
の
「赤

」

の
用
い
方
と
同様

に、

直
接
的
な
視
覚
映
像
を
再
現
す
る
た
め
の

舞台

転換

」

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
白
秋自

身、
「
近
代
の
も
の
の
あ
は
れ、

『
桐

「
し

ろ

が

ね
」

で

あ

り
、

「
か

が

や
」

き

で

あ

り
、

「

金

色
」

で

あ

る
。

と
こ

ろ

が
、

の
花』

の
新
感覚

と
色
調
と
を
思
ひ
き
り
破
壊し

た
『
雲
母
集』

の
歌
風
は、

ま

第
二
期
の
歌
に
は
、

そ
れ
ら
の
色
彩
が
極
端
に
頻
出
す
る
と
同
時
に
、

抽象

的視

こ
と
に
放
胆
で
も
あ
り
粗
暴
で
も
あ
っ
た
。

紐泥

た
る
も
の
は
あ
り
な
が
ら、

之

点
が
加
わ
り
始
め
る
。

等
の
二
歌
集
の
飛
躍
の
距
離
と
い
ふ
こ
と
を
考
え
る
時、

か
の
転
機
が
必
至
の
も

現表

の
で
あ
り、

重
大
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
寧
ろ
微
笑
さ

れ
る。
」
(
「
文庫

版
『
雲
母

千
鳥
み
る
さ
れ
ど
あ
か
る
き
さ
さ
な
み
の
銀
魚
垢
光
に
膨
も
向
け
ら
れ
ず

彩

集』

覚書

」)

と、

認
め
て
い
る
。

よ
っ

て、

こ
こ
で

問
題
と
な
る
の
は、
「
舞
台

(
初
出
「
千
鳥
み
る
さ
れ
ど
あ
か
る
き
さ
ざ
な
み
の
銀
無
垢
の
中
に
眼
も

絶柵鮮礁蔭

転換

」

の
必
要
性
と
そ
の
方法

の
求
め
方
で
あ
ろ
う。

前
者
に
つ
い
て
は
既
に
論じたことがある(注)ので、ここでは後者の問題に的を絞って考察を進めてゆくこととしたい。そもそも、『雲繹集』を生み出した三浦三崎も、小笠原も、白萩にとっては人生の舞台転換のために求めた地であった。それらについ

向
け
ら
れ
ず
」、
『
文章

世
界』

大
正
三
年
七
月)銀のごと時にひろごる網の目はこれ麗饗艦腱

だ
り
け
り
(
初
出
「
鎌

と
き

あみ

め

せ
きれ

う

ま
な
こ

の
こ
と
時
に
ひ
ろ
が
る
網
の
目
は
こ

れ
寂蓼

の
眼
な
り
け
り
」、

同
右)

え
ん

ぶ

だ

こ
ん

網
の
目
に
閻
浮
檀
金
の
仏
み
て
光
り
か
が
や
く
秋
の
夕
ぐ
れ
(
初
出
「
網
の

え
ん

ぶ

だ

こ
ん

目
に
閻
浮檀

金
の
仏
み
て
光
り
か
が
や
く
秋
の
夕
ぐ
れ」
、

初
出
『
ア
ラ

[

9一

て
、

彼
は
後
に
様
々

な
言
い
方
を
し
て
い
る
が、

恋
愛
事
件
直
後
と
い
う
こ
と
を

ラ
ギ』

大
正
三
年
八
月)

考慮

す
る
な
ら
ば
、

「
私
の
今
の
心
の
怪
し
さ
は
何
に

も
警
へ

ら
れ
な
い

ほ
ど
の

夕
さ
れ
ば
金
の
煙
の
立
つ
ご
と
く
木
は
か
う
か
う
と
よ
ろ
め
き
に
け
り

(初

不
思
議
な
気
分
に
満
た
さ
れ
て
み
る
。

何
で
も
人
の
生
胆
で
も
ゑ
ぐ
り
た
い
や
う

出
「
夕
ざ
れ
ば
金
の
煙
の
立
つ
如
く
木
は
か
う
か
う
と
よ
ろ
め
き
に
け

な
殺
伐
な
恐
ろ
し
い
心
が
腹
の
ど
ん
底
に
び
く
び
く
と
猫
児
の
や
う
に
動
い
て
ゐ

り
」、
『
地
上
巡
礼』

大
正
三

年
十
月)

る
や
う
に
思
は
れ
るコ

私
も
変
れ
ば
変
っ
た
も
の
だ
と
つ
く
づ

く
思
ふ
。

早
く
何

処
か
旅行

で
も
し
て
こ
の
気
分
か
ら
私
を
救
ひ
出
し
度
い
と
思
は
ぬ
日
は
な
い
。

」

こ
れ
ら
の
特
質
は
こ
れ
ま
で
、

前
掲
の

木
俣
の
「
宗
教
的
な
法
悦
の
覧
地」
、

恩

(『
朱
樂
』

余
録、

大
正
二

年
一

月)

と
い
う
の
が、

移

住
に
際
し
て
の
も
?
と
も

田
の
「
宗
教
的
感動

」
、

と
い
っ

た
表
現
で
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
き
た
。

白
秋

正
直
な
心境

で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ

て、

三

崎転

居
直後

、

す
な
わ
ち
第

自
身
の
「
初
め
は
小
児
の
や
う
に
歓
喜
に
燃
え
て
み
た
心
が
次
第
に
四
方欝

悶
の

一

期
の
作
品
に
は、

そ
の
特殊

な
心
理
が
投
影
さ
れ
て
い
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

苦
し
み
と
な
り
、

遂
に
黙
然
と
し
て
一
.脈

の
法悦

味
を
感
じ
得
た
」
(
「
雲
母
集
余

餅
3

言
」)

と
い
う
言
葉
や
、

作
品
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
仏
教
用
語
か
ら
す
る
と
当

、



㎜

然
の
こ
と
で
は

あ
る
。

だ
が
、

こ
こ
に
真
の
意味

で

の
「仏

教
的
法
悦」

が

表現

母
集』

の
歌
風」

と
い
う
反
省
の
言
葉も

出
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ

て、

さ
れ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ、

後
年
の
、

「
あ
ま
り
に
力
と
法
悦
と
を
意
識

中
野
の
「
白
秋
は、

近
代
的
な
も
の
を
通
る
こ
と
な
し
に

今
日
に
た
ど
り
つ
い
て

し
過ぎ

、

観念

的
光
明
狂
信
の
風
を
も
奔騰

さ
し
た
。

何
事か

か
く
あ
ら
し
め
た

い
る
。

『
桐
の

花』

か
ら
『
雲
根
集
』

へ

の
う
つ

り
ゆ
き
を
フ
ァ

ン
・

ホ
ッ
ホ

的

か
と
い
ふ
こ
と
は、

世
に
い
ふ
ご
と
き
梁塵

秘
抄
か
ら

の
影響

な
ど
で
は
な
い
。

な
も
の
へ

の
転
向
と
す
る
こ
と
は、

ハ
イ
カ
ラ
な
も
の
と
近
代的

な
も
の
と
の
見

も
っ
と
奥
深
い
も
の
で
あ
り
、

肉
体
的
の
も
の
で
も
あ
る
。

環
境
に
も
あ
る
。

而

間
違
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
(
前
掲書

)

と
い

う
規
定
は
、

不
当
で
は
な
い

も

も
三
崎
と
小
笠
原
と
の
混
雑
し
た
麗
光
の
所
依
で
も
あ
っ
た
ら
う
。

」
(
『
白
秋
詩

の
の、

幾
分
そ
の
視
点
の
ず
れ
を
感
じ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

が、

中
野
は

同時

に

歌
集
第
三
巻
』

後
記、

昭
和
十
六

年、

河
出
書
房
刊)

と
い
う
言
葉
の
方
が、

そ

言

う
。

の
核
心
を
捉
え
て
い
よ
う。

真
に
仏
教
的世

界
に
帰
依
し
、

そ
の
宗
教
的
法
悦
境

に
あ
る
な
ら
ば、

何
か
に
辿
り
つ

こ
う
と
す
る
、

ま
た
は
何
か
か
ら
脱
れ
よ
う
と
す
る
衝
迫と

努

こ
ん
じ
き
くわ

う

こ
こ
に
来
て
梁塵

秘
抄
を
読
む
と
き
は
金
色

光
の
さ
す
心
地
す
る
(
初
出
は

力
は

絶
え
て

見
ら
れ
な
い
。

眼
は
対
象
に
ひ
た
と

面
せ
ず
に
、

そ
の
ま
わ
りを、しばしばそれを意識しながらただようのにとどまる。対象をさ

「
こ
こ
に
来
て
梁塵

秘
抄
を
読
む
時
は
金
色
光
の
さ
す
心
地
す
る
」、
『
文

が
し、

さ
が
し
あ
て、

そ
の
上
に
し
か
と
停
ま
る
と
い
う
眼
の
機能

は
初
手
か

章世

界
』

大
正
三
年
七
月)

ら
拒
否
さ
れ、

む
し
ろ
そ
れ
は、

怖
れ
ら
れ
避
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ

」

こ
で
眼
は、

本
来
の
機能

を
回
避
し
つ
つ

歌
と
し
て
あ
ら
わ
れ

出
る
た
め、

と

m

と

い

う

歌

と
、

め
度
の
な
い
饒
舌
で
身を

装
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
(
前掲

書)

一

つ

ま

う

ゆ
え

わ
が
妻
を
か
く
も
憂
し
と
は
お
も
は
ね
ど
か
』
づ

ら
う
故
に
く
る
し
か
り
け

あ
る

時期

ま
で
の

白
秋
詩
歌
の
特
質
を
鋭
く
言
い

当
て
て
い
る。

が
、

こ
の
欠
点

り
(
『
文章

世
界』

大
正
三
年
七
月、

『
雲
母
集
』

に
は
採
録
さ
れ
ず)

つ
ま

あか

こ
し
お
び

た
び

し
れ

わ
が
妻
が

赤
き
腰
帯
に
く
し
や
と
わ
れ
も
足
袋
ぬ
ぐ
こ
鼠

な
痴
も
の
(
同
右)

は
次
第
に
解
消
さ

れ
て
い
く。

あ
る
い
は、

少
な
く
と
も
解
消
へ

向
け
て
変
容
していくこととなる。『雲母集』の時代は、その欠点を最大限に露呈し、

自
ら
に
変
革
を

迫
る、

不
可避

の
径
庭
だ
っ
た
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は、

紙
幅
の

な
ど
と
い
う
歌
を
同
時
に
作
り
、

ま
た
発表

す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
ま
い
。

こ
の

都
合
上、

稿
を

改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

時、

白秋

が
最優

先
し
て
心
を
砕
い
て
い
た
の
は、

一

旦
地
に
落
ち
た
詩
人
が
再

起
す
る
た
め
の、

言
葉
に
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
む
試
み
だ
っ

た
。

そ
う
考
え
て

注

「
『
雲
母

集』

論」
(『
明
治
大
学
教
養
論
集
』
一

九
九
一

年
三
月
刊、

通
巻

こ

そ、

そ
の
色
彩
表
現
の
変遷

の
意
味
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、

こ
の

二
三
九
号)

時
の
白
秋
は、

時
代
潮
流
か
ら
最
も

遠
い
と
こ
ろ
に
い

た
と
言
わ
さ
る
を

得
な

い
。

い

や、

自
ら
そ
う
望
み、

自
己
内
部
の
立
て
直
し
に
懸
命
だ
っ

た
は
ず
だ
。

(
に
し
や
ま

は
る
ふ
み)

だ
か
ら
こ
そ、

「
近
代
の
も
の
の
あ
は
れ
(
中
略)

を

思
ひ
き
り
破
壊
し
た

『
雲


