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先
に
、
北
原
白
秋
の
第
二
歌
集

『雲
母
集
』
に
お
け
る
色
彩
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
、
当
時
の
白
秋
の
色
彩
表
現
の
特
徴
と
、
そ
の
変
遷

注

-

過
程

に

つ
い
て
概
観

し
た

。
本
稿

で
は
、
そ

こ
で
触
れ
る

こ
と

の
で
き
な
か

っ
た

、
色
彩
以
外

の
感
覚
と
そ

の
表
現

に

つ
い
て
さ
ら
に
検
討

を
加

え
て
み
た

い
。

菅

野
昭
正
氏
は

「
見

つ
つ
観
ざ
り
き
」

(『
詩
学
創
造
』
集
英
社

、

一
九

八
四
年

刊
)

と

い
う

タ
イ
ト

ル
の
下

に
、
白
秋

の

「
《
観

る
視
線
》

ぐ
ろ

の
詩

学
」
「
《
観

る
視
線

》

の
喜

び

の
詩
学
」

に

つ
い
て
精
緻

な
考
察

を
行

っ
て

い
る
。
そ

こ
で
は

、
「
か
鋤
葉

に
し
づ
み

て
匂

ふ
夏
霞
若

か

る
我
は
見

つ
つ
観

さ
り
き
」

(『
黒
檜

』
、
初
出

『
改
造

』
昭
和
十

四
年

七
月
)

に
示
さ

れ

て
い
る

、
白
秋

の

「
見

る
」
と

「
観

る
」
と

い
う

二

つ
の
視
線

の
違

い
を
読

み
取
り
、
「
日
本
語

の
韻
律

の
富

に
相
変

わ
ら
ず
眼
を
配

り
な
が

ら
、
『
畑

の
祭
』

か
ら

『
真

珠
抄
』

へ
、
『
真
珠

抄
』
か
ら

『
白
金
之
独
楽
』

へ
と
た
ど
る

こ
の
道
程

の
な
か

で
、
白

秋
は

し
だ

い
に

《
観

る
視
線
》

の
詩

へ
近

づ
い
て
ゆ

く
。
外
部

の
世
界

を
法
悦

の
光

に

つ
つ
ま

れ
た
も

の
と
眺
め
る

こ
と
か
ら

、
外
部

の
世
界

の
対
象

の
背
後

に
、
無
辺
際

の
円
光

を

つ
つ
み

こ
ん
だ
実
相

を

《
観

注

2

る
》

こ
と
ま
で
、
そ

の
距
離
は
さ
ほ
ど
遠
く
は
な
か

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
」
と
論
じ

て
い
る

。
確

か

に
、
『
雲

母
集
』
第

一
、
.
二
期

の
白
秋

に

・

と

っ
て
の
外
的
世
界

は
、
「
金

」
「
銀
」
「
光

」
と

い

っ
た
、
厚

化
粧
を

ほ
ど

こ
さ
れ

て
お
り

、
そ

の
中

に
あ

る
は
ず

の
対

象

の
本
質
ま

で
は

一
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至
り

つ
い
て

い
な

い
。
だ
が
、
そ

の
こ
と
を
当
人

に
気
付
か
せ
る

こ
と
と
な

っ
た

の
が
、
『
真
珠
抄
』
、
『
白
金
之
独
楽
』
そ
し
て
、
『
雲
母
集
』

の
時
代
だ

っ
た
。

こ
の
こ
と
を
考

え
る
と
、
世
間

か
ら
遮
断
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
存
分

に
陽
光

に
さ
ら
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
、
そ

の
三
崎
体
験

の
重

さ
を
思

わ
ず

に
は

い
ら
れ
な

い
。

白

秋

の
眼
に
映

る
そ

の
三
崎

の
景
物
は

、
歌

に
お
け
る
色
調

の
変
化

と
共

に
移
ろ

い
を
見
せ

る
。
当
初
は
、
大
自

然

の
中

に
身
を
置

い
て

は

い
た
も

の
の
、

寂
し
さ
に
浜

へ
酷
で
見
れ
ば
波
ば
か
り
う
ね
り
く
ね
れ
り
あ
き
ら
め
ら
れ
ず

(初
出

『朱
簗
』
大
正
二
年
二
月
)

何
か
し
ら
笑
ひ
泣
き
す
る
心
な
り
野
菜
畑
に
鰯
こ
ろ
が
る

(初
出
同
君
)

と

い

っ
た
歌

に
見

ら
れ
る
よ
う

に
、
『
桐

の
花
』
「
哀
傷
篇
」
に
歌
わ
れ
た
傷

心
を
引
き
ず

っ
て
い
る
た
め

、

こ
こ
に
現
れ
た

「
波
」
も
、
「
野

菜
畑
」

も
、
単

な

る
背
景

と

し
て
点
描

さ
れ

て

い
る

に
過
ぎ
な

い
。
決
し

て
、
そ

の
風
光

を
見

つ
め

て
は

い
な

い
。
作
者

の
内

な

る
好
情

と

、
描
か
れ
た
自
然
と
が
分
裂

し
そ
う

に
な
り
な
が
ら
も
、
白
秋

の
境

涯
性

に
支

え
ら
れ

て
よ
う
や
く
短
歌
形
式
に
収

ま

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。
旺
盛
な
表
現

意
欲
を
抱

え
な
が
ら

、
そ
れ
を
短
歌
形
式

に
凝
縮

し
、
吟
味

す

る
た
め

の
心

の
平
衡
状
態

は
ま
だ
訪
れ

て

い
な

い
。
だ

が
、

一
方

で
は

そ
ん

な
状
況
を
自
覚

し
、
新

た
な
創
作
活
動

の
糸

口
を
模
索
す
る
た
め
に
、
短
歌
と
並
行
し
て
詩

・
短

唱
な
ど
様

々
な
表
現

形
式

を
用

い
始

め

て
い
る
。
『
雲

母
集
』
第

一
期

の
白
秋

で
あ
る
。

第

二
期

の
作

品

で
は
、
鰺
屈

し
て
い
た
内
面
を
解
き
放
と
う

と
し
た
軌
跡
が
明
ら
か

に
見
ら
れ
る
。

大
き
な

る
足
が
聯
鯨
を
踏

み

つ
け
ゆ
く
力
あ

ふ
る
る
人
間

の
足
が

(初

出

『
ア

ラ
ラ
ギ
』
大
正
三
年

一
月
)



さ

こ
ん
じ
き

う
し
ろ
よ

り
西
日
射
せ
れ
ば
あ
な
寂
し
金
色

に
光
る
漁
師

の
あ

た
ま

(初
出

、
同
右

八
月
)

こ
こ
で
は
、
「
金
」

「
銀
」
、
そ
し

て

「
光
」
と

い

っ
た
新
生

の
た
め

の
輝

か
し

い
世
界
が
志

向
さ
れ

、
外
界

そ

の
も

の
は
大
づ

か
み
に
素
描

ざ
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。

こ
の
こ
と
は
、
第

二
期
後
半
か

ら
第

三
期

に
か
け

て
も
大

き
く
変

わ
る

こ
と
は
な

い
が
、
折

り
に
触
れ
身
辺

の

一
点

景

へ
眼
が
向
け
ら
れ
よ
う
に
な
る
。
そ

の
対
象
は

、
童
児

・
鰻

・
馬

・
薔
薇

・
急
須

と
茶
碗
な
ど

で
あ
り
、
大
自
然

そ
の
も

の
に
比
し

て
弱

小
な
も

の
で
あ
る
分
、
眼
が
行

き
届

い
て
い
る
。
ま
さ

に
菅
野
氏

の
言
う

「
観

る
」
詩
学

の
獲
得

へ
向

か

い
始

め
る
契
機

で
あ

る
。
た
だ

、

こ
の

「
観
る
」
行

為
も

一
様
な

も

の
で
は
な
く

、

二
極
分
化
し

て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
そ

の
ひ
と

つ
は
、

ひ
る

あ
か

午
過
ぎ
て
ま
す
ま
す
紅
き
薔
薇
の
花
ま
す
ま
す
重
く
傾
き
ゆ
く
も

ぶ

天
の
河
様
相
と
綜
椙
と
の
間
よ
り
幽
か
に
白
し
開
け
に
け
ら
し
も

(初
出

『
地
上
巡
礼
』
大
正
四
年

一
月
)

(初
出

『
A
R
S
』

大
正
四
年

七
月
)

な
ど

に
代
表

さ
れ
る
、
凝
視

し
続
け

る
こ
と

に
よ

っ
て
短

歌
と
し

て
の
表
現

へ
高
ま
り
ゆ
く
も
の
で
あ

る
。
そ
し

て
も
う

ひ
と

つ
は

、

く
わ
う
く
わ
う

か
た
ぶ

く

連

々
と
光

り

て
動
く
山
ひ
と

つ
押

し
傾
け

て
来
る
力
は
も

146

に
代

表

さ
れ
る

、
観

る
行
為

の
結
果

、
さ
ら

に
肉
眼
を
超

え
た
あ

る
種

の
不
可
視

の
も

の

へ
到
達
し

、
そ
れ
を
表
現

し
た
も

の
で
あ

る
。

く
わ
う
く
わ
う

『
雲
母
集
』

を
編

む
に
当

た

っ
て
、
敢

え
て
巻
頭

に

「
新

生

序
歌
」

と

い
う
章
を
設
け
、
中

で
も

「
燈

々
と
」

の

一
首
を
そ

の
最
初
に
掲

げ

て
い
る
こ
と
か
ら

、
そ

の
不
可
視

の
も

の
を
把
握
す

る
凝
視
力

の
復
活

に
寄

せ
る
思

い
の
丈
が
感

じ
取

れ
る

の
で
あ

る
。
確
か

に
、
中

野

『雲
母
集
』
の
特
質

・

・

三
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四

重

治

の
言
う
よ
う

に
、
「
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
」

(『
斎

藤
茂

吉
ノ
ー
ト
』

筑
摩
叢

書
、

昭
和
三
十
九
年
刊
)
。
だ
が
、
「
気
分
、
風
情

、
け
は

い
」

(同
右
)
を
人

一
倍
敏

感

に
感
得

す
る
た
め

に
は
、
「
観

る
」

こ
と
は
ど
う

し
て
も

避
け
る

こ
と
は

で
き
ま

い
。
問
題
は

、
観
た

こ
と
を
で
き
る
だ
け
即
物
的

に
表
現

し
、
客
観
的

に
読
者

の
眼
前

に
提
示
す
る
か
、
何

ら
か

の

意
図
を
初
め
か
ら
そ

の
背
後

に
孕

ま
せ

つ
つ
さ
ら

に
高
次

元
の
…様
相
を
読
者

の
内
部

で
律
動
せ
し
む
る
か
、
と

い
う

い
わ
ば
写
生

の
方
法
論

に
帰

す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
白
秋
は

、
『
雀

の
卵
』

の
大
序

に
次

の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

写
生

の
唱
導

は
啓
蒙

運
動

と
し
て
見

る
時

に
価
値

が
あ

る
が
、
真

の
芸
術

の
絶
対

境
は
そ

の
写
生

か
ら
出

て
も

つ
と
高

い
、
も

つ
と
深

い
、
も

つ
と
幽

か
な
、
真

の
象
徴

に
入

っ
て
初
め

て
そ

の
神
機

が
生

き
気
品
が
動
く
。
さ
う
し
て
彼
と
我

、
客
と
主

の
両
体
が

、
真

の
円

融
、
真

の

一
如

の
状
態

に
合

し
て
初

め
て
言
語
を
絶

し
た
天
来

の
霊
妙
音

を
鳴
り
澄
ま
す

の
で
あ
る
。

そ

の
後

の
白
秋

が
、

こ
こ
に
示
さ
れ
た

「
象
徴

」
を
追
求

し
始
め

る
た
め

に
も
、
『
雲
母
集
』
時
代

に

「
『
観

る
』
詩
学
」

の

一
端

に
た

ど
り

着

い
て
お
く

こ
と
は
ど
う

し
て
も
必
要
な

こ
と

で
あ

っ
た
と
言

え
よ
う
。

た
だ

し
、
『
「
観
る
」
詩
学
』

へ
向

か

い
始
め
る
と

い
う

こ
と
は
、
詩
人

の
全
感
覚

が
鋭
敏

に
な

っ
て
ゆ
く

こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
視
覚

だ

け
が
他

の
感
覚

か
ら
独
立
し

て
力
を
得
る
な

ど
と

い
う

こ
と
は
あ
り
得

な

い
か
ら
で
あ
る
。
総

括
的
に
言
う
な
ら
ば
、
『
雲

母
集

』

の
五
官

ふ

じ

う
ら

は
閉

じ
ら
れ

て

い
る
。
た
と

え
、
ど
ん
な
に

「
不
尽
の
山
麗
ら
か
な
れ
ば

わ
が

こ

こ
ろ
朗
ら
か
に
な

り
て
眺
め
惚
れ

て
居
る
」

と

い

っ
た
よ

ひ

と

や

う
な
自
己
解

放

の
歌
を
並

べ
よ
う

と
も
、
そ
れ
ら
は

「
水
あ
さ
ぎ
空

ひ
ろ
び
う
し
吾
が

父
よ

こ
こ
は
牢
獄

に
あ

ら
ざ
り

に
け
り
」

「
深
み
ど

ひ

と

や

り
海
は
ろ
ば

う
し
吾
が
母
よ

こ
こ
は
牢
獄
に
あ
ら
ざ
り
に
け
り
」
と

い
う
意
味

で

の
、

つ
ま
り
、
恋
愛
事
件

と
そ
の
波
紋
か
ら

の
解
放
感

で

あ
り
、
本
来

の
白
秋

の
詩
人

と
し
て

の
感
覚

の
解

放

で
は
な

い
。
「
同
じ
浪

曼
派
な
が
ら

、
晶
子

の
狂
情

、
牧
水

の
朗
放

、
夕
暮

の
牧
歌

、
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啄
木

の
感
傷

、
勇

の
頽
唐
と
も

、
孤

立
的

に
類

の
な

い
、
調
も
主
題
も
異
な

っ
た

こ
の
発
想

は
、
言
葉

即
感
覚

と
し
た
と

こ
ろ

に
あ

る
。
」

(吉

田

一
穂

「
詩
人

の
肖
像
」
、
『
n
本

の
詩
歌

軌

・
北
原
白
秋
』

所
収

、
中

公
文
庫

、
昭
和

四
十

九
年
刊
)

と
評
さ
れ
た

『
桐

の
花
』

の
多

様

な
感
覚
表
現

と
比

べ
る
な
ら
ば

、
そ

の

こ
と
は
際

立

っ
て
見

え
る
。
中

で
も

、
『
雲
母
集

』
第

一
期
は
か

ろ
う

じ
て

「
見

る
」

こ
と

に
鎚

り

つ
く

こ
と

で
言
葉

を
得

て
い
る
と
も
言
え
よ
う

。
そ

の
感
覚
が
よ
う
や
く
開
か
れ
始
め

た
と
言
え
る

の
は
、
第

二
期
後
半

か
ら

で
あ

る
。

あ
き

い
ろ
い
ま

き
ほ

こ
ゑ

ひ
と
ま
め

は
し

み

秋
の
色
い
ま
か
極
ま
る
声
も
な
き
大
豆
の
ご
と
橋
わ
た
る
見
ゆ

(初
出
「
秋
の
色
今
か
極
ま
る
声
も
な
き
人
豆
の
ご
と
橋
わ
た
る
見
ゆ
」

『文
章
世
界
』
大
正
三
年
七
月
)

い
つ
し
ん

あ
そ

こ
ゑ

あ
か

あ
き

ゆ
ふ

こ

と
も

一
心

に
遊

ぶ
子
ど
も

の
声
す
な
り
赤
き
と
ま
や

の
秋

の
夕
ぐ
れ

(初
出

⊃

心

に
遊
ぶ
子
供

の
声

す
な
り
赤

き
と
ま

や

の
秋

の
夕
ぐ
れ
」

同
右
)

あ
し

ま

け

つ
け

つ
と
鳴
く
は
何

鳥
あ

か
あ

か
と
葦
間

の
夕

日
消

え
て
け
ら
ず

や

(
同
右
)

こ

こ

へ
来

て
よ
う

や
く
外
界

の
音

を
意

識
し

、

は

、
『
桐

の
花
』

の

そ
れ
ま

で
絶

え

て
い
た
聴
覚
.に
基
づ

く
表
現
が
現

れ
始
め

る
の

で
あ

る
。
だ
が

、
そ
れ
ら

い
ん

こ

七
月
や
お
か
め
鶉
斑
の
暗
き
叫
ぶ
妾
宅
の
屋
根
の
草
に
雨
ふ
る

百
舌
哺
け
ば
紺
の
腹
掛
新
し
き
わ
か
き
大
工
も
涙
な
が
し
ぬ

す
ず

ル

カ

お
そ

鐸
鳴
ら
す
路
加
病
院
の
遅
ざ
く
ら
春
も
い
ま
し
か
を
は
り
な
る
ら
む

『雲
母
集
』

の
特
質

五
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六

な

ど

の
歌
に
お

い
て
作
り
出

さ
れ
た

、
視
覚
的
世

界
と
渾
然

一
体
と

な

っ
て
描

出
さ
れ
た
繊
細
な
聴
覚

世
界
と
は
根
本
的

に
異
な

る
。
特

に
、
上
三
句
と
下

二
句

の
間

に
断
絶
が
生
じ

て
い
る
た
め
、
あ

る

一
つ
の
像
を
結
実
さ
せ
る
に
は
至

っ
て
い
な

い
。
未
だ
、
視
覚

に
聴
覚

が

追

い
付

い
て

い
け
な

い
ほ
ど

の
焦
慮

の
中

で
作
歌
し
て

い
た
様
子
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
三
崎
時
代

の

白
秋

は
追

い
込
ま
れ
た
と

こ
ろ
に
お
り

、
そ
ん
な
状
況
下
か
ら
詩
人
と
し
て
再
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と

の
証

し

で
も

あ
ろ
う

。

相
州

の
三
浦
三
崎

は
三
浦
半
島

の
尖
端

に
在

っ
て
、
遥
か
に
房
州

の
館

山
を

の
ぞ
み
、
両

々
相
対

し
て
、
而
も
貴
重
な
る
東
京
湾

口
を

挺

し

て
ゐ

る
、
風
光

明
媚

の

一
漁
村

で
あ
る
。
気
候
温
和

に
し
て
四
時

南
風
や
は
ら
か

く
而
も
海

は
胱
惚

と
し

て
常

に
よ

ろ
め

い
て
ゐ

る
、
さ
な
が
ら
南
以
太
利

の
沿
岸
を
思
は
せ
る
景
勝

の
土
地
で
あ

る
。

(「
雲
母
集
余
言
」
)

巻
末

に
当
時

の
環
境

を

こ
う
描
出
す
る
白
秋

。
だ
が
、
収
録
歌

五
五
六
首

の
す
べ
て
を
も

っ
て
し
て
も
、

描

き
切
れ

て
い
る
と
は
言

え
ま

い
。
な
ぜ

な
ら

、
『
桐

の
花
』

に
示
さ
れ
た

、

そ

の

「
風
光
明
媚

の

一
漁
村
」
が

ボ

ア

ふ
く
ら
な
る
羽
毛
襟
巻

の
に
ほ
ひ
を
新
ら
し
む
十

一
月

の
朝

の
あ
ひ
び
き

ま

ウ
イ

ス
キ
ー
の
強
く
か
な
し
き

口
あ
た
り
そ
れ
に
も
優
し

て
春

の
暮
れ
ゆ
く

ふ

つ

か

せ

な

つ
か
し
き
七
月

二
日
し
み
じ
み
と
メ

ス
の
わ
が
背

に
触

れ
し
そ

の
夏

と

い

っ
た

、
嗅
覚

.
味
覚

・
触
覚
は
視
覚

・
聴
覚
以
上
に
そ

の
作

用
が
拒
ま
れ

て
い
る
た
め

、
読
者

の
内

で

「
漁
村
」

の

「
風
光
」
は
像

を



結
ば
な

い
。
作
者
自
身
が
そ
れ
を
感
受
す
る
術
を
持
た
な

い
の
で
あ
る
か
ら
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
是
非
は
と
も
か
く
も
、

こ
こ
で
重

要
な

こ
と
は
、

、

若

い
ロ
セ

ツ
チ
が
生
命

の
家

の
よ
ろ

こ
び
を
古

い
ソ

ン
ネ

ッ
ト
の
形
式

に
寄

せ
た
や
う

に
私
も
奔
放
自
由
な

シ
ム
フ
オ

ニ
ー

の
新
曲

に
自

己

の
全
感
覚
を
響
か
す
あ
と
か
ら
、
豪

し

い

一
絃

の
古

写
を
新
ら

し

い
悲

し

い
指

さ
き
で

こ
こ
ろ
も
ち
よ
く
爪
弾
し
た
と

こ
ろ
で
少

し
も

差
支

へ
は
な

い
筈

だ
。
市
井

の
俗
人
す
ら
そ
の
忙
が
し

い
銀
行
事
務

の
折

々
に
は

一
鉢

の
シ
ネ

ラ
リ
ア

の
花

に
な

に
と
は
な
き
デ

リ
ケ

エ

ト
な
目
ざ
し
を
送

る
こ
と
も
あ
る

で
は
な

い
か
。
私
は
そ
ん
な
風
に
短
歌

の
匂

に
親
し
み
た

い
の
で
あ
る
。

(『
桐

の
花
』
所
収

「
桐

の
花

と
カ
ス
テ
ラ
」
)

と

い
う
初
期

の
短
歌
観
が
完

全

に
崩
壊

し
て

い
る

こ
と

で
あ
る
。
感
覚
を
閉
ざ
し
た
詩
人
が

、
そ

の
よ
う

な
状
況
下

で
あ
え

て
作
詩

.
作
歌

し
よ
う
と
す

る
な
ら
ば

、
全
面
的

に
言
葉

の
力

に
頼
ら

ざ
る
を
得

ま

い
。
そ

の
こ
と
を
如
実

に
示
す

の
が
h
短

唱
集

『
真
珠
抄
』

(大
正
三

年
九
月
刊
)

と

『
白
金
之
独
楽
』

(同
十

二
月
刊
)

で
あ

る
。
前
者
は
既
製

の
詩
歌
形
式

に
拠
ら
ず

に
、
洩
れ
来

る
眩
き
を
書
き
留
め
た
も

の
で
あ
り

、
後

者
は
片
仮
名

に
よ
る
表
記
と
仏
教

用
語

に
よ

っ
て
新
詩

た
ら
ん

こ
と
を
企
図
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
と
並
行
し
て
作
ら

れ
た

『
雲
母
集
』
所
収

の
短
歌
群

は
、
当
時

の
白
秋

に
と

っ
て
言
葉

の
実
験
室

の
様
相
を
呈
し
て

い
る

。

そ

の
特
徴

の
第

一
と
し
て
、
文

語
体
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、

口
語
体

・
会
話
体
を

用
い
た
人
情
味
溢

れ
る
歌
が
混
在

し
て
い
る
点

に
注

目
し

て
お
き
た

い
。

142

こ
の
憎

き
男
た
ら

し
が

つ
つ
じ

の
花
ゆ
す

り
動
か
し

て
い

つ
ま
で
泣
く
そ

『雲
母
集
』

の
特
質

七
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く

ら

夕
日
が
赤
し
餌
を
や
れ
五
郎
作
け
だ
も
の
は
磯
う
れ
ば
糞
も
食
は
む
ず
る
ぞ

は
ろ
ば
う
に
枯
木
わ
く
れ
ば
貫
講
蹴
お
つ
魂
げ
る
や
う
な
日
が
落
ち
て
居
る

り
ん
だ
う

そ

こ
に
も

こ
こ
に
も
あ
は
れ
な
小
さ

い
竜
胆
が
咲

い
て
ゐ
る
光

っ
て
ま
た
た

い
て
ゐ
る

八

ち
な
み
に
釈
沼
空
は
、
「
は
ろ
ば
う

に
」

の
歌

に

つ
い
て
、
「
ユ
ウ

モ
ア
に
満
ち
た
歌

で
あ

る
。
わ
け
く
れ
ば

と
せ
な

い
で
わ
く
れ
ば
と
云
う

た
と

こ
ろ
に
古
風
な
味
が
あ
る
。
目
が
落
ち

て
ゐ
る
と
平
面
的
静
止
的

に
叙
述
し
た

の
も
、
無
雑
作

な

田
舎

人
の
心
に
な
り
き

つ
て
ゐ
る
。
」

(「
雲
母
集
細
見

(上
)
」
『
ア

ラ
ラ
ギ
』
大
正

四
年

十

二
月
)
と
称
賛

し
て

い
る
。

ま
た
、

こ
れ
ら
は
時

に
民
謡

・
俗
謡
調

の
リ
ズ

ム
を
伴

っ
て
現
れ
る
。

薔
薇
の
木
に
薔
薇
の
花
咲
く
あ
な
か
し
こ
何
の
不
思
議
も
な
い
け
れ
ど
な
も

な
ん何

ぢ
や
と

て
そ
げ
な
そ
し
ら
ぬ
ふ
り
を
す
る
急
須

こ
ち
向

け

日
も
募

る
る
そ
よ

火

の
中

に
不
動
明
王
お
は
す
な
り
あ
な
か
た
じ

け
な
あ
な
か
た
じ
け
な

後
年
、
白
秋
自
身
は

「
あ
ま
り

に
力

と
法
悦
と
を
意
識
し
過
ぎ

、
観
念
的
光

明
狂
信

の
風
を
も
奔
騰

さ
し
た
。
何
事
が

か
く
あ
ら
し
め
た
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
。
も

つ
と
深

い
も

の
で
あ
り

、
肉
体
的

な
も

の
で
も
あ
る
。
環

境
に
も
あ

る
。
而
も
三
崎

と
小
笠
原
と

の
混
雑
し
た
麗
光

の
所
依

で
も
あ

つ
た

ら
う

。
私
は
か
く
あ

つ
た
こ
と
を
ま
た
悔

い
て
は
ゐ
な

い
。
」

(『
白
秋
詩
歌
集
』
第

三
巻
後
記

、
昭
和
十
六
年

四
月
刊
)
と
記

し
、
『
梁
塵
秘
抄
』
か
ら

の
影
響
を
否
定
し

て
い
る
。
だ
が

、
当
時
、
「
短
歌

の
形
式
が

、
下

っ
て
平
安
時
代

に
入
る
と
、
古
今
集

、
新
古
今
集

に
現
は
れ
た
や
う

な
人
為
的
な
技

巧

の
上
に
重
き
を
置

く

の
傾
向
が
甚

し
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く
な

つ
た
。
従

っ
て
私
等

の
興
味

の

一
致
は
、

こ
れ
ら

の
立
派
な
歌
集
選
集

か
ら
離

れ
て
、
当
代

に
生
ま
れ
た
神
楽
歌
や
催
馬
楽
、
或

は
今

様

の
謡
物

に
走

っ
て
行

っ
た
。
/

こ
れ
は
何
が
故

で
あ
ら
う

。
言
ふ
ま

で
も
な
く
私
等

は
自
然

の
発
露
を
慕

っ
て
ゐ
る
が
故

で
あ

る
。
人
間

本
来

の
声

と
姿

と
に
よ

つ
て
真
実
を
見
出
さ
ん

と
欲

し
た
故

で
あ

る
。
」

(『
国
民
文
学
』
大

正
四
年

四
月
)

と
記

し
て

い
る

こ
と
を
考

え
合

ン

わ
せ
る
な
ら
ば
、
『
梁
塵

秘
抄
』

の
影
響

の
程
度
は
と
も
か
く

、
俗
謡

へ
心
を
寄
せ

て

い
た

こ
と
は
疑

い
よ
う

の
な

い
事
実

で
あ
り

、
様

々

な
点

で
そ

の
影
響
下

に
あ

っ
た

こ
と
も

間
違

い
な

い
。
よ

っ
て
、

こ
れ
ら

の
作
品

に
は
、
自
身

の
内
部

の
声
を
俗
謡
調
を
借
り

る

こ
と

に
よ

っ
て
短

歌
に
定
着

し
よ
う
と
す

る
試
み
を
見
る

こ
と
が

で
き
よ
う
し
、

こ
の
試

み

こ
そ
が
後

の
民
謡
詩
人

.
白
秋
を
生

み
出
す

こ
と
に
な

る

と
考

え
る

の
が
最

も
自
然

で
あ

る
。

第

二
の
特

徴
と
し

て
、
『
桐

の
花
』

の
多
く

の
作

品

の
よ
う
な

、
余
韻

・
余
情
を
残

し
た
ま
ま

の
静

か
な
結
句

は
減
少

し
、
「
か
も
」
「
け

り
」

「
か
な
」

に
代
表

さ
れ
る
、
断
定

も

し
く
は
詠
嘆

に
近

い
形

で
結

ば
れ
て

い
る
点

が
指
摘

さ
れ
る
。
と
り
わ
け

、
万
葉
集

の
特
徴

の

一

つ
に
掲
げ

ら
れ

る

「
か
も
」

と

い
う
結

び
方
が
頻

出
す

る
背
後

に
は

、
当
時

の
白
秋

の
歌

に
寄
せ

る
心
持

ち
を
覗
く

こ
と
が

で
き
る
。
「
短

歌

の
形
式
を
以

て
最

も
よ
く
人
間

の
感
情
を
伝

へ
た
も

の
は
万
葉
集

で
あ
る
。
万
葉
集

は
そ
の
当
時

の
人

々
⑳

真

の
生
活

の
声

で
、
極

め
て

自
然

に
発
露
し
た
感
情

の
姿

を
も

つ
て
ゐ
る
。
私
等
が
永

い
時
代
を
隔

て
た
今

日
、
猶

ほ
万
葉
集
を
読
ん

で
感

じ
得

る
興
味
は

、
そ

の
自
然

の
発
露

、
偽
ら
さ

る
人
間

の
声

で
あ
る
と

い
ふ
と

こ
ろ

に
存
し
て
ゐ
る
。」

(『
国
民
文
学
』
同
前
掲
)
繰

り
返

し

「
真
実
」
を
説
く
白
秋
が

、

「
真

の
生
活

の
声
」

と
し

て
万
葉
集

を
重
要
視
し

て

い
た
こ
と
は
当
然

で
あ

る
が

、
表
現

の
上

か
ら
も
そ

こ
か
ら
学

び
と
る
も

の
が
大
き
か

っ
た

こ
と
は
注

目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
当
時

の
白
秋
は

、
単
純

に
万
葉
集
を
模
倣
す
る
状
況
に
は
な

か

っ
た
。
万
葉
集

に
収
め
ら

れ
た
作
品

の
多

く
が
、
そ
の
無
名
性

に
よ

っ
て
、
普
遍
的

で
自
然
な

「
生
活

の
声
」
を
伝

え
て
い
る

の
に
対

し
、
白
秋

の
場
合
は
詩

人
と

し

て

の

「
新
生
」
を
期
し
て

の
歌
作

で
あ

っ
た
た
め
、
理
想
と
す
る
作
品
と

、
作
者

.
白
秋

と

の
間

に
埋
め
よ
う

の
な

い
溝
が
生
じ

て
い
る
。
'

そ
れ
は

一
首

の
構
成

の
仕
方

に
も
影
響

を
与

え
る

こ
と
と
な
る
。

『
雲
母
集
』
の
特
質

九
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一
〇

『
桐

の
花
』
収
録
歌

の
多

く
は
、

一
首
全
体
が
非
常

に
な
だ
ら
か
な

リ
ズ

ム
に
乗

っ
て
詠
ま
れ

て

い
る
。
三
十

一
音

の
途
中

で
切
れ
を
見

せ
る

こ
と
は
少
な
く

、
五
句

は
緊
密

な
結
び
付
き

の
下

に
構
成
さ

れ

て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
『
雲

母
集
』
収
録
歌

の
多

く
は
、
上

の
句
と
下

の
句

の
間

に
断
絶

を
生
じ

て

い
る
。
例

え
ば

、
釈
追
空
が

三

羽
飛

び

二
羽
飛
び

三
羽
飛
び

四
羽
五
羽
飛
び
大
鵬

い
ち
ど

に
飛
び

に
け
る
か

も
」

に

つ
い
て

「
却

て
下

の
句

の
お

つ
か
ぶ
せ
る
様
な
表
現

に
効
果
を
奪

は
れ
て
、
上

の
句

の
技
巧
が
力

を
失
う

て
ゐ
る
。
」

(同
前
掲

)
と

い
ち
ば
く

言

い
、
ま
た

、
「
か
く

の
ご

と
き
秋

の
寂

し
さ
わ
れ
愛

す
枯
木

一
本
幽
か
に
光

る
」
を
取
り
上
げ
、
「
優
ぐ
れ
た
歌
で
は
あ

る
が

、
上
下

の
句

が
別

々
に
活
動
し

て
ゐ
る
。
技

巧
的

な
説
明
的
な
上

の
句
と
幽
玄

な
下

二
句

と
は
融
合
す
る

こ
と
な
く
か

虻
や

い
て
を

る
。

(中

略
)
上
下

に
調
和

が
な

い
。
」
(
同
前
掲
)
と
評
し
て

い
る
よ
う

に
、
構
成
上

、
渋

滞
し
た
作

品
が

目
に

つ
く

。
こ
れ
は

「
真
実
」
を
標
榜

し
な
が
ら
も
、

作
歌
時

に
は
こ
れ
ま

で
に
な

い
ほ
ど

の
知

的
操
作
を
必
要

と
し
た
証

し
で
あ
り

、
そ

の
破
綻

が
場
合

に
よ

っ
て
は
作
品
上
に
渋
滞

を
も
た
ら

し
て

い
る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
と

こ
ろ
が

、
特

に
散
見
す
る
三
句
切

れ
は

、
万
葉
集

で
は
な
く
新
古
今
集

の
特
徴

の

一
つ
で
あ

る
。

新
古
今
歌
風
を
表
現

の
上
か
ら
見

る
と
、
余
情
即
ち
情
調
象
徴
的

で
あ
る
と
言

え
る
が

、
こ
れ
を
具
体
的

な
技
法

の
上
か
ら
見
る
と
、

三
句
切
や
体
言
止
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
五
七
連
続

の
万
葉
風

に
対
し

て
、
初
句

で
切

れ
、
三
句

で
切
れ
る

の
は
、
上
句

と
下
句
と
を
分

離

せ
し
め
る

こ
と

に
な

る
。
新
古
今

風

で
は
上
旬
と
下
句

と
の
調
和
と

い
う
傾
向

を
有

し
て
来

る
。
こ
れ
は
短
連

歌

の
形
式

に
近

い
の
で

あ
る
。
新
古
今

の
歌
は

、
そ

の
点

で
は
連

歌
的
発
想

で
あ

る
と
言
え
る
。

(中
略
)
新
古
今

風
は
け

っ
し

て
時
代
と
無
関
係

に
あ

る

の
で

は
な

い
。
源
平

の
争
乱

を
経

て
ま
だ
落
着
き
を
十
分

回
復

し
て

い
な

い
こ
の
時
代

に
、
芸
術
的
傾
向

の
著

し

い
新
古
今
風
が
生
ま
れ
た

の

は
、
た
だ
時
代

と
没
交
渉

で
あ

っ
た
り
時
代
を
逃
避

し
た
り
し

て
い
る

の
で
は

な
く
、
時
代

に
対
す
る

一
つ
の
生

き
方

を
示
し
て
お
り

、

も
し
く
は
時
代

を
反
映
し
て

い
る
。
新
古
今
風
が
花

や
か
に
見

え
て
、
そ

の
中

に
寂

し
さ

の
あ

る
の
は

、
平
家
が
起

り
や
が
て
滅
び

た

こ

と
に
対
す
る
悲

し
み
が
反
映

さ
れ

て
い
る
と
見

ら
れ
る
。

(『
日
本
古
典
文
学
大
系
28

・
新
古
今
和
歌
集
』
解
説
、
岩
波

書
店

、

一
九

五
八



年
刊
)

社
会
的

混
乱
期

に

「
五
七
連
続

の
万
葉

風
」
は
生
ま
れ
に
く

い
。
そ
ん
な
環
境

下

で
は
、
細
切
れ
な
発
想

の
断

片
を
知
的
操
作

で
再
構
成
す

る

こ
と
に
よ

っ
て

一
首

と
し
て
き
た
経
緯
が

日
本
詩
歌
史

に
は
あ
る
。
そ
れ
は
右

の
解
説

に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ

る
。
が
、
同
様

の
こ

と
が
、
白
秋

の

『
雲
母
集
』

に
も
言
え
る

の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
は
、
釈
逼
空
が

『
雲
母
集
』
を
評
す
る
に
あ
た

っ
て
、
上
句
と
下
句
そ
れ

ぞ
れ

に

つ
い
て
別
個

の
言
及
を
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
点

に
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
表
現

と
発
想

に
関

し
て
も
う

一
つ
の
特
徴

を
言
え
ば
、
感
覚

の
閉
塞

に
伴

い
発
想
自
体
が
言
葉
を
頼

み
と

し
た

こ
と
か
ら

、
連
作
形
式

の
作
品
が
増

え
て
い
る

こ
と
を
指
摘

し
て
お
き

た

い
。
中
で
も
、
「
あ

る
時
は
」

と
題

さ
れ
た
作
品
群

は
す

べ
て

「
あ
る
時
は
」

と
歌

い
出
さ
れ
、

ま
な
ご

あ
ざ

ば

ら

あ
る
時
は
眼
ひ
き
あ
け
驚
く
と
鮮
や
か
な
る
薔
薇
の
花
買
ひ
に
け
り

か
き

あ
る
時
は
命
さ
び
し
み
新
ら
し
き
蛎
の
酢
蛎
を
作
ら
せ
に
け
り

だ
い

ち

あ
る
時
は
大
地
の
匂
ぷ
ん
ぷ
ん
と
に
ほ
ふ
キ
ャ
ベ
ツ
の
玉
も
ぎ
て
居
り

と

い
う
よ
う
な
十

二
首
が
並
べ
ら
れ

て

い
る
。
ま
た

、
「
三
崎
遺
抄
」
は

、
七
首
す
べ
て
が

「
相
模

の
や

三
浦

三
崎
」
と
始
ま
り

、

138

相
模
の
や
三
浦
三
崎
は
誰
び
と
も
恥
回
を
忘
れ
て
仰
が
ぬ
と
こ
ろ

し
や
う

相
模

の
や
三
浦

三
崎
は
目

の
前

に
城

ヶ
島

と
ふ
島
あ
る
と

こ
ろ

相
模

の
や
三
浦

三
崎
は
大
ま
か
に
恵
美
須
三
郎
鯛
釣
る
と

こ
ろ

『
雲
母
集
』
の
特
質
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と

い
う
よ
う

に
、
そ

の
六
首

は

「
～
と

こ
ろ
」

と
結
ば
れ

て

い
る
。
い
ず
れ
も
玉
石
混
瀟
と

い
う

べ
き
も

の
で
あ
り

、
連
作
歌

の
中

に
取

り

込
む

こ
と

に
疑
問
を
感
じ
さ
せ

る
内
容

の
も

の
も
あ
る
。

こ
こ
で
の
白
秋
自
身

の
も
く
ろ
み
は
判
然
と
し
な

い
が

、
そ

の
作
品

の
あ
り
よ
う

か
ら
見

て
、
当
初

か
ら
連
作

に
よ

っ
て
も

の
ご
と
を
立
体
的

に
構
築

し
よ
う
と
期
し
た
わ
け

で
は
な
く

、
予
め
既
製

の
枠

を
用
意
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
作
歌

し
易

い
状

況
を
作
り
出

し
て
お

い
た
と
考

え
る

べ
き
だ
ろ
う
。

い
ず
れ

に
せ
よ

、
『
雲

母
集
』
に
お

い
て
多
く

の
連

作
歌
を

作
ろ
う
と
し
た

こ
と
は
、
結
果
的
に
は
限

ら
れ
た
も
の
を
他
方
面
か
ら
眺

め
、
多
様

な
表
現

で
描
出
し
て
ゆ
く
素
地
を
与
え
た
。
そ

の
把
握

法

と
表
現
法

と
が

、
後

に
第

三
歌
集

『
雀

の
卵
』

の
作
品

へ
大
き
な
影
響
を
与

え
た
も

の
と
思

わ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
現
れ
た
作
品
形

成
過
程

の
特

殊
性
を

『
雲

母
集
』

の
第

三
の
特
徴
と
し

て
挙
げ

て
お
き

た
い
。

先

の
新
古
今
集

の
解

説

に
見

た

「
寂

し
さ
」
と

い
う
点

で
も

『
雲

母
集

』
は
符

合
し

て
い
る
。
室

生
犀
星
は

「
『
雲
母
集
』
解
読

」

(
『
ア

ラ
ラ
ギ
』
大
正
四
年

十
月
刊
)
を
、
「
パ

ツ
と
し
た
明
る
き
世
界

か
ら
何

と
も
言

え
ぬ
寂

し
さ
を
呼

び
よ
せ

る
人
は
北
原
白
秋

で
あ

る
。」

と

書

き
起

こ
し
、
「
彼

れ
が
永

い
三
崎
滞
留
集

の
終
り

に

『
相
模

の
や
三
浦
三
崎

の
事
忌

へ
ば
け

ふ
も
涙

の
な
が

れ
な
が

れ
る
』

と
言

っ
て
寂

し
さ
を
顧

み
て
頁
が
終

っ
て
ゐ
る
。
」

と
結

ん
だ
が
、
同
様

の
点
を
中

山
礼
治
氏

も

「
そ

の
芯

を
貫

く
も

の
を

一
口
に
い
え
ば

『
寂

し
さ
』

で
あ

る
」
(『
北
原
白
秋
ー

歌
と

こ
こ
ろ

・
上
巻
』
中

山
礼
治
他

、
有
斐
閣
新
書

、

一
九
八
十
年
刊
)
と
明
言
し

て
い
る
。
そ

の
巻
頭
歌

で
「
力
」

を
歌

い
、
巻
末
歌

で

コ
涙
L

を
歌

っ
て

い
る
点

に
は

、
心
理
的
平
静
状
態

の
い
ま
だ
訪

れ
ぬ
と

こ
ろ

で
自
ら

の
芸
術
を
追

い
求
め

よ
う
と
し

た
詩

人

の
覚
悟
と
本
音
が
否
応
な
く
表
れ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

万
葉
集
を
理
想

と
し
な
が
ら

も
、
新
古
今
風

の
詠
み
ぶ
り
と
な
ら
ざ

る
を
得
な

か

っ
た

『
雲
母
集

』
時
代

の
白
秋

で
は
あ

っ
た
が
、
そ

の

第

三
期

に
は
、
以
後

の
白

秋

の
歌
風

を
思
わ
せ
る
歌
が
作
ら
れ
始
め

て

い
る
。



ふ

天
の
河
椋
椙
と
椋
椙
と
の
問
よ
り
幽
か
に
白
し
開
け
に
け
ら
し
も

(初
出

『
A
R
S
』
大
正
四
年
七
月
刊
)

か
な
し
き
は
春
画
の
上
に
こ
ろ
が
れ
る
七
面
鳥
の
卵
な
り
け
り

(初
出

『
A
R
S
』
同
八
月
刊
)

蹴
騰
を
侭
に
馳
糖
め
し
眼
を
深
く
心
に
向
け
つ
そ
こ
に
も
献
鵬

(初
出

「竜
胆
を
鍵
に
繊
糖
め
し
眠
を
や
が
て
心
に
向
け
つ
そ
こ
に
も

り
も
だ
う

竜
胆
」
『
日
本
勧
業
銀
行
月
報
』
同
友
)

確

か
に

こ
こ
に
、
『
「
観
る
」
詩
学
』

の
兆

し
を
見

る

こ
と
が

で
き
よ
う
。
ま
た
同
時
に
、

こ
の
前
後

か
ら
言
葉

の
韻
律

に
対
す
る
厳
格

な
意

識

が
芽
生

え

つ
つ
あ
る
。
よ

っ
て
、
以
前

の
よ
う

な

口
語
調

・
俗
謡
風

の
短
歌
は
減
少
し
て
ゆ
く
。
だ
が

、
そ
れ

は
決
し

て

一
時

的
な
興
味

の
減
退

に
よ

る
も

の
で
は
な
く

、
白
秋

の
内
部

で
詩
形
式

に
応
じ
た
韻
律

の
使

い
分
け
が
な
さ
れ
始

め
た

こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ

る
。
そ
れ

ら
は
短
歌

に
変

わ

っ
て
、
狭
義

の
詩

に
お

い
て
試

み
続
け
ら
れ

て
ゆ
く
。
例

え
ば
、

け

ふ

の
よ

き

日

、

女
ど

も
に
惚
れ
ら
れ
ら
ば

う
れ

し
か
ろ
ぞ
と
お
も

へ
ど
も
、

ふ
ら
れ
た
ら
ば
く
や

し
か

ら
む
ぞ

、

よ
し
も
な
や
の
、
け
ふ

の
よ
き
日
を

。

(大
正
四
年

一
月

『
白
金
帖
』
)
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酒
中
花

暖
簾

く
ぐ
れ
ば

酒
さ
か
な

、

お
手
を
鳴

ら
せ
ば
三
味
太
鼓

、

な
に
を
く
よ
く
よ
お
か
ね

さ
ん
、

さ
し
た
杯

見

て
暮

ら
す
。

(中
略
)

し
ん
そ

こ
男
を
だ
ま
そ
と
な
ら
ば

だ
ま
さ
れ
も
せ
う
、

し
た
が
お
酒
を
も
う

一
斗

。

(大

正

四
年
六
月

『
白
金
帖
』
)

右

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
民
謡
調

の
、
あ
る

い
は

口
語
調

の
詩
が
書

き
続
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
し

て
、

一
連

の
こ
れ
ら

の
作
品
は
、
後

に
民
謡

・
童
謡
詩

人
と
し
て

の
作

品

に
結
実
し

て
ゆ
く

こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う

に
、
『
雲

母
集

』
が

、
本
来

の
詩

人
と

し
て

の
感
覚

の
再
燃

を
告

げ

な
が
ら
も

、
新
た
な
歌
風

の
熟

成
を
待
た
ず

し
て
刊
行
さ
れ
た

こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

こ
に
胚
胎
す

る
多
様
な
可
能

性
が
以
後

の
創
作
活
動

の
幅
を
広
げ

て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
。



注
注
1

注
2

注
3

「
『
雲
母
集
』

に
お
け
る
色
彩
表
現
」

(明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
第
38
冊
、

一
九
九
五
年
十

二
月
)

注

1
の
論
考

に
お

い
て
、
『雲
母
集
』
所
収
歌
は
第

一
期

(大
正

二
年
)
、
第

二
期

(同
三
年
)
、
第
三
期

(同
四
年
)
の
三
期
に
区
分
さ
れ
得
る

こ

と
を
指
摘
し
た
。

本
文
に
引
用
し
た

『
雲
母
集
』
所
収
歌
の
う
ち
、
初
出
を
記
し
て
い
な
い
も
の
は
す

べ
て

『雲
母
集
』
初
出
歌
で
あ
る
。

、
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