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そ
の
人
は
、
日
本
の
生
命
哲
学
や
自
然
哲
学
は
、
伝
統

的
な
和
歌
や
短
歌
の
形
式
で
深
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
指
摘
し
て
く
れ
た
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
に

考
え
て
み
る
の
は
た
い
へ
ん
面
白
い
。
こ
れ
ま
で
の
哲

学
史
で
、
和
歌
や
短
歌
が
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん

専
門
的
論
文
は
存
在
す
る
）。
こ
の
テ
ー
マ
は
む
し
ろ
、

文
学
史
の
ジ
ャ
ン
ル
で
主
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
も
し

そ
れ
ら
を
哲
学
の
分
野
で
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
た

ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
、
あ
ら
た
め
て
和
歌
や
短

歌
を
見
直
し
て
み
た
い
と
私
は
最
近
思
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
以
下
は
、
そ
う
い
う
気
持
ち
で
い
く
つ
か
の
歌

を
極
私
的
に
鑑
賞
し
て
み
る
試
み
で
あ
る
。
思
い
つ
き

を
述
べ
る
だ
け
で
、
ま
だ
哲
学
的
考
察
に
は
至
ら
な
い

け
れ
ど
も
、
な
に
か
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

ら
面
白
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
ず
『
百
人
一
首
』
に
次
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
い
に
し
へ
の
奈
良
の
都
の
八
重
桜

　
　
　
　
け
ふ
九
重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な 

伊
勢
大
輔

　

こ
れ
は
、
奈
良
か
ら
宮
中
（
九
重
）
に
献
上
さ
れ
た

八
重
桜
を
受
け
取
っ
た
作
者
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

八
重
と
九
重
、
い
に
し
へ
と
け
ふ
と
い
う
対
比
が
た
い

へ
ん
美
し
い
。
こ
の
歌
を
読
ん
で
ま
ず
思
う
の
は
、
作

者
が
ど
う
い
う
位
置
に
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

作
者
は
京
都
の
宮
中
に
い
て
、
奈
良
か
ら
献
上
さ
れ
て

き
た
八
重
桜
を
受
け
取
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
作
者

　

私
の
エ
ッ
セ
イ
が
高
校
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
広
い
意
味
で
の
評
論
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

採
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
私
の
専
門
は
、
哲
学
・
倫

理
学
で
あ
り
、
最
近
は
生
命
や
自
然
を
め
ぐ
る
思
想
を

研
究
し
て
い
る
。
哲
学
と
い
う
と
、
多
く
の
人
は
い
わ

ゆ
る
西
洋
哲
学
を
想
像
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

現
代
の
自
我
の
観
念
や
、
基
本
的
人
権
の
思
想
を
生
み

出
し
た
の
は
西
洋
哲
学
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地

球
全
体
を
見
渡
し
て
み
れ
ば
、
世
界
の
各
地
に
そ
れ
ぞ

れ
の
哲
学
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
西
洋
哲
学
を

も
っ
て
人
類
の
哲
学
を
代
表
さ
せ
る
の
は
偏
っ
た
考
え

方
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

と
く
に
、
生
命
や
自
然
と
い
う
切
り
口
で
哲
学
を
眺

め
る
と
き
に
は
、
南
ア
ジ
ア
や
東
ア
ジ
ア
の
哲
学
を
抜

き
に
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
と
え
ば
古
代
イ

ン
ド
で
立
ち
上
が
っ
た
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
で
は
、

生
命
の
輪
廻
と
そ
こ
か
ら
の
解
脱
を
中
心
と
し
た
壮
大

な
生
命
哲
学
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
中
国
の
伝
統
哲
学

で
は
、
人
間
と
大
自
然
と
の
交
流
や
対
応
関
係
に
根
ざ

し
た
自
然
哲
学
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
日
本
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
や
は
り
生
命
や
自
然
を

め
ぐ
る
哲
学
が
脈
々
と
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
理
的
思
弁
の
形
を
取
っ
て
そ

れ
ら
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
た
し
か
に
一

部
の
仏
教
哲
学
や
自
然
哲
学
と
し
て
成
立
し
て
い
る
場

合
も
あ
る
が
、
総
じ
て
は
そ
う
い
う
形
は
さ
ほ
ど
取
ら

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
人
と
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
ら
、
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そ
の
馬
に
草
を
踏
ま
せ
て
い
る
、
あ
る
い
は
天
皇
自
身

が
草
を
踏
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
行
な
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
狩
猟
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
光
景
を
予
感
さ
せ

る
よ
う
な
、
静
か
な
、
し
か
し
緊
張
を
は
ら
ん
だ
姿
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
草
の
深
い
野
原
の
朝
は
、
あ
た

り
一
面
に
霧
が
か
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
草
を

踏
む
馬
や
天
皇
の
脚
に
は
冷
た
い
露
が
か
か
っ
て
、
染

み
こ
ん
で
き
て
い
る
と
い
う
光
景
を
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
か
ら
起
き
る
ど
う
猛
な
狩
猟
の
前
の
、

一
瞬
の
静
け
さ
と
、
脚
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
く
る
湿
り

気
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
歌
の
い
ち
ば
ん
の
謎
は
、
最
後
が
「
草

深
野
」
で
締
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
し

天
皇
の
こ
と
を
想
う
女
性
が
歌
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の
歌
は
、
そ
の
野
原
に
立
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
天
皇

に
言
及
し
て
終
わ
る
の
が
普
通
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
通
常
な
ら
ば
、
狩
猟
で
の
天
皇
の
無

事
を
祈
り
な
が
ら
歌
う
わ
け
だ
か
ら
、
馬
に
草
を
踏
ま

せ
て
い
る
天
皇
の
姿
よ
、
と
い
う
感
じ
で
終
わ
る
は
ず

な
の
だ
。
そ
れ
が
、
草
の
深
い
野
原
、
で
締
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

率
直
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
歌
は
、
天
皇
の
馬
に
踏
ま

れ
て
い
る
草
の
深
い
野
原
そ
の
も
の
を
歌
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
歌
の
主
人
公
は
野
原
で
あ
る
。
天
皇
の
馬

に
踏
ま
れ
て
い
る
、
あ
あ
そ
の
野
原
よ
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
そ
う
い
う
目
で
こ
の
歌
を
も
う
一
度
眺
め
る

と
、
こ
の
歌
の
冒
頭
が
「
た
ま
き
は
る
宇
智
の
大
野
」

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
、
野
原

そ
し
て
こ
の
運
動
は
、桜
と
い
う
自
然
物
だ
け
で
は
な
く
、

遠
く
奈
良
に
い
る
で
あ
ろ
う
知
人
の
姿
や
、
む
か
し
奈

良
の
地
に
暮
ら
し
て
い
た
祖
先
の
人
々
を
も
巻
き
込
ん

で
想
像
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
こ
の
八
重
桜

は
人
が
運
ん
で
き
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、
い
ま
宮
中
に

八
重
桜
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
人
の
存
在
が
な
け

れ
ば
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
歌
は
自
然
の
み
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
な
が

ら
、
そ
こ
に
不
可
欠
に
関
与
し
て
い
る
は
ず
の
人
間
の

営
み
を
も
ま
た
詠
み
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
あ
る
次
の
歌
は
、
中な

か
つ
す
め
ら
み
こ
と

皇
命
の
作
で
、

舒
明
天
皇
を
想
っ
て
女
性
が
歌
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
直
前
に
あ
る
同
趣
旨
の
長
歌
へ
の
反
歌
で
あ
る
。

　
　
た
ま
き
は
る
宇
智
の
大お

ほ

野の

に
馬
並な

め
て

　
　
　
　
朝
踏
ま
す
ら
む
そ
の
草く

さ

深ぶ
か

野の

　

歌
の
内
容
は
、
宇
智
の
広
い
野
原
に
馬
を
並
べ
て
朝

に
踏
ま
せ
て
い
る
（
あ
る
い
は
踏
ん
で
い
る
）、
そ
の

草
深
い
野
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
狩
猟
に
出
か
け

る
天
皇
の
姿
を
遠
く
か
ら
想
像
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

様
々
な
解
釈
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
狩
猟
に

出
る
天
皇
を
想
っ
て
皇
女
が
歌
っ
た
も
の
と
し
て
考
え

て
み
よ
う
。
こ
の
歌
も
ま
た
、
天
皇
の
姿
を
、
遠
く
離

れ
た
場
所
か
ら
想
像
し
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
目
の

前
の
光
景
で
は
な
く
、
自
分
が
行
く
こ
と
の
で
き
な
い

遠
く
の
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
光
景
を
、

頭
の
中
で
想
像
し
て
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
想

像
世
界
の
中
で
は
、
朝
に
天
皇
が
野
原
に
馬
を
並
べ
て
、

は
奈
良
の
都
に
咲
い
て
い
た
状
態
の
八
重
桜
は
見
て
い

な
い
。
作
者
が
実
際
に
見
て
い
る
の
は
、
目
の
前
の
八

重
桜
の
姿
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
身
近
に
見
な
が
ら
、

遠
く
奈
良
の
地
に
生
え
て
い
た
は
ず
の
八
重
桜
を
想
像

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
想
像
さ
れ
た
八
重
桜
は
、

目
の
前
に
献
上
さ
れ
て
き
た
八
重
桜
が
奈
良
に
植
わ
っ

て
い
た
と
き
の
姿
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は

奈
良
の
地
に
群
生
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
八
重
桜
の
木
々

を
広
く
想
像
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
宮
中
に
運

ば
れ
て
き
た
八
重
桜
を
通
し
て
、
そ
の
彼
方
に
大
き
く

広
が
る
奈
良
の
地
で
桜
が
満
面
に
開
花
し
て
い
る
姿
が

あ
り
あ
り
と
見
え
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
や
っ
て
空
間
が
超
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
歌
で
は
さ
ら
に
時
間
も
ま
た
超
え
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
目
の
前
の
八
重
桜
は
、
い
に
し
え
の
都
で
あ

る
奈
良
に
生
え
て
い
た
桜
な
の
で
あ
る
。
奈
良
の
地
に

咲
き
誇
っ
て
い
た
桜
は
、
そ
の
ま
ま
、
い
に
し
え
の
奈

良
の
都
の
栄
華
の
姿
そ
の
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
宮
中
に
運
ば
れ
て
き
た

八
重
桜
を
入
り
口
と
し
て
、
空
間
的
に
遠
く
離
れ
た
奈

良
、
そ
し
て
時
間
的
に
遠
く
離
れ
た
い
に
し
え
の
奈
良

へ
と
想
像
の
世
界
が
一
気
に
拡
大
し
、
そ
の
先
の
架
空

世
界
で
桜
が
満
面
に
開
花
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
そ
の
架
空
世
界
の
八
重
桜
は
、
ふ
た
た
び
縮

小
し
て
、
目
の
前
の
現
実
世
界
の
八
重
桜
へ
と
戻
っ
て

く
る
。
想
像
力
の
中
で
の
時
空
の
拡
大
と
、
そ
の
後
の

縮
小
の
運
動
が
、
こ
の
歌
に
い
の
ち
を
与
え
る
根
本
的

な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
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作
者
は
お
そ
ら
く
ラ
グ
ビ
ー
場
に
い
て
、
ラ
グ
ビ
ー

を
観
戦
し
て
い
る
。
白
き
蟻
地
獄
と
い
う
の
は
、
観
客

席
の
上
方
か
ら
ラ
グ
ビ
ー
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
見
下
ろ
し

た
と
き
の
光
景
だ
ろ
う
。
ラ
ガ
ー
た
ち
は
そ
の
フ
ィ
ー

ル
ド
の
底
で
走
り
回
り
、
果
て
て
し
ま
っ
た
。
天
に
目

を
向
け
る
と
、
ち
ょ
う
ど
夜
空
の
搔
き
傷
の
よ
う
に
星

が
き
ら
め
い
て
い
る
。
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
だ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
選
手
た
ち
が
相
争
い
観
客
が
狂
喜

す
る
ラ
グ
ビ
ー
の
競
技
場
の
全
体
が
、
ま
っ
た
く
そ
れ

に
無
関
心
で
あ
ろ
う
夜
の
大
宇
宙
へ
と
対
比
的
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
人
間
た
ち
の
営
み
を
一
気
に
相

対
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
作
者
の
位
置
は
、

お
そ
ら
く
ラ
グ
ビ
ー
場
の
観
客
席
の
上
方
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
下
を
見
下
ろ
し
た
と
き
に
は
、
選
手
た
ち
の
動

き
を
す
り
鉢
の
底
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
今

度
は
目
を
上
げ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
一
面
に
広
が
る
夜
空

と
そ
こ
に
ま
た
た
く
星
々
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
視

線
を
下
か
ら
上
に
移
動
さ
せ
る
だ
け
で
、
人
間
界
の
大

騒
動
か
ら
、
大
宇
宙
の
静
謐
へ
と
、
光
景
が
一
変
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
視
線
の
移
動
ひ
と

つ
で
、
人
間
界
と
自
然
界
が
接
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

下
か
ら
上
へ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
線
の
移
動
は
、
与

謝
蕪
村
の
「
菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に
」
に
お
け

る
横
方
向
へ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
線
の
移
動
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
蕪
村
に
お
い
て
は
自
然
界

の
内
部
に
お
け
る
移
動
で
あ
る
が
、
塚
本
に
お
い
て
は

自
然
界
と
人
間
界
を
ま
た
い
だ
移
動
で
あ
る
。
蕪
村
に

お
い
て
は
光
景
を
見
る
人
間
は
ほ
ぼ
光
景
か
ら
か
き
消

本
の
短
歌
は
超
観
念
的
で
人
工
的
で
あ
り
、
こ
の
エ
ッ

セ
イ
の
テ
ー
マ
と
は
無
関
係
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
中
に
も
興
味
深
い
短
歌
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
金き

ん

鱗り
ん

の
魚
ひ
る
が
へ
る
水
の
闇

　
　
　
　
わ
れ
や
み
が
た
き
愛
の
火
は
な
つ

　

金
鱗
の
魚
と
は
、
お
そ
ら
く
庭
園
の
池
を
ゆ
っ
た
り

と
泳
い
で
い
る
鯉
の
こ
と
だ
ろ
う
。
作
者
は
池
の
縁
に

立
っ
て
、
あ
る
い
は
座
っ
て
、
水
面
を
泳
ぐ
鯉
を
見
て

い
る
。
そ
の
鯉
が
ふ
い
に
尾
び
れ
を
振
っ
て
進
行
方
向

を
変
え
る
。
水
面
に
は
波
が
立
つ
。
そ
の
と
き
に
、
作

者
は
、
鯉
の
金
鱗
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
池
の
水
の

黒
い
闇
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
金
鱗
の
ま
ば
ゆ
い
輝
き

と
は
対
照
的
な
、
ど
こ
ま
で
も
底
の
見
え
な
い
闇
の
よ

う
な
恋
（
鯉
）
の
存
在
。
こ
の
と
き
、
わ
れ
が
発
し
て

い
る
の
は
愛
の
火
で
あ
る
。
そ
の
愛
の
火
が
向
か
う
の

は
も
は
や
鯉
や
自
然
物
で
は
な
く
、
こ
の
庭
園
の
ど
こ

か
に
、
あ
る
い
は
庭
園
を
眺
め
下
ろ
す
一
室
に
い
る
で

あ
ろ
う
生
身
の
人
間
で
あ
る
。
作
者
の
放
つ
そ
の
火
は
、

金
鱗
の
魚
の
よ
う
に
ど
こ
か
不
吉
で
、
破
壊
的
な
性
質

の
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
全
体
の
イ
メ
ー
ジ

を
塚
本
は
お
そ
ら
く
人
工
的
に
造
形
し
て
こ
の
歌
を
作

り
上
げ
て
い
る
。
鯉
と
い
う
生
物
と
、
愛
の
火
を
放
つ

人
間
の
世
界
が
、
一
瞬
に
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
ラ
グ
ビ
ー
は
白
き
蟻
地
獄
の
底
に
果
て

　
　
　
　
天
の
搔
き
傷
の
夕ゆ

ふ

星づ
つ

か
ら
始
ま
り
、
野
原
で
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
（
こ
の

種
の
反
復
は
万
葉
集
の
一
形
式
で
も
あ
る
）。「
た
ま
き

は
る
」
は
「
い
の
ち
」
や
「
内
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
深
く
読
み
込
め
ば
、「
い
の
ち
に

あ
ふ
れ
た
宇
智
の
大
野
に
馬
を
並
べ
て
朝
に
踏
ま
せ
て

い
る
そ
の
草
の
深
い
野
原
よ
」
と
な
る
。
こ
の
反
歌
の

元
に
な
っ
た
長
歌
で
は
天
皇
そ
の
人
の
こ
と
が
歌
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
反
歌
で
は
天
皇
の
こ
と
は
直
接
的
に

は
歌
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
反
歌
に
登
場
す
る
の
は
、

野
原
と
馬
の
み
で
あ
る
。
天
皇
を
歌
う
は
ず
の
歌
な
の

に
、
そ
の
表
面
か
ら
は
天
皇
の
姿
が
退
場
し
、
そ
の
か

わ
り
に
、
い
の
ち
に
あ
ふ
れ
た
野
原
と
、
そ
れ
を
踏
み

し
め
る
馬
の
姿
の
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、こ
の
歌
は
、天
皇
が
い
の
ち
あ
ふ
れ
る
自

然
の
背
後
へ
と
退
い
て
い
き
、
も
は
や
目
の
前
は
野
原

と
馬
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
光
景
を
歌
っ
て

い
る
よ
う
に
読
め
る
の
で
あ
る
。
天
皇
が
こ
の
よ
う
に

し
て
、
い
の
ち
あ
ふ
れ
る
自
然
の
背
景
へ
と
溶
け
込
む

よ
う
に
消
え
て
い
く
そ
の
姿
に
、
ま
さ
に
天
皇
の
神
々

し
さ
と
威
厳
を
見
る
歌
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
天
皇
を
慕
う
女
性
が
天
皇
の
安
全

を
祈
っ
た
恋
歌
風
の
歌
と
い
う
よ
り
も
、
天
皇
を
崇
敬

す
る
女
性
が
、
自
然
の
背
後
へ
と
溶
け
込
ん
で
消
失
す

る
ほ
ど
の
神
々
し
さ
を
発
す
る
天
皇
の
姿
を
幻
視
し
て
、

感
極
ま
っ
て
詠
ん
だ
歌
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
現
代
の
短
歌
を
見
て
み
よ
う
。
昭
和

の
前
衛
短
歌
を
代
表
す
る
歌
人
の
塚
本
邦
雄
に
『
さ
れ

ど
遊
星
』（
人
文
書
院  

一
九
七
五
年
）
が
あ
る
。
塚
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朝
毎
に
ペ
ダ
ル
を
つ
よ
く
踏
み
し
め
て

　
　
　
　
こ
の
橋
わ
た
り
働
き
し
日
よ

　
　
青
雲
の
こ
こ
ろ
抱
き
て
吾
子
ら
み
な

　
　
　
　
渡
り
て
ゆ
け
り
古
き
こ
の
橋

　
　
光
り
つ
つ
流
れ
て
止
ま
ぬ
夷
隅
川

　
　
　
　
ひ
と
の
み
老
い
て
橋
を
ゆ
き
交
う

　

作
者
の
思
い
出
は
、
若
い
頃
ま
で
遡
る
。
末
っ
子
と

手
を
つ
な
い
で
橋
を
走
っ
て
渡
っ
た
若
い
日
の
頃
。
毎

朝
、
自
転
車
に
乗
っ
て
橋
を
渡
り
、
職
場
に
向
か
っ
た

あ
の
頃
。
一
人
前
に
育
っ
た
自
分
の
子
ど
も
た
ち
が
、

そ
れ
ぞ
れ
こ
の
橋
を
渡
っ
て
巣
立
っ
て
い
っ
た
。
そ
し

て
自
分
は
老
い
、
知
り
合
い
た
ち
も
老
い
た
が
、
夷
隅

川
だ
け
は
い
つ
ま
で
も
同
じ
よ
う
に
流
れ
続
け
る
。
そ

の
流
れ
は
光
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、
川
の
ほ
う
か
ら
見
た
人
間
の
生
の
営
み
が
描
か

れ
て
い
る
。
川
の
も
と
で
成
長
し
、
子
ど
も
を
育
て
、

送
り
出
し
、
そ
し
て
老
い
て
い
き
、
や
が
て
は
亡
く
な

っ
て
い
く
だ
ろ
う
、
そ
の
す
べ
て
を
夷
隅
川
は
包
み
込

み
、
花
弁
や
鷺
の
形
を
取
っ
て
間
接
的
に
介
入
し
て
く

る
。
そ
の
介
入
へ
の
対
応
の
数
々
が
こ
の
よ
う
な
短
歌

の
言
の
葉
と
な
っ
て
言
語
化
さ
れ
る
。

　

以
上
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
和
歌
・
短
歌
を
い
く

つ
か
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
な
生
命
哲
学
や

自
然
哲
学
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
の
か
は
ま
だ
分
か
ら
な

い
。
だ
が
、
こ
こ
に
何
か
の
哲
学
の
萌
芽
が
息
づ
い
て

い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
こ
の
川
の
ほ
と
り
に
住
み
て
大
方
の

　
　
　
　
思
い
出
は
み
な
水
に
か
か
わ
る

　
「
こ
の
川
」
と
は
夷
隅
川
の
こ
と
で
あ
る
。
作
者
は

七
〇
年
近
く
を
こ
の
川
の
ほ
と
り
で
過
ご
し
て
き
た
。

結
婚
し
、
子
育
て
を
し
て
、
夫
を
見
送
っ
た
。
地
元
で

働
い
て
人
々
と
関
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
思
い
出
の
多
く

は
水
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
水
と
は
夷
隅

川
を
流
れ
る
水
の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
く
、
さ
き
ほ
ど
の
歌
に
あ
っ
た
よ
う
な
水

槽
の
水
で
あ
っ
た
り
、
大
雨
の
と
き
の
水
で
あ
っ
た
り
、

農
作
業
で
畑
に
引
き
込
ん
だ
水
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ

ろ
う
。
七
〇
年
間
の
人
生
の
思
い
出
が
、
水
と
い
う
も

の
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
く
光
景
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
人
事
の
思
い
出
が
自
然
存
在
で
あ
る

水
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
て
い
く
世
界
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
打
合
せ
す
み
い
る
ご
と
し
鷺
の
群
れ

　
　
　
　
朝
の
河
原
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
発
つ

　
　
お
の
ず
か
ら
楽
あ
る
ご
と
し
鷺
の
群

　
　
　
　
つ
ぎ
つ
ぎ
発
ち
て
ゆ
る
や
か
に
舞
う

　

鷺
は
夷
隅
川
に
や
っ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

歌
で
は
鷺
の
姿
が
流
麗
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
夷
隅
川

と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
川
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
末
の
子
と
手
を
取
り
合
い
て
駈
け
ぬ
け
し

　
　
　
　
出
水
に
ゆ
れ
る
橋
の
思
い
出

さ
れ
て
い
る
が
、
塚
本
に
お
い
て
は
視
線
を
動
か
す
人

間
の
存
在
感
は
け
っ
し
て
消
え
て
は
い
な
い
。
こ
こ
に

は
明
ら
か
に
近
代
的
な
主
体
認
識
の
自
覚
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
同
時
代
の
歌
人
、
宇
佐
美
ゆ
く
え
の
歌
集

『
夷い

隅す
み

川が
わ

』（
港
の
人  

二
〇
一
五
年
）
を
見
て
い
き
た
い
。

宇
佐
美
は
一
九
二
三
年
生
ま
れ
で
、
千
葉
県
を
流
れ
る

夷
隅
川
の
ほ
と
り
で
暮
ら
し
て
き
た
生
活
者
で
あ
り
、

こ
れ
は
彼
女
の
初
歌
集
で
あ
る
。
宇
佐
美
の
歌
の
世
界

は
、
夷
隅
川
を
め
ぐ
る
自
然
の
中
に
包
ま
れ
る
よ
う
に

し
て
あ
る
。
流
れ
る
川
の
水
の
勢
い
、
川
か
ら
飛
び
立

つ
鳥
た
ち
、
め
ぐ
る
季
節
、
そ
の
中
で
働
く
主
婦
た
ち
、

遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
、
年
老
い
て
い
く
人
々
。
そ
れ
ら
の

織
り
な
す
光
景
が
、
あ
る
と
き
は
人
間
の
側
か
ら
、
あ

る
と
き
は
夷
隅
川
の
側
か
ら
描
か
れ
る
。

　
　
給
食
の
作
業
は
じ
ま
る
水
槽
に

　
　
　
　
舞
い
入
り
て
浮
く
花
の
い
く
ひ
ら

　

作
者
は
給
食
を
作
る
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
作
業
が
は
じ
ま
る
澄
ん
だ
水
槽
の
中
に
花
弁

が
落
ち
て
き
て
浮
か
ん
で
い
る
。
調
理
室
は
清
潔
な
空

間
で
あ
る
。
水
槽
に
は
清
潔
な
水
が
張
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
、
自
然
が
花
弁
と
い
う
形
を
取
っ
て
介
入
し
て

く
る
。
人
間
は
自
然
に
介
入
し
、
自
然
を
作
り
変
え
て

い
く
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
自
然
の
ほ
う
か
ら
人
間

へ
と
介
入
が
あ
り
、
人
間
の
世
界
に
何
か
の
美
し
い
暗

号
を
落
と
し
て
い
く
。
そ
の
不
思
議
さ
が
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
。
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