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『草
わ
か
ば
』
か
ら

『有
明
集

へ
』

―
―
有
明
詩
に
お
け
る
愛
を
め
ぐ

っ
て
―
―

山

根

賢

わ
せ
、
そ
の
発
想
の
点
か
ら
見
れ
ば

『若
菜
集
』
の

「
六
人
の
処
女
」
の
流
れ

を
く
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
あ
の

「
六
人
の
処
女
」
の
青

春
そ
の
も
の
の
よ
う
な
情
熱
は
影
を
ひ
そ
め
、
む
し
ろ
内
省
的
な
傾
向
す
ら
見

う
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

「も
し
か
か
る
夜
に
罪
や
ど
る
星
墜
ち
ゆ
か
ば
い

か
に
せ
む
」
の
最
後
の
二
行
は
そ
う
し
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
二
行
に
つ
い
て
は
何
等
か
の
典
拠
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
未

だ
は
っ
き
り
し
た
も

の
を
挙
げ
得
な
い
。

一
つ
の
臆
測
に
過
ぎ
な
い
が

『聖

書
』
あ
た
り
か
ら
暗
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
有
明
自
身
も
こ
の
二

行
を
難
解
と
考
え
て
か
、
『有
明
詩
集
』
（大
正
十

一
年
五
月
刊
）
に
お
い
て
は

「あ
あ
、
か
か
る
夜
を
、
か
か
る
夜
を
、
わ
か
き
い
の
ち
の
い
と
ど
か
な
し

き
。」
と
改
作
し
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
意
味
は
全
く
か
わ
っ
て
く
る
。　
そ
れ

は
と
も
あ
れ
、
こ
の
二
行
が
現
実
の
恋
に
と
も
な
う
な
げ
き
と
か
、
罪
の
意
識

と
か
を
想
像
し
た
も
の
と
解
し
て
さ
し
て
誤
り
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
と
こ

ろ
で
こ
こ
に

「罪
」
の
語
が
出
て
く
る
の
は

一
応
注
意
し
て
い
い
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
か
。

『若
菜
集
』
に
も

「罪
」
と
い
う
語
は
見
出
さ
れ
る
。　
一
つ
は
人

妻
と
の
不
義
の
恋
を
う
た
っ
た
も
の

（別
離
）
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は

す
ぎ
こ
し
ゆ
め
ぢ
を

お
も
ひ
み
る
に

を
と
め
ご
こ
ろ

手
に
ふ
れ
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ

う
れ
し
き
君
と
お
も
へ
ど
も

ま
だ
う
ら
わ
か
き
野
の
花
は

熱
き
情
の
日
に
た
へ
じ

ゆ
め
ふ
れ
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ

い
と
い
と
も
ろ
き
わ
が
胸
に

激
浪
た
ち
て
白
珠
の

涙
く
だ
か
ば
つ
ら
か
ら
む

た
だ
ふ
れ
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ

秘
め
て
ぞ
清
き
懲
な
る
を

も
し
か
か
る
夜
に
罪
や
ど
る

星
墜
ち
ゆ
か
ば
い
か
に
せ
む

こ
れ
は
有
明
の
処
女
詩
集

『草
わ
か
ば
』

（明
治
三
十
五
年

一
月
刊
）
に
収
め

も「“い稲「“けは情『̈
』ぃ「ぼ
『のかき熱『〔［利“赫村』〔″帥

+
ロ



こ
ひ
こ
そ
つ
み
な
れ

つ
み
こ
そ
こ
ひ

い
の
り
も
つ
と
め
も

こ
の
つ
み
ゆ
ゑ

た
の
し
き
そ
の
へ
と

わ
れ
は
ゆ
か
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（逃
げ
水
）

と
歌

っ
て
い
る
。
有
明
研
究
の
先
学
矢
野
峰
人
氏
の

『蒲
原
有
明
研
究
』
に
よ

れ
ば
、
昭
和
十
六
年
五
月
二
十
六
日
、
氏
が
直
接
有
明
か
ら
聞
か
れ
た
話
の
中

に

弓
若
菜
集
』
に
あ
る

「夕
と
な
れ
ば
」

な
ど
に
は
讃
美
歌
の
影
響
が
見
え

ま
す
ね
。」
と
あ
る
。　
氏
は

『若
菜
集
』
に
は

「夕
と
な
れ
ば
」
と
題
す
る
詩

封

療ゲ婦姜

場

髪

晰

趾

れけ働暉ｒ嚇倒漱効解雅菫協凛に有「卿剣緋ォ一輔蛯嘲猟「財酬権は

れ
副』註
踊
ぼ
鵜
鑢
暉
縄
思味なこととき

なつかしキｃ暉れたづさへ

くらき冥府度は嘱ゆかん

”鶴』ほいほど』けこいなをすっ穆け”れるっ躊
一り婦補」̈
「っれどは論理

ろ」『韓制力ヽへ̈
『刊舞［嘲」嗽れ「時特棘計は，↓一講』つぅ０講わけこの

「清
き
恋
」
を
う
た
った
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「清
き
恋
」
は
あ
る
ヽ
一
異
性

へ
の
憧
憬

（君
や
わ
れ
や
）
と
な
り
、
あ
る
い
は
ロ
セ
ッ
テ
イ
の
影
響
の
も
と

燕
つ 天
置

よ へ
¨
囃
導

セ （つ
ち

ヤ づ
“
ｒ
稗
諷
は

ひ っ
一 た
げ
】
勧
Ｑ
『
村

い
い
律
れ
は
パ

に
、
本
間
久
雄
氏
の
評
さ
れ
た
如
く

「余
り
に
も
天
上
的
」
で
あ
り

「淡
々
し

く
空
霊
的
な
も
の
」
で
あ

っ
た
。

次
の

『独
絃
哀
歌
』

（明
治
三
十
六
年
五
月
刊
）
に
は

『草
わ
か
ば
』
の
傾

向
を

一
層
押
し
進
め
て
、
聖
愛
に
ま
で
至
っ
た
作
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ

を
あ
げ
よ
う
。

頼
る
は
愛
よ
―

一

争
闘
絶
間
な
き
世
の
海
の
ほ
と
り

を
ぐ
ら
き
幕
は
お
ち
ぬ
、
い
か
に
せ
む
。

潮
は
寂
し
く
沈
み
、
濤
は
暮
れ
て

櫓
の
音
今
こ
そ
朽
ち
め
、
鳴
呼
わ
が
日
の

生
命
の
栄
よ
な
や
み
よ
逝
き
果
つ
る
や
、

つ
ひ
に
は
こ
の
身
の
罪
の
浄
め
が
た
く

殴
悽
し
げ
き
絆
産
の
こ
に
、
り
、

常
闇
つ
き
ぬ
苛
責
に
や
さ
ま
よ
ふ
べ
き
。

頼
る
は
、
頼
る
は
愛
よ
、
君
に
よ
り
て

僅
か
に
過
ぎ
末
し
片
野
路
、
荒
磯
べ
の

は
か
な
き
生
の
旅
人
、
幸
や
し
ば
し

経
野
の
朧
ぷ
務
ゲ
ふ
蔭
に
入
り
き
。

夢
か
は
、
現
し
狭
霧
の
こ
の
世
去
ら
ば

か
の
空
か
が
や
き
き
そ
ふ
君
が
光
。



こ
れ
は
現
世
の
苦
悩
か
ら
の
が
れ
て
天
上
の
愛
に
頼
ろ
う
と
す
る
意
を
述
べ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。　
一
体
、
有
明
詩
に
お
け
る

「愛
」
は

「恋
」
と
は
違

っ

た
意
味
を
も

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
そ
れ
は

『草
わ
か
ば
』
の
中
に

『所
薦
あ
げ
よ
』
と
星
の
界
の

少
女
の
一
人
そ
の
聾
よ

数
の
泉
の
し
た
た
り
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ゅ
ふ
づ
っ）

の
一
例
が
見
ら
れ
る
が
、
『独
絃
哀
歌
』
で
は
、右
に
引
い
た

「頼
る
は
愛
よ
―

一
」
の
ほ
か

蓋
き
せ
ぬ

「愛
」
の
花
草
讃
め
た
た
へ
て

聖
菜
園
の
つ
と
め
に
獨
り
ゆ
か
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（聖
菜
園
）

さ
ら
ば
彼
虎
、
焙
の
愛
の
こ
こ
ろ
の
故
里
へ
ぞ
。
　
　
　
（蓮
華
幻
境
）

頼
る
は
、
頼
る
は
愛
よ
、
君
に
よ
り
て

蹴
な
る
愁
を
去
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（頼
る
は
愛
よ
―
二
）

見
よ
こ
こ
蒸
獣
の
騰
経
熟
み
ち
て

時
劫
の
す
す
み
老
い
せ
ぬ
愛
の
常
か
げ
　
　
　
　
（頼
る
は
愛
よ
―
二
）

涙
や
、
し
は
や
―
さ
は
あ
れ
高
き
愛
の

渦
滴
そ
れ
ぞ
れ
と
汝
も
た
の
み
け
む
か
。
　
　
　
（頼
る
は
愛
よ
―
三
）

な
ど
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
尽
き
せ
ず
老
い
ぬ
天
上
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
絶
対
者
へ
の
讃
仰
こ
そ

『独
絃
哀
歌
』
の
主
調
を
な
す
も
の
で
あ

』
プ
″
動
独
対
康
な
け
暉
燕
な

ろ っ
策
蹴
輸
（
】
は
一
転
れ

力ヽ ぅ
け

』 口
¨
ン
野
瀞
凱

の
展
開
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ

一
つ
こ
こ
で
見
落
さ
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
先
に

あ
げ
た

「頼
る
は
愛
よ
―

一
」
の
前
節
に
見
ら
れ
る

「
つ
ひ
に
は
こ
の
身
の
罪

の
浄
め
が
た
く
」
の
一
句
で
あ
る
。
こ
れ
を
恋
愛
に
と
も
な
う
罪
と
限
定
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
が
、
わ
が
身
に
ひ
そ
む
罪
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。

更
に

『独
絃
哀
歌
』
に
お
け
る
地
上
の
恋
を
眺
め
て
み
よ
う
。

別
　
離

別
離
と
い
ふ
に
微
笑
む
君
が
ゑ
ま
ひ

わ
か
る
る
せ
め
て
の
際
に
そ
は
何
ゆ
ゑ
。

に
は
へ
る
面
わ
の
罪
か
、
世
も
、
ね
が
ひ
も
、

希
望
も
、
か
つ
て
か
が
や
く
そ
の
光
に
、

眼
の
い
ろ
澄
め
る
深
淵
そ
の
流
に
、

華
や
ぐ
聾
ね
の
あ
や
に
、
―
―
か
つ
て
頼
る

わ
が
身
の
そ
の
幸
限
り
あ
ら
ざ
り
し
を
、

あ
あ
な
ど
君
が
ゑ
ま
ひ
に
罪
あ
る
べ
き
。

白
日
薔
薇
の
花
に
射
か
へ
す
と
き

乱
る
る
影
さ
へ
も
な
く
紅
な
る

色
こ
そ
君
が
面
わ
に
照
り
映
ゆ
ら
め
。

げ
に
は
た
常
住
の
ゑ
ま
ひ
や
、
嫉
き
花
の

榮
あ
る
た
は
ぶ
れ
と
し
も
お
も
ひ
消
し
て
、

さ
ら
ば
懸
の
花
園
、
さ
ら
ば
よ
君
。

別
離
に
際
し
て
ひ
と
き
わ
鮮
や
か
に
目
を
射
る
女
人
の
徴
笑
。
岡
崎
義
恵
氏
は

て「「
「日嫡脚“猜計制［〓断賊□い庫め「副嘲紅飢む嶽罐̈
畔織嘘潮朴

が
、
こ
の官
能
美
に
対
し
「罪
か
」
』
一
ど
罪
あ
る
べき
」
の
つぶ
や
き
は
ま

た
興
味
あ
る

一
事
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
詩
集

『春
鳥
集
』
（明
治
三
十
八
年
七
月
刊
）
は

『独
絃
哀
歌
』
に
見
ら

れ
た
天
上
へ
の
憧
憬
は
残
照
を
と
ど
め
る
に
過
ぎ
ず

（例
え
ば

「静
か
に
さ
め



しヽ
た
ま
し
ひ
の
」
「君
に
さ
さ
ぐ
」
等
）、
地
上
の
官
能
美
が
中
心
と
な
り

艶
な
る
夜
の
黒
髪
は

月
に
き
え
ぎ
え
う
つ
ろ
ひ
ぬ
、

翻
ぽ
洩
れ
て
減
碑
梅
、

な
は
、
秘
め
つ
つ
む
花
の
ふ
え
。

の
如
く
官
能
交
錯
の
手
法
を
も

っ
て
あ
え
か
の
美
を
歌
い
あ
げ
る
。
名
作

「
日

帥
ぃ
れ
瀬
計
凱

に 『時
鵬
韓
針
暉
脚
胸
な
輪

つ で
あ
』
い
一
れ
猛
竃
針
“
判
麒
♂
赫

歌
』
に
お
い
て
高
ら
か
に
歌
わ
れ
た
と
こ
し
え
の
愛
の
思
想
は
こ
こ
に
お
い
て

当
然
動
揺
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

身
肉
愛
を
さ
へ
ぎ
る
白
埴
と
か
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（繋
縛
）

遺
骸
を
ば
送
り
し

『愛
』
は
涙
の
友
な
り
、
　
　
（業
し
や
、
さ
あ
れ
）

い
つ
け
る
愛
の
金
堂
こ
こ
に
壊
え
　
　
　
　
　
　
　
（沙
門

『
不
澤
し

こ
れ
が

『春
鳥
集
』
に
お
け
る

「愛
」
の
用
例
の
す
べ
て
で
あ
る
。
誠
に
愛
の

崩
壊
を
象
徴
的
に
語

っ
て
い
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
に
一
部
を
引
い
た

「繋
縛
」

一
篇
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

繋
縛
人
を
責
む
と
か
、
黒
鐵
を
も

難
釧
と
認
や
か
し
な
ば
、
そ
の
鍵
ば
、

か
の
天
走
る
宮
路
の
星
の
ご
と
く
、

つ
な
が
れ
行
き
て
ぞ
妙
音
世
を
ば
ふ
る
ふ
。

身
肉
愛
を
さ
へ
ぎ
る
白
埴
と
か
、

あ
あ
、
ま
た
罪
の
芽
や
ど
す
汚
機
か
、
そ
は
―

清
き
を
、
わ
か
き
熱
き
を
盛
り
な
す
時
、

霊
の
手
こ
れ
辮
た
讃
む
る
日
の
高
杯
。

か
か
る
世
、
か
か
る
身
を
こ
そ
、
わ
れ
等
二
人

再
び
保
ち
が
た
し
と
榮
し
む
な
れ
。

大
華
生
羽
た
ち
ま
ち
肩
よ
り
ぬ
き
、

ま
こ
と
や
、
君
が
か
へ
た
る
口
づ
け
に
は

岩
根
に
凝
り
て
埋
み
し
わ
れ
玉
髄

光
明
に
い
つ
し
か
融
け
て
流
れ
出
で
ぬ
。

こ
の
詩
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「繋
縛
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は

「身
肉
愛
を
さ
へ
ぎ
る
自
埴
と
か
、
あ
あ
、
ま
た
罪
の
芽
や
ど
す
汚
機
か
」
と

云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
能
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
か

し
そ
の
本
能
的
な
も
の
に
も
霊
的
な
も
の
の
宿
る
時
が
あ
る
。
作
者
は
前
節
に

お
い
て
そ
う
云
お
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
『独
絃
哀
歌
』
の
「頼
る
は
愛
よ
―

一
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た

「罪
」
は
こ
こ
で
は
か
な
り
明
確
な
形
を
と
っ
て
い

る
。
即
ち
本
能
的
な
も
の
の
中
に

「罪
」
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
節
の

「
か
か
る
世
、
か
か
る
身
を
こ
そ
、
わ
れ
等
二
人
、
再
び
保
ち
が
た
し
と
楽
し
む

な
れ
」
に
は
利
那
尊
重
の
思
想
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
「大
華
生
羽
」
以
下

に
は
未
だ
聖
愛
の
面
影
が
た
だ
よ
っ
て
い
よ
う
。誠
に

「繋
縛
二

篇
は
以
上
の

点
に
お
い
て

『春
鳥
集
』
の
位
置
を
暗
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
同
じ
く
ソ
ネ
ッ
ト

「沙
門

『
不
浄
ヒ
　
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
考
察
を
加

え
て
み
よ
う
。

『
お
も
ひ
』
は
経
つ
や
剤
棘
の
路
を
、
今
し

乾
け
る
土
に
埋
れ
て
め
し
ひ
ぬ
れ
ど
、

た
だ
聞
く
、
凶
の
沼
水
欽
け
か
た
ぶ
き
、

を
ぐ
ら
き
ま
む
し
の
籍
間
た
ぎ
ち
ゆ
き
て

ひ
し
め
き
温
る
る
さ
や
ぎ
、
―
―
辮
ま
た
聞
く
、

あ
だ
人
き
ほ
へ
る
夜
の
森
か
げ
よ
り



等
の
火
枝
啄
み
滅
し
去
る
と

舞
ひ
末
し
天
の
員
鳥
の
悲
し
き
こ
ゑ
。

か
く
し
も
聞
く
と
、
わ
が
身
に
あ
や
し

『
お
も
ひ
』

や
ど
り
て
眠
り
、
埋
れ
て
耳
た
つ
れ
ば
、

悩
み
て
わ
れ
は
席
を
学
り
沙
門
『村
灘
』

い
つ
け
る
愛
の
金
堂
こ
こ
に
壊
え
、

ね
た
み
や
、
悔
や
、
丹
の
雨
、
瑠
璃
の
あ
ら
し
、

忽
ち
燃
え
そ
ふ
懸
の
こ
れ
や
阿
蘭
若
。

岡
崎
氏
は
右
の
詩
に
つ
い
て

前
半
は
恋
愛
に
と
も
な
う
罪
業
を
様
々
の
恐
ろ
し
い
風
物
で
象
徴
し
た
も
の

で
、
こ
の
罪
を
滅
し
よ
う
と
す
る
天
の
力
も
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
態
を
諷
示
し
た
も
の
ら
し
く
、
後
半
は
こ
の
罪
の
自
覚
か
ら
、
恋
愛
の

寺
院
を
守
る
不
浄
の
沙
門
の
信
仰
の
対
象
は
崩
壊
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、

恋
愛
の
華
麗
に
し
て
惨
浩
た
る
末
期
の
姿
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
稀
け

と
一言
っ
て
お
ら
れ
る
。
前
半
を

「恋
愛
に
と
も
な
う
罪
業
」
の
象
徴
と
見
ら
れ

た
の
は
後
半
と
の
関
係
を
重
視
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
前
半
は

一

応
後
半
と
切
り
は
な
し
て
、
醜
悪
な
自
己
の

「
お
も
ひ
」
を
象
徴
し
た
も
の
と

考
え
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
後
半
に
つ
い
て
の
氏
の
お
考
え
は
い
さ
さ
か
的

を
外
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
有
明
詩
に

於
け
る

「愛
」
は

「恋
」
と
同
義
語
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
右
の
詩
に
於
て

も
「愛
の
金
堂
」
は
や
は
り
精
神
的
天
上
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ

「愛
の
金
堂
」
が

「壊
え
」
て

「恋
の
」

「阿
蘭
若
」
が
現
出
す

る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
醜
く
汚
れ
た
「お
も
ひ
」ゆ
え
に
、
自
ら
は

「
不
浄
」

と
化
し
て
眼
前
に
は
精
神
的
愛
の
世
界
は
崩
壊
し
、
苦
悩
に
満
ち
た
官
能
的
な

恋
の
世
界
が
現
わ
れ
る
と
云
う
の
で
あ
ろ
う
。
見
解
の
相
違
は
あ
る
が
、
こ
の

作
に
罪
業
感
が
漂

っ
て
い
る
と
見
る
点
に
つ
い
て
は
氏
の
説
に
賛
意
を
表
し
た

い
と
思
う
。

第
四
詩
集

『有
明
集
』
（
明
治
四
十

一
年

一
月
刊
）
に
な
る
と
罪
の
意
識
は

一

層
明
白
に
な
っ
て
く
る
。

憐
げ
き
「舞
］
は
ヽ
嘘
みヽ訴
ゲ
身
に
こ
そ
筍
れ

他
し
人
責
め
も
末
な
く
に
空
し
か
る
影
の
戯
わ
ざ

こ
は
離
ぞ
ヽ
「を
貯
」
の
と範
られ
れ
寄ょせ
て
微
を
殴
む
か
。

脅
す
仮
装
ひ
に
松
明
の
焔
つ
づ
き
ぬ
。

霧
羅
和
ｒ
ヽ
か
く
も
魏
か
る
彩
だ
に
任
の
誂
ゲ

甦
り
、
か
つ
め
ぐ
り
来
て
、

「肉
」
の
渚
に
あ
ふ
れ
、

信
健
に
干
濯
を
わ
ぶ
る
甦
の
野
の
生
″
謝
も

敷
浪
の
法
喜
博
へ
て
御
恵
に
何
日
か
は
遇
は
む
。

さ
も
あ
れ
や
、
わ
が

「性
欲
」
の
里
正
は
窺
ひ
寄
り
て
、

甕
針
の
芦
灘
の
流
と
靴
ね
く
も
脇
舛
達
り
ヽ

ひ
た
強
い
に
踏
給
の
型
を
踏
め
よ
と
ぞ
、
あ
な
淡
ま
し
や
、

我
な
ら
で
叫
び
ぬ
、

『神
よ
此
身
を
ば
礫
に
も
架
け
ね
』
と

（苦
悩
）

こ
ゝ
で
は
性
欲
を
罪
と
す
る
考
え
が
は
っ
き
り
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

『有
明

集
』
以
前
に
は
、右
の
詩
に
表
現
さ
れ
た
よ
う
な

「肉
」
と
か

「性
欲
」
と
か
、

そ
れ
に
類
す
る
語
を
殆
ど
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
わ
ず
か
に

『春
鳥
集
』

の
前
掲

「繋
縛
」
の
中
に

「身
肉
愛
を
さ
へ
ぎ
る
自
埴
と
か
」
、
及
び
同
集

の

「姫
が
曲
」
に

「愛
慾
」
の
語
を
見
出
す

の
み
で
あ
る
。　
と
こ
ろ

が

『有
明



集
』

け
¨
猥
雌
幅
弓
舞
げ
静

胸
』
机
炒
［
解
デ
ど
よ
む
　
酢
光
の
ど
難
の
奏
ヘ

（減
の
香
）

御
就
、
運
な
き
通
の
殿
、
生
あ
る
も
の
の
鵬
を
針
む
く蟻
綴
ダ
「な
」
の

撫
¨
ォ
の
継
ど
、
は
た
や
　
数
彼
の
機
き
慮
れ
の
む果
が
鵬
螺
馬
仄
己

ら

一酪
彼
の
蔓
ま
つ
は
れ
る
　
窓
の
夜
あ
け
を
梵
音
に
　
秘
密
の
臨
茫
望
祀

ぬ

（
わ
れ
迷
ふ
）

」ぎ嘱る】脚岬馘てヵ、ユこ猶叡獅総｝ぅるみ　度もゆ飾籍緯晩の

の
如
く
頻
出
す
る
。　
一
方

「愛
」
は

従
々
の
群
さ
め
に
数
の
↓
雌

難
で
む
と
た
め
ら
ふ
駐
ひ
の
ひ
ま
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（療
夢
）

数
の
、
鷹
ぉ
の
、
信
の
霧
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（鮪
榮
）

ゆ〓嘲、い糊酬（̈
耐行」
「ヵ、部鰤緒〔七ば「率歌「っ忍“疇移り』脚け

暗
い
苦
悩
の
影
を
背
負

っ
た

「愛
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
且
つ
そ
れ
が
天
上

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
右
の

「信
楽
」
の
一
句
は
語

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

絶
対
者
の
喪
失
は
や
が
て
対
立
を
生
む
。
嘗
て

『春
鳥
集
』
の

「繋
縛
」
に

於
て

身
肉
愛
を
さ
へ
ぎ
る
白
埴
と
か

に
対
し
て

霊
の
手
こ
れ
落
た
讃
む
る
日
の
高
杯

と
対
立
ら
し
き
も
の
を
歌

っ
た
有
明
は
、
『有
明
集
』
で
は

肉
は
、
霊
は

二
つ
の
ち
か
ら
、

生
は
、
死
は
よ
、

真
砥
の
堅
石
、

研
き
い
づ
れ
、

摩
庁
の
徹
鵬
。

あ
ざ
れ
し
肉

「礼
」
∝
響
味

虚
し
き
霊

「蚊
」
の
智
。

肉
の
肉
を

わ
れ
今
お
ぼ
ゅ
。

覺
め
よ
、

「人
」
は

霊
の
霊
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（碑
銘
其
四
）

と
は
っ
き
り
霊
肉
の
相
克
を
歌

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
云
わ
れ
て
い
る
ご
置
と
は

勿
論
自
ら
の
内
の
霊
で
あ
る
。
そ
れ
は

『有
明
集
』
以
前
に
見
か
け
ら
れ
る
自

然
の
霊
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
の

「霊
」
は
官
能
美
に
い
よ
ノ
ヽ
引
き
つ
け
ら

（以
下
４２
頁
へ
つ
づ
く
）




