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追
悼
小
島
吉
雄
先
生

「
新

古

今

集

と

私

」

小
島
先
生
の
多
方
面
に
わ
た
る
御
業
績
の
う
ち
最
も
多
く
の
力
を
注
が
れ
、

ま
た
最
も
よ
く
自
身
の
研
究
手
法
を
展
開
さ
れ
た
の
は
新
古
今
集
に
関
す
る
そ

れ
で
あ
つ
た
ら
う
。
昭
和
十
九
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た

「新
古
今
和
歌
集
の
研

究
』
Ｏ
Ｉ
」
じ
と
そ
の
翌
々
年
十
二
月
刊
行
の
同
名

『続
篇
」
と
に
は
主
要
な

関
係
論
文
の
殆
ど
が
収
録
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
頃
い
ひ
か
へ
れ
ば
四
十
歳

の
前
半
に
先
生
の
研
究
の
立
場
、
手
法
の
基
本
は
確
立
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

こ
の
両
著
は
そ
の
意
味
で
も
記
念
碑
的
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
「続
篇
」

と
年
を
同
じ
く
し
て
そ
の
十
月
、
『国
語
と
国
文
学
』
に
発
表
さ
れ
た

「新
古

今
集
と
私
」
繊
『
細
乱
躊
耐
時
じ
も
二
十
年
の
研
究
歴
を
顧
み
て
、
そ
こ
で
体
得
さ

れ
た
立
場
、
手
法
を
直
接
に
語
ら
れ
た
文
章
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
文

学
研
究
の
本
道
を
指
し
示
す
と
思
は
れ
る
上
、
行
文
は
含
蓄
に
富
み
、
ぜ
ひ
後

学
の
人
々
に
一
読
を
奨
め
た
い
。
先
生
は
そ
こ
で
宣
長
の

『う
ひ
山
ぶ
み
』
よ

り
受
け
た
恩
頼
を
本
文
を
引
用
し
つ
つ
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
教
へ
の
ま

ね
び
と
て
種
々
所
信
を
吐
露
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
く
し
は
、
わ
た
く
し
の
研
究
に
つ
い
て
前
以
て
問
題
を
設
定
す
る
と

い
ふ
方
法
を
採
ら
な
か
つ
た
。
古
典
の
研
究
に
は
本
文
批
評
か
ら
出
発
す
べ
き

は
自
明
の
理
で
あ
る
か
ら
、
広
く
諸
本
を
渉
猟
し
て
本
文
校
合
に
熱
心
で
あ
つ

に

つ

い

て

田

中

裕

た
が
、
諸
本
の
校
合
を
し
て
ゐ
る
間
に
、
お
の
づ
か
ら
何
度
も
何
度
も
作
品
を

読
む
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
が
心
に
思
ひ
浮
か
ん
だ
。
そ
の
心
に
思
ひ
浮
か

ん
だ
こ
と
ど
も
を
大
切
に
し
て
、
そ
れ
を
大
き
く
育
て
あ
げ
る
や
う
に
心
が
け

た
」。
そ
し
て
ま
た

「
現
在
の
わ
た
し
く
は
研
究
的
方
法
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い

て
は
、
比
較
的
に
自
由
な
考
へ
方
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
、
わ
た
く

し
自
身
の
立
場
に
つ
い
て
言
へ
ば
、
わ
た
く
し
は
、
文
学
の
研
究
は
、
詮
ず
る

と
こ
ろ
、
作
品
の
理
解
と
鑑
賞
と
に
あ
る
の
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
学
問
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
実
証
的
裏
づ
け
を
必
要
と
し
、
そ

し
て
、
そ
の
実
証
の
方
法
と
か
過
程
と
か
は
あ
く
ま
で
文
献
に
即
し
た
も
の
で

あ
り
、
か
つ
科
学
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
る
。
顧
み
れ
ば
、
わ
た
く

し
の
新
古
今
集
の
研
究
は
か
う
い
ふ
考
へ
の
実
践
で
あ
つ
た
と
も
言
へ
る
の
で

あ
る
」。
そ
こ
か
ら
次
の
や
う
な
見
解
が
導
か
れ
て
く
る
の
は
当
然
と
は
い
へ
、

重
要
で
あ
る
。
即
ち

「わ
た
く
し
は
文
献
的
考
証
を
以
て
わ
た
く
し
の
研
究
の

最
終
目
的
だ
と
は
考
へ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
た
く
し
に
と
つ
て
は
、
あ
る

研
究
目
的
に
役
立
た
せ
る
た
め
の
基
礎
的
調
査
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
わ
た
く
し
個
人
の
立
場
で
い
へ
ば
、
分
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
努
力
翁
結ヽ
¨

嫡
筋
”
は
編
氷
摯
舞
加
す「紅
『
ン
教
漱
報
じ
に
於
て
あ
く
ま
で
徹
底
的
で
あ
る
場
合
と
不
徹
底



で
あ
つ
て
も
差
支
へ
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
そ
の
努
力
に
軽
重
が

生
ず
る
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
隠
岐
本
新
古
今
集
の
原
形
態
に
対
す
る
考
察

の
や
う
な
の
は
、
そ
の
軽
き
場
合
で
あ
る
。
わ
た
く
し
に
と
つ
て
は
、
隠
岐
本

新
古
今
集
の
原
形
態
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
上
越
す
悦
び
は
な
い
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
原
形
態
が
不
明
で
あ
つ
て
も
、
隠
岐
で
残
さ
れ
た
歌
と
捨

て
さ
せ
ら
れ
た
歌
と
が
具
体
的
に
分
れ
ば
、
そ
れ
で
わ
た
く
し
の
当
面
の
研
究

に
は
差
し
支

へ
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
歌
が
捨
て
ら
れ
、
ど
の
歌
が
残

さ
れ
た
か
と
い
ふ
調
査
に
わ
た
く
し
の
全
精
力
が
傾
注
せ
ら
れ
、
隠
岐
で
の
御

選
抄
に
ど
う
い
ふ
記
号
を
用
ゐ
ら
れ
た
か
な
ど
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
の
関
心

は
あ
と
廻
じ
と
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
（中
略
）
か
う
い
ふ
風
に
、

具
体
的
な
個
々
の
問
題
に
な
る
と
、
わ
た
く
し
の
場
合
は
、
文
献
的
考
証
の
み

を
学
問
的
対
象
と
し
て
ゐ
る
人
と
、
そ
の
努
力
の
し
か
た
に
些
か
相
違
を
生
ず

る
こ
と
が
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。
こ
れ
は
立
場
の
相
違
上
、
止
む
を
得
な
い
こ

と
で
あ
る
」。
紙
数
の
都
合
で
抄
出
は
以
上
に
と
ど
め
る
が
、
以
上
の
限
り
で

も

一
定
の
立
場
、
手
法
が
見
事
に
素
描
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

文
中
、
隠
岐
本
新
古
今
集
を
例
に
引
か
れ
て
ゐ
る
の
は
早
く
昭
和
十
六
年
の

「
国
語
国
文
』
七

・
八
月
に
連
載
さ
れ
た

「新
古
今
集
隠
岐
御
選
抄
本
に
つ
い

て
」
の
御
仕
事
が
念
頭
に
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
そ
の
大
綱
を
記
せ
ば
、
七
月

の
掲
載
分
は
は
じ
め
に
関
係
の
諸
伝
本
の
紹
介
、
続
い
て
こ
れ
ら
諸
本
間
に
お

け
る
、
２

）
選
抄
記
号
の
体
様
の
異
同
、
Ｔ
こ

除
棄
歌
の
異
同
の
精
細
な
調

査
報
告
を
内
容
と
す
る
。
そ
し
て
、
２

）
に
つ
い
て
は
そ
の
原
形
態
は
不
明

と
さ
れ
、
含
こ

に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
確
実
な
除
棄
歌
三
七
三
首
が
提
示
さ
れ
る
。

八
月
の
掲
載
分
は
右
の

（
三
）
の
結
果
を
承
け
て
、
こ
れ
ら
除
棄
歌
の
研
究
―

―
そ
の
除
棄
基
準
や
除
棄
理
由
を
行
届
い
た
理
解
と
鑑
賞
と
を
通
し
て
推
定
さ

れ
た
も
の
で
、
究
極
院
に
お
け
る

「御
好
尚
並
び
に
御
選
歌
眼
の
変
化
」
が
主

な
除
棄
理
由
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
論
文
の
読
者
は
、
前
に
語
ら

れ
た

「基
礎
的
調
査
」
か
ら

「
研
究
」
へ
と
繋
が
る
あ
の
手
法
の
鎖
を
み
づ
か

ら
手
繰
り
寄
せ
る
思
ひ
を
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「新
古
今
和
歌
集
の
研
究
』
は
も
と
よ
り
こ
の
論
文
も
収
め
て
ゐ
る
が
、
そ

の
際
興
味
深
い
の
は
、
前
記
七
月
掲
載
分
を

『
正
篇
』
に
、
八
月
分
は
標
題
も

「
後
鳥
羽
上
皇
と
隠
岐
御
選
抄
本
」
と
改
め
て

「続
篇
』
に
分
割
編
入
さ
れ
て

ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
が
そ
れ
は
十
分
に
計
画
さ
れ
た
両
篇
の
構
成
に
準
ず
る
措

置
な
の
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
の
構
成
の
方
で
あ
る
。
即
ち

『正
篇
』
の

「
は
じ
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
は

「
研
究
上
の
基
礎
的
調
査
報
告
」

（鳴
狂
薪
メ
熙
移
要
荘
鮮
離
じ
で
ぁ
り
、
「わ
た
く
し
の
所
謂
研
究
は
そ
の

書
編
「
諄
薔
寝
）に
収
め
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ほ
ど

「研
究
」
と

「基
礎
的
調
査
」
と
を
崚
別
し
た
措
置
も
な
い
わ
け
で
、
そ

の
立
場
、
手
法
の
鮮
明
な
反
照
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
生
の
執
筆
活
動
を
前
引
の
歌
文
集

『能
古
」
と

『山
房
雑
記
」
Ｇ
呻
肛
じ

と
に
付
載
さ
れ
て
ゐ
る
御
自
編

「著
作
略
目
録
」
に
よ
つ
て
う
か
が
へ
ば
、
研

究
は
ま
だ
学
窓
に
在
ら
れ
た
頃
の

「柿
園
詠
草
の
研
究
」
「大
伴
旅
人
の
歌
」

「宗
祗
法
師
伝
」
舞
騨
』「慾
藍
摯
嬌
確
」』
糟
じ
に
は
じ
ま
り
、
卒
業
論
文
と

さ
れ
た
「藤
原
定
家
と
そ
の
文
学
」
↑
鴎続叶妍独ぽ娘「郎』糠観犠構ルご
で
さ
へ
宗
祗

研
究
の
途
上
で
て
え
ま
を
得
ら
れ
た
こ
と
が

「新
古
今
集
と
私
」
に
語
ら
れ
て

ゐ
る
。
昭
和
四
年
九
州
大
学
に
お
い
て
歌
誌

『能
古
』
を
創
刊
さ
れ
て
か
ら
毎

号
健
筆
を
揮
は
れ
た
の
は
殆
ど
す
べ
て
明
治
短
歌
関
係
で
、
昭
和
七
年
同
学
文

学
部
の
研
究
誌

「文
学
研
究
』
が
発
刊
さ
れ
る
に
及
び
、
コ
ホ
祗
の
晩
年
」
に

次
い
で
同
じ
年
や
う
や
く
「新
古
今
和
歌
集
の
撰
集
態
度
と
撰
集
事
業
翁
枷じ

が
現
は
れ
、
ま
た
「み
だ
れ
髪
後
景
論
」
盆
旭輛
一回戦一・り
に
次
い
で
同
じ
年



「所
謂
石
津
本
新
古
今
和
歌
集
に
就
い
て
」
翁
電
畔
じ
が
発
表
さ
れ
る
と
い
ふ
次

第
。
新
古
今
集
へ
の
傾
斜
が
急
速
に
進
む
の
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
そ
の
後
と
て

「
わ
が
国
近
世
の
運
命
悲
劇
」
貧
政
聘
撒
雌
郡
一
膠
じ
や
、

「芭
蕉
と
奥
の
細
道
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
翁
卸
脳
も
の
仕
事
も
続
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
ら
の
分
野
に
は
あ
る
い
は
新
古
今
研
究
ほ
ど
十
分
に
は
そ
の
手
法
の
展
開

さ
れ
て
ゐ
な
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
学
そ
の
こ
と
に
寄
せ
ら
れ

た
情
熱
、
文
学
研
究
に
対
す
る
自
在
で
懐
の
深
い
態
度
は
顧
み
て
羨
望
に
た
ヘ

ぬ
も
の
が
あ
る
。

―
大
阪
大
学
名
誉
教
授
―


