
新
・
評
論
の
場

127

｢
コ
ス
モ
ス
﹂
に
拠
っ
た
歌
人
た
ち

森
田

治
生

わ

が

歌

は

田

舎

の

出

な

る

田

舎

歌

素す

直な
ほ

懸け
ん

命め
い

に

詠う
た

ひ

来

し

の

み

宮
柊
二
﹃
純
黄
﹄

宮
)
二
が
紫
綬
褒
章
を
受
賞
し
た
際
︑
自
身
の
歌
の
原
点
に
つ
い
て

詠
ん
だ
一
首
で
あ
る
︒
多
少
は
謙
遜
が
入
っ
て
い
る
と
思
う
が
︑
平
明

な
言
葉
で
述
べ
ら
れ
た
歌
へ
の
洞
察
が
心
に
響
く
︒
で
は
︑
ほ
か
の
歌

人
た
ち
は
ど
う
だ
ろ
う
︒
自
身
の
歌
を
ど
う
評
し
︑
そ
の
こ
と
を
ど
う

詠
ん
で
い
る
の
か
︑
ま
た
歌
を
詠
む
姿
勢
に
触
れ
た
歌
は
あ
る
の
か
︑

)
二
と
と
も
に
多
磨
・
コ
ス
モ
ス
に
拠
っ
た
四
人
の
歌
人
︑
初
井
し
づ

枝
︑
田
谷
鋭
︑
葛
原
繁
︑
安
立
ス
ハ
ル
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
を

当
た
っ
て
み
た
︒

【
初
井
し
づ
枝
︼

一
九
〇
〇
年
誕
生
︒
四
人
の
中
で
は
た
だ
一
人
明
治
生
ま
れ
で
︑
)

二
よ
り
十
二
歳
年
長
で
あ
る
︒
一
九
七
六
年
に
七
十
六
歳
で
逝
去
し
た
︒

素
封
家
だ
っ
た
婚
家
は
戦
後
の
農
地
解
放
に
よ
る
混
乱
で
生
活
環
境
が

激
変
し
た
が
︑
困
難
な
時
期
に
あ
っ
て
も
清
新
な
歌
風
は
失
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
に
驚
く
︒
端
正
な
自
然
詠
は
今
読
ん
で
も
あ
ま
り
時
代
を
感

じ
さ
せ
な
い
︒
歌
集
か
ら
は
自
身
の
歌
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
は
見
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
歌
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
は
第
一
歌
集
﹃
花
麒

麟
﹄
の
あ
と
が
き
に
書
い
て
い
る
︒

先
生
は
そ
の
芸
術
精
神
を
〝
多
磨
綱
領
〟
に
縷
々
披
瀝
し
て
﹁
正

し
く
短
歌
の
伝
統
に
立
ち
︑
更
に
近
代
の
感
覚
と
知
性
に
よ
つ
て
︑

近
代
の
幽
玄
と
呼
ぶ
べ
き
象
徴
美
の
創
造
を
希
求
す
る
﹂
と
い
ふ
宣

言
を
さ
れ
た
︒
私
は
覚
束
な
い
な
が
ら
も
そ
の
示
さ
れ
た
道
を
歩
ま

う
と
し
た
︒
も
と
よ
り
菲
才
の
私
が
先
生
の
完
璧
な
る
歌
風
そ
の
ま

ま
を
志
す
こ
と
の
無
理
は
知
つ
て
ゐ
た
か
ら
そ
の
徒
労
は
し
な
か
つ

た
が
︑
先
生
の
著
し
い
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
作
品
の
立
格
と
香
気

に
は
聊
か
で
も
薫
染
し
た
い
と
希
つ
て
絶
え
ず
努
力
し
た
︒

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
白
秋
の
教
え
を
継
承
す
る
強
い
意
思

を
も
っ
て
そ
の
後
も
作
歌
活
動
を
続
け
コ
ス
モ
ス
史
を
語
る
と
き
欠
か

せ
な
い
歌
人
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
︒

な
お
︑
﹁
立
格
﹂
は
誤
植
で
正
し
く
は
﹁
律
格
﹂
だ
と
全
歌
集
の
解

説
の
中
で
)
二
は
書
い
て
い
る
︒

【
田
谷
鋭
︼

一
九
一
七
年
生
ま
れ
で
︑
二
〇
一
三
年
に
九
十
五
歳
で
逝
去
し
た
︒

四
人
の
中
で
は
一
番
の
長
命
で
あ
っ
た
︒

わ

が

歌

を

寂

し

き

う

た

と

決

論

す

さ

れ

ど

そ

の

歌

を

徹と
ほ

す

ほ

か

な

き

︵
﹃
ミ
モ
ザ
の
季
﹄
以
後
︶

二
〇
〇
八
年
九
十
歳
の
時
の
歌
︒
冒
頭
の
)
二
の
歌
も
晩
年
に
詠
ま
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れ
て
い
る
︒
若
い
こ
ろ
は
自
分
の
歌
を
振
り
返
る
必
要
も
余
裕
も
な
い

ほ
ど
歌
に
没
頭
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
自
分
の
歌
の
来
し
方
に

思
い
を
い
た
す
に
は
あ
る
程
度
の
年
月
を
要
す
る
の
だ
ろ
う
︒

こ
の
歌
で
は
﹁
寂
し
き
﹂
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
︒
単
な
る

﹁
寂
し
い
﹂
で
は
な
く
﹁
心
が
満
た
さ
れ
な
い
﹂
﹁
不
満
足
で
あ
る
﹂

と
い
う
気
持
ち
が
強
い
よ
う
に
思
う
︒
結
句
は
︑
年
齢
的
に
今
さ
ら
変

え
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
諦
め
よ
り
︑
自
分
の
歩
ん
で
き
た
道
を
肯

定
し
て
い
る
の
だ
と
受
け
取
っ
た
︒

歌

つ

く

る

利

点

は

何

か

考

へ

て

思

ひ

当

ら

ず

か

く

て

眠

る

夜

︵
﹃
ミ
モ
ザ
の
季
﹄
以
後
︶

歌

つ

く

る

我

は

隣

家

の

や

も

男

よ

り

仕

合

せ

と

思

ひ

夕

空

仰

ぐ

こ
ち
ら
も
晩
年
の
歌
︒
歌
を
詠
む
利
点
と
は
何
か
を
考
え
て
思
い
当

た
ら
な
か
っ
た
と
言
う
︒
そ
も
そ
も
歌
は
利
点
を
求
め
て
詠
む
も
の
で

は
な
い
の
で
当
然
だ
と
も
言
え
る
︒
し
か
し
︑
二
首
目
を
読
む
と
何
ら

か
の
利
点
は
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
︒
同
じ
や
も
男
な
の
に
歌
を
詠
ま
な

い
ば
か
り
に
比
較
さ
れ
た
隣
人
は
な
ん
と
も
気
の
毒
だ
が
︒

次
に
作
歌
に
対
す
る
考
え
が
う
か
が
え
る
歌
を
紹
介
す
る
︒

｢
如

く

﹂

の

文

字

避

け

て

作

れ

る

歌

と

い

ふ

何

故

に

避

く

る

や

理

知

こ
と
は
り

ら

ず

︵
﹃
ミ
モ
ザ
の
季
﹄
以
後
︶

と

り

た

て

て

何

か

の

語

句

を

嫌き
ら

ふ

と

き

表

現

は

か

す

か

歪ひ
づ

み

ゆ

か

む

を

｢
如

く

﹂

と

い

ふ

言

葉

ど

こ

で

も

嫌

は

る

る

学

校

に

あ

る

い

ぢ

め

の

や

う

に

﹁
如
く
﹂
の
使
用
に
つ
い
て
の
歌
︒
﹁
如
く
﹂
は
歌
が
曖
昧
に
な
る

の
で
︑
使
わ
ず
に
言
い
切
っ
た
方
が
良
い
と
言
わ
れ
る
︒
杓
子
定
規
に

﹁
如
く
﹂
を
否
定
す
る
発
言
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
二
首
目
で
は

特
別
な
言
葉
を
無
条
件
に
排
除
す
る
弊
害
を
述
べ
る
︒
三
首
目
︑
そ
れ

に
し
て
も
﹁
い
ぢ
め
の
や
う
に
﹂
と
は
随
分
強
い
言
葉
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒｢

古

い

コ

ト

バ

使

つ

て

は

新

し

い

歌

は

で

き

ぬ

﹂

し

か

く

言

ふ

人

証

明

を

せ

よ

新
し
い
言
葉
を
使
え
ば
歌
が
新
し
く
な
る
と
思
っ
て
い
る
人
を
︑
片

仮
名
の
﹁
コ
ト
バ
﹂
を
用
い
て
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
︒
歌
の
本
質
を

見
極
め
る
こ
と
な
く
表
層
だ
け
を
無
条
件
に
と
ら
え
る
風
潮
へ
の
警
鐘

の
よ
う
だ
︒

歌
に
対
す
る
姿
勢
は
﹃
水
晶
の
座
﹄
︵
一
九
七
三
年
︶
の
あ
と
が
き

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

北
原
白
秋
な
ど
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
美
の
世
界
が
︑
あ
ら
た
な
意

味
を
も
つ
て
わ
た
し
の
心
内
に
蘇
つ
て
き
た
か
ら
で
も
あ
る
︒
わ
た

し
は
自
分
の
歩
ん
で
き
た
道
を
︑
狹
く
貧
し
い
も
の
と
感
じ
て
心
た

じ
ろ
ぐ
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
つ
た
︒
時
が
經
過
し
︑
文
學
の
上
で

は
わ
た
し
の
や
う
な
營
爲
も
意
味
あ
る
も
の
と
み
づ
か
ら
慰
め
る
や

う
に
な
つ
た
し
︑
わ
た
し
自
身
の
作
品
に
と
り
立
て
て
變
化
は
現
は

れ
な
か
つ
た
が
︑
こ
の
經
驗
は
わ
た
し
の
内
部
に
一
つ
の
問
題
を
投

げ
か
け
︑
あ
ら
た
な
行
手
を
暗
示
し
た
と
思
ふ
︒

【
葛
原
繁
︼

一
九
一
九
年
に
生
ま
れ
︑
一
九
九
三
年
に
七
十
四
歳
で
逝
去
し
て
い

る
︒
初
井
と
同
様
︑
自
身
の
歌
に
つ
い
て
詠
ん
だ
作
品
は
見
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た
が
︑
歌
集
を
読
む
と
﹁
コ
ス
モ
ス
﹂
と
)
二
へ
の
敬
愛
の
気
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持
ち
が
あ
ふ
れ
て
い
て
︑
誠
実
に
歌
を
詠
む
歌
人
と
し
て
の
矜
持
が
随

所
に
感
じ
ら
れ
る
︒

短

詩

型

を

愛

し

﹁

コ

ス

モ

ス

﹂

に

拠

れ

る

こ

と

そ

の

志

遂

げ

む

と

想

ふ

﹃
玄
﹄

移

り

行

く

世

相

に

挑

戦

せ

し

ご

と

き

二

十

年

な

り

き

コ

ス

モ

ス

に

拠

り

て

﹃
又
玄
﹄

か

す

か

な

る

生せ
い

と

い

へ

ど

も

﹁

コ

ス

モ

ス

﹂

と

共

に

あ

り

け

り

二

十

五

年

を

﹃
又
々
玄
﹄

コ

ス

モ

ス

に

拠

り

来

し

幸さ
ち

を

思

ふ

な

り

た

だ

に

有

難

し

あ

の

声

こ

の

声

﹃
鼓
動
﹄

ひ

た

む

き

に

生

き

得

た

る

幸さ
ち

思

ふ

な

り

コ

ス

モ

ス

の

中

心

に

君

ま

し

ま

し

て

第
一
歌
集
﹃
蟬
﹄
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
未
刊
行
の
歌
で
は
戦
後
の
社

会
や
職
場
の
労
働
争
議
そ
し
て
自
身
の
結
婚
な
ど
卑
近
な
題
材
を
写
実

的
に
詠
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑
三
部
作
歌
集
﹃
玄
﹄
﹃
又
玄
﹄
﹃
又
々

玄
﹄
以
降
は
次
第
に
韻
律
を
重
視
し
た
自
然
詠
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
︒

そ
の
理
由
が
三
部
作
歌
集
の
あ
と
が
き
に
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら

葛
原
の
歌
を
詠
む
姿
勢
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
定
型
短
詩
の
持
つ
形
式
と
韻
律
の
制
約
を
逆
の
武
器
と
し
て
︑

対
象
が
直
接
に
訴
え
て
来
る
存
在
感
と
表
現
手
段
と
し
て
の
言
葉
の

内
容
︑
詩
形
の
韻
律
と
の
緊
密
な
一
体
化
を
遂
げ
る
こ
と
に
よ
り
︑

確
認
と
表
現
の
間
に
介
在
す
る
も
ろ
も
ろ
の
制
約
と
抵
抗
を
乗
り
越

え
て
︑
形
象
の
表
現
を
精
神
そ
の
も
の
の
表
現
に
転
化
さ
せ
て
ゆ
く

こ
と
は
出
来
な
い
か
と
い
う
願
い
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
指
向
は
韻

律
と
音
感
を
よ
り
重
視
す
る
方
向
へ
私
を
向
わ
せ
た
︒

何
を
詠
む
べ
き
か
い
つ
も
悩
む
こ
と
だ
が
︑
葛
原
の
逝
去
の
年
の
歌

が
わ
れ
わ
れ
へ
の
遺
言
の
よ
う
に
思
え
る
︒

必

ず

や

人

を

打

つ

べ

し

生

活

に

根

ざ

す

真

実

を

君

ら

詠

み

ま

せ

︵
﹃
鼓
動
﹄
以
後
︶

【
安
立
ス
ハ
ル
︼

一
九
二
三
年
生
ま
れ
︒
二
〇
〇
六
年
八
十
三
歳
で
逝
去
︒
若
い
こ
ろ

療
養
生
活
を
送
り
︑
三
十
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
か
と
危
ぶ
ま
れ
た
安
立

に
し
て
は
長
命
と
言
え
よ
う
︒
一
九
八
〇
年
に
︿
い
か
な
ら
む
世
か
知

ら
ね
ど
も
あ
な
羨
し
二
十
一
世
紀
に
会
は
む
こ
の
子
ら
﹀
と
詠
ん
だ
時

に
は
二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
が
︑
何
と
か
新
し
い
世
紀
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
︒

四
人
の
中
で
は
一
番
短
歌
に
関
係
す
る
歌
を
遺
し
て
い
る
︒
自
身
の

歌
に
つ
い
て
直
接
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
何
首
か
み
て
い
く
︒

わ

が

心

こ

め

し

歌

よ

り

わ

が

握

り

し

む

す

び

は

人

を

よ

ろ

こ

ば

し

め

つ

︵
﹃
こ
の
梅
生
ず
べ
し
﹄
以
後
︶

心
を
こ
め
て
詠
ん
だ
歌
と
握
り
飯
と
の
意
外
な
比
較
か
ら
︑
世
間
一

般
に
お
け
る
短
歌
の
位
置
づ
け
を
示
し
て
い
る
︒
い
く
ら
心
を
込
め
て

詠
ん
で
も
握
り
飯
ほ
ど
は
喜
ば
れ
な
い
︒
嘆
き
と
諦
め
の
気
持
ち
が
伝

わ
っ
て
く
る
︒
少
し
寂
し
く
な
っ
て
し
ま
う
が
︑
こ
れ
が
現
実
だ
ろ
う
︒

九

十

年

生

き

た

る

母

を

よ

ろ

こ

ば

す

こ

と

が

第

一

歌

は

二

の

次

晩
年
の
安
立
は
母
の
介
護
に
明
け
暮
れ
た
︒
若
き
日
に
療
養
生
活
を

送
っ
た
娘
を
献
身
的
に
看
護
し
て
く
れ
た
母
︒
介
護
が
必
要
に
な
っ
た

母
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
第
一
で
︑
歌
は
二
の
次
と
い
う
︒
心
で
思
っ
て

も
あ
ま
り
口
に
し
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
言
う
の
が
安
立
ら
し
い
︒
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介
護
を
受
け
た
母
が
九
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
時
︑
安
立
は
七
十
六

歳
だ
っ
た
︒
母
亡
き
後
の
作
品
の
多
く
は
挽
歌
で
あ
り
︑
母
が
い
か
に

大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
︒
︿
ひ
と
の
死
を
悼
み
て
詠
む
は

生
き
残
る
お
の
が
心
を
鎮
め
む
が
た
め
﹀
と
い
う
歌
が
切
な
い
︒

そ

の

辺

に

こ

ろ

が

つ

て

ゐ

る

言

葉

も

て

歌

詠

ま

む

と

す

す

な

は

ち

怡

し

歌
を
詠
む
の
に
特
別
な
言
葉
を
使
う
必
要
は
な
い
︑
そ
の
辺
に
転
が

っ
て
い
る
普
通
の
言
葉
で
詠
め
ば
す
な
わ
ち
楽
し
い
と
い
う
︒
安
立
の

信
条
が
う
か
が
え
る
︒
至
言
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
辺
に
転
が
っ
て
い
る

言
葉
で
普
通
以
上
の
歌
を
詠
む
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
︒

短

歌

と

は

魂

に

た
ま
し
ひ

し

て

漣

の

や

う

に

か

が

よ

ふ

心

よ

り

来

る

﹁
短
歌
と
は
﹂
と
単
刀
直
入
に
詠
み
始
め
︑
歌
の
本
質
を
衝
い
て
い

て
清
々
し
さ
さ
え
も
感
じ
る
︒

歌

を

詠

む

よ

ろ

こ

び

知

る

は

知

ら

ぬ

よ

り

少

し

だ

け

ま

さ

る

こ

の

世

の

幸

の

﹁
少
し
だ
け
ま
さ
る
﹂
と
言
わ
れ
る
と
物
足
り
な
い
の
だ
が
︑
実
感

で
は
な
く
控
え
め
な
表
現
な
の
だ
と
思
い
た
い
︒

歌

に

よ

り

い

の

ち

確

か

め

む

生

き

る

と

は

考

へ

る

こ

と

仕

事

す

る

こ

と

最
晩
年
︑
死
の
数
年
前
の
歌
で
あ
る
︒
﹁
歌
に
よ
り
い
の
ち
確
か
め

む
﹂
と
は
﹁
生
の
証
明
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒
安
立
に
と
っ
て
歌
と
は
な

ん
で
あ
っ
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
︒

安
立
は
生
涯
で
た
だ
一
度
︑
四
十
一
歳
の
時
に
歌
集
を
刊
行
し
て
い

る
︒
そ
の
歌
集
﹃
こ
の
梅
生
ず
べ
し
﹄
の
あ
と
が
き
で
︑
歌
を
詠
む
姿

勢
︑
そ
し
て
生
き
る
姿
勢
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
︒

い
い
加
減
に
ご
ま
か
そ
う
と
せ
ず
︑
ま
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
︑
い
つ
で
も
一
寸
先
は
闇
で
す
︒
ど
こ
に
も
光
は
あ
り
ま
せ

ん
︒
ど
こ
に
も
光
が
な
い
の
な
ら
私
は
そ
れ
を
自
分
で
つ
く
り
出
す

ほ
か
な
い
の
で
す
︒
唯
一
独
自
の
置
き
換
え
の
き
か
ぬ
も
の
を
︑
私

は
身
を
も
っ
て
創
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
︒
私
は
自

分
の
不
幸
を
活
か
そ
う
と
思
い
は
じ
め
ま
し
た
︒
不
幸
の
哲
学
を
履

行
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
逆
で
す
︒
私
は
よ
ろ

こ
び
を
も
っ
て
そ
れ
を
や
り
は
じ
め
た
の
で
す
︒

四
人
の
歌
人
の
全
歌
集
を
読
ん
だ
が
︑
自
身
の
歌
に
つ
い
て
詠
ん
だ

歌
は
少
な
か
っ
た
︒
歌
を
詠
む
こ
と
に
対
し
て
は
﹁
利
点
は
何
か
考
へ

て
思
ひ
当
ら
ず
﹂
︵
田
谷
︶
﹁
よ
ろ
こ
び
知
る
は
知
ら
ぬ
よ
り
少
し
ま
さ

る
﹂
︵
安
立
︶
な
ど
控
え
め
な
歌
が
み
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
本
当
に
そ

う
で
あ
っ
た
ら
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
詠
み
続
け
ら
れ
る
訳
が
な
い
︒
歌

へ
の
思
い
を
直
接
詠
ん
だ
歌
は
多
く
な
い
が
︑
四
人
が
歌
を
愛
し
真
摯

に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
は
遺
さ
れ
た
歌
か
ら
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
︑

大
き
な
教
示
を
受
け
た
︒

最
後
に
宮
)
二
の
歌
を
挙
げ
て
小
文
を
閉
じ
る
︒
悲
し
い
が
浄
い
︑

苦
し
い
が
楽
し
い
︒
そ
の
よ
う
な
短
歌
に
近
づ
け
た
ら
と
思
う
︒

歌

詠

む

は

悲

し

と

思

ひ

詠

ま

ぬ

よ

り

は

浄

し

と

思

ひ

歌

を

思

ふ

夜

﹃
藤
棚
の
下
の
小
室
﹄

苦

し

み

て

歌

つ

く

る

わ

れ

楽

し

み

て

歌

つ

く

る

わ

れ

い

づ

れ

ぞ

わ

れ

は

﹃
緑
金
の
森
﹄
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