
さ
び
し

さ
は
水
底

ま

で

に
と

ほ
り

け
り

安
藤
野
雁
詠

一
首
断
想

遠

藤

パ

宏

さ
び
し
さ

は
水
底

ま
で
に
と
ほ
り
け
り

こ
の
、

一
種
黙
殺

し
が

た
い
響
き

を
も

つ
、

と
私

に

は
感

じ
ら
れ

る
句
を
上

三
句

に
据

え
た

一
首

の
作
者

で
あ

る
安

藤
野
雁
と

い
う
人
間

と
向
き
合

い
始

め
た

の
は
、

も
は
や
四
半
世
紀
前

に
遡

る
。

二
十

五
年

で

は
な

い
四
半
世
紀
と

い
う

こ
と
ぽ
が

思

い
浮

か
ん
だ

時
、
「
四
半
世

紀
」

の

「
世

紀
」
と

い
う
語

を

念
頭

に
浮

か
ば

せ
た
自
分
自
身

に
対

し
て
名
状
し
が

た
い

感
傷
が

わ
け
も
な
く
湧
き
上
が

っ
て
く

る
の
を
抑
制

で
き

な
か

っ
た
。
そ

の
こ
ろ
私

は
立
正
大
学

に
勤
務

し
て

い
た
。
勤
務
校

の
分
校
が
埼

玉
県
熊
谷

に
あ

っ

て
、
本
校

と
共

に
熊
谷

キ

ャ
ン
パ

ス
に
も
通

っ
て
い

た
。

三
島

由
起

夫
自
決

の

ニ

ュ
ー

ス
を
興
奮

し
た
面

も

ち

の
職
員

か
ら
告
げ
ら
れ

た

の
も
そ

の
キ

ャ
ン
パ

ス
に
お
い
て

で
あ

っ
た
。

某

日
、

そ
れ
ま

で
私
自
身

の
中

で
分
離
し

て
存
在

し

て
い
た
事
柄
が
突

忽
と
し

て
結
合

し
た
。

そ

の
結

合
と

は
、
こ
う

で
あ

る
。

『
万
葉

集
新
考

』
と

い
う

未
完

の
注
釈
書
が
あ

り
、
そ

の
著
者
が
安
藤

野
雁
と

い
う
幕
末

の
歌
人

・
国
学
者

で
あ

る
こ
と
、

そ
し

て

野
雁

は
不
羈

の
人

で
江
戸
市
中
を
弊
衣
縄
帯

で
徘
徊

し
酒

に
ま

つ
わ
る
逸

話
が

多

い
こ
と
、
東
海
道

筋
を

流
浪

し

て
晩
年
を
熊

谷
近
く

の
胄
山

で
過

ご
し
熊
谷

で
没
し

た
こ
と
、

な
ど
と

い

っ
た
断
片
的

な
知

識
が

『
万
葉
集
新

考
』
と

い
う
私

の
専

攻
分

野

に
直
接

関

わ
る
書
が
媒
介

と
な

っ
て
頭

の
中

に
あ

っ
た
。

そ

の

こ
と
と
、
自
分

の
勤
務

地
と
が
別
個

に
脳
中

に
存
在

し

て
い
た
の
だ
が
、

あ

の
野
雁
終
焉

の
地
が

こ

の
熊

谷
な

の
だ
、

と
い
う
こ
と

で
あ

る
。
あ

さ
は
か
と

い

え
ぽ

あ
さ

は
か
な

の
だ
が

、
野
雁
と

い
う
著
者

を
そ

の
著

作

の
遙

か
後
方

に
私

の
内
部

で
は
位
置
付

け

て

い
て
、
著
者

に

つ
い
て
は
無
関
心
だ

っ
た
と

い
う

こ

と

に
な
る
。

そ

の
、
某

日
以
後
、
地

の
利

を
十
分

に
活
用

し
て

野
雁
調
査

に
傾
倒
し

た
。
野
雁

研
究

に
関
し

て
は
、

渡
辺

刀
水
氏

の

『
安
藤

野
雁
集

』
(
上

田
泰
文

堂

昭
和

九
年
)

と

い
う
越
え
が

た

い
高

峰
が
あ

っ
た
の

だ
が
、
新
資

料
を

か
な

り
発
見

す
る
幸
運

に
も
恵

ま

れ

た
。

そ

の
よ
う
な
中

で
、
野

雁

の
詠
作

に
は
既

に

高

い
評
価

を
得

て
い
る
も

の
も
含

め

て
、
な

か
な

か

捨

て
が

た

い
味

わ

い
の
歌
が
あ

る
と
思
う
よ
う

に
な

っ
て
き

た
。
作

者

の
実
人
生
が

次
第

に
明

か
に
な

っ

て
き

た
こ
と

に
よ

っ
て
、
詠
作

を
透
か
し

て
作
老
が

見
え

る
よ
う

に
な

っ
て
き

た
か
ら

で
は
な

い
か
と
思

っ
て
い
る
。
標

題

の
句
を
も

つ

一
首

も
捨

て
が

た
い

と

こ
ろ

の
あ
る
作

で
あ

る
と
感

じ

て
い
る
。

さ
び
し
さ
は
水
底
ま

で
に
と
ほ
り
け
り
夕

日
の

す

め
る
秋

の
砂
川
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野
雁
は

『野
雁
集
』

と

い
う
自
詠
歌
集

を
生

涯

に

七
冊
編

ん

で
い
た
よ
う

だ
が

、
第

一

『野
雁
集
』

に

該

当
す

る
と
考

え
ら

れ
る

『旅
路

の
草

の
葉
』

(
岐

阜

中

津

川
市
、

市

岡
家

蔵

嘉

永

三
年

(
一
八

五

〇
〉

成
)

に
は
、
右
掲

の
作

は
見
え
ず
、
第

二

『
野

雁

集
』
と
思

わ

れ

る
常

葉
本

『
野
雁
集

』
(
嘉
永

五

年

企

八

五
二
〉
成
)

に

「
秋
夕
」

の
題

を
も

つ
五

首

の
中

に
収

め
ら
れ

て
い

る
。

さ
ら

に
、
天

理

本

『
野
雁
集
』

(何
番

目

の

『
野
雁
集
』

か
は
不
明
)

に

も

「
秋

の
夕

の
こ
こ
ろ
を
よ

め
る
」

と

い
う
題
下

の

五
首
中

の

一
首

と
し

て
収
載
さ
れ

て
い
る
。

天
理
本

『
野
雁
集
』

(
元
治

元
年

〈
一
八

六
四
〉

成
)

は
、
時

に
五
十
歳

の
野
雁
が

人
生

の
区
切
り

と
し

て
、
そ
れ

ま

で
の
作

の
中

か
ら
精

撰

し
た
自
詠
歌

の
撰
集

で
あ

る
。
従

っ
て
、
右

掲

の
歌

は
野
雁
自
身

に
と

っ
て

一

応

は
自
信

の
あ

る
作

で
あ

っ
た
と
推
定

さ
れ

る
。

上
述

の
よ
う
な
入
集
状
況

に
よ
れ
ぽ

、

こ
の
歌

は

嘉
永

三
年

か
ら
五
年

の
間

に
詠

ま
れ
た
も

の
で
、
野

雁

三
十

六
歳

か
ら
三
十
八
歳

に
当

る
。

岐
阜
中
津
川

を
発

っ
て
帰
府

の
途

に
就

い
た
野
雁

は
、
駿
河

の
岩

渊

(現
、
静

岡
県
庵
原
郡
冨
士

川
町
)

に
滞
留

し
た
。

こ
の
歌

は
、

そ

の
間

の
各
地

の
寄
遇

先

で
催
さ
れ

た

野
雁

を
中

心
と
す

る
歌
会

で
作

ら
れ
た
題
詠

で
あ

ろ

う
と
思

わ
れ
る
。

一
首

の
眼
目
と
な

る

「
さ
び

し
さ
は
」
を
第

一
句

に
置

い
て
第

二

・
三
句

に
さ
び

し
さ

の
中
味
を
述

べ
h

下

二
句

に
そ

の
感

懐
を
も

た
ら
し
た
景

を
詠

ん
で
い

く

と

い
う
手
法

は
古
来

よ
く
使

わ

れ

て

い
る
。
「
さ

び

し

さ

は
」

を
起

句
と

す

る
歌

に
限

定

し

て
も
、

『国
歌
大
観
』

(
勅
撰
集
、
索
引
)

に
よ
れ
ぽ
、

さ
び
し
さ
は
そ

の
色

と
し
も
な
か
り
け
り
槇

立

つ
山

の
秋

の
夕
暮

(新
古
今
集

、
寂
蓮
)

と

い
う

三
夕

の
歌

の

一
首
を

は
じ
め
と
し

て
二
十
首

近

く
に
な
る
。

い
わ
ば
題
詠

の
常
套

で
あ
り
、
野

雁

も

そ
れ
を
使

っ
た
。
下

二
句

の

「
夕
日

の
す

め
る
秋

の
砂
川
」

に
お

い
て

は
、
「
夕

日

に
す

め
る
」

で
は

な
く

「
夕
日

の
す

め
る
」

と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
は

「
す
め
る
」
を
そ

の
上
下

に
働

か
せ
た
も

の
で
、

「
夕

日
が

澄
ん

で
い
る
」

と

「澄

ん
だ
秋

の
砂
川
」

と

の

意

に
用

い
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

こ
れ
も
題
詠
歌

ら

し

い
技

巧

で
あ

る
。
本
居
大

平

・
村

田
春
門
ら

に
学

ん
だ
野
雁

に
と

っ
て
は
手
慣

れ
た
手
法

の
歌

で
、

こ

の
歌
は
、
あ

っ
た
。

そ

の
点

に
限
れ
ば
、
佳
作

と
は

先
ず

言
え
そ
う

に
な

い
。
彼

の
和
歌

の
特
徴

の

一
つ

で
あ
る
記
紀
歌
謡

・
万
葉

風

の
調

べ
も

こ
の
歌

に
は

な

い
。
た
だ
、
堂
上
派

の
範

と
す

る
優
美

・
典
雅

に

徹

す

る
こ
と
を
野
雁

は
し
ば

し
ば
避
け

た

の
だ
が

、

こ

の
歌

に
も

「
砂
川
」

と

い
う
平
俗

を
ね
ら

っ
た
表

現

に
そ
れ
が
見

ら
れ
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
特
記

す

べ

き
ほ
ど

の
こ
と
で
は
な

い
。

さ
び
し
さ

は
水
底

ま

で
に
と

ほ
り

け
り

澄

み
切

っ
て
露

わ
な
水
底

ま

で
、
作
者

の
全
躯

を
領

す
る
寂
寥
が
浸

み
通

り
沈

ん

で
い
く
。
作
者
自
身

が

水
底

に
吸

い
込

ま
れ
て

い
く
思

い
で
も
あ

ろ
う
。
題

詠

的
な
見
立

て
に
通

じ
る
と

こ
ろ
の
あ

る
句
で
は
あ

る

の
だ
が
、
題
詠

の
閾

を
超
え

て
い
る
。
題

詠
歌

に

作

者

の
実
人
生

を
重

ね
合
わ

せ
て
見

る

の
は
誤
り

か

も
し
れ
な

い
。
が
、
江

戸

に
出

て
か
ら

は
不
如

意

の

連

続

で
あ

っ
た
野

雁

の
、

こ
れ
が

三
十
歳
台

半
ぽ

の

人
間

の
も

の
と
は
信

じ
ら
れ
な

い
よ
う

な
、
己
れ

の

人
生

の
果

て
ま
で
見

て
と

っ
て
し
ま

っ
た
か

の
よ
う

な
胸
中
を
題
詠

の
背
後

に
感
じ

て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

,
太
宰
治

の

『斜

陽
』

の
中

に
次

の
よ
う
な

一
文
が

あ

る
。

幸
福
感

と
い
ふ
も

の
は
、
悲
哀

の
川

の
底

に
沈

ん

で
、
幽

か
に
光

つ
て
ゐ

る
砂
金

の
や
う
な
も

の
で

は
な

か
ら
う
か
。
悲
し

み
の
限

り
を
通
り
過
ぎ

て
、

不
思
議

な
薄

明
り

の
気
持

ち
、
あ

れ
が
幸
福
感
と

い
ふ
も

の
な
ら
ば
云

々

野
雁
が
沈

ん
で

い

っ
た
砂
川

の
砂

は
果
し

て
砂
金

に

変
じ

て
い

っ
た

で
あ
ろ
う

か
。

そ
こ
ま

で
考
え

て
み

た
こ
と
は
な

い
が
、
存
外
、
然

り
で
あ

っ
た
よ
う

に

も
思
う
。
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