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「我を愛する歌」評釈

長
き
手
紙
を
書
き
た
き
夕

と
お
な
じ
よ
う
に
、
主
観
的
な
情
意
を
第
三
者
評
価
に
よ
っ
て
客
観
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
と
同
時
に
「
深
き
不
平
」
を

も
ら
す
〈
友
〉
へ
の
「
あ
わ
れ
」
や
、
人
並
み
に
も
及
ば
な
い
〈
男
〉
へ
の
い
ら
だ
ち
が
読
者
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
か
、

と
い
う
も
く
ろ
み
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
て
前
歌
の
「
あ
は
れ
な
る
か
な
」
と
い
う
主
情
句
の
波
長
を
う
け
た
こ
の
歌
で
は
、「
六

音
・
七
音
・
五
音
／
八
音
／
八
音
」
と
高
揚
し
、「
か
な
し
く
も0

あ
る
か0

」（
何
と
悲
し
い
こ
と
か
、
こ
れ
に
ま
さ
る
悲
し
い
こ
と
が
あ
ろ

う
か
）
と
い
う
や
り
切
れ
な
い
自
己
の
疑
念
そ
の
も
の
が
読
者
に
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。「
啄
木
自
身
の
平
常
の
姿
を
顧
み

て
悲
し
む
歌
。」（
今
井
泰
子
）、「
男
の
背
中
に
、
自
分
の
背
中
を
眺
め
る
」（
上
田
博
）、「「
と
り
ど
こ
ろ
な
き
男
」
に
自
己
の
影
を
見

て
い
る
。」（
木
股
知
史
）
と
い
う
、〈
男
〉
に
不
遇
の
自
己
像
を
重
ね
る
と
い
う
見
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
こ
う
い
う
男
に
だ
け
は

な
り
た
く
な
い
」「
私
の
人
間
を
観
る
目
は
確
か
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
に
立
ち
た
い
。

◉
　101
は
た
ら
け
ど

は
た
ら
け
ど
猶な

ほ

わ
が
生く
ら
し活

楽ら
く

に
な
ら
ざ
り

ぢ
つ
と
手て

を
見み

る�

　
　

【
歌
意
】
働
い
て
も
働
い
て
も
、
い
っ
こ
う
に
私
の
生
活
は
楽
に
な
ら
な
い
。
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
、
自
分
の
手

を
つ
く
づ
く
と
見
つ
め
る
の
で
あ
る
。

【
制
作
】
明
治
四
十
三
年
七
月
二
十
六
日
夜
（
歌
稿
ノ
ー
ト
）。「
は
た
ら
け
ど
〳
〵
猶
我
が
生
活
楽
に
な
ら
ざ
り
ぢ
つ
と
手
を
見
る
」

【
初
出
】「
東
京
朝
日
新
聞
」（
明
治
43
年
8
月
4
日
）「
手
帳
の
中
よ
り
」
五
首
の
う
ち
。「
は
た
ら
け
ど
働
け
ど
猶
我
が
生
活
楽
に
な
ら

を
か
さ
ね
て
み
た
い
と
い
う
誘
惑
に
か
ら
れ
る
心
の
微
妙
な
動
き
が
結
句
「
あ
は
れ
な
る
か
な

0

0

0

0

0

0

0

」
の
詠
嘆
に
響
い
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
結
句
の
「
深
き
」「
不
平
」「
も
」「
あ
は
れ
な
る
か
な
」
は
、
前
歌
の
「
人
を
殺
し
た
く
な
り
に
け
る
か
な
」
と
い
う
詠
嘆

0

0

と
、

次
歌
の
「
か
な
し
く
も
あ
る
か
」
と
い
う
疑
念

0

0

と
が
絶
妙
な
反
響
を
み
せ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
心
の
共
鳴
板
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

◉
　100
誰た
れ

が
見み

て
も
と
り
ど
こ
ろ
な
き
男
を
と
こ

来き

て

威ゐ

張ば

り
て
帰か
へ

り
ぬ

か
な
し
く
も
あ
る
か

【
歌
意
】
誰
の
目
に
も
と
り
え
の
な
い
男
が
あ
ら
わ
れ
て
、
偉
そ
う
に
振
る
舞
っ
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
と
不
愉
快
な
こ
と
か
。

【
初
出
】『
一
握
の
砂
』
初
出

【
主
題
】「
か
な
し
く
も
あ
る
か
」

【
評
釈
】
前
歌
の
「
人
並
の
才
」
し
か
な
い
〈
友
〉
の
「
深
き
不
平
」
に
は
、
わ
が
心
を
揺
さ
ぶ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
「
と

り
ど
こ
ろ
な
き
男
」
の
傲
慢
な
振
る
舞
い
に
は
嫌
悪
と
侮
蔑
の
思
い
を
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
歌
も
歌
集
初
出
で
あ
る
が
、

明
ら
か
に
91
「
友
よ
さ
は
」
94
「
一
度
で
も
我
に
頭
を
下
げ
さ
せ
し
」
95
「
我
に
似
し
友
の
二
人
よ
」
96
「
あ
ま
り
あ
る
才
を
抱
き

て
」
97
「
打
明
け
て
語
り
て
」
と
い
う
歌
集
初
出
の
テ
ー
マ
で
あ
る
〈
友
〉
を
含
め
た
人
間
関
係
の
機
微
に
主
眼
が
あ
る
。
初
句
の

「
誰
が
見
て
も
」
に
は
、

123
誰
が
見
て
も

わ
れ
を
な
つ
か
し
く
な
る
ご
と
き

99 人並の／ 100 誰が見ても／ 101 はたらけど

3

◉
　

1
東と
う

海か
い

の
小こ

島じ
ま

の
磯い
そ

の
白し
ら

砂す
な

に

わ
れ
泣な

き
ぬ
れ
て

蟹か
に

と
た
は
む
る�

　
　

【
歌
意
】
東
海
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
島
の
、
そ
の
浜
辺
の
白
砂
の
上
で
、
涙
に
泣
き
ぬ
れ
な
が
ら
、
た
だ
ひ
と
り
蟹
と
遊
び
た
わ
む
れ
て

い
る
孤
独
な
漂
泊
者
が
こ
こ
に
い
る
。

【
制
作
】
明
治
四
十
一
年
六
月
二
十
四
日
（
歌
稿
ノ
ー
ト
『
暇
ナ
時
』）。「
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
我
泣
き
ぬ
れ
て
蟹
と
戯
る
」

【
初
出
】「
明
星
」（
明
治
41
年
7
月
）「
石
破
集
」
百
十
四
首
の
う
ち
。「
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
蟹
と
戯
る
」

【
重
出
】「
創
作
」（
明
治
43
年
7
月
）「
自
選
歌
号
」
二
十
三
首
の
う
ち
。「
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
蟹
と
戯
る
」

【
主
題
】「
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
」

【
評
釈
】『
一
握
の
砂
』
と
い
う
文
学
テ
ク
ス
ト
の
書
き
出
し
は
主
人
公
が
「
泣
き
ぬ
れ
て
」
登
場
す
る
場
面
か
ら
は
じ
ま
る
。
歌
集
の

巻
頭
に
自
讃
歌
と
し
て
据
え
ら
れ
た
こ
の
歌
の
主
題
は
、
二
行
目
「
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
」
と
い
う
感
傷
性
に
あ
る
。
こ
の
感
傷
性
こ
そ

が
い
わ
ば
通
奏
低
音
の
よ
う
に
『
一
握
の
砂
』
と
い
う
歌
集
の
全
体
に
響
い
て
い
る
。

　
北
海
道
よ
り
上
京
し
て
ま
も
な
い
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
六
月
二
十
五
日
の
日
記
に
、「
頭
が
す
つ
か
り
歌
に
な
つ
て
ゐ
る
。

何
を
見
て
も
何
を
聞
い
て
も
皆
歌
だ
。
こ
の
日
夜
の
二
時
ま
で
に
百
四
十
一
首
作
つ
た
。
父
母
の
こ
と
を
歌
ふ
の
歌
約
四
十
首
、
泣
き

な
が
ら
」
と
あ
り
、「
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
」
は
、「
小
説
へ
の
志
向
に
烈
し
く
燃
え
な
が
ら
、
啄
木
の
精
神
的
雰
囲
気
は
短
歌
制
作
を
刺

激
す
る
よ
う
な
環
境
の
な
か
に
彩
ら
れ
て
い
た
」（
国
崎
望
久
太
郎
『
増
訂
啄
木
論
序
説
』
昭
和
41
年
１
月
、
法
律
文
化
社
）
時
期
の
啄
木

1 東海の

申

込

書
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