
本
書
は
、
啄
木
の
歌
集
『
一
握
の
砂
』
五
五
一
首
と
『
悲
し
き
玩
具
』
一

九
四
首
、
計
七
四
五
首
を
鑑
賞
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
歌
に
初
出
が
記
さ
れ
、

必
要
の
あ
る
歌
に
は
重
出
誌
紙
名
が
、
確
認
で
き
る
も
の
は
作
歌
時
期
と
字

句
の
異
同
が
、
そ
れ
ぞ
れ
付
さ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
は
資
料
と
し
て
、
「
一

利
己
主
義
者
と
友
人
と
の
対
話
」
「
歌
の
い
る
ノ
、
」
、
お
よ
び
著
者
の
前
書

き
と
し
て
「
近
代
短
歌
史
の
石
川
啄
木
」
、
後
書
き
と
し
て
「
〈
要
約
〉
す
る

こ
と
を
拒
否
す
る
人
間
の
光
景
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
著
者
の
両
歌
集
鑑
賞
の
基
本
姿
勢
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

プ
（
》
◎

啄
木
短
歌
は
作
歌
時
の
原
型
と
、
歌
誌
や
新
聞
に
発
表
時
の
修
正
、
そ
れ

に
歌
集
収
録
時
の
並
べ
替
え
や
異
同
が
あ
り
、
し
か
も
『
一
握
の
砂
』
初
出

歌
は
、
の
ち
に
ふ
た
た
び
形
を
変
え
て
紙
誌
に
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
論
じ
る

に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
点
が
多
い
の
だ
が
、
本
書
で
は
そ
れ
が
容
易
に
確

認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ほ
ん
ら
い
の
啄
木
歌
集
に
は
通
し
番
号
が
な
い
。
論
じ
る
者
は
特

〔
書
評
〕上

田
博
著
『
石
川
啄
木
歌
集
全
歌
鑑
賞
』

別
に
番
号
を
付
け
た
文
庫
本
や
研
究
書
を
座
右
に
置
い
て
参
照
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
語
句
の
一
部
を
探
す
に
も
、
村
上
悦
也
『
石
川
啄
木
全
歌
集
総
索

引
』
や
清
水
卯
之
助
編
『
編
年
石
川
啄
木
全
歌
集
』
を
開
き
、
あ
と
は
手
作

業
で
確
認
す
る
と
い
う
面
倒
な
手
続
き
を
踏
ん
で
い
た
。
む
ろ
ん
ど
ん
な
作

家
や
歌
人
で
も
同
じ
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
な
の
だ
が
、
本
書
で
は
両
歌
集

に
字
体
の
異
な
る
番
号
を
付
し
て
参
照
の
便
を
図
っ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の

便
利
な
方
法
を
利
用
し
て
、
関
連
す
る
歌
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
さ
い
な
こ
と

だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
読
む
方
の
理
解
も
深
ま
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
本
書
は
い
わ
ゆ
る
研
究
書
で
は
な
い
。
難
し
い
語
句
に
は
簡

単
な
注
釈
を
施
し
て
読
者
の
理
解
を
た
す
け
な
が
ら
、
著
者
の
関
心
の
あ
り

か
に
沿
っ
た
解
釈
が
自
由
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

あ
と
が
き
の
「
〈
要
約
〉
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
人
間
の
光
景
」
に
、
弓
一

握
の
砂
』
の
場
合
に
は
、
歌
集
の
構
成
、
歌
の
配
列
に
あ
る
程
度
の
配
慮
を

し
つ
つ
接
近
し
て
み
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
逃
が
す
も
の

に
も
十
分
に
注
意
を
払
っ
た
」
と
あ
る
。 小

川

武
敏

六
五



わ
れ
わ
れ
は
歌
集
を
〈
読
む
〉
と
き
、
歌
一
首
を
独
立
さ
せ
て
解
釈
す
べ

き
か
、
配
列
順
を
重
視
し
・
て
前
後
の
歌
群
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
べ
き
か

に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
頭
を
悩
ま
せ
る
も
の
だ
。
『
悲
し
き
玩
具
』
で
は
、

歌
稿
「
一
握
の
砂
以
後
」
を
ノ
ー
ト
に
綴
っ
て
い
た
啄
木
に
多
少
配
列
意
織

が
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
大
半
は
作
歌
順
あ
る
い
は
発
表
順
な
の
で
そ
れ
ほ
ど

問
題
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
『
一
握
の
砂
』
は
、
敏
集
の
発
行
を
思
い
立
っ

た
と
き
の
「
仕
事
の
後
」
か
ら
、
じ
っ
さ
い
に
『
一
握
の
砂
』
が
で
き
る
ま

で
に
、
か
な
り
の
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。

と
く
に
冒
頭
の
〈
砂
の
歌
〉
十
首
を
は
じ
め
、
第
二
章
「
煙
」
、
第
四
章

「
忘
れ
が
た
き
人
人
」
は
、
再
編
が
行
わ
れ
た
り
実
質
的
な
連
作
で
あ
っ
た

り
す
る
の
で
、
解
釈
の
さ
い
に
実
作
時
の
歌
意
と
、
歌
集
に
お
け
る
意
味
と

の
間
に
ず
れ
が
生
じ
、
そ
れ
を
ど
う
処
理
す
る
か
が
問
題
点
に
な
る
。
同
時

に
ま
た
そ
れ
が
、
啄
木
短
歌
の
解
釈
の
面
白
み
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

し
か
し
最
初
に
読
者
の
目
に
飛
び
込
ん
で
来
る
と
き
の
文
字
列
に
よ
る
印
象

が
感
動
の
核
で
あ
り
、
作
歌
時
に
さ
か
の
ぼ
る
に
せ
よ
、
前
後
の
つ
な
が
り

を
重
視
す
る
に
せ
よ
、
歌
一
首
は
独
立
し
た
言
語
表
現
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

常
識
的
な
こ
と
だ
が
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
読
み
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ

て
、
歌
の
配
列
意
識
も
、
詠
ん
だ
と
き
の
歌
意
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
重
視
し
す

ぎ
る
と
「
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
逃
が
す
も
の
」
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
著

者
は
そ
う
い
う
自
省
に
意
を
払
い
つ
つ
、
啄
木
の
言
う
「
い
の
ち
の
一
秒
」

を
、
「
〈
自
分
は
何
で
あ
る
か
？
〉
と
問
う
意
織
の
分
泌
し
た
時
に
自
覚
さ
れ

た
現
象
以
外
の
何
者
で
も
な
い
」
と
し
、
「
自
ら
を
問
う
意
識
と
問
わ
れ
る

〈
手
套
を
脱
ぐ
時
〉
と
は
、
著
者
が
鑑
賞
す
る
よ
う
に
「
冬
の
日
の
、
外

出
先
か
ら
家
へ
帰
っ
て
の
こ
と
」
だ
ろ
う
。
帰
宅
し
て
外
出
着
を
脱
ぐ
最
初

の
動
作
で
あ
り
、
最
初
に
企
図
し
た
歌
集
「
仕
事
の
後
」
の
タ
イ
ト
ル
に
も

ふ
さ
わ
し
い
。
そ
う
い
っ
た
ほ
っ
と
し
た
一
瞬
の
心
理
的
陰
影
を
掬
い
取
っ

た
歌
で
あ
っ
て
、
「
い
の
ち
の
一
秒
」
の
〈
分
泌
〉
し
た
も
の
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。
啄
木
は
こ
れ
ら
の
歌
調
に
確
か
な
手
触
り
を
感
じ
て
歌
集
編
纂
を
考

え
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
わ
た
し
の
個
人
的
な
好
み
な
の
だ
が
、
『
一
握
の
砂
』
で
は
最
終
章

〈
手
套
を
脱
ぐ
時
〉
の
中
に
印
象
的
な
も
の
が
多
い
。
啄
木
短
歌
の
特
色
が

も
っ
と
も
よ
く
出
て
お
り
、
し
か
も
た
だ
ご
と
う
た
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら

深
み
も
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

意
識
」
の
隙
間
か
ら
発
生
し
た
こ
の
〈
現
象
〉
を
た
ど
る
の
だ
が
、
そ
の
さ

い
「
〈
歌
集
〉
を
一
個
の
内
面
世
界
と
し
て
、
そ
の
内
面
世
界
の
中
で
自
在

に
牽
引
し
合
う
歌
、
あ
る
い
は
響
き
合
う
歌
、
も
し
く
は
相
互
に
反
接
し
合

う
歌
の
発
見
に
意
を
尽
く
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
両
歌
集
の
通
じ
合
う
歌

も
自
由
に
交
差
さ
せ
て
い
る
。
そ
う
し
て
燈
賞
さ
れ
た
例
を
い
く
つ
か
眺
め

て
み
よ
う
。
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て
ぶ
く
る

や

手
套
を
脱
ぐ
手
ふ
と
休
む

何
や
ら
む

心
か
す
め
し
思
ひ
出
の
あ
り

一
ハ
ー
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こ
の
歌
の
場
合
、
は
た
ら
く
と
い
う
動
作
と
楽
に
な
ら
な
い
生
活
へ
の
思

い
が
、
〈
手
〉
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
著
者
が
後
書
き
で
言
う
「
自
ら
を
問

う
意
識
と
問
わ
れ
る
意
識
」
の
せ
め
ぎ
合
い
が
、
手
の
ひ
ら
（
あ
る
い
は
筋

張
っ
た
手
の
甲
か
も
し
れ
ぬ
）
の
上
に
躍
っ
て
い
る
の
で
、
〈
手
套
〉
の
歌

の
よ
う
に
幽
か
な
記
憶
に
よ
る
立
ち
止
ま
り
で
は
な
く
、
こ
の
と
き
の
手
は

〈
生
〉
の
重
み
を
数
秒
間
支
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
意
識
と
視
線
と
手
が
一
致

し
た
ま
ま
凝
固
し
た
数
瞬
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
啄
木
短
歌
の
一
面
を
代
表

す
る
歌
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

著
者
は
「
経
済
生
活
の
苦
労
の
原
因
を
見
つ
め
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
求

こ
の
歌
の
場
合
、
手
套
を
脱
ぐ
と
い
う
行
為
は
、
何
も
考
え
ず
自
然
に
為

す
「
動
作
」
で
あ
り
、
「
手
」
の
動
き
と
「
心
」
の
存
在
、
そ
の
心
の
中
を

通
り
過
ぎ
る
「
思
ひ
出
」
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
別
様
に
動
い
て
、
は
じ
め
て
そ

れ
ぞ
れ
が
あ
る
関
係
に
つ
な
が
れ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
の
上
に
浮

上
さ
せ
た
」
も
の
だ
と
著
者
は
言
う
。
そ
の
〈
意
識
〉
の
表
出
に
焦
点
を
合

わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
思
ひ
出
」
の
内
容
は
心
を
か
す
め
た
だ
け
で
消

滅
し
、
手
套
を
脱
い
だ
ば
か
り
の
〈
手
〉
も
一
瞬
の
想
念
に
よ
っ
て
忘
れ
ら

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
（
手
〉
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
次
の
歌
が
あ

り
、
〈
仕
事
〉
と
の
関
わ
り
が
濃
厚
に
感
じ
ら
れ
る
。

101

は
た
ら
け
ど

な
ほ
く
ら
し

は
た
ら
け
ど
猶
わ
が
生
活
楽
に
な
ら
ざ
り

ぢ
つ
と
手
を
見
る

め
る
歌
」
と
い
う
、
ひ
ろ
く
行
き
渡
っ
た
読
み
に
対
し
、
「
自
分
の
『
手
』

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
へ
の
思
い
の
方
に
こ
そ
意
味
が
か
け
ら
れ
て

は
い
な
い
か
」
と
い
う
解
を
出
す
。
そ
し
て
「
現
在
の
仕
事
へ
の
不
如
意
に

思
い
を
致
し
て
い
る
の
か
」
、
そ
れ
と
も
「
経
済
的
な
も
の
の
み
を
意
味
し

て
」
い
る
の
か
、
ま
た
楽
な
生
活
と
は
「
精
神
的
な
も
の
を
も
含
む
」
の
か
、

と
い
う
よ
う
な
全
て
の
問
い
が
、
「
自
分
に
向
け
て
問
い
た
だ
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
」
と
見
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
〈
手
〉
は
意
識
が
凝
縮
し
て

最
初
に
現
れ
、
そ
し
て
最
後
ま
で
意
識
と
は
無
関
係
で
あ
り
え
な
い
（
身
体
〉

で
あ
ろ
う
。

『
一
握
の
砂
』
卿
首
目
に
は
く
手
が
白
く
／
且
つ
大
な
り
き
〉
の
歌
が
あ

り
、
こ
の
歌
は
〈
非
凡
な
る
人
〉
の
「
モ
デ
ル
探
し
の
熱
心
さ
で
評
釈
を
に

ぎ
わ
し
た
」
も
の
の
、
た
し
か
に
人
物
を
特
定
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
著

者
に
よ
れ
ば
〈
非
凡
な
る
人
と
い
は
る
る
男
〉
に
会
っ
た
と
き
の
、
「
心
中

に
動
揺
し
た
も
の
の
実
体
に
ど
の
よ
う
に
触
れ
る
か
に
、
い
ち
ば
ん
の
関
心

を
集
中
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
た
の
で
、
非
凡
な
る
人
の
外
形
的
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
白
く
大
き
な
手
が
あ
り
、
実
際
に
そ
う
い
う
人
に
出
会
っ
た
と
き

の
「
自
身
の
内
部
へ
目
を
落
と
し
た
感
慨
に
一
首
の
主
題
が
表
現
さ
れ
る
」

の
で
あ
る
。
歌
の
末
尾
が
〈
男
に
会
ひ
し
に
〉
と
い
う
不
安
定
な
語
で
支
え

ら
れ
て
い
る
の
も
、
「
内
面
に
発
生
し
た
微
妙
な
動
き
」
を
示
し
て
い
る
と

い
う
の
も
す
ぐ
れ
た
読
み
で
あ
る
。

著
者
自
身
、
『
石
川
啄
木
事
典
』
（
二
○
○
一
年
九
月
お
う
ふ
う
）
の
項

目
編
で
整
理
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
傭
く
視
線
と
手
（
指
）
の
イ
メ
ー
ジ
」

は
強
く
結
び
つ
く
よ
う
だ
。
砂
を
掘
り
、
砂
を
握
る
手
は
、
卑
小
な
自
己
と

六
七



現
実
を
な
ぞ
る
内
面
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
・
だ
が
他
方
で
は
、

白
く
大
き
な
手
を
持
つ
非
凡
な
存
在
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
〈
や
と
ば
か
り

／
桂
首
相
に
手
と
ら
れ
し
〉
の
歌
の
よ
う
に
夢
と
し
て
も
詠
み
出
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
包
み
込
む
よ
う
な
手
を
欲
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
手
を
目
に

す
る
と
自
身
の
内
部
を
の
ぞ
き
込
み
、
実
際
に
触
れ
た
ら
は
ね
起
き
る
よ
う

な
驚
き
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
前
後
の
歌
は
、
あ
た
か
も
実
際
に
帰
郷
し
た
旅
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る

か
の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
啄
木
の
遣
し
た
明
治
四
十
三
年
の
歌
稿

『
一
握
の
砂
』
の
「
煙
（
二
）
」
に
あ
る
歌
を
見
よ
う
。

244245246

霧
ふ
か
き
好
摩
の
原
の

停
車
場
の

朝
の
虫
こ
そ
す
ず
ろ
な
り
け
れ

汽
車
の
窓

は
る
か
に
北
に
ふ
る
さ
と
の
山
見
え
来
れ
ば

襟
を
正
す
も

ふ
る
さ
と
の
士
を
わ
が
踏
め
ば

何
が
な
し
に
足
軽
く
な
り

心
重
れ
り

ノ
ー
ト
を
見
る
と
、
狸
と
恋
は
八
月
一
一
百
夜
’
四
日
夜
に
か
け
て
作
ら
れ
て

い
る
。
歌
稿
ノ
ー
ト
で
は
直
前
の
七
月
二
十
七
日
朝
に
、
「
赤
紙
の
表
紙
手

ず
れ
し
国
禁
の
書
よ
み
ふ
け
り
秋
の
夜
を
寝
ず
」
や
、
「
こ
と
さ
ら
に
燈
火

を
消
し
て
ま
ぢ
ノ
、
と
革
命
の
日
を
思
ひ
つ
宜
く
る
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
大

逆
事
件
の
衝
撃
を
受
け
て
詠
ま
れ
た
歌
が
あ
り
な
が
ら
、
八
月
に
入
っ
て
か

ら
急
に
望
郷
歌
が
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
七
月
末
か
ら
八
月
は
じ
め
に
か
け

て
、
事
件
の
影
響
で
言
論
機
関
へ
の
政
府
の
干
渉
が
急
に
強
く
な
っ
た
の
で
、

作
歌
時
の
逼
塞
状
況
が
ふ
る
さ
と
へ
の
虚
構
の
旅
を
詠
ま
せ
た
ら
し
い
。

著
者
も
〈
霧
ふ
か
き
好
摩
〉
の
歌
と
〈
汽
車
の
窓
〉
の
歌
が
、
霧
の
中
に

現
れ
て
く
る
幻
視
の
風
景
の
中
に
、
汽
車
の
姿
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
「
連

続
シ
ー
ン
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
企
て
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し

か
し
著
者
の
鑑
賞
は
自
由
な
発
想
に
よ
っ
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
な
さ
れ

る
。
狸
の
歌
は
、
「
二
日
前
に
山
の
絵
見
し
が
／
今
朝
に
な
り
て
／
に
は
か

に
恋
し
ふ
る
さ
と
の
山
」
や
、
「
馬
鈴
薯
の
う
す
紫
の
花
に
降
る
／
雨
を
思

へ
り
／
都
の
雨
に
」
な
ど
、
〈
都
会
の
風
景
に
和
む
心
と
心
の
奥
に
仕
舞
い

込
ま
れ
た
故
郷
の
風
景
〉
す
な
わ
ち
「
感
覚
の
中
に
記
憶
さ
れ
た
も
の
た
ち
」

が
、
深
い
霧
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
「
折
り
に
ふ
れ
て
立
ち
上
が
っ

て
く
る
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
恋
は
、
歌
の
中
心
部
に
額
縁
の
よ
う
に
汽

車
の
窓
を
置
い
て
縁
取
り
を
施
し
た
画
布
の
中
に
、
ふ
る
さ
と
の
山
の
遠
景

風
景
を
描
き
、
そ
の
中
に
車
中
の
人
と
し
て
の
自
分
を
〈
投
入
〉
し
た
も
の

で
あ
り
、
回
想
す
る
「
現
在
」
に
「
過
去
」
の
記
憶
が
逆
流
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
ふ
る
さ
と
」
に
「
実
景
と
か
幻
視
と
か
の
境
界
を
引
く

の
は
全
く
意
味
の
な
い
こ
と
」
で
あ
ろ
う
。

六
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郡
の
〈
ふ
る
さ
と
の
士
を
わ
が
踏
め
ば
〉
の
歌
に
つ
い
て
、
著
者
は
次
の

よ
う
に
言
う
。
啄
木
は
自
己
を
貴
種
と
み
な
し
、
「
石
を
も
て
追
は
る
る
ご

と
く
」
故
郷
か
ら
追
放
さ
れ
た
と
い
う
〈
自
己
演
出
〉
を
必
要
と
し
た
。
し

か
し
一
方
で
は
ふ
る
さ
と
の
土
を
踏
め
ば
〈
足
〉
は
理
由
も
な
く
軽
く
な
る

の
で
あ
っ
て
、
「
こ
う
し
た
『
心
』
と
『
足
』
（
身
体
）
の
相
反
す
る
傾
向
を

想
う
時
、
自
分
の
『
心
』
は
重
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
」
、
と
。

手
と
足
と
は
、
「
手
も
足
も
／
室
い
つ
ぱ
い
に
投
げ
出
し
て
〉
や
、
〈
手
も
足

も
は
な
れ
ば
な
れ
に
あ
る
ご
と
き
〉
の
よ
う
に
乖
離
す
る
の
を
望
む
か
の
よ

う
に
歌
わ
れ
、
ま
た
す
べ
て
が
合
致
す
る
と
き
も
詠
ま
れ
る
の
で
あ
り
、

〈
心
〉
と
〈
身
体
〉
と
の
間
隙
を
明
示
す
る
媒
体
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
著
者
の
鑑
賞
に
沿
い
な
が
ら
啄
木
短
歌
を
見
直
す
と
、
新
た
な

読
み
が
広
が
っ
て
い
く
。
ち
な
み
に
〈
汽
車
の
窓
〉
の
歌
も
〈
ふ
る
さ
と
の

士
〉
の
歌
も
明
治
四
十
三
年
の
八
月
二
十
八
日
に
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

魚
住
折
董
の
「
自
己
主
張
の
思
想
と
し
て
の
自
然
主
義
」
に
刺
激
さ
れ
て
書

い
た
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
が
掲
載
さ
れ
な
い
と
分
か
っ
た
と
き
で
も
あ
っ

た
。
こ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
わ
た
し
は
両
歌
の
〈
襟
を
正
す
も
〉
や
〈
心
重

れ
り
〉
を
と
か
く
重
視
し
た
く
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
歌
は
つ
ね
に
歌
そ
の

も
の
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
溝
に
架
橋

す
る
方
法
が
な
に
か
な
い
も
の
か
と
つ
れ
づ
ね
思
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
啄
木
の
研
究
文
献
は
、
佐
藤
勝
『
石
川
啄
木
文
献
書
誌
集
大
成
』

（
一
九
九
九
年
二
月
武
蔵
野
香
房
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
膨
大
な
量
で
、

し
か
も
年
々
増
え
続
け
て
い
る
。
し
か
し
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
た
啄
木
で
あ

り
な
が
ら
、
短
歌
そ
の
も
の
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
本
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な

い
。
必
須
の
文
献
と
し
て
岩
城
之
徳
の
『
近
代
文
学
注
釈
大
系
石
川
啄
木
』

（
一
九
六
六
年
三
月
有
精
堂
）
や
『
啄
木
歌
集
全
歌
評
釈
』
（
一
九
八

五
年
三
月
筑
摩
書
房
）
、
今
井
泰
子
の
『
日
本
近
代
文
学
大
系
配
石
川
啄

木
集
』
（
一
九
六
九
年
一
二
月
角
川
書
店
）
を
手
許
に
置
き
、
必
要
に
応

じ
て
金
田
一
京
助
・
宮
崎
郁
雨
・
吉
田
孤
羊
を
は
じ
め
と
す
る
各
文
献
に
当

た
る
、
と
い
う
作
業
が
必
要
だ
っ
た
。
若
い
読
者
や
研
究
者
に
は
、
ど
の
論

で
ど
の
歌
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
分
か
り
に
く
い
と
思
わ
れ
る
が
、
巻
末

の
田
口
道
昭
の
編
に
な
る
「
啄
木
短
歌
研
究
文
献
案
内
」
は
そ
の
手
が
か
り

を
探
す
ガ
イ
ド
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
古
澤
夕
起
子
の
作
成
に
な
る
「
石
川

啄
木
略
年
譜
」
は
、
同
時
代
の
歌
人
の
歌
や
動
向
を
記
し
て
い
る
の
で
時
代

を
知
る
の
に
益
す
る
だ
ろ
う
。（

お
が
わ
・
た
け
と
し
明
治
大
学
文
学
部
教
授
）

六
九


