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は
じ
め
に

石
川

木
の
歌
集
『
一
握
の
砂
』
は
、
五
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。最

初
に
「
我
を
愛
す
る
歌
」
と
し
て
、
現
在
の
日
常
生
活
の
中
で
「
我
」
の
意
識

が
と
ら
え
た
さ
ま
ざ
ま
な
断
層
を
示
し
、
次
に
「
煙
」
で
は
、
中
学
時
代
を
過
ご
し

た
盛
岡
、
幼
少
期
を
過
ご
し
た
渋
民
に
関
連
し
た
歌
を
集
め
て
い
る
。
中
間
に
配
さ

れ
た
「
秋
風
の
こ
こ
ろ
よ
さ
に
」
に
は
、
歌
集
の
自
序
が
示
す
と
お
り
、
明
治
四
十

一
年
秋
制
作
の
歌
が
収
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
づ
く
「
忘
れ
が
た
き
人
々
」
は
、
故

郷
か
ら
職
を
求
め
て
移
住
し
た
北
海
道
時
代
に
題
材
を
と
っ
た
歌
で
編
成
さ
れ
、
最

後
の
「
手
套
を
脱
ぐ
時
」
で
、
ふ
た
た
び
現
在
の
都
市
生
活
を
と
ら
え
る
。

各
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
も
ち
な
が
ら
も
、
ま
た
、
完
全
に
独
立
す
る
こ
と

な
く
、
相
互
に
関
連
し
あ
い
な
が
ら
、
歌
集
全
体
と
し
て
み
た
時
に
、
現
在
か
ら
過

去
に
さ
か
の
ぼ
り
、
ふ
た
た
び
現
在
に
か
え
っ
て
く
る
時
間
の
劇
と
し
て
読
め
る
よ

う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、「
我
を
愛
す
る
歌
」「
煙
」「
手
套
を
脱
ぐ
時
」
の
三
章
に
限
っ
て
、

各
章
の
特
徴
と
、
相
互
の
連
関
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
際
、
主
に

「
我
を
愛
す
る
歌
」
に
表
出
す
る
肥
大
化
し
た
自
意
識
に
注
目
し
、
そ
れ
と
「
煙
」

の
思
郷
歌
と
の
関
係
、
ま
た
「
煙
」
で
過
去
を
通
過
し
た
自
意
識
が
「
手
套
を
脱
ぐ

時
」
で
ふ
た
た
び
現
在
と
向
き
あ
う
時
ど
の
よ
う
な
変
化
を
示
し
て
い
る
か
を
、
み

て
い
き
た
い
。

尚
、「
秋
風
の
こ
こ
ろ
よ
さ
に
」「
忘
れ
が
た
き
人
々
」
各
章
の
特
徴
、
お
よ
び
こ

の
二
章
を
含
め
た
歌
集
全
体
を
通
観
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
重
要
な
問
題
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

一
・
自
意
識
の
描
き
だ
す
断
層
　
　
我
を
愛
す
る
歌

五
二
　
・
へ
つ
ら
ひ
を
聞
け
ば
／
腹
立
つ
わ
が
こ
こ
ろ
／
あ
ま
り
に
我
を
知
る

が
か
な
し
き

一
〇
七
・
う
ぬ
惚
る
る
友
に
／
合
槌
う
ち
て
い
ぬ
／
施ほ

ど

与こ
し

を
す
る
ご
と
き
心
に

『
一
握
の
砂
』
の
最
初
の
セ
ク
シ
ョ
ン
「
我
を
愛
す
る
歌
」
か
ら
右
に
引
い
た
二

首
は
、
相
互
を
補
完
し
あ
う
関
係
に
あ
る
。

お
の
れ
を
誇
り
、
自
惚
れ
を
深
く
す
る
「
友
」
の
話
に
、
共
感
も
覚
え
ぬ
ま
ま

「
合
槌
」
を
う
っ
て
い
る
時
、
そ
こ
に
「
友
」
人
同
士
の
対
等
な
対
話
は
な
い
。
自

分
に
あ
る
の
は
、
軽
蔑
心
と
表
裏
を
な
す
優
越
感
、
い
さ
さ
か
の
同
情
か
ら
、
乞
食

に
「
施
与
」
を
恵
む
よ
う
な
心
も
ち
で
あ
る
。
そ
の
心
境
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

「
へ
つ
ら
ひ
を
聞
」
か
さ
れ
る
立
場
に
な
っ
た
時
に
は
、「
腹
立
」
ち
を
感
じ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
両
者
を
並
べ
て
み
る
と
、「
う
ぬ
惚
る
る
友
」
を
哀
れ
む
心
に
は
、「
我
を
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知
」
ら
な
い
人
間
へ
の
、
屈
折
し
た
あ
る
種
の
羨
望
が
、
入
り
混
じ
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
自
己
の
内
外
を
凝
視
す
る
眼
を
も
た
ぬ
が
ゆ
え
に
、
友
は
自
惚
れ
る
こ

と
が
で
き
、
気
の
な
い
「
合
槌
」
に
気
づ
く
こ
と
も
な
く
、
ま
す
ま
す
自
惚
れ
を
深

く
し
て
い
け
る
。
一
方
、
自
分
に
は
、
自
惚
れ
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
人
の
「
へ
つ
ら

ひ
」
に
一
時
の
慰
め
を
得
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。「
我
を
知
る
」
人
間
で
あ
る
こ

と
は
、
決
し
て
自
分
を
幸
福
に
は
し
な
い
。「
か
な
し
」
み
は
そ
こ
に
生
ま
れ
る
の

で
あ
り
、
人
の
「
へ
つ
ら
ひ
」
を
聞
く
時
、「
腹
立
」
ち
よ
り
も
「
か
な
し
」
み
の

方
に
、
感
情
の
重
心
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

四
三
　
・
か
な
し
き
は
／
飽
く
な
き
利
己
の
一
念
を
／
持
て
あ
ま
し
た
る
男
に

あ
り
け
り

木
の
い
う
「
利
己
」
が
、
私
益
ば
か
り
を
は
か
っ
て
他
人
を
か
え
り
み
な
い
、

と
い
う
一
般
的
な
意
味
合
い
と
は
異
な
っ
て
お
り
、「
四
六
時
中
、
目
を
凝
ら
す
自

身
の
中
に
あ
る
目
の
存
在q

」
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
こ
と
は
、

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、「
我
を
愛
す
る
」
と
い
う
言
葉
も
、
い
わ
ゆ

る
「
う
ぬ
惚
」
れ
、
単
純
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
は
異
な
っ
た
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ

る
。「
あ
ま
り
に
我
を
知
る
」
醒
め
た
自
意
識
の
眼
を
、「
か
な
し
」
み
つ
つ
も
愛
惜

す
る
心
、
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
自
意
識
の
眼
を
も
つ
人
間
を
、

木
は
、
自
分
自
身
に
囚
わ
れ
た
「
囚

人
」
と
表
現
し
た
。

一
三
四
・
人
と
い
ふ
人
の
こ
こ
ろ
に
／
一
人
づ
つ
囚
人
が
ゐ
て
／
う
め
く
か
な

し
さ

個
別
の
集
団
・
状
況
に
対
す
る
不
快
や
未
解
決
か
ら
は
、
人
は
逃
避
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
他
人
の
ま
な
ざ
し
に
倦
め
ば
、「
空
家
に
入
り
煙
草w

」
を
吸
っ
て
、
し
ば

し
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
自
分
自
身
か
ら
逃
れ
る
こ
と
だ
け

は
、
絶
対
に
で
き
な
い
。
諸
々
の
事
象
に
対
し
「
そ
れ
も
よ
し
こ
れ
も
よ
しe

」
と
、

内
面
の
葛
藤
を
感
じ
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
る
人
を
羨
ん
で
み
て
も
、
人
は
自
分
以

外
の
何
者
に
も
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
と
い
う
番
人
に
と
ら
わ
れ
た
「
囚
人
」

の
う
め
き
に
気
づ
い
て
は
い
て
も
、
解
決
の
方
法
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
に
、「
か
な

し
」
さ
は
う
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

木
の
連
詩
「
心
の
姿
の
研
究
」
の
中
に
、「
拳r

」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

お
の
れ
よ
り
富
め
る
友
に
愍
ま
れ
て
、

或
は
お
の
れ
よ
り
強
い
友
に
嘲
ら
れ
て

く
あ
つ
と
怒
つ
て
拳
を
振
上
げ
た
時
、

怒
ら
な
い
心
が
、

罪
人
の
や
う
に
お
と
な
し
く
、

そ
の
怒
つ
た
心
の
片
隅
に

目
を
パ
チ

く
し
て
蹲
つ
て
ゐ
る
の
を
見
付
け
た

―

た
よ
り
な
さ
。

あ
ゝ
、
そ
の
た
よ
り
な
さ
。

や
り
場
に
こ
ま
る
拳
を
も
て
、

お
前
は

誰
を
打
つ
か
。

友
を
か
、
お
の
れ
を
か
、

そ
れ
と
も
又
罪
の
な
い
傍
ら
の
柱
を
か
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「
く
あ
つ
と
怒
つ
」
た
刹
那
の
感
情
、「
拳
を
振
上
げ
た
」
瞬
間
の
衝
動
は
真
実

の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
次
の
瞬
間
、
自
意
識
が
「
片
隅
」
の
「
怒
ら
な
い
心
」
を
見

出
し
て
し
ま
い
、
急
速
に
心
が
冷
め
て
い
く
、
そ
の
「
た
よ
り
な
さ
」
を
捉
え
て
い

る
。こ

の
際
、
自
意
識
の
目
は
、「
お
の
れ
よ
り
富
め
る
友
」
あ
る
い
は
「
強
い
友
」

に
、
憐
憫
・
嘲
笑
を
受
け
る
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
で
あ
る
と
い
っ
た
方
向
に
も
動

い
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に
、
注
意
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
お
の
れ
」
を
愚
弄
し
た
友
を
打
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
の

貧
困
や
弱
さ
が
、
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
な
ら
ば
「
打
つ
」
と
い
う
行

動
は
単
に
無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
発
見
が
、
行
為
の
実
行
を
抑
え
て
い
る
こ
と
が
、

む
し
ろ
重
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

肥
大
し
た
自
意
識
を
抱
え
る
と
は
、
た
え
ず
自
分
を
監
視
す
る
レ
ン
ズ
を
、
自
己

の
内
部
に
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
は
、「
今
自
分
は
こ
う
い
う

こ
と
を
し
て
い
る
な
。
こ
れ
に
は
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
な
。
だ
か
ら
こ
う
す
べ
き

だ
ろ
う
。」
と
い
っ
た
こ
と
を
常
に
考
え
て
し
ま
っ
て
、
純
粋
な
喜
怒
哀
楽
の
感
情

に
身
を
任
せ
ら
れ
な
い
。

任
せ
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
う
い
う
思
考
を
し
て
い
る
と
、
自
分
の
内
発
的

な
感
情
や
衝
動
が
見
つ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
根
源
的
な
意
味
で
の
自
分
の
意

志
が
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。「
怒
る
こ
と
に
意
味
が
な
い
」
と
思

っ
た
時
に
、
は
た
し
て
本
当
に
自
分
は
怒
り
を
表
現
し
た
い
の
か
、
あ
る
い
は
本
当

に
自
分
は
怒
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
さ
え
、
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
連
に
お
い
て
、「
お
前
は
／
誰
を
打
つ
か
。」
と
、
自
分
自
身
に
対
し
、
二
人

称
で
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
俯
瞰
的
な
位
置
か
ら

自
己
を
眺
め
る
視
線
が
あ
る
か
ぎ
り
、「
友
」
を
打
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
「
お

の
れ
」
を
い
く
ら
打
っ
て
み
て
も
結
局
自
分
自
身
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
以

上
、
振
り
上
げ
ら
れ
た
「
拳
」
は
「
や
り
場
」
の
な
い
ま
ま
に
お
ろ
さ
れ
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
が
、「
罪
の
な
い
傍
ら
の
柱
を
」
打
つ
の
か
、
と
い
う
嘲
笑
的
な
結
句
に

暗
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
自
己
分
裂
、
人
間
誰
し
も
が
も
つ
喜
怒
哀
楽
の
起
伏
に
あ
た
っ
て
、
た

え
ず
「
心
の
片
隅
に
眼
を
パ
チ

く
し
て
蹲
つ
て
ゐ
る
」
喜
ば
ず
・
怒
ら
ず
・
哀
し

ま
ず
・
楽
し
ま
な
い
心
を
意
識
す
る
、
自
意
識
の
「
囚
人
」
の
姿
は
、
直
接
に
は

「
我
を
愛
す
る
歌
」
に
表
出
し
て
い
る
が
、
歌
集
『
一
握
の
砂
』
全
体
の
根
幹
を
な

す
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ふ
た
た
び
歌
集
に
目
を
転
ず
る
と
、「
怒
ら
な
い
（
喜
ば
な
い
・
哀
し
ま
な

い
・
楽
し
ま
な
い
）
心
」
は
、
短
歌
に
お
い
て
は
「
自
意
識
の
縛
め
を
感
じ
る
こ
と

な
く
、
純
粋
な
感
情
や
衝
動
に
身
を
委
ね
る
こ
と
の
出
来
た
、
昔
の
自
分
を
懐
か
し

む
」
あ
る
い
は
「
今
現
在
、
自
意
識
に
縛
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
生
を
謳
歌
し
て
い
る
、

小
児
へ
の
共
感
」
と
い
う
形
で
、
多
く
形
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

五
三
　
・
知
ら
ぬ
家
た
た
き
起
し
て
／
遁
げ
来
る
が
お
も
し
ろ
か
り
し
／
昔
の

恋
し
さ

六
一
　
・
真
剣
に
な
り
て
竹
も
て
犬
を
撃
つ
／
小
児
の
顔
を
／
よ
し
と
思
へ
り

一
三
五
・
叱
ら
れ
て
／
わ
つ
と
泣
き
出
す
子
供
心
／
そ
の
心
に
も
な
り
て
み
た

き
か
な

一
三
八
・
庭
石
に
／
は
た
と
時
計
を
な
げ
う
て
る
／
昔
の
わ
れ
の
怒
り
い
と
し
も

な
ど
の
歌
が
そ
う
で
あ
る
が
、
最
後
の
一
首
に
つ
い
て
は
、
怒
り
の
衝
動
か
ら
は
た

と
「
な
げ
う
」
っ
た
物
が
「
時
計
」
で
あ
る
こ
と
に
、
特
に
注
意
し
て
お
い
て
い
い

だ
ろ
う
。
先
行
研
究
で
は
、「『
時
計
』
は
貴
重
な
も
の
で
、（
中
略
）
即
座
に
激
し

く
怒
り
を
ぶ
つ
け
た
か
つ
て
の
自
分
を
い
う
た
め
の
設
定t

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

さ
ら
に
い
え
ば
「
時
計
」
は
時
間
の
暗
喩
で
も
あ
る
。
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現
在
の
「
わ
れ
」
が
、
も
は
や
発
作
的
な
破
壊
衝
動
に
従
え
な
い
の
は
、「
物
を

壊
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
意
味
が
な
い
」
か
ら
と
い
う
の
が
根
源
的
な
理
由
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
怒
り
を
感
じ
た
瞬
間
（
＝
過
去
）
か
ら
、
破
壊
の
実
行
（
＝
現
在
）
を
経
て
、

行
為
の
む
な
し
さ
を
思
い
返
す
（
＝
未
来
）
ま
で
の
、
時
間
の
展
開
に
想
い
を
は
せ

る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
人
間
に
は
、
も
は
や
時
間
の
比
喩
で
あ
る
「
時
計
」

を
な
げ
う
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
るy

。

そ
も
そ
も
「
意
味
」
の
観
点
か
ら
見
る
限
り
、
怒
り
に
わ
れ
を
忘
れ
る
と
い
う
の

は
、
単
に
望
ま
し
く
な
い
過
ち
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
自
意
識
の
縛
め
ゆ
え
に
、
一

瞬
の
濃
密
な
生
を
得
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
い
こ
の
男
の
目
に
は
、
意
味
に
と
ら
わ

れ
ず
に
激
情
す
る
こ
と
自
体
が
、
た
ま
ら
な
く
「
い
と
し
」
い
も
の
と
映
る
の
で
あ

る
。

二
・
思
郷
歌
の
発
生
と
そ
の
位
置
　
　
煙

前
章
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
な
、
自
意
識
の
袋
小
路
が
、
少
年
の
日
へ
の
追
憶
と

い
う
形
を
と
っ
て
表
出
さ
れ
る
あ
り
方
は
、『
一
握
の
砂
』
出
版
契
約
成
立
後
に
大

量
に
詠
出
・
採
録
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
回
想
歌
群
の
発
生
を
考
え
る
上
で
も
、
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
。

二
〇
〇
・
や
ま
ひ
あ
る
獣
の
ご
と
き
／
わ
が
こ
こ
ろ
／
ふ
る
さ
と
の
こ
と
聞
け

ば
お
と
な
し

二
一
一
・
田
も
畑
も
売
り
て
酒
の
み
／
ほ
ろ
び
ゆ
く
ふ
る
さ
と
人
に
／
心
寄
す

る
日

二
四
〇
・
わ
が
た
め
に
／
な
や
め
る
魂
を
し
づ
め
よ
と
／
讃
美
歌
う
た
ふ
人
あ

り
し
か
な

「
や
ま
ひ
あ
る
獣
の
ご
と
」
く
荒
れ
狂
う
心
が
、「
ふ
る
さ
と
の
こ
と
聞
け
ば
お

と
な
し
」
く
な
る
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
装
置
を
通
し
た
時
に
は
、「
人
に
心
寄
」
せ
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
我
を
愛
す
る
歌
」
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
み
ら
れ
る
。

七
二
　
・
け
も
の
め
く
顔
あ
り
口
を
あ
け
た
て
す
／
と
の
み
見
て
ゐ
ぬ
／
人
の

語
る
を

「
あ
け
た
て
」
は
「
戸
や
障
子
を
あ
け
た
り
し
め
た
り
す
る
こ
と
、
そ
の
様
子u

」

を
指
し
、
生
あ
る
人
間
の
一
部
で
あ
る
は
ず
の
「
顔
」
・
「
口
」
を
、
即
物
的
に
眺

め
る
さ
ま
が
示
さ
れ
て
い
る
。
他
人
の
「
語
る
」
言
葉
に
意
識
を
集
中
で
き
ず
に
い

る
時
、「
あ
け
た
て
」
す
る
「
口
」
は
単
な
る
物
で
し
か
な
く
、「
人
」
の
「
顔
」
が

「
け
も
の
＝
毛
・
物
」
め
い
て
み
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
け
も
の
め
く
」
に
つ
い

て
は
、「
相
手
に
対
す
る
嫌
悪
感i

」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
嫌
悪
と
い
う
よ
り
、

好
悪
の
感
情
を
つ
き
ぬ
け
た
果
て
の
、
即
物
性
、
虚
無
の
ま
な
ざ
し
の
表
現
で
あ
ろ

う
。日

々
諸
々
の
事
象
に
対
し
、
い
ち
い
ち
無
感
覚
で
は
い
ら
れ
ぬ
心
の
内
部
で
、
疲

労
感
が
無
限
に
増
幅
さ
れ
臨
界
点
を
超
え
た
時
、
裏
返
し
の
無
感
覚
と
し
て
現
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
そ
う
し
て
立
ち
現
れ
て
き
た
虚
無
が
、
一
種
の
幻
覚
状

態
に
ま
で
陥
っ
た
さ
ま
に
表
現
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
他
人
へ
の
無
感
覚
は
、
同
時
に
自
分
自
身
を
も
て
あ
ま
す
心

で
も
あ
る
。
作
歌
時
に
は
、
こ
の
歌
の
前
に
「
何
よ
り
も
お
の
れ
を
愛
し
生
く
と
い

う
さ
び
し
き
こ
と
に
あ
き
は
て
に
け
りo

」
の
一
首
が
置
か
れ
て
お
り
、
自
己
も
他
者

も
一
切
が
虚
無
に
支
配
さ
れ
る
閉
塞
し
た
心
の
さ
ま
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
肥
大
し
た
自
意
識
が
袋
小
路
に
ま
で
到
り
、
反
転
す
る
と
こ
ろ
に
、
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他
者
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
、
自
己
の
屈
折
を
ほ
ど
い
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が
現

れ
る
。四

八
　
・
こ
こ
ろ
よ
く
／
人
を
讃
め
て
み
た
く
な
り
に
け
り
／
利
己
の
心
に
倦

め
る
さ
び
し
さ

一
二
三
・
誰
が
見
て
も
／
わ
れ
を
な
つ
か
し
く
な
る
ご
と
き
／
長
き
手
紙
を
書

き
た
き
夕

前
出
（
五
二
、
一
〇
七
）
歌
の
よ
う
な
「
へ
つ
ら
ひ
」「
合
槌
」
で
は
な
く
、
心
か

ら
他
人
を
讃
え
る
心
も
ち
に
な
っ
て
誰
か
を
ほ
め
て
み
た
い
。
あ
る
い
は
、
自
分
を

懐
か
し
く
思
わ
し
め
る
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
、
誰
か
れ
と
な
く
、
他
人
の
関
心
を

自
分
に
振
り
向
け
た
い
。
こ
う
し
た
心
境
の
背
景
に
は
、「
利
己
の
心
に
倦
め
る
さ

び
し
さ
」
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
手
紙
は
本
来
、
特
定
の
個
人
や
団
体
に
む
け
て
書

か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
企
図
さ
れ
る
「
長
き
手
紙
」
は
、
い
わ
ば
す
べ
て

の
他
者
に
宛
て
た
「
手
紙
」
で
あ
っ
て
、
自
意
識
の
回
路
の
中
で
行
き
場
を
見
失
っ

て
実
存
の
危
機
に
瀕
し
た
自
分
を
、
他
人
と
い
う
回
路
に
接
続
す
る
こ
と
で
解
放
し

た
い
と
い
う
願
望
の
痛
切
さ
を
示
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
願
い
が
所
詮
空
望
に
す
ぎ
な

い
と
感
じ
る
ほ
ど
に
、
自
己
と
他
者
と
の
間
の
越
え
が
た
い
壁
を
思
い
知
ら
さ
れ
る

時
が
あ
る
。

一
七
　
・
わ
が
泣
く
を
少
女
等
き
か
ば
／
病
犬
の
／
月
に
吠
ゆ
る
に
似
た
り
と

い
ふ
ら
む

前
出
（
七
二
）
歌
で
は
、
他
人
を
意
思
の
疎
通
を
も
た
な
い
け
も
の
と
し
て
眺
め

る
さ
ま
が
詠
出
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
反
対
に
、
自
分
が
他
人
か
ら
「
病
犬
」

と
し
て
眺
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
病
犬
」
に
つ
い
て
は
、
単
に
疾
患
を
得
て
衰
弱
し
た

犬
で
は
な
く
狂
犬
と
す
る
解
釈
が
、
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る!0

。
こ
れ
に
従
え
ば
、

自
分
が
泣
く
姿
は
、
少
女
た
ち
に
は
、
正
気
を
失
っ
た
猛
獣
が
月
に
向
か
っ
て
狂
い

吠
え
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
歌
意
に
な
る
。
自
分
の
性
向
を
自

分
で
熟
知
し
て
い
な
が
ら
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
そ
の
も
ど
か
し
さ
が
時
に

涙
と
な
っ
て
狂
お
し
く
奔
流
し
て
も
、
そ
う
し
た
自
意
識
の
袋
小
路
と
い
う
も
の
を

理
解
で
き
な
い
他
者
の
目
に
は
、
異
質
な
存
在
、
理
解
不
能
な
存
在
と
し
か
映
ら
な

い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
絶
望
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
少
女
等
」
と
は
、
も
っ
と
も

自
分
と
か
け
は
な
れ
た
存
在
で
あ
り
、
決
し
て
自
分
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

他
者
を
暗
喩
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
ふ
た
た
び
本
章
冒
頭
に
引
い
た
三
首
に
戻
り
た
い
。

「
や
ま
ひ
あ
る
獣
」
は
、「
病
犬
」
に
対
応
し
、
閉
塞
し
た
回
路
の
中
で
鬱
屈
し
、

と
も
す
れ
ば
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
っ
て
暴
れ
出
す
自
己
の
心
を
比
喩
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
心
が
「
ふ
る
さ
と
」
に
ふ
れ
た
時
に
は
、
さ
な
が
ら
巧
み
な
猛
獣
使
い
に
静

め
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
「
お
と
な
し
」
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
一
首
に
、

「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
装
置
が
も
つ
、
現
在
の
自
分
に
と
っ
て
の
効
用
が
、
端
的
に

現
れ
て
い
る
。

そ
の
「
ふ
る
さ
と
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
ろ
う
か
。「
田
も
畑
も
売
り

て
酒
の
み
ほ
ろ
び
ゆ
く
」
男
、「
わ
が
た
め
に
な
や
め
る
魂
を
し
づ
め
よ
と
讃
美
歌

う
た
ふ
」
女
の
居
る
場
所
で
あ
る
。

酒
は
嗜
好
品
で
あ
っ
て
、
生
存
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
。
酒
代
を
得
る

た
め
に
先
祖
代
々
に
つ
た
わ
る
田
畑
を
も
売
り
払
う
な
ど
と
は
、
本
来
狂
気
の
沙
汰

で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
本
人
と
て
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、「
ほ
ろ
び
」
へ
の
道
で

あ
る
と
知
り
つ
つ
そ
う
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
、
こ
う
し
た
「
ふ
る
さ
と
人
」
の

姿
に
「
心
寄
す
る
」
の
は
、
心
を
寄
せ
る
側
に
も
、
自
分
の
性
向
や
そ
の
結
果
を
知

508

二
一
八



り
つ
つ
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
、
現

状
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
単
に
、
不
如
意
な
現
実
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
か
つ
て
同
じ
よ

う
な
境
遇
に
あ
っ
た
故
郷
の
男
を
回
想
し
、
感
傷
に
浸
る
こ
と
で
い
さ
さ
か
の
慰
め

を
得
る
歌
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

重
要
な
の
は
、
現
在
の
場
所
と
時
間
を
い
っ
た
ん
離
れ
て
、
意
識
が
「
ふ
る
さ
と
」

へ
過
去
へ
と
時
空
間
を
さ
か
の
ぼ
り
、「
心
寄
す
る
日
」
と
ふ
た
た
び
現
在
に
か
え

っ
て
く
る
過
程
で
得
ら
れ
た
、「
ふ
る
さ
と
人
」
に
対
す
る
深
い
共
感
の
念
、
こ
れ

が
前
出
（
七
二
）
歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
現
在
の
他
者
へ
の
虚
無
感
に
も
、
変
容

を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る!1

。

「
わ
が
た
め
に
な
や
め
る
魂
を
し
づ
め
よ
と
讃
美
歌
う
た
ふ
」
女
に
つ
い
て
も
、

同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
前
出
（
一
七
）
歌
に
お
け
る
よ
う
な
、
自
己
と
他
者
と
の

乖
離
を
嘆
き
、
そ
れ
を
絶
対
的
な
乖
離
と
見
な
そ
う
と
す
る
意
識
は
、
か
つ
て
自
分

の
た
め
に
「
な
や
め
る
魂
を
し
づ
め
よ
」
と
祈
り
「
讃
美
歌
」
を
歌
っ
て
く
れ
た
人

を
想
起
す
る
こ
と
で
変
貌
し
、
自
意
識
の
袋
小
路
に
迷
い
こ
ん
で
い
こ
う
と
す
る
自

己
を
、
引
き
戻
す
の
で
あ
る
。

一
五
二
・
病
の
ご
と
／
思
郷
の
こ
こ
ろ
湧
く
日
な
り
／
目
に
あ
を
ぞ
ら
の
煙
か

な
し
も

思
郷
歌
を
集
め
た
「
煙
」
の
章
は
、
こ
の
一
首
を
も
っ
て
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

都
会
の
空
に
は
き
だ
さ
れ
て
は
消
え
て
い
く
「
煙
」
を
眺
め
て
、
心
に
湧
い
て
く

る
「
思
郷
」
を
、「
病
の
ご
と
」
と
喩
え
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
思
郷
に
と
も

な
う
、
し
く
し
く
と
し
た
痛
み
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、「
病
」
は

人
を
む
し
ば
む
元
凶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
病
の
ご
と
」
と

い
う
比
喩
に
は
、「
思
郷
」
に
対
す
る
あ
る
種
の
批
評
性
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。

木
の
随
想
「
田
園
の
思
慕!2

」
は
、
こ
の
歌
の
初
出!3

と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
て

い
る
。
こ
の
中
で
は
、「
田
園
に
ゐ
て
都
会
を
思
慕
す
る
人
」
の
思
慕
が
「
よ
り
良

き
生
活
の
存
在
を
信
じ
て
、
そ
れ
に
達
せ
む
と
す
る
思
慕
」
で
あ
る
の
に
比
べ
、

「
都
会
に
於
け
る
田
園
思
慕
者
」
の
そ
れ
は
、「
よ
り
悪
き
生
活
に
堕
ち
た
者
が
以
前

の
状
態
に
立
帰
ら
む
と
す
る
思
慕
」
で
あ
り
、「
た
と
ひ
そ
の
思
慕
が
達
せ
ら
れ
た

に
し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
真
の
幸
福
で
は
な
い
こ
と
を
知
つ
て
の
上
の
思
慕
」

で
あ
る
と
し
て
、「
思
郷
」
そ
れ
じ
た
い
は
、
決
し
て
手
放
し
で
肯
定
す
べ
き
も
の

で
な
い
こ
と
が
、
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
思
郷
の
念
を
「
棄
て
た
く
は
な
い
、
益
々
深
く
し
た
い
。」

と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、「
田
園
に
ゐ
る
人

の
都
会
思
慕
の
情
が
日
一
日
深
く
な
り
、
都
会
に
住
む
者
の
田
園
思
慕
の
情
も
日
一

日
深
く
な
る
」
よ
う
な
現
状
の
抱
え
る
矛
盾
が
「
遂
に
は
一
切
の
人
間
を
し
て
思
慕

す
べ
き
何
物
を
も
有
た
ぬ
状
態
に
歩
み
入
ら
し
む
る
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧

を
述
べ
、
さ
ら
に
こ
の
矛
盾
が
「
我
々
の
手
に
よ
っ
て
一
切
消
滅
す
る
時
代
の
来
る

と
い
ふ
信
念
を
忘
れ
た
く
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
絶
望
的
で
あ
り
、
消
極
的
」
な
思
慕
で
あ
る
以
上
「
思
郷
」
は
全
面
的
に
肯
定

さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
そ
れ
が
「
思
慕
す
べ
き
何
物
を
も
有
た
ぬ
状
態
」
に
立

ち
い
た
る
こ
と
の
拒
絶
表
明
と
し
て
、
現
在
の
自
分
に
「
積
極
的
」
に
機
能
す
る
以

上
、「
思
郷
」
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
主
張
は
、
そ
の
ま
ま
肥
大
化
し
た
自
意
識
を
抱
え
て
も
が
く
男
が
、「
ふ
る

さ
と
」
と
い
う
、
現
実
の
共
同
体
に
代
替
さ
れ
る
共
同
体
を
、
み
ず
か
ら
の
必
要
に

お
い
て
肯
定
す
る
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
。

人
は
人
の
中
で
し
か
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
他
者
と
い
う
回
路
に
接
続

し
な
け
れ
ば
自
意
識
の
袋
小
路
で
窒
息
す
る
ば
か
り
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て

は
い
て
も
、
ま
さ
に
そ
の
肥
大
化
し
た
自
意
識
ゆ
え
に
、
現
実
の
他
者
と
う
ま
く
接
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続
で
き
な
い
で
い
た
男
は
、「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
装
置
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、

は
じ
め
て
他
者
へ
の
共
感
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
は
じ
め
て
本
当
の
意
味
で

「
利
己
の
心
」（
前
出
四
八
）
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、「
ふ
る
さ
と
」
が
、

い
わ
ば
代
用
品
で
あ
り
、
自
己
を
閉
塞
に
追
い
込
む
現
実
の
共
同
体
は
、
厳
然
と
し

て
存
在
す
る
以
上
、
全
的
に
そ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ま
た
、

「
ふ
る
さ
と
」
が
、
と
も
す
れ
ば
袋
小
路
に
迷
い
込
み
が
ち
な
自
意
識
に
積
極
的
に

働
き
か
け
、
他
者
と
の
接
続
を
諦
め
そ
う
に
な
る
現
在
の
意
識
に
変
容
を
も
た
ら
す

以
上
、
そ
れ
は
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
・
都
市
生
活
に
お
け
る
他
者
と
の
〈
共
生
〉

手
套
を
脱
ぐ
時

前
章
で
み
た
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
獲
得
さ
れ
た
意
識
の
変
容
は
、
都
会
生
活

を
お
く
る
他
者
す
べ
て
が
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
自
己
と
同
じ
宿
命
を
分
か
ち
も
つ

存
在
で
あ
る
、
と
い
う
視
点
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

四
七
四
・
用
も
な
き
文
な
ど
長
く
書
き
さ
し
て
／
ふ
と
人
こ
ひ
し
／
街
に
出
て

ゆ
く

長
い
手
紙
を
書
い
て
い
る
途
中
に
ふ
と
人
恋
し
く
な
っ
て
書
き
さ
し
の
ま
ま
街
に

出
て
い
く
、
と
い
う
の
が
歌
意
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
用
も
な
き
文
」
を
書
く
と

い
う
の
が
「
人
こ
ひ
し
」
さ
ゆ
え
の
行
為
で
あ
っ
て
、
長
時
間
に
わ
た
る
感
情
の
連

続
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
文
」
の
代
わ
り
に
「
街
」
が
、
選
び
直
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
六
六
・
空
色
の
壜
よ
り
／
山
羊
の
乳
を
つ
ぐ
／
手
の
ふ
る
ひ
な
ど
い
と
し
か

り
け
り

四
六
九
・
ひ
や
や
か
に
壜
の
な
ら
べ
る
棚
の
前
／
歯
せ
せ
る
女
を
／
か
な
し
と

も
見
き

「
街
に
出
」
た
男
の
目
を
引
き
つ
け
る
の
は
、
都
会
に
生
き
る
女
た
ち
の
た
ち
働

く
姿
、
酒
場
の
な
に
げ
な
い
光
景
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
我
を
愛
す
る
歌
」
で
興
味

深
く
眺
め
ら
れ
る
の
が
、
小
児
（
前
出
六
一
）
で
あ
り
、
な
が
な
が
と
寝
そ
べ
っ
て

大
き
な
あ
く
び
を
す
る
犬!4

で
あ
る
の
と
、
対
照
を
な
し
て
い
る
。

山
羊
の
乳
を
慎
重
に
カ
ッ
プ
に
注
ぎ
入
れ
る
時
の
「
手
の
ふ
る
ひ
」
は
、
壜
の

「
空
色
」
と
相
ま
っ
て
、
初
々
し
い
女
の
し
ぐ
さ
を
際
立
た
せ
、
こ
れ
を
男
は
好
感

を
抱
い
て
眺
め
る
。
も
の
慣
れ
な
い
女
の
様
子
に
、
ま
だ
店
に
出
て
間
が
な
い
の
だ

ろ
う
、
あ
る
い
は
自
分
と
同
じ
よ
う
に
故
郷
を
離
れ
て
都
会
に
出
て
き
た
女
な
の
か

も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
身
の
上
を
想
像
し
て
で
も
い
た
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
壜
の

並
ん
だ
棚
の
前
で
人
目
を
は
ば
か
る
こ
と
な
く
楊
枝
を
つ
か
う
女
と
は
、
い
か
に
も

す
れ
た
酒
場
の
女
と
い
う
印
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
か
な
し
と
も
見
」
る
心
情
は
、

決
し
て
嫌
悪
を
示
し
て
は
い
な
い
。
か
え
っ
て
、
女
を
そ
の
よ
う
に
い
た
ら
し
め
た

気
分
や
境
遇
を
、
興
味
を
も
っ
て
眺
め
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
自
分
と
同
じ
く

都
会
の
日
常
を
生
き
る
人
間
へ
の
共
感
の
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る!5

。

さ
て
、
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
ふ
た
た
び
本
章
冒
頭
に
引
い
た
歌
を
み
て
み
た
い
。

「
何
が
な
し
に
さ
び
し
く
な
れ
ば
出
て
あ
る!6

」
き
、「
に
ぎ
わ
ひ
に
ま
ぎ
れ
入!7

」
る

「
我
を
愛
す
る
歌
」
の
自
画
像
と
比
較
す
る
と
、
街
に
出
る
理
由
が
「
人
こ
ひ
し
」

さ
に
特
定
さ
れ
、
群
衆
の
中
に
ま
ぎ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
人
の
温
か
み
を
求
め
る

気
持
ち
の
方
に
、
重
心
が
う
つ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。「
人
こ
ひ
し
」
さ
が
、「
文
」

を
書
き
や
め
て
「
街
」
の
方
に
向
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
こ
が
、
同
じ
宿
命
を
分
か
ち

も
つ
人
々
の
う
ご
め
く
場
所
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
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五
三
七
・
公
園
の
隅
の
ベ
ン
チ
に
／
二
度
ば
か
り
見
か
け
し
男
／
こ
の
ご
ろ
見

え
ず

も
と
よ
り
「
街
」
で
出
会
う
人
々
は
、
行
き
ず
り
の
他
人
で
あ
り
、
多
く
の
場
合

言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
な
く
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
。
深
い
心
の
交
流
な
ど
は
求
め
る

べ
く
も
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
は
皆
自
分
と
同
じ
都
会
の
漂
泊
者
で
あ
る
。
そ
の
親
愛

が
「
公
園
の
隅
の
ベ
ン
チ
に
二
度
ば
か
り
見
か
け
」
た
だ
け
の
男
を
す
ら
、
気
に
か

け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。「
公
園
」
は
、
都
市
の
中
に
人
工
的
に
造
ら
れ
た
憩
い
の
場

所
で
あ
り
、
か
つ
て
は
「
か
の
城
址
に
寝
に
行!8

」
っ
た
自
分
も
、
今
は
そ
こ
で
つ
か

の
ま
の
解
放
感
を
味
わ
う
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
感
慨
を
抱
い
て
眺
め
る
時
、
同
じ

よ
う
に
公
園
を
利
用
し
て
い
た
ベ
ン
チ
の
男
は
、
も
は
や
ま
っ
た
く
の
他
人
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
一
握
の
砂
』
出
版
よ
り
、
お
よ
そ
十
ヶ
月
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た

木
の
随
想
に
、

「
性
急
な
思
想!9

」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、

木
は
、
近
代
人
の
神
経
の
鋭

敏
と
い
う
こ
と
に
触
れ
、
文
学
者
が
自
分
の
神
経
の
鋭
敏
を
誇
り
と
し
、
そ
れ
を
頼

み
に
す
る
こ
と
に
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
さ
う
し
な
け
れ
ば
所
謂

『
新
し
い
詩
』『
新
し
い
文
学
』
は
生
ま
れ
ぬ
も
の
と
す
れ
ば
、
さ
う
い
ふ
詩
、
さ
う

い
ふ
文
学
は
、
我
々

―
少
く
と
も
私
（
中
略
）
に
取
っ
て
は
、（
中
略
）
全
然
不
必

要
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
新
し
い
詩
、
新
し
い
文
学
の
展
望
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
拓
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、『
一
握
の
砂
』
と
い
う
歌
集
は
、
人
一
倍
鋭
敏
な
神

経
を
も
つ
〈
わ
れ
〉
が
、「
ふ
る
さ
と
」（
過
去
）
と
い
う
装
置
を
媒
介
と
し
て
現
在

を
相
対
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
と
接
続
す
る
視
点
を
手
に
入
れ
て
、
自
意
識
の

袋
小
路
を
脱
し
て
い
く
物
語
で
あ
る
。

木
は
、
自
分
が
「
性
急
な
思
想
」
で
発
し
た
問
い
に
、
文
学
的
実
践
を
通
し
て
、

み
ず
か
ら
答
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

注q

上
田
博
『
石
川

木
歌
集
全
歌
鑑
賞
』（
出
版
元
、
発
行
年
は
参
考
文
献
欄
に
記
載

以
下
同
）

w

歌
集
四
〇
・
空
家
に
入
り
／
煙
草
の
み
た
る
こ
と
あ
り
き
／
あ
は
れ
た
だ
一
人
居

た
き
ば
か
り
に

e

歌
集
五
八
・
そ
れ
も
よ
し
こ
れ
も
よ
し
と
て
あ
る
人
の
／
そ
の
気
が
る
さ
を
／
欲

し
く
な
り
た
り

r

初
出
「
東
京
毎
日
新
聞
」
明
治
四
二
・
一
二
・
二
〇
　
「
心
の
姿
の
研
究
　
四
」

と
し
て
「
柳
の
葉
」
と
同
時
掲
載

t

今
井
泰
子
『
日
本
近
代
文
学
大
系
　
石
川

木
集
』

y

国
際

木
学
会
『
石
川

木
事
典
』
項
目
篇
（
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ー
ジ
）
時
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木
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）

u

新
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出
『
広
辞
苑
　
第
四
版
』

i

岩
城
之
徳
「
別
冊
國
文
學
　
石
川

木
必
携
」、
今
井
泰
子
『
日
本
近
代
文
学
大

系
　
石
川

木
集
』

o

「
明
治
四
十
三
年
歌
稿
ノ
ー
ト
」
一
〇
・
一
三
夜

!0

近
藤
典
彦
『

木
短
歌
に
時
代
を
読
む
』

!1

上
田
博
の
先
行
研
究
に
詳
し
い
。「〈
過
去
〉
を
〈
現
在
〉
の
経
験
と
し
て
自
覚
的

に
経
験
す
る
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
は
現
在
の
意
識
の
変
貌
で

あ
る
」（『
石
川

木
　
抒
情
と
思
想
』）

!2

初
出
「
田
園
」
明
治
四
三
・
一
一

!3

初
出
「
ス
バ
ル
」
明
治
四
三
一
一

!4

歌
集
六
〇
・
路
傍
に
犬
な
が
な
が
と
●
あ
く
び

呻
し
ぬ
／
わ
れ
も
真
似
し
ぬ
／
う
ら
や
ま

し
さ
に

!5

酒
場
の
歌
に
つ
い
て
は
、
パ
ン
の
会
の
詩
人
、
特
に
北
原
白
秋
の
影
響
が
指
摘
さ
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れ
て
い
る
が
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
生
ま
れ
た
歌
で
は
な
い
。
木
股
知
史
は
、「

木
の
短
歌
の
場
合
は
、
酒
場
の
女
の
生
活
感
に
焦
点
が
あ
る
。
パ
ン
の
会
の
詩
人
た

ち
、
た
と
え
ば
、
木
下
杢
太
郎
は
、
新
旧
の
入
り
混
じ
っ
た
東
京
の
不
思
議
な
感
触

に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
が
、

木
は
都
市
を
漂
泊
せ
ざ
る
を
え
ぬ
人
々
の
生
活
感
に
自

己
投
影
す
る
こ
と
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」（『
和
歌
文
学
大
系
　
一
握
の

砂
・
黄
昏
に
・
収
穫
』
補
注
二
二
）
と
述
べ
て
い
る
。

!6

歌
集
四
一
・
何
が
な
し
に
／
さ
び
し
く
な
れ
ば
出
て
歩
く
男
と
な
り
て
／
三
月
に

も
な
れ
り

!7

歌
集
二
二
・
浅
草
の
夜
の
に
ぎ
わ
ひ
に
／
ま
ぎ
れ
入
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／
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れ
出
で
来
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さ
び

し
き
心

!8

歌
集
一
五
八
・
教
室
の
窓
よ
り
遁
げ
て
／
た
だ
一
人
／
か
の
城
址
に
寝
に
行
き
し

か
な

!9

初
出
「
東
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毎
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新
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明
治
四
三
・
二
・
一
三
〜
一
五
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