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わ
が
心
す
み
ゆ
く
と
き
に
よ
む
歌
か

詠
み
ゆ
く
ほ
ど
に
澄
め
る
心
か
　
　
牧 

水

　

大
正
八
年
の
東
京
は
雪
の
多
い
冬
で
あ
っ
た
。
特
に
大
雪
と
い
う

訳
で
は
な
い
が
、
正
月
か
ら
二
月
に
掛
け
て
雪
が
続
き
、
庭
は
常
に

雪
化
粧
で
、
歌
心
を
刺
激
さ
れ
た
ら
し
い
。

散
り
散
ら
ぬ
杉
の
こ
ず
ゑ
の
し
ら
雪
の
あ
ら
は
に
見
え
て
鵯ひ

よ

啼な

き
あ
そ
ぶ

う
す
青
み
煙た

ば
こ草

の
け
む
り
た
ち
の
ぼ
る
軒の
き

端ば

あ
や
ふ
く
大お
ほ
ゆ
き雪

積

め
り

　

こ
の
年
、
牧
水
数
え
年
三
十
五
歳
。
大
正
六
年
に
移
住
し
た
巣
鴨

町
一
二
五
〇
番
地
に
住
ん
で
い
た
が
、
家
に
い
た
の
は
こ
の
雪
の
季

節
だ
け
と
い
う
感
じ
で
。
一
月
の
初
め
に
は
千
葉
県
犬
吠
埼
、
三
月

に
は
長
野
の
辰
野
、
四
月
は
群
馬
県
磯
部
温
泉
、
そ
し
て
五
月
は
榛

名
の
山
上
湖
、
六
月
に
潮
来
、
筑
波
と
動
き
、
八
月
に
同
じ
巣
鴨
の
一

四
九
三
番
地
に
転
居
し
た
が
、
月
末
に
は
九
十
九
里
浜
、
十
月
か
ら

十
一
月
に
か
け
て
は
長
野
県
の
星
野
温
泉
に
遊
び
、
大
町
、
松
本
と

渡
り
歩
き
、
十
二
月
に
は
千
葉
の
大
原
海
岸
に
泊
っ
て
い
る
の
だ
。

　

掲
示
の
作
品
は
、
第
十
三
歌
集『
く
ろ
土
』所
収
の
二
月
後
半
に
詠

ま
れ
た｢

述
懐
二
三
」と
題
す
る
八
首
の
う
ち
の
一
首
で
、

う
つ
つ
に
し
わ
が
生
き
て
ゐ
る
け
ふ
の
日
と
ほ
の

か
に
お
も
ふ
心
澄
み
つ
つ

よ
き
下
駄
を
履
か
な
と
思
ひ
あ
ゆ
み
を
る
け
ふ
の

心
の
さ
び
し
く
も
あ
る
か

な
ど
と
並
ん
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　

掲
示
の
作
品
の
願
望
の
よ
う
な
思
い
は
観
念
に
近

く
、
全
集
で
読
ん
だ
時
は
現
状
に
対
す
る
悲
観
的
な
思
い
と
読
み
過

ご
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、『
く
ろ
土
』の
自
序
の
中
で
牧
水
は

「
や
れ
や
れ
今
に
な
つ
て
漸
く
自
分
に
は
歌
と
い
ふ
も
の
が
解

つ
て
来
た
の
か
な
ァ
」と
い
ふ
気
持
で
あ
る
。
延
い
て
は「
こ
れ

が
真
実
の
意
味
に
於
け
る
自
分
の
処
女
歌
集
と
い
ふ
も
の
か
も

知
れ
な
い
」と
い
ふ
気
持
で
あ
る
。

と
書
い
て
い
る
。
こ
の
自
序
を
こ
の
歌
に
重
ね
て
み
る
と
、
短
歌
に

対
す
る
覚
悟
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
、
自
己
発
見
で
も
あ
る
よ
う
に

感
ず
る
の
で
あ
る
。

「
わ
が
心
す
み
ゆ
く
と
き
に
こ
そ
歌
が
で
き
る
」逆
に
言
え
ば「
心
が

澄
み
ゆ
か
な
く
て
は
歌
が
で
き
な
い
」と
い
う
主
張
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て「
詠
み
ゆ
く
ほ
ど
に
澄
め
る
心
」、
心
の
中
を
手
探
る
よ
う
な
、

詠
む
こ
と
へ
の
肯
定
、
納
得
を
暗
示
す
る
心
は
、
簡
単
に
は
詠
め
な

い
言
葉
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
。

　

な
お
、
こ
の
半
切
は
、
昨
秋
富
士
市
の
佐
藤
雄
二
氏
か
ら
寄
贈
さ

れ
た
も
の
。
氏
の
母
方
の
祖
父
佐
藤
一
泉
氏
が
福
島
県
三
春
の
医
師

で
、
牧
水
が
大
正
十
五
年
に
東
北
か
ら
北
海
道
へ
揮
毫
旅
行
に
出
掛

け
た
帰
路
、
三
春
に
立
ち
寄
っ
た
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
貴
重
な

資
料
と
な
る
半
切
を
前
に
し
て
牧
水
の
心
が
直
に
伝
わ
っ
て
く
る
よ

う
な
思
い
に
、
感
無
量
で
あ
っ
た
。�

（
須
永
秀
生
）
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散
文
と
短
歌
の
響
き
あ
い�

東
　
直
子
　

　

今
早
稲
田
大
学
で
、「
短
詩
型
文
学
論
」と
い
う
授
業
を

受
け
持
っ
て
い
て
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
詩
歌
の

流
れ
を
講
義
し
て
い
る
。

　

早
稲
田
大
学
と
い
え
ば
、
若
山
牧
水
の
母
校
で
あ
る
。

今
を
生
き
る
若
者
た
ち
に
毎
日
接
し
な
が
ら
、
こ
ん
な
ふ

う
に
若
か
っ
た
若
山
牧
水
と
北
原
白
秋
と
土
岐
善
麿
が
、

こ
の
大
学
で
出
会
っ
た
か
と
思
う
と
、
感
慨
深
い
。

　

西
洋
の
全
く
新
し
い
文
化
が
流
れ
込
み
、
国
そ
の
も
の

が
青
春
期
を
迎
え
て
い
た
明
治
、
大
正
期
の
若
者
と
し
て

の
彼
ら
の
青
春
の
日
々
を
、
ま
ぶ
し
く
想
像
す
る
。

あ
あ
接く

ち
づ
け吻

海
そ
の
ま
ま
に
日
は
行
か
ず
鳥
翔ま

ひ
な

が
ら
死う

せ
果
て
よ
い
ま

山
を
見
よ
山
に
日
は
照
る
海
を
見
よ
海
に
日
は
照

る
い
ざ
唇く

ち

を
君

　

な
ん
と
も
テ
ン
シ
ョ
ン
が
高
い
、
と
あ
ら
た
め
て
思
う
。

ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
に
載
り
、
世
代
を
超
え
て
知
ら
れ
て

い
る「
白し

ら
と
り鳥

は
哀か
な

し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染

ま
ず
た
だ
よ
ふ
」を
含
め
、
牧
水
が
二
十
代
前
半
の
と
き

に
作
っ
た
歌
で
あ
る
。
青
春
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
海
に
注

ぐ
光
そ
の
も
の
の
よ
う
に
惜
し
げ
も
な
く
放
出
し
た
こ
れ

ら
の
歌
は
、
そ
の
一
瞬
一
瞬
を
い
か
に
敏
感
に
受
け
取
っ

て
い
た
か
も
伝
え
て
く
る
。

わ
 

た
 

し
 

の
 

牧
 

水
 

体
 

験
　

　

　
 

佐
 

伯
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わ
 

た
 

し
 

の
 

牧
 

水
 

体
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佐
 

伯
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 子
 

　

彼
が
の
ち
に
、
旅
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
旅
の
途
上
で
出

会
っ
た
人
々
と
魂
の
交
流
を
し
、
土
地
を
慈
し
み
、
そ
こ

で
起
こ
っ
た
で
き
ご
と
を
丁
寧
に
散
文
と
し
て
書
き
と
め

て
い
っ
た
こ
と
と
、
瞬
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
閉
じ
こ
め
る

技
を
短
歌
で
得
た
こ
と
と
は
、
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

私
は
、
十
数
年
前
か
ら
小
説
も
書
く
よ
う
に
な
り
、
又

そ
れ
以
前
か
ら
エ
ッ
セ
イ
も
書
い
て
い
る
。
時
に
は
そ
う

し
た
散
文
に
短
歌
を
添
え
る
こ
と
も
あ
る
。
添
え
る
短
歌

は
、
紀
行
文
の
よ
う
に
そ
の
場
の
こ
と
を
思
い
出
し
つ
つ

創
出
し
た
作
品
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
別
の
機
会
に
作
ら
れ

た
、
本
来
は
関
わ
り
の
な
い
、
他
の
人
の
作
品
を
用
い
る

こ
と
も
あ
る
。
散
文
で
伝
え
よ
う
と
し
た
内
容
や
情
感
と

響
き
あ
う
短
歌
を
探
し
出
し
て
添
え
、
散
文
の
み
、
あ
る

い
は
短
歌
の
み
の
と
き
と
は
違
う
味
わ
い
が
生
ま
れ
た
ら
、

と
願
っ
た
の
で
あ
る
。

　

作
家
の
堀
江
敏
幸
さ
ん
が
、
テ
レ
ビ
で
私
の
エ
ッ
セ
イ

集『
耳
う
ら
の
星
』を
取
り
上
げ
て
下
さ
っ
た
と
き
に
、
散

文
の
最
後
の
置
か
れ
た
短
歌
を「
新
た
な
扉
が
開
く
楽
し

み
が
あ
る
」と
述
べ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
、
今
も
嬉
し

く
覚
え
て
い
る
。

　

六
年
前
に
出
版
し
た『
十
階
』と
い
う
歌
集
は
、
二
〇
〇

七
年
に
毎
日
作
っ
た
短
歌
に
、
日
記
と
し
て
の
数
行
の
短

文
を
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う

な
形
で
あ
る
。

９
／
２

夏
休
み
最
後
の
日
曜
日
。
噴
水
の
あ
る
公
園
を
抜

け
て
、
道
を
と
き
ど
き
振
り
返
り
な
が
ら
歩
い
て

み
る
。

あ
の
子
の
よ
う
に
。

あ
た
ま
か
ら
冷
た
い
水
を
か
け
あ
っ
た
姉
妹
は
ど
ん

な
遠
く
へ
行
く
の

　

夏
休
み
が
終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て

の
夏
が
終
わ
る
と
い
う
こ
と
。
公
園
で
、
そ
の
夏
の
日
々

を
惜
し
む
よ
う
に
、
何
度
も
振
り
返
り
な
が
ら
去
っ
て
い

く
子
ど
も
を
見
か
け
た
。
目
の
前
に
い
る
子
ど
も
と
、
自

分
の
子
ど
も
た
ち
が
小
さ
か
っ
た
と
き
の
こ
と
、
さ
ら
に

は
、
自
分
が
小
さ
か
っ
た
こ
ろ
の
記
憶
に
も
さ
か
の
ぼ
り
、

夏
を
経
て
変
化
し
て
い
く
子
ど
も
た
ち
の
普
遍
的
な
感
覚

に
思
い
を
馳
せ
、
一
首
を
作
っ
た
。
散
文
に
書
い
た
こ
と

と
、
短
歌
と
し
て
描
い
た
こ
と
は
、
密
接
に
繋
が
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
付
か
ず
離
れ
ず
の
そ
の
間
に
、
な
ん

ら
か
の
味
わ
い
が
生
じ
る
の
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
方
法
を
好
ま
な
い
人
も
い
る
よ
う
な
の
だ
が
、
私
は
、

散
文
と
韻
文
を
重
ね
る
こ
と
で
生
じ
る
文
学
の
可
能
性
を
、

今
後
も
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
散
文
と
短
歌
と
の
響
き
あ
い
を

模
索
し
た
第
一
人
者
で
あ
る
若
山
牧
水
の
紀
行
文
が
、
と

て
も
興
味
深
い
。
今
回
は
、
紀
行
文「
津
軽
野
」を
読
み
解

き
な
が
ら
、
牧
水
の
散
文
と
そ
こ
に
置
か
れ
た
短
歌
と
の

響
き
合
い
を
探
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。
テ
キ
ス
ト
は
、
岩

波
文
庫
の『
み
な
か
み
紀
行
』を
使
用
す
る
。
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『海より山より』

「
津
軽
野
」は
、タ
イ
ト
ル
通
り
、青
森
県
の
津
軽
を
訪
ね

た
折
り
の
紀
行
文
で
、
大
正
七
年
新
潮
社
刊
の『
海
よ
り

山
よ
り
』に
収
録
さ
れ
た
。
牧
水
三
十
二
歳
の
時
で
あ
る
。

実
際
に
津
軽
を
訪
ね
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
二
年
前
の
大
正

五
年
の
三
月
末
。
二
人
の
子
供
に
恵
ま
れ
、
歌
集
や
散
文

集
を
次
々
に
出
版
し
、
四
十
三
年
間
の
生
涯
の
中
で
も
、

公
私
共
に
最
も
充
実
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

　

津
軽
で
は
、「
永
い
間
の
交
際
で
今
日
初
め
て
逢
う
は
ず

の
未
見
の
友
」と
し
て
登
場
す
る
加
藤
東と

う

籬り

を
訪
ね
て
い

る
。「
青
森
県
近
代
文
学
館
」ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
記
述
に
よ

る
と
、
加
藤
東
籬
は
、「
病
弱
の
た
め
青
森
師
範
学
校
、
東

奥
義
塾
の
い
ず
れ
も
中
退
。
果
た
せ
な
か
っ
た
学
業
へ
の

情
熱
を
読
書
に
転
化
さ
せ
、
漢
籍
、
仏
典
、
聖
書
、
ト
ル

ス
ト
イ
さ
ら
に
は
社
会
主
義
の
文
献
な
ど
も
読
み
、
危
険

思
想
家
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
」と
あ
る
。
独
学

で
思
想
を
学
ぶ
う
ち
に
短
歌
の
創
作
も
始
め
た
加
藤
は
、

す
で
に
高
い
評
価
を
得
て
い
た
牧
水
と
い
う
存
在
が
た
い

へ
ん
ま
ぶ
し
く
、
初
め
て
の
対
面
を
、
そ
れ
は
そ
れ
は
楽

し
み
に
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
の
加
藤
が
、
突
如
歌
を
う
た
い
出
す
場
面
が
あ
る
。

風
呂
上
が
り
に
、
牧
水
が「
雨
の
よ
う
な
盃
を
引
受
け
引

受
け
飲
み
干
さ
ざ
る
を
得
」な
い
と
書
く
、
大
量
の
酒
が

酌
み
交
わ
さ
れ
て
い
た
座
の
中
で
、
加
藤
が
、
津
軽
の
唄

を
、
他
の
人
に
つ
ら
れ
る
よ
う
に
う
た
っ
た
の
で
あ
る
。

「
彼
生
れ
て
四
十
年
の
間
、
た
だ
の
一
度
も
唄
っ
た
事
の

な
い
人
で
あ
っ
た
」ら
し
い
の
に
！

「
加
藤
さ
ん
が
唄
っ
た
、
加
藤
さ
ん
が
唄
っ
た
と
満
座
の

若
い
人
た
ち
は
一
斉
に
立
上
っ
て
手
を
拍う

ち
足
を
踏
み
な

ら
し
た
」と
、
周
囲
の
興
奮
ぶ
り
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

ド
ダ
バ
、
エ
コ
ノ
テ
デ
ー
、
ア
メ
フ
リ
ナ
カ
ニ
、
カ

サ
コ
カ
ブ
ラ
ネ
デ
、
ケ
ラ
コ
モ
キ
ネ
ー
デ

　

五
節
に
分
か
れ
て
い
て
、
短
歌
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

加
藤
が
う
た
っ
た
歌
の
歌
詞
だ
ろ
う
。
津
軽
弁
が
、
外
国

語
の
よ
う
だ
。
雨
が
降
っ
て
い
る
の
に
傘
も
さ
さ
ず
、
合

羽
も
着
な
い
で
、
ど
う
し
た
こ
と
で
す
か
、
と
い
っ
た
意

味
だ
ろ
う
か
。
意
味
は
正
確
に
把
握
で
き
て
な
い
が
、
声

を
は
り
あ
げ
て
歌
う
、
そ
の
声
は
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
。

地
の
文
に
差
し
挟
ま
れ
た
カ
タ
カ
ナ
が
、
見
た
目
に
も
ア

ク
セ
ン
ト
に
な
る
と
同
時
に
、
こ
の
紀
行
文
の
世
界
を
立

体
的
に
、
生
き
生
き
と
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

さ
ら
に
、「
彼
は
痩そ

う

軀く

を
ゆ
す
り
な
が
ら
眼
を
瞑と

じ
て
繰

返
し
繰
返
し
こ
の
唄
を
唄
っ
て
い
る
」と
、
加
藤
の
外
見

描
写
を
続
け
た
あ
と
、「
私
は
心
ひ
そ
か
に
彼
が
竹
馬
の
友
、

い
ま
東
京
に
あ
る
和
田
山さ

ん
ら
ん蘭
を
憶
い
起
さ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
」と
、
そ
の
内
面
に
及
ん
で
い
る
。「
和
田
山
蘭
」は
、

「
青
森
県
近
代
文
学
館
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に「
北
津
軽
郡

松
島
村（
現
五
所
川
原
市
）で
生
ま
れ
育
ち
、
同
郷
の
加
藤

東
籬
と
と
も
に
新
派
和
歌
の
研
究
会
で
あ
る
蘭
菊
会
を
結

成
」と
あ
る
。
正
に「
竹
馬
の
友
」だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
和

田
は
大
正
二
年
に
上
京
し
、
小
学
校
の
教
師
を
し
な
が
ら

歌
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
牧
水
も
和
田
の
才
能
を
認

め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
東
京
で
歌
の
場
を
同
じ
く
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
病
の
た
め
に
上
京
が
果
た

せ
な
か
っ
た
加
藤
と
対
比
さ
せ
、
そ
の
心
境
を
慮
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
座
の
中
に
は
、
和
田
山
蘭
の
弟
の
和

田
霊
光
も
い
た
。

　

つ
ま
り
、
酒
席
の
座
を
囲
む
周
囲
の
描
写
か
ら
入
り
、

加
藤
の
歌
と
そ
の
容
姿
を
描
写
し
た
の
ち
に
内
面
を
促
す

記
述
が
入
る
、
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
に
添
う

う
ち
に
、
今
名
前
を
覚
え
た
ば
か
り
の
加
藤
東
籬
と
い
う

人
物
へ
深
く
心
を
寄
せ
て
い
る
自
分
が
い
る
。
そ
の
心
の

青森から上京中の加藤東籬を迎えて（大正７年１月）
前列左から若山牧水、加藤東籬、和田山蘭
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前
に
立
ち
現
れ
る
の
が
、
次
の
歌
で
あ
る
。

泣
く
如
く
加
藤
東
籬
が
唄
う
た
ふ
そ
の
顔
を
ひ
と
目

見
せ
ま
し
も
の
を

　

泣
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
渾
身
の
歌
を
う
た
う
加
藤
東

籬
の
こ
の
顔
を
、
ひ
と
目
あ
な
た
に
見
せ
た
い
。
前
の
文

章
か
ら
、
見
せ
た
い
相
手
は
、
和
田
山
蘭
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。「
泣
く
如
く
」と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
、
心
に
沁
み

る
。
痩
せ
た
加
藤
の
身
体
か
ら
ふ
り
し
ぼ
る
よ
う
に
声
が

放
た
れ
る
様
子
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　

若
山
牧
水
さ
ん
、
こ
う
し
て
本
当
に
会
え
て
、
う
れ
し

い
、
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
。
だ
か
ら
う
た
う
、
は
じ

め
て
人
前
で
う
た
う
。
山
蘭
君
、
君
に
こ
の
歌
声
が
聞
こ

え
る
か
い
…
…
。

　

牧
水
の
歌
か
ら
、
加
藤
の
心
が
ほ
と
ば
し
る
。
こ
の
感

動
は
、
短
歌
と
い
う
詩
型
に
よ
る
表
現
な
ら
で
は
だ
と
思

う
。
も
し
も
地
の
文
で
、「
加
藤
君
は
ま
る
で
泣
い
て
い
る

み
た
い
に
、
必
死
に
唄
を
歌
っ
て
い
る
。
い
い
顔
だ
。
東

京
に
い
る
和
田
君
に
一
目
見
せ
た
い
も
の
だ
」な
ど
と
書

い
た
と
す
る
と
、
な
ん
だ
か
書
き
手
の
牧
水
が
偉
そ
う
な

感
じ
に
な
っ
て
、
感
動
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
心
が
冷
め
て
し

ま
っ
た
だ
ろ
う
。
短
歌
と
し
て
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
歌
の
世
界
の
主
役
で
あ
る
加
藤
の
痛
切
な
心
が
ダ
イ
レ

ク
ト
に
読
者
に
届
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

又
、
こ
の
歌
だ
け
単
独
で
読
ん
で
も
、
こ
の
感
慨
は
な

か
な
か
伝
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
散
文
と
韻
文
と
が
補
い
合

い
、
情
況
説
明
と
情
感
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
な
ポ

ジ
シ
ョ
ン
で
、
持
ち
味
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
俳
優
が
、
感
情
の
高
ぶ
り
を
メ
ロ
デ
ィ

ー
に
乗
せ
て
歌
い
上
げ
る
よ
う
に
、
紀
行
文
で
は
、
そ
の

登
場
人
物
の
心
の
盛
り
上
が
り
を
短
歌
に
託
す
こ
と
が
あ

る
、と
い
う
こ
と
を
如
実
に
伝
え
て
く
れ
る
場
面
で
あ
る
。

　

以
上
は
、
津
軽
に
着
い
た
最
初
の
夜
の
場
面
で
た
い
へ

ん
に
ぎ
や
か
だ
が
、
翌
日
は
一
転
し
て
、
加
藤
の
農
家
が

あ
る
し
ず
か
な
山
あ
い
を「
凍
っ
た
雪
を
踏
ん
で
」訪
ね
て

い
る
。「
煤す

す

け
た
床
の
間
に
は
同
じ
く
煤
け
た
沢
山
の
書
物

が
積
ん
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
屋
で
、
彼
の
あ
の
静
か
な
静

か
な
歌
が
今
ま
で
作
ら
れ
て
い
た
か
と
思
う
と
、
何
と
も

い
え
ぬ
な
つ
か
し
さ
あ
り
が
た
さ
を
覚
え
し
め
ら
れ
た
」

と
、
牧
水
は
、
加
藤
の
部
屋
を
し
み
じ
み
と
眺
め
て
い
る
。

　

そ
の
次
の
、
四
月
一
日
の
朝
、
牧
水
は
細
か
な
雨
の
降

る
中
で
、
蟇ひ

き

の
鳴
き
声
を
耳
に
す
る
。「
こ
ん
な
深
い
山
の

中
で
何ど

こ処
に
忍
ん
で
鳴
く
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
で
あ
っ
た
。

見
渡
す
限
り
平
ら
か
な
雪
の
中
を
あ
ち
こ
ち
と
多
く
の
人

が
橇そ

り

を
引
い
て
歩
い
て
い
る
。
そ
れ
は
各
自
そ
れ
ぞ
れ

の
田
の
雪
の
上
に
肥
料
を
運
ん
で
お
く
の
だ
そ
う
だ
」と
、

ど
こ
か
に
い
る
は
ず
の
蟇ひ

き

と
雪
深
い
土
地
に
生
き
る
人
々

と
を
描
写
し
て
い
る
。
南
九
州
で
生
ま
れ
育
っ
た
牧
水
の
、

北
国
に
生
き
る
人
々
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
ほ
の
見
え
る
。

白
雪
の
い
づ
く
に
ひ
そ
み
ほ
ろ
ほ
ろ
と
な
き
い
づ
る

蟇ひ
き

か
津
軽
野
の
春

　

そ
こ
に
置
か
れ
た
一
首
。
白
い
雪
の
中
に
響
く
蟇
の
鳴

き
声
が
、
や
さ
し
く
、
神
秘
的
に
感
じ
ら
れ
、
白
雪
を
抱

く
早
春
の
津
軽
野
の
風
景
が
の
び
や
か
に
広
が
っ
て
い

く
。
散
文
部
分
で
は
、
蟇
の
鳴
き
声
を
耳
に
し
た
作
者
の

体
感
と
そ
の
内
面
を
描
き
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
た
短
歌

に
よ
っ
て
風
景
を
広
げ
て
い
る
。
映
画
で
、
人
の
顔
の

ア
ッ
プ
か
ら
一
気
に
風
景
へ
と
つ
な
げ
て
、
そ
の
情
感
の

広
が
り
を
現
す
方
法
に
似
て
い
る
。
こ
の
一
首
は
、
散
文

と
響
き
合
わ
せ
て
そ
の
内
実
を
知
っ
た
上
で
も
感
慨
深
い

し
、
詳
細
を
知
ら
ぬ
ま
ま
叙
景
歌
と
し
て
読
ん
で
も
の
び

や
か
さ
の
伝
わ
る
い
い
歌
で
あ
る
。
こ
の
一
首
は
、
歌
集

『
朝
の
歌
』の
中
に「
東
籬
君
宅
に
て
初
め
て
蟇
を
聞
く
」と

い
う
詞
書
き
と
共
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
牧
水
の
紀
行
文
に
お
い
て

は
、
散
文
の
中
に
置
か
れ
た
短
歌
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
描

か
れ
て
い
る
場
面
の
主
体
が
切
り
替
わ
り
、
時
に
情
感
に

直
接
響
き
、
時
に
神
的
視
線
の
よ
う
な
広
が
り
を
持
た
せ

て
い
る
。
読
む
と
一
緒
に
旅
を
し
て
い
る
よ
う
な
わ
く
わ

く
し
た
気
分
に
な
れ
る
牧
水
の
紀
行
文
の
秘
義
が
、
こ
こ

に
あ
る
。

［
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］　
ひ
が
し　

な
お
こ

昭
和
三
十
八
年
広
島
県
生
れ
。

歌
誌
「
か
ば
ん
」
会
員
。歌
壇
賞

及
び
角
川
短
歌
賞
選
考
委
員
、

東
京
新
聞
歌
壇
選
者
。
早
稲
田

大
学
文
学
学
術
院
文
化
構
想
学

部
教
授
。

「
草
か
ん
む
り
の
訪
問
者
」
で
第
七
回
歌
壇
賞
を
、『
い
と
の
森
の

家
』
で
第
三
十
一
回
坪
田
譲
治
文
学
賞
受
賞
。歌
集
に
『
春
原
さ
ん

の
リ
コ
ー
ダ
ー
』『
青
卵
』『
東
直
子
集
』『
十
階
』。小
説
、
エ
ッ
セ
イ

に
『
千
年
ご
は
ん
』『
と
り
つ
く
し
ま
』『
晴
れ
女
の
耳
』『
七
つ
空
、

二
つ
水
』
ほ
か
。
平
成
二
十
八
年
三
月
に
開
催
し
た
第
二
十
七
回

「
雛
の
歌
会
」の
講
師
。


