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止
む
べ
し
と
た
ゞ
に
は
お
も
へ
盃
に�

に
ほ
へ
る
こ
れ
の
前
に
す
べ
な
し�

牧�

水
　

　
第
十
五
歌
集
『
黒
松
』
に
収
め
ら
れ
た
大
正
十
五
年
作
の
「
酒
」
と

題
さ
れ
る
七
首
の
う
ち
の
冒
頭
の
一
首
。
同
年
の
『
創
作
』
五
月
号
の

「
創
作
四
月
便
」
の
記
事
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

今
度
の
家
は
御
存
じ
の
通
り
千
本
松
原
の
蔭
に
在
る
。
そ
し
て

こ
の
松
原
は
松
原
と
は
云
つ
て
も
、
一
つ
の
森
林
で
あ
る
。
雑

木
林
で
あ
る
。（
中
略
）
晴
れ
れ
ば
日
に
一
度
か
二
度
、
自
分
の

部
屋
を
出
て
こ
れ
ら
の
草
木
を
眺
め
な
が
ら
森
な
か
の
小
径
を

さ
ま
よ
ふ
の
が
此
頃
の
わ
た
し
の
日
課
で
あ
る
。（
中
略
）
斯
う

し
た
散
歩
が
い
ま
の
わ
た
し
に
は
せ
い
ぜ
い
で
、
浜
や
海
は
あ

ま
り
に
明
る
く
強
く
、
町
ま
で
行
く
と
な
る
と
も
う
息
が
切
れ

て
苦
痛
で
あ
る
。
局
部
的
に
何
処
が
わ
る
い
と
い
ふ
で
は
無
い

様
だ
が
、
た
だ
全
身
的
に
い
け
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
要
す

る
に
長
年
の
酒
毒
と
、
一
昨
年
来
の
半
折
旅
行
の
疲
労
と
が
一

緒
に
い
ま
身
体
に
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
諦
む
る
ほ
か
は
な
い
。

一
月
二
月
と
甚
だ
わ
る
く
、
三
月
の
末
か
け
て
大
分
よ
か
つ
た

が
、
大
会
で
ま
た
少
々
あ
と
戻
り
し
た
。
で
も
、
こ
の
ま
ま
に

も
う
少
し
慎
し
ん
で
居
れ
ば
、
ま
だ
か
ら
か
ら
に
あ
ぶ
ら
が
切

れ
た
様
で
も
な
し
、
程
な
く
元
気
に
な
り
ま
せ
う
。（
後
略
）

　
主
治
医
の
稲
玉
医
師
か
ら
酒
を
少
し
慎
む
よ
う
に

と
言
わ
れ
、
自
分
で
も
判
っ
て
い
る
の
だ
が
、
盃
に

匂
う
香
を
嗅
い
で
し
ま
う
と
為
す
術
が
無
く
な
る
と

述
懐
す
る
。『
黒
松
』
所
収
の
「
酒
」
と
題
す
る
作
品

に
は
、
掲
示
の
作
品
の
ほ
か
、

	
	

笹
の
葉
の
葉
ず
ゑ
の
つ
ゆ
と
か
し
こ
み
て

か
な
し
み
す
す
る
こ
の
う
ま
酒
を

か
な
し
み
て
飲
め
ば
こ
の
酒
い
ち
は
や
く
わ
れ
を
酔
は
し
む

泣
く
べ
か
り
け
り

わ
れ
は
も
よ
泣
き
て
申
さ
む
か
し
こ
み
て
飲
む
こ
の
酒
に
な

に
の
毒
あ
ら
む

ふ
く
み
た
る
酒
の
に
ほ
ひ
の
お
の
づ
か
ら
独
り
匂
へ
る
わ
が

心
か
も

な
ど
が
あ
る
。
昭
和
三
年
九
月
十
七
日
に
亡
く
な
る
半
年
ほ
ど
前
に

詠
っ
た
「
合
掌
」
と
題
す
る
作
品
に
は
、
著
名
な

妻
が
眼
を
盗
み
て
飲
め
る
酒
な
れ
ば
惶あ

わ

て
飲
み
噎む

せ
鼻
ゆ
こ

ぼ
し
つ

う
ら
か
な
し
は
し
た
め
に
さ
へ
気
を
お
き
て
盗
み
飲
む
酒
と

わ
が
な
り
に
け
り

足
音
を
忍
ば
せ
て
行
け
ば
台
所
に
わ
が
酒
の
壜
は
立
ち
て
待

ち
を
る

が
あ
っ
て
、
医
師
に
止
め
ら
れ
、
体
調
の
悪
さ
を
自
覚
し
な
が
ら
酒
に

執
す
る
牧
水
が
こ
こ
に
い
た
。
こ
の
自
虐
さ
が
切
な
い
。

　
こ
の
半
折
は
、
き
ち
っ
と
し
た
文
字
で
書
か
れ
て
い
て
酔
っ
た
勢
い

で
書
い
た
も
の
で
な
く
、
半
折
販
売
の
お
客
に
感
謝
の
意
を
込
め
て
正

座
し
て
書
い
た
趣
が
感
じ
ら
れ
る
。	

（
須
永
秀
生
）
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歌
こ
と
ば
の
水
脈�

今
野
寿
美

　
歌
人
は
、
つ
く
づ
く
不
思
議
な
こ
と
ば
遣
い
を
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
い
さ
さ
か
自
虐
的
な
言
い
方
を
し
て
し
ま
う
が
、

伝
統
詩
の
宿
命
と
し
て
、
短
歌
を
作
る
人
た
ち
は
、

社
会
的
に
は
す
で
に
死
語
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
ば
や
、

習
慣
的
に
使
わ
れ
て
い
て
辞
書
に
も
載
っ
て
い
な
い

こ
と
ば
を
、
平
然
と
使
い
こ
な
し
て
作
品
を
作
り
重

ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
近
代
短

歌
も
現
代
短
歌
も
変
わ
り
が
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
短
歌
用
語
が
そ
れ
に
該
当

す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
状
況
と
し
て
は
や
は

り
特
殊
。
身
近
な
問
題
と
し
て
い
え
ば
、
友
人
や
家

族
に
自
作
の
短
歌
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
ら
、
意
味
が

わ
か
ら
な
い
と
か
、
婉
曲
に
ム
ズ
カ
シ
イ
と
言
わ
れ

て
し
ま
っ
た
、
な
ん
て
体
験
談
は
幾
度
も
耳
に
し
た

こ
と
だ
。
日
頃
か
ら
短
歌
に
親
し
ん
で
い
る
わ
け
で

は
な
い
読
者
に
と
っ
て
、「
見
ゆ
」
だ
の
「
聞
こ
ゆ
」

だ
の
「
汝な

れ
」
だ
の
「
羨と
も

し
」
な
ど
と
あ
っ
た
ら
戸

惑
わ
な
い
は
ず
が
な
く
、
そ
れ
は
当
然
の
反
応
と

い
っ
て
い
い
。
一
方
、
作
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
短

歌
の
世
界
で
は
当
た
り
前
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
学
ん
だ
な
か
か
ら

身
に
つ
け
た
成
果
な
の
で
あ
る
か
ら
、
思
い
が
け
な

い
拒
絶
に
遭
う
よ
う
な
気
が
し
て
し
ま
う
。

　
同
じ
伝
統
詩
の
俳
句
も
、
事
情
は
か
な
り
近
い
。

つ
い
最
近
の
こ
と
だ
が
、
読
み
始
め
た
新
刊
の
小
説

『
遠
い
唇
』（
北
村
薫	

著
）
の
冒
頭
に
、
こ
ん
な
話

が
出
て
き
た
。

　
大
学
で
経
済
を
教
え
る
教
授
が
、
同
僚
に
俳
句
で

の
言
い
回
し
と
し
て
「
欲ほ

る
」
と
い
う
語
が
あ
る
こ

と
を
話
す
。

　
　
大だ
い

學が
く

に
来
て
踏
む
落
葉
コ
ー
ヒ
ー
欲
る

　
中
村
草く
さ

田た

男お

作
で
あ
る
と
い
う
こ
の
句
が
想
定
さ

れ
て
い
る
ら
し
く
、
教
授
は
「
欲ほ

る
」
と
い
う
語
が

「
欲
し
く
な
る
」
の
意
で
あ
る
こ
と
を
同
僚
に
語
り

か
け
る
の
で
あ
る
。
同
僚
は
、
そ
ん
な
こ
と
ば
は
聞

い
た
こ
と
が
な
い
と
答
え
な
が
ら
、
教
授
の
話
に
耳

を
傾
け
る
。
句
意
と
し
て
は
、
秋
も
深
ま
っ
て
落
ち

葉
を
踏
む
よ
う
に
な
る
と
、
コ
ー
ヒ
ー
が
恋
し
い
、

無
性
に
飲
み
た
く
な
る
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
、
そ

の
気
分
は
小
説
の
読
者
に
も
よ
く
わ
か
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
小
説
中
の
教
授
は
、「
欲ほ

る
」
と
い
う
の
は
「
欲

し
く
な
る
」
の
意
で
あ
る
と
し
か
語
っ
て
い
な
い
が
、

そ
も
そ
も
こ
れ
は
、
欲
し
が
る
と
い
う
意
の
文
語
で

あ
る
。
そ
し
て
短
歌
で
も
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
て

い
る
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
ほ
し
（
欲

し
）」
の
動
詞
形
で
、
奈
良
時
代
に
す
で
に
、
や
や

限
定
さ
れ
た
用
法
し
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
連
用
形

に
「
す
」
の
付
い
た
「
ほ
り
す
（
欲
り
す
）」
の
か

た
ち
が
後
々
ま
で
残
り
、
こ
れ
は
「
ほ
つ
す
（
欲

す
）」
と
な
っ
た
。

　「
欲ほ

る
」
そ
の
も
の
は
『
広
辞
苑
』、『
大
辞
林
』

に
も
載
っ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
文
語
と
し
て
で

あ
っ
て
、『
万
葉
集
』
か
ら
の
用
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

現
代
の
辞
書
に
載
っ
て
い
て
も
、
先
の
小
説
の
冒
頭

に
み
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
使
わ
れ
る
機
会
が
な

い
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
て
小
説
の
な
か
で
語
ら
れ
た

り
す
れ
ば
、
短
歌
や
俳
句
は
ず
い
ぶ
ん
風
変
わ
り
な

こ
と
ば
遣
い
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
も
し
か
た
の

な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　
短
歌
・
俳
句
の
用
語
は
、「
欲ほ

る
」
の
よ
う
に
古

語
に
由
来
す
る
こ
と
が
多
い
。
社
会
で
の
用
語
が
口

語
に
移
行
し
て
も
、
伝
統
詩
は
基
本
的
に
文
語
、
も

し
く
は
文
語
め
か
し
た
言
い
回
し
に
依い

拠き
ょ

し
て
き
た

た
め
、
現
代
人
の
意
識
か
ら
は
抜
け
落
ち
た
こ
と
ば

も
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
久
し
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
短
歌
に
対
象
を
絞
っ
て
考
え
る
が
、

そ
の
様
相
は
、
ひ
と
言
で
い
え
ば
古
め
か
し
い
。
古
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典
に
由
来
す
る
こ
と
ば
な
ん
ぞ
を
用
い
な
く
て
も
、

や
さ
し
く
伝
わ
る
口
語
で
表
現
す
れ
ば
よ
い
で
は
な

い
か
と
い
う
考
え
は
む
ろ
ん
成
り
立
つ
し
、
現
に
明

治
の
世
か
ら
そ
の
試
み
は
な
さ
れ
て
き
た
。
今
の
時

代
、
若
い
世
代
を
中
心
に
口
語
の
み
に
よ
る
作
歌
は

勢
い
を
得
て
い
て
、
歌
の
世
界
は
二
極
化
の
方
向
に

あ
る
と
い
う
見
方
も
よ
く
耳
に
す
る
。

　
た
だ
、
歌
を
な
す
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
の
ひ
と
つ
に
、

一
般
社
会
か
ら
は
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
ば
も
堂
々

と
使
い
、
自
分
の
表
現
の
な
か
に
残
せ
る
の
だ
と
い

う
、
そ
ん
な
こ
と
ば
へ
の
愛
着
は
誰
に
も
あ
っ
て
、

け
し
て
小
さ
く
な
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
わ
た

し
は
思
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
「
欲ほ

る
」

を
め
ぐ
り
、
古
語
辞
典
を
引
い
て
、
そ
の
出
自
を
知

り
、「
欲
し
が
る
」
よ
り
も
簡
潔
な
ひ
び
き
を
も
つ

こ
の
語
を
、
実
際
に
現
代
歌
人
た
ち
が
使
い
こ
な
し

て
い
る
の
に
出
会
う
の
は
、
や
は
り
さ
ま
ざ
ま
刺
激

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
関
心
を
、

実
は
現
代
の
若
い
世
代
の
歌
人
も
少
な
か
ら
ず
共
有

し
、
実
作
に
お
い
て
生
か
し
て
い
る
と
感
じ
た
と
き
、

歌
こ
と
ば
の
限
り
な
い
魅
力
と
価
値
と
を
痛
感
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。

　
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
文
語
に
由
来
す
る
歌
こ
と

ば
と
い
っ
て
も
、
近
代
以
降
に
な
っ
て
さ
か
ん
に
詠

み
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歌
こ
と
ば
も
あ
れ
ば
、

近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
使
わ
れ
方
に
変
化
を
生
じ

た
歌
こ
と
ば
も
あ
る
。
近
現
代
の
名
歌
の
な
か
の
歌

こ
と
ば
と
い
う
探
り
方
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
歌
人

に
よ
っ
て
、
そ
の
個
性
が
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
歌

こ
と
ば
の
様
相
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

す
こ
し
具
体
的
な
話
に
入
ろ
う
。

　
　
◯
「
地な

　
震ゐ

」

　
東
日
本
大
震
災
の
衝
撃
の
直
後
、
誰
も
が
こ
と
ば

を
失
い
、
ま
し
て
震
災
を
対
象
に
詩
歌
を
な
す
な
ど

不
謹
慎
な
よ
う
に
す
ら
思
え
た
時
期
を
経
て
、
や
が

て
多
く
の
震
災
詠
が
生
ま
れ
た
。
阪
神
淡
路
大
震
災

の
お
り
も
同
じ
経
緯
が
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
実

際
に
被
災
し
た
人
び
と
の
作
を
含
め
て
、
詩
歌
に
訴

え
る
こ
と
で
悲
し
み
に
耐
え
た
り
力
を
得
た
り
と
い

う
人
び
と
の
心
の
赴
き
は
、
実
際
に
多
く
の
作
品
の

成
果
と
な
っ
て
残
り
、
今
日
な
お
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
地
震
に
替
わ
る
こ
と
ば

と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
「
地な

震ゐ

」

で
あ
る
。

「
な
ゐ
」
が
文
献
上
に
登
場
す
る
は
じ
め
は
「
日
本

書
紀
歌
謡
」
で
、〔
那
為
〕
と
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
、「
地な
ゐ

が
揺よ

り
来こ

ば
」
と
読
ま
れ
て
い
る

と
お
り
、
そ
も
そ
も
は
大
地
の
意
で
あ
っ
た
と
い
う
。

「
な
ゐ
ゆ
る
」「
な
ゐ
ふ
る
」
な
ど
と
し
て
大
地
が
揺

れ
る
意
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
『
日
本
書

紀
』
に
「
地な

震ヰ

の
神
」
と
み
え
る
こ
と
な
ど
、
早
く

か
ら
地
震
そ
の
も
の
の
意
に
転
じ
た
痕
跡
も
伝
え
ら

れ
て
い
て
、
散
文
に
は
数
々
の
事
例
が
あ
る
ら
し
い
。

　
近
代
に
至
っ
て
、
歌
人
が
暮
ら
し
の
現
実
を
歌
に

詠
む
傾
向
を
深
め
て
ゆ
く
な
か
で
、
漢
語
の「
地
震
」

に
替
わ
る
語
と
し
て「
地な

震ゐ

」は
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。｢

地な

震ゐ

す｣

と
動
詞
化
さ
れ
た
り
、「
朝
地な

震ゐ

」や

「
大お
ほ

地な

震ゐ

」の
よ
う
な
複
合
語
も
生
ま
れ
て
い
る
。

地な

震ゐ

す
る
と
人
の
手
と
り
て
戸
を
出
で
し
こ
こ

ち
に
さ
め
し
朝
の
夢
か
な

	

尾
上
柴さ
い
し
ゅ
う
舟
『
静
夜
』

朝
地な

震ゐ

す
空
は
か
す
か
に
嵐
し
て
一い
ち
ざ
ん山

白
き
山

ざ
く
ら
か
な	

若
山
牧
水
『
海
の
声
』

地な

震ゐ

の
夜
の
草
枕
を
ば
吹
く
も
の
は
大
地
が
洩

ら
す
絶
望
の
息	

与
謝
野
晶
子
『
瑠
璃
光
』

　
い
ず
れ
も
明
治
期
の
歌
集
か
ら
引
い
た
。
柴
舟
は

動
詞
化
し
た
「
地な

震ゐ

す
」
を
用
い
て
い
る
が
、
場
面尾上柴舟『静夜』
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若山牧水『海の声』

山崎方代『迦葉』大野道夫『夏母』
小笠原和幸

『定本 春秋雑記』

与謝野晶子『瑠璃光』

と
し
て
は
「
地
震
だ
！
」
と
い
う
突
発
的
な
言
い
方

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
想
う
人
の
手
を
取
っ
て
戸
口
を

出
よ
う
と
す
る
と
い
う
、
い
さ
さ
か
艶
に
抒
情
的
な

構
図
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。

　
牧
水
が
採
用
し
た
の
は
「
朝
地な

震ゐ

」
と
い
う
複
合

語
を
さ
ら
に
動
詞
化
し
た
例
で
、
初
句
切
れ
に
な
っ

て
い
る
。
春
特
有
の
荒
れ
た
空
の
気
配
に
、
牧
水
が

格
別
愛
し
た
山
ざ
く
ら
が
山
を
覆
い
つ
く
し
て
風
に

な
ぶ
ら
れ
て
い
る
さ
ま
が
浮
か
ぶ
。
桜
の
白
さ
が
動

き
を
と
も
な
っ
て
広
が
る
光
景
に
、
う
た
い
だ
し
の

重
み
あ
る
言
い
切
り
が
見
合
っ
て
い
よ
う
。

　
晶
子
の
一
首
は
関
東
大
震
災
に
際
し
て
の
も
の
で

あ
る
。
与
謝
野
夫
妻
の
一
家
は
、
当
時
麹
こ
う
じ
ま
ち町

区
（
現
、

千
代
田
区
）
に
住
ん
で
い
た
。
家
の
倒
壊
は
免
れ
た

が
、
外
濠
で
数
日
避
難
生
活
を
し
て
い
る
。「
草
枕
」

は
枕
詞
で
は
な
く
旅
寝
の
意
で
、
そ
の
間
の
こ
と
を

さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
北
原
白
秋
も
小
田
原
で
関
東
大
震
災
を
体
験
し
て

お
り
、
や
は
り
「
地な

震ゐ

」
の
語
を
使
っ
て
多
く
の
歌

を
な
し
た
。
近
代
歌
人
が
実
体
験
の
地
震
の
脅
威
を

作
品
化
す
る
と
き
、
お
の
ず
と
和
語
の
「
地な

震ゐ

」
を

採
用
す
る
と
い
う
の
も
、
よ
く
わ
か
る
な
り
ゆ
き
で

あ
る
。
そ
う
し
て
定
着
し
た
「
地な

震ゐ

」
は
、
現
代
歌

人
に
も
、
世
代
を
問
わ
ず
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

こ
と
こ
と
と
小
さ
な
地な

震い

が
表
か
ら
は
い
っ
て

裏
へ
抜
け
て
ゆ
き
た
り	

山
崎
方ほ
う
だ
い代

『
迦
葉
』

地な

震い

予
報
広
が
る
夜
の
街
地な

震い

よ
り
も
地な

震い

待

つ
こ
こ
ろ
の
ふ
る
え
ゆ
ら
し
て

	

大
野
道
夫
『
夏
母
』

小
さ
な
る
地な

震ゐ

に
戸
を
開
け
戸
を
閉
め
つ
終
始

ひ
と
り
の
ふ
る
ま
ひ
に
し
て

	

小
笠
原
和
幸
『
定
本	
春
秋
雑
記
』

地な

震ゐ

ふ
る
を
予
想
も
し
つ
つ
積
む
あ
ま
た
蔵
書

の
崩
れ
む
さ
ま
を
思
へ
り		

真
中
朋
久
『
火
光
』
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真中朋久『火光』

大西民子
『まぼろしの椅子』

（さいたま文学館　提供）

　
山
崎
方
代
や
大
野
道
夫
の
作
で
は
現
代
か
な
遣
い

に
よ
っ
て
ル
ビ
が
「
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
大
胆

に
口
語
を
導
入
し
て
軽
妙
な
歌
世
界
を
繰
り
広
げ
た

方
代
は
、
そ
の
意
味
で
は
伝
統
か
ら
距
離
を
置
く
歌

人
に
み
え
そ
う
だ
が
、
伝
統
的
な
歌
こ
と
ば
を
む
し

ろ
意
識
し
て
採
用
し
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
右
の
一

首
で
も
、
地
震
の
受
け
と
め
方
や
う
た
い
ぶ
り
に
は

飄ひ
ょ
う
い
つ
逸
味
を
漂
わ
せ
、
し
か
し
、
こ
と
ば
と
し
て
は

「
小
さ
な
地な

震い

」
と
据
え
て
お
り
、
そ
の
取
り
合
わ

せ
も
、
け
し
て
不
自
然
で
な
い
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。

　
現
代
社
会
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
と
も
、「
地な

震ゐ

」
は
、
こ
う
し
て
歌
人
の
意
識
か
ら
は
消
え
失
せ

ず
、
詩
歌
用
語
で
あ
る
と
い
う
自
覚
の
も
と
に
使
わ

れ
て
い
る
観
が
あ
る
。

　
大
野
の
歌
で
は
「
地な

震い

」
を
繰
り
返
す
こ
と
で
不

安
と
怖
れ
が
増
幅
す
る
流
れ
に
な
っ
て
い
る
が
、
音

数
の
上
か
ら
も
、
日
常
語
を
は
ず
れ
た
語
の
ひ
び
き

か
ら
も
、
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。
阪
神
大
震
災
と
東
日
本
大
震
災
の
間
の

時
期
の
一
首
と
思
わ
れ
る
。

　
辞
典
類
に
は
「
あ
く
が
る
」
の
「
が
る
」
に
「
離か

る
」
を
読
む
理
解
も
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
は
、
魂
や

心
が
浮
か
れ
出
て
し
ま
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う

だ
。
歌
の
世
界
で
は
、
和
泉
式
部
、
西
行
、
牧
水
を

遠
望
し
て
の
共
感
が
、
普
遍
的
な
広
が
り
を
み
せ
て

い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
ふ
も
ま
た
こ
こ
ろ
の
鉦か
ね

を
う
ち
鳴な
ら

し
う
ち
鳴

し
つ
つ
あ
く
が
れ
て
行
く	

	

若
山
牧
水
『
海
の
声
』

か
た
は
ら
に
お
く
幻
の
椅
子
一
つ
あ
く
が
れ
て

待
つ
夜
も
な
し
今
は

	

大
西
民
子
『
ま
ぼ
ろ
し
の
椅
子
』

ヒ
マ
ラ
ヤ
は
「
雪
の
棲
み
家
」
の
謂
ひ
と
い
ふ

熱
暑
イ
ン
ド
の
民
の
あ
く
が
れ

	

森
山
良
太
『
西
天
流
離
』

　
小
笠
原
和
幸
は
、
地
震
に
際
し
て
孤
と
し
て
あ
る

こ
と
の
認
識
に
立
ち
返
る
。
そ
こ
に
現
代
人
ら
し
い

個
性
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
で
も
「
地な

震ゐ

」
を
採

用
し
て
い
る
こ
と
に
、
わ
た
し
の
思
い
は
ゆ
く
。

　
あ
げ
た
用
例
の
作
者
の
中
で
は
一
番
若
い
年
代
の

真
中
朋
久(

昭
和
三
九
年
生
ま
れ
）
が
、
上
代
の
「
地な

震ゐ

ふ
る
」
を
採
用
し
て
い
る
の
は
少
々
意
外
と
い
え

る
が
、
そ
こ
に
、
遙
か
な
時
間
を
抱
え
込
む
歌
こ
と

ば
の
底
力
を
み
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
作
者
の
年
代
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
覚
的
に
選
び
と

ら
れ
た
歌
こ
と
ば
の
安
定
感
は
、
あ
げ
た
歌
々
の
な

か
に
紛
れ
も
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
◯
「
あ
く
が
る
」

　
現
代
の
語
と
し
て
は
「
あ
こ
が
れ
る
」
だ
が
、
そ

の
は
じ
め
は
「
あ
く
が
る
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
鎌

倉
時
代
か
ら
「
あ
く
が
る
」「
あ
こ
が
る
」
は
併
用

さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
口
語
の
「
あ
こ
が
れ
る
」
か

ら
文
語
の
「
あ
こ
が
る
」
は
す
ぐ
に
類
推
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
歌
人
た
ち
は
「
あ
こ

が
る
」
よ
り
「
あ
く
が
る
」
を
好
ん
で
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。「
あ
・
く
・
が
・
る
」
と
い
う
現

代
語
に
は
な
い
ひ
び
き
を
愛
で
る
感
覚
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
な
く
て
も
、
短
歌
の
作
者

は
、
こ
と
ば
の
日
常
を
や
や
超
え
た
と
こ
ろ
に
詩
的

な
刺
激
を
覚
え
る
よ
う
な
の
だ
。

右
の
一
首
目
で
、
牧
水
は
み
ず
か
ら
「
あ
く

が
れ
」
を
規
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
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日
向
に
帰
る
途
上
、
岡
山
か
ら
広
島
へ
と
辿
る
旅
の

さ
な
か
に
生
ま
れ
た
十
首
の
最
初
に
置
か
れ
た
歌

で
、
そ
の
三
首
目
が
「
幾
山
河
越
え
さ
り
行
か
ば
寂

し
さ
の
終は

て
な
む
国
ぞ
今け

日ふ

も
旅
ゆ
く
」で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
も
牧
水
の
代
表
作
で
あ
り
つ
つ
、
す
こ
し
強

調
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、
い
た
く
自
覚
的
な
「
あ
く

が
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
こ
こ
ろ
の
鉦か
ね

を
う
ち
鳴な
ら

し
う
ち
鳴
し
つ
つ
」

と
内
省
を
深
め
、
あ
く
ま
で
も
自
身
に
向
け
る
問
い

を
重
ね
て
ゆ
く
過
程
。い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、

牧
水
が
こ
こ
で
「
あ
こ
が
れ
て
ゆ
く
」
と
詠
む
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
首

は
多
く
の
共
感
を
得
た
。
現
代
短
歌
に
お
け
る
「
あ

く
が
る
」
人
気
を
決
定
づ
け
た
一
首
で
も
あ
る
に
ち

が
い
な
い
。

大
西
民
子
の
い
う
「
あ
く
が
れ
」
は
、去
っ
て
い
っ

た
一
人
の
心
に
向
け
る
せ
つ
な
い
執
心
を
意
味
し
て

い
る
。「
な
し
」
と
い
い
つ
つ
、
そ
の
思
い
が
な
お

失
せ
て
い
な
い
こ
と
を
匂
わ
せ
も
し
よ
う
。
無
意
識

の
う
ち
に
心
を
捉
え
ら
れ
て
い
る
状
態
に
つ
い
て

「
あ
く
が
れ
」
は
何
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
一
語
だ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
首
目
は
思
い
切
っ
て
現
代
的
な
憧
憬
、
自
分
た
ち

の
現
実
に
な
い
ゆ
え
に
心
が
惹
か
れ
て
ゆ
く
意
と
受

け
と
め
ら
れ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
ヒ
マ
」

は
雪
、「
ア
ー
ラ
ヤ
」
は
棲
み
家
な
の
だ
と
い
う
。

現
地
に
赴
く
一
人
と
し
て
、
森
山
良
太
は
そ
こ
に
ご

く
素
朴
な
反
応
を
察
し
た
わ
け
だ
が
、「
あ
く
が
れ
」

の
語
に
委
ね
る
と
こ
ろ
に
、
短
歌
一
首
と
し
て
示
す

と
き
の
共
感
の
な
り
た
ち
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
◯
「
唇く
ち

」	

　
和
歌
に
お
い
て
、
身
体
語
は
食
べ
物
以
上
に
タ

ブ
ー
だ
っ
た
。「
髪
」
は
例
外
だ
が
、「
耳
」
す
ら
避

け
た
と
い
う
。
そ
の
反
動
と
も
い
え
そ
う
だ
が
、
与

謝
野
晶
子
の『
み
だ
れ
髪
』に
は
身
体
語
が
多
い
。
足
、

肩
、
腕
か
い
な
、
口
、
唇
、
舌
、
背せ
な

、
乳ち
ち

、
乳
ぶ
さ
、
手
、

肌
、
額
ひ
た
い

、
瞳
ひ
と
み

、
胸
、
目
、
指
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん

ど
が
複
数
回
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
中
で
は
「
手
」
の

二
十
二
回
が
突
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
別
に
「
や

は
手
」
な
ど
と
も
い
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
お
お
か

た
が
恋
情
を
ま
つ
わ
ら
せ
て
い
る
と
あ
っ
て
、
や
は

り
当
時
と
し
て
は
仰
天
す
る
大
胆
さ
だ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
最
も
官
能
的
な
使
わ
れ
方
を
見
せ
て
い
る

の
は
唇
だ
が
、一
方
に
「
口
」
も
あ
っ
て
、「
唇く
ち

」
と

い
う
用
例
は
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。『
み

だ
れ
髪
』
の
の
ち
七
年
を
経
て
『
海
の
声
』
が
世
に

出
る
。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	

若
山
牧
水
『
海
の
声
』

　
こ
の
一
首
の
「
い
ざ
唇く
ち

を
君
」
は
、
よ
ほ
ど
斬
新

に
ひ
び
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。『
み
だ
れ
髪
』
に
「
唇く
ち

」

の
用
例
が
な
い
こ
と
に
は
触
れ
た
。
そ
し
て
『
み
だ

れ
髪
』
の
反
響
の
な
か
で
、
多
く
の
歌
人
が
よ
う
や

く
肉
体
を
歌
に
詠
む
こ
と
へ
の
抵
抗
を
削
い
で
い
っ

た
が
、
そ
の
時
期
に
牧
水
は
短
歌
の
雑
誌
投
稿
を
始

め
、
晶
子
ら
新
詩
社
の
歌
に
親
し
み
、
上
京
し
て
勉

学
に
励
む
な
か
で
大
恋
愛
を
し
て
の
ち
、
ほ
ど
な
く

『
海
の
声
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を

考
え
併
せ
る
と
、「
唇く
ち

」
と
い
う
歌
こ
と
ば
に
は
牧
水

の
創
意
を
み
た
い
気
持
ち
に
も
な
る
。
確
証
は
な
く
、

推
測
だ
け
の
こ
と
だ
が
、
し
か
し
、
先
せ
ん
し
ょ
う
蹤
の
有
無
は

ど
う
あ
れ
、
こ
の
一
首
に
よ
っ
て
、
唇
を
「
く
ち
」

と
詠
み
、
口
づ
け
を
魅
力
的
な
場
面
と
す
る
こ
と
は
、

そ
の
後
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
短
歌
特
有
の
こ
と
ば
に
音
数
へ
の
配
慮
が
か
か
わ

る
例
は
多
く
、「
唇く
ち

」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
古

語
と
し
て
存
在
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、
口
づ

森山良太『西天流離』
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け
の
「
口
」
は
唇
と
い
っ
て
い
い
わ
け
だ
し
、「
い

ざ
唇く
ち

を
君
」
に
納
得
す
る
感
覚
は
そ
の
後
の
歌
人
た

ち
に
着
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

わ
が
唇く
ち

と
君
が
み
唇
と
ひ
た
す
ら
に

ふ
れ
よ
い
つ
ま
で
泣
い
て
あ
る
べ
き		

	

萩
原
朔
太
郎
『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
』

人
形
の
泣
く
に
あ
は
せ
て
唇く
ち

の
端
の
は
つ
か
に

歪
む
人
形
遣
ひ	
森
山
晴
美
『
春
信
』

ど
し
や
ぶ
り
の
傘
の
宇
宙
は
か
ぎ
ろ
ひ
て
ほ
た

る
の
や
う
な
唇く
ち

を
重
ね
し	

	

永
井
陽
子
『
樟
の
木
の
う
た
』

春
風
は
天
の
吐
息
の
あ
た
た
か
さ
チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
の
唇く
ち

ほ
の
か
弛
め
て
　

	

大
塚
寅
彦
『
夢む

何か

有ゆ
う

郷き
よ
う』

　
牧
水
の
一
歳
下
の
萩
原
朔
太
郎
も
晶
子
の
歌
に
感

応
し
て
新
詩
社
の
同
人
と
な
っ
た
経
緯
を
も
つ
。
晶

子
や
、
同
年
生
ま
れ
の
石
川
啄
木
の
影
響
を
か
な
り

萩原朔太郎
『ソライロノハナ』

森山晴美『春信』大塚寅彦『夢何有郷』 永井陽子『樟の木のうた』

受
け
な
が
ら
歌
作
に
励
ん
だ
。
の
ち
に
白
秋
と
の
交

流
を
通
し
て
室む
ろ

生う

犀さ
い

星せ
い

を
知
り
、
詩
作
に
移
行
す
る

が
、
大
正
二
年
に
は
短
歌
へ
の
決
別
の
意
味
も
こ
め

て
手
書
き
の
歌
集
「
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
」
を
残
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
四
百
首
あ
ま
り
の
な
か
の
一
首

と
し
て
右
の
歌
が
あ
る
。
こ
れ
も
確
証
は
な
い
も
の

の
、
牧
水
の
歌
に
学
ん
だ
可
能
性
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、「
唇く
ち

」を
採
用
し
て
口
づ
け
を
描

い
て
も
、
歌
が
そ
れ
ほ
ど
官
能
的
に
ひ
び
か
な
い
と

こ
ろ
は
不
思
議
な
効
用
と
い
え
そ
う
だ
。
牧
水
の
一

首
に
せ
よ
、
若
々
し
く
晴
れ
や
か
で
健
康
的
な
印
象

を
も
た
ら
し
て
い
る
。
永
井
陽
子
の
例
歌
も「
ほ
た

る
の
や
う
な
」と
と
も
に
幼
げ
な
恋
の
可
憐
さ
を
伝

え
て
い
る
。
む
し
ろ
、
大
塚
寅
彦
の
例
歌
の
よ
う
に
、

人
体
に
な
ぞ
ら
え
た
と
き
、
花
に
付
与
さ
れ
る
官
能

性
の
ほ
う
が
余
韻
と
し
て
残
る
。
大
塚
の
歌
は
、
そ

の
あ
た
り
を
心
得
て
な
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
現
代
歌
人
は
、
表
現
上
の
こ
ま
や
か
さ
を
「
唇く
ち

」

に
託
す
こ
と
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
森
山
晴
美

の
一
首
は
文
楽
鑑
賞
の
場
面
。
首
か
し
ら

と
右
手
を
動
か
す

主お
も

遣
い
は
顔
を
さ
ら
し
て
お
り
、
無
表
情
に
見
え
る

の
に
、
ふ
と
場
面
に
即
し
た
心
情
が
読
み
取
れ
そ
う

な
瞬
間
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
口
の
端
」を「
唇く
ち

の
端
」
と
す
る
こ
と
で
、
口
元
の
い
さ
さ
か
の
動
き

を
見
逃
さ
な
か
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
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◯
「
し
　
む
」

　
歌
こ
と
ば
と
い
っ
た
ら
自
立
語
が
基
本
で
あ
ろ
う

け
れ
ど
、
珍
し
い
と
こ
ろ
で
助
動
詞
を
ひ
と
つ
取
り

上
げ
て
お
き
た
い
。
使
役
の
文
語
助
動
詞
「
し
む
」

で
あ
る
。

		

近
現
代
の
短
歌
の
叙
述
が
文
語
に
支
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
こ
で
い
う
文
語
は
、
助

動
詞
の
「
き
」「
け
り
」「
む
」「
た
り
」「
ず
」
な
ど
、

限
ら
れ
た
助
動
詞
に
依
存
し
て
文
語
ら
し
く
述
べ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
。
た
だ
、
い
ま
あ
げ
た
助

動
詞
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
近
現
代
の
短
歌
で

使
わ
れ
る
頻
度
が
す
こ
ぶ
る
高
い
の
が
「
し
む
」
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
も
い
さ
さ
か
独
特
の
言
い
回
し
と

な
っ
て
歌
の
文
体
に
影
響
し
て
い
る
と
、
わ
た
し
に

は
思
え
て
な
ら
な
い
。

　
使
役
の
文
語
助
動
詞
に
は
「
す
」「
さ
す
」「
し
む
」

の
三
語
が
あ
り
、「
す
」
と
「
さ
す
」
は
動
詞
に
接

続
す
る
と
き
、
そ
の
動
詞
の
活
用
の
種
類
に
よ
っ
て

使
い
分
け
ら
れ
、
そ
れ
が
口
語
助
動
詞
の
「
せ
る
」

「
さ
せ
る
」
に
な
っ
た
。

　
一
方
、「
し
む
」
は
活
用
す
る
語
の
未
然
形
で
あ

れ
ば
、
変
格
活
用
を
含
め
、
ど
ん
な
活
用
を
す
る
動

詞
に
も
、
ま
た
形
容
詞
に
も
形
容
動
詞
に
も
、
ほ
か

の
助
動
詞
に
も
接
続
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
規
制
の

緩
や
か
な
助
動
詞
で
あ
っ
た
。「
す
」「
さ
す
」
が
「
せ

る
」「
さ
せ
る
」
に
移
行
す
る
段
階
で
「
し
む
」
は

抜
け
落
ち
、
口
語
に
は
残
ら
な
か
っ
た
の
に
、
短
歌

で
は
好
ん
で
使
わ
れ
る
と
い
う
の
も
興
味
深
い
現
象

で
あ
る
。

　
使
役
の
意
で
あ
る
か
ら
「	

～
さ
せ
る
」
と
い
う

構
文
を
な
し
、
主
体
が
何
者
か
に
何
か
を
さ
せ
る
、

と
い
う
の
が
基
本
的
な
意
味
な
の
だ
が
、
近
代
以
降

の
作
品
中
で
「
し
む
」
を
採
用
し
た
歌
の
な
か
に
は
、

ど
こ
か
そ
の
関
係
が
独
特
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

次
の
一
首
な
ど
は
、
わ
け
て
も
特
異
な
例
か
と
思
う

が
、
こ
の
手
法
は
現
代
で
も
お
り
お
り
に
み
ら
れ
、

お
そ
ら
く
茂
吉
の
ス
タ
イ
ル
に
多
少
と
も
倣
う
意
味

が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

夕
が
れ
ひ
の
皿さ
ら

に
の
り
た
る
木き

ふ

の

り

布
海
苔
は
山や
ま

が

は
の
香か

を
わ
れ
に
食
は
し
む

	

斎
藤
茂
吉
『
と
も
し
び
』

　
何
か
を
食
べ
る
こ
と
、
そ
の
場
面
を
積
極
的
に
歌

に
し
た
茂
吉
は
「
食
ふ
」
行
為
に
何
の
気
兼
ね
も
し

て
い
な
い
は
ず
だ
が
、
こ
の
歌
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
食

べ
る
対
象
の
も
の
を
主
語
に
し
て
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。「
木き

ふ

の

り

布
海
苔
は
山や
ま

が
は
の
香か

を
わ
れ
に
食
は

し
む
」
と
い
う
構
文
は
か
な
り
珍
妙
と
も
い
え
る
の

に
、
単
純
に
「
食
ふ
」
と
収
め
な
い
苦
心
に
読
者
と

し
て
感
応
し
て
し
ま
う
の
か
、
可
笑
し
み
す
ら
覚
え
、

や
が
て
そ
れ
が
共
感
に
至
り
着
く
も
の
ら
し
い
。

　
茂
吉
に
は
「
草
づ
た
ふ
朝
の
螢
よ
み
じ
か
か
る
わ

れ
の
い
の
ち
を
死
な
し
む
な
ゆ
め
」（『
あ
ら
た
ま
』）

と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
一
首
も
あ
る
。
命
尽
き
よ
う

と
い
う
朝
の
螢
に
託
し
つ
つ
、
自
分
の
命
に
つ
い
て

ひ
た
す
ら
な
願
い
を
述
べ
た
歌
で
、
た
え
ず
死
を
畏

れ
て
い
た
茂
吉
に
と
っ
て
、
死
は
何
か
大
き
な
抗
い

が
た
い
も
の
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た

ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
の
表
現
と
し

て
「
死
な
し
む
」
は
ご
く
自
然
な
発
想
だ
し
、
こ
の

歌
で
は
そ
れ
を
切
実
な
思
い
で
制
し
て
い
る
と
読
む

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
茂
吉
の
「
し
む
」
の
用

例
と
し
て
は
、
正
統
的
か
つ
情
の
濃
い
一
首
と
い
え

よ
う
か
ら
、
茂
吉
の
採
用
し
た
「
し
む
」
す
べ
て
に

「
わ
れ
に
食
は
し
む
」
の
よ
う
な
個
性
が
み
え
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。

　
茂
吉
に
よ
る
「
し
む
」
の
用
例
は
数
も
多
く
、
明

瞭
な
の
は
、
語
法
と
し
て
の
「
し
む
」
に
対
す
る
茂

斎藤茂吉『ともしび』
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［
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］　
こ
ん
の
　
す
み

吉
の
思
い
入
れ
が
す
こ
ぶ
る
強
か
っ
た
ら
し
い
、
と

い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
で
は
、
牧
水
の
次
の
歌
は
ど

う
で
あ
ろ
う
。

朝
酒
は
や
め
む
昼
ざ
け
せ
ん
も
な
し
ゆ
ふ
が
た

ば
か
り
少
し
飲
ま
し
め	

	

若
山
牧
水
『
く
ろ
土
』

　
酒
量
が
た
た
っ
て
、
か
な
り
具
合
も
立
場
も
悪
い

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
朝
酒
は
や
め
よ

う
。
昼
酒
と
て
、
も
う
何
に
な
ろ
う
。
ま
、
夕
方
く

ら
い
は
少
し
飲
ま
せ
と
く
れ
…
。
そ
ん
な
感
じ
だ
ろ

う
か
。「
し
め
」
は
「
し
む
」
の
命
令
形
で
あ
ろ
う
。

癖
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
谷
岡
の
歌
は
、
昂こ
う
ぜ
ん然
と
面
を

上
げ
る
よ
う
に
発
語
し
て
い
て
、
み
ず
か
ら
奮
い
立

た
せ
る
気
概
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
使
役
の
助
動

詞
も
、
そ
の
恰
好
の
支
え
と
い
え
る
が
、「
来く

」
の

命
令
形
「
来
よ
」
が
「
来こ

」
と
も
な
る
よ
う
に
、
牧

水
の
歌
は
「
し
め
よ
」
の
意
で
「
し
め
」
と
収
め
た

と
考
え
て
み
た
。
た
だ
、
命
令
形
と
は
い
っ
て
も
、

ど
こ
か
哀
願
す
る
か
の
よ
う
で
、
そ
こ
に
大
酒
飲
み

の
稚ち

気き

が
ま
つ
わ
っ
て
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
よ
く
心

得
ら
れ
た
結
び
と
い
え
よ
う
。

　
昨
秋
の
「
沼
津
牧
水
祭
・
短
歌
大
会
」
で
お
話
し

し
た
「
歌
こ
と
ば
の
水
脈
」
に
沿
い
、
牧
水
の
歌
の

魅
力
を
歌
こ
と
ば
の
観
点
か
ら
述
べ
て
み
た
。
と
り

あ
げ
た
の
は
四
語
に
す
ぎ
な
い
が
、
歌
こ
と
ば
に
着

目
し
て
歌
の
姿
を
時
代
の
な
か
に
追
う
と
い
う
の
は
、

な
か
な
か
に
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
趣

旨
を
受
け
と
め
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

　
昭
和
二
十
七
年
、

東
京
生
れ
。
横
浜
市

立
大
学
在
学
中
に
短

歌
の
魅
力
に
目
を
開

か
れ
、
新
聞
歌
壇
へ

の
投
稿
を
始
め
る
。

昭
和
五
十
四
年
「
午

若山牧水『くろ土』

谷岡亜紀『臨界』

後
の
章
」
五
十
首
で
第
二
十
五
回
角
川
短
歌
賞
。
平
成

四
年
、
夫
の
三
枝
昻
之
た
ち
と「
り
と
む
」創
刊
。現
在
、

編
集
人
。
平
成
二
十
八
年
か
ら
宮
中
歌
会
始
選
者
。
平

成
元
年
『
世
紀
末
の
桃
』
で
第
十
三
回
現
代
短
歌
女
流

賞
、
同
十
七
年
『
龍
笛
』
で
第
一
回
葛
原
妙
子
賞
、
同

二
十
二
年
『
か
へ
り
水
』
で
第
三
十
七
回
日
本
歌
人
ク

ラ
ブ
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
。
そ
の
ほ
か
の
歌
集
に
『
花

絆
』『
星
刈
り
』『
若
夏
記
』『
鳥
彦
』『
め
・
じ
・
か
』『
雪
占
』

『
さ
く
ら
の
ゆ
ゑ
』。
歌
書
に
『
わ
が
ふ
と
こ
ろ
に
さ
く

ら
来
て
ち
る	

山
川
登
美
子
と
「
明
星
」』『
作
っ
て
み
よ

う
ら
く
ら
く
短
歌
』『
歌
の
ド
ル
フ
ィ
ン
』『
歌
が
た
み
』

『
短
歌
の
た
め
の
文
語
文
法
入
門
』
な
ど
が
あ
る
。平
成

二
十
八
年
十
月
に
開
催
し
た
第
六
十
三
回
「
沼
津
牧
水

祭
・
短
歌
大
会
」の
講
師

わ
が
内
の
静
か
な
る
民
起た

た
し
め
よ
風
の
重
さ

に
耐
え
る
起
重
機	

谷
岡
亜
紀
『
臨
界
』

　
本
来
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
「
し
む
」
の
命
令
形
は

「
し
め
よ
」
の
か
た
ち
を
と
る
。
青
年
の
思
想
的
潔

　「
歌
こ
と
ば
」

を
め
ぐ
る
解
析
の

『
歌
こ
と
ば
100
』

が
、
平
成
二
十
九

年
一
月
二
十
日
に

本
阿
弥
書
店
か
ら

発
刊
さ
れ
た
。
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［
編
集
部
か
ら
］

　
今
野
寿
美
先
生
が
沼
津
牧
水
祭
・
短
歌
大
会
で
の
講
演

「
歌
こ
と
ば
の
水
脈
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
歌
こ
と
ば
」

の
う
ち
、
玉
稿
で
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
「
歌
こ
と
ば
」
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
最
新
刊
『
歌
こ
と
ば
100
』

に
、
100
の
「
歌
こ
と
ば
」
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

一
、
古
語
に
由
来
す
る
歌
こ
と
ば

　	｢

汝な

」
／
「
地な

震ゐ

」
／
「
羞や

さ

し
」
／
「
し
む
」
／
「
あ

く
が
る
」
／
「
聞
こ
ゆ
」
の
う
ち
、

　
○
「
汝な

」「
汝な

れ

」「
汝
れ
」

　
敬
意
を
伴
わ
な
い
二
人
称

さ
ま
ざ
ま
の
七
十
年
す
ご
し
今
は
見
る
最
も
う
つ

く
し
き
汝
を
柩
に	

土
屋
文
明
『
青
南
後
集
』

サ
キ
サ
キ
と
セ
ロ
リ
嚙
み
い
て
あ
ど
け
な
き
汝な

れ

を

愛
す
る
理
由
は
い
ら
ず	

佐
佐
木
幸
綱
『
男
魂
歌
』

　
○
「
羞や

さ

し
」

　	「
痩
す
」
を
形
容
詞
化
し
た
語
。
身
の
痩
せ
細
る
思
い

を
す
る
の
が
原
義	

→	

恥
ず
か
し
い

戦
ゆ
生
き
て
帰
れ
り
あ
な
羞や

さ

し
言
葉
少す

く

な
に
わ
れ

は
居を

り
つ
つ	

宮
柊
二
『
山
西
省
』

大
香
炉
の
煙
を
受
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
病
め
る
と
こ

ろ
に
当
つ
る
恥や

さ

し
さ	

北
沢
郁
子
『
道
』

　
○
「
聞
こ
ゆ
」「
見
ゆ
」	

　	

新
た
な
現
代
語
に
言
い
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

も
歌
人
は
元
の
古
語
を
好
ん
で
使
う
、
自
発
の
「
ゆ
」

を
添
え
た
語
で
、
聞
こ
え
る
、
見
え
る
の
意
を
示
す
。

	

あ
り
あ
り
と
見
ゆ
る
聞
ゆ
る
罪
の
影
わ
が
胸
く
る

し
あ
は
れ
い
か
に
せ
む	

佐
佐
木
信
綱
『
思
草
』

「
男
に
も
い
は
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
ふ
声
が
少
し

可
笑
し
く
こ
の
ご
ろ
き
こ
ゆ		

	

河
野
愛
子
『
夜
は
流
れ
る
』

二
、�

古
語
に
由
来
し
な
が
ら
新
た
な
意
味
を
帯
び
て
使

わ
れ
て
い
る
歌
こ
と
ば

　
○
「
家う

か

ら族
」

　「
う
か
ら
」
親
族
・
一
族
の
意
か
ら
家
族
の
意
へ
。

う
か
ら
ら
は
共
に
な
げ
け
ど
隣

と
な
り

室ま

の
兄
の
な
き
が

ら
を
吾わ

れ

つ
ひ
に
見
ず	

斎
藤
茂
吉
『
石
泉
』

み
な
づ
き
の
氷
小
豆
の
ほ
の
あ
か
き
家う

か

ら族
集
へ
ば

影
絵
の
ご
と
く	

辺
見
じ
ゅ
ん
『
秘
色
』

　
○
「
生た

つ

き活
」	

　	

古
語
に
由
来
し
な
が
ら
新
た
な
意
味
を
帯
び
て
使
わ

れ
て
い
る
歌
こ
と
ば
、「
た
づ
き
」（
手
が
か
り
・
方
便
）

→「
た
つ
き
」（
生
活
の
手
段
）→「
た
つ
き
」（
生
活
）へ
。

怒
り
な
き
勤
め
は
あ
ら
じ
歎
き
な
き
生た

つ

き活
も
あ
ら

じ
し
づ
か
な
る
宵よ

ひ	

佐
佐
木
治
綱
『
続
秋
を
聴
く
』

空
の
火
に
追
わ
れ
し
の
ち
も
火
を
焚
き
ぬ
生た

つ

き活
は

喜
怒
に
関
わ
り
の
な
き	

三
枝
昻
之
『
農
鳥
』

三
、
漢
語
を
和
語
に
移
し
替
え
た
歌
こ
と
ば

　
○
「
写う

つ
し
ゑ真
」

　	「
う
つ
し
ゑ
」（
風
景
・
花
鳥
な
ど
を
写
し
取
っ
た
絵
）

＋
「
写し

ゃ
し
ん真
」（
肖
像
画
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
）

半
世
紀
経
し
と
よ
安
保
反
対
の
デ
モ
の
う
つ
し
ゑ

に
鉢
巻
の
夫	

村
山
美
恵
子
『
浚し

ゆ
ん
せ
い井
』

小
野
洋
子
の
一う

か

ら族
集
へ
る
写う

つ
し
ゑ真
に
ジ
ョ
ン
収
ま
れ

り
貴
種
の
ご
と
く
に		

高
島
裕
『
旧

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム

制
度
』

四
、
読
み
の
工
夫

　「
飲
食
」
／
「
唇
」
／
「
初
夏
」
／
「
過
去
」
の
う
ち
、

　
○
「
飲お

ん
じ
き食
」

　	「
飲の

み
く
ひ食
」
に
替
え
て
呉
音
に
よ
る
読
み
「
お
ん
じ
き
」

を
採
用
。

日
の
央

も
な
か

わ
が
額

ひ
た
ひ

髪が
み

灰
の
せ
て
飲お

ん
じ
き食
の
こ
と
に
虜と

ら

は

れ
や
ま
ぬ	

斎
藤
史
『
や
ま
ぐ
に
』

わ
た
く
し
の
飲お

ん
じ
き食
ゆ
ゑ
に
た
ま
き
は
る
内
に
し
の

び
て
明
日
さ
へ
居
ら
め

	

佐
藤
佐
太
郎
『
し
ろ
た
へ
』

　
○
「
初は

つ
な
つ夏
」		

　	

江
戸
期
の
俳
人
が
漢
語
の
初
夏
を
「
は
つ
な
つ
」
と

言
い
換
え
た
。
む
し
ろ
歌
人
に
歓
迎
さ
れ
た
語
。

西
の
京
大
阪
か
け
て
は
し
き
や
し
吉
井
勇
の
あ
そ

ぶ
初は

つ
な
つ夏		

与
謝
野
晶
子
『
春
泥
集
』

軍
事
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
は
つ
な
つ
の
入
道
雲
に

格
納
さ
れ
る

	

木
下
龍
也
『
つ
む
じ
風
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
』

　
○
「
過す

ぎ
ゆ
き去
」

　
佐
藤
佐
太
郎
の
創
始
？

と
ど
ま
ら
ぬ
時
と
し
お
も
ひ
過す

ぎ

去ゆ
き

は
音
な
き
谷
に

似
つ
つ
悲
し
む	

佐
藤
佐
太
郎
『
歩
道
』

二
十
四
年
の
わ
が
す
ぎ
ゆ
き
を
か
へ
り
み
む
忘
れ

が
た
き
こ
と
何
々
ぞ	

安
田
章
生
『
樹
木
』

五
、
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
？
歌
こ
と
ば

　
○
「
草く

さ

生ふ

」

煩
悩
の
赤
き
花
よ
り
や
は
ら
か
に
煙
る
草く

さ

生ぶ

へ
鳩

飛
び
う
つ
る	

北
原
白
秋
『
桐
の
花
』

そ
の
子
ら
を
草
生
の
奥
に
置
き
し
ま
ま
父
な
る
闇

を
戻
り
来
し
な
り	

岡
井
隆
『
臓オ

ル
ガ
ン器
』

　
○
「
濃
ゆ
し
」

さ
く
ら
森
さ
く
ら
の
道
の
下
照
り
に
隈
ど
り
濃
ゆ

く
わ
が
佇
ち
つ
く
す	

河
野
裕
子
『
桜
森
』

浄
瑠
璃
の
人
形
体
は
人
体
よ
り
軽
ろ
く
小
さ
く
眦

ま
な
じ
り

濃
ゆ
し	

北
野
ル
ル
『
ち
り
ぬ
る
を
』
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第
二
十
七
回

中
学
生
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル

　
今
回
も
市
内
十
七
校
の
協
力
を
得
て
中
学
生
短
歌
コ

ン
ク
ー
ル
が
実
施
さ
れ
た
。
応
募
作
品
数
は
、

千
九
百
五
十
二
首
。
短
歌
と
い
う
文
学
に
触
れ
る
機
会

と
し
て
各
中
学
校
で
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
る
こ
と
に
感

謝
し
な
が
ら
選
歌
を
し
、
特
選
十
首
、
入
選
四
十
二
首

を
選
ん
だ
。
特
選
歌
は
い
つ
も
の
よ
う
に
秋
の
沼
津
牧

水
祭
・
碑
前
祭
で
表
彰
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
以
下
、
特
選
の
作
品
に
つ
い
て
少
し
触
れ
な
が
ら
中

学
生
ら
し
い
新
鮮
な
眼
と
表
現
を
楽
し
み
た
い
。

収
穫
を
祖
父
に
任
さ
れ
る
う
れ
し
さ
よ
じ
ゃ
が

い
も
ほ
り
は
宝
探
し
だ	

	

望
月
一
求（
暁
秀
中
）

じ
ゃ
が
芋
掘
り
の
手
伝
い
だ
が
、
任
さ
れ
る
と
受
け
止

め
る
姿
勢
が
楽
し
い
。

色
あ
せ
た
シ
ャ
ツ
に
思
い
出
つ
め
こ
ん
で
こ
れ

で
最
後
の
夏
服
を
着
る

	

渡
邊
琳
太
郎（
市
立
高
中
等
部
）

中
学
三
年
の
夏
、「
こ
れ
で
最
後
の
夏
服
」に
三
年
間
の

思
い
出
が
凝
縮
す
る
。
良
い
事
も
悪
い
思
い
出
も
昇
華

し
て
、
色
褪
せ
た
シ
ャ
ツ
に
収
し
ゅ
う
れ
ん
斂
す
る
の
だ
。

大
変
は
大
き
く
変
わ
る
と
書
い
て
読
む
今
年
は

僕
も
高
校
受
験	

小
林
慈
英（
第
一
中
）

受
験
は
一
つ
の
人
生
の
転
換
期
。
大
変
を
分
解
し
て
大

き
く
変
わ
る
と
文
字
遊
び
か
ら
引
き
出
す
受
験
、
こ
の

ゆ
と
り
が
良
い
。

澄
み
渡
る
朝
の
空
気
を
吸
い
込
む
と
私
の
素
敵

な
今
日
が
始
ま
る	

神
津
初
音（
金
岡
中
）

朝
の
新
鮮
さ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
詠
い
あ
げ
る
素
直
さ
と

「
素
敵
な
」と
言
い
切
る
楽
し
さ
。

人
混
み
を
か
き
わ
け
歩
く
君
の
瞳め

の
中
で
き
ら

め
く
真
っ
赤
な
花
火	

後
藤
美
優（
第
二
中
）

夏
祭
の
花
火
の
歌
は
多
い
題
材
の
一
つ
。
綺
麗
、
楽
し

い
と
詠
う
歌
が
多
い
中
で
、
こ
の
歌
は
連
れ
立
つ
友
の

瞳
に
映
る
花
火
を
捉
え
る
。
切
り
取
り
の
妙
。

ビ
ー
玉
を
か
ら
ん
こ
ろ
ん
と
鳴
ら
し
飲
み
出
し

て
ほ
し
い
と
ね
だ
る
幼
子

	

山
口
実
咲（
大
岡
中
）

ラ
ム
ネ
瓶
の
中
の
ビ
ー
玉
を
欲
し
が
る
幼
児
と
、
そ
ん

な
幼
さ
を
楽
し
む
少
し
大
人
に
な
っ
た
作
者
。

向
日
葵
に
か
く
れ
る
子
供
と
か
く
れ
ん
ぼ
風
に

ふ
か
れ
る
麦
わ
ら
帽
子	

並
木
明
莉（
大
平
中
）

夏
の
風
物
詩
向
日
葵
を
取
り
込
ん
で
、
か
く
れ
ん
ぼ
の

子
の
麦
わ
ら
帽
子
を
焦
点
化
す
る
技
法
に
脱
帽
。

一
面
に
水
色
ぬ
っ
た
画
用
紙
に
風
り
ん
の
音ね

を

つ
け
て
み
た
い
な	

谷
川
小
雪（
今
沢
中
）

具
体
性
に
は
乏
し
い
が
、
現
代
短
歌
に
一
歩
踏
み
込
ん

だ
詩
情
が
表
出
さ
れ
て
い
て
見
逃
せ
な
い
歌
だ
。

歌
声
と
夜
空
に
消
え
ゆ
く
火
の
粉
た
ち
火
の
粉

た
ど
れ
ば
北
斗
七
星	

楫
　
愛
花（
第
四
中
）

高
原
教
室
の
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ア
。「
火
の
粉
た
ど
れ

ば
」か
ら
北
斗
七
星
へ
と
一
気
に
高
め
て
行
く
中
に
楽

し
さ
を
享
受
す
る
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

染
ま
っ
て
く
私
の
心
ブ
ル
ー
色
弟
達
よ
け
ん
か

は
や
め
て	

中
島
七
海（
第
五
中
）

弟
た
ち
の
喧
嘩
に
心
を
痛
め
る
姉
。
ブ
ル
ー
色
に
そ
の

心
を
託
す
。
弟
へ
の
思
い
と
こ
の
巧
み
さ
が
よ
い
。

　
入
選
四
十
二
首
も
特
選
と
遜
色
の
な
い
作
品
が
並
ん

だ
。
時
事
詠
の
中
か
ら
二
首
だ
け
紹
介
す
る
。

逃
げ
る
な
よ
公
金
横
領
も
み
消
す
な
自
分
の
口

で
し
っ
か
り
話
せ

	

藤
原
大
和（
市
立
高
中
等
部
）

無
関
心
あ
な
た
の
一
票
無
駄
に
し
た
文
句
を
言

え
る
立
場
で
は
な
し	

	

石
川
桃
子（
市
立
高
中
等
部
）

　
選
は
、
沼
津
牧
水
会
理
事
の
青
木
朝
子
、
曾
根
耕
一
、

永
久
保
英
敏
と
須
永
が
担
当
し
た
。
　	

（
須
永
秀
生
）

第 63 回沼津牧水祭・碑前祭での表彰式
平成 28 年 10 月 16 日（日）
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第
二
十
一
回
若
山
牧
水
賞
に
吉
川
宏
志
氏
の
歌
集

『
鳥
の
見
し
も
の
』（
本
阿
弥
書
店
）
が
選
ば
れ
た
。

選
考
委
員
は
、
佐
佐
木
幸
綱
、
高
野
公
彦
、
馬
場
あ

き
子
、
伊
藤
一
彦
の
四
氏
で
あ
る
。

　
授
賞
式
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
七
日
（
火
）
宮

崎
観
光
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
、
佐
佐
木
幸
綱
氏
の
「
短

歌
の
主
題
」
と
題
す
る
記
念
講
演
が
あ
っ
た
。
翌
八

日
（
水
）、
吉
川
宏
志
氏
に
よ
る
「
若
山
牧
水	

―	

言
葉
と
身
体
」
の
受
賞
記
念
講
演
会
が
日
向
市
中
央

公
民
館
で
催
さ
れ
た
。

　
吉
川
宏
志
氏
は
昭
和
四
十
四
年
宮
崎
県
日
向
市
東

郷
町
生
れ
。
京
都
大
学
文
学
部
卒
業
。
六
十
二
年
に

短
歌
結
社

｢

塔
短
歌
会
」
に
入
会
、
平
成
二
十
七
年

か
ら
主
宰
。
京
都
新
聞
歌
壇
選
者
。
京
都
市
在
住
。

平
成
六
年
「
妊
娠
・
出
産
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
の
変

容	

―	

男
性
歌
人
を
中
心
に
」
で
第
十
二
回
現
代
短

歌
評
論
賞
、
同
八
年
『
青
蟬
』
で
第
四
十
回
現
代
歌

人
協
会
賞
、
同
十
三
年
『
夜
光
』
で
第
九
回
な
が
ら

み
現
代
短
歌
賞
、
同
十
七
年
「
死
と
塩
」
で
第

四
十
一
回
短
歌
研
究
賞
、
同
十
八
年
『
海
雨
』
で
第

七
回
山
本
健
吉
文
学
賞
及
び
第
十
一
回
寺
山
修
司
短

歌
賞
、
同
二
十
五
年
『
燕
麦
』
で
第
十
一
回
前
川
佐

美
雄
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
。
そ
の
ほ
か
の
歌
集
に

『
曳
舟
』『
西
行
の
肺
』。
歌
書
に
『
い
ま
、
社
会
詠

は
』『
風
景
と
実
感
』『
対
峙
と
対
話
』
が
あ
る
。

　
吉
川
氏
は
受
賞
に
際
し
、「
と
て
も
憧
れ
て
い
た

賞
で
す
。
宮
崎
県
か
ら
発
信
し
、
短
歌
を
あ
ま
り
知

ら
な
い
人
に
も
、
言
葉
、
文
学
、
自
然
に
つ
い
て
考

え
て
も
ら
う
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
い
く
賞
だ
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
責
任
も
感
じ
ま
す
。」
と
話
し

て
い
る
。

　
選
考
委
員
の
各
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い

る
。
佐
佐
木
幸
綱
氏
は
「
表
現
の
詰
め
や
め
り
は
り

が
し
っ
か
り
と
し
、
細
か
い
デ
ィ
テ
ー
ル
に
ま
で
行

き
届
か
せ
る
歌
人
」。
高
野
公
彦
氏
は
「
行
動
者
と

い
う
面
が
出
て
い
る
歌
集
だ
が
、
歌
を
作
る
タ
イ
プ

と
し
て
は
思
索
者
だ
ろ
う
」。
馬
場
あ
き
子
氏
は「
私

た
ち
は
、
世
界
的
な
圧
力
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
個
の

存
在
は
薄
く
な
り
、
無
化
さ
れ
る
よ
う
な
現
代
を
生

き
て
い
る
が
、
吉
川
さ
ん
は
無
力
を
感
じ
る
中
か
ら

何
か
を
言
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
」。
伊
藤
一
彦

氏
は
「
内
面
で
も
の
を
見
て
そ
れ
を
主
観
で
歌
う
、

内
面
志
向
の
歌
人
」。

　
歌
集
『
鳥
の
見
し
も
の
』
か
ら
、
自
選
十
五
首
の

う
ち
十
首
を
紹
介
す
る
。

磔
刑
の
縦
長
の
絵
を
覆
い
た
る
ガ
ラ
ス
に
顔
は

し
ろ
く
映
り
ぬ

胡
坐
か
ら
体
育
座
り
に
変
え
な
が
ら
「
廃
炉
」

の
文
字
を
持
ち
つ
づ
け
お
り

白
菊
の
咲
く
路
地
を
ゆ
く
傘
ふ
た
つ
高
低
変
え

て
す
れ
ち
が
い
た
り

と
き
ど
き
は
白
き
狐
の
貌
を
す
る
む
す
め
が
千

円
く
だ
さ
い
と
言
う

鳥
の
見
し
も
の
は
見
え
ね
ば
た
だ
青
き
海
の
ひ

か
り
を
胸
に
入
れ
た
り

ビ
ニ
ー
ル
に
包
ま
れ
白
き
櫛
が
あ
り
使
わ
ず
に

去
る
朝
の
ホ
テ
ル
を

立
ち
な
が
ら
殺
さ
れ
て
ゆ
く
樹
が
あ
り
ぬ
或
る

条
文
の
よ
う
に
し
ず
か
に

耳
、
鼻
に
綿
詰
め
ら
れ
て
戦
死
者
は
帰
り
く
る

べ
し
ア
メ
リ
カ
の
綿
花

は
じ
め
か
ら
沖
縄
は
沖
縄
の
も
の
な
る
を
順
し
た
が
わ

せ
従
わ
せ
殉
し
た
が
わ
せ
来
ぬ

小
児
甲
状
腺
癌
百
人
を
超
ゆ
と
い
う
数
の
み
を

言
え
り
そ
の
百
の
咽
喉

第
二
十
一
回
若
山
牧
水
賞
に�

吉
川
宏
志
氏
の
歌
集
『
鳥
の
見
し
も
の
』

（宮崎日日新聞社　提供）


