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み
づ
の
音ね

に
似
て
啼な

く
鳥
よ
山
ざ
く
ら�

松
に
ま
じ
れ
る
深み

山や
ま

の
ひ
る
を�

牧�

水
　

　

美
し
い
短
冊
に
若
山
牧
水
の
自
筆
で
丁
寧
に
書
か
れ
た
こ
の
短
歌

は
、
牧
水
の
第
一
歌
集『
海
の
声
』の
中
程
に
配
さ
れ
て
い
る
が
、『
海

の
声
』
と
第
二
歌
集
『
独
り
歌
へ
る
』
と
の
合
本
の
形
で
編
ま
れ
た

第
三
歌
集
『
別
離
』
で
は
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
牧
水
が
こ
の
短

歌
を
気
に
入
っ
て
い
た
証
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
お
、『
別
離
』
は
、

牧
水
が
歌
人
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
代
表
的
な
歌

集
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
短
歌
に
つ
い
て
、
牧
水
の
高
弟
大
悟
法
利
雄
当
記
念
館
初
代

館
長
は
、
次
の
よ
う
に
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
。（『
若
山
牧
水
の
秀

歌
』
昭
和
五
十
一
年
二
月
二
十
五
日　

短
歌
新
聞
社
発
行
）

　
『
別
離
』
巻
頭
の
歌
で
、
明
治
三
十
九
年
、
牧
水
が
ま
だ
数
え
年

二
十
二
歳
の
春
の
作
で
あ
る
。
こ
の
年
に
は
四
月
一
日
か
ら
武
蔵
野

の
百も

草ぐ
さ

山
に
行
き
数
日
滞
在
し
て
い
た
か
ら
、
多
分
そ
の
時
の
歌

だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）

　
「
水
の
音
に
似
て
啼
く
鳥
よ
」は
、
さ
ら
り
と
歌
っ
て
い
る
よ
う
だ

が
、
鋭
く
光
っ
た
も
の
が
あ
り
、
実
に
新
鮮
な
、
詩
情
豊
か
な
句
で
、

そ
の
小
鳥
に
対
す
る
作
者
の
深
い
親
愛
感
が
に
じ
み
出
て
い
る
。

　

人
家
か
ら
遠
く
離
れ
た
山
中
の
静
か
な
春
の
昼
、
松
の
緑
の
中
に

咲
き
ま
じ
っ
た
山
桜
が
あ
ざ
や
か
に
浮
き
立
ち
、

あ
た
り
に
は
う
ら
ら
か
な
春
の
日
ざ
し
が
充
ち

満
ち
、
ど
こ
か
で
一
羽
の
小
鳥
が
啼
い
て
い
る

が
、
そ
の
声
が
小
鳥
と
い
う
よ
り
は
な
ん
だ
か

細
い
水
の
ね
を
思
わ
せ
て
澄
ん
で
ひ
び
い
て
い

る
。
何
鳥
だ
か
知
ら
な
い
が
、
心
に
沁
み
入
る

よ
う
な
な
つ
か
し
い
声
だ
と
、
胸
を
わ
く
わ
く
さ
せ
な
が
ら
、
じ
っ

と
耳
を
澄
ま
し
て
聴
き
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　
『
別
離
』の
巻
頭
に
こ
の
歌
を
お
い
た
の
は
、
牧
水
自
身
で
も
か
な

り
の
自
信
と
愛
着
と
の
あ
っ
た
作
だ
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、

こ
の
歌
に
は
、
牧
水
の
最
も
好
き
だ
っ
た
も
の
が
い
く
つ
も
出
て
い

る
。「
牧
水
」
と
い
う
号
が
、
少
年
時
代
に
最
も
好
き
だ
っ
た
母
親
の

名
「
マ
キ
」
と
、「
水
」
と
の
二
つ
を
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と

は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
に
は
そ
の
一
つ
の
「
水
」
が
あ

る
。
牧
水
は
ま
た
少
年
時
代
か
ら
小
鳥
の
声
が
実
に
好
き
で
、
日
本

野
鳥
の
会
の
会
長
中
西
悟
堂
氏
な
ど
も
、
牧
水
ほ
ど
小
鳥
を
愛
し
そ

の
啼
き
声
を
歌
っ
て
い
る
歌
人
は
他
に
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ

の
歌
に
は
そ
の
小
鳥
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
山
桜
は
牧
水

が
最
も
愛
し
た
花
で
、『
山
桜
の
歌
』
と
い
う
歌
集
が
あ
り
、
ま
た
牧

水
は
そ
の
最
後
の
歌
集
に
『
黒
松
』
と
つ
け
た
ほ
ど
松
を
愛
し
た
も

の
だ
が
、
こ
の
歌
に
は
そ
の
山
桜
や
松
も
歌
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

偶
然
だ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
の
こ
と
だ
け
れ
ど
、
と
に
か

く
牧
水
の
出
世
歌
集
『
別
離
』
巻
頭
の
一
首
に
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
多

く
そ
の
好
き
だ
っ
た
も
の
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
思

議
と
い
え
ば
不
思
議
で
、
な
ん
だ
か
ほ
ほ
え
ま
し
い
気
が
す
る
。

　

こ
の
短
冊
は
、
東
京
の
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
も
の
だ
が
、
当
記

念
館
の
榎
本
篁
子
館
長
の
鑑
定
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
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牧
水
と
現
代
と
短
歌�

黒
　
瀬
　
珂
　
瀾

一ひ
と

と
こ
ろ
山
に
夕
日
の
さ
せ
る
ご
と
く
東
京
の

市ま

街ち

を
お
も
ひ
て
ぞ
居を

る

わ
が
朝
夕
の
生
せ
い
く
わ
つ
活
を
う
す
き
板
の
ご
と
く
思
ひ

て
裏
よ
り
覗
か
む
と
す
る

わ
が
窓
に
黒
き
幕
来
て
垂
れ
て
あ
り
汝な

が
生よ

を

静
か
に
は
ぐ
く
め
よ
と
て

　

こ
の
満
ち
満
ち
た
閉
塞
感
と
い
う
か
、
諦て

い

念ね
ん

を
迫

ら
れ
る
感
覚
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
若
山
牧
水
の
第

六
歌
集
『
み
な
か
み
』（
大
正
二
年
）
か
ら
引
い
た
歌

で
す
。
一
首
目
、
遠
く
の
山
陰
に
夕
日
が
差
し
て
い

る
。
そ
の
明
る
み
の
よ
う
に
、
東
京
は
遠
く
、
作
者

に
と
っ
て
手
の
届
か
な
い
場
所
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

二
首
目
、
毎
日
の
生
活
に
ま
る
で
薄
い
板
一
枚
の
よ

う
な
頼
り
な
さ
を
感
じ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
板
に

囲
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
閉
塞
感
の
真
っ
た
だ
中
に
い

て
、
そ
の
感
情
の
板
の
裏
側
を
覗
き
見
る
こ
と
で
、

少
し
で
も
そ
の
閉
塞
感
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
し
て
い

る
。
三
首
目
、
窓
が
黒
い
幕
で
お
お
わ
れ
て
光
が
遮

断
さ
れ
る
。「
生
を
静
か
に
は
ぐ
く
め
」
と
い
う
声
は
、

ゆ
っ
く
り
と
養
生
し
ろ
よ
、
と
い
う
意
味
な
ん
で
し

ょ
う
が
、
む
し
ろ
な
ん
と
い
う
か
、「
も
う
お
前
は
す

べ
て
を
諦
め
て
こ
こ
に
い
ろ
」
と
い

う
強
迫
的
な
声
に
聞
こ
え
て
き
ま
せ

ん
か
。
や
は
り
「
黒
き
幕
」
が
そ
う

い
う
効
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
歌
は
、
牧
水
が
故
郷
の

坪
谷
村
の
生
家
に
滞
在
し
て
い
た
時

の
歌
。
明
治
四
十
五
年
、
二
十
七
歳

の
頃
で
す
。
父
立
蔵
の
病
気
の
た
め

故
郷
に
連
れ
戻
さ
れ
た
牧
水
は
親
族

か
ら
家
を
継
ぐ
よ
う
に
迫
ら
れ
、
生

家
で
苦
し
い
日
々
を
送
り
ま
す
。
東

京
に
戻
っ
て
文
学
活
動
を
再
開
し
た
い
と
い
う
願
い

と
、
生
家
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
。
こ
の
感

覚
は
現
代
の
私
た
ち
に
も
覚
え
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
家
に
閉
じ
こ
も
り
、
社
会
か
ら

孤
立
し
て
ゆ
く
不
安
の
中
で
生
き
た

和
の
私
た
ち

の
感
覚
と
非
常
に
近
し
い
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
こ
れ
は
牧
水
流
の
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
の
歌

で
あ
り
、
旅
を
禁
じ
ら
れ
た
旅
の
歌
人
に
よ
る
ポ
エ

ジ
ー
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
度
、
若
山
牧
水
賞
を
頂
き
、
先
日
、
授
賞
式

の
た
め
に
宮
崎
に
行
き
ま
し
た
が
、
そ
の
際
に
牧
水

生
家
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
し
て
、
牧
水
が
生
家
滞
在

時
を
過
ご
し
た
二
階
の
一
室
に
入
り
ま
し
た
。
ま
さ

に
四
方
を
板
壁
に
囲
ま
れ
た
、
光
の
乏
し
い
小
さ
な

空
間
で
、
な
る
ほ
ど
こ
の
部
屋
の
印
象
が
先
の
歌
に

は
反
映
し
て
い
る
の
か
も
と
思
っ
た
こ
と
で
す
。
や

は
り
そ
の
歌
人
が
過
ご
し
た
空
間
を
実
地
で
見
て
お

く
の
は
大
事
で
す
ね
。

尽
く
る
な
き
怠た
い

屈く
つ

の
う
ち
に
あ
れ
か
し
と
思
ふ
、

死し

人に
ん

の
ゆ
び
の
動
く
勿
れ
か
し
と
思
ふ

わ
が
た
い
く
つ
の
夜よ

に
蟇ひ
き

の
啼
く
が
聞
ゆ
、
雨

も
ま
ば
ら
に
わ
が
心
に
ふ
り
そ
そ
ぐ

『
み
な
か
み
』
に
顕
著
な
破
調
性
は
、
こ
の
閉
塞
感

を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
複
雑
な
象

『みなかみ』
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徴
性
や
暗
喩
を
駆
使
し
た
こ
の
時
期
の
歌
は
、
朗
ら

か
で
明
々
た
る
牧
水
の
歌
し
か
知
ら
な
い
人
が
読
め

ば
驚
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
右
歌
も
重
々
し
い
空
気
感

に
支
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
父
親
の
死
後
の
歌
と
い
う

こ
と
も
関
係
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
一
首
目
、
怠
屈

の
中
に
自
ら
の
人
生
を
沈
め
よ
う
と
い
う
、
一
種
の

あ
き
ら
め
の
心
で
す
ね
。
こ
の
死
人
に
は
尊
敬
す
べ

き
父
の
姿
も
含
ま
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
時
は
戻
る

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
思
い
で
し
ょ
う
か
。
二
首
目

も
、
ど
こ
か
に
行
き
た
い
と
い
う
自
分
の
心
を
押
さ

え
つ
け
る
「
た
い
く
つ
の
夜
」
に
無ぶ

聊り
ょ
うを

慰
め
て
い

る
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
を
慰
め

る
歌
で
す
。
そ
し
て
、

餓
ゑ
て
一い

つ

片ぺ
ん

の
麺ぱ

麭ん

を
ぬ
す
ま
む
と
す
る
ご
と

く
わ
が
命
の
眼
ま
な
こ
ひ
ら
け
り

何い
づ
く処

よ
り
来
れ
る
や
我
が
い
の
ち
を
信
ぜ
む
と

つ
と
む
る
心
、
そ
の
心
さ
へ
と
ら
へ
が
た
し

眼め

を
ひ
ら
か
む
と
し
て
、
ま
た
お
も
ふ
、
わ
が

生よ

の
日に
つ

光く
わ
うの

さ
び
し
さ
よ

と
い
っ
た
歌
も
あ
り
ま
す
。
右
一
首
目
、
こ
れ
は
ユ

ゴ
ー
の
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
の
ジ
ャ
ン
・
バ
ル
ジ

ャ
ン
の
話
を
踏
ま
え
た
の
か
と
思
い
ま
す
。
命
を
繋

ぐ
食
べ
物
を
希
求
す
る
よ
う
に
、
未
来
の
命
を
求
め

る
姿
。
二
、三
首
目
は
随
分
と
抽
象
的
で
す
が
、
な

に
か
遠
い
と
こ
ろ
へ
の
切
望
と
い
う
か
、
脱
力
的
な

自
己
否
定
か
ら
自
分
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
い
う
気
力

も
感
じ
ま
す
。
こ
う
し
た
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
の
歌

を
通
し
て
牧
水
は
、
憧
れ
へ
の
断
念
・
諦
め
を
詠
い
、

自
己
へ
の
慰
め
を
得
て
、
そ
し
て
再
生
し
よ
う
と
す

る
。
ま
さ
に
こ
の
姿
勢
に
お
い
て
牧
水
は
、
百
年
の

ち
の
コ
ロ
ナ
禍
の
私
た
ち
と
精
神
を
通
い
合
わ
せ
て

い
る
と
思
う
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
当
時
猛
威
を
振
る
っ
た
疫え
き

禍か

、
有
名
な

「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
を
詠
ん
だ
牧
水
の
歌
が
第
十
三

歌
集
『
く
ろ
土
』（
大
正
十
年
）
に
残
っ
て
い
ま
す
。

紀
行
文
集『
静
か
な
る
旅
を
ゆ
き
つ
つ
』（
大
正
十
年
）

所
収
の
「
利
根
か
ら
吾
妻
へ
」
に
よ
る
と
牧
水
は
大

正
七
年
十
一
月
、
群
馬
県
の
谷
川
温
泉
を
旅
し
て
い

ま
し
た
。
同
随
筆
に
は
谷
川
村
を

　

�
此こ

處こ

が
こ
の
溪
の
行
き
ど
ま
り
の
部
落
で
こ
れ
か

ら
上
に
は
一
軒
の
人
家
も
無
い
と
い
ふ
。
雨
の
晴

間
に
出
て
歩
い
て
見
る
と
、
其そ

處こ

此こ

處こ

と
散
つ
て

ゐ
る
小
屋
の
入
口
に
み
な
七し

め

な

は

五
三
縄
が
張
つ
て
あ

る
。
聞
け
ば
こ
ん
な
村
に
す
ら
例
の
西ス
ペ
イ
ン

班
牙
風か

邪ぜ

が
流
行
つ
て
來
て
、
大
半
は
や
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ

相
な
。

と
描
写
し
、
こ
の
記
述
に
呼
応
す
る
歌
が
『
く
ろ

土
』
に
二
首
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

十と
を

あ
ま
り
二に

十じ
ふ

に
足
ら
ぬ
家
か
ず
の
こ
の
山
里

に
流は

や

り

か

ぜ

行
性
感
冒
流は

や行
る

は
や
り
感
冒
は
ら
ふ
と
い
ひ
て
軒
ご
と
に
張
れ

る
し
め
縄
に
雪
つ
み
に
け
り

　

こ
ん
な
山
奥
の
小
集
落
に
ま
で
病
は
届
く
。
病
魔

よ
け
の
し
め
縄
を
物
珍
し
く
眺
め
る
牧
水
。
彼
は
流

行
病
を
積
極
的
に
は
詠
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の

二
首
の
よ
う
に
、
実
際
の
景
を
実
体
験
と
し
て
詠
む

姿
勢
を
見
せ
て
い
ま
す
ね
。

『静かなる旅をゆきつつ』 『く ろ 土』



（4）沼津市若山牧水記念館館報　第70号　

　

そ
れ
で
は
今
度
は
、
百
年
後
の
現
在
の
コ
ロ
ナ
詠

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
現
代
歌
人
協
会
が
編
纂
し
た

『
二
〇
二
〇
年
コ
ロ
ナ
禍
歌
集
』（

和
三
年
）に
収
め

ら
れ
た
現
代
歌
人
に
よ
る
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
と
は
孤
独
の
病
と
見
つ
け
た
り
誰
に
も

会
へ
ず
死
し
て
焼
か
る
る�

有
沢
螢

四
月
の
わ
た
し
は
孤
独
だ
つ
た
と
思
ひ
た
り
マ

ス
ク
が
な
く
て
ぢ
つ
と
し
て
ゐ
た�

田
中
槐

県
境
を
ま
た
ぐ
移
動
を
親
と
子
の
ひ
か
へ
る
も

雲
は
雲
を
越
え
ゆ
く�
外
塚
喬

「
手
指
酒
精
消
毒
液
」
が
染
み
込
ん
で
あ
な
た

に
触
れ
た
事
実
も
消
え
る�

松
村
正
直

　

有
沢
螢
さ
ん
は
寝
た
き
り
の
生
活
か
ら
口
述
筆
記

で
短
歌
を
発
表
し
て
い
る
歌
人
で
す
。
基
礎
疾
患
を

お
持
ち
で
す
か
ら
コ
ロ
ナ
に
は
非
常
に
敏
感
で
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
こ
の
歌
で
は
死
ぬ

こ
と
自
体
よ
り
も
、
誰
に
も
看
取
ら
れ
な
い
こ
と
へ

の
怖
れ
を
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
相
当
の
期
間
、
コ
ロ

ナ
の
死
者
の
葬
儀
は
極
め
て
規
制
さ
れ
ま
し
た
。
コ

ロ
ナ
を
「
孤
独
の
病
」
と
言
い
切
る
姿
勢
に
は
、
社

会
や
他
者
、
介
護
者
か
ら
の
隔
絶
が
一
番
恐
ろ
し
い

弊
害
だ
と
い
う
意
思
が
あ
り
ま
す
。

　

田
中
槐
さ
ん
の
歌
も
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
孤
独
を
詠

ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
読
ん
で
欲
し
い
の
で

す
が
、
孤
独
で
あ
っ
た
理
由
は
「
マ
ス
ク
」
が
手
に

入
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
疫
病
そ
の
も
の
が
理
由

な
の
で
は
な
く
、
ノ
ー
マ
ス
ク
で
は
外
出
し
て
は
い

け
な
い
と
い
う
新
し
く
生
ま
れ
た
ル
ー
ル
、
そ
れ
に

伴
っ
て
生
じ
た
マ
ス
ク
の
品
薄
と
い
う
社
会
状
況
が

作
者
を
孤
独
に
し
た
と
指
摘
す
る
歌
で
す
。
同
じ
文

脈
で
外
塚
喬
さ
ん
の
一
首
も
、
疫
禍
で
右
往
左
往
す

る
人
間
社
会
と
自
由
な
自
然
や
気
象
と
の
対
比
で
す
。

　

松
村
正
直
さ
ん
の
歌
は
、
表
記
の
面
白
さ
が
目
を

引
き
ま
す
が
、
街
じ
ゅ
う
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液
で
す
ね
。
消
毒
過
剰
の
社

会
状
況
に
お
い
て
人
と
人
の
身
体
的
接
触
が
失
わ
れ

て
ゆ
く
こ
と
を
嘆
い
て
い
ま
す
。

ク
ル
ー
ズ
船
二
月
の
孤
絶
の
景
と
な
る
捕
ら
へ

ら
れ
た
る
白
鯨
と
し
て�

梅
内
美
華
子

三
月
の
ぼ
た
ん
雪
ふ
り
首
都
圏
は
病
む
白
鳥
の

ご
と
く
ひ
そ
け
し�

小
島
ゆ
か
り

ザ
マ
ア
ミ
ロ
東
京
。
蟄
居
の
街
を
ゆ
く
ウ
ー
バ

ー
イ
ー
ツ
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
濡
れ�

富
田
睦
子

途
切
れ
て
は
ま
た
浮
か
ぶ
顔　

羊ヤ
ン

さ
ん
は
い
づ

こ
の
部
屋
の
パ
ソ
コ
ン
の
前�

内
藤
明

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歌
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

覚
え
て
お
い
で
で
す
か
、
日
本
に
お
け
る
新
型
コ
ロ

ナ
流
行
の
第
一
歩
は

和
二
年
二
月
、
横
浜
港
に
停

泊
さ
せ
ら
れ
た
ク
ル
ー
ズ
船
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ

リ
ン
セ
ス
号
乗
客
の
集
団
感
染
で
し
た
。
あ
の
当
時

の
報
道
を
皆
さ
ん
ご
覧
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま

さ
に
あ
の
客
船
は
梅
内
美
華
子
さ
ん
の
一
首
の
よ
う

に
「
捕
ら
へ
ら
れ
」
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
当
時
は

ま
だ
、
対
岸
の
火
事
の
よ
う
に
遠
く
か
ら
私
た
ち
は

見
つ
め
る
だ
け
で
し
た
。
二
首
目
の
小
島
ゆ
か
り
さ

ん
の
歌
も
、
流
行
の
第
一
波
を
迎
え
る
日
本
の
都
市

を
俯ふ

瞰か
ん

的
に
描
い
て
い
ま
す
。
辛
い
状
況
を
美
し
い

比
喩
で
描
く
こ
と
で
浄
化
を
願
う
歌
で
す
が
、
や
は

り
こ
の
歌
の
特
徴
は
雪
の
景
を
広
々
と
想
像
し
て
い

る
点
で
す
。
つ
ま
り
映
像
的
で
あ
り
、
ど
こ
か
気
象

情
報
の
テ
レ
ビ
報
道
の
画
面
を
思
わ
せ
る
の
で
す
。

　

三
首
目
の
富
田
睦
子
さ
ん
の
歌
は
、
疫
禍
で
経
済

活
動
が
停
止
し
た
東
京
を
揶
揄
す
る
と
い
う
シ
ョ
ッ

キ
ン
グ
な
内
容
で
す
が
、
こ
こ
に
は
東
京
と
地
方
の

格
差
が
疫
禍
に
よ
っ
て
再
注
目
さ
れ
た
と
い
う
視
点

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
歌
の
場
合
は
、
作
者
の
立
ち
位

置
が
重
要
で
あ
り
、
東
京
と
い
う
中
心
地
の
繁
栄
を

問
い
直
す
意
図
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
、
す
ぐ

に
疫
禍
の
流
行
は
全
国
に
広
が
る
わ
け
で
す
が
…
…
。

　

四
首
目
の
内
藤
明
さ
ん
の
歌
は
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ

る
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
の
景
で
す
ね
。「
羊
さ
ん
」
は

中
国
人
か
台
湾
人
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
疫
禍
に
よ

り
来
日
で
き
な
か
っ
た
人
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
会

議
を
す
る
と
い
う
状
況
で
す
。
短
歌
の
世
界
で
も
オ

ン
ラ
イ
ン
歌
会
が
随
分
と
普
及
し
ま
し
た
が
、
疫
禍

が
社
会
の
様
々
な
手
段
や
習
慣
を
変
容
さ
せ
て
ゆ
く
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こ
と
を
描
い
た
一
首
で
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
と
い
え
ば
、

と
て
も
面
白
い
歌
が
あ
り
ま
す
。

〈
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
み
〉
に
誘
へ
ば
〈
オ
ン
ラ
イ

ン
飲
み
〉
の
先
約
あ
る
と
言
ふ
父�

田
村
元

　

思
わ
ず
ク
ス
っ
と
し
ま
す
ね
。
居
酒
屋
に
集
ま
っ

て
の
飲
み
会
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
、
各
自
が
オ

ン
ラ
イ
ン
で
会
話
し
つ
つ
自
室
で
酒
を
飲
む
と
い
う

「
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
み
」
が
流
行
っ
た
。
父
親
は
そ
う

い
う
事
に
ま
だ
慣
れ
て
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
声
を

か
け
た
ら
、
も
う
す
で
に
実
践
し
て
い
た
、
と
い
う
。

オ
ン
ラ
イ
ン
飲
み
、
あ
れ
ち
ょ
っ
と
気
を
付
け
た
方

が
い
い
で
す
よ
。
自
宅
だ
か
ら
帰
ら
な
く
て
い
い
の

で
、
つ
い
つ
い
飲
み
過
ぎ
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

以
上
の
歌
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
。
現
代
の
疫
病

詠
は
、
疫
病
そ
の
も
の
よ
り
も
、
社
会
状
況
と
そ
こ

に
置
か
れ
た
人
間
の
関
係
性
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ

る
と
言
う
こ
と
で
す
。
コ
ロ
ナ
詠
と
は
つ
ま
り
疫
禍

に
よ
る
孤
独
孤
立
詠
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
メ
デ
ィ

ア
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
た
画
像
、
動
画
な
ど
の
情
報

を
基
盤
と
す
る
わ
け
で
、
メ
デ
ィ
ア
化
さ
れ
た
現
代

に
お
け
る
社
会
と
個
の
関
係
が
詠
ま
れ
る
の
で
す
。

　

百
年
前
の
牧
水
と
は
大
き
く
違
っ
た
感
覚
で
現
代

の
疫
禍
は
詠
ま
れ
ま
す
。
牧
水
と
私
た
ち
の
同
じ
と

こ
ろ
と
違
う
点
が
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
見
え
て
来

る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
最
後
に
、
や
は
り
牧
水
と
言
え
ば
お
酒
の
歌

を
外
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
ね
。
牧
水
フ
ァ
ン
の

間
で
は
以
下
の
よ
う
な
歌
が
人
気
で
し
ょ
う
。

白し
ら

玉た
ま

の
歯
に
し
み
と
ほ
る
秋
の
夜
の
酒
は
し
づ

か
に
飲
む
べ
か
り
け
れ�
『
路
上
』

た
だ
二
日
我
慢
し
て
ゐ
し
こ
の
酒
の
こ
の
う
ま

さ
は
と
胸
暗
う
な
る�

『
路
上
』

ま
さ
む
ね
の
一い

ち

合が
ふ

瓶び
ん

の
か
は
ゆ
さ
は
珠
に
か
も

似
む
飲
ま
で
居
る
べ
し�

『
路
上
』

津
の
国
の
伊い

丹た
み

の
里
ゆ
は
る
ば
る
と
白し
ら

雪ゆ
き

来き
た

る

そ
の
酒
来き
た

る�

『
朝
の
歌
』

人
の
世
に
た
の
し
み
多
し
然
れ
ど
も
酒
な
し
に

し
て
な
に
の
た
の
し
み�

『
く
ろ
土
』

そ
れ
ほ
ど
に
う
ま
き
か
と
人
の
と
ひ
た
ら
ば
な

ん
と
答
へ
む
こ
の
酒
の
味�

『
白
梅
集
』

寂
し
み
て
生
け
る
い
の
ち
の
た
だ
ひ
と
つ
の
道

づ
れ
と
こ
そ
酒
を
お
も
ふ
に�

『
山
桜
の
歌
』

　

特
に
説
明
は
必
要
な
い
で
す
ね
。
諸
手
を
挙
げ
て

酒
を
褒
め
た
た
え
、
酒
の
う
ま
さ
楽
し
さ
を
詠
み
あ

げ
た
歌
た
ち
で
す
。
な
ん
と
い
う
か
、
牧
水
の
酒
の

歌
は
真
正
面
か
ら
酒
に
向
き
合
っ
て
い
る
。
そ
こ
に

は
も
は
や
酒
と
私
の
対
立
構
造
は
無
く
て
、
酒
そ
の

も
の
に
没
入
し
た
境
地
で
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

田村元の歌集『昼の月』

右から『路上』『朝の歌』『白梅集』『山桜の歌』
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［
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］　
く
ろ
せ
　
か
ら
ん

　

昭
和
五
十
二

年（
一
九
七
七
）

大
阪
府
生
れ
。

大
阪
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科

修
士
課
程
修
了
。

広
告
制
作
業
な

ど
を
経
て
現
在

は
富
山
市
の
願

念
寺
住
職
。
未

来
短
歌
会
、
読
売
歌
壇
選
者
。

　

平
成
十
五
年
に
第
一
歌
集
『
黒
耀
宮
』
で
第
十
一
回
な
が
ら

み
書
房
出
版
賞
、
平
成
二
十
八
年
に
第
三
歌
集
『
蓮
喰
ひ
人
の

日
記
』
で
第
十
四
回
前
川
佐
美
雄
賞
を
受
賞
。
そ
の
ほ
か
の
歌

集
に
『
空
庭
』
が
あ
る
。

和
三
年
に
発
表
し
た
第
四
歌
集
『
ひ

か
り
の
針
が
う
た
ふ
』
で
第
二
十
六
回
若
山
牧
水
賞
を
受
賞
。

和
四
年
十
月
二
日
に
開
催
し
た
第
六
十
九
回「
沼
津
牧
水
祭
・

短
歌
大
会
」
の
講
師
。

　

で
は
、
現
代
の
酒
飲
み
歌
人
の
歌
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
先
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
み
」
の
作
者
で
あ
る
田

村
元
さ
ん
の
歌
集
『
昼
の
月
』（

和
三
年
）
か
ら
。

み
ち
の
く
の
田で

ん

酒し
ゆ

の
う
す
き
黄
を
愛
で
て
わ
れ

が
〈
わ
〉
と
〈
れ
〉
に
ほ
ぐ
れ
ゆ
き
た
り

旧
友
の
一
人
の
や
う
に
ビ
ー
ル
瓶
か
た
は
ら
に

あ
り
汗
を
か
き
つ
つ

お
客
さ
ん
旨
さ
う
に
酒
を
飲
む
ね
え
と
〆
鯖
の

上
で
褒
め
ら
れ
て
を
り

よ
く
冷
え
た
ホ
ッ
ピ
ー
を
杯は
い

に
そ
そ
ぐ
と
き
控

へ
目
な
王
の
ご
と
き
心
地
す

　

ど
れ
も
お
酒
が
美
味
し
そ
う
な
歌
で
す
が
、
牧
水

と
比
べ
る
と
そ
の
差
が
明
確
で
す
ね
。
一
首
目
、
少

し
ず
つ
酩め

い

酊て
い

し
て
、「
わ
れ
」
が
分
解
さ
れ
て
ゆ
く

感
覚
。
こ
の
歌
は
顕
著
で
す
が
、
こ
れ
は
酒
を
描
く

こ
と
を
通
し
て
、
酒
を
飲
む
寂
し
い
現
代
人
の
わ
れ
、

を
描
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
二
首
目
も
水
滴
を
吹
く

ビ
ー
ル
瓶
を
描
写
す
る
裏
に
、
忙
し
い
現
代
社
会
の

労
働
者
像
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
三
、四
首
目
も
酒

を
通
し
た
自
画
像
で
す
が
、
ど
こ
か
コ
ミ
カ
ル
か
つ

シ
ニ
カ
ル
で
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
自
嘲
の
精
神
が
宿
っ

て
い
ま
す
ね
。
た
だ
酒
を
目
の
前
に
し
て
歓
喜
に
踊

る
心
や
、
沈ち
ん

潜せ
ん

し
た
精
神
を
描
い
た
牧
水
と
は
、
ち

ょ
っ
と
違
う
。
真
正
面
か
ら
酒
に
没
入
す
る
牧
水
と

は
違
っ
て
、
田
村
さ
ん
の
酒
の
歌
に
は
様
々
な
他
者

や
素
材
が
あ
り
、
自
己
の
客
観
視
が
あ
り
ま
す
。

〆
鯖
の
ひ
か
り
純
米
酒
の
ひ
か
り
わ
が
暗
が
り

を
ひ
と
と
き
灯
す

辛
口
の
「
谷
川
岳
」
を
北
に
置
き
わ
が
テ
ー
ブ

ル
は
関
東
平
野

栄
転
を
す
る
人
の
た
め
飲
む
酒
も
酔
へ
ば
十
中

八
九
楽
し
き

　

こ
う
い
っ
た
歌
か
ら
も
田
村
さ
ん
の
酒
へ
の
向
き

合
い
方
が
よ
く
解
り
ま
す
。
右
一
首
目
の
「
ひ
と
と

き
」
に
実
感
が
あ
り
ま
す
ね
。
現
代
社
会
に
お
け
る

〈
小
さ
な
救
い
〉
と
し
て
の
酒
の
あ
り
方
。
酒
へ
の

信
仰
を
思
わ
せ
る
牧
水
ほ
ど
の
ど
っ
ぷ
り
と
し
た
嵌は
ま

り
方
と
は
違
う
。
そ
し
て
二
首
目
の
よ
う
に
、
し
ゃ

れ
た
感
じ
に
生
活
を
彩
る
酒
の
楽
し
み
方
は
と
て
も

現
代
的
で
楽
し
く
思
え
ま
す
。
三
首
目
の
よ
う
に
お

酒
が
社
会
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
り
、
栄
転

で
き
な
い
自
分
を
慰
め
も
し
ま
す
。

　

同
じ
酒
を
詠
ん
で
も
、
牧
水
と
百
年
後
で
は
こ
う

も
違
う
。
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
話
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
社
会
が
変
化
し
て
、
そ
れ
に

伴
う
形
で
歌
の
姿
も
変
わ
っ
て
き
た
と
言
う
こ
と
で

す
。
牧
水
の
よ
う
に
全
精
神
で
対
象
に
没
入
す
る
詠

い
方
は
、
高
度
に
情
報
化
し
、
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
巻

か
れ
、
社
会
構
造
が
複
雑
化
し
た
現
代
の
私
た
ち
に

は
難
し
い
。
し
か
し
現
代
に
は
現
代
精
神
な
ら
で
は

の
様
々
な
多
様
な
歌
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と

を
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
や
疫
病
詠
、
お
酒
の
歌
な
ど
を
通

し
て
見
て
み
ま
し
た
。
牧
水
と
百
年
後
の
私
た
ち
の

歌
の
通
じ
合
う
箇
所
と
違
う
箇
所
、
そ
れ
ら
を
見
比

べ
る
こ
と
で
両
方
を
楽
し
ん
で
読
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
、

豊
か
な
歌
の
世
界
を
保
証
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
し
ょ
う
。
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第
三
十
三
回

中
学
生
短
歌
コ

ン
ク
ー
ル
に
は
、

沼
津
市
内
の
全

十
九
校
の
中
学

校
か
ら
千
五
百

九
十
首
の
応
募

が
あ
り
、
特
選

十
首
、
入
選
四

十
一
首
が
選
ば

れ
た
。

　

選
歌
は
、
沼

津
牧
水
会
理
事

の
永
久
保
英
敏
、

河
本
尚
子
、
湯

山
昌
樹
、
及
び
、

沼
津
牧
水
会
会
員
の
勝
俣
文
子
が
行
っ
た
。

　

選
歌
に
初
め
て
携
わ
っ
た
が
、
日
常
生
活
を
自
分

の
言
葉
で
表
現
し
た
作
品
が
多
く
目
に
留
ま
っ
た
。

　

な
お
、特
選
十
首
は
、
和
四
年
十
月
十
六
日（
日
）

に
開
催
さ
れ
た
第
六
十
九
回
「
沼
津
牧
水
祭
・
碑
前

祭
」
に
て
表
彰
さ
れ
た
。
以
下
、
特
選
の
作
品
を
紹

介
す
る
。�

（
湯
山
昌
樹
）

百
均
で
買
っ
た
パ
キ
ラ
に
新
芽
出
て
小
さ
な
幸

せ
僕
だ
け
の
も
の

�

平
賀
翔
馬（
市
立
高
中
等
部
）

　

｢

パ
キ
ラ｣

と
具
体
的
に
詠
ん
だ
こ
と
で
、
情
景

が
よ
り
生
き
生
き
と
浮
か
び
上
が
っ
た
。「
百
均
」

に
も
現
代
の
社
会
状
況
が
感
じ
ら
れ
、
中
学
生
と
い

う
枠
を
外
し
て
も
評
価
で
き
る
佳
作
で
あ
る
。

火
お
こ
し
で
火
の
神
様
が
降
り
て
こ
ず
マ
ッ
チ

十
本
か
ま
ど
の
中
に�

長
澤
碧
音（
第
五
中
）

　

学
校
行
事
を
詠
ん
だ
作
品
。
な
か
な
か
火
が
つ
か

な
い
と
い
う
「
み
ん
な
経
験
し
て
い
る
が
詠
も
う
と

し
な
い
」場
面
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
が
よ
い
。「
十
本
」

の
具
体
が
作
者
の
苦
労
を
う
か
が
わ
せ
る
。

言
わ
せ
な
い
余
計
な
こ
と
は
言
わ
せ
な
い
目
で

訴
え
る
三
者
面
談�

土
屋
穂
乃（
門
池
中
）

　

こ
の
視
線
は
、
親
に
対
し
て
か
、
先
生
に
対
し
て

か
、
あ
る
い
は
両
方
か
も
し
れ
な
い
。
短
歌
で
嫌
わ

れ
る
言
葉
の
繰
り
返
し
を
あ
え
て
使
っ
た
と
こ
ろ
に
、

作
者
の
心
情
が
う
か
が
え
る
。

ル
ア
ー
投
げ
リ
ー
ル
巻
く
間
の
Ω
サ
ン
紅
に
染

ま
る
夕
焼
け
の
海�

藤
井
喬
規（
門
池
中
）

｢

Ω
サ
ン｣

は
最
近
の
言
葉
だ
ろ
う
か
。
や
や
繰
り

返
し
が
気
に
な
る
が
、
釣
り
と
い
う
場
面
で
の
時
間

の
経
過
を
感
じ
さ
せ
る
と
捉
え
た
い
。

川
岸
を
独
り
眺
め
る
翡
翠
は
僕
の
心
を
白
紙
に

戻
す�

甲
斐
元
裕（
大
岡
中
）

　

自
然
の
中
で
自
分
を
見
つ
め
直
す
作
者
で
あ
る
。

忙
し
い
中
学
生
に
も
、
こ
ん
な
姿
が
あ
る
こ
と
を
好

ま
し
く
感
じ
た
。

暗
闇
に
光
る
蛍
と
川
の
音
と
っ
て
と
っ
て
と
ね

だ
る
子
供
ら�

鈴
木
佑
紀
奈（
第
二
中
）

　

た
だ
「
蛍
が
美
し
い
」
だ
け
で
は
な
く
、
幼
子
の

姿
を
描
く
こ
と
で
、
期
待
を
は
ら
ん
だ
初
夏
の
夜
の

雰
囲
気
を
生
き
生
き
と
表
現
し
た
。

た
こ
焼
き
の
中
を
留
守
に
し
ど
こ
い
っ
た
私
の

タ
コ
は
海
に
帰
っ
た
？�

清
水
そ
ら（
大
岡
中
）

　

タ
コ
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
悔
し
さ
を
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
表
現
に
包
ん
だ
。
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
を
使

い
分
け
た
と
こ
ろ
に
工
夫
が
見
え
る
。

粉
雪
を
追
い
か
け
つ
か
む
妹
に
舞
い
降
り
て
く

る
初
め
て
の
雪�

伊
藤
愛
那（
第
三
中
）

　

は
し
ゃ
ぐ
幼
い
妹
の
姿
に
、
作
者
の
心
も
浮
き
立

っ
て
く
る
様
子
が
よ
く
描
か
れ
た
。

校
長
の
話
を
聞
い
て
い
る
運
動
場
つ
む
じ
で
卵

が
焼
け
そ
う
だ
な
あ�

鈴
木
心
春（
門
池
中
）

　

暑
さ
の
中
で
の
集
会
。「
つ
む
じ
」
と
い
う
語
の

選
択
に
、
作
者
の
言
語
生
活
の
豊
か
さ
を
見
る
。

皆
笑
う
僕
は
夢
見
る
国
語
の
授
業
火
星
で
働
く

未
来
の
自
分�

橋
本
泰
成（
金
岡
中
）

　

自
分
の
将
来
を
思
い
描
く
姿
に
は
、
中
学
生
ら
し

さ
が
あ
ふ
れ
、
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
。

第
三
十
三
回

中
学
生
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル
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第
二
十
七
回
若
山
牧
水
賞
は
奥
田
亡
羊
氏
の
第
三

歌
集
『
花
』
に
決
ま
っ
た
。
選
考
委
員
は
、
佐
佐
木

幸
綱
、
高
野
公
彦
、
栗
木
京
子
、
伊
藤
一
彦
の
四
氏

で
あ
る
。

　

奥
田
氏
は
昭
和
四
十
二
年
京
都
市
生
れ
。
早
稲
田

大
学
第
一
文
学
部
卒
業
後
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
入
局
。
担
当
番

組
の
出
演
者
だ
っ
た
佐
佐
木
幸
綱
氏
に
出
会
い
、
短

歌
結
社
「
心
の
花
」
に
入
会
。
平
成
十
四
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ

を
退
職
し
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
テ
レ
ビ
デ
ィ
レ
ク
タ

ー
、
定
時
制
高
校
の
自
立
支
援
相
談
員
な
ど
を
務
め
、

群
馬
県
の
少
年
院
で
の
短
歌
指
導
を
続
け
て
い
る
。

相
模
女
子
大
、
早
稲
田
大
学
講
師
。
受
賞
作
品
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
渡
り
歩
い
て
社
会
の
隅
々
に
視

線
を
注
い
で
き
た
奥
田
氏
の
半
生
を
反
映
し
て
い
る
。

平
成
二
十
年
に
第
一
歌
集
『
亡
羊
』
で
現
代
歌
人
協

会
賞
、
平
成
三
十
年
に
第
二
歌
集
「
男
歌
男
」
で
前

川
佐
美
雄
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
し
て
い
る
。

　

奥
田
氏
は
「
歌
集
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
自
分

以
外
の
第
三
者
が
多
く
出
て
く
る
。
短
歌
は
私
小
説

的
に
な
り
が
ち
で
、
と
も
す
れ
ば
必
ず
自
分
が
主
語

に
な
り
、
社
会
を
詠
ん
で
も
、
や
は
り
自
分
の
思
い

は
投
影
さ
れ
て
い
る
。
自
分
だ
け
で
完
結
す
る
の
で

は
な
く
、
い
ろ
ん
な
人
が
生
き
て
い
る
現
代
社
会
が

あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
描
き
た
い
気
持
ち
が
歌
に
も

表
れ
て
い
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
」
と
語
っ
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
、「
受
賞
作
は
何
か
一
つ
の
こ
と

に
つ
い
て
書
い
て
い
る
の
で
は
な
く
奥
田
さ
ん
の

様
々
な
経
験
を
元
に
テ
ー
マ
、
題
材
共
に
大
変
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
型
に
縛

ら
れ
な
い
人
生
を
送
っ
て
き
た
経
験
が
反
映
さ
れ
た

も
の
だ
ろ
う
」。高
野
公
彦
氏
は
「
奥
田
さ
ん
は
実
験

的
に
自
由
に
詠
ん
で
い
る
と
い
う
点
を
評
価
し
た
い
。

そ
の
一
方
で
写
実
表
現
を
基
本
と
し
な
が
ら
堅
実
に

詠
ん
だ
歌
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
通
じ
て
経

験
し
た
こ
と
を
、
面
白
く
、
か
つ
味
わ
い
深
く
詠
む

こ
と
が
で
き
て
い
る
」。栗
木
京
子
氏
は
「
歌
の
題
材

に
な
っ
た
対
象
に
向
け
る
ま
な
ざ
し
が
慈
し
み
深
い
。

鋭
さ
や
批
判
精
神
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
が
、
決
し

て
上
か
ら
も
の
を
言
う
の
で
は
な
く
痛
み
を
分
か
ち

合
い
な
が
ら
詠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
最
も
引
か
れ

た
」。伊
藤
一
彦
氏
は
「
啄
木
や
釈
迢
空
の
よ
う
に
、

著
名
な
歌
人
に
も
〈
分
か
ち
書
き
〉
を
用
い
た
前
例

は
あ
る
が
、
短
歌
界
に
お
い
て
一
行
書
き
が
普
通
と

さ
れ
る
中
、
あ
え
て
二
行
書
き
に
挑
戦
し
て
い
る
」。

　

授
賞
式
は
、

和
五
年
二
月
二
十
一
日
（
火
）
に

宮
崎
市
の
宮
崎
観
光
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
、
翌
日
に
は

奥
田
氏
に
よ
る
受
賞
記
念
講
演
会
が
「
カ
ル
チ
ャ
ー

プ
ラ
ザ
の
べ
お
か
」
で
行
わ
れ
た
。
歌
集
『
花
』
か

ら
の
自
選
十
五
首
の
う
ち
の
十
首
を
紹
介
す
る
。

鏡
の
奥
に
ひ
と
月
ぶ
り
の
髭
を
剃
る

空
に
は
竜
の
匂
い
が
し
た

暮
る
る
世
界
に
靴
の
み
白
く
歩
み
ゆ
く
わ
れ
ら
か

と
う
に
腓

こ
む
ら

つ
か
れ
て

月
光
を
も
ろ
手
ざ
わ
り
に
揉
み
し
だ
く

菊
な
ら
ば
菊
に
お
い
立
つ
ま
で

鳥
葬
の
よ
う
な
交
わ
り
重
ね
つ
つ

夜
ご
と
に
人
の
青
空
を
見
る

ア
ル
バ
イ
ト
の
経
験
を
と
え
ば
俯
き
て

鹿
の
腑
分
け
の
熱
さ
を
語
る

山
か
ら
は
山
の
匂
い
が
流
れ
き
ぬ

定
時
制
高
校
の
夜
の
運
動
会

き
ょ
う
会
い
し
ひ
と
り
は
光
、
ひ
と
り
は
風

な
が
き
日
暮
れ
を
揺
れ
る
穂
す
す
き

形
な
き
猫
を
抱
け
ば

あ
た
た
か
い
袋
の
な
か
に
骨
が
動
い
た

滴
れ
る
花
火
に
し
ば
し
総
身
を
照
ら
し
出
さ
れ

て
子
の
し
ず
か
な
る

今
日
の
た
め
に
生
き
ん
今
日
あ
り

丈
ひ
く
き
躑
躅
の
奥
に
蟻
み
だ
る
見
ゆ

（宮崎日日新聞社　提供）

第
二
十
七
回
若
山
牧
水
賞
に
　
奥
田
亡
羊
氏
の
歌
集
『
花
』
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