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第
四
歌
集
『
路
上
』
の
「
九
月
初
め
よ
り
十
一
月
半
ば
ま
で
信
濃

国
浅
間
山
の
麓
に
遊
べ
り
、
歌
九
十
六
首
」
の
内
の
一
首
。『
路
上
』

出
版
当
初
は
結
句
が
「
飲
む
べ
か
り
け
れ
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ

の
後
、「
飲
む
べ
か
り
け
り
」
と
改
め
ら
れ
た
。

二
ヶ
月
ほ
ど
過
ご
し
た
。

　

小
諸
滞
在
中
に
作
っ
た
短
歌
を
四
首
紹
介
す
る
。

し
ら
玉
の
歯
に
し
み
と
ほ
る
秋
の
夜
の

酒
は
静
か
に
飲
む
べ
か
り
け
り�

牧�

水
　

　

明
治
四
十
三
年
の
牧
水
は
、
一
月
に
第
二
歌
集
『
独
り
歌
へ
る
』

を
名
古
屋
の
八
少
女
会
か
ら
出
版
。
三
月
に
『
創
作
』
を
創
刊
し
、

四
月
に
は
第
三
歌
集
『
別
離
』
を
東
雲
堂
か
ら
出
版
し
た
。

　
『
創
作
』『
別
離
』
出
版
の
称
賛
の
中
で
、
私
生
活
で
は
、
恋
愛
の

破
綻
に
よ
り
心
身
と
も
に
疲
れ
は
て
、『
創
作
』
の
編
集
さ
え
滞
り
が

ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
い
に
牧
水
は
、『
創
作
』
の
編
集
か
ら
手

を
引
く
こ
と
に
な
り
、
後
を
友
人
の
佐
藤
緑
葉
に
託
し
た
。
そ
し
て
、

九
月
二
日
に
東
京
を
発
っ
て
山
梨
県
東
八
代
郡
境
川
村
の
飯
田
蛇
笏

を
訪
ね
、
十
日
ほ
ど
滞
在
し
た
。
そ
の
後
の
十
三
日
、
門
下
で
あ
る

岩
崎
樫
郎
に
迎
え
ら
れ
て
岩
崎
の
勤
め
先
で
あ
る
小
諸
の
田
村
病
院

の
二
階
の
一
室
に
落
ち
つ
い
た
。
掲
出
の
短
歌
は
、
小
諸
滞
在
中
に

作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
牧
水
は
、
小
諸
に
滞
在
し
な
が
ら
、
浅
間
山
、

菱
野
鉱
泉
、
上
田
な
ど
に
出
か
け
た
。
小
諸
滞
在
は
、
療
養
し
つ
つ

　
　

�

城
あ
と
の
落
葉
に
似
た
る
公
園
に
入
る
旅

人
の
夏
帽
子
か
な

　
　

�

か
た
は
ら
に
秋
ぐ
さ
の
花
か
た
る
ら
く
ほ

ろ
び
し
も
の
は
な
つ
か
し
き
か
な

　
　

�

小こ
も
ろ諸

な
る
医く

す
し師

の
家
の
二
階
よ
り
見
た
る
浅
間
の
姿な

り

の
さ
び

し
さ

　
　

�

か
へ
り
来
て
家
の
背
戸
口
わ
が
袖
の
落か

ら
ま
つ

葉
松
の
葉
を
は
ら
ふ

ゆ
ふ
ぐ
れ

　
「
し
ら
玉
の
」
の
短
歌
に
つ
い
て
、
牧
水
の
高
弟
大
悟
法
利
雄
は
、

『
若
山
牧
水
の
秀
歌
』
で
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　

う
ら
ぶ
れ
は
て
た
漂
泊
の
旅
の
秋
の
一
夜
を
ひ
と
り
静
か

に
酌
む
酒
の
味
、
そ
れ
は
歯
に
し
み
と
お
り
は
ら
わ
た
に
し
み

わ
た
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
疲
れ
き
っ
た
体
に
も
心
に
も
よ

う
や
く
に
し
て
生
気
が
よ
み
が
え
り
、
瞳
が
輝
い
て
来
る
。
こ

ん
な
静
か
な
秋
の
夜
の
酒
は
な
ん
と
い
っ
て
も
こ
う
し
て
ひ

と
り
静
か
に
飲
む
に
限
る
、
今
夜
は
も
う
友
だ
ち
連
中
も
訪
ね

て
来
て
く
れ
な
い
方
が
あ
り
が
た
い
ナ
、
と
い
う
気
持
だ
が
、

こ
の
歌
は
な
に
も
そ
う
し
た
旅
さ
き
の
歌
と
し
て
味
わ
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
で
作
っ
た
歌
と
し
て
も
す
こ

し
も
差
支
え
な
い
し
、
酒
を
好
む
人
な
ら
誰
し
も
経
験
が
あ
る

と
思
わ
れ
、
ま
た
酒
を
た
し
な
ま
ぬ
人
で
も
十
分
共
感
出
来
る

気
持
で
あ
る
。

　

表
掲
の
半
切
は
、
本
会
会
員
で
あ
ら
れ
た
山
本
三
朗
様
の
ご
遺

族
か
ら
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
。
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日く
さ
か
え

下
江
の　

入い
り
え江
の
蓮

は
ち
す

　
　

花
は
な
は
ち
す

蓮　

身み

の
盛さ

か

り
人び

と　

羨と
も

し
き
ろ
か
も

そ
う
、
わ
た
し
に
語
っ
て
く
れ
ま
す
。
無
常
と
い
う

こ
と
を
知
っ
た
の
ち
の
老
い
の
気
分
と
も
、
産
業
廃

棄
物
の
よ
う
に
さ
え
言
わ
れ
る
現
代
の
老
い
の
気
分

と
も
、
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
老
い
の
概
念�

―�

老
い
と
い
う
も
の
を

ど
う
考
え
る
か�

―�

は
、
い
つ
の
時
代
も
同
じ
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

男
は
年
を
と
る
に
つ
れ
て
老
い
の
か
が
や
き
と
も

い
え
る
も
の
を
身
に
つ
け
る
、
女
で
あ
る
わ
た
し
は

及
ば
な
い
と
は
思
う
が
そ
れ
が
羨
ま
し
い
、
わ
た
し

も
身
に
つ
け
た
い�

―�

と
い
う
歌
で
す
。

若
山
喜
志
子
の
老
い
の
歌�

　
阿
木
津
　
英

　

古
事
記
歌
謡
九
五
番
の
歌
で
す
。「
日
下
江
」
は
大

阪
の
河
内
、
日
下
江
の
入
江
に
い
っ
ぱ
い
に
咲
い
て

い
る
蓮
、
そ
の
蓮
の
花
の
よ
う
に
身
盛
り
の
若
い
男

女
た
ち
よ
、
あ
な
た
た
ち
が
羨
ま
し
い
、
と
い
う
歌

で
す
。
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
註
で
は
「
老
い
を
嘆

く
老
人
の
歌
」
と
あ
り
ま
す
が
、
は
た
し
て
こ
の
歌

は
老
い
を
嘆
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
嘆
き
の
気

分
が
歌
に
流
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

た
し
か
に
「
身み

の
盛さ

か

り
人び

と　

羨と
も

し
き
ろ
か
も
」
と

は
言
っ
て
い
ま
す
が
、
歌
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
楽

は
何
と
明
る
く
て
花
や
か
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
老
人

だ
っ
て
若
返
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
う
き
う
き
し
た
気

分
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

わ
た
し
は
、
成
人
を
迎
え
た
身
盛
り
の
い
の
ち
を

老
人
た
ち
が
祝
福
す
る
歌
だ
と
読
み
ま
す
。「
羨と
も

し
き

ろ
か
も
」
に
は
、
自
分
に
も
か
つ
て
そ
ん
な
日
が
あ

っ
た
と
思
い
返
し
な
が
ら
、
若
い
い
の
ち
に
対
す
る

明
る
い
祝
福
の
響
き
ば
か
り
が
流
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
古
代
の
老
い
の
気
分
と
い
う
も
の
で
す
。
歌
が

　

今
、
こ
こ
に
若
山
喜
志
子
の
老
い
の
歌
を
取
り
上

げ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
が
、
喜
志
子
は
昭
和
二
六

（
一
九
五
一
）
年
、
六
四
歳
の
と
き
第
六
歌
集
『
芽
ぶ

き
柳
』
を
刊
行
し
ま
し
た
。
敗
戦
か
ら
六
年
後
の
こ

と
で
す
。
日
本
中
が
ま
だ
貧
し
く
、
前
年
の
朝
鮮
戦

争
勃
発
に
関
連
し
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条

約
・
日
米
安
全
保
障
条
約
が
調
印
さ
れ
、
進
駐
軍
が

引
き
上
げ
て
い
っ
た
年
で
す
。
こ
の
時
代
に
は
、
敗

戦
の
衝
撃
を
受
け
て
戦
地
か
ら
戻
っ
て
き
た
男
性
た

ち
の
気
分
と
、
男
女
平
等
の
理
念
に
も
と
づ
く
日
本

国
憲
法
を
得
た
女
性
た
ち
の
気
分
と
、
男
性
と
女
性

と
の
間
に
は
大
き
な
気
分
の
隔
た
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

戦
前
、
女
性
は
二
流
国
民
で
、
制
度
上
、
教
育
も

何
も
か
も
男
性
の
下
に
な
る
よ
う
に
処
遇
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
女
性
の
一
人
で
あ
る
自
分
も
、
し

か
し
今
、
時
代
が
変
わ
っ
た
。
還
暦
も
過
ぎ
た
身
だ

が
、
少
し
で
も
老
い
の
理
想
の
姿
に
近
づ
き
た
い
、

老
い
の
か
が
や
き
を
身
に
つ
け
た
い
と
い
う
の
で
す
。

　

戦
前
の
男
女
は
ラ
イ
バ
ル
で
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
い
ま
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
時
代
に
入
っ
た
。
新
し
い
時
代
に
生
き
る

女
性
の
意
欲
と
希
望
が
一
首
に
み
な
ぎ
っ
て
い
ま
す
。 『芽ぶき柳』

　
　

�

男
の
老
い
の
身
に
つ
く
か
が
や
き
は
及
ば
ざ
れ

ど
も
わ
れ
は
羨と
も

し
も�

『
芽
ぶ
き
柳
』

　
　

�

老
の
わ
れ
眼
は
生
き
生
き
と
心
音
の
躍
り
に
た

へ
て
花
に
ぞ
見
入
る�

『
眺�

望
』

　

第
七
歌
集
『
眺
望
』
は
、
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
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年
、
七
四
歳
の
と
き
に
刊
行
し
ま
し
た
。
七
〇
歳
前

後
の
頃
の
歌
で
し
ょ
う
。
老
人
の
わ
た
し
で
は
あ
る

が
、
眼
は
ら
ん
ら
ん
と
し
て
、
心
は
わ
く
わ
く
、
胸

の
弾
み
を
抑
え
て
花
に
見
入
っ
て
い
る
と
い
う
歌
で

す
。
老
い
た
っ
て
好
奇
心
い
っ
ぱ
い
、
世
界
に
驚
く

感
性
を
こ
ん
な
に
も
持
っ
て
い
ま
す
よ
、
と
い
う
の

で
す
。
な
ん
と
い
う
若
々
し
さ
。

　

茂
吉
は
七
〇
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
の
で
、
最
晩
年

の
歌
で
す
が
、
そ
の
こ
こ
ろ
は
、
遠
い
と
こ
ろ
で
こ

が
ら
し
が
吹
い
て
い
る
よ
う
な
茫
々
と
し
た
も
の
で

し
た
。
外
界
に
対
す
る
関
心
が
い
っ
さ
い
無
く
な
っ

身
体
弱
れ
ど
病
む
に
も
あ
ら
ず
へ
な
へ
な
と
ゐ

て
人
に
遇
へ
ば
声
元
気
な
り�

『
眺
望
』
以
後

茫
々
と
し
た
る
こ
こ
ろ
の
中
に
ゐ
て
ゆ
く
へ
も

知
ら
ぬ
遠と

ほ

の
こ
が
ら
し�

『
つ
き
か
げ
』

お
と
な
し
く
老
を
う
べ
な
ひ
仄
々
と
在
り
経
む

我
を
子
は
希
ふ
ら
し�

『
眺
望
』
以
後

　
「
も
う
少
し
年
寄
り
ら
し
く
し
て
い
て
よ
、
お
婆

ち
ゃ
ん
」
と
い
う
子
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
歌

で
す
。
ち
っ
と
も
「
老
を
う
べ
な
」
わ
ず
に
、
何
に

で
も
関
心
を
も
ち
、
毎
日
の
よ
う
に
外
を
出
歩
く
喜

志
子
な
ん
で
し
ょ
う
。

　
「
身
体
弱
れ
ど
病
む
に
も
あ
ら
ず
」、
こ
れ
が
老
い

と
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
以
前
に
比
べ
れ
ば
へ

な
へ
な
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
い
ざ
、
人
に
遇

う
と
き
に
は
、
し
ゃ
き
っ
と
し
て
声
が
元
気
に
な
る
。

老
い
て
い
よ
い
よ
か
が
や
き
ま
さ
る
こ
の
友
と

対
ひ
ゐ
て
語
る
た
か
ぶ
り
ご
こ
ろ

�

『
眺
望
』
以
後

『眺　望』

喜志子の死後「短歌と生活の
会」から発行された『眺望』
以後

　

同
じ
年
頃
の
た
と
え
ば
斎
藤
茂
吉
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
歌
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
境
地
で
す
。
す
ば
ら
し
い
歌
で

は
あ
り
ま
す
が
、
な
ん
と
、
喜
志
子
の
歌
と
違
う
こ

と
で
し
ょ
う
。

君
よ
君
は
自
己
を
殺
し
て
生
き
む
と
云
ふ
か
我

は
活
か
し
活
か
し
生
き
て
生
き
果
て
な
む
よ

�

『
眺
望
』
以
後

　

喜
志
子
と
同
年
代
の
女
性
た
ち
は
、「
自
己
を
殺
し

て
」
生
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

が
習
い
性
に
な
っ
て
、
何
事
に
も
引
け
目
を
感
じ
、

出
し
ゃ
ば
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
生
き
る
、
そ

ん
な
心
癖
の
つ
い
て
い
る
人
が
多
い
。
喜
志
子
は
、

そ
ん
な
社
会
の
押
し
つ
け
て
く
る
女
の
生
き
方
に
若

い
頃
に
は
葛
藤
の
あ
っ
た
人
で
し
た
。
し
か
し
、
今
、

新
し
い
時
代
が
き
た
の
で
す
。
と
も
す
れ
ば
自
分
を

殺
す
心
癖
を
捨
て
て
今
こ
そ
「
活
か
し
活
か
し
生
き

て
生
き
果
て
な
む
よ
」
と
、
大
破
調
で
、
自
ら
を
叱

咤
す
る
か
の
よ
う
に
宣
言
し
ま
す
。

　
〈
脳
軟
化
の
さ
き
ぶ
れ
な
ら
む
か
思
考
力
頓
に
衰

へ
眼
さ
へ
か
す
む
を
〉
と
い
う
歌
も
あ
り
ま
す
か
ら
、

身
体
の
衰
え
は
そ
れ
な
り
に
あ
っ
た
も
の
と
思
い
ま

す
が
、
気
力
が
す
ご
い
。

　
「
友
」
は
、
き
っ
と
女
友
だ
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
友
も
老
い
れ
ば
老
い
る
ほ
ど
輝
い
て
素
敵

に
な
っ
た
、
若
い
頃
よ
り
ず
っ
と
深
み
の
あ
る
人
に
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も
っ
と
も
肯
う
こ
と
の
で
き
る
「
こ
の
面
」
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
こ
の
顔
に
な
る
の
に
、
八
〇
年
も
か

か
っ
た
の
か
。
何
と
の
ろ
い
こ
と
よ
。
そ
う
い
う
ひ

そ
か
な
吐
息
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

　

む
か
し
、
わ
た
し
が
ま
だ
四
〇
歳
に
な
る
か
な
ら

な
い
頃
、
こ
の
記
念
館
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
と
き
展
示
さ
れ
て
い
た
写
真
で
、
白
髪
の

喜
志
子
の
顔
に
驚
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
と
い

う
素
晴
ら
し
い
年
齢
を
重
ね
た
方
だ
ろ
う
と
思
い
ま

し
た
。

　

そ
こ
に
は
、
娘
さ
ん
の
言
葉
も
添
え
ら
れ
て
い
て
、

お
母
さ
ん
は
早
く
牧
水
に
死
に
別
れ
た
こ
と
が
よ

か
っ
た
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
ま
す
。

牧
水
没
後
の
、
喜
志
子
の
苦
労
は
並
大
抵
で
は
な

か
っ
た
は
ず
で
す
が
、
誰
に
も
頼
ら
ず
自
分
の
足
で

立
っ
て
い
く
と
い
う
覚
悟
が
、
喜
志
子
の
老
い
の

日
々
を
鍛
え
た
の
で
し
ょ
う
。

　

老
い
は
、
逆
ら
っ
て
も
自
然
に
や
っ
て
く
る
も
の

で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
。

ど
う
考
え
て
ゆ
く
か
。
み
じ
め
に
老
醜
や
身
の
衰
え

を
嘆
く
ば
か
り
が
老
い
の
歌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自

分
は
ど
ん
な
老
い
の
時
間
を
作
り
た
い
の
か
。

　

そ
う
振
り
返
る
と
き
、
わ
た
し
は
あ
の
古
代
の
老

い
の
明
る
さ
や
、
ま
た
老
い
の
理
想
を
も
と
め
て
や

ま
な
か
っ
た
喜
志
子
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
学
び

た
い
と
思
う
の
で
す
。

な
っ
た
、
対
面
し
て
語
り
合
っ
て
い
る
と
つ
く
づ
く

と
そ
う
思
う
。
そ
ん
な
女
友
だ
ち
と
い
っ
し
ょ
に
い

る
と
、
お
の
ず
と
心
が
た
か
ぶ
っ
て
く
る
。
元
気
に

な
っ
て
く
る
。
わ
た
し
も
負
け
て
は
い
ら
れ
な
い
。

「
老
い
て
い
よ
い
よ
か
が
や
き
ま
さ
る
」
老
い
で
あ
り

た
い
、
と
願
う
の
で
す
。

眉
逆
だ
ち
三
角
ま
な
こ
窪
み
た
る
こ
の
面
つ
く

る
に
八
十
年
か
か
り
し�

『
眺
望
』
以
後

　

喜
志
子
は
、
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
、
八
〇

歳
で
没
し
て
い
ま
す
か
ら
、
最
晩
年
の
歌
で
し
ょ
う
。

　

眉
が
逆
だ
っ
て
、
眼
が
三
角
に
窪
ん
で
、
皺
だ
ら

け
の
お
婆
さ
ん
の
顔
で
し
ょ
う
が
、
喜
志
子
は
、
こ

の
老
い
の
顔
に
ひ
そ
か
に
誇
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
若
い
時
は
顔
立
ち
の
良
さ
が
ご
ま

か
し
て
も
、
年
取
っ
た
ら
顔
に
来
歴
が
あ
ら
わ
れ
ま

す
。
喜
志
子
は
、
八
〇
年
間
の
自
分
の
顔
の
な
か
で
、

若山喜志子（昭和 27年 9月 28日）

［
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］　
あ
き
つ
　
え
い

昭
和
二
五
年
、

福
岡
県
行
橋
市

生
れ
。
熊
本
市

在
住
。県
職
員
、

塾
経
営
な
ど
の

職
歴
を
重
ね
な

が
ら
、
作
歌
活

動
を
続
け
る
。

現
在
、「
八
雁
」

編
集
発
行
人
。

昭
和
五
四
年
、「
紫
木
蓮
ま
で
」
三
〇
首
で
第
二
二
回
短

歌
研
究
新
人
賞
を
受
賞
。第
一
歌
集『
紫
木
蓮
ま
で
・
風
舌
』

で
、
第
七
回
現
代
歌
人
集
会
賞
、
第
二
歌
集
『
天
の
鴉
片
』

で
第
二
八
回
現
代
歌
人
協
会
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
。
平
成

一
五
年
、「
巌
の
ち
か
ら
」
三
〇
首
で
第
三
九
回
短
歌
研
究

賞
を
受
賞
。
そ
の
他
の
歌
集
に
『
白
微
光
』『
神
聖
娼
婦
』

『
宇
宙
舞
踏
』『
青
葉
森
』『
黄
鳥
一
九
九
二
～
二
〇
一
四
』。

歌
書
に
『
イ
シ
ュ
タ
ル
の
林
檎
：
歌
か
ら
突
き
動
か
す
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
』『
短
歌
講
座
キ
ャ
ラ
バ
ン
』『
ア
ラ
ラ
ギ
の
釋

迢
空
』『
女
の
か
た
ち
・
歌
の
か
た
ち
』
な
ど
が
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
三
日
に
開
催
し
た
第
三
六
回「
雛
の
歌
会
」

に
、
講
師
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い
た
。


