
啄
木
の
歌
の
特
色

（
「一
握
の
砂」
182)

不
幸
な
運
命
と
戦
い
な
が
ら
も
不
朽
の
名
作
を
残
し
た
啄
木
の、

歌
人
と

し
て
の
優
秀
な
素
質
と、

社
会
の
不
条
理
に
桃
戦
し
た
鮮
烈
な
精
神
は、

近

代
文
学
史
の
中
に
画
期
的
な
一
頁
を
占
め
て
い
る。

明
治
三
十
五
年、

盛
岡

中
学
校
を
卒
業
す
る
直
削
に、

再
度
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
た
事
が
発
見
さ
れ、

落
第
必
至
の
処
分
を
受
け
た
為
に、

自
ら
中
退
し
て
上
京
し
た
の
で
あ
る
が、

十
七
オ
の
啄
木
に
と
っ
て、

そ
れ
は
自
己
の
力
を
過
信
し、

文
学
を
も
っ
て

立
身
出
世
し
よ
う
と
い
う
無
謀
な
企
て
に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た。
し
か
し、

D
マ
ソ
チ
ッ
ク

自
分
の
手
で
浪
漫
な
少
年
時
代
を
余
儀
な
く
終
了
し
た
啄
木
は、

正
規
の
学

歴
を
身
に
つ
け
な
か
っ
た
事
か
ら
生
じ
た
悲
惨
な
連
命
か
ら
免
れ
る
こ
と
が

．
で
き
な
か
っ
た。

彼
が
自
分
の
傲
慢
た
る
態
度
に
伴
っ
た
不
幸
を
後
悔
す
る

気
持
が、

後
B
の
歌
に
も
時
に
兄
受
け
ら
れ
る。
左
の
歌
は
そ
れ
で
あ
る。

自
が
オ
に
身
を
あ
や
ま
ち
し
人
の
こ
と

か
た
り
き
か
せ
し

師
も
あ
り
し
か
な

啄

木

と

哀

果

生
活
の
為
に、

渋
民
よ
り
函
俯
・
札
幌
・
小
樽
・
釧
路
と
転
々
と
し、

職

業
を
変
え
て
い
っ
た
啄
木
は、

創
作
に
対
す
る
異
常
な
熱
心
さ
で、

明
治
四

十
一
年
春
に
上
京
し
作
家
生
活
に
入
っ
た
が、

依
然
と
し
て
失
敗
に
終
っ
た。

翌
年
の
三
月
に、

盛
岡
出
身
の
東
京
朝
日
新
聞
社
編
集
長
佐
藤
北
江
氏
の
厚

意
で、

同
社
に
校
正
係
と
し
て
入
社
し
た．
そ
こ
ま
で
身
心
両
面
に
苦
し
ん

で
き
た
啄
木
は、

よ
う
や
く
落
ち
沼
き
が
で
き
て、

安
穏
な
創
作
生
活
を
始

め
た
の
で
あ
ろ。
し
か
し、

宿
命
か
或
い
は
低
学
歴
に
伴
っ
た
貧
困
の
生
活

の
積
み
重
ね
の
為
か、

三
年
後
の
明
治
四
十
五
年
に、

家
族
と
同
じ
病
患
の

肺
結
核
で、
二
十
七
オ
の
若
さ
で
夭
折
し
た。

·'

,

啄
木
は
明
治
三
十
四
年
か
ら
歌
を
作
り
出
し
て、
ま
た一
二
十
八
年
に
処
女

詩
集
「
あ
こ
が
れ」
を
も
っ
て
「
天
才
詩
人」
の
名
を
得
た
が、

彼
の
主
な

創
作
時
期
は
や
は
り
朝
日
新
聞
に
勤
務
し
て
い
た
二
年
間
で
あ
っ
た。

多
産

作
家
と
も
言
え
る
程
の
短
歌
・
詩
・
小
説
・
散
文
・
評
誼
等
の
大
量
の
作
品

が
伝
わ
っ
て
い
る
中
で、

殊
に
短
歌
は
「一
握
の
砂」
と

コ心
し
き
玩
具」

を
含
め
て、

実
際
の
作
歌
数
は
四
千
首
以
上
に
の
ほ
っ
て
い
る。
啄
木
は
堂

々
た
る
歌
人
の
列
に
入
る
こ
と
は
既
に
定
評
で
あ
ろ
う。

高

淑

玲
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歌
人
と
し
て
の
啄
木
は、

三
行
書
の
生
活
派
短
歌
で
注
目
さ
れ、

彼
の
代

表
歌
集
r一
握
の
砂
J

と
r
悲
し
き
玩
具」
は
当
時
の
歌
壇
に
強
く
影
響
を

与
え、

更
に
一
潮
流
と
な
っ
て
い
た。

何
処
に
そ
の
歌
の
魅
力
が
あ
る
か
を

究
明
す
る
に
当
っ
て、

先
ず
啄
木
の
作
家
精
神
の
支
え
に
な
る
歌
論
に
触
れ

て
お
き
た
い。

明
治
四
十
三
年
十
月
号

コ郎
作」
誌
上
に
載
せ
た
尾
上
柴
舟

の
「
短
歌
滅
亡
私
論」
に
対
し
て、

啄
木
は
早
々
に
同
年
十
一
月
号
の

コ5

作」
に
「
一
利
己
主
義
者
と
友
人
と
の
対
話」
を
寄
稿
し
て、

異
な
っ
た
観

点
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
歌
を
論
じ
た。

「
歌
の
調
子
は
ま
だ
ま
だ
複
雑
に
な
り
得
る
余
地
が
あ
る。
（
中
略）
歌

,
 ．
．
．
．
．
．
．
 

に
は
一
首一
首
各
異
っ
た
調
子
が
あ
る
筈
だ
か
ら。
一
首
ー
首
別
な
わ
け

••••••••.•••••••
 

方
で
何
行
か
に
書
く
こ
と
に
す
る
ん
だ
ね。」
（
傍
点
は
筆
者）

ま
た、．
さ
ら
に、

同
年
十
二
月
十
日
よ
り
二
十
日
に
か
け
て、

「
歌
の
い

ろ
い
ろ
」
の
題
で
東
京
朝
日
新
聞
に
次
々
と
歌
に
対
す
る
主
張
を
披
露
し
て、

「
我
々
は
既
に
一
首
の
歌
を
一
行
書
き
下
す
こ
と
に
或
不
便
・
或
不
自
然

を
感
じ
て
来
た。

其
処
で
こ
れ
は
歌
そ
れ

r＼
の
調
子
に
依
つ
て、

或
歌

は
二
行
に
或
歌
は
三
行
に
書
く
こ
と
に
す
れ
ば
可
い。
（
中
略）
三
十
一
文

．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

字
と
い
ふ
制
限
が
不
便
な
場
合
に
は
ど
し

／＼
宇
あ
ま
り
も
や
る
ぺ
き
で

あ
る。

又
歌
ふ
ぺ
き
内
容
に
し
て
も、
こ
れ
は
歌
ら
し
く
な
い
と
か
歌
に

••••••
 

な
ら
な
い
と
か
い
ふ
勝
手
な
拘
束
を
罷
め
て
し
ま
つ
て、

何
に
限
ら
ず
歌

••••••••••••••••
 

ひ
た
い
と
思
っ
た
事
は
自
由
に
歌
へ
ば
可
以。
か
う
し
て
さ
へ
行
け
ば、

忙
し
い
生
活
の
間
に
心
に
浮
ん
で
は
消
え
て
ゆ
く
刹
那
々
々
の
感
じ
を
愛

惜
す
る
心
が
人
閥
に
あ
る
限
り、

歌
と
い
ふ
も
の
は
滅
び
な
い
」

と
述
ぺ
て
い
る。
（
傍
点
は
箪
者）

啄
木
は
歌
の
制
限
を
超
越
し
て、

「
何
行
か
に
書
く
こ
と
」
と
「
字
あ
ま

り
も
や
る
ぺ
き」
の
信
念
で、

歌
集
「一
握
の
砂」
を
出
版
す
る
に
際
し
て、

そ
れ
ま
で
一
行
書
き
と
し
て
院
ま
れ
た
も
の
を、

す
べ
て
三
行
書
き
に
改
め

た
の
で
あ
る。
ま
た、

そ
れ
ら
の
歌
は
「
何
に
限
ら
ず
歌
ひ
た
い
と
思
っ
た

事
は
自
由
に
欧
へ
ば
可
以」
と
い
う
信
念
に
墓
い
た、

今
ま
で
に
な
か
っ
た

新
鮮
味
と
実
際
感
に
富
ん
だ
生
活
派
の
歌
で
あ
り、

明
治
末
期
の
日
本
人
の

心
の
奥
ま
で
触
れ
る
作
品
で
あ
る
事
が
よ
く
認
め
ら
れ
て
い
る。
こ
れ
は
啄

木
の
歌
の
魅
力
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る。

こ
こ
に
書
き
加
え
た
い
事
が
―
つ
あ
る。
三
行
密
き
に
つ
い
て
は、

与
謝

2
 

野
鉄
幹
・
土
妓
哀
果
・
秋
庭
俊
彦
等
の
先
縦
が
あ
る
が、
い
ず
れ
も
短
歌
の
一2

 

改
革
に
お
け
る
一
種
の
試
み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
事
実
に
対
し
て、＇
啄
木
は
啄
―

木
な
り
に
歌
を一＿一
行
書
き
に
し
た。

「一
握
の
砂」
を
明
治
四
十
三
年
十
二

月
に
出
版
し
た
後
の
歌
は、

殆
ん
ど
三
行
苔
き
で
発
表
し
た
が、
や
は
り、

「
歌
に
は
一
首
一
首
各
異
っ
た
諜

子があ
る
筈」
の

償念
に
よ
っ
て、
四
十
四

年
以
後、
一
行
書
き
で
発
表
し
た
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
り、

時
に
は
二
行

書
き
の
歌
も
見
ら
れ
る。
し
た
が
っ
て、

啄
木
は
三
行
書
き
を
歌
に
取
り
い

れ
て
も、
こ
の
新
た
な
歌
の
枠
に
囚
わ
れ
ず、

自
己
の
強
い
信
念
を
果
し
な

が
ら、

歌
人
と
し
て
の
鋭
い
感
党
で
歌
に
適
切
な
調
子
を
創
作
し
よ
う
と
し

た
事
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う。

周
知
の
よ
う
に、

「一
握
の
砂」
と
「
悲
し
き
玩
具」
二
歌
集
に、

短
歌

の
形
式
か
ら
の
色
々
な
逸
脱
が
現
わ
れ
て
い
る。
そ
れ
も
や
は
り
「
啄
木
式
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調
べ
を
与
え
る
為
に、

歌
の
形
式
を
多
万
向
に
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
り、

け

っ
し
て
歌
の
伝
統
や
形
式
を
破
壊
す
る
の
が
そ
の
目
的
で
は
な
い。

そ
こ
に

開
か
れ
て
来
た
新
し
い
局
面
は、

歌
の
世
界
の
行
き
詰
り
か
ら
必
然
的
に
生

じ
た
現
象
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ろ。

ま
た、

明
治
後
期
の
短
歌
の
形
式
に

つ
い
て、

窪
川
鶴
次
郎
氏
の
「
短
歌
革
命
の
史
的
展
望
」

（
「
短
歌
論
」

昭

和
二
十
五
年
六
月
新
日
本
文
学
会）
一

文
の
中
に
次
の
叙
述
が
あ
る。

「
短
歌
が
短
詩
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
た
こ
と
の
あ
る
の
は
私
の
目
に
触
れ

た
限
り
で
は
r
明
星
」

の
三
十
六
年
＋
一

月
号
の
「
沈
吟
」

と
題
す
ろ
一

連
の
短
詩
で、

そ
の
な
か
に
啄
木
の
短
歌
八
首
が
あ
ろ
。

（
中
略）

こ
こ

で
短
詩
と
銘
う
た
れ
て
い
ろ
も
の
は
別
に
他
の
短
歌
と
ら
が
っ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。」

そ
の
他、

齋
藤
三
郎
氏
は
「
文
献
石
川
啄
木
」

（
昭
和
十
七
年
二
月

青
磁

社
）

に
お
い
て、

．

「
因
に
こ
の
雑
誌
（

明
治
三
十
八
年
九
月
の
「
小
天
地
」

）
で
は、

態
て
の

短
歌
作
品
を
短
詩
と
呼
ん
で
ゐ
る
3

と
も
述
べ
て
い
る
。

ま
た、

伊
藤
左
千
夫
は
明
治
四
十
五
年
八
月
号
の
r
ァ

ラ
ラ
ギ
」

誌
上
で
「
「
悲
し
き
玩
具
」

を
讀
む
」
一

文
を
通
し
て、

「
我
諸
同
人
の
歌
は
概
し
て
形
式
を
露
ん
じ
過
ぎ
た
粉
飾
の
過
ぎ
た
弊
が

多
い
や
う
で
あ
ろ
か
ら、

石
川
君
の
歌
な
ど
の、

ど
ん
ど
ん
形
式
に
拘
泥

し
な
い、

粉
飾
の
少
し
も
な
い
や
う
な
歌
風
を
見
て
自
己
省
察
の
料
に
供

す
べ
き
で
あ
る
→

と
歌
人
た
ら
に
忠
告
を
試
み
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

当
時
の
こ
の
現
象
に
つ
い

東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に

わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て

一

握
の
砂
を
示
し
し
人
を
忘
れ
ず

て、

窪
川
氏
は
著
書
「
短
歌
論
」

次
の
よ
う
に
ま
と
め
た。

．

「
こ
れ
は
明
治
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
の
時
期
に
歌
を
決
し
て
歌
だ
け

の
特
殊
性
に
と
ら
わ
れ
た
概
念
で
あ
つ
か
わ
な
い
で、

詩
の
一

形
式
と
し

て
ひ
ろ
く
考
え
て
い
た
事
賞
を
語
る
も
の
と
し
て
興
味
が
あ
る。」

即
ら、

歌
で
あ
り
な
が
ら、

詩
の
一

形
式
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ

っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

そ
こ
で、

啄
木
の
歌
を
歌
に
対
す
る
破
壊
と
批
判

し
た
り、

短
歌
で
な
く
て
短
詩
と
言
う
べ
き
と
評
し
た
り
す
る
の
は、

恐
ら

く
そ
の
時
代
の
潮
流
に
気
付
い
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う。

そ
れ
に
し
て
も、

啄
木
の
歌
を
譲
論
す
る
場
合
は、

問
題
の
焦
点
が
常
に

敬
文
に
近
い
変
形
の
歌
に
集
中
し
て
い
る。

確
に、

歌
の
伝
統
の
枠
か
ら
見

れ
ば、

彼
の
歌
の
形
式
や
言
葉
遺
い
な
ど
は、

規
則
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
の

で
あ
る。

し
か
し、

そ
の
歌
を
繰
り
返
し
て
吟
詠
し
て
み
る
と、

奇
妙
に
短

歌
の
リ
ズ
ム
に
合
っ
て
い
る
事
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る。

要
す
ろ
に、

啄

木
の
歌
は
歌
と
し
て
の
リ
ズ
ム
で
読
ま
せ
な
が
ら、
一
方
で
は、

続
者
に
伝
達

し
た
い
意
志
に
よ
っ
て
形
式
に
変
化
を
加
え
て
い
ろ
の
で
あ
る
。

頬
に
っ
た
ふ

な
み
だ
の
と
は
ず

（
r
一

握
の
砂』

2)

（
昭
和
二
十
五
年
・

新
日
本
文
学
会）

に

-24-



船
に
酔
ひ
て
や
さ
し
く
な
れ
る

い
も
う
と
の
眼
見
ゆ

わ
が
あ
と
を
追
ひ
来
て

知
れ
る
人
も
な
き

辺
土
に
住
み
し
母
と
妻
か
な

蟹
と
た
は
む
る

（
『一
握
の
砂」
308)

（
r一
握
の
砂』
1)

埠
軽
の
海
を
思
へ
ば

（
r
1
握
の
砂」
309)

こ
の
よ
う
な、

同
時
に
「
読
む
」
と
「
見
る」
の
両
面
の
効
果
を
兼
備
し
て

い
ろ
の
は、
啄
木
の
独
特
の
一
流
の
作
歌
技
法
で
あ
る。

平
板
単
謁
の
日
本
語
に
は、

他
国
語
と
違
っ
た
特
殊
な
美
が
あ
り、

そ
れ

は
抒
情
詩
に
適
す
ろ
極
め
て
滑
か
な
調
子
で
あ
る。
こ
の
調
子
が
和
歌
に
説

ま
れ
る
と、

歌
の
特
有
な
優
美
な
「
調
ぺ
」
に
な
っ
て
い
ろ。
平
仄
の
殆
ん

ど
な
い
和
歌
の
音
律
美
は、

全
く
こ
の
「
調
べ
」
に
か
か
っ
て
い
る。
そ
れ

が
故
に、

歌
人
た
ち
は
音
律
美
を
追
求
す
る
為
に、

種
々
な
革
新
運
動
を
試

み
て
来
た
が、

結
局
歌
の
外
観
を
次
第
に
複
雑
に
さ
せ、

混
乱
を
呈
す
る
局

面
を
免
れ
得
な
か
っ
た。
そ
れ
を
反
対
し
て
批
判
し
た
学
者
は
少
な
く
な
か

っ
た
が、

萩
原
朔
太
郎
は
独
自
な
見
解
を
「
詩
の
原
理」
（
「
萩
原
朔
太
郎

全
集」
第
三
巻

9

昭
和
三
十
四
年
十
二
月
発
行

新
潮
社）
一
文
に
示
し
て

い
る。「

何
と
な
れ
ば
吾
人
の
国
語
は
正
規
に
韻
律
的
で
あ
る
ほ
ど
退
屈
で
あ
り、

あ
ま
り
に
さ
び
し

却
つ
て
よ
り
不
規
則
に
な
り、
よ
り
散
文
的
に
な
る
ほ
ど
変
化
に
富
み、

音
律
上
の
効
果
を
高
め
て
く
ろ
か
ら。
そ
こ
で
「
韻
文」
と
い
ふ
言
語
を、

か
り
に
「
音
律
魅
力
の
あ
る
文」
と
し
て
解
説
す
れ
ば、
日
本
諾
は
散
文

的
で
あ
ろ
ほ
ど
韻
文
的
で
あ
る．．．．．．
 」

啄
木
の
短
歌
が
散
文
詩
に
も
見
え
る
と
い
う
声
が、

時
に
は
聞
え
る
理
由
は

こ
こ
に
あ
ろ。
彼
の
歌
集
が
不
朽
の
傑
作
と
し
て
愛
読
さ
れ
る
も
うー
つ
の

魅
力
は、

歌
の
形
式
と
音
律
と
の
矛
盾
を、

彼
な
り
の
一
流
の
技
巧
で
調
和

さ
せ
た
為
と
考
え
ら
れ
る。

そ
し
て、
啄
木
に
つ
い
て
の
研
究
は
汗
牛
充
棟
と
い
う
様
相
を
呈
し
て
い

る
が、
彼
の
歌
に
お
け
る
韻
律
に
つ
い
て
の
研
究
は
非
常
に
手
簿
な
状
況
で

あ
る。
そ
の
為
に、

筆
者
は
筆
者
な
り
の
方
法
で
違
っ
た
視
点
か
ら
啄
木
の

歌
を
検
討
し
て
み
た
い。
ま
ず、

「一
握
の
砂」
と
「
悲
し
き
玩
具」
二
歌

渠
の
歌
を、
一
首一
首
全
部
ロ
ー
マ
字
で
書
き
替
え
て、

韻
律
上
に
特
色
の

あ
る
歌
を
見
付
け
出
す
事
を
通
し
て、
啄
木
が
ど
の
程
度
歌
の
韻
律
を
重
祝

し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
し
て
み
た
い。

日
本
の
韻
文
の
押
韻
法
は
極
め
て
自
由
で
不
規
則
な
も
の
で、

萩
原
朔
太

郎
の
「
詩
の
原
理」
に
よ
れ
ば、

押
韻
の
様
式
は
頭
韻
・
脚
韻
．
畳
韻
・
対

韻
な
ど
の
種
類
が
あ
る。
勿
論、
萩
原
朔
太
郎
の
詩
論
は
定
説
で
は
な
い
が、

こ
こ
で
そ
の
説
に
依
っ
て
分
類
し
て
考
察
し
て
見
た
い。
次
に
そ
の
最
も
代

表
的
な
歎
を
一
首
ず
つ
挙
げ
て
お
く。

秋
の
空
廓
蓼
と
し
て
影
も
な
し
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は
た
ら
け
ど

は
た
ら
げ
ど
猶
わ
が
生
活
楽
に
な
ら
ざ
り

（
r一

握
の
砂』
521)

烏
な
ど
飛
ぺ

（
r
I

握
の
砂』
277)

aki
 n
o
 

so
r
a

 kakur
yo
u

 to
s1t

e
 

�e
 mo
 na
s1

A

d'
 

a
mari
ni
 sa
bi
si
 

A
 

kar
as
u
 nado
 t
obe ,
 

d'
 

こ
の
歌
は
ka
音
の
三
重
頭
韻
を
踏
み 、
K
の
音
潤
要
素
に
あ
る
カ
ラ
ッ

と
し

た
音
象
世
界
が
現
わ
れ
て
い
る 。
又 、
各
句
毎
に
a
母
音
で
開
始
さ
せ
た
配

筐
は
一
層
秋
ら
し
い
印
象
を
強
め
て
い
る 。

，
気
弱
な
ろ
斥
候
の
C
と
く

お
そ
れ
つ
つ

．

深
夜
の
街
を一
人
歓
歩
す

ki
yo
wa
naru
 se
kko
 no
 gotokub”

A
 

·
o·s
ore
 t
u
 tu
 

.

A-

s
inya
 no
 
ma
ti
 o
 h
i't
ori
 s
a
npos
u
 
ら

こ
の
歌
は
一
見
し
た
処
で
は 、
押
韻
の
様
式
が
分
か
り
に
く
い
よ
う
で
あ
る

が 、
分
解
し
て
み
る
と 、
非
常
に
微
妙
に
四
露
脚
韻
を
踏
ん
で
い
る
所
は
意

外
で
あ
ろ 。
既
存
の
規
約
に
よ
る
漠
詩
の
押
麒
と
異
っ

て 、
和
歌
の
押
韻
は

・
自
然
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で 、
殊
に
こ
の
よ
う
な
奥
に
押
韻
が
あ
ろ
歌
は 、

•
最
も
吟
詠
に
耐
え
る
共
嗚
を
呼
ぶ
秀
歌
で
あ
る 。
こ
の
歌
の
整
然
た
る
押
韻

感
を
感
じ
さ
せ
る
処
か
ら 、
啄
木
の
歌
に
対
す
る
天
質
的
に
言
語
を
駆
使
す

ろ
本
恒
が
痰
わ
れ
ろ 。

ra
ku
ni
 nar
azari
 

じ

A
b
A

ぢ
つ
と
手
を
見
る

hatara
ke
do
 

A
A
A
 

ha
 tara
ked
o
 na
o
 wa
ga
 kur
asi
 

A
A
A

A

A
A

A
 

zi
 tt
o
 te

,o
 
mi
ru
 

漠
詩
の
押
頷
効
果
を
高
め
る
脚
韻
様
式
に
対
し
て 、
畳
韻
様
式
は
歌
に
抑
揚

g
挫
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る 。
か
く
の
如
く 、
こ
の
歌
は
終
句
を
除
い

て 、
各

包セ
a
母
音
で
円
い
て
い
る 。
非
常
に
弾
力
の
あ
る
す
ら
す
ら
と
続

ま
せ
る
快
調
の
一
首
で
あ
る 。
特
に
最
後
の
変
化
は 、
頑
挫
の
働
き
を
発
揮

し
て
い
る 。
こ
の
歌
が
よ
く
伝
わ
る
魅
力
は
韻
律
に
あ
る
と
言
っ

て
も
過
言

で
は
な
か
ろ
う 。

父
の
と
と
秋
は
い
か
め
し

母
の
と
と
秋
は
な
つ
か
し

家
持
た
ぬ
児
に

（
r
I

握
の
砂』
290)

l
 ti
 ti

 no
 
go
to

aki
 wa
 ika
me
si

 

→haha
 no
 
go
to
 

1a
k-i
 
wa
 na
tu
kasi

i
e-
mota
nu

 k
o
 ni

対
韻
様
式
に
な
っ

て
い
る
こ
の
歌
は 、

漢
詩
の
対
句
の
よ
う
に 、
非
常
に
説

得
力
を
備
え
て
い
る 。
初
句
と
三
句
目 、
二
句
目
と
四
句
目
と
の
対
賠
の
上

に ．
「
い
か
め
し」
と
「
な
つ
か
し」
で ．SI
音
で
脚
郎
を
整
え 、

綺
霊
な
旋
律

感
を
持
っ

て
い
る
一
首
で
あ
る 。
そ
の
為
に 、
こ
の
歌
も
大
変
人
の
心
を
打

つ
も
の
で
あ
る 。

．

以
上 、
頭
韻 、
脚
韻 、
畳
頗 、
対
韻
の
順
を
追
っ

て
一
首
ず
つ
述
ぺ
た
が 、

（
r1

握
の
砂」
101)
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哀
果
の
歌

•

以
上
に

述
べ
た
五
バ
タ
ー
ン
の
押
韻
様
式
に
は 、
様
々
な
工
夫
が
あ
る
が 、

各
パ
タ
ー

ン
に
一
首
ず
つ
代
表
的
な
例
歌
を
参
考
に
し 、
そ
の
一
斑
が
類
推

で
き
る
だ
ろ
う 。
又 、
押
韻
様
式
に
な
っ

て
い
る
歌
は
百
七
十
六
首
も
あ
り 、

こ
の
二
歌
集
の
約
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る 。
こ
の
割
合
を
見
て 、
啄
木
が

ど
ん
な
に
歌
に
お
け
る
韻
律
の
働
き
を
重
要
視
し
た
か
が
理
解
で
き
る
だ
ろ

う 。
こ
れ
こ
そ 、
何
故
啄
木
の
歌
が
広
く
伝
え
ら
れ
て 、
愛
誦
さ
れ
る
の
が

最
も
重
要
な一
ポ
イ
ン
ト
と
思
わ
れ
る 。

他
に
ま
た
啄
木
の
独
創
と
も
言
え
る
「
複
韻」
様
式
が
あ
る 。
西
洋
詩
に
は

＇、
啄
木
の
歌

．
よ
く
あ
る
ら
し
い 。
し
か
し 、
和
歌
に
は
余
り

見
当
ら
な
い
が

に
は
次
の
よ
う
な
大
胆
な
試
み
は
少
く
な
い 。

さ
り
げ
な
く
言
ひ
し
言
葉
は

さ
り
げ
な
く
君
も
聴
き
つ
ら
む

そ
れ
だ
け
の
こ
と

（
r
I

握
の
砂」
411)

歌
人
石
川
啄
木
を
論
ず
る
場
合
に
は 、
必
ず
土
岐
哀
果
と
共
に
「
生
活
派」

の
名
の
下
に
併
称
さ
れ
る
の
は
一
般
で
あ
る 。
し
か
も 、
啄
木
の
三
行
書
き

が
哀
歌
の
処
女
歌
集
「
N
A
K
I

W
A
R
A
1」

か
ら
の
示
唆
に
よ
っ
た
も

の
だ
と 、

批
に
理
解
さ
れ
て
い
る 。
そ
の
為 、
啄
木
の
歌
を
研
究
し
よ
う
と

す
る
時
に 、
哀
歌
と
関
連
し
て
い
る
部
分
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う 。

啄
木
が
朝
日
新
聞
や
そ
の
他
の
誌
面
に 、
従
来
の
歌
の
定
型
を
全
然
無
視

し
た
生
活
派
調
の
短
歌
を 、
ど
し
ど
し
発
表
す
る一
方
で 、
読
売
新
聞
社
会

七 五 律
五
調 調

A 型

形

式 l 

29 39 塁

部
の
記
者
に
勤
め
て
い
た
土
岐
哀
果
は 、
歌
の
リ
ズ
ム
の
実
験
で 、
明
治
四

十
三
年
四
月
に
処
女
歌
集
「
N
A
K
I

W
A
R
A
[」

を
ロ
ー
マ
字
表
記
の

三
行
組
で
出
版
し
た 。
こ
の
歌
集
に
つ
い
て
は 、
斎
藤
茂
吉
の
「
明
治
大
正

短
歌
史
概
観」
(

n
a晦
茂
吉
全
集」
第
二
十一
巻

昭
和
四
十
八
年
八
月

岩
波
害
店）
に
次
の
よ
う
な
解
説
が
あ
る 。

「
そ
の
土
岐
氏
は 、
記
者
と
し
て
現
世
の
活
動
に
常
に
参
加
し 、
ロ
ー

マ

字
運
動
の
熱
心
な一
員
で
あ
り

（
中
略）
歌
の
言
語
も 、
ロ
ー

マ
字
的
に

発
展
せ
し
め
た
か
ら 、
ロ
ー
マ
字
と
し
て
の
盤
調 、
ロ
ー

マ
字
と
し
て
の

韻
律
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
り 、
さ
う
い
ふ
粘
で
土
岐
氏
の
「
泣
笑」
の
歌

は 、
嘗
時
の
ハ
イ
カ
ラ
的・
西
洋
的
で
あ
っ
た
と
謂
ふ
こ
と
が
出
来
る
」

だ
と
い
う
点
で
留
意
す
べ
き
で
あ
る 。

以
上
の
解
説
は 、
い
か
に
も
ロ
ー

マ
字
の
事
と
西
洋
的
が
強
胴
さ
れ
る
よ
う

に
感
じ
さ
せ
る 。
当
時
の
東
京
市
本
郷
区
東
片
町
で
の
ロ
ー
マ
字
ひ
ろ
め
会

か
ら
出
版
さ
れ
た
「
N
A
K
I

W
A
R
A
1」
に
お
け
る
三
行
組
は 、
や
は

り
ロ
ー
マ
字
表
記
の
必
要
上 、
西
洋
詩
の
行
分
け
の
様
式
を
模
倣
し
た
結
果

次
に 、
『一
握
の
砂」
『
悲
し
き
玩
具」
の
分
類
に
従
っ

て 、
『
N
A
K
I

W
A
R
A
1」
を
図
表
に
し
て
み
よ
う 。

-27-



のそ

変形
の'
他

s K I H F E D C 

'
. 

1 1 2 1 2 31 18 8 14 

こ
の
図
表
を
見
る
と、
意
外
に
も
啄
木
以
前
に、
既
に
哀
果
は
短
歌
を
五

七
調
と
七
五
調
の
基
本
型
か
ら
九
種
類
の
歌
型
に
発
展
さ
せ
た
こ
と
が
分
か

る。
こ
の
現
象
に
つ
い
て、
当
時
の
演
劇
評
論
家、
後
に
児
窟
文
学
家
に
な

っ
た
楠
山
正
雄
が
「
k
」
と
い
う
匿
名
で、

明
治
四
十
四
年一
月
十
日
に
読

売
新
聞
の
「
新
年
の
雑
誌」
第
二
回
目
に、
面
白
い
文
章
を
寄
稿
し
た。

「
年
の
暮
近
く
な
っ
て
土
岐
哀
果、
石
川
啄
木
と
い
ふ
名
が
何
の
因
緑
か

並
べ
て
呼
ば
れ
る
事
に
な
っ
た。
（
中
略）
今
の
所
吾
人
の
和
歌
に
射
す

る
興
味
は
こ
の
二
氏
の
作
に
依
つ
て
最
も
多
く
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
ろ。

（
略）

御営
人
同
志
も
意
讃
し
て
同
じ
傾
向
を
追
つ
て
行
っ
て
ゐ
る
ら
し

．

．

．

．

．

．

．

．

 

い
の
は、
申
し
合
せ
た
様
に
自
分
達
の
歌
に
新
式
の
印
刷
法
を
用
ひ
始
め

た
の
で
も
分
る。」
（
傍
点
は
筆
者）

そ
れ
に
し
て
も、
歌
型
に
お
い
て
同
じ
傾
向
を
追
っ
て
い
っ
て
も、
歌
風
は

ど
う
だ
ろ
う
か。
哀
果
の
歌
を
も
取
り
挙
げ
て、
啄
木
の
と
比
較
し
て
見
よ

う。
元
来
全
歌
集
は
ロ
ー
マ
字
表
記
で
あ
る
が、
読
み
易
く
す
る
為
に、
筆

者
は
適
当
に
日
本
字
に
直
し
た。

武
蔵
野
は
片
岡
つ
づ
き

並
杉
の
葉
ず
ゑ
あ
か
ら
み

春
と
な
り
け
り

春
寒
し

多
暉
川
千
烏
五
七
羽
の

ま
ば
ら
降
り
ゐ
る
岸
草
の
雨

哀
果
の
歌
を
読
み
な
が
ら、
啄
木
の
歌
を
想
起
し
よ
う。
や
は
り
同
じ
生
活

派
短
歌
で
あ
っ
て
も、

作
者
の
性
質・
趣
向
に
よ
り、
違
っ
た
歌
風
を
呈
し

て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ろ。

そ
し
て、

「
N
A
K
I
W
A
R
A
1」
に
は
次
の
特
例
が
あ
っ
た。

お
や
す
み
な
さ
い
の
あ
い
さ
つ
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お
は
よ
う
の
あ
い
さ
つ
の

•

こ
の
二
人
の
一
日

1

見
し
た
処
で、
哀
果
も
「
見
る」
形
式
の
効
果
を
狙
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
が、
初
句
と
二
句
目
は
い
か
に
も
「
読
む」
リ
ズ
ム
に
合
っ
て
い

な
い。
こ
ん
な
例
は
第
二
歌
集
の
「
黄
昏
に」
に
も一
首
あ
っ
た。

神
経
衰
弱
の
と
き
に
の
む
水
薬
の

ほ
ん
の
り
と
黄
な
る、

秋
の
空
気
か
な。

一
方
啄
木
の
場
合
は、
r•一
握
の
砂』
に
は、

和
歌
の
五
七
律
の
枠
か
ら
逸
し

た
こ
と
は
な
が�つ
だ
が、
四
十
四
年
四
月
の
作
歌、
後
に
「
悲
し
き
玩
具」

に
収
め
ら
れ
た
次
の
例
外
を
見
付
け
た。

医
者
の
顔
色
を
ぢ
つ
と
見
し
外
に

何
も
見
ざ
り
き

ー！ー

(
r
悲
し
き
玩
具』
120)

胸
の
痛
み
募
ろ
日ー

し
た
が
っ
て、
歌
の
革
新
を
試
み
た
過
程
に
お
い
て、
特
例
が
現
わ
れ
ろ
の

は
仕
方
の
な
い
現
象
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。

啄
木
と
哀
果
は
同
時
に、
生
活
派
短
歌
と
三
行
書
き
の
推
進
に
尽
力
し
て

い
る
が、
そ
れ
ま
で一
「人
は
対
面
し
た
事
は
な
か
っ
た。
楠
山
正
雄
の
「
新

年
の
雑
誌」
に
載
せ
た
1
文
を
き
っ
か
け
に
し
て、
明
治
四
十
四
年一
月
十

三
日
に、
二
人
は
対
面
し
て、
世
に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
責
重
な
友
情
を
築
い

て
い
た。
初
め
て
過
っ
た
二
人
は
酒
に
陶
然
と
し
て
百
年
の
知
己
の
如
く
親

し
く
な
っ
て、
直
ら
に
共
同
の
雑
誌
を
出
そ
う
と
い
う
話
題
も
出
た。
更
に

雑
誌
の
体
裁
や、
購
読
部
数、
収
支
予
算
な
ど
の
具
体
的
な
話
し
ま
で
進
ん

で、
一
晩
で
大
体
の
計
画
が
出
来
上
が
り、＇
啄
木
の
「
木」
と
哀
果
の
「
果」

を
と
っ
た
「
樹
木
と
果
実」
と
い
う
雑
誌
名
が
決
め
ら
れ
た。
L
の
雑
誌
の

創
刊
の
動
機
が、
啄
木
の
書
簡
に
よ
れ
ば
窺
わ
れ
る。

明
治
四
十
四
年一
月
二
十
二
日

平
出
修
宛

「
か
く
て
今
度
の
雑
誌
が
企
て
ら
れ
た
の
で
す。
r
時
代
進
展
の
思
想
を

今
後
我
々
が
或
は
又
他
の
人
か
が
唱
へ
る
時、
そ
れ
を
す
ぐ
受
け
入
れ
る

L
と
の
出
来
る
や
う
な
青
年
を、

百
人
で
も
二
百
人
で
も
養
つ
て
置
く」

こ
れ
こ
の
雑
誌
の
目
的
で
す。」

明
治
四
十
四
年
二
月
四
日

高
田
治
作
宛

「一
面
文
学
雑
誌
ー
殊
に
短
歌
革
新
の
雑
誌
だ
が、
他
の
一
面
に
お
い

て
（
こ
の
万
が
僕
の
主
眼）
現
代
社
会
組
織
・
政
治
組
織・
経
済
組
織
及

び
帯
剣
政
治
家
共
に
対
す
ろ
不
平
を
丹
滑
に
煽
動
し
よ
う
と
思
っ
て
ゐ
る
3

案
が
定
め
ら
れ
て
か
ら、
直
ち
に
二
人
で
雑
誌
発
刊
の
準
備
に
奔
走
し
た

が、
間
も
な
く
の
二
月
四
日
に、
啄
木
が

結核
性
腹
膜
炎
が
表
面
に
現
わ
れ、

大
学
病
院
に
入
院
治
寮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た。
哀
果
は
一

人
で
印
刷
所
と
病
院
を
往
復
し
て、
雑
誌
の
発
刊
の
為
に
努
力
し
た
が、
種

々
な
不
都
合
で
余
儀
な
く
雑
誌
発
行
が
中
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ。
雑
誌
発
行

の
事
が
失
敗
に
終
っ
て
も、
生
活
感
情
を
歌
の
内
容
に
し、
歌
を
三
行
書
き

に
改
革
し
よ
う
と
志
す
こ
の
二
人
の
作
家
は、
「
我
々
の
雑
誌
を
文
学
に
於

け
る
社
会
運
動
と
い
ふ
性
質
の
も
の
に
し
よ
う」
と
い
う
事
に
意
見
が
合
致

し
て、
一

層そ
の

友情が

強め
ら
れ
た。
斎
藤
茂
吉
は
「
明
治
大
正
短
歌
史
概
観j
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露
西
亜
巻
の
煙
草
を
楔
ひ
つ
つ 、

哀
し
み
ぬ 、

日
本
の
国
の
こ
と
ば
も
て
言
ふ
は
危
ふ
し

わ
が
思
ふ
事 。

日
本
に
住
み 、

手
の
白
き
労
働
者
こ
そ
哀
し
け
れ 。

国
禁
の
書
を 、

涙
し
て
読
め
り 。

の
中
に
ま
た
「
哀
果
も
啄
木
と
の
交
流
に
よ
り 、

歌
に
変
化
を
来
し
た 。

r
黄
昏
に」
‘

r
不
平
な
く」
、

r
街
上
不
平」
な
ど
の
歌
風
は
即
ち
そ
れ

で
あ
る」
と
語
っ
て
い
る 。．
そ
の
変
化
は一
体
何
だ
ろ
う
か
と 、
例
の
表
を

作
っ
て
み
た
が 、
歌
型
上
で
前
の
と
余
り

違
わ
な
い
が 、
歌
の
内
容
に
つ
い

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う 。
例
え
ば
「
黄
昏
に」
に
見
え
る

・
「
働
か
ぬ
ゆ
ゑ 、
貧
し
き
な
ら
む 、
」

ぃ ．つ
働
き
て
も 、．
貧
し
か
る
ぺ
し 、
」

「
と
も
か
く
も 、
働
か
む 。
」

露
西
亜
に
行
く
は 、
い
つ
の
こ
と
ぞ
も 。

と
い
う
歌
に 、
社
会
思
想
の
傾
向
が
歌
に
訛
露
し
て
い
る
こ
と
は 、
こ
の
歌

集
の
最
も
著
し
い
特
徴
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い 。
「
黄
昏
に」
は
日
本
表
記

の
三
行
害
き
と
い
う
点
で
r1
握
の
砂」
に
次
ぐ
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る 。

内
容
は
い
か
に
も
啄
木
の
作
風
に
類
似
し
て
い
る
点
が
多
く
て 、
殊
に
社
会

思
想
を
大
胆
に
歌
に
表
白
す
る
思
想
変
革
は
意
味
深
い 。
斎
藤
茂
吉
に
指
摘

さ
れ
た＇「
啄
木
と
の
交
流
に
よ
り 、
歌
に
変
化
を
来
し
た」
と
い
う
の
は
こ

れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る 。

土
妓
哀
果
に
つ
い
て
は 、
冷
水
茂
太
氏
の
著
苔
に
詳
し
い 。
冷
水
氏
は
哀

果
が
社
会
主
義
傾
向
に
至
っ
た
の
は
自
ら
の
翼
求
に
よ
っ
た
も
の
と
述
ぺ
て

い
る
が 、
哀
果
と
啄
木
と
の
交
遊
姿
勢
を

検討
す
れ
ば 、
や
は
り
そ
れ
は
啄

木
と
関
係
し
た
こ
と
も
あ
る
の
は
否
み
難
い 。
ま
ず 、
哀
果
の
社
会
思
想
は

す
く
な
く
と
も

「
N
A
K
I

W
A
R
A
1」

.（
朋
治
四
十
三
年
四
月）
時
代

ま
で
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い 。
一
万 、
啄
木
は
同
年
六
月
に
幸
徊
秋
水
の

事
件
に
会
い 、
早
々
と
八
月
に
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
の一 ・
文
で 、，
思
想
上

で
大
き
な
変
革
を
遂
げ
た
事
実
を
示
し
て
い
る 。
ま
た 、
二
階
速
て
の
新
築

に
住
み 、
人
並
に
生
活
し
て
い
る
哀
果
が
い
る
の
に 、
何
故
「
樹
木
と
果
実」

の
雑
誌
の
経
費
と
発
刊
所
の
資
任
は 、
む
さ
く
る
し
い
処
で
貧
困
な
日
々
を

送
っ

て
い
る
啄
木
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
●
た
だ
ろ
う
か 。
前
に
挙
げ

た
啄
木
の
書
簡
で
も
分
か
る
よ
う
に 、
そ
の
時
期
の
啄
木
は
社
会
主
義
の
思

想
が
既
に
成
熟
し
て 、
社
会
主
羨
者
の
姿
勢
で
奮
闘
し
て
い
た
事
が 、
一
目

瞭
然
に
察
せ
ら
れ
る 。

．

啄
木
が
亡
く
な
っ
た
後 、
哀
果
は
啄
木
と
の
約
束
「
樹
木
と
果
実」
の
理

想
を一
人
で
果
そ
う
と 、，
大
正
二
年
九
月
に
「
生
活
と
芸
術」
を
創
刊
し
た 。

し
か
し 、
何
故
ま
た
大
正
五
年
六
月
に
自
分
の
手
で
廃
刊
し
た
か
と
い
う
B
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は、

哀
果
の
歌
風
の
変
遷
を
理
解
す
る
の
に
露
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る。

•

そ
の
答
え
ili
後
年
の．
「
晴
天
手
記
」

（
昭
和
九
年、

四
条
書
房）

で
の
自
叙

に
あ
る
。．

「
遂
に
「
生
活
と
芸
術」

を
思
ひ
切
つ
て
廃
刊
し
て
し
ま
ふ
ま
で
の
過
程

は●

思
慈
と
感
情、・・
理
論
と
実
践
と
の
対
立
に
お
け
る
矛
盾
と
苦
悩
と
が、

あ
る
意
味
に
お
い
て
臆
病
な
行
詰
り
が、

い
か
に
し
て
も
堪
へ
ら
れ
な
く

•

な
っ
た
こ
と
が
最
も
大
き
な
動
因
で、

結
局
僕
の
性
情
と
生
活
団
境
と
が

．

さ
う
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
み
難
い
ー」

．

．

．．
 

勿
諭、

廃
刊
に
は
い
く
つ
か
の
伏
線
が
あ
る
。

大
正
四
年
二
月
の
楠
山
・
荒

畑
二
氏
が
思
想
と
芸
術
と
の
対
決
を
巡
っ
た
論
争、

同
年
九
月
の
茂
吉
・
哀

果
二
入
が
言
菜
週
い
に
つ
い
て
の
問
題
で
展
開
さ
れ
た
論
争
な
ど
は
そ
れ
で

あ
る。．
ま
t、

大
正
五
年
四
月
号
の
石
川
啄
木
の
告
簡
特
集
の
為
の
催
し
も

廃
刊
の
前
兆
と
考
え
ら
れ
て
い
る。

特
に、

荒
畑
の
楠
山
駁
騎
の
激
越
な
革

命
理
諭
は、

哀
果
の
胸
中
に
「
生
活
」

と
「
芸
術」

と
の
葛
藤
を
巻
き
起
し

始
め、

最
初
か
ら
償
念
の
悶
弱
な
思
想
が
遂
に
ぐ
ら
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
9

到
底
都
会
育
ち
で
正
常
な
生
活
を
暮
し
て
い
ろ
混
和
な
哀
果
は、

自

然
の
厳
し
い
岩
手
の
出
臭
の
環
焼
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
不
幸
な、

激
情
的
な

啄
木
と
違
っ
て、

家
庭
人
と
し
て
の
穏
健
な
一

面
を
見
せ、

正
常
な
社
会
位

饂
に
戻
ろ
う
と、

当
時
の
社
会
主
該
思
想
の
溢
床
と
な
っ
て
い
た
r
生
活
と

芸
術
」

を
思
い
切
っ
て
廃
刊
し
た
の
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
廃
刊
の
経
緯
に●

哀
果
の
社
会
主
義
に
対
す
る
不
安
定
な
態
度
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か。

汗
み
ど
ろ
の

顔
を
ふ
り
む
け
て、

炎
天
の

荷
ぐ
る
ま
ひ
き
が
わ
れ
を
ば
見
た
り。

む
つ
つ
り
と
か
れ
は
拗
く、

む
つ
つ
り
と

そ
の
傍
に、

わ
れ、

近
づ
き
に
け
り。

（
「
街
上
不
平
」
）

そ
れ
ま
で
亡
き
友
と
の
過
去
を
な
つ
か
し
む
消
極
的
な
情
の
枷
か
ら
軽
め
て、

隣
り
の
巡
査
と
し
た
し
く
す
れ
ば。

春
も
や
よ
ひ
と
な
れ
り
け
り、

不
平
な
く

．
ク
0
ポ
ト
キ
ン
を
知
っ
た
事
で
も
社
会
主
義
者
た
ら
と
の
交
遊
で
もへ

哀

果
が
啄
木
よ
り
先
ん
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が、

啄
木
の

よ
う
な
積
極
的
な
熱
情
が、

哀
果
に
は
一

向
な
か
っ
た
。

交
遊
す
る
期
間
に

思
想
が
定
沼
し
て
い
た
啄
木
℃
影
響
さ
れ
た
事
が
充
分
に
考
え
ら
れ
る。

そ

の
他、

r
生
活
と
芸
術」

を
廃
刊
す
る
ま
で
の
歌
渠
r
不
平
な
く
」
‘

r
街

上
不
平」

に
は
次
の
よ
う
な
社
会
主
義
の
歌
が
見
え
る
が

労
働
を
よ
ろ
こ
ぷ
心
を、

こ
ろ
す
な
か
れ‘
|
_,

，
夏
の
街
路
に、

口
ぷ
え
を
ふ
く。

（
「
不
平
な
く
」
）
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き
ま
り
悪
き
さ
び
し
さ
よ
ー

家
の
ま
は
り
の
地
図
な
ど
を
引
く
。

そ
し
て、

同
じ
く
断
片
か
ら
別
な
形
式
の
特
例
も一
首
あ
っ
た。

馬
，
馬
，．

結

諭

r
生
活
と
芸
術」
を
廃
刊
し
た
数
ヶ
月
後
の、

大
正
五
年
九
月
に
刊
行
さ
れ

た
歌
集
「
雑
音
の
中」
で
は、

も
う
三
行
書
き
を
止
め、
一
行
書
き
と
な
っ

て
い
る。

内
容
も
偏
向
し
た
社
会
詠
か
ら、

知
性
的
な
日
常
詠
に
回
帰
し
た

の
で
あ
る。

「
N
A
K
I
W
A
R
A
I
」
以
降
の
哀
果
の
歌
風
に
は
変
遷
が

あ
り、
し
か
も
啄
木
と
同
じ
方
向
へ
進
ん
で
い
っ
た。

後
に
哀
果
に
霞
ん
で

い
た
啄
木
の
影
が
薄
く
な
っ
て
か
ち、

ま
た
も
と
に
戻
っ
た
点
が、

意
味
深

.
＜
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

啄
木
と
哀
果
二
人
が
併
称
さ
れ
て
い
る
の
は、

生
活
派
短
歌
の
他、

三
行

書
き
も
そ
の
一
っ
で
あ
る。
し
か
し、

啄
木
が
「
一
首一
首
各
異
っ
た
調
子

が
あ
ろ
筈
だ
か
ら。
一
首一
首
別
な
わ
け
方
で
何
行
か
に
書
く
こ
と
」
と
い

う
信
念
に
基
づ
い
た
三
行
書
き
は、

哀
果
が
ロ
ー
マ
字
表
記
の
必
要
で
西
洋

詩
の
行
分
け
の
様
式
を
模
倣
し
た
三
行
書
き
と、

根
本
的
に
翼
質
な
も
の
で

あ
る。

猶、

前
に
挙
げ
た
五
七
の
リ
ズ
ム
に
合
っ
て
い
な
い
一
首
の
特
例
の

他
に、

又、

啄
木
の
創
作
ノ
ー
ト
の
断
片
（
日
付
不
明）
か
ら、

同
じ
形
式

の
歌
を
見
付
け
た。

子
を
叱
り
過
ぎ
た

馬
に
乗
り
た
し、

種
吉
と
昔
か
け
く
ら
を
せ
し
こ
と
も
あ
り。

古
い
和
歌
に
は
初
句
四
音
の
例
も
あ
る
が、
こ
の
一
首
は
歌
の
特
有
な
口
調

で、
一
字
目
の
「
馬」
を
「
ウ
マ
ア
」
と
読
ん
で
も
良
か
ろ
う。
や
は
り
歌

の
革
新
の
過
程
に
お
い
て、

特
別
な
試
み
の
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う。
し

か
し、

哀
果
の
場
合
は、

第
二
歌
集
「
貰
昏
に
」
に
は、

初
句
四
音
の
九
例

以
外、

更
に
初
句
三
音
の
例
が
一
甘

詔成が
き
ず
り
て
ゆ
く
男
あ
り
。

を
し
へ
て
や
る
も、

も
の
う
き
夕
ぐ
れ
。

初
句
二
音
が
二
例、
た
と
え
ば、

0
0
 

か
の、

汽
船
の
豚
を、

お
も
ひ
い
づ゚

さ
び
し
き
冬
に、

ま
た、
な
り
に
け
り。

又
二
句
目
六
音
が
四
例、
二
句
目
五
音
が
一
例、
二
句
目
四
音
の

8
0
0
 

世
に
か
か
る
嘘
さ
へ

い
ふ
も
の
か。．

そ
の
人
の
顔
を、

ぢ
つ
と
見
つ
め
し。

そ
し
て、
三
句
目
四
音
が
四
例、

四
句
目
五
音
が
十
例、
五
句
目
五
音
が
二

例
と
合
せ
て、

三
十
四
も
あ
る。
こ
ん
な
に
明
ら
か
な
字
不
足
に
よ
っ
て、

哀
果
は
歌
を
革
新
し、

遂
に
歌
を
破
壊
す
る
所
ま
で
進
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る。

革
新
の
原
則
と
作
歌
の
信
念
に
お
い
て、

啄
木
が
哀
果
と
l

-32-



研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
（
一
）

（
昭
和
六
十
二
年
一
月
l
十
二
月）

線
を
画
し
て
い
る
の
は、

啄
木
が
歌
の
形
式
を
複
雑
化
し
な
が
ら
も、

哀
果

．
の
よ
う
に
歌
を
破
壊
せ
ず、

あ
く
ま
で
歌
の
伝
統
の
枠
の
中
に
止
ま
ろ
う
と

し
た
点
で
あ
る。
こ
れ
に
よ
っ
て、

何
故
啄
木
が
同
じ
三
行
書
き
の
短
歌
を

作
り
な
が
ち、

哀
果
よ
り
遥
か
に
有
名
に
な
っ
た
か
の
説
明
が
つ
く
よ
う
に

思
わ
れ
る。

（
本
学
大
学
院
研
究
生）

単
行
本
・

目
錬

跡
見
学
園
短
期
大
学
図
祖
館
蔵
百
人
l

首
目
録
稿
三

伊
勢
俳
書
年
表
の
作
成
（
愛
知
教
育
大
学
教
育
学
部）

国
文
学
研
究
預
科
館
蔵
逐
次
刊
行
物
目
録
(
-
九
八
七）

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
和
古
笞
目
録
(
-
九
七
二
1
八
六）

閲
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
0

巽
料
目
録
(
-
九
八
六）

閲
文
学
研
究
資
料
館
特
別
展
示
目
録
十

ー
古
今
巣

l
初
雁
文
叩
本
を
中
心
と
し
て

国
文
学
年
鑑
（
国
文
学
研
究
資
料
館）

昭
和
六
十
年
(
-
九
八
五）

壬
申
の
乱
〔
飛
烏
賓
料
館
図
録
第
十
八
冊
〕

（
飛
応
資
料
館）

多
和
文
印
蔽
嘗
目
録
索
引
（
香
川
大
学
教
育
学
部
佐
藤
恒
雌
研
究
室）

日
本
近
代
詩
人
論

高
村
光
太
郎
か
ら
丸
山
薫
ま
で

（
石
井
目
光
箸

八
千
代
出
版）

「
万
葉
集」
長
歌
の
分
析
（
鈴
木
一
彦

雑
誌

紀
要

愛
知
殺
徳
大
学
国
語
国
文

第
十
号

愛
知
大
学
閲
文
学

第
二
十
六
号

第
二
十
三
号

第
九
号

愛
文
（
愛
知
大
学）

冑
空
（
開
成
学
園）

青
山
語
文

第
十
七
号

旭
川
閲
文
（
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
分
校）

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
百
話
文
化
研
究
所
通
信

第
五
十
九
号

跡
兄
学
園
短
期
大
学
紀
要

第
二
十
二
巣、

別
冊
第
五
集

跡
見
学
園
国
胆
科
紀
要

35

愛
媛
国
文
と
教
育
（
愛
媛
大
学）

第
十
八
号

王
朝
文
学
史
稿
（
王
朝
文
学
史
研
究
会）

第
十
四
号

大
阪
青
山
短
大
国
文

第
三
号

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
論
集

大
谷
女
子
大
国
文

第
二
十
四
号

大
妻
国
文
（
大
茨
女
子
大
学）

第
十
七
号

山
梨
大
学
教
育
学
部）

第
三
号

第
十
八
号

大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要

第
十
九
号

学
苑
（
昭
和
女
子
大
学）

第
五
百
六
十
五
号

学
術
研
究
〔
国
語
・
国
文
学
編
〕
（
早
稲
田
大
学
教
育
学
部）

第
三
十
五
号
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