
〝
啄
木
の
ふ
る
さ
と
〞『
も
り
お
か
の
短
歌
』

『
も
り
お
か
の
短
歌
』

『
も
り
お
か
の
短
歌
』

『
も
り
お
か
の
短
歌
』うた

『
も
り
お
か
の
短
歌
』

『
も
り
お
か
の
短
歌
』

『
も
り
お
か
の
短
歌
』

『
も
り
お
か
の
短
歌
』

君き
み

が
住す

む
不 こ

 ず

 か
た

来
方
の
さ
と

秋あ
き

め
い
て
剥む

き
た
て
の
柿か

き

軒の
き

を
色い

ろ

ど
る

盛
岡
市
　
赤
坂
昌
信

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

秋
に
な
る
と
剥
き
た
て
の
柿
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら

で
目
に
し
ま
す
。
冬
干
柿
色
に
変
わ
り
ま
す
が
や

は
り
軒
を
彩
る
の
は
剥
き
た
て
の
柿
で
す
。
そ
ん

な
風
景
が
私
の
心
を
癒
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
そ

の
情
景
を
詠
ん
だ
短
歌
が
年
間
最
優
秀
賞
に
選
ば

れ
て
光
栄
で
す
。

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）
盛
岡
の
雅
称
「
不
来
方
」
が
歌
の
内
容

に
し
っ
く
り
馴
染
み
ま
す
。
作
者
も
盛
岡
の
人
で

す
が
、
軒
に
「
剥
き
た
て
の
柿
」
の
見
え
る
「
君

が
住
む
」
里
は
郊
外
で
し
ょ
う
か
。
皮
を
剥
い
た

柿
の
実
の
瑞
々
し
い
色
彩
も
詩
情
を
醸
し
ま
す
。

（
山
本
豊
）「
君
が
住
む
不
来
方
の
さ
と
」
の
抑
制

さ
れ
た
情
感
と
、「
剥
き
た
て
の
柿
軒
を
色
ど
る
」

の
具
体
が
調
和
し
、
印
象
深
い
作
品
で
あ
る
。
特

に
「
剥
き
た
て
の
柿
」
が
詩
情
を
深
い
も
の
に
し

て
い
る
。

（
赤
澤
）
秋
の
風
景
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
軒
に
剥

い
た
柿
を
吊
る
す
光
景
は
、
昔
よ
り
少
な
く
な
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
作
者
は
逃
さ
ず
情
感
の
あ
る

歌
に
し
ま
し
た
。
短
歌
の
お
手
本
の
よ
う
に
感
じ

ら
れ
ま
す
。
詰
め
込
み
過
ぎ
ず
、
三
行
書
き
に
も

気
を
配
っ
て
い
ま
す
。

（
山
本
玲
子
）
鮮
や
か
な
だ
い
だ
い
色
の
柿
の
実

は
、
今
、
誰
か
が
剥
い
た
ば
か
り
の
様
に
軒
に
吊

る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
長
閑
な
盛
岡
で
暮

ら
し
て
い
る
君
は
、
や
は
り
秋
を
味
わ
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
―
。
こ
の
よ
う
な
風
景
を
見
る
と
急

に
恋
し
く
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

名め
い
す
い水
の

冬ふ
ゆ
あ
た
た温
か
く
湧わ

く
水み

ず

を

若わ
か
み
ず水
と
し
て
新し

ん
ね
ん
い
わ

年
祝
う

盛
岡
市
　
堀
米
公
子

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

最
近
、
歌
に
詠
ん
だ
名
水
（
青
龍
水
）
が
枯
れ
た
と
い
う
こ
と

で
そ
の
界
隈
に
行
っ
て
み
ま
し
た
。
近
所
の
人
達
も
心
配
し
て
い

ま
し
た
。
再
び
湧
き
出
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
数
年
前
の
夏
、

水
を
汲
ん
で
い
た
ら
、
東
京
の
立
教
大
学
の
学
生
さ
ん
達
に
囲
ま

れ
て
、〝
わ
き
水
〞
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
一
関
市
出

身
で
盛
岡
に
住
ん
で
六
十
年
に
な
り
ま
す
。
雪
掻
き
三
時
間
、
さ

ん
さ
踊
り
三
十
年
、
毎
日
啄
木
の
詩
の
時
報
に
な
じ
み
、
伊
達
か

ら
南
部
藩
に
変
身
し
ま
し
た
。
名
水
の
歌
材
は
、
そ
の
た
め
で
な

く
、
お
い
し
い
水
で
茶
や
料
理
を
と
い
う
発
想
で
偶
然
「
歌
」
が

出
ま
し
た
。
偶
然
と
い
え
ば
、
戊
辰
の
義
士
、
楢
山
佐
渡
の
近
く

に
墓
を
持
ち
ま
し
た
。
佐
渡
の
こ
と
も
詠
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す

（
取
り
上
げ
ら
れ
ず
）。
ま
す
ま
す
盛
岡
に
慣
れ
、
愛
し
て
行
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
自
分
で
も
気
に
入
っ
た
歌
を
詠
い

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
度
の
〝
励
み
の
賞
〞
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

年
間
最
優
秀
賞
（
一
首
）

年
間
奨
励
賞
（
二
首
）

啄
木
の
ふ
る
さ
と
『
も
り
お
か
の
短
歌
』
事
業
は
、
啄
木
が
生
ま
れ
育
っ
た
盛
岡
を
訪
れ
る
観
光
客
や
市
民

に
よ
る
、
啄
木
短
歌
の
特
徴
で
あ
る
『
三
行
書
き
』
の
短
歌
づ
く
り
を
通
じ
て
『
短
歌
の
ま
ち
　
も
り
お
か
』

を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
平
成
二
十
年
よ
り
実
施
し
て
い
る
事
業
で
す
。

四
つ
の
期
間
（
夏
の
部
・
秋
の
部
・
冬
の
部
・
春
の
部
）
に
分
け
て
募
集
し
、
一
年
間
に
応
募
の
あ
っ
た

三
六
三
首
（
一
般
部
門
）
の
中
か
ら
第
十
二
回
目
と
な
る
年
間
優
秀
作
品
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

今
回
も
多
く
の
ご
投
稿
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
書
面
を
通
じ
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

第
十
二
回
年
間
最
優
秀
賞
決
定
！

年
間
優
秀
賞
（
二
首
）

風か
ぜ
か
お薫
る
好こ

う

 ま

 
摩
の
駅え

き舎
よ
り
仰あ

お

ぎ
見み

る

啄た
く
ぼ
く木
焦こ

が
れ
し

姫ひ
め
か
み神
の
峰み

ね

東
京
都
港
区
　
鈴
木
有
介

盛も
り
お
か岡
の
お
城し

ろ

の
堀ほ

り

に

ぽ
っ
ち
ゃ
ん
と

栃と
ち

の
実み

お落
ち
て
秋あ

き

の
深ふ

か

ま
る

盛
岡
市
　
鈴
木
　
充

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

岩
手
町
の
特
養
に
入
居
し
て
い
る
祖
母
の
見
舞
い

へ
赴
く
途
上
、
渋
民
・
好
摩
で
右
に
左
に
と
目
を
や

る
の
が
何
よ
り
の
楽
し
み
で
す
。
岩
手
山
に
姫
神
山
、

盛
岡
で
見
な
れ
た
山
景
と
は
ひ
と
味
違
う
格
別
の
美

し
さ
。
歌
人
・
啄
木
の
こ
こ
ろ
の
玉
手
箱
に
触
れ
る

思
い
が
し
ま
す
。

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

盛
岡
商
工
会
議
所
か
ら
不
審
な
封
筒
が
届
い
た
。

春
夏
秋
冬
の
入
選
発
表
に
し
て
は
時
期
が
変
。
開
封

す
る
と
年
間
優
秀
賞
に
選
定
さ
れ
た
と
の
事
。
顧
み

れ
ば
『
も
り
お
か
の
短
歌
』
の
落
選
が
続
き
「
も
う

や
〜
め
た
」
と
思
っ
た
事
も
あ
っ
た
。
そ
の
度
に
思

い
直
し
続
け
た
。「
継
続
は
力
」
は
あ
る
意
味
真
実

な
よ
う
な
気
が
す
る
。
拙
作
の
「
ぽ
っ
ち
ゃ
ん
と
」

は
今
考
え
る
と
稚
拙
な
感
も
あ
る
が
結
果
オ
ー
ラ
イ

と
い
う
事
で
あ
ま
り
詮
索
し
な
い
事
に
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）
薫
風
の
季
節
に
好
摩
を
訪
れ
た
作
者
。「
啄

木
焦
が
れ
し
」
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
姫
神
山
の
山
容
が

殊
に
美
し
く
見
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
駅
舎
を
「
え

き
」
と
読
ま
せ
て
い
ま
す
が
表
記
も
「
駅
」
で
良
い

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
音
語
）「
ぽ
っ
ち
ゃ
ん
」

は
思
い
が
け
な
い
音
と
し
て
作
者
の
耳
に
届
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
下
の
句
は
推
量
の
表
現
「
栃
の
実
の

落
つ
秋
深
ま
ら
ん
」
と
す
る
こ
と
で
更
に
良
く
な
る

と
思
い
ま
す
。

（
山
本
豊
）
盛
岡
城
址
公
園
の
秋
の
様
子
が
素
直
に

伝
わ
っ
て
く
る
。
栃
の
実
が
堀
に
落
ち
て
、「
ぽ
っ

ち
ゃ
ん
」
と
い
う
音
を
立
て
た
と
い
う
表
現
が
歌
を

優
し
く
し
て
い
る
。
擬
音
語
の
使
い
方
の
成
功
し
た

歌
。

（
赤
澤
）
作
者
の
目
の
前
で
、
栃
の
実
が
実
際
に
落

ち
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
歌
の
見
所
は「
ぽ
っ
ち

ゃ
ん
」で
す
。
簡
単
に
見
え
ま
す
が
、
作
者
は
苦
心

し
た
と
思
い
ま
す
。
短
歌
は
擬
音
語
で
成
功
し
た
り
、

失
敗
し
た
り
し
ま
す
。
勿
論
、
こ
の
歌
の
場
合
は
成

功
で
す
。

（
山
本
玲
子
）「
秋
は
韷
れ
の
笛
に
よ
ろ
し
き
」
と
啄

木
が
表
現
す
る
よ
う
に
、
音
が
秋
の
訪
れ
を
知
ら
せ

て
く
れ
る
。
盛
岡
の
お
城
の
周
辺
に
は
栃
の
木
が
た

く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
実
の
落
ち
る
音
に
、
い
よ
い
よ

秋
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

と
思
い
ま
す
。

（
山
本
豊
）
渋
民
駅
が
出
来
た
の
は
昭
和
二
十
五
年

で
あ
る
か
ら
、
啄
木
が
列
車
に
乗
る
に
は
好
摩
駅
ま

で
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
啄
木
と
好
摩
駅
の

ホ
ー
ム
か
ら
見
る
姫
神
山
と
の
組
み
合
わ
せ
が
成
功

し
て
い
る
。

（
赤
澤
）
作
者
は
東
京
都
の
方
で
す
。
啄
木
に
惹
か

れ
て
の
旅
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
好
摩
駅
か
ら

見
え
る
姫
神
山
に
感
動
し
た
こ
と
が
、
素
直
に
詠
み

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
県
外
の
作
者
だ
っ
た
か
ら
で
き

た
と
思
い
ま
す
。
作
者
の
心
は
素
直
に
、
感
動
に
向

い
ま
す
。

（
山
本
玲
子
）
北
海
道
へ
旅
立
つ
と
き
の
啄
木
は
、

故
郷
と
永
久
の
別
れ
に
な
る
か
と
思
う
と
、「
静
け

く
長
閑
け
き
駅
の
春
、
日
は
暖
か
け
れ
ど
、
予
は
骨

の
底
の
い
と
寒
き
を
覚
え
た
り
」
と
述
べ
る
。
そ
ん

な
啄
木
に
姫
神
山
の
美
し
い
姿
が
目
に
焼
き
付
い
た

こ
と
だ
ろ
う
。

ふ
き
の
と
う

朝あ
さ

 ひ

 
日
に
照て

ら
さ
れ
春は

る

告つ

げ
る

旬し
ゅ
ん

を
探さ

が

し
に
神み

こ

だ

子
田
朝あ

さ
い
ち市

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
　
片
山
奈
桜
子

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

昨
年
度
ま
で
彼
が
住
ん
で
い
た
の
で
、
盛
岡

に
は
何
度
も
足
を
運
び
ま
し
た
。
四
季
折
々
の

景
色
の
な
か
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
ま

だ
寒
さ
が
残
る
三
月
に
一
緒
に
訪
れ
た
神
子
田

朝
市
で
す
。
た
く
さ
ん
の
思
い
出
が
あ
る
盛
岡

に
い
つ
か
ま
た
行
き
た
い
で
す
。

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）
少
々
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
表
現
で
す
が
、

朝
日
に
照
ら
さ
れ
た
蕗
の
薹
が
春
を
告
げ
て
い

る
、
と
断
定
し
た
表
現
に
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。

「
旬
を
探
し
に
神
子
田
朝
市
」
と
は
、
も
し
か

し
て
盛
岡
の
ご
出
身
で
し
ょ
う
か
。

（
山
本
豊
）
ふ
き
の
と
う
は
、
雪
が
ま
だ
消
え

残
っ
て
い
る
頃
か
ら
芽
を
出
す
、
そ
れ
こ
そ
春

を
告
げ
る
植
物
で
あ
る
。
天
ぷ
ら
に
し
て
も
、

ふ
き
味
噌
に
し
て
も
美
味
し
い
。
結
句
の
「
神

子
田
朝
市
」
が
生
き
て
い
る
。

（
赤
澤
）
埼
玉
県
の
方
の
歌
で
す
。「
神
子
田
朝

市
」
の
具
体
名
が
出
て
い
る
の
で
、
事
前
に
調

べ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
も
経
験
し
ま
し
た
が
お

店
巡
り
は
楽
し
い
も
の
で
す
。
作
者
は
偶
然
、

朝
日
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
ふ
き
の
と
う
を
見
ま

し
た
。
迷
わ
ず
出
来
た
歌
で
し
ょ
う

（
山
本
玲
子
）
夜
の
明
け
き
ら
ぬ
う
ち
か
ら
盛

岡
の
神
子
田
の
朝
市
へ
行
く
人
々
は
、
何
か
い

い
物
を
探
し
に
行
く
よ
う
に
嬉
し
そ
う
だ
。
春

の
使
者「
フ
キ
ノ
ト
ウ
」は
一
層
、
長
い
冬
を
過

ご
し
た
北
国
の
人
々
の
心
を
一
層
は
ず
ま
せ
る
。

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）
詠
い
出
し
か
ら
「
名
水
の
」
と
説
明
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
ま
す
。
二
句
以
降
の
表
現

か
ら
「
き
っ
と
コ
レ
は
名
水
だ
ろ
う
」
と
読
者
に
は

伝
わ
る
は
ず
で
す
。
初
句
に
場
所
を
入
れ
て
は
如
何

で
し
ょ
う
か
。

（
山
本
豊
）
若
水
は
元
日
の
朝
に
汲
む
水
の
こ
と
で
あ

る
が
、
一
年
の
邪
気
を
除
く
と
も
言
わ
れ
る
。
新
年

を
祝
う
歌
と
し
て
う
ま
く
ま
と
め
て
い
る
。「
冬
温
か

く
湧
く
水
」
の
表
現
が
歌
を
上
質
な
も
の
に
し
て
い

る
。

（
赤
澤
）
良
い
短
歌
の
お
手
本
の
よ
う
な
作
品
で
す
。

盛
岡
は
湧
き
水
が
各
所
に
あ
り
ま
す
が
、
通
年
、
水

温
は
一
定
で
す
。
そ
こ
を
「
冬
温
か
く
」
と
詠
み
ま

し
た
。「
若
水
と
し
て
新
年
祝
う
」
は
、
心
に
決
め
て

い
た
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。上
手
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

（
山
本
玲
子
）
湧
き
水
は
冬
温
か
く
、
夏
に
冷
た
い
。

盛
岡
の
下
町
に
あ
る
湧
き
水
は
、
生
活
用
水
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
る
。
元
旦
に
は
若
水
を
汲
み
、
そ
の

水
で
ご
飯
を
炊
い
て
食
べ
て
無
病
息
災
を
祈
る
。
そ

ん
な
下
町
の
人
々
の
溌
溂
と
し
た
笑
顔
が
浮
か
ん
で

く
る
。
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