
〝
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
』

群ぐ

ん

ぶ舞
す
る
さ
ん
さ
の
夏な

つ

が

恋こ
い

し
く
て
想お

も

ひ
を
馳は

せ
る

盛も
り
お
か岡
の
街ま

ち

盛
岡
市
　
河
野
康
夫

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

盛
岡
の
夏
の
風
物
詩
で
あ
る
、
さ
ん
さ
踊
り
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
中
止
に
な
っ
た
。
い

つ
も
の
盛
岡
の
夏
に
戻
っ
て
ほ
し
い
。

何
度
か
応
募
し
ま
し
た
が
、
こ
の
度
は
年
間
最
優

秀
賞
に
選
ん
で
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）「
群
舞
す
る
さ
ん
さ
」
は
藩
政
時
代
か
ら
伝

わ
る
盆
踊
り
「
さ
ん
さ
踊
り
」
の
こ
と
。
昨
年
は
コ

ロ
ナ
禍
で
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
夏
も
終
息

は
難
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
現
状
な
れ
ば
こ

そ
、「
さ
ん
さ
踊
り
」
が
「
恋
し
く
て
想
ひ
を
馳
せ
」

て
し
ま
う
作
者
の
心
中
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
し
、
大

方
の
市
民
の
「
想
ひ
」
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

（
山
本
豊
）
作
者
の
想
い
が
素
直
に
表
現
さ
れ
て
い

て
、
読
み
手
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
て
く
る
歌
で

す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
影
響
に

よ
り
、
さ
ん
さ
踊
り
が
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
対
す
る
作
者
の
無
念
さ
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

（
赤
澤
）
さ
ん
さ
踊
り
は
、
数
十
年
の
歴
史
を
重
ね
、

盛
岡
の
夏
の
行
事
と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。
作
者
は

さ
ん
さ
踊
り
の
な
い
夏
を
寂
し
み
、
歌
に
詠
ん
だ
の

で
し
ょ
う
。「
想
ひ
を
馳
せ
る
」
に
作
者
の
心
情
が

籠
っ
て
お
り
、
素
直
に
気
持
ち
を
表
現
し
た
良
い
歌

で
す
。

（
山
本
玲
子
）「
踊
は
田
舎
一
年
中
の
最
大
快
楽
で
あ

る
」
と
啄
木
は
述
べ
る
。
一
糸
乱
れ
ぬ
ば
ち
さ
ば
き

に
さ
ん
さ
太
鼓
が
こ
だ
ま
す
る
。
盛
岡
の
夏
の
快
楽
。

そ
の
最
大
の
快
楽
を
今
年
も
ま
た
コ
ロ
ナ
に
奪
わ
れ

た
。
故
に
一
層
、
故
郷
を
恋
し
く
思
わ
せ
る
の
で
あ

ろ
う
。

綿わ
た
ゆ
き雪
の
開か

い
う
ん
ば
し

運
橋
に
点と

も

る
灯ひ

に

御お

と

ぎ

ほ

ろ

ば

し

ゃ

伽
幌
馬
車

渡わ
た

り
観み

る
よ
な

釜
石
市
　
中
嶋
多
喜
子

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

高
校
十
六
才
の
時
和
歌
に
ふ
れ
そ
れ
か
ら
こ

の
齢
ま
で
褪
せ
る
こ
と
な
く
愛
し
積
ん
だ
が
今

だ
道
草
の
ま
ま
。
い
い
ん
で
す
こ
の
ま
ま
で
。

四
季
折
々
に
発
刊
す
る
「
さ
ち
ぐ
さ
」
日
日

の
生
活
に
我
が
思
い
を
載
せ
静
か
に
胸
に
畳
み

終
生
の
愛
と
し
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
〇
四
首
（
一
般
部
門
）
の
中
か
ら
第
十
三
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
三
回
年
間
最
優
秀
賞
決
定
！

年
間
優
秀
賞
（
二
首
）

不こ

ず

か

た

来
方
の
城し

ろ

か
ら

見み

ゆ
る
岩い

わ
て
さ
ん

手
山

残ざ
ん
せ
つ
せ
ん

雪
線
が
点て

ん

に
な
り
ゆ
く

盛
岡
市
　
鈴
木
　
充

故ふ
る
さ
と郷
を
離は

な

れ
こ
の
地ち

に
学ま

な

ぶ
子こ

を

抱い
だ

き
守ま

も

れ
よ

も
り
お
か
の
空そ

ら

愛
知
県
一
宮
市
　
五
十
嵐
理
子

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

受
賞
作
を
読
み
返
し
て
み
る
と
「
残
雪
線
が
点

に
な
り
ゆ
く
」
が
「
残
雪
線
」
と
誤
解
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
と
猛
省
。
そ
も
そ
も
残
雪
が
線
や
点

で
あ
る
訳
が
な
い
。
残
雪
は
面
で
次
第
に
面
積
が

減
っ
て
ゆ
く
の
が
自
然
。
甘
ー
く
見
て
も
ら
え
た

事
に
感
謝
で
す
。

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

子
の
ひ
と
り
暮
ら
し
準
備
の
た
め
初
め
て
訪
れ

た
盛
岡
は
、
思
っ
た
以
上
に
遠
く
寒
く
、
ど
う
か

無
事
で
と
祈
る
よ
り
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
つ
か
ま
た
盛
岡
を
訪
れ
、
短
歌
づ
く
り
を
楽
し

み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）
岩
手
山
に
降
り
積
も
っ
た
雪
が
、
春
に

な
り
融
け
て
徐
々
に
消
え
て
ゆ
く
過
程
を
興
味
深

く
捉
え
て
い
ま
す
。「
残
雪
線
」
と
い
う
新
鮮
で

驚
嘆
に
値
す
る
表
現
に
思
わ
ず
頷
き
ま
し
た
。
二

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）
愛
知
県
か
ら
遥
か
北
の
東
北
、
盛
岡
の

大
学
に
進
学
さ
れ
た
お
子
さ
ん
を
案
ず
る
親
御
さ

ん
の
心
は
如
何
ば
か
り
か
と
様
ざ
ま
に
想
像
し
ま

す
。「
抱
き
守
れ
よ
」
と
願
い
を
託
す
盛
岡
の
空

は
、
き
っ
と
澄
み
き
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
山
本
豊
）
勉
学
の
た
め
に
、
故
郷
を
離
れ
て
盛

岡
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
子
を
思
う
親
の
祈
る

よ
う
な
気
持
が
伝
わ
っ
て
来
ま
す
。
祈
る
対
象
が

「
も
り
お
か
の
空
」
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
歌
に

特
殊
性
を
持
た
せ
内
容
の
あ
る
歌
と
な
っ
て
い
ま

す
。

（
赤
澤
）
作
者
の
お
子
さ
ん
は
盛
岡
で
学
ん
で
い

る
の
で
し
ょ
う
。
盛
岡
に
い
る
お
子
さ
ん
を
い
つ

も
心
配
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
歌

は
、
小
さ
く
ま
と
ま
っ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
の

で
す
が
、
下
の
句
を
大
き
な
景
で
ま
と
め
て
い
る

と
こ
ろ
に
魅
力
を
感
じ
ま
す
。

（
山
本
玲
子
）
啄
木
は
盛
岡
を
「
自
然
の
大
殿
堂
」

と
述
べ
、
さ
ら
に
「
学
ぶ
べ
き
大
学
が
、
塵
の
都

の
い
か
め
し
い
大
建
築
で
あ
る
と
は
思
へ
な
い
」

と
も
述
べ
て
い
る
。
遠
い
異
郷
の
地
か
ら
盛
岡
に

来
て
学
ぶ
子
等
に
、
特
別
の
恩
寵
が
あ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

句
「
城
か
ら
見
ゆ
る
」
の
「
城
」
は
既
に
存
在
し

な
い
の
で
す
か
ら
、
正
し
く
は
「
城
址
よ
り
見
ゆ

る
」
と
い
う
表
現
が
適
切
で
し
ょ
う
。

（
山
本
豊
）
晩
春
の
岩
手
山
が
、
残
雪
の
移
り
ゆ

く
様
子
を
丁
寧
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
情
景

が
鮮
明
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

又
、
作
者
が
不
来
方
城
の
城
跡
か
ら
岩
手
山
を
見

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
歌
の
内
容
に
深
み
を
持

た
せ
て
い
ま
す
。

（
赤
澤
）
岩
手
山
の
残
雪
の
消
え
て
ゆ
く
様
を
、

作
者
独
自
の
目
線
で
捉
え
、
と
て
も
良
い
と
思
い

ま
す
。
下
の
句
の
「
残
雪
線
が
」
の
表
現
は
字
余

り
と
な
っ
て
も
、「
残
雪
の
線
が
」
の
方
が
分
か

り
易
い
と
思
い
ま
す
。
日
常
に
作
歌
し
て
い
る
作

者
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
山
本
玲
子
）
不
来
方
城
の
二
の
丸
に
啄
木
歌
碑

が
あ
る
。
百
年
以
上
も
前
、
啄
木
は
こ
の
岩
手
山

か
ら
季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
啄
木
と
同
様
に
作
者
の
目
に
は
冬
の
記
憶
を

跡
形
も
な
く
消
し
去
る
盛
岡
の
春
が
浮
か
び
上
が

っ
た
に
違
い
な
い
。

「
ウ
イ
ル
ス
を
運は

こ

ば
ぬ
よ
う
に
」

俯う
つ
む

き
て
着ち

ゃ
く
に
ん任
の
春は

る

に

清き
よ

き
山や

ま

あ
り盛

岡
市
　
郷
家
美
磨

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

六
年
ぶ
り
の
盛
岡
。
コ
ロ
ナ
禍
の
転
勤
は
緊

張
を
伴
う
も
の
で
し
た
が
、
引
越
の
日
に
車
か

ら
ひ
っ
そ
り
見
た
岩
手
山
の
美
し
か
っ
た
こ
と
。

懐
か
し
い
や
ら
眩
し
い
や
ら
で
不
覚
に
も
落
涙
。

「
よ
し
！
ま
だ
頑
張
れ
る
」
と
力
強
く
励
ま
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
街
が
好
き
で
す
。

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）「
ウ
イ
ル
ス
を
運
ば
ぬ
よ
う
に
」
は
作

者
の
心
の
声
。
着
任
す
る
者
が
清
き
山
河
を
汚

し
て
は
い
け
な
い
…
…
謙
虚
な
作
者
の
心
が
垣

間
見
え
ま
す
。

（
山
本
豊
）
県
外
か
ら
盛
岡
に
異
動
し
て
来
た

方
で
し
ょ
う
か
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
者
の
少
な
い
盛
岡
に
来
た
作
者
の
遠
慮
が
ち

な
様
子
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
作
者
を
救

っ
て
く
れ
て
い
る
の
が
、「
清
き
山
」
で
あ
る

こ
と
が
、
こ
の
歌
に
深
み
を
与
え
て
い
ま
す
。

（
赤
澤
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
数
多
く

詠
ま
れ
て
い
る
素
材
で
す
が
、
作
者
独
自
の
捉

え
方
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
新
任
地
と
な
っ
た
盛

岡
へ
の
気
遣
い
を
歌
に
し
た
感
覚
が
素
材
で
良

い
と
思
い
ま
す
。
結
句
の
山
を
具
体
名
で
書
い

て
み
る
方
法
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
山
本
玲
子
）
時
節
柄
、
都
会
か
ら
赴
任
で
土

地
の
人
を
不
安
に
さ
せ
ま
い
と
す
る
心
優
し
き

作
者
。
赴
任
の
朝
は
う
つ
む
き
加
減
だ
っ
た
に

違
い
な
い
。
し
か
し
盛
岡
駅
の
直
前
、
目
に
飛

び
込
む
清
き
岩
手
山
。
恐
ら
く
私
は
作
者
以
上

に
安
堵
し
て
し
ま
っ
た
。

【
審
査
員
講
評
】

（
松
田
）
綿
雪
の
降
る
開
運
橋
を
、
御
伽
話
さ

な
が
ら
に
幌
馬
車
が
渡
っ
て
ゆ
く
。
そ
ん
な
光

景
を
ふ
っ
と
錯
覚
し
て
し
ま
い
そ
う
な
一
齣

…
…
果
し
て
夢
か
現
か
。

（
山
本
豊
）
冬
の
開
運
橋
の
情
景
が
メ
ル
ヘ
ン

の
世
界
を
思
わ
せ
て
く
れ
る
歌
で
す
。
開
運
橋

を
こ
の
よ
う
に
詠
っ
た
歌
は
こ
れ
ま
で
に
な
か

っ
た
と
思
い
ま
す
。
雪
が
単
な
る
雪
で
は
な
く
、

「
綿
雪
」
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
歌
の
抒
情
性

を
深
め
て
い
ま
す
。

（
赤
澤
）
こ
の
歌
は
そ
の
発
想
が
豊
か
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
が
個
性
に
な
っ
て
い
ま
す
。
雪

と
灯
り
と
鉄
の
橋
に
「
御
伽
幌
馬
車
」
を
感
じ

た
と
こ
ろ
は
卓
抜
だ
と
思
い
ま
す
。
結
句
の

「
渡
り
観
る
よ
な
」
は
、
や
や
不
安
定
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
挑
戦
し
て
く
だ
さ
い
。

（
山
本
玲
子
）
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
冬
の
開

運
橋
は
メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
だ
。「
シ
ン
デ
レ
ラ
」

は
最
終
電
車
に
乗
り
遅
れ
ま
い
と
急
ぎ
足
で
盛

岡
駅
に
向
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
…
と
い

う
空
想
だ
け
で
な
く
、
作
者
は
幌
馬
車
の
わ
だ

ち
を
確
か
に
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
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