
〝
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
』

光ひ
か
り

さ
す

南な
ん
し
ょ
う
そ
う

昌
荘
の
床ゆ

か

も
み
じ

遊あ
そ

び
い
る
子こ

の
歌う

た

を
映う

つ

し
て

秋
田
県
大
仙
市

鈴
木

仁

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

銀
杏
の
黄
葉
と
楓
の
紅
葉
が
、
濡
れ
た
敷
石
に
美

し
く
降
り
続
く
南
昌
荘
を
訪
ね
た
。
秋
田
と
の
縁
も

深
い
こ
の
建
物
が
今
に
遺
り
、
人
々
の
憩
い
の
場
と

な
っ
て
い
る
の
が
嬉
し
く
て
何
度
も
足
を
運
ぶ
私
の

横
を
、
幼
い
女
の
子
が
駆
け
抜
け
て
行
っ
た
。

【
審
査
員
講
評
】

（
山
本
豊
）
南
昌
荘
は
明
治
時
代
に
建
造
さ
れ
た
建

物
で
あ
り
、
時
な
が
く
磨
か
れ
た
木
の
床
に
映
っ
て

い
る
も
み
じ
は
、
お
も
む
き
を
一
層
深
め
て
い
る
。

下
句
の
「
遊
び
い
る
子
の
歌
を
映
し
て
」
は
、
詩
情

を
深
め
た
表
現
で
あ
り
、
読
後
感
が
長
く
心
に
残
る
。

（
赤
澤
）
美
し
い
抒
情
歌
で
あ
る
。
南
昌
荘
に
行
っ

た
こ
と
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
の
味
わ
い
が

良
く
分
か
る
だ
ろ
う
。
古
い
建
築
物
で
あ
る
が
、
清

楚
で
訪
れ
る
旅
行
者
を
持
て
成
し
て
く
れ
る
。
作
者

は
優
し
い
言
葉
で
そ
れ
を
詠
ん
だ
。
賞
に
相
応
し
い

歌
だ
。

（
山
本
玲
子
）
小
春
日
和
の
休
日
、
刹
那
の
ひ
と
時

を
南
昌
荘
で
交
わ
る
「
も
み
じ
」
と
「
子
供
」。
共

に
移
ろ
う
季
節
の
中
で
振
り
返
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ

う
。
啄
木
も
、
歌
に
こ
の
一
瞬
を
閉
じ
込
め
る
か
、

小
説
の
一
コ
マ
と
し
て
物
語
に
す
る
か
迷
っ
た
に
違

い
な
い
。

（
吉
田
）
南
昌
荘
の
よ
く
磨
か
れ
た
床
に
映
る
色
鮮

や
か
な
紅
葉
を
詠
ん
だ
作
品
。
そ
の
幻
想
的
な
美
し

さ
は
古
（
い
に
し
え
）
か
ら
現
代
ま
で
の
遊
ぶ
子
ど

も
た
ち
の
歌
も
包
み
込
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
視

覚
的
に
も
聴
覚
的
に
も
奥
行
き
の
あ
る
優
れ
た
作
品

で
あ
る
。

も
り
お
か
の

夏な
つ

は
さ
ん
さ
の
幸さ

っ

こ

ら

呼
来
と

太た

い

こ鼓
の
音お

と

で
幸

し
あ
わ

せ
願ね

が

う

盛
岡
市

赤
坂

昌
信

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

年
間
奨
励
賞
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
さ
ん
さ
踊
り
の
掛
け
声
を
詩
に
入
れ

よ
う
と
色
々
考
え
ま
し
た
が
、「
読
ん
で
字
の
如

く
」
と
し
た
の
が
良
か
っ
た
の
か
な
ぁ
！
副
賞
の

木
彫
の
盾
が
素
敵
だ
と
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
五
三
首
（
一
般
部
門
）
の
中
か
ら
第
十
六
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
六
回
年
間
最
優
秀
賞
決
定
！

年
間
優
秀
賞
（
二
首
）

公こ
う
え
ん園
の
羅ら

か
ん漢
如に

ょ
ら
い来
の

祈い
の

る
手て

に

飯め
し

盛も

る
ご
と
く
雪ゆ

き

降ふ

り
積つ

も
る

盛
岡
市

西
川

政
勝

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

こ
の
公
園
は
、
昔
の
寺
院
跡
で
今
は
餓
死
供
養

の
た
め
に
作
ら
れ
た
二
十
一
体
の
石
仏
を
残
す
の

み
で
あ
る
。
こ
の
石
仏
は
一
八
四
九
年
の
完
成
以

来
、
風
雪
に
耐
え
人
々
の
暮
し
を
温
か
く
見
守
り
、

そ
の
祈
る
手
に
雪
積
も
る
様
は
、
恰
（
あ
た
か
）

も
飯
盛
る
ご
と
く
見
え
る
。

【
審
査
員
講
評
】

（
山
本
豊
）
江
戸
時
代
に
盛
岡
藩
は
四
大
飢
饉
と

い
わ
れ
る
大
凶
作
に
よ
り
多
数
の
餓
死
者
が
出
た
。

死
者
の
供
養
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
十
六
羅
漢
と

五
智
如
来
の
石
仏
の
手
に
、
飯
を
盛
る
よ
う
に
雪

が
降
り
積
む
情
景
は
、
歴
史
の
重
さ
を
感
じ
さ
せ

る
内
容
の
濃
い
歌
で
あ
る
。

（
赤
澤
）
比
喩
が
卓
抜
で
あ
る
。
そ
れ
を
思
い
つ

い
た
瞬
間
に
歌
は
で
き
た
だ
ろ
う
。
比
喩
の
歌
は
、

そ
れ
が
優
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
決
ま
っ
て
し
ま

う
。
こ
れ
を
詠
ん
だ
と
き
、
作
者
は
ほ
く
そ
笑
ん

だ
に
違
い
な
い
。
こ
の
歌
に
出
会
え
た
こ
と
は
私

の
幸
福
で
も
あ
る
。

（
山
本
玲
子
）
誰
し
も
こ
の
歌
を
見
た
ら
雪
が
降

り
積
も
っ
た
羅
漢
公
園
が
目
に
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。

と
同
時
に
作
者
の
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
に
脱
帽
す

る
。
祈
り
が
叶
っ
た
の
か
、
飯
を
盛
ら
れ
た
「
願

っ
た
り
叶
っ
た
り
」
の
羅
漢
如
来
は
ど
こ
か
お
茶

目
に
思
え
る
。

（
吉
田
）
盛
岡
市
茶
畑
の
ら
か
ん
公
園
に
は
十
六

羅
漢
と
五
智
如
来
が
広
場
を
囲
ん
で
座
し
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
。
飢
饉
に
よ
る
餓
死
者
を
供
養
す
る
た

め
に
造
ら
れ
た
こ
と
を
思
う
と
、
下
の
句
に
こ
め

ら
れ
た
鎮
魂
の
気
持
ち
が
感
慨
深
い
。
格
調
高
い

秀
作
で
あ
る
。

追つ
い
お
く憶
に
耽ふ

け

る
窓ま

ど

べ辺
や

不こ

ず

か

た

来
方
の
城じ

ょ
う
し址
眺な

が

め
る

冬ふ
ゆ

の
病び

ょ
う
し
つ室

青
森
県
青
森
市

加
藤

健
一
郎

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

不
来
方
の
城
址
を
眺
め
な
が
ら
、
来
し
方
に

思
い
を
馳
せ
る
。
浮
か
ん
で
は
消
え
る
様
々
な

出
来
事
。
も
し
も
病
室
で
な
か
っ
た
ら
、
冬
で

な
か
っ
た
ら
全
く
違
う
景
色
に
見
え
る
の
だ
ろ

う
。
そ
ん
な
気
持
ち
を
歌
に
し
ま
し
た
。
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
審
査
員
講
評
】

（
山
本
豊
）
何
か
の
病
気
で
入
院
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
作
者
の
心
情
が
静
か
に
伝
わ
っ
て

く
る
。
冬
の
病
室
の
窓
辺
か
ら
、
追
憶
に
耽
け

な
が
ら
不
来
方
城
址
を
眺
め
て
い
る
、
と
い
う

だ
け
の
感
情
を
抑
え
た
表
現
が
抒
情
性
を
高
め

て
い
る
。

（
赤
澤
）
知
人
の
入
院
を
詠
ん
だ
も
の
か
、
自

身
を
詠
ん
だ
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

病
室
の
持
つ
陰
鬱
さ
を
表
現
し
て
い
る
。「
も

り
お
か
の
短
歌
」
に
は
珍
し
い
内
容
だ
ろ
う
が
、

歌
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
こ
の
歌
も
抒
情
詩

と
言
っ
て
良
い
歌
で
あ
る
。

（
山
本
玲
子
）
岩
手
医
大
が
内
丸
に
あ
っ
た
頃

を
想
起
し
て
歌
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
い

や
作
者
が
実
際
に
入
院
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
生
の
中
で
自
分
を
見
つ

め
直
す
時
期
も
必
要
だ
と
思
う
。
そ
の
と
き
は

私
も
不
来
方
を
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。

（
吉
田
）
過
ぎ
去
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
思

う
病
室
の
窓
辺
か
ら
不
来
方
の
お
城
の
跡
が
見

え
る
。
物
静
か
な
詠
み
ぶ
り
は
作
者
の
追
憶
が

豊
か
で
満
ち
足
り
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
自
然

と
想
像
さ
れ
る
。
ご
病
気
の
快
癒
を
お
祈
り
い

た
し
ま
す
。

【
審
査
員
講
評
】

（
山
本
豊
）
昭
和
五
十
三
年
に
開
催
さ
れ
た
さ

ん
さ
踊
り
は
、
今
年
で
四
十
七
回
目
を
迎
え
た
。

笛
や
鉦
の
音
、
そ
し
て
何
よ
り
和
太
鼓
の
迫
力

に
満
ち
た
響
き
は
、
踊
り
手
に
も
観
客
に
も
生

命
の
尊
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
全
て
の
人
間
が
幸

せ
で
あ
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

（
赤
澤
）
作
者
は
昨
年
、
優
秀
賞
を
獲
得
し
て

い
る
。
二
年
続
け
て
賞
に
は
い
る
の
だ
か
ら
実

力
者
だ
。「
さ
っ
こ
ら
」
は
さ
ん
さ
踊
り
の
か

け
声
の
一
部
だ
が
、「
幸
呼
来
」
と
掛
け
た
の
は
、

誰
か
知
ら
な
い
が
上
手
い
。
こ
う
思
っ
て
か
け

声
を
発
す
れ
ば
楽
し
い
だ
ろ
う
。
い
か
に
言
葉

を
選
ぶ
か
が
、
短
歌
を
決
め
る
。

（
山
本
玲
子
）
盛
岡
の
夏
の
夜
空
に
人
々
の
願

い
を
乗
せ
た
さ
ん
さ
が
舞
う
。
単
な
る
掛
け
声

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
で
き
た
当
初
に
は

意
味
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
大
切
な
こ
と

は
正
解
が
何
か
で
は
な
く
、
幸
せ
を
願
う
心
で

歌
い
継
が
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
吉
田
）
盛
岡
の
夏
と
言
え
ば「
さ
ん
さ
踊
り
」

で
、
踊
る
の
も
見
る
の
も
楽
し
く
心
が
浮
き
立

つ
祭
り
で
あ
る
。
弾
む
よ
う
な
リ
ズ
ム
と
勢
い

の
あ
る
言
葉
の
選
択
で
さ
ん
さ
に
ふ
さ
わ
し
い

一
首
に
仕
上
が
っ
た
。
踊
る
者
見
る
者
の
明
る

い
笑
顔
が
浮
か
ぶ
作
品
。

啄た
く
ぼ
く木
の
ゆ
か
り
の
街ま

ち

を

歩あ
ゆ

み
ゆ
き
旅た

び

の
を
は
り
に

鉄て
つ
び
ん瓶
を
買か

ふ
奈
良
県
奈
良
市

和
田

康

【
受
賞
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
】

啄
木
と
鉄
瓶
と
コ
ー
ヒ
ー
の
旅
で
し
た
。
旭
橋

か
ら
望
む
岩
手
山
は
と
て
も
き
れ
い
で
し
た
。

「
一
握
の
砂
」
は
私
の
教
科
書
で
読
む
た
び
に
仕

掛
け
て
き
ま
す
。
鉄
瓶
は
も
う
完
全
に
家
族
の
一

員
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
ほ
ん
と
う
に
幸
せ
者

で
す
。

【
審
査
員
講
評
】

（
山
本
豊
）
啄
木
に
関
わ
る
歌
は
数
多
く
詠
ま
れ

て
い
る
が
、
下
句
の
「
旅
の
を
は
り
に
鉄
瓶
を
買

ふ
」
と
い
う
事
実
の
み
を
詠
う
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
の
啄
木
に
関
わ
る
歌
に
あ
り
が
ち
な
、
情

の
で
す
ぎ
た
歌
と
一
線
を
画
し
て
い
る
質
の
高
い

作
品
で
あ
る
。

（
赤
澤
）
作
者
は
奈
良
県
か
ら
訪
れ
た
。
石
川
啄

木
に
憧
れ
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
お
土
産
に

南
部
鉄
瓶
を
購
っ
た
。
四
句
の
「
旅
の
を
は
り

に
」
が
歌
に
輪
郭
を
と
与
え
た
。
鉄
瓶
は
作
者
に

折
々
旅
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
記
憶

に
鮮
明
な
歌
で
あ
る
。

（
山
本
玲
子
）
正
直
に
言
う
と
私
は
、
こ
う
い
う

飾
ら
な
い
歌
が
好
き
だ
。
盛
岡
の
確
か
な
思
い
出

と
し
て
、
ず
っ
し
り
と
手
の
ひ
ら
に
乗
っ
た
鉄
瓶

を
想
像
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
月
並
み
か
も
し

れ
な
い
が
、
お
茶
を
飲
む
た
び
に
盛
岡
を
振
り
返

っ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
う
。

（
吉
田
）
啄
木
に
心
惹
か
れ
て
訪
れ
た
盛
岡
は
ど

ん
な
街
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
調

べ
と
下
の
句
に
作
者
の
旅
へ
の
満
足
感
が
表
れ
て

い
る
。
お
土
産
に
買
っ
た
鉄
瓶
は
使
う
た
び
に
盛

岡
の
街
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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