
石

川

啄

木

の

モ

チ

ー

フ

歌
語
と
人
物
を
中
心
と
し
て
ー

安

森

敏

隆

(
一
)

啄
木

と

煙

「煙
」

は

「烟
」
と
も
書

い
て

「璽
」

(
い
ん
)
に

「火
」
を
加

え
て
、

竈

(か
ま
ど
)

の
煙
が
た
ち

こ
め

て
燃
え
出
る

こ
と
を
言
う
。
立
ち
昇

っ

て
消
え

て
し
ま
う
と

こ
ろ
か
ら

「は
か
な

い
」
思

い
や

「か
な

し
い
」
思

い
を
煙

の
イ

メ
ー
ジ
に
託
す

こ
と
が
多

い
。

「煙
」
は
、
啄
木
に
限
ら
ず
、

「ア
ラ
ラ
ギ
」
の
斎
藤
茂
吉
も

よ
く
詠
ん

で
い
る
。

ひ
た

心
目
守
ら

ん
も

の
か

ほ
の
赤
く

の
ぼ
る
け
む
り

の
そ

の
煙
は
や

(『
赤
光
』
)

ゐ
う
り
べ
に
う
れ

へ
と
ど
ま
ら
ぬ
我
が
ま
な

ご
煙
は
か
か
る
そ

の
煙

は
や

(『あ

ら

た

ま

』)

茂
吉

の
初
期

の
作
品

で
あ

る
が
、
や
は
り

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
出
身

で
あ
る

茂
吉

の
歌

い
方

の
前
提

は
、
現
実

の
目

の
前
に
見
え
る

「煙
」
を
と
お
し
、

自

己
の

「
は
か
な
」
さ
や

「か
な
し
」
み

の
モ
チ
ー

フ
を
仮
託
し

て
う
た

わ
れ

て
い
る
。
そ

の
点
、
啄
木

の
揚
合
、

龍

の
ご
と
く
む
な
し
き
空
に
躍
り
出
で
て

消
え
ゆ
く
煙

見
れ
ば
飽

か
な

く

(『
一
握

の
砂
』
)

と
い
う

具
合

に
、
先
ず

は

「龍

の
ご
と
く
」
と
雲
が

「龍
」
に
比
喩
化
さ

九



石
川
啄
木
の
モ
チ
ー
フ

れ

、
そ

の
上

で
煙

の
特
徴
で
あ
る

「消
え
ゆ
く
煙
」
を
捉
え
、
さ
ら

に

「飽

か
な
く
」

と
い
う

ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
心
情

で
形
象
化
さ
れ

て
い
る

の
で
あ

る
。
啄
木

は
歌
人

で
あ
る
前
に
詩
人

で
あ

っ
た
。

「煙
」
を
捉

え
て
、
じ

っ

く
り
見
る
と

い
う
よ
り
も
煙

に
触
発
さ
れ

て
自

己
の
心
情
を
気
ま
ま
に
描

出
す
る

こ
と
に
ま

こ
と
に
秀
で
た
詩

人
で
あ

っ
た
。

天
才
詩
人
と
盛
名
を

は
せ
た
処
女
詩
集

『
あ
こ
が
れ
』

(明
治
38
)

の
な

か
に
も

「落
葉

の
煙
」

と

い
う
詩
が
あ
り
、
二
聯
目

の
終
わ
り
の
ほ
う
で
、
「
の
ぼ

る
煙

も
、
見
よ

や

が

て
、

地

を

は

な

れ

て
、

消

え

て

い
く

。
i

」

と
う

た

い

、
続

く

三

聯
目

でこ
れ
よ

ろ
こ
び

の
う
た
か
た

の

消

ゆ
る
嘆
き

か
、
悲

し
み
か
。

さ
あ
れ

ど
、
然
れ
ど
、
人
よ
今

し
ば

し
涙
を
抑
え

つ
つ
、

思
は
ず

や
、
こ
の

一
篠

の

き
ゆ
る
煙

の
あ
と
の
跡

。

一
〇

ゆ
る
」
も

の
と

い
う
特
徴
を
中
心
と
し

て
自
己

の

「嘆

き
」

「悲

し
み
」
を

そ
れ
に
仮
託
し
て
う
た

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

青
空
に
消
え
ゆ
く
煙

さ
び
し
く
も
消
え
ゆ
く
煙

わ
れ
に
し
似
る
か

(『
一
握

の
砂
』
)

こ
の

一
首
に
は
、
啄
木
短
歌

の
特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

「煙
」
11

「さ
び

し
」

11

「消

へ
ゆ
く
」

11

「わ
れ
」
と

い
ぐ
あ

い
に
、

こ
の
四

つ

の
も

の
が

一
首

の
な
か

で
見
事
に
結
び

つ
き
、

ア
ナ

ロ
ジ
ー
を
形
成
す
る

こ
ろ
に
啄
木

の
短
歌

の
特
徴
が
屹
立

し
て
く
る

の
で
あ
る
。

(
二
)

啄

木

と
恋

「恋
」
は
、
心
が
断
ち
切
れ
ず

に
ひ
か
れ

る
と
き

の
動
作

の
状
態
と
心

情
そ
の
も

の
を
言
う
場
合
が
あ
る
。前
者

の
動
作

の
状
態
を
言
う
と
き

「攣
」

を
あ

て
、
後
者

の
心
情
を
示
す
と
き
は

「戀
」

を
本
来

は
当

て
て
い
た
。

と
う
た

っ
て
い
る
。
朝

の
庭
で
、
落

ち
葉

を
集

め
、
そ
の
燃
え
立

つ

「煙
」

を
じ

っ
く
り
見
る
と

い
う
よ
り
も
、
こ

こ
で
は

「
煙
」
の
特
性

で
あ

る

「消

砂
山
の
砂
に
腹
這
ひ

初
恋
の



い
た

み
を
遠
く
お
も

ひ
出
つ
る

日

r(『
一
握

の
砂
』
)

や
は
ら
か
に
積
も
れ
る
雪
に

熱

て
る
頬
を
埋
め
る
ご
と
き

恋
し

て
み
た
し

(同
)

一
首
目
は
、
初
恋

の
感
傷

を
、
二
首

目
は

「恋
」

そ
の
も
の

へ
の
希
求

を
そ
れ
ぞ
れ
謳
歌
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
実
態
と
し
て
の

「恋
」

と
空
想
と
し

て
の

「恋
」

と
が

み
ご
と
な
ぐ
ら

い
ア

マ
ル
ガ

ム
さ
れ

て
う

た
わ
れ
て

い
る
。

啄
木
の
生
涯
で
、

彼
の
恋
愛
史

に
現
れ
る
女
性

は
十
指

に
余
る
。

ア
ト

ラ

ン
ダ

ム
に
拾

っ
て
み
た
だ
け

で
も
、
先
ず
彼

の
妻

に
な

っ
た
堀
内
節
子
、

渋

民
小
学
校

の
熱
心
な

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
先
生
上
野
さ
め
子
、
弥
生
小
学

校

の
同
僚
橘
智
恵

子
、
釧
路
時
代

の
下
宿

の
向
か

い
に
あ
る
病
院

の
薬
局

助

手
を

し
て
い
た
梅
川

ミ
サ
ホ
、
料
亭
鶤
虎

の
専
属
芸
者
小
奴
、
札
幌
時

代

の
下
宿

の
娘

で
〈
ス
イ
ト
ピ
ー

の
女

〉
と

い
わ
れ
た
田
中
真
佐
子
、
筑

紫

の
女
弟

子
で
生
涯
会
う

こ
と

の
な
か

っ
た
菅
原
芳
子
、
京
橋

の
踊
り
の

師
匠

の
娘
植
木
貞
子
、

「
ロ
ー

マ
字
目
記
」
に
か

い
ま
み
え
る
ミ
ツ
、
マ
サ
、

キ

ヨ
、

ミ
ネ
、

ツ

ユ
、

ハ
ナ
、
ア
キ
と

い

っ
た
女
性
た
ち
、
で
あ

る
。

石
川
啄
木

の
モ
チ
ー

フ

こ
れ
ら

の
女
性
た
ち

は
大
き
く

二

つ
に
分
け
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
梅
川

ミ
サ
ホ
、

小
奴
、
植
木
貞
子
、

ミ
ツ
、

マ
サ
、
キ

ヨ
、
ミ
ネ
、

ツ

ユ
、

ハ

ナ
、

ア
キ
と

い

っ
た
女
性
た
ち

で
、
啄
木

の
日
常

(現
実
)
世
界
に
全
面

的

に
の
し
か

か
り
、
何
ら
か

の
形

で
〈
俗
世
界

〉
の
中
で
、
色

濃
く
交
渉

を
持

っ
て
き
た
女
性
た
ち

で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
上
野
さ
め
子
、
橘
智

恵
子
、

田
中
真
佐
子
、
菅
原
芳
子
と

い

っ
た
女
性
た
ち
で
、
啄
木
の
精
神

(幻
想
)
世
界
に
全
面
的
に

の
し
か
か
り
、
〈
想

世
界
〉
の
中

で
交
渉
を

持

っ
て
き
た
女
性
た
ち

で
あ
る
。

一
方
が
啄
木
の
社
会
的

現
実

に

「恋
」

と

い
う
形

で
進
入
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
彼
を

と
り
こ
に
し
、
悩
ま

し
、
お

り
お
り

の
生
活
基
盤

に
花

を
添

え
た

の
対
し
て
、

も
う

一
方

は
、
啄
木

の

精
神
世
界

に
進
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
彼

の
浪
漫
的
自
我
を
拡
充
さ

せ
「恋

を
恋
」
さ

せ

て
い

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
こ
に
は
、
短
歌
や
詩
を

〈
想
世
界

〉
に
置
き
、

日
常
形
而

下
的
な
〈

俗
世
界

〉
と
対
立
せ
し
め
た

ロ
ー

マ
ン
的
発
想

の
根
源
的
な
思
考
が
よ
く

徴

表
し
て
い
る
。
現
実

の
世
界

は
、
現
実
暴
露

の
悲
哀

の
た
だ
な
か
に
開

放

し
、
短
歌
や
詩

は
、

〈
想
世
界

〉
の
理
想

の
彼
方
に
開
放
す
る

の
で
あ

る
。

こ
の
二
律
背
反
的
な
発
想

こ
そ
、
啄
木

の
、

い
な
当
時

の
目
本
に
お

け

る

ロ
ー

マ
ン
的
な
詩
人
や
歌
人
た
ち

の

「恋
」

の
論
理

で
あ
り
、
倫

理

で
も
あ
り

モ
チ
ー

フ
の
根
源
を
作
り
出
し

て
い

っ
た

の
あ
る
。



石
川
啄
木

の
モ
チ
ー

フ

一
人

の
天
才
詩
人
を
以

っ
て
自
認
し
た
石
川
啄
木

は
、
こ
う

し
た

二
律

背
反

の
分
裂

の
た
だ
な
か
に
あ
り
な
が
ら
も
、
己
こ
そ
、
そ
の
二
律
背

反

を
統

一
し
総
合

し
う
る

一
人
で
あ
る
と
信
じ

て

「恋
」
の
歌

を
謳
歌

し
て

ゆ
く

の
で
あ
る
。

(三
)
啄
木
と
凩

秋

の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
冬
に
か
け

て
吹
き
、
木
を
吹
き
枯

ら
す
と

こ
ろ

か
ら

「
凩
」

の
字
が
当

て
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

呼
吸
す
れ
ば
、

胸

の
中
に
て
鳴

る
音
あ
り
。

凩
よ
り
も
さ
び

し
き

そ
の
音

こ
れ
は
、
第

二
歌
集

『
悲

し
き
玩
具
』

(明
治
45
)
冒
頭

の

一
首

で
あ
る
。

こ
の
歌
集
は
啄
木
が
死
の
寸
前

に
懇
願
し
て
い
た

も
の
で
あ
る
が
、
没
後

に
な

っ
て
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

冒
頭

の
こ
の

一
首

も
歌
集
初

出

で
何
時
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
か
定

か
で
は
な

い
が
、
す

で
に
肺
結
核

の
自
覚
症
状
も
出

て
お
り
、
呼
吸
す
る
た
び
に
そ
の
音

が
聞
こ
え
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
。
『
一
握

の
砂
』
の
中
で
う
た
わ
れ

て
き
た
〈
か
な

し
〉
の
イ

一
二

メ
ー
ジ
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ

て
、
〈
さ
び
し
〉

へ
と
動
き
、
ち
ょ
う
ど
、

こ
の

「凩
」

の
比
喩
が
胸

の
中

で
鳴
る
音

(ラ

ッ
セ

ル
音
)
を
誘
引
し
て

来
る
と

い
う
リ
ア
リ
テ

ィ
を
も
獲
得
し
た
表
現
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
「凩
」

の
表
現

は
、
啄
木
自
身

の
裡
な
る
声
と
し

て
も
聞

こ
え

て
く
る

の
で
あ
る
。

つ
づ
く

一
首

に

「眼
閉
つ
れ
ど
/
心
に
う
か
ぶ
何
も
な
し
。
/
さ
び
し
く

も
ま
た
眼
を
あ
け

る
か
な
。
」
が
あ
り
、
さ
ら

に
裡
な
る
世
界

の
虚
無

の
モ

チ
ー
フ
を

垣
間

見
せ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
眼
を
閉
じ

て
も
何
も
浮
か
ば

な

い
と
い
う

ロ
ー

マ
ン
詩

人
と

し
て
出
発

し
た
啄
木

の
嘆
き
と
、
実
在
的

な

も

の

へ
の
移
行
過
程

に
置
け

る
虚
無
的
な
把
握
が
あ
る
。

こ
お
と
鳴

る
凩
の
あ

と

乾
き
た
る
雪
舞

ひ
立
ち
て

林
を
包
め
り

こ
れ
は
、
第

一
歌
集

『
一
握

の
砂
』

の

一
首
で
あ

る
。
こ
こ
で
う
た
わ
れ

た

「凩
」
は
、
内
的
風
景
と
言
う
よ
り
も
外
的
な
北
海
道

の
雪
の
風
景
を

背
景
と
し

て
う
た
わ
れ

て
い
る
。
続

い
て
、

「空
地
川
雪
に
埋
も
れ
て
/
鳥

も
見
え
ず
/
岸

辺
の
林
に
人

ひ
と
り
ゐ
き
」
と

い
う
歌
も
あ
り
、
北
海
道

の
空
地
川

の

一
点
景
と

し
て
ひ
と
り

の

「人
」
が
う
た
わ
れ

て
い
る
。
す



で
に
こ
の
時

、
北
海
道
を
彷
徨

っ
て
い
た
啄
木

に
は
、
岸
辺

の
林
に
立

っ

て
い
る
無
名

の

「
人
」
が

風
景
と

し
て

ハ
ッ
キ
リ
と
見
え

て
い
た

の
で
あ

る
。

そ
し
て
、

そ
の

「
人
」

こ
そ
最
も
今

の

「我
」
に
近

い
、
孤
独
な
凩

に
吹

か
れ

て
立

っ
て
い
る
無
名

の
ひ
と
り

の
人

で
あ

っ
た
。

こ
こ
を
潜
り

抜
け

て
こ
そ
、
『
悲

し
き

玩
具
』
の
真
に
主
体
化
さ

れ
た
裡
な

る

「凩
」
の

歌
が
出
来
た

の
で
あ
る
。

(四
)
啄
木
と
病

「疾
病
」
と

い
う
熟
語

の
中

で
、

「病
」
と

い
う
文
字
は
、
ど
ち
ら

か
と

言
う
と
病
気
を
患
う
状
態
を
言

い
、
同
意
語

の

「疾
」
の
方
が
名
詞
的

に

病
気
そ

の
物
自
体
を
さ
す
揚
合
が
多

い
。

〈
病

〉
〈
貧

〉
〈
苦

〉
は
、
近
代
短
歌

の
三
種
の
神

器
と
も
言
わ
れ
、

短
歌
創
作

の
重
要
な
テ
ー

マ
と
な

っ
た
。

近
代
短
歌

の
創
始
者

の
ひ
と
り
、
正
岡
子
規
は
、

瓶
に
さ
す
藤

の
花
ぶ
さ

み
じ
か
け
れ
ば
た

㌻
み
の
上

に
と

ゴ
か
ざ
り

け
り

(『
竹

の
里
歌
』
)

と
病
床
か
ら

「藤

の
花
ぶ
さ
」

を
み
て
う
た

い
、
独
自

の
視
点
を
近
代
短

石
川
啄
木

の
モ
チ
ー

フ

歌

の
な
か
に
確
立
し
た

。
そ
れ
ま

で
の
古
典
和
歌

の
揚
合
、
ど
ん
な
と
き

で
も

「藤

の
花
ぶ
さ
」

は
長

い
も

の
の
喩
え

で
あ

っ
た
も

の
を
、
病
者
独

自
の
視
点
を
導

入
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
う
た

っ
た

の
で
あ
る
。
病
気

で
、

長
く
寝
付

い
て
い
た

子
規

に
と

っ
て
は
、
畳
に
届
か
な

い
、
あ
と

一
セ

ン

チ
か
ニ
セ
ン
チ
ぐ
ら

い
短

い
と

こ
ろ
が
気
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
時
、

藤

の
花

ぶ
さ

の
短
さ
と
自

己
の
命

の
短
さ
が
重
な

っ
て
形
象
化
さ
れ
た

の

で
あ

る
。

子
規
自
身
、
病
気
が
行
進
す
る
に
し
た
が

っ
て
部
屋
か
ら
外
に

出

る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
自
己

の
部
屋

の
位
置
か
ら
、
す
な
わ
ち
自

己
の
寝
床

の
位
置
か
ら
ジ

ッ
と
、
静
態
と
し

て
の
〈
眼
〉
を
も

っ
て
外
的

風
景
を
写

し
て
い

っ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
点
、

石
川
啄
木

の
場
合
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
子
規
と
違

っ
て
病

気
に
な

っ
て
か
ら
も
動
態
と
し

て
の
〈
眼
〉
を
も

っ
て
う
た

っ
て

い
る
。

「病
院

の
第

一
夜
は
淋
し

い
も

の
だ

つ
た
。
な
ん
だ
か
も
う

世
の
中

か

ら
遠
く
離
れ

て
了
つ
た
や
う
で
、
今
迄
う
る
さ

か

つ
た

床
屋
の
二
階

の
生

活
が
急
に
恋
し

い
も

の
に
な

つ
た
」

(明
治

44

・
2

・
6
)
「
つ
く
づ
く
病

気
が
い
や
に
な

つ
て
、窓
を

こ
は
し
て
逃
げ
だ
さ
う
か
と
ま
で
思

つ
た
」
(同

・

3

・
5
)
。
不
健
康
を
心
配
す
る
友

人
た

ち
に
進

め
ら
れ

て
、
大
学
病
院
青

山
内
科
に
施
療
患
者

と
し
て
入
院

し
た
折

の

「
日
記
」

で
あ

る
。
禁

じ
ら

れ
た
煙
草
を

の
み
、
看
護

婦
の
目
を
盗

ん
で
外
出

し
、
窓
を
壊

し
て
逃
げ

=
二



石
川
啄
木

の
モ
チ
ー

フ

出

そ

う

か

、

と

ま

で

思

い

つ
め

て

い

る
。

心
よ
り
今
目
は
逃
げ

去
れ

り

病
あ
る
獣

の
ご
と
き

不
平
逃
げ
さ
れ
り

(『
一
握
の
砂

』)

や
ま

ひ
あ
る
獣
ご
と
き

わ
が

こ
こ
ろ

ふ
る
さ
と

の
こ
と
聞
け
ば
お
と
な
し

(『
一
握

の

砂

』)

啄
木

は
、

己
の
中
に

「獣
」
を
飼

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
凶
暴
に
暴
れ

狂

い
、

己
の
身
も

そ
し

て
他
者
を
も
食

い
殺
す

「獣
」
の

モ
チ
ー

フ
と
し

て

「病

(や
ま

い
)
あ
る
獣

の
ご
と
き
」
と

い
う
比
喩
が
使
わ
れ
て
い
る
。

や

み
て
四
月
1

そ
の
と

き
ど
き
変

り
た
る

く
す

り
の
味

も
な

つ
か

し
き
か
な

や

ま
ひ
癒
え
ず
、

(『
悲

し

き

玩

具

』
)

一
四

死
な
ず
、

日
毎
に

こ
こ
ろ

の
み
険

し
く
な
れ

る
七
八
月

か
な

(『
悲

し
き
玩
具
』
)

石
川
啄
木

の
二
十
六
年
間

の
短
く
も
情
熱

に
満
ち
た

人
生
は
、

こ
の
獣

に
よ

っ
て
喩
化
さ
れ
た

「病
」

(や
ま
い
)

と
の
戦

い
で
も
あ

っ
た
。

(五

)

啄

木

と

母

「母
」
の
原
義
は

「女
に
両
乳
を
加
え
た
形
、
子
に
乳
す

る
象
な

り
」

(白

川
静

『
字
統
』
)
と
あ
り
、

「た
ら
ち
ね
」

の
枕
詞
で
も
知

ら
れ
て

い
る
よ

う

に
和
歌
や
短
歌

の
な
か

で
よ
く
用

い
ら
れ

て
き
た
。

た

は
む
れ

に
母
を
背
負

ひ
て

そ
の
あ
ま
り
軽
き

に
泣
き

て

三
歩
あ

ゆ
ま
ず

石
川
啄
木

の

『
一
握

の
砂
』

の

一
首

で
、
近
代
短
歌

の
な
か

で
も
最
も

よ
く
知
ら
れ
た
歌

の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
親
孝
行
、
な
か

で
も
母

へ
の
思

い

を

い
う
と

き
は
必
ず
と

い

っ
て
も
良

い
く
ら

い
こ
の
歌
が
用

い
ら
れ
る
。

こ

の
歌
の
制
作

は
、

明
治

四
十

一
年
六
月

二
十
五

日
で
あ
り
、
北
海
道

で



丶

の
生
活
を
断
念

し
て
、
母
を

は
じ
め
、
家
族
を
友
人

の
宮
崎
郁
雨
に
委
ね

て
単
独
上
京

し
た
と
き

の
歌

で
あ
る
。
小
説
家
と
し

て
自
立
し
よ
う
と
し

な
が
ら
も
生
活

は
困
窮

し
、
そ

の
ジ

レ
ン

マ
の
中

で
植
木
貞
子
や
筑
紫

の

女
弟

子

・
菅
原
芳

子
と

の
文
通
に
明
け
暮
れ
る

日
々
の
中
に
あ

っ
た
。
こ

の
歌

は
過
去

に
お
け
る
母
を
回
想
し
な
が
ら
創

っ
た

一
首
と
し

て
も
読
め

る
の
で
あ

る
が
、
啄
木
自
身
、
母
親
に
背
負
わ
れ

こ
そ
す
れ
背
負

っ
た
こ

と
は
あ
ま

り
な

い
男

で
あ

っ
た
。
だ
が
、

「母
を
背
負

ひ
て
」
と
う
た

っ
た

と
こ
ろ
に
啄
木
短
歌

の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
母
を
実
際
に
背
負
わ
な
く
て

も
歌
を
と
お

し
て
心

の
中

で
背
負
う

の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
同
時
期

に

「明

星
」

か
ら
デ

ビ

ュ
ー
し
、
啄
木
に
比
較
さ
れ

「西

の
天
才
」
と
言
わ
れ
た

前

田
純
孝

の
場
合

は
、

継
母

に
い
ぢ
め
ら
れ
た
る

一
列

の
子

の
ゆ
く
ご
と
し
木
枯

ら
し
は
泣

く

(『
翠
渓
歌
集
』
大
正

2
)

と
、
あ
ら
わ
ま

で
に

「継

母
」
に

い
じ
め
ら
れ
た
現
実
を
う
た

っ
て
い
る
。

ま
た
別
な
歌

で
は

「父
母
は
怨
む

べ
き
か
な
徒
に
年
と

い
ふ
も
の
を
吾
に

与

へ
き
」

(同
)
と
も
う
た

っ
て

い
る
。
純
孝

の
歌
は
、
喜
怒
哀
楽

で
言
う

と
、

一
見

「怒
」

の
表
出

の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
が
、
実
は
、
怒

っ
て

石
川
啄
木

の
モ
チ
ー

フ

い
る
の
で
は
な
く
究
極

の

「哀
」

の
ど
ん
底
に

い
た

の
で
あ
る
。
現
実

の

ふ
か
い
悲

し
さ
が
、
結
果
と

し
て
純
孝

の
率
直
な
歌
と
な
り
、

一
方

の
啄

木
の
場
合

は
、
詠
嘆
と

し
て
架
構
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

石
川
啄
木

は
、
悲

し
み
の
モ
チ
ー

フ
を
短
歌

の
形
式

の
中

で
作
り
出
し
、

演
出

し
虚
構
化

し
て
い

っ
た

の
で
あ
る
。
実
際
に
は
母
を
背
負
わ
な
く

て

も
背
負

っ
た

と
う
た

い
、
追

い
出
さ
れ
る
よ
う
に
出

て
き
た
故
郷
を
実
際

は
憎

ん
で
い
て
も
あ
ま
り
憎

し
み
を
出
さ
な

い
。

「か
な
し
」

「さ
び
し
」

を
歌

の
な

か
で
連
発

し
な
が
ら
、
五
七
五
七
七

の
短
歌

の
形
式

の
中
で
み

ご
と

に
演
出

し
架
構

し
て
い

っ
た

の
で
あ
る
。

父
の
ご
と
秋

は
い
か
め
し

母
の
ご
と
秋

は
な

つ
か
し

家
持
た

ぬ
子
に

(『
一
握

の
砂
』
)

放
浪
を

つ
づ
け

て
い
た
啄
木
に
と

っ
て
、

「父
」
は
秋

の
ご
と
く

い
か
め

し
く
、

「
母
」
は
秋

の
ご
と
く
な

つ
か
し

い
存
在

で
あ

っ
た
。

「
い
か
め
し
」

は
父
の
、

「な

つ
か
し
」
は
母

の
普
遍
化

で
あ
り
、

一
般
的
な
認
識
で
あ

っ

た
。
が
、

そ
の
ど
ち
ら

に
も

「秋
」
を
付
け
独
自

の
比
喩
を
生
み
出
し
た

と

こ
ろ
に
啄
木
短
歌

の
特
徴
が
あ
る
。

一
五



石
川
啄
木

の
モ
チ
ー

フ

(六
)
啄
木
と
斎
藤
茂
吉

生
前
、
啄
木
と
茂
吉
は
森
鴎
外
邸
で
催
さ

れ
た

観
潮
楼
歌
会

で

一
度
だ

け
会

っ
て
い
る
。

一
九
〇
五
年

(明
治
42
)

の
啄
木

の

「日
記
」

に

「森
先
生

の
会
だ
。

四
時
少
し
す
ぎ
に
出
か
け
た
。
門
ま
で
行

つ
て
与
謝

野
氏
と

一
緒
、
吉
井

君
が
き

て
い
た
。
や
が

て
伊
藤
君
、
千
樫
君
、
初

め
て
斎
藤
茂
吉
君
、

そ

れ
か
ら
平
野
君
、
上

田
敏
氏
、
お
く
れ

て
太
田
君
ー
今

目
パ

ン
の
会

も
あ

つ
た

の
だ
」

(
1
月
9

日
)
と

「斎
藤
茂
吉
」
の
姓
名
の
み
記
さ
れ

て
い
る
。

年
齢
が
下

で
あ

っ
た
と
は

い
え
、
歌
人
と
し
て

一
世
代
先

行
す

る
啄
木

か

ら
茂
吉

へ
の
影
響
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。

「ア
ラ
ラ
ギ
」
に
よ

っ
て
い
た
茂

吉

は
、
啄
木

の
作
歌
方
法
に
反
発
し
な
が
ら
も
、
啄
木
が
ひ
ら

い
た
短
歌

の
目
常
的
、
生
活
的
側
面
を
取
り
入
れ

て
ア
ラ
ラ
ギ
イ
ズ

ム
を
作

り
上
げ

て
い

っ
た
。

「詩
は

い
わ
ゆ
る
詩

で
あ

つ
て
は

い
け
な

い
。
人
間
の
感
情

生
活

(も

つ
と
大
切
な
言
葉
も
あ
ら
ふ
と
思
う
が
)

の
変
化

の
厳

密
な
る
報
告

、
正

直
な

る
日
記

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

(
「食
う
べ
き
詩
」
明
治
43
年
)
。
「
お

れ

は
命
を
愛
す
る
か
ら
歌
を

つ
く
る
、
お
れ
自
身

が
何
よ
り
も
か
わ
い
い

か
ら
歌
を

つ
く
る
」

(
一
利
己
主
義
者
と
友

人

の
対
話
)

(明
治

43
年
)
。
こ

一
六

こ
で
啄
木

の
言
う

「人
間

の
感

情
生
活
」

「
い
の
ち
」
の
モ
チ
ー

フ
を
、
茂

吉
は

「短
歌
を
客
観
す
れ
ば
短
歌

の
形
式
は
抒
情
詩

の
形
式
で
あ
る
こ
の

事
は
世
俗
も

い
ふ

て
ゐ
る
。

只
ま

こ
と
に

こ
の
境
を
味
あ
ふ
歌
人
は
幾
た

り
居
る

で
あ
ら
う
。
短
歌

の
形
式
は
詠
嘆

の
形
式

で
あ

る
」
と

い
う

「短

歌
」
イ

コ
ー

ル

「抒
情
詩
」
イ

コ
ー

ル

「詠
嘆
」
と

い
う
詠
嘆

論
と
し
て

摂
取

し
、
短
歌

の
発
想
を
個
人

の
内
質
を
語
る
詠
嘆

の
形
式
と
し
て
復
活

さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
短
歌
を
詠
嘆

の
形
式

と
し
、
個

人
の

「命
」

の
詠
嘆
に
そ

の
基
本
調
を
置

い
た

こ
と
は
少
な
く
と
も
啄
木

の
影
響
と
見
な
さ
れ
る
。

し
か

し
、
短
歌

の
発
想
を
個

の
詠
嘆
と

い
の
ち
に
置

い
た
茂
吉
と
啄
木

で
あ

っ
た
が
、
最
期
に
た
ど
り

つ
い
た
短
歌
観
に
は
相
当
な
ず
れ
が
あ

っ

た
。
啄
木
が

「悲

し
き
玩
具
」
と
言

っ
た

の
に
対
し
、
茂
吉
は

「か
な
し

き

耄

8

①
」
の

一
語
に
集
約

し
て
啄
木

の
敗
北
を
乗
り
越
え
た
。
茂

吉
は

以
降
、

「短
歌
写
生

の
説
」
を
確
立
し
、

「
ア
ラ
ラ
ギ
」

の
以
降

の
写
生
を

作
り
上
げ

て
い

っ
た

の
で
あ
る
。

(七
)
啄
木
と
若
山
牧
水

若

山
牧
水

は
、
雑
誌

「創
作
」
を
主
宰
し
、

て
死
ぬ
ま

で
歌
を
う
た

い

つ
づ
け

て
い

っ
た
。

旅
と
酒
を

こ
よ
な
く
愛
し



幾
山
河
越
え
さ
り
行
か
ば
寂

し
さ

の
終

て
な

む
国
ぞ
今

目
も
旅
ゆ
く

(『海

の
声
』
)

牧
水

の
歌

の
モ
チ
ー

フ
は
、全
体
が
〈
か
な

し
〉
〈
さ
び
し
〉
そ
し
て
〈

あ

こ
が
れ

〉
を
基

調
と

し
て
展
開
さ
れ

て
い
る

こ
と
に
あ
る
。

こ
の
歌

は
、

早
稲

田
大
学
在
学
中
、
宮
崎

へ
の
帰
省

の
徒
次
、
中
国
山

脈

の
奥
地

の
新
見
、
東
城
を
越
え
た
と
き

の
歌

で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ

う
し
た
具
体
的
な
背
景
と
は
別
に
ど

こ
の

「山
」
や

「川
」
で
も
よ
い
と

い
う
普
遍
性
を
も
兼
ね
備
え

て
い
る
。
そ
れ
は
牧

水
が
単
な

る
日
常
的
な

歌
人

で
も
浪
漫
的
な
歌
人
で
も
な

く
、
幅
広

く

ハ
イ
ネ
や
プ

ッ
セ
な
ど

の

西
欧

の
詩
人
か
ら
も
影
響

を
受

け
た
努

力
と

天
性

の
歌
人

で
あ

っ
た
か
ら

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

牧
水
と
啄
木
の
最
初

の
出
会

い
は
、

一
九
〇
九
年

(明
治
43
)
六
月

の

「大
逆
事
件
」

の
後

の
十

一
月
、
浅
草

の
路
上

の
こ
と

で
あ

っ
た
。
そ

の

後

、
翌
年

の
二
月
、
原
稿
依
頼

の
た
め
牧
水
は
啄
木
を
訪
ね

て
い
る
。
そ

の
目
の
啄
木

の

「
目
記
」
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

「午
前

に
太

田
正
雄
君
が
久
し
ぶ
り

で
や

つ
て
き
た
。
診
察

し
て
も
ら

ふ

と
、
矢
張

入
院

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
胸
に
は
異
常
が
な

い
と
言

つ
て

石
川
啄
木

の
モ
チ
ー

フ

ゐ
た
。
そ

の
う
ち
に
丸
谷
君
が
来
、
土
岐

君
が
来
た

。
雑
誌

の
こ
と

は
す

べ
て
予

の
入
院

の
経
過
に
よ

つ
て
発
行

日
そ
の
他
を
決
す

る
こ
と

に
な

つ

た
。
夜
、
若
山
牧

水
君
が
初

め
て
訪
ね

て
来
た
。

予
は

一
種

シ

ニ
ツ
ク
な

心
を
以

て
予
の
時

世
観

を
話

し
た
。
声

の
さ
び
れ
た

こ
の
歌
人
は
、
『
今
は

実
際

み
ん
な

お
先
真

つ
暗

で
ご
ざ
ん
す
よ
』
と
癖

の
あ
る
言
葉

で
二
度
言

つ
た
」

(「
明
治

四
十

四
年
当
用

日
記
」
)

と
あ

り
、

「
予
は

一
種

シ

ニ
ツ
ク
な
心
を
以

て
予

の
時
世
観
を
話
し
た
」
と

言

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
牧
水
は

「お
先
真

つ
暗
で
ご
ざ
ん
す
よ
」
と

応
え

て
い
る
。

こ
の
頃
か
ら
啄
木

の
病
気
も

一
段
と
昂
進

し
、
妻
節

子
も
肺
尖

カ
タ
ル

で
倒
れ
、
ど
ん
底

の
生
活
が
続

く
。

一
九

一
二
年

(明
治
45
)
四
月
十

一
日
、
牧
水

は
啄
木
を
病
床
に
尋
ね

る
。
そ
し

て
、
同
十
三
日
、
啄
木

は
、
妻
、

父
そ
し
て
若
山
牧
水
に
看
と

ら
れ

て
永

眠
す
る
。

(八
)
啄
木
と
与
謝
野
鉄
幹

新
詩
社

の
機
関
誌

「明

星
」
は

一
九
〇
〇
年

(明
治
33
)
四
月
、
新

問

紙
型

の

一
六
頁
ば
か
り

の
小
雑
誌
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
。
そ

の
冒
頭
に
は

「明
星
」

の
規
定

四
項
目
と

「東
京
新
詩
社
清
規

」
七
項
目
が
記
さ
れ

て

一
七



石
川
啄
木
の
モ
チ
ー
フ

い
る
。
そ

の

「明
星
」
が
同
年
九
月

の
第
六
号
か
ら

は
豪
華
な

四
六
倍
版

の
雑
誌
に
生
ま
れ
変
わ
る

の
で
あ
る
。
主
催
者

、
与
謝

野
鉄
幹

に
よ

っ
て

起
草
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

「
一
筆
啓
上
」
に
は
、

「本
社

の
規
則
と
い
う

も

の
を
社
員
協
議

の
上
左

の
通
り
改
め
申
し
候
」
と
付
し

て

「新

詩
社
清

規
」

な

る
も
の
を
掲
げ

て
い
る
。

一

わ
れ

ら
は
詩
美
を
楽

し
む

べ
き

に
天
稟
あ
り
と
信
ず
。
さ
れ
ば
わ

れ
わ
れ
の
詩

は
道
楽
な
り
。
虚
名

の
た
め

に
詩
を
作
る
は
、
わ
れ

わ
の
恥
つ
る
と
こ
ろ
な

り
。

一

わ
れ
ら
は
互
に
自
我

の
詩
を
発
揮

せ
ん
と
す
。
わ
れ
ら

の
詩
は
古

人

の
詩
を
模
倣
す
る
に
あ
ら
ず

、
わ
れ
ら

の
詩
な

り
、
わ
れ
ら

一

人

一
人

の
発
明
し
た
る
詩

な
り
。

一

か
か
る
我
儘
者

の
集
ま
り
て
、
我
儘

を
通
さ

ん
と
す

る
結
合
を
新

詩
社
と
名
づ
け
ぬ
。

一

新
詩
社

に
は
社
友

の
交
情
あ
り

て
子
弟

の
関
係
な

し
。

一

去
る
も

の
は
追
わ
ず
、
来
る
も

の
は
、
拒
ま
ず
。

ア
ト
ラ
ン
ダ

ム
に
四
項

目
を
取
り
上
げ
た
が
、
全
部

で

=
二
項
目
が

「明

治
三
十
三
年

九
月

東
京
新
詩
社
」

の
名
前

で
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。

こ
の

一
八

「新
詩
社
清
規
」
に
よ

っ
て
、

一
人

一
人

の

「天
稟
」

と

「自
我

の
詩
」

で
あ
る

こ
と
を
高
ら
か
に
主
張
し
、
さ
ら
に
は
お
の
れ
た
ち
集

団
を

「我

儘
者

の
集
ま

り
」
と
し
て
位
置
づ
け

「社
友

の
交
情
」
を
強
調
し
、
「
去
る

も
の
は
追
わ
ず
、
来
る
も

の
は
拒
ま
ず
」
と

一
人

一
人

の
個
性
尊
重
と
才

能

の
重
視
、
さ
ら

に
は
自
由
な
集
団

で
あ
る

こ
と
を

「明
星
」

の
ひ
と

つ

の
大
き
な

特
徴

と
し
て
全

面
的

に
打
ち
出

し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
年

(
一
九
〇
〇
年
)
、
十
五
歳

に
な

っ
た
啄
木
は
そ
の
四
月
、
岩
手

県
盛
岡
尋
常
中
学
校
三
年

に
進
級

し
、
友

人
た
ち
と

回
覧
雑
誌

「
丁
二
雑

誌
」
を
発
行
し
た
り
し
て
文
学

へ
の
関
心
を
深

め
、
先
輩

の
及
川
古
志
朗

か
ら
金

田

一
京
助

(雅
号
花
明
)

を
紹
介
さ
れ

、
そ
れ
を
き

っ
か
け

に
金

田

一
か
ら

「明
星
」
を
借
り
て
読
む
よ
う
に
な

っ
た
。

啄
木
が
金

田

一
か
ら
借
り
た
と
思
わ
れ
る

「
明
星
」
第

六
号
に
は
、
当

時

の
若
者
た
ち
を
震
撼
さ
せ
魅
了
し
た

「新

詩
社
清
規
」な

る
も
の
が
載

っ

て
い
た

の
で
あ
る
。

二
年
後

の

一
九
〇

二
年

(明
治
35
)

一
〇
月
、

「明
星
」

(第
三
巻
第

六

号
)

の

「詩
燈
」
欄

に
、

は
じ
め

て
石
川
自
蘋

の
名
前

で
短
歌

一
首
が
連

載
さ
れ

て
い
る
。

血

に
染

め
し
歌

を
わ
が
世

の
な
ご

り
に
て
さ
す
ら

ひ
こ
こ
に
野
に
さ



け
ぶ
秋

実
は

こ
の
年

の
十

一
月
九
日
の

「目
記
」

に

「今

日
は
愈
愈
」

そ
の
ま

ち
し
新

詩
社
小
集

の
日
也

」
と
あ

る
よ
う
に
、

啄
木

は
こ
の
日
初
め

て
新

詩
社

の
会
合

に
出
席
し
て
与
謝

野
鉄
幹

に
会

っ
た

の
で
あ
る
。
翌

日
、
再

び
、
今
度

は
渋
谷

の
詩
堂
を
訪
ね
鉄
幹
と
晶

子
に
会

っ
て
い
る
。

氏

曰
く
、

文
芸

の
士

は
そ

の
文
や
詩
を
う
り

て
食
す
る
は

い
さ
ぎ
よ

き
事

に
非
ず
、
由
来
詩

は
理
想
界

の
事
也
直
ち
に
現
実
界

の
材
料
た
る

べ
か
ら
ず
と
。

又
云
ふ
、
和
歌
も

一
詩
形
に
は
相
異
な
け
れ
ど
も
今

後

の
詩
人
は
よ

ろ
し
く
新
体
詩
上

の
新
開
拓
を
な
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
。

又
云
ふ
、
人

は
大
な
る
た
た
か
ひ
に
逢
ひ

て
百
方
面

の
煩
雑
な

る
事
条

に
通
じ
雄
雄
し
く
敗
け

て
後
初
め

て
値
あ
る
詩
人
た
る
べ
し
、

と
。

又

云
ふ
、
君

の
歌
は
奔
放
に
す
ぐ
と
。

(
「秋
韶

笛
語
」

明
治

35
)

そ

こ
で
啄
木
は
鉄
幹
の
弁

舌
に
耳
を
傾

け
、

「新
詩
社
清
規
」
を
基
盤
と

す
る
鉄
幹

の
詩
論
に
胸
を
た
か
ぶ
ら

せ
て
、

「鉄
幹

氏
の
人
と
対
し
て
城
壁

を
設
け
ざ

る
は

一
面
旧
知

の
如

し
」
と
呟
き
な
が
ら
、
文
学

へ
の
道
を

ひ

た
走

る
こ
と
に
な

る
の
で
あ

る
。

石

川
啄
木

の

モ
チ
ー

フ

(九
)
啄
木
と
前
田
純
孝

「明
星

」
が
刊
行
さ
れ
た

一
九
〇
〇
年

(明
治

33
)
、
前

田
純
孝

は
二
十

歳
、
石
川
啄
木
は
十
四
歳
、
斎
藤
茂
吉

は

一
八
歳

で
あ

っ
た
。
前

田
純
孝

は
兵
庫
県

の
御
影
師
範

の
三
年

に
な

り
、
四
国
旅
行

の
途
次
、

「明
星
」
の

創
刊
号
を
手
に
と

っ
て
見
て
い
る
。
啄
木

は
、

「明

星
」
が

一
新

し
た
第
六

号
か
ら

で
あ

り
、
茂
吉

は
、

こ
の
時

「明
星
」

の
存
在
す
ら
し
ら
な

い
、

歌

へ
の
関
心
も
ま
だ
な

い
と
き

で
あ

っ
た
。

そ
の
点
、
前
田
純
孝
だ
け
は
、
「明
星
」
の
出
発
期
か
ら
す
で
に
歌
を
作

っ

て
お
り
、

「明

星
」

一
号
か
ら
関
心
を
深
め
、
与
謝
野
鉄
幹

の
神
戸
で

の
講

演
な
ど
も
問
き
、

八
号
か
ら

「明
星
」
に
歌
を
載
せ

て
い
る
。
啄
木
は
純

孝

よ
り

二
年
遅
れ

て

「明
星
」
に
入
る
。

前

田
純
孝
が

「明
星
」

の
前
半
を
リ
ー
ド
し
、
石
川
啄
木
の
ほ
う

は
後

半
を
リ
ー
ド
す
る
。
純
孝
は
、
初
期
に
お
い
て
与
謝

野
晶

子
や

山
川
登
美

子
ら
と
同
等
に
活
躍
す
る

の
で
あ
る
が
、

一
九
〇

三
年

(明
治
36
)
、
ち

ょ

う
ど
啄
木
が

「
明
星
」
で
活
躍
し
始
め
た

こ
ろ
、

「明
星
」
を
辞
め

て
前

田

林
外
ら
と

「白
百
合
」
と

い
う
雑
誌

に
移

る
こ
と

に
な

る
。

「明
星
」

の
初
期
、
二
人
と
も
歌

人
と

し
て
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
ず
、

童
話
、
詩
、
漢
詩

を
中

心
に
発
表

し
て
い
る
。
純
孝

は
東
京
を
去
り
、
故

一
九



石
川
啄
木
の
モ
チ
ー
フ

郷
に
帰

っ
て
か
ら
歌
を
量
産
す
る
よ
う
に
な

る
。
啄
木
も
、

「
明
星
」
の
九

十
号
ま

で
短
歌
は
、
あ
ま
り
載
せ

て
い
な

い
。
啄
木
自
身

は
投
稿

し
た

に

も
か
か
わ
ら
ず
鉄
幹

の
選
が
厳
し
く
載
せ

て
も
ら
え
ず

、
自
分
が
編
集
す

る
よ
う
に
な

っ
た
九
十
号
以
降
、
五
〇
首
か
ら

一
〇
〇
首
ば

か
り
を

一
挙

に
載

せ
る

こ
と

に
な
る
。
こ
れ
が

『
一
握

の
砂
』

(東
雲
堂

明
治
43
)
の

も
と

に
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
し

二
人
と
も

『
明
星
』
誌
上
に
お

い
て
、

詩

人
と
し
て
は
お

お
い
に
認
め
ら
れ

て
い
た
。

啄
木
と
純
孝

の
違

い
は

「故
郷
」
を
詠
む
と
き
に
歴
然
と
す
る
。

啄
木
は
、

ふ
る
さ

と

の
山
に
む
か
ひ
て
言
ふ

こ
と
な

し

ふ
る
さ

と

の
山
は

あ
り
が
た
き
か
な

。

と

、

う

た

っ
て

い
る

。

そ

の
点

、

純
孝

は

、

我
が
た
め
に
汽
笛
は
声
を
上
げ
て
泣
く
故
郷
の
山
も
い
で
て
ま
た
泣
く

と
、
自
ら
も
慟
哭
し
な
が
ら
う
た

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
啄
木
も
純
孝

も

二
〇

故
郷

に
対
す
る
思

い
は
よ
く
似

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
啄
木
は

「あ

り
が
た
き
か
な
」
と
言

い
、
純
孝
は

「声
を
上
げ
て
泣
く
」
と
言
う
。
啄

木
が
、
歌

の
中

で
非
常
に
上
手
く

「か
な
し
」

「う
れ
し
」

「あ
り
が
た
し
」

の

モ
チ
ー

フ
を
生
か
し
た

の
に
対
し

て
、
純
孝
は
心

の
重
さ
と
実
際

の
重

さ
を

い

っ
し
ょ
に
し
て
う
た

っ
た

の
で
あ
る
。

明
治

の
文
学
が
浪
漫
主
義
か
ら
自
然
主
義
、
そ
し

て
大
正
期

の
り
ベ
ラ

リ
ズ

ム

へ
と
動
き
始
め
た
と
き
、
啄
木

の
歌

の
軽
さ
が
受
け
、
純
孝

の
現

実

の
歌
の
重
さ

が
受
け
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

(十
)
啄
木
と
菅
原
芳
子

現
在
、
筑
摩
書
房
版

『
啄
木
全
集

』

(全

七
巻
)
の
な
か

に
は
、
菅
原
芳

子
宛
書
簡
は

一
九
〇
八
年

(明
治
41
)
六
月
二
九
日
か
ら
始
ま

り
、
翌
年

の

一
月
七
日
ま

で
の

一
二
通
が
採
録
さ

れ
て

い
る
。

一
九
〇
八
年

(23
歳
)
七
月
七
日
、
正
午

に
目
を
覚
ま

し
た

啄
木

の
枕

も
と
に

二
通

の
手
紙
と

一
通

の
葉
書
が
置
か
れ
て
あ

っ
た

。

一
通
は
函
館

の
宮
崎
郁
雨

の
厚
意
に
よ

っ
て
生
活
し

て
い
る
妻
節

子
か
ら
の
も
の
で
あ

り
、
も
う

一
通
は
函
館

の

「苜
蓿
社
」
時
代

の
仲
間

・
岩

崎
正
か
ら
の
も

の
で
あ

っ
た
。

早
速
、
啄
木
は
宮
崎
郁
雨
宛
に
節
子
始
め
家
族
が
世
話
に

な

っ
て
い
る
礼
を
心
を
込
め

て

一
筆
し
た
た
め
た
。

つ
い
で
に
岩
崎
正
宛



に

「長

い
長

い
返
事

(レ
タ
ー

ペ
ー

パ
ー

に
細
か
く

10
ペ
ー
ジ
)
」
を
し
た

た

め
た
。
午
後

四
時
頃
、
金

田

一
京
助

の
部
屋
を
訪
問
し
九
時
過
ぎ
ま
で

話

し
、

そ
れ
か
ら
自
分

の
部
屋
に
帰
り
、
菅
原
芳
子
宛
に
も

こ
れ
も
長

い

手
紙
を
書

い
た
。
午
前

二
時

で
あ

っ
た
。

読

み
て
は
物
を
思

ひ
、
物
を
思

ひ
て
は
読
み
、
か
く
し

て
幾
度

と
な

く
繰
り

返
し
拝
見

い
た
し
候
程
に
、
常
に
な
き
冷
た
く
も
と
な
き
温
か

さ

に
溶
け
初
め
候
ふ
様
心
地
に

て
、
は
る
け
き
空
に
あ
く
が
る
る
そ
こ

は
か
と
な
き
思

ひ
に
、
珍
し
く
訪
ひ
く
る
友

も
な
け
れ
ば

、
み
つ
か
ら

も
外
出
せ
ず
、

一
日
こ
の

一
室
に

こ
も
り

て
う
ち
ひ
ろ
げ

た
る
御
文
の

か
た
は
ら
に

て
物
書
き
候
ら

い
ぬ
。

(中
略
)

そ
し

て
さ
ら
に
、
菅
原
芳
子
宛
書
簡
に
は
次

の
八
首
の
歌
が
付

け
加

え

ら
れ

て
い
て
、
啄
木

の
根
源
に
あ
る

モ
チ
ー

フ
が
よ
く
わ
か
る
、

沖
を
ゆ
く

一
つ

一
つ
の
帆
を
か
ぞ

へ
我
を
か
ぞ

へ
ぬ
君
と
し
れ
ど

も

夏

の
雨
人
ぞ
な

つ
か
し
そ
ぼ
ぬ
れ

て
窓

の
小
鳥

の
ひ
す

が
ら
鳴
く

何
し
か
も
我

い
と
か
な
し
鳥
よ
鳥
な
鳴

き
そ
鳴

き
そ
我

は
か
な

し
き

つ
ね
な
ら
ぬ
心
お
ぼ
ゆ
と
そ
れ
だ
に
も
言
ひ
え
ず

我
は
そ
ら
ご
と
を

石
川
啄
木

の
モ
チ
ー

フ

書

く
い
つ
こ
と

も
知
ら
ぬ
海

辺
に
こ
の
心
よ
く
知
る
人

の
あ
り
し
と
惑
ふ

あ

は
れ

は
れ

風
と
な
ら
ば
や

そ
よ
と
だ

に
か

の
う
た
た
ね

の
髪
に
吹

く

べ
し

目
を

つ
ぶ

り
嵐

の
前

の
静
け
さ

の
心
地
に
あ
り

て
君
が
名
を
呼
ぶ

今
宵

君
そ
の
黒
髪

に
香
た

い
て
眠
り

て
あ
れ
な
夢
に
往
か
ま
し

菅
原
芳

子
は
啄
木
が
ま
だ
釧
路

に
い
た

一
九
〇
八
年

(明
治
41
)
三
月

一
七
日
、

「明

星
」
に
募
集
和
歌

の
選
を
し

て
い
た
と
き
に
注
目
し
た
人
で

あ

る
。
そ
し
て
上
京

以
来
、
手
紙
を
通
し

て
の
み

エ
ス
カ

レ
ー
ト
し

て
い

っ

た
恋
人

で
あ

る
。
啄
木

の
〈
お
も

い
〉
は
現
実
を
通
り
越
し

て
、
た
だ
手

紙
と

そ
れ

に
添
え
ら
れ
た
短
歌
を
根
源
に
お
き
な
が
ら
芳
子
を
恋
し

て
ゆ

く

の
で
あ

る
。
だ
が
、
菅
原
芳
子
と

の
幻

の
愛
は
以
外
な
と

こ
ろ
に
破
錠

の
緒
が
備
え
ら
れ

て
い
た
。
啄
木
は
手
紙

の
文
面
を
と
お
し

て
想
像
さ

れ

る
幻

の
恋
人
を
恋
な
が
ら
、

一
方

で
は
日
を
お
う

て
性
急
に
芳
子
の

「写

真
」

(現
実
)
を
要
求
し

て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
啄
木

の
興
味
と
関
心
は
だ
ん
だ
ん
と
菅
原
芳
子
を
は
な
れ
、

今
度
は
同
地
に
住
む
平
山
良
子

の
ほ
う

へ
移

っ
て
い

っ
た
。
す
な

わ
ち

、

芳

子
と

の
幻
想

(手
紙
)

の
愛
に
、
現
実

(写
真
)
が
突
出
す
る
こ
と
に

一
=



石
川
啄
木
の
モ
チ
ー
フ

よ

っ
て
、

い
と
も
簡
単

に
芳

子
を
放
擲

し
、
今
度
は
平
山
良
子

(実
は
良

太
郎

)
と
の
幻
想

(手
紙
)

の
愛

に
突

入
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
芳
子
と

の
幻
想

(手
紙
)

が
現
実

(写
真
)

に
よ

っ
て
打
ち
破
ら
れ
た
と
き
、
芳

子
は

「想
世
界
」

の
極
北

か
ら
単
な

る

「俗
世
界
」

の
住
人
に
化
し
た
わ

け
で
あ
る
。
そ
れ

に
対

し
て

「俗
世
界
」

の
住
人

で
あ

っ
た
平
山
良
太
郎

(男
)
は
、
良

子

(女
)
と
偽
り
、
京
都
祇
園
随

一
の
名
妓

「芝
池
栄
美
」

の
写
真

(幻
想
)

を
も

っ
て
、
逆

に

「想
世
界
」

の
極
北
に
君
臨
す
る

の

で
あ
る
。
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