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君
が
歌
百
首
を
發
表
す
る
と
聞
い
た
と
き
僕
は
嬉
し
い
と
思
つ
た
。
い
よ

い
よ
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
三
月
號
が
到
來
し
て
君
の
歌
を
讀
ん
で
み
て
僕
は
少
し

殘
念
で
あ
る
。
遠
く
離
れ
て
、
君
に
面
と
向
つ
て
言
へ
な
い
か
ら
今
夜
こ
の

手
紙
を
書
か
う
と
思
つ
た
。

　
つ
ま
り
心
の
持
方
が
少
し
浮
い
て
ゐ
な
い
か
。
目
が
素
ど
ほ
り
し
て
行
つ

て
居
な
い
か
。
歌
ひ
た
い
材
料
が
あ
り
餘
る
ほ
ど
あ
つ
て
も
、
棄
て
去
る
の

が
順
當
だ
と
思
は
れ
る
の
が
大
分
お
ほ
い
。
苦
勞
し
て
創
め
た
『
連
作
』
の

意
義
が
だ
ん
だ
ん
濁
つ
て
來
る
と
、
あ
ぶ
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。

『
萬
葉
調
』
は
僕
等
同
志
の
歩
い
て
來
た
道
で
あ
つ
て
、
又
歩
く
べ
き
道
で

あ
る
。
君
の
今
度
の
歌
は
、
な
ん
だ
か
細
々
し
く
痩
せ
て
、
少
し
し
や
が
れ
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た 
小  

女 
こ
を
ん
な

の
こ
ゑ
を
聞
く
や
う
で
あ
る
。
僕
は
も
つ
と
圖
太
づ
ぶ
と
い
こ
ゑ
が
い
い

や
う
に
思
ふ
。
お
ほ
ど
か
で
、
ほ
が
ら
か
な
、
君
の
い
つ
ぞ
や
の
歌
の
や
う

な
の
が
い
い
と
思
ふ
。
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
調
は
流
行
し
た
け
れ
ど
も
、
も
と
を

云
へ
ば
『
擬
古
』
と
稱
し
て
み
ん
な
が
默
殺
し
て
ゐ
た
の
は
君
も
知
つ
て
ゐ

る
。
そ
ん
な
こ
と
に
は
か
ま
は
ん
で
、
忍
苦
し
て
來
た
の
は
君
も
僕
も
そ
れ

か
ら
同
志
の
面
々
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
ご
ろ
ま
た
『
萬
葉
迷
執
』
な
ど
の

形
容
詞
を
僕
ら
の
態
度
に
冠
ら
せ
て
呉
れ
る
人
も
出
て
來
て
ゐ
る
。
僕
ら
は

實
の
と
こ
ろ
ま
だ
ま
だ
萬
葉
に
執
し
て
い
い
の
で
あ
る
。
君
の
こ
ん
ど
の
歌

は
古
語
は
使
つ
て
あ
つ
て
も
、
萬
葉
調
で
な
い
の
が
大
分
あ
る
と
僕
は
思
ふ
。

古
語
は
使
は
ん
で
も
萬
葉
調
で
あ
る
が
い
い
、
そ
れ
と
反
對
で
あ
る
。

　
君
は
い
つ
か
『
口
語
的
發
想
』
の
こ
と
を
云
つ
た
が
、
あ
れ
が
一
部
分
濁
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つ
て
今
度
の
歌
に
出
て
居
る
。
リ
ズ
ム
と
謂
つ
て
も
『
阿
房
陀
羅
リ
ズ
ム
』

に
近
き
こ
と
、
新
し
き
俳
句
と
似
て
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
て
、
短
歌
の
形
式
に

合
は
な
い
。
短
歌
で
は
矢
張
り
『
遒
勁
流
動
リ
ズ
ム
』
で
あ
る
の
が
本
來
で
、

そ
れ
が
『
萬
葉
調
』
な
の
で
あ
る
。
僕
が
『
形
式
』
の
こ
と
を
い
ふ
と
、
外

的
、
因
習
と
他
の
人
が
い
ふ
と
思
ふ
が
、
短
歌
の
體
に
處
る
の
が
本
來
で
、

短
歌
と
し
て
優
れ
て
居
れ
ば
そ
れ
が
本
望
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
諦

念
説
ど
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
實
は
精
進
の
到
達
點
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。

短
歌
が
阿
房
陀
羅
ぶ
し
に
化
し
て
何
に
な
る
。

　
結
句
に
四
三
調
の
も
の
が
な
か
な
か
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う
も
輕
薄
に
ひ
び

く
。
僕
は
井
上
通
泰
さ
ん
の
や
う
に
、
結
句
は
三
四
調
で
あ
る
べ
き
だ
な
ど

と
は
云
は
ん
が
、
今
度
の
歌
の
結
句
の
四
三
調
に
は
肯
ん
じ
が
た
い
の
が
あ
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る
。
わ
れ
等
の
祖
先
の
作
に
、
『
雲
た
ち
わ
た
る
』
と
か
、
『
打
ち
て
し
や

ま
む
』
と
か
、
『
の
ど
に
は
死
な
じ
』
な
ど
の
遒
勁
流
轉
の
結
句
が
あ
る
の

に
、
君
の
歌
の
は
な
ぜ
さ
う
行
か
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。

　
ク
ー
ル
ベ
の
エ
ト
ル
ダ
の
斷
岩
の
や
う
な
、
海
波
圖
の
や
う
な
、
ロ
ダ
ン

の
考
へ
る
人
の
や
う
な
、
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
自
畫
像
の
や
う
な
、
あ
あ
い
ふ

と
こ
ろ
に
目
を
据
ゑ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
力
及
ば
ず
に
了
つ
て
し
ま
つ
て
、

今
お
も
ふ
と
恥
か
し
い
事
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
僕
は
こ
れ
を
同
志
に
望
ん
で

ゐ
る
。
同
志
に
望
む
の
は
一
番
自
然
だ
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
君
は
さ
う
思

は
な
い
か
。

　
僕
は
今
二
軒
長
屋
の
せ
ま
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
ゐ
て
、
夜
に
な
る
と
、
來

訪
者
の
な
い
と
き
は
は
や
く
床
を
の
べ
て
そ
の
中
に
も
ぐ
つ
て
芭
蕉
や
、
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「
高
瀬
舟
」
な
ど
を
讀
ん
で
ゐ
る
。
壁
一
重
の
向
う
長
屋
に
は
二
夫
婦
が
ゐ

て
、
若
夫
婦
が
二
階
に
寢
て
ゐ
る
。
寢
が
へ
り
す
る
の
も
手
に
と
る
や
う
に

き
こ
え
る
。
寂
し
い
生
活
を
し
て
ゐ
る
と
、
官
能
が
鋭
敏
で
鈍
麻
は
し
な
い
。

か
う
い
ふ
と
き
に
は
芭
蕉
の
も
の
は
割
合
に
わ
か
る
。
君
の
や
う
に
性
欲
の

淡
い
、
僧
侶
の
や
う
な
生
活
を
實
行
し
て
ゐ
る
人
が
、
な
ぜ
こ
ん
ど
の
歌
の

や
う
に
さ
う
ざ
う
し
く
痩
氣
味
の
歌
を
作
る
だ
ら
う
か
。

『
◦
﹅
』
な
ど
の
切
目
が
間
々
あ
る
が
、
あ
れ
も
短
歌
を
三
行
に
書
く
の
と

似
て
ゐ
て
少
し
面
白
く
な
い
。
又
今
度
の
歌
に
は
少
し
小﹅
き﹅
ざ﹅
み﹅
に
過
ぎ
る

や
う
な
の
が
多
い
。
ま
た
固
有
名
詞
で
も
、
『
思
案
外
史
』
は
ま
だ
い
い
。

『
金
太
郎
』
『
お
久
米
』
『
お
花
』
『
祐
輔
』
な
ど
は
、
ど
う
も
歌
調
を
輕

く
さ
せ
る
と
思
ふ
。
短
歌
一
首
は
大
體
連
續
し
て
ゐ
て
、
そ
し
て
も
つ
と
圖
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太
い
調
べ
で
あ
る
の
が
本
來
の
や
う
な
氣
が
し
て
な
ら
な
い
。
粟
粒
數
よ
り

も
多
い
世
間
並
人
は
、
少
し
古
語
で
も
這
入
つ
て
ゐ
る
と
、
す
ぐ
古
調
と
か
、

擬
古
調
と
か
、
萬
葉
迷
執
と
か
云
つ
て
し
ま
ふ
が
、
あ
れ
は
僕
ら
同
志
の
説

と
は
ち
が
ふ
の
で
あ
つ
て
、
僕
ら
の
『
萬
葉
調
』
は
言
葉
の
『
意
味
あ
ひ
』

に
止
ま
つ
て
ゐ
ず
、
『
語
氣
』
に
注
意
し
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
君
の
こ
の
た

び
の
歌
に
は
そ
の
『
萬
葉
び
と
の
語
氣
』
と
相
通
ず
る
點
が
割
合
に
少
い
や

う
な
氣
が
す
る
が
君
は
ど
う
思
ふ
。

　
そ
れ
か
ら
世
間
び
と
は
か
う
云
ふ
。
『
萬
葉
集
に
取
る
べ
き
點
は
そ
の
精○

神○

で
あ
つ
て
、
そ
の
外○

形○

で
は
な
い
』
こ
ん
な
事
を
い
ふ
。
か
れ
等
の
謂
ふ

『
精
神
』
と
い
ふ
の
は
、
極
め
て
抽
象
的
な
、
肉
體
か
ら
ふ
ら
ふ
ら
と
拔
出

で
て
佛
壇
あ
た
り
を
迷
つ
て
ゐ
る 

魂  

魄 

こ
ん
ぱ
く

み
た
や
う
な
も
の
で
、
僕
ら
に
は
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何
の
役
に
も
立
た
ぬ
筈
で
あ
る
。
萬
葉
集
の
『
こ
と
ば
』
を
離
れ
て
、
萬
葉

び
と
の
『
語
氣
』
を
離
れ
て
、
萬
葉
集
の
『
精
神
』
を
云
々
す
る
の
は
道
ぐ

さ
食
ひ
の
説
だ
と
思
ふ
。
そ
し
て
眞
淵
の
『
丈
夫
ぶ
り
』
を
ば
僕
ら
は
新
ら

し
い
説
と
し
て
創
造
す
べ
き
筈
で
あ
る
。
こ
れ
は
君
は
確
か
に
贊
成
し
て
呉

れ
る
。

　
以
上
の
言
を
も
つ
て
、
『
概
論
』
を
君
に
向
つ
て
説
い
た
と
取
ら
れ
る
と

僕
は
ひ
ど
く
恥
か
し
い
の
で
あ
る
。
君
は
こ
の
た
び
歌
で
い
ろ
い
ろ
の
新
し

い
『
試
み
』
を
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
僕
の
此
迄
思
ひ
及
ば
な
か
つ
た
諸
點
に

到
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
努
力
に
は
感
謝
し
て
も
そ
の
實
質
に
は
贊
し
難
い
と
い

ふ
の
で
あ
つ
て
、
僕
は
近
ご
ろ
「
萬
葉
集
檜
嬬
手
」
を
送
つ
て
貰
つ
て
君
の

守
部
論
を
讀
ん
だ
。
そ
の
な
か
に
、
『
彼
の
文
藝
上
の
作
物
は
、
歿
後
冬
照

9



の
出
版
し
た
橘
守
部
家
集
に
、
長
歌
短
歌
と
も
に
殘
つ
て
ゐ
る
。
彼
の
一
生

の
事
業
の
中
で
、
恐
ら
く
一
番
價
値
の
少
い
の
は
、
此
方
面
の
創
作
で
あ
つ

た
の
で
あ
ら
う
。
あ
れ
ほ
ど
に
記
紀
萬
葉
を
は
じ
め
、
律
文
要
素
の
あ
る
書

物
に
沒
頭
し
て
ゐ
た
人
で
、
而
も
其
影
響
が
單
に
、
知
識
或
は
形
式
上
の
遊

戲
と
し
て
表
れ
て
ゐ
て
も
、
内
的
に
具
體
化
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
は
虚
の
樣

な
矛
盾
で
あ
る
』
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
此
は
君
の
守
部
論
中
で
、
僕
に
と
つ

て
、
嘗
て
も
現
在
も
一
番
利
い
た
文
章
で
あ
つ
た
。
守
部
の
作
歌
と
君
の
作

歌
と
を
同
列
に
置
く
こ
と
は
僕
は
死
す
と
も
能
は
な
い
。
た
だ
『
あ
れ
ほ
ど

記
紀
萬
葉
に
造
詣
深
い
』
と
い
ふ
こ
と
は
君
自
身
に
冠
ら
せ
る
こ
と
は
虚
僞

で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
『
一
生
中
一
番
價
値
の
少
い
』
を
ば
君
の
作
歌
に

冠
ら
せ
る
こ
と
が
若
し
虚
僞
で
な
か
つ
た
ら
、
僕
は
殘
念
な
の
で
あ
る
。
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僕
は
長
崎
に
來
て
、
は
じ
め
て
『
水
』
の
尊
さ
を
知
つ
た
。
雨
の
降
る
の

を
し
ん
か
ら
嬉
し
ん
だ
。
こ
れ
は
清
淨
な
水
に
飽
い
て
春
雨
の
哀
れ
を
讚
ず

る
俳
諧
趣
味
と
は
ち
が
ふ
の
で
あ
る
。
い
ま
は
借
家
の
事
で
苦
勞
し
て
ゐ
る
。

そ
れ
か
ら
女
中
が
土
地
に
馴
れ
な
い
の
で
、
食
べ
も
の
の
事
に
苦
勞
し
て
ゐ

る
。
性
欲
の
方
は
ひ
と
時
苦
し
ん
だ
が
、
今
は
落
著
い
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
時
に
狩
野
享
吉
先
生
が
面
か
げ
に
立
つ
た
り
、
森
博
士
作
「
雞
」
が

心
に
浮
ん
だ
り
し
て
い
い
氣
持
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

　
長
崎
は
い
い
處
だ
け
れ
ど
も
折
々
東
京
に
歸
つ
て
し
ま
ひ
た
く
な
る
事
が

あ
る
。
土
屋
君
が
諏
訪
に
、
君
は
小
田
原
に
行
つ
て
、
岡
さ
ん
が
忙
し
い
だ

ら
う
し
、
赤
彦
君
と
千
樫
君
だ
け
で
は
手
が
足
り
な
い
。
け
ふ
畫
伯
か
ら
の

書
簡
を
讀
ん
で
忝
い
と
思
つ
た
。
門
間
君
は
ど
う
だ
ら
う
か
。
中
村
君
も
早
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く
癒
れ
ば
い
い
。
以
上
餘
り
ぶ
し
つ
け
で
工
合
が
惡
く
て
も
君
は
堪
忍
す
る

に
相
違
な
い
。
こ
れ
か
ら
僕
は
寢
よ
う
と
思
ふ
。
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