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潤
い
の
あ
る
歌
と
、
味
あ
じ
わい
の
あ
る
歌
と
、
そ
こ
に
ど
う
い
う
差
が
あ
る
か

と
考
え
て
見
た
。
単
に
詞
こ
と
ばの
上
で
見
る
な
ら
ば
、
潤
い
の
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
客
観
的
な
云い
い
方
で
味
い
の
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
的
な
云
い
方

で
あ
る
と
も
云
え
る
。
し
か
し
細
微
に
両
者
の
意
味
を
推
考
し
て
見
る
と
、

両
者
に
幾
分
の
相
違
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
味
い
の
あ
る
歌
で
あ
る
が
、
つ
ま
ら
ぬ
歌
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
歌
が
あ

る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
に
反
し
て
、
味
い
は
少
し
も
無
い
が
、
歌
は
面

白
い
と
い
う
よ
う
な
歌
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
歌
の
上
に

疑
問
と
し
て
成
立
つ
も
の
か
ど
う
か
。
こ
う
も
考
え
て
見
た
。

　
そ
れ
で
味
い
は
あ
る
が
つ
ま
ら
ぬ
歌
だ
と
い
う
よ
う
な
歌
は
有
り
得
な
い
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事
で
あ
ろ
う
と
思
う
こ
と
に
多
く
の
疑
い
は
起
ら
ぬ
け
れ
ど
、
味
い
と
い
う

よ
う
な
感
じ
は
な
い
が
、
何ど
処こ
か
面
白
い
と
い
う
よ
う
な
歌
は
あ
る
い
は
あ

る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
然しか
ら
ば
ど
ん
な
歌
が
、
味
い
は
無
く
て
も
面
白
い

歌
と
い
う
例
歌
が
あ
る
か
と
云
わ
れ
る
と
、
そ
の
例
歌
を
上
げ
る
こ
と
は
余

程
六む
つ
か
し
い
。
そ
の
味
い
の
あ
る
と
云
う
こ
と
即
歌
の
味
い
な
る
も
の
が
、

具
体
的
に
は
説
明
の
出
来
な
い
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
甲
は
味
い
を
感
じ
て
味

い
が
あ
る
と
云
っ
て
も
、
乙
は
味
い
を
感
じ
な
い
か
ら
味
い
が
無
い
と
云
う

こ
と
も
出
来
る
。
こ
う
な
る
と
、
甲
は
味
い
が
あ
る
か
ら
佳
作
だ
と
云
い
、

乙
は
味
い
は
無
い
が
面
白
い
か
ら
佳
作
だ
と
云
え
る
訳
で
あ
る
。
そ
れ
を
ま

た
一
面
か
ら
云
う
と
、
甲
の
味
い
を
感
ず
る
の
は
何
等
な
ん
ら
か
の
錯
覚
に
基
き
や

し
な
い
か
と
疑
う
こ
と
も
出
来
る
。
乙
の
味
を
感
じ
得
な
い
の
は
、
あ
る
い
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は
感
覚
の
鈍
い
為た
め
に
そ
の
味
い
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う

と
も
云
え
る
。

　
こ
れ
が
飲
食
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
味
い
が
な
く
て
う
ま
い
と
い
う
も
の
は

絶
対
に
無
い
と
云
え
る
が
、
食
味
の
鑑
賞
と
芸
術
の
鑑
賞
と
を
全
然
同
感
覚

に
訴
え
る
事
は
出
来
な
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
歌
の
上
に
は
味
い

は
無
い
が
面
白
い
こ
と
は
面
白
い
と
い
う
よ
う
な
歌
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
も

考
え
ら
れ
る
。
芸
術
が
人
に
与
う
る
興
味
は
、
飲
食
物
の
そ
れ
よ
り
も
、
更

に
数
層
複
雑
な
も
の
で
あ
る
こ
と 
勿  

論 
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
以
上
、
味
い
は
無
く
て
も

面
白
い
歌
と
い
う
歌
は
有
得
べ
く
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
押
詰
め
て
来
て
見
る
と
、
そ
の
面
白
い
と
い
う
こ
と
（
味
い
が
無
く

て
も
面
白
い
と
い
う
面
白
さ
）
は
正
し
き
芸
術
的
感
能
に
訴
え
た
面
白
さ
で

5



あ
る
か
否
か
、
と
云
う
こ
と
だ
け
が
疑
問
と
し
て
残
る
訳
で
あ
る
。
が
そ
れ

は
到
底
説
明
し
能あた
う
べ
き
問
題
で
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
か
ら
、
結
局
面
白

く
感
ず
る
の
は
、
そ
の
人
が
何
等
か
の
味
い
に
触
れ
る
か
ら
と
い
う
、
概
念

的
結
論
に
帰
着
す
る
外
無
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
極
め
て
漠
然
と
し
た
概
念
か
ら
差
別
し
て
考
え
て
見
る
と
、
味
い
を
も
っ

て
勝
っ
て
る
佳
作
と
、
要
素
を
も
っ
て
勝
っ
て
る
佳
歌
と
の
差
別
は
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
に
云
う
味
い
は
、
芸
術
組
成
上
の 

諸  

種 

し
ょ
し
ゅ

の
要
素
の
、
調
合
融

合
上
か
ら
起
る
味
い
を
云
い
、
要
素
と
は
芸
術
組
成
上
に
必
要
な
る
、
思
想

材
料
言
語
句
法
の
各
要
素
を
云
う
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
要
素
そ
れ
自
身
に
、

各
お
の
お
のそ
の
味
い
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
以
上
の
如ごと
き
差
別
は
、
仮
定
の
上
に
概

括
し
て
云
う
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
別
し
て
云
う
な
ら
ば
、
味
い
を
も
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っ
て
勝
っ
て
る
佳
作
と
、
要
素
を
も
っ
て
勝
っ
て
る
佳
作
と
、
概
括
し
た
差

別
は
云
う
こ
と
が
出
来
る
訳
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
食
物
に
譬たと
え
て
云
え
ば
、
諸
種
の
材
料
を
混
和
し
た
調
味
と
、
刺

身
の
如
き
焼
肉
の
如
き
、
材
料
そ
の
物
の
味
い
と
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
人じ

為んい
の
勝
っ
た
味
い
、
自
然
の
勝
っ
た
味
い
と
の
差
で
あ
る
。

　
で
こ
れ
を
云
い
換
え
て
見
る
と
、
情
調
的
の
歌
は
味
い
を
も
っ
て
勝
り
、

思
想
的
材
料
的
の
歌
は
要
素
を
も
っ
て
勝
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
結
局
味

い
と
い
う
詞
の
解
釈
上
に
起
れ
る
仮
定
の
差
別
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
味
い
は

無
く
て
も
面
白
い
歌
と
い
う
事
は
、
味
い
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
意
味
に
極

限
し
た
上
か
ら
出
た
批
評
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
味
い
の
あ
る
と
い
う
事
と
潤
い
の
あ
る
と
い
う
事
と
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は
、
そ
の
意
味
の
内
容
に
殆
ほ
と
んど
相
違
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

一  

寸 

ち
ょ
っ
と

考

え
る
と
、
潤
い
の
あ
る
と
い
う
事
は
味
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
稍やや
狭
義
に
思

考
せ
ら
れ
る
が
、
潤
い
が
あ
っ
て
も
味
い
は
無
い
と
い
う
事
は
、
想
像
が
出

来
な
い
。
そ
う
し
て
味
い
の
あ
る
歌
に
潤
い
が
無
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
な
い
。
た
だ
味
い
の
無
い
佳
作
と
い
う
事
は
容
易
に
想
定
が
出
来
な
い
に

反
し
潤
い
の
感
じ
は
無
く
て
も
、
佳
作
は
あ
り
得
る
と
無
雑
作
に
考
え
ら
れ

る
。
味
い
と
潤
い
と
は
こ
れ
だ
け
の
相
違
は
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
け
れ
ど
も
如
何
な
る
塲
合
に
於おい
て
も
、
歌
に
潤
い
が
無
い
と
い
う
こ
と
を

も
っ
て
、
創
作
上
の
進
歩
と
認
め
得
る
よ
う
な
事
は
断
じ
て
有
得
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
予
は
最
も
潤
い
の
あ
る
歌
を
好
む
の
で
あ
る
。
潤
い

の
あ
る
歌
が
何
と
な
く
嘻
し
く
な
づ
か
し
い
。
味
い
を
感
じ
な
い
歌
に
至
っ
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て
は
最も
う
嫌
い
で
あ
る
。
少
し
そ
の
意
を
進
め
て
云
う
な
ら
ば
、
情
調
的
味

い
の
無
い
歌
に
は
殆
ど
興
味
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
こ
で
断
っ
て

お
く
が
こ
の
情
調
と
い
う
語
は
、
勿
論
人
情
の
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し
予

も
自
ら
潤
い
の
乏
し
い
歌
と
思
う
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
経
験
は
少
く
な
い
。

前
号
『
曼 

珠 
沙 
華 

ま
ん
じ
ゅ
し
ゃ
げ

』
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。  

鬱    

情  

う
つ
じ
ょ
う

を
散
ず
る
に
急
な

る
、
情
調
を
湛
う
る
の
余
裕
が
な
く
て
出
来
た
歌
で
あ
る
。
自
分
の
慰
安
の

心
よ
り
は
、
余
義
な
い
気
持
の
勝
っ
た
歌
で
あ
る
。
そ
う
い
う
心
的
状
態
で

歌
の
出
来
る
こ
と
は
、
何
人
に
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
さ
れ
ば
自

分
の
歌
と
し
て
そ
の
存
在
を
欲
し
て
居
て
も
、
自
分
の
好
き
な
歌
で
は
な
い
。

あ
る
意
味
に
於
て
、
予
の
最
も
強
く
主
張
す
る
叫
び
の
意
味
の
多
い
歌
で
あ

る
が
、
予
の
好
み
は
そ
の
叫
び
の
声
が
今
少
し
潤
い
を
帯
び
て
あ
り
た
い
の
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で
あ
る
。

　
表
現
の
具
象
が
余
り
に
鮮
明
な
歌
に
は
、
必
ず
潤
い
を
欠
く
の
弊
が
伴
う

の
を
常
と
す
る
。
自
分
の
好
ま
な
い
歌
を
な
ぜ
作
る
か
と
云
う
者
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
自
分
の
感
想
は
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
許
り
有
得
な
い
か

ら
、
こ
れ
は
余
義
な
い
の
で
あ
る
。

　
刺
身
と
焼
肉
、
そ
れ
を
予
は
決
し
て
嫌
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
刺
身
と
焼

肉
が
何
よ
り
美
味
い
と
い
う
人
に
は
、
到
底
真
の
料
理
を
語
る
こ
と
は
出
来

な
い
如
く
、
芸
術
の
潤
い
を
感
取
し
得
な
い
よ
う
な
人
に
詩
趣
を
語
る
こ
と

は
出
来
な
い
と
思
っ
て
る
。

　
そ
れ
に
就つけ
て
も
、
近
頃
の
『
ア
ラ
ヽ
ギ
』
で
予
の
最
も
嘻
し
い
の
は
石
原

純
君
の
歌
で
あ
る
。
一
月
号
の
『
思
ひ
出
』
の
作
も
極
め
て
平
淡
な  

抒    

じ
ょ
じ
ょ
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情  う
の
内
に
深
い
味
い
の
あ
る
歌
で
あ
っ
た
が
、
二
月
号
の
『
独
都
ど
く
と
よ
り
』

の
作
は
ま
た
一
層
面
白
い
歌
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
て
は
失
敬
で
あ
る
が
、
今
度
の
歌
は
従
来
の
石
原
君
の
歌
と
は

頗すこ
ぶる
趣
を
異
に
し
て
居
る
。
従
来
石
原
君
の
歌
の
多
く
は
、
意
味
の
複
雑
な

具
象
の
鮮
明
な
歌
で
あ
っ
た
。
従
て
潤
い
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
歌
は
少
な

か
っ
た
。

　
そ
れ
が
今
度
の
歌
は
、
全
く
面
目
を
異
に
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
予
の
最

も
好
き
な
淡
雅
な
味
い
と
情
調
の
潤
い
と
が
、
無
雑
作
な
自
然
な
語
句
の
上

に
現
わ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
『
思
ひ
出
』
の
十
首
は
殊こと
に
単
純
で
平
淡
で

あ
る
。
何
等
の
巧
み
も
な
く
、
少
し
も
六
つ
か
し
い
意
味
も
な
く
、
た
だ
す

ら
す
ら
と
旅
情
の
追
懐
を
歌
っ
て
居
る
。
こ
う
い
う
歌
を
大
抵
の
人
は
、
平
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凡
で
あ
る
、
稀
薄
で
あ
る
、
素さ
湯ゆ
を
飲
む
よ
う
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
が
、

そ
の
淡
然
た
る
声
調
の
上
に
何
処
と
も
な
く
、
情
緒
の
に
じ
み
が
潤
い
出
て

居
る
。
少
し
も
こ
ね
か
え
し
が
な
い
か
ら
一
読
純
粋
な
清
浄
な
感
情
が
味
わ

れ
る
。

　
あ
ら
っ
ぽ
い
刺
撃
し
げ
き
の
強
い
趣
味
の
歌
と
は
全
く
そ
の
味
い
を
異
に
し
て
る

の
で
あ
る
か
ら
、
読
者
の
方
で
も
こ
う
い
う
歌
を
味
お
う
と
す
る
に
は
、
気

を
静
め
心
を
平
か
に
し
て
、
最
も
微
細
な
感
能
の
働
き
に
待
た
ね
ば
な
ら
な

い
。

　
十
首
の
内
取
立
て
て
ど
の
歌
が
良
い
と
も
云
え
な
い
。
十
首
の
連
作
を
通

し
て
の
上
に
、
物
に
な
ず
む
親
し
み
の
情
の
淡
い
気
持
が
、 

油  

然 

ゆ
う
ぜ
ん

と
し
て

湛
う
て
る
。
思
う
に
作
者
も
想
の
動
く
ま
ま
に
詠
み
去
っ
て
、
そ
の
表
現
に
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そ
う
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
が
最
も
尊
い
処
と
こ
ろで
、
そ

の
味
い
も
潤
い
も
極
め
て
自
然
な
所
以
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
い
う
歌
は
、
こ
う
い
う
の
が
面
白
い
か
ら
作
っ
て
見
よ
う
と

云
っ
て
作
り
得
ら
る
る
歌
で
は
な
い
。
歌
の
生
死
の
境
が
真
に
一
分
一
厘
の

処
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ほ
ん
の
一
厘
の
差
で
乾
燥
無
味
に
陥
っ
て
終しま
う

の
で
あ
る
。

　
　
　
す
も
ゝ
実みの
る
み
な
み
独
逸
ド
イ
ツ
の
た
か
き
国くに
の
中
に
あ
り
と
い
ふ
ミ
ユ
ン

ヘ
ン
の
町

　
そ
の
語
句
に
於
て
着
想
に
於
て
、
そ
の
題
目
に
於
て
、
何
等
の
巧
み
も
新

し
み
も
あ
る
の
で
は
な
い
。
唯ただ
能よ
く
統
一
し
た
一
首
の
声
調
に
、
物
に
親
し

み
な
つ
か
し
む
気
持
が
現
わ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
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人
も
あ
ら
ぬ 

実 

験 

室 

じ
っ
け
ん
し
つ
の
夜
の
更
け
に
し
づ
か
に
ひ
び
く
装
置
を
聞

き
ぬ

　
こ
の
歌
は
題
目
が
殊
に
新
し
く
、
着
想
も
面
白
い
が
、
そ
の
題
目
や
着
想

が
淡
い
情
調
に
融
合
さ
れ
て
、
少
し
も
目
立
た
な
い
で
能
く
単
純
化
が
行
わ

れ
て
居
る
。
そ
れ
か
ら
『
独
都
よ
り
』
の
「
リ
ン
デ
ン
」
の
作
は
、
作
者
も

云
う
て
る
如
く
、
前
の
歌
の
淋
し
い
内
に
も
嬉
し
い
親
し
み
の
あ
る
情
調
と

は
異
な
り
、
旅
情
の
淋
し
さ
と
自
然
の
さ
び
れ
た
淋
し
み
と
を
独
り
し
み
じ

み
と
味
わ
っ
て
る
情
調
が
、
一
句
一
句
の
端
に
も
湛
う
て
る
。

　
　
　
リ
ン
デ
ン
の
嫩
芽
ど
ん
が
の
萌
え
を
見
て
過
ぎ
し
こ
ゝ
に
又
来
ぬ
枯
葉
落
つ

る
日

　
静
か
な
声
、
物
う
げ
な
調
子
、
そ
れ
を
味
う
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
例
の

14歌の潤い



如
く
題
目
も
思
想
も
取
立
て
て
い
う
程
の
事
で
は
な
く
て
い
て
、
し
か
も
無

限
の
味
い
を
持
っ
て
る
の
は
、
一
首
の
声
調
に
作
者
の
淋
し
い
内
的
情
態
が
、

さ
な
が
ら
に
表
現
さ
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
結
句
の
『
枯
葉
落
つ
る
日
』

こ
の
一
句
こ
れ
を
取
離
し
て
見
れ
ば
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
何
等
作

者
の
独
創
が
あ
る
の
で
な
く
、
唯
一
句
の
記
号
に
過
ぎ
な
い
詞
で
あ
る
が
、

こ
の
歌
の
結
句
に
こ
の
一
句
を
置
い
て
見
る
と
、
こ
の
平
凡
な
一
句
が
一
首

全
体
の
上
に
、
非
常
に
淋
し
い
影
響
と
共
鳴
と
を
起
す
の
で
あ
る
。
こ
の
平

凡
な
一
句
が
こ
こ
に
置
か
れ
て
生
き
て
来
る
の
み
で
な
く
、
一
首
全
体
に
統

一
を
促
し
生
命
を
起
す
の
働
き
が
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
作
歌
に
従
う
も
の

は
、
こ
の
不
可
説
な
る
、
融
合
統
一
力
の
依
て
起
る
神
意
を
考
う
べ
き
で
あ

る
。
こ
う
い
う
歌
を
見
て
「
な
ん
だ
た
だ
そ
れ
だ
け
の
事
じ
ゃ
な
い
か
」
な
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ど
と
軽
く
読
過
し
て
終
う
よ
う
な
人
に
は
、
到
底
共
に
詩
の
生
命
を
語
る
こ

と
は
出
来
な
い
。

　
　
　
葉
の
落
ち
て
只ただ
黒
き
幹
の
ぬ
く
ぬ
く
と
あ
ま
た
立
ち
な
ら
ぶ
様
の
さ

び
し
も

　
初
句
『
葉
の
落
ち
て
』
の
極
め
て
自
然
な
詞
つ
き
に
、
は
や
淋
し
い
声
を

感
ぜ
ら
れ
る
。
第
四
句
第
五
句
な
ど
も
「
あ
ま
た
立
ち
た
り
見
る
に
さ
び
し

も
」
と
明
晰
に
云
っ
て
終
え
ば
口
調
は
強
く
な
る
け
れ
ど
も
、
淋
し
い
沈
ん

だ
気
持
は
現
わ
れ
な
い
。
僅わず
か
の
相
違
で
あ
る
が
『
あ
ま
た
立
ち
な
ら
ぶ
様

の
さ
び
し
も
』
と
詞
に
淀
み
の
あ
る
云
い
方
が
自
然
に
作
者
の
心
持
を
現
わ

し
て
居
る
。
是
等
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
受
け
る
興
味
の
程
量
は
読
者
の
嗜
好
に
依
て
相

違
の
あ
る
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
が
、
兎と
に
角かく
生
命
の
脈
々
た
る
歌
で
あ
る
の
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だ
。

　
　
　
リ
ン
デ
ン
の
枯
葉
の
落
つ
る
秋
も
ま
た
け
お
も
き
空
は
曇
り
て
あ
る

な
り

　
こ
れ
は
前
の
歌
の
よ
う
な
感
じ
を
得
ら
れ
な
い
歌
で
あ
る
。
結
句
『
曇
り

て
あ
る
な
り
』
の
口
調
は
こ
の
塲
合
聊
い
さ
さか
軽
快
に
過
ぎ
る
と
思
う
。

　
　
　
そ
ぼ
ぬ
れ
て
せ
ま
き
歩
道
の
し
き
い
し
を
一
つ
一
つ
に
踏
み
て
行
き

け
り

　
以
下
一
連
の
歌
は
悉
こ
と
ご
とく  

金    
玉  

き
ん
ぎ
ょ
く

で
あ
る
。
平
淡
な
叙
述
の
内
に
一
道
の

寂
し
い
情
調
が
漲
み
な
ぎっ
て
居
る
。

　
　
　
夜
眼
さ
め
て
指は
針り
の
光
れ
る
時
計
を
ば
枕
辺
に
見
る
二
時
に
し
あ
り

き
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結
句
「
二
時
に
し
あ
り
け
り
」
と
云
わ
な
い
で
『
あ
り
き
』
と
留とど
め
た
処

に
深
い
感
じ
が
あ
る
。
こ
の
一
連
の
歌
は
、
題
目
も
新
し
く
感
じ
方
も
新
し

い
。
そ
う
し
て
言
外
に
寂
し
い
情
調
が
、
し
み
出
て
居
る
。
そ
う
し
て
作
者

の
心
理
状
態
が
寂
し
い
内
に
も
漸
よ
う
やく
落
ち
つ
い
た
処
に
僅
か
な
余
裕
も
窺
う
か
が
われ

る
。
そ
の
自
然
の
動
き
の
現
わ
れ
て
る
の
が
、
溜たま
ら
な
く
嘻
し
い
。

　
以
上
四
連
の
歌
を
通
読
し
て
見
る
と
、
作
者
の
心
理
状
態
が
時
処
に
従
っ

て
動
揺
し
変
化
し
た
自
然
の
跡
が
歴
々
と
し
て
読
者
の
胸
に
響
い
て
く
る
。

一
首
一
首
を
詠
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
生
き
た
感
情
に
触
れ
、
更
に
全
体
を
読
去
っ

て
、
ま
た
全
体
か
ら
受
け
る
共
鳴
の
響
き
が
、
暫
し
ば
らく
の
間
読
者
の
胸
に
揺
ら

ぐ
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
予
は
是
等
の
歌
を
、
潤
い
の
あ
る
歌
、
味
い
を
も
っ
て
勝
っ
た
歌
と
し
て
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推
奨
し
た
い
。
そ
う
し
て
ま
た
理
想
的
に
成
功
し
た
連
作
の
歌
と
し
て
称
揚

し
た
い
。

　
十
年
以
前
よ
り
連
作
論
を
唱
え
た
予
は
、
近
日
更
に
連
作
に
就
て
一
論
を

試
み
た
く
思
う
て
居
る
際
に
、
以
上
の
四
連
作
を
得
た
こ
と
は
、
予
に
取
っ

て
非
常
に
嬉
し
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
２
年
３
月
『
ア
ラ
ラ
ギ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
署
名
　
　
　
　
左
千
夫
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
左
千
夫
全
集
　
第
七
卷
」
岩
波
書
店

　
　
　1977
（
昭
和52

）
年6

月13

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
ア
ラ
ラ
ギ
　
第
六
卷
第
三
號
」
ア
ラ
ラ
ギ
発
行
所

　
　
　1913

（
大
正2
）
年3

月1

日
発
行

初
出
：
「
ア
ラ
ラ
ギ
　
第
六
卷
第
三
號
」
ア
ラ
ラ
ギ
発
行
所

　
　
　1913

（
大
正2

）
年3
月1
日
発
行

※
「
旧
字
、
旧
仮
名
で
書
か
れ
た
作
品
を
、
現
代
表
記
に
あ
ら
た
め
る
際
の

作
業
指
針
」
に
基
づ
い
て
、
底
本
の
表
記
を
あ
ら
た
め
ま
し
た
。

「
其
」
は
「
そ
の
」
に
、
「
只
」
は
「
た
だ
」
に
、
「
併
し
」
は
「
し
か
し
」
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に
、
「
以
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
、
「
茲
」
を
「
こ
こ
」
に
、
「
此
」
を

「
こ
の
」
に
、
「
之
」
を
「
こ
れ
」
に
、
「
又
」
を
「
ま
た
」
に
、
「
或
は
」

を
「
あ
る
い
は
」
に
、
「
或
」
を
「
あ
る
」
に
、
置
き
換
え
ま
し
た
。

※
読
み
に
く
い
言
葉
、
読
み
誤
り
や
す
い
言
葉
に
振
り
仮
名
を
付
し
ま
し
た
。

底
本
に
は
「
指
針
《
は
り
》
」
以
外
の
振
り
仮
名
は
付
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

※
初
出
時
の
署
名
は
「
左
千
夫
」
で
す
。

入
力
：
高
瀬
竜
一

校
正
：
き
り
ん
の
手
紙

2019

年6

月28

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w
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w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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歌の潤い
伊藤左千夫
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