
  
 
 

二 

比
庵
随
筆 

笠
岡
関
連 

 

（
１
）
笠
岡
高
等
女
学
校
で
の
歌
の
話 

 
 
 
 

下
野
短
歌
（
の
ち
の
窓
日
）
昭
和
二
十
一
年
七
月
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

比
庵
は
ま
だ
疎
開
先
の
笠
岡
在
住
だ
っ
た
。 

 

笠
岡
高
等
女
学
校
で
一
週
一
度
歌
の
話
を
し
て
い
る
。
小
生
は
女
学
生
に
歌
を
説
く
に
当
り
最
初
か
ら
所
謂
歌
を

作
ら
せ
ず
に
最
初
は
何
に
拘
わ
ら
ず
三
十
一
文
字
で
言
ひ
得
る
練
習
を
さ
せ
た
。
先
ず
作
歌
五
原
則
を
歌
で
示
し
た
。 

・
歌
を
作
る
道
外
に
あ
ら
ず 

多
く
讀
み
多
く
作
り
ま
た
多
く
直
す
こ
と 

・
よ
き
歌
を
よ
く
も
讀
む
べ
し 

速
歌
を
は
や
く
作
る
べ
し 

よ
く
讀
み
は
や
く
作
る 

・
歌
は
し
ら
べ
し
ら
べ
は
し
ら
べ 

よ
き
歌
を
よ
く
讀
み
會
得
す
る
に
あ
る
べ
し 

・
速
歌
は
精
神
集
中
を
き
び
し
く
す 

き
び
し
く
す
れ
ば
よ
き
歌
多
し 

・
よ
き
歌
は
數
作
る
う
ち
お
の
づ
か
ら
得
る
も
の
に
し
て 

作
ら
ん
と
し
て
得
ず 

之
は
作
歌
道
の
非
常
に
難
し
い
議
論
を
五
首
に
纏
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
速
歌
と
い
ふ
の
は
小
生
の
造
語
で

速
く
作
る
心
を
以
っ
て
作
る
歌
で
あ
る
。
小
生
は
常
に
歌
を
作
る
に
は
時
計
を
見
て
三
十
分
の
間
に
作
る
や
う
に
す

る
と
い
ふ
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
歌
と
い
ふ
も
の
は
速
吟
が
ね
う
ち
で
あ
る
。 

 
 
 
 

下
野
短
歌
（
の
ち
の
窓
日
）
昭
和
二
十
一
年
十
月
号 

小
生
は
當
地
の
高
等
女
学
校
で
歌
の
は
な
し
を
す
る
と
き
、
「 

「
甘
い
感
傷
的
の
歌
は
女
学
生
の
歌
の
や
う
な
と
言
は
れ
る
ほ
ど
女
学
生
の
歌
と
い
ふ
も
の
は
感
傷
的
の
歌
が
多

い
。
し
か
し
こ
れ
と
同
時
に
此
年
頃
の
女
性
は
箸
が
こ
ろ
が
っ
て
も
可
笑
い
と
い
は
れ
る
ほ
ど
よ
く
笑
ふ
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
諧
謔
性
を
も
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
感
傷
と
諧
謔
と
は
全
く
反
對
の
も
の
で
あ
る
が
、
亦
存
外
近
い

と
こ
に
あ
る
や
う
に
も
あ
る
。」 

と
言
っ
て
寧
ろ
女
学
生
の
明
朗
性
を
保
つ
た
め
に
諧
謔
の
歌
の
こ
と
を
語
り
、「
汗
」「
裏
」
と
い
ふ
や
う
な
題
で
歌

を
作
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
非
常
に
面
白
い
成
績
を
得
て
、「
汗
」
の
題
で
は
」 

・
姉
さ
ま
の 

洋
服
を
譲
り
う
け
た
る
が 

汗
の
に
じ
み
し
跡
が
気
に
な
り
ぬ 

・
訪
問
に 

汗
か
き
ば
か
り
は 

う
き
も
の
ぞ 

か
し
こ
ま
る
ほ
ど 

汗
に
じ
み
つ
ゝ 

と
い
ふ
や
う
な
歌
、「
裏
」
の
題
で
は 

・
書
き
古
り
し 

兄
の
ノ
ー
を
裏
が
え
し 

と
じ
て
ぞ
父
は
わ
れ
に
與
へ
ぬ 

・
こ
の
夏
に 

き
た
へ
て
顔
の 

黒
く
な
り 

裏
か
表
か 

わ
か
ら
ぬ
と
い
は
れ
ぬ 

と
い
ふ
や
う
な
歌
が
出
て
教
場
を
賑
は
し
た
。
勿
論
か
う
い
ふ
歌
ば
か
り
で
は
な
い
。 

 

・
一
に
ち
の 

汗
に
よ
ご
れ
し 

わ
が
こ
ろ
も 

洗
ひ
て
乾
せ
ば 

蜻
蛉
と
ま
り
ぬ 

 

・
裏
山
の 

松
の
梢
に 

沈
み
ゆ
く 

三
日
月
し
ゃ
く 

風
呂
を
わ
か
し
つ 

と
い
ふ
や
う
な
歌
も
あ
っ
て
女
学
生
の
作
歌
力
が
以
外
に
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
思
は
せ
た
が
、
先
生
方
も
何
よ
り

驚
い
て
ゐ
ら
れ
る
の
は
女
学
生
が
そ
の
作
歌
に
積
極
的
で
あ
る
こ
と
ら
し
い
。
小
生
は
こ
の
積
極
性
が
何
処
か
ら
来

て
ゐ
る
か
と
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
之
は
諧
謔
の
歌
と
い
ふ
も
の
が
女
学
生
を
開
眼
さ
し
た
も
の
と
思
ふ
の
で
あ
る
。 

 
 
 

長
歌 

女
学
生
に
残
す
（
昭
和
二
十
一
年
十
一
月 

東
京
転
居
を
前
に
） 

 

歌
の
種
ま
き
て
お
き
し
が 

芽
生
ゆ
る
や
は
た
枯
る
ゝ
や 

 

少
女
ら
の
一
生
（
ひ
と
よ
）
の
さ
き
の
長
け
れ
ば 

 

今
は
生
へ
ず
と
も
は
や
枯
れ
め
や
も 

 

大
恩
の
笠
岡
の
上
の
少
女
ら
が 

 

花
栄
え
む
と
ま
き
し
歌
の
種 



 
（
２
）
城
山
で
會
っ
た
女
性 

                                       



（
３
）
今
立
の
茶
会 

 
 
 
 
 
 

 

笠
岡
だ
よ
り
（
窓
日 

当
時
は
下
野
短
歌 

昭
和
三
十
年
十
一
月
号 

七
十
三
歳
） 

 
 
 
 
 
 
 

こ
の
こ
ろ
は
居
住
地
は
東
京
駒
込
で
、
夏
の
数
か
月
妹
の
住
む
笠
岡
に
滞
在
し
て
い
た 

笠
岡
の
茶
会
に
誘
は
れ
、
笠
岡
の
町
は
ず
れ
今
立
と
い
ふ 

と
こ
ろ
の
青
池
と
い
ふ
大
き
な
池
の
ほ
と
り
の
松
原
の
な 

か
で
朝
早
く
野
点
で
の
茶
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
。 

そ
の
へ
ん
の
野
草
の
花
、
萩
や
野
菊
や
い
た
ど
り
や
何
と 

い
ふ
か
蔓
草
の
花
な
ど
を
松
の
木
に
し
ば
っ
て
、
之
を
床 

の
間
の
か
ざ
り
付
に
擬
し
、
又
そ
の
上
方
に
短
冊
を
吊
し
て 

之
を
掛
物
に
見
立
て
る
、
そ
の
歌
を
小
生
に
書
け
と
い
ふ 

の
で 

 
 

今
立
の 

青
池
の
上
の 

松
原
の 

お
茶
の
遊
び
を 

す
れ
ば
た
の
し
も 

 

と
書
い
た
。
茶
の
遊
び
は
甚
だ
愉
快
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、 

興
半
ば
に
し
て
空
が
あ
や
し
く
な
り
雨
が
落
ち
て
来
た
の
で 

あ
わ
て
ゝ
物
を
か
た
ず
け
て
帰
る
こ
と
に
し
た
。 

ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
が
茶
人
の
方
で
は
思
は
ぬ
雨
に
會
っ 

て
興
を
未
完
に
終
ら
し
た
と
い
ふ
こ
と
も
ひ
と
つ
の
景
色 

と
な
る
の
で
あ
っ
て
あ
と
に
物
を
残
し
て
お
く
心
と
い
ふ 

も
の
が
亦
よ
い
の
で
あ
る
。 

笠
岡
の 

青
池
の
上
の 
松
原 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
茶
の
遊
び
を
す
れ
ば
た
の
し
も 

比
庵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
４
）
小
野
竹
喬
先
生 

 
 
 
 
 
 

笠
岡
だ
よ
り
（
窓
日 

当
時
は
下
野
短
歌 

昭
和
三
十
二
年
十
月
号 

七
十
五
歳
） 

 

小
野
竹
喬
先
生
は
京
都
画
壇
の
頭
目
、
芸
術
院
会
員
で
あ
る
が
、
先
生
は
笠
岡
の
産
で
あ
る
。
そ
れ
で
笠
岡
で
は

大
変
な
人
気
で
あ
る
。
笠
岡
ば
か
り
で
な
く
岡
山
県
に
於
い
て
も
賢
人
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
何
か
画
の
方

の
催
し
が
あ
る
と
先
生
を
招
待
す
る
。
先
生
が
一
わ
た
り
画
を
見
て
通
り
、
或
画
の
前
へ
一
寸
で
も
立
ち
止
ま
る
と
、

そ
の
画
は
高
く
売
れ
る
。
先
日
先
生
が
久
し
ぶ
り
で
帰
郷
し
ら
れ
た
と
き
小
生
も
ち
ょ
っ
と
会
う
機
会
（
竹
二
会
） 

を
得
た
が
、
そ
の
と
き
先
生
は
い
つ
ぞ
や
Ｅ
氏
邸
で
お
目
に
か
か
っ
た
と
い
は
れ
た
。
。
た
だ
一
回
あ
っ
た
ば
か
り

で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
こ
と
を
記
憶
し
て
居
ら
れ
た
、
そ
お
と
き
Ｅ
氏
の
小
さ
い
室
に
小
生
の
猫
の
画
が
掛
け
て

あ
っ
た
の
を
見
て
竹
喬
先
生
は
耳
が
い
い
ね
と
い
は
れ
た
。
小
生
は
耳
が
よ
い
と
い
は
れ
て
驚
い
た
。
耳
な
ど
は
少

し
も
力
を
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。 

 

先
生
は
此
頃
京
都
で
は
行
燈
型
に
紙
を
切
っ
て
描
く
こ
と
が
流
行
し
だ
し
た
、
と
い
ふ
こ
と
を
言
う
は
れ
た
の
で
、 

行
燈
型
と
は
ど
う
い
ふ
形
で
す
か
、
と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
半
切
を
横
に
半
裁
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
、 

小
生
は
一
寸
愉
快
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
岡
山
の
書
画
展
で 

小
生
も
新
し
い
形
を
と
考
え
て
半
切
を
横
に
半
裁
し
た
紙 

に
画
を
描
い
て
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
見
て
い
た
人
の 

中
に
之
は
半
端
も
の
で
あ
る
と
悪
口
を
言
っ
た
人
が
あ
っ 

た
と
い
ふ
こ
と
を
聞
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

 



（
５
）
威
徳
寺
の
墓
碑 

。 

       



（
６
）
笠
岡
の
作
歌
グ
ル
ー
プ 

 
 

笠
岡
だ
よ
り
（
窓
日 

当
時
は
下
野
短
歌 

昭
和
三
十
八
年
十
一
月
号 

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

笠
岡
に
滞
在
中
に
書
い
た
も
の 

 

小
生
が
笠
岡
で
歌
を
詠
む
老
婦
人
の
グ
ル
ー
プ
（
鈴
音
会
）
の
歌
を
見
て
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
十
数
年
を

経
過
し
て
ゐ
る
が
、
現
在
元
気
な
人
は
僅
か
三
人
、
そ
の
三
人
が
相
寄
っ
て
小
生
を
囲
ん
で
何
か
遊
び
た
い
と
い
ふ

の
で
、
小
生
は
そ
れ
な
ら
海
上
に
舟
を
浮
べ
て
遊
ぶ
こ
と
に
し
や
う
と
言
っ
て
そ
れ
に
き
ま
り
、
米
と
野
菜
と
果
物

を
持
込
み
、
昼
飯
は
舟
で
炊
い
て
貰
ひ
、
お
さ
い
に
す
る
だ
け
は
舟
で
魚
を
釣
っ
て
食
べ
る
と
い
ふ
趣
考
で
、
そ
れ

か
ら
み
ん
な
よ
く
知
っ
て
ゐ
る
秋
田
君
を
仲
間
に
加
へ
て
舟
を
出
し
た
。
食
事
の
こ
と
も
魚
釣
り
の
こ
と
も
み
な
舟

人
が
世
話
を
し
て
く
れ
る
の
で
一
路
波
平
ら
か
に
こ
の
あ
た
り
瀬
戸
内
海
で
も
国
立
公
園
に
属
す
る
名
勝
を
眺
め

つ
ゝ
釣
場
に
向
ひ
、
神
の
島
・
高
島
・
白
石
・
北
木
を
過
ぎ
て
飛
島
（
ひ
し
ま
）
と
い
ふ
笠
岡
市
で
一
番
遠
い
島
の

磯
寄
り
に
絲
を
垂
れ
る
と
小
さ
い
魚
が
次
々
に
絲
に
か
ゝ
る
。
元
来
小
生
の
絲
に
は
ど
う
も
魚
が
か
ゝ
ら
な
い
常
例

で
あ
る
が
、
今
日
は
魚
が
小
さ
く
無
邪
気
で
あ
っ
て
小
生
の
絲
に
も
時
々
か
す
か
な
手
ご
た
へ
が
あ
っ
て
、
絲
を
引

く
と
白
玉
の
魚
は
小
さ
く
水
を
離
れ
る
。 

 

 

 

小
さ
な
る 

魚
の
か
ゝ
れ
り 

う
べ
な
り
や 

わ
れ
に
は
小
さ
き 

魚
の
か
ゝ
れ
り 

 
 
 
 
 

他
の
人
の 

釣
る
よ
り
小
さ
き 

魚
な
れ
ど 

わ
れ
に
も
釣
れ
て 

面
白
き
か
も 

  

か
や
う
な
と
こ
ろ
が
小
生
の
身
上
で
あ
っ
て
、
人
に
は
勝
て
な
い
が
負
け
方
に
楽
し
み
が
あ
る
。
若
い
と
き
は
之

で
は
な
ら
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
が
、
年
が
寄
る
と
之
が
よ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舟
あ
そ
び 

      
 

笠
岡
だ
よ
り
（
窓
日 

当
時
は
下
野
短
歌 

昭
和
三
十
八
年
十
二
月
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

笠
岡
に
滞
在
中 

先
に
記
載
し
た
舟
遊
び
が
面
白
か
っ
た
の
で
、
今
度
は
中
秋
名
月
を
観
る
会
を
小
生
の
宅
で
開
い
た
。 

 
 

十
月
二
日
が 

   



                     



（
７
）
妹
岡
本
章
子
（
ゆ
き
こ
）
逝
く 

駒
込
だ
よ
り
（
窓
日 

当
時
は
下
野
短
歌 

昭
和
四
十
年
十
月
号
） 

 

八
月
五
日
午
前
零
時
三
十
七
分
わ
が
親
愛
な
る
郷
里
の
妹
岡
本
章
子
を
亡
っ
た
。
彼
女
は
歌
を
よ
く
詠
み
字
を
よ
く

書
い
た
。
殊
に
字
は
彼
女
独
特
の
筆
意
が
あ
っ
て
、
彼
女
を
知
っ
て
い
る
書
家
が
一
様
に
之
を
称
へ
、
彼
女
の
師
で

あ
っ
て
頗
る
や
か
ま
し
い
と
い
ふ
評
判
の
Ｕ
先
生
も
、
彼
女
の
書
だ
け
は
特
別
だ
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。 

 

或
時
外
池
さ
ん
も
彼
女
の
書
の
方
が
小
生
の
書
よ
り
う
ま
い
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
之
は
一
寸
反
抗
の
形

で
話
題
を
作
っ
た
話
術
で
も
あ
っ
た
と
思
ふ
が
、
半
分
は
そ
の
本
心
を
い
っ
た
も
の
と
思
は
れ
た
。
と
い
ふ
の
は
小

生
も
多
少
同
じ
や
う
な
考
へ
を
も
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
尚
い
っ
て
み
れ
ば
小
生
と
彼
女
の
差
は
、
小
生
に
は
変

化
が
あ
り
彼
女
に
は
比
較
的
そ
れ
が
無
か
っ
た
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
や
う
な
彼
女
で
あ
っ
た
が
彼
女
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
田
舎
者
で
と
て
も
自
分
の
作
品
を
人
に
見
せ
る
こ
と

を
厭
っ
て
、
そ
の
や
う
な
機
会
が
あ
っ
て
も
極
度
に
之
を
拒
ん
だ
。
た
だ
一
度
小
生
が
玉
堂
先
生
に
見
て
貰
へ
と
い

っ
た
時
だ
け
は
眼
を
か
が
や
か
せ
て
喜
び 

 
 

 

を
か
も
み
ち
も 

今
を
盛
り
と 

さ
く
桃
の 
山
の
た
を
り
は 

さ
ら
に
色
こ
く 

と
い
ふ
歌
を
書
い
て
出
し
た
。
そ
れ
を
先
生
に
お
目
に
か
け
る
と
非
常
に
驚
か
れ
誠
に
う
つ
く
し
い
と
し
ば
ら
く
見

て
を
ら
れ
た
が
、
筆
を
執
っ
て
之
に
桃
花
林
の
風
景
を
描
き
添
へ
、
比
庵
先
生
の
妹
さ
ん
な
ら
定
め
て
美
人
で
あ
ら

う
と
言
は
れ
た
。
美
人
で
あ
ら
う
と
い
ふ
想
像
は
当
ら
な
い
が
、
玉
堂
先
生
が
心
か
ら
妹
の
作
品
を
ほ
め
快
く
画
を

い
れ
て
下
さ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
毎
年
一
回
妹
は
作
品
を
先
生
に
送
り
、
先
生
は
そ
れ
を
見
て
楽

し
む
如
く
顔
を
綻
ば
し
て
画
を
入
れ
て
下
さ
れ
こ
れ
が
数
回
続
い
て
先
生
は
亡
く
な
ら
れ
た
が
、
妹
は
こ
の
先
生
と

の
合
作
を
無
上
の
光
栄
と
し
喜
び
と
し
た
。
そ
れ
で
妹
の
葬
儀
の
と
き
代
表
と
し
て
弔
辞
を
述
べ
た
Ｎ
君
は
妹
の
芸

術
は
周
囲
の
人
の
外
あ
ま
り
世
間
に
知
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
川
合
玉
堂
先
生
と
合
作
の
出
来
る
程
の
も
の

で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
会
衆
を
得
心
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
 

註 

章
子
の
死
後
そ
の
歌
集
が
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
題
名
は
玉
堂
と
の
初
合
作
と
な
っ
た
歌
の
初
句 

 
 
 
 

「
を
か
も
み
ち
も
」
に
な
っ
て
い
る
。 

妹
は
上
述
の
如
く
自
分
の
Ｐ
Ｒ
に
つ
い
て
は
極
端
に
恥
ず
か
し
が
っ
て
ゐ
た
け
れ
ど
、
自
然
に
周
囲
の
人
々 

に
は
尊
敬
し
ら
れ
幸
福
に
生
活
し
た
と
言
へ
る
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
面
家
庭
的
に
は
子
供
が
無
く
主
人
と
は 

気
が
合
わ
ず
死
床
に
在
っ
て
尚
融
合
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
、
こ
の
儘
離
婚
し
て
貰
ひ
た
い
と
訴
へ
た
が
、
そ 

の
や
う
に
も
な
ら
ず
結
局
分
骨
し
て
墓
を
別
に
小
生
の
墓
地
内
に
設
け
る
こ
と
に
し
た
。 

そ
の
墓
石
に
小
生
は 

 
 

あ
た
た
か
き 

人
に
か
こ
ま
れ 

惜
し
ま
れ
て 

且
つ
仰
が
れ
て 

し
は
わ
せ
に
眠
る 

と
い
ふ
歌
を
刻
ん
で
や
る
こ
と
に
し
た
。 

 

郷
里
の
俳
人
Ｎ
君
が
妹
の
死
を
悼
み
電
報
で
弔
句
を
よ
こ
し
た
。 

 
 
 

星
空
の 

す
ず
し
さ
を
恋
ひ 

ゆ
か
れ
し
か 

 

之
は
死
を
美
化
し
た
逆
の
表
現
を
用
ゐ
て
一
層
深
い
心
を
寄
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
は
小
生
も
こ
の
や
う
な
心

に
な
っ
て
妹
の
死
を
見
送
る
べ
き
で
あ
ら
う
。 

      



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

駒
込
だ
よ
り
（
窓
日 

当
時
は
下
野
短
歌 

昭
和
四
十
三
年
一
月
号
） 

 

妹
の
遺
歌
集
「
を
か
も
み
ち
も
」
が
こ
の
程
出
来
た
。
小
生
が
装
幀
し
た
。
妹
は
歌
と
書
は
或
る
レ
ベ
ル
に
達
し

て
美
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
秋
田
秋
良
君
は
こ
の
歌
集
を
貰
ひ
帰
る
途
で
川
の
土
手
へ
座
り
読
み
出
し
た
ら
、
正
午

過
ぎ
か
ら
日
の
沈
む
ま
で
思
は
ず
読
み
耽
っ
た
と
い
っ
て
ゐ
る
。 

妹
は
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
は
え
ら
い
遠
慮
し
て
ゐ
た
が
、
川
合
玉
堂
先
生
に
認
め
ら
れ
、
先
生
は
快
く
そ
の
作

品
に
画
を
入
れ
て
下
さ
れ
、
そ
れ
を
東
京
の
作
品
展
に
出
し
て
み
た
ら
忽
ち
売
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

妹
の
歌
は
此
頃
の
歌
壇
で
歓
迎
し
ら
れ
る
や
う
な
む
づ
か
し
い
文
学
で
は
な
い
が
、
ひ
と
り
の
老
い
て
平
安
に
暮

ら
し
て
ゐ
る
女
の
そ
の
平
安
な
心
を
、
素
直
に
花
木
自
然
に
託
し
て
詠
み
上
げ
、
一
首
一
首
吟
味
し
た
も
の
、
歌
の

歩
道
を
正
し
く
歩
き
ゆ
く
姿
で
あ
る
。 

書
は
中
年
か
ら
習
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
朝
四
時
に
起
き
て
一
年
有
半
習
ひ
通
し
た
と
言
っ
て
い
た
。
割
合
短
い

時
間
と
思
ふ
が
、
勝
気
な
女
と
て
一
生
け
ん
め
い
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。
小
生
の
妻
は
親
譲
り
天
性
の
能
書
で
あ
っ
た

が
、
妹
の
字
の
変
っ
た
の
を
見
て
大
い
に
驚
き
、
之
は
ど
う
も
負
け
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
ゐ
た
。 

 

比
庵
と
章
子 

 

笠
岡
の
章
子
宅
に
て 

昭
和
三
十
九
年 

 
 
 
 
 
 
 
 

川
合
玉
堂
と
章
子
の
合
作 

                          



（
８
） 

城
山
の
歌
碑 

 
 
 
 
 
 
 

笠
岡
だ
よ
り
（
窓
日 

当
時
は
下
野
短
歌 

昭
和
三
十
七
年
九
・
十
二
月
号
） 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

歌
碑
建
立
の
こ
と
も
あ
り
、
十
一
月
ま
で
笠
岡
に
滞
在
し
て
い
た
。 

八
十
歳 

 
 

九
月
号 

笠
岡
城
山
（
公
園
）
に
小
生
の
歌
碑
が
建
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
小
生
は
ど
う
も
諸
方
へ
迷
惑
を
か
け
て
す
ま
な
い

か
ら
と
断
っ
た
の
で
あ
る
が
、
之
は
盛
上
っ
た
要
望
で
あ
る
か
ら
だ
ま
っ
て
ゐ
て
く
れ
と
い
ふ
こ
と
で
、
数
名
の
有

力
者
が
、
足
り
な
い
部
分
は
い
く
ら
で
も
割
当
て
て
く
れ
と
い
ふ
黙
約
が
あ
っ
て
非
常
に
楽
な
気
持
で
資
金
が
集
ま

っ
た
。
石
は
土
地
の
石
を
用
ゐ
て
も
ら
ひ
た
い
と
い
ふ
小
生
の
希
望
に
て
笠
岡
は
聞
ゆ
る
花
崗
石
の
産
地
（
北
木
島

の
産
）
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
花
崗
石
の
紅
水
晶
と
呼
ば
れ
る
ほ
ん
の
り
と
紅
を
さ
し
た
最
上
の
石
の
非
常
に

形
の
よ
い
も
の
が
選
ば
れ
、
そ
れ
へ
じ
か
に
歌
を
書
く
こ
と
に
し
た
。 

画
仙
全
紙
へ
一
杯
に
書
く
と
丁
度
そ
れ
へ
は
ま
る
や
う
に
な
る
の
で
、
日
光
の
歌
碑
よ
り
一
ま
は
り
大
き
な
も
の

と
な
る
。
日
光
の
歌
碑
は
や
は
り
日
光
の
自
然
石
で
川
原
へ
こ
ろ
が
っ
て
ゐ
た
も
の
だ
が
、
誠
に
形
の
よ
い
歌
碑
が

出
来
た
。
笠
岡
の
石
は
大
き
な
花
崗
岩
か
ら
切
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
割
れ
方
が
丁
度
日
光
の
自
然
石
の
や

う
な
形
に
な
っ
て
い
て
、
割
れ
目
が
生
々
し
い
な
り
に
そ
れ
が
変
っ
た
景
色
に
な
っ
て
い
る
。 

さ
て
こ
の
石
へ
書
く
歌 

 
 
 
 
 
 
 

城
山
の 

上
の
廣
場
に 

た
ゞ
射
せ
る 

朝
日
よ
り
見
る 

海
の
あ
る
町 

と
い
ふ
の
を
、
土
地
の
歌
人
秋
田
氏
に
書
い
て
送
り
、
こ
の
歌
は
ど
う
で
あ
ら
う
と
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
歌
も

よ
い
が
、
比
庵
に
は
城
山
の
上
で
詠
ん
だ
も
っ
と
よ
い
歌
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
記
憶
す
る
が
ど
う
で
あ
ら
う
、

と
い
ふ
返
事
で
あ
っ
た
。 

各
歌
の
自
選
と
い
ふ
も
の
は
容
易
の
や
う
で
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
も
の
で
、
か
っ
て
自
選
百
人
一
首
と
い
ふ
も
の

が
何
か
で
発
表
さ
れ
た
が
殆
ん
ど
よ
い
歌
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
む
つ
か
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
作
者

に
は
作
者
だ
け
の
理
由
が
あ
る
の
で
、
こ
の
や
う
な
歌
こ
そ
研
究
し
て
面
白
い
も
の
と
思
ふ
。
こ
の
小
生
の
歌
碑
の

歌
に
し
て
も
、
四
句
の
「
朝
日
よ
り
見
る
」
が
こ
の
歌
の
支
へ
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
之
は
小
生
と
し
て
は
新
し
い

語
法
で
、
小
生
は
こ
の
一
句
に
全
力
を
注
い
で
を
る
。
笠
岡
を
描
写
し
て
は
「
海
の
あ
る
町
」
と
だ
け
誠
に
粗
描
で

表
は
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
「
朝
日
よ
り
見
る
」
が
詞
の
外
に
働
い
て
ゐ
る
や
う
に
自
分
で
は
思
っ
て
ゐ
る
。 

 

小
生
は
常
に
い
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
、
歌
は
一
句
に
全
力
を
注
ぎ
他
は
寧
ろ
平
凡
な
方
が
よ
い
。
そ
の
一
つ
の
例
と

し
て
こ
の
歌
碑
の
歌
を
提
供
す
る
つ
も
り
で
、
秋
田
君
の
手
紙
も
あ
る
け
れ
ど
、
歌
碑
の
歌
は
こ
れ
に
定
め
て
を
る
。 

 
 
 

十
二
月
号 

十
月
七
日
笠
岡
城
山
公
園
広
場
に
」
建
設
し
ら
れ
た
小
生
の
歌
碑
除
幕
式
が
あ
っ
た
。
市
長
始
め
当
地
方
の
知
名

人
が
多
く
列
席
し
て
下
さ
っ
た
の
は
寧
ろ
意
外
で
あ
っ
た
。
市
長
の
祝
辞
は
前
日
に
書
芸
公
論
や
「
を
だ
ま
き
」
に

小
生
の
こ
と
を
書
い
て
あ
る
も
の
を
読
ん
で
勉
強
し
ら
れ
た
由
で
誠
に
」
要
領
を
得
て
言
ふ
と
こ
ろ
を
心
得
た
よ
い

祝
辞
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
神
戸
よ
り
来
て
下
さ
っ
た
書
芸
公
論
の
桑
田
先
生
」、
岡
山
大
学
の
大
本
先

生
等
々
各
々
各
々
よ
い
こ
と
を
言
っ
て
下
さ
れ
、
一
つ
も
空
々
し
い
お
世
辞
と
い
ふ
も
の
は
な
く
、
何
か
事
実
に
基

い
て
比
庵
の
一
半
を
語
る
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
な
っ
て
非
常
に
気
が
き
い
て
ゐ
た
。 

こ
の
歌
碑
は
」
小
生
の
八
十
賀
と
い
ふ
意
味
も
あ
っ
て
小
生
は
市
長
か
ら
赤
い
頭
巾
と
陣
羽
織
を
渡
さ
れ
、
そ
れ

を
着
て
答
辞
に
立
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
此
歌
碑
の
出
来
る
い
き
さ
つ
が
全
く
日
光
の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
の
こ
と
を
言
ひ
、
実
は
日
光
で
除
幕
式
の
と
き
の
答
辞
に
は
、
棟
上
げ
の
餅
拾
ひ
の
話
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
母
親
が
子
供
に
言
っ
て
聞
か
せ
る
に
は
、
餅
の
方
を
見
な
い
で
自
分
の
足
元
を
見
て
を
れ
、」
足
元
へ
餅
が

こ
ろ
ん
で
来
た
ら
そ
れ
を
拾
へ
、
と
言
っ
た
と
い
ふ
の
で
、
自
分
は
実
に
そ
の
足
許
の
餅
を
拾
っ
た
わ
け
で
あ
る
と 



言
っ
た
が
笠
岡
で
も
こ
れ
は
同
じ
こ
と
で
、
小
生
は
足
許
の
餅
を
拾
っ
た
や
う
な
気
持
で
あ
る
と
、
茲
の
と
こ
ろ
は 

簡
単
に
述
べ
て
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
こ
の
歌
碑
を
説
明
し
た
。 

 
 
 
 

城
山
の 

上
の
廣
場
に 

た
ゞ
射
せ
る 

朝
日
よ
り
見
る 

海
の
あ
る
町 

と
い
ふ
歌
は
今
除
幕
式
を
し
て
を
る
城
山
の
上
か
ら
眺
め
た
光
景
で
あ
る
が
、
海
の
あ
る
町
と
い
っ
て
も
町
は
見
え
な
い
、
海

だ
け
見
え
る
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、「
朝
日
よ
り
見
る
」
は
こ
の
海
だ
け
に
係
っ
て
、「
朝
日
よ
り
見
る
海
」
そ
の
海
の

あ
る
町
と
い
ふ
意
味
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
今
見
え
る
海
は
遠
か
ら
ぬ
う
ち
埋
立
て
る
計
画
に
な
っ
て
ゐ
て
、
海
は
変
じ
て
町
と

な
る
と
い
ふ
笠
岡
発
展
の
物
語
り
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
さ
う
な
っ
た
暁
に
は
こ
の
歌
碑
の
歌
も
共
に
発
展
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
場
合
は
「
朝
日
よ
り
見
る
」
は
海
だ
け
に
係
ら
な
い
で
「
海
の
あ
る
町
」
へ
係
る
の
で
あ
る
。
即
ち
此
歌
は
笠
岡
の
発
展

に
俔
う
て
歌
も
発
展
す
る
と
い
ふ
不
思
議
な
歌
で
あ
る
と
、 

一
寸
諧
謔
を
交
へ
て
、
近
い
う
ち
に
環
境
が
変
化
す
る
こ
と
に
対
面
し
て
予
防
的
説
明
を
加
へ
て
お
い
た
。 

 

笠
岡
の
歌
碑
が
日
光
の
歌
碑
と
甚
だ
異
な
る
一
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
光
の
歌
碑
は
歌
人
の
力
を
中
心
と
し
て
出
来
た
も
の

で
あ
る
が
、
笠
岡
の
歌
碑
は
歌
人
よ
り
も
寧
ろ
書
家
に
縁
が
深
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
除
幕
式
の
時
も
書
家
は
大
阪
、

神
戸
、
西
宮
と
い
ふ
遠
方
か
ら
地
元
近
隣
を
加
へ
て
多
数
に
上
っ
た
が
歌
人
は
ひ
っ
そ
り
と
二
三
人
が
座
に
付
い
て
居
た
ば
か

り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
歌
人
の
一
人
が
歌
碑
の
歌
を
指
し
て
「
朝
日
よ
り
見
る
」
が
急
所
だ
ね
と
い
っ
た
の
は
嬉
し
か
っ

た
。
之
は
さ
す
が
に
歌
人
だ
と
思
っ
た
。 

 
 

註 

文
中
の
日
光
歌
碑
は
数
あ
る
比
庵
の
歌
碑
類
の
な
か
で
最
初
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
昭
和
三
十
四
年
に
前
年
同
市
の
名
誉
市
民

に
推
戴
さ
れ
た
の
を
機
会
に
幾
多
の
功
績
を
称
え
、
そ
の
香
高
き
詩
情
を
長
く
と
ど
め
よ
う
と
し
て
有
志
に
よ
り
同
市
の
公
民

館
前
に
建
設
さ
れ
た
。
現
在
は
同
市
二
荒
山
神
社
境
内
に
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 

日
光
の
歌
碑 

 
 
 
 
 

 
 
 

春
風
の 

二
荒
の
や
ま
は 

お
ほ
ら
か
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

雲
井
に
そ
び
え 

ま
た
は
か
く
る
ゝ 

清
水 

秀 

追
記 

 

城
山
の
歌
碑
の
そ
の
後 

 

清
水 

固
（
比
庵
の
孫
） 

 

城
山
の
歌
碑
は
平
成
二
十
八
年
現
在
建
立
か
ら
五
十
四
年
経
つ
が
、 

こ
の
間
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
は
次
の
通
り 

 

①
歌
碑
の
草
稿
発
見
（
平
成
二
十
五
年 

２
０
１
３
年
） 

 
 

②
歌
碑
の
お
化
粧
直
し
（
平
成
２
６
年 

２
０
１
４
年
） 

 
 
 
 

 草
稿
発
見
の
地
元
新
聞
記
事 

 
 
 
 
 
 
 
 

草
木
に
囲
ま
れ
た
歌
碑
（
下
）
を
地
元
美
術
商
豊
池 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
が
清
掃
し
て
下
さ
っ
た
。（
上
） 

 


