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ひ
と
わ
た
り
終
わ
る
頃
に
は
先
に
刈
り
し
雑
草
す
で
に
青
め
き
て
お
り

大　

野　

孝　

子

晩
秋
の
深
山
峠
は
雪
化
粧
白
樺
の
白
寒
々
と
冴
え

山　

内　

千　

代

紅
葉
越
し
鹿
の
鳴
き
声
け
た
た
ま
し
雪
降
る
前
の
山
の
風
物松　

本　
　
　

清

 
萬  
草 
の
枯
色
被
り
て 
直 
に 
樹 
つ

ば
ん 
そ
う 

な
お 

た

「 
金  
盞  
花 
」
潔
し
鮮
や
か
に
咲
く

き
ん 
せ
ん 
か

三　

宅　

ス　

エ

文
化
の
日
に
「
北
風
岬
」
を
踊
る
わ
れ
懐
か
し
の
曲
に
思
い
を
こ
め
て

山　

田　

千　

代

吹
く
風
は
駆
け
足
の
や
ふ
に 
季 
運
び
秋
明
菊
の
白
の
身
に
し
む

と
き

鈴　

木　

文　

代

楚
楚
と
立
つ
無
人
の
駅
の
月
見
草
今
宵 
一  
会 
は 
十  
六  
夜 
の
月

い
ち 
え 

い 

ざ 
よ
い

後　

藤　

敏　

江

秋
立
ち
し
庭
に
ダ
リ
ヤ
の
競
い
咲
く
彩
り
ふ
た
た
び
朝 
光 
に
映
ゆ

か
げ

鍛
治
場　

渉　

子

幸
せ
を
両
手
一
杯
す
く
ひ
取
り
夫
と
歩
み
し
道
か
へ
り
み
る橋　

見　

さ
え
子

病
む
で
よ
り
午
睡
が
多
し
今
日
見
し
は
湖
面
を
渡
る
風
光
る
夢

阿　

部　
　
　

巖

天
空
に
呼
ぶ
声
あ
り
て
見
上
ぐ
れ
ば
白
鳥
の
群
弧
を
描
き
往
く

津　

田　

み　

ね

初
雪
に
わ
な
な
き
つ
つ
も
野
の
花
よ
昇
る
朝
日
に 
凛 
と
し
て
立
つ

り
ん

久　

保　

マ
サ
子

ま
た
一
つ
大
型
店
の
進
出
で
マ
チ
の
老
舗
が
さ
み
し
く
消
え
る相　

川　

敏　

治

縄
文
の
石
器
握
れ
ば
し
っ
く
り
と
温
も
り
あ
る
ご
と 
掌 
の
型
に
添
う

て

菊　

池　

仁　

子

庭
先
に
見
か
け
ぬ
小
鳥
舞
い
下
り
て
秋
の
陽
を
浴
び
餌 
啄 
き
お
り

つ
つ

大　

居　

貞　

子

霜
う
け
て
緑
か
が
や
く
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
孫
に
も
送
る
秋
は
澄
み
ゆ
く

小　

林　

吉　

枝

台
風
が
わ
が
温
床
を
な
ぎ
倒
す
力
が
抜
け
て
天
を
仰
ぎ
見
る佐　

藤　

す
み
ゑ

晩
秋
の
夕
陽
は
燃
え
る
オ
レ
ン
ジ
色
楽
し
み
に
し
お
れ
ば
今
日
は
雨
降
り

鈴　

木　

セ
ツ
子

南 富良野短歌会
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ひ
と
昔
前
ま
で
、
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て 
双  
六 
遊
び
は
お
正
月
の
定
番

す
ご 
ろ
く

で
し
た
。
雑
誌
の
付
録
の
双
六
で
遊

ん
だ
記
憶
の
あ
る
方
も
少
な
く
な
い

で
し
ょ
う
。

双
六
の
原
形
は
、 
桝 ます 
目 
を
描
い
た

め

盤
上
に 
駒 
を
進
め
て
勝
ち
負
け
を
競

こ
ま

う
ゲ
ー
ム
で
、
古
く
か
ら
世
界
各
地

に
見
ら
れ
ま
す
。
日
本
に
は
奈

良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ

た
と
い
わ
れ
、『
日
本
書
紀
』
に

も
「
雙
六
（
す
ご
ろ
く
、
す
ぐ

ろ
く
）」と
い
う
盤
上 
遊  
戯 
具
の

ゆ
う 
ぎ

名
が
見
ら
れ
ま
す
。

区
画
に
絵
を
描
い
た
紙
の
上

で
、
さ
い
こ
ろ
を
振
っ
て
駒
を

進
め
る
絵
双
六
は
、
古
代
の
雙

六
が
変
形
、
あ
る
い
は
分
岐
し

た
も
の
で
、
そ
の
起
源
は　

世
１６

紀
後
半
の
文
書
に
現
れ
る
「
浄

土
双
六
」
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
浄
土
双
六
の
初
期
の
も
の

は
、
仏
教
の
世
界
で
人
間
が
住
む
と

さ
れ
る 
南  
閻  
浮  
洲 
を
振
り
出
し
に
、

な
ん 
せ
ん 
ふ 
し
ゅ
う

上
へ
行
け
ば
極
楽
、
下
は
地
獄
と
い

う
構
図
で
、
区
画
に
記
さ
れ
て
い
た

の
は
文
字
の
み
で
し
た
。

華
や
か
な
絵
が
描
か
れ
た
双
六
が

広
く
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江

戸
時
代
の
中
期
。
芝
居
や
役
者
を
題

材
に
し
た
も
の
、
百
人
一
首
か
ら

テ
ー
マ
を
と
っ
た
も
の
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
絵
双
六
が
人
気
を
競
い
ま
し

た
。
中
で
も
旅
行
や
旅
程
を
主
題
に

し
た
道
中
双
六
は
、
江
戸
時
代
を
通

じ
て
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
、
歌
川
広
重
、

葛
飾
北
斎
と
い
っ
た
有
名
な
絵
師
た

ち
も
数
多
く
の
双
六
を
残
し
て
い
ま

す
。そ

の
後
も
時
勢
を
絵
に
写
し

な
が
ら
、
双
六
は
庶
民
に
親
し

ま
れ
て
き
ま
し
た
が
、
最
近
で

は
、
遊
び
の
世
界
か
ら
急
速
に

姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
双
六
は
年
齢
を
問
わ

ず
遊
べ
る
ゲ
ー
ム
で
す
。

こ
の
お
正
月
、
双
六
を
も
う

一
度
復
活
さ
せ
て
、
家
族
み
ん

な
で
で
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か

が
で
す
か
。
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