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「
敗
れ
ざ
る
者
」
た
ち
を
物
語
る
人
　
　
　

　
　
川
村
杳
平
俳
人
歌
人
論
集
『
鬼
古
里
の
賦
』
に
寄
せ
て　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
比
佐
雄

　
　

　
　

１

　

川
村
杳
平
さ
ん
の
俳
句
は
、
人
間
、
動
植
物
な
ど
生
あ
る
も
の
と
の
一
回
性
の
出
会
い
を
照
ら
し
出
し
、
ど
こ
か
自

分
を
勘
定
に
入
れ
な
い
精
神
性
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
句
集
『
羽
音
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
自
分
の
現
在
を
生
み
出

し
た
存
在
者
た
ち
へ
の
感
謝
と
畏
敬
の
念
が
濃
厚
に
湧
き
上
が
っ
て
来
る
。
き
っ
と
川
村
さ
ん
は
今
こ
の
世
に
生
き
て

い
る
こ
と
を
奇
跡
の
よ
う
に
感
じ
て
、
日
々
を
大
切
に
過
ご
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
川
村
さ
ん
は
栃
木
県
宇
都

宮
市
に
生
ま
れ
育
ち
、
東
京
で
大
学
生
活
を
送
り
、
し
ば
ら
く
書
店
勤
務
を
経
験
し
た
後
に
、
啄
木
・
賢
治
の
故
郷
で

あ
る
盛
岡
に
憧
れ
て
移
り
住
み
、
幾
つ
か
の
仕
事
に
就
き
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に
岩
手
の
俳
句
誌
「
草
笛
」

に
参
加
し
、
ま
た
全
国
的
な
俳
句
誌
「
沖
」
や
「
鬼
」
や
「
古
志
」
に
も
参
加
し
て
、
多
く
の
俳
人
た
ち
と
の
交
流
を

広
げ
て
き
た
。

　

川
村
さ
ん
と
の
出
会
い
は
、
意
外
な
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
。
北
上
の
詩
人
で
あ
る
斎
藤
彰
吾
さ
ん
の
詩
論
集

『
真
な
る
バ
ル
バ
ロ
イ
の
詩
想
』
を
読
ま
れ
た
こ
と
か
ら
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
と
の
接
点
が
出
来
た
の
だ
っ
た
。
川
村
さ

ん
は
俳
句
創
作
だ
け
で
な
く
、
数
多
く
の
俳
論
・
歌
論
・
エ
ッ
セ
イ
な
ど
を
書
き
続
け
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
以
前
か
ら

出
版
し
た
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
私
と
も
親
し
い
斎
藤
彰
吾
さ
ん
か
ら
の
紹
介
で
あ
り
、
ま
た
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
の

本
作
り
に
関
心
を
持
っ
て
く
れ
て
い
た
。
電
話
で
初
め
て
お
話
し
た
際
に
は
、
私
が
俳
句
雑
誌
「
沖
」
の
創
刊
者
で
あ

る
能
村
登
四
郎
の
教
え
子
だ
と
伝
え
る
と
と
て
も
驚
か
れ
て
い
た
。
川
村
さ
ん
に
と
っ
て
能
村
登
四
郎
は
、
目
標
と
す

る
師
と
し
か
言
え
な
い
大
切
な
存
在
だ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
も
能
村
登
四
郎
先
生
は
初
め
て
出
会
っ
た
詩
的
精
神
を
体

現
し
た
本
物
の
詩
人
と
し
て
心
に
刻
ま
れ
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
。
十
七
、八
歳
だ
っ
た
私
は
、
ひ
た
す
ら
俳
句
の
創

作
だ
け
を
考
え
て
生
き
て
い
る
人
間
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
驚
い
た
。
他
の
生
徒
に
は
た
だ
の
老
人
に
し
か
見

え
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
に
は
詩ミ

ユ
ー
ズ神
に
取
り
憑
か
れ
た
人
間
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
高
校
を
卒
業
し
て
か
ら

も
退
職
さ
れ
た
能
村
先
生
と
は
交
流
を
持
ち
、
教
え
て
い
た
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
ま
で
時
々
訪
ね
、
話
を
お
聞
き
し

た
り
自
分
の
刊
行
し
た
詩
集
を
手
渡
し
た
り
し
て
い
た
。
ま
た
選
者
だ
っ
た
読
売
新
聞
の
俳
句
欄
の
選
評
も
愛
読
し
て
、

そ
の
批
評
と
し
て
言
葉
の
息
遣
い
を
学
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
俳
人
能
村
登
四
郎
を
共
有
で
き
る
川
村
さ
ん
が
出
現
し
て
、

何
か
同
志
が
増
え
た
思
い
が
し
た
の
だ
っ
た
。

　
　

２

　

川
村
杳
平
さ
ん
の
第
一
句
集
『
羽
音
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
読
む
も
の
を
自
然
体
に
さ
せ
て
い
く
、
し
な
や
か
な
言

葉
の
力
と
人
間
探
求
の
眼
差
し
の
確
か
さ
を
感
じ
た
。
気
取
ら
ず
奢
ら
ず
卑
屈
に
な
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
等
身
大
に
徹
し

な
が
ら
も
、
よ
り
高
き
志
を
視
線
に
宿
し
て
い
る
俳
人
だ
と
思
わ
れ
た
。
句
集
は
、
春
の
章
「
一
花
」（
八
十
五
句
）、

夏
の
章
「
旗
手
」（
一
二
〇
句
）、
秋
の
章
「
菊
師
」（
八
十
五
句
）、
冬
の
章
「
羽
音
」（
八
十
五
句
）
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
。
心
に
刻
ま
れ
た
句
を
各
章
か
ら
十
句
ず
つ
選
ん
で
み
た
。

　　
〈
春
の
章
〉



564565

解　説

画
廊
よ
り
春
愁
ひ
と
つ
持
ち
帰
る

凱
歌
に
も
似
た
る
羽
音
の
熊
ん
蜂

履
歴
書
の
書
か
ざ
る
を
読
む
雪
解
風

良
寛
の
母
恋
ひ
の
歌
碑
梅
散
れ
り

急

流

の

息

継

ぐ

と

こ

ろ

山

桜

い
つ
の
間
に
楽
観
論
者
青
き
踏
む

こ

こ

ろ

に

は

壮

年

の

父

梅

香

る

夜
桜
を
見
て
よ
り
仕
事
は
か
ど
り
ぬ

三

陸

や

瓦

屋

根

よ

り

春

兆

す

戦

士

と

は

敗

れ

ざ

る

者

鳥

雲

に

　

川
村
さ
ん
の
春
の
句
か
ら
感
じ
ら
れ
る
「
春
愁
」
と
は
、
未
知
へ
の
不
安
を
抱
え
な
が
ら
も
希
望
を
決
し
て
捨
て
な

い
「
敗
れ
ざ
る
者
」
の
不
屈
の
精
神
の
よ
う
に
思
え
る
。
句
集
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
「
羽
音
」
は
、
熊
ん
蜂
の
羽
音

で
あ
る
と
同
時
に
、
生
を
促
し
何
か
の
達
成
を
褒
め
た
た
え
る
讃
歌
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
川
村

さ
ん
は
父
上
を
想
起
す
る
時
に
梅
の
香
が
匂
っ
て
く
る
ら
し
い
。
父
母
の
生
き
方
が
、
冬
に
耐
え
て
早
春
の
梅
の
香
を

慈
し
む
よ
う
な
生
活
を
き
っ
と
大
事
に
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
戦
士
と
は
、
決
し
て
「
敗
れ
ざ
る
者
」
な
の
で
あ
り
、

春
に
な
り
北
に
帰
る
鳥
た
ち
と
同
じ
で
あ
る
と
、
川
村
さ
ん
は
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
「
羽
音
」
と
は
、

生
き
る
こ
と
の
反
復
で
あ
り
、
た
ゆ
ま
ず
努
力
を
継
続
す
る
「
敗
れ
ざ
る
者
」
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ

れ
た
。

　　
〈
夏
の
章
〉

能
村
登
四
郎
先
生
永
眠

花
桐
や
し
づ
か
に
偲
ぶ
師
の
一
語

寂
し
く
て
犀
の
ご
と
往
く
梅
雨
さ
な
か

乾

き

ゐ

る

供

華

の

花

火

や

恐

山

北

上

の

流

れ

と

ろ

と

ろ

旱

星

端
切
れ
昆
布
海
へ
返
し
て
漁
婦
去
り
ぬ

夏

こ

と

に

寒

し

男

に

定

め

な

し

一
瞬
の
愛
も
あ
る
べ
し
岩
つ
ば
め

竿

燈

や

そ

の

翌

朝

の

広

島

忌

背

徳

の

螢

火

ひ

と

つ

修

司

の

詩

風

涼

し

谷

中

の

小

径

師

の

寺

へ

　

能
村
登
四
郎
の
父
は
金
沢
出
身
で
東
京
の
田
端
で
建
設
会
社
を
営
み
関
東
大
震
災
の
復
興
で
成
功
し
た
が
、
そ
の
後

は
衰
退
し
て
い
っ
た
。
後
を
継
い
だ
兄
は
商
才
が
な
く
四
十
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
四
男
の
登
四
郎
は
、
子
の
い
な
い

病
死
し
た
兄
の
代
わ
り
に
全
く
財
産
の
な
い
家
督
だ
け
を
相
続
し
た
。
登
四
郎
は
商
人
・
経
営
者
の
視
点
で
は
敗
れ
た
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者
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
文
化
的
な
観
点
で
は
「
敗
れ
ざ
る
者
」
だ
っ
た
。
登
四
郎
の
名
付
け
親
で
あ
る
山
本
安
三
郎
と

い
う
伯
父
は
、
医
師
で
あ
り
掃
雲
と
い
う
俳
人
で
、
曾
良
の
『
奥
の
細
道
随
行
日
記
』
を
発
見
し
た
芭
蕉
研
究
家
で
あ

り
、
登
四
郎
に
俳
句
の
手
ほ
ど
き
を
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
父
か
ら
は
金
沢
の
伝
統
を
、
母
や
叔
母
か
ら
江
戸
・

東
京
の
文
化
の
精
神
的
な
価
値
を
引
き
継
い
だ
の
だ
。
そ
ん
な
登
四
郎
を
偲
ぶ
川
村
さ
ん
の
句
を
読
む
と
「
師
の
一

語
」
の
数
々
を
私
は
想
起
し
て
、
師
へ
の
感
謝
を
改
め
て
感
じ
る
の
だ
っ
た
。
川
村
さ
ん
は
広
い
視
野
で
出
会
っ
た
人

び
と
や
自
然
や
事
物
か
ら
、
そ
の
人
間
た
ち
の
本
質
を
凝
視
し
て
い
く
。
漁
婦
も
寺
山
修
司
も
岩
つ
ば
め
も
含
め
こ
の

世
界
で
真
剣
に
生
き
て
い
る
も
の
た
ち
へ
の
共
感
や
感
動
が
、
句
の
言
葉
の
流
れ
の
中
に
宿
さ
れ
て
輝
き
始
め
て
い
る
。

最
後
に
引
用
し
た
谷
中
に
眠
る
登
四
郎
の
墓
へ
向
か
う
句
は
、
川
村
さ
ん
の
畏
敬
と
鎮
魂
の
思
い
が
胸
に
伝
わ
っ
て
く

る
。
登
四
郎
は
俳
句
だ
け
で
な
く
随
筆
で
も
数
多
く
の
名
文
を
書
い
て
い
る
。
川
村
さ
ん
は
私
と
同
様
に
そ
れ
ら
の
随

筆
を
高
く
評
価
し
て
い
る
と
語
っ
て
い
た
。
私
は
評
論
を
書
く
時
に
、
能
村
登
四
郎
先
生
の
眼
光
が
見
つ
め
て
い
る
よ

う
に
思
う
時
が
あ
り
、
今
も
深
い
感
謝
を
抱
き
続
け
て
い
る
。

　　
〈
秋
の
章
〉

ふ

と

こ

ろ

に

評

伝

西

行

十

三

夜

銅
婚
の
妻
の
剝
く
柿
や
は
ら
か
し

花

芙

蓉

嗄

れ

声

の

父

な

り

し

書
く
こ
と
は
何
か
欠
く
こ
と
子
規
忌
な
り

秋
し
ぐ
れ
山
羊
啼
く
賢
治
学
舎
裏

啄

木

の

机

は

小

さ

し

菊

日

和

回

想

は

密

な

る

が

よ

し

黒

葡

萄

秋
天
の
も
つ
と
も
奥
に
賢
治
の
眼

新

走

り

鬼

剣

舞

へ

奉

る

中
津
川

極

楽

の

と

な

り

が

地

獄

鮭

上

る

　　

川
村
さ
ん
の
句
の
特
長
は
、
西
行
、
啄
木
、
賢
治
、
修
司
な
ど
俳
人
以
外
の
文
学
者
の
詩
的
精
神
を
汲
み
上
げ
て
、

そ
の
詩
的
精
神
と
対
峙
し
な
が
ら
敬
愛
す
る
者
た
ち
に
肉
薄
し
て
い
く
こ
と
だ
。
ま
た
関
東
の
栃
木
県
宇
都
宮
市
生
ま

れ
で
あ
る
が
、
啄
木
・
賢
治
が
青
春
を
過
ご
し
た
盛
岡
に
憧
れ
て
移
住
し
、
異
邦
人
の
眼
差
し
を
持
ち
な
が
ら
も
、
盛

岡
の
歴
史
文
化
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
そ
の
価
値
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
川
村
さ
ん
は
「
啄
木
の
小
さ
な

机
」
の
上
で
「
賢
治
の
眼
」
に
見
つ
め
ら
れ
な
が
ら
、
生
き
よ
う
と
決
意
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
川
村
さ
ん
が
今
度
の

俳
人
歌
人
論
集
に
収
録
さ
れ
た
数
多
く
の
岩
手
を
は
じ
め
と
す
る
俳
人
・
歌
人
の
評
論
を
書
き
上
げ
た
情
熱
は
、
き
っ

と
「
秋
天
の
も
つ
と
も
奥
に
賢
治
の
眼
」
を
感
じ
て
促
さ
れ
た
か
ら
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
盛
岡
で
啄
木
や
賢
治
の
精

神
を
引
き
継
ぐ
俳
人
や
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
川
村
さ
ん
が
育
て
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
を
込
め
て
こ
れ
ら
の
膨
大
な
評

論
が
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
盛
岡
で
は
秋
に
な
る
と
北
上
川
の
支
流
の
中
津
川
に
い
ま
だ
鮭
が
上
っ
て
く
る
。
中
津
川

は
清
流
で
鮎
も
釣
れ
る
と
い
う
。
そ
ん
な
中
津
川
は
生
と
死
が
、
極
楽
と
地
獄
が
、
同
居
し
た
場
所
で
あ
る
と
川
村
さ

ん
は
重
層
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
生
あ
る
も
の
の
真
実
を
伝
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
根
底
に
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。

　　
〈
冬
の
章
〉

娘

か

ら

嫌

ひ

と

言

は

れ

冬

苺

冬
青
空
は
く
れ
ん
の
芽
が
突
き
さ
さ
る

白
鳥
の
羽
音
櫓
を
漕
ぐ
音
に
似
し

イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
の
画
像
よ
り
隙
間
風

厳

冬

の

一

恒

星

と

な

り

た

ま

ふ

神
の
位
置
母
が
教
へ
る
子
か
ま
く
ら

冬
晴
の
陽
を
た
つ
ぷ
り
と
奥
琵
琶
湖

大
宮
氷
川
神
社
参
道

寒

雀

あ

つ

め

異

郷

の

民

子

歌

碑

純
愛
を
抛
る
つ
も
り
の
雪
つ
ぶ
て

芭
蕉
墓
再
訪

義
仲
寺
に
佐
渡
の
赤
石
冬
あ
た
た
か

　

能
村
登
四
郎
は
母
や
妻
子
の
句
を
数
多
く
残
し
た
。
川
村
さ
ん
も
母
や
妻
子
の
こ
と
を
書
い
た
味
わ
い
深
い
句
を
書

い
て
い
る
。
き
っ
と
川
村
さ
ん
は
誰
よ
り
も
自
然
体
で
生
き
、
俳
句
を
作
り
出
し
た
い
の
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
自
然
を

凝
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
自
然
的
に
突
き
抜
け
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
訪
れ
て
く
る
瞬
間
を
待
っ
て
い
て
冷
徹
に
記
述

し
て
い
く
。「
冬
青
空
は
く
れ
ん
の
芽
が
突
き
さ
さ
る
」
な
ど
は
、
春
を
待
つ
は
く
れ
ん
の
芽
が
陽
に
向
か
っ
て
反
り

あ
が
っ
て
い
く
さ
ま
を
絶
妙
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
春
に
憧
れ
る
北
方
の
人
び
と
の
心
を
代
弁
し
て
い
る
か
の
よ

う
だ
。
ま
た
川
村
さ
ん
は
二
〇
〇
九
年
に
『
無
告
の
う
た　

歌
人
・
大
西
民
子
の
生
涯
』
と
い
う
評
伝
を
刊
行
し
て
い

る
。
盛
岡
を
愛
し
な
が
ら
も
異
郷
で
自
ら
の
短
歌
を
極
め
、
多
く
の
後
継
者
た
ち
を
育
て
た
大
西
民
子
の
全
貌
を
伝
え

た
。
ま
た
盛
岡
の
中
津
川
の
辺
に
民
子
の
歌
碑
を
造
る
こ
と
に
も
尽
力
し
た
と
聞
い
て
い
る
。
芭
蕉
は
遺
言
で
義
仲
寺

に
葬
ら
れ
て
い
る
。
川
村
さ
ん
は
芭
蕉
の
代
表
句
「
荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
の
川
」
の
硬
質
で
雄
大
な
世
界
か
ら
、

細
長
く
小
さ
な
寺
で
あ
る
義
仲
寺
に
置
か
れ
て
い
る
佐
渡
の
赤
石
が
、
天
上
で
輝
く
赤
い
星
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
、

そ
れ
が
芭
蕉
の
心
の
よ
う
に
「
冬
あ
た
た
か
」
な
存
在
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
川
村
さ
ん
は
、
芭
蕉
、
子
規
、
啄
木
、
賢
治
、
民
子
や
地
元
の
俳
人
・
歌
人
な
ど
か
ら
多
く
の
詩

的
・
芸
術
精
神
を
汲
み
取
り
、
こ
の
よ
う
な
句
を
書
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
延
長
上
に
今
回
の
評
論
集
が
出
現
し

て
き
た
の
だ
と
言
え
る
。

　
　

３

　

今
回
の
『
鬼
古
里
の
賦　

川
村
杳
平
俳
人
歌
人
論
集
』
は
、
一
章
「
鬼お

に

古こ

り里
の
賦
」、
二
章
「『
北
の
俳
人
列
伝
』
な

ど
」、
三
章
「『
北
の
歌
人
列
伝
』
な
ど
」、
四
章
「
対
談
」
に
編
集
さ
れ
て
い
て
、
川
村
さ
ん
の
批
評
活
動
の
全
貌
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

一
章
の
冒
頭
は
、
地
元
誌
「
岩
手
王
国
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
神
楽
、
そ
の
信
仰
と
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
系
譜
」
か
ら
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始
ま
っ
て
い
る
。
川
村
さ
ん
は
稗
貫
川
上
流
の
岳
集
落
を
訪
ね
る
。
そ
こ
に
は
賢
治
が
愛
し
た
荒あ
ら
ま
い舞
を
特
徴
と
す
る
早は
や

池ち

ね峰
神
楽
を
担
う
「
神
様
の
手
下
」
た
ち
が
今
も
息
づ
き
活
躍
し
て
い
る
。
山
岳
修
業
に
由
来
し
神
社
の
奥
に
安
置
さ

れ
て
い
る
権
現
様
に
奉
納
す
る
六
百
年
の
伝
統
を
持
つ
早
池
峰
神
楽
に
は
、
五
拍
子
の
岳
神
楽
と
七
拍
子
の
大

お
お
つ
ぐ
な
い償

神

楽
が
あ
り
、「
阿あ

呍う
ん

」
関
係
で
あ
る
ら
し
い
。
五
千
年
以
上
の
縄
文
の
歴
史
に
も
連
な
る
神
楽
の
伝
統
を
生
き
る
人
び

と
の
想
い
を
伝
え
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
だ
。「
面
と
れ
ば
を
さ
な
顔
な
り
里
神
楽
」（
田
村
了
咲
）
な
ど
の
句
の
引
用
も
よ

り
臨
場
感
を
感
じ
さ
せ
て
効
果
的
だ
。

　

二
番
目
の
「
物ロ

マ
ン語
の
復
権
」
で
川
村
さ
ん
は
〈
俳
句
に
お
け
る
「
物ロ
マ
ン語
の
復
権
」
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
一

編
の
長
編
小
説
を
読
了
し
た
時
と
同
質
の
感
動
を
、
俳
句
作
品
で
達
成
し
た
い
〉
と
語
っ
て
い
る
。
世
界
最
小
の
定
型

詩
に
長
編
小
説
の
重
厚
さ
を
宿
ら
せ
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
三
番
目
の
「
鬼お

に

古こ

り里
た
よ
り
」
で
川
村
さ
ん
は
、〈「
鬼お
に

古こ

り里
」
と
は
盛
岡
近
郊
に
あ
る
地
名
で
、
標
高
四
三
八
ｍ
「
オ
ニ
コ
リ
山
」
か
ら
と
っ
た
。
岩
手
山
に
は
鬼
ヶ
城
と

い
う
尾
根
も
あ
る
。
こ
れ
は
宮
沢
賢
治
の
詩
に
も
登
場
す
る
。
六
月
第
二
土
曜
の
「
チ
ャ
グ
チ
ャ
グ
馬
コ
」（
夏
の
季

語
）。
こ
の
馬
祭
の
蒼
前
神
社
は
そ
の
麓
に
あ
る
。
か
つ
て
の
馬
産
地
岩
手
は
「
鬼
の
棲
む
里
」
で
も
あ
っ
た
。〉
と
語

る
。
そ
し
て
自
ら
の
俳
句
や
評
論
を
発
す
る
場
所
が
「
鬼
古
里
」
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
そ
の
末
裔
た
ち
を
発
見

し
よ
う
と
構
想
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
四
番
目
の
「
賢
治
絶
唱
」
は
、
短
い
エ
ッ
セ
イ
だ
が
、
何
度
読
ん
で
も
感
動

的
だ
。
川
村
さ
ん
が
賢
治
の
教
え
子
を
訪
ね
て
行
き
、
賢
治
の
死
ぬ
十
日
前
に
も
ら
っ
た
ハ
ガ
キ
を
読
ん
で
も
ら
っ
た

こ
と
を
記
し
た
も
の
だ
。
高
齢
の
教
え
子
は
そ
の
ハ
ガ
キ
を
折
に
触
れ
て
読
み
続
け
て
い
る
と
い
う
。
そ
ん
な
「
尊
師

愛
弟
」
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
川
村
さ
ん
は
「
一
読
者
か
ら
本
当
の
賢
治
フ
ァ
ン
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
私
は
先
日

盛
岡
に
川
村
さ
ん
を
訪
ね
た
が
、
そ
の
時
に
川
村
さ
ん
は
優
れ
た
賢
治
研
究
者
た
ち
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
川
村
さ
ん

と
そ
の
研
究
者
た
ち
と
の
関
係
は
、
確
か
に
「
尊
師
愛
弟
」
の
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
エ
ッ
セ
イ
も
伝
え
る
べ

き
価
値
の
あ
る
こ
と
を
率
直
に
語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
師
と
仰
ぎ
、
故
郷
に
骨
を
埋
め
た
小
説
家
三
好
京
三
を
記
し
た

「
反
デ
ラ
シ
ネ
の
志 

― 

追
悼
・
三
好
京
三
」
で
は
、
三
好
京
三
を
語
る
多
様
な
証
言
か
ら
師
を
浮
き
彫
り
に
し
て

い
く
。
そ
し
て
そ
の
間
に
自
ら
に
語
っ
て
く
れ
た
言
葉
の
深
い
意
味
を
嚙
み
し
め
る
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
た
。

　

一
章
の
後
半
で
は
、
川
村
さ
ん
が
俳
句
の
世
界
に
入
る
機
縁
と
な
っ
た
俳
句
雑
誌
「
草
笛
」
で
書
か
れ
た
俳
論
が
数

多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
平
和
を
愛
す
る
俳
句
王
国
い
わ
て
」
に
は
、
昭
和
二
十
一
年
秋
に
、
盛
岡
で
発
行
さ
れ
た

県
下
の
若
手
二
十
六
名
に
よ
る
合
同
句
集
『
山
鳥
』（
編
者
は
宮
野
小
提
灯
）
の
紹
介
か
ら
始
ま
り
、
岩
手
の
戦
後
の

俳
句
を
牽
引
し
た
昭
和
二
十
年
代
に
創
刊
さ
れ
た
「
夏
草
」「
自
然
味
」「
み
ち
の
く
」「
草
笛
」
の
成
り
立
ち
と
代
表

作
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
昭
和
五
十
年
代
に
創
刊
さ
れ
た
「
樹
氷
」、
岩
手
県
俳
句
連
盟
設
立
、
日
本
現
代
詩
歌

文
学
館
開
館
な
ど
の
現
代
に
つ
な
が
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
て
戦
後
の
岩
手
俳
壇
史
を
素
描
し
て
い
る
。「
五
百
号
と

の
対
話
」
に
は
、「
草
笛
」
四
〇
〇
号
を
記
念
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
、
十
七
年
後
に
は
自
分
は
七
十
歳
代
に
な
っ
て
い
る

が
、
団
塊
の
世
代
か
ら
入
会
が
あ
り
、
入
会
者
が
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
予
言
し
て
い
る
。
た
だ
問

題
は
文
学
愛
読
者
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
だ
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
歌
人
、
詩
人
、
小
説
家
た
ち
と
の

「
異
業
種
交
流
」
を
活
発
に
し
て
文
学
の
土
壌
を
広
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
提
言
し
て
い
る
。

　

ま
た
「
現
代
俳
句
渉
猟
」
⑴
～
⑿
は
二
年
間
「
草
笛
」
に
連
載
さ
れ
た
俳
句
評
論
だ
。
伝
統
的
な
定
型
詩
で
あ
る
の

で
俳
句
世
界
は
保
守
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
が
、
あ
る
意
味
で
詩
人
の
世
界
よ
り
も
手
厳
し
い
本
質
的
な
指
摘
を
率

直
に
語
り
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
感
じ
ら
れ
た
。
俳
句
は
あ
る
意
味
で
日
常
性
の
中
で
気
付
か
れ
な
か
っ
た
視
点
を

発
見
し
、
世
界
を
新
た
に
す
る
文
学
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
発
見
の
新
鮮
さ
を
率
直
に
語
り
合
う
と
い
う
前
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提
が
あ
り
、
相
互
の
批
評
の
許
容
範
囲
が
広
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。

　

川
村
さ
ん
は
⑴
「
俳
句
の
曠
野
を
往
く
」
の
冒
頭
で
子
規
の
「
俳
句
ハ
文
学
ノ
一
部
ナ
リ
。
故
ニ
大
体
ニ
於
テ
ハ
同

一
ナ
リ
」
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
。
そ
し
て
句
の
創
作
や
鑑
賞
に
お
い
て
他
の
文
学
か
ら
の
相
互
交
流
を
大
切
に
し
て
、

視
野
を
広
く
し
て
批
評
し
た
い
と
語
っ
て
い
る
。
川
村
さ
ん
は
毎
号
五
名
以
上
の
俳
人
や
他
の
分
野
の
表
現
者
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
虚
子
の
「
選
も
創
作
な
り
」
に
倣
っ
て
、
川
村
さ
ん
が
取
り
上
げ
た
句
の
中
か
ら
、
私
も
俳
人
た
ち
に

倣
っ
て
そ
の
中
の
私
の
ベ
ス
ト
１
の
句
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　

⑴　
「
俳
句
の
曠
野
を
往
く
」

金
子
兜
太
・
鷹
羽
狩
行
・
辻
美
奈
子
・
照
井
翠
・
藤
村
真
理
・
林
翔

光

年

の

中

の

瞬

の

身

初

日

燃

ゆ　
　
　
　
　
　

林　

翔

　

⑵　
「
俳
句
の
虚
空
に
遊
ぶ
」

田
中
裕
明
・
小
原
啄
葉
・
清
水
径
子
・
山
崎
ひ
さ
を
・
森
澄
雄

な
き
ひ
と
に
な
ら
ひ
て
坐
る
桃
の
花　
　
　
　

田
中　

裕
明

　

⑶　

幻
想
と
し
て
の
国
民
文
芸

正
岡
子
規
・
松
尾
芭
蕉
・
川
端
茅
舎
・
渡
辺
白
泉
・
中
村
草
田
男
・
小
林
一
茶
・
西
東
三
鬼
・
宝
井
其
角
・

酒
井
抱
一
・
籾
山
梓
月

戦
争
が
廊
下
の
奥
に
立
つ
て
ゐ
た　
　
　
　

渡
辺　

白
泉

　

⑷　
「
詩
・
歌
・
句
」
へ
の
接
近

荒
川
洋
治
・
松
平
盟
子
・
齋
藤
愼
爾
・
藤
田
湘
子

億

万

年

声

は

出

さ

ね

ど

春

の

土　
　
　
　

藤
田　

湘
子

　

⑸　
「
批
評
家
魂
」
と
い
う
こ
と

辻
村
麻
乃
・
片
岡
秀
樹
・
マ
ブ
ソ
ン
青
眼
・
和
田
卓
也
・
山
口
都
茂
女
・
角
川
春
樹
・
石
橋
秀
野
・

山
本
健
吉
（
石
橋
貞
吉
）・
松
尾
芭
蕉

掛
け
声
が
グ
ラ
ン
ド
に
咲
き
鼓
草　
　
　
　

和
田　

卓
也

　

⑹　

文
学
と
し
て
の
俳
句

渡
辺
誠
一
郎
・
照
井
翠
・
飯
田
龍
太
・
戸
恒
東
人
・
冨
田
拓
也

邯

鄲

や

祈

り

の

都

う

ち

建

つ

る　
　
　
　

照
井　
　

翠

　

⑺　
「
さ
び
」
の
今
昔

野
沢
凡
兆
・
良
寛
・
高
柳
重
信
・
石
塚
友
二
・
小
澤
實
・
今
瀬
剛
一
・
森
澄
雄

炎
天
や
こ
こ
ろ
勇
め
ば
風
が
添
ふ　
　
　
　

石
塚　

友
二

　

⑻　

佐
藤
鬼
房
展
を
仙
台
で

佐
藤
鬼
房

蟹
と
老
人
詩
は
毒
を
も
て
創
る
べ
し　
　
　
　

佐
藤　

鬼
房

　

⑼　

私
を
元
気
に
す
る
俳
句

野
村
万
作
・
谷
川
俊
太
郎
・
大
信
田
つ
と
む
・
岡
安
仁
義
・
木
内
彰
志
・
佐
藤
紡
・
田
江
岑
子
・
小
原
啄
葉
・

金
子
兜
太
・
村
越
化
石
・
齋
藤
愼
爾
・
高
野
ム
ツ
オ
・
小
澤
實
・
大
串
章
・
結
木
桃
子
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月

光

の

分

厚

き

を

着

て

熊

眠

る　
　
　
　

高
野
ム
ツ
オ

　

⑽　

俳
句
は
物ロ

マ
ン語
だ

太
田
土
男
・
草
森
紳
一
・
田
捨
女
・
松
尾
芭
蕉
・
有
馬
ひ
ろ
こ
・
田
中
裕
明
・
照
井
翠
・
加
藤
楸
邨
・

鈴
木
真
砂
女
・
木
暮
陶
句
郎
・
木
附
沢
麦
青
・
三
ヶ
森
青
雲
・
今
順
子

窯

火

燃

ゆ

汗

の

一

粒

一

粒

に　
　
　
　

木
暮
陶
句
郎

　

⑾　
「
悪
党
芭
蕉
」
の
品
格

松
尾
芭
蕉
・
鈴
木
節
子

佐
保
姫
の
ぬ
く
も
り
か
こ
の
切
株
は　
　
　
　

鈴
木　

節
子

　

⑿　

俳
句
の
指
針

橋
本
榮
治
・
高
野
ム
ツ
オ
・
千
葉
皓
史
・
岩
岡
中
正
・
西
村
和
子
・
鳥
居
真
理
子
・
柴
田
佐
知
子
・

德
田
千
鶴
子
・
森
岡
正
作
・
小
澤
克
己
・
あ
ざ
蓉
子
・
遠
藤
若
狭
男
・
名
村
早
智
子
・
妹
尾
健
・
能
村
研
三
・

齋
藤
玄
・
鎌
倉
佐
弓
・
植
村
通
草
・
田
中
裕
明
・
倉
橋
羊
村

紙
風
船
つ
い
て
地
球
を
軽
く
せ
り　
　
　
　

小
澤　

克
己

　

川
村
さ
ん
は
、
現
在
進
行
中
の
文
学
行
為
の
動
き
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
の
緊
急
で
あ
り
切
実
な
多
様
な
テ
ー
マ
と
も

向
き
合
い
な
が
ら
、
そ
の
相
互
影
響
の
た
だ
中
か
ら
新
し
い
俳
句
が
立
ち
昇
っ
て
く
る
の
を
目
撃
し
、
自
ら
も
そ
の
中

に
身
を
置
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
川
村
さ
ん
が
選
ん
だ
俳
人
の
中
で
、
私
は
林
翔
さ
ん
、
小
澤
克
己
さ
ん

と
は
交
流
が
あ
っ
た
。
ま
た
能
村
研
三
さ
ん
と
は
今
も
交
流
が
あ
る
。
俳
人
に
話
す
と
驚
か
れ
る
の
だ
が
、
私
が
在
学

し
て
い
た
市
川
学
園
高
校
に
は
、
一
九
七
〇
代
初
め
に
「
沖
」
主
宰
の
能
村
登
四
郎
、
同
人
の
林
翔
、
福
永
耕
二
が
国

語
教
師
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。
高
校
二
年
の
国
語
の
教
師
が
福
永
耕
二
、
高
校
三
年
の
国
語
は
、
先
に
も
触
れ
た
が

能
村
登
四
郎
で
担
任
で
も
あ
っ
た
。
林
翔
さ
ん
と
は
晩
年
に
な
っ
て
私
の
詩
集
や
評
論
集
な
ど
を
送
っ
た
こ
と
か
ら
縁

が
出
来
て
、
励
ま
し
の
私
信
を
何
度
か
頂
い
た
。
七
、八
年
前
に
市
川
学
園
が
近
く
に
新
校
舎
を
作
り
旧
校
舎
が
取
り

壊
さ
れ
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
な
り
、
そ
の
旧
校
舎
跡
の
傍
ら
に
三
人
の
句
を
刻
ん
だ
句
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
句
碑
の

お
披
露
目
の
式
典
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
林
翔
さ
ん
に
挨
拶
し
お
話
し
も
し
た
が
、
二
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と

同
時
に
当
時
三
人
が
教
え
た
校
舎
が
無
く
な
り
何
か
と
て
も
寂
し
そ
う
だ
っ
た
。
ま
た
五
、六
年
前
に
も
詩
人
で
俳
句

の
評
論
も
書
い
た
宗
左
近
さ
ん
を
偲
ぶ
会
で
も
一
緒
に
な
り
、
帰
り
道
を
同
行
し
な
が
ら
お
話
し
を
し
た
日
の
こ
と
を

昨
日
の
よ
う
に
思
い
出
し
た
。
私
は
三
人
の
優
れ
た
俳
人
で
あ
り
恩
師
に
励
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
今
更
な
が
ら
感
謝

の
気
持
ち
が
溢
れ
て
き
て
、
掛
け
替
え
の
な
い
恩
師
た
ち
の
冥
福
を
祈
っ
た
。
川
村
さ
ん
も
「
沖
」
同
人
で
も
あ
っ
た

の
で
、
林
翔
さ
ん
か
ら
も
良
き
影
響
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
川
村
さ
ん
が
選
ん
だ
「
光
年
の
中
の
瞬
の
身
初
日
燃

ゆ
」
と
い
う
句
を
読
み
、
優
れ
た
俳
句
が
存
在
論
的
な
人
間
の
存
在
の
根
源
を
問
い
、
そ
の
問
い
そ
の
も
の
が
言
葉
の

芸
術
と
な
り
、
言
葉
に
存
在
が
宿
る
瞬
間
に
出
会
う
よ
う
だ
、
と
感
じ
た
。
私
に
は
亡
き
能
村
登
四
郎
と
福
永
耕
二
の

純
粋
で
激
し
い
俳
句
へ
の
情
熱
を
背
負
っ
て
林
翔
さ
ん
が
渾
身
の
思
い
で
作
ら
れ
た
句
だ
と
思
わ
れ
た
。
川
村
さ
ん
は

ベ
テ
ラ
ン
か
ら
新
人
ま
で
先
入
観
な
し
に
優
れ
た
斬
新
な
試
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
俳
句
を
愛
す
る
思
い
が
批
評

行
為
の
中
に
底
流
と
な
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
「
現
代
俳
句
渉
猟
」
を
読
め
ば
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
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４

　

第
二
章
の
「『
北
の
俳
人
列
伝
』
な
ど
」
は
、
東
北
に
縁
の
あ
る
芭
蕉
も
含
め
た
二
十
名
も
の
俳
人
の
一
人
一
人
の

俳
句
に
賭
け
る
情
熱
を
川
村
さ
ん
は
、
俳
人
の
生
き
た
場
所
に
踏
み
込
ん
で
、
そ
の
周
辺
の
相
互
に
影
響
を
与
え
合
っ

た
俳
人
と
の
交
流
も
含
め
て
深
く
論
じ
て
い
る
。
そ
の
何
名
か
評
論
の
一
部
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

　

山
崎
和わ

賀が

流り
ゆ
うは
、
沢
内
盆
地
の
湯
田
町
に
暮
ら
し
三
十
四
歳
で
角
川
俳
句
賞
を
受
賞
す
る
が
、
翌
年
の
一
九
七
四
年

に
急
死
し
た
。
菓
子
職
人
の
傍
ら
句
稿
ノ
ー
ト
に
三
千
句
以
上
が
残
さ
れ
て
い
た
が
、
句
集
は
遺
句
集
が
一
冊
刊
行
さ

れ
た
だ
け
だ
。
二
句
を
引
用
す
る
。

座
敷
わ
ら
し
加
へ
て
雪
の
か
ご
め
唄

め
く
ら
ぶ
ん
ど
村
の
男
に
一
揆
の
血

　

田
村
了

り
よ
う

咲さ
く

は
、
盛
岡
市
に
生
ま
れ
盛
岡
工
業
学
校
を
卒
業
し
陸
軍
航
空
部
所
沢
支
部
に
勤
務
し
満
州
に
も
派
遣
さ

れ
た
が
、
戦
後
は
岩
手
大
学
図
書
館
司
書
と
な
っ
た
。
戦
前
戦
後
を
通
し
て
虚
子
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」、
水
原
秋
櫻
子

「
馬
酔
木
」、
宮
野
小こ

ち
よ
う
ち
ん

提
灯
・
山
口
青せ
い
そ
ん邨
の
「
夏
草
」
な
ど
で
活
躍
を
続
け
、「
草
原
句
会
」
を
長
年
継
続
し
岩
手
俳
壇

を
リ
ー
ド
し
た
俳
人
だ
っ
た
。
一
九
八
〇
年
に
七
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
二
句
を
引
用
す
る
。

面
と
れ
ば
を
さ
な
顔
な
り
里
神
楽

銅ど

鑼ら

鳴
れ
ば
鬼
面
獣
面
踊
り
出
づ

　

山
口
青
邨
は
、
一
八
九
二
年
に
盛
岡
市
で
生
れ
て
、
五
歳
で
母
を
亡
く
し
叔
父
夫
婦
に
育
て
ら
れ
た
。
東
京
帝
国
大

学
助
教
授
時
代
に
高
浜
虚
子
に
師
事
し
、
水
原
秋
櫻
子
ら
の
東
大
俳
句
会
に
参
加
し
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」「
夏
草
」
な
ど

で
亡
く
な
る
九
十
六
歳
ま
で
活
躍
し
続
け
た
。

わ
れ
生
れ
母
み
ま
か
れ
る
五
月
か
な

人
そ
れ
ぞ
れ
書
を
讀
ん
で
い
る
良
夜
か
な

　

そ
の
他
に
「
極
楽
俳
句
」
の
高
浜
虚
子
・
富
安
風
生
・
遠
藤
梧
逸
の
系
譜
の
解
説
、
昭
和
十
五
年
の
「
京
大
俳
句
」

弾
圧
事
件
で
検
挙
さ
れ
た
「
新
興
俳
句
」
の
平
畑
静
塔
、「
草
笛
」
同
人
で
あ
り
詩
人
村
上
昭
夫
夫
人
で
純
愛
と
郷
土

愛
を
詠
っ
た
昆
ふ
さ
子
、
俳
誌
「
河
」
主
宰
で
「
荒
ぶ
る
神
」
の
よ
う
に
『
信
長
の
首
』
を
書
い
た
角
川
春
樹
、「
草

笛
」
同
人
で
句
集
『
鬼お

に

古こ

り里
』
で
眼
光
鋭
く
故
郷
の
暮
ら
し
の
現
実
を
見
詰
め
る
「
哄
笑
俳
句
」
の
小
菅
白
藤
、
加
藤

楸
邨
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
「
寒
雷
」
同
人
で
あ
り
「
俳
句
的
精
神
の
貴
族
的
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
を
手
中
に
収
め
た
」
宮
慶

一
郎
、「
自
然
味
」
や
「
濱
」
に
も
関
わ
り
「
青
嶺
」
を
主
宰
し
古
里
を
浄
土
の
よ
う
に
見
据
え
る
眼
を
持
つ
木
附
沢

麦
青
、
俳
誌
「
樹
氷
」
を
主
宰
し
「
風
狂
の
境
地
」
を
句
作
し
て
い
る
小
原
啄
葉
、「
沖
」
同
人
で
能
村
登
四
郎
か
ら

〈「
軽
み
」
で
は
な
い
「
重
く
れ
」
俳
句
〉
と
高
く
評
価
さ
れ
た
工
藤
節
朗
、「
濱
」
に
所
属
し
主
宰
す
る
大
野
林
火
に

影
響
を
受
け
「
翳
り
の
あ
る
余
情
」
の
系
譜
の
太
田
土
男
、
秋
元
不
死
男
主
宰
の
「
氷
海
」
に
所
属
し
影
響
を
受
け

「
新
し
い
俳
句
」
に
挑
戦
し
て
き
た
堀
米
秋
良
た
ち
を
、
川
村
さ
ん
は
周
辺
の
俳
人
の
証
言
を
交
え
て
多
面
的
に
論
じ
、

そ
の
俳
人
た
ち
の
生
涯
の
試
み
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
作
者
の
生
涯
が
回
想
さ
れ
て
、
作
者
の
生
き
る

姿
勢
が
感
動
的
に
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
。

　

第
三
章
「『
北
の
歌
人
列
伝
』
な
ど
」
は
、
川
村
さ
ん
の
文
学
精
神
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
西
行
へ
の
畏
敬
の
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エ
ッ
セ
イ
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
母
上
が
短
歌
を
作
っ
て
い
る
こ
と
に
刺
激
さ
れ
て
、
自
ら
も
盛
岡
の
短
歌
文
芸
誌

「
北
宴
」
で
短
歌
を
愛
読
し
て
い
る
こ
だ
わ
り
も
語
っ
て
い
る
。
ま
た
瀧
本
慶
子
、
柏
崎
驍
二
、
小
笠
原
和
幸
、
田
江

岑
子
の
歌
人
論
も
俳
句
に
負
け
な
い
ほ
ど
鋭
く
歌
人
達
に
迫
っ
て
い
る
。

　

ア
ラ
ラ
ギ
派
歌
人
五
味
保
義
に
影
響
を
受
け
、
中
国
人
花
嫁
に
日
本
語
を
教
え
て
い
た
瀧
本
慶
子
に
つ
い
て
「
著
者

の
孤
影
は
夕
陽
の
暖
か
さ
を
ま
と
っ
て
い
る
」
と
大
切
に
語
っ
て
い
る
。「
や
は
ら
か
き
心
に
な
り
て
窓
に
寄
る
日
す

が
ら
庭
に
鳥
の
来
る
日
は
」
な
ど
の
歌
に
は
、
そ
の
暖
か
さ
が
良
く
出
て
い
る
。

　

宮
柊
二
主
宰
の
歌
誌
「
コ
ス
モ
ス
」
に
属
す
る
柏
崎
驍
二
に
つ
い
て
、「
浄
い
歌
を
思
い
、
明
る
い
団
欒
を
大
切
に

し
、
静
か
に
《
み
づ
か
ら
の
生
を
証
明
し
て
ゆ
く
》」
な
つ
か
し
い
歌
人
だ
と
告
げ
て
い
る
。「
拓ひ

ら

き
ゆ
く
時
間
の
う
え

に
刻
ま
る
る
大
小
の
創き

ず

、
創
は
わ
が
生
」
な
ど
の
歌
に
は
、
自
ら
の
生
を
直
視
す
る
誠
実
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

短
歌
結
社
に
所
属
し
な
い
小
笠
原
和
幸
に
つ
い
て
、「
時
代
や
個
人
に
内
在
す
る
悪
意
や
不
条
理
を
短
歌
と
い
う
器

に
造
型
し
、
慄
然
た
る
情
景
の
一
断
面
と
し
て
提
示
す
る
、
酷
薄
な
永
劫
回
帰
の
詩
精
神
」
と
そ
の
異
端
の
個
性
を
評

価
す
る
。「
ひ
と
た
び
は
真
白
き
喉
を
搔
つ
切
つ
て
み
た
か
つ
た
ら
う
鎌
も
蒼
古
と
」
な
ど
の
歌
は
、
人
間
が
侵
し
て

み
た
く
な
る
深
層
の
慄
然
た
る
情
景
を
幻
視
し
て
い
る
。

　

短
歌
誌
「
未
来
」
と
「
北
宴
」
に
属
す
る
田
江
岑
子
に
つ
い
て
、「
無
限
の
か
な
し
み
を
抱
き
恋
の
絶
対
野
に
立
ち

尽
く
し
て
い
る
」
歌
人
で
あ
る
と
い
い
「
国
宝
級
の
歌
の
刀
匠
な
の
だ
」
と
も
い
っ
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。「
逢
へ

ざ
れ
ば
棘
み
つ
る
胸
に
ま
ぼ
ろ
し
を
蒼
く
透
く
ま
で
い
だ
き
て
ね
む
る
」
な
ど
の
歌
は
、「
恋
の
絶
対
野
」
と
い
う
言

葉
に
拮
抗
す
る
恋
情
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

第
四
章
の
川
村
さ
ん
と
「
樹
氷
」
主
宰
の
白
濱
一
羊
さ
ん
の
対
談
は
、
現
役
の
俳
句
実
作
者
が
自
然
体
で
俳
句
の
魅

力
を
語
り
合
っ
て
い
て
、
俳
句
を
志
す
人
び
と
に
は
と
て
も
良
い
手
引
き
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

私
は
日
ご
ろ
多
く
の
詩
人
の
詩
篇
を
読
ん
で
い
る
が
、
今
回
は
川
村
さ
ん
の
お
蔭
で
膨
大
な
俳
句
と
短
歌
の
作
品
を

読
み
と
て
も
刺
激
を
受
け
た
。
表
現
形
式
を
超
え
て
川
村
さ
ん
が
提
起
す
る
よ
う
に
文
学
精
神
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
俳
句
、
短
歌
、
川
柳
、
詩
、
小
説
な
ど
は
、
重
な
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
川
村
さ
ん
の
俳
人
歌
人
論
集
は
、
俳
句
、

短
歌
を
志
し
て
い
る
方
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
詩
、
小
説
に
関
わ
る
多
く
の
人
た
ち
に
も
、
小
さ
な
蛸
壺
の
よ
う
な
ジ
ャ

ン
ル
を
超
え
て
、
た
え
ず
豊
か
な
文
学
精
神
に
立
ち
返
ろ
う
と
考
え
て
い
る
人
び
と
に
も
大
き
な
刺
激
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
こ
の
解
説
文
の
た
め
に
盛
岡
に
出
向
い
た
時
の
こ
と
を
記
し
た
私
の
詩
を
引
用
さ
せ
て
頂
く
。
こ
の
詩
は
川

村
さ
ん
が
大
西
民
子
歌
碑
な
ど
盛
岡
の
様
々
な
場
所
に
案
内
し
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
書
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
。

川
村
さ
ん
を
始
め
、
啄
木
・
賢
治
た
ち
盛
岡
の
文
学
者
・
芸
術
家
た
ち
を
生
ん
だ
盛
岡
と
い
う
場
所
の
目
に
見
え
な
い

力
に
よ
っ
て
書
か
さ
れ
た
思
い
が
し
た
。

　　
　

盛
岡
・
中
津
川
の
ほ
と
り
で　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

盛
岡
駅
近
く
の
開
運
橋
か
ら
北
上
川
を
眺
め
る
と

こ
の
街
の
主
役
が
北
上
川
で
あ
る
と
感
じ
た

悠
久
の
大
河
は
こ
の
街
の
時
間
を
遙
か
に
呑
み
こ
ん
で
い
る

太
平
洋
の
石
巻
湾
河
口
か
ら
二
〇
〇
㎞
の
こ
の
辺
り
で
は

満
々
と
水
を
湛
え
て
静
か
に
流
れ
続
け
て
い
る
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盛
岡
市
を
貫
く
北
上
川
に
は
支
流
の
中
津
川
と
雫
石
川
が
流
れ
込
ん
で
い
る

　

鈴
木
さ
ん　

大
西
民
子
の
歌
碑
が
中
津
川
の
ほ
と
り
に
あ
り

　

水
辺
に
は　

鈴
木
さ
ん
の
好
き
な
野
草
も
咲
い
て
い
ま
す

　

こ
の
川
で
は
一
年
中
、
釣
り
人
が
鮎
釣
り
な
ど
を
楽
し
め
ま
す

　

数
週
間
後
に
は
中
津
川
に
は
鮭
が
上
っ
て
き
て
産
卵
を
始
め
る
で
し
ょ
う

民
子
の
評
伝
を
書
い
た
俳
人
の
川
村
杳
平
さ
ん
が
歌
碑
に
案
内
し
て
く
れ
た

　

き
ら
ら
か
に
つ
い
ば
む
鳥
の
去
り
し
あ
と

　

長
く
か
か
り
て
水
は
し
づ
ま
る　
　
　

大
西
民
子

短
歌
を
読
み
な
が
ら
背
後
に
水
の
流
れ
や
水
音
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た

民
子
の
短
歌
は
ど
こ
か
謎
を
秘
め
て
い
る

鳥
が
つ
い
ば
ん
で
い
る
の
は
木
の
実
か
花
か
、
鮭
か
鮎
だ
ろ
う
か

何
か
単
な
る
自
然
詠
で
は
な
い
も
の
を
感
じ
た

た
と
え
ば
「
鳥
」
と
は
去
っ
て
い
っ
た
恋
人
だ
ろ
う
か

そ
う
す
る
と
「
水
」
と
は
「
民
子
の
心
」
で
あ
っ
た
ろ
う
か

清
流
に
し
か
咲
か
な
い
ミ
ゾ
ソ
バ
の
花
々
と
水
流
を
眺
め
て
い
る
と

鮭
た
ち
た
ち
が
今
ご
ろ
北
上
川
の
ど
こ
か
で

力
を
振
り
絞
っ
て
こ
の
中
津
川
を
目
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た

鮭
た
ち
は
太
平
洋
に
回
遊
し
な
が
ら
３
．
11
に
遭
遇
し
た
だ
ろ
う

き
っ
と
海
に
さ
ら
わ
れ
た
人
間
た
ち
の
悲
劇
を
目
撃
し
な
が
ら

北
上
川
に
よ
う
や
く
辿
り
着
き
中
津
川
を
目
指
し
た
の
だ
ろ
う

い
つ
の
日
か
津
波
に
さ
ら
わ
れ
た
人
び
と
の
魂
が

生
ま
れ
故
郷
や
家
族
の
も
と
に
戻
っ
て
ほ
し
い
と
祈
っ
た

民
子
の
歌
碑
の
少
し
下
流
に
「
深
沢
紅
子　

野
の
花
美
術
館
」
が
あ
っ
た

紅
子
の
野
草
の
絵
に
は
、
野
草
を
描
く
喜
び
に
満
ち
て
い
た

野
草
を
一
つ
の
人
格
と
し
て
美
し
い
他
者
と
し
て
描
い
て
い
た

紅
子
の
人
物
画
の
女
性
た
ち
の
表
情
に
は
、
恥
じ
ら
い
が
あ
っ
た

少
女
・
少
年
の
一
時
期
し
か
存
在
し
得
な
い
恥
じ
ら
い
を

紅
子
は
生
涯
の
テ
ー
マ
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い

啄
木
、
賢
治
、
紅
子
、
民
子
が
愛
し
た
街
は

川
と
野
草
と
魚
た
ち
に
愛
さ
れ
て
い
る


