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平
成
十
三
年
十
月
二
十
日
。
和
ら
ぐ
秋
の
陽
を
い
っ
ぱ
い
浴
び
た
岩
木

山
が
、
津
軽
平
野
の
ど
真
ん
中
に
、
絵
画
の
よ
う
に
浮
か
ん
で
い
た
。
 

す
モ
の
 

そ
の
裾
野
は
、
刈
取
ら
れ
た
田
園
の
小
川
の
中
ま
で
影
を
落
と
し
、
つ

り
上
が
っ
た
裾
野
に
は
、
赤
い
点
を
つ
け
た
り
ん
ご
畑
が
広
が
っ
て
い
た
。
 

ひ
た
す
ら
 

ふ
ん
い
き
 

三
三
九
号
線
を
只
管
南
進
す
る
バ
ス
の
中
は
、
華
や
い
だ
雰
囲
気
に
包

ま
れ
て
い
た
。
 

「団
体
バ
ス
の
旅
行
は
「
ト
イ
レ
」
 
「
おみ
や
げ
店
」
 
「
食堂
」
な
ど
決
っ

て
い
て
、
て
ん
や
わ
ん
や
の
人
の
列
に
、
も
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
、
あ
っ
と

い
う
間
に
時
間
切
れ
と
な
り
次
へ
と
向
か
う
、
効
率
化
、
計
算
性
、
予
測

性
お
よ
び
制
御
な
ど
の
旅
は
嫌
だ
。
歴
史
を
知
り
、
味
わ
う
と
す
る
者
に

は
、
矢
張
り
も
っ
と
ス
ロ
ー
に
見
物
し
た
い
も
の
だ
。」
 

ふ
く
よ
か
な
色
白
の
顔
に
、
い
っ
ぱ
い
幸
せ
の
笑
顔
を
作
り
乍
ら
女
性

た
ち
は
話
し
合
っ
て
い
た
。
 

今
年
の
研
修
は
、
青
森
県
と
秋
田
県
の
県
境
の
史
跡
を
散
策
す
る
一
泊

二
日
の
旅
で
あ
る
。
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津
軽
三
関
所
と
津
軽
三
不
動
 

碇
ケ
関
は
名
前
の
通
り
藩
政
時
代
に
関
所
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
奥
州

街
道
南
部
八
戸
領
に
た
い
す
る
「
野
内
番
所
」
、
鯵
ケ
沢
ー
能
代
を
む
す

ぶ
西
浜
街
道
の
秋
田
佐
竹
領
に
接
す
る
「
大
間
越
番
所
」
、
そ
し
て
羽
州

街
道
沿
い
に
佐
竹
領
と
相
対
す
る
「
碇
ケ
関
番
所
」
は
、
津
軽
」
蘭
と
よ

ば
れ
て
い
る
。
 

昔
、
関
所
だ
っ
た
碇
ケ
関
は
、
い
ま
青
森

・
秋
田
の
県
境
と
な
っ
て
い

る
。
即
ち
碇
ケ
関
は
、
県
境
の
温
泉
場
と
し
て
古
く
か
ら
ひ
ら
け
て
い
た
0
 

ま
た
、
碇
ケ
関
に
は
、
津
軽
三
不
動
と
い
わ
れ
る
黒
石
市

（
旧六
郷
村
）
 

な
が
い
さ
わ
 

の
長
谷
沢
神
社
、
同
じ
黒
石
市

（
旧山
形
村
）
の
中
野
神
社
と
碇
ケ
関
村

古
懸
に
あ
る
古
懸
山
国
上
寺
が
あ
る
。
 

こ
が
け
や
ま
こ
く
じ
よ
う
じ
 

古
懸
山
国
上
寺
 

古
懸
山
国
上
寺
は
、
古
く
か
ら

「
古懸
の
不
動
さ
ま
」
と
よ
ば
れ
、
こ

の
地
方
の
人
々
の
信
仰
が
あ
つ
い
。
 

の
ぷ
ひ
ら
 

二
代
藩
主
信
枚
が
領
内
鎮
護
の
祈
願
所
と
し
、
津
軽
真
言
五
山
の
ー
つ

で
も
あ
っ
た
。
 寺
領
二
百
石
も
寛
永
十
八
年

（
一
六
四
一）
 
一月
に
は
、
 

三
代
藩
主
信
義
が
国
上
寺
不
動
堂
を
建
立
し
て
い
る
。
 

寺
の
由
緒
に

つ
い
て
は
、
明
治
二
十
六
年
の
火
事
で
古
い
記
録
や
文
書

が
焼
失
し
、
明
瞭
で
な
い
と
い
わ
れ
る
。
 

開
祖
は
、
大
鰐
町
蔵
館
の
大
日
堂
、
弘
前
市
久
渡
寺
の
開
祖
で
あ
る
、
 

円
智
上
人
だ
と
い
う
。
 

縁
起
で
は
、
六

一
〇
年
（
推
古
天
皇
）
に
聖
徳
太
子
の
命
t
麟
郁
臓

が
 

あ
じ
ゃ

ら
 

亜
闇
羅
（
大
鰐
町
）
に
創
立
し
、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
に
北
篠
時
頼
 

跡
 

所
 

関
 



え
ら
れ
、
 「
織
鵬
澱
」
が
あ
る
な
ど
の
有
名
な
伝
説
が
あ
る

o
 

そ
れ
は
津
軽
領
内
に
何
か
変
事
が
起
こ
る
一
週
間
ほ
ど
前
に
、
不
動
さ

ま
が
必
ず
全
身
に
び
っ
し
ょ
り
汗
を
か
く
と
い
い
、
出
汗
す
る
と
住
職
は

直
ち
に
藩
に
急
便
を
た
て
て
報
告
し
た
と
い
う
。
 

廃
藩
前
ま
で
は
境
内
に
、
七
間
に
四
間
の
総
ケ
ャ
キ
造
り
の
本
堂
の
ほ

か
、
仁
王
門
、
大
師
堂
、
稲
荷
堂
、
宝
物
庫
二
棟
、
米
蔵
五
つ
も
あ
っ
た

と
い
う
。
 そ
の
後
明
治
二
十
六
年
旧
正
七
日
の
昼
に
出
火
し
、
伽
藍
も
本

尊
不
動
明
王
も
焼
失
し
、
以
来
本
格
的
に
再
建
さ
れ
ず
、
今
は
そ
の
面
影

を
と
ど
め
て
い
な
い
、
護
摩
堂
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
 

所
 

も
し
も
、
昔
の
ま
ま
で
あ
っ
た
な
ら
、
国
宝
級
の
宝
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 

番
 

返
す
返
す
も
残
念
で
な
ら
な
い
。
 

か
し
上

う
さ

ん
ま
い
 

上
 

大
祭
に
は
、
有
名
な
「
古
懸
の
火
性
三
昧
」
の
荒
行
が
、
四
年
に

一
度
 

行
わ
れ
て
お
り
、
旧
四
月
八
日
が
参
拝
日
と
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
は
常
時
の
勝
ち
戦
の
日
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
話
し

で
あ
る
。
 

い
か
り
が
せ
き
お
ん
せ
き
し
よ
 

碇
ケ
関
御
関
所
 

羽
州
街
道
を
切
り
開
い
た
津
軽
藩
祖
、
津
軽
為
信
に
よ
っ

て
天
正
十
四

年

（
一
五
八
六
）
設
け
ら
れ
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
止
ま
で
、
 

秋
田
と
の
国
境
警
備
の
た
め
に
津
軽
藩
の
表
玄
関
と
し

て
威
容
を
誇
っ
て

い
た
。
そ
の
当
時
の
生
活
を
再
現
し
た
の
が
碇
ケ
関
御
関
所
で
あ
る
。
 

当
時
の
人
を
等
身
大
の
人
形
で
リ
ア
ル
に
再
現
し
た
番
所
な
ど
見
所
で
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が
現
在
地
に
再
建
、
二
代
藩
主
津
軽
信
枚
が
現
寺
名
を
許
可
し
た
と
い
う
。
 

あ
る
。
 

本
尊
の
不
動
明
と
い
え
ぱ
、
 一
般
に
は
立
像
だ
が
、
こ
こ
は
座
像
と
伝
 

碇
ケ
関
御
関
所
は
、
津
軽
為
信
公
が
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六

）
に
、
 

秋
田
比
内
の
浅
利
氏
を
攻
め
、
大
浦
城
に
帰
陣
す
る
時
に
関
所
を
設
け
た

も
の
で
、
明
治
四
年
ま
で
続
い
た
。
 

関
所
と
言
え
ば

「
入
鉄
砲
と
出
女
」
の
取
調
べ
に
代
表
さ
れ
る
幕
府
の

関
所
と
異
な
り
、
こ
の
村
の
関
所
は
敵
の
攻
め
に
対
す
る
防
備
の
地
と
し

て
の
ほ
か
、
物
資
及
び
人
員
の
移
動
に
税
を
か
け
て
津
軽
藩
の
資
金
源
と

し
て
い
た
。
 ま
た
こ
の
関
所
は
、
三
重
に
な
っ
て
お
り
、
秋
田
側
か
ら
来

る
と
、
上
の
番
所

（
峠
の
番
所
）
、
中
の
番
所
（
折
橋
の
番
所
）
、
碇
ケ

関
の
大
番
所
と
な
っ
て
い
る
。
 

昭
和
五
十
九
年
五
月
に
復
元
さ
れ
た
御
関
所
は
中
の
番
所
が
あ
っ
た
。
 

現
在
の
国
道
七
号
線
か
ら
国
道
二
八
ニ
号
線
の
分
岐
点
の
地
点
で
あ
る
。
 

関
所
は
、
秋
田
側
に
勲

陣

（
南
ロ
）
青
森
県
側
に
島
露
暁

（
北
門）
 

を
建
立
し
、
出
入
ロ
と
さ
れ
て
お
り
、
関
所
の
南
番
所
は
、
座
敷
、
上
番

所
、
下
番
所
、
女
改
め
の
部
屋
等
と
足
軽
や
下
役
人
の
控
え
ど
こ
ろ
足
軽

番
所
が
あ
る
。
 

わ
が
会

一
行
は
、
無
事
関
所
を
通
過
、
国
道
七
号
線
を
南
へ
秋
田
県
へ

と
進
む
。
 

三
て
」
」」
」
礼

『
、
 

f

【！
人

E
7
 

国
道
七
号
沿
い
に
長
走
風
穴
高
山
植
物
群
落

（
標
高
一
六〇
ー
一
八
〇

米
）
が
あ
る
。
 こ
こ
の
風
穴
は
、
国
見
山
か
ら
崩
壊
し
た
岩
石
が
推
積
し

て
で
き
た
累
積
型
風
穴
で
、
石
の
間
か
ら
冷
気
が
吹
き
出
し
て
い
る
。
 

真
夏
に
外
気
温
度
が
三
〇
で
前
後
で
あ
っ
て
も
、
五
ー
六
て
の
冷
気
が

同
様

e
高
山
植
物
が
生
息
し
て
い
る
。
 

所
 

番
 

下
 

文
化
庁
の
天
然
記
念
物
整
備
活
用
事
業
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
長
走
風

穴
館
が
あ
っ
た
。
 入
ロ
に
風
穴
倉
庫
が
あ
り
、
風
穴
を
ど
の
よ
う
に
利
用
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し
て
い
た
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 風
穴
倉
庫
か
ら
風
穴
館
に
通
じ
る

廊
下

「
風
の
回
廊
」
で
は
、
風
の
不
思
議
が
体
験
で
き
る
。
 

風
穴
館
入
口
脇
の
木
立
の
一
角
に
 
「
風
穴
王
、
佐
々
木
耕
治
の
碑
」
が

建
っ
て
い
る
。
 

佐
々
木
耕
治
は
、
明
治
末
か
ら
昭
和
の
始
め
に
か
け
て
長
走
風
穴
を
調

査
研
究
し
天
然
の
冷
蔵
庫
を
創
設
し
た
。
と
同
時
に
高
山
植
物
の
愛
護
も

図
り
、
長
走
風
穴
は
自
然
の
国
宝
と
し
て
海
外
の
学
会
に
も
知
れ
渡
っ
た
。
 

佐
々
木
翁
の
碑
に
は
翁
の
肖
像
、
そ
し
て
本
文
に
は
次
の
通
り
刻
ま
れ

て
い
る
。
 「
化
物
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
た
こ
の
土
地
を
風
穴
冷
蔵
庫
と
化
し

て
国
利
公
益
を
進
め
、
同
時
に
高
山
植
物
の
愛
護
を
計
っ
て
、
自
然
の
国

宝
た
る
名
を
海
外
の
学
会
に
ま
で
轟
か
し
た
の
は
、
実
に
翁
で
あ
る
。
 

こ
の
功
績
は
、
風
穴
翁
が
や
が
て
風
穴
王
と
た
た
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
所
以
の
も
の
で
、
そ
の
裏
に
は
ま
こ
と
に
、
ョ
ト
子
婦
人
の
協
力
に
待

つ
も
の
が
多
く
、
六
十
四
年
の
生
涯
の
後
半
生
の
血
と
涙
と
汗
と
金
の
す

べ
て
を
打
ち
込
ん
だ
結
晶
で
あ
っ
た
。
 

翁
は
常
に
言
っ
た
。
 「
死
ん
で
も
や
ま
な
い
。」
と
。
 

鳴
呼
、
こ
の
不
屈
不
尭
の
精
神
こ
そ
万
代
不
易
な
も
の
で
、
国
見
山
の

あ
ら
ん
限
り
、
こ
れ
が
風
穴
の
不
思
議
と
高
山
植
物
の
美
し
さ
と
に
照
り

映
え
て
、
永
久
に
後
人
の
心
胸
に
躍
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

矢
 
立
 
峠
 

県
境
の
矢
立
峠
は
、
相
馬
大
作
の
話
で
有
名
だ
。
 

道
路
は
峠
の
上
の
方
に
あ
っ
た
。
 

今
の
国
道
は
矢
立
峠
を
切
開
い
て
通
さ
れ
て
い
る
が
、
大
作
の
頃
は
、
 

国
道
に
面
し
て
右
側
の
小
高
い
山
腹
の
中
に
大
館
矢
立
ハ
イ
ッ
が
あ
っ
た
。
 

・

至
国
道
七
号
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真
新
し
い
近
代
的
な
建
物
で
あ
る
。
ハ
イ
ツ
の
駐
車
場
の
前
に
標
高
六

百
米
の
矢
立
峠
が
あ
り

「
相
馬
大
作
狙
撃
跡
」
の
看
板
が
あ
る
。
細
い
山

道
は
、
右
・
左
と
曲
折
し
な
が
ら
、
ツ
マ
先
曲
り
の
斜
面
を
登
っ
て
行
く
、
 

す
く
す
く
の
び
た
天
然
の
秋
田
杉
は
天
を
つ
い
て
い
る
。
山
道
は
落
葉
が

濡
れ
、
 「
ズ
ル
ッ
」
 
と滑
る
。
十
五
分
位
で
到
着
し
た
が
跡
地
の
建
物
は

半
壊
し
て
い
た
。
 

そ
げ
き
あ
と
 

相
馬
大
作
狙
撃
跡
 

と
し
も
ち
 

お
ん
ね
ん
 

相
馬
大
作
事
件
は
、
旧
南
部
藩
士
の
相
馬
大
作
が
主
君
利
用
の
怨
念
を

は
ら
そ
う
と
し
た
趣
挙
と
し
て
人
び
と
に
語
り
つ
が
れ
、
や
が
て
時
の
経

過
と
と
も
に
れ
弾

が
曲
げ
ら
れ
、
戯
機
を
加
え
た
多
数
の
著
作
ま
で
で
き
 

ご
く
も
ん
 
か
 

だ
ま
 

る
に
い
た
っ
た
。
 獄
門
に
な
っ
た
は
ず
の
大
作
は
替
え
玉
で
、
彼
は
、
じ

つ
は
故
郷
に
帰
っ
て
土
地
の
娘
と
の
間
に
子
供
が
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
え
 

ぎ
き
ょ
 

す
ら
あ
る
が
、
義
挙
の
英
雄
を
殺
し
た
く
な
い
同
情
心
が
（
か
つ
て
の
源
 

か
っ
し
ょ
く
 

義
経
の
よ
う
に
）
こ
れ
ら
の
脚
色
を
ほ
ど
こ
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

し
も
と
ま
い
 
ひ
で
の
し
ん
ま
さ
ざ
ね
 

相
馬
大
作
は
、
本
名
を
下
斗
米
秀
之
進
将
真
と
い
い
、
江
戸
に
出
て
名

剣
士
の
平
山
行
蔵
の
弟
子
と
な
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
、
門
下
四
天
王
の

一
人
と
い
わ
れ
た
。
 や
が
て
郷
里
の
福
岡

（
岩手
県
二
戸
市
）
に
帰
り
、
 

北
海
防
衛
に
役
立
っ
若
者
を
育
て
よ
う
と
兵
学
、
武
芸
、
砲
術
の
道
場
を

ひ
ら
い
た
。
 

た
め
の
ぷ
 

秀
之
進
は
か
ね
て
父
か
ら
、
大
浦
為
信
は
も
と
南
部
家
の
家
臣
で
あ
っ
 

お
う
り
上
う
 
ぎ

ふ
ん
 

た
の
に
、
津
軽
を
横
領
し
て
津
軽
藩
と
し
て
独
立
し
た
と
聞
き
、
義
憤
を
 

や
す
ち
か
 

抱
え
て
い
た
。
 分
政
三
年

（
一
八
二
〇
）
十
ニ
月
、
津
軽
九
代
藩
主
寧
親
 

と
し
も
ち
 

は
侍
従
に
昇

進
し

た
が
、

南
部
三
十
七

代
藩
主
の
利

用
は
従
四
位
下

慈
騰
樵
寿
に
任
ぜ
ら
れ
た
だ
け
で
、
若
年
の
た
め
石
高
が
上
に
も
か
か
わ
 

や
す
ち
か
 

ら
ず
位
階
は
寧
親
よ
り
も
下
で
あ
っ
た
。
 

か
く
て
秀
之
進
は
、
翌
年
四
月
参
勤
を
終
り
帰
国
の
た
め
江
戸
を
出
発
 

す
る
寧
親
を
狙
撃
し
よ
う
と
計
画
し
、
弟
子
の
麟
か
霧

り
を
つ
れ
て
秋
田
 

ま
ち
ぷ
 

領
か
ら
津
軽
藩
へ
こ
え
る
白
沢

（
秋
田県
大
館
市
）
付
近
で
待
伏
せ
し
た
 

よ
こ
て
 

た
い
ざ
い
 
や
す
ち

か
 

の
で
あ
る
。

一
五
日
横
手

（
秋
田
県
横
手
市
）
に
滞
在
し
て
い
た
寧
親
に
 

に

L
か
い
が
ん
じ
ゆ
ん
し
 

こ
の
情
報
が
入
り
、
寧
親
は
危
険
を
さ
け
、
西
海
岸
巡
視

と
称
し

て
、
 

お
お
ま
ご
し
 

大
間
越
を
通
っ
て
ニ
九
日
に
無
事
弘
前
城
へ
到
着
し
た
。
 

あ
ん
さ
つ
け
い
か
く
 

み
す
い
 

暗
殺
計
画
は
未
遂
に
終
わ
っ
た
。
秀
之
進
は
相
馬
大
作
と
変
名
し
て
江
 

か
く
 
と
ら
 

戸
の
町
に
隠
れ
住
ん
だ
が
、

つ
い
に
捕
ら
え
ら
れ
、
文
政
五
年

（
一
八
一
一
 

せ
ん
じ
ゆ
う
こ
づ
か
っ
ば
ら
け
い
じ
上
う
 
ご
く
も
ん
 

二
）
八
月
江
戸
の
千
住
小
塚
原
刑
場
で
獄
門
（
さ
ら
し
首
）
に
処
せ
ら
れ

た
。
 

ば
く
は
ん
た
い
せ
い
 

こ
の
相
馬
大
作
事
件
は
幕
藩
体
制
の
な
か
で
の
津
軽

・
南
部
両
藩
の
対

立
を
象
徴
す
る
事
件
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
今
日
の
日
程
は
こ
れ
に
て
一
件
落
着
で
あ
る
。
陽
も
大
分
西

に

傾
い
た
。
天
然
美
林
の
景
観
を
眺
め
な
が
ら
の
入
浴
は
、
ま
さ
に
出
湯
の

里
で
あ
る
。
 

参
加
者
H
高
橋
 
健
一
、
櫛
引
八
千
代
、
白
川
 
章
一
、
山
中
長
」
廊
、
 

小
山
内
ト
モ
子
、
葛
西
 
敏
江
、
秋
元
惣
之
進
、
石
戸
谷
恵
子
、
 

須
崎
 
悠
悦
、
木
村
 
治
利
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ク
  

1
J
 

ー

ノ
 

力
 

小
山
内
 
卜
モ
子
 

仕
事
帰
り
 
空
を
見
上
げ
た
ら
 

白
い
 
月
が
出
て
い
た
 

暗
く
な
る
の
を
 
待
ち
き
れ
な
く
て
 

タ
日
の
落
ち
る
の
を
 

い
ま
か
 
い
ま
か
と
 
待
っ
て
い
る
 

白
い
月
 

ど
こ
や
ら
 
す
け
て
 

ま
ぬ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
 

白
い
月
 

月
は
や
っ
ぱ
り
黄
色
で
 

夜
を
明
る
く
 

照
ら
す
の
が
い
い
 

そ
の
夜
は
 
み
ご
と
に
 

明
る
い
月
が
 
出
て
い
た
。
 

詩 

平
成
十
四
年
三
月
竣
工
新
金
木
橋
 

.

（
金木
病
院
屋
上
よ
り
写
す
）
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俳 

句 

俳 

句 

「む

か
 
し」
 

峰
 
秀
 
女
 
高
 

橋
 
け
ん
一
 

田
螺
和
む
か
し

の
袋
新
聞
紙
 

朝
湯
な
ど
親
に
は
な
か
り
苗
代
寒

こ
の
村
に
馬
い
な
く
な
り
草
茂
る

新
米
や
納
屋
に
は
も
は
や
俵
な
し

藁
塚
ゃ
む
か
し

の
恋
の
育
つ
と
こ
 

「
野路
の
秋
」
 

春
光
や
何
を
見
据
え
ん
仁
王
の
目

物
知
り
の
ひ
と
り
加
は
る
苗
木
市

夏
暖
簾
や
ま
と
言
葉

の
や
わ
ら
か
し

祖
は
野
武
士
い
つ
か

は
入
る
墓
洗
ふ

吐
く
息
の
白
よ
り

深
む
野
路
の
秋
 

原
 
田
 
喜

一
郎
 

「月
下
美
人
」
 

白
 
川
 
哲
 
子
 

桜
花
散
り
来
る
園
に
ご
ざ
広
げ
 

登
山
難
子
共
演
賑
ふ
 

新
春
を
寿
ぐ
賀
状
幾
十
枚
 

人
柄
し

の
び
丹
念
に
見
る
 

葉
と
曹
共
に
萌
え
立
ち
春
風
に
 

め
げ
ず
咲
き
た
り
水
仙
あ
ま
た
 

菊
の
根
を
野
ネ
ズ
ミ
な
べ
て
噛
り
し
と
 

時
じ
く
植
ゆ
花
は
咲
き
た
り
 

幾
許
の
余
命
知
り

て
か
幡
蜂
は
 

か
す
れ
声
に
て
朝
ま
で
も
鳴
き
 

月
下
美
人
伸
び
は
止
ら
ず
天
窓
に
 

触
る
る
を
恐
れ
紐
で
結
び
ぬ
 

百
合
の
香
の
漂

ふ
園
に
行
ち
を
り

て
 

虻
の
し
ぐ
さ
に
暫
し
見
と
る
る
 

忙
し
か
る
職
持
っ
娘
病
持
っ
 

わ
れ
を
気
遣
ひ
奇
薬
持
ち
来
ぬ
 

ま
か
げ
し

て
岩
木
嶺
し
か
と
眺
む
れ
ば
 

北
帰
の
白
鳥
鳴
き

つ
つ
渡
る
 
い

く
十
年
欠
席
の
な
き
ク
ラ
ス
会
 

病
に
倒
れ
今
年
欠
席
 



拓 
I'" 

歌 

拓 
I'" 

歌 

「
姑
逝
きて
」
 

歳
 

月
 

櫛
 
引
 
八
千
代
 

岩
 
田
 
重
 

美
 

川 

柳 

い
づ
こ
よ
り
飛
び
来
し
桜
の
花
び
ら

か
 
元
旦
の
風
呂
に

浸
り
て
し
み
じ
み
と
 

植
田
に
た
ゆ
と
ふ
淡
き
ひ
と
ひ
ら
 
八
十

余
年
の
歳

月
思
ふ
 

安
ら
け
き
寝
顔
の

ま
ま
に
姑
逝
き
て
 
わ
れ

な
が
ら
不
出
来
と
思
ふ
即
席
の
 

夜
の
明
け

や
ら
ぬ
師
走
の
さ
中
 
料
理
を
笑
ふ
風

邪
ひ
き

の
妻
 

黄
泉
へ
た
つ
師
走
の
風
は

冷
た
か
ろ
 
共

逝
き
て
取
り
壊
さ
れ
し
家
跡
に
咲
く
 

枢
に
入
れ
し
姑
の
襟
巻
 
あ
じ

さ
る
の
色
あ
ざ

や
け
し
 

茶
昆
に
付
す
こ
の
世
の

名
残
り
断
つ
ご
と
く
 
一
匹
の

蛍
も
見
ず
に
過
ぎ
た
る
と
 

姑
の
枢
の
扉
を
閉
づ
る
音
 
日
記
に
書
き

ぬ
長
月
も
半
ば
 

蟻
の
ご
と
醒
醍
生
き

て
呆
け
た
る
 
小

泊
の
浜
の
朝
市
生
き
な
が
ら
 

姑
を
弔
ふ
和
讃
哀
し

も
 
売
ら

る
る
魚
空
を
見

て
を
り
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「麦
 
畑
」
 

成
 
田
 
チ
 
セ
 

櫛
 
引
 
八
千
代
 

天
衣
無
縫
あ
な
た
と
二
人
麦
畑
 

う
っ
と
り
と
さ
せ
る
言
葉
に
裏
が
あ
る
 

次
の
世
ヘ
チ
ャ
ン
ネ
ル
変
え
て
み
た
く
な
り
 

葦
そ
よ
ぐ
今
さ
ら
何
を
そ
そ
の
か
す
 

斬
ら
れ
て
も
信
念
曲
げ
ぬ
雑
魚
の
意
地
 

帰
れ
な
い
靴
が
ふ
る
里
ば
か
り
向
く

宿
帳
に
妻
の
匂

い
の
な
い
女
 

人
生
は
こ
ん
な
も
の
さ
と
葱
き
ざ
む

あ
こ
が
れ
て
行
く
都
会
に
も
鬼
が
い
る
 

機
が
熟
す
ま
で
は

一
途
な
蟻
と
な
る
 

 

川 

「
人
 生
」
 

柳 
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