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詩
集
六
冊
上
梓
し
て
い
る
野
良
さ
ん
の
、『
津
軽
鬼
面
舞
』
（2

0
1
9

）
に
続
く
第

二
小
説
。 

 

五
部
構
成
で
、
ま
ずⅠ

は
序
と
し
て
、
野
良
さ
ん
の
生
ま
れ
育
っ
た
旧
碇
ヶ
関
村

の
歴
史
を
概
観
す
る
。
歴
史
的
な
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て
、
か
つ
て
の
阿
闍
羅
山
の
カ
ル

デ
ラ
湖
、
縄
文
前
期
の
遺
跡
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
古
懸
の
不
動
妙
の
移
転
、
津
軽

為
信
の
関
所
、
十
九
世
紀
初
め
に
京
都
か
ら
の
陶
工
が
始
め
た
久
吉
焼
、
イ
ザ
ベ
ラ

バ
ー
ド
の
村
の
印
象
、
碇
ヶ
関
か
ら
秋
田
へ
の
鉄
道
の
開
通
、
県
立
公
園
と
な
っ
た

温
泉
街
、
三
笠
山
に
建
立
さ
れ
た
葛
西
善
蔵
の
文
学
碑
な
ど
に
触
れ
て
い
る
。 

 
Ⅱ

「
春
」
か
ら
物
語
が
始
ま
る
。
主
人
公
の
佐
藤
雅
史
は
碇
ヶ
関
村
白
沢
に
昭
和

二
十
四
年
に
生
ま
れ
る
。
家
の
隣
に
池
が
あ
り
、
池
の
向
こ
う
に
大
山
祇
神
社
が
あ

っ
て
近
く
を
奥
羽
本
線
が
走
っ
て
い
る
。 

昭
和
三
十
六
年
に
雅
史
は
小
学
六
年
生
に
な
っ
た
。
学
校
で
週
番
活
動
を
行
う
。

担
任
の
先
生
や
友
達
、
国
道
沿
い
の
店
々
、
床
屋
、
温
泉
、
医
院
、
旅
館
な
ど
を
描

写
。
そ
し
て
弘
前
城
の
観
桜
会
や
角
は
デ
パ
ー
ト
、
春
の
遠
足
や
浅
虫
へ
の
修
学
旅

行
な
ど
、
当
時
の
状
況
が
実
に
細
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
家
の
手
伝
い
と
し

て
農
作
業
や
山
菜
取
り
の
描
写
も
実
に
詳
し
い
。
林
檎
の
人
工
授
粉
や
実
す
ぐ
り
、

袋
か
け
、
薬
剤
散
布
、
タ
ケ
ノ
コ
採
り
、
田
植
え
、
山
羊
の
飼
育
と
具
体
的
で
あ
る
。

こ
の
辺
も
作
者
の
実
体
験
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
事
実
、
生
年
は
二
年
異
な
る

が
雅
史
と
は
作
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

小
生
、
野
良
さ
ん
と
は
高
校
の
同
期
で
あ
り
、
平
川
の
ず
っ
と
下
流
の
岩
舘
と
い

う
集
落
の
生
ま
れ
育
ち
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
ク
ラ
ス
の
副
学
級
長
も
行
い
、
同
じ
電
車

で
の
弘
前
城
の
観
桜
会
や
角
は
デ
パ
ー
ト
行
き
、
隣
の
旧
石
川
町
の
床
屋
や
医
院
、

銭
湯
、
浅
虫
や
椿
山
へ
の
家
族
旅
行
、
林
檎
畑
も
少
し
あ
る
稲
作
農
家
で
あ
り
、
山

羊
で
は
な
く
豚
や
兎
だ
っ
た
が
、
実
に
重
な
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
山
菜
採
り
は

未
経
験
だ
っ
た
。
山
が
好
き
な
父
が
そ
れ
こ
そ
碇
ヶ
関
村
へ
タ
ケ
ノ
コ
採
り
に
出

か
け
、
そ
の
日
の
夕
餉
の
タ
ケ
ノ
コ
の
美
味
し
か
っ
た
こ
と
は
今
で
も
忘
れ
て
い

な
い
。 

Ⅲ

「
夏
」
も
同
様
に
運
動
会
、
宵
宮
祭
り
、
他
校
と
の
委
員
会
、
夏
休
み
の
川
遊

び
、
臨
海
学
校
、
村
の
冠
婚
葬
祭
、
盆
踊
り
な
ど
季
節
的
な
種
々
の
テ
ー
マ
の
も
と

に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
季
節
も
や
は
り
一
番
に
遊
び
の
描
写
が
楽
し
く
、
自
分
の

こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。
土
ゼ
ミ
獲
り
や
将
棋
の
「
じ
ぇ
ん
こ
取
り
」、「
な

の
か
び
」
の
芋
煮
会
、
秘
密
の
隠
れ
家
づ
く
り
な
ど
。
そ
れ
だ
け
に
村
内
の
水
害
や

火
事
の
事
件
に
は
同
情
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。 

火
事
や
水
害
は
小
生
の
村
で
も
あ
っ
た
。
川
は
同
じ
平
川
で
あ
る
。
村
の
土
手
の

決
壊
を
思
い
出
す
。
残
念
な
が
ら
臨
海
学
校
は
な
か
っ
た
。 

兄
・
康
久
が
登
場
す
る
が
、
も
し
か
し
た
ら
昭
和
二
十
四
年
に
生
ま
れ
と
い
う
の

は
、
兄
を
設
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
林
檎
作
業
の
手
伝
い
の
中
で
、
袋
掛
け
を
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兄
と
競
争
す
る
描
写
が
あ
り
、
一
日
に
千
五
百
枚
ほ
ど
掛
け
る
と
い
う
の
に
は
び

っ
く
り
し
た
。
小
生
の
場
合
は
二
歳
上
の
兄
と
田
ん
ぼ
の
除
草
機
や
脱
穀
時
の
稲

束
を
何
束
何
回
運
ぶ
か
が
協
奏
だ
っ
た
。
そ
の
他
、
父
が
山
か
ら
捕
っ
て
き
た
マ
ム

シ
を
蒲
焼
に
し
て
食
べ
た
こ
と
に
驚
く
。
村
の
親
戚
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
う
。 

Ⅳ

「
秋
」
で
は
毎
年
林
檎
箱
を
三
十
箱
ほ
ど
組
み
立
て
た
こ
と
に
驚
く
。
稲
刈
り

で
の
棒
掛
け
へ
の
稲
束
運
び
、
イ
ナ
ゴ
獲
り
と
食
、
青
函
連
絡
船
「
羊
蹄
丸
」
で
の

函
館
へ
の
修
学
旅
行
、
父
が
採
っ
て
き
た
キ
ノ
コ
料
理
、
林
檎
も
ぎ
作
業
、
テ
レ
ビ

の
購
入
と
相
撲
観
戦
、
子
ど
も
た
ち
に
人
気
が
あ
っ
た
俳
優
（
中
村
錦
之
助
、
大
川

橋
蔵
、
片
岡
千
恵
蔵
、
長
谷
川
一
夫
な
ど
）
の
写
真
付
き
カ
ー
ド
、
学
芸
祭
な
ど
。 

最
後
のⅤ

「
冬
」
で
は
藁
の
利
用
の
仕
方
、
薪
ス
ト
ー
ブ
と
熾
き
、
二
学
期
の
終

業
式
、
ジ
ャ
ン
プ
で
四
位
に
な
っ
た
校
内
ス
キ
ー
大
会
、
手
作
り
の
橇
、
母
の
編
み

物
、
餅
つ
き
と
餅
の
種
類
、
年
末
年
始
の
料
理
、
古
懸
の
獅
子
舞
、
双
六
や
凧
な
ど

子
ど
も
の
正
月
遊
び
、
三
学
期
の
付
属
中
学
入
試
に
向
け
て
の
補
習
、
屋
根
の
雪
下

ろ
し
、
雪
で
作
っ
た
か
ま
く
ら
や
土
俵
遊
び
、
か
ん
じ
き
を
履
い
て
の
林
檎
の
剪
定

作
業
手
伝
い
と
皮
は
ぎ
、
山
で
切
っ
た
木
を
橇
で
運
ぶ
作
業
。 

小
生
は
ス
キ
ー
が
な
く
、
苗
代
で
の
長
靴
の
底
に
付
け
る
ス
ケ
ー
ト
だ
っ
た
。
受

験
勉
強
の
経
験
も
な
い
。
か
ん
じ
き
で
の
剪
定
や
山
の
木
運
び
に
は
び
っ
く
り
。 

そ
し
て
卒
業
式
と
就
職
で
上
京
す
る
友
達
。
以
下
の
部
分
は
こ
の
小
説
内
の
白

眉
で
あ
ろ
う
か
。 

「
三
月
下
旬
、
中
学
校
を
卒
業
し
て
首
都
圏
に
就
職
が
決
ま
っ
た
生
徒
が
夜
行

列
車
で
上
京
し
て
い
っ
た
。
町
内
の
知
り
合
い
の
生
徒
が
上
京
す
る
と
き
は
、
神
社

の
下
の
線
路
沿
い
で
見
送
っ
た
。
近
所
や
親
戚
の
人
が
三
十
人
ほ
ど
、
見
送
り
に
集

ま
っ
た
。 

見
送
ら
れ
る
生
徒
は
、
列
車
の
デ
ッ
キ
か
ら
、
見
送
り
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め

に
、
お
菓
子
を
い
っ
ぱ
い
ば
ら
ま
い
て
、
旅
立
っ
て
い
っ
た
。
雅
史
は
そ
の
景
色
を

遠
く
か
ら
、
そ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
。
」 

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
遊
び
仲
間
が
、
一
家
で
ブ
ラ
ジ
ル
に
移
住
す
る
と
い
う
ニ
ュ

ー
ス
に
驚
く
。
次
の
日
、
碇
ヶ
関
駅
を
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
ク
ラ
ス
全
員
で

見
送
り
に
い
く
。 

 

家
の
種
々
の
野
良
仕
事
を
手
伝
う
の
は
こ
の
時
代
の
少
年
た
ち
の
常
の
こ
と
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
上
で
の
雅
史
は
学
校
で
週
番
当
番
。「
朝
は
玄
関
で
登
校
指
導

を
し
、
授
業
が
始
ま
る
前
、
先
生
方
が
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
時
間
は
、
一
年
生

の
学
習
の
面
倒
を
み
て
い
た
。
集
会
が
あ
っ
て
児
童
が
講
堂
へ
移
動
す
る
時
は
、
整

列
指
導
を
し
、
放
課
後
は
清
掃
活
動
の
点
検
も
行
っ
た
」。
さ
ら
に
児
童
会
副
会
長

を
こ
な
し
、
南
津
軽
地
域
の
小
学
校
の
交
流
会
や
協
議
会
な
ど
で
意
見
発
表
を
行

っ
て
い
る
。
ま
た
、
父
は
民
謡
が
好
き
で
、
よ
く
林
檎
畑
で
仕
事
を
し
な
が
ら
津
軽

民
謡
な
ど
を
聴
い
て
い
た
か
ら
自
然
と
雅
史
も
歌
を
覚
え
、
学
校
で
も
雅
史
は
歌

を
せ
が
ま
れ
て
い
た
。
運
動
会
で
は
道
具
係
で
あ
っ
た
が
、
一
番
忙
し
く
体
を
使
う

係
だ
っ
た
ろ
う
か
。
担
任
も
自
慢
で
き
る
よ
き
生
徒
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
野
良

さ
ん
は
生
物
の
先
生
で
あ
り
、
高
校
長
で
退
職
さ
れ
て
い
る
方
だ
っ
た
。 

「
朝
、
小
学
校
へ
行
く
前
に
、
山
羊
を
近
く
の
草
地
に
連
れ
て
行
き
、
電
柱
柱
に

ロ
ー
プ
を
結
ん
で
放
し
、
夕
方
に
山
羊
小
屋
ま
で
連
れ
て
帰
る
の
が
、
雅
文
の
毎
日

の
仕
事
だ
っ
た
」 
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歴
史
的
な
意
義
を
持
つ
言
葉
も
よ
く
用
い
、
き
ち
ん
と
調
べ
た
上
で
の
こ
と
が

了
解
さ
れ
、
し
ば
し
ば
生
き
た
津
軽
弁
も
カ
ッ
コ
付
け
で
上
手
く
用
い
て
い
る
。
例

え
ば
、
も
ん
ぺ
の
上
に
め
ん
だ
り
（
前
垂
）、
田
ん
ぼ
の
「
め
な
ぐ
ち
」（
水
口
）、

列
車
の
最
後
尾
に
行
商
の
お
ば
さ
ん
た
ち
で
あ
る
「
し
ょ
い
こ
」（
背
負
子
）
、「
ま

が
」（
マ
ク
ワ
ウ
リ
」
な
ど
。
特
に
、
家
を
継
ぐ
長
男
は
「
あ
ん
さ
ま
」（
兄
様
）
で
、

家
を
出
る
次
男
は
名
家
の
次
男
は
「
お
ん
ち
ゃ
ま
」
な
の
に
対
し
一
般
で
は
「
お
ん

ず
」（
弟
子
児
）「
や
ず
め
」（
奴
め
）、
し
か
も
「
か
す
」
を
付
け
て
「
お
ん
ず
か
す
」

「
や
ず
め
か
す
」
で
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
「
や
ず
め
か
す
」
だ
っ
た
。
末
っ
子

は
「
よ
で
っ
こ
」
（
余
手
児
）。 

「
豚
を
飼
っ
て
い
た
家
で
は
、
餌
よ
う
に
「
は
め
」（
残
飯
）
を
、
各
家
庭
を
回

っ
て
集
め
て
い
た
。「
げ
す
」（
人
糞
）
も
桶
に
入
れ
て
畑
に
運
び
、
野
菜
の
肥
料
と

し
て
使
っ
た
」 

そ
ん
な
中
、
時
に
著
者
自
ら
の
人
生
観
を
挿
入
し
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な

文
章
が
あ
る
。 

「
他
の
津
軽
民
謡
は
、
生
き
る
厳
し
さ
が
ど
こ
か
に
感
じ
ら
れ
る
の
に
ド
ダ
レ

バ
チ
は
「
ホ
ー
イ
ホ
イ
」
と
開
き
直
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
強
さ
が
あ
っ
た
。

苦
労
を
乗
り
越
え
て
き
た
老
人
た
ち
に
よ
く
似
合
っ
て
い
た
。
」 

 

こ
の
小
説
は
、
概
し
て
物
語
の
進
行
に
歴
史
的
事
実
を
措
定
し
な
が
ら
自
ら
の

過
去
の
体
験
を
重
ね
、
淡
々
と
述
懐
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
そ
し
て
、
教
養
小

説
の
一
断
面
を
切
り
取
っ
た
作
品
に
も
思
え
る
。
歴
史
的
背
景
も
感
じ
さ
せ
な
が

ら
、
一
断
面
を
季
節
ご
と
に
幅
広
く
取
り
上
げ
て
お
り
、
そ
れ
も
作
者
の
実
体
験
か

ら
で
概
し
て
あ
る
だ
け
に
説
得
力
を
も
つ
。
感
情
に
訴
え
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る

感
傷
文
学
と
は
異
な
り
、
村
外
の
歴
史
と
地
域
の
歴
史
を
含
む
日
常
の
両
面
か
ら

な
っ
て
い
る
た
め
リ
ア
ル
テ
ィ
が
増
し
広
く
読
者
の
こ
こ
ろ
に
染
み
入
る
と
い
っ

て
過
言
で
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
と
小
説
と
い
う
内
的
な
も
の
と
の
構
成
に
よ
る
小

説
。
新
し
い
方
法
か
も
し
れ
な
い
そ
の
構
成
方
法
に
も
感
嘆
す
る
。
小
説
と
い
う
も

の
の
存
在
価
値
を
堂
々
と
告
げ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

親
類
が
集
ま
っ
て
の
田
植
え
と
み
ん
な
で
の
赤
飯
の
和
や
か
さ
、
村
中
の
町
対

抗
で
の
野
球
大
会
な
ど
、
昔
の
人
た
ち
の
何
ら
か
の
行
事
で
の
親
睦
に
い
ま
さ
ら

に
熱
い
も
の
を
覚
え
た
。
な
ん
と
い
う
地
域
住
民
の
絆
の
深
さ
で
あ
ろ
う
。
も
う
核

家
族
ど
こ
ろ
か
二
人
世
帯
の
今
の
時
代
。
も
は
や
長
寿
に
も
よ
る
か
も
し
れ
な
い

一
人
世
帯
に
加
え
て
、
離
婚
者
が
多
い
上
に
未
婚
者
の
増
加
時
代
。
昔
の
家
族
構
成

に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
祈
る
の
は
多
く
の
人
た
ち
の
願
い
か
も
し
れ
な
い
。 

自
分
の
少
年
時
代
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
！ 

と
い
う
気
持
ち

が
真
っ
先
に
出
て
く
る
。 
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