
行
途
中
で
《
現
在
鵺
》《
桜
井
駅
》《
落
葉
》《
墨
染
桜
》
と
と
も
に
除
か
れ
、

昭
和
五
年
に
刊
行
を
終
え
た
『
金
剛
流
昭
和
版
』
に
は
収
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
流
内
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
て
、
宗
家
右
京
は
一

度
は
除
い
た
五
番
を
所
演
曲
に
加
え
る
こ
と
に
し
た
が
、
こ
の
五
番
を
含

め
た
「
改
正
昭
和
版
」
は
刊
行
さ
れ
ず
、
五
番
の
う
ち
、《
鱗
形
》
を
ふ

く
む
四
番
が
昭
和
五
年
十
月
に
一
番
綴
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
昭

和
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
金
剛
流
謡
曲
全
集
』
に
収
め
ら
れ
た
、
と
い
う
。

《
鱗
形
》
は
こ
う
し
て
金
剛
流
の
上
演
曲
と
し
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
明
治
十
五
年
の
山
岸
本
に
は
収
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
《
鱗
形
》
を
、
金
剛
右
京
が
ど
う
し
て
金
剛
流
の
上

演
曲
に
入
れ
よ
う
と
し
た
の
か
が
あ
ら
た
め
て
問
題
に
な
る
。
以
下
、
こ

の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

じ
つ
は
、
右
京
は
『
金
剛
流
昭
和
版
』
刊
行
以
前
に
《
鱗
形
》
を
演
じ

て
い
る
。
明
治
三
十
一
年
五
月
一
日
の
室
町
の
金
剛
能
楽
堂
で
の
別
会
能

で
の
《
鱗
形
》
が
そ
れ
で
あ
る
（
武
田
五
兵
衛
氏
の
手
控
え
番
組
に
よ
る
）。

こ
れ
は
明
治
二
十
六
年
〜
三
十
六
年
の
右
京
の
京
都
滞
留
中
の
、
ま
だ
鈴れ

い

之
助
と
名
乗
っ
て
い
た
時
代
の
催
し
で
、
そ
の
日
、
右
京
は
桜
間
伴
馬
や

金
春
八
郎
義
広
ら
と
共
演
し
て
い
る
。
ま
た
、
金
剛
能
楽
堂
で
は
、
明
治

三
十
八
年
一
月
二
十
一
日
の
例
会
で
、
森
鶴
之
助
な
る
役
者
が
《
鱗
形
》

を
演
じ
て
い
る
（
同
番
組
）。
つ
ま
り
、
金
剛
流
で
は
、
こ
の
よ
う
に
昭

和
初
期
に
正
式
に
上
演
曲
と
な
る
以
前
か
ら
、《
鱗
形
》
を
上
演
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
右
京
が
《
鱗
形
》
を
演
じ

《
鱗
形
》
が
金
剛
流
の
上
演
曲
に
な
る
ま
で
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《
鱗
形
》
は
現
在
は
金
剛
流
だ
け
が
上
演
曲
と
し
て
い
る
能
で
あ
る
。

そ
う
な
っ
た
の
は
比
較
的
近
年
の
こ
と
で
、
戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
は
喜
多

流
も
《
鱗
形
》
を
上
演
曲
と
し
て
い
た
。
喜
多
流
が
《
鱗
形
》
を
上
演
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
世
後
期
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
、
同
流

で
は
《
鱗
形
》
を
「
参
考
曲
」
と
し
て
準
現
行
曲
の
よ
う
な
扱
い
を
し
て

お
り
、
そ
の
結
果
、《
鱗
形
》
は
現
在
は
金
剛
流
だ
け
の
上
演
曲
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
金
剛
流
で
は
、
江
戸
後
期
に
京
都
の
川
勝
家
や

野
村
家
が
《
鱗
形
》
を
上
演
曲
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
現
在
の
金
剛
流

の
前
後
二
場
か
ら
な
る
《
鱗
形
》
と
は
ち
が
う
一
場
型
の
《
鱗
形
》
で
あ

っ
た
（
喜
多
流
の
《
鱗
形
》
も
金
剛
流
と
同
じ
二
場
型
で
あ
る
）。
そ
の

後
は
明
治
十
五
年
に
平
瀬
露
香
の
後
援
の
も
と
、
宗
家
金
剛
氏
成
の
編
集

（
名
目
だ
け
ら
し
い
）、
高
村
太
左
衛
門
（
信
道
）
の
校
正
で
大
阪
で
刊
行

さ
れ
た
山
岸
本
（
内
外
二
〇
〇
番
）
に
は
《
鱗
形
》
は
収
め
ら
れ
て
い
ず
、

金
剛
流
が
流
儀
と
し
て
正
式
に
上
演
曲
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭

和
初
年
に
金
剛
右
京
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
金
剛
流
昭
和
版
』（
昭
和

四
〜
五
年
）、『
金
剛
流
謡
曲
全
集
』（
昭
和
七
年
）
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
う
な
る
ま
で
に
は
き
わ
め
て
複
雑
な
経
緯
が
あ
っ

た
。
右
に
「
こ
ろ
か
ら
」
と
あ
い
ま
い
な
書
き
方
を
し
た
の
も
そ
の
た
め

で
、
そ
の
複
雑
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
西
芳
雄
氏
が
『
金
剛
』
一
四
〇

号
、一
四
二
号
（
平
成
五
年
八
月
、平
成
七
年
二
月
）
に
発
表
さ
れ
た
「
金

剛
流
昭
和
版
謡
曲
正
本
小
考
（
一
）（
二
）」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
前
西
氏
の
稿
に
よ
る
と
、『
金
剛
流
昭
和
版
』
は
当
初
は
《
鱗
形
》

を
入
れ
る
組
み
合
わ
せ
で
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
も
の
の
、《
鱗
形
》
は
刊



て
い
る
こ
と
で
、
右
京
が
『
金
剛
流
昭
和
版
』
に
《
鱗
形
》
を
入
れ
よ
う

と
思
い
立
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
右
京
自
身
の
同
曲
所
演
の
経
験
が
あ
っ

た
の
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
と
す
る
と
、
明
治
三
十
一
年
に
右
京
が
当
時
の

金
剛
流
の
正
本
で
あ
る
山
岸
本
に
は
な
い
《
鱗
形
》
を
演
じ
た
背
景
―
右

京
と
《
鱗
形
》
の
接
点
―
が
あ
ら
た
め
て
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の

だ
が
、
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
東
京
に
あ
っ
て
長
年
右
京
の
補
佐
役

を
勤
め
て
い
た
寺
田
左
門
治
（
大
正
十
一
年
没
）
の
存
在
で
あ
る
。

　

寺
田
家
は
金
剛
流
川
勝
家
の
弟
子
家
で
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
没

の
初
代
乙お
と
は葉
に
は
じ
ま
り
、
三
代
門
治
の
時
代
以
降
尾
張
藩
の
お
抱
え
と

な
り
、
八
代
左
門
治
ま
で
続
い
た
家
で
あ
る
。
左
門
治
は
明
治
十
八
年
か

ら
大
正
五
年
ま
で
、
東
京
に
あ
っ
て
師
家
金
剛
右
京
を
補
佐
し
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
が
、
そ
の
寺
田
家
に
は
《
鱗
形
》
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の

こ
と
は
、
左
門
治
没
後
の
大
正
十
四
年
刊
行
の
『
寺
田
翁
紀
念
帖
』
に
収

め
ら
れ
た
木
造
大
観
の
執
筆
に
な
る
「
俤
を
偲
び
て
」
に
以
下
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

昔
か
ら
寺
田
家
に
は
家
元
に
な
い
別
能
が
五
十
番
あ
る
と
云
ひ
伝
へ

ら
れ
て
あ
る
、
こ
れ
は
丁
度
観
世
で
云
へ
ば
片
山
、
金
春
で
云
へ
ば
中

村
家
の
様
に
特
別
の
あ
つ
か
ひ
に
な
つ
て
居
た
家
で
あ
る
か
ら
で
、
片

山
の
家
に
三
輪
の
白
式
や
其
の
他
の
家
元
に
無
い
も
の
が
あ
る
様
に

当
家
に
も
そ
ん
な
の
が
沢
山
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
其
の
曲
目
は
翁
の
遺

さ
れ
た
書
類
を
面
密
に
調
べ
た
な
ら
ば
分
か
る
で
あ
ら
う
が
今
の
処

判
然
し
な
い
そ
う
で
あ
る
。
併
し
其
の
う
ち
「
鱗
形
」「
羊
」
そ
れ
に

先
年
白
木
君
が
勤
め
た
「
葛
城
」
の
磐
戸
舞
な
ど
は
其
の
内
ち
の
一
つ

で
あ
る
と
の
事
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
寺
田
家
に
は
、「
家
元
に
な
い
別
能
が
五
十
番
」
あ
り
、

そ
の
ひ
と
つ
が
《
鱗
形
》
だ
と
い
う
。
右
で
は
そ
の
「
別
能
五
十
番
」
の

詳
細
は
不
明
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
が
左
門
治
の
養
女
信

子
が
筆
写
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
二
一
二
番
の
謡
本
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
（
こ
の
謡
本
の
存
在
は
平
成
十
二
、三
年
こ
ろ
に
武
庫
川
女
子
大
学
の

管
宗
次
氏
の
疋
田
家
文
書
の
調
査
に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
知
っ
た
も

の
）。
そ
の
謡
本
は
現
在
、
信
子
の
婚
家
で
あ
る
大
山
崎
の
疋
田
家
の
所

蔵
で
あ
る
が
、
二
一
二
番
の
う
ち
二
〇
〇
番
は
明
治
十
五
年
の
山
岸
本
と

同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
「
番
外
」
と
し
て
十
二
番
（
六
番
綴
二

冊
）
が
あ
り
、そ
こ
に
《
鱗
形
》
が
含
ま
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
《
鱗
形
》

以
外
の
十
一
番
を
記
す
と
、そ
れ
は《
高
野
物
狂
》《
藤
》《
三
笑
》《
龍
虎
》《
雷

電
早
舞
》《
枕
慈
童
前
後
留
》《
現
在
忠
度
》《
落
葉
》《
恋
松
原
》《
豊
国
詣
》《
一

来
法
師
》
で
、
い
ず
れ
も
明
治
十
五
年
の
山
岸
本
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な

い
曲
で
あ
る
。こ
の
う
ち
、《
高
野
物
狂
》《
藤
》《
三
笑
》《
現
在
忠
度
》《
落
葉
》

《
枕
慈
童
》
が
《
鱗
形
》
と
と
も
に
、
当
初
は
右
京
の
『
金
剛
流
昭
和
版
』

に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
右
京
畢
生
の
事
業
で
あ
っ
た
『
金
剛
流
昭
和
版
』

の
成
立
に
は
、
寺
田
家
が
伝
え
て
い
た
番
外
曲
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
が
、《
鱗
形
》
も
そ
の
よ
う
な
経
緯
の
う
ち
に
金
剛
流
の
上
演
曲

に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、前
引
の
前
西
氏
の
稿
に
よ
れ
ば
、昭
和
五
年
の『
金
剛
流
昭
和
版
』

刊
行
後
に
、
流
内
か
ら
途
中
で
除
か
れ
た
五
番
の
復
活
を
求
め
る
声
が
あ

が
っ
た
と
き
、と
く
に《
鱗
形
》の
復
活
を
強
く
主
張
し
た
の
が
廣
田
弘（
幸

稔
氏
の
祖
父
）
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
た
び
、
廣
田
幸
稔
氏
に
お
聞
き
し

た
と
こ
ろ
で
は
、
廣
田
弘
が
そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
の
は
、
彼
が
弁
財

天
を
信
仰
し
て
い
て
自
邸
の
中
庭
に
弁
財
天
を
祀
っ
て
い
た
こ
と
と
、
廣

田
家
の
家
紋
が
八
ツ
鱗
で
あ
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
。
廣
田
家
が《
鱗
形
》

を
重
く
扱
っ
て
、
こ
の
た
び
の
廣
田
鑑
賞
会
能
の
第
十
回
記
念
能
の
上
演

曲
と
し
た
こ
と
に
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。




