
　

選
・
坊
城　

俊
樹

佐
保
姫
の
一
雨
ご
と
の
足
音
か
な大

阪
府　

柏
原　

才
子

評　
「
佐
保
姫
」
と
は
佐
保
山
を
神
格
化
し
た
女
神
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

春
の
造
化
を
司
る
神
さ
ま
で
あ
る
。
春
と
は
一
雨
ご
と
に
や
っ
て
く
る
。

そ
れ
は
ま
る
で
こ
の
姫
の
足
音
の
よ
う
に
歩
ん
で
く
る
と
し
た
。
ま
こ

と
に
大
ら
か
で
嫋
や
か
な
句
と
な
っ
た
。

冬
耕
を
眼
下
に
鳶と
び

の
高
さ
か
な神

奈
川
県　

小
野
沢
邦
彦

評　

冬
の
耕
し
の
こ
ろ
は
ま
だ
大
地
は
枯
れ
色
で
閑
散
と
し
た
感
じ
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
ポ
ツ
ン
と
独
り
だ
け
で
耕
す
農
夫
の
姿
が
見
え
て
き

た
。
そ
れ
を
鳥
瞰
図
の
よ
う
に
、
鳶
の
視
線
で
と
ら
え
た
と
こ
ろ
に
も

俳
味
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

◆
花
形
の
切
紙
散
ら
し
春
障
子 

岐
阜
県　

大
下　

雅
子

◆
ほ
ほ
え
め
ば
え
く
ぼ
で
か
え
す
す
み
れ
か
な 

長
崎
県　

崎
田　

定
雄

◆
冬
ざ
れ
や
主
な
き
畑
に
鍬
一
つ 

福
島
県　

鈴
木
嘉
志
雄

◆
ふ
る
里
を
発
つ
少
年
に
花
こ
ぶ
し 

兵
庫
県　

美
濃　

敏
子

◆
梅
真
白
天
女
御
座
し
て
在
す
や
も 

静
岡
県　

小
泉
八
千
代

◆
机
上
に
て
入
学
を
待
つ
ラ
ン
ド
セ
ル 

茨
城
県　

坂
内
と
く
ゑ

◆
風
花
や
石
像
凛
と
沖
を
見
る 

鳥
取
県　

眞
山　

博
充

◆
春
寒
し
遺
品
に
語
る
こ
と
多
し 

島
根
県　

俵　
　

保
恵

◆
手
を
合
し
心
無
に
し
て
胸
に
春 

滋
賀
県　

松
岡
千
鶴
子

◆
朝
の
日
に
崩
れ
そ
め
た
る
霜
柱 

静
岡
県　

望
月
か
ほ
る

＊
選
者
吟

囀
の
日
へ
放
ち
て
は
瑠
璃
色
に

俊　

樹

＊
作
句
小
見

　
「
囀
り
」
と
は
本
来
木
の
上
か
ら
降
っ
て
く
る
と
感
じ
る
。
し
か
し
、

こ
と
に
美
し
い
囀
り
は
空
へ
放
つ
よ
う
に
感
じ
る
。
も
し
そ
れ
を
色
で

喩
え
る
な
ら
ば
「
瑠
璃
色
」
な
の
で
は
な
い
か
。
春
闌
け
て
き
た
こ
ろ

の
生
命
賛
歌
の
色
彩
な
の
で
あ
る
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

父
臥
し
て
幾
日
な
ら
む
月
の
夜
の
障
子
に
映
る
か

り
が
ね
の
影 

福
島
県　

大
槻　
　

弘

評　

父
の
病
状
が
な
か
な
か
好
い
方
向
に
向
か
わ
な
い
不
安
な
気
持
ち

が
「
か
り
が
ね
の
影
」
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
と
て
も
抒
情
的
に
美
し

く
格
調
高
く
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
形
で
詠
わ
れ
て
は
い
る
が
思

い
出
の
中
の
一
場
面
の
よ
う
で
も
あ
る
。

水
面
に
揺
れ
る
光
を
食は

み
な
が
ら
鯉
は
か
が
や
き

膨
ら
み
て
お
り 

東
京
都　

野
村　

信
廣

評　

寒
さ
の
中
に
も
光
の
輝
き
が
増
す
如
月
の
頃
、
水
面
に
出
て
き
て

あ
ぎ
と
う
（
呼
吸
す
る
）
鯉
の
様
子
が
生
き
生
き
と
詠
わ
れ
て
い
る
。

「
膨
ら
む
」
に
生
命
力
の
強
さ
が
籠
る
。

　

◆
薯
を
蒔
く
土
に
石
灰
混
ぜ
均
す
鍬
先
に
弥
生
の
日
射
し
散
ら
し
て

 

岩
手
県　

宍
戸
さ
と
る

　

◆
ジ
ー
パ
ン
の
少
女
は
長
き
脚
伸
ば
し
春
泥
の
道
跳
び
こ
し
て
ゆ
く

 

東
京
都　

長
谷
川　

瞳

　

◆
風
雪
の
予
報
ど
お
り
と
な
る
朝あ

し
た

従い
と
こ姉
の
訃
報
を
使
者
が
伝
え
来く

 

鳥
取
県　

山
本　

浩
一

　

◆
間
引
か
れ
し
養
殖
若
布
を
茹
で
あ
ぐ
る
磯
の
香
り
に
父ち

ち
は
は母
し
の
ぶ

 

岩
手
県　

阿
部　

𠘑
子

　

◆
亡
き
夫
が
植
え
い
し
水
仙
今
朝
ひ
ら
く
黄
に
輝
く
を
ス
マ
ホ
に
撮

　
　

り
ぬ 

山
口
県　

濱
田　

道
子

　

◆
廃
校
の
教
室
に
あ
る
望
遠
鏡
巡
る
星
座
と
旅
し
て
い
る
か

 

埼
玉
県　

新
井
巳
喜
男

　

◆
我
が
迷
い
消
し
て
下
さ
る
仏
像
に
時
を
忘
れ
て
手
を
合
せ
お
り

 

山
梨
県　

北
村　

富
子

　

◆
床
に
い
て
ギ
ロ
リ
だ
る
ま
に
睨
ま
れ
ぬ
病や

ま
い

の
夫
に
や
さ
し
く
し
ま

　
　

す 

北
海
道　

菊
地　

和
子

　

◆
春
一
番
俺
の
出
番
と
居
丈
高
木
を
目
覚
め
さ
せ
電
線
揺
す
る

 

福
島
県　

唯
木　

秀
雄

　

◆
車
窓
か
ら
お
ば
ち
ゃ
ん
バ
イ
バ
イ
声
く
る
る
見
知
ら
ぬ
幼お

さ
な
ご子
除
雪

　
　

の
我
に 

北
海
道　

吉
田　

洋
子

＊
選
者
詠

後
ろ
か
ら
か
け
し
言
の
葉
届
か
ず
に
俯う
つ
む

い
て
ゆ
く

　

陽か
げ
ろ
う炎
の
中 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　
「
弥
生
の
日
射
し
」「
春
泥
の
道
」「
磯
の
香
り
」
な
ど
に
春
を
迎
え

る
季
節
感
を
、
ま
た
一
方
「
除
雪
」
の
歌
も
あ
り
、
日
本
列
島
の
南
北

の
長
さ
を
味
わ
い
ま
し
た
。
北
海
道
の
吉
田
さ
ん
の
一
首
、
列
車
の
窓

を
開
け
て
の
声
掛
け
な
ら
、
そ
れ
も
春
の
訪
れ
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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大
本
山
永
平
寺

ご
本
山
だ
よ
り

大本山永平寺／０７７６-６３-３１０２

山や
ま

作ざ

務む

・
川か

わ
作ざ

務む

　
夏
に
な
る
と
永
平
寺
で
は
、
よ
く
山
や
川
の
中
で
作
務
を
い
た
し
ま
す
。

深
緑
の
山
の
中
で
掃
除
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
何
と
も
言
え
な
い
清
々
し
い

気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　
林
の
中
を
掃
き
、川
の
中
を
磨
き
、山
の
中
を
草
取
り
す
る
の
で
す
か
ら
、

も
ち
ろ
ん
終
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
実
は
、
こ
の
作
務
に
こ
そ
、
永
平
寺
に
連
綿
と
伝
わ
る
大
切
な
用
心
が
あ

る
の
で
す
。

　
昔
、
慧え

蔵ぞ
う
と
い
う
和
尚
が
寺
の
台
所
で
せ
っ
せ
と
働
い
て
お
り
ま
し
た
。

　
あ
る
日
、
慧
蔵
は
や
っ
て
き
た
他
の
和
尚
に
「
お
前
は
台
所
で
何
を
し
て

い
る
の
か
」
と
問
わ
れ
ま
す
。
す
る
と
慧
蔵
は
「
は
い
、
牛
に
餌
を
や
っ
て

お
り
ま
す
」
と
答
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
台
所
に
は
牛
な
ど
お
り
ま
せ
ん
。

　
す
る
と
、
そ
の
和
尚
は
さ
ら
に
「
ど
う
や
っ
て
牛
に
餌
を
や
る
の
か
」
と

問
い
か
け
ま
す
。
慧
蔵
は
「
牛
が
脇
道
に
入
っ
て
い
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
手
綱

を
引
っ
張
っ
て
き
ま
す
」
と
答
え
ま
し
た
。

　

質
問
を
し
た
和
尚
は
、「
そ
れ
で
こ
そ
、
本
当
に
牛
に
餌
を
や
れ
る
な
」

と
い
い
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
い
う
「
牛
」
と
は
、
私
た
ち
自
身
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
日
々
の
生

活
の
中
で
、
わ
が
身
・
わ
が
生
活
を
と
と
の
え
続
け
る
姿
は
、
そ
の
ま
ま
仏

さ
ま
で
す
。

　
永
平
寺
の
修
行
僧
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
綱
を
引
い
て
、
作
務
を
す
る

の
で
す
。

　
こ
こ
で
は
、
春
に
は
花
が
、
夏
に
は
草
木
が
、
秋
に
は
紅
葉
が
、
冬
に
は

雪
が
境
内
を
彩
り
ま
す
。
ど
の
季
節
に
な
っ
て
も
、
作
務
は
終
わ
る
こ
と
が

あ
り
ま
せ
ん
。
修
行
僧
た
ち
は
、
日
々
の
修
行
生
活
の
中
で
、
仲
間
と
共
に

切
磋
琢
磨
し
、
自
己
を
浄
む
る
作
務
に
身
を
投
じ
て
い
る
の
で
す
。
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ご
本
山
だ
よ
り

大
本
山
總
持
寺

大本山總持寺／０４５-５８１-６０２１

伝で
ん

光こ
う

会え

摂せ
っ

心し
ん

　
　
参さ
ん

と
不ふ

参さ
ん

に
よ
り
て
徹て
つ

人に
ん

未み

徹て
つ

人に
ん

あ
り

　
入
梅
の
時
節
を
迎
え
、
紫
陽
花
が
雨
に
映
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
境
内
全
体
が
新
緑
に
包
ま
れ
る
中
、
本
年
度
の
「
伝
光
会
摂
心
」
が
六
月

四
日
（
月
）
か
ら
八
日
（
金
）
ま
で
行
わ
れ
ま
す
。

　
期
間
中
は
坐
禅
に
徹
す
る
と
と
も
に
、池い

け
田だ

魯ろ

參さ
ん
老
師（
駒
澤
大
学
総
長
）

ご
提
唱
に
よ
る
『
伝で

ん
光こ

う
録ろ

く
』
を
参
究
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
昭
和
二
十
一
年
に
独
住
第
十
七
世
の
渡わ

た
辺な

べ
玄げ

ん
宗し

ゅ
う

禅
師
が
私
財
を
投

じ
て
始
め
ら
れ
た
行
持
で
、
一
般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

　
『
伝
光
録
』
は
、
瑩
山
禅
師
が
お
示
し
に
な
ら
れ
た
も
の
で
、
お
釈
迦
さ

ま
か
ら
始
ま
る
五
十
二
人
の
祖
師
方
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
章
を
設
け
、
お
一

人
お
一
人
の
足
跡
や
教
え
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
瑩
山
禅
師
の
尊
い

お
言
葉
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
『
伝
光
録
』
を
参
究
し
、
坐

禅
に
励
む
の
が
伝
光
会
摂
心
な
の
で
す
。

　
副
題
の
言
葉
は
「
仏
道
に
参
じ
る
か
参
じ
な
い
か
、
こ
の
違
い
こ
そ
が
徹

底
し
た
人
と
そ
う
で
な
い
人
の
分
か
れ
道
で
あ
る
」
と
い
う
『
伝
光
録
』
の

一
節
で
す
。
特
に
、
こ
の
春
上
山
し
た
ば
か
り
の
修
行
僧
に
と
っ
て
は
初
め

て
の
摂
心
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
徹
人
を
目
指
す
五
日
間
と
な
り
ま
す
。
伝

光
会
摂
心
が
終
わ
る
と
、
夏
安
居
の
修
行
も
い
よ
い
よ
仕
上
げ
に
入
っ
て
い

き
ま
す
。
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