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「
そ
れ
か
ら
の
定
有
堂
」 

 

そ
の
二
十
一 

中
原
中
也
『
朝
の
歌
』 

奈
良 

敏
行 

（
笈
の
定
有
） 

    

「
笈
の
定
有
」
は
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
遡
上
す
る
。
古
い
愛
読
書

を
「
笈
」
か
ら
取
り
出
す
。
大
岡
昇
平
の
『
朝
の
歌
』
だ
。 

《
人
が
一
生
の
う
ち
に
実
現
で
き
る
思
想
は
、
二
十
五
歳
ま
で
に
包

懐
さ
れ
た
も
の
だ
け
だ
と
い
っ
た
の
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
あ
る
。
た
だ

そ
れ
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
一
生
か
か
っ
て
も
足
り
な
い
と
、
た

し
か
付
け
加
え
て
あ
っ
た
と
思
う
。
》 

 

若
い
日
に
優
れ
た
他
者
と
出
会
え
る
の
は
幸
せ
な
こ
と
だ
。
し
か

し
自
己
確
立
の
途
上
に
才
能
あ
る
人
々
が
出
会
っ
て
し
ま
う
の
は

悲
劇
で
も
あ
る
。
大
岡
昇
平
は
そ
ん
な
悲
劇
の
目
撃
者
だ
っ
た
。
二

つ
の
才
能
の
葛
藤
の
ど
真
ん
中
に
遭
遇
し
た
の
だ
っ
た
。
中
原
中
也

と
小
林
秀
雄
。
中
也
は
小
林
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。 

《
こ
の
男
は
か
つ
て
心
的
活
動
の
出
発
点
に
際
し
、
純
粋
に
自
己
自

身
の
す
な
わ
ち
魂
の
興
味
よ
り
も
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
の
方
を
一
歩
先
に

出
し
た
の
で
す
。
》
（
「
小
林
秀
雄
小
論
」
） 

 

中
原
中
也
と
い
う
純
粋
精
神
と
そ
の
批
評
精
神
を
目
撃
し
創
作

が
で
き
な
く
な
っ
て
批
評
家
に
な
っ
た
小
林
秀
雄
と
い
う
男
の
出

会
い
の
消
息
だ
。
こ
の
分
岐
点
に
「
初
発
衝
動
」
の
生
成
を
見
る
。

大
岡
昇
平
は
い
う
。 

《
西
欧
の
文
化
の
理
解
が
進
め
ば
、
そ
の
頽
廃
も
ま
た
影
響
せ
ず
に

は
い
な
い
》 

《
し
か
し
こ
れ
等
が
サ
ロ
ン
も
貴
婦
人
も
二
輪
馬
車
も
な
い
日
本

の
六
畳
の
書
斎
の
憂
鬱
に
摂
取
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
病
状
を
悪

化
さ
せ
る
。
》 

 

中
也
は
故
郷
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
し
て
京
都
の
立
命
館
中
学
へ

進
む
。
そ
こ
で
三
ヶ
月
間
ほ
ど
国
語
を
教
え
て
い
た
冨
倉
徳
次
郎
の

知
己
を
得
、
冨
倉
の
同
級
生
だ
っ
た
冨
永
太
郎
を
知
る
。
太
郎
は
い

ち
早
く
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
発
見
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
頽
廃
に
閉

塞
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
友
人
小
林
秀
雄
が
ラ
ン
ボ
オ
を
教
え
る
。
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
→
ラ
ン
ボ
オ
の
発
見
が
こ
の
青
春
群
像
の
事
件
だ
っ

た
。 

 

そ
し
て
冨
永
太
郎
は
「
秋
の
悲
歎
」
と
い
う
詩
を
つ
く
る
。 

《
私
は
透
明
な
秋
の
薄
暮
の
中
に
墜
ち
る
。
戦
慄
は
去
っ
た
。
道
路

の
あ
ら
ゆ
る
直
線
が
甦
る
。
あ
れ
ら
の
こ
ん
も
り
と
し
た
貧
婪
な

樹
々
さ
え
も
闇
を
ま
ね
い
て
は
い
な
い
。
》 

 

ラ
ン
ボ
オ
の
「
別
離
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
詩
だ
。
そ
し
て
救
済

を
う
た
う
の
だ
が
、
救
済
の
到
来
を
信
じ
て
は
い
な
い
点
で
共
通
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だ
。
救
済
に
見
放
さ
れ
て
ラ
ン
ボ
オ
は
『
地
獄
の
季
節
』
か
ら
『
イ

リ
ュ
ミ
ナ
シ
オ
ン
』
へ
歩
を
進
め
る
。
字
句
の
聚
集
（
大
岡
昇
平
）

が
魅
力
な
の
だ
が
、
冨
永
太
郎
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
葉
を
張
り
渡

す
。 

《
炎
上
す
る
花
よ
、
灼
鉄
の
草
よ
、
毛
皮
よ
、
鱗
よ
、
羽
毛
よ
、
音

よ
、
祭
日
よ
、
物
々
の
焦
げ
る
臭
い
よ
。
》
（
「
鳥
獣
剥
製
所
」
） 

 

ラ
ン
ボ
オ
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。 

《
森
の
は
ず
れ
に
―
―
夢
の
花
、
静
か
に
鳴
る
響
き
、
光
輝
く
》 

《
辿
る
小
道
は
起
伏
し
て
、
丘
陵
を
、
え
に
し
だ
は
覆
い
、
大
気
は

動
か
ず
、
あ
あ
、
は
や
遠
い
、
小
鳥
の
歌
、
泉
の
声
。
行
き
着
く
と

こ
ろ
は
世
の
果
て
か
。
》 

 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
自
己
の
美
意
識
に
閉
塞
し
た
。
救
済
は
外
部
へ

出
る
こ
と
の
他
に
は
な
い
。
し
か
し
外
部
へ
出
れ
ば
、
そ
の
「
美
」

は
失
わ
れ
る
。
ポ
ス
ト
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ラ
ン
ボ
オ
は
言
語
的
な

解
決
で
な
く
実
行
に
よ
っ
て
外
部
へ
出
て
し
ま
う
。 

 

西
洋
か
ら
渡
っ
て
き
た
「
美
意
識
」
と
そ
こ
か
ら
の
「
脱
出
」
と

い
う
そ
ん
な
葛
藤
の
時
代
に
、中
也
と
小
林
秀
雄
が
遭
遇
し
た
。「
事

件
」
だ
っ
た
の
だ
。 

 

い
ま
甦
る
の
は
小
林
秀
雄
だ
ろ
う
か
、
中
原
中
也
だ
ろ
う
か
。
中

也
に
つ
い
て
、
大
岡
昇
平
は
い
う
。 

《
彼
は
詩
人
と
し
て
当
然
で
す
が
、
い
い
耳
を
持
っ
て
い
た
。
翻
訳

語
に
限
ら
ず
俗
語
か
ら
響
き
の
い
い
も
の
を
選
ん
で
、
自
分
の
詩
に

は
め
こ
む
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
何
よ
り
も
こ
れ
は
朗
読
し
易
く
、

歌
い
よ
い
詩
で
あ
っ
た
。
》 

 

冨
永
太
郎
は
二
十
四
歳
で
生
涯
を
終
え
、
中
也
は
三
十
歳
で
死
去

す
る
。
「
外
部
」
へ
出
な
か
っ
た
、
そ
れ
ゆ
え
の
純
粋
精
神
は
美
し

い
。
こ
れ
ら
の
純
粋
精
神
に
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
小
林
秀
雄
は
得
た

も
の
と
失
っ
た
も
の
と
を
背
負
っ
て
生
き
る
こ
と
と
な
る
。 

 

「
笈
の
定
有
」
は
、
こ
の
「
事
件
」
を
甦
ら
せ
る
。
『
朝
の
歌
』

を
読
も
う
よ
、
と
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
へ
と
誘
う
。
呼
応
す
る
人
は
い

る
だ
ろ
う
か
。 
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