
独
歩
『
源
お
ぢ
』
考

　
　
　
　
一

　
小
説
「
源
叔
父
」
が
独
歩
吟
客
の
署
名
で
『
文
芸
倶
楽
部
』
　
（
第

三
巻
一
一
編
）
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
年
八
月
の
こ
と
で

あ
る
。
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
見
る
と
、
明
治
三
十
年
五
月
十
三
日

の
条
に
「
今
日
「
源
叔
父
」
の
清
書
を
了
は
り
ぬ
。
半
紙
三
十
枚
な

り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
独
歩
は
日
光
に
在
っ
た
。
四
月
二

十
二
日
の
記
に
、
「
日
光
山
照
尊
院
に
在
り
」
と
あ
る
か
ら
、
四
月

か
ら
日
光
に
滞
在
し
て
「
源
叔
父
」
を
創
作
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
翌
日
の
二
十
三
日
夜
九
時
の
記
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
。

　
　
我
身
を
詩
人
の
▽
人
と
思
ひ
定
め
つ
、
或
物
書
き
成
さ
ん
と
し

　
　
て
此
の
地
に
来
り
ぬ
。
或
物
と
は
何
ぞ
や
。
あ
ｘ
或
物
と
は
何

　
　
ぞ
や
。

　
　
過
ぎ
し
幾
歳
の
事
件
、
眼
閉
づ
れ
ば
幻
と
浮
び
て
鮮
や
か
に
現

　
　
は
れ
来
る
。
山
や
河
や
、
言
ふ
ま
で
も
な
し
。
彼
の
人
の
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
　
　
藤
　
　
　
　
　
茂

　
　
此
の
人
の
事
、
三
年
昔
の
一
夜
の
事
、
二
年
前
の
朝
の
事
。
あ
ｘ

　
　
何
物
か
詩
料
な
ら
ざ
る
。
こ
れ
を
描
き
て
詩
と
成
し
上
げ
ん
術

　
　
も
が
な
。

　
　
経
歴
以
外
の
事
を
誰
か
書
き
得
ん
。
現
な
ら
ざ
り
し
事
を
誰
か

　
　
夢
み
得
ん
。

　
右
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
作
品
が
、
前
述
し
た
「
源
叔
父
」
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、
「
三
年
昔
の
一
夜
の
事
」
と
い
う
の
は
、
「
欺
か

ざ
る
の
記
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
明
治
二
十
七
年
七
月
二
十
二
日
の

一
夜
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
源
お
ぢ
」
の
冒
頭
に

は
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
　
　
都
よ
り
一
人
の
年
若
き
教
師
下
り
来
た
り
て
佐
伯
の
子
弟
に

　
　
語
学
教
ふ
る
こ
と
殆
ど
一
年
、
秋
の
中
頃
来
り
て
夏
の
中
頃
去

　
　
り
ぬ
。
夏
の
初
、
渠
は
城
下
に
住
む
こ
と
を
厭
ひ
て
、
半
里
隔

　
　
て
し
、
桂
と
呼
ぶ
港
の
岸
に
移
り
つ
、
（
略
）
或
夕
、
雨
降
り

　
　
風
起
ち
て
磯
打
つ
波
音
も
や
ゝ
荒
き
に
、
独
り
を
好
み
て
言
葉

　
　
少
な
き
教
師
も
さ
す
が
に
物
淋
し
く
、
二
階
な
る
一
室
を
下
り

１



　
　
て
主
人
夫
婦
が
足
投
げ
だ
し
て
涼
み
居
し
縁
先
に
来
り
ぬ
。
夫

　
　
婦
は
灯
つ
け
ん
と
も
せ
ず
薄
暗
き
中
に
団
扇
も
て
蚊
や
り
つ
ｉ

　
　
語
れ
り
、
教
師
を
見
て
、
珍
ら
し
や
と
坐
を
譲
り
つ
。
夕
闇
の

　
　
風
、
軽
ろ
く
雨
を
吹
け
ば
一
滴
二
滴
、
面
を
払
を
三
人
は
心
地

　
　
よ
げ
に
受
け
て
四
面
の
話
に
入
り
ぬ
。

　
独
歩
こ
と
国
木
田
哲
夫
が
二
十
二
円
五
十
銭
の
旅
費
を
も
ら
っ
て

佐
伯
に
赴
任
し
た
の
は
、
明
治
二
十
六
年
九
月
三
十
日
の
こ
と
刄
あ

る
。
富
永
旅
人
宿
、
月
本
旅
人
宿
に
投
宿
し
た
後
、
坂
本
永
年
邸
に

下
宿
、
翌
年
七
月
一
日
日
曜
日
に
葛
港
の
鎌
田
旅
人
宿
に
転
居
す
る
。

　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
見
る
と
、
明
治
二
十
七
年
七
月
二
日
の
項
に
、

　
　
　
　
　
午
後
七
時
半
記
ス

　
　
ー
日
は
日
曜
日
、
此
日
午
前

　
　
坂
本
氏
を
去
り
て
桂
港
の
浜
に
宿
を
転
ず
、
蒸
気
問
屋
な
り
。

と
あ
る
。
そ
し
て
同
年
七
月
二
十
三
日
の
記
に
、

　
　
昨
夜
雨
あ
り
今
日
雨
あ
り
、
人
再
生
の
思
ひ
あ
り
、
青
稲
蘇
生

　
　
の
色
あ
り
。

　
　
昨
夜
涼
風
に
乗
じ
て
宿
処
の
主
人
等
と
語
る
、
夜
更
け
て
雨
を

　
　
き
ｘ
つ
ｘ
一
文
を
草
じ
ぬ

と
記
さ
れ
て
い
る
。
小
説
「
源
お
ぢ
」
の
冒
頭
の
部
分
と
右
の
日
記

の
箇
所
を
照
合
し
て
み
れ
ば
、
「
夕
闇
の
風
、
軽
く
雨
を
吹
け
ば
」

と
い
う
小
説
の
描
写
が
、
「
昨
夜
雨
あ
り
」
「
人
再
生
の
思
ひ
あ
り
」

　
「
涼
風
に
乗
じ
て
…
…
」
と
い
う
日
記
の
記
述
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

こ
と
が
納
得
で
き
る
。
た
だ
小
説
に
お
い
て
「
宿
の
主
人
は
事
も
な

げ
に
此
翁
が
上
を
語
り
ぬ
。
げ
に
珍
か
ら
ぬ
人
の
身
の
上
の
み
、
か
ｉ

る
翁
を
求
め
ん
に
は
山
の
蔭
、
水
の
辺
、
国
々
に
は
沢
な
る
べ
し
。

さ
れ
ど
わ
れ
い
か
で
此
翁
を
忘
れ
得
ん
や
。
余
に
は
此
翁
だ
ゞ
何
者

を
か
秘
め
居
て
誰

例
の
怪
し
き
意
の

一
人
開
く
事
叶
は
ぬ
箱
の
如
き
思
す
。
こ
は
余
が

作
用
な
る
べ
き
歎
。
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
わ
れ
此

翁
を
懐
ふ
時
は
遠
き
笛
の
４
¥
Ｐ
て
故
郷
恋
ふ
る
旅
人
の
情
、
動
き

つ
、
又
は
想
高
き
詩
の
一
節
読
み
了
は
り
て
限
り
な
き
大
空
を
仰
ぐ

が
如
き
心
地
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
源
叔
父
に
つ
い
て
は
、
そ
の

日
の
日
記
に
は
何
ら
の
言
及
が
な
い
。
そ
こ
で
前
年
の
十
一
月
二
十

七
日
の
条
に
見
え
る
、
「
昨
夜
、
二
階
を
下
り
坂
本
老
人
と
語
る
、

佐
伯
に
一
個
の
老
翁
あ
り
。
奇
怪
の
者
を
担
ふ
て
行
く
を
し
ば
く

見
受
け
ぬ
　
此
老
翁
の
事
を
問
ひ
、
多
少
聞
き
得
た
り
。
此
翁
同
情

に
堪
へ
ず
何
れ
の
時
か
遇
ふ
て
親
し
く
語
る
可
し
」
と
い
う
そ
の
老

翁
を
源
叔
父
と
見
な
す
見
方
も
行
わ
れ
て
い
る
。
事
実
、
学
研
の
全

集
の
注
も
「
永
年
の
子
息
真
澄
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
老
翁
は
中
の
谷

の
避
病
院
の
爺
で
、
日
々
町
役
場
と
の
間
を
往
復
し
た
と
い
ふ
。

「
源
お
ぢ
」
の
構
想
の
も
と
に
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

　
「
構
想
の
も
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
注
記
は
必
ず
し
も
源
叔
父
の
モ

デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
誤
解
さ
れ
る

可
能
性
を
持
っ
た
表
現
で
は
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
小
野

茂
樹
が
、
「
独
歩
研
究
家
の
中
に
は
、
無
条
件
に
こ
の
老
翁
が
源
お

じ
で
あ
る
と
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
人
も
い
る
が
、
私
は
む
し
ろ
こ

れ
は
源
お
じ
と
は
違
う
人
間
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
言
い
、
そ
の
理

由
を
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
そ
れ
は
源
お
じ
に
当
る
人
物
が
住
ん
で
い
た
葛
港
か
ら
独
歩
の
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下
宿
坂
本
（
略
）
ま
で
は
小
一
里
も
の
遠
路
離
に
あ
っ
た
の
に
、

　
　
渡
船
業
の
源
お
じ
が
日
記
に
あ
る
よ
う
に
「
し
ば
し
ば
」
こ
の

　
　
遠
い
道
を
歩
い
て
町
の
方
へ
出
か
け
て
く
る
こ
と
は
恐
ら
く
な

　
　
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
葛
港
か
ら
町
へ
来
る
に
し
て
も
、
無

　
　
理
に
坂
本
の
前
を
迂
回
す
る
必
要
は
な
く
、
他
に
適
当
な
道
は

　
　
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

　
こ
う
書
い
た
上
で
氏
は
、
さ
ら
に
「
坂
本
真
澄
氏
の
話
で
は
、
坂

本
の
近
く
の
養
賢
寺
裏
に
避
病
院
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
源
爺
」
と
い

う
小
使
の
老
人
が
住
ん
で
い
て
、
時
々
坂
本
の
前
の
道
を
通
っ
て
、

避
病
院
と
町
役
場
と
の
間
を
往
き
来
し
て
い
た
と
の
事
で
あ
る
の
で
、

私
は
右
の
日
記
中
の
「
老
翁
」
は
、
こ
の
避
病
院
の
老
人
の
方
だ
と

思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
小
説
中
の
「
源
叔
父
」
と
い
う
名
前
は
、
或

は
こ
の
「
源
じ
い
」
の
名
か
ら
引
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

わ
れ
る
。
佐
伯
の
海
辺
地
で
は
一
般
に
、
年
長
の
男
を
呼
ぶ
の
に

「
○
○
お
じ
」
と
い
う
云
い
方
を
し
て
い
る
が
、
独
歩
は
そ
の
呼
び

方
に
従
っ
て
「
源
じ
い
」
を
更
え
て
「
源
お
じ
」
と
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
言
い
添
え
て
い
る
。

　
以
上
の
道
を
実
際
に
歩
い
て
み
た
私
に
は
、
氏
の
右
の
説
は
ま
こ

と
に
妥
当
な
結
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
松
本
義
一
も
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
さ
て
、
小
説
で
は
源
叔
父
は
次
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
。

　
　
そ
の
頃
渡
船
を
業
と
な
す
も
の
多
き
う
ち
に
も
、
源
が
名
は
浦
々

　
　
に
ま
で
聞
え
し
。
そ
は
心
た
し
か
に
侠
気
あ
る
若
者
な
り
し
が

　
　
故
の
み
な
ら
ず
、
別
に
深
き
故
あ
り
、
げ
に
君
に
も
聞
か
し
度

く

　
き
は
其
頃
の
源
が
声
に
ぞ
あ
り
け
る
。
人
々
は
彼
が
櫓
こ
ぎ
つ
ぺ

　
歌
ふ
を
聴
か
ん
と
て
撰
び
て
彼
が
舟
に
乗
り
た
り
。
さ
れ
ど
言

　
葉
少
な
き
は
今
も
昔
も
変
ら
ず
。

そ
の
名
は
池
田
源
太
郎
。
妻
百
合
、
独
子
幸
助
。
妻
ゆ
り
は
美
し

、
「
若
き
夫
婦
の
幸
し
き
月
日
は
夢
よ
り
淡
く
過
ぎ
」
る
の
だ
が
、

幸
助
七
歳
の
年
、
彼
女
は
「
二
度
目
の
産
重
く
し
て
」
亡
く
な
っ
て

し
ま
う
。
さ
ら
に
幸
肋
十
二
歳
の
年
、
今
度
は
独
子
の
幸
助
ま
で
が
、

源
叔
父
ひ
と
り
残
し
て
海
に

郎
自
身
も
家
の
傍
の
松
の
枝

る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
源
太

て
果
て
る
。

　
後
に
国
木
田
独
歩
は
「
源
叔
父
其
人
も
「
紀
州
」
と
称
す
る
乞
食

の
少
年
も
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
（
略
）
而
し
て
此
一
編
中
に
記
述

し
た
る
此
両
人
そ
れ
ぐ
の
身
の
上
の
事
も
事
実
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
そ
こ
で
当
時
の
日
記
で
あ
る
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
幡
い

て
み
る
と
、
紀
州
に
関
す
る
記
事
は
あ
ち
こ
ち
に
見
え
て
い
る
の
に
、

源
叔
父
に
関
す
る
そ
れ
は
ま
っ
た
く
見
当
ら
な
い
。
そ
こ
で
前
述
し

た
よ
う
に
坂
本
翁
よ
り
聞
い
た
老
翁
を
、
そ
の
モ
デ
ル
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
小
説
に
描
か
れ
た
場
面
に

符
合
す
る
情
景
は
、
明
治
二
十
七
年
七
月
二
十
三
日
に
記
さ
れ
た
二

十
二
日
の
夜
の
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
松
本
、
小
野
説
を
妥
当

と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
源
叔
父
が
ど
の

よ
う
な
人
で
あ
っ
た
の
か
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
績
く
限
り
で
は

分
か
ら
な
い
。
こ
の
不
明
の
源
叔
父
の
モ
デ
ル
を
突
き
と
め
た
人
が

松
本
義
一
で
あ
っ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
モ
デ
ル
は
次
の
よ
う
な
人

物
で
あ
る
。
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佐
伯
葛
港
の
市
ケ
谷
地
区
に
住
ん
で
い
た
渡
船
業
の
高
原
嘉
治
郎
、

弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
正
月
廿
六
日
出
生
、
明
治
廿
九
年
（
一
八

九
六
）
十
一
月
一
日
死
亡
。
妻
コ
ト
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
三

月
六
日
出
生
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
八
月
十
日
入
籍
、
明
治
廿

三
年
（
一
八
九
〇
）
五
月
廿
八
日
死
亡
。
長
男
亀
太
郎
、
明
治
七
年

（
一
八
七
四
）
八
月
廿
日
出
生
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
十
一

月
十
九
日
病
死
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
若
き
教
師
に
源
叔
父
の
身
の
上
を
語
っ
た
宿
の
主
の
モ
デ
ル
は
、

鎌
田
旅
人
宿
（
兼
汽
船
問
屋
）
の
清
作
、
そ
の
妻
ヨ
子
。

　
乞
食
紀
州
の
モ
デ
ル
は
、
そ
の
墓
標
前
面
に
「
行
路
病
者
俗
称
紀

州
之
墓
」
、
左
面
に
「
自
称
野
嶋
松
之
助
」
と
書
か
れ
て
い
た
人
物
。

　
（
以
上
、
松
本
義
一
　
『
国
木
田
独
歩
『
源
叔
父
』
ア
ル
バ
ム
』
に
よ

る
）

　
右
に
よ
る
と
哲
夫
在
伯
の
時
、
嘉
治
郎
の
妻
コ
ト
、
長
男
亀
太
郎

は
既
に
亡
く
な
り
、
嘉
治
郎
は
一
人
で
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
独
歩
は
「
此
両
人
そ
れ
ぐ
の
身

の
上
の
事
も
事
実
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
嘉
治
郎
の

身
の
上
と
源
叔
父
の
身
の
上
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
妻
と
子
の
死
亡
の
順
序
の
相
違
。
小
説
で
は
妻
が
先

に
亡
く
な
り
、
次
に
子
が
溺
死
す
る
。
し
か
し
実
際
に
は
子
供
が
病

死
し
た
後
、
妻
は
さ
ら
に
十
一
年
生
き
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
次
に

そ
の
死
因
の
相
違
。
小
説
で
は
源
叔
父
の
子
は
十
二
歳
で
溺
死
し
、

源
叔
父
は
松
の
枝
に
綸
死
す
る
の
だ
が
、
戸
籍
上
は
子
供
は
六
歳
で

病
死
と
な
っ
て
お
り
、
嘉
治
郎
の
死
因
は
胃
を
悪
く
し
た
こ
と
に
よ

る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
落
網
代
出
身
の
高
司
作
太
郎
か
ら
安
藤
博

行
の
聞
い
た
次
の
よ
う
な
聞
き
書
を
、
松
本
は
前
引
書
に
載
せ
て
い

る
。

　
　
嘉
治
じ
い
が
死
ん
だ
頃
（
廿
九
年
）
は
私
の
小
さ
い
時
で
、
べ

　
　
つ
だ
ん
記
憶
は
な
い
が
、
後
に
な
っ
て
父
（
唯
治
。
昭
和
十
一

　
　
年
旧
三
月
廿
六
日
没
、
年
七
十
七
）
や
老
人
た
ち
か
ら
聞
い
た

　
　
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
じ
い
は
∵
入
幕
し
の
た
め
、
朝
だ
け
飯
を

　
　
炊
き
、
面
倒
な
時
や
忙
し
い
時
は
、
そ
れ
す
ら
も
せ
ず
、
仕
事

　
　
が
あ
れ
ば
舟
を
出
し
、
生
米
を
か
み
か
み
櫓
を
押
し
て
い
た
。

　
　
そ
れ
で
胃
を
悪
く
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

従
っ
て
源
叔
父
の
綸
死
は
、
独
歩
の
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
「
病
死
」
と
戸
籍
に
あ
る
亀
太
郎
の
死
因
は
、
実
は
小
説
の
幸

助
と
同
じ
溺
死
だ
っ
た
。
明
治
廿
三
年
五
月
三
日
生
ま
れ
の
尾
川
茂

古
が
、
「
子
供
の
亀
太
郎
は
、
じ
い
の
留
守
中
、
海
に
溺
れ
て
死
ん

だ
と
聞
い
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
た
こ
と
、
高
司
作
太
郎
、
高
司
リ

ツ
、
高
原
カ
ネ
も
同
様
に
語
っ
て
い
た
こ
と
を
、
松
本
は
報
告
し
た

後
、
さ
ら
に
「
溺
死
が
海
岸
地
方
の
人
々
に
恐
れ
ら
れ
、
か
つ
忌
み

嫌
わ
れ
て
い
た
の
で
、
届
け
出
の
場
合
、
そ
の
溺
死
を
病
死
と
申
し

出
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
無
理
と
は
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と

『
国
木
田
独
歩
『
源
叔
父
』
ア
ル
バ
ム
』
に
書
い
て
い
る
。

　
第
三
の
相
違
は
源
叔
父
の
妻
の
出
自
と
高
原
嘉
治
郎
の
妻
の
出
自

で
あ
る
。
前
者
は
小
説
に
「
妻
は
美
し
か
り
し
。
名
を
百
合
と
呼
び
、

大
人
島
の
生
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
大
人
島
生
ま
れ
と
設
定
さ
れ
て

い
る
の
に
、
後
者
は
久
部
村
の
出
身
で
あ
っ
た
。

－４



一

一

　
　
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
見
る
と
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
源
叔
父
の

モ
デ
ル
に
つ
い
て
の
言
及
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
哲
夫
自
身

が
渡
船
に
乗
っ
た
体
験
を
、
彼
は
興
味
深
く
描
い
て
い
る
。
例
え
ば
、

明
治
二
十
六
年
十
一
月
六
日
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
前
目
元

越
山
の
南
に
あ
る
十
二
段
と
い
う
山
に
登
る
途
中
で
乗
っ
た
川
船
の

様
子
。

　
　
　
（
略
）
船
上
町
の
川
岸
よ
り
川
船
に
乗
り
て
木
立
と
謂
ふ
村
の

　
　
川
岸
に
着
す
。
此
間
水
上
一
里
を
少
し
越
ゆ
。
同
船
者
は
余
と

　
　
弟
を
除
き
て
七
人
、
中
、
女
三
人
。
彼
等
の
談
話
は
吾
が
耳
に

　
　
新
な
り
き
。
凡
て
此
人
々
の
談
話
は
耳
に
新
な
り
。
船
頭
は
老

　
　
ひ
た
れ
ど
逞
ま
し
げ
な
る
男
な
り
。
船
ゆ
る
や
か
に
河
流
を
渡

　
　
る
心
地
の
面
白
さ
。
吾
に
は
じ
め
て
の
事
也
。
両
岸
の
紅
葉
、

　
　
岸
頭
の
茅
屋
、
之
を
か
こ
む
ま
が
き
、
其
傍
に
立
つ
田
舎
娘
、

　
　
青
び
か
る
淵
、
き
び
わ
る
げ
の
う
づ
、
皆
吾
が
目
に
め
づ
ら
し

　
　
か
ら
ぬ
は
な
し
。
此
の
河
船
も
た
し
か
に
吾
物
語
の
料
な
り
と

　
　
思
ふ
。
之
れ
に
よ
り
て
往
復
す
る
田
舎
の
民
、
其
婦
、
其
娠
、

　
　
其
小
女
、
い
ち
く
た
。
ヽ
さ
ば
悉
く
相
応
の
美
し
き
物
語
を
も

　
　
た
ぬ
は
な
か
る
ま
じ
と
思
は
る
。
同
情
に
堪
へ
ぬ
は
此
等
の
生

　
　
涯
な
り
。

　
こ
こ
に
書
き
留
め
ら
れ
た
同
船
者
へ
の
興
味
、
船
頭
へ
の
思
い
、

そ
れ
は
次
の
七
日
の
条
に
見
ら
れ
る
、
こ
の
日
の
帰
り
に
乗
っ
た
河

船
の
も
う
工
人
の
船
頭
の
記
憶
と
共
に
、
小
説
「
源
お
ぢ
」
創
作
の

発
想
に
関
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
十
二
段
よ
り
の
帰
路
、
又
だ
河
船
に
乗
る
、
船
頭
只
だ
吾
等
両

　
　
人
の
為
め
に
船
を
行
る
、
此
船
頭
は
先
き
の
船
頭
と
は
別
人
な

　
　
り
。
さ
れ
ど
等
し
く
老
人
な
り
。
夕
陽
已
に
斜
に
秋
の
晴
天
を

　
　
照
ら
す
に
当
り
、
船
ゆ
る
や
か
に
河
流
を
わ
た
る
、
船
頭
は
言

　
　
て
長
崎
に
在
り
て
黒
船
も
造
り
た
る
事
あ
り
と
自
か
ら
語
る
、

　
　
其
述
懐
は
人
を
し
て
人
生
の
経
過
を
思
は
し
む
、
吾
此
老
人
を

　
　
忘
る
ｉ
能
は
ず
。
何
と
な
れ
ば
彼
を
一
個
の
ソ
ー
ル
と
し
て
天

　
　
地
問
に
於
け
る
人
間
の
生
涯
と
な
せ
ば
也
。
此
老
翁
の
一
生
と

　
　
雖
も
、
必
ず
深
き
物
語
あ
る
こ
と
必
せ
り
。
彼
何
故
に
船
大
工

　
　
と
な
り
し
か
。
彼
の
小
児
の
時
代
は
如
何
な
り
し
ぞ
。
彼
の
親

　
　
は
如
何
。
彼
長
崎
に
在
る
時
は
如
何
な
り
し
ぞ
。
彼
何
故
に
帰

　
　
国
せ
し
ぞ
。
而
し
（
て
脱
力
）
今
は
一
般
の
小
舟
を
こ
ぎ
て
人

　
　
を
わ
た
し
以
て
其
生
活
を
９
ｙ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
に
至
り
た
る
乎
。

　
　
彼
に
妻
あ
ら
ざ
る
乎
。
彼
に
小
児
あ
ら
ぬ
乎
。
今
あ
る
か
、
な

　
　
き
乎
。
彼
一
生
の
悲
喜
哀
感
は
如
何
。
若
し
此
の
如
く
想
像
し

　
　
来
れ
ば
此
一
個
の
翁
と
雖
も
必
ず
大
な
る
物
語
あ
る
可
し
。
嗚

　
　
呼
此
老
人
が
一
生
は
如
何
な
る
生
命
な
る
ぞ
。

　
一
読
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
右
の
船
頭
は
源
叔
父
の
モ
デ
ル
で

は
な
い
。
第
一
に
海
で
は
な
く
河
の
渡
船
の
船
頭
で
あ
る
。
第
二
に

源
叔
父
に
は
長
崎
に
お
け
る
造
船
の
経
歴
は
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、

後
半
部
を
読
む
と
、
哲
夫
の
こ
の
船
頭
の
身
の
上
に
め
ぐ
ら
す
想
像

の
延
長
線
上
に
、
独
歩
の
源
叔
父
像
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
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か
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
翌
年
、
鎌
田
旅
人
宿
で
聞
い
た
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ

原
嘉
治
郎
の
身
の
上
を
独
歩
は
、
コ
個
の
ソ
ー
ル
と
し
て
天
地
間

に
於
け
る
人
間
の
生
涯
」
と
な
し
て
、
「
源
お
ぢ
」
を
書
き
上
げ
た

の
で
あ
る
。
哲
夫
の
河
船
の
船
頭
を
め
ぐ
る
想
像
へ
の
回
答
が
、
独

歩
の
「
源
お
ぢ
」
だ
っ
た
と
言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
う
い
っ

た
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
老
船
頭
は
源
叔
父
像
に
収
斂
す
る
ひ
と
り

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、
哲
夫
は
右
の
よ
う
な
同

船
者
、
船
頭
に
対
し
て
、
常
に
文
学
的
な
想
像
を
持
つ
青
年
だ
っ
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
彼
の
文
学
を
生
み
出
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
も
う
一
つ
「
源
お
ぢ
」
の
文
学
空
間
を
構
成
す
る
素
因
を
、

『
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
捨
っ
て
み
よ
う
。

　
コ
昨
夜
の
宵
、
弟
と
共
に
海
岸
迄
で
月
を
賞
し
て
ゆ
き
た
り
。

　
家
を
出
で
て
櫨
の
堤
を
た
ど
り
て
港
道
に
出
で
ｘ
終
に
波
止
場
の

鼻
に
立
つ
。
磯
に
さ
ゞ
め
く
小
波
の
、
月
に
て
り
ゆ
る
や
か
に
又
だ

美
し
。
の
り
捨
て
し
小
舟
の
舷
辺
に
月
の
光
の
落
ち
た
る
あ
り
。
嶋
々

の
影
黒
く
海
面
に
映
じ
て
。
其
の
暗
き
処
、
波
、
光
に
く
だ
け
て
錦

の
漂
ふ
に
似
た
り
。
」
　
（
明
治
二
十
六
年
十
一
月
二
十
六
日
の
記
）

　
「
坂
本
氏
を
去
り
て
桂
港
の
浜
に
宿
を
転
ず
、
蒸
気
問
屋
な
り
。

（
略
）

　
海
浜
を
散
歩
す
る
は
吾
に
新
ら
し
き
自
然
を
見
せ
し
む
。
」
　
（
明

治
二
十
七
年
七
月
二
日
の
記
）

　
「
夕
暮
舟
を
海
に
認
べ
て
漫
航
す
、

　
嗚
呼
美
と
愛
と
、
義
務
と
希
望
と
の
信
仰
よ
来
れ
」
　
（
七
月
七
日

の
記
）

　
　
「
昨
夜
新
月
に
乗
じ
て
舟
を
満
潮
に
認
べ
放
流
す
。

　
粛
然
と
し
て
天
地
の
無
極
の
壮
麗
に
対
す
。
」
（
七
月
十
日
の
記
）

　
　
「
昨
日
、
太
陽
已
に
西
に
落
ち
て
海
嶋
の
遠
影
ほ
の
か
に
夕
陽
を

帯
ぶ
る
頃
家
を
出
で
ｘ
警
報
竿
の
小
丘
に
登
り
て
遠
望
す
。
暫
時
く

し
て
小
丘
を
斜
に
其
の
半
腹
に
下
り
、
ふ
と
太
人
嶋
の
方
を
顧
み
た

り
。
嶋
と
陸
に
よ
り
て
か
こ
ま
れ
た
る
海
面
湖
水
の
如
し
。
湖
面
寂
々

た
り
、
北
端
を
晩
色
の
う
ち
に
か
く
す
。

　
只
た
見
る
ー
・
　
嶋
の
横
に
当
り
て
遠
く
江
峰
の
一
塊
突
と
し
て
立

っ
を
見
る
。
口
言
ふ
可
か
ら
ず
筆
記
す
可
か
ら
ず
。
之
れ
壮
麗
に
し

て
幽
瞑
な
る
自
然
の
人
知
れ
ず
其
の
秘
密
の
美
を
も
ら
す
也
。
」

（
七
月
十
二
日
の
記
）

　
　
「
昨
夜
月
を
断
涯
の
上
に
迎
へ
悠
々
た
る
蒼
空
の
色
、
寂
々
た
る

海
面
の
光
、
凡
て
吾
を
し
て
瞑
想
し
て
止
ま
ざ
ら
し
む
」
　
（
七
月
二

十
一
日
の
記
）

　
小
説
「
源
お
ぢ
」
の
空
間
は
、
佐
伯
の
町
と
、
葛
港
と
大
人
島
の

間
に
横
た
わ
る
海
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
特
に
後
者
は
、

源
叔
父
が
業
と
す
る
渡
船
の
場
を
占
有
す
る
空
間
で
あ
り
、
同
時
に

妻
百
合
と
出
会
う
そ
れ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
子
幸
助
を

失
う
悲
劇
的
な
空
間
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
空
間
設
定
に
大
き
な

意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
哲
夫
の
佐
伯
に
お
け
る
体
験
を
、
右
の

よ
う
に
袷
い
出
し
て
み
た
。
た
と
え
ば
「
源
お
ぢ
」
の
以
下
の
よ
う

な
場
面
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
納
得
さ
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

６－



　
（
略
）
夕
日
影
あ
ざ
や
か
に
照
り
四
国
地
遠
く
波
の
上
に
浮
か

び
て
見
ゆ
。
鶴
見
崎
の
辺
真
帆
片
帆
白
し
。
川
口
の
州
に
は
千

鳥
飛
べ
り
。
源
叔
父
は
五
人
の
客
乗
せ
て
楷
解
か
ん
と
す
、
二

人
の
若
者
駈
け
来
り
て
乗
り
こ
め
ば
舟
に
は
人
満
ち
た
り
。

（
略
）

『
我
子
と
は
誰
ぞ
。
』
老
婦
は
素
知
ら
ぬ
顔
に
て
問
ひ
つ
、

『
幸
助
殿
は
彼
処
に
て
溺
れ
し
と
聞
き
し
に
。
』
振
り
向
て
妙

見
の
山
影
黒
き
辺
を
指
し
ぬ
、
人
々
皆
な
彼
方
を
見
た
り
。

　
『
我
子
と
は
紀
州
の
事
な
り
。
』
源
叔
父
は
暫
時
こ
ぐ
手
を
止

め
て
彦
岳
の
方
を
見
や
り
、
顔
赤
め
て
言
放
ち
ぬ
。
（
略
）

　
　
　
（
略
）
浦
に
着
き
し
頃
は
日
落
ち
て
夕
煙
村
を
軍
め
浦
を
包
み

　
　
つ
。
帰
舟
は
客
な
か
り
き
。
醍
醐
の
入
江
の
口
を
出
る
時
彦
岳

　
　
嵐
身
に
淮
み
、
顧
れ
ば
大
白
の
光
漣
に
砕
け
、
此
方
に
は
大
人

　
　
島
の
火
影
早
き
ら
め
き
そ
め
ぬ
。
静
に
櫓
こ
ぐ
翁
の
影
黒
く
水

　
　
に
映
れ
り
。
船
軽
く
浮
べ
ば
舟
底
だ
ｉ
く
水
音
、
あ
は
れ
何
を

　
　
か
囁
く
。
人
の
眠
催
す
様
な
る
此
水
音
を
源
叔
父
は
聞
く
と
も

　
　
な
く
聞
き
て
様
々
の
楽
し
き
事
の
み
思
ひ
つ
ゞ
け
、
悲
し
き
事
、

　
　
気
が
ｘ
り
の
事
、
胸
に
浮
ぶ
時
は
櫓
握
る
手
に
力
入
れ
て
頭
振

　
　
り
た
り
。
物
を
追
ひ
や
る
や
う
な
り
。

　
な
お
こ
こ
に
は
多
く
引
用
し
な
か
っ
た
が
、
冒
頭
の
引
用
の
後
半

か
ら
後
の
部
分
、
お
よ
び
そ
の
次
の
引
用
文
の
前
後
に
描
か
れ
る
乗

客
の
姿
に
は
、
こ
の
章
の
最
初
に
引
用
し
た
川
船
の
様
子
の
投
影
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
哲
夫
の
滞
在
し
た
佐
伯
と
そ
の
海
は
、

　
「
源
お
ぢ
」
の
文
学
空
間
と
し
て
そ
の
作
品
の
内
部
に
形
象
化
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

-

一

一

　
独
歩
が
「
予
が
作
品
と
事
実
」
に
お
い
て
「
こ
の
両
人
を
結
び
つ

け
た
の
は
余
の
想
で
、
こ
れ
を
結
び
っ
け
て
初
め
て
此
一
編
が
作
品

と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
「
両
人
」
の
う
ち
、
源
叔
父

に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
。
も
う
∵
Λ
の
乞
食
紀
州
に
つ
い
て
は
、

哲
夫
自
身
が
折
に
ふ
れ
て
書
い
て
い
る
。
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
そ

の
名
が
初
め
て
見
え
る
の
は
、
例
の
老
翁
の
こ
と
を
坂
本
老
人
に
問

う
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
明
治
二
十
六
年
十
一
月
二
十
七
日
の
項
に

お
い
て
で
あ
る
。

　
　
昨
日
船
頭
河
岸
に
て
例
の
乞
食
に
遇
ふ
。
彼
れ
噂
の
如
く
果
し

　
　
て
五
味
捨
て
場
の
汚
物
を
さ
ぐ
り
何
物
か
拾
ひ
出
し
て
は
口
に

　
　
運
び
居
た
り
。
収
一
一
を
し
て
柿
一
個
晦
フ
ヘ
し
む
。
余
聞
ふ
渋
き

　
　
乎
。
答
ふ
、
甘
い
と
其
声
、
只
だ
其
れ
味
い
と
言
ふ
意
味
の
外

　
　
の
情
を
含
め
ず
。
声
、
調
子
、
様
Ｔ
、
只
だ
言
ふ
甘
い
、
感
謝

　
　
の
意
も
な
く
恥
辱
の
意
も
な
く
大
喜
悦
の
意
も
な
く
失
望
不
平

　
　
の
意
も
な
し
、
只
だ
言
ふ
甘
い
と
。
哀
れ
む
可
き
哉
　
此
乞
食

　
　
年
十
八
九
歳
の
由
、
学
校
の
生
徒
よ
り
聞
き
ぬ
　
昨
夜
又
だ
此

　
　
乞
食
の
事
を
聞
き
た
、
ゞ
し
ぬ
。
自
ら
言
ふ
紀
州
の
者
な
り
と
故

　
　
に
此
乞
食
を
呼
び
て
紀
州
と
称
し
誰
れ
も
其
の
親
あ
る
や
な
き
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や
を
知
ら
ず
。
已
に
余
程
以
前
よ
り
佐
伯
に
あ
り
と

　
彼
は
こ
の
後
に
、
「
彼
の
老
翁
、
此
乞
食
、
共
に
悲
し
き
物
語
な

ら
ず
や
」
と
そ
の
感
想
を
書
き
付
け
て
い
る
。
こ
の
日
以
前
に
も
紀

州
と
思
わ
れ
る
乞
食
は
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
十
一
月
四
日
の
記
。

そ
し
て
そ
れ
は
更
に
、
明
治
二
十
七
年
一
月
二
十
五
日
の
記
、
同
月

二
十
九
日
の
記
、
二
月
二
十
七
日
の
記
、
三
月
九
日
の
記
に
記
さ
れ
、

後
に
渋
谷
に
住
ん
で
い
る
時
に
書
か
れ
た
明
治
三
十
年
一
月
二
十
二

日
の
記
に
も
登
場
す
る
。
こ
の
乞
食
を
見
、
思
い
浮
か
べ
る
ご
と
に
、

彼
は
以
下
の
よ
う
な
思
い
に
か
ら
れ
る
。

　
　
「
吾
は
吾
が
眼
を
以
て
自
ら
見
て
、
吾
が
情
と
智
と
を
以
て
自
ら

判
断
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
」
　
（
明
治
二
十
七
年
一
月
二
十
五
日
の
記
）

　
　
「
嗚
呼
等
し
き
人
間
、
天
の
下
、
地
の
上
の
事
実
、
如
何
に
解
釈

す
べ
き
ぞ
、
生
命
其
れ
自
身
驚
く
べ
く
畏
る
可
し
と
す
れ
ば
、
こ
の

地
上
に
捨
て
ら
れ
た
る
こ
の
生
命
の
命
運
は
更
に
意
味
あ
る
驚
惺
の

事
実
に
非
ず
や
。
」
　
（
同
年
同
月
二
十
九
日
の
記
）

　
　
「
あ
ｘ
わ
れ
彼
の
紀
州
乞
食
を
思
へ
ば
愈
―
人
生
の
不
可
思
議
な

る
を
感
ず
。
世
の
政
治
家
を
し
て
其
の
功
名
心
を
弄
せ
し
め
よ
。
世

の
文
人
を
し
て
其
の
空
文
を
た
の
し
ま
し
め
よ
。
願
は
く
は
た
、
ゞ
吾

を
し
て
何
時
も
何
時
も
心
浮
世
の
波
に
迷
は
ん
と
す
る
時
、
彼
の
乞

食
を
忍
ば
し
め
よ
。
あ
ｘ
憐
れ
の
霊
。
今
如
何
し
た
る
。
あ
ｉ
人
の

子
よ
。
今
如
何
に
し
た
る
。
あ
ぺ
神
よ
彼
の
人
の
上
を
め
ぐ
み
給
へ
。

あ
ｘ
憐
れ
の
少
年
よ
。
　
　
　
。

　
人
生
と
は
何
ぞ
や
。
あ
ｉ
人
生
の
目
的
は
如
何
。
あ
ｘ
彼
の
乞
食

を
思
へ
ば
此
間
の
意
味
の
一
段
に
深
き
を
覚
ゆ
。
」
　
（
明
治
三
十
年

　
二
月
二
十
二
日
の
記
）

　
以
上
の
文
章
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
紀
州
と
い
う
乞
食
へ

の
文
学
的
興
味
と
同
情
、
そ
れ
に
出
生
の
不
条
理
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
同
じ
人
間
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
人
間
的
な
も
の
を
欠
落

し
て
生
ま
れ
て
来
た
少
年
へ
の
同
情
と
不
条
理
路
は
、
後
に
「
春
の

鳥
」
　
（
明
3
7
）
の
少
年
六
蔵
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　
　
　
（
略
）
六
蔵
の
様
子
を
見
る
と
、
如
何
に
も
気
の
毒
で
た
ま
り

　
　
ま
せ
ん
。
不
具
の
中
に
も
こ
れ
ほ
ど
哀
れ
な
も
の
は
な
い
と
思

　
　
ひ
ま
し
た
。
（
略
）
白
痴
と
な
る
と
、
心
の
唖
、
聾
、
盲
で
す

　
　
か
ら
殆
ど
禽
獣
に
類
し
て
居
る
の
で
す
。
兎
も
角
、
人
の
形
を

　
　
し
て
居
る
の
で
す
か
ら
全
く
感
じ
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
普
通

　
　
の
人
と
比
べ
て
は
十
分
の
一
に
反
び
ま
せ
ん
。
又
た
不
完
全
な

　
　
が
ら
も
心
の
調
子
が
整
う
て
居
れ
ば
ま
だ
し
も
で
す
が
、
更
に

　
　
歪
に
な
っ
て
出
来
て
居
る
の
で
す
か
ら
、
様
子
が
余
程
変
で
す
、

　
　
泣
く
も
笑
ふ
も
喜
ぶ
も
悲
し
む
も
皆
な
普
通
の
人
か
ら
見
る
と

　
　
調
子
が
狂
っ
て
居
る
の
だ
か
ら
猶
は
哀
れ
で
す
。

　
哲
夫
は
右
の
よ
う
な
人
間
存
在
に
、
い
た
く
心
を
魅
か
れ
て
い
る
。

彼
が
後
に
こ
れ
ら
の
少
年
を
彼
の
作
品
の
主
人
公
と
し
て
形
象
化
せ

ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
は
、
哲
夫
の
こ
の
よ
う
な
心
の
在
り
方

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
独
歩
が
、
同
じ
よ
う
な
関
心
を
持
ち
な
が
ら
、
「
春
の

鳥
」
を
で
は
な
く
「
源
お
ぢ
」
を
先
に
書
い
た
の
は
、
ど
う
し
て
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
明
治
三
十

８



年
一
月
二
十
二
日
の
記
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
実
は
そ
こ
に
紀

州
乞
食
の
こ
と
の
外
に
、
「
信
子
、
御
身
の
一
生
は
如
何
。
独
身
の

一
生
遂
に
如
何
ん
す
る
ぞ
。
神
よ
此
の
不
幸
な
る
女
の
上
を
憐
れ
み

給
へ
」
と
い
う
文
章
が
記
さ
れ
、
更
に
「
恋
愛
の
中
に
自
由
を
願
ひ

し
此
の
吾
、
今
如
何
。
／
嗚
呼
、
自
由
と
恋
愛
は
わ
が
熱
情
な
り
き
。

今
は
如
何
。
今
は
如
何
。
／
恋
は
果
敢
な
き
夢
と
消
え
て
去
り
、
而

か
も
此
の
身
何
時
し
か
浮
世
の
波
に
漂
は
さ
れ
つ
ｘ
あ
り
。
／
あ
ｉ

神
よ
。
こ
の
霊
を
憐
み
給
へ
か
し
。
わ
れ
を
し
て
永
久
に
彼
の
女
を

愛
せ
し
め
給
へ
。
吾
を
し
て
恋
の
誠
の
中
に
呼
吸
せ
し
め
給
へ
」
と

い
う
彼
の
情
念
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
四

　
国
木
田
哲
夫
が
佐
伯
を
辞
し
た
の
は
、
明
治
二
十
七
年
八
月
一
日

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
、
「
源
お
ぢ
」
を
書
き
上
げ
た
の

は
、
明
治
三
十
年
五
月
十
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
わ
ず
か

二
年
九
か
月
余
。
し
か
し
こ
の
歳
月
は
、
彼
に
多
様
な
体
験
を
与
え

た
。
従
軍
記
者
、
佐
々
城
信
子
と
の
出
会
い
、
別
離
、
少
年
伝
記
叢

書
の
執
筆
等
。
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
体
験
の

中
で
も
特
に
佐
々
城
信
子
と
の
出
会
い
と
別
離
は
、
彼
の
心
に
深
い

傷
を
与
え
た
体
験
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
そ
の
こ
と
を
、
『
欺

か
ざ
る
の
記
』
か
ら
箇
条
書
式
に
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

　
明
治
二
十
八
年
六
月
十
日

　
　
「
佐
々
木
豊
寿
女
史
夫
妻
の
招
き
に
よ
り
国
民
新
聞
社
及
毎
日
新

聞
社
の
従
軍
記
者
と
共
に
晩
餐
会
の
饗
応
を
受
け
た
る
事
、
（
其
の

時
は
じ
め
て
其
の
令
嬢
を
見
た
り
。
（
略
）
宴
散
じ
て
已
に
帰
ら
ん

と
す
る
時
、
余
、
携
ふ
る
処
の
新
刊
家
庭
雑
誌
二
冊
を
令
嬢
に
け
へ

た
り
。
令
嬢
曰
く
又
だ
遊
び
に
来
り
結
へ
と
。
令
嬢
年
の
こ
ろ
十
六

若
し
く
は
七
、
唱
歌
を
よ
く
し
風
姿
素
々
可
憐
の
少
女
な
り
。
）
」

　
右
の
令
嬢
が
佐
々
城
信
子
で
あ
る
。
七
月
十
一
日
の
記
に
は
、

「
彼
の
少
女
の
愛
を
吾
に
与
へ
給
へ
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
、
十
六

日
の
項
に
は
「
今
朝
佐
々
城
氏
を
訪
ふ
。
の
ぶ
子
嬢
と
語
る
。
（
略
）

今
夜
の
ぶ
嬢
に
一
書
を
認
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
二
十
日

の
条
に
は
、
「
佐
々
城
信
子
嬢
と
の
交
情
次
第
に
深
か
ら
ん
と
す
る

か
如
し
、
恋
愛
な
る
や
も
知
れ
ず
」
と
あ
る
。
そ
し
て
二
十
九
日
の

記
。
そ
こ
に
は
令
嬢
が
ひ
そ
か
に
訪
ね
て
来
た
こ
と
を
記
し
た
後
、

「
吾
等
は
遂
に
秘
密
の
交
情
を
通
ず
る
に
至
り
ぬ
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
こ
う
し
て
二
人
は
「
最
早
分
つ
可
か
ら
ざ
る
恋
愛
の
う
ち
に
人
」

　
（
八
月
二
日
の
記
）
る
。
し
か
し
こ
の
恋
愛
は
、
信
子
の
母
豊
寿
の

強
い
反
対
に
遭
っ
て
困
難
を
極
め
る
。
が
、
結
局
は
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

　
同
年
十
一
月
十
一
日
の
記

　
　
「
午
後
七
時
信
子
嬢
と
結
婚
す
。

　
わ
が
恋
愛
は
遂
に
勝
ち
た
り
。

　
わ
れ
は
遂
に
信
子
を
得
た
り
。

　
植
村
正
久
氏
の
司
式
の
下
に
、
徳
富
君
の
媒
介
の
下
に
、
竹
越
与

三
郎
君
の
保
証
の
下
に
、
潮
田
ち
せ
老
婦
の
巨
話
の
下
に
、
吾
が
宅

に
於
て
、
父
及
弟
列
席
の
上
、
目
出
度
く
結
婚
の
式
を
挙
げ
た
り
。
」

９



同
年
同
月
二
十
一
日
の
記

　
「
十
九
日
、
信
子
と
共
に
逗
子
に
幽
居
す
。
」

右
に
竹
越
与
三
郎
と
あ
る
の
は
、
国
民
新
聞
社
の
社
員
、
潮
田
ち
せ

は
幼
児
教
育
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
事
業
に
従
事
し
た
女
性
で
、
佐
々

城
豊
寿
等
と
共
に
婦
人
矯
風
会
を
創
設
し
、
会
頭
を
勤
め
た
こ
と
も

あ
る
、
と
全
集
第
七
巻
に
注
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
幸
福
な
家
庭
に
入
っ
た
筈
の
二
人
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

　
明
治
二
十
九
年
四
月
十
四
日
の
記

　
　
コ
昨
日
信
子
の
失
踪
以
来
、
吾
が
苦
悶
痛
心
殆
ん
ど
絶
頂
に
達

せ
り
。
信
子
失
踪
行
衛
未
だ
知
れ
ず
、
為
め
に
我
が
苦
痛
我
が
筆
の

尽
し
得
る
所
に
非
ず
。
」

　
四
月
十
二
日
の
安
息
日
、
哲
夫
は
信
子
と
弟
収
二
を
伴
っ
て
教
会

へ
行
く
。
礼
拝
が
終
っ
て
い
っ
た
ん
外
に
出
て
来
た
信
子
は
、
「
只

今
明
治
女
学
校
の
生
徒
に
会
ひ
ぬ
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に
同
道
し
て
寄

宿
舎
に
到
り
星
良
子
嬢
に
会
ひ
彼
の
女
を
吾
が
家
に
連
れ
帰
ら
ば
や

と
思
ふ
」
と
哲
夫
に
断
っ
て
復
た
教
会
に
入
っ
た
き
り
、
二
度
と
彼

の
前
に
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
。
以
後
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
は
、
信
子

を
失
っ
た
哲
夫
の
悲
痛
な
苦
悩
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
て
い
く
。

　
　
「
苦
痛
忍
び
難
し
。
さ
れ
ど
忍
ば
ざ
る
を
得
ざ
る
苦
痛
な
る
が
故

に
、
愈
ｔ
’
苦
痛
な
り
。
此
の
世
の
苦
し
く
も
あ
る
か
な
。
信
子
、
信

子
。
わ
れ
を
許
せ
。
わ
れ
実
に
御
身
を
楽
し
ま
す
能
は
ざ
り
き
。
御

身
の
わ
れ
に
注
ぎ
し
真
心
の
ほ
ど
、
し
み
ぐ
う
れ
し
か
り
し
ぞ
や
。
」

（
四
月
二
十
三
日
の
記
）

　
　
「
余
と
信
子
と
は
今
日
限
り
夫
婦
の
縁
、
全
く
絶
え
た
り
。
昨
日

信
子
に
遇
ひ
ぬ
。
信
子
の
本
意
全
く
離
婚
に
あ
る
こ
と
を
確
か
め
得

た
り
。
（
略
）
斯
く
ま
で
に
相
愛
し
た
る
信
子
、
遂
に
吾
と
相
離
る
ｉ

に
至
り
た
る
事
、
極
め
て
悲
痛
の
事
な
れ
ど
、
入
の
心
の
計
り
難
き

を
思
へ
ば
こ
れ
も
詮
な
し
。
」
　
（
同
月
二
十
四
日
の
記
）

　
　
「
「
ク
リ
ス
ト
の
死
」

余
は
一
度
死
し
た
る
也
。
今
や
新
生
命
に
入
り
つ
ｘ
あ
る
に
非
ざ
る

か
。
」
　
（
同
月
二
十
五
日
の
記
）

　
　
「
自
殺
、
自
殺
、
余
は
自
殺
を
欲
す
。
否
自
殺
の
外
に
、
余
に
は

為
す
可
き
の
事
な
け
れ
ば
也
。
見
る
も
の
、
き
く
も
の
皆
な
苦
し
み

の
種
な
り
。
」
　
（
五
月
四
日
の
記
）

　
こ
の
後
哲
夫
は
、
「
回
想
記
を
書
し
、
苦
悩
記
を
書
し
、
日
記
を

書
し
、
独
語
し
て
慰
籍
せ
ん
よ
り
も
、
凡
て
の
過
去
を
過
去
と
な
し

て
、
▽
心
不
乱
、
前
程
に
進
む
の
生
涯
た
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
。
故
に

筆
を
こ
れ
に
措
き
、
此
の
記
は
こ
ｘ
に
閉
じ
了
は
る
こ
と
ｘ
な
し
た

り
」
　
（
五
月
九
日
）
と
記
し
て
八
月
十
四
日
ま
で
『
欺
か
ざ
る
の
記
』

を
中
断
す
る
。
だ
が
、
失
踪
し
た
信
子
へ
の
未
練
と
そ
れ
に
伴
う
悲

痛
な
孤
独
感
は
、
翌
明
治
三
十
年
に
な
っ
て
も
色
掴
せ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　
　
　
一
週
間
計
り
以
前
の
夜
の
事
な
り
き
。

　
　
独
り
床
に
横
は
り
て
書
を
読
み
居
た
り
。
屋
外
は
月
冴
え
に
冴

　
　
え
た
れ
ば
人
の
心
も
自
づ
か
ら
澄
み
、
気
静
か
に
、
体
も
何
と

　
　
な
く
ゆ
た
か
な
る
を
覚
え
て
あ
り
。
か
く
て
言
ふ
べ
き
様
な
き

　
　
平
安
を
感
ず
る
と
同
時
に
物
足
ら
ぬ
心
地
し
て
淋
し
さ
を
覚
え
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ぬ
る
刹
那
、
戸
外
に
信
子
立
ち
て
今
に
も
雨
戸
を
叩
く
か
と
心

　
　
お
の
ｉ
き
立
ち
て
、
ひ
た
す
ら
耳
そ
ば
だ
て
ｉ
ま
ち
侍
る
。
侍

　
　
て
ど
も
く
戸
は
た
ｘ
か
れ
ず
。
暫
く
し
て
次
室
に
信
子
の
座

　
　
り
て
在
る
様
覚
え
け
れ
ば
声
を
上
げ
て
二
声
三
声
、
信
さ
ん
信

　
　
さ
ん
と
よ
び
て
待
て
り
。
何
の
答
も
あ
ら
ず
。
さ
て
は
心
づ
き

　
　
し
時
の
心
地
、
如
何
な
る
言
葉
も
て
た
と
へ
っ
べ
き
。
泣
然
と

　
　
し
て
涙
下
り
ぬ
。
（
明
治
三
十
年
二
月
二
十
四
日
の
記
）

　
　
　
今
月
十
二
日
は
悲
し
き
日
の
当
日
な
り
。
其
の
日
九
段
公
園

　
　
に
至
り
ぬ
。
昨
年
は
桜
花
散
り
そ
め
し
に
、
今
年
は
咲
き
そ
め

　
　
居
た
り
。
（
四
月
二
十
二
日
の
記
）

　
　
「
今
月
十
二
日
」
と
は
四
月
十
二
日
の
こ
と
。
一
年
前
の
こ
の
日
、

信
子
は
哲
夫
の
前
か
ら
姿
を
消
し
た
。
信
子
の
失
踪
は
彼
の
心
を
ず

た
ず
た
に
し
た
。
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
随
所
に
そ
れ
が
窺
え
る
。

そ
の
中
か
ら
ほ
ん
の
一
部
だ
け
を
右
に
引
用
し
て
み
た
。
こ
れ
を
小

説
「
源
お
ぢ
」
と
読
み
較
べ
て
み
る
時
、
モ
デ
ル
の
有
無
に
拘
ら
ず
、

源
叔
父
の
悲
し
み
が
実
は
哲
夫
こ
と
独
歩
自
身
の
悲
し
み
で
あ
っ
た

こ
と
に
思
い
至
る
。

語
り
疲
れ
て
暫
時
ま
ど
ろ
み
ぬ
。
目
さ
め
て
枕
辺
を
見
し
に
紀

州
あ
ら
ざ
り
き
。
紀
州
よ
我
子
よ
と
呼
び
つ
ｉ
走
り
ゆ
く
程
に

顔
の
半
を
朱
に
染
め
し
女
乞
食
何
処
よ
り
か
現
は
れ
て
紀
州
は

我
子
な
り
と
い
ひ
し
が
見
る
内
に
年
若
き
娘
に
変
り
ぬ
。
ゆ
り

な
ら
ず
や
幸
助
を
如
何
に
せ
し
ぞ
、
わ
が
眠
り
し
間
に
幸
助

何
処
に
か
逃
げ
亡
せ
た
り
、
来
れ
来
れ
来
れ
共
に
捜
せ
よ
、
見

よ
幸
助
は
芥
溜
の
な
か
よ
り
大
根
の
切
片
掘
出
す
ぞ
と
大
声
あ

た
と
え
ば
「
源
お
ぢ
」
の
次
の
場
面
、

げ
て
泣
け
ば
、
後
よ
り
我
子
よ
と
い
ふ
は
母
な
り
。
母
は
舞
台

見
ず
や
と
指
玉
ふ
。
舞
台
に
は
蝋
燭
の
先
限
を
射
る
計
り
輝
き

た
り
。
母
が
限
の
ふ
ち
赤
ら
め
て
泣
き
玉
ふ
を
冴
し
く
思
ひ
つ
、

の
み
食
ひ
て
遂
に
母
の
膝
に
小
さ
き
頭
載
せ
其
儒

母
親
ゆ
り
起
し
玉
ふ
心
地
し
て
夢
破
れ
た
り
。
源

　
　
叔
父
は
頭
を
あ
げ
て
。

　
　
　
『
我
子
よ
今
恐
ろ
し
き
夢
見
た
り
。
』
い
ひ
つ
ｉ
枕
辺
を
見
た

　
　
り
。
紀
州
居
ざ
り
き
。

　
母
の
見
て
い
る
舞
台
は
、
阿
波
十
郎
兵
衛
と
い
う
愛
別
離
苦
を
テ
ー

マ
と
す
る
芝
居
で
あ
る
。
そ
し
て
源
叔
父
の
見
る
夢
に
登
場
す
る
の

は
、
亡
き
妻
ゆ
り
、
亡
き
子
幸
助
、
源
叔
父
の
母
、
子
供
の
時
の
源

叔
父
、
そ
れ
に
源
叔
父
が
養
子
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
紀
州
乞
食
と

そ
の
母
で
あ
る
。
登
場
す
る
人
物
は
こ
の
よ
う
に
多
数
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
こ
の
場
面
は
、
私
に
は
先
に
引
用
し
た
明
治
三
十
年
二
月
二

十
四
日
の
記
の
ヴ
″
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
場
面
の
源
叔
父
の
喪
失
態
が
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
哲
夫

の
そ
れ
に
重
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
源
叔
父
の
綸
死
は
、

前
年
四
月
二
十
五
日
の
記
「
余
は
一
度
死
し
た
る
也
」
や
、
五
月
四

日
の
記
「
余
は
自
殺
を
欲
す
」
と
い
う
哲
夫
の
情
念
の
形
象
化
と
考

え
て
も
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
小
説
の
主
人
公
源
叔

父
は
、
い
や
、
源
叔
父
の
心
情
は
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
嘉
治
郎
や
他

の
船
頭
た
ち
の
心
情
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
哲
夫
の
そ
れ
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
、
初
め
て
源
叔
父
の
自
殺
が
納
得
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
源
叔
父
の
自
殺
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
大
串
幸
子
が

『
源
お
ぢ
』
－
そ
の
愛
と
死
に
つ
い
て
ー
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て

「
愛
す
る
家
族
を
失
っ
た
悲
し
み
と
孤
独
を
辛
う
じ
て
耐
え
て
き
た

翁
が
、
正
に
そ
ん
な
病
苦
の
中
で
、
彼
の
唯
一
の
生
活
手
段
で
あ
る

自
分
の
「
舟
」
が
、
嵐
に
よ
っ
て
「
半
ば
砕
け
」
た
の
を
見
た
の
で

あ
る
。
恐
ら
く
、
彼
の
死
は
そ
の
酷
い
現
実
を
目
前
に
し
た
時
、
そ

の
場
所
の
「
十
歩
の
先
」
で
決
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
察
し

て
い
る
。
「
源
お
ぢ
」
の
原
文
に
「
『
わ
れ
行
か
ん
。
』
若
者
は
舷

燈
を
地
に
置
き
て
走
り
ゆ
き
ぬ
。
十
歩
の
先
己
に
見
る
べ
し
。
」
と

あ
る
の
で
、
果
し
て
岩
上
の
破
舟
の
見
え
る
場
所
か
ら
そ
こ
ま
で
が

「
十
歩
の
先
」
で
あ
っ
た
の
か
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大

串
の
推
察
は
新
し
い
見
解
を
示
し
て
い
て
示
唆
的
で
あ
る
。

　
　
　
五

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
独
歩
は
「
予
が
作
品
と
事
実
」
の
中
で
源

叔
父
と
紀
州
が
実
在
の
人
物
で
あ
り
、
そ
の
身
の
上
の
こ
と
も
事
実

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
中
心
に
。

そ
の
こ
と
に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
分
か
っ
た
こ
と
は
、

源
太
郎
の
身
の
上
と
モ
デ
ル
嘉
治
郎
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
源
太
郎

が
自
殺
な
の
に
嘉
治
郎
は
病
死
で
あ
っ
た
と
い
う
大
き
な
相
違
が
あ

る
こ
と
、
そ
の
他
に
も
妻
子
の
死
の
順
序
の
相
違
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

相
違
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
も
小
説
「
源
お
ぢ
」
は
、
哲

夫
の
佐
伯
体
験
だ
け
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
佐
々

城
信
子
と
の
一
件
が
大
き
く
そ
の
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
も
分

か
っ
て
き
た
。
源
叔
父
の
心
情
は
信
子
を
失
っ
て
一
年
し
か
経
っ
て

い
な
い
哲
夫
の
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
じ
佐

伯
体
験
を
小
説
化
し
た
「
春
の
鳥
」
よ
り
も
先
に
「
源
お
ぢ
」
が
成
っ

た
の
で
あ
る
。
独
歩
は
「
源
お
ぢ
」
を
通
し
て
哲
夫
自
身
の
苦
悩
に

充
ち
た
心
の
中
を
吐
露
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
「
源
お
ぢ
」
は
、
彼
の
死
と
再
生
の
物
語
と
な

る
。
哲
夫
の
心
情
を
仮
託
し
た
源
叔
父
は
松
の
枝
に
綸
死
す
る
。
そ

れ
は
ま
た
、
国
木
田
哲
夫
の
形
而
上
的
死
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
そ
の
物
語
を
小
説
化
し
た
文
学
者
国
木
田
独

歩
が
誕
生
す
る
。
ち
な
み
に
こ
の
年
独
歩
は
、
四
月
に
湖
処
子
、
花

袋
、
国
男
ら
と
合
著
『
抒
情
詩
』
を
刊
行
し
て
そ
こ
に
独
歩
吟
を
掲

げ
、
五
月
に
処
女
作
「
源
叔
父
」
を
書
き
上
げ
、
哲
夫
の
『
欺
か
ざ

る
の
記
』
を
欄
筆
し
、
八
月
に
は
「
源
叔
父
」
を
『
文
芸
倶
楽
部
』

に
掲
載
し
、
そ
し
て
十
二
月
に
は
合
著
の
詩
集
『
青
菜
集
』
を
刊
行

す
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
　
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
七
巻
（
昭
和
4
3
年
・
２
刷
・
学
習

　
　
研
究
社
刊
）
の
「
解
説
」
で
塩
田
良
平
は
明
治
二
十
六
年
十
月

　
　
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
の
鶴
谷
学
館
収
支
計
算
表
が
掲
載
さ
れ
て

　
　
い
る
、
明
治
二
十
七
年
十
月
発
行
の
「
鶴
谷
叢
書
」
　
（
十
六
号
）

　
　
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
又
旅
費
二
十
二
円
五
十
銭
が
独
歩
の
赴
任
旅
費
で
あ
る
か
、
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そ
の
後
任
者
の
藤
田
賢
治
郎
の
旅
費
で
あ
る
か
判
ら
な
い
が
、

　
　
常
識
的
に
は
独
歩
の
手
当
と
考
へ
ら
れ
る
。
」
　
（
五
六
〇
ぺ
Ｉ

　
　
ジ
）

（
２
）
　
小
野
茂
樹
『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』
　
（
昭
和
3
4
年
・
ア

　
　
ポ
ロ
ン
社
刊
）
の
一
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
　
松
本
義
一
『
国
木
田
独
歩
『
源
叔
父
』
ア
ル
バ
ム
』
　
（
別

　
　
府
大
学
人
文
叢
書
１
・
昭
和
3
5
年
・
別
府
大
学
図
書
館
刊
）
の

　
　
三
八
ペ
ー
ジ
「
４
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
か
ら
」
に
、
以
下
の

　
　
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
と
こ
ろ
で
、
前
年
の
十
一
月
計
七
日
の
記
に
、

　
　
　
昨
夜
、
二
階
を
下
り
坂
本
老
人
と
語
る
、
佐
伯
に
一
個
の
老

　
　
翁
あ
り
。
奇
怪
の
者
を
担
ふ
て
行
く
を
し
ば
く
見
受
け
ぬ
、

　
　
此
老
翁
の
事
を
問
ひ
、
多
少
聞
き
得
た
り
。
此
翁
同
情
に
堪
え

　
　
ず
。
何
れ
の
時
か
遇
ふ
て
親
し
く
語
る
べ
し
。

　
１
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
鎌
倉
文
庫
版
の
「
国
木
田
独
歩
全
集
」

　
の
第
五
巻
で
は
、
「
坂
本
老
人
」
に
「
坂
本
永
年
」
と
注
し
、

　
「
老
翁
」
に
つ
い
て
、

　
　
永
年
氏
の
子
息
真
澄
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
翁
は
中
の
谷
の
避
病

　
　
院
の
爺
に
て
日
日
役
場
と
の
間
を
往
復
せ
り
と
い
ふ
。
「
源
叔

　
　
父
」
の
Ｉ
ヒ
ン
ト
と
な
れ
る
も
の
ｉ
如
し
。

　
１
と
記
し
て
居
り
、
野
田
宇
太
郎
氏
も
、
『
九
州
文
学
散
歩
』
に
、

　
　
　
源
お
ぢ
も
、
子
供
紀
州
も
、
実
際
に
佐
伯
に
居
た
人
物
で
、

　
　
独
歩
は
佐
伯
に
来
て
ま
も
な
く
の
十
一
月
頃
に
こ
の
二
人
を
見

　
　
て
ゐ
る
。
そ
し
て
坂
本
家
の
縁
側
で
主
人
夫
婦
か
ら
源
お
ぢ
の

　
身
の
上
話
を
聞
き
、
東
京
に
帰
っ
て
か
ら
源
お
ぢ
が
哀
れ
な
最

　
期
を
と
げ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
感
動
を
追
想
の
形
式
で
書

　
い
た
の
が
小
説
『
源
お
ぢ
』
で
あ
る
。

１
と
い
っ
て
居
ら
れ
る
が
、
こ
の
老
翁
が
果
し
て
源
叔
父
の
モ
デ

ル
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
鎌
倉
版
に
記
す
、
臼
坪
（
う
し
つ
ぼ
）
地
区
の
岡
の
谷
の
避

　
病
舎
の
爺
は
一
般
に
源
じ
い
と
呼
ば
れ
て
い
た
者
で
、
坂
本
真

　
澄
氏
は
も
ち
ろ
ん
、
既
記
の
山
名
験
氏
も
、
大
賀
重
太
郎
氏
も

　
そ
の
姿
を
記
憶
し
て
居
ら
れ
る
。
彼
は
横
太
り
で
、
丈
け
は
余

　
り
高
く
な
く
、
頭
は
は
げ
上
り
、
歯
は
抜
け
て
い
た
が
、
常
に

　
に
こ
に
こ
し
て
い
て
、
や
さ
し
い
男
だ
っ
た
と
い
う
。
初
め
養

　
賢
寺
の
寺
男
を
勤
め
、
蟹
田
（
が
ん
だ
）
の
松
関
に
働
き
、
の

　
ち
避
病
舎
に
転
じ
て
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。

　
　
今
、
こ
の
男
を
も
っ
て
直
ち
に
源
叔
父
の
モ
デ
ル
と
も
、
源

　
叔
父
の
ヒ
ン
ト
と
も
解
し
え
ぬ
わ
け
で
、
独
歩
が
十
一
月
付
六

　
日
の
夜
坂
本
永
年
か
ら
そ
の
身
の
上
を
聞
き
え
た
老
翁
は
、
右

　
記
の
よ
う
に
、
源
叔
父
の
モ
デ
ル
と
は
別
個
の
存
在
者
で
あ
っ

　
た
。
も
っ
と
も
源
叔
父
な
る
名
は
こ
の
老
翁
の
そ
れ
か
ら
来
た

　
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
Ｉ
。

　
　
（
略
）

　
　
い
っ
た
い
佐
伯
地
方
、
海
岸
地
方
で
は
、
「
じ
い
」
と
か

　
「
お
じ
」
と
か
が
よ
く
用
い
ら
れ
た
。
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
、

　
「
じ
い
」
の
方
に
よ
り
敬
意
が
含
ま
れ
て
居
り
、
「
お
じ
」
の

　
方
は
親
し
い
間
柄
の
用
語
で
、
そ
れ
だ
け
に
敬
意
的
な
も
の
が

-
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な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
▽
補
丿
坂
木
浩
氏
の
『
国
木
田
独
歩
』
に
も
坂
本
永
年
に
聞

　
　
い
た
老
翁
を
源
叔
父
の
モ
デ
ル
と
し
て
お
ら
れ
る
。
」

（
４
）
　
　
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
第
一
巻
（
昭
4
3
第
三
刷
・
学
習
研

　
　
　
究
社
刊
）
所
収
「
予
が
作
品
と
事
実
」
五
二
〇
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
　
松
本
義
一
は
注
（
３
）
に
引
用
の
著
書
の
ご
二
ペ
ー
ジ
に
、

　
　
　
「
源
叔
父
の
モ
デ
ル
の
探
求
に
は
大
学
生
の
安
藤
博
行
君
ど

　
　
　
共
に
非
常
に
苦
労
を
重
ね
た
」
と
書
い
て
い
る
。

（
６
）
　
そ
の
他
に
も
例
え
ば
明
治
二
十
六
年
十
一
月
四
日
の
記
に
、

　
　
　
そ
の
前
日
、
弟
収
二
と
め
嶋
の
野
ら
に
散
歩
を
し
、
海
近

　
　
　
き
番
匠
川
の
河
口
に
見
た
渡
守
り
に
つ
い
て
も
、
「
渡
守
を

　
　
　
見
き
。
比
渡
守
り
の
小
屋
に
入
り
て
物
語
ら
ば
面
白
か
ら
ま

　
　
　
し
。
彼
も
亦
、
わ
が
「
物
語
」
に
入
る
可
き
一
人
な
ら
ず
や
」

　
　
　
と
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。

（
７
）
　
全
集
第
七
巻
の
注
に
「
警
報
竿
の
小
丘
　
葛
鼻
の
頂
上
に

　
　
　
竹
竿
を
立
て
て
、
天
気
予
報
の
色
旗
と
風
の
方
向
を
示
す
龍

　
　
　
を
掲
揚
し
て
ゐ
た
。
」
と
あ
る
。

（
８
）
　
六
蔵
少
年
の
モ
デ
ル
は
注
（
２
）
の
著
に
山
中
泰
雄
で
あ
っ

　
　
　
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
泰
雄
は
坂
本
永
年
の
妹
シ
ゲ

　
　
　
の
子
で
あ
る
。

（
９
）
　
こ
の
こ
と
は
、
哲
夫
が
佐
伯
に
い
た
頃
に
書
い
た
と
思
わ

　
　
　
れ
る
「
憐
れ
な
る
児
」
に
、
既
に
見
え
て
い
る
。

（
1
0
）
　
全
集
第
七
巻
の
本
文
五
三
四
ペ
ー
ジ
ー
○
行
目
は
、
「
待

　
　
　
て
ど
も
」
で
は
な
く
「
侍
て
ど
も
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
Ｈ
）
『
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
三
年
二
月
号
（
至
文
堂
刊
）
掲
載
論

　
　
　
文
。

（
1
2
）
　
原
文
に
従
っ
て
解
釈
す
る
な
ら
、
若
者
は
破
舟
の
見
え
る

　
　
　
場
所
か
ら
あ
る
距
離
を
走
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

　
　
　
そ
の
結
果
、
「
十
歩
の
先
」
に
源
叔
父
の
綸
死
の
姿
を
「
已

　
　
　
に
見
る
べ
し
」
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
限

　
　
　
り
、
源
叔
父
が
自
分
の
舟
が
砕
け
て
岩
の
上
に
打
ち
上
げ
ら

　
　
　
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
て
、
そ
の
結
果
自
殺
し
た
の
か
ど
う

　
　
　
か
は
不
明
で
あ
る
。
渡
船
を
仕
事
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

　
　
　
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
の
時

　
　
　
の
原
叔
父
の
心
身
状
態
は
必
ず
し
も
そ
の
当
然
の
こ
と
を
す

　
　
　
る
よ
う
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
紀
州
が
い
な
く
な
り
、

　
　
　
「
紀
州
よ
我
子
よ
と
呼
び
し
時
、
目
眩
み
て
其
儒
布
団
の
上

　
　
　
に
倒
れ
つ
」
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
直
後

　
　
　
に
は
、
（
其
日
原
叔
父
は
布
団
被
り
し
ま
ｉ
起
出
で
ず
、
何

　
　
　
も
食
は
ず
、
頭
を
布
団
の
外
に
す
ら
い
4
j
K
）
り
き
」
と
述

　
　
　
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
ま
ま
嵐
の
一
夜
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
翌
朝
、
「
東
の
空
漸
く
白
み
し
頃
」
波
止
場
に
集
っ
た
人
々

　
　
　
は
、
荒
れ
跡
を
見
廻
る
う
ち
に
原
叔
父
の
舟
が
半
ば
砕
け
て

　
　
　
岩
の
上
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
そ
れ
を
知
ら
せ
に
ひ
と
り
の
若
者
が
「
舷
燈
を
地
に
置
き
て

　
　
　
走
り
ゆ
き
ぬ
。
十
歩
先
已
に
見
る
べ
し
。
道
に
差
出
で
し
松

　
　
　
が
枝
よ
り
怪
し
き
物
さ
が
れ
り
。
（
略
）
綸
れ
る
は
源
叔
父

　
　
　
な
り
き
。
」
以
上
が
テ
ク
ス
ト
の
本
文
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

14



源
叔
父
が
「
唯
一
の
生
活
手
段
で
あ
る
自
分
の
「
舟
」
が
、

嵐
に
よ
っ
て
「
半
ば
砕
け
」
た
の
を
見
た
」
か
ど
う
か
は
、

テ
ク
ス
ト
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
見
た
」
と

解
釈
す
る
か
し
な
い
か
に
よ
っ
て
、
源
叔
父
の
自
殺
の
原
因

の
重
さ
、
深
さ
が
違
っ
て
く
る
。
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