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エ
ッ
セ
ー

ー

私
の
文
学
館
散
歩

(

七)

ー

佐
久
・
小
諸
か
ら
白
金
・
高
輪
へ

松
村

茂
治

佐
久
・
藤
村
旧
宅

信
州
・
佐
久
に
あ
る
藤
村
旧
宅
に
行
っ
て
来
た
な
ど
と
書
く
と
、

「
そ
れ
は
ど
こ
の
フ
ジ
ム
ラ
さ
ん
で
す
か
？
」
と
言
わ
れ
そ
う
な
気

が
す
る
。
藤
村
と
言
え
ば
「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
・
・
・
」
で

あ
り
、
そ
れ
は
彼
が
小
諸
義
塾
の
教
員
を
し
て
い
た
頃
に
詠
ま
れ
た

詩
だ
か
ら
、
旧
宅
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
佐
久
で
は
な
く
小
諸
で
は
な

い
の
か
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
佐

久
盆
地
の
外
れ
、
そ
こ
か
ら
蓼
科
高
原
に
向
け
て
道
が
勾
配
を
増
し

て
行
こ
う
と
い
う
山
裾
に
立
つ
寺
の
一
画
で
、
島
崎
藤
村
の
か
つ
て

の
住
ま
い
に
触
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
佐
久
に
藤
村
旧
宅
を
見
つ
け
、
そ
こ
ま
で
行
く
こ
と
に
な
っ

た
の
か
を
説
明
す
る
と
、
い
さ
さ
か
長
い
話
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ

れ
は
「
銀
河
連
邦
共
和
国
」
に
ま
つ
わ
る
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
や
宇
宙
戦
艦
が
出
て
く
る
話
で
は
な
い
。

三
年
ほ
ど
前
、
私
た
ち
の
住
む
相
模
原
市
の
市
報
を
見
て
い
た
妻

が
、
そ
こ
に
林
檎
の
木
オ
ー
ナ
ー
募
集
の
広
告
を
見
つ
け
た
の
で
あ

る
。
オ
ー
ナ
ー
と
言
っ
て
も
、
林
檎
に
投
資
を
し
て
ひ
と
儲
け
し
よ

う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
春
先
に
幾
許
か
の
契
約
料
を
払
っ
て
林
檎

の
木
の
オ
ー
ナ
ー
に
な
る
と
、
秋
に
、
そ
の
木
に
実
っ
た
実
を
す
べ

て
自
分
の
も
の
に
出
来
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
町
の
八
百

屋
で
買
う
よ
り
安
い
の
か
と
い
う
と
、
摘
花
や
摘
果
、
葉
摘
み
等
で

何
度
も
現
地
ま
で
足
を
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
手
間
や
交
通
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費
を
考
え
る
と
、
安
く
と
も
銀
座
の
高
級
果
物
店
の
林
檎
よ
り
安
く

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
て
も
一
儲
け
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
の

だ
が
・
・
・
ま
あ
、
こ
れ
は
散
歩
と
は
別
の
話
で
あ
る
。

な
ぜ
市
報
に
、
佐
久
の
果
樹
園
が
出
て
い
た
の
か
は
、
以
下
の
事

情
に
よ
る
。

私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
相
模
原
市
に
は
、
「
は
や
ぶ
さ
・
は
や
ぶ

さ
２
」
で
お
馴
染
み
の
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
宇
宙
科
学
研
究
所
が
あ
り
、
佐
久

市
に
は
、
そ
の
観
測
基
地
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
市
は
宇

宙
開
発
を
仲
立
ち
に
友
好
都
市
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

佐
久
市
の

に
は
、
こ
の
友
好
都
市
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説

HP

明
さ
れ
て
い
る
。

「
相
模
原
市
の
提
唱
に
よ
り
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
八
日
、
文

部
科
学
省
宇
宙
科
学
研
究
所
の
研
究
及
び
観
測
施
設
の
あ
る
二
市
三

町
（
現
在
は
四
市
一
町
）
で
銀
河
連
邦
共
和
国
を
建
国
。
ユ
ー
モ
ア

と
パ
ロ
デ
ィ
に
よ
り
、
連
邦
国
家
を
組
織
し
、
共
和
国
相
互
の
理
解

と
親
善
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
宇
宙
平
和
の
一
翼
を
担
う
と
と
も

に
、
人
々
の
笑
顔
に
あ
ふ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
創
造
を
め
ざ
し
、
首

脳
サ
ミ
ッ
ト
、
銀
河
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
子
ど
も
留
学
交
流
、
物
産
販
売

等
経
済
交
流
に
よ
り
友
好
を
深
め
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
に
角
田
宇
宙
セ
ン
タ
ー
が
所
在
す
る
宮
城
県
角
田

市
が
新
た
に
銀
河
連
邦
に
加
盟
し
、
七
共
和
国
（
五
市
二
町
）
と
な

り
ま
し
た
。
」

「
宇
宙
平
和
の
一
翼
を
担
う
」
と
は
な
か
な
か
雄
大
な
構
想
だ
が
、

妻
が
市
報
で
目
に
し
た
の
は
、
そ
の
中
で
は
や
や
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ

い
「
物
産
販
売
等
経
済
交
流
」
の
一
環
と
し
て
の
オ
ー
ナ
ー
募
集
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
妻
が
実
際
に
契
約
し
た
の

は
、
銀
河
連
邦
管
轄
の
果
樹
園
で
は
な
く
、
佐
久
市
の
果
実
生
産
組

合
直
属
の
果
樹
園
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
明
確
に
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
話
の
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
る
か
ら

で
あ
る
。

銀
河
連
邦
果
樹
園
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
こ
だ
と
オ
ー
ナ
ー
が

抽
選
で
決
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
妻
に

は
、
オ
ー
ナ
ー
に
な
る
の
は
、
孫
た
ち
に
林
檎
体
験
を
さ
せ
る
た
め

と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
、
く
じ
引
き
は
受
け
入
れ
難
か
っ
た
の

で
あ
る
。

契
約
後
し
ば
ら
く
し
て
送
ら
れ
て
き
た
数
枚
の
書
類
の
中
に
、
車

で
の
来
園
者
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
果
樹
園
周
辺
の
地
図
が
入
っ
て

い
た
。
契
約
果
樹
園
は
、
佐
久
盆
地
を
見
下
ろ
す
小
高
い
丘
陵
地
に

あ
る
ら
し
く
、
そ
こ
へ
の
登
り
口
に
あ
る
寺
（
貞
祥
寺
）
の
す
ぐ
脇

に
「
島
崎
藤
村
旧
宅
」
と
あ
る
の
が
目
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
私
だ
っ
て
、
藤
村
と
言
え
ば
小
諸
の
は
ず
だ
が
・
・
・
と
思

わ
な
い
で
も
な
か
っ
た
が
、
「
千
曲
川
旅
情
の
歌
」
に
は
、
「
う
た

か
な
し
佐
久
の
草
笛
・
・
・
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
地
に
旧
宅
が

あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
・
・
・
と
勝
手
に
合

＜エッセイ＞
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点
を
し
、
特
に
そ
の
正
否
に
つ
い
て
確
か
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た

正
否
は
と
も
か
く
、
銀
河
連
邦
果
樹
園
は
、
私
た
ち
が
契
約
し
た

の
と
は
全
く
別
の
所
に
あ
る
よ
う
な
の
で
、
そ
ち
ら
に
行
く
こ
と
に

な
っ
た
ら
、
藤
村
旧
宅
に
は
巡
り
会
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け

は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

旧
宅
訪
問

三
年
も
の
間
、
思
い
込
み
を
修
正
で
き
な
い
で
い
た
の
は
、
毎
年
、

藤
村
旧
宅
の
す
ぐ
脇
を
通
り
な
が
ら
、
そ
こ
を
訪
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
で
あ
る
。

オ
ー
ナ
ー
に
な
る
と
、
秋
の
収
穫
だ
け
で
な
く
、
春
の
摘
花
、
夏

の
摘
果
、
秋
の
葉
摘
み
等
、
何
度
か
通
う
こ
と
に
な
る
こ
と
は
先
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
高
速
道
路
が
整
備
さ
れ
て
き
た
お
か
げ
で
、

渋
滞
さ
え
な
け
れ
ば
、
我
が
家
か
ら
三
時
間
ほ
ど
で
行
け
る
の
で
、

こ
れ
ら
の
行
事
に
は
日
帰
り
で
の
参
加
を
常
と
し
て
き
た
が
、
ひ
と

た
び
渋
滞
と
な
る
と
い
つ
帰
り
着
け
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
作
業

を
終
え
れ
ば
そ
そ
く
さ
と
立
ち
去
る
よ
う
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

三
年
目
は
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
外
出
自
粛
の
あ
お
り
を
う
け
、

摘
花
や
摘
果
行
事
は
省
か
れ
、
晩
秋
の
収
穫
の
み
の
体
験
と
な
っ
た
。

考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
ま
さ
に
美
味
し
い
と
こ
ろ
だ
け
を
手
に
入

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
そ
う

だ
が
、
何
か
や
り
残
し
た
よ
う
な
、
一
種
の
不
完
全
燃
焼
と
で
も
い

う
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
収
穫
の
と
き
だ
け

で
も
「
信
州
体
験
」
を
し
よ
う
と
、
近
く
に
宿
を
と
っ
て
の
参
加
を

計
画
し
た
の
で
あ
る
。
家
路
を
急
が
な
く
て
も
良
く
な
っ
た
の
で
、

旧
宅
訪
問
が
可
能
に
な
っ
た
訳
だ
が
、
こ
こ
に
寄
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
大
し
て
時
間
の
ロ
ス
に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
実
際
に
行
っ
て

見
て
分
か
っ
た
。

旧
宅
は
、
果
樹
園
へ
の
登
り
口
の
目
印
に
な
っ
て
い
る
貞
祥
寺
の

駐
車
場
か
ら
、
歩
い
て
二
、
三
分
の
所
に
あ
っ
た
・
・
・
と
い
う
よ

り
、
貞
祥
寺
の
敷
地
の
中
に
あ
っ
た
と
言
う
の
が
正
確
な
言
い
方
だ

ろ
う
。
寺
の
駐
車
場
に
車
を
停
め
、
表
通
り
に
出
る
と
す
ぐ
目
と
鼻

の
先
に
、
大
人
の
身
の
丈
よ
り
も
高
い
二
本
の
石
柱
が
見
え
て
い
た
。

そ
こ
が
寺
へ
の
入
り
口
ら
し
か
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
寺
へ
入
る
人
が

い
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
う
ら
さ
び
し
い
、
荒
れ
果

て
た
感
じ
の
参
道
だ
っ
た
。

石
柱
の
間
を
通
り
抜
け
て
十
㍍
ほ
ど
緩
い
坂
を
進
む
と
道
は
鍵
の

手
に
曲
が
り
、
そ
の
先
に
古
い
苔
む
し
た
急
な
石
段
が
現
れ
て
く
る
。

道
幅
は
広
く
、
使
わ
れ
て
い
る
石
材
も
立
派
で
、
か
つ
て
は
こ
の
石

段
が
寺
の
正
面
入
り
口
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
い
や
、
今
で

も
、
こ
こ
が
正
式
な
入
り
口
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、

車
社
会
と
な
っ
た
今
で
は
、
参
拝
者
は
も
ち
ろ
ん
、
寺
の
関
係
者
も

車
を
使
っ
て
の
お
勤
め
が
当
た
り
前
に
な
り
、
こ
ち
ら
は
顧
み
ら
れ

な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
か
つ
て
は
立
派
だ
っ
た
石
段
も
、
摩
耗
・
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風
化
が
目
立
ち
、
所
々
に
見
ら
れ
る
崩
れ
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
お
陰
で
と
言
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
、
林
に
囲
ま
れ
、

す
っ
か
り
苔
む
し
た
石
段
は
、
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
い
い
風
景
に

な
っ
て
い
た
。

間
も
な
く
石
段
を
登
り
切
ろ
う
と
い
う
所
で
、
す
ぐ
前
を
歩
く
妻

に
「
た
そ
が
れ
清
兵
衛
で
も
出
て
き
そ
う
だ
な
あ
・
・
・
」
と
言
葉

を
か
け
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
侍
が
出
て
来
て
来
て
も
不
思
議
で
は
な

い
よ
う
な
感
じ
が
し
た
か
ら
だ
が
、
そ
れ
を
清
兵
衛
と
し
た
の
は
、

果
樹
園
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
地
域
の
観
光
案
内
に
、
山
田
洋
次
監
督

に
よ
る
「
た
そ
が
れ
清
兵
衛
」
の
オ
ー
プ
ン
セ
ッ
ト
が
、
こ
こ
か
ら

車
で
三
、
四
十
分
行
っ
た
中
山
道
沿
い
の
宿
場
に
作
ら
れ
て
い
る
と

あ
る
の
を
読
ん
で
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
山
田
洋
次
は
、
「
た

そ
が
れ
清
兵
衛
」
の
他
に
「
隠
し
剣
・
鬼
の
爪
」
と
「
武
士
の
一

分
」
の
計
三
作
の
藤
沢
作
品
を
映
画
化
し
て
お
り
、
そ
の
ど
れ
か
で
、

こ
ん
な
苔
む
し
た
寺
で
の
決
闘
シ
ー
ン
を
撮
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。昔

、
「
た
そ
が
れ
清
兵
衛
」
を
見
た
と
き
、
原
作
は
こ
ん
な
ス
ト

ー
リ
ー
だ
っ
た
ろ
う
か
と
、
多
少
の
違
和
感
を
覚
え
、
帰
っ
て
か
ら

読
み
返
し
て
、
新
潮
文
庫
の
同
名
の
短
編
集
に
あ
る
「
祝
い
人
八

助
」
（
ほ
い
と
や
す
け
）
が
、
映
画
の
主
た
る
原
作
だ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
の
だ
っ
た
。
山
田
洋
次
は
、
い
く
つ
か
の
藤
沢
作
品
を
組
み

合
わ
せ
て
、
映
画
「
た
そ
が
れ
清
兵
衛
」
を
作
っ
た
よ
う
だ
。

オ
ー
プ
ン
セ
ッ
ト
は
、
真
田
広
之
演
じ
る
清
兵
衛
が
、
そ
の
剣
術

の
腕
前
を
見
込
ま
れ
、
家
老
か
ら
命
じ
ら
れ
た
決
闘
に
赴
く
際
に
後

に
し
た
あ
の
家
で
あ
り
、
宮
沢
り
え
演
じ
る
幼
な
じ
み
が
、
勤
め
を

無
事
果
た
し
た
清
兵
衛
が
帰
っ
て
来
る
の
を
待
っ
て
い
た
あ
の
家
で

あ
る
。

清
兵
衛
は
貧
し
い
下
級
武
士
と
い
う
設
定
だ
か
ら
、
城
下
の
街
中

に
住
む
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
街
外
れ
と
い
う
言
葉
も
当
て
は
ま

ら
な
い
よ
う
な
辺
鄙
な
山
里
に
そ
の
住
居
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
は

意
外
だ
っ
た
が
、
山
中
の
ポ
ツ
ン
と
一
軒
屋
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い

だ
っ
た
の
は
、
映
画
が
こ
ん
な
山
中
で
撮
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た

の
だ
。
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
こ
の
オ
ー
プ
ン
セ
ッ
ト
に
も
寄
っ
て
み

よ
う
か
と
思
っ
た
の
だ
が
・
・
・
い
や
い
や
、
清
兵
衛
宅
で
は
な
く
、

私
た
ち
は
藤
村
旧
宅
に
行
く
の
で
あ
っ
た
。

清
兵
衛
が
出
て
き
そ
う
だ
と
口
に
し
た
と
き
、
私
た
ち
は
、
木
の

雨
戸
を
閉
め
切
っ
た
青
い
ト
タ
ン
葺
き
の
平
屋
の
家
屋
の
前
に
来
て

い
た
。
そ
れ
が
、
藤
村
旧
宅
だ
っ
た
。
元
々
、
旧
宅
は
茅
葺
き
だ
っ

た
が
、
そ
の
上
に
ト
タ
ン
を
被
せ
て
屋
根
を
保
護
し
て
い
る
よ
う

だ
っ
た
。
建
物
前
に
立
て
ら
れ
た
案
内
板
に
、
こ
ん
な
説
明
書
き
が

あ
っ
た
。

島
崎
藤
村
（
小
諸
時
代
）
旧
栖
の
家

島
崎
藤
村
（
明
治
五
年
～
昭
和
十
八
年
）
は
、
明
治
三
十
二
年

＜エッセイ＞
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四
月
小
諸
義
塾
教
師
と
し
て
信
州
小
諸
へ
赴
任
（
中
略
）
、
明
治

三
十
八
年
四
月
小
諸
義
塾
教
師
を
辞
す
る
ま
で
の
六
年
間
こ
の
家

で
過
ご
し
た
。
こ
の
間
、
島
崎
藤
村
は
、
「
落
梅
集
」
「
藤
村
詩

集
」
を
刊
行
す
る
か
た
わ
ら
、
散
文
集
「
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
」

名
作
「
破
戒
」
な
ど
の
稿
を
起
し
て
詩
か
ら
散
文
へ
の
移
行
を
志

し
た
。
島
崎
藤
村
を
し
て
、
詩
人
か
ら
小
説
家
へ
転
生
さ
せ
た
の

は
小
諸
時
代
の
生
活
で
、
藤
村
文
学
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
時
代

と
い
え
よ
う
。
こ
の
家
は
大
正
九
年
そ
の
消
失
を
惜
し
む
本
間
隆

氏
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
は
佐
久
市
大
字
前
山
に
移
転
さ
れ
が
、
以

上
の
文
学
的
意
義
に
鑑
み
、
藤
村
誕
生
一
〇
〇
年
に
つ
づ
く
没
後

三
十
年
を
記
念
し
て
昭
和
四
十
九
年
一
月
十
日
か
ら
総
工
費
七
〇

〇
万
円
を
も
っ
て
重
ね
て
当
初
に
解
体
復
元
工
事
に
着
手
し
、
同

四
九
年
六
月
三
十
日
完
成
し
た
。
（
後
略
）

改
め
て
、
藤
村
は
こ
こ
に
は
住
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

知
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
移
築
の
立
役
者
、
本
間
隆
氏
が
ど
の
よ
う

な
人
物
な
の
か
、
七
〇
〇
万
円
と
い
う
金
額
が
現
在
で
は
ど
れ
く
ら

い
に
な
る
の
か
、
い
や
い
や
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、
な
ぜ
こ
の
建
物

を
小
諸
に
置
い
て
お
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
か
・
・
・
と
、
い

ろ
い
ろ
と
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

玄
関
と
思
し
き
出
入
り
口
も
板
戸
で
閉
じ
ら
れ
、
そ
こ
に
貼
ら
れ

た
小
さ
な
紙
に
、
こ
の
年
の
開
館
は
終
了
し
た
旨
の
断
り
書
き
が
記

さ
れ
て
い
た
。
私
た
ち
が
、
「
今
年
の
開
館
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た

よ
う
だ
」
「
じ
ゃ
あ
、
来
年
も
林
檎
を
や
ら
な
け
れ
ば
・
・
・
」
な

ど
と
話
を
し
て
い
る
と
、
寺
の
本
堂
の
方
か
ら
や
っ
て
来
た
と
思
わ

れ
る
二
人
連
れ
が
、
私
た
ち
と
同
様
、
案
内
板
や
断
り
書
き
を
読
ん

で
立
ち
去
っ
て
行
っ
た
。

建
物
の
脇
を
通
り
抜
け
、
反
対
側
へ
出
る
と
、
そ
こ
も
雨
戸
で
塞

が
れ
中
を
う
か
が
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
こ
ち
ら
が
陽
の
当

た
る
南
側
で
、
居
室
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
た
。

し
ば
ら
く
家
の
周
囲
を
う
ろ
う
ろ
し
て
か
ら
、
元
来
た
道
を
戻
ろ

う
と
す
る
と
、
先
ほ
ど
と
は
別
の
二
人
連
れ
が
や
っ
て
来
て
、
苔
む

し
た
石
段
に
カ
メ
ラ
を
向
け
盛
ん
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
て
い
た
。

木
の
間
か
ら
漏
れ
る
西
に
傾
き
つ
つ
あ
る
陽
の
光
、
青
苔
に
覆
わ
れ

た
古
い
石
段
・
・
・
ど
ん
な
写
真
に
仕
上
が
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
な

が
ら
、
旧
宅
を
後
に
し
た
。

軽
井
沢
・
タ
リ
ア
セ
ン

藤
村
旧
宅
を
後
に
し
て
向
か
っ
た
の
は
軽
井
沢
で
あ
る
。
こ
の
日

の
宿
を
軽
井
沢
に
決
め
た
一
つ
の
理
由
は
、
こ
こ
に
来
れ
ば
、
堀
辰

雄
、
有
島
武
郎
、
室
生
犀
星
・
・
・
と
、
い
く
ら
で
も
文
学
館
散
歩

が
で
き
る
だ
ろ
う
と
、
安
易
な
考
え
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

宿
泊
し
て
い
た
宿
で
も
ら
っ
た
付
近
の
散
策
地
図
に
、
白
秋
の

「
落
葉
松
」
の
歌
碑
と
あ
る
の
が
目
に
留
ま
っ
た
。
「
落
葉
松
」
の
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舞
台
が
、
軽
井
沢
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
か
で
読
ん
だ
覚
え
が
あ

る
が
、
そ
れ
が
宿
か
ら
歩
い
て
行
け
る
所
に
あ
る
と
い
う
の
は
意
外

だ
っ
た
。

な
ん
と
か
テ
ラ
ス
と
い
う
、
何
度
聞
い
て
も
そ
の
名
を
覚
え
ら
れ

な
い
、
私
と
し
て
は
バ
タ
臭
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、
こ
う

し
な
い
と
若
い
人
は
来
な
い
の
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
、
今
風
の
商

店
街
（
こ
う
い
う
の
を
リ
ゾ
ー
ト
と
言
う
の
か
も
し
れ
な
い
）
の
先
、

湯
川
沿
い
の
林
の
中
に
、
目
指
す
詩
碑
は
あ
っ
た
・
・
・
確
か
に
詩

碑
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
近
づ
い
て
そ
こ
に
彫
ら
れ
た
文
章
を
読
も
う

と
い
う
人
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
「
落
葉
松
」
の
詩
は
、
こ
の
近
く

の
林
で
詠
ん
だ
と
の
こ
と
だ
が
、
木
々
は
す
っ
か
り
葉
を
落
と
し
て

い
て
、
ど
れ
が
そ
の
落
葉
松
な
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
今
、
こ
れ

を
書
き
な
が
ら
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
開
い
て
見
た
の
だ
が
、
詩
碑
も
、

落
葉
松
林
の
案
内
も
出
て
い
な
い
。
最
早
、
白
秋
で
人
を
呼
べ
る
時

代
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

詩
碑
に
あ
っ
た
、
白
秋
自
身
が
書
い
た
と
い
う
説
明
を
読
ん
で
、

長
い
間
の
思
い
違
い
を
指
摘
さ
れ
た
気
が
し
た
。
こ
ん
な
風
に
書
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

落
葉
松
の
幽
か
な
る
、
そ
の
風
の
こ
ま
か
に
さ
び
し
く
物
あ
は

れ
な
る
、
た
だ
、
心
よ
り
心
へ
と
傳
ふ
べ
し
。
ま
た
知
ら
む
、
そ

の
風
は
そ
の
さ
さ
や
き
は
、
ま
た
我
が
心
の
心
の
さ
さ
や
き
な
る

を
、
讀
者
よ
、
こ
れ
ら
は
聲
に
出
し
て
歌
ふ
べ
き
き
は
の
も
の
に

あ
ら
ず
、
た
だ
韻
を
韻
と
し
、
匂
を
匂
と
せ
よ
。

「
落
葉
松
」
に
は
じ
め
て
接
し
た
の
は
、
中
学
三
年
生
の
と
き

だ
っ
た
。
な
ぜ
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
詩
は
、

高
校
受
験
が
近
づ
い
た
頃
、
市
内
の
書
店
で
買
い
求
め
た
国
語
の
受

験
参
考
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
な
が
ら

に
も
、
「
か
ら
ま
つ
の
・
・
・
か
ら
ま
つ
の
・
・
・
」
と
い
う
乾
い

た
音
の
繰
り
返
し
が
印
象
に
残
っ
た
。
そ
の
繰
り
返
し
に
軽
快
な
リ

ズ
ム
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
次
々
と
落
葉
松
林
が
現
れ
て
く
る
高
原

の
情
景
を
思
い
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
以
来
ず
っ
と
、
こ
の
詩
は
声

に
出
し
て
歌
う
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
作
者
自
身
が
そ
う
で
は
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
葉
で
は
な
く
心
を
読
め
と
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
が
、
聞
い
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。

こ
の
日
、
「
落
葉
松
」
の
詩
碑
の
文
を
読
ん
だ
あ
と
、
信
越
線
の

線
路
を
越
え
て
、
南
軽
井
沢
方
面
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
目
当
て
の

一
つ
は
高
原
文
庫
で
あ
る
が
、
文
庫
以
上
に
、
ど
う
し
て
も
見
て
お

き
た
い
建
物
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
「
軽
井
沢
タ
リ
ア
セ
ン
」
に
あ
る
ら
し
い
の
だ
が
、

「
軽
井
沢
」
は
と
も
か
く
、
「
タ
リ
ア
セ
ン
」
と
は
ど
う
い
う
施
設

で
、
そ
も
そ
も
「
タ
リ
ア
セ
ン
」
と
は
何
語
で
、
ど
う
い
う
意
味
な

＜エッセイ＞
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の
か
全
く
分
か
ら
な
い
。
関
係
者
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
な
の
だ

ろ
う
が
、
知
ら
な
い
者
に
と
っ
て
は
突
き
放
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感

じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
年
寄
り
の
僻
み
根
性
と
言
わ
れ
れ
ば
、
否

定
は
し
な
い
が
、
最
近
、
人
名
、
歌
や
映
画
の
題
名
、
施
設
の
名
称

な
ど
、
こ
の
種
の
こ
と
が
ず
い
ぶ
ん
と
多
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

も
っ
と
も
、
名
前
は
記
号
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
タ
リ
ア

セ
ン
で
も
タ
リ
マ
セ
ン
で
良
い
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
引

き
下
が
る
し
か
な
い
。
地
図
を
見
る
限
り
、
軽
井
沢
タ
リ
ア
セ
ン
は
、

公
園
の
よ
う
な
施
設
に
見
え
る
の
だ
が
・
・
・

そ
の
タ
リ
ア
セ
ン
の
中
に
あ
る
塩
沢
湖
の
ほ
と
り
に
建
つ
「
睡
鳩

荘
」
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
設
計
に
よ
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
今
回
の
宿
泊
地
を
ど
こ
に
し
よ
う
か
、

迷
っ
て
い
る
と
き
だ
っ
た
。
果
樹
園
の
あ
る
佐
久
の
近
く
な
ら
移
動

に
時
間
は
か
か
ら
な
い
、
八
ヶ
岳
山
麓
な
ら
高
原
の
ド
ラ
イ
ブ
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
、
小
諸
、
軽
井
沢
な
ら
文
学
館
散
歩
が
・
・
・

と
地
図
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
眺
め
て
い
る
と
き
に
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の

名
前
が
目
に
入
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

軽
井
沢
は
、
外
国
人
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
よ
う
な
所
な
の
で
、

こ
こ
に
外
国
人
の
建
築
家
の
手
に
な
る
建
物
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で

は
な
い
が
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
と
な
る
と
、
改
め
て
な
ぜ
彼
が
こ
こ
に
・

・
・
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
に
つ
い
て
は
、
後

で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
睡
鳩
荘
が
仏
文
学
者
・
朝
吹
登
水
子
に

縁
の
建
物
と
知
っ
て
、
ま
す
ま
す
見
て
お
き
た
い
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。

朝
吹
登
水
子
は
、
私
の
学
生
時
代
、
つ
ま
り
半
世
紀
以
上
も
前
に

活
躍
し
て
い
た
人
で
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
や
文
芸
の
多
く
、

取
り
分
け
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
サ
ガ
ン
の
作
品
は
、
彼
女
を
介
し
て

わ
が
国
に
入
っ
て
来
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
私
は
仏
文
を
専
攻
し

て
い
た
訳
で
は
な
い
し
、
特
に
サ
ガ
ン
を
愛
読
し
た
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
が
、
「
朝
吹
」
と
聞
く
と
一
種
の
郷
愁
の
よ
う
な
感
じ
を
覚

え
る
の
で
あ
る
。

睡
鳩
荘
は
、
昭
和
初
期
、
登
水
子
の
父
親
・
実
業
家
の
朝
吹
常
吉

が
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
に
設
計
を
依
頼
し
、
旧
軽
井
沢
に
朝
吹
家
の
別
荘
と

し
て
建
て
た
も
の
で
、
登
水
子
の
死
後
、
二
〇
〇
八
年
に
塩
沢
湖
畔

に
移
築
・
復
元
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

別
荘
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
切
妻
型
の
屋
根
、
丸
太
を
半
分
に

割
っ
て
張
り
付
け
た
よ
う
な
簡
素
な
造
り
の
外
壁
、
一
階
に
は
い
つ

で
も
大
勢
の
人
が
集
ま
れ
る
よ
う
に
広
い
居
間
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
居
間
は
、
テ
ラ
ス
に
面
し
て
天
井
ま
で
が
ガ
ラ
ス
戸
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
採
光
を
考
え
て
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
私
た
ち

が
行
っ
た
と
き
に
は
、
カ
ー
テ
ン
が
下
ろ
さ
れ
て
い
て
、
明
る
さ
は

感
じ
な
か
っ
た
。
気
に
入
っ
た
の
は
、
居
間
の
天
井
で
あ
る
。
数
本

の
梁
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
、
天
井
の
漆
喰
と
い
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

を
な
し
て
い
た
。
寝
室
や
書
斎
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
二
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階
の
各
部
屋
の
木
製
の
格
子
窓
は
、
上
部
に
曲
線
を
取
り
入
れ
た
ア

ー
ル
・
デ
コ
様
式
と
な
っ
て
い
る
。
改
め
て
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い

が
、
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
の
窓
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
落
ち
着
い
た
雰
囲
気

が
漂
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
来
て
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
設
計
の
建
物
の
中
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
思
い
が
け
な
い
体
験
だ
っ
た
が
、
入
り
口
に
掲
げ
ら
れ
て
い

た
、
登
水
子
自
身
の
書
い
た
「
睡
鳩
荘
に
住
ん
で
」
と
い
う
短
い
文

章
の
中
に
気
に
な
る
一
言
が
あ
っ
た
。

父
（
実
業
家
、
朝
吹
常
吉
）
は
、
（
中
略
）
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
氏
に

高
輪
の
洋
館
を
依
頼
し
た
。
こ
の
洋
館
は
現
在
も
高
輪
東
芝
倶
楽

部
と
し
て
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
洋
館
は
一
九
二
六
年
に
建
て
ら

れ
た
思
い
出
多
い
処
で
あ
る
。

高
輪
に
あ
る
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
設
計
の
建
築
と
言
え
ば
明
治
学
院
大
学

の
チ
ャ
ペ
ル
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
そ
の
目
と
鼻
の
先
に
、
ヴ
ォ
ー

リ
ズ
の
洋
館
が
あ
っ
た
と
は
・
・
・

小
諸
・
懐
古
園
、
藤
村
記
念
館

睡
鳩
荘
を
見
た
あ
と
、
道
路
を
隔
て
た
向
か
い
側
に
あ
る
軽
井
沢

高
原
文
庫
に
寄
っ
た
の
は
、
こ
こ
に
来
れ
ば
、
こ
の
「
文
学
館
散

歩
」
の
ネ
タ
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
の
こ
と
だ
っ
た

が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
安
易
な
考
え
だ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。軽

井
沢
に
縁
の
あ
る
作
家
の
あ
ま
り
の
多
さ
に
、
彼
等
だ
け
で
立

派
な
日
本
文
学
全
集
が
組
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ほ
ど
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
「
散
歩
」
の
た
め
の
資
料
を
集
め
る
に
は
、

少
し
準
備
を
整
え
て
か
ら
で
な
い
と
話
に
な
ら
な
い
と
考
え
、
他
に

回
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
他
が
、
な
ぜ
小
諸
に
な
っ
た
の
か
、

よ
く
覚
え
て
い
な
い
の
だ
が
、
睡
鳩
荘
に
あ
っ
た
朝
吹
登
水
子
の

「
高
輪
の
洋
館
」
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。

高
輪
の
旧
朝
吹
邸
ま
で
行
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
近
く
に
は
あ
る
明
治

学
院
に
も
寄
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
明
治
学
院
と
な
れ
ば
、
藤
村

・
・
・
せ
っ
か
く
藤
村
旧
宅
を
見
て
来
た
訳
だ
し
・
・
・
こ
ん
な
連

想
が
働
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

晩
秋
の
、
や
や
風
の
強
い
日
だ
っ
た
。
小
諸
へ
向
か
う
車
の
右
手

に
、
青
空
を
背
景
に
浅
間
山
が
ず
っ
し
り
と
し
た
姿
を
見
せ
て
い
た
。

こ
の
朝
見
て
来
た
、
「
落
葉
松
」
の
な
か
の
「
浅
間
嶺
に
け
ぶ
り
立

つ
見
つ
・
・
・
」
の
一
節
を
思
い
出
し
た
け
れ
ど
、
風
向
き
の
関
係

か
ら
か
、
噴
煙
は
見
え
な
か
っ
た
。

懐
古
園
に
来
た
の
は
、
お
よ
そ
四
十
年
ぶ
り
の
こ
と
だ
っ
た
。
入

館
時
に
も
ら
っ
た
案
内
に
は
、
藤
村
記
念
館
は
昭
和
三
十
二
年
竣
工

と
あ
る
の
で
、
こ
の
前
来
た
と
き
に
も
寄
っ
た
は
ず
だ
が
、
よ
く
覚

＜エッセイ＞
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え
て
い
な
い
。
思
い
出
し
た
こ
と
の
一
つ
は
、
以
前
来
た
時
に
は
、

記
念
館
の
す
ぐ
近
く
の
広
場
に
、
「
草
笛
」
を
吹
く
お
爺
さ
ん
が
い

た
こ
と
で
あ
る
。

調
べ
て
み
る
と
、
草
笛
吹
き
は
横
山
祖
道
と
い
う
禅
僧
で
、
昭
和

三
十
二
年
か
ら
五
十
五
年
ま
で
、
こ
こ
で
毎
日
草
笛
を
吹
い
て
い
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
が
、
こ
の
前
こ
こ
に
来
た
の
は
昭
和
五

十
四
年
の
夏
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、
最
晩
年
の
演
奏
を
聴
い
た
こ
と

に
な
る
。
観
光
客
に
と
っ
て
は
観
光
イ
ベ
ン
ト
の
一
つ
だ
っ
た
が
、

禅
僧
に
と
っ
て
は
修
行
の
一
環
だ
っ
た
よ
う
だ
。
今
で
は
、
か
つ
て

の
演
奏
会
場
に
置
か
れ
て
い
る
装
置
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
録
音
さ

れ
た
草
笛
の
音
が
流
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

記
念
館
は
、
平
屋
の
簡
素
な
造
り
だ
が
、
周
囲
の
庭
園
も
含
め
、

と
て
も
清
楚
な
佇
ま
い
だ
っ
た
。
詩
や
小
説
の
原
稿
、
初
版
本
、
生

前
の
愛
用
品
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
、
よ
く
あ
る
普
通
の
記
念
館

で
、
一
歩
外
へ
出
て
し
ま
う
と
、
何
が
あ
っ
た
の
か
よ
く
覚
え
て
い

な
い
と
い
う
の
が
実
情
だ
が
、
一
つ
だ
け
い
つ
ま
で
も
記
憶
に
残
っ

て
い
る
作
品
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
入
っ
て
右
手
一
番
奥
の
壁
に
掛

け
ら
れ
て
い
る
藤
村
自
身
の
揮
毫
に
よ
る
詩
で
あ
る
。

人
の
世
の
若
き
生
命
の
あ
さ
ぼ
ら
け

学
院
の
鐘
は
響
き
て
わ
れ
ひ
と
の
胸
う
つ
と
こ
ろ

白
金
の
丘
に
根
深
く
記
念
樹
の
立
て
る
を
見
よ
や

緑
葉
は
香
ひ
あ
ふ
れ
て
青
年
の
思
ひ
を
伝
ふ

心
せ
よ
学
び
の
友
よ
新
し
き
時
代
は
待
て
り

も
ろ
と
も
に
遠
く
望
み
て
お
の
が
じ
し
道
を
開
か
む

霄
あ
ら
ば
霄
を
窮
め
む
壌
あ
ら
ば
壌
に
も
活
き
む

あ
あ
行
け
た
た
か
へ
雄
々
し
か
れ

目
さ
め
よ
起
て
よ
畏
る
る
な
か
れ

な
ぜ
、
こ
の
詩
が
目
に
留
ま
り
改
め
て
こ
こ
に
紹
介
す
る
か
と
い

う
と
、
こ
の
詩
は
、
私
が
定
年
退
職
す
る
ま
で
の
六
年
間
勤
め
た
明

治
学
院
大
学
の
校
歌
だ
か
ら
で
あ
る
。
在
職
中
か
ら
、
明
治
学
院
は

若
き
藤
村
が
学
ん
だ
学
舎
で
あ
り
、
後
に
卒
業
生
・
藤
村
に
よ
っ
て

そ
の
校
歌
が
作
詞
さ
れ
た
こ
と
は
知
っ
て
は
い
た
が
、
ま
さ
か
小
諸

で
そ
の
校
歌
に
巡
り
あ
う
と
は
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

港
区
・
白
金
に
あ
る
大
学
の
校
歌
に
、
遠
く
離
れ
た
信
州
・
小
諸

で
め
ぐ
り
合
え
る
と
い
う
の
も
、
一
つ
の
縁
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
私
は
こ
の
校
歌
、
あ
ま
り
気
に
入
っ

て
は
い
な
い
。
歌
詞
は
、
一
応
、
新
体
詩
ら
し
く
五
七
調
の
形
を

と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
校
歌
と
い
う
制
約
が
そ
う
さ
せ
る
の
か
、

卒
業
生
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
気
合
い
が
入
り
す
ぎ
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
で
、
今
ま
で
馴
染
ん
で
き
た
藤
村
の
詩
か
ら
は
随

分
と
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

藤
村
と
言
え
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
「
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り

＜佐久・小諸から白金・高輪へ＞
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雲
白
く
遊
子
か
な
し
む
・
・
・
」
で
あ
り
、
そ
の
次
に
思
い
浮
か

ぶ
の
は
「
ま
だ
上
げ
そ
め
し
前
髪
の

林
檎
の
も
と
に
見
え
し
と
き

・
・
・
」
、
も
う
一
つ
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
「
名
も
知
ら
ぬ
遠
き
島

よ
り

流
れ
寄
る
椰
子
の
実
一
つ
・
・
・
」
な
の
で
あ
る
。

「
千
曲
川
旅
情
の
歌
」
に
は
じ
め
て
接
し
た
の
は
、
「
遊
子
」
の

意
味
も
知
ら
な
い
高
校
一
年
の
と
き
だ
っ
た
。
「
・
・
・
旅
人
の
群

れ
は
い
く
つ
か

畠
中
の
道
を
急
ぎ
ぬ
」
の
一
節
に
接
し
た
と
き
に

は
、
当
時
は
ま
だ
小
諸
に
も
千
曲
川
に
も
行
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
ご
く
自
然
に
、
浅
間
の
山
裾
を
急
ぐ
旅
人
の
姿
を
思
い
浮
か
べ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
初
恋
」
は
、
藤
村
の
詩
と
し
て
と
い
う

よ
り
、
舟
木
一
夫
の
歌
唱
を
通
し
て
知
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
の

引
用
部
に
、
「
前
に
さ
し
た
る
花
櫛
の

花
あ
る
君
と
思
ひ
け
り
」

と
続
く
の
を
読
み
、
恋
や
愛
と
言
わ
な
く
て
も
、
そ
う
し
た
思
い
が

伝
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
詩
人
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
椰
子

の
実
」
も
同
様
で
あ
る
。
実
際
に
は
藤
村
は
、
そ
の
舞
台
と
さ
れ
る

伊
良
湖
崎
に
は
行
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
波
に
漂
う
椰

子
の
実
の
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
や
か
で
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
と
も
に
印

象
に
残
る
の
で
あ
る
。

校
歌
に
は
、
「
学
院
の
鐘
」
「
白
金
の
丘
」
「
記
念
樹
」
と
、
具

体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
用
語
も
あ
る
が
、
「
道
を
開
か
む

・
窮
め
む
・
活
き
む
」
と
、
若
者
を
鼓
舞
す
る
言
葉
が
続
き
、
「
あ

あ
行
け
た
た
か
へ
雄
々
し
か
れ/

目
さ
め
よ
起
て
よ
畏
る
る
な
か

れ
」
と
、
何
と
も
勇
ま
し
い
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

母
校
へ
の
、
そ
こ
で
学
ぶ
若
者
へ
の
、
激
励
の
詩
で
あ
る
こ
と
は
理

解
で
き
る
が
、
一
読
者
と
し
て
は
、
藤
村
に
は
別
の
詩
情
を
期
待
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

明
学
に
赴
任
し
、
校
歌
が
藤
村
の
作
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
以
来
、

ず
っ
と
こ
う
し
た
思
い
・
・
・
つ
ま
り
藤
村
ら
し
く
な
い
と
い
う
思

い
を
抱
い
て
来
た
が
・
・
・
と
い
っ
て
も
、
ず
っ
と
読
み
続
け
て
き

た
わ
け
で
は
な
く
、
一
度
読
ん
で
以
後
、
繰
り
返
し
て
読
む
気
に
な

ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
が
、
最
近
に
な
っ
て
、

私
の
思
い
が
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ

た
の
で
あ
る
。

吉
田
精
一
著
「
日
本
近
代
詩
鑑
賞
」
（
新
潮
文
庫
）
は
、
「
千
曲

川
旅
情
の
歌
」
を
習
っ
た
高
校
の
授
業
で
紹
介
さ
れ
、
そ
の
直
後
に

明
治
編
・
大
正
編
・
昭
和
編
の
三
冊
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
う
ち
の
二
冊
を
友
人
に
貸
し
て
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て

し
ま
い
、
手
元
に
は
昭
和
編
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と

に
気
づ
き
、
も
う
一
度
手
に
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
文
庫

本
は
絶
版
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
古
本
屋
に
行
っ
た
と
き
に

は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
文
庫
本
の
棚
に
目
を
走
ら
せ
て
き
た

も
の
だ
が
、
手
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
一
年
ほ

ど
前
、
偶
々
立
ち
寄
っ
た
八
王
子
の
古
本
屋
で
、
透
明
の
フ
ィ
ル
ム

に
包
ま
れ
た
三
冊
セ
ッ
ト
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
明
治
編
の
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冒
頭
を
飾
る
の
は
藤
村
で
、
「
秋
風
の
歌
」
「
千
曲
川
旅
情
の
歌
」

「
椰
子
の
実
」
の
三
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
藤
村
に
つ

い
て
、
こ
ん
な
論
評
が
載
っ
て
い
る
。

「
藤
村
の
詩
は
詩
感
の
不
統
一
と
措
辞
（
そ
じ
・
言
葉
の
使
い

方
）
の
彫
琢
不
足
に
よ
り
、
冗
長
散
漫
の
弊
を
免
れ
な
い
も
の
が
多

く
、
当
時
の
批
評
家
か
ら
繊
弱
（
せ
ん
じ
ゃ
く
・
弱
々
し
い
）
に
し

て
朦
朧
と
い
う
や
う
な
評
を
受
け
た
。
純
一
な
感
情
の
思
ひ
せ
ま
っ

た
高
調
は
、
一
句
も
し
く
は
一
章
に
輝
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
一
篇

と
し
て
は
形
式
の
整
っ
た
均
斉
美
に
乏
し
い
傾
き
が
あ
っ
た
。
」

藤
村
と
言
え
ば
我
が
国
の
新
体
詩
運
動
の
中
心
に
位
置
す
る
人
物
、

超
一
流
の
詩
人
と
い
う
風
に
理
解
し
て
い
る
の
で
、
素
人
と
し
て
は
、

「
詩
感
の
不
統
一
と
措
辞
の
彫
琢
不
足
」
と
い
っ
た
批
評
は
思
い
つ

か
な
い
が
、
「
冗
長
散
漫
」
は
、
校
歌
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
っ
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

額
に
入
っ
た
校
歌
を
何
度
か
繰
り
返
し
て
読
み
、
白
金
へ
の
思
い

を
新
た
に
し
て
、
記
念
館
を
出
よ
う
と
し
た
と
き
、
思
い
が
け
な
い

も
の
が
目
に
留
ま
っ
た
。

そ
れ
は
、
出
入
り
口
の
脇
の
小
さ
な
台
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
家

屋
の
模
型
で
あ
る
。
模
型
は
屋
根
が
取
り
外
さ
れ
、
家
の
中
を
俯
瞰

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
五
～
六
部
屋
か
ら
な
る
田
舎
家
の
造

り
で
、
脇
に
置
か
れ
た
案
内
に
は
、
小
諸
で
藤
村
が
住
ん
で
い
た
家

の
模
型
と
書
か
れ
て
い
た
。
館
内
に
他
に
客
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

す
ぐ
近
く
に
い
た
受
付
の
女
性
に
確
認
を
す
る
と
、
予
想
通
り
、
佐

久
で
見
て
来
た
藤
村
旧
宅
の
模
型
で
あ
る
と
い
う
。
前
日
に
行
っ
て

来
た
こ
と
を
告
げ
、
ス
マ
ホ
に
保
存
し
て
あ
っ
た
写
真
を
見
て
も
ら

う
と
、
彼
女
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
「
そ
う
で
す
。

そ
の
家
で
す
。
行
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
す
か
、
苔
の
綺
麗
な
お
寺
で

し
た
で
し
ょ
う
」
と
、
懐
か
し
そ
う
に
相
手
を
し
て
く
れ
た
。

白
金
・
明
治
学
院

手
元
に
あ
る
藤
村
の
「
桜
の
実
の
熟
す
る
と
き
」
（
新
潮
文
庫
）

は
、
明
治
学
院
に
赴
任
し
て
間
も
な
く
、
大
学
の
生
協
で
買
い
求
め

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
明
学
生
及
び
明
学
職
員
の
必
読
書

と
い
っ
て
も
い
い
扱
い
を
受
け
て
い
る
よ
う
で
、
生
協
の
書
店
で
、

他
の
本
は
「
取
り
寄
せ
」
の
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
本
が
書
棚
か

ら
姿
を
消
す
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
え
た
。

こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
の
は
大
正
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ

が
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
明
治
二
十
年
代
、
著
者
・
藤
村
が
明
治
学

院
に
在
学
中
の
こ
と
で
、
藤
村
は
岸
本
捨
吉
と
し
て
登
場
す
る
。
明

治
二
十
年
代
と
い
え
ば
、
文
明
開
化
の
時
代
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
ま

だ
江
戸
時
代
と
の
つ
な
が
り
が
強
い
時
代
で
あ
る
。
当
時
の
地
名
、

風
俗
習
慣
や
登
場
人
物
に
つ
い
て
理
解
す
る
に
は
文
庫
本
巻
末
の
注

が
助
け
に
な
っ
た
が
、
主
人
公
の
行
動
範
囲
を
よ
り
具
体
的
に
理
解

す
る
に
は
、
現
代
の
も
の
よ
り
古
い
地
図
（
江
戸
切
絵
図
）
が
頼
り

＜佐久・小諸から白金・高輪へ＞
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に
な
っ
た
。

「
桜
の
実
の
熟
す
る
と
き
」
は
、
こ
ん
な
風
に
始
ま
る
。

日
蔭
に
成
っ
た
坂
に
添
う
て
、
岸
本
捨
吉
は
品
川
の
停
車
場
手

前
か
ら
高
輪
へ
通
う
抜
け
道
を
上
が
っ
て
行
っ
た
。
客
を
載
せ
た

一
台
の
俥
が
坂
の
下
の
方
か
ら
同
じ
よ
う
に
上
っ
て
来
る
気
勢
が

し
た
。
（

頁
）

5

こ
の

俥
に
乗
っ
て
い
た
の
は
、
一
時
、
捨
吉
と
関
係
の
あ
っ
た

繁
子
と
い
う
女
性
で
あ
る
。
五
歳
年
上
の
女
性
と
い
う
こ
と
以
外
、

二
人
の
間
柄
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク

な
も
の
、
年
齢
か
ら
言
っ
て
、
捨
吉
が
一
方
的
に
慕
っ
て
い
た
も
の

と
思
う
が
、
そ
の
思
い
は
既
に
断
ち
切
ら
れ
た
か
、
断
ち
切
ら
れ
つ

つ
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

岡
の
上
に
捨
吉
が
出
た
頃
は
最
早
繁
子
の
俥
は
見
え
な
か
っ
た
。

そ
の
道
は
一
方
で
御
殿
山
へ
続
き
、
一
方
は
奥
平
の
古
い
邸
に
つ

い
て
迂
回
し
て
高
輪
の
通
り
に
続
い
て
い
る
。
そ
の
広
い
邸
内
を

自
由
に
通
り
抜
け
て
行
く
こ
と
も
出
来
る
。
（

頁
）

8

明
学
に
赴
任
し
、
こ
の
界
隈
を
多
少
な
り
と
も
歩
い
た
こ
と
が
な

け
れ
ば
、
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
が
、
自
分
も
通
っ
た
こ

と
が
あ
る
道
で
は
な
い
か
と
思
う
と
、
こ
の
坂
が
ど
こ
な
の
か
、
奥

平
の
邸
と
は
ど
こ
な
の
か
、
気
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
汽
笛
一
斉
新
橋
を
・
・
・
」
は
明
治
五
年
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、

藤
村
の
時
代
に
は
品
川
駅
は
す
で
に
開
業
し
て
い
た
。
問
題
は
、
品

川
駅
か
ら
高
輪
に
通
う
「
抜
け
道
」
が
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
思
い
つ
く
の
は
、
現
在
の
品
川
駅
高
輪
口
か
ら
国
道
一
号
線

を
渡
っ
て
、
品
川
グ
ー
ス
（
二
〇
二
一
年
三
月
閉
館
）
と
品
川
プ
リ

ン
ス
の
間
を
登
っ
て
行
く
柘
榴
坂
で
あ
る
。
私
自
身
、
バ
ス
で
あ
る

い
は
徒
歩
で
何
度
と
な
く
通
っ
た
道
で
も
あ
り
、
高
輪
へ
の
道
と
言

え
ば
ま
ず
は
こ
の
道
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
、
捨
吉
青
年
の
辿
っ
て

い
る
の
も
こ
の
道
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
も
の
の
、
当
時
の
品
川
駅
は
、

現
在
の
駅
よ
り
も
う
少
し
南
の
八
山
橋
寄
り
に
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

作
品
の
坂
道
は
、
品
川
プ
リ
ン
ス
の
南
側
の
路
地
あ
る
い
は
、
さ
ら

に
南
寄
り
の
八
山
の
坂
（
現
在
の
環
状
六
号
線
）
と
い
う
こ
と
も
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
作
品
に
は
、
坂
を
登
り
切
っ

た
と
こ
ろ
で
、
一
方
は
「
御
殿
山
」
、
一
方
は
「
高
輪
の
通
り
」
に

続
い
て
い
る
と
あ
る
の
で
、
や
は
り
こ
の
坂
は
柘
榴
坂
と
す
る
の
が

自
然
だ
ろ
う
。

こ
の
坂
を
登
り
切
っ
た
正
面
は
、
現
在
、
あ
る
宗
教
団
体
の
教
会

と
な
っ
て
い
る
が
、
江
戸
切
絵
図
で
は
「
奥
平
大
膳
太
夫
下
屋
敷
」

と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
「
奥
平
の
古
い
邸
」
と
い
う
の
は
こ
こ
の
こ

と
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
直
角
に
右
折
し
て
道
な
り
に
行
け
ば
、
や
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が
て
高
輪
警
察
署
前
の
交
差
点
に
出
る
。
「
高
輪
の
通
り
」
は
、
聖

坂
に
続
く
こ
の
二
本
榎
木
通
り
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

高
輪
警
察
署
前
交
差
点
は
、
現
在
で
は
十
字
路
だ
が
、
古
い
地
図

で
は
丁
字
路
に
な
っ
て
い
て
、
現
在
の
桂
坂
に
該
当
す
る
通
り
は
見

当
た
ら
な
い
。
桂
坂
や
高
輪
署
は
、
そ
の
手
前
に
あ
る
高
野
山
東
京

別
院
の
敷
地
を
利
用
し
て
作
ら
れ
た
よ
う
だ
。
こ
の
高
輪
署
前
の
十

字
路
で
左
に
折
れ
て
桜
田
通
り
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
が
大
学
で
あ
る
。

古
い
地
図
に
よ
れ
ば
、
現
在
大
学
の
あ
る
所
は
九
鬼
長
門
守
下
屋

敷
、
そ
の
北
隣
に
あ
る
都
ホ
テ
ル
は
松
平
丹
波
守
、
西
隣
の
八
芳
園

は
松
平
薩
摩
守
の
下
屋
敷
な
ど
、
こ
の
辺
一
帯
に
大
名
の
下
屋
敷
が

密
集
し
、
さ
し
ず
め
公
務
員
団
地
な
い
し
は
各
県
の
東
京
合
同
庁
舎

と
い
っ
た
趣
で
あ
る
。

捨
吉
は
、
普
段
は
大
学
構
内
の
寄
宿
舎
で
過
ご
し
、
長
い
休
み
に

な
る
と
、
日
本
橋
浜
町
に
あ
る
兄
の
知
人
宅
に
身
を
寄
せ
る
と
い
っ

た
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
こ
ま
で
大
学
か
ら
は
お
よ
そ
二
里
あ
る

と
の
こ
と
だ
が
、
当
時
の
若
者
に
と
っ
て
は
、
二
里
は
十
分
歩
い
て

行
け
る
距
離
だ
っ
た
よ
う
だ
。

・
・
・
よ
く
捨
吉
は
岡
つ
づ
き
の
地
勢
に
沿
う
て
古
い
寺
や
墓

地
の
沢
山
あ
る
三
光
町
寄
り
の
谷
合
を
迂
回
す
る
こ
と
も
あ
り
、

あ
る
い
は
高
輪
の
通
を
真
直
ぐ
に
聖
坂
へ
と
取
っ
て
、
そ
れ
か
ら

遠
く
下
町
の
方
に
あ
る
家
を
指
し
て
下
り
て
行
く
。
そ
の
日
は
伊

皿
子
坂
の
下
で
乗
合
馬
車
を
待
つ
積
り
で
・
・
・
（
中
略
）
新
橋

で
乗
換
え
た
乗
合
馬
車
は
日
本
橋
の
小
伝
馬
町
ま
で
捨
吉
を
乗
せ

て
行
っ
た
。
（

～

頁
）

25

26

「
三
光
町
寄
り
の
谷
合
を
迂
回
す
る
」
と
い
う
の
は
、
大
学
か
ら

桜
田
通
り
を
三
田
の
方
へ
向
か
う
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
「
高
輪
の

通
を
真
直
ぐ
」
と
い
う
の
は
、
大
学
か
ら
桜
田
通
り
を
渡
っ
て
坂
を

上
り
、
高
輪
警
察
署
前
交
差
点
で
左
折
し
て
二
本
榎
通
り
を
伊
皿
子

に
向
か
う
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら

の
道
を
行
っ
て
も
、
新
橋
を
経
由
し
て
日
本
橋
方
面
に
向
か
う
こ
と

に
な
る
。

こ
の
日
は
、
伊
皿
子
坂
下
（
お
そ
ら
く
泉
岳
寺
の
近
く
と
思
わ
れ

る
）
か
ら
新
橋
に
出
、
そ
こ
で
乗
合
馬
車
を
乗
り
継
い
で
日
本
橋
小

伝
馬
町
へ
向
か
っ
た
よ
う
だ
。
別
の
日
に
は
「
新
橋
か
ら
は
鉄
道
馬

車
に
乗
換
え
て
行
っ
た
」
（

頁
）
と
あ
る
。
今
な
ら
、
乗
合
馬
車

99

は
乗
合
バ
ス
、
鉄
道
馬
車
は
路
面
電
車
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
。日

本
橋
か
ら
の
帰
途
に
つ
い
て
は
こ
ん
な
記
述
が
あ
る
。

学
校
ま
で
捨
吉
は
何
に
も
乗
ら
ず
歩
い
た
。
人
形
町
の
水
天
宮
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前
か
ら
鎧
橋
を
渡
り
、
繁
華
な
町
中
の
道
を
日
蔭
町
へ
と
取
っ
て

芝
の
公
園
へ
出
、
赤
羽
橋
へ
か
か
り
、
三
田
の
通
り
を
折
れ
ま
が

り
、
長
い
聖
坂
に
添
う
て
高
輪
台
町
へ
と
登
っ
て
行
っ
た
。
（
中

略
）
聖
坂
の
上
か
ら
学
校
ま
で
は
、
ま
だ
可
成
あ
っ
た
。
谷
の
地

勢
を
成
し
た
町
の
坂
を
下
り
、
古
い
寺
の
墓
地
に
つ
い
て
復
た
岡

の
間
の
道
を
上
っ
て
行
く
と
、
あ
た
り
は
最
早
陰
鬱
な
緑
に
つ
つ

ま
れ
て
い
た
。
寄
宿
舎
の
塔
が
見
え
て
来
た
。
高
い
窓
を
開
け
て

日
に
乾
し
て
あ
る
布
団
も
見
え
て
き
た
。
（

～

頁
）

51

52

ま
た
、
別
の
日
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

・
・
・
三
田
の
通
り
の
角
か
ら
聖
坂
を
上
が
ら
ず
に
、
あ
れ
か

ら
三
光
町
へ
と
取
っ
て
、
お
寺
や
古
い
墓
地
の
多
い
谷
合
の
道
を

歩
い
た
。
清
正
公
の
前
ま
で
行
く
と
、
そ
こ
は
も
う
同
じ
学
校
の

制
帽
を
冠
っ
て
歩
い
て
い
る
連
中
に
逢
っ
た
。
（

頁
）

122

日
蔭
町
が
新
橋
近
辺
、
三
光
町
が
白
金
・
白
金
台
近
辺
の
こ
と
だ

と
分
か
れ
ば
、
捨
吉
の
足
取
り
の
お
お
よ
そ
の
見
当
は
つ
く
。
「
谷

の
地
勢
を
成
し
た
町
の
坂
」
は
、
高
台
を
通
っ
て
い
る
二
本
榎
通
り

か
ら
桜
田
通
り
の
方
へ
下
る
道
筋
、
「
墓
地
の
多
い
谷
合
の
道
」
は
、

桜
田
通
り
そ
の
も
の
を
言
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
で
は
、

道
路
際
に
並
ん
だ
ビ
ル
に
視
界
が
遮
ら
れ
、
桜
田
通
り
が
谷
合
の
道

だ
っ
た
と
は
容
易
に
は
想
像
で
き
な
い
。

在
職
中
、
地
下
鉄
南
北
線
の
白
金
高
輪
駅
近
く
に
あ
る
港
区
役
所

の
高
輪
支
所
が
入
っ
て
い
る
ビ
ル
を
何
度
か
利
用
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
そ
の
た
び
に
、
こ
こ
が
斜
面
（
崖
と
言
っ
た
方
が
適
切
か
も

し
れ
な
い
）
を
利
用
し
た
建
物
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
桜
田
通
り
側
の
一
階
か
ら
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
っ
て
五
階

で
降
り
る
と
、
そ
こ
は
反
対
側
の
一
階
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
記
憶

し
て
い
る
。

先
の
引
用
の
中
に
「
清
正
公
」
と
あ
っ
た
。
明
学
に
勤
務
し
て
し

ば
ら
く
の
間
、
私
は
こ
れ
を
「
キ
ヨ
マ
サ
コ
ウ
」
と
読
ん
で
い
た
。

私
だ
け
で
は
な
く
、
誰
だ
っ
て
そ
う
読
む
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
目
黒

駅
の
近
く
に
住
む
知
り
合
い
の
Ｕ
氏
が
「
セ
イ
シ
ョ
ウ
コ
ウ
の
角
を

曲
が
れ
ば
ほ
ぼ
一
本
道
で
我
が
家
の
前
ま
で
来
る
・
・
・
」
と
言
う

の
を
聞
い
て
、
ポ
カ
ン
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
小
説
に

も
「
セ
イ
シ
ョ
ウ
コ
ウ
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が

昔
か
ら
の
正
式
な
読
み
方
な
の
だ
ろ
う
と
納
得
は
し
た
が
、
何
と
も

ロ
ー
カ
ル
な
読
み
方
だ
と
思
う
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。

在
職
中
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
「
清
正
公
」
（
覚
林
寺
）
の
先
ま
で

散
歩
が
て
ら
に
昼
食
を
取
り
に
出
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、

食
事
を
し
て
こ
の
辺
り
ま
で
戻
っ
て
来
る
と
、
明
学
生
と
思
し
き
若

者
の
姿
を
よ
く
見
か
け
た
。
藤
村
の
時
代
と
の
違
い
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
男
子
学
生
は
誰
も
制
帽
を
被
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
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そ
し
て
圧
倒
的
に
女
子
学
生
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
に
、
「
・
・
・
捨
吉
は
、
普
段
は
大
学
構
内
の
寄
宿
舎
で
過
ご

し
・
・
・
」
と
記
し
た
。
ま
た
先
の
引
用
の
中
に
は
、
「
寄
宿
舎
の

塔
が
見
え
て
き
た
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
寄
宿
舎
を
理
解
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
私
の
在
職
中
に
配
ら
れ
た
「
明
治
学
院
百
五
十
年
史
」

が
役
に
立
っ
た
。

こ
の
「
百
五
十
年
史
」
に
は
、
明
治
二
十
年
代
の
大
学
構
内
の
ジ

オ
ラ
マ
写
真
や
在
り
し
日
の
寄
宿
舎
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
寄
宿
舎
は
、
現
在
の
正
門
か
ら
入
っ
て
一
番
奥

（
後
に
大
学
が
北
側
の
土
地
を
買
収
し
て
大
学
の
敷
地
を
広
げ
た
と

す
れ
ば
、
も
う
少
し
手
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
、
大
学
の
本
館
や

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
広
場
の
先
、
生
協
の
食
堂
や
ホ
ー
ル
な
ど
が
入
っ
て
い

る
多
目
的
な
建
物
の
あ
る
辺
り
に
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

寄
宿
舎
の
建
物
は
、
中
央
部
が
丸
く
湾
曲
し
て
前
面
に
突
き
出
た
、

左
右
対
称
の
モ
ダ
ン
な
木
造
四
階
建
て
で
、
「
百
五
十
年
史
」
に
は

「
東
京
随
一
の
木
造
建
物
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
屋
根
の
中
央
部

に
は
櫓
（
塔
）
が
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
は
五
階
建
に
な
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
こ
れ
な
ら
捨
吉
青
年
が
言
う
よ
う
に
、
か
な
り
遠
く
か
ら
で

も
よ
く
見
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。

「
桜
の
実
・
・
・
」
の
中
で
は
、
そ
の
名
称
に
ま
で
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
が
、
こ
の
寄
宿
舎
は
、
大
学
創
設
者
に
因
ん
で
、
ヘ
ボ
ン

館
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
ヘ
ボ
ン
館
は
明
治
四
十
四
年
、

原
因
不
明
の
火
災
に
よ
り
焼
失
し
て
い
る
。
「
百
五
十
年
史
」
に
は
、

建
物
全
体
に
火
が
回
り
、
焼
け
落
ち
る
寸
前
の
ヘ
ボ
ン
館
の
写
真
が

載
っ
て
い
る
。
不
思
議
に
思
う
の
は
、
多
少
の
時
差
は
あ
る
も
の
の
、

ヘ
ボ
ン
館
が
焼
け
落
ち
た
の
と
同
じ
九
月
二
一
日
に
、
米
国
に
帰
国

し
て
い
た
ヘ
ボ
ン
博
士
が
逝
去
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
藤
村
の
時
代
は
、
ヘ
ボ
ン
館
と
言
え
ば
寄
宿
舎
だ
っ

た
が
、
現
在
の
ヘ
ボ
ン
館
は
、
ほ
と
ん
ど
の
教
員
の
研
究
室
が
入
っ

て
い
る
、
地
下
二
階
、
地
上
十
一
階
建
て
の
高
層
の
建
物
で
あ
る
。

在
職
中
の
私
の
研
究
室
も
、
こ
の
ヘ
ボ
ン
館
の
六
階
に
あ
っ
た
。

捨
吉
青
年
は
、
友
人
と
語
ら
い
な
が
ら
寄
宿
舎
の
窓
か
ら
外
を
眺

め
る
の
を
好
ん
で
い
た
が
、
も
う
一
つ
気
に
入
っ
て
い
た
窓
が
あ
っ

た
。

・
・
・
新
し
く
校
内
に
で
き
た
赤
煉
瓦
の
建
物
は
、
一
部
は
神

学
部
の
教
室
で
、
一
部
は
学
校
の
図
書
館
に
成
っ
て
い
た
。
ま
だ

ペ
ン
キ
の
香
の
す
る
階
段
を
上
が
っ
て
行
っ
て
二
階
の
部
屋
へ
出

る
と
、
そ
こ
に
沢
山
並
べ
た
書
架
が
あ
る
。
（
中
略
）
書
架
で
囲

わ
れ
た
明
る
い
窓
の
と
こ
ろ
に
は
小
さ
な
机
が
置
い
て
あ
る
。
そ

こ
へ
も
捨
吉
は
好
き
な
書
籍
を
借
り
て
行
っ
て
腰
掛
け
た
。

寄
宿
舎
か
ら
見
る
と
は
方
角
の
違
っ
た
学
校
の
構
内
の
さ
ま
が
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そ
の
窓
の
外
に
あ
っ
た
。
（

頁
）

94

こ
の
赤
煉
瓦
の
図
書
館
は
、
現
在
の
正
門
を
入
っ
て
、
緩
い
坂
を

上
っ
た
右
側
に
あ
る
記
念
館
で
あ
る
。
寄
宿
舎
の
窓
は
南
を
、
こ
の

図
書
館
の
窓
は
西
を
向
い
て
い
る
の
で
、
「
方
角
の
違
っ
た
学
校
の

構
内
の
さ
ま
」
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
記
念
館
と
隣
の
洋
館
（
イ
ン
ブ
リ
ー
館
＝
重
要
文
化
財
）
は
、

現
在
よ
り
も
も
う
少
し
桜
田
通
り
寄
り
に
あ
っ
た
が
、
道
路
拡
幅
に

伴
っ
て
現
在
の
位
置
に
曳
家
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

大
学
構
内
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
な
記
述
も
あ
る
。

・
・
・
向
こ
う
の
一
角
に
第
一
期
の
卒
業
生
の
記
念
樹
が
あ
れ

ば
是
方
の
一
角
に
も
第
二
期
の
卒
業
生
の
記
念
樹
が
植
え
て
あ
る

と
い
う
風
に
、
あ
る
組
織
的
な
意
匠
か
ら
割
出
さ
れ
て
あ
る
。
三

棟
並
ん
だ
亜
米
利
加
人
の
教
師
の
住
宅
、
植
民
地
風
の
西
洋
館
、

そ
れ
と
相
対
し
た
位
置
に
講
堂
の
建
物
と
周
囲
の
墓
地
と
が
あ
る
。

（
中
略
）
多
数
の
聴
講
者
を
容
れ
る
チ
ャ
ペ
ル
は
階
上
に
あ
っ
て

・
・
・
（

頁
）

53

小
諸
の
記
念
館
に
あ
っ
た
校
歌
に
「
記
念
樹
」
の
一
語
が
あ
る
の

で
気
に
な
っ
た
が
、
こ
の
記
念
樹
が
今
で
も
残
さ
れ
て
い
る
の
か
確

か
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
周
囲
の
墓
地
と
い
う
の
も
、
心
当

た
り
は
な
い
。
「
三
棟
並
ん
だ
住
宅
」
は
現
存
し
な
い
が
（
一
棟
の

み
、
東
村
山
の
高
校
に
移
築
さ
れ
、
今
で
も
使
わ
れ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
）
、
ジ
オ
ラ
マ
写
真
に
納
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
位
置

関
係
は
よ
く
分
か
る
。
こ
の
三
棟
が
あ
っ
た
の
は
、
現
在
の
明
治
学

院
高
校
の
校
舎
が
あ
る
辺
り
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
構
内
描
写
の
中
で
ど
う
し
て
も
気
に
な
る
の
は
「
チ
ャ
ペ

ル
」
で
あ
る
。
現
在
、
明
治
学
院
の
チ
ャ
ペ
ル
と
言
え
ば
、
ヴ
ォ
ー

リ
ズ
建
築
と
し
て
つ
と
に
有
名
だ
が
、
藤
村
の
時
代
に
は
ま
だ
ヴ
ォ

ー
リ
ズ
の
チ
ャ
ペ
ル
は
な
か
っ
た
。
先
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
チ
ャ
ペ

ル
は
講
堂
の
階
上
に
あ
り
、
そ
の
講
堂
は
三
棟
並
ん
だ
教
師
住
宅
と

「
相
対
し
た
位
置
に
」
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
ジ
オ

ラ
マ
の
そ
の
位
置
に
は
、
全
体
的
に
は
二
階
建
て
で
、
中
央
部
の
み

三
階
建
て
に
な
っ
た
サ
ン
ダ
ム
館
な
る
建
物
が
配
さ
れ
て
い
る
。

調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
建
物
に
は
教
室
が
集
め
ら
れ
、
当
時
の
授

業
は
主
に
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
二
階
に
は
四
百
名
も
収

容
で
き
る
講
堂
が
あ
り
、
礼
拝
は
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
。
中
央
の

三
階
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
鐘
楼
に
な
っ
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
の
サ
ン
ダ
ム
館
は
、
現
在
の
チ
ャ

ペ
ル
の
あ
る
辺
り
に
あ
っ
た
と
い
う
。
残
念
な
が
ら
こ
の
建
物
も
、

一
九
一
四
年
（
大
正
三
年
）
、
二
階
部
分
か
ら
の
出
火
に
よ
り
全
焼

し
て
し
ま
う
。
寄
宿
舎
の
焼
失
か
ら
わ
ず
か
三
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

＜エッセイ＞
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そ
の
後
、
新
サ
ン
ダ
ム
館
と
新
チ
ャ
ペ
ル
の
設
計
・
建
設
が
、
ヴ

ォ
ー
リ
ズ
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
年
）
、
新
チ

ャ
ペ
ル
は
今
あ
る
と
こ
ろ
に
、
新
サ
ン
ダ
ム
館
は
現
在
の
ヘ
ボ
ン
館

の
あ
る
あ
た
り
に
建
て
ら
れ
た
が
、
新
サ
ン
ダ
ム
館
は
現
ヘ
ボ
ン
館

の
建
設
に
あ
た
っ
て
取
り
壊
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ヴ
ォ
ー
リ
ズ

軽
井
沢
の
睡
鳩
荘
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
、
朝
吹
登
水
子
の
一
文

「
父
は
（
中
略
）
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
氏
に
高
輪
の
洋
館
を
依
頼
し
た
。
こ

の
洋
館
は
現
在
も
高
輪
東
芝
倶
楽
部
と
し
て
残
っ
て
い
る
・
・
・
」

が
気
に
な
っ
て
い
た
。

明
治
学
院
に
在
職
し
て
い
た
頃
、
時
々
品
川
駅
か
ら
大
学
ま
で
歩

く
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
捨
吉
青
年
の
よ

う
に
（
？
）
石
榴
坂
を
使
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
国
道
一
号
線
を
三

田
方
面
に
し
ば
ら
く
進
ん
で
、
高
輪
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
駅
（
当
時
は
ま

だ
開
業
し
て
い
な
か
っ
た
）
の
手
前
で
左
折
し
て
桂
坂
経
由
で
桜
田

通
り
に
出
る
道
を
選
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
。
な
か
で
も
、
桂
坂
に
入

る
手
前
で
東
禅
寺
に
向
か
い
、
突
き
当
た
っ
た
所
で
狭
い
路
地
に
入

り
、
洞
坂
経
由
で
桂
坂
へ
出
る
ル
ー
ト
が
面
白
い
と
思
っ
て
い
た
。

面
白
い
と
は
言
っ
て
も
、
実
際
に
歩
い
た
の
は
二
、
三
度
、
道
幅
は

狭
く
、
車
の
通
り
抜
け
は
出
来
な
い
と
い
う
表
示
が
出
て
い
た
よ
う

に
思
う
。
そ
こ
に
探
し
て
い
る
建
物
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
と
い
う
思

い
が
あ
れ
ば
別
だ
が
、
洞
坂
は
狭
い
上
に
か
な
り
の
急
勾
配
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
視
線
を
上
げ
、
周
囲
を
見
渡
し
な
が
ら
歩
く
と
い
う

の
は
か
な
り
不
自
然
な
姿
勢
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

洞
坂
が
桂
坂
に
出
る
手
前
の
右
側
に
大
き
な
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と

に
は
気
づ
い
て
い
た
。
桂
坂
に
面
し
て
門
が
開
い
て
い
て
、
奥
に
白

い
建
物
が
見
え
て
い
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
が
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
手
に
な
る
朝
吹
邸
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。

ネ
ッ
ト
を
調
べ
て
み
る
と
、
洋
館
マ
ニ
ア
な
の
か
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
フ

ァ
ン
な
の
か
、
塀
越
し
に
あ
る
い
は
木
の
間
隠
れ
に
、
朝
吹
邸
を

撮
っ
た
写
真
が
何
枚
も
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
建
物
も
ア
ー
ル

・
デ
コ
様
式
に
な
る
の
だ
ろ
う
、
全
体
的
に
は
シ
ン
プ
ル
な
印
象
を

与
え
る
が
、
白
亜
の
外
壁
に
加
え
、
上
部
に
曲
線
を
使
っ
た
丸
枠
窓

が
優
美
で
あ
る
。
睡
鳩
亭
の
二
階
の
部
屋
を
飾
っ
て
い
た
の
も
同
じ

造
り
の
窓
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
写
真
と
、
な
に
よ
り
も
登
水
子
の
文
章
に
誘
わ
れ
て
、

改
め
て
高
輪
を
歩
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

洞
坂
に
入
っ
て
す
ぐ
の
所
で
見
上
げ
る
と
、
確
か
に
白
亜
の
洋
館

が
聳
え
て
い
る
の
が
目
に
入
っ
て
来
た
。
建
物
は
、
崖
の
縁
に
立
て

ら
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
坂
の
途
中
で
、
宅
配
の
お
兄
さ

ん
と
す
れ
違
っ
た
が
、
や
は
り
こ
こ
は
車
の
進
入
は
出
来
ず
、
徒
歩

で
の
配
達
の
よ
う
だ
っ
た
。

狭
い
急
坂
を
上
り
、
塀
に
沿
っ
て
行
く
と
、
庭
木
越
し
に
白
い
建
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物
が
見
え
て
来
る
。
こ
ん
な
所
に
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
建
築
が
あ
っ
た
と
は

・
・
・
相
変
わ
ら
ず
、
門
は
大
き
く
開
か
れ
て
い
る
が
、
公
に
開
放

し
て
い
る
施
設
で
は
な
い
の
で
、
中
に
入
る
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
る
。

洞
坂
か
ら
桂
坂
に
出
て
左
折
し
、
坂
を
登
り
切
っ
た
所
が
高
輪
警

察
署
前
交
差
点
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
、
こ
の
交
差
点
は
、
高
輪
警

察
署
前
交
差
点
で
は
な
く
、
そ
の
向
か
い
に
あ
る
消
防
署
の
名
前
を

と
っ
て
、
「
二
本
榎
出
張
所
前
交
差
点
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
本
榎
は
、
江
戸
古
地
図
に
も
載
っ
て

い
る
名
称
で
あ
り
、
し
か
も
こ
こ
に
聳
え
る
塔
（
望
楼
）
は
、
か
つ

て
は
火
の
見
櫓
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
都
の
歴
史
的
建
造

物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
記
念
す
べ
き
建
物
だ
か
ら
で
あ
る
。

は
じ
め
て
こ
の
建
物
を
見
た
と
き
、
ど
こ
か
懐
か
し
い
印
象
を

持
っ
た
の
は
、
こ
の
塔
が
昭
和
初
期
の
古
い
建
物
だ
と
い
う
こ
と
も

あ
る
が
、
昔
夢
中
に
な
っ
た
、
少
年
探
偵
団
が
活
躍
す
る
映
画
で
、

よ
く
似
た
建
物
を
見
た
よ
う
に
思
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
あ
れ
は
何

の
映
画
だ
っ
た
ろ
う
、
櫓
と
い
う
こ
と
か
ら
「
鉄
塔
の
怪
人
」
を
連

想
し
た
が
・
・
・
お
っ
と
、
話
が
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
。
昔
は
、
つ

ま
り
、
捨
吉
青
年
の
時
代
に
は
、
こ
の
交
差
点
に
立
て
ば
、
目
の
前

に
学
舎
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
で
は
、

大
き
な
マ
ン
シ
ョ
ン
に
遮
ら
れ
、
そ
れ
は
叶
わ
な
い
。
こ
の
「
二
本

榎
出
張
所
前
交
差
点
」
か
ら
坂
を
下
っ
て
桜
田
通
り
を
渡
っ
た
と
こ

ろ
が
大
学
で
あ
る
。

大
学
正
門
を
入
っ
て
緩
い
坂
道
を
上
っ
て
行
く
途
中
の
銀
杏
の
下

で
、
近
隣
の
ア
マ
チ
ュ
ア
画
家
と
思
わ
れ
る
人
た
ち
が
絵
筆
を
と
っ

て
い
る
光
景
を
よ
く
目
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
視
線
の
先
に

あ
る
の
は
、
赤
煉
瓦
の
外
壁
に
大
き
な
緑
青
の
三
角
屋
根
と
そ
の
先

に
尖
塔
を
持
つ
チ
ャ
ペ
ル
と
現
在
で
は
記
念
館
と
呼
ば
れ
て
い
る
赤

煉
瓦
の
洋
館
で
あ
る
。
こ
の
洋
館
は
、
「
図
書
館
」
と
し
て
「
桜
の

実
・
・
・
」
に
も
登
場
す
る
が
、
チ
ャ
ペ
ル
の
方
は
大
正
に
な
っ
て

か
ら
の
建
物
な
の
で
、
小
説
に
は
登
場
し
な
い
。
「
校
歌
」
の
中
に
、

「
学
院
の
鐘
は
響
き
て
・
・
・
」
と
あ
る
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
校

歌
に
は
間
に
合
っ
た
の
で
は
？
と
思
っ
た
が
、
校
歌
は
明
治
四
十
年

に
制
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
鐘
」
は
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
か
ら
響
い
て

き
た
も
の
で
は
な
い
。
鐘
自
体
も
、
お
そ
ら
く
旧
チ
ャ
ペ
ル
の
焼
失

と
と
も
に
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

チ
ャ
ペ
ル
の
脇
に
、
こ
の
建
物
に
関
す
る
説
明
が
掲
示
さ
れ
て
い

て
、
そ
こ
に
設
計
者
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
名
前
も
あ
る
が
、
は
じ
め
て
読

ん
だ
と
き
に
は
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
が
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
全
く
知
ら

な
か
っ
た
。

ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
名
前
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
赴
任
後

し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で
、
彼
の
設
計
し
た
建
物
を
紹
介
す
る
テ
レ
ビ

番
組
を
見
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
た

建
物
の
中
に
、
明
学
の
チ
ャ
ペ
ル
が
入
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
っ

＜エッセイ＞
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き
り
し
な
い
。
覚
え
て
い
る
の
は
、
彼
は
建
築
を
専
門
に
学
ん
で
き

た
人
で
は
な
く
、
元
々
は
高
校
の
英
語
教
師
と
し
て
来
日
し
（
本
業

は
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
で
は
な
か
っ
た
か
？
）
、
後
に
実
業
家
に
転

じ
て
、
メ
ン
ソ
レ
ー
タ
ム
で
お
馴
染
み
の
近
江
兄
弟
社
を
設
立
し
た

と
い
う
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
近
江
兄
弟
社
の
設
立
と
相
前
後
し
て
、

設
計
事
務
所
も
立
ち
上
げ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
戦
後
の
日
本
に
お

い
て
は
、
メ
ン
ソ
レ
ー
タ
ム
は
赤
チ
ン
と
並
ん
で
家
庭
の
常
備
薬
で

あ
り
、
建
物
よ
り
薬
物
の
方
が
、
「
近
江
兄
弟
社
」
と
い
う
風
変
わ

り
な
社
名
と
と
も
に
、
私
に
は
馴
染
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

偶
然
に
も
、
こ
の
テ
レ
ビ
番
組
を
観
た
直
ぐ
後
で
関
西
に
行
く
用

事
が
で
き
た
の
で
、
滋
賀
・
近
江
八
幡
に
寄
っ
て
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
旧
宅

の
訪
問
を
試
み
た
の
だ
が
、
入
館
に
は
予
約
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
、

板
塀
越
し
に
木
造
二
階
建
て
の
外
観
を
見
た
だ
け
で
戻
っ
て
来
て
、

そ
れ
以
来
、
近
江
八
幡
に
行
く
機
会
は
な
い
。

テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
は
関
西
に
あ
る
大
学
や
デ
パ
ー
ト
、

そ
れ
に
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
自
身
の
住
宅
な
ど
で
、
ど
れ
も
百
年
以
上
も
前

の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
モ
ダ
ン
な
造
り
と
い
う
か
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ

好
み
と
で
も
言
っ
た
ら
い
い
の
か
、
独
特
の
統
一
感
を
持
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
「
レ
ト
ロ

な
洋
館
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ど
こ
か
で
我
が
国
の
古
民
家
を

連
想
さ
せ
る
よ
う
な
佇
ま
い
が
面
白
い
と
思
う
。

勤
務
し
て
い
る
大
学
の
チ
ャ
ペ
ル
が
、
こ
の
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
設
計

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
こ
の
テ
レ
ビ
を
見
て
か

ら
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
名
前
は
、
チ
ャ
ペ
ル

の
設
計
者
と
し
て
で
は
な
く
、
大
学
の
奥
に
あ
る
中
庭
が
「
ヴ
ォ
ー

リ
ズ
広
場
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
知
っ
た
の
が
先
だ
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
。

こ
の
チ
ャ
ペ
ル
で
は
、
現
在
も
と
き
ど
き
、
結
婚
式
が
執
り
行
わ

れ
、
そ
の
前
で
記
念
写
真
の
撮
影
を
し
て
い
る
の
に
出
く
わ
す
こ
と

が
あ
る
。
日
本
人
女
性
と
結
婚
し
た
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
自
身
、
自
分
で
設

計
し
た
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
で
式
を
挙
げ
て
い
る
。
大
正
八
年
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
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