
O
井
伏
の
生
家
と
そ
の
描
写

私
た
ち
は
食
事
を
す
ま
せ
る
と
旅
館
を
出
た
。
福
山
か
ら
加
茂
村
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
行
く

路
順
は
、
府
中
行
の
両
傍
軽
便
鉄
道
で
万
能
倉
と
い
ふ
駅
に
降
り
、
そ
こ
か
ら
自
動
車
で
行

く
の
が
便
利
だ
と
旅
館
の
番
頭
は
さ
う
言
っ
て
説
明
し
た
。
(
中
略
)
私
た
ち
は
番
頭
に
教

は
っ
た
返
り
万
能
倉
駅
で
下
車
し
た
が
自
動
車
麗
ら
し
い
も
の
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
人

力
車
に
乗
っ
た
。
駅
の
前
に
は
田
園
を
背
景
に
し
て
道
の
両
側
に
農
家
と
も
商
家
と
も
区
別

の
つ
き
か
ね
る
家
が
な
ら
ん
で
ゐ
た
。
こ
の
駅
か
ら
加
茂
村
大
学
粟
根
ま
で
二
皇
弱
の
道
程

で
あ
る
と
い
ふ
。
(
中
略
)
路
は
最
後
に
急
な
坂
み
ち
に
な
っ
て
、
そ
の
坂
を
の
ぼ
る
と
路

ば
た
に
辻
堂
と
大
き
な
石
地
蔵
の
建
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
偉
夫
は
梶
棒
を
卸
し
た
。
〈
中

略
)
そ
乙
か
ら
校
み
ち
に
な
っ
て
ゐ
る
坂
を
の
ぼ
っ
て
行
っ
た
。
私
は
俸
夫
に
待
っ
て
ゐ
る

や
う
に
い
ひ
ふ
く
め
、
コ
マ
ツ
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
若
い
衆
の
後
に
つ
い
て
行
っ
た
。
坂
の

突
き
あ
た
り
に
は
高
い
石
崖
が
あ
っ
た
。
石
出
屈
の
上
の
土
塀
か
ら
、
柿
の
木
と
白
援
の
倉
が

の
ぞ
い
て
ゐ
た
。
(
乙
の
辺
の
家
は
み
ん
な
石
崖
を
前
に
め
ぐ
ら
し
て
ゐ
る
。
)
石
屋
に
沿

う
て
坂
を
の
ぼ
っ
て
行
く
と
、
路
は
折
れ
曲
っ
て
土
塀
と
倉
の
間
を
行
く
よ
う
に
な
っ
て
ゐ

る
。
そ
し
て
倉
と
対
面
に
建
っ
て
ゐ
る
離
れ
の
廊
下
に
は
、
大
き
な
机
を
持
ち
出
し
て
紋
っ

き
姿
の
中
年
の
男
が
坐
っ
て
愚
一
を
す
っ
て
ゐ
た
。

『
集
金
旅
行
』
(
昭
・
ロ
・

4
)
は
、
妙
な
経
緯
か
ら
「
私
」
が
望
岳
荘
と
い
う
ア
パ
ー
ト

の
住
人
の
一
人
で
あ
る
コ
マ
ツ
さ
ん
と
一
緒

κ、
部
屋
代
未
納
者
か
ら
未
収
金
を
と
り
た
て
る

た
め
と
彼
女
の
古
い
恋
人
か
ら
慰
議
料
を
ま
き
あ
げ
る
た
め
に
、
各
地
を
巡
っ
て
歩
く
と
い
う

言
っ
て
み
れ
ば
旅
行
記
の
形
を
と
っ
た
小
説
で
あ
り
、
右
の
文
章
は
そ
の
『
集
金
旅
行
』
の
終

末
部
分
、
「
福
山
市
か
ら
五
塁
北
方
の
深
安
郡
加
茂
村
大
字
粟
根
と
い
ふ
と
乙
ろ
に
ゐ
る
」

「
四
箇
月
分
の
部
屋
代
を
踏
み
倒
し
て
こ
の
田
舎
に
逃
げ
帰
っ
た
」
文
学
青
年
鶴
屋
幽
蔵
(
乙

の
名
前
は
「
お
ら
ん
だ
伝
法
金
水
」
を
書
い
た
時
の
弁
伏
鱒
二
の
筆
名
で
あ
る
が
、
言
、
つ
ま
で

も
な
く
作
者
自
身
の
戯
画
化
で
あ
る
。
)
を
訪
ね
て
い
く
く
だ
り
で
あ
る
。

岩

崎

井
伏
鱒
二
の
出
身
地
は
、
広
島
県
深
安
郡
加
茂
村
粟
根
八
九
番
地
(
現
在
は
加
茂
村
・
山
野

村
・
広
瀬
村
・
加
法
村
・
内
下
加
茂
と
が
・
合
併
し
加
茂
町
)
で
あ
る
。
加
茂
町
は
深
安
郡
の
最

北
端
に
位
置
し
、
東
北
側
は
岡
山
県
芳
井
町
お
よ
び
井
原
市
に
、
東
南
側
は
神
辺
町
、
南
端
は

福
山
市
、
北
西
部
は
神
石
郡
三
和
町
、
西
南
部
は
芦
品
郡
駅
家
町
に
そ
れ
ぞ
れ
接
し
、
(
『
備

後
加
茂
』
中
国
観
光
地
誌
社
昭
・
必
・

7
)
東
西
約
一

O
K
、
南
北
約
二
七
K
、
人
口
一
万

弱
の
も
の
静
か
な
落
ち
着
い
た
町
で
、
町
名
の
加
茂
は
京
都
賀
茂
神
社
に
由
来
す
る
。

井
伏
の
生
家
は
、
加
茂
町
の
南
部
に
位
置
し
、
山
陽
本
線
福
山
駅
か
ら
北
方
約
一
四
K
、一福

塩
線
万
能
倉
駅
か
ら
北
方
約
六
K
の
と
乙
ろ
に
あ
り
、
右
の
引
用
文
に
お
い
て
鶴
屋
幽
蔵
邸
に

託
し
て
語
ら
れ
て
い
る
通
り
、
山
野
九
向
け
て
走
っ
て
い
る
県
道
を
左
に
逸
れ
、
さ
ら
に
辻
堂

と
大
き
な
石
地
蔵
の
建
っ
て
い
る
路
傍
を
折
れ
て
坂
道
を
上
っ
た
山
の
中
腹
に
、
高
い
石
崖
を

築
き
、
ぐ
る
り
に
土
塀
を
配
し
、
そ
の
中
に
ど
っ
し
り
と
し
た
白
壁
の
倉
、
長
い
落
縁
の
あ
る

母
屋
を
持
つ
、
い
か
に
も
旧
家
然
と
し
た
豪
家
で
あ
る
。
そ
し
て
引
用
文
に
も
あ
る
通
り
、
大

き
な
柿
の
木
が
ひ
と
き
わ
高
く
鎗
え
て
い
る
。

井
伏
文
学
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
、
空
想
力
の
豊
か
さ
や
誇
張
や
が
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る

が
、
基
本
的
に
は
、
井
伏
鱒
ニ
は
事
物
を
的
確
に
、
し
か
も
意
識
的
に
と
ら
え
る
型
の
作
家
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

井
伏
鱒
二
ほ
ど
愛
着
を
持
っ
て
郷
土
を
描
い
た
作
家
は
稀
で
あ
ろ
う
。
小
説
の
舞
台
が
え
て

し
て
牧
歌
的
な
山
村
で
あ
っ
た
り
、
都
会
が
舞
台
で
あ
っ
て
も
ど
乙
か
に
田
舎
臭
が
あ
る
の

は
、
井
伏
の
故
郷
で
あ
る
中
園
地
方
の
風
土
~
の
郷
愁
の
な
せ
る
業
で
あ
る
。
随
筆
の
中
で
郷

土
が
懐
か
し
く
語
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
小
説
の
中
で
も
井
伏
の
郷
里
に
実
在
す
る
地

や
人
物
が
そ
の
ま
h

の
名
称
で
使
用
服
さ
れ
て
い
た
り
も
す
る
。
井
伏
は
、
「
実
在
の
人
物
を
小

説
で
取
扱
ふ
と
い
ふ
際
に
、
本
名
を
そ
の
ま
ま
用
ひ
る
乙
と
は
必
ず
し
も
卑
怯
で
は
な
い
と
思

ふ
。
乙
と
に
亡
く
な
っ
た
人
物
を
偲
び
供
養
す
る
意
味
で
叙
述
す
る
場
合
に
は
、
本
名
を
用
ひ

な
く
て
は
ど
乙
と
な
く
そ
の
人
の
特
徴
が
消
え
て
な
く
な
り
さ
う
で
惜
し
く
て
仕
様
が
な
い
。
」

し
ん
臨

(
「
喪
章
の
つ
い
て
ゐ
る
心
懐
」
昭
・

9
・
2
)
と
記
し
て
い
る
が
、
乙
こ
に
は
実
在
す
る
人



物
を
作
品
化
す
る
場
合
の
井
伏
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
と
同
時
に
、
井
伏
の
描
く
人
物
が
常
に

庶
民
的
な
暖
か
さ
を
有
し
て
い
る
要
因
が
わ
か
る
。
今
乙
こ
で
、
井
伏
の
郷
土
が
何
ら
か
の
形

で
描
か
れ
て
い
る
作
品
を
便
宜
的
に
列
挙
し
て
み
た
だ
け
で
も
、
「
歪
な
る
図
案
」
(
昭
・

2

・
2
)
、
「
谷
間
」
(
昭
・

4
・
1
1
4
)
、
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
(
昭
・

4
・
3
)
、

「
丹
下
氏
邸
」
(
昭
・

6
・
2
)
、
「
川
」
(
昭
・

6
・
9
〉
、
『
集
金
旅
行
』
(
前
出
〉
、

「
経
筒
」
〈
昭

-n
・
4
)
、
「
追
剥
の
話
」
(
昭
・

2
・
9
)
、
「
当
村
大
字
霞
ケ
森
」

(
昭
・
幻
・

1
)
、
「
復
員
者
の
噂
」
(
昭

-n
・
6
)
、
「
白
毛
」
(
昭

-m-9)
、
「
遥

拝
隊
長
」
(
昭
・
お
・

2
)
、
「
丑
寅
爺
さ
ん
」
〈
昭
・
ぉ
・

5
〉
等
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

『
川
と
谷
間
』
(
昭

-u-m)
の
序
で
、
井
伏
は
収
録
さ
れ
た
作
品
を
さ
し
て
「
乙
れ
は

私
の
土
俗
趣
味
に
発
し
私
の
空
想
に
よ
る
回
閣
を
現
は
し
た
一
種
の
風
物
誌
で
あ
る
。
」
と
解
説

し
て
い
る
が
、
右
に
示
し
た
作
品
群
は
、
井
伏
の
郷
土
を
有
効
に
生
か
し
得
た
ま
さ
し
く
「
田
園

風
物
誌
」
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
符
情
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
谷
間
」
に
お
け
る
姫
谷
村

(
井
伏
の
生
家
が
あ
る
粟
根
北
西
約
五
K
の
部
落
)
、
中
条
村
(
粟
根
の
東
隣
村
)
、
な
な
ま

が
り
(
四
川
か
ら
百
谷
部
落
に
抜
け
る
村
道
)
、
「
白
毛
」
に
お
け
る
四
川
(
粟
根
の
西
隣

部
落
)
、
「
遥
拝
隊
長
」
に
お
け
る
ハ
ッ
タ
ピ
ラ
池
(
粟
根
と
広
瀬
部
落
と
の
境
)
等
は
い
ず
れ

も
実
在
し
、
ま
た
、
「
川
」
に
お
け
る
自
然
、
い
わ
ゆ
る
〈
当
村
大
字
霞
ケ
森
物
語
V
と
も
一
冨
う

べ
き
系
列
に
属
す
る
「
追
剥
の
話
」
「
当
村
大
字
霞
ケ
森
」
「
復
員
者
の
噂
」
「
丑
寅
爺
さ

ん
」
に
お
け
る
風
土
等
は
、
井
伏
の
郷
土
が
空
想
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
人
物
造
裂

に
お
い
て
も
、
厳
密
な
意
味
で
は
モ
デ
ル
と
言
え
な
い
に
し
て
も
(
何
故
な
ら
井
伏
は
そ
れ
ら

を
著
る
し
い
捨
象
と
戯
画
に
よ
っ
て
描
く
ゆ
え
に
)
、
か
な
り
の
数
の
郷
土
の
人
物
が
登
場
し

て
く
る
。
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
に
お
け
る
朽
助
|
乙
の
作
品
の
原
型
で
あ
る
「
歪
な
る
図

案
」
に
お
い
て
は
伊
作
(
井
伏
の
子
守
を
し
た
伊
十
)
、
「
丹
下
氏
邸
」
「
谷
聞
に
お
け
る
丹

下
亮
太
郎
(
加
茂
町
の
旧
家
丹
下
家
二
十
八
代
目
亮
ご
、
「
川
」
に
お
け
る
偉
夫

(
吉
岡
伊
太
郎
)
、
丹
下
(
前
述
)
、
瀬
良
(
世
良
)
、
「
経
筒
」
に
お
け
る
世
羅
(
前

述
)
、
「
復
員
者
の
噂
」
に
お
け
る
水
車
屋
の
宙
さ
ん
、
鍵
屋
の
虎
造
(
人
物
に
つ
い
て
は
は

っ
き
り
し
な
い
が
、
両
屋
号
と
も
加
茂
町
に
あ
る
。
)
、
「
遥
拝
隊
長
」
に
お
け
る
橋
本
屋
の

優
さ
ん
、
新
宅
の
松
の
字
(
実
際
に
は
屋
号
が
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
実
在
す
る
の
は
新
宅
の

優
さ
ん
で
あ
り
橋
本
屋
の
松
の
字
で
あ
る
。
)
等
は
皆
現
加
茂
町
に
実
在
し
た
人
々
で
あ
り
、

実
名
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
も
じ
っ
た
形
で
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

勝
島
断
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し
か
し
、
た
だ
乙
乙
で
注
意
す
ぺ
き
点
は
、
乙
う
い
っ
た
場
所
に
し
ろ
人
物
に
し
ろ
す
べ
て
作

品
の
中
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
出
て
乙
ず
、
井
伏
鱒
ニ
独
自
の
豊
か
な
作
家
資
質
(
つ
ま
り
大
胆

な
切
り
捨
て
や
極
端
と
も
言
う
べ
き
誇
張
)
に
よ
っ
て
肉
付
け
さ
れ
た
、
言
わ
ば
井
伏
プ
リ
ズ

ム
と
も
言
う
ぺ
き
媒
体
を
通
し
て
郷
土
色
豊
か
な
地
と
し
て
、
あ
る
い
は
庶
民
と
し
て
出
て
く

る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

乙
と
で
、
乙
れ
ら
の
地
名
あ
る
い
は
人
物
を
全
て
綿
密
に
考
証
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
「
谷

間
」
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
「
丹
下
氏
邸
」
等
の
作
品
を
と
り
あ
げ
、
井
伏
鱒
ニ
と
郷
土
の
あ

り
ょ
う
を
よ
り
鮮
明
に
し
て
み
た
い
。

O

「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
巳
つ
い
て

「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
は
昭
和
四
年
三
月
、
『
創
作
月
刊
』
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

乙
の
作
の
主
人
公
で
あ
る
谷
本
朽
助
に
関
し
て
、
井
伏
自
身
「
悪
戯
」
(
昭
・

6
・
7
)
の
中
で

「
(
前
略
)
私
は
『
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
』
と
い
ふ
短
編
を
書
い
た
が
、
『
朽
助
』
は
『
朽
木
三

助
』
か
ら
恩
ひ
つ
い
た
名
前
で
あ
っ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
乙
の
名
前
は
井
伏
が
福

山
中
学
に
在
学
中
友
人
に
頼
ま
れ
て
、
当
時
大
阪
毎
日
新
聞
に
「
伊
沢
蘭
軒
」
を
連
載
中
の
森

鴎
外
に
反
駁
文
を
書
い
た
際
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
朽
助
の
名
称
は
か
く
し
て
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
乙
の
作
品
の
原
型
は
早
く
「
歪
な
る
図
案
」
に
あ
る
。
「
歪
な
る
図
案
」
に

つ
い
て
、
井
伏
は
「
子
供
の
と
き
の
私
と
伊
十
と
の
乙
と
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
幸
福
の
定
量
を

代
数
の
方
程
式
で
計
算
し
た
短
編
で
あ
る
」
(
『
鶏
肋
集
』
)
と
解
説
し
て
い
る
が
、
伊
十
と

い
う
の
は
井
伏
の
子
守
を
し
た
人
で
『
鶏
肋
集
』
に
お
い
て
も
か
な
り
書
き
込
ま
れ
て
い
る
人

物
で
あ
る
。
伊
十
は
加
茂
村
大
字
粟
根
深
山
口
の
人
で
、
角
力
取
り
あ
が
り
の
兄
丈
左
衛
門
、

嫁
に
行
っ
た
が
う
ま
く
い
か
ず
実
家
に
帰
っ
た
姉
の
オ
キ
チ
の
三
人
兄
弟
で
、
不
幸
に
も
オ
キ

チ
は
木
阪
の
池
と
い
う
溜
池
に
身
を
投
げ
て
死
に
、
伊
十
も
ま
た
そ
の
後
を
追
う
よ
う
に
同
じ

池
で
死
亡
、
た
め
に
丈
左
衛
門
は
発
狂
し
、
最
後
に
は
経
死
を
と
げ
る
と
い
う
不
自
然
な
死
に

み
ま
わ
れ
た
兄
弟
で
あ
る
。
「
歪
な
る
図
案
」
で
は
、
伊
十
が
伊
作
と
し
て
、
オ
キ
チ
は
実
名

の
ま
と
丈
左
衛
門
は
朽
一
郎
と
し
て
登
場
し
、
ほ
Y
忠
実
に
そ
の
悲
劇
酬
が
再
現
さ
れ
て
い

ヲ@。
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と
こ
ろ
で
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
で
は
「
歪
な
る
図
案
」
に
お
け
る
よ
う
な
陰
惨
さ
(
尤
も

井
伏
文
学
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
題
材
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
ほ
ど
暗
く
は
な
い

が
)
は
失
な
わ
れ
、
虚
構
性
の
極
め
て
強
い
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
幼
児
の
日
の
井
伏
が
乳
母



車
に
乗
っ
て
子
守
に
押
さ
せ
る
場
面
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
h
使
わ
れ
て
い
る
が
、
以
後
に
展
開

す
る
も
の
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
は
、
東
京
に
住
ん
で
不
適
な

文
学
青
年
の
暮
し
を
し
て
い
る
「
私
」
(
例
の
井
伏
の
慣
用
手
段
と
し
て
の
私
)
が
二
十
年
前

自
分
の
子
守
を
し
て
く
れ
た
朽
助
の
と
乙
ろ
に
転
が
り
込
ん
だ
混
血
娘
タ
エ
ト
の
懇
願
に
よ
り

故
郷
に
帰
り
、
貯
水
池
の
築
堤
に
反
対
す
る
朽
助
を
説
得
す
る
と
い
う
筋
の
小
説
で
あ
る
。
こ

の
小
説
に
捕
か
れ
て
い
る
貯
水
池
に
つ
い
て
は
、
関
係
村
、
広
瀬
村
・
加
茂
村
・
下
加
茂
村
・

上
岩
成
村
四
村
に
ま
た
が
る
大
築
堤
工
事
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
大
谷
池
が
井
伏
の
創
作
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
タ
エ
ト
の
手
紙
に
は
「
一
昨
昨
年
以
来
、
毎
日
毎
日
池

の
工
事
が
続
い
て
ま
ゐ
り
ま
し
て
、
今
日
で
は
漸
く
堤
防
も
出
来
上
り
ま
し
た
。
大
き
な
堤
防

で
あ
り
ま
す
。
川
と
川
と
の
間
の
谷
を
せ
き
と
め
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
水
が
た
ま
る
と
周
囲

二
里
半
の
池
に
な
る
由
で
あ
り
ま
す
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
大
谷
池
は
、
大
正
一
三
年
八

月
第
一
回
大
谷
池
築
堤
協
議
会
発
足
に
よ
り
始
ま
り
、
大
正
一
五
年
四
月
工
事
に
着
手
し
、
四

年
継
続
事
業
で
昭
和
四
年
三
月
に
完
成
さ
れ
た
も
の
で
、
広
瀬
村
大
字
百
谷
字
大
谷
の
総
谷
を

堰
き
き
っ
て
築
造
さ
れ
、
敷
地
は
左
布
の
山
岳
が
狭
ま
り
、
岩
磐
が
露
出
さ
れ
て
急
傾
斜
を
な

す
築
堤
上
最
適
な
地
に
設
け
ら
れ
、
貯
水
量
一
四
八
二
七
八
立
方
坪
高
さ
一

O
O尺
満
水
面
積

八
町
三
反
余
周
間
約
一
里
弱
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

月
明
り
の
夜
、
深
い
谷
底
を
歩
く
乙
と
は
、
乙
れ
は
楽
し
い
も
の
で
あ
る
。
路
は
、
工
事

に
必
要
か
ら
で
あ
ら
う
が
、
新
し
く
運
ん
だ
土
で
幅
広
く
さ
れ
、
土
の
上
広
は
荷
車
の
轍
が

深
く
刻
ま
れ
て
ゐ
た
。
(
中
略
)
し
か
し
私
の
楽
し
い
行
程
は
意
外
に
短
か
か
っ
た
。
谷
を

挟
ん
で
ゐ
る
山
か
ら
山
に
ま
た
が
っ
て
、
巨
大
な
城
壁
に
似
た
石
農
が
築
造
さ
れ
て
ゐ
た
か

ら
で
あ
る
。
池
の
堤
防
な
の
で
あ
る
。

私
は
堤
防
の
基
礎
か
ら
私
の
立
ち
ど
ま
っ
た
場
所
ま
で
の
距
離
を
目
算
し
て
、
堤
防
の
頂

上
を
上
回
で
に
ら
ん
だ
私
の
視
線
の
角
度
を
意
識
に
入
れ
、
・
乙
の
石
崖
の
高
さ
は
三
百
尺
余

で
あ
る
ζ

と
を
知
っ
た
。
乙
の
堤
防
の
支
九
る
で
あ
ら
う
池
の
水
底
に
、
朽
助
の
家
が
沈
む

の
で
あ
る
。
(
下
略
)

右
の
描
写
は
、
池
底
に
沈
む
べ
き
運
命
に
さ
ら
さ
れ
る
朽
助
の
家
を
「
私
」
が
防
ね
て
行
く

場
面
で
あ
る
。
中
央
公
論
社
『
日
本
の
文
学
・
井
伏
鱒
ニ
』
(
昭
・

4
-
m
)
の
年
譜
に
よ
れ

ば
、
井
伏
は
大
正
十
四
年
、
昭
和
二
年
と
帰
省
し
て
お
り
(
井
伏
鱒
ニ
の
甥
に
あ
た
ら
れ
現
在

井
伏
家
を
継
い
で
お
ら
れ
る
井
伏
章
典
氏
は
、
年
譜
に
載
っ
て
い
る
も
の
は
長
期
滞
在
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
数
度
帰
省
し
て
い
る
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
。
)
、
ま
た
、
乙
の
築
堤

工
事
が
か
な
り
大
が
か
り
な
伊
の
(
池
底
に
没
し
た
耕
地
面
積
は
五
二
八
町
に
及
び
、
地
元
の

人
の
話
で
は
百
姓
家
一
軒
が
沈
ん
だ
と
い
う
。
)
で
あ
り
、
着
工
ま
で
幾
度
も
参
集
協
議
さ
れ
て

お
り
、
井
伏
も
そ
れ
に
関
心
を
持
ち
、
乙
う
し
た
こ
と
が
ら
に
触
発
さ
れ
て
「
朽
助
の
ゐ
る
谷

間
」
は
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
文
中
朽
助
の
語
る
養
鰻
の
話
は
、
井
伏
の
夢
が
乙

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
井
伏
章
典
氏
は
、
大
谷
池
完
成
後
も
大
谷
池
は
水
量
も
豊
富
で
あ
り

水
混
も
低
い
の
で
、
鱒
で
も
放
池
す
れ
ば
よ
い
と
井
伏
鱒
二
が
常
に
語
っ
て
い
た
と
話
し
て
お

ら
れ
る
。
ま
た
、
朽
助
が
回
想
す
る
山
鳥
や
幾
子
を
と
っ
た
話
は
、
後
年
井
伏
が
「
鳥
の
巣
」

(
昭
・
お
・

2
)
と
い
う
作
ロ
聞
に
お
い
て
懐
し
く
回
想
し
て
い
る
も
の
と
類
似
の
も
の
で
あ
ろ

.つ。

O

「
谷
間
」
と
「
丹
下
氏
邸
」
巳
つ
い
て

「
谷
間
」
(
昭
・

4
・
1
i
4
『
文
芸
都
市
』
に
連
載
)
も
「
丹
下
氏
邸
」
(
昭
・

6
・
2

『
改
造
』
に
発
表
)
も
共
に
井
伏
の
郷
土
に
あ
る
旧
家
・
丹
下
家
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ

ヲ令。
丹
下
家
は
、
地
方
に
よ
く
知
ら
れ
た
旧
家
で
、
井
伏
の
生
家
か
ら
約
=
一
K
西
方
の
同
町
北
山

七
八
番
地
に
あ
り
、
そ
の
祖
は
室
町
時
代
宮
氏
の
家
臣
で
毛
利
勢
と
戦
い
功
が
あ
り
、
現
在
は

二
九
代
目
丹
下
才
司
郎
氏
七
三
才
が
継
い
で
お
ら
れ
る
。
氏
の
養
父
丹
下
亮
一
は
広
瀬
村
(
現

加
茂
町
)
の
村
長
を
大
正
一
二
年
か
ら
昭
和
六
年
ま
で
、
ま
た
郡
会
議
員
ま
で
も
歴
任
し
た
名

士
で
あ
る
。
弁
伏
は
、
「
丹
下
氏
邸
」
に
つ
い
て
「
人
物
も
、
事
件
も
み
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。

丹
下
姓
は
、
生
家
の
隣
村
に
あ
る
名
家
の
姓
と
同
じ
で
、
現
在
も
続
い
て
い
る
が
、
乙
の
小
説

の
主
人
公
と
は
全
く
関
係
な
い
。
小
説
の
丹
下
老
人
の
性
格
は
、
知
っ
て
い
る
あ
る
老
人
の
性

格
の
人
を
頭
に
お
い
て
誇
張
し
て
書
い
た
も
の
」
(
伴
俊
彦
問
書
、
筑
摩
書
房
版
全
集
月
報

4
)
と
述
ぺ
て
は
い
る
が
、
と
も
あ
れ
乙
の
家
が
井
伏
の
空
想
を
さ
そ
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ

ヲ@。
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両
作
に
お
け
る
語
り
手
の
「
私
」
は
、
「
谷
間
」
で
は
、
「
姫
谷
焼
の
寵
跡
を
発
掘
す
る
目

的
で
東
京
を
出
発
し
」
「
う
ま
く
茶
査
や
大
血
を
掘
り
出
し
て
、
ひ
と
つ
大
い
に
ま
・
つ
け
て
や

ふ
う
と
い
ふ
魂
胆
」
を
持
つ
人
物
と
し
て
、
ま
た
丹
下
氏
邸
に
お
い
て
は
、
「
姫
谷
焼
と
い
ふ

陶
器
の
寵
跡
を
発
掘
す
る
目
的
で
乙
の
田
舎
九
や
っ
て
来
た
」
人
物
と
し
て
、
設
定
さ
れ
て
い

る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
作
者
の
戯
画
化
で
あ
る
。
こ
乙
で
記
さ
れ
て
い
る
姫
谷
焼
と

い
う
の
は
「
江
戸
時
代
初
期
、
加
茂
町
字
娘
谷
で
焼
か
れ
て
い
た
も
の
で
、
作
品
は
き
わ
め
て



精
巧
」
「
色
絵
や
染
付
け
の
紋
様
は
(
中
略
)
簡
素
な
も
の
を
描
い
た
も
の
が
多
く
」
「
市
右

門
と
い
う
人
が
姫
谷
で
焼
い
た
の
で
『
姫
谷
焼
』
の
称
が
あ
り
」
(
『
備
後
加
茂
』
前
出
)
、
そ

の
窯
跡
は
東
西
=
一
O
m
南
北
五

m
の
登
り
窯
で
、
昭
一
二
年
広
島
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

「
谷
間
」
は
、
井
伏
鱒
二
が
尋
常
二
・
三
年
の
頃
祖
父
民
左
衛
門
に
連
れ
ら
れ
、
そ
の
窯
跡
を
掲

り
に
行
っ
た
際
の
見
聞
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
(
「
半
生
記
」
)
、
「
私
」
が
た
ま

た
ま
丹
下
氏
邸
に
寄
寓
し
た
た
め
に
、
に
彰
徳
碑
樹
立
の
た
め
の
姫
谷
村
と
中
条
村
と
の
寄
付
金

騒
動
に
ま
き
こ
ま
れ
る
と
い
う
筋
の
小
説
で
あ
る
。
丹
下
氏
邸
は
先
に
述
ぺ
た
よ
う
に
加
茂
町

大
字
北
山
字
四
川
に
あ
る
が
、
作
品
の
上
で
は
姫
谷
村
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
姫
谷
焼
の
窯

跡
の
地
所
所
有
者
が
姫
谷
に
近
い
地
に
在
住
し
た
渡
辺
彦
一
(
丹
下
亮
一
の
実
父
で
、
丹
下
家

と
同
様
地
方
の
旧
家
)
で
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
騒
動
の
持
ち
あ
が
る
姫
谷
は
、
井
伏
の

生
家
か
ら
北
西
約
五
K
に
あ
り
、
百
谷
を
通
り
作
品
に
出
て
や
る
な
な
ま
が
り
を
抜
け
る
と
丹

下
氏
邸
の
横
に
通
じ
て
お
り
、
そ
と
か
ら
約
三
K
東
南
に
中
条
村
が
あ
る
。
こ
の
部
分
の
描
写

は
隣
村
に
通
ず
る
路
と
い
ふ
の
は
、
急
斜
面
の
山
腹
を
よ
ぢ
登
る
と
乙
ろ
の
迂
回
し
た
路
な

の
で
あ
る
。
丹
下
氏
の
描
い
た
図
面
を
参
照
す
れ
ば
、
乙
の
急
斜
面
一
帯
の
名
称
を
「
な
』

ま
が
り
」
と
い
ふ
。
(
中
略
)
谷
間
の
方
を
眺
め
る
と
、
丹
下
氏
の
家
は
繁
茂
し
た
柿
の
木

の
葉
に
よ
っ
て
覆
は
れ
、
葉
は
申
す
ま
で
も
な
く
緑
色
で
、
太
い
幹
は
黒
色
に
見
え
た
。
離

れ
の
一
部
だ
け
が
緑
色
の
葉
の
下
か
ら
は
み
出
し
て
窓
の
障
子
一
枚
が
白
く
長
方
形
に
光
ヵ

て
ゐ
た
。

と
描
か
れ
て
い
る
。

ζ

の
よ
う
に
「
谷
間
」
に
お
い
て
は
、
井
伏
の
郷
土
が
そ
の
ま
h

実
名
の

ま
h

使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
!
「
私
」
が
寄
寓
す
る
丹
下
家
の
主
人
で
あ
る
丹
下
亮
太
郎
は
、
先

に
述
ぺ
た
丹
下
亮
一
の
輪
郭
に
井
伏
が
性
格
付
け
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
谷
間
」
に
お

い
て
も
、
「
丹
下
氏
邸
」
に
お
い
て
も
、
丹
下
亮
太
郎
は
「
姫
谷
村
四
川
村
芋
原
村
三
箇
村
連

合
村
役
場
収
入
役
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
丹
下
亮
一
は
広
瀬
村
(
北
山
村
八
四
川
他
十
字
よ
り

成
る
V
と
百
谷
村
八
姫
谷
他
三
字
よ
り
成
る
V
の
合
併
村
)
の
村
長
で
あ
っ
た
。
作
品
で
は

「
備
後
国
深
安
郡
姫
谷
村
大
字
泡
音
九
十
八
番
地
に
生
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
深
安

郡
広
瀬
村
字
北
山
で
あ
り
、
渡
辺
彦
一
三
男
で
あ
る
。
(
亮
太
郎
の
「
長
女
花
枝
は
嫁
じ
て
芋

原
村
渡
辺
氏
に
在
り
」
と
あ
る
の
は
こ
の
た
め
か
。
)
泡
音
は
言
う
ま
で
も
な
く
井
伏
の
生
地

粟
根
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
谷
間
」
に
お
け
る
丹
下
亮
太
郎
の
名
刺
の
裏
面
に

あ
る
彼
の
来
歴
に
つ
い
て
は
大
部
分
が
井
伏
の
創
作
で
あ
り
、
そ
の
息
子
吉
太
郎
〈
井
伏
章
典

氏
は
井
伏
家
よ
り
分
家
し
た
人
が
吉
二
郎
と
い
う
の
で
そ
れ
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

内
町

ι官在
室
長
E
E
L
E
L
P
E白
M
E
P
S
E
U、K
5
3
P
1
1
5、

言
っ
て
お
ら
れ
る
。
)
は
全
く
の
創
作
で
あ
る
。

さ
て
足
下
氏
邸
た
い
一
切
る
が
、
乞
の
作
品
は
次
の
よ
う
な
場
面
に
よ
っ
て
始
法
掲
げ
日
山

丹
下
氏
は
男
衆
を
折
撮
し
た
。
(
丹
下
氏
は
六
十
七
歳
で
、
男
衆
は
五
十
七
歳
で
あ
る
-
J

こ
の
老
い
ぼ
牝
の
、
男
衆
は
い
つ
も
昼
寝
ば
か
り
し
て
、
丹
下
氏
の
一
い
ふ
と
乙

b
t
よ
る
と
、

ひ
と
つ
性
根
を
入
れ
か
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
私
は
丹
下
氏

が
そ
ん
な
に
怒
っ
た
と
ζ

ろ
を
ま
だ
一
度
も
見
た
乙
と
が
な
い
。

私
は
風
呂
場
の
か
げ
狩
り
の
ぞ
き
見
し
て
、
そ
の
折
揮
の
成
行
き
を
見
た
。
丹
下
氏
は
物

置
の
な
か
か
ら
三
枚
の
獲
を
と
り
出
し
て
、
そ
れ
を
柿
の
木
の
下
に
敷
い
た
。

「
丹
下
氏
部
」
の
男
衆
谷
下
英
克
は
か
く
し
て
丹
下
氏
が
出
動
す
る
ま
で
怨
の
上
に
寝
乙
ろ

が
さ
れ
、
そ
の
上
肌
ぬ
ぎ
に
さ
せ
ら
れ
て
、
左
足
の
麗
を
柿
の
木
の
療
に
載
せ
ら
れ
、
笈
を
す

わ
さ
れ
る
と
い
う
折
樟
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
丹
下
氏
の
造
型
一
は
井
伏
の

語
っ
て
い
る
通
り
創
作
で
、
丹
下
才
司
郎
氏
も
、
養
父
(
亮
一
)
は
非
常
に
凡
帳
面
な
、
そ
れ

で
い
て
気
の
長
い
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
忘
表
示
を
直
ぐ
に
は
し
な
い
性
格
で
あ
り
、
「
丹
下

氏
邸
」
に
出
て
く
る
タ
イ
プ
と
し
て
は
、
厳
格
な
祖
父
(
静
一
)
に
近
い
と
話
し
て
お
ら
れ

る
。
谷
下
英
寛
も
、
ま
た
、
乙
の
ス
ト
ー
リ
ー
も
井
伏
の
創
作
で
あ
る
。
丹
下
氏
邸
は
幾
糠
も

の
建
物
か
ら
成
り
、
ま
さ
に
邸
宅
と
い
う
名
に
似
つ
か
わ
し
い
が
、
男
衆
が
折
極
さ
れ
る
場
面

に
出
て
く
る
柿
の
木
に
あ
た
る
場
所
に
は
大
き
な
梨
の
木
が
あ
り
、
恐
ら
く
そ
れ
が
想
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
，
井
伏
文
学
と
郷
土
と
の
関
わ
り
は
か
な
り
深
い
。
井
伏
文
学
の
特

色
は
、
社
会
の
底
辺
に
位
置
す
る
名
も
な
き
庶
民
の
笑
い
や
悲
哀
の
定
着
で
あ
る
と
言
っ
て
も

よ
い
が
、
井
伏
の
郷
土
は
ま
さ
し
く
そ
の
原
点
に
位
置
す
る
。
し
か
し
、
作
品
の
中
に
形
象
さ

れ
た
庶
民
は
、
単
な
る
郷
愁
と
か
特
定
の
風
土
と
か
が
生
み
出
し
た
も
の
と
い
う
狭
小
さ
を
越

え
て
、
普
通
的
な
価
値
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
み
て
き
た
よ
う
に
井
伏
の
郷
土
や
郷

土
の
人
物
が
作
品
の
中
に
生
の
形
で
直
裁
に
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
井
伏
鱒
二

の
豊
か
な
空
想
力
に
よ
っ
て
新
し
い
生
命
を
獲
得
し
て
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
乙
で
は
そ

の
方
法
と
し
て
の
卓
逸
し
た
比
犠
・
大
胆
な
捨
象
言
う
な
ら
ば
井
伏
的
現
実
描
写
法
に
つ
い
て

詳
説
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
い
ず
れ
一
貫
し
て
郷
土
的
な
も
の
を
追
い
続
け
る
井
伏
と
い
う
視

点
か
ら
、
稿
を
改
め
た
い
。

(
付
記
)
乙
の
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
丹
下
才
司
郎
、
井
伏
章
典
両
氏
に
は
数
多
く
の

御
教
一
不
を
い
た
だ
い
た
。
と
と
に
記
し
謝
意
を
表
し
た
い
。
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