
「
源
叔
父
」

成
立
考

|
|
|
〈
老
翁
〉
の
物
語

「
源
叔
父
」
(
明
叩
・

国
木
田
独
歩
の
小
説
的
出
発
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

8
)
(
注
l
)
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
豊
後
の
国
佐
伯
を
舞
台
と
す
る
、
糧
死
に

よ
っ
て
自
ら
の
幸
薄
い
生
涯
を
閉
じ
た
、
池
田
源
太
郎
と
い
う
名
の
〈
翁
〉
の
物

語
で
あ
っ
た
。

乙
の
物
語
は
、
妻
も
子
も
喪
い
「
世
よ
り
忘
れ
ら
る
￥
者
」
と
な
っ
て
い
た
源

叔
父
と
、

「
佐
伯
町
付
属
の
品
物
の
様
に
取
扱
は
れ
」
て
い
た
孤
児
紀
州
と
の
交

流
、
そ
し
て
そ
の
破
局
を
通
し
て
、
ど
ん
な

κ深
い
愛
情
を
注
い
だ
と
し
て
も
、

そ
の
愛
が
帰
っ
て
く
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
主
題
(
注
2
)
を
紡
ぎ
だ
し
て
終

わ
る
。
こ
う
し
た
、
今
日
で
も
な
お
色
槌
せ
ぬ
深
刻
な
主
題
を
導
き
だ
し
た
物
語

の
成
立
に
関
し
て
は
、
独
歩
自
身
の
、
「
源
叔
父
(
『
武
蔵
野
』
に
在
り
)
/
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
。
余
が

豊
後
の
佐
伯
町
に
居
た
時
分
常
に
接
近
せ
る
の
み
な
ら
ず
言
葉
も
交
は
し
其
の
身

の
上
に
就
き
深
く
同
情
を
持
ち
し
乙
と
あ
る
人
物
で
あ
る
。
而
し
て
此
一
編
中
に

記
述
し
た
る
此
両
人
そ
れ

f
¥の
身
の
上
の
事
も
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
此
両

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

山石

崎

人

文

と
な
っ
た
」
(
「
予
が
作
品
と
事
実
」
明

ω
・
9
)
、
と
い
う
発
言
が
残
さ
れ
て
い

る
東
京
で
の
い
わ
ば
書
生
的
生
活
を
捨
て
、
独
歩
が
私
塾
鶴
谷
学
館
教
師
と
し
て

大
分
県
佐
伯
に
赴
い
た
の
は
、
明
治
二
六
年
九
月
二
一
日
の
乙
と
で
あ
る
。
翌
二

七
年
八
月
一
日
、
ふ
た
た
び
上
京
す
る
ま
で
の
約
一
年
間
、
独
歩
は
佐
伯
に
滞
在

す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
源
叔
父
」
は
、
地
理
的
状
況
を
含
め
、
独
歩
が
体
験
し

た
佐
伯
の
町
が
ほ
ぼ
忠
実
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。

佐
伯
の
中
心
部
、
城
山
、
本
町
、
横
町
、
蟹
田
、
そ
の
東
を
流
れ
る
番
匠
川
と

そ
の
河
岸
、
さ
ら
に
遠
く
、
灘
山
、
鶴
見
崎
、
佐
伯
の
北
部
に
位
置
す
る
大
入
島
、

醍
醐
の
入
江
と
彦
岳
、
作
品
中
に
描
か
れ
た
主
要
な
地
名
を
列
記
す
れ
ば
こ
の
よ

う
に
な
る
。
〈
地
方
〉
を
描
い
た
小
説
と
い
っ
た
文
脈
で
い
え
ば
、

「
当
世
書
生

気
質
」
(
明

mtm)、
「
浮
雲
」
(
同

min)と
い
う
東
京
〈
都
会
〉
を
舞
台
と

す
る
小
説
か
ら
始
ま
っ
た
近
代
小
説
史
の
な
か
に
、
〈
地
方
〉
を
主
要
舞
台
と
す

る
「
源
叔
父
」
を
置
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
新
し
さ
も
お
の
ず
と
見
え
て
く

る
。
と
同
時
に
、
の
ち
に
触
れ
る
が
、
東
京
と
い
う
視
座
か
ら
〈
地
方
〉
が
照
射

さ
れ
て
い
る
と
乙
ろ
に
こ
の
作
品
の
特
別
な
相
貌
が
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。

モ
デ
ル
と
い
っ
た
点
で
は
、

〈
源
叔
父
〉
も
紀
州
も
、
独
歩
が
「
常
に
接
近
」



し

「
言
葉
も
交
は
し
」

合
子
り
、

「
其
の
身
の
上
に
就
き
深
く
同
情
」
し
た
人
物
、
っ

〈
源
叔
父
〉
も
紀
州
も
等
し
く
独
歩
が
交
渉
を
持
ち
、
深
い
関
心
を
寄
せ

た
人
物
で
あ
る
、
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

紀
州
に
つ
い
て
言
え
ば
、
右
の
言
は
容
易
に
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
『
欺
か

ぎ
る
の
記
』
中
に
は
、
明
治
二
七
年
一
月
二
九
日
の
記
事
を
は
じ
め
と
し
て
数
度

に
わ
た
っ
て
、
作
品
と
同
じ
紀
州
と
い
う
名
で
、
具
体
的
な
像
を
と
も
な
っ
て
記

述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
実
像
に
つ
い
て
も
多
く
の
証
言
が
蔑
さ
れ
て
お
り
、

墓
標
に
は
、

「
行
路
病
者
俗
称
紀
州
之
墓
、
自
称
野
嶋
松
之
助
」
と
刻
さ
れ
て
い

る
(
注
3
)
、
と
い
う
。

紀
州
の
像
が
佐
伯
の
地
を
離
れ
た
の
ち
も
独
歩
の
脳
裏
に
存
在
し
つ
骨
つ
け
た
こ

と
は
、

「
豊
後
の
国
佐
伯
」
(
明

m
-
5
1
6
)
に
お
い
て
、

「
乞
食
」
と
い
う
見

「
市
人
は
一
口
に
彼
れ
を
乞
食
と
い
へ
ど
、
余
は
屡
々
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かと
ぎ記
るし
の、

邑佐

明
治
一
二

O
年
一
月
一
一
一
一
日
の
記
事
(
「
源
叔
父
」
は
、
日
記
に
よ
れ
ば
、
五
月
一

三
日
に
は
脱
稿
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
約
四
カ
月
前
)
で
も
、
他
と
独
立
し
た
形

で
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

あ
h
わ
れ
彼
の
紀
州
乞
食
を
思
へ
ば
愈
々
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
φ

そ
し
て
其
の

空
文
を
た
の
し
ま
し
め
よ
。
願
は
く
は
た
Y
吾
を
し
て
伺
時
も
伺
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
〉
憐
れ
の
霊
。

今
如
伺
に
し
た
る
。
ぁ
h
人
の
子
よ
。
今
如
伺
に
し
た
る
。
あ
h
神
よ
彼
の

人
の
上
を
め
ぐ
み
給
へ
。
あ
〉
憐
れ
の
少
年
よ
。

人
生
と
は
何
ぞ
や
。
あ
〉
人
生
の
目
的
は
如
伺
。
あ
h
彼
の
乞
食
を
思
へ

ば
此
聞
の
意
味
の
一
段
に
深
き
を
覚
ゆ
。

「
功
名
心
」
あ
る
い
は
底
の
浅
い
文
学
の
虚
妄
を

つ
く
存
在
で
あ
り
、
人
生
と
は
な
に
か
、
と
い
う
重
い
問
い
を
問
い
続
け
さ
せ
た

存
在
と
し
て
独
歩
の
内
部
に
濃
密
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
紀
州
は
、

が
、
こ
と
〈
源
叔
父
〉
に
関
し
て
は
、
独
歩
が
書
き
記
し
た
も
の
に
具
体
的
な

像
を
と
も
な
っ
て
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
松
本
義
一
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
モ

デ
ル
は
「
独
歩
が
下
宿
し
て
い
た
鎌
田
旅
人
宿
の
並
び
の
、
し
か
も
ご
く
近
い
所

に
住
ん
で
い
た
」
高
原
嘉
治
郎
で
あ
る
(
注
4
)
、
と
い
い
、
小
野
茂
樹
氏
に
よ
れ

』ま

「
当
時
の
葛
港
の
事
情
を
知
る
人
達
」
の
話
と
し
て
、

「
独
歩
当
時
葛
港
の
妙
見
社
へ
の
上
り
口
に
あ
っ
た
松

-2一

〈
源
叔
父
〉
の
モ
デ

ル
と
な
っ
た
老
船
頭
は
、

の
木
の
下
の
茅
屋
に
住
ん
で
い
た
五
十
恰
好
の
渡
船
業
者
で
、
眼
の
ま
る
く
小
さ

い
、
小
柄
だ
が
赤
銅
色
の
が
っ
ち
り
し
た
体
格
の
持
主
」
で
あ
る
(
注
5
)
、
と
い

う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
独
歩
の
下
宿
し
て
い
た
坂
本
家
の
近
く
に
あ
る
避
病
院
の
「
源
爺
」

と
い
う
老
人
説
(
注
6
て
さ
ら
に
は
、
独
歩
が
親
し
く
接
し
た
山
口
県
麻
里
府
村

石
崎
吾
一
家
の
下
男
国
吉
が
〈
源
叔
父
〉
の
性
格
付
け
に
与
っ
て
い
る
と
い
う
説

(注
7
)
等
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
報
告
を
整
理
し
て
み
れ
ば
、
ま
ず
、
松
本
説
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い

が
、
独
歩
自
身
具
体
的
に
書
き
記
し
た
も
の
が
伺
一
つ
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
事

実
の
重
み
は
依
然
と
し
て
残
る
。
そ
も
そ
も
、
乙
れ
ら
諸
説
は
、
独
歩
の
言
「
源

叔
父
其
の
人
も
『
紀
州
』
と
称
す
る
乞
食
の
少
年
も
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
」

「
豊
後
の
佐
伯
町
民
居
た
時
分
常
に
接
近
せ
る
の
み
な
ら
ず
言
葉
も
交
は
し
其
の



自
身
の
上
に
就
き
深
く
同
情
を
持
ち
し
乙
と
あ
る
人
物
で
あ
る
。
」
か
ら
端
を
発

し
て
い
る
。
乙
の
言
説
を
疑
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
が
、
紀
州
が
作
品
と
同
じ
固
有

〈
源
叔
父
〉

の
名
で
具
体
的
に
し
か
も
幾
度
も
独
歩
の
文
章
に
現
わ
れ
、

の
モ
デ
ル
が
固
有
の
名
は
も
ち
ろ
ん
、
一
度
も
明
確
な
像
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い

な
い
、
と
い
う
事
実
は
や
は
り
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
、

一方、

「
常
に
接
近
」

「
身
の
上
の
事
も
事
実
」
と
い
う
独
歩
の
発
言
を
、
文
字
ど
お
り
、
〈
源
叔

父
〉
の
モ
デ
ル
と
「
紀
州
」
と
に
当
分
に
握
り
分
け
、
そ
の
ま
ま
無
条
件
に
受
け

取
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
モ
デ
ル
究
明
の
こ
れ
ま
で
の
成
果
な
ら
び
に
独
歩

の
文
章
に
お
け
る
モ
デ
ル
出
現
の
有
無
と
い
っ
た
点
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
、

〈
源
叔
父
〉
の
モ
デ
ル
と
紀
州
と
を
同
レ
ヴ
ェ
ル
で
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し学
習
研
究
社
版
「
国
木
田
独
歩
全
集
」
第
六
巻
の
塩
田
良
平
氏
の
「
解
題
」
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
独
歩
の
「
創
作
メ
モ
」
と
も
い
う
べ
き
断
片
に
は
、
佐
伯
時
代
に

見
聞
し
た
小
説
の
素
材
三
八
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
乞
食
紀

州
」
は
抽
出
さ
れ
な
が
ら
、
〈
源
叔
父
〉
の
モ
デ
ル
と
み
な
さ
れ
る
人
物
は
見
当

た
ら
な
い
(
注
8
)
。
こ
う
し
た
事
実
も
い
さ
さ
か
奇
妙
に
思
え
る
。

北
野
昭
彦
氏
は
、
「
独
歩
が
『
源
お
ぢ
』
以
前
に
一
度
も
彼
の
乙
と
を
書
か
な

か
っ
た
の
は
、
独
歩
が
彼
と
出
会
っ
た
こ
ろ
に
は
、
生
徒
数
名
を
つ
れ
て
上
京
す

る
日
が
迫
り
、
独
歩
の
心
が
す
で
に
東
京
に
向
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
」
と

指
摘
し
て
い
る
(
注
9
)
。
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
限
定
さ
れ
た
時
日
で
の
記
述
と

い
っ
た
点
か
ら
い
え
ば
そ
う
で
あ
ろ
う
。
が
、
佐
伯
を
去
っ
て
か
ら
「
源
叔
父
」

完
成
ま
で
に
は
三
年
近
い
年
月
が
あ
り
、
ま
た
、
上
京
後
も
日
記
は
書
か
れ
て
い

た
。
〈
源
叔
父
〉
の
モ
デ
ル
と
な
る
特
定
の
人
物
に
紀
州
と
同
じ
よ
う
な
深
い
関

心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
然
な
ん
ら
か
の
形
で
書
き
留
め
ら
れ
て
い

て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
紀
州
に
関
し
て
は
、

そ
の
後
の
日
記
に
も
、
ま
た
小
品
「
豊
後
の
国
佐
伯
」
そ
の
他
に
も
書
か
れ
て
い

た
。
作
品
の
タ
イ
ト
ル
が
「
源
叔
父
」
で
あ
る
乙
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
〈
源
叔
父
〉
池
田
源
太
郎
で
あ

る
。
乙
の
事
実
は
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
は
や
く
は
、

芦
谷
信
和
民
が
指
摘
し
(
注
叩
)
、
北
野
氏
も
「
そ
れ
ま
で
の
(
上
京
以
前
の
佐
伯

時
代
・
筆
者
注
)
日
記
に
は
別
の
老
船
頭
等
の
『
翁
』
に
関
す
る
記
述
が
多
い
。
」

と
指
摘
し
た
(
注
日
)
〈
老
翁
〉
の
問
題
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
な
い
わ
け
に
は
い

〉

P

弘、。

カ
f
-
L

「
源
叔
父
」
は
次
の
よ
う
な
印
象
的
な
一
節
で
始
ま
る
。

都
よ
り
一
人
の
年
若
き
教
師
下
り
来
り
て
佐
伯
の
子
弟
に
語
学
教
ふ
る
乙

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

-3-

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
、
乙
〉

よ
り
校
舎
に
通
ひ
た
り
。
斯
く
て
海
辺
K
と
Y
ま
る
こ
と
一
月
、

一
月
の
間

に
言
葉
か
は
す
程
の
人
識
り
し
は
片
手
に
て
数
ふ
る
に
も
足
ら
ず
。
其
重
な

る
一
人
は
宿
の
主
人
な
り
。
或
夕
、
雨
降
り
風
起
ち
て
磯
打
つ
波
音
も
や
〉

荒
き
に
、
独
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
て
主
人
夫
婦
が
足
投
げ
だ
し
て
涼
み
居
し
緩
先
に
来
り
ぬ
。

夫
婦
は
燈
っ
け
ん
と
も
せ
ず
薄
暗
き
中
に
団
扇
も
て
蚊
や
り
つ
〉
語
れ
り
、

教
師
を
見
て
、
珍
ら
し
ゃ
と
座
を
譲
り
つ
。
タ
閣
の
風
、
軽
ろ
く
雨
を
吹
け

ば
一
滴
ニ
滴
、
面
を
払
を
三
人
は
心
地
よ
げ
に
受
け
て
四
面
山
の
話
に
入
り

lf.l 。



「
年
若
き
教
師
」
と
「
宿
の
主
人
」

〈
源
叔
父
〉
池
田
源
太
郎
は
、

と
の
間
で
、
夏
の
一
夕
、
話
題
に
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、

「
夫
婦
」

「
其
後
」

「
幾
年
の
月

日
」
が
た
つ
た
「
或
冬
の
夜
」
、
都
に
帰
っ
た
「
教
師
」
に
よ
っ
て
な
つ
か
し
く

回
想
さ
れ
て
い
く
が
、
す
で
に
多
く
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
下
宿
人
と
宿
の
主
人

と
が
「
四
方
山
の
話
」
を
す
る
、
と
い
っ
た
構
図
を
初
御
と
さ
せ
る
独
歩
自
身
の

体
験
を
『
欺
か
ぎ
る
の
記
』
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
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
/
¥
見
受
け
ぬ
此
老
翁
の
事
を
問
ひ
、
多
少
間

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

(
明
お
・
日

-
U
)

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
〉
つ
〉
一

文
を
草
じ
ぬ

(
明
幻
・

7
-
m
)

最
初
の
引
用
に
あ
る
坂
本
老
人
は
、
独
歩
が
弟
収
二
と
と
も
に
、
明
治
二
六
年

一
O
月
か
ら
翌
二
七
年
七
月
は
じ
め
ま
で
下
宿
し
て
い
た
城
山
下
の
元
佐
伯
藩
家

老
坂
本
家
の
主
人
永
年
の
乙
と
で
あ
り
、
次
に
引
い
た
箇
所
に
あ
る
「
宿
処
の
主

人
」
は
、
二
七
年
七
月
は
じ
め
か
ら
佐
伯
を
離
れ
る
ま
で
の
一
月
間
投
宿
し
た
葛

港
の
旅
人
宿
の
主
人
鎌
田
清
作
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
中
に
あ
る
、
「
城

下
に
住
む
乙
と
を
厭
ひ
て
、
半
里
隔
て
し
、
桂
と
呼
ぷ
港
の
岸
に
移
り
つ
」
に
照

「
源
叔
父
」
と
の
相
関
は
、
当
然
後
者
と
な
る
。
が
、

ら
せ
ば
、

「
源
叔
父
」
冒

頭
に
あ
る
〈
場
〉
の
設
定
と
い
っ
た
点
に
ひ
と
ま
ず
焦
点
を
絞
れ
ば
、
お
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
最
終
の
文
章
へ
と
熟
し
て
い
く
姿
を
追
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
出
発
点
に
位
置
す
る
の
は
、

小
品
は
、
独
歩
の
死
後
刊
行
さ
れ
た
『
独
歩
小
品
』
(
明
必
・

5
)
に
収
録
さ
れ
た

「
憐
れ
な
る
児
」
の
原
型
と
い
っ
て
よ
く
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
と
同
一
の
罫
紙

が
使
用
さ
れ
(
注
ロ
)
、

「
可
憐
児
」
と
題
す
る
草
稿
で
あ
る
。
こ
の

「
明
治
廿
六
年
十
一
月
二
十
八
日
始
ム
」
と
注
記
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
部
を
引
く
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

発
端

一
昨
日
は
日
曜
日
な
り
き
。
其
夜
吾
二
階
を
下
り
て
坂
本
老
人
と
物
語
り
す
。

座
に
嬢
と
収
二
と
あ
り
、
互
に
四
面
山
の
噂
に
笑
声
相
続
ぐ
。
最
と
楽
し
き
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晩
な
り
し
也
。

佐
伯
の
町
に
一
個
の
小
乞
食
あ
り
。
此
乞
食
の
身
の
上
も
亦
た
話
の
種
と
な

る
。
其
の
不
潔
な
る
乙
と
語
ら
れ
、
而
し
て
又
た
其
愚
鈍
な
る
事
語
ら
れ
互

に
哀
れ
が
り
ぬ
。
暫
時
に
し
て
主
人
の
翁
吾
に
向
て
日
は
る
様
、
き
て
先
生
、

吾
家
に
も
亦
た
一
個
の
愚
者
あ
り
、
己
に
御
存
知
の
如
し
。
其
愚
か
な
る
事

警
へ
か
た
な
き
程
な
り
。
如
何
に
す
れ
ば
宜
き
か
、
殆
ん
ど
当
惑
致
し
居
る

也
。
先
生
別
に
御
工
夫
も
な
き
者
に
候
や

と
、
言
ふ
迄
で
も
な
く
吾
此
語

を
聞
き
、
直
ち
に
翁
の
心
を
知
り
、
半
ば
項
づ
き
半
ば
笑
ふ
て
、
実
は
甚
だ

挨
拶
に
固
ま
り
ぬ
。
然
り
御
宅
に
は
馬
鹿
者
ひ
と
り
御
座
り
ま
す
と
も
言
ひ

難
け
れ
ば
な
り
。

馬
鹿
者
と
は
誰
れ
ぞ
、
患
者
と
は
誰
れ
の
事
ぞ
。
可
憐
児
な
り
。
(
注
目
)



以
下
、
坂
本
老
人
の
妹
の
不
幸
な
経
歴
、
お
よ
び
そ
の
子
で
あ
る
「
可
憐
児
」

の
様
子
が
詳
述
さ
れ
て
い
く
。
注
記
さ
れ
て
い
る
「
明
治
廿
六
年
十
一
月
二
十
八

日
始
ム
」
が
ほ
ぼ
確
実
な
の
は
、
先
に
引
い
た
『
欺
か
、
ぎ
る
の
記
』

一
一
月
二
七

日
の
記
事
に
続
け
て
乙
乙
で
記
さ
れ
て
い
る
「
小
乞
食
」
紀
州
の
記
述
が
あ
り
、

ま
た
、
冒
頭
の
一
文
「
昨
夜
、
二
階
を
下
り
坂
本
老
人
と
語
る
」
が
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
が
、
日
記
の
文
章
は
、
紀
州
の
記

事
だ
け
で
、

「
可
憐
児
」
の
中
心
話
題
で
あ
る
坂
本
家
の
「
孤
児
」
に
つ
い
て
は

伺
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。

一
一
月
二
七
日
の
夜
は
、
お
そ
ら
く
、
寄
宿
先
の
坂
本
永
年
と
話
が
弾
み
、

「
奇
怪
の
者
を
担
ふ
て
行
く
」
の
を
「
し
ば
/
¥
」
独
歩
に
目
撃
さ
れ
た
ご
個

の
老
翁
」
(
注
は
)
の
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
紀
州
の
話
柄
に
移
り
、
さ
ら
に
、
日
記

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
永
年
の
甥
(
「
可
憐
児
」
の
モ
デ
ル
)
に
ま
で
話
題
が

及
ん
だ
に
違
い
な
い
。
い
ず
れ
も
幸
薄
い
哀
れ
な
人
物
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
独
歩

の
関
心
を
ひ
か
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
記
に
書
き
止
め
ら
れ
た
の

ご
個
の
老
翁
」
と
紀
州
で
あ
っ
た
が
、
独
歩
は
、
永
年
の
親
族
に
あ
た
る

甥
に
つ
い
て
は
、
翌
日
日
記
と
は
別
に
改
め
て
詳
し
く
書
き
記
す
こ
と
に
な
っ
た

はの
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
可
憐
児
」
で
あ
る
。
二
六
日
、
二
七
日
と
相
当
の
分
量
で

書
き
つ
が
れ
て
い
た
日
記
が
、
二
八
日
が
わ
ず
か
一
行
、
ニ
九
日
が
六
行
(
学
習

研
究
社
版
「
国
木
田
独
歩
全
集
」
に
よ
る
行
数
。
な
お
、
本
文
の
引
用
は
、
す
べ

て
乙
れ
に
よ
っ
た
。
)
と
い
っ
た
具
合
に
、
極
端
に
少
量
と
な
る
の
も
、

「
可
憐

児
」
執
筆
に
時
間
を
と
ら
れ
た
結
果
と
考
え
れ
ば
う
な
や
つ
け
る
。
た
だ
し
、

憐
児
」
が
「
憐
れ
な
る
児
」
(
遺
稿
『
独
歩
小
品
』
)
に
な
り
、
最
終
稿
「
春
の
烏
」

ー「

可

(
明
訂
・

3
)
に
な
る
の
は
、
か
な
り
の
ち
の
乙
と
に
な
る
。

「
春
の
鳥
」
の
冒
頭
は
、

「
今
よ
り
六
七
年
前
、
私
は
或
地
方
に
英
語
と
数
学

の
教
師
を
為
て
居
た
乙
と
が
御
座
い
ま
す
。
其
町
に
城
山
と
い
ふ
の
が
あ
っ
て
大

木
暗
く
繁
っ
た
山
で
、
余
り
高
く
は
な
い
が
甚
だ
風
景
に
富
で
居
ま
し
た
ゆ
ゑ
私

は
散
歩
が
て
ら
何
時
も
此
山
に
登
り
ま
し
た
。
」
と
い
う
淡
々
と
し
た
回
想
形
式

で
始
め
ら
れ
、
「
可
憐
児
」
冒
頭
の
文
体
と
は
別
物
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
可
憐
児
」
冒
頭
部
分
の
「
吾

同
じ
よ
う
に
白
痴
の
少
年
を
描
き
な
が
ら
も
、

〈
二
階
を
下
り
て
〉
坂
本
老
人
と
物
語
り
す
」
、

「
互
に
〈
四
面
山
の
噂
に
〉
笑

声
相
続
ぐ
」
と
い
っ
た
日
記
の
ス
タ
イ
ル
を
、

「
源
叔
父
」
で
「
〈
二
階
な
る
一

室
を
下
り
て
〉
主
人
夫
婦
が
足
投
げ
だ
し
て
涼
み
居
し
縁
先
に
采
り
ぬ
」
、

「タ

閣
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
山
の
話
に
〉
入
り
ぬ
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
の
骨
格
を
す
で
に
採
用

し
て
い
た
た
め
に
そ
れ
を
避
け
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
独
歩
自
身
の
作
風

の
変
容
と
い
っ
た
事
項
も
こ
れ
に
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
独
歩
の
佐
伯
に
お
け
る
動
向
と
い
っ
た
事
実
関
係
に

整
合
す
る
の
は
、
葛
港
の
旅
人
宿
で
の
一
タ
(
七
月
一
一
一
二
日
)
で
あ
る
が
、

「
源
叔

父
」
冒
頭
の
〈
場
〉
の
設
定
は
、
以
上
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
か
ぎ
り
、
明
治
二
六

年
一
一
月
二
七
日
の
日
記
が
骨
格
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

〈
場
〉
の
設
定
に
関
し
て
は
、
特
定
の
下
宿
を
穿
撃
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
佐
伯

で
の
下
宿
生
活
一
般
が
総
合
さ
れ
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
穏
や
か
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
独
歩
と
〈
源
叔
父
〉
の
モ
デ
ル
と
の
出
会
い
も
ま
た
、
必
ず

し
も
、

「
源
叔
父
」
本
文
か
ら
帰
納
さ
れ
た
葛
港
転
宿
後
と
限
定
し
な
く
て
も
よ

く
な
る
。
が
、

こ
と
は
、
事
実
と
虚
構
と
い
っ
た
点
に
ま
で
及
ぶ
の
で
、

乙
乙
で

は
一
つ
の
見
方
と
し
て
提
示
す
る
に
止
め
る
。

「
春
の
鳥
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
も
含
め
、
新
保
邦
寛
氏
「
『
審
の
鳥
』

の
執
筆
時
期
を
め
ぐ
っ
て
l

中
期
の
独
歩
文
学
と
そ
の
背
景
か
ら
」
に
く
わ
し
い



(
注
目
)
。

「
春
の
烏
」
の
構
造
と
い
っ
た
点
に
も
当
然
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

乙
こ
で
は
、

「
可
憐
児
」
が
有
し
て
い
た
ス
タ
イ
ル
を
生
か
し
て
「
源
叔
父
」
冒

〈
老
翁
〉
を
中
心
と
す
る
「
物
語
」
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
い
っ

頭
部
分
が
成
立
し
、

た
、
と
い
う
話
題
を
さ
ら
に
進
め
よ
う
。

『
欺
か
、
ぎ
る
の
記
』
を
読
み
す
す
め
て
い
け
ば
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
事

に
遭
遇
す
る
。

昨
日
登
り
た
る
山
は
俗
ニ
十
二
段
と
称
す
る
由
を
本
日
、
飯
沼
氏
よ
灼
固
く
。

吾
窓
よ
り
の
眺
め
の
余
り
に
美
し
さ
に
堪
へ
兼
ね
、
昨
日
遂
に
此
山
に
登
り

ぬ
。
八
時
過
ぎ
弟
と
共
民
家
を
出
づ
。
無
類
の
好
天
気
な
り
。
船
土
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
く
越
ゆ
。
(
略
)
船
頭
は
老
ひ
た
れ
ど
還
ま
し
げ
な
る
男
な
り
。
船
ゆ
る

や
か
に
河
流
宇
佐
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
れ
を
か
乙
む
ま
が
き
、
其
傍
に
立
つ
田
舎
娘
、
青
ぴ

か
る
淵
、
き
ぴ
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
握
、
其
小
女
、
い
ち
/
¥
た
Y
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
。

(
略
)

遂
に
一
条
の
道
に
出
づ
。
こ
れ
に
力
を
得
て
山
韻
を
目
が
け
て
登
る
。
松
の

老
株
の
下
に
石
地
頭
あ
り
、
其
傍
に
一
老
樵
、
い
こ
ふ
。
彼
れ
親
切
に
道
を

教
へ
ぬ
。

マ
イ
ケ
ル
を
想
ひ
出
し
て
又
た
此
老
翁
を
思
ふ
也
。

山
崩
に
達
し
た
る
時
は
四
囲
の
光
景
余
り
に
美
に
、
余
り
に
大
に
、
余
り
に

全
き
が
為
め
、
感
激
し
て
涙
下
ら
ん
と
し
ぬ
。
只
だ
名
状
し
難
き
鼓
動
の
心

底

に

激

し

る

を

見

る

也

。

(

明

部

・

日

・

6
)

十
二
段
よ
り
帰
路
、
又
た
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
己
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
嘗
て
長
崎
に
在
り
て
黒
船
も
造
り
た
る
事
あ
り
と
白
か
ら

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

る
〉
能
は
ず
。
伺
と
な
れ
ば
彼
を
一
個
の
ソ
l
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
雄
も
、
必
ず
深
き
物
語
あ
る
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こ
と
必
せ
り
。

(
明
お
・
日
・

7
)

一
一
自
に
わ
た
っ
て
記
述
さ
れ
て
は
い
る
が
、

乙
の
記
事
は
、
明
治
二
六
年
一
一

「
十
二
段
」
と
普
通
呼
ば
れ

月
五
日
に
な
さ
れ
た
元
越
山
登
山
の
も
の
で
あ
る
。

「
南
海
部
郡
の
木
立
村
と
米
水
津
村
と
の
境
界
に
立
つ
山
で
、
そ

て
い
る
の
は
、

の
山
鹿
児
は
大
分
県
下
有
名
な
桜
の
名
所
浦
代
峠
も
あ
」
り
、
独
歩
の
「
下
宿
の

二
階
か
ら
左
手
遥
か
に
常
に
眺
め
ら
れ
た
」
(
注
日
)
元
越
山
の
乙
と
で
、
独
歩
は

佐
伯
滞
在
中
に
二
度
ば
か
り
(
二
度
目
は
、
翌
二
七
年
四
月
一
一
三
日
)
登
山
し
て
い

る
。
独
歩
の
死
後
、
遺
稿
と
し
て
『
俳
味
』
(
明
叫
・

5
)
に
発
表
さ
れ
た
紀
行
文

「
元
越
山
に
登
ル
記
」
は
、
こ
う
し
た
登
山
行
を
も
と
に
し
て
い
る
。

乙
こ
に
は
、
た
し
か
に
、
山
頂
に
た
ど
り
つ
い
た
感
動
が
、

「
四
囲
の
光
景
余

り
に
美
に
、
余
り
に
大
に
、
余
り
に
全
き
が
為
め
、
感
激
し
て
涙
下
ら
ん
と
し
ぬ
。



只
だ
名
伏
し
難
き
鼓
動
の
心
底
に
激
し
る
を
見
る
也
」
、
と
い
っ
た
い
さ
さ
か

高
揚
し
た
行
文
で
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
と
く
に
注
意
巻
引
く

の
は
、
登
山
の
往
復
路
そ
れ
ぞ
れ
で
出
会
っ
た
老
船
頭
に
深
い
関
心
を
抱
い
た
さ

ま
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
船
土
町
か
ら
対
岸
の
木
立
村
ま

で
の
渡
船
の
老
船
頭
、
帰
路
河
船
を
あ
や
つ
っ
た
老
船
頭
二
人
で
あ
る
。
さ
ら
に

は
、
〈
老
翁
〉
と
い
っ
た
点
で
は
、

「
一
老
樵
」
を
乙
れ
に
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

佐
伯
滞
在
中
の
〈
老
翁
〉
へ
の
独
歩
の
関
心
が
一
時
の
も
の
で
な
い
乙
と
は
、

『
欺
か
ぎ
る
の
記
』
中
に
し
ば
し
ば
〈
老
翁
〉
の
記
述
が
あ
る
乙
と
か
ら
も
知
ら

れ
る
。
既
出
の
も
の
は
別
と
し
て
、
二
三
引
く
。

「
マ
イ
ケ
ル
を
思
い
出
」
さ
せ
た
と
い
う

昨
日
路
傍
に
見
た
る
彼
の
楽
し
げ
な
る
一
族
に
宿
る
詩
神
の
調
和
の
声
、
如

何
、
彼
の
山
谷
に
出
遇
ふ
た
る
老
ひ
た
る
樵
夫
と
其
の
前
を
導
き
た
る
小
児

の
上
に
住
む
詩
神
の
深
き
声
は
如
伺
、
遠
山
の
絶
頂
よ
り
立
ち
登
り
し
晩
煙

に
住
む
詩
神
如
何
、
千
百
の
山
谷
の
千
百
の
村
落
に
住
む
詩
神
如
何
、

(
明
部

-m-9)

大
嶋
尚
三
は
年
老
ひ
て
子
な
く
、
今
は
其
職
を
失
な
ひ
、
老
ひ
た
る
妻
と
共

に
東
秀
氏
の
部
屋
に
住
む
。
此
部
屋
は
東
老
母
が
二
十
五
年
の
秋
の
終
は
り

ま
で
住
み
た
る
部
屋
な
り
。
大
嶋
尚
三
計
ら
ず
も
玄
を
借
り
住
む
こ
と
と
な

り
し
也
。
聞
く
所
に
よ
れ
ば
彼
が
職
を
失
ひ
た
る
原
因
は
或
悪
人
共
が
欺
偽

取
財
の
兇
行
に
多
少
加
担
し
た
る
が
為
め
な
り
、
之
れ
を
以
て
其
登
記
所
小

使
の
職
を
止
め
ら
れ
し
也
。
此
老
人
は
吾
が
一
家
吉
見
氏
の
宅
に
住
み
つ
る

時
し
ば
/
¥
来
り
飲
み
た
り
。
子
な
し
、
只
だ
老
夫
婦
の
み
、
彼
が
多
少
の

罪
悪
は
衆
人
の
認
む
る
処
な
る
に
も
か
〉
わ
ら
ず
無
罪
の
宣
告
を
受
け
て
幸

に
牢
獄
の
苦
は
ま
ぬ
か
れ
ぬ
。
吾
も
人
も
其
罪
は
悪
め
ど
も
、
其
の
老
ひ
て

職
な
く
金
な
く
子
な
き
ゃ
そ
憐
れ
む
な
り

一
個
此
老
人
、
及
び
其
の
妻
、
彼
等
が
運
命
、
罪
悪
、
不
幸
は
確
か
に
詩
料

と
な
す
に
足
る
者
あ
る
也

(明
U
・
l

・
1
)

登
校
前
教
会
堂
に
到
る
、
室
内
暗
黒
、
即
ち
出
で
〉
散
歩
を
試
む
、
授
業
時

聞
に
少
し
早
や
過
ぐ
る
を
以
て
な
り
。

帰
り
て
校
に
入
り
、
暫
時
校
舎
の
一
遇
に
宿
る
大
工
老
夫
婦
の
室
に
語
る
。

老
夫
婦
は
吾
が
詩
料
と
な
る
可
し
。

(明
U
・
2

・
l
)

二
十
七
日
の
薄
暮
坂
本
氏
に
て
馳
走
ぜ
ら
れ
、
夜
日
置
、
関
谷
高
橋
の
三
氏

吾
か
為
め
に
送
別
の
宴
を
開
か
る
夜
や
〉
更
け
て
車
に
乗
り
帰
宅
。
市
街
よ

-7ー

り
控
港
に
至
る
の
間
里
程
殆
ん
ど
一
里
。
四
方
ま
こ
と
に
寂
然
。
車
上
眠
想

し
て
人
生
の
流
転
を
思
ひ
、
老
翁
の
事
な
ど
思
い
つ
Y
く。

吾
が
職
分
は
詩
な
り
。
吾
は
詩
人
の
外
、
能
は
ず

(
明
訂
・

7
-
m
)

第
二
番
目
の
引
用
は
、
冬
期
休
暇
の
た
め
山
口
県
柳
井
に
帰
郷
し
た
際
の
見
聞

で
あ
る
。
長
い
文
章
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
引
い
た
の
は
他
で
も
な
い
。
独
歩

の
関
心
の
有
り
ょ
う
が
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

一
一
月
七
自
民
記
述
さ
れ
て
い
た
老
船
頭
の
記
述
と
を
併
置
し
て
み
れ
ば
、
独
歩

は
、
〈
老
翁
〉
の
そ
れ
ま
で
た
ど
っ
た
生
涯
に
一
つ
の
「
物
語
」
を
見
て
い
る
の



で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
か
つ
て
長
崎
で
黒
船
造
船
に
か
か
わ
っ
た
と
い
う
流
転
の

人
生
が
語
ら
れ
、
大
嶋
向
三
の
老
残
と
も
い
っ
て
よ
い
不
如
意
の
人
生
が
語
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
他
一
々
の
説
明
は
省
く
が
、

「
詩
料
」

「
詩
神
」

「
運
命
」
、
さ

ら
に
は
「
美
し
き
物
語
」
「
深
き
物
語
」
と
い
う
語
に
象
徴
容
れ
る
よ
う
に
、
い

ず
れ
も
「
物
語
」
を
内
に
蔵
し
た
〈
老
翁
〉
が
掬
い
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
く
に
最
後
の
引
用
は
、
一
年
間
に
お
よ
ぶ
佐
伯
生
活
に
終
止
符
を
打
ち
、
ま
も

な
く
上
京
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
が
、
回
顧
的
内
省
的
心
情
か

ら

「
人
生
」
を
思
い
、

さ
ら
に
は
、

〈
老
翁
〉
に
思
い
が
至
っ
て
い
る
乙
と
、

詩
人
と
し
て
の
自
己
を
選
ぴ
取
ろ
う
と
決
意
し
た
文
章
と
と
も
に
記
述
さ
れ
て
い

る
乙
と
は
と
く
に
注
目
し
て
よ
い
。
自
己
の
文
学
を
「
人
生
の
研
究
の
結
果
の
報

告
」
(
「
我
は
如
伺
に
し
て
小
説
家
と
な
り
し
か
」
明

ω
・
1
)
と
規
定
し
た
独
歩

に
と
っ
て
そ
れ
は
ま
さ
し
く
文
学
の
問
題
、
文
学
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
の
ち
に

「
源
叔
父
」
の
「
物
語
」
に
熟
し
て
い
く
〈
老
翁
〉
の
「
物
語
」
は
、
す
で
に
準

備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
モ
デ
ル
の
穿
撃
は
別
と
し
て
、
明
治
二
六
年
一

一
月
二
七
日
の
日
記
に
記
さ
れ
た
「
彼
の
老
翁
、
此
乞
食
、
共
に
悲
し
き
物
語
な

ら
ず
や
」
と
い
う
一
文
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

四

と
乙
ろ
で
、
独
歩
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
〈
老
翁
〉
に
深
い
関
心
を
寄
せ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
手
が
か
り
は
、
実
は
、
元
越
山
登
山
行
を
記
し
た
日
記
の
な
か
に
さ
り
気

な
く
示
さ
れ
て
い
た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
そ
の
一
節
を
引
乙
う
。

遂
に
一
条
の
道
に
出
づ
。
乙
れ
に
力
を
得
て
山
績
を
目
が
け
て
登
る
。
松
の

老
株
の
下
に
石
地
頭
あ
り
、
其
傍
に
一
老
樵
、

い
こ
ふ
。
彼
れ
親
切
に
道
を

教
へ
ぬ
。

マ
イ
ケ
ル
を
想
ひ
出
し
て
又
た
此
老
翁
を
思
ふ
也
。

「
小
春
」
(
明
白
・

2
)を
発
表
し
、

佐
伯
を
離
れ
て
六
年
余
の
の
ち
、
独
歩
は
、

「
自
分
が
最
も
熱
心
に
ヲ
l
ズ
ヲ
ル
ス
を
読
ん
だ
の
は
豊
後
の
佐
伯
に
居
た
時
分

「
『
マ
イ
ケ
ル
』
を
読
で
リ
ウ
ク
の
命
運
の
為
に
三
行
の
涙
を
注
い

で
あ
る
」
、

だ
」
と
書
き
、
ま
た
後
年
、
自
ら
の
作
家
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て
記
し
た
「
不
可

思
議
な
る
大
自
然
(
ワ
l
ヅ
ワ
l
ス
の
自
然
主
義
と
余
)
」
(
明
引
・

2
)
の
中
で
は
、

佐
伯
が
「
山
に
富
み
渓
流
に
富
み
、
渓
谷
の
奥
に
小
村
落
あ
り
、
村
落
老
て
物
語

多
く
、
実
に
ワ
l
ヅ
ワ
l
ス
信
者
を
し
て
『
マ
イ
ケ
ル
』
の
二
三
は
此
処
彼
処
に

転
が
っ
て
居
そ
う
に
思
は
し
め
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
ワ
l
ズ
ワ
i
ス
と
独
歩
と

い
う
テ
l
マ
は
、
す
で
に
幾
度
と
な
く
繰
り
返
し
考
察
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
が
、

-8一

独
歩
に
お
け
る
〈
老
翁
〉
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
る
う
え
で
は
や
は
り
触
れ
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
。

「
マ
イ
ケ
ル
」
の
物
語
の
お
お
よ
そ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
グ
ラ
ス
ミ
l
ア
の
谷
の
森
の
側
に
」
、
八
十
歳
を
乙
え
た
、

「
健
や
か
」

で

「
質
素
」
な
マ
イ
ケ
ル
と
い
う
老
牧
羊
者
が
静
か
に
暮
し
て
い
た
。
彼
に
は
、

「
二
十
歳
は
優
に
若
」
い
妻
イ
ザ
ベ
ル
と
「
将
来
の
希
望
」
で
あ
り
、

「
日
々
の

喜
び
」
で
あ
る
ひ
と
り
息
子
ル
l
ク
が
い
た
。

「
谷
聞
に
住
む
人
々
」
は
、

「遥

か
遠
く
か
ら
も
見
え
る
」
マ
イ
ケ
ル
家
の
と
も
し
び
を
「
宵
の
明
星
」
と
呼
ん
で

親
し
ん
で
い
た
。

ル
1
ク
が
一
八
歳
に
な
る
ま
で
、
平
穏
で
平
和
な
歳
月
が
流
れ
た
。
が
、

の
借
金
の
保
証
人
」
に
な
っ
て
い
た
マ
イ
ケ
ル
が
そ
の
損
失
を
肩
代
り
し
な
け
れ

ー「

甥

ば
な
ら
な
い
と
い
う
災
難
に
見
舞
わ
れ
て
か
ら
、

一
家
の
不
幸
が
始
ま
る
。

彼



の
生
涯
か
ら
希
望
が
奪
い
去
ら
れ
た
」
の
は
、
乙
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

一
家
の
窮
乏
を
救
う
た
め
に
、
ル
l
ク
は
都
会
に
出
。
は
じ
め
乙
そ
、

善
行
の
よ
い
報
t
E
が
親
類
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、

ル
l
ク
か
ら
届
い
て
い
た
が
、

「
彼
の

「
愛
情
の
乙
も
っ
た
手
紙
」
が

「
多
く
の
月
日
」
が
「
過
ぎ
去
り
」
、
ル
i
ク
は
、

都
会
で
次
第
に
堕
落
し
て
い
く
。

マ
イ
ケ
ル
は
、

「
羊
小
屋
の
建
築
に
力
を
尽
く
し
」
て
い
た
が
、
そ
れ
も
未
完

成
の
ま
ま
世
を
去
る
。
イ
ザ
ベ
ル
も
、
マ
イ
ケ
ル
の
死
後
数
年
の
の
ち
死
ん
で
い

く
。
土
地
は
人
手
に
わ
た
り
、
人
々
が
「
宵
の
明
星
」
と
名
付
け
た
「
小
屋
」
は

な
く
な
り
、
「
未
完
成
の
ま
ま
の
羊
小
屋
の
廃
嘘
」
の
み
が
残
る
。
(
注
げ
)

独
歩
が
ワ
l
ズ
ワ
l
ス
の
詩
集
を
手
に
し
た
の
は
、
明
治
二
五
年
九
月
と
推
定

さ
れ
て
い
る
(
注
児
)
。
が
、
乙
と
「
マ
イ
ケ
ル
」
に
関
し
て
は
、
独
歩
は
そ
れ
よ

り
早
く
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

す
で
に
は
や
く
、
塩
田
良
平
氏
は
、
「
国
木
田
独
歩
」
の
な
か
で
、

ル
」
前
半
部
が
「
山
の
翁
」
と
題
し
て
山
田
美
妙
の
手
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る

「
マ
イ
ケ

事
実
を
指
摘
し
て
い
る
(
注
悶
)
。
具
体
的
に
示
せ
ば
、
そ
れ
は
、

第
百
十
八
号
、
百
二
十
一
号
(
明
白
・
5
・

6
)
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明

「
国
民
之
友
」

治
二
四
年
と
い
え
ば
、
独
歩
は
東
京
専
門
学
校
を
退
学
し
、
山
口
県
麻
郷
村
に
帰

国
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
美
妙
の
「
山
の
翁
」
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
国
民

之
友
」
は
ま
ち
が
い
な
く
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
(
注
加
)
。
と
い
う
の
は
、
独

歩
が
最
初
の
小
文
「
群
書
ニ
渉
レ
」
(
明
m
-
3
)
を
発
表
し
た
の
が
民
友
社
系
の

機
関
誌
『
青
年
思
海
』
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
が
、
『
明
治
廿
四
年
日
記
』

を
見
る
と
、
帰
国
五
日
後
に
国
民
新
聞
社
に
雑
誌
代
一
円
を
送
金
し
た
と
い
う
記

事
が
あ
り
、
五
月
一
三
日
比
は
「
夜
国
民
之
友
百
十
七
号
経
済
雑
誌
五
百
七
十
一

一
七
日
比
は
「
国
民
之
友
日
本
評
論
亦
た
来
る
」
と
い

号
を
読
み
」
と
記
さ
れ
、

う
一
文
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
独
歩
の
内
部
に
美
妙
訳
に

よ
る
〈
マ
イ
ケ
ル
〉
像
が
最
初
に
記
憶
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
乙
と
は
十
分
考
え
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
、
明
治
二
五
年
一
一
月
に
発
表
さ
れ
た
「
国
家
文
学
と
は
何
ぞ
」

「
右
は
山
田
美
妙
斎
氏
訳
、
国
民
之
友
第
百
十
八
号
、
韻
文
、
山
の
翁
」

と
ま
、

と
注
記
さ
れ
た
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。

が
、
そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
確
実
な
の
は
、
独
歩
が
佐
伯
の
〈
マ
イ
ケ
ル
〉

を
探
し
求
め
て
佐
伯
の
町
を
散
策
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
証
左
が
日
記

に
記
さ
れ
た
数
多
く
の
〈
老
翁
〉
達
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
時
と
し
て

具
体
的
な
〈
老
翁
〉
の
人
生
が
記
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
詩
神
」
「
詩
料
」
、

あ
る
い
は
「
美
し
き
物
語
」
「
深
き
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
と
と
も
に
記
述
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
ら
〈
老
翁
〉
の
一
人
ひ
と
り
の
人
生
に
独
歩
は
、

「
マ
イ
ケ
ル
」

の
悲
し
い
そ
れ
で
い
て
豊
か
な
物
語
と
同
等
の
「
種
々
の
悲
し
き
、
貴
き
、
深
き
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物
語
」
(
明
お

-
H
-
U
)を
見
い
だ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
佐

伯
時
代
で
は
あ
る
が
、
佐
伯
を
離
れ
た
独
歩
の
郷
里
で
見
聞
さ
れ
た
〈
老
翁
〉
大

嶋
向
三
の
例
を
さ
き
に
引
い
た
。
大
嶋
の
不
如
意
の
人
生
の
始
ま
り
・
「
欺
偽
取

財
の
兇
行
に
多
少
加
担
」
は
、
マ
イ
ケ
ル
の
悲
劇
の
始
ま
り
・
「
借
金
の
保
証
人
」

と
、
と
も
に
経
済
的
営
為
に
よ
る
破
綻
と
い
う
意
味
で
は
実
に
よ
く
似
て
い
た
。

大
嶋
老
人
の
敗
残
の
生
涯
を
日
記
に
記
し
た
と
き
、
独
歩
は
、
お
そ
ら
く
〈
マ
イ

ケ
ル
〉
の
物
語
ら
』
想
起
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
問
題
は
、
佐
伯
に
お
い
て
独
歩
が
な
ぜ
乙
れ
ら
〈
老
翁
〉
を
自
分
自

身
の
問
題
と
し
て
す
く
い
と
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
最
後
の
重
要
な
問
い
で

「
マ
イ
ケ
ル
」
の
物
語
に
深
く
共
鳴
す
る
独
歩
の

精
神
の
有
り
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

「
マ
イ
ケ
ル
」
を
読
ん
だ
と
い
う
乙
と
と
、
そ
れ
を
自
ら
の
精
神
的
課
題
と
し
て



把
握
し
た
と
い
う
乙
と
と
は
、
お
の
ず
と
別
の
乙
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

佐
伯
時
代
が
た
ん
に
ワ

l
ズ
ワ
l
ス
受
容
の
期
間
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
独

歩
の
精
神
形
成
の
う
え
で
い
か
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
は
、
た
と
え
ば
、

鶴
谷
学
館
着
任
の
労
を
と
っ
た
徳
富
蘇
峰
の
「
佐
伯
に
於
け
る
一
ヶ
年
の
修
養
は

後
年
独
歩
の
名
を
文
壇
に
高
か
ら
し
む
る
基
礎
を
作
っ
た
大
切
な
時
代
」
で
あ
る

(
注
幻
)
、
と
い
う
発
言
を
乙
と
さ
ら
引
く
ま
で
も
な
く
・
自
明
の
乙
と
で
あ
る
。

『
欺
か
ざ
る
の
記
』
で
も
佐
伯
時
代
は
と
く
に
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、
独
歩
の

精
神
の
姿
な
い
し
そ
の
揺
れ
が
鮮
や
か
に
看
取
さ
れ
る
。

人
聞
が
此
世
界
の
上
に
於
て
、
取
り
し
生
活
は
実
に
様
々
な
り
。

数
ふ
る
に
暇
な
か
ら
ん
と
す
。
鳴
呼
牧
夫
の
生
活
、
海
士
の
生
活
、
農
夫

の
生
活
、
官
吏
の
生
活
、
僧
侶
の
生
活
、
学
者
の
生
活
、
詩
人
の
生
活
、
而

し
て
猶
ほ
其
中
に
種
々
の
変
化
あ
る
可
し
。
想
像
し
来
れ
ば
実
に
様
々
の
人

生
活
!

の
生
活
な
る
哉
。
そ
れ
此
の
如
く
様
々
な
り
。
市
も
等
し
く
之
れ
地
の
上
、

天
の
下
、
同
じ
月
に
照
ら
さ
れ
、
同
じ

B
K
照
ら
注
れ
、
同
じ
花
を
見
、
同

じ
空
気
を
呼
吸
し
た
る
に
過
ぎ
ず
。
大
自
然
応
対
す
る
人
と
し
て
何
の
か
わ

り
あ
ら
ん
や
、
そ
れ
何
の
か
わ
り
あ
ら
ん
。

(
明
お
・
日
・
お
)

青
年
期
の
独
歩
の
内
部
に
素
朴
な
英
雄
崇
拝
、
立
身
出
世
へ
の
強
い
渇
望
が
あ
っ

「
我
は
知
向
に
し
て
小
説
家
と
な
り
し
か
」
(
明

ω
・
l
)
を
引
く
ま

で
も
な
く
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
、
「
功
名
心
」
が
猛
烈
で

た
乙
と
は
、

あ
っ
た
少
年
時
が
回
想
さ
れ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
、
豊
太
閤
を
指
標
と
す
る
人
生
観
を

も
っ
て
い
た
こ
と
が
素
直
に
語
ら
れ
て
い
た
。
山
口
か
ら
の
東
京
行
は
、
間
違
い

な
く
、
立
身
出
世
を
夢
見
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
独
歩
は
、
父
専
八
の
退
職

を
機
に
、
糊
口
の
た
め
、
東
京
を
離
れ
九
州
佐
伯
へ
と
下
る
。
こ
の
期
の
独
歩
の

心
中
は
、
佐
伯
に
出
発
す
る
半
年
前
、
な
お
「
ア
〉
吾
に
虚
栄
、
虚
名
の
念
、
内

に
燃
ゆ
、
何
ん
ぞ
霊
の
眼
を
有
つ
を
得
ん
や
」

「
父
母
、
故
郷
に
吾
の
立
身
出
世
、

乃
ち
社
会
的
富
貴
光
栄
を
祈
り
て
待
つ
」
(
明
お
・

3-m)と
記
さ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
事
実
か
ら
も
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
が
、
独
歩
は
、
佐
伯
で
東
京
を
中

心
に
し
た
文
化
あ
る
い
は
人
生
観
と
言
い
換
え
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は

異
質
の
世
界
を
見
る
の
で
あ
る
。
引
用
に
あ
る
「
様
々
の
人
の
生
活
」
の
発
見
は
、

そ
の
乙
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
意
識
し
て
見
る
乙
と
も
な

か
っ
た
「
様
々
の
人
」
の
人
生
は
、
や
が
て
、

「
余
は
ク
リ
ス
ト
、
ウ
オ
l
ズ
ウ

オ
l
ス
、
カ
ラ
イ
ル
、
テ
ニ
ソ
ン
の
心
を
信
じ
て
其
の
信
何
を
羨
む
と
同
時
に
只

だ
夫
れ
無
罪
に
し
て
山
聞
に
朽
つ
る
農
夫
の
心
を
も
尊
く
感
ず
。
其
の
心
を
羨
む
」

(明
U
・
4
・
4
)
と
い
う
思
い
を
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
従
来
の
生
き
方

ハU

の
指
標
と
な
っ
て
い
た
立
身
出
世
主
義
的
人
生
観
と
は
異
質
の
人
生
の
発
見
で
あ
っ

た
。
こ
と
ば
を
換
え
て
云
え
ば
、
英
雄
、
偉
人
の
人
生
と
「
山
聞
に
朽
つ
る
農
夫
」

い
わ
ば
普
通
の
人
の
人
生
と
を
等
価
に
見
る
考
え
方
の
獲
得
と
い
っ
て
も
よ
い
し
、

「
村
」
〈
地
方
〉
の
発
見
と
い
っ
て
も
よ
い
。

鳴
呼
愛
す
可
き
同
胞
よ
。
山
花
生
れ
て
山
に
死
し
、
野
に
生
れ
て
野
に
死
し
、

村
に
生
れ
て
村
に
死
し
、
生
れ
て
河
に
手
を
洗
ひ
、
死
し
て
岸
に
葬
ら
る
〉

吾
が
愛
す
可
き
同
胆
よ
/
パ
ア
ニ
チ
l
k
苦
み
た
る
心
を
転
じ
て
静
か
に
御

身
が
一
生
を
思
ふ
時
は
、
始
め
て
人
生
の
真
面
目
な
る
楽
を
悟
る
也
。
深
き

意
味
を
感
ず
る
也
。

(
明
お
・
日
・
ロ
)

「
奇
怪
の
者
を
担
ふ
て
行
く
を
し
ば
/
¥
見
受
け
」
た
と
い
う
「
老
翁
」
も
、



十
二
段
登
山
行
で
遭
遇
し
た
二
人
の
「
老
船
頭
」
も
、

「
老
樵
」
も
さ
ら
に
は
大

嶋
尚
三
も
等
し
く
、

「
村
に
生
ま
れ
て
村
に
死
(
す
)
」
典
型
と
し
て
の
人
物
と
し

「
源
叔
父
」
の
物
語
が
東
京
と
い
う
〈
都

て
独
歩
に
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

「
老
翁
」
を
懐
旧
す
る
と
い
う
構
図
を
も
つ
の
も
、
理

由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
独
歩
が
一
年
間
九
州
の
佐
伯
で
生
活
し
た
と
い
う
外

会
〉
か
ら
〈
地
方
一
〉
の
一

側
の
事
実
よ
り
も
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
そ
こ
で
獲
得
さ
れ
た
精
神
で
あ
り
、
そ

の
精
神
を
色
濃
く
反
映
し
て
成
っ
た
の
が
「
源
叔
父
」
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
で

あ
る
。

つ
い
で
に
記
せ
ば
、
紀
州
も
ま
た
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、

「
人
生
の
不

思
議
」
に
思
い
を
い
た
ら
せ
、

「
功
名
心
」
の
虚
妄
を
つ
く
存
在
と
し
て
独
歩
に

と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

の
ち
に
独
歩
は
、

『
欺
か
ざ
る
の
記
』
か
ら
「
試

「
自
か
ら
伺
を
書
か
ん
と
」

に
題
材
を
撰
」
ん
だ
時
の
乙
と
を
回
想
し
た
文
章
(
「
不
可
思
議
な
る
大
自
然

(ワ
l
ヅ
ワ
l
ス
の
自
然
主
義
と
余
)
」
)
の
中
で
、
自
ら
の
手
の
内
を
明
か
す
よ

う
に
、
次
の
よ
う
な
人
物
を
書
き
記
し
て
い
る
。

。
芳
島
と
女
島
と
の
聞
の
渡
守
り
。

。
女
島
に
て
見
た
る
水
門
を
下
せ
し
若
者
。

。
船
頭
町
よ
り
木
立
村
の
聞
を
渡
す
舟
子

。
十
二
段
(
山
名
)
の
山
腹
に
て
逢
ひ
し
老
樵
夫
。

。
乙
じ
き
紀
州
(
人
名
)

「
老
樵
夫
」
は
さ
き
に
引
用
し
た
元
越
山
登
山
の

際
に
出
会
っ
た
「
老
翁
」
た
ち
で
あ
る
が
、
第
一
審
目
の
「
渡
守
り
」
お
よ
び
二

第
三
、
四
番
目
の
「
舟
子
」

番
目
の
「
若
者
」
は
、
元
越
山
登
山
の
二
日
前
、
明
治
二
六
年
一
一
月
三
日
、
独

歩
の
弟
収
二
と
共
に
散
歩
し
た
際
に
目
撃
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

日
記
に
は
、

「
海
近
き
河
流
の
口
は
い
た
り
石
に
乙
し
か
け
て
遊
ぶ
。
潮
を
ち
て
州
は
あ
は
れ
、

烏
の
群
し
き
り
に
飛
び
め
ぐ
る
。
水
門
を
下
す
童
子
を
見
き
。
小
舟
を
な
だ
山
に

渡
さ
ん
と
て
期
を
ま
つ
小
供
を
見
き
。
水
門
の
傍
に
背
ひ
く
き
せ
ば
、
堤
の
上
に

た
ち
て
浜
風
陀
紅
葉
を
か
い
〉
や
か
す
様
の
美
し
さ
。
渡
守
り
を
見
き
。
此
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
。
」
(
明

m
-
H
・
4
)
と
あ
る
。
乙
乙
で
の
「
渡
守
り
」
は

老
翁
と
も
若
年
者
と
も
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

に
記
述
し
て
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、

「
小
供
」
と
対
比
的

い
ま
ま
で
し
ば
し
ば
触
れ
た
、
語
る
べ
き

「
童
子
」

「
物
語
」
を
蔵
し
て
い
る
乙
と
な
ど
か
ら
、
〈
老
翁
〉
と
み
て
き
し
っ
か
え
な
い

で
あ
ろ
う
。

乙
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
独
歩
の
内
部
に
は
、
佐
伯
で
あ
っ
た
個
々
の
〈
老
翁
〉

一
人
ひ
と
り
が
、
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
〈
源
叔

父
〉
の
モ
デ
ル
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
重
要

-11-

な
の
は
、

〈
老
翁
〉
と
い
う
語
に
収
蝕
さ
れ
る
「
物
語
」
そ
の
も
の
に
独
歩
の
精

神
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
う
し
て
た
ど
っ
て
く
る
と
、
は
や
く
は
、
芦
谷
信
和
氏
、
が
「
渡
し
守
源
を
ぢ

は
」
「
独
歩
が
佐
伯
の
地
で
見
た
幾
人
か
の
渡
し
守
の
姿
態
を
重
ね
合
わ
せ
て
創

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
記
し
た
見
解
(
注
幻
)
に
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
の
ち

の
北
野
田
彦
氏
の
「
源
叔
父
像
は
高
原
嘉
治
郎
と
マ
イ
ケ
ル
の
二
重
写
し
だ
け
で

な
く
、
そ
う
し
た
(
明
治
初
年
日
月
7
日
の
記
事
に
あ
る
老
船
頭
他
・
筆
者
注
)
幾

人
か
の
老
船
頭
の
心
象
を
も
反
映
し
て
形
象
さ
れ
た
ト
ー
タ
ル
な
像
」
(
注
お
)
と

い
う
指
摘
、
あ
る
い
は
、
滝
藤
満
義
氏
の
「
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
河
船
の
船
頭

に
関
す
る
記
事
は
あ
り
、
ま
た
こ
十
八
年
四
月
八
日
の
日
付
を
持
つ
独
歩
の
『
創



作
メ
モ
』
に
は
」

「
三
人
の
船
頭
が
最
初
の
所
に
記
さ
れ
て
い
て
」

れ
ら
佐
伯
の
船
頭
た
ち
に
『
忘
れ
得
ぬ
人
』
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
」
「
乙
れ
に
葛
港
の
下
宿
鎌
田
の
夫
妻
か
ら
聞
い
た
と
恩
わ
れ
る
高
原
嘉
治

郎
か
と
松
本
義
一
氏
の
推
定
す
る
船
頭
の
身
の
上
の
こ
と
ど
も
が
合
わ
さ
れ
て
、

源
叔
父
の
像
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
」

「
独
歩
が
こ

(
注
担
)
と
い
う
見
解
も
、
基
本

的
に
は
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
考
察
は
モ
デ
ル

問
題
の
一
応
の
決
着
を
つ
け
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

〈
源
叔
父
〉
の
モ
デ
ル
に
関
す
る
考
察
は
、
今
後
こ
れ
以
上
の
も
の
は
お
そ
ら

く
出
現
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
乙
乙
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、

モ
デ
ル
の

特
定
と
い
っ
た
問
題
よ
り
も
、
佐
伯
の
〈
マ
イ
ケ
ル
〉
、

「
村
で
生
ま
れ
村
に
死

(
し
た
)
」
〈
老
翁
〉
の
「
物
語
」
が
「
源
叔
父
」
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
、

か
も
、
作
品
の
表
層
に
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の

〈
老
翁
〉
乙
そ
独
歩
の
立
身
出
世
を
至
上
の
も
の
と
す
る
人
生
観
の
組
み
替
え
を

促
す
「
物
語
巴
の
出
発
点
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

〈
老
翁
〉
へ
の
深
い
関
心
は
、
独
歩
の
文
学
的
出
発
の
有
り
ょ
う
自
身
が
お
の

ず
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
佐
伯
滞
在
中
の
収
穫
(
注
目
)
と
も
い
う
べ
き
長
詩

「
竹
と
り
の
翁
」
の
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

園
」
に
「
さ
び
し
く
」
暮
ら
す
「
姐
翁
」
の
日
常
と
「
か
ぐ
や
姫
」
が
家
族
の
一

員
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
が
つ
づ
ら
れ
た
文
語
詩
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
独
歩
が
の
ち

「
か
ぐ
や
姫
」
は
、

「
村
里
の
田

に
『
独
歩
吟
』
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
故
郷
の
翁
に
与
ふ
」
で
、

今
も
す
乙
や
か
に
/
正
の
麓
に
く
ら
す
ら
ん
」
と
故
郷
の
〈
老
翁
〉
を
う
た
っ
た

「
翁
よ

の
は
、

「
源
叔
父
」
発
表
に
先
立
つ
明
治
三

O
年
三
月
で
あ
り
、
独
歩
の
最
初
の

「
旅
の
翁
」
を
描
い
た
「
た
き
火
」
(
明

m-
日
)
で
あ
っ
た
。

「
源
叔
父
」
発
表
と
同
じ
月
に
、
ジ
ャ
ン
ル
を
こ
と

散
文
の
試
み
は
、

し
か
も
、

「
た
き
火
」
は
、

に
し
た
詩
に
書
き
改
め
ら
れ
、
ふ
た
た
び
公
に
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
あ
な
が

ち
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

つ
い
で
に
記
せ
ば
、

〈
老
翁
〉
の
物
語
「
源
叔
父
」
で

出
発
し
た
独
歩
の
最
後
の
作
品
は
、
定
年
退
職
後
悠
悠
自
適
の
日
々
を
送
る
石
井

翁
と
生
活
費
の
捻
出
も
ま
ま
な
ら
ぬ
河
田
翁
ふ
た
り
を
描
い
た
「
二
老
人
」

明

引・

1
)
で
あ
っ
た
。

ま
さ
し
く
独
歩
は
、
〈
老
翁
〉
の
物
語
で
出
発
し
、

品
で
、
文
学
的
生
涯
を
閉
じ
た
こ
と
に
な
る
。

〈
老
翁
〉
を
描
出
す
る
作

注

第
一
文
集
『
武
蔵
野
』
に
収
録
さ
れ
る
際
、

が
、
乙
乙
で
は
処
女
作
と
い
う
意
味
で
「
源
叔
父
」
と
い
う
表
記
に
統
一
し

「
源
お
ぢ
」
と
改
題
さ
れ
た

し

た。

注
2 

主
題
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
、
拙
書
『
一
つ
の
水
脈
!
独
歩
・
白
鳥
・
鱒

一
一
|
」
(
平
2
・
9
)
に
お
い
て
考
察
を
加
え
た
乙
と
が
あ
る
。
ま
た
、
芦
谷

信
和
氏
に
、
研
究
史
的
展
望
を
含
め
た
詳
細
な
論
考
「
源
叔
父
」
(
『
独
歩

文
学
の
基
調
』
〈
平
元
・

6
〉
所
収
)
が
あ
る
。

松
本
義
一
『
国
木
田
独
歩
「
源
叔
父
」
ア
ル
バ
ム
』
(
昭
お
・

3
)

注
3
に
同
じ
。
推
定
の
主
要
な
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
〈
源
叔
父
〉

の
住
居
周
辺
と
高
原
嘉
治
郎
の
そ
れ
と
の
類
似
、
お
よ
び
嘉
治
郎
の
一
子
が

溺
死
し
た
と
い
う
事
実
が
小
説
中
に
〈
源
叔
父
〉
の
独
子
孝
助
の
溺
死
と
し

-12一

注
3 

注
4 

て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

注
5 

『
若
き
日
の
国
木
田
独
歩
』

鎌
倉
文
庫
版
「
国
木
田
独
歩
全
集
」
第
五
巻
の
解
説
に
始
ま
り
、
学
習
研

究
社
版
全
集
第
六
巻
の
注
も
こ
の
説
を
と
っ
て
い
る
。

上
杉
玉
舟
『
独
歩
回
想
』
(
昭
訂
・

3
)
ほ
か
で
報
告
さ
れ
て
い
る
山
根
ゆ

(
昭
出
・
ロ
)

注
6

注
7 



り
子
(
熊
毛
郡
麻
里
府
、
石
崎
家
六
女
)
談
。

注
8

も
っ
と
も
、
断
片
は
、
そ
の
ナ
ン
バ
ー
か
ら
残
さ
れ
た
も
の
以
外
が
あ
っ

た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
辺
り
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、

同
メ
モ
か
ら
抜
粋
し
た
と
思
わ
れ
る
「
不
可
思
議
な
る
大
自
然
」
で
の
題
材

連
記
に
も
「
乙
じ
き
紀
州
」
は
あ
る
が
、

〈
源
叔
父
〉
の
モ
デ
ル
と
目
さ
れ

る
人
物
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

注
9 

『
国
木
田
独
歩
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
論
他
』

「
独
歩
『
源
を
ぢ
」
の
素
材
|
作
者
の
経
験
事
実
と
そ
の
構
成
l
」

(
岡
田
・

l
)

注
10 

(
『
立
命
館
文
学
第
一
五
八
号
』
昭
お
・

7
)

注
11 

注
9
に
同
じ
。

注
12 

本
多
浩
「
補
遺
解
題
」
(
学
習
研
究
社
版
「
定
本
国
木
田
独
歩
全
集
別
巻
」

岡
昭
・

9
)
に
よ
る
。

注
13 

草
稿
に
あ
る
抹
消
部
分
の
注
記
は
、
煩
漬
に
な
る
た
め
省
き
、
変
体
字
も

改
め
た
。

注
14 

注
6
に
い
う
老
人
。

注
15 

『
稿
本
近
代
文
学
』
(
平
元
・
日
)

注
16 

注
5
に
同
じ
。

注
口

田
部
重
治
『
ワ
l
ズ
ワ
i
ス
詩
集
』
(
岩
波
文
庫

回
目
・

9
)
の
訳
に
よ

る

注
18 

塩
田
良
平
「
国
木
田
独
歩
に
及
ぼ
し
た
ワ
l
ズ
ワ
ス
の
影
響
」

大
正
文
学
研
究
第
十
七
号
」
回
初
・

9
)
。
な
お
、
独
歩
が
最
初
に
読
ん
だ

(
「
明
治

ワ
l
ズ
ワ
l
ス
詩
集
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
山
田
博
光
氏
「
ワ
l
ズ
ワ

注
19 

ス
詩
集
と
国
木
田
独
歩
」
(
「
比
較
文
学
」
岡
田
・
ロ
)
に
く
わ
し
い
。

塩
田
良
平
「
国
木
田
独
歩
」
(
「
岩
波
講
座
日
本
文
学
」
昭
6
-
U
)

注

m
つ
い
で
に
記
せ
ば
、

「
国
民
之
友
」
第
百
五
号
付
録
(
明
M
・
-
)
に
載
っ

た
無
名
氏
「
九
十
九
の
掘
」
は
、

「
掘
」
が
夕
刻

「
乞
食
と
落
ち
ぶ
れ
た
」

「
千
鳥
の
声
さ
び
し
き
浦
を
さ
ま
よ
い
、

「
子
供
」
の
姿
を
さ
が
し
つ
つ
往

時
を
し
の
ぶ
、
と
い
っ
た
内
容
の
叙
事
詩
で
あ
る
が
、
「
た
き
火
」
と
の
類

「
た
き
火
」
創
出
に
、
あ
る
い
は
ひ
ろ
く
独
歩
の

注
21 

縁
性
が
指
摘
で
き
る
。

〈
老
翁
老
姐
〉
へ
の
関
心
に
関
わ
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
予
の
知
れ
る
国
木
田
独
歩
」
(
『
新
潮
国
木
田
独
歩
号
』
明
日
出
・

7
)

注
幻

注
印
に
同
じ
。

注
23 

注
9
に
閉
じ
。

注
24 

『
国
木
田
独
歩
論
』
(
明
日
・

5
)

注
お

「
反
省
雑
誌
」
に
発
表
さ
れ
た
も

「
欺
か
ざ
る
の
記
』
に
は
、
「
『
竹
語
一
』
の
改
作
、
第
一
章

成
る
。
」
(
明
訂
・

4
・
叩
)
、
「
今
朝
『
竹
取
物
語
』
の
新
体
詩
其
一
を
作

「
昨
日
『
竹
取
物
語
』
の
第
三
の
一
節
を
作
る
。
」

「
か
ぐ
や
姫
」
は
、
明
治
剖
年
6
月
、

-13-

の
で
あ
る
が
、

る
。
」
(
同
・

5
・
9
)
、

(同・

5
-
m
)、
「
今
夜
『
た
け
と
り
』
の
一
節
を
も
の
す
」
(
同
・
6

4
)
と
い
っ
た
記
事
が
見
ら
れ
、
こ
の
期
に
形
を
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る。

「
竹
取
物
語
」
に
関
し
て
は
、

「
竹
取
物
語
を
読
み
吾
大
に
吾
国
文
の

妙
な
る
に
感
じ
、
此
物
語
の
神
韻
標
砂
と
し
て
詩
想
の
高
き
に
感
ず
、
か
ぐ

や
姫
の
将
に
月
の
宮
の
帰
ら
ん
と
て
、
嘆
き
悲
み
、
養
ひ
翁
の
別
れ
惜
み
て

も
だ
へ
苦
む
様
情
こ
ま
か
に
し
言
外
の
妙
味
実
に
吾
を
し
て
幾
度
か
巻
を
掩

(明

m-H-m)と
い
う
記
述
が
あ
り
、
独
歩
は
、

ふ
て
泣
か
し
め
ぬ
。
」

「
父
子
(
離
別
)
の
情
」
に
読
み
の
中
心
を
置
い
て
い
る
が
、
老
翁
老
姐
の
日

常
を
う
た
う
部
分
で
の
中
絶
は
、
現
実
の
〈
老
翁
〉
の
物
語
ら
』
志
向
す
る
書

き
手
と
し
て
の
独
歩
の
思
念
が
う
か
が
え
る
気
も
す
る
。


