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「
た
け
く
ら
べ
』

私
考

ふ
じ
も
と
の
ぶ
ゆ
き

｜
｜
八
藤
本
信
如
〉
と
い
う
存
在
｜
｜

豊

向島

矢口

佐

は
じ
め
に

読
者
の
読
み
を
指
示
す
る
指
標
、
こ
れ
を
仮
に
コ

l
ド
と
名
付
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
コ

l
ド
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
が
あ

り
ま
す
が
、
例
え
ば
文
学
テ
ク
ス
ト
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
タ
イ
ト
ル
が
す
で
に
コ

1
ド
に
な
り
ま
す
。

（
士
山
田
愛
『
文
学
テ
ダ
ス
ト
入
門
』
昭
和
六

筑
摩
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

一
葉
研
究
家
と
し
て
も
名
高
い
前
田
愛
は
、

か
つ
て
右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
が
、
樋
口
一
葉
の
「
た
け
く
ら
べ
」
（
『
文
学
界
』
明
治
二
八
・

一
J
二
九
・
一
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
ど
う
い
う
読
み
を
私
た
ち
読
者
に
指
示
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
題
名
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
、
こ
れ
ま
で
の
代
表
的
な
見
解
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ

※
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加
内
ノ
。

『
た
け
く
ら
ベ
』
と
い
う
題
名
は
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
（
筒
井
筒
の
段
）
』
の
「
筒
井
筒
ゐ
筒
に
か
け
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し
ま
ろ
が
た
け
／
お
ひ
に
け
ら
し
な
あ
ひ
見
ざ
る
ま
に
」
と
「
比
べ
こ
し
振
り
わ
け
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
／
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
あ
ぐ
べ
き
」

の
二
つ
の
歌
を
踏
ま
え
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、

工
夫
の
凝
ら
さ
れ
た
、

し
か
も
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
題
名
と
い
え
る
。

（
松
坂
俊
夫
「
一
葉
小
説
の
題
名
の
典
拠
と
方
法
」
『
樋
口
一
葉
研
究
増
補
改
訂
版
』
昭
和
五
人

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）

す
な
わ
ち
、
こ
の
『
た
け
く
ら
べ
』
と
い
う
題
名
は
、
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段

l
通
称
筒
井
筒
の
段
の
贈
答
歌
に
由
来
す
る
と
い
う
わ
け

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
と
き
、
読
者
は
筒
井
筒
の
段
目
頭
に
描
か
れ
る
、
恋
に
目
覚
め
た
幼
な
じ
み
の
男
女
の
、
初

々
し
く
も
ど
か
し
い
姿
を
、
信
如
と
美
登
利
の
姿
に
自
然
と
重
ね
合
わ
せ
、

ひ
た
す
ら
優
れ
た
行
情
的
作
品
と
し
て
『
た
け
く
ら
べ
』
を
評
価

す
る
、
そ
う
し
た
傾
向
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
『
た
け
く
ら
べ
』
の
良
さ
」
を
「
単
な
る
少
年
少
女
の
成
長
の
記
」
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
を
し
た
佐
多
稲
子
の

説
（
「
『
た
け
く
ら
べ
』
解
釈
へ
の
ひ
と
つ
の
疑
問
」
『
群
像
』
昭
和
六
0
・
五
）
は
記
憶
に
新
し
い
が
、
信
如
と
美
登
利
の
淡
い
初
恋
は
、
『
た
け
く
ら

べ
』
と
い
う
作
品
を
貫
く
一
つ
の
縦
糸
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
作
品
の
全
て
で
は
お
そ
ら
く
な
い
。
二
人
を
取
り
巻
く
子
供
達
｜
長
士
口
・
正

太
郎
・
三
五
郎
な
ど
も
含
め
、
作
品
に
登
場
す
る
子
供
達
が
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
、
大
音
寺
前
と
い
う
町
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
、
子
供
の
世
界
か

ら
駆
け
抜
け
よ
う
と
す
る
姿
を
、
横
糸
に
あ
り
の
ま
ま
に
織
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
は
成
立
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
を
透
か
し
て
『
た
け
く
ら
べ
』
の
世
界
を
見
る
こ
と
を
止
め
た
と
き
、
そ
こ
に
何
が
見
え
て
く
る
の
か
、
ま
ず
は
そ
の
点
か

ら
私
の
考
察
を
始
め
て
み
た
い
。

八
た
け
く
ら
べ
〉
と
い
う
一
言
葉
に
つ
い
て

ま
ず
、
『
伊
勢
物
語
』
筒
井
筒
の
段
を
後
景
に
追
い
や
っ
て
、
〈
た
け
く
ら
べ

V
と
い
う
言
葉
自
体
を
考
え
て
み
よ
う
。



〈
た
け
く
ら
べ
〉
と
い
う
言
葉
は
、
す
で
に
一
六

O
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
葡
辞
書
』
に
も
記
載
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
成

立
以
前
、
中
世
後
半
に
は
既
に
定
着
し
て
い
た
用
語
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
（
土
井
忠
生
／
森
田
武
／
長
南
実
編
訳
昭
和
五
五
岩
波
書
店
〉
に
よ
る
と
、
そ
の
意
味
は
「
ど
ち
ら
が
せ
い
が
高
い
か
見

る
た
め
並
ぶ
こ
と
。
ま
た
、
比
喰
、
力
、
能
力
、
学
問
な
ど
を
試
す
こ
と
、
あ
る
い
は
比
較
す
る
こ
と
。
」
と
あ
る
。

ま
た
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
に
よ
る
と
、
①
高
さ
を
比
較
す
る
こ
と
、
高
さ
を
競
う
こ
と
。
②
背
丈
の
長
短
を
比
較
す
る
こ
と
、

背
の
高
さ
を
比
べ
る
こ
と
。
③
連
歌
で
付
句
同
士
の
優
劣
を
比
較
す
る
こ
と
。
長
を
比
較
評
論
す
る
こ
と
。
＠
謡
曲
で
同
じ
節
が
続
く
こ
と
。

＠
鷹
の
翼
の
先
端
部
分
。
と
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
意
味
と
共
に
数
々
の
語
例
が
挙
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
〈
た
け
く
ら
べ
〉
の
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
に
立
ち
返
っ
た
と
き
、
作
品
の
主
題
も
明
確
に
な
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
。

森
三
千
代
が
『
少
女
世
界
文
学
全
集
二
七

た
け
く
ら
べ
』
〈
昭
和
四
六

借
成
社
〉
で
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

た
け
く
ら
べ
と
い
う
の
は
、

せ
い
く
ら
べ
の
こ
と
で
、
幼
い
友
達
同
士
が
、
ど
れ
だ
け
大
き
く
な
っ
た
と
せ
い
く
ら
べ
を
し
な
が
ら
育
つ

て
い
く
と
い
う
意
味
で
す
。

〈
た
け
く
ら
べ
〉
と
は
、
何
は
さ
て
お
き
、

ま
ず
「
背
丈
比
べ
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
背
丈
比
べ
を
し
て

勝
っ
た
子
供
は
そ
の
こ
と
が
う
れ
し
く
、
ま
た
同
時
に
誇
り
を
感
じ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
背
丈
が
伸
び
る
こ
と
は
、
同
時
に
大
人
に
近
づ
く
こ

と
で
あ
る
か
ら
だ
。
よ
っ
て
、
負
け
た
子
供
は
自
分
の
背
丈
が
早
く
伸
び
る
よ
う
、
心
か
ら
願
う
。
「
早
く
大
人
に
な
り
た
い
」
、
そ
れ
が
作
品

に
登
場
す
る
子
供
達
の
願
い
で
あ
り
、
共
に
大
人
に
な
る
こ
と
を
競
い
合
う
の
が
〈
た
け
く
ら
べ
〉
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
作
品
『
た
け
く
ら
べ
』
に
登
場
す
る
子
供
達
は
、
遊
廓
と
い
う
場
所
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
、
か
な
り
早
熟
し
、
大
人
に
な
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一。。

り
た
が
っ
て
い
る
子
供
達
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
十
五
六
の
小
痛
な
る
が
酸
味
ふ
く
ん
で
此
姿
は
と
目
を
ふ
さ
ぐ
人
も
あ
る
ベ
し
」
「
肩
一
に
置
手

ぬ
ぐ
ひ
、
鼻
歌
の
そ
L
り
節
、
十
五
の
少
年
が
ま
せ
か
た
恐
ろ
し
」
な
ど
、
大
人
の
ま
ね
を
し
た
が
る
子
供
達
の
様
子
が
作
品
の
冒
頭
か
ら
描

は
っ
き
り
と
大
人
へ
の
願
望
を
述
べ
て
い
る
の
は
正
太
郎
で
あ
ろ
う
。

か
れ
て
い
る
の
は
故
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
も
、

「
己
ら
だ
っ
て
最
少
し
経
て
は
大
人
に
な
る
の
だ
、
蒲
田
屋
の
旦
那
の
や
う
に
角
袖
外
套
か
何
か
着
て
ね
、
祖
母
さ
ん
が
仕
舞
っ
て
置
く

金
時
計
を
貰
っ
て
、
そ
し
て
指
輪
も
こ
し
ら
へ
て
、
巻
畑
草
を
吸
っ
て
、
履
く
物
は
何
が
宜
か
ら
う
な
、
己
ら
は
下
駄
よ
り
雪
駄
が
好
き

だ
か
ら
、
三
枚
裏
に
し
て
嬬
玲
の
鼻
緒
と
い
ふ
の
を
履
く
よ
、
似
合
ふ
だ
ら
う
か
と
言
へ
ば
」

「
馬
鹿
を
言
っ
て
居
ら
あ
、
そ
れ
ま
で
に
は
己
ら
だ
っ
て
大
き
く
成
る
さ
、
此
様
な
小
っ
ぽ
け
で
は
居
な
い
と
威
張
る
に
」

「
美
登
利
さ
ん
は
冗
談
に
し
て
居
る
の
だ
ね
、
誰
れ
だ
っ
て
大
人
に
成
ら
ぬ
者
は
無
い
に
、
己
ら
の
言
ふ
が
何
故
を
か
し
か
ら
う
、
奇
麗

な
嫁
さ
ん
を
貰
っ
て
連
れ
て
歩
く
や
う
に
成
る
の
だ
が
な
あ
」

正
太
郎
が
ま
だ
願
望
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
着
実
に
大
人
に
近
づ
い
て
い
る
の
は
長
吉
で
あ
る
。
下
駄
の
鼻
緒
を
切
ら
し
て
困
つ

て
い
る
信
如
に
長
吉
が
出
会
う
場
面
が
あ
る
。

こ
の
時
、
「
廓
内
よ
り
の
帰
り
」
と
思
わ
れ
る
長
吉
の
姿
が
、
「
裕
衣
を
重
ね
し
唐
桟
の
着
物
に
柿
色
の
三
尺
を
例
の
通
り
腰
の
先
に
し
て
、

黒
人
の
襟
の
か
与
っ
た
新
ら
し
い
半
天
、
印
の
傘
を
さ
し
か
ざ
し
高
足
駄
の
爪
皮
も
今
朝
よ
り
と
は
し
る
き
漆
の
色
、
き
わ
／
＼
し
う
見
え
て

誇
ら
し
気
な
り
」
と
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
長
士
口
に
関
し
て
は
、

※
2
 

れ
て
い
た
。

か
つ
て
信
如
と
同
様
、
「
お
使
い
に
行
っ
た
帰
り
」
と
い
う
解
釈
が
行
わ

と
こ
ろ
が
、
和
田
芳
恵
が
『
日
本
近
代
文
学
大
系

樋
口
一
葉
集
』
（
昭
和
四
五

角
川
書
店
）
に
お
い
て
、
「
こ
こ
は
朝
帰
り
と
思
う
べ
き
だ

ろ
う
」
と
い
う
注
釈
を
し
、
補
注
と
し
て
更
に
、
「
江
戸
時
代
は
、
職
人
で
吉
原
に
行
か
な
い
も
の
は
変
人
扱
い
に
さ
れ
た
り
、
仲
間
付
き
合



い
を
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
男
性
が
女
性
を
知
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
遊
廓
で
、
十
五
六
才
に
な
る
と
、
先
輩
が
む
り
や
り
連

れ
て
行
っ
た
。
こ
の
風
習
は
明
治
に
な
っ
て
も
下
町
に
は
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
鳶
職
の
頭
の
役
を
継
ぐ
長
吉
は
、
そ
う
い
う
経
験
を
積
む

段
階
に
あ
っ
た
。
」
と
い
う
解
説
を
し
、
こ
れ
が
現
在
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
よ
っ
て
、
長
吉
の
「
新
ら
し
い
半
天
」
「
爪
皮
も

今
朝
よ
り
と
は
し
る
き
」
「
誇
ら
し
気
な
り
」
と
い
う
姿
は
、
廓
で
遊
ん
で
朝
帰
り
と
い
う
、
一
歩
大
人
に
近
づ
い
た
こ
と
で
自
信
に
満
ち
あ
ふ

れ
、
誇
ら
し
く
思
っ
て
い
る
姿
で
あ
り
、

つ
ま
り
「
せ
い
く
ら
べ
」
に
勝
っ
た
も
の
の
姿
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
信
如
は
、
鰻
の
蒲
焼
き
を
好
み
、
壇
家
の
未
亡
人
を
要
り
、
金
銭
に
執
着
す
る
父
に
対
し
、
「
何
故
そ
の
頭
を
ま
ろ
め
給
ひ
し
ぞ
と
恨
め

し
く
」
思
っ
て
お
り
、
そ
の
気
持
ち
が
〈
自
分
は
そ
ん
な
僧
に
は
な
り
た
く
な
い
、
り
っ
ぱ
な
僧
に
な
る
た
め
に
早
く
修
行
が
し
た
い
〉
と
い

う
思
い
を
助
長
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
信
如
が
学
校
を
卒
業
す
る
の
を
待
た
ず
し
て
、
「
我
が
宗
の
修
業
の
庭
に
立
出
る
」
決
意
を
し

た
、
つ
ま
り
、
信
如
に
も
早
く
大
人
に
な
り
た
い
願
望
が
強
か
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
に
は
家
族
｜
特
に
父
の
存
在
が
強
い
要
因
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
美
登
利
に
い
た
っ
て
は
、
「
朝
湯
の
厨
り
に
首
筋
白
々
と
手
拭
さ
げ
た
る
立
姿
を
、
今
コ
一
年
の
後
に
見
た
し
と
廓
が
へ
り
の
若
者
は

申
き
」
、
「
さ
り
と
は
日
々
夜
々
の
散
財
此
歳
こ
の
身
分
に
て
叶
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
、
末
は
何
と
な
る
身
ぞ
、
雨
親
あ
り
な
が
ら
大
目
に
見
て
あ

ら
き
詞
を
か
け
た
る
事
も
無
く
、
棲
の
主
が
大
切
が
る
様
子
も
怪
し
き
に
」
と
大
人
に
な
る
こ
と
を
望
ま
れ
、
大
切
に
育
て
ら
れ
て
お
り
、
同

時
に
、
美
登
利
自
身
も
「
男
と
い
ふ
者
さ
っ
て
も
か
伯
ら
ず
恐
ろ
し
か
ら
ず
、
女
郎
と
い
ふ
者
さ
の
み
賎
し
き
勤
め
と
も
思
は
ね
ば
、
過
ぎ
し

故
郷
を
出
立
の
嘗
時
な
い
て
姉
を
ば
送
り
し
こ
と
夢
の
や
う
に
思
は
れ
て
、
今
日
此
頃
の
全
盛
に
父
母
へ
の
孝
養
う
ら
や
ま
し
く
」
思
っ
て
お

り
、
ま
た
「
伊
達
に
は
通
る
ほ
ど
華
人
を
此
処
に
せ
き
止
め
て
、
三
味
の
音
、
笛
の
音
、
太
鼓
の
音
、
う
た
は
せ
て
舞
は
せ
て
人
の
魚
ぬ
事
し

て
見
た
い
」
と
は
る
か
に
子
供
ら
し
く
な
い
こ
と
を
夢
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
女
は
大
人
に
な
っ
て
花
魁
に
な
る
こ
と
を
周
り
か
ら
望
ま
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
本
人
も
が
そ
の
道
を
望
ん

で
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

『
た
け
く
ら
べ
』
私
考

。
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こ
こ
で
、
『
た
け
く
ら
べ
』
の
未
定
稿
が
『
雛
鶏
』
と
題
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
。

『
雛
鶏
』
か
ら
『
た
け
く
ら
べ
』
へ
と
題
名
が
改
変
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
作
の
進
行
に
つ
れ
て
、
『
雛
鶏
』
と
い
う
題
名
で

は
律
し
切
れ
ぬ
題
意
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と
、
橋
本
威
は
「
『
た
け
く
ら
べ
』
題
名
考
｜
『
た
け
く
ら
べ
』
研
究
稿
・
第
二
章
」
（
『
近
代

文
学
試
論
』
昭
和
六

う
と
し
た
時
、
題
名
を
改
変
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
雛
鶏
」
と
は
鶏
の
ひ
な
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
大
人
に
な
る
前
の
段
階
と
い
う
意
味
で
は
、
確
か
に
作
品
に
登
場
す
る
子
供
達
を
言
い
当

て
て
い
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
通
り
、

一
葉
は
彼
ら
の
子
供
ら
し
い
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
大
人
の
ま
ね
を
す
る
こ
と
・
近
づ
く
こ
と
に
誇

ら
し
さ
と
喜
び
を
感
じ
て
い
る
面
を
強
調
し
て
描
い
て
い
る
。
大
音
寺
前
と
い
う
町
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
の
子
供
ら
し
か
ら
ぬ
ま
せ
ぶ

り
、
ま
た
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
の
中
で
の
子
供
達
の
姿
は
、
単
な
る
「
子
供
」
と
い
う
枠
を
越
え
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
子
供
達
の
聞
に
は
、
常
に
対
立
関
係
の
構
図
が
読
み
取
れ
る
。
正
太
郎
率
い
る
表
町
と
長
吉
率
い
る
横
町
と

の
対
立
、
互
い
に
意
識
し
あ
う
が
故
に
生
ま
れ
る
信
如
と
美
登
利
の
対
立
、
こ
の
二
つ
の
対
立
関
係
が
話
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
だ
が
、

「
対
立
」
｜
つ
ま
り
「
競
い
合
う
こ
と
」
に
よ
っ
て
話
が
展
開
し
、

そ
し
て
し
だ
い
に
大
人
へ
と
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
点
に
注
目
し
た
場
合
、

単
な
る
「
子
供
」
と
い
う
枠
に
は
お
さ
ま
り
き
ら
ず
、

ま
す
ま
す
『
雛
鶏
』
と
い
う
題
名
で
は
表
し
き
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
で
自
分
の
道
を
選
択
出
来
る
よ
う
な
こ
と
で
は
決

し
で
な
く
、
親
や
土
地
に
よ
っ
て
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
職
業
｜
例
え
ば
、
信
如
な
ら
ば
僧
、
長
士
口
な
ら
ば
鳶
、
正
太
郎
な
ら
ば
質
屋
、
美
登

利
な
ら
ば
花
魁
の
道
を
歩
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
音
寺
前
に
住
む
子
供
達
は
、

ま
だ
見
ぬ
未
来
に
自
由
な
夢
を
は
せ
る
子
供
達
で

は
な
い
。
自
分
達
の
身
近
な
大
人

l
つ
ま
り
廓
に
関
わ
る
こ
と
な
し
で
は
生
活
で
き
な
い
親
た
ち
の
姿
を
ま
ね
た
が
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
大

人
に
な
る
こ
と
だ
と
喜
び
を
感
じ
る
彼
ら
は
、
大
人
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
レ

I
ル
を
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
、

そ
し
て
そ
の
レ

l
ル
よ
り
他
に
道

が
あ
ろ
う
な
ど
、
考
え
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
な
い
と
い
う
状
況
の
中
の
子
供
達
な
の
で
あ
る
。



彼
ら
は
、
や
が
て
成
長
し
て
も
結
局
は
進
む
べ
き
道
を
親
や
土
地
な
ど
で
決
め
ら
れ
、
自
由
な
選
択
を
す
る
こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
な
い
。

子
供
達
の
そ
の
よ
う
な
姿
が
、
も
っ
と
も
見
や
す
く
、
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
三
五
郎
で
あ
ろ
う
。
貧
し
い
車
夫
で
あ
る
父
が
、
表
町

の
高
利
貸
し
で
あ
る
正
太
郎
の
祖
母
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
一
方
で
、
家
主
が
横
町
の
長
吉
の
親
で
あ
る
た
め
、
表
町
・
横
町
ど
ち
ら
の
組
に

も
す
っ
ぽ
り
入
り
込
め
な
い
が
故
に
、
ひ
ょ
う
き
ん
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
ま
た
笑
い
者
に
な
る
こ
と
で
二
つ
の
組
の
均
衡
を
図
ろ
う
と
す

る
、
そ
ん
な
＝
一
五
郎
の
姿
が
非
常
に
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。
子
供
時
代
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
い
う
三
五
郎
の
状
況
は
大
人
に
な
っ
て
も
変

わ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
が
三
五
郎
に
用
意
さ
れ
た
道
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
子
供
達
の
姿
が
一
葉
の
目
に
写
っ

た
と
き
、
ま
た
、
そ
ん
な
限
ら
れ
た
世
界
の
中
で
も
、
大
人
に
な
る
こ
と
を
し
き
り
に
競
争
し
あ
う
子
供
達
の
姿
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
時
、

『
た
け
く
ら
べ
』
へ
と
題
名
の
改
変
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
橋
本
威
は
『
た
け
く
ら
べ
』
の
題
意
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

彼
等
は
自
ら
望
ん
で
、
大
人
へ
、
大
人
へ
と
、
そ
れ
も
、
親
た
ち
に
よ
っ
て
い
わ
ば
運
命
的
に
用
意
さ
れ
て
い
る
み
じ
め
な
大
人
へ
と
、

直
進
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
〈
大
人
へ
の
哀
れ
な
競
い
合
い

V
lこ
れ
が
、
「
せ
い
く
ら
べ
」
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
『
た
け
く
ら
べ
』

の
題
意
で
あ
ろ
う
。

（
前
掲
論
文

傍
点
原
文
）

私
は
、
こ
の
氏
の
解
釈
に
ほ
ぼ
全
面
的
に
賛
同
し
、
『
た
け
く
ら
べ
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
「
大
音
寺
前
」
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
の
中

で
、
子
供
達
が
し
き
り
に
背
丈
を
比
べ
あ
う
よ
う
に
し
て
、
大
人
に
な
る
こ
と
の
本
当
の
意
味
を
知
ら
ず
、
我
先
に
と
競
い
合
っ
て
い
る
姿
を

読
み
取
る
方
が
的
確
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
た
け
く
ら
べ
』
と
並
ん
で
一
葉
の
代
表
作
と
称
さ
れ
る
『
に
ご
り
え
』
に
比
し
て
、

専
ら
持
情
的
・
浪
漫
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
の
『
た
け
く
ら
べ
』
に
、
『
に
ご
り
え
』
的
な
写
実
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
て
く
る
。

『
た
け
く
ら
べ
』
私
考

一O三
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「
幼
な
じ
み
」
と
い
う
関
係
に
つ
い
て

「
た
け
く
ら
べ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
、
『
伊
勢
物
語
』
筒
井
筒
の
段
と
重
ね
て
読
む
か
一
合
か
に
よ
っ
て
、
本
作
品
の
読
み
の
方
向
性
は
大

き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
、
二
つ
の
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
の
接
点
を
持
つ
の
か
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
筒
井
筒
の
段
を
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
の
段
で
男
と
女
の
関
係
は
、
共
に
「
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
」
で

「
井
の
も
と
に
い
で
て
遊
び
け
る
」
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
。

歌
が
先
の
贈
答
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
「
幼
な
じ
み
」
で
あ
る
。
そ
の
幼
な
じ
み
の
二
人
に
芽
生
え
た
恋
の

し
か
し
、
『
た
け
く
ら
べ
』
の
信
如
と
美
登
利
の
聞
に
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
「
幼
な
じ
み
」
の
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

信
如
は
龍
華
寺
の
息
子
で
あ
り
、
大
音
寺
前
に
生
ま
れ
育
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
美
登
利
は
も
と
も
と
大
音
寺
前
に
生
ま
れ
育
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
「
姉
な
る
人
が
身
貰
り
の
嘗
時
鑑
定
に
来
た
り
し
棲
の
主
が
誘
ひ
に
ま
か
せ
、
此
地
に
括
計
も
と
む
と
て
」
親
子
で
や
っ
て
来
て
大
黒

屋
の
寮
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
寺
と
遊
廓
の
寮
と
い
う
、

い
わ
ば
聖
と
俗
と
の
対
立
関
係
と
も
い
え
る
よ
う
な
、
全
く
違
っ
た
環

境
に
二
人
は
育
っ
て
お
り
、
そ
の
う
え
一
緒
に
遊
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

「
年
は
や
う
や
う
敷
へ
の
十
四
」
「
生
園
は
紀
州
」
の
美
登
利
が
上
京
し
て
来
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
橋
本
威
が
前

記
「
た
け
く
ら
べ
題
名
考

l
『
た
け
く
ら
べ
』
研
究
稿
第
二
章
｜
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

今
が
「
全
盛
」
の
美
登
利
の
姉
大
巻
は
「
一
二
年
の
馴
染
」
云
々
の
言
葉
が
あ
り
、
娼
妓
と
な
っ
て
少
な
く
と
も
三
年
は
経
っ
て
い
る
。
斎

藤
真
一
氏
に
よ
れ
ば
「
明
治
の
法
で
は
十
六
歳
か
ら
娼
妓
の
鑑
札
を
受
け
ら
れ
た
」
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
十
六
歳
か
ら
三
年
経
っ
て
い
る

と
仮
定
す
る
と
、
こ
の
時
点
で
大
巻
は
美
登
利
と
五
歳
違
い
の
十
九
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
中
略
）
所
で
、
美
登
利
に
関
し
、

過



ぎ
し
故
郷
を
出
立
の
当
時
な
い
て
姉
を
ば
送
り
し
こ
と
」
「
親
子
三
人
が
旅
衣
」
な
ど
と
あ
り
、
美
登
利
は
両
親
と
共
に
姉
よ
り
遅
れ
て

上
京
し
た
事
に
な
っ
て
い
る
。
美
登
利
と
大
巻
と
の
年
齢
差
を
五

i
七
歳
と
し
、
大
巻
が
十
六
歳
の
時
に
売
ら
れ
、
そ
の
後
を
追
う
よ
う

に
美
登
利
達
が
上
京
し
た
と
し
て
も
、
美
登
利
の
上
京
時
の
年
齢
は
九
歳
以
上
に
な
る
。
常
識
的
に
は
1

自
然
さ
と
い
う
点
で
は
十
一
歳

位
と
設
定
し
た
い
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
美
登
利
は
吉
原
界
隈
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
最
長
で
も
五
年
程
度
、
常
識
的
な
自
然
さ

に
従
え
ば
、
一
一
一
年
位
し
か
経
っ
て
い
な
い
乙
と
に
な
る
。
吉
原
界
隈
に
生
ま
れ
育
っ
た
子
供
達
に
と
っ
て
美
登
利
は
「
た
っ
た
ひ
と
り
の

※
3
 

よ
そ
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

「
龍
華
寺
の
信
如
、
大
黒
屋
の
美
登
利
、
二
人
な
が
ら
撃
校
は
育
英
舎
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
確
か
に
二
人
は
学
友
で
あ
る
。
し
か
し
、

互
い
の
存
在
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
四
月
の
末
っ
か
た
」
の
運
動
会
の
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
一
一
一
の
酉
の
日
ま
で
わ
ず
か
七
カ

月
弱
の
月
日
し
か
経
っ
て
い
な
い
。
二
人
の
関
わ
り
は
、

た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
短
い
期
間
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
二
人
の
聞
に
「
幼
な
じ

み
」
と
い
う
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
『
た
け
く
ら
べ
』
の
登
場
人
物
達
の
間
で
美
登
利
の
存
在
を
考
え
て
み
る
と
、
大

音
寺
前
に
来
た
当
初
は
「
田
舎
者
い
な
か
者
と
町
内
の
娘
ど
も
に
笑
は
れ
し
」
だ
っ
た
の
が
、

い
つ
し
か
姉
大
巻
に
も
ら
う
お
金
の
力
で
三
一
口

ひ
返
す
も
の
も
無
く
成
り
ぬ
」
「
子
供
中
間
の
女
王
様
」
と
い
う
存
在
に
成
り
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
子
供
達
は
「
大
人
よ
り
も

利
き
が
早
」
い
美
登
利
の
お
金
が
魅
力
で
群
が
っ
て
い
る
と
い
う
所
が
あ
り
、

よ
っ
て
、
対
等
の
立
場
で
共
に
遊
ぶ
仲
間
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
他
の
子
供
達
は
、
美
登
利
を
は
っ
き
り
と
自
分
達
と
は
別
格
の
存
在
と
し
て
い
る
。

名
前
の
呼
び
方
も
、
他
の
子
供
達
が
呼
び
あ
う
時
は
あ
だ
名
（
信
さ
ん
・
正
さ
ん
・
三
ち
ゃ
ん
・
一
ニ
公
・
煎
餅
や
の
お
福
・
薪
や
の
お
出

額
・
お
六
づ
ら
・
喜
い
公
な
ど
）
や
呼
び
捨
て
な
の
に
対
し
、
美
登
利
だ
け
は
常
に
「
美
登
利
さ
ん
」
だ
。
共
に
子
供
達
が
育
っ
て
き
た
年
月

の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
関
係
か
ら
も
美
登
利
は
他
の
子
供
達
と
決
し
て
「
幼
な
じ
み
」
と
は
い
え
る
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
前
田

愛
が
美
登
利
を
「
た
っ
た
ひ
と
り
の
よ
そ
も
の
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
（
「
子
供
た
ち
の
時
間
1
『
た
け
く
ら
べ
』
試
論
l
」
『
樋
口
一
葉
の
世
界
』
昭
和

『
た
け
く
ら
べ
』
私
考

－O五
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平
凡
社
）
、
精
神
的
に
美
登
利
は
他
の
子
供
達
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
筒
井
筒
の
段
と
『
た
け
く
ら
べ
』
の
共
通
す
る
点
は
、
わ
ず
か
同
じ
思
春
期
の
子
供
を
描
い
て
い
る
点
に
過
ぎ
な
い
。

筒
井
筒
の
段
と
結
び
付
け
る
こ
と
が
、
淡
い
初
恋
の
思
い
と
い
う
持
情
の
ベ

l
ル
に
作
品
全
体
を
包
み
込
み
、
延
い
て
は
作
品
の
真
の
姿
を
見

え
に
く
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ふ
じ
も
と
の
ぷ
ゆ
き

〈
藤
本
信
如
〉
と
い
う
存
在
に
つ
い
て

『
た
け
く
ら
べ
』
に
お
い
て
、
登
場
す
る
子
供
達
は
、
皆
各
々
に
個
性
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
絡
み
合
っ
て
、
作
品
を
成
す
う
え
で
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
。

高
木
利
夫
が
「
構
成
か
ら
見
た
一
葉
の
宿
命
観
」
（
『
法
政
大
教
養
部
紀
要
』
昭
和
五
九
・
一
〉
に
お
い
て
、
作
品
十
六
章
を
内
容
の
面
か
ら
整
理

し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
内
容
を
五
つ
の
枠
で
く
く
っ
て
整
理
し
て
み
る
と
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
美
登
利
を
中
心
と
し
て
小
説
が
展
開
し
て
い

る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
登
場
す
る
頻
度
も
美
登
利
が
一
番
多
い
。
女
主
人
公
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
証
拠
だ
て
ら
れ
る
わ
け

だ
が
、
彼
女
に
つ
い
で
多
い
の
が
正
太
郎
と
信
如
で
あ
る
。
従
っ
て
、
（
中
略
〉
こ
の
小
説
の
中
心
を
美
登
利
が
貫
い
て
い
て
、
そ
こ
に

信
如
と
正
太
郎
が
か
ら
む
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
構
成
の
基
本
で
あ
る
と
言
え
る
。

確
か
に
、
作
品
に
お
い
て
中
心
を
成
す
人
物
は
誰
か
を
考
え
る
時
、
作
品
に
登
場
す
る
頻
度
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
に
自
を
向
け
、
『
た
け
く
ら
べ
』
に
お
い
て
も
登
場
す
る
回
数
か
ら
柱
と
な
る
の
は
美
登
利
で
あ
り
、
信
如
・
正
太
郎
が
そ
れ
に
絡
む
形
で



話
、
が
進
ん
で
行
く
と
考
え
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
美
登
利
が
『
た
け
く
ら
べ
』
の
世
界
に
お
い
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
人
物
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
信
如
も
ま
た

そ
れ
と
同
様
、
い
や
そ
れ
以
上
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
人
物
で
な
い
か
と
考
え
る
。

信
如
の
作
品
に
お
け
る
重
要
性
は
、
美
登
利
が
ま
だ
作
品
に
登
場
し
な
い
冒
頭
部
（
一
）
に
お
い
て
、
他
の
子
供
た
ち
に
先
立
っ
て
、
彼
一
人

だ
け
が
早
々
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。

多
く
の
中
に
龍
華
寺
の
信
如
と
て
、
千
筋
と
な
づ
る
黒
髪
も
今
い
く
歳
の
さ
か
り
に
か
、
や
が
て
は
墨
染
に
か
へ
ぬ
ベ
き
袖
の
色
、
発
心

は
腹
か
ら
か
、
坊
は
親
ゆ
づ
り
の
勉
強
も
の
あ
り
、
性
来
を
と
な
し
き
を
友
達
い
ぶ
せ
く
思
ひ
て
、
さ
ま
／
＼
の
悪
戯
を
し
か
け
、
猫
の

死
骸
を
縄
に
く
L
り
て
お
役
目
な
れ
ば
引
導
を
た
の
み
ま
す
と
投
げ
つ
け
し
事
も
有
り
し
が
、
そ
れ
は
昔
、
今
は
校
内
一
の
人
と
て
伎
に

も
侮
り
て
の
処
業
は
な
か
り
き
、
歳
は
十
五
、
並
背
に
て
い
が
栗
の
頭
髪
も
思
ひ
な
し
か
俗
と
は
饗
り
て
、
藤
本
信
如
と
訓
に
て
す
ま
せ

ど
、
何
慮
や
ら
樟
と
い
ひ
た
げ
の
素
振
り
な
り
。

（
傍
点

引
用
者

こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
が
二
点
あ
る
。
ま
ず
、
「
や
が
て
は
墨
染
に
か
へ
ぬ
ベ
き
袖
の
色
」
で
あ
る
が
、
作
品
の
構
成
上
、
こ
の
箇
所
が
（
十

六
〉
、
作
品
末
尾
の
「
其
明
け
の
日
は
信
如
が
何
が
し
の
事
林
に
袖
の
色
か
へ
ぬ
ベ
き
や
曲
目
な
り
し
と
ぞ
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
作
品
中
信
如
が
登
場
し
て
い
な
い
章
に
も
、
話
題
と
し
て
、
信
如
の
名
前
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
全
ハ
）
で
正
太
郎
が
美
登

利
に
写
真
を
取
ろ
う
と
誘
う
場
面
で
、
「
龍
華
寺
の
奴
が
浦
山
し
が
る
や
う
に
、
本
嘗
だ
ぜ
彼
奴
は
岐
度
怒
る
よ
、
員
青
に
成
っ
て
怒
る
よ
。

に
ゑ
肝
だ
か
ら
ね
、
赤
く
は
な
ら
な
い
、
夫
れ
と
も
笑
ふ
か
し
ら
」
と
信
如
が
話
題
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

や
が
て
、
袖
の
色
を
墨
染
に
変
え
る
前
の
子
供
で
あ
っ
た
信
如
は
、
こ
の
話
が
終
わ
る
と
同
時
に
、
そ
の
子
供
の
世
界
か
ら
出
て
行
く
。
そ

の
よ
う
な
形
で
、
話
の
進
行
に
伴
い
、
読
み
手
に
は
っ
き
り
と
大
人
に
な
っ
た
｜
つ
ま
り
『
た
け
く
ら
べ
』
の
世
界
か
ら
抜
け
出
た
こ
と
が
わ

『
た
け
く
ら
べ
』
私
考
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七
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か
る
人
物
は
信
如
以
外
に
は
い
な
い
。
美
登
利
で
さ
え
も
、
明
る
く
活
発
だ
っ
た
少
女
が
内
気
で
お
と
な
し
い
少
女
へ
と
急
激
に
変
化
し
た
こ

と
は
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
変
化
の
原
因
が
は
っ
き
り
と
読
み
手
に
わ
か
る
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
そ
う
変
化
し
た
こ

と
が
大
人
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
も
う
一
度
作
品
を
見
直
す
と
、
作
品
の
中
心
を
貫
い
て

い
る
の
は
美
登
利
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
信
如
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。

『
た
け
く
ら
べ
』
に
登
場
す
る
子
供
達
の
中
で
、
名
前
が
明
記
さ
れ
、
個
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
美
登
利
を
除
い
て
皆
少
年
で
あ

る
。
い
わ
ば
、
美
登
利
と
少
年
達
の
物
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
『
た
け
く
ら
べ
』
に
お
い
て
、
た
っ
た
一
人
の
少
女
で
あ
る
美
登
利
の
存
在

は
際
立
っ
て
お
り
、
よ
っ
て
主
要
な
人
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
美
登
利
が
ほ
か
な
ら
ぬ
信
如
に
心
を
寄
せ
て
い
る
こ

と
次に
にも
、注

長ふ目
n者じ v

杢：ぞ
1同ぶ

~~f 
担じ
て
す
ま
せ
ど
しー

と

わ
ざ
わ
ざ
姓
を
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
品
中
の
子
供
達
は
、
皆
「
大
黒
屋
の
」

「
田
中
屋
の
」
「
横
町
の
」
な
ど
と
い
っ
た
、
屋
号
や
町
名
な
ど
を
伴
っ
て
名
前
が
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
、
子
供
達
が
子
供
な
が
ら
も
、
親
の

生
活
や
職
業
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
信
如
も
「
龍
華
寺
の
」
と
い

う
寺
の
名
を
冠
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
同
時
に
彼
に
は
「
藤
本
」
と
い
う
姓
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
の
子
供
達
に
は
な
い
、
当
然
美

登
利
に
も
な
い
、
信
如
だ
け
の
特
色
で
あ
る
。
な
ぜ
、
彼
に
だ
け
そ
の
「
姓
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
私
は
信

如
と
他
の
子
供
達
と
の
相
違
を
感
じ
る
と
共
に
、
そ
の
存
在
の
意
味
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
。
信
如
は
お
寺
の
息
子
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
仏
教
的
な
「
し
ん
に
よ
」
と
い
う
読
み
方
と
、
学
校
で
の
「
の
ぶ
ゆ
き
」
と
い
う
俗
的
な
読
み
方
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
町

家
の
子
供
達
と
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
作
品
中
に
信
如
に
の
み
、
そ
の
姓
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
の
は

な
ぜ
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
信
如
が
大
音
寺
前
と
い
う
空
間
の
中
で
、
異
質
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。

信
如
の
父
は
鰻
の
蒲
焼
き
を
好
み
、
檀
家
の
未
亡
人
を
要
り
、
金
銭
に
執
着
し
て
い
る
姿
が
写
実
的
に
描
か
れ
て
お
り
。
僧
で
あ
り
な
が
ら

も
大
音
寺
前
と
レ
う
土
地
柄
に
す
っ
か
り
染
ま
っ
て
、
「
朝
念
併
に
タ
勘
定
、
そ
ろ
ば
ん
手
に
し
て
に
こ
／
＼
と
遊
ば
さ
る
L
」
姿
は
、
本
来



聖
で
あ
る
と
こ
ろ
の
僧
に
あ
る
ま
じ
き
、
非
常
に
俗
的
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
信
如
は
そ
う
い
う
父
親
に
対
し
、
「
我
親
な
が
ら
浅

ま
し
く
て
、
何
故
そ
の
頭
を
ま
ろ
め
給
ひ
し
ぞ
と
恨
め
し
く
も
な
り
ぬ
」
と
、
明
ら
か
に
反
発
の
色
を
見
せ
て
い
る
。

信
如
の
父
親
に
対
す
る
感
情
は
、
聖
と
し
て
の
俗
に
対
す
る
感
情
で
あ
り
、
父
親
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
延
い
て
は
、
僧

で
さ
え
吉
原
の
影
響
を
受
け
て
色
・
金
に
溺
れ
る
町
と
い
う
、
大
音
寺
前
そ
の
も
の
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
仏
門
に
入

る
、
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
運
命
に
あ
る
信
如
は
、
『
た
け
く
ら
べ
』
の
子
供
達
の
中
で
唯
一
「
大
音
寺
前
」
と
い
う
町
を
否
定
し
、
そ
こ
か
ら

出
て
行
く
べ
き
人
間
で
あ
り
、
正
太
郎
・
長
吉
・
三
五
郎
と
は
全
く
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
花
魁
へ
の
道
を
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
美
登
利

を
始
め
、
正
太
郎
達
は
皆
、
大
音
寺
前
を
肯
定
す
る
こ
と
な
し
で
は
生
き
て
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
信
如
は
僧
に

な
る
と
い
う
道
を
決
め
ら
れ
て
は
い
な
が
ら
も
、
町
全
体
に
は
縛
ら
れ
て
い
な
い
、
非
大
音
寺
前
的
人
間
と
い
え
よ
う
。
信
如
の
「
如
」
と
い

う
字
は
、
「
如
来
」
「
如
法
」
「
如
意
」
と
い
う
よ
う
に
、
仏
教
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
字
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
し
ん
に
よ
」
と
い
う
読
み
方
は
、

信
如
を
寺
の
息
子
・
「
龍
華
寺
の
信
如
」
と
し
て
位
置
付
け
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
藤
本
」
と
い
う
姓
を
伴
う
こ
と
で
生
ま
れ
る
「
の
ぶ
ゆ
き
」

と
い
う
読
み
方
は
、
信
如
と
寺
さ
え
も
切
り
離
し
、
生
ま
れ
育
っ
た
家
や
町
か
ら
独
立
し
た
一
人
の
人
間
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
作
品
中

た
だ
一
人
姓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
信
如
の
姿
に
は
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
を
捨
て
、
人
生
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
新
し
い
時
代

の
人
間

l
近
代
的
人
聞
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

信
如
は
好
意
を
寄
せ
る
美
登
利
に
対
し
、

つ
れ
な
い
態
度
で
接
す
る
。
そ
れ
は
、
思
春
期
特
有
の
恥
じ
ら
い
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
吉
原
に
寄
生
す
る
大
音
寺
前
と
い
う
町
自
体
を
否
定
し
て
い
る
信
如
に
と
っ
て
は
、
美
登
利
と
い
う
存
在
も
、
否
定
す
る
他
に
な

く
、
そ
れ
ゆ
え
に
表
れ
た
無
意
識
の
う
ち
の
拒
否
反
応
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

木
股
知
史
が
「
制
度
と
無
垢
の
間

l
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
子
供
」
（
『
日
本
文
学
史
を
読
む
V

近
代

I
』
平
成
四

有
精
堂
出
版
）
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
た
け
く
ら
べ
』
私
考

。
九
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一

O

伝
承
世
界
に
つ
な
が
る
連
想
を
は
た
ら
か
せ
れ
ば
、
信
如
に
は
堕
落
へ
の
誘
惑
が
作
用
し
て
い
る

Q

そ
れ
が
信
如
を
緊
張
さ
せ
る
の
だ
。

遊
女
十
六
夜
と
馴
染
ん
だ
た
め
に
、
追
放
さ
れ
る
清
心
（
『
小
袖
曽
我
繭
色
縫
』
）
や
、
美
し
い
桜
姫
に
惚
れ
て
破
戒
す
る
清
玄
（
『
桜
姫
東

文
章
』
）
な
ど
の
、
僧
の
堕
落
語
の
話
型
が
、
信
如
の
背
後
に
連
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
も
し
信
如
が
美
登
利
へ
の
思
い
を
は
っ
き
り
自
覚

す
れ
ば
、
新
内
節
『
明
烏
夢
泡
雪
』
に
う
た
わ
れ
た
浦
里
と
時
次
郎
の
よ
う
に
、
廓
の
塀
を
越
え
て
と
も
に
逃
亡
す
る
と
い
う
未
来
も
あ

り
え
な
い
こ
と
は
な
い
の
だ
。
こ
う
し
た
伝
承
の
下
敷
き
を
透
か
し
み
る
な
ら
、
信
如
に
と
っ
て
は
、
美
登
利
の
存
在
そ
の
も
の
が
タ
ブ

ー
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
、
た
ろ
う
。

」
れ
は

い
さ
さ
か
伝
承
の
下
敷
き
を
通
し
て
見
過
ぎ
て
い
る
感
が
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
信
如
が
美
登
利
へ

の
思
い
を
自
覚
す
る
こ
と
は
美
登
利
と
い
う
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
う
す
る
こ
と
で
町
を
も
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と

を
、
信
如
は
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

信
如
は
、
「
元
来
か
L

ふ
る
事
を
人
の
上
に
聞
く
も
嫌
ひ
に
て
、
苦
き
顔
し
て
棋
を
向
く
質
な
れ
ば
」
と
、

か
ら
か
わ
れ
る
こ
と
を
非
常
に
嫌

う
性
格
と
さ
れ
て
い
る
が
、
大
黒
屋
の
寮
の
門
前
で
下
駄
の
鼻
緒
が
切
れ
た
と
き
、
「
此
処
は
大
黒
屋
の
と
思
ふ
時
よ
り
信
如
は
物
の
恐
ろ
し

く
」
「
憂
き
事
さ
ま
／
＼
に
何
う
も
堪
へ
ら
れ
ぬ
思
ひ
の
有
し
に
、
飛
石
の
足
音
は
背
よ
り
冷
水
を
か
け
ら
れ
る
が
如
く
、
顧
み
ね
ど
も
其
人

と
甲
ω
ふ
に
、

わ
な
／
＼
と
傑
へ
て
顔
の
色
も
饗
わ
る
べ
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
信
如
は
恥
ず
か
し
さ
か
ら
美
登
利
を
避
け
て
い
る
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
美
登
利
に
対
し
て
異
常
な
ま
で
に
お
び
え
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。

一
方
美
登
利
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
信
如
に
冷
た
い
あ
し
ら
い
を
受
け
、

不
仲
に
な
り
、
悪
口
を
吐
き
な
が
ら
も
、
「
と
ぼ
／
＼
と
歩
む
信

如
の
後
か
げ
、
何
時
ま
で
も
、
何
時
ま
で
も
、
何
時
ま
で
も
見
送
る
」
と
こ
ろ
や
、
鼻
緒
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
信
如
へ
の
思
い
や
り
な
ど
、
根

強
い
信
如
へ
の
恋
慕
が
伺
え
る
。

性
格
や
資
質
の
面
で
、
「
陰
気
」
「
心
の
底
の
弱
き
」
「
臆
病
」
「
弱
虫
」
な
ど
極
度
に
陰
欝
な
少
年
と
し
て
拾
か
れ
て
い
る
信
如
を
、
対
照
的



と
も
い
え
る
美
登
利
が
そ
こ
ま
で
思
い
続
け
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
信
如
が
唯
一
、
「
大
音
寺
前
」
と
い
う
空
間
を
否
定
す
る
例
外
的
な
存
在
で
あ
り
、
無
意
識
の
う
ち
に
美
登
利
は
信
如
に
対
し
て
、

自
分
の
定
め
ら
れ
た
未
来
か
ら
解
き
放
っ
て
く
れ
る
希
望
の
光
を
見
て
い
た
た
め
、
そ
れ
が
信
如
を
恋
慕
す
る
気
持
ち
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
い
。

い
く
ら
美
登
利
が
信
如
を
思
っ
て
も
、
決
し
て
そ
れ
は
か
な
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
美
登
利
が
信
如
に
い
く
ら
希
望
の
光
を
見

て
も
、
信
如
は
ひ
た
す
ら
美
登
利
か
ら
逃
げ
続
け
、
そ
し
て
大
音
寺
前
か
ら
去
っ
て
い
く
。
人
物
設
定
の
う
え
で
、
最
初
か
ら
相
反
す
る
者
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
人
は
、
離
れ
る
べ
く
し
て
離
れ
る
こ
と
が
、
読
み
手
に
明
ら
か
に
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
季
節
は
美
登
利
が
花
魁
に
な
る
時
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
作
品
後
半
の
美
登
利
の
急
激
な
変
化
に
つ
い
て
は
、
初
潮
説
・
初

※
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店
説
い
ず
れ
と
も
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
人
に
な
っ
て
花
魁
に
な
る
こ
之
を
、
む
し
ろ
望
ん
で
い
た
は
ず

し
か
し
、

の
美
登
利
が
「
ゑ
午
、
厭
や
／
＼
、
大
人
に
成
る
は
厭
ゃ
な
事
、
何
故
こ
の
や
う
に
年
を
ば
取
る
」
と
、
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
の
は
本
文
中
確

か
に
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
美
登
利
の
変
化
に
伴
う
形
で
、
他
の
子
供
達
も
変
化
し
て
い
く
。
「
表
町
は
俄
に
火
の
消
え
し
ゃ
う
淋
し
く
成
り

て
正
太
が
美
音
も
聞
く
事
ま
れ
に
」
「
折
ふ
し
供
す
る
三
五
郎
の
聾
の
み
何
時
に
麗
ら
ず
滑
稽
て
は
聞
こ
え
ぬ
よ
と
い
う
よ
う
に
、
表
町
・
横

町
の
聞
に
立
た
さ
れ
、
変
わ
る
に
変
わ
れ
な
い
三
五
郎
を
残
し
、
子
供
達
は
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

子
供
の
世
界
を
駆
け
抜
け
て
し
ま
っ
て
、
初
め
て
気
付
か
さ
れ
た
現
実
。
た
と
え
、
ど
ん
な
に
美
登
利
が
嫌
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、
美
登
利
の

運
命
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
の
現
実
を
突
き
付
け
て
、
作
品
は
一
気
に
幕
を
下
ろ
す
。
す
な
わ
ち
、
『
た
け
く
ら
べ
』

と
い
う
作
品
に
お
い
て
、

一
葉
は
過
酷
な
現
実
を
行
情
性
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
写
実
的
に
描
き
切
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る。付
記

本
文
の
引
用
は
す
べ
て
筑
摩
書
房
版
全
集
に
拠
っ
た
。

『
た
け
く
ら
べ
』
私
考



※ 

ま
た
、
関
良
一
・
次
回
潤
・
和
田
芳
恵
・
青
木
一
男
・
伊
狩
章
ら
各
氏
も
同
様
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

一
〉
関
良
一
『
た
け
く
ら
べ
／
十
三
夜
要
解
』
（
有
精
堂
出
版
・
昭
和
三
一
〉

『
樋
口
一
葉
考
証
と
試
論
』
（
有
精
堂
出
版
・
昭
和
四
五
）
「
『
た
げ
く
ら
べ
』
鑑
賞
」

マ
次
回
潤
『
評
釈
一
葉
名
作
集
』
（
明
治
書
院
・
昭
和
一
一
一
一
一
）

マ
和
田
芳
恵
編
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
三
樋
口
一
葉
』
（
角
川
書
店
・
昭
和
一
三
二
〉
「
本
文
及
び
作
品
鑑
賞
」

マ
青
木
一
男
『
た
け
く
ら
ベ
』
（
評
論
社
八
回
文
対
訳
シ
リ
ー
ズ
〉
・
昭
和
コ
一
七
）

青
木
一
男
解
説
『
た
け
く
ら
べ
／
十
三
夜
ほ
か
』
（
評
論
社
・
昭
和
田
五
）

マ
伊
狩
章
「
た
け
く
ら
べ
｜
解
釈
と
鑑
賞
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
九
）

今
野
宏
が
「
『
た
け
く
ら
べ
』
に
対
す
る
読
解
試
論
」
（
『
聖
和
』
昭
和
六
三
・
一
二
）
に
お
い
て
、
『
臼
本
文
学
講
座
小
説
I
』
（
三
省
堂
）
二
四
六
ペ
ー
ジ

に
、
「
廓
内
よ
り
の
蹄
り
」
の
部
分
の
注
と
し
て
「
吉
原
遊
廓
か
ら
の
帰
り
。
用
足
し
の
帰
り
で
あ
ろ
う
が
、
遊
興
の
帰
り
と
見
る
説
も
あ
る
。
」
と
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
長
士
口
の
描
写
に
つ
い
て
用
足
し
の
帰
り
と
す
る
解
釈
が
以
前
は
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

橋
本
威
に
よ
る
注
を
挙
げ
る
。

マ
斎
藤
真
一
『
明
治
吉
原
細
見
記
』
（
河
出
書
一
房
・
昭
和
六

O
）

「
遊
女
の
暮
ら
し
」
六
四
ペ
ー
ジ

マ
前
回
愛
『
樋
口
一
棄
の
世
界
』
（
平
凡
社
・
昭
和
五
三
）

「
子
ど
も
た
ち
の
時
間
｜
『
た
け
く
ら
べ
』
試
論
｜
」
「
4
」
二
七
六
ペ
ー
ジ

私
は
佐
多
稲
子
・
野
口
富
士
男
ら
〈
初
店
〉
説
支
持
者
た
ち
の
議
論
に
大
い
に
啓
発
さ
れ
、
美
登
利
の
変
化
の
一
一
に
は
八
初
潮
〉
と
い
う
体
の
変
化
で

は
な
く
、
初
め
て
客
を
と
ら
さ
れ
た
、
つ
ま
り
、
無
理
や
り
大
人
の
世
界
に
連
れ
込
ま
れ
た
が
為
に
受
け
た
心
の
傷
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
が
、
こ

の
こ
と
の
詳
し
い
検
証
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。
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