
堀
辰
雄

「
ふ
る
さ
と
び
と
」

に
お
け
る
シ
ユ
テ
ィ
フ
タ
l
受
容
研
究

1

1

1

『
深
林
」

を
通
し
て
|
|
|

序
章

作
家
、
堀
辰
雄
の
代
表
作
に
は
『
風
立
ち
ぬ
』
や
『
菜
穂
子
』
と
い
っ
た
小
説

が
挙
げ
ら
れ
、
自
身
も
日
記
に
「
我
々
は
《
ロ
マ
ン
》
を
書
カ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
」

と
記
す
ほ
ど
小
説
の
創
作
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。
堀
辰
雄
の
最
後
の
小
説
は
一
九

四
三
年
一
月
に
雑
誌
「
新
潮
」
で
発
表
さ
れ
た
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
だ
っ
た
。
『
ふ

る
さ
と
び
と
』
は
『
檎
の
家
』
、
『
菜
穂
子
』
と
ま
と
め
て
『
菜
穂
子
』
三
部
作
と

も
称
さ
れ
る
。
『
菜
穂
子
』
は
代
表
作
と
し
て
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
作
品
で
あ
る
た

め
先
行
研
究
も
充
実
し
て
い
る
が
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
の
先
行
研
究
は
『
菜
穂
子
』

と
比
べ
る
と
少
な
く
、
充
分
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
を
軸

と
し
た
作
品
研
究
を
行
う
こ
と
を
本
論
文
の
第
一
の
目
的
と
す
る
。

第
二
の
目
的
は
、
外
国
文
学
の
受
容
で
あ
る
。
辰
雄
は
様
々
な
外
国
文
学
に
親

し
ん
だ
が
、
中
で
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
作
家
と
し
て
ブ
ル
ー
ス
ト
や
リ
ル
ケ

が
挙
げ
ら
れ
る
。
外
国
文
学
か
ら
の
受
容
を
テ

l
マ
と
し
た
先
行
研
究
で
は
、
こ

の
二
人
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
が
目
立
っ
て
い
る
。
実
際
、
辰

雄
の
残
し
た
ノ
l
ト
で
も
二
人
に
関
す
る
記
述
は
突
出
し
て
い
る
。
た
だ
、
辰
雄

が
こ
の
二
人
の
ほ
か
に
も
多
く
の
外
国
の
作
家
の
作
品
を
翻
訳
し
、
影
響
を
受
け

て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
私
が
注
目
す
る
の
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
作
家
、
ア

l
ダ
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l
(
一
八

O
五
1
一
八
六
八
)
で
あ

宮

愛

美

田

る
。
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l
は
前
の
二
人
の
よ
う
に
辰
雄
に
よ
っ
て
作
品
を
翻
訳
さ
れ

た
こ
と
や
、
ノ
ー
ト
で
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
が
、
随
筆

『
旬
奴
の
森
な
ど
』
の
な
か
で
そ
の
魅
力
を
語
ら
れ
た
上
、
蔵
書
に
も
作
品
が
数

点
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
ー
か
ら
辰
雄
に
与
え

ら
れ
た
影
響
を
研
究
し
た
論
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
辰
雄
の
シ
ュ
テ
イ

フ
タ

l
受
容
を
こ
の
論
文
の
第
二
の
目
的
と
す
る
。

辰
雄
が
初
め
て
触
れ
た
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l
作
品
は
『

U
2
問
。
岳
者
色
色
で
あ

り
、
小
品
『
旬
奴
の
森
な
ど
』
で
は
そ
の
作
品
の
魅
力
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

作
品
は
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
と
の
共
通
点
が
い
く
つ
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
ふ

る
さ
と
び
と
』
を
外
国
文
学
の
受
容
か
ら
解
釈
し
た
研
究
は
少
な
い
。
つ
ま
り
、

『
U
2
国

S
F毛
色
色
』
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
新
た

な
一
面
を
見
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
ー
か
ら

の
辰
雄
へ
の
影
響
関
係
も
見
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
ふ

る
さ
と
び
と
』
と
『
ロ

2
国
o
o
F
4
5
E
』
の
比
較
研
究
を
通
し
、
第
一
、
第
二
の

目
的
を
達
成
し
た
い
。

そ
の
た
め
に
第
一
章
で
は
辰
雄
と
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
!
の
つ
な
が
り
を
確
認
し
、

第
二
章
で
二
人
の
作
品
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
と
『

U
R
問
。
各
省
巳
色
を
紹
介
す

る
。
そ
し
て
第
三
章
で
そ
の
二
つ
の
作
品
の
比
較
研
究
を
行
い
、
終
章
で
結
果
を

ま
と
め
た
い
。
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第
一
章

辰
雄
と
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l

第
一
節

辰
雄
と
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
の
接
点

シ
ュ
テ
イ
フ
タ
!
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
作
家
で
あ
り
、
『
水
晶
』
や
『
晩
夏
』
、

『
ヴ
イ

l
テ
イ
コ

l
』
と
い
っ
た
作
品
が
代
表
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
シ
ュ
テ

イ
フ
タ
l
の
日
本
受
容
は
小
名
木
栄
三
郎
『
日
本
に
お
け
る
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
の

受
容
』
に
よ
る
と
旧
制
高
等
学
校
に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
の
授
業
を
は
じ
ま
り
と
し

て
い
る
。

辰
雄
の
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
!
と
の
出
会
い
も
、
や
は
り
旧
制
高
等
学
校
で
の
授
業

だ
っ
た
。
辰
雄
と
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
の
接
点
は
教
科
書
だ
け
で
な
く
雑
誌
、
蔵
書

に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
か
ら
は
辰
雄
と
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l
の
つ

な
が
り
を
具
体
的
に
捉
え
て
き
た
い
。

第
二
節

教
科
書

第
一
に
教
科
書
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
辰
雄
は
一
高
理
科
乙
類
時
代
に
シ
ュ
テ

イ
フ
タ
l
の
作
品
を
授
業
で
講
読
し
た
こ
と
を
、
一
九
三
五
年
雑
誌
「
新
潮
」
の

一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
小
品
『
旬
奴
の
森
な
ど
』
で
回
想
し
て
い
る
。

い
ふ
物
語
の
こ
と
を
始
終
思
ひ
浮
べ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
物
語
を

書
い
た
作
家
は
確
か
ア
ダ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
テ
イ
フ
テ
ル
と
か
云
ひ
ま
し
た
。

(
略
)
実
は
か
う
い
ふ
私
も
そ
の
物
語
の
筋
な
ど
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま

っ
て
ゐ
る
の
で
す
が
可
制

1
4例
刻
岡
剣
倒
引
引
制
制
例
剖
叶
同
州
寸
剖
引

と
|
関
同
劇
寸
寸
刻
引
叫
寸
引
『
ベ
↓
倒
叶
札
制
掛
川
寸
川
剥
叫
叫
叫
引
叫
剰
岡

剣
剖
同
州
劃
刻
刻
州
寸
同
羽
川
寸
剖
リ
川
村
竹
一
「
(
略
)
私
が
そ
れ
を
教
科
書
と

し
て
読
さ
れ
た
と
き
は
、
丁
度
、
今
の
自
分
に
は
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な

い
や
う
な
焦
燥
が
自
分
を
人
生
の
方
へ
駆
り
や
っ
て
ゐ
た
頃
だ
っ
た
の
で
、

引
刈
刻
捌
射
材
捌
謝
料
引
同
州
州
劇
剰
叫
到
川
判
制
刈
寸
リ
討
。

(
傍
線
部
一
筆
者
)

こ
の
よ
う
に
、
辰
雄
が
初
め
て
読
ん
だ
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l
作
品
は
『
喬
木
林
』
、
ド

イ
ツ
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
『
U
2
国

S
F
4
5
5』
だ
っ
た
。
若
き
辰
雄
に
は
こ
の

作
品
は
地
味
を
捉
え
ら
れ
、
彼
の
文
学
観
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
一
方
、
そ
の
地
味
な
作
品
の
雰
囲
気
が
卒
業
し
て
十
年
ほ
ど
経
っ
た
現
在

で
も
は
っ
き
り
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
説
に
と

っ
て
最
も
大
切
な
も
の
は
雰
囲
気
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
い
る
。
小
説
と
し
て

重
要
な
部
分
を
確
実
に
印
象
付
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
『
U
2
出
o
o
F
4
3
5』
が

評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
簡
単
に
あ
ら
す
じ
を
書
き
出
し
た
後
で
辰
雄
は
左
記
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

市

Eム
A
せ

今
に
な
っ
て
、
私
は
始
め
て
何
と
も
云
へ
な
い
懐
し
い
気
も
ち
で
、
そ
れ
を
。

読
ん
だ
漠
然
と
し
た
記
憶
を
蘇
ら
せ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
し
て
私
は
、
大
戦
当

時
の
こ
の
「
旬
奴
の
森
」
を
背
景
に
し
て
、
ド
イ
ツ
人
た
ち
が
細
刻
科
倒
州

に
怯
や
か
さ
れ
な
が
ら
暮
ら
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
、

l
lし
か
し
最
後
ま
で
何

の
出
来
事
ら
し
い
も
の
を
起
ら
せ
ず
に
、
た
だ
さ
う
云
っ
た
不
安
な
雰
囲
気



の
相
う
な
も
の
悶
け
で
、
そ
し
て
そ
の
聞
に
お
の
づ
カ
ら
一
人
一
人
の
出
格

州
制
羽
同
司
り
引
例
引
材
刷
叫

1
寸
寸
叫
川
制
剖
劃
川
寸
則
吋
川
け
叫
刷
寸

て

ゐ

ま

す

。

:

:

:

(

傍

線

部

一

筆

者

)

一
高
時
代
に
は
な
ん
の
感
慨
も
抱
か
な
か
っ
た
作
品
を
懐
か
し
く
思
い
、
小
説

の
参
考
に
し
た
い
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
衝
撃
を
与
え
る
出
会
い
に
こ
そ
な
ら
な

か
っ
た
も
の
の
、
時
を
経
て
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
は
辰
雄
に
文
学
的
影
響
を
も
た
ら

し
た
の
だ
。

そ
の
授
業
の
様
子
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
描
か
れ
た
作
品
が
、
一
九
四
二
年
雑

誌
「
向
陵
時
報
」
に
発
表
さ
れ
た
『
一
二
ニ
の
追
憶
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
辰

雄
が
『
U
2
出。。
F
4
2
5』
を
三
年
の
講
読
の
授
業
で
習
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
る
。

『
二
三
の
追
憶
』
は
、
作
品
よ
り
も
先
生
と
の
思
い
出
の
色
の
方
が
強
い
。
一
方

右
の
よ
う
に
静
か
な
森
の
物
語
が
ひ
そ
か
に
辰
雄
の
心
に
溶
け
込
ん
だ
こ
と
も
確

認
出
来
る
。

第
三
節

雑
誌

第
二
に
は
雑
誌
に
つ
い
て
で
あ
る
。
辰
雄
が
編
集
同
人
の
一
人
と
し
て
参
加
し

て
い
た
雑
誌
「
高
原
」
で
は
、
山
室
静
が
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
を
紹
介
す
る
連
載
を

し
て
い
た
。
山
室
は
前
掲
の
小
名
木
栄
三
郎
『
日
本
に
お
け
る
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l

の
受
容
』
で
「
日
本
に
お
け
る
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
の
紹
介
・
翻
訳
で
大
き
な
功
績

を
あ
げ
た
一
人
に
、
北
欧
文
学
者
と
し
て
知
ら
れ
、
詩
人
・
評
論
家
と
し
て
も
著

名
な
山
室
静
氏
が
い
た
」
、
「
こ
の
よ
う
な
詩
人
へ
の
理
解
と
普
及
に
努
め
た
こ
れ

ら
の
業
績
は
、
い
ず
れ
も
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
!
文
学
に
寄
せ
る
こ
の
詩
人
評
論
家
の

誠
実
な
愛
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
、
日
本
の
シ
ュ
テ
イ
フ

タ
l
受
容
へ
の
業
績
を
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。

『
堀
辰
雄
全
集
別
巻
二
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
雑
誌
「
高
原
」
の
こ
と
な

ど
』
に
お
い
て
山
室
は
雑
誌
名
が
辰
雄
の
意
向
で
決
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
『
堀

辰
雄
全
集
第
八
巻
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
山
室
宛
の
封
書
に
も
、

つ臼d斗ゐ

御
端
書
拝
見
、
こ
の
頃
す
こ
し
身
体
の
工
合
が
悪
く
て
九
日
の
会
に
は
残
念

な
が
ら
出
席
で
き
ま
せ
ん
組
制
州
制
叫
ゴ
同
劇
叶
寸
引
制
叫
叶
司
社
洲
対

樹
引
矧
川
寸
剖
引
制
引
ぺ

d
伺
刈
寸
叫
刻
川
引
引
制
剥
叫
リ
寸
刻
川
剖
対

州
制
日
寸
剖

d
H矧
引
制
川
割
引
顧
問
な
ん
と
い
ふ
四
角
ば
っ
た
も
の
は

止
し
て
、
み
ん
な
一
し
ょ
に
同
人
と
し
て
や
っ
て
行
き
ま
せ
う
(
こ
れ
は
ぜ

ひ
さ
う
し
て
貰
は
な
け
れ
ば
、
僕
は
い
や
で
す
)
な
ほ
気
の
つ
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
ら
、
橋
本
君
に
お
話
し
し
て
お
き
ま
す
(
傍
線
部
一
筆
者
)

と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
雑
誌
「
高
原
」
の
こ
と
な
ど
』
で
は
、
辰
雄
が
こ
の

雑
誌
の
た
め
に
よ
く
便
宜
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
に
か
く
堀
さ
ん
は
心
か
ら
協
力
し
て
、
創
刊
号
に
は
リ
ル
ケ
の
『
旗
手
ク

リ
ス
ト
ア
・
リ
ル
ケ
の
愛
と
死
の
歌
』
の
全
訳
を
寄
せ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
執



筆
者
を
紹
介
し
て
下
さ
っ
た
ほ
か
に
、
中
村
真
一
郎
君
の
『
死
の
蔭
の
下
に
』

や
野
村
英
夫
君
や
福
永
武
彦
君
の
短
篇
を
推
薦
し
て
、
そ
の
紹
介
を
同
人
雑

誌
に
も
書
い
て
下
さ
っ
た
。

山
室
が
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
の
評
伝
を
連
載
し
た
の
は
一
九
四
八
年
に
発
行
さ
れ
た

第
七
号
、
第
八
号
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
辰
雄
は
病
床
に
就
き
作
品
を
掲
載
す
る

こ
と
は
お
ろ
か
紹
介
文
を
書
く
こ
と
も
出
来
な
く
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
辰
雄
は
雑
誌
名
以
外
に
も
「
高
原
」
に
求
め
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
再
び
『
雑
誌
「
高
原
」
の
こ
と
な
ど
』
か
ら
抜
き
出
す
と
「
雑
誌
は
で
き

る
だ
け
特
定
の
立
場
に
片
寄
ら
ぬ
も
の
に
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

山
室
は
同
作
品
で
、
「
私
の
過
去
の
思
想
的
立
場
や
、
当
時
私
が
国
民
高
等
学
校
風

の
も
の
の
設
立
に
奔
走
し
て
い
た
た
め
、
そ
れ
と
雑
誌
が
あ
ま
り
に
密
着
し
て
地

方
主
義
的
片
寄
り
を
見
せ
は
し
ま
い
か
と
心
配
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思

う
。
」
と
、
そ
の
言
葉
の
意
味
を
受
け
止
め
て
い
る
。
結
果
と
し
て
「
高
原
」
は
文

学
、
文
化
と
も
に
充
実
し
た
雑
誌
と
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
辰
雄
は
「
高
原
」

の
方
針
を
決
め
る
に
あ
た
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
『
信

濃
追
分
の
今
昔
を
き
く
|
歴
史
と
文
学
l
』
で
は
こ
う
証
言
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
文
学
の
こ
と
に
な
る
と
厳
し
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
高
原
』

と
い
う
雑
誌
を
山
室
君
や
片
山
さ
ん
が
や
っ
て
い
て
、
こ
ち
ら
は
堀
さ
ん
を

主
に
し
て
、
私
は
堀
さ
ん
の
代
理
み
た
い
で
編
集
会
議
な
ん
か
に
出
て
た
わ

け
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
と
き
に
、
堀
さ
ん
が
私
に
よ
こ
し
た
手
紙
が
あ
る
ん

で
す
。
(
略
)
そ
れ
は
劇

U
川
も
の
で
、
副
剣
例
制
制
科
副
寸
引
網
謝
川
綱
創

剥
け
リ
寸
刻
制
洲
叫
寸
引
制
制
は
ー
ゴ
升
川
引
例
刻
叫
叫
劃
問
料
剖
廿
同
川
州

パ

川

て

い

う

も

の

で

し

て

ね

。

(

傍

線

部

一

筆

者

)

傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
辰
雄
の
厳
し
い
審
査
を
通
り
「
高
原
」
に
掲
載
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l
の
評
伝
が
そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
た
と

捉
え
ら
れ
る
。

第
四
節

蔵
書

第
三
に
蔵
書
に
お
け
る
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l
受
容
で
あ
る
。
辰
雄
の
蔵
書
は
国
内

外
、
ジ
ャ
ン
ル
問
わ
ず
膨
大
だ
が
、
そ
の
中
に
は
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

i
の
作
品
も
含

ま
れ
て
い
る
。
辰
雄
の
蔵
書
の
中
に
、
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
の
著
作
は
全
部
で
七
点

含
ま
れ
て
い
る
。
左
は
そ
の
七
点
の
内
訳
で
あ
る
。

①
k
p円
四

mgo吋許容
5
2
『
国
民
間
E
m一
050回同
N

串
Z
ロ
m』(阿ロ∞
oy、
{
ロ
ム
・
]
)

②
k
p
【E
g
o
E
g
B
2
『
回
白
骨
島
O

円巴

(Zmロ
wo号
、
一
九
三
九
年
)

③〉【島凶向包wL--宮】話。
2円丘仲
a∞習仲丘仲停骨⑦
2同
『
ロ
。
2円
出
。
2。各}『凶
d巧司
g岱巳
-Eι軒一。巳仲回。回吋
RN釦巴阿

④
k〉F
門仏同古釦巴
-Fゲz。吋毘け∞g酔丘件仲仲停一枠P
。2円
『
ロ
。
2吋
国
。
2。各}『回ヨ4巧司
s岱巴-E門仏丘同己』(冨¢
gω附釦凶E円
巴
仲
古
。
ロ
、
一
九
二

O
年
)

⑤
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l
・ア

l
ダ
ル
ベ
ル
ト
著
、
山
室
静
訳
『
森
の
小
径
』
(
青
磁
社
、

一
九
四
七
年
七
月
)

⑥
シ
ュ
テ
イ
フ
テ
ル
・
ア
ダ
ル
ベ
ル
ト
著
、
小
島
貞
介
訳
『
深
林
』
(
弘
文
堂
書
房
、

一
九
四

O
年
一
月
)

⑦
シ
ュ
テ
イ
フ
テ
ル
・
ア
ダ
ル
ベ
ル
ト
著
、
宇
多
五
郎
訳
『
晩
夏

井
書
庖
、
一
九
四
八
年
九
月
)

q
J
 

A
守

第
一
部
』
(
棲

本
文
の
言
語
に
注
目
す
る
と
①

1
④
の
四
点
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
原
著
で

あ
り
、
⑤
1
⑦
の
三
点
は
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
①

1
④
は



神
奈
川
県
の
神
奈
川
近
代
文
学
館
に
、
⑤
1
⑦
は
長
野
県
に
あ
る
堀
辰
雄
文
学
記

念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

私
は
去
る
二

O
二
一
年
十
一
月
十
七
日
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
に
赴
き
こ
の
四

点
の
蔵
書
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
を
こ
こ
に
報
告
す
る
。

①
は
書
き
込
み
ゃ
下
線
が
多
く
確
認
で
き
た
が
、
辰
雄
に
よ
る
書
き
込
み
か
は
判

別
出
来
な
か
っ
た
。

②
は
編
者
に
よ
る
序
文
や
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
の
肖
像
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の

で
、
東
京
の
南
江
堂
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
。
保
存
状
態
か
ら
古
本
で
は
な
い
可

能
性
が
あ
る
。
ご
く
薄
く
数
字
の
書
き
込
み
が
あ
る
が
、
何
を
意
図
し
た
も
の
か

は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

③
は
書
き
込
み
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
「
随
筆
」
と
書
か
れ
た
紙
片
と
し
お
り
が
挟
み

込

ま

れ

て

い

た

。

見

返

し

に

「

冨

H
4
∞
口
問
。
∞
同
己
し
斗
ロ
回
。
。
間

口
自
民
斗
冨
回

z
g司
0
・
向
島
区
@
」
と
読
め
る
シ

l
ル
が
貼
っ
て
あ
り
、

三
越
で
購
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

④
は
こ
の
中
で
唯
一
挿
絵
の
あ
る
本
だ
っ
た
。
他
の
も
の
と
比
べ
て
全
体
的
に
汚

れ
が
目
立
ち
、
古
本
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
見
返
し
に
「
書
嬉
上
田
得
三

東
京
本
郷
根
津
八
重
垣
町
」
と
読
め
る
判
が
押
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
京

で
購
入
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
本
は
百
二

1
百
三
ペ
ー
ジ
に
あ
た
る
べ

l
ジ

が
落
丁
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

堀
辰
雄
文
学
記
念
館
は
軽
井
沢
町
役
場
の
者
各
べ

l
ジ
の
堀
辰
雄
文
学
記
念

館
の
べ

i
ジ
で
蔵
書
目
録
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑤
は
第
三
節
で
登
場
し

た
山
室
か
ら
の
署
名
本
で
あ
る
。
書
き
込
み
ゃ
挟
み
込
み
に
関
し
て
は
二

O
一二

年
十
二
月
十
九
日
に
改
め
て
堀
辰
雄
文
学
記
念
館
に
連
絡
を
取
っ
た
が
、
⑤
、
⑥
、

⑦
と
も
に
な
い
こ
と
を
二

O
一
二
年
十
二
月
二
十
一
日
の
返
答
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
蔵
書
に
重
大
な
書
き
込
み
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

七
点
の
う
ち
三
点
は
『

U
2
図
。
。
何
回
調
巳
丘
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
冊
落

丁
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
辰
雄
の
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
作
品
へ
の
関

心
が
特
に
『
喬
木
林
』
に
向
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
五
節

ま
と
め

第
一
章
は
、
第
一
節
で
辰
雄
と
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
!
の
接
点
を
挙
げ
、
第
二
、
三
、

四
節
で
そ
の
つ
な
が
り
を
紐
解
い
た
。
そ
こ
で
気
に
な
る
の
が
、
第
二
節
で
挙
げ

た
『
旬
奴
の
森
な
ど
』
の
記
述
で
あ
る
。

-44ー・

こ
の
記
述
か
ら
、
老
人
や
女
性
で
寒
村
に
暮
ら
し
、
娘
が
事
故
に
あ
い
、
家
同

士
の
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
も
特
に
ど
の
問
題
も
解
決
す
る
こ
と
な
く
話
が

閉
じ
る
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
が
思
い
起
こ
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。



次
章
か
ら
の
『
U
2
図
。
各
省
巳
島
』
と
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
の
比
較
研
究
を
通

し
、
『
ロ

2
同
S
F
d司
m
L門
戸
』
が
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
て
い
る
か
調
べ
て
い
き
た
い
。

第
二
章

『
深
林
』
と
『
ふ
る
さ
と
び
と
』

第
一
節

『
深
林
』

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
を
『
ロ

2
国
0
0
何
回
巧
巴
丘
と
比
較
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の

二
つ
の
小
説
の
基
礎
情
報
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
こ
の
章
か
ら
使
用
す
る
テ
キ
ス

ト
に
準
じ
て
『
U
2
国

S
F毛
色
色
を
『
深
林
』
と
表
記
す
る
。

『
深
林
』
は
一
八
四
二
年
、
雑
誌
「
イ
リ
ス
」
に
発
表
さ
れ
た
。
主
要
な
登
場

人
物
は
主
人
公
の
美
し
い
姉
妹
、
ク
ラ
リ
ツ
サ
と
ヨ
ハ
ナ
、
二
人
の
父
で
あ
る
ハ

イ
ン
リ
ツ
ヒ
・
ヴ
イ
ツ
テ
イ
ン
グ
ハ
ウ
ゼ
ン
男
爵
、
兄
の
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
、
猟
人

グ
レ
ゴ

l
ル
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
王
子
ロ
ナ
ル
ド
、
騎
士
の
ブ
ル

l
ノ
ー
で
あ
る
。

あ
ら
す
じ
は
資
料
編
に
掲
載
し
て
い
る
。

作
品
で
描
か
れ
る
戦
争
と
は
三
十
年
戦
争
の
こ
と
で
あ
る
。
舞
台
も
シ
ュ
テ
イ

フ
タ

i
の
故
郷
、
ボ
ヘ
ミ
ア
で
あ
り
、
実
在
の
土
地
や
出
来
事
を
モ
チ
ー
フ
に
し

て
い
る
点
で
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
と
共
通
し
て
い
る
。
辰
雄
の
「
何
処
か
ら
何
処

ま
で
深
い
森
の
中
の
物
語
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
々
や
出
来
事
が
森
の
静
寂
の
な

か
に
溶
け
こ
み
」
と
い
う
言
葉
は
ボ
ヘ
ミ
ア
の
森
を
舞
台
と
し
た
こ
の
作
品
の
雰

囲
気
を
よ
く
言
い
表
わ
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
『
旬
奴
の
森
な
ど
』
で
辰
雄
が
『
深
林
』
の
簡
単
な
あ
ら
す
じ
を
述
べ

て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
内
容
が
雑
誌
「
新
潮
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
、

後
に
単
行
本
に
収
録
さ
れ
た
も
の
と
で
変
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
雑

誌
掲
載
時
と
単
行
本
収
録
時
の
あ
ら
す
じ
を
並
べ
る
。

:
・
:
な
ん
で
も
割
似
剃
制
か
な
ん
か
を
背
景
に
し
た
物
語
で
、
叶
什
刈
の
山

岳
地
方
に
あ
る
大
き
な
森
の
な
か
の
城
で
、
を
り
を
り
遠
く
に
銃
声
な
ど
を

聞
き
な
が
ら
、
女
た
ち
だ
け
で
、
出
征
中
の
夫
や
息
子
の
身
の
上
を
案
じ
な

が
ら
、
気
づ
か
〈
は
〉
し
さ
う
に
暮
ら
し
て
ゐ
る
。
(
傍
線
部
一
筆
者
)

そ
れ
は
な
ん
で
も
刈
列
ゴ
汁
刈
割
判
を
背
景
に
し
た
物
語
で
、
ボ
川
ミ
ア
の

山
岳
地
方
に
あ
る
大
き
な
森
の
な
か
の
城
で
、
と
き
を
り
遠
く
に
銃
聾
な
ど

を
聞
き
な
が
ら
、
剥
刈
け
刻
溺
だ
け
で
、
気
づ
か
は
し
げ
に
暮
ら
し
て
ゐ
る
。

(
傍
線
部
一
筆
者
)

右
が
雑
誌
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
文
章
で
あ
り
、
左
が
単
行
本
『
堀
辰
雄
小
品

集
・
絵
は
が
き
』
に
収
め
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。
ま
ず
、
雑
誌
版
で
は
作
品
の
背

景
と
な
っ
て
い
る
戦
争
が
普
仏
戦
争
か
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
戦
争
に
訂
正
さ
れ
て
い

る
。
普
仏
戦
争
は
一
八
七

O
年
か
ら
七
一
年
、
一
二
十
年
戦
争
は
二
ハ
一
八
年
か
ら

四
八
年
な
の
で
、
こ
こ
を
間
違
え
る
と
時
代
が
大
き
く
異
な
っ
て
し
ま
う
。
加
え

て
、
普
仏
戦
争
は
プ
ロ
イ
セ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
の
戦
争
で
あ
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は

参
戦
し
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
の
息
子
、
ロ
ナ
ル
ド
が
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
軍
の
侵
攻
を
止
め
に
行
く
と
い
う
筋
が
当
て
は
ま
ら
な
い
。
ま
た
、
雑
誌

版
で
は
ド
イ
ツ
の
山
岳
地
方
と
な
っ
て
い
た
の
が
単
行
本
版
で
は
ボ
ヘ
ミ
ア
に
直

さ
れ
、
よ
り
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
雑
誌
版
で
「
女
た
ち
だ
け
」
と
な
っ
て
い
た

記
述
も
、
単
行
本
版
で
は
グ
レ
ゴ

l
ル
を
指
す
と
思
わ
れ
る
「
老
人
」
と
い
う
単

語
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
出
征
中
の
夫
や
息
子
の
身
の
上
を
案
じ
な
が

ら
」
と
い
う
決
定
的
に
誤
っ
た
一
文
が
、
単
行
本
版
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
ク

F
h
J
V
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ラ
リ
ッ
サ
も
ヨ
ハ
ナ
も
生
涯
独
身
だ
っ
た
の
で
、
夫
や
息
子
が
作
中
に
出
て
く
る

こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
雑
誌
版
と
単
行
本
版
を
比
べ
る
と
、
単
行
本
に
収
め
る
に
あ
た
っ

て
あ
ら
す
じ
が
よ
り
正
確
な
も
の
に
加
筆
・
修
正
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
ふ
る

さ
と
び
と
』
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
年
は
一
九
三
五
年
、
『
堀
辰
雄
小
品
集
・
絵
は

が
き
』
の
発
行
は
一
九
四
六
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
章
の
第
四
節
で
触
れ
た

蔵
書
を
こ
の
間
に
読
み
直
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
『
ふ
る
さ
と
び

と
』
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
期
間
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節

『
ふ
る
さ
と
び
と
』

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
一
九
四
三
年
一
月
に
雑
誌
「
新
潮
」
で
発
表
さ
れ
、
こ

の
時
は
「
|
或
素
描
|
」
と
い
う
傍
題
が
つ
い
て
い
た
。
辰
雄
の
愛
し
た
追
分
を

舞
台
と
し
た
こ
の
作
品
の
主
な
登
場
人
物
に
は
、
主
人
公
の
お
え
ふ
、
娘
の
初
枝
、

父
の
草
平
、
母
、
弟
の
五
郎
、
五
郎
の
妻
の
お
し
げ
、
手
伝
い
の
捨
吉
、
学
生
の

松
平
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
検
の
家
』
、
『
菜
穂
子
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
三
村
夫
人
、

菜
穂
子
、
森
も
少
し
登
場
す
る
。
こ
ち
ら
も
あ
ら
す
じ
を
資
料
編
に
掲
載
し
た
。

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
の
舞
台
と
な
る
牡
丹
屋
は
辰
雄
が
懇
意
に
し
て
い
た
追
分

の
油
屋
旅
館
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『
信
濃
追
分
の
今
昔
を
き
く
|
歴
史
と
文
学

|
』
第
七
章
の
「
堀
辰
雄
回
想
ー
ー
ー
堀
多
恵
夫
人
に
き
く
」
で
、
お
え
ふ
さ
ん
の

モ
デ
ル
は
旅
館
の
娘
の
小
川
お
つ
や
で
あ
り
、
五
郎
は
お
つ
や
の
弟
で
追
分
油
屋

旅
館
の
主
人
と
な
っ
た
誠
一
郎
と
い
わ
れ
て
い
る
。
牡
丹
屋
自
体
も
追
分
油
屋
が

モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
第
五
章
「
油
屋
の
こ
と
、
追
分
の
思
い
出
|
|
小
出
か

っ
さ
ん
に
き
く
」
を
読
む
と
実
際
に
本
家
の
軽
井
沢
の
油
屋
と
追
分
の
油
屋
が
あ

り
、
経
済
的
な
問
題
も
起
こ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
前
掲
の
書
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
小
川
家
の
家
系
図
に
は
初
枝
に
あ
た
る
子
供
は
見
当
た
ら
ず
、
ど
れ
も
事

実
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
『
信
濃
追
分
の
今
昔
を
き
く
|
歴
史
と
文
学
|
』
の

聞
き
手
を
務
め
た
後
藤
明
生
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

堀
さ
ん
の
小
説
っ
て
い
う
の
は
、
確
か
に
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
な
ん
か
ね
、

モ
デ
ル
の
よ
う
な
も
の
は
わ
り
あ
い
は
っ
き
り
し
て
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
、

事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
境
目
が
、
実
に
微
妙
な
ん
で
す
ね
。
(
略
)
実
に
微

妙
な
一
線
が
あ
る
。
全
く
の
架
空
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
、
話
し
は
。

大
体
場
所
も
は
っ
き
り
し
て
ま
す
し
ね
、
人
物
そ
の
他
関
係
も
。
現
実
の
一

つ
の
モ
デ
ル
っ
て
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
文
体
で
う
ま
く
手
ご
ろ
に
し

て
い
く
つ
て
い
い
ま
す
か
ね
、
く
ず
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
で
別
な
も
の
を
つ

く
っ
て
い
る
。
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右
で
は
辰
雄
は
モ
デ
ル
と
な
っ
た
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
書
く
の
で
は
な
く
、
文
体

な
ど
で
一
旦
崩
し
、
別
の
も
の
を
構
築
し
直
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り

辰
雄
の
作
品
は
事
実
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
再
構
成
し

て
創
り
出
し
た
別
の
世
界
だ
と
い
え
る
。

雑
誌
掲
載
時
に
傍
題
で
「
よ
坑
素
描
|
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
さ
ら

に
精
巧
な
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
『
織
の
家
・
菜
穂
子
・
ふ
る
さ
と
び

と
・
の
ノ

l
ト
』
で
は
、
辰
雄
が
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
創
作
の
意
図
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
。

「
ふ
る
さ
と
び
と
」
は
、
右
料
ら
の
作
品
と
あ
る
つ
な
が
り
を
も
た
せ
っ
つ
、

一
人
の
田
舎
の
女
性
を
描
こ
う
と
し
て
、
こ
れ
も
長
い
こ
と
考
え
て
い
た
も

の
だ
が
、
つ
い
に
そ
の
剥
捌
州
』
引
制
叫
州

U
州
寸
剖
刻
州
寸
剖
叫



(
傍
線
部
一
筆
者
)

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
長
い
期
間
に
わ
た
り
構
想
を
練
ら
れ
て
い
た
が
、
発
表
さ

れ
た
も
の
は
そ
の
素
描
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
は
一
九
三
六

年
十
一
月
二
十
二
日
に
師
で
あ
る
室
生
犀
星
へ
出
さ
れ
た
手
紙
に
「
追
分
の
や
う

な
村
の
女
を
牧
歌
の
や
う
に
書
い
て
も
見
た
い
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

裏
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
続
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
ま
で
も
ま
だ
、
そ
れ
を
一
幅
の
精
密
な
夕
、
ブ
ロ

l
に
仕
』
げ
た

川
叶
川
外
側
刻
叫
刺
料
引
剖
引
刊
叫
川
剖
叫
(
傍
線
部
一
筆
者
)

辰
雄
に
は
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
を
素
描
で
は
な
く
完
成
品
に
仕
上
げ
る
意
志
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ほ
ど
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
辰
雄
の
創
作
意
欲
を
刺

激
す
る
作
品
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
「
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
と
あ
る
つ
な
が
り
を
も
た

せ
っ
つ
、
一
人
の
田
舎
の
女
性
を
描
こ
う
と
し
て
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
『
檎
の

家
』
・
『
菜
穂
子
』
と
関
連
性
を
持
た
せ
て
い
る
が
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
ご
人

の
田
舎
の
女
を
描
く
」
と
い
う
独
自
の
主
題
を
持
つ
作
品
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
『
菜
穂
子
』
の
補
遺
と
留
め
る
に
は
惜

し
い
作
品
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
舞
台
、
人
物
を
と
も
に
す
る
作
品
な
の
で
関
連
性

に
注
目
す
る
の
は
当
然
だ
が
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
を
主
体
と
し
た
作
品
研
究
の
必

要
性
が
あ
る
。第

三
章

比
較
研
究

第
一
節

比
較
す
る
要
素

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
と
『
深
林
』
を
比
較
す
る
鍵
は
、
や
は
り
『
旬
奴
の
森
な

ど
』
の
こ
の
一
文
に
あ
る
。

さ
う
し
て
私
は
、
大
戦
当
時
の
こ
の
「
旬
奴
の
森
」
を
背
景
に
し
て
、
叶
什

刈
刈
剖
叫
が
絶
え
ず
何
か
に
怯
や
か
さ
れ
な
が
ら
割
引
リ
寸
刻
引
と
こ
ろ
を
、

ー
ー
し
か
し
最
後
ま
で
何
の
出
来
事
ら
し
い
も
の
を
起
ら
せ
ず
に
、
た
だ
さ
う

云
っ
た
不
安
な
雰
囲
気
の
や
う
な
も
の
だ
け
で
、
そ
し
て
そ
の
間
に
お
の
づ

か
ら
一
人
一
人
の
性
格
が
浮
び
出
て
く
る
や
う
な
風
に
、
一
つ
の
小
説
を
書

い
て
見
た
い
と
も
思
っ
て
ゐ
ま
す
。
:
:
:
(
傍
線
部
一
筆
者
)

辰
雄
が
『
深
林
』
か
ら
影
響
を
受
け
書
き
た
い
と
思
っ
た
小
説
は
、
こ
こ
に
集
約

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
文
を
傍
線
の
引
い
た
い
く
つ
か
の
要
素

に
切
り
分
け
、
そ
の
要
素
に
お
い
て
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
と
『
深
林
』
の
二
作
品

を
比
較
に
し
、
ど
の
よ
う
な
受
容
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
ず
、
「
ド
イ
ツ
人
た
ち
」
は
こ
れ
よ
り
前
の
あ
ら
す
じ
を
語
る
文
章
で
「
老
人

と
女
達
」
と
具
体
的
に
指
さ
れ
て
い
る
。
「
老
人
と
女
達
」
は
ク
ラ
リ
ッ
サ
・
ヨ
ハ

ナ
・
グ
レ
ゴ

l
ル
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
「
女
性
」
と
「
男
性
」
の
二

つ
の
要
素
に
分
け
る
。
次
に
「
大
戦
当
時
の
こ
の
『
旬
奴
の
森
』
を
背
景
に
し
て
」

の
部
分
を
舞
台
の
設
定
と
と
る
。
二
つ
の
作
品
の
舞
台
の
設
定
と
し
て
共
通
し
て

い
る
の
は
ど
ち
ら
も
実
在
の
土
地
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
要
素
を
「
風
土
」

と
名
付
け
る
。
そ
し
て
「
暮
ら
し
て
ゐ
る
」
は
つ
ま
り
生
き
て
い
る
こ
と
な
の
で

「
死
生
観
」
と
い
う
要
素
と
す
る
。
ま
た
、
人
が
暮
ら
す
際
に
は
家
が
必
要
に
な

る
が
、
二
作
品
に
共
通
す
る
重
要
な
建
物
と
し
て
「
廃
櫨
」
が
挙
げ
ら
れ
る
た
め
、

円
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こ
れ
も
要
素
に
加
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
次
節
か
ら
は
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
と
『
深
林
』
を
「
女
性
」
、
「
男

性
」
、
「
風
土
」
、
「
死
生
観
」
、
「
廃
櫨
」
の
五
つ
の
要
素
で
も
っ
て
比
較
し
、
『
ふ
る

さ
と
び
と
』
が
『
深
林
』
か
ら
何
を
受
容
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
節

女
性

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
と
『
深
林
』
は
、
ど
ち
ら
も
主
人
公
が
女
性
で
あ
る
。
前

者
は
お
え
ふ
と
い
う
牡
丹
屋
の
娘
、
後
者
は
ク
ラ
リ
ッ
サ
と
ヨ
ハ
ナ
の
姉
妹
で
あ

J

る
。
こ
の
三
人
は
国
籍
や
年
齢
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
美
人
と
い
う
共
通
点
が
あ

る
。
ハ
ン
ナ
は
「
破
格
風
で
小
さ
な
締
麗
な
頭
が
浮
い
て
ゐ
る
」
、
ク
ラ
リ
ッ
サ
も

「
麗
し
く
も
才
長
け
た
そ
の
顔
」
と
、
初
め
て
登
場
し
た
場
面
で
そ
の
美
し
さ
を

形
容
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の
お
え
ふ
「
年
よ
り
も
ず
っ
と
若
く
見
せ
て
ゐ
る
お
え

ふ
の
美
貌
は
、
学
生
た
ち
の
聞
に
、
何
か
と
噂
の
種
を
播
い
て
ゐ
た
。
」
、
「
不
思
議

に
い
つ
ま
で
も
若
く
美
し
か
っ
た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
に
は
容
貌
の
美
し
い
女
性
が
も
う
一
人
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、
お
え
ふ
の
娘
の
初
枝
で
あ
る
。
初
枝
の
容
姿
に
つ
い
て
は
「
大
き
い
眼
」

を
も
っ
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
世
界
観
の
つ
な
が
っ
た
作
品
で
あ
る
『
菜
穂

子
』
を
開
い
て
み
れ
ば
、
「
初
枝
は
、
母
親
似
の
、
細
面
の
美
し
い
顔
立
を
し
」
と

そ
の
器
量
の
良
さ
が
さ
ら
に
判
然
と
す
る
。

こ
の
二
組
の
女
性
た
ち
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
共
通
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
深
林
』

で
は
ク
ラ
リ
ツ
サ
が
ロ
ナ
ル
ド
と
再
会
し
、
思
い
が
通
じ
合
う
と
、
ヨ
ハ
ナ
亡
き

母
に
変
わ
っ
て
慕
っ
て
い
た
姉
に
溝
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
恋
が
寄
り
添
っ
て

生
き
て
き
た
二
人
に
隙
聞
を
つ
く
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
で

は
、
二
章
で
お
え
ふ
の
許
に
東
京
か
ら
手
紙
が
届
く
。
こ
の
手
紙
の
主
に
つ
い
て

作
中
で
詳
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
『
菜
穂
子
』
で
の
描
写
を
加
味

し
て
考
察
す
る
と
、
手
紙
の
主
は
お
え
ふ
と
噂
と
な
っ
た
男
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

お
え
ふ
が
初
枝
以
外
の
こ
と
、
恐
ら
く
噂
と
な
っ
た
男
か
ら
の
手
紙
に
気
を
と
ら

れ
て
い
た
一
方
で
、
初
枝
は
一
人
で
苦
し
ん
で
い
た
。
こ
こ
に
二
人
の
気
持
ち
の

相
違
が
見
ら
れ
る
。

次
に
、
ど
ち
ら
の
女
性
に
も
悲
劇
的
な
運
命
が
ふ
り
か
か
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
も
同
様
で
あ
る
。
『
深
林
』
で
は
父
や
兄
、
恋
人
が
亡
く
な
っ
た
上
、
住
ん
で
い

た
城
も
廃
嘘
と
化
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
で
も
初
枝
の
怪
我

や
、
父
の
死
に
端
を
欲
し
た
相
続
問
題
、
弟
の
病
気
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
「
絶

え
ず
何
か
に
怯
や
か
さ
れ
な
が
ら
」
と
い
え
る
ほ
ど
災
難
に
次
々
と
遭
っ
て
い
る

上
、
ど
れ
も
「
最
後
ま
で
何
の
出
来
事
ら
し
い
も
の
を
起
ら
せ
ず
」
と
い
う
よ
う

に
問
題
が
解
決
す
る
こ
と
も
決
裂
す
る
と
こ
ろ
は
、
『
深
林
』
の
影
響
に
違
い
な
い
。

最
後
に
、
二
組
と
も
共
に
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
父
、

兄
、
そ
し
て
愛
す
る
人
を
失
っ
た
ク
ラ
リ
ッ
サ
が
「
ヨ
ハ
ナ
、
私
の
愛
す
る
の
は

あ
な
た
ば
か
り
よ
、
も
う
あ
な
た
ば
か
り
よ
。
:
・
だ
か
ら
あ
な
た
も
私
を
愛
し
て

ね
。
」
と
訴
え
る
と
、
ヨ
ハ
ナ
も
そ
れ
に
答
え
、
お
互
い
独
身
の
ま
ま
廃
壇
と
な
っ

た
城
で
残
り
の
人
生
を
歩
ん
だ
。
お
え
ふ
も
ク
ラ
リ
ッ
サ
の
よ
う
に
、
初
枝
の
た

め
に
生
き
る
決
心
を
す
る
。
「
お
え
ふ
は
も
う
す
べ
て
を
詮
め
た
。
初
枝
の
た
め
に
、

自
分
の
す
べ
て
を
棄
て
よ
う
と
し
た
。
」
と
い
う
一
文
に
そ
の
決
意
が
表
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
女
性
」
と
い
う
要
素
で
は
、
美
し
い
女
性
と
い
う
点
や
お
互
い

へ
の
思
い
に
差
異
が
生
じ
る
点
、
い
く
つ
も
の
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
点
、
そ
れ
で

も
二
人
で
生
き
て
い
く
決
心
を
す
る
と
い
う
点
が
影
響
さ
れ
て
い
る
。
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三
節

男
性



『
深
林
』
に
登
場
す
る
男
性
で
は
、
グ
レ
ゴ
!
ル
や
ヴ
イ
ツ
テ
イ
ン
グ
ハ
ウ
ゼ

ン
男
爵
と
い
っ
た
老
年
の
男
性
の
活
躍
が
目
立
つ
。
グ
レ
ゴ

l
ル
は
優
れ
た
猟
人

で
あ
り
、
ク
ラ
リ
ッ
サ
と
ヨ
ハ
ナ
を
守
る
と
い
う
役
目
を
果
た
す
。
男
爵
は
二
人

の
娘
が
危
険
に
巻
き
込
ま
れ
ぬ
よ
う
秘
密
裏
に
森
の
奥
に
家
を
建
て
、
グ
レ
ゴ
ー

ル
に
娘
達
を
託
す
な
ど
、
的
確
な
処
置
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
老
年
の

男
性
は
頼
り
が
い
の
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
姉
妹
や
家
を
守
る
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。

こ
の
役
割
を
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
で
は
お
え
ふ
の
父
・
草
平
が
担
っ
て
い
る
と

捉
え
ら
れ
る
。
草
平
が
責
任
感
の
強
い
、
仕
事
も
で
き
る
男
性
だ
と
い
う
こ
と
は

次
の
描
か
れ
方
か
ら
わ
か
る
。

牡
丹
屋
の
主
人
が
ま
だ
稚
い
子
白
期
し
て
亡
く
な
る
と
、
後
見
に
桐
劃
判
て
、

珂
矧
凶
刻
伺
劇
叫
倒
村
剖
引
は
吋
寸
寸
制
対
引
制
剖
樹
剖
列
剖
到
州
引
v

」と

に
な
っ
た
。
(
略
)
珂
寸
寸
刻
引
刷
用
劇
刻
刻
引
制
引
引
叫
倒
川
村
引
州
叫
剖

州
剖
寸
刻
引
け
剖
寸
同
制
川
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
剖
剣
例
斗
梢
で
、
隣
村
の

原
野
の
ま
ん
な
か
に
出
来
た
停
車
場
の
前
へ
、
率
先
し
て
、
牡
丹
屋
の
裏
に

あ
っ
た
厩
舎
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
移
し
た
。
(
略
)
そ
れ
が
見
事
に
当
あ
た

っ
て
、
制
剤
国
叫
倒
刈
吋
卦
叫
材
間
引
出
リ
刻
。
(
傍
線
部
一
筆
者
)

倒
れ
そ
う
だ
つ
た
家
の
後
見
人
に
な
り
、
独
断
で
再
起
を
か
け
た
結
果
倒
れ
る
ど

こ
ろ
か
経
営
を
立
て
直
す
と
い
う
、
責
任
感
や
決
断
力
、
商
才
を
感
じ
さ
せ
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
父
の
役
割
は
、
同
時
に
次
世
代
に
伝
承
す
る
役
割
で
も
あ
る
よ
う

だ
。
グ
レ
ゴ

l
ル
は
森
の
伝
説
や
知
恵
を
ク
ラ
リ
ッ
サ
と
ヨ
ハ
ナ
に
伝
え
た
。
草

平
も
、
「
た
ま
に
は
こ
の
古
駅
を
見
に
く
る
山
好
き
の
旅
人
な
ど
が
あ
る
と
、
そ
の

客
を
相
手
に
、
若
い
こ
ろ
か
ら
の
此
の
村
の
変
り
や
う
を
さ
ま
ざ
ま
に
思
ひ
出
し
、

夜
の
ふ
け
る
の
も
知
ら
ぬ
や
う
に
語
り
き
か
せ
て
ゐ
た
。
」
と
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
男
性
」
と
い
う
要
素
に
お
い
て
は
「
女
性
」
や
家
を
守
る
役
割

と
、
次
世
代
に
伝
承
す
る
役
割
が
受
容
さ
れ
て
い
る
。

第
四
節

風
土

辰
雄
が
『
二
三
の
追
憶
』
で
「
何
処
か
ら
何
処
ま
で
深
い
森
の
中
の
物
語
で
あ

り
、
す
べ
て
の
人
々
や
出
来
事
が
森
の
静
寂
の
な
か
に
溶
け
こ
」
ん
で
い
る
と
評

す
よ
う
に
、
『
深
林
』
は
森
に
始
ま
り
森
に
終
わ
る
物
語
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
『
深

林
』
の
初
め
の
段
落
を
抜
粋
す
る
。

小
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
北
境
一
二

O
哩
に
も
渡
っ
て
森
林
が
そ
の
薄
色
の
帯

を
西
へ
と
曳
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
タ
イ
ア
川
の
水
源
地
に
起
っ
て
ボ
ヘ
ミ
ア

の
国
土
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
パ
ヴ
ア
リ
ア
に
境
を
接
す
る
あ
の
境
界
結
節
点

に
ま
で
及
ぶ
。
昔
こ
の
地
点
に
、
砿
物
結
晶
結
成
の
際
の
針
状
体
様
に
、
巨

大
な
尾
根
又
尾
根
の
一
群
が
衝
突
し
て
屈
強
な
山
嶺
を
盛
り
上
げ
た
。
こ
の

山
巌
は
三
つ
の
国
土
か
ら
遥
か
の
彼
方
に
そ
の
水
色
の
森
を
の
ぞ
か
せ
、
波

打
つ
正
陵
地
と
水
量
豊
か
な
渓
流
と
を
四
方
に
送
り
出
す
。
巌
は
こ
の
種
の

山
形
に
よ
く
見
る
様
に
山
脈
の
走
路
を
阻
み
、
か
う
し
て
山
脈
は
こ
こ
か
ら

北
に
折
れ
て
数
日
の
行
程
に
渡
っ
て
連
っ
て
ゐ
る
。
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『
深
林
』
の
冒
頭
は
こ
の
よ
う
に
延
々
と
周
囲
の
自
然
の
説
明
が
続
い
て
い
く
。

そ
し
て
物
語
の
最
後
の
二
段
落
を
抜
き
出
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
や
は
り
森
の
様

子
を
描
写
し
て
い
る
。



西
の
方
を
無
限
の
森
林
が
拡
が
っ
て
黙
り
こ
く
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
ま
し
い

自
然
の
ま
ま
な
こ
と
は
、
昔
と
変
り
な
い
。
グ
レ
ゴ
!
ル
は
森
の
家
に
火
を

つ
け
、
そ
の
跡
に
森
の
種
子
を
撒
い
た
の
で
あ
っ
た
。
森
の
草
地
に
聾
え
て

ゐ
た
楓
、
山
手
棒
、
蝦
夷
松
そ
の
他
の
類
は
無
数
の
子
孫
を
持
ち
、
あ
の
場

所
一
杯
に
繁
っ
た
、
そ
し
て
あ
た
り
は
再
び
深
い
処
女
林
と
な
っ
た
曾
て
の

様
に
、
そ
し
て
又
今
も
そ
の
ま
ま
に
残
っ
て
ゐ
る
様
に
。

一
人
の
老
翁
が
影
の
様
に
尚
ほ
し
ば
し
ば
森
を
渡
る
姿
が
見
か
け
ら
れ
た
、

然
し
い
つ
の
頃
ま
で
は
居
た
か
、
い
つ
の
頃
か
ら
居
な
く
な
っ
た
か
誰
も
そ

の
時
を
知
ら
な
い
。

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
の
書
き
出
し
も
、
周
囲
の
景
色
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
お
え
ふ
が
ま
だ
二
十
か
そ
こ
い
ら
で
、
も
う
夫
と
離
別

し
、
幼
児
を
ひ
と
り
か
か
へ
て
、
生
み
の
親
た
ち
と
一
し
ょ
に
住
む
こ
と
に

な
っ
た
分
去
れ
の
村
は
、
そ
の
頃
、
み
る
か
げ
も
な
い
寒
村
に
な
っ
て
ゐ
た
。

こ
の
後
は
さ
び
れ
た
追
分
に
つ
い
て
の
文
章
が
続
き
、
「
か
す
か
に
煙
を
立
て
て
ゐ

る
火
の
山
」
も
登
場
す
る
。
こ
の
火
の
山
は
、
作
品
の
最
後
の
文
章
に
繋
が
っ
て

い
る
。
左
記
は
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
の
最
後
の
段
落
で
あ
る
。

松
平
も
そ
れ
き
り
黙
っ
て
、
も
う
す
っ
か
り
秋
め
い
て
近
か
ぢ
か
と
見
え
る

火
の
山
の
火
口
の
あ
た
り
に
小
さ
な
雲
が
た
え
ず
移
っ
て
ゐ
る
の
を
見
や
つ

い
ゐ
た
。
小
さ
な
雲
が
ひ
と
つ
づ
っ
立
ち
去
る
と
、
そ
の
あ
と
に
火
の
山
の

煙
ら
し
い
も
の
が
一
す
ぢ
、
か
す
か
に
立
ち
の
ぼ
っ
て
ゐ
た
。

(
傍
線
部
一
筆
者
)

辰
雄
は
い
つ
も
舞
台
の
説
明
を
作
品
の
導
入
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え

ば
『
菜
穂
子
』
の
冒
頭
は
「
『
や
っ
ぱ
り
菜
穂
子
さ
ん
だ
。
』
思
は
ず
都
築
明
は
立

ち
止
り
な
が
ら
、
ふ
り
返
っ
た
。
」
で
始
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
ふ
る
さ

と
び
と
』
の
構
成
も
『
深
林
』
か
ら
の
受
容
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ど
ち
ら
の
作
品
も
森
か
ら
森
、
山
か
ら
山
で
作
品
を
締
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
作

品
の
雰
囲
気
を
そ
の
中
に
閉
じ
込
め
、
「
す
べ
て
の
人
々
や
出
来
事
」
を
山
あ
る
い

は
「
森
の
静
寂
の
な
か
に
溶
け
こ
」
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
二
作
品
は
舞
台
を
自
然
の
描
写
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
地
に
伝
わ

る
伝
承
も
記
す
こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。
『
深
林
』
で
は
、
グ
レ
ゴ

l
ル
が
森
で
感

じ
た
不
思
議
な
体
験
、
湖
に
ま
つ
わ
る
伝
説
、
祖
母
か
ら
聞
い
た
話
な
ど
、
森
に

ま
つ
わ
る
伝
承
が
語
ら
れ
て
い
く
。
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
で
は
、
遊
女
の
伝
承
が
語

ら
れ
て
い
る
。

ハUF
O
 

昔
、
こ
の
村
に
古
い
狐
が
住
ん
で
ゐ
て
、
そ
れ
が
人
知
れ
ず
毎
晩
の
や
う
に

数
年
ま
へ
武
家
に
殺
害
せ
ら
れ
た
或
遊
女
の
墓
の
ほ
と
り
を
さ
ま
よ
ひ
、
と

き
ど
き
そ
っ
と
そ
れ
に
近
。
つ
い
て
は
そ
れ
を
祇
め
て
や
っ
て
ゐ
た
。
村
び
と

が
や
っ
と
そ
の
事
を
知
っ
て
、
其
処
へ
い
っ
て
み
る
と
、
そ
の
墓
に
も
ひ
と

り
で
に
深
い
傷
が
で
き
て
ゐ
た
の
だ
っ
た
・
:

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
執
筆
中
と
思
わ
れ
る
一
九
四
二
年
十
月
二
日
に
辰
雄
が
軽
井

沢
か
ら
書
い
た
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

午
後
は
ず
っ
と
小
説
の
女
主
人
公
の
こ
と
よ
り
、
小
説
の
背
景
に
な
る
古
い

村
の
こ
と
を
考
へ
て
す
ご
し
た
、
そ
こ
の
組
刻
叫
劃
や
、
馬
頭
観
音
や
、
養



蚕
の
家
や
、
測
や
、
兎
や
何
か
の
こ
と
な
ど
。
か
う
い
ふ
こ
と
を
考
へ
出
す

と
、
叶
叶
叫
刻
出
川
叫
別
封
制
の
や
う
な
も
の
が
す
ぐ
に
書
け
さ
う
な
気
が
し

て

く

る

(

傍

線

部

一

筆

者

)

「
こ
の
あ
た
り
の
風
土
記
が
す
ぐ
に
書
け
そ
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
散

策
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
辰
雄
が
軽
井
沢
周
辺
を
よ
く
取
材
し
た
と
分
か

る
も
の
が
書
簡
以
外
に
も
あ
る
。
そ
れ
が
『
軽
井
沢
ノ
オ
ト
』
で
あ
る
。
ノ
ー
ト

に
は
植
物
か
ら
油
屋
の
相
続
問
題
ま
で
詳
し
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
辰
雄
が
い

か
に
軽
井
沢
の
、
追
分
の
風
土
に
魅
か
れ
て
い
た
か
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

「
風
土
」
の
要
素
か
ら
は
、
作
品
の
雰
囲
気
を
閉
じ
込
め
る
構
成
と
、
自
然
描

写
だ
け
で
な
い
舞
台
の
表
現
を
受
容
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

第
五
節

死
生
観

死
に
よ
っ
て
悲
劇
的
な
で
き
ご
と
が
起
こ
る
、
あ
る
い
は
悲
劇
的
な
死
が
訪
れ

る
た
め
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
も
『
深
林
』
も
死
と
は
切
り
離
せ
な
い
物
語
で
あ
る
。

『
深
林
』
の
第
七
章
で
は
、
。
父
の
男
爵
や
兄
の
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
、
ク
ラ
リ
ッ
サ

の
恋
人
ロ
ナ
ル
ド
の
悲
劇
的
な
死
の
顛
末
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
面
で
は
、

「
殆
ど
聞
き
と
れ
ぬ
位
の
声
が
死
の
様
に
静
か
な
暗
い
室
内
に
綿
々
と
流
れ
た
」
、

「
丁
度
尉
制
刻
引
動
物
の
最
後
の
血
汐
の
一
滴
の
様
に
。
」
「
彼
女
自
身
も
刑
制
樹

の
悲
し
み
に
落
さ
れ
て
ゐ
た
が
」
(
傍
線
部
一
筆
者
)
と
姉
妹
の
悲
し
み
に
死
と
い

う
表
現
が
多
用
さ
れ
る
。
と
は
い
え
こ
の
表
現
は
姉
妹
の
死
を
本
当
に
暗
示
す
る

も
の
で
は
な
い
。
二
人
は
そ
の
後
も
「
永
ら
く
此
処
に
住
ん
だ
」
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
、
余
生
を
穏
や
か
に
暮
ら
し
た
と
は
言
え
な
い
。
「
終
る
ど
こ
ろ
か
戦
は
幾

年
と
な
く
続
け
ら
れ
」
た
の
で
、
姉
妹
は
「
絶
え
ず
何
か
に
怯
や
か
さ
れ
な
が
ら

暮
ら
し
て
」
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
ク
ラ
リ
ッ
サ
は
一
生
ロ
ナ
ル
ド
へ
の
愛

を
胸
に
秘
め
「
非
常
に
長
命
を
保
っ
た
」
と
あ
る
。

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
で
も
お
え
ふ
が
「
ど
う
せ
生
き
ら
れ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
し

た
身
体
に
な
れ
な
い
位
な
ら
、
い
っ
そ
此
の
娘
で
も
死
ん
で
く
れ
た
ら
:
:
:
」
、
「
一

そ
の
こ
と
、
そ
の
前
に
こ
の
牡
丹
屋
、
が
ひ
と
り
で
に
さ
う
や
っ
て
崩
壊
し
て
自
分

た
ち
も
一
し
ょ
に
死
な
れ
た
ら
い
い
」
と
死
を
想
う
場
面
が
あ
る
。
五
郎
の
病
気

の
お
か
げ
で
小
康
を
得
て
い
る
本
家
と
の
問
題
が
再
燃
す
れ
ば
「
自
分
た
ち
を
却

か
」
さ
れ
る
不
安
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
お
え
ふ
は
そ
の
後
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
お
え
ふ
は
そ
の
後
も
「
何
か
に
怯
や
か
さ
れ
な
が
ら
暮
ら
し
」
た
と
考

え
る
。
第
四
節
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
物
語
の
冒
頭
と
結

び
で
「
か
す
か
に
煙
を
立
て
て
ゐ
る
火
の
山
」
が
登
場
す
る
。
『
堀
辰
雄
事
典
』
の

山
の
項
で
は
、
田
上
純
子
が
山
は
死
を
意
識
し
つ
つ
生
き
る
場
所
で
あ
り
、
『
恢
復

期
』
か
ら
『
風
立
ち
ぬ
』
や
『
菜
穂
子
』
ま
で
山
の
認
識
は
繋
が
っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
作
中
の
時
聞
が
経
過
し
て
も
「
火
の
山
」
が
煙
を
立
て
て
い
る
様
子

は
、
お
え
ふ
が
こ
れ
か
ら
も
死
を
想
い
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
と
捉
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
「
死
生
観
」
か
ら
は
死
を
見
つ
め
な
が
ら
生
き
る
こ
と
を
改
め
て
を
認

識
さ
せ
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

1
1ム

戸』

d

第
六
節

廃
壇

ク
ラ
リ
ッ
サ
と
ヨ
ハ
ナ
が
森
の
家
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
居
城
の
様
子
は
変
貌

し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
屋
根
や
部
屋
を
整
え
直
し
た
が
、
「
城
の
外
観
は
相

変
ら
ず
廃
嘘
で
あ
っ
た
。
幾
年
か
来
て
幾
年
か
去
っ
た
。
城
は
い
つ
も
廃
櫨
の
様

に
見
え
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
見
た
目
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
二

O
O年



後
の
城
の
様
子
が
序
盤
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。

崩
判
制
御
ち
た
騎
士
の
居
城
で
あ
る
。
(
略
)
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
グ
の
窓
々
は
こ
の

廃
櫨
を
西
南
に
見
る
。
(
略
)
城
は
太
古
の
騎
士
の
居
城
で
そ
の
昔
住
ん
だ
騎

士
の
残
忍
故
今
魔
法
に
か
け
ら
れ
て
劇
刷
雨
と
同
淵
に
曝
さ
れ
な
が
ら
も
幾

千
年
に
互
っ
て
崩
れ
落
ち
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
と
言
ひ
伝
え
て
ゐ
る
。

(
傍
線
部
一
筆
者
)

幾
千
年
と
建
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
が
、
城
の
荒
廃
を
物
語
っ
て
い
る
。
谷

口
泰
は
「
『
喬
木
林
』
覚
え
書
」
に
お
い
て
主
人
が
い
な
く
な
っ
て
も
な
お
饗
え
建

つ
「
廃
嘘
の
悲
劇
的
な
美
は
運
命
に
対
す
る
受
け
身
の
美
」
だ
と
し
た
。
一
方
、

『
ふ
る
さ
と
び
と
』
の
舞
台
、
追
分
の
風
景
は
『
深
林
』
の
廃
嘘
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
。

浅
間
根
腰
の
宿
場
の
一
つ
と
し
て
の
、
瓦
解
前
の
繁
栄
に
ひ
き
か
へ
、
今
は

洲
剖
剖
引
リ
叫
劇
矧
の
中
に
、
い
か
に
も
宿
場
ら
し
い
造
り
の
、
大
き
な
二

階
建
の
家
が
漸
く
三
十
戸
ほ
ど
散
在
し
て
ゐ
る
き
り
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
の

な
か
に
は
半
ば
劇
周
に
な
り
な
が
ら
、
ま
だ
人
の
棲
ん
で
ゐ
る
の
が
あ
っ
た

り
、
さ
す
が
に
も
う
人
洲
樹
剖
明
に
な
り
、
や
ぶ
れ
た
床
の
下
を
水
だ
け
が

も
と
の
偉
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
立
て
て
流
れ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
も
混
じ
っ
て

ゐ

た

。

(

傍

線

部

一

筆

者

)

『
信
濃
追
分
の
今
昔
を
き
く

l
歴
史
と
文
学
|
』
で
、
辰
雄
の
妻
・
多
恵
は
次
の

よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

昭
和
八
年
に
来
た
時
は
、
ほ
ん
の
十
日
ぐ
ら
い
で
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
か
ら

そ
の
次
に
来
て
だ
ん
だ
ん
追
分
の
“
自
然
ぺ
風
景
に
心
を
ひ
か
れ
、
街
道
筋

の
た
た
ず
ま
い
、
劇
周
叫
劃
刈
剖
剖
外
川
引
叫
例
吋
淵
制
同
劇
剖
引
制
対
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
あ
と
い
う
気
は
い
た
し
ま
す
。
(
傍
線
部
一
筆
者
)

よ
っ
て
、
辰
雄
は
『
深
林
』
の
廃
嘘
の
「
運
命
に
対
す
る
受
け
身
の
美
」
に
も
魅

せ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

お
え
ふ
が
お
き
ぬ
と
い
う
名
前
で
登
場
し
て
い
る
『
菜
穂
子
』
創
作
ノ
オ
ト
で
、

辰
雄
は
『
菜
穂
子
』
創
作
の
契
機
と
な
っ
た
モ

l
リ
ヤ
ッ
ク
の
『
テ
レ

l
ズ
・
デ

ス
ケ
ル

l
』
の
続
編
の
序
文
か
ら
一
節
引
用
し
、
「
彼
等
を
お
し
つ
ぶ
さ
う
と
す
る

提
に
対
し
て
彼
等
が
否
と
い
は
な
い
力
で
あ
る
。
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ

に
関
し
て
『
堀
辰
雄
事
典
』
の
モ

l
リ
ヤ
ツ
ク
の
項
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

円
ノ
臼

F
同
U

正
確
な
訳
は
「
彼
ら
が
否
と
い
う
力
」
で
あ
る
。
(
略
)
堀
辰
雄
の
作
品
の
女

主
人
公
た
ち
は
何
れ
も
従
順
で
否
と
い
わ
な
い
。
堀
は
モ

l
リ
ヤ
ッ
ク
か
ら

作
中
人
物
の
生
き
方
ま
で
は
学
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

辰
雄
の
志
向
す
る
「
否
と
い
は
な
い
力
」
、
つ
ま
り
「
運
命
に
対
す
る
受
け
身
の
美
」

は
廃
嘘
に
よ
っ
て
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

終
章

本
論
文
で
は
、
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
の
作
品
研
究
と
辰
雄
に
お
け
る
シ
ュ
テ
イ
フ

タ
l
受
容
を
研
究
目
的
と
し
、
そ
れ
ら
を
調
べ
る
た
め
シ
ュ
テ
イ
フ
タ
l
の
『
ロ
2
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o
F
4
2
5』
と
辰
雄
の
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
の
比
較
研
究
を
行
っ
た
。

第
一
章
で
は
辰
雄
と
シ
ュ
テ
イ
フ
タ

l
の
接
点
が
教
科
書
、
雑
誌
、
蔵
書
に
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
第
二
章
で
は
辰
雄
の
『
旬
奴
の
森
な
ど
』
を
雑
誌
掲
載
版

と
単
行
本
収
録
版
で
比
べ
、
『
深
林
』
に
対
す
る
認
識
が
単
行
本
収
録
時
に
は
深
く

な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
第
三
章
で
は
作
品
の
比
較
を
「
女
性
」
、
「
男
性
」
、

「
風
土
」
、
「
死
生
観
」
、
「
廃
嘘
」
の
各
要
素
に
分
け
て
行
い
、
「
女
性
」
と
い
う
要

素
で
は
、
美
し
い
女
性
と
い
う
点
や
お
互
い
へ
の
思
い
に
差
異
が
生
じ
る
点
、
悲

劇
に
も
見
舞
わ
れ
る
点
、
そ
し
て
二
人
で
生
き
て
い
く
決
心
を
す
る
と
い
う
点
を
、

「
男
性
」
と
い
う
要
素
に
お
い
て
は
「
女
性
」
や
家
を
守
る
役
割
と
次
世
代
に
伝

承
す
る
役
割
を
、
「
風
土
」
の
要
素
か
ら
は
作
品
の
雰
囲
気
を
閉
じ
込
め
る
構
成
と
、

自
然
描
写
だ
け
で
な
い
舞
台
の
表
現
を
、
「
死
生
観
」
か
ら
は
死
を
見
つ
め
な
が
ら

生
き
る
こ
と
を
、
「
廃
嘘
」
か
ら
は
「
運
命
に
対
す
る
受
け
身
の
美
」
を
受
容
し
た

と
結
論
付
け
た
h

第
二
章
に
お
い
て
、
辰
雄
の
モ
デ
ル
の
あ
る
小
説
の
創
作
の
仕
方
を
考
察
す
る

に
あ
た
り
次
の
言
葉
を
引
用
し
た
。

堀
さ
ん
の
小
説
っ
て
い
う
の
は
、
確
か
に
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
な
ん
か

ね
、
モ
デ
ル
の
よ
う
な
も
の
は
わ
り
あ
い
は
っ
き
り
し
て
る
ん
で
す
ね
。

た
だ
、
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
境
目
が
、
実
に
微
妙
な
ん
で
す
ね
。
(
略
)

実
に
微
妙
な
一
線
が
あ
る
。
全
く
の
架
空
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
、

話
し
は
。
大
体
場
所
も
は
っ
き
り
し
て
ま
す
し
ね
、
人
物
そ
の
他
関
係
も
。

現
実
の
一
つ
の
モ
デ
ル
っ
て
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
文
体
で
う
ま
く

手
ご
ろ
に
し
て
い
く
つ
て
い
い
ま
す
か
ね
、
く
ず
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
で

別
な
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
。

こ
の
言
葉
は
、
『
深
林
』
の
受
容
に
つ
い
て
も
当
て
は
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
辰
雄
は
自
身
で
も
筋
よ
り
も
雰
囲
気
の
方
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
雰
閤
気
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
や
人
を
と
り
ま
く
気
分
の

こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
『
深
林
』
か
ら
各
要
素
を
受
容
し
、

そ
の
要
素
で
追
分
を
包
む
こ
と
に
よ
っ
て
雰
囲
気
を
再
構
築
し
た
作
品
だ
と
結
論

づ
け
る
。
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〈資料編〉

『深森』あらすじ

章 章題 あらすじ

1 森の城 スウェーデ、ン軍の侵攻が迫り、男爵は娘のクラリッサとヨハナをヴィッティングハ

ウゼン城から安全なボへミアの森に避難させることにする。

2 森の移動 猟人グレゴールに導かれ、森の奥深くに分け入ってし、く。一行は湖のほとりに建つ

木造の家に到着する。

3 森の家 男爵たちは城を守るため引き返していった。森の中での暮らしが始まり、 2人はグ

レゴールに見守られ、時には望遠鏡で城の様子を眺め静かに暮らす。

4 森の湖 穏やかなを送っていたある日、禿鷹が撃ち落とされた。グレゴールは 2人に心配は

ないと言ったが、やはり不安な気持ちになり、お互いを慰めあう。

5 森の草地 禿鷹を撃ち落としたのはスウェーデンの王子、ロナルドだ、った。実は彼とクラリッ

サは恋仲であり、彼女を探してやってきたのだ、った。彼はプロポーズを果たすと、

ヴィッテイングハウゼン城を救わんと戦場へ旅立つ。

6 森の巌 ロナルドは帰らない。望遠鏡で城を見ると、そこにあったのは廃境だった。父から

の連絡を待つが、一向に便りは来なかった。

7 森の廃境 2人は廃塩と化した城に帰り、騎士のブルーノーから戦場で起こった悲劇を聞く。

姉妹は生涯を未婚で通して亡くなり、あとに残ったのは廃櫨と森だった。

『ふるさとびと』あらすじ

章 章題 あらすじ

1 

¥ 
牡丹屋の娘・おえふは蔦ホテルの長男に嫁ぐが、娘の初枝を産みに生家へ帰ったまま戻ら

ず、離縁する。おえふは身なり構わず働くが、その美貌が宿泊客の間で評判になる。三村

母娘と連れ立った男からは、山国にこんな女もいるのかと鋭い眼差しを向けられた。

2 初枝が転倒した際に脊椎を損傷し、以後再起できなくなる。おえふはそれでも変わりなか

ったが、東京から手紙が届くようになると娘の身を思い悩むようになる。しかし、初枝の

具合が悪くなったのを契機におえふはすべてを諦め、娘と家を守って生きる決心をする。

3 父の死により、牡丹屋の相続問題が起こる。そんな中弟・ 5郎は結婚するが、悪性のリウ

マチを患い立てなくなる。ただ、この病気のおかげで本家との紛糾もそのままになる。夏

が去り宿泊客がいなくなると、おえふは取り残されたようなさびしさを感じる。

4 

ヘ
飯炊きの甥の捨吉が牡丹屋に働きに来るが、生まれつきの肢だった。彼が宿泊客による牡

丹屋最後の日の予想を聞きつけ、おえふと初枝は牡丹屋の将来に不安を感じる。その年最

後まで滞在した客も 9月末に去った。山からはかすかに煙が立ちのぼっていた。
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