
旅
の
ス
ケ
ッ
チ

型
絵
染
版
画
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
実
っ
た「
テ
ン
ノ
ー
ワ
イ
ン
」の
話

ささ
かか
もも
とと

（（

）

ふふ

ささ

型型
絵絵
染染
版版
画画
家家
、、
エエ
デデ
ィィ
タタ
ーー

イイ
ララ
スス
トト
レレ
ーー
タタ
ーー

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
東
部
ア
イ
ゼ
ン
シ
ュ

タ
ッ
ト
で
代
々
ワ
イ
ナ
リ
ー
を
営
む
ル
ド

ル
フ
・
カ
イ
ザ
ー
さ
ん
と
息
子
の
ク
ル
ト

さ
ん
、
ル
ド
ル
フ
の
父
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン

さ
ん
は
、
一
九
三
八
年
に
母
国
の
キ
リ
ス

ト
教
団
か
ら
岐
阜
県
多
治
見
市
の
多
治
見

修
道
院
に
派
遣
さ
れ
た
。
多
治
見
修
道
院

で
ブ
ド
ウ
栽
培
を
任
さ
れ
て
、
ミ
サ
用
の

ワ
イ
ン
を
作
っ
て
い
た
。

来
日
後
、
ブ
ド
ウ
栽
培
は
軌
道
に
乗
り
、

良
質
の
ワ
イ
ン
が
作
ら
れ
た
。

太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、
ワ
イ
ン
の
輸

入
は
困
難
に
な
り
、
多
治
見
修
道
院
の
ワ

イ
ン
は
全
国
の
修
道
院
に
送
ら
れ
た
。
当

時
宮
内
省
か
ら
も
大
量
の
注
文
を
受
け
た
。

天
皇
誕
生
日
の
祝
日
に
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ

リ
ア
等
の
同
盟
国
の
外
交
官
ら
に
も
提
供

さ
れ
た
。
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
氏
は
二
十
五
年

い
た
日
本
を
後
に
し
て
、
母
国
に
帰
っ
た
。

日
本
か
ら
持
ち
帰
っ
た
ブ
ド
ウ
も
八
十
年

代
迄
、
栽
培
を
し
て
い
た
。
シ
ュ
テ
フ
ァ

ン
さ
ん
の
死
後
、
父
の
思
い
出
と
し
て
、

そ
の
年
に
と
れ
た
一
番
い
い
ワ
イ
ン
に
、

「
テ
ン
ノ
ー
ワ
イ
ン
」
と
命
名
さ
れ
る
。

一
家
の
姓
、
カ
イ
ザ
ー
も
「
皇
帝
」
天
皇

を
意
味
し
、
こ
れ
も
何
か
の
縁
と
ル
ド
ル

フ
さ
ん
は
い
う
。
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尺
八
物
語

永
岡

慶
之
助

（
作

家
）

私
は
最
初
、
相
手
の
話
す
言
葉
の
意
味
が
、

よ
く
飲
み
込
め
な
か
っ
た
が
、
事
情
が
分
か

る
と
同
時
に
、「
え
っ
、
本
当
で
す
か
�
」
と

い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。

年
に
二
回
ほ
ど
、
県
都
前
橋
の
料
亭
「
Ｙ
」

で
催
さ
れ
る
「
銘
酒
を
呑
む
会
」
に
顔
を
出

し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
料
亭
の
女
将
が
二
ヶ
月

ほ
ど
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
故
、
わ
が
会
で
も

追
悼
を
表
し
た
い
と
の
話
な
の
だ
。
そ
の
会

も
三
十
回
を
迎
え
て
い
る
か
ら
、
単
純
計
算

で
も
十
五
年
は
続
い
て
い
る
わ
け
で
、
去
る

女
将
と
は
顔
馴
染
で
あ
る
。
一
次
会
は
和
式

の
料
亭
で
、
二
次
会
は
洋
式
の
酒
場
に
席
を

移
し
て
歓
談
、
締
め
く
く
り
は
尾
瀬
ヶ
原
の

歌
「
夏
の
思
い
出
」
を
合
唱
し
て
散
会
と
い

う
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
次
会
の
料
亭
で
、
あ
れ
は

幾
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
女
将
が
問
わ

ず
語
り
に
、

「
お
店
が
休
み
の
日
は
、
ジ
ー
パ
ン
姿
で
バ

イ
ク
に
乗
り
、
街
道
を
飛
ば
す
と
、
日
ご
ろ

の
憂
さ
な
ど
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
え
ゝ
、

か
な
り
遠
出
も
致
し
ま
す
わ
よ
」

と
わ
ら
っ
た
の
で
、
誰
か
が

「
そ
れ
は
凄
い
、
ぼ
く
な
ど
自
転
車
で
す
ら

怪
し
い
も
の
だ
」

と
大
仰
に
歎
い
た
も
の
だ
っ
た
。
ち
な
み

に
、
女
将
は
和
服
の
似
合
う
細
身
の
ま
だ
四

十
代
の
女
性
な
の
だ
。
ジ
ー
パ
ン
姿
で
バ
イ

ク
に
跨
り
、
快
音
を
立
て
街
道
を
突
っ
走
る

姿
を
想
像
す
る
だ
け
で
痛
快
で
あ
っ
た
。
そ

の
女
将
が
、
二
年
ほ
ど
前
か
ら
座
敷
に
現
れ

な
く
な
っ
た
。
聞
け
ば
入
院
し
て
い
る
と
あ
っ

て
、
次
に
聞
い
た
時
に
は
、
退
院
し
て
近
所

を
散
歩
し
て
い
る
そ
う
だ
と
あ
り
、「
そ
れ
は

良
か
っ
た
」
と
一
同
言
い
合
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
こ
の
た
び
は
、
二
ヶ
月
ほ
ど
前

に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
だ
か
、
真
実
、
無

情
迅
速
の
思
い
を
強
く
う
け
た
こ
と
だ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
席
上
に
女
将
の
遺
影
を
飾
り
、

黙
祷
を
も
っ
て
御
冥
福
を
祈
っ
た
次
第
で
あ

る
。
す
る
と
、
や
や
あ
っ
て
、
白
い
仕
事
着
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を
脱
い
だ
夫
君
が
あ
ら
わ
れ
た
と
思
う
と
、

四
角
に
坐
っ
て
礼
を
述
べ
た
上
で
、

「
妻
を
偲
び
て
一
曲
を
」

と
口
上
し
、
手
に
し
た
尺
八
を
構
え
た
。
門

外
漢
の
私
な
ど
に
、
曲
名
な
ど
知
る
よ
し
も

な
い
が
、
最
愛
の
妻
を
喪
っ
た
男
の
哀
し
み

は
、
そ
の
奏
さ
れ
る
嫋
嫋
た
る
尺
八
の
音
色

は
わ
れ
ら
の
胞
深
く
に
く
み
透
っ
た
。
そ
う

い
え
ば
、
い
つ
も
会
席
で
尺
八
を
吹
奏
し
て

く
れ
た
も
の
だ
が
、
二
年
ほ
ど
前
か
ら
尺
八

を
手
に
し
て
、
席
上
に
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
く

な
っ
て
い
た
、
と
私
は
気
づ
い
た
も
の
で
あ

る
。そ

れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
尺
八
の
音
色

は
、
人
の
心
に
し
み
入
り
、
ゆ
さ
ぶ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
西
欧
の
金
管
楽
器
と
異
な
る
、

「
竹
」
と
い
う
最
も
東
洋
的
で
素
朴
な
楽
器

の
音
色
は
や
わ
ら
で
あ
り

魂
の
奥
ま
で
入

り
込
む
感
が
あ
る
。
尺
八
は
、
竹
の
長
さ
が

一
尺
八
寸
に
切
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の

名
が
由
来
す
る
そ
う
だ
が
、
文
禄
、
慶
長
の

ひ
と

よ

ぎ
り

頃
は
、
尺
八
よ
り
短
い
「
一
節
切
」
が
流
行

し
た
と
い
う
。「
一
節
切
」
は
「
一
世
切
」
で

も
あ
り
儚
さ
感
も
あ
っ
て
悪
く
な
い
。

こ
の
「
一
節
切
」
と
い
う
の
は
、
竹
の
一

節
を
切
っ
て
作
ら
れ
、
長
さ
は
一
尺
八
分
で

あ
る
と
い
う
か
ら
、
普
通
の
尺
八
と
比
べ
る

と
か
な
り
短
い
。
尺
八
の
起
源
は
よ
く
分
か

ら
ぬ
が
、
唐
の
太
宗
の
貞
觀
年
中
、
居
郎
呂

才
な
る
者
が
創
製
し
た
と
伝
え
る
。

日
本
に
伝
来
し
て
、
短
い
「
一
節
切
」
な

る
独
得
の
短
い
尺
八
が
誕
生
し
た
わ
け
だ
が
、

こ
れ
と
は
反
対
に
、
普
通
の
一
尺
八
寸
よ
り

長
大
で
、「
法
竹
」
と
称
し
た
の
を
聴
い
た
こ

と
が
あ
る
。
と
言
っ
て
も
レ
コ
ー
ド
で
あ
る

が
。昭

和
二
十
二
年
の
初
夏
、
当
時
、
鎌
倉
市

極
楽
寺
九
十
二
番
と
い
っ
た
作
家
中
山
義
秀

邸
の
庭
の
梅
の
木
に
、
青
い
実
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
季
節
、
私
は
師
と
と
も
に
、

手
廻
し
式
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
蓄
音
器
を
前
に
し

て
、
神
妙
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。
ど
う
し
て

蓄
音
器
な
ど
持
ち
出
し
た
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
レ
コ
ー
ド
が
尺
八
の
名
曲
「
虚
空
鈴

慕
」
で
あ
り
、
奏
者
が
海
童
普
門
と
は
ラ
ベ

ル
に
よ
っ
て
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。「
法
竹
」

と
称
し
た
海
童
の
尺
八
は
、
寸
の
長
丈
な
独

得
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
声
は
、
当
時
、

福
田
蘭
童
と
天
下
を
二
分
に
觀
の
あ
っ
た
名

手
で
あ
っ
た
。
そ
の
嫋
嫋
た
る
秘
曲
の
幽
玄

な
音
色
は
、
聴
く
者
の
心
を
魅
了
せ
ず
に
お

か
な
い
。
音
盤
の
針
が
停
止
し
て
も
師
は
黙

然
と
し
て
お
ら
れ
た
が
、
ふ
と
遠
く
を
の
ぞ

む
面
持
で
、

「
あ
の
頃
は
哀
し
か
っ
た
な
。
乳
呑
み
子
の

丈
和
を
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
、
暗
い
夜
道
を

医
者
の
許
ま
で
薬
を
貰
い
に
行
っ
た
も
の
よ
」

と
呟
く
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
は
、
慕
い
合

う
二
つ
の
魂
を
写
し
た
と
い
う
秘
曲
「
虚
空

鈴
慕
」
に
触
発
さ
れ
て
の
事
だ
っ
た
か
。
師

は
名
作
『
厚
物
咲
』
や
『
碑
』
で
世
に
出
る

ま
で
、
長
い
苦
闘
の
時
代
が
あ
り
、
夫
人
も

病
い
に
斃
れ
ら
れ
た
。
戦
後
は
『
テ
ニ
ア
ン

の
末
日
』『
土
佐
兵
の
勇
な
話
』『
華
燭
』
等

の
話
題
作
を
次
々
に
発
表
。
最
後
は
『
桃
青

庵
芭
蕉
』
を
も
っ
て
絶
筆
と
さ
れ
た
。

私
は
料
亭
の
女
将
の
夫
君
の
尺
八
か
ら
、

ゆ
く
り
な
く
も
、
亡
き
師
と
聴
い
た
秘
曲
の

こ
と
に
思
い
を
馳
せ
た
。
重
ね
て
い
う
、
ど

う
し
て
尺
八
の
音
色
は
、
人
の
魂
を
も
ゆ
さ

ぶ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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一
線

山

本

千

明

（
Ｅ
Ｃ
Ｃ
英
会
話
講
師
）

大
晦
日
で
も
な
い
日
に
、
我
家
で
は
カ
ウ

ン
ト
ダ
ウ
ン
が
始
ま
っ
た
。「
三
・
二
・
一
・

〇
�
」
午
前
零
時
の
時
報
と
同
時
に
「
パ
ー

ン
」
と
ク
ラ
ッ
カ
ー
の
破
裂
音
が
響
き
、
赤

青
黄
、
色
と
り
ど
り
の
テ
ー
プ
が
勢
い
よ
く

空
中
で
交
錯
す
る
。
今
夜
の
主
役
の
次
女
は
、

父
母
姉
が
見
守
る
中
を
ハ
ニ
カ
ミ
な
が
ら
テ
ー

ブ
ル
に
つ
い
た
。
彼
女
の
目
の
前
に
は
、
ビ
ー

ル
、
焼
酎
、
ワ
イ
ン
、
日
本
酒
、
カ
ク
テ
ル
、

梅
酒
に
ウ
ィ
ス
キ
ー
と
様
々
な
ア
ル
コ
ー
ル

の
ボ
ト
ル
が
所
狭
し
と
並
ん
で
い
る
。
今
日

は
お
酒
が
解
禁
さ
れ
る
日
―
即
ち
次
女
の
二

十
回
目
の
バ
ー
ス
デ
ィ
だ
。
長
女
の
時
と
同

様
に
、
思
い
つ
く
限
り
の
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料

を
予
算
内
で
買
い
揃
え
、
正
真
正
銘
「
初
酒
」

を
飲
む
瞬
間
で
あ
る
。

こ
の
話
を
す
る
と
、
私
の
友
人
達
に
は
決

ま
っ
て

「
へ
ぇ
ー
。
そ
れ
ま
で
一
滴
も
飲
ま
せ
て
な

い
の
？
珍
し
い
ね
ぇ
」
と
怪
訝
な
顔
を
さ
れ

て
し
ま
う
。
こ
こ
は
日
本
だ
。
未
成
年
者
の

飲
酒
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
国
の
筈
―
。

「
飲
酒
は
二
十
歳
に
な
っ
て
か
ら
」
と
、
ど

の
瓶
に
も
缶
に
も
親
切
丁
寧
に
書
い
て
あ
る

で
は
な
い
か
。
な
の
に
「
う
ち
の
子
は
い
つ

の
間
に
か
飲
ん
で
た
な
ぁ
」
な
ど
と
言
う
。

友
人
達
の
「
識
字
率
」
が
こ
ん
な
に
低
い
と

は
知
ら
な
か
っ
た
。

な
ぜ
こ
ん
な
に
お
め
で
た
い
日
を
あ
や
ふ

や
に
し
て
し
ま
う
の
か
。
も
っ
た
い
な
い
。

だ
い
た
い
「
一
線
」
を
画
す
る
こ
と
は
日
本

人
の
得
意
技
で
あ
る
。
入
学
、
卒
業
、
結
婚
、

葬
式
、
法
事
、
等
、
人
生
の
節
目
々
々
「
儀

式
」
を
も
っ
て
線
を
引
き
、
気
持
ち
の
上
で

も
そ
の
前
と
後
を
ピ
シ
ッ
と
分
け
て
き
た
。

そ
れ
は
意
識
的
な
区
切
り
で
あ
り
、
明
確
な

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
で
も
あ
る
。
そ
の
「
ラ
イ

ン
」
な
く
し
て
ど
こ
か
ら
「
ス
タ
ー
ト
」
す

る
気
だ
ろ
う
。

外
国
人
で
も
な
い
友
人
の
子
供
達
が
、
ど

う
し
て
「
い
つ
の
間
に
か
」
お
酒
を
た
し
な

ん
だ
の
か
、
そ
し
て
「
普
通
」
に
二
十
歳
ま

で
飲
酒
を
し
て
い
な
い
私
の
娘
達
が
何
故
、

特
別
扱
い
さ
れ
る
の
か
。
納
得
が
い
か
な
い
。

実
は
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
「
ワ
イ
ン
、
な
め

て
み
る
？
」
と
娘
二
人
に
言
っ
た
事
が
あ
る
。

娘
達
は
そ
ん
な
時
、
決
し
て
「
イ
エ
ス
」
と

は
言
わ
ず
、
こ
の
「
踏
み
絵
」
に
足
を
置
く

こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
彼
女
達
に
と
っ

て
、「
お
酒
は
二
十
歳
に
な
っ
て
か
ら
」
と
い

う
ル
ー
ル
は
、「
携
帯
電
話
は
高
校
生
に
な
っ

て
か
ら
」
と
同
じ
で
、
禁
止
そ
の
も
の
を
憂
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え
る
よ
り
も
、「
そ
の
日
を
楽
し
み
に
待
つ
」

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

確
か
に
公
的
に
は
「
成
人
式
」
と
い
う
線

引
き
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は

実
際
の
誕
生
日
か
ら
は
大
き
く
ず
れ
て
お
り
、

あ
く
ま
で
も
「
公
」
の
も
の
で
あ
る
。
当
日
、

晴
れ
着
を
ま
と
っ
た
娘
は
お
び
た
だ
し
い
数

の
着
物
集
団
に
巻
き
込
ま
れ
、
大
き
な
会
場

に
吸
い
込
ま
れ
て
行
っ
た
。
私
は
車
で
待
機

す
る
の
み
。
共
に
感
動
を
味
わ
う
場
面
は
な

か
っ
た
。

今
か
ら
二
十
年
前
。
気
を
失
い
そ
う
な
痛

み
の
中
で
産
み
お
と
し
、
首
を
支
え
な
が
ら

抱
い
た
あ
の
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
な
小
さ
な
生
き

物
だ
っ
た
次
女
、
乳
を
飲
み
、
泣
き
、
笑
い
、

言
語
を
発
し
、
自
力
で
立
ち
上
が
り
、
字
を

書
き
始
め
る
と
い
う
驚
く
べ
き
進
化
を
遂
げ
、

思
春
期
と
い
う
環
境
的
に
も
厳
し
い
壁
を
越

え
て
、
め
で
た
く
「
大
人
」
の
第
一
歩
を
踏

み
出
し
た
の
だ
。「
公
」
だ
け
に
任
せ
る
の
は
、

あ
ま
り
に
も
悔
し
い
。
こ
こ
ま
で
育
て
た
私

も
、
少
し
は
感
慨
に
浸
ら
せ
て
ほ
し
い
。
娘

達
そ
れ
ぞ
れ
の
二
十
歳
の
誕
生
日
は
、
母
親

の
、
母
親
に
よ
る
、
母
親
の
た
め
の
祝
い
で

も
あ
る
。
そ
し
て
恒
例
の
バ
ー
ス
デ
ィ
ケ
ー

キ
で
は
成
し
得
な
い
。
当
別
な
演
出
を
し
て

く
れ
る
必
須
の
ア
イ
テ
ム
が
「
初
酒
」
な
の

だ
。初

め
て
口
に
す
る
記
念
す
べ
き
お
酒
は
何

か
？
そ
の
選
択
を
見
守
る
の
も
楽
し
い
瞬
間

だ
。
若
い
娘
ら
し
く
、
ワ
イ
ン
か
カ
ク
テ
ル

と
思
い
き
や
、
次
女
の
右
手
は
迷
う
こ
と
な

く
、
ま
っ
す
ぐ
「
純
米
酒
」
に
伸
び
た
。
さ

す
が
、「
お
米
の
国
の
娘
」
…
。「
お
嬢
さ
ん
、

通
だ
ね
ぇ
」
と
笑
い
な
が
ら
小
さ
な
杯
に
お

酒
を
満
た
す
と
、
慣
れ
な
い
手
つ
き
で
チ
ビ

リ
と
飲
ん
で
即
座
に
「
う
っ
」
と
顔
を
し
か

め
た
。
初
心
者
に
は
味
も
ア
ル
コ
ー
ル
度
数

も
少
し
手
強
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
改
め
て
グ
ラ

ス
に
甘
口
の
ワ
イ
ン
や
チ
ュ
ー
ハ
イ
を
注
ぐ

と
、
恐
る
々
々
口
を
つ
け
て
「
あ
、
ジ
ュ
ー

ス
み
た
い
」
と
表
情
が
和
ら
い
だ
。
そ
う
い

え
ば
長
女
が
最
初
に
選
ん
だ
の
は
「
梅
酒
」

だ
っ
た
。
や
は
り
ビ
ギ
ナ
ー
に
は
甘
め
の
も

の
が
受
け
が
い
い
。
翌
日
彼
女
は
チ
ュ
ー
ハ

イ
だ
け
持
っ
て
一
人
暮
ら
し
の
ア
パ
ー
ト
に

帰
っ
て
行
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
ヶ
月
後
、
再
び
冬
休
み
で
帰

省
し
た
次
女
は
、
長
く
揺
ら
し
て
い
た
髪
を

サ
ッ
パ
リ
と
ポ
ニ
ー
テ
ー
ル
に
ま
と
め
上
げ
、

お
屠
蘇
を
持
つ
手
も
な
ぜ
か
決
ま
っ
て
い
た
。

大
学
の
忘
年
会
で
は
、
男
子
学
生
に
「
お
酒
、

強
い
ね
」
と
言
わ
れ
た
ら
し
い
。
解
禁
日
か

ら
少
し
ず
つ
色
々
な
お
酒
を
試
し
つ
つ
、
い

つ
の
間
に
か
日
本
酒
も
イ
ケ
る
口
に
な
っ
た

ら
し
い
。「
そ
れ
な
ら
と
っ
て
お
き
の
や
つ
開

け
る
か
？
」
と
夫
は
嬉
し
そ
う
に
冷
蔵
庫
を

覗
き
込
み
、
そ
の
奥
に
鎮
座
し
て
い
た
「
吟

醸
酒
」
を
取
り
出
し
た
。
四
つ
の
杯
を
順
に

満
た
す
と
、
私
や
娘
達
の
前
に
置
く
。
次
女

は
ス
ッ
と
杯
を
上
げ
口
に
含
み
、
く
く
っ
と

飲
み
干
し
、
芳
潤
な
笑
み
を
浮
か
べ
た
。

一
線
を
引
い
て
こ
ち
ら
側
に
来
た
次
女
は
、

こ
の
夏
、
初
の
選
挙
投
票
も
無
事
に
済
ま
せ

た
。
今
は
大
学
の
勉
強
に
加
え
て
就
職
の
為

の
資
格
講
座
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
先
、
娘

達
が
人
生
の
中
で
何
本
の
線
を
引
き
、
ど
こ

へ
向
か
っ
て
行
く
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、
で
き
る
だ
け
長
く
、
彼
女
達
の
傍
ら
で

寄
り
添
い
、
支
え
た
い
と
願
う
ば
か
り
で
あ

る
。
常
に
「
祝
杯
」
の
お
酒
を
小
わ
き
に
抱

え
て
。
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命
に
つ
い
て
思
う

宮

本

富

夫

（
高
松
大
学

教
授
）

も
う
五
年
に
な
ろ
う
か
、
母
を
彼
岸
へ
見

送
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、
母
の
残
し
た
言
葉

が
、
そ
れ
と
な
く
叔
母
の
口
か
ら
語
ら
れ
た
。

義
父
と
義
母
の
世
話
に
明
け
暮
れ
て
い
た
母

に
、「
大
変
な
の
に
、
よ
く
や
り
ま
す
ね
」
と

声
を
か
け
た
ら
、「
子
が
見
て
い
る
か
ら
」
と
、

返
っ
て
き
た
と
い
う
。
母
の
三
回
忌
に
は
、

「
お
姉
さ
ん
は
、
先
生
に
な
り
た
か
っ
た
の

よ
」
と
母
の
妹
か
ら
、
は
じ
め
て
聞
か
さ
れ

た
。
夢
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
命
の
営
み

の
場
で
あ
る
家
庭
に
お
い
て
、
あ
た
り
前
の

こ
と
を
、
ご
く
普
通
に
た
ん
た
ん
と
こ
な
し

な
が
ら
家
族
の
命
の
営
み
と
向
き
合
っ
て
い

た
母
。
彼
女
の
生
き
ざ
ま
に
は
、
家
庭
に
お

け
る
い
の
ち
の
教
育
に
つ
い
て
大
切
な
側
面

が
示
唆
さ
れ
て
い
た
な
あ
と
、
今
に
な
っ
て

思
う
。

生
物
に
と
っ
て
次
世
代
を
生
み
育
て
る
こ

と
は
至
上
命
令
に
近
い
。
体
の
ど
こ
か
奥
深

い
と
こ
ろ
か
ら
湧
き
上
が
る
強
い
意
志
の
よ

う
な
も
の
で
つ
き
動
か
さ
れ
、
理
屈
で
ど
う

の
こ
う
の
と
取
り
扱
い
で
き
る
も
の
と
は
到

底
思
え
な
い
。
次
世
代
を
育
て
る
た
め
に
生

き
、
自
分
の
生
命
を
維
持
し
て
い
る
と
受
け

と
め
て
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
ヒ
ト
も
一
生

物
種
で
あ
る
か
ら
、
例
外
的
な
存
在
で
は
な

か
ろ
う
と
思
う
の
に
、
例
外
と
思
え
る
事
象

が
ヒ
ト
の
命
の
営
み
に
お
い
て
お
こ
っ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

児
童
相
談
所
に
お
け
る
二
〇
〇
八
年
度
の

児
童
虐
待
相
談
件
数
が
四
二
、
六
六
二
件
に

の
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
。
一
九
九
八
年
度
の

六
、
九
三
二
件
か
ら
右
肩
あ
が
り
の
増
加
傾

向
が
続
い
て
い
る
と
も
い
う
。
虐
待
に
つ
な

が
る
よ
う
な
家
庭
・
家
族
の
状
況
に
つ
い
て

の
調
査
報
告
で
は
、
経
済
的
な
困
難
、
虐
待

者
の
心
身
の
状
態
、
そ
し
て
ひ
と
り
親
家
庭

が
上
位
三
位
を
占
め
る
と
い
う
。
虐
待
が
次

世
代
を
育
て
る
こ
と
と
は
逆
の
方
向
に
向
か
っ

て
い
る
と
受
け
と
め
る
な
ら
、
か
な
り
深
刻

な
事
態
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

次
世
代
に
関
わ
る
で
き
ご
と
と
し
て
、
児

童
虐
待
以
上
に
深
刻
な
事
例
が
人
工
妊
娠
中

絶
で
あ
る
。
一
九
四
九
年
か
ら
二
〇
〇
六
年

ま
で
の
五
十
八
年
間
の
人
工
妊
娠
中
絶
実
施

件
数
の
総
計
は
、
三
六
、
五
七
七
、
三
四
五

件
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
こ
れ
だ
け
の
数
の
、

順
調
に
こ
と
が
推
移
す
れ
ば
生
ま
れ
る
は
ず

の
次
世
代
が
、
ヒ
ト
の
手
に
よ
っ
て
葬
り
さ

れ
た
こ
と
と
な
る
。
人
類
の
祖
先
誕
生
か
ら

約
七
五
〇
万
年
引
き
継
が
れ
て
き
た
命
の
流

れ
が
、
地
球
に
お
け
る
生
命
体
の
誕
生
か
ら

だ
と
約
三
十
八
億
年
続
い
て
き
た
命
の
流
れ

が
途
絶
え
る
こ
と
と
な
る
。
彼
ら
が
受
け
継

ぎ
、
次
世
代
へ
受
け
継
が
れ
る
べ
き
遺
伝
子

が
永
遠
に
失
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
け
が

え
の
な
い
遺
伝
子
資
源
を
人
類
は
失
っ
た
こ

と
と
な
る
。
生
を
受
け
て
お
れ
ば
人
類
社
会

に
は
た
し
た
で
あ
ろ
う
社
会
的
な
貢
献
の
こ

と
を
考
え
る
と
、
そ
の
損
失
は
は
か
り
し
れ

な
い
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
二
〇
〇
八
年
中
の
自
殺
者
の
総
数

は
三
二
、
二
四
九
人
（
内
訳
は
、
男
性
二
二
、
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八
三
一
人
、
女
性
九
、
四
一
八
人
）
で
あ
る

と
い
う
。
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
一
九
九

八
年
以
来
、
ず
っ
と
三
万
人
を
越
え
て
い
る

と
い
う
。
な
ぜ
、
こ
ん
な
に
多
く
の
、
し
か

も
多
く
の
男
性
が
自
死
の
道
を
選
択
し
て
し

ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
次
世
代
を
残
さ
ず
に
、

あ
る
い
は
次
世
代
を
育
て
て
い
る
途
中
で
、

自
死
を
決
断
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

報
道
に
よ
る
と
、
痛
ま
し
い
事
件
の
発
生

は
あ
と
を
絶
た
な
い
。
一
九
九
八
年
か
ら
二

〇
〇
八
年
に
か
け
、
殺
人
事
件
の
発
生
件
数

は
、
年
一
、
一
〇
〇
〜
一
、
四
〇
〇
件
で
推

移
し
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
命
が
こ
ん
な
に

も
粗
末
に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
遺
伝
学
の
分
野
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
以
下
の
内
容
を
、
前
頭
葉
に
言
い

聞
か
せ
、
命
の
大
切
さ
を
説
く
こ
と
は
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
心
に
ま
で
届
く
か
否

か
、
定
か
で
は
な
い
。
次
世
代
を
残
そ
う
と

す
る
一
組
の
ヒ
ト
夫
婦
が
次
世
代
に
も
た
ら

す
可
能
性
に
つ
い
て
、
子
ど
も
に
期
待
で
き

る
遺
伝
的
多
様
性
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み

た
い
。
有
性
生
殖
の
も
た
ら
す
恵
み
だ
ろ
う

か
。
配
偶
子
（
卵
、
精
子
）
を
つ
く
る
際
に

お
こ
な
わ
れ
る
特
別
な
分
裂
様
式
で
あ
る
減

数
分
裂
は
、
母
方
由
来
の
染
色
体
と
父
方
由

来
の
染
色
体
、
あ
わ
せ
て
二
十
三
対
を
分
配

す
る
際
に
、
約
八
三
八
万
と
お
り
の
組
み
合

わ
せ
を
生
ず
る
。
結
果
と
し
て
、
次
世
代
の

出
発
点
と
な
る
配
偶
子
に
約
八
三
八
万
と
お

り
に
お
よ
ぶ
多
様
性
を
生
ず
る
。
受
精
の
際
、

卵
の
約
八
三
八
万
と
精
子
の
約
八
三
八
万
と

が
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
接
合
体
の

組
み
合
わ
せ
数
は
約
七
〇
兆
に
も
お
よ
ぶ
。

次
世
代
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て
出
合
う
か
も

し
れ
な
い
環
境
の
い
か
な
る
変
化
に
も
対
応

で
き
る
よ
う
に
と
の
工
夫
を
あ
ら
か
じ
め
凝

ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
た
く
な

る
。
一
組
の
夫
婦
に
つ
い
て
す
ら
こ
の
よ
う

な
天
文
学
的
な
数
字
が
計
算
さ
れ
る
。
こ
の

約
七
〇
兆
に
お
よ
ぶ
組
み
合
わ
せ
の
中
か
ら

一
と
か
二
と
か
三
と
か
…
が
次
世
代
の
個
体

と
し
て
実
現
し
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
。
陽
の
目
を
見
な
い
組
み
合
わ
せ

が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

生
を
受
け
る
こ
と
自
体
が
奇
跡
的
な
で
き
ご

と
、
す
ご
く
運
の
い
い
こ
と
で
あ
る
と
解
釈

さ
れ
る
。

右
の
よ
う
な
論
理
的
な
説
明
よ
り
、
命
の

日
々
を
訪
問
診
療
で
さ
さ
え
て
い
る
、
あ
る

女
性
医
師
の
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
葉
の

方
が
は
る
か
に
心
に
響
く
よ
う
に
思
う
。『
あ

た
り
前
の
こ
と
、
ふ
つ
う
の
こ
と
が
あ
た
り

前
で
な
く
な
っ
た
。
誕
生
、
死
を
体
験
す
る

機
会
を
も
た
な
く
な
っ
た
。
家
で
生
ま
れ
、

家
で
最
後
の
時
を
迎
え
る
、
家
族
に
見
守
ら

れ
て
、
と
い
う
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
こ
の

こ
と
が
命
を
大
切
に
し
な
い
事
件
、
命
を
命

と
思
わ
な
い
事
件
が
多
く
発
生
す
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
』
と
、
彼

女
は
語
っ
て
い
た
。

日
野
原
重
明
先
生
は
、
先
だ
っ
て
、
広
島

女
学
院
に
お
け
る
記
念
講
演
の
中
で
、「
幼
児

教
育
の
基
本
と
し
て
の
親
子
関
係
」
と
題
し
、

『「
育
て
る
こ
と
」
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
、
子
ど
も
に
本
来
持
っ
て
い
る
素
質
を
じ
ょ

う
ず
に
引
き
出
す
う
え
で
家
庭
に
お
け
る
教

育
が
何
よ
り
も
重
要
と
な
る
』
と
指
摘
さ
れ

た
と
い
う
。
そ
し
て
『
人
の
命
も
自
分
の
命

も
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
「
い
の
ち

の
教
育
」
の
た
め
に
、
自
分
を
子
ど
も
に
か

え
っ
た
状
態
に
し
て
子
ど
も
た
ち
の
目
線
で

か
か
わ
る
こ
と
、
感
謝
す
る
心
を
大
切
に
す

る
こ
と
、
子
ど
も
の
育
ち
の
中
に
あ
る
力
を

見
抜
く
こ
と
』
と
、
話
さ
れ
た
と
い
う
（
廣

島
女
学
院
報
第
一
五
八
号
）。家
庭
と
い
う
命

の
営
み
の
場
に
お
け
る
教
育
、
命
に
つ
い
て

の
教
育
が
大
切
に
さ
れ
る
状
況
を
社
会
全
体

に
復
元
し
、
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

よ
う
に
思
う
。
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一

今
回
は
一
つ
の
神
社
に
、
二
つ
の
御
由
緒
と
歴
史
と
御

利
益
を
お
尋
ね
す
る
予
定
に
な
っ
た
。

そ
の
神
社
の
御
名
は
、
渋
谷
区
の
千
駄
ヶ
谷
に
あ
る
鳩

森
八
幡
神
社
で
あ
る
。
こ
の
鳩
森
神
社
の
呼
稱
は
、
鳩
の

森
と
、
鳩
と
森
の
あ
い
だ
に
の
の
字
を
入
れ
て
お
よ
び
す

る
の
が
正
し
い
、
と
注
意
が
あ
っ
た
。

せ
ん
げ
ん

も
う
一
つ
は
同
じ
境
内
に
あ
る
浅
間
神
社
と
い
う
よ
り

お
富
士
さ
ん
（
余
計
わ
か
り
に
く
い
か
、
後
記
し
ま
す
）

で
あ
る
。

い
ず
れ
も
江
戸
時
代
か
ら
存
立
し
、
多
く
の
信
仰
を
あ

つ
め
て
来
た
歴
史
を
持
つ
神
社
で
あ
る
が
、
鳩
森
神
社
さ

ん
の
ほ
う
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
建
立
と
い
う
か
ら
今
か

ら
八
百
年
か
ら
九
百
年
の
大
昔
に
な
る
。

さ
て
、
ご
訪
問
す
る
前
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
異
変
（
？
）

が
あ
っ
た
。
総
武
線
の
三
鷹
行
き
に
乗
っ
て
千
駄
ヶ
谷
駅

で
降
り
た
。
そ
し
て
改
札
口
を
出
た
途
端
で
あ
る
、
今
ま

で
あ
れ
ほ
ど
晴
れ
て
い
た
の
に
大
粒
の
雨
が
ぽ
つ
り
ぽ
つ

り
と
ふ
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
俄
か
雨
だ
、
濡
れ
る
わ
け

に
は
ゆ
か
ん
と
、
隣
に
あ
っ
た
ス
ー
パ
ー
に
駆
け
込
み
、

金
五
百
円
也
の
ビ
ニ
ー
ル
の
雨
傘
を
買
っ
た
。
そ
し
て
差

し
て
信
号
を
渡
り
、
な
ん
と
十
メ
ー
ト
ル
も
歩
か
な
い
う

ち
に
、
雨
が
や
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ど
う
い
う
事
だ
。
と
小
首
を
か
し
げ
乍
ら
、
縁
起
直
し

に
か
た
わ
ら
の
喫
茶
店
に
入
っ
て
、
タ
バ
コ
を
の
み
、
コ
ー

ヒ
ー
を
飲
ん
だ
。

はとのもり

千駄ヶ谷・鳩森八幡神社

郡郡 順順 史史

小説・江戸神仏歳時記（２１）
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ち
ょ
い
と
厭
な
予
感
は
続
い
た
が
、
さ
い
わ
い
に
神
社

の
御
札
所
で
お
目
に
か
か
っ
た
宮
司
の
平
野
俊
二
さ
ん
が

親
切
な
や
さ
し
い
わ
か
り
や
す
い
口
調
で
説
明
解
説
し
て

下
さ
っ
た
の
で
、
縁
起
が
一
度
に
良
い
よ
う
に
転
が
っ
て

有
効
な
取
材
が
出
来
た
。

先
に
鳩
森
神
社
の
御
創
建
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
と
記
し

た
が
、
実
は
も
っ
と
古
く
古
い
口
述
、
伝
説
が
あ
っ
た
の

だ
。

い

ま

そ
れ
は
現
在
を
去
る
千
二
百
年
ほ
ど
の
昔
、
当
時
日
本

有
数
の
高
僧
・
慈
覚
大
師
こ
と
円
仁
僧
上
が
関
東
巡
錫
の

折
、
こ
の
地
に
足
を
止
め
ら
れ
、
じ
っ
と
空
を
見
上
げ
て

お
ら
れ
た
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。

こ
の
地
は
地
質
が
む
か
な
い
の
か
、
農
業
的
に
は
米
が

出
来
ず
余
り
物
の
役
に
立
た
な
い
萱
が
千
駄
も
と
れ
る
と

言
わ
れ
、
そ
れ
が
地
名
に
な
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
人
も

少
な
か
っ
た
。

が
、
そ
の
少
な
い
村
人
た
ち
が
慈
覚
大
師
の
見
て
い
る

空
を
一
緒
に
な
っ
て
見
る
。

視
線
の
先
に
青
々
と
し
た
森
が
あ
り
、
そ
の
森
の
上
を

何
十
羽
と
し
れ
ぬ
鳩
が
、
飛
ん
で
は
森
へ
入
り
、
出
て
は

大
空
を
舞
っ
て
ま
た
森
に
入
る
、
を
繰
り
返
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
お
坊
さ
ま
、
あ
の
鳩
ど
も
が
何
か
怪
し
か
ら
ぬ
事
を
や

る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
」

お
さ

我
慢
し
き
れ
な
く
な
っ
た
の
か
、
村
の
長
の
喜
右
衛
門

（
假
名
）
が
訊
い
た
。

「
い
や
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
森
の
真
中
あ
た

り
に
小
さ
な
祠
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
な
た
を
お
祀
り
し
て

あ
る
の
で
す
か
」

「
さ
あ
、
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
何
か
」

「
こ
の
森
に
は
い
ち
ぢ
る
し
く
神
氣
が
た
だ
よ
っ
て
お
り

ま
す
。
き
っ
と
森
の
神
様
が
、
お
祠
り
さ
れ
る
こ
と
を
望

ん
で
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
皆
で
お
祠
り
し
、
村
の
鎮

守
の
神
様
に
な
さ
っ
た
ら
い
か
が
で
す
か
」

「
あ
あ
、
そ
れ
は
有
難
い
。
で
、
ど
ん
な
神
様
を
お
祠
り

し
た
ら
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
」

「
八
幡
様
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
こ
の
辺
は
ま
だ
ま
だ
戦

乱
が
耐
え
ま
せ
ん
。
從
っ
て
村
や
村
人
を
護
さ
る
に
は
八

幡
様
に
お
願
い
す
る
の
が
第
一
番
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま

す
」

「
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
早
速
村
人
を
集
め
て
相
談
し
、

八
幡
様
を
勧
請
す
る
こ
と
に
致
し
ま
す
」

集
ま
っ
た
村
人
は
一
斉
に
頭
を
さ
げ
て
慈
覚
大
師
に
篤

く
禮
を
述
べ
た
。

し
か
し
実
際
に
村
の
こ
の
森
に
八
幡
様
を
勧
請
し
た
の

は
、
そ
れ
か
ら
四
百
年
五
百
年
の
歳
月
を
経
て
か
ら
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
く
と
同
時
に
、

八
幡
宮
を
開
基
し
た
の
で
そ
の
刺
戟
を
う
け
、「
う
ち
で
も
」

と
い
う
氣
が
一
氣
に
盛
り
あ
が
っ
た
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。

後
祭
神
は
主
座
に
応
神
天
皇
、
神
功
皇
后
。

摂
社
・
末
社
は
八
社
（
現
在
）。

（
誤
解
の
な
い
よ
う
に
念
の
た
め
記
し
ま
す
。
応
天
皇
と

お
や

こ

神
功
皇
后
は
母
子
で
ご
ざ
い
ま
す
）
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二

さ
て
由
緒
も
ほ
ぼ
理
解
出
来
た
の
で
次
は
境
内
を
見
学

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
更
に
は
ご
利
益
を
教
え
て
い
た
だ
く

順
に
な
る
。

江
戸
名
所
図
に
よ
る
と
、
後
楽
園
球
場
が
三
つ
四
つ
入

る
く
ら
い
の
広
大
さ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
判
り
易
く
す
る

た
め
の
筆
先
の
遊
び
で
、
実
際
は
は
る
か
に
小
さ
い
の
が

現
状
。

し
か
し
こ
の
神
社
は
、
境
内
が
広
く
て
特
別
に
大
き
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
普
通
の
町
中
に
在
る
神
社
に

く
ら
べ
る
と
他
の
お
社
の
建
物
も
数
も
多
い
が
、
そ
の
た

た
ず
ま
い
も
整
然
と
し
て
い
て
、
大
げ
さ
に
言
う
と
そ
れ

ぞ
れ
に
香
氣
を
放
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
成
ぜ
ら
れ
る
。

御
社
殿
は
小
さ
く
き
ち
ん
と
し
た
た
た
ず
ま
い
で
あ
っ

た
。

「
参
拝
の
栞
」
に
よ
る
と
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に

建
造
し
た
社
殿
は
、
�
造
り
で
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
が

昭
和
二
十
年
の
戦
災
に
よ
っ
て
消
滅
し
、
昭
和
二
十
三
年
、

昭
和
五
十
六
年
、
そ
し
て
更
に
平
成
二
年
と
新
築
を
こ
こ

ろ
み
た
が
仲
々
に
満
足
の
ゆ
く
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。

が
、
し
か
し
戦
前
、
天
井
に
描
か
れ
た
草
花
の
花
々
が
歴

史
を
ふ
ま
え
て
芸
術
の
光
を
放
つ
よ
う
に
な
り
、
観
覧
勉

強
に
来
る
人
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
と
他
と
は
極
だ
っ
て
立
派
、
と
思
っ
た
の
は
、
お

神
楽
殿
で
あ
っ
た
。
当
社
で
は
「
能
楽
殿
」
と
呼
稱
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
り
、
大
祭
に
は
能
舞
が
奉
納
さ
れ
、
ま
た
季

に
よ
っ
て
薪
能
も
催
さ
れ
る
と
。
お
神
楽
好
き
の
筆
者
と

し
て
は
、
ま
ず
こ
の
雰
囲
氣
の
あ
る
お
神
楽
殿
で
古
式
神

楽
を
拝
觀
し
、
そ
れ
か
ら
薪
能
を
拝
見
し
た
い
、
と
思
っ

た
り
し
た
。

そ
し
て
も
う
二
つ
、
あ
れ
あ
れ
、
と
思
っ
た
建
碑
と
、

へ
ー
え
凄
い
な
、
と
思
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
一
つ
は
「
将
棋
碑
」
で
あ
る
。
こ
の
神
社
の
神
々

に
、
あ
る
い
は
神
官
の
中
に
将
棋
の
名
人
が
お
ら
れ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
神
社
の
う
し
ろ
に
日
本
将
棋
連
盟
が
あ
る

の
で
そ
の
故
か
わ
か
ら
な
い
が
、
お
尋
ね
し
な
か
っ
た
の

が
残
念
だ
が
や
は
り
変
わ
っ
た
建
碑
だ
、
と
い
う
印
象
は

ぬ
ぐ
え
な
い
。

そ
れ
か
ら
へ
ー
え
凄
い
な
、
と
思
っ
た
の
は
「
お
み
こ

し
」
の
収
入
庫
の
数
の
多
さ
で
あ
っ
た
。
ど
こ
の
神
社
に

も
普
通
、
二
つ
や
三
つ
の
収
入
庫
は
存
在
す
る
。
だ
が
此

処
に
は
何
と
十
戸
、
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

普
通
お
み
こ
し
は
大
体
一
町
に
一
式
あ
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
数
か
ら
い
う
と
、
こ
の
神
社
さ
ん
に
は
十

町
な
い
し
そ
れ
以
上
に
町
内
か
ら
お
祭
り
と
も
な
れ
ば

「
ワ
ッ
シ
ョ
イ
、
ワ
ッ
シ
ョ
イ
」
と
掛
声
勇
ま
し
く
繰
り

出
さ
れ
祭
り
を
盛
り
あ
げ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ぞ
や
壮

観
、
ず
い
ぶ
ん
と
元
氣
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
む

ろ
ん
こ
れ
も
見
物
し
た
い
一
つ
で
あ
る
。

ま
だ
こ
の
他
に
も
庚
申
塚
や
お
富
士
さ
ん
な
ど
あ
る
が
、

お
富
士
さ
ん
は
あ
と
で
ゆ
っ
く
り
拝
見
す
る
と
し
て
、
こ

の
探
訪
記
の
主
意
で
あ
る
ご
利
益
を
拝
聴
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
、
ふ
た
た
び
平
野
俊
二
宮
司
さ
ん
に
お
目
に
か
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か
り
お
尋
ね
し
た
。

だ
が
平
野
宮
司
さ
ん
の
お
答
え
は
、

「
当
神
社
は
ご
利
益
を
お
さ
ず
け
に
な
る
た
め
に
お
祠
り

し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の
お
声
を
集

約
し
た
も
の
は
栞
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
ど
う
ぞ

そ
れ
を
お
読
み
下
さ
い
」

予
期
し
た
と
お
り
の
お
答
え
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
二
十
社
寺
を
越
え
て
お
尋
ね
し
、
宮
司
さ
ん

住
職
さ
ん
に
当
社
寺
の
ご
利
益
を
お
た
ず
ね
し
て
き
た
。

し
か
し
お
答
え
は
、
お
言
葉
遣
い
こ
そ
少
々
違
っ
て
い
て

も
同
一
で
あ
っ
た
。「
当
社
寺
は
ご
利
益
を
お
さ
ず
け
に
な

る
の
が
本
旨
で
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
我
々
庶
民
と
し
て
は
、
お

護
り
下
さ
る
ほ
う
に
、
ご
利
益
も
下
さ
い
、
と
お
願
い
す

る
わ
け
で
あ
る
。

ゆ
え
に
社
寺
さ
ん
の
責
任
あ
る
方
か
ら
お
伺
い
出
来
な

い
か
ら
、
近
所
の
人
々
か
ら
お
訊
き
す
る
こ
と
に
し
て
い

る
。さ

い
わ
い
筆
者
の
友
人
が
す
ぐ
の
近
所
に
住
ん
で
い
る

の
で
、
探
訪
が
終
わ
っ
て
か
ら
突
然
訪
問
し
て
聴
い
て
み

た
。す

る
と
彼
の
た
ま
わ
く
。

「
ず
い
ぶ
ん
色
々
な
ご
利
益
話
し
は
聴
く
が
、
や
は
り
実

成
す
る
の
は
、
家
内
安
全
、
健
康
、
災
難
除
け
で
は
な
い

か
な
。
家
族
が
怪
我
を
し
な
い
と
か
、
病
氣
に
な
っ
て
も

す
ぐ
治
し
て
下
さ
る
と
か
。
一
般
人
は
何
と
言
っ
て
も
家

族
第
一
だ
か
ら
ね
。
何
か
あ
る
と
治
し
て
下
さ
い
、
襲
っ

て
来
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
、
と
、
す
ぐ
お
願
い
に
行

く
わ
け
だ
」

「
そ
の
効
果
は
あ
っ
た
の
」

「
あ
っ
た
と
聴
い
て
い
る
よ
。
も
っ
と
も
本
当
の
と
こ
ろ

は
神
様
が
治
し
て
下
さ
っ
た
の
か
、
医
者
が
治
し
て
く
れ

た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
。
し
か
し
お
願
い
す
る
対
象
が
有

る
、
と
い
う
事
が
、
一
般
の
人
に
と
っ
て
は
大
切
な
の
で

は
な
い
か
な
」

何
だ
が
哲
学
的
な
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
か
た
わ

ら
に
い
た
同
町
内
の
住
人
の
友
人
の
友
人
が
膝
を
乗
り
だ

し
て
、

「
鳩
森
八
幡
さ
ま
は
武
の
神
さ
ま
だ
か
ら
ね
。
武
に
関
す

る
災
厄
に
絶
対
に
お
護
り
下
さ
る
よ
」

声
に
力
を
こ
め
て
告
げ
て
く
れ
た
。

「
ど
う
い
う
事
で
す
か
？
」

と
反
問
す
る
と
更
に
声
に
張
り
を
も
た
せ
て
、

「
三
年
前
だ
が
う
ち
の
町
内
の
お
ば
あ
さ
ん
が
刃
物
を
持
っ

た
ひ
っ
た
く
り
に
会
っ
た
ん
だ
。
そ
し
て
お
ば
あ
さ
ん
が

腰
を
抜
か
す
前
に
、
ひ
っ
た
く
り
の
方
が
何
か
に
け
つ
ま

ず
い
て
、
自
分
の
刃
物
で
指
先
を
小
さ
く
傷
つ
け
て
、
驚

い
て
逃
げ
、
お
ば
あ
さ
ん
は
怪
我
も
せ
ず
盗
ら
れ
も
せ
ず

済
ん
だ
ん
だ
。
そ
れ
と
昨
年
の
七
月
、
友
人
の
家
へ
や
は

り
刃
物
を
持
っ
た
強
盗
が
押
入
っ
た
時
も
、
偶
然
だ
ろ
う

が
パ
ト
カ
ー
が
二
台
も
家
の
前
を
通
り
か
か
り
そ
の
サ
イ

レ
ン
音
を
聴
い
た
強
盗
は
び
っ
く
り
仰
天
し
て
、
何
も
盗

ら
ず
に
慌
て
て
逃
げ
て
行
っ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
か
ら
一
昨

年
だ
っ
た
か

」
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黙
っ
て
き
い
て
い
る
と
、
ま
だ
ま
だ
い
く
ら
で
も
喋
り

そ
う
な
の
で
、
彼
の
ご
利
益
話
し
は
中
止
し
て
も
ら
っ
た
。

が
、
こ
れ
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
ご
利
益
と
は
自
分
の

心
に
「
信
」
が
あ
る
や
な
し
や
の
問
題
だ
、
と
い
つ
も
の

よ
う
な
結
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が

。

三

さ
て
、
い
よ
い
よ
「
お
富
士
さ
ん
」
の
お
参
り
な
ら
び

に
お
勉
強
で
あ
る
。

こ
こ
の
「
お
富
士
さ
ん
」
も
御
神
体
は
本
物
の
富
士
さ

ん
と
同
様
、
浅
間
神
社
さ
ん
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
関
東
人
、
殊
に
江
戸
っ
子
は
富
士
山
が
大
好

き
だ
。
大
好
き
と
い
う
よ
り
神
さ
ま
と
思
っ
て
い
る
よ
う

だ
。そ

の
一
つ
の
証
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
も
っ
と
も
っ
と

古
い
時
代
か
ら
、
朝
起
き
晴
れ
渡
っ
た
中
の
富
士
山
を
見

て
、
両
掌
を
合
わ
せ
柏
手
を
打
っ
て
拝
む
の
を
習
慣
に
し

て
い
て
、
元
氣
な
一
日
の
始
ま
り
と
し
て
い
た
の
だ
。

從
っ
て
誰
し
も
が
一
生
の
う
ち
一
度
は
「
お
富
士
さ
ん

に
登
っ
て
み
た
い
」
を
願
望
に
し
て
い
た
。
そ
れ
が
凝
っ

て
自
分
の
住
む
処
に
や
た
ら
富
士
の
名
前
を
か
ぶ
せ
た
。

た
と
え
ば
富
士
見
町
、
富
士
見
が
丘
、
富
士
見
が
池
な
ど

な
ど
で
あ
る
。

そ
し
て
徳
川
時
代
に
な
り
天
下
泰
平
が
続
き
、
ち
ょ
っ

と
工
夫
す
れ
ば
誰
で
も
富
士
参
り
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
「
富
士
講
」
で
あ
る
。

町
内
の
富
士
信
者
が
集
っ
て
、
少
し
の
お
金
を
出
し
合
っ

て
、
代
表
者
を
え
ら
び
、
老
人
や
女
性
の
代
わ
り
に
富
士

山
に
お
詣
り
し
て
貰
い
、
お
札
や
お
守
り
を
頂
戴
し
、
有

り
難
が
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
以
上
は
永
年
江
戸
の
「
富
士
信
仰
」
を
調
査
研
究

し
て
お
ら
れ
る
竹
ノ
内
洋
一
郎
先
生
の
著
書
を
引
用
さ
せ

て
い
た
だ
く
。
先
生
は
大
学
で
建
築
学
を
教
え
て
い
ら
し

た
が
、
停
年
を
迎
え
ら
れ
て
偶
然
な
事
か
ら
「
江
戸
の
富

士
信
仰
」
に
興
味
を
持
た
れ
、
の
め
り
込
ん
だ
そ
う
で
あ

る
。先

生
に
よ
る
と
、
現
在
の
東
京
に
は
四
十
か
ら
六
十
の

富
士
塚
が
存
る
そ
う
で
あ
る
。
盛
時
は
そ
の
倍
以
上
あ
っ

た
そ
う
で
あ
る
が
、
信
仰
の
消
滅
や
火
災
、
管
理
の
面
倒

さ
な
ど
で
講
自
体
が
つ
ぶ
れ
、
無
く
な
っ
て
い
っ
た
の
だ

と
い
う
。

だ
が
鳩
森
八
幡
社
の
「
お
富
士
さ
ん
」
は
厳
然
と
し
て

昔
の
面
影
を
残
し
な
が
ら
存
在
す
る
。

ま
ず
は
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
樹
々
に
囲
ま
れ
た
小
山
に
な
っ
て

い
て
、
頂
上
へ
登
る
登
山
道
が
少
し
だ
け
下
か
ら
も
見
え

る
。こ

こ
で
は
「
お
富
士
さ
ん
」
と
言
わ
ず
、
浅
間
神
社
と

な
っ
て
い
る
。

山
の
入
口
に
は
鳥
居
が
あ
り
、
そ
の
右
手
に
石
碑
が
あ

る
。
そ
の
石
碑
に
、「
東
京
都
指
定
。
有
形
民
族
文
化
財
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

最
初
に
建
て
ら
れ
た
の
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
・
光
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格
天
皇
御
宇
・
十
一
代
徳
川
家
斉
）
と
あ
る
。
そ
の
後
は

何
度
か
建
て
か
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
結
果
が
今
日
の
美
し

さ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

登
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
足
許
は
当
然
の
如
く
平
坦
な
歩

道
を
歩
く
と
い
う
具
合
に
は
ゆ
か
な
い
。
し
か
も
途
中
に

幾
つ
か
お
宮
さ
ん
が
有
る
の
で
、
信
心
深
い
（
？
）
小
生

は
一
つ
づ
つ
足
を
留
め
て
両
掌
を
合
わ
せ
て
拝
む
。
た
だ

し
お
賽
銭
は
差
し
上
げ
な
か
っ
た
が
。

や
が
て
山
頂
に
至
り
、
と
言
っ
て
も
の
の
十
五
分
と
は

か
か
ら
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
浅
間
神
社
の
奥
様
さ
ま
が

あ
り
、
こ
れ
を
遥
拝
し
て
登
山
は
お
わ
っ
た
。

し
か
し
勉
強
は
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ク
ロ
ボ
ク

（
黒
朴
）
な
る
も
の
に
触
れ
て
よ
く
観
て
実
感
し
な
け
れ

ば
、
お
富
士
さ
ん
に
登
り
参
拝
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
、

と
聞
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ク
ロ
ボ
ク
と
い
う
の
は
、
早
い
話
が
富
士
山
の
溶
岩
の

事
で
あ
る
。
富
士
山
は
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
・
東
山
天

皇
御
宇
・
徳
川
五
代
綱
吉
将
軍
）
の
十
一
月
二
十
日
大
噴

火
を
起
し
、
江
戸
中
ま
で
灰
だ
ら
け
に
し
た
そ
う
だ
が
、

そ
の
た
め
富
士
山
の
途
中
に
小
山
が
出
来
（
宝
永
山
）、溶

岩
が
あ
ま
た
流
れ
出
た
。
そ
の
溶
岩
を
ク
ロ
ボ
ク
と
呼
ん

だ
の
だ
。

つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
ク
ロ
ボ
ク
は
お
富
士
さ
ん
の
体

の
一
部
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
軽
い
も
の
で
は
な
い
。
江

戸
ま
で
背
負
っ
て
運
ん
で
く
る
の
は
重
く
て
容
易
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
。
遅
ま
き
な
が
ら
「
ご
苦
労
さ
ま
」
と
言
い

た
い
。

こ
こ
に
は
ク
ロ
ボ
ク
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時

の
講
の
役
に
あ
っ
た
人
は
大
変
な
ご
苦
労
で
あ
っ
た
と
思

う
が
、
一
体
講
と
は
ど
ん
な
組
織
で
ど
の
よ
う
に
運
営
さ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

要
は
頼
母
子
講
と
同
様
に
、
何
人
何
十
人
か
の
人
が
あ

つ
ま
っ
て
、
少
し
づ
つ
金
を
出
し
、
そ
の
金
を
く
じ
に
当
っ

た
人
が
使
い
、
返
却
し
て
い
く
、
と
い
う
組
織
で
あ
る
。

富
士
講
は
、
金
を
出
す
の
は
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
れ
を

富
士
参
り
の
代
参
を
す
る
費
用
、
お
み
や
げ
費
に
使
う
の

で
あ
る
。

だ
が
世
の
中
、
い
つ
の
時
代
も
悪
い
奴
が
い
て
、
こ
の

金
を
着
服
し
て
逃
亡
し
た
り
、
代
参
に
行
か
ず
に
途
中
で

消
費
し
た
り
す
る
バ
チ
当
り
が
い
て
、
よ
く
揉
め
事
に
な

り
果
て
は
刃
傷
沙
汰
を
起
し
て
お
上
の
お
世
話
に
な
る
こ

と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
そ
れ
で
も
富
士
講
は
、
な
ん
と
か
続
き
、
戦
前

ま
で
は
あ
る
所
で
は
車
や
電
車
を
使
わ
ず
、
昔
な
が
ら
の

歩
き
で
「
六
根
清
淨
」
と
唱
え
な
が
ら
一
歩
一
歩
お
山
を

登
る
人
が
大
勢
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
い
い
話
だ
。

今
回
は
「
富
士
山
講
」
を
メ
に
し
た
が
、
読
者
の
方
々

で
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
お
山
の
あ
る
神
社
に
お
詣
り
し
た

ら
、
ぜ
ひ
お
富
士
さ
ん
に
も
お
目
に
か
か
っ
て
下
さ
い
。

鳩
森
八
幡
神
社
の
御
住
所
は

〒
一
五
一
―
〇
〇
五
一

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
一
ノ

一
ノ
二
四

電
話
（
〇
三
―
三
四
〇
一
―
一
二
八
四
）

宮
司

平
野

俊
二

―
お
わ
り
―
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（
表
紙
説
明
）

■
保
多
織

縦
糸
と
横
糸
を
一
本
ず
つ
交
差
さ
せ
る
平
織
り
に
対

し
て
、
保
多
織
は
三
回
平
織
り
で
打
ち
込
ん
で
四
本
目

を
浮
か
せ
織
る
。
丈
夫
で
独
特
の
風
合
い
を
持
つ
。

株
式
会
社
岩
部
保
多
織
本
舗

所
在
地
／
香
川
県
高
松
市
磨
屋
町

電
話
〇
八
七－

八
四
一－

一
五
三
一

九
時
三
十
分
か
ら
夕
方
六
時
ま
で
。日
曜
・
祝
祭
日
休
み

「
酒
林
」随
筆
特
集

第
八
十
号

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
号

発
行
人

西

野

信

也

印
刷
人

株
式
会
社

太
陽
社

高
松
市
亀
井
町
二
番
地
八

発
行
所

西
野
金
陵
株
式
会
社

万
一
乱
丁
・
落
丁
が
あ
り
ま
し
た
ら
、ご
一
報
下
さ
い
。

－４４－

小説


