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ガ
ラ
ス
窓　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
　
田
　
　
勉

人
通
り
の
少
な
い

裏
通
り
に
面
し
た
カ
フ
ェ
で

ず
っ
と
外
を
見
た
ま
ま
の
人
が
い
る

冷
え
切
っ
た
梢
の
小
さ
な
揺
れ
か

忙
し
く
跳
ね
動
く
雀
か

か
な
た
か
ら
舞
い
降
り
て
来
る
雪
花
の
行
方
か

そ
れ
と
も

重
ね
て
き
た
時
間
へ
の
訪
い
か

外
光
に
覆
わ
れ
影
と
な
っ
た
そ
の
人
の
後
ろ
姿
は

そ
の
ま
ま
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窓
枠
の
空
間
に
貼
り
つ
い
た
よ
う
に

動
き
が
無
か
っ
た

ど
こ
に
で
も
あ
る

ぼ
ん
や
り
と
し
た
記
憶
の
中
で
巣
食
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
街

馴
染
み
の
な
い
街

生
前

住
ん
だ
記
憶
も
薄
い
と
言
っ
て
い
た

父の
生
地

そ
の
中
に
包く

る

ま
れ
た
ま
ま

た
よ
り
な
い
支
点
は

父
の
生
を

は
ね
か
え
す
こ
と
も
出
来
な
い
ま
ま

た
だ
巡
り
進
む
こ
と
を

重
ね
て
き
た
の
だ
ろ
う
か

向
い
の
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小
さ
な
雑
貨
店
の
色
褪
せ
た
幟
が

風
に
バ
タ
つ
い
て
い
る

「
今
日
も
一
番
〇
〇
商
店
」

問
い
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
拒
む
よ
う
に

今
日　

が

今
日　

は

今
日　

も

とひ
と
文
字
だ
け
が

風
か
ら
逃
れ
て

喘
い
で
い
る

カ
ウ
ベ
ル
の
ド
ア
ベ
ル
が
鳴
っ
て

若
い
青
年
が
入
っ
て
来
る
と

窓
の
外
を
見
て
い
た
人
が

振
り
向
き
な
が
ら

軽
く
右
手
を
あ
げ
て
笑え

む

眉
の
濃
さ
と
目
元
が
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青
年
と
そ
っ
く
り
な
顔
立
ち
で
あ
っ
た

一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
の
少
な
か
っ
た

祖
母
と
父
が

波
打
つ
ク
ラ
シ
カ
ル
な
ガ
ラ
ス
窓
に

映
っ
て
い
る
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生
活
の
柄
（
25
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
　
山
　
　
仁
　

コ
ロ
ナ
の
対
流
式
石
油
ス
ト
ー
ブ
に

マ
ッ
チ
で
火
を
つ
け　

薬や
か
ん缶

を
の
せ
る

加
藤
剛
主
演
の
「
大
岡
越
前
」（
時
代
劇
専
門
チ
ャ
ン
ネ
ル
）
で
は

佐
竹
の
人
飾
り＊

が
で
て
い
る

冬
の
朝

障
子
を
開
け

き
ょ
う
の
雪
寄
せ
を
み
る
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＊

外
出
し
な
い
日

無
精
髭
の
お
鈴り

ん

が

世
界
と
つ
な
が
る
言
語
に
な
る

            

＊  「
佐
竹
の
三
味
線
堀
の
上
屋
敷
で
は
、
元
朝
か
ら
七
日
ま
で
、

表
門
外
の
敷
石
の
上
に
、
左
右
二
側
に
足
軽
が
三
人
ず
つ
、

行
儀
よ
く
立
っ
て
い
る
。（
中
略
）
こ
れ
が
人
飾
り
と
い
っ

て
、
松
飾
り
の
代
り
な
の
で
あ
っ
た
。」（
三
田
村
鳶
魚
『
江

戸
の
春
秋　

鳶
魚
江
戸
文
庫
15
、中
公
文
庫
、一
九
九
七
年
）
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  『
ル
ポ
　
希
望
の
人
び
と
―
こ
こ
ま
で
き
た

　
　
認
知
症
の
当
事
者
発
信
―
』
を
読
ん
だ　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
部
　
俊
作

生
井
久
美
子
著

二
〇
一
七
年
朝
日
新
聞
出
版
発
行

　

認
知
症
で
あ
る
こ
と
を
個
人
や
家
族
の
範
囲
内
に
閉
じ
込

め
て
お
か
ず
に
、
偏
見
や
困
難
を
広
く
社
会
の
課
題
と
し
て
考

え
、
い
ち
早
く
行
動
し
て
い
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
女

性
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
だ
っ
た
。
彼
女
自
身
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

に
冒
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
一
年
に
国
際
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

協
会
（
本
部
：
ロ
ン
ド
ン
）
が
開
催
し
た
国
際
会
議
で
講
演
し
、

自
分
が
認
知
症
で
あ
る
こ
と
を
公
表
し
た
。

二
〇
〇
四
年
、
こ
の
国
際
会
議
が
国
内
で
は
初
め
て
京
都
で

開
催
さ
れ
た
。
自
分
の
病
気
を
明
ら
か
に
し
、
同
じ
病
で
苦
し

む
人
た
ち
に
、
と
も
に
手
を
つ
な
ご
う
と
訴
え
た
こ
と
は
、
当

事
者
の
み
な
ら
ず
日
本
の
社
会
全
体
に
と
っ
て
も
大
き
な
転
機

点
と
な
っ
た
。
欧
米
か
ら
参
加
し
た
人
た
ち
と
と
も
に
、
国
内

か
ら
参
加
し
た
日
本
人
当
事
者
が
、
演
壇
か
ら
聴
衆
に
向
か
っ

て
、
病
か
ら
く
る
不
安
や
葛
藤
を
語
り
、「
自
分
ら
し
く
生
き

た
い
」
と
訴
え
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
を
境
に
「
認
知
症
に

な
っ
た
本
人
は
何
も
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
常

識
が
く
つ
が
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
会
議
に
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
は
夫
と
と
も
に
参
加
し
た

が
、
二
人
の
発
す
る
言
葉
は
、
会
場
の
本
人
や
家
族
を
勇
気
づ

け
た
。

　

・
認
知
症
に
な
る
と
「
心
が
空
っ
ぽ
で
、
何
も
考
え
ら
れ
な

く
な
る
」
と
い
う
の
は
偏
見
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る

「
社
会
の
病
気
」
で
す
。
偏
見
を
な
く
す
闘
い
で
は
、
私

た
ち
を
目
に
見
え
る
存
在
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

・
病
気
は
変
え
ら
れ
な
い
。
で
も
自
分
は
変
え
ら
れ
る
。

  
・
社
会
の
弱
者
と
同
様
、
私
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ 

て
く
れ
る
か
に
こ
そ
、
み
な
さ
ん
の
人
間
性
と
社
会
の
成

      

熟
の
尺
度
が
あ
る
。
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ち
ょ
う
ど
こ
の
年
の
一
二
月
に
国
は
「
痴
呆
」
と
い
う
呼

称
を
「
認
知
症
」
に
変
更
し
た
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

こ
の
ル
ポ
の
な
か
で
、
本
人
の
苦
悩
が
も
っ
と
も
切
実
に
響

い
た
の
は
、
五
〇
代
の
人
の
次
の
よ
う
な
言
葉
だ
っ
た 

。

　

・
人
生
に
は
終
わ
り
が
あ
る
。
い
つ
か
自
分
の
こ
と
も
分
か

ら
な
く
な
る
日
を
覚
悟
し
た
。
も
う
自
分
の
名
前
が
書
け

な
い
、
計
算
が
で
き
な
い
、
時
間
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
、

運
転
は
諦
め
た
。
で
き
な
い
こ
と
が
ど
ん
ど
ん
増
え
、
も

た
つ
く
自
分
、
お
ろ
お
ろ
す
る
自
分
が
情
け
な
い
。
も
っ

て
い
る
物
が
ど
ん
ど
ん
な
く
な
る
よ
う
な
不
安
、
自
分
が

壊
れ
て
い
く
挫
折
感
。
ま
だ
話
す
こ
と
な
ら
、
思
い
を
語

る
こ
と
な
ら
、
ま
だ
で
き
る
。

「
絶
望
を
語
り
合
え
る
希
望
」
と
言
っ
た
人
が
い
た
。
よ
う

や
く
仲
間
と
語
り
合
え
る
こ
と
の
中
に
希
望
を
見
つ
け
た
と
。

国
際
会
議
が
吹
き
込
ん
だ
新
し
い
風
を
は
ら
ん
で
、
彼
ら

は
、
自
分
の
病
気
や
自
分
た
ち
の
思
い
を
語
り
始
め
、
交
流
す

る
場
を
作
り
は
じ
め
た
。
地
域
を
越
え
て
小
人
数
で
も
つ
な
が

り
、
自
分
た
ち
に
合
っ
た
や
り
方
で
自
分
た
ち
の
苦
悩
や
思
い

を
語
り
合
い
、
地
域
へ
理
解
を
広
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
本
人
、
医
師
、
作
業
療
法
士
が
ト
リ
オ
で
語
り
合

う
講
座
、
本
人
、
家
族
、
支
援
者
な
ど
七
人
が
参
加
す
る
会
議
、

認
知
症
に
関
す
る
勉
強
会
、
本
人
の
ブ
ロ
グ
立
ち
上
げ
、
三
人

仲
間
二
組
が
同
じ
会
場
で
リ
レ
ー
式
に
語
り
合
う
座
談
会
な
ど

な
ど
だ
っ
た
。
現
役
の
人
、
退
職
、
若
年
退
職
し
た
人
な
ど
多

様
な
人
が
参
加
し
て
い
た
。
彼
ら
は
こ
う
し
た
場
を
渇
望
し
て

い
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
動
き
は
関
東
や
西
日
本
で
広
が
り
、

札
幌
、
仙
台
に
も
波
及
し
た
。
そ
の
な
か
で
彼
ら
は
次
の
よ
う

に
発
し
て
い
る
。

　

・
社
会
に
あ
る
偏
見
を
自
分
も
信
じ
込
ん
で
い
た
。
こ
の
二

重
の
偏
見
が
生
き
る
希
望
を
も
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
。
そ

ん
な
誤
解
、
偏
見
を
な
く
し
て
い
き
た
い
。

・
僕
が
皆
の
こ
と
を
忘
れ
て
も
、
み
ん
な
が
覚
え
て
い
て

く
れ
る
。
だ
か
ら
忘
れ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
。

   
・
記
憶
が
で
き
な
く
て
も
記
録
は
で
き
る
。
（
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー

ダ
ー
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
メ
ー
ル
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

な
ど
を
使
っ
て
）



10

　

・
人
間
の
価
値
は
有
用
性
で
決
ま
る
の
で
は
な
い
。
何
か　

が
で
き
な
く
て
も
人
は
そ
れ
自
体
尊
い
。

・
私
た
ち
抜
き
で
私
た
ち
の
こ
と
を
決
め
な
い
で
。

   

・
認
知
症
に
な
っ
た
当
事
者
に
聴
か
な
き
ゃ
認
知
症
の
こ
と

は
分
か
ら
な
い
。
自
分
た
ち
に
し
か
で
き
な
い
役
割
が
あ

る
。

  

・
希
望
を
知
る
こ
と
、
希
望
を
信
じ
る
こ
と
が
（
自
分
た

ち
）
医
師
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

   

・
認
知
症
の
人
に
と
っ
て
い
い
町
は
、
み
ん
な
に
と
っ
て
も

      

い
い
町
で
あ
る
は
ず
。

各
地
で
の
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
核
に
な
る
数
人
が
集

ま
っ
て
、
全
国
的
な
当
事
者
団
体
が
必
要
だ
と
語
り
合
っ
た
。

当
事
者
だ
か
ら
こ
そ
気
づ
い
た
こ
と
、
試
行
錯
誤
し
た
こ
と
を

も
と
に
行
政
に
提
言
し
、
施
策
に
反
映
さ
せ
た
い
、
そ
の
た
め

に
は
個
々
人
で
や
る
よ
り
も
団
体
で
当
た
っ
た
方
が
効
果
的
だ

と
考
え
た
の
だ
。「
空
白
の
期
間
」
へ
の
対
応
も
課
題
の
一
つ

だ
っ
た
。
と
く
に
現
役
で
働
い
て
い
る
若
い
人
の
場
合
は
、
①

自
身
で
症
状
に
気
づ
い
て
か
ら
受
診
す
る
ま
で
の
期
間
②
認
知

症
と
診
断
さ
れ
て
か
ら
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
支
援
を
受
け
ら

れ
る
年
齢
（
四
〇
歳
）
に
な
る
ま
で
の
期
間
は
注
意
が
必
要
と

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
空
白
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
症
状
が
進
ん

で
し
ま
う
心
配
が
あ
る
か
ら
だ
っ
た
。
症
状
が
軽
い
場
合
は
、

職
場
な
ど
周
り
か
ら
そ
れ
と
認
識
し
て
も
ら
え
な
い
た
め
、
支

援
の
必
要
性
を
理
解
さ
れ
に
く
い
と
い
う
背
景
も
あ
っ
た
。

　

認
知
症
本
人
に
よ
る
当
事
者
団
体
「
日
本
認
知
症
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
（
Ｊ
Ｄ
Ｗ
Ｇ
）」
が
二
〇
一
四
年
一
〇
月
に
結
成

さ
れ
た
（
注
）。
京
都
で
の
国
際
会
議
以
後
、
各
地
で
当
事
者

た
ち
が
集
ま
り
は
じ
め
て
か
ら
十
年
経
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
当

時
の
総
理
大
臣
や
厚
生
労
働
大
臣
と
も
面
談
し
、
政
策
の
提
言

を
し
た
り
、
二
年
後
の
二
〇
一
六
年
に
は
、
Ｊ
Ｄ
Ｗ
Ｇ
の
メ
ン

バ
ー
が
、
厚
労
省
の
「
認
知
症
カ
フ
ェ
の
実
態
に
関
す
る
調
査

研
究
事
業
」
に
当
事
者
委
員
と
し
て
参
加
す
る
ま
で
に
な
っ
て

い
た
。

　
　
　
　
　
　

＊

著
者
は
一
九
九
四
年
冬
、
秋
田
の
あ
る
「
痴
呆
病
棟
」
で

付
き
添
い
の
人
と
一
緒
に
病
室
の
床
に
布
団
を
敷
い
て
寝
泊
ま

り
し
な
が
ら
介
護
の
取
材
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き

の
病
棟
の
劣
悪
な
環
境
や
患
者
へ
の
処
遇
を
目
の
当
た
り
に
し

た
こ
と
が
、
こ
の
ル
ポ
を
書
く
根
っ
こ
に
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。
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ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
と
の
出
会
い
と
京
都
・
国
際
会
議
、
そ
の
十

年
後
の
当
事
者
団
体
結
成
…
…
と
長
年
に
わ
た
っ
て
取
材
し
て

き
た
。
痴
呆
あ
る
い
は
認
知
症
と
い
え
ば
精
神
科
病
院
へ
の
入

院
と
い
っ
た
対
応
を
と
る
こ
と
が
日
本
で
は
珍
し
く
な
か
っ

た
。
そ
こ
に
人
権
を
軽
視
す
る
処
遇
が
生
ま
れ
が
ち
だ
っ
た
こ

と
が
こ
の
ル
ポ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
認
知
症
と
診
断
を
受
け
る

と
、
そ
う
し
た
精
神
医
療
の
傾
向
と
あ
い
ま
っ
て
、
本
人
や
家

族
は
偏
見
の
眼
差
し
受
け
て
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
き
た
と

思
う
。
こ
う
し
た
旧
弊
に
対
し
て
、
二
〇
一
○
年
こ
ろ
か
ら
始

ま
っ
た
本
人
た
ち
自
身
に
よ
る
発
信
活
動
が
疑
問
符
を
突
き
つ

け
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。

各
地
で
始
ま
っ
た
集
ま
り
を
経
て
、
何
人
も
の
人
が
相
次

い
で
闘
病
記
を
出
版
し
た
り
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
た

り
し
て
い
る
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
も
彼
ら
の
熱
量
の
高
さ

が
伝
わ
っ
て
く
る
。

本
人
た
ち
も
医
師
も
口
に
し
て
い
た
「
希
望
」
と
い
う
言

葉
に
、
そ
の
明
か
り
の
強
さ
を
感
じ
た
。
こ
の
先
、
失
っ
た
も

の
に
気
づ
く
と
き
の
絶
望
が
何
度
か
や
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
最
後
に
彼
や
彼
女
が
目
に
す
る
の

は
「
希
望
」
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
。

　
　
　
　

　
　
　

注

　
　

二
〇
一
七
年
九
月
に
「
一
般
社
団
法
人　

日
本
認
知
症
本
人

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
設
立
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
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水
田
と
ツ
バ
メ
（
二
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
た
だ
し

・
冬
の
一
日

　

冬
は
鳥
を
見
て
暮
ら
し
て
い
る
。
朝
、
窓
の
外
は
ま
だ
薄
暗

く
、
隣
家
の
小
さ
い
窓
に
は
明
か
り
が
灯
っ
て
い
る
。
隣
家
に

近
い
植
木
の
冬
囲
い
の
近
く
に
ツ
グ
ミ
が
一
羽
、
エ
サ
を
探
し

て
歩
い
て
い
る
。
一
〇
日
く
ら
い
前
か
ら
冬
囲
い
の
上
に
置
い

た
エ
サ
台
の
リ
ン
ゴ
を
目
当
て
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ツ
グ

ミ
や
ヒ
ヨ
ド
リ
は
リ
ン
ゴ
の
よ
う
な
果
物
は
好
物
だ
が
、
嘴
が

細
い
た
め
か
皮
を
食
べ
る
の
は
苦
手
の
よ
う
で
、
呑
み
込
む
の

に
時
間
が
か
か
る
。
そ
の
た
め
で
き
る
だ
け
小
さ
く
千
切
っ
て

エ
サ
台
に
載
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
リ
ン
ゴ
の
皮
と
芯
を
持

っ
て
外
に
出
る
と
ツ
グ
ミ
は
近
く
の
柿
の
木
の
枝
に
逃
げ
、
そ

れ
か
ら
作
業
場
の
陰
に
飛
ん
で
行
っ
た
。

　

家
に
戻
り
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
を
持
っ
て
畑
に
向
か
う
。
通
り
は

人
気
も
な
く
、
雪
道
に
犬
と
長
く
つ
の
足
跡
が
続
い
て
い
る
。

道
路
を
右
に
折
れ
て
民
家
を
過
ぎ
る
と
左
側
に
雪
に
覆
わ
れ
た

畑
が
広
が
り
、
遠
く
に
背
の
高
い
裸
木
が
枝
を
空
に
向
か
っ
て

広
げ
て
い
る
。
農
業
用
の
排
水
路
に
架
か
っ
た
橋
を
渡
る
と
、

冷
た
い
水
の
流
れ
の
中
に
カ
ル
ガ
モ
が
二
羽
、
背
を
向
け
て
泳

い
で
い
る
。
Ｙ
字
路
を
左
に
折
れ
て
歩
い
て
ゆ
く
と
、
道
路
わ

き
の
畑
の
肥
塚
に
カ
ラ
ス
が
三
羽
い
る
。
昨
年
、
こ
の
辺
に
い

る
二
羽
の
カ
ラ
ス
が
三
羽
の
雛
を
育
て
、
今
は
五
羽
と
な
っ
た

が
、
そ
の
う
ち
の
三
羽
だ
ろ
う
。

　

畑
の
道
を
歩
き
十
字
路
を
右
に
折
れ
る
と
、
家
の
畑
だ
。
畑

の
肥
塚
の
上
に
家
か
ら
持
っ
て
き
た
ポ
リ
バ
ケ
ツ
を
開
け
る

と
、
遠
く
の
杉
の
木
や
畑
の
物
置
小
屋
の
上
に
い
た
カ
ラ
ス
が

そ
れ
を
見
て
い
て
、
私
が
そ
の
場
を
離
れ
る
と
や
っ
て
来
る
。

カ
ラ
ス
た
ち
は
野
菜
く
ず
の
中
か
ら
煮
干
し
や
魚
の
頭
な
ど
、

食
べ
ら
れ
る
も
の
を
探
し
て
見
つ
け
る
と
、
す
ぐ
に
そ
の
場
か

ら
飛
び
去
り
、
思
い
思
い
の
場
所
で
食
べ
始
め
る
。
私
は
そ
れ

を
眺
め
な
が
ら
家
に
帰
る
。

　

家
に
戻
る
と
、
ツ
グ
ミ
と
ヒ
ヨ
ド
リ
と
ス
ズ
メ
が
冬
囲
い
の

周
囲
に
集
ま
っ
て
い
た
。
ヒ
ヨ
ド
リ
は
リ
ン
ゴ
の
皮
を
咥
え
、
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呑
み
込
め
ず
に
首
を
左
右
に
振
り
、
難
儀
し
て
い
た
。

　

朝
食
後
は
鋸
や
鉈
を
持
ち
、
身
支
度
を
し
て
山
へ
向
か
う
。

山
と
い
っ
て
も
家
の
近
く
の
裏
山
で
、
尾
根
の
頂
が
三
〇
メ
ー

ト
ル
位
の
低
い
山
脈
だ
。
家
か
ら
二
軒
隣
の
家
の
前
を
右
に
折

れ
、
沢
へ
通
じ
る
農
道
へ
入
り
、
山
の
西
側
の
雪
に
覆
わ
れ
た

田
ん
ぼ
道
を
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
ゆ
く
。
か
ん
じ
き
を
使
わ
な
く

て
も
な
ん
と
か
歩
い
て
行
け
る
雪
の
深
さ
だ
。
一
五
分
位
で
山

の
入
り
口
に
着
く
。
こ
こ
か
ら
山
に
入
っ
て
ゆ
く
。

　

今
は
誰
も
山
に
入
る
人
は
い
な
い
と
見
え
、
藤
な
ど
の
蔓
に

巻
か
れ
た
杉
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
、
倒
伏
し
枯
れ
果
て
た
木
も

見
受
け
ら
れ
る
。
嘗
て
山
の
所
有
者
が
歩
い
た
道
を
毎
日
歩
い

て
い
る
う
ち
に
、
踏
み
固
め
ら
れ
た
雪
の
道
が
で
き
、
そ
の
道

に
沿
っ
て
杉
林
の
中
を
登
っ
て
ゆ
く
。
今
朝
、
こ
の
雪
道
を
キ

ツ
ネ
が
通
っ
た
の
か
、
足
跡
が
尾
根
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
の

尾
根
を
越
え
て
檜
の
間
を
下
っ
て
ゆ
く
と
右
側
に
家
の
杉
林
が

見
え
て
く
る
。

　

山
の
中
は
五
〇
年
以
上
前
に
植
え
ら
れ
た
杉
が
空
に
向
か
っ

て
立
ち
並
ぶ
。
木
の
高
さ
は
二
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
は
あ
る
だ
ろ

う
。
幹
の
直
径
は
根
元
で
二
〇
セ
ン
チ
位
か
ら
太
い
の
は
六
〇

セ
ン
チ
位
ま
で
あ
る
。
殆
ど
先
端
部
以
外
は
枝
や
葉
は
落
ち
、

真
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
木
の
枝
葉
が
空
を
遮

っ
て
い
る
。
林
内
は
普
段
の
生
活
で
は
得
ら
れ
な
い
豊
か
な
静

寂
感
が
あ
る
。
鋸
で
杉
を
伐
る
音
。
伐
っ
た
断
面
に
打
ち
込
む

楔
の
音
。
木
が
倒
れ
る
音
な
ど
が
冬
の
林
の
中
に
広
が
り
、
そ

の
音
が
止
む
と
、
ま
た
静
寂
が
戻
る
。

　

杉
の
木
が
密
集
し
て
い
た
り
、
枝
が
落
ち
て
枯
れ
て
い
る
も

の
な
ど
、
不
要
と
思
わ
れ
る
杉
を
伐
っ
て
ゆ
く
。
木
の
断
面
を

見
る
と
五
〇
数
年
の
年
輪
が
数
え
ら
れ
、
こ
の
木
た
ち
が
過
ご

し
た
時
間
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
時

間
は
私
が
こ
の
地
で
過
ご
し
て
き
た
時
間
と
重
な
る
が
、
木
々

の
静
か
な
存
在
感
と
比
べ
る
と
自
分
が
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
に
見

え
て
く
る
。

　

杉
の
木
の
枝
や
葉
が
風
に
揺
れ
る
様
は
、
人
の
（
心
）
の
よ

う
で
、
風
が
吹
い
た
り
雨
が
降
る
と
、（
心
）
は
そ
れ
に
反
応

し
て
揺
れ
た
り
、
濡
れ
た
り
、
時
に
は
折
れ
た
り
す
る
。
し
か

し
木
の
根
元
は
動
か
な
い
。（
心
）
は
揺
れ
動
く
運
動
で
、（
自

分
）
で
は
な
い
。（
注
）

　
（
自
分
）
は
動
か
な
い
木
の
根
元
の
ほ
う
に
あ
る
と
考
え
る

の
が
仏
教
の
教
え
の
よ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
枝
や
葉
が
無
い
と
木
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は
枯
れ
て
し
ま
う
。

　

伐
っ
た
木
は
た
だ
土
に
還
す
つ
も
り
で
初
め
は
そ
の
ま
ま
に

し
て
い
た
。
山
の
土
を
肥
や
す
に
は
そ
こ
で
生
ま
れ
た
も
の
は

持
ち
去
ら
な
い
方
が
良
い
と
い
う
考
え
か
ら
だ
っ
た
が
、
こ
れ

だ
と
歩
く
の
に
邪
魔
な
の
で
、
今
は
立
木
の
そ
ば
に
枕
木
を
置

き
、
担
げ
る
長
さ
に
伐
っ
て
枕
木
に
並
べ
、
積
み
上
げ
て
い

る
。

　

倒
れ
た
杉
の
枝
の
先
の
方
に
小
鳥
が
や
っ
て
く
る
。
ス
ズ
メ

よ
り
も
小
さ
い
鳥
で
、
冬
鳥
の
キ
ク
イ
タ
ダ
キ
だ
。
頭
部
に
黄

色
と
赤
の
模
様
が
あ
り
、
羽
根
は
オ
リ
ー
ブ
色
の
小
鳥
だ
が
、

動
き
が
早
く
小
さ
い
の
で
肉
眼
で
は
頭
部
の
色
彩
ま
で
は
分
か

ら
な
い
。
体
長
は
一
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
で
、
体
重
は
五
〜
六
グ
ラ

ム
し
か
な
い
と
い
う
。
日
本
で
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
野
鳥

で
は
最
小
の
部
類
と
い
う
。

　

鳥
の
体
温
は
四
〇
度
か
ら
四
二
度
と
高
い
と
い
う
が
、
元
気

に
飛
び
回
る
姿
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
小
さ
い
生
き
物
の
（
体

温
）
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
キ
ク
イ
タ
ダ
キ
の
他
に
も
、
山
道

を
歩
い
て
い
る
と
ア
カ
ゲ
ラ
や
コ
ゲ
ラ
な
ど
の
キ
ツ
ツ
キ
や
、

ヒ
ガ
ラ
や
コ
ガ
ラ
な
ど
の
カ
ラ
類
、
そ
れ
に
カ
ケ
ス
や
ミ
ソ
サ

ザ
イ
な
ど
も
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
リ
ス
が
杉
の
木

を
素
早
く
駆
け
下
り
た
り
し
て
い
る
。

　

時
々
、
ガ
ン
の
群
れ
が
甲
高
く
鳴
き
な
が
ら
杉
の
木
の
す

ぐ
上
を
北
へ
向
か
っ
て
行
く
。
飛
ぶ
鳥
た
ち
に
は
こ
こ
か
ら

四
、五
キ
ロ
離
れ
た
日
本
海
が
見
え
る
の
だ
ろ
う
。

　

昼
頃
、
山
仕
事
を
終
え
て
家
に
戻
る
。
家
で
は
二
階
の
南
側

の
窓
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
外
に
エ
サ
台
を
吊
り
下
げ
て
い
る
。
ベ

ラ
ン
ダ
か
ら
は
隣
家
の
広
い
庭
が
見
渡
せ
、
ヤ
ツ
デ
や
ハ
ゼ
ノ

キ
な
ど
が
植
わ
っ
て
い
て
、
ヒ
ヨ
ド
リ
や
ツ
グ
ミ
、
シ
ロ
ハ

ラ
、
シ
メ
な
ど
を
時
々
見
か
け
る
。

　

数
年
前
か
ら
二
階
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
エ
サ
台
を
吊
り
下
げ
、
隣

家
の
庭
に
や
っ
て
来
る
鳥
を
招
こ
う
と
し
た
が
、
一
向
に
や
っ

て
く
る
気
配
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
昨
年
、
裏
の
柿
の
木
の
そ

ば
に
、
さ
つ
き
を
移
し
、
屋
根
を
掛
け
て
冬
囲
い
を
し
、
古
く

な
っ
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
リ
ン
ゴ
を
柿
の
木
に
吊
る
し
て

お
い
た
と
こ
ろ
、
今
年
に
な
っ
て
ツ
グ
ミ
や
ヒ
ヨ
ド
リ
が
来
る

よ
う
に
な
っ
た
。
柿
の
木
の
そ
ば
に
作
っ
た
冬
囲
い
が
鳥
に
と

っ
て
は
隠
れ
家
的
な
場
所
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ

で
、
使
っ
て
い
な
か
っ
た
ベ
ラ
ン
ダ
の
エ
サ
台
を
雪
囲
い
の
そ
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ば
に
吊
る
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ヒ
ヨ
ド
リ
や
ツ
グ
ミ
が
い
る
こ

と
に
安
心
し
た
の
か
、
ス
ズ
メ
も
や
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

数
日
後
、
家
の
二
階
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
こ
の
エ
サ
台
を
移
す

と
、
一
羽
の
ス
ズ
メ
が
隣
家
の
ヤ
ツ
デ
の
木
の
上
か
ら
ベ
ラ
ン

ダ
に
飛
ん
で
き
て
雑
穀
を
食
べ
始
め
、
次
々
に
ス
ズ
メ
が
や
っ

て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

朝
か
ら
午
後
ま
で
賑
や
か
に
出
入
り
し
て
い
た
鳥
た
ち
も
、

夕
方
に
な
る
と
急
に
い
な
く
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
塒
に
帰
っ
て

ゆ
く
。
ス
ズ
メ
は
一
軒
離
れ
た
家
の
作
業
小
屋
の
屋
根
の
庇
の

中
に
入
り
、
ツ
グ
ミ
と
ヒ
ヨ
ド
リ
は
裏
山
の
方
へ
飛
ん
で
行
っ

た
。

　

も
う
す
ぐ
ツ
グ
ミ
や
キ
ク
イ
タ
ダ
キ
な
ど
の
冬
鳥
は
姿
を
消

し
、
生
ま
れ
故
郷
に
帰
っ
て
ゆ
く
。
代
わ
り
に
ツ
バ
メ
な
ど
の

渡
り
鳥
が
南
か
ら
や
っ
て
来
る
。

（
注
）
名
越
康
文
著
・「
ど
う
せ
死
ぬ
の
に
な
ぜ
生
き
る
の
か
」

を
参
考
に
し
た
。
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●
ブ
ロ
グ
「
陽
だ
ま
り
の
中
の
な
か
」
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
　
田
　
　
勉　

横
山
仁
評
論

『
ビ
ン
ボ
ー
チ
ョ
ー　

３
』　

　
　
　
　
　
　
　

　

横
山
仁
さ
ん
の
詩
論
・
評
論
集
『
ビ
ン
ボ
ー
チ
ョ
ー　
　

３
』
が
「
書
肆
え
ん
」
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

　

２
０
０
８
年
８
月
の
『
ビ
ン
ボ
ー
チ
ョ
ー　

１
』、

２
０
１
３
年
１
２
月
の
『
ビ
ン
ボ
ー
チ
ョ
ー　

２
』
に
続

く
発
行
。

　

今
は
廃
刊
と
な
っ
て
存
在
し
な
い
が
、
当
時
所
属

し
て
い
た
詩
誌
『
匪
』
の
第
３
２
号
（
１
９
８
１
年

９
月
１
日
）
か
ら
同
４
０
号
（
１
９
８
４
年
１
２

月
９
日
）
ま
で
に
発
表
し
た
、
詩
人
立
中
潤
に
関
す

る
評
論
と
そ
の
周
辺
を
論
じ
る
詩
論
、
文
学
論
で
あ

る
。
当
時
、
私
も
同
誌
の
同
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た

が
、
立
中
潤
の
名
を
思
い
出
し
た
く
ら
い
で
、
実
は
横

山
さ
ん
が
論
じ
て
い
た
内
容
は
全
く
記
憶
に
な
い
。
た

だ
、
彼
の
論
調
の
凄
さ
は
、
何
よ
り
も
広
範
に
わ
た

る
視
点
か
ら
の
近
接
の
仕
方
だ
と
記
憶
し
て
い
る
。 

そ
れ
は
、
時
に
は
読
み
手
が
〈
当
然
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
〉
と
の
前
提
で
進
め
る
独
特
の
文
体
な
せ
い
か
、
私
の
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よ
う
な
俄
仕
立
て
の
者
に
は
辛
い
も
の
で
、
よ
く
呑
み
込

め
て
い
な
か
っ
た
の
は
事
実
だ
。

　

立
中
潤
と
い
う
詩
人
へ
の
近
接
を
、「
北
川
透
氏
の
「
あ

ん
か
る
わ
」
で
み
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
お
も

う
。」
と
あ
と
が
き
に
あ
る
。
逆
算
し
て
み
る
と
、
横
山

さ
ん
４
２
歳
の
頃
に
な
る
。
こ
の
頃
、
私
は
何
を
感
じ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
返
そ
う
と
し
た
が
、
何
も
蘇
っ

て
こ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
横
山
さ
ん
の
こ
の
論
文
を
読
め

ず
、
理
解
で
き
ず
…
…
に
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

年
老
い
た
今
、
読
め
て
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
心
も
と
な
い
が
、
チ
ビ
チ
ビ
と
ペ
ー
ジ
を

め
く
っ
て
み
よ
う
か
と
少
し
は
思
っ
た
り
し
て
い
る
。 

　

以
下
、
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
。

立
中
潤
ノ
ー
ト

　
（
１
）

　

自
死
す
る
１
日
ま
え
の
ハ
ガ
キ
に
立
中
潤
は
か
い
て
い

る
。

　
「
も
う
間
も
な
く
〈
お
れ
〉
の
詩
も
終
焉
す
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
谷
川
雁
な
ら
『
殺
す
』
と
ゆ
ー 

か
も
知
れ
な
い
が
、〈
お
れ
〉
は
ゲ
ン
シ
ュ
ク
な
気
持
ち
と
、

あ
る
寂
し
さ
を
も
っ
て
そ
れ
を
受
け
と
め
よ
う
と
思
っ
て

ゐ
る
。（
中
略
）
詩
が
終
焉
し
た
ら
、
ヘ
タ
ク
ソ
な
文
章

な
が
ら
、
批
評
の
方
で
自
立
し
よ
う
（
？
）
と
思
っ
て
ゐ

る
。」

　

詩
の
終
焉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
も
そ
も
詩
と
は

な
ん
な
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
詩
に
な
に
を
も
と
め
る
の

か
と
い
う
問
い
と
重
な
る
よ
う
に
お
も
え
る
。
た
と
え
ば

近
代
詩
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
ポ
ー
に
と
っ
て
「
言
葉

の
詩
と
は
つ
ま
り
『
美
の
韻
律
的
創
造
』
だ
と
い
え
よ

う
。
そ
の
唯
一
の
判
定
者
は
美
意
識
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
科
学
が
自
然
を
即
物
的
に
す
る
と

か
、
真
理
の
追
求
は
散
文
が
ま
さ
る
な
ど
と
か
ん
が
え
た

か
ら
で
、
ポ
ー
は
「
あ
ら
ゆ
る
詩
の
究
極
の
目
的
は
真
理

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
詩
作
品
は
教
訓

を
垂
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
作
品
の
詩
的
価
値
は
こ
の
教

訓
を
も
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た



18

情
況
の
な
か
で
「
天
上
の
美
を
我
が
も
の
に
し
よ
う
」
と

い
う
よ
う
に
、
詩
を
手
段
か
ら
解
放
し
、
自
立
さ
せ
る
た

め
に
、
非
詩
的
な
も
の
を
追
放
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
現
実
に
た
い
し
て
、〈
反
〉
近
代
的
な
、
意
識

的
な
抒
情
で
抵
抗
す
る
（
さ
せ
ら
れ
る
）
の
で
あ
る
。
小

林
秀
雄
が
、
ユ
ー
ゴ
ー
で
も
っ
て
素
朴
な
詩
人
の
時
代
は

終
わ
っ
た
と
い
い
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
思
想
に
つ
い
て「
詩

は
何
か
を
、
或
る
対
象
を
或
る
主
題
を
詩
的
に
表
現
す
る 

も
の
で
は
な
い
。
詩
は
単
に
詩
で
あ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
考
え
で
あ
る
」（『
近
代
絵
画
』）
と
い
う

と
き
、
こ
の
よ
う
な
態
度
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

著　

者　
　

横
山　

仁

発
行
日　
　

２
０
２
３
年
１
月
１
２
日

体　

裁　
　

並
製
本
５
０
頁
四
六
判

出　

版　
　

書
肆
え
ん
（
秋
田
市
新
屋
松
美
町
５
―
６
）

　
　
　
　
　

 

℡
・Fax　

０
１
８ 

―
８
６
３
―
２
６
８
１

定　

価　
　

６
６
０
円
（
本
体
６
０
０
円+

税
）

         　

な
お
、「
１
」
は
定
価
６
０
０
円
＋
税
、              

「
２
」 

は 

１
１
０
０
円
＋
税
。

　

お
問
合
せ
は
「
書
肆
え
ん
」
横
山
さ
ん
ま
で
。
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　雑
　

記
（

31）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

横
　

山
　

　
仁

保
坂

英
世

さ
ん

は
、「

四
季

彩
」

33
号

で
「

柿
本

人
麿

」
に

つ
い

て
か

い
て

い
る

。
人

麻
呂

で
は

な
く

人
麿

と
い

う
表

記
の

理
由

に
も

ふ
れ

て
い

る
が

、
柿

本
人

麻
呂

と
い

え
ば

、
山

本
健

吉
の

『
古

典
と

現
代

文
学

』（
新

潮
文

庫
、

昭
和

54
年

25
刷

）
で

高
く

評
価

し
て

い
た

ぐ
ら

い
し

か
記

憶
に

な
か

っ
た

。「
人

麻
呂

と
言

え
ば

、
誰

し
も

斎
藤

茂
吉

の
あ

の
大

冊
が

思
い

浮
ぶ

で
あ

ろ
う

」
と

あ
り

、
ネ

ッ
ト

で
調

べ
て

み
る

と
、

な
る

ほ
ど

茂
吉

全
集

で
は

、
15

巻
～

18
巻

を
占

め
て

い
た

。
あ

ら
た

め
て

「
四

季
彩

」
32

号
を

み
る

と
、「

水
底

の
歌

」
で

は
茂

吉
に

も
ふ

れ
て

い
て

、「
斎

藤
茂

吉
の

文
章

自
体

が
古

い
し

、
引

用
す

る
も

の
は

さ
ら

に
古

い
」

と
い

う
こ

と
だ

っ
た

。
梅

原
猛

氏
に

つ
い

て
は

、
仏

教
関

係
の

も
の

は
何

冊
か

よ
ん

で
い

て
、「

水
底

の
歌

」
は

、
名

前
は

し
っ

て
い

た
が

と
く

べ
つ

よ
み

た
い

と
は

お
も

っ
て

い
な

か
っ

た
。

保
坂

さ
ん

の
要

約
で

そ
の

内
容

を
し

る
こ

と
が

で
き

た
が

、
た

だ
、

保
坂

さ
ん

の
文

章
で

は
人

麻
呂

の
歌

に
つ

い
て

は
ほ

と
ん

ど
ふ

れ
ら

れ
て

い
な

い
。

山
本

が
「

私
は

日
本

の
詩

の
自

覚
の

歴
史

に
お

け
る

三
つ

の
頂

点
と

し
て

、
人

麻
呂

と
世

阿
弥

と
芭

蕉
と

を
挙

げ
」

と
い

う
歌

に
つ

い
て

は
、梅

原
猛

氏
や

古
橋

信
孝

氏
（『

柿
本

人
麿

』）
は

ど
う

評
価

し
て

い
た

の
だ

ろ
う

か
。

正
岡

子
規

に
よ

れ
ば

、
「

人
麿

の
の

ち
の

歌
よ

み
は

誰
か

あ
ら

む
征

夷
大

将
軍

み
な

も
と

の
実

朝
」

と
い

う
か

ら
、

い
ま

さ
ら

か
。

こ
う

い
う

き
っ

か
け

で
も

な
け

れ
ば

な
か

な
か

開
か

な
い

小
西

甚
一

『
日

本
文

藝
史

』
1

巻
（

講
談

社
、

1993
年

7
刷

）
で

は
、

「
柿

本
人

麻
呂

に
対

し
て

は
、

両
極

端
の

批
判

が
あ

る
。

そ
の

ひ
と

つ
は

、
人

麻
呂

を
『

歌
聖

』
と

仰
ぐ

も
の

で
あ

り
、

万
葉

時
代

に
お

け
る

最
高

の
歌

人
で

あ
る

だ
け

で
な

く
、

和
歌

史
ぜ

ん
た

い
を

通
じ

て
も

や
は

り
最

高
の

歌
人

だ
と

す
る

、
斎

藤
茂

吉
・

島
木

赤
彦

・
土

屋
文

明
な

ど
、

ア
ラ

ラ
ギ

派
の

歌
人

た
ち

が
こ

の
立

場
で

あ
り

、
万

葉
学

者
と

し
て

最
高

水
準

の
業

績
を

あ
げ

た
澤

潟
久

孝
も

こ
れ

に
同

調
し

て
い

る
。

　
他

方
、

人
麻

呂
は

宮
廷

の
御

用
歌

人
に

す
ぎ

ず
、

そ
の

作
品
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は
空

疎
な

内
質

を
こ

と
ご

と
し

い
修

辞
で

飾
り

た
て

た
も

の
だ

と
論

じ
た

の
が

長
谷

川
如

是
閑

で
あ

っ
た

。
こ

れ
に

全
面

的
な

賛
意

を
表

し
た

研
究

者
は

無
い

ら
し

い
け

れ
ど

も
、

マ
ル

ク
ス

派
の

古
風

な
イ

デ
オ

ロ
ギ

イ
を

も
つ

国
文

学
者

の
な

か
に

は
、

部
分

的
共

感
を

示
す

向
き

が
少

な
く

な
い

。」
い

ろ
い

ろ
な

見
方

が
あ

る
も

の
だ

。
こ

の
あ

と
で

、山
本

の
「

柿
本

人
麻

呂
」（

28
ペ

ー
ジ

あ
る

）
を

み
て

み
た

ら
、

長
谷

川
如

是
閑

に
つ

い
て

も
ふ

れ
て

い
た

し
、

「
水

底
の

う
た

」
で

も
、

如
是

閑
な

ど
い

ろ
い

ろ
な

人
名

が
あ

げ
ら

れ
て

い
る

の
で

、
小

西
の

解
説

の
よ

う
な

こ
と

は
ふ

ま
え

ら
れ

て
い

た
と

お
も

え
る

。
　『

古
典

と
現

代
文

学
』

の
、

一
部

だ
け

だ
が

再
読

し
て

、
以

前
と

同
じ

よ
う

に
教

え
ら

れ
る

も
の

が
多

く
あ

っ
た

。
次

の
西

行
も

ふ
く

め
て

、
和

歌
を

勉
強

し
な

く
ち

ゃ
な

。

　
　

　
　

　
＊

「
密

造
者

」
で

は
、

小
峯

秀
夫

さ
ん

の
「

再
説

　
偽

伝
西

行
」

が
始

ま
っ

た
。

西
行

に
つ

い
て

ま
と

ま
っ

た
も

の
を

よ
ん

だ
の

は
、

吉
本

隆
明

の
「

西
行

」（『
吉

本
隆

明
全

著
作

集
』

7「
作

家
論

Ⅰ
」

所
収

、
勁

草
書

房
、

昭
和

46
年

5
刷

）
が

は
じ

め
て

だ
が

、（
小

林
秀

雄
の

『
無

常
と

い
ふ

事
』

だ
っ

た
か

な
と

も
お

も
っ

た
が

、
い

ま
文

庫
本

が
み

つ
か

ら
な

い
。

文
藝

春
秋

で
出

し
た

『
無

私
の

精
神

』（
昭

和
42

年
4

刷
）

に
は

、「
ド

ス
ト

エ
フ

ス
キ

ー
の

生
活

」
な

ど
と

と
も

に
収

録
さ

れ
て

い
る

の
で

、
後

で
よ

む
こ

と
に

す
る

。
文

庫
本

2
冊

の
『

本
居

宣
長

』
も

未
読

だ
な

）
そ

の
後

、
何

冊
か

西
行

本
を

よ
ん

で
い

る
が

、
小

峯
さ

ん
ほ

ど
の

思
い

入
れ

が
な

い
か

、
ほ

と
ん

ど
お

ぼ
え

て
い

な
い

。
そ

こ
で

、
こ

の
連

載
？

で
復

習
し

た
い

と
思

い
、

西
行

と
は

直
接

関
係

な
い

か
も

し
れ

な
い

が
、

気
づ

い
た

と
こ

ろ
を

メ
モ

し
た

。
 

た
と

え
ば

、「
い

わ
ゆ

る
天

孫
降

臨
で

、
こ

こ
に

天
皇

の
正

統
性

が
確

信
さ

れ
た

わ
け

で
あ

る
」（「

密
造

者
」

第
115

集
）

と
い

う
。

だ
れ

が「
確

信
」し

た
の

だ
ろ

う
か

。
い

わ
ゆ

る「
天

皇
制

」
に

か
ん

し
て

は
権

威
と

権
力

の
二

重
構

造
が

云
々

さ
れ

て
い

て
、

た
と

え
ば

小
名

木
善

行
氏

は
、「

結
び

大
学

」
な

ど
で

「
シ

ラ
ス

」
と

「
ウ

シ
ハ

ク
」

と
い

う
言

葉
で

説
明

し
て

い
る

が
、

小
峯

さ
ん

の
文

章
で

は
、

こ
の

構
造

が
あ

い
ま

い
の

よ
う

な
気

が
す

る
。
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ヤ
フ

ー
の

質
問

箱
に

あ
っ

た
も

の
よ

り
。

（
引

用
開

始
）

（
dev********さ

ん
2012/9/6 23:16）

シ
ラ

ス
,ウ

シ
ハ

ク
と

い
う

古
語

を
使

っ
て

天
皇

統
治

の
本

質
を

1600
字

以
上

で
論

じ
て

く
だ

さ
い

。
よ

ろ
し

く
お

願
い

い
た

し
ま

す
！

ベ
ス

ト
ア

ン
サ

ー
歴

史
好

き
 rekisi_zukiさ

ん
　

2012/9/7 15:18

天
皇

の
統

治
の

根
幹

は
「

シ
ラ

ス
」

と
い

う
言

葉
に

あ
る

。
こ

れ
は

、
日

本
神

話
に

基
づ

く
思

想
で

、「
ウ

シ
ハ

ク
」

と
対

を
な

す
。「

ウ
シ

ハ
ク

」
と

は
、

土
地

や
人

民
を

君
主

の
私

有
物

と
み

な
し

て
い

る
点

で
、

君
主

独
裁

の
本

質
を

備
え

た
も

の
で

あ
る

。
一

方
、「

シ
ラ

ス
」

と
は

天
皇

が
公

平
に

国
を

統
治

す
る

と
い

う
意

味
で

、
天

皇
を

観
念

上
国

家
権

力
の

頂
点

に
い

た
だ

く
こ

と
で

天
皇

の
権

威
に

基
づ

い
た

公
平

な
国

家
権

力
の

運

用
を

目
指

す
類

の
も

の
で

あ
る

。
（

引
用

終
わ

り
）

ち
な

み
に

、
記

紀
に

つ
い

て
は

、
邪

馬
台

国
が

あ
っ

た
の

は
関

西
だ

の
九

州
だ

の
と

い
う

歴
史

屋
で

は
な

く
、

小
生

は
飯

山
一

郎
氏

の
史

観
に

信
を

置
い

て
い

る
。

以
下

、「
放

知
技

」
で

の
発

言
。

（
引

用
開

始
）

「
あ

と
、

仁
徳

天
皇

に
つ

い
て

は
、

日
本

書
紀

と
古

事
記

の
記

載
が

全
て

で
す

。

日
本

書
紀

と
古

事
記

は
、

百
済

か
ら

渡
来

し
た

天
武

天
皇

が
編

纂
を

命
じ

た
「

正
史

」
と

い
う

名
の

歴
史

物
語

で
す

。

つ
ま

り
、

日
本

の
歴

史
は

天
武

天
皇

か
ら

始
ま

り
ま

し
た

。
で

す
か

ら
記

紀
に

書
か

れ
た

天
武

以
前

の
歴

史
は

、『
百

済
本

紀
』

な
ど

百
済

三
記

の
記

述
と

、
近

畿
近

辺
の

豪
族

た
ち

の
口

伝
歴

史
を

混
在

さ
せ

た
物

語
（

神
話

）
で

す
。
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天
武

以
前

の
日

本
は

古
墳

時
代

で
、

豪
族

た
ち

が
合

従
連

衡
し

て
い

ま
し

た
。

そ
の

豪
族

た
ち

の
中

で
最

大
の

勢
力

を
誇

っ
て

い
た

首
長

の
墓

が
仁

徳
天

皇
陵

と
し

た
の

は
、

伊
勢

松
阪

の
本

居
宣

長
の

指
導

で
蒲

生
君

平
が

書
い

た
『

山
陵

志
』

が
最

初
。

こ
れ

を
後

代
の

学
者

が
ほ

と
ん

ど
検

証
し

な
い

ま
ま

、
現

在
に

至
っ

て
い

る
…

。

ズ
バ

リ
言

え
ば

、
仁

徳
天

皇
は

架
空

の
存

在
で

す
。

実
在

し
た

証
拠

は
あ

り
ま

せ
ん

。」

「
日

本
書

紀
の

趣
旨

は
…

，
『

百
済

と
組

ん
で

大
唐

国
に

歯
向

か
っ

た
の

は
天

智
天

皇
で

あ
り

，
そ

の
天

智
天

皇
を

倒
し

た
天

武
天

皇
こ

そ
が

「
親

唐
」

の
立

場
を

と
る

平
和

主
義

者
で

，
新

し
い

“
日

本
国

”
の

盟
主

な
の

で
あ

る
！

』
（

そ
う

し
て

百
済

国
を

日
本

列
島

に
お

い
て

再
興

し
て

い
っ

た
…

）」

「『
日

本
書

紀
』

と
い

う
テ

ク
ス

ト
＝

文
章

に
書

い
て

あ
る

こ
と

は
，

明
ら

か
な

神
話

部
分

を
除

い
て

，
み

な
実

在
し

た
史

実
だ

と
思

っ
て

し
ま

う
．  

 イ
ザ

サ
ワ

ケ
＝

ホ
ン

ダ
ワ

ケ
（

応
神

天
皇

）
も

，
大

化
の

改
新

も
，

ウ
マ

ヤ
ド

（
聖

徳
太

子
）

も
，

壬
申

の
乱

も
…

，
み

～
ん

な
日

本
列

島
で

の
史

実
だ

と
，

新
井

信
介

氏
な

ど
は

頭
か

ら
信

じ
こ

ん
で

い
て

…
『

日
本

書
紀

』
の

元
ネ

タ
が

，
百

済
国

や
伽

耶
国

の
歴

史
だ

と
は

露
ほ

ど
も

疑
わ

な
い

．  
 と

こ
ろ

が
，『

日
本

書
紀

』
が

，
じ

つ
は

，『
百

済
書

記
』（

百
済

の
歴

史
）

で
あ

る
こ

と
を

…
『

天
皇

系
図

の
分

析
に

つ
い

て
』

（
http://am

zn.to/2w
0dsJ2）

と
い

う
大

著
が

，
証

明
し

て
し

ま
っ

た
． 

 ワ
シ

の
師

匠
・

山
形

明
郷

は
，『

卑
弥

呼
の

正
体

』（
http://

am
zn.to/2w

0lH
ol）

は
…

百
済

国
が

朝
鮮

半
島

南
部

に
あ

っ
た

と
い

う
通

説
（

テ
ク

ス
ト

）
を

…
中

国
の

正
史

の
記

述
を

援
用

し
て

，
遼

東
・

陵
西

に
所

在
し

た
巨

大
な

国
家

で
あ

る
こ

と
を

証
明

し
き

っ
た

．」  
（

引
用

終
わ

り
）
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上
図
は
、『
卑
弥
呼
の
正
体
』（
三
五
館
、
2010

年
2
刷
）
か
ら

「
西

行
」

に
話

を
戻

す
と

、
以

下
の

文
章

は
、

意
味

が
わ

か
り

に
く

い
が

、
現

在
の

米
価

云
々

は
、

余
計

で
は

な
い

だ
ろ

う
か

。（
令

和
4年

度
の「

米
価

3年
ぶ

り
に

上
昇

　
前

年
産

比
5％

ア
ッ

プ
　

1
万

3961
円

　
農

水
省

」
と

あ
る

。）
「

左
（

右
）

大
臣

の
年

間
収

入
（

職
分

田
、

位
田

、
職

封
収

入
合

計
）

は
、

現
在

の
米

価
に

し
て

も
ほ

ぼ
五

、
六

〇
〇

〇
円

に
の

ぼ
る

ほ
ど

で
、

今
の

金
額

に
な

お
す

と
、

大
臣

の
年

俸
は

実
に

一
億

一
千

万
余

円
に

価
す

る
。」

い
ま

、
手

元
に

北
山

茂
夫

『
日

本
の

歴
史

』
4

巻
「

平
安

京
」（

中
央

公
論

社
）

が
な

い
の

で
、

ネ
ッ

ト
で

調
べ

て
み

る
と

（
レ

フ
ァ

レ
ン

ス
協

同
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
https://crd.ndl.go.jp/

reference/）、「
奈

良
時

代
や

平
安

時
代

、
貴

族
の

収
入

は
何

で
あ

っ
た

か
。

ど
う

や
っ

て
収

入
を

得
て

い
た

の
か

。
現

代
の

価
値

で
は

い
く

ら
位

に
な

る
の

か
知

り
た

い
。」

と
い

う
質

問
に

対
し

て
、

岡
山

県
立

図
書

館
の

回
答

で
、「

貴
族

の
収

入
は

、
（

１
）

与
え

ら
れ

た
土

地
か

ら
収

穫
さ

れ
る

も
の

す
べ

て
、（

２
）

農
民

か
ら

の
税

、（
３

）
絹

・
綿

・
布

・
鍬

な
ど

、（
４

）
自

由
に

使
え

る
使

用
人

、
な

ど
が

あ
る

。
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
、

位
や

官
職

に
応

じ
て

国
か

ら
与

え
ら

れ
た

。
平

安
時

代
に

な
る

と
、

そ
れ

ら
に

加
え

、
私

有
地

で
あ

る
荘

園
か

ら
の

収
入

も
あ

っ
た

。
現

在
の

金
額

に
換

算
す

る
と

、
最

も
位

の
低

い
貴

族
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で
1500

万
円

程
度

、
最

も
位

の
高

い
貴

族
で

4
億

円
程

度
で

あ
っ

た
。」

と
あ

っ
た

。（
2014

年
12

月
17

日
）

　
ち

な
み

に
「

教
科

書
に

登
場

す
る

あ
の

万
葉

歌
人

の
年

収
は

1400
万

！
？

　
歴

史
上

の
人

物
と

お
金

の
話

」（
文

＝
雨

野
裾

、
ダ

・
ヴ

ィ
ン

チ
W

eb https://ddnavi.com
/new

s/265095/
a/）

と
い

う
の

は
山

上
憶

良
で

、「
貧

窮
問

答
歌

」
で

し
ら

れ
る

が
、「

そ
の

年
収

は
な

ん
と

1400
万

円
。

中
級

で
も

、
さ

す
が

官
僚

。
庶

民
が

一
汁

一
菜

で
、

玄
米

に
野

菜
と

い
っ

た
粗

末
な

食
事

を
し

て
い

る
と

こ
ろ

、
彼

は
一

汁
五

菜
。

白
米

に
肉

や
魚

を
食

べ
て

い
る

。」

ま
た

、
w

arakuw
eb（「

和
楽

」
と

い
う

雑
誌

の
ウ

ェ
ブ

版
、

https://intojapanw
araku.com

/）
で

、「
平

安
貴

族
は

サ
ボ

リ
ー

マ
ン

！
？

代
返

や
バ

ッ
ク

レ
ま

で
、

職
務

放
棄

が
横

行
し

た
宮

中
の

お
仕

事
事

情
」（

鈴
木

拓
也

氏
）

の
な

か
に

、「
官

僚
た

ち
の

欠
勤

に
手

を
焼

い
た

嵯
峨

天
皇（

蜷
川

式
胤

模
写『

東
寺

・
嵯

峨
天

皇
御

影
（

模
本

）』
東

京
国

立
博

物
館

所
蔵

）」
と

い
う

図
版

が
あ

っ
た

。

　
さ

ら
に

、「
歴

史
屋

」 （
https://rekishiya.com

/　
 2022.10.09）

と
い

う
人

の
ブ

ロ
グ

に
、「

立
派

な
陵

墓
を

造
る

よ
り

も
…

平
安

時
代

の
名

君
・

淳
和

天
皇

が
皇

室
史

上
唯

一
の

散
骨

を
望

ん
だ

理
由

と
は

」
が

あ
り

、
「

次
世

代
に

憂
い

を
残

す
淳

和
天

皇
は

承
和

7
年

（
840

年
）

5
月

8
日

、
宝

算
55

歳
で

崩
御

さ
れ

ま
す

。
か

ね
が

ね
天

皇
陵

の
造

営
が

人
民

に
と

っ
て

大
き

な
負

担
と

な
っ

て
い

る
こ

と
を

憂
え

て
い

た
淳

和
天

皇
は

、
中

心
の

藤
原

吉
野

（
ふ

じ
わ

ら
の

 よ
し

の
）

に
自

分
の

死
後

、
墓

は
造

ら
ず

遺
灰

を
散

骨
す

る
よ

う
指

示
し

ま
し

た
。」（

注
、

ネ
ッ

ト
で

検
索

す
る

と
、

宝
算

と
い

う
の

は
、「

天
子

を
敬

っ
て

、
そ

の
年

齢
を

い
う

語
。

聖
寿

。
宝

寿
。」

と
「

デ
ジ

タ
ル

大
辞

泉
」

に
あ

っ
た

。「
普

及
版

字
通

」
で

は
「

王
の

年
齢

」
と

、の
み

。）

　
こ

れ
が

シ
ラ

ス
と

い
う

こ
と

な
の

だ
ろ

う
が

、
小

峯
さ

ん
に

で
て

く
る

「
平

安
前

期
の

嵯
峨

、淳
和

両
院

は
、律

令
制

に
よ

っ
て

居
所

の
ほ

か
に

離
宮

と
し

て
広

大
な

地
域

を
有

し
」

云
々

と
い

う
権

力
者

像
と

ど
う

関
係

す
る

の
だ

ろ
う

か
。

「
勧

進
も

東
大

寺
再

建
に

頼
ま

れ
て

東
上

し
た

の
だ

し
」

に
つ

い
て

は
、童

門
冬

二
氏

の
「

東
大

寺
復

興
に

活
躍

す
る

西
行

」
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を
み

つ
け

た
。

こ
の

コ
ラ

ム
は

、「
2022

年
大

河
ド

ラ
マ

『
鎌

倉
殿

の
13

人
』

と
は

ま
っ

た
く

別
の

視
点

で
、

平
安

時
代

末
期

を
描

い
た

の
が

2012
年

大
河

ド
ラ

マ
『

平
清

盛
』

だ
。

そ
の

放
送

時
に

、
N

H
K

ウ
イ

ー
ク

リ
ー

ス
テ

ラ
に

て
人

気
を

博
し

た
歴

史
コ

ラ
ム

、『
童

門
冬

二
の

メ
デ

ィ
ア

瓦
版

』
を

特
別

に
掲

載
！

」
と

い
う

も
の

。
引

用
は

、
2012

年
12

月
14

日
号

よ
り

。
な

お
、

西
行

に
関

し
て

は
、

東
大

寺
復

興
に

活
躍

す
る

西
行

、
崇

徳
院

の
怨

念
を

鎮
め

る
西

行
、

山
の

あ
な

た
を

憧
れ

た
西

行
、

気
に

な
る

男
　

佐
藤

義
清

、
が

掲
載

さ
れ

て
い

る
。

（
引

用
開

始
）

「
重

源
（

僧
侶

）
が

再
興

の
た

め
の

資
金

源
と

し
て

考
え

た
の

が
奥

州
平

泉
の

藤
原

秀 ひ
で

ひ
ら

衡
で

す
。

秀
衡

が
管

理
す

る
ゆ

た
か

な
黄

金
を

提
供

し
て

も
ら

お
う

、
と

思
い

立
っ

た
の

で
す

。  
そ

し
て

こ
の

使
者

と
し

て
え

ら
ん

だ
の

が
西

行
で

し
た

。
ふ

た
り

は
高

野
山

で
の

知
り

あ
い

で
し

た
。

西
行

は
承

知
し

ま
し

た
。

西
行

は
平

家
の

シ
ン

パ
サ

イ
ザ

ー
（

共
鳴

者
・

支
持

者
）

で
す

。
重 し

げ
ひ

ら

衡
の

行
動

（
＊

治
承

4
年

（
1180

年
）、「

南
都

（
奈

良
・

か
つ

て
の

平
城

京
）

の
興

福
寺

と
東

大
寺

の
僧

兵
が

反
平

家
の

兵
を

」
あ

げ
た

の
で

、
重

衡
が

南
都

を
焼

き
打

ち
し

た
こ

と
）

に
胸

を
痛

め
て

い
ま

し
た

。
で

す
か

ら
東

大
寺

再
建

の
一

助
を

に
な

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

平
家

の
お

か
し

た
罪

を
す

こ
し

で
も

つ
ぐ

な
え

る
だ

ろ
う

、
と

考
え

た
の

で
す

。」
（

引
用

終
わ

り
）

　
本

文
の

さ
い

ご
に

藤
原

定
家

が
で

て
く

る
が

、「
い

か
に

も
勝

ち
侍

ら
む

」
な

ど
、

内
容

が
わ

か
り

に
く

か
っ

た
の

で
、

未
読

だ
が

、
も

っ
て

い
た

安
田

章
生

『
西

行
と

定
家

』（
講

談
社

現
代

新
書

、
昭

和
60

年
10

刷
）

を
み

る
と

、
左

の
歌

と
、

右
の

歌
が

あ
り

、（
左

）
世

の
中

を
お

も
へ

ば
な

べ
て

散
る

花
の

わ
が

身
を

さ
て

も
い

づ
ち

か
も

せ
む

、
(右

)花
さ

へ
に

世
を

う
き

草
に

な
り

け
り

散
る

を
惜

し
め

ば
誘

ふ
山

水
、

と
あ

り
、

定
家

は
「

左
歌

」
を

勝
ち

と
し

た
の

だ
ろ

う
。（

表
記

は
安

田
本

に
従

っ
た

）
そ

し
て

「
彼

は
定

家
へ

の
礼

状
の

な
か

で
、

九
番

の
判

詞
に

つ
い

て
、『

返
す

返
す

お
も

し
ろ

く
候

も
の

か
な

』
と

感
激

し
、『

悩
ま

せ
』

と
い

う
評

言
に

「
よ

ろ
づ

み
な

こ
も

り
て

、
め

で
た

く
覚

え
候

」
と

い
い

、
こ

う
い

う
評

言
は

古
く

は
見

え
な

い
も

の
で

あ
る

か
ら

、
自

分
の

歌
の

姿
に

似
て

、
新

し
く

い
い

下
さ

れ
た

よ
う

に
覚

え
る

、
と

い
う

よ
う

に
述

べ
て

い
る

。」
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晋
三

の
遠

祖
な

の
で

あ
る

。
参

考
ま

で
に

、以
下

に
小

節
「「

大
室

家
を

保
護

し
た

佐
藤

甚
兵

衛
と

は
」

を
転

載
し

て
お

く
の

で
、

関
心

を
持

た
れ

た
ら

同
書

を
直

に
紐

解
い

て
欲

し
い

。
西

行
法

師
の

実
像

を
本

邦
で

初
め

て
公

開
し

た
貴

重
な

小
節

だ
。

「
佐

藤
義

清
(1118

～
1190)は

上
皇

（
院

）
に

仕
え

る
北

面
の

武
士

で
、

紀
伊

国
那

賀
郡

田
仲

荘
の

預
 （

上
級

荘
官

）
だ

っ
た

の
で

す
が

、
鳥

羽
（

1103
～

1156）
と

後
白

河
（

1127
～

1192）
の

二
世

に
わ

た
る

上
皇

の
命

を
受

け
て

、
1140

年
に

出
家

し
ま

す
。

佐
藤

義
清

が
出

家
し

た
の

は
、

通
説

が
い

う
よ

う
な

個
人

的
な

い
し

宗
教

的
理

由
で

は
な

く
、

院
政

を
支

え
る

た
め

の
山

林
管

理
を

主
と

す
る

荘
園

管
理

人
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

作
り

に
あ

っ
た

の
で

す
。

法
体

に
身

を
や

つ
し

た
義

清
が

法
号

を
西

行
と

称
し

、
歌

詠
み

と
し

て
世

間
を

韜
晦

し
な

が
ら

全
国

を
周

回
し

て
作

り
上

げ
た

の
が

、「
甚

兵
衛

」
と

称
す

る
荘

園
管

理
職

で
、

今
も

全
国

に
六

十
人

ほ
ど

い
る

と
聞

き
ま

す
。

全
国

の
「

甚
兵

衛
」

の
本

家
は

、陸
奥

国
信

夫
郡

を
領

し
て

「
信

　
僧

形
と

し
て

の
西

行
は

、
亀

谷
健

樹
老

師
に

お
任

せ
し

よ
う

。

小
峯

さ
ん

の
文

章
は

、
紙

数
を

お
さ

え
る

た
め

、
か

な
り

省
略

し
て

い
る

の
だ

ろ
う

が
、

小
見

出
し

を
つ

け
、

ゆ
っ

く
り

内
容

に
も

ふ
れ

て
も

ら
え

る
と

、
西

行
に

詳
し

く
な

い
読

者
と

し
て

は
、

あ
り

が
た

い
。

　
佐

藤
義

清
に

か
ん

し
て

は
、

落
合

莞
爾

氏
の

著
作

に
、

佐
藤

一
族

と
全

国
の

山
師

？
の

関
係

に
ふ

れ
た

も
の

が
あ

っ
た

気
が

す
る

が
、

探
せ

な
い

の
で

次
号

に
で

も
。

　
と

か
い

た
あ

と
で

、
亀

さ
ん

の
ブ

ロ
グ

で
み

つ
け

た
。

（
http://toneri2672.blog.fc2.com

/blog-entry-701.htm
l）

（
引

用
開

始
）

早
速

、久
し

ぶ
り

に
『

奇
兵

隊
天

皇
と

長
州

卒
族

の
明

治
維

新
』

を
紐

解
き

、
直

ぐ
に

西
行

を
取

り
上

げ
て

い
る

、「
大

室
家

を
保

護
し

た
佐

藤
甚

兵
衛

と
は

」（
p.66）

と
い

う
小

節
を

見
つ

け
た

。
こ

の
小

節
を

一
読

す
れ

ば
よ

く
分

か
る

こ
と

だ
が

、
西

行
法

師
す

な
わ

ち
佐

藤
義

清
は

、
岸

信
介

、
佐

藤
栄

作
、

安
倍
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夫
庄

司
」

と
呼

ば
れ

、飯
坂

温
泉

に
住

ん
で

い
た

こ
と

か
ら

「
湯

の
庄

司
」

と
も

呼
ば

れ
た

佐
藤

甚
兵

衛
基

治
（

1122
～

1180）
と

言
わ

れ
ま

す
が

、
家

系
か

ら
み

て
、

西
行

こ
そ

甚
兵

衛
の

本
家

筋
で

、「
湯

の
庄

司
」

は
同

族
と

し
て

他
の

甚
兵

衛
と

対
等

で
は

な
か

っ
た

か
、

と
思

い
ま

す
。

西
行

の
同

族
で

５
歳

年
上

の
佐

藤
基

治
は

、
奥

州
平

泉
の

王
者

藤
原

秀
衡

の
参

謀
と

し
て

知
ら

れ
、

子
息

の
佐

藤
継

信
・

忠
信

の
兄

弟
が

源
義

経
（

1159
～

1189?）
に

仕
え

て
奮

戦
す

る
忠

誠
に

満
ち

た
軍

談
は

、『
平

家
物

語
』

に
よ

り
よ

く
知

ら
れ

て
お

り
ま

す
。」

（
引

用
終

わ
り

）

　
確

認
し

て
は

い
な

い
が

、
菅

江
真

澄
が

皆
瀬

村
で

と
ま

っ
た

肝
煎

も
、

佐
藤

家
だ

っ
た

よ
う

な
気

が
す

る
。

「
歴

史
探

訪
　

小
安

峡
温

泉
」（

otoyukurabu.jp/his.
htm

l）
に

よ
れ

ば
、

（
引

用
開

始
）

「
こ

の
頃

訪
れ

た
、

菅
江

真
澄

の
記

録
に

よ
る

と
、

温
泉

の
家

人
と

し
て

佐
藤

湯
左

衛
門

、
伊

藤
多

郎
兵

衛
、

佐
藤

久
四

郎
、

佐
々

木
重

右
衛

門
、

市
川

平
助

、
佐

藤
久

兵
衛

、
佐

藤
佐

兵
衛

、
佐

藤
五

郎
作

、
吉

田
兵

五
郎

、
今

野
宅

兵
衛

、
今

野
喜

内
、

今
野

湯
左

衛
門

、
柿

崎
十

三
郎

な
ど

14
戸

が
記

さ
れ

て
い

る
。

1837
年

（
天

保
8

年
）

170
年

ほ
ど

前
、

気
仙

沼
か

ら
御

救
米

買
付

け
の

た
め

、
矢

島
藩

ま
で

行
く

熊
谷

新
左

衛
門

の
書

い
た

｢秋
田

日
記

｣
と

い
う

記
録

に
よ

る
と

、
当

時
の

小
安

温
泉

の
様

子
が

、
挿

絵
入

り
で

詳
細

に
書

か
れ

て
い

る
。

湯
左

衛
門

家
を

宿
泊

基
地

と
し

て
、

由
利

地
方

矢
島

に
行

き
、

米
千

俵
を

買
付

け
、

文
字

越
え

で
気

仙
沼

ま
で

運
ん

だ
と

言
わ

れ
て

い
る

。」
（

引
用

終
わ

り
）

と
あ

る
が

、
こ

の
佐

藤
家

も
西

行
と

同
族

で
は

な
か

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

　
　

　
＊

　
コ

オ
ロ

ギ
醤

油
も

出
回

っ
て

い
る

そ
う

な
。

桑
原

桑
原

。
自

分
の

命
く

ら
い

、「
自

分
で

守
れ

／
ば

か
も

の
よ

」
っ

ね
。
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   　あとがき

◆夜、テレビを観ているとフランスのリヨンの居酒屋で楽しくワイン
や食事を楽しむ番組が放映されていた。リヨンは少し前に読んだア
ニー・エルノーの「場所」という小説にも名前が出ていた。フランス
という国のどこか華やかなイメージとは違い、小説に描かれている
２０世紀前半から現代にかけての庶民の暮らしぶりが日本と大差はな
いと思えたのは意外だった。リヨンの居酒屋に憧れよりも親しみを感
じるのはそのせいかもしれない。（Ｔ）

◆以前からヨーグルトは豆乳でつくっているが、甘酒など発酵食品が
からだにいいようで、塩麹も自作している。日本酒や焼酎に甘酒を入
れるのも、ブームとのことだ。（Ｊ）

◆先日、日本の某放送局に勤めるウクライナ人ディレクター自身のレ
ポートが放送されていた。ロシア語で育ったので、その言語を否定す
れば自身を否定することにもなると語り、不条理な惨禍、現実を訴え
ながら自分とは、祖国とは何かと悩む姿があった。番組の最後に、母
国語を選択した彼女は問う。「日本に居る自分は何か。何が出来るのか」
と。その自問の声がずっと残っている。（Ｂ）　

◆正月、遠来の孫たちとトランプをやった。6 歳間近の孫の成長に驚
いたが、しかし、焦ったのは自分のこと。「神経衰弱」では記憶が続かず、

「いっきゅうさん」では集中力も反射神経も減退していたことを痛感
するはめに。これって年相応だべエと開き直ってはみたが ･･･。（Ｓ）
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