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葉

山

嘉

樹

論

の

前

提

ー
豊

津

受

容

の
様

相

を

め

ぐ

っ

て
i

、、
浅

田

隆

葉
山
嘉
樹
は
明
治
二
十
七
年
三
刀
十
二
日
、
福
岡
県
豊
津
村

(現
在
盤
津
町
)
大

字
壁
津
六
百
九
拾
五
番
地
に
生
ま
れ
ω
、
大
正
二
年
三
刀
二
十
二
日
福
岡
県
立
豊

津
中
学
校

(現
在
福
岡
県
立
豊
津
高
等
学
校
)
を
卒
業
、
三
月
二
十
九
日
早
稲
田
大
学

高
等
予
科
文
科
に
入
学
し
た
。
数
え
二
十
歳

の
こ
と
で
あ
る

(浦
西
和
彦
氏

「葉
山

嘉
樹
年
譜
」

『葉
山
嘉
樹
』
昭
48

・
6

桜
楓
社
)
。

さ
て
、
こ
の
二
十
歳
ま
で
の
豊
津

に
お
け
る
生
活
の
期
間
を
こ
こ
で
は

一
応
豊

津
時
代
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
彼

の
豊
津
に
つ
い
て
の
印
象
や
豊
津
時
代
に
つ

い
て
の
記
憶

(豊
津
受
容
)
を
分
析
す
る
と

一
貫
し
て
豊
津
を
厭
悪
す
る
傾
向
が
見

受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
嘉
樹
に
お
け
る
豊
津
受
容
の
様
相
と
、
豊

津
中
学
の
先
輩
で
嘉
樹
と
同
じ
豊
津

士
族
で
も
あ

っ
た
堺
利
彦
の
豊
津
受
容

の
様

相
と
を
比
較
す
る
と
き
、
嘉
樹

の
豊

津
受
容
に
は
か
な
り
の
異
常
性
が
感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
紙
幅

に
制
限
が
あ
り
詳
述
す
る
余
裕
は
な

い
が
、
豊
津
は
豊
前
小

笠
原
藩
終
焔

の
地
で
、
幕
末
か
ら
維
新
に
か
け
て
の
小
笠
原
藩
の
流
転

の
歴
史

に

よ

っ
て
醸
成
さ
れ
た
豊
津
な
り
の
精

神
風
土
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
嘉
樹

は
こ

の
豊
津

の
精
神
風
土
に
対
し
て
何
ら

か
の
精
神
的
軋
礫
を
抱

い
て
い
た
よ
う
に
瓜

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

小
稿
で
は
堺
利
彦
の
豊
津
受
容
の
様
相
と
の
比
較
を
媒
介

に
、
嘉
樹

の
豊
津
受

容
の
問
題
点
を
考
察
し
て
み
た
い
。
筆
者
は
こ
の
こ
と
が
嘉
樹

の
自
我
形
成
過
程

を
考
え
る
際
の
ひ
と
つ
の
前
提
と
な

る
よ
う
に
思

っ
て
い
る
。

眼
を
閉
ぢ
て
身
を
仮
り
に
高
き
に
置
け
ば
、
懐
か
し
き
我
故
郷
の
面
影
、
髪

、垢
と
し
て
浮
び
来
。
浮
ぶ
よ
と
思

へ
ぽ
、
心
は
早
や
其
の
中
に
分
け
入
り
て
、

山
の
嶺
、
川
の
上
、
我
が
家
、
人
の
邸
、
共
処
此
処
を
駈
け
廻
り
て
、
数
知
れ

ぬ
様
々
の
幻
ぞ
湧
き
出
る
。
共
の
様

々
の
幻
の
画
の
如
く
、
詩
の
如
く
、
鮮
か

に
闇
に
彩
ら
れ
て
光
を
放

つ
に
、
身
も
心
も
今
は
全
く
空
に
な
り
て
、
と
ろ
と

ろ
と
恋
し
さ
に
ぞ
酔
ふ
め
る
。

是
の
如
き
十
年
遊
子
の
情
、
知
ら
ぬ
人
に
は
興
と
て
も
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
、

仮
然
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
我
は
我
が
幻
を
写
し
て
試
ん
。

(其

一

+
年
遊
子
の
情
)

や
う
や
う
大
橋
の
町
に
入
れ
ぽ
、
馬
車
は
警
察
署
の
前
に
止
る
。

(中
略
)

竹
並

(
た
け
な
み
)
の
村
を
過
ぎ
て
、
釜
破

(
か
ま
わ
れ
)
の
池
の
辺
を
伝

ひ
て
、
坂

一
つ
登
れ
ば
是
ぞ
恋
し
き
懐
し
き
我
が
故
郷
の
盟
津
な
る
。

(其
二

故
郷
へ
の
途
上
)

右
は
堺
利
彦

の
「
望
郷
台
」
(
『読
売
新
聞
』

明
29

・
3

.
30
～
4
.
6

『堺
利
彦

全
集
』
第
一
巻

昭
46
・
1

法
律
文
化
社

収
載
)
の
冒
頭
で
あ
る
。
特
に

「
共
二
、

故
郷

へ
の
途
上
」

の
省
略
し
た
前
半
の
部
分
に
は

「
二
三
百
里
の
山
を
越
え
川
を

渡
り
て
、
二
条

の
鉄
路
の
腕
艇
た
る
が
、
地
図
の
如
く
に
我
が
心
眼
に
映
じ
来
。」

「門
司
小
倉
は
既

に
我
が
郷
国
也
。
小
倉
よ
り
大
橋
、
今
は
鉄
路
の
敷
か
れ
た
れ

ど
、
我
が
眼

に
映
る
は
猶
元
の
乗
合
馬
車
な
り
。」
と
い
っ
た
ふ
う
な
、
次
第

に
近

づ
き

つ
つ
あ
る
故
郷

へ
の
馳
す
る
が
如
き
思

い
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

*国 文学研究室(1975年9月22日 受理)
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良奈

㎝

堺
利
彦
は
既
述

の
よ
う
に
嘉
樹
と
同
じ
曲簿

中
学

の
出
身

萌

拍
・
2
卒
)

で

τ

あ
る
が
、
右
の
引
川
文
に
は
、
堺
の
縄

凝

憾

思
慕
の
情
が
沸
々
と
た
ぎ

}
っ
て
お
り
、
彼

に
と

っ
て
の
豊
津
に
は
栂
な
る
故
郷
の
感
が
あ
る
ω
。

一

堺
は
明
治
十
九
年

二
刀

二
十
四
日
、
十
六
歳
で
豊
津
中
学
を
首
席
で
卒
業
し
、

東
京
大
学
を
め
ざ
し
て
上
京
し
た
が
第
二

高
等
中
学
校
在
学
中
、
放
蕩

の
末
、
明

㎜
治
二
+
二
年
刀
謝
不
納

に
よ
り
除
籍

さ
れ
た
・
以
後
小
学
校
教
負
や

『大
阪
毎
日

{}
新
聞
』

『新
浪
華
』
そ
の
他
を
転
々
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
彼
に
は
、
そ
れ
は

{
失
意
の
状
況
と
憂

よ
う

(
「堺
利
彦
肇

雛
…」

『堺
利
彦
全
豊

ハ巻

昭
や

n

法
律
文
化
社
)
。
こ
の
よ
う
な
失
意
の
状
況

に
あ

っ
た
堺

に
と

っ
て
、
青
雲
の
志
に

燃
え
、さ
ら
に
無
限
の
可
能
性
を
夢
見
得

た
中
学
卒
業
ま
で
の
豊
津
で
の
生
活
は
、

精
神

の
故
郷
で
あ
り
得
意

の
時
代
と

し
て
胸

に
暖
め
ら
れ
て
い
た
に
違

い
な
い
。

古
賀
武
夫
氏
は

「豊
津
開
化
小
史
I
-揺
盤
期
の
豊
津

に
つ
い
て
!
』

(昭
45

・

9

福
岡
県
仇
豊
津
高
等
学
校
百
周
年
記
念
岡
行
会

以
ド

『
開
化
小
史
』
)
の
中
で
、
堺

の
中
学
時
代
に
つ
い
て
以
ド
の
よ
う

に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

彼
は
明
治
十
五
年
の
春
、
豊
津
小
学
校
を
優
等
で
卒
業
し
、
同
年
・六
刀
五
〔

満
年
令
十

一
歳
八
ケ
月
で
豊
津
中
学
校

に
入
学
し
た
。
こ
年
後
の
十
七
年
.二
月

に
四
級
、
十
七
年
九
月
に
、、一級
、
十

八
年
三
刀

に
二
級
、
十
八
年
九
刀
に

一
級

と
ト
ン
ト
ン
拍
チ
に
進
級
し
、
十
五
年
六
刀

に
入
学
以
来
、二
年
九
ケ
月
の
十
九

年
三
刀
に
首
席
で
卒
業
し
た
。
当
時

と
し
て
は
実

に
稀
有
な
経
歴
と
い
わ
ね
ば

な
る
ま
い
。

当
時

の
豊
津
中
学

に
つ
い
て
の
予
備
知
識
が
な
い
と
、
右
の
引
川
だ
け
で
は
堺

の

壮
挙
を
十
分

に
理
解
し
に
く
い
が
、
例
え
ぽ
、
当
時
豊
津
中
学
を
受
験
す
る
た
め

に

「
遂
志
校
」
と
か

ームーー
材
校
L
と
い

っ
た
私
立
の
予
備
校
的
な
学
校
が
あ

っ
た

こ
と
や
、
補
注
③
に
紹
介
し
た
よ
う
な
豊
津
中
学
の
修
学
状
況
な
ど
か
ら
堺
の
在

学
期
間
を
疹
え
れ
ば
、
そ
れ
が

い
か
に

「稀
有
な
経
歴
。」
で
あ

っ
た
か
は
想
像
が

つ
こ
う
。

こ
の
よ
り
な
豊
津
時
代
を
も
含
め
て
、
後

に
彼
は
自
己
の
人
生
の
歩
み
に
つ
い

て
次

の

よ

う

に
述

べ

て

い
る

。

あ

あ

堺

利

彦

よ

。

君

の
半

世

の

い
か

に
平

凡

に
し

て
、

そ

し

て

い
か

に
主

我

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

的
な
る
こ
と
よ
.
君

は
士
族

の
子
と
し
て
、
少
年
時
代
か
ら
い
わ
ゆ
る

「
立
身

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

出
世
」
を
夢
み
て
い
た
。
小
学
、
中
学
、
高
等
中
学
と
、
す
こ
ぶ
る
順
調
に
行

き
か
け
て
失
脚
し
た
。
そ
の
後
、
小
学
教
員
と
な
り
、
新
聞
記
者
と
な
り
、
文

士
小
説
家
の
ま
ね
ご
と
を
し
て
、
世
の
中
を
泳
ぎ
ま
わ

っ
た
。
し
か
も
そ
れ
が

や
は
り
、
少
し
な
り
と
も
自
分
の
生
活
の
程
度
を
高
め
、
祉
会
的
の
地
位
を
進

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

め

よ

う

と

す

る

モ

ガ

キ

に
す

ぎ

な

い
。

い
わ

ゆ

る

「
立
身

出

世

」

の
信

条

は
依

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

然
と
し
て
少
し
も
変
わ

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
君
は
、
と
か
く
し
て
い
る
う

ち
、
世
問
並
み
に
妻
を
持
ち
子
を
持
ち
、
は
な
は
だ
し
く
貧
乏
で
な

い
生
活
を

送
り
う
る
境
遇
と
な

っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
万
朝
報
と

い
う
や
や
人
目
を
引
く

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
足
り
る
だ
け
の
舞
台
に
登

っ
た
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
君
の

「
立
身
出
世
」
で

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

っ
た
。

そ

れ

が

す

な

わ
ち

君

の
半

世

の

ア

コ
ガ

レ

の
実

現

で

あ

っ
た

。

(傍
点
筆
者
)

こ
れ

は

「
堺

利

彦

伝

」

(
『
改
造
』

大
13

・
12
～

14

・
9
)

の
結

び

の
部

分

(「
第

六

期

毛
利
家
編
集
時
代
f

一
〇
上
巻

の
総
括
l
」
)

の

一
節

で

あ

る

。
時

期

的

に

は

三
十

歳

頃

ま

で

の
自

己

を

五

十

四

歳

の
眼

か

ら
見

た

も

の
で

あ

る

。
右

の
引

川

部

分

の

後

に
、

「
儒

教

の

『
身

を

立

て

る
邑

と

い
う

こ

と
が

、

い
わ
ゆ

る

『
立

身

出

世

』

主

義

に
な

る
」

と

か

「
儒

教

に
は

『
身

を

立

て

る
』

と

同

時

に

『
道

を

行

な

う

』

と

い
う

理

想

が

あ

っ
た
」

と

か

、

さ

ら

に

「

『
功

名

富

貴

、

手

に

つ
ぼ

し

て
取

る

べ

し
』

と

は
だ

い
ぶ

ん
違

う
」

と
も

言

っ
て

い

る

の

で
、

彼

に
と

っ
て

の

「
立
身

出

世

」

は
世

間

一
般

の

「
立

身

出

世

」

概

念

に

お
け

る
利

権

追

求

と

は
少

々
異

な

っ
て

い
た

よ

う

で

は
あ

る
。

し

か

し
そ

れ

が

上

昇

指

向

で
あ

っ
た

こ
と

に
変

り

は

な

く
、

ま

た

、

自

己

が

指

向

す

る
価
値

・
世
界

が

漠

然

と

し

た
程

度

に

お

い
て
も

自

覚

さ

れ

て

い
な

い
と

い
う

点

で
、

堺

に
お

け

る

「
立
身

出

世

」

主

義

も

、

世

間

一
般

の

そ

れ

と

は
世
俗

性

の
有

無

と

い
う

こ
と

で
区

別

さ

れ

る

に
す

ぎ

な

い
も

の

だ

と
...口
え

る

に
違

い
な

い
。

そ

し

て
、

い
か

な

る
内

実

で
あ

っ
た

に

せ
よ

、

就

身
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出
世
.の
志

に
燃
え
続
け
得

た
限
り
、
豊
津
中
学
は
堺
に
と

っ
て
立
身
出
世
の
起
点

た
り
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
中
学

を
介
し
て
豊
津
そ
の
も
の
は
甘
美
な
あ
こ
が

れ
の
対
象
と
も
な
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。

林
尚
男
氏
は

「望
郷
台
」

の
特
徴

に
つ
い
て
、

故
郷
の
美
し
い
自
然

に
対
す
る
回
想
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
移
り
変

る
人
々
の
運
命
が
、
変
ら
な
い
自
然
と
の
対
比
の
L
で
え
が
か
れ
て
い
る
点
に

あ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る

(
「堺
利
彦
に
お
け
る
故
郷
」

『11
本
文
学
』

昭
49
・
9
)
。
確

か
に

「
望
郷
台
」
の

ヨ共
九

金
の
冠
L
か
ら

「共
十
二

娘
」
な
ど
に
至
る
霊

題
は

「
移
り
変
る
人

々
の
運
命
」
に
対
す
る
感
慨
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の

「
移
り
変
る
人
々
」

の
姿

は
ト
昇
す
る
姿

に
お
い
て
で
は
な
く
、
下
降

と
し
て
の
没
落
の
相

に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴

は
後

に
触
れ
る
よ
う
な
豊
津
自
体

の
衰
退

に
も
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り

「
故
郷
の
人

々
の
移
り
変
る
運
命
」

へ
の

「
関
心
と
共
感
は
、
彼
自
身
の
出
世
の

階
段
を
ふ
み
は
ず
し
た
没
落
体
験

に
よ

っ
て
裏
打
ち
さ

れ

て

い

る
」

(林
尚
男

氏
)
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
故
郷
か
ら
の
不
本
意
な
絶
縁
や

「
自
分
と
母
と
故
郷

を

一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
」
る
傾
向

(林
尚
男
氏
)
な
ど
に
も
起
因
す
る
と

思
わ
れ
る
。

長

々
と
堺
利
彦

に
お
け
る
豊
津
受

容
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
嘉
樹

は
豊
津
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

残
念
な
が
ら
堺

に
比
べ
、
嘉
樹
に
は
豊
津
そ
の
も
の
や
自
己
の
豊
津
時
代

に
つ

い
て
語

っ
た
文
章
が
少
な
い
。
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
身
辺
風
景
的
な
作
品
を
残
し
た

彼
で
あ
り
な
が
ら
、
最
も
多
感
な
時
期
を
過
ご
し
た
は
ず
の
豊
津

に
つ
い
て
あ
ま

り
書

い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
自
体
、
嘉
樹
論

の

一
つ
の
問

題
点
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
彼
が
豊
津
に
つ
い
て
触
れ
た
作
品
と
し
て
は

「
死
屍
を
喰
ふ
男
」
(
『新

青
年
』

昭
2
・
4
)

・
『
誰
が
殺
し
た
か
?
』

(昭
5
・
1

日
本
評
論
社
)

.
「
文

学

的

自

伝

ー

山

中

独

語

i

」

(『
新
潮
』

昭

11

・
11

以
下

「
文

学
的
自
伝
」
)
.

「
釣

り

、二
昧

」

(『
福
岡
日

々
』

昭
12

・
6

・
14
、

21
、

28
)

な

ど

の
他

に

「

『
龍

ケ
鼻

』

と

『
原

』

』

ー
-
わ
が

郷

⊥
.を
語

る

Il
」

(
昭
和

六
年
度
版

『
新
潮
文
芸

ー1
記
』

昭
5

・
11
)
な

ど

が

あ

る

。

「
死

屍

を

喰

ふ

男

」

は
寄

宿

舎

の
同

室

生

が

隣

接

の
墓

地

の
新

仏

の
棺

を

あ

ば

き

そ

の
死

肉

を
食

う
姿

を

H

撃

す

る
、

と

い

っ
た
学

校

の
寄
宿

舎

な

ど

に
よ

く

あ

る
怪

談

も

の
を
豊

津

中

学

に
置

き

か

え

た

に
す

ぎ

な

い
よ

う

な

作

品

で

は

あ

る

が

、

そ

こ

に
見

ら

れ

る

冒

頭

の
部

分

は
初

期

の
彼

ら

し

い
簡

潔

な

文

体

で

中

学

校

周

辺

の
風
景

を

う

ま

く

伝

え

て

い

る
。

中

學

は
山

の
中

に
あ

っ
た
。

運

動

場

は
代

々
木

の
練

兵

場

ほ

ど

廣

く

て
、

一

方

は
懸

祉

○

の

O

紳

就

に
績

い
て

お

り
、

一
方

は
聖

徳

太

子

の
建

立

に
係

る
と

云

は
れ

る

國

分

Lず
に
績

い
て
ゐ

た

。

そ

し

て

一
方

は
湖

に
な

っ
て

い

た
。

(中
略
)

そ

の
湖

の
岸

の
北

側

に

は
屠

殺

場

が

あ

っ
て
、

南

側

に

は
墓

地

が

あ

っ
た
。

八
,
日

の
豊

津

は
嘉

樹

が

言

う

よ

う

な
山

の
中

と

い
う

ほ
ど

で

は

な

い

が

ω
、

町

へ

全

体

と

し

て

は
、

耕

作

地

、

居

住

地

よ

り
も

松

林

(
所

謂

山

か
)

が

多

い

よ

う

で

あ

る

(古
賀
武
た
氏

の
御
教
示

に
よ
る
と
、
昭
和
四
十
九
年
十
月
末

の
町
人

口
は
八
、
九
七

四
人

・
総
面
積

一
、
九
五
六

ヘ
ク
タ
ー

ル
、
そ
の
う
ち
耕
地
面
積
七

三
ニ

ヘ
ク
タ
ー

ル
で
あ

る
)
。

さ

て
右

の
引

川

に
続

い
て
、

嘉

樹

の
豊

津

受

容

の

一
端

を
感

じ

さ

せ

る
次

の

よ

う

な

部

分

が

あ

る
。

學

問

は
艀

に

し
な

け

り

ゃ

い
け

な

い
、

こ
の
標

本

で

で
も

あ

る

や

う

に
、

學

校

は
静

寂

な

境

に
立

つ

て

ゐ

た

。

お

ま
け

に
、

明

治

が

大

正

に
攣

ら

う

と

す

る
時

に
な

る

と
、

そ

の
中

學

の

あ

あ

る
村

が

、

栓

を
抜

い
た

風

呂

桶

の
水

の
や

う

に
人

口
が

減

り
初

め

た

。
残

っ

て
ゐ

る
者

は
蕗

藩

の

士
族

で
、

い
く

ら

か

の
恩

給

を
貰

っ
て

ゐ

る
腹

吏
ぼ

か

り

に
な

っ
た

。
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何

故

か
な

ら

、

そ

の
村

は
、

殿

様

が

追

ひ

詰

め

ら

れ

た

時

に
、

逃

げ

、込

ん

で

無

理

に
持

へ
た
山

中

の

一
村

で
あ

っ
た

か

ら

、
何

に
も

産
業

と

云

う

も

の
が

無

か

っ
た

。

㎜

で

・

中

學

の
存

在

に
よ

っ
て
引

き

止

め

よ

う

と

し

た

が

・

困

つ

た
芝

は
中

㎜

學
が
そ
の
地
方
十
里
以
内
の
地
域

に

一
度

に
七
つ
も
創
立
さ
れ
た
。

【

こ

の
よ

う

な

部

分

か

ら
う

か
が

わ

れ

る
嘉

樹

に
と

っ
て

の
豊

津

は
、

堺

に
と

っ
て

の
そ

れ

が

甘

美

な

精

神

の
帰

属

地

と

し

て

の
故

郷

で

あ

っ
た

こ
と

に
比

べ
、

ず

い

ぶ

ん

異

っ
た
、

一
種

の
突

き

放

し

た
零

囲

気

が

感

じ

ら
れ

る

だ

ろ
う

。

【

堺

が

少

年

期

を

す

ご

し

た
豊

津

と

の
問

に

は
約

二
+
年

の
隔

り
が

あ

り
・

そ

の

間

に
豊

津

そ

の
も

の
が

変

貌

し

た

こ

と

は
多

分

に
考

え

ら
れ

よ

う

。

し

か

し

そ

れ

に
し

て
も

、

「
堺

利

彦

伝

」

に

「
豊

津

士
族

の
大

阪

移

住

」

(
三

の
.、一)
と

い
う
。項
、

が

あ

り
、

ま

た

「
豊

津

時

代

」

(
一
、

二
)
に
も

⊥
族

の
没
落

や

豊

津

流

出

に

つ

い

て

回

想

さ

れ

て

お

り
、

「
望

郷

台

」

の

「
共

十

一

魔

邸

」

で
も

、

幼

少

時

の
生

一
活
周
超

あ

っ
た

「腹
邸
」
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
堺
の
時
代
か
ら

既

に
、

嘉

樹

が

、一.口
う

「
栓

を
抜

い
た

風

呂
桶

」

の
よ

う

な

人

口
流

出

現

象

は
始

ま

っ
て

い
た

の

で
あ

る
。

さ

ら

に

「
望

郷

台

」

の

「
其

四

豊

津

の
歴

史

」

で

は
嘉

樹

が

「
殿

様

が

追

ひ
詰

め

ら

れ
ヒ

「
無

理

に
捲

へ
た
山

中

の

一
村

」

と

∴、肖
っ
た
豊

一
津

集

落

生

成

の
事

情

に

つ

い
て
述

べ

て

お

り

な

が

ら

、

嘉

樹

の

よ

う
な

乾

燥

し

た

文

体

は
見

ら

れ

ず

、

「
共

五

豊

津

の
人
家

」

「
共

ヒ

城

ド

の
威

厳

」

な

ど

で

は

「
堺

利

彦

伝

」

と

読

み
比

べ

れ
ば

明

ら

か
な

よ

う

に
、

故

郷

の
往

時

と

し

て

の

}
衰

微

以

前

の
豊

津

の

み

な

ら
ず

、

衰

微

し

つ

つ
あ

・Q
豊

津

を

も

拝

情

的

に
美

化

し

て
さ

え

い
る

の

で
あ

る

。

こ

の
よ

う

に
、

堺

に
と

っ
て
豊

津

は
濁

り
気

の
感

じ

ら

一
れ

な

い
郷

愁

の
対

象

と

な

り
得

、

「
慌

惚

た

る

エ
ク

ス

タ

シ
ー

の
感

」

「
(堺
利
彦

}
伝
」
)
と

も

言

っ
て

い
る

よ

う

に
遠

い
肥
日
へ
の
純

な

思

い

の

み

で
満

た

さ

れ

て

お

り
、

豊

津

に
対

す

る
嘉

樹

の
よ

う

な
.厭
悪

の
念

は
全

く

な

い
。

減

び

ゆ

く

人

家

(
廃

邸

)

に
対

し

て
も

、

故

郷

の
廃

家

と

い

っ
た

ふ

う
な

一
種

の
懐

し

み

を

感

じ

}
さ

せ

る

の
で

あ

る

。

ま

た

故
郷

の
人

々

に

つ

い
て

の
回

想

に
際

し

て
も

、

先

に
述

べ
た
よ
う
な
、…没
落

の
姿
を
語
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
淡
い
ほ
の
か
な

ロ
マ
ン
が
感

じ
ら
れ
る
。
先

に
引

い
た
嘉
樹
の
文
章
か
ら
感
じ
ら
れ
る
豊
津
受
容
を
こ
の
よ
う

な
堺
と
比
較
し
た
時
、
読
者
は
嘉
樹
の
文
章

の
中
に
あ
る
豊
津

に
対
す
る
嘲
笑
的

気
分
に
驚
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
『
龍

ケ
鼻

』

と

『
原

』
」

は
短

文

で

は
あ

る

が
豊

津

を
直

徴

に
紹
介

し

た
好

文

章

で
あ

り
、

全

文

を

紹

介

さ

れ

た

こ
と

が

無

い

の
で

、

次

に
引

く

こ
と

に
す

る

。

私

の
育

つ

た
村

、

幽
豆
津

村

は
、

昔

、

難

行

原

と

呼

ば

れ

て
ゐ

た

ら

し

い
。
私

の
村

の
附

近

に

は
無

暗

に

「
原

」

の

つ
く

地

名

が

多

い
。

「
原

」

を

バ
ラ

と

は

、讃
ま

な

い
で

、

ハ
ル
と

呼

ぶ

。

「
狐

原

」

は

キ

ツ
ネ

。ハ
ル
で

あ

り
、

「
新

田
原

」

は
、

シ

ン
デ

ン
バ

ル

で
あ

る
。

こ

の

ハ
ル

の
原

は
、

開

拓

さ

れ

て
桑

畑

と

な

っ
た

り
、

そ

の
後

へ
果

樹

園

が

作

ら

れ

た

り

、

ま

た

そ

の
後

へ
女

學
校

が
建

っ
た
り

す

る

が

、

又

、

い

つ

の
間

に
か

そ

の
多

く

は

ハ
ル

の
原

に
蹄

る
や

う

で

あ

る

。

私

は
幼

少

の
時

代

を

甲

塚

と

呼

ぶ

字

で
育

っ
た
。

そ

こ

に

は
畑

の
中

に
凸
字

形

の
占

墳

が

澤

山

あ

っ
た
。
秋

に
な

る

と
櫨

の
木

が

黄

葉

し

て

、
甲
塚

を
飾

る

。

甲

塚

の
北

の
方

、

今

川

の
流

域

の
平

原

の
傾

斜

に
墓

地

が

あ

っ
た

。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ

の
墓

地

に

は
私

の
租

先

や
.r
供

た
ち

も

眠

っ
て
ゐ

る
が

、

そ

こ

に

は

い

い

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

芝
生
が
あ
る
。

幼
少
時
代
の
私
は
、
そ
の
芝
生
、か
ら
、
今
川
の
流
れ
や
、
そ
れ
に
沿
う
て
田

川
地
方

の
炭
坑
地
に
走

っ
て
ゐ
る
鐵
道
、
直
ぐ
足
下
の
、
空
と
同
じ
色
を
映
し

た
池
、
そ
れ
か
ら
五
六
里
の
.平
野
を
見
は
る
か
し
て
、
不
思
議
な
幻
想
的
な
形

マ

マ

に
横

は

る
龍

ケ
鼻

の
山

容

な

ど

を
、

全

半

口
も
ぼ

ん
や

り

を

見

と

れ

て
ゐ

る
事

が

多

か

っ
た
。

こ

の

「
龍

ケ
鼻

」

と

云

ふ

山

は
、

い
い
山

で
あ

る
。

そ
れ

は
未

来

・水
劫

、

こ

の
地

球

の
海

面

に

は
現

は

れ
得

な

い
だ

ら
う

巨

船

の
船

首

で
あ

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

だ
が
、
そ
の
外

の
山
は
な

っ
て
ゐ
な

い
。
思
索
も
幻
想
も
叩
つ
壊
す
赤
L
出
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ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ひ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

も

の
禿

だ

ら
け

で
、

そ

の

上

に
縮

れ

つ
毛

の
小

松

が
、

臆

病

に
生

え

て
ゐ

る

。

だ

が

、
い
つ

れ

に

せ
よ

、私

は

そ

こ
で

、
一
番

私

に
親

し

か

っ
た
も

の

は

、
そ
れ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

等
の
自
然
で
あ

っ
た
。人
間
の
噂
は
、あ
ま
り
私
に
興
味
を
起
さ
せ
な
か

っ
た
。

一
見
す
る
と
こ
の
文
壁

は
、
嘉
樹
の
、
母
な
る
故
郷
の
山
河
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
。
が
、内
容

の
構
造
を
検
討
す
る
と
、逆

に
、
自
己
の
豊
津
時

代

に
対
す
る
執
擁
な
拒
否
の
姿
勢
を
見
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
端
的
に
言
う
と
先

に
も
述

べ
た
堺
の
場
合
、
故
郷
の
人

々
と
自
己
及
び
自
己
の
豊
津
時
代
の
思
い
出

の
世
界

に
の
め
り
込
む
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
と
は
全
く
逆
に
、
嘉
樹
の

場
合
、
大
正
二
年

(、
干
歳
)

ま
で
の
自
己
を
培

っ
た
時
間
や
そ
の
中
に
展
開
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
旦
ハ体
的
な
人
間
関
係

に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
、

自
己
内
部
の
豊
津
時
代
の
記
憶

の
世
界
に
わ
け
入
る
こ
と
を
出
来
る

だ

け

拒

.否

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、

「
私
の
云-ー
っ
た
村
、
盟
津
村
は
」
と
書
き
起

こ

し
、
あ
た
か
も
育

っ
た
時
間
帯
の
村

に
、..口及
す
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
な
が
ら
、

「昔
」
の
村

の
方
向
に
体
を
か
わ
し
、

「
ハ
ル
」
と

い
う
独
特

の
読
み
方

の
説
明

か
ら
人
と
自
然
の
か
か
わ
り
に
触
れ
、
育

っ
た
時
間
帯

の
村

の
様
相
に
言
及
す
る

か
の
態
度
を
再
び
見
せ
な
が
ら
、

「
い
つ
の
間
に
か
そ
の
多
く
は

ハ
ル
の
原

に
蹄

る
や
う
で
あ
る
」
と

い
う
か
た
ち
で
悠
久

の
時
間
の
流
れ
の

一
点
策
に
し
て
し
ま

㎝
い
、
遠
く
か
ら
眺
め
る
よ
う
な
臨
場
感

の
無
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

}
そ
し
て
甲
塚
の
占
墳
か
ら
墓
地
に
話

題
を
転
じ
て
い
る
・
こ
の
墓
地
の
叙
述

に
至

っ
て
初
め
て
豊
津
時
代

の
嘉
樹
が
豊

津
村
の
住
人
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
墓
地
は
現
実

の
葛
藤

の
渦
中
に
あ
る

[
村
の
生
活
と
は
別
ぼ
、
既
に
そ
れ
ら
の
諸

々
の
葛
藤

に
終
止
符
を
打

っ
た
死
者
達

添

眠

る

地

で

あ

り

、

.」

.」
で
至

口

っ
た
時

問

帯

の
村

の
現

実

か
ら

離

れ

て

い

る

の

で
あ
る
。
こ
れ
は
二
重
の
意
味
で
注
意
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
こ

の
文
章
を
階
く
段
階
で
の
嘉
樹
が
甲
塚

の
墓
地
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
初
め
て

一
自
己
を
登
場
さ
せ
得
た
と

い
う
こ
と
、
も
う

一
つ
は
豊
津
時
代
の
嘉
樹
が
次
に
述

べ
る
よ
う
な
形
で
墓
地
と
い
う
特
殊
な
場
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
ら
し
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

彼
は

「
そ
こ
に
は
い
い
芝
生
が
あ
る
」
と
し
て
墓
地
の
芝
生
に
好
意
的
態
度
を

.小
し
て
い
る
が
、
そ
の
芝
生
は
彼
を
村
外
の
世
界
に
誘
う
場
所
で
あ

っ
た
。
つ
ま

り
、
墓
地
の
芝
生
に
置
か
れ
た
嘉
樹
の
視
線
は
村
の
内
部
に
注
が
れ
ず
、
遠
く
か

ら
村
を
と
り
ま
い
て
い
る
景
色
の
方
向

に
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
村
を
取
り
ま
く
景
色

へ
の
視
線
を
、
単
な
る
自
然
と
し
て
の
景
色
に
注
が
れ

た
視
線
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
墓
地
が
現
実
の
葛
藤
に

終
止
符
を
打

っ
た
人
々
の
眠
る
場
所
で
あ

っ
た
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
そ
れ

は
嘉
樹

の
異
郷

へ
の
憧
れ
と
し
て
、
さ
ら
に
、
故
郷
か
ら
の
脱
出
指
向
と
し
て
考

え
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

豊
津
中
学
校
の
元
校
長
中
村
亀
蔵
氏
は
嘉
樹
と
同
世
代
の
豊
前
人
で
あ
る
が
、

彼
は
幼
少
時
を
回
想
し
た
文
章
の
中
で
、
小
笠
原
神
社
の

「社
殿
の
後
ろ
の
山
に

登
り
、
頂
上
の
.巨
岩
の
上
か
ら
眺
め
る
と
近
く
国
分
寺

の
三
重
の
塔
を
望
み
、
眼

ド

に
だ
ぶ
だ
ぶ
と
春
水
を
た
た
え
た
長
陽

の
池
や
泉
池
を
見
お
ろ
し
、
西
方
を
眺

む
れ
ぽ
郡
境

の
山
脈
や
、
今
川
流
域

の
村
々
、
今
川
の
注
ぎ
入
る
青

い
周
防
灘
を

一
91E
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
」
(『心
の
ふ
る
さ
と
』

昭
45
.
8

豊
津
高
等
学
校
)

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
堺
は

「
望
郷
台
」
に

「磐
根
社
の
磐
の
上
よ
り
望
め
ぽ
豊

津

一
面
の
原
々
谷
々
、

一
々
指
し
示
す
べ
し
」
と
か

「磐
根
社
よ
り
望
ま
ん
か
。

東
の

一
方
海
に
開
け
て
、
他
の
三
方
は
大
小

の
山
々
。
」
と
記
し
て
い
る
。
筆
者
の

経
験
で
も
、
こ
の
磐
根
社
の
あ
る
八
景
山
は
同
様

に
眺
望
の
き
く
場
所
で
あ
り
、

豊
津
を
取
り
ま
く
景
色
を
眺
め
る
に
は
甲
塚
共
同
墓
地
の
他

に
も
場
所
は
あ
り
得

た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
そ
の
芝
生
か
ら
」

「見
と
れ
て
ゐ
る
事
が

多
か

っ
た
」
と
、..口
っ
て
い
る
よ
う
に
、
嘉
樹
は
特
に
こ
の
墓
地
の
芝
生
を
選
ん
で

い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
『龍

ケ
鼻
』
と

『
原
』
」
の
最
後
の
部
分
で
、
嘉
樹
は
や

っ
と
豊
津
に
視
線

を
向
け
て
い
る
。
し
か
し
、
豊
津
に
視
線
が
向
け
ら
れ
た
時
、
彼
の
記
憶
の
綱
膜
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/」、

に
映
ず
る
も
の
は

「赤
」
∴
や
「松
林
」
な
の
だ
が
、
彼
は
そ
れ
ら
の
も

の
を

「縮

れ
つ
毛
の
小
松
が
臆
病

に
生
え
て
ゐ
る
」
と
か

「
思
索
も
幻
想
も
叩
つ
壊
す
赤
」

山
の
禿
だ
ら
け
L
と
吐
き
出
す
よ
う

に
記
す
の
で
あ
る
。

「
松
林
」
や

「赤
上
」

は
豊
津
の
自
然
風
⊥
の
象
徴
で
あ
り
堺

も
中
村
氏
も
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

し
か
し
堺
や
中
村
氏
に
と

っ
て
は
、
赤

い
⊥
や
緑
の
松
と
い

っ
た
自
然
は
、
美
的

な
色
彩

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
受
容

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
て

嘉
樹

の
場
合
、
豊
津
は
、

「
赤
卜
」
が

む
き
出
し
に
な

っ
た

「
禿
だ
ら
け
」
の
山

に

「縮
れ
つ
毛
」
の
よ
う
な
か

っ
こ
う

で

「臆
病
」
に
し
が
み
つ
い
て

「
生
え
て

ゐ
る
」
「小
松
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
想
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

表
現

の
背
後

に
は
、
豊
津
時
代
の
嘉
樹
が
見
た
豊
津
人
達

の
生
き
方

に
対
す
る
彼

の
印
象
が
投
影
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
て
な
ら
な

い
。

集
落
と
し
て
の
豊
津
は
小
笠
原
藩
流
転
の
歴
史
的
産
物
で
あ
る
が
、
幕
末

・
維

新

・
維
新
後

の
政
策
転
換
に
よ

っ
て
豊
津
は
経
済
的
な
苦
境

に
陥

っ
て
い
た
。
そ

の
結
果
と
し
て
、
先

の

「
栓
を
抜
い
た
風
呂
桶
」
の
よ
う
な
人

口
流
出
が
あ
る
わ

け
だ
が
、
こ
う
し
た
中
で
、
L
族
達

の

一
部
は
藩
領
の
中
心
地
と
し
て
の
豊
津

に

し
が
み
つ
い
て
赤
⊥
を
耕
し
た
り
秩
様

公
債

に
頼

っ
た
り
し
つ
つ
、
つ
つ
ま
し
い

生
活
を
守

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
嘉
樹

に
と

っ
て
赤
⊥
に
生
え
る
松
は
、
廃
藩
後

の
士
族
達
の
生
活
現
実

(
田
藩
解
体
後

も
、
な
お
赤
毛
の
、
産
業
も
何
も
な
い
豊

津
に
残
留
し
て
い
る
上
族
達

の
)
の
炎
象
と
し
て
映

っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ

う
か
。

「
『
龍
ケ
鼻
』
と

「原
』
」

の
最
後

の
段
落

は
、
こ
の
よ
う
な
豊
津

(・〔

己
を
培

っ
た
)
の
時
間
や
空
間
か
ら

の
脱
出
指
向

の
原
因
の
説
明
と
も
な

っ
て
い

る
と
論.・口え
る
だ
ろ
う
。

文
章
の
内
容
の
構
造
か
ら
、
嘉
樹

の
豊
津
離
れ
の
指
向
性
を
見
て
来
た
が
、
傍

点
を
付
し
た
第

一
の
部
分
は
複
雑
な
問

題
を
投
げ

か
け
て
い
る
よ
う

に
思

わ

れ

る
。

こ
の
墓
地
に
は
私
の
耐
先
や
7r
供

た
ち
も
眠

っ
て
ゐ
る
。

と
い
う
部
分
で
あ
る
。

葉

山

家

の
墓

は

こ

の
甲

塚

の
共

同
墓

地

の
ほ
ぼ

中

央

に
あ

る

。
墓

碑

や
墓

域

に

つ

い
て

は
補

注

⑥

に
記

し

た

と

お

り

で
あ

る
が

、

先

の

「
子

供

た
ち

も

眠

っ
て
ゐ

る
」

と

い
う

記

述

か

ら
判

断

す

る

と
、

こ

の
甲

塚

の
共

同

墓

地

に

は

二
人

以

L

の

幼

い
霊

が

眠

っ
て

い

る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

嘉

樹

が

も

う
け

た
f

供

の
う

ち

、

右

の
記

述

に
該

当

す

る

の

は
、

「
『
龍

ケ
鼻

』

と

『
原
』
」
を

発

表

し

た

昭

和

五
年

十

一
月

ま

で

に
天

逝

し

た

山

井

ピ
サ

エ
と

の
閲

に
も

う

け

た

タ

、・・
(大

8

・
4

・
5
生
、
同
月

10
没
)
と

愛

子

(大

9

・
3

・
12
生
、
同

年

10

・
3
没
)

、
そ

し

て

塚

越

喜

和

f

と

の
間

に
も

う

け

た

嘉
和

(大

10

・
5

・
1
生

、

大

U

・
5

・
24
没
)
と

民

男

(大

11

・
11

・
11
生
、
大

14

・
10

・
15
没
)
の

四
児

で
あ

る

。

が

、

嘉

樹

は
愛

子

の
出

生
後

問

も

な

い
同
年

十
刀

に
山

井

ピ
サ

エ
と
別

れ
、

塚

越

菖

和

子

と

愛

.士
を

と

も

な

い
名

占

屋

に
出

て

し
ま

っ
た

の

で
あ

る

(
浦
西
和
彦
氏

「葉

山
嘉
樹
年
譜

ー
㌧
。

嘉

樹

が

失

っ
た

二
男

二

女

の
う

ち
、

山
井

ピ
サ

エ
と

の
問

に
生

ま
れ

た
長

女

タ

、・、
は
彼

の
戸

畑

時

代

に
天

逝

し

た

。

し

た
が

っ
て
、

タ

ミ
だ

け

は
豊

津

の
墓

地

に

埋

葬

さ

れ

た
可

能

性

が

多

分

に
あ

る

。

し

か

し

そ
れ

以

外

の

三
児

、

愛

子

∴
茄
和

.
民

男

に

つ

い
て

は
少

々
事

情

が

違

っ
て

く

る
。

と

言

う

の

は
愛

子

は
名

占

屋

で

嘉

和

・
民

男

は
岐

.阜

で

そ
れ

ぞ

れ
死

去

し

た

の

で
あ

り
、

豊

津

か
ら

は

か
な

り

の

遠

隔

地

で
あ

っ
た
。

さ

ら

に
彼

は
既

に
見

て
来

た
よ

う

な

豊

津

受

容

の
特

殊

性

ゆ

え

に

か
、

離

郷

後

そ

う
度

々
豊

津

に
帰

っ
て

は

い
な

い
。

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

こ

の
墓

地

に

「
子

供

た
ち

」

が

眠

っ
て

い

る
と

す

れ

ぽ

、

少

な

く

と

も

死

者

に

つ

い

て
だ

け

は
豊

津

を

父

祖

の
地

と

考

え
、

帰

る

べ
き

所

と
考

え

て

い
た

こ

と

に

な

る

。

ま

た
仮

り

に
彼

が

、

こ

こ

に
子

供

達

を

葬

っ
た

の
で

は
な

く

、

「
葉

山
家

諸

霊

位

」

と

い

う
墓

碑

銘

ゆ

え

に

こ

の
よ

う

に
言

っ
て

い
る

と
す

れ
ぽ

補

注

⑥

⑦

と

の
関
係

で

、

一
層

嘉

樹

の
豊

津

受

容

は
複

雑

な

も

の
と

な

っ
て

く

る

。

先

の

「

『
龍

ケ
鼻

』

と

『
原

』

」

で

は
墓

地

の
芝

生

が

豊

津

外

の
地

へ
の
脱

出

指

向

の
起

点

と

な

っ
て
お

り

、

そ

こ

に

は
遙

か
な

る
も

の

・
異

郷

を
遠

望

す

る
視

座

が

す

え

ら

れ

て

い

た
が

、

こ
れ

は
霊
魂

の
通

過

地

(
あ

る

い
は
帰

住

地

)

と

し
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て
の
墓
地
と
い
う
意
識
を
表
象
し
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
な

っ
て
く
る

と
、
日
本

の
伝
統
的
な

「家
」
に
規
制
さ
れ
た
精
神
構
造
と
近
代
的
な
個
の
意
識

一
に
立

っ
た
自
我
構
造
と
の
重
層
的
な
様
相
を
彼
が
内
包
し
て
い
た
.」
と
に
な

っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼

の
作
品
を
見
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
精
神
構
造
を

}
自
覚
的
に
対
象
化
し
ょ
う
と
す
る
傾
向

は
見
ら
れ
ず
、
彼
自
身
、
自
己
内
部
の
こ

一
う
し
た
様
相

に
つ
い
て
は
無
自
覚
で
あ

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

一

「
『
龍
ケ
鼻
』
と

『
原
』
」
の
問
題
点
を
忠

に
考
察
を
進
め
て
来
奈

・
こ

れ
以
外

に

「
文
学
的
自
伝
」
や

『
誰
が
殺
し
た
か
?
』
に
も
断
片
的
に
は
豊
津
に

つ
い
て
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特

に
長
編

『誰
が
殺
し
た
か
?
』
で
は
、
作
晶

一
全
体

の
ボ
リ

ュ
ウ
ム
か
ら
す
る
と
ほ
ん
の

一
部
分
に
す
ぎ
な
い
が
、
か
な
り
の
.長

さ
に
わ
た
っ
て
豊
津
時
代
と
豊
津

に
ま
つ
わ
る
現
実

に
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
作

一
品
化
さ
れ
た
時
、

「
私
に
は
故
郷
は
憎

々
し
い
丈
け
で
あ
る
」

(
「
二
人
の
生
け
る

子
供
へ
」
)
と
か
「村
中
の
爪
は
じ
き
に
な

っ
て
る
や
う
な
格
好

の
私
」
(祖
父
の
死
)

と
い
う
部
分
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、

や
は
り
故
郷

に
対
す
る
否
定
的
態
度
に
よ

っ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

父
荒
太
郎
は
小
笠
原
藩
士
で
あ
り
、
慶
応

二
年

の
第
二
次
征
長
の
役
に
際
し
て

は
赤
心
隊
々
士
と
し
て
切
り
込
み
要
員

に
加
わ

っ
て
い
る
が
、
堺
利
彦
の
父
得
司

も
赤
心
隊
に
加
わ

っ
た
藩
士
で
あ
る
。
身
分
的
に
は
荒
太
郎
が
四
百
石

(
「小
倉

}
市
誌
」
上
編

大
10

・
7

小
倉
市
役
所
)
、
得
司
が
十
五
石
四
人
扶
持
(「堺
利
彦
伝
」)

}

で
荒
太
郎
の
方
が
は
る
か
に
上
位

に
あ
る
。
秩
禄
公
債
も
十
五
石
四
人
扶
持
の
得

司
が
七
百
円

(七
歩
利
付
き
で
年
利
足
五
レ
円
足
ら
ず
)
で
あ

っ
た

(
「堺
利
彦
伝
」
)

こ
と
か
ら
す
る
と
、
荒
太
郎

の
場
合

は
多
額
の
公
債
を
公
布
さ
れ
て
い
た
は
ず
で

一
あ
り
、経
済
的
に
は
か
な
り
恵
ま
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。さ
ら
に
得
司
が
隠
居
同

.
然
の
生
活
で
あ

っ
た

(
「堺
利
彦
伝
」
)
の
に
比
べ
、
荒
太
郎
は
郡
長
と

い
う
要
職

「
に
あ
り
、
刀

々
二
十
五
円
の
給
料
を
支
給
さ
れ
て
も

い
る

(中
村
亀
蔵
氏
『心
の
ふ
る

}
さ
と
』
よ
り
推
定
)
・
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
人
の
間
に
は
豊
津
を
め
ぐ

っ
て
全
く
逆

[
な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
来

た
よ
う
に
堺
利
彦
に
お
け
る
豊
津
受
容
の
様
相
と
比
べ
る
時
、
嘉

樹

の
豊
津
受
容

の
様
相

に
は
異
常
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
嘉

樹
の
豊
津
受
容

の
異
常
性
を
テ
コ
に
嘉
樹
の
豊
津
時
代
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み

る
な
ら
ぽ
、
あ
る
い
は
豊
津
時
代
に
お
け
る
自
我
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
出
来
る

の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
。
小
稿
で
は
紙
幅
に
制
限
が
あ
り
自
我
形
成
過
程

の
摸
索
や
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
嘉
樹
の
文
章
に
描
出
さ
れ
た
豊
津
像
と
現
実

の

豊
津
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。

小
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
古
賀
武
夫
氏
、
中
村
亀
蔵
氏
、
渡
辺
勇
氏
、
の

御
教
示
を
得

た
。
こ
こ
に
記
し
深
謝
申
し
ト
げ
る
。

(
一
九
七
一九
・
⊥ハ
・
一
)

1.9u.

 

叙

補
注

嘉
樹

の
出
生
地

に
つ
い
て
浦
西
和
彦
氏

は

「
葉
山
嘉
年
譜
」

の
中
で
、

「
嘉
樹

の

出
生
地
に

つ
い
て
は
疑
問
が
残

る
」
と
し
て

「
大
字

鼎
津

六
百
九
拾
五
番
地
」

に

生

ま
れ
た
と
断
定
す

る
こ
と
を
避

け
て
い
る
が
、

こ
れ
は
嘉
樹

の
豊
津
時
代
が
何

時

に
始

ま
る
の
か
と

い

っ
た
起
点

の
問
題

に
も
か
か
わ

っ
て
く
る
。
し
か
し
、
嘉

樹

の
父
荒
太
郎
が

「
福
岡
県
上
毛
郡
宇
島
町
大
字
宇

島
七
拾
八
番
地
」
よ
り
前
記

の
住
所

に
転
籍

し
た
の
は
嘉
樹

の
六
歳

の
時

で
あ
り
、
小
稿

で
は
豊
津
時
代

の
起

点

に
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ

る
こ
と
を
確
認
す

る
に
と
ど
め
た
い
。

「
望
郷
台

」
に
見

ら
れ

る
堺

の
郷
愁

は
、
決

し
て
望
郷
台

と
い
う
題
名

に
規
制
さ

れ
た
結
果
で
は
な
い
。
例

え
ば

「堺
利

彦
伝
」

や

「
予

の
半
生
」
(
『
半
生
の
墓
』

明
38

・
7

.平
民
書
房

収
載
)
そ
の
他

に
も
故
郷

に
対
す

る
思

い
は
連
綿
と

記
さ
れ

て
お
り
、
堺

は
終
生
変

る
こ
と
な
く
豊
津

(
登
前
)

へ
の
帰
属
意
識
を
持

ち
続
け

て
い
る
。

明
治
十
七
年

か
ら
二
十
年

ま
で
の
豊
津
中
学
全

入
学
生
数
四
四
四
名
中
、
遂
志
校

出
身
老

二
六
六
名
、
さ
ら
に
そ
の
後
身
と
目
さ
れ
る
育
材
校

に
つ
い
て
は
、
明
治

、
一卜
年
・か
ら
ニ
レ
七
年

ま
で
の
全
入
学
生
八
。.一二
名
中
育
材
校
出
身
者

三
七

一
名
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良
/に

/」く

L5
.

と
い
う

こ
と

で
、
豊
津
中

学
は
ヒ」
時

か
な
り
狭
き
門
で
あ

っ
た
。

L
た
が

っ
て
育

材
校

の
在
籍
者
も
多
く
、

「

田県
教
育
中
、』

に
よ
れ
ば

一
一二
六
人
、

『
京
都
郡
誌

』
に
よ
る
と

一
五
〇
人
」
と

い
う
盛
況
だ

っ
た
ら
し

い
。

こ
の
よ
う
な
事
情

の
た

め
、
豊
津
中
学

の
新
入
生

の
年
令

も
、
明
治
八
年

か
ら
二
十
年

ま
で
の
学
籍
簿

に

よ
る
平
均

で
は
十
四

・
ヒ
歳
と

の
こ
と
。
堺

は
十

一
歳
と
八
か
月
で
入
学

し
て
い

る
。
卒
業
進
級

に
つ
い
て
も
、
当
時
の
豊
津
中
学

は
在
学
期
間
を
四
年

と
し
、
八

級

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

の
級

の
修
裳
期
間

を
六

か
月
と
し
て

い
た
が
、
明
治
十
六

年

～
二
十
年

の
入
学
者
五
百
余
名

の
う
ち
、
卒
業
者
は
入
学
者

の
約
十

パ
ー
セ
ン

ト
、
中
途
退
学
者

は
実

に
九
ト
パ
ー

セ
ン
ト
に
達
す
る
。

(
『
開
化
小
史

』
)

今

で
は
屠
殺
場

は
な
く
な

っ
て

い
る
が
、

「
湖
」

は
巣
鳥
池
、

「
O
O
O
神
社
」

は
小
笠
原
神
社

で
あ

る
。
神
社
境
内

は
開

か
れ
町
役
場
や
文
化
施
設
な
ど
の
敷
地

と
な

っ
て
い
る
が
、
鳥
居
は
片

の
位
置

に
あ
り
、

ほ
ぼ
豊
津
高

等
学
校

に
隣
接

し

'し
、
79
0

}
し
・/(

葉
山
家

の
墓

は
、
墓
域
約
卜
.平
方

メ
ー
ト
ル
で
長
方
形

の
角

石
材
で
域
内

を
囲

っ

て
い
る
。
図

.小
す

る
と
上

の
よ
う

に
な
る
。
A
は
墓
碑
、
B

は
自
然
.石
と
も
思

わ
れ

る
が
、
形
状
と
し
て
は

一
辺
約
四
ト

セ
ン
チ
程
度

の
..、角
垂
形

の
.石
、
C
は
松

の
古
株
、

D
は
石

灯
籠

の
礎
召

ハ
'2
↓

、

E
は
本
榊

の
生
木

で
あ

る
。

A
の
墓

碑
正
面

へ東

面
)
に
は
浦
西
氏

の

「葉

山
嘉
樹
年
譜
」

に
・も

見

え
る
よ
う
に

「
葉
山
家
諸
盛
位
」
と
あ
り
、
南
面

に

「
明

治
四
卜
二
年
・建
之

葉
山
荒
太
郎
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。

こ

れ
は
葉

山
家
が
仕

え
て
い
た
小
笠
藩

が
幕
末

・
維
新
期

の
動
乱

に
巻
き

こ
ま
れ
、

小
倉

よ
り
香
春
を
経

て
豊
津

(
.花
は
錦
原
)

に
移
住
し
、

こ
こ
が
小
笠
.原
藩

の
終

嶋

の
地
と
な

っ
た
と

い
う
歴
史
的
背
景

と
か
か
わ

っ
て
お
り
、
豊
津

に
定
着

し
た

藩
…⊥
が
多

か

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
情

か
ら
、
荒
太
郎
が
豊
津

の
甲
・塚
共
同
墓
地

に
葉

山
家

の
墓
を
新
設

し
、
先
祖

の
霊

を
合
祀

し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

図
.小
し
た

よ
う

に
墓
域
内

に
は
北
側

に
.二
個

・
東
側

に
二
個

の
石
が
置

か
れ

て

お
り
、

こ
の
。石
は
ど
う
も
合
祀
以
後

の
死
.者

の
埋
葬
地
を
標
示
し
て
い
る
よ
う

で

あ
る
。
こ
れ

ら
五
基

の
標
.石
が

一
体
准

の
も

の
な

の
か
全
く
見
当
も

つ
か
な

い
が

、

6
。

一

/.

明
治

四
セ

一
一年
以
後

の
、
葉

由
家

に
属
す
る
霊
を
考
え

る
と
、

こ
の
五
基

の
中

に

は
旛
樹
が
失

っ
た
.士
供
達

の
幼

い
霊
も
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う

こ
と
に
な

ろ
う
。

柳

田
国
男

は
日
本
人
は
霊

の
あ

り
処
を
山

の
上
に
想
定

し
、
山

か
ら
墓

を
通

っ
て

家

へ
と
い
う

か
た
ち

で
祖
先
の
霊
が
家

に
帰

っ
て
来

る
と

い
う
霊
魂
観

を
持

っ
て

い
る
こ
と
を
紹
介

し
て
い
る

(「
魂

の
行
く

へ
」
『
定
本
柳
田
国
男
集

』
十
五
巻

昭
38

・
6

筑
摩
書
房
)
。
ま
た
祖
先
を
祭
る

こ
と
は
や
が
て
そ
れ
が
目
分
を
祖

先

の
中

に
組

み
込
む

こ
と

に
な
り
、
そ

こ
に
自
己

の
存
在

の
証
し
を
認

め
よ
う
と

す
る
発
想
型

が
あ
る

こ
と
を
紹
介

し
て
も

い
る

(
「
先
祖

の
話
」

『
矩
本
柳
田
国

男
集

』
十
巻

昭
37

・
7
)
。
考

え
を
十
分

に
整

理
し
き
れ
て

い
な

い
が
、
嘉
樹

が
墓

の
芝
生

か
ら
外

に
視
線

を
向
け

て
い
る

こ
と
、
ま
た
死
者

の
眠

る
地

に
心

の

平
安

を
見

い
出

し
て
い
る

こ
と
な

ど
か
ら
す
る
と
、
霊
魂

の
帰
住
地

そ
の
も

の
で

な

い
か
も
知

れ
な

い
に
し
て
も
、
無
意
識
裡

に
祖
先

の
霊
が
家
を
訪

れ
家
を
去
る

そ

の
通
過
点
と

し
て
の
墓
.場
に
視
座
を
す
え
て
い
た
と

い
う

こ
と
に
な

る
の
で
は

な

い
か
。
と
な

る
と
嘉
樹
は
祖
先

や
家

(
派
生
的

に
は
村
)
を
自
我
構
造
内
部

に

持

っ
て

い
た
と

い
う

こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

補

注
の
⑥
と
も
関
係
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
筆
者
が
考
察
し

ょ
う
と
す

る
豊
津

の
精
神
風
土
と
嘉
樹
と
が
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た

こ
と
を
立
証
す
る
こ
と

に
も
な

ろ
う
。
嘉
樹

の
豊
津

に
対
す
る
厭
悪

の
念

の
質

に
関
係
す
る
が
、
彼

は
豊
津
を
意

識

の
世
界

で
は
厭
悪

し
つ
つ
、
意
識

の
深
層

に
は
無
条
件
的
な
帰
属
本
能
を
持

っ

て
い
た
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
豊
津
が
嘉
樹

の
内
部
世
界

に
何
ら
の
意
味
も
持

っ

て

い
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
豊
津

の
精
神
風
土
を
考
察
す

る
こ
と
な
ど
無
意
味

で
あ

る
。彼

は

「
こ
の
墓
地

に
は
私

の
祀
先

や
子
供
た
ち
も
眠

っ
て
ゐ
る
が
」
と
述
べ
て

い
る
。
し
か
し
墓
碑
銘

に
も
あ

っ
た
よ
う

に
「葉

山
家
諸
霊
位
」
と
は
な

っ
て
い
る

が
建

立
は
明
治
四
十
二
年
め

こ
と

で
あ
る
。
葉

山
家

は
小
笠
原
家

の
流
転

に
付
き

従

っ
て
豊
津

に
来
た
わ
け
で
、
豊
津

は
真

の
意
味

で
の
父
祖

の
地
と

は
言

い
得
な

い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
嘉
樹
は
こ

こ
に
父
が
新
し
く
建

て
た
墓
碑

に
よ

っ
て

「
私

の
皿
先
」

が
「
眠

っ
て
ゐ
る
」
と
言

い
、
ま
た
彼

の
.　..口
う
と

こ
ろ
が
真
実

で
あ
る
と

す
れ
ば
、

こ
の
祖
先
が
眠
る
と

こ
ろ
に
「
予
供
た
ち
も
」
眠
ら
せ
た

こ
と
に
な

る
。
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も

し
精
神

(自
我
)
構
造
内
部

に
深
く
豊
津

が
入
り
込

ん
で
い
な
が
ら
、
自
覚

山、」

れ
た
世
界

で
は
豊
津

を
厭
悪

せ
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
と
す
れ
ば
、
彼

の
自
我
形
成

過
程

に
豊
津

の
精
神
風
土

の
何

か
が
強
く
作
用
し
た
と
判
断

せ
ざ
る
を
得
な

い
。
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