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学
習
研
究
社
刊
行
の
『
国
木
田
独
歩
全

集
』
は
全
十
巻
、
別
巻
の
構
成
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
小
説
は
第
二
、
第
三
巻
が
当

て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
収
録
さ
れ
た

小
説
は
す
べ
て
短
編
で
あ
る
。
独
歩
は
晩

年
の
明
治
四
十
年
八
月
八
日
か
ら
新
聞

「
日
本
」
に
「
暴
風
」
を
連
載
し
よ
う
と

し
た
が
、
肺
結
核
の
病
状
が
進
ん
で
い
た

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
同
月
二
十
六
日
の

十
四
回
で
中
絶
し
、
最
初
の
長
編
小
説
の

試
み
は
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。 

 

独
歩
が
短
編
小
説
の
名
手
で
あ
る
こ
と

は
つ
と
に
名
高
い
。
平
野
謙
は
、
学
習
研

究
社
か
ら
『
国
木
田
独
歩
全
集
』
が
発
刊

さ
れ
る
際
の
推
薦
の
辞
と
し
て
次
の
よ
う

な
文
章
（
「
国
木
田
独
歩
全
集
を
推

す
」
）
を
寄
せ
て
い
る
。
長
い
が
次
に
引

用
し
て
み
た
い
。 

 

全

集

発

刊

の
「
推

薦

の

辞
」

で

あ

る

か

ら
、
幾

分

か

割

り

引

い

て

読

む

に

し

て

も

手
放
し
の
賛
辞
で
あ
る
。
葛
西
善
蔵
を
除

く
三
人
の
作
家
は
有
名
で
あ
り
、
な
お
今

日
多
く
の
愛
読
者
を
獲
得
し
て
い
る
。 

 

国
木
田
独
歩
研
究
者
で
い
ま
や
最
長
老

の
山
田
博
光
氏
は
、
全
集
第
二
巻
の
「
月

報
」
に
お
い
て
、
芥
川
龍
之
介
を
「
国
木

田
独
歩
の
理
解
者
」
と
規
定
し
つ
つ
、
独

歩
・
芥
川
の
共
通
点
と
し
て
「
そ
の
時
代

の
短
篇
作
家
の
第
一
人
者
」
「
短
編
小
説

の
構
成
に
お
い
て
知
的
な
処
理
を
見
せ
て

い
る
」
こ
と
な
ど
を
あ
げ
た
。
山
田
氏
は

「
だ
が
、
私
に
は
こ
の
よ
う
な
共
通
点
な

ど
は
ど
う
で
も
よ
い
。
「
轢
死
す
る
人
足

の
気
持
を
知
つ
て
ゐ
る
」
作
家
と
し
て
独

歩
を
つ
か
ま
え
た
芥
川
の
慧
眼
に
た
だ
た

だ
服
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
、
芥
川
が

独
歩
の
「
窮
死
」
を
評
価
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
巌
谷
大
四
は
全
集
第
六
巻
の

「
月
報
」
に
お
い
て
、
河
出
書
房
の
「
文

藝
」
の
企
画
「
作
家
推
奨
名
作
選
」
で

「
著
名
な
作
家
に
、
そ
の
作
家
の
好
き
な

短
篇
作
品
を
選
ん
で
も
ら
っ
て
、
推
奨
の

言
葉
と
一
緒
に
載
せ
た
こ
と
が
あ
る
」
と

し
て
、
志
賀
直
哉
が
国
木
田
独
歩
の
「
窮

死
」
を
「
す
ぐ
れ
た
短
編
」
と
し
て
選
ん

だ
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
独
歩
の
短
篇

小
説
の
中
で
期
せ
ず
し
て
短
篇
の
名
手
と

し
て
名
高
い
芥
川
と
志
賀
が
晩
年
の
小
説

「
窮
死
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
に

感
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
い
。 

 

そ
れ
で
は
な
ぜ
独
歩
は
後
年
の
短
篇
の

名
手
か
ら
も
評
価
さ
れ
る
短
編
小
説
を
創

作
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
し
て
ま
た
短
編

し
か
残
さ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
秘
密
に

つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
。 

独
歩
は
明
治
二
十
四
年
一
月
四
日
、
一

番
町
教
会
に
お
い
て
牧
師
植
村
正
久
に
よ

り
受
洗
し
た
。
独
歩
は
文
学
に
造
詣
が
深

い
植
村
正
久
に
導
か
れ
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
に

傾
倒
し
て
い
っ
た
。
独
歩
は
明
治
二
十
六

年
九
月
三
十
日
に
佐
伯
の
鶴
谷
学
館
の
教

師
に
な
る
た
め
に
赴
き
、
二
十
七
年
八
月

一
日
、
佐
伯
を
離
れ
る
。
わ
ず
か
一
年
弱

の
佐
伯
生
活
で
あ
る
が
、
独
歩
が
「
真
に

ヲ
ー
ル
ズ
ヲ
ル
ス
を
読
ん
だ
は
佐
伯
に
居

る
時
で
、
」
「
尤
も
深
く
自
然
に
動
か
さ

れ
た
の
は
佐
伯
に
於
て
ヲ
ー
ル
ズ
ヲ
ル
ス

を

読

ん

だ

時

で

あ
」
っ

た
。
（
「
小

春
」
） 

短
編
小
説
の
名
手
・
国
木
田
独
歩 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

中
島
礼
子 

国
木
田
独
歩
は
佐
伯
市
で
は
「
春
の
鳥
」
「
源
叔
父
」
「
鹿
狩
り
」
「
豊
後
の
国
佐
伯
」
な
ど
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、
独
歩
の
名
を
高
名
に
し
て
い
る
の
は
短
編
集
で
あ
り
、
数
多
く
の
作
品
が
あ
る
。
中
島
先
生
に
独

歩
の
短
編
の
妙
を
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。
違
っ
た
視
点
か
ら
独
歩
を
眺
め
る
こ
と
も
新
た
な
独
歩
像
を
広

げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
お
願
い
し
ま
し
た
。 

 

「
山
林
に
自
由
存
す
」
と
詠
う
独
歩

は
自
然
、
特
に
山
が
好
き
で
あ
っ
た
。

独
歩
が
「
我
が
故
郷
」
と
呼
ぶ
山
口
県

の
田
布
施
町
に
い
た
頃
は
、
仮
寓
の
裏

に
あ
る
小
山
や
近
く
の
高
塔
山
（
独
歩

は
高
叫
山
と
呼
ぶ
）
な
ど
に
弟
の
収
二

や
近
所
の
子
供
ら
と
よ
く
登
っ
て
詩
の

朗
読
を
し
た
り
、
読
書
を
し
た
り
、
時

に
は
収
二
を
聴
衆
者
と
し
て
演
説
の
練

習
を
し
て
い
た
。 

 

佐
伯
で
は
下
宿
の
裏
に
あ
る
城
山
に

弟
と
登
っ
て
、
詩
を
詠
吟
し
た
り
、
読

書
を
し
て
い
た
。
そ
の
下
宿
の
窓
か
ら

沖
を
見
る
と
、
川
を
隔
て
た
山
の
向
こ

う
に
元
越
山
（5

8
1
.5

m
）
が
望
め
る

。
毎
日
眺
め
て
い
る
う
ち
に
あ
の
山
に

登
っ
て
見
た
い
と
い
う
願
望
が
高
ま
っ

た
。 

 

あ
る
朝
、
番
匠
川
の
船
頭
に
呼
び
止

め
ら
れ
て
渡
し
船
に
乗
り
、
川
を
下

り
、
茶
屋
ケ
鼻
を
過
ぎ
る
と
１
時
間
あ

ま
り
で
木
立
地
区
に
到
着
し
た
。
わ
ら

じ
、
脚
絆
な
ど
の
身
支
度
を
し
て
い
よ

い
よ
憧
れ
て
い
た
元
越
山
へ
の
山
旅
が

始
ま
る
。
そ
の
時
の
辺
り
の
様
子
を

「
元
越
山
は
る
か
に
黄
金
の
海
を
限

り
、
疎
林
・
孤
村
そ
の
間
に
点
在
し
」

と
独
歩
は
「
元
越
山
に
登
る
記
」
に
記

し
て
い
る
。
独
歩
が
辿
っ
た
道
を
是
非

自
分
も
歩
い
て
み
た
い
と
思
い
、
２
０

２
０
年
１
２
月
１
６
日
に
実
行
す
る
。

朝
、
独
歩
が
良
く
登
っ
た
城
山
に
登

り
、
下
山
し
て
す
ぐ
麓
の
独
歩
館
（
独

歩
が
下
宿
し
て
い
た
旧
坂
本
家
）
を
訪

問
。
独
歩
が
生
活
し
た
ま
ま
の
間
取
り

や
展
示
品
を
見
せ
て
も
ら
う
。
裏
庭
で

は
「
独
歩
が
こ
の
階
段
を
登
っ
て
城
山

へ
通
っ
た
」
と
の
説
明
を
受
け
る
。
こ

こ
で
写
真
を
撮
影
し
て
い
た
時
に
ス
マ

ホ
が
動
か
な
く
な
っ
た
。
最
悪
だ
。
前

の
「
城
下
町
観
光
交
流
館
」
で
貸
し
自

転
車
を
借
り
て
佐
伯
駅
ま
で
帰
る
。 

昼
食
後
、
佐
伯
駅
か
ら
バ
ス
に
乗
り
、

木
立
地
区
の
岡
バ
ス
停
に
立
つ
。
「
こ

れ
か
ら1

.7

ｋ
ｍ
」
と
表
示
し
て
あ
る

。 １
２
：
３
０
田
圃
の
中
の
道
を
迷
い
な

が
ら
歩
い
て
１
２
：
５
６
に
登
山
口
に

到
着
。
そ
こ
に
は
「
山
頂
ま
で
３
．
２

ｋ
ｍ
」
の
案
内
板
が
あ
る
。
（
写
真
が

撮
れ
な
い
の
で
、
登
山
メ
モ
の
み
記

す
） 

歩
き
始
め
て
尾
根
を
登
っ
て
い
る
と
、

１
：
１
３
に
３
人
の
若
い
男
性
が
下
る

の
に
出
会
う
。
独
歩
が
登
っ
た
時
は
、

こ
の
よ
う
な
登
山
路
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
し
、
正
し
い
コ
ー
ス
を
知
ら
ず
、
我

武
者
羅
に
、
悪
戦
苦
闘
し
て
登
っ
た
よ

う
で
あ
る
。 

２
：
４
８
「
山
頂
ま
で
あ
と
４
０
０

ｍ
」 

３
：
０
１
元
越
山
山
頂
に
立
つ

。
一
等
三
角
点 

強
風
で
ゆ
っ
く
り
出

来
な
い
。
（
上
り
３
時
間
）
山
頂
に
は

１
m
四
方
の
石
碑
、
側
面
に
は
東
西
南

北
の
景
色
説
明
、
上
面
に
は
次
の
文
が

あ
る
。 

「
山
嶺
達
し
た
る
と
き
は
四
囲
の
光
景

余
り
に
美
に
、
余
り
に
大
に
、
余
り
に

全
き
が
た
め
感
激
し
て
涙
下
ら
ん
と
し

ぬ
。
た
だ
名
状
し
難
き
鼓
動
の
心
底
に

激
せ
る
を
み
る
な
り
、
太
平
洋
は
、
東

に
ひ
ら
き
、
北
は
四
国
の
地
、
手
に
と

る
が
ご
と
く
近
く
に
現
わ
れ
、
西
及
び

南
は
た
だ
見
る
山
の
背
に
山
起
り
、
山

の
頂
に
山
立
ち
波
の
ご
と
く
、
潮
の
ご

と
く
そ
の
壮
観
無
類
な
り
。
最
後
の
煙

山
つ
い
に
天
外
の
雲
に
入
る
が
ご
と
き

に
い
た
り
て
は·

···
··

」
「
欺

か
ざ
る
の
記
」
よ
り 

３
：
０
５
下
山
開
始 

山
道
を
ど
こ
ま

で
下
っ
て
も
、
右
側
の
谷
を
見
れ
ば
、

は
る
か
谷
底
ま
で
杉
、
ヒ
ノ
キ
の
幹
が

直
立
し
て
い
る
感
じ
で
、
山
の
威
容
に

驚
く
。 

 

な
お
、
独
歩
が
佐
伯
に
滞
在
し
た
頃

は
、
山
口
県
の
柳
井
、
田
布
施
か
ら
佐

伯
に
行
く
に
は
、
１
０
月
２
７
日
夜
１

０
時
に
柳
井
港
に
出
て
、
半
夜
乗
船
。

２
８
日
朝 

宇
品
港
着
。
そ
の
日
は
終

日
止
ま
り
て
、
三
津
ケ
浜
行
の
汽
船
を

待
つ
。
午
後
７
時
乗
船
、
夜
半 

三
津

ケ
浜
着
。 

２
９
日
午
後
乗
船
、
３
０
日
正
午 

佐

伯
着
。
こ
の
よ
う
に
３
日
間
を
要
し
た

。
こ
の
度
の
旅
で
、
独
歩
が
「
豊
後
の

国 
佐
伯
」
に
滞
在
し
た
の
は
１
年
に

も
満
た
な
い
の
に
、
何
故
こ
の
よ
う
に

佐
伯
に
魅
せ
ら
れ
、
愛
着
を
持
っ
た
の

か
が
良
く
分
か
っ
た
。
そ
れ
は
主
に
次

に
掲
げ
る
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る

（
１
） 

美
し
い
自
然
。
背
後
に
大
好

き
な
山
々
、
前
は
太
平
洋
に
接
す
る
湾

と
川
。
（
交
通
の
便
） 

（
２
） 

独
歩
は
英
国
の
ロ
マ
ン
派
詩

人
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
熱
烈
な
愛
好
者
で

あ
り
、
佐
伯
時
代
に
最
も
集
中
し
て
そ

の
作
品
を
読
ん
で
い
る
。
そ
の
作
品
に

出
て
く
る
自
然
と
佐
伯
の
自
然
に
共
通

す
る
点
が
多
か
っ
た
。
（
相
通
じ
る
自

然
観
） 

（
３
） 

温
暖
な
気
候
・
地
形
と
豊
富

な
農
・
水
産
物–––

美
味
し
い
ミ
カ

ン
や
魚
料
理 

（
４
） 

白
壁
の
続
く
城
下
町
と
暖
か

い
心
の
住
民¬

¬
¬
–
–
–

令
和
の
時
代
に
な

っ
て
も
尚
こ
れ
ほ
ど
独
歩
の
業
績
を
讃

え
よ
う
と
し
て
い
る
土
地
が
他
に
あ
る

だ
ろ
う
か
？ 

 

国
木
田
独
歩
が
愛
し
た
豊
後
の
国 

佐
伯
元
越
山
に
登
る 

 
 

 
 

 

山
口
県
田
布
施
町 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

藤
山
照
夫 

42 

 

志
賀
直
哉
、
葛
西
善
蔵
、
芥
川

龍
之 

介
、
太
宰
治
ら
は
す
べ
て

短
篇
小
説
の
名
手
で
あ
る
。
彼
ら

の
珠
玉
の
短
篇
こ
そ
、
わ
が
近
代

文
学
史
上
の
脊
髄
を
な
す
純
文
学

の
精
華
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
国
木
田
独
歩
は
そ
う
い
う
志

賀
直
哉
ら
の
も
っ
と
も
手
近
な
先

達
で
あ
る
。
い
わ
ば
国
木
田
独
歩

と
と
も
に
わ
が
短
篇
小
説
の
骨
法

は
さ
だ
ま
り
、
し
た
が
っ
て
、
今

日
の
純
文
学
は
国
木
田
独
歩
と
と

も
に
は
じ
ま
る
、
と
い
っ
て
も
過

言
で
な
い
。 

 

独
歩
の
短
篇
の
新
鮮
、
明
晰
、

清
澄
は
ほ
と
ん
ど
天
賦
の
も
の
で

あ
っ
て
、
水
到
り
て
お
の
ず
と
渠

を
成
す
よ
う
な
彼
の
作
品
は
、
そ

の
ま
ま
詩
と
散
文
の
稀
有
な
結
晶

と
い
え
よ
う
。 

や
な
い
独
歩
ク
ラ
ブ
は
エ
ッ
セ
イ
コ
ン
テ
ス

ト
を
実
施
し
ま
す
。
選
考
者
は
中
島
礼
子
先

生
で
す
。
お
問
い
合
わ
せ
は
０
９
０
７
９
９

３
１
６

５
３
ま

で 
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独
歩
は
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
詩
の
世
界
を
自

分
流
に
小
説
化
し
て
い
っ
た
。
独
歩
が
初

め
て
小
説
ら
し
き
も
の
を
発
表
し
た
の

は
、
「
国
民
之
友
」
（
明
治
二
十
九
．
十

一
．
二
十
一
）
掲
載
の
「
た
き
火
」
で
あ

る
。
こ
の
「
た
き
火
」
と
題
材
を
同
じ
く

し
た
も
の
に
新
体
詩
「
た
き
火
」
が
あ

る
。
全
集
第
二
巻
「
解
題
」
で
瀬
沼
茂
樹

氏
が
「
こ
の
作
品
は
、
小
説
と
呼
ぶ
に
は

あ
ま
り
に
も
散
文
詩
ふ
う
な
も
の
、
す
な

わ
ち
小
品
的
で
あ
る
」
と
記
す
よ
う
に
、

こ
こ
に
独
歩
の
小
説
の
有
り
様
を
物
語
っ

て
い
る
。
独
歩
の
小
説
が
す
べ
て
短
篇
小

説
で
あ
る
の
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

独
歩
は
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
時
代
、

「
詩
人
」
す
な
わ
ち
小
説
家
を
志
し
、

「
詩
術
」
す
な
わ
ち
「
小
説
構
造
、
文
学

と
詩
想
」
を
学
ぶ
た
め
に
外
国
文
学
の
読

書
を
し
た
。
な
か
で
も
、
森
鷗
外
の
翻
訳

に
よ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
、
「
埋
れ

木
」
・
「
悪

因

縁
」
・
「
瑞

西

館
」
・

「
は
げ
あ
た
ま
」
・
「
ふ
た
夜
」
な
ど
を

記
し
て
い
る
。
こ
の
当
時
の
鷗
外
の
短
篇

小
説
の
翻
訳
に
つ
い
て
、
小
堀
桂
一
郎
氏

に
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。 

 

独
歩
は
森
鷗
外
が
意
図
し
た
よ
う
に
、

鷗
外
の
翻
訳
物
に
よ
っ
て
短
篇
小
説
制
作

を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
独
歩

自
身
、
文
章
を
冗
長
に
続
け
る
の
を
好
ま

な
か
っ
た
。
こ
れ
も
短
篇
小
説
に
か
な
っ

た
技
法
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
が

独
歩
が
晩
年
茅
ヶ
崎
の
南
湖
院
の
病
床
で

真
山
青
果
に
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
独
歩

は
「
少
年
の
悲
哀
」
を
書
く
に
当
た
り
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

『
病
牀
録
』
の
他
の
箇
所
で
は
、
文

章
に
つ
い
て
「
文
章
の
要
訣
は
何
ぞ
。
言

葉
を
短
く
せ
よ
、
言
葉
を
簡
略
に
せ
よ
、

言
葉
を
平
易
に
せ
よ
、
こ
れ
だ
け
に
も
盡

せ
ば
盡
き
る
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
な
ど
も
独
歩
の
短
篇
小
説
が
多
く
に

人
々
に
賞
賛
さ
れ
る
理
由
で
あ
ろ
う
。 

独
歩
が
短
篇
小
説
創
作
を
好
ん
だ
と
い

う
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
独
歩
自
身
の
性

向
に
向
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
『
病
牀
録
』
の
な
か

で
、
独
歩
は
「
号
外
」
に
つ
い
て
「
殆
ど

一
気
筆
を
呵
し
て
成
れ
り
。
自
分
の
雑
誌

に
自
分
の
作
品
を
出
さ
ゞ
る
は
不
親
切
な

り
と
の
編
輯
者
の
詰
責
に
已
む
な
く
一
晩

に
て
書
き
な
ぐ
れ
り
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
同
じ
く
「
一
気
に
成
れ
る
も
の
」
と

し
て
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」
を
挙
げ
て
い

る
。
「
こ
も
亦
殆
ど
一
晩
と
一
日
位
に
て

書
け
り
。
神
来
と
云
ふ
べ
き
も
の
か
、
頭

の
中
に
感
情
が
グ
ル

渦
の
如
く
溢
れ

て
、
筆
も
つ
手
の
遅
き
を
恨
む
程
な
り

き
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一

気
呵
成
に
書
き
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

当
時
、
東
京
新
聞
社
勤
務
で
あ
っ
た
槌
田

満
文
は
「
そ
れ
は
元
来
新
聞
記
者
に
要
求

さ
れ
る
筆
の
速
さ
で
あ
り
、
時
間
的
制
約

は
ま
た
、
必
然
的
に
短
篇
と
い
う
形
式
を

と
る
傾
向
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
中
絶
し
た
「
暴
風
」
を
除
い
て
独

歩
の
作
品
が
す
べ
て
短
篇
と
い
う
こ
と

も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
生
活
が
永
か
つ
た

こ
と
と
無
関
係
だ
つ
た
と
は
い
え
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
自
己
の
体
験
を

踏
ま
え
て
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

（
『
全
集
』
第
七
巻
月
報
） 

 

上
記
の
よ
う
な
様
々
な
要
因
か
ら
独
歩

は
短
篇
小
説
を
創
作
し
て
い
っ
た
。
そ
の

短
篇
小
説
こ
そ
独
歩
の
真
骨
頂
を
発
揮
で

き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。 

湘
南
茅
ヶ
崎
国
木
田
独
歩
会
（
略
称
：

茅
ヶ
崎
独
歩
会
）
に
つ
い
て 

 

湘
南
茅
ヶ
崎
国
木
田
独
歩
会
代
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

楠 

正
昭 

<

独
歩
と
茅
ヶ
崎
の
関
わ
り
に
つ
い
て>

 

 

独
歩
は
１
９
０
８(

明
治
41)

年
2
月
茅
ヶ

崎
に
あ
る
サ
ナ
ト
リ
ュ
ー
ム
南
湖
院(

写
真

1)

に
入
院
し
、
１
４
１
日
の
闘
病
の
末
、

6
月
23
日
に
最
期
を
遂
げ
ま
し
た
。
仮
通
夜

は
独
歩
の
妻
が
借
り
て
い
た
南
湖
院
近
く
の

家
で
行
わ
れ
、
関
係
者
の
何
人
か
は 

１
８
９

９(

明
治
29
年)

年
以
来
現
在
も
営
業
を
続
け

る
茅
ヶ
崎
館(

写
真
2)

に
宿
泊
し
、
乱
痴
気

騒
ぎ
が
生
じ
ま
し
た
。  

翌
24
日
茅
ヶ
崎
で

荼
毘
に
附
さ
れ
、
29
日
に
青
山
斎
場
に
て
葬

儀
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
入
院
中
は
田
山

花
袋
・
小
栗
風
葉
ら
に
よ
り
『
二
十
八
人

集
』
が
刊
行
さ
れ
、
印
税
は
入
院
費
に
充
て

ら
れ
、
病
床
の
独
歩
に
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
独
歩
は
見
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
真
山
青
果
が
闘
病
中
の
独
歩
の
口
述

筆
記
を
ま
と
め
た
『
病
床
録
』
も
刊
行
さ
れ

て
い
ま
す
。 

そ
の
後
、
彼
の
業
績
を
顕
彰
す
る
た
め
１

９
６
０(

昭
和
35)

年
茅
ヶ
崎
文
化
人
ク
ラ
ブ

に
よ
り
海
岸
の
そ
ば
に
位
置
す
る
茅
ヶ
崎
市

営
球
場
の
南
側
に
「
独
歩
追
憶
碑
」
（
独
歩

碑 

写
真
3
）
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。 

<

茅
ヶ
崎
独
歩
会
設
立
の
経
緯>

 

独
歩
没
後
１
０
０
年
に
当
た
る
２
０
０
８

(

平
成
20)

年
、
「
国
木
田
独
歩
没
後
１
０
０

年
茅
ヶ
崎
実
行
委
員
会
」
を

4
名
（
後
の 

茅
ヶ
崎
独
歩
会
会
員
3
名
を
含
む
）
で
設

立
。
同
年
6
月
22
日
（
日
）
茅
ヶ
崎
館
に
於

い
て
、
茅
ヶ
崎
市
文
化
推
進
課
・
開
高
健
記

念
会
・
早
稲
田
大
学
稲
門
会
・
角
川
学
芸
出

版
後
援
の
も
と
「
国
木
田
独
歩
没
後
１
０
０

年
―
明
治
の
文
人
た
ち
と
茅
ヶ
崎
館
―
」
を

テ
ー
マ
に
し
た
講
演
会
と
朗
読
会
を
実
施
。

『
編
集
者 

国
木
田
独
歩
の
時
代
』
（
角
川

学
芸
出
版
）
の
著
者
黒
岩
比
佐
子
氏
に
講
演

を
、
ナ
レ
ー
タ
ー
の
志
麻
か
の
子
氏
に
独
歩

作
品
の
朗
読
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

２
０
１
８(

平
成

30)

年
、
茅
ヶ
崎
市
の

「
茅
ヶ
崎
ゆ
か
り
の
人
物
館
」
で
の
企
画
展

示
「
没
後
１
１
０
年 

国
木
田
独
歩 

茅
ヶ

崎
で
す
ご
し
た
１
４
１
日
」
展
に
協
力
す
る

た
め
「
国
木
田
独
歩
没
後
１
１
０
年
実
行
委

員
会
」
を
12
名
で
再
結
成
。
市
の
展
示
で

「
国
木
田
独
歩
ゆ
か
り
の
碑
」
の
箇
所
の

デ
ー
タ
提
供
に
協
力
。
そ
の
際
、
佐
伯
独
歩

会
様
、
や
な
い
独
歩
ク
ラ
ブ
様
よ
り
も
独
歩

の
碑
の
貴
重
な
写
真
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
頂

き
ま
し
た
。
会
独
自
の
事
業
と
し
て
は
、
独

歩
ゆ
か
り
の
場
所
の
ま
ち
歩
き
、
独
歩
碑
で

の
献
花
式
、
茅
ヶ
崎
館
で
の
講
演
並
び
に
懇

親
会
を
実
施
。
「
ち
が
さ
き
丸
ご
と
ふ
る
さ

と
発
見
博
物
館
の
会
」
に
ガ
イ
ド
協
力
し
て

頂
き
、
田
山
花
袋
『
東
京
の
三
十
年
』
中
の

「
独
歩
の
死
」
を
基
に
市
民
向
け
に
ま
ち
歩

き
を
実
施
。
独
歩
の
命
日
6
月
23
日
に
は
、

市
長
、
中
島
礼
子
先
生
を
来
賓
と
し
て
お
迎

え
し
独
歩
碑
に
於
い
て
献
花
式
を
行
い
、
場

所
を
茅
ヶ
崎
館
に
移
し
、
60
名
程
が
出
席

し
、
中
島
礼
子
先
生
に
「
独
歩
の
魅
力
に
つ

い
て
」
、
弊
会
会
員
で
東
海
大
学
非
常
勤
講

師
の
水
沢
不
二
夫 
先
生
よ
り
「
独
歩
と
茅
ヶ

崎
館
及
び
南
湖
院
に
つ
い
て
」
の
講
演
を
実

施
致
し
ま
し
た
。 

<

現
在
の
活
動
と
独
歩
生
誕
１
５
０
年
の
事

業 
 
 

計
画>

写
真
３
独
歩
追
憶
碑 

独
歩
没
後

110
年
事
業
終
了
後
、
２
０
１
９

(

平
成
31
年)

、
「
湘
南
茅
ヶ
崎
国
木
田
独
歩

会
（
略
称 

茅
ヶ
崎
独
歩
会
）
」
を
結
成
。

現
在
の
会
員
は
13
名
。
コ
ロ
ナ
に
よ
り
、
昨

年
か
ら
Z

o

o

m

を
使
用
し
た
事
業
展
開
を

模
索
中
で
す
。
２
０
２
０(

令
和
２)

年
11
月
、

第
1
回
読
書
会
を
中
島
礼
子
先
生
に
解
説
を

お
願
い
し
、
神
奈
川
県
を
舞
台
と
す
る
独
歩

作
品
の
読
書
会
を
Z

o

o

m

に
よ
り
実
施
し

ま
し
た
。
今
年
2
月
に
は
逗
子
を
舞
台
と
す

る
『
た
き
火
』
の
読
書
会
に
佐
伯
独
歩
会
事

務
局
長
、
や
な
い
独
歩
ク
ラ
ブ
の
方
も
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

6
月
19
日
に
は
コ
ロ
ナ
を
考
慮
し
茅
ヶ
崎

独
歩
会
を
中
心
に
少
人
数
で
献
花
式
を
独
歩

碑
の
前
で
行
う
予
定
で
す
。
今
年
は
独
歩
生

誕
１
５
０
年
に
あ
た
り
、
11
月
初
旬
に
『
た

き
火
』
の
舞
台
と
な
っ
た
逗
子
の
海
岸
近
く

の
会
場
で
プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
よ
る
朗

読
会
を
計
画
中
で
す
。 

ま
た
、
独
歩
の
命
日
6
月
23
日
に
弊
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
公
開
予
定
（
「
独
歩
と

茅
ヶ
崎
」
ま
た
はU

R
L: d

o
p

p
o

ch
igasaki.co

m
 

検
索
）
で
す
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。 

進
む 

他
地
域
と
の
交
流 

独
歩
忌
１
１
０
周
年
を
契
機
と
し
て
、
各
地

の
独
歩
サ
ー
ク
ル
等
と
交
流
が
始
ま
り
ま
し

た
。
各
会
の
活
動
の
様
子
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。
先
ず
は
、
独
歩
が
療
養
し
て
い
た
南
湖
院

が
あ
る
茅
ケ
崎
独
歩
会
か
ら
、
そ
し
て
、
山
口

県
の
独
歩
会
で
す
。 

写真３ 独歩追憶碑 

写真２ 茅ケ崎館 

写真１ 南湖院 

42 

ま
た
、
や
な
い
独
歩
ク
ラ
ブ
は
フ
ォ
ト
・
ト

コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施
し
ま
す
。
担
当
者
よ
り

田
布
施
町
・
平
生
・
柳
井
の
現
地
風
景
と
は

か
ぎ
ら
な
い
。
独
歩
の
心
象
風
景
な
ど
で
も

よ
い
と
の
連
絡
を
も
ら
っ
て
い
る
。
締
め
切

り
は
７
月
３
１
日
。
応
募
サ
イ
ズ
は
Ａ
４
．

応
募
先
は
７
４
２
ー
０
０
２
１
山
口
県
柳
井

市
柳
井
３
７
１
４
ー
１
柳
井
市
観
光
協
会
お

問
い
合
わ
せ
は
０
９
０
７
９
９
３
１
６
５
３

ま
で 

 
 

『
少
年
の
悲
哀
』
中
の
叙
景

は
、
余
の
目
に
熟
し
た
る
柳
井
津
の

町
を
か
け
る
も
の
な
り
。
書
け
ば
ま

だ
書
け
る
し
、
書
き
足
ら
ぬ
や
う
な

気
も
す
れ
ど
、
一
面
よ
り
考
ふ
れ
ば

書
き
足
ら
ぬ
位
が
丁
度
好
か
り
し
か

も
知
れ
ず
。
十
二
分
の
感
興
を
蔵
し

て
、
其
五
六
分
を
描
け
る
も
の
に
非

ざ
れ
ば
、
印
象
が
強
く
来
ら
ぬ
も
の

な
り
。
十
分
に
書
け
ば
、
ど
う
し
て

も
平
面
的
に
な
り
て
真
の
味
の
出
ぬ

恐
れ
あ
り
。
書
き
足
ら
ぬ
よ
り
書
き

過
ぐ
る
弊
は
必
ず
多
し
。
（
『
病
牀

録
』
） 

 
 

ホ
フ
マ
ン
、
ク
ラ
イ
ス
ト
、

シ
ュ
テ
ル
ン
、
ド
オ
デ
ン
等
の
作
品

の
翻
訳
は
（
中
略
）
西
洋
近
代
の
短

編
小
説
な
る
様
式
の
よ
り
直
接
な
る

紹
介
の
業
に
他
な
ら
な
い
。
（
中

略
）
そ
れ
ら
は
、
謂
は
ば
短
篇
小
説

制
作
の
模
範
と
し
て
当
時
の
文
壇
に

提
示
さ
れ
た
、
彼
の
啓
蒙
的
文
学
活

動
の
一
端
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
（
『
鷗
外
選
集
』
第
一
六

巻
「
解
説
」
） 

国
木
田
独
歩
生
誕 

        

１
５
０
年
記
念 


