
古
い
話
ば
か
り
追
っ

て
い
る
と
た
ま
に
こ
う

い
う
こ
と
も
あ
る
。
と

っ
く
に
朽
ち
果
て
消
失

し
て
い
た
と
ば
か
り
思

っ
て
い
た
「
栗
里
亭
」

が
移
築
さ
れ
て
残
っ
て

い
る
と
い
う
話
が
飛
び

込
ん
で
来
た
の
だ
。

空
襲
を
お
そ
れ
た
日

夏
耿
之
介
が
、
昭
和
２０

年
６
月
故
郷
飯
田
に
戻

り
、
東
京
か
ら
妻
を
迎

え
て
山
本
村
石
曽
根

（
竹
村
家
）の
持
ち
山
の

番
小
屋
に
入
っ
た
の
が

同
年
７
月
９
日
。
そ
れ

か
ら
１０
月
１４
日
に
同
村

中
平
石
田
（
金
沢
家
）

の
雪
後
庵（
後
日
命
名
）

に
移
る
ま
で
の
わ
ず
か

３
カ
月
余
だ
が
、
日
夏

は
石
曽
根
の
栗
山
の
番

小
屋
で
過
ご
し
た
。

持
ち
主
の
石
曾
根
か

ら
４
丁
（
約
４
５
０

�
）
程
離
れ
た
４
畳
半

と
２
畳
（
茅
葺
の
番
小

屋
）
の
小
亭
で
、
日
夏

は
周
囲
の
山
々
を
「
久

里
山
」、亭
を
「
看
山
荘

栗
里
亭
」、茅
舎
を
「
酔

石
庵
」
と
称
し
て
、「
草

乃
舎
を
酔
石
盧
と
し
名

づ
く
か
ら
五
勺
の
酒
は

飲
む
べ
か
り
け
る
」
と

悦
に
入
っ
て
い
る（「
ほ

と
ど
ぎ
す
を
聴
く
の

記
」「
栗
里
亭
記
」）。

ま
た
栗
山
の
入
口
の

「
看
山
荘
栗
里
亭
」
の

下
に
は
「
聞
人
乞
丐
此

に
入
る
へ
か
ら
す
菊
の

花
」
と
書
い
て
掛
け
た

と
い
う
。
こ
の
文
言
は

有
名
だ
が
、
実
は
１０
年

以
上
も
前
の
「
耐
病
悲

記
」
昭
和
９
年
に
あ
る

作
で
あ
る
。

こ
の
石
曽
根
の
小
亭

は
、
実
は
天
竜
峡
ホ
テ

ル
の
離
れ
と
し
て
使
わ

れ
て
い
た
数
寄
屋
造
り

の
茶
室
風
の
建
物
で
、

４
畳
半
の
部
屋
に
は
不

釣
り
合
い
な
ほ
ど
大
き

い
鮮
や
か
な
中
村
壁
の

二
間
床
が
し
つ
ら
え
ら

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
が

日
夏
の
趣
味
に
あ
っ
た

も
の
だ
ろ
う
。
２
畳
の

「
酔
石
庵
」
で
煮
炊
き

を
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
の
２
間
に
日

夏
夫
婦
と
女
中
を
含
め

３
人
が
暮
ら
す
の
は
か

な
り
手
狭
の
よ
う
に
思

え
る
。
加
え
て
、
日
夏

の
帰
郷
を
聞
い
て
、
岸

田
国
士
、
森
田
草
平
を

は
じ
め
奥
村
梨
甕
ら
同

級
生
や
親
戚
や
顔
な
じ

み
も
訪
ね
て
く
る
し
、

敗
戦
後
の
地
元
メ
デ
ィ

ア
も
放
っ
て
お
か
な
か

っ
た（「
お
城
下
日
記
」

「
栗
里
亭
日
記
二
」

他
）
の
で
、
そ
の
応
対

は
さ
ぞ
か
し
大
変
だ
っ

た
ろ
う
。

結
局
、
寒
さ
の
苦
手

な
日
夏
は
冬
を
越
せ
な

い
と
考
え
て
、
早
々
に

道
下
の
雪
後
庵
に
移
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
さ
て

お
き
、
戦
前
戦
後
の
記

念
す
べ
き
日
夏
の
田
舎

暮
ら
し
は
こ
の
栗
里
亭

か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
。

日
夏
研
究
の
上
で
は
も

ち
ろ
ん
重
要
だ
が
、
小

亭
が
天
竜
峡
ホ
テ
ル
の

離
れ
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
昭
和
３
年
４
月
大

磯
か
ら
紀
州
徳
川
侯
の

別
邸
を
移
築
し
た
折
の

離
れ
な
の
か
、
と
そ
の

異
同
も
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
地
域
の
文

化
史
に
と
っ
て
貴
重
な

建
物
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
小
生
が
『
黄
眠

先
生
が
行
く
〜
日
夏
耿

之
介
幻
影
』（
２
０
１
５

年
）を
も
の
し
た
時
も
、

栗
里
亭
跡
に
は
石
曾
根

の
現
当
主
竹
村
道
生
さ

ん
に
案
内
し
て
い
た
だ

き
、
ま
た
そ
の
後
も
何

度
も
栗
里
亭
（
跡
）
は

訪
ね
て
い
る
。
し
か
し

わ
ず
か
に
土
台
の
石
組

み
は
の
こ
る
も
の
の
、

建
物
は
跡
形
も
な
か
っ

た
し
、
取
材
し
た
関
係

者
か
ら
も
移
築
の
話
は

な
か
っ
た
の
で
、
朽
ち

て
土
に
帰
っ
た
も
の
と

思
っ
て
い
た
。

昨
年
秋
口
に
ひ
ょ
ん

な
こ
と
か
ら
「
移
築
」

の
話
を
聞
い
て
、
そ
の

後
、
移
築
さ
れ
た
「
栗

里
亭
」
を
確
認
し
、
竹

村
道
生
さ
ん
に
も
確
認

し
て
も
ら
う
と
、「
幼
い

頃
何
度
も
足
を
運
ん
だ

場
所
で
あ
っ
た
の
で
、

栗
里
亭
に
間
違
い
が
な

い
が
、
移
築
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
全
く
知

ら
な
か
っ
た
」と
い
う
。

話
を
詰
め
て
い
く
と
、

日
夏
が
雪
後
庵
に
移
っ

た
後
の
栗
里
亭
に
は
道

生
さ
ん
の
大
伯
父
に
あ

た
る
方
が
昭
和
２７
年
ま

で
住
ん
で

い
た
が
、

そ
の
後
昭

和
３１
年
頃

に
日
夏
と

親
交
の
あ

っ
た
村
内

の
篤
志
家

が
石
曽
根

か
ら
譲
り

受
け
、
移

築
し
た
ら

し
い
こ
と

が
わ
か
っ

た
。
日
夏
の
年
譜
を
繰

る
と
、
昭
和
３１
年
９
月

に
日
夏
が
東
京
か
ら
飯

田
市
の
愛
宕
神
社
境
内

の
新
居
に
越
し
て
く
る

時
期
に
符
合
す
る
。

し
か
し
移
築
か
ら
す

で
に
６０
年
余
の
歳
月
が

流
れ
、
栗
里
亭
は
も
は

や
朽
ち
果
て
る
の
を
待

つ
し
か
な
い
状
況
で
あ

る
。昭

和
６１
年
に
山
本
に

居
を
移
し
た
高
原
富
保

・
須
美
子
夫
妻
が
た
ま

た
ま
栗
山
の
住
ん
だ
こ

と
も
あ
っ
て
、
地
元
の

菓
子
舗
船
橋
屋
の
原
昌

弘
さ
ん
が
茶
室
尺
庵
の

主
で
も
あ
る
高
原
富
保

さ
ん
に
新
作
の
栗
菓
子

の
命
名
を
依
頼
し
た
と

こ
ろ
、
日
夏
ゆ
か
り
の

「
栗
里
亭
」
と
名
付
け

て
く
れ
た
と
い
う
。
飯

田
市
の
３
人
し
か
い
な

い
名
誉
市
民
の
第
一
号

で
あ
る
日
夏
耿
之
介
で

あ
る
が
、
今
で
は
船
橋

屋
さ
ん
の
菓
子
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
在
り
し

日
の
日
夏
を
忍
ぶ
し
か

な
い
。
聞
き
記
す
所
以

で
あ
る
。
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移築されて残っていた栗里亭（サッシは移築後）

中村壁の二間床
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