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古
老
に聞

く

葦箕
輪
二
一
三
　
（
み
の
わ
か
ず
さ
だ
）

大
正
十
二
年
生
ま
れ
（
故
人
）

掌神野
善
治
（
武
蔵
野
美
術
大
学
教
授
）

董
‥
平
成
十
五
年
春

同
十
六
年
春
・
同
二
十
一
年
冬

三
重
県
五
十
鈴
川

に
由
来
す
る
わ
さ
び

大
沢
に
は
「
大
沢
七
谷
」
と
い
っ
て

七
つ
の
沢
の
湧
水
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

あ
た
り
は
合
洲
（
あ
い
す
）
と
い
い
ま

す
が
、
崖
線
か
ら
湧
き
出
す
水
だ
け
で

山
葵
を
栽
培
し
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の

家
の
五
代
目
で
、
父
親
は
源
清
（
げ
ん

せ
い
）
と
い
っ
て
明
治
二
三
年
生
ま
れ

です。父
親
か
ら
こ
ん
な
話
を
聞
い
て
い
ま

す
。
初
代
は
三
つ
の
名
前
を
持
っ
て
お

り
、
本
名
は
小
林
宮
古
と
い
っ
て
、
伊

勢
の
国
の
多
気
郡
斎
宮
村
字
城
堀

（
じ
ょ
う
ぼ
り
）
と
い
う
と
こ
ろ
の
生

ま
れ
で
、
ま
た
の
名
を
政
教
（
ま
さ
た

か
）
と
い
い
ま
し
た
。
小
林
家
は
代
々
、

小
林
七
兵
衛
を
名
乗
っ
て
大
工
を
し
て

い
ま
し
た
。
宮
吉
は
そ
の
次
男
で
文
政

の
こ
ろ
の
生
ま
れ
で
す
。
十
七
歳
の
と

き
に
、
志
を
抱
い
て
江
戸
に
剣
術
修
行

に
出
て
、
麹
町
で
町
道
場
を
開
い
て
い

た
叔
父
の
小
林
清
蔵
の
も
と
で
剣
術
を

学
び
ま
し
た
。
宮
古
は
腕
が
よ
く
、
生

島
家
の
御
用
人
に
取
り
立
て
ら
れ
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
生
島
家
に
行
儀
見

習
い
に
来
て
い
た
フ
デ
（
ふ
で
子
）
と

い
う
娘
と
親
し
く
な
っ
た
。
た
ぶ
ん
お

互
い
見
初
め
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の

フ
デ
が
武
蔵
国
大
沢
村
の
名
主
箕
輪
半

兵
衛
の
娘
だ
っ
た
ん
で
す
。
う
ち
の
義

子
に
な
っ
て
こ
こ
へ
居
つ
く
気
が
あ
っ

た
ら
、
ち
ょ
う
ど
潰
れ
屋
敷
が
あ
る
の

で
、
そ
こ
で
分
家
を
起
こ
さ
な
い
か
、

土
地
と
田
ん
ぼ
も
与
え
よ
う
と
持
ち
か

け
ま
し
た
。
そ
し
て
寓
言
は
婿
に
入
る

話
が
決
ま
り
、
政
右
衛
門
と
改
名
し
て

分
家
の
初
代
に
な
っ
た
ん
で
す
。

政
右
衛
門
は
、
こ
の
土
地
に
湧
水
が

多
い
こ
と
に
気
付
い
た
、
そ
れ
で
故
郷

の
伊
勢
の
五
十
鈴
川
の
沢
を
思
い
出
し

て
、
「
あ
ぁ
こ
こ
で
山
葵
を
作
る
と
い

い
」
と
思
い
つ
い
た
ん
で
す
。
五
十
鈴

川
で
は
魚
を
釣
っ
て
、
沢
の
山
葵
を
石

に
す
り
つ
け
て
食
べ
て
い
た
ら
し
い
。

江
戸
に
は
魚
河
岸
が
あ
っ
て
武
士
の
間

で
は
刺
身
を
食
べ
る
の
が
流
行
っ
て
い

た
。
そ
う
い
う
高
級
な
料
理
が
食
べ
ら

わ
さ
び
栽
培
と
む
か
し
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
、

大
沢
の
里
古
民
家
（
仮
称
）
を
公
開
し
ま
す
。

一
般
公
開
平
成
三
十
年
秋

大
沢
の
里
古
民
家
（
仮
称
）
　
は
、
明
治
三
五
年
に
創

建
さ
れ
た
、
四
間
取
り
の
典
型
的
な
農
家
で
す
。
わ

さ
び
栽
培
や
養
蚕
な
ど
の
生
業
に
伴
い
、
何
度
か
の
改
築

を
経
て
、
昭
和
五
五
年
頃
ま
で
民
家
と
し
て
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
平
成
二
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
整
備
工
事
で
は
、

建
物
を
入
念
な
調
査
の
う
え
一
旦
解
体
し
、
間
取
り
の
変

遷
を
踏
ま
え
た
昭
和
二
五
～
五
五
年
頃
の
姿
に
四
間
取
り

の
典
型
的
な
民
家
と
し
て
復
原
整
備
し
ま
す
。

れ
た
の
は
江
戸
だ
っ
た
か
ら
で
す
よ

ね
。
そ
の
こ
ろ
山
葵
な
ん
か
は
伊
豆
や

駿
河
か
ら
取
り
寄
せ
て
い
た
ら
し
い
。

築
地
に
出
し
た
わ
さ
び
店

伊
豆
な
ど
の
山
間
部
に
比
べ
て
大
沢

は
気
温
が
高
く
、
夏
に
な
る
と
水
温
が

二
十
度
以
上
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

伊
豆
な
ど
で
は
三
年
く
ら
い
栽
培
し
た

も
の
を
出
荷
し
ま
す
が
、
こ
こ
　
（
大
沢
）

で
は
夏
を
超
え
る
前
に
毎
年
一
年
も
の

を
出
荷
し
ま
す
。
そ
の
か
わ
り
水
温
が

高
い
分
成
長
が
早
い
。
伊
豆
な
ど
で
は

大
雨
に
な
る
と
わ
さ
び
田
が
流
さ
れ
る

の
で
、
そ
ん
な
と
き
こ
こ
の
わ
さ
び
は

高
く
売
れ
ま
し
た
。

父
源
清
は
七
人
兄
弟
で
、
四
番
目
に
女

が
い
た
の
で
七
福
神
だ
と
い
っ
て
い
ま

し
た
。
弟
た
ち
の
う
ち
次
男
・
三
男
が

わ
さ
び
の
生
産
者
で
、
下
の
弟
た
ち
三

人
が
築
地
で
商
売
を
し
た
。
神
田
須
田

町
に
店
を
持
ち
（
す
ぐ
に
京
橋
に
越
す
）

そ
の
こ
ろ
の
半
纏
が
残
っ
て
い
ま
す
。

胸
に
「
神
田
　
箕
輪
山
葵
店
」
と
あ
る
。

昭
和
九
年
に
は
従
兄
弟
が
手
伝
い
に
来

て
く
れ
て
須
田
町
の
店
に
山
葵
を
運
ん

で
く
れ
ま
し
た
。

わ
さ
び
田
を
開
墾
す
る

水
量
に
応
じ
て
開
墾
し
ま
し
た
。
山

を
切
り
崩
し
、
水
源
か
ら
田
ま
で
測
量

し
て
ど
れ
だ
け
の
勾
配
を
つ
け
る
の
か

を
決
め
ま
す
。
わ
さ
び
は
水
を
貯
め
た

ら
腐
っ
て
し
ま
う
の
で
六
尺
に
一
寸

（
約
百
八
十
c
m
に
三
c
m
）
の
勾
配
を
つ

け
て
や
り
ま
す
。
わ
さ
び
が
根
を
は
る

の
は
砂
の
と
こ
ろ
、
山
を
切
り
崩
し
た

土
砂
は
土
が
混
じ
っ
て
い
ま
す
が
、
き

れ
い
に
洗
え
ば
泥
は
流
れ
砂
が
沈
殿
し

て
分
か
れ
て
く
れ
ま
す
。
砂
が
た
ま
り

す
ぎ
る
と
、
砂
利
を
崩
し
て
水
で
洗
う
。

大
き
い
石
が
上
に
残
り
、
砂
が
沈
殿
し

ま
す
。
石
も
選
別
し
て
、
水
の
多
い
と

こ
ろ
に
は
大
き
い
石
を
、
少
な
い
と
こ

ろ
へ
は
細
か
い
の
を
入
れ
ま
す
。
三
男

の
義
一
も
、
四
男
の
太
左
衛
門
も
そ
れ

ぞ
れ
わ
さ
び
田
を
開
墾
し
ま
し
た
。
埼

玉
の
片
山
に
も
わ
さ
び
田
を
作
り
、
筆

舌
、
太
左
衛
門
が
あ
ち
こ
ち
開
墾
し
ま

し
た
。
府
中
の
車
返
し
に
も
わ
さ
び
田

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
父
の
弟
の
一
人

は
ツ
マ
モ
ノ
（
刺
身
の
つ
ま
の
大
根
）

屋
を
魚
市
場
の
場
外
に
作
っ
て
成
功
し

ま
し
た
。
大
根
を
カ
ン
ナ
で
千
六
本
に

削
り
、
生
麦
や
人
参
と
か
を
仕
入
れ
て
、

わ
さ
び
と
一
緒
に
魚
屋
や
料
理
屋
に
卸

す
商
売
で
儲
け
ま
し
た
。
隣
家
の
箕
輪

家
で
は
、
わ
さ
び
漬
け
を
作
っ
て
商
売

を
し
て
お
り
ま
し
た
。

神
野
善
治
氏
調
査
報
告
（
未
発
表
）
を
要
約
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才
一
－
こ
の
復
原
工
事
で
は
二
元
の
部
劇
を

再
使
用
す
る
た
め
に
、
さ
思
ざ
ま
な
職

人
技
が
駆
使
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
は

柱
は
、
根
元
の
腐
っ
た
部
分
だ
、
け
切
り

取
っ
て
、
新
し
い
材
木
を
継
ぎ
足
し
て

補
修
し
ま
す
。
し
か
し
ト
ス
バ
ツ
と
切
っ

て
接
着
す
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
「
根
継
ぎ
」
と
い
っ
て

複
雑
な
継
ぎ
手
加
工
を
施
し
て
接
合
し

て
あ
り
ま
す
。

古
材
と
新
村
の
接
合
部
で
は
新
村
が

・
‥
約
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
大
き
く
作
ら
れ
て

■
　
い
ま
す
。
こ
れ
は
将
来
収
縮
す
る
こ
と

を
計
算
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、

当
然
色
が
異
な
る
の
で
「
古
色
仕
上
げ
」

と
い
う
塗
装
を
施
し
て
古
材
の
色
に
合

わ
せ
て
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
が
見
学
さ

れ
る
と
き
に
は
、
ぜ
ひ
注
目
し
て
い
た

だ
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

才
一
－
今
回
の
屋
根
の
補
修
で
は
茅
葺
屋
根

の
上
を
銅
板
で
覆
う
の
で
す
が
、
な
ぜ

な
の
で
し
ょ
う
か
？
。
こ
れ
は
現
在
の

建
築
基
準
法
に
よ
り
市
街
地
等
防
火
が

必
要
な
指
定
地
域
で
は
、
新
し
く
建
物

を
建
て
る
時
に
は
不
燃
材
を
使
う
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
で
す
。

屋
根
の
お
す
す
め
の
見
ど
こ
ろ
を
三

つ

紹

介

し

ま

す

。

■

　

　

　

　

■

①
「
下
か
ら
の
ぞ
ぐ
と
見
え
る
茅
葺
屋

根
」
東
北
か
ら
職
人
さ
ん
を
呼
び
、
丁

少
　
寧
に
手
作
業
で
造
っ
た
茅
葺
屋
根
を
軒

e
　
下
か
ら
見
上
ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

n
C
㊤
「
急
な
角
度
露
首
盲
芝
構
造
」

・
引
茅
葺
屋
根
の
－
腹
的
な
骨
組
み
で
重

．
さ
　
い
屋
根
を
支
え
る
の
に
適
し
た
構
造
で

諾
蟻
錮
錮
銅
紬
鋸
的
錮
門
鴇
根

③
「
銅
板
葺
き
の
色
変
化
」
ピ
カ
ピ
カ

傷
み
が
酷
く
て
新
し
い
材
木
で
作
り

直
し
た
部
材
や
、
強
度
を
高
め
る
た
め

に
追
加
さ
れ
た
部
材
に
は
「
平
成
二
十

九
年
度
補
修
」
　
の
焼
き
印
が
押
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
し
て
補
修
の
実
態
を
、

遠
い
将
来
再
び
解
体
調
査
す
る
人
達
に

伝
え
て
い
ま
す
。
（
生
田
清
敏
）

′
土
壁
の
下
地
を
小
舞
（
こ
ま
い
）
と

言
い
、
竹
を
格
子
状
に
編
ん
で
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う

部
分
で
は
あ
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
美

し
い
手
仕
事
で
、
土
壁
が
塗
ら
れ
て
し

ま
う
の
が
惜
し
い
程
で
す
。
こ
の
古
民

家
で
は
、
壁
の
職
人
さ
ん
が
一
週
間
位

か
け
て
土
壁
を
塗
り
ま
し
た
。
現
場
に

残
さ
れ
て
い
た
板
に
壁
土
の
材
料
が
書

か
れ
て
い
ま
し
た
。
荒
木
田
　
四
杯
、

古
土
一
杯
、
小
原
砂
一
杯
、
藁

バ
ケ
ツ
四
杯
で
す
。
荒
木
田
と
は
東
京

都
荒
川
沿
い
の
荒
木
田
原
産
の
粘
着
力

の
強
い
土
、
も
し
ぐ
虹
同
種
の
土
の
こ

と
で
す
。
盲
土
と
甘
∴
古
民
家
の
土
壁

を
は
が
し
て
再
利
用
七
た
も
の
で
す
。

小
原
砂
（
お
ぼ
ら
ず
な
）
は
愛
知
県
小

原
産
の
砂
で
す
。
土
壁
に
混
ぜ
る
藁
な

ど
を
、
㌣
す
さ
（
っ
た
）
■
■
と
言
い
ま
す
。

す
さ
に
は
、
土
壁
の
ひ
び
割
れ
を
防
ぐ

っ
な
ぎ
の
役
割
が
あ
り
ま
す
将
、
土
壁
題

最
近
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
を
く
点
り
告

し
た
が
、
自
然
泉
桐
の
た
め
、
、
等
ケ

ハ
ウ
ス
等
と
は
無
縁
で
、
湿
度
や
温
度

を
一
定
に
保
っ
て
く
れ
を
性
質
が
あ
づ

ま
す
。
（
田
口
美
穂
子
）

の
銅
は
、
や
が
て
緑
青
（
ろ
く
し
ょ
う
）

色
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
緑
青
と
は

鎌
倉
の
大
仏
様
や
ア
メ
リ
カ
の
自
由
の

妄
僻
み
色
で
す
。
自
然
に
あ
の
色
に
な

る
の
は
驚
き
で
す
パ
職
人
さ
ん
達
の
技

で
完
成
し
た
屋
根
を
ゆ
っ
く
り
ご
覧
く

だ
さ
い
。
（
石
原
美
子
）

踏
♂
古
民
家
は
、
砂
利
の
上
に
礎
石
と
い

う
石
が
置
か
れ
、
そ
の
上
に
土
台
と
柱

が
載
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
今
回
の
修

復
で
は
そ
の
建
築
方
法
掛
再
現
ざ
れ
て

い
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
現
在
の
建
築

基
準
法
に
も
合
わ
せ
て
基
礎
の
部
分
は

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
新
設
し
て
あ
り

ます。こ
の
古
民
家
は
築
百
十
余
年
経
っ
て

い
て
、
元
の
土
台
は
傷
ん
だ
と
こ
ろ
も

多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
旧
部

材
に
似
た
材
木
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ

て
使
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
部
材
は
機

械
で
大
ま
か
に
削
ら
れ
、
微
妙
な
曲
線

は
「
ち
ょ
う
な
」
と
い
う
道
具
を
使
い

手
で
削
り
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
手
削

り
の
美
し
い
跡
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
礎
石
の
丸
み
に
合
わ

せ
て
土
台
を
削
る
「
光
付
け
」
と
い
う

技
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
抑

残
念
な
が
ら
、
■
こ
月
旦
っ
な
土
台
の

仕
事
は
、
壷
が
で
き
そ
し
亭
つ
と
外
か

ら
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
与
し
ろ
に
も
手
を
抜
か
な

い
宮
大
工
の
方
々
の
丁
寧
な
仕
事
ぶ
り

が
印
象
的
で
し
た
。
（
田
口
玲
子
）
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古
老に

聞
く

ま
る
ご
と

啓
唄

『みいむ』

創
刊
準
備

号
を
お
届

け
し
ま
す
。

博
物
館

「
創
刊
準
備
号
」
は
、
こ
れ

ま
で
に
三
鷹
で
行
わ
れ
て

い
る
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

音
三
一
一
口
′

ふ
か
ぼ
り

井
の
頭

の
活
動
を
紹
介
し
、
平
成
三
十
年
度
に
刊
行
を
目
指
し

て
い
る
「
創
刊
号
」
　
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
内
容
を
理
解
し

創
刊
準
備
号
っ
て
？
　
締
銅
∬
紺
絹
銅
純
絹
銅
㌍

変
わ
り
ゆ
く
街
並
み

エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

に
期
待
す
る
こ
と

丑
覿
い
武
蔵
野
の
麦
食
文
化

牟
礼高

橋
家

北
野
の
丑


