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吾
輩
は
ひ
よ
ど
り
の
ヒ
―
チ
ャ

ン
で
あ
る
。
我
が
鳥
の
名
は
古
く

は
義
経
の
ひ
よ
ど
り
越
え
、
佐
倉

武
家
屋
敷
の
先
に
あ
る
「
ひ
よ
ど

り
坂
」
に
出
て
く
る
ほ
か
、
近
く

は
総
理
大
臣
の
退
任
演
説
の
中

で
、
む
く
ど
り
と
間
違
え
ら
れ
る

な
ど
、
夙
に
有
名
で
あ
る
。 

 
野
鳥
図
鑑
に
は
、「
ギ
ャ
ー
ギ
ャ

ー
と
う
る
さ
く
鳴
き
、
体
は
濃
灰

色
、
尾
羽
、
目
先
、
頬
は
栗
褐

色
。
昆
虫
や
木
の
実
の
ほ
か
、

柿
、
農
作
物
も
つ
つ
く
の
で
農
家

を
困
ら
せ
る
。
都
会
の
セ
ミ
が
減

っ
た
の
は
ひ
よ
ど
り
の
せ
い
」
と

農
家
と
セ
ミ
の
仇
の
ご
と
く
書
い

て
あ
る
。
弁
解
は
し
な
い
が
、
偏

見
と
悪
意
に
満
ち
た
解
説
で
あ
る

こ
と
を
断
言
し
て
お
く
。 

 

さ
て
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と

吾
輩
は
猫
の
額
ほ
ど
の
庭
に
あ
る

ハ
ナ
ミ
ズ
キ
に
掛
け
ら
れ
た
巣
の

中
で
、
四
羽
兄
弟
の
末
っ
子
と
し

て
生
ま
れ
た
ら
し
い
。
一
番
遅
く

孵
化
し
た
の
で
、
餌
の
時
間
を
始

め
と
し
て
い
つ
も
損
を
し
て
い

た
。
吾
輩
の
運
命
が
大
き
く
変
わ

っ
た
の
は
巣
立
ち
の
時
で
、
親
鳥

に
促
さ
れ
飛
立
っ
た
の
は
良
か
っ

た
が
、
羽
が
十
分
生
え
揃
っ
て
お

ら
ず
、
あ
え
な
く
地
面
に
墜
落
し

た
。
こ
れ
と
い
っ
た
分
別
も
な
い

た
め
ピ
ー
ピ
ー
鳴
い
て
い
た
ら
、

こ
の
家
の
主
人
が
、
脚
立
を
持
ち

出
し
て
き
て
古
巣
に
戻
し
て
く
れ

た
。
そ
れ
で
も
諦
め
ず
に
同
じ
こ

と
を
三
、
四
遍
繰
り
返
し
た
が
、

生
憎
夜
半
か
ら
降
り
出
し
た
冷
雨

に
打
た
れ
、
仮
死
状
態
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
を
翌
朝
発
見
さ
れ

た
。
ピ
ク
リ
と
も
し
な
い
吾
輩
を

見
た
主
人
が
、
水
葬
に
す
る
か
土

葬
に
す
る
か
と
奥
様
と
ひ
そ
ひ
そ

相
談
を
し
て
い
る
の
が
聞
こ
え

た
。
も
う
駄
目
だ
と
観
念
し
て
い

た
ら
、
冷
た
く
な
っ
た
体
が
な
ぜ

か
一
瞬
痙
攣
し
、
こ
れ
を
見
た
主

人
が
試
し
に
ド
ラ
イ
ヤ
ー
を
当
て

て
く
れ
た
お
陰
で
九
死
に
一
生
を

得
た
。 

 

そ
う
い
う
訳
で
当
家
の
主
人
に

は
感
謝
し
て
い
る
が
、
名
前
の
ヒ

ー
チ
ャ
ン
に
は
不
満
が
あ
る
。
奥

様
が
一
生
懸
命
吾
輩
に
名
前
を
喋

ら
そ
う
と
す
る
が
、
ど
う
も
長
い

嘴
で
は
ヒ
ー
の
音
が
出
な
い
。
チ

ャ
ン
、
チ
ャ
ン
と
し
か
言
え
ず
大

い
に
悔
し
い
。
そ
れ
で
も
名
前
が

言
え
る
ひ
よ
ど
り
は
世
間
広
し
と

い
え
ど
も
吾
輩
だ
け
だ
ろ
う
と
自

負
し
て
い
る
。
最
後
に
失
敗
話
を

し
て
お
く
と
、
普
段
吾
輩
は
狭
い

当
家
の
中
で
は
一
番
広
い
応
接
間

を
与
え
ら
れ
、
自
由
に
飛
び
回
ら

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

先
日
鳥
嫌
い
の
来
客
が
あ
り
、
応

接
間
に
通
さ
れ
る
や
い
な
や
、
吾

輩
が
い
き
な
り
目
の
前
を
滑
空
し

た
の
で
、
殆
ど
卒
倒
し
か
け
た
。

悪
い
こ
と
を
し
た
。 

 

当
家
に
住
む
人
間
に
つ
い
て
も

色
々
書
き
た
い
が
、
今
日
は
こ
れ

に
て
羽
ペ
ン
を
置
く
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
編
集
委
員
） 
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「
日
本
縦
断
・
鉄
道
の
旅
」
に

夫
と
参
加
し
た
。
日
本
最
北
端
の

宗
谷
岬
と
九
州
本
島
最
南
端
の
佐

多
岬
を
観
光
す
る
こ
と
と
、
十
八

の
列
車
を
乗
り
継
ぎ
、
夫
婦
合
わ

せ
て
十
二
種
類
の
駅
弁
を
食
べ
る

と
い
う
面
白
い
企
画
の
旅
で
あ
る
。

日
程
は
四
泊
五
日
。 

 

三
月
某
日
。
東
京
駅
か
ら
新
幹

線
に
乗
車
し
た
一
行
は
、
十
九
組

三
十
八
名
。
全
員
千
葉
県
在
住
の

夫
婦
で
あ
る
。
最
高
齢
は
八
十
三

歳
の
男
性
で
、
最
年
少
は
四
十
一

歳
の
女
性
。 

 

こ
の
旅
で
は
、
食
事
時
刻
直
近

に
停
車
す
る
駅
で
、
周
辺
の
名
物

駅
弁
が
積
み
込
ま
れ
、
毎
回
、
一

組
に
二
種
類
の
駅
弁
が
配
ら
れ
る

の
で
、
選
ぶ
の
も
楽
し
い
。
車
内

で
は
写
真
を
撮
る
人
、
他
の
車
両

の
空
席
を
占
領
し
て
寝
て
い
る
人

等
、
思
い
思
い
に
過
ご
し
て
い
る
。

私
は
趣
味
の
パ
ズ
ル
を
持
参
。
退

屈
し
な
い
。 
 

二
日
目
。
宗
谷
岬
に
到
着
。
曇

っ
て
い
て
風
が
強
い
の
で
、
零
下

七
度
と
言
う
が
体
感
温
度
は
も
っ

と
低
い
だ
ろ
う
。
バ
ス
か
ら
海
辺

に
建
つ
「
日
本
最
北
端
の
碑
」
迄

の
数
十
㍍
、
凍
っ
て
い
る
道
路
で

転
ば
な
い
よ
う
注
意
し
て
歩
く
。

私
た
ち
の
他
に
は
誰
も
い
な
い
。 

 

四
日
目
。
佐
多
岬
の
展
望
台
は

閑
散
と
し
て
い
た
。
眼
下
に
果
て

し
な
く
広
が
る
大
海
原
。
日
本
最

古
の
白
亜
の
灯
台
。
あ
い
に
く
曇

り
空
で
開
聞
岳
は
見
え
な
い
。 

 
最
終
日
。
九
州
本
島
最
南
端
の

駅
「
西
大
山
駅
」
か
ら
乗
車
し
た

電
車
の
車
体
に
は
菜
の
花
が
描
か

れ
て
い
て
、
千
葉
県
民
と
し
て
親

近
感
を
覚
え
る
。 
 

あ
れ
か
ら
数
ヶ
月
。
今
回
の
旅

は
こ
れ
迄
と
は
趣
の
異
な
る
も
の

で
、
参
加
し
て
良
か
っ
た
と
思
う
。

色
々
な
御
夫
婦
に
出
会
っ
た
の
も

貴
重
な
体
験
だ
っ
た
。 

 

夫
婦
も
仲
の
良
い
の
が
一
番
。 

（
白
銀 

都
築
洋
子
） 

    

    

Ｊ
Ｒ
佐
倉
駅
か
ら
根
郷
地
区
に

入
る
と
、
中
央
の
城
下
町
跡
に
負

け
ず
劣
ら
ず
古
河

こ

が

公
方

く

ぼ

う

や
千
葉
氏

に
端
を
発
す
る
数
々
の
史
跡
が
あ

る
。
そ
の
中
で
過
日
、
寿
大
学
生

の
小
グ
ル
ー
プ
「
ね
ご
う
探
訪
の

会
」
が
小
篠
塚
城
址
を
散
策
し
た
。 

 

南
図
書
館
か
ら
更
に
南
へ
向
い
、

大
篠
塚
農
園
脇
を
経
て
急
坂
を
下

る
と
田
園
風
景
が
広
が
る
。
そ
の

左
側
に
樹
木
が
生
い
茂
っ
た
小
高

い
丘
が
現
れ
た
。 

 

小
道
の
先
に
は
狭
い
駐
車
場
と

植
物
園
が
あ
り
、
そ
の
手
前
か
ら

丘
の
上
に
登
る
と
本
丸
跡
が
あ
る
。 

 

前
も
っ
て
電
話
で
お
願
い
し
て

い
た
「
小
篠
塚
城
址
を
き
れ
い
に

す
る
会
」
代
表
の
茂
木

も

て

ぎ

さ
ん
が
現

れ
、
正
慧
寺

し
ょ
う
け
い
じ

の
前
で
説
明
を
聴
い

た
。「
房
総
で
は
長
元
元
年
（
一

〇
二
八
）
に
起
き
た
平
忠た

だ

常つ
ね

の
乱

の
後
、
忠
常
の
子
孫
た
ち
が
戦
い

に
よ
っ
て
荒
れ
果
て
た
上
総
・
下

総
の
各
地
を
開
拓
し
、
こ
の
一
族

は
両
総
平
氏

り
ょ
う
そ
う
へ
い
し

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
佐
倉
市
の
荘
園
（
印い

ん

東
荘

と
う
の
し
ょ
う

）
で
は
、
印
東
氏
を
名
の

る
両
総
氏
が
現
地
を
支
配
、
又
こ

の
荘
園
は
成
就
寺

じ
ょ
う
じ
ゅ
じ

を
領
主
と
し
て

い
ま
し
た
」
と
。 

 

又
こ
の
城
は
本
佐
倉
城
の
子
城

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
。 

私
た
ち
は
、
佐
倉
城
の
歴
史
を

繙ひ
も
と

く
上
で
も
大
い
に
参
考
に
な

っ
た
。 

 

現
在
小
篠
塚
城
址
周
辺
の
整
備

等
が
、
地
元
根
郷
小
学
校
児
童
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
習
の
一
環
と
し

て
、
行
わ
れ
て
い
る
。
城
址
に
関

す
る
く
わ
し
い
資
料
も
頂
き
、
茂

木
さ
ん
に
丁
重
に
お
礼
を
述
べ
帰

途
に
つ
い
た
。 

 

房
総
地
方
に
は
大
小
合
わ
せ
て

一
三
八
の
城
址
が
あ
っ
た
と
聞
く
。 

全
城
征
服
は
無
理
難
題
と
し
て
も
、 

せ
め
て
佐
倉
市
内
の
全
域
だ
け
は

把
握
し
た
い
。 

 

古
き
を
訪
ね
佐
倉
道 

 
 
 

歩
く
足
下

あ
し
も
と

古
代
の
土つ

ち

か 
 
 
 

（
石
川 

斎
藤 

雄
） 

日
本
縦
断
・
鉄
道
の
旅 
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篠
塚

こ
し
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づ
か

城
址

じ
ょ
う
し 
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佐
倉
っ
子
を
見
守
ろ
う 

 
 
 
 
 
 

 
  

高
齢
は
だ
れ
し
も
例
外
な
く
訪

れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
が
人
と
し

て
証
明
す
る
区
別
に
「
年
齢
」
が

あ
る
。
住
所
は
不
定
。
以
前
は
固

定
電
話
が
存
在
証
明
で
あ
っ
た
。

い
ま
、
携
帯
で
役
割
が
変
化
す
る
。 

 

そ
こ
で
人
と
し
て
特
定
化
す
る

方
法
は
「
生
年
月
日
」
で
あ
る
。 

個
人
情
報
と
し
て
重
要
で
あ
る
。 

年
齢
は
、
毎
日
の
生
活
で
必
ら
ず

加
齢
す
る
。
つ
ま
り
、
人
の
究
極

の
生
活
は
毎
日
の
状
態
か
ら
人
生

が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
。 

 

日
本
人
の
生
活
時
間
で
は
、
食

事
時
間
は
三
食
で
一
時
間
三
十
三

分
と
い
う
調
査
結
果
で
あ
る
。
朝

食
二
十
五
分
、
昼
食
三
十
一
分
、

夕
食
三
十
七
分
と
い
う
調
査
デ
ー

タ
ー
で
あ
る
。
（
国
民
生
活
調

査
） 黄

昏
の
高
齢
者
と
し
て
は
、
人

生
時
間
を
再
構
成
す
る
必
要
が
あ

る
。
考
え
方
、
生
き
方
を
考
え
る
。

食
べ
る
時
間
を
、
そ
の
行
為
も
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

空
腹
で
食
べ
る
と
い
う
こ
と
。

人
と
の
交
際
で
め
し
で
も
食
べ
よ

う
。
う
ま
い
も
の
を
た
べ
た
い
。

自
分
で
作
っ
た
野
菜
、
釣
っ
た
魚

を
た
べ
る
。
の
四
つ
の
生
活
行
為

に
転
換
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
生
活

自
体
が
変
化
す
る
。 

年
齢
は
止
め
る
こ
と
が
出
来
な

い
が
、
生
活
は
変
化
し
、
充
実
し

て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
毎
日

の
生
活
が
、
歯
の
管
理
と
身
体
の

姿
勢
で
き
ま
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
体
幹
に
よ
り
健
康
に
な
る
と

い
え
る
。 

佐
倉
市
で
は
、『
佐
倉
ふ
る
さ

と
体
操
』
と
い
う
特
異
な
施
策
が

あ
る
。
金
哲
彦
著
『
か
ら
だ
が
変

わ
る
体
幹
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
』
も
あ

る
。
肩
甲
骨
を
い
つ
も
意
識
す
る
、

驚
く
べ
き
運
動
で
あ
る
。
こ
の
サ

ー
ク
ル
は
佐
倉
に
も
あ
る
。 

黄
昏
の
青
春
は
、
長
い
。
一
度

し
か
な
い
人
生
、
生
き
生
き
し
て

す
ご
し
た
い
。 

（
臼
井
台 

吉
井 

弘
） 

  
 

    

中
央
公
民
館
主
催
の
佐
倉
学
専

門
講
座
「
古
今
佐
倉
真
佐
子
を
読

む
」
は
、
三
年
目
に
て
無
事
終
了

出
来
た
。
こ
の
記
録
は
佐
倉
城
主

稲
葉
正
知
の
家
臣
渡
辺
善
右
衛
門

守
由
の
記
述
で
、
彼
が
佐
倉
に
居

住
し
た
正
徳
年
間(

一
七
一
一
〜

一
六)

前
後
の
佐
倉
の
風
俗
、
見

聞
、
伝
説
な
ど
を
詳
細
に
綴
り
、

彼
が
後
に
山
城
国
淀(

現
京
都
市

伏
見
区)

で
宝
暦
三
年
以
前
に
書

か
れ
た
と
の
こ
と
。
内
容
は
江
戸

時
代
佐
倉
の
出
来
事
を
中
心
に
多

岐
に
わ
た
り
、
筆
ま
め
に
記
さ
れ
、

当
時
の
城
下
町
の
様
子
が
目
に
浮

か
ぶ
様
に
感
じ
取
れ
る
。 

 

散
策
は
外
山
信
司
先
生
自
ら
の

案
内
で
、
初
回
は
彼
の
移
住
跡
を

中
心
に
、
そ
し
て
海
隣
寺
に
城
主

稲
葉
正
知
の
一
族
の
横
倒
し
状
態

の
お
墓
に
案
内
し
て
頂
い
た
。 

今
回
は
白
銀
か
ら
五ご

良り
ょ
う

、
愛

宕
、
八
幡
神
社
、
桔
梗

き
き
ょ
う

塚づ
か

、
勝し

ょ
う

胤い
ん

寺じ

等
で
あ
っ
た
。
私
は
「
佐
倉

歴
史
散
策
の
会｣
で
毎
月
近
隣
を

歩
く
が
、
最
初
に
び
っ
く
り
し
た

事
は
、,

成
田
山
新
勝
寺
の
噴
水

公
園
近
く
の
、
出
世
稲
荷
堂
で
知

ら
れ
る

枳

ダ

キ

尼
天

ニ

テ

ン

堂
が
あ
り
、
創

建
は
不
明
だ
が
明
治
二
十
一
年
に

再
建
さ
れ
、
ご
本
尊
の

枳
尼
天

像
は
、
佐
倉
城
主
稲
葉
丹
後
守
正

往
が
寄
進
し
た
も
の
と
の
こ
と
。 

 

二
つ
目
は
、
Ｊ
Ｒ
安
食

あ

じ

き

駅
近
く

の
大
鷲
神
社
で
、
今
で
も
「
お
鷲

さ
ま
」
の
市
で
賑
わ
っ
て
い
る
が
、

古
く
は
「
鷲
の
宮
」
と
い
い
、
明

治
二
十
六
年
か
ら
「
大
鷲
神
社
」

と
な
っ
た
。
元
は
稲
葉
家
（
佐
倉

藩
主
）
の
領
地
で
、
下
総
国
埴
生

は

ぶ

郡
安
食
村
と
い
っ
た
。 

 

春
日
局
は
竹
千
代
の
出
世
開
運

を
祈
り
、
願
い
叶
っ
て
三
代
将
軍

家
光
と
な
っ
た
後
、
大
願
成
就
の

お
礼
と
し
て
、
将
軍
の
御
座
船
の

魔
除
け
の
大
鷲
の
彫
刻
を
乞
い
受

け
、
鷲
宮
に
奉
献
し
た
。
そ
れ
は

現
在
も
社
宝
と
し
て
拝
殿
に
揚
げ

ら
れ
、
大
事
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 

（
宮
前 

赤
川
匡
宏
） 

  

黄
昏

た
そ
が
れ

の
青
春 

稲
葉
家
の
足
跡
を

訪
ね
て



－４－ 

 

あ
れ
今
月
は
、
大
分
残
っ
て
い
る

な
。
近
く
の
駅
で
、『
な
か
ま
』
が
棚

の
中
で
風
に
揺
れ
て
ヒ
ラ
ヒ
ラ
し
て

い
る
。
ち
ょ
っ
と
、
悲
し
い
。
あ
る

時
は
、
直
ぐ
に
捌
け

さ
ば

て
い
て
残
部
が

無
い
。
お
お
ー
好
調
だ
。
と
一
喜
一

憂
す
る
。 

 
「
な
か
ま
」
は
市
民
の
情
報
紙
と

し
て
、
老
若
男
女
、
様
々
の
職
業
の

方
か
ら
の
投
稿
で
作
ら
れ
て
い
る
。 

 

編
集
は
、
作
者
の
原
稿
を
尊
重
す

る
事
を
第
一
と
す
る
。
し
か
し
、
読

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 
 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
一
年
生
夏
休
み
の

宿
題
と
し
て
、『
私
の
生
き
が
い
』
を

考
え
る
こ
と
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

良
い
機
会
な
の
で
じ
っ
く
り
と
取
り

組
ん
で
み
ま
し
た
。 
 

最
初
に
、
自
分
が
「
生
き
が
い
」

と
感
じ
る
事
や
時
を
列
挙
し
て
み
ま

し
た
。
何
か
共
通
点
が
見
つ
か
る
か

も
し
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

又
、
将
来
の
指
針
の
よ
う
な
も
の
も

見
つ
か
る
の
で
は
と
の
期
待
も
抱
き

ま
し
た
。 

 

列
挙
し
た
内
容
を
み
る
と
、
私
が

感
じ
る
「
生
き
が
い
」
は
健
康
だ
か
ら

感
じ
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
し
た
。健

康
の
大
切
さ
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。 

 

し
か
し
、健
康
は
何
ら
か
の
原
因
で
、

い
ず
れ
損
な
わ
れ
る
運
命
に
あ
り
ま

す
。 

 

健
康
が
損
な
わ
れ
て
も
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
「
生
き
が
い
」
を
探
す
の
も

今
後
の
課
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

こ
れ
か
ら
四
年
間
、市
民
カ
レ
ッ
ジ

の
仲
間
と
、
共
に
学
び
、
共
に
行
動
す

る
こ
と
で
、何
か
そ
の
よ
う
な
も
の
が

見
つ
け
ら
れ
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。 

 
 
 
 
 
 

（
坂
本
初
男
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

み
や
す
さ
も
大
切
。
句
読
点
、
常
用
漢

字
へ
の
変
更
等
を
行
う
。
又
、
て
に
を

は
一
つ
で
読
者
に
誤
解
を
与
え
ず
分

か
り
易
く
す
る
事
も
で
き
る
。時
に
は
、

編
集
委
員
同
士
で
意
見
が
食
い
ち
が

っ
た
り
し
て
、議
論
が
延
々
と
続
く
事

も
あ
る
。そ
れ
で
も
三
人
寄
れ
ば
文
殊

の
知
恵
で
、
何
と
か
な
る
。
と
い
う
訳

で
、一
部
で
も
多
く
の
皆
さ
ん
に
読
ん

で
貰
い
た
い
と
言
う
思
い
が
募
る
の
で

あ
る
。 

 

皆
様
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
宜
し
く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
横
山
詔
正
） 

10月の黒板 
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あ
と
が
き 

 


