
炉
辺
史
話
第
五
話

千
辛
万
苦
の
場

い
の
う
え
も
ん
た

ｌ
若
彦
屋
に
潜
伏
し
た
井
上
聞
多
１

入
江
秀
利

一
幕
末
の
長
州
藩

開
国
に
反
対
す
る
長
州
藩
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
、
幕
府
の
命

に
従
っ
て
五
月
十
日
の
擢
夷
決
行
の
日
か
ら
六
月
朔
日
ま
で
の
間
に
、

関
門
海
峡
を
航
行
す
る
米
・
悌
・
蘭
の
艦
船
を
砲
撃
し
て
懐
夷
を
決
行

幕
府
の
征
長
軍
に
対
し
て
、
お
家
第
一
に
考
え
て
無
条
件
降
伏
し
よ

う
と
す
る
謝
罪
恭
順
派
を
論
破
し
て
、
見
か
け
は
恭
順
を
装
い
内
に
は

武
力
を
蓄
え
よ
う
と
す
る
武
備
恭
順
論
を
主
張
し
た
井
上
聞
多
は
、
そ

の
夜
反
対
派
の
だ
ま
し
討
ち
に
あ
っ
て
重
傷
を
負
い
ま
し
た
。

※
所
郁
太
郎
大
坂
の
適
塾
で
緒
方
洪
庵
に
蘭
方
医
学
を
学
ん
だ
。

て
も
、
た
だ
苦
し
め
る
ば
か
り
。
ざ
あ
、
お
は
な
し
く
だ
き
い
・
」

兄
は
、
刀
を
振
り
上
げ
た
。

そ
の
時
早
く
、
母
親
は
、
血
だ
ら
け
の
聞
多
の
か
ら
だ
を
ひ
し
と

だ
き
し
め
た
。

「
さ
あ
、
切
る
な
ら
、
こ
の
母
も
ろ
と
も
切
っ
て
お
く
れ
。
」

こ
の
子
を
ど
こ
ま
で
も
助
け
よ
う
と
す
る
母
の
一
念
に
、
さ
す
が

張
り
つ
め
た
兄
の
心
も
ゆ
る
ん
で
し
ま
っ
た
。

※
と
こ
ろ
い
く
た
ろ
う

聞
多
の
友
人
、
所
郁
太
郎
が
、
そ
の
場
へ
か
け
つ
け
た
。
か
れ
は
、

ら
ん
ぼ
う

簡
方
医
で
あ
っ
た
。
：
．
』

１２

尋
常
小
学
校
の
時
、
国
語
の
教
科
書
で
「
母
の
力
」
を
習
い
ま
し
た
。

く
だ

未
だ
に
、
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
条
り
で
す
。

か
い
し
や
く

「
．
：
「
介
錯
頼
む
・
」

兄
は
、
涙
な
が
ら
に
う
な
づ
い
た
。
ど
う
せ
助
か
ら
な
い
弟
、
頼

み
に
任
せ
て
ひ
と
思
い
死
な
せ
て
や
る
の
が
、
せ
め
て
も
の
慈
悲
だ
。

決
然
と
し
て
、
兄
は
刀
を
抜
い
た
。

「
待
っ
て
お
く
れ
・
」

そ
れ
は
、
し
ぼ
る
よ
う
な
母
の
声
で
あ
る
。
母
の
手
は
、
堅
く
五

郎
三
郎
の
袖
に
す
が
っ
て
い
た
。

「
待
っ
て
お
く
れ
。
お
医
者
も
こ
こ
に
い
ら
れ
る
。
た
と
え
治
療

の
か
い
は
な
い
に
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
の
手
を
尽
さ
な
い
で
は
、

こ
の
母
の
心
が
す
み
ま
せ
ぬ
。
」

「
母
上
、
こ
う
な
っ
て
は
是
非
も
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
。
聞
多
の
か
ら

だ
に
は
、
も
う
一
滴
の
血
も
残
っ
て
い
ま
せ
ぬ
ぞ
。
手
当
て
を
し





一
一
井
上
聞
多
の
別
府
潜
伏

井
上
聞
多
の
別
府
潜
伏
に
つ
い
て
、
信
頼
の
置
け
る
史
料
（
記
録
・

古
文
書
）
が
手
元
に
な
い
の
で
『
世
外
井
上
侯
惇
「
侯
の
別
府
若
松
屋

滞
在
上
（
以
後
世
外
惇
）
阪
谷
芳
郎
、
『
別
府
潜
伏
時
代
及
其
前
後
の

結
局
、
藩
論
を
制
し
た
俗
論
派
は
、
幕
府
に
恭
順
の
意
を
表
し
て
禁

門
の
変
の
責
任
者
三
家
老
の
首
と
藩
主
父
子
の
伏
罪
状
を
提
出
し
て
戦

火
を
避
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
奇
兵
隊
は
解
散
き
せ
ら
れ
て
正
義
派
の

活
動
は
封
じ
ら
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
。

井
上
聞
多
の
遭
難
で
身
に
危
険
を
感
じ
た
伊
藤
俊
輔
は
藩
内
に
潜
伏

し
、
高
杉
晋
作
は
十
一
月
初
め
、
馬
関
（
下
関
）
を
脱
出
し
て
博
多
の

野
村
望
東
尼
の
平
尾
山
荘
に
潜
伏
し
ま
し
た
。
聞
多
が
別
府
村
の
旅
篭

若
彦
に
潜
伏
し
た
の
は
こ
の
前
後
で
す
。

い
っ
た
ん
身
を
隠
し
た
高
杉
晋
作
は
、
家
老
の
処
刑
に
憤
慨
し
て

十
一
一
月
初
め
死
を
決
し
て
下
関
に
帰
り
、
長
府
の
功
山
寺
で
力
士
隊
を

ひ
き
い
た
伊
藤
と
共
に
挙
兵
し
ま
す
。
次
々
と
瀬
戸
内
沿
岸
地
方
の
郷

士
・
豪
農
・
農
民
の
支
援
を
受
け
て
、
十
二
月
一
六
日
、
藩
の
下
関
新

地
役
所
を
襲
撃
し
占
領
し
て
反
攻
に
転
じ
ま
し
た
。

正
義
派
と
俗
論
派
の
内
戦
は
、
元
治
二
年
（
慶
応
元
年
）
の
初
め
一
ヶ

月
あ
ま
り
で
、
正
義
派
の
圧
倒
的
な
勝
利
に
終
わ
り
ま
し
た
。

１４

正
義
派
と
俗
論
派
の
争
い

も
と
も
と
、
聞
多
は
、
嘉
永
四
年
十
六
才
で
藩
校
明
倫
館
に
入
門
、

と
も

六
年
に
藩
侯
の
供
で
出
府
し
て
、
文
久
一
一
年
（
一
八
六
一
一
）
、
高
杉
晋

作
や
伊
藤
俊
輔
ら
と
品
川
御
殿
山
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
を
焼
き
討
ち
す

る
な
ど
過
激
な
撰
夷
派
で
し
た
。

元
治
元
年
七
月
に
長
州
藩
が
起
こ
し
た
禁
門
（
蛤
御
門
）
の
変
の
懲

罰
と
し
て
、
同
年
八
月
、
幕
府
は
全
国
の
大
名
に
征
長
軍
へ
の
参
加
を

呼
び
か
け
、
第
一
次
長
州
征
伐
の
令
を
発
し
ま
し
た
。

長
州
藩
は
同
年
八
月
五
・
六
日
に
四
国
連
合
艦
隊
の
砲
撃
の
大
惨
事

を
受
け
た
う
え
に
、
長
州
征
伐
が
現
実
の
問
題
と
な
る
と
、
長
州
藩
の

藩
論
は
激
し
く
動
揺
し
ま
し
た
。

ひ
た
す
ら

長
州
征
伐
を
恐
れ
只
管
に
謝
罪
し
て
藩
の
保
全
を
図
ろ
う
と
す
る
純

一
（
謝
罪
）
恭
順
説
の
「
俗
論
派
」
と
幕
府
と
一
戦
を
も
辞
ざ
な
い
武

備
恭
順
説
の
「
正
義
派
」
に
分
か
れ
て
激
し
く
対
立
し
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
幕
府
の
侵
攻
が
迫
っ
た
九
月
二
五
日
か
ら
二
六
日
に
か
け

て
、
山
口
城
下
の
政
事
堂
の
御
前
会
議
で
両
論
が
紛
糾
し
ま
し
た
が
、

正
義
派
の
井
上
聞
多
の
説
得
が
功
を
奏
し
、
藩
主
の
毛
利
敬
親
も
武
備

恭
順
に
傾
き
ま
し
た
。
聞
多
が
刺
客
に
襲
わ
れ
の
は
、
一
一
六
日
の
夜
八

そ
で
と
き
は
し

時
頃
、
政
事
堂
か
ら
の
帰
路
袖
解
橋
で
闇
討
ち
に
遭
い
全
身
十
一
二
ヶ
所

の
傷
を
五
十
数
針
も
縫
う
瀕
死
の
重
傷
を
負
い
ま
し
た
。





１６

灘
亀
こ
と
永
井
亀
吉
は
明
治
三
十
五
年
、
六
十
七
歳
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。灘

亀
の
晩
年
は
両
目
を
患
い
歩
く
こ
と
も
困
難
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

私
の
祖
母
が
娘
の
頃
、
浜
脇
の
西
温
泉
の
脇
で
立
ち
小
便
を
し
て
い
る

老
人
を
見
て
嫌
な
顔
を
し
た
ら
、
連
れ
の
友
人
か
ら
「
あ
れ
は
灘
亀
だ

か
ら
」
と
注
意
さ
れ
た
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
晩
年
は
「
天
罰
が
下
っ

よ
し
み

た
」
と
相
手
に
す
る
者
も
な
く
苦
境
に
陥
り
ま
し
た
。
同
郷
の
誼
で
永

井
平
吉
夫
婦
が
面
倒
を
見
て
い
ま
し
た
が
、
最
期
は
行
き
倒
れ
同
様
の

死
だ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

若
彦
（
若
松
屋
）

聞
多
が
訪
れ
た
旅
篭
「
若
彦
」
は
、
流
川
通
り
に
面
し
た
海
門
寺
道
（
銀

座
裏
通
）
の
山
手
側
に
あ
り
ま
し
た
。
聞
多
は
離
れ
二
階
の
座
敷
に
逗

し
た
。
聞
多
は
離
れ
二
階
の
座
敷
に
逗

留
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
庶
民
以
上
の
待

遇
で
し
た
。

銀
座
一
暴
通
は
今
も
く
ね
く
ね
と
曲

が
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
あ
る

古
い
道
だ
か
ら
で
す
。

井
上
侯
が
再
訪
し
た
と
き
に
、
二
階

の
東
側
の
窓
を
あ
け
て
「
海
が
見
え
な

い
の
だ
が
？
」
と
い
っ
た
そ
う
で
す
。

も
つ
か
が
え
ま
す
。
潜
伏
の
紹
介
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
…
当
地
の
博
徒
の
親
分
の
灘
亀
と
呼
ぶ
者
に
身
を
寄
せ
た
な
ら
ば
、

ひ
ご
う
け

必
ず
そ
の
庇
護
を
請
け
る
の
み
な
ら
ず
、
他
日
職
業
を
得
る
便
と
も

－
」

な
ろ
う
と
勧
め
た
。
侯
は
そ
の
厚
意
を
謝
し
紹
介
を
請
う
た
の
で
、
彦

さ
そ

七
は
侯
を
誘
っ
て
親
分
灘
亀
の
家
に
至
り
、
子
分
の
列
に
加
え
ら
れ
る

こ
と
を
依
頼
し
た
。
灘
亀
は
直
ち
に
こ
れ
を
快
諾
し
、
即
日
親
分
子
分

ち
ぎ
り

の
契
を
結
び
、
遂
に
そ
の
家
に
出
入
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
と
聞

多
が
自
ら
「
世
外
惇
」
に
述
べ
て
い
ま
す
。

ぷ
ら
い

彦
七
は
、
聞
多
を
無
頼
の
徒
の
中
に
置
く
こ
と
が
人
目
に
つ
か
な
い

隠
れ
場
に
な
る
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

温
泉
地
の
別
府
や
浜
脇
村
は
湯
治
場
は
も
と
よ
り
遊
興
の
地
で
、
江

戸
時
代
の
終
わ
り
頃
は
年
間
延
べ
十
万
人
の
湯
治
客
（
豊
後
御
預
所
一

巻
）
が
あ
り
、
か
な
り
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
別
府
、

浜
脇
の
港
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。

別
府
村
は
嘉
永
二
年
、
楠
港
に
十
五
間
の
波
戸
を
築
き
、
流
川
の
川

し
ゅ
ん
せ
つ

口
を
渡
喋
し
て
船
か
か
り
も
よ
く
な
り
ま
し
た
が
、
大
型
船
は
沖
に
停

は
し
け

泊
し
沖
仲
仕
が
雁
で
人
や
荷
物
を
海
上
輸
送
し
て
い
ま
し
た
。
灘
亀
は

沖
仲
仕
や
波
止
場
整
備
の
人
足
を
束
ね
る
親
方
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

な
が
す

彼
は
長
洲
を
追
放
さ
れ
た
な
ら
ず
者
で
し
た
が
、
彦
七
は
聞
多
を
安
心

に
ら

し
て
預
け
る
こ
と
の
出
来
る
人
物
と
晩
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。





て
来
た
と
の
伝
聞
も
あ
り
ま
す
。

い
つ

井
上
聞
多
が
別
府
を
去
っ
た
の
は
何
時
で
し
ょ
う
。
詳
し
い
記
録
が

残
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
推
理
す
る
外
あ
り
ま
せ
ん
。

元
治
元
年
十
一
一
月
初
め
、
高
杉
晋
作
は
三
家
老
の
切
腹
に
憤
慨
し
て

急
遼
平
尾
山
荘
か
ら
帰
還
し
て
同
士
を
糾
合
し
功
山
寺
で
決
起
し
ま
し

た
。
同
月
十
六
日
、
下
関
新
開
地
役
所
を
占
拠
し
て
俗
論
派
の
一
角
を

崩
し
正
義
派
が
攻
勢
に
転
じ
ま
し
た
。

聞
多
ら
が
主
張
し
た
武
備
恭
順
論
が
藩
論
に
な
り
、
藩
主
が
山
口
に

移
る
と
、
高
杉
や
伊
藤
は
盟
友
井
上
の
帰
藩
を
促
し
た
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。一

方
幕
府
の
第
二
次
征
長
軍
の
動
き
も
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
す
か

※

ら
、
帰
藩
は
急
が
れ
て
い
た
筈
で
す
。
お
そ
く
と
も
元
治
二
年
正
月
か

二
月
初
旬
に
は
別
府
を
発
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

聞
多
の
別
府
潜
伏
は
、
恐
ら
く
三
ヶ
月
位
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
世
外
博
」
に
は
、
「
あ
る
日
下
関
か
ら
急
使
が
あ
っ
て
伊
藤
俊
輔
の

書
簡
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
書
中
に
は
、
桂
小
五
郎
帰
国
の
事
を
報
じ
、

且
つ
侯
の
帰
国
を
促
す
旨
が
認
め
ら
れ
て
あ
っ
た
。
」
と
あ
り
ま
す
。

或
る
説
に
は
「
…
小
郡
の
桜
井
慎
平
ら
は
農
兵
を
率
い
て
ま
た
山
口

に
出
た
。
吉
富
藤
兵
衛
、
杉
山
孝
太
郎
、
長
松
大
助
ら
も
ま
た
農
町
兵

を
編
成
し
て
こ
れ
に
合
し
、
町
奉
行
所
や
代
官
所
を
襲
い
常
栄
寺
に
拠

1８

人
足
と
称
し
た
上
は
こ
れ
を
拒
む
に
由
な
く
、
や
む
を
得
ず
そ
の
両

掛
を
肩
に
し
、
一
里
半
ば
か
り
の
山
路
を
辿
っ
て
鉄
輪
ま
で
随
行
し

た
。
そ
の
両
掛
の
重
量
は
お
よ
そ
四
・
五
貫
目
も
あ
っ
て
、
こ
れ
が

た
め
侯
の
肩
は
腫
れ
上
が
り
、
非
常
の
苦
痛
を
感
じ
た
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
同
地
に
滞
在
す
る
こ
と
三
・
四
日
で
暇
を
請
ひ
、
額
銀
一

朱
の
謝
礼
を
受
け
て
別
府
に
帰
っ
た
。
」

く
だ
ん件

の
武
士
と
の
話
が
侯
の
伝
聞
と
し
て
も
、
そ
れ
は
面
白
可
笑
し
く

語
っ
た
侯
の
作
り
話
で
し
ょ
う
。

せ
ん
さ
く

詮
索
す
る
の
も
大
人
気
あ
り
ま
せ
ん
が
、
文
久
一
一
年
高
杉
垂
日
作
や
久

坂
玄
瑞
ら
と
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
を
焼
き
打
ち
し
た
壮
士
で
、
の
ち
に
イ

ギ
リ
ス
留
学
、
下
関
事
件
で
は
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
や
パ
ー
ク
ス
提
督

と
講
和
談
判
を
し
、
俗
論
派
を
論
破
し
た
代
表
的
な
長
州
武
士
を
士
分

の
者
が
間
違
う
は
ず
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

ち
よ
ぼ
さ
い
こ
ろ

「
．
：
博
徒
の
常
と
し
て
子
分
等
は
、
職
業
の
暇
が
あ
れ
ば
樗
蒲
（
養
子

し
ゅ
え
い

博
打
）
を
弄
し
て
輸
扇
（
勝
ち
負
け
）
を
争
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。

侯
も
ま
た
勢
い
そ
の
列
に
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、

懐
中
の
五
十
両
は
一
一
三
日
の
問
に
皆
こ
れ
を
輸
し
（
負
け
）
尽
く
し

た
。
」

「
世
外
惇
」
に
は
お
静
の
記
述
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
芸
妓
お
静
を
下

関
へ
金
策
に
遣
わ
し
て
、
金
子
や
伊
藤
俊
輔
（
博
文
）
の
情
報
を
も
つ





挺
今
下
を
喪
グ
』

哲
雄
謁
為
準
憾
狸

驚
独
縛
・
冒
久

・
謀
・
回
稚
剃
諏
鋳
熊
職
希

・
鐘
綴
溌
・
浮
感
事
ｒ
鑑
勝
．
．

－
諺
》
識
評

き
、
「
五
六
庵
」
に
入
り
、
千
葉
大
分
県
知
事
、
吉
田
別
府
町
長
、
日

名
子
助
役
の
挨
拶
を
受
け
ま
し
た
。

中
央
は
井
上
左
が
彦
七
の
次
女
佐
藤
ハ
ツ

右
が
長
女
で
、
右
二
人
目
が
当
主
で

彦
七
の
孫
亀
四
郎

妬
…

‐
』
鶴
刈
》

iＩ

鶴亀養蕃毒雫鼠Ｉ

早
速
、
井
上
は
「
五
六
庵
」
で
若
彦
屋
彦
七
の
遣
族
に
対
面
し
、
「
彦

七
や
灘
亀
が
生
き
て
い
れ
ば
」
と
残
念
が
っ
た
と
い
い
ま
す
。

井
上
の
潜
伏
か
ら
四
七
年
た
っ
て
、
井
上
を
覚
え
て
い
る
者
は
潜
伏

当
時
一
二
歳
で
あ
っ
た
次
女
の
佐
藤
ハ
ツ
の
み
で
し
た
。
ハ
ツ
が
「
あ

の
時
、
女
性
の
方
が
ご
一
緒
で
、
た
し
か
お
静
と
い
う
方
で
し
た
。
」

と
い
い
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
周
り
の
人
は
驚
い
て
井
上
に
目
を
や

る
と
、
井
上
は
笑
み
を
浮
か
べ
「
今
日
あ
っ
て
明
日
の
命
の
知
れ
ぬ
時
、

そ
う
言
う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
ハ
ツ
は
、

聞
多
が
持
っ
て
い
た
舶
来
品
の
ケ
ッ
ト
（
毛
布
）
の
こ
と
な
ど
、
少
女

ら
し
い
思
い
出
ぱ
な
し
を
し
た
そ
う
で
す
。

、
、
、

、
、

ま
た
、
ハ
ツ
が
「
よ
く
奇
兵
隊
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
い
た
が
騎
兵

、隊
と
思
っ
て
い
た
」
と
い
っ
た
ら
、
井
上
が
声
を
立
て
て
笑
っ
た
と
か
。

先
に
あ
げ
た
「
長
州
の
偉
い
人
」
の
話
は
こ
の
時
に
交
わ
さ
れ
た
ん
で

し
ょ
う
。
当
時
の
「
奇
兵
隊
」
と
い
う
言
葉
が
印
象
深
く
少
女
の
耳
に

も
残
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

翌
三
十
日
、
懐
か
し
い
「
若
亀
」
に
赴
き
、
離
れ
二
階
の
六
畳
間
で

記
念
写
真
を
撮
り
「
千
辛
万
苦
之
場
」
の
肩
額
を
揮
皇
し
ま
し
た
。

お
ん
ぎ

ま
た
井
上
は
、
一
二
一
日
夜
「
別
府
は
恩
誼
あ
る
地
だ
か
ら
、
自
分
が

よ
し
み
む
く

招
い
て
垂
日
日
の
誼
に
報
い
た
い
」
と
町
側
の
歓
迎
会
を
辞
退
し
て
、
知

事
始
め
地
元
の
名
士
を
招
き
、
不
老
泉
三
階
の
大
広
間
で
酒
宴
を
張
っ

謹 学 悟 署
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