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故
白
倉
敬
彦
さ
ん
へ

早
　
川
　
聞
　
多

去
年
の
十
月
四
日
、
珍
し
く
帰
宅
が
お
そ
く
な
り
暗
い
玄
関
に
入
る
と
、
女
房
が
重
い
足
ど
り
で
迎
へ
に
出

て
来
た
。
そ
し
て
「
白
倉
さ
ん
が
亡
く
な
つ
た
。
夕
方
奥
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
つ
た
」
と
言
つ
た
。「
あ
あ
」

と
応
へ
て
女
房
の
顔
を
見
る
と
眼
が
赤
い
。
夏
の
末
こ
ろ
の
電
話
で
、
い
つ
も
の
声
色
な
が
ら
「
食
ひ
物
の
匂

ひ
が
鼻
に
つ
い
て
口
に
入
ら
な
い
ん
だ
」
と
い
つ
て
を
ら
れ
た
の
で
、
私
は
あ
あ
こ
れ
は
覚
悟
し
て
を
ら
れ
る

な
と
感
じ
て
ゐ
た
。
私
の
最
初
の
癌
の
手
術
の
後
、
為
事
が
て
ら
に
嵯
峨
の
自
宅
に
来
ら
れ
た
白
倉
さ
ん
が
、

よ
く
一
緒
に
行
つ
て
ゐ
た
嵐
山
の
鰻
屋
で
、
い
つ
も
少
食
の
白
倉
さ
ん
の
分
ま
で
食
べ
る
私
を
見
て
、「
そ
れ

な
ら
大
丈
夫
だ
よ
」
と
嬉
し
さ
う
に
笑
は
れ
て
ゐ
た
の
を
思
ひ
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
女
房
か
ら
「
主
人
の
意

志
で
家
族
だ
け
で
送
り
ま
す
」
と
い
ふ
奥
様
の
伝
言
を
聞
い
て
、「
白
倉
さ
ん
ら
し
い
な
」
と
思
ひ
つ
つ
、
机

の
前
に
座
り
東
に
向
か
つ
て
た
だ
瞑
目
す
る
だ
け
で
あ
つ
た
。

白
倉
さ
ん
は
日
文
研
に
お
け
る
春
画
艶
本
の
蒐
集
を
、
最
初
か
ら
一
貫
し
て
強
く
支
持
さ
れ
、
最
後
に
入
院

さ
れ
た
去
年
の
春
ま
で
、
実
に
二
十
五
年
間
、
そ
の
資
料
の
調
査
と
選
定
の
相
談
に
常
に
惜
し
み
な
い
ア
ド
バ

イ
ス
を
し
て
く
だ
さ
つ
た
。
そ
の
相
談
は
京
都
と
埼
玉
の
間
な
の
で
、
い
つ
も
ど
ち
ら
か
ら
か
電
話
し
て
長
い

話
と
な
つ
た
。
女
房
が
い
ふ
に
は
、「
家
の
電
話
は
ま
る
で
白
倉
さ
ん
と
の
専
用
回
線
ね
」
と
い
ふ
や
う
な
状

態
で
、
夜
に
電
話
が
鳴
る
と
「
あ
、
白
倉
さ
ん
で
は
」
と
い
ふ
ほ
ど
で
あ
つ
た
。

白
倉
さ
ん
と
知
り
合
つ
た
の
は
私
が
日
文
研
に
入
つ
た
昭
和
六
十
二
年
以
前
、
大
和
文
華
館
の
学
藝
員
時
代
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に
『
蕪
村
画
譜
』
と
い
ふ
本
を
書
い
た
時
の
こ
と
で
、
三
十
数
年
前
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
頃
白
倉
さ
ん
は

独
立
の
編
集
者
で
、
そ
の
本
の
編
集
担
当
で
あ
つ
た
。
春
画
を
介
し
て
白
倉
さ
ん
と
頻
繁
に
連
絡
を
と
る
や
う

に
な
つ
た
の
は
、
日
文
研
に
入
つ
て
す
ぐ
、
Ｇ
社
か
ら
原
寸
無
修
正
の
『
浮
世
絵
秘
蔵
名
品
集
』
全
四
巻
を
出

す
こ
と
に
な
つ
た
時
か
ら
で
あ
つ
た
。
そ
の
時
白
倉
さ
ん
は
全
作
品
の
資
料
蒐
集
と
厳
密
な
色
校
正
を
担
当
さ

れ
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
浮
世
絵
春
画
の
豪
華
で
精
緻
な
複
製
集
を
完
成
さ
れ
た
。

そ
の
何
度
目
か
の
編
集
会
議
の
場
で
、
当
時
学
習
院
大
学
の
Ｋ･

Ｔ
先
生
が
、「
こ
れ
か
ら
は
正
面
か
ら
春
画

の
研
究
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
が
、
現
物
の
作
品
に
あ
た
る
こ
と
は
今
の
日
本
で
は
た
い
へ
ん
難
し
い
。

ど
こ
か
公
の
機
関
で
蒐
集
し
て
、
誰
で
も
実
見
し
て
研
究
で
き
る
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
」
と
お
つ

し
や
つ
た
。
そ
の
場
に
を
ら
れ
た
東
大
の
Ｔ
先
生
、
名
古
屋
大
の
Ｋ･

Ｍ
先
生
、
千
葉
市
美
の
Ａ
さ
ん
も
大
き

く
頷
か
れ
た
が
、「
大
学
や
美
術
館
で
春
画
を
コ
レ
ク
シ
ヨ
ン
す
る
の
は
ま
だ
ま
だ
難
し
い
な
あ
」
と
い
ふ
話

に
や
つ
た
。
そ
こ
で
若
気
の
至
り
と
い
ふ
か
、「
日
文
研
の
資
料
蒐
集
の
一
つ
の
柱
と
し
て
提
案
し
て
み
ま
す
」

と
思
は
ず
私
が
申
し
出
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
即
座
に
破
顔
を
も
つ
て
応
じ
ら
れ
た
の
が
白
倉
さ
ん
で
あ
つ

た
。
家
の
電
話
が
白
倉
さ
ん
と
の
専
用
回
線
の
や
う
に
な
つ
た
の
は
そ
れ
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
頃
の
日
本
で
は
、
春
画
艶
本
は
公
に
は
強
く
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
を
り
、
売
立
目
録
の
み
な
ら
ず
所
蔵
目

録
に
も
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
時
代
で
あ
つ
た
の
で
、
さ
あ
春
画
艶
本
を
蒐
集
す
る
と
い
つ
て
も
、
ま

づ
は
そ
の
方
面
に
目
の
利
く
信
頼
の
で
き
る
古
書
・
古
美
術
商
の
手
助
け
が
な
け
れ
ば
、
安
定
し
た
堅
実
な
蒐

集
は
不
可
能
で
あ
つ
た
。
そ
の
最
初
の
難
関
を
開
い
て
く
だ
さ
つ
た
の
が
、
先
の
『
浮
世
絵
秘
蔵
名
品
集
』
の

た
め
に
資
料
収
集
を
さ
れ
て
ゐ
た
白
倉
さ
ん
で
あ
つ
た
。

さ
て
い
よ
い
よ
春
画
艶
本
の
蒐
集
を
開
始
す
る
に
あ
た
つ
て
、
白
倉
さ
ん
と
相
談
し
て
決
め
た
原
則
は
、

一
、 

浮
世
絵
史
の
各
時
期
に
わ
つ
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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一
、 

数
あ
る
後
摺
改
題
本
や
摸
倣
本
は
避
け
、
様
ざ
ま
な
趣
向
の
劃
期
的
な
資
料
で
あ
る
こ
と
。

一
、 

日
文
研
に
展
示
場
が
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
版
画
版
本
を
主
と
し
て
高
価
な
肉
筆
の
春
画
は
対
象
外
と

す
る
こ
と
。

一
、 

蒐
集
資
料
は
で
き
る
だ
け
早
く
デ
ジ
タ
ル
化
し
、
順
次
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
で
公
開

す
る
こ
と
。

か
う
し
た
意
向
を
誠
実
に
酌
み
取
り
、
東
京
の
み
な
ら
ず
日
本
各
地
の
売
立
て
市
に
も
目
を
配
り
、
時
に
は

優
品
の
出
る
欧
米
の
オ
ー
ク
シ
ヨ
ン
に
ま
で
足
を
運
ん
で
春
画
艶
本
を
取
り
扱
つ
て
い
た
だ
い
た
の
が
、
東
京

の
古
美
術
商
の
Ｓ
氏
で
あ
る
。
Ｓ
氏
と
白
倉
さ
ん
の
間
に
は
商
売
を
超
え
た
深
い
信
頼
関
係
が
あ
り
、
ま
た
お

二
人
と
も
公
の
機
関
で
古
美
術
品
、
そ
れ
も
春
画
を
蒐
集
す
る
際
の
い
ろ
い
ろ
な
難
し
さ
を
よ
く
理
解
さ
れ
て

を
ら
れ
た
。
Ｓ
氏
が
こ
れ
は
と
思
ふ
資
料
を
見
出
さ
れ
る
と
、
ま
づ
白
倉
さ
ん
に
連
絡
さ
れ
、
白
倉
さ
ん
が
実

見
さ
れ
て
判
断
が
つ
か
な
い
と
、
先
の
Ｔ
先
生
や
Ｋ･

Ｍ
先
生
、
Ａ
さ
ん
と
共
に
検
討
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

都
度
、
白
倉
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
り
、
長
い
電
話
と
な
る
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
私
は
年
に
二
度
、
東
京
に
出

て
白
倉
さ
ん
と
現
物
を
見
な
が
ら
最
終
判
断
を
し
、「
近
世
風
俗
資
料
」
と
し
て
購
入
希
望
リ
ス
ト
に
優
先
順

位
を
つ
け
て
、
毎
年
研
究
資
料
委
員
会
に
申
請
を
出
す
と
い
ふ
こ
と
を
二
十
数
年
続
け
て
き
た
の
で
あ
つ
た
。

一
昨
年
秋
に
大
英
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
日
英
交
流
四
百
年
記
念
の
大
春
画
展
に
、
日
文
研
か
ら
相
当
数
の

作
品
を
提
供
で
き
た
時
に
は
、
白
倉
さ
ん
と
長
い
や
う
で
短
か
つ
た
こ
の
二
十
数
年
の
春
画
蒐
集
を
思
ひ
な
が

ら
、
お
互
ひ
に
電
話
口
で
感
無
量
で
あ
つ
た
こ
と
を
思
ひ
出
す
。

白
倉
さ
ん
は
早
く
か
ら
日
本
で
春
画
展
を
開
く
こ
と
を
主
張
し
て
を
ら
れ
、
大
英
博
の
春
画
展
が
日
本
の
美

術
館
博
物
館
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
を
歎
い
て
を
ら
れ
た
。
去
年
春
四
月
、
白
倉
さ
ん
最
後
の
本

『
春
画
と
人
び
と
―
―
描
い
た
人
・
観
た
人
・
広
め
た
人
』
の
後
書
き
に
、
病
床
に
あ
つ
た
白
倉
さ
ん
は
次
の
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や
う
に
記
し
て
を
ら
れ
る
。

春
画
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
春
画
を
特
別
視
し
な
い
こ
と
だ
。
春
画
は
人
間
の
自
然
な
営
み
の
一

つ
、
性
行
為
を
描
い
た
も
の
だ
。
性
行
為
は
別
に
特
別
な
も
の
で
は
な
い
し
、
成
人
男
女
に
と
っ
て
は
自

然
な
営
み
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
タ
ブ
ー
視
す
る
か
ら
、
猥
褻
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
日
本
で

は
、
猥
褻
か
ど
う
か
の
基
準
の
一
つ
に
、
生
殖
器
が
見
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
あ
た
か
も
、
人

間
誰
し
も
が
保
持
し
て
い
る
生
殖
器
が
猥
褻
物
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
れ
に
は
、
西
欧
人
も
大
笑
い
。

判
り
や
す
い
基
準
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
幼
稚
で
愚
劣
で
馬
鹿
々
々
し
い
と
散
々
で
あ
る
。

そ
し
て
十
二
年
前
、
白
倉
さ
ん
と
一
緒
に
企
画
か
ら
参
加
し
た
ヘ
ル
シ
ン
キ
市
美
術
館
で
の
春
画
展
を
回
想

し
な
が
ら
、

（
会
場
で
は
）
幼
い
子
ら
が
は
し
ゃ
ぎ
廻
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
明
る
い
笑
い
だ
け
だ
。
か
つ

て
の
江
戸
も
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
ど
う
し
て
、
い
つ
か
ら
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
？
不
思
議
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
が
白
倉
さ
ん
の
最
後
の
文
で
あ
る
。
私
は
最
後
の
電
話
で
、
今
年
の
秋
に
東
京
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に

な
つ
た
春
画
展
の
こ
と
を
、
そ
の
時
話
し
た
で
あ
ら
う
か
。
後
で
思
ふ
と
、
あ
の
時
の
白
倉
さ
ん
の
声
が
肉
耳

に
あ
り
あ
り
と
残
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
ま
つ
た
く
覚
え
て
ゐ
な
い
。
何
と
も
残
念
で
あ
る
。

 

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）


