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富
士
山
と
ペ
ン
キ
絵
|
三
保
の
松
原
を
め
ぐ
っ
て
|

は
じ
め
に

「
世
界
文
化
遺
産
」
の
名
の
も
と
、
ま
る
で
ブ
ラ
ン
ド
商
品
の

よ
う
に
観
光
化
さ
れ
て
い
く
富
士
山
を
尻
目
に
、
三
保
の
松
原
に

赴
い
た
。
静
岡
市
清
水
区
に
あ
る
二
一
保
の
松
原
は
、
文
化
遺
産
の

構
成
資
産
で
あ
り
な
が
ら
、
富
士
山
か
ら
四
十
五
キ
ロ
も
離
れ
た

飛
び
地
で
あ
る
。
し
か
じ
、
富
士
山
が
「
信
仰
の
対
象
と
芸
術
の

源
泉
」
と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
富
士
山

か
ら
遠
い
か
近
い
か
と
い
う
物
理
的
な
距
離
は
問
題
で
は
な
い
。

「
文
化
」
の
問
題
で
あ
る
。

袴

光

康

田

「
文
化
遺
産
」
と
い
う
言
葉
に
固
執
す
れ
ば
、
今
日
ま
で
の
富

士
山
を
め
ぐ
る
文
化
的
営
為
・
精
神
的
営
為
の
そ
の
全
て
が
富
士

山
の
「
文
化
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
連
綿
と
積
み
重
ね
ら
れ
、
相
互

に
結
び
つ
き
合
い
な
が
ら
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
日
本
各
地
に
残

る
「
富
士
」
の
地
名
か
ら
、
富
士
山
を
透
か
し
た
日
本
国
パ
ス

ポ
ー
ト
に
至
る
ま
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
日
本
は
富
士
山
文
化
に

包
ま
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
明
治
大
学
文
学
部
が
あ
る
駿
河
台
も
、
徳
川
家
康

が
駿
府
で
没
し
た
後
に
旗
本
「
駿
河
衆
」
が
移
り
住
ん
だ
こ
と
に

由
来
す
る
地
名
で
あ
る
が
、
明
治
大
学
の
直
ぐ
脇
に
「
富
士
見

坂
」
の
名
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
富
士
山
を
遠
望
す
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る
ζ
と
が

i

で
き
た
土
地
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
久
保
彦
左
衛

門
ら
駿
河
出
身
の
旗
本
た
ち
は
、
故
郷
を
懐
か
し
み
、
こ
の
地
に

移
り
住
ん
だ
山
の
で
あ
る
う
。
駿
河
台
、
の
地
名
に
は
、
「
駿
河
衆
」

の
富
士
山
へ
の
愛
着
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

神
田
駿
河
台
と
同
様
に
、
富
士
山
の
文
化
は
日
本
出
寸
に
遍
在

し
、
日
本
人
一

λ
ひ
と
力
の
心
の
中
に
息
ぜ
い
て
い
る
。
そ
れ
を

欧
米
の
価
値
基
準
で
線
引
き
す
る
こ
と
は
、
余
計
な
お
世
話
と
い

う
舶
は
な
い
。
そ
う
思
う
の
も
、
そ
こ
に
は
無
意
識
の
う
ち
に

「
日
本
人
」
な
る
も
の
の
ア
イ
デ
ン
テ
テ
ィ
ー
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
文
化
遺
産
」
を
あ
り
難
が

る
前
に
、
富
士
山
を
特
化
し
、
そ
の
文
化
を
文
え
続
け
て
き
た
日

本
人
の
独
自
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
こ
そ
が
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
富
士
山
は
、
日
本
の
思
想
と
文
化
を
映
す
一
つ

の
鏡
で
も
あ
る
。
我
々
は
富
士
山
に
何
を
託
し
て
来
た
の
か
。
こ

こ
で
は
、
三
保
の
松
原
を
通
し
て
そ
の
一
端
を
考
え
て
み
た
い
。

ペ
ン
キ
絵
の
官
士
山

三
保
の
御
穂
神
社
か
ら
松
並
木
の
参
道
を
進
む
と
、
海
に
突
き

当
た
る
。
突
き
当
た
り
の
海
岸
の
松
林
に
、
「
羽
衣
の
松
」
が
枝
句

を
低
く
う
ね
ら
せ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
羽
衣
伝
説
で
天
女
が
羽

衣
を
掛
け
た
松
と
い
う
こ
と
だ
が
、
現
在
は
三
代
目
の
「
羽
衣
の

松
」
が
観
光
客
を
迎
え
て
く
れ
る
。
毎
年
こ
月
に
行
わ
れ
る
御
穂

神
社
の
筒
粥
神
宮
ず
で
は
、
こ
の
松
か
ら
海
に
進
ん
だ
波
釘
ち
際
に

神
離
を
設
け
て
神
迎
え
を
行
う
。
ご
の
「
羽
衣
の
松
」
は
、
本
来

は
海
か
ら
訪
れ
る
常
世
神
の
依
り
代
と
な
る
神
木
で
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
お
り
、
古
代
の
常
世
信
仰
と
外
来
の
神
仙
思
想
と
の
習
合

を
窺
ラ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
松
林
を
抜
け
る
と
、
視
界
に
は
海
が
聞
け
、
左
手
に
延
々

と
続
く
松
林
の
向
こ
う
に
雄
大
な
富
士
山
の
姿
が
見
丸
る
。
周
り

に
遮
る
高
い
山
も
な
く
?
一
人
優
雅
に
裾
野
を
広
げ
た
そ
の
姿
に

は
、
壁
気
楼
か
合
成
映
像
-
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え

る
。
波
打
ち
際
を
歩
き
な
が
ら
、
富
士
に
海
と
松
を
配
し
た
、
こ

の
風
景
を
ど
こ
か
で
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
が
思
い
出
せ
な
い
。

思
い
出
せ
ぬ
ま
ま
三
保
か
ら
帰
っ
た
後
に
、
漸
く
思
い
当
た
っ
た

の
が
、
銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
に
描
か
れ
た
富
士
山
の
風
景
で
あ
っ

た。
平
成
生
ま
れ
の
若
い
世
代
に
は
馴
染
み
が
薄
い
だ
ろ
う
が
、
一

九
八
0
年
代
ま
で
町
内
に
は
必
ず
一
、
一
一
軒
の
銭
湯
と
呼
ば
れ
る

公
衆
浴
場
が
あ
っ
た
。
銭
湯
の
湯
船
の
背
に
は
壁
い
っ
ぱ
い
に
富

古
山
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
絵
の
前
で
湯
船
に
浸
か
っ
た
老
人

が
、
「
あ
l
極
楽
、
極
楽
」
と
肱
く
の
は
日
常
の
光
景
で
あ
っ
た
。
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海
の
な
い
町
で
も
、
富
士
山
の
見
え
な
い
所
で
も
、
ど
こ
に
で
も

描
か
れ
た
銭
湯
の
富
士
山
だ
が
、
あ
の
ペ
ン
キ
絵
に
は
、
確
か
に

緑
の
松
林
と
白
い
砂
浜
が
あ
り
、
青
い
海
の
向
、
つ
に
は
悠
然
と
富

士
山
が
聾
え
て
い
た
。
あ
の
富
士
山
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
来
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

調
べ
て
み
る
と
、
「
者
一
昨
日
宮
島
田
」
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
を

見
出
し
た
。
「
銭
湯
と
聞
く
と
富
士
山
の
壁
絵
を
思
い
浮
か
べ
る

人
は
少
な
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
大
正
元
年
(
一
九
一
二
年
)

に
東
京
神
田
猿
楽
町
に
あ
っ
た
「
キ
カ
イ
湯
」
の
主
人
が
、
画
家

の
川
越
広
四
郎
に
壁
画
を
依
頼
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
こ
れ
が
評

判
と
な
り
、
こ
れ
に
倣
う
銭
湯
が
続
出
し
、
銭
湯
と
い
え
ば
ペ
ン

キ
絵
と
い
う
観
念
を
生
じ
る
に
至
っ
た
」
と
い
う
。
富
士
山
の
ペ

ン
キ
絵
の
元
祖
と
い
わ
れ
る
「
キ
カ
イ
湯
」
は
猿
楽
町
に
あ
っ

た
。
猿
楽
町
は
駿
河
台
に
隣
接
し
て
い
る
。
駿
河
台
に
因
ん
で
富

士
山
を
描
い
た
の
か
、
た
ま
た
ま
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
辺
り
の

事
は
定
か
で
な
い
っ
た
だ
少
な
く
と
も
、
川
越
広
四
郎
(
一
八
八

四
i
一
九
三
三
年
)
は
、
静
岡
県
掛
川
市
の
出
身
で
あ
り
、
彼
が

故
郷
の
富
士
山
を
題
材
に
銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
を
描
い
た
と
い
う
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
三
保
の
松
原
と
富
士
山
の
ペ
ン
キ
絵
を
結
ぶ

微
か
な
接
点
が
浮
か
ん
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

し
か
し
、
事
は
そ
う
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。
三
保
の
松
原
か
ら

は
、
銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
の
よ
う
に
は
富
士
山
を
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
三
保
は
、
清
水
港
を
包
み
込
む
よ
う
に
東
北
に

突
き
出
た
半
島
で
あ
る
。
一
一
一
保
の
松
原
の
正
面
は
、
駿
河
湾
に
面

し
て
伊
豆
半
島
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
富
士
山

は
、
左
手
つ
ま
り
東
北
方
向
に
見
え
る
わ
け
だ
が
、
半
島
の
海
岸

線
の
延
長
線
上
、
も
し
く
は
海
岸
線
と
並
行
す
る
松
林
の
先
に
富

士
山
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

も
と
も
と
一
二
保
は
、
富
士
山
を
眺
め
る
た
め
の
ピ
ュ

1
・
ポ
イ

ン
ト
で
は
な
く
、
富
士
山
を
絵
画
に
描
く
際
の
重
要
な
構
成
要
素

で
あ
っ
た
。
富
士
山
の
絵
画
の
構
図
と
し
て
は
、
画
面
の
上
半
分

に
海
の
向
こ
う
に
聾
え
る
富
士
山
と
、
画
面
の
右
か
ら
中
心
部
に

か
け
て
海
を
遮
る
よ
う
に
横
へ
と
伸
び
た
三
保
半
島
の
松
林
を
配

す
る
こ
点
セ
ッ
ト
の
構
図
、
も
し
く
は
、
更
に
そ
の
手
前
の
左
隅

に
清
見
寺
を
書
き
加
え
た
三
点
セ
ッ
ド
の
構
図
が
伝
統
的
な
型
で

あ
っ
た
。

小
二
田
誠
二
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
伝
統
的
な
富
士
山
の
構
凶
は

明
治
期
の
外
国
向
け
の
カ
レ
ン
ダ
ー
や
ポ
ス
タ
ー
ヵ

l
ド
に
も
根

強
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
三
保
か
ら
富
士
山

を
描
い
た
絵
画
は
殆
ど
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
「
三
保
の
松
原
は

富
士
山
を
見
る
場
所
、
で
は
な
く
、
富
士
山
の
風
景
の
中
心
で
あ

る
」
と
、
そ
の
文
化
的
意
義
を
簡
潔
に
言
い
当
て
て
い
る
。
一
一
点
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セ
ッ
ト
で
あ
れ
、
三
点
セ
ッ
ト
で
あ
れ
、
富
士
山
を
描
く
際
に
は

三
保
の
松
原
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
で
銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
に
話
を
戻
そ
う
。
あ
の
ペ
ン
キ
絵

が
、
三
保
の
松
原
が
ら
見
た
富
士
山
の
風
景
で
は
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
海
の
向
こ
う
に
富
古
山
が
聾
え
る
構
図

は
j

窓
町
期
以
降
の
伝
統
的
な
構
岡
に
近
い
。
た
だ

L
、
伝
統
的

な
富
士
山
の
絵
画
の
構
図
と
は
異
な
り
、
ペ
ン
キ
絵
の
場
合
、
必

ず
し
も
三
保
半
島
を
明
確
に
画
面
に
描
く
こ
と
は
な
い
。
む
し

ろ
、
絵
師
の
自
由
な
裁
量
に
任
さ
れ
た
部
分
が
大
き
い
よ
う
で
あ

る
。
三
保
の
松
原
を
除
い
た
新
た
な
表
現
様
式
の
下
に
、
絵
師
が

思
い
描
く
架
空
の
富
士
山
が
出
現
し
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
絵
画
と
し
て
は
三
保
の
松
原
と
銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
の

聞
に
接
点
が
見
出
せ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し

J

銭
湯
の
架
空
の
ペ
ン
キ
絵
が
、
人
々
を
喜
ば
せ
る
よ
う
な
何
ら
か

の
共
通
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
銭

湯
の
ペ
ン
キ
絵
は
様
々
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
富
士
山
と
海
と
松

が
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
。
そ
の
三
点
の
要
素
が
コ

l
ド
と
し
て

機
能
す
る
こ
と
で
、
三
保
の
松
原
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
が
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
)
三
保
の
松
原
と
銭

湯
の
ペ
ン
キ
絵
を
結
ぶ
連
想
は
、
私
一
大
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
れ
で
は
、
海
と
松
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
寓
士
山
の
イ
メ
ー
ジ

と
は
何
な
の
か
1

そ
れ
は
、
湯
船
に
浸
か
る
至
福
の
時
に
相
応

L
ぃ
、
明
る
く
穏

や
か
な
、
そ
し
て
時
の
流
れ
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
な
不
メ

l
ジ
で

あ
る
。
あ
る
種
の
理
想
郷
の
イ
メ
ー
ジ
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ

う
。
一
一
一
保
を
舞
台
と
し
た
謡
曲
「
羽
衣
」
で
は
、
最
後
に
天
女
が

三
保
の
浜
辺
か
ら
宮
土
山
の
上
空
へ
と
飛
び
去
る
が
A

そ
れ
こ
そ

が
富
士
山
と
一
一
一
保
を
幣
ぐ
手
掛
か
り
で
あ
り
、
理
想
郷
の
イ
メ
ー

ジ
を
解
く
鍵
で
も
あ
る
。
ま
ず
は
パ
そ
の
基
層
を
な
す
古
代
の
富

士
山
の
イ
メ
ー
ジ
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

古
代
の
富
士
山
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む

の

も

と

の

や

ま

と

の

〈

に

の

し

づ

め

と

も

い

ま

す

か

み

か

も

吋
万
葉
集
〕
で
「
日
本
之
一
山
跡
国
乃
'
鎮
十
方
座
祇
可
聞

た

か

ら

主

も

な

れ

る

や

ま

か

も

8
る

が

量

る

ふ

U

申

た

か

ね

は

み

れ

宝
十
方
成
有
山
可
聞
駿
河
有
・
不
尽
能
高
峯
者
難
レ

ど

も

あ

か

ぬ

か

も

見
不
レ
飽
香
聞
」
(
巻
一
一
一
l
l
一
一
一
一
九
番
)
と
詠
ま
れ
た
富
士
山
は
、

既
に
人
世
紀
に
お
い
て
、
単
な
る
一
地
方
の
聖
な
る
山
で
は
な

く
、
日
本
全
体
を
鎮
守
す
る
神
の
山
と
し
て
特
化
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
万
葉
の
富
士
山
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い

r、

上
垣
外
憲
一
は
、
仏
教
の
須
弥
山
の
投
影
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
ひ

の
も
と
の
や
ま
と
の
く
に
の

L
づ
め
」
と
い
う
富
士
山
の
背
後

に
、
超
絶
的
な
須
弥
山
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
重
な
り
を
読
み
取
る
の



で
あ
る
。
宇
宙
の
中
心
で
あ
る
須
弥
山
は
、
-
須
弥
海
と
い
う
海
に

聾
九
立
つ
高
山
だ
が
、
一
方
の
富
士
山
も
周
閥
に
高
い
山
・
を
持
た

な
い
単
独
峰
で
、
近
く
に
は
駿
河
湾
が
あ
り
、
そ
の
地
理
的
条
件

が
須
弥
山
と
類
似
す
る
と
い
う
。

た
だ
し
、
図
像
、
の
須
弥
山
は
実
際
内
富
士
山
と
似
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。
法
隆
寺
の
「
玉
虫
厨
子
」
(
七
世
紀
)
の
須
弥
座
背

面
広
描
か
れ
た
須
弥
山
は
、
キ
ノ
コ
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。
a

そ
の

広
い
山
頂
に
帝
釈
天
宮
が
あ
り
、
枝
の
よ
う
に
伸
、
ひ
た
部
分
に
は

四
天
王
の
宮
が
あ
る
。
根
元
の
海
の
部
分
に
は
海
龍
王
宮
ら
し
き

も
の
ぢ
描
か
れ
ず
十
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
須
弥
山
の
土
空
に
烏

に
乗
っ
で
飛
行
す
る
仙
人
，
ら
し
き
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
当
時
の
須
弥
山
は
、
仏
教
的
世
界
観
に
基
づ
丸
だ
け
で
な

え
、
神
仙
思
想
と
も
混
滑
し
た
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
見

ら
れ
る
。
実
際
、
こ
の
須
弥
山
の
図
は
、
国
立
博
物
館
蔵
「
蓬
莱

山
蒔
絵
袈
裟
箱
」
(
十
二
世
紀
)
に
描
か
れ
た
、
大
亀
の
甲
羅
に

乗
っ
て
海
上
に
浮
か
ぶ
、
や
や
頭
で
っ
か
ち
な
蓬
莱
山
の
閣
と
も

よ
く
似
て
い
る
。
!
問
題
は
、
~
須
弥
山
や
蓬
莱
山
の
ず
ん
ぐ
り
L
た

キ
ノ
コ
の
よ
う
な
山
の
イ
メ
ー
ジ
が
富
士
山
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
守
'

『
伊
勢
物
語
』
の
第
九
段
「
東
下
り
」
に
は
次
の
よ
、
?
な
富
士

山
の
記
述
が
あ
る
。

さ
っ
き

富
士
の
山
を
見
れ
ば
、
五
月
の
つ
ど
も
り
に
、
雪
い
と
白
う

ふ
れ
り
i

ね

か

叩

こ

時
し
ら
ぬ
山
は
富
士
の
嶺
い
っ
と
て
か
鹿
子
ま
だ
ら
に
雪

r
，
の
ふ
る
ら
む
・

。

え

は

た

ち

そ
の
山
は
、
」
と
こ
に
た
と
へ
ば
]
比
叡
の
山
を
二
十
ば
か
り

重
ね
あ
げ
た
ら
む
ほ
ど
じ
だ
、

h

な
り
は
塩
尻
の
や
う
に
な
む

あ
り
け
る
。

(
日
本
古
典
文
学
全
集
吋
伊
勢
物
語
」
一
四
一

1
一
四
二
頁
}

「
時
し
ら
ぬ
」
山
、
「
比
叡
の
山
を
二
十
ば
か
り
重
ね
」
た
山
、

都
人
に
と
っ
で
富
士
山
は
想
像
を
絶
し
た
、
あ
り
得
な
い
よ
う
な

山
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
ど
で
古
来
、
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の

は
「
塩
尻
」
の
意
味
だ
が
、
‘
「
塩
田
で
、
塩
分
を
付
着
さ
せ
た
砂

を
集
め
て
、
円
錐
形
に
高
く
積
み
上
げ
た
も
の
」
(
片
桐
洋
一
『
伊

勢
物
語
全
読
解
』
入
九
頁
)
と
い
う
よ
う
な
、
た
だ
の
円
錐
形
の

意
味
で
は
当
た
り
前
過
ぎ
て
、
異
常
な
山
と
し
て
富
市
中
山
を
誇
張

す
る
『
伊
勢
物
語
』
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
も
の
足
り
な
い
感
も

あ
る
。
本
間
美
術
館
蔵
伝
民
部
卿
局
筆
本
(
塗
龍
本
)
に
は
次
の

よ
ラ
な
異
文
が
伝
わ
る
。

こ
の
山
は
う
ゑ
は
ひ
ろ
く
、
し
も
は
せ
ば
く
て
、
，
お
ほ
か
さ

の
や
、
ヴ
に
な
む
あ
り
け
る
。
高
は
ひ
ゑ
の
山
を
は
た
ち
ば
か

り
か
さ
ね
あ
げ
た
ら
む
や
う
な
む
あ
り
け
る
。
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(
片
欄
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
八
人

1
八
九
頁
)

「
上
は
広
く
、
下
は
狭
く
て
」
、
「
大
傘
」
の
よ
う
な
山
な
ど
、

現
実
に
は
あ
り
得
な
い
。
「
塩
尻
の
や
う
に
」
'
の
本
文
よ
り
も
更

に
意
味
が
通
じ
難
い
の
だ
が
、
「
大
傘
」
を
キ
ノ
コ
形
と
解
す
れ

ば
、
前
述
の
須
弥
山
や
蓬
莱
山
の
図
像
と
は
類
似
す
る
。
こ
の
異

文
に
神
仙
思
想
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
の
は
竹
谷
靭
負
氏
で
あ

る
。
同
氏
に
よ
る
と
、
方
丈
・
議
莱
・
旗
洲
の
三
神
山
は
、
「
此

の
三
山
、
上
は
廉
く
中
は
狭
く
下
は
方
た
り
。
」
〔
『
王
子
年
拾
遺

記
』
巻
ニ
と
、
ま
た
昆
掃
山
は
、
「
形
は
傭
盆
の
如
く
、
下
は

狭
く
上
は
贋
し
。
故
に
昆
掃
と
臼
ふ
。
」
(
『
水
経
河
水
住
』
巻
一

所
収
「
東
方
期
十
洲
記
』
)
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
塗
龍
本
の
奇

妙
な
寓
士
山
の
記
述
も
三
神
山
や
昆
掃
山
の
記
述
に
倣
っ
た
表
現

で
あ
る
と
い
う
。
同
氏
は
、
更
に
、
十
三
世
記
末
製
作
の
吋
伊
勢

物
語
絵
巻
』
(
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
)
や
、
塗
簡
本
本

文
を
碁
に
し
た
と
思
わ
れ
る
『
異
本
伊
勢
物
語
絵
巻
』
(
東
京
国

立
博
物
館
蔵
)
の
富
士
山
が
実
際
に
垂
直
に
近
い
急
斜
面
で
描
か

れ
て
お
り
、
「
上
は
広
く
、
下
は
狭
い
」
富
士
山
の
イ
メ
ー
ジ
に

近
い
と
も
指
摘
す
る
。

『
伊
勢
物
語
絵
巻
」
に
限
ら
ず
、
延
久
元
年
(
一

O
六
九
)
作

成
の
『
聖
徳
太
子
絵
伝
』
白
(
東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
や
鎌
倉
末
期

の
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
』
(
真
光
寺
蔵
)
な
ど
の
古
い
時
代
に
描

か
れ
た
富
士
山
は
、
急
斜
面
で
バ
ケ
ツ
を
伏
せ
た
よ
う
な
ず
ん
ぐ

り
し
た
形
状
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
確
か
に
室
町
以
降
の
富
士
山

の
閲
像
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
い
絵
巻
の
富

士
山
も
、
や
は
り
裾
野
は
若
干
広
く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
形
状

が
「
お
ほ
か
さ
の
や
う
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
成
瀬
不
二
夫
氏

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ー
唐
代
の
山
水
画
の
影
響
も
認
め
ら
れ
て
お

り
、
図
像
的
に
は
須
弥
山
や
蓬
莱
山
の
影
響
を
俄
か
に
は
判
断
し

難
い
。
た
だ
し
、
塗
龍
本
の
本
文
が
三
神
山
や
昆
掃
山
の
特
徴
を

踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
富
士
山
を
三
神
山
の
よ
う

な
神
仙
境
に
震
ね
る
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

官
士
山
と
神
仙
境
の
結
び
つ
き
を
示
唆
す
る
の
は
、
『
竹
取
物

語
」
も
同
様
で
あ
る
。
「
駿
河
の
国
に
あ
る
な
る
山
な
む
、
こ
の

都
に
も
近
く
、
天
も
近
く
は
べ
る
」
と
語
ら
れ
た
富
士
山
は
、
唐

突
に
物
語
の
最
後
の
舞
台
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
。
勅
使
が
山
頂

で
「
御
文
、
不
死
の
薬
の
置
な
ら
べ
て
、
火
を
つ
け
て
燃
や
す
」

と
い
う
行
為
を
す
る
が
、
そ
れ
は
何
や
ら
道
教
的
儀
式
を
想
起
さ

せ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
不
死
の
薬
の
壷
」
も
不
老
不
死
の
蓬

畳
(
蓬
莱
)
の
隠
聡
の
よ
う
で
あ
る
。
尤
も
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」

に
つ
い
て
は
別
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
蓬
莱
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
「
不
死
の
薬
」
に
相
応
し
い
、
蓬
莱
の
よ
う
な
神
仙
境
と
し

て
富
士
山
は
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
山
の
名
も
、
当
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つ
わ
も
の

然
、
「
不
死
」
、
「
不
尽
」
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
「
士
ど
も
あ
ま
た

具
し
て
山
に
の
ぼ
り
け
る
よ
り
な
む
、
そ
の
山
を
「
ふ
じ
の
山
」

と
は
名
づ
け
け
る
。
」
と
、
地
名
の
由
来
を
ず
ら
し
て
見
せ
た
の

は
物
語
作
者
の
機
智
で
あ
る
。

『
竹
取
物
語
』
の
不
死
山
と
不
死
の
薬
の
関
係
は
、
間
接
的
に

蓬
莱
の
よ
う
な
神
仙
境
の
イ
メ
ー
ジ
に
通
じ
る
が
、
そ
れ
を
よ
り

直
接
的
に
記
し
て
い
る
の
が
、
都
良
香
(
八
三
四
j
八
七
九
)
の

汁
富
士
山
記
」
(
(
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
一
一
所
収
)
で
あ
る
。
貞
観
十

七
年
(
入
七
五
)
の
記
事
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
良
香
の
晩
年

の
作
と
見
ら
れ
る
が
、
頂
上
や
火
口
に
関
し
て
実
見
し
た
よ
う
な

具
体
的
な
記
述
が
あ
り
、
良
香
は
当
地
か
ら
の
報
告
書
の
よ
う
な

も
の
を
資
料
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

承
和
年
中
、
従
一
一
山
峰
-
落
来
珠
玉
、
玉
有
=
小
孔
一
。
諜
是

仙
簾
之
貫
珠
也
。
又
貞
観
十
七
年
十
一
月
五
日
、
吏
民
仰
レ

奮
致
レ
祭
。
日
加
レ
午
天
甚
美
晴
。
仰
観
一
一
山
峰
二
有
二
白
衣

美
女
二
人
六
豊
一
一
舞
山
崩
土
-
。
去
レ
顕
一
尺
徐
。
土
人
共

見。(
新
編
日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
二
「
富
士

山
記
L

三
三
三
頁
)

承
和
年
間
k

(

八
三
四

1
八
四
七
)
と
貞
観
十
七
年
(
八
七
五
)

の
出
来
事
と
さ
れ
る
記
事
は
、
共
に
良
香
の
生
ま
れ
た
後
の
こ
左

で
あ
り
、
伝
承
と
い
う
よ
り
も
、
地
元
の
人
々
の
体
験
談
に
近
い

で
あ
ろ
う
。
小
さ
な
孔
の
聞
い
た
珠
玉
と
い
い
、
山
頂
で
舞
っ
て

い
た
二
人
の
美
女
と
い
い
1

こ
れ
ら
の
共
同
幻
想
と
烹
え
て
い
る

の
は
、
神
仙
境
と
し
て
の
富
士
山
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
山
頂
に
仙

宮
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
天
女
が
舞
っ
て
い
る
と
い
う
一
蓬
莱
山
や
昆

嵩
山
と
同
じ
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
富
士
山
に
も
重
ね
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
『
竹
取
物
語
』
や
塗
龍
本
『
伊
勢
物
語
』
に
も
、

こ
う
し
た
富
士
山
の
遼
莱
山
的
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
じ
て
興
味
深
い
の
は
、
中
国
五
代
の
後
周
の

僧
、
義
楚
の
著
作
『
義
楚
六
帖
』
の
中
で
日
本
の
富
士
山
が
蓬
莱

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
ー
こ
と
で
あ
る
。

日
本
国
。
亦
は
倭
国
と
名
づ
く
。
東
海
の
中
。
秦
の
時
、
ー
徐

福
五
百
の
童
男
五
百
の
童
女
を
将
て
此
の
固
に
止
ま
る
o

-
今
、
人
物
一
に
長
安
の
如
し
。
額
徳
五
年
、
歳
戊
午
に
在
り

て
、
日
本
国
停
稔
伽
大
教
弘
順
大
師
賜
紫
寛
輔
と
い
ふ
有
り

て
又
云
ふ
。
本
国
都
城
の
南
百
徐
恩
に
金
峯
山
有
り
。
頂
上

に
金
剛
蔵
王
菩
薩
有
り
。
第
一
の
霊
異
な
り
。
(
中
略
)
又

東
北
千
飴
里
に
山
有
り
。
富
士
と
名
づ
く
。
亦
は
蓬
莱
と
名

づ
く
。
其
の
山
峻
に
し
て
三
面
は
是
れ
海
な
り
。
一
采
上
に

聾
え
頂
に
火
煙
有
り
。
日
中
に
上
よ
り
諸
の
賓
流
れ
下
る
有

り
て
、
夜
は
即
ち
却
り
上
る
。
常
に
音
楽
を
聞
く
。
徐
福
此
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、
に
止
ま
り
て
蓬
莱
と
謂
ふ
。
今
に
至
て
子
孫
皆
秦
氏
と
目

、
ふ
。
(
原
漢
文
)

(
牧
田
諦
亮
校
閲
・
山
路
芳
範
編
集
『
義
楚
六
帖
』
巻
二
十

一
「
国
城
州
市
部
」
四
五
九
頁
)

こ
こ
で
は
、
秦
の
徐
福
が
辿
り
つ
い
た
の
が
日
本
で
あ
る
と
説

か
れ
て
い
る
。
徐
福
一
行
が
最
終
的
に
留
ま
っ
た
の
は
、
都
か
ら

来
北
に
千
館
里
離
れ
た
高
士
の
地
で
、
そ
れ
故
、
富
士
の
山
を
蓬

莱
と
も
呼
ぴ
、
今
に
残
る
徐
福
の
子
孫
は
み
な
秦
氏
-
を
名
乗
っ
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
顕
徳
五
年
f

(

九
五
人
)
に
日

本
僧
寛
輔
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が

事
実
で
あ
れ
ば
、
寛
輔
は
、
興
福
寺
の
寛
建
の
従
僧
と
し
て
渡
海

し
た
延
長
五
年
(
九
二
七
)
以
前
に
、
、
既
に
そ
の
よ
う
な
伝
承
を

耳
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
よ
り
五
O
年
ほ
ど
遡
る
前
述

の
都
良
香
「
富
士
山
記
」
に
は
、
と
の
伝
承
に
全
く
触
れ
る
と
こ

ろ
が
・
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
富
士
山
記
」
が
記
さ
れ
た
後
の

五
O
年
の
聞
に
、
富
士
山
は
徐
福
伝
承
と
結
び
つ
い
た
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
b

じ
か
し
な
が
ら
、
そ
の
五
O
年
の
聞
に
富
士
山
と
徐
福
や
蓬
莱

を
結
び
つ
け
た
文
献
資
料
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
平
安
・
鎌
倉
期
を
通
じ
て
も
見
当
た
ら
な
い
。
日
本
国

内
の
文
献
で
富
士
山
を
蓬
莱
と
明
記
し
た
の
は
、
「
或
記
云
此
山

モ

ト

ム

ヲ

叩

ハ
蓬
莱
也
。
昔
漢
朝
ノ
方
士
此
山
ニ
来
テ
求
一
一
不
死
薬
一
尖
」
と

記
し
た
、
一
三
六
六
年
成
立
の
『
調
林
采
葉
抄
』
が
早
い
例
と
見

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
文
献
上
は
、
十
世
紀
以

降
、
実
に
四
O
O年
も
の
問
、
日
本
国
内
に
お
い
て
は
寛
輔
の
言

葉
を
裏
付
け
る
'
も
の
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
北
宋
で
は
欧
陽
修
(
一

O
O
七
1
一
O
七

二
)
の
「
日
本
刀
歌
」
に
、
「
其
先
徐
福
詐
秦
民
採
薬
沌
留
卯

童
老
・
百
工
五
種
典
之
活
至
今
器
玩
骨
精
巧
」
(
『
欧
陽
修
全
集
』

居
士
外
集
巻
四
)
と
い
う
一
節
が
見
え
る
よ
う
に
、
徐
福
が
百
工

を
率
い
て
日
本
に
留
ま
っ
た
と
い
う
認
識
が
早
い
段
階
か
ら
あ
っ

た
。
こ
こ
に
富
士
山
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
恐
ら
く
「
義
楚
六

帖
』
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
徐
福
来
日
説
は
日
本
本
国
よ
り

も
宋
に
お
い
て
早
く
に
広
ま
っ
て
い
た
之
と
に
な
る
。
こ
う
し
た

こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
富
士
山
H

蓮
莱
説
は
、
白
『
義
楚
六
帖
」
を

通
し
て
逆
輸
入
さ
れ
る
形
で
中
世
の
日
本
に
流
布
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
発
端
は
、
あ
く
ま
で
も
寛
輔
の
言
葉
に
あ
っ

た
。
「
富
士
山
記
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
九
世
紀
に
は
既
に
富
士

山
は
神
仙
境
と

L
て
認
識
さ
れ
で
お
り
、
そ
の
神
仙
的
富
士
山
の

神
秘
性
を
宋
人
に
説
明
す
る
に
際
し
て
蓬
莱
山
に
准
え
る
こ
と
は

十
分
に
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
密
教
系
の
山
岳
修
行
を
通
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し
て
、
寛
輔
が
徐
楕
や
秦
氏
と
結
び
つ
い
た
官
士
山
の
在
地
伝
承

に
触
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
「
富
士
山
記
」
な
ど
の

中
央
の
文
献
に
残
っ
て
は
い
な
く
て
も
、
早
く
か
ら
神
仙
思
想
の

影
響
を
受
け
て
い
た
在
地
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
富
士
山
そ
蓬
莱

と
目
す
る
こ
と
は
決
し
て
突
飛
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
富
士
山

が
蓬
莱
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
福
伝
承
や
秦
氏
の

始
祖
伝
承
ま
で
が
富
士
山
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

駿
河
に
は
そ
れ
を
引
き
寄
せ
根
付
か
せ
る
だ
け
の
信
仰
的
基
盤
が

あ
っ
た
も
の
と
考
文
ら
れ
る
。

有
度
山
か
ら
三
保
ヘ

『
義
楚
六
帖
』
に
は
、
寛
輔
の
談
と
し
て
徐
植
の
子
孫
が
秦
氏

と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
秦
氏
と
駿
河
の
関
係
で
想
起
さ

れ
る
の
は
、
『
日
本
書
記
』
皇
極
天
皇
三
。
年
(
六
四
四
)
条
に
見

え
る
常
世
虫
事
件
で
あ
る
。

ふ

み

づ

き

あ

づ

ま

と

〈

ふ

じ

の

か

わ

措

と

り

お

日

ふ

ベ

の

お

ほ

む

L

秋
七
月
に
、
東
国
の
不
壷
河
の
辺
の
人
大
生
部
多
、
ー
晶

祭
る
こ
と
を
村
旦
の
人
民
勧
め
て
日
は
く
、
「
此
は
常
世
の

ひ

と

と

み

い

の

ち

い

た

神
な
り
。
此
の
神
を
祭
る
者
は
、
富
と
寿
と
を
致
す
。
」
と

い
ふ
。

(
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
下
・
巻
二
十
四
・
二

五
人
頁
)

官
士
川
の
流
域
は
、
富
士
山
の
麓
で
あ
る
。
そ
の
地
で
流
行
し

た
常
世
虫
の
信
仰
は
、
道
教
的
祭
把
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、

地
元
の
亙
硯
も
協
力
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
富
と
寿
と

を
致
す
」
の
背
景
に
は
、
道
教
的
現
世
利
益
だ
け
で
な
く
、
在
地

的
な
常
世
信
仰
も
混
在
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
蚕
に
似

た
常
世
虫
と
は
来
訪
神
た
る
祖
霊
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
は

渡
来
系
の
養
蚕
業
者
の
道
教
的
呪
術
と
在
地
の
農
耕
民
の
常
世
信

仰
が
融
合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
道
教
や
神
仙
思

親
な
ど
の
大
陸
文
化
が
早
く
に
こ
の
地
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
と
共
に
、
元
来
こ
の
地
域
が
常
世
信
仰
の
盛
ん
な
地
で
あ
っ

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

司
日
本
書
紀
」
は
、
こ
の
常
世
虫
の
信
仰
を
一
掃
し
た
の
が
秦

河
勝
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
秦
河
勝
は
1

い
わ
ば
新
た
な
仏

教
勢
力
の
代
表
者
と
し
て
捕
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
実
際
に
秦

氏
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
寺
院
が
か
つ
て
久
能
山
に
あ
っ
た
。
久
能

山
は
、
静
岡
市
と
旧
清
水
市
の
間
に
あ
る
有
度
山
の
南
端
で
、
崖

下
に
は
太
平
洋
の
海
が
広
が
る
景
勝
の
地
で
あ
る
。
現
在
は
、
徳

川
家
康
を
租
る
久
能
山
東
照
宮
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
こ

こ
に
は
補
陀
落
山
久
能
寺
が
あ
っ
た
。
そ
の
久
能
寺
を
創
建
し
た

の
が
、
秦
河
勝
の
二
男
秦
尊
良
の
弟
も
し
く
は
息
子
と
さ
れ
る
秦
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久
能
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

秦
氏
が
、
険
し
い
久
能
山
の
山
頂
に
あ
え
て
寺
院
を
建
立
し
た

の
は
、
と
こ
が
本
来
は
常
世
信
仰
の
拠
点
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
山
号
の
「
補
陀
落
山
」
は
、
南
方
の
観
音
浄
土
で
あ
る
補
陀

落
へ
の
信
仰
を
示
し
て
い
る
が
、
補
陀
落
と
は
海
上
浄
土
に
他
な

ら
な
い
。
海
の
彼
方
の
常
世
に
対
す
る
信
仰
が
盛
ん
な
地
域
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
が
基
維
と
な
っ
て
補
陀
落
信
仰
へ
と
展
開
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
補
陀
落
渡
海
で
知
ら
れ
る
那
智
勝
浦
の
補
陀

落
山
寺
も
、
本
来
は
常
世
信
仰
の
盛
ん
な
圭
地
で
あ
っ
た
も
の
が

補
陀
落
信
仰
へ
と
変
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
様
の
こ
と
が

久
能
寺
に
つ
い
て
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
久
能
山
の
麓
の
海
岸
一
帯
を
有
度
浜
と
呼
ん
だ
が
、
東
遊

の
駿
河
舞
で
は
有
度
浜
を
こ
う
歌
っ
た
。

う

ど

は

ま

や
有
度
演
に
駿
河
な
る
有
度
演
じ
打
ち
寄
す
る
浪

な

な

く

さ

い

も

は
七
草
の
妹
こ
と
こ
そ
良
し
こ
と
こ
そ
良
し
七
草

あ

ね

の
妹
は
こ
と
と
そ
良
し
逢
へ
る
時
い
ざ
さ
は
寝
な

む
や
七
草
の
妹
こ
と
こ
そ
良
し

(
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
」
「
駿
河
舞
」
四
二
三

頁
)

一
見
、
恋
歌
の
よ
う
で
あ
る
が
、
野
本
貫
一
氏
に
よ
れ
ば
、

ζ

れ
は
、
古
代
の
有
度
浜
で
棋
を
す
る
乙
女
ら
の
姿
を
唄
っ
た
も
の

で
あ
る
と
言
う
。
「
七
草
の
妹
」
と
呼
ば
れ
た
乙
女
た
ち
は
、
久

能
山
で
忌
み
龍
り
し
、
そ
れ
か
ら
有
度
浜
に
下
り
て
藤
を
す
る
。

打
ち
寄
せ
る
波
で
そ
の
身
を
清
め
、
常
世
か
ら
の
神
を
迎
え
る
た

め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
駿
河
舞
は
海
辺
で
棋
を
し
て
神
の
嫁
と
な

る
神
女
た
ち
の
姿
を
歌
っ
た
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
。

刊
と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
「
駿
河
舞
」
に
は
全
く
別
な

イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
た
。

有
度
浜
に
あ
ま
の
羽
衣
む
か
し
来
て
ふ
り
け
ん
袖
や
け
ふ
の

祝
子
(
一
一
七
二
)

(
新
編
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
二
十
雑

六
三
八
一
頁
)

こ
の
能
因
法
師
(
九
八
八

1
↓
0
五
O
)
の
-
歌
は
、
長
暦
一
一
一
年

(一

O
三
九
)
頃
に
伊
予
で
東
遊
を
見
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
舞

手
の
「
祝
子
」
(
亙
女
)
は
、
「
七
草
の
妹
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重

な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
あ
ま
の
羽
衣
」
を
着
た
天
女
に
見
立
て
ら

J

れ
て
い
る
。
ぞ
れ
は
、
「
む
か
し
来
て
」
と
あ
る
よ
う
に
有
度
浜

の
天
女
伝
承
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
-
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
『
袖

中
抄
』
(
一
一
八
五

i
一
一
九

O
成
立
)
は
次
の
よ
う
な
注
を
付

し
て
い
る
。

1

1

ー

顕
附
云
、
昔
駿
河
園
の
う
ど
は
ま
に
神
女
の
あ
ま
く
だ
り
て

舞
し
を
野
望
の
ま
な
び
っ
た
へ
て
舞
を
今
は
す
る
が
舞
と
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て
、
あ
づ
ま
あ
そ
び
に
す
る
は
是
也
。

(
「
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
2
「
袖
中
抄
」
第
二
十
巻
「
う
ど

は
ま
」
三
三
人
頁
)

有
度
浜
に
神
女
が
天
下
り
、
神
女
の
舞
を
史
が
学
び
伝
え
た
と

い
う
駿
河
舞
の
起
源
伝
承
で
あ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
『
海
道
記
』

(
一
二
二
三
成
立
)
に
は
、
も
う
少
し
詳
し
く
書
き
と
め
ら
れ
て

い
る
。

苫

陪

ん

て

ん

め

ん

宇
度
浜
ノ
五
品
ハ
、
天
面
ヲ
地
ニ
伝
テ
舞
楽
ヲ
此
浜
ニ
学
べ

た

い

ふ

て

ん

に

ん

リ
。
昔
稲
荷
大
夫
ト
云
者
、
天
人
ノ
浜
松
ノ
下
ニ
楽
ヲ
調
テ

ひ
と

舞
ケ
ル
ヲ
見
テ
学
ピ
舞
ケ
リ
。
天
λ
人
ノ
見
ヲ
ミ
テ
、
鳥
ノ

め
ん
ぎ
や
う

如
ク
飛
テ
雲
ニ
隠
ケ
リ
。
其
跡
ヲ
見
ケ
レ
パ
一
ノ
面
形
ヲ

落
セ
リ
。
大
夫
是
ヲ
取
テ
寺
1

ノ
宝
物
ト
ス
。
其
ヨ
リ
寺
ニ
舞

楽
ヲ
調
テ
法
会
ヲ
始
行
ス
。
ソ
ノ
大
夫
ガ
子
孫
ヲ
舞
人
ノ
氏

ト
ス
。

(
新
編
日
本
古
典
文
学
大
系
町
中
世
日
記
紀
行
集
』
「
海
道
記
」

九
五

1
九
六
頁
)

「
字
度
浜
ノ
五
品
」
と
は
稲
荷
大
夫
と
同
一
人
物
で
、
前
掲

『
袖
中
抄
』
の
「
悶
又
」
に
相
当
す
る
。
稲
荷
大
夫
は
、
天
か
ら
も

舞
い
降
り
た
天
人
が
『
「
浜
松
ノ
下
L

で
舞
う
姿
を
見
て
学
ん
だ
と

い
う
が
、
大
夫
に
気
付
い
て
支
人
が
飛
び
去
っ
た
と
こ
ろ
を
見
れ

ば
、
そ
れ
が
覗
き
見
、
盗
み
見
の
類
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
天
人
が
飛
び
去
っ
た
跡
に
は
、
一
つ
の
お
面
が
落
ち
て
い

て
、
こ
れ
を
寺
の
宝
に
し
た
と
い
う
。
そ
の
寺
こ
そ
、
前
述
の
久

能
寺
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
伝
承
が
駿
河
舞
や
稲
荷
大
夫
の
起
源

開
的
性
格
を
持
っ
と
と
か
ら
、
芸
能
の
家
筋
と
な
っ
た
秦
氏
が
引

き
寄
せ
ら
れ
、
終
に
は
前
述
の
よ
う
な
久
能
寺
の
秦
氏
創
建
説
ま

で
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
古
代
の
有
度
浜
で
「
打
ち
寄
す
る

波」
J

に
棋
を
し
て
い
た
「
七
草
の
妹
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
「
浜
松

ノ
下
ニ
楽
ヲ
調
テ
舞
ケ
ル
」
天
人
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
貌
を
遂
げ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
駿
河
舞
」
は
、
本
来
、
常
世
信
仰
と
密

接
に
関
係
し
て
い
た
と
考
え
も
れ
、
実
際
に
有
虞
浜
で
常
世
の
神

を
迎
え
る
た
め
に
舞
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
が
、
能
因
法
師
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
安
中
期
以

降
、
有
度
浜
に
天
下
っ
た
天
女
が
伝
え
た
舞
と
し
て
伝
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
吉
野
の
五
節
舞
の
起
源
曹
と
の
類

似
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
富
士
山
を
神
仙
境
と
見
倣
す
神
仙
思

想
、
特
に
「
白
衣
の
美
女
二
人
有
て
、
山
崩
の
上
に
聾
ぴ
舞
ふ
」

(
前
掲
「
富
士
山
記
」
)
と
い
う
天
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
影
響

し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

常
世
と
蓬
莱
が
早
く
か
ら
互
換
可
能
な
概
念
と
し
て
結
び
つ
い

て
い
た
こ
と
は
、
浦
島
太
郎
の
伝
承
を
見
て
も
明
ら
で
あ
る
。
富
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古
山
も
、
古
来
什
聖
な
る
山
ど
じ
て
異
界
と
目
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
が
常
世
の
観
念
と
同
一
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な

い
。
し
か
し
、
富
士
曲
が
神
仙
境
と
し
て
目
さ
れ
る
こ
と
で
蓬
莱

の
イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
い
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
寛
輔
が

語
。
っ
た
よ
う
に
n
十
世
紀
中
葉
に
は
天
女
の
舞
う
富
士
山
の
イ

メ
ー
ジ
が
蓬
莱
山
と
も
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
有
度

浜
の
人
々
に
と
e

っ
て
、
常
世
は
海
の
彼
方
だ
け
で
な
く
1

眼
前
の

富
士
山
も
ま
た
常
世
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
か
つ
て
海
の
彼
方

か
ら
訪
れ
た
神
は
、
富
士
山
の
諜
え
る
天
空
か
ら
天
女
と
し
て
士
何

度
浜
に
降
り
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
-
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
‘
天
女

が
舞
い
降
り
た
の
は
「
浜
松
ノ
下
」
ー
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
噌
る
と
こ

ろ
に
、
海
か
ら
訪
れ
た
常
世
神
の
遠
い
記
憶
が
残
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

天
女
の
伝
承
と
し
て
は
三
保
の
羽
衣
伝
承
が
有
名
で
あ
石
が
、

有
度
浜
の
天
女
伝
承
の
方
が
文
献
的
に
は
先
行
す
る
。
三
保
の
羽

衣
伝
承
が
、
い
つ
頃
か

-b語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
定
か

で
な
い
が
、
・
有
度
棋
の
伝
承
が
忘
れ
ら
れ
る
ほ
ど
決
定
的
な
役
割

を
果
た
し
た
の
が
、
謡
曲
ぃ
「
羽
衣
」
、
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
そ
の
中
に
「
東
遊
の
駿
河
舞
、
こ
の
時
や
始
め
な
る
ら
ん
」

と
あ
る
よ
う
に
、
「
羽
衣
」
ー
が
有
度
浜
の
天
女
伝
承
を
ヅ
レ
テ
キ

ス
ト
と
し
て
踏
ま
え
で
山
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

舞
台
は
三
保
の
松
原
、
長
閑
な
春
の
風
景
の
中
を
白
竜
と
い
う

漁
師
が
清
見
潟
か
白
コ
一
保
へ
邑
舟
を
漕
い
で
ゆ
く
。

f

わ
れ
三
保
の
松
原
に
上
が
り
、
浦
の
気
色
を
眺
む
る
と
こ

ろ
、
虚
空
に
花
降
り
音
楽
聞
こ
え
、
霊
香
四
方
に
薫
ず
1

こ

れ
只
事
と
思
は
ぬ
・
と
こ
ろ
、
と
れ
な
る
松
に
美
じ
き
衣
掛
か

れ
り
。
寄
り
て
見
れ
ば
色
香
妙
に
じ
て
常
の
衣
に
あ
ら
ず
、

い
か
さ
ま
取
り
て
帰
り
古
き
人
民
も
見
せ
、
、
家
の
宝
と
な
さ

ば
や
と
存
じ
侯
oF

同

.

4

1

』

1

1

、
(
日
本
ー
古
典
支
学
大
系
町
謡
曲
』
下
「
羽
衣
」
一
一
一
一
一
六

i
一一一

'
J二
七
頁
)

天
の
羽
衣
の
発
見
と
略
奪
で
あ
る
が
、
こ
の
辺
吸
は
)
『
近
江

国
風
土
記
』
「
伊
香
小
江
」
や
『
丹
後
間
風
土
記
』
「
奈
具
杜
」
な

ど
の
羽
衣
伝
承
の
パ
タ
ー
ン
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
現
に
、

「
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
震
立
、
つ
雲
路
惑
ひ
て
行
く
へ
知
ら
ず

も
」
と
、
『
丹
後
国
風
土
記
同
の
天
女
の
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
寸
前
半
部
は
『
風
土
記
』
の
羽
衣
伝
承
を
碁
に
作
ら
れ

た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
一

h

つ
異
な
る
の
は
?
羽
衣
を
掛
け
た

「
松
」
ー
が
語
・
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

0
1

両
『
風
土
記
』
と
も
羽
衣
を

霞
ー
い
た
場
所
を
具
体
的
に
記
し
で
は
お
ら
ず
、
「
松
』
は
い
「
羽
衣
」

の
独
自
性
で
あ
る
が
、
こ
の
有
松
」
が
、
本
来
は
海
か
ら
来
る
常

世
神
の
癌
伐
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
有
度
浜
の
伝
承
'
と
三
保
の
松
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原
を
繋
ぐ
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で

も
な
い
。
後
半
は
、
天
女
の
求
め
に
応
じ
て
羽
衣
を
返
す
と
い
う

意
外
な
展
開
を
み
せ
る
。
羽
衣
と
引
き
換
え
に
天
女
は
舞
を
見
せ

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
舞
が
駿
河
舞
の
起
源
と
な
る
。
そ
し

て
、
舞
い
を
終
え
た
天
女
は
、
富
士
山
の
彼
方
へ
と
飛
び
去
っ
て

い
く
。

天
の
羽
衣
、
浦
風
に
棚
引
き
棚
引
く
、
コ
一
保
の
松
原
、
浮
嶋

が
雲
、
愛
鷹
山
や
、
富
士
の
高
峰
、
幽
か
に
な
り
て
、
天
つ

み
空
の
、
霞
に
紛
れ
て
、
失
せ
に
け
り
。
(
前
掲
書
一
一
一
一
一
九

頁
)

こ
こ
で
の
天
女
は
女
房
に
も
養
女
に
も
な
ら
な
い
。
令
羽
衣
も
白

龍
が
簡
単
に
返
し
て
し
ま
う
の
で
、
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
は
あ
ま
り

窓
味
を
持
た
な
い
。
天
女
は
舞
だ
け
を
舞
っ
て
飛
ぴ
去
る
の
で
あ

り
、
明
ら
か
に
有
度
浜
の
天
女
伝
承
に
拠
っ
て
い
る
。
林
羅
山

の
吋
本
朝
神
社
考
」
な
ど
に
は
天
人
女
房
型
の
三
保
の
伝
承
も
記

さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
、
「
羽
衣
十
以
降
に
『
風
土
記
」
を
基

に
作
ら
れ
た
後
世
の
伝
承
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
能
の
原

作
者
は
世
阿
弥

(
?
j
一
四
四
一
二
)
と
も
言
わ
れ
る
が
、
世
阿
弥

は
、
有
度
浜
の
天
女
伝
承
だ
け
で
な
く
、
天
の
羽
衣
の
袖
が
清
見

寺
に
伝
わ
る
こ
と
ま
で
知
っ
て
お
り
ー
本
説
を
重
視
す
る
世
阿
弥

が
作
者
な
ら
ば
、
舞
台
を
有
度
浜
か
ら
三
保
の
松
原
に
換
え
る
は

ず
が
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
竹
羽
衣
」
に

よ
っ
て
、
穏
や
か
な
三
保
の
松
原
の
風
景
と
天
女
の
舞
う
富
士
山

の
イ
メ
ト
ジ
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

三
保
も
有
度
浜
と
並
ん
で
古
く
か
ら
の
歌
枕
で
あ
っ
た
。
「
藍

原
の
清
見
の
崎
の
一
一
一
保
の
浦
の
ゆ
た
け
き
見
つ
つ
も
の
思
ひ
も
な

し
」
(
『
万
葉
集
』
巻
三
1
l
二
九
六
回
口
益
人
)
、
「
き
よ
み
潟
ふ

じ
の
煙
や
消
え
ぬ
ら
ん
月
影
み
が
く
三
保
の
浦
波
」
(
司
王
葉
和
歌

集
』
ー
巻
五
秋
歌
下
後
烏
羽
院
)
な
ど
の
よ
う
に
歌
に
詠
ま
れ
て

き
た
が
、
絵
画
に
お
い
て
も
、
雪
舟
(
一
四
二

0
1
一
五

O
六
)

の
作
と
言
わ
れ
る
「
富
士
三
保
清
見
寺
図
」
以
降
、
そ
の
構
図
は

狩
野
派
な
ど
に
も
受
け
継
が
れ
、
一
三
保
は
富
士
山
の
風
景
の
一
部

と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
比
し
て
、
武
田
信
玄
(
一
五

二一

i
一
五
七
三
)
に
よ
っ
て
久
能
山
か
ら
清
水
へ
と
移
さ
れ
た

朱
能
寺
(
現
、
鉄
舟
守
)
は
衰
退
を
辿
っ
た
。
久
能
寺
を
失
っ
た

有
度
浜
と
「
羽
衣
」
の
舞
台
と
な
っ
た
三
保
の
松
原
は
、
室
町
以

降
、
!
明
暗
を
一
分
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
両
者
を
根
底
で
繋

ぐ
も
の
は
、
海
と
松
に
象
徴
さ
れ
る
常
世
の
信
仰
で
あ
っ
た
左
思

わ
れ
る
。
松
の
木
の
下
で
海
か
ら
訪
れ
る
神
を
迎
え
て
い
た
三
保

の
松
原
に
は
、
有
度
浜
と
同
様
に
〈
常
世
H
蓬
莱
H
富
士
山
V

と

観
念
す
る
信
仰
的
素
地
が
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
保
の

松
原
に
舞
い
降
り
た
天
女
が
、
蓬
莱
な
る
富
士
山
の
雲
の
中
に
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帰
っ
て
い
く
こ
と
に
不
思
議
は
な
か
っ
た
。
優
れ
た
能
作
者
の

イ
ン
ス
プ
レ
ー
シ
ヨ
ン

霊
感
は
、
そ
れ
を
見
事
に
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

三
保
の
松
原
と
教
科
書

「
羽
衣
」
に
よ
っ
て
、
一
一
一
保
の
松
原
と
富
士
山
は
結
び
つ
け
ら

れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
結
び
つ
き
が
能
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、

銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
か
ら
一
一
一
保
の
松
原
に
連
想
が
及
ぶ
ほ
ど
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
が
広
く
庶
民
に
浸
透
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
の
最
も
大
き
な
要
因
は
、
戦
前
ま
で
固
定
教
科
書
に
「
羽

衣
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
最

後
に
こ
の
点
に
触
れ
て
ま
と
め
に
代
え
た
い
。

大
正
七
年
(
一
九
一
八
)
か
ら
使
用
さ
れ
た
第
三
期
国
定
教
科

嘗
『
尋
常
小
事
国
語
誼
本
」
巻
一
二
三
年
生
用
)
に
初
め
て
教
材

と
し
て
「
二
十
六
は
ご
ろ
も
」
が
掲
載
さ
れ
た
。

む
か
し
一
人
の
れ
ふ
し
が
「
今
日
は
ま
あ
、
何
と
い
ふ
よ
い

お
天
き
だ
ら
う
。
」
と
い
ひ
な
が
ら
、
み
ほ
の
松
原
を
通
り

ま
し
た
。
日
は
よ
く
て
っ
て
ゐ
て
、
ふ
じ
の
山
は
い
つ
も
よ

り
な
ほ
き
れ
い
に
見
え
ま
し
た
。
(
改
行
等
の
表
記
を
私
に

改
め
る
)

(
吋
日
本
教
科
書
大
系
』
近
代
編
第
七
巻
閤
語
(
四
)
一
一
一
一
一
一

頁
)

平
易
な
表
現
な
が
ら
、
「
み
ほ
の
松
原
」
、
「
ふ
じ
の
山
」
な
ど

の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
、
i

「
羽
衣
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
忠
実
に

再
現
し
た
内
容
が
続
く
。
挿
絵
に
は
、
下
方
に
砂
浜
に
脆
い
て
前

方
の
海
に
手
を
指
し
伸
ば
す
男
が
描
か
れ
、
文
章
を
挟
ん
で
、
男

の
視
線
の
先
に
は
舞
い
上
が
る
天
女
の
姿
が
左
上
に
掛
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
「
天
人
は
ま
ひ
な
が
ら
松
原
の
上
を
だ
ん
だ
ん
高

く
上
っ
て
、
ふ
じ
の
山
よ
り
も
高
い
太
空
の
か
す
み
の
中
へ
は
い

っ
て
行
き
ま
し
た
。
」
(
前
掲
書
=
二
五
頁
)
と
い
う
一
文
で
結
ば

れ
る
。
文
章
の
冒
頭
と
最
後
で
「
ふ
じ
の
山
」
を
繰
り
返
し
、
三

保
の
松
原
と
富
士
山
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
注
意

さ
れ
る
。

実
は
、
こ
の
「
は
ご
ろ
も
」
の
前
の
単
元
が
「
二
十
五
ふ
じ

，
の
山
」

E

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
児
童
唱
歌
で
知
白
れ
た
?
の
た
ま

を
雲
の
上
に
出
し
」
の
例
の
歌
詩
と
共
に
、
松
並
木
の
向
こ
う
に

聾
え
る
富
士
山
の
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
ふ
じ
の

山
」
と
ー
「
羽
衣
」
が
連
続
す
る
こ
と
で
、
富
士
山
と
三
保
の
松
原

の
一
体
化
が
更
に
印
象
付
け
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

富
士
山
を
扱
っ
た
教
材
は
戦
前
ま
で
全
て
の
固
定
教
科
書
に
用

い
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
富
士
山
を
国
民
精
神
(
国
体
)
の
象
徴
と

し
て
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
官
士
山
の
優
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越
性
が
日
本
国
民
の
優
越
性
の
象
徴
と
化
し
た
時
、
「
は
ご
ろ
も
」

に
は
寓
士
山
の
優
越
性
を
保
証
し
強
化
す
る
役
割
が
付
与
さ
れ
た

と
言
え
よ
う
。
三
保
の
松
原
の
美

L
い
風
景
と
伝
承
は
、
寓
士
山

に
郷
土
愛
と
古
典
的
伝
統
を
加
味
さ
せ
、
富
士
山
を
更
に
比
類
な

き
も
の
へ
と
美
化
し
た
。
日
本
人
が
愛
す
べ
き
風
景
美
の
象
徴
こ

そ
が
富
士
山
で
あ
り
、
そ
れ
を
演
出
す
る
の
が
三
保
の
松
原
な
の

で
あ
る
。
富
士
山
と
一
体
と
・
な
っ
た
教
材
「
は
ご
訟
も
」
の
風
景

は
、
日
本
で
最
も
美
し
い
理
想
郷
の
風
景
へ
と
観
念
化
さ
れ
て

い
っ
た
。

「
は
ご
ろ
も
」
は
、
文
章
を
少
し
変
え
て
引
き
続
き
第
四
期
固

定
教
科
書
『
小
事
閤
語
読
本
』
巻
四
(
昭
和
人

1
一
三
年
使
用
)

に
も
掲
載
さ
れ
、
以
後
、
そ
れ
が
戦
後
め
昭
和
二
十
二
年
会
九

四
七
)
の
最
後
の
国
定
教
科
書
?
」
く
ご
』
四
ま
で
読
み
続
け
ら

れ
た
。
富
士
山
と
一
体
化
し
た
一
二
保
の
羽
衣
伝
承
は
、
唱
歌
「
羽

衣
」
と
共
に
人
々
に
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
に
富
士
山
が
初
め
て
描
か
れ
た
の
は
大
正
元

年
で
あ
り
、
固
定
教
科
書
に
「
は
ご
ろ
も
」
が
掲
載
さ
れ
る
よ
り

も
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
近
世
か
ら
続
く
富
士
講
な

ど
の
伝
統
的
な
富
士
山
人
気
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
後
、
富
士
山
の
ペ
ン
キ
絵
が
人
気
を
博
し
、
日
本

中
の
銭
湯
に
三
保
の
松
原
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
松
と
海
と
富
士

山
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
ー
学
校
教
育
の
影
響
が

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
大
正
・
昭
和
を
生
き
た
人
々
に

と
っ
て
、
富
士
山
の
ペ
ン
キ
絵
は
、
教
科
書
や
唱
歌
を
通
じ
て
親

し
ん
だ
三
保
の
松
原
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
の
連
想
が
神
仙
境
で
命
の
洗
漉
を
す
る
よ
う
な
非
日
常

的
解
放
感
を
も
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
叩
れ
る
。
そ
の
生
活
感
覚

は
、
一
種
の
「
文
化
」
と
し
て
、
「
は
ご
ろ
も
」
を
寵
接
に
知
ら

な
い
戦
後
の
世
代
に
も
無
意
識
裡
に
共
有
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
思

λ
J
o
 し

か
し
、
あ
の
ペ
ン
キ
絵
の
富
士
山
の
風
景
に
は
、
神
仙
境
の

イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
常
世
、
補
陀
落
、
蓬
莱
な
ど
の
富
士
山

の
文
化
的
記
憶
が
重
層
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
富
士

山
に
向
か
っ
て
棋
を
す
る
よ
う
に
体
を
洗
い
、
富
士
山
を
背
に
し

て
「
極
楽
、
極
楽
」
と
肱
く
、
そ
ん
な
無
意
識
の
し
ぐ
さ
が
日
本

人
の
遠
い
記
憶
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
あ

の
富
士
山
の
ペ
ン
キ
絵
が
専
ら
男
湯
に
描
か
れ
た
の
も
、
湯
煙
の

中
に
天
女
の
舞
を
幻
視
す
る
心
を
ど
と
か
で
忘
れ
て
は
い
な
か
っ

た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

柳
か
ペ
ン
キ
絵
に
拘
り
過
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご
れ
も
富

士
山
の
「
文
化
」
で
あ
る
。
官
士
山
の
裾
野
は
実
に
広
い
。

149 



《注》
明
治
大
学
リ
パ
テ
ィ
l
タ
ワ
ー
か
ら
爾
に
一
ブ
ロ
ッ
ク
下
っ
た
角

で
明
大
通
り
か
ら
右
に
曲
が
っ
た
緩
や
か
な
坂
道
の
名
称
で
あ

る
。
靖
国
通
り
に
出
る
ま
で
の
一

0
0
メ
ー
ト
ル
足
ら
ず
の
距
離

で
あ
る
。
現
在
も
「
富
士
見
坂
」
の
標
識
は
あ
る
が
、
富
士
山
が

見
え
な
い
こ
と
は
一
一
一
一
日
つ
ま
で
も
な
い
。

野
本
寛
一
「
御
穏
神
社
」
(
谷
川
健
一
一
編
『
日
本
の
神
々
一

O

東
海
』
白
水
社
、
一
九
人
七
年
)

小
二
回
誠
二
「
眺
め
る
富
士
山
|
|
景
観
と
表
現
|
|
」
(
二

O
一

三
年
度
静
岡
大
学
・
中
日
新
関
連
携
講
座
『
世
界
文
化
遺
産
富
士

山
を
考
え
る
』
静
岡
大
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
社
会
連
携
推
進
機

構
、
一
一

O
一
四
年
)

4

早
川
利
光
「
銭
湯
の
ペ
ン
キ
絵
抗
き
を
仕
事
、
と
し
て
|
|
富
士
山

を
描
く
」
(
『
国
文
学
』
第
四
九
巻
三
号
「
特
集
富
士
山
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
、
ニ
0
0
四
年
ニ
月
)

平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
お
け
る
富
士
山
に
つ
い
て
は
、
久
保
田

淳
『
富
士
山
の
文
学
』
(
文
春
新
書
、
文
芸
春
秋
、
二

O
O
四
年
)
、

和
田
律
子
「
平
安
時
代
の
富
士
山
|
卜
あ
こ
が
れ
と
お
そ
れ
の
あ

い
だ
で
|
|
」
(
青
弓
社
編
集
部
編
『
富
士
山
と
日
本
人
』
青
弓

社
、
二

O
O
二
年
)
、
天
野
紀
代
子
「
古
代
人
の
富
士
山
観
|
|
火

の
山
・
日
本
の
鎮
め
|
l
」
(
天
野
紀
代
子
・
浮
登
寛
聡
編
『
富
士

山
と
日
本
人
の
心
性
』
岩
図
書
院
、
二

O
O
七
年
)
等
を
参
照
。

上
垣
外
憲
一
『
官
士
山
|
|
聖
と
美
の
山
』
(
中
公
新
害
、
中
央
公

論
社
、
二

O
O
九
年
)

竹
谷
線
負
『
富
士
山
の
精
神
史
ー
ー
な
ぜ
富
士
山
を
三
峰
に
描
く

l 2 3 5 6 7 

の
か
』
(
青
土
社
、
一
九
九
八
年
)

成
瀬
不
二
夫
「
平
安
時
代
の
富
士
図
に
つ
い
て
」
(
『
美
術
史
』

竺
凶
号
、
一
九
九
三
年
三
月
)

徐
裕
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
巻
三
人
「
秦
始
皇
本
紀
」
・
巻
百
十

人
「
准
南
街
山
列
伝
」
等
を
参
照
。
な
お
、
『
日
本
書
紀
』
垂
仁

紀
に
も
徐
福
伝
承
を
踏
ま
え
た
凶
道
関
守
の
記
述
が
あ
り
、
平
安

時
代
に
お
い
て
は
「
白
氏
文
集
い
の
「
海
没
々
」
を
過
し
て
徐
福

の
故
事
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

冷
泉
家
時
雨
宮
守
滋
書
『
詞
林
釆
築
抄
人
丸
集
』
(
朝
日
新
聞
社
、

三
O
O
五
年
)
一
八
五
頁
。
引
用
文
中
の
「
或
記
」
が
何
を
指
す

か
は
定
か
で
な
い
。
日
本
国
内
の
書
物
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
『
義

楚
六
帖
』
を
指
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
ま

た
、
同
書
に
は
、
「
古
老
伝
云
、
袋
ノ
二
世
皇
滞
の
皇
子
伴
一
方
士

一
此
山
ノ
麓
隠
里
ニ
来
伎
ス
。
型
徳
太
子
ノ
版
下
秦
河
勝
t

ハ
彼
皇

子
ノ
十
三
代
ノ
後
胤
也
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

日
竹
谷
線
負
(
注
7
に
同
じ
)

ロ
下
出
積
興
「
消
え
る
常
世
神
」
(
「
古
代
の

H
本
中
部
』
角
川
書

庖
、
一
九
七
O
年
)
)

日
中
村
高
平
著
・
橋
本
博
編
「
駿
河
志
料
』
(
歴
史
図
書
社
、
一
九

六
九
年
)
。
但
し
、
同
書
は
「
風
土
記
」
を
引
用
す
る
形
で
秦
氏

の
創
建
を
記
し
て
い
る
が
、
同
書
自
体
、
江
戸
末
期
に
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

M

野
本
貫
一
「
一
二
保
羽
衣
伝
説
の
背
景
」
(
内
地
方
史
静
岡
』
第
一
立
方
、

一
九
七
二
年
七
月
)
o

な
お
、
-
十
何
度
浜
や
一
一
一
保
の
信
仰
に
関
し
で
、

同
論
文
に
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

日
三
浦
佑
之
「
神
仙
認
の
展
開
|
|
蓬
莱
山
か
ら
常
世
国
へ
」
(
『
文

8 9 10 
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16 

学
』
第
九
巻
一
号
、
二

O
O
八
年
一
月
)
、
増
尾
伸
一
郎
「
〈
海
中

な
る
博
大
之
嶋
〉
考
|
|
常
世
・
蓬
莱
・
竜
宮
・
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ

と
洞
天
福
地
」
(
「
古
代
文
学
』
四
九
号
、
二

O
一
O
年
)

香
西
精
「
羽
衣
l
|
作
者
と
本
説
」
(
『
能
謡
新
考
』
桧
書
活
、
一

九
七
二
年
)

阿
部
一
「
近
代
日
本
の
教
科
書
と
富
士
山
」
(
吋
日
本
人
と
富
士
山
』

育
弓
社
、
二

O
O
二
年
)

17 
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