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第第 4949 号号
令和4年11月11日

公益財団法人崋山会

売
立
目
録
を
繙ひ

も
と

い
て
み
よ
う 

― 

未
知
の
美
術
品
と
の
出
会
い 

― 

四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
教
授
　
須

藤

茂

樹

筆
者
は
、
現
在
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
に
所
属
し
、
日
本
史
と
博
物
館
学
芸
員
養
成
の
科
目
を
担
当
し
て
い

る
が
、
十
数
年
前
は
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
の
学
芸
員
と
し
て
、
蜂
須
賀
家
と
徳
島
藩
を
中
心
に
近
世
の
歴
史
や
美

術
に
関
し
て
、
調
査
研
究
・
展
示
公
開
な
ど
に
関
係
し
て
き
た
。

二
〇
〇
四
年
の
秋
に
信
濃
（
長
野
県
）
出
身
で
徳
島
藩
の
御
用
絵
師
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
鈴
木
芙
蓉
の
生
涯
と
そ
の

作
品
、
交
友
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
「
忘
れ
ら
れ
た
文
人
画
家　

鈴
木
芙
蓉
と
そ
の
周
辺
」
展
を
開
催
し
た
が
、
そ
の

際
に
田
原
市
博
物
館
所
蔵
の
重
要
文
化
財
の
椿
椿
山
筆
「
小
集
図
録
及
び
書
簡
」
な
ど
と
も
に
、
重
要
美
術
品
の
渡
辺
崋
山
筆
「
牡
丹
図
」
を

借
用
、
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
図
作
成
の
背
景
が
興
味
深
い
。
蛮
社
の
獄
後
、
在
所
蟄
居
の
判
決
を
受
け
た
崋
山
は
、
田
原
の
地
で
幽

囚
の
日
々
を
送
る
身
と
な
っ
た
。
崋
山
の
画
弟
子
福
田
半
香
等
は
、
江
戸
で
崋
山
の
絵
を
売
り
、
そ
の
収
入

に
よ
っ
て
恩
師
の
生
計
を
救
お
う
と
考
え
た
。
こ
の
図
は
、
そ
の
半
香
の
義
会
の
求
め
に
応
じ
て
描
い
た
も

の
で
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
描
か
れ
、
評
判
と
な
り
、「
罪
人
身
を
慎
ま
ず
」
と
の
世
評
を
呼
び
、

田
原
藩
主
三
宅
康
直
に
災
い
が
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
た
崋
山
は
つ
い
に
死
を
決
意
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
作

品
は
、
後
に
「
腹
切
り
牡
丹
」
と
称
さ
れ
た
と
い
い
、
私
の
二
十
二
年
の
学
芸
員
生
活
で
思
い
出
に
残
る
一

点
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
近
世
大
名
の
美
術
を
調
べ
る
手
法
の
ひ
と
つ
に
戦
前
の
売
立
目
録
を
め
く
る
と
い
う
の
が
あ

る
。
江
戸
時
代
の
大
名
は
新
し
い
明
治
の
世
を
迎
え
た
時
と
激
動
の
戦
争
の
時
代
を
経
て
戦
後
爵
位
を
失
っ
た
時
に
、

美
術
品
を
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
大
名
美
術
の
精
華
が
見
ら
れ
る
名
古
屋
の
徳
川
美
術
館
な
ど
は
稀
有
な
事
例

で
、
二
十
五
万
七
千
石
の
外
様
大
名
阿
波
蜂
須
賀
家
も
ま
た
幾
度
と
な
く
売
却
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
昭
和

八
年
（
一
九
三
三
）
東
京
美
術
倶
楽
部
で
行
わ
れ
た
蜂
須
賀
家
伝
来
品
の
売
立
目
録
で
あ
る
『
侯
爵
蜂
須
賀
家
御
蔵
品

入
札
目
録
』
に
は
、
国
宝
の
雪
舟
筆
「
水
色
巒
光
図
」（
現
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵
）、
重
要
文
化
財
の
「
西
行
物
語
絵

巻
」（
現
文
化
庁
蔵
）、
重
要
文
化
財
の
尾
形
光
琳
作
「
子
日
蒔
絵
棚
」（
現
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
な
ど
名
品
揃
い
で

あ
る
。
重
要
文
化
財
の
伝
岩
佐
又
兵
衛
筆
「
豊
国
祭
礼
図
屏
風
」（
徳
川
美
術
館
所
蔵
）
が
蜂
須
賀
家
の
旧
蔵
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
。
ま
た
、
た
ま
に
値
段
表
が
付
属
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、「
侯
爵
蜂
須
賀
家
御
蔵
品
入

札
高
値
表
」
に
よ
れ
ば
、「
西
行
物
語
絵
巻
」
は
十
三
万
九
千
五
百
円
で
落
札
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
の
価
値
に
換
算
す

る
と
五
億
円
以
上
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
こ
の
目
録
の
な
か
に
は
、
藤
田
東
湖
賛
、
渡
辺
崋
山
筆
の
「
蘭
菊
図
」
が
掲
載
さ
れ
、
六
百
八
十
円
で
落
札

さ
れ
て
い
る
。
美
術
愛
好
家
の
み
な
さ
ん
、
展
覧
会
の
図
録
と
と
も
に
、
売
立
目
録
を
め
く
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品

が
元
は
こ
こ
に
あ
っ
た
ん
だ
と
か
、
新
た
な
未
知
な
る
作
品
に
出
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
崋
山
の
作
品
に

も
…
。

蜂須賀家売立目録渡辺崋山筆蘭菊図
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申
渡
之
書（
江
戸
町
奉
行
所
の
判
決
）

の
概
要
と
発
令
前
後
の
事
情

崋
山
は
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
五
月

十
四
日
に
江
戸
北
町
奉
行
所
で
吟
味
を
受

け
る
に
到
っ
た
が
、
そ
の
際
に
家
宅
捜
索

に
従
事
し
た
役
人
に
よ
れ
ば
、
一
藩
の
家

老
で
有
名
画
家
で
も
あ
る
か
ら
、
き
っ
と

家
は
富
み
栄
え
、
衣
服
器
材
は
豊
富
で
あ

ろ
う
と
予
想
し
た
の
に
見
当
た
ら
な
い
の

で
、
ど
こ
か
に
隠
し
て
い
る
の
で
は
と
家

人
を
問
責
し
た
と
こ
ろ
、
質
札
を
出
し
て

説
明
し
た
の
で
、
よ
う
や
く
納
得
し
て
崋

山
の
清
官
ぶ
り
に
感
嘆
し
た
と
い
う
。

ま
た
入
獄
し
た
崋
山
が
、
当
初
秘
か
に

語
っ
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、「
人
に
示
さ
ぬ

書し
ょ

藁こ
う

の
為
に
誹
謗
の
罪
を
得
ん
は
残
念
な

る
事
な
り
。
免
こ
と
も
冤え

ん

死し

す
べ
き
者
な

ら
ば
、
事
に
猶
可
議
事
共
を
血
書
し
て
上

り
て
死
刑
を
待
ん
と
も
思
ひ
け
れ
ど
も
、

君
の
事
、
老
母
の
事
を
思
ひ
出
で
て
、
止

り
ぬ
」
と
い
う
次
第
だ
っ
た
。
つ
ま
り
国

家
の
前
途
を
憂
い
て
書
い
た
断
簡
で
誰
に

も
見
せ
な
い
原
稿
な
の
に
幕
政
批
判
の
罪

を
な
す
り
付
け
ら
れ
る
の
は
残
念
至
極
で

あ
る
。
こ
の
私
を
無
実
の
罪
で
も
死
罪
に

す
べ
き
者
と
い
う
な
ら
、
私
は
自
分
の
潔

白
を
証
明
す
る
た
め
、
さ
ら
に
審
議
す
べ

き
こ
と
を
自
分
の
血
で
書
き
つ
け
て
上
呈

し
、
死
刑
に
な
る
道
も
考
え
た
け
れ
ど
、

そ
れ
は
主
君
や
老
母
に
災
禍
を
及
ぼ
す
こ

と
か
ら
断
念
し
た
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。

さ
ら
に
崋
山
が
語
っ
た
こ
と
は
、
明
日

の
呼
び
出
し
で
死
刑
判
決
が
下
る
と
聞
い

た
時
に
、「
梓あ

ず
さ

弓
や
た
け
心
之
武さ

む
ら
い士

も
親

に
ひ
か
れ
て
ま
よ
ふ
死
出
か
な
」
と
い
う

歌
を
詠
み
、
町
奉
行
に
老
母
の
生
活
に
不

安
な
き
よ
う
依
頼
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
同
年
十
二
月
十
九
日
付
け
で
次

の
要
旨
の
「
申
渡
之
書
」
が
下
さ
れ
た
。

「
慎
機
論
並
海
外
事
情
尋
を
請
答
の
趣

に
書
物
を
綴
り
有
之
、
内
に
は
井せ

い

蛙あ

鷦し
ょ
う

鷯り
ょ
う

、
或
は
盲も

う

瞽こ

想
像
等
、
其
外
比
喩
の
語

を
以
御
政
事
を
批
判
致
し
候
段
、
畢ひ

っ

竟き
ょ
う

海

外
の
御
手
当
薄
く
候
て
は
、
不
慮
の
儀
有

之
候
て
は
国
家
の
御
為
に
不
相
成
候
と
、

一い
ち

途ず

に
存
過
候
心
底
よ
り
、
自
問
自
答
の

心
得
に
て
、
右
の
通
認

し
た
た
め置
候
得
共
、
不
計

も
不
容
易
の
文
勢
の
流
に
心
付
、
恐
入
の

儀
を
相
弁
、
未
稿
終
り
不
申
下
書
の
儘ま

ま

に

て
仕
舞
置
、
他
見
為
致
候
義
更
に
無
之
由

は
申
立
候
得
共
、
右
始
末[

不
憚
公
儀
不

敬
之
至]

重
役
を
相
勤
候
身
分
別
て
不
届

に
付
、
主
人
家
来
へ
引
渡
、
於
在
所
蟄ち

っ

居き
ょ

」
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。

当
初
の
逮
捕
理
由
と
は
大
き
く
異
な

り
、
崋
山
の
口
述
を
か
な
り
正
確
に
取
り

入
れ
て
い
る
も
の
の
、
公
儀
を
憚は

ば
か

ら
ぬ
不

敬
な
幕
政
批
判
を
有
罪
の
決
め
手
に
し
て

い
る
こ
と
が
分
る
。
幕
府
目
付
の
鳥
居
耀よ

う

蔵ぞ
う

ら
は
、
崋
山
を
蘭
学
者
一
派
の
元
締
め

と
目
し
、 

林
家
の
儒
学
を
精
神
的
支
柱
と

す
る
幕
藩
体
制
を
脅
か
す
危
険
人
物
と
し

て
逮
捕
し
、
極
刑
（
死
罪
）
に
す
る
心
算

だ
っ
た
が
、
儒
学
の
師
匠
松
崎
慊こ

う

堂ど
う

の
赦

免
嘆
願
書
を
無
視
で
き
ず
、
罪
一
等
を
減

じ
て
在
所
蟄
居
を
申
し
付
け
た
よ
う
だ
。

翌
十
一
年
一
月
に
崋
山
は
罪
人
籠か

ご

で
田

原
へ
護
送
さ
れ
、
池
ノ
原
の
地
で
家
族
と

共
に
蟄
居
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

目
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田
原
池
ノ
原
の
幽
居
生
活
の
心
境

そ
の
幽
居
生
活
初
期
の
心
境
を
、
崋
山

は
二
首
の
七
言
律
詩
で
表
現
し
て
い
る
。

濤
声
澎ほ

う

湃は
い

繞め
ぐ
ら

孤
城
　
　
海
国
喧
寒
陰
又
晴

畏
湿
蝶
衣
困

く
る
し
み露
葉
　
　
乗
乾
蛛
網
撒
簷え

ん

楹え
い

樊へ
ん

禽き
ん

何
学
豊ぶ

干か
ん

舌
　
　
池
水
恰

あ
た
か
も如
魏
野
清

三
歳
一
経
営
楽
地
　
　
寂
寥
宜
以
送
余
生

海
原
の
波は

濤と
う

の
盛
ん
な
音
が
、
田
原
城

を
取
り
巻
い
て
い
る
。
海
に
囲
ま
れ
た
我

が
藩
は
、
暑
さ
寒
さ
、
晴
曇
り
と
移
り
変

わ
る
日
常
だ
。
湿
気
を
恐
れ
る
蝶
（
市
井

の
民
か
）
は
、
葉
に
溜
ま
っ
た
露
に
も
困

惑
し
、
蜘く

蛛も

（
官
憲
の
役
人
か
）
は
乾
き

に
乗
じ
て
、
す
べ
て
の
軒
や
柱
に
網
を
張

り
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
籠
の
中
の
鳥
の
よ

う
な
今
の
私
に
は
、
ど
う
し
て
唐
代
の
禅

僧
・
豊
干
の
弁
舌
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
よ

う
か
。

で
も
、
わ
が
家
の
近
く
の
池
の
水
は
、

自
ら
の
草
堂
で
悠
々
自
適
の
生
活
を
お
く

っ
た
宋
代
の
詩
人
・
魏ぎ

野や

の
親
し
ん
だ
池

水
と
同
じ
よ
う
に
清
ら
か
で
あ
る
。
私
は

こ
の
地
で
三
年
過
ご
し
た
が
、
安
楽
の
地

に
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
寂
寥
感
は
ぬ

ぐ
え
な
い
も
の
の
、
余
生
を
つ
つ
が
な
く

過
ご
し
た
い
と
思
う
。

復
嶺
重
雲
絶
友
期
　
　
中
襟
欝う

っ

塞そ
く

有
誰
知

一
花
零
落
豈あ

に

無
数
　
　
百
鳥
和
鳴
如
感
時

送
蕨わ

ら
び

隣
翁
愛
幽
独
　
　
折
花
野
老
慰
愁し

ゅ
う

眉び

檪れ
き

才さ
い

雖
没
驚
人
句
　
　
満
胸
隠
憂
杜
老
詩

山
々
や
重
た
い
雲
が
覆
い
か
ぶ
さ
り
、

友
と
の
交
際
も
断
絶
し
て
い
る
。
私
の
胸

の
内
は
鬱
屈
閉
塞
し
て
い
る
が
、
い
っ
た

い
そ
れ
を
誰
が
知
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
花
が
枯
れ
落
ち
る
光
景
は
、
数
え
き

れ
な
い
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
。

で
も
、
た
く
さ
ん
の
鳥
が
和
し
て
鳴
い

て
お
り
、時
世
に
順
応
し
て
い
る
よ
う
だ
。

蕨
を
届
け
て
く
れ
た
隣
家
の
老
人
は
、
静

か
な
一
人
住
ま
い
を
愛
惜
し
て
い
る
。
花

を
折
る
田
舎
老
人
の
私
も
、
胸
の
憂
い
を

な
だ
め
て
い
る
。
私
の
よ
う
な
無
能
な
者

は
、
人
を
驚
嘆
さ
せ
る
よ
う
な
詩
句
を
持

た
な
い
け
れ
ど
、
わ
が
胸
の
奥
は
憂
い
を

秘
め
た
杜と

甫ほ

の
詩
句
で
満
ち
て
い
る
。

以
上
、
崋
山
の
七
言
律
詩
を
筆
者
の
自

己
流
の
解
釈
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
当
時
の
崋
山
の
漢
詩
は
、
晩
年
の
画

作
「
千
山
万
水
図
」「
虫
魚
詩
画
冊
」
の

よ
う
に
自
分
の
思
い
や
考
察
を
ス
ト
レ
ー

ト
に
表
現
せ
ず
、「
暗
喩
（
隠
喩
法
）」
の

形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
多

種
多
様
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
崋
山
は
厳
し
い
言
論
統
制
の

中
で
、
時
世
（
鎖
国
・
幕
藩
体
制
）
へ
の

抵
抗
と
同
調
の
両
極
の
間
を
揺
れ
動
い
て

い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の
証
拠
と
し
て
、
こ
の
律
詩
を
書
い

た
後
の
生
活
の
よ
う
す
に
つ
き
、
次
の
よ

う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

「
蟄
居
せ
る
憂
念
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ

れ
ど
も
守
困
謹
慎
殊
に
厳
に
し
て
、
又
天

を
安
じ
て
自
ら
随
安
居こ

士じ

と
号
し
、
書
を

読
み
、
画
を
描
き
自
適
せ
り
。
殊
に
老
母

に
奉
養
し
、
妻
子
と
常
に
団
欒
し
て
楽
し

み
、
憂
な
き
者
の
如
し
」

崋
山
が
号
を
随
安
居
士
と
改
め
た
事

は
、
天
命
に
随
っ
て
落
ち
着
い
た
生
活
を

し
た
い
と
い
う
心
意
気
を
示
す
と
言
え
よ

う
。蛮

社
の
獄
以
前
の
崋
山
は
、「
論
語
」

な
ど
の
儒
学
の
古
典
を
学
び
、「
修
身
斉

家
治
国
平
天
下
」
の
道
徳
を
体
得
す
る
こ

と
を
主
眼
と
し
つ
つ
も
、
西
欧
列
強
の
対

日
接
近
に
直
面
し
て
、
新
た
に
蘭
学
を
学

ぶ
必
要
性
を
痛
感
し
た
。
同
志
を
集
め
広

め
て
日
本
国
の
将
来
に
貢
献
し
よ
う
と
意

欲
を
燃
や
し
た
矢
先
に
、
禁
獄
の
身
と
な

り
、
在
所
蟄
居
を
申
し
付
け
ら
れ
た
。

恩
師
の
松
崎
慊
堂
の
忠
告
に
従
い
、
以

後
は
蘭
学
（
西
洋
学
）
へ
の
接
近
を
自
ら

に
禁
じ
、
儒
学
に
専
念
し
よ
う
と
考
え
た

が
、
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
。
そ
ん

な
時
め
ぐ
り
会
っ
た
『
易
経
』
に
つ
い
て
、

崋
山
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
幽
居
の
う
ち
、
喜
ん
で
易
を
読
み
い

へ
ら
く
。
六
経
の
中
、
一
字
の
亨こ

う

通つ
う

を
せ

ざ
る
こ
と
な
き
も
の
は
、
惟た

だ

其
れ
易
乎か

。

其
他
の
諸
経
は
時
処
位
の
三
の
者
あ
り

て
、
其
中
正
に
随
た
る
も
の
な
れ
ば
、
学

者
公
平
に
し
て
深
く
思
ひ
、
博
聞
に
し
て

約
に
取
る
あ
ら
ざ
れ
ば
、
拘
束
あ
る
こ
と

を
免
が
れ
ず
と
て
、
易
に
於
て
頗
る
発
明

す
る
処
あ
り
」

幽
居
に
お
い
て
『
易
経
』
を
読
ん
だ
結

果
、言
っ
た
こ
と
は
、六
種
類
の
経
書
（
易
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経
・
詩
経
・
書
経
・
春
秋
・
礼
記
・
楽
経
）

の
中
で
、
一
字
の
不
調
も
な
く
一
貫
し
て

い
る
の
は
易
経
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
の

諸
経
で
は
「
時
間
と
場
所
と
地
位
」
の
三

条
件
に
左
右
さ
れ
、
中
立
公
正
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
者
が
真
に
公
平
か
ど

う
か
深
く
考
え
込
む
こ
と
に
な
る
。

た
く
さ
ん
の
知
識
が
あ
る
だ
け
に
簡
略

化
が
難
し
く
、
小
さ
い
こ
と
に
拘
泥
し
た

り
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
易
経
で
は
、
そ

ん
な
事
が
な
い
の
で
、
た
い
へ
ん
啓
発
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。

易
経
は
そ
れ
ま
で
非
合
理
で
迷
信
的
な

傾
向
が
あ
る
と
し
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ

て
い
た
が
、
儒
学
に
見
ら
れ
な
い
宇
宙
論

を
内
包
し
、
自
然
と
人
生
の
変
化
の
道
理

を
シ
ン
プ
ル
に
解
説
す
る
易
経
に
、
崋
山

は
魅
力
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
観
点
か
ら
「
論
語
」、
特

に
「
郷
党
篇
」
を
読
み
直
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
文
章
は
聖
人
の
孔
子
や
門
人
た
ち
の

言
行
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
写
実
の
内
容

は
味
わ
い
深
く
、
他
書
の
写
実
は
と
て
も

及
ば
な
い
と
力
説
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
写
実
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
動

し
た
崋
山
は
、
次
の
よ
う
に
新
た
な
絵
画

観
を
感
得
す
る
に
到
っ
た
。

「
何
と
な
れ
ば
余
山
水
を
見
て
真
景
写

し
、動
植
を
看
て
其
形
容
を
摸
し
た
る
は
、

忽こ
っ

卒そ
つ

の
間
に
な
す
と
こ
ろ
に
て
も
、
夫そ

れ

を

他
日
浄
写
せ
ん
に
、
真
を
見
て
描
き
た
る

と
き
の
如
き
真
物
の
を
も
む
き
は
得
ら
れ

ぬ
な
り
と
い
へ
り
。
幽
居
し
て
よ
り
絵
画

の
事
大
に
発
明
す
る
処
あ
り
、
自
得
す
る

事
多
し
」

私
が
山
水
の
風
景
や
動
植
物
を
実
地
に

見
て
あ
り
の
ま
ま
に
描
い
た
絵
は
、
短
時

間
に
仕
上
げ
た
も
の
で
も
、
そ
れ
を
後
日

思
い
出
し
て
清
書
し
た
絵
と
比
べ
る
と
、

原
物
の
写
実
の
風
趣
に
は
と
て
も
及
ば
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
幽
居
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
、
画
作
に
つ
い
て
大
い
に
発
明
・
発
見

し
、
自
得
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
語
っ

て
い
る
。

そ
の
直
後
に
、「
読
書
絵
事
の
論
説
等

の
箚さ

っ

記き

散
在
せ
り
。
他
日
輯お

さ

む
べ
し
」
と

書
き
添
え
て
い
る
。
幽
居
生
活
で
の
読
書

や
画
作
に
つ
い
て
の
感
想
・
覚
書
が
あ
ち

こ
ち
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
で
、
後
日
編

集
し
た
い
と
将
来
構
想
を
表
明
し
て
い

る
。
当
時
の
崋
山
は
、
藩
政
や
幕
政
に
関

与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
こ

の
地
で
画
家
と
し
て
大
成
す
る
願
望
を
深

め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
過
ぎ
去
っ

た
筆
禍
事
件
に
つ
い
て
は
、
当
時
詠
ん
だ

短
歌
で
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

こ
り
つ
（
樵
り
集
）
み
て
よ
（
世
）
を

す
み
か
ま
（
炭
竃
）
の
け
む
た
き
は

お
の
が
た
き
さ
ふ（
焚
添
）た
き
ぎ（
薪
）

な
り
け
り

崋
山
が
自
決
し
た
辛し

ん

丑ち
ゅ
う

の
年
、
天
保
十

二
年
（
一
八
四
一
）
に
自
ら
一
日
の
行
動

規
範
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
夜
は
午
前

〇
時
前
後
に
就
寝
し
、
朝
は
日
の
出
前
の

午
前
四
時
前
後
に
起
床
す
る
（
睡
眠
時
間

は
六
時
間
）
を
基
本
と
す
る
。
惰
眠
を
削

減
し
て
精
進
努
力
す
る
日
課
で
大
切
な
の

は
、
夜
と
朝
の
過
ご
し
方
で
あ
る
、
と
指

摘
し
て
い
る
。

こ
の
年
の
元
日
の
よ
う
す
に
つ
い
て

は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
辛
丑
元
日
、
早
起
自
汲
盥た

ら
い

。
拝
家か

庿び
ょ
う

、

進
辛
盤
、
献
寿
盃
、
賀
慈
親
。
々
々
栄
壽

七
十
、
余
四
十
九
、
婦
三
十
六
、
児
立
十
、

諧
七
、
女
葛
十
六
、
闔こ

う

家か

無
故
、
誠
天
楽

也
」元

日
の
朝
は
、
早
く
起
き
て
自
ら
盥
に

水
を
汲
ん
で
顔
を
洗
い
、
一
家
の
先
祖
の

御
霊
屋
を
拝
し
、
五
臓
の
気
を
通
じ
健
康

を
保
つ
た
め
に
五
辛
盤
（
辛か

ら

味み

や
臭
味
の

強
い
五
種
の
野
菜
を
盛
っ
た
盤
）
を
進
呈

し
献
杯
し
て
、
慈
愛
に
満
ち
た
母
親
に
年

賀
の
挨
拶
を
す
る
。

母
親
の
栄え

い

の
年
齢
は
七
十
、
私
は
四
十

九
、
妻
た
か
は
三
十
六
、
長
男
立た

つ

は
十
、

次
男
諧か

の
う

は
七
、
長
女
可か

津つ

は
十
六
（
い
ず

れ
も
数
え
年
）
で
あ
る
。
一
家
は
み
ん
な

事
故
な
く
、
ま
こ
と
に
天
道
に
か
な
っ
た

安
楽
な
生
活
を
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

こ
の
日
に
詠
ん
だ
二
首
の
七
言
絶
句

は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

万ば
ん

甍ぼ
ら

烟け
む
り

裏
海
暾と

ん

紅
　
　
投
刺
飛
轎
西
又
東

滾こ
ん

々こ
ん

馬
塵
皆
酔
夢
　
　
今
朝
真
箇
迎
春
風

多
く
の
家
並
み
か
ら
竈
の
煙
が
立
ち
上

り
、裏
海
の
朝
日
は
紅
に
染
ま
っ
て
い
る
。

江
戸
に
い
た
こ
ろ
は
年
賀
の
挨
拶
廻
り
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で
、
西
へ
東
へ
と
名
刺
を
配
り
駕
籠
を
飛

ば
し
て
い
た
。
馬
の
土
煙
が
一
面
に
立
ち

込
め
、
町
の
人
々
は
夢
に
酔
い
し
れ
て
い

た
。
で
も
、田
原
の
幽
居
に
あ
る
今
朝
は
、

真
の
春
風
を
迎
え
た
よ
う
に
希
望
が
あ
ふ

れ
、
充
実
し
た
思
い
で
あ
る
。

四
十
九
年
官
道
樗ち

ょ

　
　
昨
非
不
改
恥
衛え

い

遽き
ょ

只
知
有
楽
超
人
処
　
　
七
十
萱け

ん

堂ど
う

数
架
書

四
十
九
年
の
宮
仕
え
を
振
り
返
る
と
、

無
用
の
長
物
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
。
昔

日
の
非
行
を
き
ち
ん
と
改
め
な
い
点
で
、

蘧き
ょ

伯は
く

玉ぎ
ょ
く

（
春
秋
時
代
、
衛
国
の
家
臣
。
年

五
十
に
し
て
四
十
九
年
の
非
を
知
っ
た
賢

太
夫
の
称
あ
り
）に
対
し
て
恥
ず
か
し
い
。

し
か
し
、
今
の
私
は
人
知
を
超
え
る
処
に

楽
し
み
が
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
私
の
か

た
わ
ら
に
は
七
十
歳
の
母
親
が
お
り
、
私

の
書
架
に
は
今
後
読
む
べ
き
数
冊
の
本
が

備
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
れ
ら
元
日
の
手
記
を
見
る
限
り
、
崋

山
が
こ
の
年
の
十
月
に
自
決
す
る
気
配

は
、
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ

自
分
の
余
生
に
大
い
な
る
希
望
・
構
想
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
、
崋
山
は
ど
う
し
て
自
死
を

決
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
破
目
に
陥
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
あ
た
り
の
事
情
の
一
端
を
伝
え
る

記
事
が
、
二
首
の
詩
の
後
に
見
ら
れ
る
。

「
自
ら
常
に
憂
ふ
る
は
、
世
人
の
伯
登

は
罪
な
し
。
全
く
讒ざ

ん

訴そ

を
聴
け
る
人
々
不

明
よ
り
出
し
な
り
。
或
は
伯
登
の
言
へ
り

し
こ
と
は
、
皆
天
下
の
為
の
篤
論
な
り
な

ど
と
言
ひ
あ
へ
る
は
、
却
て
又
禍
を
招
く

媒
と
な
ら
ん
こ
と
あ
る
べ
し
。

猶
此
上
に
罪
の
名
を
付
ら
れ
て
は
、
君

親
に
及
す
こ
と
の
あ
る
べ
し
と
て
、
己
が

令
聞
広
誉
を
も
と
め
て
は
毎つ

ね

に
恐き

ょ
う

懼く

せ

し
。
又
不
幸
に
し
て
殊し

ゅ

死し

と
も
な
る
べ
き

身
の
、
天
の
寵
霊
と
県
官
君
家
の
渥あ

く

恩お
ん

に

て
斯
る
間
居
の
人
と
な
り
、
慈
母
妻
子
と

共
に
余
生
を
送
る
こ
と
を
得
ば
、
誠
に
難

有
事
共
な
ど
ヽ
常
に
感
じ
き
」

私
が
常
に
憂
慮
す
る
の
は
、
世
の
人
々

が
崋
山
は
無
罪
で
あ
る
、
ま
っ
た
く
の
讒

言
に
よ
る
訴
え
を
聴
い
た
人
々
（
老
中
水

野
忠
邦
ら
）
の
不
明
、識
見
の
な
さ
か
ら
、

事
件
が
起
こ
っ
た
、
と
い
う
風
説
が
広
が

る
事
で
あ
る
。
あ
る
い
は
崋
山
の
言
説
は

す
べ
て
天
下
国
家
の
た
め
を
思
っ
た
行
き

届
い
た
論
説
で
あ
る
と
語
り
合
っ
た
り
す

る
こ
と
は
、
却
っ
て
災
禍
を
招
く
媒
介
と

な
る
恐
れ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
上
に
新
た
な
罪
状
を
付
け

加
え
ら
れ
る
と
、
主
君
や
親
類
に
も
迷
惑

が
及
ぶ
だ
ろ
う
と
考
え
、
自
分
の
よ
い
評

判
が
広
ま
る
こ
と
を
求
め
な
が
ら
も
、
い

つ
も
そ
れ
を
恐
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
不

幸
に
し
て
死
罪
に
も
な
る
身
で
あ
り
な
が

ら
、
天
の
恵
み
、
ご
公
儀
の
役
人
や
藩
主

ら
の
厚
い
恩
恵
の
お
か
げ
で
こ
の
よ
う
に

閑
居（
世
事
を
離
れ
て
の
ん
び
り
暮
ら
す
）

の
身
と
な
り
、
母
上
や
妻
子
と
共
に
余
生

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
誠
に

有
難
い
こ
と
と
い
つ
も
感
謝
し
て
い
る
、

と
述
べ
て
い
た
と
い
う
。

崋
山
は
自
分
の
か
つ
て
の
政
治
論
説
の

正
当
性
が
、
世
の
人
々
に
広
ま
る
こ
と
を

願
い
つ
つ
も
、
そ
れ
が
新
た
な
災
禍
を
招

く
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
崋
山
を
断
罪
し

た
ご
公
儀
の
役
人
の
責
任
が
問
わ
れ
、
為

政
者
と
し
て
の
権
威
の
失
墜
に
つ
な
が
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ご
公
儀
の
役
人

や
藩
主
ら
が
旧
態
依
然
と
し
て
自
説
を
修

正
し
な
い
以
上
、
生
殺
与
奪
の
権
限
を
持

つ
彼
ら
の
機
嫌
を
忖そ

ん

度た
く

し
、
そ
の
恩
義
を

力
説
し
な
け
れ
ば
、
自
分
の
一
家
は
存
続

で
き
な
い
こ
と
を
思
い
知
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
真
意
を
測
り
か
ね
る
。

「
天
保
十
二
年
辛
丑
歳
十
月
十
一
日
、

自
殺
し
て
死
し
ぬ
。其
様
を
後
に
見
る
に
、

腹
を
一
文
字
に
腑
膜
（
は
ら
わ
た
）
の
見

ゆ
る
ま
で
に
引
き
ま
は
し
て
、
衣き

ぬ

襟え
り

の
前

を
合
せ
、
喉
を
項う

な
じ

（
首
す
じ
）
ま
で
さ
し

貫
き
、其
脇
差
は
傍
に
捨
置
た
る
体
に
て
、

右
の
方
へ
伏
し
か
ヽ
り
た
り
。
誠
に
暫ざ

ん

時じ

の
間
の
事
な
れ
ど
も
、
従し

ょ
う

容よ
う

と
し
た
る
業

に
や
と
を
も
は
る
」

こ
の
自
刃
の
あ
り
さ
ま
を
、
ラ
ス
ト
・

サ
ム
ラ
イ
に
ふ
さ
わ
し
い
美
し
い
最
期
と

評
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
筆
者
は
何
よ
り

も
人
間
的
な
誠
実
さ
を
重
ん
じ
た
崋
山

を
、
そ
こ
ま
で
追
い
つ
め
た
徳
川
日
本
の

“
闇
の
深
さ
”
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
死
ぬ
こ
と
以
外
の
道
を
途
絶
し
た
為

政
者
の
責
任
を
こ
そ
、
後
続
世
代
は
再
考

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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田
原
市
博
物
館
の
前
庭
に
立
ち
、
壮
大

な
屋
根
を
見
上
げ
る
と
万
感
の
想
い
が
あ

る
。
そ
れ
は
明
治
時
代
か
ら
ふ
る
さ
と
の

文
化
を
守
り
伝
え
て
き
た
人
た
ち
の
積
み

重
ね
が
瓦
の
重
な
り
と
だ
ぶ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
施
設
の
建
設
・
運
営

に
あ
た
っ
て
、
様
々
な
人
が
関
わ
り
、
そ

の
思
い
が
詰
ま
っ
た
施
設
で
も
あ
る
か
ら

だ
。し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
経
緯
を
知
る
関

係
者
も
鬼
籍
に
入
っ
た
人
た
ち
も
お
ら
れ
、

現
役
職
員
で
も
私
が
最
後
の
人
間
と
な
っ

た
。
来
年
、
開
館
30
年
を
迎
え
る
に
当
り
、

こ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
そ
れ
を
伝
え
る
こ

と
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

1
、
田
原
市
博
物
館
の
な
り
た
ち

田
原
市
博
物
館
の
前
身
の
ひ
と
つ
に
戦

前
の
中
部
尋
常
小
学
校
の
郷
土
資
料
展
示

室
が
あ
る
。
当
時
の
校
長
、
伊
奈
森
太
郎

は
先
駆
的
な
郷
土
教
育
を
進
め
、
そ
の
教

材
と
し
て
多
く
の
郷
土
資
料
が
学
校
に
集

め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
城
宝
寺
の
墓
所
、

幽
居
跡
と
と
も
に
渡
辺
崋
山
研
究
の
た
め

に
学
校
に
研
究
者
が
訪
れ
て
い
た
。

崋
山
研
究
の
碩
学
で
あ
る
小
澤
耕
一
先

生
は
歴
史
学
を
専
門
に
学
ん
だ
わ
け
で
は

な
く
、
当
時
勤
め
て
い
た
中
部
小
学
校
の

郷
土
資
料
の
管
理
担
当
を
任
さ
れ
、
見
学

に
訪
れ
る
人
の
対
応
を
す
る
た
め
自
ず
と

崋
山
の
勉
強
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と

語
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
偉
大
な
研
究
者

を
生
む
き
っ
か
け
と
は
、
世
の
中
分
か
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。
市
博
物
館
に
は
中
部

小
学
校
の
管
理
ラ
ベ
ル
が
貼
ら
れ
た
田
原

藩
・
崋
山
資
料
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

崋
山
顕
彰
の
機
運
が
高
ま
り
、
多
く
の

人
の
寄
付
に
よ
り
、
崋
山
の
遺
品
を
管
理

す
る
た
め
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
、
田

原
城
二
ノ
丸
櫓
跡
に
崋
山
文
庫
が
建
設
さ

れ
た
。
地
元
で
は
じ
め
て
の
専
用
の
展
示

収
蔵
施
設
で
あ
る
。
昭
和
30
（
一
九
五
五
）

年
は
、
町
村
合
併
と
と
も
に
渡
辺
崋
山
関

係
資
料
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
ま

た
崋
山
顕
彰
の
た
め
、
池
ノ
原
公
園
の
整

備
、
城
宝
寺
霊
牌
堂
の
建
設
な
ど
が
行
わ

れ
た
。
明
治
24
年
の
頌
徳
碑
（
田
原
城
二

の
丸
）
の
建
立
、
明
治
43
年
の
崋
山
会
の

設
立
か
ら
こ
の
年
ま
で
崋
山
顕
彰
の
大
事

業
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

昭
和
33
年
そ
れ
ら
を
保
存
公
開
す
る
施

設
と
し
て
文
化
財
収
蔵
庫
（
二
ノ
丸
櫓
）

が
開
館
し
た
。
こ
れ
は
、
崋
山
資
料
及
び

同
時
に
国
史
跡
吉
胡
貝
塚
出
土
品
を
保
管
・

展
示
す
る
た
め
の
施
設
で
も
あ
っ
た
。
そ

の
場
に
あ
っ
た
崋
山
文
庫
は
移
築
、
田
原

藩
の
古
文
書
・
蔵
書
も
収
蔵
さ
れ
、
閲
覧

な
ど
研
究
の
場
と
な
っ
た
。
こ
の
ふ
た
つ

の
施
設
を
あ
わ
せ
郷
土
博
物
館
と
し
て
運

営
が
は
じ
ま
っ
た
。

し
か
し
、
多
く
の
作
品
を
一
堂
に
展
示

を
す
る
に
は
手
狭
で
あ
り
、
展
示
は
近
接

し
た
中
部
小
学
校
を
会
場
と
し
た
。

昭
和
42
（
一
九
六
七
）
年
4
月
に
田
原

町
の
中
央
公
民
館
施
設
の
役
割
を
持
つ
、

崋
山
会
館
が
開
館
し
、
翌
43
年
に
は
崋
山

会
主
催
で
「
崋
山
の
生
涯
と
絵
画
展
」
が

開
催
さ
れ
た
。
こ
の
展
覧
会
で
初
め
て
田

原
市
の
公
共
施
設
で
の
展
覧
会
が
実
現
し

た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
崋
山
会
館
の
展

示
室
で
は
、
専
用
の
展
示
ケ
ー
ス
に
作
品

が
収
め
ら
れ
、
常
設
で
見
学
可
能
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

昭
和
47
年
、「
崋
山
1
3
0
年
祭　

記
念

遺
墨
展
」
が
こ
の
崋
山
会
館
で
催
さ
れ
た
。

2
0
0
点
を
越
え
る
町
民
待
望
の
大
展
覧

会
で
あ
っ
た
。

昭
和
58
（
一
九
八
三
）
年
11
月
に
地
域

文
化
広
場
内
に
田
原
町
の
歴
史
を
辿
る
郷

土
資
料
展
示
室
が
整
備
さ
れ
た
。

昭
和
60
年
、
合
併
30
周
年
事
業
『
現
代

に
生
き
る
崋
山
名
作
展
』
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
展
示
で
は
国
宝
「
鷹
見
泉
石
像
」
を

は
じ
め
重
要
文
化
財
9
件
、
重
要
美
術
品

11
件
が
全
国
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
前
代

未
聞
の
展
覧
会
で
あ
っ
た
。
借
用
品
は
田

原
文
化
会
館
、
そ
れ
以
外
は
崋
山
会
館
で

展
示
を
行
っ
た
。
国
の
文
化
財
級
の
展
示

を
開
催
す
る
に
あ
た
っ
て
十
分
で
な
い
展

示
会
場
の
保
存
環
境
を
克
服
す
る
た
め
の

経
験
が
、
田
原
町
博
物
館
の
展
示
・
収
蔵

庫
環
境
整
備
に
生
か
さ
れ
て
い
く
。

昭
和
63
年
、
崋
山
会
館
の
改
修
工
事
に

伴
い
、
常
設
の
崋
山
の
資
料
は
田
原
文
化

会
館
展
示
室
に
移
動
し
、
崋
山
コ
ー
ナ
ー

と
し
て
展
示
さ
れ
田
原
博
物
館
と
し
て
運

営
さ
れ
て
い
っ
た
。

2
、
田
原
町
博
物
館
建
設
へ

昭
和
61
（
一
九
八
六
）
年
度
に
田
原
町

文
教
地
区
及
び
博
物
館
整
備
調
査
委
員
会

「
田
原
町
文
教
地
区
及
び
博
物
館
に
関
す
る

答
申
」
に
よ
っ
て
、
博
物
館
の
建
設
場
所

と
そ
の
性
格
の
3
案
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ

で
1
、
総
合
博
物
館
・
2
、
美
術
博
物
館
・

3
、
崋
山
記
念
館
の
3
案
が
検
討
さ
れ
た
。

1
は
崋
山
、
歴
史
、
民
俗
、
考
古
の
す
べ

て
の
要
素
を
同
一
館
内
に
お
い
て
保
存
、

運
営
す
る
も
の
で
、2
は
、美
術
博
物
館
で
、

崋山会館の展示室

二ノ丸櫓跡に建つ崋山文庫

田
原
市
博
物
館
長

田
原
市
博
物
館
長

田
原
市
博
物
館
の

田
原
市
博
物
館
の
3030
年年

　　

増

山

禎

之

増

山

禎

之
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崋
山
文
庫
（
展
示
室
）
を
独
立
さ
せ
、
同

一
敷
地
内
で
他
の
要
素
と
別
棟
に
配
置
す

る
も
の
、
3
は
独
立
専
門
館
と
し
て
の
崋

山
記
念
館
で
あ
っ
た
。
田
原
城
跡
、
池
ノ

原
公
園
、
小
中
高
を
含
む
武
家
屋
敷
一
帯
、

街
並
み
、
文
化
会
館
周
辺
文
教
地
区
と
し
、

景
観
の
維
持
充
実
も
提
案
さ
れ
た
。

平
成
元
年
、
博
物
館
の
計
画
を
よ
り
具

体
的
に
す
る
た
め
田
原
町
博
物
館
構
想
委

員
会
に
よ
っ
て
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。
そ

こ
で
は
2
の
美
術
博
物
館
的
な
構
想
の
中

で
具
体
的
な
室
や
機
能
が
検
討
さ
れ
た
。

現
在
の
展
示
室
の
構
成
が
崋
山
常
設
展

示
室
と
特
別
展
示
室
が
、
企
画
展
示
室
・

研
修
室
棟
と
広
い
廊
下
で
分
離
し
て
い
る

の
は
そ
の
た
め
で
、
展
示
物
相
互
の
違
和

感
を
解
消
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。

平
成
に
入
り
、
博
物
館
用
地
（
田
原
城

周
辺
）
の
敷
地
の
現
況
測
量
、
用
地
取
得

な
ど
が
進
め
ら
れ
、
平
成
3
年
博
物
館
の

設
計
を
発
注
す
る
た
め
、
田
原
町
で
初
め

て
設
計
コ
ン
ペ
（
設
計
競
技
）
で
の
設
計

者
の
決
定
を
行
っ
た
。

基
本
設
計
が
終
了
し
た
際
に
崋
山
常
設

展
示
室
、
特
別
展
示
室
、
歴
史
展
示
室
、

企
画
展
示
室
、
研
修
室
等
の
構
成
を
な
し

て
い
た
が
、
実
施
設
計
で
は
、
第
1
期
工

事
と
し
て
歴
史
展
示
室
棟
を
除
い
た
部
分

を
先
行
事
業
と
し
て
実
施
し
た
。
実
施
設

計
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
崋
山
の
実
物
作

品
を
展
示
・
収
蔵
す
る
た
め
最
新
の
注
意

が
払
わ
れ
た
。
ケ
ー
ス
は
エ
ア
タ
イ
ト
ケ

ー
ス
、
収
蔵
庫
は
二
重
構
造
と
し
、
保
存

環
境
の
影
響
を
最
低
限
と
す
る
最
新
の
研

究
成
果
を
反
映
さ
せ
た
。
こ
れ
ま
で
渡
辺

崋
山
資
料
の
展
覧
会
、
貸
出
業
務
に
よ
っ

て
資
料
の
保
存
に
つ
い
て
の
指
導
を
文
化

庁
・
国
の
博
物
館
か
ら
そ
の
都
度
指
導
を

い
た
だ
い
た
経
験
は
、
開
館
時
に
優
位
に

働
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

3
、
田
原
町
博
物
館
開
館

社
会
教
育
課
か
ら
博
物
館
建
設
事
務
局

が
独
立
し
、
崋
山
会
館
の
現
在
は
和
室
と

な
っ
た
2
階
の
小
さ
な
部
屋
が
そ
の
住
処

と
な
っ
た
。
そ
の
後
工
事
が
始
ま
る
と
3

階
の
会
議
室
に
移
動
し
た
。

平
成
5
（
一
九
九
三
）
年
4
月
26
日
、

盛
大
に
開
会
式
が
行
わ
れ
た
。
翌
27
日
か

ら
一
般
開
放
、
5
月
16
日
ま
で
の
会
期
で

開
館
記
念
特
別
展
「
渡
辺
崋
山
と
そ
の
師

友
展
」
が
行
わ
れ
た
。
重
文
13
件
（
市
有

品
含
）、
他
の
指
定
品
6
件
、
重
美
13
件
な

ど
、
開
館
記
念
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
展

覧
会
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
館
の
作
品
を

借
り
、
作
品
を
展
示
す
る
の
は
昭
和
60
年

の
崋
山
名
作
展
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
当

時
携
わ
っ
た
職
員
も
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
役
の

嘱
託
の
加
藤
寛
二
氏
一
人
。
ほ
と
ん
ど
ノ

ウ
ハ
ウ
が
な
い
な
か
東
京
国
立
博
物
館
、

静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
な
ど
権
威
あ
る
館
を

相
手
に
出
品
交
渉
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
交
渉
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
た
の
も

展
覧
会
監
修
を
し
て
い
た
だ
い
た
鈴
木
進

先
生
（
当
時
東
京
都
庭
園
美
術
館
館
長
）

を
は
じ
め
識
者
の
手
厚
い
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、

先
輩
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
っ
た
の
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
作
品
の
取
り
扱
い
や
対
応
は
今
思

え
ば
冷
や
汗
も
の
だ
っ
た
。
若
手
の
職
員

を
暖
か
く
見
守
っ
て
く
れ
た
借
用
先
の
対

応
に
深
く
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
博
物

館
の
建
設
及
び
周
辺
地
区
の
整
備
は
平
成

6
年
開
催
の
愛
知
国
体
（
わ
か
し
ゃ
ち
国

体
）
を
意
識
し
、
博
物
館
を
含
め
た
文
教

地
区
の
整
備
は
田
原
町
が
一
つ
の
目
標
に

向
か
っ
た
大
事
業
で
あ
っ
た
。

9
人
制
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
会
場
と
な
っ
た

田
原
中
学
校
の
周
辺
道
路
、
ま
た
田
原
城

跡
周
辺
の
景
観
整
備
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

開
館
の
翌
年
10
月
30
日
、
田
原
中
学
校
体

育
館
で
歓
迎
の
集
団
演
技
と
大
会
の
開
始

式
が
行
わ
れ
、
記
念
の
博
物
館
の
無
料
開

放
が
行
わ
れ
、
そ
の
日
の
入
館
者
は

1
8
0
0
人
に
も
及
び
、
出
入
り
口
付
近

は
入
退
館
の
客
で
満
員
電
車
の
よ
う
な
状

態
で
あ
っ
た
。

平
成
11
（
一
九
九
九
）
年
に
は
第
2
期

工
事
と
し
て
、
収
蔵
庫
2
室
、
展
示
室
1

室
を
増
築
し
た
。
そ
の
増
築
記
念
事
業
と

し
て
「
清
荒
神
清
澄
寺
蔵　

富
岡
鉄
斎
展
」

を
開
催
し
た
。
渡
辺
崋
山
中
心
の
展
示
か

ら
の
脱
却
の
経
緯
と
な
る
展
示
と
な
っ
た
。

同
時
に
民
俗
資
料
館
が
分
館
扱
い
と
な
り
、

平
成
15
年
の
赤
羽
根
町
と
の
合
併
に
よ
っ

て
「
田
原
市
博
物
館
」
と
名
称
変
更
、
さ

ら
に
平
成
17
年
の
渥
美
町
と
の
合
併
に
よ

り
渥
美
町
郷
土
資
料
館
が
分
館
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
、
新
し
い
体
制
と
し
て
ス
タ

ー
ト
し
た
。

4
、
思
い
出
に
残
る
展
覧
会

本
館
に
は
崋
山
の
生
涯
を
展
示
す
る
常

設
展
と
導
入
映
像
、
そ
し
て
特
別
展
示
室

で
の
崋
山
関
係
資
料
の
作
品
展
示
が
行
わ

れ
、
記
念
館
的
な
位
置
づ
け
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
特
別
・
企
画
展
で
は　

全
国
の

博
物
館
、
所
蔵
者
か
ら
貴
重
な
作
品
・
資

料
を
借
用
し
、展
示
し
て
い
る
。
展
覧
会
は
、

作
品
を
集
め
展
観
す
る
だ
け
で
な
く
、
研

究
の
成
果
と
し
て
の
質
も
求
め
ら
れ
る
。

第
一
期
工
事
完
成
後
の
ス
ペ
ー
ス
で
は

制
約
が
あ
り
、
崋
山
関
係
資
料
以
外
の
展

示
の
広
が
り
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し

増
築
後
は
当
初
の
答
申
通
り
様
々
な
内
容

の
企
画
が
実
現
し
た
。

椿
椿
山
展
（
一
九
九
四
年
）
は
、
崋
山

開館記念特別展の図録とチケット

開館のテープカット
左端　柴田芳三町長　4番目小澤耕一氏　隣鈴木進氏
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第
一
の
門
人
で
あ
り
、
な
ぜ
か
こ
れ
ま
で

単
独
の
展
示
が
な
く
、
当
館
が
初
め
て
企

画
し
た
展
覧
会
で
あ
る
。
作
品
ば
か
り
で

な
く
関
係
資
料
も
広
く
集
め
ら
れ
、
こ
の

作
家
の
研
究
の
基
礎
資
料
を
提
供
し
た
。

ま
た
白
井
烟
嵓
展
（
二
〇
〇
二
年
）
は
、

す
で
に
何
度
か
展
覧
会
は
開
か
れ
た
が
、

当
館
の
展
示
は
、
崋
山
椿
山
の
画
系
が
近

代
化
に
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
、
近
世

か
ら
現
代
に
つ
な
が
る
南
画
研
究
に
大
き

な
成
果
を
残
し
た
展
示
で
あ
っ
た
。「
渡
辺

崋
山
・
椿
椿
山
が
描
く
人
物
画
」（
二
〇
〇

五
年
）・
昭
和
60
年
以
来
の
大
展
示
「
渡
辺

崋
山
の
神
髄
」（
二
〇
一
八
年
）、「
渡
辺
小

華
展
」（
二
〇
〇
七
年
）、「
福
田
半
香
展
」（
二

〇
〇
六
年
）
な
ど
田
原
市
で
な
け
れ
ば
な

し
え
な
か
っ
た
資
料
・
作
品
が
展
示
さ
れ
、

今
後
展
覧
会
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ
て
は

当
館
の
図
録
を
参
照
し
な
け
れ
ば
成
り
立

た
な
い
、
と
い
っ
た
成
果
を
残
し
た
意
義

あ
る
展
覧
会
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
所
蔵
家
の
意
識
や
代
替
わ
り

も
著
し
い
昨
今
、
作
品
の
所
在
の
把
握
を

含
め
「
渡
辺
崋
山
の
神
髄
」
の
よ
う
な
展

覧
会
が
今
後
果
た
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
か
ら
田
原
市
で
育
つ
子
供
た
ち
が
再

び
見
る
機
会
を
設
け
た
い
。

展
覧
会
は
、
収
蔵
品
を
中
心
と
す
る
展

示
、
あ
る
テ
ー
マ
を
個
人
・
他
館
か
ら
借

り
て
き
て
行
う
企
画
展
・
特
別
展
が
あ
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
市
内
で
は
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
資
料
・
作
品
に
触
れ
る
、
と

い
う
点
で
は
期
待
が
大
き
い
し
、
館
の
職

員
の
や
る
気
も
増
え
る
展
示
で
あ
る
。

「
ひ
な
祭
り
展
」
は
渥
美
郷
土
資
料
館
で

主
に
行
わ
れ
て
い
た
ひ
な
祭
り
展
を
両
館

で
同
時
開
催
と
い
う
発
展
を
さ
せ
、
田
原

市
博
物
館
で
は
市
指
定
文
化
財
の
田
原
凧

を
加
え
た
ひ
な
人
形
と
初
凧
展
と
し
て
定

着
し
て
い
る
。
初
凧
展
で
は
そ
の
年
の
初

凧
の
展
示
も
行
わ
れ
、
そ
の
家
族
も
楽
し

み
に
し
て
い
る
。
近
年
で
は
街
な
か
の
活

性
に
も
一
役
か
っ
て
い
る
。

（
1
）
ふ
る
さ
と
の
展
示

ふ
る
さ
と
ゆ
か
り
の
画
家
の
作
品
、
歴

史
の
展
示
は
市
民
に
最
も
見
て
も
ら
い
た

い
展
示
で
あ
る
。

「
渥
美
線
」（
二
〇
一
四
年
）・「
渥
美
半

島
の
農
業
の
歩
み
と
豊
川
用
水
」（
二
〇
一

八
年
）
は
、
と
も
に
田
原
市
の
現
代
へ
の

礎
を
築
い
た
内
容
で
、
市
民
に
と
っ
て
も

な
じ
み
深
い
好
企
画
で
あ
っ
た
。
今
の
田

原
を
築
い
て
い
た
だ
い
た
高
齢
の
先
輩
方

が
感
慨
深
く
観
覧
し
て
い
た
の
が
印
象
的

で
あ
っ
た
。

「
杉
浦
明
平
の
世
界
」（
二
〇
一
〇
年
）・

「
生
誕
1
0
0
年　

杉
浦
明
平
の
眼
」（
二

〇
一
三
年
）・「
書
聖
鈴
木
翠
軒
展
」（
二
〇

〇
九
年
）・「
鈴
木
翠
軒
の
書
」（
二
〇
一
六

年
）「
日
本
ボ
タ
ニ
カ
ル
ア
ー
ト
の
巨
星　

太
田
洋
愛
展
」（
二
〇
二
一
年
）
は
全
国
区

で
あ
っ
て
も
、
地
元
で
そ
の
重
要
性
が
浸

透
し
て
い
な
い
人
た
ち
の
展
示
で
あ
る
。

ま
た
、「
漁
夫
歌
人 

糟
谷
磯
丸
展
」（
二
〇

一
一
年
）、「
中
原
悌
二
郎
と
岡
田
虎
二
郎
」

（
二
〇
〇
七
年
）、「
挿
絵
画
家　

宮
川
春
汀

展
」（
二
〇
一
〇
年
）
も
地
元
を
代
表
す
る

人
物
と
し
て
意
義
深
い
展
示
で
あ
っ
た
。

ま
だ
ま
だ
展
示
と
し
て
未
開
発
で
あ
る
が
、

田
原
市
が
進
め
る
ふ
る
さ
と
教
育
の
コ
ン

テ
ン
ツ
と
し
て
期
待
が
深
ま
る
。

（
2
）
考
古
資
料
の
展
示

考
古
資
料
の
展
示
は
、
伊
良
湖
自
然
科

学
博
物
館
、
渥
美
郷
土
資
料
館
が
積
極
的

に
進
め
て
き
た
た
め
、
田
原
町
で
は
行
わ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
増
築
を
機
に

少
し
づ
つ
機
会
が
増
え
た
も
の
で
あ
る
。

多
く
の
国
史
跡
や
全
国
的
に
も
遺
跡
を
抱

え
る
田
原
市
で
は
歴
史
を
語
る
重
要
な
コ

ン
テ
ン
ツ
と
言
え
る
。

文
化
庁
の
巡
回
展
「
発
掘
さ
れ
た
日
本

列
島2001
」（
二
〇
〇
一
年
）
は
そ
の
前
年

の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
資
料

が
日
本
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
。
本
展
で
は

東
京
展
以
外
で
最
も
多
く
の
観
客
動
員
を

実
現
し
た
。
地
域
展
と
呼
ば
れ
る
展
示
コ

ー
ナ
ー
で
は
、
国
指
定
史
跡
吉
胡
貝
塚
の

展
示
を
は
じ
め
て
行
い
、
そ
の
後
の
吉
胡

貝
塚
史
跡
公
園
の
整
備
推
進
に
大
き
な
力

と
な
っ
た
。

「
渥
美
窯　

国
宝
を
生
ん
だ
そ
の
美
と

技
」（
二
〇
一
五
年
）
は
市
政
10
周
年
事
業

に
伴
い
開
催
さ
れ
、
は
じ
め
て
博
物
館
に

国
宝
を
迎
え
入
れ
た
。
関
連
事
業
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
は
全
国
各
地
か
ら
研
究
者
が

集
ま
っ
た
。
会
期
中
に
図
録
が
完
売
し
、

増
刷
し
た
う
れ
し
い
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
あ
り
、

渥
美
窯
の
人
気
ぶ
り
が
窺
え
た
。
考
古
学

の
メ
ッ
カ
、
渥
美
半
島
の
面
目
躍
如
た
る

展
覧
会
で
あ
っ
た
。

　
（
3
）	

館
と
職
員
の
交
流
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

展
示

「
北
斎
漫
画
展
」（
二
〇
〇
二
年
）・「
再

発
見　

日
本
の
書
画
の
楽
し
み
～
暮
ら
し

に
息
づ
く
山
形
・
長
谷
川
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

（
二
〇
一
二
年
）・「
渡
辺
崋
山
と
弟
子
た
ち

ー
静
岡
・
常
葉
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

よ
る
」（
二
〇
〇
四
年
）・「
出
光
美
術
館
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
花
鳥
の
美
～
珠
玉
の

日
本
・
東
洋
美
術
」（
二
〇
一
二
年
）
な
ど
、

展
覧
会
・
調
査
研
究
活
動
を
通
じ
て
交
流

を
深
め
た
館
の
好
意
に
よ
っ
て
実
現
し
た

も
の
で
あ
る
。「
向
井
潤
吉
展　

風
土
を
み

つ
め
る
旅
」（
二
〇
〇
八
年
）・「
大
橋
翠
石

展　

日
本
一
の
虎
の
画
家
」（
二
〇
〇
八

年
）・「
没
後
50
年　

松
林
桂
月
展 -

」（
二

〇
一
三
・
一
四
年
）
に
つ
い
て
、
こ
の
よ

う
な
展
覧
会
も
館
だ
け
の
交
流
だ
け
で
な

く
、
学
芸
員
の
存
在
も
大
き
い
こ
と
を
付

け
加
え
て
置
く
。

展示と研究調査の成果である図録
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（
4
）
市
民
目
線
の
展
示

博
物
館
に
な
じ
み
が
な
い
、
と
い
う
市

民
の
た
め
、「
川
崎
の
ぼ
る
展
」（
二
〇
一

六
年
）、「
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
美
術

の
創
造
者　

山
本
二
三
展
」（
二
〇
一
九

年
）、「
芸
能
人
の
多
才
な
美
術
展
」（
二
〇

〇
三
・
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
を
開
催
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
館
の
自
主
企
画
で
は

な
い
も
の
の
、
市
民
に
博
物
館
で
気
軽
に

文
化
に
触
れ
あ
う
機
会
の
提
供
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
展
覧
会
も
多
く
の
市
民
を
は
じ

め
そ
の
作
家
の
フ
ァ
ン
が
遠
方
よ
り
駆
け

付
け
た
。

5
、
貸
出
及
び
資
料
活
用

展
覧
会
開
催
に
よ
る
所
蔵
品
の
貸
し
借

り
は
、
館
相
互
の
協
力
強
化
や
交
流
が
生

ま
れ
活
性
化
が
進
む
。
例
え
ば
東
京
の
出

光
美
術
館
、
山
形
美
術
館
と
は
そ
の
縁
で

館
自
慢
の
収
蔵
品
の
名
品
の
展
覧
会
に
発

展
し
、
学
芸
員
相
互
の
情
報
交
流
が
図
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
貸
し
出
し
た
作
品
に

は
、
展
覧
会
の
印
刷
物
や
展
示
に
当
館
の

名
前
が
記
さ
れ
る
こ
と
で
市
の
Ｐ
Ｒ
に
も

つ
な
が
る
。

例
を
あ
げ
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
美
術
・
歴

史
書
、
教
科
書
な
ど
に
は
渡
辺
崋
山
筆
「
一

掃
百
態
」
寺
子
屋
の
場
面
、
椿
椿
山
筆
「
渡

辺
崋
山
像
」
の
掲
載
依
頼
が
あ
り
、
市
の

広
報
大
使
に
も
負
け
な
い
活
躍
ぶ
り
で
あ

る
。
さ
ら
に
調
査
研
究
を
積
み
重
ね
、
田

原
市
博
物
館
の
魅
力
あ
る
収
蔵
品
を
増
や

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

6
、
収
集
活
動
に
つ
い
て

博
物
館
資
料
の
充
実
は
館
の
魅
力
で
も

あ
る
。
全
国
的
に
作
品
収
集
費
用
の
確
保

が　

困
難
な
時
代
と
な
っ
た
今
、
当
館
で

も
購
入
活
動
は
縮
小
し
、
寄
贈
に
頼
っ
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状

況
下
、
崋
山
の
名
作
で
あ
る
千
山
万
水
図

（
重
文　

二
〇
一
三
年
寄
贈
）、
立
原
翠
軒

像
稿
（
重
美　

二
〇
一
八
年
寄
贈
）
の
寄

贈
が
あ
っ
た
。
以
前
は
借
り
る
こ
と
す
ら

困
難
な
作
品
が
館
に
収
ま
る
な
ど
と
夢
に

も
思
わ
な
か
っ
た
。
数
奇
な
運
も
こ
れ
ま

で
の
活
動
の
蓄
積
に
よ
る
所
蔵
者
と
の
信

頼
関
係
の
賜
物
と
言
え
よ
う
。

7
、
今
後
の
博
物
館
に
期
待
さ
れ
る
こ
と

二
〇
二
一
年
8
月
21
日
か
ら
、「
渥
美
半

島
の
歴
史
」
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
こ
の
展

示
は
田
原
市
の
歴
史
ト
ピ
ッ
ク
ス
が
展
示

さ
れ
、
ふ
る
さ
と
学
習
の
推
進
だ
け
で
な

く
、
こ
の
地
域
の
特
性
が
わ
か
る
ナ
シ
ョ

ナ
ル
セ
ン
タ
ー
的
な
役
割
も
期
待
で
き
る
。

こ
の
展
示
が
完
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
初
の
田
原
町
博
物
館
の
コ
ン
セ
プ
ト
が

完
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
歴
史

系
博
物
館
の
固
定
的
な
常
設
展
示
で
は
な

く
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
維
持
し
な
が
ら
、

研
究
や
発
見
の
新
し
い
内
容
を
盛
り
込
め
、

い
つ
見
学
し
て
も
新
鮮
な
情
報
を
提
供
で

き
る
方
法
に
変
更
し
た
。

特
別
・
企
画
展
示
も
ふ
る
さ
と
を
知
る

地
道
な
展
示
、
ま
た
日
本
の
歴
史
の
中
で

ど
の
よ
う
に
田
原
市
が
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
か
、
と
い
う
視
点
の
展
示
も
必
要
で
あ

る
。「
リ
ト
＠
葉
っ
ぱ
切
り
絵 

―
1
枚
の
葉

っ
ぱ
で
表
現
す
る
世
界
―
」（
二
〇
二
一
年
）

は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
作
家
と
つ
な
が
り
、
実
現
し

た
展
示
で
あ
る
。
短
期
間
で
あ
っ
た
も
の

の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
か
ら
情
報
が
一
気
に
拡
散
し
、

多
く
の
人
が
来
館
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
調

査
研
究
を
積
み
上
げ
た
展
覧
会
と
は
異
な

り
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
を
印
象
付
け
た
。
今

日
的
な
展
示
で
あ
っ
た
新
た
な
発
想
と
の

利
点
を
生
か
し
た
活
動
が
必
要
で
あ
る
。

博
物
館
の
使
命
の
一
つ
で
あ
る
研
究
活

動
は
館
の
計
画
に
基
づ
き
進
め
、
そ
の
成

果
の
公
表
の
場
と
し
て
、
展
覧
会
・
研
究

紀
要
の
発
刊
と
な
る
の
が
理
想
で
あ
る
。

公
務
の
研
究
の
み
な
ら
ず
、
館
以
外
で
の

研
究
活
動
も
学
芸
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の

た
め
に
も
積
極
的
に
進
め
て
い
く
べ
き
だ

と
思
う
。
館
の
質
と
信
頼
を
得
る
に
も
研

究
活
動
は
重
要
な
活
動
と
考
え
る
。

本
文
で
は
普
及
活
動
に
つ
い
て
省
略
し

た
が
、
常
に
新
し
い
情
報
を
市
民
に
提
供

す
る
活
動
な
の
で
積
極
的
に
進
め
る
必
要

が
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
な

い
他
の
活
動
は
年
報
（
Ｈ
Ｐ
公
開
）
に
記

載
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ

た
い
。

博
物
館
活
動
が
充
実
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
教
育
目
的
の
充
実
だ
け
で
な
く
、
人
口

問
題
、
地
域
活
性
な
ど
の
地
域
課
題
解
決

に
つ
な
が
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
こ
と
を

自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
。
過
去
を
振
り
返

る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
過
去
を
生
か
し

て
次
の
時
代
に
ど
う
つ
な
げ
て
い
く
か
、

そ
の
道
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。

教科書に掲載される一掃百態図

重要文化財　千山万水図
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田
原
市
博
物
館
所
蔵
品
か
ら
　
渡
辺
崋
山
筆
『
客
坐
掌
記
（
天
保
九
年
）』

田
原
市
博
物
館
所
蔵
品
か
ら
　
渡
辺
崋
山
筆
『
客
坐
掌
記
（
天
保
九
年
）』  

⑭⑭

伯
甫　

程
宗
、
清
、
字
伯
甫
、
華
亭
（
上
海
市
）
人
、
善

山
水
、
花
卉
。（
中
・
１
０
９
５
）

（　

図　
　
　
　

山
水　

）

（　

図　
　
　
　

羅
漢　

）

伯
＊

甫筆
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紹
巴　

里
村
紹ジ

ョ
ウ

巴バ

（
一
五
二
四
～
一
六
〇
二
）、
連
歌
師
、

法
諱
紹
巴
、
号
宝
珠
庵
・
臨
江
斎
、
俗
姓
松
村
、
里
村
昌

林
に
師
事
、
里
村
姓
を
名
乗
る
、
著
に
「
連
歌
至
宝
抄
」、

「
明
智
光
秀
張
行
百
韻
」。（
国
書
人
名
・
②　

５
３
８
）

長
一　

未
詳
。

既
望 

十
六
日
。

（　

図　
　
　
　

松
樹　

）

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

　

新
○
丙
子
春
日
既＊

望

○
○
張
秋
谷
作
并
集
○
宋
人
詩
為
題 

 

由
田
○
○
の

 

か
へ
し 

連
歌

霜
さ
む
き
に
も
の
こ
る
松
む
し 

帥＊

紹

 

へ
つ
る
し
人
て 

巴
真

 
 

蹟

道
も
たゝ
か
よ
ひ
た
て
た
る
左
訟
ニ 

お
ち
葉
の
に
わ
ハ
か
さ
る
た
る
の
ミ

 

れ
る
花
あ
り
て
の
ミ

 

如
何

は
れ
や
ら
ぬ
霧
や
雫
と
成
け
ら
し

 

墨
付
十
句

 

長＊

一
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「
偉
人
物
語
　
渡
辺
崋
山
」

　
　
読
書
感
想
文
に
つ
い
て

公
益
財
団
法
人

崋
山
会
で
は
、
郷

土
の
偉
人
渡
辺
崋

山
先
生
の
功
績
を

後
世
に
伝
承
す
る

事
業
の
一
環
と
し

て
、
毎
年
市
内
小

学
六
年
生
に
対
し
、「
偉
人
物
語　

渡
辺
崋
山
」
の
冊
子

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
感
想
文
の
募
集

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
二
九
六
点
の
応
募
を
い
た
だ
き
最

終
選
考
に
お
い
て
選
ば
れ
た
二
四
点
の
中
か
ら
優
秀
賞

六
点
の
作
品
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

応
募
い
た
だ
き
ま
し
た
学
童
の
皆
さ
ん
や
ご
協
力
を

い
た
だ
き
ま
し
た
各
学
校
の
先
生
方
に
厚
く
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

公
益
財
団
法
人
崋
山
会
事
務
局

優
秀
賞

「
胸
に
崋
山
の　

教
え
を
き
ざ
み　

ど
う
ほ
の
塔
に
誓
い

合
う
」

こ
の
童
浦
小
学
校
の
校
歌
に
出
て
く
る
「
崋
山
の
教
え
」

と
は
、一
体
何
な
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、

歴
史
が
好
き
な
の
で
、
渡
辺
崋
山
と
い
う
名
を
目
に
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
人
物
で
、
ど
う
い
う
志
を
持

っ
て
い
た
か
深
く
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
時
、
学

校
で
崋
山
会
の
方
の
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
よ
り
興
味
を
持
ち
、
こ
の
本
を
読
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。

最
初
に
崋
山
が
立
派
だ
と
思
っ
た
の
は
、
ま
だ
登
と
い
う

名
だ
っ
た
十
二
の
年
に
お
こ
っ
た
こ
と
で
す
。
登
は
、
と
の

様
の
行
列
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
名
を
言
う
よ
う
に
せ
ま

ら
れ
ま
す
が
、
言
わ
な
い
の
で
武
士
た
ち
に
痛
め
つ
け
ら
れ

ま
す
。
今
の
ぼ
く
と
同
じ
こ
ろ
の
こ
と
で
す
が
、
ぼ
く
な
ら

こ
わ
く
て
名
を
言
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
ぼ

う
力
に
も
負
け
な
い
登
は
、
強
い
人
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
ま

た
、
そ
の
行
列
の
か
ご
に
の
っ
て
い
た
の
も
、
同
じ
年
ご
ろ

の
若
君
で
し
た
。
生
ま
れ
つ
き
の
違
い
を
く
や
し
が
る
だ
け

で
な
く
、
そ
の
若
君
の
上
に
立
つ
よ
う
な
人
に
な
り
た
い
と

努
力
す
る
姿
は
、
見
習
い
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

く
ら
し
が
楽
で
は
な
い
中
で
、
勉
強
に
は
げ
む
と
こ
ろ
か
ら

も
心
の
強
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

「
み
よ
や
春　

大
地
も
亨
す　

地
蟲
さ
へ
」

こ
の
句
は
、
童
浦
小
学
校
の
正
門
近
く
に
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
崋
山
が
出
し
た
意
見
書
が
通
ら
ず
、
そ
の
く
や
し

い
気
持
ち
を
よ
ん
だ
句
で
す
。
今
ま
で
意
味
は
よ
く
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
句
に
支
え
ら
れ
る
出

来
事
が
あ
り
、
今
で
は
深
く
心
に
き
ざ
ま
れ
て
い
ま
す
。

ぼ
く
は
、
こ
の
夏
休
み
に
自
転
車
で
転
び
、
左
手
首
を
骨

折
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
バ
イ
オ
リ
ン
の
発
表
会
に
出
ら

れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
一
生
け
ん
命
練
習
し
て
き
た
こ
と
を

ぶ
台
で
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
く
や
し
い
気
持
ち
で
し

た
。
そ
ん
な
時
、
崋
山
の
句
の
意
味
を
知
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
小
さ
な
努
力
を
続
け
て
い
け
ば
、
い
つ
か
大
き
な
結
果

に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
の
で
、
ぼ
く
も
、
今
で

き
る
こ
と
を
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
く
さ
る
こ

と
な
く
、
前
向
き
に
な
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
が
わ
い
て
き
ま

し
た
。

崋
山
が
行
っ
た
こ
と
の
中
で
、
一
番
印
象
的
だ
っ
た
こ
と

は
、「
報
民
倉
」
で
す
。
報
民
倉
は
、
今
で
は
常
識
で
あ
る

災
害
に
備
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
誰
も
や
っ
た
こ
と
が
な

い
こ
と
を
考
え
、
実
行
す
る
こ
と
は
、
勇
気
が
い
る
こ
と
だ

と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
先
を
見
通
す
力
の
あ
る
人
だ
と

思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
報
民
倉
に
よ
っ
て
、
田
原
で
は
き
き

ん
で
亡
く
な
る
人
を
一
人
も
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
本
当

に
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。

崋
山
が
残
し
た
言
葉
と
し
て
、「
八
勿
の
訓
戒
」
や
「
商

人
八
訓
」
と
い
っ
た
教
え
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、ぼ
く
は
、

そ
れ
だ
け
が
「
崋
山
の
教
え
」
で
は
な
い
と
考
え
ま
し
た
。

ど
ん
な
に
苦
し
く
て
も
、
悲
し
く
て
も
、
折
れ
な
い
志
を
も

っ
た
崋
山
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
、
真
の
「
崋
山
の
教
え
」

だ
と
感
じ
ま
し
た
。
校
歌
に
も
あ
る
よ
う
に「
崋
山
の
教
え
」

を
胸
に
、
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

「
偉
人
物
語　

渡
辺
崋
山
」
を
読
ん
で

童
浦
小
学
校　

六
年　

山

本

壱

哉
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『
見
よ
や
春　

大
地
も
亨
す　

地
虫
さ
へ
』

こ
の
句
は
、
田
原
は
ん
の
武
士
た
ち
が
遊
び
に
夢
中
に
な

っ
て
勉
強
し
な
い
者
が
多
く
な
っ
た
時
、
崋
山
先
生
は
学
問

が
な
く
て
人
の
道
を
知
ら
な
い
か
ら
と
考
え
、
佐
藤
一
斉
先

生
の
と
こ
ろ
へ
通
わ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
願
い
出
ま
し

た
が
家
老
に
は
崋
山
先
生
た
ち
の
考
え
が
通
じ
な
か
っ
た

時
に
書
い
た
句
で
す
。
崋
山
先
生
が
二
十
六
さ
い
の
頃
作
っ

た
俳
句
で
『
小
さ
な
虫
で
も
春
が
来
れ
ば
か
た
い
大
地
を
つ

き
ぬ
く
よ
う
に
、
努
力
を
続
け
れ
ば
い
つ
か
自
分
た
ち
に
も

希
望
の
か
な
う
日
が
来
る
は
ず
だ
。』
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
句
を
読
ん
で
ぼ
く
は
、
崋
山
先
生
の
生
き
様
を
表
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

ぼ
く
に
も
努
力
し
た
け
ど
あ
き
ら
め
よ
う
と
し
た
経
験

が
あ
り
ま
す
。
ぼ
く
は
校
内
の
な
わ
と
び
大
会
で
三
重
と
び

に
挑
戦
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
練
習
を
し
て
も
一
度

も
と
べ
な
か
た
の
で
す
ぐ
に
あ
き
ら
め
よ
う
と
思
い
ま
し

た
。
そ
し
て
次
の
学
年
で
崋
山
先
生
の
句
を
思
い
出
し
、
三

重
と
び
に
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
夜
お
そ

く
ま
で
練
習
し
て
い
た
時
、
姉
が
声
を
か
け
て
く
れ
て
、
コ

ツ
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
自
分
な
り
に

考
え
、
ひ
ざ
を
曲
げ
て
、
足
を
高
く
上
げ
る
こ
と
が
大
事
だ

と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
た
く
さ
ん
練
習
を
続
け
て
よ

う
や
く
一
回
と
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
経
験
し

た
こ
と
は
今
で
も
わ
す
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
経
験
で
ぼ
く
は
崋

山
先
生
か
ら
「
あ
き
ら
め
な
い
心
」
を
学
び
ま
し
た
。

崋
山
先
生
は
、
誰
に
で
も
や
さ
し
く
、
相
手
の
立
場
を
考

え
て
い
ま
す
。
天
保
の
き
き
ん
で
は
、
作
物
が
と
れ
ず
日
本

中
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
知
り
、
心
配
し
た
先
生
は
お
米
や

麦
を
た
め
て
お
く
報
民
倉
を
作
り
ま
し
た
。
上
下
関
係
の
あ

る
時
代
で
し
た
が
先
生
は
、「
農
民
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
殿

様
も
何
不
自
由
な
く
ぜ
い
た
く
を
な
さ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
り
ま
す
。」
と
い
う
内
容
の
書
き
も
の
を
出
し
、
農

民
を
大
切
に
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
常
に
弱
い
人
の
立
場
に
立

ち
、
先
を
考
え
行
動
さ
れ
る
先
生
は
、
田
原
の
人
々
か
ら
の

信
ら
い
も
あ
つ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
官
民
一
体
と

な
っ
て
天
保
の
大
き
き
ん
を
乗
り
切
り
、
田
原
は
ん
か
ら
は

う
え
死
に
す
る
人
を
一
人
も
出
さ
な
か
っ
た
事
に
つ
な
が

っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
時
の
先
生
の
言
葉
か
ら
ぼ
く
は

「
今
の
自
分
が
あ
る
の
は
、
い
つ
も
い
っ
し
ょ
に
い
て
く
れ

る
周
り
の
人
た
ち
の
お
か
げ
」
だ
と
い
う
こ
と
を
強
く
感
じ

ま
し
た
。

先
生
は
、
四
十
九
さ
い
と
い
う
若
さ
で
自
ら
の
命
を
た
ち

ま
し
た
。
苦
し
い
立
場
か
ら
に
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
周

り
の
人
々
の
幸
せ
を
考
え
、
生
が
い
を
閉
じ
た
先
生
に
と
て

も
心
を
う
た
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
先
生
か
ら
学
ん
だ
、
思
い

や
り
の
心
、
あ
き
ら
め
な
い
心
、
行
動
力
を
こ
れ
か
ら
学
校

生
活
に
生
か
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
先
生
が
こ
の
田
原
に
い
た
こ
と
を
ほ
こ
り
に
思

い
、
感
謝
す
る
こ
と
を
わ
す
れ
ず
に
、『
田
原
の
偉
人
崋
山

先
生
』
の
よ
う
に
周
り
の
人
に
恩
返
し
で
き
る
よ
う
努
力
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ぼ
く
が
、
渡
辺
崋
山
先
生
を
知
っ
た
の
は
、
六
年
生
に
な

っ
て
か
ら
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
こ
こ
田
原
に
、
こ
ん
な

に
す
ご
く
て
か
っ
こ
い
い
、
真
心
の
あ
る
人
が
い
た
こ
と
を

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

崋
山
先
生
は
、
田
原
藩
の
屋
敷
で
、
と
て
も
貧
し
い
暮
ら

し
を
し
て
い
ま
し
た
。
父
親
が
病
気
が
ち
だ
っ
た
た
め
高
価

な
薬
が
必
要
で
、
子
ど
も
が
八
人
も
い
た
こ
と
で
、
そ
の
日

を
生
き
る
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
崋
山

先
生
は
、
家
族
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
勉
強
を

し
た
り
、
絵
を
描
い
た
り
し
て
い
た
と
知
っ
て
、
ぼ
く
は
と

て
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、
自
分
の
勉
強
や
習
い

事
の
サ
ッ
カ
ー
を
す
る
こ
と
で
精
い
っ
ぱ
い
な
の
に
、
崋
山

先
生
は
、
家
族
を
支
え
よ
う
と
家
族
の
た
め
に
一
生
懸
命
で

本
当
に
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
崋
山
先
生
は
、
ど
れ
ほ
ど

の
優
し
い
心
を
も
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
ぼ
く
の
心
の
中

で
、
崋
山
先
生
の
優
し
い
心
が
あ
た
た
か
く
輝
き
始
め
ま
し

た
。崋

山
先
生
が
二
十
歳
に
な
る
と
、
絵
の
才
能
が
開
花
し
、

認
め
ら
れ
、
家
族
の
暮
ら
し
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
崋
山
先
生
の
日
々
の
努
力
の
積
み
重
ね
の

成
果
で
あ
り
、
ぼ
く
も
と
て
も
う
れ
し
く
感
じ
ま
し
た
。
崋

山
先
生
の
「
家
族
を
助
け
た
い
」
と
い
う
思
い
が
努
力
の
味

方
を
し
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
田
原
藩
の
武
士
た

ち
は
そ
の
後
、
遊
び
に
夢
中
で
勉
強
を
し
な
く
な
り
ま
す

が
、
崋
山
先
生
は
違
い
ま
し
た
。
何
と
か
し
て
暮
ら
し
を
よ

く
し
よ
う
と
、
勉
強
に
励
み
ま
し
た
。「
見
よ
や
春　

大
地

も
亨
す
地
虫
さ
へ
」
こ
れ
は
、
小
さ
な
虫
で
も
、
春
が
く
る

と
、
固
い
大
地
を
突
き
抜
く
よ
う
に
努
力
を
続
け
れ
ば
、
い

つ
か
自
分
た
ち
に
も
希
望
の
叶
う
日
が
来
る
は
ず
だ
と
い

う
意
味
で
す
。
こ
の
意
味
を
知
っ
た
と
き
、
心
の
お
く
が
ぐ

っ
と
な
り
ま
し
た
。

崋
山
先
生
が
三
十
二
歳
の
頃
、
お
父
さ
ん
の
病
気
が
悪
化

し
、
必
死
に
看
病
し
ま
し
た
が
、
お
父
さ
ん
は
亡
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
自
分
の
こ
と
よ
り
も
家
族
を
大

切
に
し
、
家
族
の
た
め
に
が
ん
ば
っ
て
き
た
崋
山
先
生
は
、

相
当
悲
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
僕
だ
っ
た
ら
、
立
ち
直
る

の
に
と
て
も
時
間
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
も
田
原

藩
の
人
や
田
原
の
市
民
と
共
に
田
原
を
よ
り
よ
い
所
に
し

田
原
の
偉
人
崋
山
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と

田
原
中
部
小
学
校　

六
年　

伊
藤　

孝
太
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わ
れ
ら
の
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神
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小
学
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六
年　

小
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友
翔
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て
い
こ
う
と
努
力
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
幕
府
が
押
し

寄
せ
て
き
て
、
自
分
自
身
の
体
も
弱
く
な
り
、
心
も
体
も
ぼ

ろ
ぼ
ろ
な
状
態
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
崋
山
先
生
は
、
四
十

九
歳
と
い
う
若
さ
で
自
ら
の
命
を
絶
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

崋
山
先
生
は
、
最
後
の
最
後
ま
で
、
人
の
た
め
に
生
き
て

い
た
と
思
い
ま
す
。
田
原
藩
の
仲
間
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ

う
に
と
考
え
て
、
命
を
絶
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
ん

な
に
苦
し
く
辛
い
状
況
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
こ
と
よ
り
も

周
り
の
人
を
思
い
や
り
、
人
の
た
め
に
努
力
が
で
き
る
崋
山

先
生
を
、
僕
は
尊
敬
し
ま
す
。
渡
邉
崋
山
が
生
き
た
証
は
、

田
原
の
宝
だ
と
思
い
ま
す
。
昔
と
今
は
時
代
が
違
う
け
れ

ど
、
僕
も
崋
山
先
生
の
よ
う
に
周
り
の
人
を
大
切
に
し
、
感

謝
を
忘
れ
ず
、
真
心
を
も
っ
て
、
友
達
と
助
け
合
い
な
が
ら
、

毎
日
を
過
ご
し
て
い
き
ま
す
。

今
回
、
偉
人
物
語
「
渡
辺
崋
山
」
を
読
み
、
初
め
て
崋
山

が
ど
ん
な
人
な
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
読
み
終
わ

り
、
す
ご
い
人
だ
っ
た
ん
だ
と
感
じ
た
。

崋
山
は
田
原
藩
の
家
老
に
な
っ
た
が
、
小
さ
い
時
は
と
て

も
貧
し
く
、
苦
労
し
て
育
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
病
気
の

お
父
さ
ん
の
看
病
を
し
な
が
ら
勉
強
す
る
ほ
ど
、
す
ご
い
努

力
家
だ
。
貧
し
さ
や
忙
し
さ
を
言
い
訳
に
せ
ず
、
日
々
の
努

力
を
重
ね
、
そ
の
結
果
、
偉
人
と
言
わ
れ
る
人
に
な
っ
た
の

だ
と
思
う
。
ぼ
く
は
、
崋
山
と
正
反
対
で
、
つ
ら
い
こ
と
や

面
ど
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
す
ぐ
に
あ
き
ら
め
た
り
、
親
に

助
け
て
も
ら
お
う
と
し
た
り
す
る
。
崋
山
の
生
が
い
を
知

り
、
崋
山
の
生
き
方
は
か
っ
こ
い
い
な
、
崋
山
の
よ
う
に
一

つ
一
つ
の
こ
と
を
こ
つ
こ
つ
取
り
組
ん
で
や
り
と
げ
ら
れ

る
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
。

ぼ
く
が
一
番
心
に
残
っ
た
こ
と
は
、
崋
山
が
「
報
民
倉
」

を
建
て
た
こ
と
だ
。
崋
山
の
提
案
を
殿
様
が
賛
成
し
て
く
れ

た
お
か
げ
で
、
こ
の
倉
に
は
た
く
さ
ん
の
穀
物
が
た
ま
っ

た
。
報
民
倉
が
完
成
し
た
翌
年
、
日
本
中
で
大
き
き
ん
と
な

っ
た
。
そ
の
時
、
崋
山
は
「
凶
荒
心
得
書
」
と
い
う
書
き
物

を
送
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
農
民
は
国
の
基
で
あ
り
、
農
民
に

生
か
し
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず
、
殿
様
自

ら
動
き
な
さ
い
と
、
殿
様
に
進
言
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
と

て
も
お
ど
ろ
い
た
。
殿
様
に
向
か
っ
て
物
を
申
せ
る
崋
山
の

堂
々
た
る
態
度
や
か
し
こ
さ
、
何
が
大
事
な
の
か
を
見
極
め

る
判
断
力
に
し
ょ
う
げ
き
を
受
け
た
。
崋
山
の
指
示
に
従

い
、
身
分
に
関
係
な
く
み
ん
な
が
力
を
合
わ
せ
て
助
け
合
っ

た
お
か
げ
で
、
田
原
藩
で
は
う
え
死
に
す
る
人
が
一
人
も
い

な
か
っ
た
よ
う
だ
。

崋
山
は
、
貧
し
い
家
で
育
っ
た
た
め
、
人
が
困
っ
て
い
る

時
に
は
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
同
情
し
、助
け
た
。
ぼ
く
は
、

読
み
進
め
る
う
ち
に
な
み
だ
が
出
て
き
た
。
見
返
り
を
求
め

ず
、
素
直
に
人
の
た
め
に
働
く
生
き
様
に
感
動
し
た
。
ぼ
く

は
自
分
の
こ
と
で
精
一
ぱ
い
だ
。
今
年
、
児
童
会
役
員
に
な

っ
た
け
れ
ど
、
な
か
な
か
周
り
の
た
め
に
動
い
た
り
、
気
づ

か
い
の
心
を
も
っ
て
人
に
接
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
な
い
。
つ
い
、
自
分
の
楽
し
み
を
優
先
さ
せ
て
し
ま
う
。

や
っ
ぱ
り
崋
山
は
か
っ
こ
う
い
い
な
と
思
う
。

崋
山
は
と
て
も
忙
し
い
生
活
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
の

中
で
も
ず
っ
と
絵
を
描
き
続
け
た
。
ま
た
、
外
国
に
つ
い
て

す
す
ん
で
勉
強
し
た
。
蘭
学
を
学
ん
だ
崋
山
は
、
無
実
の
罪

で
ろ
う
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
の
未
来
を
見

す
え
、
ど
ん
な
対
策
が
必
要
か
を
考
え
て
行
動
し
て
い
る
の

に
、
な
ん
て
ひ
ど
い
時
代
だ
と
お
こ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、

心
の
支
え
だ
っ
た
絵
描
き
も
、
罪
人
の
く
せ
に
絵
を
売
っ
て

金
も
う
け
し
て
い
る
と
ゆ
が
ん
だ
見
方
を
さ
れ
、
そ
の
せ
い

で
殿
様
に
も
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
と
な
や
み
、
自
害
し
て

し
ま
っ
た
。
崋
山
を
お
と
し
い
れ
る
悪
事
が
な
か
っ
た
ら
、

も
っ
と
多
く
の
す
ば
ら
し
い
絵
を
残
し
、
日
本
の
た
め
に
働

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
本
当
に
残
念
で
く
や
し
い
。

今
、
ぼ
く
は
野
球
を
が
ん
ば
っ
て
い
る
。
崋
山
が
絵
の
勉
強

を
続
け
た
よ
う
に
、
ぼ
く
も
続
け
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
児

童
会
役
員
と
し
て
、
み
ん
な
の
た
め
に
、
学
校
の
た
め
に
何
を

し
た
ら
い
い
の
か
を
考
え
、
助
け
ら
れ
る
人
に
な
り
た
い
。

わ
た
し
は
、
偉
人
物
語　

渡
辺
崋
山
先
生
の
本
を
読
ん

で
、
崋
山
先
生
は
や
っ
ぱ
り
す
ご
い
人
だ
な
と
思
い
ま
し

た
。
わ
た
し
達
は
崋
山
劇
を
見
た
り
、
五
年
生
の
時
の
夢
育

活
動
で
崋
山
先
生
に
つ
い
て
、
調
べ
た
り
し
た
け
ど
、
こ
の

本
を
読
ん
で
、
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
と
て
も

興
味
深
か
っ
た
で
す
。

わ
た
し
が
崋
山
先
生
の
こ
と
を
す
ご
い
と
思
っ
た
理
由

は
三
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
崋
山
先
生
が
子
ど
も

の
時
の
こ
と
で
す
。
家
が
貧
し
い
と
き
に
、
ど
う
に
か
し
て

お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
を
助
け
て
あ
げ
た
い
と
い
う
崋
山

先
生
の
優
し
い
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
わ
た
し
た
ち
と
あ

ま
り
年
も
変
わ
ら
な
い
こ
ろ
に
家
族
を
支
え
て
い
こ
う
と

す
る
こ
と
は
と
て
も
立
派
だ
し
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
崋
山
先
生
は
、
苦
し
い
こ
と

悲
し
い
こ
と
に
あ
う
ご
と
に
ふ
る
い
立
っ
て
、
必
ず
立
派
な

人
に
な
っ
て
、
家
の
者
を
幸
せ
に
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
こ

と
も
心
が
強
い
人
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
わ
た
し
な
ら
、
一

つ
の
悲
し
い
こ
と
に
あ
う
ご
と
に
心
が
折
れ
て
、
な
か
な
か

立
ち
直
れ
な
い
し
、
自
分
の
こ
と
で
精
一
杯
で
、
家
族
を
幸

せ
に
す
る
こ
と
ま
で
手
が
回
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か

田
原
の
英
ゆ
う

高
松
小
学
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ら
、
そ
ん
な
崋
山
先
生
の
よ
う
な
心
の
強
さ
を
持
ち
た
い
と

思
い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
天
保
の
き
き
ん
の
と
き
で
す
。
気
候
が
不
安

定
な
た
め
、
米
や
野
菜
が
採
れ
な
く
日
本
中
が
困
っ
て
い
る

と
き
に
崋
山
先
生
の
建
て
た
報
民
倉
が
人
々
を
救
い
ま
し

た
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
多
く
の
人
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
と
思
う
と
、
今
こ
こ
に
い
ら
れ
る
の
は
崋
山

先
生
の
お
か
げ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
た
し

の
家
は
報
民
倉
が
あ
っ
た
場
所
の
す
ぐ
近
く
で
す
が
、
こ
ん

な
に
も
身
近
な
場
所
に
崋
山
先
生
の
業
績
が
わ
か
る
も
の

が
あ
っ
た
な
ん
て
、
誇
ら
し
い
こ
と
で
す
。

三
つ
目
は
、
崋
山
先
生
が
書
い
た
心
構
え
の
言
葉
で
す
。

例
え
ば
「
農
民
が
あ
る
か
ら
こ
そ
殿
様
が
あ
る
の
で
、
殿
様

が
あ
る
か
ら
農
民
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う

言
葉
で
す
。
崋
山
先
生
の
い
う
こ
と
は
、
農
民
や
町
人
に
よ

っ
て
国
が
成
り
立
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
前
向
き
で
進
ん
だ

考
え
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
わ
た
し
達
が
六

年
生
が
社
会
科
で
学
ん
だ
今
の
日
本
の
在
り
方
に
似
て
い
ま

す
。
江
戸
時
代
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
目
線
を
持
っ

て
い
た
人
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

崋
山
先
生
の
生
き
方
に
は
、
見
な
ら
う
べ
き
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
崋
山
先
生
は
、
全
て
の
こ
と
を

進
ん
で
実
行
し
、
長
く
努
力
を
続
け
て
物
事
を
や
り
と
げ
ま

し
た
。
わ
た
し
は
、
一
つ
で
も
長
く
努
力
し
続
け
、
や
り
と

げ
ら
れ
る
よ
う
な
人
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

私
は
、
渡
辺
崋
山
先
生
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
こ
と
は
、

田
原
の
町
中
に
あ
る
あ
さ
り
せ
ん
べ
い
を
売
っ
て
い
る
店

の
紙
袋
に
描
か
れ
て
い
る
絵
が
崋
山
先
生
の
も
の
だ
と
い

う
こ
と
だ
け
で
し
た
。
け
れ
ど
も
今
回
、
崋
山
先
生
の
物
語

を
読
ん
で
分
か
っ
た
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
た
。

ま
ず
一
つ
目
は
、
崋
山
先
生
は
生
ま
れ
つ
き
お
と
な
し
く

て
、
怒
っ
た
り
人
に
意
地
悪
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
私
は
四
つ
下
の
妹
に
怒
っ
た
り
意
地
悪
を
し

て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
母
に
よ
く
怒
ら
れ
る
の
で
、
崋
山
先

生
は
が
ま
ん
強
い
人
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
一
人
で
好

き
な
絵
を
地
面
に
描
い
て
い
た
そ
う
で
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い

る
よ
う
で
、
な
か
な
か
注
意
深
く
描
い
て
い
た
の
で
絵
が
と

て
も
上
手
な
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

二
つ
目
は
、
崋
山
先
生
の
俳
句

「
見
よ
や
春　

大
地
も
亨
す　

地
虫
さ
へ
」

で
す
。
こ
れ
は
「
小
さ
な
虫
で
も
春
が
来
れ
ば
固
い
大
地
を

突
き
抜
く
よ
う
に
、
努
力
を
続
け
れ
ば
い
つ
か
自
分
達
に
も

希
望
の
叶
う
日
が
来
る
は
ず
だ
」
と
い
う
意
味
だ
そ
う
で

す
。
崋
山
先
生
の
育
っ
た
家
は
雨
の
日
に
さ
す
か
さ
を
買
う

こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
貧
ぼ
う
で
し
た
。「
ど
う
か
し
て

お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
を
助
け
て
あ
げ
た
い
。
何
か
自
分
で

お
金
を
も
う
け
る
よ
う
な
仕
事
は
な
い
か
」
と
毎
日
考
え
て

何
事
に
も
熱
心
に
取
り
組
み
勉
強
を
し
た
の
で
、
周
り
の
人

に
認
め
ら
れ
て
、
崋
山
先
生
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
立

派
な
武
士
と
し
て
お
屋
敷
勤
め
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
崋
山
先
生
が
努
力
し
続
け
た
こ
と
は
、
と
て
も
素
晴

ら
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
三
つ
目
に
知
っ
た
こ
と
は
、
田
原
に
「
報
民
倉
」

と
い
う
倉
を
作
っ
た
こ
と
で
す
。
困
っ
た
時
に
み
ん
な
の
暮

ら
し
を
救
う
た
め
の
倉
だ
そ
う
で
す
。
崋
山
先
生
が
生
き
て

い
た
時
代
は
、
政
治
が
長
い
間
乱
れ
て
い
て
、
気
候
も
不
安

定
で
米
や
野
菜
が
取
れ
ず
、
日
本
中
が
困
っ
て
い
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、「
報
民
倉
」
の
お
か
げ
で
田
原
に
大
き
き
ん
が

起
き
て
も
、
飢
え
死
に
す
る
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
農
業
な
ど
の
産
業
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
色
々
な
取
り
組

み
を
行
う
事
で
殿
様
に
も
信
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
な

ぁ
と
思
い
ま
し
た
。
と
て
も
優
し
く
て
人
が
困
っ
て
い
る

と
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
崋
山
先
生
。
自
分

の
着
物
を
脱
い
で
人
に
あ
げ
、
自
分
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
着
物
を

着
て
い
て
も
平
気
で
し
た
。
き
き
ん
の
時
は
ご
飯
を
減
ら

し
、
そ
の
米
を
困
っ
て
い
る
人
に
与
え
て
い
た
こ
と
も
知
り

ま
し
た
。

私
は
六
年
生
に
な
り
、児
童
会
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。「
ど

う
し
た
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
学
年
の
子
た
ち
と
仲
良
く
遊
べ
る

の
か
」「
ど
う
し
た
ら
、
大
き
な
声
で
あ
い
さ
つ
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
か
」
と
話
し
合
い
、
学
校
が
明
る
く
楽
し
く
な

っ
た
ら
い
い
な
と
考
え
て
企
画
を
し
て
い
ま
す
。
な
か
な
か

上
手
く
話
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
伝
わ
ら
な
く
て
困
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
崋
山
先
生
の
物
語
を
読

み
、
い
つ
も
先
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
「
人
の
役
に
立
つ
こ

と
は
何
か
？
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
得
意
な
絵

を
描
き
続
け
な
が
ら
、
他
の
人
と
違
っ
て
、
出
来
に
く
い
こ

と
を
や
り
遂
げ
た
崋
山
先
生
の
よ
う
に
、
私
も
何
事
も
あ
き

ら
め
ず
に
長
く
努
力
を
続
け
ら
れ
る
人
に
な
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

最
終
選
考
に
選
ば
れ
た
方
々

新
屋
希
空

河
邉
蒼
夏

田
中
晴
奈

松
下
大
遥

眞
木
汰
理

山
田
琉
矢

木
下
桃
代

林　

理
愛

安
田
初
花

河
邉
真
由
子

宮
本
朱
莉

杉
原
斡
樹

井
本
優
衣
香

浜
田
輝
来

杉
浦　

豪

杉
浦
遼
栄

藤
村
遥
菜

永
井
新
大

（
受
賞
さ
れ
た
方
は
除
く
）

「
偉
人
物
語　

渡
辺
崋
山
を
読
ん
で
」

田
原
東
部
小
学
校　

六
年　

大

羽

望

未
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池
ノ
原
会
館
立
礼
席
の
ご
案
内

　

日
頃
は
、田
原
市
池
ノ
原
会
館
を
ご
利
用

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

十
月
一
日
か
ら
諸
材
料
費
の
高
騰
に
伴

い
、
立
礼
席
の
料
金
を
一
服
四
百
円（
お
菓

子
付
）
に
改
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

皆
さ
ま
に
は
、ご
負
担
や
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、何
卒
ご
理
解

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

立
礼
席
と
は
、四
季
折
々
の
風
を
感
じ
な

が
ら
椅
子
に
座
っ
て
お
菓
子
と
抹
茶
を
い

た
だ
け
る
茶
席
で
す
。和
の
空
間
で
、
気
軽

に
抹
茶
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、

皆
様
の
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

田
原
市
博
物
館
展
覧
会
の
ご
案
内

～
十
一
月
二
十
七
日（
日
）

 

企
画
展 

海
か
ら
広
が
る
渥
美
半
島
展

　

三
方
を
海
に

囲
ま
れ
た
渥
美

半
島
に
生
き
た

人
々
は
、海
の
恵

み
を
生
か
し
た

生
活
を
営
む
と

と
も
に
、交
流
や

交
易
の
多
く
は

海
を
通
し
て
行

っ
て
き
ま
し
た
。長
い
歴
史
か
ら
現
代
ま
で

に
至
る
、我
々
と
海
と
の
関
わ
り
の
歴
史
を

見
て
い
き
ま
す
。

同
時
開
催
：
文
人
画
家
が
描
く
水

渡
辺
崋
山
を
は
じ
め
と
す
る
文
人
た
ち
が

描
い
た
山
水
画
な
ど
を
展
示
し
ま
す
。
文

人
た
ち
が
描
く
水
の
表
現
を
堪
能
下
さ
い
。

十
二
月
三
日（
土
）～
令
和
五
年
二
月
五
日

（
日
）

文
人
画
家
が
描
く
、め
で
た
い
も
の

新
年
を
迎
え
る
こ
の
時
期
。渡
辺
崋
山
を
は

じ
め
、
文
人
画
が
描
く
め
で
た
い
も
の
、
縁

起
が
良
い
も
の
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

※
企
画
展
示
室
は
工
事
の
た
め
閉
室
し
ま
す
。

二
月
十
一
日（
土
・
祝
）～
四
月
九
日（
日
）

ひ
な
人
形
と
初
凧
展

田
原
の
旧
家
に
伝
わ
っ
た
ひ
な
人
形
や
田

原
凧
保
存
会
作
成
の
初
凧
を
展
示
。

渥
美
半
島
に
残
る
家
康
の
足
跡

一
五
六
六
年
、徳
川
家
康
は
三
河
国
の
平
定

を
果
た
し
ま
し
た
。田
原
城
は
、
そ
の
前
年

に
攻
略
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
展
示
で
は
、
渥

美
半
島
に
残
る
家
康
の
足
跡
を
巡
り
ま
す
。

同
時
開
催
：
渡
辺
崋
山
と
近
代
の
崋
椿
系
画

家
た
ち

江
戸
時
代
後
期
を
生
き
た
渡
辺
崋
山
や
椿

椿
山
。
こ
の
二
人
の
作
品
に
強
く
影
響
を

受
け
た
近
代
画
家
た
ち
の
作
品
を
展
示
し

ま
す
。

観
覧
料

企
画
展

　
海
か
ら
広
が
る
渥
美
半
島
展

 

一　
　

般 

四
〇
〇
円（
三
二
〇
円
）

 

小
中
学
生 

二
〇
〇
円（
一
六
〇
円
）

企
画
展
以
外

 

一　
　

般 

三
一
〇
円（
二
四
〇
円
）

 

小
中
学
生 

一
五
〇
円（
一
二
〇
円
）

（　

）
内
は
二
十
人
以
上
の
団
体
料
金

東
三
河
在
住
・
在
学
の
小
中
学
生
は
、ほ
の

国
こ
ど
も
パ
ス
ポ
ー
ト
を
ご
利
用
く
だ
さ

い（
呈
示
に
よ
り
無
料
入
館
）。

休
館 

毎
週
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
そ

の
翌
日
）、展
示
替
日
、十
二
月
二

十
八
日
～
一
月
四
日

編
集
協
力

田
原
市
博
物
館

崋
山
・
史
学
研
究
会

　

会
長　

小
林
一
弘

※
崋
山
会
報
ご
希
望
の
方
は
崋
山
会
館
・

田
原
市
博
物
館
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

次
回
発
行
予
定 

令
和
五
年
四
月
十
一
日

崋
山
会
報　

第
四
十
九
号

　

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日
発
行

　

編
集
発
行　

公
益
財
団
法
人
崋
山
会

　
　
　
　

理
事
長　

鈴
木　

愿

　
　
　
　

常
務
理
事　

林　

勇
夫

　
　
　
　

事
務
局
長　

大
根
義
久

〒
四
四
一
―
三
四
二
一

愛
知
県
田
原
市
田
原
町
巴
江
一
二
の
一

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
五
三
一
・
二
二
・
一
七
〇
〇

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
五
三
一
・
二
二
・
一
七
〇
一

公
益
財
団
法
人
崋
山
会

田
原
市
博
物
館		

か
ら
ご
案
内

地引網のようす

渡
辺
崋
山
・
渡
辺
小
華
筆「
福
禄
寿
図
」


