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一
　
茶
山
と
波
響
―
巨
椋
池
の
記
憶

寛
政
六
年
の
宴

　
文
化
十
五
（
文
政
元
・
一
八
一
八
）
年
三
月
二
十
日
、
福
山
藩
の
儒
者
 菅
 

か
ん

 茶
  山
 （一
七
四
八
～
一
八
二
七
）は
、
奈
良
か
ら
伏
見
へ
向
か
う
道
中
、
洛
南

ち
ゃ
 ざ
ん

の
 巨
  椋
  池
 に
立
ち
寄
っ
た
。
そ
の
日
の
日
記
に
、
茶
山
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

お
 ぐ
ら
 い
け

　
巨
椋
は
む
か
し
六
如
上
人
・
伴
蒿
蹊
な
ど
と
、
中
秋
に
舟
を
浮
か
べ

し
処
な
れ
ば
、
な
つ
か
し
く
て
巨
椋
に
む
か
ふ
。
汀
洲
柳
多
く
妙
甚
し
。

（『
大
和
行
日
記
』）

　
茶
山
が
「
な
つ
か
し
く
」
感
じ
た
「
む
か
し
」
の
で
き
ご
と
と
は
、
二
十

四
年
前
の
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
、
中
秋
の
こ
と
で
あ
る
。
茶
山
は
そ
の

夜
、
朋
友
の
 六
  如
 上
人
、 伴
  蒿
  蹊
 ら
と
と
も
に
、
巨
椋
池
に
船
を
浮
か
べ
て

り
く
 に
ょ
 

ば
ん
 こ
う
 け
い

月
を
賞
し
つ
つ
遊
ん
だ
。
そ
れ
は
、
間
も
な
く
故
郷
に
帰
ろ
う
と
す
る
松
前

藩
主
の
子
 蠣
  崎
  波
  響
 と
の
惜
別
の
宴
で
も
あ
っ
た
。

か
き
 ざ
き
 は
 き
ょ
う

　
蠣
崎
波
響
（
一
七
六
四
～
一
八
二
六
）
は
寛
政
六
年
の
七
月
に
藩
命
（
註

１
）
を
帯
び
て
上
洛
し
、
そ
の
月
の
う
ち
に
茶
山
と
初
め
て
会
っ
て
懇
意
と

な
っ
た
。
首
尾
よ
く
公
務
を
果
た
し
た
後
、
波
響
は
京
都
の
円
山
の
酒
亭
華

洛
庵
（
東
山
第
一
楼
）（
註
２
）
に
別
離
の
宴
を
催
し
た
が
、
さ
ら
に
二
日
後

の
八
月
十
五
日
、
今
度
は
巨
椋
池
で
、
茶
山
ら
上
洛
中
に
知
己
と
な
っ
た
文

人
た
ち
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
夜
集
っ
た
の
は
波
響
、
茶

山
の
ほ
か
、
大
原
左
金
吾
、
橘
南
谿
、
六
如
上
人
、
伴
蒿
蹊
、
米
谷
金
城
、

松
本
孟
執
の
八
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ま
ず
宇
治
川
に
架
か
る
豊
後
橋
の
た

も
と
の
東
駅
楼
に
会
し
、
次
い
で
巨
椋
池
に
舟
を
浮
か
べ
て
月
を
眺
め
な
が

ら
詩
を
詠
み
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
北
辺
の
地
に
帰
る
「
蠣
崎
公
子
」
す
な

わ
ち
波
響
へ
の
 餞
 と
し
た
（
註
３
）
。
こ
の
と
き
茶
山
は
次
の
よ
う
な
七
絶
三

は
な
む
け

首
を
詠
ん
だ
。

（1）

　
　
　
　
追
憶
の
風
景
 

　
　
　
　
　
　
　
―
蠣
崎
波
響
筆《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》を
め
ぐ
っ
て
―

井
　
上
　
研
一
郎
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中
秋
與
六
如
上
人
蠣
崎
公
子
伴
蒿
蹊

　
　
橘
恵
風
大
原
雲
卿
同
泛
舟
椋
湖
三
首

　
　
　
　
 中
  秋
 　
 六
  如
  上
  人
 　
 蠣
  崎
  公
  子
 　
 伴
  蒿
  蹊
 

ち
ゅ
う
 し
ゅ
う
 
り
く
 に
ょ
 し
ょ
う
 に
ん
 

か
き
 ざ
き
 こ
う
 し
 

ば
ん
 こ
う
 け
い

　
　
　
　
 橘
 

た
ち
ば
な

 恵
  風
 　
 大
  原
  雲
  卿
 と
と
も
に
同
じ
く
舟
を
 椋
  湖
 に
 泛
 べ
る
三
首

け
い
 ふ
う
 

お
お
 は
ら
 う
ん
 き
ょ
う
 

り
ょ
う
 こ
 

う
か

　
　
　
洛
陽
三
五
夜
如
何
　
　
洛
陽
　
三
五
の
夜
 如
何
 

い
か
ん

　
　
　
南
巷
吹
笙
北
巷
歌
　
　
南
巷
は
笙
を
吹
き
　
北
巷
は
歌
う

　
　
　
別
有
江
湖
鴎
鷺
社
　
　
別
に
 江
  湖
  鴎
  鷺
 の
 社
 有
り

こ
う
 こ
 お
う
 ろ
 

や
し
ろ

　
　
　
方
舟
容
與
入
金
波
　
　
方
舟
　
 容
  与
 と
し
て
金
波
に
入
る

よ
う
 よ

　
　
　
宿
鶩
驚
飛
人
影
内
　
　
 宿
  鶩
 　
驚
き
て
飛
ぶ
　
人
影
の
内

し
ゅ
く
 ぼ
く

　
　
　
跳
魚
誤
入
酒
杯
間
　
　
 跳
  魚
 　
誤
っ
て
入
る
　
酒
杯
の
間

ち
ょ
う
 ぎ
ょ

　
　
　
更
尋
勝
事
移
軽
棹
　
　
更
に
勝
事
を
尋
ね
て
 軽
  棹
 を
移
す

け
い
 と
う

　
　
　
蘋
葉
蘆
花
灣
又
灣
　
　
 蘋
  葉
 　
蘆
花
　
湾
又
た
湾

ひ
ん
 よ
う

　
　
　
月
到
天
心
舟
泖
心
　
　
月
天
心
に
到
り
　
舟
は
 泖
 

ぼ
う

 心
 

し
ん

　
　
　
泖
心
水
與
賞
情
深
　
　
 泖
 

ぼ
う

 心
 の
水
は
賞
情
と
と
も
に
深
し

し
ん

　
　
　
今
宵
絶
唱
休
公
句
　
　
今
宵
の
絶
唱
　
休
公
の
句

　
　
　
無
奈
明
年
各
處
唫
　
　
 奈
 と
も
す
る
無
し
　
明
年
　
各
処
に

い
か
ん

 唫
 ず
る
を

ぎ
ん

（『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
・
巻
四
』） 

　
第
一
首
で
は
都
の
喧
噪
を
離
れ
て
月
光
輝
く
巨
椋
池
の
水
面
に
ゆ
る
や
か

に
（
容
与
）
舟
を
乗
り
入
れ
た
こ
と
を
の
べ
、
第
二
首
で
は
鴨
（
鶩
）
や
魚

を
驚
か
せ
な
が
ら
舟
が
葦
の
葉
の
間
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
く
光
景
を
描
き
、

第
三
首
で
は
月
が
中
天
に
達
し
た
の
で
舟
も
池
の
中
心
（
泖
心
）
に
留
め
て

皆
で
月
を
賞
し
た
さ
ま
を
歌
っ
て
い
る
（
富
士
川
英
郎
に
よ
る
読
み
下
し
と

解
釈
を
参
照
）。

　
茶
山
は
そ
の
後
文
化
元（
一
八
〇
四
）年
に
江
戸
で
波
響
に
再
会
し
た
。
こ

の
と
き
は
伊
澤
蘭
軒
、
犬
塚
印
南
ら
と
と
も
に
隅
田
川
に
舟
を
浮
か
べ
て
花

火
見
物
を
し
て
い
る
（
註
４
）
。
だ
が
こ
の
舟
遊
の
後
、
茶
山
と
波
響
は
再
び

顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
時
代
、
蝦
夷
松
前
の
藩

主
の
子
と
備
後
神
辺
の
儒
者
が
京
都
で
出
会
い
、
江
戸
で
再
会
し
た
こ
と
自

体
が
奇
跡
的
な
出
来
事
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
茶
山
自
身
、
初
め
て
波

響
と
会
っ
た
当
時
か
ら
二
人
の
出
逢
い
を
「
 萍
  水
 の
会
」
す
な
わ
ち
浮
き
草

へ
い
 す
い

と
水
と
が
出
会
う
よ
う
な
他
郷
で
の
邂
逅
と
考
え
て
い
た
（
註
５
）
。
こ
の
あ

と
茶
山
は
福
山
藩
の
江
戸
詰
め
藩
医
で
あ
っ
た
伊
澤
蘭
軒
を
通
じ
て
波
響
の

消
息
を
何
度
も
尋
ね
た
が
果
た
せ
ず
（
註
６
）
、
再
び
江
戸
を
訪
れ
た
文
化
十

一
（
一
八
一
四
）
年
、
よ
う
や
く
十
年
ぶ
り
に
音
信
だ
け
を
交
わ
す
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
と
き
松
前
藩
は
奥
州
梁
川
に
移
封
さ
れ
て
お
り
、
家
老
と

な
っ
て
い
た
波
響
は
復
領
工
作
の
た
め
た
び
た
び
江
戸
を
訪
れ
て
い
た
も
の

の
、
茶
山
の
江
戸
滞
在
中
に
は
つ
い
に
会
う
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

文
化
十
五
年
の
巨
椋
池
再
訪

　
さ
て
、
巨
椋
池
の
そ
ば
ま
で
来
た
と
き
、
茶
山
の
脳
裡
に
は
四
半
世
紀
前

の
仲
秋
の
宴
の
様
子
が
懐
か
し
く
よ
み
が
え
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
と

き
詠
ん
だ
七
絶
は
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
後
編
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（2）
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伏
水
道
中

　
　
寛
政
甲
寅
中
秋
六
如
上
人
蠣
崎
公
子

　
　
伴
蒿
蹊
橘
恵
風
原
雲
卿
米
子
虎
松
孟
執

　
　
及
余
、
八
人
泛
舟
于
椋
湖

　
　
　
 伏
  水
 の
 道
  中
 

ふ
し
 み
 

ど
う
 ち
ゅ
う

　
　
　
　
 寛
  政
  甲
  寅
  中
  秋
 　
 六
  如
  上
  人
 　
 蠣
  崎
  公
  子
 

か
ん
 せ
い
 き
の
え
 と
ら
 ち
ゅ
う
 し
ゅ
う
 
り
く
 に
ょ
 し
ょ
う
 に
ん
 

か
き
 ざ
き
 こ
う
 し

　
　
　
　
 伴
  蒿
  蹊
 　
 橘
  恵
  風
 　
 原
  雲
  卿
 　
 米
  子
  虎
 　
 松
  孟
  執
 

ば
ん
 こ
う
 け
い
 
た
ち
ば
な
 け
い
 ふ
う
 

は
ら
 う
ん
 け
い
 

べ
い
 し
 
こ
 

し
ょ
う
 も
う
 し
つ

　
　
　
　
 及
 び
 余
 、　
 八
  人
  舟
 を
 椋
  湖
 に
 泛
 ぶ

お
よ
 

よ
 

は
ち
 に
ん
 ふ
ね
 
り
ょ
う
 こ
 

う
か

　
　
巨
椋
湖
辺
感
昔
遊
　
　
 巨
  椋
  湖
  辺
 　
 昔
  遊
 を
か
ん
　
感
ず
。

お
 ぐ
ら
 こ
 へ
ん
 

せ
き
 ゆ
う

　
　
回
頭
二
十
五
年
秋
　
　
 頭
 を
 回
 ら
す
　
 二
  十
  五
  年
 の
 秋
 。

こ
う
べ
 

め
ぐ
 

に
 じ
ゅ
う
 ご
 ね
ん
 

あ
き

　
　
汀
前
依
旧
楊
柳
多
　
　
 汀
  前
 　
 旧
 に
 依
 て
 楊
  柳
 　
 多
 し
。

て
い
 ぜ
ん
 

き
ゅ
う
 

よ
り
 

よ
う
 り
ゅ
う
 
お
お

　
　
何
樹
曾
維
賞
月
舟
　
　
 何
 れ
の
 樹
 か
　
 曾
 て
 維
 ぐ
 月
 を
 賞
 す
る
の
 舟
 。

い
ず
 

き
 

か
つ
 

つ
な
 

つ
き
 

し
ょ
う
 

ふ
ね

（『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
・
後
編
巻
八
』
所
収
。
訓
読

は
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
。）

　
波
響
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
だ
二
十
四
年
前
（
註
７
）
と
変
わ
ら
ぬ
湖
辺
の
景

色
に
、
茶
山
は
感
無
量
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
水
辺
に
生
え
た
柳
の

樹
々
も
昔
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
月
を
眺
め
る
た
め
に
友
と
一
緒
に
乗
っ
た
舟

を
繋
い
だ
の
は
、
ど
の
辺
り
の
樹
で
あ
っ
た
か
…
。

　
さ
ら
に
、
茶
山
は
詩
を
詠
ん
だ
だ
け
で
は
満
足
で
き
ず
、
そ
の
光
景
を
一

幅
の
絵
に
描
き
留
め
る
こ
と
を
思
い
つ
く
（
註
８
）
。
絵
筆
を
執
っ
た
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
蠣
崎
波
響
で
あ
っ
た
。
ほ
ど
な
く
絵
は
完
成
し
て
茶
山
の

（3）

図
１
　
蠣
崎
波
響
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》

　
　
　
全
図
（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
）

追憶の風景（井上　研一郎）



も
と
に
送
り
届
け
ら
れ
る
。《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
は
、
こ
う
し
て
誕
生
し

た
。
現
在
、
作
品
は
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
に
黄
葉
夕
陽
文
庫
中
の
一
点
と

し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

二
　《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
の
概
要

　《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
一
幅
［
図
１
］
は
、
本
紙
部
分
の
寸
法
が
縦
三
七
・

一
㎝
、
横
一
〇
六
・
五
㎝
と
い
う
横
長
の
作
品
で
あ
る
（
註
９
）
。
絹
本
墨
画

に
淡
彩
が
施
さ
れ
る
が
、
画
面
は
や
や
褐
変
し
て
い
る
。

　
画
面
は
、
宇
治
川
と
巨
椋
池
の
景
観
を
横
長
の
画
面
に
俯
瞰
的
に
描
く
が
、

構
図
は
伝
統
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
西
洋
的
な
透
視
遠
近
法
に
近
い
。
ま
ず

近
景
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
大
き
な
川
の
流
れ
が
描
か
れ
る
。
川
幅
の
違
い
か

ら
川
の
流
れ
は
画
面
左
奥
か
ら
発
し
、
正
面
を
経
て
右
方
へ
と
向
か
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
画
面
中
央
に
架
か
る
大
き
な
橋
を
す
ぎ
る
と
川
は
大
き

く
幅
を
広
げ
、
右
方
に
は
中
州
の
よ
う
に
見
え
る
陸
地
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
陸
地
と
手
前
の
岸
と
の
間
に
は
小
さ
な
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。

　
中
央
の
大
き
な
橋
は
欄
干
の
つ
い
た
立
派
な
造
り
で
、
中
央
が
高
く
弓
な

り
に
反
っ
た
形
を
し
て
い
る
。
川
の
両
岸
に
は
家
々
が
立
ち
並
ぶ
。
手
前
の

家
々
は
ほ
と
ん
ど
屋
根
し
か
見
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
二
十
軒
余
り
が
密

集
し
て
い
る
。
対
岸
の
家
々
は
十
軒
余
り
、
い
ず
れ
も
間
口
を
広
く
と
っ
た

店
ら
し
い
造
り
が
橋
に
続
く
往
来
を
は
さ
ん
で
並
ぶ
。
周
囲
に
は
木
立
が
、

そ
の
背
後
に
は
薄
く
青
ず
ん
だ
水
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
水
面
の
中
央
を
左

右
に
分
け
る
よ
う
に
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
土
手
道
が
画
面
左
奥
に
向
か
っ
て

（4）

図
２
　
蠣
崎
波
響
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
部
分
１
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（5）

図
３
　
蠣
崎
波
響
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
部
分
２

図
４
　
蠣
崎
波
響
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
部
分
３

追憶の風景（井上　研一郎）



延
び
る
［
図
２
］
。

　
土
手
道
の
右
手
水
面
に
は
二
艘
の
小
舟
が
浮
か
ぶ
。
そ
の
先
、
画
面
右
端

に
近
い
中
空
に
薄
墨
で
外
隈
を
施
し
た
満
月
が
描
か
れ
る
［
図
３
］
。

　
大
き
な
橋
に
戻
る
と
、
そ
の
左
方
す
な
わ
ち
上
流
側
に
は
川
に
沿
っ
て
土

手
が
築
か
れ
、
そ
の
右
手
に
は
水
田
が
広
が
っ
て
い
る
。
靄
を
隔
て
た
遠
景

に
は
な
だ
ら
か
な
山
々
が
連
な
り
、
左
半
部
の
山
に
は
「
へ
」
の
字
を
連
ね

た
よ
う
な
波
響
独
特
の
皴
法
が
施
さ
れ
て
い
る
［
図
４
］
。

　
画
面
全
体
の
構
図
は
、
手
前
の
川
の
緩
い
Ｕ
字
型
カ
ー
ブ
と
遠
景
の
山
並

み
に
よ
っ
て
他
の
波
響
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
広
大
な
空
間
を
生
ん
で
い
る

が
、
橋
の
小
さ
な
山
形
カ
ー
ブ
や
土
手
道
な
ど
の
ジ
グ
ザ
グ
線
、
散
在
す
る

木
立
の
塊
な
ど
細
か
い
要
素
も
点
在
し
て
い
て
、
一
見
複
雑
な
印
象
を
与
え

る
。

　
本
図
の
筆
致
お
よ
び
作
風
は
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
描
か
れ
た

《
梁
川
八
景
図
》（
註
　
）
の
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
。
全
体
と
し
て
は
淡
墨
を

10

生
か
し
た
四
条
派
風
の
山
水
表
現
が
優
勢
だ
が
、《
梁
川
八
景
図
》
の
第
一
景

「
城
中
真
景
」
と
同
様
、
特
定
の
細
部
へ
の
こ
だ
わ
り
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
本
図
が
真
景
図
と
し
て
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
と
言
え
よ
う
。

　
画
面
右
端
に
金
泥
に
よ
る
次
の
よ
う
な
款
記
が
あ
る
［
図
５
］
。

　
　
寛
政
甲
寅
中
秋
巨
椋
湖
舟
遊
図

　
　
　
　
文
政
新
元
戊
寅
壱
冬
為

　
　
　
　
福
山
文
學
茶
山
老
先
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
波
響
樵
　
印
①
　
印
②

（
印
①
「
廣
年
世
祜
」
白
文
方
印
、
印
②
「
波
響
」
白
文
方
印
）

 「
寛
政
甲
寅
中
秋
」
は
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
八
月
、「
文
政
新
元
戌
寅

壱
冬
」
は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
十
月
で
あ
る
。「
文
学
」
は
藩
の
儒
者
の

意
、「
茶
山
老
先
生
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
菅
茶
山
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
図
は
寛
政
六
年
八
月
十
五
日
に
京
都
の
巨
椋
池
で
行
わ
れ
た
舟
遊
の
光
景

を
、
二
十
四
年
後
の
文
政
元
年
十
月
に
な
っ
て
、
福
山
藩
儒
の
茶
山
の
た
め

に
波
響
が
回
想
し
つ
つ
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
茶
山
は
こ

の
年
七
十
一
歳
、
波
響
は
五
十
五
歳
で
あ
っ
た
。

　
本
図
は
、
一
九
九
三
年
に
菅
家
か
ら
同
館
に
寄
託
さ
れ
た
「
黄
葉
夕
陽
文

庫
」
中
の
一
点
と
し
て
、「
菅
茶
山
と
そ
の
世
界
」
展
（
一
九
九
五
年
）
に
初

め
て
出
品
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
来
歴
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

　
ま
た
、
本
図
は
波
響
と
し
て
は
珍
し
い
大
画
面
の
山
水
画
で
あ
り
、
そ
の

（6）

図
５
　
蠣
崎
波
響
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
款
記
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広
大
な
ス
ケ
ー
ル
と
と
も
に
い
く
つ
か
の
細
部
に
こ
だ
わ
っ
た
表
現
を
も
つ

点
で
注
目
に
値
す
る
。
本
図
は
蠣
崎
波
響
の
数
少
な
い
真
筆
の
山
水
図
と
し

て
も
き
わ
め
て
貴
重
な
一
点
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
本
図
に

託
さ
れ
た
作
者
ら
の
意
図
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
前

に
、
巨
椋
池
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

三
　
巨
椋
池
の
歴
史
―
変
遷
と
記
録

平
安
京
と
巨
椋
池

　
巨
椋
池
は
、
か
つ
て
京
都
盆
地
の
中
央
部
の
最
低
地
に
あ
っ
た
広
大
な
池

で
、
当
時
は
宇
治
川
、
木
津
川
、
桂
川
、
山
科
川
な
ど
大
阪
湾
に
注
ぐ
河
川

の
大
部
分
が
こ
こ
に
合
流
し
て
い
た
。

　
巨
椋
池
の
存
在
は
、
平
安
京
の
立
地
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
と
さ
れ
る
。
古
代
中
国
に
お
い
て
は
、
都
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
「
 四
  神
 

し
 じ
ん

 相
  応
 」
の
地
が
選
ば
れ
た
。
そ
れ
は
、
東
に
流
水
が
走
り
、
西
に
大
道
が
通

そ
う
 お
う

じ
、
北
に
丘
陵
が
そ
び
え
、
南
に
池
沼
ま
た
は
低
地
が
広
が
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
は
青
龍
、
白
虎
、
玄
武
、
朱
雀
の
四
神
に
よ
っ

て
守
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
平
安
京
と
な
っ
た
山
城
の
地
は
、

北
の
み
な
ら
ず
東
西
に
も
山
が
連
な
る
盆
地
で
あ
り
、
そ
の
東
端
を
鴨
川
が

南
に
向
か
っ
て
流
れ
、
西
に
は
出
雲
方
面
へ
の
交
通
路
が
古
く
か
ら
通
じ
て

い
る
。
そ
し
て
、
南
に
広
が
る
池
沼
が
他
な
ら
ぬ
巨
椋
池
で
あ
っ
た
［
図
６
］
。

秀
吉
に
よ
る
改
修

　
巨
椋
池
に
沿
っ
た
一
帯
は
、
京
都
と
大
坂
お
よ
び
奈
良
方
面
を
結
ぶ
交
通

の
要
衝
と
し
て
も
栄
え
た
。
豊
臣
秀
吉
が
こ
こ
に
伏
見
城
を
築
い
た
の
も
、

戦
略
拠
点
と
し
て
の
こ
の
地
の
重
要
性
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。

（7）

図
６
　
江
戸
時
代
の
巨
椋
池
と
そ
の
周
辺

（『
巨
椋
池
干
拓
誌
』
よ
り
一
部
強
調
し
て
作
成
）

追憶の風景（井上　研一郎）



　
秀
吉
は
伏
見
城
築
城
に
あ
た
っ
て
堤
防
（
槙
島
堤
あ
る
い
は
宇
治
堤
）
を

築
い
て
池
か
ら
宇
治
川
を
分
離
さ
せ
、
池
の
東
端
を
縦
断
す
る
堤
（
巨
椋
堤

あ
る
い
は
太
閤
堤
）
を
築
い
て
宇
治
を
通
ら
ず
に
奈
良
方
面
へ
通
じ
る
道
を

開
い
た
。
そ
の
た
め
池
は
土
砂
の
堆
積
に
よ
っ
て
次
第
に
規
模
が
縮
ま
っ
て

い
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
江
戸
期
に
は
鯉
や
鮒
な
ど
の
良
質
な
漁
場
と
し

て
栄
え
た
ほ
か
、
葭
や
蓮
根
、
菱
な
ど
の
水
生
野
菜
の
産
地
と
し
て
も
重
要

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
植
生
が
多
彩
で
魚
類
や
水
禽
な
ど
も
多
く
棲
息
し
て
い

た
た
め
、
文
人
た
ち
は
風
光
豊
か
な
こ
の
地
を
好
ん
だ
と
い
う
。

近
代
の
改
修
と
干
拓

　
し
か
し
、
明
治
以
降
周
辺
地
域
の
開
発
に
と
も
な
っ
て
、
巨
椋
池
は
そ
の

存
在
価
値
を
急
速
に
失
っ
て
い
く
。
逆
に
、
た
び
重
な
る
水
害
に
よ
っ
て
根

本
的
な
治
水
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
か
ら
一
九

一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
か
け
て
大
規
模
な
河
川
改
修
工
事
が
次
々
と
行
わ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
巨
椋
池
は
ほ
ぼ
完
全
に
周
囲
の
河
川
と
分
離
さ
れ
、

汚
泥
の
堆
積
と
水
質
の
悪
化
が
進
行
し
た
。
漁
獲
量
の
低
下
に
加
え
て
従
来

か
ら
あ
っ
た
マ
ラ
リ
ア
の
発
生
な
ど
環
境
の
悪
化
か
ら
、
こ
の
地
の
干
拓
を

望
む
声
が
強
ま
っ
た
が
、
膨
大
な
工
事
費
用
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実

現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
［
図
７
］
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
の
米
騒
動
を
契
機
に
食
糧
増
産
が

国
家
的
課
題
と
な
り
、
翌
年
開
墾
助
成
法
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
く

事
業
と
し
て
、
巨
椋
池
干
拓
事
業
が
一
九
三
三（
昭
和
八
）年
か
ら
八
年
間
に

わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
結
果
、
約
六
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
水
田
が
生
ま
れ
た
。

（8）

図
７
　
干
拓
前
の
巨
椋
池
（『
巨
椋
池
干
拓
誌
』
よ
り
）
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戦
後
の
干
拓
地
に
は
高
層
住
宅
や
工
場
も
建
ち
始
め
、
近
鉄
線
や
京
滋
バ

イ
パ
ス
が
貫
通
し
て
都
市
化
が
急
速
に
す
す
ん
で
い
る
が
、
僅
か
に
観
月
橋

南
詰
付
近
、
西
目
川
付
近
、
お
よ
び
三
軒
屋
付
近
な
ど
に
往
時
の
面
影
を
留

め
て
い
る
（
註
　
）
。

11

四
　
巨
椋
池
の
風
物
と
景
観

巨
椋
池
の
風
物

　
巨
椋
池
は
広
大
な
湿
地
帯
で
あ
り
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
交
通
の
要
衝

で
も
あ
り
、
周
辺
に
は
古
く
か
ら
伏
見
、
淀
な
ど
の
町
が
発
達
し
て
い
た
。

蓮
や
月
を
愛
で
る
文
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
京
の
街
中
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な

い
こ
の
地
は
格
好
の
行
楽
地
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
文
学

作
品
の
な
か
に
巨
椋
池
が
登
場
す
る
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
西
田
直
二

郎
に
よ
れ
ば
、『
万
葉
集
』
中
に
あ
る
次
の
歌
が
初
出
で
あ
る
と
い
う
（
註
　
）
。

12

　
　
 巨
  椋
 の
入
り
江
 響
 む
な
り
 射
  部
 び
と
の
伏
見
が
田
井
に
鴈
渡
る
ら
し

お
お
 く
ら
 

と
よ
 

い
 
め

（
万
葉
集
巻
九
）

　
次
い
で
平
安
期
の
歌
と
し
て
は
、
次
の
歌
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
お
ほ
く
ら
の
入
江
の
月
の
跡
に
ま
た
光
残
し
て
螢
飛
ぶ
な
り

（
詠
千
首
和
歌
）

　
こ
の
他
に
も
、
三
首
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
お
ほ
く
ら
の
入
江
さ
や
か
に
と
ぶ
螢
そ
の
一
む
ら
に
船
を
や
ら
ば
や

（
草
茎
集
）

　
　
ね
た
き
わ
か
を
く
ら
の
里
に
宿
り
し
て
紅
葉
の
色
を
よ
そ
に
き
く
か
な

（
小
大
君
集
）

　
　
春
な
れ
ば
花
の
都
へ
う
□
□
□
に
を
く
ら
の
里
は
霞
へ
た
て
つ

（
康
資
王
母
集
）

　
宇
治
が
「
 網
代
 」、「
 紅
葉
 」、「
 柴
  舟
 」
あ
る
い
は
「
水
車
」
な
ど
の
風
物

あ
じ
ろ
 

も
み
じ
 

し
ば
 ふ
ね

と
結
び
つ
い
て
し
ば
し
ば
詠
わ
れ
、
歌
枕
と
し
て
確
立
し
た
の
に
対
し
、
巨

椋
池
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
顕
著
な
現
象
を
見
出
せ
な
い
。
だ
が
、
宇
治
か

ら
淀
に
い
た
る
広
大
な
水
郷
地
帯
の
全
体
が
豊
か
な
自
然
環
境
を
形
成
し
て

い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
右
に
引
い
た
例
の
よ
う
に
「
蛍
」
や
「
月
」
な
ど

の
風
物
が
巨
椋
池
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
近
世
以
降
も
巨
椋
池
を
取
り
あ
げ
た
詩
文
は
あ
ま
り
多
く
な
い
と
思
わ
れ

る
が
、
西
田
直
二
郎
に
よ
る
と
巨
椋
池
周
辺
で
は
し
ば
し
ば
吟
行
が
催
さ
れ

た
と
い
う
（
註
　
）
。
い
く
つ
か
の
資
料
か
ら
推
察
す
る
と
、
近
世
に
入
っ
て

13

か
ら
の
巨
椋
池
の
風
物
は
も
っ
ぱ
ら
「
蓮
」
と
「
月
」
で
あ
っ
た
。
当
時
の

旅
行
案
内
や
絵
図
の
な
か
に
も
、
た
と
え
ば
「
小
椋
の
池
、
蓮
の
花
盛
絶
景

な
り
」（
註
　
）
と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。

14

巨
椋
池
の
景
観

　「
蓮
」
と
「
月
」
を
風
物
と
し
た
巨
椋
池
の
当
時
の
景
観
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
末
期
の
藤
井
竹
外
（
一
八
〇
七
～
六
六
）
は
、

次
の
よ
う
な
漢
詩
を
詠
ん
で
い
る
。

（9）

追憶の風景（井上　研一郎）



　
　
　
　
巨
椋
湖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 巨
  椋
  湖
 

お
 ぐ
ら
 こ

　
　
　
半
汀
微
雨
未
収
糸
　
　
　
　
　
 半
  汀
 の
 微
  雨
  未
 だ
 糸
 を
 収
 め
ず

は
ん
 て
い
 

び
 
う
 い
ま
 

い
と
 

お
さ

　
　
　
紅
藕
花
蔵
白
鷺
 
　
　
　
　
　
 紅
  藕
  花
 は
 蔵
 す
は
く
ろ
し
 白
  鷺
  　
  

こ
う
 ぐ
う
 は
な
 

ぞ
う
 

は
く
 ろ
 
し

　
　
　
一
幅
分
明
誰
筆
意
　
　
　
　
　
 一
  幅
  分
  明
 な
り
 誰
 が
 筆
  意
 ぞ

い
っ
 ぷ
く
 ぶ
ん
 め
い
 

た
れ
 

ひ
 つ
い

　
　
　
黄
筌
不
見
見
徐
煕
　
　
　
　
　
 黄
  筌
 を
 見
 ず
 徐
  煕
 を
み
 見
 る

こ
う
 せ
ん
 

み
 

じ
ょ
 き
 

み

（『
竹
外
二
十
八
字
詩
』・
安
政
五
年
刊
・
所
収
。
読

み
下
し
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。）

　「
未
だ
糸
を
収
め
ず
」
と
は
ま
だ
細
か
い
雨
脚
が
あ
が
っ
て
い
な
い
こ
と
。

「
 紅
  藕
 」云
々
は
紅
蓮
が
花
の
陰
に
白
鷺
を
隠
し
て
い
る
の
意
。
黄
筌
は
宋
の

こ
う
 ぐ
う

画
家
、
徐
煕
は
南
唐
の
画
家
で
、「
黄
家
富
貴
」「
徐
煕
野
逸
」
と
評
さ
れ
、

対
照
的
な
画
風
を
も
っ
て
中
国
花
鳥
画
の
二
大
潮
流
を
形
成
し
た
と
さ
れ
る

が
、
そ
の
具
体
的
な
作
風
に
つ
い
て
は
種
々
の
論
が
あ
る
（
註
　
）
。
こ
こ
で

15

は
雨
に
濡
れ
る
蓮
の
花
の
風
情
が
正
統
的
・
伝
統
的
な
黄
筌
の
絵
で
は
な
く
、

野
趣
に
富
ん
だ
徐
煕
の
画
趣
に
相
応
し
い
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
解
し
て
お

く
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
白
砂
青
松
」
的
に
水
陸
の
区
別
が
截
然
と
し
た
絵
の
・

・

よ
う
な

・

・

・

景
観
で
は
な
く
、
葭
や
蓮
な
ど
雑
多
な
植
物
が
生
い
繁
る
茫
洋
と
し

・

・

・

・

た・
湿
地
風
景
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
（
註
　
）
。

16

巨
椋
池
と
美
術

　
絵
画
の
世
界
に
目
を
移
す
と
、
巨
椋
池
の
景
観
を
描
い
た
作
品
は
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
平
安
期
ま
で
の
絵
画
史
料
を
網
羅
し
た
家
永
三
郎
氏

の
『
上
代
倭
絵
全
史
』
に
も
全
く
記
述
が
な
く
、
中
世
の
和
歌
史
料
等
に
つ

い
て
も
管
見
に
よ
る
限
り
名
所
絵
の
画
題
と
し
て
の
「
巨
椋
池
」
は
見
出
せ

な
い
（
註
　
）
。

17

　
い
っ
ぽ
う
、
巨
椋
池
に
近
い
「
宇
治
」
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
歌
枕
と
し

て
定
着
し
、
絵
画
に
お
い
て
も
紅
葉
や
網
代
な
ど
に
よ
っ
て
直
ち
に
そ
れ
と

分
か
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
註
　
）
。
中
世
以
降
は
柳
、

18

蛇
籠
、
水
車
な
ど
を
構
成
要
素
と
す
る
「
柳
橋
水
車
図
」
の
成
立
な
ど
様
々

な
形
で
絵
画
化
さ
れ
た
。
ま
た
宇
治
川
の
流
れ
も
下
流
の
淀
川
と
併
せ
て
し

ば
し
ば
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、「
巨
椋
池
」
が
画
家
た
ち
の
関
心
を
引
く
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
巨
椋
池
を

描
い
た
作
例
が
『
巨
椋
池
干
拓
誌
』
に
口
絵
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
宇

田
荻
邨
筆
《
巨
椋
池
》
お
よ
び
近
藤
浩
一
路
筆
《
巨
椋
浅
春
》（
大
正
十
三

年
）
の
二
点
で
あ
る
が
、
図
版
で
見
る
限
り
い
ず
れ
も
巨
椋
池
全
体
の
景
観

を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
荻
邨
の
作
は
池
に
浮
か
ぶ
蓮
の
花
を
近
景
に
大

き
く
捉
え
、
背
景
に
飛
翔
す
る
白
鷺
を
配
し
た
も
の
。「
蓮
」
が
巨
椋
池
を
想

起
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
い
っ
ぽ
う
浩
一
路

の
作
は
沼
地
の
水
辺
に
数
人
の
漁
夫
と
思
わ
れ
る
人
物
の
姿
を
や
や
離
れ
た

距
離
か
ら
描
く
。
遠
景
は
霞
ん
で
見
え
な
い
。
こ
こ
で
は
魚
や
水
草
を
採
る

漁
夫
た
ち
の
姿
が
巨
椋
池
の
標
識
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
註
　
）
。

19

絵
図
等
に
見
る
巨
椋
池

　
名
所
絵
の
画
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
巨
椋
池
も
、
京
都
周
辺
の
絵
図
等
の

（10）
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な
か
で
は
当
然
な
が
ら
無
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
描
か
れ
て
い
る
。
正
徳
元

（
一
七
一
一
）
年
刊
行
の
『
山
城
名
勝
志
』
巻
第
十
六
の
「
紀
伊
郡
部
」
お
よ

び
巻
第
十
八
の「
久
世
郡
部
」に
巨
椋
池
に
か
ん
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
両

郡
の
地
図
に
も
「
大
池
」
の
名
が
見
え
、
と
く
に
久
世
郡
の
地
図
で
は
「
大

池
」
の
ほ
か
に
小
倉
堤
の
東
側
に
あ
る
「
池
」
も
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い

る
が
、
池
の
形
を
は
じ
め
地
形
的
な
正
確
さ
は
望
め
な
い
［
図
８
］
。

　
京
都
郊
外
の
景
観
を
描
い
た
「
洛
外
図
」
に
も
巨
椋
池
が
あ
ら
わ
さ
れ
た

も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
形
は
や
は
り
明
確
で
な
い
。
中
井
基
次
氏
所
蔵
の

《
洛
外
図
》
八
曲
一
双
（
十
七
世
紀
後
半
）
で
は
、
右
隻
第
一
扇
に
大
き
く
カ
ー

ブ
す
る
宇
治
川
、
そ
の
内
側
（
南
方
）
に
大
き
な
雲
が
描
か
れ
、
そ
の
下
に

広
が
る
巨
椋
池
を
あ
ら
わ
す
。
豊
後
橋
と
向
島
の
家
並
み
、
奈
良
へ
通
じ
る

小
倉
堤
（
太
閤
堤
）
が
雲
の
切
れ
目
か
ら
の
ぞ
い
て
お
り
、
雲
の
周
囲
か
ら

は
み
出
す
よ
う
に
葦
の
葉
が
描
か
れ
、
一
面
の
葦
原
が
下
に
あ
る
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
が
、
巨
椋
池
そ
の
も
の
の
全
体
像
は
巧
み
に
、
と
い
う
よ
り
あ

か
ら
さ
ま
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
巨
椋
池
は
古
代
中
世
に
お
い
て
名
所
絵
の
画
題
と

な
っ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
後
の
美
術
史
上
で
も
絵
師
た
ち
の
創
作
意
欲
を

そ
そ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
近
世
後
期
の
画
家
と
し
て
の

波
響
が
巨
椋
池
の
景
観
を
描
く
に
あ
た
り
、
特
定
の
先
行
作
品
を
前
提
と
し

た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
左
右
一

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
本
図
は
、
通
常
の
画
幅
と
し
て
は
破
格
の
大
画
面
で
あ

る
。
こ
れ
だ
け
の
画
面
を
い
か
な
る
先
行
図
像
も
な
し
に
描
く
こ
と
は
、
果

た
し
て
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
可
能
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
波
響
は
こ

（11）

図
８
　『
山
城
名
勝
志
』
巻
十
八
・
久
世
郡
図
・
一
七
一
一
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の
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
を
、
ど
の
よ
う
な
手
順
で
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

五
　
画
面
の
検
討
―
「
実
景
」
と
の
比
較

波
響
の
こ
だ
わ
り

　
前
述
し
た
よ
う
に
、《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
の
画
面
は
全
体
と
し
て
四
条

派
風
の
叙
情
的
な
表
現
に
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
点
で
細
部
に
こ

だ
わ
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
構
図
に
統
一
性
を
欠
い
た
印
象
を

与
え
る
部
分
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
か
で
も
、
か
な
り
大
き
く
描
か
れ

た
画
面
手
前
の
橋
や
、
画
面
中
央
に
の
び
る
屈
曲
し
た
土
手
道
な
ど
は
、
本

図
を
一
幅
の
山
水
画
と
し
て
み
た
場
合
に
は
や
や
目
障
り
な
感
じ
を
免
れ
な

い
。

　
結
論
を
先
に
言
う
な
ら
、
波
響
が
こ
う
し
た
細
部
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、

こ
の
絵
を
依
頼
し
て
き
た
菅
茶
山
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
二
十
四
年
前
の
あ
の
光
景
を
眼
前
に
蘇
ら
せ
る
こ
と
こ
そ
こ
の
絵
の
使

命
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
前
の
名
所
絵
の
よ
う
に
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る

よ
う
な
山
と
水
と
空
と
月
を
描
く
だ
け
で
は
、
茶
山
の
心
は
決
し
て
満
足
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
一
目
見
て
す
ぐ
に
巨
椋
池
と
分
か
る
標
識
、

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
で
は
、
巨
椋
池
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
。《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》の
画
面
で
波
響
が
こ
だ
わ
っ
た
部
分
に
注
目

し
な
が
ら
、
近
世
の
絵
図
等
に
見
ら
れ
る
巨
椋
池
の
表
現
を
検
討
し
て
み
る

と
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
共
通
し
た
モ
チ
ー
フ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（12）

図
９
　「
月
瀬
高
尾
山
長
引
梅
渓
道
の
栞
」
部
分
（
一
八
五
八
）

山
下
和
正『
地
図
で
読
む
江
戸
時
代
』（
一
九
九
八
年
・
柏
書
房
よ
り
複
写
）
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た
と
え
ば
、
巨
椋
池
の
ほ
ぼ
全
体
の
景
観
が
描
か
れ
て
い
る
次
の
二
件
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
刊
行
の
『
月
瀬
嵩
尾
山
長
引
梅
溪
道
の
栞
』
は
、

大
坂
・
京
都
か
ら
奈
良
・
月
ヶ
瀬
方
面
へ
の
道
中
図
で
、
幕
末
明
治
初
期
の

浮
世
絵
師
松
川
半
山
に
よ
る
見
事
な
鳥
瞰
図
で
あ
る
［
図
９
］
。
画
面
左
下
に

伏
見
側
か
ら
見
た
巨
椋
池
が
描
か
れ
て
い
る
。
地
名
の
書
き
入
れ
に
は
「
伏

見
」、「
ブ
ン
ゴ
バ
シ
（
豊
後
橋
）」、「
向
島
」、「
ヲ
グ
ラ
（
小
倉
）」「
大
池
」

な
ど
が
あ
る
が
、
画
面
の
ご
く
一
部
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
大
ま
か
で
類
型

的
な
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
小
倉
堤
は
は
っ
き
り
と
描
か
れ
、

そ
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
「
ヲ
グ
ラ
堤
一
リ
」「
舟
ワ
タ
シ
ア
リ
」
の
書
き
入
れ

が
あ
る
。「
大
池
」
の
傍
ら
に
は
前
述
の
よ
う
に
「
小
倉
ノ
池
蓮
ノ
花
盛
絶
景

ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
豊
後
橋
か
ら
上
流
へ
宇
治
川
の
左
岸
を
遡
る
槙

島
堤
（
宇
治
堤
）
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
名
称
は
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。

　
波
響
の
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
に
近
い
景
観
を
描
い
て
い
る
の
は
安
永

九
年
（
一
七
八
〇
）
刊
行
の
『
都
名
所
図
絵
』
の
中
の
一
図
で
あ
る
［
図
　
］
。

10

宇
治
川
に
架
か
る
「
豊
後
橋
」
を
波
響
と
同
じ
伏
見
側
か
ら
俯
瞰
し
た
図
で

あ
る
が
、
橋
の
左
側
か
ら
の
俯
瞰
に
な
っ
て
い
る
点
が
波
響
の
図
と
異
な
る
。

し
か
し
、
対
岸
の
「
向
島
」
の
家
並
み
は
波
響
の
図
と
非
常
に
よ
く
似
て
い

る
。
そ
の
向
こ
う
の
大
池
は
霞
の
中
に
消
え
て
、「
小
倉
社
」
な
ど
の
屋
根
だ

け
が
浮
か
ん
で
い
る
。
小
倉
堤
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
向
島
か
ら
左
に
の

び
る
槙
島
堤
（
宇
治
堤
）
は
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。
蕩
々
と
流
れ
る

宇
治
川
の
下
流
に
は
波
響
の
図
と
同
じ
中
州
の
よ
う
な
陸
地
が
見
え
る
。
橋

の
北
詰
に
は
伏
見
奉
行
の
屋
敷
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
波
響
の
図
に

（13）

図
　
　『
都
名
所
図
会
』
巻
五
「
伏
見
　
指
月
・
豊
後
橋
・
大
池
」
挿
図

10
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は
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
遠
山
の
上
に
月
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

巨
椋
池
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

　
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
近
世
ま
で
の
絵
図
等
に
見
ら
れ
る
巨
椋
池
は
、
そ

の
形
が
一
定
し
て
い
な
い
。『
山
城
名
勝
志
』な
ど
に
見
る
池
の
形
は
概
念
図

に
過
ぎ
ず
、
実
景
を
表
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、《
洛
外
図
》
や

『
都
名
所
図
絵
』な
ど
の
俯
瞰
図
の
場
合
で
も
池
の
形
は
雲
や
霞
に
隠
さ
れ
て

捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
治
水
設
備
が
貧
弱
で
あ
っ
た
江
戸

期
以
前
、
巨
椋
池
は
遊
水
池
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
年
に
よ
っ

て
そ
の
姿
は
少
な
か
ら
ず
変
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
反

映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
池
の
形
の
曖
昧
さ
と
は
反
対
に
、
こ
れ
ら
の
絵
図
等
に
ほ
ぼ
共

通
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。「
宇
治
川
」「
豊
後
橋
」「
向
島
」「
小

倉
堤
」「
小
倉
（
社
）」「
槙
島
堤
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
描
か

れ
た
「
池
」
が
巨
椋
池
で
あ
る
こ
と
を
示
す
標
識
＝
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
、
宇
治
川
を
の
ぞ
い
て
い
ず
れ
も

人
工
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
自
体
が
特
異
な
形
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

川
や
池
と
い
う
自
然
の
景
観
の
中
に
人
間
が
意
図
的
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
相
互
の
位
置
関
係
が
実
際
と
一
致
し
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
巨
椋
池
」
固
有
の
景
観
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
曖
昧
な
形
で
あ
っ
た
「
大
池
」
や
「
池
」
は
、
こ
れ
ら
の
ラ
ン
ド
マ
ー

ク
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
巨
椋
池
の
「
大
池
」「
池
」
と
し
て
認

識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
大
役
を
課
せ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
、
実
際
に

地
上
か
ら
見
た
と
き
も
そ
の
役
を
果
た
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
一
外
交
官
」
が
見
た
実
景
と
の
比
較

　
幕
末
期
に
来
日
し
、『
一
外
交
官
の
見
た
明
治
維
新
』
の
著
書
で
知
ら
れ
る

イ
ギ
リ
ス
人
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
が
の
こ
し
た
詳
し
い
旅
行
記
『
中
央
部
・

北
部
日
本
旅
行
案
内
』（
一
八
八
一
年
初
版
）
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
一
節

が
あ
る
。
京
都
三
条
大
橋
か
ら
伏
見
、
玉
水
を
経
て
木
津
、
奈
良
に
至
る

ル
ー
ト
の
紹
介
で
あ
る
（
註
　
）
。
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…
伏
見
ま
で
は
連
綿
と
家
屋
が
続
く
。
伏
見
の
手
前
の
藤
ノ
森
で
左
に

折
れ
す
ぐ
に
宇
治
川
に
架
か
る
豊
後
橋

・

・

・

に
向
か
う
と
よ
い
。
…
宇
治
方

面
を
望
む
上
流
の
風
景
は
大
変
美
し
い
。
橋・
を
わ
た
っ
て
右
に
折
れ
向

島
を
抜
け
て
右
に
大
池
・

・

、
左
に
小
さ
い
池

・

・

・

・

を
見
て
土
手
・

・

を
た
ど
り
小
倉

へ
至
る
。
…

　
サ
ト
ウ
は
巨
椋
池
と
は
記
し
て
い
な
い
が
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら

か
に
巨
椋
池
の
風
景
で
あ
る
。「
豊
後
橋
」す
な
わ
ち
現
在
の
観
月
橋
を
渡
り
、

「
向
町
」
を
抜
け
た
あ
と
右
に
見
え
た
池
が
当
時
「
大
池
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

も
の
で
、
左
の
「
小
さ
い
池
」
の
方
は
『
山
城
名
勝
志
』
巻
第
十
六
の
絵
図

に
た
だ
「
池
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
池
に
は
さ

ま
れ
た
「
土
手
」
は
小
倉
堤
す
な
わ
ち
太
閤
堤
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
京
都
か
ら
奈
良
方
面
へ
向
か
う
に
は
、
伏
見
を
経
て

（14）
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巨
椋
池
を
縦
断
す
る
小
倉
堤
を
南
下
す
る
ル
ー
ト
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
（
註
　
）
。
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波
響
の
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
を
注
意
し
て
見
る
と
、
そ
の
画
様
は

『
山
城
名
勝
志
』の
絵
図
な
ど
よ
り
遙
か
に
正
確
に
サ
ト
ウ
の
叙
述
を
裏
づ
け

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
ま
ず
、
中
央
手
前
の
大
き
な
橋
は
疑
い
も
な
く
「
豊
後
橋
」
で
あ
り
、「
橋

を
渡
っ
て
右
に
折
れ
」
た
と
こ
ろ
に
あ
る
家
並
み
は
「
向
町
」、
そ
し
て
そ
の

背
後
に
淡
青
色
で
描
か
れ
た
水
面
こ
そ
我
が
巨
椋
池
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

池
を
二
分
す
る
よ
う
に
折
れ
曲
が
っ
て
の
び
る
「
土
手
」
す
な
わ
ち
小
倉
堤

（
太
閤
堤
）
の
左
に
「
小
さ
い
池
」、
そ
し
て
右
側
に
「
大
池
」
が
確
か
に
ひ

ろ
が
る
。
た
だ
し
、「
土
手
」
の
先
に
あ
る
は
ず
の
「
小
倉
」
は
残
念
な
が
ら

靄
に
隠
れ
て
見
え
な
い
。［
図
２
］

　
視
点
を
豊
後
橋
の
た
も
と
ま
で
戻
す
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
川
に
沿
っ
て

左
側
に
土
手
が
の
び
て
い
る
。
こ
れ
は
『
山
城
名
勝
誌
』
な
ど
に
「
槙
島
堤
」

と
記
さ
れ
て
い
る
宇
治
方
面
へ
の
道
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て

そ
の
背
後
に
比
較
的
高
く
意
識
的
に
独
特
の
皴
法
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

喜
撰
山
あ
た
り
の
山
並
み
で
あ
ろ
う
。
サ
ト
ウ
が
「
大
変
美
し
い
」
と
感
動

し
た
「
宇
治
川
方
面
を
望
む
上
流
の
風
景
」
を
、
波
響
も
ま
た
感
動
を
持
っ

て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
註
　
）
。
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こ
う
し
て
当
時
の
実
景
を
記
録
し
た
文
献
と
波
響
の
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊

図
》
を
対
比
照
合
さ
せ
て
み
る
と
、
先
に
挙
げ
た
巨
椋
池
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
大
き
く
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
「
宇
治
川
」
と
そ

れ
に
架
か
る
「
豊
後
橋
」、
対
岸
の
「
向
町
」
の
家
並
み
、
奈
良
へ
続
く
「
小

倉
堤
（
太
閤
堤
）」、
道
の
両
側
の
「
大
池
」
と
「
池
」、
背
後
に
そ
び
え
る

「
喜
撰
山
」
な
ど
。
こ
れ
ら
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
画
面
は
紛
れ
も
な
く
巨

椋
池
の
光
景
と
な
る
。

茶
山
の
問
い
と
波
響
の
答
え

　「
豊
後
橋
」「
向
町
」「
小
倉
堤
（
太
閤
堤
）」「
喜
撰
山
」
と
い
っ
た
巨
椋
池

の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
加
え
、
茶
山
の
依
嘱
に
応
え
る
べ
く
、
波
響
が
さ
ら
に

描
き
添
え
た
も
の
が
満
月
と
二
艘
の
舟
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

時
は
寛
政
六
年
八
月
十
五
夜
。
茶
山
、
波
響
ら
総
勢
八
人
は
、
二
艘
の
舟
に

分
乗
し
て
大
池
の
水
面
に
漕
ぎ
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
波
響
は
そ
れ
を
忠
実

に
画
面
に
再
現
し
て
見
せ
た
。
茶
山
の
詩
に
あ
る
水
鳥
の
姿
も
点
々
と
、
し

か
し
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。

　
だ
が
、
波
響
は
月
と
舟
に
加
え
て
も
う
一
つ
重
要
な
も
の
を
描
き
込
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
柳
で
あ
る
。
画
面
中
央
の
土
手
す
な
わ
ち
小
倉
堤
の
上
に
、

明
ら
か
に
枝
垂
柳
と
分
か
る
樹
木
が
三
カ
所
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
柳
こ
そ
、
茶
山
が
「
 汀
  前
  旧
 に
 依
 て
 楊
  柳
  多
 し
。 何
 れ
の
 樹
 か
 曾
 て
 維
 

て
い
 ぜ
ん
 き
ゅ
う
 
よ
り
 

よ
う
 り
ゅ
う
 お
お
 

い
ず
 

き
 

か
つ
 

つ
な

ぐ
 月
 を
 賞
 す
る
の
 舟
 」と
謳
っ
た
柳
の
樹
に
他
な
ら
な
い
。「
舟
を
繋
い
だ
の

つ
き
 

し
ょ
う
 

ふ
ね

は
ど
の
辺
り
の
樹
で
あ
っ
た
か
…
」
と
問
う
茶
山
に
対
し
て
、
波
響
は
「
さ

て
、
拙
者
の
記
憶
に
よ
れ
ば
こ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
は
…
」
と
画
面
の
な

か
で
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

柳
は
枝
垂
れ
て
い
た
か

　
と
こ
ろ
で
、
さ
り
げ
な
く
巧
妙
に
描
き
込
ま
れ
た
師
へ
の
答
え
で
は
あ
る

（15）
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が
、
波
響
自
身
は
ど
こ
ま
で
自
分
の
記
憶
に
も
と
づ
い
て
こ
の
光
景
を
描
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
小
倉
堤
に
は
、
波
響
が
描
い
た
よ
う
な
枝
垂
れ
柳
は
実
際

に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
波
響
と
茶
山
ら
が
満
月
を
賞
し
た
と
き
か
ら
や
や
遡
る
寛
政
元
年
（
一
七

八
九
）、
こ
の
地
を
訪
れ
て
い
た
人
物
が
い
た
。
司
馬
江
漢
（
一
七
四
七
～
一

八
一
八
）
で
あ
る
。
江
漢
は
二
月
二
十
八
日
、
奈
良
か
ら
伏
見
に
向
か
う
途

上
で
小
倉
堤
を
通
っ
て
い
る
。

　
廿
八
日
　
曇
る
。
椿
木
町
（
奈
良
椿
井
町
）
古
梅
園
へ
参
り
、
天
覧

の
墨
を
見
る
。
亦
墨
の
形
を
見
る
妙
工
な
り
。
夫
よ
り
南
都
を
出
て
七

里
、
伏
見
に
至
る
に
、
其
路
小
倉
堤
あ
り
。
是
は
京
よ
り
南
都
へ
宇
路

（
治
）を
廻
り
て
は
遠
し
。
堤
湖
の
半
に
あ
り
。
太
閤
之
を
築
か
れ
し
と

ぞ
。
岸
々
に
疎
柳
を
植
、
柳
き
荖
（
こ
り
）
を
作
る
。
堤
長
さ
三
十
町
、

其
半
に
漁
村
両
三
軒
あ
り
。
京
町
近
江
屋
に
至
る
。（
註
　
）
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　「
三
十
町
」す
な
わ
ち
約
三
キ
ロ
の
小
倉
堤
の
半
ば
に「
漁
村
両
三
軒
あ
り
」

と
は
、
ま
さ
し
く
波
響
描
く
本
図
の
光
景
と
一
致
す
る
（
図
　
）
。「
岸
々
に
疎

11

柳
を
植
」
と
あ
る
点
も
一
致
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
続
け
て
「
柳
き
荖
を

作
る
」
と
記
す
よ
う
に
、
こ
れ
は
柳
行
李
の
材
料
と
な
る
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
で

あ
っ
て
、
枝
が
垂
れ
る
こ
と
は
な
く
、
波
響
が
描
い
た
枝
垂
柳
と
は
大
い
に

そ
の
姿
を
異
に
す
る
。
し
か
も
、
江
漢
は
こ
の
日
の
日
記
に
簡
単
な
ス
ケ
ッ

チ
を
残
し
て
い
る
（
図
　
）
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
樹
木
は
、
小
枝
を
上
に
向
け

12

た
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
あ
る
い
は
カ
ワ
ヤ
ナ
ギ
で
あ
る
。

（16）

図
　
　
蠣
崎
波
響
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
部
分
４

11
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茶
山
の
詩
に
あ
る
「
楊
柳
」
は
、
語
調
を
整
え
る
た
め
に
カ
ワ
ヤ
ナ
ギ
を

指
す
「
楊
」
と
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
を
指
す
「
柳
」
を
並
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
の
ヤ
ナ
ギ
が
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
詩
中
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
江
漢

の
言
葉
と
ス
ケ
ッ
チ
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
枝
垂
柳
で
は
な
か
っ
た
可

能
性
が
強
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
図
に
描
か
れ
た
柳
は
、
波
響
の
記
憶
違
い

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改

め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

西
洋
的
遠
近
法
の
限
界
と
真
景
図

　
前
述
の
通
り
、
本
図
は
四
条
派
風
の
山
水
表
現
の
な
か
に
細
部
へ
の
こ
だ

わ
り
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
た
め
構
図
全
体
が
複
雑
で
散
漫
な
印
象
を
与
え

て
い
る
。
だ
が
、
波
響
が
「
こ
だ
わ
っ
て
」
描
い
た
豊
後
橋
、
小
倉
堤
、
喜

撰
山
な
ど
は
、
当
時
の
文
人
た
ち
に
直
ち
に
巨
椋
池
を
想
起
さ
せ
る
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
個
々
に
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
描
か
れ
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
相
互
の
位
置
関
係
も
曖
昧
に
は
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
関
係
を
無
視
し
て
、
山
水
画
で
基
本
と
さ
れ
る
「
高
遠
」「
深
遠
」

「
平
遠
」
な
ど
の
構
図
法
を
採
る
こ
と
は
、
初
め
か
ら
波
響
の
頭
の
な
か
に
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
波
響
は
二
艘
の
船
と
水
鳥
と
柳
の
木
と
い
う
、
い
ず
れ
も
大
画

面
空
間
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
モ
チ
ー
フ
を
、
茶
山
の
想
い
に
答
え

て
描
き
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
画
面
の
中
に
縮
尺
の
不
統
一
、
す

な
わ
ち
観
者
と
対
象
と
の
遠
近
関
係
の
混
乱
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
画
面

全
体
を
見
る
と
き
、
そ
う
し
た
矛
盾
は
ほ
と
ん
ど
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
従
来
、
日
本
の
絵
画
は
俯
瞰
法
に
よ
っ
て
広
大
な
空
間
を
表
現
し
て
き
た
。

雪
舟
の
《
天
橋
立
図
》、
近
世
初
期
の
《
洛
中
洛
外
図
》
諸
作
、
さ
ら
に
江
戸

後
期
の
北
斎
、
広
重
ら
に
よ
る
浮
世
絵
風
景
画
な
ど
、
当
時
の
人
間
が
お
よ

そ
達
し
得
な
い
上
空
か
ら
眺
め
た
言
わ
ば
「
神
仏
の
眼
」
に
よ
っ
て
描
か
れ

た
か
の
よ
う
な
山
水
図
や
都
市
図
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で

こ
う
し
た
表
現
は
全
体
的
な
構
図
の
破
綻
を
生
み
や
す
い
の
で
、
霞
や
雲
な

ど
に
よ
る
意
図
的
な
遮
蔽
に
よ
っ
て
画
面
を
分
割
す
る
こ
と
で
、
破
綻
の
回

避
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　
江
戸
中
期
以
降
次
第
に
普
及
し
た
西
洋
的
な
空
間
表
現
、
即
ち
透
視
遠
近

法
は
、
も
の
の
形
を
見
た
ま
ま
に
捉
え
た
現
実
感
あ
る
表
現
に
よ
っ
て
当
時

（17）

図
　
　
司
馬
江
漢
『
江
漢
西
游
日
記
』
小
倉
堤
（
一
七
九
九
）

12
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の
知
識
人
た
ち
の
関
心
を
引
い
た
が
、「
見
え
な
い
も
の
は
描
か
な
い
」
と
い

う
「
人
間
の
眼
」
の
原
則
を
貫
こ
う
と
す
る
た
め
に
、
物
陰
に
あ
っ
た
り
小

さ
す
ぎ
た
り
し
て
見
え
な
い
「
あ
る
は
ず
の
も
の
」
を
描
く
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
致
命
的
欠
陥
を
も
っ
て
い
た
。

　
こ
の
西
洋
画
の
弱
点
を
大
胆
に
補
い
な
が
ら
現
実
感
あ
る
風
景
表
現
を
な

し
え
た
の
は
、
南
画
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
発
達
を
遂
げ
た
作
風
を
担
っ
た
文

人
画
家
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
観
念
的
な
名
所
絵
か
ら
抜
け

出
し
て
、
具
体
的
な
現
実
の
風
景
を
見
た
ま
ま
に
描
き
つ
つ
も
、
そ
こ
に

様
々
な
情
報
や
作
者
の
心
情
を
描
き
込
ん
だ
新
し
い
風
景
画
す
な
わ
ち
「
真

景
図
」
を
作
り
出
し
た
。

　
い
っ
ぽ
う
、
写
生
画
の
祖
と
さ
れ
る
円
山
応
挙
（
一
七
三
三
～
九
五
）
は
、

そ
う
し
た
主
観
主
義
的
な
方
法
に
対
し
て
客
観
主
義
を
貫
き
、
西
洋
画
の
空

間
表
現
を
取
り
入
れ
た
平
明
な
写
実
表
現
を
生
み
出
し
た
（
註
　
）
。
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波
響
は
京
都
で
応
挙
や
一
門
の
絵
師
た
ち
と
交
流
し
、
彼
ら
の
作
風
を
積

極
的
に
吸
収
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
作
風
を
駆
使
し
つ
つ
南
画
的
な

真
景
図
と
し
て
描
か
れ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

六
　
失
わ
れ
た
景
観
―
終
章
に
代
え
て

　
巨
椋
池
と
同
じ
よ
う
に
近
世
あ
る
い
は
近
代
以
降
に
姿
を
消
し
た
池
沼
と

し
て
は
、
出
羽
の
 象
  潟
 が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
松
尾
芭
蕉
が
『
お
く
の
細

き
さ
 が
た

道
』
の
な
か
で
「
象
潟
や
雨
に
西
施
が
ね
ぶ
の
花
」
と
謳
っ
た
こ
と
で
あ
ま

り
に
も
有
名
で
あ
る
。
芭
蕉
が
同
地
を
訪
れ
た
の
は
元
禄
二
年（
一
六
八
九
）

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
百
年
余
り
後
の
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
象
潟
は

旧
暦
六
月
四
日
に
起
こ
っ
た
大
地
震
に
よ
っ
て
潟
全
体
が
隆
起
し
、
陸
地
化

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
本
荘
藩
や
近
隣
の
諸
村
、
寺
社
な

ど
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
守
ら
れ
て
き
た
象
潟
の
景
観
は
、
一
夜
に
し
て
壊

滅
し
た
と
い
う
（
註
　
）
。
ま
た
、
津
軽
の
弘
前
城
の
南
側
に
は
「
 南
  溜
  池
 」
と

み
な
み
 た
め
 い
け

25

呼
ば
れ
る
広
大
な
溜
池
が
作
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
維
新
に
よ
る
藩
体
制
の

崩
壊
に
よ
っ
て
修
築
保
全
を
行
う
主
体
を
失
い
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
（
註
　
）
。
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巨
椋
池
も
ま
た
不
幸
な
運
命
を
た
ど
っ
て
消
滅
し
た
。
不
幸
は
す
で
に
明

治
初
年
に
始
ま
っ
て
い
た
。
ま
だ
巨
椋
池
が
十
分
に
水
を
湛
え
て
い
た
は
ず

の
時
期
、
サ
ト
ウ
が
こ
こ
を
通
っ
た
と
き
に
、
ど
う
し
て
池
の
名
前
を
記
録

し
な
か
っ
た
の
か
。
豊
後
橋
や
向
町
の
名
は
記
し
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
池
の

名
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
か
。
明
治
初
年
の
巨
椋
池
は
、
名
前
を
確
か
め
た

く
な
る
ほ
ど
の
魅
力
を
す
で
に
失
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
干
拓
は
時
間
の
問
題
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
昭
和
の
初
め
、
哲
学
者
の
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
～
一
九
六
〇
）
は
友
人

の
谷
川
徹
三
に
誘
わ
れ
て
蓮
の
花
を
見
に
夜
明
け
前
の
巨
椋
池
に
舟
で
出
か

け
た
。「
巨
椋
池
の
一
端
に
達
し
た
ら
し
い
が
、
ま
だ
暗
く
て
遠
く
は
見
晴

ら
せ
な
い
」
う
ち
に
、「
二
ひ
ら
三
ひ
ら
」
と
蓮
の
花
弁
が
開
き
は
じ
め
、
と

き
お
り
「
ク
イ
と
い
ふ
風
な
短
い
音
」
を
た
て
な
が
ら
次
々
に
花
が
開
き
、

そ
の
う
ち
見
わ
た
す
か
ぎ
り
蓮
に
囲
ま
れ
た
世
界
が
眼
前
に
広
が
る
。
和
辻

は
祖
先
の
作
り
あ
げ
た
浄
土
幻
想
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
さ
ら
に
イ
ン
ド

（18）
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的
な
も
の
を
体
感
し
つ
つ
、「
蓮
華
の
世
界
に
入
り
浸
」
る
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
夜
が
明
け
て
淀
川
ま
で
戻
る
途
中
の
景
色
が
「
す
べ
て
、
先
程
ま
で

の
美
し
い
蓮
華
の
世
界
の
印
象
を
打
ち
壊
は
す
や
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
つ

た
。」
と
嘆
い
て
い
る
。
加
え
て
、
巨
椋
池
に
は
マ
ラ
リ
ヤ
の
蚊
が
多
い
と
い

う
こ
と
を
後
に
な
っ
て
聞
く
。
さ
す
が
に
和
辻
は
「
あ
の
素
晴
ら
し
い
蓮
の

花
の
光
景
の
こ
と
を
思
ふ
と
、
マ
ラ
リ
ヤ
の
蚊
な
ど
は
何
で
も
な
い
。」
と
片

付
け
て
い
る
が
、
巨
椋
池
と
マ
ラ
リ
ヤ
の
結
び
つ
き
は
明
ら
か
に
マ
イ
ナ
ス

の
イ
メ
ー
ジ
を
生
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
和
辻
は
前
の
文
章
の
末
尾
を
、
そ
の
後
始
ま
っ
た
干
拓
工
事
へ
の
不
安
で

締
め
く
く
っ
て
い
る
（
註
　
）
。
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と
こ
ろ
で
、
巨
椋
池
の
あ
の
蓮
の
光
景
が
、
今
で
も
同
じ
や
う
に
見

ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
私
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
巨
椋
池
は
そ
の
後

干
拓
工
事
に
よ
つ
て
水
位
を
何
尺
か
下
げ
た
。
前
に
蓮
の
花
の
咲
い
て

ゐ
た
場
所
の
う
ち
で
水
田
に
化
し
た
と
こ
ろ
も
少
く
な
い
で
あ
ら
う
。

そ
れ
に
伴
つ
て
蓮
の
栽
培
が
ど
う
い
ふ
影
響
を
受
け
た
か
も
私
は
知
ら

な
い
。
も
し
蓮
見
を
希
望
せ
ら
れ
る
方
が
あ
つ
た
ら
、
現
状
を
問
ひ
合

は
せ
て
か
ら
に
し
て
頂
き
た
い
。

　
あ
の
蓮
の
花
の
光
景
が
も
う
見
ら
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
と
し
た
ら
、

実
に
残
念
至
極
の
こ
と
だ
と
思
う
が
、
し
か
し
巨
椋
池
は
か
な
り
広
い

の
で
あ
る
か
ら
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

（「
巨
椋
池
の
蓮
」
一
九
五
〇
年
）　
　
　
　
　

　
和
辻
の
楽
観
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
後
裏
切
ら
れ
た
。
だ
が
、
仮
に
夜
明

け
前
の
蓮
の
美
し
さ
が
保
た
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
夜
明
け
と
と
も
に
幻
滅

さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
現
実
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
巨
椋
池
は
当
時
す
で
に
大

半
の
魅
力
を
失
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
江
戸
期
に
あ
っ
て
は
、
巨
椋
池
の
蓮
と
そ
の
上

に
輝
く
月
が
人
々
の
詩
情
を
か
き
た
て
、
明
治
以
降
も
蓮
を
中
心
と
し
た
─

お
そ
ら
く
は
多
少
野
趣
を
帯
び
た
─
景
観
が
、
画
家
や
哲
学
者
た
ち
の
関
心

を
引
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
西
湖
の
美
し
さ
を
西
施
に
譬
え
た
蘇
軾
の
詩
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
芭
蕉
は
象
潟
の
イ
メ
ー
ジ
を
日
本
人
の
共
有
観
念
に
仕
立
て
上
げ
た
。

象
潟
は
、
幸
い
に
も
芭
蕉
の
一
句
に
よ
っ
て
そ
の
か
つ
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
日

本
人
の
意
識
の
中
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
巨
椋
池
は
、
残
念
な
が
ら
そ
う
し
た
名
句
、
名
歌
、
名
文
に
恵

ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
し
、
蠣
崎
波
響
の
《
月
下
巨
椋
池
舟
遊
図
》

が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
絵
画
に
お
い
て
も
巨
椋
池
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

　
蠣
崎
波
響
筆
《
月
下
巨
椋
湖
舟
遊
図
》
は
、
も
は
や
決
し
て
再
現
し
得
な

い
か
つ
て
の
巨
椋
池
の
景
観
を
窺
い
知
る
う
え
で
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
手
が

か
り
を
与
え
て
く
れ
る
作
品
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
江
戸
後
期
に
隆
盛
を
見

た
真
景
図
の
貴
重
な
作
例
と
し
て
、
記
憶
に
留
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（19）
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註

１
　
波
響
の
寛
政
六
年
の
上
洛
は
、
藩
主
松
前
道
廣
の
命
に
よ
っ
て
京
都
の
大

原
左
金
吾
（
呑
響
）
を
藩
の
文
武
両
道
の
師
と
し
て
招
聘
す
る
た
め
の
特
使

と
し
て
の
派
遣
で
あ
っ
た
。

２
　
京
都
東
山
の
酒
亭
華
洛
庵
は
、
茶
山
や
波
響
の
詩
中
に
「
東
山
第
一
楼
」

の
名
で
登
場
す
る
。

３
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
・
巻
四
』
お
よ
び
『
六
如
庵
詩
鈔
二
編
五
』

４
　
茶
山
「
憶
昔
三
章
呈
蠣
崎
公
子
」
三
首
の
う
ち
第
二
首
に
「
憶
昔
與
君
會

東
武
、
栗
山
堂
上
正
雷
雨
…
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
富
士
川
英
郎
『
菅
茶
山
』

中
の
「
菅
茶
山
と
大
原
呑
響
」
に
よ
る
と
、
伊
沢
蘭
軒
の
『
 
齋
詩
集
』
の

な
か
に
「
七
夕
後
二
日
、
陪
印
南
茶
山
二
先
生
、
泛
舟
墨
陀
河
、
與
源
波
響

木
文
河
釧
雲
泉
川
槐
庵
同
賦
」
と
題
す
る
七
律
が
二
首
あ
る
と
い
う
。

５
　
井
上
通
泰
に
よ
る
と
、
茶
山
と
波
響
、
大
原
呑
響
、
橘
南
谿
が
一
堂
に
会
し

た
夜
、
四
人
は
一
本
の
扇
子
に
各
々
漢
詩
を
書
き
付
け
、
さ
ら
に
呑
響
が
山

を
、
波
響
が
月
を
描
い
た
と
い
い
、
そ
の
う
ち
の
茶
山
の
詩
に
は
「
此
夜
都

門
萍
水
会
」
の
語
が
あ
る
と
い
う
（「
浪
人
大
原
左
金
吾
の
話
」
一
九
三
〇
年

『
南
天
荘
随
筆
』
所
収
。
傍
点
筆
者
）。
な
お
、
井
上
通
泰
が
所
蔵
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
こ
の
扇
子
は
、
近
年
、
大
塚
和
義
氏
に
よ
っ
て
そ
の
所
在
が
確
認

さ
れ
た
（
朝
日
新
聞
二
〇
〇
八
年
九
月
二
五
日
・
道
内
版
）。

６
　
森
鷗
外
は
『
伊
沢
蘭
軒
』（
一
九
一
六
～
一
七
）
の
中
で
菅
茶
山
が
蘭
軒
に

宛
て
た
書
簡
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
文
化
十
年
七
月
二
十
二
日

の
書
簡
に
「
一
、
前
年
蠣
崎
将
監
殿
へ
遣
候
書
状
御
頼
申
候
。
其
後
は
び
ん
し

よ
便
所
も
出
来
候
事
に
御
座
候
哉
。
又
々
書
状
遣
度
候
へ
共
、
よ
き
便
所
を

不
得
申
候
…
」
と
あ
る
。（『
伊
澤
蘭
軒
』
そ
の
六
十
五
）

７
　
茶
山
の
詩
中
に
「
二
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
当
年

を
含
む
数
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
森
鷗
外
は
著
作
『
伊
澤

蘭
軒
』（
一
九
一
六
～
一
七
）
の
な
か
で
波
響
と
茶
山
の
交
遊
に
触
れ
て
い
る

が
、
こ
の
数
え
方
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
茶
山
と
波
響
が

江
戸
で
再
会
し
た
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
を
茶
山
が
「
十
一
年
後
」
の
再

会
と
し
て
歓
喜
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
初
め
て
の
出
会
い
を
十
一
年
前
の
「
寛

政
五
年
」（
一
七
九
三
）
と
推
定
し
た
（『
伊
澤
蘭
軒
』
そ
の
百
三
十
）。
後
に

外
は
茶
山
の
別
の
詩
か
ら
そ
の
出
会
い
が
寛
政
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、

「
再
会
は
十
一
年
後
で
は
な
く
て
、
実
は
十
年
後
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

（『
伊
澤
蘭
軒
』
そ
の
百
六
十
七
）。
江
戸
後
期
に
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
年
の
数
え
た
か
は
、
大
正
期
に
な
る
と
、
鷗
外
ほ
ど
の
識
者
に
も
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

８
　
同
席
者
の
一
人
で
あ
っ
た
米
谷
金
城
（
米
子
虎
）
が
「
椋
湖
賞
月
図
」
を

所
蔵
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
茶
山
が
詠
ん
だ
題
詩
が
『
黄
葉
夕
陽
村
舎

詩
・
後
編
巻
八
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
伏
水
道
中
」
と
同
様
文
政
元
年

（
文
化
十
五
年
）
の
作
で
あ
る
か
ら
、
茶
山
が
こ
の
絵
に
心
を
動
か
さ
れ
た
可

能
性
も
あ
る
。

９
　
波
響
の
作
品
中
、
横
幅
が
１
０
０
㎝
を
越
え
る
も
の
は
絵
巻
や
屏
風
仕
立

て
の
作
品
を
除
く
と
極
め
て
少
な
く
、
縦
横
比
で
見
る
と
最
も
横
長
の
作
品

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　《
梁
川
八
景
図
》
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
蠣
崎
波
響
筆
『
梁
川
八
景
図
』
に

10
つ
い
て
」（
一
九
八
三
年
・『
紀
要
』
第
５
・
６
合
併
号
・
北
海
道
立
近
代
美

術
館
）
お
よ
び
「
真
景
図
の
一
様
相
─
蠣
崎
波
響
筆
『
梁
川
八
景
図
』
を
め

ぐ
っ
て
─
」（「
國
華
」
第
一
〇
九
九
号
・
一
九
八
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
観
月
橋
南
詰
か
ら
西
に
折
れ
た
後
次
第
に
南
進
す
る
旧
道
に
は
、
い
ま
も

11
古
い
商
家
の
家
並
み
が
あ
り
、
近
鉄
京
都
線
「
向
島
」
駅
に
近
い
西
目
川
集

会
所
付
近
お
よ
び
同
「
小
倉
」
駅
付
近
の
三
軒
屋
付
近
で
は
、
辺
り
よ
り
数

メ
ー
ト
ル
高
い
堤
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
　『
巨
椋
池
干
拓
誌
』
第
二
編
第
二
章
第
三
節

12　
　『
巨
椋
池
干
拓
誌
』
第
二
編
第
二
章
第
三
節
〉

13　
　『
月
瀬
嵩
尾
山
長
引
梅
溪
道
の
栞
』・
安
政
五
年
刊
・
松
川
半
山
画

14
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鈴
木
敬
氏
に
よ
れ
ば
、「
黄
筌
は
唐
朝
の
正
統
的
、
伝
統
的
花
鳥
画
風
の
継

15
承
者
で
あ
る
と
同
時
に
…
（
中
略
）
…
著
し
い
水
墨
指
向
を
も
併
せ
も
っ
て

い
た
」
と
い
う
。
い
っ
ぽ
う
徐
煕
の
画
風
の
特
色
は
「
野
趣
に
富
ん
だ
江
辺

の
花
鳥
を
自
然
景
観
と
と
も
に
把
え
る
こ
と
」
に
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
氏

は
「
…
徐
氏
花
鳥
画
の
画
面
は
、
あ
る
い
は
蓮
池
水
禽
図
の
如
き
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
も
想
像
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（『
中
國
繪
畫
史
（
上
）』・
一

九
八
一
年
・
吉
川
弘
文
館
）〉

　
　
昭
和
初
期
の
巨
椋
池
の
写
真
を
見
る
と
、
池
は
浮
島
状
に
な
っ
た
水
草
の

16
塊
が
点
々
と
水
面
に
浮
か
び
、
半
ば
湿
原
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。（
京

都
府
京
都
文
化
博
物
館
常
設
展
示
）

　
　
拙
稿
「
中
世
や
ま
と
絵
考
―
和
歌
史
料
に
よ
る
画
題
の
検
討
」（『
美
術
史

17
学
』
第
二
号
所
収
・
一
九
八
〇
・
東
北
大
学
美
学
美
術
史
研
究
室
）〉
参
照
。

　
　「
宇
治
」
と
い
う
地
名
が
「
網
代
」
と
結
び
つ
い
て
画
題
と
し
て
文
献
に
登

18
場
す
る
最
古
の
例
は
『
禁
秘
抄
』（
承
久
三
・
一
二
二
一
）
お
よ
び
『
古
今
著

聞
集
』（
建
長
六
・
一
二
五
四
）
に
清
涼
殿
荒
海
障
子
の
北
側
裏
面
に
「
宇
治

網
代
」
が
描
か
れ
て
い
た
と
す
る
記
事
で
あ
る
（
家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
全

史
』
一
九
四
六
年
、
一
九
六
六
年
改
訂
）。

　
　「
蓮
」
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
近
代
日
本
画
の
作
例
を
概
観
す
る
と
、
た
と
え

19
ば
荒
井
寛
方
《
蓮
》（
一
九
二
二
）、
荒
木
寛
友
《
漁
舟
図
》（
一
九
一
〇
）、

北
野
恒
富
《
朝
（
蓮
池
舟
遊
）》（
一
九
二
七
）、
小
林
柯
白
《
蓮
》（
一
九
二

三
）
な
ど
、
巨
椋
池
の
景
観
を
想
起
さ
せ
る
作
品
が
少
な
く
な
い
が
、
そ
の

検
証
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
 『
明
治
日
本
旅
行
案
内
』
庄
田
元
男
訳
・
下
巻
ル
ー
ト
編
２
「
ル
ー
ト
四
〇
・

20
京
都
か
ら
奈
良
へ
」・
一
九
九
六
年
・
平
凡
社
。（
傍
点
は
井
上
に
よ
る
。）

　
　
や
や
遡
る
が
、
建
部
綾
足
の
『
折
々
草
』
春
の
部
（
明
和
八
年
・
一
七
七

21
一
）
に
、
せ
ん
だ
ん
栴
檀
（
あ
ふ
ち
）
の
あ
る
場
所
を
尋
ね
た
人
が
、
井
手

の
「
た
ま
み
ず
玉
水
の
里
」
に
あ
る
と
聞
い
て
「
俄
に
ア
ユ
ヒ
足
結
（
脚
絆
）

（21）

図
　
　
宇
治
川
沿
い
の
「
槙
島
堤
」
を
対
岸
か
ら
見
る
（
二
〇
一
一
年
）

13
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し
め
て
、
ヲ
グ
ラ
ツ
ヽ
ミ
（
小
倉
堤
）
を
ミ
ナ
ミ
（
南
）
さ
ま
に
走
」
っ
て

玉
水
に
向
か
う
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
（『
新
日
本
文
学
大
系
』
第
七
九
巻
・

四
八
二
ペ
ー
ジ
・
一
九
九
二
年
・
岩
波
書
店
）。

　
　
槙
島
堤
近
辺
か
ら
喜
撰
山
方
面
を
望
む
と
、
現
在
で
も
本
図
に
近
い
景
観

22
が
得
ら
れ
る
（
図
　
）。
ま
た
、G

oogleE
art

 
      
   

h

 に
よ
っ
て
こ
の
位
置
か
ら
の
立

13

体
地
形
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
高
さ
を
強
調
し
て
閲
覧
す
る
と
、
本
図
と
酷

似
し
た
画
像
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　『
江
漢
西
游
日
記
　
六
』（『
司
馬
江
漢
全
集
』
第
一
巻
・
一
九
九
二
年
・
八

23
坂
書
房
）（
図
　
は
本
書
掲
載
の
図
版
か
ら
複
写
し
た
。）

12

　
　
円
山
応
挙
の
《
淀
川
両
岸
図
巻
》（
一
七
六
五
年
・
ア
ル
カ
ン
シ
ェ
ー
ル
美

24
術
財
団
蔵
）
は
、
淀
川
を
航
行
す
る
舟
か
ら
の
景
観
を
川
の
両
側
に
向
か
い
合

わ
せ
に
描
い
た
特
異
な
構
図
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
全
長
十
六

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
の
作
品
の
巻
頭
に
は
伏
見
の
街
が
詳
細
に
描
か
れ
て

い
る
が
、
対
岸
に
広
が
る
は
ず
の
巨
椋
池
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、

『
淀
川
両
岸
一
覧
』
に
「
巨
椋
大
池
　
前
に
葭
島
あ
り
て
、
船
中
よ
り
は
見
え

ず
」
と
あ
る
と
お
り
、
宇
治
川
の
水
面
か
ら
は
巨
椋
池
は
葦
原
に
遮
ら
れ
て
見

え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
応
挙
が
航
行
す
る
舟
か
ら
見
た
実
景
に
こ
だ

わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
描
か
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。（
網
野
善
彦
・
大
西
廣
・

佐
竹
昭
広
編
『
い
ま
は
昔
　
む
か
し
は
今
　
第
二
巻
・
天
の
橋
　
地
の
橋
』

（
一
九
九
一
年
・
福
武
書
店
）
を
参
照
。）

　
　
長
谷
川
成
一
『
失
わ
れ
た
景
観
―
名
所
が
語
る
江
戸
時
代
』
一
九
九
六
年
・

25
吉
川
弘
文
館

　
　
長
谷
川
成
一
・
前
掲
書

26　
　「
新
潮
」
一
九
五
〇
年
七
月
号
初
出
、『
現
代
紀
行
文
學
学
全
集
』
第
四
巻

27
西
日
本
編
所
収
・
一
九
五
八
年
・
修
道
社

　
　
　
　
　
付
記
　

　
本
稿
の
主
要
部
分
は
、
宮
城
学
院
女
子
大
学
の
一
九
九
八
年
度
特

別
研
究
助
成
に
よ
り
筆
者
が
同
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
っ
た
作
品

お
よ
び
現
地
の
調
査
に
よ
っ
て
作
成
し
た
草
稿
に
基
づ
い
て
い
る
。

完
成
し
た
原
稿
は
翌
年
発
表
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
諸
般
の
事
情
に

よ
り
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
新
知
見
に
よ
る
加

筆
修
正
を
続
け
つ
つ
、
二
〇
一
〇
年
度
に
再
び
作
品
調
査
を
行
い
、

後
半
部
を
大
幅
に
書
き
換
え
て
新
た
な
所
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
に
掲
載
し
た
作
品
の
画
像
は
、
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
の
許

可
を
得
て
筆
者
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
作
品
の
調
査
と
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
方
々
に
大

変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。（
敬
称
略
）

　
 

故
　
菅
波
　
寛

　
 

白
井
　
比
佐
雄
（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
）

　
 

荒
木
　
清
二
（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
）

　
 

小
嶋
　
正
亮
（
宇
治
市
歴
史
資
料
館
）

　
 

西
村
　
直
城
（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
）

　
　
　
　
笠
嶋
　
義
夫
（
千
葉
工
業
大
学
）
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"Boating on the Lake Ogura under the Full Moon"
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