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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
わ
ざ
わ
ざ
お
越
し
い
た
だ

き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先
ほ
ど
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、「
文

学
史
と
房
総
」
と
題
し
て
今
年
で
五
年
目
に
な
る
こ
の
公
開
講
座
、
そ
の
第
一
回
の

と
き
に
本
学
の
岩
見
先
生
が
「
漢
詩
に
詠
ま
れ
た
八
鶴
湖
」
と
い
う
題
で
既
に
お
話

を
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
お
聞
き
に
な
っ
た
方
も
中
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す

の
で
、
今
年
ま
た
こ
の
近
辺
の
話
を
す
る
に
あ
た
り
、
八
鶴
湖
の
題
を
い
た
だ
い
た

当
初
、
非
常
に
悩
み
ま
し
た
。
ご
当
地
ネ
タ
と
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
皆
さ

ん
は
僕
よ
り
詳
し
い
の
で
、
や
り
に
く
い
の
で
す
け
れ
ど
、
今
日
は
頑
張
っ
て
や
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

前
回
同
様
漢
詩
を
詠
む
と
な
る
と
、
内
容
が
だ
ぶ
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
今
回

は
若
干
角
度
を
変
え
て
、
漢
詩
を
鑑
賞
し
な
が
ら
八
鶴
湖
の
風
景
は
ど
う
い
う
ふ
う

に
変
わ
っ
て
現
在
に
至
っ
た
の
か
、
八
鶴
湖
を
詠
ん
だ
中
央
の
漢
詩
人
は
た
く
さ
ん

い
ま
し
た
が
、
な
ぜ
彼
た
ち
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
東
金
に
や
っ
て
来
て
、
八
鶴
湖
を
詩

の
題
と
し
て
選
ん
だ
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
少
し
解
読
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
お
手
元
の
資
料
は
三
枚
あ
り
ま
す
。
レ
ジ
メ
二
枚
と
資
料
一
枚
で
す
。
ご
確
認

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

前
回
の
内
容
は
、
毎
年
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
講
演
録
の
第
一
集
に

載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
も
し
今
日
話
を
お
聞
き
に
な
っ
て
関
心
を
持
っ
て
く
だ
さ
る

の
で
あ
れ
ば
、
本
学
の
図
書
館
な
ど
に
全
部
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く

だ
さ
い
。
前
回
は
か
な
り
詳
し
く
漢
詩
を
詠
ん
だ
よ
う
で
す
の
で
、
今
日
は
簡
単
に

漢
詩
を
鑑
賞
し
な
が
ら
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
前
回
取
り
上
げ
な
か
っ
た

明
治
二
十
三
年
出
版
の
齋
藤
夏
之
助
『
鶴
湖
唱
和
集
』
と
い
う
参
考
文
献
を
見
な
が

ら
話
を
進
め
ま
す
。

　

今
日
は
も
う
一
つ
皆
さ
ま
に
ご
紹
介
し
た
い
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
東
金
市
の

前
身
の
東
金
町
の
歴
史
が
書
か
れ
た
『
東
金
町
誌
』
で
す
。
こ
れ
は
昭
和
二
年
に
出

さ
れ
た
本
で
す
が
、
地
元
の
方
で
志
賀
吾
郷
さ
ん
が
二
回
ま
と
め
た
も
の
で
、
当
時

の
東
金
町
の
歴
史
や
近
辺
の
産
業
・
商
売
な
ど
を
か
な
り
詳
し
く
記
述
し
た
も
の
で

す
。
志
賀
吾
郷
さ
ん
は
一
八
六
一
年
生
ま
れ
で
、
一
九
四
六
年
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し

た
。
八
十
六
歳
ま
で
長
生
き
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
が
東
金
町
の
歴
史
を
理
解
す

る
上
で
、
現
在
で
は
重
要
な
参
考
資
料
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
と
も
う
一
つ
、
東

金
市
役
所
が
編
集
し
た
『
東
金
市
史
』
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
た
ぶ
ん
ご
覧
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
全
七
巻
あ
り
ま
す
。
非
常
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ

て
お
り
、
特
に
こ
の
志
賀
さ
ん
に
つ
い
て
年
表
の
中
で
触
れ
た
個
所
が
数
カ
所
あ
り

ま
す
の
で
、
や
は
り
志
賀
さ
ん
が
地
元
の
歴
史
の
編
修
に
随
分
尽
力
さ
れ
た
方
で
あ

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
早
速
話
に
入
り
ま
す
。
ま
ず
基
本
的
な
情
報
で
す
が
、
八
鶴
湖
の
名
前

の
由
来
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。「
字
谷
に
あ
り
、
谷
は
舊
池
袋
郷
と
稱
す
」

（『
東
金
町
誌
』）
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
こ
の
地
名
は
「
字
谷
」
と
い
う
地
名
だ
っ

た
ら
し
い
の
で
す
。
小
さ
な
池
だ
っ
た
の
で
す
け
ど
も
、
人
工
で
で
き
た
池
と
い
う

こ
と
で
、
当
初
は
「
谷
池
」
あ
る
い
は
「
谷
の
池
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
た
ら
し

い
の
で
す
。
江
戸
後
期
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
五
月
で
す
が
、
詩
人
遠
山
雲
如

［
文
学
史
と
房
総
Ⅴ
講
演
録
１
］

東
金
郭
外
小
西
湖

―
八
鶴
湖
を
訪
ね
て

欒
　
　
殿
武
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が
こ
の
地
を
訪
ね
て
、
池
の
形
が
鶴
に
似
て
い
て
、
谷
は
八
鶴
に
通
じ
る
と
こ
ろ
か

ら
「
八
鶴
湖
」
と
名
付
け
た
ら
し
い
の
で
す
。
こ
れ
が
現
在
の
通
説
に
な
っ
て
い
て
、

定
説
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
だ
い
た
い
東
金
町
、
あ
る
い

は
八
鶴
湖
を
紹
介
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
こ
の
遠
山
雲
如
が
名
付
け
の
親
だ
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
中
国
の
西
湖
に
ち
な
ん
で
小
西
湖
と
も
称
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
名

前
の
由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
地
で
捕
獲
し
た
鶴
を
よ

く
幕
府
に
献
上
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
梁
川
星
巌
が
「
八
鶴
湖
」
と
名
付
け
た
と

い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
江
戸
時
代
に
は
池
が
も
っ
と
大
き
く
て
形
が
丸
か
っ
た
の
で
、
弁
天

島
を
鶴
の
頭
に
見
立
て
、
鶴
が
羽
を
広
げ
た
姿
に
例
え
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
大
体
ど
こ
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
名
前
が
ひ
と
つ
で
き
る
と
、
あ
と
か
ら

い
ろ
い
ろ
な
由
来
話
が
作
ら
れ
る
の
で
す
ね
。
も
し
間
違
い
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
後
ほ
ど
是
非
指
摘
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
個
人
的
な
意
見
と
し
て
は
、

お
そ
ら
く
「
八
」
と
い
う
の
は
「
谷
」
か
ら
通
じ
る
、
そ
こ
か
ら
来
た
と
思
い
ま
す
。

「
鶴
」
と
い
う
の
は
後
か
ら
付
け
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
八
」
と
「
鶴
」
が
通
じ

る
と
ど
の
本
に
も
書
い
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
通
じ
る
の
か
と
い
う
こ

と
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

実
は
資
料
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
昔
は
八
鶴
湖
に
鶴
が
生
息
し
て
い
て
、
よ
く
捕

れ
た
よ
う
で
す
。
手
元
の
資
料
に
よ
り
ま
す
と
、
皆
さ
ん
が
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
御

成
街
道
は
家
康
の
鷹
狩
り
の
た
め
に
で
き
た
道
路
で
、
家
康
が
よ
く
来
て
、
休
息
の

た
め
に
御
殿
が
で
き
た
と
い
う
話
も
あ
る
の
で
す
が
、『
駿
府
記
』
に
、
慶
長
十
九

年
（
一
六
一
四
）
の
一
月
九
日
東
金
着
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
十
日
初
日
に
は

鶴
五
羽
、
雁
十
八
羽
が
捕
れ
た
ら
し
く
、
十
一
日
に
鶴
六
羽
、
雁
十
六
羽
、
十
二
日

に
鶴
三
羽
な
ど
が
、
捕
れ
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
毎
日
鶴
が
捕
れ

た
と
い
う
の
は
、
当
時
鶴
が
た
く
さ
ん
生
息
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
に
八
鶴
の
鶴
が
登
場
し
た
と
思
う
の
で
す
。『
駿
府
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
辺

は
猪
や
鹿
も
よ
く
出
没
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
。
同
記
録
に
「
九
日
東
金
着
、（
中

略
）
十
三
日
佐
倉
の
土
井
利
勝
等
百
人
許
り
猪
狩
を
な
す
。
吉
田
よ
り
佐
倉
ま
で
猪

狩
を
な
し
、
鹿
二
頭
猪
四
頭
、
十
四
日
雨
、
十
五
日
狩
、
十
六
日
卯
刻
東
金
を
立
ち

申
刻
千
葉
着
宿
り
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
十
六
日
に
千
葉
に
帰
っ
て
千
葉
で
一
泊

し
、
十
七
日
に
狩
り
を
し
つ
つ
葛
西
を
通
っ
て
十
八
日
に
江
戸
に
戻
り
ま
し
た
。
ま

あ
大
体
一
週
間
以
上
、
こ
う
い
う
狩
り
の
旅
に
出
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
八
鶴
」
と
い
う
名
前
が
出
て
き
て
、
ま
た
面
積
か
ら
見

る
と
池
で
す
が
、
漢
詩
の
習
慣
に
従
っ
て
、
湖
と
い
う
呼
称
を
付
け
た
と
思
い
ま
す
。

面
積
は
約
一
万
一
千
坪
で
す
。

　

八
鶴
湖
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
い
ろ
い
ろ
な
方
が
書
き
ま
し
た
が
、
ど
う

も
こ
の
八
鶴
湖
の
近
く
に
人
々
が
住
み
着
い
た
の
は
、
六
世
紀
ご
ろ
ら
し
い
の
で

す
。
発
掘
調
査
に
よ
る
と
六
世
紀
ご
ろ
の
竪
穴
式
住
宅
が
現
在
の
日
吉
神
社
の
裏
の

と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
当
時
使
っ
て
い
た
道
具
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ

り
ま
す
。
人
家
よ
り
神
社
と
お
寺
が
先
に
森
の
中
に
建
設
さ
れ
て
、
そ
し
て
文
禄
三

年
（
一
五
九
四
）
に
最
福
寺
と
寺
所
属
の
田
畑
、
そ
れ
か
ら
市
街
地
の
防
火
用
水
の

た
め
に
、
池
が
造
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
実
は
下
総
の
中
部
か
ら
上
総
の
台
地

に
か
け
て
、
こ
の
地
域
は
全
体
的
に
北
西
に
傾
斜
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
多
く
の
川

の
水
が
傾
斜
に
沿
っ
て
流
れ
る
の
で
、
大
体
印
旛
沼
か
東
京
湾
に
流
れ
て
し
ま
う
傾

向
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
九
十
九
里
の
平
野
の
田
畑
を
潤
す
水
が

少
な
く
、
こ
の
地
方
の
人
び
と
は
昔
か
ら
常
に
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
、
田
畑
を
灌
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漑
す
る
た
め
に
、
雨
水
の
流
れ
を
せ
き
止
め
て
池
を
作
り
、
も
と
も
と
そ
の
辺
は

ち
ょ
っ
と
し
た
盆
地
で
す
の
で
、
水
が
溜
ま
り
や
す
く
、
池
を
作
っ
て
田
畑
の
灌
漑

用
の
用
水
に
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
の
証
拠
と
し
て
は
、
雄
蛇
ヶ
池
が
、
水
田
の
灌
漑
用
水
と
し
て
、
慶
長

九
年
（
一
六
〇
四
）
に
起
工
さ
れ
て
十
九
年
に
完
成
、
十
年
ぐ
ら
い
か
け
て
造
ら
れ

ま
し
た
。
八
鶴
湖
も
本
来
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
年
）
に
、
朱
印
田
の
灌
漑
と
市

街
防
火
の
用
水
の
た
め
に
造
ら
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
慶
長
九
年
に
、
も
と
の
小

池
を
拡
張
し
、
堤
を
築
い
て
、
弁
天
島
を
設
け
、
慶
長
十
九
年
に
一
大
庭
園
に
作
り

上
げ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
池
を
御
殿
前
池
と
呼
ば
れ
た
と
き
が
あ
っ
た
の
で

す
。
江
戸
後
期
に
は
多
く
の
水
鳥
が
こ
の
湖
に
泳
ぎ
、
ま
た
周
辺
の
山
々
の
松
や
杉

の
影
が
湖
面
に
写
し
出
さ
れ
、
今
見
て
も
本
当
に
素
晴
ら
し
い
景
色
で
す
。

　

僕
が
東
金
に
や
っ
て
き
て
、
本
大
学
に
奉
職
し
た
の
は
五
年
前
で
す
が
、
八
鶴
湖

は
い
つ
も
見
飽
き
な
い
風
景
で
、
と
て
も
好
き
で
す
。
毎
年
何
度
か
必
ず
足
を
運
び
、

景
色
を
観
賞
し
ま
す
。
ち
な
み
に
今
朝
も
ま
た
行
っ
て
歩
い
て
み
た
の
で
す
が
、
一

周
を
普
通
の
速
度
で
歩
い
て
十
五
分
ぐ
ら
い
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
き
れ
い
な
場
所

で
す
。
本
当
に
東
金
を
代
表
す
る
観
光
地
に
ふ
さ
わ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
て
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
遠
山
雲
如
と
梁
川
星
巌
が
来
遊
し
て
、
漢

詩
を
残
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
降
も
た
く
さ
ん
の
詩
人
が
訪
れ
、
漢
詩
を
書
い
た
た
め
、

こ
こ
八
鶴
湖
は
小
西
湖
と
い
う
名
の
非
常
に
風
光
明
媚
な
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
明
治
初
期
に
は
名
勝
地
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
ず
景
色
を
見
ま
す
と
、
後
ろ
に
山
が
あ
っ
て
森
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
な
湖
が

あ
っ
て
、
中
に
人
工
島
が
あ
る
。
今
、
弁
天
島
は
半
島
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う

も
最
初
は
湖
の
真
ん
中
に
浮
か
ぶ
島
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
あ
と
こ
ち
ら
は
狩
り

の
場
で
、
一
般
住
民
に
よ
る
殺
生
は
ご
法
度
の
た
め
、
水
鳥
が
た
く
さ
ん
住
む
よ
う

に
な
り
、
非
常
に
き
れ
い
な
景
色
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
は
蓮
の

花
が
多
く
咲
い
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
言
い
伝
え
に
よ
る
と
明
治
五
年
こ
ろ
、
当
時

の
領
主
の
板
倉
侯
が
国
替
え
さ
せ
ら
れ
る
と
、
八
鶴
湖
の
蓮
は
そ
の
後
開
花
し
な
く

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
個
人
的
に
こ
の
話
は
作
り
話
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。
お
そ
ら
く
偶
然
何
か
の
き
っ
か
け
で
花
が
咲
か
な
く
な
っ
た
り
、
数
が
少

な
く
な
っ
た
り
し
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
領
主
の
国
替
え
が
あ
っ
た
た
め
、
主
君

の
治
世
を
慕
っ
て
い
た
人
々
が
、
明
治
政
府
の
処
置
を
憎
ん
で
こ
の
よ
う
な
伝
説
を

考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
記
録
を
見
ま
す
と
、
明
治
四
十
三
年
に
水
が
氾
濫
し
て
堤
防
の
上
を
流
れ
、

浸
水
の
被
害
に
遭
っ
た
家
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
湖
は
自
然
現
象
に
よ
り
、
私
た

ち
の
生
活
に
利
便
性
を
も
た
ら
し
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
た
と
同
時
に
、
大
雨

が
降
っ
て
氾
濫
す
る
と
被
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
昭

和
三
十
三
年
八
月
に
八
鶴
湖
児
童
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
昭
和
六
十
年
に
は
八
鶴

湖
公
園
の
整
備
に
着
手
し
て
遊
歩
道
を
整
備
し
、
ほ
ぼ
現
在
の
形
に
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
四
十
四
年
頃
、
東
金
高
校
の
先
生
が
書
い
た
文
章
を
読
み
ま
す
と
、
柳
の
木

が
な
い
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
今
あ
る
柳
の
木
は
、
お
そ
ら
く
公
園
整
備
の
際
に
新

し
く
植
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
現
在
は
桜
の
名
所
と
し
て
も
知
ら

れ
、
毎
年
四
月
上
旬
に
な
る
と
花
見
客
で
賑
わ
い
ま
す
。

　

昭
和
二
年
刊
の
『
東
金
町
鳥
瞰
図
』
と
い
う
二
枚
ぐ
ら
い
の
大
き
な
地
図
が
あ
り

ま
す
が
、
八
鶴
湖
だ
け
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
を
切
り
取
っ
て
今
お
見
せ
し
ま

す
。
下
の
ほ
う
に
現
在
の
旧
道
、
い
わ
ゆ
る
東
金
街
道
が
は
っ
き
り
描
か
れ
て
い
ま

す
。
東
金
の
駅
も
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
電
車
も
走
っ
て
い
ま
す
。
あ
と
は
商
店
が
ず

ら
っ
と
並
ん
で
、
東
金
町
は
当
時
房
総
半
島
の
中
で
も
繁
華
街
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
の
で
す
ね
。
店
が
ず
ら
っ
と
並
ん
で
、
一
軒
一
軒
の
家
の
名
前
が
書
い
て
あ
り
ま
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す
。
こ
の
地
図
は
県
立
中
央
図
書
館
に
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は

是
非
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
こ
が
八
鶴
湖
で
す
。
ほ
ぼ
現
在
の
形
と
同
じ
で
す
。
こ
こ
に
は
最
福
寺
が
あ
り

ま
す
。
ち
ょ
っ
と
字
が
小
さ
く
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
最
福
寺
の
「
さ
い
」
は

現
在
は
最
高
の
「
最
」
で
す
が
、
昭
和
二
年
ご
ろ
に
は
、「
西
」
と
表
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
最
福
寺
の
看
板
の
説
明
に
よ
り
ま
す
と
、
昭
和
二
十
五
年
か
二
十
六
年
に
今

の
表
記
に
落
ち
着
い
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
東
金
年
表
を
見
ま
す
と
、
過
去
に

二
回
も
「
西
」
に
変
え
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
後
ろ
の
神

社
の
名
前
も
現
在
と
違
い
ま
す
。
事
平
神
社
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
辺
が
当
時
の
東
金
女
子
高
等
学
校
で
す
。
こ
こ
は
本
漸
寺
、
こ
こ
は
有
名
な

八
鶴
館
で
す
。
こ
の
辺
り
は
ほ
と
ん
ど
全
部
森
な
の
で
す
。
こ
こ
に
布
施
商
店
と
い

う
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
と
こ
ろ
に
東
金
公
会
堂
が
あ
り
ま
す
。
現
在
東
金
の
八
鶴
湖

の
入
口
か
ら
入
っ
て
く
る
道
は
こ
こ
か
ら
来
る
の
で
す
が
、
昔
は
ほ
と
ん
ど
家
が
あ

り
ま
せ
ん
。
今
は
家
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
当
時
は
こ
こ
が
学
校
で
、
こ
ち
ら
と

こ
ち
ら
が
田
ん
ぼ
で
、
後
ろ
に
神
社
が
二
つ
あ
っ
て
、
こ
の
上
に
田
ん
ぼ
が
あ
る
。

三
方
面
が
全
部
緑
に
囲
ま
れ
て
い
て
、
前
に
は
家
が
少
し
と
八
鶴
館
だ
け
が
あ
っ

て
、
数
歩
外
に
来
る
と
街
道
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

に
ぎ
や
か
な
街
道
か
ら
一
歩
な
か
に
入
っ
た
静
か
な
と
こ
ろ
で
、
見
事
な
景
色
が

広
が
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。
こ
れ
は
鳥
瞰
と
い
う
か
斜
め
上
か
ら
の
景

色
で
す
が
、
次
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
地
図
で
、
こ
れ
が
現

在
の
八
鶴
湖
の
形
で
す
。
丸
で
は
な
く
て
三
角
形
に
近
い
よ
う
な
形
に
、
公
園
を
整

備
し
た
と
き
に
小
さ
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
明
治
期
の
写
真
を
見
ま
す
と
、
湖
の
上

に
ボ
ー
ト
を
浮
か
べ
て
い
る
の
で
す
が
、
湖
と
ボ
ー
ト
の
大
き
さ
の
比
率
が
、
今
と

比
べ
る
と
ボ
ー
ト
が
小
さ
く
見
え
る
の
で
、
湖
は
も
っ
と
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

『東金町鳥瞰図』（昭和二年刊）より八鶴湖の部分
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ま
す
。
こ
れ
は
ど
こ
に
も
あ
る
地
図
で
す
の
で
、
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な

い
で
す
が
、
次
の
写
真
は
見
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
衛
星
写
真
で
、
近
年
に

撮
影
さ
れ
た
写
真
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
る
と
一
目
瞭
然
で
、
こ
の
辺
の
緑
が

削
ら
れ
て
家
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
が
お
寺
で
墓
地
、
こ
こ
が
東
金
高
校

で
、
八
鶴
館
は
昔
の
写
真
で
は
一
番
高
い
建
物
だ
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど

目
立
た
な
く
な
り
ま
し
た
。
住
宅
地
の
開
発
で
、
風
景
は
昔
に
比
べ
て
随
分
変
わ
り

ま
し
た
。

　

八
鶴
湖
は
「
小
西
湖
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の
杭
州
に
あ
る
「
西
湖
」
は
、

似
て
い
る
と
言
え
ば
似
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
ん
な
形
で
す
。
西
湖
は
随
分
広
く
、

手
元
の
資
料
で
見
ま
す
と
、
大
き
さ
は
五
・
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。
こ
ち
ら

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
こ
に
人
工
の
小
さ
な
島
が
一
つ
あ
り
ま
す
。

三
潭
印
月
の
写
真
を
後
ほ
ど
お
見
せ
し
ま
す
。
こ
こ
に
蘇
堤
と
い
う
長
い
堤
防
が

あ
っ
て
、
人
工
の
島
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
白
堤
と
い
う
も
う
一
本
の
堤
防
が
あ
り
ま

す
。
西
湖
は
、
湖
の
中
に
ま
た
小
さ
な
湖
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
す
。
全
体
的
に
見

る
と
、
こ
の
辺
は
緑
が
あ
っ
て
、
こ
の
裏
に
は
山
が
あ
り
ま
す
。
平
地
を
下
の
ほ
う

に
下
っ
て
く
る
と
、
銭
塘
江
と
い
う
幅
の
広
い
大
き
な
川
が
あ
り
ま
す
。
昔
、
秦
の

時
代
に
は
、
西
湖
と
銭
塘
江
が
つ
な
が
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
の
ち

に
一
部
を
埋
め
て
湖
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
後
ろ
に
山

が
あ
っ
て
、
周
り
が
緑
に
囲
ま
れ
、
前
面
だ
け
が
外
に
向
か
い
開
放
し
て
い
る
の
が
、

八
鶴
湖
と
雰
囲
気
が
似
て
い
ま
す
。
特
に
後
ろ
の
山
が
遠
景
と
し
て
借
景
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
湖
の
真
ん
中
に
、
半
島
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
す
が
、
堤
防
が
あ
っ

て
島
が
あ
る
。
弁
天
島
と
似
て
い
る
と
言
え
ば
似
て
い
ま
す
。

　

次
に
漢
詩
の
ほ
う
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
遠
山
雲
如
が
出
て
き
ま

す
。
お
手
元
の
資
料
に
生
い
立
ち
が
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
に
な
り

な
が
ら
、
簡
単
に
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
遠
山
雲
如
が
ど
う
し
て
房
総

地
と
関
係
が
あ
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
彼
は
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
上
総
に

移
居
し
て
き
て
、
東
金
あ
た
り
に
約
十
年
間
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
後
の
十
年
間

は
上
総
各
地
を
転
々
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
江
戸
に
戻
り
、
す
ぐ
ま
た
相
模

の
厚
木
に
移
っ
て
、
さ
ら
に
八
王
子
、
京
都
、
淡
路
を
転
々
と
し
て
最
後
は
京
都
で

亡
く
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
各
地
を
転
々
と
し
て
い
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
実
は
塾
の

先
生
を
や
っ
て
お
り
、
生
計
を
立
て
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
子

供
た
ち
に
教
え
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
当
時
、
漢
詩
人
は
当
地
の
名
主
の
家
に
寄
宿

し
て
、
そ
の
子
弟
を
育
て
る
、
ま
さ
に
中
国
の
私
塾
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い

ま
し
た
。

　

中
国
で
は
塾
・
私
塾
・
あ
る
い
は
家
塾
と
書
く
の
で
す
が
、
金
持
ち
・
地
主
や
日

本
で
言
う
と
庄
屋
さ
ん
が
、
子
ど
も
の
教
育
の
た
め
に
先
生
を
雇
い
、
塾
を
開
き
、

そ
の
先
生
の
衣
食
住
を
全
部
面
倒
見
る
の
で
す
。

　

上
総
を
転
々
と
し
て
い
た
十
年
間
に
、
一
宮
の
藩
主
、
加
納
久
徴
と
い
う
人
と
交

友
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
人
は
幕
末
の
一
宮
藩
主
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、

当
時
は
遠
山
雲
如
、
梁
川
星
巌
や
当
時
の
文
壇
の
一
流
詩
人
と
交
流
し
た
と
い
う
記

録
が
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
そ
の
縁
も
あ
っ
て
遠
山
雲
如
は
房
総
に
や
っ
て
き
て
、
八

鶴
湖
を
見
て
感
動
を
し
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　

ま
ず
こ
れ
は
非
常
に
有
名
な
詩
で
す
が
、
読
ん
で
み
ま
す
。「
波
光
煙
影　

晩
に

模
糊
／
紅
塵
を
抖
擻
し
て　

一
點
無
し
。
水
に
貼
る
青
荷　

岸
に
垂
る
る
柳
／
東
金

郭
外
の　

小
西
湖
」
と
。
下
に
は
「
右
遠
山
雲
如
山
人
、
八
鶴
湖
を
遊
す
る
に
作
録

代
題
詞
」
と
記
し
て
あ
り
ま
す
。

　

最
初
の
一
句
目
は
波
の
光
、
そ
れ
か
ら
煙
の
影
、
こ
の
煙
は
何
の
煙
か
と
言
い
ま

す
と
、
八
鶴
館
の
周
辺
に
は
民
家
や
お
寺
が
あ
り
ま
す
の
で
、
恐
ら
く
ご
飯
を
炊
く
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と
き
の
炊
煙
な
ど
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
夜
の
「
模
糊
」
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し

て
、
ま
わ
り
を
囲
ん
で
緑
が
あ
っ
て
、
霧
が
立
ち
の
ぼ
り
ぼ
ん
や
り
と
し
た
、
夕
日

が
落
ち
て
暮
れ
か
か
っ
て
い
る
と
き
の
景
色
で
す
。
ま
だ
若
干
明
る
い
の
で
す
け
れ

ど
、
だ
ん
だ
ん
夜
に
向
か
い
暗
く
な
っ
て
い
く
感
じ
で
す
。
紅
塵
と
い
う
の
は
、
私

た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で
の
悩
み
や
煩
い
な
ど
、
例
え
ば
俗
世
間
の
中
の
欲
望
、
そ

う
い
う
も
の
を
紅
塵
と
言
い
ま
す
。

　

抖
擻
は
、
現
在
こ
う
い
う
漢
字
は
使
わ
な
い
の
で
す
け
ど
も
、
要
す
る
に
世
の
中

の
こ
と
を
す
べ
て
忘
れ
て
、
自
分
の
身
体
に
た
ま
っ
た
埃
を
は
た
い
て
と
い
う
動
作

で
、
深
読
み
す
る
と
世
の
中
の
こ
と
を
全
部
忘
れ
、
純
粋
に
景
色
に
没
頭
し
て
鑑
賞

す
る
の
で
す
。

　

目
の
前
の
景
色
は
、
湖
の
水
面
す
れ
す
れ
に
接
近
し
て
い
る
青
い
蓮
の
葉
が
あ
っ

て
、
岸
に
は
柳
の
枝
が
垂
れ
、
こ
の
景
色
は
ま
さ
に
中
国
庭
園
の
景
色
で
す
ね
。
池

の
中
に
蓮
の
花
が
咲
い
て
い
る
。
日
本
で
は
柳
の
下
に
幽
霊
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、

柳
は
あ
ま
り
好
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
。

　

東
金
郭
外
。
東
金
と
い
う
地
名
は
、
漢
詩
の
場
合
は
た
ぶ
ん
「
と
う
き
ん
」
と
詠

む
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
東
金
郭
外
小
西
湖
。
東
金
城
の
跡
で
す
が
、
酒
井

氏
が
当
時
治
め
て
い
た
東
金
城
の
城
郭
の
外
に
小
西
湖
が
あ
る
。
全
体
の
景
色
が
西

湖
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
最
も
有
名
な
詩
句
に
な
っ
て
、
後

代
の
詩
人
に
引
用
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
の
講
演
の
題
に
も
使
用
し
た
次
第
で
す
。

　

次
に
梁
川
星
巌
が
詠
ん
だ
詩
で
す
が
、
こ
の
人
は
遠
山
雲
如
の
先
生
で
す
。
こ
の

漢
詩
集
の
中
に
は
彼
の
門
弟
た
ち
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
東
金
の
八
鶴
湖
に
中

央
詩
壇
の
詩
人
が
多
く
や
っ
て
来
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
人
物
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
人
は
江
戸
詩
壇
に
主
導
的
な
立
場
を
占
め
て
い
た
人
物
で
、
藤
田
東
湖
や
佐
久

間
象
山
ら
、
当
時
の
一
流
の
詩
人
と
交
流
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど

述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
年
）
に
八
鶴
湖
の
辺
り
を
散
歩
し

ま
し
た
。
類
推
す
る
と
、
遠
山
雲
如
が
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
年
）
に
す
で
に
房

総
半
島
に
き
て
い
た
の
で
、
そ
の
き
っ
か
け
で
自
分
の
先
生
を
こ
こ
に
招
待
し
た
と

推
理
で
き
ま
す
。

　

最
初
は
「
勝
遊
此
の
如
き　

應
に
無
か
ん
べ
し
／
来
た
り
て
倒
す　

沙
頭
の
雙
玉

壷
／
五
月
の
薫
風　

鰕
菜
を
長
じ
／
一
生
の
衾
袍　

菰
蒲
に
在
り　

山
明
水
媚　

看

て
逾
好
し
／
扇
影
衣
香　

興
孤
な
ら
ず
／
方
に
悟
る　

雲
如
が
詩
句
の
妙　

東
金
郭

外
の
小
西
湖
」
と
読
め
ま
す
。
初
め
の
詩
句
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ

の
よ
う
な
き
れ
い
な
景
勝
地
は
恐
ら
く
も
う
な
い
だ
ろ
う
と
最
初
に
言
っ
て
い
ま

す
。「
勝
遊
」
と
い
う
の
は
、
非
常
に
素
晴
ら
し
い
景
勝
地
の
意
で
す
。
楽
し
く
遊

べ
る
と
こ
ろ
、
楽
し
く
観
賞
で
き
る
と
こ
ろ
は
恐
ら
く
こ
れ
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。

次
の
と
こ
ろ
は
「
来
た
り
て
倒
す　

沙
頭
の
雙
玉
壷
」。
詩
人
は
詩
を
詠
む
前
に
、

ま
ず
お
酒
を
飲
み
ま
す
。
お
そ
ら
く
八
鶴
館
で
は
な
く
て
、
こ
の
辺
り
の
ど
こ
か
で

酒
を
飲
み
な
が
ら
見
て
い
た
の
で
す
。
五
月
の
景
色
、
旧
暦
の
五
月
で
す
の
で
、
今

で
言
い
ま
す
と
六
月
か
七
月
の
初
め
こ
ろ
で
す
。
風
が
花
の
香
り
を
運
ん
で
き
て
、

酒
を
飲
み
な
が
ら
食
べ
て
い
る
料
理
が
さ
ら
に
お
い
し
く
な
る
。
一
生
こ
の
辺
り
で

生
活
し
て
も
い
い
と
。
最
後
に
「
菰
蒲
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
後
ほ
ど
出
て

き
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
宋
詩
の
中
に
西
湖
を
詠
む
と
き
に
使
わ
れ
た
詩
句
で
す
の

で
、
梁
川
星
巌
も
当
然
知
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。「
山
明
水
媚
」
は
山
紫
水
明
と
同

意
で
、
風
景
の
美
し
い
場
所
。
季
節
は
夏
な
の
で
団
扇
を
使
い
ま
す
ね
。
孤
人
の
こ

と
も
詠
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
、
景
色
が
よ
い
の
で
ま
す
ま
す
楽
し
く
な
る
。
締
め
く

く
り
と
し
て
、
初
め
て
雲
如
の
詩
句
が
非
常
に
素
晴
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た

と
。
つ
ま
り
雲
如
の
詩
の
ほ
う
が
先
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。
最
後
に
雲

如
の
詩
を
踏
ま
え
て
、「
東
金
郭
外
小
西
湖
」
と
。「
壺
」、
次
は
「
蒲
」、
そ
し
て
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「
孤
」、
最
後
は
「
湖
」。
中
国
語
で
読
む
と
全
部
韻
を
踏
ん
で
い
ま
す
。

　

次
は
も
う
一
人
有
名
な
詩
人
、
森
春
濤
の
詩
で
す
。
韻
に
全
く
同
じ
字
を
使
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
「
次
韻
」
と
い
う
詩
人
同
士
の
典
型
的
な
付
き
合
い
方
で
、
相
手

が
作
っ
た
詩
と
同
じ
韻
・
同
じ
字
を
使
っ
て
、
同
題
で
す
け
れ
ど
別
の
詩
を
作
る
と

い
う
作
法
で
す
。
た
だ
森
春
濤
も
梁
川
星
巌
の
弟
子
で
、
明
治
初
期
の
詩
壇
に
君
臨

し
た
人
物
で
、
特
に
彼
は
明
治
政
府
の
高
官
た
ち
の
詩
を
自
分
の
雑
誌
に
載
せ
て
い

ま
す
の
で
、
政
治
的
な
力
を
随
分
発
揮
し
て
い
る
人
で
す
。

　
「
落
日
青
山
影
欲
無
。
人
間
亦
有
小
方
壺
。
水
宜
清
浅
疎
疎
雨
。

　

風
弄
軽
歩
猟
猟
蒲
。
虚
壁
雲
歸
僧
骨
峭
。
古
壇
松
仄
鶴
身
孤
。

　

要
知
華
表
千
年
意
。
須
問
東
金
郭
外
湖
。」

　

こ
の
詩
を
見
ま
す
と
、
最
初
は
夕
方
の
風
景
を
、
要
す
る
に
景
色
は
だ
ん
だ
ん
暗

く
な
っ
て
い
く
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
続
け
て
飲
み
ま
し
ょ
う
と
。
小
雨
が
降
っ
て

き
て
、
そ
う
い
う
と
き
は
八
鶴
湖
の
景
色
が
一
番
き
れ
い
で
す
。
小
雨
が
降
り
、
ま

わ
り
の
霧
や
ら
煙
や
ら
が
ど
ん
ど
ん
昇
っ
て
い
き
、
空
と
湖
が
つ
な
が
っ
て
、
周
り

の
森
と
一
体
化
し
て
も
の
す
ご
く
き
れ
い
な
風
景
で
す
。
次
は
お
寺
で
す
。
非
常
に

や
せ
た
お
坊
さ
ん
が
帰
っ
て
く
る
。
雲
も
た
な
び
い
て
い
る
。
古
い
壇
は
お
寺
の
歴

史
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
辺
に
鶴
が
一
羽
だ
け
い
る
の
が
非
常
に
寂
し
い

と
。
全
体
的
に
非
常
に
侘
び
し
い
、
寂
し
い
景
色
で
す
。

　

最
後
に
「
華
表
」
と
は
鳥
居
の
こ
と
で
す
。
神
社
の
鳥
居
を
漢
語
で
説
明
す
る
と

華
表
と
言
い
ま
す
。
要
す
る
に
こ
の
お
寺
や
神
社
が
ど
れ
だ
け
古
い
か
を
知
り
た
け

れ
ば
湖
に
聞
き
な
さ
い
、
湖
が
証
人
な
の
だ
。
誰
も
こ
の
辺
り
の
歴
史
を
知
ら
な
い

だ
ろ
う
。
湖
だ
け
が
こ
の
お
寺
あ
る
い
は
神
社
と
一
緒
に
お
互
い
に
見
守
っ
て
、
助

け
合
っ
て
、
あ
る
い
は
寄
り
添
い
合
い
な
が
ら
生
き
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ

す
が
明
治
初
期
の
詩
壇
を
支
配
し
て
い
た
森
春
濤
の
力
を
感
じ
る
、
素
晴
ら
し
い
漢

詩
だ
と
思
い
ま
す
。

　

残
り
の
漢
詩
人
た
ち
は
も
う
説
明
し
ま
せ
ん
の
で
、
資
料
の
後
ろ
の
ほ
う
に
載
っ

て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
時
間
の
あ
る
と
き
に
鑑
賞
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
森
春
濤
は
梁
川
星
巌
の
弟
子
で
、
大
沼
枕
山
は
森
春
濤
と
同
じ
と
こ
ろ
で
勉
強

し
て
い
た
。
そ
う
い
う
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。
大
槻
盤
渓
も
明
治
期
の
有
名
な
漢

詩
人
で
、
漢
詩
文
界
の
老
将
と
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
野
湖
山
も
梁
川
星
巌
の
弟
子

で
す
。
ち
な
み
に
余
談
で
す
け
れ
ど
、
森
春
濤
の
息
子
さ
ん
が
森
槐
南
で
す
が
、
こ

の
人
は
明
治
後
期
の
漢
詩
壇
を
支
配
し
て
い
た
有
名
な
人
物
で
、
政
治
政
界
と
も
つ

な
が
り
が
非
常
に
強
い
。
時
の
総
理
大
臣
、
伊
藤
博
文
と
も
親
交
が
深
く
、
伊
藤
博

文
が
ハ
ル
ピ
ン
に
て
暗
殺
さ
れ
た
と
き
、
森
槐
南
が
す
ぐ
そ
ば
に
い
た
の
で
巻
き
添

え
に
な
っ
て
怪
我
を
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

　

川
田
甕
江
は
重
野
成
斎
と
三
島
中
洲
と
と
も
に
明
治
の
三
大
文
章
家
と
賞
賛
さ
れ

た
人
物
で
す
。
三
島
中
洲
は
現
在
東
京
に
あ
る
二
松
学
舎
の
創
立
者
で
す
。
僕
が
研

究
し
て
い
る
夏
目
漱
石
は
明
治
十
四
年
に
二
松
学
舎
に
入
っ
て
、
一
年
か
一
年
半
ぐ

ら
い
漢
詩
を
勉
強
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
当
時
の
先
生
が
三
島
中
洲

で
す
。
そ
し
て
重
野
成
斎
。
こ
の
人
も
や
は
り
先
ほ
ど
出
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
文

学
博
士
で
す
。
最
後
の
二
人
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
い
の
で
す
け
れ
ど
、
安
川

柳
渓
は
福
俵
出
身
、
地
元
の
方
で
す
。
少
年
時
代
か
ら
学
問
や
武
芸
に
励
み
、
十
九

歳
の
と
き
に
は
飯
田
家
に
滞
留
し
て
い
た
江
戸
の
画
家
、
高
久
靄
崖
に
絵
を
学
び
ま

し
た
。
彼
は
遠
山
雲
如
や
大
沼
枕
山
と
も
親
交
が
深
く
、
そ
の
つ
な
が
り
か
ら
梁
川

星
巌
の
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
明
治
四
年
に
福
俵
村
の
戸
長
に
任
命
さ
れ
た
の
で
す

が
、
ま
も
な
く
辞
職
し
て
画
業
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
七
年
五
十
五
歳
の

と
き
に
千
葉
県
か
ら
修
史
委
員
に
任
命
さ
れ
て
、
三
年
が
か
り
で
上
総
国
誌
全
六
巻

を
完
成
さ
せ
て
い
ま
す
。
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昨
年
、
本
学
の
美
術
館
で
房
総
上
総
ゆ
か
り
の
絵
と
書
を
展
示
し
た
の
で
す
が
、

そ
の
と
き
八
鶴
館
の
序
と
い
う
漢
文
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
執
筆
者
が
こ
の
安
川
柳

渓
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ
の
序
文
は
見
事
な
漢
文
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
村

井
松
潭
は
、
漢
詩
集
を
編
集
し
て
、
今
日
取
り
上
げ
ま
し
た
『
鶴
湖
唱
和
集
』
に
は

載
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
志
賀
吾
郷
さ
ん
の
本
の
中
に
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
人

は
生
卒
年
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
ど
う
も
親
戚
の
方
が
現
在
俳
句
を

や
っ
て
い
て
、
同
じ
「
松
潭
」
と
い
う
俳
号
を
使
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
直

接
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
図
を
見
ま
す
と
村
井
医
院
が
昔
か
ら

あ
る
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
の
関
係
者
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
詳
し
く
は
分
か

り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
地
元
の
人
も
八
鶴
湖
を
題
に
し
て
漢
詩
を
よ
く
詠
ん
で

い
た
よ
う
で
す
。

　

次
に
風
景
の
変
遷
を
簡
単
に
述
べ
ま
す
。
蓮
と
水
鳥
と
湖
畔
の
柳
は
、
江
戸
後
期
、

幕
末
あ
た
り
の
景
色
で
、
明
治
初
期
も
そ
う
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
釣
り
を
す
る
た
め

に
釣
り
船
を
使
う
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
八
鶴
館
が
で
き
た
後
の
こ
と
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
柳
の
木
が
伐
採
さ
れ
て
桜
が
植
え
ら

れ
、
江
戸
後
期
の
中
国
庭
園
風
の
景
色
は
だ
ん
だ
ん
変
化
し
、
日
本
独
自
の
景
色
が

現
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

当
時
の
写
真
を
ち
ょ
っ
と
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
弁
天
島
の
入

口
か
ら
見
た
八
鶴
館
で
す
。
八
鶴
館
の
後
ろ
に
は
何
も
な
い
。
こ
こ
は
弁
天
島
の

小
さ
な
東
亭
で
、
こ
れ
は
弁
天
島
の
方
向
か
ら
見
た
、
恐
ら
く
最
福
寺
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
辺
は
非
常
に
緑
が
多
く
て
、
こ
の
写
真
の
八
鶴
湖
は
水
が
あ

り
ま
せ
ん
。
人
が
立
っ
て
い
て
、
水
を
全
部
出
し
て
掃
除
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
明

治
四
十
一
年
の
夏
の
写
真
で
す
。
そ
の
年
の
三
月
に
台
風
が
房
総
半
島
沖
を
通
過
し

て
、
六
月
に
雹
が
降
り
、
八
月
に
台
風
が
ま
た
通
過
し
た
の
で
、
水
が
あ
ふ
れ
た
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
水
門
を
開
き
、
い
っ
た
ん
水
を
全
部
出
し
て
池
を
掃
除

し
た
の
で
す
。
な
ぜ
人
が
湖
の
中
に
立
っ
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
お
そ
ら
く
エ

ビ
や
魚
を
捕
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

次
に
こ
れ
は
昭
和
初
期
の
写
真
で
す
。
後
ろ
が
八
鶴
館
で
、
ボ
ー
ト
が
浮
か
ん
で

い
ま
す
。
昭
和
二
年
刊
の
本
に
載
っ
て
い
た
も
の
で
す
の
で
、
大
正
ご
ろ
に
撮
ら
れ

た
写
真
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
冬
の
景
色
で
す
。
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た

よ
う
に
、
湖
の
真
ん
中
に
小
さ
く
点
々
と
船
が
浮
か
ん
で
お
り
、
現
在
の
ボ
ー
ト
と

比
べ
る
と
随
分
小
さ
く
見
え
る
の
で
、
当
時
の
湖
は
も
っ
と
広
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

　

東
金
の
景
色
は
、「
東
金
八
景
」
と
言
わ
れ
ま
す
。「
両
寺
の
晩
鐘
、
湖
畔
の
楼
、

大
宮
台
の
青
巒
、
小
西
湖
の
釣
魚
、
弁
天
島
の
秋
の
月
、
鴇
嶺
の
夕
照
、
山
王
台
の

帰
鴉
、
城
址
の
暮
雪
」。
つ
ま
り
、
二
つ
の
寺
の
晩
鐘
、
湖
畔
の
楼
八
鶴
館
、
山
の

景
色
と
小
西
湖
で
の
釣
り
、
弁
天
島
の
中
秋
の
名
月
を
眺
め
、
そ
し
て
東
金
の
地
名

の
由
来
と
言
わ
れ
て
い
る
鴇
嶺
の
夕
照
が
あ
っ
て
、
山
王
台
に
カ
ラ
ス
の
鳴
き
声
が

し
て
寂
し
く
聞
こ
え
る
。
そ
の
侘
し
さ
、
寂
し
さ
が
ま
さ
に
漢
詩
の
世
界
、
あ
る
い

は
和
歌
の
世
界
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
城
址
の
雪
。
こ
う
い
っ
た

四
季
折
々
の
景
色
が
全
部
楽
し
め
る
の
で
す
ね
。
東
金
八
景
が
中
国
杭
州
の
西
湖
の

十
景
と
関
連
が
深
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
平
湖
秋
月
、
断
橋
残
雪
、
曲

院
風
荷
、
蘇
堤
春
暁
、
三
潭
印
月
、
柳
浪
聞
鶯
、
雷
峰
夕
照
、
花
港
観
魚
、
南
屏
晩

鐘
、
雙
峰
插
雲
」。
中
秋
の
名
月
、
蓮
が
あ
っ
て
、
周
り
に
は
山
や
森
、
東
亭
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
春
は
中
国
で
は
桃
の
花
、
冬
に
は
梅
の
花
を
観
賞
し
ま
す
。
そ
れ
か

ら
こ
れ
は
三
潭
印
月
で
、
先
ほ
ど
述
べ
た
真
ん
中
の
人
工
島
が
一
つ
の
有
名
な
景
色

で
す
。
真
ん
中
に
小
さ
な
道
が
あ
っ
て
橋
を
渡
っ
て
、
周
り
は
柳
の
木
で
す
。
こ
れ

は
お
寺
の
夕
方
の
景
色
で
、
錦
鯉
が
泳
い
で
い
て
、
鐘
が
あ
り
、
後
ろ
の
ほ
う
に
遠
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景
の
借
景
で
山
、
近
景
に
人
工
島
が
あ
る
の
が
東
洋
美
と
い
う
か
中
国
の
庭
園
の
特

徴
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
西
湖
を
詠
ん
だ
宋
詩
を
一
つ
例
に
出
し
ま
し
た
。
こ
の
中
に

菰
蒲
と
い
う
詩
句
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
鑑
賞
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
簡
単
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
江
戸
初
期
か
ら
上
総
全
体
の
景

色
は
、
牧
歌
的
原
風
景
で
、
八
鶴
湖
だ
け
が
恐
ら
く
房
総
半
島
で
唯
一
ト
ー
タ
ル
デ

ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
造
り
上
げ
ら
れ
た
景
勝
地
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
遠
景
に

山
の
借
景
は
あ
り
、
近
景
に
亭
の
造
形
は
あ
り
、
典
型
的
な
東
洋
的
風
景
を
現
し
て

お
り
、
造
園
時
に
は
南
画
的
風
景
を
意
識
的
に
導
入
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
宋
詩

は
、
董
亨
道
の
絵
に
書
き
添
え
ら
れ
た
詩
で
、
当
時
中
国
で
は
西
湖
を
画
題
に
し
た

南
画
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
、
日
本

の
漢
詩
人
も
そ
れ
を
見
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

八
鶴
湖
は
、
西
湖
と
同
じ
く
、
湖
面
に
船
を
浮
か
べ
て
山
を
眺
め
、
ま
た
山
に

登
っ
て
湖
を
一
望
す
る
。
双
方
向
か
ら
景
色
を
鑑
賞
で
き
、
湖
面
は
山
と
緑
を
映

し
、
山
は
水
の
音
と
光
で
一
層
輝
く
。
そ
れ
が
八
鶴
湖
の
魅
力
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
遠
山
雲
如
の
「
東
金
郭
外
小
西
湖
」
の
詩
句
は
、
画
竜
点
睛
の
よ
う
に
、
八

鶴
湖
の
魅
力
を
見
事
に
一
文
で
表
し
て
い
ま
す
。
名
詩
人
の
詩
句
と
素
晴
ら
し
い
景

色
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
、
八
鶴
湖
は
東
金
を
代
表
す
る
景
勝
地
に
な
り
ま
し
た
。

八
鶴
湖
が
漢
詩
に
詠
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
伊
藤
左
千
夫
の
小
説
「
春
の
潮
」
に
も

登
場
し
て
い
ま
す
。
小
説
の
中
で
は
、
主
人
公
の
千
代
が
八
鶴
館
に
一
泊
す
る
場
面

が
あ
り
ま
す
。
最
福
寺
は
済
福
寺
と
標
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
。
こ
の
よ
う
に
、
八
鶴

湖
は
決
し
て
一
地
方
の
景
勝
地
だ
け
で
な
く
、
中
央
の
詩
壇
か
ら
注
目
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
幾
世
代
に
わ
た
っ
て
文
学
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま

す
。

　

時
間
が
残
り
少
な
い
の
で
、
最
後
に
一
つ
だ
け
補
足
し
ま
す
。
江
戸
時
代
の
漢
詩

人
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
旅
程
で
千
葉
の
東
金
に
や
っ
て
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
当

時
、
銚
子
ル
ー
ト
と
船
橋
ル
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。
明
治
初
期
に
東
金
の
人
た
ち
が
東

京
に
行
っ
て
物
を
仕
入
れ
る
の
に
一
日
半
か
か
り
ま
し
た
。
当
時
、
道
中
は
物
騒

だ
っ
た
の
で
、
徒
歩
で
船
橋
に
行
き
、
船
橋
で
一
泊
し
そ
こ
か
ら
船
で
霊
岸
島
に
行

く
と
い
う
ル
ー
ト
で
す
。
梁
川
星
巌
は
、
銚
子
ル
ー
ト
で
東
金
に
来
た
の
で
す
が
、

船
で
銚
子
に
来
て
、
遠
山
雲
如
が
銚
子
ま
で
出
迎
え
に
行
っ
た
そ
う
で
す
。
の
ち

に
明
治
二
十
年
代
ご
ろ
に
汽
船
が
で
き
、
鋸
南
町
ル
ー
ト
が
開
通
さ
れ
ま
し
た
。
夏

目
漱
石
は
霊
岸
島
か
ら
汽
船
に
乗
っ
て
、
鋸
南
に
や
っ
て
来
き
、
房
州
半
島
を
一
周

す
る
旅
を
し
た
の
で
す
。
明
治
十
五
、六
年
あ
た
り
に
馬
車
が
で
き
て
、
一
日
一
便
、

朝
出
て
夕
方
に
両
国
に
着
く
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
先
日
知
っ
た
事
実
で
す

が
、
昭
和
三
十
八
年
頃
に
は
東
金
か
ら
電
車
で
東
京
ま
で
三
時
間
以
上
か
か
っ
た
そ

う
で
す
。
で
す
か
ら
今
私
た
ち
が
一
、二
時
間
ぐ
ら
い
で
東
京
に
行
け
る
の
は
、
幸

せ
な
時
代
だ
な
あ
と
し
み
じ
み
感
じ
ま
す
。
今
日
は
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

【
司
会
】　

欒
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
話
を
い
ろ
い
ろ
と
伺

い
な
が
ら
、
今
の
八
鶴
湖
と
昔
の
八
鶴
湖
を
い
ろ
い
ろ
思
い
浮
か
べ
て
聞
い
て
い
た

の
で
す
が
、
昔
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
例
え
ば
今
の
時
代
の
例
え
ば
西
湖

辺
り
に
機
会
が
あ
れ
ば
是
非
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
に
な
り
ま
し
た
。
あ
と
五
分

ぐ
ら
い
で
し
た
ら
時
間
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
も
し
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ど

う
ぞ
ご
遠
慮
な
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。
お
願
い
致
し
ま
す
。

【
質
問
者
】　

一
宮
の
山
に
入
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
宮
の
藩
主
が
つ
く
っ
た
人

工
湖
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
洞
庭
湖
と
い
う
命
名
が
し
て
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ

れ
は
や
は
り
雲
如
の
影
響
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。



10

東金郊外小西湖―八鶴湖を訪ねて

【
欒
】　

申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
詳
し
く
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
い
ま
即
答
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
調
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

【
質
問
者
】　

慶
長
十
九
年
に
、
何
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
か
、
一
月
九
日
に
東
金
に
つ
い

て
何
が
何
羽
と
か
い
う
の
は
、
あ
れ
は
何
で
す
か
。

【
欒
】　
『
駿
府
記
』
で
す
。
こ
れ
は
家
康
が
狩
り
を
し
て
い
た
と
き
の
記
録
で
ご
ざ

い
ま
す
。

【
質
問
者
】　

東
金
の
町
の
鳥
瞰
図
と
い
う
の
は
、
あ
れ
は
何
年
こ
ろ
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。

【
欒
】　

昭
和
二
年
で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
鳥
瞰
図
の
作
者
は
松
井
天
山
で
す
。

【
質
問
者
】　

そ
の
実
物
は
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
物
で
す
か
。
こ
の
図
書
館
に
も
あ
る

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
か
。

【
欒
】　

僕
が
こ
の
実
物
を
見
た
の
は
、
県
立
中
央
図
書
館
で
す
。
ご
近
所
の
図
書
館

に
問
い
合
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
た
ぶ
ん
取
り
寄
せ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

【
質
問
者
】　

三
島
中
洲
と
か
い
う
人
が
三
大
何
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
か
。

【
欒
】　

三
大
詩
文
家
。
漢
詩
と
文
章
。
三
大
詩
文
家
で
す
。

【
質
問
者
】　

三
島
中
洲
と
あ
と
誰
で
す
か
。

【
欒
】　

重
野
成
斎
と
川
田
甕
江
で
す
。

【
質
問
者
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
ら
ん　

で
ん
ぶ
・
本
学
人
文
学
部
国
際
交
流
学
科
助
教
授
）


