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城宝寺墓前祭

関
東
南
画
と
い
う
言
葉

板
橋
区
立
美
術
館
館
長
　
安
　
村
　
敏
　
信

明
治
に
入
っ
て
西
洋
か
ら
美
術
史
学
と
い
う
も
の
が
流
入
し
た
お
蔭
で
、
江
戸

以
前
の
造
形
物
が
西
洋
流
の
分
類
に
無
理
矢
理
押
し
込
め
ら
れ
、
正
し
い
姿
が
歪

め
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
美
術
史
学
の
み
な
ら
ず
哲
学
そ
の
他
の
人
文
系

の
学
問
で
も
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
ら
し
い
。

近
年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
弊
害
に
気
づ
き
日
本
の
も
の
を
西
洋
流
に
全

て
押
し
込
め
ず
、
西
洋
流
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
は
日
本
の
特
性
と
し
て
理
解

し
て
ゆ
く
、
と
い
う
姿
勢
が
取
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

美
術
史
学
に
お
い
て
は
、
江
戸
以
前
の
流
れ
を
概
観
す
る
た
め
に
、
作
家
を
い
く
つ
か
の
流
派
に
分
け
て
縦
割
り

で
理
解
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
江
戸
末
期
に
、
狩
野
家
や
土
佐
家
と
い
っ
た
血
脈
に
よ
っ
て

が
っ
て

き
た
流
派
を
狩
野
派
・
土
佐
派
と
し
、
そ
れ
に
習
っ
て
、
師
承
関
係
で
繋
が
っ
て
き
た
も
の
も
、
円
山
派
・
四
條
派

な
ど
と
し
た
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
南
画
派
が
あ
る
。

南
画
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
十
八
世
紀
に
新
し
く
中
国
か
ら
流
入
し
た
南
宗
画
様
式
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
祇

園
南
海
・
服
部
南
郭
・
柳
沢
淇
園
・
彭
城
百
川
と
い
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
池
大
雅
・
与
謝
蕪
村
に
よ
っ
て

関
西
で
大
成
さ
れ
た
も
の
だ
。
そ
れ
が
十
八
世
紀
末
か
ら
次
第
に
江
戸
に
も
移
入
さ
れ
、
谷
文
晁
に
よ
っ
て
江
戸
流

に
大
成
さ
れ
た
。
こ
の
文
晁
を
中
心
に
南
画
は
群
馬
、
長
野
、
仙
台
と
関
東
・
東
北
地
方
へ
広
く
伝
播
し
た
。

こ
れ
ら
の
人
々
を
総
称
す
る
言
葉
と
し
て
、
戦
後
に
関
東
南
画
と
い
う
も
の
が
考
え
出
さ
れ
た
。
渡
辺
崋
山
は
、

関
東
南
画
の
主
要
画
人
と
し
て
文
晁
と
併
称
さ
れ
る
。

し
か
し
、
私
の
目
か
ら
見
る
と
、
崋
山
の
重
要
な
仕
事
は
、
本
来
の
肖
像
画
の
確
立
と
、「
四
州
真
景
図
」
に
よ

っ
て
達
成
さ
れ
た
軽
妙
な
風
景
画
の
開
拓
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
も
が
南
画
の
目
ざ
す
も
の
と
は
全
く
正
反
対
に
あ

る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
南
画
は
あ
く
ま
で
心
象
風
景
を
描
く
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
以
前
の
画
家
を
、
何
が
何
で
も
あ
る
流
派
に
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
と
、
異
和
感
が
出
て
く

る
。
幕
末
の
『
古
画
備
考
』
で
は
、
文
晁
や
崋
山
は
、
何
家
に
属
す
る
で
も
な
い
、「
名
画
」
を
描
く
画
家
と
し
て

数
え
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
た
近
年
の
美
術
史
学
の
流
派
づ
く
り
の
弊
害
の
ひ
と
つ
と
し
て
琳
派
や
江
戸
琳
派
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

か
つ
て
私
は
「
琳
派
な
ん
て
本
当
に
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
、
こ
の
問
題
を
提
起
し
た
が
、
そ

の
後
数
人
の
研
究
者
も
同
様
の
視
点
か
ら
問
題
を
探
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

と
り
わ
け
、
関
西
に
生
じ
た
文
化
事
象
を
、
文
化
東
漸
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
ま
ま
江
戸
を
く
っ
つ
け
て
江
戸
琳

派
・
江
戸
南
画
な
ど
と
く
く
る
こ
と
は
よ
く
な
い
。
画
家
の
真
実
を
見
失
う
の
で
あ
る
。
琳
派
で
言
え
ば
、
酒
井
抱

一
を
江
戸
琳
派
の
画
家
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抱
一
が
描
い
た
肉
筆
浮
世
絵
の
画
業
が
江
戸
琳
派
の
仕
事
と
な
り
、

そ
れ
を
弟
子
の
鈴
木
其
一
が
受
け
継
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
琳
派
に
お
け
る
浮
世
絵
の
継
承
な
ど
、
ど
こ
か
お

か
し
い
で
は
な
い
か
。

関
東
南
画
で
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。
崋
山
の
肖
像
画
を
受
け
継
い
だ
椿
椿
山
を
考
え
て
み
よ
う
。
南
画
に

お
け
る
肖
像
画
の
継
承
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
心
象
風
景
を
描
く
こ
と
と
、
リ
ア
ル
な
写
貌
を
求
め
る
こ
と
は
正
反

対
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
江
戸
の
画
家
を
、
関
西
の
流
派
に
無
理
矢
理
当
て
は
め
る
こ
と
が
い
け
な
い
の
だ
。
酒
井
抱
一

は
江
戸
独
自
の
抱
一
派
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、
文
晁
は
意
外
と
文
晁
派
を
形
成
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
門
人
の
一

人
と
し
て
崋
山
は
独
自
の
様
式
を
確
立
し
、
椿
山
が
そ
れ
を
継
承
し
た
。
こ
れ
が
真
実
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
で
い
い

の
だ
。



江
戸
時
代
、
田
原
藩
主
で
あ
っ
た
三
宅

家
の
お
墓
が
田
原
町
北
番
場
に
あ
る
霊
厳

寺
の
一
番
奥
の
広
々
と
し
た
場
所
に
あ
り

ま
す
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
た
た
ず
ま
い
で

殿
様
の
代
々
の
墓
と
し
て
立
派
で
趣
き
の

あ
る
も
の
で
す
。
夏
に
な
る
と
保
存
会
の

み
な
さ
ん
が
清
掃
を
行
い
ま
す
。
数
年
前

よ
り
私
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
行
事
は
一
年
に
一
回
で
伸
び
た

草
や
木
を
掃
除
す
る
の
は
一
苦
労
で
す

が
、
墓
参
り
を
兼
ね
て
参
加
さ
せ
て
も
ら

え
る
こ
と
は
良
い
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。

田
原
に
住
ん
で
い
な
が
ら
田
原
藩
の
こ
と

を
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
私

は
、
三
宅
家
代
々
の
お
墓
を
参
り
な
が
ら

幕
末
の
激
動
の
時
期
に
田
原
藩
三
宅
の
殿

様
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

田
原
藩
と
い
え
ば
、
昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大

河
ド
ラ
マ
「
龍
馬
伝
」
を
見
て
い
た
と
き

勝
海
舟
が
龍
馬
に
「
海
軍
操
練
所
の
協
力

を
求
め
る
な
ら
ま
ず
田
原
藩
へ
」
と
言
っ

た
場
面
が
あ
り
、
び
っ
く
り
し
て
見
て
い

ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
渡
辺
崋
山
は
す
で
に

亡
く
な
っ
て
お
り
、
藩
主
の
三
宅
康
保
が

崋
山
の
門
弟
村
上
範
致
（
の
り
む
ね
）
ら

に
西
洋
型
の
帆
船
順
応
丸
を
作
ら
せ
、
ま

た
軍
備
も
充
実
さ
せ
て
い
た
た
め
諸
藩
は

目
を
見
張
っ
た
そ
う
で
す
。
順
応
丸
の
模

型
が
田
原
市
博
物
館
の
ロ
ビ
ー
中
央
に
あ

り
ま
す
。
こ
の
順
応
丸
の
建
造
に
際
し
、

漂
流
し
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
二
年
前

に
帰
っ
て
き
た
田
原
の
漁
師
作
蔵
（
若
見

村
）
や
勇
次
郎
（
芦
村
）
を
雇
い
入
れ
た

そ
う
で
す
。
崋
山
の
亡
く
な
っ
た
あ
と
に

そ
の
精
神
は
受
け
継
が
れ
、
一
万
二
千
石

の
小
さ
な
田
原
藩
が
他
諸
藩
に
対
し
て
リ

ー
ダ
ー
的
存
在
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
事

実
は
、
田
原
の
歴
史
を
少
し
勉
強
し
た
人

な
ら
と
っ
く
に
知
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
お
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
が
、
私
は

こ
の
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
田
原
の
歴
史
を

も
っ
と
知
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

最
近
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
三

十
数
年
前
に
田
原
に
嫁
い
で
き
ま
し
た
。

当
時
は
田
原
市
博
物
館
の
場
所
に
は
崋
園

保
育
園
が
あ
り
ま
し
た
。
廃
園
に
な
っ
た

こ
と
も
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
町
は

ど
ん
ど
ん
変
わ
り
い
ろ
い
ろ
な
建
物
や
施

設
な
ど
が
増
え
ま
し
た
。
イ
オ
ン
、
サ
ン

テ
パ
ル
ク
、
崋
山
会
館
、
博
物
館
、
ま
た

三
河
港
大
橋
や
赤
石
地
区
も
出
来
ま
し

た
。
挙
げ
る
と
き
り
が
な
い
ほ
ど
で
す
。

何
か
施
設
が
で
き
る
と
家
族
で
行
き
、
楽

し
み
ま
し
た
。
施
設
の
充
実
と
と
も
に
道

路
わ
き
に
い
ろ
い
ろ
な
花
も
植
え
ら
れ
街

の
景
観
は
田
原
を
訪
れ
る
人
に
良
い
印
象

を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ま
ち
田
原
は
幕
末
か
ら
の
精
神
と

し
て
、
海
外
に
目
を
む
け
る
こ
と
、
自
分

の
町
を
愛
す
る
こ
と
が
受
け
継
が
れ
て
自

然
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
歴
史
か
ら
何
か
を
学
ぶ
こ
と
と

は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
田

原
に
住
ん
で
い
て
、
こ
の
町
に
誇
り
を
持

ち
、
田
原
を
ま
す
ま
す
愛
す
る
ひ
と
り
に

な
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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重
要
文
化
財
　
千
山
万
水
図

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）

絹
本
着
色

縦
一
四
七
・
〇
㎝
　
横
七
一
・
〇
㎝

個
人
蔵

長
く
鎖
国
を
続
け
た
江
戸
時
代
の
日
本

で
は
、
中
国
の
文
人
の
生
き
方
に
憧
れ
、

そ
の
発
露
と
し
て
作
画
活
動
を
行
っ
た
文

人
画
家
た
ち
が
登
場
す
る
。

見
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
中

国
の
風
景
へ
の
憧
れ
は
、
文

人
画
家
た
ち
が
互
い
に
影
響

を
及
ぼ
し
、
自
ら
の
作
画
に

活
か
し
て
い
る
。
渡
辺
崋
山

の
作
品
は
、
写
実
を
重
視
し
、

花
鳥
画
が
最
も
多
く
見
受
け

ら
れ
る
が
、
中
国
に
題
材
を

持
つ
故
事
人
物
画
も
多
く
見

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
旅
の
ス

ケ
ッ
チ
を
除
け
ば
、
実
際
の

風
景
を
描
い
て
い
る
も
の
は
、
驚
く
ほ
ど

少
な
い
。
晩
年
の
田
原
蟄
居
中
に
は
、
江

戸
に
い
る
画
弟
子
の
椿
椿
山
と
多
く
の
質

疑
応
答
を
手
紙
で
往
復
し
た
が
、
そ
の
中

で
、
椿
山
の
質
問
「
山
水
空
疎
」
に
対
し
、

以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。「
山
水
空

疎
、
顧こ

炎え
ん

武ぶ

、
日に

っ

知ち

録ろ
く

図と

画が

ノ
部
ニ
「
山

水
ノ
画
興
リ
、
古
意
亡ほ

ろ
ぶ

矣
」
ト
云い

う

條
ニ
、

…
（
中
略
）
…
又

か
い

画が

ノ
事
ハ
、
彩
色

ス
ル
ユ
ヘ
、
惣
名
ヲ
丹
青
ト
モ
云
也
。
然

ル
ニ
白
描
ノ
画
出
テ
丹
青
タ
ル
所
謂
無

之
、
空
疎
ノ
極
ト
云
ヘ
シ
ト
ア
リ
。
意お

も

フ

ニ
人
物
・
花
禽
・
虫
魚
ハ
古
今
皆
寫
真

也
。
山
水
モ
古

い
に
し
え

ハ
其
通
リ
ニ
テ
、

「
五
岳
四
m
図

ご

が

く

し

と

く

の

ず

」「
黄
河
流
勢
図
」「
山さ

ん

川せ
ん

地
形
図
」「
江こ

う

湖こ

九
州
山
岳
勢
図
」
也
。

人
物
ハ
何
人
、
花
鳥
、
何
花
何
鳥
ト
指
シ

可
申
ヲ
画
ト
云
フ
何
レ
ノ
所
ノ
山
水
カ
、

唯
雲
霞
、
煙え

ん

靄あ
い

、
四し

時じ

ノ
氣
を
画え

が

ク
ノ
ミ
、

山
水
ト
ハ
申も

う
し

カ
タ
ク
聖
人
ハ
事
ヲ
創は

じ
め

、
賢

者
ハ
述の

ぶ

、
人
ア
リ
土
地
ア
リ
テ
禮
政
興お

こ

ル

皆
物
ア
リ
、
則の

り

ア
リ
ノ
意
。
今
ノ
山
水
ハ

老
荘
異
端
ノ
如ご

と
く

、画
ノ
真し

ん

面め
ん

目ぼ
く

ニ
害
ア
リ
、

山
水
ハ
空
疎
ノ
極
也
。」
と
答
え
て
い
る
。

図
上
に
「
千
山
萬
水
図
　
丁
酉
六
月
朔

五
日
　
迎
快
風
寫
之
子
安
」
と
書
し
、

「
e
古
」
の
印
を
捺
し
、
他
の
山
水
画
の

摸
写
と
考
え
ら
れ
る
が
、
崋
山
の
イ
メ
ー

ジ
の
中
に
あ
る
風
景
を
透
視
遠
近
法
的
に

鳥
瞰
的
に
表
現
し
て
い
る
。
山
の
緑
と
平

地
の
褐
色
、
海
の
青
が
織
り
成
す
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
は
、
田
原
へ
来
て
、
半
年
余
、
奉

行
所
で
の
取
調
べ
後
の
体
調
が
戻
っ
た
た

め
か
、
明
る
い
色
調
は
見
る
者
に
雄
大
さ

を
感
じ
さ
せ
る
。
近
景
に
は
高
さ
の
あ
る

瀑
布
、
そ
の
流
れ
の
先
に
は
集
落
と
人
々

が
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
中
景
・
遠
景
に
も

複
雑
な
海
岸
線
の
間
に
多
く
の
集
落
が
描

か
れ
、
構
図
か
ら
三
浦
半
島
と
す
る
説
も

あ
る
。
ま
た
、「
千
山
万
水
」
と
い
う
言

葉
も
、
天
保
三
年
刊
行
の
『
画
本
唐
詩
選
』

「
宋
之
問
・
吟
第
二
図
」
と
そ
の
蟄
居
中

の
心
境
も
含
め
た
関
連
性
も
指
摘
さ
れ
、

天
保
八
年
の
ア
メ
リ
カ
商
船
が
追
い
返
さ

れ
る
モ
リ
ソ
ン
号
事
件
か
ら
一
部
の
船
は

外
国
船
と
し
て
描
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。鎖
国
日
本
の
行
く
末
を
予
感
さ
せ
る
。

「
丁
酉
」
は
天
保
八
年
で
あ
る
が
、
年
記

を
遡
及
し
た
田
原
蟄
居
中
の
作
品
と
考
え

ら
れ
る
。

田
原
市
博
物
館
学
芸
員
　
鈴
木
利
昌
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従
僕
（
の
弥
助
）
が
足
を
痛
め
て
一
歩
も
進
む
こ
と
が
で

き
な
い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
も
の
か
と
、
持
た
せ
て
い
た
行

李
と
笈
と
を
（
自
分
と
）
梧
庵
と
二
人
で
互
い
に
荷
っ
て
行

く
と
、
本
当
に
肩
の
あ
た
り
が
激
し
く
食
い
入
る
か
と
思
え

る
ほ
ど
痛
く
な
っ
て
、
ま
た
一
歩
さ
え
も
進
む
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
い
る
う
ち
に
、
雨
は
降
り
出
し
、

夜
が
更
け
て
行
く
先
も
見
分
け
が
た
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

や
っ
と
の
こ
と
で
桶
川
（
武
蔵
国
足
立
郡
、
中
山
道
宿
駅
、

桶
川
市
）
と
い
う
所
に
た
ど
り
着
い
た
。
夜
八
時
を
過
ぎ
た

頃
で
あ
っ
た
。

※

我
僕
…
…
す
ゝ
ミ
え
ず

後
に
記
す
よ
う
に
、
旅
程
が

通
常
よ
り
も
か
な
り
き
つ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

※

梧
庵

高
木
梧
庵
（
一
八
〇
八
―
六
二
）。
名
は
晋
吉
、

号
は
梧
庵
、
崋
山
の
門
人
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

頃
、
江
戸
を
離
れ
て
京
都
の
季
鷹
流
狂
歌
の
宗
匠
山
本

家
へ
養
子
に
入
っ
た
。
京
都
で
は
、
賀
茂
季
雄
と
名
乗

り
、賀
茂
社
の
雑
掌
或
い
は
執
事
と
い
う
職
に
就
い
た
。

桶

川

渡
辺
崋
山

渡
辺
崋
山
﹃
毛
武
游
記
﹄

﹃
毛
武
游
記
﹄

渡
辺
崋
山
﹃
毛
武
游
記
﹄

研
究
会
員
　

研
究
会
員
　

加

藤

克

己

加

藤

克

己

研
究
会
員
　

研
究
会
員
　

加

藤

克

己

加

藤

克

己
33

我
僕
足
や
ミ
て
一
歩
だ
に
す
ゝ
ミ
え
ず
。
い
か
ゞ
せ
ん

と
持
せ
し
行
李
と
笈
と
を
、
梧
庵
と
ゝ
も
互
に
荷
ひ
に

し
て
行
ほ
ど
に
、
ま
こ
と
に
肩
の
わ
た
り
く
ひ
い
る
ば

か
り
に
い
と
う
な
り
て
、
又
一
歩
だ
に
す
ゝ
ま
ず
。
か

く
せ
し
ほ
ど
に
雨
は
ふ
り
、
更
た
け
て
行
先
も
見
わ
け

が
た
う
な
り
に
た
り
。
辛
う
じ
て
桶
川
と
い
え
る
に
着

た
り
、
夜
戌
の
時
過
程
な
り
し
。

崋
山
の
家
 

　
（
田
原
藩
 

　
　
上
屋
敷
）
 

　
（
三
宅
坂
）
 

　
　
←
 

　
大
白
堂
 

　
（
青
山
）
 

　
　
←
 

　
小
林
蓮
堂
宅
 

　
　
←
 

板
橋
 

　
　
←
 

志
村
 

　
　
←
 

蕨
 

　
　
←
 

浦
和
 

　
　
←
 

大
宮
 

　
　
←
 

上
尾
 

　
　
←
 

桶
川
 

　
　
←
 

鴻
巣
 

崋山の家から板橋までの道筋はよくわからないが、距離は１０ｋｍをかなり上回るだろう。 
板橋－蕨間は旧中山道を地図で測定、蕨－鴻巣間はＪＲ高崎線の駅間距離。 単位ｋｍ。 

崋
山
の
一
日
目
の 

行
程
表 

１０ｋｍ強 

約３ 約６ ４.５ ６.１ ８.２ ３.６ ８.２ 

合
計
５０
　
強
 

ｋｍ 
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桶
川
（
三
人
旅
行
図
）

宿
駅
で
あ
る
。一
人
の
従
僕
を
雇
っ
て（
五
十
一
文
か
）、

行
李
を
持
た
せ
て
出
で
立
っ
た
。
夜
は
い
よ
い
よ
深
く
な

っ
た
。
人
の
行
き
来
も
な
く
な
り
、
雨
は
ま
た
一
段
と
激

し
く
降
り
出
し
た
。
人
の
家
を
借
り
て
、
蓑
と
笠
と
を
着

け
、
ず
い
ぶ
ん
旅
人
ら
し
い
姿
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
疲
れ

て
苦
し
さ
は
言
葉
に
言
い
よ
う
が
な
い
。
や
っ
と
の
こ
と

で
鴻
巣
（
武
蔵
国
足
立
郡
、
中
山
道
宿
駅
、
鴻
巣
市
）
の

殻
屋
次
郎
兵
衛
の
家
に
宿
を
借
り
た
。
吉
兵
衛
が
、
先
に

到
着
し
て
お
り
、
自
分
が
到
着
す
る
と
、
驚
い
て
出
迎
え

た
。
酒
を
出
す
よ
う
命
じ
た
。
肴
は
悪
く
卵
を
五
つ
買
っ

て
食
べ
た
。

※

崋
山
の
家
か
ら
板
橋
ま
で
の
道
筋
は
は
っ
き
り
し
な

い
が
、
青
山
を
経
由
し
て
お
り
、
こ
の
日
一
日
の
歩

行
距
離
は
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
と
思
わ
れ

る
。
普
通
は
一
日
に
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
わ
れ

る
の
で
、
当
時
の
人
と
し
て
も
か
な
り
厳
し
い
旅
程

で
あ
る
。
崋
山
は
旅
を
急
い
で
い
た
。
そ
れ
で
も
、

そ
の
間
に
メ
モ
を
と
っ
た
り
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
た
り

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
家
は
た
い
へ
ん
豊
か
な
旅
宿
で
あ
っ
て
、
商
人
が

多
く
利
用
す
る
宿
で
あ
る
と
い
う
。
奥
の
方
に
た
い
へ
ん

大
き
な
蔵
が
あ
っ
て
、こ
の
蔵
の
中
を
三
つ
に
し
き
っ
て
、

旅
人
に
貸
す
の
で
あ
る
。
自
分
も
ま
た
そ
の
中
に
寝
た
。

お
よ
そ
こ
の
家
は
、
旅
人
に
貸
す
座
敷
が
、
十
五
六
部
屋

も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
間
（
ひ
と
ま
）
一
間
に
一
、
二
、

三
と
い
う
札
を
か
け
て
、
履
き
物
、
杖
な
ど
は
、
ま
た
出

口
の
方
に
記
し
を
つ
け
て
置
い
て
お
く
。
そ
の
十
何
番
の

旅
人
と
い
う
に
よ
っ
て
印
が
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
私

が
宿
泊
し
た
時
も
、
お
よ
そ
二
十
人
も
宿
泊
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
。

明
日
の
駕
篭
を
命
じ
た
。
こ
れ
は
吉
兵
衛
が
勧
め
る
の

で
や
む
を
得
ず
こ
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。（
行
き
先

で
あ
る
）
桐
生
（
上
野
国
山
田
郡
桐
生
新
町
、
群
馬
県
桐

生
市
本
町
）
と
い
う
所
は
、
人
が
贅
沢
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
駕
篭
に
乗
っ
て
そ
の
宿
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
世
間
体

が
悪
い
と
聞
い
た
。

鴻
巣
か
ら
桐
生
ま
で
一
分
二
朱
四
百
文
、
桐
生
に

至
っ
て
四
百
文
、
宿
賃
と
い
う
も
の
を
出
す
の
で
あ

る
。
荷
な
し
の
馬
一
疋
、
鴻
巣
か
ら
熊
谷
（
武
蔵
国

大
里
郡
熊
谷
、
中
山
道
宿
駅
、
熊
谷
市
）
ま
で
（
空

白
）
梧
庵
を
乗
せ
る
。

夜
、
雨
が
激
し
く
降
っ
た
。

十
二
日

午
前
四
時
過
ぎ
頃
起
き
だ
し
て
、
と
も
し
火
の
下
で
食

べ
る
。
旅
の
装
い
が
で
き
て
駕
篭
に
乗
る
。
夜
が
明
け
始

め
て
き
た
（
今
日
の
う
ち
に
桐
生
に
到
る
た
め
に
は
熊
谷

に
お
い
て
夜
が
明
け
る
く
ら
い
で
な
い
と
遅
い
と
い
う
）。

吉
兵
衛
は
先
触
れ
に
立
ち
、
梧
庵
は
馬
に
乗
っ
て
遅
れ
て

十
二
日

寅
刻
過
頃
起
出
で
、
燈
火
に
食
す
。
旅
の
よ
そ
ほ
ひ
出

来
て
籠
に
乗
る
。
夜
し
ら
ミ
た
り

吉
兵
衛
は
先
だ
ち
に
立
。
梧
庵
ハ
馬
に
の
り
て
お
く
れ

た
ち
、
僕
が
加
籠
に
つ
き
て
来
。
風
な
け
れ
ど
此
日
寒

し
。
き
り
ふ
か
く
お
り
て
紅
葉
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
ゆ

る
。
茅
店
断
続
、
籠
を
送
る
。

桐
生
ニ
到
に
ハ
、
熊
谷
に
て
夜
あ

く
る
位
な
ら
で
ハ
お
そ
し
と
ぞ
。

う
ま
や
ぢ
な
り
。
一
僕
を
賃
し
て
五
十
一
文
か
行
李
を

持
せ
出
立
つ
。
夜
愈
ふ
か
し
。
人
の
い
き
ゝ
も
な
く
雨

ま
た
し
き
り
に
ふ
り
出
す
。
人
の
家
か
り
て
蓑
と
笠
と

に
な
り
、
な
か
な
か
旅
人
の
け
し
き
な
れ
ど
、
つ
か
れ

て
く
る
し
さ
言
わ
ん
か
た
な
し
。
漸
に
鴻
の
巣
殻
屋
次

郎
兵
衛
か
た
に
宿
か
る
。
吉
兵
衛
先
到
、
予
到
り
し
、

驚
き
出
向
ふ
。
酒
を
命
ず
。
肴
あ
し
く
た
ま
ご
五
ツ
買

ひ
て
食
ふ
。

此
家
は
い
と
ゆ
た
か
な
る
逆
旅
に
て
、
商
人
多
か
る
宿

な
り
と
ぞ
。
お
く
の
方
に
大
や
か
な
る
蔵
あ
り
て
、
此

蔵
の
中
を
三
つ
に
し
き
り
、
旅
人
に
か
す
な
り
。
予
又

そ
の
中
に
寝
た
り
。
凡
此
家
旅
人
に
借
す
ざ
し
き
、
十

五
六
間
も
あ
る
べ
し
。
一
間
一
間
に
一
二
三
と
い
ふ
札

を
か
け
、
は
き
も
の
、
杖
な
ど
ハ
、
又
出
口
の
か
た
に

し
る
し
置
、
其
十
何
番
之
旅
人
と
い
ふ
に
て
、
し
る
し

定
る
な
り
と
ぞ
。
予
が
や
ど
り
し
時
も
、
凡
弐
十
人
も

あ
り
ぬ
ら
ん
か
し
。

あ
し
た
の
か
ご
を
命
ず
。
こ
れ
ハ
吉
兵
衛
が
す
ゝ
む
る

を
も
て
、
や
む
を
得
ず
か
く
ハ
せ
し
な
り
。
桐
生
と
ふ

方
ハ
人
の
奢
し
地
な
れ
バ
、
加
籠
に
て
其
宿
に
入
ら
ざ

れ
ば
、
外
き
ゝ
あ
し
ゝ
と
聞
し
。

鴻
の
巣
よ
り
桐
生
ま
で
壱
分
弐
朱
四
百
文
、
桐
生
に

い
た
り
て
四
百
文
、
宿
賃
と
い
ふ
を
い
だ
す
な
り
。

か
ら
尻
馬
壱
疋
鴻
の
巣
よ
り
熊
ヶ
谷
ま
で
（
空
白
）

梧
庵
を
乗
す
。

夜
雨
い
た
く
ふ
る
。
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立
ち
、
私
の
駕
篭
に
つ
い
て
来
る
。
風
は
な
い
け
れ
ど
、

こ
の
日
は
寒
い
。
霧
が
深
く
降
り
て
紅
葉
が
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
見
え
る
。
茅
葺
き
屋
根
の
茶
屋
が
切
れ
た
り
続
い
た

り
し
て
、
駕
篭
を
見
送
っ
て
い
る
。

駕
篭
か
き
の
男
が
言
う
。
上
毛
の
国
新
田
（
上
野
国
新

田
郡
、
群
馬
県
太
田
市
）
と
い
う
所
は
、
こ
こ
か
ら
近
い

所
に
あ
る
。
そ
こ
に
新
田
万
次
郎
殿
と
い
っ
て
、
左
中
将

（
新
田
）
義
貞
殿
の
御
末
裔
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
が
、
御
家

の
子
な
ど
も
多
く
仕
え
て
い
る
の
は
、
昔
の
い
わ
れ
の
あ

る
人
も
仕
え
、ま
た
お
金
を
少
し
献
上
し
て
官
職
を
買
い
、

誇
ら
か
に
世
を
渡
る
者
も
あ
る
。
そ
ん
な
中
に
馬
の
売
買

を
す
る
人
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
そ
の
地
域
の
人
は
「
伯
楽
」

と
呼
ん
で
お
り
、
秋
の
半
ば
に
な
る
と
、
奥
州
の
仙
台

（
陸
奥
国
宮
城
郡
仙
台
城
下
、
宮
城
県
仙
台
市
）
へ
行
っ

て
馬
を
買
い
、「
新
田
殿
御
用
」
と
い
う
札
を
立
て
て
往

来
す
る
の
で
あ
る
。

※

駕
籠
か
く
お
の
こ
云

以
下
の
話
の
真
偽
に
つ
い
て

は
、
怪
し
い
と
こ
ろ
が
多
い
。

新
田
万
次
郎
館
跡

平
成
六
年
二
月
撮
影
。
当
時
は
群
馬
県
立
太
田
西
女

子
高
等
学
校
、
現
在
は
群
馬
県
立
太
田
フ
レ
ッ
ク
ス
高

等
学
校
（
男
女
共
学
）。

※

新
田
万
次
郎

旗
本
岩
松
万
次
郎
。
南
北
朝
時
代
、

足
利
方
の
岩
松
満
国
が
新
田
義
貞
の
孫
を
養
子
と

し
、
岩
松
家
を
継
が
せ
た
と
い
う
。
岩
松
氏
は
、
金

山
城
に
入
り
、
新
田
荘
に
君
臨
し
た
が
、
家
宰
の
横

瀬
氏
（
後
に
由
良
氏
）
に
次
第
に
実
権
を
奪
わ
れ
た
。

江
戸
時
代
初
め
は
二
十
石
で
世
良
田
に
住
し
た
が
、

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
百
二
十
石
に
加
増
さ
れ
、

新
田
郡
下
田
島
村
（
太
田
市
下
田
島
）
に
屋
敷
を
移

し
た
。
代
々
岩
松
万
次
郎
と
称
し
、
交
替
寄
合
衆
。

明
治
に
至
り
、
俊
純
の
時
に
男
爵
に
列
せ
ら
れ
、
新

田
氏
を
称
し
た
が
、
こ
の
文
面
か
ら
、
江
戸
時
代
に

も
「
新
田
殿
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
屋
敷
跡
は
、
群
馬
県
立
太
田
西
女
子
高
等
学
校
の

時
代
を
経
て
、
群
馬
県
立
太
田
フ
レ
ッ
ク
ス
高
等
学

校
（
男
女
共
学
）
と
な
っ
て
い
る
。

※

左
中
将
義
貞

新
田
義
貞
。
？
―
一
三
三
八.

。
上

野
国
新
田
荘
を
本
拠
と
す
る
武
将
。
元
弘
三
年
（
一

三
三
三
）、
鎌
倉
を
攻
め
て
北
条
氏
を
滅
ぼ
す
が
、

建
武
政
権
下
で
足
利
尊
氏
と
対
立
。
南
北
朝
内
乱
の

初
期
、
延
元
三
年
（
一
三
三
八
）、
越
前
国
藤
島

（
福
井
市
藤
島
町
）
に
お
い
て
足
利
方
の
斯
波
高
経

軍
と
戦
っ
て
討
死
し
た
。

※

馬
の
売
買
を
せ
る
人

こ
の
人
物
の
存
在
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
。

※

は
く
楽

伯
楽
。
も
と
は
特
定
個
人
名
。
姓
は
孫
、

名
は
陽
で
、
中
国
春
秋
時
代
に
秦
の
穆
公
に
仕
え
た

と
い
う
。
馬
を
見
分
け
る
名
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か

ら
、
よ
く
馬
の
良
否
を
見
分
け
る
者
、
ま
た
、
馬
や

牛
の
病
気
を
直
す
者
を
「
伯
楽
」
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
。
博
労
（
ば
く
ろ
う
）
と
も
い
う
。
鎌
倉
時
代

駕
籠
か
く
お
の
こ
云
。
上
毛
の
国
新
田
と
い
え
る
は
、

こ
れ
よ
り
ち
か
き
に
あ
り
。
そ
れ
に
新
田
万
次
郎
ど
の

と
て
、
左
中
将
義
貞
ど
の
ゝ
御
末
裔
に
て
お
は
し
ま
す

が
、
御
家
の
こ
な
ど
も
多
く
侍
る
ハ
、
故
よ
し
あ
る
人

も
侍
り
、
又
こ
が
ね
奉
り
て
官
を
買
ひ
、
ほ
こ
り
か
に

よ
を
わ
た
る
も
あ
り
。
そ
が
中
に
馬
の
売
買
を
せ
る
人

あ
り
て
、
こ
れ
を
所
の
も
の
ハ
は
く
楽
と
よ
び
な
し
、

秋
の
中
ば
に
い
た
れ
ば
、
お
く
の
仙
台
へ
い
ゆ
き
て
、

馬
買
ひ
、
新
田
ど
の
御
用
と
い
ふ
札
立
て
ゆ
き
か
ひ
す

る
な
り
。
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の
『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
六
月
十
八
日
条
に
は
、

「
馬
を
飼
ふ
の
芸
、
古
の
伯
楽
と
謂
ひ
つ
可
し
」（
原

漢
文
、
書
き
下
し
文
の
岩
波
文
庫
版
に
よ
る
）
と
い

う
表
現
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
伯
楽
を
昔
の
個
人

名
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

そ
の
訳
は
、
馬
を
買
う
人
が
一
人
で
二
疋
も
三
疋
も
率

い
て
帰
る
の
で
、
昼
は
（
道
を
）
行
き
来
す
る
人
の
妨
げ

に
も
な
る
か
ら
、
夜
だ
け
旅
行
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

伯
楽
の
習
わ
し
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
人
は
「
新
田
殿
の

用
」
と
い
え
る
ま
ま
に
、
昼
も
表
立
っ
て
馬
を
引
い
て
く

る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
心
の
ま
ま
に
で
き
る
の
も
、
新
田

殿
の
お
か
げ
で
あ
る
と
、
人
も
言
い
、
自
ら
も
そ
の
よ
う

に
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
あ
る
時
、
仙
台
の
町
を
通

っ
て
い
た
時
、
百
姓
姿
の
男
が
後
ろ
か
ら
呼
び
か
け
て
、

「
さ
て
そ
こ
の
お
引
き
に
な
っ
て
い
る
馬
は
、
新
田
殿
の

御
用
と
い
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
御
人
の
こ
と
に
ご
ざ
り

ま
す
か
」
と
い
う
。

（
馬
買
い
が
）「
そ
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
上
毛
国

（
群
馬
県
）
山
田
郡
（
新
田
郡
の
誤
り
）
新
田
と
い
う
所

は
、
昔
、
左
中
将
殿
（
新
田
義
貞
）
が
登
場
し
た
所
で
あ

っ
て
、
代
々
こ
の
地
は
租
税
の
免
除
を
賜
っ
て
い
て
、
新

田
万
次
郎
殿
と
お
呼
び
さ
れ
て
い
ま
す
」（
と
答
え
た
。）

※

此
地
除
地
賜
り

旗
本
岩
松
（
新
田
）
万
次
郎
の
領

地
で
あ
り
、
岩
松
氏
が
税
を
取
る
わ
け
で
、
農
民
は

税
を
納
め
る
の
だ
か
ら
、「
除
地
」
と
い
う
表
現
は

当
て
は
ま
ら
な
い
。
近
く
に
あ
る
新
田
郡
徳
川
郷

（
徳
川
氏
発
祥
の
地
と
し
て
年
貢
課
役
免
除
さ
れ
て

い
た
と
い
う
）
と
話
が
混
同
し
て
い
る
か
。

そ
の
男
は
た
い
へ
ん
驚
い
た
様
子
で
、「
そ
の
よ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
ら
（
の
先
祖
）
も
皆
義
貞
公
の
御
家

の
子
に
（
空
字
）
戦
役
で
（
義
貞
公
が
）
お
亡
く
な
り
に

な
っ
て
か
ら
（
わ
れ
ら
の
先
祖
は
）
世
を
逃
れ
て
い
ま
し

た
。仙
台
の
よ
り
北
西
の
山
の
奥
に
一
村
落
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
ま
た
、
新
田
殿
の
御
家
の
子
と
い
え
る
こ
と
を
も

っ
て
、
代
々
租
税
の
免
除
を
賜
っ
て
、
領
主
に
年
貢
も
出

さ
ず
、何
年
か
山
の
中
に
住
ん
で
世
を
送
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
ず
私
の
方
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
御
覧
な
さ
い
」
と
い
う

ま
ま
に
、
つ
い
て
い
っ
て
み
る
と
、
た
い
へ
ん
大
き
な
家

屋
が
い
く
つ
も
並
ん
で
い
て
、そ
の
中
に
は
村
長
も
お
り
、

医
師
な
ど
も
お
っ
て
、
皆
富
豪
の
人
ば
か
り
で
あ
る
。

※

役

越
前
藤
島
の
戦
い
の
こ
と
か
。
延
元
三
年
（
一

三
三
八
）、
新
田
義
貞
が
越
前
国
吉
田
郡
藤
島
（
福

井
市
藤
島
町
）
の
藤
島
城
を
攻
撃
中
、
斯
波
高
経
方

の
軍
と
遭
遇
し
て
討
ち
死
に
し
た
戦
い
。

※

一
村
落
あ
り

ど
こ
か
不
明
。

こ
の
伯
楽
は
、
よ
い
功
を
立
て
よ
う
と
思
い
、
固
く
そ

の
（
村
の
）
人
々
と
約
束
し
て
帰
り
、
こ
の
こ
と
を
万
次

郎
殿
に
お
話
し
申
し
た
。
さ
て
初
め
て
（
万
次
郎
殿
に
）

お
目
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
年
の
夏
、
お
よ
そ
七

人
が
来
て
、
家
の
子
の
約
束
を
し
、
さ
し
あ
た
り
小
金
三

十
両
を
献
上
し
て
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

（
続
）

こ
は
馬
買
ふ
人
ひ
と
り
に
て
、
二
疋
も
三
疋
も
牽
き
て

帰
れ
バ
、昼
は
ゆ
き
ゝ
の
人
の
さ
ま
た
げ
に
も
な
れ
バ
、

夜
の
ミ
旅
行
せ
る
な
り
。
こ
れ
ハ
伯
楽
の
な
ら
は
し
な

る
を
、
こ
の
人
は
新
田
ど
の
ゝ
用
と
い
え
る
ま
ゝ
に
、

ひ
る
も
ほ
ゝ
や
け
に
引
も
て
あ
り
き
。
万
心
の
ま
ゝ
な

る
も
、
新
田
ど
の
ゝ
御
か
げ
な
め
り
と
、
人
も
い
ひ
、

ミ
づ
か
ら
も
左
思
ひ
て
あ
り
し
が
、
あ
る
時
仙
台
の
町

通
け
る
と
き
、
百
姓
体
の
お
の
こ
あ
と
よ
り
よ
び
か
け

て
、
扠
そ
こ
の
引
玉
ふ
馬
は
新
田
ど
の
ゝ
御
用
と
い
え

る
、
い
づ
れ
の
御
人
の
こ
と
に
侍
る
や
。

左
に
候
、
こ
れ
ハ
上
毛
国
山
田
郡
新
田
と
申
ハ
、
む
か

し
左
中
将
ど
の
ゝ
お
こ
り
し
所
に
て
、
世
々
此
地
除
地

賜
り
て
、
新
田
万
次
郎
ど
の
と
ハ
よ
び
申
さ
れ
候
。

こ
の
伯
楽
よ
き
功
を
立
ん
と
、
か
た
く
そ
の
人
々
と
ち

ぎ
り
て
帰
り
、こ
の
事
を
万
次
郎
ど
の
へ
御
す
ゝ
め
申
、

さ
て
は
じ
め
て
お
目
見
え
と
て
、
こ
と
し
の
夏
凡
七
人

き
た
り
、
家
の
こ
の
約
ち
ぎ
り
、
当
座
に
小
金
三
十
両

を
奉
り
て
、
か
え
り
け
る
と
ぞ
。

そ
の
お
の
こ
い
と
驚
き
け
る
体
、
左
あ
れ
バ
わ
れ
等
も

ミ
な
、
よ
し
貞
君
御
家
子
に
（
空
字
）
役
に
う
せ
玉
ひ

て
よ
り
世
を
の
が
れ
、
仙
台
の
よ
り
北
西
の
山
の
お
く

に
一
村
落
あ
り
。
こ
れ
も
又
新
田
ど
の
ゝ
御
家
の
こ
と

い
え
る
を
も
て
、
世
々
除
地
賜
り
、
領
主
へ
年
貢
も
せ

で
、
幾
年
か
山
の
中
に
住
て
よ
を
お
く
り
申
候
。
先
我

か
た
に
き
ま
し
て
御
覧
候
へ
と
い
ふ
ま
ゝ
に
、
行
て
見

侍
る
に
、
い
と
大
き
や
か
な
る
家
居
い
く
つ
も
な
ら
び

て
、
そ
の
内
に
村
長
も
侍
り
、
医
師
な
ど
も
侍
り
て
、

皆
豪
富
の
人
の
ミ
な
り
。



渡
辺
崋
山
筆

渡
辺
崋
山
筆

田
原
市
博
物
館
収
蔵
品
か
ら

田
原
市
博
物
館
収
蔵
品
か
ら

﹃
客
坐
掌
記

﹃
客
坐
掌
記︵
天
保
九
年
︶

︵
天
保
九
年
︶﹄
○4

（
図
　
達
磨
） 

写
雪
舟
太
青
何
　 

方
祝 

弥
御
堅
固
之
由
、珍
重
御
坐
候
、 

御
上
京
被
成
候
由
、近
日
中 

御
出
被
成
候
て
、御
貴
面
可
申
、 

饅
頭
二
十
被
下
候
由
、忝
存
候
、 

其
内
煩
貴
面
御
礼
可
申 

述
候
、巳
上 

　
三
月
廿
日
　
　
　
遊
翁 

　
然
円
様 

堅
固
　
す
こ
や
か 

珍
重
　
め
で
た
い 

遊
翁
　
未
詳 

然
円
　
未
詳 

達
磨
　D

harm
a

　
生
没
年
不
詳
、五
二
〇
年
頃
イ
ン
ド
か
ら
広

州
を
経
て
金
陵
に
至
り
、洛
陽
付
近
で
教
化
に
あ
た
り
、晩
年
は

少
林
寺
で
面
壁
九
年
間
座
禅
し
、慧
可
に
禅
法
を
授
け
て
、没
し

た
と
い
う
。 

雪
舟
　
雪
舟
等
楊（
一
四
二
〇
〜
一
五
〇
六
？
）、室
町
・
戦
国
時
代

の
画
家
、応
永
二
七
年
備
中
国
に
生
れ
出
家
し
て
京
都
相
国
寺
に

入
り
、画
を
周
文
に
学
ぶ
、四
十
歳
過
ぎ
大
内
氏
の
周
防
山
口
に

移
り
雲
谷
庵
を
開
く
、応
仁
元
年
明
に
渡
り
、二
年
後
に
帰
国
、

独
自
の
山
水
　
画
を
追
求
し
、日
本
の
水
墨
画
を
大
成
し
た
、永

正
三
年
に
没
し
た
と
推
定
さ
れ
る
、作
品
に「
秋
冬
山
水
図
」、「
山

水
長
巻
」、「
破
墨
山
水
図
」な
ど
。（
国
書
人
名
・
③
　
３
０
） 

何
　
　
立
林
何
帛
　
寛
保
年
間
の
人
、名
玄
k
、号
鶴
岡
道
民
、

金
牛
山
人
、喜
雨
斎
、白
井
宗
謙
と
称
す
、光
琳
ま
た
乾
山
の
門

人
と
い
う
、一
説
に
乾
山
が
光
琳
の
印
方
祝
を
与
え
た
と
い
う
。（
日

本
書
画
骨
董
・
５
９
７
） 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

（
図
　
山
水
） 

 

　
耕
烟
山
人
、
湖
山
雪
残 

　
　
九
竜
山
樵
朗
軒 

　
　
　
　
　
秦
宝 

（
図
　
梅
花
） 

　
古
瓶
朴
素
無
人
取
、
我 

供
梅
花
度
歳
寒 

 

　
　
　
　
　
　
秋
谷 

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

＊ 

＊ 

＊ 

 

秋
谷
　
張
　
　
清
、
初
名
昆
、
字
秋
谷
、

秋
穀
、
仁
和
（
杭
州
）
人
、
僑
寓
呉
県

（
江
蘇
蘇
州
）、
中
年
渡
海
遊
琉
球
、
日

本
、
乾
隆
四
六
年
（
一
七
八
一
）
遊
長

崎
、
五
三
年
（
一
七
八
八
）
回
国
、
写

花
卉
、
専
師
寿
平
、
書
亦
類
似
、
墨
梅

得
王
冕
法
。（
中
・
８
５
１
） 

耕
烟
散
人
　
王
　
　（
一
六
三
二
〜
一

七
一
七
）、
字
石
谷
、
号
耕
烟
散
人
、

鳥
目
山
人
・
清
暉
主
人
・
剣
門
権
客
、

江
蘇
常
熟
人
、
嗜
画
、
似
有
夙
慧
、
運

筆
構
思
、
天
機
迸
露
、　
非
時
流
所
能
、

死
後
画
益
重
、
有
「
画
聖
」
之
称
。（
中
・

１
３
０
） 

秦
宝
　
清
、
字
朗
軒
、
号
漫
郎
、
江
蘇

無
錫
人
、
居
呉
縣
（
江
蘇
省
）、
工
画

柳
。（
中
・
７
４
８
） 

昆張 

カ
ゲ
イ 

8
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（
図
　
山
水
図
扇
面
） 

穹
明 

山
翠 

近
、 

地
静 

葉
声 

多 　
伊
孚
九 

十
寸
見
藤
八
　
一
中
ふ
し
を 

か
た
る
、 

三
味
せ
ん
　
は
ん
ば
の 

お
と
な
と 

い
ふ
　
女 

な
り 

 

（
図
　
人
物
） 

山
川
渾
厚
、草
木
荘
滋 

歳
次
丁
酉
冬
月
既
望
、倣
北
苑
五
墨
法 

　
　
　
仙
研
雷
希
程
　 

（
図
　
壺（
芭
蕉
の
葉
）） 

五
清
図
之
一 

　
適
会
於
柳 

　
　
　
　
　
橋
河
内
屋
楼 

　
　
　
　
　
撥
冗
水
辺
渡 

････

　････ 

辛
未
春
日
訪
　
呉
仲
圭
　
呂
元
作
　
□ 

 
（
図
　
樹
） 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

伊
孚
九
　
伊
海
　
清
、
字
孚
九
、
号
　

野
、
呉
興
（
浙
江
湖
州
）
人
、
善
画
頗

自
矜
惜
、
嘗
遊
日
本
、
為
日
推
重
。（
中
・

１
８
１
） 

 

既
望
　
十
六
日 

北
苑
　
董
源
（
？
〜
九
六
二
）、
五
代
南
唐
、
字
叔

達
、
鍾
陵
（
江
西
進
賢
）
人
、
南
唐
中
主
為
北
苑
使
、

善
画
山
水
、
樹
石
幽
潤
、
峯
巒
清
深
、
得
山
之
気
、

天
真
爛
漫
、
意
趣
高
古
、
水
墨
類
王
維
、
著
色
如
李

思
訓
。（
中
・
１
２
２
８
） 

雷
希
程
　
未
詳 

五
清
図
　
文
人
画
で
五
つ
の
清
い
も
の
を
画
く
こ
と
。

松
・
竹
・
梅
・
蘭
・
石
、
或
い
は
、
松
・
竹
・
蘭
（
ま

た
は
菊
）・
芭
蕉
・
石 

柳
橋
　
神
田
川
の
河
口
に
架
か
る
橋
。
東
京
都
台
東

区
柳
橋
、
花
街
。 

撥
冗
　
用
事
を
繰
り
合
わ
せ
る
、
忙
し
い
所
を
繰
り

合
わ
せ
る
。 

呉
仲
圭
　
呉
鎮
（
３
頁
右
　
梅
道

人
参
照
） 

呂
元
　
清
、
字
耕
畭
、
呉
県
（
江

蘇
蘇
州
）
人
、
工
山
水
、
人
物
、

亦
善
草
虫
。（
中
・
２
６
８
） 

十
寸
見
　
河
東
節
を
語
る
一
門
の
姓
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
た
。 

一
中
ふ
し
　
京
都
の
都
太
夫
一
中
に
よ

っ
て
元
禄
の
頃
創
始
さ
れ
た
浄
瑠
璃
。 

ま
　
す
　
み 



Weer　kunde

Weer　或ハ　Weder

（
図
　
サ
ン
ダ
ル
左
足
） 

       

（
図
　
サ
ン
ダ
ル
右
足
） 

西
舎
黄 

粱
夜
春 

　
白
毫
菴
瑞
図 

   翰
林
学
士
貫
酸
斎
題
 

 （
図
　
人
物
）
 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ ＊ 

 
 

西
舎
黄
粱
夜
春 

王
維
「
田
園
楽
七
首
」 

　
王
右
丞
詩
集
巻
十
四 

　
　（
漢
詩
大
観
・
１
５
６
１
） 

 

　
汲
酒
会
臨
泉
水
　
抱
琴
好
倚
長
松 

　
南
園
露
葵
朝
折
　
東
舎
黄
粱
夜
春 

 

瑞
図
　
張
瑞
図
（
？
〜
一
六
四
四
）、
字

長
公
、
号
二
水
・
白
毫
菴
道
著
者
、
福

建
晋
江
人
、
万
暦
三
五
年
（
一
六
〇
七
）

探
花
、
書
法
奇
逸
、
善
山
水
法
黄
公
望
。

（
中
・
８
６
１
） 

翰
林
学
士
　
唐
の
玄
宗
以
来
設
け
ら
れ
た
官
名
、

翰
林
院
で
詔
勅
の
文
章
案
の
作
成
を
掌
っ
た
。 

貫
酸
斎
　
貫
雲
石（
一
二
八
六
〜
一
三
二
四
）、字
酸
斎
、

ウ
イ
グ
ル
人
。
本
名
は
小
雲
石
海
涯（
セ
ヴ
ィ
ン
チ
・

カ
ヤ
）。
元
の
ダ
ル
ガ
チ（
地
方
の
行
政
長
官
）。
仁
宗

（
位
　
一
三
一
二
〜
二
〇
）に
疏
事
六
条
を
献
呈
し
、正

統
的
儒
教
の
統
治
原
理
を
進
言
し
た
。
漢
化
し
た

ウ
イ
グ
ル
人
の
典
型
と
し
て
知
ら
れ
る（
ペ
ー
タ
ー
・ツ

ィ
ー
メ
著
、小
田
壽
典
訳
「
高
昌
ウ
イ
グ
ル
王
国
の
宗

教
と
社
会
」『
豊
橋
短
期
大
学
研
究
紀
要
第
一
〇
号
』）、

一
九
九
三
）。『
元
史
』
巻
一
百
四
十
三
に
列
伝
あ
り
。

草
隷
等
書
稍
取
古
人
之
所
長
、変
化
自
成
一
家
、其

流
於
毫
端
者
、怪
怪
奇
奇
、若
不
擬
滞
於
物
。（
中
・

９
４
７
） 

W
eer

　k
unde

　
蘭
語
、
気
象
学 

W
eer

　
蘭
語
、
天
候
、
天
気 

W
eder

　
蘭
語
、
天
気
、
天
候 

‥ 
‥ 
‥ 
‥ 

‥ 
‥ 
‥ 

10



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
長 

 

草
枕
　
た
ひ
と
思
へ
と
　
波
の
と
の 

と
ゝ
か
む
は
ま
へ
は
　
い
ね
か
て
ぬ
か
も 

 

高
瀬
さ
す
　
袖
の
朝
霧
　
た
へ
く
に 

湖
水
眺
望 

 

か
せ
立
わ
た
る
　
瀬
田
の
長
は
し
　
恭
光 

　
茂
睡 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
林
淳
信 

松
　
鶴
　
寿 

 

　
　
　
　
　
消
日
居
書
　
　 

梅
花
闌
尽
雪 

飄
零
、楊
柳 

青
々
春
水
生
、 

一
夜
東
風 

吹
雁
道
、江
南
江 

北
故
郷
帰 

　
　
孟
温
九 

（
図
　
梅
花
） 

南
無
天
満
那
王
天
神
 

　
金
華
山
十
界
因
果
太
居
士
筆
　
 

正
筆
 

因
果
居
八
宗
兼
学
有
髪
也
、
織
田
信
長
公

ノ
時
、
浄
土
 

日
蓮
安
土
に
て
宗
論
ア
リ
、
此
時
法
問
ノ

執
事
タ
リ
、
時
ニ
 

家
康
公
ニ
謁
、
居
士
又
年
、
即
答
日
、
因

果
居
士
今
歳
ハ
 

十
八
也
、
○
考
ル
ニ
後
奈
良
帝
ノ
時
也
、

大
永
五
年
乙
酉
、
生
卒
未
知
 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

宣
長
　
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
〜

一
八
〇
一
）、
通
称
健
蔵
、
号
春
菴
・

鈴
屋
（
す
ず
の
や
）、
伊
勢
、
松

阪
の
木
綿
商
小
津
定
利
の
男
、
国

学
を
研
究
、
賀
茂
真
淵
（
一
六
九

七
〜
一
七
六
九
）
に
入
門
、
著
に

『
玉
勝
間
』、『
古
事
記
伝
』
が
あ
る
。

（
国
書
人
名
・
④
　
５
６
２
） 

 

飄
零
　
ひ
ら
ひ
ら
落
ち
る 

楊
柳
　
や
な
ぎ
。
楊
が
カ
ワ
ヤ

ナ
ギ
、
柳
は
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
。 

孟
温
九
　
未
詳 

因
果
太
居
士
　
因
果
居
士
　
大
永
五
年（
一
五
二
五
）生
、没

年
未
詳（
慶
長
十
七
年（
一
六
一
二
）八
八
歳
　
で
生
存
）、華
厳

宗
の
僧
侶
、安
土
宗
論
の
判
者
の
一
人
。（
国
書
人
名
・
①
　
２

０
５
） 

八
宗
蒹
学
　
ひ
ろ
く
八
宗
の
教
養
を
か
ね
学
ぶ
こ
と
。 

織
田
信
長（
一
五
三
四
〜
一
五
八
二
）、清
州
城
主
、桶
狭
間
で
今

川
義
元
を
討
つ
、京
都
本
能
寺
で
明
智
光
秀
に
襲
わ
れ
自
殺
。 

安
土
に
て
宗
論
　
天
正
七
年（
一
五
七
九
）浄
土
宗
浄
厳
院
で

行
わ
れ
た
浄
土
宗
と
日
蓮
宗
の
法
論
、織
田
信
長
が
日
蓮
宗
を

迫
害
し
よ
う
と
計
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
宗
論
の
内
容
は
太

田
牛
一
著
『
信
長
公
記
』
巻
十
二
等
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

家
康
　
徳
川
家
康（
一
五
四
二
〜
一
六
一
六
）、三
河
岡
崎
城
主
、

征
夷
大
将
軍
、江
戸
幕
府
初
代
将
軍
。 

後
奈
良
帝
　
第
一
〇
五
代
天
皇
、在
位
一
五
二
六
〜
一
五
五
七
年
。 

大
永
五
年
　
一
五
二
五
年 

高
瀬
さ
す
　
浅
瀬
に
舟
を
進
め
る
。 

瀬
田
の
長
は
し
　
瀬
田
川
に
か
か
る
橋
。 

　
　
　
　
　
　
　
　（
滋
賀
県
大
津
市
） 

恭
光
　
戸
田
茂
睡（
一
六
二
九
〜
一
七
〇
六
）江
戸
時
代

の
武
士
・
歌
人
。初
め
渡
辺
氏
、名
初
め
馮
、の
ち
恭
光
、

通
称
茂
右
衛
門
、の
ち
茂
睡
、号
馮
雲
寺
・
露
寒
軒
な

ど
、駿
河
府
中
藩
士
渡
辺
忠
の
男
、伯
父
戸
田
政
次

の
養
子
、晩
年
出
家
し
江
戸
に
住
し
、文
雅
の
生
活
を

送
る
、従
兄
の
山
名
玉
山
か
ら
歌
学
の
伝
授
を
受
け

た
が
、伝
統
歌
学
に
対
し
て
独
特
な
批
判
を
展
開
し

た
、著
「
梨
本
集
」、「
紫
の
一
本
」な
ど
。（
国
書
人
名
・

③
　
４
１
０
） 

平
林
淳
信
（
一
六
九
六
〜
一
七
五
三
）、字
明
義
、通
称

庄
五
郎
、号
静
斎
、桐
江
散
人
、消
日
居
、細
井
広
沢

の
門
人
。（
日
本
人
名
・
⑤
　
２
８
２
） 

か
き
 

は
ん
 

ソ
ノ
マ
マ
 

ユ
キ
ミ
ツ 

○
　
○ 

消
日
居 （

続
） 

11



平
成
二
十
二
年
度
崋
山
・
史
学
研
究
会
研
修
視
察
は
、

十
月
三
十
、
三
十
一
日
、
土
日
曜
日
に
か
け
て
の
一
泊
二

日
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、
崋
山
の
画
の
友
人
で
あ

り
、
水
戸
徳
川
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
立
原
杏
所
（
一
七
八

六
〜
一
八
四
〇
）
と
そ
の
師
友
を
取
り
上
げ
た
特
別
展
を

開
催
中
の
茨
城
県
立
歴
史
館
を
メ
イ
ン
に
し
ま
し
た
。

当
日
、
午
前
八
時
三
十
分
　
豊
橋
駅
に
集
合
し
た
会
員

は
、
山
田
哲
夫
・
別
所
興
一
・
藤
城
精
一
・
加
藤
克
己
・

柴
田
雅
芳
・
鈴
木
利
昌
の
六
名
で
、
昨
年
に
続
き
、
少
人

数
で
の
出
発
と
な
り
ま
し
た
。
豊
橋
駅
を
八
時
四
十
三
分

の
新
幹
線
ひ
か
り
号
で
出
発
し
、
東
京
か
ら
山
手
線
経
由

で
上
野
へ
移
動
、
上
野
駅
発
十
時
三
十
分
の
特
急
フ
レ
ッ

シ
ュ
ひ
た
ち
で
水
戸
へ
向
か
い
ま
し
た
が
、
日
本
列
島
を

台
風
十
四
号
が
直
撃
し
た
た
め
、
雨
が
激
し
く
、
第
一
日

に
屋
外
を
歩
く
コ
ー
ス
は
無
理
と
判
断
し
、
駅
ビ
ル
で
昼

食
後
、
早
速
、
タ
ク
シ
ー
で
史
跡
・
名
勝
と
し
て
も
有
名

な
常
盤
公
園
（
偕
楽
園
）
を
横
に
見
な
が
ら
の
移
動
後
、

主
目
的
の
茨
城
県
立
歴
史
館
の
特
別
展
「
立
原
杏
所
と
そ

の
師
友
」
を
観
覧
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

こ
の
日
は
雨
も
止
み
そ
う
も
な
い
た
め
、
じ
っ
く
り
と

特
別
展
を
観
覧
し
よ
う
と
展
示
会
場
を
順
番
に
進
ん
で
い

る
と
、
特
別
展
を
担
当
し
て
い
た
首
席
研
究
員
の
藤
和
博

氏
が
小
グ
ル
ー
プ
を
相
手
に
展
示
解
説
を
始
め
ま
し
た
。

実
は
視
察
の
中
で
は
、
第
二
日
目
の
日
曜
日
午
前
十
一
時

か
ら
の
展
示
解
説
を
拝
聴
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
す

が
、こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
良
い
と
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
り
、

解
説
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ

ー
を
見
る
と
知
っ
て
い
る
人
物
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。

学
習
院
大
学
の
大
学
院
生
達
を
中
心
に
し
た
グ
ル
ー
プ

で
、
近
世
美
術
史
を
研
究
さ
れ
て
い
る
教
授
で
、
千
葉
市

美
術
館
長
の
小
林
忠
氏
も
入
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
特
別

展
で
は
、
第
一
部
と
し
て
「
翠
軒
、
十
江
そ
し
て
杏
所
へ
」

で
立
原
杏
所
へ
影
響
を
与
え
た
父
で
、
水
戸
徳
川
家
の
彰

考
館
総
裁
立
原
翠
軒
と
絵
の
師
で
あ
り
、
翠
軒
の
元
に
出

入
り
し
て
い
た
林
十
江
な
ど
の
作
品
を
展
示
し
て
い
ま
し

た
。
第
二
部
で
は
、「
謹
厳
な
る
文
人
杏
所
の
世
界
」、
第

三
部
で
は
、「
文
晁
と
門
下
四
哲
と
そ
の
交
流
」
と
題
し
、

谷
文
晁
・
渡
辺
崋
山
・
椿
椿
山
・
高
久
靄
j
の
作
品
、
さ

ら
に
最
後
の
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
杏
所
の
長
女
春
沙
・
三
男

朴
二
郎
の
作
品
と
盛
り
だ
く
さ
ん
で
、
前
後
期
合
わ
せ
る

と
、
一
三
五
点
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
田
原
市
博
物

館
か
ら
も
重
要
文
化
財
渡
辺
崋
山
関
係
資
料
の
内
か
ら
椿

椿
山
が
描
い
た
小
集
図
録
、
救
済
活
動
の
記
録
で
あ
る
麹

町
一
件
日
録
、
杏
所
作
品
、
杏
所
の
娘
で
渡
辺
崋
山
に
絵

を
習
っ
た
春
沙
の
作
品
な
ど
を
出
品
し
て
い
ま
し
た
。
日

頃
、
見
る
機
会
の
少
な
い
水
戸
の
南
画
を
描
い
た
作
家
の

全
体
像
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

た
っ
ぷ
り
と
特
別
展
の
出
品
作
品
を
堪
能
し
た
後
は
、

県
立
の
博
物
館
な
ら
で
は
の
歴
史
系
の
総
合
展
示
、
常
設

展
示
室
を
観
覧
し
、
疲
れ
果
て
た
た
め
、
ホ
テ
ル
へ
チ
ェ

ッ
ク
イ
ン
し
、
次
の
日
に
備
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
暗

く
な
っ
て
か
ら
、
折
角
の
機
会
で
あ
る
の
で
、
ま
だ
台
風

の
な
ご
り
雨
の
中
、
傘
を
さ
し
て
、
靴
を
濡
ら
し
な
が
ら
、

水
戸
市
内
に
あ
る
食
事
所
（
ア
ル
コ
ー
ル
も
）
へ
向
か
っ

た
の
で
し
た
。

第
二
日
目
は
、
前
日
ま
で
の
雨
は
上
が
り
（
昨
年
の
研

修
視
察
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
）、
ホ
テ
ル
の
目
の
前
に
広
が

12

立
原
杏
所
を
訪
ね
る
︱
水
戸
の
旅

立
原
杏
所
を
訪
ね
る
︱
水
戸
の
旅

平
成
二
十
二
年
度
崋
山

平
成
二
十
二
年
度
崋
山
・
史
学
研
究
会
研
修
視
察

史
学
研
究
会
研
修
視
察

平
成
二
十
二
年
度
崋
山
・
史
学
研
究
会
研
修
視
察

立
原
杏
所
を
訪
ね
る
︱
水
戸
の
旅



る
千
波
湖
（
せ
ん
ば
こ
）
沿
い
に
徒
歩
で
、
こ
れ
も
今
回

の
視
察
の
目
的
の
一
つ
、
映
画
「
桜
田
門
外
ノ
変
」
ロ
ケ

セ
ッ
ト
へ
向
か
い
ま
す
。
大
名
屋
敷
の
町
並
み
が
再
現
さ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
彦
根
藩
井
伊
家
の
隣
は
田
原
藩

三
宅
家
の
上
屋
敷
、
井
伊
家
の
行
列
を
映
す
際
に
、
三
宅

家
の
建
物
か
、
塀
く
ら
い
は
復
元
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
の
で
は
と
、
期
待
を
持
ち
、
出
か
け
ま
し
た
。
ち
な

み
に
、
桜
田
門
の
隣
は
半
蔵
門
で
、
江
戸
城
（
現
在
の
皇

居
）
の
西
の
端
に
当
た
り
、
そ
の
門
前
は
、
田
原
藩
上
屋

敷
に
あ
た
り
、
渡
辺
崋
山
の
生
誕
地
で
す
。
崋
山
が
使
用

し
て
い
た
印
の
中
に
も
「
半
蔵
御
門
外
三
宅
土
佐
守
内
」

と
あ
る
も
の
も
現
存
し
て
い
ま
す
。
井
伊
家
か
ら
桜
田
門

へ
向
か
う
井
伊
大
老
襲
撃
の
道
が
オ
ー
プ
ン
ロ
ケ
セ
ッ
ト

の
中
央
に
な
り
、「
桜
田
門
外
ノ
変
」
で
は
、
映
画
の
冒

頭
で
紹
介
さ
れ
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
へ
と
向
か
う
契
機

と
な
っ
た
大
事
件
か
ら
百
五
十
年
経
た
現
代
に
映
画
化
さ

れ
た
の
で
す
。
映
画
の
主
題
は
、
水
戸
浪
士
に
ス
ポ
ッ
ト

を
当
て
た
も
の
で
、
事
件
に
至
る
経
過
と
、
そ
の
後
の
逃

亡
劇
を
描
い
て
い
ま
す
。
ロ
ケ
セ
ッ
ト
内
に
は
、
実
物
大

の
桜
田
門
・
彦
根
藩
上
屋
敷
井
伊
邸
・
安
芸
広
島
藩
上
屋

敷
浅
野
邸
・
杵
築
藩
上
屋
敷
松
平
邸
・
米
沢
藩
上
屋
敷
上

杉
邸
な
ど
が
総
工
費
二
億
五
千
万
円
で
建
設
さ
れ
、
そ
れ

と
は
別
に
江
戸
城
松
の
廊
下
の
場
面
が
復
元
さ
れ
、「
桜

田
門
外
ノ
変
」
を
学
習
し
、
映
画
撮
影
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
記
念
展
示
館
も
あ
り
、
観
光
客
も
多

く
訪
ね
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ロ
ケ
セ
ッ
ト
は
今
年
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

水
戸
藩
の
藩
校
で
あ
る
弘
道
館
は
、
水
戸
徳
川
家
第
九

代
藩
主
徳
川
斉
昭
（
烈
公
、
一
八
〇
〇
〜
一
八
六
〇
）
が

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
八
月
に
創
設
し
た
も
の
で
、

斉
昭
の
屋
敷
と
し
て
、映
画
撮
影
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

全
体
の
土
地
は
特
別
史
跡
に
な
り
、
正
門
、
正
庁
及
び
至

善
堂
の
建
物
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
方
に
説
明
を
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。
観
覧
者
出
入
口
か
ら
建
物
内
に
あ
が

り
、
回
廊
に
な
っ
た
板
の
間
張
り
の
廊
下
か
ら
、
溜
、
諸

役
会
所
、
重
臣
ら
が
列
席
し
て
儀
式
な
ど
が
行
わ
れ
る
三

の
間
・
二
の
間
、
藩
主
が
列
席
す
る
正
席
、
さ
ら
に
中
庭

を
間
に
し
な
が
ら
、
十
間
畳
廊
下
を
経
て
、
溜
、
四
の

間
・
三
の
間
・
二
の
間
を
経
て
、
至
善
堂
ま
で
回
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

そ
の
後
、
タ
ク
シ
ー
で
水
戸
駅
ま
で
戻
り
、
駅
付
近
で

資
料
あ
さ
り
と
お
土
産
を
買
い
、
岐
路
へ
と
向
か
い
ま
し

た
。

研
究
会
員
　
鈴
木
利
昌
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崋
山
が
田
原
に
到
着
し
た
翌
日
の
二
月
一
日
の
項
（
本

会
報
二
十
一
号
）
に
、「
君
上
御
思
召
出
る
ま
ゝ
を
仰
ら

れ
て
、
可
否
を
申
あ
ぐ
べ
き
と
御
沙
汰
あ
る
。
一
は
御
奏

者
番
御
内
願
之
事
、
二
は
御
妾
之
事
、
第
二
は
御
即
答
に

申
上
た
れ
ど
、
第
一
は
思
ふ
事
あ
れ
ば
ま
た
申
あ
げ
ん
と

て
止
む
。」
と
奏
者
番
の
件
に
つ
い
て
記
し
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
思
ふ
事
」
を
「
申
あ
げ
」
た
の
が
こ
の
日
で
す
。

こ
の
日
登
城
し
た
崋
山
は
、
康
直
か
ら
改
め
て
奏
者
番

を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
ま
す
。

奏
者
番
と
は
、
江
戸
幕
府
の
職
名
で
、「
年
始
・
節

句
・
初
目
見
な
ど
に
出
礼
し
た
大
名
な
ど
の
姓
名
や
献
上

品
を
将
軍
に
言
上
・
披
露
し
、
下
賜
品
を
伝
達
し
た
」

（
岩
波
『
日
本
史
辞
典
』）
役
職
の
こ
と
で
す
。
譜
代
大
名

に
と
っ
て
は
、
幕
府
の
役
職
に
就
く
場
合
、
最
初
に
就
任

す
る
役
職
で
あ
り
、
若
年
寄
や
老
中
と
い
っ
た
要
職
に
就

く
糸
口
と
な
る
出
世
の
登
竜
門
的
な
役
職
で
し
た
。
そ
の

た
め
、
奏
者
番
に
就
く
た
め
に
は
、
多
少
の
付
け
届
け
が

必
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

康
直
は
、
田
原
藩
の
財
政
危
機
の
た
め
に
、
姫
路
藩
十

五
万
石
か
ら
持
参
金
付
き
で
来
た
養
子
で
、
兄
弟
が
幕
府

の
役
職
に
就
く
運
動
を
し
て
い
る
こ
と
へ
の
羨
望
か
ら
自

身
も
奏
者
番
に
就
く
こ
と
を
望
ん
だ
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
田
原
に
着
い
て
の
康
直
の

第
一
声
は
、「
御
奏
者
番
御
内
願
之
事
」
と
「
御
妾
之
事
」

で
、「
こ
れ
迄
私
此
地
出
て
凡
十
五
日
ニ
及
候
得
共
、
御

一
言
民
ニ
及
候
御
こ
と
葉
な
く
、唯
々
御
内
願
と
計
之
事
」

（
十
七
日
の
記
述
）
と
、
藩
政
を
ど
う
し
た
い
か
と
い
う

康
直
自
身
の
言
葉
が
な
い
こ
と
に
、
崋
山
は
心
の
中
で
不

満
を
感
じ
て
い
ま
す
。

康
直
が
奏
者
番
の
件
を
切
り
出
す
時
の
こ
と
を
、

「
昼
夜
御
寐
食
を
も
御
安
じ
玉
ハ
ず
御
こ
ゝ
ろ
に
も

か
ゝ
る
御
衰
弊
の
御
政
の
う
ち
に
、
御
好
が
ま
し
き

事
御
仰
出
さ
れ
ん
ハ
い
か
に
も
御
心
な
き
や
う
に
も

や
と
ハ
御
顧
ハ
あ
れ
ど
も
」

と
、
田
原
藩
の
財
政
が
苦
し
い
こ
と
を
康
直
自
身
承

知
し
て
お
り
、
多
少
の
後
ろ
め
た
さ
が
あ
る
か
の
よ

う
に
記
し
て
い
ま
す
が
、「
御
顧
ハ
あ
れ
ど
も
」
の
前

が
、
黒
く
消
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
相
当
黒
く
塗

っ
た
と
み
え
、
こ
の
箇
所
か
ら
四
丁
前
、
和
紙
に
し

て
七
枚
分
墨
が
染
み
込
ん
で
い
ま
す
。
当
初
何
と
書

こ
う
と
し
て
い
た
か
興
味
が
も
た
れ
ま
す
。
同
じ
ペ

ー
ジ
に
他
に
二
箇
所
訂
正
が
あ
る
こ
と
か
ら
（
こ
の

日
の
書
き
出
し
も
訂
正
し
て
あ
り
ま
す
）、
日
記
と
は

い
え
、
康
直
に
対
し
言
葉
を
選
ん
で
書
い
て
い
た
よ

う
で
す
。
書
き
進
む
う
ち
に
筆
が
の
っ
て
き
た
と
み

え
、
こ
の
日
の
分
の
残
り
四
ペ
ー
ジ
に
書
き
損
じ
は
、

あ
と
一
箇
所
あ
る
だ
け
で
す
。

国
家
老
で
あ
る
鈴
木
弥
太
夫
、
川
澄
又
二
郎
、
佐
藤
半

助
に
は
、
康
直
も
、
奏
者
番
の
件
は
折
に
触
れ
口
に
し
て

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
表
立
っ
て
反
対
さ
れ
る
こ
と
も
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
康
直
に
と
っ
て
崋
山
は
、

自
分
が
田
原
藩
に
養
子
に
入
る
の
を
中
心
と
な
っ
て
反
対

し
た
人
物
で
あ
る
し
、
友
信
の
子
i
太
郎
を
次
期
藩
主

二
月
十
五
日

二
月
十
五
日

二
月
十
五
日

二
月
十
五
日

14

崋
山
の
田
原
行

崋
山
の
田
原
行
︵
十
︶

︵
十
︶

︵
十
︶

崋
山
の
田
原
行



へ
す
る
運
動
を
薦
め
た
人
物
で
す
。
家
老
に
し
た
か
ら
と

は
い
え
、
反
対
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
も
あ

っ
て
、
帰
着
早
々
意
見
の
聞
け
な
か
っ
た
崋
山
を
十
二
日

の
遠
出
の
供
に
し
、様
子
を
窺
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

康
直
か
ら
話
を
聞
い
た
崋
山
は
、
家
老
の
立
場
か
ら
、

康
直
に
意
見
を
し
ま
す
。

「
か
ゝ
る
御
困
難
に
て
御
家
来
百
姓
も
ま
こ
と
に
く
る

し
き
か
ぎ
り
な
る
中
に
て
、
御
ひ
と
言
も
此
た
め
に

被
仰
出
た
る
事
な
き
ハ
い
か
に
や
」

こ
の
言
葉
を
聞
き
、
康
直
は
、
気
分
を
害
し
た
よ
う
で

す
。

「
御
け
し
き
あ
し
く
な
り
て
憂
ひ
た
る
と
て
せ
ん
か
た

な
か
る
べ
し
。」

し
か
し
、
崋
山
は
、
海
岸
に
生
え
る
ボ
ウ
フ
ウ
の
根
の

な
い
も
の
を
と
り
出
し
、
意
見
を
続
け
ま
す
。

「
仰
此
草
ハ
春
の
陽
気
を
う
け
て
生
立
ん
と
せ
る
勢
ひ

あ
り
。
こ
れ
を
御
手
づ
か
ら
御
養
ひ
あ
り
て
末
葉
迄

生
出
ん
様
に
し
玉
ハ
ら
ん
と
な
り
」

康
直
は
、
根
の
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

「
さ
れ
バ
こ
れ
ハ
根
な
し
と
て
も
植
て
育
ん
や
う
や
あ

る
。」

と
反
論
し
ま
す
。
こ
の
反
論
こ
そ
崋
山
の
待
っ
て
い

た
も
の
で
あ
り
、
藩
政
に
つ
い
て
ボ
ウ
フ
ウ
の
根
に

例
え
て
諭
し
ま
す
。

「
此
草
に
候
、
固
末
が
末
迄
も
枝
葉
生
ひ
出
る
こ
そ
此

草
の
面
目
な
り
。
凡
侍
の
国
に
仕
え
諸
侯
の
天
下
に

つ
か
え
る
も
同
じ
理
に
て
候
。」

そ
し
て
、
康
直
が
「
植
て
育
ん
や
う
や
あ
る
」
と
言
っ

た
根
の
な
い
ボ
ウ
フ
ウ
に
つ
い
て
、

「
侍
の
国
に
仕
ふ
る
も
諸
侯
の
天
下
に
仕
ふ
も
根
な
き

ハ
、
一
身
だ
に
た
ゝ
ぬ
理
」

と
説
き
、

「
侍
ハ
一
家
を
安
く
し
、
諸
侯
ハ
国
を
安
く
被
游
候
を

こ
そ
根
と
い
ふ
べ
け
れ
」

と
い
う
理
由
で
、

「
其
根
と
い
ふ
事
に
御
心
を
と
め
さ
ゝ
れ
候
半
に
ハ
御

望
も
い
と
や
す
か
る
べ
し
」

「
先
御
国
家
の
事
に
み
こ
ゝ
ろ
を
費
さ
せ
ら
れ
候
半
、

是
か
な
ら
ず
御
権
門
賄
賂
御
用
游
せ
ら
れ
候
よ
り
も

は
る
か
ま
し
て
、
必
御
登
擢
あ
る
べ
き
な
り
」

と
結
び
ま
す
。
す
る
と
、
康
直
は
、
最
前
の
「
御
け

し
き
あ
し
く
」
か
ら
「
御
け
し
き
よ
く
な
り
て
」
と

変
わ
り
ま
す
。
こ
の
変
化
を
崋
山
は
、
康
直
を
「
い

と
御
明
良
に
て
お
ハ
し
ま
せ
し
」
と
評
価
し
て
い
ま

す
。奏

者
番
の
件
に
つ
い
て
は
、
二
日
後
の
十
七
日
の
項
で

も
再
度
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

康
直
も
崋
山
の
話
に
気
を
よ
く
し
た
の
か
、
夜
も
崋
山

を
呼
び
ま
す
。
崋
山
は
、
望
遠
鏡
と
寒
暖
計
を
献
上
し
、

酒
果
を
賜
り
ま
す
。
退
出
後
、
鈴
木
喜
六
の
家
で
風
呂
に

入
り
ま
す
。
そ
の
時
聞
こ
え
た
の
か
、「
蛙
声
々
に
す
だ

く
。
夏
の
け
し
き
な
り
。」
と
あ
り
ま
す
。

前
回
の
本
稿
で
「
此
一
両
夜
、
藪
蚊
多
シ
」
と
い
う
崋

山
の
記
述
に
つ
い
て
他
の
虫
を
藪
蚊
と
勘
違
い
し
た
旨
を

書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
記
述
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
ど

う
や
ら
天
保
四
年
は
暖
冬
、
天
保
の
飢
饉
の
前
兆
が
天
保

三
年
か
ら
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
以
上
に
異

常
気
象
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

（
続
）
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        五
月
二
十
一
日
（
土
）
〜
七
月
十
日
（
日
） 

　
　
　
　
　
　
　
漁
夫
歌
人
　
糟
谷
磯
丸
展
 

（
企
画
展
示
室
一
・
二
、
渥
美
郷
土
資
料
館
） 

　
伊
良
湖
に
生
ま
れ
、
ま
じ
な
い
歌
を
得
意

と
し
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
た
漁
夫
歌

人
糟
谷
磯
丸
の
作
品
世
界
を
展
示
紹
介
し
ま

す
。 

講
演
会
　
六
月
十
一
日
（
土
）
午
後
一
時
三
十

分
か
ら
 

展
示
解
説
 

五
月
二
十
八
日
（
土
）・
六
月
二
十
五
日
（
土
）

い
ず
れ
も
午
前
十
一
時
か
ら
 

同
時
開
催
：
渡
辺
崋
山
と
椿
椿
山
の
花
鳥
画

（
特
別
展
示
室
） 

　
崋
山
は
椿
椿
山
に
花
鳥
画
を
学
習
す
る
こ

と
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
ま
す
。 

 七
月
十
六
日
（
土
）
〜
九
月
四
日
（
日
） 

　
　
　
　
　
　
　
彦
坂
和
夫
展
〜
過
去
・
現

在
・
未
来
を
つ
な
ぐ
創
造
の
ふ
る
さ
と
 

（
企
画
展
示
室
一
・
二
） 

　
彦
坂
は
、
昭
和
１０
年
田
原
町
に
生
ま
れ
、
行

動
美
術
協
会
会
友
と
し
て
活
躍
。
昭
和
５５
年

か
ら
は
環
境
保
護
活
動
に
取
り
組
み
、
ア
ー

ト
を
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
結
び
つ
け
る
〝
自
然
と

の
共
生
〞
を
テ
ー
マ
と
し
ま
す
。 

同
時
開
催
：
渡
辺
崋
山
と
斎
藤
香
玉
（
特
別

展
示
室
） 

　
香
玉
は
崋
山
に
１０
歳
頃
か
ら
絵
を
学
ん
だ

女
性
の
弟
子
で
す
。 

展
示
解
説
　
七
月
二
十
四
日
（
日
）・
八
月
二

十
一
日
（
日
）
い
ず
れ
も
午
前
十
一
時
か
ら
 

 九
月
十
日
（
土
）
〜
十
一
月
六
日
（
日
） 

　
　
　
　
　
　
　
崋
山
没
後
一
七
〇
年
江
戸

後
期
の
新
た
な
試
み
　
洋
風
画
家
谷
文
晁
・

渡
辺
崋
山
が
描
く
風
景
表
現
 

（
特
別
展
示
室
・
企
画
展
示
室
一
） 

　
文
晁
・
崋
山
を
中
心
に
、
同
時
期
の
洋
風
画

家
の
作
品
か
ら
当
時
の
人
々
が
見
た
風
景
、

幕
末
か
ら
明
治
に
登
場
し
た
名
所
浮
世
絵
を

概
観
し
、
江
戸
と
い
う
時
代
を
現
代
に
よ
み

が
え
ら
せ
ま
す
。 

講
演
会
　
十
月
十
一
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十

分
か
ら
 

展
示
解
説
 

九
月
二
十
五
日
（
日
）・
十
月
十
六
日
（
日
）・

十
月
三
十
日（
日
）い
ず
れ
も
午
前
十
一
時
か
ら
 

同
時
開
催
：
愛
知
県
美
術
館
サ
テ
ラ
イ
ト
展

示
（
企
画
展
示
室
二
） 

  〜
五
月
十
五
日
（
日
） 

渡
辺
崋
山
と
金
子
金
陵
 

　
崋
山
は
１７
歳
で
、
父
の
勧
め
に
よ
り
金
子

金
陵
に
絵
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
同
じ

年
に
は
、
江
戸
文
人
画
界
の
大
御
所
谷
文
晁

に
も
学
び
ま
す
。 

新
収
蔵
品
展
 

　
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
た
美
術
・
歴
史
資
料
な
ど

を
初
公
開
し
ま
す
。 

 常
設
展
示
室
で
は
渡
辺
崋
山
の
生
涯
を
展
示

し
て
い
ま
す
。 

民
俗
資
料
館
で
は
田
原
の
暮
ら
し
を
中
心
に

展
示
し
て
い
ま
す
。 

渥
美
郷
土
資
料
館
・
赤
羽
根
文
化
会
館
展
示

室
で
も
所
蔵
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。 

　
春
・
夏
の
企
画
展
 

一
般
四
〇
〇
円
 

 

　（
三
二
〇
円
） 

　
秋
の
企
画
展 

一
般
五
〇
〇
円 

 

　（
四
〇
〇
円
） 

企
画
展
開
催
時
は
小
・
中
学
生
無
料 

平
常
時 

　
一
般 

二
一
〇
円
（
一
六
〇
円
） 

　
小
・
中
学
生
　 

一
〇
〇
円
（
八
〇
円
） 

 

（
　
）
内
は
二
十
人
以
上
の
団
体
料
金 

 

休
館
　
毎
週
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
そ
の

翌
日
）、
展
示
替
日
 

申
込
場
所
　
崋
山
会
館
事
務
室 

毎
月
第
四
土
曜
日
研
究
会 

視
察
研
修
（
年
一
回
）
に
参
加
で
き
ま
す
。 

 

入
会
申
込
書
に
年
会
費
千
円
を
添
え
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

特
典 

　
博
物
館
へ
の
無
料
入
館 

　
展
覧
会
・
催
し
物
の
お
知
ら
せ 

　
見
学
会
に
参
加
で
き
ま
す
。 

博
物
館
だ
よ
り
（
年
２
回
）･

崋
山
会
報
を

お
送
り
し
ま
す
。 

春
の
企
画
展

秋
の
企
画
展

夏
の
企
画
展

崋
山
会
報
　
第
二
十
六
号
 

平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日
発
行
 

 
編
集
発
行
　
財
団
法
人
崋
山
会
 

 
 
理
事
長
　
白
井
孝
市
 

 
 
常
務
理
事
　
菰
田
稀
一
 

 
 
事
務
局
長
　
讃
岐
俊
宣
 

〒
四
四
一
―
三
四
二
一
 

愛
知
県
田
原
市
田
原
町
巴
江
一
二
の
一
 

○
五
三
一
・
二
二
・
一
七
○
○
 

○
五
三
一
・
二
二
・
三
七
七
〇
 

編
集
・
協
力
 

田
原
市
博
物
館
 

崋
山
・
史
学
研
究
会
 

　
　
会
長
　
山
田
哲
夫
 

　
　
　
　
　
吉
川
利
明
　
林
　
和
彦
 

　
　
　
　
　
別
所
興
一
　
加
藤
克
己
 

　
　
　
　
　
林
　
哲
志
　
中
村
正
子
 

　
　
　
　
　
小
川
金
一
　
柴
田
雅
芳
 

　
　
　
　
　
中
神
昌
秀
　
増
山
禎
之
 

　
　
　
　
　
磯
部
奈
三
子
 

※
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
　
平
成
二
三
年
十
一
月
一
日
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