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１ 

は
じ
め
に

　

世
界
遺
産
の
お
か
げ
で
、
静
岡
は
今
一
大
富
士
山
フィ
ー
バ
ー
に
見
舞

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
中
ど
こ
で
も
富
士
山
展
を
し
て
い
る
と

い
う
感
じ
で
す
が
、
確
か
に
富
士
山
に
関
す
る
芸
術
作
品
は
非
常
に
た

く
さ
ん
あ
っ
て
、
芸
術
の
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
日
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
画
像
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
不
思
議
な
浮
世
絵

で
す（
図
１
）。〝Landscapes of Japan.  Calendar for 1902.
〟と
英

語
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
実
物
を
持
っ
て
き
て
い
る
の
で
す

が
、
は
が
き
ほ
ど
の
、
小
さ
い
も
の
で
す
。
浮
世
絵
好
き
の
方
は
ご
存
じ

と
思
い
ま
す
が
、「
ち
り
め
ん
本
」と
い
う
も
の
で
、
浮
世
絵
を
圧
縮
し
て

小
さ
く
す
る
と
細
密
画
に
な
る
の
で
す
。「
一
九
〇
二
年（
明
治
三
五
年
）

一
月
」と
書
い
て
あ
っ
て
、
東
京
の
長
谷
川
竹
次
郎
と
い
う
人
が
発
行
者

に
な
っ
て
い
ま
す
。
中
は
ほ
と
ん
ど
東
京
、
京
都
、
大
阪
の
あ
り
が
ち
な

風
景
で
、
そ
こ
に

小
さ
い
カ
レ
ン
ダ
ー

が
入
っ
て
い
る
も

の
で
、
中
も
英
語

な
の
で
、
輸
出
用

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

「
ち
り
め
ん
本
」は

輸
出
用
に
も
の
す

ご
く
人
気
が
あ
っ
た

の
で
す
。
た
ま
た
ま

こ
の
暮
れ
に
入
手

し
た
も
の
で
す
が
、

い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
だ

と
思
っ
て
、
お
宝
自

第
４
回

　
眺
め
る
富
士
山 

︲
景
観
と
表
現
︲
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慢
に
持
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
赤
い
の
は
し
み
で
す
の
で
、
気
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
明
治
の

も
の
だ
と
い
う
こ
と
と
、
輸
出
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
右
開
き
と

い
う
か
、
日
本
の
本
と
反
対
の
開
き
方
を
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
横
書
き

の
本
と
同
じ
開
き
方
で
す
。
こ
の
風
景
で
す
が
、
ど
こ
か
ら
見
た
も
の

か
分
か
り
ま
す
よ
ね
。
静
岡
の
人
だ
と
多
分
こ
れ
を
見
て
何
と
な
く
分

か
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
松
が
あ
る
の
は
何
か
変
な
感
じ
が
す
る
の
で

す
が
、
こ
こ
が
宝
永
山
で
す
。
宝
永
山
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
一
つ
大
事

な
こ
と
で
す
。
こ
ち
ら
側
に
張
り
出
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
は
、
こ
れ

が
三
保
半
島
だ
と
い
う
意
識
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
奥
に
帆
掛
け
舟

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
清
水
港
の
奥
の
方
か
ら
見
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
が
実
は
日
本
の
富
士
山
の
風
景
画
の
型
ど
お
り
の
風
景
で
す
。

だ
か
ら「
日
本
の
風
景
」と
い
う
カ
レ
ン
ダ
ー
が
一
九
〇
二
年
に
作
ら
れ
た

と
き
に
、
表
紙
が
こ
れ
と
い
う
の
は
誰
も
疑
わ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
て
、
こ
れ
は
相
模
湾
と
か
東
京
湾
と
か
い
う

人
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
く
ら
い
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
な
じ
み
の
風

景
だ
し
、
外
国
人
に
と
っ
て
も
同
様
で
し
た
。
あ
り
き
た
り
と
い
え
ば
あ

り
き
た
り
な
風
景
で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
雪
舟
以
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
展
示
会
で
も
何
度
も
説
明
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

今
日
の
話
は
前
半
と
後
半
に
大
き
く
分
け
て
、
前
半
は
主
に
ど
こ
か

ら
見
る
か
と
い
う
話
、
後
半
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
と
い
う
話
を
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

２ 

三
保
の
松
原
と
富
士
山
～
現
在
の「
松
原
」か
ら

富
士
山
は
見
づ
ら
い

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
、
富
士
山
の
世
界
遺
産
の
構
成
要
素
の
図
面

が
あ
り
ま
す
。
富
士
山
が
画
面
中
央
に
あ
っ
て
、
駿
河
湾
が
あ
っ
て
、
三

保
は
画
面
左
下
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
駄
目
だ
と
言
わ
れ
る
原
因
だ
っ

た
の
で
す
。
距
離
が
離
れ
過
ぎ
て
飛
び
地
で
、
こ
ん
な
所
を
一
つ
の
構

成
要
素
に
し
て
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
も
三
保
が

入
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ビ
ー
活
動
の
成
果
で
し
た
が
、
富
士
山
に

と
っ
て
三
保
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
は
、
実
は
そ
ん
な
に
簡
単
で
は
な

い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
ど
こ
か
ら
見
る
か
と
い
う
話
で
、
こ
こ
か
ら
出
発
し
た
い
の
で

す
が
、
三
保
か
ら
富
士
山
を
見
る
と
い
う
の
は
、
見
づ
ら
い
で
す
よ
ね
。

三
保
で
も
、
例
え
ば
海
水
浴
場
が
あ
る
先
端
の
方
に
行
け
ば
、
よ
く
見

え
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
羽
衣
の
松
が
あ
る
辺
り
に
行
く
と
、
富
士

山
は
半
島
の
裏
側
に
な
っ
て
し
ま
い
、
羽
衣
の
松
を
見
て
富
士
山
が
見
え

る
ま
で
、
富
士
山
の
方
を
見
な
が
ら
歩
い
て
い
く
と
、
も
し
か
し
た
ら

水
に
入
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
静
岡
市
の
広
報
で
、
今
年
の
一
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月
最
初
の
号
の
表
紙
が
三
保
の
富
士
山
だ
っ
た
の
で
す
が
、
あ
れ
は
海

上
か
ら
撮
っ
た
写
真
で
す
。
海
上
か
ら
で
あ
れ
ば
、
三
保
の
松
原
と
富

士
山
が
き
れ
い
に
撮
れ
る
の
で
す
が
、
羽
衣
の
松
辺
り
で
う
ま
い
こ
と
富

士
山
と
松
を
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
テ
ト
ラ
ポ
ッ
ド
が
写
り
込
ん
で
し
ま

い
ま
す
。
そ
れ
も
問
題
で
す
が
、
何
よ
り
も
、
あ
そ
こ
か
ら
富
士
山
を

見
る
と
い
う
感
覚
が
、
そ
も
そ
も
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

　

今
回
、
県
立
美
術
館
で
非
常
に
重
要
視
さ
れ
た
富
士
山
三
保
松
原

図
屏
風
で
す
。
富
士
山
が
右
隻
に
あ
り
ま
す
。
三
保
の
松
原
が
左
隻
に

あ
っ
て
、
左
隻
の
左
手
が
駿
府
城
ら
し
い
の
で
す
が
、
三
保
が
左
隻
の
右

手
中
央
部
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
下
側
と
右
隻
の
下
側
に
海
が
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
そ
の
下
側
に
三
保
の
松
原
が
あ
っ
て
、
左
隻
の
途
中
で
切
れ

て
い
ま
す
。
羽
衣
橋
の
よ
う
な
も
の
が
昔
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
、
橋
が
あ
り
ま
す
ね
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
保
の
松
原
の
先
端
に

羽
衣
の
松
が
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
ど
こ
か
ら
見
た
も
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
太
平
洋
上
空

何
百
メ
ー
ト
ル
か
ら
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
三
保
か
ら
見
て
い
る
の
で
は

な
い
こ
と
は
分
か
り
ま
す
よ
ね
。
実
は
、
三
保
か
ら
富
士
山
を
見
た
絵

は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
芸
術
の
源
泉
と
し
て
の
三
保
と

い
う
の
は
何
な
の
か
。「
羽
衣
」と
い
う
謡
曲
の
主
人
公
で
、
天
女
の
羽

衣
を
取
っ
て
し
ま
う
伯
梁（
は
く
り
ょ
う
）と
い
う
人
は
、
三
保
の
漁
師
の

よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
三
保
か
ら
富
士
山
の
方
に
天
女
が
最
後
に
飛
ん
で

い
く
の
で
、
舞
台
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
三
保
で
す
が
、
物
語
の
舞
台

が
三
保
で
あ
る
こ
と
と
、
富
士
山
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
は
あ

ま
り
関
係
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
一
つ
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
次
の
図
は
伊

能
忠
敬
が
描
い
た
伊
能
図
で
、
国
会
図
書
館
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
無
料
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で「〔
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
〕. 

第
一
〇
七
図　

駿
河
・
遠
江（
遠
江
・
御
前
崎
・
駿
河
・
静
岡
・
蒲
原
駅
）」を
探
し
て
み
て

下
さ
い
。
こ
れ
を
見
る
と
少
し
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。「
三
保

松
原
」と
書
い
て
あ
る
の
は
先
端
部
分
で
は
な
く
、
先
端
の
か
ぎ
状
の
地

形
の
付
け
根
辺
り
で
す
。
こ
こ
は
、
今
の
折
戸
と
か
、
静
大
の
教
員
の

官
舎
な
ど
が
あ
る
湾
の
内
側
な
の
で
す
。
こ
こ
に
伊
能
忠
敬
が「
三
保

松
原
」と
書
い
た
理
由
が
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
が
三
保
の
松
原

で
、
先
端
の
方
は
三
保
の
松
原
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
江
戸
時
代
の
三
保
半
島
は
、
村
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
の

で
す
が
、
か
な
り
の
部
分
が
神
領
だ
っ
た
り
す
る
の
と
、
恐
ら
く
松
が

か
な
り
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
現
在
の
三
保
の
松
原
の
松

は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
て
、
半
島
の
外
側
に
あ
り
ま
す
が
、
今
は
住
宅

街
や
工
場
や
港
湾
施
設
に
な
っ
て
い
る
所
ま
で
松
原
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

考
え
れ
ば
、
三
保
の
松
原
の
中
に
富
士
山
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
て

も
不
思
議
は
な
い
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
が
いつ
か
ら
ど
の
ぐ
ら
い
人
が
住
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む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
考
え

た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

今
日
の
プ
リ
ン
ト
に
最
勝
閣
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
最
勝
閣

は
昭
和
の
初
期
ま
で
あ
っ
た
、
国
柱
会
と
い
う
現
在
で
も
あ
る
宗
教
団

体
の
建
物
で
す
。
こ
の
て
っ
ぺ
ん
の
部
屋
は
待
勅
殿
で
、
天
皇
が
や
が
て

三
保
を
日
本
の
首
都
に
す
る
た
め
に
そ
こ
に
や
っ
て
来
る
の
を
待
つ
場
所

と
言
う
意
味
で
す
。
国
柱
会
は
日
蓮
宗
の
一
つ
の
組
織
な
の
で
、
日
蓮

宗
を
国
教
と
し
て
、
清
水
を
首
都
と
し
て
天
皇
が
こ
こ
に
来
る
と
い
う

た
め
に
準
備
し
た
建
物
で
す
。
国
会
図
書
館
の
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
で
大
正
八
年
の『
清
見
潟
案
内
』と
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
見
ら
れ
ま

す
が
、
最
勝
閣
は
三
保
半
島
の
内
側
に
あ
る
貝
島
に
描
い
て
あ
り
ま
す
。

羽
衣
橋
と
言
っ
て
、
清
水
側
か
ら
三
保
半
島
に
渡
る
橋
が
大
正
末
期
か

ら
昭
和
の
初
め
ぐ
ら
い
に
数
年
間
だ
け
存
在
し
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
真
っ

す
ぐ
行
く
と
三
保
神
社
を
通
っ
て
、
羽
衣
の
松
に
行
く
よ
う
に
渡
し
て

あ
る
橋
で
す
が
、
そ
の
近
く
に
最
勝
閣
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
位
置
は
、

清
水
港
の
真
ん
中
で
す
。
そ
こ
に
恐
ら
く
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
地
図
は
非
常
に
面
白
く
て
、
後
で
も
う
一
回
話
題
に

し
ま
す
の
で
、
少
し
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

３ 

『
万
葉
集
』に
詠
ま
れ
た「
田
子
の
浦
」は
ど
こ
か

　

今
見
た
地
図
の
興
津
の
所
に「
清
見
潟
」と
大
き
く
書
い
て
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
を
過
ぎ
て
い
く
と
、
薩
埵（
さ
っ
た
）峠
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
図
の
一
番
右
端
、
由
比
川
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
由
比

駅
は
こ
の
地
図
の
範
囲
外
で
す
が
、
こ
こ
に「
田
子
浦
」と
書
い
て
あ
り

ま
す
。「
え
っ
？
」と
い
う
感
じ
で
す
よ
ね
。
そ
う
思
わ
な
い
人
は
古
典
を

勉
強
し
て
き
た
人
で
す
。
こ
れ
も
重
要
で
、
後
で
順
を
追
っ
て
話
し
ま
す

の
で
、
憶
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
こ
で
、
和
歌
で
有
名
な「
田
子
浦
」は
ど
こ
か
と
い
う
話
に
う
つ
り

ま
す
。
現
在
の
田
子
浦
港
は
沼
川
を
開
い
て
造
っ
た
も
の
で
、
現
在
は

河
口
に
巨
大
な
碑
が
建
っ
て
い
ま
す（
図
２
）。
こ
の
日
、
私
は
朝
早
く

に
天
気
が
い
い
か
ら
今
日
の
資
料
の
た
め
に
写
真
を
撮
ろ
う
と
、
ま
ず

浮
島
ヶ
原
に
行
き
ま
し
た
。
浮
島
ヶ
原
は
世
界
遺
産
に
つ
い
て
の
何
の
話

題
に
も
上
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
古
典
文
学
で
は
非
常
に
重
要
な
場
所
で

す
。
富
士
市
と
沼
津
市
の
境
界
線
辺
り
に
あ
っ
て
、
国
道
一
号
線
で
行

く
と
、
富
士
山
を
左
側
に
、
田
ん
ぼ
ば
か
り
の
広
い
所
が
あ
り
ま
す
。

あ
の
辺
全
体
が
沼
地
だ
っ
た
の
で
、
浮
島
ヶ
原
と
い
わ
れ
て
、
愛
鷹
山
が

右
側
か
ら
せ
り
出
し
て
く
る
ま
で
の
間
、
ず
っ
と
何
の
邪
魔
も
な
く
富

士
山
が
見
え
る
非
常
に
有
名
な
場
所
で
し
た（
図
３
）。
そ
こ
に
行
っ
て

写
真
を
撮
っ
て
戻
っ
て
き
て
、
今
度
は
こ
こ
で
写
真
を
撮
ろ
う
と
思
っ
て
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図2　田子の浦歌碑

図3　浮島ヶ原自然公園案内板
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行
く
と
も
う
雲
が
か
か
っ
て
い
た
と
い
う
残
念
な
写
真
で
す
。
こ
こ
に
山

部
赤
人
の「
田
子
浦
ゆ　

う
ち
出
で
て
み
れ
ば
・・・
」と
い
う
歌
碑
が
建
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
左
端
の
説
明
板
が
大
体
一
ｍ
ぐ
ら
い
の
高
さ
で
す
の

で
、
こ
の
碑
が
い
か
に
大
き
い
か
分
か
る
で
し
ょ
う
。
万
葉
仮
名
と
読
み

下
し
と
現
代
語
訳
が
付
い
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
す
き
間
か
ら
富
士
山
が
見

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
説
明
書
き
に
は
、「
富
士
山
を
望
む
歌
は
赤
人
が
政
府
の
役
人

と
し
て
、
東
国
に
赴
く
道
す
が
ら
田
子
浦
か
ら
仰
ぎ
見
た
富
士
の
姿
が

あ
ま
り
に
も
雄
大
で
美
し
く
神
秘
的
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
印
象
を
詠

ん
だ
叙
景
歌
の
最
高
傑
作
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」と
書
い
て
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
大
概
何
か
の
機
会
に
教
わ
り
ま
す
し
、
同
じ
歌
が
百
人

一
首
で
は「
田
子
浦
に
」と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
教
わ
り
ま
す
。「
ゆ
」と
い

う
の
は
、「
従
」と
い
う
字
が
書
か
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
経
由
す
る

と
い
う
意
味
で
、
万
葉
集
の
歌
だ
と「
田
子
の
浦
を
通
っ
て
」と
訳
す
必

要
が
あ
る
の
で
す
。「
田
子
の
浦
に
」で
は
な
い
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、

田
子
の
浦
は
ど
う
も
こ
こ
で
は
な
い
ら
し
い
。

　

こ
の
こ
と
は
今
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
も
分
か
り
ま
す
し
、
私
が
今
回

参
考
に
し
た
、
久
保
田
淳
と
い
う
先
生
の『
富
士
山
の
文
学
』の
中
に
も

書
か
れ
て
い
ま
す
が
、「
田
子
浦
」は
奈
良
時
代
の
文
献
で
、
庵
原
郡
に

あ
る
、
つ
ま
り
富
士
川
よ
り
も
西
側
に
あ
る
の
が
明
ら
か
な
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
富
士
川
を
挟
ん
で
両
方
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
現
在
の
和
歌
の
研
究
で
は「
田
子
浦
ゆ
打
ち
出
で
て
み
れ
ば
」と

い
う
言
い
方
は
、
近
畿
の
人
が
駿
府
を
通
り
越
し
て
、
江
尻
を
越
え
て
、

興
津
の
方
に
行
く
と
、
そ
れ
ま
で
何
度
も
見
え
て
い
た
富
士
山
が
見
え

な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
富
士
山
が
も
う
一
回
見
え
る
の
は
薩
埵
峠

を
越
え
る
と
き
で
す
。
実
は
奈
良
時
代
は
ま
だ
薩
埵
峠
の
上
の
道
で
は

な
く
、
海
沿
い
の
道
を
通
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
す
。
海
沿
い
の
道
は
明

暦
の
地
震
の
と
き
に
隆
起
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
前
は
、
海

岸
沿
い
を
興
津
の
方
か
ら
薩
埵
峠
を
左
に
見
な
が
ら
行
く
と
、
突
然
、

富
士
山
が
目
の
前
に
現
れ
る
の
で
す
。
由
比
の
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
辺
り

の
風
景
を
思
い
出
し
て
も
ら
え
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
東
海
道

線
だ
と
、
興
津
と
由
比
の
間
の
ト
ン
ネ
ル
を
越
え
る
と
見
え
て
き
ま
す
。図4　二代豊国画「百人一首絵抄　山部赤人」
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た
だ
、
鉄
道
は
正
面
に
な
っ
て
か
え
っ
て
見
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
速
や
国
道
一
号
線
で
行
く
と
見
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
と
き

の
突
然
目
の
前
に
現
れ
る
富
士
山
を
詠
ん
だ
歌
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
歌
は
、
田
子
浦
が
現
在
の
位
置
だ
と
全
く
お
か
し
い
の
で
す
。

田
子
浦
か
ら
打
ち
出
で
て
見
る
と
い
う
の
は
、
船
に
乗
っ
て
外
に
出
て
富

士
山
を
見
る
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
後
ろ
を
見
れ
ば
富
士

山
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
三
保
の
松
原
も
薩
埵
峠
も
、
興
津
側
か
ら
上
が

る
と
突
然
海
が
開
け
る
風
景
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
和
歌
の
研
究
で

は
、
そ
う
い
う
驚
き
の
歌
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
つ
い
で
に
言
っ
て
お
く
と
、
芸
術
の
源
泉
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
は
広

重
も
北
斎
も
持
っ
て
こ
ず
に
こ
う
い
う
美
人
画
を
持
っ
て
き
ま
し
た（
図

４
）。
こ
こ
に「
山
部
赤
人
、
田
子
浦
に
打
ち
出
で
て
…
…
」と
い
う
札
が

載
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
絵
は
分
か
り
ま
す
か
？　

浮
世
絵
と
は
ど

う
い
う
も
の
か
を
説
明
す
る
と
き
に
こ
れ
を
よ
く
使
う
の
で
す
。
こ
こ
に

は「
田
子
の
浦
の
風
景
は
非
常
に
美
し
い
が
、
美
し
い
と
い
う
言
葉
を
使

わ
ず
に
描
写
だ
け
で
書
い
て
い
る
。
富
士
山
の
眺
め
の
す
ご
さ
が
分
か
る

の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
味
わ
う
べ
き
歌
だ
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
い
い
と
し
て
、
こ
の
絵
は
何
を
味
わ
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は「
見

立
て
」と
言
っ
て
、
浮
世
絵
が
非
常
に
好
む
技
法
で
、
富
士
の
高
嶺
に
雪

が
降
っ
て
い
る
絵
な
の
で
す
。
今
、
雪
が
降
っ
て
い
る
の
は
こ
こ
。
富
士

図5　清見潟　万葉歌碑
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額
な
ら
ぬ
富
士
う
な
じ
で
し
ょ
う
か
、
そ
こ
に
お
し
ろ
い
を
パ
タ
パ
タ
や
っ

て
い
る
の
が「
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
つ
つ
」だ
と
い
う
ふ
う
に
遊
ぶ
の

で
す
。
浮
世
絵
を
見
に
行
く
と
き
は
、
こ
の
人
が
き
れ
い
か
ど
う
か
と

か
だ
け
で
は
な
く
、
技
術
的
な
こ
と
を
見
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
も
ま

し
て
、
こ
う
い
う
遊
び
の
要
素
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
浮
世
絵
を
楽

し
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
さ
っ
き
田
子
浦
と
一
緒
の
地
図
に
清
見
潟
が
あ
り
ま
し

た
。
清
見
潟
も
東
海
道
の
歌
枕
と
い
う
か
、
あ
の
辺
の
歌
枕
と
し
て
非

常
に
重
要
で
す
が
、
清
見
潟
は
実
は
富
士
山
が
見
え
ま
せ
ん
。
清
見
寺

の
真
向
か
い
に
あ
る
碑
に
は「
庵
原
の
清
見
の
崎
の
三
保
の
浦
の
ゆ
た

け
き
見
つ
つ
物
思
ひ
も
な
し
」と
書
い
て
あ
り
ま
す（
図
５
）。
富
士
山
で

は
無
く
、
三
保
半
島
の
緑
を
詠
ん
だ
歌
の
よ
う
で
す
。
こ
こ
に
は
も
う

一
つ
、「
月
の
秋　

興
津
の
借
家　

尋
ね
け
り
」と
い
う
句
碑
が
あ
り
ま

す（
図
６
）。
興
津
の
借
家
を
探
し
て
も
ら
っ
て
い
る
人
は
正
岡
子
規
で

す
。
正
岡
子
規
は
病
床
に
あ
っ
て
、「
興
津
で
死
に
た
い
。
興
津
で
ど
こ

か
住
め
る
所
を
探
し
て
く
れ
」と
言
い
続
け
て
、
結
局
、
高
浜
虚
子
た
ち

の
反
対
に
あ
っ
て
、
興
津
に
は
移
動
せ
ず
東
京
で
死
ぬ
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
。
興
津
に
行
け
と
言
っ
た
の
は
伊
藤
左
千
夫
で
、
そ
の
た
め
に
こ
の

句
碑
の
周
り
に
は
野
菊
が
た
く
さ
ん
植
え
て
あ
り
ま
す
。
松
山
の
野
菊

と
、
い
ろ
い
ろ
な
所
の
野
菊
で
す
。
し
か
し
、
高
浜
虚
子
は「
興
津
に
は

野
菊
は
な
い
」と
言
っ
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
非
常
に
悲
し
い
話

図6　清見潟　正岡子規句碑
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な
の
で
す
が
、
明
治
35
年
に
36
歳
で
正
岡
子
規
は
興
津
に
は
来
る
こ
と

な
く
、
東
京
で
死
に
ま
し
た
。

　

こ
の
話
を
な
ぜ
す
る
か
と
い
う
と
、
同
じ
明
治
三
〇
年
代
に
も
う
一

人
、
静
岡
で
命
を
落
と
し
た
若
い
文
学
者
が
い
ま
し
た
。
次
の
絵
の
サ
イ

ン
に「
大
野
村
従（
よ
り
）」、
一
字
抜
け
て
、「
華
寺
」と
書
い
て
あ
り
ま

す
。
こ
こ
に
入
る
字
は「
龍
」と
い
う
字
で
す
。「
大
野
村
の
龍
華
寺
か
ら

眺
め
た
風
景
」。
こ
の
龍
華
寺
と
い
う
お
寺
が
大
野
村
に
あ
っ
た
の
で
す

が
、
現
在
は
清
水
区
村
松
で
、
ソ
テ
ツ
で
有
名
な
所
で
す
。
こ
こ
に
は

高
山
樗
牛（
ち
ょ
ぎ
ゅ
う
）の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
高
山
樗
牛
は
ま
さ
に

清
見
潟
辺
り
に
療
養
に
来
て
い
て
、
こ
の
辺
を
う
ろ
う
ろ
す
る
の
で
す

が
、
三
保
な
ど
に
も
よ
く
行
っ
て
い
て
、
三
保
で
泣
き
明
か
し
た
り
も
し

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
自
分
の
お
墓
は
こ
こ
に
作
っ
て
ほ
し
い
と
言
っ

て
、
非
常
に
眺
め
の
い
い
所
に
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
絵
は
去
年
の
九
月

に
出
た「
芸
術
新
潮
」で
初
公
開
に
な
っ
た
絵
で
、
次
回
こ
こ
で
講
座
を

担
当
さ
れ
る
湯
之
上
先
生
が
一
番
関
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
韮
山
の
江

川
文
庫
か
ら
出
て
き
た
新
発
見
の
、
江
川
坦
庵
の
絵
で
す
。
こ
の
風
景

で
も
、
右
に
三
保
が
入
っ
て
い
て
、
左
が
薩
埵
峠
側
で
、
手
前
に
清
見

寺
が
あ
る
は
ず
な
の
で
、
清
水
が
手
前
側
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

こ
の
風
景
が
古
来
た
く
さ
ん
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
や
っ
て
風
景

画
を
見
て
い
く
と
、
同
じ
よ
う
な
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
も
の
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。

４ 

文
豪
が
最
期
の
地
に
願
っ
た
富
士
の
眺
望

　

こ
こ
で
、
曲
亭
馬
琴
の
文
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
曲
亭
馬
琴
は
、
随

筆
の
中
で
何
度
か
富
士
山
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
旅
行
の
途
中
で

駿
府
ま
で
行
っ
て
、
そ
こ
か
ら
行
こ
う
と
す
る
の
で
す
が
、「
凡
此
山
の

眺
望
は
駿
州
有
度
郡
大
野
村（
府
中
よ
り
三
里
）龍
華
寺
の
本
堂
よ
り
見

る
を
第
一
と
す
、
清
見
寺
こ
れ
に
亞（
つ
ぐ
）」。
実
際
に
は
清
見
寺
か

ら
は
見
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
、「
原
よ
し
原
の
間
又
好
景
、
三
島
沼
津

よ
り
見
れ
ば
大
に
ひ
き
く
、
岩
淵
薩
陀
峠
よ
り
見
れ
ば
、
胸
に
つ
か
へ

る
よ
う
に
て
凄
じ
藐
姑
峯（
は
こ
ね
）は
齋
の
川
原
よ
り
壹
の
平
ら
ま
で
、

ふ
じ
を
右
に
見
る
、
一
の
平
最
よ
し
、
西
行
法
師
の
、
山
の
上
な
る
山

は
、
ふ
じ
の
根
と
よ
み
た
り
し
は
、
此
所
な
る
べ
し
」。
つ
ま
り
、
三
島

沼
津
側
、
原
吉
原
も
よ
い
け
れ
ど
も
、
第
一
の
眺
望
は
龍
華
寺
の
本
堂

か
ら
見
る
富
士
山
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
馬
琴
が
駿
府
の
人
に
聞
い
た
ら

し
い
の
で
す
が
、
お
よ
そ
間
違
っ
て
い
な
く
て
、
当
時
の
人
の
ほ
と
ん
ど

が
常
識
的
に
こ
う
思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

日
本
平
は
簡
単
に
登
れ
る
山
で
は
な
い
の
で
す
。
私
よ
り
年
上
で
静

岡
に
長
い
方
は
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
平
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
が
で
き

る
の
は
昭
和
三
〇
年
代
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
車
で
日
本
平
に
登
る
の
は

無
理
で
、
歩
い
て
登
る
山
な
の
で
す
。
そ
れ
が
名
勝
に
指
定
さ
れ
、
毎

日
新
聞
の
新
日
本
観
光
地
百
選
に
選
ば
れ
、
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
が
で
き
、
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日
本
平
ホ
テ
ル
が
で
き
、
ロ
ー
プ
ウ
エ
ー
が
で
き
と
い
う
ふ
う
に
整
備
さ

れ
て
い
く
の
は
、
海
外
か
ら
の
観
光
客
を
含
め
て
、
日
本
を
観
光
で
も
っ

と
盛
り
上
げ
よ
う
と
い
う
機
運
が
で
き
て
く
る
高
度
経
済
成
長
期
の
こ

と
で
す
。
そ
れ
ま
で
日
本
平
は
観
光
で
多
く
の
人
が
気
軽
に
訪
れ
る
所

で
は
な
い
の
で
、
勢
い
有
度
山
の
東
麓
、
清
水
側
の
斜
面
が
と
に
か
く

眺
め
の
い
い
場
所
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
あ
の
辺
に
あ
る
幾
つ

か
の
お
寺
が
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
観
富

山
、
龍
華
寺
は
一
番
重
要
な
山
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
辺
か
ら
見
る
風
景
が
い
い
の
で
す
が
、
高
山
樗
牛
は
そ
れ
を
何

と
言
っ
た
か
。
龍
華
寺
の
ホ
ー
ム
ペー
ジ
か
ら
高
山
樗
牛
の
遺
言
を
取
っ

て
き
ま
し
た
。「
先
づ
こ
の
度
は
墓
地
の
こ
と
申
上
候
。
駿
河
国
清
水

港
附
近
龍
華
寺
と
申
す
は
、
三
保
の
松
原
よ
り
富
士
山
へ
の
眺
望
本
邦

無
二
と
存
じ
候
。
私
も
数
回
遊
覧
し
、
当
に
慕
い
居
り
候
土
地
に
有
之

候
。
も
し
少
生
死
後
に
相
成
り
候
へ
ば
、
右
龍
華
寺
に
埋
葬
相
願
い
度

く
候
。
素
よ
り
故
郷
に
は
先
祖
の
墳
域
も
有
之
候
こ
と
乍
ら
、
彼
の
陰

鬱
な
禅
宗
寺
は
私
の
気
に
は
如
何
に
し
て
も
か
な
わ
ず
、
是
非
是
非
右

願
い
の
通
り
に
成
し
被
下
度
候
」。

　

樗
牛
は『
滝
口
入
道
』を
書
い
て
文
壇
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
療
養
に
来
て
い
ま
す
。
療
養
地
文
学
と
い
う
の
は
、
軽
井
沢
に
行
く

か
、
湘
南
辺
り
に
行
く
か
、
そ
れ
に
つ
い
で
静
岡
で
す
。
正
岡
子
規
は
最

初
湘
南
に
行
け
と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
湘
南
は
も
う
観
光
地
化
さ
れ

て
う
る
さ
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
明
治
二
二
年
に
東
海
道
線
が
通
っ

て
、
そ
れ
で
も
興
津
ま
で
東
京
か
ら
六
時
間
で
、
弟
子
た
ち
は
六
時
間

も
汽
車
に
乗
せ
ら
れ
な
い
と
考
え
た
そ
う
で
す
が
、
興
津
は
一
大
観
光

地
と
し
て
開
発
が
進
も
う
と
し
て
い
た
新
し
い
観
光
ス
ポ
ッ
ト
だ
っ
た
の

で
す
。
清
水
も
そ
う
い
う
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
山
樗
牛

の
話
も
し
始
め
る
と
切
り
が
な
く
な
り
ま
す
が
、
本
邦
ボ
ー
イ
ズ
ラ
ブ

の
元
祖
み
た
い
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
面
白
い
の
で
、
樗
牛
を
も
っ
と
静
岡

の
人
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
れ
ば
い
い
の
に
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
の
風
景
は
、
清
見
寺
が
左
側
の
隅
に
あ
っ
て
、
そ
の
右
に
薩
埵

峠
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
保
半
島
が
右
側
か
ら
少
し
出
て
き
ま
す
。

そ
の
奥
に
富
士
山
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
風
景
が
非
常
に
美
し
い
バ
ラ
ン
ス

を
保
っ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
平
の
展
望
台
か
ら
見
る
と
非
常
に
分
か
り

や
す
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
描
い
た
文
章
の
最
高
峰
は
、
私

の
個
人
的
な
意
見
で
は
、
三
島
由
紀
夫
の『
豊
饒
の
海
』の
最
後
、「
天

人
五
衰
」で
す
。『
豊
饒
の
海
』は
四
巻
の
大
河
ド
ラ
マ
で
、
一
八
歳
ご
と

に
死
ん
で
い
く
四
人
の
少
年
た
ち
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
物
語
で
、
も
と

も
と
平
安
文
学
か
ら
取
っ
て
い
る
話
で
す
。
い
ち
い
ち
考
え
さ
せ
ら
れ
る

話
で
す
が
、
そ
の
最
後
の
舞
台
が
静
岡
な
の
で
す
。
駒
越
と
い
う
静
岡

と
三
保
を
分
け
て
い
る
小
さ
い
峠
の
よ
う
な
所
が
あ
る
の
で
す
が
、
現
在

は
海
側
に
道
が
で
き
て
ほ
と
ん
ど
人
が
通
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

に
か
つ
て
通
信
所
が
あ
っ
て
、
清
水
港
に
入
っ
て
く
る
船
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
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い
ま
し
た
。
そ
こ
の
通
信
社
は
現
在
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
建
物
は
な

く
な
っ
て
、
今
は
灌
漑
用
の
タ
ン
ク
が
あ
る
だ
け
で
す
が
、
そ
こ
に
何
年

か
前
に
き
れ
い
な
案
内
の
碑
が
建
ち
ま
し
た
。
今
は
建
物
が
多
い
の
で

清
水
港
の
水
面
は
あ
ま
り
見
え
ま
せ
ん
が
、
三
島
由
紀
夫
は
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
ま
す
。

　
「
堤
の
上
に
は
乏
し
い
松
が
、
新
芽
の
上
に
赤
い
ひ
と
で
の
よ
う
な
花

を
ひ
ら
き
、
帰
路
の
左
側
に
は
、
さ
び
し
い
小
さ
い
四
弁
の
白
い
花
び

ら
を
つ
ら
ね
た
大
根
畑
が
あ
り
、
道
の
左
右
を
一
列
の
小
松
が
劃
し
て

い
た
。
そ
の
ほ
か
は
た
だ
一
面
の
苺
の
ビ
ニ
ー
ル・ハ
ウ
ス
で
、
蒲
鉾
形
の

ビ
ニ
ー
ル
覆
の
下
に
は
、
夥
し
い
石
垣
苺
が
葉
か
げ
に
う
な
だ
れ
、
蠅
が

葉
辺
の
鋸
の
刃
を
伝
わ
っ
て
い
た
。
見
渡
す
か
ぎ
り
、
こ
の
不
快
な
曇
っ

た
白
い
蒲
鉾
形
が
ひ
し
め
い
て
い
る
中
に
、
さ
っ
き
は
気
づ
か
な
か
っ
た
、

小
体
な
塔
の
よ
う
な
建
物
を
本
多
は
認
め
た
。
車
の
停
め
て
あ
る
県
道

の
す
ぐ
こ
ち
ら
側
、
異
様
に
高
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
基
底
を
持
っ
た
、
二

層
の
木
造
の
白
壁
の
小
屋
が
見
ら
れ
た
。
見
張
り
小
屋
に
し
て
は
奇
聳

で
あ
り
、
事
務
所
に
し
て
は
貧
寒
だ
っ
た
。
一
二
層
と
も
、
窓
は
壁
面
の

三
方
に
悉
く
つ
な
が
っ
て
い
た
」。
こ
れ
が
通
信
所
の
建
物
で
、
そ
の
下

の
妙
に
高
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い
う
の
は
現
在
で
も
残
っ
て
い
ま
す
が
、
中

が
水
槽
に
な
っ
て
い
て
、
イ
チ
ゴ
の
た
め
に
水
を
供
給
す
る
所
で
す
。「
か

え
り
み
れ
ば
、
足
下
の
県
道
の
か
な
た
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
鯉
幟
の
矢

車
を
き
ら
め
か
せ
た
、
新
建
材
の
青
い
屋
根
瓦
の
町
の
東
北
に
、
清
水

港
の
錯
雑
と
し
た
す
が
た
、
陸
の
ク
レ
ー
ン
と
船
の
デ
リ
ッ
ク
が
交
錯

し
、
工
場
の
白
い
サ
イ
ロ
と
黒
い
船
腹
、
し
じ
ゅ
う
潮
風
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
鉄
材
や
厚
い
ペン
キ
塗
装
の
煙
突
が
、
一
群
の
機
構
は
陸
に
と
ど
ま

り
、
一
群
は
幾
多
の
海
を
渡
っ
て
来
て
、
一
ト
所
に
落
ち
合
い
睦
み
合

う
あ
の
露
わ
な
港
の
機
構
が
遠
く
見
ら
れ
た
。
海
は
そ
こ
で
は
、
寸
断

さ
れ
た
輝
く
蛇
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
港
の
む
こ
う
の
山
々
の
ず
っ
と

上
方
に
、
雲
の
中
か
ら
僅
か
に
山
巓
だ
け
を
覗
か
せ
た
富
士
が
あ
っ
た
。

あ
い
ま
い
な
雲
の
中
に
、
山
頂
の
白
い
固
形
が
、
あ
た
か
も
一
塊
の
白
い

鋭
い
巌
を
雲
上
に
放
り
出
し
た
よ
う
に
見
え
た
。
本
多
は
満
足
し
て
こ

こ
を
去
っ
た
」。

　

こ
の
通
信
所
に
い
る
少
年
が
透
と
い
う
第
四
巻
の
主
人
公
に
な
る
の

で
す
が
、
こ
れ
が
本
当
に
本
多
の
幼
馴
染
だ
っ
た
清
顕
の
三
回
目
の
生

ま
れ
変
わ
り
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
す
。
こ
の
最
後

に
清
水
港
の
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
し
た
風
景
が
描
か
れ
て
い
て
、「
海
は
そ
こ

で
は
寸
断
さ
れ
た
輝
く
蛇
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」と
い
う
わ
け
で
す
。
つ

ま
り
、
三
保
半
島
が
抱
き
込
ん
で
い
る
た
め
に
、
渦
巻
状
に
海
が
光
っ
て

い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
円
環
を
成
し
て
い
な
い
で
、
寸
断
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
円
環
を
成
す
蛇
で
あ
れ
ば
、
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
い
う
自
分
で
自
分
を

か
ん
で
い
る
よ
う
な
蛇
の
話
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
う
は
な
ら
な
い
。
で
、

そ
の
向
こ
う
側
に
富
士
山
が
見
え
る
。
次
回
、
湯
之
上
先
生
が
富
士
山

曼
荼
羅
の
話
を
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
富
士
山
曼
荼
羅
の
現
代
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版
の
よ
う
な
も
の
を
こ
こ
に
描
い
て
、
そ
こ
に
は
季
節
的
に
こ
い
の
ぼ
り

が
あ
り
、
現
在
の
清
水
港
が
あ
る
と
い
う
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
中
に
寸
断
さ

れ
た
蛇
が
見
え
る
。
こ
の
寸
断
さ
れ
た
蛇
は
、
実
は
生
ま
れ
変
わ
り
の

物
語
が
も
う
す
ぐ
終
わ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
が
断
ち
切
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
三
島

由
紀
夫
の
こ
の
文
章
、
こ
の
描
写
は『
豊
饒
の
海
』の
風
景
描
写
の
中
で

も
非
常
に
重
要
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
三
保
半
島
は
そ
の
風
景
の
中
で
中
央
に
あ
る
の
で
す
。
最
勝

閣
は
こ
の
風
景
の
真
ん
中
に
あ
り
ま
す
。
三
保
半
島
が
な
け
れ
ば
こ
の

風
景
は
な
い
の
で
す
。

　
つ
ま
り
、
三
保
の
松
原
は
富
士
山
を
見
る
場
所
、
で
は
な
く
、
富
士

山
の
風
景
の
中
心
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
三
保
に
行
っ
て
し
て
頂

き
た
い
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
無
理
し
て
富
士
山
を
眺
め
る
の
で
は
無
く
、

古
来
描
か
れ
て
き
た
風
景
、
あ
る
い
は
日
本
平
、
龍
華
寺
あ
た
り
か
ら

見
た
雄
大
な
風
景
の
真
ん
中
に
、
今
自
分
が
い
る
、
と
言
う
こ
と
を
意

識
す
る
こ
と
で
す
。
自
分
は
風
景
の
、
自
然
の
一
部
で
あ
る
と
観
じ
る

こ
と
。
そ
れ
こ
そ
が
、
東
洋
的
な
風
景
の
味
わ
い
方
で
す
。

北
斎
が
描
い
た
富
士
山
の
画
集
に
、
ど
こ
か
ら
描
い
た
か
を
全
て
地
図

上
に
示
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
か
な
り
遠
く
か
ら
も
見
て
い
ま
す
。

三
保
を
飛
び
地
と
し
て
世
界
遺
産
に
す
る
の
で
は
な
く
、
私
は
そ
れ
を

全
部
世
界
遺
産
に
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
富
士
山
だ
け
が
大
事
な
の

で
は
な
い
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
富
士
山
を
眺
め
ら
れ
る
場
所
全
部
が

重
要
な
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。

　

富
士
山
は
も
ち
ろ
ん
登
る
人
も
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の

一
回
目
か
ら
三
回
目
の
理
系
の
人
た
ち
は
富
士
山
そ
の
も
の
が
研
究
対

象
で
す
。
今
回
、
私
は
眺
め
る
富
士
山
と
言
い
ま
し
た
が
、
富
士
山
に

行
っ
た
ら
あ
の
形
は
見
え
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
ど

こ
か
ら
見
る
か
と
い
う
話
と
一
緒
で
す
。
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
は
ふ
も
と
ま
で

行
く
と
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
浅
草
寺
か
ら
見
る
と
浅
草

寺
の
建
物
と
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
、
隅
田
川
か
ら
見
る
と
隅
田
川
と
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
。
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
見
え
る
場
所
が
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
そ
う
す
る
と
富
士
山
だ
け
を
守
る
の
で
も
な
い
し
、
三
保
を

守
る
の
で
も
な
く
て
、
富
士
山
が
見
え
る
場
所
は
全
部
世
界
遺
産
だ
と

思
う
ぐ
ら
い
に
し
な
い
と
、
全
体
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

５ 

家
康
の
都
市
計
画
～
駿
府
と
江
戸

　

も
う
一
つ
だ
け
今
の
話
か
ら
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。
静
岡
の
町
の
構

造
は
十
字
路
が
東
西
南
北
で
は
な
く
斜
め
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
理
解
し

づ
ら
い
。
静
岡
の
人
に
よ
く
実
験
的
な
こ
と
を
言
う
の
で
す
が
、
伊
勢

丹
の
あ
る
札
の
辻
と
い
う
交
差
点
に
立
っ
て「
北
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
」と

言
っ
た
と
き
に
、
市
役
所
の
方
に
行
く
か
、
浅
間
神
社
側
、
駅
か
ら
離
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れ
る
方
向
に
行
く
か
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
、
年
齢
差
が
出
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
地
図
で
は
、
静
岡
駅
は
北
口
、

南
口
で
す
か
ら
、
北
と
い
う
と
駅
か
ら
離
れ
る
方
向
で
、
北
に
ど
ん
ど

ん
歩
い
て
い
く
と
伊
勢
丹
が
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
し
か
し
、
江

戸
時
代
の
地
図
で
は
、
駿
府
城
が
一
番
上
に
あ
る
の
で
、
北
で
は
な
い

の
で
す
が
、
頭
の
中
の
北
は
お
城
の
方
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
伊
勢
丹

の
所
に
立
て
ば
、
北
側
は
市
役
所
の
方
向
で
す
。
な
ぜ
そ
う
い
う
変
な

地
図
に
な
っ
て
い
る
か
。
何
に
も
な
い
土
地
に
新
し
く
都
市
を
つ
く
る
と

し
た
ら
、
奈
良
や
京
都
の
よ
う
に
南
北
に
き
ち
ん
と
し
た
条
里
制
に
す

れ
ば
い
い
の
に
、
静
岡
は
斜
め
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
が
、
実
は
東

海
道
を
西
か
ら
宇
津
ノ
谷
峠
を
越
え
て
下
り
て
き
た
と
き
に
、
正
面
に

富
士
山
が
見
え
る
、
そ
の
富
士
山
と
駿
府
城
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か

と
い
う
事
を
意
識
し
て
町
を
設
計
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
の
で
す
。
私
の

昔
の
授
業
で
そ
れ
が
本
当
か
、
と
に
か
く
歩
い
て
み
た
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

で
建
物
を
消
し
て
み
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

江
戸
に
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
借
景
と
し
て
の
富
士
が
あ
っ
た
は
ず
で

す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
小
島
烏
水
と
い
う
人
が
書
い
た「
不
尽
の
高

根
」と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
。
小
島
烏
水
は
も
の
す
ご
い
実
業
家
で
、

私
に
と
っ
て
は
浮
世
絵
研
究
の
第
一
人
者
で
す
。
広
重
の
代
々
の
こ
と

は
小
島
烏
水
の
本
で
知
る
の
で
す
。
こ
の
人
が
外
国
で
働
い
て
い
て
、
帰

朝
し
た
の
が
そ
の
年
三
月
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
、
江

戸
の
市
民
生
活
の
中
に
い
か
に
富
士
山
が
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
現
在
の
都

市
計
画
の
中
で
富
士
山
を
気
に
し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
種
の
憤

り
を
持
っ
て
書
い
て
い
る
の
が
、
こ
の「
江
戸
と
東
京
の
富
士
」と
い
う
文

章
で
す
。

　
「
も
は
や
都
市
経
営
論
者
か
ら
も
、
富
士
山
の
眺
め
を
取
り
入
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
国
の
首
府
と
し
て
の
都
会
美
を
、
高
調
す
る
計

画
も
聞
か
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
ゼ
ネ
ヴ
ァ
に
は
、
ア
ル
プ
ス
の
第
一
高

峰
、
モ
ン・
ブ
ラ
ン
を
遥
望（
よ
う
ぼ
う
）す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
モ
ン・
ブ
ラ

ン
通
り
の
町
名
あ
り
と
聞
く
も
の
か
ら
、
今
日
の
東
京
で
は
駒
込
の
富

士
前
町
だ
の
、
麹
町
の
富
士
見
町
だ
の
と
い
う
名
を
保
存
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
富
士
山
が
市
民
の
胸
に
蘇
生
し
て
は
来
な
い
よ
う
だ
」。
こ
の

よ
う
に
、
私
た
ち
の
山
と
し
て
の
富
士
山
が
江
戸
人
に
と
っ
て
ど
ん
な
に

大
事
だ
っ
た
か
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

小
島
烏
水
は
、
富
士
山
に
ど
こ
か
ら
登
る
と
か
、
ど
こ
か
ら
見
る
と

ど
う
見
え
る
と
か
、
た
く
さ
ん
富
士
山
に
関
す
る
文
献
を
残
し
て
い
ま

す
。
日
本
百
名
山
の
よ
う
な
こ
と
を
明
治
時
代
に
や
っ
て
い
る
す
ご
い
人

で
す
。
こ
れ
は
青
空
文
庫
な
ど
で
読
め
ま
す
。
他
の
も
の
も
明
治
時
代

の
も
の
は
、
今
、
国
会
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペー
ジ
な
ど
で
か
な
り
の
も
の

が
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
研
究
環
境
は
激
変
し
て
い
ま
す
の
で
、

興
味
が
あ
り
ま
し
た
ら
そ
れ
ぞ
れ
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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６ 

太
宰
治『
富
岳
百
景
』か
ら
～
富
士
山
の
頂
角
問
題
な
ど

　

後
半
は
も
う
少
し
、
見
る
・
眺
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
話

を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
静
岡
で
富
士
山
が
見
え
る
の
は
一
〇
〇
日
だ

と
い
う
話
を
よ
く
聞
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
冬
で
、
夏
の
間
は
ほ

と
ん
ど
見
え
ま
せ
ん
。

実
は
中
日
新
聞
が
木
曜
日
に
記
事
に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ

を
ご
覧
に
な
っ
た
方
は
、
今
日
の
ネ
タ
の
一
つ
が
分
か
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
先
日
、
吉
田
町
で
講
演
を
し
た
と
き
に
、
二
回
に
分
け
て
、
一

回
目
の
最
後
に
即
興
で
富
士
山
を
描
い
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
集

め
て
次
の
二
回
目
に
配
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
後
半
の
一
つ
の
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
で
す
。

　

富
士
山
で
文
学
作
品
と
い
う
と
太
宰
治
で
し
ょ
う
。「
富
士
の
頂
角
、

広
重
の
富
士
は
八
十
五
度
、
文
晁
の
富
士
も
八
十
四
度
く
ら
ゐ
、
け
れ

ど
も
、
陸
軍
の
実
測
図
に
よ
つ
て
東
西
及
南
北
に
断
面
図
を
作
つ
て
み

る
と
、
東
西
縦
断
は
頂
角
、
百
二
十
四
度
と
な
り
、
南
北
は
百
十
七
度

で
あ
る
。
広
重
、
文
晁
に
限
ら
ず
、
た
い
て
い
の
絵
の
富
士
は
、
鋭
角
で

あ
る
。
い
た
だ
き
が
、
細
く
、
高
く
、
華
奢
で
あ
る
。
北
斎
に
い
た
つ
て

は
、
そ
の
頂
角
、
ほ
と
ん
ど
三
十
度
く
ら
ゐ
、
エ
ッ
フ
ェ
ル
鉄
塔
の
や
う

な
富
士
を
さ
へ
描
い
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
の
富
士
は
、
鈍
角
も

鈍
角
、
の
ろ
く
さ
と
拡
が
り
、
東
西
、
百
二
十
四
度
、
南
北
は
百
十
七

度
、
決
し
て
、
秀
抜
の
、
す
ら
と
高
い
山
で
は
な
い
。
た
と
へ
ば
私
が
、

印
度
か
ど
こ
か
の
国
か
ら
、
突
然
、
鷲
に
さ
ら
は
れ
、
す
と
ん
と
日
本

の
沼
津
あ
た
り
の
海
岸
に
落
さ
れ
て
、
ふ
と
、
こ
の
山
を
見
つ
け
て
も
、

そ
ん
な
に
驚
嘆
し
な
い
だ
ら
う
。
ニ
ツ
ポ
ン
の
フ
ジ
ヤ
マ
を
、
あ
ら
か
じ

め
憧（
あ
こ
が
）れ
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
ワ
ン
ダ
フ
ル
な
の
で
あ
つ
て
、
さ

う
で
な
く
て
、
そ
の
や
う
な
俗
な
宣
伝
を
、
一
さ
い
知
ら
ず
、
素
朴
な
、

純
粋
の
、
う
つ
ろ
な
心
に
、
果
し
て
、
ど
れ
だ
け
訴
へ
得
る
か
、
そ
の
こ

と
に
な
る
と
、
多
少
、
心
細
い
山
で
あ
る
。
低
い
。
裾
の
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ

る
割
に
、
低
い
。
あ
れ
く
ら
ゐ
の
裾
を
持
つ
て
ゐ
る
山
な
ら
ば
、
少
く
と

も
、
も
う
一
・
五
倍
、
高
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」。
太
宰
治
だ
ね
と
い

う
感
じ
で
す
。

　

こ
の
後
、
御
坂
峠
に
し
ば
ら
く
滞
在
す
る
間
に
起
こ
っ
た
ち
ょ
っ
と
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
れ
も
私
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ

れ
が
太
宰
治
の
文
章
で
は
な
い
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
太
宰
治
は

丸
パ
ク
リ
を
し
た
の
で
す
。
プ
リ
ン
ト
の「
頂
角
」と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ

に
、「
試
に
画
家
の
筆
に
成
る
富
士
山
を
吟
味
す
る
に
、
其
頂
角
が
実

際
を
表
は
す
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
、
凡
て
鋭
に
過
ぐ
る
の
で
あ
る
。
例
へ

ば
広
重
の
富
士
は
八
十
五
度
位
、
文
晁
の
は
八
十
四
度
位
で
、
秋
里
籠

島
の
名
所
図
会
中
の
図
は
各
地
の
画
家
の
ス
ケ
ツ
チ
に
依
る
も
の
で
あ

る
が
何
れ
も
八
十
四
、五
度
で
、
大
概
の
図
は
此
の
位
に
角
度
に
描
か
る

る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
陸
軍
の
実
測
図
に
よ
り
東
西
及
南
北
に
断
面
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図
を
作
つ
て
見
る
と
」と
い
う
文
章
か
ら
取
っ
て
い
ま
す
。

　

実
は
こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
は
石
原
初
太
郎
と
い
う
人
で
す
。
太
宰

治
は『
富
岳
百
景
』で
こ
の
後
山
梨
の
お
嬢
さ
ん
と
見
合
い
を
す
る
の
で

す
が
、
そ
の
見
合
い
を
し
て
結
婚
を
す
る
相
手
の
お
父
さ
ん
で
、
山
梨

に
い
る
富
士
山
学
者
で
す
。
初
太
郎
さ
ん
が
何
を
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、

「
真
を
の
み
写
す
は
写
真
で
、
絵
画
は
想
像
を
描
く
も
の
で
あ
る
と
い
う

議
論
も
あ
る
が
、
吾
人
は
今
こ
れ
を
論
議
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
絵

画
に
富
士
山
頂
の
真
を
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
な
い
と
い
う
の
み
」。
絵

は
当
て
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で『
富
士
山
の
自
然
界
』と

い
う
本
に
は
、
実
測
図
の
断
面
図
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
検
索
し
て
い

た
だ
く
と
、
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
見
ら
れ
ま
す
。
皆

さ
ん
が
多
分
実
際
に
や
ら
れ
て
も
、
吉
田
町
の
皆
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
、

実
際
の
富
士
山
よ
り
鈍
角
に
富
士
山
を
描
く
人
は
あ
ま
り
い
な
い
と
思
い

ま
す
。
一
二
〇
度
以
上
開
く
絵
は
な
か
な
か
な
い
で
す
。
な
ぜ
そ
う
な
る

の
か
は
心
理
学
的
な
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

問
題
に
し
た
人
が
太
宰
や
石
原
さ
ん
よ
り
も
も
っ
と
前
に
い
ま
す
。 

７ 

外
国
人
の
見
た
富
士
山
～
富
士
山
の
頂
角
問
題
、
続
き

　

ま
ず
問
題
に
し
た
人
が
エ
ド
ワ
ー
ド
・モ
ー
ス
で
す
。
モ
ー
ス
は
湘
南

で
弟
子
た
ち
を
連
れ
て
合
宿
の
よ
う
な
も
の
を
し
た
時
に
、
弟
子
た
ち

に
記
憶
ス
ケ
ッ
チ
を
さ
せ
る
の
で
す
が
、
み
ん
な
本
当
の
富
士
山
よ
り

急
に
な
る
の
で
す
。
明
治
の
初
期
に
外
国
人
が
、
富
士
山
の
絵
は
不
思

議
だ
と
既
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
モ
ー
ス
は
こ
の
こ
と
を
問
題
に
し
て

い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
と
絡
め
て
面
白
い
の
は
、
二
〇
一
二
年
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の「
に
っ
ぽ
ん
微
笑
み
の
国
の
物
語
」と
い
う
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・モ
ー
ス
と

イ
ザ
ベ
ラ
・バ
ー
ド
と
い
う
明
治
初
期
に
日
本
に
や
っ
て
来
た
２
人
の
外

国
人
を
通
し
て
日
本
を
見
る
と
い
う
番
組
が
あ
り
ま
し
た
。
梅
雀
さ
ん

が
進
行
役
で
、
後
ろ
に
二
枚
の
富
士
山
の
絵
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
一

つ
は
明
ら
か
に
ジ
ャ
ン
グ
ル
探
検
の
よ
う
で
、
海
に
船
が
い
る
の
で
す
が
、

こ
れ
は
相
模
湾
か
江
戸
湾
で
す
。
イ
ザ
ベ
ラ
・バ
ー
ド
の
職
業
は
よ
く
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
旅
行
ラ
イ
タ
ー
の
よ
う
な
人
で
、
旅
行
記
を
イ
ギ
リ
ス

本
国
に
送
っ
て
、
そ
こ
で
出
版
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
日
本
に
や
っ
て
来
て
富
士
山
を
見
て
最
初
に
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
が

こ
れ
で
す
。
暗
い
未
開
の
地
で
、
人
が
い
る
の
か
い
な
い
の
か
も
分
か
ら

な
い
よ
う
な
、
例
え
ば
タ
ー
ザ
ン
の
冒
頭
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。
そ
れ
に

対
し
、
も
う
一
枚
は
、
日
本
を
去
る
前
に
描
い
た
絵
で
す（
と
も
に『
日

本
奥
地
紀
行
』よ
り
）。
山
が
な
だ
ら
か
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

下
に
人
の
暮
ら
し
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
番
組
は
梅
雀
さ
ん
の
後
ろ
に
こ

の
二
枚
の
絵
が
大
き
く
し
て
飾
っ
て
あ
っ
て
、
こ
の
間
に
イ
ザ
ベ
ラ
・バ
ー

ド
に
何
が
あ
っ
た
の
か
を
話
す
番
組
で
し
た
。

　

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
日
本
に
来
た
人
た
ち
の
証
言
集
は
、
渡
辺
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京
二
が『
逝
き
し
世
の
面
影
』と
い
う
本
で
た
く
さ
ん
集
め
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
見
て
、
日
本
人
の
素
晴
ら
し
さ
も
あ
る
の
で
す
が
、
江
戸
湾
に

入
っ
て
き
た
船
が
び
っ
く
り
す
る
の
は
、
緑
が
多
過
ぎ
て
建
物
が
見
え

な
い
ら
し
い
こ
と
。
今
か
ら
は
想
像
つ
か
な
い
こ
と
で
す
が
、
お
寺
や
神

社
、
屋
敷
に
植
物
が
生
い
茂
っ
て
い
て
、
高
い
建
物
が
な
い
の
で
、
建
物

が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
本
当
に
こ
ん
な
所
に
人
が
住
ん
で
い
る
の
か
と

思
う
の
だ
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
上
陸
し
て
み
る
と
、
す
ご

い
人
が
い
る
。
そ
の
当
時
ロ
ン
ド
ン
と
並
ぶ
大
都
会
で
、
幕
末
で
す
か
ら

一
〇
〇
万
都
市
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
ま
ず
驚
く
わ
け

で
す
。
そ
れ
か
ら
下
水
道
が
完
備
し
て
い
て
、
上
下
水
道
が
あ
る
、
ご

み
が
な
い
。
も
っ
と
前
の
シ
ー
ボ
ル
ト
た
ち
は
、
と
に
か
く
雑
草
を
採
取

し
た
い
の
に
、
雑
草
が
生
え
て
な
く
て
困
る
と
言
っ
た
と
い
う
ほ
ど
、
も

の
す
ご
く
清
潔
好
き
で
、
ま
た
、
江
戸
時
代
は
封
建
時
代
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
女
性
や
子
供
が
こ
れ
だ
け
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
国
も
珍
し
い
と
言
っ

て
い
ま
す
。
イ
ザ
ベ
ラ
・バ
ー
ド
も
東
北
や
北
海
道（
蝦
夷
地
）で
い
ろ
い
ろ

な
嫌
な
目
に
も
遭
っ
て
い
ま
す
が
、
結
果
的
に
は
日
本
を
非
常
に
気
に

入
っ
て
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
と
き
に
あ
と
の
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。
一

人
の
女
性
が
到
着
し
た
と
き
の
富
士
山
と
、
去
っ
て
い
く
と
き
の
富
士

山
を
こ
ん
な
に
は
っ
き
り
描
き
分
け
た
と
い
う
こ
と
で
、
分
か
り
や
す
い

例
と
し
て
出
て
き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
外
国
人
で
最
初
に
富
士
山
に
登
っ
た
と
い
わ

れ
る
人
で
す
が
、
こ
の
人
の
登
山
記
の
表
紙
も
す
ご
く
急
な
富
士
山
で

す
が
、
一
緒
に
行
っ
た
画
家
に
は
こ
う
見
え
た
の
で
し
ょ
う
。「
こ
う
見
え

る
」と
い
う
の
が
大
事
で
、
絵
の
中
の
富
士
山
は
急
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。

　

富
士
山
は
ど
こ
か
ら
見
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
最
初
の
話
に
戻
り
つ
つ

で
す
が
、
こ
こ
に
も
う
一
回
小
島
烏
水
の
名
前
と
、
も
う
一
人
、
若
山

牧
水
の
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
若
山
牧
水
は
沼
津
港
に
牧
水
記
念
館
が

あ
る
よ
う
に
、
あ
の
辺
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
牧
水
が
ま
た
富
士
山

の
こ
と
に
つ
い
て
は
う
る
さ
い
の
で
す
。
牧
水
は
今
日
の
話
の
流
れ
に
逆

ら
う
人
で
、
富
士
山
の
見
え
方
に
つ
い
て
非
常
に
は
っ
き
り
と
し
た
ポ
リ

シ
ー
を
持
っ
て
い
ま
す
。「
な
か
で
私
の
一
番
好
き
な
の
は
田
子
の
浦
の

富
士
で
あ
る
」。
こ
の
田
子
の
浦
は
現
在
の
田
子
の
浦
で
す
。「
田
子
の

浦
と
い
ふ
と
何
と
な
く
優
美
な
―
―
例
へ
ば
和
歌
の
浦
と
か
須
磨
の
浦

と
か
い
ふ
風
の
小
綺
麗
な
海
濱
を
豫
想
し
が
ち
で
あ
る
が
、
事
實
は
ひ

ど
く
違
ふ
。
意
外
な
廣
さ
大
き
さ
を
持
つ
た
砂
丘
の
原
で
あ
る
の
で
あ

る
。
九
十
九
里
が
濱
の
荒
涼
は
無
い
が
、
東
海
道
沿
ひ
の
松
並
木
か
ら

續
い
て
、
ば
ら
ば
ら
松
の
丘
と
な
り
、
や
が
て
草
も
木
も
な
い
白
茶
け

た
砂
丘
と
な
り
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
う
ね
り
を
起
し
な
が
ら
お
ほ
ら
か

な
傾
斜
を
な
し
た
大
き
な
濱
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
濱
の
廣
さ
は
、

ば
ら
ば
ら
松
の
丘
か
ら
浪
打
際
ま
で
六
七
町
か
ら
十
町
あ
ま
り
あ
る
で

あ
ら
う
。
西
は
す
ぐ
富
士
川
の
河
口
と
な
り
、
東
は
ず
つ
と
弓
な
り
に
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四
里
近
く
も
打
ち
續
い
た
松
原
と
な
つ
て
居
る
。
松
原
の
東
の
は
ず
れ

に
は
狩
野
川
の
河
口
が
あ
り
、
河
口
に
近
く
沼
津
の
千
本
濱
が
あ
る
の

で
あ
る
。
薩
埵
峠
な
ど
を
含
む
由
比
蒲
原
あ
た
り
の
裏
の
山
脈
は
富
士

川
の
西
岸
で
盡
き
東
の
岸
か
ら
は
浮
島
が
原
の
平
野
と
な
つ
て
ず
つ
と

遠
く
箱
根
山
脈
の
麓
ま
で
及
ん
で
居
る
。
そ
の
平
野
の
東
寄
り
の
奧
に

愛
鷹
山（
あ
し
た
か
や
ま
）が
あ
る
。
沼
津
あ
た
り
か
ら
は
こ
の
山
が
丁

度
富
士
の
前
に
立
ち
は
だ
か
つ
て
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
田
子
の
浦
か

ら
見
る
の
だ
と
、
恰
か
も
富
士
の
裾
野
の
東
の
は
づ
れ
に
寄
つ
て
し
ま
つ

て
、
殆
ん
ど
富
士
の
全
景
に
關
係
が
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
廣
大

な
裾
野
の
西
の
は
づ
れ
か
ら
東
の
は
づ
れ
を
前
景
に
し
て
次
第
に
高
く

鋭
く
聳
え
て
行
つ
た
富
士
山
の
全
體
が
仰
が
る
る
わ
け
で
あ
る
。
富
士

山
は
何
處
か
ら
見
て
も
正
面
し
た
形
で
仰
が
る
ゝ
山
で
あ
る
が
、
わ
け
て

も
こ
の
田
子
の
浦
か
ら
は
近
く
大
き
く
眞
正
面
に
仰
が
る
ゝ
思
ひ
が
す

る
。
豐
か
に
大
地
に
根
ざ
し
て
中
ぞ
ら
高
く
聳
え
て
行
つ
た
白
麗
朗
の

こ
の
山
が
恰
も
自
分
自
身
の
頭
上
へ
臨
ん
で
ゐ
る
か
の
樣
な
親
し
さ
で
仰

が
る
ゝ
の
で
あ
る
。
何
の
技
巧
裝
飾
を
加
え
ぬ
、
創
造
そ
の
ま
ゝ
の
富
士

山
を
見
る
崇
嚴
を
覺
ゆ
る
の
で
あ
る
。
繪
で
な
く
彫
刻
で
な
く
、
ま
た

蒔
繪
や
陶
器
の
模
樣
で
な
い
山
そ
の
も
の
の
富
士
山
を
仰
ぐ
こ
と
が
出

來
る
の
で
あ
る
」。
そ
れ
か
ら
、
乙
女
峠
に
行
っ
た
と
き
の
富
士
山
の
風

景
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
同
じ
く
御
殿
場
側
で
、「
何
の
さ
え
ぎ
る
も
の
も

な
く
、
裾
野
が
左
右
と
も
き
ち
ん
と
下
ま
で
見
え
る
」。

　

牧
水
は
、
清
水
側
か
ら
見
る
富
士
山
は
い
ろ
い
ろ
邪
魔
が
あ
っ
て
い

か
ん
と
言
う
の
で
す
。
こ
う
言
う
人
は
な
か
な
か
い
な
く
て
、
た
い
て
い

の
人
は
、
清
水
港
、
三
保
、
清
見
寺
、
薩
埵
峠
が
あ
っ
て
、
そ
の
奥
に

富
士
山
が
あ
る
と
い
う
水
墨
画
の
、
本
当
に
そ
の
ま
ま
、
い
わ
ゆ
る
絵

に
な
る
風
景
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き
富
士
山
が
い
い
と
思
う
の
で
す
。
江

戸
時
代
に
馬
琴
が
富
士
山
を
見
る
の
は
龍
華
寺
が
一
番
だ
と
言
い
ま
し

た
が
、
日
本
三
景
み
た
い
な
も
の
が
形
成
し
て
く
る
過
程
で
、
や
っ
ぱ
り

清
見
潟
が
日
本
一
の
風
景
な
の
で
す
。
清
見
潟
は
必
ず
し
も
興
津
側
と

い
う
よ
り
は
、
清
見
潟
を
含
む
風
景
と
い
う
こ
と
で
、
や
っ
ぱ
り
清
水

港
の
一
番
奥
か
ら
見
た
風
景
、
さ
っ
き
の
ち
り
め
ん
本
の
表
紙
の
絵
の

よ
う
に
見
え
る
富
士
山
が
日
本
一
な
の
で
す
。
天
橋
立
な
ど
よ
り
も
い
い

と
。
江
戸
時
代
の
、
風
景
を
論
じ
て
い
る
本
の
中
で
は
一
番
と
い
う
こ

と
で
す
。
部
門
別
に
な
っ
て
富
士
山
と
い
う
の
が一
個
立
っ
て
し
ま
う
と
難

し
い
で
す
が
、
清
見
潟
は
日
本
一
の
風
景
だ
と
江
戸
時
代
に
言
わ
れ
て

い
る
ら
し
い
で
す
。
し
か
し
、
若
山
牧
水
は
ど
う
も
何
も
な
い
富
士
山
が

一
番
広
く
、
高
く
見
え
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
牧
水
に
と
っ
て
は
そ
う
い

う
、
混
じ
り
っ
け
無
し
に
、
広
く
高
く
見
え
る
こ
と
が
大
事
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
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８ 

富
士
山
は
ど
こ
か
ら
見
る
と
一番
高
い
か

　

私
も
ネ
ッ
ト
で
こ
の
講
座
の
た
め
に
予
習
し
た
の
で
す
が
、
富
士
山

は
ど
こ
か
ら
見
る
と
一
番
高
い
か
と
い
う
サ
イ
ト
が
あ
っ
て
、
現
在
ど
こ

で
す
と
い
う
の
が
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
は
す
ご
く
て
、
富
士
山
の
山

頂
は
ふ
も
と
よ
り
遠
い
か
ら
、
遠
近
法
的
に
細
く
な
る
と
い
う
こ
と
と
、

山
頂
の
位
置
と
自
分
の
位
置
の
高
さ
と
距
離
を
割
り
出
し
て
、
見
か
け

上
高
く
見
え
る
場
所
は
ど
こ
か
と
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討
し
て
い
る

の
で
す
が
、「
現
在
の
最
有
力
候
補
は
毛
無
山
で
す
」と
。
そ
の
た
め
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
カ
シ
ミ
ー
ル
と
い
う
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
検
証
し
て
い
ま
す
。

平
面
と
し
て
こ
こ
か
ら
見
た
と
き
の
高
さ
を
測
る
と
、
実
は
本
当
の
こ

と
は
分
か
ら
な
い
の
で
、
奥
行
き
が
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
う
す

る
と
富
士
山
は
こ
う
見
え
る
は
ず
と
い
う
、
何
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
る
と

こ
う
い
う
ふ
う
に
遠
く
の
も
の
は
見
え
る
と
い
う
よ
う
な
、
や
や
こ
し
い

話
で
す
。

　

富
士
山
の
角
度
も
、
本
当
の
角
度
な
の
か
、
遠
近
法
的
に
先
が
細

ま
っ
て
い
る
の
か
。
だ
か
ら
一
二
〇
度
と
い
う
の
は
正
し
い
け
れ
ど
も
、

見
た
目
の
角
度
は
も
っ
と
急
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ

は
本
当
に
わ
ず
か
な
こ
と
で
、
石
原
さ
ん
や
現
在
そ
の
研
究
を
し
て
い

る
人
、『
富
士
山
地
図
を
手
に
』と
い
う
本
を
書
か
れ
た
伊
藤
さ
ん
と
い

う
人
が
や
っ
ぱ
り
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
写
真
を
た
く
さ
ん
照

ら
し
合
わ
せ
て
重
ね
合
わ
せ
て
も
変
わ
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
そ
の
程
度
で
見
た
目
の
角
度
が
急
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
科
学
的

に
言
え
ば
、
富
士
山
の
角
度
は
実
測
図
と
大
差
な
い
の
で
す
。
詳
し
く

は
ネ
ッ
ト
で
見
て
く
だ
さ
い
。

　

富
士
山
は
不
思
議
な
も
の
で
、
高
く
見
え
る
と
き
と
低
く
見
え
る
と

き
と
が
あ
り
ま
す
。
近
く
見
え
る
と
き
も
あ
り
ま
す
し
。
観
光
バ
ス
で
三

保
に
行
く
と
ガ
イ
ド
さ
ん
が
絶
対
言
う
の
が
、
沈
ん
で
い
く
と
い
う
言
い

方
を
し
ま
す
が
、
駒
越
側
か
ら
三
保
の
方
に
バ
ス
が
入
っ
て
い
く
と
、
だ

ん
だ
ん
富
士
山
が
低
く
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
あ
れ
は
坂
な
の
で
す
か

ね
。
そ
う
い
う
の
を
私
も
観
光
バ
ス
の
人
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

科
学
的
な
見
え
方
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
い
ま
だ
に
や
っ
て
い
る
人
も
い

る
こ
と
を
押
さ
え
た
上
で
す
が
、
富
士
山
は
そ
れ
以
前
に
わ
れ
わ
れ
の

心
の
中
に
あ
り
ま
す
。

９ 

校
歌
の
中
の
富
士
山
～
理
想
は
高
し

　

県
立
中
央
図
書
館
か
ら
借
り
て
き
た
富
士
宮
市
教
育
委
員
会「
富
士

山
文
化
塾
叢
書
」の「
校
歌
に
詠
ま
れ
た
富
士
山
」、
こ
れ
は
か
な
り
い
い

資
料
で
す
。『
富
士
山
と
校
歌
』と
い
う
の
は
清
水
銀
行
が
出
し
て
い
る
の

で
す
が
、
静
岡
、
山
梨
両
県
の
校
歌
に
富
士
山
は
ど
の
よ
う
に
歌
わ
れ

て
い
る
か
。
こ
れ
は
常
葉
大
学
か
短
大
か
の
先
生
が
書
か
れ
た
も
の
で
、
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も
と
も
と
山
梨
の
出
身
の
学
生
の
卒
論
で
扱
わ
れ
た
も
の
に
静
岡
を
補

足
し
た
も
の
で
し
た
。

今
日
の
プ
リ
ン
ト
の
最
後
に
の
せ
た
の
は
静
高
の
校
歌
で
す
。
旧
制
静

高
と
い
う
か
、
現
在
の
静
高
も
こ
の
校
歌
で
す
。
一
番
、「
岳
南
健
児

一
千
の
理
想
は
高
し
富
士
の
山
、
八
面
玲
瓏
白
雪
の
清
き
は
我
等
の
心

な
り
」。
そ
の
後
が
す
ご
い
歌
詞
で
す
が
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
歌
わ
れ
な

い
と
ウ
ィ
キ
ベ
ディ
ア
に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
番
の
歌
詞
は
素

晴
ら
し
く
富
士
山
で
す
ね
。「
岳
南
」と
は
富
士
山
の
南
の
こ
と
で
、「
健

児
一
千
の
理
想
は
高
し
富
士
の
山
」、
富
士
山
の
枕
言
葉
は
高
し
で
す
。

富
士
山
の
高
さ
は
わ
れ
ら
の
理
想
の
高
さ
で
、
富
士
山
の
白
い
雪
は
わ

れ
わ
れ
の
心
の
清
さ
で
す
。
こ
れ
ら
の
本
で
は
軍
国
主
義
時
代
か
ら
民
主

主
義
時
代
に
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
校
歌
の
歌
詞
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ

て
い
く
か
を
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
驚
く
べ
く
理
想
の
形
と
し
て
の

富
士
山
が
あ
っ
て
、
ど
ん
な
に
世
の
中
が
変
わ
っ
て
も
富
士
山
は
理
想
の

比
喩
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
こ
う
い
う
研
究
か
ら
分
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
三
重
県
の
人
が
作
っ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
、「
校
歌
・
故
郷

の
山
」が
各
県
別
に
載
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
浜
松
市
で
も
校
歌
の
中
に

富
士
山
は
出
て
き
ま
す
。
和
田
小
学
校
、
和
田
東
小
学
校
、
篠
原
小
学

校
、
西
小
学
校
、
城
北
小
学
校
、
龍
禅
寺
小
学
校
、
三
方
原
小
学
校

も
あ
り
ま
す
。
あ
と
は
赤
石
岳
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
富
士
山
で
は
な

い
山
も
含
め
て
、
山
が
出
て
く
る
校
歌
を
ひ
た
す
ら
デ
ー
タ
ベー
ス
化
す

る
と
い
う
途
方
も
な
い
仕
事
を
さ
れ
て
い
る
方
が
い
ま
す
。
全
部
の
ペー

ジ
を
見
た
と
こ
ろ
、
関
東
は
ほ
と
ん
ど
の
県
に
富
士
山
が
あ
り
ま
す
。

栃
木
県
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は
千
葉
県
出
身
で
す
が
、
千

葉
県
で
も
鴨
川
で
外
房
と
い
わ
れ
る
外
側
な
の
で
す
が
、
実
は
鴨
川
か

ら
富
士
山
が
見
え
る
の
で
す
。
房
総
半
島
の
断
層
の
所
に
鴨
川
の
長
狭

平
野
が
あ
る
の
で
、
向
こ
う
側
に
富
士
山
が
見
え
る
日
が
あ
り
ま
す
。

木
更
津
な
ど
内
房
側
な
ら
東
京
湾
越
し
に
富
士
山
が
見
え
る
の
で
、
歌

詞
の
中
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
茨
城
も
あ
り
ま
す
。
当
然
神
奈
川
や

東
京
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
山
梨
、
長
野
、
愛
知
、
三
重
な
ど
も
あ

り
ま
す
。
場
合
に
よ
る
と
見
え
な
く
て
も
、
富
士
山
を
入
れ
て
い
る
歌

詞
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
富
士
中
央
小
学
校
。「
世
界
の
人
が
あ
こ
が
れ
る
、
富
士
の
頂

仰
ぐ
と
き
、
希
望
は
雲
の
よ
う
に
わ
く
」。「
平
和
の
光
」と
か
、
富
士

と
い
う
言
葉
と
一
緒
に
ど
ん
な
言
葉
が
出
て
く
る
か
を
こ
れ
だ
け
集
め
る

と
、
す
ご
い
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
研
究
を
無

償
で
や
っ
て
い
る
人
が
い
る
の
は
本
当
に
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

10 
ま
と
め

　

先
ほ
ど
の
サ
イ
ト
を
見
て
、
歌
謡
曲
に
富
士
山
は
あ
る
の
か
と
調
べ

て
み
ま
し
た
。
意
外
と
富
士
山
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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「
歌
謡
曲
、
富
士
山
」と
検
索
し
た
ら
、
真
白
き
富
士
の
根
の
あ
の
歌

が
出
て
き
た
の
で
す
。
あ
れ
は
歌
謡
曲
な
の
で
す
か
ね
。
あ
れ
は
美
し
い

富
士
山
と
少
年
の
悲
劇
が
対
に
な
る
の
で
す
が
、
歌
謡
曲
に
富
士
山
は

出
て
こ
な
い
よ
う
で
す
。
何
か
思
い
出
す
歌
は
あ
り
ま
す
か
。
な
ぜ
富
士

山
が
歌
謡
曲
に
な
い
の
か
と
い
う
と
、
理
想
的
過
ぎ
る
せ
い
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
歌
謡
曲
に
山
が
出
て
こ
な
い
わ
け
で
は
な
く
て
、

例
え
ば
天
城
越
え
と
い
う
と
、
何
か
暗
い
感
じ
、
人
生
が
は
ま
っ
て
い
っ

て
し
ま
い
そ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
富
士
山
は
や
っ
ぱ
り
理
想
の
山
な
の

で
、
富
士
山
の
よ
う
な
演
歌
は
考
え
に
く
い
の
か
と
勝
手
に
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
本
当
か
ど
う
か
の
検
証
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
童
謡
の
中
の
富
士
山
は
ど
う
か
。「
ふ
じ
の
山
」と
い
う
の
が
正

し
い
曲
名
ら
し
い
で
す
が
、
巌
谷
小
波
、
さ
す
が
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
静

岡
の
町
中
を
歩
い
て
い
る
と
、
交
差
点
で
止
ま
る
ご
と
に
こ
の
曲
が
流

れ
ま
す
。「
頭
を
雲
の
上
に
出
し
、
四
方
の
山
を
見
下
ろ
し
て
、
か
み
な

り
さ
ま
を
下
に
聞
く
」、
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
ね
。「
海
は
広
い
な
、
大

き
い
な
、
月
は
昇
る
し
、
日
は
沈
む
」に
匹
敵
す
る
素
晴
ら
し
い
歌
詞

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
何
か
そ
う
い
う
変
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
理
想
が

入
っ
て
い
な
い
の
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
言
葉
で
分
か
り
や
す
く

表
現
し
て
い
る
。
か
み
な
り
が
下
で
と
。
着
物
と
す
そ
に
例
え
て
い
る
二

番
も
い
い
で
す
ね
。

　

そ
う
い
え
ば
、
こ
う
い
う
チ
ラ
シ
が
皆
さ
ん
の
新
聞
に
入
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
か
。「
た
だ
飾
る
だ
け
、
富
士
山
の
パ
ワ
ー
が
呼
び
込
む
金
運

力
」「
こ
ん
な
に
安
く
毎
月
富
士
山
が
」、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

「
一
月
は
黄
金
の
日
の
出
。
ご
来
光
に
よ
っ
て
黄
金
色
に
染
ま
っ
た
雲

は
ま
さ
に
金
運
。
そ
し
て
赤
く
染
め
ら
れ
た
富
士
山
が
未
来
の
躍
進
を

象
徴
し
て
お
り
、
事
業
や
商
売
の
成
功
は
も
と
よ
り
、
出
世
栄
達
を
か

な
え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。」以
下
一
二
カ
月
分
の
ご
利
益
が
書
い
て

あ
り
ま
す
。
し
か
も
こ
れ
が
一
四
八
〇
円
。
富
士
山
は
永
久
に
こ
う
い

う
ふ
う
に
使
わ
れ
る
運
命
に
あ
る
の
で
、
仕
方
が
な
い
こ
と
で
す
。

　

芸
術
文
化
の
話
と
少
し
懸
け
離
れ
た
話
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
富

嶽
三
十
六
景
」も
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
う
い
う
の
は
あ
る
意
味
ど

こ
で
も
見
ら
れ
る
し
、
あ
ん
ま
り
皆
さ
ん
が
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
を
こ

こ
で
話
す
の
も
失
礼
か
と
思
い
、
そ
れ
な
り
に
ト
リ
ビ
ア
を
探
し
て
き
ま

し
た
。

こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
言
語
文
化
学

科
と
い
う
と
こ
ろ
に
所
属
し
て
い
ま
す
が
、
文
学
研
究
や
芸
術
研
究
が

技
術
的
な
も
の
や
人
生
を
深
め
る
と
か
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と

幅
広
い
も
の
と
し
て
、
言
語
的
な
文
化
が
あ
る
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
富
士
山
を
見
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
富
士
山
を
通
し
て
何
を
見
て

い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
富
士
山
に
何
を
託
し
て
い
る
の
か
と
い
う
研
究

は
、
自
然
科
学
で
も
な
い
し
、
美
術
で
も
な
い
し
、
文
学
で
も
な
い
の
で

す
。
そ
れ
は
文
化
学
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
や
る
こ
と
な
の
で
す
。
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今
日
の
後
半
で
お
話
し
し
た
こ
と
が
そ
う
な
の
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ

は
富
士
山
を
あ
り
の
ま
ま
に
は
見
て
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
あ
り
の

ま
ま
に
見
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
去
年
の
三
回

の
講
座
は
、
本
当
の
富
士
山
、
リ
ア
ル
富
士
山
を
科
学
的
に
研
究
し
て

き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
も
の
を
分
か
っ
て
い

て
も
い
な
く
て
も
、
別
の
も
の
と
し
て
富
士
山
を
見
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
富
士
山
に
何
を
わ
れ
わ
れ
は
託
し
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
と
、
富
士

山
が
ど
う
し
て
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
次
回
の
話
に
も

つ
な
が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
し
、
も
の
を
見
る
と
は
何
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
富
士
山
の

話
は
す
ご
く
い
ろ
い
ろ
広
が
り
が
あ
り
、
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
静
岡
で
大
ブ
レ
ー
ク
中
の
池
ヶ
谷
知
宏
さ
ん
と
い
う
デ
ザ
イ
ナ
ー

が
、
め
く
る
と
富
士
山
が
中
に
出
て
く
る
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
三
七
七
六
円
で

売
っ
て
い
ま
す
。
最
新
作
は
ギ
タ
ー
の
青
い
ピ
ッ
ク
で
す
。
弾
け
ば
弾
く

ほ
ど
削
れ
て
い
っ
て
先
端
が
白
く
な
る
の
で
す
。
人
に
よ
っ
て
癖
が
あ
る

た
め
、
雪
の
積
も
り
方
が
違
う
。
真
ん
中
に〝Try hard

〟と
書
い
て
あ

り
ま
す
が
、
一
生
懸
命
一
つ
の
こ
と
に
打
ち
込
ん
で
い
る
と
富
士
山
が

現
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
つ
一
つ
の
作
品
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ

て
い
て
、
ア
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ

と
を
ず
っ
と
し
て
い
ま
す
。
私
の
授
業
に
も
出
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
富
士
山
は
今
、
ク
リ
エ
ー
シ
ョン
の
世
界
で
も
材
料
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
も「
理
想
は
高
し
、
富
士
の
山
」で
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
富
士
山
が
出
て
く
る
の
は
、
長

い
歴
史
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
偶
然
の
計
ら
い
な
の
か
、
あ
あ
い
う

形
の
山
が
こ
こ
に
あ
っ
て
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
富

士
山
を
い
ろ
い
ろ
な
投
影
と
し
て
、
象
徴
と
し
て
見
て
い
る
の
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
数
え
上
げ
れ
ば
切
り
が
な
く
て
、
こ
ん
な
も
の
も

あ
る
、
あ
ん
な
の
も
あ
る
と
い
う
の
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
思
い
ま

す
。
今
日
は
、
そ
の
中
で
私
の
気
が
付
い
た
範
囲
で
、
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
と
思
う
も
の
を
な
る
べ
く
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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岡
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葉
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