
田
山
花
袋

『
満
鮮
の
行
楽
』

の
戦
略

一
、
好
意
的
な
旅
行
者

田
山
花
袋
は
大
正
二
一
年
の
三
月
か
ら
六
月
ま
で
、
満
鉄
(
南
満
州

鉄
道
株
式
会
社
)
の
招
聴
で
「
満
州
」
と
「
朝
鮮
」
を
旅
行
し
、
翌
一

三
年
、
『
満
鮮
の
行
楽
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
『
満
鮮
の
行
楽
』
に
関
し

て
は
「
日
本
の
軍
国
主
義
政
策
に
よ
る
満
州
へ
の
侵
略
と
朝
鮮
併
合
を

肯
定
」
し
た
こ
と
が
指
弾
さ
れ
る
反
面
、
「
朝
鮮
の
美
し
い
風
景
に
は
完

全
に
心
を
奪
わ
れ
た
」
こ
と
が
好
意
的
に
記
述
さ
れ
る
な
ど
評
価
が
わ

か
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
『
満
鮮
の
行
楽
』
の
特
定
部
分
に
対
す
る
批
評

で
あ
り
、
し
か
も
植
民
地
に
対
す
る
認
識
の
内
容
を
、
直
接
的
に
問
題

に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
書
物
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
の

か
見
極
め
る
に
は
、
朝
鮮
観
(
満
州
観
)
の
内
容
よ
り
、
具
体
的
な
事

物
を
表
現
す
る
際
の
手
法
・
戦
略
に
注
目
し
、
こ
れ
が
全
体
を
通
し
て

ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
う
し
て
初
め
て
、
こ
の
書
に
お
け
る
朝
鮮
観
(
満
州
観
)
の
政

水

野

達

日
月

凸
H
r

治
的
な
合
意
も
明
ら
か
に
出
来
る
。

(
以
下
花
袋
の
引
用
は
『
定
本
花
袋
全
集
』
全
二
八
巻
(
臨
川
書

店
、
一
九
九
一
二

i
一
九
九
五
年
)
か
ら
行
う
。
『
満
鮮
の
行
楽
』

は
二
八
巻
、
『
第
二
軍
従
征
日
記
』
は
二
五
巻
、
そ
の
他
紀
行
文

は
一
六
巻
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
本
文
中
に
頁
数
を
記
す
。
激
石

『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
の
引
用
は
、
「
激
石
全
集
』
第
一
一
一
巻

(
岩
波
書
庖
、
一
九
九
四
年
)
か
ら
行
い
、
や
は
り
本
文
中
に
頁

数
を
示
す
。
)

花
袋
は
『
満
鮮
の
行
楽
』
の
冒
頭
で
、
満
州
の
人
力
車
の
印
象
を
記

し
て
い
る
。
苦
力
が
廉
い
賃
金
で
働
く
の
で
運
賃
が
非
常
に
廉
い
こ
と

に
花
袋
は
目
を
睦
る
。
「
内
地
の
と
違
っ
て
、
車
の
底
が
低
く
、
柄
が

長
く
、
ぴ
た
り
と
体
が
く
っ
つ
く
や
う
に
出
来
て
ゐ
る
の
で
、
如
何
に

も
乗
心
地
が
好
か
っ
た
」
と
も
花
袋
は
記
す
。
「
内
地
の
車
夫
の
や
う

に
わ
る
く
費
沢
化
し
て
ゐ
な
い
」
の
で
、
「
平
気
で
何
処
ま
で
で
も
走
」

る
と
こ
ろ
に
も
、
好
感
を
抱
い
て
い
る
(
四
i
五
頁
)
。
満
州
や
朝
鮮

岡、J
ゥ，



の
人
力
車
に
関
し
て
は
、
夏
目
激
石
が
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
(
明

治
四
二
年
)
で
、
「
無
人
の
境
を
行
く
が
知
く
に
飛
ば
し
て
見
せ
る
」

の
で
「
我
々
の
様
な
平
和
を
喜
ぶ
輩
は
此
車
に
乗
っ
て
ゐ
る
の
が
既
に

苦
痛
」
だ
と
記
し
て
い
た
。
「
御
者
は
勿
論
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
で
、
油
に

挨
の
食
ひ
込
ん
だ
燐
髪
を
振
り
立
て
な
が
ら
[
・
:
]
」
と
、
そ
の
汚
さ

に
対
す
る
嫌
悪
感
を
露
骨
に
示
し
て
も
い
る
(
一
一
一
一
一
一
六
頁
)
。
こ
の
車

夫
(
苦
力
)
に
対
し
、
花
袋
は
そ
の
低
賃
金
を
思
い
や
る
優
し
さ
を
示

し
、
激
石
が
「
苦
痛
」
と
し
た
車
の
「
乗
心
地
」
の
良
さ
を
強
調
し
、

激
石
が
驚
い
た
乱
暴
な
走
行
も
好
意
的
に
見
て
い
る
。
こ
こ
で
花
袋
は
、

激
石
を
意
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
の
逆
を
行
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
冷
笑
的
な
激
石
の
姿
勢
に
対
し
、
思
い
や
り
と
理
解
力

の
あ
る
旅
行
者
像
を
、
あ
え
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
行
き
方
は
、
他
の
部
分
の
記
述
に
も
窺
え
る
。
花
袋
は
大
連
に

関
し
「
満
鉄
が
思
切
っ
て
金
を
か
け
た
だ
け
あ
っ
て
」
大
変
感
じ
の
好

い
町
で
、
こ
れ
ほ
ど
整
然
と
し
た
市
街
は
「
内
地
の
何
処
に
も
」
な
い

と
記
し
て
い
る
(
一
三
頁
)
。
高
等
工
業
学
校
と
中
央
試
験
所
で
も
、

建
物
の
宏
壮
と
規
模
の
雄
大
を
た
た
え
「
内
地
で
も
、
否
、
東
京
で
も
、

か
う
し
た
設
備
は
容
易
に
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
言
う
(
一
一
一
一

頁
)
。
工
場
を
見
学
し
た
際
に
は
、
機
械
の
回
転
や
鉄
の
溶
解
に
「
立

留
っ
て
眺
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
か
「
目
を
時
は
ら
ず
に
は

ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
か
記
す
(
二
七
頁
)
。
こ
こ
で
も
花
袋
は
入
力

車
の
時
と
同
様
、
「
内
地
」
と
比
べ
て
満
州
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
強

調
す
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
満
鉄
の
植
民
地
経
営
を
称
え
る
こ
と
に

繋
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
激
石
は
、
「
東
洋
第
一
の
煙
突
」
を
有

す
る
と
い
う
工
場
を
見
学
し
て
も
、
「
成
る
程
東
洋
第
一
の
煙
突
を
持

っ
て
ゐ
る
丈
に
、
中
に
這
入
る
と
凄
じ
い
も
の
で
あ
る
」
と
皮
肉
な
口

調
で
語
り
、
「
尋
常
の
会
話
は
到
底
聞
え
な
い
位
に
、
恐
ろ
し
い
音
が

響
い
て
ゐ
る
中
に
、
塵
を
浴
び
て
立
っ
た
時
は
、
妙
な
心
持
」
だ
と
か
、

「
只
凄
ま
じ
い
音
を
聞
い
て
、
同
じ
く
凄
ま
じ
い
運
動
を
見
た
の
み
」

だ
と
か
、
砕
易
し
た
様
子
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
て
い
る
(
二
六
二
頁
)
。

即
ち
激
石
は
、
満
州
の
苦
力
に
嫌
悪
感
を
示
し
た
の
と
同
様
、
満
鉄

の
事
業
に
対
し
て
も
冷
笑
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
花
袋
の
場
合
、
苦
力

に
思
い
や
り
を
示
し
た
態
度
が
、
満
鉄
の
経
営
に
対
す
る
理
解
と
し
て

表
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
共
に
両
義
的
で
あ
り
、
そ
の
「
満

州
観
」
を
簡
単
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
満
鉄
に
招
抽
付
さ
れ
て

来
た
両
者
は
、
内
地
に
満
鉄
の
広
報
を
す
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
で
関
係
者
か
ら
多
く
の
「
説
明
」
を
受
け
る
が
、

こ
れ
に
対
し
花
袋
は
「
私
の
知
識
を
も
う
少
し
豊
富
に
し
て
置
き
た
い
」

(
一
二
頁
)
と
乗
り
気
で
、
「
い
ろ
い
ろ
と
説
明
し
て
呉
れ
た
の
で
ウ
:
]

に
つ
い
て
新
し
い
知
識
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
」
(
五
O
頁
)
と
感
謝

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
満
鉄
調
査
課
長
が
「
説
明
」
し
よ
う
と
し
た
際
、

自
分
は
「
何
を
調
べ
る
程
の
人
間
で
も
な
い
ん
だ
か
ら
」
因
っ
た
と
翰

晦
し
て
い
る
(
二
九
O
頁
)
激
石
の
態
度
と
は
、
や
は
り
対
照
的
で
あ

-76一



る
。
花
袋
は
満
州
で
、
何
事
に
も
前
向
き
な
姿
勢
で
臨
む
。
し
か
し
、

凝
視
し
た
は
ず
の
事
物
や
、
喜
ん
で
得
た
は
ず
の
「
知
識
」
を
詳
述
す

る
こ
と
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
、
前
向
き
な
「
姿
勢
」
を
示
す
言
葉
だ
け

を
連
ね
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
花
袋
は
、
先
行
す
る
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
を
意
識

し
、
そ
の
逆
を
行
こ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
両
者
の
違
い

は
、
日
本
が
植
民
地
経
営
に
踏
み
出
し
た
直
後
と
、
そ
れ
が
軌
道
に
乗

り
始
め
た
あ
と
と
の
違
い
を
示
唆
し
て
も
い
る
。
「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
』
で
は
、
植
民
地
経
営
と
い
う
事
態
に
な
じ
め
ず
戸
惑
う
気
分
が
感

じ
ら
れ
る
が
、
『
満
鮮
の
行
楽
』
で
は
、
そ
れ
は
既
に
「
自
然
」
な
こ

と
と
化
し
て
い
る
。
花
袋
が
中
国
東
北
部
を
訪
れ
た
の
は
、
日
露
戦
争

従
軍
の
際
に
続
き
二
度
目
で
あ
る
。
こ
の
と
き
花
袋
は
従
軍
紀
行
『
第

二
軍
従
征
日
記
』
(
明
治
三
八
年
)
を
著
し
た
。
「
満
鮮
の
行
楽
』
を
書

く
花
袋
が
、
激
石
の
書
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
『
第
二
軍
従
征
日
記
』

を
も
想
起
し
、
時
代
の
変
遷
に
思
い
を
致
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
『
第
二
軍
従
征
日
記
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

春
、
実
に
春
だ
。
よ
く
見
る
と
、
桜
ば
か
り
で
は
な
い
、
畑
に
は

黄
菜
の
花
。
桃
の
花
。
江
流
の
緑
は
え
も
言
は
れ
ぬ
趣
を
こ
の
下

り
行
く
両
岸
の
山
々
に
添
へ
て
、
こ
れ
が
戦
争
に
行
く
船
で
な
か

っ
た
な
ら
、
悠
々
旅
行
し
て
仔
細
に
風
物
の
美
を
た
、
へ
る
こ
と

が
出
来
る
身
で
あ
っ
た
な
ら
。
[
・
:
]

海
軍
の
軍
艦
が
水
雷
艇
と
相
前
後
し
つ
¥
勇
ま
し
く
こ
の
怒
涛

の
中
を
航
走
す
る
さ
ま
と
言
っ
た
ら
[
:
・
]
先
づ
第
一
に
、
海
門

艦
、
第
二
に
、
宮
古
艦
、
第
三
に
、
摩
耶
艦
、
第
四
に
筑
紫
艦
と

そ
れ
が
正
し
く
縦
列
を
作
っ
て
、
極
く
低
い
速
力
で
走
っ
て
行
く

と

[

・

:

]

(

六

0
1
六
一
頁
、
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
)

「
戦
争
に
行
く
船
」
の
上
に
い
る
発
話
主
体
は
、
風
景
の
美
を
詳
し

く
報
告
し
な
い
。
彼
が
嬉
々
と
し
て
伝
え
る
光
景
は
、
軍
艦
の
進
行
な

ど
、
す
べ
て
戦
争
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
風
景
の
美
は
、
戦
争
の

場
に
い
る
と
い
う
現
実
の
彼
方
に
、
微
か
に
憧
れ
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。
こ
れ
に
対
し
、
『
満
鮮
の
行
楽
』
に
お
け
る
花
袋
は
、
「
金
州
南
山
」

の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

-77-

あ
た
り
に
は
以
前
の
面
影
は
全
く
な
か
っ
た
。
私
は
赤
ち
ゃ
け
た

正
の
代
り
に
背
の
低
い
松
の
林
の
連
続
を
見
た
。
疎
ら
な
濯
木
の

林
の
日
に
照
ら
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
見
た
。
梢
深
く
小
鳥
の
構
っ
て

ゐ
る
の
を
見
た
。
こ
れ
が
あ
の
南
山
だ
ら
う
か
?
あ
の
煤
は
き
の

時
に
畳
を
叩
く
や
う
な
い
や
な
敵
の
機
関
銃
の
音
で
満
た
さ
れ
た

同

じ

南

山

だ

ら

う

か

?

(

八

四

頁

)

以
前
は
戦
場
だ
っ
た
場
所
で
、
緊
迫
し
た
戦
時
の
空
気
が
消
え
、
気

の
抜
け
た
よ
う
な
平
和
な
風
景
を
眺
め
る
主
体
は
、
「
第
二
軍
従
征
日



記
』
と
は
逆
に
、
戦
争
の
光
景
に
思
い
を
馳
せ
る
。
戦
争
の
時
は
、
平

穏
に
風
景
を
眺
め
る
こ
と
を
望
ん
だ
も
の
の
、
い
ざ
そ
れ
が
実
現
す
る

と
、
あ
ま
り
の
平
穏
さ
に
虚
脱
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

虚
脱
し
た
状
態
、
既
に
何
か
が
終
わ
っ
た
状
態
で
、
全
て
を
好
意
的
に

眺
め
受
け
入
れ
る
旅
行
者
像
を
、
花
袋
は
「
満
鮮
の
行
楽
』
で
提
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
朝
鮮
の
美
の
発
見
ま
で

花
袋
は
明
治
二
0
年
代
か
ら
コ

5
年
代
に
か
け
「
紀
行
文
」
作
家
と

し
て
活
躍
し
た
。
花
袋
を
文
壇
主
流
に
押
し
上
げ
た
明
治
四
O
年
前
後

の
「
自
然
主
義
」
時
代
、
紀
行
文
で
も
「
美
辞
・
美
文
か
ら
の
離
脱
」

が
叫
ば
れ
、
「
対
象
の
忠
実
な
描
写
」
と
「
視
点
者
の
内
面
」
が
志
向

さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
花
袋
は
皮
肉
に
も
「
古
い
紀
行
文
家
」
と
し
て
扱

わ
れ
る
。
た
だ
紀
行
作
家
花
袋
は
当
初
か
ら
、
「
事
実
性
へ
の
傾
斜
」

と
共
に
「
主
人
公
H

花
袋
」
の
図
式
を
採
用
し
て
い
た
面
も
あ
る
し
、

紀
行
文
の
革
新
を
受
け
て
花
袋
自
身
も
変
化
し
、
以
後
の
紀
行
文
で
描

写
と
内
面
へ
の
志
向
を
強
め
て
い
く
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
大
正
二
二
年

の
『
満
鮮
の
行
楽
』
で
も
、
風
景
を
見
る
「
視
点
者
」
(
「
私
」
)
の
感

性
に
、
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

宣
滴
鮮
の
行
楽
』
の
中
で
最
も
記
述
が
充
実
し
て
い
る
の
は
、
金
剛

山
の
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
金
剛
山
を
歩
く
「
私
」
は
当
初
、
こ
の
山

に
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
「
山
も
渓
谷
も
路
の
通
じ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
も

す
べ
て
岩
石
で
出
来
て
ゐ
る
」
の
で
、
岩
か
ら
岩
へ
と
渡
り
歩
か
ね
ば

な
ら
ず
、
「

B
光
ゃ
、
紀
州
ゃ
、
ア
ル
プ
ス
」
と
違
い
、
「
一
と
こ
ろ
で

も
平
ら
な
黒
い
土
の
上
を
踏
む
こ
と
な
ど
出
来
な
か
っ
た
」
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
「
私
」
は
、
金
剛
山
は
「
岩
石
で
一
杯
に
満
た
さ
れ

て
ゐ
る
渓
谷
と
言
ふ
だ
け
」
だ
と
思
う
(
二
六
七
1
二
六
九
頁
)
。
ま

た
、
岩
の
聞
を
水
が
流
れ
落
ち
て
来
る
の
を
見
て
、
「
私
」
は
「
水
が

少
い
な
!
」
と
思
い
、
口
に
出
し
て
も
言
う
。
「
私
達
内
地
に
住
ん
で

ゐ
る
も
の
は
、
渓
流
と
言
へ
ば
、
す
ぐ
激
越
憤
越
し
て
流
れ
落
ち
て
来

る
さ
ま
を
想
像
」
す
る
が
、
「
水
量
が
多
く
な
く
て
は
、
何
と
な
く
物

足
ら
な
い
や
う
な
心
持
が
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
(
二
六
七
頁
)
。

こ
の
よ
う
に
「
私
」
は
、
金
剛
山
を
「
内
地
」
の
山
と
比
べ
、
岩
ば
か

り
で
あ
る
点
と
、
水
の
量
が
少
な
い
点
と
を
、
欠
陥
と
し
て
挙
げ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

更
に
花
袋
は
、
日
本
の
山
は
「
山
口
か
ら
奥
迄
入
っ
て
行
く
の
に

中
々
容
易
で
な
」
く
、
「
奥
深
く
蔵
さ
れ
て
あ
る
が
た
め
に
[
・
:
]
山

の
深
さ
を
一
層
多
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
」
が
、
金
剛
山
は
「
す
ぐ
れ
た

シ
イ
ン
が
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
惜
し
気
な
く
続
い
て
展
開
さ
れ
て
来
る

の
で
、
却
っ
て
そ
の
た
め
浅
く
な
っ
て
了
ふ
」
と
言
う
(
二
六
六
頁
)
。

奥
ま
で
辿
り
着
く
の
が
容
易
で
な
い
と
い
う
日
本
の
山
の
特
色
は
、
例

え
ば
日
光
の
深
津
に
関
す
る
記
述
で
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

る。
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[
・
:
]
ま
た
秋
の
紅
葉
、
林
を
透
し
て
、
渓
水
の
轟
き
わ
た
っ
て

来
る
さ
ま
は
、
何
う
し
て
も
、
日
光
の
烈
し
い
山
の
気
象
を
人
人

に
思
は
せ
ず
に
は
置
か
な
い
。
そ
れ
か
ら
入
っ
て
行
く
一
歩
一
歩
、

あ
の
深
津
の
深
濠
か
ら
か
け
て
、
般
若
、
方
等
二
濃
の
潟
下
し
た

大
き
な
渓
谷
を
経
て
来
た
谷
ゃ
、
[
:
・
]
二
十
四
重
の
峻
阪
を
の

ぼ
り
つ
く
し
た
大
平
の
白
樺
の
林
、
や
が
て
華
厳
の
濃
声
の
き
こ

え
て
来
る
あ
た
り
は
、
日
光
の
絵
巻
の
中
で
殊
に
[
・
:
]

(九
O
頁
)

「
轟
き
わ
た
」
る
ほ
ど
「
濃
声
」
を
響
か
せ
る
「
水
量
」
を
重
視
し

て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
傍
線
部
の
よ
う
に
「
私
」
の
移
動
に
つ
れ
、
見

え
る
風
景
、
聞
こ
え
る
音
が
変
化
し
て
い
く
様
子
自
体
に
強
い
印
象
を

受
け
て
い
る
。
こ
の
特
徴
は
、
塩
原
の
等
川
を
描
い
た
次
の
記
述
に
も

表
れ
て
い
る
。

漢
が
幾
重
に
も
綾
の
如
く
曲
り
曲
っ
て
、
次
第
に
そ
の
奇
を
あ
ら

は
し
て
来
る
の
が
好
い
。
備
し
で
も
容
易
に
見
る
こ
と
の
出
来
な

い
あ
た
り
に
、
水
声
が
微
か
に
咽
ん
で
、
樹
木
の
緑
の
綴
っ
た
底

に
、
機
に
深
浬
の
葬
祭
を
認
め
得
る
形
も
、
旅
客
の
心
を
惹
く
に

十

分

で

あ

っ

た

。

(

九

三

頁

)

」
こ
で
も
「
深
浬
」
の
水
量
を
重
視
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
、
隠
れ

て
い
た
豊
か
な
水
量
が
ほ
の
か
に
姿
を
見
せ
る
様
子
に
、
興
趣
を
覚
え

る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
山
の
「
深
さ
」
を
花
袋
が
評
価
す
る
の
も
こ

の
た
め
と
い
え
る
。
ま
た
紀
州
瀞
八
町
で
も
、
「
碧
い
碧
い
深
湾
」

「
沈
々
と
し
て
声
な
き
深
き
そ
の
静
、
産
」
(
一

O
四
頁
)
を
称
え
、
「
深

山
の
幽
遼
な
気
分
」
(
一

O
五
頁
)
「
滅
多
に
世
間
に
俗
了
さ
れ
て
了
は

な
い
山
水
」
(
一

O
九
頁
)
を
堪
能
す
る
。
ま
た
狙
鼻
渓
で
も
、
渓
が

屈
曲
す
る
に
つ
れ
て
、
「
思
ひ
も
か
け
な
い
奇
巌
」
が
現
れ
、
「
思
ひ
も

か
け
な
い
幽
還
な
気
分
」
が
出
て
来
る
(
一
四
一
頁
)
意
外
性
と
深
遠

さ
に
い
た
く
感
銘
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
花
袋
は
金
剛
山
で
、
日
本
の

山
に
見
ら
れ
る
良
さ
が
、
全
く
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
不
満
を

覚
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
あ
と
、
「
批
評
が
ま
し
き
心
を
持
っ
て
天
然
に
対
す
る

と
い
ふ
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
が
巳
に
間
違
っ
て
」
お
り
、
「
比
べ
て
考

へ
て
見
た
り
し
な
い
方
が
好
」
い
と
、
「
私
」
は
急
に
自
分
の
見
方
を

反
省
し
始
め
る
。
そ
し
て
「
日
本
ア
ル
プ
ス
は
日
本
ア
ル
プ
ス
、
日
光

は
日
光
、
此
処
は
此
処
と
い
ふ
風
に
、
十
分
に
そ
れ
を
受
け
納
れ
る
や

う
に
し
な
け
れ
ば
、
天
然
だ
っ
て
、
本
当
の
も
の
を
見
せ
て
呉
れ
は
し

な
い
か
ら
ね
?
」
と
、
日
本
と
「
此
処
」
の
良
さ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
認
め

る
必
要
性
を
語
る
(
二
六
九
1
二
七
O
頁
)
。
留
意
し
た
い
の
は
「
私
」

が
、
現
実
に
「
此
処
」
の
良
さ
を
見
た
結
果
と
し
て
こ
の
認
識
を
得
た

の
で
は
な
く
、
意
識
的
に
「
此
処
」
に
対
す
る
認
識
を
転
換
し
よ
う
と

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
、
以
後
の
感
想
は
、
好
意
的
な
も
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の
に
変
化
し
て
い
く
。

例
え
ば
万
漆
洞
の
入
口
で
「
両
側
の
山
石
山
が
見
事
」
と
称
え
、
「
締

麗
な
碧
い
水
」
が
岩
の
上
を
流
れ
る
さ
ま
に
見
入
る
な
ど
、
先
に
欠
陥

と
見
た
特
徴
を
、
逆
に
評
価
す
る
姿
勢
に
転
じ
る
。
「
何
処
の
渓
谷
が

こ
れ
に
匹
敵
す
る
で
あ
ら
う
か
」
と
自
問
し
、
「
瀞
八
町
か
?
狽
鼻
渓

か
?
そ
れ
と
も
塩
原
の
箸
川
の
渓
谷
か
。
日
光
の
深
沢
か
?
」
と
日
本

の
渓
谷
を
想
起
す
る
(
二
七
三
頁
)
。

皆
な
が
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
岩
石
を
踏
ん
で
行
く
や
う
に
し
た
。

次
第
に
岩
石
と
水
と
戦
ひ
合
っ
て
ゐ
る
さ
ま
が
、
そ
の
美
し
さ
を
、

そ
の
見
事
さ
を
、
そ
の
巧
さ
を
あ
た
り
に
展
げ
た
。
場
所
に
由
つ

て
は
、
か
な
り
に
高
い
滝
津
瀬
を
つ
く
っ
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ

も
あ
れ
ば
、
滑
ら
か
な
褐
色
の
一
枚
岩
の
上
を
さ
ら
さ
ら
と
爽
か

な
流
れ
に
落
ち
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
私
達
の
心
は

い
つ
と
は
な
し
に
全
く
そ
の
山
水
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
行
っ
て
ゐ

た

。

(

二

七

四

1
二
七
五
頁
)

こ
こ
で
も
認
識
の
変
化
は
、
歩
行
に
つ
れ
て
眺
望
が
変
化
し
、
多
彩

な
光
景
が
見
え
て
き
た
結
果
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
風
景

を
記
述
す
る
の
と
同
じ
文
体
が
、
漸
く
金
剛
山
に
も
適
用
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
提
示
さ
れ
る
「
美
」
は
、
日
本
の
そ
れ
と
は
正
反
対

で
あ
り
、
眺
望
の
変
化
も
実
は
、
観
察
者
の
態
度
の
変
化
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
「
誰
も
彼
も
も
は
や
あ
た
り
の
風
景
に
つ
い
て
批
評
が
ま
し

い
こ
と
は
言
は
な
く
な
っ
て
ゐ
た
」
(
二
七
五
頁
)
と
あ
る
の
も
、
美

し
い
風
景
が
見
え
た
か
ら
自
然
に
そ
う
な
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

が
、
実
は
、
「
批
評
が
ま
し
き
心
」
で
は
自
然
の
美
は
理
解
で
き
な
い

と
反
省
し
た
、
先
の
記
述
と
呼
応
し
て
い
る
。

内
地
の
渓
谷
の
や
う
に
、
水
量
が
あ
ま
り
多
く
っ
て
は
、
ま
た
底

が
土
か
粘
土
で
は
、
到
底
か
う
し
た
奇
景
を
呈
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
と
い
ふ
こ
と
が
次
第
に
私
達
に
も
わ
か
つ
て
来
た
。
従
っ
て

此
処
で
は
、
水
の
少
い
の
を
決
し
て
憂
ひ
と
は
し
て
ゐ
な
い
の
で

あ
っ
た
。
水
が
少
け
れ
ば
こ
そ
、
底
が
石
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の

美
し
い
揮
が
自
然
に
出
来
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
(
二
七
五
頁
)
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岩
が
多
い
こ
と
、
水
が
少
な
い
こ
と
は
、
「
内
地
」
の
基
準
で
は
欠

陥
と
な
る
が
、
別
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
「
美
」
の
要
素
と
な
る
。
そ
の

よ
う
に
、
美
の
基
準
は
複
数
あ
る
こ
と
に
「
私
」
が
気
付
い
て
い
く
過

程
が
、
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
花
袋
は
「
内
地
の
何
処
に
か
う
し
た

面
白
い
湾
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
」
(
向
頁
)
と
、
「
内
地
」
の
山
を
ひ

と
括
り
に
し
、
こ
れ
と
は
全
く
異
な
る
価
値
を
金
剛
山
に
認
め
て
い
る
。

即
ち
「
内
地
」
と
朝
鮮
を
、
相
対
的
に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
満
鮮
の
行
楽
』
の
金
剛
山
の
部
分
に
関
し
て
は
、
「
金
剛
山
近
辺

の
風
景
を
旅
行
者
の
眼
で
勝
手
に
評
釈
」
し
た
も
の
だ
と
い
う
意
見
が



あ
る
。
し
か
し
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
「
勝
手
な

評
釈
」
を
自
ら
批
判
的
に
捉
え
直
し
、
克
服
し
て
い
く
過
程
こ
そ
が
、

『
満
鮮
の
行
楽
』
に
は
描
か
れ
て
い
る
と
わ
か
る
c

他
方
、
金
剛
山
の

部
分
で
は
な
い
が
、
朝
鮮
の
動
物
閣
は
上
野
に
劣
ら
な
い
、
な
ど
と
朝

鮮
文
化
の
価
値
を
認
め
た
花
袋
の
言
葉
を
「
素
直
な
開
か
れ
た
感
性
」

と
評
価
す
る
見
方
も
あ
る
。
金
剛
山
が
「
内
地
」
の
山
に
劣
ら
な
い
こ

と
を
認
め
た
所
に
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
金
剛

山
に
対
す
る
評
価
は
、
「
素
直
な
」
感
性
の
産
物
と
い
う
よ
り
は
、
逆

に
、
意
識
的
に
価
値
を
反
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
知
的
な
努
力
の
結
果

な
の
で
あ
る
。
意
識
的
な
(
無
理
な
)
努
力
で
あ
る
こ
と
は
、
帰
り
道

で
再
ぴ
、
「
こ
れ
だ
け
な
ら
、
金
剛
山
も
さ
う
大
し
て
す
ぐ
れ
て
は
ゐ

な
い
」
、
「
深
山
の
気
分
に
乏
し
く
」
日
本
ア
ル
プ
ス
の
よ
う
な
「
幽
遼

な
感
じ
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
(
二
八
三
頁
)
と
、
以
前
の
認

識
に
回
帰
し
て
い
る
点
か
ら
も
わ
か
る
。
『
満
鮮
の
行
楽
』
で
は
確
か

に
、
観
察
者
の
内
面
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
内
面
が
自
然
に

(
「
率
直
」
に
)
吐
露
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
金
剛
山
に
対
す
る
観
察
者

の
感
性
は
、
自
己
照
射
的
に
対
象
化
さ
れ
、
意
識
的
・
方
法
的
に
構

成
・
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
両
義
的
な
戦
略

こ
の
よ
う
に
花
袋
は
、
「
内
地
」
の
山
と
金
剛
山
と
を
、
別
の
基
準

で
評
価
し
、
特
に
金
剛
山
の
方
を
好
意
的
に
見
ょ
う
と
努
力
し
て
い
る
。

こ
の
描
き
方
は
、
満
州
の
部
分
で
、
『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
の
激
石

と
異
な
り
、
植
民
地
の
風
物
を
好
意
的
に
紹
介
し
よ
う
と
し
、
結
果
、

満
鉄
の
植
民
地
経
営
を
も
賛
美
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
と
も
通
底

す
る
。
植
民
地
の
事
物
に
嫌
悪
感
し
か
示
さ
な
い
激
石
が
、
満
鉄
の
経

営
努
力
に
も
懐
疑
的
で
あ
り
得
た
の
と
は
対
照
的
に
、
相
手
の
側
に
立

ち
親
身
な
理
解
を
示
そ
う
と
し
た
花
袋
は
、
植
民
地
支
配
を
含
め
全
て

を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
冒
頭
に
見
た
通
り
『
満
鮮
の
行
楽
』
に

対
す
る
評
価
が
分
か
れ
る
の
は
、
花
袋
の
姿
勢
が
字
む
両
義
性
の
う
ち
、

片
方
だ
け
を
取
り
出
し
た
た
め
で
あ
る
。

花
袋
は
『
満
鮮
の
行
楽
」
で
、
「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
や
自
ら
の

『
第
二
軍
従
征
臼
記
』
、
囲
内
の
紀
行
経
験
な
ど
を
意
識
し
な
が
ら
、
植

民
地
に
対
す
る
認
識
を
意
識
的
に
転
倒
・
更
新
し
よ
う
と
し
て
お
り
、

こ
の
作
品
の
性
格
を
理
解
す
る
に
は
、
花
袋
の
戦
略
の
全
体
を
視
野
に

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
花
袋
は
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
金
剛

山
は
、
総
督
府
も
観
光
宣
伝
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
花
袋
が
「
満
鮮
の

行
楽
』
を
書
い
た
時
点
で
は
、
観
光
案
内
や
旅
行
記
の
類
も
既
に
か
な

り
存
在
し
た
。
『
金
剛
山
遊
覧
の
莱
』
(
朝
鮮
総
督
府
鉄
道
局
、
大
正
四

年
、
以
下
①
)
、
舘
田
富
次
郎
『
金
剛
山
写
真
帖
』
(
徳
田
美
術
書
院
、

大
正
六
年
四
版
[
大
正
元
年
初
版
]
、
以
下
②
)
、
今
川
宇
一
郎
「
朝
鮮

金
剛
山
大
観
」
(
大
陸
踏
査
会
編
集
部
、
大
正
三
年
、
以
下
③
)
、
竹
内

直
馬
『
朝
鮮
金
剛
山
探
勝
記
』
(
富
山
房
、
大
正
三
年
、
以
下
④
)
、
菊
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池
幽
芳
『
朝
鮮
金
剛
山
探
勝
記
』
(
洛
陽
堂
、
大
正
七
年
、
以
下
⑤
)
、

大
町
桂
月
『
満
鮮
遊
記
』
(
大
阪
屋
号
書
居
、
大
正
八
年
、
以
下
⑥
)、

沼
波
現
音
『
鮮
満
風
物
記
」
(
大
阪
屋
号
書
居
、
大
正
九
年
、
以
下
⑦
)

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
同
時
代
に
お
け
る

花
袋
の
位
置
、
即
ち
、
花
袋
の
戦
略
が
当
時
有
し
た
相
対
的
な
意
義
を

明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
口

花
袋
の
記
述
内
容
自
体
は
、
金
剛
山
を
め
ぐ
る
当
時
の
言
説
の
中
で
、

特
に
独
創
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
万
濠
洞
に
注
目
す
る
こ
と
が
ま

ず
、
花
袋
も
「
内
金
剛
の
中
で
一
番
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る

万
濃
洞
」
と
し
、
「
成
程
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
山
水
だ
」
と
言
う
(
二
七

三
頁
)
通
り
、
既
に
定
着
し
て
い
る
評
価
を
想
起
し
、
追
認
す
る
こ
と

を
意
味
し
た

D

各
種
刊
行
物
に
も
実
際
、
「
金
剛
内
山
に
於
け
る
勝
中

の
勝
」
(
②
、
写
真
「
万
濠
洞
口
」
説
明
)
、
「
万
濃
洞
裏
の
観
、
蓋
し

内
山
第
一
」
(
③
、
写
真
「

一
二

万
濃
洞
口
の
観
」
説
明
)
、
「
金
剛
に

お
け
る
渓
水
美
の
主
位
」
(
⑤
、

一一

八
頁
)
、
「
最
も
能
く
金
剛
山
の

特
色
を
発
揮
」
(
⑥
、
二
五
頁
)
等
と
あ
る
。

花
袋
は
万
濃
洞
の
入
口
で
、
前
節
に
見
た
通
り
、
「
両
側
の
岩
山
が

見
事
」
と
称
え
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
「
左
方
は
青
鶴
台
の
奇
岩
、

触
る
れ
ば
墜
ち
ん
勢
を
な
し
、
右
側
は
急
端
転
石
を
噛
む
で
水
声
高
く
、

其
涯
渚
よ
り
此
立
せ
る
蒼
壁
幾
偲
の
五
賢
連
峰
は
北
に
走
せ
て
」
(
①
、

一
七
頁
)
、
「
東
方
の
削
壁
は
法
起
峯
の
連
扉
に
し
て
西
方
は
獅
子
峯
よ

り
打
続
く
崖
鬼
我
々
た
る
乱
山
奇
峯
」
(
②
、
写
真
「
万
濃
洞
口
」
説

明
)
、
「
青
鶴
、
香
炉
五
賢
、
獅
子
等
の
諸
峰
奇
形
異
状
を
呈
露
し
て
余

さ
ず
、
層
々
畳
々
釜
翠
僚
白
、
真
に
象
美
の
総
会
所
た
り
」
(
③
写
真

ご
二
万
濃
洞
口
の
観
」
説
明
)
、
「
左
岸
に
陀
立
す
る
高
峰
を
青
鵠
峯

右
岸
に
並
立
す
る
を
五
聖
峰
と
云
ふ
」
(
④
、
六
二
頁
)
、「
十
数
町
の

間
両
岸
は
多
く
数
百
尺
の
懸
崖
を
な
し
」
(
⑤
、

一一

七
頁
)
、「
青
鶴

の

一
峯
、
寺
を
圧
し
、
墜
ち
む
と
し
て
墜
ち
ず
」
(⑤
、
二
二
頁
)
、

「
殿
の
う
し
ろ
よ
り
右
へ
、
五
賢
峰
、
青
鶴
台
、
七
星
台
袋
、
ぇ
並
ぶ
」

(①
、
二
五
二
頁
)
と
各
書
に
あ
る
。

花
袋
は
ま
た
、
岩
の
上
を
滑
る

「締
麗
な
碧
い
水
」
に
も
注
目
し
て

い
た

D

こ
れ
に
関
し
て
も
、
「
幾
条
の
銀
線
縞
を
為
し
て
白
光
を
放
つ

は
、
岩
面
を
滑
り
落
つ
る
糸
の
如
き
細
き
水
流
の
朝
日
に
反
映
す
る
な

り
」
(
③
、

一
O
頁
)
、

「清
例
珠
の
如
き
渓
水
は

幾
十
の
飛
爆
を
な
し
て

奔
流
し
」
(
⑤
、

一
一
七

頁
)
な
ど
と
水
流
の
美

し
さ
に
注
目
し
た
記
述

が
あ
る
。
花
袋
が
「
か

な
り
に
高
い
滝
津
瀬
を

つ
く
っ
て
ゐ
る
や
う
な

と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
滑

ら
か
な
褐
色
の
一
枚
岩

『金剛山写真帖j(②) より 「万還洞口jの写真
(部分)
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の
上
を
さ
ら
さ
ら
と
爽
か
な
流
れ
に
落
ち
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
も
あ

っ
た
」
と
し
た
渓
流
の
多
彩
さ
に
関
し
て
も
、
「
洗
頭
盆
、
影
蛾
池
、

黒
龍
、
琵
琶
、
碧
波
、
噴
雪
の
諸
濠
或
は
奔
騰
激
越
、
或
は
静
寂
幽
玄
、

天
地
亦
人
界
に
あ
ら
ず
」
(
①
、
一
八
頁
)
、
「
山
腹
を
覗
き
っ
、
進
め

ば
、
出
没
変
幻
極
り
な
き
山
水
は
銀
蛇
の
怪
石
を
岐
む
が
如
き
あ
り
、

巨
石
の
堰
を
衝
き
破
っ
て
遊
ば
し
出
づ
る
渓
流
あ
り
」
(
③
、
一
O
頁
)
、

「
渓
流
の
奔
端
は
騰
り
て
濃
布
と
な
り
落
ち
て
津
と
な
る
[
:
・
]
真
珠

湾
と
云
ふ
あ
り
飛
泉
近
射
珠
を
散
す
津
面
岐
々
と
し
て
光
輝
あ
り
[
:
・
}

亦
船
湾
と
云
ふ
あ
り
奔
漏
の
飛
濃
と
な
り
大
磐
石
上
に
落
ち
[
:
・
]
」

(
④
、
六
二
頁
)
、
「
万
濃
八
揮
は
青
龍
、
黒
龍
、
碧
波
、
噴
雪
、
真
珠

[
:
・
]
」
(
⑤
、
一
二
三
頁
)
、
「
渓
流
は
懸
り
て
濃
布
と
な
り
、
溜
り
て

浬
と
な
る
。
[
:
・
]
都
合
八
湾
な
り
。
」
(
⑥
、
二
四
頁
)
「
所
々
渓
流
、

濃
布
と
な
っ
て
落
ち
、
其
落
ち
口
稀
深
く
し
て
湾
を
な
す
。
[
:
・
]
万

濃
八
湾
と
称
す
。
」
(
⑦
、
二
五
二

1
二
五
三
頁
)
な
ど
と
記
述
さ
れ
て

い
る
。万

濃
渦
の
岩
の
見
事
さ
、
水
流
の
美
し
さ
、
見
事
さ
を
評
価
し
た
こ

と
自
体
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
既
に
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
た
こ
と

の
追
認
と
い
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
皆
、
漢
文
脈
を
中
心
と
し
た

文
語
体
(
⑤
は
言
文
一
致
だ
が
文
語
脈
が
顕
著
)
の
美
辞
・
美
文
で
書

か
れ
、
表
現
に
も
型
が
あ
り
、
殆
ど
全
く
同
じ
文
言
が
複
数
の
書
に
見

ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
れ
ら
と
比
べ
る
と
、
花
袋
の
文
体
は
か
な

り
口
語
的
で
あ
る
し
、
対
象
に
対
す
る
個
人
的
な
反
応
が
具
体
的
に
伝

わ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
個
人
的
な
視
点
を
打
ち
出
す
こ
と
自
体
は
、
他
の
諸
書

に
も
見
ら
れ
る
。
総
督
府
が
作
成
し
た
観
光
案
内
で
あ
り
、
客
観
的
な

記
述
に
終
始
し
て
い
る
①
で
さ
え
、
「
表
訓
寺
を
出
て
渓
流
に
沿
ひ
上

る
こ
と
幾
何
な
ら
ず
し
て
、
野
然
た
る
天
然
石
の
金
剛
門
あ
り
、
左
方

は
青
鶴
台
の
奇
岩
、
[
:
・
]
右
側
は
急
端
転
石
を
噛
む
で
[
:
・
]
往
く

手
精
開
け
て
渓
流
三
叉
を
為
す
と
こ
ろ
、
[
:
・
]
左
し
て
香
炉
、
青
鶴

二
峰
の
問
を
湖
れ
ば
[
:
・
]
」
(
一
七
1
一
八
頁
)
と
、
人
の
進
行
と
と

も
に
ひ
ら
け
て
く
る
景
色
を
、
順
に
記
し
て
い
く
体
裁
が
取
ら
れ
て
い

る
。
③
に
な
る
と
、
「
早
朝
表
訓
寺
を
発
し
、
若
き
五
葉
松
の
樹
林
を

縫
い
行
く
事
四
五
町
、
二
つ
の
巨
石
山
形
に
喰
ひ
合
ひ
て
自
然
の
石
門

を
為
す
、
金
剛
門
と
云
ふ
。
[
:
・
]
我
れ
に
返
れ
ば
身
は
全
く
道
な
き

巨
石
の
間
に
あ
り
、
僅
に
一
方
の
通
路
を
見
出
し
青
葉
茂
れ
る
山
腹
を

覗
き
つ
注
進
め
ば
」
(
九
1
一
O
頁
)
と
、
殆
ど
同
じ
体
裁
な
が
ら
、

特
定
の
「
早
朝
」
、
「
我
れ
に
返
」
っ
た
り
山
腹
を
「
覗
」
い
た
り
す
る

身
体
の
動
き
が
書
き
込
ま
れ
、
観
察
者
の
個
人
的
な
存
在
が
浮
上
す
る
。

⑤
で
は
「
私
は
お
寺
の
中
で
午
睡
の
夢
を
貧
っ
た
。
二
時
ご
ろ
雨
が

止
ん
だ
と
い
ふ
の
で
起
さ
れ
、
表
訓
寺
の
坊
さ
ん
に
案
内
さ
れ
[
・
:
]

渓
流
に
沿
う
て
上
っ
て
行
く
と
[
:
・
]
」
(
一
一
六
頁
)
と
、
「
私
」
の

姿
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
「
金
剛
に
お
け
る
渓
水
美

の
主
位
を
占
む
る
も
の
実
に
こ
の
万
濃
洞
を
推
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

は
で
:
]
た
め
で
あ
る
。
[
:
・
]
霊
源
洞
水
簾
洞
の
峡
谷
に
比
し
て
、
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多
少
幽
還
の
度
を
減
ず
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
私
は
万
漆
漢
の
雄
大

を
説
い
た
が
、
殊
に
こ
の
渓
に
雄
大
の
観
を
与
え
る
要
素
の
一
は
[
・
:
]
」

(
一
一
九
1
一一一
O
頁
)
と
、
「
私
」
が
何
が
な
ぜ
「
美
」
な
の
か
思
弁

を
め
ぐ
ら
し
、
し
き
り
に
「
推
」
し
た
り
「
説
」
い
た
り
す
る
。
こ
こ

で
は
、
「
美
」
を
評
価
す
る
際
、
金
剛
山
の
「
洞
」
を
互
い
に
比
べ
て

い
る
が
、
⑥
で
は
次
の
よ
う
に
日
本
の
山
を
持
ち
出
し
て
い
る
。

人
往
々
問
う
て
日
く
、
『
金
剛
山
は
耶
馬
渓
に
比
し
て
如
何
』
と
。

[
:
・
]
耶
馬
渓
は
渓
也
。
[
・
:
]
高
き
も
三
千
尺
を
出
で
ず
。
[
:
・
]

金
剛
山
は
山
也
。
[
:
・
]
高
さ
五
千
四
百
尺
[
:
・
]
。
若
し
も
『
金

剛
山
は
富
士
山
と
比
較
し
て
如
何
」
と
問
ふ
者
あ
ら
ば
、
余
は
先

づ
答
へ
て
日
は
む
、
『
富
士
山
は
正
々
堂
々
の
極
な
り
。
金
剛
山

は
奇
々
怪
々
の
極
な
り
』
と
。
富
士
山
は
火
山
な
る
が
、
金
剛
山

は
火
山
に
非
ず
し
て
花
山
岡
岩
の
山
也
。
(
二
1
五
頁
)

⑥
の
大
町
桂
月
は
紀
行
文
家
と
し
て
知
ら
れ
る
だ
け
あ
り
、
山
の
評

価
も
他
の
山
の
知
識
を
動
員
し
て
精
綴
に
行
う
。
し
か
し
こ
こ
で
桂
月

は
、
金
剛
山
と
日
本
の
山
を
、
高
い
か
低
い
か
、
火
山
か
そ
う
で
な
い

か
な
ど
、
日
本
の
山
ど
う
し
を
比
べ
る
時
に
も
使
用
で
き
る
、
明
快
な

指
標
に
よ
り
比
較
す
る
。
こ
れ
に
対
し
花
袋
は
、
日
本
の
山
を
評
価
す

る
時
の
基
準
で
は
金
剛
山
の
美
は
評
価
で
き
な
い
と
反
省
し
、
別
の
基

準
を
編
み
出
し
て
い
る
。
岩
が
多
く
水
が
少
な
い
こ
と
は
、
「
内
地
」

の
基
準
で
は
欠
陥
だ
が
、
金
剛
山
の
場
合
、
そ
れ
こ
そ
が
美
の
要
因
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
⑤
が
、
万
濃
洞
を
推
す
理
由
を
「
水
の
量
が

最
も
多
い
た
め
」
と
説
き
、
終
始
、
日
本
の
基
準
で
評
価
し
て
い
る
の

と
も
対
照
的
で
あ
る
。
金
剛
山
に
関
す
る
著
作
群
は
皆
、
金
剛
山
を
個

別
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
⑥
も
ま
た
金
剛
山
と
日
本
の
山
を

個
別
的
に
比
較
す
る
。
他
方
、
花
袋
は
日
本
の
山
を
ひ
と
括
り
に
し
、

日
本
的
な
美
の
基
準
を
体
現
す
る
も
の
と
捉
え
る
。
こ
れ
に
対
置
さ
れ

る
金
剛
山
は
、
い
わ
ば
「
朝
鮮
の
美
」
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ

え
に
、
他
の
著
作
は
固
有
名
調
を
多
用
す
る
が
、
花
袋
は
殆
ど
用
い
な

い
の
で
あ
る
。

石
崎
等
氏
は
花
袋
の
「
朝
鮮
」
旅
行
に
関
し
、
ヱ
滴
鮮
の
行
楽
』
で

な
く
、
朝
鮮
を
描
い
た
「
長
流
」
「
石
窟
」
等
の
短
篇
を
分
析
し
、
花

袋
が
「
〈
大
き
な
歴
史
〉
の
国
際
関
係
や
他
民
族
の
問
題
」
を
無
視
し
、

個
人
的
な
「
〈
小
さ
な
〉
歴
史
」
へ
の
固
執
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
す

る
。
そ
し
て
こ
の
旅
で
は
、
「
ハ
ル
ピ
ン
に
い
る
時
子
と
い
う
旧
知
の

女
と
の
秘
密
の
再
会
と
い
う
欲
望
と
、
帰
国
後
、
愛
人
(
代
子
)
と
し

め
し
合
わ
せ
た
国
内
旅
行
へ
の
期
待
と
愉
楽
と
が
揺
曳
し
て
い
て
、
そ

の
体
験
は
浮
つ
い
て
い
る
」
た
め
、
「
異
郷
で
も
自
己
認
識
と
他
者
認

識
と
を
徹
底
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
言
う
。
し
か
し
、
現
実

の
旅
の
際
花
袋
が
「
浮
つ
い
て
」
い
た
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
『
満
鮮

の
行
楽
』
に
は
、
「
自
己
認
識
と
他
者
認
識
」
を
め
ぐ
り
、
相
当
に
知

的
・
意
識
的
な
構
成
が
認
め
ら
れ
る
。
個
人
の
感
性
に
素
朴
に
依
拠
し
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て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
感
性
の
根
拠
を
問
お
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

そ
う
し
た
模
索
を
通
し
花
袋
は
、
植
民
地
の
「
他
者
」
に
理
解
を
示

す
よ
う
で
、
実
は
植
民
地
支
配
の
事
実
を
自
明
の
も
の
と
見
な
し
、
ま

た
、
金
剛
山
と
い
う
個
別
的
な
存
在
を
捨
象
し
、
「
朝
鮮
の
美
」
と
い

う
抽
象
的
な
枠
の
中
に
封
じ
込
め
て
い
る
。
し
か
し
、
金
剛
山
に
関
す

る
同
時
代
の
書
物
が
、
金
剛
山
を
個
別
的
な
存
在
と
し
て
扱
う
か
わ
り
、

全
く
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
山
と
同
様
、
記
述
に
取
り

込
ん
で
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
花
袋
は
、
植
民
地
支
配
と
い
う
大
枠

の
中
で
で
は
あ
れ
、
「
内
地
」
と
は
異
な
る
価
値
の
存
在
に
気
づ
き
、

こ
れ
を
最
大
限
に
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
『
満
鮮
の
行

楽
」
の
花
袋
に
と
り
、
植
民
地
の
風
物
が
宿
す
「
朝
鮮
の
美
」
も
、
観

察
す
る
自
己
の
内
面
も
、
所
与
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
見
出
し
て
い
く
過
程
を
記
述
す
る
こ

と
自
体
に
、
先
行
す
る
言
説
の
認
識
を
更
新
す
る
、
戦
略
的
な
意
義
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

l馬

満塁
鮮 「
り花
行袋
梁 の

Z詳
子文
主主ト えと与

かと
り暦

2長
が説
長と
研の
$ 王正

以占ア…
会と
会し
誌 て
」 の

O 方
C 法

2 

年
二
一
月
、
五
頁
。

朴
春
日
『
増
補
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
朝
鮮
像
」
(
未
来
社
、

年
)
一
四
一
一
長
。

佐
々
木
基
成
「
〈
紀
行
文
〉
の
作
り
方
|
|
l
日
露
戦
争
後
の
紀
行
文
論
争
」

『
臼
本
近
代
文
学
』
二
O
O
一
年
五
月
、
三
0
1
一一一一一一頁。

宮
内
俊
介
「
初
期
田
山
花
袋
論

l
l紀
行
文
と
小
説
と
の
谷
間

[
l」
『
芸

文
研
究
」
一
九
七
七
年
、
二
二
四
1
二
二
九
頁
。

榎
本
隆
司
「
紀
行
作
家
と
し
て
の
独
歩
と
花
袋
」
「
国
文
学
」
一
九
八
二
年

七
月
、
一
五
八
1
一六
O
頁。

谷
口
智
彦
「
欄
木
寿
男
『
田
山
花
袋
と
小
林
秀
雄
の
朝
鮮
紀
行
文
』
に
つ

い
て
」
『
朝
鮮
研
究
』
一
九
八
一
年
一

O
月
、
四
八
頁
。

欄
木
寿
男
「
田
山
花
袋
と
小
林
秀
雄
の
戟
鮮
紀
行
文
」
『
海
峡
」
昭
和
五
六

年
五
月
、
五
六
頁
。

石
崎
等
「
〈
満
鮮
〉
へ
の
旅
1
1
1
大
正
期
に
お
け
る
桂
月
・
花
袋
の
異
郷
体

験
l
i
s」
「
立
教
大
学
日
本
文
学
』
二
O
O
二
年
七
月
、
一
一
一
一
一
了
一
二
四
頁
、

三
六
頁
。

戸、J。。

一
九
八
五
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