
平
成　

年
2
月　

日
、「
富
士
山
の
日
記
念
行
事
」が
静
岡
市
の
日
本
平
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
た
。

「
富
士
山
の
日
」を
祝
う
今
回
の
式
典
で
は
、芳
賀
徹
静
岡
県
立
美
術
館
館
長
、

高
階
秀
爾
大
原
美
術
館
館
長
と
川
勝
平
太
静
岡
県
知
事
に
よ
る
記
念
鼎
談
が
行
わ
れ
、

没
後
4
0
0
年
を
迎
え
た
徳
川
家
康
公
の
功
績
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、

富
士
山
の
持
っ
て
い
る
可
能
性
や
、静
岡
県
と
日
本
の
未
来
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。

静
岡
県
知
事

川
勝
平
太

か
わ　

 

か
つ 　

 

へ
い　

 　
た

大
原
美
術
館
館
長

東
京
大
学
名
誉
教
授

高
階
秀
爾
氏

た
か　

し
な  

し
ゅ
う　

じ

霊
峰
・
富
士
に
立
脚
し
た
�

富
士
の
国
づ
く
り
�

知
事 

鼎
談

静
岡
県
立
美
術
館
館
長

東
京
大
学
名
誉
教
授

芳
賀 
徹
氏

は 　

 

が　
　

 

と
お
る

く

に

ふ

じ

27

23

知
事　

今
年（
2
0
1
5
年
）は
、徳
川

家
康
公
が
1
6
1
6
年
4
月　

日
に　

年
の
生
涯
を
終
え
ら
れ
て
4
0
0
年
の

節
目
で
、県
で
は「
4
0
0
年
祭
」を
展

開
し
て
い
ま
す
。「
一
富
士
、二
鷹
、三
茄

子
」で
知
ら
れ
る
富
士
山
は
家
康
公
に

と
っ
て
格
別
の
存
在
で
し
た
。す
で
に

2
0
1
1
年
2
月　

日
の「
富
士
山
の

日
」に
家
康
公
の
事
績
に
学
ん
だ「
平
和

宣
言
」を
行
っ
て
い
ま
す
。一
部
を
紹
介
し

ま
す
。

　
『
戦
乱
の
世
を
終
わ
り
に
し
、平
和
な

社
会
の
建
設
を
始
め
た
の
は
、ほ
か
な
ら

ぬ「
ふ
じ
の
く
に
」が
生
ん
だ
リ
ー
ダ
ー

徳
川
家
康
公
で
あ
っ
た
。我
々
は
郷
土
が

育
て
た
、こ
の
偉
大
な
先
人
の
業
績
を
思

い
起
こ
し
た
い
。そ
し
て
、家
康
公
が
幼
少

期
か
ら
富
士
山
を
仰
ぎ
見
て
育
っ
た
こ

と
を
も
想
起
し
た
い
。類
ま
れ
な
る
美
し

い
霊
峰
は
、環
境
や
生
命
の
破
壊
を
戒
め

る
声
な
き
声
を
発
し
て
い
る
。』

　
『
鉄
砲
は　

世
紀
に
お
け
る
最
先
端

の
武
器
で
あ
っ
た
。核
兵
器
は
現
代
に
お

け
る
最
先
端
の
武
器
で
あ
る
。か
つ
て
日

本
は
鉄
砲
の
使
用
を
抑
制
し
、実
質
的

に
鉄
砲
を
放
棄
し
た
。そ
し
て
平
和
な

社
会
を
建
設
し
た
。そ
の
歴
史
的
経
験

に
な
ら
う
な
ら
ば
、我
々
は
核
兵
器
の

抑
制
・
縮
減
・
廃
絶
が
可
能
で
あ
る
と
信

じ
る
。我
「々
ふ
じ
の
く
に
」の
士
民
は
、

徳
川
家
康
が
主
導
し
た
平
和
社
会
の
建

設
の
経
験
を
、現
代
に
お
い
て
学
び
直
す

べ
き
平
和
実
現
の
模
範
的
事
例
と
し
て
、

広
く
世
界
に
紹
介
し
、富
士
山
の
ご
と

く
美
し
く
平
和
な
姿
の
建
設
に
邁
進
す

る
こ
と
を
、こ
こ
に
宣
言
す
る
。』

と
い
う
も
の
で
す
。

　

本
日
は
、徳
川
時
代
に
つ
い
て
比
較
文

化
・
文
明
論
の
観
点
か
ら
多
く
の
著
書

の
あ
る
芳
賀
、高
階
両
先
生
か
ら
、徳
川

の
平
和
や
富
士
山
を
、今
日
の
静
岡
県

や
世
界
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
活
か
し

て
い
け
る
の
か
、御
知
恵
や
御
高
見
を
う

か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、徳
川
の
平
和
に
つ
い
て
、世
界

に
通
ず
る「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」と

い
う
言
葉
で
提
唱
さ
れ
た
の
は
芳
賀
先

生
で
し
た
。

芳
賀
氏　

そ
う
で
す
ね
。こ
の
前
、1
9

6
0
年
代
に
書
い
た
自
分
の
論
文
を
読

ん
で
み
ま
し
た
ら
、も
う
そ
の
中
に「
徳

川
の
平
和　

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ

（
P
a
x 

T
o
k
u
g
a
w
a
n
a
）と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

確
か
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

知
事　
「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」は
、

西
洋
史
に
お
け
る「
パ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
」

「
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」「
パ
ク
ス
・
ア
メ

リ
カ
ー
ナ
」な
ど
の
用
語
を
踏
ま
え
、西

洋
と
の
比
較
文
明
論
的
な
見
地
に
立
っ

た
用
語
で
す
ね
。芳
賀
先
生
は
パ
ク
ス
・

ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

芳
賀
氏　

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
と
言

い
ま
す
の
は
、徳
川
家
康
公
が
江
戸
に
幕

府
を
開
い
た
年
か
ら
、ペ
リ
ー
の
艦
隊
が

浦
賀
に
や
っ
て
来
た
年
ま
で
、1
6
0
3

年
か
ら
1
8
5
3
年
ま
で
の
2
5
0
年

間
の
期
間
を
指
し
ま
す
。こ
の
2
5
0
年

間
、日
本
列
島
は
こ
の
国
内
に
完
全
な
平

和
を
築
き
あ
げ
、維
持
し
、こ
れ
を
享
受

し
ま
し
た
。こ
れ
は
非
常
に
際
立
っ
た
特

徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。パ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
、

ロ
ー
マ
の
平
和
で
も
、イ
ギ
リ
ス
の
平
和

で
も
、ア
メ
リ
カ
の
平
和
で
も
、武
力
に

よ
っ
て
自
分
の
帝
国
の
範
囲
内
を
平
和
に

律
し
ま
し
た
。こ
れ
に
対
し
、徳
川
の
日

本
は
、い
ま
の
知
事
の
お
話
の
よ
う
に
、鉄

砲
を
捨
て
、刀
狩
り
も
行
い
、朝
鮮
と
の

平
和
外
交
を
回
復
さ
せ
、中
国
、オ
ラ
ン

ダ
と
の
商
業
関
係
を
安
定
さ
せ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

の
か
。家
康
公
が
よ
く
民
衆
の
心
を
知

り
、東
西
世
界
の
情
勢
に
通
じ
て
い
た
か

ら
で
す
が
、も
う
一
つ
挙
げ
れ
ば
彼
は
若

い
時
、今
川
義
元
の
人
質
と
し
て
ず
っ
と

駿
府
で
育
っ
た
。ま
た
晩
年
は
、1
6

0
3
年
に
征
夷
大
将
軍
に
な
る
と
、そ
の

2
年
後
、秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
っ
て
、自

分
は
ま
た
こ
の
駿
府
に
引
き
上
げ「
大
御

所
」と
な
り
ま
し
た
ね
。そ
う
や
っ
て
、朝

な
夕
な
富
士
山
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
家
康

公
は
も
の
を
考
え
た
か
ら
、あ
の
平
和
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
、そ
う
考
え
て
み

る
の
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。

知
事　

富
士
山
は
和
の
心
の
源
泉
で

す
ね
。

芳
賀
氏　

富
士
山
を
若
い
頃
か
ら
見
て

い
れ
ば
、心
に
宿
る
の
は
平
和
へ
の
願
い

で
す
。そ
れ
か
ら
心
の
豊
か
さ
、寛
大
さ
。

そ
し
て
お
の
ず
か
ら
神
話
の
世
界
に
つ

な
が
る
。美
術
の
世
界
に
つ
な
が
る
。詩

歌
の
世
界
に
つ
な
が
る
。

高
階
氏　

そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
の
2
5
0
年
間

に
、実
際
に
は
大
坂
の
陣
が
あ
り
ま
し

た
が
、ち
ょ
う
ど
家
康
公
が
亡
く
な
ら

れ
た
頃
に
、い
わ
ゆ
る
元
和
偃
武
と
い

う
、正
に
武
を
止
め
る
時
代
に
な
り
ま

し
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
の
時
期
、つ
ま

り　

世
紀
は
、宗
教
戦
争
に
よ
る
大
変

な
虐
殺
が
続
い
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
、

　

世
紀
は
い
わ
ゆ
る
ス
ペ
イ
ン
の
王
位

継
承
戦
役
が
続
き
、　

世
紀
に
な
る
と
、

イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
制
覇

が
始
ま
り
ま
し
た
。お
そ
ら
く
、そ
の
二

百
数
十
年
の
間
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、平

和
だ
っ
た
時
期
は
数
年
と
続
い
て
い
な

い
と
思
い
ま
す
。ど
こ
か
で
戦
争
を
や
っ

て
い
ま
し
た
。

　

日
本
で
二
百
数
十
年
間
戦
争
が
無

か
っ
た
こ
と
は
、世
界
史
的
に
見
れ
ば
特

別
な
こ
と
で
す
。そ
れ
は
、家
康
公
の
大

変
見
事
な
政
策
の
成
果
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、家
康
公
だ
け
の
功

績
で
は
な
い
の
で
す
が
、鉄
砲
な
ど
全
部

捨
て
て
、し
か
も
た
だ
捨
て
た
の
で
は
な

く
て
、火
薬
を
使
っ
て
花
火
を
作
り
ま
し

た
。大
変
美
し
い
、美
意
識
に
育
て
上
げ

た
わ
け
で
す
ね
。武
力
を
美
し
い
も
の
へ

と
変
え
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
、徳
川
の

世
で
す
。

　

家
康
公
は
征
夷
大
将
軍
に
な
っ
た

後
、ま
ず
江
戸
に
行
っ
て
江
戸
城
を
築

き
ま
す
。江
戸
城
に
、富
士
見
櫓
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。「
ふ
じ
＝
不
死
」

と
い
う
こ
と
で
、戦
の
時
の
不
死
身
と
掛

け
て
い
ま
す
が
、実
際
に
富
士
山
が
見
え

る
。家
康
公
は
、暇
が
あ
る
と
富
士
見
櫓

で
富
士
を
見
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。そ

し
て
、最
後
に
駿
府
に
来
て
、真
正
面
に

富
士
山
を
見
な
が
ら
国
づ
く
り
を
行
い

ま
し
た
。政
治
的
に
は
、大
名
諸
侯
を
全

国
に
大
変
見
事
に
配
置
し
ま
し
た
。戦

争
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
す
。こ
れ
に
よ
り
、国
内
の
農
業
、

商
業
、工
業
が
発
展
し
ま
す
。当
時
の

人
々
は
、平
和
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、西

洋
の
一
般
の
人
々
と
比
べ
て
も
豊
か
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、例
え
ば
、　

世
紀
に
ゲ
ー
テ

が
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
行
く
際
に
は
、恐

く
て
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
行
っ
た
わ
け

で
す
。

芳
賀
氏　

確
か
に　

世
紀
半
ば
ま
で
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
中
と
い
う
の
は
恐
い

し
、危
な
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

徳
川
の
日
本
に
や
っ
て
き
た
西
洋
人
た

ち
は
み
な
、日
本
で
は
女
子
供
ま
で
平

気
で
街
道
を
旅
す
る
の
を
見
て
び
っ
く

り
し
て
い
ま
す
よ
。

高
階
氏　

芸
術
家
が
イ
タ
リ
ア
に
行
く

時
は
、ピ
ス
ト
ル
が
必
要
と
い
う
状
況

だ
っ
た
。一
方
、日
本
で
は
道
路
も
き
れ

い
で
、追
い
は
ぎ
が
出
て
金
を
奪
っ
た

り
、人
を
殺
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
な

い
。そ
う
い
う
平
和
の
中
で
、優
れ
た
活

動
が
行
わ
れ
て
い
た
。道
路
が
よ
く
で
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、交
通
、通
信
、運

輸
、つ
ま
り
経
済
活
動
に
も
非
常
に
良
い

影
響
が
あ
り
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
の
道
路
を
使
っ
て
、徳
川
家

光
が
始
め
た
の
が
参
勤
交
代
。こ
れ
に
よ

り
、列
島
の
北
の
端
や
西
の
端
か
ら
、そ

れ
ぞ
れ
の
大
名
が
一
年
お
き
に
江
戸
に

出
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。奥
さ
ん
と
娘

は
江
戸
に
置
い
て
お
い
て
ね
。

　

今
ま
で
参
勤
交
代
は
、妻
と
子
供
を

江
戸
の
人
質
に
し
て
大
名
が
地
元
で
反

乱
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。そ
う
い
う

意
図
も
最
初
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、奥
さ
ん
や
娘
た
ち
か
ら
見
れ

ば
、田
舎
に
帰
る
よ
り
は
、江
戸
に
い
て

一
年
中
、今
日
は
歌
舞
伎
、お
花
見
、明

日
は
舟
遊
び
。そ
れ
で
鰻
を
食
べ
よ
う
か

と
か
、も
う
嬉
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
、

と
い
う
状
況
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

　

参
勤
交
代
が
あ
る
か
ら
、道
路
が
更

に
良
く
な
る
。道
路
が
良
い
か
ら
参
勤

交
代
の
時
に
お
互
い
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
。

ち
ゃ
ん
と
上
り
下
り
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム

ま
で
作
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。し
か
も
参

勤
交
代
の
大
行
列
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の

宿
場
に
泊
ま
っ
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
。

要
す
る
に
、大
名
は
お
金
を
貯
え
た
り

借
り
た
り
し
、そ
れ
を
行
く
先
々
の
民

衆
に
配
っ
て
い
た
こ
と
に
も
な
り
ま
す

ね
。こ
れ
が
情
報
、文
化
、産
業
、経
済
の

交
流
と
活
性
化
を
も
た
ら
せ
ま
し
た
。

　

家
康
公
が
始
め
た
幕
政
と
い
う
の
は
、

3
0
0
近
い
大
中
小
の
大
名
を
実
に
上

手
く
配
置
し
て
、お
互
い
に
手
も
足
も

出
な
い
よ
う
に
し
た
。だ
が
、そ
う
す
る

と
徳
川
の
日
本
は
、動
か
な
く
な
っ
て
沈

滞
し
そ
う
に
な
る
。そ
れ
が
参
勤
交
代

に
よ
り
、列
島
東
西
の
文
化
も
諸
制
度

も
ま
る
で
洗
濯
機
の
中
に
入
れ
た
よ
う

に
攪
拌
さ
れ
て
、交
流
し
活
性
化
し
ま

し
た
。学
問
も
産
業
も
、技
術
に
関
す
る

新
知
識
や
歌
舞
伎
の
情
報
、俳
句
の
新

傾
向
の
こ
と
な
ど
、列
島
の
隅
か
ら
隅
ま

で
広
ま
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

高
階
氏　

え
え
。そ
れ
は
も
う
家
康
公

の
考
え
は
、非
常
に
見
事
だ
っ
た
。人
質

と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

参
勤
交
代
に
よ
り
お
金
を
遣
わ
せ
る
と

い
う
目
的
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。大
名

行
列
と
い
う
と
、何
百
人
、何
千
人
が
移

動
す
る
こ
と
と
な
り
、大
変
な
お
金
が

掛
か
り
ま
す
。さ
ら
に
加
賀
1
0
0
万

石
や
島
津　

万
石
な
ど
の
大
大
名
は
、

も
っ
と
お
金
が
掛
か
る
遠
い
場
所
に
置

く
わ
け
で
す
。非
常
に
見
事
な
政
策
で

す
ね
。戦
争
、つ
ま
り
大
名
か
ら
の
反
乱

は
困
り
ま
す
。そ
の
対
策
と
し
て
、や
た

ら
に
軍
備
を
組
む
の
で
は
な
く
、間
に

ち
ょ
っ
と
天
領
な
ん
か
も
入
れ
て
お
い

て
、大
名
を
上
手
く
配
置
す
る
こ
と
で
、

一
般
の
人
々
に
富
が
行
き
渡
る
よ
う
な

政
策
を
し
た
の
で
す
ね
。

知
事　

徳
川
の
政
治
体
制
は
幕
府
と
諸

藩
か
ら
成
る「
幕
藩
体
制
」で
す
。中
央

と
地
方
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
働
い
て
い

ま
し
た
ね
。

芳
賀
氏　

セ
ン
ト
ラ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
と

ロ
ー
カ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
に
分
か
れ
て
い

て
、中
央
集
権
と
地
方
分
権
の
釣
合
い

を
ち
ゃ
ん
と
守
っ
て
、相
互
に
牽
制
し
な

が
ら
、相
互
に
平
和
を
維
持
す
る
。そ
し

て
、諸
藩
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
文
化

を
生
み
だ
し
、そ
れ
ぞ
れ
に
殖
産
興
業

を
競
い
合
っ
て
地
元
の
名
物
を
作
り
出

す
。何
と
か
の
団
子
、饅
頭
、砂
糖
、紙
、

ろ
う
そ
く
、油
、藺
草
そ
う
い
っ
た
物
を

作
っ
て
特
産
物
に
し
て
い
く
。そ
れ
が
今

も
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

藩
も
農
民
も
米
作
以
外
の
そ
う
い
っ

た
殖
産
興
業
に
熱
心
で
、藩
内
に
ま
だ

開
発
さ
れ
て
な
い
土
地
が
あ
れ
ば
、農

業
技
術
を
進
歩
さ
せ
て
開
発
す
る
。農

器
具
や
灌
漑
技
術
を
新
し
く
工
夫
す

る
。そ
れ
で
経
済
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
。

経
済
が
豊
か
に
な
る
と
、今
度
は
文
化

が
豊
か
に
な
る
。文
化
が
豊
か
に
な
る

と
、歌
舞
伎
、能
、俳
句
、漢
詩
、浮
世
絵
、

園
芸
、そ
れ
に
鳥
や
金
魚
な
ど
の
ペ
ッ
ト

の
飼
育
ま
で
盛
ん
に
な
り
、ひ
ろ
が
り
、

人
々
の
生
活
を
豊
か
に
面
白
く
し
て
い

く
。そ
う
い
う
も
の
が
熊
さ
ん
八
っ
さ
ん

の
日
常
の
中
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
く
わ
け

で
、大
変
な
も
の
で
し
た
。

　

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
の
下
の
文
明

と
い
う
の
は
、我
々
の
、明
治
以
後
の
文

明
と
は
違
う
文
明
体
な
ん
だ
と
考
え
る

の
が
、ま
ず
第
一
で
す
ね
。明
治
以
後
の

近
代
化
に
、徳
川
文
明
の
ど
の
側
面
が

ど
れ
く
ら
い
役
に
立
っ
た
か
と
い
う
よ

う
な
従
来
の
見
方
は
、一
種
の
合
理
主
義

的
、進
歩
主
義
的
な
史
観
で
し
ょ
う
。そ

う
で
は
な
く
て
、何
も
明
治
維
新
後
の

富
国
強
兵
に
は
関
わ
り
が
無
か
っ
た
よ

う
な
も
の
ま
で
含
め
て
、我
々
は
も
っ
と

徳
川
文
明
を
丸
々
見
直
し
て
評
価
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

知
事　

徳
川
時
代
は「
近
代
以
前
の
後

れ
た
封
建
社
会
で
、近
代
化
が
始
ま
っ

た
の
は
欧
米
の
影
響
を
受
け
て
か
ら

だ
」と
い
う
誤
っ
た
通
念
も
あ
り
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
う
で
す
ね
。

知
事　

徳
川
の
文
化
は
、調
べ
て
み
る

と
、近
代
の
欧
米
社
会
に
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
。文
化
の
影
響
は
、高
階
先
生

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

高
階
氏　

そ
う
で
す
ね
。与
え
た
影
響

は
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。例
え
ば

葛
飾
北
斎
が「
富
嶽
三
十
六
景
」を
描
き

ま
し
た
。富
士
山
と
い
う
の
は
大
変
見
事

な
美
し
い
山
で
す
が
、東
海
道
を
歩
い

て
、場
所
に
よ
っ
て
見
え
方
が
少
し
ず
つ

違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。の
み
な
ら
ず
、

四
季
の
移
り
変
わ
り
が
あ
る
。し
か
も

朝
昼
夕
で
違
っ
て
い
て
、三
十
六
景
も
あ

る
。そ
し
て
三
十
六
景
で
済
ま
な
く
て
、

十
景
追
加
し
て
い
る
。さ
ら
に
は「
富
嶽

百
景
」ま
で
描
く
。あ
る
い
は
広
重
の「
東

海
道
五
十
三
次
」も
そ
う
で
す
。見
る
場

所
で
違
う
。見
事
に
統
一
が
と
れ
た
山
で

あ
り
な
が
ら
、変
化
に
富
ん
で
い
る
と
い

う
。そ
の
多
様
さ
を
、画
家
達
は
い
ろ
い

ろ
な
形
で
表
現
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。そ

れ
が
豊
か
な
日
本
の
芸
術
表
現
に
結
び

付
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

芳
賀
氏　

南
フ
ラ
ン
ス
の
、エ
ク
ス
・
ア

ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
町
の
す
ぐ
北
に
、サ

ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
と
い
う
山
が
あ

る
。あ
の
山
を
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
は
何

通
り
も
描
い
て
い
ま
す
ね
。あ
れ
は
ど
う

見
て
も
、北
斎
の
影
響
で
し
ょ
う
？

高
階
氏　

そ
う
思
い
ま
す
ね
。

芳
賀
氏　

こ
の
こ
と
を
、フ
ラ
ン
ス
は
認

め
た
が
ら
な
い
ん
で
す
よ
。セ
ザ
ン
ヌ
は

「
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
と
関
係
な
い
」と
言
っ

て
。で
も
、ど
う
見
て
も
、一
つ
の
山
を

あ
っ
ち
か
ら
こ
っ
ち
か
ら
違
う
時
間
に
、

松
の
木
を
入
れ
た
り
、汽
車
を
走
ら
せ

た
り
し
て
い
ろ
い
ろ
描
く
。セ
ザ
ン
ヌ
の

頭
に
も
と
も
と
そ
ん
な
発
想
は
な
く
、

北
斎
の
影
響
以
外
に
来
よ
う
が
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

高
階
氏　

そ
う
で
す
。

芳
賀
氏　

あ
の
頃
ま
で
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

あ
ん
な
特
定
の
山
の
絵
を
連
作
に
し
た

者
は
誰
も
い
な
い
。

高
階
氏　

実
際
、サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト

ワ
ー
ル
山
は
有
名
で
す
け
ど
、セ
ザ
ン
ヌ

以
外
、地
元
の
人
は
あ
ま
り
気
に
し
て
い

な
か
っ
た
そ
う
で
す
ね
。「
あ
ん
な
山
が

あ
っ
た
」と
言
わ
れ
て
気
が
付
い
た
。

芳
賀
氏　

で
も
描
か
れ
て
み
る
と
、良
い

山
で
す
ね
。

高
階
氏　

だ
か
ら
芸
術
が
自
然
と
一
つ

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。芸
術
に
は
自
然

と
一
つ
に
な
っ
て
、我
々
と
自
然
を
結
び

付
け
て
く
れ
る
と
い
う
力
が
あ
り
ま
す
。

知
事　

わ
た
し
た
ち
の
い
る
こ
の
会
場

は
、有
度
山
頂
上
の
日
本
平
で
す
が
、こ

こ
に
は
中
心
性
が
あ
り
ま
す
。山
の
麓
に

草
薙
の
総
合
運
動
場
、日
本
平
動
物
園
、

芳
賀
先
生
が
館
長
の
静
岡
県
立
美
術

館
、県
立
図
書
館
、県
立
大
学
、Ｓ
Ｐ
Ａ

Ｃ（
静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
）な
ど

が
あ
り
ま
す
。ま
た
谷
を
隔
て
て
、家
康

公
を
祀
る
久
能
山
東
照
宮
が
あ
り
、眼

下
に
は
駿
河
湾
の
清
水
港
に
は
三
保
松

原
。日
本
平
は
、富
士
山
を
仰
ぎ
見
る
だ

け
で
な
く
、三
六
〇
度
の
展
望
が
き
く
、

ま
さ
に
中
心
で
す
。

高
階
氏　

そ
う
で
す
ね
。

知
事　

な
か
ん
ず
く
富
士
山
で
す
。家

康
公
の
富
士
山
へ
の
思
い
入
れ
が
大
き

な
政
治
的
・
文
化
的
影
響
力
を
も
っ
て
、

日
本
人
全
体
に
と
っ
て
富
士
山
は
大
切

な
山
と
な
っ
た
。富
士
山
は
ま
た
、日
本

人
の
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
、風

景
へ
の
美
意
識
を
育
み
ま
し
た
。富
士
山

が
日
本
の
国
土
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
た
の

は
徳
川
時
代
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

芳
賀
氏　

実
際
武
士
も
民
衆
も
旅
を
し

て
、本
当
に
富
士
山
を
自
分
の
眼
で
見

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
ら
ね
。

知
事　

参
勤
交
代
だ
け
で
な
く
、民
衆

も
ね
。

知
事　

静
岡
県
で
は「
平
和
宣
言
」と
同

じ
平
成　

年
2
月　

日
に「〝
ふ
じ
の
く

に
〞づ
く
り
宣
言
」を
出
し
ま
し
た
。富

士
山
は
美
し
い
の
で
、美
し
い
人
、美
し

い
心
、美
し
い
地
域
、美
し
い
日
本
を
つ

く
っ
て
い
こ
う
。富
士
山
は
調
和
し
た
姿

な
の
で
、和
を
大
切
に
し
よ
う
。富
士
山

は
人
間
の
力
を
超
え
た
活
火
山
な
の

で
、畏
敬
の
念
を
も
ち
つ
つ
、危
機
管
理

を
怠
ら
な
い
で
お
こ
う
。富
士
山
は
四

季
折
々
の
姿
を
我
々
に
見
せ
る
の
で
、季

節
に
鋭
敏
な
感
性
を
磨
こ
う
。

　

ま
た
富
士
山
は
、い
ろ
い
ろ
な
漢
字
で

表
記
さ
れ
て
き
ま
し
た
。今
日
の「
富

士
」の
富
は
物
の
豊
か
さ
を
、士
は
学
徳

の
あ
る
人
を
表
し
て
い
ま
す
。物
心
の
バ

ラ
ン
ス
が
取
る
こ
と
を
大
切
に
し
よ
う
。

ま
た
、「
不
死
」の
字
を
当
て
ら
れ
た
こ
と

も
あ
り
、そ
こ
か
ら
長
寿
を
寿
ご
う
。

「
不
二
」と
も
書
か
れ
、二
つ
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
、英
語
で
は
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
。一

人
一
人
、一
つ
一
つ
の
物
を
大
切
に
し
よ

う
。常
陸
国
風
土
記
で
は「
福
慈
」と
書

か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、幸
福
で
思
い
や
り

の
あ
る
人
に
な
り
ま
し
ょ
う
、等
々
、富

士
山
か
ら
導
か
れ
る
価
値
を
盛
り
込
ん

だ
の
が「〝
ふ
じ
の
く
に
〞づ
く
り
宣
言
」

で
す
。霊
峰
・
富
士
に
立
脚
し
た「
富
士

の
国
づ
く
り
」に
関
連
し
て
、一
言
ず
つ

お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

高
階
氏　

富
士
の
国
づ
く
り
、こ
れ
は
本

当
に
駿
河
の
国
の
み
な
ら
ず
、日
本
、そ

し
て
世
界
の
国
づ
く
り
に
つ
な
が
り
ま

す
。科
学
文
明
は
非
常
に
成
果
が
あ
り

ま
し
た
。優
れ
た
機
械
技
術
、生
産
技

術
、同
時
に
武
器
、戦
争
の
技
術
を
作
り

出
し
ま
し
た
。一
方
日
本
も
、大
変
な
戦

国
時
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、そ
の
後
、芳

賀
さ
ん
の
言
わ
れ
る
徳
川
の
平
和
の
時

代
を
、見
事
に
作
り
上
げ
た
、そ
れ
が

「
富
士
の
国
」で
あ
り
ま
す
。富
士
山
を

中
心
に
、皆
で
富
士
山
を
見
な
が
ら
、伝

統
を
受
け
継
ぎ
、家
康
公
を
は
じ
め
と

し
た
江
戸
の
人
々
が
平
和
な
時
代
を

作
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。こ
れ
か
ら

我
々
も
、知
事
の
御
指
導
も
仰
ぎ
な
が

ら
、「
富
士
の
国
」を
頭
に
置
き
、世
界
に

結
び
付
く
平
和
な
国
を
作
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
う
で
す
ね
。そ
れ
か
ら
、不

安
に
な
っ
た
り
腹
が
立
っ
た
り
し
た
ら
、

外
に
出
よ
う
、そ
し
て
富
士
山
を
眺
め

よ
う
。さ
ま
ざ
ま
な
古
典
を
通
じ
て
私

た
ち
の
心
に
富
士
山
を
抱
こ
う
。し
か
も

富
士
山
は
強
大
な
マ
グ
マ
を
抱
い
て
い

る
。た
だ
優
美
な
だ
け
で
は
な
く
、最
も

強
力
に
男
性
的
な
力
を
内
に
秘
め
な
が

ら
優
美
な
姿
を
し
て
い
る
。キ
リ
マ
ン

ジ
ャ
ロ
も
立
派
だ
ろ
う
け
れ
ど
、と
て

も
、富
士
山
の
よ
う
に
優
美
で
、し
か
も

中
に
力
を
込
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
に

は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

知
事　

富
士
山
は
、芸
術
・
信
仰
の
源
泉

で
あ
る
ば
か
り
か
、人
の
生
き
方
を
も

無
言
で
教
え
て
く
れ
る
霊
峰
で
す
ね
。

　

徳
川
時
代
を
封
建
時
代
だ
と
言
う
人

が
い
ま
す
が
、封
建
制
は
支
配
者
が
土

地
を
領
有
す
る
制
度
で
す
。で
は
、徳
川

時
代
の
支
配
階
級
・
武
士
は
土
地
を

持
っ
て
い
た
の
か
。明
治
維
新
の
地
租
改

正
で
全
国
の
土
地
所
有
者
を
確
定
し
た

の
で
す
が
、所
有
者
は
農
民
で
し
た
。武

士
は
土
地
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

す
。で
は
、武
士
は
何
を
持
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。学
問
で
す
。武
士
は
、例
外

な
く
学
問
を
お
さ
め
た
。で
す
か
ら
、庶

民
か
ら
敬
ま
わ
れ
、失
業
し
た
武
士
は

寺
子
屋
を
開
き
、そ
の
数
は
数
万
も
あ

り
ま
し
た
。明
治
の
学
制
で
小
学
校
が

あ
っ
と
い
う
間
に
で
き
た
の
は
、寺
子
屋

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
「
富
士
の
国
」の「
富
」は
物
の
豊
か
さ
、

「
士
」は
学
徳
の
あ
る
立
派
な
人
の
こ
と

で
す
。「
富
士
」は
、富
は
立
派
な
有
徳
の

人
に
支
え
ら
れ
る
べ
し
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
も
っ
た
漢
字
で
す
。国
は
富
国
有

徳
、会
社
は
富
社
有
徳
、人
は
富
者
有
徳

が
理
想
で
す
。そ
の
理
念
が「
富
士
」の
漢

字
に
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
れ
で
、徳
川
幕
府
が
終
わ

る
時
に
ま
た
第
十
五
代
徳
川
慶
喜
公
が

駿
府
に
来
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

知
事　

徳
川
の
世
の
始
ま
り
と
終
わ
り

が
、富
士
山
を
仰
ぐ
駿
府
で
し
た
。

芳
賀
氏　

始
ま
り
と
終
わ
り
が
駿
府
で

す
よ
。い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

知
事　

二
年
前（
2
0
1
3
年
）に
富
士

山
は
、世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、い

ま
や
世
界
の
宝
で
す
。富
士
山
と
平
和

が
結
び
つ
い
た
徳
川
の
知
恵
に
学
び
、

「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」の
用
語
を
世

界
に
発
信
し
て
い
き
ま
す
。ま
た
、「
富
士

の
国
づ
く
り
」を
実
践
し
て
ま
い
り
ま

す
。両
先
生
、本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

0304

徳
川
の
平
和

「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」
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1932年生まれ。美術史学者。東京大学教授、国立

西洋美術館館長等を経て現職。ルネサンス以降の

西洋美術研究と近代日本美術の評論で知られる。

フランス芸術文芸勲章オフィシエ章、文化勲章等

を受章。

大原美術館館長

東京大学名誉教授

高階秀爾氏
たか　しな  しゅう　 じ

1931年生まれ。専門は、近代日本比較文化史。東京大

学教授、京都造形大学長等を経て現職。近世・近代の

日本における西洋文化の影響等をテーマにした数々

の研究で知られる。紫綬褒章、瑞宝中綬章等を受章。

静岡県立美術館館長

東京大学名誉教授

芳賀 徹氏
は 　 が　　  とおる

霊峰・富士に立脚した、

富士の国づくり。

知
事　

今
年（
2
0
1
5
年
）は
、徳
川

家
康
公
が
1
6
1
6
年
4
月　

日
に　

年
の
生
涯
を
終
え
ら
れ
て
4
0
0
年
の

節
目
で
、県
で
は「
4
0
0
年
祭
」を
展

開
し
て
い
ま
す
。「
一
富
士
、二
鷹
、三
茄

子
」で
知
ら
れ
る
富
士
山
は
家
康
公
に

と
っ
て
格
別
の
存
在
で
し
た
。す
で
に

2
0
1
1
年
2
月　

日
の「
富
士
山
の

日
」に
家
康
公
の
事
績
に
学
ん
だ「
平
和

宣
言
」を
行
っ
て
い
ま
す
。一
部
を
紹
介
し

ま
す
。

　
『
戦
乱
の
世
を
終
わ
り
に
し
、平
和
な

社
会
の
建
設
を
始
め
た
の
は
、ほ
か
な
ら

ぬ「
ふ
じ
の
く
に
」が
生
ん
だ
リ
ー
ダ
ー

徳
川
家
康
公
で
あ
っ
た
。我
々
は
郷
土
が

育
て
た
、こ
の
偉
大
な
先
人
の
業
績
を
思

い
起
こ
し
た
い
。そ
し
て
、家
康
公
が
幼
少

期
か
ら
富
士
山
を
仰
ぎ
見
て
育
っ
た
こ

と
を
も
想
起
し
た
い
。類
ま
れ
な
る
美
し

い
霊
峰
は
、環
境
や
生
命
の
破
壊
を
戒
め

る
声
な
き
声
を
発
し
て
い
る
。』

　
『
鉄
砲
は　

世
紀
に
お
け
る
最
先
端

の
武
器
で
あ
っ
た
。核
兵
器
は
現
代
に
お

け
る
最
先
端
の
武
器
で
あ
る
。か
つ
て
日

本
は
鉄
砲
の
使
用
を
抑
制
し
、実
質
的

に
鉄
砲
を
放
棄
し
た
。そ
し
て
平
和
な

社
会
を
建
設
し
た
。そ
の
歴
史
的
経
験

に
な
ら
う
な
ら
ば
、我
々
は
核
兵
器
の

抑
制
・
縮
減
・
廃
絶
が
可
能
で
あ
る
と
信

じ
る
。我
「々
ふ
じ
の
く
に
」の
士
民
は
、

徳
川
家
康
が
主
導
し
た
平
和
社
会
の
建

設
の
経
験
を
、現
代
に
お
い
て
学
び
直
す

べ
き
平
和
実
現
の
模
範
的
事
例
と
し
て
、

広
く
世
界
に
紹
介
し
、富
士
山
の
ご
と

く
美
し
く
平
和
な
姿
の
建
設
に
邁
進
す

る
こ
と
を
、こ
こ
に
宣
言
す
る
。』

と
い
う
も
の
で
す
。

　

本
日
は
、徳
川
時
代
に
つ
い
て
比
較
文

化
・
文
明
論
の
観
点
か
ら
多
く
の
著
書

の
あ
る
芳
賀
、高
階
両
先
生
か
ら
、徳
川

の
平
和
や
富
士
山
を
、今
日
の
静
岡
県

や
世
界
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
活
か
し

て
い
け
る
の
か
、御
知
恵
や
御
高
見
を
う

か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、徳
川
の
平
和
に
つ
い
て
、世
界

に
通
ず
る「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」と

い
う
言
葉
で
提
唱
さ
れ
た
の
は
芳
賀
先

生
で
し
た
。

芳
賀
氏　

そ
う
で
す
ね
。こ
の
前
、1
9

6
0
年
代
に
書
い
た
自
分
の
論
文
を
読

ん
で
み
ま
し
た
ら
、も
う
そ
の
中
に「
徳

川
の
平
和　

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ

（
P
a
x 

T
o
k
u
g
a
w
a
n
a
）と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

確
か
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

知
事　
「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」は
、

西
洋
史
に
お
け
る「
パ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
」

「
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」「
パ
ク
ス
・
ア
メ

リ
カ
ー
ナ
」な
ど
の
用
語
を
踏
ま
え
、西

洋
と
の
比
較
文
明
論
的
な
見
地
に
立
っ

た
用
語
で
す
ね
。芳
賀
先
生
は
パ
ク
ス
・

ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

芳
賀
氏　

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
と
言

い
ま
す
の
は
、徳
川
家
康
公
が
江
戸
に
幕

府
を
開
い
た
年
か
ら
、ペ
リ
ー
の
艦
隊
が

浦
賀
に
や
っ
て
来
た
年
ま
で
、1
6
0
3

年
か
ら
1
8
5
3
年
ま
で
の
2
5
0
年

間
の
期
間
を
指
し
ま
す
。こ
の
2
5
0
年

間
、日
本
列
島
は
こ
の
国
内
に
完
全
な
平

和
を
築
き
あ
げ
、維
持
し
、こ
れ
を
享
受

し
ま
し
た
。こ
れ
は
非
常
に
際
立
っ
た
特

徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。パ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
、

ロ
ー
マ
の
平
和
で
も
、イ
ギ
リ
ス
の
平
和

で
も
、ア
メ
リ
カ
の
平
和
で
も
、武
力
に

よ
っ
て
自
分
の
帝
国
の
範
囲
内
を
平
和
に

律
し
ま
し
た
。こ
れ
に
対
し
、徳
川
の
日

本
は
、い
ま
の
知
事
の
お
話
の
よ
う
に
、鉄

砲
を
捨
て
、刀
狩
り
も
行
い
、朝
鮮
と
の

平
和
外
交
を
回
復
さ
せ
、中
国
、オ
ラ
ン

ダ
と
の
商
業
関
係
を
安
定
さ
せ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

の
か
。家
康
公
が
よ
く
民
衆
の
心
を
知

り
、東
西
世
界
の
情
勢
に
通
じ
て
い
た
か

ら
で
す
が
、も
う
一
つ
挙
げ
れ
ば
彼
は
若

い
時
、今
川
義
元
の
人
質
と
し
て
ず
っ
と

駿
府
で
育
っ
た
。ま
た
晩
年
は
、1
6

0
3
年
に
征
夷
大
将
軍
に
な
る
と
、そ
の

2
年
後
、秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
っ
て
、自

分
は
ま
た
こ
の
駿
府
に
引
き
上
げ「
大
御

所
」と
な
り
ま
し
た
ね
。そ
う
や
っ
て
、朝

な
夕
な
富
士
山
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
家
康

公
は
も
の
を
考
え
た
か
ら
、あ
の
平
和
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
、そ
う
考
え
て
み

る
の
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。

知
事　

富
士
山
は
和
の
心
の
源
泉
で

す
ね
。

芳
賀
氏　

富
士
山
を
若
い
頃
か
ら
見
て

い
れ
ば
、心
に
宿
る
の
は
平
和
へ
の
願
い

で
す
。そ
れ
か
ら
心
の
豊
か
さ
、寛
大
さ
。

そ
し
て
お
の
ず
か
ら
神
話
の
世
界
に
つ

な
が
る
。美
術
の
世
界
に
つ
な
が
る
。詩

歌
の
世
界
に
つ
な
が
る
。

高
階
氏　

そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
の
2
5
0
年
間

に
、実
際
に
は
大
坂
の
陣
が
あ
り
ま
し

た
が
、ち
ょ
う
ど
家
康
公
が
亡
く
な
ら

れ
た
頃
に
、い
わ
ゆ
る
元
和
偃
武
と
い

う
、正
に
武
を
止
め
る
時
代
に
な
り
ま

し
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
の
時
期
、つ
ま

り　

世
紀
は
、宗
教
戦
争
に
よ
る
大
変

な
虐
殺
が
続
い
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
、

　

世
紀
は
い
わ
ゆ
る
ス
ペ
イ
ン
の
王
位

継
承
戦
役
が
続
き
、　

世
紀
に
な
る
と
、

イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
制
覇

が
始
ま
り
ま
し
た
。お
そ
ら
く
、そ
の
二

百
数
十
年
の
間
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、平

和
だ
っ
た
時
期
は
数
年
と
続
い
て
い
な

い
と
思
い
ま
す
。ど
こ
か
で
戦
争
を
や
っ

て
い
ま
し
た
。

　

日
本
で
二
百
数
十
年
間
戦
争
が
無

か
っ
た
こ
と
は
、世
界
史
的
に
見
れ
ば
特

別
な
こ
と
で
す
。そ
れ
は
、家
康
公
の
大

変
見
事
な
政
策
の
成
果
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、家
康
公
だ
け
の
功

績
で
は
な
い
の
で
す
が
、鉄
砲
な
ど
全
部

捨
て
て
、し
か
も
た
だ
捨
て
た
の
で
は
な

く
て
、火
薬
を
使
っ
て
花
火
を
作
り
ま
し

た
。大
変
美
し
い
、美
意
識
に
育
て
上
げ

た
わ
け
で
す
ね
。武
力
を
美
し
い
も
の
へ

と
変
え
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
、徳
川
の

世
で
す
。

　

家
康
公
は
征
夷
大
将
軍
に
な
っ
た

後
、ま
ず
江
戸
に
行
っ
て
江
戸
城
を
築

き
ま
す
。江
戸
城
に
、富
士
見
櫓
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。「
ふ
じ
＝
不
死
」

と
い
う
こ
と
で
、戦
の
時
の
不
死
身
と
掛

け
て
い
ま
す
が
、実
際
に
富
士
山
が
見
え

る
。家
康
公
は
、暇
が
あ
る
と
富
士
見
櫓

で
富
士
を
見
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。そ

し
て
、最
後
に
駿
府
に
来
て
、真
正
面
に

富
士
山
を
見
な
が
ら
国
づ
く
り
を
行
い

ま
し
た
。政
治
的
に
は
、大
名
諸
侯
を
全

国
に
大
変
見
事
に
配
置
し
ま
し
た
。戦

争
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
す
。こ
れ
に
よ
り
、国
内
の
農
業
、

商
業
、工
業
が
発
展
し
ま
す
。当
時
の

人
々
は
、平
和
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、西

洋
の
一
般
の
人
々
と
比
べ
て
も
豊
か
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、例
え
ば
、　

世
紀
に
ゲ
ー
テ

が
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
行
く
際
に
は
、恐

く
て
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
行
っ
た
わ
け

で
す
。

芳
賀
氏　

確
か
に　

世
紀
半
ば
ま
で
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
中
と
い
う
の
は
恐
い

し
、危
な
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

徳
川
の
日
本
に
や
っ
て
き
た
西
洋
人
た

ち
は
み
な
、日
本
で
は
女
子
供
ま
で
平

気
で
街
道
を
旅
す
る
の
を
見
て
び
っ
く

り
し
て
い
ま
す
よ
。

高
階
氏　

芸
術
家
が
イ
タ
リ
ア
に
行
く

時
は
、ピ
ス
ト
ル
が
必
要
と
い
う
状
況

だ
っ
た
。一
方
、日
本
で
は
道
路
も
き
れ

い
で
、追
い
は
ぎ
が
出
て
金
を
奪
っ
た

り
、人
を
殺
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
な

い
。そ
う
い
う
平
和
の
中
で
、優
れ
た
活

動
が
行
わ
れ
て
い
た
。道
路
が
よ
く
で
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、交
通
、通
信
、運

輸
、つ
ま
り
経
済
活
動
に
も
非
常
に
良
い

影
響
が
あ
り
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
の
道
路
を
使
っ
て
、徳
川
家

光
が
始
め
た
の
が
参
勤
交
代
。こ
れ
に
よ

り
、列
島
の
北
の
端
や
西
の
端
か
ら
、そ

れ
ぞ
れ
の
大
名
が
一
年
お
き
に
江
戸
に

出
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。奥
さ
ん
と
娘

は
江
戸
に
置
い
て
お
い
て
ね
。

　

今
ま
で
参
勤
交
代
は
、妻
と
子
供
を

江
戸
の
人
質
に
し
て
大
名
が
地
元
で
反

乱
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。そ
う
い
う

意
図
も
最
初
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、奥
さ
ん
や
娘
た
ち
か
ら
見
れ

ば
、田
舎
に
帰
る
よ
り
は
、江
戸
に
い
て

一
年
中
、今
日
は
歌
舞
伎
、お
花
見
、明

日
は
舟
遊
び
。そ
れ
で
鰻
を
食
べ
よ
う
か

と
か
、も
う
嬉
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
、

と
い
う
状
況
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

　

参
勤
交
代
が
あ
る
か
ら
、道
路
が
更

に
良
く
な
る
。道
路
が
良
い
か
ら
参
勤

交
代
の
時
に
お
互
い
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
。

ち
ゃ
ん
と
上
り
下
り
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム

ま
で
作
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。し
か
も
参

勤
交
代
の
大
行
列
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の

宿
場
に
泊
ま
っ
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
。

要
す
る
に
、大
名
は
お
金
を
貯
え
た
り

借
り
た
り
し
、そ
れ
を
行
く
先
々
の
民

衆
に
配
っ
て
い
た
こ
と
に
も
な
り
ま
す

ね
。こ
れ
が
情
報
、文
化
、産
業
、経
済
の

交
流
と
活
性
化
を
も
た
ら
せ
ま
し
た
。

　

家
康
公
が
始
め
た
幕
政
と
い
う
の
は
、

3
0
0
近
い
大
中
小
の
大
名
を
実
に
上

手
く
配
置
し
て
、お
互
い
に
手
も
足
も

出
な
い
よ
う
に
し
た
。だ
が
、そ
う
す
る

と
徳
川
の
日
本
は
、動
か
な
く
な
っ
て
沈

滞
し
そ
う
に
な
る
。そ
れ
が
参
勤
交
代

に
よ
り
、列
島
東
西
の
文
化
も
諸
制
度

も
ま
る
で
洗
濯
機
の
中
に
入
れ
た
よ
う

に
攪
拌
さ
れ
て
、交
流
し
活
性
化
し
ま

し
た
。学
問
も
産
業
も
、技
術
に
関
す
る

新
知
識
や
歌
舞
伎
の
情
報
、俳
句
の
新

傾
向
の
こ
と
な
ど
、列
島
の
隅
か
ら
隅
ま

で
広
ま
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

高
階
氏　

え
え
。そ
れ
は
も
う
家
康
公

の
考
え
は
、非
常
に
見
事
だ
っ
た
。人
質

と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

参
勤
交
代
に
よ
り
お
金
を
遣
わ
せ
る
と

い
う
目
的
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。大
名

行
列
と
い
う
と
、何
百
人
、何
千
人
が
移

動
す
る
こ
と
と
な
り
、大
変
な
お
金
が

掛
か
り
ま
す
。さ
ら
に
加
賀
1
0
0
万

石
や
島
津　

万
石
な
ど
の
大
大
名
は
、

も
っ
と
お
金
が
掛
か
る
遠
い
場
所
に
置

く
わ
け
で
す
。非
常
に
見
事
な
政
策
で

す
ね
。戦
争
、つ
ま
り
大
名
か
ら
の
反
乱

は
困
り
ま
す
。そ
の
対
策
と
し
て
、や
た

ら
に
軍
備
を
組
む
の
で
は
な
く
、間
に

ち
ょ
っ
と
天
領
な
ん
か
も
入
れ
て
お
い

て
、大
名
を
上
手
く
配
置
す
る
こ
と
で
、

一
般
の
人
々
に
富
が
行
き
渡
る
よ
う
な

政
策
を
し
た
の
で
す
ね
。

知
事　

徳
川
の
政
治
体
制
は
幕
府
と
諸

藩
か
ら
成
る「
幕
藩
体
制
」で
す
。中
央

と
地
方
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
働
い
て
い

ま
し
た
ね
。

芳
賀
氏　

セ
ン
ト
ラ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
と

ロ
ー
カ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
に
分
か
れ
て
い

て
、中
央
集
権
と
地
方
分
権
の
釣
合
い

を
ち
ゃ
ん
と
守
っ
て
、相
互
に
牽
制
し
な

が
ら
、相
互
に
平
和
を
維
持
す
る
。そ
し

て
、諸
藩
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
文
化

を
生
み
だ
し
、そ
れ
ぞ
れ
に
殖
産
興
業

を
競
い
合
っ
て
地
元
の
名
物
を
作
り
出

す
。何
と
か
の
団
子
、饅
頭
、砂
糖
、紙
、

ろ
う
そ
く
、油
、藺
草
そ
う
い
っ
た
物
を

作
っ
て
特
産
物
に
し
て
い
く
。そ
れ
が
今

も
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

藩
も
農
民
も
米
作
以
外
の
そ
う
い
っ

た
殖
産
興
業
に
熱
心
で
、藩
内
に
ま
だ

開
発
さ
れ
て
な
い
土
地
が
あ
れ
ば
、農

業
技
術
を
進
歩
さ
せ
て
開
発
す
る
。農

器
具
や
灌
漑
技
術
を
新
し
く
工
夫
す

る
。そ
れ
で
経
済
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
。

経
済
が
豊
か
に
な
る
と
、今
度
は
文
化

が
豊
か
に
な
る
。文
化
が
豊
か
に
な
る

と
、歌
舞
伎
、能
、俳
句
、漢
詩
、浮
世
絵
、

園
芸
、そ
れ
に
鳥
や
金
魚
な
ど
の
ペ
ッ
ト

の
飼
育
ま
で
盛
ん
に
な
り
、ひ
ろ
が
り
、

人
々
の
生
活
を
豊
か
に
面
白
く
し
て
い

く
。そ
う
い
う
も
の
が
熊
さ
ん
八
っ
さ
ん

の
日
常
の
中
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
く
わ
け

で
、大
変
な
も
の
で
し
た
。

　

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
の
下
の
文
明

と
い
う
の
は
、我
々
の
、明
治
以
後
の
文

明
と
は
違
う
文
明
体
な
ん
だ
と
考
え
る

の
が
、ま
ず
第
一
で
す
ね
。明
治
以
後
の

近
代
化
に
、徳
川
文
明
の
ど
の
側
面
が

ど
れ
く
ら
い
役
に
立
っ
た
か
と
い
う
よ

う
な
従
来
の
見
方
は
、一
種
の
合
理
主
義

的
、進
歩
主
義
的
な
史
観
で
し
ょ
う
。そ

う
で
は
な
く
て
、何
も
明
治
維
新
後
の

富
国
強
兵
に
は
関
わ
り
が
無
か
っ
た
よ

う
な
も
の
ま
で
含
め
て
、我
々
は
も
っ
と

徳
川
文
明
を
丸
々
見
直
し
て
評
価
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

知
事　

徳
川
時
代
は「
近
代
以
前
の
後

れ
た
封
建
社
会
で
、近
代
化
が
始
ま
っ

た
の
は
欧
米
の
影
響
を
受
け
て
か
ら

だ
」と
い
う
誤
っ
た
通
念
も
あ
り
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
う
で
す
ね
。

知
事　

徳
川
の
文
化
は
、調
べ
て
み
る

と
、近
代
の
欧
米
社
会
に
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
。文
化
の
影
響
は
、高
階
先
生

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

高
階
氏　

そ
う
で
す
ね
。与
え
た
影
響

は
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。例
え
ば

葛
飾
北
斎
が「
富
嶽
三
十
六
景
」を
描
き

ま
し
た
。富
士
山
と
い
う
の
は
大
変
見
事

な
美
し
い
山
で
す
が
、東
海
道
を
歩
い

て
、場
所
に
よ
っ
て
見
え
方
が
少
し
ず
つ

違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。の
み
な
ら
ず
、

四
季
の
移
り
変
わ
り
が
あ
る
。し
か
も

朝
昼
夕
で
違
っ
て
い
て
、三
十
六
景
も
あ

る
。そ
し
て
三
十
六
景
で
済
ま
な
く
て
、

十
景
追
加
し
て
い
る
。さ
ら
に
は「
富
嶽

百
景
」ま
で
描
く
。あ
る
い
は
広
重
の「
東

海
道
五
十
三
次
」も
そ
う
で
す
。見
る
場

所
で
違
う
。見
事
に
統
一
が
と
れ
た
山
で

あ
り
な
が
ら
、変
化
に
富
ん
で
い
る
と
い

う
。そ
の
多
様
さ
を
、画
家
達
は
い
ろ
い

ろ
な
形
で
表
現
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。そ

れ
が
豊
か
な
日
本
の
芸
術
表
現
に
結
び

付
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

芳
賀
氏　

南
フ
ラ
ン
ス
の
、エ
ク
ス
・
ア

ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
町
の
す
ぐ
北
に
、サ

ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
と
い
う
山
が
あ

る
。あ
の
山
を
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
は
何

通
り
も
描
い
て
い
ま
す
ね
。あ
れ
は
ど
う

見
て
も
、北
斎
の
影
響
で
し
ょ
う
？

高
階
氏　

そ
う
思
い
ま
す
ね
。

芳
賀
氏　

こ
の
こ
と
を
、フ
ラ
ン
ス
は
認

め
た
が
ら
な
い
ん
で
す
よ
。セ
ザ
ン
ヌ
は

「
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
と
関
係
な
い
」と
言
っ

て
。で
も
、ど
う
見
て
も
、一
つ
の
山
を

あ
っ
ち
か
ら
こ
っ
ち
か
ら
違
う
時
間
に
、

松
の
木
を
入
れ
た
り
、汽
車
を
走
ら
せ

た
り
し
て
い
ろ
い
ろ
描
く
。セ
ザ
ン
ヌ
の

頭
に
も
と
も
と
そ
ん
な
発
想
は
な
く
、

北
斎
の
影
響
以
外
に
来
よ
う
が
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

高
階
氏　

そ
う
で
す
。

芳
賀
氏　

あ
の
頃
ま
で
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

あ
ん
な
特
定
の
山
の
絵
を
連
作
に
し
た

者
は
誰
も
い
な
い
。

高
階
氏　

実
際
、サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト

ワ
ー
ル
山
は
有
名
で
す
け
ど
、セ
ザ
ン
ヌ

以
外
、地
元
の
人
は
あ
ま
り
気
に
し
て
い

な
か
っ
た
そ
う
で
す
ね
。「
あ
ん
な
山
が

あ
っ
た
」と
言
わ
れ
て
気
が
付
い
た
。

芳
賀
氏　

で
も
描
か
れ
て
み
る
と
、良
い

山
で
す
ね
。

高
階
氏　

だ
か
ら
芸
術
が
自
然
と
一
つ

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。芸
術
に
は
自
然

と
一
つ
に
な
っ
て
、我
々
と
自
然
を
結
び

付
け
て
く
れ
る
と
い
う
力
が
あ
り
ま
す
。

知
事　

わ
た
し
た
ち
の
い
る
こ
の
会
場

は
、有
度
山
頂
上
の
日
本
平
で
す
が
、こ

こ
に
は
中
心
性
が
あ
り
ま
す
。山
の
麓
に

草
薙
の
総
合
運
動
場
、日
本
平
動
物
園
、

芳
賀
先
生
が
館
長
の
静
岡
県
立
美
術

館
、県
立
図
書
館
、県
立
大
学
、Ｓ
Ｐ
Ａ

Ｃ（
静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
）な
ど

が
あ
り
ま
す
。ま
た
谷
を
隔
て
て
、家
康

公
を
祀
る
久
能
山
東
照
宮
が
あ
り
、眼

下
に
は
駿
河
湾
の
清
水
港
に
は
三
保
松

原
。日
本
平
は
、富
士
山
を
仰
ぎ
見
る
だ

け
で
な
く
、三
六
〇
度
の
展
望
が
き
く
、

ま
さ
に
中
心
で
す
。

高
階
氏　

そ
う
で
す
ね
。

知
事　

な
か
ん
ず
く
富
士
山
で
す
。家

康
公
の
富
士
山
へ
の
思
い
入
れ
が
大
き

な
政
治
的
・
文
化
的
影
響
力
を
も
っ
て
、

日
本
人
全
体
に
と
っ
て
富
士
山
は
大
切

な
山
と
な
っ
た
。富
士
山
は
ま
た
、日
本

人
の
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
、風

景
へ
の
美
意
識
を
育
み
ま
し
た
。富
士
山

が
日
本
の
国
土
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
た
の

は
徳
川
時
代
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

芳
賀
氏　

実
際
武
士
も
民
衆
も
旅
を
し

て
、本
当
に
富
士
山
を
自
分
の
眼
で
見

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
ら
ね
。

知
事　

参
勤
交
代
だ
け
で
な
く
、民
衆

も
ね
。

知
事　

静
岡
県
で
は「
平
和
宣
言
」と
同

じ
平
成　

年
2
月　

日
に「〝
ふ
じ
の
く

に
〞づ
く
り
宣
言
」を
出
し
ま
し
た
。富

士
山
は
美
し
い
の
で
、美
し
い
人
、美
し

い
心
、美
し
い
地
域
、美
し
い
日
本
を
つ

く
っ
て
い
こ
う
。富
士
山
は
調
和
し
た
姿

な
の
で
、和
を
大
切
に
し
よ
う
。富
士
山

は
人
間
の
力
を
超
え
た
活
火
山
な
の

で
、畏
敬
の
念
を
も
ち
つ
つ
、危
機
管
理

を
怠
ら
な
い
で
お
こ
う
。富
士
山
は
四

季
折
々
の
姿
を
我
々
に
見
せ
る
の
で
、季

節
に
鋭
敏
な
感
性
を
磨
こ
う
。

　

ま
た
富
士
山
は
、い
ろ
い
ろ
な
漢
字
で

表
記
さ
れ
て
き
ま
し
た
。今
日
の「
富

士
」の
富
は
物
の
豊
か
さ
を
、士
は
学
徳

の
あ
る
人
を
表
し
て
い
ま
す
。物
心
の
バ

ラ
ン
ス
が
取
る
こ
と
を
大
切
に
し
よ
う
。

ま
た
、「
不
死
」の
字
を
当
て
ら
れ
た
こ
と

も
あ
り
、そ
こ
か
ら
長
寿
を
寿
ご
う
。

「
不
二
」と
も
書
か
れ
、二
つ
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
、英
語
で
は
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
。一

人
一
人
、一
つ
一
つ
の
物
を
大
切
に
し
よ

う
。常
陸
国
風
土
記
で
は「
福
慈
」と
書

か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、幸
福
で
思
い
や
り

の
あ
る
人
に
な
り
ま
し
ょ
う
、等
々
、富

士
山
か
ら
導
か
れ
る
価
値
を
盛
り
込
ん

だ
の
が「〝
ふ
じ
の
く
に
〞づ
く
り
宣
言
」

で
す
。霊
峰
・
富
士
に
立
脚
し
た「
富
士

の
国
づ
く
り
」に
関
連
し
て
、一
言
ず
つ

お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

高
階
氏　

富
士
の
国
づ
く
り
、こ
れ
は
本

当
に
駿
河
の
国
の
み
な
ら
ず
、日
本
、そ

し
て
世
界
の
国
づ
く
り
に
つ
な
が
り
ま

す
。科
学
文
明
は
非
常
に
成
果
が
あ
り

ま
し
た
。優
れ
た
機
械
技
術
、生
産
技

術
、同
時
に
武
器
、戦
争
の
技
術
を
作
り

出
し
ま
し
た
。一
方
日
本
も
、大
変
な
戦

国
時
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、そ
の
後
、芳

賀
さ
ん
の
言
わ
れ
る
徳
川
の
平
和
の
時

代
を
、見
事
に
作
り
上
げ
た
、そ
れ
が

「
富
士
の
国
」で
あ
り
ま
す
。富
士
山
を

中
心
に
、皆
で
富
士
山
を
見
な
が
ら
、伝

統
を
受
け
継
ぎ
、家
康
公
を
は
じ
め
と

し
た
江
戸
の
人
々
が
平
和
な
時
代
を

作
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。こ
れ
か
ら

我
々
も
、知
事
の
御
指
導
も
仰
ぎ
な
が

ら
、「
富
士
の
国
」を
頭
に
置
き
、世
界
に

結
び
付
く
平
和
な
国
を
作
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
う
で
す
ね
。そ
れ
か
ら
、不

安
に
な
っ
た
り
腹
が
立
っ
た
り
し
た
ら
、

外
に
出
よ
う
、そ
し
て
富
士
山
を
眺
め

よ
う
。さ
ま
ざ
ま
な
古
典
を
通
じ
て
私

た
ち
の
心
に
富
士
山
を
抱
こ
う
。し
か
も

富
士
山
は
強
大
な
マ
グ
マ
を
抱
い
て
い

る
。た
だ
優
美
な
だ
け
で
は
な
く
、最
も

強
力
に
男
性
的
な
力
を
内
に
秘
め
な
が

ら
優
美
な
姿
を
し
て
い
る
。キ
リ
マ
ン

ジ
ャ
ロ
も
立
派
だ
ろ
う
け
れ
ど
、と
て

も
、富
士
山
の
よ
う
に
優
美
で
、し
か
も

中
に
力
を
込
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
に

は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

知
事　

富
士
山
は
、芸
術
・
信
仰
の
源
泉

で
あ
る
ば
か
り
か
、人
の
生
き
方
を
も

無
言
で
教
え
て
く
れ
る
霊
峰
で
す
ね
。

　

徳
川
時
代
を
封
建
時
代
だ
と
言
う
人

が
い
ま
す
が
、封
建
制
は
支
配
者
が
土

地
を
領
有
す
る
制
度
で
す
。で
は
、徳
川

時
代
の
支
配
階
級
・
武
士
は
土
地
を

持
っ
て
い
た
の
か
。明
治
維
新
の
地
租
改

正
で
全
国
の
土
地
所
有
者
を
確
定
し
た

の
で
す
が
、所
有
者
は
農
民
で
し
た
。武

士
は
土
地
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

す
。で
は
、武
士
は
何
を
持
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。学
問
で
す
。武
士
は
、例
外

な
く
学
問
を
お
さ
め
た
。で
す
か
ら
、庶

民
か
ら
敬
ま
わ
れ
、失
業
し
た
武
士
は

寺
子
屋
を
開
き
、そ
の
数
は
数
万
も
あ

り
ま
し
た
。明
治
の
学
制
で
小
学
校
が

あ
っ
と
い
う
間
に
で
き
た
の
は
、寺
子
屋

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
「
富
士
の
国
」の「
富
」は
物
の
豊
か
さ
、

「
士
」は
学
徳
の
あ
る
立
派
な
人
の
こ
と

で
す
。「
富
士
」は
、富
は
立
派
な
有
徳
の

人
に
支
え
ら
れ
る
べ
し
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
も
っ
た
漢
字
で
す
。国
は
富
国
有

徳
、会
社
は
富
社
有
徳
、人
は
富
者
有
徳

が
理
想
で
す
。そ
の
理
念
が「
富
士
」の
漢

字
に
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
れ
で
、徳
川
幕
府
が
終
わ

る
時
に
ま
た
第
十
五
代
徳
川
慶
喜
公
が

駿
府
に
来
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

知
事　

徳
川
の
世
の
始
ま
り
と
終
わ
り

が
、富
士
山
を
仰
ぐ
駿
府
で
し
た
。

芳
賀
氏　

始
ま
り
と
終
わ
り
が
駿
府
で

す
よ
。い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

知
事　

二
年
前（
2
0
1
3
年
）に
富
士

山
は
、世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、い

ま
や
世
界
の
宝
で
す
。富
士
山
と
平
和

が
結
び
つ
い
た
徳
川
の
知
恵
に
学
び
、

「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」の
用
語
を
世

界
に
発
信
し
て
い
き
ま
す
。ま
た
、「
富
士

の
国
づ
く
り
」を
実
践
し
て
ま
い
り
ま

す
。両
先
生
、本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

知
事

鼎
談

0506

富
士
山
を
中
心
と
し
た

日
本
の
美
意
識

17
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霊峰・富士に立脚した、

富士の国づくり。

知
事　

今
年（
2
0
1
5
年
）は
、徳
川

家
康
公
が
1
6
1
6
年
4
月　

日
に　

年
の
生
涯
を
終
え
ら
れ
て
4
0
0
年
の

節
目
で
、県
で
は「
4
0
0
年
祭
」を
展

開
し
て
い
ま
す
。「
一
富
士
、二
鷹
、三
茄

子
」で
知
ら
れ
る
富
士
山
は
家
康
公
に

と
っ
て
格
別
の
存
在
で
し
た
。す
で
に

2
0
1
1
年
2
月　

日
の「
富
士
山
の

日
」に
家
康
公
の
事
績
に
学
ん
だ「
平
和

宣
言
」を
行
っ
て
い
ま
す
。一
部
を
紹
介
し

ま
す
。

　
『
戦
乱
の
世
を
終
わ
り
に
し
、平
和
な

社
会
の
建
設
を
始
め
た
の
は
、ほ
か
な
ら

ぬ「
ふ
じ
の
く
に
」が
生
ん
だ
リ
ー
ダ
ー

徳
川
家
康
公
で
あ
っ
た
。我
々
は
郷
土
が

育
て
た
、こ
の
偉
大
な
先
人
の
業
績
を
思

い
起
こ
し
た
い
。そ
し
て
、家
康
公
が
幼
少

期
か
ら
富
士
山
を
仰
ぎ
見
て
育
っ
た
こ

と
を
も
想
起
し
た
い
。類
ま
れ
な
る
美
し

い
霊
峰
は
、環
境
や
生
命
の
破
壊
を
戒
め

る
声
な
き
声
を
発
し
て
い
る
。』

　
『
鉄
砲
は　

世
紀
に
お
け
る
最
先
端

の
武
器
で
あ
っ
た
。核
兵
器
は
現
代
に
お

け
る
最
先
端
の
武
器
で
あ
る
。か
つ
て
日

本
は
鉄
砲
の
使
用
を
抑
制
し
、実
質
的

に
鉄
砲
を
放
棄
し
た
。そ
し
て
平
和
な

社
会
を
建
設
し
た
。そ
の
歴
史
的
経
験

に
な
ら
う
な
ら
ば
、我
々
は
核
兵
器
の

抑
制
・
縮
減
・
廃
絶
が
可
能
で
あ
る
と
信

じ
る
。我
「々
ふ
じ
の
く
に
」の
士
民
は
、

徳
川
家
康
が
主
導
し
た
平
和
社
会
の
建

設
の
経
験
を
、現
代
に
お
い
て
学
び
直
す

べ
き
平
和
実
現
の
模
範
的
事
例
と
し
て
、

広
く
世
界
に
紹
介
し
、富
士
山
の
ご
と

く
美
し
く
平
和
な
姿
の
建
設
に
邁
進
す

る
こ
と
を
、こ
こ
に
宣
言
す
る
。』

と
い
う
も
の
で
す
。

　

本
日
は
、徳
川
時
代
に
つ
い
て
比
較
文

化
・
文
明
論
の
観
点
か
ら
多
く
の
著
書

の
あ
る
芳
賀
、高
階
両
先
生
か
ら
、徳
川

の
平
和
や
富
士
山
を
、今
日
の
静
岡
県

や
世
界
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
活
か
し

て
い
け
る
の
か
、御
知
恵
や
御
高
見
を
う

か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、徳
川
の
平
和
に
つ
い
て
、世
界

に
通
ず
る「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」と

い
う
言
葉
で
提
唱
さ
れ
た
の
は
芳
賀
先

生
で
し
た
。

芳
賀
氏　

そ
う
で
す
ね
。こ
の
前
、1
9

6
0
年
代
に
書
い
た
自
分
の
論
文
を
読

ん
で
み
ま
し
た
ら
、も
う
そ
の
中
に「
徳

川
の
平
和　

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ

（
P
a
x 

T
o
k
u
g
a
w
a
n
a
）と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

確
か
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

知
事　
「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」は
、

西
洋
史
に
お
け
る「
パ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
」

「
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」「
パ
ク
ス
・
ア
メ

リ
カ
ー
ナ
」な
ど
の
用
語
を
踏
ま
え
、西

洋
と
の
比
較
文
明
論
的
な
見
地
に
立
っ

た
用
語
で
す
ね
。芳
賀
先
生
は
パ
ク
ス
・

ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

芳
賀
氏　

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
と
言

い
ま
す
の
は
、徳
川
家
康
公
が
江
戸
に
幕

府
を
開
い
た
年
か
ら
、ペ
リ
ー
の
艦
隊
が

浦
賀
に
や
っ
て
来
た
年
ま
で
、1
6
0
3

年
か
ら
1
8
5
3
年
ま
で
の
2
5
0
年

間
の
期
間
を
指
し
ま
す
。こ
の
2
5
0
年

間
、日
本
列
島
は
こ
の
国
内
に
完
全
な
平

和
を
築
き
あ
げ
、維
持
し
、こ
れ
を
享
受

し
ま
し
た
。こ
れ
は
非
常
に
際
立
っ
た
特

徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。パ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
、

ロ
ー
マ
の
平
和
で
も
、イ
ギ
リ
ス
の
平
和

で
も
、ア
メ
リ
カ
の
平
和
で
も
、武
力
に

よ
っ
て
自
分
の
帝
国
の
範
囲
内
を
平
和
に

律
し
ま
し
た
。こ
れ
に
対
し
、徳
川
の
日

本
は
、い
ま
の
知
事
の
お
話
の
よ
う
に
、鉄

砲
を
捨
て
、刀
狩
り
も
行
い
、朝
鮮
と
の

平
和
外
交
を
回
復
さ
せ
、中
国
、オ
ラ
ン

ダ
と
の
商
業
関
係
を
安
定
さ
せ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

の
か
。家
康
公
が
よ
く
民
衆
の
心
を
知

り
、東
西
世
界
の
情
勢
に
通
じ
て
い
た
か

ら
で
す
が
、も
う
一
つ
挙
げ
れ
ば
彼
は
若

い
時
、今
川
義
元
の
人
質
と
し
て
ず
っ
と

駿
府
で
育
っ
た
。ま
た
晩
年
は
、1
6

0
3
年
に
征
夷
大
将
軍
に
な
る
と
、そ
の

2
年
後
、秀
忠
に
将
軍
職
を
譲
っ
て
、自

分
は
ま
た
こ
の
駿
府
に
引
き
上
げ「
大
御

所
」と
な
り
ま
し
た
ね
。そ
う
や
っ
て
、朝

な
夕
な
富
士
山
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
家
康

公
は
も
の
を
考
え
た
か
ら
、あ
の
平
和
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
、そ
う
考
え
て
み

る
の
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。

知
事　

富
士
山
は
和
の
心
の
源
泉
で

す
ね
。

芳
賀
氏　

富
士
山
を
若
い
頃
か
ら
見
て

い
れ
ば
、心
に
宿
る
の
は
平
和
へ
の
願
い

で
す
。そ
れ
か
ら
心
の
豊
か
さ
、寛
大
さ
。

そ
し
て
お
の
ず
か
ら
神
話
の
世
界
に
つ

な
が
る
。美
術
の
世
界
に
つ
な
が
る
。詩

歌
の
世
界
に
つ
な
が
る
。

高
階
氏　

そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
の
2
5
0
年
間

に
、実
際
に
は
大
坂
の
陣
が
あ
り
ま
し

た
が
、ち
ょ
う
ど
家
康
公
が
亡
く
な
ら

れ
た
頃
に
、い
わ
ゆ
る
元
和
偃
武
と
い

う
、正
に
武
を
止
め
る
時
代
に
な
り
ま

し
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
の
時
期
、つ
ま

り　

世
紀
は
、宗
教
戦
争
に
よ
る
大
変

な
虐
殺
が
続
い
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
、

　

世
紀
は
い
わ
ゆ
る
ス
ペ
イ
ン
の
王
位

継
承
戦
役
が
続
き
、　

世
紀
に
な
る
と
、

イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
制
覇

が
始
ま
り
ま
し
た
。お
そ
ら
く
、そ
の
二

百
数
十
年
の
間
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、平

和
だ
っ
た
時
期
は
数
年
と
続
い
て
い
な

い
と
思
い
ま
す
。ど
こ
か
で
戦
争
を
や
っ

て
い
ま
し
た
。

　

日
本
で
二
百
数
十
年
間
戦
争
が
無

か
っ
た
こ
と
は
、世
界
史
的
に
見
れ
ば
特

別
な
こ
と
で
す
。そ
れ
は
、家
康
公
の
大

変
見
事
な
政
策
の
成
果
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、家
康
公
だ
け
の
功

績
で
は
な
い
の
で
す
が
、鉄
砲
な
ど
全
部

捨
て
て
、し
か
も
た
だ
捨
て
た
の
で
は
な

く
て
、火
薬
を
使
っ
て
花
火
を
作
り
ま
し

た
。大
変
美
し
い
、美
意
識
に
育
て
上
げ

た
わ
け
で
す
ね
。武
力
を
美
し
い
も
の
へ

と
変
え
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
、徳
川
の

世
で
す
。

　

家
康
公
は
征
夷
大
将
軍
に
な
っ
た

後
、ま
ず
江
戸
に
行
っ
て
江
戸
城
を
築

き
ま
す
。江
戸
城
に
、富
士
見
櫓
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。「
ふ
じ
＝
不
死
」

と
い
う
こ
と
で
、戦
の
時
の
不
死
身
と
掛

け
て
い
ま
す
が
、実
際
に
富
士
山
が
見
え

る
。家
康
公
は
、暇
が
あ
る
と
富
士
見
櫓

で
富
士
を
見
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。そ

し
て
、最
後
に
駿
府
に
来
て
、真
正
面
に

富
士
山
を
見
な
が
ら
国
づ
く
り
を
行
い

ま
し
た
。政
治
的
に
は
、大
名
諸
侯
を
全

国
に
大
変
見
事
に
配
置
し
ま
し
た
。戦

争
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た

わ
け
で
す
。こ
れ
に
よ
り
、国
内
の
農
業
、

商
業
、工
業
が
発
展
し
ま
す
。当
時
の

人
々
は
、平
和
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、西

洋
の
一
般
の
人
々
と
比
べ
て
も
豊
か
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、例
え
ば
、　

世
紀
に
ゲ
ー
テ

が
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
行
く
際
に
は
、恐

く
て
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
行
っ
た
わ
け

で
す
。

芳
賀
氏　

確
か
に　

世
紀
半
ば
ま
で
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
中
と
い
う
の
は
恐
い

し
、危
な
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

徳
川
の
日
本
に
や
っ
て
き
た
西
洋
人
た

ち
は
み
な
、日
本
で
は
女
子
供
ま
で
平

気
で
街
道
を
旅
す
る
の
を
見
て
び
っ
く

り
し
て
い
ま
す
よ
。

高
階
氏　

芸
術
家
が
イ
タ
リ
ア
に
行
く

時
は
、ピ
ス
ト
ル
が
必
要
と
い
う
状
況

だ
っ
た
。一
方
、日
本
で
は
道
路
も
き
れ

い
で
、追
い
は
ぎ
が
出
て
金
を
奪
っ
た

り
、人
を
殺
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
な

い
。そ
う
い
う
平
和
の
中
で
、優
れ
た
活

動
が
行
わ
れ
て
い
た
。道
路
が
よ
く
で
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、交
通
、通
信
、運

輸
、つ
ま
り
経
済
活
動
に
も
非
常
に
良
い

影
響
が
あ
り
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
の
道
路
を
使
っ
て
、徳
川
家

光
が
始
め
た
の
が
参
勤
交
代
。こ
れ
に
よ

り
、列
島
の
北
の
端
や
西
の
端
か
ら
、そ

れ
ぞ
れ
の
大
名
が
一
年
お
き
に
江
戸
に

出
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。奥
さ
ん
と
娘

は
江
戸
に
置
い
て
お
い
て
ね
。

　

今
ま
で
参
勤
交
代
は
、妻
と
子
供
を

江
戸
の
人
質
に
し
て
大
名
が
地
元
で
反

乱
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。そ
う
い
う

意
図
も
最
初
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、奥
さ
ん
や
娘
た
ち
か
ら
見
れ

ば
、田
舎
に
帰
る
よ
り
は
、江
戸
に
い
て

一
年
中
、今
日
は
歌
舞
伎
、お
花
見
、明

日
は
舟
遊
び
。そ
れ
で
鰻
を
食
べ
よ
う
か

と
か
、も
う
嬉
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い
、

と
い
う
状
況
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

　

参
勤
交
代
が
あ
る
か
ら
、道
路
が
更

に
良
く
な
る
。道
路
が
良
い
か
ら
参
勤

交
代
の
時
に
お
互
い
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
。

ち
ゃ
ん
と
上
り
下
り
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム

ま
で
作
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。し
か
も
参

勤
交
代
の
大
行
列
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の

宿
場
に
泊
ま
っ
て
い
く
わ
け
で
し
ょ
う
。

要
す
る
に
、大
名
は
お
金
を
貯
え
た
り

借
り
た
り
し
、そ
れ
を
行
く
先
々
の
民

衆
に
配
っ
て
い
た
こ
と
に
も
な
り
ま
す

ね
。こ
れ
が
情
報
、文
化
、産
業
、経
済
の

交
流
と
活
性
化
を
も
た
ら
せ
ま
し
た
。

　

家
康
公
が
始
め
た
幕
政
と
い
う
の
は
、

3
0
0
近
い
大
中
小
の
大
名
を
実
に
上

手
く
配
置
し
て
、お
互
い
に
手
も
足
も

出
な
い
よ
う
に
し
た
。だ
が
、そ
う
す
る

と
徳
川
の
日
本
は
、動
か
な
く
な
っ
て
沈

滞
し
そ
う
に
な
る
。そ
れ
が
参
勤
交
代

に
よ
り
、列
島
東
西
の
文
化
も
諸
制
度

も
ま
る
で
洗
濯
機
の
中
に
入
れ
た
よ
う

に
攪
拌
さ
れ
て
、交
流
し
活
性
化
し
ま

し
た
。学
問
も
産
業
も
、技
術
に
関
す
る

新
知
識
や
歌
舞
伎
の
情
報
、俳
句
の
新

傾
向
の
こ
と
な
ど
、列
島
の
隅
か
ら
隅
ま

で
広
ま
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

高
階
氏　

え
え
。そ
れ
は
も
う
家
康
公

の
考
え
は
、非
常
に
見
事
だ
っ
た
。人
質

と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

参
勤
交
代
に
よ
り
お
金
を
遣
わ
せ
る
と

い
う
目
的
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。大
名

行
列
と
い
う
と
、何
百
人
、何
千
人
が
移

動
す
る
こ
と
と
な
り
、大
変
な
お
金
が

掛
か
り
ま
す
。さ
ら
に
加
賀
1
0
0
万

石
や
島
津　

万
石
な
ど
の
大
大
名
は
、

も
っ
と
お
金
が
掛
か
る
遠
い
場
所
に
置

く
わ
け
で
す
。非
常
に
見
事
な
政
策
で

す
ね
。戦
争
、つ
ま
り
大
名
か
ら
の
反
乱

は
困
り
ま
す
。そ
の
対
策
と
し
て
、や
た

ら
に
軍
備
を
組
む
の
で
は
な
く
、間
に

ち
ょ
っ
と
天
領
な
ん
か
も
入
れ
て
お
い

て
、大
名
を
上
手
く
配
置
す
る
こ
と
で
、

一
般
の
人
々
に
富
が
行
き
渡
る
よ
う
な

政
策
を
し
た
の
で
す
ね
。

知
事　

徳
川
の
政
治
体
制
は
幕
府
と
諸

藩
か
ら
成
る「
幕
藩
体
制
」で
す
。中
央

と
地
方
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
働
い
て
い

ま
し
た
ね
。

芳
賀
氏　

セ
ン
ト
ラ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
と

ロ
ー
カ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
に
分
か
れ
て
い

て
、中
央
集
権
と
地
方
分
権
の
釣
合
い

を
ち
ゃ
ん
と
守
っ
て
、相
互
に
牽
制
し
な

が
ら
、相
互
に
平
和
を
維
持
す
る
。そ
し

て
、諸
藩
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
文
化

を
生
み
だ
し
、そ
れ
ぞ
れ
に
殖
産
興
業

を
競
い
合
っ
て
地
元
の
名
物
を
作
り
出

す
。何
と
か
の
団
子
、饅
頭
、砂
糖
、紙
、

ろ
う
そ
く
、油
、藺
草
そ
う
い
っ
た
物
を

作
っ
て
特
産
物
に
し
て
い
く
。そ
れ
が
今

も
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

藩
も
農
民
も
米
作
以
外
の
そ
う
い
っ

た
殖
産
興
業
に
熱
心
で
、藩
内
に
ま
だ

開
発
さ
れ
て
な
い
土
地
が
あ
れ
ば
、農

業
技
術
を
進
歩
さ
せ
て
開
発
す
る
。農

器
具
や
灌
漑
技
術
を
新
し
く
工
夫
す

る
。そ
れ
で
経
済
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
。

経
済
が
豊
か
に
な
る
と
、今
度
は
文
化

が
豊
か
に
な
る
。文
化
が
豊
か
に
な
る

と
、歌
舞
伎
、能
、俳
句
、漢
詩
、浮
世
絵
、

園
芸
、そ
れ
に
鳥
や
金
魚
な
ど
の
ペ
ッ
ト

の
飼
育
ま
で
盛
ん
に
な
り
、ひ
ろ
が
り
、

人
々
の
生
活
を
豊
か
に
面
白
く
し
て
い

く
。そ
う
い
う
も
の
が
熊
さ
ん
八
っ
さ
ん

の
日
常
の
中
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
く
わ
け

で
、大
変
な
も
の
で
し
た
。

　

パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
の
下
の
文
明

と
い
う
の
は
、我
々
の
、明
治
以
後
の
文

明
と
は
違
う
文
明
体
な
ん
だ
と
考
え
る

の
が
、ま
ず
第
一
で
す
ね
。明
治
以
後
の

近
代
化
に
、徳
川
文
明
の
ど
の
側
面
が

ど
れ
く
ら
い
役
に
立
っ
た
か
と
い
う
よ

う
な
従
来
の
見
方
は
、一
種
の
合
理
主
義

的
、進
歩
主
義
的
な
史
観
で
し
ょ
う
。そ

う
で
は
な
く
て
、何
も
明
治
維
新
後
の

富
国
強
兵
に
は
関
わ
り
が
無
か
っ
た
よ

う
な
も
の
ま
で
含
め
て
、我
々
は
も
っ
と

徳
川
文
明
を
丸
々
見
直
し
て
評
価
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

知
事　

徳
川
時
代
は「
近
代
以
前
の
後

れ
た
封
建
社
会
で
、近
代
化
が
始
ま
っ

た
の
は
欧
米
の
影
響
を
受
け
て
か
ら

だ
」と
い
う
誤
っ
た
通
念
も
あ
り
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
う
で
す
ね
。

知
事　

徳
川
の
文
化
は
、調
べ
て
み
る

と
、近
代
の
欧
米
社
会
に
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
。文
化
の
影
響
は
、高
階
先
生

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

高
階
氏　

そ
う
で
す
ね
。与
え
た
影
響

は
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。例
え
ば

葛
飾
北
斎
が「
富
嶽
三
十
六
景
」を
描
き

ま
し
た
。富
士
山
と
い
う
の
は
大
変
見
事

な
美
し
い
山
で
す
が
、東
海
道
を
歩
い

て
、場
所
に
よ
っ
て
見
え
方
が
少
し
ず
つ

違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。の
み
な
ら
ず
、

四
季
の
移
り
変
わ
り
が
あ
る
。し
か
も

朝
昼
夕
で
違
っ
て
い
て
、三
十
六
景
も
あ

る
。そ
し
て
三
十
六
景
で
済
ま
な
く
て
、

十
景
追
加
し
て
い
る
。さ
ら
に
は「
富
嶽

百
景
」ま
で
描
く
。あ
る
い
は
広
重
の「
東

海
道
五
十
三
次
」も
そ
う
で
す
。見
る
場

所
で
違
う
。見
事
に
統
一
が
と
れ
た
山
で

あ
り
な
が
ら
、変
化
に
富
ん
で
い
る
と
い

う
。そ
の
多
様
さ
を
、画
家
達
は
い
ろ
い

ろ
な
形
で
表
現
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。そ

れ
が
豊
か
な
日
本
の
芸
術
表
現
に
結
び

付
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

芳
賀
氏　

南
フ
ラ
ン
ス
の
、エ
ク
ス
・
ア

ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
町
の
す
ぐ
北
に
、サ

ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
と
い
う
山
が
あ

る
。あ
の
山
を
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
は
何

通
り
も
描
い
て
い
ま
す
ね
。あ
れ
は
ど
う

見
て
も
、北
斎
の
影
響
で
し
ょ
う
？

高
階
氏　

そ
う
思
い
ま
す
ね
。

芳
賀
氏　

こ
の
こ
と
を
、フ
ラ
ン
ス
は
認

め
た
が
ら
な
い
ん
で
す
よ
。セ
ザ
ン
ヌ
は

「
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
と
関
係
な
い
」と
言
っ

て
。で
も
、ど
う
見
て
も
、一
つ
の
山
を

あ
っ
ち
か
ら
こ
っ
ち
か
ら
違
う
時
間
に
、

松
の
木
を
入
れ
た
り
、汽
車
を
走
ら
せ

た
り
し
て
い
ろ
い
ろ
描
く
。セ
ザ
ン
ヌ
の

頭
に
も
と
も
と
そ
ん
な
発
想
は
な
く
、

北
斎
の
影
響
以
外
に
来
よ
う
が
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

高
階
氏　

そ
う
で
す
。

芳
賀
氏　

あ
の
頃
ま
で
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

あ
ん
な
特
定
の
山
の
絵
を
連
作
に
し
た

者
は
誰
も
い
な
い
。

高
階
氏　

実
際
、サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト

ワ
ー
ル
山
は
有
名
で
す
け
ど
、セ
ザ
ン
ヌ

以
外
、地
元
の
人
は
あ
ま
り
気
に
し
て
い

な
か
っ
た
そ
う
で
す
ね
。「
あ
ん
な
山
が

あ
っ
た
」と
言
わ
れ
て
気
が
付
い
た
。

芳
賀
氏　

で
も
描
か
れ
て
み
る
と
、良
い

山
で
す
ね
。

高
階
氏　

だ
か
ら
芸
術
が
自
然
と
一
つ

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。芸
術
に
は
自
然

と
一
つ
に
な
っ
て
、我
々
と
自
然
を
結
び

付
け
て
く
れ
る
と
い
う
力
が
あ
り
ま
す
。

知
事　

わ
た
し
た
ち
の
い
る
こ
の
会
場

は
、有
度
山
頂
上
の
日
本
平
で
す
が
、こ

こ
に
は
中
心
性
が
あ
り
ま
す
。山
の
麓
に

草
薙
の
総
合
運
動
場
、日
本
平
動
物
園
、

芳
賀
先
生
が
館
長
の
静
岡
県
立
美
術

館
、県
立
図
書
館
、県
立
大
学
、Ｓ
Ｐ
Ａ

Ｃ（
静
岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
）な
ど

が
あ
り
ま
す
。ま
た
谷
を
隔
て
て
、家
康

公
を
祀
る
久
能
山
東
照
宮
が
あ
り
、眼

下
に
は
駿
河
湾
の
清
水
港
に
は
三
保
松

原
。日
本
平
は
、富
士
山
を
仰
ぎ
見
る
だ

け
で
な
く
、三
六
〇
度
の
展
望
が
き
く
、

ま
さ
に
中
心
で
す
。

高
階
氏　

そ
う
で
す
ね
。

知
事　

な
か
ん
ず
く
富
士
山
で
す
。家

康
公
の
富
士
山
へ
の
思
い
入
れ
が
大
き

な
政
治
的
・
文
化
的
影
響
力
を
も
っ
て
、

日
本
人
全
体
に
と
っ
て
富
士
山
は
大
切

な
山
と
な
っ
た
。富
士
山
は
ま
た
、日
本

人
の
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
、風

景
へ
の
美
意
識
を
育
み
ま
し
た
。富
士
山

が
日
本
の
国
土
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
た
の

は
徳
川
時
代
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

芳
賀
氏　

実
際
武
士
も
民
衆
も
旅
を
し

て
、本
当
に
富
士
山
を
自
分
の
眼
で
見

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
ら
ね
。

知
事　

参
勤
交
代
だ
け
で
な
く
、民
衆

も
ね
。

知
事　

静
岡
県
で
は「
平
和
宣
言
」と
同

じ
平
成　

年
2
月　

日
に「〝
ふ
じ
の
く

に
〞づ
く
り
宣
言
」を
出
し
ま
し
た
。富

士
山
は
美
し
い
の
で
、美
し
い
人
、美
し

い
心
、美
し
い
地
域
、美
し
い
日
本
を
つ

く
っ
て
い
こ
う
。富
士
山
は
調
和
し
た
姿

な
の
で
、和
を
大
切
に
し
よ
う
。富
士
山

は
人
間
の
力
を
超
え
た
活
火
山
な
の

で
、畏
敬
の
念
を
も
ち
つ
つ
、危
機
管
理

を
怠
ら
な
い
で
お
こ
う
。富
士
山
は
四

季
折
々
の
姿
を
我
々
に
見
せ
る
の
で
、季

節
に
鋭
敏
な
感
性
を
磨
こ
う
。

　

ま
た
富
士
山
は
、い
ろ
い
ろ
な
漢
字
で

表
記
さ
れ
て
き
ま
し
た
。今
日
の「
富

士
」の
富
は
物
の
豊
か
さ
を
、士
は
学
徳

の
あ
る
人
を
表
し
て
い
ま
す
。物
心
の
バ

ラ
ン
ス
が
取
る
こ
と
を
大
切
に
し
よ
う
。

ま
た
、「
不
死
」の
字
を
当
て
ら
れ
た
こ
と

も
あ
り
、そ
こ
か
ら
長
寿
を
寿
ご
う
。

「
不
二
」と
も
書
か
れ
、二
つ
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
、英
語
で
は
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
。一

人
一
人
、一
つ
一
つ
の
物
を
大
切
に
し
よ

う
。常
陸
国
風
土
記
で
は「
福
慈
」と
書

か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、幸
福
で
思
い
や
り

の
あ
る
人
に
な
り
ま
し
ょ
う
、等
々
、富

士
山
か
ら
導
か
れ
る
価
値
を
盛
り
込
ん

だ
の
が「〝
ふ
じ
の
く
に
〞づ
く
り
宣
言
」

で
す
。霊
峰
・
富
士
に
立
脚
し
た「
富
士

の
国
づ
く
り
」に
関
連
し
て
、一
言
ず
つ

お
願
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

高
階
氏　

富
士
の
国
づ
く
り
、こ
れ
は
本

当
に
駿
河
の
国
の
み
な
ら
ず
、日
本
、そ

し
て
世
界
の
国
づ
く
り
に
つ
な
が
り
ま

す
。科
学
文
明
は
非
常
に
成
果
が
あ
り

ま
し
た
。優
れ
た
機
械
技
術
、生
産
技

術
、同
時
に
武
器
、戦
争
の
技
術
を
作
り

出
し
ま
し
た
。一
方
日
本
も
、大
変
な
戦

国
時
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、そ
の
後
、芳

賀
さ
ん
の
言
わ
れ
る
徳
川
の
平
和
の
時

代
を
、見
事
に
作
り
上
げ
た
、そ
れ
が

「
富
士
の
国
」で
あ
り
ま
す
。富
士
山
を

中
心
に
、皆
で
富
士
山
を
見
な
が
ら
、伝

統
を
受
け
継
ぎ
、家
康
公
を
は
じ
め
と

し
た
江
戸
の
人
々
が
平
和
な
時
代
を

作
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。こ
れ
か
ら

我
々
も
、知
事
の
御
指
導
も
仰
ぎ
な
が

ら
、「
富
士
の
国
」を
頭
に
置
き
、世
界
に

結
び
付
く
平
和
な
国
を
作
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
う
で
す
ね
。そ
れ
か
ら
、不

安
に
な
っ
た
り
腹
が
立
っ
た
り
し
た
ら
、

外
に
出
よ
う
、そ
し
て
富
士
山
を
眺
め

よ
う
。さ
ま
ざ
ま
な
古
典
を
通
じ
て
私

た
ち
の
心
に
富
士
山
を
抱
こ
う
。し
か
も

富
士
山
は
強
大
な
マ
グ
マ
を
抱
い
て
い

る
。た
だ
優
美
な
だ
け
で
は
な
く
、最
も

強
力
に
男
性
的
な
力
を
内
に
秘
め
な
が

ら
優
美
な
姿
を
し
て
い
る
。キ
リ
マ
ン

ジ
ャ
ロ
も
立
派
だ
ろ
う
け
れ
ど
、と
て

も
、富
士
山
の
よ
う
に
優
美
で
、し
か
も

中
に
力
を
込
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
に

は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

知
事　

富
士
山
は
、芸
術
・
信
仰
の
源
泉

で
あ
る
ば
か
り
か
、人
の
生
き
方
を
も

無
言
で
教
え
て
く
れ
る
霊
峰
で
す
ね
。

　

徳
川
時
代
を
封
建
時
代
だ
と
言
う
人

が
い
ま
す
が
、封
建
制
は
支
配
者
が
土

地
を
領
有
す
る
制
度
で
す
。で
は
、徳
川

時
代
の
支
配
階
級
・
武
士
は
土
地
を

持
っ
て
い
た
の
か
。明
治
維
新
の
地
租
改

正
で
全
国
の
土
地
所
有
者
を
確
定
し
た

の
で
す
が
、所
有
者
は
農
民
で
し
た
。武

士
は
土
地
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

す
。で
は
、武
士
は
何
を
持
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。学
問
で
す
。武
士
は
、例
外

な
く
学
問
を
お
さ
め
た
。で
す
か
ら
、庶

民
か
ら
敬
ま
わ
れ
、失
業
し
た
武
士
は

寺
子
屋
を
開
き
、そ
の
数
は
数
万
も
あ

り
ま
し
た
。明
治
の
学
制
で
小
学
校
が

あ
っ
と
い
う
間
に
で
き
た
の
は
、寺
子
屋

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
「
富
士
の
国
」の「
富
」は
物
の
豊
か
さ
、

「
士
」は
学
徳
の
あ
る
立
派
な
人
の
こ
と

で
す
。「
富
士
」は
、富
は
立
派
な
有
徳
の

人
に
支
え
ら
れ
る
べ
し
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
も
っ
た
漢
字
で
す
。国
は
富
国
有

徳
、会
社
は
富
社
有
徳
、人
は
富
者
有
徳

が
理
想
で
す
。そ
の
理
念
が「
富
士
」の
漢

字
に
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

芳
賀
氏　

そ
れ
で
、徳
川
幕
府
が
終
わ

る
時
に
ま
た
第
十
五
代
徳
川
慶
喜
公
が

駿
府
に
来
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

知
事　

徳
川
の
世
の
始
ま
り
と
終
わ
り

が
、富
士
山
を
仰
ぐ
駿
府
で
し
た
。

芳
賀
氏　

始
ま
り
と
終
わ
り
が
駿
府
で

す
よ
。い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

知
事　

二
年
前（
2
0
1
3
年
）に
富
士

山
は
、世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、い

ま
や
世
界
の
宝
で
す
。富
士
山
と
平
和

が
結
び
つ
い
た
徳
川
の
知
恵
に
学
び
、

「
パ
ク
ス
・
ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」の
用
語
を
世

界
に
発
信
し
て
い
き
ま
す
。ま
た
、「
富
士

の
国
づ
く
り
」を
実
践
し
て
ま
い
り
ま

す
。両
先
生
、本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

知
事

鼎
談

0708

「
富
士
の
国
」づ
く
り
に
向
け
て
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