
 
 

昭
和
二
十
二
年 

 
《
昭
和
二
十
二
年
は
、
新
年
や.

早
春
が
な
く
、
春
の
句
か
ら
始
ま
る
。
ま
た
、
季
節
と
俳

句
の
順
序
も
合
っ
て
い
な
い
。》 

  

《
前
年
の
十
一
月
、
雑
誌
『
世
界
』
に
桑
原
武
夫
が
『
第
二
芸
術
―
現
代
俳
句

に
つ
い
て
―
』
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
黙
榮
に
も
相
当
の
衝
撃
を
与
え

た
よ
う
で
、
掲
載
雑
誌
を
庭
先
に
放
り
出
し
、
そ
れ
で
も
気
が
済
ま
ず

に
穴
を
掘
っ
て
燃
や
し
て
埋
め
た
と
言
っ
て
い
た
。
彼
の
怒
り
は
更
に
、

大
家
た
ち
の
反
論
が
桑
原
を
論
破
す
る
に
至
ら
な
い
事
に
も
向
け
ら
れ

た
。
こ
の
両
者
へ
の
怒
り
は
永
続
し
、
昭
和
四
十
年
代
に
な
っ
て
も
第

二
芸
術
に
話
が
向
か
う
と
激
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
二
年
の
新
春
、
早
春
と
い
う
の
は
そ
ん
な
騒
動
の
真
っ
最

中
で
あ
っ
た
こ
と
も
こ
の
時
期
の
句
が
無
い
原
因
か
も
し
れ
な
い
。
》 

  

茎
立
の
葉
か
げ
重
ね
て
昼
深
し 

読
み
＝
く
き
た
ち
の 

は
か
げ
か
さ
ね
て 

ひ
る
ふ
か
し 

季
語
＝
茎
立
（
春
） 

茎
立
ち
は
、
植
物
の
中
心
の
茎
が
伸
び
る
事
。
野
菜
な
ど
で
は
花
を
付
け
る
為
の
成

長
で
、
と
う
が
た
つ
、
と
い
う
。
野
菜
で
と
う
が
立
っ
た
ら
も
う
食
べ
ら
な
い
。
こ
の

句
の
植
物
が
何
な
の
か
判
ら
な
い
が
、
重
ね
て
昼
深
し
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
か
な
り

大
き
な
植
物
、
典
型
的
に
は
煙
草
を
思
う
が
、
煙
草
は
作
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。 

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
句
が
以
降
の
句
の
前
に
作
ら
れ
た
の
な
ら

季
節
が
ず
れ
て
し
ま
う
。 

  

岩
が
ま
の
崩
る
ゝ
道
や
木
の
芽
萌
ゆ 

読
み
＝
い
わ
が
ま
の 

く
ず
る
る
み
ち
や 

こ
の
め
も
ゆ 

季
語
＝
木
の
芽
（
春
） 

木
の
芽
は
、
こ
の
め
と
読
ん
で
一
般
的
な
樹
木
の
新
芽
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
き
の
芽
と
読
む
と
山
椒
の
芽
と
い
う
事
に
な
る
。
岩
が
ま
、
は
出
典
意
味
共
に

不
明
。
岩
釜
か
岩
構
か
、
山
道
の
脇
に
あ
る
大
き
な
岩
が
崩
れ
て
通
行
を
一
部
妨
げ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。 

  揺
れ
や
ま
ず
山
吹
た
わ
む
渓
し
ぶ
き 

読
み
＝
ゆ
れ
や
ま
ず 

や
ま
ぶ
き
た
わ
む 

た
に
し
ぶ
き 

季
語
＝
山
吹
（
春
） 

谷
川
の
し
ぶ
き
と
風
に
あ
お
ら
れ
て
山
吹
の
花
が
揺
れ
て
お
る
。
単
純
と
い
お
う
か
、

平
凡
と
い
お
う
か
黙
栄
に
し
て
は
素
直
な
句
で
あ
る
。
主
語
で
、
季
語
で
あ
る
山
吹
に

「
揺
れ
る
」
と
、「
た
わ
む
」
の
二
つ
の
動
詞
が
あ
る
事
は
ち
ょ
っ
と
問
題
で
、
一
考
を

要
す
る
。
そ
う
い
う
実
験
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

堀
り
残
す
独
活
の
芽
立
ち
や
別
れ
霜 

読
み
＝
ほ
り
の
こ
す 

う
ど
の
め
だ
ち
や 

わ
か
れ
し
も 

季
語
＝
独
活
（
春
）、
芽
立
ち
（
春
）、
別
れ
霜
（
春
）
＝
季
重
ね 

情
景
は
判
る
し
、
き
れ
い
で
あ
る
が
、
春
の
季
語
が
三
つ
あ
る
季
重
ね
で
、
何
が
主

題
な
の
か
判
ら
な
い
。
実
験
句
で
あ
ろ
う
。 

 

独
活
は
前
の
畑
の
石
垣
沿
い
の
日
溜
り
に
な
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
冬
に
は
も
み
殻

で
囲
っ
た
り
し
て
手
入
れ
も
し
て
そ
れ
な
り
の
品
質
と
量
を
収
穫
し
て
い
た
。
堀
り
残

さ
れ
て
青
い
芽
が
出
た
独
活
は
所
謂
独
活
の
大
木
と
な
り
、
子
供
の
ち
ゃ
ん
ば
ら
の
良

い
稽
古
台
に
な
る
。 



葱
坊
主
喜
雨
の
す
ず
ろ
に
そ
そ
ぎ
け
り 

読
み
＝
ね
ぎ
ぼ
う
ず 

き
う
の
す
ず
ろ
に 

そ
そ
ぎ
け
り 

季
語
＝
葱
坊
主
（
春
）、
喜
雨
（
夏
）
＝
季
違
い 

喜
雨
は
旱
魃
の
末
降
る
喜
び
の
雨
。
す
ず
ろ
は
音
も
無
く
、
と
部
品
は
判
っ
て
も
、

詠
み
手
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
判
ら
な
い
難
解
な
句
で
あ
る
。 

葱
坊
主
と
い
う
の
は
、
薄
皮
が
開
く
と
複
雑
な
形
を
し
て
い
る
の
で
、
雨
が
降
り
注

ぐ
様
子
と
云
う
の
は
詩
人
黙
榮
の
心
を
掴
む
物
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  音
も
な
く
春
ゆ
く
川
の
水
ゆ
た
か 

読
み
＝
お
と
も
な
く 

は
る
ゆ
く
か
わ
の 

み
ず
ゆ
た
か 

季
語
＝
春
ゆ
く
（
春
） 

音
も
な
く
、
水
豊
か
に
流
れ
る
川
と
い
う
の
は
家
の
近
所
に
は
無
い
の
で
、
ゆ
り
の

実
家
の
中
巨
摩
郡
玉
穂
村
乙
黒
で
の
句
か
も
し
れ
な
い
。
甲
府
盆
地
中
央
に
あ
る
こ
の

辺
り
の
川
は
、
水
が
川
幅
一
杯
に
な
っ
て
悠
然
と
流
れ
る
。 

  

雨
後
の
道
高
這
う
蟹
に
虹
あ
か
り 

読
み
＝
う
ご
の
み
ち 

た
か
は
う
か
に
に 

に
じ
あ
か
り 

季
語
＝
蟹
（
夏
）、
虹
（
夏
）
＝
季
重
ね 

高
這
う
、
は
出
典
意
味
共
に
不
明
。
高
に
は
、
高
望
み
の
よ
う
に
分
不
相
応
と
い
う

意
味
が
あ
る
の
で
、
蟹
が
雨
に
浮
か
れ
て
、
分
不
相
応
に
流
れ
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
を

這
っ
て
い
る
、.

と
い
う
情
景
で
あ
ろ
う
。 

   

朝
虹
や
露
ふ
り
こ
ぼ
す
花
茨 

読
み
＝
あ
さ
に
じ
や 

つ
ゆ
ふ
り
こ
ぼ
す 

は
な
い
ば
ら 

季
語
＝
朝
虹
（
夏
）、
露
（
夏
）、
花
茨
（
夏
）
＝
季
重
ね 

き
れ
い
な
情
景
で
あ
る
が
、
無
茶
苦
茶
に
季
語
が
並
ん
で
い
る
。 

 

 『
目
に
は
青
葉 

山
不
如
帰 

初
鰹
』
み
た
い
な
句
で
あ
る
。 

   

七
夕
竹
深
夜
の
風
に
ひ
そ
と
鳴
る 

読
み
＝
た
な
ば
た
だ
け 

し
ん
や
の
か
ぜ
に 

ひ
そ
の
な
る 

季
語
＝
七
夕
竹
（
夏
） 

泰
元
の
為
に
七
夕
竹
を
飾
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
竹
な
ら
売
る
ほ
ど
あ
る
し
、
元
小
学

校
教
師
の
榮
助
は
七
夕
に
飾
る
よ
う
な
小
物
を
作
る
の
は
嫌
い
で
は
な
か
っ
た
。 

た
だ
し
、
手
先
は
器
用
で
は
な
か
っ
た
。 

ゆ
り
は
器
用
だ
っ
た
し
、
文
系
の
榮
助
に
対
し
て
、
思
考
回
路
も
理
系
だ
っ
た
。
時
々
、

榮
助
を
論
破
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
今
な
ら
「
リ
ケ
ジ
ョ
」
と
し
て
薬
学
部
か

何
か
に
進
み
、
研
究
開
発
を
目
指
し
た
か
も
し
れ
な
い
。 

  

星
祭
了
え
し
雲
漢
夜
々
に
澄
む 

読
み
＝
ほ
し
ま
つ
り 

お
え
し
う
ん
か
ん 

よ
よ
に
す
む 

季
語
＝
星
祭
（
夏
） 

甲
州
は
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
為
に
空
は
狭
い
が
暗
く
、
星
が
き
れ
い
な
所
で
あ
る
。

当
時
は
街
灯
や
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
無
く
、
暗
い
空
で
は
天
の
川
も
簡
単
に
視
認
で

き
た
で
あ
ろ
う
。
昭
和
五
十
年
代
、
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
が
進
出
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
で
夜
空
が
明
る
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ゆ
り
は
こ
の
事
を
繰
り
返
し
嘆
い
て
い
た
。 

 



濯
ぎ
水
草
に
溢
れ
て
虹
明
り 

読
み
＝
す
す
ぎ
み
ず 

く
さ
に
あ
ふ
れ
て 

に
じ
あ
か
り 

季
語
＝
虹
（
夏
） 

何
か
を
洗
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
農
作
業
で
あ
っ
て
衣
類
の
洗
濯
で
は
な
い
。

榮
助
は
そ
ん
な
家
事
は
し
な
か
っ
た
。 

農
作
業
で
あ
る
か
ら
、
濯
ぎ
水
も
大
量
で
あ
る
。
溜
め
水
で
、
桶
に
夕
立
ち
の
雨
水

が
溜
ま
り
き
れ
ず
溢
れ
る
、
と
言
う
光
景
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

暮
れ
て
尚
明
る
き
夏
至
の
外
仕
事 

読
み
＝
く
れ
て
な
お 

あ
か
る
き
げ
し
の 

そ
と
し
ご
と 

季
語
＝
夏
至
（
夏
） 

こ
の
年
、
昭
和
二
十
二
年
に
は
ま
だ
夏
時
間
は
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の

句
で
は
時
計
を
見
て
働
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
太
陽
を
見
て
働
い
て
い
る
の
で
夏
時

間
は
関
係
な
い
。
夏
至
の
頃
の
最
大
の
農
作
業
は
麦
刈
り
で
あ
る
が
、
こ
の
句
か
ら
は

麦
刈
り
の
切
迫
し
た
作
業
状
況
は
感
じ
ら
れ
な
い
。 

 

奥
岳
の
郭
公
ひ
び
く
泉
か
な 

読
み
＝
お
く
だ
け
の 

か
っ
こ
う
ひ
び
く 

い
ず
み
か
な 

季
語
＝
郭
公
（
夏
）、
泉
（
夏
）
＝
季
重
ね 

家
の
周
り
に
一
般
的
に
奥
岳
と
呼
ば
れ
る
山
は
な
い
。
地
名
と
し
て
の
奥
岳
を
調
べ

る
と
、
福
島
の
安
達
太
良
山
近
く
の
温
泉
と
あ
る
が
、
季
節
的
に
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
遊

び
に
行
っ
て
い
る
暇
は
無
い
。 

家
の
周
囲
に
い
く
ら
で
も
あ
る
山
の
中
か
ら
見
繕
っ
て
比
較
的
奥
ま
っ
た
山
を
適
宜

奥
岳
と
読
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
句
は
奥
岳
の
中
に
分
け
入
っ
て
い
る
状
況
を
詠
ん

で
い
る
。
謎
の
句
で
あ
る
。 

  

刈
り
麦
を
夏
至
の
日
照
雨

ソ

バ

エ

の
鳴
ら
し
す
ぐ 

読
み
＝
か
り
む
ぎ
を 

げ
し
の
そ
ば
え
の 

な
ら
し
過
ぐ 

季
語
＝
刈
り
麦
（
夏
）、
夏
至
（
夏
）
＝
季
重
ね 

米
か
べ
え
（
か
ば
い
＝
節
約
）
の
大
麦
の
麦
刈
り
風
景
で
あ
る
。
二
毛
作
の
乾
田
で

は
、
大
麦
は
刈
り
倒
し
な
い
し
刈
り
干
と
い
っ
て
、
刈
っ
て
そ
の
場
の
地
面
に
直
接
に

平
た
く
薄
く
並
べ
て
干
し
た
。
気
温
も
湿
度
も
高
い
時
期
な
の
で
天
気
が
良
い
事
を
願

う
事
の
情
切
な
り
で
、
こ
こ
で
雨
に
降
ら
れ
る
と
カ
ビ
が
生
え
た
り
、
芽
が
出
て
腐
っ

て
し
ま
っ
た
り
す
る
。 

夏
至
の
時
期
の
不
安
定
な
天
気
、
晴
れ
た
の
で
麦
を
刈
り
、
田
ん
ぼ
一
面
に
並
べ
ら

れ
た
と
こ
ろ
に
天
気
雨
が
ぱ
ち
ぱ
ち
と
音
を
立
て
て
過
ぎ
て
い
く
。
狐
の
嫁
入
り
か
、

だ
っ
た
ら
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
が
。 

  

湧
口
の
草
か
き
わ
け
て
泉
汲
む 

読
み
＝
わ
き
ぐ
ち
の 

く
さ
か
き
わ
け
て 

い
ず
み
く
む 

季
語
＝
泉
（
夏
） 

ど
こ
か
に
出
か
け
て
の
句
で
あ
ろ
う
か
。
と
は
い
う
も
の
の
、
私
の
子
供
の
頃
に
は
、

家
の
近
所
に
は
な
か
っ
た
が
、
藤
井
田
圃
即
ち
小
学
校
方
面
に
行
く
途
中
に
、
田
舎
の

餓
鬼
が
飲
ん
で
も
腹
を
壊
さ
な
い
程
度
の
水
が
沸
い
て
い
る
個
所
が
幾
つ
か
あ
っ
た
。 

野
の
泉
の
水
を
飲
む
に
は
出
来
る
だ
け
湧
き
口
に
近
い
所
か
ら
飲
み
た
い
の
は
人
情

で
あ
る
。 

  冬
凪
や
柿
剪
定
の
鋏
冴
え 

読
み
＝
ふ
ゆ
な
ぎ
の 

か
き
せ
ん
て
い
の 

は
さ
み
さ
え 

季
語
＝
冬
凪
（
冬
）、
剪
定
（
冬
）
＝
季
重
ね 

柿
は
強
く
剪
定
す
る
。「
柿
は
仇
に
取
ら
せ
ろ
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、
収
穫
か
ら
し



て
、
竹
竿
の
先
を
挟
み
状
に
切
っ
た
「
竿
鋏
＝
さ
お
ば
さ
み
」
と
い
う
道
具
で
枝
ご
と

折
り
取
っ
て
し
ま
う
。 

冬
の
静
か
に
晴
れ
た
日
に
柿
の
剪
定
を
す
る
の
は
、
強
い
剪
定
だ
け
に
作
業
の
前
後

の
違
い
が
良
く
見
え
て
気
持
ち
が
良
い
仕
事
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

   

蝶
は
凍
て
枳
殻
垣
は
刺
固
し 

読
み
＝
ち
ょ
う
は
い
て 

か
ら
た
ち
が
き
は 

と
げ
か
た
し 

季
語
＝
凍
て
蝶
（
冬
） 

凍
て
蝶
は
冬
ま
で
生
き
延
び
て
ほ
と
ん
ど
動
か
ず
に
い
る
蝶
。
枳
殻
の
刺
と
い
う
の

は
枳
殻
の
気
持
ち
を
無
視
す
れ
ば
、
あ
の
程
度
の
実
を
守
る
防
御
兵
器
と
し
て
は
不
必

要
に
長
く
鋭
く
獰
猛
で
あ
る
。
枳
殻
＝
北
朝
鮮
説
。 

  柩
か
く
素
草
鞋
に
踏
む
冬
の
草 

読
み
＝
ひ
つ
ぎ
か
く 

す
わ
ら
じ
に
ふ
む 

ふ
ゆ
の
く
さ 

季
語
＝
冬
の
草
（
冬
） 

か
く
は
担
ぐ
（
か
つ
ぐ
）
の
意
味
。
江
戸
時
代
、
篭
か
き
と
い
う
職
業
が
あ
っ
た
。 

当
時
は
土
葬
で
、
墓
穴
を
掘
っ
た
り
、
棺
桶
を
担
ぐ
指
揮
を
と
っ
た
り
す
る
役
は
村

人
の
持
ち
回
り
で
行
っ
た
。
穴
っ
掘
（
ぽ
）
り
、
と
言
っ
て
葬
式
の
主
役
で
あ
る
。 

 

素
草
鞋
は
素
足
に
履
い
た
草
鞋
で
、
蛇
笏
の
句
に
も
出
て
く
る
。 

『
辣
韮
ほ
る
土
素
草
鞋
に
み
だ
れ
け
り
／
蛇
笏
』 

お
旦
那
で
あ
っ
た
蛇
笏
は
、
大
地
主
で
は
な
く
な
っ
た
戦
後
も
ほ
と
ん
ど
農
作
業
は

し
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
、
辣
韮
く
ら
い
は
掘
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

雪
残
る
大
巌
め
ぐ
る
水
ゆ
た
か 

読
み
＝
ゆ
き
の
こ
る 

お
お
い
わ
め
ぐ
る 

み
ず
ゆ
た
か 

季
語
＝
雪
残
る
（
春
） 

家
の
近
く
で
詠
ん
だ
句
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
続
く
句
と
も
に
旅
の
句
で
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。
榮
助
に
は
登
山
の
心
得
は
無
か
っ
た
の
で
、
旅
は
人
里
か
ら
離
れ
る
事
は

無
い
。
豊
か
な
水
が
流
れ
る
の
は
あ
る
程
度
の
大
き
な
川
、
大
巖
が
あ
っ
た
り
す
る
の

は
富
士
川
か
。 

  雪
残
る
峯
を
背

ソ
ビ
ラ

に
遭
難
碑 

読
み
＝
ゆ
き
の
こ
る 

み
ね
を
そ
び
ら
に 

そ
う
な
ん
ひ 

季
語
＝
雪
残
る
（
春
） 

峯
を
背
に
、
が
、「
難
し
い
言
葉
で
脅
か
す
」
黙
榮
ら
し
い
が
、
さ
り
と
て
ど
う
と
云

う
事
は
な
い
句
で
あ
る
。
夜
叉
神
峠
辺
り
か
ら
の
白
根
を
想
像
す
る
。 

 

富
士
晴
れ
て
雪
解
の
樹
海
鳶
舞
え
る 

読
み
＝
ふ
じ
は
れ
て 

ゆ
き
げ
の
じ
ゅ
か
い 

と
び
ま
え
る 

季
語
＝
雪
解
（
春
） 

樹
海
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
富
士
山
は
遠
景
で
は
な
く
、
富
士
山
に
か
な
り
接
近
し

て
い
る
場
所
に
い
る
。
紅
葉
台
あ
た
り
に
登
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら

ば
、
俯
瞰
の
風
景
で
鳶
は
ほ
ぼ
自
分
の
眼
の
高
さ
と
同
じ
く
ら
い
の
所
を
回
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大
き
な
風
景
が
眼
に
浮
か
ぶ
。 

  



ダ
ム
を
抱
く
疎
林
雪
解
の
風
通
う 

読
み
＝
だ
む
を
だ
く 

そ
り
ん
ゆ
き
げ
の 

か
ぜ
か
よ
う 

季
語
＝
雪
解
（
春
） 

こ
の
句
も
ど
こ
の
ど
ん
な
ダ
ム
な
の
か
見
当
が
付
か
な
い
。
疎
林
と
い
う
の
は
木
が

少
な
い
の
で
は
な
く
、
季
の
葉
を
落
と
し
て
い
る
為
に
地
面
に
降
り
積
も
っ
た
雪
が
見

え
る
林
と
云
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
疎
林
を
駆
け
抜
け
る
真
冬
の
凍
て
付
く
よ
う
な
風
で

は
無
く
ど
こ
か
柔
ら
か
い
春
の
気
配
が
す
る
風
が
ゆ
く
。 

  

小
鳥
篭
軒
に
吊
る
し
て
野
は
雪
解 

読
み
＝
こ
と
り
か
ご 

の
き
に
つ
る
し
て 
の
は
ゆ
き
げ 

季
語
＝
雪
解
（
春
） 

寒
さ
も
緩
ん
で
、
小
鳥
の
籠
を
家
の
中
か
ら
出
し
て
、
軒
に
吊
る
し
て
み
た
。
榮
助

が
小
鳥
を
飼
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
ど
こ
か
近
隣
の
家
で
飼
っ
て
い
る
鳥
な
の
か
も

し
れ
な
い
。 

 

織
り
励
む
姑

ハ

ハ

の
筬
音

ハ

タ

オ

ト

麦
を
踏
む 

読
み
＝
お
り
は
げ
む 

は
は
の
は
た
お
と 

む
ぎ
を
ふ
む 

季
語
＝
麦
を
踏
む
（
春
） 

機
音
が
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
家
の
傍
の
畑
で
あ
ろ
う
。
母
屋
の
す
ぐ
東
側
、

現
在
作
業
場
や
庭
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
野
菜
、
な
ど
の
畑
に

な
っ
て
い
た
。 

 榮
助
は
こ
の
音
を
立
て
て
い
た
織
機
を
甲
府
市
に
寄
付
し
た
。
現
在
甲
府
の
武
田
神

社
境
内
に
あ
る
藤
村
記
念
館
（
ふ
じ
む
ら
き
ね
ん
か
ん
＝
明
治
時
代
の
山
梨
県
令 

藤

村
紫
朗
を
記
念
し
た
郷
土
博
物
館
）
に
あ
る
。
良
い
判
断
で
あ
っ
た
と
思
う
。 

 

 

 

  

鳶
低
く
傾
き
流
る
る
南
風
の
畑 

読
み
＝
と
び
ひ
く
く 

か
た
む
き
な
が
る
る 

は
え
の
は
た 

季
語
＝
南
風
（
夏
） 

中
八
の
字
余
り
で
あ
る
が
、
坐
り
の
良
い
句
で
あ
る
。
一
羽
の
ト
ビ
が
風
に
乗
っ
て

横
滑
り
す
る
よ
う
に
斜
め
に
飛
ん
で
い
る
。
横
滑
り
は
飛
行
機
で
は
高
度
と
速
度
を
一

気
に
失
う
の
で
、
通
常
飛
行
中
行
う
事
は
無
い
が
、
大
き
な
鳥
が
風
の
中
を
滑
空
し
て

い
る
の
を
見
て
い
る
と
頻
繁
に
横
滑
り
飛
行
を
し
て
い
る
の
が
判
る
。
そ
れ
は
飛
行
の

原
理
に
反
す
る
飛
び
方
で
あ
る
だ
け
に
非
常
に
恰
好
良
い
。 

 
黙
栄
に
は
風
の
句
も
多
い
、
漁
師
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
外
で
働
く
百
姓
も
風

に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
寒
い
暑
い
に
直
結
す
る
し
、
雨
が
降
る
降
ら
な
い
の
判

断
基
準
に
も
な
る
。
畑
に
よ
っ
て
風
の
強
弱
が
あ
り
、
畝
や
棚
の
方
向
も
日
当
た
り
と

風
向
き
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
形
の
せ
い
で
、
風
が
死
に
や
す
く
、
晩
霜

に
遭
い
や
す
い
畑
と
い
う
の
も
あ
る
。
こ
う
い
う
畑
に
は
霜
に
弱
い
も
の
は
作
ら
な
い
、

等
の
工
夫
も
必
要
な
の
で
あ
る
。 

妙
織
大
姉
が
愛
用
し

た
機
織
り
機
。 

甲
府
藤
村
記
念
館
。 

 

ペ
ル
リ
が
浦
賀
に
来

た
嘉
永
六
年
の
銘
が

あ
る
。
昭
和
三
十
五
年

位
ま
で
現
役
だ
っ
た
。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E6%B0%B8


も
の
蔭
に
野
良
の
茶
す
す
る
薄
暑
か
な 

読
み
＝
も
の
か
げ
に 

の
ら
の
ち
ゃ
す
す
る 

は
く
ぼ
か
な 

季
語
＝
薄
暑
（
夏
） 

夏
の
初
め
、
日
射
し
が
強
い
日
、
そ
れ
ま
で
野
良
の
茶
は
日
溜
り
で
啜
っ
て
い
た
も

の
が
、
今
日
は
、
日
陰
で
啜
り
た
い
気
分
。 

  

雲
雀
き
く
茶
う
け
の
砂
糖
手
の
窪
に 

読
み
＝
ひ
ば
り
き
く 

ち
ゃ
う
け
の
さ
と
う 

て
の
く
ぼ
に 

季
語
＝
雲
雀
（
春
） 

榮
助
は
酒
の
み
で
あ
っ
た
が
、
甘
い
も
の
も
辞
す
る
も
の
で
は
無
か
っ
た
。 

こ
の
時
期
、
砂
糖
は
貴
重
品
で
あ
っ
た
と
思
う
。
化
学
系
の
古
い
技
術
者
や
大
学
の

先
生
の
話
を
聞
く
と
、
例
外
な
く
戦
後
す
ぐ
の
時
代
、
実
験
室
で
甘
味
料
を
合
成
し
て

売
り
、
小
遣
い
稼
ぎ
を
し
た
話
が
出
て
く
る
。 

そ
の
時
代
多
少
で
も
手
に
入
っ
た
砂
糖
。
そ
れ
は
直
に
舐
め
る
の
が
一
番
で
あ
ろ
う
。 

  

砂
浴
び
る
雞
に
桃
散
る
遅
日
光 

読
み
＝
す
な
あ
び
る 

と
り
に
も
も
ち
る 

ち
じ
つ
こ
う 

季
語
＝
桃
（
春
） 

 

遅
日
は
春
の
日
が
長
く
な
っ
た
様
子
で
、
春
の
季
語
で
あ
る
が
、
雞
（
に
わ
と
り
）

が
い
る
の
は
遅
日
光
の
中
に
散
る
桃
の
花
散
る
下
な
の
で
、
こ
こ
は
桃
が
主
題
の
季
語

で
あ
ろ
う
。
他
に
も
雞
を
雄
雌
組
み
合
わ
せ
て
地
飼
い
し
て
い
る
、
と
取
れ
る
句
が
あ

る
。
好
平
が
養
鶏
に
精
出
す
前
は
地
飼
い
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

春
祭
若
草
に
坐
し
神
楽
み
る 

読
み
＝
は
る
ま
つ
り 

わ
か
く
さ
に
坐
し 

か
ぐ
ら
み
る 

季
語
＝
春
祭
（
春
）、
若
草
（
春
）
＝
季
重
ね 

近
郷
の
春
祭
り
は
、
穴
観
音
＝
三
月
末
、
氏
神
さ
ん
＝
四
月
十
二
日
、
新
府
藤
武
神

社
＝
四
月
二
〇
日
、
と
あ
る
。
若
草
に
坐
し
て
神
楽
を
見
る
と
言
う
風
景
は
新
府
藤
武

神
社
で
あ
ろ
う
。
神
楽
の
規
模
も
こ
こ
が
一
番
大
き
い
。 

  

世
話
人
の
古
紋
服
や
春
祭 

読
み
＝
せ
わ
に
ん
の 

ふ
る
も
ん
つ
き
や 

は
る
ま
つ
り 

季
語
＝
春
祭
（
春
） 

黙
榮
ワ
ー
ル
ド
の
句
で
あ
る
。
村
の
お
祭
り
の
雰
囲
気
が
良
く
出
て
い
る
。
前
後
の

句
と
組
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

昔
の
人
は
た
と
え
色
変
わ
り
し
て
折
り
目
も
怪
し
い
古
紋
付
を
着
て
い
た
と
し
て
も
、

当
番
に
当
た
れ
ば
村
の
お
祭
り
を
立
派
に
仕
切
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

春
祭
了
え
て
ぬ
く
と
き
雨
と
な
る 

読
み
＝
は
る
ま
つ
り 

お
え
て
ぬ
く
と
く 

あ
め
と
な
る 

季
語
＝
春
祭
（
春
） 

 

ぬ
く
と
い
は
甲
州
特
有
の
方
言
で
は
な
い
と
思
う
が
、
甲
州
の
話
し
言
葉
に
は
、
暖

か
い
と
い
う
言
葉
は
な
く
、
全
部
ぬ
く
と
い
、
さ
ら
に
音
便
を
伴
っ
て
「
ぬ
く
て
え
」

と
な
る
。「
今
日
は
、（
雨
が
）
降
る
け
ん
ど
、
え
ら
い
ぬ
く
て
え
じ
ゃ
ん
か
い
」
と
い

う
野
良
声
の
会
話
が
聞
こ
え
て
来
そ
う
で
あ
る
。 

 
 

 



晩
春
の
野
川
に
洗
う
蚕
具
か
な 

読
み
＝
ば
ん
し
ゅ
ん
の 

の
が
わ
に
あ
ら
う 

さ
ん
ぐ
か
な 

季
語
＝
晩
春
（
春
） 

蚕
具
は
籠
や
竿
、
竿
を
架
け
る
柱
な
ど
蚕
を
飼
う
為
の
道
具
類
の
こ
と
。 

洗
っ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
一
齢
一
眠
の
稚
蚕
用
の
道
具
類
で
あ
ろ
う
。
数
万
匹

の
昆
虫
の
幼
虫
を
密
集
さ
せ
て
飼
う
の
で
あ
る
か
ら
病
気
へ
の
対
策
も
重
要
で
、
道
具

類
の
洗
浄
、
蚕
室
の
消
毒
（
大
量
の
消
石
灰
、
ホ
ル
マ
リ
ン
や
セ
レ
サ
ン
と
い
う
粉
体

の
水
銀
製
剤
を
使
っ
た
）
を
事
前
の
み
な
ら
ず
、
蚕
座
の
拡
張
時
な
ど
に
入
念
に
行
っ

た
。
病
原
体
に
や
ら
れ
た
蚕
は
「
腐
れ
」
と
呼
び
、
何
よ
り
忌
み
嫌
っ
た
。
大
量
に
腐

れ
が
出
る
と
、
そ
の
時
の
あ
る
い
は
場
所
の
蚕
は
全
部
駄
目
に
な
り
現
金
収
入
が
無
く

な
る
か
、
が
っ
く
り
減
る
の
で
、
農
協
が
主
宰
で
保
険
を
懸
け
て
い
た
。 

  

畑
薄
暑
蒔
く
人
参
の
種
子
匂
う 

読
み
＝
は
た
は
く
し
ょ 

ま
く
に
ん
じ
ん
の 

た
ね
に
ほ
う 

季
語
＝
薄
暑
（
夏
） 

人
参
は
夏
の
雨
の
多
い
時
期
に
蒔
き
、
秋
か
ら
冬
に
根
を
太
ら
せ
て
収
穫
す
る
。
種
子
の

匂
い
を
し
み
じ
み
嗅
い
だ
事
は
無
い
が
、
香
り
高
そ
う
で
あ
る
。 

  早
乙
女
の
西
日
に
笠
を
並
べ
け
り 

読
み
＝
さ
お
と
め
の 

に
し
び
に
か
さ
を 

な
ら
べ
け
り 

季
語
＝
早
乙
女
（
夏
） 

稲
は
南
北
の
方
向
に
さ
く
を
作
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
田
植
え
の
早
乙
女
は
西
か

東
を
向
く
事
が
多
い
。
こ
の
日
は
西
側
か
ら
植
え
始
め
て
東
に
向
か
っ
て
後
ず
さ
り
し

な
が
ら
植
え
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
田
植
え
が
遅
い
所
な
の
で
、
真
夏
の
太
陽

が
照
り
つ
け
る
。 

現
在
は
機
械
が
入
れ
な
い
段
々
畑
な
ど
ご
く
特
殊
な
田
ん
ぼ
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
全

部
機
械
植
え
だ
そ
う
で
あ
る
が
、
当
時
は
全
て
手
に
よ
る
田
植
え
で
あ
っ
た
。
藤
井
田

圃
は
麦
と
の
二
毛
作
で
、
田
ん
ぼ
は
水
を
入
れ
な
け
れ
ば
乾
い
て
い
る
乾
田
で
あ
る
。 

 

麦
刈
り
を
し
た
後
の
田
ん
ぼ
に
水
を
引
き
、
耕
運
機
を
入
れ
て
代
搔
き
し
、
田
植
え

へ
と
移
っ
て
行
っ
た
。
水
が
豊
富
な
土
地
で
は
な
い
の
で
田
の
水
も
貴
重
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
水
利
権
に
従
っ
て
、
標
高
が
高
い
田
ん
ぼ
か
ら
順
に
水
を
移
し
て
田
ん
ぼ
に

水
を
張
っ
た
。
水
路
を
経
ず
、
所
有
者
が
異
な
る
田
ん
ぼ
か
ら
田
ん
ぼ
に
直
接
水
を
落

と
す
場
所
も
あ
っ
た
。 

代
搔
き
は
馬
を
持
っ
て
い
る
専
門
業
者
が
い
て
賃
料
で
各
農
家
を
回
っ
た
。
私
が
物

心
つ
い
た
頃
で
は
代
掻
き
馬
は
珍
し
い
存
在
で
、
ほ
と
ん
ど
は
耕
運
機
に
変
わ
っ
た
が
、

耕
運
機
業
者
が
賃
料
で
回
っ
て
く
る
と
こ
ろ
は
変
わ
り
な
か
っ
た
。
耕
運
機
を
道
路
か

ら
直
接
入
れ
ら
れ
な
い
田
ん
ぼ
は
他
所
の
家
の
田
ん
ぼ
を
通
す
が
、
そ
の
権
利
は
「
馬

入
れ
」
と
言
っ
て
厳
然
と
し
た
も
の
で
、
田
ん
ぼ
は
勿
論
、
そ
の
田
ん
ぼ
の
中
で
通
る

コ
ー
ス
も
決
ま
っ
て
い
た
。
馬
入
れ
コ
ー
ス
の
あ
る
田
ん
ぼ
の
田
植
え
を
何
か
の
都
合

で
先
に
す
る
場
合
で
も
馬
入
れ
の
コ
ー
ス
は
植
え
ず
に
残
し
て
お
く
義
務
が
あ
っ
た
。 

代
は
均
す
こ
と
は
せ
ず
、
耕
運
機
で
掻
き
ま
わ
し
た
そ
の
ま
ま
で
、
細
い
基
準
の
綱

を
張
り
綱
に
添
っ
て
早
乙
女
が
並
び
、
自
分
の
縄
張
り
内
を
横
移
動
し
な
が
ら
後
ろ
に

下
が
っ
て
植
え
て
い
く
。
男
は
張
り
綱
の
移
動
、
苗
の
用
意
、
代
が
硬
い
部
分
の
手
直

し
、
な
ど
を
行
っ
た
。
子
供
の
仕
事
は
苗
を
過
不
足
な
く
早
乙
女
に
供
給
し
て
い
く
事

で
、
こ
れ
も
な
か
な
か
重
要
な
上
、
泥
田
を
縦
横
に
歩
き
ま
わ
る
重
労
働
で
あ
っ
た
。 

田
植
え
の
昼
飯
は
、
氏
神
様
（
富
麻
戸
神
社
）
境
内
で
、
志
村
本
家
は
神
楽
殿
と
決

ま
っ
て
い
た
。
昼
飯
は
婆
さ
ん
が
用
意
し
、
爺
さ
ん
婆
さ
ん
で
運
ん
で
き
た
。
主
菜
は

必
ず
な
ま
り
節
の
煮
付
け
だ
っ
た
。 

  棚
経
の
僧
に
逃
げ
こ
む
裸
か
な 

読
み
＝
た
な
ぎ
ょ
う
の 

そ
う
に
に
げ
こ
む 

は
だ
か
か
な 

季
語
＝
棚
経
（
秋
） 

お
盆
は
旧
盆
で
あ
っ
た
が
、
八
月
十
二
、
三
日
頃
は
夏
蚕
の
上
簇
時
期
に
当
る
為
、

更
に
十
日
遅
ら
せ
て
、
八
月
二
十
三
日
が
迎
え
火
だ
っ
た
。
甲
州
で
は
他
で
も
同
じ
理

由
か
ら
こ
の
時
期
に
盆
を
迎
え
た
所
、
理
由
は
同
じ
で
逆
に
東
京
と
同
じ
新
暦
で
お
盆



を
迎
え
た
所
、
色
々
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

「
裸
」
も
強
い
夏
の
季
語
で
あ
る
が
、
季
語
と
し
て
は
、
日
を
限
定
す
る
棚
経
（
秋
）

の
勝
で
こ
れ
は
盆
の
句
で
あ
る
。 

  

大
旱
の
暑
気
衰
え
ず
秋
立
ち
ぬ 

読
み
＝
た
い
か
ん
の 
し
ょ
き
お
と
ろ
え
ず 

あ
き
た
ち
ぬ 

季
語
＝
秋
立
つ
（
秋
） 

梅
雨
明
け
に
日
照
り
が
続
い
て
、
八
月
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
暑
さ
は
一
向
衰
え
な
い
。 

   《
次
の
句
か
ら
急
に
春
に
戻
る
。
こ
れ
は
い
く
ら
な
ん
で
も
お
か
し
い
。
万
年
筆
で

手
書
し
た
原
稿
で
あ
る
の
で
、
訂
正
は
面
倒
で
あ
る
。
前
後
を
間
違
え
た
が
そ
の
ま
ま

に
し
た
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
順
序
を
並
べ
替
え
る
の
は
可
能
で
あ
る
が
、

あ
え
て
黙
榮
手
書
き
の
ま
ま
の
順
序
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。》 

  

魚
板
鳴
る
寺
苑
明
る
く
春
の
雨 

 

読
み
＝
ぎ
ょ
ば
ん
な
る 

じ
え
ん
あ
か
る
く 

は
る
の
あ
め 

季
語
＝
春
の
雨
（
春
） 

魚
板
は
お
寺
の
軒
先
な
ど
に
下
げ
、
そ
れ
を
敲
い
て
時
や
、
事
柄
を
知
ら
せ
る
板
。 

魚
の
形
を
し
て
い
る
事
か
ら
こ
の
名
前
が
あ
る
。
か
す
か
な
記
憶
で
あ
る
が
、
延
命

寺
に
も
あ
っ
た
気
が
す
る
。 

  

雨
ぬ
く
く
雪
解
の
端
山
雲
ま
と
う 

読
み
＝
あ
め
ぬ
く
く 

ゆ
き
ど
け
の
は
や
ま 

く
も
ま
と
う 

季
語
＝
雪
解
（
春
） 

端
山
は
、
人
里
に
近
い
山
、
大
き
な
連
山
の
と
ば
く
ち
の
山
、
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
山
。

こ
こ
で
は
西
山
こ
と
御
座
石
な
ど
の
事
で
あ
ろ
う
。 

 

     

2001年元旦。右が榮助87歳、矍鑠たるも

のである。左端、孫の空。正月の写真であ

るが西の端山の雪が、全然無い。 



花
売
り
に
娘
と
蜜
蜂
来
て
は
去
る 

読
み
＝
は
な
う
り
に 

む
す
め
と
み
つ
ば
ち 

き
て
は
さ
る 

季
語
＝
蜜
蜂
（
春
） 

花
売
り
の
行
商
と
云
う
の
は
見
た
事
が
な
い
。
お
祭
り
の
露
店
か
、
は
た
ま
た
韮
崎

に
で
も
出
か
け
た
の
か
。 

飯
田
龍
太
に
よ
る
と
、
甲
州
の
女
は
娘
時
代
は
誠
に
ぼ
こ
ぼ
こ
し
い
（
こ
ど
も
の
よ

う
に
う
ぶ
で
可
愛
い
）
が
、
結
婚
す
る
と
豹
変
し
、
口
八
丁
手
八
丁
、
男
ど
も
を
仕
切

る
強
い
女
に
な
る
、
の
だ
そ
う
で
あ
る
。 

花
売
り
に
群
が
る
娘
も
嫁
に
行
け
ば
気
が
利
い
て
仕
切
り
の
う
ま
い
甲
州
の
女
衆

（
お
ん
な
し
）
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。 

石
和
出
身
の
林
真
理
子
も
、
世
の
中
の
女
一
般
を
甲
州
基
準
で
見
る
と
気
が
利
か
な

い
甘
っ
た
れ
ば
か
り
だ
と
言
っ
て
い
る
。 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

昭
和
二
十
二
年 
終
り 

   


