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昭和16年7月15日の劉山館(百瀬棄民所蔵)

｢
約
山
館
と
百
瀬
慎
太
郎
展
｣
　
の
開
催

｢
今
日
の
国
鉄
大
糸
線
の
い
ま
だ
な
か
っ
た
明
治
､
大
正
初
期
の
後
立
山

方
面
へ
の
登
山
者
は
､
松
本
か
'
明
科
か
ら
乗
合
馬
車
で
大
町
に
入
り
へ
対

山
館
を
根
拠
に
し
た
｡
も
っ
と
も
白
罵
岳
だ
け
は
四
つ
谷
に
古
く
か
ら
白
馬

館
が
あ
っ
て
､
白
馬
尻
の
岩
小
屋
に
一
泊
し
て
登
る
の
で
あ
っ
た
が
､
そ
の

他
の
日
数
を
要
す
る
縦
走
の
準
備
は
み
な
対
山
館
で
調
え
る
の
で
あ
っ
た
｡

登
山
者
の
計
画
に
従
っ
て
案
内
人
の
選
択
か
ら
食
糧
､
草
鞋
へ
　
カ
ン
ジ
キ
､

杖
に
至
る
一
切
の
準
備
を
手
際
よ
く
整
え
登
山
隊
を
送
り
出
す
の
も
彼
で
あ

っ
た
｡
ま
た
山
か
ら
帰
っ
て
疲
れ
た
腰
を
対
山
館
の
広
い
あ
が
り
が
ま
ち
に

下
ろ
す
と
'
濯
ぎ
の
水
を
入
れ
た
盟
を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
の
も
彼
で
あ
っ

た
｡
後
年
私
は
ス
イ
ス
の
グ
リ
ン
デ
ル
ヴ
ア
ル
ト
村
の
ア
ド
ラ
ー
と
い
う
宿

に
逗
留
し
た
こ
と
が
あ
る
が
､
そ
の
宿
の
ボ
ス
氏
も
同
じ
よ
う
に
温
か
い
人

で
あ
っ
た
｡
彼
は
ス
イ
ス
一
流
の
ホ
テ
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ
っ
た
が
へ
　
こ

の
と
き
私
は
慎
太
郎
さ
ん
も
世
界
的
水
準
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
だ
と
想
っ
た
の

で
あ
っ
た
｡
ア
ル
プ
ス
登
山
史
上
､
大
き
な
寄
与
を
な
し
て
い
る
ツ
ェ
ル
マ

ッ
ト
の
ホ
テ
ル
･
モ
ン
テ
･
ロ
ー
ザ
の
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る

が
へ
対
山
館
は
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
史
上
､
こ
れ
に
も
比
す
べ
き
業
績
を
持

つ
も
の
と
思
う
｡
た
ゞ
ホ
テ
ル
･
モ
シ
テ
･
ロ
ー
ザ
は
現
在
も
登
山
者
の
根

拠
と
な
っ
て
い
る
が
'
交
通
の
発
達
に
よ
り
大
町
が
多
く
の
登
山
者
に
と
っ

て
通
過
地
と
変
化
し
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
大
町
が
登
山

者
に
よ
っ
て
最
も
賑
わ
っ
た
の
は
､
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
で
あ
っ
た
と

思
う
が
､
そ
の
頃
す
で
に
対
山
館
は
大
沢
に
小
屋
を
建
て
へ
昭
和
に
入
っ
て

更
に
針
ノ
木
に
小
屋
を
建
て
登
山
者
に
便
宜
を
与
え
て
い
る
｡
ま
た
大
町
に

登
山
案
内
人
組
合
を
大
正
年
代
に
組
織
し
た
の
も
彼
で
あ
り
､
同
種
組
合
の

草
分
け
で
あ
る
が
､
彼
の
指
導
の
下
に
優
秀
な
案
内
人
が
育
成
さ
れ
大
町
案

内
人
の
名
を
高
め
た
の
も
そ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
｡
｣

標
　
石
恒
　
　
千
百
滴
慎
太
郎
遺
稿
集
　
山
を
想
へ
ば
』
　
(
.
九
六
二
)

｢
序
に
か
え
て
｣
よ
-
抜
粋

慎
太
郎
生
誕
二
〇
周
年
･
大
町
市
山
岳
文
化
都
市
宣
言
元
年
の
こ
の
年

に
'
百
瀬
家
は
じ
め
多
く
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
開
催
い
た
し
ま
す
｡
多

く
の
未
公
開
資
料
か
ら
岳
･
大
町
･
野
山
館
･
慎
太
郎
が
結
び
つ
い
て
花
開

い
た
登
山
文
化
の
原
点
に
思
い
を
は
せ
て
い
た
だ
け
る
企
画
と
い
た
し
ま
し

た
｡
半
世
紀
以
上
の
時
を
越
え
､
本
企
画
展
が
現
代
に
通
じ
る
示
唆
深
い
場

と
な
り
ま
す
な
ら
幸
い
で
す
｡

ご
高
覧
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
｡
　
　
　
(
大
町
山
岳
博
物
館
)
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討
山
館
の
時
代
と
は
何
だ
っ
た
の
か
(
前
)

峯

　

村

　

　

隆

は
じ
め
に

｢
終
生
､
大
町
を
出
な
か
っ
た
慎
太
郎
さ
ん
は
､

明
治
'
大
正
､
昭
和
の
転
変
の
激
し
い
時
勢
を
､
同

紫
水
明
の
故
郷
に
住
ん
で
､
静
か
に
眺
め
へ
考
え
､

じ
っ
と
自
ら
を
守
り
つ
づ
け
た
心
底
か
ら
男
ら
し
い

生
涯
を
送
っ
た
人
で
あ
っ
た
｡
彼
は
幼
少
の
折
の
火

傷
の
た
め
に
隻
眼
で
あ
っ
た
｡
晩
年
の
彼
は
痩
ぎ
す

の
体
と
輪
郭
の
明
確
な
美
し
い
顔
貌
に
寂
し
さ
を
含

ん
で
､
宛
ら
運
命
に
耐
え
へ
孤
独
に
徹
し
た
人
物
の

よ
う
に
思
わ
れ
た
｡
彼
の
家
業
は
対
同
館
の
名
で
知

ら
れ
る
旅
宿
業
で
あ
っ
た
｡
こ
の
家
業
は
先
代
か
ら

引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
､
本
人
の
好
む
と
こ

ろ
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
自
分
の
職
業

に
む
し
ろ
批
判
的
で
あ
っ
た
彼
は
､
打
算
に
疎
く
そ

の
深
い
教
養
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
広
く
多
く
の
友
人

と
交
誼
を
得
た
と
思
う
｡
明
治
か
ら
大
正
へ
か
け
て

の
登
山
の
中
心
地
と
し
て
の
大
町
の
そ
の
中
心
は
対

山
館
で
あ
り
､
ま
た
そ
の
対
同
館
を
し
て
人
口
に
胎

爽
せ
し
め
た
も
の
は
彼
で
あ
っ
た
｡
｣

梅
　
有
南
　
｢
古
瀬
慎
大
胡
遺
稿
集
　
川
を
憩
へ
は
｣

(
'
九
六
二
)
　
｢
序
に
か
､
至
-
｣
よ
り
抜
粋

ま
た
横
は
､
周
到
綿
密
で
親
切
な
扱
い
･
わ
が
国

初
の
登
山
案
内
者
組
合
の
創
設
と
優
れ
た
案
内
者
の

養
成
･
登
山
案
内
所
の
開
設
な
ど
百
瀬
慎
太
郎
の
業

績
を
高
く
評
価
し
て
｢
近
代
的
登
山
の
潮
の
波
頭
に

立
っ
て
､
登
山
者
に
与
え
ら
れ
た
恩
恵
は
単
に
職
業

上
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
に
は
余
り
に
大
き
い
陰
の

力
で
あ
っ
た
｡
で
あ
る
か
ら
私
は
こ
の
時
代
の
一
画

を
対
山
館
時
代
と
称
え
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う

の
で
あ
る
｡
｣
と
も
述
べ
て
い
る
｡
(
求
-
)

こ
こ
で
は
｢
針
山
館
の
時
代
｣
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
､

そ
の
時
代
を
創
設
の
明
治
二
十
年
代
か
ら
廃
業
の
昭

和
｢
八
年
ま
で
の
お
よ
そ
五
十
年
間
と
設
定
し
､
本

企
画
展
の
い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
そ
の
意
味

を
探
っ
て
み
た
い
｡
な
お
企
画
展
の
タ
イ
ト
ル
同
様
へ

引
用
文
を
の
ぞ
き
創
設
当
初
の
旧
字
名
称
を
尊
重
し

て
｢
野
山
館
｣
と
表
記
す
る
｡

到
山
館
誕
生
前
史

い
に
し
え
の
針
ノ
木
時

針
ノ
木
崎
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
歴
史
と
伝
説
に
彩

ら
れ
て
い
る
｡

昔
も
今
も
北
ア
ル
プ
ス
が
信
州
と
越
中
･
長
野
と

冨
山
を
隔
て
る
要
衝
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
｡

そ
れ
で
も
大
昔
の
人
々
は
山
々
各
々
に
分
け
入
り
､

最
も
合
理
的
な
歩
行
ル
ー
ト
を
探
し
求
め
､
針
ノ
木

峠
を
見
つ
け
た
は
ず
だ
｡
一
説
に
､
そ
れ
は
立
山
信

仰
の
最
初
の
流
行
期
､
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
時
代
の

こ
と
で
､
す
で
に
そ
の
こ
ろ
か
ら
裏
参
道
と
し
て
､

ま
た
交
易
ル
ー
ト
と
し
て
踏
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
も
い
わ
れ
る
｡
そ
の
後
天
正
十
二
　
(
一
五
八
四
)

年
真
冬
の
富
山
城
主
･
佐
々
成
政
の
さ
ら
さ
ら
越
え
､

ふ

し

ま

江
戸
時
代
の
加
賀
藩
の
御
締
り
山
(
入
山
禁
止
)
政

策
を
反
映
す
る
黒
部
奥
出
廻
り
役
の
国
境
巡
視
､
さ

ら
に
明
治
初
期
の
野
口
村
･
飯
島
善
造
ら
に
よ
る
信

越
連
帯
新
道
　
(
釘
ノ
木
新
道
)
の
開
通
と
挫
折
な
ど
､

興
味
が
つ
き
な
い
｡

千
国
街
道
　
大
町
宿

一
方
､
糸
魚
川
と
松
本
を
結
ぶ
主
要
道
､
千
国
街

追
(
糸
魚
川
街
道
な
ど
と
も
)
　
は
後
に
塩
の
道
と
称

さ
れ
る
よ
う
に
､
か
つ
て
牛
馬
の
背
や
ポ
ッ
カ
　
(
歩

柿
)
　
に
よ
る
児
や
海
産
物
へ
向
陸
の
特
産
品
の
輸
送

で
に
ぎ
わ
っ
た
街
道
で
あ
り
､
大
町
宿
は
そ
の
間
の

一
大
中
継
地
で
も
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
大
町
か
ら
は
北

東
や
束
へ
と
善
光
寺
道
･
戸
隠
道
･
山
間
の
村
々
へ

の
道
が
伸
び
て
い
た
｡

つ
ま
り
大
町
は
江
戸
期
に
西
の
針
ノ
木
峠
道
の
通

行
を
表
向
き
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
､
歴
史
の

大
局
か
ら
見
れ
ば
北
ア
ル
プ
ス
周
辺
地
域
の
中
で
は

数
少
な
い
四
方
の
人
と
物
と
文
化
の
交
差
点
､
合
流

点
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
一
*
2
一

問
屋
取
次
業
と
百
瀬
家

百
瀬
家
は
屋
号
を
八
子
(
や
ま
ち
ょ
う
)
と
い
い
､

少
な
く
と
も
江
戸
時
代
以
来
の
旧
家
で
あ
り
､
い
つ

の
こ
ろ
か
ら
か
問
屋
取
次
業
を
営
ん
で
い
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
文
献
に
見
出
せ
な
い
言
葉
で

あ
る
が
､
字
句
か
ら
す
れ
ば
物
資
や
情
報
の
流
通
を

円
滑
に
す
る
た
め
の
伸
介
が
主
な
仕
事
だ
っ
た
と
想

像
で
き
る
｡
当
主
は
代
々
所
有
衛
門
を
名
乗
っ
て
い

た
｡
江
戸
後
期
(
一
八
〇
〇
年
代
前
半
)
　
に
は
下
中

町
　
(
現
下
仲
町
)
　
か
ら
人
口
町
通
り
､
塩
問
屋

田
(
か
く
ひ
ら
･
現
塩
の
道
博
物
館
)
　
の
西
隣
に
移

り
店
を
か
ま
え
て
い
た
よ
う
だ
｡
(
*
3
)

新
右
衛
門
新
栄
ま
た
は
そ
の
一
代
前
に
明
治
の
御

世
を
迎
え
､
そ
の
後
も
商
い
は
順
調
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
｡
た
だ
新
栄
は
子
に
恵
ま
れ
ず
､
二
十
ほ
ど
も

歳
の
離
れ
た
弟
金
吾
を
跡
継
ぎ
と
し
た
｡

と
こ
ろ
が
明
治
二
十
二
　
二
八
八
九
)
年
十
一
月

二
十
四
日
深
夜
､
近
所
か
ら
出
火
し
た
火
の
手
が
み

る
み
る
八
日
町
通
り
の
家
々
を
焼
き
つ
く
し
隣
町
へ

も
類
焼
す
る
と
い
う
大
火
災
に
見
舞
わ
れ
へ
八
十
も
炭

灰
と
化
し
た
の
だ
っ
た
｡
新
栄
が
五
十
･
金
吾
が
三

上
歳
前
後
の
時
の
災
難
だ
っ
た
｡

金
吾
は
こ
の
と
き
す
で
に
商
い
の
実
務
に
采
配
を

振
る
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
ま
だ
若
く
､
旅
館
へ
の
転

業
と
そ
の
た
め
の
新
築
を
決
断
し
た
の
は
新
栄
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
｡

討
山
館
の
誕
生

間
口
人
間
奥
行
十
二
間
･
切
妻
白
壁
総
三
階
建
｡

広
い
屋
根
裏
(
四
階
)
ま
で
吹
き
抜
き
､
城
の
天
守

閣
の
よ
う
に
大
胆
に
階
段
と
回
廊
を
配
し
た
特
異
な

和
風
設
計
だ
っ
た
｡
当
時
の
大
町
の
町
場
の
家
は
背

の
低
い
切
妻
の
平
屋
が
普
通
だ
っ
た
か
ら
､
こ
れ
は

頭
抜
け
て
目
立
つ
建
物
だ
っ
た
｡
着
工
は
二
十
三
年

春
と
し
て
完
工
に
は
長
い
年
月
を
要
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
｡

ウ
ェ
ス
ト
ン
は
明
治
二
十
六
　
(
一
八
九
-
二
)
年
八

月
､
針
ノ
木
峠
越
え
の
た
め
に
新
町
で
す
す
め
ら
れ

て
初
め
て
令
に
宿
を
乞
う
た
｡
亭
主
は
｢
不
承
不
承

頼
み
を
入
れ
て
く
れ
た
｡
彼
は
何
も
お
も
て
な
し
す

る
も
の
と
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
言
っ
た
｡
(
中
略
)

私
を
階
上
に
導
い
て
く
れ
た
が
､
そ
こ
に
は
鉄
鎚
や

鋸
を
使
う
音
が
し
て
い
て
､
大
工
た
ち
が
働
い
て
い
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著登志帰
し　山　賀　途

て　ブ重.i "

る
の
だ
っ
た
｣
 
｡
ま
た
そ
こ
に
は
｢
大
名
に
も
ふ
さ

わ
し
い
｣
で
き
た
て
の
二
十
七
畳
数
の
室
が
あ
り
､

畳
に
は
一
点
の
シ
ミ
も
な
か
っ
た
こ
と
､
多
-
の
泊

ま
り
合
わ
せ
の
客
が
い
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
｡
工

事
と
並
行
し
て
営
業
し
て
い
た
当
時
の
様
子
が
目
に

浮
か
ぶ
｡
一
*
王

問
屋
取
次
の
商
い
は
､
物
と
と
も
に
人
の
出
入
り

も
頻
繁
で
､
あ
る
い
は
宿
泊
の
値
も
は
か
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
｡
だ
か
ら
旅
館
へ
の
転
業
は
先
を
見

越
し
た
無
理
の
な
い
英
断
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

の
見
方
も
で
き
る
｡
へ
*
5
)

い
ず
れ
に
せ
よ
明
治
二
十
年
代
中
ご
ろ
に
は
李
旅

館
は
誕
生
し
､
金
吾
の
才
覚
と
人
当
た
り
の
よ
さ
に

よ
っ
て
人
気
を
増
し
て
い
く
｡

な
お
｢
針
山
館
｣
は
誰
の
命
名
で
実
際
い
つ
か
ら

併
用
さ
れ
て
い
た
の
か
､
そ
の
来
歴
は
判
然
と
し
な

ヽ

　

○

-

Y

金
吾
は
生
け
花
･
囲
碁
･
踊
り
さ
ら
に
は
書
画
を

も
た
し
な
む
趣
味
人
で
も
あ
っ
た
｡
明
治
二
十
九
(
一

八
九
六
)
年
に
は
｢
北
安
文
雅
会
｣
の
事
務
局
を
務

め
､
会
を
主
催
す
る
南
画
家
･
長
井
雲
坪
を
泊
め
て

世
話
を
し
て
い
る
.
こ
の
こ
ろ
金
吾
の
依
頼
で
書
か

れ
一
時
期
三
階
軒
下
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
伝
え
ら

れ
る
雲
坪
の
真
筆
表
額
｢
針
山
館
｣
は
､
そ
れ
を
拡

大
模
写
し
早
く
て
昭
和
上
"
(
一
九
三
六
)
年
ご
ろ

か
ら
廃
業
の
十
八
年
ま
で
掲
げ
ら
れ
て
い
た
表
額
と

と
も
に
現
存
し
て
い
る
｡
一
*
6
)

雲
坪
の
表
額
に
今
の
と
こ
ろ
｢
討
山
館
｣
の
謎
を

探
る
ば
か
り
で
あ
る
｡

勤
山
館
と
慎
太
郎

慎
太
郎
　
生
い
た
ち
と
あ
こ
が
れ

百
瀬
慎
太
郎
は
明
治
二
十
五
二
八
九
二
)
年
十

か
寸
よ

一
一
月
十
日
へ
　
父
金
吾
･
母
万
世
の
長
男
と
し
て
生
ま

れ
た
｡
戸
籍
上
の
名
前
は
真
太
郎
で
あ
る
｡
万
世
は

か
つ
て
松
本
藩
の
典
医
を
務
め
た
六
日
町
の
斎
藤
文

穀
の
娘
で
あ
る
｡
慎
太
郎
は
ま
さ
に
針
山
館
と
と
も

に
産
声
を
あ
げ
た
こ
と
に
な
る
｡

初
め
て
男
児
を
得
た
金
吾
夫
妻
へ
　
そ
し
て
誰
よ
り

も
新
米
が
直
系
の
総
領
の
誕
生
を
喜
ん
だ
は
ず
だ
｡

し
か
し
慎
太
郎
は
二
歳
に
し
て
運
命
的
な
出
来
事
の

渦
中
に
這
い
込
ん
で
し
ま
う
｡

明
治
二
十
七
　
(
一
八
九
四
)
年
十
二
月
の
あ
る
日
へ

慎
太
郎
を
あ
や
す
子
守
に
魔
が
さ
し
た
｡
フ
ン
ゴ
ミ

茶
屋
一
*
T
)
で
一
時
日
を
は
な
し
た
隙
に
､
慎
太
郎

は
囲
炉
裏
の
考
え
湯
を
か
ぶ
り
へ
全
身
に
大
や
け
ど

を
負
っ
た
の
だ
｡

万
世
の
兄
で
医
師
､
斎
藤
謙
一
郎
の
親
身
の
手
当

て
と
斎
藤
家
秘
伝
の
膏
薬
の
甲
斐
あ
っ
て
'
致
命
的

と
思
わ
れ
た
全
身
や
け
ど
は
快
癒
し
た
｡
た
だ
右
目

だ
け
は
こ
の
と
き
か
ら
永
遠
に
光
を
失
っ
た
の
だ
っ

た
｡

こ
の
年
の
七
月
に
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
白
馬
登
山
の

野
山
館
に
二
度
目
の
宿
泊
を
し
､
十
月
に
は

た
か昂

が
､
後
に
信
仰
を
別
と
す
る
わ
が
国
初
の

-
ム
の
導
火
線
と
な
る
『
日
本
風
景
論
』
を

い
る
｡

｢
私
の
母
は
､
父
が
漢
方
医
で
あ
っ
た
故
か
､
子

供
の
私
に
よ
く
漢
詩
を
話
し
て
聞
か
せ
た
｡
｢
国
を

去
っ
て
三
巴
還
し
｡
｣
と
い
ぶ
唐
詩
選
の
詩
句
を
低

吟
し
て
､
お
そ
ら
く
意
味
の
解
ら
な
い
詩
の
朗
読
を

し
て
自
己
陶
酔
に
浸
っ
て
ゐ
た
｡
｢
国
を
去
っ
て
三

巴
還
し
'
横
に
登
る
万
里
の
春
｡
｣
そ
の
文
句
を
今

も
口
ず
さ
み
勝
ち
に
な
る
時
に
母
の
お
も
か
げ
を
憶

ひ
浮
べ
る
の
で
あ
る
｡
尋
常
科
の
二
､
三
年
頃
で
あ

ら
う
｡
漢
詩
の
判
る
訳
も
な
い
｡
た
だ
子
守
唄
の
様

に
聞
い
た
だ
け
で
あ
る
｡
埠
は
狙
母
か
ら
も
ら
っ
た

三
味
線
を
爪
び
き
で
弾
き
な
が
ら
､
よ
く
春
雨
な
ど

を
唄
っ
て
､
自
分
を
慰
め
て
ゐ
た
｡
人
に
聞
か
れ
ぬ

奥
の
座
敷
で
､
独
り
さ
う
し
た
セ
ン
チ
メ
ン
ト
に
逃

避
し
て
い
た
其
の
頃
の
母
の
心
情
を
想
ふ
｡
｣
(
*
8
一

こ
う
し
た
万
世
や
金
吾
の
素
養
と
日
常
は
､
無
意

識
か
も
し
れ
な
い
が
幼
い
慎
太
郎
の
文
芸
の
素
地
を

養
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

明
治
三
十
二
　
(
一
八
九
九
)
年
四
月
に
大
町
尋
常

小
学
校
へ
入
学
｡
時
の
校
長
で
高
山
植
物
の
研
究
で

二
う
の
れ
い
そ
う

知
ら
れ
る
河
野
齢
蔵
と
の
逸
話
も
そ
れ
を
物
語
っ
て

い
る
｡｢

毎
週
金
曜
日
に
河
野
校
長
先
生
の
修
身
訓
話
が

あ
っ
た
｡
尋
常
一
年
か
ら
四
年
ま
で
一
室
に
集
め
て

種
々
な
話
を
さ
れ
た
｡
或
日
の
話
題
を
先
年
が
塗
板

に
書
い
た
｡
｢
武
蔵
坊
弁
慶
｣
と
｡
｢
皆
さ
ん
こ
れ
を

何
と
読
み
ま
す
か
?
｣
恰
も
数
旦
訓
父
か
ら
ね
だ
っ

て
買
っ
て
貰
っ
た
お
伽
噺
弁
慶
で
あ
る
｡
｢
先
生
｣

と
手
を
あ
げ
た
の
が
私
一
人
で
あ
っ
た
｡
こ
ん
な
事

は
今
か
ら
思
へ
ば
照
れ
臭
い
話
だ
が
'
実
は
嬉
し
い

幼
い
思
ひ
出
で
も
あ
る
｡
｣
(
｢
憶
ひ
出
断
片
｣
)

ま
た
十
歳
こ
ろ
に
は
子
ど
も
向
け
の
質
の
高
い
雑

誌
『
少
年
』
　
(
時
事
新
報
社
刊
)
を
教
師
か
ら
見
せ

ら
れ
刺
激
を
受
け
､
若
き
思
想
家
と
も
い
え
る
同
級

の
向
山
重
助
と
も
親
し
く
な
り
､
後
に
ロ
シ
ア
な
ど

海
外
の
文
学
や
思
想
に
も
な
じ
ん
で
い
く
｡
い
わ
ば

ひ
在部

に
は
ま
れ
な
先
進
の
文
学
少
年
･
青
年
と
な
っ
て

い
っ
た
の
だ
｡
こ
れ
は
江
戸
後
期
生
ま
れ
の
金
吾
に

と
っ
て
あ
ま
り
う
れ
し
く
な
い
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
｡

だ
が
右
目
を
失
明
さ
せ
て
し
ま
っ
た
負
い
目
か
ら
'

慎
太
郎
に
強
く
全
新
右
衛
門
的
な
生
き
方
を
強
要
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
し
､
高
価
を
本
の
入

手
な
ど
､
慎
太
郎
の
わ
が
ま
ま
も
か
な
り
容
認
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
｡

明
治
三
十
九
　
(
-
九
〇
六
)
年
八
月
､
大
町
中
学

二
年
牛
へ
十
三
歳
に
し
て
年
上
の
友
人
三
人
と
初
の

北
ア
ル
プ
ス
､
白
馬
岳
に
薫
り
｢
高
山
の
雄
大
な
景

観
に
魂
を
う
ば
わ
れ
｣
｢
病
み
つ
き
｣
と
な
り
､
｢
そ

れ
か
ら
毎
年
､
あ
る
年
に
は
三
回
も
此
の
白
馬
だ
け

が
山
で
あ
る
か
の
や
う
に
登
ら
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
-

は
人
か

な
っ
た
｣
 
｡
翌
年
に
は
画
家
丸
山
晩
霞
と
も
白
馬
行

を
と
も
に
し
て
い
る
｡
こ
の
最
初
の
登
山
で
､
世
話

に
な
っ
た
白
馬
鉱
山
事
務
所
の
佐
藤
工
学
士
が
前
年

十
月
に
で
き
た
日
本
山
岳
会
の
創
設
発
起
人
の
ひ
と

り
城
数
馬
の
友
人
だ
っ
た
関
係
で
､
事
務
所
に
贈
ら

れ
て
あ
っ
た
日
本
山
岳
会
の
機
関
誌
『
山
岳
』
第
一

年
第
二
号
を
佐
藤
か
ら
も
ら
い
､
以
降
購
読
し
続
け
､

ま
た
翌
年
か
ら
は
へ
　
や
は
り
日
本
山
岳
会
の
牛
み
の

つ

手

'

親
の
ひ
と
り
､
小
島
烏
水
の
　
『
日
本
山
水
論
』
　
『
山

水
無
尽
蔵
』
等
々
を
取
り
寄
せ
て
読
み
ふ
け
る
よ
う

に
な
る
｡
一
*
･
･
,
)
『
山
岳
｣
　
に
せ
よ
烏
水
の
著
作
に
せ

よ
､
中
学
年
に
は
相
当
品
級
で
難
解
な
本
だ
っ
た
は

ず
だ
｡慎

太
郎
は
日
本
山
岳
会
の
誕
生
､
つ
ま
り
は
日
本

的
近
代
登
山
の
黎
明
期
に
､
急
ぐ
よ
う
に
山
に
魅
せ

ら
れ
:
心
酔
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
｡
明
治
四
十
二
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二　とi

博!

年
八
月
､
十
七
歳
に
満
た
な
い
若
さ
で
日
本
山
岳
会

入
会
･
会
員
番
号
二
一
五
番
｡

さ
て
中
学
時
代
に
巾
と
山
岳
文
掌
に
親
し
ん
だ
慎

太
郎
は
'
卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
父
や
母
と
理
解

を
深
め
る
こ
と
な
く
､
二
島
　
(
後
の
東
北
大
学
)
受

験
の
た
め
仙
台
に
赴
く
｡
し
か
し
途
中
で
使
い
の
者

に
連
れ
戻
さ
れ
て
い
る
｡
(
*
同
一
な
ぜ
大
町
を
出
て

二
島
で
な
け
れ
ば
な
ち
な
か
っ
た
の
か
､
そ
の
真
意

は
不
明
だ
が
､
お
そ
ら
く
文
字
･
山
･
家
業
の
間
で

悩
み
､
文
字
の
道
に
走
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
(
)

明
治
同
十
三
　
(
一
九
.
〇
)
　
年
三
月
､
大
町
中
学

｣

〈

_

)

校
卒
業
｡
旺
陀
た
る
思
い
を
胸
に
､
封
同
館
に
と
ど

ま
る
し

慎
太
郎
　
人
の
山
脈
(
.
)

大
町
に
戻
さ
れ
た
慎
大
部
の
生
き
が
い
は
､
も
ち

ろ
ん
山
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

｢
山
岳
仮
託
｣
の
な
か
で
慎
太
郎
は
｢
私
の
山
へ

の
思
慕
を
導
い
て
く
れ
た
最
初
の
忠
人
で
あ
る
様
に

思
は
れ
る
｣
と
辻
村
伊
助
を
語
る
｡

辻
村
は
明
治
四
十
二
年
､
ま
だ
東
大
農
芸
化
学
科

の
学
生
だ
っ
た
こ
ろ
に
初
め
て
封
旧
館
に
清
ま
り
釣

ノ
木
越
え
の
立
山
登
用
を
し
て
い
る
｡
後
に
名
著
モ
ス

ウ
ィ
ス
日
記
』
　
(
一
九
三
〇
)
を
残
す
慎
太
郎
よ
り

六
歳
ほ
ど
年
上
の
青
年
で
あ
っ
た
｡
慎
太
郎
の
記
憶

に
よ
る
と
辻
村
の
野
山
館
宿
泊
は
ほ
か
に
明
治
四
十

針
ノ
木
峠
を
越
え
黒
部
川
を
往
復
す
る
｡

｢
白
沢
か
ら
上
は
道
ら
し
い
路
も
な
い
沢

伝
ひ
で
あ
っ
た
が
､
所
々
明
治
の
初
年
の
加

賀
街
道
の
名
残
の
痕
跡
が
雪
渓
の
左
岸
に

残
っ
て
ゐ
た
(
)
峠
の
上
に
立
っ
た
気
特
は
寂

蓼
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
し
そ
の
寂
し
さ
が
他

で
は
味
ほ
れ
な
い
魅
力
の
よ
う
に
思
ほ
れ

た
(
J
L
(
*
]
)

針
ノ
木
と
の
出
会
い
も
ま
た
､
こ
の
と
き

旧
年
と
大
正
元
年
の
三
回
だ
け
だ
と
い
う
が
､
人
生

の
最
大
の
岐
路
で
辻
村
に
出
会
い
､
そ
の
気
質
や
教

養
､
そ
し
て
何
よ
り
出
へ
の
純
粋
な
姿
勢
に
接
し
'

大
い
に
力
づ
け
ら
れ
､
心
の
な
か
で
山
と
人
と
針
山

館
と
自
己
と
の
整
合
が
保
た
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
だ
′
)
文
学
青
年
の
間
で
は
や
り
だ
し
た
短
歌

を
車
掌
の
同
級
生
と
と
も
に
作
り
始
め
た
の
も
こ
の

こ
ろ
で
､
明
治
叩
十
四
年
に
は
若
山
牧
水
の
門
下
生

に
な
っ
て
い
る
｡
(
*
H
一

｢
私
の
宿
屋
家
業
に
得
た
有
難
さ
は
､
明
治
末
期

か
ら
恰
度
日
本
の
登
用
の
勃
興
期
か
ら
の
数
多
く
の

市
大
に
親
し
く
接
し
得
ら
れ
た
と
い
ふ
の
か
唯
一
の

も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
故
､
私
の
思
ひ
出
は
山
で
あ

り
人
で
あ
る
｡
以
前
に
私
は
山
を
想
ふ
と
い
う
こ
と

は
'
そ
れ
に
関
連
し
て
人
を
想
ふ
こ
と
だ
と
云
っ
た

事
が
あ
る
｡
山
に
憧
れ
る
人
に
私
は
憧
れ
て
来
た
と

去
っ
て
も
良
い
｡
そ
し
て
そ
れ
等
の
人
々
は
真
に
好

い
人
ば
か
り
で
あ
っ
た
｡
い
つ
と
は
な
し
に
山
に

よ
っ
て
結
ば
れ
て
ゆ
く
友
情
を
有
難
-
こ
よ
な
い
も

の
と
思
い
決
め
る
の
で
あ
っ
た
｡
今
も
尚
此
の
友
情

が
な
か
っ
た
な
ら
､
私
は
生
き
る
か
ひ
も
な
い
索
然

た
る
境
涯
に
堰
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
､
つ
｣
(
｢
山
岳
夜

話
｣
)
と
晩
年
に
吐
露
し
た
心
境
の
ル
ー
ツ
は
こ
こ

た

っ

た

の

で

あ

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

(

つ

づ

く

)

一
*
-
一
｢
信
瀧
支
部
報
｣
第
二
豆
二
一
九
四
九
)

一
*
2
)
柵
華
見
辛
　
本
金
画
展
解
説
二
〇
〇
二
　
よ
り

一
*
3
)
相
華
真
幸
　
本
金
画
展
緯
説
二
c
c
÷
)
　
よ
り

井
出
美
和
氏
(
慎
大
部
次
女
)
談
一
二
〇
〇
二

で
は
｢
飛
脚
を
硬
っ
た
郵
便
取
次
業
｣
だ
と
い
う

(
*
4
)
　
ウ
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享
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｣
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が

｢
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栄
｣
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性
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栄
か
ら
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え
れ

ば
慎
太
郎
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目
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館
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菩
久
代
氏
談
話
三
〇
〇
二
)

(
*
6
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剛
者
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瀬
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一
慎
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部
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郎
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太
郎
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内
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月
五
日
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十
五
日
佃
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館
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五
･
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一
･
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･
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日
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ど
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岳
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･
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