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画
の
堅
山
南
風
の
四
氏
。
文
化
功
労
者
は
、
日

本
画
の
小
野
竹
喬
、
独
語
。
独
文
学
の
相
良
守

峯
、
書
の
鈴
木
翠
軒
、
数
学
の
園
正
造
、
経
済

学
の
中
山
伊
知
郎
、
英
文
学
・
評
論
の
福
原
麟

太
郎
、
邦
楽
の
山
田
抄
太

郎
の
各
氏
。

文
化
勲
章
受
章
者
は
同

時
に
文
化
功
労
者
と
な
る

か
、
す
で
に
堅
山
南
風
氏

は
さ
る
三
十
ハ
年
に
功
労

者
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

今
回
の
文
化
功
労
者
は
十

人
で
あ
る
。

こ
と
し
の
文
化
勲
章
授

与
式
は
、
十
一
月
三
日
皇

居
で
、
ま
た
文
化
功
労
者

の
顕
彰
式
は
、
四
日
国
立

教
育
会
館
で
行
な
わ
れ

た
。
文
化
功
労
者
に
は
、

終
身
年
金
百
万
円
が
贈
ら

れ
る
。こ

れ
で
文
化
勲
章
受
章

者
は
百
四
十
六
人
（
現
存

六
十
八
人
）
、
文
化
功
労

…灘尾文相から顕彰状を受ける功労者 ・eo

者
は
山
田
抄
太
郎
氏
ら
十
人

財
団
法
人
民
芸
館
長

陶
芸
浜
田

わ
か
国
に
お
け
る
民
芸
品
の
う
ち
に
新
し
い

美
を
発
見
し
、
こ

tL
を
基
調
と
し
て
多
年
に
わ

た
っ
て
作
陶
を
続
け
、
多
く
の
名
品
佳
作
を
出

し
た
。
そ
の
作
品
は
、
日
用
雑
器
の
も
つ
美
し

さ
を
芸
術
的
に
高
め
、
豪
快
て
迫
力
に
み
ち
た

も
の
て
あ
り
、
世
界
各
地
の
国
際
展
で
も
受
章

し
て
世
界
的
に
評
価
が
高
い
。 二

（
庄
司
）
（
73）

〗
文
化
勲
章
受
章
者
[

叫

文

化

功

労

者

[

今
年
度
の
文
化
勲
章
受
章
者
と
文
化
功
労
者

が
、
十
月
二
十
五
日
の
閣
議
で
決
定
し
た
。

文
化
煎
章
は
、
内
科
学
の
黒
川
利
雄
、
土
木

工
学
の
鈴
木
雅
次
、
陶
芸
の
浜
田
庄
司
、
日
本

日
本
両
堅
山
熊
次
（
南
風
）
（
81）

日
本
芸
術
院
会
員

花
烏
、
魚
類
の
描
写
に
す
ぐ
れ
た
才
能
を
み

誓
の
ち
人
物
画
の
領
域
を
も
開
拓
し
、
そ
の

ぼ
く
と
っ

連
作
に
お
い
て
朴
訥
正
直
な
表
現
の
う
ち
に
墨

色
を
基
調
と
す
る
円
熟
し
た
東
洋
的
境
地
を
示し

ん

し
て
、
淡
々
と
自
己
の
作
風
を
深
め
た
が
、
宵
パ

し摯
な
作
画
態
度
と
晩
成
の
風
格
は
、
日
光
東
照

宮
境
内
本
地
堂
の
天
井
画
「
鳴
竜
」
に
お
い
て

み
ご
と
結
実
し
た
。
そ
の
大
作
は
、
東
洋
画
独

ゅ

う

こ

ん

か

つ

た

っ

得
の
技
法
を
今
に
伝
え
る
雄
渾
、
闊
達
な
筆
線

と
彩
調
と
を
も
ち
、
伝
統
的
な
日
本
画
の
頁
価

を
示

L
て
い
る
。

堅
山

風
氏
ら
四
人
に

：

文

化

勲

章

受

章

者

[

は
％
次
の
と
お
り
c-

/¥ 
人

／
人
J

と
な
っ
た

t.

文
化
功
労
者
答
氏
の

-----
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文
化
財
愛
護
全
国
研
究
集
会
開
く

昭
和
四
十
三
年
度

昭
和
四
十
三
年
度
文
化
財
愛
護
全
国
研
究
集

会
が
、
さ
る
九
月
二
十
六
日
（
木
）
、
二
十
七
日

（
金
）
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
、
滋
賀
県
大
津
市

比
叡
山
延
暦
寺
会
館
で
開
催
さ
れ
た
。
（
文
化

庁
、
滋
賀
県
教
育
委
員
会
、
大
津
市
教
育
委
員

会
共
催
）

こ
の
研
究
集
会
は
、
昨
年
度
か
ら
現
地
で
行

な
わ
れ
た
も
の
で
（
昨
年
度
は
六
月
に
鎌
倉
市
・

で
開
催
さ
れ
た
。
）
、
本
年
度
は
第
二
回
目
に
あ

た
る
。
昨
年
は
、
「
文
化
財
愛
護
モ
デ
ル
地
区
」

の
関
係
者
を
対
象
と
し
て
開
催
し
た
が
、
本
年

度
は
、
参
加
対
象
を
拡
大
し
て
、
「
文
化
財
愛

護
モ
デ
ル
地
区
」
の
関
係
者
に
加
え
て
、
全
国

の
都
道
府
県
教
育
委
員
会
文
化
財
関
係
者
お
よ

び
文
化
財
に
関
心
の
あ
る

一
般
関
係
者
の
参
集
を
も

と
め
て
、
文
化
財
愛
護
の

実
践
活
動
と
そ
の
成
果
を

’
中
心
と
し
た
研
究
協
議
を

演
行
な
い
、
文
化
財
愛
護
地

域
活
動
の
振
興
に
資
す
る

講の官
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施

長今
さ
れ
た
。
当
日
の
参
加
者

五
ば
、
以
上
の
構
成
に
よ
り

ぉ
百
名
に
及
び
、
期
間
中
終

こ釦
始
熱
心
な
研
究
が
継
続
さ

れ
た
。
な
お
、
研
究
集
会

集究研
の
初
日
に
今
文
化
庁
長
官

の
別
掲
の
よ
う
な
講
演
が

行
な
わ
れ
た
。
実
施
さ
れ

た
研
究
集
会
の
内
容
で
、

お
も
な
事
項
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

事
例
発
表

文
化
財
愛
護
活
動
の
現
状
と
課
題
に
つ
い

て
、
左
記
の
五
地
区
（
い
ず
れ
も
本
年
度
文
化

財
愛
護
モ
デ
ル
地
区
）
の
代
表
が
そ
れ
ぞ
れ
各

地
区
の
重
点
施
策
に
も
と
づ
き
、
研
究
と
体
験

の
成
果
を
発
表
し
た
。

0

福
島
県
郡
山
市
（
民
俗
調
査
と
民
俗
資
料

館
の
設
置
に
つ
い
て
）

0

長
野
県
長
野
市
（
文
化
財
愛
護
活
動
の
推

進
に
つ
い
て
）

0

兵
庫
県
伊
丹
市
（
地
域
生
活
と
密
着
し
た

文
化
財
愛
護
少
年
団
）

0

島
根
県
大
田
市
（
文
化
財
愛
護
少
年
団
の

育
成
に
つ
い
て
）

0

宮
崎
県
西
都
市
（
西
都
市
に
お
け
る
文
化

財
愛
護
活
動
の
現
状
と
課
題
）

発
表
後
は
、
参
加
者
と
の
間
に
活
発
な
質
疑

応
答
が
行
な
わ
れ
、
参
加
者
全
体
の
文
化
財
愛

護
活
動
に
対
す
る
強
い
関
心
が
う
か
が
わ
れ

た。口
研
究
協
議

参
加
者
を
四
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
次
の
三
主

題
を
各
グ
ル
ー
プ
の
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
二
日

間
に
わ
た
り
正
味
四
時
間
を
費
や
し
て
熱
心
な

討
議
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。

0

地
域
に
お
け
る
文
化
財
学
習
活
動
の
計

画
、
方
法
に
つ
い
て

0

愛
護
グ
ル
ー
プ
（
文
化
財
愛
護
少
年
団
等
）

の
育
成
に
つ
い
て

0

愛
護
思
想
普
及
の
た
め
の
広
報
活
動
の
展

開
に
つ
い
て

研
究
協
議
は
、
各
地
区
の
文
化
財
愛
護
活
動

の
紹
介
と
情
報
交
換
を
は
か
り
な
が
ら
す
す
め

ら
れ
た
が
、
各
グ
ル
ー
プ
の
研
究
協
議
に
お
い

て
共
通
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
お
も
な
今
後
の

課
題
は
、
次
の
諸
点
で
あ
っ
た
。

0
学
習
活
動
に
つ
い
て

0
学
校
教
育
、
社
会
教
育
相
互
の
連
絡
を
い

っ
そ
う
緊
密
に
し
て
、
適
切
な
学
習
計
画

を
た
て
る
べ
き
で
あ
る
。

0
そ
の
た
め
に
は
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育

に
お
け
る
文
化
財
指
導
者
の
養
成
に
一
段

と
力
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

〇
既
成
の
学
習
活
動
（
青
年
学
級
、
婦
人
学

級
等
）
に
文
化
財
学
習
を
よ
り
多
く
取
り

入
れ
る
と
と
も
に
、
視
聴
覚
教
材
等
の
活

用
を
積
極
的
に
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。

R
愛
護
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て

0
地
域
住
民
の
あ
ら
ゆ
る
つ
ど
い
の
場
に
文

化
財
を
取
り
上
げ
、
住
民
の
関
心
を
高

め
、
こ
れ
を
基
礎
に
組
織
づ
く
り
を
は
か

る
べ
き
で
あ
る
。

0
地
域
全
般
に
愛
護
精
神
の
高
揚
を
は
か
る

た
め
に
は
、
既
成
の
組
織
（
こ
ど
も
会
、

婦
人
会
、
老
人
ク
ラ
プ
等
）
を
活
用
し
、

各
種
団
体
活
動
に
文
化
財
を
取
り
入
れ
て

ゆ
く
く
ふ
う
と
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

R
広
報
活
動
に
つ
い
て

0
マ
ス
コ
ミ
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
と
ら
え
、
文
化
財
の

P
R
を
さ

か
ん
に
す
べ
き
で
あ
る
。

0
有
線
放
送
●
県
、
市
町
村
刊
行
の
広
報
紙

の
利
用
、
視
聴
覚
教
材
の
活
用
等
に
い
っ

そ
う
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
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ち 一

文
化
財
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
同
し

よ
う
に
、
時
代
の
要
請
て
文
化
財
を
破
壊
し
よ

う
と
す
る
よ
う
な
動
き
が
強
く
出
て
き
て
い
る

の
が
今
日
の
世
相
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら

二
つ
の
相
反
す
る
力
を
と
の
よ
う
に
均
衛
さ
せ

る
か
か
、
い
ま
重
要
な
問
題
な
の
で
虎
っ
て
、

他
の
た
め
に
一
っ
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
と
思
う
。

こ
と
し
は
明
治
百
年
に
あ
た
る
が
、
百
年
も

た
て
ば
人
の
考
え
は
変
わ
る
。
咀
治
の
初
め
は

城
は
封
建
時
代
の
遣
物
で
無
用
の
長
物
だ
と
い

う
こ
と
で
、
火
薬
か
何
か
で
爆
破
し
た
り
な
と

し
て
ほ
と
ん
ど
全
部
こ
わ
し
て
し
ま
っ
た
。
百

年
後
の
現
在
は
、
熱
海
城
に
象
徽
さ
れ
ろ
よ
う

に
、
本
来
の
城
と
は
全
く
無
関
係
の
施
設
を
煕

関
係
の
場
所
に
や
た
ら
と
建
て
て
い
る
。
先

人
が
つ
ノ
~
っ
た
も
の
を
む
ぞ
う
さ
に
こ
わ
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
も
お
か
し
な
こ
と
だ
が
冷

し

ま
こ
ろ
に
な
っ
て
℃
む
や
み
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

l
'
卜
の
城
を
つ
く
る
の
も
お
か
し
な
こ
と
だ
。

人
間
は
個
人
個
人
の
自
律
性
、
自
分
の
判
断

の
上
に
立
っ
て
も
の
こ
と
を
処
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
点
、
日
本
人
は
そ
の
時
そ
の

時
て
考
え
が
変
わ
り
や
す
く
℃
あ
と
で
考
え
て

み
る
と
非
常
に
大
き
な
矛
盾
を
侵
す
こ
と
が
多

ぃ
゜
大
い
に
反
省
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

世
界
の
中
て
は
日
本
は
小
さ
な
島
国
で
あ
る

が
、
島
国
根
性
に
も
お
も
し
ろ
い
面
が
あ
る
。

有
吉
佐
和
子
氏
の
「
海
蔵
」
と
い
う
小
説
は
、

東
京
湾
の
南
の
ほ
う
に
あ
る
御
蔵
島
を
舞
台
に

し
た
小
説
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
か
ん
こ
で
意

地
の
悪
い
ご
ん
が
住
ん
て
い
ろ
。
東
京
に

こ
と

今

長

官

請

演

要

旨

働
き
に
出
た
い
と
か
、
勉
強
に
出
た
い
と
か
い
す
ぐ
れ
た
も
の
て
あ
ろ
う
℃
中
国
へ
行

う
女
性
や
青
年
も
い
る
。
島
の
中
で
は
、
か
れ
っ
て
北
京
の
故
宮
博
物
館
や
南
京
の
博
物
館
を

ら
は
隣
近
所
み
な
仲
が
悪
い
。
こ
れ
は
日
本
と
見
た
か
、
目
ぽ
し
い
も
の
は
そ
う
多
く
は
な

い
う
島
全
体
の
縮
図
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
非
い
。
台
北
の
故
宮
博
物
館
に
は
金
目
の
も
の
は

常

に

お

も

し

ろ

い

小

説

で

あ

る

。

た

く

さ

ん

あ

る

が

、

そ

れ

ほ

ど

す

ぐ

れ

た

も

の

島
国
に
い
る
と
、
「
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」
と
は
思
わ
な
い
。
朝
鮮
で
も
そ
う
だ
。
す
ぐ
れ

で
隣
の
こ
と
ば
か
り
が
気
に
な
る
。
小
は
ア
パ
た
も
の
は
日
本
の
ほ
う
か
た
く
さ
ん
あ
る
。

ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
奥
さ
ん
ど
う
し
の
け
ん
日
本
の
建
物
は
、
紙
と
薪
で
で
ぎ
て
い
る
よ

か
か
ら
、
大
は
奈
良
時
代
に
隣
の
中
国
大
陸
に
う
な
も
の
で
あ
り
な
か
ら
、
非
常
に
よ
く
残
っ

は
ど
う
い
う
文
化
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
の
ぞ
い
て
い
る
。
そ
れ
も
日
本
が
平
和
だ
っ
た
か
ら
て

て
み
た
く
な
る
気
持
ち
。
こ
う
い
う
好
奇
心
は
は
な
く
、
戦
争
ま
た
戦
争
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
、

決
し
て
悪
い
も
の
で
は
な
い
。
好
奇
心
に
は
知
し
か
も
こ
の
よ
う
に
よ
く
残
っ
て
き
た
。
こ
れ

的
好
奇
心
や
学
問
的
好
奇
心
も
あ
る
。
好
奇
心
は
、
日
本
人
が
そ
う
い
う
も
の
を
大
事
に
す
る

の
な
い
と
こ
ろ
に
文
化
は
育
た
な
い
。
気
持
ち
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
封
建
時

比
四
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文
化
財
と
い
う
も
の
は
だ
い
た
い
力
と
ろ
く

さ
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

f

発
掘
品
と
伝
世

品
と
て
は
値
段
が
非
常
に
ち
か
う
。
伝
世
品
と

い
う
も
の
は
、
た
と
え
ば
茶
人
が
侮
日
使
い
、

洗
い
、
み
か
ぎ
、
大
事
に
し
て
き
た
よ
う
な
も

む

す

こ

で

し

の
で
あ
る
。
そ
れ
か
息
子
や
弟
子
に
大
事
に
さ

れ
な
が
ら
次
々
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
値
段

も
高
い
の
て
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
は
、
そ

う
い
う
も
の
を
大
事
に
し
て
い
く
と
い
う
一
っ

の
文
化
的
な
感
覚
が
血
の
中
に
流
れ
て
い
る
。

日
本
に
は
、
博
物
館
に
か
ぎ
ら
ず
、
東
洋
美

術
の
す
ば
ら
し
い
も
の
か
た
く
さ
ん
あ
る
。
神

戸
の
白
鶴
美
術
館
の
中
国
の
銅
器
は
、
世
界
て

代
は
と
う
の
こ
う
の
と
い
う
が
、
封
建
時
代
の

中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
は
ど
れ
ほ
ど
守
ら

れ
、
進
め
ら
れ
、
高
め
ら
れ
て
ぎ
た
か
を
考
え

ろ
必
要
が
あ
る
。

咀
治
百
年
て
い
ち
は
ん
大
き
な
功
績
は
、
教

育
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
教
育
も
明
治
に
な

っ
て
か
ら
急
に
進
ん
だ
の
で
は
な
い
。
日
本
人

は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
積
極
的
な
学
問

的
精
神
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
慶
長
年
間

に
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
し
た
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
＇
ザ
ビ
エ
ル
は
、
日
本
人
の
頭
の
よ
さ
を

発
見
し
て
非
常
に
驚
い
て
い
る
。
日
本
人
は
、
そ

う
い
う
素
質
を
代
々
受
け
継
い
て
き
た
の
だ
。

芸
術
や
文
化
と
い
｝
）
も
の
は
、
突
如

た
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
な
と
て
で
き
る

も
の
て
は
な
い
。
長
い
間
の
い
ろ
い
ろ
な
経
験

と
訓
練
を
へ
て
、
し
だ
い
に
そ
の
人
の
才
能
が

開
発
さ
れ
、
自
分
の
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
創

造
）
が
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
、
ま
ね
ば
か
り
し
て
い
る
と
い
う

が
、
と
ん
で
も
な
い
。
い
っ
た
い
、
世
界
の
ど

の
国
に
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
の
国
が
あ
ろ

か
。
日
本
は
島
国
だ
か
ら
、
外
国
の
文
化
を
輸

入
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
西
洋
の
場
合
は
、

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
陸
と
い
う
よ
う
に
、
距
離
か
非
常
に
接
近

し
て
い
る
か
ら
、
外
国
の
文
化
の
輸
入
、
模

倣
、
そ
し
ゃ
く
、
消
化
、
吸
収
と
い
う
経
過
が

あ
ま
り
目
だ
た
な
い
が
、
日
本
の
場
合
は
、
外

国
と
距
離
か
離
れ
て
い
る
か
ら
、
と
こ
の
国
か

ら
、
い
つ
、
と
こ
の
港
に
、
何
が
は
い
っ
て
き

た
か
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的
に
見
え
や
す
い
と

い
う
だ
け
で
あ
る
。

模
倣
の
な
い
と
こ
ろ
に
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は

な
い
。
こ
れ
は
、
ど
こ
の
批
界
で
も
同
じ
で
、

模
倣
性
の
強
い
国
民
ほ
と
文
化
も
高
く
、
活
力

の
あ
る
国
民
て
あ
る
。

聖
徳
太
子
は
、
進
ん
て
隣
国
の
文
化
を
吸
収

し
た
。
そ
の
積
極
的
な
気
持
ち
の
点
で
、
聖
徳

太
子
は
ま
さ
に
日
本
文
化
の
父
で
あ
ろ
。

文
化
財
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
社

会
道
徳
な
と
と
ち
が
っ
て
、
自
分
か
ら
そ
れ
が

好
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
文

化
財
だ
か
ら
大
事
に
せ
よ
と
い
う
の
で
は
不
十

分

て

℃

こ

せ

ず

に

は

い

ら

れ

な

い
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と

い

か

ら

、

と

う

し

て

も

残

さ

ね

は

な
ら
ぬ
と
い
う
愛
情
が
起
こ
っ
て
、
は
じ
め
て

文
化
財
は
守
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

に

し

さ

み

は

た

学
者
は
、
文
化
財
を
守
る
こ
と
を
錦
の
御
旗

と
考
え
る
。
同
じ
日
本
人
で
も
、
遺
路
や
鉄
道

を
敷
か
な
け
れ
は
な
ら
な
い
人
は
、
日
本
の
近

代
化
を
進
め
る
と
い
う
錦
の
御
旗
を
持
っ
て
い

る
。
両
者
は
と
う
し
て
も
ふ
つ
か
り
あ
う
し
、

こ
れ
か
ら
も
こ
の
衝
突
は
さ
け
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
価
値
や
状
況
を

判
断
し
て
、
ケ
ー
ス
。
バ
イ
：
ケ
ー
ス
で
処
理

し
て
行
か
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
文
化
財
保
謹

に
は
―
つ
の
肝
則
は
な
い
。
両
方
か
と
こ
と
ん

ま

い

、

ま

た

、

反

省

も

し

な

―
っ
―
つ
を
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
は

な
ら
な
い
。

け

し

さ

文
化
財
は
大
事
に
す
る
か
、
景
色
は
大
事
に

し
な
い
と
い
う
の
て
も
困
る
。
観
光
地
の
広
告

の
ま
ず
さ
に
は
、
ま
ず
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人

が
反
対
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
よ
う
な
、
国
民
に

と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
も
の
を
取
除
い
て
い
く

声
が
大
き
く
な
れ
は
、
文
化
財
保
護
の
―
つ
の

大
き
な
原
動
力
と
な
る
。

文
化
財
を
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
ゃ

ふ
ん
い
気
を
そ
の
土
地
土
地
に
植
え
つ
け
て
い

く
こ
と
は
、
文
化
財
そ
の
も
の
を
守
っ
て
い
く

こ
と
と
同
じ
よ
う
に
大
事
な
こ
と
て
あ
る
。

文
化
と
は
、
お
ど
り
や
歌
が
う
ま
く
な
る
こ

が
ら
、

と
て
は
な
い
。
文
化
と
は
、
心
に
ゆ
と
り
を
も

つ
こ
と
、
心
に
泊
い
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
自
分
た
ち
の
郷
土
に
誇
り
を
も
つ
こ
と

で
あ
り
、
目
分
た
ち
の
郷
土
の
特
色
を
育
て
て

い
く
こ
と
て
あ
る
。
誇
り
の
な
い
と
こ
ろ
に
文

化
は
育
た
な
い
。

聖
徳
太
子
の
積
極
的
な
文
化
の
吸
収
と
、
そ

の
そ
し
ゃ
く
と
い
う
奈
良
時
代
の
心
の
ゆ
と
り

を
¥
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
一
度
回
復
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

人
間
の
魅
力
と
同
じ
よ
う
に
、
国
に
も
魅
力

が
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
南
方
な
ど
へ
行
っ
て

も
日
本
人
は
あ
ま
り
好
ま
れ
て
い
な
い
か
へ
こ

れ
は
日
本
人
が
文
化
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る

か
ら
て
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
文
化
の
能
力
を

先
相
か
ら
受
け
つ
い
で
い
な
か
ら
、
文
化
的
な

魅
力
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
は
反
省
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

日
本
人
が
広
く
日
本
に
誇
り
を
も
ち
外
国
の

人
か
ら
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
事
が
日
本
の
文

化
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。

文
化
庁
の
第
一
の
仕
事
は
、
地
方
文
化
の
振

興
で
あ
る
。
地
方
の
人
は
、
自
分
の
住
ん
で
い

る
と
こ
ろ
を
ど
れ
だ
け
愛
し
、
と
れ
だ
け
誇
り

に
思
っ
て
い
る
か
。

地
方
文
化
の
振
興
と
は
、
郷
上
に
誇
り
を
も

つ
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
み
な
さ
ん
も
、
郷
土
の
文

化
の
振
興
に
一
役
を
買
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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