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胡蘭成書 「昭和40年」



有

由

有

縁

手
に
入
れ
た
佐
藤

一
斎
の
書
幅

を
床

の
間
に
さ
げ
て
眺
め
て
い

と

、

こ

ん

な

ふ

う

に
読

め

る

よ

う

に

な

っ
た

。

二
首
六
身
　
怪
物
に
非
ず

凍
飢
痩
骨
　
是
れ
頑
仙

自
算
　
生
来

一
得
な
し

唯
だ

一
得
な
け
れ
ば

却

っ
て
年
を
延
ぶ

七
十
三
老
人
　
坦

一
斎
七
十
三
歳
の
作
で
、
坦
は
実
名
で
あ
る
。
訳

し
て
み
る
と
、
「首
が
二
つ
で
身
が
六
つ
、
そ
ん
な
姿

遊
記
山
人
惜
だ
石
を
愛
す
、
日
戴
蘇
滋
と
し
て
配
証

を
競
う
、
江
南
の
飛
花
は
寿
山
に
点
じ
、
浄
々
と
し

て
好
く
佳
人
の
耐
を
伊
す
、
窓
配
は
観
に
懺
う
楓
林

の
晩
、
舞
爬
し
来
た
り
行
人
の
袂
に
着
く
、
日
黄
は

れ

い
ろ
う
と
　
と
く

れ
い
ろ
う
と
　
と
く
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
ぎ
よ
く

玲
瀧
土
徳
と
疑
い
、
白
玉
絆

は
く
ぎ
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
ひ
よ
う
は
さ

い

、
白
玉
は
天
山
の
氷
破
砕

氷
破
砕
、

ち
ょ
つ
き
　
　
が
　
れ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
き
よ
く
　
　
り
ゆ
う
こ
う

轟
起
す
鵞
嶺
の
雲
、
数
画
微
曲
す
柳
江
の
水
、

は
征
湘
が
だ
ピ
療
す
可
く
、
家
割
は
雌
崎
の
背
よ
り

拓
す
、
悠
々
尽
き
ず
玉
石
の
命
、
昔
は
東
坂
よ
り
今

は
遊
記
、
石
に
対
し
て
晏
坐
し
て
古
今
を
忘
る
、
石

ぞ
知
る
世
上
千
万
歳
。

遊
記
山
人
は
余
の
兄
な
り
、
雲
外
散
人
を
小
弟

と
な
す
。
小
弟
詩
を
作
っ
て
大
兄
を
讃
し
、
次

弟
た
め
に
之
を
書
す
。
世
上
紛
々
の
詩
家
書
家

を
伯
れ
ざ
る
な
り
。

乙
己
　
胡
　
蘭
成

表
紙
の
象
刻

「有
由
有
縁
」
は
遊
記
山
人

・

宮
田
武
義
氏
の
近
作
で
、
そ
の
原
寸
に
よ
る
。

に
一
り
け
あ
つ
い嗜
し
ぃ
も
の
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
ぞ
。う
ら
ぶ
れ
果
に
て
骨

は
痩
せ
、
肌
は
凍
る
身
な
れ
ど
も
、
こ
れ
ぞ
頑
固
な
仙
人
と
、
農
は
自

分
を
そ
う
称
ん
で
、
つ
く
づ
く
生
ま
れ
来
し
方
に
、
思
い
馳
せ
れ
ば
無

一
物
。
伺
も
な
け
れ
ば
な
か
な
か
に
、
こ
の
世
の
旅
は
長
閑
な
り
」
、

佐
藤

一
斎

「
二
首
六
身
詩
」
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
頃
私
は
、
宮
田
武
義
氏

（遊
記
山
人
、
西
水
楼
主
人
）
に
誘
わ

一
斎
は
、
首
が
二
つ
で
身
が
六
つ
と
い
う
具
体
の
も
の
が
怪
物
で
は
　
　
　
れ
て
、
清
水
董
三

（東
翠
）
先
生
指
導
の
墨
雅
会
に
加
わ
り
、
中
国
古

な
い
と
云
う
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
酢
い
も
甘
い
も
噛
み
わ
け
た
頑
固
　
　
　
碑
の
臨
書
を
や
っ
て
い
た
。
あ
る
日
ヽ
怪
物
の
正
体
を
あ
ば
か
ん
も
の

な
老
人
は
、
何
を
云
い
出
す

もや
」

けゎ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は

「
百
鬼
夜
行
　
　
　
と
、
こ
の
佐
藤

一
斎
の
軸
を
携
え
て
墨
雅
会
に
臨
み
遊
記
山
人
の
書
い

期
」
は
煙
は
純
「
瀞
』
〆
卜
牌
勧
嚇
晦
直
』
♂
隧
け
ば
九
に
は
蝶
劃
嘩
¨
　
　
　
に
採
跳
半
折
の
書
と
並
べ
て
か
け
た
。遊
記
山
人
の
書
は
晩
唐
の
詩
人
・

李
商
隠

〔義
山
八

一
三
―
八
五
八
〕
の
七
言
絶
句
で
、
そ
れ
は
次
の
よ

物
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど
と
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
。
い
や
、
幕
末
の
　
　
　
う
に
読
め
た
。

頃
の
湯
島
天
神
や
神
田
明
神
の
お
祭
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
世
物
が
出
　
　
　
　
維
台
の
駅
吏
　
風
塵
に
老
ゆ

倭

Ｚ

瓶

稼

閥

へ

榊
に
勝

仙
を
す

季

い
二
首
六
身
の
怪
物
。
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
李
義
山

「
王
全
詩
」
遊
記
山
人
書
　
　
　
東
翠
先
生
と
遊
記
山
人
が
、

す
こ
に
も
出
る
こ
こ
に
も
現
わ
れ
る
と
い
う
ロ
ク
ロ
ッ
首
な
ど
と
は
チ
　
　
　
そ
の
両
方
を
打
ち
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、
異
口
同
音
に
膝

を

た

よ
＾
い

卜
訳
が
違
う
。
今
日
は
二
朱
は
要
ら
な
い
タ
ッ
タ
の
六
文
、
サ
ァ
、
ド
　
　
　
一、
　
「
二
首
六
身
は
∧
亥
∨
の
字
の
こ
と
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
亥

ン
ド
ン
お
は
入
り
。
ソ
ン
、
ロ
ク
ち
や
ん
ヤ
ァ
ー
イ
／
　
ア
ァ
イ
ヨ
オ
　
　
　
字
の
説
明
は
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
、
そ
の
詩
を
訳
し
て
み
よ
う
。

―
」
式
の
も

の

で
あ
％
い
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
頑
仙
と
い
う
か
　
　
　
緯
台
駅
の
お
爺
さ
ん
、
う
ら
ぶ
れ
果
て
た
老
の
身
を
、
酒
に
ま
か
せ

ら
に
は
中
国
に
そ
ん
な
恰
好
の
仙
人
が
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と

「
絵
　
　
　
　
て
幾
十
年
。
行
き
交
う
人
は
語
れ
も
ど
、
い
つ
も
変
ら
ぬ
仙
人
の
、

像
列
仙
伝
」
な
ど
で
調
べ
て
み
た
が
、
と
う
と
う
そ
れ
ら
し
い
も
の
は
　
　
　
　
年
を
き
く
よ
な
者
は
な
い
。
問
わ
れ
る
ま
で
に
人
々
に
、
亥
の
字
を

見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
思
い
起
せ
ば
、
こ
れ
は
今
か
ら
十
五
年
く
ら
い
　
　
　
　
書
い
て
く
れ
て
い
る
。

前
の
こ
と
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
詩
の
原
形
に
は
次
の
題
詞
と
注
が
つ
い
て
い
る
。

戯
れ
に
稜
山
の
駅
吏

・
王
全
に
題
贈
す
。

全
、
駅
吏
と
な
り
て
五
十
六
年
、
人
、
道
術
あ
り
と
称
す
。
往
来
多

く
詩
章
を
贈
る
。

稜
山
は
古
い
時
代
に
は
緯
県
の
名
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
城
が
あ

っ
た

の
で
、
義
山
は
絡
台
と
称
ん
だ
。
こ
の
老
駅
夫
は
当
時
、
人
々
の
目
に

と
ま

っ
て
い
た
ら
し
く
、
行
き
来
の
人
た
ち
が
書
い
た
も
の
を
贈
り
、

詩
文
で
名
高
い
李
義
山
も
ま
た
詩
を
作
っ
て
こ
の
人
に
贈

っ
た
。

さ
て
、
清
水
東
翠
、
宮
田
遊
記
両
先
生
の
示
教
に
基
ず
い
て
、
亥
の

講
釈
を
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

つ
毯
竃
け
に
は
”
¨
静
郭

を し、
は
も
数
稲
諄
責
賜
』
デ
』
い
緋
漱
は
輪
鰐

十
二
世
紀
頃
、
殷
が
都
し
た
河
南
省
の
安
陽
附
近
か
ら
、
近
時
、
そ
の

時
代
の
遺
物
が
発
掘
さ
れ
て
、
そ
の
中
か
ら
、
亀
の
甲
や
獣
骨
に
字
を

日
、

薇
い
わ
か
け
動
硼
蒸
疎
政
け
に
脚
鶴
林
御
蹴
鮮
替
卿
嘲

つ 文
ほ
か
師

甲
や
獣
骨
を
火
に
あ
ぶ
る
と
、
色
が
変

っ
た
り
、
鱗
が

で
き

る
。　
そ

の
変
化
の
具
合
に
よ
っ
て
、
天
候
、
収
獲
、
狩
猟
、
旅
行
そ
の
他
万
般

の
吉
姻
詫
判
断
れ
た
。
だ
か
ら
、
甲
骨
文
に
は
年
月
日
を
あ
ら
わ
す
干

支
の
甲
亥
や
丙
亥
な
ど
の
亥
の
字
が
出
て
く
る
。

で崚“貌薇^
燕瑚帥猜蒔「一枠け卿‐こ字』制に尊鷲ｒ思「撃”．

響師出資渇穆
（ぅか｝準劾」（の数当嘲』肺践げに「いい珊ヨ費一

野
に
出
て
子
家
な
ど
を
生
け
ど
っ
て
来
て
飼
う
こ
と
は
あ
っ
た
ら
し
い

が
、
専
ら
家
畜
と
し
て
養
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ

る
。
そ
し

て
、

「
逐
う
」
と
い
う
字
は
、
不
に
し
ん
に
ゅ
う

（
通
）
を
か
け
た
会

意
文
字
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
足
の
疾
い
野
馬
や
鹿
を
追

い
ま
わ
し
て
、
取
り
逃
し
て
馬
鹿
を
み
る
よ
り
は
、
多
産
で
鈍
感
な
不

を
逐
い
か
け
た
方
が
効
率
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
周
の
時
代
に
移

っ
て
、
中
国
で
最
も
古
い
詩
集
の
詩
経
に

「家
あ
り
睛
を
自
く
し
、　
な
ろ

波
を
渉
る
」

（小

雅
、
漸
々
之

石
）

と
い
う
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
世
が
乱
れ
て
戦
が
た
え
ま
な
く
、
雨
に
煙

％
切
夜
に
暉
り
が
河
を
渉

っ
て
行
く
。
ち
ょ
う
ど
、
野
水
の
群
が
自
い

蹄
で
波
を
蹴
立
て
て
、
河
を
渉
る
さ
ま
を
思
わ
せ
る
。
あ
あ
、
い
つ
の

日
か
戦
が
終
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
庶
民
が
嘆
く
心
情
を
歌
っ
た
詩
の
一

句
で
あ
る
。

本
の
字
は
亥
と
同
じ
く
、
も
と
は

「
い
の
し
し
」
の
象
形
か
ら
出
た

字
で
あ
る
か
ら
、
殷
の
亀
甲
文
も
周
の
金
文
も
両
字
の
か
た
ち
は
よ
く

似
て
い
る
が
、
少
し
区
別
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
亥
の
方
は
十
二
支
に

用
い
ら
れ

、
本
は
動
物
を
あ
ら
わ
し
て
、
両
方
そ
れ
ぞ
れ
に
使
い
分
．け
´

ら
れ
て
い
る
。

「亥
本
の
論
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
調
は
い
つ
わ
り
と
い
う
字
で
、

亥
と
本
の
両
字
は
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
字
の
見
誤
り
と
い
う
讐
え
に

使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
源
は
周
末
春
秋
の
頃

（
Ｂ
Ｃ
五
五
〇
頃
）
、孔

″
詢
沸
“
¨
行
罐
か
師
¨
御
』
勧
れ
マ
や
際
鵬
一
家
狗
向
わ
な
つ
摯
鋳

- 2 -―
-3-



だ
か
ら
、
三
つ
で
あ
わ

，

せ
て
六
画
、
だ
か
ら
二
黒轟
驀

首
六
身
、
と
い
う
も
の

「ど諸̈
一ゝつ号鶴卸螂申一

六
六
と
す
る
も
の
も
あ

る
。
こ
の
ほ
か
に
も
亥

一

を
二
首
六
身
と
読
む
説

一

は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、

と
に
か
く
亥
が
二
首
六
路

身
で
あ
る
こ
と
に
は
変

り
が
な
い
。

こ
の
二
六
六
六
を
二

千
六
百
六
十
六
旬
、

つ

ま
り
二
万
六
千
六
百
六

十
日
と
読
み
、
こ
れ
を

三
百
六
十
五
日
２

年
）

で
除
す
と
、
七
十
三
年

と
余
日
と
な
る
。
従

っ

て
亥
字
を
書
し
て
時
人

に
与
え
て
い
た
駅
吏
の

酔

一 令
紳
靴
掛
矩
峨
ポ
難

読
む
の
で
、
そ
れ
は

「
晋
師
、
己
亥

河
を
渉

る
」
と
読
む
べ
き
も
の
だ
、

と
子
夏
が
注
意
し
た
故
事
か
ら
出
た

あ
り
贅
ぁ
あ
。
こ
の
時
代
の
文
字
―

籍
文

（
大
蒙
）
―
の
三
と
己
、
不
と

亥
の
字
形
が
よ
く
似
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
こ
の
誤
読
と
い
い
、
さ
き

の
漸
々
の
石
の
句
と
い
い
、
西
紀
前

の
大
陸
の
山
野
に
家
が
群
を
な
し
て

河
を
渉

っ
て
放
浪
す
る
風
景
を
想
見

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
か
ら
下

っ
て
、
秦
が
天
下
を

統

一
す
る

（
Ｂ
Ｃ
二
〇
〇
頃
）
と
、

始
皇
帝
は
文
物
制
度
の
改

革

を

行

い
、
度
量
衡
の
改
正
や
文
字
の
改
定

に
力
を
い
れ
た
。
こ
の
時
に
定
め
ら

れ
た
書
体
を
、
周
時
代
の
大
象
に
対

し
て
小
象
と
い
う
が
、
中
国
で
は
字

体
の
基
礎
を
こ
の
時
代
の
書
体
に
お

く
の
で
あ
る
。
始
皇
は
天
下
第

一
関

（
山
海
関
）
を
起
点
に
、
万
里
の
長

城
を
築
い
た
有
名
な
専
制
君
主
で
あ

っ
た
が
、
自
分
の
治
績
を
後
の
世
に

残
す
べ
く
、
天
下
を
巡
幸
し
て
各
地
に
頌
徳
碑
を
建
て
た
。
そ
れ
等
は

宰
相
の
李
斯
の
書
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
有
名
な
も
の
に
暉
山
の

刻
石
、
瑯
邪
台
の
刻
石
お
よ
び
泰
山
の
刻
石
が
あ
る
。
そ
の
残
欠

（字

の
残

っ
た
部
分
）
の
中
に

「
刻
」
の
字
と

「
家
」
の
字
が
あ
る
。
家
の

字
の
一

（
屋
根
）
の
下
に
は
、
古
い
時
代
の
家
か
亥
か
わ
か
ら
ぬ
よ
う

な
形
の
も
の
と
は
ち
が
っ
て
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
正
式
の
家
が
鎮
坐

し
て
い
る
。
家
の
中
に
人
が
い
な
い
で
外
が
い
る
の
は
お
か
し
な
こ
と

だ
が
、
こ
の
字
形
か
ら
考
え
て
み
る
と
豚
と
い
う
も
の
が
、
大
や
猫
、

馬
羊
牛
な
ど
の
動
物
よ
り
も

一
層
、
中
国
人
の
生
活
を
支
え
る
重
要
な

役
目
を
果
し
て
来
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
頃
の
亥
は
ど
ん
な
字
形
を
し
て
い
る
か
と
い
う
に
、
前
記
暉
山

碑

に
あ

る
∧
刻
∨
の
字
か
ら
亥
の
字
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
亥

は
牙
が
あ
っ
て
そ
の
牙
で
土
を
掘
る
と
こ
ろ
か
ら
、
亥
に

「
立
刀
」
を

配
し
て
刻
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
亥
の
字
は
、
首
の
部
分
が

「
一
ご

で
、
身
の
部
分

の
左

側

に

「
Ｌ
」
、
そ
の
右
側
に

「
イ
」
が
二
つ
並
ぶ
、
と
古
来
か
ら
読
ま
れ
て
い

る
。
中
国
で
は
古
く
か
ら
民
間
取
引
の
符
号
に
号
馬

（Ｆ
”
ｏ
ヨ
じ

と
い

う
も
の
が
あ
り
、
こ
の
符
号
は
、
時
代
に
よ
り
、
ま
た
土
地
柄
に
よ
り

１

２

３

４

５

６

多
少
違
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
例
を
あ
げ
る
と
、　
三

〓
曇
二
×
上

（或

６

　

″
′

８

９

は
Ｔ
）
上
Ｗ
Ｗ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
亥
の
字
の
身
の

６

　

　

　

６

６

　

　

　

　

　

　

　

　

　

２

部
分
の
Ｌ
を
上
、
イ
イ
を
丁
丁
と
読
め
ば
、首
の
二
か
ら
読
み
下
し
て
二

六
六
六
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
、
別
の
読
み
方
も
あ
る
。
そ
れ

は
亥
の
字
の
二
首
の
下
の
身
部
に
三
つ
の

「
人
」
を
重
ね
、
人
は
二
画

よ
う
に
七
十
三
歳
の
亥
寿
を
む
か
え
て
こ
の
詩
を
つ
く
っ
た
の
で
あ

っ

■
一。日

本
で
二
首
六
身
の
詩
を
詠
ん
だ
佐
藤

一
斎

（
一
七
七
二
ぞ

一
八
五

九
）
と
い
う
人
は
、
美
濃
岩
村
藩
出
身
の
儒
家
で
あ

っ
て
、
本
来
な
ら

ば
、
そ
の
号
の
示
す
如
く
、　
一
つ
の
書
斎
に
閉
ぢ
こ
も

っ
て
、
徳
川
時

代
の
儒
学
の
直
流
と
目
さ
れ
る
朱
子
学

一
点
張
り
の
人
で
あ

る

べ
き

に
、
陽
明
学

（欧
陽
明
）
に
も
詳
し
く
、
陽
朱
陰
王
と
評
さ
れ
、
道
家

（黄
老
荘
）
に
も
深
く
、
更
に
泰
西
民
物
漏
刻
械
器

（漏
刻
は
時
計
、

械
器
は
機
械
器
具
）
の
細
に
も
逮
ん
で
い
た
学
識

で
あ

っ
た
。
そ
し

て
、
江
戸
幕
府
流
の
思
弁
を
こ
え
た
経
綸
の
持
ち
主
で
、
頼
山
陽
、
大

塩
中
斎
、
渡
辺
華
山
な
ど
反
幕
系
の
人
た
ち
と
も
親
交
が
あ

っ
た
。
当

時
、
全
国
の
大
小
名
や
勤
王
家
な
ど
に
薫
陶
を
与
え
、
子
弟
三
千
と
い

わ
れ
て
い
た
。
そ
の
思
潮
は
明
治
維
新
を
推
進
す
る
原
動
力
と
な
っ
た

と
い
わ
れ
る
。

一
斎
は
亥
寿
睦
畑
揃
π
ひ
か
ぇ
た
七
十
歳
の
時
、
幕
府
に
従
さ
れ
て
、

時
絆
詢
は
鉢
鋤
喝
膚
蹴
が
終
判
紐
鍼
齢
胸
』
「
二
鋤
り
」
に
稀
嚇
的
に
晰

し
得
る
者
は
、
こ
の
人
を
措
い
て
他
に
な
い
と
の
見
通
し
か
ら
、
幕
府

は
佐
藤

一
斎
を
起
用
し
、
従
来
か
ら
の
林
羅
山
の
朱
子
学
系
に
新
息
吹

を
吹
き
込
ま
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
際
、
心
な
ら
ず
も
出

仕
を
承
け
て
仕
途
に
つ
い
た

一
斎
の
腹
の
中
に
、
ム
ラ
ム
ラ
と
現
わ
れ

出
で
た
も
の
は
、
世
相
を
超
絶
し
た
不
死
身
の
怪
影
で
は
な
か

っ
た
ろ

う
か
。
首
を
馘
ら
れ
て
も
、
も
う

一
つ
の
首
が
残
り
、
腹

を

切

っ
て

「山海関題額拓」かつ吉水道橋店

-4-



も
、
別
の
腹
が
ま
だ
残
る
怪
物
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
七
十
歳
の
新

任
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
一
斎
は
、

「
世
間
多
少
営
々
の
者
、
知
る
や
否
や

此
の
翁
真
に
憐
れ
む
べ
き
こ
と
を
」
と
詠

っ
て
仕
途
に
つ
い
た
が
、
そ

の
腹
は
、
千
年
前
の
緯
台
の
駅
吏

。
王
全
の
道
術
的
渡
世
に
根
を
お
い

た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
境
地
ゆ
え
に
、
天
下
の
帰
趨
を
よ
く
弁

別
で
き
た
の
で
あ

っ
た
と
思
う
。　
一
斎
の
二
首
六
身
の
七
絶
は
、
義
山

の
詩
を
よ
く
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
宮
田
さ
ん
が
な
ぜ
に

「
王
全
亥
字
」
の
詩
を
書
い
て
来
た
か

と
い
う
こ
と
に
は

理

由

が

あ

る
。
こ
の
人
は
、
後
輩
で
あ
る

わ
れ
わ
れ
の
面
倒
見
の
い
い
人

で
、
と
ん
か
つ
屋
の
私
の
た
め

に
、
ち
ょ
う
ど
義
山
が
王
全
に

詩
を
作

っ
て
与
え
た
よ
う
に
、

い
つ
も
亥
や
豚
や
、
そ
の
他
、
料

理
に
関
す
る
詩
章
を
好
意
を
も

っ
て
書
い
て
贈

っ
て
下
さ
る
。
唐
の
李
義
山
は
宋
の
陸
済
（放
翁
）
と
共

に
宮
田
さ
ん
の
好
き
な
詩
人
だ
か
ら
、
義
山
の
前
記
の
詩
は
宮
田
さ
ん

の
書
跡
を
通
じ
て
、
い
つ
か
は
私
の
と
こ
ろ
に
廻
り
来
る
可
能
性
の
あ

る
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、　
一
斎
の
詩
と
、　
一
斎
が
ふ
ま
え
た
義
山
の
詩

と
が
、
こ
う
も
間
髪
を
い
れ
ず
に
鉢
合
わ
せ
を
し
よ
う
と
は
、
夢
に
も

思
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
縁
の
字
に
は
家
が
つ
い
て
い
る
が
、
豚

の
取
り
も
つ
縁
と
い
う
も
の
か
、
ま
た
二
首
六
身
の
物
の
怪
の
仕
業
で

あ
ろ
う
か
。

近
頃
、
遊
記
山
人
の
故
郷
の
比
婆
山

（別
名
を
遊
記
山
と
い
う
）
に

怪
物
が
神
出
鬼
没
す
る
と
い
う
噂
が
た
ち
、
こ
の
せ
つ
、
中
国
山
脈
の

奥
地
が
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
ん
な
遠
い
と
こ
ろ
ま

で
出
か
け
ず
と
も
、
丸
の
内
の
山
水
楼

へ
行
け
ば
そ
の
親
分
に
面
会
で

き
る
。

昭
和
二
十
年

一
月
二
十
七
日
の
帝
都
大
空
襲
の
時
、
自
家
山
水
楼
に

直
撃
弾
を
受
け
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
の
だ
が
、
そ
の
際
、
三
階

か
ら
地
下
に
陥
没
し
た
宮
田

さ
ん
は
、
死
の
き
わ
に
無
意

識
の
う
ち
に
十
句
観
音
経
を

鵬
　唱
え
て
い
た
らヽし
く
、
そ
の

肺
微
音
を
た
よ
り
に
救
出
さ
れ

た
と
い
う
。
宮
田
さ
ん
が
掘

り
出
さ
れ
た
焼
け
跡
に
、
平

素
奉
祭
し
て
い
た

「
慈
航
観

世
音
菩
薩
」
の
磁
像
が
無
疵
で
直
立
現
前
し
た
と
い
う
こ
と
は
有
名
な

話
で
あ
る
。
観
世
音
菩
薩
に
信
仰
の
厚
い
宮
田
さ
ん
は
、
こ
の
観
音
像

を
奉
安
す
る
堂
宇
を
泉
岳
寺
境
内
に
建
立
し
た
り
、
ま
た
、
甲
州
八
ケ

岳
山
腹
の
観
音
平
に

「
南
無
観
世
音
芋
薩
」
の
碑
を
律
て
た
り
し
た
。

そ
の
泉
岳
寺
の
お
祭
も
、
八
ケ
岳
の
観
音
祭
も
十
年
を
超

え

て
行

わ

れ
、
通
算
百
数
十
回
の
祭
の
日
に
雨
ら
し
い
も
の
が
降

っ
た
た
め
し
が

な
い
。
宮
田
さ
ん
を
、
人
称
ん
で

「
天
気
男
」
、ま
た
は

「
宮
田
観
音
」
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と
す
る
所
以
で
あ
る
。

こ
の
人
は
石
を
愛
し
印
を
刻
る
。
最
近
、

「
石
に
寄
す
」
と
い
う
一

文
を
草
し
、
そ
の
中
に
、

「
あ
る
と
き
、
墨
雅
会
の
席
で
、
わ
た
く
し

一̈

赫
¨
［
¨
『
］
中
¨
疇
働
中
一
¨
“
中

一
っ
吉
の
吉
田
雲
外
居
士
が
御
岳
登
山
の
上

一産
だ
と
い
っ
て
、
小
石
を
く
れ
た
。
ま
こ

一と
に
奇
縁
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ

一ん
な
ふ
う
に
石
に
愛
着
を
も
つ
宮
田
さ
ん

の
た
め
に
、
私
は
か
つ
て
、

「
遊
記
山
人

治
印
詩
」
を
つ
く
り
贈

っ
た
こ
と
が
あ

っ

た
。
こ
の
詩
は
胡
蘭
成
氏

（
江
精
衛
親
日

政
府
の
閣
僚
で
目
下
日
本

へ
亡
命
中
）
の

冊
正
を
受
け
、
氏
の
書
に
な
る
も
の
が
現

に
私
の
手
許
に
あ
る
が
、
胡
氏
は
こ
れ
に

賛
し
て
曰
く

「
遊
記
山
人
は
余
の
兄
也
、

雲
外
散
人
を
小
弟
と
為
す
。
小
弟
詩
を
作

っ
て
大
兄
を
讃
し
、
次
弟
た
め
に
之
を
書

す
。
世
上
紛
々
の
詩
家
書
家
を
伯
れ
ざ
る

也
」
と
。
こ
れ
は
昭
和
三
十
九
年
の
こ
と

で
あ

っ
た
。
は
じ
め
宮
田
さ
ん
に
よ

っ
て

引
き
あ
わ
さ
れ
た
胡
蘭
成
さ
ん
と
は
、
こ

ん
な
こ
と
で
一
層
親
し
く
な
っ
た
。

昨
、
昭
和
四
十
五
年
の
春
、
私
の
三
女
が
結
婚
し
て

ハ
ワ
イ
ヘ
新
婚

旅
行
に
発
つ
際
、
新
夫
婦
は
宮
田
さ
ん
か
ら
観
音
様
の
お
守
を
も
ら

っ

た
。

フ
ラ
ダ
ン
ス
を
見
物
し
て
い
る
夜
、

フ
ト
拍
子
を
送

っ
て
い
る
手

の
指
環
を
見
る
と
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
と
れ
て
い
る
の
が
わ
か

っ
て
、

お
ど
ろ
い
て
探
そ
う
と
し
て
立
つ
と
、
座
席
の
脇
の
と
こ
ろ
に
光
を
放

っ
て
い
た
と
い
う
。
金
剛
石
は
も
と
も
と
石
だ
か
ら
、
宮
田
観
音
の
功

徳
が
特
別
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
も
し
真
珠
や
琥
珀
だ

っ
た
ら

出
て
は
来
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
、
じ
ょ
う
だ
ん
を
云
い
、
観
音
様

の
お
守
の
な
い
新
婚
さ
ん
の
指
環
か
ら
抜
け
落
ち
る
宝
石
も
等
で
掃
く

ほ
ど
あ
ろ
う
か
ら
、
フ
ラ
ダ
ン
ス
場
の
掃
除
人
夫
を
志
願
し
て
夫
婦
で

一雇
っ
て
も
ら
え
ば
よ
か

っ
た
、
と
、
罰
あ
た
り
の
こ
と
を
云

っ
て
笑

っ

た
。
宮
田
さ
ん
へ
の
お
土
産
が
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
一
個
で
は
、
申
し
訳
な

い
次
第
だ

っ
た
。
こ
の
お
守
は
、
自
動
車
の
運
転
免
許
証
に
、
色
も
形

も

甚

だ

よ

く
似
て
い
る
。
交
通
違
反
で
免
許
証
呈
示
を
促
さ
れ
た
時

に
、
間
違

っ
て
こ
の
お
守
を
出
し
た
、
う
ち
の
息
子
は
、
お
巡
り
さ
ん

が

「
慈
航
」
を

「
自
交
」
と
解
釈
し
て
く
れ
た
の
か
、

「
若
い
の
に
心

掛
け
が
よ
ろ
し
い
」
と
、
か
え

っ
て
賞
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ

の
後
チ
ョ
イ
チ
ョ
イ
こ
の
手
を
試
み
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま

た
妙
に
効
く
と
云

っ
て
い
る
。

る
薦
Ⅶ
繭

々 音
詢
『
閻
喘
役
い
わ
縣
”
脚
ｒ
称
胸
話
制

力 ‐こ
は
．
は
融
抽
勁

い
う
よ
う
な
神
が
か
り
的
な
も
の
で
も
な
く
、
霊
気
と
い
う
よ
う
な
魔


