
は
じ
め
に

　

当
館
所
蔵
「
足
栗
毛
」
は
、
羽
州
街
道
の
沿
道
風
景
を
描
き
、
狂
歌
・
漢
詩
な

ど
を
添
え
た
作
品
で
あ
る
。
成
立
は
嘉
永
七
年
（
安
政
元
年
、
一
八
五
四
）
、
筆

者
は
「
あ
る
主
人
」
と
序
文
に
あ
る
の
み
で
不
明
で
あ
る
。
本
誌
第
三
一
号
に
石

井
志
徳
氏
が
全
場
面
の
画
文
を
紹
介
し
て
い
る
。

刈
和
野
（
現
大
仙
市
）
か
ら
寺
内
（
現
秋
田
市
）
ま
で
の
沿
道
風
景
を
描
く
と

い
う
内
容
か
ら
、
作
者
は
秋
田
の
人
物
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
絵
も
実

見
に
も
と
づ
く
も
の
と
漠
然
と
考
え
て
き
た
が
、
場
面
に
よ
っ
て
構
図
の
巧
拙
が

大
き
く
異
な
る
な
ど
、
種
本
の
影
響
が
疑
わ
れ
る
部
分
も
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
歌

川
広
重
の
風
景
版
画
等
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
「
足
栗
毛
」
は
そ
れ
ら
か
ら
多
く

の
画
像
と
文
章
を
転
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

「
狂
歌
入
東
海
道
」
は
、
広
重
の
「
東
海
道
五
十
三
次
」
の
う
ち
各
図
に
狂
歌

を
添
え
た
形
式
の
も
の
で
、
天
保
年
間
の
初
版
で
あ
る
。
以
下
、
［
足
］
は
「
足

栗
毛
」
、
［
東
］
は
「
狂
歌
入
東
海
道
」
の
略
号
と
し
て
用
い
る
。

一　

各
図
の
分
析

　

①
［
足
］
刈
和
野
京
屋
は
た
こ
や
之
図
は
、
［
東
］
石
部
図
の
転
用
で
あ
る
。

京
屋
は
実
在
し
た
旅
籠
で
あ
る
。
場
面
の
題
も
実
景
た
る
こ
と
を
示
す
か
の
よ
う

だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
上
部
に
添
え
た
狂
歌
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

②
戸
島
駅
場
役
処
の
図
も
、
全
面
的
に
［
東
］
石
薬
師
図
を
転
用
し
て
い
る
。

た
だ
し
右
上
に
小
屋
を
描
き
、
狂
歌
を
載
せ
な
い
点
が
異
な
る
。

　

③
境
村
図
は
、
［
東
］
鞠
子
図
と
人
馬
や
店
舗
が
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
画
面

左
に
鳥
居
を
描
い
た
唐
松
神
社
は
実
在
す
る
。
部
分
拡
大
図
の
ご
と
く
、
［
東
］

を
下
敷
き
に
は
し
て
い
る
が
、
人
物
の
表
情
や
服
の
模
様
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

④
矢
橋
（
現
在
は
八
橋
と
表
記
）
図
は
草
津
図
を
ま
ね
て
い
る
。
店
員
に
声
を

② 

「
足
栗
毛
」
戸
島
駅
場
役
処
の
図

 
 
 
 

当
館
蔵
（
以
下
同
様
）

［
東
］
鞠
子

③
［
足
］
境
村

「
狂
歌
入
東
海
道
」
石
薬
師

　

 

慶
應
義
塾
蔵
（
以
下
同
様
）

　
　
「
足
栗
毛
」
に
お
け
る
広
重
「
狂
歌
入
東
海
道
」
等
の
転
用　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
堀　

道
生*　
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①
「
足
栗
毛
」
刈
和
野
京
屋
は
た
こ
や
之
図　

当
館
蔵

「
狂
歌
入
東
海
道
」
石
部　

慶
應
義
塾
蔵

「足栗毛」における広重「狂歌入東海道」等の転用

−75−
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③
の
部
分
拡
大
［
足
］

⑤
［
足
］
牛
島

⑥
の
部
分
拡
大
［
足
］

［
東
］
品
川
（
部
分
）

⑦
［
足
］
和
田
村

［
東
］
赤
坂

⑧
［
足
］
船
岡
村
（
部
分
）

［
東
］
赤
坂
（
部
分
）

［
東
］
鳴
海

⑤
の
部
分
拡
大
［
足
］

同
［
東
］

⑥
［
足
］
五
輪
坂

［
東
］
白
須
賀

同
［
東
］

④
［
足
］
矢
橋
之
図

［
東
］
草
津

④
の
部
分
拡
大
［
足
］

同
［
東
］
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か
け
る
客
、
店
先
で
ワ
ラ
ジ
を
調
整
す
る
男
な
ど
構
成
要
素
も
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
、
店
舗
の
位
置
は
異
な
り
、
店
を
前
方
に
出
し
、
店
の
裏
側
に
水
田
を
描
い

て
い
る
。
八
橋
村
は
街
道
沿
い
が
町
場
化
し
て
い
た
農
村
で
あ
り
、
そ
の
状
況
を

表
現
し
た
と
み
ら
れ
、
実
景
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

⑤
牛
島
の
場
面
は
鳴
海
図
か
ら
商
家
や
通
行
人
の
一
部
を
転
用
し
て
い
る
。
た

だ
し
鳴
海
図
の
右
手
の
丘
は
牛
島
に
は
な
い
た
め
削
除
さ
れ
た
。
か
わ
り
に
商
家

を
増
や
し
、
荒
物
屋
を
加
え
、
看
板
や
通
行
人
を
増
や
す
な
ど
、
筆
者
の
創
意
も

認
め
ら
れ
る
。

　

次
い
で
、
構
図
を
借
用
し
た
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
。
⑥
現
秋
田
市
寺
内
の
五

輪
坂
か
ら
日
本
海
を
眺
め
た
図
は
、
白
須
賀
図
と
く
ら
べ
る
と
、
海
と
陸
の
位
置

関
係
や
道
の
配
置
が
よ
く
似
て
お
り
、
構
図
を
借
り
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
現

地
の
景
観
と
は
か
な
り
異
な
る
。
種
本
か
ら
構
図
を
借
り
た
結
果
、
ア
ン
リ
ア
ル

な
景
観
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
部
分
拡
大
図
の
よ
う
に
、
⑥
の
海
に

浮
か
ぶ
船
は
、
［
東
］
品
川
図
に
よ
く
似
た
も
の
が
み
え
る
。
図
版
は
示
さ
な
い

が
、
画
面
右
方
の
男
鹿
半
島
も
、
品
川
図
に
よ
く
似
た
形
・
位
置
の
陸
地
が
見
い

だ
せ
る
。

　

⑦
和
田
村
図
の
湾
曲
し
た
家
並
み
、
町
の
入
口
の
土
塁
を
伴
っ
た
構
築
物
（
見

附
）
は
、
赤
坂
図
の
模
倣
で
あ
る
。
右
手
の
山
の
麓
の
寺
院
風
の
建
物
は
、
赤
坂

図
に
は
な
い
。
こ
れ
は
位
置
か
ら
み
て
陽
田
寺
（
現
存
）
で
あ
り
、
実
景
に
即
し

た
描
き
込
み
で
あ
る
。
な
お
［
東
］
赤
坂
図
中
の
馬
は
、
⑧
［
足
］
船
岡
村
図
に

も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
図
の
構
成
要
素
を
複
数
の
図
で
利
用

し
た
例
も
あ
る
。
ま
た
、
和
田
村
図
の
右
下
の
人
馬
は
、
［
東
］
吉
原
図
か
ら
の

借
用
で
あ
る
。

　

⑨
船
沢
茶
屋
の
図
は
、
原
の
図
の
中
の
三
軒
の
建
物
や
周
辺
人
物
を
利
用
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
船
沢
は
山
あ
い
の
地
で
あ
る
た
め
、
街
道
の
両
側
に
迫
る
山
が

描
か
れ
て
お
り
、
自
然
景
観
の
描
写
は
実
景
に
即
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

⑩
淀
川
村
図
は
、
三
島
図
と
橋
・
川
・
集
落
・
樹
木
が
同
様
で
あ
る
。
右
手
の

坂
道
は
三
島
図
に
は
な
い
。
坂
を
下
っ
て
橋
を
渡
り
集
落
に
至
る
と
い
う
位
置
関

係
は
、
現
地
の
実
際
の
地
形
と
合
致
し
て
い
る
。

　

⑪
四
ツ
小
屋
図
の
店
舗
部
分
は
、
保
土
ヶ
谷
図
に
よ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
自
然
景
観
、
す
な
わ
ち
街
道
沿
い
に
沼
が
あ
り
、
遠
く
に
勝
平
の
砂
山
が
見

え
る
と
い
う
景
観
は
、
転
用
で
は
な
く
実
景
に
即
し
て
い
る
。

　

以
上
の
ほ
か
、
人
物
・
建
物
単
位
で
み
れ
ば
、
よ
く
似
た
も
の
が
多
数
あ
り
、

気
付
く
限
り
を
掲
げ
れ
ば
⑫
～
⑯
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

転
用
と
い
っ
て
も
、
丸
写
し
で
は
な
い
。
⑯
の
旅
篭
で
く
つ
ろ
ぐ
男
と
按
摩

⑦
［
足
］
和
田
（
部
分
）

［
東
］
吉
原

⑨
［
足
］
船
沢
茶
屋
の
図

［
東
］
原

「足栗毛」における広重「狂歌入東海道」等の転用
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⑨
の
部
分
拡
大
［
足
］

⑪
の
部
分
拡
大
［
足
］

同
［
東
］

⑫
［
足
］
神
内
（
部
分
）

［
東
］
掛
川
（
部
分
）

⑬
［
足
］
石
川
渡
場
（
部
分
）
［
東
］
三
島
（
部
分
）

同
［
東
］

⑩
［
足
］
淀
川
村

［
東
］
三
島
（
部
分
）

⑪
［
足
］
四
ツ
小
屋

［
東
］
保
土
ヶ
谷
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は
、
石
部
図
か
ら
の
転
用
で
あ
る
が
、
肉
筆
の
利
点
を
活
か
し
て
、
種
本
よ
り
も

細
や
か
に
表
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
略
画
風
の
筆
づ
か
い
、
垂
れ
た
目
と
眉
、

多
角
形
の
顔(

⑯)

と
い
っ
た
特
徴
は
、
一
九
の
作
品
の
挿
絵
（
⑰
）
に
も
共
通
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
既
存
の
作
品
を
参
考
に
し
つ
つ
、
人
物
の
表
情
な
ど
は
作
者

な
り
の
創
意
を
も
っ
て
描
い
て
い
る
。

か
く
し
て
「
足
栗
毛
」
に
お
い
て
は
、
軽
微
な
引
用
も
含
め
る
と
、
全
二
十
図

の
う
ち
十
五
図
に
、
「
狂
歌
入
東
海
道
」
か
ら
の
画
像
の
転
用
が
認
め
ら
れ
る
。

作
者
は
広
重
の
版
画
を
所
持
し
て
お
り
、
そ
れ
を
座
右
に
置
い
て
作
画
し
た
も
の

と
想
像
さ
れ
る
。

「
足
栗
毛
」
の
各
図
を
、
広
い
範
囲
を
描
い
た
遠
景
図
と
、
店
舗
の
中
や
人
物

の
表
情
な
ど
が
分
か
る
近
景
図
と
に
分
け
て
考
え
る
と
、
転
用
が
多
い
の
は
近
景

図
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
作
者
は
、
人
物
の
複
雑
な
姿
勢
を
表
現
し
た
り
、
複
数
の

人
物
・
道
具
・
建
物
を
組
み
合
わ
せ
て
一
つ
の
情
景
を
あ
ら
わ
し
た
り
す
る
の
は

不
得
手
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
部
分
は
転
用
に
頼
り
、
山
、
沼
な
ど
地

形
情
報
を
主
と
す
る
遠
景
は
、
実
景
に
も
と
づ
い
て
自
分
で
作
画
し
て
い
る
。

三　

狂
歌
・
川
柳
・
漢
詩
の
引
用

さ
て
、
絵
画
以
外
の
文
字
の
部
分
に
目
を
む
け
る
と
、
や
は
り
他
の
作
品
の
利

用
が
見
い
だ
せ
る
。
ま
ず
序
文
に
み
え
る
「
松
に
雅
琴
の
し
ら
べ
と
や
、
浪
に
鼓

ミ
の
音
あ
る
と
や
」
は
、
十
返
舎
一
九
の
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
の
二
編
冒
頭
に

「
松
に
雅
琴
の
調
あ
り
、
波
に
鼓
の
音
あ
り
と
」
と
酷
似
し
て
い
る
。
そ
の
他
、

画
中
に
添
え
た
狂
歌
・
川
柳
・
漢
詩
も
、
次
に
み
る
よ
う
に
転
用
が
多
い
。

①
旅
の
う
さ
は
ら
し
こ
そ
す
れ
そ
こ
豆
の
水
ふ
く
れ
な
る
お
し
や
れ
女
の
顔

（
足
栗
毛
・
刈
和
野
）

旅
の
う
さ
は
ら
し
こ
そ
す
れ
そ
こ
豆
の
水
ふ
く
れ
な
る
お
し
や
れ
女
の
顔

⑭
［
足
］
）
戸
島
渡
場
（
部
分
）

⑯
［
足
］
刈
和
野
（
部
分
）

［
東
］
石
部
（
部
分
）

⑰
「
続
膝
栗
毛
五
編
上
」
よ
り　

国
会
図
書
館
蔵

［
東
］
見
附
（
部
分
）

⑮
［
足
］
寺
内
古
四
王
堂
前
（
部
分
）
［
東
］
神
奈
川
（
部
分
）

「足栗毛」における広重「狂歌入東海道」等の転用
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（
木
曽
街
道
続
膝
栗
毛
・
五
編
下
）

②
行
春
の
う
し
ろ
す
か
た
や
峰
の
坂 

（
足
栗
毛
・
峰
吉
川
）

行
春
の
う
し
ろ
す
か
た
や
ひ
わ
峠 

（
木
曽
街
道
続
膝
栗
毛
・
五
編
下
）

③
條
風
吹
到
隅　

千
里
一
径
間　

駅
亭
壮
遊
哉　

何
無
塵
含
盃

（
足
栗
毛
・
峰
吉
川
）

條
風
吹
到
隅　

千
里
一
径
間　

駅
高
壮
遊
哉　

何
無
塵
含
盃

（
木
曽
街
道
続
膝
栗
毛
・
五
編
下
）

④
不
如
帰
じ
ゆ
う
自
在
に
き
く
時
は
さ
か
ひ
へ
半
里
と
ふ
嶋
ひ
五（

マ
マ
）厘

（
足
栗
毛
・
舟
岡
村
）

ほ
と
と
ぎ
す
自
由
自
在
に
き
く
里
は
酒
屋
へ
三
里
豆
腐
や
へ
二
里

（
頭
光
＝
つ
む
り
の
ひ
か
り<

一
七
五
四
～
一
七
九
六>

の
狂
歌
）

⑤
買
も
せ
ず
さ
ら
し
根
花
の
葛
根
餅
恥
を
さ
ら
し
て
と
お
る
う
き
旅

（
足
栗
毛
・
船
沢
）

買
も
せ
ず
名
物
の
名
の
た
か
み
や
に
恥
を
さ
ら
し
て
と
ほ
る
う
き
旅

（
木
曽
街
道
続
膝
栗
毛
・
三
編
下
）

⑥
ゆ
く
水
ハ
矢
を
い
る
如
く
石
川
の
岩
を
も
と
ふ
し
く
わ
の
弓
こ
そ

（
足
栗
毛
・
石
川
渡
場
）

ゆ
く
水
は
矢
を
い
る
ご
と
く
岩
角
に
あ
た
る
を
い
と
ふ
ふ
じ
川
の
舟

（
東
海
道
中
膝
栗
毛
・
二
編
上
）

⑦
郭
公
な
く
や
戸
島
の
さ
ゝ
濁
り 

（
足
栗
毛
・
戸
島
渡
場
）

ほ
と
ゝ
き
す
な
く
や
太
田
の
さ
ゝ
濁
り 

（
木
曽
街
道
続
膝
栗
毛
・
五
編
上
）

⑧
此
茶
屋
の
娘
か
く
ち
に
乗
掛
の
馬
も
た
い
こ
を
う
た
ふ
橋
か
ひ

（
足
栗
毛
・
八
橋
）

此
茶
屋
の
娘
が
く
ち
に
乗
掛
の
馬
も
た
い
こ
を
う
た
ふ
坂
な
れ

 

（
木
曽
街
道
膝
栗
毛
う
と
う
坂
）

⑨
く
る
ゝ
日
を
は
な
れ
か
ね
け
り
春
の
舟 

（
足
栗
毛
・
五
輪
坂
）

山
を
帆
の
は
な
れ
か
ね
け
り
春
の
海 

（
宮
島
参
詣
続
膝
栗
毛
・
二
編
下
）

⑩
ゆ
く
ふ
ね
を
つ
な
き
て
ひ
く
や
遠
か
す
み 

（
足
栗
毛
・
五
輪
坂
）

ゆ
く
ふ
ね
を
つ
な
ぎ
て
ひ
く
や
遠
か
す
み 

（
宮
島
参
詣
続
膝
栗
毛
・
二
編
下
）

　

④
の
元
の
歌
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
鳴
き
声
が
聞
け
る
よ
う
な
場
所
は
風
雅
で
は

あ
る
が
不
便
な
所
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
舟
岡
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
半
里
、
三
里
の
距
離
に
あ
る
宿
駅
「
境
」
「
戸
島
」
を
、
「
酒
屋
」
「
豆

腐
屋
」
に
掛
け
て
い
る
ら
し
い
が
、
か
な
り
無
理
の
あ
る
駄
洒
落
で
あ
る
。

　

⑤
は
船
沢
の
名
物
根
花
餅
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
元
の
歌
は
高
宮
と
い
う
地
で

名
物
の
さ
ら
し
を
売
ろ
う
と
声
を
か
け
て
き
た
商
人
に
対
し
、
業
さ
ら
し
（
恥
さ

ら
し
）
な
ら
持
っ
て
い
る
と
答
え
て
か
わ
し
た
と
い
う
場
面
に
対
応
し
て
お
り
、

名
物
の
名
高
さ
に
地
名
の
「
高
」
宮
を
掛
け
て
い
る
の
だ
が
、
「
足
栗
毛
」
で
は

状
況
が
異
な
る
た
め
、
そ
の
面
白
味
は
伝
わ
ら
な
い
。

⑧
の
元
の
歌
は
謡
（
う
と
う
）
坂
の
茶
店
で
娘
の
呼
び
込
み
を
断
っ
て
通
り
過

ぎ
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
太
鼓
を
打
つ
と
は
牡
馬
が
陰
茎
を
腹
に
打
ち
当
て
る

こ
と
で
、
「
打
と
う
」
と
地
名
の
「
う
と
う
」
を
掛
け
て
い
る
。
し
か
し
「
足
栗

毛
」
で
は
そ
の
含
意
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

「
足
栗
毛
」
は
十
七
の
詩
歌
を
載
せ
て
い
る
が
、
う
ち
少
な
く
と
も
十
作
は
他

の
著
作
か
ら
の
転
用
で
あ
る
。
大
部
分
は
十
返
舎
一
九
の
膝
栗
毛
物
か
ら
転
用
し

て
い
る
。
転
用
の
仕
方
は
し
ば
し
ば
無
造
作
で
、
本
来
の
趣
向
が
損
な
わ
れ
た

り
、
語
呂
が
合
わ
な
く
な
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
字
余
り
や
誤
字
も
目

立
っ
て
多
い
。

四　

「
足
栗
毛
」
の
制
作
態
度
と
資
料
性

以
上
の
ご
と
く
、
「
足
栗
毛
」
は
広
重
の
「
狂
歌
入
東
海
道
」
や
一
九
の
「
東

海
道
中
膝
栗
毛
」
な
ど
か
ら
画
像
や
詩
歌
を
多
数
転
用
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作

品
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
が
、
「
足
栗
毛
」
制
作
の
動
機
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
広
重

は
東
海
道
、
木
曽
街
道
と
対
象
を
広
げ
な
が
ら
作
品
を
派
生
さ
せ
た
。
一
九
の
膝

栗
毛
も
東
海
道
、
木
曽
街
道
、
奥
州
道
中
と
次
々
と
続
編
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ

ら
に
親
し
ん
で
い
た
「
足
栗
毛
」
の
作
者
が
、
地
元
の
羽
州
街
道
の
風
景
画
を
望

ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
は
な
か
ろ
う
。
広
重
ら
の
作
品
は
地
方
の
人
に
親
し
ま
れ

た
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
画
作
を
刺
激
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
地
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方
へ
の
文
化
波
及
の
一
端
を
「
足
栗
毛
」
は
示
し
て
い
る
。

実
景
を
忠
実
に
写
す
こ
と
は
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て
そ
の
景
観
、
特
に

店
舗
や
人
物
な
ど
の
近
景
図
は
、
鵜
呑
み
に
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
寺
内
の
現
古

四
王
神
社
前
（
前
節
⑮
）
に
、
蕎
麦
を
出
す
店
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所

は
転
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
図
か
ら
蕎
麦
屋
が
あ
っ
た
と
み
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

先
行
作
品
か
ら
の
画
像
転
用
は
、
広
重
や
一
九
も
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

非
難
に
値
し
な
い
。
一
定
の
虚
構
を
含
む
こ
と
は
、
絵
画
と
し
て
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
が
虚
構
な
の
で
は
な
く
、
地
形
、
山
、
坂
な
ど
の
自
然

景
観
は
お
お
む
ね
現
実
的
で
あ
り
、
戸
島
に
宿
駅
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
牛
島
・
八

橋
が
町
場
化
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
建
物
や
人
物
像
に
転
用
が
目
立
つ

と
し
て
も
、
こ
れ
が
羽
州
街
道
の
沿
道
風
景
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
転
用
の
多
さ
と
強
引
さ
は
、
に
わ
か
に
理
解
し
が
た
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
作
者
は
何
を
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
パ
ロ
デ
ィ
を
目
指
し
た
の

か
と
い
え
ば
、
広
重
や
一
九
を
下
敷
き
に
、
そ
れ
と
異
な
る
趣
向
を
打
ち
出
す
も

の
で
は
な
く
、
パ
ロ
デ
ィ
と
は
言
い
が
た
い
。
「
広
重
の
羽
州
街
道
版
」
と
い
う

ほ
ど
の
力
作
で
も
な
い
。
作
者
の
制
作
態
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

「
足
栗
毛
」
の
序
文
を
み
て
み
よ
う
（
傍
線
筆
者
）
。

　
　

 

足
栗
毛

鹿
の
子
出
て
照
る
月
曇
る
む
ら
雲
や
、
花
散
さ
ん
と
吹
さ
そ
ふ
、
吉
野
初
瀬
の

花
よ
り
も
、
画
道
ぞ
も
の
ゝ
に
し
き
な
れ
、
松
に
雅
琴
の
し
ら
べ
と
や
、
浪
に

鼓
ミ
の
音
あ
る
と
や
、
皆
風
景
は
筆
の
穂
と
、
硯
の
海
て
筆
を
染
、
足
栗
毛

と
そ
名
ヲ
呈
し
、
秦
の
趙
光
か
馬
を
鹿
に
し
た
と
そ
、
予
も
馬
鹿
ら
し
く
遮
つ

て
、
ね
く
ら
に
帰
る
雀
子
れ
、
浮
世
に
生
し
其
国
を
見
ず
に
果
行
人
多
し
、
席

上
即
座
の
便
と
も
、
規キ

ク矩
に
心
を
慰
む
の
一
助
な
ら
ん
か
し
、
み
た
り
に
嘆
筆

を
採

　
　

嘉
永
七

　
　
　

甲
と
ら
の
と
し

　
　
　
　
　
　

孟
春
朔
旦

　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
る
主
人
写

大
半
は
文
意
を
つ
か
み
に
く
い
戯
れ
文
で
あ
る
。
「
足
栗
毛
」
の
表
紙
は
原
装

の
も
の
か
明
確
で
な
い
が
現
状
は
黄
色
で
あ
り
、
作
者
は
黄
表
紙
の
戯
作
を
意
識

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
比
較
的
意
味
が
明
瞭
な
傍
線
部
で
は
、
浮
世
に
生
ま

れ
な
が
ら
国
を
見
る
こ
と
も
な
く
没
す
る
人
は
多
い
、
（
こ
の
作
品
が
）
席
上
即

座
の
便
り
と
も
、
手
本
に
心
を
慰
め
る
一
助
と
も
な
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
風

景
を
紙
上
に
眺
め
て
旅
行
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
、
広
重
の
風
景
画
や

一
九
の
膝
栗
毛
物
に
通
じ
る
趣
向
で
あ
る
。
「
足
栗
毛
」
も
羽
州
街
道
を
眺
め
た

気
分
に
さ
せ
る
楽
し
げ
な
作
品
で
あ
る
。
「
席
上
即
座
の
便
」
と
は
、
旅
行
す
る

代
わ
り
に
席
上
で
す
ぐ
見
ら
れ
る
便
利
な
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
席
画
用
の
便
覧

と
い
う
意
味
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
序
文
で
作
者
が
本
作
品
を
「
規
矩
」
す
な
わ
ち
手
本
と
表
現
し
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
な
る
ほ
ど
手
本
で
あ
り
サ
ン
プ
ル
で
あ
る
な
ら
、
広
重
や

一
九
の
名
作
に
な
ら
う
の
は
当
然
と
も
い
え
る
。
木
曽
の
光
景
を
詠
ん
だ
歌
を
羽

州
街
道
の
絵
に
あ
て
は
め
る
の
も
、
あ
く
ま
で
参
考
の
た
め
と
い
う
な
ら
首
肯
で

き
る
。
「
足
栗
毛
」
の
画
面
は
匡
郭
の
線
で
囲
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
木
版
本

の
特
徴
で
あ
り
、
肉
筆
の
本
作
品
に
は
本
来
必
要
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
版

行
さ
れ
た
本
を
「
擬
装
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
足
栗
毛
」
は
、
も
し
羽
州
街
道
の
風
景
画
を
版
行
し
た
ら
こ
う
な
る
か
も
知

れ
な
い
と
い
う
、
仮
構
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
名
も
「
あ
る
主
人
」
と

い
う
架
空
の
人
物
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
虚
構
の
本
の
な
か
で
、
作
者
は
広
重
や

一
九
の
名
作
を
解
体
・
改
変
し
て
、
自
作
の
風
景
画
の
な
か
に
散
り
ば
め
て
楽
し

ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
足
栗
毛
」
は
き
わ
め
て
遊
戯
的
な
気
分
で
制
作
さ
れ

た
、
絵
画
に
よ
る
戯
作
で
あ
る
。

テ

ホ

ン
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