
晩翠舎の松の大木に鍋のふた下がる
ばんすい しゃ

　

宮
田
の
三
好
退
蔵
さ
ん
（※

１
）
の
、
広
大
な
屋
敷
に
は
、
小
学

校
を
卒
業
し
た
、
男
子
の
学
生
達
を
、
教
育
す
る
塾
が
あ
り
ま
し
た
。

先
生
は
、
当
時
の
漢
学
者
城
勇
雄
先
生
（※

２
）
を
頭
に
、
数
名
お

ら
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
邸
宅
の
石
垣
の
と
こ
ろ
に
は
、
松
の
木
が
あ
っ
て
、

道
路
の
上
ま
で
大
き
な
枝
が
の
び
、
昼
で
も
暗
い
程
繁
っ
て
い
ま
し

た
。
夜
に
な
る
と
、
女
子
ど
も
な
ど
は
、
こ
の
大
松
の
下
を
通
る
者

は
、
１
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
と
に
夜
更
け
に
な
る
と
、
„
鍋

の
ふ
た“
（
化
け
物
の
俗
称
）
が
、
下
が
る
と
い
っ
て
、
一
層
さ
み
し

い
所
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
怪
し
い
化
け
物
は
、
乱
暴
ざ
か
り
の
若
い
者
達
で

あ
り
、
晩
翠
舎
（※
３
）
の
塾
生
の
い
た
ず
ら
だ
っ
た
の
で
す
。

　

あ
る
晩
の
こ
と
で
す
。
塾
生
の
数
人
が
、
夜
も
シ
ン
シ
ン
と
更
け

る
頃
、
こ
の
松
の
木
に
の
ぼ
り
、
１
本
の
蛇
の
目
傘
を
、
ひ
も
で
つ

る
し
下
げ
て
、
下
を
通
る
人
を
、
お
ど
か
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
大
変
り
り
し
く
た
く
ま
し
い
武
士
が
通
り
か
ゝ
り
松
の
木
の
下

ま
で
来
る
と
、
気
合
も
ろ
と
も
、
目
に
も
止
ま
ら
ぬ
早
業
で
、
つ
る

さ
れ
て
い
た
傘
を
つ
か
み
と
り
、
取
り
上
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

松
の
木
の
上
に
い
た
塾
生
は
大
変
驚
い
て
、
す
ぐ
さ
ま
松
の
木
か

ら
飛
び
お
り
て
、
そ
の
武
士
に
向
か
っ
て
、
頼
み
ま
し
た
。

「
こ
の
か
さ
は
、
私
の
か
か
さ
ま
の
も
の
で
、
大
変
大
事
に
し
て
い
る

も
の
で
す
。
ど
う
ぞ
、
こ
ら
え
て
下
さ
い
。」

と
、
膝
を
折
っ
て
頼
み
ま
し
た
。
そ
の
武
士
は
、
傘
を
返
し
て
塾
生

達
に
い
い
ま
し
た
。

「
貴
様
達
は
、
将
来
の
高
鍋
を
背
負
っ
て
、
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

だ
。
そ
う
い
う
者
が
、
こ
の
様
な
始
末
で
は
、
心
配
で
な
ら
ん
。
よ

く
よ
く
反
省
し
て
、
勉
学
に
励
め
。」

と
、
言
い
渡
し
、
静
か
な
足
ど
り
で
、
去
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

そ
の
後
は
、
こ
の
怪
し
い
化
け
物
は
現
わ
れ
な
く
な
り
、
の
ど
か

な
所
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

尚
、
こ
の
晩
翠
舎
の
塾
生
に
、
上
町
の
綾
部
金
作
と
い
う
、
名
物

男
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
い
つ
も
大
き
な
ス
テ
ッ
キ
を
持
っ
て
い
て
、

道
を
歩
き
な
が
ら
詩
吟
を
吟
じ
た
り
、
筏
橋
の
上
で
し
ば
し
ば
、
独

り
剣
舞
を
す
る
な
ど
し
て
、
気
勢
を
上
げ
て
お
ら
れ
る
の
が
、
見
ら

れ
ま
し
た
。

　

後
に
、
日
本
の
味
噌
を
た
く
さ
ん
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
貧
し

い
人
達
を
相
手
に
、
バ
タ
ー
の
代
用
と
し
て
、
味
噌
を
使
用
さ
せ
ま
し

た
が
、
金
作
氏
の
こ
の
構
想
は
大
成
功
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
氏
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
不
明

で
す
。

（
採
話
：
宮
田
地
区　

石
丸 

恵
守
）

昭
和
61
年
８
月
発
行　

た
か
な
べ
む
か
し
ば
な
し
第
１
集
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一
、
す
す
払
い

　

12
月
30
日
は
事
初
め
と
い
っ
て
、

正
月
を
迎
え
る
準
備
を
始
め
る
日
と

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
日
は
、
古
く
か
ら
す
す
払
い

を
し
て
家
中
を
掃
き
清
め
る
。
新
年

を
迎
え
る
に
は
先
ず
清
潔
な
住
ま
い

か
ら
と
い
う
。

二
、
冬
至
（
12
月
21
日
前
後
）

　

古
く
か
ら
当
日
は
早
く
か
ら
風
呂

を
沸
し
ユ
ズ（
10
〜
20
個
位
）を
入
れ
、

ユ
ズ
の
香
り
た
だ
よ
う
中
に
心
を
洗

い
清
め
新
玉
の
年
（※

）
を
迎
え
る

心
が
ま
え
と
し
た
。

※

年
月
の
「
魂
が
改
ま
る
」
と
い
う
意
味

三
、
門
松

　

12
月
28
日
頃
か
ら
12
月
30
日
ま
で

各
軒
の
門
柱
に
若
竹
、
松
、
梅
、
ウ

ラ
ジ
ロ
、
ユ
ズ
リ
葉
等
を
〆
縄
で
く

く
り
門
松
を
立
て
て
正
月
を
迎
え
る
。

四
、
餅
つ
き

　

４
人
１
組
と
な
り
早
朝
（
５
時
頃
）

か
ら
始
め
夜
の
10
時
頃
ま
で
そ
の
日

に
予
約
し
て
家
々
に
餅
つ
き
を
始
め

る
。

（
１
日
に
約
10
軒
か
ら
〜
15
軒
く
ら
い

を
単
位
と
し
て
い
た
）

(

採
話
：
手
塚 

貞
夫)

平
成
６
年
３
月
発
行　

た
か
な
べ
風
俗
・
風
習

不
思
議
な
石
こ
ろ

　

宮
田
の
三
好
退
蔵
さ
ん
（※

１
）
の
、
広
大
な
屋
敷
に
は
、
小
学

校
を
卒
業
し
た
、
男
子
の
学
生
達
を
、
教
育
す
る
塾
が
あ
り
ま
し
た
。

先
生
は
、
当
時
の
漢
学
者
城
勇
雄
先
生
（※

２
）
を
頭
に
、
数
名
お

ら
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
邸
宅
の
石
垣
の
と
こ
ろ
に
は
、
松
の
木
が
あ
っ
て
、

道
路
の
上
ま
で
大
き
な
枝
が
の
び
、
昼
で
も
暗
い
程
繁
っ
て
い
ま
し

た
。
夜
に
な
る
と
、
女
子
ど
も
な
ど
は
、
こ
の
大
松
の
下
を
通
る
者

は
、
１
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
と
に
夜
更
け
に
な
る
と
、
„
鍋

の
ふ
た“
（
化
け
物
の
俗
称
）
が
、
下
が
る
と
い
っ
て
、
一
層
さ
み
し

い
所
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
怪
し
い
化
け
物
は
、
乱
暴
ざ
か
り
の
若
い
者
達
で

あ
り
、
晩
翠
舎
（※

３
）
の
塾
生
の
い
た
ず
ら
だ
っ
た
の
で
す
。

　

あ
る
晩
の
こ
と
で
す
。
塾
生
の
数
人
が
、
夜
も
シ
ン
シ
ン
と
更
け

る
頃
、
こ
の
松
の
木
に
の
ぼ
り
、
１
本
の
蛇
の
目
傘
を
、
ひ
も
で
つ

る
し
下
げ
て
、
下
を
通
る
人
を
、
お
ど
か
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
大
変
り
り
し
く
た
く
ま
し
い
武
士
が
通
り
か
ゝ
り
松
の
木
の
下

ま
で
来
る
と
、
気
合
も
ろ
と
も
、
目
に
も
止
ま
ら
ぬ
早
業
で
、
つ
る

さ
れ
て
い
た
傘
を
つ
か
み
と
り
、
取
り
上
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

松
の
木
の
上
に
い
た
塾
生
は
大
変
驚
い
て
、
す
ぐ
さ
ま
松
の
木
か

ら
飛
び
お
り
て
、
そ
の
武
士
に
向
か
っ
て
、
頼
み
ま
し
た
。

「
こ
の
か
さ
は
、
私
の
か
か
さ
ま
の
も
の
で
、
大
変
大
事
に
し
て
い
る

も
の
で
す
。
ど
う
ぞ
、
こ
ら
え
て
下
さ
い
。」

と
、
膝
を
折
っ
て
頼
み
ま
し
た
。
そ
の
武
士
は
、
傘
を
返
し
て
塾
生

達
に
い
い
ま
し
た
。

「
貴
様
達
は
、
将
来
の
高
鍋
を
背
負
っ
て
、
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

だ
。
そ
う
い
う
者
が
、
こ
の
様
な
始
末
で
は
、
心
配
で
な
ら
ん
。
よ

く
よ
く
反
省
し
て
、
勉
学
に
励
め
。」

と
、
言
い
渡
し
、
静
か
な
足
ど
り
で
、
去
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

そ
の
後
は
、
こ
の
怪
し
い
化
け
物
は
現
わ
れ
な
く
な
り
、
の
ど
か

な
所
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

尚
、
こ
の
晩
翠
舎
の
塾
生
に
、
上
町
の
綾
部
金
作
と
い
う
、
名
物

男
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
い
つ
も
大
き
な
ス
テ
ッ
キ
を
持
っ
て
い
て
、

道
を
歩
き
な
が
ら
詩
吟
を
吟
じ
た
り
、
筏
橋
の
上
で
し
ば
し
ば
、
独

り
剣
舞
を
す
る
な
ど
し
て
、
気
勢
を
上
げ
て
お
ら
れ
る
の
が
、
見
ら

れ
ま
し
た
。

　

後
に
、
日
本
の
味
噌
を
た
く
さ
ん
も
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
貧
し

い
人
達
を
相
手
に
、
バ
タ
ー
の
代
用
と
し
て
、
味
噌
を
使
用
さ
せ
ま
し

た
が
、
金
作
氏
の
こ
の
構
想
は
大
成
功
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
氏
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
不
明

で
す
。

（
採
話
：
宮
田
地
区　

石
丸 

恵
守
）

昭
和
61
年
８
月
発
行　
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な
べ
む
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し
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第
１
集
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正
月
行
事

　

正
祐
寺
は
お
染
ヶ
丘
台
地
に
上
る
途

中
の
、
傾
斜
地
一
帯
の
山
地
に
点
在
し

て
い
ま
す
。

　

正
祐
寺
に
は
昔
、
２
か
所
の
お
寺
が

あ
り
ま
し
た
が
、そ
の
１
つ
は
大
寺
（
オ

デ
ラ
）
で
海
岸
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
大

寺
の
住
職
の
墓
石
が
山
の
中
に
た
く
さ

ん
建
立
さ
れ
て
い
て
、
昔
の
面
影
を
残

し
て
い
ま
す
。

　

も
う
１
つ
は
、
正
祐
寺
公
民
館
の
あ

る
地
域
に
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
の

付
近
に
も
墓
石
が
山
の
中
に
散
在
し
て

い
ま
す
。
お
染
ヶ
丘
台
地
は
昔
、
山
が

多
く
、
川
南
町
・
都
農
町
へ
と
広
い
台

地
（
現
在
耕
地
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
台
地
に
は
無
数
の
「
塚
」
が
散
在

し
て
い
ま
す
が
、
持
田
古
墳
の
一
部
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

鴫
野
平
地
よ
り
、
お
染
ヶ
丘
台
地
に

上
る
坂
に
は
、
深
川
坂
、
大
寺
坂
、
鴫

野
坂
、
正
祐
寺
坂
、
蛸
ノ
口
坂
が
あ
り

ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
正
祐
寺
坂
は
中

央
に
あ
っ
て
、
人
通
り
が
最
も
多
か
っ

た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
坂
の
途
中

に
は
大
き
い
石
が
祀
っ
て
あ
り
ま
し
た
。

昔
の
人
々
は
そ
の
石
こ
ろ
の
前
を
通
る

時
は
、
草
履
を
脱
い
で
両
手
を
つ
き
、

拝
ん
で
か
ら
坂
を
上
っ
て
い
っ
た
と
い

う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
正
時
代
の
頃
の
出
来
事
で
す
が
、

そ
の
石
こ
ろ
を
誰
か
が
移
動
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
移
動
し

た
近
く
に
家
が
あ
っ
て
、
丁
度
家
の
入

り
口
の
所
だ
っ
た
の
で
、
家
の
人
は
邪

魔
に
な
る
と
思
い
な
が
ら
、何
時
も
通
っ

て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
た
頃
、
そ

の
家
に
病
人
が
で
ま
し
た
。
色
々
と
手

当
を
し
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
治
ら
な

い
の
で
す
。
そ
こ
で
思
案
の
あ
げ
く
、

祈
祷
師
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
訳
を
話

し
な
が
ら
ど
う
し
た
も
の
か
と
頼
み
ま

し
た
。

　

祈
祷
師
は
神
様
を
拝
み
、
し
ば
ら
く

考
え
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
家
の
人
に

言
い
ま
し
た
。

「
貴
方
の
家
の
入
り
口
に
大
き
な
石
が
あ

る
だ
ろ
う
、
そ
れ
が
さ
わ
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
、
そ
の
石
こ
ろ
を
元
の
と
こ
ろ

へ
安
置
し
て
、
お
祀
り
す
る
が
よ
い
」

と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
人
は
早
速
、
元
の
場
所
に
運
ん

で
安
置
し
て
丁
寧
に
お
祀
り
を
し
、
更

に
岩
岡
保
吉
さ
ん（※

）に「
石
の
仏
像
」

を
彫
っ
て
も
ら
っ
て
、
石
の
傍
ら
に
建

立
し
て
霊
を
慰
め
ま
し
た
。
す
る
と
、

病
人
は
だ
ん
だ
ん
良
く
な
っ
て
元
の
元

気
な
体
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
石
こ
ろ
は
現
在
も
坂
の
所
に
安

置
し
て
あ
り
、
石
こ
ろ
の
傍
ら
に
石
仏

像
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
採
話
：
正
祐
寺
地
区　

甲
山 

勝
代
）

昭
和
63
年
１
月
発
行

た
か
な
べ
む
か
し
ば
な
し
第
２
集

こ
ん
り
ゅ
う

ま
つ

き

と
う
し

ぞ
う
り

※

高
鍋
大
師
開
山
者


