
こ
の
透
か
し
文
様
は
福
島
正
則
の
軍
旗

「山
道
文
」
か
？

こ
の
金
山
鎮
と
、
同
種
の
も
の
は
各
書
に
所
載
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
図
柄
に
つ
い
て
は
『透
し
鎮
買
小
窪
健

一
、

益
本
千

一
郎
、
笹
野
大
行
、
柴
田
光
男
著
）
で
は

「笠
透

か
し
」
と
紹
介
し
、
解
説
に

「鉄
味
は
黒
く
艶
が
あ
り
、

耳
に
鉄
骨
が
は
げ
し
く
出
て
い
る
。
左
右
に
笠
と
も
海
鼠

と
も
み
え
る
も
の
を
透
し
て
い
る
。
金
山
鎮
に
は
意
味
の

わ
か
ら
ぬ
も
の
を
透
し
た
も
の
が
多
い
。
昔
の
人
は
こ
れ

を
無
意
味
透
し
と
よ
ん
だ
」
と
あ
る
。
透
か
し
文
様
に
つ

い
て
は
悩
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『刀
装
小
道
具
講
座
　
一　
領
工
編
』
（若
山
泡
沫
著
）

で
も
図
柄
は

「笠
透
し
」
で
、
解
説
も
同
様
に

「笠
と
も

海
鼠
と
み
え
る
も
の
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「刀
装
・刀
装
具
初
学
教
室

（１４
と

（福
士
繁
雄
著

『刀

剣
美
術
』
４
６
３
号
）
で
は

「笈
を
図
案
化
し
た
の
で
は
」

と

一
案
を
提
示
さ
れ
て
い
る

（笈
は
山
伏
、
僧
が
行
脚
す

る
時
に
、
仏
具
な
ど
を
入
れ
て
背
中
に
負
う
箱
型
の
も

の
）。

自
分
が
揮
職
人
か
、
鎮
を
商
う
商
人
で
あ
れ
ば
、
鑽
の

デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
説
明
で
き
な
い
も
の
を
造
り
、
販
売

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
う
。
「
こ
れ
は
○
○
を
写

し
た
も
ん
で
、
縁
起
が
い
い
で
す
よ
」
、
ス
フ
、
都
で
流
行

っ

て
い
る
ん
で
す
」
な
ど
の
売
り
口
上
を
使
う
し
、
注
文
で

造
る
場
合
は
、
注
文
者
が
デ
ザ
イ
ン
に
意
図
を
持

っ
て
指

定
し
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

金
沢
に
御
縁
の
あ
る
識
者
は
、
こ
の
図
を

「湯
湧
文
」

と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
地
に
は
湯
湧
温
泉
が
あ
り
、
湯
が

沸
く
と
、
蒸
気
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
立
ち
上
る
さ
ま
に
似
て
い

る
文
様
は
よ
く
見
か
け
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
陶
器
の
文

様
と
し
て
、
「湯
湧
文
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
サ
イ

ト
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
存
在
し
た
。
（写
真
は

「宙
」

と
い
う
陶
器
販
売
店
で
売
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
湯
湧
文

に
小
梅
を
描
い
た

「そ
ば
猪
回
」
で
あ
る
）

今
回
、
こ
の
稿
を
ま
と
め
る
に
当
た
り
、
改
め
て
調
査

を
す
る
と
、
日
本
の
伝
統
文
様
と
し
て

「立
湧
文
」
が
あ

る
こ
と
を
知
る
。
『有
職
の
文
様
』
（池
修
著
）
に
よ
る
と

次
の
よ
う
な
解
説
が
あ
る
。
ち
な
み
に
有
職
文
様
と
は
、

く

げ

　

　

　

　

し

よ

う

ぞ

く

ち

よ

う

ど

平
安
時
代
以
降
に
公
家
階
級
で
装
東

・
調
度
な
ど
に
用
い

ら
れ
て
い
た
伝
統
的
な
文
様
の
こ
と
を
指
す
。
（写
真
は

き
く
じ
ん
　
　
　
で
っ
せ
ん
し
ゃ

「麹
塵
立
湧
中
鉄
線
文
紗
」
。
『有
職
の
文
様
』
よ
り
）
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「
立
涌
」
は
地
面
か
ら
立
ち
上
が
る
陽
気
を
表
す
縁
起

の
良
い
文
様
と
さ
れ
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
二
本
の
線
で

構
成
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の

コ
エ
湧
」
の
中
に
色
々
な
文
様

を
入
れ
ま
し
た
。
「立
湧
」
の
文
様
は
連
続
し
て
い
ま
す

の
で
、
「続
文
」
と
し
て
地
文
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。」

そ
し
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
立
湧
の
中
の
模
様

や
、
立
湧
自
体
の
変
わ
り
模
様
と
し
て

「雲
立
湧

（立
湧

雲
と
、
「波
立
湧
」
や
植
物
の
藤
、
松
、
竹
、
梅
、
桜
、
牡
丹
、

丁
字
、
竜
胆
、
撫
子
、
邸
問
な
ど
を
頭
に
付
け
た
立
湧
文

な
ど
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は

「定
家
立
湧
」
（冷

泉
家
と
山
科
家
の
特
定
の
衣
装
の
文
様
）
と
言
う
特
定
の

公
家
の
文
様
も
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
格
式
が
高
く
、
縁
起
の
良
い
文
様
で
あ
る

の
で
、
武
家
の
侃
用
す
る
刀
の
鎮
の
図
柄
で
も
良
い
の
だ

が
、
も
う

一
つ
の
候
補
を
提
示
し
た
い
。

『戦
国
武
器
甲
冑
事
典
』
（中
西
豪

。
大
山
格
監
修
）
の

「旗
」
の
章
を
観
て
い
た
ら
、
福
島
正
則
の
軍
旗
が
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
山
道
文
が
湯
湧
文
と
同
様
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
知
る
。

同
書
に
お
け
る
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「福
島
正
則
の
軍
旗
は
、
黒
地
に
自
で
二
本
の
波
線
が

引
か
れ
、
旗
の
上
に
は
赤
の
招
き
が
た
な
び
く

「黒
地
に

山
道
、
赤
の
招
き
」
。
文
献
で
は
ど
の
よ
う
な
軍
旗
を
用

い
て
い
た
の
か
の
確
認
は
で
き
な
い
が

『関
ヶ
原
合
戦
図

屏
風
』
で
は
比
較
的
詳
細
に
描
か
れ
た
軍
旗
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
。」
（写
真
は
同
書
よ
り
）

（注
）
現
存
す
る
関
ヶ
原
合
戦
屏
風
は

一
つ
で
は
な
く
、

こ
の
屏
風
よ
り
新
し
く
描
か
れ
た
他
の
屏
風
に
は
縦
棒
が

ク
ネ
ク
ネ
で
は
な
く
、
横
に
ギ
ザ
ギ
ザ
の
山
道
文
の
旗
が

の
ば
り

描
か
れ
て
い
る
と
の
記
事
も
あ
る
。
な
お

″招
き
″
は
峨

の
竿
の
先
に
付
け
た
細
長
い
小
旗
で
あ
る
。

鎮
は
武
器
で
あ
る
刀
に
付
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
軍
旗

に
も
使
わ
れ
た
山
道
文
を
透
か
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
に

不
思
議
で
な
い
。

そ
う
な
る
と
、
こ
の
鎮
は
福
島
家
の
注
文
、
あ
る
い
は

福
島
家
に
属
す
る
武
士
が
注
文
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
仮
説
に
は
、
も
う

一
つ
根
拠
が
あ
る
。

私
は
鉄
鎮
が
好
き
で
、

３０
枚
弱
を
所
有
し
て
い
る
が
、

鉄
味
が
同
じ
と
思
え
る
も
の
は
無
く
、
奥
深
く
、
不
思
議

な
世
界
と
思

っ
て
い
る
。
地
鉄
そ
の
も
の
が
違
う
の
か
、

錆
び
付
け
の
方
法
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か

（な
お
鉄
揮
に

は
、
江
戸
時
代
の
鎮
屋
が
錆
び
付
け
直
し
た
も
の
も
あ
る

と
問
い
て
い
る
）
。

こ
の
中
で
、
こ
の
錬
と
鉄
味
が
同
じ
と
言

っ
て
い
い
ほ

ど
似
て
い
る
の
が
、
太
字
銘
の
信
家
の
鎮
で
あ
る
。
こ
の

銘
は
後
期
の
銘
で
、
芸
州
銘
に
移
行
す
る
前
と
考
え
ら
れ

る

（芸
州
銘
が
太
字
銘
信
家
が
移
住
し
た
と
の
前
提
だ

が
）。

安
芸
国
は
、
福
島
正
則
が
関
ヶ
原
の
合
戦
後
の
慶
長
６

（
一
六
〇

一
）
年
に
尾
張
か
ら
転
封
さ
れ
た
国
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
金
山
鏡
は
、
太
字
銘
信
家
が
芸
州
に

移
住
後
に
、
信
家
に
近
い
作
者
が
、
芸
州
藩
の
軍
旗
の
デ

ザ
イ
ン
で
注
文
を
受
け
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え

て
い
る
。

こ
の
金
山
鎖
は
縦
七
九

・
七
皿

×
横
七
九

・
五
皿

耳
厚
五

・〇
皿
、
切
羽
台
五

・〇
皿
、
角
耳
で
あ
り
、

ま
た
巷
に
見
ら
れ
る
金
山
鑽
よ
り
も
大
ぶ
り
で
あ
る
。

う
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
金
山
鐸
の
時
代
が
推
定
さ
れ
る

と
、
他
の
金
山
鎮
や
鉄
の
透
か
し
鎮
の
時
代
判
定
に
役
に

立
つ
可
能
性
が
あ
る
。

金
山
鐸
と
分
類
さ
れ
て
い
る
鑽
で
は
、
現
時
点
で
、
そ

の
デ
ザ
イ
ン
の
意
図
が
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
い
る
も
の
も

多
く
、
『透
鎮
　
武
士
道
の
美
』
（笹
野
大
行
著
）
に
お
け

る
金
山
鋼
の
特
徴
紹
介
の
冒
頭
に

「角
耳

。
厚
手
、
意
味

の
わ
か
ら
ぬ
透
し
が
多
く
、
耳
に
鉄
骨
が
出
て
、
申
し
合

わ
せ
た
よ
う
に
小
形
の
揮
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。

金
山
揮
に
、
こ
の
よ
う
に

一
般
的
で
な
い
図
柄
が
多
い

の
は
、
広
く
市
場
で
販
売
す
る
こ
と
を
考
え
ず
に
、
あ
る

組
織
内

（例
え
ば
、
こ
の
鎮
の
よ
う
に
あ
る
軍
隊
の
装
備

や
、
特
定
の
寺
院
の
僧
兵
向
け
と
か
、
柳
生
揮
の
よ
う
な

特
定
の
剣
術
の
流
派
な
ど
）
で
使
用
さ
れ
る
の
を
前
提
に

し
て
い
た
の
で
は
と
も
考
え
て
い
る
。
今
後
も
研
究
し
て

い
き
た
い
。

こ ち ×

銘=信家 (太字銘)
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