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扇
面
の
翁
と
媼

　
わ
た
く
し
が
幼
か
っ
た
頃
に
は
、
扇
面
の
中
央
に

寿
の
字
が
入
り
、
両
脇
に
幸
せ
そ
う
な
白
髪
の
老
人

夫
婦
の
お
面
が
配
さ
れ
た
額
が
、
座
敷
の
鴨
居
か
ら

吊
り
下
げ
ら
れ
て
、
壁
に
架
っ
て
い
ま
し
た
。
長
い

顎
鬚
の
老
人
と
寄
り
添
う
老
婆
の
顔
な
ど
、
近
ご
ろ

は
土
産
品
に
も
見
る
こ
と
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
先

年
の
韓
国
で
は
壁
掛
け
や
ル
ー
プ
タ
イ
で
見
か
け
ま

し
た
が
、
今
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　「
老
老
介
護
」
の
様
子
な
ど
が
近
年
時
折
問
題
視

さ
れ
、
テ
レ
ビ
に
放
映
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
適
切
な
援
護
が
家
族
親
族
や
地
域
か
ら
得
ら

れ
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
し
か
し
、
あ
る
範
囲
ま
で

は
、
老
人
が
互
い
に
助
け
合
う
姿
は
、
幸
せ
な
社
会

の
証
拠
で
も
あ
り
ま
す
。

　
長
生
き
し
て
「
幸
せ
」
な
老
人
の
眼
か
ら
見
る
と
、

「
道
徳
教
育
」
を
推
進
し
て
「
親
に
感
謝
」
を
な
ど

と
「
強
制
す
る
」
日
本
の
政
治
的
ト
ッ
プ
が
道
徳
的

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
綸
言
汗
の
如
し
」
と
か
「
李

下
に
冠
を
正
さ
ず
」
と
か
の
徳
目
を
自
分
に
課
し
て

守
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
明
治

の
「
教
育
勅
語
」
で
、
民
は
「
国
憲
に
遵
」
へ
と
諭

さ
れ
、
戦
後
に
は
女
性
も
初
め
て
参
政
権
を
得
た
自

由
な
普
通
選
挙
に
よ
る
衆
議
院
で
審
議
し
て
決
定
し
、

天
皇
が
公
布
し
た
憲
法
に
、
現
政
権
は
抗
っ
て
い
ま

す
。

消
費
者
の
先
に
生
産
者
と
し
て

　
社
会
保
障
制
度
の
複
雑
な
制
度
が
問
題
に
な
る

時
、
家
計
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
論
ず
る
役
割
を
ふ
ら

れ
た
人
が
、「
こ
れ
だ
け
払
う
と
こ
れ
だ
け
い
た
だ

け
ま
す
」、「
こ
の
よ
う
に
す
る
と
こ
の
よ
う
に
お
得

で
す
」
と
解
説
さ
れ
る
の
に
、
と
て
も
違
和
感
が
あ

り
ま
す
。
そ
も
そ
も
社
会
保
障
の
根
幹
は
社
会
保
険

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
営
利
事
業
と
し
て
の
保
険
と
は

違
っ
て
、
被
保
険
者
で
あ
る
勤
労
者
が
保
険
者
と
し

て
も
経
営
参
加
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た
の
に
、
そ
の

感
覚
が
消
え
て
い
る
の
で
す
。

　
単
純
明
快
な
労
働
基
準
が
規
制
緩
和
の
名
の
下
に

曖
昧
に
な
り
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
な
ど

と
言
い
換
え
て
も
「
カ
ロ
ー
シ
」
や
労
働
苦
か
ら
の

自
殺
が
頻
繁
で
す
。
そ
こ
で
は
、
提
供
す
る
ワ
ー
ク

の
中
味
に
対
す
る
労
働
者
た
ち
の
誇
り
や
自
覚
が
、

ひ
ど
く
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
提
供

さ
れ
る
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
対
す
る
労
働
者
た

ち
の
連
帯
し
た
誇
り
が
薄
れ
、
モ
ン
ス
タ
ー
・
コ
ン

シ
ュ
ー
マ
ー
同
士
の
要
求
が
ま
し
い
傷
付
け
合
い
だ

け
が
目
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
こ
れ

は
い
け
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
老
人
の
家
事
に
も

余
暇
に
も
「
生
産
」
の
側
面
が
あ
る
の
で
す
。

人
々
の
協
力
こ
そ
大
切
で
す

　
わ
た
く
し
は
若
い
頃
に
古
書
店
で
英
蘭
小
辞
典
を

買
い
、
自
宅
の
書
棚
に
置
い
て
い
ま
し
た
。
一
回
だ

け
こ
れ
が
役
に
立
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
人
に

相
談
さ
れ
て
、
榎
本
武
揚
が
ラ
テ
ン
文
字
筆
記
体
で

書
い
た
軸
の
文
を
解
読
し
た
の
で
す
。「
大
事
な
も

の
は
会
社
だ
」
と
読
め
ま
し
た
。
坂
本
竜
馬
の
「
海

援
隊
」も
会
社
で
し
た
。
こ
れ
が
当
時
の
人
々
の「
あ

た
ら
し
い
協
力
」
の
仕
方
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
か

ら
の
日
本
で
も
、
あ
た
ら
し
い
時
代
の
あ
た
ら
し
い

「
協
力
」
が
必
要
に
な
る
の
に
、「
共
謀
罪
」
の
適
用

が
そ
の
「
協
力
」
の
妨
げ
に
な
っ
て
は
困
り
ま
す
。

　「
岩
盤
に
ド
リ
ル
で
穴
を
開
け
る
規
制
緩
和
」
だ

な
ど
言
っ
て
い
る
足
下
で
、
あ
た
ら
し
い
「
協
力
」

が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
旅
館
業
の
規
制
を
緩
和

し
て
、
観
光
客
相
手
に
広
く
民
間
の
私
宅
や
マ
ン

シ
ョ
ン
の
一
角
を
貸
し
出
そ
う
と
す
る
中
央
政
府
の

政
策
は
、
足
下
の
千
代
田
区
で
、
近
隣
の
住
民
の
福

利
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
区
と
し
て
の
規
制
規
準
を

つ
く
ろ
う
と
す
る
動
き
を
起
し
て
い
ま
す
。
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老
人
の
眼
に
映
っ
た
政
局


