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宝
満
山
に
苦
戦

　

今
年
の
春
は
、
桜
の
開
花
を
皮
切
り
に
例
年

よ
り
も
軒
並
み
早
く
花
咲
き
満
ち
、
今
や
山
々

は
新
緑
の
盛
り
で
す
。
一
方
で
疫
病
蔓
延
の
状

況
は
好
転
せ
ず
、
鬱
陶
し
い
空
気
が
世
情
を
覆

い
続
け
て
い
ま
す
。
大
都
市
へ
の
出
張
や
行
楽

シ
ー
ズ
ン
の
旅
行
も
ま
ま
な
ら
ず
、
ス
ト
レ
ス

が
蓄
積
し
そ
う
な
日
常
の
中
で
お
勧
め
し
た
い

の
は
「
山
登
り
」
で
す
。

　

か
く
言
う
私
が
山
登
り
に
目
覚
め
た
の
は
今

か
ら
十
五
年
前
、
友
人
に
誘
わ
れ
て
軽
い
気
分

で
宝
満
山
を
目
指
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
古

く
か
ら
大
宰
府
政
庁
の
鬼
門
除
け
と
し
て
信
仰

を
集
め
た
山
で
別
名
「
竈か

ま

門ど

山や
ま

」、
最
近
「
鬼

滅
の
刃
」
で
脚
光
を
浴
び
て
い
る
竈
門
神
社
の

上じ
ょ
う

宮ぐ
う

が
山
頂
に
鎮
座
す
る
八
二
九
ｍ
の
霊
峰
で

す
。
福
岡
で
は
最
も
人
気
あ
る
山
で
、
私
も
子

供
の
頃
に
楽
し
く
登
っ
た
記
憶
と
共
に
出
発
し

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
日
頃
の
運
動
不
足
が
祟
り
、
早
々

に
体
力
消
耗
し
て
あ
わ
や
途
中
で
断
念
し
そ
う

に
な
り
ま
し
た
。
励
ま
し
を
受
け
つ
つ
何
と
か

頂
上
に
た
ど
り
着
い
た
も
の
の
、
自
ら
深
く
恥

じ
入
る
結
果
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　

失
敗
談

　

そ
れ
を
契
機
と
し
て
バ
ス
通
勤
を
徒
歩
に
切

り
替
え
、
ノ
ー
ア
ル
コ
ー
ル
デ
イ
を
毎
月
十
日

以
上
確
保
す
る
な
ど
心
機
一
転
、
休
日
に
は
努

め
て
背
振
山
系
の
山
々
に
出
か
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
始
め
て
見
る
と
愛
好
者
は
多
く
、

誘
い
合
っ
て
出
か
け
ま
す
。

　

九
州
の
主
だ
っ
た
山
々

―
雲
仙
、
阿
蘇
、

久
住
、
英
彦
山
、
開
聞
岳
な
ど

―
を
踏
破
す

る
と
、
大
山
、
剣
山
と
い
っ
た
名
山
に
も
挑
戦

し
た
く
な
り
ま
す
。
四
国
へ
フ
ェ
リ
ー
で
渡

り
、
剣
山
の
翌
日
に
も
う
一
つ
制
覇
し
た
つ
も

り
で
横
を
見
る
と
何
と
そ
れ
が
目
指
す
石
鎚
山

（
登
山
口
を
間
違
え
て
隣
の
山
に
登
っ
て
い
た
）

だ
っ
た
と
い
う
失
敗
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
ア
ル
プ
ス
の
三
千
ｍ
級
の
高
山
の
空
気

を
吸
っ
て
み
た
く
て
、
数
年
前
の
七
月
に
木
曽

駒
ケ
岳
に
挑
み
ま
し
た
。
早
朝
始
発
の
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
で
中
腹
ま
で
上
が
り
、
午
前
中
登
頂
後

に
頂
上
付
近
の
山
小
屋
へ
と
到
着
し
ま
し
た
。

そ
の
ま
ま
一
泊
で
は
勿
体
な
い
と
別
ル
ー
ト
を

探
し
て
足
を
延
ば
す
う
ち
に
雨
が
降
り
出
し
、

戻
る
途
中
で
は
ア
イ
ゼ
ン
が
必
要
な
雪
渓
で
転

倒
し
て
斜
面
を
転
が
り
、
肋
骨
に
ひ
び
が
入
る

傷
を
負
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
危
う
く
道
に
迷

う
寸
前
ま
で
立
ち
至
り
、
改
め
て
自
然
の
恐
ろ

し
さ
を
経
験
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

文
学
上
の
山
登
り

　

山
登
り
は
古
今
の
文
学
に
も
し
ば
し
ば
登
場

し
て
い
ま
す
。

　

�　

山
路
を
登
り
な
が
ら
、
か
う
考
へ
た
。

　

�　

智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
。
情
に
掉
さ
せ
ば

流
さ
れ
る
。
意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
。
兎
角

に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
。

　

夏
目
漱
石
の
『
草
枕
』
冒
頭
の
一
節
は
有
名

で
す
。
主
人
公
の
絵
か
き
に
、
歩
き
な
が
ら
湧

き
上
が
る
想
念
を
延
々
と
綴
ら
せ
な
が
ら
物
語

は
進
行
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、
険
し
い
登
山
道

で
は
ま
と
ま
っ
た
思
考
は
無
理
と
思
わ
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
漱
石
が
た
ど
っ
た
道
は
峠
を
越
え

て
隣
村
へ
と
つ
な
が
る
生
活
道
で
あ
っ
た
ろ
う

と
推
察
で
き
ま
す
。

　

唐
代
の
詩
人
杜
牧
に
「
山
行
」
と
題
し
た
七

言
絶
句
が
あ
り
ま
す
。

　

遠
く
寒
山
に
上
れ
ば
石せ

っ

径け
い

斜な
な
め

な
り

　

白
雲
生
ず
る
処と

こ
ろ

人
家
有
り

　

車
を
停
め
て
坐そ

ぞ
ろ

に
愛
す
楓ふ
う

林り
ん

の
晩く
れ

　

霜そ
う

葉よ
う

は
二
月
の
花
よ
り
も
紅
く
れ
な
いな
り

　

詠
み
出
し
は
人
里
離
れ
た
秋
の
山
に
一
人
で

登
っ
て
い
る
風
情
で
す
が
、
そ
の
先
に
人
家
が

あ
り
し
か
も
徒
歩
で
は
な
く
車
で
行
っ
て
い
た

と
は
。
早
春
の
花
・
桃
よ
り
も
赤
い
楓
の
林
を

愛
で
る
詩
か
ら
、
下
級
役
人
の
杜
牧
で
さ
え
人

夫
の
押
す
車
で
紅
葉
見
物
を
す
る
と
い
う
、
身

分
制
国
家
の
実
態
ま
で
が
見
え
て
来
ま
す
。

　

登
山
の
効
用

　

か
つ
て
新
入
社
員
研
修
で
、
山
登
り
し
な
が

ら
作
っ
た
短
歌
を
相
互
批
評
す
る
時
間
の
担
当

を
引
き
受
け
て
い
ま
し
た
。
あ
る
年
に
二
人
の

新
卒
フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
が
作
っ
た
歌
で
す
。

　

�

不
安
げ
に
道
を
ふ
み
し
め
か
け
登
る
け
わ
し

い
道
と
ま
だ
見
ぬ
明
日
を

　

�

足
元
の
石
ば
か
り
見
て
登
る
う
ち
ふ
と
眺
め

れ
ば
ふ
も
と
は
る
か

　

一
首
目
は
、
山
道
を
駆
け
上
り
な
が
ら
、
険

し
い
で
あ
ろ
う
明
日
か
ら
の
社
会
人
生
活
を
連

想
し
て
い
る
と
い
う
歌
で
す
。
し
か
し
登
山
の

き
つ
さ
と
実
生
活
の
厳
し
さ
は
似
て
非
な
る
も

の
で
、
そ
れ
を
安
易
に
結
び
つ
け
て
は
ム
ー
ド

に
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
比
べ
る
と
次
の
作
者
は
山
登
り
に
専

念
し
て
お
り
、
い
つ
の
間
に
か
高
み
に
到
達
し

た
充
実
感
が
表
現
さ
れ
た
良
い
歌
で
し
ょ
う

（「
ふ
も
と
は
る
か
」
は
字
足
ら
ず
な
の
で
「
麓

は
遥
か
」
か
「
麓
遥
か
に
」
と
一
字
加
え
る
）。

　

私
も
登
山
中
は
出
来
る
だ
け
集
中
し
て
安
全

を
心
が
け
ま
す
。
そ
れ
で
も
季
節
の
移
り
変
わ

り
、
自
然
の
力
強
さ
は
心
を
浄
化
し
て
く
れ
ま

す
し
、
漱
石
に
は
と
て
も
及
ぶ
べ
く
あ
り
ま
せ

ん
が
、
取
り
留
め
な
く
浮
か
ぶ
様
々
な
思
い
は

生
き
る
ヒ
ン
ト
に
も
な
り
ま
す
。

　

握
り
飯
弁
当
を
用
意
し
て
、
体
力
に
応
じ
た

山
歩
き
へ
出
か
け
ま
せ
ん
か
。
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