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一

十
三
四
年
前
、
友
人
等
と
葛
城
山
の
方
へ
の
旅
行
し
た
時
、
牛
滝
か
ら
犬
鳴
山
へ
尾
根
伝
ひ
の
路
に
迷
う

て
、
紀
州
西
河
原
と
言
ふ
山
村
に
下
り
て
了
ひ
、
は
か
ら
ず
も
一
夜
の
宿
を
取
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
其
翌

朝
早
く
其
処
を
立
つ
て
、
一
里
ば
か
り
田
中
の
道
を
下
り
に
、
粉
河
寺
の
裏
門
に
辿
り
着
き
、
御
堂
を
拝

し
畢
つ
て
表
門
を
出
る
と
、
ま
づ
目
に
着
い
た
も
の
が
あ
る
。
其
日
は
ち
よ
う
ど
、
祭
り
の
ご
え
ん
（
後

宴
か
御
縁
か
）
と
言
う
て
、
ま
だ
戸
を
閉
ぢ
た
家
の
多
い
町
に
、
曳
き
捨
て
ら
れ
た
だ
ん
じ
り
の
車
の
上

に
、
大
き
な
髯
籠
ヒ
ゲ
コ
が
仰
向
け
に
据
ゑ
ら
れ
て
あ
る
。
長
い
髯
の
車
に
あ
ま
り
地
上
に
靡
い
て
ゐ
る
の
を
、

此
は
何
か
と
道
行
く
人
に
聞
け
ば
、
祭
り
の
だ
ん
じ
り
の
竿
の
尖
き
に
附
け
る
飾
り
と
言
ふ
事
で
あ
つ
た
。

最
早
十
余
年
を
過
ぎ
記
憶
も
漸
く
薄
ら
が
ん
と
し
て
ゐ
た
処
へ
、
い
つ
ぞ
や
南
方
氏
が
書
か
れ
た
目
籠
の

話
を
拝
見
し
て
、
再
此
が
目
の
前
に
ち
ら
つ
き
出
し
た
。
尾
芝
氏
の
柱
松
考
（
郷
土
研
究
三
の
一
）
も
ど

う
や
ら
此
に
関
聯
し
た
題
目
で
あ
る
ら
し
い
。
因
つ
て
、
自
分
の
此
に
就
て
の
考
へ
を
、
少
し
纏
め
て
批

判
を
願
ひ
た
い
と
思
ふ
。

髯
籠
ヒ
ゲ
コ
の
由
来
を
説
く
に
当
つ
て
、
ま
づ
考
へ
る
の
は
、 

標  

山 

シ
メ
ヤ
マ

の
事
で
あ
る
。
避
雷
針
の
な
か
つ
た
時
代
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に
は
、
何
時
何
処
に
雷
神
が
降
る
か
判
ら
な
か
つ
た
と
同
じ
く
、
所
謂
天ア
降モ
り
着
く
神
々
に
、
自
由
自
在

に
土
地
を
占
め
ら
れ
て
は
、
如
何
に
用
心
に
用
心
を
重
ね
て
も
、
何
時
神
の
標シ
め
た
山
を
犯
し
て
祟
り
を

受
け
る
か
知
れ
な
い
。
其
故
に
な
る
べ
く
は
、
神
々
の
天ア
降モ
り
に
先
だ
ち
、
人
里
と
の
交
渉
の
尠
い
比
較

的
狭
少
な
地
域
で
、
さ
ま
で
迷
惑
に
な
ら
ぬ
土
地
を
、
神
の
標
山
と
此
方
で
勝
手
に
極
め
て
迎
へ
奉
る
の

を
、
最
完
全
な
手
段
と
昔
の
人
は
考
へ
た
ら
し
い
。
即
、
標
山
は
、
恐
怖
と
信
仰
と
の
永
い
生
活
の
後
に
、

や
つ
と
案
出
し
た
無
邪
気
に
し
て
、
而
も
敬
虔
な
る
避
雷
針
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
神
様
の
方
で
も
、

さ
う
〳
〵
人
間
の
思
ふ
ま
ゝ
に
な
つ
て
居
ら
れ
て
は
威
厳
に
も
係
る
こ
と
故
、
中
に
は
天アメ
探
女
サ
グ
メ
の
類
で
、

標
山
以
外
の
地
へ
推
し
て
出
ら
れ
る
神
も
あ
つ
た
ら
う
が
、
大
体
に
於
て
は
、
ま
づ
人
民
の
希
望
に
合
し
、

彼
ら
が
用
意
し
た
場
所
に
於
て
、
祭
り
を
享
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
　
ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
し
な
か
り
せ
ば
、
春
日
カ
ス
ガ
の
野
辺
に
粟
蒔
か
ま
し
を
（
万
葉
巻
三
）

と
歌
う
た
万
葉
集
の
歌
の
如
き
は
、
此
標
山
を
迷
惑
が
つ
た
時
代
の
人
の
心
持
ち
を
、
よ
く
現
し
て
ゐ
る

と
思
ふ
。

さ
て
、
右
の
如
く
人
民
の
迷
惑
も
大
な
ら
ず
、
且
神
慮
に
も
協かな
ひ
さ
う
な
地
が
見
た
て
ら
れ
て
後
、
第
一

に
起
る
べ
き
問
題
は
、
何
を
以
て
神
案
内
の
目
標
と
す
る
か
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
後
世
に
は
、
人
作
り

の
柱
・
旗
竿
な
ど
も
発
明
せ
ら
れ
た
が
、
最
初
は
や
は
り
、
標
山
中
の
最
神
の
眼
に
触
れ
さ
う
な
処
、
つ
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ま
り
ど
こ
か
最
天
に
近
い
処
と
言
ふ
事
に
な
つ
て
、
高
山
の
喬
木
な
ど
に
十
目
は
集
つ
た
こ
と
ゝ
思
ふ
。

此
の
如
く
し
て
、
松
な
り
杉
な
り
真マ
木キ
な
り
、
神
々
の
依
り
ま
す
べ
き
木
が
定
つ
た
上
で
、
更
に
第
二
の

問
題
が
起
る
。
即
、
其
木
が
一
本
松
・
一
本
杉
と
言
ふ
様
に
注
意
を
惹
き
易
い
場
合
は
と
に
か
く
、
さ
も

な
い
と
折
角
標
山
を
定
め
た
為
に
、
雷
避
け
が
雷
招
き
に
な
つ
て
、
思
は
ぬ
辺
り
に
神
の
降
臨
を
見
る
こ

と
に
な
る
と
困
る
か
ら
、
茲
に
神
に
と
つ
て
は
よ
り
し
ろ
、
人
間
か
ら
言
へ
ば
を
ぎ
し
ろ
の
必
要
は
起
る

の
で
あ
る
。

元
来
空
漠
散
漫
な
る
一
面
を
有
す
る
神
霊
を
、
一
所
に
集
注
せ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
適
当
な 

招  

代 

ヲ
ギ
シ
ロ

が
無
く
て
は
、
神
々
の
憑
り
給
は
ぬ
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。
此
理
は
、
極
々
の
下
座
の
神
で
も
同
じ
こ
と

で
、
賀
茂
保
憲
が
幼
時
に 

式  

神 

シ
キ
ガ
ミ

が
馬
牛
の
偶
像
を
得
て
依
り
来
る
を
見
た
と
言
ふ
話
、
更
に
人
間
の
精

霊
で
も
瓜
・
茄
子
の
背
に
乗
つ
て
、
始
め
て
一
時
の
落
着
き
場
所
を
見
出
す
と
言
ふ
な
ど
も
、
同
じ
思
想

に
外
な
ら
ぬ
。
神
殿
の
鏡
や
仏
壇
の
像
、
さ
て
は
位
牌
・
写
真
の
末
々
に
到
る
ま
で
、
成
程
人
間
の
方
の

都
合
で
設
け
た
物
に
は
相
違
な
い
が
、
此
が
深
い
趣
旨
は
、
右
の 

依  

代 

ヨ
リ
シ
ロ

の
思
想
に
在
る
の
で
あ
る
。
か

の
天
の
窟
戸
開
き
に
糠
戸
神
の
苦
心
に
な
つ
た
八
咫
鏡
を
立
て
た
と
い
ふ
の
も
、
考
へ
や
う
に
よ
つ
て
は

不
思
議
な
話
で
、
此
を
説
明
し
て
語
部
の
或
者
が
、
此
様
な
、
あ
な
た
よ
り
も
立
派
な
神
様
が
お
い
で
に

な
り
ま
す
か
ら
、
あ
な
た
を
煩
は
さ
ず
と
も
よ
ろ
し
い
と
、 
皇  
神 

ス
メ
ガ
ミ

の
反
抗
心
を
挑
発
す
る
為
に
、
御
影
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を
映
す
鏡
を
立
て
た
様
に
言
ふ
の
も
、
必
し
も
不
自
然
な
解
釈
と
は
言
は
れ
ぬ
。
此
も
神
器
の
絶
対
の
尊

厳
を
会
得
せ
し
め
ん
為
に
、
皇
神
其
自
ら
或
は
其
以
上
と
の
信
仰
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う

と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
二

一
昨
年
熊
野
巡
り
を
し
た
節
、
南
牟
婁
郡
神
崎
茶
屋
な
ど
の
村
の
人
の
話
を
聞
い
た
の
に
、
お 

浅  

間 

セ
ン
ゲ
ン

様

・
天
王
様
・
夷
様
な
ど
、
何
れ
も
高
い
峯
の
松
の
頂
に
降
ら
れ
る
と
言
ふ
こ
と
で
、
其
梢
に
き
り
か
け

（
御
幣
）
を
垂シ
で
ゝ
祭
る
と
の
話
で
あ
つ
た
。
神
の
標
山
に
は
必
神
の
依
る
べ
き
喬
木
が
あ
つ
て
、
而
も

其
喬
木
に
は
更
に
或
よ
り
し
ろ
の
あ
る
の
が
必
須
の
条
件
で
あ
る
ら
し
い
。
併
し
な
が
ら 

依  

代 

ヨ
リ
シ
ロ

は
、
何

物
で
も
唯
神
の
眼
を
惹
く
も
の
で
さ
へ
あ
れ
ば
よ
ろ
し
い
と
い
ふ
わ
け
に
は
参
る
ま
い
。
人
間
の
場
合
で

も
、
髪
・
爪
・
衣
服
等
、
何
か
そ
の
肉
体
と
関
係
あ
る
物
を
ま
づ
択
び
、
已
む
を
得
ざ
れ
ば
其
名
を
呼
ん

だ
わ
け
で
、
さ
て
こ
そ
、
呪
咀
に
も
、 

魂  

喚 

タ
マ
ヨ
バ

ひ
に
も
、
此
等
の
も
の
が
専
ら
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

尤
、
素
朴
単
純
な
信
仰
状
態
で
は
、
神
の
名
を
喚
ん
だ
ゞ
け
で
、
其
属
性
の
或
部
分
を
人
間
が
左
右
し
得

た
の
で
、
神
は
即
惹
か
れ
依
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
念
仏
宗
な
ど
は
、
或
点
か
ら
見
れ
ば
、
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実
に
羨
ま
し
い
程
、
原
始
的
な
意
義
を
貽
し
て
ゐ
る
。

今
少
し
進
ん
だ
場
合
で
は
、
神
々
の
姿
を
偶
像
に
作
り
、
此
を 

招  

代 

ヲ
ギ
シ
ロ

と
す
る
様
に
な
つ
た
。
今
日
の
如

き
、
写
生
万
能
の
時
代
か
ら
遠
い
古
代
人
の
生
活
に
於
て
は
、
勿
論
今
少
し
直
観
的
象
徴
風
の
肖
像
で
も

満
足
が
出
来
た
。
仏
教
で
は
、
宇
宙
に
遍
満
し
給
ふ
盧
遮
那
仏

ル
シ
ヤ
ナ
ブ
ツ
を
さ
へ
具
象
せ
し
め
て
ゐ
る
が
、
我
古
代

人
に
は
、
神
も
略
人
間
と
同
じ
様
子
を
具
へ
た
ま
ふ
も
の
と
の
考
へ
は
あ
つ
た
ら
う
が
、
さ
て
此
を
具
象

化
す
る
段
に
は
、
譬
へ
ば
十
三
臂
あ
り
と
か
、
猪
に
乗
る
と
か
、
火
焔
を
負
ふ
と
か
言
ふ
、
一
定
の
約
束

が
な
い
為
に
、
却
つ
て
種
々
の
疑
問
を
起
し
易
い
所
か
ら
、
寧
描
写
を
避
け
、
象
徴
に
進
ん
だ
事
と
思
ふ
。

だ
か
ら
仏
像
の
輸
入
に
刺
戟
せ
ら
れ
、
思
ひ
切
つ
て
具
象
化
し
た
神
像
の
中
に
は
、
今
日
何
神
や
ら
判
然

せ
ぬ
も
の
が
多
い
。
蓋
し
我
古
代
生
活
に
於
て
、
最
偉
大
な
る
信
仰
の
対
象
は
、
や
は
り
太
陽
神
で
あ
つ

た
。
語
部
の
物
語
に
は
、
種
々
な
神
々
の
種
々
な
職
掌
の
分
化
を
伝
へ
て
ゐ
る
が
、
純
乎
た
る
太
陽
神
崇

拝
の
時
代
か
ら
、
職
掌
分
化
の
時
代
に
至
る
迄
に
は
、
或
過
程
を
頭
に
入
れ
て
考
へ
ね
ば
な
る
ま
い
と
思

ふ
。
勿
論
原
始
的
な
太
陽
神
崇
拝
の
時
代
で
も
、
他
の
神
々
の
信
仰
は
無
か
つ
た
と
言
ふ
の
で
は
な
い
。

唯
、
今
少
し
く
非
分
業
的
で
あ
つ
た
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
此
赫
奕
た
る
太
陽
神
も
、
単
に
大
空
に
懸

り
い
ま
す
と
ば
か
り
で
は
、
古
代
人
の
生
活
と
は
、
霊
的
に
交
渉
が
乏
し
く
な
り
や
す
い
。
故
に
ま
づ
其

象
徴
と
し
て
神
を
作
る
必
要
が
生
じ
て
来
る
。
茲
に
自
分
は
、
太
陽
神
の 

形  

代 

カ
タ
シ
ロ

製
作
に
費
さ
れ
た
我
祖
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先
の
苦
心
を
語
る
べ
き
機
会
に
出
遭
つ
た
。

ま
づ
形
代
に
就
て
、
か
ね
て
考
へ
て
ゐ
た
所
を
言
へ
ば
、
一
体
人
間
の
形
代
た
る 

撫  

物 

ナ
デ
モ
ノ

は
、
す
ぐ
さ
ま

川
な
り
、
辻
な
り
に
棄
つ
べ
き
筈
な
る
に
、
保
存
し
て
置
い
て
魔マ
除ヨ
け
・
厄
除
ヤ
ク
ヨ
け
に
用
ゐ
る
と
い
ふ
の
は
、

一
円
合
点
の
行
か
ぬ
話
で
あ
る
が
、
此
に
は
一
朝
一
夕
な
ら
ぬ
思
想
流
転
の
痕
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

神
の
形
代
に
降
魔
の
力
あ
る
は
勿
論
で
あ
る
が
、
転
じ
て
は
人
の
形
代
に
も
此
神
通
力
を
附
与
す
る
に
至

つ
た
。
其
仔
細
を
理
解
す
る
に
は
、
形
代
に
移
さ
れ
た
る
人
の
穢
れ
即
悪
分
子
は
、
八
十
禍
津
日

ヤ
ソ
マ
ガ
ツ
ヒ

・
大
禍
オ
ホ
マ

津
日
ガ
ツ
ヒ
化
生
の
形
代
を
さ
な
が
ら
に
、
御
霊
的
威
力
を
振
う
て
、
災
禍
を
喰
ひ
留
め
て
く
れ
る
と
言
ふ
外
に
、

尚
古
代
人
が
実
在
の
親
し
む
べ
き
を
知
る
と
共
に
、
実
在
を
超
越
す
る
程
度
の
高
い
も
の
ほ
ど
、
怖
し
さ

の
程
度
が
加
は
る
と
感
じ
た
根
本
観
念
を
推
測
し
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

実
在
す
る
間
は
、
人
間
の
意
の
ま
ゝ
に
活
殺
し
得
べ
き
動
物
が
、
一
歩
実
在
性
を
失
ふ
や
、
忽
ち
盛
ん
に

人
間
を
悩
ま
し
、
或
は
未
然
を
察
知
し
、
或
は
禍
福
を
与
奪
す
る
。
又
我
々
の
属
性
の
部
分
々
々
で
も
、

抽
象
的
な
も
の
ほ
ど
恐
怖
の
念
を
唆
る
傾
向
の
あ
つ
た
も
の
で
、
分
裂
な
ど
ゝ
言
へ
ば
事
々
し
い
が
、
我

身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
魂
の
不
随
意
的
な
行
動
を
、
自
ら
恐
れ
る
こ
と
す
ら
あ
つ
た
。
か
の
六
条
の
御ミ

  

息 

所 

ヤ
ス
ド
コ
ロ
の
恐
怖
な
ど
は
、
啻
に
道
徳
上
の
責
任
を
思
つ
た
為
の
み
で
は
な
か
つ
た
の
で
、
寧
、
我
魂
魄
に

対
す
る
二
元
的
の
感
情
で
あ
つ
た
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
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話
が
岐
路
に
入
つ
た
が
、
立
ち
戻
つ
て
標
山
の
事
を
言
は
う
。
標
山
系
統
の
だ
し
・
だ
ん
じ
り
又
は
だ
い

が
く
の
類
に
は
、
必
中
央
に 

経  

棒 

タ
テ
ボ
ウ

が
あ
つ
て
、
其
末
梢
に
は
更
に
何
か
の 

依  

代 

ヨ
リ
シ
ロ

を
附
け
る
の
が
本
体

か
と
思
ふ
。
彼
是
記
憶
に
遠
い
話
よ
り
は
、
自
分
に
最
因
縁
の
深
い
今
の
大
阪
市
南
区
木キ
津ヅ
、
元
の
西
成

郡
木
津
村
で
、
今
か
ら
十
年
前
ま
で
盛
ん
で
あ
つ
た
だ
い
が
く
に
就
て
話
し
て
見
よ
う
。

故
老
の
言
ひ
伝
へ
に
は
、
京
祇
園
の 

山  

鉾 

ヤ
マ
ボ
コ

に
似
せ
て
作
つ
た
と
言
ふ
が
、
此
と
同
型
の
物
の
分
布
す
る

地
方
は
広
く
、
五
十
年
や
百
年
以
来
の
思
ひ
つ
き
と
は
認
め
ら
れ
ぬ
。
ま
づ
方
一
間
高
さ
一
間
ば
か
り
の

木
の
籰ワク
を
縦
横
に
貫
い
て 
緯  

棒 
ヌ
キ
ボ
ウ

を
組
み
、 

経  

棒 

タ
テ
ボ
ウ

は
此
籰ワク
の
真
中
に
上
下
に
開
い
た
穴
に
貫
い
て
建
て

る
。
柱
の
長
さ
は
普
通
の
電
信
柱
の
二
倍
も
あ
ら
う
。
上
に
は
鉾
と
称
へ
て
、
祇
園
会
の
と
同
じ
く
円
錐

形
の
赤
地
の
袋
で
山
形
を
作
つ
た
下
に
、
ひ
げ
こ
と
言
う
て
径
一
丈
余
の
車
の
輪
の
や
う
に
輞
オ
ホ
ワに
数
多
の

竹
の
輻ヤ
の
放
射
し
た
も
の
に
、 

天  

幕 

テ
ン
マ
ク

を
一
重
に
又
は
二
層
に
取
り
付
け
、
其
陰
に
祇
園
巴
の
紋
の
附
い

た
守
袋
を
下
げ
、
更
に
其
下
に
三
尺
程
づ
ゝ
間
を
隔
て
ゝ
十
数
本
の 

緯  

棒 

ヌ
キ
ボ
ウ

を
通
し
、
赤
・
緑
・
紺
・
黄

な
ど
に
け
ば
〳
〵
し
く
彩
つ
た
無
数
の
提
灯
を
幾
段
に
も
掛
け
列
ね
、
夜
に
な
る
と
此
に
灯
を
点
じ
て
美

し
い
。
其
又
下
は
前
に
申
し
た
籰ワク
で
あ
つ
て
、
立
派
な 
縫  

箔 
ヌ
ヒ
ハ
ク

を
し
た
泥
障
ア
ホ
リ
を
つ
け
た
、
胴
の
高
さ
六
尺

余
の
太
鼓
を
斜
に
柱
に
も
た
せ
か
け
、
膝
頭
ま
で
の
揃
ひ
の
筒
袖
を
着
た
男
が
、
か
は
る
／
″
＼
登
つ
て
、

鈴
木
主
水
モ
ン
ド
だ
の
石
井
常
右
衛
門
だ
の
ゝ
恋
語
り
を
、
や
ん
れ
節
の
文
句
其
儘
に
歌
ひ
揚
げ
る
の
で
あ
る
。
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昨
年
五
月
三
十
日
相
州
三
崎
へ
行
つ
た
時
、
同
地
祭
礼
で
波
打
際
に
子
供
の
拵
へ
た
天
王
様
が
置
い
て
あ

つ
た
が
、
や
は
り
籰ワク
の
穴
に
榊
の
枝
幾
本
と
な
く
、
門
松
な
ど
の
様
に
挿
し
て
あ
る
の
が
、
所
謂
山
の
移

り
出
た
様
で
、
坐
ソ
ヾ
ロに
故
郷
の
昔
の
祭
り
が
懐
し
く
思
ひ
出
さ
れ
た
。
木
津
で
は
既
に
電
線
に
障
る
と
の
理

由
で
其
柱
も
切
ら
れ
、
今
で
は
八
阪
社
の
絵
馬
堂

ヱ
マ
ダ
ウ

の
柱
と
な
つ
て
了
う
た
の
で
あ
る
。
此
又
籰ワク
と
言
ふ
物

が
、
横
臼
を
曳
き
出
し
た
り
、
綱
を
敷
い
た
り
、
さ
て
は
粟
殻
を
撒
い
て
早
速
サ
ソ
ク
の
神
座
を
作
つ
た
の
と
同

様
に
、
古
代
人
の
簡
易
生
活
を
最
鮮
明
に
表
示
し
て
居
る
の
で
、
漁
師
村
な
ど
に
よ
く
見
掛
け
る
地
引
網

の
綱
を
捲
く
台
で
あ
つ
た
様
だ
。
小
さ
い
物
で
は
、
大
阪
で
祭
り
の
提
灯
を
立
て
る
四
つ
脚
の
籰ワク
な
ど
も
、

地
を
掘
つ
て
柱
を
建
て
ぬ
の
は
、
即
昔
の
神
座
の
面
影
を
遺
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
三

さ
て
此
類
の
柱
又
は
旗
竿
に
は
、
必
其
尖
に
神
の
依
代
と
す
べ
き
或
物
品
を
附
け
た
も
の
で
あ
る
。
木
津

の
だ
い
が
く
な
ど
も
、
自
分
等
が
覚
え
て
か
ら
、
町
に
よ
つ
て
は
三
日
月
・
鎗
・
薙
刀
・
神
楽
鈴
・
三
本

鎗
・
千
成
瓢
箪
な
ど
色
々
立
て
る
様
に
な
つ
た
が
、
依
代
の
本
体
は
や
は
り
天
幕
に
掩
は
れ
た
髯
籠
で
あ

つ
た
。
此
は
、
其
頃
あ
つ
た 

若  

中 

ワ
カ
ナ
カ

（
今
は
勿
体
ら
し
く
青
年
会
）
の
だ
い
が
く
、
並
び
に
西
成
郡
勝
間
コ
ツ
マ
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村
・
粉
浜
コ
ハ
マ
村
・
中
河
内
の
住
道
ス
ン
ヂ
村
な
ど
で
以
前
出
し
た
物
に
は
、
天
幕
も
鉾
も
な
く
露
出
し
て
居
つ
て
、

柱
の
尖
に
は
榊
な
ど
の
束
ね
た
の
が
あ
る
ば
か
り
、
最
目
に
つ
く
の
は
、
此
髯
籠
ヒ
ゲ
コ
で
あ
つ
た
。
後
世
漸
く

本
の
意
コ
ヽ
ロが
忘
却
せ
ら
れ
、
更
に
他
の
依
代
を
其
上
に
加
ふ
る
に
到
つ
た
の
か
と
思
ふ
。

然
ら
ば
其
髯
籠
の
本
意
は
如
何
と
言
ふ
と
、
地
祇
・
精
霊
或
は
一
旦
標
山
に
招
ぎ
降
し
た
天
神
な
ど
こ
そ
、

地
上
に
立
て
た
所
謂  

一  

本  

薄  
ヒ
ト
モ
ト
ス
ヽ
キ

（
郷
土
研
究
二
の
四
）
、
さ
て
は
川
戸
の
さ
ゝ
ら
荻
に
も
、 

榊  

葉 

サ
カ
キ
バ

に

も
、
木ユ
綿フ
し
で
に
も
、
樒
シ
キ
ミの
一
つ
花
（
一
本
花
と
も
）
の
類
に
も
惹
か
れ
よ
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
青
空
の

そ
き
へ
よ
り
降
り
来
る
神
に
至
つ
て
は
、
必
何
か
の
目
標
を
要
し
た
筈
で
あ
る
。
尤
後
世
に
な
つ
て
は
、

地
神
の
よ
り
し
ろ
を
も
木
や
柱
の
尖
に
結
び
附
け
た
こ
と
は
あ
つ
た
が
、
古
代
人
の
考
へ
と
し
て
は
、
雲

路
を
通
ふ
神
に
は
、
必
或
部
分
ま
で
太
陽
神
の
素
質
が
含
ま
れ
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
日
遺
つ
て
居

る
髯
籠
の
形
こ
そ
、
最
大
昔
の
形
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
と
思
ふ
。
木
津
の
故
老
な
ど
が
ひ
げ
こ
と
は
日

の
子
の
意
で
、 

日  

神 

ヒ
ノ
カ
ミ

の
姿
を
写
し
た
も
の
だ
と
申
し
伝
へ
て
居
る
の
は
、
民
間
語
原
説
と
し
て
軽
々
に

看
過
す
る
事
が
出
来
ぬ
。
其
語
原
の
当
否
は
と
も
か
く
、
語
原
の
説
明
を
藉
り
て
復
活
し
た
前
代
生
活
の

記
憶
に
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。

木
津
の
だ
い
が
く
の
ひ
げ
こ
は
、
単
に
車
の
輪
の
様
な
形
の
も
の
に
な
つ
て
居
る
が
、 

若  

中 

ワ
カ
ナ
カ

の
も
の
其

他
村
々
所
用
の
物
で
は
、
い
づ
れ
も
轂
よ
り
八
方
に
幾
本
と
な
く
放
射
し
た
御
祖
師
花

オ
ソ
シ
バ
ナ

（
東
京
の
ふ
ぢ
ば
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な
）
の
飾
を
か
く
称
す
る
の
を
見
る
と
、
後
代
紙
花
を
棄
て
、
輪
を
取
り
つ
け
天
幕
を
吊
り
か
け
て
、
名

の
み
を
昔
な
が
ら
に
髯
籠
ヒ
ゲ
コ
と
言
ふ
の
で
あ
ら
う
。
我
々
の
眼
に
は
単
な
る
目
籠
で
も
同
じ
こ
と
の
様
に
見

え
る
が
、
以
前
は
髯
籠
ヒ
ゲ
コ
の
髯
籠
た
る
編
み
余
し
の
髯
が
最
重
要
で
あ
つ
た
の
で
、
籠
は
日
神
を
象
り
、
髯

は
即
後
光
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
十
余
年
前
粉
河
で
見
た
髯
籠
ヒ
ゲ
コ
の
形
を
思
ひ
浮
べ
て
見
て
も
、

其
高
く
竿
頭
に
靡
く
と
こ
ろ
、
昔
の
人
に
、
日
神
の
御
姿
を
擬
し
得
た
と
考
へ
し
む
る
に
、
十
分
で
あ
つ

た
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

東
京
な
ど
で
祭
礼
の
日
に
舁カツ
ぎ
出
す
万
燈
の
中
に
は
、
簡
単
な
御
幣
を
竿
頭
に
附
け
た
も
の
も
あ
る
が
、

是
亦
所
謂
御
祖
師
花
の
類
を  
繖    
状  
キ
ヌ
ガ
サ
ナ
リ
に
放
射
さ
せ
た
の
が
正
し
い
元
の
形
式
で
あ
つ
た
ら
う
。
池
上
会

式
の
万
燈
に
は
、
雪
の
山
か
と
ば
か
り
御
祖
師
花
を
垂
れ
た
の
を
よ
く
見
受
け
る
。
中
山
太
郎
氏
の
談
に

依
れ
ば
「
ゑ
み
ぐ
さ
」
と
言
ふ
書
に
見
え
た
佐
渡
の 

左 

義 

長 

サ
ギ
チ
ヤ
ウ

の
飾
り
物
で
、
万
燈
同
様
に
舁
ぎ
出
し
、

海
岸
で
焼
却
す
る
も
の
に
も
、
同
じ
様
に
紙
花
を
挿
し
栄ハヤ
し
て
居
た
。
更
に
野
州
・
上
州
に
亘
つ
て
、
大

鳥
毛
を
見
る
様
に
葬
式
の
先
頭
に
振
り
た
て
ゝ
、
途
す
が
ら
お
捻ヒネ
り
銭
を
揺
り
こ
ぼ
し
て
行
き
、
此
を
見

物
群
衆
の
拾
ふ
に
任
せ
る
花
籠
と
言
ふ
も
の
も
、
や
は
り
此
系
統
に
属
す
る
物
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

要
す
る
に
当
初
の
単
純
な
様
式
が
一
変
し
て
、
後
に
は
髯
籠
の
周
囲
に
糸
を
廻
ら
し
、
果
は
紙
を
張
つ
て

純
然
た
る
花
傘
と
な
し
、
竹
の
余
り
に
瓔
珞
風
に
花
な
ど
を
垂
下
せ
し
む
る
等
、
次
第
に
形
式
化
し
観
念
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化
し
、
今
で
は
殆
ど
何
の
事
や
ら
分
ら
ぬ
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
万
燈
な
ど
は
割
合
に
丈
が
低
い
が
、

最
初
、
深
山
木
の
梢
か
ら
、
此
を
里
の
祭
の
竿
の
尖
に
移
し
始
め
た
頃
の
も
の
は
、
竿
の
高
さ
も
遥
か
に

高
か
つ
た
上
に
、
髯
籠
の
形
式
も
純
一
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
此
類
の
象
徴
は
頗
る
鮮
明
に
人
の
心
に
痕

を
印
す
る
こ
と
が
出
来
た
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。

最
近
の
も
の
で
は
、
日ヒ
丸マル
の
国
旗
の
竿
の
尖
に
、
普
通
は
赤
い
球
な
ど
を
附
け
、
日
は
一
つ
影
は
三
つ
の

感
が
あ
る
が
、
稍
大
き
な
辻
々
な
ど
に
立
て
る
旗
竿
に
は
、
是
亦
目
籠
に
金
紙
・
銀
紙
な
ど
を
張
つ
て
ゐ

る
。 

五 

月 

幟 

サ
ツ
キ
ノ
ボ
リ
の
竿
の
頭
に
も
、
東
京
で
は
此
に
似
た
目
籠
又
は
矢
車
な
ど
を
附
け
る
が
、
栃
木
地
方
の

人
の
話
で
は
、
あ
の
辺
で
は
十
数
年
前
迄
は
髯
籠
を
取
り
付
け
て
居
た
と
言
ふ
。
此
か
ら
更
に
想
像
の
歩

を
進
む
れ
ば
、
今
日
の
鯉
幟
な
ど
も
或
は
亦
髯
籠
の
一
転
化
か
も
知
れ
ぬ
。
髯
籠
か
ら
吹
貫
き
又
は
吹
き

流
し
へ
、
吹
貫
き
吹
流
し
か
ら
鯉
幟
へ
、
道
筋
を
辿
る
こ
と
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
。
吹
貫
き
は
単
に

目
籠
の
下
へ
別
に
取
り
付
け
た
所
謂
髯
と
も
見
得
る
の
で
あ
る
。

次
に
言
ふ
べ
き
は
、
修
験
道
の 

梵  

天 

ボ
ン
テ
ン

の
こ
と
で
あ
る
。
目
籠
と
梵
天
と
の
関
係
は
、
今
の
処
ま
だ
、
何

れ
が
親
何
れ
が
子
と
さ
う
手
軽
に
は
決
し
兼
ね
る
が
、
二
者
の
形
似
は
確
か
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
唯
目

籠
の
単
純
な
る
に
比
し
て
、
梵
天
に
は
更
に
御
幣
の
要
素
を
も
具
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。
京
阪
で
は
張
籠
ハ
リ
コ

の
こ
と
を
ぼ
て
と
謂
ふ
。
此
は
ぼ
て
／
″
＼
と
音
が
す
る
か
ら
ぼ
て
と
謂
ふ
の
か
、
と
子
供
の
時
は
考
へ
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て
ゐ
た
が
、
此
も
ど
う
や
ら
梵
天
と
関
係
が
あ
り
さ
う
だ
。

我
々
上
方
育
ち
の
者
に
は
、
梵
天
と
謂
へ
ば
直
ち
に
芝
居
の
櫓
な
ど
に
立
て
た
、
床
屋
の
耳
掃
除
に
似
た

頭
の
円
く
切
り
揃
へ
ら
れ
た
物
を
聯
想
す
る
が
、
関
東
・
北
国
等
の
羽
黒
信
仰
の
盛
ん
な
地
方
で
は
必
し

も
然
ら
ず
、
ぼ
ん
て
ん
即
幣
束
の
意
に
解
し
て
居
り
、
其
形
状
も
愈
削
り
掛
け
又
は
い
な
う
の
進
化
し
た

も
の
ゝ
様
に
見
え
て
参
る
。
香
取
氏
の
梵
天
塚
の
話
（
郷
土
研
究
二
の
五
）
な
ど
を
見
て
も
、
梵
天
・
幣

束
・
招
代
の
三
者
の
関
係
は
直
観
し
得
る
の
で
あ
る
。

梵
天
に
就
て
は
後
に
今
一
度
言
ふ
べ
き
折
が
あ
る
が
、
茲
に
は
唯
張
籠
と
梵
天
と
の
語
原
的
説
明
を
介
し

て
、
髯
籠
と
梵
天
と
の
関
係
を
申
し
た
迄
で
あ
る
。
ぼ
て
と
言
ふ
籠
の
名
が
擬
声
語
で
な
い
こ
と
は
他
に

も
証
拠
が
あ
る
。
肥
え
太
つ
た
女
な
ど
の
白
く
塗
り
立
て
た
の
を
白
ぼ
て
な
ど
ゝ
言
ふ
が
、
此
な
ど
は
勿

論
音
か
ら
で
は
な
く
、
梵
天
瓜
の
白
い
の
を
白
梵
天
と
言
ふ
処
か
ら
、
人
に
も
譬
へ
て
用
ゐ
た
の
で
あ
る

ら
し
い
こ
と
を
考
へ
る
と
、
自
ら
命
名
の
理
由
の
外
に
在
る
べ
き
を
推
測
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

髯
籠
ヒ
ゲ
コ
の
因
ち
な
みに
考
ふ
べ
き
問
題
は
、
武
蔵
野
一
帯
の
村
々
に
行
は
れ
て
居
る
八
日
ど
う
又
は
八
日
節
供
と
言
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ふ
行
事
で
あ
る
。
二
月
と
十
二
月
の
八
日
の
日
、
前
晩
か
ら
め
か
い
（
方
形
の
目
笊
）
を
竿
の
先
に
高
く

揚
げ
、
此
夜
一
つ
眼
と
言
ふ
物
の
来
る
の
を
、
か
う
し
て
お
く
と
眼
の
夥
し
い
の
に
怖
ぢ
て
近
づ
か
ぬ
と

伝
へ
て
ゐ
る
。

南
方
氏
の
報
告
に
も
、
外
国
で
魑
魅
を
威
嚇
す
る
為
に
目
籠
を
用
ゐ
る
と
言
ふ
事
が
見
え
て
ゐ
た
が
、
其

は
恐
ら
く
兇
神
の
邪
視
に
対
す
る
睨
み
返
し
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
で
、
単
純
な
る
威
嚇
と
は
最
初
の
意
味

が
些
し
異
つ
て
居
た
の
で
は
な
い
か
。
天
つ
神
を
喚
び
降
す 

依  

代 

ヨ
リ
シ
ロ

の
空
高
く
揚
げ
ら
れ
て
あ
る
処
へ
、

横
合
か
ら
ふ
と
紛
れ
込
む
神
も
無
い
と
は
言
は
れ
ぬ
。

今
日
の
稲
荷
下
げ
の
類
で
も
、
際
限
も
な
く
あ
ち
こ
ち
の
眷
属
殿
が
憑
り
来
り
、
は
て
は
気
ま
ぐ
れ
の
狸

ま
で
が
飛
び
入
り
を
し
て
、
蒟
蒻
・
油
揚
な
ど
を
し﹅
こ﹅
た﹅
ま﹅
せ
し
め
て
還
る
事
も
あ
る
。
其
程
で
な
く
て

も
、
通
り
神
又
は
通
り
魔
な
ど
ゝ
言
ふ
類
も
あ
る
。
何
れ
は
人
間
で
も
、
浮
浪
人
は
悪
い
事
を
犯
し
易
い

不
安
定
状
態
に
在
る
如
く
、 

浮 

浪 

神 

ウ
カ
レ
ガ
ミ

も
亦
何
時
何
処
に
割
り
込
ん
で
来
て
、
神
山
を
占
め
ん
と
す
る
や

ら
計
り
難
い
故
に
、
旁
か
た
が
た太
陽
神
の
御
像
な
ら
ば
、
睨
み
返
し
も
十
分
で
安
心
と
言
ふ
考
へ
で
あ
つ
た
か
と

思
は
れ
る
。

勿
論
此
迄
到
来
す
る
に
は
、
数
次
の
思
想
変
化
が
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
最
初
は
単
純
に
招
代
で
あ
つ
た

の
が
、
次
に
は
其
片
手
間
に  

邪    

神  

ア
シ
キ
カ
ミ

を
睨
み
返
す
こ
と
ゝ
な
り
、
果
は 

蘇  

民  

将  

来 

ソ
ミ
ン
シ
ヤ
ウ
ラ
イ

子
孫
と
か
、
鎮
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西
八
郎
宿
と
か
言
ふ
様
に
英
雄
神
の
名
に
托
し
て
、
高
く
空
よ
り
す
る
者
の
寄
り
来
る
を
予
防
し
た
次
第

で
あ
る
。
西
川
祐
信
画
の
絵
本
徒
然
草
に
、
垣
根
に
高
く
樹タ
て
た
竿
の
尖
に
鎌
を
掲
げ
た
図
面
が
あ
つ
た
。

余
り
に
殺
風
景
な
為
方
と
は
思
ふ
が
、
目
籠
と
言
ひ
、
鎌
と
言
ひ
、
畢
竟
は
一
つ
で
あ
る
。

卯
月
八
日
の
て
ん
た
う
ば
な
な
ど
も
、
釈
尊
誕
生
の
法
会
と
は
交
渉
な
く
、
日
の
斎
モ
ノ
イ
ミに 

天  

道 

テ
ン
タ
ウ

を
祀
る
も

の
な
る
べ
く
「
千
早
ふ
る
卯
月
八
日
は
吉
日
よ
、
か
み
さ
げ
虫
の
成
敗
ぞ
す
る
」
と
申
す
ま
じ
な
ひ
歌
と

相
俟
つ
て
、
意
味
の
深
い
行
事
で
あ
る
。
但
、
竿
頭
の
さ
つ
き
の
花
だ
け
は
、 

花 

御 

堂 

ハ
ナ
ミ
ダ
ウ

に
あ
や
か
つ
た

も
の
で
あ
つ
て
、
元
は
や
は
り
髯
籠
系
統
の
も
の
で
あ
つ
た
か
と
推
測
す
る
。
尚
後
の
話
の
都
合
上
此
八

日
と
言
ふ
日
ど
り
を
御
記
憶
願
つ
て
お
く
。

日
章
旗
の
尖
の
飾
玉
な
ど
が
、
多
く
は
金
銀
紙
を
貼ハ
り
、
又
は
金
箔
な
ど
を
附
け
て
目
籠
の
目
を
塞
ぎ
、

或
は
木
細
工
の
刳
り
物
な
ど
を
用
ゐ
て
居
る
の
は
、
元
来
此
物
が
を
ぎ
し
ろ
で
あ
つ
て
、
魔
を
嚇
す
が
本

意
で
は
な
か
つ
た
こ
と
を
暗
示
し
、
即
武
蔵
野
の
目
か
い
の
由
来
談
に
裏
切
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
殊
に

八
日
日

ヤ
ウ
カ
ビ

の
天
道
花
な
ど
に
至
つ
て
は
、
ど
う
見
て
も
魔
の
慴
伏
し
さ
う
な
も
の
で
な
い
。
而
も
か
く
の
如

く
全
然
当
初
の
趣
意
が
忘
却
せ
ら
れ
る
に
至
つ
て
も
、
所
謂
民
俗
記
憶
は
い
つ
ま
で
も
間
歇
的
に
復
活
し

来
り
、
屡
此
が
よ
り
し
ろ
に
用
ゐ
ら
れ
て
居
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
様
に
思
ふ
。

さ
て
、 

招  

祭 

ヲ
ギ
マ
ツ

り
の
対
象
が
神
で
あ
れ  

精    

霊  

シ
ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ
で
あ
れ
、
依
代
の
役
目
に
は
変
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
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此
間
に
は
何
か
前
代
人
の
遺
し
た
工
夫
の
跡
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
か
く
考
へ
て
注
意
し
て
見
る
と
、
お
も

し
ろ
い
の
は
か
の
盂
蘭
盆
の
切
籠
キ
リ
コ
燈
籠
で
あ
る
。
此
物
の
名
の
起
り
に
就
て
は
、
柳
亭
種
彦
の
還
魂
紙
料

あ
た
り
に
突
拍
子
な
語
原
説
明
も
あ
る
が
、
切
籠
は
や
は
り
単
純
に
切
り
籠
で
、
籠
の
最
も
つ
と
も想
化
せ
ら
れ
た

も
の
と
言
ふ
べ
く
、
盆
の
夕
に
家
々
で
此
を
吊
る
の
は
、
別
に
仏
説
に
深
い
根
拠
の
あ
る
こ
と
ゝ
も
思
は

れ
ぬ
。
尤
支
那
で
も
、
盂
蘭
盆
に
火
を
焼
き
燈
竿
を
樹
て
る
こ
と
、
書
物
に
も
見
え
て
は
居
る
が
、
所
謂

唐
風
の
輸
入
に
は
必
在
来
の
あ
る
傾
向
を
契
機
と
し
た
も
の
で
、
力
強
い
無
意
識
的
模
倣
を
す
る
に
至
つ

た
根
柢
に
は
、
一
種
国
民
の
習
癖
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
に
投
合
す
る
事
実
が
あ
つ
た
の
だ
。
併
し
、
此
も

亦
多
く
の
例
の
一
に
外
な
ら
ぬ
。

盂
蘭
盆
と
大
祓
と
の
関
係
の
如
き
も
亦
此
で
、
斉
明
朝
の
純
然
た
る
仏
式
模
倣
か
ら
、
漸
次
に
大
祓
思
想

の
復
活
融
合
を
来
た
し
た
や
う
に
、
習
慣
復
活
の
勢
力
に
圧
さ
れ
て
、
単
純
な
る
供
燈
ク
ト
ウ
流
燈
の
目
的
の
外

に
、
更
に
其
上
に
精
霊
誘
致
の
任
務
に
も
用
ゐ
ら
れ
た
訣
で
あ
る
。
を
こ
が
ま
し
い
申
し
分
で
は
あ
る
が
、

か
の
本
地
垂
迹
説
を
単
に
山
家
サ
ン
ケ
・ 

南  

山 

ナ
ン
ザ
ン

の
両
大
師
あ
た
り
の
政
略
で
あ
つ
た
様
に
言
ふ
歴
史
家
の
見
解

は
、
仮
令
た
と
ひ
結
果
が
一
に
帰
す
る
に
し
て
も
、
心
理
的
根
拠
か
ら
、
我
々
の
頗
る
不
服
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

つ
て
、
此
事
蹟
の
背
後
に
は
、
猶
一
段
と
熱
烈
に
し
て
且
敬
虔
な
民
族
的
信
仰
の
存
す
る
も
の
を
認
め
て

貰
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
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さ
れ
ば
、 

高 

燈 

籠 

タ
カ
ト
ウ
ロ
ウ
・
折
掛
燈
籠
・
切
籠
燈
籠
の
類
も
、
単
に
其
起
原
を
支
那
・
天
竺
に
覓
め
た
ゞ
け
で

は
、
必
手
の
届
か
ぬ
痒
い
処
が
残
る
は
ず
で
、
他
の
二
種
の
も
の
は
姑
し
ば
らく
言
は
ず
、
切
籠
燈
籠
の
如
き
は
、

到
底
其
だ
け
で
は
完
全
な
る
理
会
を
望
み
難
い
の
で
あ
る
。
自
分
の
考
へ
を
言
ふ
な
ら
ば
、
切
籠
燈
籠
の

あ
の
幾
何
学
的
構
造
は
決
し
て
偶
然
の
思
ひ
附
き
で
は
あ
る
ま
い
。

如
何
な
る
時
代
に
始
つ
た
か
は
知
り
難
い
が
、
盂
蘭
盆
供
燈
に
目
籠
の
習
慣
を
参
酌
し
て
見
て
、
そ
こ
に

始
め
て
起
原
の
暗
示
を
捉
へ
得
る
。
即
、
右
は
全
く
髯
籠
の
最
観
念
化
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
畢
竟
供
養
の

形
式
に
精
霊
誘
致
の
古
来
の
信
仰
を
加
味
し
た
も
の
で
、
表
は
日
本
中
は
天
竺
と 

国 

姓 

爺 

コ
ク
セ
ン
ヤ

合
戦
の
角
書

き
の
様
な
民
俗
に
外
な
ら
ぬ
。
精
霊
は
地
獄
の
釜
を
出
る
と
其
ま
ゝ
、
目
当
て
は
此
処
と
定
め
て
、
迷
は

ず
障
ら
ず
、
一
路
直
ち
に
依
り
来
る
次
第
で
あ
る
が
、
唯
怖
し
い
の
は
無
縁
の
精
霊
で
あ
る
。
其
は
ま
た

応
用
自
在
な
る
我
々
の
祖
先
は
、
此
通
り
魔
同
様
の
浮
浪
者
の
為
に
、
施
餓
鬼
と
言
ふ
儀
式
を
準
備
し
て

置
い
た
も
の
で
あ
る
。

此
を
要
す
る
に
、
切
籠
の
籰わく
は
髯
籠
の
目
を
表
し
、
垂
れ
た
紙
は
其
髯
の
符
号
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
地

方
に
よ
つ
て
は
魂
送
り
の
節
、
三
昧
ま
で
切
籠
共
々
精
霊
を
誘
ひ
出
で
、
此
を
墓
前
に
掛
け
て
帰
る
風
も

あ
る
。
か
の
飯
島
お
露
の
乳
母
が
提
げ
て
来
た
牡
丹
燈
籠
な
ど
も
亦
此
で
あ
る
。

話
を
再
初
め
に
戻
し
て
今
一
度 

標  

山 

シ
メ
ヤ
マ

に
就
て
述
べ
て
見
た
い
。
昔
北
野
、
荒
見
川
の
斎
場
か
ら
曳
き
出

18髯籠の話



し
た
標
山
な
ど
は
、
此
神
事
に
祭
ら
れ
給
ふ
べ
き
天
つ
神
を
招
ぎ
依
せ
る
の
が
本
意
で
、
此
を
内
裏
へ
引

い
て
来
る
の
は
、
寄
り
給
ふ
神
々
を
導
い
て
祭
場
ま
で
御
伴
申
す
わ
け
で
あ
つ
た
が
、
此
が
一
歩
を
転
ず

る
時
は
途
次
の
行
列
が
第
一
に
な
つ
て
、
鎮
守
さ
ま
へ
行
く
の
は
、
唯
山ダ
車シ
や 

地  

車 

ダ
ン
ジ
リ

な
ど
を
産
土
神
に

見
せ
ま
ゐ
ら
せ
、
神
慮
を
勇
め
奉
る
為
だ
と
す
る
近
世
の
祭
礼
の
練
り
も
の
ゝ
形
式
に
な
る
の
で
あ
る
。

標
山
系
統
の
練
り
物
の
類
を
通
じ
て
考
へ
て
見
る
に
、
天
神
は
決
し
て
常
住
社
殿
の
中
に
鎮
坐
在
す
も
の

で
は
な
く
、
祭
り
の
際
に
は
一
旦
他
処
に
降
臨
あ
つ
て
、
其
処
よ
り
そ
れ
／
″
＼
の
社
へ
入
り
給
ふ
も
の

で
、
戻
り
も
此
と
同
様
に
、
標
山
に
乗
つ
て
一
旦
天ア
降モ
り
の
場ニハ
に
帰
ら
れ
、
其
処
よ
り 

天  

馳 

ア
マ
カ
ケ

り
給
ふ
も

の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
神
社
を
以
て
神
の
常
在
の
地
と
す
る
は
勿
論
、
神
の
依
り
ま
す
処
と
す
る
こ
と

も
、
尠
く
と
も
天
つ
神
の
場
合
に
於
て
は
、
我
々
の
従
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
見
解
で
あ
る
。

此
に
就
て
は
、
芸
州
三
原
ミ
ハ
ラ
の
祭
礼
に
、
神
は
山
上
よ
り
降
り
来
り
給
ひ
、
祭
り
の
間
お
は
し
ま
す
家
を
神

主
に
憑カヽ
つ
て
宣
ら
せ
給
ふ
と
信
ず
る
風
習
は
、
甚
多
く
の
暗
示
を
含
ん
で
ゐ
る
。
此
即
天
つ
神
は
地
上
に

は
い
ま
さ
ず
、
祭
り
の
時
に
限
つ
て
迎
へ
奉
る
と
言
ふ
消
息
を
洩
し
て
居
る
も
の
で
無
か
ら
う
か
。
若
し

此
信
仰
を
認
め
ぬ
と
す
る
と
、
各
地
の
祭
礼
が
必 

宵  
祭 

ヨ
ヒ
マ
ツ

り
を
伴
う
て
居
る
風
習
を
説
明
す
る
こ
と
が
む

づ
か
し
い
。
神
が
一
旦
他
処
に
降
り
、
其
処
か
ら
更
に
祭
場
に
臨
み
給
へ
ば
こ
そ
、
所
謂
夜ヨ
宮
の
必
要
は

あ
る
の
で
あ
る
。
此
古
く
し
て
忘
れ
ら
れ
た
る
信
仰
は
、
或
は
盂
蘭
盆
の
精
霊
の
送
迎
の
上
に
痕
を
留
む
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る
外
に
、
尚
ち
ら
ほ
ら
と
各
地
に
俤
を
残
し
て
ゐ
る
。

大
和
高
市
郡
野
口
で
は
村
境
に
於
て
精
霊
の
送
迎
を
す
る
さ
う
で
あ
る
。
前
申
す
三
原
で
は
三
昧
ま
で
迎

へ
に
行
き
、
精
霊
を
負
ふ
と
称
し
て
後
向
き
に
な
り
、
負
ふ
様
な
手
つ
き
を
し
て
家
ま
で
帰
る
と
言
ふ
話

で
あ
る
。
高
天
原
と
黄ヨ
泉ミ
国
と
本
貫
異
な
る
両
者
を
混
同
す
る
様
に
見
え
る
か
知
ら
ぬ
が
、
何
れ
も
要
す

る
に
幽
冥
に
属
す
る
方
々
た
る
点
に
、
疑
ひ
は
な
い
の
で
あ
る
。

標
山
の
観
念
化
を
経
た
も
の
に
更
に
洲
浜
ス
ハ
マ
・ 

島  

台 

シ
マ
ダ
イ

が
あ
る
。
洲
浜
の
こ
と
は
紫
式
部
日
記
を
初
め
と
し
、

既
に
平
安
朝
に
於
て
尠
か
ら
ず
見
え
て
居
る
。
島
台
と
な
つ
て
か
ら
も
武
家
時
代
に
は
盛
ん
に
用
ゐ
ら
れ

て
居
た
様
で
、
其
極
端
な
の
は
い
つ
か
の
文
部
省
展
覧
会
の
鏑
木
清
方
氏
の
吉
野
丸
の
絵
に
見
え
た
も
の
、

又
は
一
九
の
詞
書
き
朝
麿
画
の
「
吉
原
年
中
行
事
」
に
も
、
月
見
の
座
に
島
台
の
描
い
て
あ
る
が
如
き
、

婚
礼
の
席
の
外
は
殆
ど
此
物
を
見
る
事
の
な
い
今
日
の
人
の
眼
に
は
、
な
る
程
異
様
に
も
映
ず
る
か
知
ら

ぬ
が
、
島
台
は
も
と
〳
〵
宴
席
で
あ
る
に
よ
つ
て
此
を
据
ゑ
る
の
で
、
而
も
宴
席
に
島
台
乃
至
洲
浜
を
置

く
の
は
、
こ
れ
亦
標
山
の
形
骸
を
留
め
る
も
の
で
あ
る
。
信
仰
と
日
常
生
活
と
相
離
れ
る
こ
と
今
日
の
如

く
甚
し
く
な
か
つ
た
昔
に
於
て
は
、
神
の
い
ま
す
処
を
晴ハレ
の
座
席
と
考
へ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
此
を
推
測
す

る
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
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五

日
記
物
語
類
に
見
え
た
髯
籠
を
列
べ
出
す
段
に
な
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
要
す
る
に
儀

式
の
依
代
の
用
途
が
忘
れ
ら
れ
て
供
物
容
れ
と
な
り
、
転
じ
て
は
更
に
贈
答
の
容
れ
物
と
な
つ
た
の
が
、

平
安
朝
の
貴
族
側
に
使
は
れ
た
髯
籠
な
の
で
、
此
時
代
の
物
に
も
既
に
花
籠
や
う
の
意
味
は
あ
つ
た
ら
し

く
思
は
れ
る
。
花
籠
な
る
も
の
は
、
元
来
装
飾
と
同
時
に
容
れ
物
を
兼
ね
て
ゐ
る
。
此
類
か
ら
見
れ
ば
、

後
世
の
花
傘
・
ふ
ぢ
ば
な
は
遥
か
に
装
飾
専
門
で
あ
る
。

さ
て
此
機
会
に
、
供
物
と
容
れ
物
と
の
関
係
を
物
語
る
便
宜
を
捉
へ
さ
せ
て
貰
は
う
。
私
ど
も
は
供
物
の

本
義
は
依
代
に
在
る
と
信
じ
て
ゐ
る
。
な
る
ほ
ど  

大  

嘗  

祭  

オ
ホ
ン
ベ
マ
ツ
リ

は
、
四
角
な
文
字
に
登
録
せ
ら
れ
た
語
部

が
物
語
に
現
れ
て
来
る
、
祭
祀
の
最
古
い
様
式
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
我
々
を
唆
る
中
心
興
味
の
存
す

る
祭
場
の
模
様
は
、
あ
る
人
々
の
考
へ
て
ゐ
る
や
う
に
、
此
祭
り
特
有
の
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

諸
神
殺
戮
の
身
代
り
と
し
て
殺
し
た 

生  

物 

イ
キ
モ
ノ

を
、
当
体
の
神
の
御
覧
に
供
へ
る
と
い
ふ
処
に
犠
牲
の
本
意

が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
と
此
頃
で
は
考
へ
て
ゐ
る
。
人
身
御
供

ヒ
ト
ミ
ゴ
ク
ウ
を
以
て
字
面
其
儘
に
、
供
物
と
解

す
る
こ
と
は
勿
論
、
食
人
風
俗
の
存
在
し
て
ゐ
た
証
拠
に
す
る
こ
と
は
、
高
木
氏
の
や
う
な
極
端
に
右
の

風
習
の
存
在
を
否
定
す
る
者
で
な
い
我
々
も
、
早
計
だ
と
は
信
じ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
殺
す
べ
き
神
を
生
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し
て
お
い
て
、
人
な
り
動
物
な
り
を
以
て
此
に
代
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
天
梯
立
の
と
だ
え
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
、
従
来
親
愛
と
尊
敬
と
の
極
致
を
現
し
て
来
た
殺
戮
を
、
冒
涜
・
残
虐
と
考
へ
出
し
た
の
は
、

抑
既
に
神
人
交
感
の
阻
隔
し
は
じ
め
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

大
嘗
祭
に
於
け
る
神
と
人
と
の
境
は
、
間
一
髪
を
容
れ
な
い
程
な
の
に
も
係
ら
ず
、
単
に
神
と
神
の
御
裔
ミ
ス
ヱ

な
る
人
と
が
食
膳
を
共
に
す
る
に
止
ま
る
と
い
ふ
の
は
、
合
点
の
行
か
ぬ
話
で
あ
る
。
此
純
化
し
た
お
祭

り
を
持
つ
た
迄
に
は
、
語
り
脱オト
さ
れ
た
長
い
多
く
の
祖オヤ
た
ち
の
生
活
の
連
続
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

其
は
も
つ
と
神
に
近
い
感
情
発
表
の
形
式
を
も
つ
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
。
今
日
お
慈
悲
の
牢
獄
に
押
籠
め

ら
れ
た
神
々
は
、
神
性
を
拡
張
す
る
復
活
の
喜
び
を
失
う
て
了
は
れ
た
の
で
あ
る
。

神
の
在
処
ア
リ
カ
と
思
は
れ
る
物
が
、
神
其
物
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
其
物
が
小
さ
け

れ
ば
小
さ
い
程
、
神
性
の
充
実
し
た
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
て
来
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
依
代
は
固
よ
り
、
神

性
が
神
と
考
へ
ら
れ
ゝ
ば
こ
そ
、
舟
・
籰
・
臼
（
横
・
挽
）
、
あ
い
ぬ
の
か
む
い
せ
と
が
御
神
体
と
し
て

祀
ら
れ
る
訣
で
あ
る
。

ま
づ
、
供
物
を
容
れ
る
器
の
観
察
か
ら
導
い
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
。
折
敷
ヲ
シ
キ
と
行
器
と
の
く
つ
ゝ
い
た
や
う
な

三
方
の
類
は
大
し
て
古
い
も
の
で
は
な
く
、
木
葉
や
土
の
器
に
盛
つ
て
献
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
程
の
細
か
な
物

の
外
は
、
正
式
に
は
、
籠
を
用
ゐ
た
も
の
で
は
無
か
ら
う
か
。
延
喜
式
・
神
道
五
部
書
な
ど
に
見
え
た
輿コ
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籠シコ
（
又
は
輦
籠
コ
シ
コ
）
は
、
疑
ひ
も
な
く
供
へ
物
を
盛
つ
た
器
で
、
脚
或
は
口
を
以
て
数
へ
ら
れ
る
処
か
ら
見

る
と
、
台
の
助
け
を
俟
た
ず
に
、
ぢ﹅
か﹅
に﹅
据ス
ゑ
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
、
而
も
甕ミカ
・
壺ツボ
の
様
に
蓋
は
な

く
、
上
に
口
を
あ
い
て
ゐ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

処
が
又
、
こ
ゝ
に
毛
色
の
変
つ
た
一
類
の
籠
が
あ
る
。
其
は
火ホ
袁ヲ
理リ
命
の
目
無
堅
間

マ
ナ
シ
カ
タ
マ
・
熊
野
大
神
の
八 

ヤ
ツ
メ

目 

荒 

籠 

ノ
ア
ラ
コ

・ 
秋 
山 
下 

冰 

壮 

夫  
ア
キ
ヤ
マ
ノ
シ
タ
ビ
ヲ
ト
コ

の 

形  

代 

カ
タ
シ
ロ

を
容
れ
た
と
い
ふ
川
島
の
い
く
み
竹
の
荒
籠
な
ど
ぼ﹅
つ﹅
﹅〳

﹅〵

見
え
て
ゐ
る
の
が
其
で
、
ど
う
や
ら
供
物
容
れ
が
神
の
在
処
で
あ
つ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

増 

穂 

残 

口 

マ
ス
ホ
ザ
ン
コ
ウ

な
ど
を
驚
か
し
た
、
熊
野
の
水
葬
礼
に
沈
め
た
容
れ
物
は
、
実
は
竹
籠
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら

う
。
か
う
し
た
場
合
に
、
流
失
を
防
ぐ
の
に
一
番
便
利
な
籠
は
、
口
の
締
め
括
り
の
出
来
る
髯
籠
で
あ
つ

た
筈
で
あ
る
。
死
人
を
装
う
て
、
鰐
対
治
に
入
つ
て
行
か
れ
た
大
神
の
乗
物
が
、
長
く
熊
野
に
残
つ
て
ゐ

た
こ
と
は
、
物
忘
れ
せ
ぬ
田
舎
人
の
心
を
尊
ま
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。

籠
が
ほ
ゞ
神
の
在
処
な
る
こ
と
が
確
か
で
あ
り
、
同
時
に
供
物
の
容
れ
物
と
な
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
、
幸
に

誤
で
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
其
に
盛
ら
れ
た
犠
牲
は
供
物
で
あ
る
以
前
に
、
神
格
を
以
て
考
へ
ら
れ
た
こ
と

に
、
結
着
さ
せ
て
も
よ
か
ら
う
と
思
ふ
。
百
取
モ
ヽ
ト
り
の  
机  
代  

物  
ツ
ク
ヱ
シ
ロ
モ
ノ

を
置
き
足タラ
は
す
様
に
な
つ
た
の
は
、
遥

か
に
国
家
組
織
の
進
ん
だ
後
の
話
で
、
元
は
移
動
神
座
な
る
髯
籠
が
、
一
番
古
い
も
の
で
あ
つ
た
と
思
は

れ
る
。
一
歩
退
い
て
考
へ
て
見
て
も
、
神
の
形
代
な
る
犠
牲
が
向
上
す
れ
ば
神
と
な
り
、
堕
つ
れ
ば
供
物
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と
な
る
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
其
依
代
も
無
生
物
よ
り
は
、
生
き
物
を
以
て
す
る
こ
と
が
出
来
た
な

ら
、
尋
常
の
形
代
よ
り
も
更
に
多
く
の
効
果
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

偖さて
其
容
れ
物
な
る
籠
も
、
時
に
は
形
代
な
る
観
念
の
媒
介
を
得
て
、
神
格
を
附
与
せ
ら
れ
て
依
代
と
な
る

の
で
、
粉
河
の
髯
籠
・
木
津
の
ひ
げ
こ
、
或
は
幟
竿
の
先
に
附
け
ら
れ
る
籠
玉
は
、
此
意
味
に
於
て
、
其

原
始
的
の
用
途
を
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
か
の
大
嘗
会
の 

纛  

幡 

タ
ウ
バ
ン

の
竿
頭
の
飾
り
物
も
、
後
世
の

は
籠
を
地ヂ
と
し
て
黒
鳥
毛
を
垂
し
た
も
の
で
あ
る
。
執
念
深
い
連
絡
は
、
こ
ゝ
に
も
見
ら
れ
る
で
は
な
い

か
。
供
物
の
容
れ
物
が
贈
り
物
の
容
れ
物
と
な
る
こ
と
は
、
す
ぐ
納
得
の
行
く
こ
と
で
、
其
が
更
に
飾
り

物
に
な
る
事
も
さ
の
み
手
数
を
要
す
ま
い
。
私
の
考
へ
か
ら
言
へ
ば
、
大
矢
透
氏
が
幣
束
は
供
物
か
ら
出

た
も
の
で
あ
る
と
ば
か
り
解
せ
ら
れ
た
の
も
考
へ
も
の
で
あ
る
。
た
と
ひ
後
世
の
事
実
か
ら
帰
納
せ
ら
れ

た
と
は
言
へ
、
や
は
り
実
験
を
土
台
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
山
中
翁
の
幣
束
神
体
説
は
、
依
代
の
立
場
か
ら
見

れ
ば
尚
権
威
を
失
う
て
は
ゐ
な
い
。

必
、
神
の
依
代
に
奉
つ
た
の
が
最
初
で
、
漸
く
本
意
を
忘
れ
て
、
献
る
布
の
分
量
の
殖
え
て
来
る
に
従
う

て
、
専
ら
に
布
や
麻
を
献
上
す
る
為
の
も
の
と
考
へ
出
す
や
う
に
な
つ
た
の
が
、
絵
巻
物
の
世
界
の
幣
束

だ
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
同
じ
道
筋
を
通
る
平
安
朝
の
髯
籠
が
、
供
物
の
容
れ
物
か
ら
、
贈
答
の

器
に
な
つ
た
の
も
故
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
後
に
は
殆
ど
装
飾
物
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
。
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木
の
枝
に
髯
籠
を
つ
る
し
て
、
鳥
柴
ト
シ
バ
・  

作    

枝  

ツ
ク
リ
エ
ダ

と
同
様
に
さ
し
上
げ
て
道
行
く
人
は
、
今
日
も
絵
巻
物

の
上
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

五
月
サ
ツ
キ
の
邪
気
を
祓
う
た 

薬  

玉 

ク
ス
ダ
マ

は
、
万
葉
び
と
さ
へ
既
に
、 

続 

命 

縷 

シ
ヨ
ク
メ
イ
ル
と
し
て
の
用
途
の
外
に
、
装
飾
と

い
ふ
考
へ
も
混
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
此
飾
り
物
も
或
は
単
に
古
渡
コ
ワ
タ
り
の
舶
来
品
と
い
ふ
ば
か
り
で
な

く
、
髯
籠
の
形
が
融
合
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
六

面
白
い
の
は
宮ミヤ
咩メ
祭
り
の
有
様
で
あ
る
。
後
人
の
淫
祠
の
様
子
が
、
し
か
つ
め
ら
し
い
宮
中
に
、
著
し
く

紛
れ
込
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
其
柱
の
下
に
立
て
か
け
ら
れ
た
竹
の
枝
に
つ
け
た
繖
キ
ヌ
カ
サや
男
女
の
形
代
は
、

雛
祭
り
が
東
風
輸
入
で
あ
つ
た
こ
と
の
俤
を
遺
し
て
居
る
と
同
時
に
、
此
笹
が 

笠 

間 

神 

カ
サ
マ
ノ
カ
ミ
の
依
代
で
あ
る

事
を
示
す
も
の
で
、
枝
に
下サ
げ
ら
れ
た
繖
は
、
こ
ゝ
に
も
髯
籠
の
存
在
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
笹

と
同
じ
系
統
の
も
の
に
は
七
夕
竹
・
精
霊
棚
の
竹
、
小
に
し
て
は 

十 

日 

戎 

ト
ヲ
カ
エ
ビ
ス
の
笹
・
妙
義
の
繭
玉
・
目
黒

の
御
服
ゴ
フ
ク
の
餅
、
其
他
東
京
近
在
の
社
寺
か
ら
出
る
種
々
の  
作    

枝  
ツ
ク
リ
エ
ダ

は
皆
此
依
代
で
、
同
時
に 

霹 

靂 

木 

ヘ
キ
レ
キ
ボ
ク

の
用
に
供
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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こ
ゝ
で
暫
く 

餅  

花 

モ
チ
バ
ナ

の
話
に
低
徊
す
る
こ
と
を
許
し
て
貰
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
正
月
の
飾
り
物
な
る
餅
花
・

繭
玉
は
、
ど
う
か
す
る
と
春
を
待
つ
装
飾
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、
も
と
〳
〵
素
朴
な
鄙
の
手

ぶ
り
が
、
都
会
に
入
つ
て
本
意
を
失
う
た
も
の
で
、
実
は
一
年
間
の
農
村
行
事
を
予
め
祝
う
た
に
う
木
・

  

削    

掛  

ケ
ヅ
リ
カ
ケ

の
類
で
、
更
に
古
く
は 

祈  

年 

ト
シ
ゴ
ヒ

に
神
を
招
ぎ
降
す
依
代
で
あ
つ
た
も
の
ら
し
い
。
其
で
ま
づ
近

世
で
は
、
十
四
日
年
越
か
ら
は
正
月
に
か
け
て
、
飾
る
の
を
本
体
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

阪
本
氏
の
報
告
に
よ
る
と
、
信
州
上
伊
那
辺
の
道
祖
神
祭
り
に
、
竹
を
割
い
て
拵
へ
た
柳
の
枝
や
う
の
物

を
配
る
と
、
其
を
受
け
た
家
々
で
は
輪
な
り
に
わ
が
ね
て
、
家
根
に
投
げ
て
置
く
さ
う
で
あ
る
。
此
は
形

の
上
か
ら
見
て
も
、
一
目
に
吉
野
蔵
王
ザ
ワ
ウ
の
御
服
ゴ
フ
ク
の
餅
花
と
一
つ
も
の
だ
と
知
れ
る
が
「
ゑ
み
く
さ
」
に
見

え
た
佐
渡
の
ひ
げ
こ
の
や
う
に
、
焼
く
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
と
、
さ
う
し
た
左
義
長
風
な
意
味
を
持

た
ぬ
餅
花
の
類
と
の
間
を
行
く
も
の
で
、
両
方
へ
別
れ
て
行
つ
た
分
岐
点
を
記
念
す
る
や
う
に
見
え
る
。

大
き
な
も
の
な
ら
立
て
栄ハヤ
す
が
、
小
さ
な
も
の
は
家
根
に
上
げ
て
置
く
外
は
な
い
。
五
月
の
菖
蒲
も
此
で

あ
る
。
七
夕
或
は
盆
に
屋
上
に
上
げ
ら
れ
る
草
馬
に
も
、
同
じ
系
統
は
辿
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

此
竹
の
輪
の
大
き
な
の
で
、
屋
の
内
に
飾
ら
れ
た
の
は
、
餅
花
で
あ
る
。
一
体
餅
花
と
く
り
す
ま
す
・
つ

り
い
と
は
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
も
の
と
見
え
る
が
、
同
じ
信
州
松
本
地
方
の
も
の
づ
く
り
或
は
名   

ミ
ヤ
ウ

詮  

自  

性 

セ
ン
ジ
シ
ヤ
ウ

の
け
や
き
の
わ
か
ぎ
、
小
田
原
で
楢
の
木
に
な
ら
せ
る
団
子
の
木
、
岡
市
氏
の
報
告
せ
ら
れ
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た
北
河
内
の
餅
花
（
郷
土
研
究
三
の
一
）
な
ど
を
見
る
と
、
愈
其
類
似
点
が
明
ら
か
に
な
つ
て
来
る
。
も

の
づ
く
り
と
い
ふ
名
は
、
簡
易
な
祈
年
祭
り
の
依
代
な
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
常
陸
国
志
に
武

蔵
の
繭
玉
が
榎
の
枝
で
作
ら
れ
て
、
其
年
の
月
の
数
だ
け
の
枝
あ
る
木
を
用
ゐ
る
と
あ
る
を
思
ひ
合
せ
て

も
、
餅
花
・
繭
玉
は
農
桑
の
豊
作
を
祈
る
と
い
ふ
習
は
し
の
通
り
、
年
占
・
祈
年
に
神
を
迎
へ
る
為
な
る

事
は
疑
ひ
が
な
い
。
小
田
原
の
団
子
の
木
が
挽
臼
に
立
て
掛
け
ら
れ
る
の
も
、
依
代
と
神
座
と
の
関
係
を

示
し
て
ゐ
て
面
白
い
。
繭
玉
系
統
の
作
り
枝
が
社
寺
か
ら
出
さ
れ
る
の
は
、
依
代
に
宿
つ
た
分
霊
を
持
ち

帰
つ
て
祀
る
意
味
で
、
此
点
に
於
て
削
り
掛
け
・
ほ
い
た
け
棒
・
粟
穂
・
稲
穂
・
に
は
と
こ
・  

幸    

木  

サ
イ
ハ
ヒ
ギ

な
ど
も
皆
同
種
の
も
の
で
、
延
い
て
は
酉
の
市マチ
の
熊
手
も
、
御
服
の
餅
花
か
ら
菖
蒲
ア
ヤ
メ
団
子
と
反
対
に
向
い

て
、
大
き
く
な
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
同
じ
時
に
売
ら
れ
る 

五 

色 

餅 

ゴ
シ
キ
モ
チ

を
見
て
も
、
黙
会
せ
ら
れ
る
処

が
あ
る
。
古
今
伝
授
の
三
木
の
一
つ
な
る
、
め
ど
に
か
け
た
け
づ
り
ば
な
が
、
馬
道
メ
ダ
ウ
に
か
け
た
削
り
花
な

る
こ
と
は
、
削
り
掛
け
の
用
途
を
知
つ
て
ゐ
る
人
に
は
疑
ひ
が
な
い
筈
で
あ
る
。
其
「
花
の
木
に
あ
ら
ざ

ら
め
ど
も
咲
き
に
け
り
」
と
言
う
た
の
は
、
削
り
掛
け
の
一
種
に
接
骨
木

ニ
ハ
ト
コ

や
竹
に
さ
す
削
り
花
の
あ
る
其

ら
し
く
、
同
じ
糸
に
た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
る
物
に
は
、
楢
の
木
の
殺ソ
ぎ
口
を
丁
字
形
に
切
り
こ
ん
で
羊シ
歯ダ
の

葉
を
挿
し
、
田
端
の
畦ウネ
に
立
て
ら
れ
る
紀
伊
熊
野
川
沿
岸
の
正
月
の
立
て
物
（
名
知
ら
ず
）
が
あ
る
。
古

今
集
の
歌
は
、
か
う
し
た
榑クレ
や
丸
太
に
削
り
花
の
挿
さ
れ
た
物
に
、
興
味
を
持
つ
て
作
つ
た 

籠  

題 

コ
メ
ダ
イ

だ
つ
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た
の
で
あ
ら
う
。

亀
井
戸
の
鷽
替
ウ
ソ
カ
へ
の
鷽
は
、
形
の
上
か
ら
す
ぐ
さ
ま
合
点
の
行
く
様
に
、
神
前
に
供
へ
ら
れ
た
削
り
掛
け

の
依
代
を
、
奪
ひ
合
ふ 

年  

占 

ト
シ
ウ
ラ

の
一
種
な
の
で
あ
る
。

桃
の
節
供
の
雛
壇
の
あ
た
り
に
飾
る
因
幡
の
餅
花
を
見
て
も
、
儀
式
の
依
代
で
あ
つ
た
こ
と
は
信
じ
易
い

で
あ
ら
う
。
自
体
、
祈
年
祭
り
を
二
月
四
日
に
限
る
も
の
ゝ
様
に
考
へ
る
の
は
、
国
学
者
一
流
の
事
大
党

ば
か
り
の
事
で
、
農
村
で
は
田
畑
の
行
事
を
始
め
る
小
正
月
に
取
越
し
て
置
く
の
が
多
く
、
又
必
し
も
正

月
十
五
日
に
限
ら
ず
、
大
晦
日
・
節
分
な
ど
を
境
目
と
し
て
す
る
も
の
ら
し
い
。
祇
園
の
社
頭
に
に
う
木

に
似
た
削
り
掛
け
を
立
て
る
の
は
、
大
晦
日
の
夜
か
ら
元
朝
へ
か
け
て
の
神
事
で
は
な
い
か
。
一
体
大
晦

日
と
十
四
日
年
越
し
と
節
分
と
は
、
半
月
内
外
の
遅
速
が
あ
る
だ
け
で
、
考
へ
方
に
よ
つ
て
は
一
つ
物
と

思
は
れ
る
。
年
占
・
祈
年
・
左
義
長
・
鳥
追
ひ
・
道
祖
神
祭
・
厄
落
し
は
、
何ド
の
日
に
行
う
て
も
よ
い
わ

け
で
あ
る
。

と
に
か
く
竹
を
使
ふ
に
し
て
も
、
自
然
木
の
枝
を
用
ゐ
る
に
し
て
か
ら
が
、
皆
多
数
の
枝
を
要
素
と
し
て

ゐ
る
こ
と
は
、
髯
籠
の
髯
と
関
係
あ
る
ら
し
く
、
年
々
の
月
の
数
に
こ
じ
つ
け
た
の
は
、
素
朴
な
ぴ
た
ご

ら
す
宗
の
工
夫
の
痕
を
示
し
た
の
で
あ
ら
う
。
祇
園
の
削
り
掛
け
の
所
謂
卯
杖
ウ
ヅ
ヱ
が
十
二
本
で
あ
る
の
は
、

枝
沢
山
の
削
り
花
か
ら
、
に
う
木
に
歩
み
よ
る
道
す
ぢ
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
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平
瀬
麦
雨
氏
の
報
告
せ
ら
れ
た
信
州
松
本
の
田
植
ゑ
の
柳
（
郷
土
研
究
二
の
二
）
な
ど
も
や
は
り
此
類
で
、

傍
標
山
の
依
代
と
も
言
ふ
事
が
出
来
る
。
熊
野
新
宮
の
対
岸 

神  

内 

カ
ミ
ウ
チ

で
は
、
年
内
か
ら
、
墓
場
に
花
籠
と

称
す
る
髯
籠
を
立
て
ゝ
、
其
に
は
花
の
代
り
に
餅
を
つ
け
て
、
正
月
の
墓
飾
り
を
す
る
由
で
あ
る
。
此
は

師
走
シ
ハ
ス
晦
日
に
亡
者
を
呼
び
よ
せ
た
髯
籠
と
、
祈
年
の
依
代
と
の
融
合
し
た
も
の
ゝ
様
に
見
え
る
が
、
茲
に

も
多
く
の
枝
を
要
素
と
し
て
ゐ
る
事
が
知
れ
る
。
花
無
き
頃
の
間
に
合
ひ
の
作
り
花
の
、
立
て
が
ら
を
取

り
換
へ
る
手
数
の
省
け
る
処
か
ら
、
削
り
花
・
花
籠
・
餅
花
な
ど
は
、
一
年
を
通
じ
て
用
ゐ
ら
れ
る
様
に

な
つ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
依
代
の
立
て
場
所
に
就
て
、
話
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
機
会
に
逢
着
し
た
。
屋
内
に
飾
る
餅
花
は
、
家
で
一

番
表
立
つ
た
場
所
に
据
ゑ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
元
は
や
は
り
屋
外
に
立
て
ら
れ
た
も
の
が
、
取
り
込

ま
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
、
こ
ゝ
に
到
つ
て
装
飾
の
意
味
あ
ひ
が
、
愈
深
く
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
花
の

塔タフ
・ 

天 

道 

花 

テ
ン
タ
ウ
バ
ナ
な
ど
の
高
く
竿
頭
に
聳
え
て
ゐ
る
も
の
か
ら
、
屋
上
に
上
げ
ら
れ
る
菖
蒲
・
竹
の
輪
・
草

馬
に
到
る
ま
で
、
皆
神
或
は
精
霊
の
所
在
を
虚
空
に
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
中
陰
の
内
は
、
亡
魂
屋
の

棟
を
離
れ
ぬ
と
い
ふ
考
へ
も
、
又
屋
の
棟
を
ば
精
霊
の
よ
り
処
と
す
る
信
仰
も
、
皆
虚
空
に
放
散
し
て
ゐ

る
霊
魂
を
、
集
注
せ
し
め
る
依
代
な
る
基
礎
観
念
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
の
祖
先
ば
か
り
で
な
く
、

ど
う
や
ら
我
々
自
身
も
「
魄
」
の
存
在
を
認
め
て
ゐ
な
い
事
は
、
明
言
し
て
差
支
へ
が
な
い
ら
し
い
。
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七

と
も
あ
れ
、
山
で
は
自
然
の
喬
木
、
家
で
は
屋
根
・
物
干
台
、
野
原
で
は
塚
或
は
築
山
な
ど
の
上
に
、
柱

を
樹
て
ゝ
、
神
の
標シメ
さ
し
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
尚
其
ば
か
り
で
は
う
つ
か
り
見
外
さ
れ
る
虞
れ

の
あ
る
処
か
ら
、
特
別
の
工
夫
が
積
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
、
此
処
に
だ
し
の
話
の 

緒  

口 

イ
ト
グ
チ

は
つ
い
た
の
で
あ

る
。

だ
し
の
「
出
し
」
で
あ
る
事
は
殆
ど
疑
ひ
が
な
い
。
但
、
神
の
為
に
出
し
置
い
て
迎
へ
る
と
い
ふ
の
か
、

物
の
中
か
ら
抜
け
出
さ
せ
て
ゐ
る
か
ら
命ナヅ
け
ら
れ
た
の
か
は
少
し
明
ら
か
で
な
い
。
徳
島
の
端
午
に
作
る

や
ね
こ
じ
き
又
は
、
だ
し
と
言
は
れ
て
ゐ
る
作
り
物
は
、
江
戸
の
顔
見
世

カ
ホ
ミ
セ

の
と
う
ろ
う
な
る
屋
根
飾
り
と

同
様
に
、
屋
上
に
出
す
も
の
で
、
依
代
が
竿
頭
か
ら
屋
根
に
降
り
て
来
た
時
機
を
記
念
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
日
浜
松
近
傍
で
い
ふ
だ
し
は
、
各
地
の
祭
礼
・
地
蔵
盆
の
作
り
物
、
大
阪
西
横
堀
の
作
り
物
な
ど
ゝ
同

じ
物
を
謂
ふ
の
で
、
此
は
既
に
屋
内
ま
で
降
り
て
居
る
の
で
あ
る
。
此
は
依
代
の
本
意
を
忘
れ
る
と
共
に
、

大
規
模
の
作
り
物
を
立
て
る
に
足
る
広
い
平
面
を
要
し
た
か
ら
で
あ
る
。

同
類
の
変
形
は
、
大
阪
新
町
・
江
戸
新
吉
原
の
と
う
ろ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
実
際
真
の
燈
籠
を
見
せ
る
の
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で
は
な
く
て
、
顔
見
世
の
と
う
ろ
う
と
同
じ
く
、
盆
燈
籠
の
立
つ
頃
に
、
衆
人
に
公
開
し
た
作
り
物
に
過

ぎ
な
か
つ
た
の
で
、
更
に
佐
伯
燈
籠
に
到
つ
て
は
祭
礼
の
渡
御
の
前
に
行
く
人
形
で
あ
つ
た
。
名
義
の
起

り
は
稍
古
い
と
こ
ろ
に
在
る
。
私
は
此
を
室
町
の
頃
か
ら
行
は
れ
た
禁
裡
の
燈
籠
拝
見
の
忘
れ
が
た
み
と

見
る
べ
き
も
の
で
、
恋
・
無
常
の
差
は
あ
る
が
、
本
願
寺
の 

籠  

花 

カ
ゴ
バ
ナ

と
同
じ
血
脈
を
引
い
て
ゐ
て
、
等
し

く
神
・
精
霊
に
捧
げ
た
跡
を
あ
や
か
ら
せ
る
為
に
、
公
開
し
た
も
の
と
謂
ふ
べ
き
で
、
伊
勢
の
つ
と
入
り

な
ど
も
か
う
し
た
共
産
的
な
考
へ
か
ら
出
た
風
習
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
全
体
、  

池    

坊  

イ
ケ
ノ
バ
ウ

の
立
花
の
始
ま

り
は
、
七
夕
祭
り
に
あ
る
ら
し
い
事
は
、
江
家
次
第
の
追
儺
の
条
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
て
、
長 

崎 

宮 

日 

ナ
ガ
サ
キ
ク
ニ
チ

に
担
ぎ
出
さ
れ
る
傘
鉾
の
頭
の
飾
り
を
だ
し
も
の
と
い
ひ
、
木
津
の
だ
い
が
く
の
柱

頭
の
し
る
し
を
だ
し
と
言
う
て
ゐ
る
の
は
、
今
日
な
ほ
山ダ
車シ
の
語
原
を
手
繰
り
よ
せ
る
有
力
な
手
掛
り
で

あ
る
。
手
近
い
祇
園
御
霊
会
細
記
な
ど
を
見
て
も
、
江
戸
の
末
ま
で
も
此 

名  

所 

ナ
ド
コ
ロ

が
世
間
に
は
忘
ら
れ
て

ゐ
な
が
ら
、
山
・
鉾
に
縋
り
付
い
て
、
生
き
残
つ
て
ゐ
た
事
が
知
れ
る
。
同
書
に
は
「
鉾
頭
、
鉾
の
頂
上

な
り
、
だ
し
な
り
」
と
か
、
或
は
だ
し
花
な
ど
い
ふ
名
詞
を
書
き
残
し
て
ゐ
る
。

今
出
来
る
だ
け
古
く
だ
し
と
い
ふ
語
こ
と
ばを
あ
さ
つ
て
見
る
と
、
王
朝
の
い
だ
し
車
に
は
深
い
暗
示
が
含
ま
れ

て
ゐ
る
が
、
此
は
後
の
事
と
し
て
、
次
に
思
ひ
浮
べ
ら
れ
る
の
は
、
旗 

指  

物 

サ
シ
モ
ノ

の
竿
頭
の
飾
り
を
だ
し
と

言
う
た
こ
と
で
あ
る
。
嬉
遊
笑
覧
に
引
い
た 

雑   

兵   

物   

語  

ザ
フ
ヒ
ヤ
ウ
モ
ノ
ガ
タ
リ

の
帘
サ
カ
バ
ヤ
シの
だ
し
・
武
者
物
語
の
鹿
の
角
の
だ
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し
な
ど
は
、
決
し
て
珍
ら
し
い
事
で
は
な
い
。
い
ろ
〳
〵
の
旗
指
物
図
を
見
れ
ば
、
到
る
処
に
此
名
所
は

散
見
し
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
島
原
陣
諸
家
指
物
図
に
、
鍋
島
光
茂
の
馬
印
を
「
大
鳥
毛
・
だ
し
・
金
の
瓢
」
と
書
い
た
の
や
、

奥
羽
永
慶
軍
記
小
田
原
攻
め
の
条
に
出
る
岡
見
弾
正
の  

酒    

林  

サ
カ
バ
ヤ
シ

の
さ
し
物
な
ど
を
見
て
も
知
れ
る
。
尚

笑
覧
に
引
い
た
、
祐
信
の
三
つ
物
絵
尽
し
の
謎ナゾ
の
、
端
午
の
幟
の
だ
し
は
五
月
幟
の
竿
頭
の
飾
り
を
も
だ

し
と
言
う
て
ゐ
た
証
拠
で
あ
る
。

さ
て
此
様
に
、
竿
頭
の
依
代
か
ら
屋
上
の
作
り
物
、
屋
内
の
飾
り
人
形
或
は
旗
竿
尾
の
装
飾
に
ま
で
拡
が

つ
て
ゐ
る
だ
し
の
用
語
例
は
、
直
ち
に
、
江
戸
の
祭
り
の
山ダ
車シ
の
起
原
に
導
い
て
く
れ
る
。
山
王
・
神
田

の
氏
子
の
山
車
が
、
祇
園
の
山
鉾
を
似
せ
た
も
の
だ
と
謂
は
な
い
ま
で
も
、
本
家
・
分
家
の
間
柄
を
思
は

せ
る
だ
け
の
形
似
の
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

江
戸
で
は
屋
台
全
体
の
名
で
あ
つ
た
だ
し
が
、
京
都
・
長
崎
・
大
阪
木
津
な
ど
で
は
、
尚
部
分
の
名
称
と

し
て
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、
聡
明
な
読
者
に
は
ど
ち
ら
が
末
、
ど
ち
ら
が
本
と
言
ふ
考
へ
が
直
様
閃
め
い
て

来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
江
戸
の
山
車
は
旗
竿
の
頭
の
飾
り
物
が
非
常
な
発
達
を
し
た
為
に
、
其

儘
全
体
の
名
と
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
尾
芝
氏
も
言
は
れ
た
通
り
、
鉾
と
言
ふ
所
か
ら
一
々
柱
頭
に
剣

を
附
添
へ
た
祇
園
の
鉾
も
、
元
は
柱
の
名
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
山ダ
車シ
・
鉾
・
山
の
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関
係
は
、
次
の
図
に
示
す
様
な
も
の
で
あ
る
。
此
名
称
の
分
岐
点
は
、
各
部
分
の
特
徴
か
ら
分
化
し
て
来

た
も
の
な
る
事
は
、
改
め
て
説
明
す
る
迄
も
無
か
ら
う
。
室
町
時
代
に
出
来
た
尺 

素 

往 

来 

セ
キ
ソ
ワ
ウ
ラ
イ

に
、
既
に
鉾

と
山
と
が
列
べ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
此
山
或
は
鉾
に
同
化
せ
な
か
つ
た
前
の
江
戸
の
山
車

の
原
始
的
な
形
は
ど
う
い
ふ
物
で
あ
つ
た
ら
う
か
。
私
は
今
各
地
の
祭
り
に
ふ
ん
だ
ん
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ

る
剣ケン
ぼ
こ
の
類
か
ら
、
範
囲
を
狭
め
て
は
四
神
剣
の
観
察
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。 

百  

川 

モ
ヽ
カ
ハ

の
落
語

に
ひ
き
あ
ひ
に
出
る
四
神
剣
の
、
四
神
と
剣
と
は
、
実
は
別
物
で
あ
る
。
剣
は
普
通
の
剣
ぼ
こ
で
、
其
と

四
神
の
違
つ
て
ゐ
る
点
は
、
旗
竿
の
頭
の
黒
塗
り
の
折
敷
ヲ
シ
キ
様
の
も
の
に
四
神
の
像
を
据
ゑ
て
ゐ
る
点
で
、

下
に
は
い
づ
れ
も
錦
の
幢ハタ
を
垂
れ
て
ゐ
る
。
此
が
籰ワク
の
上
に
立
て
ら
れ
る
事
の
代
り
に
、
車
の
上
に
載
せ

る
や
う
に
な
れ
ば
、
竿
頭
の
だ
し
な
る
四
神
像
は
、
望
見
す
る
に
都
合
よ
く
廓
大
す
る
必
要
が
起
つ
て
来

る
の
で
、
そ
こ
に
四
神
像
に
止
ら
ず
、
祇
園
其
他
の
作
り
物
の
模
倣
が
割
り
込
ん
で
来
る
余
地
の
出
来
た

訣
で
、
現
に
大
正
の
大
典
に
輓ヒ
か
れ
た
麻
布
末
広
神
社
の
山
車
は
、
錦
の
日
月
幢
を
二
丈
余
り
の
三
段
の

  

空    

柱  

ウ
ツ
バ
シ
ラ

の
前
面
を
蔽
ふ
程
に
垂
れ
て
、
柱
の
末
の
を
し
き
様
の
も
の
に
、
水
干
を
着
て
御
幣
を
持
つ
た

猿
の
作
り
物
が
据
ゑ
て
あ
つ
た
。
大
体
に
山
の
手
の
山
車
は
、
老
人
の
話
を
綜
合
す
る
と
、
半
蔵
門
を
潜

る
必
要
上
、
下
町
の
物
よ
り
は
手
軽
な
拵
へ
で
あ
つ
た
ら
し
い
。

此
が
下
町
の
山
車
に
な
る
と
、
柱
の
存
在
な
ど
は
殆
ど
不
明
で
、
寧
祇
園
の
鉾
に
近チカ
づ
い
て
ゐ
る
が
、
多
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く
の
物
は
や
は
り
人
形
の
後
に
小
さ
く
、
日
月
幢
を
立
て
ゝ
俤
を
止
め
て
ゐ
る
。
此
想
像
が
幸
に
間
違
つ

て
ゐ
な
け
れ
ば
、
江
戸
の
山
車
は
旗
竿
の
大
き
く
な
つ
て
車
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
所
謂
依
代
が
勢
力

を
逞
し
く
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

諏
訪
の 
御 
舟 
祭 
オ
フ
ネ
マ
ツ

り
の
屋
台
は
恐
ら
く
、  

元    

三  

グ
ワ
ン
サ
ン

大
師
作
と
伝
へ
る
舟
謡
を
残
し
て
ゐ
る
ほ
ど
古
い
日

吉
山
王
の
御
舟
祭
り
と
同
様
、
水
上
渡
御
の
舟
を
移
動
神
座
な
る
籰
の
上
に
据
ゑ
た
も
の
ら
し
く
、
舁
く

べ
き
筈
の
物
を
輓
く
点
と
、
依
代
な
る
人
形
の
柱
に
関
係
の
な
い
点
は
他
の
祭
屋
台
と
違
つ
た
点
で
あ
る

が
、
江
戸
の
山
車
が
今
日
の
四
神
同
様
籰
の
上
に
立
て
ら
れ
、
其
に
車
を
つ
け
る
様
に
な
つ
た
と
い
ふ
道

筋
を
教
へ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

祇
園
の
方
で
も
、
名
こ
そ
違
へ
人
形
を
飾
る
事
は
一
つ
で
、
鉾
や
作
り
山
が
大
き
く
な
つ
た
為
に
、
だ
し

な
る
名
称
は
と
ら
な
か
つ
た
が
、
畢
竟
同
じ
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

さ
て
長
崎
宮
日
ク
ニ
チ
の
傘
鉾
の
だ
し
も
の
は
、
田
楽
師
の
藺
笠
の
飾
り
物
乃
至
獅
子
舞
・
手
古
舞

テ
コ
マ
ヒ

の
花
笠
と
一

つ
だ
と
い
ふ
と
、
不
審
を
立
て
る
人
も
あ
ら
う
が
、
ま
づ
聞
い
て
貰
ひ
た
い
。

祇
園
の
傘
鉾
に
も
四
条
西
洞
院
の
も
の
に
は
、
傘
の
上
に
花
瓶
を
据
ゑ
て
、
自
然
木
の
松
と
三
本
の
赤
幣

束
が
挿
し
て
あ
り
、
綾
小
路
や
室
町
の
も
の
も
傘
の
上
の
金
鶏
が
卵
を
踏
ん
で
ゐ
る
後
に
、
金
幣
が
二
本

立
て
ら
れ
て
ゐ
た
。
更
に
古
く
尺
素
往
来
の
所
謂 

大 

舎 

人 

オ
ホ
ト
ネ
リ

の  
鵲    

鉾  
カ
サ
ヽ
ギ
ホ
コ
は
実
は
異
本
に
あ
る
笠
鷺
鉾
の
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誤
り
で
あ
ら
う
と
言
ふ
事
は
、
武
蔵
総
社
の
田
植
ゑ
に
出
た
傘
鉾
に
だ
し
と
し
て
鷺
の
飾
り
の
附
け
ら
れ

て
ゐ
る
の
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

住
吉
踊
り
の
傘
鉾
に
も
幣
束
の
だ
し
の
附
い
た
の
が
ほ
ん
と
う
で
、
今
一
度
話
す
機
会
は
あ
る
が
、
踊
り

の
中
心
と
な
る
柱
が
多
く
傘
鉾
で
、
其
柄
の
端
に
は
、
花
な
り
偶
像
な
り
の
依
代
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。

前
に
述
べ
た
田
楽
師
が
す
ば
ら
し
い
花
藺
笠
を
被カヅ
く
の
も
、
元
よ
り
ま
し
で
あ
つ
た
事
を
暗
示
す
る
も
の

で
あ
ら
う
。
そ
ゝ
り
立
つ
柱
な
り
竿
な
り
の
先
の
依
代
な
る
だ
し
は
、
い
く
ら
柱
が
小
さ
く
な
つ
て
も
、

或
は
終
に
柱
を
失
う
て
、
と
ゞ
の
つ
ま
り
人
の
頭
に
載
る
様
に
な
つ
て
も
、
振
り
落
さ
れ
な
か
つ
た
の
で

あ
る
。

神
を
迎
へ
る
だ
し
行
燈
が
、
宵
宮
ヨ
ミ
ヤ
か
ら 
御 

輿 

送 
ミ
コ
シ
オ
ク

り
ま
で
立
て
ら
れ
た
の
は
、
最
理
窟
に
適
う
た
こ
と
で
、

た
ゞ
此
を
以
て
江
戸
の
山
車
の
起
原
と
想
像
し
た  

我    

衣  

ワ
ガ
コ
ロ
モ

の
説
は
、
成
程
笑
覧
の
否
定
し
た
様
に
、
考

へ
が
狭
過
ぎ
る
様
だ
が
、
祭
り
が
昼
を
主
と
す
る
様
に
な
つ
て
か
ら
、
だ
し
行
燈
が
装
飾
一
遍
と
な
つ
た

の
は
、
大
阪
の
祭
提
灯
と
同
じ
経
路
を
辿
つ
て
来
た
も
の
ら
し
い
。
四
尺
許
り
の
長
提
灯
を
貫
い
て
、
殆

ど
其
三
倍
の
長
さ
の
塗
り
物
の
竿
が
通
つ
て
ゐ
て
、
其
頭
に
は
鳥
毛
の
代
り
に
馬
の
尾
か
何
か
の
白
い
毛

を
垂
し
た
、
其
上
へ
更
に
千
成
瓢
箪
・
奔
馬
な
ど
の
形
の
附
い
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
其
を
宵
宮
に
は
担
カ
タ

げ
て
宮
に
参
詣
し
て
は
、
新
し
い
護
符
を
貼
り
か
へ
て
貰
つ
て
帰
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
持
ち
帰
る
と
家
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毎
に
表
へ
出
し
て
あ
る
、
四
方
こ
ろ
び
に
な
つ
た 

四  

脚 

ヨ
ツ
ア
シ

の
台
に
立
て
ゝ
置
い
た
の
で
あ
る
が
、
其
用
は

や
は
り
神
招
カ
ミ
ヲ
ぎ
の
依
代
と
し
て
、
天ア
降モ
り
ま
す
神
の
雲
路
を
照
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
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