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今
度
秋
田
県
北
秋
田
郡
荒
瀬
村
根
子
ネ
ツ
コ
と
い
ふ
山
の
中
の
村
か
ら
、
番
楽
と
い
ふ
も
の
が
来
る
。
番
楽
と
い

ふ
の
は
、
奥
州
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
る
の
で
、
多
く
此
字
を
あ
て
ゝ
ゐ
る
が
、
こ
の
字
が
当
る
か
ど
う

か
訣
ら
ぬ
。
何
か
の
参
考
に
な
る
様
な
お
話
を
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
東
北
の
芸
能

日
本
の
舞
踊
に
は
、
人
間
の
性
と
か
年
齢
と
か
に
よ
つ
て
異
る
と
い
ふ
規
則
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
老
人
の

舞
ひ
・
処
女
の
舞
ひ
・
青
年
の
舞
ひ
と
、
此
三
つ
が
、
祭
り
の
時
に
行
ふ
舞
踊
の
重
要
な
要
素
に
な
つ
て

ゐ
る
の
で
、
根
子
の
番
楽
は
、
青
年
の
舞
ひ
が
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
。
併
し
、
其
中
に
青
年
の
も
の
以
外

に
独
立
し
て
ゐ
る
舞
ひ
も
あ
る
や
う
だ
。
尤
、
或
部
分
は
青
年
が
す
る
が
、
元
か
ら
皆
青
年
が
し
た
と
は

言
へ
な
い
。

此
は
、
出
羽
奥
州
に
通
じ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
神
楽
系
統
の
芸
能
の
一
つ
で
あ
る
。
出
羽
奥
州
に
行
は
れ
て

ゐ
る
神
楽
と
い
ふ
も
の
は
、
果
し
て
正
確
に
、
我
々
の
考
へ
て
ゐ
る
神
楽
と
言
つ
て
い
ゝ
か
ど
う
か
は
問

題
だ
が
、
彼
方
で
は
、
凡
そ
神
楽
と
言
つ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
神
主
・
禰
宜
の
神
楽
と
、
山
伏
の
神
楽
と
に
、
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大
体
分
れ
て
ゐ
る
。
ひ
つ
く
る
め
て
言
へ
ば
神
楽
と
言
へ
る
が
、
地
方
に
よ
つ
て
、
名
が
変
り
、
同
時
に

分
裂
し
て
ゐ
て
、
其
地
方
特
有
の
祭
礼
の
歴
史
と
結
び
付
い
た
り
も
し
て
、
部
分
々
々
が
残
つ
て
ゐ
る
と

い
ふ
形
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
此
他
に
、
出
羽
奥
州
を
通
じ
て
、
別
系
の
も
の
が
無
か
つ
た

と
は
言
へ
な
い
。
別
系
の
も
の
が
あ
つ
た
の
が
、
大
き
な
神
楽
が
這
入
つ
て
来
た
為
に
、
其
中
に
取
り
込

ま
れ
て
了
う
た
、
と
見
た
方
が
い
ゝ
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
、
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
ら
う
。

東
北
の
神
楽
系
統
の
芸
能
で
、
番
楽
と
い
ふ
名
を
も
つ
て
ゐ
る
の
は
、
凡
そ
翁
・
三
番
叟
で
あ
る
ら
し
い
。

こ
ゝ
の
舞
ひ
に
は
、
裏
舞
ひ
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
其
に
対
し
て
、
元
の
も
の
を
表
オ
モ
テ舞
ひ
と
い
ふ
。
中
央

か
ら
西
に
か
け
て
、
古
い
芸
を
留
め
て
ゐ
る
も
の
が
、
も
ど
き
を
持
つ
て
ゐ
る
の
と
同
じ
だ
。
併
し
も
ど

き
よ
り
は
ま
う
一
層
形
の
き
ま
つ
た
も
の
で
、
も
ど
き
は
、
形
が
極
つ
て
も
即
興
的
な
意
味
を
も
つ
て
ゐ

る
が
、
裏
舞
ひ
と
な
る
と
、
表
舞
ひ
と
同
じ
く
固
定
し
て
了
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

不
思
議
な
こ
と
に
は
、
出
羽
奥
州
を
通
じ
て
、
部
分
々
々
に
、
偶
然
と
は
思
へ
ぬ
一
致
が
あ
る
。
殊
に
曲

目
に
於
い
て
著
し
い
。
今
度
来
る
番
楽
の
主
体
に
な
つ
て
ゐ
る
翁
・
三
番
叟
に
も
、
「
松
迎
へ
」
の
翁
と

い
ふ
裏
舞
ひ
が
く
つ
ゝ
い
て
ゐ
る
。
此
は
、
奥
州
の
に
も
段
々
あ
る
。
早
池
峯

ハ
ヤ
チ
ネ

系
統
の
神
楽
に
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
本
国
中
の
神
楽
、
或
は
其
他
の
神
事
舞
ひ
が
、
す
べ
て
翁
・
三
番
叟
で
統
一
さ
れ
た
。
其
と

同
じ
理
窟
で
、
此
等
の
も
の
が
翁
・
三
番
叟
を
も
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。
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能
楽
・
幸
若
舞
と
の
類
似
点

が
、
此
翁
・
三
番
叟
よ
り
も
主
な
処
は
、
若
い
衆
の
舞
ひ
だ
け
に
、
能
で
い
へ
ば
四
番
目
物
で
あ
る
現
在

物
と
、
殆
、
同
じ
様
な
も
の
が
沢
山
あ
る
。
此
が
、
こ
の
番
楽
の
本
態
の
や
う
に
見
え
る
。
此
ら
の
も
の

を
観
た
人
は
、
率
然
と
し
て
感
じ
る
だ
ら
う
。
此
は
、
能
楽
の
出
羽
奥
州
に
残
つ
た
変
型
だ
と
。
併
し
、

さ
う
感
じ
る
の
は
、
曲
の
内
容
だ
け
で
、
台
本
も
ち
が
へ
ば
、
所
作
に
到
つ
て
は
非
常
に
ち
が
ふ
。
何
の

通
ず
る
処
も
な
い
様
に
思
は
れ
る
。
が
、
今
の
能
楽
が
古
か
ら
あ
の
ま
ゝ
で
は
な
か
つ
た
筈
だ
。
能
の
台

本
即
、
謡
曲
が
変
化
し
て
来
て
ゐ
る
の
は
、
明
ら
か
な
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
台
本
が
ち
が
ふ
か
ら
両
者

が
没
交
渉
だ
と
い
ふ
理
窟
に
は
な
ら
な
い
し
、
所
作
の
ち
が
ふ
の
も
、
昔
の
能
楽
が
ど
ん
な
で
あ
つ
た
か
ゞ

訣
ら
な
い
以
上
、
番
楽
と
昔
の
能
楽
と
が
全
然
ち
が
つ
た
も
の
だ
と
い
ふ
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
と
に
か

く
現
在
の
能
楽
と
は
、
甚
し
く
ち
が
つ
て
ゐ
る
。

一
体
、
能
の
現
在
物
は
出
所
が
大
抵
極
つ
て
ゐ
る
。
大
体
、
幸
若
舞
ひ
か
ら
出
て
ゐ
る
の
だ
。
番
楽
の
台

本
は
非
常
に
断
篇
的
な
も
の
で
、
能
で
言
へ
ば
小
謡
み
た
い
な
部
分
、
或
は
仕
舞
に
関
係
し
て
ゐ
る
部
分

だ
け
、
と
言
つ
て
も
い
ゝ
位
、
断
篇
的
な
も
の
で
、
語
の
間
違
ひ
は
し
て
ゐ
る
が
、
非
常
に
要
領
を
得
た
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台
本
で
あ
る
。
此
は
、
奥
羽
の
神
楽
の
現
在
物
に
通
じ
て
の
こ
と
で
、
幸
若
の
文
句
と
全
く
同
じ
で
は
な

い
が
、
文
脈
は
似
て
ゐ
る
。

処
が
、
能
楽
と
の
関
係
を
さ
う
い
ふ
風
に
否
定
す
る
が
、
奥
州
の
神
楽
の
舞
ひ
の
源
と
思
は
れ
る
、
平
泉

の
延
年
舞
ひ
其
他
の
も
の
を
観
る
と
、
能
楽
と
大
分
似
て
ゐ
る
点
が
あ
る
。
能
の
謡
ひ
を
思
は
せ
る
も
の

も
あ
る
し
、
狂
言
の
或
種
の
も
の
に
近
付
い
た
と
思
は
れ
る
も
の
も
あ
る
。
併
し
、
平
泉
の
を
観
な
い
と
、

能
楽
と
の
関
係
が
切
れ
て
了
ふ
。
だ
か
ら
、
此
は
考
へ
方
に
よ
る
。
平
泉
の
毛
越
寺
で
行
つ
て
ゐ
る
延
年

舞
ひ
其
他
を
先
に
観
て
了
ふ
と
、
其
に
捉
は
れ
る
。
併
し
、
此
が
必
し
も
能
か
ら
出
て
ゐ
る
と
は
言
へ
な

い
。
恐
ら
く
後
に
、
能
楽
・
謡
曲
の
影
響
を
う
け
た
の
だ
ら
う
。
私
は
さ
う
思
ふ
。

　
　
　
　
　
鳥
海
山
を
め
ぐ
つ
て

私
は
前
に
か
う
思
つ
た
。
出
羽
の
鳥
海
山
は
人
眼
に
つ
く
山
だ
が
、
此
山
を
巡
つ
て
変
つ
た
芸
能
が
分
布

し
て
ゐ
る
。
ま
だ
西
南
の
部
分
は
訣
ら
な
い
が
、
他
に
は
飛
び
〳
〵
に
あ
る
や
う
だ
。
実
は
、
今
度
来
る

番
楽
の
先
の
候
補
　
　
今
春
日
本
青
年
館
に
来
た
秋
田
県
西
馬
音
内

ニ
シ
モ
ナ
イ

の
近
く
　
　
田
代
に
も
番
楽
が
あ
る

の
で
、
此
が
来
な
く
な
つ
て
荒
瀬
の
が
来
る
事
に
な
つ
た
。
其
田
代
が
恰
度
鳥
海
山
の
南
に
当
る
の
だ
。
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又
西
北
の
麓
に
は
、
ひ
や
ま
舞
ひ
が
あ
る
。
檜
山
と
あ
て
る
様
だ
が
、
此
は
必
、
ひ
や
ま
と
い
ふ
秋
田
辺

の
地
名
で
、
其
処
か
ら
移
つ
て
来
た
舞
ひ
だ
と
思
ふ
。
此
舞
ひ
が
、
思
ひ
が
け
な
く
我
々
を
興
奮
さ
せ
た
。

其
後
、
鳥
海
山
の
附
近
を
当
つ
て
み
る
と
、
此
に
似
た
舞
ひ
が
相
当
に
分
布
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
、
鳥
海

山
の
神
楽
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
た
。
が
、
其
は
大
分
当
て
違
ひ
で
、
実
は
、
も

つ
と
広
く
、
奥
州
出
羽
に
行
き
亘
つ
て
ゐ
て
、
恐
ら
く
は
奥
州
側
か
ら
来
た
と
思
は
れ
る
も
の
が
、
ず
つ

と
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
処
の
舞
ひ
も
が
其
要
素
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
に
な
る
。

今
度
来
る
番
楽
も
其
一
種
な
の
だ
。

　
　
　
　
　
青
年
の
舞
ひ

青
年
の
舞
ひ
と
い
ふ
も
の
は
、
青
年
が
、
神
事
の
中
心
に
な
つ
た
事
か
ら
起
つ
た
の
で
、
起
原
的
の
意
義

を
考
へ
る
と
、
成
年
戒
を
授
か
る
時
の
舞
ひ
で
あ
る
。
其
印
象
が
、
何
時
ま
で
も
残
つ
た
の
だ
。
か
う
い

ふ
芸
能
を
み
る
時
、
其
処
ま
で
溯
る
必
要
は
な
い
が
、
何
の
為
に
青
年
が
舞
ひ
の
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
か

と
い
ふ
点
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

ど
う
も
、
番
楽
其
他
、
奥
州
に
分
布
し
て
ゐ
る
神
楽
の
中
に
は
、
何
か
訣
ら
ぬ
が
、
昔
あ
つ
た
、
演
芸
種
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目
を
た
く
さ
ん
も
つ
た
芸
能
の
末
だ
と
い
ふ
感
を
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
ど
こ
か
、
統
一
が
あ
る
と
い

ふ
気
が
す
る
。
し
か
も
、
其
元
に
当
る
も
の
が
思
ひ
つ
か
れ
ぬ
の
だ
。
我
々
は
、
何
で
も
都
か
ら
行
つ
た

と
思
つ
て
ゐ
る
が
、
此
考
へ
は
、
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
間
違
つ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
曲
目
は
、
一
致

し
た
も
の
も
あ
る
が
、
無
い
の
も
あ
る
。
其
一
致
し
な
い
も
の
に
面
白
い
も
の
が
あ
る
が
、
何
か
ら
出
て

ゐ
る
の
か
、
ど
う
も
訣
ら
な
い
。
か
ど
〳
〵
の
類
似
を
集
め
れ
ば
、
其
は
あ
る
が
、
見
当
の
つ
か
な
い
も

の
が
多
い
。

さ
う
い
ふ
種
類
の
も
の
は
、
巫
女
舞
ひ
、
即
、
神ミ
子コ
舞
ひ
と
い
ふ
べ
き
も
の
に
多
い
。
東
北
地
方
の
神
楽

に
は
、
男
が
女
に
扮
す
る
場
合
が
多
い
。
我
々
か
ら
い
ふ
と
、
女
装
に
し
な
く
て
も
よ
い
場
合
に
も
し
て

ゐ
る
。
英
雄
に
近
い
男
性
を
現
す
場
合
に
も
、
女
性
に
扮
し
て
ゐ
る
。
女
形
と
い
ふ
も
の
ゝ
あ
つ
た
事
が

想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

田
楽
は
、
古
く
田
遊
び
（
稲
の
豊
作
を
祈
る
行
事
）
の
芸
能
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
も
、
今
尚
、
田
楽

と
称
し
な
が
ら
、
古
い
田
遊
び
時
代
の
俤
を
残
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
と
に
か
く
、
種
々
雑
多
な
田
遊
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び
田
楽
が
日
本
中
に
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
中
の
或
も
の
は
、
脇
芸
で
あ
る
猿
楽
が
非
常
な
発
達
を

示
し
た
。

田
楽
と
猿
楽
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
猿
と
い
ふ
の
は
、
水
の
神
だ
と
い
ふ
意
見
を
、
柳
田
国
男
先
生
が
出

さ
う
と
し
て
を
ら
れ
る
。
少
く
と
も
猿
に
似
て
ゐ
る
も
の
を
ば
水
の
精
霊
の
一
種
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
様
だ
。

水
の
精
霊
に
は
種
々
あ
る
が
、
そ
の
中
、
猿
に
類
似
し
た
も
の
が
一
番
有
勢
だ
つ
た
と
言
へ
る
。
猿
が
田

の
行
事
に
関
係
あ
る
こ
と
は
、
猿
聟
の
昔
話
等
に
依
つ
て
も
知
れ
よ
う
。
猿
楽
と
い
ふ
語
も
、
多
少
こ
れ

に
関
係
を
も
つ
て
ゐ
る
。
其
以
外
に
も
田
楽
に
は
、
猿
が
非
常
に
関
係
を
持
つ
て
ゐ
る
。

此
田
楽
の
重
要
な
曲
目
を
も
つ
て
独
立
し
た
の
が
猿
楽
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
猿
楽
は
段
々
盛
ん
に
な
り
、

田
楽
は
衰
へ
た
が
、
衰
へ
な
が
ら
も
保
た
れ
て
来
た
。
其
は
、
社
に
は
、
田
遊
び
・
神
遊
び
の
芸
能
が
必

要
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
社
又
は
寺
に
よ
つ
て
選
択
さ
れ
る
時
に
、
自
由
な
選
び
方
を
し
た
の
で
、
ど

こ
の
も
の
も
同
じ
と
い
ふ
事
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
必
然
的
な
理
由
も
あ
ら
う
が
、
偶
然
の
場

合
も
あ
つ
た
ら
う
。
殊
に
、
社
に
田
楽
の
残
つ
た
理
由
の
一
つ
は
、
幕
府
が
、
式
楽
に
幸
若
、
或
は
能
楽

を
選
ん
だ
の
で
、
諸
国
の
社
で
其
を
ま
ね
て
田
楽
を
選
ん
だ
の
だ
と
思
は
れ
る
。
或
は
、
も
つ
と
自
然
な

事
情
で
伝
つ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
ら
う
。
と
に
か
く
、
諸
処
の
田
楽
を
綜
合
し
て
、
は
じ
め
て
昔
の
形
が
訣

る
の
で
、
関
西
に
も
方
々
に
残
つ
て
ゐ
る
が
、
関
東
に
わ
り
あ
ひ
有
力
に
残
つ
て
ゐ
る
わ
け
は
、
式
楽
と
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い
ふ
考
へ
が
働
き
掛
け
た
の
だ
ら
う
。
関
東
で
は
、
元
の
日
光
の
田
楽
、
王
子
権
現
の
田
楽
、
浅
草
三
社

の
田
楽
が
代
表
的
な
も
の
だ
が
、
其
と
同
じ
様
に
名
高
い
田
楽
が
、
常
陸
国
久
慈
郡
金
砂
と
い
ふ
修
験
の

山
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
。
此
金
砂
山
は
、
ま
う
少
し
行
け
ば
、
磐
城
国
と
の
堺
に
接
し
た
処
な
の
で
（
今

は
大
分
離
れ
て
ゐ
る
が
）
、
常
陸
の
平
野
か
ら
見
れ
ば
、
常
陸
の
国
の
一
番
奥
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

そ
こ
に
、
修
験
の
大
き
な
根
拠
地
が
あ
つ
た
。
早
く
か
ら
東
西
に
分
れ
た
の
で
、
細
い
渓
谷
を
隔
て
ゝ
対

立
し
て
ゐ
る
。
一
体
、
修
験
の
山
は
分
離
し
易
い
。
叡
山
・
高
野
で
も
谷
々
に
分
れ
て
ゐ
る
様
に
、
よ
く

二
つ
に
分
れ
る
。

東
と
西
と
で
は
、
田
楽
の
種
目
が
大
分
ち
が
ふ
。
各
、
大
体
四
つ
づ
ゝ
あ
る
。
四
方
固
め
・
獅
子
舞
ひ
が

共
通
で
、
他
は
違
ふ
。
記
録
の
上
で
は
、
東
の
方
が
遅
れ
て
ゐ
る
。
東
で
は
、
初
春
に  

乱    

声  

ラ
ン
ジ
ヤ
ウ

と
い
ふ

事
を
行
ふ
。
鬼
と
猿
と
が
出
て
、
い
ろ
ん
な
動
作
を
す
る
ら
し
い
。
こ
の
乱
声
が
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
。

私
は
、
昭
和
七
年
に
西
金
砂
の
が 

水 

木 

浜 

ミ
ヅ
キ
ノ
ハ
マ
に
降
り
て
来
た
の
を
み
た
。
七
十
三
年
目
毎
に
行
は
れ
る
行

事
で
、
壺
に
這
入
つ
た
御
神
体
の
鮑
を
奉
じ
て
海
辺
に
来
る
の
で
あ
る
が
、
壺
の
水
の
入
れ
替
へ
か
、
御

神
体
そ
の
物
を
入
れ
か
へ
る
の
か
、
神
主
も
は
つ
き
り
と
言
は
な
い
。
東
西
、
数
日
を
隔
て
ゝ
、
水
木
浜

へ
神
幸
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
途
中
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
滞
在
し
て
、
そ
こ
で
も
田
楽
を
行
ふ
。
私
は
、

西
の
田
楽
だ
け
を
見
た
の
だ
が
、
見
て
ゐ
て
少
し
の
興
奮
も
起
ら
な
い
。
西
の
特
色
は
一
本
足
の
高
足
で
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あ
る
。
此
と
、
東
の
乱
声
と
が
両
者
の
特
徴
ら
し
い
。
尚
、
西
で
は
種
蒔
き
と
称
し
て
び
ん
ざ
ゝ
ら
を
摺

る
。

七
十
三
年
目
に
一
度
行
ふ
の
で
は
、
人
間
一
代
に
又
と
来
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
余
程
詳
し
い
記
録
が
な

け
れ
ば
記
憶
出
来
な
い
訣
で
あ
る
が
、
実
は
七
年
目
に
一
度
づ
ゝ
小
祭
を
行
ふ
の
で
、
大
体
記
憶
に
残
る
。

東
の
方
は
初
春
ご
と
に
繰
り
返
す
。

東
西
で
、
お
互
ひ
に
相
手
の
を
田
楽
で
は
な
い
と
い
ふ
が
、
特
殊
な
芸
能
を
区
劃
す
る
為
に
か
う
い
つ
て

ゐ
る
の
だ
ら
う
。
と
に
か
く
、
昔
か
ら
名
高
い
田
楽
で
あ
る
。
た
と
ひ
、
今
見
て
何
の
興
奮
も
感
じ
な
い

と
し
て
も
、
も
と
の
田
楽
の
形
を
再
現
す
る
為
に
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
を
見
て
、
あ
る
限
り
の
要
素
を

集
め
、
そ
こ
か
ら
不
純
な
点
を
取
り
去
つ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
さ
う
し
た
点
か
ら
い
つ
て
、
金
砂
の
田

楽
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
芸
術
的
価
値
は
あ
つ
て
も
な
く
て
も
、
芸
能
の
発
生
・
歴
史
を
考
へ
る
為
に

は
、
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。

東
金
砂
で
は
、
巫
女
舞
と
乱
声
と
を
主
と
し
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
よ
り
は
、
其
に
よ
つ
て
、
西
の
方
と
区
別

を
立
て
ゝ
ゐ
る
や
う
だ
。
西
は
、
そ
れ
の
な
い
事
を
誇
つ
て
ゐ
る
。

  

乱    

声  

ラ
ン
ジ
ヤ
ウ

と
い
ふ
の
は
、
鬼
と
沢
山
の
猿
と
が
出
て
来
る
。
猿
は
日
吉
山
王
の
廿
一
社
を
し
ん
ぼ
ら
い
ず

し
た
と
思
は
れ
る
。
つ
ま
り
此
は
、
山
伏
の
山
に
特
有
な
も
の
で
、
山
伏
の
山
の
春
の
行
事
に
は
、
必
、
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鬼
が
出
る
。
そ
の
鬼
と
、
権
現
さ
ま
に
関
係
の
深
い
猿
と
が
絡
ん
で
出
る
訣
だ
。

西
金
砂
の
方
で
は
、
其
に
当
る
も
の
が
、
種
蒔
き
で
あ
る
。
此
は
、
西
の
方
で
非
常
に
重
要
な
も
の
に
し

て
ゐ
る
の
で
、
此
あ
る
が
為
に
西
金
砂
の
田
楽
が
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
程
だ
。
観
て
面
白
く
も
何
と
も
な

い
も
の
だ
が
、
神
社
の
芸
能
は
、
興
奮
が
起
つ
て
来
れ
ば
芸
能
で
あ
る
が
、
興
奮
が
起
つ
て
来
な
け
れ
ば

只
の
行
事
に
過
ぎ
な
い
。
唯
、
其
時
に
、
古
く
か
ら
田
楽
に
伴
つ
て
ゐ
る
一
種
の
見
立
て
、
即
、
感
染
呪

術
（
か
ま
け
わ
ざ
）
を
や
つ
て
ゐ
る
。
び
ん
ざ
ゝ
ら
を
持
ち
出
し
て
種
を
蒔
く
形
を
す
る
の
で
あ
る
。

古
く
は
、
金
砂
の
田
楽
も
れ
ぱ
あ
と
り
い
を
沢
山
も
つ
て
ゐ
て
、
簓
を
摺
つ
て
種
々
の
事
を
や
つ
た
と
思

は
れ
る
が
、
今
は
固
定
し
切
つ
て
了
つ
て
ゐ
る
。
四
方
固
め
は
、
ど
ん
な
芸
能
で
も
、
日
本
式
の
芸
能
な

ら
必
、
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
要
素
で
あ
る
。
鬼
・
天
狗
・
巨
人
な
ど
が
出
て
、
四
方
或
は
五
方
を
踏
み
固
め

る
。
又
、
獅
子
舞
ひ
は
、
本
来
日
本
在
来
の
も
の
だ
が
、
今
は
外
来
要
素
の
方
が
、
寧
、
多
く
な
つ
て
ゐ

る
。
其
が
、
ど
ん
な
芸
能
に
も
割
り
込
ん
で
ゐ
る
。
此
等
の
も
の
は
、
古
い
田
楽
に
も
重
要
な
位
置
を
占

め
て
ゐ
た
ら
う
が
、
田
楽
の
本
格
的
の
も
の
で
は
な
い
。
衰
へ
た
や
う
な
形
に
な
つ
て
ゐ
る
高
足
や
種
蒔

き
の
方
に
重
大
な
意
味
が
あ
る
の
だ
。
極
簡
単
な
も
の
で
、
我
々
が
真
似
し
て
出
来
ぬ
こ
と
も
な
い
が
、

我
々
が
勝
手
に
や
る
の
と
、
形
式
的
で
も
田
舎
に
伝
つ
て
ゐ
る
の
と
で
は
、
意
義
が
ち
が
ふ
。
見
れ
ば
、

何
か
の
刺
戟
に
な
ら
う
。
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我
々
の
興
味
は
、
譬
へ
ば
、
ま
づ
、
田
楽
を
み
て
、
田
楽
に
対
す
る
或
基
礎
を
拵
へ
て
お
い
て
、
他
と
比

較
す
る
こ
と
だ
。
現
に
東
京
に
も
、
二
所
の
田
楽
が
あ
る
。
其
浅
草
三
社
・
王
子
の
も
の
と
見
較
べ
る
と
、

皆
異
つ
て
ゐ
る
。
其
を
寄
せ
集
め
て
み
る
と
、
原モト
の
形
が
出
て
来
る
と
思
は
れ
る
。

西
で
は
、
東
の
は
後
か
ら
出
来
た
の
で
、
田
楽
で
は
な
い
と
言
つ
て
ゐ
る
。
或
は
さ
う
か
も
知
れ
な
い
。

併
し
、
対
立
し
て
ゐ
る
社
と
か
山
と
か
で
は
、
互
ひ
に
排
斥
し
あ
ふ
の
が
常
だ
か
ら
、
見
な
い
限
り
は
訣

ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

実
の
と
こ
ろ
、
我
々
は
、
観
て
ほ﹅
う﹅
と
し
た
ゞ
け
で
、
何
の
感
じ
も
残
つ
て
ゐ
な
い
の
だ
が
、
ま
あ
、
一

言
だ
け
言
つ
て
置
か
う
。

恰
度
、
あ
の
二
つ
の
組
み
合
せ
が
、
民
俗
芸
能
の
歩
み
を
示
し
て
ゐ
る
と
思
う
た
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
信

仰
的
関
係
を
離
れ
切
ら
な
い
も
の
、
一
つ
は
其
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
た
も
の
、
と
い
ふ
事
が
見
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

で
、
田
楽
は
、
あ
ん
な
単
調
な
も
の
だ
が
、
あ
れ
で
か
な
り
発
達
し
た
も
の
な
の
だ
。
昔
の
祭
り
の
儀
礼
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か
ら
、
或
点
芸
能
化
し
て
、
か
な
り
発
達
し
た
形
が
固
定
し
て
、
其
が
段
々
崩
れ
て
あ
ゝ
い
ふ
形
に
な
つ

た
。
面
白
く
な
い
の
は
、
固
定
し
て
崩
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
又
、
元
の
形
そ
れ
自
身
が
ま
だ
そ

ん
な
に
進
ん
で
ゐ
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。

私
は
あ
の
後
、
柳
田
先
生
の
賀
の
祝
ひ
が
大
阪
で
も
あ
つ
て
行
つ
た
が
、
そ
の
時
、
私
の
少
年
時
代
か
ら

の
友
達
で
あ
る
京
大
の
西
田
が
、
丹
波
の
田
楽
を
三
所
も
活
動
写
真
に
撮
つ
た
の
を
映
し
て
説
明
し
て
く

れ
た
が
、
大
分
違
ふ
様
だ
。
西
田
君
の
説
明
で
は
、
田
楽
で
も
、
京
都
か
ら
出
た
の
と
、
京
を
経
過
し
て

ゐ
な
い
の
と
が
あ
る
。
丹
波
の
は
京
を
経
過
し
た
も
の
、
我
々
が
見
て
廻
つ
た
遠
州
の
田
遊
び
、
田
楽
は

京
を
経
過
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の
区
別
の
大
切
な
と
こ
ろ
を
よ
く
訊
か
な
か
つ
た
の
で
訣

ら
な
い
が
、
或
は
さ
う
い
ふ
事
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
に
は
、
ま
だ
田
楽
の
形
が
纏
つ
て
頭

に
這
入
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
前
号
で
も
言
う
た
様
に
、
田
楽
は
何
処
で
も
片
輪
に
な
つ
て
残
つ
て
ゐ

て
、
甚
し
い
の
は
、
元
の
田
遊
び
に
逆
戻
り
し
た
様
な
形
で
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
各

所
の
も
の
を
集
め
て
比
較
を
し
て
見
る
と
、
そ
の
全
貌
が
窺
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
ふ
が
、
し
か
し

そ
れ
と
て
も
、
田
楽
の
盛
り
で
あ
つ
た
時
代
以
後
の
附
加
が
必
あ
る
に
違
ひ
な
い
か
ら
、
さ
う
い
ふ
計
画

も
或
点
ま
で
危
険
で
あ
る
。
又
、
み
な
見
る
と
言
う
て
も
、
我
々
の
観
察
眼
は
不
正
確
で
あ
る
か
ら
、
ど

う
し
て
も
と
お
き
い
に
撮
る
必
要
が
あ
る
。
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此
間
の
田
楽
に
は
、
芸
能
的
な
部
分
が
殆
な
い
。
芸
能
的
な
と
言
へ
ば
、
一
本
足
の
高
足
　
　
あ
れ
は
一

足
と
い
ふ
も
の
だ
が
、
広
い
意
味
で
は
、
あ
れ
で
も
高
足
で
あ
る
　
　
に
乗
る
の
が
あ
る
。
あ
れ
は
曲
芸

を
と
り
入
れ
た
の
だ
が
、
田
楽
で
は
大
事
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
、
舞
踊
的
な
も
の
が
殆

な
い
。
田
楽
の
芸
能
化
と
は
舞
踊
化
し
た
事
で
あ
る
が
、
其
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
ゞ
、
西
の
田
楽
の
種﹅

蒔﹅
き﹅
を
蓮
葉
踊
り
と
い
う
て
ゐ
る
が
、
単
に
、
蓮
の
葉
の
様
な
笠
を
冠
る
か
ら
さ
う
い
ふ
ら
し
い
の
で
、

あ
れ
は
踊
り
と
い
ふ
よ
り
は
悠
長
に
歩
い
て
ゐ
る
の
で
、
其
を
種
蒔
き
と
い
ふ
田
の
行
事
で
解
釈
し
た
ゞ

け
で
あ
る
。
編
木
を
摺
つ
て
の
舞
ひ
の
技
巧
や
興
奮
が
な
く
な
つ
て
か
ら
、
そ
の
動
作
を
種
蒔
き
で
説
明

し
た
の
で
、
段
々
種
蒔
き
の
動
作
に
近
づ
い
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
。
で
、
か
う
い
ふ
風
に
考
へ
る
事
が
出

来
相
だ
。
つ
ま
り
、
あ
ゝ
い
ふ
、
種
蒔
き
か
何
か
訣
ら
ぬ
が
、
田
を
目
的
と
し
て
動
く
形
を
模
し
た
動
作

が
、
早
く
な
り
、
複
雑
に
な
つ
て
、
田
楽
の
舞
ひ
の
型
が
出
来
た
と
。
が
、
あ
れ
は
さ
う
で
は
な
い
。
一

体
、
田
楽
は
田
遊
び
だ
け
で
は
あ
ゝ
は
な
ら
な
か
つ
た
。
呪
師
の
芸
能
が
這
入
つ
て
あ
れ
だ
け
に
な
つ
た

の
だ
か
ら
、
我
々
は
、
も
つ
と
呪
師
の
内
容
を
調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
に
か
く
、
先
日
の
田
楽
で
、
田
楽
ら
し
い
と
、
我
々
普
通
の
知
識
で
言
へ
る
の
は
、
種
蒔
き
と
高
足
と

だ
け
で
、
他
の
種
目
は
忘
れ
て
し
ま
う
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

番
楽
の
方
に
も
、
信
仰
的
な
匂
ひ
が
あ
る
と
言
へ
ば
あ
る
。
譬
へ
ば
、
翁
系
統
の
も
の
が
あ
る
事
だ
。
番
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楽
と
い
ふ
語
の
意
味
は
訣
ら
な
い
が
、
翁
を
意
味
し
て
ゐ
る
と
も
見
ら
れ
、
又
、
あ
の
一
聯
の
舞
ひ
が
其

か
ら
延
び
て
来
た
と
も
見
ら
れ
る
の
で
、
さ
う
考
へ
れ
ば
、
愈
信
仰
的
な
匂
ひ
が
あ
る
訣
だ
が
、
舞
ひ
自

身
に
は
、
も
う
信
仰
の
形
が
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
単
に
、
翁
が
あ
る
か
ら
と
言
ふ
の
だ
つ
た
ら
、
歌
舞
妓

芝
居
に
だ
つ
て
あ
つ
た
。
詰
り
、
民
俗
芸
能
に
は
翁
・
三
番
叟
が
出
な
い
と
始
ま
ら
な
い
種
類
の
も
の
が

多
い
の
で
、
別
に
そ
ん
な
も
の
が
出
な
く
て
も
構
は
な
い
と
思
は
れ
る
社
々
の
神
楽
な
ど
に
も
相
当
に
翁

・
三
番
叟
か
ら
始
ま
る
も
の
が
あ
る
。
で
な
い
と
民
俗
芸
能
の
約
束
に
叛
く
と
思
う
て
容
れ
て
来
た
の
で

あ
る
。
で
、
あ
の
番
楽
は
、
翁
が
基
で
延
び
て
来
た
か
、
翁
が
後
に
這
入
つ
た
か
、
両
様
に
考
へ
ら
れ
る
。

私
達
の
既
に
考
へ
て
来
た
事
は
、
一
つ
の
も
の
が
次
第
に
形
を
崩
し
た
演
出
が
行
は
れ
た
。
其
が
翁
と
三

番
叟
と
の
関
係
で
、
更
に
其
が
形
を
変
へ
、
意
味
を
変
へ
て
演
出
さ
れ
た
、
と
見
ら
れ
る
の
で
、
大
体
は

さ
う
な
の
だ
が
、
個
々
何
時
で
も
さ
う
だ
と
は
言
へ
な
い
。
番
楽
も
、
さ
う
だ
と
言
へ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
先
、
さ
う
決
め
て
し
ま
は
な
い
方
が
本
道
だ
と
思
ふ
。
あ
の
中
に
は
、
番
楽
そ
の
も
の
に
関
係
の
な

い
新
し
い
要
素
が
這
入
つ
て
ゐ
る
。
譬
へ
ば
鐘﹅
巻﹅
き﹅
に
蛇
が
出
る
な
ど
は
、
元
か
ら
あ
つ
た
も
の
で
な
い

に
相
違
な
い
。
恐
ら
く
人
形
芝
居
の
真
似
で
あ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
風
に
し
て
後
か
ら
割
り
込
ん
で
来
た
も

の
が
あ
る
。
だ
が
、
此
は
西
角
井
君
の
領
分
だ
が
、
東
北
の
神
楽
系
統
の
も
の
に
は
出
入
り
が
激
し
く
て
、

含
ん
で
ゐ
る
も
の
・
ゐ
な
い
も
の
が
入
り
乱
れ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
大
体
、
漠
然
と
見
て
、
か
う
い
ふ
も
の
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が
這
入
つ
て
来
れ
ば
神
楽
と
い
ふ
気
が
す
る
と
い
つ
た
も
の
　
　
其
を
容
れ
な
い
と
芸
能
に
貫
目
が
著
か

な
い
と
で
も
考
へ
て
ゐ
さ
う
な
も
の
　
　
が
あ
る
様
だ
。

又
、
地
理
的
に
言
ふ
と
、
津
軽
領
と
南
部
領
と
、
津
軽
領
の
影
響
を
う
け
た
秋
田
と
、
此
二
つ
は
、
地
理

的
に
は
区
劃
が
あ
つ
て
、
は
つ
き
り
別
れ
て
ゐ
る
が
、
神
楽
に
限
つ
て
、
か
な
り
共
通
し
た
も
の
を
持
つ

て
ゐ
る
。
此
は
山
伏
の
神
楽
と
か
禰
宜
の
神
楽
と
か
い
ふ
事
を
土
台
に
し
て
言
ふ
事
は
出
来
な
い
。
ど
の

神
楽
か
訣
ら
な
い
が
、
自
由
に
南
部
領
と
津
軽
領
と
の
間
を
動
い
て
ゐ
た
事
が
言
へ
る
の
で
あ
る
。

更
に
注
意
す
べ
き
事
は
、
東
北
各
所
の
神
楽
系
統
の
も
の
が
、
若
、
古
い
昔
に
別
れ
て
ゐ
た
の
な
ら
、
台

本
に
も
つ
と
変
化
が
あ
る
べ
き
だ
が
、
台
本
が
何
れ
も
近
似
し
て
ゐ
る
。
此
動
き
が
比
較
的
近
代
で
、
そ

の
以
前
は
ど
こ
が
元
で
あ
つ
た
か
は
訣
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
或
地
で
永
く
保
た
れ
、
相
当
芸
能
の
価
値

を
持
つ
ま
で
に
進
ん
だ
も
の
が
、
或
時
期
に
諸
国
に
散
ら
ば
つ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

尚
、
あ
れ
を
見
て
感
じ
た
事
は
、
見
物
に
芸
能
を
感
じ
る
能
力
が
な
け
れ
ば
続
い
て
行
は
れ
な
か
つ
た
ら

う
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
る
事
だ
。
譬
へ
ば
、
蕨﹅
折﹅
り﹅
な
ど
は
、
あ
の
文
句
か
ら
女
の
所
作
を
観
照
す
る

だ
け
の
能
力
が
な
け
れ
ば
面
白
く
な
い
筈
だ
。
如
何
に
演
ず
る
人
が
主
要
な
も
の
だ
と
い
つ
て
繰
り
返
し

て
も
、
見
る
人
が
訣
ら
な
け
れ
ば
続
か
な
か
つ
た
ら
う
。
津
軽
領
・
南
部
領
の
人
達
に
も
、
あ
れ
を
観
照

す
る
能
力
が
あ
つ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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蕨﹅
折﹅
り﹅
は
以
前
に
も
見
た
が
、
何
を
し
て
ゐ
る
の
か
よ
く
訣
ら
な
い
点
が
あ
つ
た
が
、
此
間
の
で
よ
く
訣

つ
た
。
あ
ゝ
い
ふ
も
の
で
も
、
幾
つ
も
見
た
か
ら
解
釈
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
あ
の
台
本
で
あ
る
が
、
都
の
方
で
出
来
た
も
の
が
東
北
へ
持
ち
運
ば
れ
た
の
か
、
東
北
根
生
ひ
の

も
の
か
、
其
は
い
づ
れ
と
も
断
言
出
来
な
い
が
、
大
体
、
番
楽
そ
の
他
、
神
楽
系
統
の
も
の
が
、
含
ん
で

ゐ
る
も
の
に
よ
つ
て
、
此
は
ど
う
い
ふ
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
事
だ
け
は
見
当
が
つ
く
。
平
泉
の

方
へ
行
つ
て
見
る
と
、
能
楽
以
前
の
延﹅
年﹅
舞﹅
ひ﹅
も
形
式
化
し
て
残
つ
て
ゐ
る
。
能
楽
・
狂
言
の
影
響
を
う

け
て
、
又
原モト
へ
戻
つ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
一
方
、
平
泉
あ
た
り
で
、
能
楽
或
は
能
楽
以
外
の
古

い
も
の
に
添
う
て
発
達
し
た
も
の
、
其
と
は
何
の
関
係
も
な
く
出
来
た
も
の
、
な
ど
種
々
あ
つ
て
、
中
に

は
、
能
の
現
在
物
　
　
武
家
社
会
の
人
情
・
事
件
を
写
し
た
、
当
時
の
世
話
物
で
、
能
楽
に
於
け
る
幸
若

的
要
素
　
　
幸
若
は
能
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
現
在
物
に
な
つ
た
　
　
と
、
曲
目
も
、
其
に
通
じ
て
ゐ
る
感

情
も
殆
似
て
ゐ
る
も
の
が
少
く
な
い
が
、
し
か
し
、
其
に
よ
つ
て
直
に
、
古
く
幸
若
が
東
北
へ
這
入
つ
て

あ
ゝ
し
た
形
で
残
つ
た
と
は
断
言
出
来
な
い
。
根
子
の
番
楽
の
中
、
曾﹅
我﹅
や
鈴﹅
木﹅
三﹅
郎﹅
の
様
な
現
在
物
式

は
頗
る
乱
暴
で
、
改
良
剣
舞
の
様
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
東
北
の
芸
能
に
は
通
じ
て
あ
ゝ
し
た
要
素
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
此
を
直
に
能
楽
の
原
の
形
と
見
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
別
に
さ
う
し
た
系
統
の
も
の
が
あ

つ
た
の
だ
ら
う
。
あ
ま
り
に
能
楽
と
似
な
過
ぎ
る
。
台
本
も
違
ふ
。
勿
論
、
能
楽
も
昔
は
今
の
様
に
納
ま
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り
か
へ
つ
た
も
の
で
は
な
く
、
活
溌
な
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
さ
う
し
た
も
の
で
説
明
す
る
よ
り
も
、

能
楽
と
違
つ
た
も
の
ゝ
あ
つ
た
事
を
考
へ
て
見
る
の
が
本
道
だ
と
思
ふ
。

と
に
か
く
、
こ
の
間
の
大
会
は
、
日
本
の
芸
能
に
ど
こ
ま
で
も
つ
き
纏
う
て
ゐ
る
要
素
　
　
念
仏
　
　
を

避
け
て
や
つ
た
訣
だ
。
事
実
、
念
仏
要
素
は
、
大
抵
の
舞
踊
・
歌
謡
に
這
入
つ
て
ゐ
る
の
で
、
陰
惨
な
気

持
ち
が
さ
せ
ら
れ
る
が
、
此
度
は
そ
れ
が
な
か
つ
た
。
そ
の
点
も
の
足
り
な
か
つ
た
が
、
い
つ
に
な
く
陰

鬱
な
気
持
ち
か
ら
解
放
さ
れ
て
非
常
に
よ
か
つ
た
。
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