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再
び
世
に
送
る
言
葉

　
日
本
は
伝
説
の
驚
く
ほ
ど
多
い
国
で
あ
り
ま
す
。
以
前
は
そ
れ
を
よ
く
覚

え
て
い
て
、
話
し
て
聴
か
せ
よ
う
と
す
る
人
が
ど
の
土
地
に
も
、
五
人
も
十

人
も
有
り
ま
し
た
。
た
だ
近
頃
は
他
に
色
々
の
新
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
が
始
ま
っ
て
、
よ
ろ
こ
ん
で
斯こ
う
い
う
話
を
聴
く
者
が
少
な
く
な
っ
た

為
に
、
次
第
に
思
い
出
す
折
が
無
く
、
忘
れ
た
り
ま
ち
が
え
た
り
し
て
行
く

の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
惜
む
の
余
り
、
先
ず
読
書
の
す
き
な
若
い
人

た
ち
の
為
に
、
こ
の
本
を
書
い
て
見
ま
し
た
。
伝
説
は
斯
う
い
う
も
の
、
こ

ん
な
風
に
し
て
昔
か
ら
、
伝
わ
っ
て
居
た
も
の
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
本
を
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読
ん
で
始
め
て
知
っ
た
と
、
言
っ
て
来
て
く
れ
た
人
も
幾
人
か
あ
り
ま
す
。

　
日
本
に
伝
説
の
数
が
其その
様
に
多
い
の
な
ら
、
も
っ
と
後
か
ら
後
か
ら
別
な

話
を
、
書
い
て
行
っ
た
ら
ど
う
か
と
勧
め
て
下
さ
る
方
も
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
が
私
に
は
中
々
出
来
な
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
な
言
い
伝
え
を
、
た
だ
沢

山
に
並
べ
て
見
た
だ
け
で
は
、
面
白
い
読
み
も
の
に
は
な
り
に
く
い
上
に
、

わ
け
を
き
か
れ
た
場
合
に
そ
れ
に
答
え
る
用
意
が
、
私
に
は
ま
だ
と
と
の
わ

ぬ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
伝
説
が
日
本
国
中
、
そ
こ
に
も
こ
こ
に
も
散

ら
ば
っ
て
居
て
、
皆
自
分
の
と
こ
ろ
で
は
本
当
に
あ
っ
た
事
の
よ
う
に
思
っ

て
居
る
と
い
う
の
は
、
全
く
不
思
議
な
又
面
白
い
こ
と
で
、
何
か
是これ
に
は
隠

れ
た
理
由
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
実
は
ま
だ
明
か
に
な
っ
て
居
ら
ぬ
の

で
す
。
私
と
同
様
に
何
と
か
し
て
之これ
を
知
ろ
う
と
す
る
人
が
、
続
い
て
何
人
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も
出
て
来
て
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
学
問
上
の
好
奇
心
を
植

え
つ
け
る
為
に
は
、
よ
っ
ぽ
ど
か
わ
っ
た
珍
ら
し
い
話
題
を
、
掲
げ
て
置
く

必
要
が
あ
る
の
で
、
そ
う
い
う
話
題
が
ち
ょ
っ
と
得
に
く
い
の
で
あ
り
ま
す
。

  

白  

米  
城  

は
く
ま
い
じ
ょ
う

の
話
と
い
う
の
を
、
今
私
は
整
理
し
か
か
っ
て
居
り
ま
す
。
十

三
塚
の
伝
説
も
遠
か
ら
ず
ま
と
め
て
見
た
い
と
思
っ
て
居
ま
す
が
、
斯
う
い

う
の
が
果
し
て
若
い
読
者
た
ち
の
、
熱
心
な
疑
い
を
誘
う
こ
と
が
出
来
る
か

ど
う
か
。
と
に
か
く
に
こ
の
本
の
中
に
書
い
た
よ
う
な
単
純
で
し
か
も
色
彩

の
鮮
か
な
話
は
、
そ
う
多
く
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
最
近
に
私
は
「
伝
説
」
と
い
う
小
さ
な
本
を
又
一
つ
書
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
主
と
し
て
理
論
の
方
面
か
ら
、
日
本
に
伝
説
の
栄
え
成
長
し
た
路
筋
を
考

え
て
見
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
が
、
曽かつ
て
若
い
頃
に
こ
の
「
日
本
の
伝
説
」

5



を
読
ん
で
、
半
分
で
も
三
分
の
一
で
も
記
憶
し
て
居
て
下
さ
る
人
で
あ
っ
た

ら
、
興
味
は
恐
ら
く
や
や
深
め
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
け
て

も
こ
の
第
一
の
本
が
、
今
少
し
く
平
易
に
又
力
強
く
、
事
実
を
読
む
人
の
心

に
残
し
て
行
く
こ
と
の
出
来
る
文
章
だ
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
に
と
、
考
え
ず
に

は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
今
度
は
友
人
た
ち
と
相
談
を
し
て
、
又
よ
ほ

ど
話
し
方
を
変
え
て
見
ま
し
た
。
日
本
の
文
章
は
、
一
般
に
や
や
耳
馴
れ
な

い
む
つ
か
し
い
言
葉
を
今
ま
で
は
使
い
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
伝
説
な

ど
の
如
く
久
し
い
間
、
口
の
言
葉
で
ば
か
り
伝
わ
っ
て
居
た
も
の
に
は
ど
う

し
て
も
別
の
書
き
現
わ
し
方
が
入
用
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
用
意
も
ま
だ

私
に
は
欠
け
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
。
新
に
こ
の
本
を
見
る
諸
君
に
、
そ
の

点
も
合
せ
て
注
意
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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昭
和
十
五
年
十
一
月
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は
し
が
き

　
伝
説
と
昔
話
と
は
ど
う
違
う
か
。
そ
れ
に
答
え
る
な
ら
ば
、
昔
話
は
動
物

の
如
く
、
伝
説
は
植
物
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
話
は
方
々
を
飛
び

あ
る
く
か
ら
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
同
じ
姿
を
見
か
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、

伝
説
は
あ
る
一
つ
の
土
地
に
根
を
生
や
し
て
い
て
、
そ
う
し
て
常
に
成
長
し

て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
雀
や 
頬  
白 
ほ
お
じ
ろ

は
皆
同
じ
顔
を
し
て
い
ま
す
が
、
梅

や
椿
は
一
本
々
々
に
枝
振
り
が
変
っ
て
い
る
の
で
、
見
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

可
愛
い
昔
話
の
小
鳥
は
、
多
く
は
伝
説
の
森
、 

草  

叢 
く
さ
む
ら

の
中
で
巣
立
ち
ま
す

が
、
同
時
に
香
り
の
高
い
い
ろ
い
ろ
の
伝
説
の
種
子
や
花
粉
を
、
遠
く
ま
で
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運
ん
で
い
る
の
も
か
れ
等
で
あ
り
ま
す
。
自
然
を
愛
す
る
人
た
ち
は
、
常
に

こ
の
二
つ
の
種
類
の
昔
の
、
配
合
と
調
和
と
を
面
白
が
り
ま
す
が
、
学
問
は

こ
れ
を
二
つ
に
分
け
て
、
考
え
て
見
よ
う
と
す
る
の
が
始
め
で
あ
り
ま
す
。

　
諸
君
の
村
の
広
場
や
学
校
の
庭
が
、
今
は
空
地
に
な
っ
て
、
な
ん
の
伝
説

の
花
も
咲
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
悲
し
む
こ
と
は
不
必
要
で
あ
り
ま

す
。
も
と
は
そ
こ
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
い
い
伝
え
が
、
茂
り
栄
え
て
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
同
じ
日
本
の
一
つ
の
島
の
中
で
あ
る
か
ら
に

は
、
形
は
少
し
ず
つ
違
っ
て
も
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
と
同
じ
種
類
の
植
物
し
か
、

生
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
の
標
本
の
た
だ

二
つ
三
つ
を
、
集
め
て
来
て
諸
君
に
見
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
植
物
に
は
そ
れ
を
養
う
て
大
き
く
強
く
す
る
力
が
、
隠
れ
て
こ
の
国
の
土
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と
水
と
、
日
の
光
と
の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
歴
史
は
ち
ょ
う
ど
こ
れ

を
利
用
し
て
、
栽
培
す
る
農
業
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
歴
史
の
耕
地
が
整
頓

し
て
行
け
ば
、
伝
説
の
野
山
の
狭
く
な
る
の
も
当
り
前
で
あ
り
ま
す
。
し
か

も
日
本
の
家
の
数
は
千
五
百
万
、
家
々
の
昔
は
三
千
年
も
あ
っ
て
、
ま
だ
そ

の
片
端
の
ほ
ん
の
少
し
だ
け
が
、
歴
史
に
ひ
ら
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
に
春
は
野
に
行
き
、
藪やぶ
に
は
い
っ
て
、
木
の
芽
や
草
の
花
の
名
を
問

う
よ
う
な
心
持
ち
を
も
っ
て
、
散
ら
ば
っ
て
い
る
伝
説
を
比
べ
て
見
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
小
さ
な
人
た
ち
は
、
た
だ
面
白
い
お
話
の
と
こ
ろ
だ
け
を
読
ん

で
お
置
き
に
な
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
伝
説
の
一
つ
の
木
の
中
で
、

ち
ょ
う
ど
昔
話
の
小
鳥
が
来
て
と
ま
る
枝
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
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は
地
方
の
伝
説
を
な
る
た
け
有
名
に
す
る
た
め
に
、
詳
し
く
土
地
の
名
を
書

い
て
置
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
皆
さ
ん
が
後
に
今
一
度
読
ん
で
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
少
し
ば
か
り
の
説
明
を
加
え
て
置
き
ま
し
た
。

　
　
昭
和
四
年
の
春
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咳せき
の
お
ば
様

　
昔
は
東
京
に
も
、
た
く
さ
ん
の
珍
し
い
伝
説
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

皆
さ
ん
に
少
し
は
関
係
の
あ
る
よ
う
な
お
話
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　 

本  

所 

ほ
ん
じ
ょ

の 

原 

庭 
町 

は
ら
に
わ
ま
ち
の 
証 

顕 

寺 
し
ょ
う
け
ん
じ
と
い
う
寺
の
横
町
に
は
、
二
尺
ば
か
り

の
お
婆
さ
ん
の
石
の
像
が
あ
っ
て
、
小
さ
な
人
た
ち
が
咳
が
出
て
困
る
時
に
、

こ
の
お
婆
さ
ん
に
頼
む
と
直じき
に
治
る
と
い
い
ま
し
た
。
大
き
な
石
の
笠
を
か

ぶ
っ
た
ま
ま
、
し
ゃ
が
ん
で
両
方
の
手
で
顎あご
を
さ
さ
え
、
鬼
見
た
よ
う
な
こ

わ
い
顔
を
し
て
に
ら
ん
で
い
ま
し
た
が
、
い
つ
も
桃
色
の
胸
当
て
を
し
て
い

た
の
は
、
治
っ
た
お
礼
に
人
が
進
上
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
子
供
た
ち
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は
、
こ
れ
を
咳
の
お
ば
様
と
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。

　
百
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
江
戸
に
は
ま
だ
方
々
に
、
こ
の
石
の
お
ば
様
が
あ

っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
築
地
つ
き
じ
二
丁
目
の  

稲
葉
対
馬
守  

い
な
ば
つ
し
ま
の
か
み
と
い
う
大
名
の
中

屋
敷
に
も
、
有
名
な
咳
の
婆
さ
ん
が
あ
っ
て
、
百
日
咳
な
ど
で
難
儀
を
す
る

児
童
の
親
は
、
そ
っ
と
門
番
に
頼
ん
で
、
こ
の
御
屋
敷
の
内
へ
そ
の
石
を
拝

み
に
は
い
り
ま
し
た
。
も
と
は
老
女
の
形
に
よ
く
似
た
二
尺
余
り
の
天
然
の

石
だ
っ
た
と
も
い
い
ま
す
が
、
い
つ
の
頃
よ
り
か
、
ち
ゃ
ん
と
彫
刻
し
た
石

の
像
に
な
っ
て
、
し
か
も
爺
さ
ん
の
像
と
二
つ
揃そろ
っ
て
い
ま
し
た
。
婆
さ
ん

の
方
は
幾
分
か
柔
和
で
小
さ
く
、
爺
さ
ん
は
大
き
く
て
恐
ろ
し
い
顔
を
し
て

い
た
そ
う
で
す
が
、
お
か
し
い
こ
と
に
は
、
両
人
は
甚
だ
仲
が
悪
く
、
一
つ

所
に
置
く
と
、
き
っ
と
爺
さ
ん
の
方
が
倒
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
、
少
し
引
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き
離
し
て
別
々
に
し
て
あ
り
ま
し
た
。
咳
の
願
掛
け
に
行
く
人
は
、
必
ず
豆

や  
霰    

餅  
あ
ら
れ
も
ち

の
炒い
り
物
を
持
参
し
て
、
煎せん
じ
茶
と
共
に
こ
れ
を
両
方
の
石
の

像
に
供
え
ま
し
た
。
そ
う
し
て
最
も
よ
く
き
く
頼
み
方
は
、
始
め
に
婆
様
に

咳
を
治
し
て
下
さ
い
と
一
通
り
頼
ん
で
お
い
て
、
次
ぎ
に
爺
様
の
と
こ
ろ
へ

行
っ
て
こ
う
い
う
の
だ
そ
う
で
す
。
お
じ
い
さ
ん
、
今
あ
ち
ら
で
咳
の
病
気

の
こ
と
を
頼
ん
で
来
ま
し
た
が
、
ど
う
も
婆
ど
の
の
手
際
で
は 

覚  

束 

お
ぼ
つ
か

な
い
。

何
分
御
前
様
に
も
よ
ろ
し
く
願
い
ま
す
と
い
っ
て
帰
る
。
そ
う
す
る
と
殊
に

早
く
全
快
す
る
と
い
う
評
判
で
あ
り
ま
し
た
。
（
十
方
庵
遊
歴
雑
記
五
編
）

　
こ
の
仲
の
よ
く
な
い
爺
婆
の
石
像
は
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
暫
し
ば
らく
ど
こ

へ
行
っ
た
か
行
く
方
不
明
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
隅
田
す
み
だ
川
東
の 

牛  

う
し
じ

島 ま
の 

弘 

福 

寺 

こ
う
ふ
く
じ

へ
引
っ
越
し
て
い
る
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。
こ
の
寺
は
稲
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葉
家
の 

菩 

提 

所 

ぼ
だ
い
し
ょ

で
、
築
地
の
屋
敷
が
な
く
な
っ
た
か
ら
、
こ
こ
へ
持
っ
て

行
っ
た
の
で
し
た
が
、
も
う
そ
の
時
に
は
喧
嘩
け
ん
か
な
ど
は
し
な
い
よ
う
に
な
っ

て
二
人
仲
よ
く
並
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
咳
の
婆
様
と
い
う

名
前
も
人
が
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
誰
が
い
い
出
し
た
も
の
か
、
腰
か
ら
下しも
の

病
気
を
治
し
て
く
れ
る
と
い
っ
て
、
頼
み
に
来
る
者
が
多
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
う
し
て
お
礼
に
は
履
き
物
を
持
っ
て
来
て
上
げ
る
と
よ
い
と
い
う
こ

と
で
、
像
の
前
に
は
い
ろ
い
ろ
の
草
履
な
ど
が
納
め
て
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

（
土
俗
談
語
）

　
食
べ
物
を
進
上
し
て
口
の
病
を
治
し
て
貰
っ
た
婆
様
に
、
後
に
は
足
の
病

気
を
頼
み
、
お
礼
に
履
き
物
を
贈
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
面
白

い
間
違
い
だ
と
思
い
ま
す
が
、
広
島
市
の 

空  
鞘  
八  

幡 

そ
ら
ざ
や
は
ち
ま
ん

と
い
う
お
社
の
脇
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に
あ
る 

道 

祖 

神 

さ
え
の
か
み

の
ほ﹅
こ﹅
ら﹅
に
は
、
子
供
の
咳
の
病
が
治
る
よ
う
に
、
願
掛

け
に
来
る
人
が
多
く
、
そ
の
お
供
え
物
は
、
い
ず
れ
も
馬
の
沓くつ
で
あ
っ
た
そ

う
で
す
（ 
碌  

々 
ろ
く
ろ
く

雑
話
）
。
道
祖
神
は
道
の
神
ま
た
旅
行
の
神
で
、
そ
の
上

に
非
常
に
子
供
の
す
き
な
神
様
で
あ
り
ま
し
た
。
昔
は
村
中
の
子
供
は
、
皆

こ
の
神
の
氏
子
で
あ
り
ま
し
た
。
馬
に
乗
っ
て
方
々
の
お
産
の
あ
る
家
を
訪

ね
て
来
て
、
生
れ
た
子
の
運
勢
を
き
め
る
の
は
、
こ
の
神
様
だ
と
い
う
昔
話

も
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
子
供
を
可
愛
が
る
為
に
、
馬
の
沓
の
入
り
用
で

あ
っ
た
神
な
の
で
あ
り
ま
す
。
路
を
通
る
人
が
馬
の
沓
や
草
鞋
わ
ら
じ
を
上
げ
て
行

く
神
は
ど
こ
に
行
っ
て
も
あ
り
ま
す
が
、
今
で
は
名
前
が
い
ろ
い
ろ
に
か
わ

り
、
ま
た
土
地
に
よ
っ
て
話
も
少
し
ず
つ
違
っ
て
居
ま
す
。
咳
の
お
ば
様
な

ど
も
、
も
し
か
す
る
と
こ
の
道
祖
神
の
御
親
類
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
こ
れ
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か
ら
皆
さ
ん
と
共
に
私
は
少
し
考
え
て
見
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
咳
の
お
ば
様
の
石
は
東
京
だ
け
で
な
く
、
元
は
他
の
県
に
も
そ
ち
こ
ち
に

あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば 

川  

越 

か
わ
ご
え

の 

広 

済 

寺 

こ
う
さ
い
じ

と
い
う
お
寺
の
中
に
も
、
し﹅
や﹅

ぶ﹅
ぎ﹅
ば﹅
ば﹅
の
石
塔
が
あ
っ
て
、
咳
で
難
儀
を
す
る
の
で
お
参
り
に
来
る
人
が

た
く
さ
ん
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
今
で
は
そ
の
石
が
ど
れ
だ
か
、
も
う
わ

か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
し﹅
わ﹅
ぶ﹅
き﹅
は
古
い
言
葉
で
、
咳
の
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
（
入
間
い
る
ま
郡
誌
。
埼
玉
県
川
越
市
喜
多
町
）

　
甲
州
八
田
は
っ
た
と
い
う
村
に
あ
る
し﹅
わ﹅
ぶ﹅
き﹅
婆
は
、
二
貫
目
ば
か
り
の
三
角
な

石
で
、
こ
れ
に
は
炒
り
胡ご
麻ま
と
お
茶
と
を
供
え
て
、
小
児
が
風
を
ひ
い
た
時

に
祈
り
ま
し
た
。
も
と
は
行
き
倒
れ
の
旅
の
老
女
を
埋
め
た
墓
印
の
石
で
、

や
た
ら
に
動
か
す
と
祟たた
り
が
あ
る
と
い
っ
て
お
そ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
（
日
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本
風
俗
志
中
巻
。
山
梨
県
中
巨
摩

な
か
こ
ま

郡 

百  

田 

ひ
ゃ
く
た

村
上
八
田
組
）

　
上
総
か
ず
さ
の 

俵  

田 

た
わ
ら
だ

と
い
う
村
の 

姥  

神 

う
ば
が
み

様
は
、
近
頃
で
は
子
守
神
社
と
い
っ

て
小
さ
な
お
宮
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
あ
る
尊
い
御
方
の
乳
母
が

京
都
か
ら
来
て
、
咳
の
病
で
亡
く
な
っ
た
の
を
葬
っ
た
と
こ
ろ
と
い
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
咳
の
病
に
願
掛
け
を
す
れ
ば
治
し
て
く
れ
る
と
い
う

こ
と
で
、
土
地
の
人
は
甘
酒
を
持
っ
て
来
て
供
え
ま
し
た
。
そ
う
し
て
頼
む

と
必
ず
よ
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
（
上
総
国
誌
稿
。
千
葉
県
君

津
郡
小
櫃
こ
ひ
つ
村
俵
田
字
姥
神
台
）

　
姥
神
は
ま
た
子
安
こ
や
す
様
と
も
い
っ
て
、
最
初
か
ら
子
供
の
お
好
き
な
路
傍
の

神
様
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
に
変
っ
て
来
て
、
後
に
は
乳
母
を

神
に
祀まつ
っ
た
も
の
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
自
分
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
咳
で
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苦
し
ん
だ
か
ら
、
お
察
し
が
あ
っ
て
子
供
た
ち
の
百
日
咳
も
、
頼
む
と
す
ぐ

に
救
う
て
も
ら
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
信
ず
る
人
が
多
く
な
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　 

下  

総 

し
も
う
さ

の
臼
井
う
す
い
の
町
で
も
、 

城  

趾 

し
ろ
あ
と

か
ら
少
し
東
南
に
離
れ
た
田
の
中
に
、

お﹅
た﹅
つ﹅
様
と
い
う
石
の
小
さ
な
ほ﹅
こ﹅
ら﹅
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
村
の
人
た
ち

が
麦
こ
が
し
と
お
茶
と
を
上
げ
て
、
咳
の
出
る
病
を
祈
っ
て
お
り
ま
し
た
。

臼
井
の
町
の
伝
説
で
は
、
お﹅
た﹅
つ﹅
様
は
昔  

臼
井
竹
若
丸  

う
す
い
た
け
わ
か
ま
る
と
い
う
幼
い
殿
様

の
乳
母
で
あ
り
ま
し
た
。
志 
津 
胤 
氏 

し
づ
の
た
ね
う
じ

と
い
う
者
が
臼
井
の
城
を
攻
め
落
し

た
時
に
、
お﹅
た﹅
つ﹅
は
か
い
が
い
し
く
若
君
を
助
け
て
遁のが
れ
さ
せ
、
自
分
は
こ

の
あ
た
り
の
沼
の 

蘆  

原 

あ
し
は
ら

の
中
に
隠
れ
て
い
ま
し
た
。
追
手
の
軍
勢
が
少
し

も
知
ら
ず
に
、
沼
の
側
を
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
の
に
、
あ
い
に
く
咳
が
出
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た
の
で
見
つ
か
っ
て
、
乳
母
の
お﹅
た﹅
つ﹅
は
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ

が
恨
み
の
種
で
あ
る
ゆ
え
に
、
死
ん
で
後
ま
で
も
咳
を
す
る
子
供
を
見
る
と
、

治
し
て
や
ら
ず
に
は
お
ら
れ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
と
、
土
地
の
人
た
ち
も
考
え
て

い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
麦
こ
が
し
は
炒い
り
麦
を
は
た
い
て
作
っ
た
粉
で
あ

っ
て
、
皆
さ
ん
も
御
承
知
の
と
お
り
、
食
べ
る
と
よ
く
咳
が
出
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
食
べ
て
今
一
度
、
咳
の
出
る
苦
し
さ
を
思
い
出
し
て
下
さ

い
と
い
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
見
え
て
、
近
頃
で
は
焼
き  

蕃    

椒  

と
う
が
ら
し

を
供
え

る
人
さ
え
あ
る
と
い
う
話
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
お
茶
を
添
え
る
の
は
、

こ﹅
が﹅
し﹅
に
む
せ
た
時
に
茶
を
飲
む
と
、
そ
れ
で
咳
が
鎮
ま
る
か
ら
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
（
利
根
川
図
誌
等
。
千
葉
県
印
旛
い
ん
ば
郡
臼
井
町
臼
井
）

　
し
か
し
東
京
な
ど
の
咳
の
お
ば
様
は
、
別
に
そ
う
い
う
来
歴
が
な
く
て
も
、
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や
は
り
頼
む
と
子
供
の
百
日
咳
を
治
し
て
く
れ
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
こ
の

伝
説
は
後
で
出
来
た
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
築
地
の
稲
葉
家
の
屋
敷
の
咳

の
爺
婆
は
、
以
前
は
小
田
原
か
ら
箱
根
へ
行
く
路
の
、  

風    

祭  

か
ざ
ま
つ
り

と
い
う
と

こ
ろ
の
路
傍
に
あ
っ
た
の
を
、
江
戸
へ
持
っ
て
来
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。 

風  
外 

ふ
う
が
い

と
い
う
僧
が
、
庵
い
お
りを
作
っ
て
そ
こ
に
住
み
、
後
に
出
て

行
く
時
に
残
し
て
置
い
た
の
で
、
お
お
か
た
風
外
の
父
母
の
像
で
あ
ろ
う
と

い
い
ま
し
た
が
（
相
中
襍
志
ざ
っ
し
）
、
親
の
像
を
残
し
て
去
る
者
も
な
い
わ
け
で

す
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
も
道
の
神
の
二
つ
石
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

山
の
峠
や
橋
の
袂
た
も
と、
ま
た
は
風
祭
の
よ
う
に
道
路
の
両
方
か
ら
丘
の
迫
っ
た

と
こ
ろ
に
は
、
よ
く
男
女
の
石
の
神
が
祀
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
箱
根
か
ら
熱あ

海たみ
の
方
へ
越
え
る
日
金
ひ
が
ね
の
頂
上
な
ど
に
も
、
お
そ
ろ
し
い
顔
を
し
た
石
の
像

21



が
二
つ
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
を
閻
魔
え
ん
ま
さ
ま
、
そ
の
一
つ
を
三
途
河

そ
う
ず
か

の
婆
様
だ

と
い
い
ま
し
た
。
路
を
行
く
人
が
銭
を
紙
に
包
ん
で
、
わ
ん
と
開
い
た
口
の

中
へ
、
入
れ
て
行
く
者
も
あ
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
そ
こ
で
は
ま
だ
咳
の
病

を
、
祈
る
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。

　
浅
草
に
は
今
か
ら
四
十
年
ほ
ど
前
ま
で
、
姥うば
が
淵ふち
と
い
う
池
が
小
さ
く
な

っ
て
残
っ
て
い
て
、
一
つ
家
石
の
枕
の 

物  

凄 

も
の
す
ご

い
昔
話
が
、
語
り
伝
え
ら
れ

て
お
り
ま
し
た
。
浅
草
の
観
音
様
が
美
し
い
少
年
に
化
け
て
、
鬼
婆
の
家
に

来
て
一
夜
の
宿
を
借
り
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
石
の
枕
を
石
の
槌つち
で
撃
っ
て
、

誤
っ
て
か
わ
い
い
一
人
娘
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
に

婆
は
こ
の
池
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
。
姥
が
淵
と
い
う
名
も
そ
れ
か
ら
起
っ

た
な
ど
と
い
い
ま
し
た
が
、
こ
の
池
で
も
や
は
り
子
供
の
咳
の
病
を
、
祈
る
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と
必
ず
治
る
と
信
じ
て
い
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
竹
の
筒
に
酒
を
入

れ
て
、
岸
の
木
の
枝
に
掛
け
て
供
え
る
と
、
ま
も
な
く
全
快
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
か
ら
、
姥
神
も
、
も
と
は
や
は
り
子
供
を
ま
も
っ
て
下
さ
る
神
で
あ

っ
た
の
で
す
。
（
江
戸
名
所
記
）

　
何
か
必
ず
わ
け
の
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
姥
神
は
た
い
て
い
水
の
畔
ほ
と
り

に
祀
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
臼
井
の
お
た
つ
様
の
よ
う
に
、
水
の
中
で

死
ん
だ
女
の
霊
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
説
明
す
る
話
が
多
く
な
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
静
岡
の
市
か
ら
少
し
東
、
東
海
道
の
松
並
木
か
ら
四
五

十
間
北
へ
は
い
っ
た
と
こ
ろ
に
も
、
有
名
な
一
つ
の
姥
が
池
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
旅
人
が
池
の
岸
に
来
て
「
姥
甲か
斐い
な
い
」
と
大
き
な
声
で
呼
ぶ
と
、

忽
た
ち
まち
池
の
水
が
湧わ
き
あ
が
る
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
「
甲
斐
な
い
」
と
い
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う
の
は
、
今
日
の
言
葉
で
、
「
だ
め
だ
な
あ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
昔
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
や
は
り

そ
の
中
に
も
咳
の
病
の
こ
と
を
い
う
者
が
あ
り
ま
す
。
駿 

国 

雑 

志 

す
ん
こ
く
ざ
っ
し

と
い
う

書
物
に
載
せ
て
い
る
話
は
、
昔
あ
る
家
の
乳
母
が
主
人
の
子
を
抱
い
て
こ
の

池
の
傍そば
に
来
た
時
に
、
そ
の
子
供
が
咳
を
し
て
大
そ
う
苦
し
が
る
の
で
、
水

を
く
ん
で
飲
ま
せ
よ
う
と
思
っ
て
、
下
に
置
い
て
ち
ょ
っ
と
目
を
放
す
と
、

そ
の
間
に
子
供
は
苦
し
み
の
あ
ま
り
、
転
げ
て
池
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
っ

た
。
乳
母
も
親
た
ち
に
申
し
わ
け
が
な
く
て
、
続
い
て
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
。

そ
れ
だ
か
ら
「
姥
甲
斐
な
い
」
と
い
う
と
く
や
し
が
り
、
ま
た
願
掛
け
を
す

る
と
咳
が
治
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
う
ば
は
金
谷
か
な
や
長

者
と
い
う
大
家
の
乳
人
め
の
と
で
、
若
君
の
咳
の
病
が
な
お
る
よ
う
に
、
こ
の
家
の
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傍
の
石
の
地
蔵
様
に
祈
り
、
わ
が
身
を
投
げ
て
主
人
の
稚
児
の
命
に
代
っ
た
、

そ
れ
で
そ
の
子
の
咳
が
治
っ
た
ば
か
り
か
、
後
々
い
つ
ま
で
も
こ
の
病
に
か

か
る
者
を
、
救
う
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
伝
説
は
も

と
も
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
聴
く
た
び
に
少
し
ず
つ
話
が
変
っ
て
い
る
の
が
普

通
で
す
が
、
と
に
か
く
に
こ
の
池
の
そ
ば
に
は
咳
の
姥
神
が
祀
っ
て
あ
り
、

あ
る
時
代
に
は
そ
れ
が
石
の
地
蔵
様
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
地
蔵
様
も
道
の
神
で
、
ま
た
非
常
に
子
供
の
す
き
な
御
方
で
あ
り

ま
し
た
。
（
安
倍
郡
誌
。
静
岡
県
清
水
市
入
江
町
元
追
分
）

　
姥
神
が
も
と
子
安
様
と
同
じ
神
で
、
常
に
子
供
の
安
全
を
守
り
た
も
う
神

で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
後
々
は
咳
の
病
ば
か
り
を
、
治
し
て
下
さ
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
何
か
こ
れ
に
は
思
い
違
い
が
あ
っ
た
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の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
て
見
よ
う
と
し
た
人
も
あ
り
ま
し
た
。

上
総
国
の
南
の
端
に
関
と
い
う
村
が
あ
っ
て
、
以
前
そ
こ
に
は
高
さ
約
五
尺
、

周
囲
二
十
八
尺
ば
か
り
、
形
は
八
角
で
上
に
穴
の
あ
る
石
が
二
つ
あ
り
ま
し

た
。
大
昔
こ
の
村
に
関
所
の
門
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
そ
の
土
台
の
石
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
土
地
の
人
は
関
の
お﹅
ば﹅
石
と
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
お﹅
ば﹅

石
は
御
場
石
と
書
く
の
が
よ
い
と
い
う
者
も
あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
ほ
ん

と
う
は
姥
石
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
ち
か
ご
ろ
道
普
請
の
た
め
に
二
つ
あ
る
石

の
一
方
を
取
り
除の
け
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
村
内
に
悪
い
こ
と
ば
か
り
が

続
く
の
で
、
ま
た
代
り
の
石
を
見
つ
け
て
南
手
の
岡
の
上
に
す
え
て
、
こ
れ

を
姥
神
と
い
っ
て
祀
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
も
と
の
地
に
残
っ
て
い
る
方

の
一
つ
の
石
も
、
姥
石
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
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う
し
て
他
の
地
方
に
あ
る
神
石
と
同
様
に
、
こ
の
百
年
ほ
ど
の
間
に
重
さ
が

倍
に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
し
た
。
（
上
総
町
村
誌
。
千
葉
県
君
津
郡

関
村
関
）

　
咳﹅
の﹅
お﹅
ば﹅
様
は
実
は
関
の
姥
神
で
あ
っ
た
の
を
、
せ﹅
き﹅
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
人
が
咳
の
病
ば
か
り
に
、
祈
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
を
、

 

行  

智  

法  

印 

ぎ
ょ
う
ち
ほ
う
い
ん

と
い
う
江
戸
の
学
者
が
、
も
う
百
年
余
り
も
前
に
述
べ
て
い

ま
す
が
（
甲
子
夜
話

か
つ
し
や
わ

六
十
三
）
、
こ
の
人
は
上
総
の
関
村
に
、
お﹅
ば﹅
石
が
あ

る
こ
と
な
ど
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
関
の
姥
神
は
も
ち
ろ
ん
、

上
総
と
安あ
房わ
と
の
堺
さ
か
いば
か
り
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
番
有
名
な

も
の
は
京
都
か
ら
近
江
お
う
み
へ
越
え
る 

逢  
阪 

お
う
さ
か

の
関
に
、 

百 

歳 

堂 

も
も
と
せ
ど
う
と
い
っ
て
あ

っ
た
の
も
姥
神
ら
し
い
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
後
に
は
関 

寺 

小 

町 

せ
き
で
ら
こ
ま
ち

と
い
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っ
て
、
小
野
小
町
が
年
を
取
っ
て
か
ら
こ
こ
に
い
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
今

の
木
像
は
短
冊
と
筆
と
を
手
に
持
っ
た
老
女
の
姿
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
以

前
は
こ
れ
も
も
っ
と
お
そ
ろ
し
い
顔
を
し
た
石
の
像
で
あ
り
、
そ
の
前
は
た

だ
の
天
然
の
石
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
せ﹅
き﹅
は
す
な
わ
ち
塞せ
き
留
め

る
意
味
で
、
道
祖
神
の
さ﹅
え﹅
も
同
じ
こ
と
だ
、
と
行
智
法
印
な
ど
は
い
っ
て

お
り
ま
す
。
い
か
に
も
関
東
地
方
の
道
祖
神
に
は
、
石
に
男
と
女
の
像
を
彫

刻
し
た
も
の
が
多
く
、
姥
石
の
方
に
も
実
は
爺
石
と
二
つ
並
ん
だ
も
の
が
、

も
と
は
た
く
さ
ん
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
人
が
婆
様
ば
か
り
を
大
切

に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
二
つ
の
石
は
だ
ん
だ
ん
仲
が
悪
く
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
は
閻
魔
さ
ま
の
信
仰
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
三
途
河
の
婆
様

の
木
像
を
方
々
の
お
寺
に
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
一
つ
の
原
因
で
あ
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っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
お
寺
で
は
こ
の
こ
わ
い
顔
を
し
た
婆
の
こ
と
を
、

奪
衣
婆

だ
つ
え
ば

と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
地
獄
の
途
中
の
三
途
河
と
い
う
川
の
岸
に
関

を
す
え
て
、
こ
の
世
か
ら
行
く
悪
い 

亡  

者 

も
う
じ
ゃ

の
、
衣
類
を
剥は
ぎ
取
る
と
い
う

の
で
有
名
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。    

仏 

説 

地 

蔵 

菩 

薩 

発 

心 

因 

縁 

十 

王 

ぶ
っ
せ
つ
じ
ぞ
う
ぼ
さ
つ
ほ
っ
し
ん
い
ん
ね
ん
じ
ゅ
う
お
う
き

経    

ょ
う

と
い
う
日
本
で
つ
く
っ
た
御
経
に
、
こ
の
事
が
詳
し
く
書
い
て
あ
り
ま

し
て
、
そ
れ
を
見
る
と
奪
衣
婆
も
決
し
て
後
家
で
は
な
い
の
で
す
。 

懸 

衣 

け
ん
え
お

翁 う
と
い
う
の
が
そ
の
爺
の
方
の
名
で
あ
り
ま
し
た
。

「
婆
鬼
は
盗
業
を
警
い
ま
しめ
て
両
手
の
指
を
折
り
、
翁
鬼
は
無
義
を
悪にく
ん
で
頭
足
ず
そ
く

を
一
所
に
逼せば
む
」
と
も
あ
っ
て
、
両
人
は
夫
婦
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
り

ま
す
が
、
木
像
は
大
抵
婆
の
方
ば
か
り
を
造
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
も

深
い
わ
け
が
あ
る
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
に
は
そ
ん
な
話
は
つ
ま
ら
な
い
で
し
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ょ
う
。

　
と
に
か
く
に
こ
の
奪
衣
婆
を
拝
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
姥
神
は
多
く
は

一
人
に
な
り
、
ま
た
そ
の
顔
が
次
第
に
お
そ
ろ
し
く
な
り
ま
し
た
。
江
戸
で

関
の
お﹅
ば﹅
様
に
豆
炒
り
を
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
市
内
の
寺
に
も

数
十
箇
所
の
木
像
の
婆
様
が
出
来
、
今
で
も
ま
だ
そ
ち
こ
ち
で
盆
に
は
お
詣
ま
い

り
を
す
る
者
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
は﹅
や﹅
り﹅
病
な
ど
の
盛
ん
な
時
に
、
こ

わ
い
顔
を
し
た
婆
の
は
い
っ
て
来
る
の
を
見
た
と
い
う
よ
う
な
話
が
、
だ
ん

だ
ん
に
多
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
甘
酒
婆
と
い
っ
て
、
甘
酒
は
な
い

か
と
い
い
な
が
ら
は
い
っ
て
来
る
婆
が
、
疫
病
神
だ
な
ど
と
い
う
ひ﹅
ょ﹅
う﹅
ば﹅

ん﹅
も
よ
く
行
わ
れ
ま
し
た
。
可
愛
い
子
供
を
も
つ
親
た
ち
は
、
こ
う
い
う
場

合
に
は
急
い
で
ど
こ
か
の
婆
神
様
に
お
詣
り
し
ま
し
た
。
関
の
お﹅
ば﹅
さ﹅
ま﹅
が
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江
戸
で
こ
の
よ
う
に
評
判
に
な
っ
た
の
も
、
私
は
き
っ
と
質たち
の
悪
い
感
冒
の
、

は
や
っ
た
年
な
ど
が
始
め
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
し
て
も
せ﹅
き﹅
の
お
ば
様
と
い
う
よ
う
な
、
古
い
名
前
が
残
っ
て
い

な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
石
の
婆
の
像
の
と
こ
ろ
へ
、
子
供
の
病
気
を
相

談
に
行
く
の
か
は
、
も
う
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
三

途
河
の
婆
様
の
三
途
河
と
い
う
言
葉
な
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
関
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
し
た
。
三
途
河
は
に﹅
せ﹅
も
の
の
十
王
経
に
は
葬
頭
河

そ
う
ず
か

と
も
書
い
て
あ

り
ま
す
が
、
そ
ん
な
地
名
が
仏
教
の
方
に
前
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、
そ﹅

う﹅
ず﹅
か﹅
は
日
本
語
で
た
だ
界
さ
か
いと
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
を
、
後
に
誰
か
が
こ

ん
な
む
つ
か
し
い
字
を
あ
て
は
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
富
士
山
そ
の
他
の
霊

山
の
登
り
口
ま
た
は
大
き
な
お
社
に
詣
る
路
に
は
、
大
抵
は
そ
う
い
う
場
所
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が
あ
り
ま
す
。 

精 

進 

川 

し
ょ
う
じ
が
わ
と
書
く
の
が
最
も
普
通
で
、
実
際
そ
こ
に
は
水
の

流
れ
が
あ
り
、 

参  

詣 

さ
ん
け
い

の
人
は
そ
の
水
で
身
を
潔きよ
め
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ

が
初
め
か
ら
の
言
葉
の
意
味
を
、
表
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
確

で
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
こ
が
神
様
の
領
分
の
堺
さ
か
いで
あ
る
た
め
に
、
い
よ
い

よ
厳
重
に
身
を
つ
つ
し
み
、
ま
た
堺
を
守
る
神
を
拝
ん
だ
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

昔
の
関
の
姥
神
は
、
お
お
か
た
連
れ
合
の
爺
神
と
共
に
、
こ
こ
で
祀
ら
れ
た

石
の
神
で
あ
っ
た
ろ
う
と
、
私
な
ど
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
仏
教
の
方

に
働
い
て
い
た
人
た
ち
が
、
持
っ
て
行
っ
て
地
獄
に
行
く
路
の
、 

三 

瀬 

川 

み
つ
せ
が
わ

の
鬼
婆
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
世
に
あ
る
諸
国
の
そ﹅
う﹅

ず﹅
か﹅
に
は
、
多
く
は
奪
衣
婆
の
像
を
祀
っ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
本
土
で
一
番
北
の
端
に
あ
る
の
は
、
奥
州 
外 

南 

部 
そ
と
な
ん
ぶ

の 

正 

津 

川 

し
ょ
う
づ
が
わ
村
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の
姥
堂
で
、
私
も
一
度
お
参
り
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
東
海
道
で
は
尾お

張わり
の
熱
田
あ
つ
た
の
町
に
あ
る
姥
堂
は
、
古
く
か
ら
有
名
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
熱
田
神
宮
の
精
進
川
に
架
け
た
御
姥
子

お
ん
ば
こ

橋
、
一
名
さ﹅
ん﹅
だ﹅
が﹅
橋
の
袂
た
も
と

に
あ
る
御
堂
で
、
も
と
は
一
丈
六
尺
の
奪
衣
婆
の
木
像
が
置
い
て
あ
っ
た
為

に
、
熱
田
神
宮
は
御
本
地

ご
ほ
ん
じ

閻
魔
王
宮
だ
な
ど
と
お
そ
れ
多
い
こ
と
を
い
う
者

さ
え
あ
り
ま
し
た
が
（ 
紹  

巴 
し
ょ
う
は

富
士
見
道
記
）
、
こ
れ
は
姥
神
の
も
と
の
お

姿
を
、
忘
れ
て
し
ま
っ
た
人
の
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
十
王
経
は
う﹅
そ﹅
の

御
経
で
し
た
が
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
地
獄
の
絵
解
き
を
す
る
者
が
全
国
を
旅

行
し
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
婦
人
で
あ
り
ま
し
た
為
に
、
わ
ず
か
な
間
に
方

々
の
御
姥
子
様
が
、
見
る
も
お
そ
ろ
し
い
奪
衣
婆
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

以
前
は
こ
れ
よ
り
ず
っ
と
や
さ
し
い
顔
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
う
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で
な
け
れ
ば
わ
ざ
わ
ざ
地
獄
か
ら
や
っ
て
来
て
、
活
き
た
人
間
の
子
供
の
た

め
に
、
こ
ん
な
に
親
切
に
心
配
を
し
て
く
れ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま

す
。

　
今
で
も
三
途
河
の
婆
様
は
こ
わ
い
顔
を
し
な
が
ら
、
子
供
た
ち
の
友
人
で

あ
り
ま
す
。
盆
の
十
六
日
に
は
藪
入
り
の
少
年
が
遊
び
に
来
ま
す
。
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
、
も
っ
と
小
さ
な
子
供
の
為
に
も
、
頼
ま
れ
る
と
乳
の
心
配
を

し
た
な
ど
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
の
商
売
ち
が
い
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

そ
れ
が
か
え
っ
て
昔
か
ら
の
、
姥
神
の
役
目
で
あ
っ
た
の
で
す
。
羽う
後ご
の
金

沢
の 

専 

光 

寺 

せ
ん
こ
う
じ

の
ば
ば
さ
ん
は
、
寺
で
は
三
途
河
の
姥
だ
と
い
っ
て
い
ま
す

が
、
乳
の
少
い
母
親
が
願
掛
け
を
す
る
と
、
必
ず
た
く
さ
ん
に
出
る
よ
う
に

な
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
像
は
昔
専
光
寺
の
開
山 
蓮  

開  

上  

人 
れ
ん
か
い
し
ょ
う
に
ん
の
夢
に
一
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人
の
女
が
現
れ
て
、
わ
れ
は
小
野
寺
の
別
当
林
の 

洞  

穴 

ほ
ら
あ
な

の
中
に
、
自
分
の

像
と
大
日
如
来
の
像
と
を
彫
刻
し
て
置
い
た
。
早
く
持
っ
て
来
て
祭
る
が
よ

い
と
教
え
て
く
れ
た
。
さ
っ
そ
く
行
っ
て
見
る
と
そ
の
通
り
の
二
つ
の
像
が

あ
っ
た
の
で
、
迎
え
て
来
た
と
い
い
伝
え
て
い
ま
す
。
雄
勝
お
か
ち
の
小
野
寺
は
芍し

     

薬   

ゃ
く
や
く

の
名
所
で
、
小
野
小
町
を
祀
っ
た
と
い
う
寺
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ

こ
か
ら
迎
え
て
来
た
木
像
な
ら
ば
、
た
と
え
小
町
ほ
ど
に
美
し
く
は
な
く
て

も
、
ま
さ
か
鬼
見
た
よ
う
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
秋
田
県
案

内
。
秋
田
県 

仙  

北 

せ
ん
ぼ
く

郡
金
沢
町
荒
町
）

　  

荘    

内  

し
ょ
う
な
い

大
泉
村
の
天
王
寺
の
し﹅
ょ﹅
う﹅
ず﹅
か﹅
の
姥
も
、
乳
不
足
の
婦
人
が

祈
願
す
れ
ば
乳
を
増
す
と
い
っ
て
、
多
く
の
信
者
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も

至
っ
て
古
い
作
の
木
像
だ
そ
う
で
す
か
ら
、
後
に
名
前
だ
け
が
改
ま
っ
た
も
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の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
三
郡
雑
記
。
山
形
県
西
田
川
郡
大
泉
村
下
清

水
）

　
遠
州
見
付
み
つ
け
の
大
地
蔵
堂
の
内
に
あ
る
奪
衣
婆
の
像
は
、
新
し
い
も
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
子
供
の
無
事
成
長
を
祈
る
人
が
多
く
、
そ
の

お
礼
に
は
子
供
の
草
履
を
上
げ
ま
し
た
。
新
に
願
掛
け
を
す
る
者
は
、
そ
の

草
履
一
足
を
借
り
て
行
き
、
お
礼
参
り
の
時
に
は
そ
れ
を
二
足
に
し
て
納
め

る
の
で
、
い
つ
も
地
蔵
堂
の
中
は
、
子
供
の
草
履
で
一
杯
で
あ
っ
た
と
い
い

ま
す
。
（
見
付
次
第
。
静
岡
県
磐
田
い
わ
た
郡
見
付
町
）

　
そ
れ
か
ら
上
州
の
高
崎
市
に
は
、
大
師
石
と
い
う
一
つ
の
霊
石
が
あ
っ
て
、

そ
の
附
近
に
は 

弘  

法 

こ
う
ぼ
う

大
師
の
作
と
称
す
る
石
像
の
婆
様
が
あ
り
、
こ
れ
を

し﹅
ょ﹅
う﹅
ず﹅
か﹅
の
婆
石
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
咳
を
わ
ず
ら
う
人
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が
祈
願
を
し
て
、
し﹅
る﹅
し﹅
が
あ
れ
ば
や
は
り
麦
こ
が
し
を
持
っ
て
来
て
供
え

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
高
崎
志
。
群
馬
県
高
崎
市
赤
坂
町
）

　
越
後
で
は
長
岡
の
長
福
寺
と
い
う
寺
に
、
古
い
十
王
堂
が
あ
っ
て
閻
魔
様

を
祀
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
米
の
炒
り
粉
を
供
え
て
咳
の
病
を
祈
る

と
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
全
快
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
咳
の
十
王
と
い
え
ば
誰
知

ら
ぬ
者
も
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
閻
魔
に
米
の
こ
が
し
を
上
げ
る
の
は
珍
し

い
話
で
す
が
、
こ
と
に
よ
る
と
も
と
は
見
付
の
地
蔵
堂
の
草
履
の
よ
う
に
、

同
居
を
し
て
い
た
も
と
の
姥
様
の
お﹅
つ﹅
き﹅
あ﹅
い﹅
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

閻
魔
と
地
蔵
と
は
同
じ
一
つ
の
神
の
、
両
面
で
あ
る
と
い
っ
た
人
も
あ
り
ま

す
。
も
し
そ
う
だ
っ
た
ら
地
蔵
は
子
供
の
世
話
役
で
す
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
こ

わ
い
顔
を
し
た
婆
さ
ん
に
頼
む
必
要
は
な
い
の
で
す
が
、
以
前
は
こ
れ
が
わ
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れ
わ
れ
の
子
安
神
で
あ
っ
た
上
に
、
い
つ
も
御
堂
の
端
の
方
に
出
て
い
て
、

参
詣
人
の
目
に
つ
き
易
い
と
こ
ろ
か
ら
、
子
供
や
そ
の
母
親
の
願
い
ご
と
は
、

や
は
り
そ
の
婆
様
の
取
り
次
ぎ
を
頼
む
方
が
、
便
利
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
実
際
ま
た
人
間
の
方
で
も
、
地
蔵
や
閻
魔
の
祭
り
に
加
わ
っ
た
者

は
、
つ
い
近
い
頃
ま
で
総
て
皆
婦
人
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
子
安
姥
神
の

三
途
河
の
婆
に
な
っ
て
後
も
、
永
く
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
一
つ
の
原
因
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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驚
き
清
水
し
み
ず

　
乳
母
が
大
切
な
主
人
の
子
を
水
の
中
に
落
し
て
、
自
分
も
申
し
わ
け
の
た

め
に
身
を
投
じ
て
死
ん
だ
と
い
う
話
は
、
駿
河
す
る
が
の
姥うば
が
池
の
他
に
も
ま
だ
方

々
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
ほ
ん
と
う
に
あ
っ
た
こ
と
か
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
な
お
そ
の
外
に
も
こ
れ
に
よ
く
似
た
不
思
議
話
が
あ
る
の
で
、
そ

れ
が
伝
説
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
越
後
の
蓮
華
寺

れ
ん
げ
じ

村
の
姨おば
が
井
と
い
う
古
井
戸
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
、
そ
こ

で
も
人
が
井
戸
の
傍そば
に
近
よ
っ
て
、
大
き
な
声
で
お﹅
ば﹅
と
呼
ぶ
と
、
忽
た
ち
まち
井

戸
の
底
か
ら
し
き
り
に
泡あわ
が
浮
ん
で
来
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
声
に
答
え
る
よ
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う
で
あ
る
と
い
い
ま
し
た
。
或
あ
る
いは
こ
れ
を
疑
う
者
が
、
か
り
に
あ﹅
に﹅
と
呼
び
、

ま
た
は
い﹅
も﹅
う﹅
と﹅
と
呼
ん
で
見
て
も
、
ま
る
で
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
す
こ
し
も

泡
が
立
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
温 

故 

之 

栞 

お
ん
こ
の
し
お
り

十
四
。
新

潟
県
三
島
郡
大
津
村
蓮
華
寺
字
仏
入
）

　
す
な
わ
ち
死
ん
で
も
う
久
し
く
な
っ
た
後
ま
で
、
姨
の
霊
が
水
の
中
に
留
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
人
が
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
国
の

曽そ
地じ
峠
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
ま
た
お﹅
ま﹅
ん﹅
が
井
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
も
傍
に
立
っ
て
お﹅
ま﹅
ん﹅
お﹅
ま﹅
ん﹅
と
呼
ぶ
と
、
き
っ
と
水
の
面
に 

小  

波 

さ
ざ
な
み

が
起
っ
た
と
い
い
ま
す
。
お﹅
ま﹅
ん﹅
は
こ
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
某
な
に
が
しと
い
う
武さ

   

士 

む
ら
い
の
女
房
で
あ
り
ま
し
た
。
夫
に
憎
ま
れ
て
、
殺
さ
れ
て
こ
の
井
戸
に
投

げ
込
ま
れ
た
ゆ
え
に
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
う
ら
み
が
水
の
中
に
残
っ
て
い
る
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の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
高
木
氏
の
日
本
伝
説
集
。
新
潟
県
刈
羽
か
り
わ

郡  
中    

通  
な
か
ど
お
り

村
曽
地
）

　
こ
れ
と
よ
く
似
た
伝
説
は
、
上
州
伊
勢
崎
の
近
く
の 

書 

上 

原 

か
き
あ
げ
は
ら
と
い
う
と

こ
ろ
に
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
阿あ
満ま
が
池
と
い
う
小
さ
な
池
が
あ
っ
て
、

そ
の
岸
に
立
っ
て
人
が
あ
ま
と
呼
ぶ
と
、
清
水
が
す
ぐ
に
そ
の
声
に
答
え
て

下
か
ら
湧わ
き
上
り
、
「
し
ば
し
ば
呼
べ
ば
し
ば
し
ば
出
づ
」
と
い
っ
て
お
り

ま
す
。
（
伊
勢
崎
風
土
記
。
群
馬
県
佐さ
波わ
郡 

殖  

蓮 

う
え
は
す

村
上
植
木
）

　
あ﹅
ま﹅
も
お﹅
ま﹅
ん﹅
も
ま
た
姨
が
井
の
お﹅
ば﹅
も
、
そ
の
声
が
ま
こ
と
に
近
い
の

は
、
何
か
理
由
が
あ
る
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
駿
河
の
姥
が
池
で
も
人
が

う﹅
ば﹅
と
呼
べ
ば
湧
き
上
り
、
姥
甲
斐
な
し
と
い
え
ば
い
よ
い
よ
高
く
泡
を
吹

い
て
、
水
を
動
か
し
た
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
清
水
の
湧
き
出
る
池
や
井
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戸
で
は
、
永
く
じ
っ
と
み
て
い
る
と
泡
が
上
り
、
ま
た
周
り
の
柔
か
い
土
を

踏
む
と
、
水
が
動
く
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
大
き
な
声
で
呼

ぶ
と
呼
ば
ぬ
と
で
、
湧
い
た
り
止
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
は
奇

妙
で
す
。
し
か
し
こ
れ
も
早
く
か
ら
評
判
に
な
っ
て
い
て
、
人
が
特
別
に
注

意
す
る
た
め
に
、
こ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
同
じ
よ
う
な
不
思
議
は
実
は
ま
だ
方
々
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
少
し
ば

か
り
お
話
し
て
見
ま
し
ょ
う
。

　
摂
津
せ
っ
つ
有
馬
あ
り
ま
の
温
泉
に
は
、
人
が
近
く
へ
寄
っ
て
大
声
で
悪
口
を
い
う
と
、

忽
ち
湧
き
上
る
と
い
う
小
さ
な
湯
口
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を 

後 

妻 

湯 

う
わ
な
り
の
ゆ
と
呼
ん

で
お
り
ま
し
た
。
う﹅
わ﹅
な﹅
り﹅
と
い
う
言
葉
は
後
妻
の
こ
と
で
す
が
、
後
に
女

の
喧
嘩
け
ん
か
の
こ
と
を
い
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
別
に
悪
口
を
す
る
者
は
な
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く
て
も
、
若
い
娘
な
ど
が
美
し
く
化
粧
を
し
て
湯
の
傍
に
行
く
と
、
す
ぐ
に

怒
っ
て
湧
き
立
つ
と
い
う
評
判
に
な
り
、
そ
れ
を
妬ねた
み
の
湯
と
い
う
人
も
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
な
ど
は
よ
ほ
ど
姥
が
池
の
話
と
似
て
お
り
ま
す
。
（
摂
津

名
所
図
会
。
兵
庫
県
有
馬
郡
有
馬
町
）

　 

野  

州 

や
し
ゅ
う

の
那
須
の
温
泉
で
も
、
も
と
は
湯
本
か
ら
三
町
ば
か
り
離
れ
て
、

  

教    

伝  

き
ょ
う
で
ん

地
獄
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
人
が
そ
こ
へ
行
っ
て
、

「
教
伝
甲
斐
な
い
」
と
大
き
な
声
で
ど
な
る
と
、
た
ち
ま
ち
ぐ
ら
ぐ
ら
と
湯

が
湧
い
た
と
い
い
ま
す
。
昔
教
伝
と
い
う
男
は
山
へ
薪
た
き
ぎを
採
り
に
行
く
時
に
、

朝
飯
が
遅
く
な
っ
て
友
だ
ち
が
先
に
行
く
の
に
腹
を
立
て
て
、
母
親
を
踏
み

倒
し
て
出
か
け
た
の
で
、
其その
罰
で
そ
の
魂
が
い
つ
ま
で
も
、
こ
ん
な
と
こ
ろ

に
い
る
の
だ
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
。
（
因
果
物
語
。
栃
木
県
那
須
郡
那

43



須
村
湯
本
）

　
伊
豆
の
熱
海
に
は
ま
た
平
左
衛
門
湯

へ
い
ざ
え
も
ん
ゆ
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
「
平
左
衛
門

甲
斐
な
い
」
と
か
ら
か
う
と
湯
が
湧
く
と
い
い
、
旅
の
人
が
そ
れ
を
面
白
が

る
の
で
、
村
の
子
供
た
ち
が
銭
を
も
ら
っ
て
、
呼
ば
っ
て
見
せ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
多
分
今
の 

間 

歇 

泉 

か
ん
け
つ
せ
ん
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
が
、
前
に
は
そ
の
東
に
清
左
衛
門
湯
、
一
名 

法 

斎 

湯 

ほ
う
さ
い
ゆ

と
い
う
の
も
あ
っ

て
、
そ
こ
で
も
大
声
に
念
仏
を
唱
え
て
暫
し
ば
らく
見
て
い
る
と
、
高
く
湯
が
湧
き

上
る
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
法
斎
も
人
の
名
の
よ
う
に
聞
え
ま
す
が
、
実

は
法
斎
念
仏
と
い
う
踊
り
の
念
仏
の
こ
と
で
、
そ
れ
だ
か
ら
法
斎
念
仏
川
と

も
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
念
仏
で
な
く
と
も
、
高
声
に
何
か
物
を
い
え
ば
湧

く
の
だ
と
い
っ
た
人
も
あ
り
ま
す
が
、
だ
ま
っ
て
見
て
い
て
も
自
然
に
湧
き
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上
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
（
広
益
俗
説
弁
遺
篇
其
他
。
静
岡
県
田
方
た
が
た
郡

熱
海
町
）

　
温
泉
で
は
な
く
と
も
、
念
仏
を
唱
え
る
と
水
が
わ
く
と
い
う
池
は
方
々
に

あ
り
ま
し
た
。
京
都
の
西
の
友
岡
村
で
は
、
百
姓
太
右
衛
門
と
い
う
人
の
屋

敷
の
後
に
、
い
つ
も
は
水
が
な
く
て
、
岸
に
立
っ
て
念
仏
を
申
す
と
、
忽
ち

湧
き
出
す
と
い
う
池
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
念
仏
池
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。

近
頃
は
ど
う
な
っ
た
か
、
私
は
ま
だ
行
っ
て
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

（
緘
石
録
。
京
都
府 

乙  

訓 

お
と
く
に

郡
新
神
足
村
友
岡
）

　
美み
濃の
の 

谷  

汲 

た
に
ぐ
み

の
念
仏
池
は
、
三
十
三
所
の
観
音
の
霊
場
で
あ
る
為
に
、

は
や
く
か
ら
有
名
で
あ
り
ま
し
た
。
池
に
は
小
さ
な
橋
が
架
か
っ
て
い
て
、

こ
れ
を
念
仏
橋
と
い
い
、
橋
の
下
に
は
石
塔
が
一
つ
あ
り
、
橋
か
ら
そ
の
石
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塔
に
向
っ
て
念
仏
を
唱
え
る
と
、
水
面
に
珠
の
如
く
沸
々
と
泡
が
立
つ
。
し

ず
か
に
唱
え
れ
ば
し
ず
か
に
立
ち
、
責
め
念
仏
と
い
っ
て
急
い
で
唱
え
る
と
、

泡
も
こ
れ
に
応
じ
て
た
く
さ
ん
に
浮
ん
だ
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
（
諸
国

里
人
談
。
岐
阜
県
揖い
斐び
郡
谷
汲
村
）

　
こ
の
県
に
は
今
一
つ
、
伊い
自し
良ら
の
念
仏
池
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
や

は
り
同
じ
伝
統
が
あ
っ
た
の
か
と
思
い
ま
す
。
少
し
甘
味
が
あ
る
と
い
う
く

ら
い
良
い
清
水
で
、
皮
膚
病
の
人
な
ど
は
こ
の
水
を
汲
ん
で
塗
る
と
、
す
ぐ

に
治
る
と
ま
で
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
稿
本
美
濃
誌
。
岐
阜
県
山
県
郡
上

伊
自
良
村
）

　
上
総
の
八
重
原

や
え
は
ら

と
い
う
村
で
も
小
学
校
の
裏
手
に
、
念
仏
池
と
い
う
の
が

今
で
も
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
泡
で
は
な
く
池
の
畔
ほ
と
りに
立
っ
て
念
仏
を
唱
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え
て
見
て
い
る
と
、
水
の
底
か
ら
忽
ち
清
い
砂
を
吹
き
出
す
と
い
う
の
は
、

や
は
り
清
水
が
わ
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
伝
説
叢
書
上
総
の
巻
。
千

葉
県
君
津
郡
八
重
原
村
）

　
こ
れ
と
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
例
は
、
陸
前
の 

岩 

出 

山 

い
わ
で
や
ま

の
近
く
、
う
と
う

阪
と
い
う
阪
の
脇
に
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
も
湧
き
上
っ
て
底
か
ら
砂
を
吹
い

て
い
ま
す
が
、
人
が
そ
の
側
に
近
づ
い
て
南
無
阿
弥
陀
仏

な
む
あ
み
だ
ぶ
つ

を
唱
え
て
手
を
打

て
ば
、
暫
く
の
間
は
湧
き
上
る
こ
と
が
止や
む
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
く
せ
泉

の
名
を
驚
き
の
清
水
と
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
（
撫
子
日
記
。
宮
城
県  

玉  

た
ま
つ

  

造  

く
り

郡
岩
出
山
町
）

　
驚
き
の
清
水
と
い
う
の
は
、
普
通
の
池
や
泉
と
ち
が
っ
て
、
人
の
よ
う
な

感
覚
を
も
っ
た
活
き
た
水
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
豊
後
ぶ
ん
ご
風
土
記
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と
い
う
千
年
あ
ま
り
も
前
の
書
物
に
も
、
そ
ん
な
話
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

た
ぶ
ん
今
の
別
府
べ
っ
ぷ
の
温
泉
の
近
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
玖く
倍べ
利り
湯
の
井
と

い
う
温
泉
は
、
い
つ
も
黒
い
泥
が
一
ぱ
い
に
な
っ
て
湯
は
流
れ
な
い
が
、
人

が
こ
っ
そ
り
と
湯
口
の
傍
に
近
よ
り
、
ふ﹅
い﹅
に
大
き
な
声
を
出
し
て
何
か
い

う
と
、
驚
き
鳴
っ
て
二
丈
あ
ま
り
も
湧
き
あ
が
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
が
後
に
な
る
と
念
仏
の
話
ば
か
り
多
く
な
っ
た
の
は
、
つ
ま
り

念
仏
が
非
常
に
は
や
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
国
で
も
田
野
の

千 

町 

牟 

田 

せ
ん
ち
ょ
う
む
た

に
は
、
朝
日
長
者
の
屋
敷
跡
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
念
仏
水
と
い
う
小
さ
な
池
が
あ
り
ま
し
た
。
人
が
そ
の
岸
に
立
っ
て
南

無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
る
と
、
水
も
こ
れ
に
応
じ
て
泡
を
立
て
、
ぶ
つ
ぶ
つ
と

い
っ
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
（ 

豊  
薩 

ほ
う
さ
つ

軍
記
。
大
分
県
玖く
珠す
郡
飯
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田
村
田
野
）

　
そ
れ
か
ら
こ
の
県
の
東
の
沖
に
あ
る
姫
島
と
い
う
島
で
は
、 

拍 

子 

水 

ひ
ょ
う
し
み
ず
と

名
づ
け
て
、
手
を
叩
け
ば
そ
の
響
き
に
応
じ
て
、
迸
ほ
と
ば
しり
流
れ
る
と
い
う
泉
が

あ
っ
て
、
こ
れ
を
姫
島
の
七
不
思
議
の
一
つ
に
算かぞ
え
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の

島
の
神
様 

赤  
水 

あ
か
み
ず

明
神
は
姫
神
で
し
た
。
こ
の
水
を
掬く
ん
で
歯
を
お
染
め
に

な
ろ
う
と
す
る
と
水
の
色
が 

赤  

錆 

あ
か
さ
び

色
で
あ
っ
た
の
で
、
ま
た 

銕 

漿 

水 

お
は
ぐ
ろ
み
ず
と

い
う
名
前
も
あ
り
ま
し
た
。
お
社
は
そ
の
泉
の
前
の
岩
の
上
に
あ
り
、
御
神

体
は
筆
を
手
に
持
っ
て
、
歯
を
染
め
よ
う
と
す
る
女
の 

御  

姿 

み
す
が
た

で
あ
り
ま
し

た
。
不
思
議
な
こ
と
に
は
た
だ
手
拍
子
に
つ
れ
て
水
が
湧
く
と
い
う
ば
か
り

で
な
く
、
胃
腸
の
悪
い
人
は
こ
の
水
を
飲
む
と
治
り
、
ま
た
皮
膚
病
に
も
塗

れ
ば
治
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
美
濃
の
伊
自
良
の
念
仏
池
な
ど
と
同
じ
で
あ
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り
ま
し
た
。
（
日
女
島

ひ
め
じ
ま

考
等
。
大
分
県
東 

国  

東 

く
に
さ
き

郡
姫
島
村
）

　
支
那
に
も
こ
れ
と
よ
く
似
た
泉
が
方
々
に
あ
っ
た
そ
う
で
、
土
地
に
よ
っ

て
い
ろ
い
ろ
の
名
を
つ
け
て
お
り
ま
す
。
あ
る
と
こ
ろ
で
は 

咄  

泉 

と
つ
せ
ん

と
い
っ

て
お
り
ま
し
た
。
ど
な
る
と
湧
き
出
す
清
水
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ

る
と
こ
ろ
で
は  
笑    
泉  
し
ょ
う
せ
ん

。
人
が
笑
い
声
を
出
す
と
水
が
急
に
湧
い
た
と
い

う
の
で
、
す
な
わ
ち
驚
き
の
清
水
も
同
じ
意
味
で
あ
り
ま
す
。
喜
客
泉
は
、

人
が
来
る
と
喜
ん
で
わ
く
清
水
、 

撫 

掌 

泉 

ぶ
し
ょ
う
せ
ん
と
い
っ
た
の
は
、
手
を
打
つ
と

そ
の
声
に
応
じ
て
流
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
た
。
日
本
で
も
ぜ
ひ
念

仏
を
唱
え
な
け
れ
ば
、
湧
き
出
さ
ぬ
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
実
地
に
行
っ
て
見
な
い
と
確
な
こ
と
は
知
れ
ま
せ
ん
が
、
大
抵
は
周

囲
の
土
が
柔
か
で
、
足
踏
み
の
力
が
水
に
響
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
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す
。
常
陸
ひ
た
ち
の 

青  

柳 

あ
お
や
ぎ

と
い
う
村
の
近
く
に
は
、
泉
の
杜もり
と
い
う
お
社
が
あ
っ

て
、
そ
こ
の
清
水
も
人
馬
の
足
音
を
聞
け
ば
、
湧
き
返
る
こ
と
煮
え
湯
の
よ

う
で
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
で
活
き
水
と
呼
び
、
ま
た 

出 

水 

川 

い
ず
み
が
わ

三み
日か
の
原
は

こ
こ
だ
と
も
い
う
人
が
あ
り
ま
し
た
。
（
広
益
俗
説
弁
遺
篇
。
茨
城
県
那な
珂か

郡
柳
河
村
青
柳
）

　
甲
州
佐さ
久く
神
社
の 
七  
釜 
な
な
か
ま

の
御
手
洗

み
た
ら
し

と
い
う
清
水
な
ど
も
、
人
が
そ
の
傍

を
通
る
と
水
が
た
ち
ま
ち
湧
き
あ
が
り
、
細
か
な
砂
が
浮
き
乱
れ
て
、
珍
し

い
見
物
で
あ
る
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
近
く
に
行
っ
た
だ
け
で
す
ぐ

に
湧
く
く
ら
い
で
す
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
っ
た
り
、
姥
甲
斐
な
い
と

で
も
い
お
う
も
の
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
盛
ん
に
湧
き
上
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、

こ
こ
で
は
誰
も
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
見
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
り
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ま
す
。
（
明
治
神
社
誌
料
。
山
梨
県  

東  

八  

代  

ひ
が
し
や
つ
し
ろ

郡
富
士
見
村
河
内
）

　
昔
の
人
た
ち
は
飲
み
水
を
見
つ
け
る
こ
と
が
、
今
よ
り
も
ず
っ
と
下
手
で

あ
り
ま
し
た
。
井
戸
を
掘
っ
て
地
面
の
底
の
水
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
は
、
永

い
間
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
川
や
池
に
出

か
け
た
り
、
ま
た
は
筧
か
け
ひと
い
う
も
の
を
架
け
て
、
遠
く
か
ら
水
を
引
い
て
来

た
の
で
、
あ
ま
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に
は
家
を
建
て
て
住
む
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
。
た
ま
に
思
い
が
け
な
い
土
地
に
泉
を
見
出
す
と
、
喜
ん
で
そ
こ

に
神
様
を
祀
り
。
そ
れ
か
ら
お
い
お
い
に
そ
の
周
囲
に
村
を
作
り
、
ま
た
旅

人
も
そ
こ
を
通
っ
て
行
き
ま
し
た
。
水
が
な
い
の
で
一
番
困
っ
た
の
は
旅
の

人
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
水
を
見
つ
け
る
こ
と
が
普
通
の
人
よ
り
も

上
手
な
者
が
あ
っ
て
、
土
地
の
様
子
を
見
て
地
下
に
水
の
あ
る
こ
と
を
察
し
、
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井
戸
を
掘
る
こ
と
を
教
え
た
の
も
、
彼
等
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
諸
国
の
山
や
野
を
自
由
に
あ
る
い
て
い
た 

行  

脚 

あ
ん
ぎ
ゃ

の
僧
、
こ
と
に

 

空  
也  
上  
人 

く
う
や
し
ょ
う
に
ん

と
い
う
人
な
ど
が
、
多
く
の
村
々
に
良
い
泉
を
見
立
て
て
残

し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
永
く
住
民
に
感
謝
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
空

也
は
わ
が
国
に
念
仏
の
教
え
を
弘ひろ
め
た
元
祖
の
上
人
で
あ
り
ま
し
た
。
後
の

世
に
そ
の
道
を
慕
う
人
た
ち
は
、
い
つ
で
も
美
し
い
清
水
を
汲
む
た
び
に
、

必
ず
こ
の
上
人
の
名
を
想
い
出
し
ま
し
た
。
阿
弥
陀
の
井
と
い
う
古
い
井
戸

が
各
地
に
多
い
の
は
、
多
分
そ
の
水
の
ほ
と
り
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
念
仏

の
行
を
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
空
也
派
の
念
仏
は
多
く
の
人
が

集
っ
て
来
て
、
踊
り
狂
い
つ
つ
合
唱
す
る
念
仏
で
あ
り
ま
し
た
。
念
仏
池
の

不
思
議
が
土
地
の
人
に
注
意
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
れ
に
は
そ
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れ
だ
け
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
の
原
因
か
ら

で
は
、
他
の
い
ろ
い
ろ
な
驚
き
清
水
、
お﹅
ま﹅
ん﹅
が
井
や
阿
満
が
池
の
伝
説
は

出
て
来
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
念
仏
の
僧
た
ち
が
諸
国
を
行
脚
し
て

あ
る
く
よ
り
も
な
お
以
前
か
ら
、
水
の
恵
み
を
大
切
に
感
じ
て
、
そ
こ
に
神

様
を
祭
っ
て
そ
の
お
力
を
敬
う
て
い
た
こ
と
が
、
む
し
ろ
念
仏
の
信
仰
を
泉

の
へ
ん
に
引
き
つ
け
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
そ
の
神
様
が
、
後

に
姥
神
の
名
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
子
安
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
だ
こ
れ

か
ら
お
話
し
て
見
よ
う
と
思
う
多
く
の
伝
説
に
よ
っ
て
、
お
い
お
い
に
わ
か

っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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大
師
講
の
由
来

　
伝
説
の
上
で
は
、
空
也
上
人
よ
り
も
な
お
弘
く
日
本
国
中
を
あ
る
き
廻
っ

て
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
清
い
泉
を
、
村
々
の
住
民
の
た
め
に
見
つ
け
て
や

っ
た
御
大
師
様
と
い
う
人
が
あ
り
ま
し
た
。
大
抵
の
土
地
で
は
そ
の
御
大
師

様
を
、
高
野
こ
う
や
の
弘
法
大
師
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
歴
史
の
弘
法

大
師
は
三
十
三
の
歳
に
、
支
那
で
仏
法
の
修
業
を
し
て
帰
っ
て
来
て
か
ら
、

三
十
年
の
間
に
高
野
山
を
開
き
、
む
つ
か
し
い
多
く
の
書
物
を
残
し
、
ま
た

京
都
の
人
の
た
め
に
大
切
な
い
ろ
い
ろ
の
為
事
し
ご
と
を
し
て
い
て
、
そ
う
遠
方
ま

で
旅
行
を
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
え
ら
い
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方
だ
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
と
見
せ
て
ほ
ん
と
う
は
い
つ
ま
で
も
国
々
を
巡
っ

て
修
業
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
人
も
少
く
は
な
か
っ
た

の
で
、
こ
ん
な
伝
説
が
弘
く
行
わ
れ
た
の
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
高
野
の
大

師
堂
で
は
、
毎
年
四
月
二
十
一
日
の 

御  

衣 

お
こ
ろ
も

替
え
に
、
大
師
堂
の
御
像
の
衣

を
替
え
て
見
る
と
、
い
つ
も
そ
の
一
年
の
間
に
衣
の
裾
が
切
れ
、
泥
に
汚
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
で
も
人
に
知
ら
れ
ず
こ
っ
そ
り
と
、
こ
の
大
師
が

わ
れ
わ
れ
の
村
を
あ
る
い
て
お
ら
れ
る
証
拠
だ
な
ど
と
い
う
人
も
あ
り
ま
し

た
。

　
と
に
か
く
に
伝
説
の
弘
法
大
師
は
、
ど
ん
な
田
舎
の
村
に
で
も
よ
く
出
か

け
ま
し
た
。
そ
の
記
念
と
し
て
残
っ
て
い
る
不
思
議
話
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も

皆
似
て
い
ま
す
が
、
中
で
も
数
の
多
い
の
は
今
ま
で
水
の
な
か
っ
た
土
地
に
、
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美
し
く
ま
た
豊
な
る
清
水
を
与
え
て
行
っ
た
と
い
う
話
で
あ
り
ま
し
た
。
東

日
本
の
方
は
大
抵
は
弘
法
井
、
ま
た
は
弘
法
池
な
ど
と
い
い
、
九
州
で
は
た

だ
御
大
師
様
水
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
も
と
は
大
師
様
と
ば
か
り
い
っ
て
い

た
の
を
、
後
に
大
師
な
ら
ば
弘
法
大
師
で
あ
ろ
う
と
、
思
う
者
が
多
く
な
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
ん
ま
り
同
じ
よ
う
な
話
が
た
く
さ
ん
に
あ
っ
て
、
い

く
つ
も
並
べ
て
見
て
も
つ
ま
り
ま
せ
ん
か
ら
、
私
は
た
だ
飛
び
飛
び
に
今
知

っ
て
い
る
話
だ
け
を
書
い
て
置
き
ま
す
。
皆
さ
ん
も
誰
か
に
聞
い
て
御
覧
な

さ
い
。
き
っ
と
近
く
の
村
に
こ
う
い
う
い
い
伝
え
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
い

つ
で
も
女
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
女
が
ほ
ん
と
う
は
関
の 

姥  

様 

お
ば
さ
ま

で
あ
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

　
普
通
は
飲
み
水
の
十
分
に
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
土
地
に
、
こ
う
い
う
昔
話
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が
数
多
く
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
人
が
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
ろ
こ
び

の
心
を
、
起
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
石

川
県
の
能の
美み
郡
な
ど
も
、
村
々
に
弘
法
清
水
が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
大
師
の

来
ら
れ
な
か
っ
た
前
の
頃
の
、
水
の
不
自
由
を
語
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば

粟
津
あ
わ
づ
村
井い
の
口くち
の
弘
法
の
池
は
、
村
の
北
の
端
に
あ
る
共
同
井
戸
で
あ
り
ま

す
が
、
昔
こ
こ
に
は
ま
だ
一
つ
の
泉
も
な
か
っ
た
頃
に
、
あ
る
老
婆
が
米
を

洗
う
水
を
遠
く
か
ら
汲く
ん
で
来
た
と
こ
ろ
へ
、
ち
ょ
う
ど
大
師
様
が
来
合
せ

て
、
喉のど
が
乾
い
た
か
ら
そ
の
水
を
飲
ま
せ
よ
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
大
切
な
水

を
惜
し
げ
も
な
く
こ
こ
ろ
よ
く
さ
し
上
げ
ま
す
と
、
そ
ん
な
に
水
が
不
自
由

な
ら
一
つ
井
戸
を
授
け
よ
う
と
い
っ
て
、
旅
の
杖つえ
を
地
面
に
突
き
立
て
る
と
、

忽
た
ち
まち
そ
こ
か
ら
い
い
水
が
流
れ
出
し
て
、
こ
の
池
に
な
っ
た
と
い
っ
て
お
り
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ま
す
。 

鳥  

越 

と
り
こ
し

村
の 

釜 

清 

水 

か
ま
し
み
ず

と
い
う
部
落
な
ど
も
、
釜
池
と
い
う
清
水
が

村
の
名
に
な
る
ほ
ど
、
今
で
は
有
名
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
は

や
は
り
水
が
す
く
な
く
て
、
わ
ざ
わ
ざ
手
取
て
と
り
川
ま
で
汲
み
に
行
っ
て
お
り
ま

し
た
。
土
地
の
旧
家
の
次
郎
左
衛
門
と
い
う
人
の
先
祖
の
婆
さ
ま
が
、
親
切

に
そ
の
水
を
大
師
に
進
め
た
お
礼
に
、
家
の
前
に
こ
の
池
を
こ
し
ら
え
て
下

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
今
で
も
池
の
岸
に
は
大
師
堂
を
建
て
、

水
の
恩
を
感
謝
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

花  

阪 

は
な
さ
か

と
い
う
村
に

も
も
と
は
良
い
水
が
な
く
て
、
あ
る
家
の
老
女
が
遠
方
か
ら
汲
ん
で
来
た
の

を
、
大
師
様
に
飲
ま
せ
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
ま
た
杖
を
さ
し
て
、
こ
こ
を

掘
っ
て
見
よ
と
い
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
日
の
花
坂
の
弘
法
池
で

あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
近
く
の 

打  

越 

う
ち
こ
し

と
い
う
村
で
は
、
今
で
も
井
戸
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が
な
く
て
毎
日
河
へ
水
汲
み
に
出
か
け
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
昔
そ
の
村
の
老

婆
が
、
大
師
様
が
水
を
ほ
し
い
と
い
わ
れ
た
時
に
、
腰
巻
を
洗
う
水
を
勧
め

た
そ
の
罰
だ
と
申
し
ま
す
。
湊
み
な
とと
い
う
村
に
も
以
前
は
二
つ
ま
で
弘
法
大
師

の
清
水
が
あ
っ
て
、
今
で
は
そ
の
一
つ
は
手
取
川
の
堤
の
下
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
大
師
が
杖
の
さ
き
で
、
突
き
出
し
た
泉
で
あ
る
と
い

っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
隣
り
の
吉
原
と
い
う
村
に
は
、
そ
う
い

う
結
構
な
井
戸
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
今
で
も
吉
原
の 

赤  

脛 

あ
か
す
ね

と
い
っ
て
、

村
の
人
が 

股  

引 

も
も
ひ
き

を
は
く
と
病
気
に
な
る
と
い
い
伝
え
て
、
冬
も
赤
い
脚
を

出
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
あ
る
姥
が
股
引
を
洗
濯
し
て
い
て
、
せ
っ
か
く

水
を
一
ぱ
い
く
れ
と
い
わ
れ
た
弘
法
大
師
に
、
そ
の
洗
い
水
を
打
ち
掛
け
た

か
ら
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
良
い
姥
、
悪
い
姥
の
話
は
、
ま
る
で
花
咲
爺
、
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ま
た
は
舌
切
り
雀
な
ど
と
同
じ
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
（
以
上
み
な
能

美
郡
誌
）

　
そ
れ
か
ら
能の
登と
の
方
で
は
羽
阪
は
ざ
か
と
い
う
海
岸
の
村
で
は
、
昔
弘
法
大
師
が

こ
の
へ
ん
を
通
っ
て
水
を
求
め
ら
れ
た
時
に
、
情
な
く
も
惜
し
ん
で
上
げ
な

か
っ
た
た
め
、
大
師
は
腹
を
立
て
て
一
村
の
水
を
し
ま
い
込
ん
で
お
し
ま
い

に
な
っ
た
と
い
っ
て
、
今
で
も
ど
こ
を
掘
っ
て
見
て
も
水
に
銕
気
か
な
け
が
あ
っ
て

使
う
こ
と
が
出
来
ず
、
仕
方
な
し
に
食
べ
物
に
は
川
の
水
を
汲
ん
で
来
る
と

い
う
話
で
あ
り
ま
し
た
。
（
能
登
国
名
跡
志
。
石
川
県
鹿
島
郡
鳥
尾
村
羽
阪
）

　
ま
た
羽
咋
は
く
い
郡
の 

末  

吉 

す
え
よ
し

と
い
う
村
で
も
、
水
を
惜
し
ん
で
大
師
に
与
え
な

か
っ
た
た
め
に
、
今
に
良
い
清
水
を
得
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
い
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
近
く
の
志
加
浦
上
野

し
が
う
ら
う
え
の
と
い
う
部
落
で
は
親
切
に
し
た
の
で
、
大
師
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は
そ
の
お
礼
に
そ
ば
の
岩
を
指
さ
す
と
、
忽
ち
そ
の
岩
の
中
か
ら
水
が
湧
い

た
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
名
産
の
志
賀
晒
布

し
が
ざ
ら
し

ま
た 

能 

登 

縮 

の
と
ち
ぢ
み

を
こ
の
水

で
晒さら
し
て
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
め﹅
ぐ﹅
み﹅
を
う
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
（
郷
土
研
究
三
編
。
石
川
県
羽
咋
郡
志
加
浦
村
上
野
）

　
若
狭
わ
か
さ
の
関
谷
川
原

せ
き
や
が
わ
ら
と
い
う
所
は
、
比ひ
治じ
川
の
水
筋
が
あ
り
な
が
ら
、
ふ
だ

ん
は
水
が
な
く
し
て
大
雨
の
時
に
ば
か
り
、
一
ぱ
い
に
な
っ
て
渡
る
こ
と
の

出
来
な
い
困
っ
た
川
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
昔
こ
の
村
の
老
女
が
一
人
、

川
に
出
て
洗
濯
し
て
い
る
お
り
に
、
僧
空
海
が
行
脚
し
て
来
て
の
ど
が
か
わ

い
た
の
で
、
水
で
も
貰
い
た
い
と
こ
の
老
女
に
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
、
こ
の

村
に
は
飲
み
水
が
あ
り
ま
せ
ん
と
、
す
げ
な
く
断
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
非
常

に
立
腹
し
て
唱
え
ご
と
を
し
て
か
ら
川
の
水
を
こ
と
ご
と
く
地
の
下
を
流
れ
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て
行
く
こ
と
に
な
っ
て
、
村
で
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
ぬ
川
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
（
若
狭
郡
県
志
。
福
井
県
大
飯
お
お
い
郡
青あお
郷ごう
村
関
屋
）

　
近
江
の
湖
水
の
北
に
あ
る 

今  

市 

い
ま
い
ち

と
い
う
村
で
も
、
村
に
は
共
同
の
井
戸

が
一
つ
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
ま
た
す
ぐ
れ
て
良
い
水
で
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
も
弘
法
大
師
が
諸
国
を
歩
き
ま
わ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
村
に
来
て
一
人

の
若
い
娘
に
出
逢
い
、
水
が
飲
み
た
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
す
る
と
親
切
に

遠
い
と
こ
ろ
へ
汲
み
に
い
っ
て
、
久
し
い
間
大
師
を
待
た
せ
ま
し
た
の
で
、

大
師
が
そ
の
わ
け
を
聴
い
て
気
の
毒
に
思
い
、
持
っ
て
い
た
杖
で
そ
こ
い
ら

の
岩
の
間
を
突
か
れ
る
と
、
す
な
わ
ち
清
水
が
湧
き
出
た
の
が
こ
の
井
戸
で

あ
る
と
い
い
ま
す
。
（
郷
土
研
究
二
編
。
滋
賀
県
伊い
香か
郡
片
岡
村
今
市
）

　
伊
勢
の
仁に
田た
村
で
は
井い
戸ど
世せ
古こ
の
二
つ
井
と
い
っ
て
、
一
つ
は
濁
っ
て
洗
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濯
に
し
か
使
わ
れ
ず
、
そ
の
隣
り
の
井
戸
は
ま
こ
と
に
よ
い
水
で
あ
り
ま
し

た
。
や
は
り
老
い
た
る
女
が
洗
濯
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
弘
法
大
師
が
来

て
水
を
求
め
た
時
に
、
そ
の
水
は
悪
い
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
た
い
へ

ん
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
汲
ん
で
来
て
く
れ
ま
し
た
の
で
、
大
師
が
そ
れ

は
困
る
だ
ろ
う
と
い
っ
て
、
杖
を
濁
り
井
の
す
ぐ
脇
の
地
面
に
揷さ
す
と
、
そ

こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
清
い
泉
が
湧
き
出
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
（
伊
勢

名
勝
誌
。
三
重
県
多た
気き
郡
佐さ
奈な
村
仁
田
）

　
紀
州
は
弘
法
大
師
の
永
く
お
ら
れ
た
国
だ
け
に
、
幾
つ
か
の
名
水
が
大
抵

は
こ
の
大
師
の
お
蔭
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
高
ひ
だ
か
郡
ば
か
り
で
も

弘
法
井
は
南
部
み
な
べ
の 

東 

吉 

田 

ひ
が
し
よ
し
だ
、
上
南
部
の
熊
岡
、  

東  

内  

原  

ひ
が
し
う
ち
は
ら

の 

原  

谷 

は
ら
た
に

に

も
あ
り
、
西
内
原
の
池
田
の
大
師
堂
の
近
く
に
も
あ
り
ま
し
た
。
船
津
ふ
な
つ
の
阪
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本
の
弘
法
井
は
、
今
で
も
路
通
る
人
が
花
を
上
げ
お 

賽  

銭 

さ
い
せ
ん

を
投
げ
て
行
き

ま
す
。 

高  

家 
た
か
い
え

の 

水 

飲 

谷 

み
ず
の
み
だ
に
に
あ
る
の
は
、
弘
法
大
師
が
指
先
で
穿ほ
っ
た
と

い
っ
て
結
構
な
水
で
あ
り
ま
す
。
南
部
の
旧
熊
野
街
道
の
山
路
に
、
今
一
つ

あ
る
弘
法
井
な
ど
は
、
親
切
な
老
婆
が
汲
ん
で
来
た
水
が
、
千
里
の
浜
ま
で

汲
み
に
い
っ
た
も
の
だ
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
そ
れ
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
だ

と
い
っ
て
、
大
師
が  
錫    

杖  
し
ゃ
く
じ
ょ
う
の
さ
き
で
、
穿
っ
て
下
さ
っ
た
井
戸
だ
と
い

っ
て
お
り
ま
す
。
（
以
上
み
な
南
紀
土
俗
資
料
）

　
伊い
都と
郡
の
野
村
と
い
う
所
な
ど
は
、
弘
法
大
師
が
杖
で
突
い
て
か
ら
涌わ
き

出
し
た
と
伝
わ
っ
て
、
幅
五
尺
ほ
ど
の
泉
が
二
十
五
間
も
あ
る
岸
の
上
か
ら

落
ち
て
、
広
い
区
域
の
田
地
を
潤
し
て
い
ま
す
。
話
は
残
っ
て
い
る
か
ど
う

か
知
り
ま
せ
ぬ
が
、
そ
れ
を
今
で
も
姥
滝
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
杖つえ
が
藪
や
ぶ
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と
い
う
村
に
も
大
師
が
杖
で
穿
っ
た
と
い
う
加
持
水

か
じ
す
い

の
井
戸
が
あ
っ
て
、
そ

の
杖
を
投
げ
て
置
か
れ
た
ら
、
そ
れ
が
成
長
し
て
藪
に
な
っ
た
と
い
い
、
村

の
名
ま
で
が
そ
れ
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
紀
伊
続
風
土
記
。
和

歌
山
県
伊
都
郡
高
野
村
杖
ヶ
藪
）

　
こ
ん
な
話
は
幾
ら
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
う
い
い
か
げ
ん
に
し
て
置
き

ま
し
ょ
う
。
四
国
な
ど
は
大
師
の
八
十
八
箇
所
も
あ
る
く
ら
い
で
す
か
ら
、

こ
の
突
き
さ
し
た
杖
に
根
が
生
え
て
、
だ
ん
だ
ん
成
長
し
た
の
だ
と
い
う
大

木
の
数
だ
け
で
も
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
に
あ
り
、
悪
い
婆
さ
ん

と
善
い
婆
さ
ん
と
が
、
た
っ
た
一
杯
の
水
を
惜
し
ん
だ
か
与
え
た
か
に
よ
っ

て
、
片
方
は
い
つ
ま
で
も
井
戸
の
水
が
赤
く
て
飲
ま
れ
ず
、
他
の
片
方
は
こ

ん
な
良
い
水
を
大
師
様
に
貰
っ
た
と
い
う
伝
説
が
、
も
う
昔
話
の
よ
う
に
な
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っ
て
多
く
の
村
の
子
供
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
杖
の
清
水
の
話
の
中
で
も
、
殊
に
有
名
な
も
の
は
、
阿あ
波わ
で
は 

下  

分  

し
も
ぶ
ん
か
み

上  

山 

や
ま

の  
柳    

水  
や
な
ぎ
み
ず

、
こ
の
村
に
は
も
と
は
水
が
な
か
っ
た
の
を
、
大
師
が

そ
の
杖
で
岩
を
突
き
、
そ
こ
か
ら
清
水
が
流
れ
出
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

杖
は
柳
の
木
で
、
永
く
そ
の
泉
の
傍
に
青
々
と
茂
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
り
ま

す
。
（
阿
州
奇
事
雑
話
。
徳
島
県  

名    

西  

み
ょ
う
ざ
い

郡
下
分
上
山
村
）

　
伊
予
で
は
高
井
た
か
い
の 

西 
林 
寺 

せ
い
り
ん
じ

の
杖
の
淵ふち
。
こ
の
村
に
も
昔
は
水
が
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
大
師
が
来
て
杖
を
地
に
立
て
て
か
ら
、
淵
に
な
る
ま
で
の
立

派
な
泉
が
涌
き
出
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
し
か
し
そ
の
杖
は
今
で
は
も
う
な

い
の
で
、
竹
で
あ
っ
た
か
柳
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
（
伊
予
温
故
録
。
愛
媛
県
温
泉
郡
久
米
村
高
井
）
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ど
う
し
て
旅
の
僧
が
行
く
先
々
に
、
杖
を
立
て
て
あ
る
く
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
私
は
い
ろ
い
ろ
に
考
え
て
見
ま
し
た
が
、
池
や
泉
と
関
係
の
な
い
こ

と
は
は
ぶ
い
て
置
き
ま
す
。
九
州
の
南
の
方
で
は 

性   

空   

上   

人  

し
ょ
う
く
う
し
ょ
う
に
ん

、
越
後

の
七
不
思
議
の
話
で
は 

親  

鸞 

し
ん
ら
ん

上
人
、
甲
州
の
御
嶽
み
た
け
の
社
の
近
く
に
は
日
蓮

上
人
な
ど
が
、
竹
の
杖
を
立
て
て
そ
れ
が
成
長
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
水
が
湧
き
出
し
た
話
に
は
、
ど
う
も
大
師
様
が
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

東
京
の
附
近
で
は
入
間
い
る
ま
郡
の
三
つ
井
と
い
う
所
に
、
弘
法
大
師
が
来
ら
れ
た

時
に
は
、
気
立
て
の
や
さ
し
い
村
の
女
が
、
機
を
織
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
り

ま
す
。
水
が
ほ
し
い
と
い
わ
れ
る
の
で
、
機
か
ら
下
り
て
遠
い
と
こ
ろ
ま
で

汲
み
に
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
定
め
て
不
自
由
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
さ
っ

そ
く
杖
を
さ
し
て
出
る
よ
う
に
し
て
下
さ
っ
た
と
い
う
清
水
が
、
今
で
も
流
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れ
て
土
地
の
名
前
に
ま
で
な
っ
て
お
り
ま
す
。
（
新
篇
武
蔵
む
さ
し
風
土
記
稿
。
埼

玉
県
入
間
郡
所
沢
町
上
新
井
字
三
つ
井
）

　
女
が
機
を
織
っ
て
い
た
と
い
う
話
も
、
何
か
特
別
の
わ
け
が
あ
っ
て
、
昔

か
ら
語
っ
て
い
た
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
大
師
の
井
戸
の
一
番
北
の
方

に
あ
る
の
は
、
今
わ
か
っ
て
い
る
も
の
で
は
山
形
県
の
吉
川
と
い
う
所
で
、

こ
こ
ま
で
伝
説
の
弘
法
大
師
は
行
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
昔

大
師
が 

湯 

殿 

山 

ゆ
ど
の
さ
ん

を
開
き
に
来
ら
れ
た
時
に
、
喉のど
が
乾
い
て
こ
の
村
の
あ
る

百
姓
の
家
に
は
い
っ
て
、
水
を
飲
ま
せ
て
く
れ
と
申
さ
れ
ま
す
と
、
女
房
が

ひ
ど
い
女
で
、
米
の
磨と
ぎ
汁
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
大
師
は
だ
ま
っ
て
飲

ん
で
行
か
れ
た
が
、
あ
と
で
女
房
の
顔
が
馬
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か

ら
ま
た
二
三
町
も
過
ぎ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
家
で
は
女
房
は
機
を
織
っ
て
い
ま
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し
た
。
こ
こ
で
も
水
が
ほ
し
い
と
い
わ
れ
ま
す
と
、
い
や
な
顔
も
せ
ず
に
機

か
ら
下
り
て
、
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
汲
み
に
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
大
師
は
喜

ん
で
こ
の
村
に
は
良
い
水
が
な
い
と
見
え
る
。
一
つ
掘
っ
て
や
ろ
う
と
い
っ

て
、
例
の
杖
を
も
っ
て
地
面
に
穴
を
ほ
り
ま
す
と
、
こ﹅
ん﹅
こ﹅
ん﹅
と
し
て
清
水

が
湧
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
も
あ
る
大
師
の
井
戸
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

（
郷
土
研
究
一
編
。
山
形
県
西
村
山
郡
川
土
居
村
吉
川
）

　
こ
こ
で
ま
ず
最
初
に
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、

そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
弘
法
大
師
の
僧
空
海
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
広
い
日
本
国
中
を
こ
の
通
り
よ
く
歩
き
廻
り
、
ど
こ
で
も
同
じ

よ
う
な
不
思
議
を
残
し
て
行
く
こ
と
は
、
と
て
も
人
間
わ
ざ
で
は
出
来
ぬ
話

で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
神
様
だ
と
い
わ
ず
に
、
な
る
べ
く
誰
か
昔
の
偉
い
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人
の
し
た
こ
と
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
は
弘
法
大
師
が
最
も
そ
の
人
だ
と
、
想
像
し
易
か
っ
た
だ
け

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
温
泉
の
方
に
も
杖
で
掘
り
出
し
た
と
い
う
伝
説
が

少
し
は
あ
り
ま
す
。
上
州
の
奥
に
あ
る
川
場
か
わ
ば
の
温
泉
な
ど
も
、
昔
弘
法
様
が

来
て
あ
る
民
家
に
一
泊
し
た
と
き
に
、
足
を
洗
う
湯
が
な
い
の
で
困
っ
て
い

る
と
、
さ
っ
そ
く
杖
を
そ
の
家
の
入
り
口
に
さ
し
て
、
出
し
て
下
さ
れ
た
の

が
こ
の
湯
で
あ
る
と
い
い
伝
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
温
泉
は
脚か

気っけ
に
よ
く
き
く
の
だ
と
土
地
の
人
は
い
い
、
ま
た
そ
の
湯
坪
の
片
脇
に
、
今

で
も
石
の
小
さ
な
大
師
様
の
像
を
立
て
て
、
拝
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
（
郷
土
研
究
一
編
。
群
馬
県
利と
根ね
郡
川
場
村
川
場
湯
原
）

　
と
こ
ろ
が
摂
津
せ
っ
つ
の
有
馬
あ
り
ま
の
湯
の
山
で
は
、
豊
臣
秀
吉
が
や
は
り
杖
を
も
っ
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て
温
泉
を
出
し
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

太  

閤 

た
い
こ
う

が
有
馬
に
遊
び

に
来
た
時
に
、  

清  

涼  

院  

せ
い
り
ょ
う
い
ん

と
い
う
お
寺
の
門
の
前
を
通
っ
て
じ﹅
ょ﹅
う﹅
だ﹅
ん﹅

半
分
に
杖
を
も
っ
て
地
面
の
上
を
叩
き
、
こ
こ
か
ら
も
湯
が
湧
け
ば
よ
い
。

そ
う
す
れ
ば
来
て
は
い
る
の
に
と
い
い
ま
す
と
、
た
ち
ま
ち
そ
の
足
も
と
か

ら
、
温
泉
が
出
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
で
そ
の
温
泉
の
名
を
上
の
湯
、
一
名

願
い
の
湯
と
も
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
後
に
は
そ
の
名
ば
か
り
残
っ
て
、

温
泉
は
出
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
（
摂
陽
郡
談
八
）

　
太
閤
様
は
思
う
こ
と
が
な
ん
で
も
叶かな
っ
た
人
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
か
知
れ
ぬ
と
、
考
え
た
者
は
ず
い
ぶ
ん
あ
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
と
も
弘

法
大
師
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

尾
張
お
わ
り
の
生
路
い
く
じ
と
い
う
村
に
は
、
あ
る
お
寺
の
下
に
綺
麗
き
れ
い
な
清
水
が
あ
っ
て
、
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こ
れ
も
大
師
の
掘
っ
た
井
戸
だ
と
、
土
地
の
人
た
ち
は
い
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
が
最
初
か
ら
の
い
い
伝
え
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
か
に
な
り
ま
し

た
。
四
百
年
ば
か
り
前
に
、
あ
る
学
者
が
こ
の
寺
に
頼
ま
れ
て
書
い
た
文
章

に
は
、
大
昔 
日   

本   

武   

尊  
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

が
、
こ
こ
に
来
て
狩
り
を
な
さ
れ
、
渇
き
を

お
覚
え
な
さ
れ
た
が
水
が
な
い
の
で
、
弓
※
ゆ
は
ずを
も
っ
て
岩
を
お
さ
し
に
な
る

と
清
い
泉
が
湧
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
井
戸
で
あ
る
と
誌
し
て
お
り
ま
す
。
近

頃
は
も
う
水
も
出
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
以
前
は
村
の
者
が
非
常
に
尊
敬
し

て
い
た
井
戸
で
、
穢けが
れ
の
あ
る
も
の
が
も
し
こ
れ
を
汲
も
う
と
す
る
と
、
俄
に
わ
か

に
水
の
色
が
濁
っ
て
し
ま
う
と
ま
で
信
じ
て
い
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
張

州
府
志
。
愛
知
県
知
多
郡
東
浦
村
生
路
）

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
伝
説
は
、
他
の
地
方
に
数
多
く
あ
り
ま
し
て
、
た
だ
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関
係
し
た
人
の
名
が
違
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
関
東
な
ど
で
一
番

多
く
い
う
の
は
、 

八  

幡 

は
ち
ま
ん

太
郎 

義  

家 

よ
し
い
え

で
あ
り
ま
す
。
軍
い
く
さの
半
な
か
ばに
水
が
得
ら

れ
な
い
の
で
、
神
に
念
じ
、
弓
を
も
っ
て
岩
に
突
き
、
ま
た
矢
を
土
の
上
に

さ
す
と
、
そ
れ
か
ら
泉
が
流
れ
て
士
卒
こ
と
ご
と
く
渇
を
癒い
や
し
た
。
よ
っ

て
こ
れ
を
神
水
と
し
て
感
謝
の
た
め
神
の
御
社
を
建
て
て
永
く
祀まつ
っ
た
と
い

っ
て
、
そ
の
神
も
多
く
は
八
幡
様
で
あ
り
ま
す
。
小
高
い
所
か
ら
泉
の
湧
く

場
合
に
は
、
大
抵
は
土
が
早
く
流
れ
て
岩
が
現
れ
て
来
ま
す
の
で
、
一
そ
う

普
通
の
人
間
の
力
で
は
、
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
よ
う
に
想
像
す
る

者
が
多
く
な
っ
た
こ
と
な
の
か
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
の 

石 

清 

水 

い
わ
し
み
ず

八

幡
の
伝
説
な
ど
も
、
後
に
な
る
ほ
ど
だ
ん
だ
ん
に
数
が
多
く
な
っ
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
お
社
も
何
も
な
い
里
の
中
や
道
の
傍
、
ま
た
は
人
家
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の
間
に
挾はさ
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
話
は
ど
う
し
て
も
杖
を
持
っ
た
行
脚
の
旅
僧

と
い
う
方
へ
、
持
っ
て
行
か
れ
や
す
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
ま
た
他
の
い
ろ
い
ろ
の
天
然
の
不
思
議
を
、
あ
れ
も
こ
れ
も
同

じ
弘
法
大
師
の
仕
事
の
よ
う
に
、
説
明
す
る
ふ
う
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
最
も
人
の
よ
く
知
っ
て
い
る
例
に
、 

石  

芋 

い
し
い
も

と
い
っ
て
葉
は
全

く
里
芋
の
如
く
、
そ
の
根
は
硬
く
て
食
べ
る
こ
と
の
出
来
な
い
植
物
、
ま
た

は
食
わ
ず
梨なし
と
い
っ
て
、
味
も
何
も
な
い
梨
の
実
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
い
ず

れ
も
そ
の
昔
一
人
の
旅
僧
が
そ
こ
を
通
っ
て
、
一
つ
く
れ
ぬ
か
と
所
望
し
た

の
を
、
物
惜
し
み
の
主
人
が
嘘
を
つ
い
て
、
こ
れ
は
硬
く
て
だ
め
で
す
と
か
、

ま
た
は
渋
く
て
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
と
か
い
っ
た
。
そ
う
か
と
い
っ
て
旅
僧
は

行
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
後
で
聞
く
と
そ
れ
が
大
師
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
芋
ま
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た
梨
は
そ
れ
か
ら
以
後
硬
く
ま
た
渋
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
食
べ
る
こ
と
が

出
来
な
く
な
っ
た
な
ど
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
伝
説
の
弘
法
大
師
は
全
体

に
少
し
怒
り
過
ぎ
、
ま
た
喜
び
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
仏
法

の
教
化
と
は
関
係
な
く
、
い
つ
も
わ
れ
わ
れ
の
常
の
生
活
に
つ
い
て
、
善
い

事
も
悪
い
事
も
共
に
細
か
く
世
話
を
焼
い
て
い
ま
す
。
杖
立
て
清
水
を
も
っ

て
百
姓
の
難
儀
を
救
う
ま
で
は
よ
い
が
、
怒
っ
て
井
戸
の
水
を 

赤  

錆 

あ
か
さ
び

に
し

て
行
っ
た
り
、
芋
や
果
物
を
食
べ
ら
れ
ぬ
よ
う
に
し
た
と
い
う
な
ど
は
、
こ

う
い
う
人
た
ち
に
は
似
合
わ
ぬ
仕
業
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
古
風

な
考
え
方
で
は
、
人
間
の
幸
不
幸
は
神
様
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
行
い
の
、

正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
考
え
方
が
、
今
で
も
新
し
い
問
題
に
つ
い
て
、
お
り
お
り
は
現
れ
て
来
る
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の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
私
な
ど
は
、
こ
れ
を
弘
法
大
師
の
話
に
し
た
の
は
、

何
か
の
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
こ
と
は
今
に
皆
さ
ん
が
自
分
で
考
え
て
見
る
と
し
て
、
も
う
少
し
珍

し
い
伝
説
の
例
を
挙
げ
て
置
き
ま
し
ょ
う
。
石
芋
、
食
わ
ず
梨
と
ち
ょ
う
ど

反
対
の
話
に
、
煮
栗
焼
き
栗
と
い
う
の
が
方
々
の
土
地
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ

も
今
で
は
弘
法
大
師
の
力
で
、
一
旦
煮
た
り
焼
い
た
り
し
た
栗
の
実
が
、
再

び
芽
を
吹
い
て
木
に
な
っ
た
と
い
っ
て
、
盛
ん
に
実
が
な
っ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。
越
後
の 

上 

野 

原 

う
え
の
は
ら

な
ど
に
あ
る
焼
き
栗
は
、
親
鸞
上
人
の
逸
話
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
あ
る
信
心
の
老
女
が
さ
し
上
げ
た
焼
き
栗
を
、

試
み
に
土
に
埋
め
て
、
も
し
私
の
教
え
が
後
の
世
で
繁
昌
を
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
焼
き
栗
も
芽
を
出
す
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
行
か
れ
た
。
そ
う
す
る
と
果
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し
て
そ
の
言
葉
の
通
り
、
そ
れ
が
成
長
し
て
大
き
な
栗
林
と
な
り
、
し
か
も

三
度
栗
と
い
っ
て
一
年
に
三
度
ず
つ
、
実
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
話
が
出
来
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
一

種
の
柴
栗
が
他
の
も
の
よ
り
は
ず
っ
と
色
が
黒
く
て
、
火
に
焦
げ
た
よ
う
に

見
え
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
が
、
京
都
の
南
の
方
の
あ
る
在
所
で
は
、
や
は
り

同
じ
話
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
天
武
天
皇
の
御
事
蹟
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

天
武
天
皇
が
一
時
芳
野
よ
し
の
の
山
に
お
入
り
に
な
る
時
、
こ
の
村
で
お
休
み
な
さ

れ
る
と
、
煮
た
栗
を
献
上
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
も
う
一
度
帰
っ
て
来
る
よ

う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
煮
た
栗
も
芽
を
吹
く
と
い
っ
て
、
お
植
え
に
な
っ
た
実

が
大
木
に
な
っ
て
栄
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
種
が
永
く
伝
わ
っ
て
お
り

ま
す
。
或
あ
る
いは
ま
た
春
日
か
す
が
の
明
神
が
初
め
て
大
和
に
お
移
り
に
な
っ
た
と
き
に
、
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お
付
き
の
神
主
が
煮
栗
の
実
を
播ま
い
た
と
も
い
う
者
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い

う
よ
う
に
話
は
ぜ
ひ
と
も
弘
法
大
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
わ
け
で
も

な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
ま
た
片
身
の
魚
、
片
目
の
鮒ふな
な
ど
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
焼

い
て
食
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
大
師
が
や
っ
て
来
て
、
そ
れ
を
私
に

く
れ
と
い
っ
て
、
乞
い
受
け
て
小
池
へ
放
し
た
。
そ
れ
か
ら
以
後
そ
の
池
に

い
る
鮒
は
、
一
方
だ
け
黒
く
焼
け
焦
げ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
は
片

目
が
な
い
、
も
し
く
は
片
側
が
そ
い
だ
よ
う
に
薄
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の

で
す
。
動
物
学
の
方
か
ら
見
て
、
そ
ん
な
魚
類
が
あ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
ま

せ
ん
が
、
と
に
か
く
に
片
目
の
魚
が
住
む
と
い
う
池
は
非
常
に
多
く
、
そ
れ

が
こ
と
ご
と
く
神
の
社
、
ま
た
は
古
い
御
堂
の
傍
に
あ
る
池
で
あ
り
ま
す
。
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池
と
大
師
と
は
、
ま
た
こ
う
い
う
方
面
に
お
い
て
も
関
係
が
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　
或
は
ま
た
衣
掛
き
ぬ
か
け
岩
、 

羽  

衣 

は
ご
ろ
も

の
松
と
い
う
伝
説
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

水
の
辺
ほ
と
りで
、
珍
し
い
形
の
岩
や
大
木
の
あ
る
場
合
に
、
不
思
議
な
神
の
衣
が

掛
か
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
普
通
に
は
気
高
い
御
姫
様
な
ど

の
話
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ま
た
い
つ
の
間
に
か
、
弘
法
大
師

と
入
り
代
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
。
備
前
の
海
岸
の
間
口
ま
ぐ
ち
と
い
う

湾
の
端
に
は
、
船
で
通
る
人
の
よ
く
知
っ
て
い
る
裳も
掛か
け
岩
と
い
う
大
岩
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
飛
鳥
井
姫

あ
す
か
い
ひ
め
と
い
う
美
し
い  

上    

﨟  

じ
ょ
う
ろ
う

の
着
物
が
、

遠
く
か
ら
飛
ん
で
来
て
引
っ
掛
か
っ
た
と
い
う
い
い
伝
え
も
あ
る
の
で
す
が
、

土
地
の
人
た
ち
は
、
ま
た
こ
ん
な
風
に
も
い
っ
て
い
る
。
昔
大
師
が
間
口
の

80日本の伝説



部
落
へ
来
て
、
法
衣
を
乾
か
し
た
い
か
ら
物
干
し
の
竿さお
を
貸
し
て
く
れ
ぬ
か

と
い
わ
れ
た
。
竿
は
あ
り
ま
せ
ん
と
村
の
者
が
す
げ
な
く
断
っ
た
の
で
、
大

師
も
し
か
た
な
し
に
こ
の
岩
の
上
に
、
ぬ
れ
た
衣
を
掛
け
て
お
干
し
な
さ
れ

た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
お
お
か
た
こ
れ
も
一
人
の
不
親
切
な
女
の
、
後

で
罰
が
当
っ
た
話
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
邑
久
お
お
く
郡
誌
。
岡
山
県
邑

久
郡
裳
掛
村
福
谷
）

　
安あ
房わ
の
青
木
と
い
う
村
に
は
、
弘
法
大
師
の
芋
井
戸
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
。
井
戸
の
底
に
芋
の
よ
う
な
葉
を
し
た
植
物
が
、
青
々
と
茂
っ
て
い
ま
す
。

昔
大
師
が
こ
の
村
の
あ
る
老
婆
の
家
に
来
て
、
芋
を
く
れ
な
い
か
と
所
望
し

た
の
を
、
老
婆
が
物
惜
し
み
を
し
て
こ
の
芋
は
石
芋
で
す
と
嘘
を
い
っ
た
。

そ
う
す
る
と
忽
ち
家
の
芋
が
皆
石
の
よ
う
に
堅
く
な
り
、
食
べ
る
こ
と
が
出
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来
ぬ
か
ら
戸
の
外
に
棄
て
る
と
、
そ
こ
か
ら
水
が
湧
き
出
し
て
こ
の
井
戸
に

な
っ
た
と
い
う
の
は
、
き
っ
と
二
つ
の
話
の
混
合
で
、
芋
で
は
罰
を
受
け
た

が
、
井
戸
は
土
地
一
番
の
清
水
で
あ
り
ま
し
た
。
伝
説
は
こ
う
い
う
ふ
う
に

半
分
欠
け
た
り
、
ま
た
継
ぎ
合
せ
て
一
つ
に
な
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。
（
安
房
志
。
千
葉
県
安
房
郡
白
浜
村
青
木
）

　
会
津
あ
い
づ
の 

大  

塩 

お
お
し
お

と
い
う
村
で
は
山
の
中
の
泉
を
汲
ん
で
、
近
い
頃
ま
で
は

そ
れ
を
釜
で
煮
て
塩
を
製
し
て
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
奥
山
に
塩
の
井
が
出

る
と
い
う
の
は
、
土
地
の
人
た
ち
に
も
不
思
議
な
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
で
や

は
り
弘
法
大
師
が
や
っ
て
来
て
、
貴
い
術
を
も
っ
て
潮
を
呼
ん
で
下
さ
れ
た

と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
ま
た
ど
う
い
う
女
が
あ
っ
て
関
係
し
た
も

の
か
、
今
で
は
も
う
忘
れ
て
し
ま
っ
た
者
が
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
半
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日
閑
話
。
福
島
県
耶や
麻ま
郡
大
塩
村
）

　
と
こ
ろ
が
安
房
の
方
で
は 

神  

余 

か
な
ま
り

の 

畑  

中 

は
た
な
か

と
い
う
部
落
に
、
川
の
流
れ

か
ら
塩
の
井
の
湧
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
今
で
も
そ
の
由
来
を
伝
え
て
い
ま

す
。
そ
の
昔 
金  

丸 
か
な
ま
る

氏
の
家
臣  

杉 

浦 

吉 

之 

丞  

す
ぎ
う
ら
き
ち
の
じ
ょ
う

の
後
家
美
和
女

み
わ
じ
ょ

、
施
し
を

好
み
心
掛
け
の
や
さ
し
い
婦
人
で
あ
り
ま
し
た
。
大
同
三
年
の
十
一
月
二
十

四
日
に
、
一
人
の
旅
僧
が
来
て
食
を
求
め
た
の
で
、
ち
ょ
う
ど
こ
し
ら
え
て

あ
っ
た 

小 

豆 

粥 

あ
ず
き
が
ゆ

を
与
え
る
と
、
そ
の
粥
に
は
塩
気
が
な
い
か
ら
、
旅
僧
は

不
審
に
思
い
ま
し
た
。
う
ち
が
貧
乏
で
塩
を
買
う
こ
と
が
出
来
ぬ
と
い
う
の

を
聴
い
て
、
そ
れ
は
お
気
の
毒
だ
と
川
の
岸
に
下
り
て
、
手
に
持
つ
錫
杖
を

突
き
さ
し
て
暫
し
ば
らく
祈
念
し
、
や
が
て
そ
れ
を
抜
く
と
、
そ
の
穴
か
ら
水
が
迸

ほ
と
ば
し

っ
て
、
女
の
顔
の
と
こ
ろ
ま
で
飛
び
上
り
ま
し
た
。
嘗な
め
て
見
る
と
そ
れ
が
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真
塩
ま
し
お
で
あ
り
、
そ
の
僧
は
弘
法
大
師
で
あ
っ
た
と
、
古
い
記
録
に
も
書
い
て

あ
る
そ
う
で
す
。
（
安
房
志
。
千
葉
県
安
房
郡
豊
房
村
神
余
）

　
い
く
ら
記
録
に
は
書
い
て
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
歴
史
で
な
い
こ
と
は
誰
に

で
も
わ
か
り
ま
す
。
弘
法
の
旅
行
を
し
そ
う
な
大
同
三
年
頃
に
は
、
ま
だ
金

丸
家
も
杉
浦
氏
も
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
皆
さ
ん
に
お
話

し
た
い
こ
と
は
、
十
一
月
二
十
四
日
の
前
の
晩
は
、
今
で
も
関
東
地
方
の
村

々
で
お
大
師
講
と
い
っ
て
、
小
豆
の
粥
を
煮
て
お
祭
り
を
す
る
日
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
天
台
宗
の
お
寺
な
ど
で
は
、
こ
の
日
が
ち
ょ
う
ど
天
台

智
者
ち
し
ゃ
大
師
の
忌
日
に
当
る
た
め
に
、
そ
の
つ
も
り
で
大
師
講
を
営
ん
で
い
ま

す
が
、
他
の
多
く
の
田
舎
で
は
、
こ
れ
も
弘
法
大
師
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。
智
者
大
師
は
そ
の
名
を
智ち
顗ぎ
と
い
っ
て
、
今
か
ら
千
三
百
四
十
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年
ほ
ど
前
に
亡
く
な
っ
た
支
那
の
高
僧
で
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
は
一
度
も

日
本
へ
は
来
た
こ
と
の
な
か
っ
た
人
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
弘
法
大
師
の
方
は

こ
の
十
一
月
二
十
三
日
の
晩
と
、
少
し
も
関
係
が
な
か
っ
た
人
で
あ
り
ま
す

が
、
ど
こ
の
村
で
も
こ
の
一
夜
に
限
っ
て
、
大
師
様
が
必
ず
家
か
ら
家
を
巡

っ
て
あ
る
か
れ
る
と
信
じ
て
、
こ
の
お
祭
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
旧
暦
で
は
十
一
月
末
の
頃
は
、
も
う
か
な
り
寒
く
な
り
ま
す
。
信
州
や
越

後
で
は
そ
ろ
そ
ろ
雪
が
降
り
ま
す
が
、
こ
の
二
十
三
日
の
晩
は
た
と
え
少
し

で
も
必
ず
降
る
も
の
だ
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
で﹅
ん﹅
ぼ﹅
隠
し
の
雪
と
い
い
ま
す
。

そ
う
し
て
こ
れ
に
も
や
は
り
お
婆
さ
ん
の
話
が
つ
い
て
お
り
ま
し
た
。
信
州

な
ど
の
方
言
で
は
、
で﹅
ん﹅
ぼ﹅
と
は
足
の
指
な
し
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
昔
信

心
深
く
て
貧
乏
な
老
女
が
、
何
か
お
大
師
様
に
差
し
上
げ
た
い
一
心
か
ら
、
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人
の
畠
に
は
い
っ
て
芋
や
大
根
を
盗
ん
で
来
た
。
そ
の
婆
さ
ん
が
で﹅
ん﹅
ぼ﹅
で

あ
っ
て
、
足
跡
を
残
せ
ば
誰
に
で
も
見
つ
か
る
の
で
、
あ
ん
ま
り
か
わ
い
そ

う
だ
と
い
っ
て
、
大
師
が
雪
を
降
ら
せ
て
隠
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
の
雪
が
今

で
も
降
る
の
だ
と
い
う
者
が
あ
り
ま
す
（ 

南 

安 

曇 

み
な
み
あ
ず
み
郡
誌
そ
の
他
）
。
し
か

し
こ
の
話
な
ど
も
後
に
な
っ
て
、
少
し
ば
か
り
間
違
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
点
が
あ
り
ま
す
。
信
州
で
は
こ
の
晩
に
食
物
を
供
え
る
お
箸はし
は
、
葦あし
の

茎
を
も
っ
て
必
ず
一
本
は
長
く
、
一
本
は
短
く
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
で﹅
ん﹅
ぼ﹅
隠
し
の
記
念
で
あ
っ
て
、
そ
の
婆
さ
ん
は
で﹅
ん﹅
ぼ﹅
で
且か
つ
跛
ち
ん
ば

で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
人
も
あ
る
が
、
所
に
よ
っ
て
は
大
師
様
自
身
が
生
れ

つ
き
跛
で
、
そ
れ
で
こ
の
晩
村
々
を
ま
わ
っ
て
あ
る
か
れ
る
の
に
、
雪
が
降

る
と
そ
の
足
跡
が
隠
れ
て
ち
ょ
う
ど
よ
い
と
喜
ば
れ
る
と
い
い
、
「
で﹅
え﹅
し﹅
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で﹅
ん﹅
ぼ﹅
の
跡
隠
し
」
と
い
う
諺
こ
と
わ
ざも
あ
る
そ
う
で
す
（
小
谷
口
碑
集
）
。
越
後

の
方
で
も
古
く
か
ら
大
師
講
の
小
豆
粥
に
は
、
栗
の
枝
で
こ
し
ら
え
た
長
し

短
し
の
お
箸
を
つ
け
て
供
え
ま
し
た
。
耳
の
遠
い
者
が
そ
の
箸
を
耳
の
穴
に

当
て
る
と
、
よ
く
聴
え
る
な
ど
と
も
い
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
こ
の
晩
雪
が

降
る
と
跡
隠
し
の
雪
と
い
っ
て
、
大
師
が
里
か
ら
里
へ
あ
る
か
れ
る
御
足
の

跡
を
、
人
に
見
せ
ぬ
よ
う
に
隠
す
の
だ
と
い
い
伝
え
て
お
り
ま
し
た
。
（
越

後
風
俗
問
状
答
）

　
そ
う
す
る
と
だ
ん
だ
ん
に
大
師
が
、
弘
法
大
師
で
も
智
者
大
師
で
も
な
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
来
ま
す
。
今
で
も
山
の
神
様
は
片
足
神
で
あ
る
よ
う

に
、
思
っ
て
い
た
人
は
日
本
に
は
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
大
き
な
草

履
を
片
方
だ
け
造
っ
て
、
山
の
神
様
に
上
げ
る
風
習
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
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冬
の
ま
中
に
山
か
ら
里
へ
、
お
り
お
り
は
下
り
て
来
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と

い
っ
て
、
雪
は
却かえ
っ
て
そ
の
足
跡
を
見
せ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
後
に
仏

教
が
は
い
っ
て
か
ら
こ
れ
を
信
ず
る
者
が
少
く
な
り
、
た
だ
子
供
た
ち
の
お

そ
ろ
し
が
る
神
に
な
っ
た
末
に
、
だ
ん
だ
ん
に
お
ち
ぶ
れ
て
お
化
け
の
中
に

算
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
も
と
は
ギ
リ
シ
ャ
や
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ

ヤ
の
、
古
い
尊
い
神
々
も
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
山
の
神
も
足
一
つ
で
、

ま
た
眼
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
こ
れ
と
は
関
係
は
な
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
十
一
月
二
十
三
日
の
晩
に
国
中
の
村
々
を
巡

り
、
小
豆
の
粥
を
も
っ
て
祭
ら
れ
て
い
た
の
は
、
だ
だ
の
人
間
の
偉
い
人
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
口
の
言
葉
で
、
た
だ
だ﹅

い﹅
し﹅
様
と
呼
ん
で
い
た
の
を
、
文
字
を
知
る
人
た
ち
が
弘
法
大
師
か
と
思
っ
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た
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
だ﹅
い﹅
し﹅
は
も
し
漢
字
を
宛
て
る
な
ら
ば
、
大
子
と
書
く
の
が
正
し
い
の
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も
と
は
お﹅
お﹅
ご﹅
と
い
っ
て
大
き
な
子
、
す
な
わ
ち
長

男
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
た
が
、
漢
字
の
音
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

は
、
だ
ん
だ
ん
に
神
と
尊
い
方
の
お
子
様
の
他
に
は
使
わ
ぬ
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
も
後
に
は
た﹅
い﹅
し﹅
と
い
っ
て
、
殆
ど
聖
徳
太
子
ば
か
り
を
さ
す
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
古
い
言
葉
が
ま
だ
田
舎
に
は
残
っ
て
い

た
た
め
に
、
い
つ
と
な
く
仏
教
の
大
師
と
紛
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

も
と
も
と
神
様
の
お
子
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
気
を
つ
け
て
見
る
と
大
師

ら
し
く
な
い
話
ば
か
り
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
信
州
で
も
ず
っ
と
南
の
方
の
、

 

竜  

丘 

た
つ
お
か

村
の
琴
が
原
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、 
浄  
元  

大  

姉 
じ
ょ
う
げ
ん
だ
い
し

と
い
っ
て
足
の
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悪
い
神
様
を
祀
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
御
遺
跡
を
花
の
御
所
、
後
醍
醐

ご
だ
い
ご

天
皇

の
御
妹
で
あ
っ
た
な
と
ど
い
う
説
さ
え
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
だ﹅
い﹅
し﹅

と
姥
の
神
と
を
、
拝
ん
で
い
た
の
が
始
め
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
子

も
路
で
足
を
痛
め
て
難
儀
を
な
さ
れ
た
の
で
、
永
く
土
地
の
者
の
足
の
病
を

治
し
て
や
ろ
う
と
仰
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
、
今
で
も
信
心
に
お
詣まい
り
す
る
人

が
あ
り
、
そ
の
お
礼
に
は
草
鞋
わ
ら
じ
を
片
足
だ
け
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
て
こ
の
地
方
に
も
、
「
ち
ん
ば
山
の
神
の
片
足
草
鞋
」
と
い
う
諺
が

あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
伝
説
の
下
伊
那

し
も
い
な

。
長
野
県
下
伊
那
郡
竜
丘
村
）

　
高
く
尊
い
天
つ
神
の
御
子
を
、
王
子
権
現
と
い
い 

若  

宮  

児  

宮 

わ
か
み
や
ち
ご
の
み
や
な
ど
と

い
っ
て
、
村
々
に
祀
っ
て
い
る
例
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ま
た
大
工
と
か

木
挽
こ
び
き
と
か
い
う
山
の
木
に
関
係
の
あ
る
職
業
の
人
が
、
今
で
も
御
太
子
様
と
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い
っ
て
拝
ん
で
い
る
の
も
、
仏
法
の
方
の
人
な
ど
は
聖
徳
太
子
に
き
め
て
し

ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
最
初
は
や
は
り
た
だ
神
様
の
御
子
で
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
古
い
日
本
の
大
き
な
お
社
で
も
、
こ
う
い
う
若
々
し
く
ま
た

貴
い
神
様
を
祀
っ
て
い
る
も
の
が
方
々
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
い
つ
で

も
御
身
内
の
婦
人
が
、
必
ず
そ
の
お
側そば
に
附
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
考
え
て
見
ま
す
と
、
十
一
月
二
十
三
日
の
晩
の
お﹅
だ﹅
い﹅
し﹅
講
の
老

女
な
ど
も
、
後
に
は
貧
乏
な
賤いや
し
い
家
の
者
の
よ
う
に
い
い
出
し
ま
し
た
け

れ
で
も
、
以
前
に
は
こ
れ
も
神
の
御
母
、
ま
た
は
御
叔
母
と
い
う
よ
う
な
、

と
に
か
く
普
通
の
村
の
人
よ
り
は
、
ず
っ
と
そ
の
だ﹅
い﹅
し﹅
に
親
し
み
の
深
い

方
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
な
変
化
は
伝
説
に

は
珍
し
く
な
い
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
お
社
や
堂
に
は
脇
侍
わ
き
じ
と
も
い
っ
て
、
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姥
の
木
像
が
置
い
て
あ
り
、
ま
た
関
の
姥
様
の
話
に
も
あ
る
よ
う
に
、
児
と

姥
と
の
霊
を
一
し
ょ
に
、
井
の
上
、
池
の
岸
に
祀
っ
て
い
る
と
い
う
、
伝
説

も
少
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
児
童
の
守
り
神
と
し
て
、
姥
の
神
を
拝
む
よ
う
に
な
っ
た
原
因
も
、

大
子
が
実
は
児
の
神
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
く
わ
か
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。
姥
は
も
と
神
の
御
子
を
大
切
に
育
て
た
故
に
、
人
間
の
方

か
ら
も
深
い
信
用
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

ま
た
二
つ
三
つ
の
少
し
新
し
い
伝
説
も
あ
り
ま
す
。
紀
州
岩
出
い
わ
で
の 

疱  

瘡 

ほ
う
そ
う

神

社
と
い
う
の
は
、
以
前
は
大
西
と
い
う
旧
家
の
支
配
で
、
守
り
札
な
ど
も
そ

こ
か
ら
出
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
大
西
家
で
板
に
し
た
縁
起
に
は
、
こ
う

い
う
話
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
年
十
一
月
の
二
十
三
日
の
晩
に
、
白し
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髪らが
の
婆
さ
ま
が
一
人
訪
ね
て
来
て
、
一
夜
の
宿
を
借
り
た
い
と
い
っ
た
。
う

ち
は
貧
乏
で
何
も
上
げ
る
も
の
が
な
い
と
い
う
と
、
食
事
に
は
用
が
な
い
。

た
だ
泊
め
て
下
さ
れ
ば
よ
い
と
い
っ
て
、
夜
ど
お
し
囲
炉
裏
の
火
の
側
に
坐

っ
て
い
た
。
夜
の
明
け
方
に
清
水
を
汲
ん
で
貰
っ
て
、
そ
れ
を
湯
に
沸
か
し

て
静
か
に
飲
み
、
そ
う
し
て
出
て
行
こ
う
と
し
て
大
西
家
の
主
人
に
向
い
、

私
は
こ
の
家
の
先
祖
と
縁
の
あ
る
者
だ
。
今
ま
た
こ
う
し
て
親
切
に
、
宿
を

し
て
も
ら
っ
た
の
は
あ
り
が
た
い
と
思
う
か
ら
、
そ
の
お
礼
に
は
こ
れ
か
ら

い
つ
ま
で
も
、
大
西
の
子
孫
と
名
乗
る
者
は
疱
瘡
が
軽
く
、
長
命
を
す
る
よ

う
に
守
っ
て
や
ろ
う
と
い
っ
て
帰
っ
た
。
そ
の
跡
を
見
送
る
と
、
ち
ょ
う
ど

今
の
お
社
の
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
て
、 
愛  
染  

明  

王 
あ
い
ぜ
ん
み
ょ
う
お
う
の
姿
を
現
じ
て
行
方

知
れ
ず
に
な
っ
た
と
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
種
痘
と
い
う
こ
と
の
始
ま
る
ま
で
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は
、
疱
瘡
は
ま
こ
と
に
子
供
た
ち
の
大
敵
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
殊

に
疱
瘡
神
を
お
そ
れ
敬
う
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
老
女
は
実
は
そ

れ
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
愛
染
明
王
は
も
と
は
愛
欲
の
神
で
あ
っ
た
そ

う
で
す
が
、
愛
と
い
う
名
か
ら
わ
が
国
で
は
、
特
に
小
児
の
無
事
息
災
を
祈

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
お
姿
も
若
々
し
く
、
決
し
て
婆
さ
ま
な
ど
に
化

け
て
来
ら
れ
る
神
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
一
つ
に
し
て
こ
の
大
西

家
の
先
祖
の
人
は
、
ま
ぼ
ろ
し
に
見
た
の
で
あ
り
ま
す
。
前
か
ら
姥
の
神
の

後
に
は
児
の
神
の
あ
る
こ
と
を
、
知
っ
て
い
た
為
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
紀
伊
続
風
土
記
。
和
歌
山
県
那
賀
郡
岩
出
町
備
前
）

　
伊
勢
の
丹に
生う
村
は
古
く
か
ら
鉛
の
産
地
で
す
が
、
そ
こ
に
は
名
の
聞
え
た

鉱
泉
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
近
頃
で
は
い
ろ
い
ろ
の
病
気
の
者
が
入
浴
に
来
る
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よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
昔
は
た
だ
こ
の
地
方
の
女
た
ち
が
、
お
産
の
前
後

に
来
て
垢こ
離り
を
取
り
生
れ
子
の
安
全
を
お
祈
り
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
為
に

泉
の
名
を
子
安
の
井
と
い
い
、
や
は
り
弘
法
大
師
の
加
持
水
だ
と
い
う
伝
説

を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
戦
国
時
代
に
は
こ
の
土
地
が
荒
れ
て
し
ま
っ
て
、
井

戸
も
半
分
は
埋
も
れ
、
そ
う
い
う
い
い
伝
え
を
忘
れ
た
人
が
多
く
な
り
、
近

所
の
百
姓
た
ち
が
そ
の
水
を
普
通
の
飲
料
に
使
う
者
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

う
い
う
家
で
は
ど
う
も
病
人
が
多
く
、
中
に
は
死
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
家
さ

え
あ
っ
た
の
で
、
驚
い
て
御
鬮
み
く
じ
を
引
い
て
明
神
様
の
神
意
を
伺
っ
た
そ
う
で

す
。
実
際
は
水
に
鉛
の
気
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
飲
む
者
を
害
し
た
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
昔
の
人
は
そ
う
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で

御
鬮
の
表
に
は
、
子
安
井
は
産
前
産
後
の
女
の
た
め
に
、
子
育
て
を
助
け
守
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り
た
も
う
べ
き
深
い
思おぼ
し
召
し
の
あ
る
井
戸
だ
か
ら
、
早
く
浚さら
え
て
清
く
せ

よ
と
出
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
は
い
よ
い
よ
こ
れ
を
日
用
の
た
め
に
汲
む
者
が
、

祟たた
り
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
丹
洞
夜
話
。

三
重
県
多
気
郡
丹
生
村
）

　
子
安
の
池
と
い
う
の
は
、
ま
た
東
京
の
近
く
に
も
あ
っ
て
、
こ
れ
に
も
杖

立
て
清
水
と
よ
く
似
た
伝
説
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
。
板
橋
の
町
の
西
北
の
、

 

下 

新 

倉 

し
も
に
い
く
ら
の 

妙 

典 

寺 

み
ょ
う
て
ん
じ
と
い
う
寺
の
脇
に
あ
っ
た
の
が
そ
れ
で
、
昔
日
蓮
上

人
が
こ
の
地
方
を
行
脚
し
て
い
た
頃
、 

墨 

田 

五 

郎 

時 

光  

す
み
だ
の
ご
ろ
う
と
き
み
つ

と
い
う
大
名
の

奥
方
が
、
難
産
で
非
常
に
苦
し
ん
で
い
ま
し
た
。
日
蓮
が
そ
の
為
に
安
産
の

祈
り
を
し
て
、
一
本
の
楊
枝
よ
う
じ
を
も
っ
て
加
持
を
す
る
と
、
忽
ち
こ
こ
か
ら
優

れ
た
る
清
水
が
湧
き
出
し
た
。
そ
の
水
を
掬く
ん
で
口
そ
そ
ぎ
御
符
を
戴
か
せ

96日本の伝説



た
ら
、
立
派
な
男
の
児
が
生
れ
た
と
い
っ
て
、
そ
の
池
の
傍
に
あ
る
古
木
の

柳
の
木
は
、
日
蓮
上
人
の
楊
枝
を
地
に
揷
し
た
の
が
、
芽
を
吹
い
て
成
長
し

た
も
の
だ
と
も
語
り
伝
え
て
お
り
ま
し
た
。
（
新
篇
武
蔵
風
土
記
稿
。
埼
玉

県 

北 

足 
立 

き
た
あ
だ
ち

郡
白
子
町
下
新
倉
）

　
伝
説
は
子
安
の
池
の
、
岸
の
柳
の
如
く
成
長
し
ま
し
た
。
東
京
は
四
百
年

こ
の
方
に
漸
よ
う
やく
出
来
た
都
会
で
す
が
、
こ
こ
へ
も
弘
法
大
師
が
い
つ
の
間
に

か
や
っ
て
来
て
い
ま
す
。
上
野
公
園
の
後
の
谷
中
や
な
か
清
水
町
に
は
、
清
水
稲
荷
い
な
り

が
あ
っ
て
も
と
は
有
名
な
清
水
が
そ
の
傍
に
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
清
水
が

ま
だ
出
な
か
っ
た
前
に
、
や
は
り
一
人
の
老
母
が
頭
に
桶おけ
を
載
せ
て
、
遠
い

と
こ
ろ
か
ら
水
を
運
ん
で
い
た
と
こ
ろ
へ
、
大
師
が
来
合
せ
て
そ
の
水
を
貰

っ
て
飲
み
ま
し
た
。
年
を
取
っ
て
か
ら
毎
日
こ
う
し
て
水
を
汲
ん
で
来
る
の
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は
苦
し
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
ま
す
と
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
私

に
は
た
っ
た
一
人
の
子
が
あ
っ
て
、
永
ら
く
病
気
を
し
て
い
る
の
で
困
り
ま

す
と
答
え
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
大
師
は
暫
く
考
え
て
、
手
に
持
つ
独
鈷
と
っ
こ
と

い
う
も
の
で
、
こ
つ
こ
つ
と
地
面
を
掘
り
、
忽
ち
そ
こ
か
ら
こ
の
清
水
が
湧

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
味
わ
い
は
甘
露
の
如
く
、
夏
は
冷
か
に
冬
は
温
か

に
し
て
、
い
か
な
る
炎
天
に
も
涸か
る
る
こ
と
な
し
と
い
う
名
水
で
あ
り
ま
し

た
。
姥
の
子
供
の
病
気
は
何
病
で
あ
り
ま
し
た
か
、
こ
の
水
で
洗
っ
た
ら
早

速
に
治
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
多
く
の
人
が
貰
い
に
来
る
よ
う
に
な
っ
て
、

万よろ
ずの
病
は
皆
こ
の
水
を
汲
ん
で
洗
え
ば
必
ず
よ
く
な
る
と
い
い
ま
し
た
。
稲

荷
の
お
社
も
、
こ
の
時
に
弘
法
大
師
が
祀
っ
て
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、

お
い
お
い
に
繁
昌
し
て
今
の
よ
う
に
町
屋
が
立
ち
続
い
て
来
た
の
で
あ
り
ま
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す
。
（
江
戸
名
所
記
。
東
京
市
下
谷
し
た
や
区
清
水
町
）

　
野
州 

足  

利 
あ
し
か
が

在
の 

養 

源 

寺 

よ
う
げ
ん
じ

の
山
の
下
の
池
な
ど
は
、
直
径
三
尺
ほ
ど
し

か
な
い
小
池
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
弘
法
大
師
の
加
持
水
と
い
い
伝
え

て
、
信
心
深
い
人
た
ち
が
汲
ん
で
行
っ
て
飲
む
そ
う
で
す
。
昔
あ
る
婦
人
が

乳
が
足
り
な
く
て
、
赤
ん
坊
を
抱
い
て
困
り
切
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
見
馴

れ
ぬ
旅
僧
が
来
て
そ
の
話
を
聞
き
、
し
ば
ら
く
祈
念
を
し
て
か
ら
杖
で
地
面

を
突
き
ま
す
と
、
そ
こ
か
ら
水
が
湧
き
出
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
自

分
で
飲
ん
で
も
よ
し
、
ま
た
は
乳
の
よ
う
に
し
て
小
児
に
含
ま
せ
て
も
、
必

ず
丈
夫
に
育
つ
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
弘
法
大
師
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
お
か
た
後
に
養
源
寺
の
人
た
ち
が
、
い
い
始
め
た

こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
郷
土
研
究
二
編
。
栃
木
県
足
利
郡
三
和
村
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板
倉
）

　
土
地
の
古
く
か
ら
の
い
い
伝
え
と
、
そ
れ
を
聴
く
人
の
考
え
と
が
食
い
違

っ
た
時
に
は
、
話
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
だ
ん
だ
ん
と
面
倒
に
な
り
ま
す
。
だ﹅

い﹅
し﹅
が
世
に
名
高
い
高
僧
の
こ
と
だ
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
ま
た
一
人
別
に

姥
の
側
へ
、
愛
ら
し
い
若
児
を
連
れ
て
来
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
あ
ん
ま
り
気
味
の
悪
い
話
が
多
い
か
ら
、
詳
し
い
こ
と
は
い
わ

ぬ
つ
も
り
で
す
が
、
日
本
で
よ
く
い
う
産
女
う
ぶ
め
の
霊
の
話
な
ど
も
、
も
と
は
た

だ
道
の
傍
に
祀
っ
た
母
と
子
の
神
で
あ
り
ま
し
た
。
姿
が
弱
々
し
い
赤
ん
ぼ

の
様
で
も
、
神
様
の
子
で
あ
っ
た
故
に
不
思
議
な
力
が
あ
り
ま
し
た
。
道
を

通
る
人
に
向
っ
て
抱
い
て
く
れ
抱
い
て
く
れ
と
母
親
が
い
う
の
で
、
暫
く
抱

い
て
い
る
と
だ
ん
だ
ん
に
重
く
な
る
。
そ
の
重
い
の
を
じ
っ
と
我
慢
を
し
て
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い
た
人
は
、
必
ず
宝
を
貰
い
、
ま
た
は 

大  

力 

だ
い
り
き

を
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
後
に
は
、
ま
た
あ
る
大
師
に
行
き
逢
う
て
、
却
っ
て
そ
の
法
力

を
も
っ
て
救
わ
れ
た
と
い
う
話
に
変
っ
て
来
て
、
産
女
は
普
通
の
人
の
幽
霊

の
ご
と
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
幽
霊
が
子
供
づ
れ
で
来
る
の
も

お
か
し
い
こ
と
で
す
し
、
福
を
与
え
る
と
い
う
の
も
、
ま
す
ま
す
似
合
い
ま

せ
ん
。
こ
れ
に
は
何
か
他
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
土
地
に
よ
っ

て
、
夜
啼な
き
松
ま
た
は
夜
啼
き
石
な
ど
と
い
っ
て
、
真
夜
中
に
橋
の
袂
た
も
とや
阪

の
口
で
、
赤
子
の
啼
く
声
が
す
る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
お
そ

ろ
し
い
こ
と
と
考
え
ず
に
、
村
に
お
産
の
あ
る
知
ら
せ
だ
な
ど
と
い
う
土
地

も
あ
り
ま
す
。
或
は
ま
た
一
人
の
女
が
あ
っ
て
、
夜
に
な
る
と
赤
ん
ぼ
が
啼

く
の
に
困
っ
て
、
そ
の
松
の
木
の
下
に
行
っ
て
立
っ
て
い
る
と
、
行
脚
の
僧
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が
通
り
か
か
っ
て
抱
い
て
く
れ
た
。
そ
う
し
て
松
の
小
枝
を
火
に
と
も
し
て
、

そ
の
光
を
子
供
に
見
せ
る
と
啼
き
止や
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
後
こ
の
松
の
下
に
神

を
祀
り
、
ま
た
夜
啼
き
を
す
る
子
の
家
で
は
、
そ
の
小
枝
を
折
っ
て
来
て
燈
と
も
し

の
火
に
す
る
と
い
う
所
も
あ
り
ま
す
。
九
州
の
宇
佐
八
幡

う
さ
は
ち
ま
ん
の
附
近
で
は
、
弘

法
大
師
と
い
わ
ず
に
、
こ
の
僧
を
人 

聞 

菩 

薩 

に
ん
も
ん
ぼ
さ
つ

と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
人
聞

菩
薩
は
八
幡
大
菩
薩
が
仮
に
こ
の
様
な
姿
を
し
て
、
村
々
を
お
歩
き
な
さ
れ

る
の
だ
と
い
う
人
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
奇
妙
な
僧
の
名
も
あ
る
ま
い

と
思
い
ま
す
か
ら
、
私
な
ど
は
そ
れ
を
人
の
母
、
す
な
わ
ち
人
母
に
ん
ぼ
と
い
う
言

葉
が
、
こ
の
神
の
信
仰
に
つ
い
て
、
古
く
行
わ
れ
て
い
た
名
残
で
あ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
子
安
と
い
う
母
と
子
と
の
神
は
、
今
で
も
関
東
地
方
に
は

方
々
に
祀
っ
て
い
ま
す
。
気
高
い
婦
人
が
子
を
抱
い
た
石
の
像
で
あ
り
ま
す
。
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姥
と
い
う
の
は
た
だ
女
の
人
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
親
の
妹
を
叔
母
と
い

う
の
も
、
ま
た
は
後
々
叔
母
に
な
る
べ
き
二
番
め
以
下
の
娘
を
、
小
娘
の
う

ち
か
ら
お﹅
ば﹅
と
田
舎
で
い
っ
て
い
る
の
も
、
も
と
は
一
つ
の
言
葉
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
を
老
女
の
よ
う
に
考
え
出
し
た
た
め
に
、
し
ま
い
に
は
三
途
河

そ
う
ず
か

の
婆
様
の
よ
う
な
、
お
そ
ろ
し
い
石
の
像
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教

が
日
本
に
は
い
っ
て
来
る
よ
り
前
か
ら
、
子
安
の
姥
の
神
は
清
い
泉
の
ほ
と

り
に
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
弘
法
大
師
が
世
を
去
っ
て
か
ら
千
年
の
後
ま
で

も
、
な
お
新
な
る
清
水
は
常
に
発
見
せ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
大
師
の
井
戸
、
御

大
師
水
の
伝
説
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
に
伴
う
て
流
れ
て
行
き
ま
す
。
生
き
て

日
本
の
田
舎
を
今
も
巡
っ
て
い
る
者
は
、
寧むし
ろ
わ
れ
わ
れ
の
御
姥
子

お
ん
ば
こ

様
で
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
神
を
路
の
傍
、
峠
の
上
や
広
い
野
は
ず
れ
、
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旅
人
の
喜
び
汲
む
泉
の
ほ
と
り
に
ま
つ
り
、
ま
た
関
の
姥
神
と
い
う
名
も
起

っ
た
の
で
、
熱
田
の  

境    

川  

さ
か
い
が
わ

の
お﹅
ん﹅
ば﹅
こ﹅
堂
な
ど
も
、
も
と
は
こ
う
い
う

姥
と
子
を
祀
っ
て
い
た
か
ら
の
名
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
箱
根
の
姥
子
も

古
い
伝
説
は
人
が
忘
れ
て
い
ま
す
が
、
き
っ
と
あ
の
温
泉
の
発
見
に
つ
い
て
、

一
つ
の
物
語
が
あ
っ
た
の
で
す
。
な
お
皆
さ
ん
も
気
を
つ
け
て
御
覧
な
さ
い
、

古
く
か
ら
の
日
本
の
話
に
は
、
ま
だ
ま
だ
幾
ら
で
も
美
し
い
か
し
こ
い
児
童

が
、
姥
と
つ
れ
立
っ
て
出
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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片
目
の
魚うお

　
こ
の
次
ぎ
に
は
子
供
と
は
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
池
の
伝
説
の
序
つ
い
でに
片

目
の
魚
の
話
を
少
し
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
魚
類
に
一
つ
し
か
眼
の

な
い
の
が
出
来
た
も
の
か
。
ま
だ
私
た
ち
に
も
ほ
ん
と
う
の
わ
け
は
よ
く
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
魚
の
い
る
の
は
大
抵
は
お
寺
の
前
の
池
、
ま
た

は
神
社
の
脇
に
あ
る
清
水
で
す
。
東
京
に
一
番
近
い
所
で
は
上
高
井
戸

か
み
た
か
い
ど
の
医い

王
寺
お
う
じ
、
こ
こ
の
薬
師
様
に
は
眼
の
悪
い
人
が
よ
く
お
参
り
を
し
に
来
ま
す
が
、

そ
の
折
に
は
い
つ
も
一
尾
の
川
魚
を
持
っ
て
来
て
、
お
堂
の
前
に
あ
る
小
さ

な
池
に
放
す
そ
う
で
す
。
そ
う
す
る
と
い
つ
の
間
に
か
、
そ
の
魚
は
片
目
を
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な
く
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
夏
の
頃
出
水
の
際
な
ど
に
、
池
の
下
流
の
小

さ
な
川
で
、
片
目
の
魚
を
す
く
う
こ
と
が
折
々
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
時
に

は
こ
れ
は
お
薬
師
様
の
魚
だ
と
い
っ
て
、
必
ず
再
び
こ
の
池
に
持
っ
て
来
て

放
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
豊
多
摩

と
よ
た
ま

郡
誌
。
東
京
府
豊
多
摩
郡
高
井
戸
村

上
高
井
戸
）

　
上
州
曽そ
木き
の 

高  
垣  
明  

神 

た
か
が
き
み
ょ
う
じ
ん
で
は
、
社
の
左
手
に
清
い
泉
が
あ
り
ま
し
た
。

旱
ひ
で
りに
も
涸か
れ
ず
、 

霖  

雨 

な
が
あ
め

に
も
濁
ら
ず
、
一
町
ば
か
り
流
れ
て
大
川
に
落
ち

ま
す
が
、
そ
の
間
に
住
む
鰻
う
な
ぎだ
け
は
皆
片
目
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
川
へ
は
い

る
と
、
ま
た
普
通
の
眼
二
つ
に
な
る
と
い
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
明

神
の
氏
子
は
、
鰻
だ
け
は
決
し
て
食
べ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
（
山
吹
日
記
。

群
馬
県 

北 

甘 

楽 

き
た
か
ん
ら

郡
富
岡
町
曽
木
）
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甲
府
の
市
の
北
に
あ
る
武
田
家 

城  

址 

じ
ょ
う
し

の
濠ほり
の 

泥  

鰌 

ど
じ
ょ
う

は
、
山
本
勘
助
に

似
て
皆
片
目
で
あ
る
と
い
い
ま
し
た
。
泥
鰌
が
片
目
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

 

古 

府 
中 

こ
ふ
ち
ゅ
う

の
奥
村
と
い
う
旧
家
は
、
そ
の
山
本
勘
助
の
子
孫
で
あ
る
故
に
、

代
々
片
目
で
あ
っ
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
知
り
ま
せ
ん
。
（
共
古
日
録
そ
の
他
。
山
梨
県
西
山
梨
郡
相
川
村
）

　
信
州
で
は  

戸 

隠 
雲 
上 

寺  

と
が
く
し
う
ん
じ
ょ
う
じ

の
七
不
思
議
の
一
つ
に
、
泉
水
に
住
む
魚
類
、

こ
と
ご
と
く
片
目
な
り
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
赤
阪
の
滝
明
神
の
池
の

魚
も
、
片
目
が
小
さ
い
か
、
ま
た
は
潰つぶ
れ
て
い
ま
し
た
。
神
が
祈
願
の
人
に

 

霊  

験 

れ
い
げ
ん

を
示
す
為
に
、
そ
う
せ
ら
れ
る
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
伝
説

 

叢  

書 

そ
う
し
ょ

。
長
野
県  

小    

県  

ち
い
さ
が
た

郡
殿
城
村
）

　
越
後
に
も
同
じ
話
が
幾
つ
も
あ
り
ま
す
。
長
岡
の
神
田
町
で
は
人
家
の
北
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裏
手
に
、 

三 

盃 

池 

さ
ん
ば
い
い
け
と
い
う
池
が
も
と
は
あ
っ
て
、
そ
の
水
に
住
む 

魚  

鼈 

ぎ
ょ
べ
つ

は
皆
片
目
で
、
食
べ
る
と
毒
が
あ
る
と
い
っ
て
捕
る
者
が
な
か
っ
た
。
古こ
志し

郡
宮
内
の 
一  

王 
い
ち
お
う

神
社
の
東
に
は
、
街
道
を
へ
だ
て
て
田
の
中
に
十
坪
ほ
ど

の
沼
が
あ
り
、
そ
こ
の
魚
類
も
皆
片
目
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
昔
こ
の
お
社

の
春
秋
の
祭
り
に
、
魚
の
お
供
え
物
を
し
た
お
加
持
の
池
の
跡
だ
か
ら
と
い

っ
て
お
り
ま
し
た
。
四
十
年
ほ
ど
前
に
田
に
開
い
て
し
ま
っ
て
、
も
う
こ
の

池
も
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら 

北 

魚 

沼 

き
た
う
お
ぬ
ま
郡
の 

堀 

之 

内 

ほ
り
の
う
ち

の
町
に
は
、

山
の
下
に
古
奈
和
沢

こ
な
わ
ざ
わ

の
池
と
い
う
大
池
が
あ
っ
て
、
そ
の
水
を
引
い
て
町
中

の
用
水
に
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
池
の
魚
も
こ
と
ご
と
く
片
目
で
あ
る
と
い

い
ま
し
た
。
捕
え
て
こ
れ
を
殺
せ
ば
祟
り
が
あ
り
、
家
に
持
っ
て
来
て
器
の

内
に
置
い
て
も
、
そ
の
晩
の
内
に
池
に
帰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
も
あ
り
ま
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し
た
が
、
実
際
は 

殺  

生  

禁  

制 

せ
っ
し
ょ
う
き
ん
せ
い
で
、
誰
も
そ
ん
な
こ
と
を
試
み
た
者
は
な

か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
温 

故 

之 

栞 

お
ん
こ
の
し
お
り

。
新
潟
県
北
魚
沼
郡
堀
之
内
町
）

　
青
森
県
で
は
南
津
軽
の
猿
賀
さ
る
が
神
社
の
お
池
な
ど
に
も
、
今
で
も
片
目
の
魚

が
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
皆
み
ん
な
め﹅
っ﹅
こ﹅
だ
あ
」
と
い
う
盆
踊
り
の
歌

さ
え
あ
る
そ
う
で
す
。
私
の
知
っ
て
い
る
の
で
は
、
こ
れ
が
一
番
日
本
の
北

の
端
で
あ
り
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
捜
せ
ば
そ
れ
よ
り
北
に
も
た
く
さ
ん
に
あ

る
筈
で
あ
り
ま
す
。
（
民
族
。
青
森
県 

南 

津 

軽 

み
な
み
つ
が
る
郡
猿
賀
村
）

　
そ
れ
か
ら
こ
ち
ら
へ
来
る
と
話
は
多
く
な
る
ば
か
り
で
、
と
て
も
一
つ
一

つ
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
ら
、
私
は
た
だ
魚
が
片
目
に
な
っ
た

原
因
を
、
土
地
の
人
た
ち
が
な
ん
と
い
い
伝
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け

を
、
皆
さ
ん
と
一
し
ょ
に
考
え
て
見
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
早
く
か
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ら
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
摂
津
の 

昆 

陽 

池 

こ
や
の
い
け

の 

片 

目 

鮒 

か
た
め
ふ
な

で
、
こ
れ
は
行 

ぎ
ょ
う

基 
菩 
薩 
き
ぼ
さ
つ

と
い
う
奈
良
朝
時
代
の
名
僧
と
関
係
が
あ
り
、
話
は
少
し
ば
か
り

弘
法
大
師
の
杖
立
て
清
水
に
似
て
い
ま
す
。
行
基
が
行
脚
を
し
て
こ
の
池
の

ほ
と
り
を
通
っ
た
時
に
死
に
か
か
っ
て
い
る
汚
い
病
人
が
路
に
寝
て
い
て
、

魚
を
食
べ
さ
せ
て
く
れ
と
い
い
ま
し
た
。
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
て
、
長
洲
な
が
す

の
浜
に
出
て
魚
を
買
い
求
め
、
僧
で
は
あ
る
が
病
人
の
為
だ
か
ら
自
分
で
料

理
を
し
て
勧
め
ま
す
と
、
先
に
食
べ
て
見
せ
て
く
れ
と
い
う
の
で
、
そ
れ
を

我
慢
を
し
て
少
し
食
べ
て
見
せ
ま
し
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
そ
の
汚
い

乞
食
は
薬
師 

如  

来 

に
ょ
ら
い

の
姿
を
現
し
、
私
は
上
人
の
行
い
を
試
し
て
見
る
為
に
、

仮
に
病
人
に
な
っ
て
こ
こ
に
寝
て
い
た
の
だ
と
い
っ
て
、
有
馬
の
山
の
方
へ
、

 

金  

色 

こ
ん
じ
き

の
光
を
放
っ
て
飛
び
去
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
行
基
は
そ
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の
不
思
議
に
び
っ
く
り
し
て
、
残
り
の
魚
の
肉
を
昆
陽
池
に
放
し
て
見
る
と
、

そ
の
一
切
れ
ず
つ
が
皆
生
き
か
え
っ
て
、
今
の
片
目
の
鮒
に
な
っ
た
。
そ
れ

で
後
に
は
こ
の
池
の
魚
を
神
に
祀
っ
て
、 

行  

波 

ぎ
ょ
う
は

明
神
と
名
づ
け
て
拝
ん
で

い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
ん
ま
り
事
実
ら
し
く
な
い
話
で
は
あ
り

ま
す
が
、
土
地
の
人
た
ち
は
永
く
こ
れ
を
信
じ
て
、
網
を
下
さ
ず
、
ま
た
釣

り
糸
を
垂
れ
ず
、
こ
の
魚
を
食
べ
る
者
は
わ
る
い
病
に
な
る
と
い
っ
て
お
そ

れ
て
い
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
諸
国
里
人
談
そ
の
他
。
兵
庫
県
川
辺
か
わ
べ
郡
稲

野
村
昆
陽
）

　
ま
た
あ
る
説
で
は
行
基
は
三
十
七
歳
の
年
に
、
故
郷
の 

和 

泉 

国 

い
ず
み
の
く
に
へ
帰
っ

て
来
ま
す
と
、
村
の
若
い
者
は
法
師
を
試
し
て
見
よ
う
と
思
っ
て
、
鮒
の
な﹅

ま﹅
す﹅
を
作
っ
て
置
い
て
、
む
り
に
こ
れ
を
行
基
に
す
す
め
た
。
行
基
は
そ
れ
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を
食
べ
て
し
ま
っ
て
、
後
に
池
の
岸
に
行
っ
て
そ
れ
を
吐
き
出
す
と
、
な
ま

す
の
肉
は
皆
生
き
か
え
っ
て
水
の
上
を
泳
ぎ
ま
わ
っ
た
。
そ
の
魚
が
今
で
も

住
ん
で
い
る
。
家
原
寺

い
ば
ら
じ

の  

放  

生  

池  

ほ
う
し
ょ
う
い
け

と
い
う
の
が
そ
の
池
で
、
そ
れ
だ
か

ら
放
生
池
の
鮒
は
、
皆
片
目
だ
と
い
い
ま
し
た
。
し
か
し
な﹅
ま﹅
す﹅
に
な
っ
て

か
ら
生
き
か
え
っ
た
魚
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
片
目
に
な
る
の
か
は
、

ほ
ん
と
う
は
ま
だ
誰
に
も
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
（
和
泉
名
所
図

会
等
。
大
阪
府 

泉  

北 

せ
ん
ぼ
く

郡
八
田
荘
村
家
原
寺
）

　
こ
れ
と
全
く
同
じ
話
は
、
ま
た  
播    

州  
ば
ん
し
ゅ
う

加
古
川

か
こ
が
わ

の
教
信
寺
の
池
に
も
あ

り
ま
し
た
。
加
古
の
教
信
と
い
う
人
は
、
信
心
深
い
念
仏
者
で
あ
り
ま
し
た

が
、
や
は
り
む
り
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で
、
仕
方
な
し
に
魚
の
肉
を
食
べ
、

後
で
吐
き
出
し
た
の
が
生
き
返
っ
て
、
永
く
こ
の
池
の
片
目
の
魚
に
な
っ
た
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と
い
い
ま
し
た
。
寺
で
は
そ
の
魚
を  

上  

人  

魚  

し
ょ
う
に
ん
う
お

と
い
っ
た
そ
う
で
す
が
、

そ
れ
は  

精  

進  

魚  
じ
ょ
う
じ
ん
う
お

の
あ
や
ま
り
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
池
を
教

信
の
ほ
っ
た
池
だ
と
い
う
点
は
、
行
基
の
昆
陽
池
の
話
よ
り
も
、
い
ま
一
段

と
お
大
師
水
に
近
い
の
で
あ
り
ま
す
。
（ 

播 

磨 

鑑 

は
り
ま
か
が
み
。
兵
庫
県
加
古
郡
加
古

川
町
）

　
し
か
し
魚
が
片
目
に
な
っ
た
理
由
に
は
、
ま
だ
こ
の
他
に
も
色
々
の
話
が

あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば 

下  

野 

し
も
つ
け 

上 

三 

川 

か
み
の
か
わ

の 
城  
趾 
し
ろ
あ
と

の
濠
の
魚
は
、
一
尾ぴき
残
ら
ず
目
が
一

つ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
慶
長
二
年
の
五
月
に
こ
の
城
が
攻
め
落
さ
れ
た

時
、
城
主  

今  

泉  

但  

馬  

守  

い
ま
い
ず
み
た
じ
ま
の
か
み

の
美
し
い
姫
が
、
懐
剣
で
目
を
突
い
て
外
堀

に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
。
そ
の
因
縁
に
よ
っ
て
今
で
も
そ
の
水
に
い
る
魚
が
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片
目
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
因
縁
」
と
い
う
こ
と
も
、
昔
の
人

は
よ
く
い
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
だ

確
に
は
わ
れ
わ
れ
に
わ
か
り
ま
せ
ん
。
（
郷
土
光
華
号
。
栃
木
県
河
内
郡
上

三
川
町
）

　
そ
こ
で
な
お
多
く
の
因
縁
の
例
を
挙
げ
て
見
る
と
、
福
島
の
市
の
近
く
の

矢や
野の
目め
村
の
片
目
清
水
と
い
う
池
で
は
、
鎌
倉
権
五
郎 

景  

政 

か
げ
ま
さ

が
戦
場
で
眼

を
傷
つ
け
、
こ
の
池
に
来
て
傷
を
洗
っ
た
。
そ
の
時
血
が
流
れ
て
清
水
に
ま

じ
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
池
に
住
む
小
魚
は
ど
れ
も
こ
れ
も
左
の
目
が
潰
れ
て

い
る
。
片
目
清
水
の
名
は
そ
れ
か
ら
出
た
と
い
い
ま
す
。
（
信
達
一
統
志
。

福
島
県
信
夫
し
の
ぶ
郡 

余  

目 

あ
ま
る
め

村
南
矢や
野の
目め
）

　
鎌
倉
権
五
郎
は
、
八
幡
太
郎
義
家
の
家
来
で
す
。
十
六
の
年
に
奥
州
の
軍
い
く
さ
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に
出
て
、
敵
の
征そ
矢や
に
片
方
の
眼
を
射
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
抜
か
ぬ
前
に

答とう
の
箭や
を
射
返
し
て
、
そ
の
敵
を
討
ち
取
っ
た
と
い
う
勇
猛
な
武
士
で
あ
り

ま
し
た
が
、
そ
の
眼
の
傷
を
洗
っ
た
と
い
う
池
が
あ
ま
り
に
多
く
、
そ
の
池

の
魚
が
ど
こ
で
も
片
目
だ
と
い
っ
て
い
る
だ
け
は
不
思
議
で
す
。
そ
の
一
つ

は
羽
後
の
金
沢
と
い
う
町
の
あ
る
流
れ
、
そ
こ
で
は
権
五
郎
の
魂
が
、
死
ん

で
片
目
の
魚
に
な
っ
た
と
い
う
そ
う
で
す
。
こ
こ
は
昔
の 

後 

三 

年 

ご
さ
ん
ね
ん

の
役えき
の
、

金
沢
の
柵さく
の
あ
っ
た
所
だ
と
い
い
ま
す
か
ら
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
と
思
う

人
も
あ
っ
た
か
知
れ
ま
せ
ん
が
、
鎌
倉
権
五
郎
景
政
は
長
生
を
し
た
人
で
、

決
し
て
こ
こ
へ
魂
を
残
し
て
行
く
筈
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
た
。
（
黒
甜
瑣

語
。
秋
田
県
仙
北
郡
金
沢
町
）

　
次
ぎ
に
山
形
県
で
は
最
上
も
が
み
の
山
寺
の
麓
ふ
も
とに
、
一
つ
の
景
政
堂
が
あ
っ
て
そ
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こ
の  

鳥    

海  

と
り
の
う
み

の
柵
の
趾あと
だ
と
い
い
ま
し
た
。
権
五
郎
が
眼
の
傷
を
洗
っ
た

池
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
同
じ
く
片
目
の
魚
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
ど
う
し

て
こ
の
お
堂
が
出
来
た
の
か
は
分
り
ま
せ
ん
が
、
附
近
の
村
で
は
田
に
虫
が

つ
い
た
時
に
、
こ
の
堂
か
ら
鉦かね
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
虫
追
い
を
す
る
と
、
忽
た
ち
まち

害
虫
が
い
な
く
な
る
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
行
脚
随
筆
。
山
形
県
東
村

山
郡
山
寺
村
）

　
ま
た  

荘    

内  

し
ょ
う
な
い

の
平
田
の 
矢 
流 

川 
や
だ
れ
が
わ

と
い
う
部
落
に
は
、
古
い
八
幡
の
社

が
あ
っ
て
、
そ
の
前
の
川
で
も
権
五
郎
が
来
て
目
を
洗
っ
た
と
い
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
て
そ
の
川
の
か﹅
じ﹅
か﹅
と
い
う
魚
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
皆
片
目
で

あ
る
と
い
う
伝
説
も
あ
り
ま
し
た
。
（
荘
内
可
成
談
等
。
山
形
県
飽
海
あ
く
み
郡
東

平
田
村
北
沢
）
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こ
う
し
て
福
島
県
の
片
目
清
水
ま
で
来
る
途
中
に
は
、
ま
だ
方
々
に
目
を

洗
う
川
や
池
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
権
五
郎
景
政
は
、

遠
く
信
州
の
南
の
方
の
村
に
来
て
、
や
は
り
そ
の
目
を
洗
っ
た
と
い
う
話
が
、

伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
信
州
飯
田
い
い
だ
か
ら
少
し
は
な
れ
た 

上  

郷 

か
み
さ
と

村

の 

雲 

彩 

寺 

う
ん
さ
い
じ

の
庭
に
、
杉
の
大
木
の
下
か
ら
涌わ
い
て
い
る
清
水
が
そ
れ
で
、

そ
の
為
に
そ
こ
に
い
る
い﹅
も﹅
り﹅
は
左
の
眼
が
潰
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
清

水
の
名
は
う
ら
み
の
池
、
ど
う
い
う
う
ら
み
が
あ
っ
た
か
は
分
り
ま
せ
ん
が
、

権
五
郎
は
暫
し
ば
らく
こ
の
寺
に
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
（
伝

説
の
下
伊
那
。
長
野
県
下
伊
那
郡
上
郷
村
）

　
何
か
こ
れ
に
は
思
い
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
ま
た
こ
う

い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
作
州
美み
野の
と
い
う
村
の
白
壁
の
池
は
、
い
か
な
る
炎
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天
に
も
乾ひ
た
こ
と
の
な
い 

物  

凄 

も
の
す
ご

い
古
池
で
、
池
に
は
片
目
の
鰻
が
い
る
と

い
い
ま
し
た
。
昔
一
人
の
馬
方
が
馬
に 

茶  

臼 

ち
ゃ
う
す

を
附
け
て
、
池
の
堤
を
通
っ

て
い
て
水
に
落
ち
て
死
ん
だ
。
そ
の
馬
方
が
す﹅
が﹅
め﹅
の
男
で
あ
っ
た
故
に
、

そ
れ
が
鰻
に
な
っ
て
、
ま
た
片
目
で
あ
る
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
今
で
も

雨
の
降
る
日
な
ど
に
、
じ
っ
と
聴
い
て
い
る
と
、
池
の
底
で
茶
臼
を
ひ
く
音

が
す
る
な
ど
と
い
い
ま
し
た
。
（
東
作
誌
。
岡
山
県
勝
田
郡
吉
野
村
美
野
）

　
越
後
に
は 

青  

柳 

あ
お
や
ぎ

村
の
青
柳
池
と
い
っ
て
、
伝
説
の
上
で
は
、
か
な
り
有

名
な
池
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
池
の
水
の
神
は
大
蛇
で
、
折
り
折
り
美
し
い
女

の
姿
に
化
け
て
、
市
へ
買
い
物
に
出
た
り
、
町
の
お
寺
の
説
教
を
聴
き
に
来

た
り
す
る
と
い
っ
た
の
は
、
お
お
か
た
街
道
の
す
ぐ
脇
に
こ
の
池
が
あ
っ
た

為
に
、
そ
こ
を
往
来
す
る
遠
く
の
人
ま
で
が
評
判
に
し
て
い
た
か
ら
、
こ
う
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い
う
話
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
昔 

安  

塚 

や
す
づ
か

の
城
の
殿
様
杢
太
も
く
た

と
い
う
人
が
、
市
に
遊
び
に
出
て
、
こ
の
美
し
い
池
の
主
を
見
染
め
ま
し
た
。

そ
う
し
て
連
れ
ら
れ
て
と
う
と
う
青
柳
の
池
に
は
い
っ
て
、
戻
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
杢
太
殿
が
、
ま
た
目
一
つ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

今
に
こ
の
池
の
魚
類
は
一
方
の
目
に
、
曇
り
が
あ
る
と
い
い
伝
え
て
お
り
ま

す
。
（
越
後
国 

式  
内 

し
き
な
い

神
社
案
内
。
新
潟
県 

中 

頸 

城 

な
か
く
び
き

郡 

櫛  

池 

く
し
い
け

村
青
柳
）

　
池
の
主
の
大
蛇
は
、
水
の
中
に
ば
か
り
住
ん
で
い
て
、
へ﹅
び﹅
と
も
ま
る
で

違
っ
た
お
そ
ろ
し
い
生
き
物
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
物
が
実
際
に
い
た

か
ど
う
か
、
今
で
は
た
し
か
な
こ
と
は
も
う
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
絵
な
ど
に
描
く
人
は
、
も
ち
ろ
ん
大
蛇
を
見
た
こ
と
の
な
い
者
ば
か

り
で
、
仕
方
な
し
に
こ
れ
を
大
き
な
蛇
の
よ
う
に
描
く
の
で
、
だ
ん
だ
ん
に

119



そ
う
思
う
人
が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
大
蛇
の
方
は
水
の
底
に
い
て
、

す
べ
て
の
魚
類
の
主
君
の
如
く
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
片
目
の
杢
太
殿

が
池
の
主
に
聟
入
む
こ
い
り
を
し
て
、
自
分
も
大
蛇
に
な
っ
た
と
い
え
ば
、
魚
類
は

そ
の
一
門
だ
か
ら
だ
ん
だ
ん
か
ぶ
れ
て
、
目
が
一
つ
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る

の
だ
と
、
想
像
す
る
人
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
静
岡
市
の
北
の
山
間
に
あ
る
鯨
の
池
の
主
は
、
長
さ
九
尺
の
青
竜
で
あ
っ

た
と
い
い
、
ま
た
は
片
目
の
大
き
な
ま
だ
ら
牛
で
あ
っ
た
と
も
い
い
ま
す
が
、

化
け
る
の
で
す
か
ら
な
ん
に
で
も
な
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
す
。
昔
水  

み
ず
み

見 

色 

い
ろ

村
の 

杉  

橋 

す
ぎ
ば
し

長
者
の
一
人
娘
が
、
高
山
の
池
の
主
に
だ
ま
さ
れ
て
、

水
の
底
へ
連
れ
て
行
か
れ
よ
う
と
し
た
の
で
、
長
者
は
大
い
に
怒
っ
て
、
何

百
人
の
下
男
人
夫
を
指
図
し
て
、
そ
の
池
の
中
へ
あ
ま
た
の
焼
け
石
を
投
げ
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込
ま
せ
る
と
、
池
の
主
は
一
眼
を
傷
つ
い
て
、
逃
げ
て
鯨
の
池
に
ひ
き
移
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
以
後
、
こ
の
鯨
の
池
の
魚
は
、
こ
と
ご
と
く

片
目
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
と
ん
だ
め
い
わ
く
な
お
つ
き
合
い
で
あ
り
ま

す
。
（
安あ
倍べ
郡
誌
。
静
岡
県
安
倍
郡 

賤  

機 

し
ず
は
た

村
）

　
又
、
池
の
主
は
領
主
の
愛
馬
を
引
き
込
ん
だ
の
で
、
多
く
の
鋳
物
師

い
も
の
し

を
よ

ん
で
来
て
、
鉄
を
と
か
し
て
池
の
中
へ
流
し
た
と
も
い
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら

に
し
て
も
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
一
方
の
眼
を
傷
つ
け
、
更
に
魚
仲
間
一
同
の
片

目
の
も
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
う

い
う
話
は
、
ま
だ
他
に
も
折
り
折
り
あ
り
ま
す
。
同
じ
安
倍
郡
の
玉
川
村
、

長
光
寺
と
い
う
寺
の
前
の
池
で
も
、
池
の
主
の
大
蛇
が
村
の
子
供
を
取
っ
た

の
で
、
村
民
が
怒
っ
て
多
く
の
石
を
投
げ
込
む
と
、
そ
れ
が
当
っ
て
大
蛇
は
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片
目
を
潰
し
、
そ
れ
か
ら
は
池
の
魚
も
皆
片
目
に
な
っ
て
い
る
と
い
い
ま
し

た
。

　
蛇
が
片
目
と
い
う
伝
説
も
、
ま
た
方
々
に
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
佐
渡
の 
金 

北 

山 
き
ん
ぽ
く
さ
ん
の
一
つ
の
谷
で
は
、
昔
順
徳
天
皇
が
こ
の
島
に
お

出
で
に
な
っ
た
頃
、
こ
の
山
路
で
蛇
を
御
覧
な
さ
れ
て
、
こ
ん
な
田
舎
で
も

蛇
は
や
っ
ぱ
り
目
が
二
つ
あ
る
か
と
、
独
言
に
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
が
、

そ
の
お
言
葉
に
恐
れ
入
っ
て
、
以
後
こ
の
谷
の
蛇
だ
け
は
こ
と
ご
と
く
片
目

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
今
で
も
御
蛇
河
内

お
へ
び
こ
う
ち
と
い
う
地
名
に
な
っ
て
い
る
の

だ
と
い
い
ま
す
。
加
賀
の 

白  

山 

は
く
さ
ん

の
麓
の
大
杉
谷
の
村
で
も
、
赤
瀬
と
い
う

一
部
落
だ
け
は
、
小
さ
な
蛇
ま
で
が
皆
片
目
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
岩

屋
の
観
音
堂
の
前
の
川
に
、
や
す
な
が
淵ふち
と
い
う
淵
が
も
と
は
あ
っ
て
、
そ
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の
主
は
片
目
の
大
蛇
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
昔
赤
瀬
の
村
に
住
ん
で
い
た
や
す
女な
と
い
う
者
は
、
す﹅
が﹅
め﹅
の
み
に
く
い

女
で
あ
っ
て
男
に
見
捨
て
ら
れ
、
う
ら
ん
で
こ
の
淵
に
身
を
投
げ
て
主
に
な

っ
た
。
そ
れ
が
時
折
り
川
下
の
方
へ
降
り
て
来
る
と
、
必
ず
天
気
が
荒
れ
、

大
水
が
出
る
と
い
っ
て
恐
れ
ま
し
た
。
や
す
女
の
家
は
、
も
と
小
松
の
町
の
、

 

本 

蓮 

寺 

ほ
ん
れ
ん
じ

と
い
う
寺
の
門
徒
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
寺
の
報
恩
講
に
は
今
で

も
人
に
気
付
か
れ
ず
に
、
や
す
女
が 

参  

詣 

さ
ん
け
い

し
て  

聴    

聞  

ち
ょ
う
も
ん

の
む
れ
の
中
に

ま
じ
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
冬
の
大
雪
の
中
で
も
、
毎
年
こ
の
頃
に
は
水

が
出
る
の
だ
と
い
い
、
ま
た
雨
風
の
強
い
日
が
あ
る
と
、
今
日
は
赤
瀬
の
や

す
な
が
来
そ
う
な
日
だ
と
も
い
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
三
州
奇
談
等
。

石
川
県
能の
美み
郡
大
杉
谷
村
赤
瀬
）
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す﹅
が﹅
め﹅
の
み
に
く
い
女
と
い
い
、
夫
に
見
捨
て
ら
れ
た
う
ら
み
と
い
う
こ

と
は
、
昔
話
が
も
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
同
じ
話
は
余
り
に
多
く
、
ま

た
方
々
の
土
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
京
都
の
近
く
で
も
宇
治

の
村
の
あ
る
寺
に
芋
を
売
り
に
来
た
男
が
門
を
は
い
ろ
う
と
す
る
と
、
片
目

の
潰
れ
て
一
筋
の
蛇
が
来
て
、
真
直
に
な
っ
て
方
丈
の
方
へ
行
く
の
を
見
ま

し
た
、
な
ん
だ
か
お
そ
ろ
し
く
な
っ
て
、
荷
を
捨
て
て
近
所
の
家
に
行
っ
て

休
ん
で
い
ま
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
、
し
ば
ら
く
病
気
で
寝
て
い
た

寺
の 

和  

尚 

お
し
ょ
う

が
死
ん
だ
と
い
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
の
僧
も
前
に
片
目
の
尼
を

見
捨
て
て
、
そ
っ
と
こ
こ
に
来
て
隠
れ
て
い
た
の
が
、
と
う
と
う
見
つ
か
っ

て
、
そ
の
霊
に
取
り
殺
さ
れ
た
の
だ
と
い
い
ま
し
た
。
（
閑
田
耕
筆
）
。
或

は
ま
た
身
寄
り
も
何
も
な
い
老
僧
が
死
ん
で
か
ら
、
い
つ
も
一
疋ぴき
の
片
目
の
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蛇
が
、
寺
の
後
の
松
の
木
の
下
に
来
て
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
不
思

議
な
の
で
、
そ
の
下
を
掘
っ
て
見
る
と
、
た
く
さ
ん
の
小
判
が
か
く
し
て
埋

め
て
あ
っ
た
。
そ
れ
に
思
い
が
の
こ
っ
て
蛇
に
な
っ
て
来
て
い
た
の
で
、
そ

の
老
僧
が
や
は
り
片
目
で
あ
っ
た
と
い
う
類
の
話
、
こ
う
い
う
の
は
一
つ
話

と
い
う
も
の
で
、
一
つ
の
話
が
も
と
は
ど
こ
へ
で
も
通
用
し
ま
し
た
。
中
に

は
わ
ざ
わ
ざ
遠
い
所
か
ら
、
人
が
運
ん
で
来
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

れ
が
い
か
に
も
ほ
ん
と
う
ら
し
い
と
、
後
に
は
伝
説
の
中
に
加
え
、
ま
た
は

今
ま
で
の
伝
説
と
結
び
付
け
て
、
だ
ん
だ
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
村
の
歴
史
を
、

賑にぎ
やか
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
人
が
死
ん
で
か
ら
蛇
に
な
っ
た
。
ま
た
は
金

沢
の
鎌
倉
権
五
郎
の
よ
う
に
、
魂
が
魚
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
信
じ
ら
れ

ぬ
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
両
方
と
も
に
左
の
眼
が
な
か
っ
た
と
い
う
と
、
早
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そ
れ
だ
け
で
も
、
も
し
や
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
う
人
が
出
来
る
の
で
す
。

し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
別
に
眼
と
限
っ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
お
社
の
前
の
池

の
鯉
鮒
鰻
ば
か
り
を
片
目
だ
と
い
う
わ
け
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
何
か
最

初
か
ら
目
の
二
つ
あ
る
者
よ
り
も
、
片
方
し
か
な
い
も
の
を
お
そ
ろ
し
く
、

ま
た
大
切
に
思
う
わ
け
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
伝
説
の
片
目
の
魚
、
片
目

の
蛇
の
い
い
伝
え
が
始
ま
り
、
そ
れ
に
い
ろ
い
ろ
の
昔
話
が
、
後
か
ら
来
て

く
っ
つ
い
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
い
ま
私
た
ち
の
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
歴
史
の
方
で
も
伊
達
政
宗

だ
て
ま
さ
む
ね
の
よ
う
に
、
独
眼
竜
と
い
わ
れ
た
偉
人
は
少
く

あ
り
ま
せ
ん
が
、
伝
説
で
は
、
こ
と
に
目
一
つ
の
人
が
尊
敬
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
も
前
に
い
っ
た
山
本
勘
助
な
ど
は
、
武
田
家
一
番
の
智
者
で
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あ
っ
た
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
す﹅
が﹅
め﹅
で
、
ま
た
ち﹅
ん﹅
ば﹅

で
あ
り
ま
し
た
。
鎌
倉
権
五
郎
景
政
の
如
き
も
、
記
録
に
は
若
く
て
軍
に
出

て
眼
を
射
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
他
に
、
何
事
も
残
っ
て
は
い
な
い
の
に
、
早

く
か
ら
鎌
倉
の
御
霊
の
社
に
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
九
州
で
は
ま
た
方
々
の

八
幡
の
お
社
に
、
景
政
の
霊
が
一
し
ょ
に
お
ま
つ
り
し
て
あ
る
の
で
す
。

　
奥
羽
地
方
の
多
く
の
村
の
池
で
、
権
五
郎
が
目
の
傷
を
洗
っ
た
と
い
う
話

が
あ
る
の
も
、
も
と
は
や
は
り
眼
を
射
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
尊
敬
し
て

い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
片
目
の
魚
と
い
っ
て
、

他
の
普
通
の
魚
と
差
別
し
て
い
た
の
も
、
必
ず
何
か
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
わ

け
が
あ
っ
た
の
で
、
女
の
一
念
だ
の
、
池
の
主
の
う
ら
み
だ
の
と
い
う
の
は
、

ち
ょ
う
ど
池
の
辺
ほ
と
りの
子
安
神
に
、
「
姥う
母ば
甲か
斐い
な
い
」
の
話
を
持
っ
て
来
た
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と
同
じ
こ
と
で
、
後
に
幾
つ
も
の
昔
話
を
繋つな
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
ら
し
い
の
で

あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
以
前
の
わ
れ
わ
れ
の
神
様
は
、
目
の
一
つ
あ
る
者
が
お
好
き
で
あ

っ
た
。
当
り
前
に
二
つ
目
を
持
っ
た
者
よ
り
も
、
片
目
に
な
っ
た
者
の
方
が
、

一
段
と
神
に
親
し
く
、
仕
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。
片
目
の
魚
が
神
の
魚
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
は
、
ご
く
簡
単
に
想
像
し

て
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
神
に
お
供
え
申
す
魚
は
、
川
や
湖
水
か
ら
捕
っ

て
来
て
、
す
ぐ
に
差
し
上
げ
る
の
は
お
そ
れ
多
い
か
ら
、
当
分
の
間
、
清
い

神
社
の
池
に
放
し
て
置
く
と
す
る
と
、
こ
れ
を
普
通
の
も
の
と
差
別
す
る
為

に
は
、
一
方
の
眼
を
取
っ
て
置
く
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

実
際
近
頃
の
お
社
の
祭
り
に
、
そ
ん
な
乱
暴
な
こ
と
を
し
た
か
ど
う
か
は
知
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り
ま
せ
ん
が
、
片
目
の
魚
を
捕
っ
て
食
べ
ぬ
こ
と
、
食
べ
る
と
悪
い
こ
と
が

あ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
う
い
う
古
い
時
か
ら
の
習
わ
し
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
話
に
は
い
ろ
い
ろ
残
っ
て
お
り

ま
す
。
例
え
ば
近
江
お
う
み
の
湖
水
の
南
の
磯
崎
明
神
で
は
、
毎
年
四
月
八
日
の
祭

り
の
前
の
日
に
、
網
を
下
し
て
二
尾
の
鮒
を
捕
え
、
一
つ
は
神
前
に
供
え
、

他
の
一
つ
は
片
面
の
鱗
う
ろ
こを
取
っ
て
し
ま
っ
て
、
今
一
度
湖
に
放
し
て
や
る
と
、

翌
年
、
四
月
七
日
に
網
に
は
い
っ
て
来
る
二
尾
の
う
ち
、
一
つ
は
必
ず
こ
の

鮒
で
あ
る
と
い
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
が
、

と
に
か
く
に
目
じ
る
し
を
つ
け
て
一
年
放
し
て
置
く
と
い
う
話
だ
け
は
あ
っ

た
の
で
す
。

　
ま
た
天
狗
て
ん
ぐ
様
は
魚
の
目
が
好
き
だ
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
。
遠
州
の
海
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に
近
い
平
地
部
で
は
、
夏
に
な
る
と
水
田
の
上
に
、
夜
分
多
く
の
火
が
高
く

低
く
飛
び
ま
わ
る
の
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
天
狗
の
夜
と﹅
ぼ﹅
し﹅
と
い

っ
て
、
山
か
ら
天
狗
が
泥
鰌
を
捕
り
に
来
る
の
だ
と
い
い
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
が
あ
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
は
、
溝みぞ
や
小
川
の
泥
鰌
に
眼
の
な
い
の
が

幾
ら
も
い
た
そ
う
で
、
そ
れ
は
天
狗
様
が
眼
の
玉
だ
け
を
抜
い
て
行
か
れ
る

の
だ
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
と
同
じ
話
は
沖
縄
の
島
に
も
、
ま
た
奄 

あ
ま
み

美 

大 

島 

お
お
し
ま

の
村
に
も
あ
り
ま
し
た
。
沖
縄
で
は
き﹅
じ﹅
む﹅
ん﹅
と
い
う
の
が
山
の

神
で
あ
る
が
、
人
間
と
友
だ
ち
に
な
っ
て
海
に
魚
釣
り
に
行
く
こ
と
を
好
む
、

き﹅
じ﹅
む﹅
ん﹅
と
同
行
し
て
釣
り
を
す
る
と
、
特
に
多
く
獲
物
が
あ
り
、
し
か
も

か
れ
は
た
だ
魚
の
眼
だ
け
を
取
っ
て
、
他
は
持
っ
て
行
か
ぬ
か
ら
、
大
そ
う

つ
ご
う
が
よ
い
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
。
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ま
た
宮
城
県
の
漁
師
の
話
だ
と
い
う
の
は
、 

金 

華 

山 

き
ん
か
ざ
ん

の
沖
で
と
れ
る
鰹か

魚つお
は
、
必
ず
左
の
眼
が
小
さ
い
か
、
潰
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
鰹
魚
が
南
の
方

か
ら
金
華
山
の
お
社
の
燈
明
の
火
を
見
か
け
て
泳
い
で
来
る
か
ら
で
、
漁
師

た
ち
は
こ
れ
を
鰹
の
金
華
山
詣まい
り
と
い
う
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
必
ず
と
い
っ

た
と
こ
ろ
が
、
一
々
調
べ
て
見
る
こ
と
は
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
が
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
た
原
因
は
、
や
は
り
神
様
は
片
目
が
お
好
き
と

い
う
こ
と
を
、
知
っ
て
い
た
者
が
あ
っ
た
証
拠
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
ま
た
、
お
社
の
祭
り
の
日
に
、
魚
の
目
を
突
い
て
片
目
に
し
た

と
い
う
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。 

日  
向 

ひ
ゅ
う
が

の
都つ
万ま
神
社
の
お
池
、 

花 

玉 

川 

は
な
た
ま
が
わ
の

流
れ
に
は
片
目
の
鮒
が
い
る
。
大
昔
、  
木
花
開
耶
姫  
こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め
の
神
が
、
こ
の
お
池

の
岸
に
遊
ん
で
お
い
で
に
な
っ
た
時
、
神
様
の
玉
の
紐ひも
が
水
に
落
ち
て
、
池
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の
鮒
の
目
を
貫
き
、
そ
れ
か
ら
以
後
片
目
の
鮒
が
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
玉

紐
落
と
書
い
て
、
こ
の
社
で
は
そ
れ
を
ふ﹅
な﹅
と
読
み
、
鮒
を
神
様
の
親
類
と

い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
お
り
ま

す
。
（
笠
狭
大
略
記
。
宮
崎
県
児こ
湯ゆ
郡
下
穂
北
村
妻
）

　
加
賀
の
横
山
の
賀か
茂も
神
社
に
於おい
て
も
、
昔
ま
だ
以
前
の
土
地
に
こ
の
お
社

が
あ
っ
た
時
に
、
神
様
が
鮒
の
姿
に
な
っ
て
御
手
洗

み
た
ら
し

の
川
で
、
面
白
く
遊
ん

で
お
い
で
に
な
る
と
、
に
わ
か
に
風
が
吹
い
て
岸
の
桃
の
実
が
落
ち
て
、
そ

の
鮒
の
眼
に
あ
た
っ
た
。
そ
れ
か
ら
不
思
議
が
起
っ
て
夢
の
お
告
げ
が
あ
り
、

社
を
今
の
所
へ
移
し
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
い
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

神
を
鮒
の
姿
と
い
う
の
は
変
な
話
で
す
が
、
お
供
え
物
の
魚
は
後
に
神
様
の

お
体
の
一
部
に
な
る
の
で
す
か
ら
、
上
げ
な
い
前
か
ら
尊
い
も
の
と
、
昔
の
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人
た
ち
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ま
た
片
目
の
魚
を
、
お
そ

れ
て
普
通
の
食
べ
物
に
し
な
か
っ
た
も
と
の
理
由
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
（
明
治
神
社
誌
料
。
石
川
県
河
北
か
ほ
く
郡
高
松
村
横
山
）

　
昔
の
言
葉
で
は
、
こ
う
し
て
久
し
い
間
、
神
に
供
え
た
魚
な
ど
を
活
か
し

て
置
く
こ
と
を
、
い
け
に
え
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
神
様
が
ま
す
ま
す
あ

わ
れ
み
深
く
、
ま
た
魚
味
を
お
好
み
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
、
い
つ
迄まで
も

片
目
の
魚
が
お
社
の
池
の
中
に
、
泳
ぎ
遊
ん
で
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
が
、
魚
を
片
目
に
す
る
儀
式
だ
け
は
、
も
っ
と
後
ま
で
も
行
わ
れ
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。  

俎    

岩  
ま
な
い
た
い
わ
な
ど
と
い
う
名
前
の
平

石
が
、
折
り
折
り
は
神
社
に
近
い
山
川
の
岸
に
残
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
お
供

え
物
を
調
理
し
た
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。
備
後
の
魚
が
池
と
い
う
池
で
は
、
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水
の
ほ
と
り
に
大
き
な
石
が
一
つ
あ
っ
て
、
そ
れ
を
魚
が
石
と
名
づ
け
て
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
池
の
魚
類
に
も
片
目
の
も
の
が
あ
る
と
い
い
、
村
の
人
は

ひ
で
り
の
年
に
、
こ
こ
に
来
て
雨
乞
い
の
お
祭
り
を
し
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

（
芸
藩
通
志
。
広
島
県
世せ
羅ら
郡
神
田
村
蔵
宗
）

　
阿
波
で
は
福
村
の
谷
の
大
池
の
中
に
、
周
囲
九
十
尺
、
水
上
の
高
さ
十
尺

ば
か
り
の
大
岩
が
あ
っ
て
、
こ
の
池
で
も
鯉
鮒
を
始
め
と
し
、
小
さ
な
雑
魚
じ
ゃ
こ

ま
で
が
、
残
ら
ず
一
眼
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
岩
の
名
を
今
で
は

蛇
の
枕
と
呼
び
、  

月 

輪 

兵 
部 
殿  

つ
き
の
わ
ひ
ょ
う
ぶ
ど
の

と
い
う
武
士
が
、
昔
こ
の
岩
の
上
に
遊

ん
で
い
た
大
蛇
を
射
て
、
左
の
眼
を
射
貫
き
、
一
家
こ
と
ご
と
く
た
た
り
を

享う
け
て
死
に
絶
え
た
。
そ
の
大
蛇
の
う
ら
み
が
永
く
留とど
ま
っ
て
、
池
の
魚
が

い
つ
迄
も
片
目
に
な
っ
た
の
だ
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
二
つ
の
話
を
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結
び
合
せ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
郷
土
研
究
一
編
。
徳
島
県
那な
賀が

郡
富
岡
町
福
村
）

　
大
蛇
と
い
っ
た
の
は
、
む
ろ
ん
こ
の
池
の
主
の
こ
と
で
、
片
目
の
鯉
鮒
は
、

そ
の
祭
の
た
め
の
い
け
に
え
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
あ
る
勇
士
が
水
の
神

と
戦
っ
て
、
初
め
に
勝
ち
、
後
に
負
け
た
と
い
う
昔
話
と
、
混
同
し
て
新
し

い
伝
説
が
出
来
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
う
い
う
池
の
主
に
は
限

ら
ず
、
神
々
に
も
眼
の
一
箇
し
か
な
い
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に

古
く
か
ら
い
い
伝
え
て
い
た
物
語
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
を

考
え
出
し
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
く
と
も
そ
れ
が
い
け
に
え
の
眼
を

抜
い
て
置
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
ま
た
目
の
一
方
の
小
さ
い
人
、
或
あ
る
いは
す﹅
が﹅
め﹅
の
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人
が
、
特
別
に
神
か
ら
愛
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
者
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
大
蛇
が
眼
を
ぬ
い
て
人
に
与
え
た
と
い
う
話
は
、
弘ひろ
く
国
々
の
昔
話
に

な
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
肥
前
の 

温 

泉 

嶽 

う
ん
ぜ
ん
だ
け
の
附
近
に
あ

る
も
の
は
、
こ
と
に
哀
れ
で
ま
た
児
童
と
関
係
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
つ
だ

け
こ
こ
に
出
し
て
置
き
ま
す
。
昔
こ
の
山
の
麓
の
あ
る
村
に
、
一
人
の  

狩  

か
り
ゅ

  

人  

う
ど

が
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
の
家
へ
若
い
美
し
い
娘
が
嫁
に
来
ま
し
て
、

そ
れ
が
ほ
ん
と
う
は
大
蛇
で
あ
り
ま
し
た
。
赤
ん
坊
が
生
れ
る
時
に
、
の
ぞ

い
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
の
で
、
か
え
っ
て
不
審
に
思
っ
て
の
ぞ
い
て
見

ま
す
と
、
お
そ
ろ
し
い
大
蛇
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
、
生
れ
子
を
抱
え
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
が
ま
た
女
に
な
っ
て
出
て
来
ま
し
て
、
姿
を
見
ら
れ
た
か
ら
も

う
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
子
供
が
泣
く
時
に
は
こ
の
玉
を
嘗な
め
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さ
せ
て
や
っ
て
下
さ
い
と
い
っ
て
、
自
分
で
右
の
眼
を
抜
い
て
置
い
て
お
山

の
沼
へ
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
宝
物
の
よ
う
に
大
切
に
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
そ
の
評
判
が
高
く
な
っ
て
殿
様
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
赤

ん
坊
が
お
腹
が
す
い
て
泣
き
立
て
て
も
、
な
め
さ
せ
て
や
る
こ
と
が
出
来
ま

せ
ん
。
こ
ま
り
切
っ
て
親
子
の
者
が
山
へ
登
り
、
沼
の
岸
に
出
て
泣
い
て
い

る
と
、
に
わ
か
に
大
浪
が
た
っ
て
片
目
の
大
蛇
が
現
れ
、
く
わ
し
い
話
を
聴

い
て
残
っ
た
左
の
方
の
眼
の
玉
を
抜
い
て
く
れ
ま
す
。
喜
ん
で
そ
れ
を
貰
っ

て
来
て
、
子
供
を
育
て
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
玉
も
殿
様
に
取
り
上
げ
ら
れ

ま
す
。
も
う
仕
方
が
な
い
か
ら
身
を
投
げ
て
死
の
う
と
思
っ
て
、
ま
た
同
じ

沼
へ
や
っ
て
来
ま
す
と
、
今
度
は
盲
の
大
蛇
が
出
て
来
て
、
そ
の
話
を
聴
い

て
非
常
に
怒
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
ひ
ど
い
こ
と
を
す
る
な
ら
、
し﹅
か﹅
え﹅
し﹅
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を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
二
人
は
早
く
に
げ
て
何
々
と
い
う
所
へ
お
い
で
な

さ
い
。
そ
こ
で
は
良
い
乳
を
貰
う
こ
と
が
出
来
る
か
ら
と
い
っ
て
、
親
子
の

者
を
す
ぐ
に
返
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
後
で
お
そ
ろ
し
い
噴
火
が
あ
っ

て
、
山
が
崩
れ
、
田
も
海
も
埋
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
盲
の
大
蛇
の
仕
返
し
で

あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
（  

筑
紫
野
民
譚  

つ
く
し
の
み
ん
た
ん

集
）
。
遠
州
の 

有  

玉 

あ
り
た
ま

郷
で
は
、

天
竜
川
の
大
蛇
を
母
に
し
て
生
れ
た
子
が
、
二
つ
の
玉
を
貰
っ
て
そ
れ
を
持

っ
て
出
世
を
し
た
話
が
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
眼
を
抜
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
い
わ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
（  

遠    

江    

国  

と
お
と
う
み
の
く
に

風
土
記
伝
）

　
何
に
も
せ
よ
、
目
が
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
不
思
議
な
も
の
、

ま
た
お
そ
る
べ
き
も
の
の
し﹅
る﹅
し﹅
で
あ
り
ま
し
た
。
奥
州
の
方
で
は
、
一
つ
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ま﹅
な﹅
ぐ﹅
、
東
京
で
は
一
つ
目
小
僧
な
ど
と
い
っ
て
、
顔
の
真
中
に
眼
の
一
つ

あ
る
お
化
け
を
、
想
像
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
す
が
、
最
初

日
本
で
は
、
片
目
の
鮒
の
よ
う
に
、
二
つ
あ
る
目
の
片
方
が
潰
れ
た
も
の
、

こ
と
に
わ
ざ
わ
ざ
二
つ
の
目
を
、
一
つ
目
に
し
た
力
の
も
と
を
、
お
そ
れ
も

し
、
ま
た
貴
と
う
とみ
も
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
月
輪
兵
部
が
、
大
蛇

の
眼
を
射
貫
い
た
と
い
う
話
な
ど
も
、
こ
と
に
よ
る
と
別
に
今
一
つ
前
の
話

が
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
勇
士
の
し
わ
ざ
に
、
間
違
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　
飛ひ
騨だ
の 

萩  

原 

は
ぎ
わ
ら

の
町
の
諏す
訪わ
神
社
で
は
、
又
こ
う
い
う
伝
説
も
あ
り
ま
す
。

今
か
ら
三
百
年
余
り
以
前
に
、 

金  

森 

か
な
も
り

家
の
家
臣
佐
藤
六
左
衛
門
と
い
う
強

い 

武  

士 

さ
む
ら
い

が
や
っ
て
来
て
、
主
人
の
命
令
だ
か
ら
是
非
こ
の
社
の
あ
る
所
に

139



城
を
築
く
と
い
っ
て
、
御
神
体
を
隣
り
の
村
へ
遷うつ
そ
う
と
し
た
。
そ
う
す
る

と
、
神
輿
み
こ
し
が
重
く
な
っ
て
少
し
も
動
か
ず
、
ま
た
一
つ
の
大
き
な
青
大
将
が
、

社
の
前
に
わ
だ
か
ま
っ
て
、
な
ん
と
し
て
も
退
き
ま
せ
ん
。
六
左
衛
門
こ
の

体てい
を
見
て
大
い
に
い
き
ど
お
り
、
梅
の
折
り
枝
を
手
に
持
っ
て
、
蛇
を
う
っ

て
そ
の
左
の
目
を
傷
つ
け
た
ら
、
蛇
は
隠
れ
去
り
、
神
輿
は
事
故
な
く
動
い

て
、
御
遷
宮
を
す
ま
せ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
城
の
工
事
の
ま
だ
終
ら
ぬ

う
ち
に
、
大
阪
に
戦
が
起
っ
て
、
六
左
衛
門
は
出
て
行
っ
て
討
ち
死
を
し
た

の
で
、
村
の
人
た
ち
も
喜
ん
で
城
の
工
事
を
止
め
、
再
び
お
社
を
も
と
の
土

地
へ
迎
え
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
後
は
、
折
り
折
り
社
の
附
近
で
、
片
目
の
蛇

を
見
る
よ
う
に
な
り
、
村
民
は
こ
れ
を
諏
訪
様
の
お
使
い
と
い
っ
て
尊
敬
し

た
の
み
な
ら
ず
、
今
に
至
る
ま
で
こ
の
社
の
境
内
に
、
梅
の
木
は
一
本
も
育

140日本の伝説



た
ぬ
と
信
じ
て
い
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
益
田
ま
し
た
郡
誌
。
岐
阜
県
益
田
郡
萩

原
町
）

　
こ
の
話
な
ど
も
佐
藤
六
左
衛
門
が
や
っ
て
来
る
ま
で
は
、
蛇
の
目
は
二
つ

で
、
梅
の
木
は
幾
ら
で
も
成
長
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
た
し
か
め

る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
前
か
ら
こ
の
通
り
で
あ
っ
た

の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
こ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
に
、
考
え
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
わ
ざ
わ
ざ
梅
の
枝
な
ど
折
っ
て
、
し
か
も
お
使
者
の
蛇
の
目

だ
け
を
傷
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
気
の
短
い
勇
士
の
佐
藤
氏
が
、
し
そ
う

な
こ
と
で
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
神
様
が
目
を
突
い
て
、
そ

れ
か
ら
そ
の
植
物
を
植
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
伝
説
は
、
意
外
な
ほ
ど
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
五
つ
六
つ
を
こ
こ
で
挙
げ
て
見
ま
す
と
、
阿
波
の
粟あ
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田わた
村
の 

葛  

城 

か
つ
ら
ぎ

大
明
神
の
社
で
は
、
昔
あ
る
尊
い
御
方
が
、
こ
の
海
岸
に
船

が
か
り
な
さ
れ
た
折
り
に
、
社
の
池
の
鮒
を
釣
り
に
、
馬
に
乗
っ
て
お
で
か

け
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
、
お
馬
の
脚
が
藤
の
蔓つる
に
か
ら
ま
っ
て
、
馬
が
つ
ま

ず
い
た
の
で
落
馬
な
さ
れ
、
男
竹
お
だ
け
で
お
目
を
突
い
て
お
痛
み
は
は
げ
し
か
っ

た
。
そ
れ
故
に
今
に
こ
の
社
の
神
に
は
眼
の
病
を
祈
り
、
氏
子
の
四
つ
の
部

落
で
は
、
池
に
は
鮒
が
住
ま
ず
、
藪やぶ
に
は
男
竹
が
生
え
ず
、
馬
を
置
く
と
必

ず
た
た
り
が
あ
る
と
い
い
ま
し
た
。
（
粟
の
落
穂
。
徳
島
県
板
野
郡 

北  

灘 

き
た
な
だ

村
粟
田
）

　
美
濃
の
太
田
で
は
、
氏
神
の
加 
茂 
県 
主 

か
も
あ
が
た
ぬ
し

神
社
の
神
様
が
お
嫌
い
に
な
る

と
い
っ
て
、
五
月
の
節
句
に
も
、
も
と
は
粽
ち
ま
きを
作
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
昔
、

加
茂
様
が
馬
に
乗
っ
て
、
戦
い
に
行
か
れ
た
時
に
、
馬
か
ら
落
ち
て
薄
す
す
きの
葉
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で
眼
を
お
突
き
な
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
氏
子
は
そ
の
葉
を
忌
ん
で
、
用
い
な

い
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
郷
土
研
究
四
編
。
岐
阜
県
加
茂
郡
太
田

町
）

　
信
州
に
は
、
こ
と
に
こ
の
話
が
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
県
郡 

当  

と
う
ご

郷 う
村
の
鎮
守
は
、
初
め
て
京
都
か
ら
お
入
り
の
時
に
、 

胡  

瓜 

き
ゅ
う
り

の
蔓
に
引

っ
掛
っ
て
こ
ろ
ん
で
、
胡ご
麻ま
の
茎
で
目
を
お
突
き
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、

全
村
今
に
胡
麻
を
栽
培
し
ま
せ
ん
。
も
し
こ
の
禁
を
犯
す
者
が
あ
れ
ば
、
必

ず
眼
の
病
に
な
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
松
本
市
の
附
近
で
も
、
宮
淵
の
勢せ
伊い

多た
賀が
神
社
の
氏
子
は
、
屋
敷
に
決
し
て
栗
の
木
を
植
え
ず
、
植
え
て
も
し
そ

の
木
が
栄
え
る
よ
う
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
家
は
反
対
に
衰
え
て
行
く
。
そ
れ

は
氏
神
が
昔
こ
の
地
に
お
降
り
の
時
、
い﹅
が﹅
で
目
を
突
か
れ
た
か
ら
だ
と
い
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う
の
で
す
。
ま
た 

島  

立 

し
ま
だ
て

村
の
三
の
宮
の
氏
子
の
中
に
も
、
神
様
が
松
の
葉

で
目
を
突
か
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
正
月
に
松
を
立
て
な
い
家
が
あ
り
ま
す
。

橋 

場 
稲 
扱 

は
し
ば
い
な
こ
き

あ
た
り
で
も
、
正
月
は
門
松
の
代
り
に
、
柳
の
木
を
立
て
て
お

り
ま
す
。
昔 
清  
明 
せ
い
め
い

様
と
い
う
偉
い
易
者
が
稲
扱
に
来
て
い
て
、
門
松
で
目

を
突
い
て
大
き
に
難
儀
を
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
し
松
を
門
に
立
て
る
よ
う
で

あ
っ
た
ら
、
そ
の
家
は
火
事
に
あ
う
ぞ
と
い
っ
た
の
で
、
こ
う
し
て
柳
を
立

て
る
こ
と
に
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
（
南
安
曇
郡
誌
。
長
野
県
南
安
曇
郡
安

曇
村
）

　
小
谷
四
箇
荘

お
た
り
し
か
そ
う
に
も
、
胡
麻
を
作
ら
ぬ
と
い
う
部
落
は
多
い
。
氏
神
が
目
を

お
突
き
に
な
っ
た
と
い
い
、
ま
た
は
強
い
て
栽
培
す
る
者
は
眼
を
病
ん
で
、

突
い
た
よ
う
に
痛
む
と
も
い
い
ま
し
た
。 

中  
土 

な
か
つ
ち

の
奉
納
と
い
う
村
で
は
長
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芋
を
作
ら
ず
、
ま
た
ぐ﹅
み﹅
の
木
を
植
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
村
の
草
分
け
の
家

の
先
祖
が
、
芋
の
蔓
に
つ
ま
ず
い
て
、
ぐ﹅
み﹅
で
眼
を
さ
し
た
こ
と
が
あ
る
か

ら
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
小
谷
口
碑
集
。
長
野
県
北
安
曇
郡
中
土
村
）

　 

東 

上 
総 

ひ
が
し
か
ず
さ
の
小
高
お
だ
か
、
東
小
高
の
両
部
落
で
は
、
昔
か
ら
決
し
て
大
根
を
栽

培
せ
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
た
ま
た
ま 

路  

傍 

み
ち
ば
た

に
自
生
す
る
の
を
見
付
け
て
も
、

驚
い
て
御
祈
祷
き
と
う
を
す
る
く
ら
い
で
あ
り
ま
し
た
。
他
の
村
々
で
も
、
小
高
の

苗
字
の
家
だ
け
は
、
一
様
に
大
根
を
作
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
も
小
高
明
神
が
大
根
に
け
つ
ま
ず
い
て
、
転
ん
で
茶
の
木
で
目
を
突
か
れ

た
せ
い
だ
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
は
茶
の
木
の
方
を
、
な
ん
と
も
い

わ
な
か
っ
た
の
が
妙
で
あ
り
ま
す
。
（  
南
総
之
俚
俗  
な
ん
そ
う
の
り
ぞ
く

。
千
葉
県
夷
隅
い
す
み
郡
千

町
村
小
高
）
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中
国
地
方
で
も
、
伯
耆
ほ
う
き
の
印
賀
い
ん
が
村
な
ど
は
、
氏
神
様
が
竹
で
目
を
突
い
て
、

一
眼
を
お
潰
し
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
今
で
も
決
し
て
竹
は
植
え
ま
せ

ん
。
竹
の
入
り
用
が
あ
る
と
山
を
越
え
て
、
出
雲
い
ず
も
の
方
か
ら
買
っ
て
来
る
そ

う
で
す
。
（
郷
土
研
究
四
編
。
鳥
取
県
日
野
郡
印
賀
村
）

　
近
江
の 

笠  
縫 

か
さ
ぬ
い

の
天
神
様
は
、
始
め
て
こ
の
村
の  

麻    

畠  

あ
さ
ば
た
け

の
中
へ
お
降

り
な
さ
れ
た
時
、
麻
で
目
を
突
い
て
ひ
ど
く
お
痛
み
な
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に

行
く
末
わ
が
氏
子
た
ら
ん
者
は
、
忘
れ
て
も
麻
は
作
る
な
と
い
う
お
誡
い
ま
しめ
で
、

今
に
一
人
と
し
て
こ
れ
に
そ
む
く
者
は
な
い
そ
う
で
す
。
（
北
野
誌
。
滋
賀

県
栗
太
く
り
た
郡
笠
縫
村
川
原
）

　
ま
た
蒲
生
が
も
う
郡
の
川
合
か
わ
い
と
い
う
村
で
は
、
昔
こ
の
地
の
領
主
河
井
右
近
太
夫

う
こ
ん
だ
ゆ
う

と
い
う
人
が
、
伊
勢
の 

楠  

原 

く
す
は
ら

と
い
う
所
で
戦
い
く
さを
し
て
、
麻
畠
の
中
で
討
た
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れ
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
も
と
は
村
中
で
麻
だ
け
は
作
ら
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
（
蒲
生
郡
誌
。
滋
賀
県
蒲
生
郡
桜
川
村
川
合
）

　
関
東
地
方
に
来
る
と
、 

下  

野 

し
も
つ
け

の
小
中
こ
な
か
と
い
う
村
で
は
、
黍きび
を
栽
培
す
る

こ
と
を
い
ま
し
め
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
鎮
守
の 

人  

丸 

ひ
と
ま
る

大
明
神
が
、
ま

だ
人
間
で
あ
っ
た
時
に
、
戦
を
し
て
傷
を
負
い
、
逃
げ
て
来
て
こ
の
村
の
黍

畠
の
中
に
隠
れ
、
危
難
は
の
が
れ
た
が
、
黍
の
か﹅
ら﹅
で
片
目
を
つ
ぶ
さ
れ
た
。

そ
れ
故
に
神
に
な
っ
て
後
も
、
こ
の
作
物
は
お
好
み
な
さ
れ
ぬ
と
い
う
の
で

あ
り
ま
す
。
（
安あ
蘇そ
史
。
栃
木
県
安
蘇
郡
旗
川
村
小
中
）

　
こ
の
近
く
の
村
々
に
は
、
戦
に
出
て
目
を
射
ら
れ
た
勇
士
、
そ
の
目
の
疵
き
ず

を
洗
っ
た
清
水
、
そ
れ
か
ら
山
鳥
の
羽
の
箭や
を
き
ら
う
話
な
ど
が
こ
と
に
多

い
の
で
す
が
、
あ
ま
り
長
く
な
る
か
ら
も
う
止
め
て
、
こ
の
次
ぎ
は
村
の
住
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民
が
、
神
様
の
お
つ
き
合
に
片
目
に
な
る
と
い
う
話
を
少
し
し
て
見
ま
す
。

福
島
県
の
土
湯
つ
ち
ゆ
は
、 

吾 

妻 

山 

あ
ず
ま
さ
ん

の
麓
に
あ
る
よ
い
温
泉
で
、
弘
法
大
師
が
杖

を
立
て
そ
う
な
所
で
す
が
、
村
に
は
太
子
堂
が
あ
っ
て
、
若
き
太
子
様
の
木

像
を
祀
っ
て
お
り
ま
す
。
昔
こ
の
村
の
狩
人
が
、
鹿
を
追
い
掛
け
て
沢
の
奥

に
は
い
っ
て
行
く
と
、
ふ
い
に
草
む
ら
の
間
か
ら
、
負
っ
て
行
け
負
っ
て
行

け
と
い
う
声
が
し
ま
し
た
の
で
、
た
ず
ね
て
見
る
と
こ
の
お
像
で
あ
り
ま
し

た
。
驚
い
て
さ
っ
そ
く
背
に
負
う
て
帰
っ
て
来
よ
う
と
し
て
、
途
中
で
さ﹅
さ﹅

げ﹅
の
蔓
に
か
ら
ま
っ
て
倒
れ
、
自
分
は
怪
我
を
せ
ず
に
、
太
子
様
の
目
を
胡

麻
稈がら
で
突
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
見
て
も
木
像
の
片
目
か
ら
、
血
が
流
れ

た
よ
う
な
あ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
う
し
て
こ
の
村
に
生
れ
た
人
は
、
誰

で
も
少
し
ば
か
り
片
目
が
細
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
頃
は
ど
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う
な
っ
た
か
私
は
ま
だ
き
い
て
い
ま
せ
ん
。
（
信
達
一
統
誌
。
福
島
県
信
夫

郡
土
湯
村
）

　
眼
の
大
き
さ
が
両
方
同
じ
で
な
い
人
は
、
思
い
の
外
多
い
も
の
で
す
が
、

大
抵
は
誰
も
な
ん
と
も
思
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
村
に
よ
っ
て
は
昔
鎮
守
さ

ま
が
隣
り
の
村
と
、
石
合
戦
を
し
て
目
を
怪
我
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
こ
と

を
、
子
供
ば
か
り
が
語
り
伝
え
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
が
、
大
抵
は
も
う
古

い
話
を
忘
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
土
湯
の
よ
う
に
、
実
際
そ
う
い
う
御
像

が
残
っ
て
い
る
場
合
だ
け
は
、
間
違
い
な
が
ら
も
ま
だ
覚
え
て
い
ら
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
三
河
の
横
山
と
い
う
村
で
は
、 

産 

土 

神 

う
ぶ
す
な
が
み
の 

白  

鳥 

し
ら
と
り

六
社
さ

ま
の
御
神
体
が
片
目
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
こ
の
村
に
は
、
ど
う
も
片

目
の
人
が
多
い
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
三
州
横
山
話
。
愛
知
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県 
南 

設 

楽 
み
な
み
し
だ
ら
郡 

長  

篠 

な
が
し
の

村
横
川
）

　
石
城
い
わ
き
の
大
森
と
い
う
村
で
は
、 

庭  

渡 

に
わ
た
り

神
社
の
御
本
尊
は
、
も
と
は
地
蔵

様
で
、
非
常
に
美
し
い
姿
の
地
蔵
様
で
し
た
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
片
目
が

小
さ
く
造
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
大
森
の
人
は
誰
で
も
片
目
が

小
さ
い
と
、
村
の
中
で
も
そ
う
い
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
（
民
族
一
編
。
福

島
県
石
城
郡
大
浦
村
大
森
）

　
そ
れ
か
ら
ま
た
村
全
体
で
な
く
と
も
、
特
別
に
関
係
の
あ
る
、
あ
る
一
家

の
者
だ
け
が
、
代
々
片
目
で
あ
っ
た
と
い
う
話
は
方
々
に
あ
っ
て
、
前
に
い

っ
た
甲
州
の
山
本
勘
助
の
家
な
ど
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
丹
波
の
独 

と
っ
こ

鈷 

抛 

山 

な
げ
や
ま

の
観
音
さ
ま
は
片
目
で
あ
り
ま
し
た
。
昔
こ
の
山
の
頂
上
の
観
音

岩
の
上
で
、
観
音
が
白
い
鳩
の
姿
に
な
っ
て
遊
ん
で
ご
ざ
る
の
を
、
麓
の
柿か
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花 
き
は
な
村
の
岡
村
と
い
う
家
の
先
祖
が
、
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
弓
で
射
た
と
こ

ろ
が
、
そ
の
箭
が
ち
ょ
う
ど
鳩
の
眼
に
中あた
り
ま
し
た
。
血
の
滴
り
の
跡
を
つ

い
て
行
く
と
、
そ
れ
が
こ
の
御
堂
の
奥
に
来
て
、
止
ま
っ
て
い
た
の
で
驚
き

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
こ
の
家
で
は
子
孫
代
々
の
者
が
眼
を
病
み
、
た
ま
た
ま

兄
が
弓
を
射
れ
ば
、
必
ず
弟
の
眼
に
中
る
と
い
っ
て
、
永
く
弓
矢
の
わ
ざ
を

や
め
て
い
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
口
丹
波
口
碑
集
。
京
都
府
南
桑
田
郡
稗ひ

田
野
え
だ
の
村
柿
花
）

　
羽う
後ご
の
男お
鹿が
半
島
で
は
、
北
浦
の 

山  

王 
さ
ん
の
う

様
の
神
主
竹
内
丹
後
の
家
に
、

先
祖
七
代
ま
で
の
間
、
代
々
片
目
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
家
の
元
祖
竹
内
弥
五
郎
は
弓
箭
ゆ
み
や
の
達
人
で
あ
り
ま
し
た
。
八
郎
潟
の
主

八
郎
権
現
が
、
冬
に
な
る
と
戸
賀
の
一
の
目
潟
に
来
て
住
も
う
と
す
る
の
を
、

151



一
つ
目
潟
の
姫
神
に
頼
ま
れ
て
、 

寒 

風 

山 

か
ん
ぷ
う
ざ
ん
の
嶺みね
に
待
ち
伏
せ
を
し
て
、
射

て
そ
の
片
眼
を
傷
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
八
郎
神

は
雲
の
中
か
ら
、
そ
の
箭
を
投
げ
返
し
て
弥
五
郎
の
眼
に
あ
た
っ
た
と
も
い

い
、
ま
た
は
そ
の
夜
の
夢
に
現
れ
て
、
七
代
の
間
は
眼
を
半
分
に
す
る
と
告

げ
た
と
も
い
っ
て
、
と
に
か
く
に
弥
五
郎
神
主
の
子
孫
の
家
で
は
、
主
人
が

必
ず
す﹅
が﹅
め﹅
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
（
雄
鹿
名
勝
誌
。
秋
田
県
南
秋
田
郡
北

浦
町
）

　
こ
の
竹
内
神
主
の
家
に
は
、
神
の
眼
を
射
た
と
い
う
箭
の
根
を
、
宝
物
に

し
て
持
ち
伝
え
て
あ
り
ま
し
た
。
神
に
敵
対
を
し
た
罰
と
し
て
、
片
目
を
失

っ
た
と
い
う
こ
と
が
間
違
い
で
な
け
れ
ば
、
こ
う
い
う
記
念
品
を
保
存
し
て

い
た
の
が
変
で
あ
り
ま
す
。
神
が
片
目
の
魚
を
お
喜
び
に
な
っ
た
よ
う
に
、
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ほ
ん
と
う
は
片
目
の
神
主
が
、
お
好
き
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ

れ
ま
す
。

　 

野  
州 

や
し
ゅ
う

南
高
岡
村
の
鹿
島
神
社
な
ど
で
は
、
神
主
若
田
家
の
先
祖
が
、
池い

 

速 

別
皇
子  

け
は
や
わ
け
お
う
じ
と
い
う
方
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
皇
子
は
関
東

を
御
旅
行
の
間
に
、
病
の
た
め
に
一
方
の
目
を
損
じ
て
、
そ
れ
が
為
に
都
に

お
帰
り
に
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
村
に
留
ま
っ
て
、

神
主
の
家
を
お
た
て
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
（
下
野
神
社
沿
革

誌
。
栃
木
県
芳は
賀が
郡
山
前
村
南
高
岡
）

　
奥
州
の
只
野
た
だ
の
村
は
、
鎌
倉
権
五
郎
景
政
が
、 

後 

三 

年 

ご
さ
ん
ね
ん

の
役えき
の
手
柄
に
よ

っ
て
、
拝
領
し
た
領
地
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
、
村
の 

御  

霊 

ご
り
ょ
う

神
社
に
は
景
政

を
祀
り
、
そ
の
子
孫
だ
と
称
す
る
多
田
野
家
が
、
後
々
ま
で
も
住
ん
で
お
り
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ま
し
た
が
、
こ
こ
で
も
権
五
郎
の
眼
を
射
ら
れ
た
因
縁
を
も
っ
て
、
村
に
生

れ
た
者
は
、
い
ず
れ
も
一
方
の
目
が
少
し
く
す﹅
が﹅
め﹅
だ
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。

少
し
く
す﹅
が﹅
め﹅
と
い
う
の
は
、
一
方
の
目
が
小
さ
い
こ
と
で
す
。
昔
平
清
盛

の
父
の
忠
盛
な
ど
も
、
「
伊
勢
の
平
氏
は
す﹅
が﹅
め﹅
な
り
」
と
い
っ
て
、
笑
わ

れ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
が
、
勇
士
に
は
片
目
の
ご
く
小
さ
い
人
は
幾
ら

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
時
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
自
慢
に
し
て
い
た
ら
し

い
の
で
あ
り
ま
す
。
（
相
生
集
。
福
島
県
安
積
あ
さ
か
郡
多
田
野
村
）
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機
織
り
御
前

　
越
後
の
山
奥
の 

大 

木 

六 

お
お
ぎ
ろ
く

と
い
う
村
に
は
、
村
長
で
神
主
を
し
て
い
た
細ほ

矢そや
と
い
う
非
常
な
旧
家
が
あ
っ
て
、
そ
の
主
人
が
ま
た
代
々
す﹅
が﹅
め﹅
で
あ
り

ま
し
た
。
昔
こ
の
家
の
先
祖
の
弥
右
衛
門
と
い
う
人
が
、
あ
る
夏
の
日
に
国

境
の
山
へ
狩
り
に
行
っ
て
路
を
踏
み
迷
い
、
今
の 

巻  

機 

ま
き
は
た

山
に
登
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
こ
の
山
は
樹
木
深
く
茂
り
薬
草
が
多
く
、
近
い
頃
ま
で
も
神
の

山
と
い
っ
て
、
お
そ
れ
て
人
の
は
い
ら
ぬ
山
で
あ
り
ま
し
た
が
、
弥
右
衛
門

は
こ
の
深
山
の
中
で
、
世
に
も
美
し
い
お
姫
様
の
機
を
巻
い
て
い
る
の
を
見

か
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
驚
い
て
立
っ
て
見
る
と
、
向
う
か
ら
言
葉
を
か
け
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て
、
こ
こ
は
人
間
が
来
れ
ば
帰
る
こ
と
の
出
来
ぬ
所
で
あ
る
が
、
そ
の
方
は

仕
合
せ
者
で
、
縁
あ
っ
て
わ
が
姿
を
見
た
。
そ
れ
で
こ
れ
か
ら
里
に
下
っ
て
、

永
く
一
村
の
鎮
守
と
し
て
祀まり
ら
れ
よ
う
と
思
う
。
急
い
で
わ
れ
を
負
う
て
山

を
降
り
て
行
け
、
そ
う
し
て
必
ず
後
を
見
返
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
ま
し

た
。
仰
せ
の
通
り
に
し
て
帰
っ
て
来
る
途
中
、
約
束
に
背
い
て
思
わ
ず
た
だ

一
度
だ
け
、
首
を
右
へ
曲
げ
て
背
中
の
神
様
を
見
よ
う
と
し
ま
す
と
、
忽
た
ち
まち

す﹅
が﹅
め﹅
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
か
ら
以
後
こ
の
家
へ
生
れ
る
男
子
は
、

悉こと
ご
と
く
一
方
の
目
が
細
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
今
で
も
そ
う
い
う
こ

と
が
あ
る
か
ど
う
か
、
私
は
行
っ
て
尋
ね
て
見
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
越
後
野
志
と
温 

故 

之 

栞 

お
ん
こ
の
し
お
り

。
新
潟
県  
南  
魚  

沼  
み
な
み
う
お
ぬ
ま

郡
中
之
島
村
大
木
六
）

　
大
木
六
で
は
こ
の
姫
神
を
巻
機
権
現
と
と
な
え
て
、
今
も
引
き
続
い
て
村
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の
鎮
守
と
し
て
祭
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
土
地
に
よ
っ
て
は
神
を
里

中
へ
お
迎
え
申
す
こ
と
を
せ
ず
、
も
と
か
ら
の
場
所
に
こ
ち
ら
か
ら
お
参
り

を
し
て
、
拝
ん
で
い
る
村
が
い
く
ら
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
参
拝
す
る

時
と
人
と
が
分
れ
分
れ
に
な
っ
て
、
も
と
か
ら
あ
っ
た
伝
説
も
だ
ん
だ
ん
に

変
っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
山
の
神
様
が
女
で
あ
っ
た
。
小
さ
な

子
を
連
れ
た 

姥  

神 

う
ば
が
み

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
も
、
後
に
は
忘
れ
て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
が
ず
い
ぶ
ん
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
か
す
る
と
話
の
大
切

な 

筋  

途 

す
じ
み
ち

か
ら
、
い
つ
ま
で
も
そ
れ
を
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
も

あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
静
か
な
谷
川
の
淵ふち
の
中
で
、
機
を
織
る
梭ひ
の
音
を
き

く
と
い
い
、
ま
た
は
人
が
行
く
こ
と
も
出
来
ぬ
よ
う
な
峰
の
岩
に
、
布
を
ほ

し
た
の
が
遠
く
見
え
る
と
い
う
な
ど
は
そ
れ
で
、
こ
う
い
う
為
事
し
ご
と
は
男
が
し
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ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
為
に
山
姥
山
姫
の
い
い
伝
え
は
な
お
永
く
残
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　
殊
に
山
姥
は
見
た
と
こ
ろ
は
恐
ろ
し
い
け
れ
ど
も
、
里
の
人
に
は
至
っ
て

親
切
で
あ
っ
て
、
山
路
に
迷
っ
て
い
る
と
送
っ
て
く
れ
る
。
ま
た
お
り
お
り

は
村
に
降
り
て
来
て
、
機
織
り
苧お
績う
み
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
と
い
う
話
も
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
仕
合
せ
の
好
い
人
は
、
山
奥
に
は
い
っ
て
、
山
姥
の
苧
つ﹅

く﹅
ね﹅
と
い
う
物
を
拾
う
こ
と
が
た
ま
に
あ
る
。
そ
の
糸
は
い
く
ら
使
っ
て
も

尽
き
る
こ
と
が
な
い
と
も
い
い
ま
し
た
。
ま
た
山
姥
が
子
を
育
て
る
と
い
う

話
も
、
決
し
て 

足 

柄 

山 

あ
し
が
ら
や
ま
の
金
太
郎
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
以
前
は
ど
こ
の
国
の
山
に
も
山
姥
が
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
今
は
わ
ず

か
し
か
話
が
残
っ
て
お
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
山
姥
も
も
と
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は
水
の
底
に
機
を
織
る
神
と
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
知
っ
て
い
る
者
が
殆

ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
備
後
の 

岡 

三 

淵 

お
か
み
ぶ
ち

は
、
恐
ろ
し
い
淵
が
あ
る
か
ら
出

来
た
村
の
名
で
、
お﹅
か﹅
み﹅
と
は
大
蛇
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
村
の
山
の
下
に

は
高
さ
二
丈
余
も
あ
る
大
岩
が
立
っ
て
い
て
、
そ
の
名
を
山
姥
の 

布  

晒 

ぬ
の
さ
ら

し

岩
と
い
い
、
時
々
こ
の
岩
の
て
っ
ぺ
ん
に
は
、
白
い
も
の
が
掛
か
っ
て
ひ
ら

め
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
い
い
ま
し
た
。
（
芸
藩
通
志
。
広
島
県
双
三
ふ
た
み
郡

作
木
村
岡
三
淵
）

　 

因 

幡 

国 

い
な
ば
の
く
に
の
山
奥
の
村
に
も
、
非
常
に
大
袈
裟

お
お
げ
さ

な
山
姥
の
話
が
あ
り
ま
し

た
。 

栗  

谷 

く
り
た
に

の
布
晒
し
岩
か
ら
、
そ
れ
と
並
ん
だ
麻ま
尼に
の
立
て
岩
、
箭
渓
や
だ
に
の

動ゆる
ぎ
石
の
三
つ
の
大
岩
に
か
け
て
、
昔
は
山
姥
が
布
を
張
っ
て
乾
し
て
い
た

と
い
い
ま
し
た
。
こ
の
間
が
二
里
ば
か
り
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
箭
渓
の
村
の
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西
に
は
、
山
姥
の
灰あ
汁く
濾こ
し
と
云
う
小
さ
な
谷
が
あ
っ
て
、
岩
の
間
に
は
い

つ
も
灰
汁
の
色
を
し
た
水
が
た
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
水
で
そ
の
山
姥
が
布

を
晒
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
（
因
幡
志
。
鳥
取
県
岩
美
郡
元
塩

見
村
栗
谷
）

　
こ
う
い
う
話
を
子
供
ま
で
が
、
大
笑
い
を
し
て
き
く
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、

だ
ん
だ
ん
と
伝
説
が
う
そ
ら
し
く
な
っ
て
来
て
、
山
の
崩
れ
た
と
こ
ろ
を
山

姥
が
踏
ん
張
っ
た
足
跡
だ
と
い
っ
た
り
、
小
便
を
し
た
あ
と
だ
な
ど
と
い
う

話
も
出
来
て
来
ま
す
。
土
佐
の
韮
生
に
ろ
う
の
山
の
中
な
ど
で
は
、
岩
に
自
然
の
溝
み
ぞ

が
出
来
て
い
る
の
を
、
昔
山
姥
が
麦
を
作
っ
て
い
た
畝うね
の
跡
だ
と
い
い
ま
し

た
。
（
南
路
志
。
高
知
県
香
美
か
が
み
郡
上
韮
生
村 
柳  

瀬 
や
な
い
せ

）

　
春
に
な
る
と
子
供
が
紙
鳶こ
を
あ
げ
る
の
に
、
「
山
の
神
さ
ん
風
お
く
れ
」
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と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
ま
た
「
山
ん﹅
ぼ﹅
風
お
く
れ
」
と
い
っ
て
い
る
土

地
も
あ
り
ま
す
。
今
で
は
山
姥
は
少
年
の
知
り
人
の
よ
う
に
、
呼
び
か
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
或
る
夕
方
な
ど
に
山
の
方
を
向
い
て
、
大
き
な

声
で
何
か
わ
め
く
と
、
直
に
あ
ち
ら
で
も
口
ま
ね
を
す
る
の
を
、
普
通
に
は

こ﹅
だ﹅
ま﹅
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
山
姥
が
か
ら
か
う
の
だ
と
思
っ
て
い
た
子

供
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
だ
ま
と
い
う
の
も
山
の
神
の
こ
と
で
す
か
ら
、
も
と

は
そ
れ
を
女
だ
と
想
像
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
山
姥
は
少
し
意
地
悪
だ
。
い
つ
も
子
供
の
い
や
が
る
様
な
、
に
く
ら
し
い

口
答
え
を
よ
く
す
る
と
い
っ
て
、
あ﹅
ま﹅
ん﹅
じ﹅
ゃ﹅
く﹅
と
い
う
言
葉
が
、
素
直
で

な
い
子
の
あ﹅
だ﹅
な﹅
の
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
ほ
ん
と
う
は
こ
の
反
響
が
始
め

な
の
で
あ
り
ま
す
。
前
に
姥
が
池
の
話
で
い
っ
た
よ
う
に
、
あ﹅
ま﹅
ん﹅
も
お﹅
ま﹅

161



ん﹅
も
姥
神
さ
ま
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
東
京
の
よ
う
な
山
か
ら
遠
い
土
地
で

も
、
昔
は
夕
焼
け
小
焼
の
こ
と
を
「
お
ま
ん
が
紅べに
」
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。

天
が
半
分
ほ
ど
も
真
赤
に
な
る
の
を
、
ど
こ
か
で
山
の
大
女
が
、
紅
を
溶
か

し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
た
わ
む
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
山
姥
が
機
を
織
っ
た
と
い
う
話
が
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
の
形
に
変
っ
て

伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
遠
州
の
秋
葉
の
山
奥
で
は
、
山
姥
が
三
人
の
子
を
生

ん
で
、
そ
の
三
人
の
子
が
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
山
の
主
に
な
っ
て
い
る
と
い
い
、

そ
の
山
姥
が
ま
た
里
近
く
へ
来
て
、
水
の
ほ
と
り
で
機
を
織
っ
て
い
た
と
い

い
ま
し
た
。
秋
葉
山
の
お
社
か
ら
少
し
後
の
方
に
、
深
い
井
戸
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
山
に
は
も
と
良
い
清
水
が
な
か
っ
た
の
を
、
千
年
余
り
前
に
神
主
が
神

に
祈
っ
て
、
始
め
て
授
か
っ
た
井
戸
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
泉
の
名
を
機
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織
の
井
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
奥
山
に
山
姥
が
久く
良ら
支き
山
か
ら
出
て
来
て
、

こ
の
か
た
わ
ら
に
住
ん
で
神
様
の
衣きぬ
を
織
り
、
そ
れ
を
献
納
し
て
い
っ
た
か

ら
、
こ
の
名
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
い
い
伝
え
の
あ

る
井
戸
は
、
ま
だ
こ
の
近
辺
の
村
に
も
二
つ
も
三
つ
も
あ
り
ま
す
。
（
秋
葉

土
産
。
静
岡
県 
周  
智 
し
ゅ
う
ち

郡
犬
居
村 

領  

家 

り
ょ
う
け

）

　
秋
葉
の
山
の
神
は
俗
に
三
尺
坊
さ
ま
と
称とな
え
て
、
今
で
も
火
難
を
防
ぐ
神

と
し
て
拝
ん
で
い
る
の
は
、
お
お
か
た
こ
の
貴
い
泉
を
、
支
配
す
る
神
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
山
姥
と
こ
の
三
尺
坊
様
と
は
、
一
通
り

な
ら
ぬ
深
い
関
係
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
お
衣
を
山
の
姥
が
来
て
織
っ
た
と

い
う
の
も
、
そ
れ
相
応
な
理
由
の
あ
る
こ
と
で
し
た
。
相
州
箱
根
の
口
の
風か

     

祭   

ざ
ま
つ
り

と
い
う
村
は
、
後
に
築
地
つ
き
じ
へ
持
っ
て
来
た
咳せき
の
姥
の
石
像
の
あ
っ
た
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と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
近
く
に
も  

大
登
山
秋
葉
寺  

だ
い
と
う
ざ
ん
あ
き
ば
じ

と
い
う
寺
が
あ
っ
て
、

い
つ
の
頃
か
ら
か
三
尺
坊
を
迎
え
て
祀
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
寺
に
も
一
夜
に

わ
き
出
し
た
と
い
う
清
水
が
あ
り
、
水
の
底
に
は
二
つ
の
玉
が
納
め
て
あ
る

と
も
い
っ
て
、
雨
乞
い
の
祭
り
を
そ
こ
で
し
ま
し
た
。
三
百
五
十
年
ほ
ど
前

に
、
こ
こ
へ
も
一
人
の
姥
が
来
て
布
を
織
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
井
戸
の

名
を
機
織
り
の
井
と
呼
び
ま
し
た
。
そ
の
布
に
五
百
文
の
鏡
を
添
え
て
寺
に

お
く
り
、
姥
は
い
ず
れ
へ
か
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
銭
は
永
く
こ
の

寺
の
宝
物
と
な
っ
て
の
こ
り
、
布
は 
和  

尚 
お
し
ょ
う

が
死
ぬ
と
き
に
着
て
行
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
相
中
襍
志
ざ
っ
し
。
神
奈
川
県 

足 

柄 

下 

あ
し
が
ら
し
も
郡 

大  

窪 

お
お
く
ぼ

村

風
祭
）

　
今
で
も
姥
神
は
常
に
機
を
織
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
人
間
の
目
に
は
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普
通
は
見
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
信
州
の
松

本
附
近
で
は
、
人
が
病
気
に
な
っ
て 

神  

降 

か
み
お
ろ

し
と
い
う
者
に
考
え
て
も
ら
う

と
、
水
神
の
た
た
り
だ
と
い
う
場
合
が
多
い
そ
う
で
あ
り
ま
す
、
水
神
様
が

水
の
上
に
五
色
の
糸
を
綜へ
て
、
機
を
織
っ
て
遊
ん
で
い
ら
れ
る
の
を
、
知
ら

ず
に
飛
び
込
ん
で
そ
の
糸
を
切
っ
た
り
汚
し
た
り
す
る
と
、
腹
を
立
て
て
た

た
り
な
さ
る
の
だ
と
、
想
像
し
て
い
る
人
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
為
に
時
々
は
小
さ
な
流
れ
の
岸
な
ど
に
、
御
幣
ご
へ
い
を
立
て
五
色
の
糸
を
張
っ

て
祭
っ
て
あ
る
の
を
、
見
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
（
郷
土

研
究
二
編
）

　
戸
隠
の
山
の
麓
ふ
も
との 

裾  

花 

す
そ
ば
な

川
の
岸
に
は
、
機
織
り
石
と
い
う
大
き
な
岩
が

あ
っ
て
、
そ
の
脇
に
は
梭
石
ひ
い
し
、 

筬  

石 

お
さ
い
し

、  
榺    
石  

ち
ぎ
り
い
し

な
ど
と
、
い
ろ
い
ろ
機
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道
具
に
似
た
形
の
石
が
あ
り
ま
し
た
。
雨
が
降
ろ
う
と
す
る
前
の
頃
は
、
こ

の
石
の
あ
た
り
で
か
ら
か
ら
と
い
う
音
が
す
る
の
を
、
神
様
が
機
を
お
織
り

に
な
る
と
い
っ
た
そ
う
で
、
こ
の
音
が
き
こ
え
る
と
ど
ん
な
晴
れ
た
日
も
曇

り
、
二
三
日
の
う
ち
に
は
必
ず
降
り
出
す
と
い
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
も
と
こ

こ
で
雨
乞
い
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
（
信
濃
奇
勝
録
。
長
野

県 

上 

水 

内 

か
み
み
の
ち

郡
鬼き
無な
里さ
村
岩
下
）

　
木
曽
の 

野 

婦 

池 

や
ぶ
の
い
け

と
い
う
の
も
ひ
で
り
の
年
に
、
村
の
人
が
雨
乞
い
に
行

く
池
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
池
で
は
時
お
り
山
姥
が
水
の
上
で
、
機
を
織
っ

て
お
る
の
を
見
た
者
が
あ
る
と
い
い
ま
し
た
。
こ
の
山
姥
は
も
と
大
原
と
い

う
村
の
百
姓
の
女
房
で
あ
っ
た
の
が
、
髪
が
逆
立
ち
角
が
生
え
て
、
し
ま
い

に
家
を
飛
び
出
し
て
山
姥
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
或
あ
る
いは
ま
た
突
い
て
い
た
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柳
の
杖
を
池
の
岸
に
さ
し
て
置
い
て
、
水
の
中
へ
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
話
も
あ
っ
て
、
そ
の
あ
た
り
に
柳
の
木
が
た
く
さ
ん
に
茂
っ
て
い
る
の
を
、

山
姥
の
杖
が
芽
を
出
し
て
大
き
く
な
っ
た
も
の
だ
と
も
い
っ
て
い
ま
し
た
。

（
木
曽
路
名
所
図
会
。
長
野
県 

西 

筑 

摩 

に
し
ち
く
ま

郡
日
義
村
宮
殿
）

　
水
の
底
か
ら
機
を
織
る
音
が
き
こ
え
て
来
る
と
い
う
伝
説
な
ど
も
、
土
地

に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
は
話
し
方
が
変
っ
て
い
ま
す
が
、
探
し
て
見
る
と
そ
ち

こ
ち
の
大
き
な
川
や
沼
に
、
同
じ
よ
う
な
い
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
羽う
後ご
の

湯
の
台
の
白
糸
沢
で
は
、
水
の
神
様
が
常
に
機
を
織
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、

夜
分
周
囲
が
静
か
に
な
れ
ば
、
い
つ
で
も
梭
の
音
が
こ
の
淵
の
方
か
ら
き
こ

え
る
と
い
い
ま
し
た
。
（
雪
之
飽
田
根
。
秋
田
県
北
秋
田
郡
阿
仁
合

あ
に
あ
い

町
）

　
飛ひ
騨だ
の
門
和
佐

か
ど
わ
さ

川
の
竜
宮
が
淵
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
昔
は
竜
宮
の
乙
姫
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の
機
織
る
音
が
、
た
び
た
び
水
の
底
か
ら
き
こ
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
あ
る
時
一
人
の
い﹅
た﹅
ず﹅
ら﹅
者
が
あ
っ
て
、
馬
の
鞦
し
り
が
いを
こ
の
淵
へ
ほ
う

り
込
ん
で
以
来
、
ば
っ
た
り
そ
の
音
を
き
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
い

い
ま
す
。
神
代
の
天
の
岩
屋
戸
の
物
語
に
も
、
似
通
う
た
所
の
あ
る
話
で
あ

り
ま
す
。
（
益
田
ま
し
た
郡
誌
。
岐
阜
県
益
田
郡
上
原
村
門
和
佐
）

　
昔
は
村
々
の
お
祭
り
で
も
、
毎
年
新
た
に
神
様
の
衣
服
を
造
っ
て
お
供
え

申
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
為
に
は
最
も
穢
け
が
れを
忌
ん
で
、
こ
う
い

う
や
や
人
里
を
離
れ
た
清
き
泉
の
ほ
と
り
に
、 

機  

殿 

は
た
ど
の

と
い
う
も
の
を
建
て

て
若
い
娘
た
ち
に
、
そ
の
大
切
な
布
を
織
ら
せ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ

の
風
が
だ
ん
だ
ん
に
や
ん
で
、
後
に
は
神
の
お
附
き
の
女
神
が
、
そ
の
役
目

を
な
さ
る
よ
う
に
考
え
て
来
ま
し
た
。
そ
の
わ
け
も
も
う
わ
か
ら
な
く
な
っ
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て
、
し
ま
い
に
は
竜
宮
の
乙
姫
様
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
こ
こ
で
き
こ
え
る
機
の
音
は
竜
宮
の
も
の
で
な
く
、
最
初
か
ら
土
地
の

神
様
の
御
用
で
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
片
目
の
魚
が
生い
け
牲にえ
の
う
ち
か
ら

お
そ
れ
敬
わ
れ
た
よ
う
に
、
後
々
神
の
御
身
に
つ
く
布
で
あ
る
故
に
、
そ
の

機
の
音
の
す
る
と
こ
ろ
へ
は
、
た
だ
の
人
の
布
を
織
る
者
は
、
は
ば
か
っ
て

近
よ
ら
ぬ
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
旧
五
月
一
と
月
の
間
は
、
た

だ
の
女
は
機
を
織
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
い﹅
ま﹅
し﹅
め﹅
が
あ
り
、
こ
れ
を
犯
す

者
が
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
村
は
今
で
も
あ
り
ま
す
。

　
安あ
芸き
の  

厳    

島  

い
つ
く
し
ま

な
ど
は
、
島
の
神
が
姫
神
で
あ
っ
た
為
か
、
昔
は
島
の

内
で
機
を
立
て
る
こ
と
が
常
に
禁
じ
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
（
棚
守
房
顕
手
記
）

。
ま
た
機
道
具
を
も
っ
て
あ
る
池
の
側
を
通
っ
た
女
が
、
落
ち
て
死
ん
だ
と
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い
う
話
が
他
の
村
々
に
多
い
の
も
、
そ
の
為
か
と
思
い
ま
す
。

　
若
狭
の 

国 

吉 

山 

く
に
よ
し
や
ま
の
麓
の
機
織
り
池
な
ど
も
、
今
は
す
っ
か
り
水
田
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
前
に
は
水
の
中
か
ら
機
織
る
音
が
き
こ
え
る
と
い

い
ま
し
た
。
ま
だ
こ
の
池
が
大
池
で
あ
っ
た
頃
、
一
人
の
女
が
機
の
道
具
を

持
っ
て
、
池
の
氷
の
上
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
氷
が
割
れ
て
水
に
は

い
っ
て
死
ん
だ
。
機
織
姫
神
社
と
い
う
の
は
、
そ
の
女
の
霊
を
祀
っ
た
の
だ

と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
多
分
思
い
違
い
で
、
こ
の
姫
神
の
社
も
あ
る

程
の
池
だ
か
ら
、
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
話
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
若
狭
郡
県
志
。
福
井
県
三
方
み
か
た
郡
山
東
村
阪
尻
）

　
そ
れ
よ
り
も
更
に
物
す
ご
い
話
が
、
近
江
の
比
夜
叉

ひ
や
し
ゃ

の
池
に
あ
り
ま
す
。

も
と
は
こ
の
池
に
は
水
が
少
く
て
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
占
い
を
立
て
て
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見
る
と
、
一
人
の
女
を
生
き
な
が
ら
池
の
底
に
埋
め
て
、
水
の
神
に
祀
る
な

ら
ば
、
き
っ
と
水
が
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
領
主
の

佐
々
木 
秀  
茂 
ひ
で
も
ち

の
乳
母
比
夜
叉
御
前
が
、
自
ら
進
ん
で
こ
の
人
柱
に
立
ち
、

持
っ
て
い
た
機
の
道
具
と
と
も
に
、
水
の
下
に
埋
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
は
果
し
て
い
つ
も
水
が
池
一
杯
あ
る
の
で
、
今
で
も
比
夜
叉
女
水
神
と
称

え
て
信
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
真
夜
中
に
こ
の
池
の
脇
を
通
る
人

は
、
い
つ
も
水
の
底
か
ら
機
を
織
る
音
を
き
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

（
近
江
輿
地
志
略

お
う
み
よ
ち
し
り
ゃ
く
。
滋
賀
県
阪
田
郡
大
原
村
池
下
）

　
乳
母
が
わ
ざ
わ
ざ
機
道
具
を
持
っ
て
、
池
の
底
に
は
い
っ
て
行
っ
た
と
い

う
点
は
、
今
一
つ
前
か
ら
の
話
の
残
り
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
比
夜
叉
と

い
う
池
の
名
も
、
も
と
は
お
そ
ろ
し
い
池
の
主
が
い
た
為
ら
し
い
の
で
す
が
、
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美み
濃の
の
夜
叉
池
の
方
で
も
、
や
は
り
そ
れ
を
大
蛇
に
嫁
入
り
し
た
長
者
の
愛ま

     
娘   

な
む
す
め

の
名
で
あ
っ
た
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
。
即
ち
こ
う
い
う
伝
説
は
昔

話
に
な
り
易
い
の
で
す
。
昔
話
の
最
も
面
白
い
部
分
を
、
持
っ
て
来
て
結
び

つ
け
ら
れ
易
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
上
総
か
ず
さ
の 

雄  
蛇 

お
ん
じ
ゃ

の
池
な
ど
で
も
、
若
い
嫁
が
姑
し
ゅ
う
と
めに
に
く
ま
れ
、
機
の
織
り

方
が
気
に
入
ら
ぬ
と
い
っ
て
い
じ
め
ら
れ
た
。
そ
れ
で
困
っ
て
こ
の
池
に
身

を
投
げ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
雨
の
降
る
日
に
は
水
の
底
か
ら
、

今
で
も
梭
の
音
が
す
る
と
い
う
部
分
は
伝
説
で
あ
り
ま
す
。
も
と
は
こ
の
話

は
必
ず
も
う
少
し
池
の
雄
蛇
と
関
係
が
深
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
南
総
乃
俚
俗
。
千
葉
県
山
武
さ
ん
ぶ
郡
大
和
村
山
口
）

　
し
か
し
そ
の
昔
話
の
方
で
も
、
も
し
伝
説
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
ら
、
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こ
う
は
面
白
く
は
発
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
例
を
い
う
と
、

土
佐
の 

地 

頭 

分 

じ
と
う
ぶ
ん

川
の
下
流
、 

行  

川 

な
め
か
わ

と
い
う
村
に
は
深
い
淵
が
あ
っ
て
、

そ
の
岸
に
は
一
つ
の
大
岩
が
あ
り
ま
し
た
。
昔
あ
る
人
が
こ
の
岩
の
下
に
は

い
っ
て
見
る
と
、
淵
の
底
に
穴
が
あ
っ
て
そ
の
奥
の
方
で
、
美
し
い
女
が
綾
あ
や

を
織
っ
て
い
る
の
を
見
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
（
土
佐
州
郡
志
。
高

知
県
土
佐
郡
十
六
村
行
川
）

　
こ
の
伝
説
は
殊
に
弘
く
全
国
に
行
き
渡
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
大
抵
は
こ
れ

に
伴
っ
て
気
味
の
悪
い
、
ま
た
は
愉
快
な
話
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。

　
羽
後
の
小
安
こ
や
す
の 

不 

動 

滝 

ふ
ど
う
だ
き

の
滝
壺
で
は
、
昔
あ
る
き
こ
り
が
山
刀
を
こ
の

淵
に
落
し
、
水
に
は
い
っ
て
こ
れ
を
さ
が
し
ま
わ
っ
て
い
る
と
、
忽
ち
明
る
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い
美
し
い
里
に
出
た
。
御
殿
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
綺
麗
き
れ
い
な
女
の
人
が
い

ま
し
た
。
山
刀
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
こ
の
男
に
渡
し
、
二
度
と
再
び
こ

ん
な
と
こ
ろ
へ
は
来
る
な
。
あ
の
鼾
い
び
きの
声
を
き
き
な
さ
い
。
あ
れ
は
私
の
夫

の
竜
神
の
寝
息
だ
。
私
は
仙
台
の
殿
様
の
娘
だ
が
、
竜
神
に
取
ら
れ
て
も
う

逃
げ
出
す
こ
と
が
出
来
ぬ
と
い
っ
た
と
い
う
話
。
こ
れ
に
は
女
が
機
を
織
っ

て
い
た
と
い
う
点
が
、
早
す
で
に
落
ち
て
お
り
ま
す
。
（
趣
味
の
伝
説
。
秋

田
県
雄
勝
郡
小
安
）

　
と
こ
ろ
が
私
の
き
い
た  

陸    
中  

り
く
ち
ゅ
う

原
台
の
淵
の
話
で
は
、
長
者
の
娘
は
水

の
底
に
一
人
で
機
を
織
っ
て
お
り
、
鉈なた
は
ち
ゃ
ん
と
そ
の
機
の
台
木
に
、
も

た
せ
掛
け
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
て
う
ち
の
親
た
ち
に
心
配
を

す
る
な
と
い
う
伝
言
を
し
た
と
い
う
の
で
す
。
（
遠
野
と
お
の
物
語
。
岩
手
県
下し
閉も
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伊へい
郡
小
国
村
）

　
更
に 

岩  

代 
い
わ
し
ろ

二
本
松
の
町
の
近
く
塩
沢
村
の
機
織
御
前
の
話
な
ど
は
、
ま

た
少
し
ば
か
り
変
っ
て
い
ま
す
。
昔
あ
る
人
が
川
の
流
れ
に
出
て
鍬くわ
を
洗
っ

て
い
て
、
あ
や
ま
っ
て
そ
れ
を
水
中
に
取
り
落
し
た
。
水
底
に
は
い
っ
て
さ

が
し
ま
わ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
と
う
と
う
竜
宮
ま
で
来
て
し
ま
い
ま
し
た
。

竜
宮
で
は
美
し
い
お
姫
様
が
た
だ
一
人
、
機
を
織
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

久
し
く
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
よ
う
こ
そ
お
い
で
と
い
っ
て
、
大
そ
う
な
お

と
り
持
ち
で
あ
り
ま
し
た
が
、
家
の
こ
と
が
気
に
な
る
の
で
、
三
日
め
に
暇い

   

乞 

と
ま
ご
い
を
し
て
、
腰
元
に
路
ま
で
送
っ
て
も
ら
っ
て
、
も
と
の
村
に
帰
っ
て

来
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
三
日
と
思
っ
た
の
が
も
う
二
十
五
年
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
記
念
の
為
に
、
こ
の
機
織
御
前
の
お
社
を
建
て
た
と
い
う
話
で
あ
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り
ま
す
。
た
だ
し
そ
れ
に
も
ま
た
別
の
い
い
伝
え
は
あ
る
の
で
、
私
は
そ
の

こ
と
を
次
ぎ
に
お
話
し
て
、
も
う
お
し
ま
い
に
し
ま
す
。
（
相
生
集
。
福
島

県
安
達
あ
だ
ち
郡
塩
沢
村
）

　
機
織
御
前
を
織
物
業
の
元
祖
の
神
と
し
て
、
祀
っ
て
い
る
地
方
は
多
い
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
能
登
の
能の
登と
比ひ
咩め
神
社
、
こ
の
神
様
は
始
め
て

能
登
国
に
御
兄
の
神
と
共
に
お
下
り
な
さ
れ
、
神
様
の
御
衣
服
を
作
っ
て
後

に
、
そ
の
機
道
具
を
海
中
に
お
投
げ
に
な
っ
た
の
が
、
今
は 

織 

具 

島 

お
り
ぐ
じ
ま

と
い

う
島
に
な
っ
て
、 

富 

木 

浦 

と
ぎ
の
う
ら

の
沖
に
あ
る
。
こ
の
地
方
の
織
物
業
者
が
、
稗
ひ
え

の
粥かゆ
を
織
糸
に
ぬ
る
の
は
、
も
と
姫
神
様
の
お
教
え
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
、

今
で
も
四
月
二
十
一
日
の
祭
礼
に
、
稗
粥
を
造
っ
て
お
供
え
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
（
明
治
神
社
誌
料
。
石
川
県
鹿
島
か
し
ま
郡
能
登
部
村
）
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野
州
の
那
須
で
は
那
須
絹
の
元
祖
と
し
て
、
綾
織
池
の
か
た
わ
ら
に
綾
織

神
社
を
祭
っ
て
お
り
ま
す
。
大
昔
、
館
野
だ
て
の
長
者
と
い
う
人
が
娘
の
綾
姫
の
為

に
、
綾
織
大
明
神
を
迎
え
に
来
た
と
い
う
の
が
、
今
の
歴
史
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
前
に
は
驚
く
よ
う
な
一
つ
の
奇
談
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
池
は
今
か
ら

二
百
五
十
年
前
の
山
崩
れ
に
埋
ま
っ
て
、
小
さ
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
も
と
は
有
名
な
大
池
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
に
池
の
主
が
美
し
い
女
に
化

け
て
、
都
に
上
っ
て
あ
る
人
の
妻
と
な
り
、
綾
を
織
っ
て
追
い
追
い
に
家
富

み
、
後
に
は
立
派
な
長
者
に
な
っ
た
。
あ
る
時
こ
の
女
房
が
昼
寝
を
し
て
い

る
の
を
、
夫
が
来
て
見
る
と
大
き
な
る
蜘く
蛛も
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
騒
い
だ
の

で
一
首
の
歌
を
残
し
て
、
蜘
蛛
の
女
房
は
逃
げ
て
帰
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
ん

な
歌
を
残
し
て
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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恋
し
く
ば
た
づ
ね
て
来きた
れ 

下  

野 

し
も
つ
け

の
那
須
の
こ
と
や
の
綾
織
り
の
い
け

　
そ
れ
で
夫
が
、
跡
を
追
う
て
尋
ね
て
来
て
、
再
び
こ
の
池
の
ほ
と
り
で
面

会
し
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
歌
は
こ
の
地
方
の
臼うす
ひ
き
歌
に
な
っ
て
永

く
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
那
須
地
方
の
伝
説
で
あ

っ
た
の
で
す
。
（
下
野
風
土
記
。
栃
木
県
那
須
郡
黒
羽
町
北
滝
字
御ご
手て
谷や
）

　
こ
の
歌
が
安 

倍 

晴 
明 

あ
べ
の
せ
い
め
い

の
母
だ
と
い
う
葛くず
の
葉
の
狐
の
話
と
、
同
じ
も
の

だ
と
い
う
こ
と
は
誰
に
も
分
り
ま
す
が
、
那
須
の
方
は
子
供
の
こ
と
を
い
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
歌
の
文
句
に
あ
る
那
須
の
こ﹅
と﹅
や﹅
と
い
う
の

が
、
も
し
こ
の
お
社
の
あ
る
御ご
手て
谷や
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
福
島
地
方
の

絹
の
神
様
、
小
手
姫
御
前
は
も
と
は
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
ち

ら
に
は
親
子
の
話
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
小
手
姫
様
は
今
の
飯
阪
の
温
泉

178日本の伝説



の
近
く
、
大
清
水
の
村
に
祀
っ
て
あ
る
の
が
最
も
有
名
で
、
土
地
で
は
機
織

御
前
の
宮
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
の
い
い
伝
え
が
あ
っ
て
、
少
し

も
一
致
し
ま
せ
ん
が
、
今
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
羽
黒
山
の
神
様

蜂
子
は
ち
こ
の
王
子
の
御
母
君
で
あ
っ
て
、
王
子
の
あ
と
を
慕
っ
て
こ
の
国
へ
お
下

り
な
さ
れ
、
年
七
十
に
な
る
ま
で
各
地
を
あ
る
い
て
、
蚕
を
養
い
絹
を
織
る

こ
と
を
人
民
に
教
え
、
後
に
、
こ
の
大
清
水
の
池
に
身
を
投
げ
て
死
な
れ
た

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
と
に
か
く
に
、
社
の
前
に
は
左
右
の
小
池

が
あ
っ
て
水
至
っ
て
清
く
、
今
も
村
々
の
人
は
絹
を
織
れ
ば
、
そ
の
織
り
留

め
を
こ
の
御
宮
に
献
納
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
信
達
二
郡
村
誌
。

福
島
県
伊だ
達て
郡
飯
阪
町
大
清
水
）

　
こ
の
小
手
姫
の
小
手
と
い
う
語
に
は
、
何
か
婦
人
の
技
芸
と
い
う
意
味
が
、
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あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
の
小
手
川
村
の
内
に
は
、
ま
た

布
川
と
い
う
部
落
も
あ
っ
て
、
小
手
姫
が
こ
こ
の
川
原
に
出
て
、
自
ら
織
る

と
こ
ろ
の
布
を
晒
し
た
と
も
い
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
布
を
織
る
姥
の
信

仰
の
方
が
、
却
っ
て
こ
の
地
方
に
絹
織
物
の
始
ま
り
よ
り
は
古
か
っ
た
よ
う

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
小
手
姫
を
蜂
子
王
子
の
御
母
と
い
い
始
め
た
理

由
も
、
幾
分
か
明
か
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
王
子
の
御
衣
服
を
調
製
す
る

役
と
し
て
、
早
く
か
ら
共
々
に
祀
っ
て
い
た
の
が
、
後
に
絹
工
業
が
盛
ん
に

な
っ
て
、
独
立
し
て
そ
の
機
織
御
前
だ
け
を
、
拝
む
よ
う
に
な
っ
た
と
も
見

え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
前
に
申
し
た
二
本
松
の
機
織
御
前
な
ど
も
、
領
主
の

 

畠  

山  

高  

国 

は
た
け
や
ま
た
か
く
に
と
い
う
人
が
、
こ
の
地
に
狩
を
し
た
時
、
天
か
ら
降
っ
た
織

姫
に
出
あ
っ
て
、
結
婚
し
て
松
若
丸
と
い
う
子
が
生
れ
た
。
そ
の
松
若
丸
の
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七
歳
の
時
に
、
母
の
織
姫
は
再
び
天
に
帰
り
、
後
に
こ
の
社
を
建
て
て
、
祀

る
こ
と
に
な
っ
た
と
、
土
地
の
人
た
ち
は
い
っ
て
い
た
そ
う
で
（
相
生
集
）
、

話
は
ま
た
那
須
の
綾
織
池
の
方
と
も
、
少
し
ば
か
り
近
く
な
っ
て
来
る
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
風
に
考
え
て
来
る
と
、
機
を
織
る
姫
神
を
清
水
の
か

た
わ
ら
に
お
い
て
拝
ん
だ
の
も
、
も
と
は
若
い
男
神
に
、
毎
年
新
し
い
神
衣

を
差
し
上
げ
た
い
為
で
あ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
御
姥
子
様
の
信
仰
は
、

岸
の
柳
の
よ
う
に
一
つ
の
伝
説
の
流
れ
の
筋
を
、
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
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御
箸
お
は
し
成
長

　
御
箸
を
地
面
に
さ
し
て
置
い
た
ら
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
、
大
木
に

な
っ
た
と
い
う
話
が
方
々
に
あ
り
ま
す
。

　
東
京
で
は  

向    

島  

む
こ
う
じ
ま

の
吾
妻
あ
ず
ま
神
社
の
脇
に
あ
る 

相  

生 

あ
い
お
い

の
楠
も
そ
の
一
つ

で
、
根
本
か
ら
四
尺
ほ
ど
の
所
が 

二  

股 

ふ
た
ま
た

に
分
れ
て
い
ま
す
が
、
始
め
は
二

本
の
木
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
社
の
い
い
伝
え
で
は
、
昔
、
日    

や
ま
と

本   

武   

尊  

た
け
る
の
み
こ
と

が
こ
こ
で  

弟    

橘    
姫  

お
と
た
ち
ば
な
ひ
め

を
お
祭
り
に
な
っ
た
時
、
お
供
え
物

に
つ
い
た
楠
の
お
箸
を
取
っ
て
土
の
上
に
立
て
、
末
代
天
下
泰
平
な
ら
ば
、

こ
の
箸
二
本
と
も
茂
り
栄
え
よ
と
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
果
し
て
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そ
の
箸
に
根
が
つ
い
て
、
後
に
は
こ
ん
な
大
き
な
木
に
な
っ
た
と
い
う
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
楠
の
枝
を
四
角
に
け
ず
っ
た
も
の
を
、
今
で
も
産
を
す
る

人
が
い
た
だ
い
て
行
く
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
お
箸
に
し
て
食
事
を
し
て
い
れ

ば
、
必
ず
お
産
が
軽
い
と
信
じ
た
人
が
多
く
、
ま
た
こ
の
木
の
葉
を
煎せん
じ
て

飲
む
と
、
疫
病
を
の
が
れ
る
と
も
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
江
戸
志
以
下
。

土
俗
談
語
等
）

　
ま
た
浅
草
の
観
音
堂
の
後
に
あ
る
大
公
孫
樹

お
お
い
ち
ょ
う
は
、
源
頼
朝
が
さ
し
て
行
っ

た
お
箸
か
ら
、
芽
を
出
し
て
成
長
し
た
も
の
だ
と
い
う
い
い
伝
え
も
あ
り
ま

し
た
。
（
大
日
本
老
樹
名
木
誌
。
東
京
市
浅
草
公
園
）

　
頼
朝
の
お
箸
の
木
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
ま
だ
関
東
地
方
に
は
、
そ
ち
こ

ち
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
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武
蔵
む
さ
し
で
は
ま
た
土ど
呂ろ
の
神
明
様
の
社
の
脇
の
大
杉
が
、
源
義
経
の
御
箸
で

あ
っ
た
と
申
し
ま
す
。
義
経
は
蝦え
夷ぞ
地ち
へ
渡
っ
て
行
く
以
前
に
、
一
度
こ
の

村
を
通
っ
て
、
こ
こ
に
来
て
休
憩
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
、
そ
う

し
て
静
か
な
見
沼
み
ぬ
ま
の
風
景
を
眺
め
な
が
ら
昼
の
食
事
を
し
た
と
い
う
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
時
に
箸
を
地
に
さ
し
て
行
っ
た
の
が
、
芽
を
生
じ
て
今
の
大

杉
に
な
っ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
大
日
本
老
樹
名
木
誌
。
埼
玉
県
北  

き
た
あ

足 

立 

だ
ち

郡
大
砂
土

お
お
さ
と

村
）

　
武
蔵
の
入
間
い
る
ま
郡
に
は  

椿    
峯  

つ
ば
き
み
ね

と
い
う
所
が
二
箇
所
あ
り
ま
す
。
そ
の
一

つ
は
、
御
国
み
く
に
の
椿
峯
で
、
高
さ
四
五
尺
の
塚
の
上
に
、
古
い
椿
の
木
が
二
本

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昔
新
田
義
貞
が
、
こ
の
地
に
陣
取
っ
て
食
事
を
し
た
時

に
、
お
箸
に
使
っ
た
椿
の
小
枝
を
さ
し
て
置
い
た
の
が
、
後
に
こ
の
様
に
成
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育
し
た
と
い
い
伝
え
て
お
り
ま
す
。
（
入
間
郡
誌
。
埼
玉
県
入
間
郡
山
口
村
）

　
い
ま
一
つ
は
山
口
の
北
隣
り
の
北
野
と
い
う
村
の
椿
峯
で
、
こ
れ
は
新
田

 

義  
興 

よ
し
お
き

が
、
椿
の
枝
を
箸
に
し
て
、
こ
こ
で
食
事
を
し
た
よ
う
に
い
っ
て
お

り
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
村
境
の
山
の
中
に
、
双
方
が
ご
く
近
く
に
あ
る
の
で

す
か
ら
、
も
と
は
一
つ
の
話
を
二
つ
に
わ
け
て
い
い
伝
え
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。
（
同
書
。
同
郡
小
手
指

こ
て
さ
し

村
北
野
）

　
そ
れ
か
ら
い
ま
一
つ 
外 
秩 
父 
そ
と
ち
ち
ぶ

の
吾
野
あ
が
の
村
、
子ね
の 

権 

現 

山 

ご
ん
げ
ん
や
ま
の
登
り
口
に
、

飯
森
杉
と
い
う
二
本
の
老
木
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
子
の
聖
ひ
じ
りと
い
う
有
名
な

  

上    

人  

し
ょ
う
に
ん

が
、
初
め
て
こ
の
山
に
登
っ
た
時
に
、
こ
こ
で
休
ん
で
、
昼
餉
ひ
る
げ
に

用
い
た
杉
箸
を
地
に
さ
し
て
行
っ
た
と
伝
え
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う

に
人
は
い
ろ
い
ろ
に
変
っ
て
も
、
い
つ
も
お
昼
の
食
事
を
し
た
場
所
と
い
う
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こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
何
か
理
由
の
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
（
老
樹
名
木
誌
。
埼
玉
県
秩
父
郡
吾
野
村
大
字
南
）

　
甲
州
で
は
、
東
山
梨
の
小
屋
舗

こ
や
し
き

と
い
う
村
に
、
ま
た
一
つ
日
本
武
尊
の
御

箸
杉
と
い
う
木
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
松
尾
神
社
の
境
内
で
、
熊
野
権
現

の
祠
ほ
こ
らの
後
に
あ
る
大
木
で
あ
り
ま
し
た
。
日
本
武
尊
の
御
遺
跡
と
い
う
所
は
、

山
梨
県
に
は
ま
だ
方
々
に
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
詳
し
い
こ
と
は
伝
わ
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
（
甲か
斐い
国
誌
。
山
梨
県
東
山
梨
郡
松
里
村
）

　
そ
こ
か
ら
余
り
遠
く
な
い
等
々
力
と
ど
ろ
き村
の 

万 

福 

寺 

ま
ん
ぷ
く
じ

と
い
う
寺
に
も
、 

親  

し
ん
ら

鸞 ん
上
人
の
御
箸
杉
と
い
う
大
木
が
二
本
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
ま
た
杉
の

御
坊
と
も
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
二
百
年
以
上
も
前
の
火
事
に
、
そ
の
一

本
は
焼
け
、
残
り
の
一
本
も
後
に
枯
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昔
、
親
鸞
が
こ
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の
寺
に
来
て
滞
在
し
い
よ
い
よ
帰
ろ
う
と
い
う
日
に
、
出
立
で
た
ち
の
膳
の
箸
を
取

っ
て
、
御
堂
の
庭
に
さ
し
ま
し
た
。
阿
弥
陀
如
来

あ
み
だ
に
ょ
ら
い
の
大
慈
大
悲
に
は
、
枯
れ

た
木
も
花
が
咲
く
。
わ
れ
わ
れ
凡
夫
も
そ
の
お
救
い
に
洩
れ
ぬ
証
拠
は
、
こ

の
通
り
と
い
っ
て
さ
し
て
行
き
ま
し
た
が
、
果
た
せ
る
か
な
、
幾
日
も
た
た

ぬ
う
ち
に
、
そ
の
箸
次
第
に
根
を
さ
し
芽
を
吹
い
て
、
い
つ
し
か
大
木
と
茂

り
秀ひい
で
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
（
和
漢
三
才
図
会
以
下
。
東
山
梨
郡
等

々
力
村
）

　
関
東
で
は 

東 

上 

総 

ひ
が
し
か
ず
さ
の
布ふ
施せ
と
い
う
村
の
道
の
傍
に
も
、
幾
抱
え
も
あ
る

老
木
の
杉
が
二
本
あ
っ
て
、
そ
の
地
を
二
本
杉
と
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
ま
た
、
昔
源
頼
朝
が
、
こ
こ
を
通
っ
て
安あ
房わ
の
方
へ
行
こ
う
と
す
る
際

に
、
村
の
人
た
ち
が
出
て
来
て
、
将
軍
に
昼
の
飯
を
す
す
め
ま
し
た
。
箸
に
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は
杉
の
小
枝
を
折
っ
て
用
い
た
の
を
、
記
念
の
為
に
そ
の
跡
に
さ
し
、
そ
れ

が
生
え
つ
い
て
、
こ
の
大
木
と
な
っ
た
と
い
っ
て
、
そ
こ
も
新
田
義
貞
の
椿

峯
と
同
様
に
、
小
さ
い
塚
に
な
っ
て
い
た
と
申
し
ま
す
。
（
房
総
志
料
。
千

葉
県
夷
隅
い
す
み
郡
布
施
村
）

　
な
お
こ
れ
か
ら
四
里
ば
か
り
西
に
当
っ
て
、
市
原
郡
の 

平  

蔵 

へ
い
ぞ
う

と
い
う
村

の
二
本
杉
に
も
、
同
じ
く
頼
朝
公
が
御
箸
を
さ
し
て
行
か
れ
た
と
い
う
伝
説

が
残
っ
て
お
り
ま
し
た
。
い
つ
も
頼
朝
で
あ
り
、
ま
た
箸
で
あ
る
こ
と
は
、

よ
ほ
ど
珍
し
い
話
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
房
総
志
料
続
編
。
千
葉
県

市
原
郡 

平  

三 

へ
い
ぞ
う

村
）

　
上
総
で
は
、
ま
た
頼
朝
公
の
御
箸
は
、
薄
す
す
きの
茎
を
も
っ
て
作
り
、
食
事
の

後
に
そ
れ
を
さ
し
て
置
い
た
ら
つ
い
た
の
で
、
今
で
も
六
月
二
十
七
日
の
新に
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箸 
い
ば
し
と
い
う
祭
り
日
に
は
、
薄
を
折
っ
て
箸
に
す
る
と
い
い
伝
え
て
い
る
村

が
あ
り
ま
す
。
（
南
総
之
俚
俗
。
千
葉
県  

長    

生  

ち
ょ
う
せ
い

郡
高
根
本
郷
村
宮
成
）

　
越
後
な
ど
で
は
、
七
月
二
十
七
日
を
青
箸
の
日
と
名
づ
け
て
、
必
ず 

青  

あ
お
か

萱 や
の
穂
先
を
箸
に
切
っ
て
、
そ
の
日
の
朝
の
食
事
を
す
る
村
が
多
か
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
の
い
わ
れ
は
、
昔
川
中
島
合
戦
の
時
に
、
上
杉
謙
信
が
諏 

す
わ
み

訪 

明 

神 

ょ
う
じ
ん

に
祈
っ
て
、
武
運
思
い
の
通
り
で
あ
っ
た
故
に
、
そ
の
後
永
く
諏

訪
の
大
祭
り
の
七
月
二
十
七
日
の
朝
だ
け
は
、
神
の
お
喜
び
な
さ
れ
る
萱
の

穂
を
、
箸
に
用
い
る
こ
と
に
し
た
の
だ
と
い
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
温
故
之
栞
巻
二
十
）

　
或
あ
る
いは
ま
た
頼
朝
は
葭よし
を
折
っ
て
、
箸
に
用
い
た
と
も
伝
え
て
お
り
ま
す
。

上
総
の
畳
が
池
は
、
八
段
歩
に
近
い
大
池
で
あ
り
ま
す
が
、
一
本
も
葭
と
い

189



う
も
の
が
生
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
昔
頼
朝
公
が
、
こ
の
池
の
岸
で
昼
の
弁
当

を
使
い
、
葭
を
折
っ
て
箸
に
し
た
と
こ
ろ
が
、
あ
や
ま
っ
て
唇
を
傷
つ
け
ま

し
た
。
そ
れ
で
腹
を
立
て
て
葭
の
箸
を
池
に
投
げ
込
ん
だ
の
で
、
今
で
も
こ

の
池
に
は
葭
が
育
た
ぬ
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
上
総
国
誌
稿
。
千
葉

県
君
津
郡
清
川
村
）

　 

下  

総 

し
も
う
さ

で
は
、
印
旛
い
ん
ば
郡 
新  

橋 
に
っ
ぱ
し

の
葦あし
が
作さく
と
い
う
所
に
、
こ
れ
は
頼
朝
の

御
家
人

ご
け
に
ん

で
あ
っ
た  

千
葉
介
常
胤  

ち
ば
の
す
け
つ
ね
た
ね
の
箸
が
、
成
長
し
た
と
い
う
葦
原
が
あ
り

ま
す
。
や
は
り
こ
の
池
を
通
行
し
て
昼
の
食
事
を
す
る
の
に
、
葦
を
折
っ
て

箸
に
使
い
、
後
で
そ
れ
を
地
面
に
さ
し
て
行
く
と
、
そ
の
箸
に
根
を
生
じ
て
、

追
々
に
茂
っ
た
と
い
い
、
元
が
箸
だ
か
ら
今
で
も
必
ず
二
本
ず
つ
並
ん
で
生

え
る
の
だ
と
伝
え
て
お
り
ま
し
た
。
（
印
旛
郡
誌
。
千
葉
県
印
旛
郡
富
里
村
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新
橋
）

　
安
房
の 

洲  

崎 

す
の
さ
き

の
養
老
寺
と
い
う
寺
の
庭
に
は
、
や
は
り
頼
朝
公
の
昼
飯

の
箸
が
成
長
し
た
と
称
し
て
、
清
水
の
傍
に
薄
の
株
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
前
の
話
と
は
反
対
に
、
毎
年
た
だ
一
本
だ
け
し
か
茎
が
立
た
ぬ
の
で
、
一

本
薄
の
名
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
尾
花
は
普
通
に
は
何
本
も
一

し
ょ
に
出
ま
す
か
ら
、
何
か
特
別
の
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
ふ
う

に
、
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
（
安
房
志
。
千
葉
県
安
房
郡

西
岬
村
）

　
葦
と
薄
の
箸
の
話
は
、
も
う
こ
の
他
に
は
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
東
北
地

方
で
は
、
陸
中
横
川
目
の 

笠  

松 

か
さ
ま
つ

が
あ
り
ま
す
。
黒
沢
尻
か
ら
横
手
に
行
く

鉄
道
の
近
く
で
、
汽
車
の
中
か
ら
よ
く
見
え
る
松
で
す
。
こ
れ
は
親
鸞
上
人

191



の
御
弟
子
の 

信  

秋 

の
ぶ
あ
き

と
い
う
人
が
、
や
は
り
甲
州
の
万
福
寺
の
話
と
同
じ
様

に
、
仏
法
の
た
っ
と
い
こ
と
を
土
地
の
人
た
ち
に
示
す
た
め
に
、
食
事
の
箸

に
使
っ
た
松
の
小
枝
を
二
本
、
地
面
に
さ
し
て
行
っ
た
の
が
大
き
く
な
っ
た

の
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
（
老
樹
名
木
誌
。
岩
手
県
和
賀
郡
横
川
目
村
）

　
そ
れ
か
ら
ま
た
、
越
後
に
来
て
、 

北 

蒲 

原 

き
た
か
ん
ば
ら
郡
分
田
ぶ
ん
た
村
の
都つ
婆ば
の
松
が
、

こ
れ
ま
た
親
鸞
上
人
の
昼
飯
の
箸
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
松
は
女
の
姿
に
な

っ
て
京
都
に
行
き
、
松
女
と
名
乗
っ
て
本
願
寺
の
普
請
の
手
伝
い
を
し
た
と

い
う
の
で
、
非
常
に
有
名
に
な
っ
て
い
る
松
で
あ
り
ま
す
。
（
郷
土
研
究
一

編
。
新
潟
県
北
蒲
原
郡
分
田
村
）

　
能
登
の
上
戸
う
え
ど
の 

高 

照 

寺 

こ
う
し
ょ
う
じ
と
い
う
寺
の
前
に
、
古
く
は
能
登
の
一
本
木
と

も
い
わ
れ
た
大
木
の
杉
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
八
百
年
も
長
命
を
し
た
と
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い
う
若
狭
の
白
比
丘
尼

し
ろ
び
く
に

の
、
昼
餉
の
箸
で
あ
り
ま
し
た
。
白
比
丘
尼
は
、
あ

る
時
眼
の
病
に
か
か
っ
て
、
こ
の
寺
の
薬
師 

如  

来 

に
ょ
ら
い

に
、
百
日
の
間
願
か
け

を
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
信
心
の
し﹅
る﹅
し﹅
に
、
杉
の
箸
を
地
に
立
て
た
と
も

い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
尼
は
箸
ば
か
り
で
な
く
、
諸
国
を
め
ぐ
っ
て
杖つえ
や

椿
の
小
枝
を
さ
し
、
そ
れ
が
皆
今
は
大
木
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
能
登
国
名
跡
志
以
下
。
石
川
県
珠す
洲ず
郡
上
戸
村
寺
社
）

　
加
賀
で
は 

白  

山 

は
く
さ
ん

の
麓
ふ
も
との 
大 

道 

谷 
だ
い
ど
う
だ
に
の
峠
の
頂
上
に
、
ま
た
二
本
杉
と
呼

ば
る
る
大
木
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
有
名
な
る  

泰    

澄  

た
い
ち
ょ
う

大
師
が
、
昼
飯
に
用

い
た
箸
を
地
に
さ
し
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
は
ち
ょ
う
ど
越
前
と
加

賀
と
の
国
境
で
、
峠
の
向
う
は
越
前
の
北
谷
、
こ
の
辺
に
も
色
々
と
泰
澄
大

師
の
故
跡
が
あ
り
ま
す
。
（
能の
美み
郡
誌
。
石
川
県
能
美
郡
白
峰
村
）
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越
前
で
は
丹に
生う
郡
の
越
知
山

お
ち
さ
ん

と
い
う
の
が
、
泰
澄
大
師
の
開
い
た
名
山
の

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
泰
澄
は
こ
の
山
に
住
ん
で
、
食
べ
物
の
な
く
な
っ
た
時

に
、
箸
を
地
上
に
さ
し
た
の
が
成
長
し
た
と
い
っ
て
、
大
き
な
檜
ひ
の
きが
今
で
も

二
本
あ
り
ま
す
。
く
わ
し
い
話
は
わ
か
り
ま
せ
ぬ
が
、
こ
れ
も
信
心
の
力
で
、

や
が
て
食
べ
物
が
得
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
郷
土
研

究
一
編
）

　
近
江
国
で
は
、
聖
徳
太
子
が
百
済
寺

く
だ
ら
じ

を
お
建
て
な
さ
れ
た
時
に
、
こ
の
寺

も
し
永
代
に
繁
昌
す
べ
く
ば
こ
の
箸
成
長
し
て
、
春
秋
の
彼
岸
に
花
咲
け
よ

と
祝
し
て
、
お
さ
し
な
さ
れ
た
と
い
う
供く
御ご
の
御
箸
が
、
木
に
な
っ
て
二
本

と
も
残
っ
て
お
り
ま
す
。
土
地
の
名
を
南
花
沢
、
北
花
沢
、
そ
の
木
を
花
の

木
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
楓
か
え
での
一
種
で
す
が
、
花
が
美
し
く
、
ま
た
余
り
た
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く
さ
ん
に
は
な
い
木
な
の
で
、
こ
の
頃
は
非
常
に
注
意
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
美
濃
三
河
の
山
中
な
ど
に
も
、
た
ま
に
大
木
を
見
か
け

る
こ
と
が
あ
っ
て
、
大
抵
は
あ
る
と
う
と
い
旅
人
が
、
箸
を
立
て
た
と
い
う

伝
説
を
伴
う
て
い
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
近
江
国
輿
地
誌
略
以
下
。
滋
賀

県
愛え
知ち
郡
東
押
立
村
）

　
こ
の
地
方
で
は
今
一
つ
、
更
に
驚
く
べ
き
御
箸
の
杉
が
、 

犬  

上 

い
ぬ
が
み

郡
の
杉

阪
と
い
う
所
に
あ
り
ま
す
。
大
昔 

天   

照   

大   

神  

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

が
、
多た
賀が
神
社
の
地
に

御
降
り
な
さ
れ
た
時
に
、
杉
の
箸
を
も
っ
て
昼
飯
を
召
し
上
り
、
そ
れ
を
お

棄
て
な
さ
れ
た
の
が
栄
え
た
と
伝
え
て
、
境
の
山
に
大
木
に
な
っ
て
今
で
も

あ
り
ま
す
。
（
老
樹
名
木
誌
。
滋
賀
県
犬
上
郡
脇
ヶ
畑
村
杉
）

　
聖
徳
太
子
の
御
箸
の
木
は
、
大
阪
に
も
も
と
は
一
本
あ
り
ま
し
た
。  

玉  

た
ま
つ
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造  
く
り

の
稲
荷
い
な
り
神
社
の
地
を 

栗  

岡 

く
り
お
か

山
、
ま
た
は
栗
山
と
い
っ
て
の
は
、
そ
の

伝
説
が
あ
っ
た
為
で
、
こ
こ
で
は
栗
の
木
を
け
ず
っ
た
お
箸
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
お
り
ま
す
。
太
子
が 

物  

部  

守  

屋 

も
の
の
べ
の
も
り
や

と
お
戦
い
な
さ
れ
た
時
に
、
こ
の

い
く
さ
勝
利
を
得
べ
き
な
ら
ば
、
こ
の
栗
の
木
、
今
夜
の
う
ち
に
枝
葉
出い
ず

べ
し
と
い
っ
て
、
お
さ
し
な
さ
れ
た
お
食
事
の
箸
が
、
果
し
て
翌
朝
は
茂
っ

た
木
に
な
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
普
通
に
は
あ
り
得
な
い

こ
と
ば
か
り
で
す
が
、
そ
れ
だ
か
ら
太
子
の
御
勝
利
は
、
人
間
の
力
で
な
か

っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、
以
前
の
人
は
解
釈
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
芦あ

  

分 

船 

し
わ
け
ぶ
ね
。
明
治
神
社
誌
料
）

　 

美  

作 

み
ま
さ
か

大
井
荘
の
二
つ
柳
の
伝
説
な
ど
は
、
至
っ
て
近
い
頃
の
出
来
事
の

よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
あ
る
時 
出 
雲 
国 
い
ず
も
の
く
に
か
ら
一
人
の
巡
礼
が
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や
っ
て
来
て
、
こ
こ
の
観
音
堂
に
参
詣
を
し
て
、
路
の
か
た
わ
ら
で
食
事
を

し
ま
し
た
。
こ
の
男
は
足
を
痛
め
て
い
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
先
の
永
い
旅
行

が
無
事
に
続
け
て
行
か
れ
る
か
ど
う
か
、
非
常
に
心
細
く
思
い
ま
し
て
、
箸

に
使
っ
た
柳
の
小
枝
を
地
上
に
さ
し
て
、
道
中
安
全
を
観
音
に
祈
り
ま
し
た
。

そ
う
し
て
旅
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
と
足
の
病
気
も
よ
く
な
り
、

諸
所
の
巡
拝
を
残
る
所
も
な
く
す
ま
せ
ま
し
た
。
何
年
か
後
の
春
の
暮
れ
に
、

再
び
こ
の
川
の
ほ
と
り
を
通
っ
て
気
を
つ
け
て
見
る
と
、
以
前
さ
し
て
置
い

た
箸
の
小
枝
は
、
既
に
成
長
し
て
青
々
た
る
二
本
の
柳
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
二
つ
柳
と
い
う
地
名
が
始
ま
っ
た
と
伝
え
て
お
り
ま
す
。
二
百
年
前

の
大
水
に
そ
の
柳
は
流
れ
て
、
後
に
代
り
の
木
を
植
え
つ
い
だ
と
い
う
の
が
、

そ
れ
も
ま
た
大
木
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
作
陽
誌
。
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岡
山
県
久く
米め
郡
大
倭
や
ま
と
村
南
方
中
）

　
四
国
で
二
つ
あ
る
お
箸
杉
の
伝
説
だ
け
は
、
も
う
今
日
で
は
昼
の
食
事
と

い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
つ
は
阿
波
の
芝
村
の
不
動
の
神か

   

杉 

み
す
ぎ
と
い
う
も
の
、
二
本
の
大
木
が
地
面
か
ら
二
丈
ほ
ど
の
所
で
、
三
間
四

方
も
あ
る
大
き
な
巌
石
を
支
え
て
お
り
ま
す
。
昔
弘
法
大
師
が
、
こ
の
地
を

通
っ
て
、
大
き
な
岩
の
落
ち
か
か
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
れ
は
あ
ぶ
な
い

と
い
っ
て
、
二
本
の
杉
箸
を
立
て
て
去
っ
た
。
そ
れ
が
芽
を
ふ
き
成
長
し
て
、

大
丈
夫
な
大
き
な
樹
に
な
っ
た
の
だ
と
伝
え
て
お
り
ま
す
。
（
徳
島
県
老
樹

名
木
誌
。
徳
島
県
海
部
か
い
ふ
郡
川
西
村
芝
）

　
伊
予
の
飯
岡
村
の
王
至
森
寺

お
う
じ
も
り
じ
に
あ
る
も
の
に
至
っ
て
は
、
な
ん
人びと
の
箸
で

あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
不
明
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
杉
の
木
の
名
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は
真
名
橋
杉
、
ま﹅
な﹅
ば﹅
し﹅
と
は
御
箸
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
八
十
年
余
り
前

に
、
こ
の
木
を
伐き
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
、
村
に
色
々
の
悪
い
こ
と
が
続

き
ま
し
た
。
或
は
真
名
橋
杉
を
伐
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
っ
て
、

新
た
に
今
あ
る
木
を
植
え
て
、
古
い
名
を
相
続
さ
せ
、
そ
れ
を
木
の
神
と
し

て
尊
敬
し
て
お
り
ま
す
。
（
老
樹
名
木
誌
。
愛
媛
県
新に
居い
郡
飯
岡
村
）

　
九
州
に
は
、
ま
た
こ
ん
な
昔
話
の
よ
う
な
伝
説
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
昔

肥
前
の
松
浦
領
と
伊い
万ま
里り
領
と
、
領
分
境
を
き
め
よ
う
と
し
た
時
に
、
松
浦

の  

波
多
三
河
守  

は
た
み
か
わ
の
か
み

は
、
伊
万
里
兵 
部 

大 

夫 
ひ
ょ
う
ぶ
だ
ゆ
う

と
約
束
し
て
、
双
方
か
ら
夜
明

け
の
鶏
の
声
を
き
い
て
馬
を
乗
り
出
し
、
途
中
行
き
逢
う
た
所
を
領
分
の
堺

に
立
て
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
夜
、 

岸  

嶽 

き
し
だ
け

の

鶏
が
宵
鳴
き
を
し
た
の
で
、
松
浦
の
使
者
は
早
く
出
発
し
、
隣
り
の
領
の
白し
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野らの
な
た
落おち
と
い
う
所
に
来
て
、
始
め
て
伊
万
里
の
使
者
に
行
き
逢
い
ま
し
た
。

こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
片
方
へ
寄
り
過
ぎ
る
と
い
う
の
で
、
伊
万
里
方
か
ら
頼

ん
で
、
十
三
塚
と
い
う
所
ま
で
引
き
下
っ
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
野
原
で
馬
か

ら
下
り
て
、
酒
盛
り
食
事
を
し
ま
し
た
。
そ
の
時
用
い
た
の
は
栗
の
木
の
箸

で
し
た
が
、
そ
れ
を
記
念
の
た
め
に
、
そ
の
場
所
に
揷さ
し
て
帰
っ
て
来
ま
す

と
、
後
に
箸
か
ら
芽
を
出
し
て
、
そ
こ
に
栗
の
木
が
茂
り
ま
し
た
。
不
思
議

な
こ
と
に
は
毎
年
花
が
咲
く
ば
か
り
で
、
実
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
い
伝
え

て
お
り
ま
す
。
（
松
浦
昔
鑑
）

　
こ
れ
と
同
じ
様
な
話
は
気
を
つ
け
て
い
る
と
、
ま
だ
い
く
ら
で
も
知
っ
て

い
る
人
が
出
て
来
ま
す
。
以
前
は
ほ
ん
と
う
に
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
思

っ
て
い
た
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
永
い
間
皆
が
覚
え
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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里
で
も
山
の
中
で
も
村
の
境
で
も
、
神
の
お
祭
り
を
す
る
大
切
な
場
所
に
は
、

必
ず
何
か
変
っ
た
木
が
伐
り
残
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
近
江
の
花
の
木

の
如
く
、
種
類
の
非
常
に
珍
し
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
ま
た
向
島
の
相
生
の
樟
く
す

の
よ
う
に
、
枝
振
り
や
幹
の
形
の
目
に
つ
く
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
も

普
通
に
は
、
同
じ
年
齢
の
同
じ
木
を
二
本
だ
け
並
べ
て
残
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
て
置
け
ば
、
す
ぐ
に
偶
然
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
後
の
人
に
も

わ
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
し
て
一
方
に
は
お
祭
り
の
折
り
に
限
っ
て
、
木
の
串くし
ま
た
は
木
の
枝

を
土
に
さ
す
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
同
時
に
ま
た
新
し
い
箸
を
け
ず
っ
て
、

祭
り
の
食
事
を
神
と
共
に
す
る
習
慣
も
あ
り
ま
し
た
。
箸
は
決
し
て
成
長
し

て
大
木
と
な
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
昔
な
ら
ば
、
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ま
た
神
様
の
力
な
ら
ば
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
な
い
と
思
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
も
た
だ
の
人
に
は
、
と
う
て
い
望
ま
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
故

に
、
か
つ
て
最
も
優
れ
た
人
の
来
た
場
合
、
も
し
く
は
非
常
の
大
事
件
に
伴

う
て
、
そ
う
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
想
像
す
る
者
が
多
く
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
実
際
は
そ
れ
よ
り
も
な
お
以
前
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
大
昔

の
話
と
し
て
、
語
り
伝
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

202日本の伝説



　
　
　
　
　 

行 

逢 

阪 

ゆ
き
あ
い
ざ
か

　
境
は
、
最
初
神
々
が
御
定
め
に
な
っ
た
よ
う
に
、
考
え
て
い
た
人
が
多
か

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
人
は
い
つ
ま
で
も
境
を
争
お
う
と
し
ま
す
が
、
神
様

に
は
早
く
約
束
が
出
来
て
い
て
、
そ
の
し
る
し
に
は
た
い
て
い
境
の
木
、
ま

た
は
大
き
な
岩
が
あ
り
ま
し
た
。
大
和
と
伊
勢
の
境
に
あ
る
高
見
山
の
周
囲

で
は
、
奈
良
の
春
日
か
す
が
様
と
伊
勢
の
大
神
宮
様
と
が
、
御
相
談
の
上
で
国
境
を

お
き
め
な
さ
れ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
春
日
様
は
余
り
大
和
の
領
分
が
狭

い
の
で
、
い
ま
少
し
、
い
ま
少
し
と
の
ぞ
ま
れ
て
果
て
し
が
な
い
。
い
っ
そ

の
こ
と
出
逢
い 

裁  

面 

さ
い
め
ん

と
し
て
、
境
を
つ
け
直
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

203



し
た
。
裁
面
は
さ﹅
い﹅
め﹅
、
す
な
わ
ち
堺
の
こ
と
で
、
双
方
か
ら
進
ん
で
来
て
、

出
お
う
た
所
を
境
に
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
春
日
の
神

様
は
鹿
に
乗
っ
て
お
立
ち
に
な
る
。
伊
勢
は
必
ず
御
神
馬

ご
し
ん
め

に
乗
っ
て
、
か
け

て
来
ら
れ
る
に
相
違
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
な
ん
で
も
よ
ほ
ど
早
く
出
か
け
ぬ

と
負
け
る
と
い
っ
て
、
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
に
出
発
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
に
却
っ
て
春
日
様
の
方
が
早
く
伊
勢
領
に
は
い
っ
て
、  

宮    

前  

み
や
の
ま
え

村
の
め

ず
ら
し
峠
の
上
で
、
伊
勢
の
神
様
と
お
出
あ
い
に
な
り
ま
し
た
。
お
お
春
日

は
ん
珍
し
い
と
声
を
お
か
け
に
な
っ
た
故
に
、
め
ず
ら
し
峠
と
い
う
名
前
が

出
来
ま
し
た
。
こ
こ
を
国
境
に
し
て
は
余
り
に
伊
勢
の
分
が
狭
く
な
る
の
で
、

今
度
は
大
神
宮
様
の
方
か
ら
お
頼
み
が
あ
り
、
笹
舟
を
作
っ
て
水
に
浮
か
べ

て
、
そ
の
舟
の
つ
い
た
所
を
境
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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そ
の
頃
は
ま
だ
こ
の
辺
は
一
面
の
水
で
、
そ
の
水
が
静
か
で
、
笹
舟
は
少

し
も
流
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
伊
勢
の
神
様
は
一
つ
の
石
を
取
っ
て
、
こ
れ
は

男
石
と
い
っ
て
水
の
中
に
投
げ
こ
ま
れ
ま
す
と
、
舟
は
た
だ
よ
う
て
今
の
舟ふ

戸など
村
に
と
ま
り
、
水
は
高
見
の
嶺
を
過
ぎ
て
大
和
の
方
へ
少
し
流
れ
ま
し
た
。

そ
れ
を
見
て
伊
勢
の
大
神
が
、
舟
は
舟
戸
、
水
は
過
ぎ
た
に
と
仰
せ
ら
れ
た

の
で
、
伊
勢
の
側
に
は
舟
戸
村
が
あ
り
、
大
和
の
方
に
は
杉
谷
の
村
が
あ
り

ま
す
。
二
村
共
に
神
様
の
お
付
け
に
な
っ
た
古
い
名
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
男
石
は
今
も
め
ず
ら
し
峠
の
山
中
に
あ
っ
て
、
新
道
を
通
っ
て
も
遠
く

か
ら
よ
く
見
え
ま
す
。
村
の
家
に
子
供
の
生
れ
よ
う
と
す
る
者
が
、
今
で
も

こ
の
石
を
目
が
け
て
小
石
を
打
ち
つ
け
て
、
生
れ
る
子
が
男
か
女
か
と
占
い

ま
す
。
男
が
生
れ
る
時
に
は
、
必
ず
そ
の
小
石
が
男
石
に
当
る
と
い
っ
て
お
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り
ま
す
。
三
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
こ
の
男
石
の
近
く
に
、
古
い
大
き
な
榊
さ
か
き

の
木
が
、
神
に
祀まつ
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
伊
勢
の
神
様
が
神
馬
に
乗
り
、
榊

の
枝
を
鞭むち
に
し
て
お
い
で
に
な
っ
た
の
を
、
ち
ょ
っ
と
地
に
揷さ
し
て
置
か
れ

た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
成
長
し
て
大
木
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
枝
は
こ
と
ご

と
く
下
の
方
を
向
い
て
伸
び
て
い
る
と
い
い
ま
し
た
。
こ
の
木
を
さ﹅
か﹅
き﹅
と

い
う
の
も
、
逆
木
の
意
味
で
、
こ
こ
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
土
地
の
人
は
い

っ
て
お
り
ま
す
。
（
郷
土
研
究
二
編
。
三
重
県 

飯  

南 

は
ん
な
ん

郡
宮
前
村
）

　
大
和
と
熊
野
と
の
境
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
近
い
話
が
伝
わ
っ
て
お
る
そ

う
で
あ
り
ま
す
。
春
日
様
は
、
熊
野
の
神
様
と
約
束
を
し
て
、
や
は
り
肥
前

の
松
浦
人
と
同
じ
よ
う
に
、
行
き
逢
い
裁
面
と
し
て
領
分
境
を
き
め
よ
う
と

せ
ら
れ
ま
し
た
。
熊
野
は
烏
に
乗
っ
て
一
飛
び
に
飛
ん
で
来
ら
れ
る
か
ら
、
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お
そ
く
な
っ
て
は
負
け
る
と
思
っ
て
、
ま
だ
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
に
春
日
様
は
、

鹿
に
乗
っ
て
急
い
で
お
で
か
け
に
な
る
と
、
熊
野
の
神
様
の
方
で
は
油
断
を

し
て
、
ま
だ
家
の
内
に
休
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
約
束
通
り
に
す
る
と
、
軒

の
下
ま
で
大
和
の
領
分
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
困
る

の
で
無
理
に
春
日
様
に
頼
ん
で
、
熊
野
の
烏
の
一
飛
び
分
だ
け
、
地
面
を
返

し
て
お
貰
い
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
、
今
で
も
奈
良
県
は
南
の
方
へ
広

く
、
熊
野
は
堺
ま
で
が
ご
く
近
い
の
だ
と
い
い
ま
す
の
は
、
ま
る
で
兎
と
亀

と
の
昔
話
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
と
よ
く
似
た
い
い
伝
え
が
、
ま
た
信
州
に
も
あ
り
ま
し
た
。
信
州
で

は
、
諏
訪
大
明
神
が
国
堺
を
御
き
め
な
さ
れ
る
た
め
に
、
安
曇
あ
ず
み
郡
を
通
っ
て

越
後
の 

強 

清 

水 

こ
わ
し
み
ず

と
い
う
所
ま
で
行
か
れ
ま
す
と
、
そ
こ
へ
越
後
の
弥
彦
や
ひ
こ
権
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現
が
お
出
向
き
に
な
っ
て
、
こ
こ
ま
で
信
濃
に
は
い
ら
れ
て
は
、
あ
ま
り
越

後
が
狭
く
な
る
か
ら
、
い
ま
少
し
上
の
方
を
堺
に
し
よ
う
と
い
う
御
相
談
に

な
り
、 
白  
池 
し
ら
い
け

と
い
う
所
ま
で
も
ど
っ
て
堺
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
西
へ
廻
っ
て
越
中
の 

立  

山 

た
て
や
ま

権
現
、
加
賀
の 

白  

山 

は
く
さ
ん

権
現
と
も
お
出
あ
い

な
さ
れ
て
、
つ
ご
う
三
箇
所
の
境
が
き
ま
り
、
そ
れ
か
ら
後
は
七
年
に
一
度

ず
つ
、
諏
訪
か
ら 

内  
鎌 

な
い
が
ま

と
い
う
も
の
が
来
て
、
堺
目
に
し
る
し
を
立
て
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
信
府
統
記
）

　
同
じ
話
を
、
ま
た
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
人
も
あ
り
ま
す
。
昔
国
境
を

定
め
る
時
に
、
諏
訪
様
は
牛
に
乗
り
、
越
後
様
は
馬
に
乗
っ
て
、
途
中
ゆ
き

お
う
た
所
を
境
に
し
よ
う
と
い
う
お
約
束
が
き
ま
っ
て
、
越
後
様
は
馬
の
足

は
早
い
か
ら
、
あ
ま
り
行
き
過
ぎ
て
も
失
礼
だ
と
思
っ
て
、
夜
が
明
け
て
後
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に
ゆ
っ
く
り
と
お
出
か
け
に
な
る
。
諏
訪
様
の
方
で
は
、
牛
は
鈍
い
か
ら
と
、

夜
中
に
た
っ
て
大
急
ぎ
で
や
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
、
先
に
越
後
分
の
塞さい
の
神

と
い
う
所
ま
で
来
て
、
そ
こ
で
や
っ
と
越
後
様
の
馬
と
出
あ
わ
れ
た
。
こ
れ

は
来
過
ぎ
た
わ
い
と
、
少
し
引
き
返
し
て
出
直
し
て
行
か
れ
た
と
い
う
所
を
、

諏
訪
の
平
と
い
う
の
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
小
谷
口
碑
集
。
新
潟
県
西  

に
し
く

頸 

城 

び
き

郡
根
知
村
）

　
昔
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
国
の
境
を
遠
く
と
近
く
と
、
二
所
に
き
め
て
置

く
習
慣
が
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
な
る
ほ
ど
喧
嘩
け
ん
か
を

す
る
こ
と
が
、
少
く
て
済
ん
だ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
豊
後
ぶ
ん
ご
と 

日  

向 

ひ
ゅ
う
が

と
の
境

の
山
路
な
ど
で
も
、
嶺
か
ら
少
し
下
っ
て
、
双
方
に
大
き
な
し
る
し
の
杉
の

木
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
豊
後
領
に
寄
っ
た
方
を
日
向
の
木
、
こ
れ
と
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反
対
に
日
向
の
側
に
あ
る
方
の
杉
を
、
豊
後
の
木
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。

百
年
ほ
ど
前
に
そ
の
豊
後
の
木
が
枯
れ
た
の
で
、
伐
っ
て
見
ま
す
と
、
太
い

幹
か
ら
た
く
さ
ん
の
錆さ
び
た
鏃
や
じ
りが
出
ま
し
た
。
こ
れ
は
矢
立
や
た
て
の
杉
と
も
い
っ

て
、
以
前
は
そ
の
下
を
通
る
人
々
が
、
そ
の
木
に
向
っ
て
箭や
を
射
こ
む
こ
と

を
、
境
の
神
を
祭
る
作
法
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
箱
根
の
関
山
に
も

甲
州
の
笹
子
さ
さ
ご
峠
に
も
、
も
と
は
大
き
な
矢
立
杉
の
木
が
あ
っ
た
の
で
す
。
信

州
の
諏
訪
の
内
鎌
と
い
う
の
も
、
そ
の
箭
の
代
り
に
鉄
の
鎌
を
、
神
木
の
幹

に
打
ち
こ
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
近
頃
に
な
っ
て
も
、
境
に
近
い
大
木

の
幹
か
ら
、
珍
し
い
形
を
し
た
古
鎌
が
折
り
折
り
出
ま
し
た
。
そ
う
し
て
そ

れ
と
同
じ
鎌
が
、
諏
訪
で
は
今
も
お
祭
り
に
用
い
ら
れ
る
の
で
、 

薙  

鎌 

な
ぎ
が
ま

と

書
く
方
が
正
し
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
何
に
せ
よ
諏
訪
の
明
神
が
、
境
を
お
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定
め
に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
は
、
鎌
を
打
ち
こ
む
神
木
が
あ
る
た
め
に
、
出

来
た
も
の
に
相
違
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
そ
の
話
の
方
は
お
い
お
い
に
変
っ
て
行

く
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
越
後
の
神
様
は
、
諏
訪
の
神
の
母
君
で
、
御
子

の
様
子
が
聞
き
た
く
て
、
越
後
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
お
出
で
に
な
る
路
で
、
ち
ょ

う
ど
国
境
の
所
で
、
諏
訪
の
神
様
と
お
出
あ
い
な
さ
れ
、
諏
訪
様
が
鹿
島
か
し
ま
、

香
取
か
と
り
の
神
に
降
参
な
さ
れ
た
こ
と
を
き
い
て
、
失
望
し
て
こ
こ
か
ら
別
れ
て
、

越
後
へ
お
帰
り
に
な
っ
た
な
ど
と
い
う
の
は
、
後
に
歴
史
の
本
を
読
ん
だ
人

の
考
え
た
こ
と
で
、
安あ
房わ
や
上
総
で
、
源
頼
朝
の
旅
行
の
こ
と
を
、
附
け
加

え
た
の
と
同
じ
様
な
想
像
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
飛ひ
騨だ
の
山
奥
の 

黍 

生 

谷 

き
び
う
だ
に

と
い
う
村
な
ど
は
、
昔
川
下
の
阿
多
野
郷

あ
た
の
ご
う

と
の

境
が
不
明
な
の
で
、
争
い
が
あ
っ
て
困
っ
て
い
た
時
に
、
双
方
の
村
の
人
が
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約
束
を
立
て
、
黍
生
谷
で
は
黍
生
殿
、
阿
多
野
は
大
西
殿
と
い
う
人
を
頼
み
、

牛
に
乗
っ
て
両
方
か
ら
歩
み
寄
っ
て
、
行
き
逢
う
た
所
を
領
分
の
境
と
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
尾お
瀬せ
が
洞ほら
の
橋
場
で
、
そ
の
二
つ
の
牛
が
ち
ょ
う
ど
出

あ
い
、
そ
れ
以
後
は
こ
れ
を
村
堺
に
定
め
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
黍

生
殿
も
大
西
殿
も
、
共
に
木
曽
か
ら
落
ち
て
来
た
隠
居
の 

武  

士 

さ
む
ら
い

で
あ
っ
た

と
い
い
ま
す
が
、
話
は
ま
っ
た
く
春
日
と
熊
野
、
も
し
く
は
諏
訪
と
弥
彦
の
、

出
逢
い
裁
面
の
伝
説
と
同
じ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
（
飛
騨
国
中
案
内
。
岐
阜

県
益
田
ま
し
た
郡
朝
日
村
）

　
美
濃
の
武む
儀ぎ
郡
の
柿
野
か
き
の
と
い
う
村
と
、
山
県
郡
北
山
と
い
う
村
と
の
境
に

は
、
た﹅
に﹅
の﹅
し﹅
お﹅
と
い
う
所
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
柿
野
の
氏
神
様
と
、
北
山

の
鎮
守
様
と
が
、
別
れ
の
盃
さ
か
ず
きを
な
さ
れ
た
と
い
い
伝
え
て
お
り
ま
す
。
金
の
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盃
と
黄
金
の
鶏
と
を
、
そ
の
地
へ
埋
め
て
行
か
れ
た
の
で
、
今
で
も
正
月
元

日
の
朝
は
、
そ
の
黄
金
の
鶏
が
出
て
鳴
く
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
稿
本
美

濃
志
。
岐
阜
県
武
儀
郡
乾
い
ぬ
い村
）

　
二
つ
の
土
地
の
神
様
を
、
同
じ
日
に
同
じ
場
所
で
、
お
祭
り
申
す
例
は
方

々
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
隣
り
同
士
仲
が
良
く
、
境
の
争
い
は
出
来

な
く
な
る
に
き
ま
っ
て
い
ま
す
。
地
図
も
記
録
も
な
か
っ
た
昔
の
世
の
人
た

ち
は
、
こ
う
し
で
だ
ん
だ
ん
に
む﹅
り﹅
な
こ
と
を
せ
ず
に
、
よ
そ
の
人
と
交
際

す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
ど
こ
の
村
で
も
伝
説
を

大
事
に
し
て
い
た
の
で
、
も
し
伝
説
が
消
え
た
り
変
っ
た
り
す
れ
ば
、
お
祭

り
の
も
と
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
行
き
逢
い
祭
り
を
す
る
お
社
は
、
別
に
な
ん
と
い
う
神
様
に
限
る
と
い
う
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こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
信
州
で
は 

雨  

宮 

あ
め
み
や

の 

山  

王 

さ
ん
の
う

様
と
、
屋や

代しろ
の
山
王
様
と
同
じ
三
月
申さる
の
日
の
申
の
刻
に
、
村
の
境
の
橋
の
上
に
二
つ

の
神
輿
み
こ
し
が
集
っ
て
、
共
同
の
神
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
橋
の
名
を
浜
名
の

橋
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
東
京
の
近
く
で
は
、
北
と
南
の
品
川
の
天
王
様
の

神
輿
が
、
二
つ
の
宿
の
境
に
架
け
た
橋
の
上
で
出
あ
い
、
橋
の
両
方
の
袂
た
も
との

お
旅
所
で
お
祭
り
を
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
橋
を
行
き
逢
い
の
橋
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。
東
京
湾
内
の
所
々
の
海
岸
に
は
、
ま
だ
幾
つ
で
も
こ
れ

と
同
じ
お
祭
り
が
あ
り
ま
す
が
、
も
と
は
境
を
定
め
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た

こ
と
を
、
も
う
忘
れ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
一
方

が
姫
神
で
あ
る
場
合
な
ど
は
、
こ
れ
を
神
様
の
御
婚
礼
か
と
思
う
者
が
多
く

な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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袂    

石  

た
も
と
い
し

　
昔
備
後
び
ん
ご
の 
下 
山 

守 
し
も
や
ま
も
り
村
に
、
太
郎
左
衛
門
と
い
う
信
心
深
い
百
姓
が
あ
っ

て
、
毎
年
か
か
さ
ず
安あ
芸き
の
宮
島
さ
ん
へ 

参  

詣 

さ
ん
け
い

し
て
お
り
ま
し
た
。
あ
る

年
神
前
に
拝
み
を
い
た
し
て
、
私
も
も
う
年
を
と
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お

参
り
も
こ
れ
が
終
り
で
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
っ
て
帰
っ
て
来
ま
す
と
、

船
の
中
で
袂
に
小
さ
な
石
が
一
つ
、
は
い
っ
て
い
る
の
に
心
付
き
ま
し
た
。

誰
か
乗
り
合
い
の
人
が
い﹅
た﹅
ず﹅
ら﹅
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
、
そ
の

石
を
海
へ
捨
て
て
寝
て
し
ま
い
ま
し
た
。
翌
朝
目
が
覚
め
て
見
る
と
、
同
じ

小
石
が
ま
た
袂
の
中
に
あ
り
ま
す
。
あ
ま
り
不
思
議
に
思
っ
て
大
切
に
し
て
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村
へ
持
っ
て
帰
り
、
近
所
の
人
に
そ
の
話
を
し
ま
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は

必
ず
神
様
か
ら
た
ま
わ
っ
た
石
で
あ
ろ
う
。
祀まつ
ら
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
い

っ
て
、
小
さ
な
ほ﹅
こ﹅
ら﹅
を
建
て
て
そ
の
石
を
内
に
納
め
、  

厳  

島  

大  

明  

い
つ
く
し
ま
だ
い
み
ょ
う

神  じん
と
称とな
え
て
あ
が
め
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
石
が
後
に
だ
ん
だ
ん
と
大
き

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
話
を
し
た
人
の
見
た
時
に
は
、
高
さ
が
一

尺
八
寸
ば
か
り
、
周
り
が
一
尺
二
三
寸
程
も
あ
っ
た
と
申
し
ま
す
。
そ
れ
か

ら
ど
う
し
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
今
で
も
ま
だ
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た

よ
ほ
ど
大
き
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
（
芸
藩
志
料
。
広
島
県
蘆あ

   

品 

し
し
な
郡 

宜  

山 

む
べ
や
ま

村
）

　
信
州
の
小
野
川
に
は
、
富
士
石
と
い
う
大
き
な
岩
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

昔
こ
の
村
の
農
民
が
富
士
に
登
っ
て
、
お
山
か
ら
拾
っ
て
来
た
小
石
で
あ
り
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ま
し
た
。
家
の
近
く
ま
で
帰
っ
た
時
、
袂
の
埃ごみ
を
払
お
う
と
し
て
、
そ
れ
に

ま
ぎ
れ
て
こ
こ
へ
落
し
た
の
が
、
い
つ
の
間
に
か
こ
の
よ
う
に
成
長
し
た
も

の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
伝
説
の
下
伊
那

し
も
い
な

。
長
野
県
下
伊
那
郡
智
里
村
）

　
ま
た
同
じ
地
方
の
今
田
の
村
に
近
い
水
神
の
社
に
は
、
生
き
石
と
い
う
大

き
な
岩
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昔
あ
る
女
が
、
天
竜
川
の
川
原
で
美
し
い
小

石
を
見
つ
け
、
拾
っ
て
袂
に
入
れ
て
こ
こ
ま
で
来
る
う
ち
に
、
袂
が
重
く
な

っ
た
の
で
気
が
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
小
石
が
も
う
大
き
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
う
し
て
自
分
が
爪
の
先
で
突
い
た
小
さ
な
疵きず
が
石
と
共
に
大
き
く
な

っ
て
い
る
の
で
、
び
っ
く
り
し
て
こ
の
水
神
様
の
前
へ
投
げ
出
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
更
に
成
長
し
て
、
し
ま
い
に
は
こ
の
よ
う
な
巌
い
わ
おと
な
っ
た
の
だ
と
い

い
伝
え
て
お
り
ま
す
。
（
伝
説
の
下
伊
那
。
長
野
県
下
伊
那
郡
竜
江
村
）

218日本の伝説



　
熊
野
の
大
井
谷
と
い
う
村
で
も
、
谷
川
の
中
流
に
あ
る
大
き
な
円
形
の
岩
、

高
さ
二
間
半
に
周
り
が
七
間
も
あ
っ
て
、
上
に
は
い
ろ
い
ろ
の
木
や
草
の
茂

っ
て
い
る
の
を
、
大
井
の
袂
石
と
い
っ
て
ほ﹅
こ﹅
ら﹅
を
建
て
て
祀
っ
て
お
り
ま

し
た
。
そ
れ
を
ま
た
福
島
石
と
も
い
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
わ
け
は
も
う

伝
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
（
紀
伊
国
絵
風
土
記
。
三
重
県 

南 

牟 

婁 

み
な
み
む
ろ

郡
五
郷

村
）

　
伊
勢
の
山
田
の
船
江
ふ
な
え
町
に
も
、 

白 

太 

夫 

し
ら
だ
ゆ
う

の
袂
石
と
い
う
大
石
が
あ
り
ま

す
。
高
さ
は
五
尺
ば
か
り
、
周
り
に
垣
を
し
て
大
切
に
し
て
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
昔 

菅  

公 

か
ん
こ
う

が
筑
紫
つ
く
し
に
流
さ
れ
た
時
、 

度  

会  

春  

彦 

わ
た
ら
い
の
は
る
ひ
こ
と
い
う
人
が
送

っ
て
行
っ
て
、
帰
り
に  

播    

州  

ば
ん
し
ゅ
う

の
袖
の
浦
と
い
う
所
で
、
拾
っ
て
来
た
さ

ざ
れ
石
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
年
々
大
き
く
な
っ
て
、
終つい
に
こ
の
通
り
の
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大
石
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
傍
に
菅
公
の
霊
を
祀
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
い

伝
え
て
、
今
で
も
そ
こ
に
は
菅
原
社
が
あ
り
ま
す
。
（
神
都
名
勝
誌
。
三
重

県
宇
治
山
田
市
船
江
町
）

　
土
佐
の
津
大
つ
だ
い
村
と
伊
予
の
目
黒
村
と
の
境
の
山
に
、
お
ん
じ
の
袂
石
と
い

う
高
さ
二
間
半
、
周
り
五
間
ほ
ど
の
大
き
な
石
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
昔

曽
我
の
十
郎
五
郎
兄
弟
の
母
が
、
関
東
か
ら
落
ち
て
来
る
時
に
、
袂
に
入
れ

て
持
っ
て
来
た
も
の
と
い
い
伝
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
地
方
の
山
の
中
の
村

に
は
、
曽
我
の
五
郎
を
祀
る
と
い
う
社
が
方
々
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
家
来
の

  

鬼 

王 

団 

三 

郎  

お
に
お
う
だ
ん
さ
ぶ
ろ
う

の
兄
弟
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
故
跡
な
ど
も
諸
所
に
あ
り

ま
す
。
曽
我
の
母
が  

落    

人  

お
ち
ゅ
う
ど

に
な
っ
て
来
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の

辺
で
は
よ
く
聞
く
話
な
の
で
あ
り
ま
す
。
（
大
海
集
。
高
知
県
幡は
多た
郡
津
大
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村
）

　
肥
後
の 

滑  

石 

な
め
い
し

村
に
は
、
滑
石
と
い
う
青
黒
い
色
の
岩
が
、
も
と
は
入
り

海
の
水
の
底
に
見
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
埋
め
立
て
の
田
が
出
来
て
か
ら
、

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
石
は 

神  

功 

じ
ん
ぐ
う

皇
后
が
三
韓
征
伐

の
お
帰
り
に
、
袂
に
入
れ
て
お
持
ち
に
な
っ
た
小
石
が
、
大
き
く
な
っ
た
の

だ
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
肥
後
国
志
。
熊
本
県
玉
名
郡
滑
石
村
）

　
九
州
の
海
岸
に
は
神
功
皇
后
の
御
上
陸
な
さ
れ
た
と
い
い
伝
え
た
場
所
が
、

ま
た
こ
の
他
に
も
い
く
つ
と
な
く
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
記
念
の
袂
石
を
大

切
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
も
、
方
々
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

一
番
古
く
か
ら
有
名
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
筑
前
深
江
ふ
か
え
の 

子 

負 

原 

こ
う
の
は
ら

と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
二
つ
の
皇み
子こ
産
み
石
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
お
袖
の
中
に
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揷はさ
ん
で
お
帰
り
に
な
っ
た
と
い
う
小
石
で
す
が
、
万
葉
集
や
風
土
記
の
出
来

た
頃
に
は
、
も
う
一
尺
以
上
の
重
い
石
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
卵
の
形
を

し
た
美
し
い
石
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
後
に
は
ど
こ
へ
移
し
た
の
か
、
知
っ

て
い
る
人
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
土
地
の 

八  

幡 

は
ち
ま
ん

神
社
の
御
神
体
に
な
っ
て

い
る
と
い
っ
た
人
も
あ
れ
ば
、
海
岸
の
岡
の
上
に
今
で
も
あ
っ
て
、
も
う
三

尺
余
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
人
も
あ
り
ま
し
た
。
（
太
宰
だ
ざ
い
管
内
志
。
福
岡

県
糸
島
郡
深
江
村
）

　
大
き
く
な
っ
た
石
と
い
う
の
は
、
大
抵
は
遠
く
か
ら
人
が
運
ん
で
来
た
小

石
で
、
始
め
か
ら
そ
こ
い
ら
の
た
だ
の
石
と
は
違
っ
て
お
り
ま
し
た
。
下
総

の
印
旛
い
ん
ば
沼
の
近
く
、
太
田
村
の
宮
間
某
と
い
う
人
の
家
で
は
、
屋
敷
に
石
神

様
の
ほ﹅
こ﹅
ら﹅
を
建
て
て
、
五
尺
余
り
の
珍
し
い
形
の
石
を
祀
っ
て
い
ま
し
た
。
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む
か
し
こ
の
家
の
前
の
主
人
が
、
紀
州
熊
野
へ
参
詣
の
路
で
、
草
鞋
わ
ら
じ
の
間
に

挾はさ
ま
っ
た
小
石
を
取
っ
て
見
ま
す
と
実
に
奇
抜
な
恰
好
を
し
て
い
ま
し
た
。

あ
ま
り
珍
し
い
の
で  

燧    

袋  

ひ
う
ち
ぶ
く
ろ
の
中
に
入
れ
て
持
っ
て
帰
り
ま
す
と
、
も
う

途
中
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
大
き
く
な
り
始
め
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
奇
談
雑

史
。
千
葉
県
印
旛
郡
根
郷
村
）

　
ま
た
千
葉
郡
上
飯
山
満

か
み
は
ざ
ま

の
林
と
い
う
家
で
も
、
こ
の
成
長
す
る
石
を
氏
神

に
祀
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ず
っ
と
以
前
に
主
人
が
伊
勢
参
り
を
し
て
、

そ
れ
か
ら
大
和
を
め
ぐ
っ
て
途
中
で
手
に
入
れ
た
小
石
で
、  

巾    

着  

き
ん
ち
ゃ
く

に
入

れ
て
来
た
故
に
、
そ
の
名
を
巾
着
石
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
（
同
書
。
同
県

千
葉
郡
二
宮
村
）

　
土
佐
の
黒
岩
村
の
お
石
は
有
名
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
神
に
祀
っ
て
大
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石
神
、
ま
た
宝
御
伊
勢
神
と
称とな
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
ず
っ
と
昔
あ
る
人

が
、
伊
勢
か
ら
巾
着
に
入
れ
て
持
っ
て
来
て
こ
こ
に
置
い
た
の
が
、
終
に
こ

の
見
上
げ
る
よ
う
な
大
岩
に
な
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
南
路
志

其
他
そ
の
た
。
高
知
県
高
岡
郡
黒
岩
村
）

　
筑
後
に
も
大
石
村
の
大
石
神
社
と
い
っ
て
、
村
の
名
に
な
っ
た
程
の
神
の

石
が
あ
り
ま
す
。
昔
大
石
越
前
守
と
い
う
人
が
、
伊
勢
国
か
ら
こ
の
石
を
懐

に
入
れ
て
参
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
伊
勢
大
神
宮
と
崇あが
め
た
と
も
い
え
ば
、
或
あ
る
い

は
一
人
の
老
い
た
る
尼
が
、
小
石
を
袂
に
入
れ
て
こ
の
地
ま
で
持
っ
て
来
た

の
が
、
次
第
に
大
き
く
な
っ
た
と
も
い
っ
て
お
り
ま
す
。
今
か
ら
三
百
年
前

に
、
も
う
九
尺
三
方
ほ
ど
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
別
に
今
一
つ

三
尺
ほ
ど
の
石
が
あ
っ
て
、
村
の
人
は
そ
れ
を
も
伊
勢
御
前
と
称
え
て
、
社
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を
た
て
て
納
め
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
社
殿
を
何
度
も
造
り
替
え
た
の
は
、

だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
、
は
い
ら
な
く
な
っ
て
来
た
か
ら
だ
と
い
っ
て
お

り
ま
す
。
（
校
訂
筑
後
志
。
福
岡
県
三
瀦
み
ず
ま
郡 

鳥  

飼 

と
り
か
い

村
）

　
こ
の
大
石
村
の
お
社
に
は
、
安
産
の
願
掛
け
を
す
る
人
が
多
か
っ
た
そ
う

で
す
。
石
の
よ
う
に
堅
く
丈
夫
な
子
供
、
お
ま
け
に
知
ら
ぬ
間
に
大
き
く
な

る
と
い
う
子
供
を
、
親
と
し
て
は
望
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
熊

野
か
ら
来
た
と
い
う
石
の
中
に
は
、
た
だ
成
長
す
る
だ
け
で
な
く
、
親
と
よ

く
似
た
子
石
を
産
ん
だ
と
い
う
伝
説
も
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
九
州
の
南
の

 

種 

子 

島 

た
ね
が
し
ま

の
熊
野
浦
、
熊
野
権
現
の
神
石
な
ど
も
そ
れ
で
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
お
社
は
昔
こ
の
島
の
主
、
種
子
島 

左  
近  
将  

監 

さ
こ
ん
の
し
ょ
う
げ
ん
と
い
う
人
が
熊
野
を
信

仰
し
て
、
遠
く
か
の
地
よ
り
小
さ
な
石
を
一
つ
、
小
箱
に
入
れ
て
迎
え
て
来
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ま
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
年
々
に
大
き
く
な
っ
て
、
後
に
は
高
さ
四
尺
七

寸
以
上
、
周
り
は
一
丈
三
尺
余
、
左
右
に
子
石
を
生
じ
て
そ
の
子
石
も
ま
た

少
し
ず
つ
成
長
し
、
色
も
形
も
皆
母
石
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
申
し
ま
す
。

（
三
国
名
勝
図
会
。
鹿
児
島
県
熊
毛
郡
中
種
子
村
油
久
）

　
こ
れ
と
よ
く
似
た
話
が
ま
た
日
本
の
北
の
田
舎
、
羽
前
う
ぜ
ん
の
中
島
村
の
熊
野

神
社
に
も
あ
り
ま
し
た
。
今
か
ら
四
百
年
ほ
ど
前
に
こ
の
村
の
人
が
、
熊
野

へ
七
度
詣
り
を
し
た
者
が
、
記
念
の
為
に
那
智
の
浜
か
ら
、
小
さ
な
石
を
拾

っ
て
帰
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
八
十
年
ば
か
り
の
間
に
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な

っ
て
、
後
に
は
一
抱
え
に
余
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。
形
が
女
に
似
て
い
る

の
で 

姥  

石 

う
ば
い
し

と
い
う
名
を
つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
が
年
々
に
二
千
余
り
の
子
孫

を
生
ん
で
、
大
小
い
ず
れ
も
形
は
卵
の
如
く
、
太
郎
石
次
郎
石
、
孫
石
な
ど
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と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
の
は
、
見
な
い
者
に
は
ほ
ん
と
う
と
も
思
わ
れ
ぬ
程

の
話
で
す
が
、
こ
れ
を
こ
の
土
地
で
は
今
熊
野
と
い
っ
て
、
拝
ん
で
い
た
そ

う
で
あ
り
ま
す
。
（
塩
尻
。
山
形
県
北
村
山
郡
宮
沢
村
中
島
）

　
土
佐
で
は
今
一
つ
。
香
美
か
が
み
郡 

山  

北 

や
ま
き
た

の
社
に
祀
る
神
石
も
、
昔
こ
の
村
の

人
が
京
の
吉
田
神
社
に
参
詣
し
て
、 

神 

楽 

岡 

か
ぐ
ら
お
か

の
石
を
戴
い
て
帰
っ
て
来
た

の
が
、
お
い
お
い
に
成
長
し
た
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
土
佐
海
続
編
。

高
知
県
香
美
郡
山
北
村
）

　
伊
勢
で
は
花
岡
村
の 

善 

覚 
寺 

ぜ
ん
か
く
じ

と
い
う
寺
の
、
本
堂
の
土
台
石
が
成
長
す

る
石
で
し
た
。
こ
れ
は
隣
り
の
庄
と
い
う
部
落
の
人
が
、
尾
張
熱
田
あ
つ
た
の
社
か

ら
持
っ
て
来
て
置
い
た
も
の
で
、
そ
の
人
は
も
と
熱
田
の
禰ね
宜ぎ
で
あ
っ
た
の

が
、
こ
の
部
落
の
人
と
結
婚
し
た
た
め
に
、
熱
田
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
こ
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こ
へ
来
て
住
ん
だ
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
は
今
で
も 

越  

石 

こ
し
い
し

だ
の
熱
田
だ
の
と

い
う 
苗  

字 
み
ょ
う
じ

の
家
が
あ
り
ま
す
。
（
竹
葉
氏
報
告
。
三
重
県 

飯  

南 

は
ん
な
ん

郡
射
和
い
さ
わ

村
）

　
肥
後
の
島
崎
の  

石  

神  

社  
い
し
が
み
や
し
ろ

の
石
も
、
も
と
は
宇
佐
八
幡
の
神
官 

到  

津 

い
と
う
づ

氏
が
、
そ
の
お
社
の
神
前
か
ら
持
っ
て
来
て
祀
っ
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
年
々

太
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
肥
後
国
志
。
熊
本
県 

飽  

託 

ほ
う
た
く

郡
島
崎
村
）

　
こ
の
通
り
、
大
き
く
な
る
の
に
驚
い
て
人
が
拝
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

よ
り
も
、
始
め
か
ら
尊
い
石
と
し
て
信
心
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん

と
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
方
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
の
石
が
ど

こ
か
ら
来
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
少
し
お
話
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
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り
ま
す
が
、
安
芸
の
中
野
と
い
う
村
で
は
、
高
さ
の
二
丈
も
あ
る
田
圃
た
ん
ぼ
の
中

の
大
き
な
岩
を
、 

出 

雲 

石 

い
ず
も
い
し

と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
だ
小
石
で

あ
っ
た
う
ち
に
、
人
が
出
雲
国
か
ら
持
っ
て
来
て
、
こ
こ
に
置
い
た
の
が
大

き
く
な
っ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
芸
藩
通
志
。
広
島
県
豊
田
郡
高
阪
村
）

　
そ
の
出
雲
国
で
は
飯
石
い
い
し
神
社
の
後
に
あ
る
大
き
な
石
が
、
や
は
り
昔
か
ら

続
い
て
大
き
く
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
石
の
形
が
飯
を
盛
っ
た
様
だ
か
ら
と

も
い
え
ば
、
或
は 

飯  

盒 

は
ん
ご
う

の
中
に
は
い
っ
た
ま
ま
で
、
天
か
ら
降
っ
て
来
た

石
だ
か
ら
と
も
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
出
雲
国
式
社
考
以
下
。
島
根
県
飯
石

郡
飯
石
村
）

　
ど
う
し
て
そ
の
石
の
大
き
く
な
っ
た
の
が
わ
か
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ

の
周
り
の
荒
垣
を
作
り
か
え
る
度
毎
に
、
少
し
ず
つ
以
前
の
寸
法
を
、
延
べ
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な
け
ら
ば
納
ま
ら
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
豊
前
ぶ
ぜ
ん
の 

元  

松 

も
と
ま
つ

と
い
う
村

の
丹
波
大
明
神
な
ど
も
、
四
度
も
お
社
を
作
り
替
え
て
、
だ
ん
だ
ん
に
神
殿

を
大
き
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
昔
丹
波
国

か
ら
一
人
の
尼
が
、
小
石
を
包
ん
で
持
っ
て
来
て
、
こ
の
村
に
来
て
亡
く
な

り
ま
し
た
。
そ
の
小
石
が
大
き
く
な
る
の
で
こ
の
ほ
こ
ら
の
中
に
祀
り
、
丹

波
様
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
豊
前
志
）

　
石
見
い
わ
み
の
吉
賀
よ
し
が
の
注
連
川

し
め
が
わ

と
い
う
村
で
は
、
そ
の
成
長
す
る
大
石
を 

牛 

王 

ご
お
う
い

石 し
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
昔
四
国
を
旅
行
し
た
者
が
、
ふ
と
こ
ろ

に
入
れ
て
持
っ
て
帰
っ
た
石
だ
と
申
し
て
い
ま
す
。
（
吉
賀
記
。
島
根
県
鹿か

   

足 

の
あ
し
郡
朝
倉
村
）

　
富
士
石
と
い
う
石
が
ま
た
一
つ
、  

遠    

江  

と
お
と
う
み

の
石
神
村
に
も
あ
り
ま
し
た
。
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村
の
山
の
切
り
通
し
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
こ
れ
も
年
々
大
き
く
な
る
の
で
、

石
神
大
神
と
し
て
祀
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
多
分
富
士
山
か
ら
持
っ
て
来
た
小

石
で
あ
っ
た
と
、
土
地
の
人
た
ち
は
思
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

（
遠
江
国
風
土
記
伝
。
静
岡
県
磐
田
い
わ
た
郡
上
阿
多
古
村
）

　
関
東
地
方
で
は
秩
父
ち
ち
ぶ
の
小お
鹿が
野の
の
宿
に
、
信
濃
石
と
い
う
珍
ら
し
い
形
の

石
が
あ
り
ま
し
た
。
大
き
さ
は
一
丈
四
方
ぐ
ら
い
、
ま
ん
中
に
一
尺
ほ
ど
の

穴
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
穴
に
耳
を
当
て
て
い
る
と
、
人
の
物
を
い
う
声
が

聴
え
る
と
も
い
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
昔
こ
の
土
地
の
馬
方
が
信
州
に
行
っ
た

帰
り
に
、
馬
の
荷
物
の
片
一
方
が
軽
い
の
で
、
そ
れ
を
平
に
す
る
た
め
に
、

路
で
拾
っ
て
挾
ん
で
来
た
小
石
が
、
こ
ん
な
大
き
な
も
の
に
な
っ
た
と
い
う

の
で
あ
り
ま
す
。
（
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
。
埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿
野
町
）

231



　
そ
の
信
州
の
方
に
は
ま
た
鎌
倉
石
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
佐さ
久く
の
安あ

  
養 
寺 

ん
よ
う
じ

と
い
う
寺
の
庭
に
あ
っ
て
、
始
め
て
鎌
倉
か
ら
持
っ
て
来
た
時
に
は
、

ほ
ん
の
一
握
り
の
小
石
で
あ
っ
た
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
成
長
し
て
四
尺
ば
か

り
に
も
な
っ
た
の
で
、
庭
の
古
井
戸
の
蓋
に
し
て
置
き
ま
す
と
、
そ
れ
に
も

か
ま
わ
ず
に
、
後
に
は
一
丈
以
上
の
大
岩
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
だ
か

ら
す
き
間
か
ら
の
ぞ
い
て
見
る
と
、
岩
の
下
に
今
で
も
井
の
形
が
少
し
見
え

る
と
い
い
ま
し
た
。
（
信
濃
奇
勝
録
。
長
野
県
北
佐
久

き
た
さ
く

郡
三
井
村
）

　
こ
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
、
人
が
運
ん
で
来
る
ほ
ど
の
小
石

な
ら
ば
、
何
か
よ
く
よ
く
の
因
縁
が
あ
り
、
ま
た
不
思
議
の
力
が
あ
る
も
の

と
、
昔
の
人
た
ち
は
考
え
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
中
に
は
ま
た

も
っ
と
簡
単
な
方
法
で
、
大
き
く
な
る
石
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
い
っ
て
い
る
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と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
九
州
の
阿あ
蘇そ
地
方
な
ど
で
は
、
ど
ん
な
小
石
で
も
拾

っ
て
帰
っ
て
、
縁
の
下
か
ど
こ
か
に
匿かく
し
て
置
く
と
、
き
っ
と
大
き
く
な
っ

て
い
る
よ
う
に
信
じ
て
い
ま
し
た
。
や
た
ら
に
外
か
ら
小
石
を
持
っ
て
来
る

こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
家
は
今
で
も
方
々
に
あ
り
ま
す
。
川
原
か
ら
赤
い
石
を

持
っ
て
来
る
と
火
に
た
た
る
と
い
っ
た
り
、
白
い
筋
の
は
い
っ
た
小
石
を
親

し
ば
り
石
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
家
に
入
れ
る
と
親
が
病
気
に
な
る
な
ど
と
い

っ
た
の
も
、
つ
ま
り
子
供
な
ど
の
そ
れ
を
大
切
に
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
者

が
、
祀
っ
た
り
拝
ん
だ
り
す
る
人
の
真
似
を
す
る
こ
と
を
戒
め
る
為
に
そ
う

い
っ
た
も
の
か
と
思
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
人
は
滅
多
に
石
を
家
に
持
っ
て
来
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

何
か
わ
け
が
あ
っ
て
持
っ
て
来
る
よ
う
な
石
は
、
大
抵
は
不
思
議
が
現
れ
た
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と
い
い
伝
え
て
お
り
ま
す
。
奥
州 

外 

南 

部 

そ
と
な
ん
ぶ

の
松
ヶ
崎
と
い
う
海
岸
で
は
、

海
鼠
な
ま
こ
を
取
る
網
の
中
に
、
小
石
が
一
つ
は
い
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
石
神

と
名
づ
け
て
祀
っ
て
置
く
と
、
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
っ
た
と
い
っ
て
、
見

上
げ
る
よ
う
な
高
い
石
神
の
岩
が
村
の
近
く
に
あ
り
ま
し
た
。
（
真
澄
遊
覧

記
。
青
森
県
下
北
郡
脇
野
沢
村 

九 

艘 

泊 

く
そ
う
と
ま
り
）

　 

隠 

岐 

島 

お
き
の
し
ま

の
東
郷
と
い
う
村
で
は
、
昔
こ
の
浜
の
人
が
釣
り
を
し
て
い
る

と
、
魚
は
釣
れ
ず
に
握
り
拳
ほ
ど
の
石
を
一
つ
釣
り
上
げ
ま
し
た
。
あ
ま
り

不
思
議
な
の
で
、
小
さ
な
宮
を
造
っ
て
納
め
て
置
き
ま
す
と
、
だ
ん
だ
ん
成

長
し
て
七
八
年
の
後
に
は
、
左
右
の
板
を
押
し
破
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
今
度

は
社
を
大
き
く
建
て
直
す
と
、
ま
た
い
つ
の
間
に
か
そ
れ
を
押
し
破
っ
た
と

い
っ
て
、
後
に
は
よ
ほ
ど
立
派
な
お
宮
に
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
（
隠
州
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視
聴
合
記
。
島
根
県
周す
吉き
郡
東
郷
村
）

　
阿
波
の
伊
島
と
い
う
島
で
も
、
網
を
ひ
い
て
い
ま
す
と
、
鞠まり
の
形
を
し
た

小
石
が
網
に
は
い
っ
て
上
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
捨
て
る
と
ま
た
翌
日
も
は
い

り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
が
三
日
続
い
て
、
三
日
め
は
殊
に
大
漁
で
あ
っ
た
の

で
、
そ
の
石
を
蛭
子
え
び
す
大
明
神
と
し
て
祀
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
そ
う
土
地

の
漁
業
が
栄
え
、
小
石
も
ま
た
ほ﹅
こ﹅
ら﹅
の
中
で
大
き
く
な
っ
て
、
五
六
年
の

う
ち
に
は
ほ﹅
こ﹅
ら﹅
が
張
り
さ
け
て
し
ま
う
の
で
、
三
度
め
に
は
よ
ほ
ど
大
き

く
建
て
直
し
た
そ
う
で
す
。
（
燈
下
録
。
徳
島
県
那
賀
郡
伊
島
）

　
こ
う
い
う
例
は
い
つ
も
海
岸
に
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
鹿
児
島
湾

の
南
の
端
、
山
川
の
港
の
近
く
で
も
、
昔
こ
の
辺
の
農
夫
が
お
祀
り
の
日
に

潮
水
を
汲く
み
に
行
き
ま
す
と
、
そ
の
器
の
中
に
美
し
い
小
さ
な
石
が
は
い
っ
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て
お
り
ま
し
た
。
三
度
も
汲
み
か
え
ま
し
た
が
、
三
度
と
も
同
じ
石
が
は
い

っ
て
来
る
の
で
、
不
思
議
に
感
じ
て
持
っ
て
帰
り
ま
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ

が
少
し
ず
つ
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
驚
い
て
お
宮
を
建
て
て
祀
っ
た
と
い
い

伝
え
て
、
そ
れ
を
若
宮
八
幡
神
社
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
御
神
体

は
も
と
は
こ
の
小
石
で
あ
り
ま
し
た
。
（ 

薩 

隅 

日 

さ
つ
ぐ
う
に
ち
地
理 

纂  

考 

さ
ん
こ
う

。
鹿
児
島

県 

揖  

宿 

い
ぶ
す
き

郡
山
川
村
成
川
）

　
沖
縄
県
な
ど
で
今
も
村
々
の
旧
家
で
大
切
に
し
て
い
る
石
は
、
多
く
は
海

か
ら
上
っ
た
石
で
あ
り
ま
す
。
別
に
そ
の
形
や
色
に
変
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い

の
を
見
ま
す
と
、
何
か
そ
れ
を
拾
い
上
げ
た
時
に
、
不
思
議
な
こ
と
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
薩
摩
さ
つ
ま
に
は
石
神
氏
と
い
う
士
族
の
家
が
方
々

に
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
山
田
と
い
う
村
の
石
神
神
社
を
、
家
の
氏
神
と
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し
て
拝
ん
で
お
り
ま
し
た
。
そ
の
お
社
の
御
神
体
も
、
白
い
色
を
し
た
大
き

な
御
影
み
か
げ
石
の
様
な
石
で
あ
り
ま
し
た
。
昔
先
祖
の
石
神
重
助
と
い
う
人
が
、

始
め
て
こ
の
国
へ
来
る
時
に
道
で
拾
っ
た
と
も
い
え
ば
、
或
は
朝
鮮
征
伐
の

時
に
道
中
で
感
得
し
た
と
も
い
い
、
こ
れ
も
下
総
の
宮
間
氏
の
石
の
如
く
、

草
鞋
の
間
に
挾
ま
っ
て
何
度
捨
て
て
も
ま
た
は
い
っ
て
い
た
か
ら
、
拾
っ
て

来
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
日
で
は
運
搬
す
る
こ
と
も
出
来

な
い
程
の
大
石
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
や
は
り
永
い
間
に
は
成
長
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
（
三
国
名
勝
図
会
等
。
鹿
児
島
県
薩
摩
郡
永
利
村
山
田
）

　
石
に
神
様
の
お
力
が
現
れ
る
と
、
昔
の
人
は
信
じ
て
い
た
の
で
、
始
め
か

ら
石
を
神
と
し
て
祀
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
神
の
名
を
知
る
こ
と
が

出
来
ぬ
と
き
に
は
、
た
だ
石
神
様
と
い
っ
て
拝
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
だ
か
ら
土
地
に
よ
っ
て
、
石
の
あ
る
お
社
の
名
も
い
ろ
い
ろ
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
備
後
び
ん
ご
の
塩
原
の
石
神
社
な
ど
は
、
村
の
人
た
ち
は 

猿 

田 

彦 

さ
る
た
ひ
こ

大

神
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
石
な
ど
も
お
い
お
い
に
成
長
す
る
と
い

っ
て
、
後
に
は
縦
横
共
に
一
丈
以
上
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
普
通
に
は
石

神
は
路
の
か
た
わ
ら
に
多
く
、
猿
田
彦
も
ま
た
道
路
を
守
る
神
で
あ
っ
た
為

に
、
自
然
に
そ
う
信
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
芸
藩
通
志
。

広
島
県
比ひ
婆ば
郡
小お
奴ぬ
可か
村
塩
原
）

　
常
陸
ひ
た
ち
の
大
和
田
村
で
は
、
後
に
は
山
の
神
と
し
て
祀
っ
て
お
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
地
面
の
中
か
ら
掘
り
出
し
た
石
と
伝
え
て
お
り
ま
す
。
始
め
は
袂
の

中
に
入
れ
る
ほ
ど
の
小
石
で
あ
っ
た
の
が
、
少
し
ず
つ
大
き
く
な
る
の
で
、

清
い
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
来
て
置
く
と
、
そ
れ
が
い
よ
い
よ
成
長
し
ま
し
た
。
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そ
れ
で 

主  

石 

ぬ
し
い
し

大
明
神
と
唱
え
て
い
た
と
い
い
伝
え
て
お
り
ま
す
。
（
新
編

常
陸
国
志
。
茨
城
県
鹿
島
郡
巴
と
も
え村
大
和
田
）

　
石
に
は
元
来
名
前
な
ど
は
な
い
の
が
普
通
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
か
ら

だ
ん
だ
ん
に
名
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
伊
勢
石
、
熊
野
石
が
伊
勢

の
神
、
熊
野
権
現
の
お
社
に
あ
る
よ
う
に
、
出
雲
石
、
吉
田
石
、
富
士
石
、

宇
佐
石
な
ど
も
、
も
と
も
と
そ
れ
ぞ
れ
の
神
を
祀
る
人
た
ち
が
、
大
切
に
し

て
い
た
石
で
あ
り
ま
し
た
。
鎌
倉
石
も
多
分
鎌
倉
の
八
幡
様
の
、
お
力
で
成

長
し
た
も
の
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
ど
う
し
て
来

た
か
が
よ
く
分
ら
ぬ
石
に
は
、
人
が
ま
た
巾
着
石
と
か
袂
石
と
い
う
よ
う
な
、

簡
単
な
名
を
附
け
て
置
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
羽
後
の 

仙  

北 

せ
ん
ぼ
く

の
旭
の
滝
の
不
動
堂
に
は
、
年
々
大
き
く
な
る
と
い
う
五
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尺
ほ
ど
の
岩
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
お
が
り
石
と
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
お﹅
が﹅

る﹅
と
い
う
の
は
あ
の
地
方
で
、
大
き
く
な
る
と
い
う
意
味
の
方
言
で
あ
り
ま

す
。
（
月
之
出
羽
路
。
秋
田
県
仙
北
郡
大
川
西
根
村
）

　
備
後
の
山
奥
の
田
舎
に
は
ま
た
赤
子
石
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
昔
は
三
尺
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
が
、
後
に
は
成
長
し
て
一
丈
四
尺
に
も
な

っ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
ん
な
に
大
き
く
な
っ
て
も
な
お
赤
子
石
と
い
っ
て
、

も
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
芸
藩
通
志
。
広
島
県
比
婆
郡
比

和
村
古
頃
）

　
飛
騨
の
瀬
戸
村
に
は
、
ば﹅
い﹅
岩
と
い
う
大
岩
が
あ
り
ま
し
た
。
海ば
螺い
と
い

う
貝
に
形
が
似
て
い
る
か
ら
と
も
申
し
ま
し
た
が
、
地
図
に
は
倍
岩
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
お
お
か
た
も
と
あ
っ
た
大
き
さ
よ
り
倍
に
も
な
っ
た
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と
い
う
の
で
、
倍
岩
と
い
い
始
め
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
斐
太
後

風
土
記
。
岐
阜
県
益
田
郡
中
原
村
瀬
戸
）

　
播
州
に
は
寸
倍
石
と
い
う
名
を
持
っ
た
石
が
所
々
に
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
加か
古こ
郡
の
野
口
の
投
げ
石
な
ど
も
、
土
地
の
人
は
ま
た
寸
倍
石
と
申
し
ま

し
た
。
ち
ょ
う
ど
郷
境
の
林
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
一
つ
あ
っ
て
、
長
さ
が
四
尺
、

横
が
三
尺
、
鞠
の
様
な
形
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
前
に
は
小
さ
か
っ
た

の
が
少
し
ず
つ
伸
び
て
大
き
く
な
っ
た
と
、
い
い
伝
え
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
投
げ
石
と
い
う
名
前
は
方
々
に
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ
も
こ
れ
も
大

き
な
岩
で
、
と
て
も
人
間
の
力
で
は
投
げ
ら
れ
そ
う
も
な
い
も
の
ば
か
り
で

あ
り
ま
す
。
（ 

播 

磨 

鑑 

は
り
ま
か
が
み
。
兵
庫
県
加
古
郡
野
口
村
阪
元
）

　
大
抵
の
袂
石
は
、
人
が
注
意
を
し
始
め
た
頃
に
は
、
も
う
余
程
大
き
く
な
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っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
土
地
で
評
判
が
高
く
な
っ
て
か
ら

後
は
、
ほ
ん
と
う
は
あ
ま
り
大
き
く
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
前
に
お
話
を

し
た
下
総
の
熊
野
石
な
ど
も
、
熊
野
か
ら
拾
っ
て
来
た
時
は
燧
袋
の
中
で
、

も
う
大
き
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
く
ら
い
で
あ
り
ま
し
た
が
、
後
に
は
だ
ん

だ
ん
と
成
長
が
目
に
立
た
な
く
な
り
ま
し
た
。
二
十
年
前
に
比
べ
る
と
、
一

寸
は
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
人
も
あ
れ
ば
、
毎
年
米
一
粒
ず
つ
は
大
き
く
な

っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
人
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
た
だ
そ
う
思
っ
て
見

た
と
い
う
だ
け
で
、
二
度
も
石
の
寸
法
を
測
っ
て
見
よ
う
と
い
う
者
は
、
実

際
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
或
は
出
雲
の
飯
石
神
社
の
神
石
の
よ
う
に
、

も
と
は
お
社
の
中
に
祀
っ
て
あ
っ
た
と
い
い
、
ま
た
は
筑
後
の
大
石
神
社
の

如
く
、
以
前
の
お
宮
は
今
の
よ
り
も
、
ず
っ
と
小
さ
か
っ
た
と
い
う
話
は
方
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々
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
遠
い
昔
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
石
の
大
き
く
な
っ

て
行
く
と
こ
ろ
を
、
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
誰
に
も
出
来
ま
せ
ん
。
筍
た
け
の
この

よ
う
に
早
く
成
長
す
る
も
の
で
も
、
や
は
り
人
の
知
ら
ぬ
う
ち
に
大
き
く
な

り
ま
す
。
ま
し
て
や
石
は
君
が
代
の
国
歌
に
も
あ
る
通
り
、
さ
ざ
れ
石
の
巌
い
わ
お

と
な
る
迄まで
に
は
、
非
常
に
永
い
年
数
の
か
か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
は
一
つ
の
土
地
に
住
む
多
く
の
人
が
、
古
く
か
ら
共

同
し
て
、
石
は
成
長
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
為
に
、
こ
う
い
う
話
を
聴

い
て
信
用
し
た
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
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山
の
背
く
ら
べ

　
石
が
出
し
ぬ
け
に
大
き
く
な
ろ
う
と
し
て
、
失
敗
し
た
と
い
う
話
も
残
っ

て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
常
陸
ひ
た
ち
の 

石 

那 

阪 

い
し
な
ざ
か

の
峠
の
石
は
、
毎
日
々
々
伸
び
て

天
ま
で
届
こ
う
と
し
て
い
た
の
を
、
静しず
の
明
神
が
お
憎
み
に
な
っ
て
、
鉄
の

沓くつ
を
は
い
て
お
蹴け
飛
ば
し
な
さ
れ
た
。
そ
う
す
る
と
石
の
頭
が
二
つ
に
砕
け
、

一
つ
は
飛
ん
で
今
の
河
原
子

か
わ
ら
ご

の
村
に
、
一
つ
は
石
神
の
村
に
落
ち
て
、
い
ず

れ
も
そ
の
土
地
で
は
ほ﹅
こ﹅
ら﹅
に
祀まつ
っ
て
い
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
一
説

に
は
、
天
の
神
様
の
御
命
令
で
、
雷
が
来
て
蹴
飛
ば
し
た
と
も
い
っ
て
、
石

那
阪
で
は
そ
の
残
っ
た
石
の
根
を
、
雷
神
石
と
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
高
さ
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は
五
丈
ば
か
り
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
周
り
は
山
一
杯
に
根
を
張
っ
て
、
な

る
ほ
ど
も
し
こ
の
ま
ま
で
成
長
し
た
ら
、
大
変
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
よ
う

な
大
岩
で
あ
り
ま
し
た
。
（
古
謡
集
其
他
。
茨
城
県
久く
慈じ
郡
阪
本
村
石
名
阪
）

　
陸
中
小
山
田

こ
や
ま
だ

村
の
は﹅
た﹅
や﹅
と
い
う
社
の
周
囲
に
も
、
大
き
な
石
の
柱
の
短

く
折
れ
た
よ
う
な
も
の
が
、
無
数
に
転
が
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
大

昔
の
神
代
か
み
よ
に
石
が
成
長
し
て
、
一
夜
の
中
に
天
を
突
き
抜
こ
う
と
し
て
い
た

の
を
、
神
様
に
蹴
飛
ば
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
小
さ
く
折
れ
た
の
だ
と
い
っ

て
お
り
ま
し
た
。
（
和
賀
稗
貫
二
郡
志
。
岩
手
県
和
賀
郡
小
山
田
村
）

　 

南 

会 

津 

み
な
み
あ
い
づ
の
森
戸
村
に
は
、
森
戸
の
立
岩
と
い
う
大
き
な
岩
山
が
あ
り
ま

す
。
昔
こ
の
山
が
大
き
く
な
ろ
う
と
し
て
い
た
時
に
、
や
は
り
あ
る
神
様
が

来
て
、
そ
の
頭
を
蹴
折
ら
れ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
か
け
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ら
を
持
っ
て
来
て
、
逆
さ
に
置
い
た
の
が
こ
れ
だ
と
い
っ
て
、
隣
り
の
岩
下

の
部
落
に
は
逆
岩
と
い
う
高
さ
八
丈
、
周
り
四
十
二
丈
ほ
ど
の
大
き
な
岩
が

今
で
も
あ
り
ま
す
。
（
南
会
津
郡
案
内
誌
。
福
島
県
南
会
津
郡 

館  

岩 

た
て
い
わ

村
森

戸
）

　
山
を
木
な
ど
の
よ
う
に
順
々
に
大
き
く
な
っ
た
も
の
と
、
思
っ
て
い
た
人

が
も
と
は
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
富
士
山
な
ど
も
大
昔 

近 

江 

国 

お
う
み
の
く
に
か

ら
飛
ん
で
来
た
も
の
で
、
そ
の
跡
が
琵び
琶わ
湖
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
話
が
あ

り
ま
し
た
。
奥
州
の
津
軽
で
は
、
岩
木
山
の
こ
と
を
津
軽
富
士
と
い
っ
て
お

り
ま
す
。
昔
こ
の
山
が
一
夜
の
う
ち
に
大
き
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
時
に
、

あ
る
家
の
お
婆
さ
ん
が
夜
中
に
外
へ
出
て
そ
れ
を
見
つ
け
た
の
で
、
も
う
そ

れ
っ
き
り
伸
び
る
こ
と
を
止や
め
て
し
ま
っ
た
。
誰
も
見
ず
に
い
た
ら
、
も
っ
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と
高
く
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
磐
城
い
わ
き
の
絹
谷
き
ぬ
や
村

の
絹
谷
富
士
は
、
富
士
と
は
い
っ
て
も
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
山
で
す
が
、

こ
れ
も
ち
ょ
う
ど
地
か
ら
湧わ
き
出
し
た
時
に
、
あ
る
婦
人
が
そ
れ
を
見
て
、

山
が
高
く
な
る
と
大
き
な
声
で
い
っ
た
の
で
、
高
く
な
る
こ
と
を
止
め
て
し

ま
い
ま
し
た
。
も
し
女
が
そ
ん
な
こ
と
を
い
わ
な
か
っ
た
ら
、
天
に
と
ど
い

た
か
も
知
れ
ぬ
と
、
土
地
の
人
た
ち
は
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
郷
土
研
究
一

編
。
福
島
県
岩
城
い
わ
き
郡
草
野
村
絹
谷
）

　
駿
河
す
る
が
の 

足 

高 

山 

あ
し
た
か
や
ま
は
、
大
昔 
諸  
越 
も
ろ
こ
し

と
い
う
国
か
ら
、
富
士
と
背
く
ら
べ

を
し
に
渡
っ
て
来
た
山
だ
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
東
海
道
を
汽
車
で
通
る

時
に
、
ち
ょ
う
ど
富
士
山
の
前
に
見
え
る
山
で
、
長
く
根
を
引
い
て
中
々
大

き
な
山
で
す
が
山
の
頭
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は 
足  

柄 
あ
し
が
ら

山
の
明
神
が
生
意
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気
な
山
だ
と
い
っ
て
、
足
を
挙
げ
て
蹴
く
ず
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
で
足
高
は

低
く
な
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
山
の
か
け
ら
が
海
の
中
に
散

ら
ば
っ
て
い
た
の
を
、
だ
ん
だ
ん
寄
せ
集
め
て
海
岸
に
、
小
高
い
一
筋
の
陸

地
を
こ
し
ら
え
ま
し
た
。
そ
れ
が
浮
き
島
が
原
で
、
そ
こ
を
今
鉄
道
が
通
っ

て
居
ま
す
が
、
以
前
の
道
路
は 

十 

里 

木 

じ
ゅ
う
り
ぎ

と
い
う
所
を
越
え
て
、
富
士
と
こ

の
足
高
山
と
の
間
を
通
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
右
と
左
に
二
つ
の
山

を
見
く
ら
べ
て
、
昔
の
旅
人
は
こ
ん
な
話
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

（
日
本
鹿
子
。
静
岡
県 

駿  

東 

す
ん
と
う

郡
須
山
村
）

　
伯
耆
ほ
う
き
の 

大  

山 

だ
い
せ
ん

の
後
に
は 

韓  

山 

か
ら
や
ま

と
い
う
離
れ
山
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

大
山
と
背
く
ら
べ
を
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
韓から
か
ら
渡
っ
て
来
た
山
だ
か

ら
、
そ
れ
で
韓
山
と
い
う
の
だ
と
い
い
伝
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
少
し
ば
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か
り
大
山
よ
り
も
高
か
っ
た
の
で
、
大
山
は
腹
を
立
て
て
、
木
履
ぼ
く
り
を
は
い
た

ま
ま
で
韓
山
の
頭
を
蹴
飛
ば
し
た
と
い
い
ま
す
。
だ
か
ら
今
で
も
こ
の
山
の

頭
は
欠
け
て
お
り
、
ま
た
大
山
よ
り
は
大
分
低
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
（
郷
土
研
究
二
編
。
鳥
取
県 

西  

伯 

さ
い
は
く

郡
大
山
村
）

　
九
州
で
は
、
阿
蘇
山
の
東
南
に
、 

猫  

岳 

ね
こ
だ
け

と
い
う
珍
し
い
形
の
山
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
山
も
い
つ
も
阿
蘇
と 

丈  

競 

た
け
く
ら

べ
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

阿
蘇
山
が
怒
っ
て
ば﹅
さ﹅
ら﹅
竹
の
杖
を
も
っ
て
、
始
終
猫
岳
の
頭
を
打
っ
て
い

た
の
で
、
頭
が
こ
わ
れ
て 

凸  
凹 

で
こ
ぼ
こ

に
な
り
、
ま
た
今
の
よ
う
に
低
く
な
っ
た

の
だ
と
い
い
ま
す
。
（
筑
紫
野 

民  
譚 

み
ん
た
ん

集
其
他
。
熊
本
県
阿
蘇
郡 

白  

水 

は
く
す
い

村
）

　
山
が
背
く
ら
べ
を
し
た
と
い
う
伝
説
は
、
ず
い
ぶ
ん
広
く
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
例
え
ば
台
湾
の
奥
地
に
住
む
人
民
の
中
で
も
、 

霧 

頭 

山 

む
と
う
ざ
ん

と 

大 

武 

だ
い
ぶ
さ
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山 ん
と
の
兄
弟
の
山
が
競
争
し
て
、
弟
の
大
武
山
が
兄
の
霧
頭
山
を
だ
ま
し

て
一
人
で
す
る
す
る
と
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か

ら
大
武
山
は
、
兄
よ
り
も
高
い
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（ 

生  

蕃 

せ
い
ば
ん

伝
説

集
。
パ
イ
ワ
ン
族
マ
シ
ク
ジ
社
）

　
そ
れ
か
ら
ま
た
古
い
時
代
に
も
、
同
じ
伝
説
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

近
江
国
で
は
、
浅
井
の
岡
が 

胆 

吹 

山 

い
ぶ
き
や
ま

と
高
さ
く
ら
べ
を
し
た
時
に
、
浅
井

の
岡
は
胆
吹
山
の
姪めい
で
あ
り
ま
し
た
が
、
一
夜
の
中
に
伸
び
て
、
叔
父
さ
ん

に
勝
と
う
と
し
ま
し
た
。
胆
吹
山
の
多
々  

美    

彦  

た
た
み
ひ
こ

は
大
い
に
怒
っ
て
、
剣

を
抜
い
て
浅
井
姫
の
頸くび
を
切
り
ま
す
と
、
そ
れ
が
湖
水
の
中
へ
飛
ん
で
行
っ

て
島
に
な
っ
た
。
今
の 

竹 

生 

島 

ち
く
ぶ
じ
ま

は
、
こ
の
時
か
ら
出
来
た
と
い
う
こ
と
を
、

も
う
千
年
も
前
の
人
が
い
い
伝
え
て
お
り
ま
し
た
。
（
古
風
土
記
逸
文
考
証
。
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滋
賀
県
東
浅
井
郡
竹
生
村
）

　
大
和
で
は
天 

香 

久 

山 

あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

と 

耳 

成 

山 

み
み
な
し
や
ま
と
が
、 

畝 

傍 

山 

う
ね
び
や
ま

の
た
め
に
喧
嘩
け
ん
か
を

し
た
話
が
、
古
い
奈
良
朝
の
頃
の
歌
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
と
よ
く
似

た
伝
説
は
、
奥
州
の
北
上
川
の
上
流
に
も
あ
り
ま
し
て
、
岩
手
山
と
早
地
峯

は
や
ち
ね

山さん
と
は
、
今
で
も
仲
が
好
く
な
い
よ
う
に
い
っ
て
お
り
ま
す
。
汽
車
で
通
っ

て
見
ま
す
と
二
つ
の
お
山
の
間
に
、
姫
神
山
と
い
う
美
し
い
孤
山
が
見
え
ま

す
。
争
い
は
こ
の
姫
神
山
の
取
り
合
い
で
あ
っ
た
と
も
い
え
ば
、
或
は
そ
の

反
対
に
岩
手
山
は
姫
神
を
に
く
ん
で
、
送
り
山
と
い
う
山
に
い
い
つ
け
て
、

遠
く
へ
送
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
に
、
送
り
山
は
そ
の
役
目
を
は
た
さ
な
か
っ

た
の
で
、
怒
っ
て
剣
を
抜
い
て
そ
の
頸
を
き
っ
た
。
そ
れ
が
今
で
も
岩
手
山

の
右
の
脇
に
載
っ
て
い
る
小
山
だ
と
も
い
い
ま
し
た
。
（
高
木
氏
の
日
本
伝
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説
集
。
岩
手
県
岩
手
郡
滝
沢
村
）

　
日
本
人
は
永
い
年
月
の
間
に
、
だ
ん
だ
ん
と
遠
い
国
か
ら
移
住
し
て
来
た

民
族
で
す
。
昔
一
度
こ
う
い
う
話
を
聴
い
た
こ
と
の
あ
る
者
の
子
や
孫
が
、

も
う
前
の
こ
と
は
忘
れ
か
か
っ
た
頃
に
、
知
ら
ず
識
ら
ず
似
た
よ
う
な
想
像

を
し
た
と
い
う
だ
け
で
、
わ
ざ
と
よ
そ
の
土
地
の
伝
説
を
真
似
よ
う
と
し
た

の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
が
、
山
が
右
左
に
高
く
そ
び
え
て
、
何
か
争
い
で
も

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
が
、
行
く
先
々
の
村
里
の
景
色
に
は
あ
る

の
で
、
そ
れ
を
じ
っ
と
眺
め
て
い
て
、
幾
度
で
も
こ
ん
な
昔
話
を
し
出
し
た

も
の
と
見
え
ま
す
。

　
青
森
の
市
の
東
に
あ
る  

東    

嶽  

あ
ず
ま
だ
け

な
ど
も
、
昔
八 

甲 

田 

山 

は
っ
こ
う
だ
さ
ん

と
喧
嘩
を
し

て
斬
ら
れ
て
飛
ん
だ
と
い
っ
て
、
胴
ば
か
り
の
よ
う
な
山
で
あ
り
ま
す
。
そ
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の
頸
が
遠
く
飛
ん
で
岩
木
山
の
上
に
落
ち
、
岩
木
山
の
肩
に
は
瘤こぶ
み
た
い
な

小
山
が
一
つ
つ
い
て
い
る
の
が
、
そ
の
東
嶽
の
頸
で
あ
っ
た
と
い
う
人
が
あ

り
ま
す
。
津
軽
平
野
の
土
地
が
肥
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
時
の
血
が
こ
ぼ
れ

て
い
る
か
ら
だ
と
も
い
い
ま
す
。
そ
う
し
て
岩
木
山
と
八
甲
田
山
と
は
、
今

で
も
仲
が
好
く
な
い
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
（
高
木
氏
の
日
本
伝
説
集
。

青
森
県
東
津
軽
郡
東
嶽
村
）

　
出
羽
の  

鳥  

海  

山  

ち
ょ
う
か
い
ざ
ん

は
、
も
と
日
本
で
一
番
高
い
山
だ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
人
が
来
て
、
富
士
山
の
方
が
な
お
高
い
と
い
っ
た
の
で
、
口く

惜や
し
く
て
腹
を
立
て
て
、
い
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
ず
、
頭
だ
け
遠
く
海
の

向
う
へ
飛
ん
で
行
っ
た
。
そ
れ
が
今
日
の 
飛  

島 
と
び
し
ま

で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
飛

島
は
海
岸
か
ら
二
十
マ
イ
ル
も
離
れ
た
海
の
中
に
あ
る
島
で
す
が
、
今
で
も
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鳥
海
山
と
同
じ
神
様
を
祀
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
必
ず
深
い
わ
け
の
あ

る
こ
と
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
変
っ
た
昔
話
よ
り
他
に
は
、
も

う
昔
の
こ
と
は
何
一
つ
も
伝
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
（
郷
土
研
究
三
編
。
山

形
県
飽
海
あ
く
み
郡
飛
島
村
）

　
負
け
る
こ
と
の
嫌
い
な
者
は
、
決
し
て
山
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
全
体
に
日
本
で
は
、
軽
々
し
く
人
の
優
劣
を
説
く
の
は
悪
い
こ
と
と
し

て
あ
り
ま
し
た
が
、
交
通
が
だ
ん
だ
ん
開
け
て
来
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
う

い
う
評
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
多
く
、
そ
れ
を
ま
た
大
へ
ん
に
気

に
す
る
古
風
な
考
え
が
、
神
に
も
人
間
に
も
少
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま

す
。
阿
波
の 

海 

部 

川 

か
い
ふ
が
わ

の
水
源
に
は
、
轟
と
ど
ろき
の
滝
、
一
名
を
王か
余れ
魚い
の
滝
と

い
う
大
き
な
滝
が
あ
っ
て
、
山
の
中
に
王
余
魚
明
神
と
い
う
社
が
あ
り
ま
し
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た
。
こ
の
滝
の
近
く
に
来
て
、
紀
州
熊
野
の
那
智
の
滝
の
話
を
す
る
こ
と
は

禁
物
で
あ
り
ま
し
た
。
那
智
の
滝
と
ど
ち
ら
が
大
き
い
だ
ろ
う
と
い
っ
た
り
、

ま
た
は
こ
の
滝
の
高
さ
を
測
っ
て
見
よ
う
と
し
た
り
す
る
と
、
必
ず
神
の
た

た
り
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
多
分
こ
の
方
が
那
智
よ
り
も
少
し
小
さ
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
燈
下
録
。
徳
島
県
海
部
郡
川
上
村
平
井
）

　
橋
な
ど
は
、
殊
に
遠
方
の
人
が
多
く
通
行
す
る
の
で
、
毎
度
他
の
土
地
の

橋
の
噂
う
わ
さを
聴
く
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
非
常
に
嫌
う

と
い
う
話
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
橋
の
神
は
、
至
っ
て
ね
た
み
深
い
女
の

神
様
で
あ
る
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　
甲
府
の
近
く
に
あ
る 

国  

玉 

く
に
た
ま

の
大
橋
な
ど
は
、
橋
の
長
さ
が
、
も
と
は
百

八
十
間
も
あ
っ
て
、 

甲 

斐 

国 

か
い
の
く
に

で
は
、
一
番
大
き
な
、
ま
た
古
い
橋
で
あ
り

255



ま
し
た
が
、
こ
の
橋
を
渡
る
間
に 

猿  

橋 

さ
る
は
し

の
う
わ
さ
を
す
る
こ
と
と
、 

野  

の
の
み

宮 や
と
い
う
う﹅
た﹅
い﹅
を
う
た
う
こ
と
と
が
禁
物
で
、
そ
の
戒
め
を
破
る
と
、

必
ず
お
そ
ろ
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
し
た
。
今
で
も
土
地
の
人
だ
け

は
、
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
は
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
猿
橋
は
小
さ

い
け
れ
ど
も
、
日
本
に
も
珍
し
い
と
い
う
見
事
な
橋
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ

れ
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
の
大
橋
が
好
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
野
宮
は
、
女
の
ね
た
み
を
同
情
し
た
う﹅
た﹅
い﹅
で
あ
り
ま
し
た
。

（
山
梨
県
町
村
誌
。
山
梨
県
西
山
梨
郡
国
里
村
国
玉
）

　
九
州
の
南
の
端
、
薩
摩
の 

開 

聞 
岳 

か
い
も
ん
だ
け
の
麓
ふ
も
とに
は
、
池
田
と
い
う
美
し
い
火

山
湖
が
あ
り
ま
す
。
ほ
ん
の
僅
な
陸
地
に
よ
っ
て
海
と
隔
て
ら
れ
、
小
高
い

所
に
立
て
ば
、
海
と
湖
水
と
を
一
度
に
眺
め
る
こ
と
も
出
来
る
く
ら
い
で
す
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が
、
大
洋
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と
を
、
池
田
の
神
は
非
常
に
き
ら
い
ま
し
た
。

そ
う
し
て
湖
水
の
近
く
に
来
て
、
海
の
話
や
、
舟
の
話
を
す
る
者
が
あ
る
と
、

す
ぐ
に
大
風
、
高
浪
が
た
っ
て
、
物
す
ご
い
景
色
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
（
三
国
名
所
図
会
。
鹿
児
島
県 

揖  

宿 

い
ぶ
す
き

郡
指
宿
村
）

　
湖
水
や
池
沼
の
神
は
、
多
く
は
女
性
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
独
ひ
と
り隠
れ
て
世

の
中
の
ね
た
み
も
知
ら
ず
に
、
静
か
に
年
月
を
送
る
こ
と
も
出
来
ま
し
た
。

山
は
こ
れ
と
ち
が
っ
て
、
多
く
の
人
に
常
に
遠
く
か
ら
見
ら
れ
て
い
ま
す
た

め
に
、
ど
う
し
て
も
争
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り

ま
す
。

　
豊
後
の
由
布
嶽

ゆ
ふ
だ
け

は
、
九
州
で
も
高
い
山
の
一
つ
で
、
山
の
姿
が
雄
々
し
く

美
し
か
っ
た
故
に
、
土
地
で
は
豊
後
富
士
と
も
い
っ
て
お
り
ま
す
。
昔  

西  

さ
い
ぎ
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行  
ょ
う

法
師
が
や
っ
て
き
て
、
暫
し
ば
らく
麓
の
天
間
あ
ま
ま
と
い
う
村
に
い
た
頃
に
、
こ
の

山
を
眺
め
て
一
首
の
歌
を
詠
み
ま
し
た
。

　
　 
豊  
国 

と
よ
く
に

の
由
布
の
高
根
は
富
士
に
似
て
雲
も
か
す
み
も
わ
か
ぬ
な
り
け

り　
そ
う
す
る
と
た
ち
ま
ち
こ
の
山
が
鳴
動
し
て
、
盛
ん
に
噴
火
を
し
始
め
た

の
で
、
こ
れ
は
い
い
方
が
悪
か
っ
た
と
心
づ
い
て
、

　
　
駿
河
な
る
富
士
の
高
根
は
由
布
に
似
て
雲
も
霞
か
す
みも
わ
か
ぬ
な
り
け
り

　
と
詠
み
直
し
た
と
こ
ろ
が
、
ほ
ど
な
く
山
の
焼
け
る
の
が
し
ず
ま
っ
た
と

い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
西
行
法
師
と
い
う
の
は
間
違
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

が
、
と
に
か
く
古
く
か
ら
こ
う
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
郷
土

研
究
一
編
。
大
分
県
速
見
は
や
み
郡
南
端
村
天
間
）
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も
と
は
ほ
ん
と
う
に
あ
っ
た
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
人
も
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
よ
そ
の
山
の
高
い
と
い
う
噂
を
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
な
る
た
け
ひ
か
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ

り
ま
す
。
多
く
の
昔
話
は
そ
れ
か
ら
生
れ
、
ま
た
時
と
し
て
そ
れ
を
ま﹅
じ﹅
な﹅

い﹅
に
利
用
す
る
者
も
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
昔  

日  

向  

国  

ひ
ゅ
う
が
の
く
に

の
人
は
、
癰よう
と

い
う
で﹅
き﹅
も﹅
の﹅
の
出
来
た
時
に
、 

吐 

濃 

峯 

と
の
の
み
ね

と
い
う
山
に
向
っ
て
こ
う
い
う

言
葉
を
唱
え
て
拝
ん
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
私
は
常
に
あ
な
た
を
高
い
と
思

っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
の
で﹅
き﹅
物
が
今
で
は
な
な
た
よ
り
も
高
く
な
り
ま
し

た
。
も
し
お
腹
が
立
つ
な
ら
ば
、
早
く
こ
の
で﹅
き﹅
も﹅
の﹅
を
引
っ
込
ま
せ
て
下

さ
い
と
い
っ
て
、
毎
朝
一
二
度
ず
つ
杵きね
の
さ
き
を
そ
の
お﹅
で﹅
き﹅
に
当
て
る
と
、

三
日
め
に
は
必
ず
治
る
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
山
の
神
が
自
分
よ
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り
高
く
な
ろ
う
と
す
る
者
を
に
く
ん
で
、
急
い
で
そ
の
杵
を
も
っ
て
た
た
き

伏
せ
る
よ
う
に
、
こ
う
い
う
珍
し
い 

呪  

文 

じ
ゅ
も
ん

を
唱
え
た
も
の
か
と
思
い
ま
す
。

（
塵
袋
七
。
宮
崎
県
児こ
湯ゆ
郡
都
農
村
）

　
山
が
背
く
ら
べ
を
し
た
と
い
う
古
い
言
い
伝
え
な
ど
も
、
後
に
は
児
童
ば

か
り
が
笑
っ
て
き
く
昔
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
だ
ん
だ
ん

に
話
が
面
白
く
な
り
ま
し
た
。
肥
後
の 

飯 

田 

山 

い
い
だ
さ
ん

は
熊
本
の
市
か
ら
、
東
へ

三
四
里
ほ
ど
も
離
れ
て
い
る
山
で
す
が
、
市
の
西
に
近
い 

金 

峯 

山 

き
ん
ぷ
ざ
ん

と
い
う

山
と
、
高
さ
の
自
慢
か
ら
喧
嘩
を
し
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
い
つ
ま
で
争

っ
て
見
て
も
勝
負
が
つ
か
ぬ
の
で
、
両
方
の
山
の
頂
上
に
樋とい
を
か
け
渡
し
て
、

水
を
流
し
て
見
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
水
が
飯
田

山
の
方
へ
流
れ
て
、
こ
の
山
の
方
が
低
い
と
い
う
こ
と
が
明
か
に
な
り
ま
し
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た
。
そ
の
時
の
水
が
溜たま
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
、
山
の
上
に
は
今
で
も
一
つ
の

池
が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
に
は
閉
口
を
し
て
、
も
う
今
か
ら
そ
ん
な
こ
と

は
「
い
い
出
さ
ん
」
と
い
っ
た
故
に
、
山
の
名
を
い﹅
い﹅
だ﹅
さ﹅
ん﹅
と
い
う
よ
う

に
な
っ
た
と
も
申
し
ま
す
。
（
高
木
氏
の
日
本
伝
説
集
。
熊
本
県 

上 

益 

城 

か
み
ま
し
き

郡
飯
野
村
）

　
尾
張
小
富
士
と
い
う
山
は
、
尾
張
国
の
北
の
境
、
入
鹿
い
る
か
の
池
の
近
く
に
あ

る
小
山
で
す
が
、
山
の
姿
が
富
士
山
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
土
地
の
人
た

ち
に
尊
敬
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
お
隣
り
の 

本 

宮 

山 

ほ
ん
ぐ
う
ざ
ん
と
い
う
山
と
高

さ
比
べ
を
し
て
、
や
は
り
樋
を
掛
け
水
を
通
し
て
見
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
見
た
結
果
が
、
小
富
士
の
方
の
負
け
に
な
り
ま
し

た
。
毎
年
六
月
一
日
の
お
祭
り
の
日
に
、
麓
の
村
の
者
が
石
を
ひ
い
て
こ
の
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山
に
登
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
少
し
で
も
お
山
の
高
く
な
る
こ
と
を
、
山

の
神
様
が
喜
ば
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
（
日
本
風
俗
志
。
愛

知
県
丹に
羽わ
郡
池
野
村
）

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
伝
説
は
、
ま
た
加
賀
の 

白  

山 

は
く
さ
ん

に
も
あ
り
ま
し
た
。

白
山
は
富
士
の
山
と
高
さ
競
べ
を
し
て
、
勝
負
を
つ
け
る
た
め
樋
を
渡
し
て

水
を
通
し
ま
す
と
、
白
山
が
少
し
低
い
の
で
、
水
は
加
賀
の
方
へ
流
れ
よ
う

と
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
白
山
方
の
人
が
、
急
い
で
自
分
の
草
鞋
わ
ら
じ
を

ぬ
い
で
、
そ
れ
を
樋
の
端
に
あ
て
が
っ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
ち
ょ
う
ど
双

方
が
平
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
今
で
も
白
山
に
登
る
者
は
必
ず
片
方
の
草
鞋

を
山
の
上
に
、
ぬ
い
で
置
い
て
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
そ
う
で
す
。
（
趣
味

の
伝
説
。
石
川
県
能
美
郡
白
峰
村
）
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樋
を
掛
け
た
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
き
き
ま
せ
ん
が
、
越
中
の
立
山
も
白
山

と
背
競
べ
を
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
立
山
の
方
が
、
ち
ょ

う
ど
草
鞋
の
一
足
分
だ
け
低
か
っ
た
の
で
、
非
常
に
そ
れ
を
残
念
が
り
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
後
は
、
立
山
に 

参  

詣 

さ
ん
け
い

す
る
人
が
、
草
鞋
を
持
っ
て
登
れ
ば
、

特
に
大
き
な
御
利
益

ご
り
や
く

を
授
け
る
こ
と
に
し
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
郷
土

研
究
一
編
。
富
山
県 
上 
新 

川 
か
み
に
い
か
わ
郡
）

　
そ
れ
か
ら
越
前
の 

飯 
降 
山 

い
ぶ
り
や
ま

、
こ
れ
は
東
隣
の 

荒 

島 

山 

あ
ら
し
ま
や
ま
と
背
く
ら
べ
を

し
て
、
馬
の
沓くつ
の
半
分
だ
け
低
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
故
に
こ
の
山
で
も
、
石
を
持
っ
て
登
る
者
に
は
、
一
つ
だ
け
は
願
い
ご
と

が
か
な
う
と
い
っ
て
、
毎
年
五
月
五
日
の
山
登
り
の
日
に
は
、
必
ず
石
を
も

っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
（
同
上
。
福
井
県
大
野
郡
大
野
町
）
。
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三
河
の
本
宮
山
と
、 

石 

巻 

山 

い
し
ま
き
や
ま
と
は
、 

豊  

川 

と
よ
か
わ

の
流
れ
を
隔
て
て
西
東
に
、

今
で
も
大
昔
以
来
の
丈
く
ら
べ
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の
二
つ
の
峯
は
、

寸
分
も
高
さ
の
差
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
両
方
と
も
に

石
を
手
に
持
っ
て
登
れ
ば
少
し
も
草
臥
く
た
ぶ
れ
な
い
が
、
こ
れ
と
反
対
に
小
石
一

つ
で
も
持
っ
て
降
る
と
、
参
詣
は
む
だ
に
な
り
、
神
罰
が
必
ず
あ
る
と
い
い

ま
す
。
つ
ま
り
低
く
な
る
こ
と
を
非
常
に
嫌
う
の
で
あ
り
ま
す
。
（
趣
味
の

伝
説
。
愛
知
県
八や
名な
郡
石
巻
村
）

　
有
名
な
多
く
の
山
々
で
は
、
み
ん
な
が
背
く
ら
べ
の
た
め
で
は
な
か
っ
た

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
土
や
石
を
大
切
に
し
て
、
そ
れ
を
持
っ
て
行

く
こ
と
を
い
や
が
り
ま
し
た
。
山
に
草
鞋
を
残
し
て
来
る
習
慣
は
、
今
で
も

ま
だ
方
々
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
白
山
や
立
山
に
は
あ
ん
な
昔
話
が
あ
り
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ま
す
が
、
世
間
に
は
も
っ
と
真
面
目
に
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
い
た
者
も
多

か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
奥
州 

金 

華 

山 

き
ん
か
ざ
ん

の
権
現
は
、
山
と
土
が
草

鞋
に
つ
い
て
、
島
か
ら
外
へ
出
る
こ
と
を
惜
し
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
参

詣
し
た
者
は
、
必
ず
そ
れ
を
ぬ
ぎ
捨
て
て
か
ら
船
に
乗
り
ま
し
た
。
（
笈
埃

随
筆
。
宮
城
県
牡
鹿
お
じ
か
郡
鮎
川
村
）

　
富
士
山
の
よ
う
な
大
き
な
山
で
も
、
や
は
り
山
の
土
を
遠
く
へ
持
っ
て
行

か
れ
ぬ
よ
う
に
、
麓
に
砂
振
い
と
い
う
所
が
あ
っ
て
、
以
前
は
、
必
ず
そ
こ

で
古
い
草
鞋
を
ぬ
ぎ
か
え
ま
し
た
。
そ
う
し
て
登
山
者
が
、
踏
み
降
し
た
須す

  

走 

口 

ば
し
り
ぐ
ち
の
砂
は
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
再
び
山
の
上
へ
帰
っ
て
行
く
と
も
い
い

ま
し
た
。

　
伯
耆
の
大
山
で
も
、
山
の
下
の
砂
が
、
日
が
暮
れ
る
と
峯
に
上
り
、
朝
は
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ま
た
麓
に
下
る
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
山
を
う
や
ま
い
、
山
の
力
を
信
じ
て

い
た
人
た
ち
に
は
、
そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
は
当
り
前
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
出
来
る
だ
け
皆
で
注
意
を
し
て
、
少
し
で
も
山
を
低
く

せ
ぬ
よ
う
に
努
め
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
富
士
の  

行    

者  

ぎ
ょ
う
じ
ゃ

は
山
に
登
る

時
に
特
に
歩
み
を
つ
つ
し
ん
で
石
な
ど
を
踏
み
落
さ
ぬ
よ
う
に
し
て
い
た
そ

う
で
す
し
、
ま
た
近
江
国
の
土
を
持
っ
て
来
て
、
お
山
に
納
め
る
者
も
あ
っ

た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
富
士
は
皆
様
も
御
存
じ
の
通
り
、
大
昔
近
江
の
土
が

飛
ん
で
、
一
夜
に
出
来
た
山
だ
と
い
い
伝
え
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
今
も

と
の
国
の
土
を
も
っ
て
、
少
し
継
ぎ
足
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

266日本の伝説



　
　
　
　
　
神
い
く
さ

　
日
本
一
の
富
士
の
山
で
も
、
昔
は
方
々
に
競
争
者
が
あ
り
ま
し
た
。
人
が

自
分
々
々
の
土
地
の
山
を
、
あ
ま
り
に
熱
心
に
愛
す
る
為
に
、
山
も
競
争
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
古
い
と
こ
ろ
で
は
、
常
陸

の 

筑 

波 

山 

つ
く
ば
さ
ん

が
、
低
い
け
れ
ど
も
富
士
よ
り
も
好
い
山
だ
と
い
っ
て
、
そ
の

い
わ
れ
を
語
り
伝
え
て
お
り
ま
し
た
。
大
昔 

御 

祖 

神 

み
お
や
が
み

が
国
々
を
お
巡
り
な

さ
れ
て
、
日
の
暮
れ
に
富
士
に
行
っ
て
一
夜
の
宿
を
お
求
め
な
さ
れ
た
時
に
、

今
日
は 

新  

嘗 

に
い
な
め

の
祭
り
で
家
中
が
物
忌
み
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
お
宿
は
出

来
ま
せ
ぬ
と
い
っ
て
断
り
ま
し
た
。
筑
波
の
方
で
は
そ
れ
と
反
対
に
、
今
夜
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は
新
嘗
で
す
け
れ
ど
も
構
い
ま
せ
ん
。
さ
あ
さ
あ
お
泊
り
下
さ
い
と
た
い
そ

う
な
御
馳
走
を
し
ま
し
た
。
神
様
は
非
常
に
御
喜
び
で
、
こ
の
山
永
く
栄
え

人
常
に
来きた
り
遊
び
、
飲
食
歌
舞
絶
ゆ
る
時
も
な
い
よ
う
に
と
、
め
で
た
い
多

く
の
祝
い
言
を
、
歌
に
詠
ん
で
下
さ
れ
ま
し
た
。
筑
波
が
春
も
秋
も
青
々
と

茂
っ
て
、
男
女
の
楽
し
い
山
と
な
っ
た
の
は
そ
の
為
で
、
富
士
が
雪
ば
か
り

多
く
、
登
る
人
も
少
く
、
い
つ
も
食
物
に
不
自
由
を
す
る
の
は
、
新
嘗
の
前

の
晩
に
大
切
な
お
客
様
を
、
帰
し
て
し
ま
っ
た
罰
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
疑
い
も
な
く
筑
波
の
山
で
、
楽
し
く
遊
ん
で
い
た
人
ば
か
り
が
、
語

り
伝
え
て
い
た
昔
話
な
の
で
あ
り
ま
す
。
（
常
陸
国
風
土
記
。
茨
城
県
筑
波

郡
）

　
富
士
と
浅
間
山
が
煙
り
く
ら
べ
を
し
た
と
い
う
話
も
、
ず
い
ぶ
ん
古
く
か
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ら
あ
っ
た
様
で
す
が
、
そ
れ
は
も
う
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
不
思
議
な
こ
と

に
は
富
士
の
山
で
祀まつ
る
神
を
、
以
前
か
ら
浅
間
大
神
と
称とな
え
て
お
り
ま
し
た
。

富
士
の
競
争
者
の
筑
波
山
の
頂
上
に
も
、
ど
う
い
う
わ
け
で
か 

浅  

間 

せ
ん
げ
ん

様
が

祀
っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
伊
豆
半
島
の
南
の
端
、
雲
見
く
も
み
の 

御 

嶽 

山 

み
た
け
や
ま

に

も
浅
間
の
社
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
山
も
富
士
と
非
常
に
仲
が
悪

い
と
い
う
話
で
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
の
頃
か
ら
い
い
始
め
た
も
の
か
、
富
士

山
の
神
は  

木
花
開
耶
媛  

こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め
、
こ
の
山
の
神
は
そ
の
御
姉
の 

磐 

長 

媛 

い
わ
な
が
ひ
め
で
、
姉

神
は
姿
が
醜
か
っ
た
故
に
神
様
で
も
や
は
り
御
嫉ねた
み
が
深
く
、
そ
れ
で
こ
の

山
に
登
っ
て
富
士
の
う
わ
さ
を
す
る
こ
と
が
、
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
の
で

あ
り
ま
す
。
（
伊
豆
志
其
他
。
静
岡
県
賀
茂
郡 

岩  

科 

い
わ
し
な

村
雲
見
）

　
と
こ
ろ
が
こ
れ
か
ら
僅
二
里
あ
ま
り
離
れ
て
、
下
田
し
も
だ
の
町
の
後
に
は
、
下
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田
富
士
と
い
う
小
山
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
駿
河
の
富
士
の
妹
神
だ
と
い
っ
て

お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
姉
様
よ
り
も
更
に
美
し
か
っ
た
の
で
、
顔
を
見
合
せ

る
の
が
厭いや
で
、
間
に 

天 

城 

山 

あ
ま
ぎ
さ
ん

を 

屏  

風 

び
ょ
う
ぶ

の
よ
う
に
お
立
て
に
な
っ
た
。
そ

れ
だ
か
ら
奥
伊
豆
は
ど
こ
か
ら
も
富
士
山
が
見
え
ず
、
ま
た
美
人
が
生
れ
な

い
と
、
土
地
の
人
は
い
う
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
お
お
か
た
も
と
一
つ
の
話
が
、

後
に
こ
う
い
う
風
に
変
っ
て
来
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
郷
土
研
究

一
編
。
同
県
同
郡
下
田
町
）

　
越
中  

舟  

倉  

山  

ふ
ね
の
く
ら
や
ま

の
神
は 
姉 
倉 
媛 

あ
ね
く
ら
ひ
め
と
い
っ
て
、
も
と
能
登
の 

石 

動 

山 

せ
き
ど
う
さ
ん

の
伊
須
流
伎
彦

い
す
る
ぎ
ひ
こ

の
奥
方
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
伊
須
流
伎
彦
が
後
に
能

登
の 

杣 

木 

山 

そ
ま
き
や
ま

の
神
、
能
登
媛
を
妻
に
な
さ
れ
た
の
で
、
二
つ
の
山
の
間
に

嫉
妬
し
っ
と
の
争
い
が
あ
っ
た
と
申
し
ま
す
。 

布 

倉 
山 

ぬ
の
く
ら
や
ま
の
布
倉
媛
は
姉
倉
媛
に
加
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勢
し
、  

甲    

山  

か
ぶ
と
や
ま

の
加
夫
刀
彦

か
ぶ
と
ひ
こ

は
能
登
媛
を
援
け
て
、
大
き
な  

神    

戦  

か
み
い
く
さ

と

な
っ
た
の
を
、
国
中
の
神
々
が
集
っ
て
仲
裁
を
な
さ
れ
た
と
伝
え
て
お
り
ま

す
。
一
説
に
は
毎
年
十
月
十
二
日
の
祭
り
の
日
に
は
、
舟
倉
と
石
動
山
と
石

合
戦
が
あ
り
、
舟
倉
の
権
現
が
礫
つ
ぶ
てを
打
ち
た
も
う
故
に
、
こ
の
山
の
麓
ふ
も
との
野

に
は
小
石
が
な
い
の
だ
と
も
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
肯
構
泉
達
録
等
。
富

山
県
上
新
川
郡
船
崎
村
舟
倉
）

　
こ
れ
と
反
対
に
、
阿
波
の
岩
倉
山
は
岩
の
多
い
山
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
大
昔
こ
の
国
の
大
滝
山
と
、
高
越
こ
う
つ
山
と
の
間
に
戦
争
が
あ
っ
た
時
、
双
方

か
ら
投
げ
た
石
が
こ
こ
に
落
ち
た
か
ら
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
今

で
も
こ
の
二
つ
の
山
に
石
が
少
い
の
は
、
互
に
わ
が
山
の
石
を
投
げ
尽
し
た

か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
美み
馬ま
郡
郷
土
誌
。
徳
島
県
美
馬
郡
岩
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倉
村
）

　
そ
れ
よ
り
も
更
に
有
名
な
一
つ
の
伝
説
は
、 

野  

州 

や
し
ゅ
う

の
日
光
山
と
上
州
の

赤
城
山
と
の
神
戦
で
あ
り
ま
し
た
。
古
い
二
荒
ふ
た
ら
神
社
の
記
録
に
、
く
わ
し
く

そ
の
合
戦
の
あ
り
様
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
赤
城
山
は
む﹅
か﹅
で﹅
の
形
を
現

し
て
雲
に
乗
っ
て
攻
め
て
来
る
と
、
日
光
の
神
は
大
蛇
に
な
っ
て
出
で
て
た

た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
大
蛇
は
む﹅
か﹅
で﹅
に
は
か
な

わ
ぬ
の
で
、
日
光
の
方
が
負
け
そ
う
に
な
っ
て
い
た
時
に
、
猿
丸
太
夫
と
い

う
弓
の
上
手
な
青
年
が
あ
っ
て
、
神
に
頼
ま
れ
て
加
勢
を
し
て
、
し
ま
い
に

赤
城
の
神
を
お
い
退
け
た
。
そ
の
戦
を
し
た
広
野
を
戦
場
が
原
と
い
い
、
血

は
流
れ
て
赤
沼
と
な
っ
た
と
も
い
っ
て
お
り
ま
す
。
誰
が
聞
い
て
も
、
ほ
ん

と
う
と
は
思
わ
れ
な
い
話
で
す
が
、
以
前
は
日
光
の
方
で
は
こ
れ
を
信
じ
て
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い
た
と
見
え
て
、
後
世
に
な
る
ま
で
、
毎
年
正
月
の
四
日
の
日
に
、
武
射
ぶ
し
ゃ
祭

り
と
称
し
て
神
主
が
山
に
登
り
赤
城
山
の
方
に
向
っ
て
矢
を
射
放
つ
儀
式
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
矢
が
赤
城
山
に
届
い
て
明
神
の
社
の
扉
に
立
つ
と
、
氏

子
た
ち
は
矢
抜
き
の
餅
と
い
う
の
を
供
え
て
、
扉
の
矢
を
抜
い
て
お
祭
り
を

す
る
そ
う
だ
な
ど
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
。
赤
城
の
方
の
話
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
。
（
二
荒

山
神
伝
。
日
光
山
名
跡
志
等
）

　
し
か
し
少
く
と
も
赤
城
山
の
周
囲
に
お
い
て
も
、
こ
の
山
が
日
光
と
仲
が

悪
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
大
昔
神
戦
が
あ
っ
て
、
赤
城
山
が
負
け
て
怪
我

を
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
い
い
伝
え
て
お
り
ま
す
。
利
根
郡 

老  

神 

お
い
が
み

の
温
泉

な
ど
も
、
今
で
は
老
神
と
い
う
字
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
も
と
は
赤
城
の
神
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が
合
戦
に
負
け
て
、
逃
げ
て
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た
故
に
、
追
神
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
と
も
い
い
ま
し
た
。
（ 

上  

野 

こ
う
ず
け

志
。
群
馬
県
利
根
郡
東
村
老
神
）

　
そ
れ
か
ら
ま
た
赤
城
明
神
の
氏
子
だ
け
は
、
決
し
て
日
光
に
は
詣まい
ら
な
か

っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
赤
城
の
人
が
登
っ
て
来
る
と
必
ず
山
が
荒
れ
る
と
、

日
光
で
は
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
東
京
で
も 

牛  

込 

う
し
ご
め

は
も
と
上
州
の
人
の
開

い
た
土
地
で
、
そ
こ
に
は
赤
城
山
の
神
を
祀
っ
た
古
く
か
ら
の
赤
城
神
社
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
牛
込
に
は
徳
川
氏
の
武
士
が
多
く
そ
の
近
く
に
住
ん
で
、

赤
城
様
の
氏
子
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
人
た
ち
は
日
光
に
詣
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
も
し
何
か
役
目
が
あ
っ
て
、
ぜ
ひ
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
に
は
、
そ
の
前
に
氏
神
に
理
由
を
告
げ
て
、
そ
の
間

だ
け
は
氏
子
を
離
れ
、
築
土
つ
く
ど
の
八
幡
だ
の 

市  
谷 

い
ち
が
や

の
八
幡
だ
の
の
、
仮
の
氏
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子
に
な
っ
て
か
ら
出
か
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
十
方
庵
遊
歴
雑

記
）

　
奥
州
津
軽
の
岩
木
山
の
神
様
は
、
丹
後
国
の
人
が
非
常
に
お
嫌
い
だ
と
い

う
こ
と
で
、
知
ら
ず
に
来
た
場
合
で
も
必
ず
災
が
あ
り
ま
し
た
。
昔
は
海
が

荒
れ
た
り
悪
い
陽
気
の
続
く
時
に
は
、
も
し
や
丹
後
の
者
が
入
り
込
ん
で
は

い
な
い
か
と
、
宿
屋
や
港
の
船
を
片
端
か
ら
し
ら
べ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
こ
の
山
の
神
が
ま
だ
人
間
の
美
し
い
お
姫
様
で
あ
っ
た
頃
に
、
丹
後

の
由ゆ
良ら
と
い
う
所
で
ひ
ど
い
め
に
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
お
怒

が
深
い
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
東
遊
雑
記
そ
の
他
）

　
信
州
松
本
の
深
志
ふ
か
し
の
天
神
様
の
氏
子
た
ち
は
、
島
内
村
の
人
と
縁
組
み
を

す
る
こ
と
を
避
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
天
神
は 
菅  
原  

道  

真 
す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね
で
あ
り
、
島
内
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村
の
氏
神
武たけ
の
宮
は
、
そ
の
競
争
者
の
藤
原 

時  

平 

と
き
ひ
ら

を
祀
っ
て
い
る
か
ら
だ

と
い
う
こ
と
で
、
嫁
婿
ば
か
り
で
な
く
、
奉
公
に
来
た
者
で
も
、
こ
の
村
の

者
は
永
ら
く
い
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
郷
土
研
究

二
編
。
長
野
県 
東 

筑 

摩 
ひ
が
し
ち
く
ま
郡
島
内
村
）

　
時
平
を
神
に
祀
っ
た
と
い
う
お
社
は
、
ま
た 

下  

野 

し
も
つ
け

の
古
江
ふ
る
え
村
に
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
も
隣
り
の  
黒    

袴  
く
ろ
ば
か
ま

と
い
う
村
に
、 

菅  

公 

か
ん
こ
う

を
祀
っ
た
鎮
守

の
社
が
あ
っ
て
、
前
か
ら
そ
の
村
と
仲
が
悪
か
っ
た
ゆ
え
に
、
こ
う
い
う
想

像
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
村
で
は
、
男
女
の
縁

を
結
ぶ
と
、
必
ず
末
が
よ
く
な
い
と
い
っ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
。
古
江
の
方

で
は
庭
に
梅
の
木
を
植
え
ず
、
ま
た
襖
ふ
す
ま

 
屏  
風 
び
ょ
う
ぶ

の
絵
に
梅
を
描
か
せ
ず
、
衣

服
の
紋
様
に
も
染
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
安あ
蘇そ
史
。
栃
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木
県
安
蘇
郡 

犬  

伏 

い
ぬ
ぶ
し

町
黒
袴
）

　
下
総
の
酒
々
井
し
す
い大
和
田
と
い
う
あ
た
り
で
も
、
よ
ほ
ど
広
い
区
域
に
わ
た

っ
て
、
も
と
は
一
箇
所
も
天
満
宮
を
祀
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
理
由

は
鎮
守
の
社
が
藤
原
時
平
で
、
天
神
の
敵
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
い
ま
し
た
が
、

ど
う
し
て
時
平
大
臣
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
、
ま
だ
説
明
せ
ら
れ
て
は

お
り
ま
せ
ん
。
（
津
村
氏 
譚  

海 
た
ん
か
い

。
千
葉
県
印
旛
い
ん
ば
郡
酒
々
井
町
）

　
丹
波
の
黒
岡
と
い
う
村
は
、
も
と
時
平
公
の
領
分
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は

時
平
屋
敷

し
へ
い
や
し
き
が
あ
り
、
そ
の
子
孫
の
者
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
は
た
し
か
な
話
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
の
村
で

も
天
神
を
祀
る
こ
と
が
出
来
ず
、
た
ま
た
ま
画
像
え
ぞ
う
を
も
っ
て
来
る
者
が
あ
る

と
、
必
ず  

旋    

風  

つ
む
じ
か
ぜ

が
起
っ
て
そ
の
画
像
を
空
に
巻
き
上
げ
、
ど
こ
へ
か
行
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っ
て
し
ま
う
と
い
い
伝
え
て
お
り
ま
し
た
。
（
広
益
俗
説
弁
遺
篇
。
兵
庫
県

多た
紀き
郡
城
北
村
）

　
何
か
昔
か
ら
、
天
神
様
を
祀
る
こ
と
の
出
来
な
い
わ
け
が
あ
っ
て
、
そ
れ

が
も
う
不
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
村
に
社
が
あ
れ

ば
藤
原
時
平
の
よ
う
に
、
生
前
菅
原
道
真
と
仲
が
悪
か
っ
た
人
の
、
社
で
あ

る
よ
う
に
想
像
し
た
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
鳥
取
市
の
近
く
に
も
天
神
を
祀

ら
ぬ
村
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
古
塚
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
時

平
公
の
墓
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
所
に
墓
が
あ
る
は
ず
は
な
い

か
ら
、
や
は
り
後
に
な
っ
て
誰
か
が
考
え
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
遠
碧

軒
記
。
鳥
取
県
岩
美
郡
）

　
し
か
し
天
神
と
仲
が
善
く
な
い
と
い
っ
た
社
は
他
に
も
あ
り
ま
し
た
。
例
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え
ば
京
都
で
は
伏
見
ふ
し
み
の
稲
荷
い
な
り
は
、
北
野
の
天
神
と
仲
が
悪
く
、
北
野
に
参
っ

た
と
同
じ
日
に
、
稲
荷
の
社
に
参
詣
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
い
た
そ
う
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
説
明
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
今
聞
く
と
お
か

し
い
よ
う
な
昔
話
で
あ
り
ま
し
た
。
昔
は
三
十
番
神
と
い
っ
て
京
の
周
囲
の

神
々
が
、
毎
月
日
を
き
め
て
禁
中
の
守
護
を
し
て
お
ら
れ
た
。
菅
原
道
真
の

霊
が
雷らい
に
な
っ
て
、
御
所
の
近
く
に
来
て
あ
ば
れ
た
日
は
、
ち
ょ
う
ど
稲
荷

大
明
神
が
当
番
で
あ
っ
て
、
雲
に
乗
っ
て
現
れ
て
こ
れ
を
防
ぎ
、
十
分
に
そ

の
威
力
を
振
わ
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
に
祀
ら
れ
て
後
ま
で
、
ま
だ

北
野
の
天
神
は
稲
荷
社
に
対
し
て
、
怒
っ
て
い
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
後
の
人
が
い
い
始
め
た
こ
と
に
相
違
あ
り
ま

せ
ん
。
（
渓
嵐
拾
葉
集
。
載
恩
記
等
）
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或
あ
る
いは
ま
た
天
神
様
と
御
大
師
様
と
は
、
仲
が
悪
い
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し

た
。
大
師
の
縁
日
に
雨
が
降
れ
ば
、
天
神
の
祀
り
の
日
は
天
気
が
よ
い
。
二

十
一
日
が
も
し
晴
天
な
ら
ば
、
二
十
五
日
は
必
ず
雨
天
で
、
ど
ち
ら
か
に
勝

ち
負
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
京
で
も
他
の
田
舎
で
も
よ
く
い
っ
て
お
り

ま
す
。
東
京
で
は
虎
の
門
の
金
毘
羅
様

こ
ん
ぴ
ら
さ
ま
と
、  

蠣  

殻  

町  

か
き
が
ら
ち
ょ
う

の 

水 

天 

宮 

す
い
て
ん
ぐ
う
様
と

が
競
争
者
で
、
一
方
の
縁
日
が
お
天
気
な
ら
他
の
一
方
は
大
抵
雨
が
降
る
と

い
い
ま
す
が
、
た
と
い
そ
ん
な
は
ず
は
な
く
て
も
、
な
ん
だ
か
そ
う
い
う
気

が
す
る
の
は
、
多
分
は
隣
り
同
士
の
二
箇
所
の
社
が
、
互
に
相
手
に
か
ま
わ

ず
に
は
、
独
ひ
と
りで
繁
昌
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
よ
う
に
、
考
え
ら
れ
て
い
た
結
果

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
昔
の
人
は
氏
神
と
い
っ
て
、
殊
に
自
分
の
土
地
の
神
様
を
大
切
に
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し
て
お
り
ま
し
た
。
人
が
だ
ん
だ
ん
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
ま
で
、
お
参
り
を

す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
信
心
を
す
る
神
仏
は
土
地
に
よ
っ
て
定
ま
り
、
ど

こ
へ
行
っ
て
拝
ん
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り

ま
す
。
同
じ
一
つ
の
神
様
で
あ
っ
て
も
、
一
方
で
は
栄
え
他
の
一
方
で
は
衰

え
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
は
拝
む
人
た
ち
の
競
争
で
あ
り
ま
す
。

京
都
で
は
鞍
馬
く
ら
ま
の
毘 
沙 
門 

様 

び
し
ゃ
も
ん
さ
ま

へ
参
る
路
に
、
今
一
つ
野
中
村
の
毘
沙
門
堂

が
あ
っ
て
、
も
と
は
こ
れ
を
福
惜
し
み
の
毘
沙
門
な
ど
と
い
っ
て
お
り
ま
し

た
。
せ
っ
か
く
鞍
馬
に
詣
っ
て
授
か
っ
て
来
た
福
を
、
惜
し
ん
で
奪
い
返
さ

れ
る
と
い
っ
て
、
鞍
馬
参
詣
の
人
は
こ
の
堂
を
拝
ま
ぬ
の
み
か
、
わ
ざ
と
避

け
て
東
の
方
の
脇
路
を
通
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
同
じ
福
の
神

で
も
祀
っ
て
あ
る
場
所
が
ち
が
う
と
、
も
う
両
方
へ
詣
る
こ
と
は
出
来
な
か
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っ
た
の
を
見
る
と
、
仲
の
善
く
な
い
の
は
神
様
で
は
な
く
て
、
や
は
り
山
と

山
と
の
背
競
べ
の
よ
う
に
、
土
地
を
愛
す
る
人
た
ち
の
負
け
嫌
い
が
元
で
あ

り
ま
し
た
。
松
尾
の
お
社
な
ど
も
境
内
に
熊
野
石
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
熊
野

の
神
様
が
お
降
り
な
さ
れ
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
以
前
は
そ
の
お
祭
り
を
し

て
い
た
か
と
思
う
に
も
拘
か
か
わら
ず
、
こ
こ
の
氏
子
は
紀
州
の
熊
野
へ
参
っ
て
は

な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
熊
野
の
人
も
け
っ
し

て
松
尾
へ
は
参
っ
て
来
な
か
っ
た
そ
う
で
、
こ
の
い﹅
ま﹅
し﹅
め﹅
を
破
る
と
必
ず

た
た
り
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
な
ど
も
多
分
双
方
の
信
仰
が
似
て
い
た
た
め

に
、
か
え
っ
て
二
心
を
憎
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
（
都
名
所
図
会
拾
遺
。
日
次
ひ
な
み
記
事
）

　
ど
う
し
て
神
様
に
仲
が
悪
い
と
い
う
よ
う
な
話
が
あ
り
、
お
参
り
す
れ
ば
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た
た
り
を
受
け
る
と
い
う
者
が
出
来
た
の
か
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
、
人
は
歴
史
を
も
っ
て
そ
の
理
由
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
横
山
と
い
う
苗
字
の
人
は
、
常
陸
の 

金 

砂 

山 

か
な
さ
や
ま

に
登

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
は
昔
佐
竹
氏
の
先
祖
が
こ
の
山
に  

籠    

城  

ろ
う
じ
ょ
う

し

て
い
た
時
に
、
武
蔵
の
横
山
党
の
人
た
ち
が
攻
め
て
来
て
、
城
の
主
が
没
落

す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
に
鎌
倉
将
軍
の

命
を
う
け
て
、
従
軍
し
た
武
士
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
横
山
氏
ば
か
り

が
い
つ
ま
で
も
に
く
ま
れ
る
わ
け
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
は
何
か
他
の
原
因

が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
楓
軒
雑
記
。
茨
城
県
久く
慈じ
郡
金
砂
村
）

　
東
京
で
は
神
田
か
ん
だ
明
神
の
お
祭
り
に
、
佐
野
氏
の
者
が
出
て
来
る
と
必
ず
わ﹅

ざ﹅
わ﹅
い﹅
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
し
た
。
神
田
明
神
で
は  

平    

将    

門  

た
い
ら
の
ま
さ
か
ど

の
霊
を
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祀
り
、
佐
野
は
そ
の
将
門
を
攻
め
ほ
ろ
ぼ
し
た  

俵 

藤 

太 

秀 

郷  

た
わ
ら
と
う
た
ひ
で
さ
と

の 

後  

裔 

こ
う
え
い

だ
か
ら
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
下 

総 

成 

田 

し
も
う
さ
な
り
た

の
不
動
様
は
、
秀
郷
の
守
り

仏
で
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
が
、
東
京
の
近
く
の 

柏  

木 

か
し
わ
ぎ

と
い
う
村

の
者
は
、
け
っ
し
て
成
田
に
は
参
詣
し
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
柏
木
の
氏
神
鎧
よ
ろ
い大
明
神
が
、
や
は
り
平
将
門
の
鎧
を
御
神
体
と
し
て
い
る

と
い
う
い
い
伝
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
（
共
古
日
録
。
東
京
府
豊と

多
摩
よ
た
ま
郡
淀
橋
町
柏
木
）

　
信
州
で
は
諏
訪
の
附
近
に
、
守
屋
と
い
う
苗
字
の
家
が
た
く
さ
ん
に
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
家
の
者
は
善
光
寺
に
お
詣
り
し
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
て
お

り
ま
し
た
。
強
い
て
参
詣
す
る
と
災
難
が
あ
る
な
ど
と
も
い
い
ま
し
た
。
そ

れ
は
こ
の
家
が  

物  

部  

守  

屋  

連  

も
の
の
べ
の
も
り
や
の
む
ら
じ
の
子
孫
で
あ
っ
て
、
善
光
寺
の
御
本
尊
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を
難
波
な
に
わ
堀
江
に
流
し
捨
て
さ
せ
た 

発 

頭 

人 

ほ
っ
と
う
に
ん
だ
か
ら
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
も
恐
ら
く
は
後
に
な
っ
て
想
像
し
た
こ
と
で
、
守
屋
氏
は
も
と
諏

訪
の
明
神
に
仕
え
て
い
た
家
で
あ
る
ゆ
え
に
、
他
の
神
仏
を
信
心
し
な
か
っ

た
ま
で
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
松
屋
筆
記
五
十
。
長
野
県
長
野
市
）

　
天
神
の
お
社
と
競
争
し
た
隣
り
の
村
の
氏
神
を
、
藤
原
時
平
を
祀
る
と
い

っ
た
の
は
妙
な
間
違
い
で
す
が
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
例
は
ま
た
山
々
の
背
く

ら
べ
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
。
富
士
と
仲
の
悪
い
伊
豆
の
雲
見
の
山
の
神
を
、

磐
長
媛
で
あ
ろ
う
と
い
う
人
が
あ
る
と
、
一
方
富
士
の
方
で
は
そ
の
御
妹
の
、

木
花
開
耶
媛
を
祀
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ど
ち
ら
が
早
く
い
い
始

め
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
に
こ
の
二
人
の
姫
神
は
姉
妹
で
、

一
方
は
美
し
く
一
方
は
み
に
く
く
、
嫉
み
か
ら
お
争
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
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古
い
歴
史
に
は
書
い
て
あ
る
の
で
、
こ
う
い
う
想
像
が
起
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
伊
勢
と
大
和
の
国
境
の
高
見
山
と
い
う
高
い
山
は
、
吉
野
川
の
川
下
の

方
か
ら
見
る
と
、 

多 

武 

峰 

と
う
の
み
ね

と
い
う
山
と
背
く
ら
べ
を
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
ま
す
が
、
そ
の
多
武
峰
に
は
昔
か
ら
、 

藤  

原  

鎌  

足 

ふ
じ
わ
ら
の
か
ま
た
り
を
祀
っ
て
お
り
ま

す
ゆ
え
に
、
高
見
山
の
方
に
は
蘇
我
入
鹿

そ
が
の
い
る
か
が
祀
っ
て
あ
る
と
い
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
入
鹿
を
こ
の
よ
う
な
山
の
中
に
、
祀
っ
て
置
く
は
ず
は
な
い
の

で
す
が
、
こ
の
山
に
登
る
人
た
ち
は
多
武
峰
の
話
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
鎌
足
の
こ
と
を
思
い
出
す
か
ら
と
い
っ
て
、
鎌
を
持

っ
て
登
る
こ
と
さ
え
も
い
ま
し
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
い
ま
し
め
を

破
っ
て
鎌
を
持
っ
て
行
く
と
、
必
ず
怪
我
を
す
る
と
い
い
、
ま
た
は
山
鳴
り

が
す
る
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
即
事
考
。
奈
良
県
吉
野
郡
高
見
村
）
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こ
の
高
見
山
の
麓
を
通
っ
て
、
伊
勢
の
方
へ
越
え
て
行
く
峠
路
の
脇
に
、

二
丈
も
あ
る
か
と
思
う
大
岩
が
一
つ
あ
り
ま
す
が
、
土
地
の
人
の
話
で
は
、

昔
こ
の
山
が
多
武
峰
と
喧
嘩
を
し
て
負
け
た
時
に
、
山
の
頭
が
飛
ん
で
こ
こ

に
落
ち
た
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
見
る
と
蘇
我
入
鹿
を
祀
る

よ
り
も
前
か
ら
、
も
う
山
と
山
と
の
争
い
は
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
争
い
に
負

け
た
方
の
山
の
頭
が
、
飛
ん
だ
と
い
う
点
も
羽う
後ご
の 

飛  

島 

と
び
し
ま

、
或
は
常
陸
の

石
那
阪
の
山
の
岩
な
ど
と
、
同
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
こ

ん
な
伝
説
が
そ
こ
に
も
こ
こ
に
も
あ
る
の
か
。
そ
の
わ
け
は
ま
だ
く
わ
し
く

説
明
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
が
、
こ
と
に
よ
る
と
負
け
る
に
は
負
け
た
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
武
蔵
坊
弁
慶
が
牛
若
丸
だ
け
に
降
参
し
た
よ
う
な
も
の
で
、

負
け
た
方
も
決
し
て
平
凡
な
山
で
は
な
か
っ
た
と
、
考
え
て
い
た
人
が
多
か
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っ
た
為
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
も
山
と
山
と
の
背
く
ら
べ
は
、
い
つ

で
も
至
っ
て
際
ど
い
勝
ち
負
け
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
人
は
二
等
に

な
っ
た
山
を
も 

軽  

蔑 

け
い
べ
つ

し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

日  

向 

ひ
ゅ
う
が

の
飯
野
郷
と

い
う
と
こ
ろ
で
は
、
高
さ
五
尋ひろ
ほ
ど
の
岩
が
野
原
の
真
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ

を 

立  

石 

た
て
い
し

権
現
と
名
づ
け
て
拝
ん
で
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
遠
く
に
見
え

る
狗
留
孫
山

く
る
そ
ざ
ん

の
絶
頂
に
、
卒そ
都と
婆ば
石
、
観
音
石
と
い
う
二
つ
の
大
岩
が
並
ん

で
い
て
、
昔
は
そ
の
高
さ
が
二
つ
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
の
が
、
後
に
観
音
石

の
頸
が
折
れ
て
、
神
力
を
も
っ
て
飛
ん
で
こ
の
野
に
来
て
立
っ
た
。
そ
れ
故

に
今
で
は
低
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
人
は
か
え
っ
て
こ
の
観
音
石
の
頭

を
拝
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
三
国
名
所
図
会
。
宮
崎
県
西 

諸  

県 

も
ろ
か
た

郡

飯
野
村
原
田
）
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肥
後
の
山
鹿
や
ま
が
で
は
下
宮
の 

彦  

嶽 

ひ
こ
だ
け

権
現
の
山
と
、
蒲
生
が
も
う
の
不
動
岩
と
は
兄

弟
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
権
現
は
継
子
ま
ま
こ
で
母
が
大
豆
ば
か
り
食
べ

さ
せ
、
不
動
は
実
子
だ
か
ら
小
豆
を
食
べ
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
後
に
こ
の
兄

弟
の
山
が
綱
を
首
に
掛
け
て
首
引
き
を
し
た
時
に
、
権
現
山
は
大
豆
を
食
べ

て
い
た
の
で
力
が
強
く
、
小
豆
で
養
わ
れ
た
不
動
岩
は
負
け
て
し
ま
っ
て
、

首
を
ひ
き
切
ら
れ
て
久
原
く
ば
ら
と
い
う
村
に
そ
の
首
が
落
ち
た
と
い
っ
て
、
今
で

も
そ
こ
に
は
首
岩
と
い
う
岩
が
立
っ
て
い
ま
す
。
揺ゆる
ぎ
嶽だけ
と
い
う
岩
は
そ
の

ま
ん
中
に
立
っ
て
い
て
、
首
ひ
き
の
綱
に
引
っ
掛
か
っ
て
ゆ
る
い
だ
か
ら
揺

嶽
、
山
に
二
筋
の
く
ぼ
ん
だ
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
だ
け
草
木
の
生
え
な

い
の
を
、
綱
で
す
ら
れ
た
痕あと
だ
と
い
い
、
小
豆
ば
か
り
食
べ
て
い
た
と
い
う

不
動
の
首
岩
の
近
く
で
は
、
今
で
も
そ
の
た
め
に
土
の
色
が
赤
い
の
だ
と
い

289



う
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
肥
後
国
志
等
。
熊
本
県
鹿
本
か
も
と
郡
三
玉
村
）
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伝
説
と
児
童

　
諸
君
の
家
の
ま
わ
り
、
毎
日
あ
る
い
て
い
る
道
路
の
か
た
わ
ら
に
も
、
も

と
は
こ
れ
よ
り
も
っ
と
面
白
い
伝
説
が
、
い
く
ら
と
も
な
く
残
っ
て
い
た
の

で
あ
り
ま
す
。
学
校
に
行
く
人
た
ち
が
い
そ
が
し
く
な
っ
て
、
暫
し
ば
らく
か
ま
わ

ず
に
置
く
う
ち
に
、
も
う
覚
え
て
い
て
話
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
美
し
い
沼
が
田
に
な
り
、
見
事
な
大
木
が
枯
れ
て
片
付
け

ら
れ
て
し
ま
う
と
、
当
分
は
そ
の
う
わ
さ
を
す
る
こ
と
が
か
え
っ
て
多
い
け

れ
ど
も
、
後
に
生
れ
た
者
に
は
感
じ
が
薄
い
の
で
、
お
い
お
い
に
忘
れ
て
行

く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
村
な
ど
は
こ
の
た
め
に
大
分
さ
び
し
く
な
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り
ま
し
た
。

　
伝
説
は
、
今
ま
で
か
な
り
久
し
い
間
、
子
供
ば
か
り
を
き
き
手
に
し
て
話

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
尤
も
っ
とも
大
人
も
脇
に
い
て
き
い
て
は
い
る
の
で
す
が
、

大
抵
は
お
さ
ら
い
を
す
る
お
り
が
な
い
た
め
に
、
子
供
の
よ
う
に
永
く
記
憶

し
て
、
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
、
ま
た
他
の
人
に
話
し
て
や
る
程
に
、
熱

心
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
子
供
の
お
さ
ら
い
は
、
そ
の
木
の

下
で
遊
び
、
ま
た
は
み
ん
な
と
連
れ
だ
っ
て
、
そ
の
岩
の
前
や
淵ふち
の
上
、
池

の
堤
を
た
だ
通
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
話
は
不
得
手
だ
か
ら
誰
も

く
わ
し
く
は
話
し
ま
せ
ん
が
、
そ
の
度
毎
に
一
同
は
前
に
き
い
た
こ
と
を
想

い
出
し
て
、
暫
く
は
同
じ
よ
う
な
心
持
ち
に
な
っ
て
、
互
に
眼
を
見
合
う
の

で
あ
り
ま
す
。
人
が
年
を
取
っ
て
話
を
す
る
こ
と
が
好
き
に
な
り
、
ま
た
上
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手
に
な
っ
て
後
に
、
昔
の
こ
と
だ
と
い
っ
て
き
か
せ
る
話
は
、
大
方
は
、
こ

う
し
た
少
年
の
頃
に
、
覚
え
こ
ん
だ
話
だ
け
で
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
ど
ん

な
老
人
の
教
え
て
く
れ
る
伝
説
に
も
、
必
ず
あ
る
時
代
の
児
童
が
関
係
し
て

お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
も
し
児
童
が
関
係
を
し
な
か
っ
た
ら
、
日
本
の
伝
説

は
も
っ
と
早
く
な
く
な
る
か
、
ま
た
は
面
白
く
な
い
も
の
ば
か
り
多
く
な
っ

て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
だ
か
ら
皆
さ
ん
が
若
い
う
ち
に
、
き
い
て
置
く
話
が
少
く
な
り
、
ま
た
そ

れ
を
覚
え
て
い
る
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
に
む
つ
か
し
く
な
る
と
、
書
物
を
そ
の

年
寄
り
た
ち
の
代
り
に
、
頼
む
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
書
物
に
は

大
人
に
き
か
せ
る
よ
う
な
話
、
大
人
が
珍
し
が
る
よ
う
な
話
が
多
い
の
で
あ

り
ま
す
が
、
今
で
は
こ
の
中
か
ら
で
な
い
と
、
昔
の
児
童
の
心
持
ち
を
、
知
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る
こ
と
は
出
来
ぬ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
国
が
全
体
に
ま
だ
年
が
若
く
、
誰

で
も
少
年
の
如
く
い
き
い
き
と
し
た
感
じ
を
も
っ
て
、
天
地
万
物
を
眺
め
て

い
た
時
代
が
、
か
つ
て
一
度
は
諸
君
の
間
に
ば
か
り
、
続
い
て
い
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
書
物
は
廻
り
廻
っ
て
そ
れ
を
今
、
再
び
諸
君
に
語
ろ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
も
と
は
小
さ
な
人
た
ち
は
絵
入
り
の
本
を
読
む
よ
う
に
、
目
に
い
ろ
い
ろ

の
物
の
姿
を
見
な
が
ら
、
古
く
か
ら
の
い
い
伝
え
を
き
い
た
り
思
い
出
し
た

り
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
垣
根
の
木
に
来
る
多
く
の
小
鳥
は
、
そ
の
啼な

き
声
の
い
わ
れ
を
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
間
、
そ
こ
い
ら
を
飛
び
ま
わ
っ
て
話

の
興
を
添
え
ま
し
た
。
路
の
ほ
と
り
の
さ
ま
ざ
ま
の
石
仏
な
ど
も
、
昔
話
を

知
っ
て
い
る
子
供
等
に
は
、
う
な
ず
く
よ
う
に
も
又
ほ
ほ
え
む
よ
う
に
も
見
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え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
其その
中
で
も
年
を
と
っ
て
か
ら
後
に
そ
の
頃
の
こ
と
を

考
え
る
者
に
、
一
番
懐
か
し
か
っ
た
の
は
地
蔵
様
で
あ
り
ま
し
た
。
大
き
さ

が
大
抵
は
十
一
二
の
子
供
く
ら
い
で
、
顔
は
仏
さ
ま
と
い
う
よ
り
も
、
人
間

の
誰
か
に
似
て
い
る
の
で
見
覚
え
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
ま
た
多
く
の

伝
説
の
管
理
者
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
村
毎
に
別
の
話
、
一
つ
一
つ
の
名
前
を
持
っ
て
い
た
の
も
、
石
地
蔵
に
最

も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
児
童
の
永
年
の
友
だ
ち
が
、
い

つ
の
間
に
か
い
な
く
な
り
そ
う
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
は
百
年
前
の
子
供
等
に

代
っ
て
、
書
物
に
残
っ
て
い
る
三
つ
四
つ
の
話
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
古
く

か
ら
有
名
で
あ
っ
た
の
は
、
箭や
負お
い
地
蔵
に
身
代
り
地
蔵
、
信
心
を
す
る
者

の
身
代
り
に
な
っ
て
、
後
に
見
る
と
背
中
に
敵
の
矢
が
立
っ
て
い
た
な
ど
と
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い
う
地
蔵
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
だ
そ
の
人
だ
け
の
不
思
議
で
あ
り
ま
す
。
土

地
に
縁
の
深
い
地
蔵
様
に
な
る
と
、
特
に
頼
ま
ず
と
も
村
の
た
め
に
働
い
て

下
さ
る
と
い
っ
て
、
む
し
ろ
意
外
な
出
来
事
が
あ
っ
て
か
ら
後
に
、
拝
み
に

来
る
者
が
か
え
っ
て
多
く
な
る
の
で
、
そ
の
中
で
も
、
こ
と
に
地
蔵
は
、
農

業
に
対
し
て
同
情
が
厚
い
と
い
う
こ
と
が
、
一
同
の
感
謝
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
し
た
。
足
洗
わ
ず
の
地
蔵
と
い
う
の
は
、
時
々
百
姓
の
姿
に
な
っ
て
、

い
そ
が
し
い
日
に
手
伝
い
に
来
て
下
さ
る
。
水
引
き
地
蔵
は
田
の
水
の
足
り

な
い
時
に
、
そ
っ
と
溝みぞ
を
切
っ
て
こ
ち
ら
の
田
だ
け
に
水
を
引
き
、
そ
の
た

め
に
隣
り
の
村
か
ら
う
ら
ま
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が

地
蔵
の
仕
業
だ
と
わ
か
る
と
、
怒
る
者
は
な
く
な
っ
て
、
た
だ
感
心
す
る
ば

か
り
で
あ
り
ま
し
た
。
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鼻  

取 
は
な
と
り

地
蔵
と
い
う
の
も
ま
た
農
民
の
同
情
者
で
、
東
日
本
で
は
多
く
の

村
に
祀まつ
っ
て
お
り
ま
す
。
私
の
今
い
る
家
か
ら
一
番
近
い
の
は
、 

上 

作 

延 

か
み
さ
く
の
べ

の 

延 
命 
寺 

え
ん
め
い
じ

の
鼻
取
地
蔵
、
荒
れ
馬
を
お
と
な
し
く
さ
せ
る
の
が
御
誓
願
で
、

北
は
奥
州
南
部
の
辺
ま
で
も
、
音
に
聞
え
た
地
蔵
で
あ
り
ま
し
た
。
昔
こ
の

村
の
田
植
え
の
日
に
、
名
主
の
家
の
馬
が
荒
れ
て
困
っ
て
い
る
と
、
見
馴
れ

ぬ
小
僧
さ
ん
が
た
だ
一
人
来
て
、
そ
の
口
を
取
っ
て
く
れ
た
ら
す
ぐ
に
静
か

に
な
っ
た
。
次
ぎ
の
日
、
寺
の 

和  

尚 
お
し
ょ
う

が
お
経
を
読
も
う
と
し
て
行
っ
て
見

る
と
、
御
像
の
足
に
泥
が
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
で
昨
日
の
小
僧
が
地
蔵
様
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
て
、
大
評
判
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
新
編
武

蔵
風
土
記
稿
。
神
奈
川
県 

橘  

樹 

た
ち
ば
な

郡
向
丘
村
上
作
延
）

　
と
こ
ろ
が
ま
た
八
王
子
の 

極 

楽 

寺 

ご
く
ら
く
じ

と
い
う
寺
で
も
、
こ
れ
は
地
蔵
で
は
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な
い
が
、
本
尊
の
阿
弥
陀
様

あ
み
だ
さ
ま

を
、
鼻
取 

如  

来 

に
ょ
ら
い

と
呼
ん
で
お
り
ま
し
た
。
昔

こ
の
近
所
に
あ
っ
た
寺
の
田
を
、
百
姓
が
な
ま
け
て
耕
し
て
く
れ
ぬ
の
で
困

っ
て
お
る
と
、
こ
れ
も
小
僧
が
現
れ
て
、
馬
の
鼻
を
と
っ
て
助
け
た
と
い
っ

て
お
り
ま
す
。
ど
う
い
う
わ
け
で
か
こ
の
阿
弥
陀
如
来
は
、
唇
が
開
き
歯
が

見
え
て
、
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
顔
の
仏
様
で
あ
る
の
で
、
一
名
を
歯
ふ
き
仏
と

も
称とな
え
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
（
同
上
。
東
京
府
八
王
子
市
子
安
こ
や
す
）

　
駿
河
の
宇
都
谷

う
つ
の
や

峠
の
下
に
あ
る
地
蔵
尊
は
、
聖
徳
太
子
の
御
作
だ
と
い
う

の
に
、
こ
れ
も
鼻
取
地
蔵
と
い
う
異
名
が
あ
り
ま
し
た
。
か
つ
て 

榛  

原 

は
い
ば
ら

郡

の
農
家
で
牛
の
鼻
と
り
を
し
て
手
伝
っ
て
く
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
願

い
ご
と
の
あ
る
者
は
、
鎌
を
持
っ
て
来
て
献
納
し
た
と
い
う
の
は
、
農
業
が

お
好
き
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
時
は
ま
た
日
光
山
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の
お
寺
の
食
責
じ
き
ぜ
め
の
式
へ
出
か
け
て
、
盛
ん
に 

索  

麪 

そ
う
め
ん

を
食
べ
た
と
い
っ
て
、

索
麪
地
蔵
と
い
う
名
前
も
持
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
（ 

駿  

国 

す
ん
こ
く

雑
志
。

静
岡
県
安あ
倍べ
郡
長
田
村
宇
都
谷
）

　
鼻
取
り
と
い
う
の
は
、
六
尺
ば
か
り
の
棒
で
あ
り
ま
す
。
牛
馬
を
使
っ
て

田
を
う
な
う
時
に
、
こ
の
棒
を
口
の
所
に
結
わ
え
て
引
き
廻
る
の
で
す
。
今

で
は
そ
れ
を
用
い
る
農
家
が
、
東
北
の
方
で
も
、
だ
ん
だ
ん
少
く
な
り
ま
し

た
が
、
田
植
え
の
前
の
非
常
に
忙
が
し
い
時
に
、
も
と
は
こ
の
鼻
と
り
に
別

の
人
手
が
か
か
る
の
で
、
仕
方
な
し
に
多
く
は
少
年
が
そ
の
役
に
使
わ
れ
、

う
ま
く
出
来
な
い
の
で
よ
く
叱
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
地
蔵
が
手
伝
い
に
来
て

わ
ざ
わ
ざ
そ
う
い
う
為
事
し
ご
と
を
し
て
下
さ
る
と
い
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
少
年

ら
し
い
夢
で
あ
り
ま
す
。
も
と
は
こ
う
い
う
さ﹅
す﹅
の
棒
も
な
し
に
、
直
接
に
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牛
や
馬
の
鼻
の
綱
を
と
り
ま
し
た
か
ら
、
か
れ
等
に
は
か
な
り
つ
ら
い
為
事

で
あ
り
ま
し
た
が
、
も
と
も
と
牛
馬
を
田
に
使
う
と
い
う
こ
と
が
、
東
の
方

で
は
そ
う
古
く
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
れ
な
ど
も
新
し
く
出
来

た
伝
説
で
あ
り
ま
す
。
石
城
い
わ
き
の 

長  

友 

な
が
と
も

の  

長  

隆  

寺  

ち
ょ
う
り
ゅ
う
じ

の
鼻
取
地
蔵
な
ど
は
、

あ
る
農
夫
が
代
掻
し
ろ
か
き
の
時
に
、
ひ
ど
く
鼻
と
り
の
少
年
を
叱
っ
て
い
る
と
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
別
の
子
供
が
や
っ
て
来
て
、
そ
の
代
り
を
し
て
く
れ
て
、

そ
れ
は
農
夫
の
気
に
入
り
ま
し
た
。
後
で
礼
を
し
よ
う
と
思
っ
て
さ
が
し
て

み
た
が
見
え
な
い
。
寺
の
地
蔵
堂
の
床
の
板
に
、
小
さ
な
泥
足
の
跡
が
つ
い

て
お
り
ま
す
。
さ
て
は
地
蔵
が
少
年
の
叱
ら
れ
る
の
を
か
わ
い
そ
う
に
思
っ

て
、
代
っ
て
鼻
と
り
を
つ
と
め
て
下
さ
っ
た
の
だ
と
、
後
に
わ
か
っ
て
あ
り

難
が
っ
た
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
蔵
は
安
阿
弥

あ
ん
な
み

と
か
の
名
作
で
、
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今
で
は
国
宝
に
な
っ
て
い
る
大
切
な
お
像
で
あ
り
ま
す
。
（
郷
土
研
究
一
編
。

福
島
県
石
城
郡
大
浦
村
長
友
）

　
ま
た
福
島
の
町
の
近
く
で
、  

腰    

浜  

こ
し
の
は
ま

の
天
満
宮
の
隣
り
に
あ
る
地
蔵
に

も
同
じ
話
が
あ
っ
て
、
お
堂
の
名
を
鼻
取
庵
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ

も
子
供
に
化
け
て
田
の
水
を
引
き
、
馬
の
鼻
を
と
っ
て
引
き
廻
し
て
手
伝
い

ま
し
た
。
昼
飯
の
時
に
連
れ
て
来
て
御
馳
走
を
す
る
つ
も
り
で
、
田
か
ら
あ

が
っ
て
方
々
を
尋
ね
た
が
見
え
な
い
。
尋
ね
ま
わ
っ
て
お
堂
の
中
に
は
い
っ

て
見
る
と
、
地
蔵
の
足
に
田
の
泥
が
つ
い
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

（
信
達
一
統
志
。
福
島
県
福
島
市
腰
浜
）

　
登
米
と
よ
ま
の
新
井
田

あ
ら
い
だ

と
い
う
部
落
で
は
、
昔
隣
り
の
郡
か
ら
分
家
を
し
て
来
た

者
が
、
七
観
音
と
地
蔵
と
を
内
神
と
し
て
持
っ
て
来
て
、
屋
敷
に
堂
を
建
て
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て
て
い
ね
い
に
祀
っ
て
お
り
ま
し
た
。
村
の
人
た
ち
も
お
参
り
を
し
て
拝
ん

で
い
ま
し
た
が
、
農
が
忙
し
い
頃
に
は
、
時
々
見
た
こ
と
の
な
い
子
供
が
や

っ
て
来
て
、
方
々
の
家
の
鼻
と
り
の
加
勢
を
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
こ
の
地
蔵
様
だ
と
皆
思
っ
て
い
た
そ
う
で
、
代
掻
地
蔵
と
称
え
て
今

で
も
拝
ん
で
い
ま
す
。
（
登
米
郡
史
。
宮
城
県
登
米
郡
宝
江
村
新
井
田
）

　
そ
れ
か
ら
安
積
あ
さ
か
郡
の 
鍋  

山 
な
べ
や
ま

の
地
蔵
様
も
、
よ
く
農
業
の
手
つ
だ
い
を
し

て
下
さ
る
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
村
を
開
墾
す
る
際
に
、
隣

り
の
野
田
山
か
ら
迎
え
て
来
た
の
だ
そ
う
で
す
。
（
相
生
集
）

　  

地
蔵
菩
薩
霊
験
記  

じ
ぞ
う
ぼ
さ
つ
れ
い
げ
ん
き

と
い
う
足
利
時
代
の
書
物
に
も
、
こ
う
い
う
話
は
い

ろ
い
ろ
と
出
て
お
り
ま
す
。
出
雲
の
大
社
の
農
夫
が
信
心
し
て
い
た
地
蔵
様

は
、
十
七
八
の
青
年
に
化
け
て
、
そ
の
農
夫
が
病
気
の
時
に
、
代
り
に
出
て
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来
て
、
お
社
の
田
で
働
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
ま
り
よ
く
働
く
の
で
奉

行
が
感
心
し
て
、
食
事
の
時
に
盃
さ
か
ず
きを
一
つ
や
り
ま
し
た
。
喜
ん
で
酒
を
飲
ん

で
、
そ
の
盃
を
頭
の
上
に
か
ぶ
り
、
後
に
ど
こ
へ
か
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。

翌
日
に
な
っ
て
、
農
夫
が
こ
の
こ
と
を
き
き
、
も
し
や
と
思
っ
て
厨ず
子し
の
戸

を
開
け
て
見
る
と
、
果
し
て
地
蔵
様
が
盃
を
か
ぶ
っ
て
、
足
は
泥
だ
ら
け
に

な
っ
て
立
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
近
江
の
西
山
村
の
佐
吉
と
い
う
百

姓
は
、
病
気
で
田
の
草
も
と
る
こ
と
が
出
来
ず
に
い
る
と
、
日
頃
信
心
の
木き

   

本 

の
も
と
の
地
蔵
が
、
い
つ
の
間
に
か
来
て
、
す
っ
か
り
草
を
と
っ
て
下
さ
っ
た
。

朝
の
う
ち 

参  

詣 

さ
ん
け
い

の
路
で
見
た
時
に
は
、
あ
れ
ほ
ど
生
い
茂
っ
て
ど
う
し
よ

う
か
と
思
っ
た
田
の
草
が
、
帰
り
に
見
る
と
も
う
一
つ
も
残
ら
ず
と
っ
て
あ

る
。
ど
う
し
た
こ
と
か
と
思
っ
て
近
く
に
い
た
者
に
尋
ね
る
と
、
今
の
さ
き
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七
十
ば
か
り
の
老
僧
が
、
田
の
畔くろ
を
一
ま
わ
り
あ
る
い
て
い
ら
れ
る
の
を
見

た
他
に
は
、
誰
も
来
た
人
は
な
い
と
い
う
の
で
、
そ
れ
で
は
地
蔵
の
御
方
便

で
助
け
て
下
さ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
引
き
返
し
て
お
堂
へ
行
っ
て
見
る

と
、
そ
こ
ら
あ
た
り
が
一
面
に
泥
足
の
跡
で
、
そ
れ
が
お
厨
子
の
中
ま
で
も

続
い
て
い
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
或
あ
る
いは
ま
た
、
田
植
え
の
頃
に 

水 

喧 

嘩 

み
ず
げ
ん
か

が
あ
っ
て
、
一
人
の
農
夫
が
怪
我

を
し
て
寝
て
い
る
と
、
夜
の
間
に
小
僧
さ
ん
が
来
て
、
そ
の
男
の
田
に
水
を

入
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
に
く
む
者
が
後
か
ら
箭や
を
射
か
け
る
と
、
逃
げ
て
ど

こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
後
に
こ
の
家
の
地
蔵
様
を
拝
も
う
と
し
て
見
る

と
、
背
中
に
箭
が
立
っ
て
、
田
の
泥
が
足
に
つ
い
て
い
た
。
こ
う
い
う
水
引

地
蔵
の
話
も
古
く
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
筑
後
国
の
田
舎
で
は
、
八
講
の
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米
を
作
る
田
へ
夜
に
な
る
と
水
を
引
く
者
が
あ
る
。
村
の
人
が
大
勢
出
て
見

る
と
、
若
い
法
師
が
杖つえ
を
も
っ
て
田
の
水
口
に
立
ち
、
溝みぞ
の
水
を
か
き
ま
わ

し
て
い
る
の
が
、
月
の
光
で
よ
く
見
え
ま
し
た
。
杖
を
流
れ
に
入
れ
て
掻
く

よ
う
に
す
れ
ば
、
細
い
溝
川
が
波
を
打
っ
て
、
ど
う
ど
う
と
上
手
へ
流
れ
、

水
は
こ
と
ご
と
く
そ
の
田
に
は
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
箭
を
射
ら
れ
て
後
で

見
る
と
、
地
蔵
の
背
中
に
立
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
箭
が
山
鳥
の

羽
を
も
っ
て
は
い
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
前
に
申
し
た
足
利
の
片
目
清
水

と
似
て
い
ま
す
。
こ
の
不
思
議
に
恐
れ
入
っ
て
、
そ
の
田
を
寄
進
し
て
お
寺

を
建
て
、
そ
れ
を
矢
田
寺

や
だ
で
ら

と
名
づ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
話
は
、
地
蔵
様
で
な
く
て
も
、
或
は
上
総
か
ず
さ
の  

庁    

南  

ち
ょ
う
な
ん

の
草
取

仁
王
に
お
う
だ
の
、
駿
河
の 

無 

量 

寺 

む
り
ょ
う
じ

の
早
乙
女

さ
お
と
め

の
弥み
陀だ
だ
の
、
秩
父
の
野
上
の
が
み
の
泥
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足
の
弥
陀
だ
の
と
い
う
の
が
、
そ
ち
こ
ち
の
村
に
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ

の
中
で
も
一
番
に
人
間
ら
し
く
、
ま
た
子
供
ら
し
い
こ
と
を
な
さ
れ
た
の
が

地
蔵
で
あ
り
ま
し
た
。
仏
教
の
方
で
も
、
地
蔵
尊
は
人
を
救
う
た
め
に
、
ど

こ
へ
も
行
き
誰
と
で
も
お
附
き
合
い
な
さ
る
と
い
っ
て
、
つ
ま
ら
ぬ
旅
僧
の

姿
で
杖
を
持
っ
て
、
始
終
あ
る
い
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
が
、

日
本
の
話
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
遠
州
の
山
の
中
の
あ

る
村
で
は
、
百
姓
が  

粟    
畑  

あ
わ
ば
た
け

の
夜
番
を
す
る
の
に
困
っ
て
、
も
し
こ
の
畑

の
番
を
し
て
、
鹿
猿
に
食
わ
さ
ぬ
よ
う
に
し
て
下
さ
れ
ば
、
後
に
粟
の
餅
を

こ
し
ら
え
て
上
げ
ま
し
ょ
う
と
、
石
地
蔵
に
向
っ
て
い
い
ま
し
た
。
そ
う
し

て
置
い
て
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
る
と
、
地
蔵
が
大
そ
う
腹
を
立
て
て
、
そ
の

男
は
病
気
に
な
り
ま
し
た
。
気
が
つ
い
て
驚
い
て
粟
の
餅
を
持
っ
て
行
っ
た
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ら
、
す
ぐ
に
全
快
し
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
尾
張
の
宮
地
太
郎
と
い
う

 
武  
士 
さ
む
ら
い

が
花
見
を
し
て
い
る
と
、
山
の
地
蔵
様
が
山
伏
に
化
け
て
来
て
の
ぞ

き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
よ
び
込
ま
れ
て
歌
を
よ
み
、
烏え
帽ぼ
子し
を
か
ぶ
り
鼓
を

打
っ
て
、
お
獅し
子し
を
舞
っ
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
あ
る
所
で
は
、
信
心
深
い
老
人
が
あ
っ
て
、
毎
日
夜
明
け
前
に
門
口

に
出
て
、
地
蔵
様
の
村
を
廻
っ
て
あ
る
か
れ
る
お
姿
を
見
よ
う
と
し
て
い
ま

し
た
。
な
ん
年
か
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
と
う
と
う
地
蔵
様
を
拝
ん
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
様
子
が
ま
る
で
人
間
と
少
し
も
ち
が
わ
な
か

っ
た
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
地
蔵
の
夜
遊
び
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
村
で

き
く
話
で
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
埼
玉
県
の
野
島
の
じ
ま
の 

浄 

山 

寺 

じ
ょ
う
ざ
ん
じ
の
片
目
地
蔵

な
ど
は
、
あ
ま
り
よ
く
出
て
行
か
れ
る
の
で
、
住
職
が
心
配
し
て
、
背
中
に
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釘くぎ
を
打
っ
て
鎖
で
つ
な
い
で
置
く
と
、
た
ち
ま
ち
罰
が
当
っ
て
悪
い
病
に
か

か
っ
て
死
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
は
自
由
に
夜
遊
び
を
さ
せ
て
い
た

と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
茶
畠
に
は
い
っ
て
茶
の
木
で
目
を
突
い
た
と
い
っ
て
、

今
で
も
そ
の
木
像
は
片
目
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
目
の
傷
を
門
前
の
池
の

水
で
洗
っ
た
と
い
っ
て
、
今
で
も
そ
の
池
に
住
む
魚
は
、
悉
こ
と
ご
とく
片
目
で
あ
る

そ
う
で
す
。
（
十
方
庵
遊
歴
雑
記
。
埼
玉
県
南
埼
玉
郡
萩
島
村
野
島
）

　
東
京
で
も
下 

谷 

金 

杉 

し
た
や
か
な
す
ぎ

の 
西 
念 

寺 
さ
い
ね
ん
じ

に
、 

眼  

洗 

め
あ
ら
い

地
蔵
と
い
う
の
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら 

鼻  

欠 

は
な
か
け

地
蔵
だ
の 

塩  

嘗 

し
お
な
め

地
蔵
だ
の
と
、
面
白
い
名
前

が
幾
ら
も
あ
り
ま
し
た
。
夜
更
地
蔵
、
踊
地
蔵
、
物
い
い
地
蔵
な
ど
と
い
う

の
も
あ
り
ま
す
が
、
伝
説
は
も
う
多
く
は
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
時
々

は
路
傍
の
地
蔵
で
、
い
た
ず
ら
を
し
て
旅
人
を
困
ら
せ
た
と
い
う
話
も
あ
り
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ま
す
。  

相    

州  

そ
う
し
ゅ
う

大
磯
に
は
化
け
地
蔵
、
一
名
袈
裟
切

け
さ
ぎ
り

地
蔵
と
い
う
の
が
も

と
は
あ
り
ま
し
た
。
伊
豆
の
仁
田
に
っ
た
の
手
無
仏
と
い
う
の
も
石
地
蔵
で
あ
っ
て
、

毎
晩
鬼
女
に
化
け
て
通
行
の
者
を
お
ど
し
て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
時
強
い
若

侍
に
出
あ
っ
て
、
手
を
斬
ら
れ
て
林
の
中
へ
逃
げ
込
み
ま
し
た
。
翌
朝
行
っ

て
見
る
と
、
地
蔵
の
手
が
田
の
畔
に
落
ち
て
い
た
と
い
う
の
も
お
か
し
な
話

で
あ
り
ま
す
。
（
伊
豆
志
。
静
岡
県
田
方
た
が
た
郡 

函  

南 

か
ん
な
み

村
仁
田
）

　
し
ば
ら
れ
地
蔵
と
い
う
の
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
京
都
の
壬
生
寺

み
ぶ
で
ら

の
縄

目
地
蔵
な
ど
は
、
一
つ
は
身
代
り
地
蔵
で
あ
り
ま
し
た
。
武
蔵
の
住
人
香
匂
か
が
わ

新
左
衛
門

し
ん
ざ
え
も
ん
、
こ
の
寺
に
か
く
れ
て
追
手
を
受
け
、
既
に
危
い
と
こ
ろ
を
本
尊

の
地
蔵
が
代
っ
て
下
さ
れ
て
、
し
ば
っ
て
来
て
か
ら
よ
く
見
る
と
、
地
蔵
尊

で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
そ
っ
か
し
い
話
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
か
と
思
う
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と
品
川
の 

願 

行 

寺 

が
ん
ぎ
ょ
う
じ
の
し
ば
り
地
蔵
な
ど
は
、
願
い
ご
と
を
す
る
者
が
毎
日

来
て
、
縄
で
上
か
ら
上
へ
と
し
ば
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
一
年
に
一
度
十
夜
の

晩
に
、
寺
の
住
職
が
す
っ
か
り
ほ
ど
い
て
置
く
と
、
次
ぎ
の
日
か
ら
ま
た
し

ば
り
始
め
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。
（
願
掛
重
宝
記
。
東
京
府
荏
原
え
ば
ら
郡
品
川
町

南
品
川
宿
）

　
も
と
は
こ
れ
な
ど
は
縄
を
結
ん
だ
の
で
、
し
ば
っ
た
の
で
は
な
い
よ
う
で

あ
り
ま
す
。
今
で
も
神
木
と
か
お
堂
の
戸
の
金
網
と
か
に
、
紙
切
れ
や 

糸  

い
と
ひ

紐 も
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
て
、
こ
う
し
て
人
と
神
様
と
の
間
に
、

連
絡
を
つ
け
よ
う
と
し
た
ら
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
前
に
鼻
取
地
蔵
の
話
を

し
た
上
作
延
の
村
な
ど
に
も
、
し
ば
り
松
、
一
名  

聖    

松  

ひ
じ
り
ま
つ

と
い
う
大
木
が

も
と
は
あ
っ
て
、
願
掛
け
を
す
る
人
は
縄
を
持
っ
て
来
て
、
こ
の
松
を
し
ば
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り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
願
い
ご
と
が
か
な
う
と
、
お
礼
に
参
っ
て
そ
の
縄
を

解
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
ば
る
と
い
う
た
め
に
、
何
か
悪
い
こ
と
で
も
し

た
よ
う
に
考
え
て
、
い
ろ
い
ろ
の
話
が
始
ま
り
ま
し
た
。
亀
井
戸
の
天
神
の

境
内
に
は
、 
頓 
宮 

神 
と
ん
ぐ
う
じ
ん
と
い
う
小
宮
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
爺
と
婆
と
の

木
像
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
に
は
青
赤
二
つ
鬼
が
縄
を
持
っ
て
立

っ
て
い
ま
す
。
頓
宮
神
と
い
う
の
は
こ
の
爺
様
の
こ
と
で
、
昔
菅
公
が
筑
紫

に
流
さ
れ
た
時
に
、
婆
は
親
切
で
あ
っ
た
が
、
爺
の
方
は
ま
こ
と
に
つ
ら
く

当
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
今
で
も
お
参
り
を
す
る
人
は
。
わ
ざ
わ
ざ
鬼
の
持
っ

て
い
る
縄
で
爺
の
体
を
巻
き
付
け
て
天
神
に
願
掛
け
を
す
る
。
そ
う
し
て
七

日
目
に
そ
の
縄
を
解
く
の
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
願
掛
重
宝
記
。
東
京

府
南 

葛  

飾 

か
つ
し
か

郡
亀
戸
町
）
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雨
乞
い
の
祈
祷
き
と
う
に
も
、
よ
く
石
地
蔵
は
し
ば
ら
れ
ま
し
た
。
羽
後
の 

花  

は
な
だ

館 て
の
滝
宮
明
神
は
水
の
神
で
、
御
神
体
は
昔
は
石
の
地
蔵
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
土
地
の
人
は
雨
地
蔵
、
ま
た
は
雨
恋
地
蔵
と
も
称
え
て
、
旱
ひ
で
りの
歳
に

は
長
い
綱
を
し
ば
り
つ
け
て
、
石
像
を
洪 

福 

寺 

淵 

こ
う
ふ
く
じ
ぶ
ち

に
沈
め
て
置
く
と
、
必

ず
そ
れ
が
雨
乞
い
に
な
っ
て
雨
が
降
る
と
い
い
ま
し
た
。
（
月
之
出
羽
路
。

秋
田
県 

仙  

北 

せ
ん
ぼ
く

郡
花
館
村
）

　
所
に
よ
っ
て
は
、
た
だ
雨
乞
地
蔵
の
開
帳
を
し
た
だ
け
で
、
雨
が
降
る
も

の
と
信
じ
て
い
た
村
も
あ
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
そ
れ
だ
け
で
は
降
ら
ぬ
の

で
、
お
り
お
り
は
も
っ
と
き
つ
い
こ
と
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
熊
野
の
芳は

養
村
や
む
ら
の
ど
ろ
本
の
地
蔵
尊
な
ど
は
、
御
像
を
首
の
根
ま
で
川
の
水
に
浸
し
て

雨
乞
い
を
し
ま
し
た
。
（
郷
土
研
究
一
編
。
和
歌
山
県
西
牟
婁

に
し
む
ろ

郡
中
芳
養
村
）

312日本の伝説



　  

播    

州  
ば
ん
し
ゅ
う

船
阪
山
の
水
掛
地
蔵
は
、
堂
の
脇
に
あ
る
古
井
の
水
を
汲く
ん
で
、

そ
の
中
で
地
蔵
を
行
水
さ
せ
、
後
で
そ
の
水
を
信
心
の
人
が
飲
み
ま
し
た
。

今
で
は
雨
乞
い
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
で
す
が
、
こ
の
井
戸
も
い
か
な
る
ひ

で
り
で
も
涸か
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
（
赤
穂
あ
こ
う
郡
誌
。
兵
庫

県
赤
穂
郡
船
阪
村
高
山
）

　
肥
前
の
田
平
た
び
ら
村
の
釜
が
淵
な
ど
で
は
、
ひ
で
り
の
時
に
は
土
地
の
人
が
集

っ
て
来
て
、
一
し
ょ
う
懸
命
に
な
っ
て
淵
の
水
を
汲
み
出
し
ま
す
。
深
さ
が

半
分
ば
か
り
に
も
減
る
と
、
水
の
中
に
石
の
頭
が
見
え
て
来
る
の
を
、
地
蔵

菩
薩
の
御
首
み
ぐ
し
と
い
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
ま
で
替
え
ほ
し
て
来
る
と
、
た
い

て
い
雨
が
降
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
甲
子
夜
話

か
つ
し
や
わ

。
長
崎
県
北
松
浦
郡
田

平
村
）
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こ
う
い
う
雨
乞
い
の
し
方
は
、
ず
っ
と
昔
か
ら
日
本
に
は
あ
っ
た
の
で
、

地
蔵
は
た
だ
外
国
か
ら
は
い
っ
て
来
て
、
後
に
そ
の
役
目
を
引
き
継
い
だ
ば

か
り
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
筑
後
の
山
川
村
の
滝
の
淵
と
い
う
所
で
は
、
昔
平
家
方
の
あ
る
一
人
の
姫

君
が
、 

入  

水 

じ
ゅ
す
い

し
て
こ
の
淵
の
主
と
な
り
、
今
で
も
住
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ

れ
は
驚
く
よ
う
な  

大    
鯰  

お
お
な
ま
ず

だ
な
ど
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
岸
に
は
七
霊

社
と
い
う
ほ﹅
こ﹅
ら﹅
を
建
て
て
姫
の
木
像
が
祀
っ
て
あ
り
ま
す
。
ひ
で
り
の
場

合
に
は
そ
の
像
を
取
り
出
し
、
淵
の
水
中
に
入
れ
て
置
く
の
が
、
こ
の
土
地

の
雨
乞
い
の
方
法
で
あ
り
ま
し
た
。
（
耶
馬
台
国

や
ま
た
い
こ
く
探
見
記
。
福
岡
県
山
門
や
ま
と
郡

山
川
村
）

　
大
和
の
丹
生
谷

に
う
だ
に

の
大
仁
保

お
お
に
ほ

神
社
は
、
俗
に
御
丹
生
さ
ん
と
い
っ
て
水
の
神
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で
、
ま
た
姫
神
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
雨
乞
い
に
は
御
神
体
を
水
の
中
に

沈
め
て
、
少
し
待
っ
て
い
る
と
必
ず
雨
が
降
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

（ 

高  
市 

た
か
い
ち

郡
志
料
。
奈
良
県
高
市
郡
舟
倉
村
丹
生
谷
）

　
武
蔵
の
比ひ
企き
の
飯
田
い
い
だ
の 

石  

船 

い
わ
ぶ
ね

権
現
と
い
う
の
は
、
以
前
は
船
の
形
を
し

た
一
尺
五
寸
ば
か
り
の
石
が
御
神
体
で
あ
り
ま
し
た
。
社
の
前
に
あ
る
御み
手た

洗らし
の
池
に
、
こ
の
石
を
浸
し
て
雨
を
祈
れ
ば
、
必
ず
験
し
る
しが
あ
る
と
信
じ
て
い

ま
し
た
が
、
ど
う
し
た
も
の
か
後
に
は
御
幣
ば
か
り
に
な
っ
て
、
も
う
そ
の

石
は
見
え
な
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
（
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
。
埼
玉
県
比

企
郡
大
河
村
飯
田
）

　
そ
れ
か
ら
石
地
蔵
に
、
い
ろ
い
ろ
の
物
を
塗
り
つ
け
る
こ
と
、
こ
れ
も
仏

法
が
持
っ
て
来
た
教
え
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
雨
乞
い
の
た
め
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に
す
る
例
は
、
羽
後
の
男お
鹿が
半
島
に
一
つ
あ
り
ま
す
。 

鳩  

崎 

は
と
ざ
き

の
海
岸
に
近

く
寝
地
蔵
と
い
っ
て
い
た
の
は
、
た
だ
梵
字
ぼ
ん
じ
を
彫
り
つ
け
た
一
つ
の
石
碑
で

あ
り
ま
し
た
が
、
常
に
は
横
に
し
て
あ
っ
て
、
雨
乞
い
の
時
だ
け
こ
れ
を
立

て
て
、
石
に
田
の
泥
を
一
面
に
塗
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
き
っ
と
降
る
と
い

っ
て
お
り
ま
し
た
。
（
真
澄
遊
覧
記
。
秋
田
県
南
秋
田
郡
北
浦
町
野
村
）

　
こ
れ
は
恐
ら
く
泥
で
汚
す
と
、
洗
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
雨
が
降
る
の

だ
と
、
思
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
地
蔵
に
は

泥
を
塗
り
ま
し
た
。
大
和
の
二
階
堂
の
泥
掛
地
蔵
な
ど
は
毎
月
二
十
四
日
の

御
縁
日
に
、
今
で
も
仏
体
に
泥
を
掛
け
て
お
祭
り
を
し
て
い
ま
す
。
（
大
和

年
中
行
事
一
覧
。
奈
良
県
山
辺
や
ま
べ
郡
二
階
堂
村
）

　
油
掛
地
蔵
と
い
っ
て
、
参
詣
の
人
が
油
を
掛
け
て
拝
む
地
蔵
も
あ
り
ま
し
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た
。
大
阪
の
近
く
の
野
中
の
観
音
堂
の
脇
に
は
、
墨
掛
地
蔵
と
い
う
真
黒
な

地
蔵
さ
ん
が
あ
り
ま
し
た
。
願
い
ご
と
の
か
の
う
た
人
が
、
必
ず
墨
汁
を
持

っ
て
来
て
掛
け
た
の
だ
そ
う
で
す
。
（
浪
華
な
に
わ
百
事
談
）

　
羽
前 

狩  
川 

か
り
か
わ

の 

冷 

岩 

寺 

れ
い
が
ん
じ

の
前
に
は
、
毛も
呂ろ
美み
地
蔵
と
い
う
の
も
あ
り
ま

し
た
。
以
前
普
通
の
家
で
も
酒
を
造
る
こ
と
が
出
来
た
頃
に
、
こ
の
近
所
の

者
は
、
も﹅
ろ﹅
み﹅
と
い
っ
て
酒
に
な
り
か
け
の
米
の
汁
を
、
先
ず
一
杯
だ
け
く

ん
で
来
て
、
地
蔵
の
頭
か
ら
浴
せ
る
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
腐
っ
て
路
を
通

る
者
が
鼻
を
つ
ま
む
程
臭
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
誰
一
人
と
し
て
こ
れ
を
洗
い

清
め
る
者
が
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
昔
あ
る
農
夫
が
あ
ま
り
き
た
な
い
地
蔵

様
だ
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
す
っ
か
り
洗
っ
て
上
げ
た
と
こ
ろ
が
、
た
ち
ま
ち

罰
を
被
っ
て
一
家
内
疫
病
に
か
か
り
、
大
き
な
難
儀
を
し
た
と
い
う
話
も
あ
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り
、
お
そ
れ
て
手
を
つ
け
る
者
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
郷
土
研
究

二
編
。
山
形
県
東
田
川
郡
狩
川
村
）

　
そ
れ
か
ら
ま
た
、
粉
掛
地
蔵
と
い
う
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
伊
予
の

道
後
の
温
泉
に
あ
る
も
の
は
、
参
詣
の
人
が 

白  

粉 

お
し
ろ
い

を
持
っ
て
来
て
ふ
り
か

け
ま
し
た
。
そ
の
名
を
粉
附
地
蔵
と
い
い
、
ほ
ん
と
う
は
子
好
き
地
蔵
だ
ろ

う
と
い
う
説
も
あ
り
ま
し
た
が
、
た
し
か
な
こ
と
は
ど
う
せ
わ
か
り
ま
せ
ん
。

（
日
本
周
遊
奇
談
。
愛
媛
県
温
泉
郡
道
後
湯
之
町
）

　
駿
河
の
鈴
川
の
近
く
に
も
、
小
僧
に
化
け
た
と
い
う
の
で
有
名
な
石
地
蔵

が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
お
祭
り
の
時
に
白
粉
を
塗
っ
て
化
粧
を
し
ま
し

た
。
（
田
子
之
古
道
。
静
岡
県
富
士
郡
元
吉
原
村
）

　
相
模
さ
が
み
の 

弘 

西 

寺 

こ
う
さ
い
じ

村
の
化
粧
地
蔵
、
こ
れ
も
願
掛
け
を
す
る
人
が
白
粉
や
、
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胡
粉
ご
ふ
ん
を
地
蔵
の
お
顔
に
塗
っ
て
拝
み
ま
し
た
。
（
新
編
相
模
風
土
記
。
神
奈

川
県 
足 

柄 

上 
あ
し
が
ら
か
み
郡
南
足
柄
村
弘
西
寺
）

　
近
江
の
湖
水
の
北
の
大
音
お
お
と
村
の
粉
掛
地
蔵
は
、
こ
の
へ
ん
の
工
場
で
糸
と

り
を
す
る
娘
た
ち
が
、
手
が
荒
れ
た
時
に
は
、
米
か
麦
の
粉
を
一
つ
か
み
持

っ
て
来
て
、
こ
の
地
蔵
に
振
り
掛
け
る
と
、
さ
っ
そ
く
よ
く
な
る
と
い
っ
て

お
り
ま
す
。
（
郷
土
研
究
四
編
。
滋
賀
県
伊い
香か
郡
伊
香
具
村
大
音
）

　
安あ
芸き
の 

福 

成 

寺 

ふ
く
し
ょ
う
じ
の 
虚 
空 
蔵 
こ
く
う
ぞ
う

の
御
像
に
は
、
附
近
の
農
民
が
常
に
麦
の

粉
や
、
米
の
粉
を
持
っ
て
来
て
供
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
仏
の
御
名
を

「
粉
喰
う
ぞ
」
と
い
う
の
か
と
思
っ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
粉
を
上
げ
た
ら
喜
ば

れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
の
話
も
あ
り
ま
す
が
（
碌
々
雑
話
）
、

こ
れ
と
て
も
は
や
く
か
ら
粉
を
掛
け
て
い
た
た
め
に
、
一
そ
う
そ
ん
な
説
明

319



が
信
じ
易
く
な
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
に
虚
空
蔵
は
、
地
蔵

に
対
す
る
言
葉
で
、
も
と
は
兄
弟
の
よ
う
な
仲
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
土
に

縁
の
深
い
地
蔵
尊
だ
け
が
、
特
別
に
農
村
の
人
気
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
、
そ
れ
に
は
諸
君
の
ご
と
き
若
い
人
た
ち
が
、
い
つ
で
も
ひ
い
き
を
し

て
い
た
こ
と
が
大
い
な
る
力
で
あ
り
ま
し
た
。

　
京
都
で
は
も
う
古
い
頃
か
ら
、
毎
年
七
月
の
二
十
四
日
に
は
六
地
蔵
詣
り

と
い
っ
て
、
多
く
の
人
が
近
在
の
村
を
廻
っ
て
あ
る
き
ま
し
た
。
村
の
方
で

は
休
み
所
を
つ
く
っ
て
お
茶
を
出
し
、
子
供
は
路
の
傍はた
の
石
仏
を
一
つ
所
に

集
め
て
来
ま
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
顔
を
白
く
塗
っ
て
す
べ
て
こ
れ
を
地
蔵

と
名
づ
け
、
花
を
立
て
て
食
べ
物
を
供
え
て
、
町
か
ら
来
た
人
に
拝
ま
せ
ま

し
た
（ 

山  

城 

や
ま
し
ろ

四
季
物
語
）
。
私
な
ど
の
田
舎
で
も
、
夏
の
夕
方
の
地
蔵
祭
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り
は
、
村
の
子
の
最
も
楽
し
い
時
で
、
三
角
に
結
ん
だ
小
豆
飯
の
味
は
、
年

を
と
る
ま
で
誰
で
も
皆
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

　
土
地
に
よ
っ
て
は
寒
い
冬
の
な
か
ば
に
、
地
蔵
の
祭
り
を
し
た
所
も
あ
り

ま
す
。 

伯 
耆 
国 

ほ
う
き
の
く
に
の
あ
る
村
で
は
、
そ
れ
を
大
師
講
と
い
っ
て
、
十
一
月
二

十
四
日
の
夜
の
明
け
ぬ
前
に
、
生
の
団
子
を
持
っ
て
路
の
辻
に
行
き
、
そ
れ

を
六
地
蔵
の
石
の
像
に
塗
り
つ
け
ま
し
た
。
一
番
早
く
塗
っ
て
来
た
者
は
、

大
き
く
な
っ
て
か
ら
美
し
い
嫁
を
も
ら
い
、
好
い
男
を
婿
に
取
る
と
い
っ
て

お
り
ま
し
た
。
（
霞
か
す
み村
組
合
村
是
。
鳥
取
県
日
野
郡
霞
村
）

　
大
阪
天
王
寺
の
地
蔵
祭
り
は
、
以
前
に
は
旧
の
十
一
月
の
十
六
日
で
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
朝
早
く
子
供
た
ち
は
、
米
の
粉
を
持
っ
て
来
て
地
蔵
の
お
顔

に
塗
り
、
そ
の
夕
方
に
は
ま
た
藁
火
わ
ら
び
を
焚た
い
て
、
真
黒
に
い
ぶ
し
ま
し
た
。
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そ
う
し
て
「
明
年
の
、
明
年
の
」
と
は
や
し
て
、
お
別
れ
の
踊
り
を
踊
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
浪
華
百
事
談
）

　
人
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を 

道 

碌 

神 

ど
う
ろ
く
じ
ん
の
祭
り
と
も
い
い
ま
し
た
。
道
碌
神

は 

道 

祖 

神 

さ
え
の
か
み

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
少
年
と
非
常
に
仲
の
好
い
辻

の
神
で
、
も
と
は
地
蔵
と
一
つ
の
神
で
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
っ
て

も
決
し
て
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
道
祖
神
は
た
い
て
い
の
所
で
は
、
正

月
十
五
日
に
そ
の
お
祭
り
を
し
ま
し
た
。
木
で
作
っ
た
場
合
に
で
も
、
や
は

り
子
供
等
は
白
い
も
の
を
塗
り
ま
し
た
。
東
京
か
ら
西
に
見
え
る
山
の
中
の

村
な
ど
で
は
、
こ
の
日
の
ど﹅
ん﹅
ど﹅
焼
き
の
火
の
中
へ
、
石
の
道
祖
神
を
入
れ

て
黒
く
い
ぶ
し
ま
し
た
。
信
州
川
中
島
の
村
々
で
は
、
二
月
の
八
日
が
お
祭

り
の
日
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
朝
は
餅
を
搗つ
い
て
、
こ
れ
を
藁
製
の
馬
に
負
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わ
せ
、
道
碌
神
の
前
ま
で
ひ
い
て
行
き
、
そ
の
餅
を
神
様
の
石
像
に
所
嫌
わ

ず
塗
り
つ
け
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
町
の
児
童
も
近
い
頃
ま
で
、
「
影
や
道
碌
神
」
と
唱
え
て
、
月
の
夜
な
ど

に
は
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
東
北
の
田
舎
で
は
三
十
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
、
地
蔵

遊
び
と
い
う
珍
し
い
遊
戯
も
あ
り
ま
し
た
。
一
人
の
子
供
に
南
天
の
木
の
枝

を
持
た
せ
、
親
指
を
隠
し
て
手
を
握
ら
せ
。
そ
の
子
を
と
り
巻
い
て
他
の
多

く
の
子
供
が
、
か﹅
あ﹅
ご﹅
め﹅
か﹅
あ﹅
ご﹅
め﹅
の
よ
う
に
ぐ
る
ぐ
る
と
廻
っ
て
、
「
お

乗
り
ゃ
あ
れ
地
蔵
様
」
と
、
な
ん
べ
ん
も
唱
え
て
い
る
と
、
だ
ん
だ
ん
に
そ

の
子
が
地
蔵
様
に
な
り
ま
す
。

　
　
物
教
え
に
ご
ざ
っ
た
か
地
蔵
さ
ま

　
　
遊
び
に
ご
ざ
っ
た
か
地
蔵
さ
ま
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と
い
っ
て
、
皆
が
面
白
く
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
も
と
は
紛

失
物
な
ど
の
あ
る
時
に
も
、
こ
の
子
供
の
地
蔵
の
い
う
こ
と
を
き
こ
う
と
し

ま
し
た
。
ま
た
あ
る
村
で
は
、
遊
び
地
蔵
と
い
っ
て
、
い
つ
も
地
蔵
さ
ま
の

台
石
ば
か
り
あ
っ
て
、
地
蔵
は
ど
こ
か
へ
出
か
け
て
い
る
と
い
う
村
も
あ
り

ま
し
た
。
そ
う
い
う
の
は
、
若
い
衆
が
辻
の
広
場
へ
持
ち
出
し
て
、
力
試
し

の
力
石
に
し
て
い
る
の
で
す
。
嫁
入
り
聟むこ
入
り
祝
言
の
あ
る
時
に
も
、
や
は

り
石
地
蔵
は
若
い
衆
に
か
つ
が
れ
て
、
そ
の
家
の
門
口
へ
遊
び
に
来
ま
し
た
。

地
蔵
講
の
地
蔵
に
は
、
廻
り
地
蔵
と
い
っ
て
、
次
ぎ
か
ら
次
ぎ
と
仲
間
の
家

に
、
一
月
ず
つ
遊
ん
で
行
く
の
も
あ
り
ま
し
た
。

　
子
供
が
亡
く
な
る
と
、
悲
し
む
親
た
ち
は
腹
掛
や
頭
巾
、
胸
当
な
ど
を
こ

し
ら
え
て
、
辻
の
地
蔵
尊
に
上
げ
ま
し
た
。
そ
れ
で
地
蔵
も
よ
く
子
供
の
よ
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う
な
風
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
子
供
た
ち
と
遊
ぶ
の
が
好
き
で
、
そ
れ

を
邪
魔
す
る
と
折
り
折
り
腹
を
立
て
ま
し
た
。
縄
で
引
っ
張
っ
た
り
、
道
の

上
に
転
が
し
て
馬
乗
り
に
乗
っ
て
い
た
り
す
る
の
を
、
そ
ん
な
も﹅
っ﹅
た﹅
い﹅
な﹅

い﹅
こ
と
を
す
る
な
と
叱
っ
て
、
き
れ
い
に
洗
っ
て
も
と
の
台
座
に
戻
し
て
置

く
と
、
夢
に
そ
の
人
の
と
こ
ろ
へ
来
て
、
え
ら
く
地
蔵
が
怒
っ
た
な
ど
と
い

う
話
も
あ
り
ま
す
。
せ
っ
か
く
小
さ
い
者
と
面
白
く
遊
ん
で
い
た
の
に
、
な

ん
で
お
前
は
知
り
も
し
な
い
で
、
引
き
離
し
て
連
れ
て
も
ど
っ
た
か
と
、
散

々
に
叱
ら
れ
た
の
で
、
驚
い
て
も
と
の
通
り
に
子
供
と
遊
ば
せ
て
置
く
と
い

う
地
蔵
も
あ
り
ま
し
た
。

　
な
る
ほ
ど
親
た
ち
は
何
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
子
供
た
ち

と
て
も
、
ま
た
や
は
り
知
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
今
頃
新
規
に
そ
ん
な
こ
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と
を
始
め
た
ら
、
地
蔵
様
は
必
ず
ま
た
腹
を
立
て
る
で
し
ょ
う
が
、
い
つ
の

世
か
ら
と
も
な
く
代
々
の
児
童
が
、
そ
う
し
て
共
々
に
遊
ん
で
い
る
も
の
に

は
、
何
か
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
遠
州 

国  

安 

く
に
や
す

村
の

石
地
蔵
な
ど
は
、
村
の
小
さ
な
子
が
小
石
を
持
っ
て
来
て
、
叩
い
て
穴
を
掘

り
く
ぼ
め
て
遊
ぶ
の
で
、
な
ん
度
新
し
く
造
っ
て
も
、
じ
き
に
こ
わ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
惜
し
い
と
思
っ
て
小
言
こ
ご
と
を
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の

人
は
却かえ
っ
て
地
蔵
の
た
た
り
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
横
須
賀
郷
里

雑
記
。
静
岡
県
小
笠
お
が
さ
郡
中
浜
村
国
安
）

　
こ
の
よ
う
な
つ
ま
ら
ぬ
小
さ
な
遊
び
方
で
さ
え
も
、
な
お
地
蔵
さ
ま
の
像

よ
り
は
ず
っ
と
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
と
い
う
も
の
の
中
に
は
、

か
ぞ
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
不
思
議
が
こ
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
く
わ
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し
く
知
る
た
め
に
は
、
大
き
く
な
っ
て
学
問
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

と
に
か
く
に
大
人
の
も
う
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
子
供
は
わ
け
を

知
ら
ぬ
た
め
に
、
却
っ
て
覚
え
て
い
た
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

木
曽
の
須
原
す
は
ら
に
は
、
射い
手で
の
弥
陀
堂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
も
と
は
春

の
彼
岸
の
お
中
日
に
、
こ
の
宿
の
男
の
子
が
集
っ
て
来
て
、
や﹅
さ﹅
い﹅
こ﹅
と
い

っ
て
小
弓
を
も
っ
て
、
阿
弥
陀
の
木
像
を
射
て
、
大
笑
い
を
し
て
帰
る
の
が

お
祭
り
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
（
木
曽
古
道
記
。
長
野
県
西
筑
摩
郡
大
桑
村

須
原
）

　
仏
像
を
射
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
へ
ん
な
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に
も
神
様

が
目
を
お
突
き
に
な
っ
た
と
い
う
類
の
、
古
い
伝
説
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
越
後
の 

親 

不 

知 

お
や
し
ら
ず

の
海
岸
に
近
い
青
木
阪
の
不
動
様
は
、
越
後
信
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州
東
京
の
方
の
人
は
、
不
動
様
と
い
っ
て
拝
み
、
越
中
か
ら
西
の
人
は
、
乳

母
様
と
称
え
て
信
心
し
て
い
ま
し
た
。
お
寺
で
は
今
か
ら
四
百
年
ほ
ど
前
に
、

野
宮
権
九
郎
と
い
う
人
が
海
か
ら
拾
い
上
げ
た
仏
様
だ
と
い
い
ま
す
が
、
土

地
の
人
は
、
も
と
か
ら
こ
の
沖
の
小
さ
な
島
に
、
子
産
み
殿
と
い
っ
て
祀
っ

て
あ
っ
た
神
様
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
て
、
字
を
知
ら
ぬ
人
の
い
っ
た
方
が
ど

う
も
正
し
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
わ
け
は
、
こ
の
お
堂
へ
は
、
母
に

な
っ
て
乳
の
足
り
な
い
女
の
人
が
、
多
く
お
参
り
を
し
て
来
た
の
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
う
し
て
お
礼
に
は
小
さ
な
つ﹅
ぐ﹅
ら﹅
と
い
っ
て
、
赤
ん
坊
を
入
れ
て

置
く
藁
製
の
桶おけ
の
よ
う
な
物
を
持
っ
て
来
て
、
堂
の
側
か
た
わ
らの
青
木
の
枝
に
ぶ
ら

下
げ
ま
す
が
そ
の
数
は
い
つ
も
何
百
と
も
知
れ
ぬ
ほ
ど
あ
る
と
い
い
ま
す
。

こ
の
神
様
も
地
蔵
と
同
じ
よ
う
に
、
非
常
に
子
供
が
お
好
き
で
あ
る
と
い
う
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こ
と
で
、
何
か
と
い
う
時
に
は
、
村
々
か
ら
多
く
の
児
童
が
集
っ
て
来
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
あ
ん
な
こ
わ
い
顔
を
し
た
不
動
様
で
も
、 

姥  

神 

う
ば
が
み

と
一
し

ょ
に
住
め
ば
つ﹅
ぐ﹅
ら﹅
の
子
の
保
護
者
で
あ
り
ま
し
た
。
お
盆
に
な
る
と
少
年

が 

閻 

魔 
堂 

え
ん
ま
ど
う

に
詣
る
の
も
、
や
は
り
あ
の
変
な
婆
さ
ん
が
い
る
か
ら
で
し
た
。

（
頸
城
く
び
き
三
郡
史
料
。
新
潟
県
西
頸
城
郡
名
立
町
）

　
日
本
は
昔
か
ら
、
児
童
が
神
に
愛
せ
ら
れ
る
国
で
あ
り
ま
し
た
。
道
祖
も

地
蔵
も
こ
の
国
に
渡
っ
て
来
て
か
ら
、
お
い
お
い
に
少
年
の
友
と
な
っ
た
の

は
、
ま
っ
た
く
わ
れ
わ
れ
の
国
風
に
か
ぶ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
子
安
姫
神

の
美
し
く
貴
い
も
と
の
お
力
が
な
か
っ
た
ら
、
代
々
の
児
童
が
快
活
に
成
長

し
て
、
集
っ
て
こ
の
国
を
大
き
く
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
如
く
、
児
童

が
楽
し
ん
で
多
く
の
伝
説
を
覚
え
て
い
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
、
人
と
国
土
と
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の
因
縁
は
、
今
よ
り
も
遙はる
か
に
薄
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
大
き
な

功
労
に
比
べ
る
と
き
は
、
私
の
こ
の
一
冊
の
本
は
ま
だ
あ
ま
り
に
小
さ
い
。

今
に
出
て
来
る
日
本
の
伝
説
集
は
も
っ
と
面
白
く
、
ま
た
い
つ
ま
で
も
忘
れ

る
こ
と
の
出
来
ぬ
よ
う
な
、
も
っ
と
立
派
な
学
問
の
書
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
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伝
説
分
布
表

　
　
　
　
こ
の
本
に
出
て
い
る
伝
説
の
中
で
、
町
村
の
名
の
知
れ
て
い
る
分

　
　
　
　
を
、
表
に
し
て
な
ら
べ
て
み
ま
し
た
。
こ
の
以
外
の
県
郡
町
村
で

　
　
　
　
も
、
た
だ
私
が
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
む
ろ
ん
尋
ね
て

　
　
　
　
み
た
ら
幾
ら
で
も
、
同
じ
よ
う
な
伝
説
が
あ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
下
の
数
字
は
ペ﹅
ー﹅
ジ﹅
数
で
す
。
自
分
の
村
の
話
が
出
て
い
ま
し
た

　
　
　
　
ら
、
ま
ず
そ
こ
の
と
こ
ろ
か
ら
読
ん
で
御
覧
な
さ
い
。

東
京
府

331



　
東
京
市
浅
草
区
浅
草
公
園
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
箸
銀
杏

　
同
　
　
下
谷
区
谷
中
清
水
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
清
水
稲
荷

　
荏
原
郡
品
川
町
南
品
川
宿
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
縛
り
地
蔵

　
豊
多
摩
郡
淀
橋
町
柏
木
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
鎧
大
明
神

　
同
　
　
　
高
井
戸
村
上
高
井
戸
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
薬
師
の
魚

　
南
葛
飾
郡
亀
戸
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
頓
宮
神

　
八
王
子
市
子
安
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
歯
吹
仏

京
都
府

　
乙
訓
郡
新
神
足
村
友
岡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
念
仏
池

　
南
桑
田
郡
稗
田
野
村
柿
花
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
片
目
観
音

大
阪
府

　
泉
北
郡
八
田
荘
村
家
原
寺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
放
生
池
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神
奈
川
県

　
橘
樹
郡
向
丘
村
上
作
延
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
鼻
取
地
蔵

　
足
柄
上
郡
南
足
柄
村
弘
西
寺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
化
粧
地
蔵

　
足
柄
下
郡
大
窪
村
風
祭
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
機
織
の
井

兵
庫
県

　
川
辺
郡
稲
野
村
昆
陽
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
行
波
明
神

　
有
馬
郡
有
馬
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
う
わ
な
り
湯

　
加
古
郡
加
古
川
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
上
人
魚

　
同
　
　
野
口
村
阪
元
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
寸
倍
石

　
赤
穂
郡
船
阪
村
高
山
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
水
掛
地
蔵

　
多
紀
郡
城
北
村
黒
岡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
時
平
屋
敷

長
崎
県

　
北
松
浦
郡
田
平
村
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
釜
が
淵

新
潟
県

　
長
岡
市
神
田
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
三
盃
池

　
北
蒲
原
郡
分
田
村
分
田
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
都
婆
の
松

　
三
島
郡
大
津
村
蓮
華
寺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
姨
が
井

　
北
魚
沼
郡
堀
之
内
町
堀
之
内
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
古
奈
和
沢
池

　
南
魚
沼
郡
中
之
島
村
大
木
六
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
巻
機
権
現

　
刈
羽
郡
中
通
村
曽
地
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
お
ま
ん
が
井

　
中
頸
城
郡
櫛
池
村
青
柳
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
片
目
の
聟

　
西
頸
城
郡
名
立
町
青
木
阪
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
乳
母
神
と
つ﹅
ぐ﹅
ら﹅

　
同
　
　
　
根
知
村
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
諏
訪
の
薙
鎌

埼
玉
県

　
川
越
市
喜
多
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
し
や
ぶ
ぎ
婆
石
塔

　
北
足
立
郡
白
子
町
下
新
倉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
子
安
池

　
同
　
　
　
大
砂
土
村
土
呂
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
神
明
の
大
杉

　
入
間
郡
所
沢
町
上
新
井
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
三
つ
井

　
同
　
　
小
手
指
村
北
野
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
椿
峯

　
同
　
　
山
口
村
御
国
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
椿
峯
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比
企
郡
大
河
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飯
田
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…
…
…
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…
…
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…
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…
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…
…
…
石
船
権
現

　
秩
父
郡
小
鹿
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町
…
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…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
信
濃
石

　
同
　
　
吾
野
村
大
字
南
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
飯
森
杉

　
南
埼
玉
郡
萩
島
村
野
島
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
片
目
地
蔵

群
馬
県

　
高
崎
市
赤
坂
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
婆
石
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北
甘
楽
郡
富
岡
町
曽
木
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
片
目
の
鰻

　
利
根
郡
東
村
老
神
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
神
の
戦

　
同
　
　
川
場
村
川
場
湯
原
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
大
師
の
湯

　
佐
波
郡
殖
蓮
村
上
植
木
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
阿
満
が
池

千
葉
県

　
千
葉
郡
二
宮
村
上
飯
山
満
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
巾
着
石
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市
原
郡
平
三
村
平
蔵
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
二
本
杉

　
印
旛
郡
臼
井
町
臼
井
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
お
た
つ
様
の
祠

　
同
　
　
酒
々
井
町
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
仲
の
悪
い
神
様

　
同
　
　
富
里
村
新
橋
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
葦
が
作

　
同
　
　
根
郷
村
太
田
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
石
神
様

　
長
生
郡
高
根
本
郷
村
宮
成
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
新
箸
節
供

　
山
武
郡
大
和
村
山
口
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
雄
蛇
の
池

　
君
津
郡
清
川
村
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
畳
が
池

　
同
　
　
小
櫃
村
俵
田
字
姥
神
台
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
姥
神
様

　
君
津
郡
八
重
原
村
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
念
仏
池

　
同
　
　
関
村
大
字
関
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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成19

）
年9

月10

日43

刷

初
出
：
「
日
本
神
話
伝
説
集
」
日
本
児
童
文
庫
、
ア
ル
ス

　
　
　1929

（
昭
和4

）
年5
月

※
「
伝
説
分
布
表
」
の
ペ
ー
ジ
数
及
び
丸
括
弧
内
の
編
集
部
に
よ
る
現
在
の

表
示
は
省
略
し
ま
し
た
。

※
初
出
時
の
表
題
は
「
日
本
神
話
伝
説
集
」
で
す
。

※
「
堺
」
と
「
境
」
、
「
涌
」
と
「
湧
」
の
混
在
は
、
底
本
通
り
で
す
。

381



入
力
：N

ana

　ohbe
校
正
：
川
山
隆

2013

年4
月12

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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