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村国座子ども歌舞伎



■一予

私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
各
務
原
の
地
に
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
人
間
が
住
み
始
め
た
の
で
し
よ
う
か
。
ま
た
、
現
 

在
ま
で
の
祖
先
た
ち
の
生
活
の
足
跡
は
、
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
の
で
し
よ
う
か
。
こ
、っ
い
う
疑
 

問
は
、
父
祖
の
代
か
ら
こ
の
地
に
住
み
つ
い
て
い
た
人
々
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
最
近
に
な
っ
て
当
地
に
移
り
住
 

む
よ
う
に
な
っ
た
方
々
に
も
、
共
通
し
て
、
極
め
て
関
心
の
深
い
事
だ
と
い
え
ま
し
よ
う
。

し
か
し
、
興
味
が
あ
っ
て
も
、
道
端
の
石
地
蔵
や
、
本
道
か
ら
や
や
奥
ま
っ
た
所
に
、
ひ
っ
そ
り
と
残
さ
れ
て
 

い
る
先
人
た
ち
の
足
跡
は
、
案
外
見
落
し
が
ち
な
も
の
で
す
。

こ
の
本
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
各
務
原
を
さ
ら
に
よ
く
知
っ
て
い
た
だ
く
目
的
で
、
原
始
の
時
代
か
ら
現
代
ま
 

で
の
文
化
遺
産
を
対
象
に
、
市
内
め
ぐ
り
の
手
引
き
書
と
し
て
編
集
し
た
も
の
で
す
。
市
内
に
は
、
こ
こ
で
紹
介
 

し
た
何
倍
も
の
文
化
遺
産
が
あ
り
、
こ
の
本
で
は
と
て
も
紹
介
し
尽
せ
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。
け
れ
 

ど
も
、
こ
の
本
を
片
手
に
市
内
め
ぐ
り
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
本
に
載
っ
て
い
な
い
文
化
遺
産
に
気
付
い
て
い



た
だ
く
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
ぅ
し
、
身
近
な
場
所
に
先
人
の
足
跡
を
み
つ
け
出
す
目
も
し
ら
ず
し
ら
ず
の
内
に
 

身
に
着
け
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
先
人
の
残
し
て
く
れ
た
文
化
遺
産
を
大
切
に
保
存
し
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
次
の
世
 

代
へ
と
残
し
伝
え
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
文
化
遺
産
に
対
す
る
理
解
を
深
め
 

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
の
発
刊
の
意
義
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

今
回
の
増
刷
(

第
三
版
)
を
機
会
に
、
新
し
い
学
問
的
成
果
を
と
り
入
れ
て
大
幅
に
改
訂
を
い
た
し
ま
し
た
。 

こ
の
書
物
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
郷
土
の
歴
史
や
伝
説
に
触
れ
る
機
会
のI

つ
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
 

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
先
人
が
郷
土
を
開
拓
し
、
長
い
歴
史
を
生
き
ぬ
い
て
き
た
努
力
と
英
知
に
接
し
、
ふ
る
さ
 

と
を
愛
す
る
心
を
育
て
未
来
へ
の
創
造
性
の
糧
と
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
や
み
ま
せ
ん
。

昭
和
六
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七
月

各
務
原
市
教
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長
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各
務
原
市
内
を
東
西
に
と
お
っ
て
い
る
旧
中
山
道
は
、
江
戸
(

現
東
京
)
の
本
櫨
を
ふ
り
だ
し
に
、
木
 

曾
(

長
野
)
を
通
っ
て
美
濃
(

岐
阜
)
に
入
り
、
近
江
(

溢
賀
)
の
草
津
で
東
海
道
に
合
流
し
て
い
ま
す
。

市
内
の
中
山
道
筋
に
残
さ
れ
て
い
た
松
並
木
は
、
昭
和
一
〇
年
代
を
中
心
に
切
ひ
倒
さ
れ
、
い
ま
で
は
そ
 

.

の
面
影
も
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
一
里
塚
も
新
加
納
.

六
軒
.

山
の
前
.

、っ
と
う
1
の
四
か
所
 

に
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ま
で
は
う
と
う
峠
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

中
山
道
沿
い
の
宿
駅
は
美
濃
国
全
体
に
一
六
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
に
は
、
人
や
荷
物
を
運
ぶ
馬
を
常
設
 

す
る
、
「伝
馬
の
制
」が
し
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
鵜
沼
宿
も
そ
の
一
つ
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
 

加
納
に
は
休
憩
用
の
小
休
本
陣
が
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。

古
墳
で
は
、
特
に
県
下
最
大
の
円
墳
と
い
わ
れ
る
「衣
裳
塚
古
墳
」
や
前
方
後
円
墳
で
あ
る
「拔
の
塚
古
 

墳
」
な
ど
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
ま
ち
各
務
原
市
の
中
山
道
沿
い
に
は
、
先
人
が
残
し
て
く
れ
た
数
多
く
の
文
化
 

遺
産
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
を
訪
ね
て
、
先
人
の
面
影
を
し
の
ぶ
と
と
も
に
、 

地
域
の
移
り
蛮
わ
り
を
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

て
い
 
し
よ
う
 
じ

貞
照
寺

最
初
に
訪
れ
る
の
は
、
各
1
原
市
の
東
端
、
鵜
沼
宝
積
 

1

に
あ
る
貞
照
寺
で
す
。
こ
こ
は
東
に
国
鉄
高
山
線
が
 

通
り
、
そ
れ
と
並
ん
で
国
道
ニ
ー
号
線
が
は
し
り
、
そ
の
 

東
に
は
ラ
ィ
ン
下
り
で
有
名
な
木
曾
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。 

北
に
は
高
さ
二
三
七
•

六
メ
ー
ト
ル
の
陰
平
山
が
そ
び
 

え
、
そ
の
下
に
高
山
線
 

の
第
ー
ト
ン
ネ
ル
が
あ
 

り
、
西
に
は
新
鵜
沼
台
 

の
団
地
が
見
え
ま
す
。 

貞
照
寺
は
、
国
道
か
ら
 

西
へ
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
 

ど
入
っ
た
静
か
な
所
に
 

あ
り
ま
す
。

こ
の
寺
は
、
明
治
•

大
正
•

昭
和
の
三
期
に
わ
た
り
、
女
 

優
第
一
号
と
し
て
か
つ
や
く
し
た
、
川
上
貞
奴
が
昭
和
八
 

年
に
建
て
た
も
の
で
す
。

貞
奴
は
、
本
名
を
さ
だ
と
い
い
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
 

信
兩
心
の
あ
つ
い
人
で
し
た
。
養
母
の
病
気
を
治
す
た
め
、 

51̂
一IIぅ
の
齡6

 
-

麟S

に
祖
を
か
け
、
冷
水
を
ぁ
び
る
仏
 

に
刷
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
か
い
あ
っ
て
か
、
養
母
 

の
病
気
は
た
ち
ま
ち
治
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
 

と
が
あ
っ
た
た
め
、
貞
 

奴
は
ま
す
ま
す
不
動
尊
 

を
深
く
信
仰
す
る
よ
う
 

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
 

て
、
寺
を
建
て
た
い
と
 

甲3

う
よ
う
に
な
り
、
年
 

を
と
っ
て
か
ら
、
よ
う
 

や
く
そ
の
願
い
が
か
な



つ
て
建
て
た
の
が
こ
の
 

貞
照
寺
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
こ
ろ
 

は
新
し
い
寺
を
建
て
る
 

こ
と
を
認
め
な
か
つ
た
 

時
代
で
し
た
か
ら
、
大
 

変
苦
労
し
て
寺
を
捜
し
 

ま
し
た
。や
が
て

の
南
多
摩
郡
小
宮
忖
に
あ
っ
た
全
^
^
の
t
g
を
鵜
沼
 

の
宝
積
寺
に
移
し
、
国
の
許
可
を
得
て
、
t

wf
liil船
艇
紅
 

貞
照
寺
と
い
ぅ
寺
号
に
し
た
の
が
昭
和
七
年I

〇
月
二
八
 

日
の
こ
と
で
す
。

そ
の
後
、
本
堂
.

し影ぅ齡.
。
丑
門
.

«<
«-'.
^!か
4

口
.

 

茶
所
.

稲
荷
堂
な
ど
を
次
々
と
建
て
、
昭
和
八
年
一
〇
月
 

二
八
日
に
本
尊
の
不
動
明
王
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、 

昭
和
三
五
年
に
愛
知
県
犬
山
市
に
あ
る
成
田
山
名
古
屋

別
院
大
聖
寺
の
束
寺
と
な
り
ま
し
た
。

年
老
い
て
か
ら
の
貞
奴
は
、
ま
す
ま
す
仏
の
道
に
勤
め
 

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
貞
奴
が
使
っ
た
遺
品
な
ど
は
 

館
な
ど
に
展
示
さ
れ
、
お
参
り
す
る
人
々
が
拝
観
で
き
る
 

よ
う
に
な
つ
て
い
ま
す
。

貞
照
寺
か
ら
う
と
う
峠
へ
行
く
に
は
山
道
が
あ
り
ま
し
 

た
が
、
道
も
急
で
け
わ
し
い
た
め
今
で
は
通
る
人
も
無
く
 

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
貞
照
寺
の
西
を
北
西
 

に
向
か
っ
て
新
鵜
沼
台
に
ぬ
け
る
道
を
行
く
と
、
左
手
に
 

池
が
ぁ
ら
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が5ili

娜
で
す
。

こ
の
合
戸
池
は
、
た
め
池
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
も
の
 

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
山
の
斜
面
に
あ
り
、
見
晴
ら
し
も
よ
 

く
、
昔
中
山
道
を
通
っ
た
旅
人
が
疲
れ
を
い
や
し
た
場
所
 

で
も
あ
つ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
で
は
住
宅
に
囲
ま
れ
、 

静
か
に
水
を
た
た
え
て
い
ま
す
。

と
う
げ
 
い
ち
り
づ
か
 

1

う
と
う
峠
の
一
里
塚
：

合
戸
池
を
左
手
に
見
な
が
ら
し
ば
ら
く
行
く
と
、
右
手
 

に
山
へ
向
か
う
道
が
見
え
ま
す
。
そ
こ
を
入
っ
て
い
く
と
、 

う
と
う
^
の
一
里
塚
が
あ
り
ま
す
。

貝
原
益
軒
の
「岐
蘇
路
の
記
」
に
よ
る
と
、
「う
と
う
坂
 

は
長
坂
と
も
い
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
坂
が
長
か
っ
た
の
 

で
長
坂
と
呼
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。
む
か
し
は
こ
の
う
 

と
う
反
を
通
り
、
う
と
う
11^を
越
え
る
と
向
こ
う
側
を
乙
 

坂
と
い
い
、
坂
祝
町
勝
山
へ
と
通
じ
て
い
ま
し
た
が
、
今
 

は
も
う
、
そ
の
道
は
 

あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
う
と
う
^
を
 

登
り
つ
め
る
辺
り
に
、 

一
里
塚
の
土
盛
り
が

残
つ
て
い
ま
す
。

峠
に
向
か
っ
て
左
側
の
一
基
は
、饅
頭
形
の
盛
り
土
が
完
 

全
に
残
つ
て
い
ま
す
。

高
さ
二

メ
-
ル
、
直
径
一
〇
メ
-
ル
あ
り
ま
す
。

右
側
の
一
基
は
、
戦
時
中
航
空
隊
が
バ
ラ
ッ
ク
の
兵
舎
 

を
建
て
た
た
め
、
南
側
面
が
一
部
削
り
取
ら
れ
て
い
ま
す
。 

両
方
と
も
松
や
雑
木
が
生
い
茂
っ
て
お
り
、
こ
の
辺
り
は
、 

眺
め
が
よ
く
、
ハ
ィ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
も
利
用
さ
 

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
 

よ
ぅ
な
一
里
塚
は
、

こ
の
外
に
、
各
務
山
 

の
前
町
と
蘇
原
六
軒
 

町
、
那
加
新
加
：̂
町 

に
あ
り
ま
し
た
が
、

現
在
は
残
っ
て
い
ま
 

せ
ん
。



き
ん
じ
よ
う
づ
か
 
こ
 
ふ
ん

金
縄
塚
古
墳

I 
ぅ

と

ぅ

lltfを
後
に

 

I
 
し
て
南
西
に
向
か
つ

HI
 
て
坂
を
く
だ
り
ま
す
。

:
填

y

 
沽
右
手
の
住
宅
街
が
と
 

>
鈔
ぎ
れ
、
畑
が
現
わ
れ

^
^
,

 
て
き
ま
す
と
、
そ
こ

'

 
へ

:if

 
に
金
縄
塚
古
墳
が
見
 

え
て
き
ま
す
。

こ
の
鵜
沼
東
町
に
あ
る
金
縄
塚
古
墳
は
、後
ろ
に
山
が
 

あ
り
、
周
囲
を
畑
に
か
こ
ま
れ
た
、
鵜
沼
一
帯
を
見
わ
た
 

せ
る
高
台
に
あ
り
ま
す
。
塚
は
、
直
径
三
七
メ
—
ト
ル
高
 

さ
五
•

七
メ
ー
ト
ル
で
、
県
史
跡
指
定
の
衣
裳
塚
古
墳
に
 

つ
ぐ
規
模
を
も
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
盗
亂
さ
れ
た

と
い
わ
れ
て
お
り
、
古

墳
の
中
央
部
は
深
さ
？碑

•

 
.

/Lメ
：
ト
ル
直
径
仰
 

一0

メ
：
ト
ル
の
円
形
ぁ
 

で
掘
り
下
げ
ら
れ
、
そ
 

こ
に
1
1
:
:

通
り
(

目
の
高
|
1

一
り

I

さ
で
の
木
の
直
径
)
四
掘
一
 

〇
セ
ン
チ
メ
 

—
ト
ル
ほ

ど
の
ヒ
ノ
キ
が
生
え
て
い
ま
す
。
こ
の
古
墳
が
造
ら
れ
た
 

年
代
は
、
出
土
遺
物
(

古
墳
か
ら
出
て
き
た
物
)
が
今
に
 

伝
わ
つ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
詳
し
く
は
分
か
っ
て
 

い
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
の
後
期
に
書
か
れ
た
「濃陽

」！
： んf

記
」
に
よ
 

れ
ば
、
"

古
墳
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
金
の
縄
が
あ
り
、朱
砂
も
 

多
く
出
て
、
焼
物
の
蓋
も
あ
つ
た
が
、
金
の
縄
は
た
ち
ま
 

ち
砕
け
、
そ
れ
以
後
、
鳴
き
声
を
聞
け
ば
必
ず
幸
せ
に
な

る
と
い
わ
れ
て
い
た
金
色
の
鳥
も
鳴
か
な
く
な
つ
た
"
と 

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

写
真
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
盛
り
土
の
周
り
に
は
い
く
 

つ
か
の
穴
が
掘
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
戦
時
中
サ
ツ
 

マ
イ
モ
を
入
れ
る
た
め
に
掘
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
直
 

接
古
墳
と
は
関
係
無
い
よ
う
で
す
。

な
か
せ
ん
ど
う
う
ぬ
ま
じ
|1>く

中
仙
道
鵜
沼
宿

S

縄"H

古
墳
を
後
に
し
て
、中
山
道
沿
い
に
西
へ
向
か
 

ぅ
と
、
ま
も
な
く
鵜
沼
宿
に
至
り
ま
す
。

1<

濃
国
中
山
道
三
一
里
(

約
一
二
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)

 

の
間
に
は
、
一
六
の
宿
駅
が
あ
り
ま
し
た
が
、
鵜
沼
宿
は
 

そ
の
ほ
ぼ
中
央
に
当
た
り
ま
す
。
鵜
沼
宿
の
町
並
の
中
心
 

は
配
町
で
、
初
附
本
陣
は
こ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
本
 

陣
は

⑹
脇
本
陣
は
坂
井
家
(

天
保
時
代
以
降
東
町

の
，
PC家
)
で
し
た
。
本
陣
と
は
、
大
名
や
公
家
な
ど
、 

当
時
、
特
に
高
い
身
分
に
あ
っ
た
人
が
泊
ま
っ
た
旅
館
の
 

こ
と
で
、
脇
本
陣
は
本
陣
が
先
客
で
差
し
支
ぇ
て
泊
ま
れ
 

な
い
時
や
、
大
名
や
幕
府
の
奉
行
が
本
陣
に
泊
ま
る
と
き
、 

や
そ
の
他
の
役
人
が
泊
ま
る
た
め
に
利
用
し
た
宿
の
 

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
普
通
、
一
般
客
に
も
利
用
さ
れ
ま
 

し
た
。

鵜
沼
宿
の
町
通
り
は
、

>1111が
広
く
家
並
も
発
達
し
て
お
 

り
、
中
央
に
大
鉛
寺
川
 

か
ら
取
り
入
れ
た
用
水
 

が
流
れ
て
い
ま
す
。

寛
政
年
間
に
書
か
れ
的
 

た
と
さ
れ
る
「濃
州1

 

徇
行
記
」
に
ょ
る
と
、
本一 

西
町
八
八
戸
の
ぅ
ち
宿
 

場
内
は
二
九
戸
で
、
こ



筋宿

の
ぅ
ち
七
戸
が
上
旅
 

籠
屋
、
八
戸
が
中
旅
 

籠
屋
、
一
四
戸
が
百
 

姓
家
で
あ
る
と
さ
れ
 

て
い
ま
す
。
旅
籠
屋
 

と
は
一
般
の
人
々
の
 

泊
ま
る
宿
屋
の
こ
と
 

で
す
。

鵜
沼
宿
は
鵜
沼
村
の
一
部
で
す
が
、鵜沼村が一̂
」㈣g
 

に
支
配
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
鵜
沼
宿
の
方
は11
•
の 

道
中
奉
行
が
支
配
し
て
い
ま
し
た
。

本
陣
の
跡
地
は
、
現
在
、
桜
井
家
と
命
配
和
の
齡
地
に
 

な
っ
て
い
ま
す
。
今
の
桜
井
家
に
は
、
昔
み
ら
れ
た
庭
半
 

分
と
大
き
な
モ
チ
の
大
木
、
尾
張
の
殿
様
か
ら
，
ら
れ
た
 

と
い
う
自
然
石
の
手
洗
い
鉢
な
ど
が
あ
り
、
わ
ず
か
に
昔
 

の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
(

一
六
〇
三
〜
一

八
六
七
)
に
は
大
変
に
ぎ
わ
っ
た
こ
の
宿
場
も
、
吼
か
時
 

代
に
入
っ
て
中
山
道
が
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
く
な
つ
た
の
 

に
と
も
な
い
、
す
つ
か
り
さ
び
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
国
 

鉄
高
山
線
.

名
鉄
各
務
原
線
の
開
通
に
よ
っ
て
、
中
心
は
 

鵜
沼
駅
近
く
に
移
り
ま
し
た
。

ば
 
し
よ
う

 
く
 
ひ

芭
蕉
の
句
碑

中
山
道
鵜
沼
宿
を
 

少
し
西
へ
行
く
と
、
右
 

手
に
芭
蕉
の
句
碑
が
みf

 

ら
れ
ま
す
。

「ふ
ぐ
汁
も

喰
へ
ば
嗅
せ
よ
 

斬の酒」

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

i
い
か
い
し
 
ま
つ
お

 
じ
よ
う
き
よ
う

 
九
月
-
C
B
元
！E

こ
れ
は
、
俳
諧
師
の
松
尾
芭
蕉
が
貞
享
五
年
(

一
六
八
 

八
)
に
脇
本
陣
を
務
め
る
坂
井
家
に
泊
ま
っ
て
い
た
と
き
、 

宿
の
主
人
の
求
め
に
応
じ
て
詠
ん
だ
も
の
で
す
。

「ふ
ぐ
汁
も
」
の
句
碑
は
、
明
治
一
五
年
(

一
八
八
二
)

 

ご
ろ
ま
で
坂
井
家
に
在
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
ょ
そ
へ
移
 

さ
れ
句
碑
も
壊
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
在
る
の
は
昭
和
 

四
〇
年
五
月
坂
井
家
の
跡
に
建
て
直
し
た
も
の
で
、
そ
れ
 

と
い
っ
し
ょ
に
「更
科
紀
行
首
途
の
地
」
の
石
碑
も
建
て
 

ら
れ
、
芭
蕉
が
鵜
沼
に
立
ち
寄
っ
た
記
念
と
さ
れ
て
い
ま
 

す
。ま

た
、芭
蕉
は
こ
の
近
く
の
岐
阜
で
も
句
を
詠
み
、「お
 

も
し
ろ
う
て
や
が
て
悲
し
き
鶴
舟
か
な
」
の
句
が
よ
く
知
 

ら
れ
て
い
ま
す
。

み
や
 
こ 
ふ
ん

宮
古
墳

芭
蕉
の
句
碑
の
す
ぐ
隣
に
、
二
宮
神
社
が
あ
り
ま
す
。 

宝
暦
六
年
に
で
き
た
「濃
陽
志
略
」
と
い
ぅ
本
に
は
、
二 

宮
神
社
の
こ
と
が
次
の
よ
ぅ
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「二
宮
神
社
、
三
尺
四
面
、
後
藤
若
狭
、
拝
で
ん
は
 

反
さ
五
間
、
烏
居
は
高
さ
卜
■
.

尺
/

K

寸
、
開
き
八
尺
 

八
分
、
社
地
は
東
 

西
二
十
一
間
南
北

一一

十
三
間
」
(

間=

約
 

一
•

八
メ
 
W

約
三
十
セ
ン
チ
メ

後
藤
若
狭
と
は
鵜
沼



の
村
国
真
墨
田
神
社
の
神
職
の
こ
と
で
、
二
宮
神
社
の
神
 

主
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

二
宮
神
社
は
古
墳
が
築
か
れ
て
い
た
丘
の
上
に
建
て
ら
 

れ
た
神
社
で
す
。
そ
の
古
墳
は
、
現
在
、
石
室
が
開
い
て
 

い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
通
じ
る
道
(

羨
道
)
も
削
り
 

取
ら
れ
た
形
で
残
っ
て
い
ま
す
。
内
部
の
石
室
は
大
き
く
、 

大
部
分
が
見
ら
れ
ま
す
。
死
者
と
と
も
に
古
墳
に
入
れ
た
 

副
葬
品
の
種
類
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

狐
塚
古
墳
の
石
棺

中
山
道
を
後
に
し
て
南
へ
行
き
ま
す
。名
鉄
鵜
沼
宿
駅
 

を
通
り
鵜
沼
第
一
小
学
校
の
西
方
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
 

所
へ
行
く
と
、
狐
塚
古
墳
の
石
棺
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
鵜
沼
西
町
四
丁
目
に
あ
る
孤
塚
古
墳
は
、各
務
原
台
 

地
を
東
へ
下
り
た
平
地
に
あ
り
ま
す
。現
在
は
そ
の
面
影
を

残
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
、

直
径一

〇
メ
ー
ト
ル
 

ほ
ど
の
円
墳
で
あ
っ
 

た
と
考
え
ら
れ
て
い
 

ま
す以

前
、
石
屋
の
人
 

が
古
墳
の
石
を
買
っ
 

て
掘
り
採
ろ
ぅ
と
し

た
と
こ
ろ
、
石
室
が
み
つ
か
り
、
石
棺
も
入
っ
て
い
る
こ
 

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
石
棺
は
長
さ
が
 

一
•

九
三
メ
ー
ト
 

ル
、
幅
〇
•

八
ニ
メ
ー
ト
ル
で
屋
根
形
の
ふ
た
を
つ
け
た
 

家
形
の
石
棺
で
す
。
棺
の
深
さ
は
、
底
が
土
に
埋
も
れ
て
 

い
る
た
め
、
詳
し
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

石
室
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
石
棺
の
石
材
は
凝
灰
岩
 

で
す
。
同
じ
石
が
木
曾
川
の
対
岸
に
あ
た
る
善
師
野
辺
り
 

で
採
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
川
を
越
え
て
運
ば
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
川
は
、
自
然
が
作
つ
て
い
る
境
 

界
と
み
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
文
化
を
伝
え
る
大
切
な
道
で
 

あ
つ
た
と
み
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

^

 
い
し
よ
う
づ
か
こ
ふ
ん

一
衣
裳
塚
古
墳J

扣
一
を
西
町
か
ら
羽
場
町
へ
入
る
と
、ま
も
な
く
右
手
 

に
空
安
寺
が
見
え
ま
す
。
そ
の
入
口
の
右
隣
に
、
こ
ん
も
 

り
と
し
た
観
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
衣
裳
塚
古
墳
で
す
。

こ
の
円
墳
は
、
直
径
五
ニ
メ
ー
ト
ル
高
さ
七
メ
ー
ト
ル
 

あ
り
、
現
在
県
内
に
残
っ
て
い
る
円
墳
中
最
大
の
も
の
で
 

す
。
古
墳
の
東
方
お
ょ
び
南
方
の
一
部
は
、
削
り
取
ら
れ
 

て
寺
院
の
衡S

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
の
と
こ
ろ
 

は
完
全
に
元
の
ま
ま
で
、
掘
り
起
こ
さ
れ
た
様
子
は
あ
り
 

ま
せ
ん
。

こ
の
衣
裳
塚
古
墳
の
東
隣
に
、
'

輪
山
古
墳
と
い
う

直
径
九
メ
 

ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
さ
な
円
墳
が
あ
り
ま
し
た
 

今
か
ら
四
〇
数
年
前
に
こ
の
古
墳
を
崩
し
て
畑
に
し
た
 

時
、
直
径
ニ
ー
.

八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
三
角
縁
波
文
帯
 

ぼ1に1¥¥

が
土
の
中
か
ら
出
て
来
ま
し
た
。ご
の
—

 

の
鏡
は
、
三
世
紀
の
後
半
、
中
国
(

魏
)
か
ら
伝
え
ら
れ
 

た
も
の
と
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
伝
え
ら
 

れ
た
と
さ
れ
る
枚
数
よ
り
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
 

か
ら
、
こ
の
考
え
に
疑
問
を
持
つ
考
古
学
者
も
い
ま
す
。

伝
説
で
は
、
こ
の
 

古
墳
は
坊
の
塚
に
ま
 

つ
ら
れ
て
い
る
人
の
 

衣
裳
を
埋
め
た
も
の
古
 

だ
と
か
、
衣
裳
塚
は1

 

一
升
(

約
 

一
•

八
リ
ッ
 

ト
ル
)
塚
で
む
か
し
 

銀
の
如
粒
を
一
升
埋



め
た
も
の
だ
と
か
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
衣
裳
塚
古
墳
は
、 

近
く
に
あ
る
坊
の
塚
古
墳
と
と
も
に
、
千
数
百
年
前
に
鵜
 

沼
地
域
を
支
配
し
て
い
た
豪
族
の
墓
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
 

れ
ま
す
。

く
ラ

 
あ
ん

 
じ

空
安
寺

衣
裳
塚
古
墳
の
す
ぐ
西
に
空
安
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
 

寺
は
真
宗
大
谷
派
に
属
し
把
S2
0J!空
安
寺
と
い
い
ま
す
。

縁
起
書
に
ょ
れ
ば
、
昔
、
長
岡
E
お
斯
m
と
い
ぅ
人
が
 

い
て
、
そ
の
人
の
長
男
千
次
郎
と
い
ぅ
人
が
、I三

！!
で 

出
家
(

僧
に
な
る
こ
と
)
し
、
和

ill'#
第
八
代
斯

Hi:航
の
 

蓮
如
上
人
の
直
弟
子
と
な
つ
て
諸
国
を
ま
わ
る
お
供
を
 

し
ま
し
た
。
そ
の
時
寺
を
建
て
る
よ
う
に
い
わ
れ
、

lii:し
歡

s

器
(

京
都
市)
乾
i
f
獸i

を

う
け
て
、文
明
一
六
年
(

一
四
八
四
)

に
.

E'l地
内
の装

；！

に

空
安
寺
を
建
て
た
と
 

い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
 

後
小
伊
木
に
寺
が
移門-;

され、
幻
だ
-.年1

 
-

 

(；

五
.
'
•

四
)
に
、I:

再
び
こ
の
羽
場
へ
移
光
一
 

さ
れ
て
現
在
に
い
た
 

つ
て
い
ま
す
。

こ
の
寺
は
今
か
ら
約
五
〇
〇
年
前
に
建
て
ら
れ
た
わ
け
 

で
す
が
、
正
面
の
本
堂
が
で
き
た
の
は
約
二
〇
〇
年
前
と
 

い
わ
れ
ま
す
。
境
内
も
き
れ
い
に
整
っ
て
お
り
、
い
わ
れ
 

の
深
い
お
寺
の
一
つ
で
す
。

^

 
ぼ
う 
づ
か
こ
ふ
ん

一
坊
の
塚
古
墳

空
安
寺
を
後
に
し
て
中
山
道
沿
い
に
西
へ
向
か
い
、11

場
農
協
辺
り
か
ら
南
へ
入
る
と
、
大
き
な
小
山
が
見
え
ま
 

す
。
そ
れ
が
坊
の
塚
古
墳
で
す
。

こ
の
各
務
原
台
地
の
東
の
端
に
あ
る
坊
の
塚
は
、
前
方
 

後
円
墳
と
し
て
は
県
内
で
も
大
き
い
方
で
、
全
長
一
二
〇
 

メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
の
横
幅
は
七
ニ
メ
ー
ト
ル
高
さ
一
〇
 

メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
の
幅
は
六
六
メ
ー
ト
ル
高
さ
七
•

八 

メ
—

ル
あ
り
ま
す
。

盛
り
土
の
後
円
部
の
東
側
に
は
、
幅
一
六
メ
ー
ト
ル
以
 

上
の
堀
の
あ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
ろ
の
面
影
を
と
ど
め
て
 

い
ま
す
。
後
円
部
の
中
心
辺
り
、
深
さ
約
 

一
•

五
メ
ー
ト
 

ル
の
と
こ
ろ
に
石
室
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
掘
り
起
こ
 

さ
れ
て
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
昔
は
古
墳
の
盛
り
土
 

に
円
筒
埴
輪
(

土
崩
れ
を
防
ぐ
た
め
な
ど
に
使
わ
れ
た
と
 

み
ら
れ
る
土
器
)
が
立
つ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

i

治
一
九
年
と
三
五
年
ご
ろ
の
二
回
に
わ
た
っ
て
調
査
が
 

行
わ
れ
、
勾
玉
•

管
玉
.

臼
玉
.

石
の
斧
な
ど
が
で
て
き

ま
し
た
。

こ
の
古
墳
に
つ
い
て
は
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。

昔
、
村
人
が
こ
の
塚
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

ク
ワ
さ
き
が
古
墳
の
石
に
当
た
り
火
花
を
出
し
て
、
そ
の

飛
火
で
付
近
の
家
が
燃
え
上
が
り
、
折
り
か
ら
の
強
風
で

村
全
体
が
焼
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
市
内
の
古
墳
の
多
く
に
は
、
古
墳
を
掘

っ
た
ら
急
に
頭
が
痛
く
な
っ
た
と
か
、
体
の
具
合
が
悪
く

な
っ
た
な
ど
の

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
話
が
本
当
祟
 

:

 
全 

か
う
そ
か
分
か
り
ま

古

せ
ん
が
'

 

興
味
の
あ
る
塚
 

人
で
も
勝
手
に
古
墳
坊
 

を
発
掘
す
る
こ
と
は
 

怒
止
さ
れ
て
い
ま
す
。



は
ち
ま
ん
じ
ん
じ
や

八
幡
神
社

h
h
_
_
_
_

v
^
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黎
屮
学
校
の
前

^

 
を
西
へ
向
か
い
、
約

■■1

 

ノンrl
ミ

.

.

■«-
_
，
. 
'
こ

：
'

■!*
«
'
鐵
 1

■
A
き
中
か
、-:
道
が
細
く
 

11H

 
‘

一 
込
み
入
.
.
'

て
お
り
、

_

!:晴

と
こ
ろ
で
す
が
、
少
し
高
い
と
こ
ろ
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
 

す
の
で
、
上
に
目
を
向
け
れ
ば
す
ぐ
見
つ
か
り
ま
す
。

こ
の
八
幡
神
社
に
は
灰
釉
始
犬
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
 

灰
色
の
釉
薬
を
使
っ
て
焼
い
た
狼
犬
の
立
像
で
、
口
を
開
 

け
た
「阿
」
と
、
口
を
閉
じ
た
「咐
」
の
雌g

一
対
に
な

つ
て
い
ま
す
。
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
阿
.

 

畔
と
も
完
全
な
姿
で
残
っ
て
い
ま
す
。
焼
物
製
の
始
犬
が
 

作
ら
れ
始
め
る
の
は
一
三
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
で
す
が
、 

市
内
に
は
、
焼
物
柏
犬
の
例
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
に
、
鵜
 

沼
惡
^
£

ぅ
の
術
聊
神
社
、
鵜
沼
尨
4
游
ぅ
のi

か
神
社
 

な
ど
二
例
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

八
幡
神
社
の
柏
犬
は
そ
の
う
ち
で
一
番
古
く
、
背
中
に

の
う
し
ゆ
う
か
か
み

「
濃
州
各
務
村

元
禄
十
四
(

一
七
〇一)

巳
八
月
十
五
日
」

と
銘
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

八
幡
神
社
を
後
に
南
へ
向
か
う
と
国
道
ニ
ー
号
線
に
出
 

ま
す
。
そ
こ
を
東
に
お
れ
て
進
む
と
、
国
道
と
国
鉄
高
山
 

線
と
が
立
体
交
差
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
着
き
ま
す
。
国
鉄
 

各
務
原
駅
か
ら
東
へ
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
場
所
で
す
 

が
、
こ
こ
に
山
の
前
一
里
塚
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
昭
和
二
〇
年
六
月
ニ
ニ
日
の
空
 

Wii

よ
っ
て
で
き
た
穴
を
ぅ
め
る
た
め
に
、
盛
り
土
を
崩
 

し
/

」の
で
、
今
で
は
そ
の
あ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
 

ん
。一

S
古f
ふなf
衡

一 
.

.

.

.
一

国
鉄
W
齡
M"駅
か
ら
国
道
二
一
号
線
を
横
断
し
南
に
下
 

る
と
、
ま
も
な
く
名
電
各
務
原
駅
が
見
え
ま
す
。
そ
の
道
 

を
さ
ら
に
南
進
す
る
と
、
丘
陵
上
に
真
新
し
い
陵
南
小
 

学
校
の
校
舎
が
見
え
て
き
ま
す
。
小
学
校
の
校
門
を
く
ぐ
 

っ
て
し
ば
ら
く
行
く
と
、
中
庭
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
大

牧
古
墳
(

一
号
墳
)
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
直
径
約
四
〇
メ
ー
ト
ル
高
さ
約
四
メ
ー
ト
ル
の
 

m

iti:で
す
。
小
学
校
の
建
設
予
定
地
に
当
た
っ
て
い
た
た
 

め
、
昭
和
五
七
年
度
に
緊
急
発
掘
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
市

内
の
古
墳
で
本
格
的
に
発
掘
が
行
わ
れ
た
も
の
の
中
で
は
 

最
も
規
模
の
大
き
い
も
の
で
、
石
室
も
大
へ
ん
立
派
で
す
。 

発
掘
後
、
記
録
で
保
存
し
、
古
墳
は
取
り
壊
す
予
定
に
な
 

っ
て
い
ま
し
た
が
、
文
化
財
と
し
て
の
価
値
が
高
い
も
の
 

と
い
ぅ
こ
と
で
、
学
校
の
敷
地
内
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
 

り
ま
し
た
。

大
牧
一
号
墳
の
西
方
約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
 

ふ
な
塚
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
現
在
、
長
さ
約
三
 

八
メ
ー
ト
ル
、
後
円
部
 

の
直
径
三
〇
メ
ー
ト
ル
 

高
さ
四
メ
 

ー
ト
ル
の
前
 

15

後
円
墳
で
す
。
ふ
つ

ぅ
石
室
は
後
円
部
に
作

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
こ
の
古
墳
で
 

は
前
方
部
か
ら
石
室
が



み
つ
か
り
ま
し
た
。 

I

真
後
円
部
に
も
石
室
が
 

㈣
あ
っ
た
か
ど
ぅ
か
に
 

I'

 
-

 
土
つ
い
て
は
、
大
半
が
 

.-JL/

 
'

 
一
、.
,
^
^

 
填
壊
さ
れ
て
い
た
た
め
 

セ
不
明
で
す
。

^

 
大
牧
一
号
墳
も
ふ
 

な
塚
古
墳
も
、
鵜
沼
 

地
域
の
古
代
豪
族
の
力
を
示
す
に
十
分
な
規
模
の
造
り
で
 

あ
り
、
銀
象
嵌
(

銀
を
は
め
こ
ん
だ
金
工
品
)
の
爵
具
類
 

な
ど
、
高
い
技
術
に
ょ
っ
て
作
ら
れ
た
副
葬ni

も
多
く
出
 

て
き
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
時
の
豪
族
の
力
が
し
の
ば
 

れ
ま
す
。
大
牧
一
号
墳
は
六
世
紀
末
ご
ろ
、
ふ
な
塚
古
墳
 

は
そ
れ
よ
り
や
や
新
し
い
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
 

れ
て
い
ま
す
。

《 
れ
き
し
み
ん
ぞ
く
し
り
よ
ぅ
か
ん
 
W

一
歴
史
民
俗
資
料
館
：

市
役
所
と
ユ
ニ
—
の
間
の
道
を
北
に
進
む
と
、
名
鉄
各
 

務
原
飛
行
場
駅
の
約
五
〇
メ
—
ト
ル
ほ
ど
南
に
、
各
務
原
 

市
保
健
文
化
会
館
が
ぁ
り
ま
す
。
こ
の
建
物
の
二
階
の
南
 

側
に
歴
史
民
俗
資
料
館
が
ぁ
り
、
石
器
、
土
器
な
ど
が
時
 

代
別
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈先
土
器
時
代
の
も

の
〉

器

こ
こ
に
は
、
土
器
 
^

が
作
ら
れ
な
か
つ
た

±1出

こ
ろ
に
使
わ
れ
て
い
 f

 

た
石
器
が
集
め
て
あ
 1

 

り
ま
す
。
石
を
打
ち
 

か
い
て
作
っ
た
石
器

で
、
一
目
で
石
器
と
分
か
る
も
の
を
は
じ
め
、
素
人
目
に
 

は
自
然
に
出
来
た
石
の
か
け
ら
と
区
別
の
付
け
に
く
い
も
 

の
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
石
器
が
な
ら
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

<¥於

時
代
の
も
の
〉

こ
こ
に
は
、
石
を
打
ち
か
い
て
作
っ
た
石
器
の
外
に
、 

石
を
み
が
い
て
刃
を
す
る
ど
く
し
た
石
器
や
縄
文
土
器
が
 

あ
り
ま
す
。
こ
の
土
器
は
、
表
面
に
縄
目
の
文
様
が
付
け
 

て
あ
り
、
色
は
主
に
か
っ
色
を
し
て
お
り
、
ぶ
厚
い
わ
り
 

に
は
、
も
ろ
い
作
り
の
 

卜

'
，.
.
.
^
^

 
法
も
の
で
す
。
特
にiM

 

ダ
 
.
/
f
g

 
は
遺
W

のものが多くあ 

py

 
と
り
ま
す
。

*
ぼ

〈弥
生
時
代
の
も
の
〉 

^

 
弥
生
h
器
は
、
縄
文
 

S

 
土
器
に
比
べ
る
と
、
高
 

温
で
焼
か
れ
、
ぅ
す
手

奮J

で
堅
く
、
底
が
小
さ
く
な
つ
て
い
ま
す
。
も
の
を
に
る
た
 

め
に
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
甕
の
破
片
も
あ
り
ま
す
。
ま
 

た
、
こ
の
時
代
に
は
、
稲
作
も
行
わ
れ
、
金
属
器
も
使
わ
 

れ
て
い
ま
す
。

〈古
墳
時
代
の
も
の
〉

古
墳
に
は
、
前
方
後
円
墳
、
円
墳
、
方
墳
な
ど
が
あ
り
 

ま
す
が
、
市
内
で
は
円
墳
が
大
半
で
、
残
り
の
何
基
か
が
 

前
方
後
円
墳
で
す
。
死
者
と
い
っ
し
ょ
に
古
墳
に
入
れ
た
 

syts
:
に
は
、
鏡
、
玉
、
直
く
瓜
、
ょ
ろ
い
、
馬
具
、
土
ど
 

め
に
使
っ
た
と
い
わ
れ
る
埴
輪
(

円
筒
は
に
わ
、
人
間
、 

動
物
、
家
)
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
柄
山
古
墳
 

か
ら
出
た
鶏
頭
埴
輪
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈歴
史
時
代
の
も
の
〉

市
内
須
衛
地
区
の
古
窯
跡
(

古
い
窯
あ
と
)
か
ら
出
た
 

も
の
が
、
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
須
恵
器
の
自
然
 

釉
は
、
千
度
以
上
の
高
温
で
焼
か
れ
た
た
め
、
燃
料
の
灰



が
表
面
に
つ
い
て
、
釉
 

薬
(

う
わ
ぐ
す
り
)
を
 

掛
け
た
ょ
う
に
な
っ
て
 

で
き
た
も
の
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
白
鳳
時
 

代
の
も
の
と
し
て
、
山
 

田
寺
跡
や
、平
蔵
寺
の
境
 

内
か
ら
出
た
瓦
な
ど
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ょ
う
に
先
土
器
時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で
の
世
の

中
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
ろ
使
わ
れ
て
い
た
も
の
の
多
く
を

目
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

^ 

一
I

麥
師
争

市
役
所
の
北
、
各
務
原
飛
行
場
駅
を
北
へ
向
か
い
、

山
線
を
横
切
っ
て
は
じ
め
て
の
十
字
路
を
東
(

右
)
に
向
 

か
ぅ
と
、
雄
飛
ヶ
丘
町
の
公
園
に
出
ま
す
。
そ
の
西
側
の
 

道
を
北
に
進
む
と
薬
師
寺
に
行
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
い 

く
つ
か
の
角
度
か
ら
、
こ
の
寺
を
な
が
め
て
み
た
い
と
思
 

い
ま
す
。

〈
宗
派
と
寺
〉

こ
の
寺
は
、
法
相
宗
で
、
奈
良
に
あ
る
薬
師
寺
の
岐
阜
 

薬
師
寺
別
院
と
し
て
、
昭
和
一
三
年
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
0

 

そ
の
時
は
、
講
堂
と
庫
裡
(
住
職
と
家
族
の
住
む
家
)
だ
 

け
で
し
た
が
、
二
六
年
に
鐘
楼
(

伊
勢
湾
台
風
で
た
お
 

れ
た
)

、
三
九
年
に
本
堂
、
四
二
年
に
不
動
堂
、
四
八
年
に
 

山
門
と
い
ぅ
順
で
増
築
さ
れ
ま
し
た
。

〈薬
師
如
来
像
〉

本
尊
の
薬
師
如
来
は
坐
像
(

す
わ
っ
た
姿
の
仏
像
)
で
 

「ぜ
ん
ぜ
薬
師
」
と
も
呼
ば
れ
、
多
く
の
人
々
に
信
仰
さ
 

れ
て
い
ま
す
。
本
尊
は
高
さ
四
五
セ
ン
チ
メ
—
ト
ル
の
ヒ

幻

\

キ
の
寄

木
造
で
、

L
»

 

t

 
ざ
-

一
く
が
人

 

(
H
K
i
r
K
.
h
R
'

^
 
く
ち
び
る

師
は
朱
色
で

薬

そ
ら
豆
状

の
か
た
ち
を
し
て
お
り
、
顔
は
は
げ
て
い
ま
す
が
墨
で
書
 

い
た
ひ
げ
が
残
つ
て
い
ま
す
。
穏
や
か
な
顔
を
し
て
お
り
、 

眼
や
口
の
作
風
か
ら
み
て
鎌
倉
時
代
の
仏
師
で
あ
る
快
慶
 

の
流
れ
を
く
む
と
も
い
わ
れ
、
左
手
に
薬
壺
を
持
っ
て
い 

ま
す
。
こ
の
本
尊
は
、
奈
良
の
薬
師
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
 

た
も
の
を
、
昭
和
ニ
ー
年
四
月
に
移
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
薬
師
如
来
の
下
内
側
に
は
、
道
弁
と
い
う
坊
さ
ん
 

が
貞
和
四
年
(
一
三
四
八
)
に
造
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
 

す
。ま

た
、
同
じ
く
奈
良
の
薬
師
寺
か
ら
移
さ
れ
た
仏
像
に

P
飢
像
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
昭
和
二
四
年
五
月
 

に
移
さ
れ
た
も
の
で
、
室
町
時
代
の
作
と
い
わ
れ
ま
す
。 

薬
師
如
来
像
は
県
指
定
、
不
動
明
王
は
市
指
定
の
文
化
財
 

で
す
。

そ
の
外
、
取
•
酎
，
町
の
^
法
堂
に
あ
っ
た
弘
法
大
師
 

像
と
不
動
明
王
像
も
移
し
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

1

^

印
に
は
、
幼
児
の
守
り
、
子
の
授
か
り
、
乳
も
ら
い
等
 

で
信
卯
さ
れ

て
い
る
保
育

地
蔵
尊
や
水

か
け
地
蔵
尊

な
ど
が
ま
っ

ら
れ
て
い
ま



1
こ 
ふ
ん
ぐ
ん

 

1

-
古
墳
群
 

：

薬
師
寺
か
ら
北
へ
行
く
と
、
い
ち
ょ
ぅ
通
り
(

元
十
六
 

メ
ー
ト
ル
道
路
)
と
呼
ば
れ
る
道
に
出
ま
す
。
目
の
前
に
 

小
山
(

ふ
つ
ぅ
「ハ
ゴ
カ
山
」)
が
見
え
ま
す
。
こ
の
山
の
 

南
側
か
ら
南
東
側
に
か
け
て
、
四
つ
の
古
墳
が
な
ら
ん
で
 

い
ま
す

一
号
墳
と
二
号
墳
 

は
南
東
に
あ
り
、
大
 

き
い
方
の
二
号
墳
は
 

1

 
直
径
約
一
六
メ
—
卜

P

lir
ル
高
さ
約
一.

五
メ
 

I
ト
ル
の
円
墳
で
、 

古
墳
時
代
の
後
期
の
 

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
で
は
、
山
林
の
中
に
石
室
の
岩
石
と
い
わ
れ
る
も
の
が
 

残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

三
号
墳
は
、
丘
の
南
側
に
あ
り
、
直
径
約
一
八
メ
ー
ト
 

ル
高
さ
三
•

五
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
、
古
墳
時
代
の
後
期
 

の
も
の
で
す
。
円
墳
の
南
側
が
道
路
で
削
ら
れ
て
い
ま
す
 

が
、
そ
の
他
は
ほ
と
ん
ど
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
ま
す
。

四
号
古
墳
は
、
丘
の
南
側
に
あ
り
、
直
径
約
一
八
メ
ー
 

ト
ル
高
さ
二
•

五
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
、
古
墳
時
代
後
期
 

の
も
の
で
す
。
円
墳
の
西
の
一
部
は
削
ら
れ
小
道
に
な
つ
 

て
お
り
、
上
に
は
牛
小
屋
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、 

こ
こ
で
は
四
つ
の
古
墳
が
か
た
ま
っ
て
造
ら
れ
て
い
る
の
 

が
一
つ
の
特
色
で
す
。

し
ん
力
の
ぅ
こ
や
す
み
ほ
ん
じ
ん

新
加
納
小
休
本
陣

市
役
所
か
ら
那
加
の
街
を
す
ぎ
て
、
西
へ
行
っ
た
と
こ

ろ
に
、
那
加
新
加
納
町
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
町
の
ほ
ぼ
中
 

央
部
に
、
火
の
見
矢
倉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
北
側
の
辺
り
 

に
、
小
休
本
陣
(

梅
村
屋
)
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

新
加
納
村
は
、中
山
道
宿
駅
の
加
納
宿
と
鵜
沼
宿
の
中
 

間
に
あ
り
、
宿
駅
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
各
務
原
台
地
の
 

西
の
端
に
あ
る
交
通
の
要
所
で
し
た
。
ま
た
、
中
山
道
の
 

道
筋
が
「カ
ギ
の
手
」
に
な
っ
て
お
り
、
軍
事
上
の
要
所
 

で
も
あ
っ
た
こ
と
が
ぅ
か
が
え
ま
す
。

加
納
と
鵜
沼
の
宿
駅
ま
で
一
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、 

休
憩
所
が
必
要
な
と
こ
ろ
か
ら
宿
が
で
き
、
身
分
の
高
い
 

人
が
休
息
す
る
た
め
の
場
所
と
し
て
、
こ
こ
に
小
休
本
陣
 

が
で
き
た
の
で
す
。

本
陣
は
、
宿
駅
に
置
か
れ
る
も
の
で
、
も
と
も
と
小
休
 

本
陣
で
は
泊
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
や
が
て
武
士
た
ち
 

の
中
に
泊
ま
る
も
の
が
で
き
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
つ
 

た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
旗
本
坪
内
氏
の
接
待
の
場
所
と
し

て
も
利
用
さ
れ
た
と
い
 

わ
れ
ま
す
。

梅
村
星
の
隣
に
、
一 

里
塚
(

新
加
納
)
が
あ
 

り
ま
し
た
が
、
明
治
以
 

後
と
り
壊
さ
れ
、
そ
の
 

あ
と
を
表
わ
す
標
柱
だ
 

け
が
南
側
に
あ
り
ま
す
。

^

 
し
よ
う
 
り
ん
 
じ

i

少
林
寺

一
里
塚
の
標
柱
を
西
に
進
む
と
、
今
尾
医
院
の
前
の
三
 

さ
路
に
出
ま
す
。
こ
こ
を
左
折
し
、
す
ぐ
右
折
す
る
と
竹
 

や
ぶ
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
を
過
ぎ
る
と
、
少
林
寺
の
稲
荷
 

堂
の
前
に
出
ま
す
。

新
加
納
の
少
林
寺
は
、
東
陽
英
朝
が
開
い
た
名
高
い
寺



¥

で
す
。東
陽
英
朝
は
、臨
済
宗
妙
心
寺
亂
の
名
の
通
っ
た
 

僧
で
、
八
百
津
町
和
知
に
生
ま
れ
、
後
に
京
都
の
妙
心
寺
、 

大
徳
寺
な
ど
を
経
て
、
尾
張
の
端
泉
寺
に
移
り
、
そ
の
後
、 

美
濃
国
内
に
多
く
の
寺
を
開
い
た
人
で
す
。
そ
し
て
、

正
元
年(一

五
〇
四
)

に
、
七
七
歳
の
と
き
こ
の
寺
で
な
 

く
な
り
ま
し
た
。
本
堂
の
ぅ
ら
に
は
、
そ
の
塔
所
(

墓
)

 

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
寺
に
は
、
東
陽
英
朝
に
関
す
る
宝
物
が
多
く
残
つ
 

て
お
り
ま
す
が
、
愚
堂
国
師
の
讃
(

画
に
題
し
て
画
面
中
 

に
書
か
れ
た
詩
.

歌
•

文
)
の
あ
る
頂
相
(

術
し
宗
の
高
僧
 

の
肖
像
、
縦
九
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
六
セ
ン
チ
メ
 

—

の
後
、
領
主
坪
内
氏
が
、
領
内
の
寺
を
調
べ
て
少
林
寺
の
 

旧
KF!を
保
護
し
、
代
々
の
菩
提
寺
(

葬
式
や
供
養
を
す
る
 

寺
)

と
し
て
か
ら
、
坪
内
家
の
墓
や
位
牌
や
系
図
な
ど
が
 

保
存
さ
れ
現
在
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

魔
•所
に
あ
る
坪
内
家
の
墓
は
、
一
族
の
代
々
の
墓
を
集
 

め
た
も
の
で
、
旗
本
の
墓
と
し
て
は
代
表
的
な
も
の
で
す
。

ま
た
、
当
寺
に
は
、
坪
内
氏
一
族
の
各
家
に
つ
い
て
、 

t
皆
時
代
に
七
家
の
系
図
を
も
と
に
平
島
の
坪
内
高
国
が
 

編
集
し
1&し
た
も
の
が

あ
り
、
坪
内
氏
の
い
わ
 

c

m$れ
を
詳
し
く
知
る
こ
と

pirが
で
き
ま
す
。
た
だ
、

墓穿
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
 

れ
て
お
り
、
大
切
に
保
 

存
さ
れ
て
い
る
た
め
、 

一
般
に
は
公
開
さ
れ
て

.

ま
せ
ん
。

て
じ
か
ら
お
 
じ
ん
じ
や

手
力
雄
神
社

少
：一|

寺
を
出
て
、
一
里
塚
の
標
柱
の
と
こ
ろ
ま
で
戻
 

り
、
北
に
見
え
る
小
山
を
め
ざ
し
て
新
加
納
駅
や
高
山
線
 

を
越
え
て
さ
ら
に
進
む
と
、歩
道
橋
の
あ
る
県
道
に
出
ま
 

す
。
こ
れ
に
沿
っ
て
北
に
進
む
と
、
左
手
に
墓
地
の
見
え
 

る
信
号
に
出
ま
す
。
そ
こ
を
西
(

左
)
に
約
二
〇
〇
メ
ー
 

ト
ル
進
む
と
、
手
力
雄
神
社
の
鳥
居
が
見
え
て
来
ま
す
。 

次
に
あ
げ
る
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
、
こ
の
神
社
の
こ
 

と
を
調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈由
来
に
つ
い
て
〉

こ
の
神
社
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
神
は
手
力
雄
命
で
す
。

あ
ま
 
い
わ
と

 
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

 
か
く

神
話
の
天
の
岩
戸
の
話
で
、
天
照
大
神
が
お
隠
れ
に
な
 

つ
て
い
た
岩
戸
を
外
か
ら
こ
じ
開
け
た
力
も
ち
の
神
様
と

ト
ル
)
や
、
著
書
で
あ
る
公
 

案
(

禅
宗
の
悟
り
を
ひ
ら
く
 

よ
ぅ
に
課
題
と
し
て
出
さ
れ
 

る
問
題
)
三
卷
、
な
く
な
る
 

三
日
前
に
書
か
れ
た
と
伝
え
 

ら
れ
る
辞
世
(

死
ぬ
前
に
残
 

す
詩
)

な
ど
は
そ
の
代
表
的
 

な
も
の
で
す
。

少
林
寺
の
門
前
に
あ
る
稲
荷
堂
は
、
こ
の
寺
の
八
世
 

(

八
代
目
)
住
っ
職
、鼎
州
ぅ
和
尚
ぅ
の
時
に
建
て
ら
れ
、
そ
 

れ
以
後
百
数
十
年
た
っ
た
い
ま
で
も
、
太
く
て
丸
い
柱
や
 

美
し
い
彫
刻
な
ど
、
当
時
の
面
影
を
伝
え
て
い
ま
す
。
本
 

尊
の
稲
荷
大
明
神
は
、
文
化
元
年
(

一
八
〇
四
)
に
京
都
 

の
伏
見
稲
荷
か
ら
移
し
て
安
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
寺
は
、
織
田
信
長
が
岐
阜
城
を
攻
め
た
と
き
の
戦
 

い
で
、
建
物
の
ほ
と
ん
ど
が
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ



し
て
も
知
ら
れ
て
い
 

ま
す
0

居
 
平
安
時
代
に
ま
と

鳥1

，
め
ら
れ
た
「美
濃
国
神

^
1

 
め
い
ち
よ
う

 
の

齣
名
帳
」に
載
っ
て
い

手
る
「真
幣
明
神
」 

が
、
こ
の
神
社
で
は
 

な
い
か
と
考
え
ら
れ
 

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
手
力
雄
神
社
の
裏
側
(

本
殿
の
北
)

 

に
あ
る
山
の
中
復
に
真
幣
岩
と
呼
ば
れ
る
大
岩
が
あ
り
あ
 

が
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
古
く
か
ら
伝
わ
つ
て
い
る
榊
の
 

標
木
に
「真
幣
明
神
」
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
 

そ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

「美
濃
国
神
名
帳
」が
で
き
る
少
し
前
に
、「JS

ぬ
術
附
 

帳
」が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
中
に
飛
鳥
田
神
社
、加
佐
美
 

神
社
、
村
国
神
社
、
村
国
真
墨
田
神
社
、
•
井
神
社
の
名

前
は
載
っ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
か
手
力
雄
神
社
ま
た
は
真
 

幣
明
神
の
名
は
み
あ
た
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
神
 

社
は
、少
く
と
も
一
〇
世
紀
中
ご
ろ
の
「美
濃
国
神
明
帳
」が 

作
ら
れ
た
こ
ろ
に
は
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
相
当
古
く
 

か
ら
那
加
地
区
を
中
心
に
尊
び
あ
が
め
ら
れ
て
い
た
と
い
 

え
ま
す
。

明
治
一
二
年
に
那
加
地
区
の
総51

術
と
し
て
術
松
の
街
 

式
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
記
録
に
も「g

和
 

八
か
村
総
鎮
守
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
ろ
に
は
す
 

で
に
、
総
氏
神
と
し
て
那
加
地
区
の
民
衆
か
ら
あ
が
め
ら
 

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

〈本
殿
と
竜
の
彫
刻
〉

本
殿
は
、
流
造
り
の
檜
皮
葺
(

屋
根
を
ヒ
ノ
キ
の
皮
で
 

ふ
い
た
も
の
)
で
、
延
宝
二
年
(

一
六
七
四
)
に
再
建
さ
 

れ
て
お
り
、
三
百
年
の
風
や
あ
ら
し
に
た
え
、
ほ
と
ん
ど
 

傷
ん
で
お
り
ま
せ
ん
。

こ
の
神
殿
に
は
、 

た
く
さ
ん
の
彫
刻
が
 

あ
り
ま
す
が
、
「竜
 

の
雌
雄
」
は
、
神
殿
 

の
左
右
に
置
か
れ
て
 

お
り
、
色
は
あ
せ
て
 

い
ま
す
が
、
す
る
ど
 

い
顔
つ
き
を
し
て
い
 

ま
す

作
っ
た
人
は
神
殿
を
再
建
し
た
大
工
の
棟
梁
樋
口
太
 

兵
衛
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
は
つ
き
り
し
て
お
り
ま
 

せ
ん
。

〈織
田
信
長
禁
制
〉

こ
の
神
社
は
、
織
田
信
長
と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。

信
長
は
、
手
力
雄
神
社
を
敬
い
、
こ
の
神
社
に
千
三
〇
〇
 

へ
ク
タ
ー
ル
の
田
畑
を
寄
付
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
こ
ろ
信
長
が
出
し
た
禁
制
で
は
、
「濫
妨
狼
藉
、i

取
、 

放
火
、
竹
木
の
伐
り
採
り
」
を
禁
じ
て
い
ま
す
。

永
禄
一
〇
年
(

一
五
六
七
)
は
、
信
長
が
岐
阜
城
を
攻



A
T

2

5
.
4

•s^rt
め
取
っ
た
年
で
す
。
こ
の
'

 

禁
制
は
、
手
力
寺
が
、
信
 

長
の
軍
勢
の
乱
妨
•

陣
取
 

な
ど
の
行
為
か
ら
逃
れ
る
 

た
め
、
制
札
代
金
(

判
銭
)

 

を
支
払
ぅ
の
と
引
き
替
に
 

求
め
、
信
長
か
ら
下
付
さ
 

れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
禁
制
の
文
の
は
じ
め
に
「手
力
寺
」
と
書
い
て
あ
 

る
の
は
、
手
力
雄
神
社
の
名
に
関
連
し
て
、
今
も
残
っ
て
 

い
る
文
書
の
中
で
最
も
古
い
記
録
で
す
。
こ
れ
は
昔
、
神
 

と
仏
と
を
区
別
せ
ず
、
お
寺
と
お
宮
が
同
居
し
て
い
た
時
 

代
の
も
の
で
す
。
普
通
は
、
そ
の
場
合
'

 

お
寺
(

和
 

の
方
に
力
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
手
力
雄
神
社
が
手
力
寺
 

と
な
つ
て
い
る
の
は
、
そ
の
現
わ
れ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
境
内
に
は
、
信
長
が
稲
葉
山
城
(

岐
阜
城
)
攻

め
に
あ
た
っ
て
、
戦
勝
祈
願
で
弓
矢
を
射
掛
け
た
と
伝
え
 

ら
れ
る
信
長
弓
掛
桜
が
あ
り
ま
す
。
今
の
は
、
元
の
木
の
 

芽
を
育
て
た
も
の
で
す
が
、
昭
和
六
〇
年
、
市
の
文
化
財
 

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

<

如ね>

こ
の
始
犬
は
、
天
正
九
年
(

一
五
八
一
)

と
刻
ま
れ
た
 

石
造
の
立
像
で
、
開
口
 
(

阿
)

、
閉
口
 (g)

の
両
方
と
も
 

に
口
を
水
平
に
し
て
あ
ご
を
あ
げ
、
前
足
を
垂
直
に
し
て
 

立
ち
、
体
を
斜
め
に
し
 

て
後
ろ
足
を
あ
げ
て
い
 

ま
す
。
髪
の
毛
は
肩
ま
 

で
垂
れ
さ
が
り
、
丸
く
 

胸
を
突
き
出
し
て
お
り
、

全
体
に
柔
ら
か
い
曲
線
 

を
み
せ
て
い
ま
す
。
こ 

れ
は
、
東
大
寺
南
大
門

の
大
泊
犬
と
同
じ
流
れ
を
く
む
様
式
と
も
い
わ
れ
ま
す
。 

両
方
と
も
ほ
と
ん
ど
乳
れ
て
お
ら
ず
、
像
の
高
さ
は
約
四
 

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
前
ょ
り
尾
ま
で
約
三
五
セ
ン
チ
メ
 

—

ル
あ
り
ま
す
。

〈手
力
雄
神
社
境
内
古
墳
〉

こ
の
古
墳
は
、
&
を
背
に
社
殿
を
狭
ん
で
東
西
に
一
つ
 

ず
つ
あ
り
ま
す
。
南
に
口
を
開
い
て
石
室
が
出
て
い
ま
 

す
。
現
在
、
市
内
に
あ
る
横
穴
式
石
室
を
も
つ
円
墳
の
 

ょ
い
例
で
す
。
横
穴
式
石
室
は
、
六
世
紀
に
入
っ
て
全
国
 

に
分
布
し
た
古
墳
の
造
り
方
で
す
。

西
古
墳
の
盛
り
土
は
、
直
径
一
八
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
 

四
メ
ー
ト
ル
で
、
石
室
は
大
き
な
岩
で
組
ま
れ
て
い
ま
す
。 

入
口
か
ら
奥
の
壁
ま
で
一
〇
.

五
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
れ
が
 

石
室
と
道
(

通
路
)
と
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
通
路
の

Illi.-
H
 

一 
•
五
メ
 

ー
ト
ル
で
、
高
さ
が
 

一
•
八
メ
-
-
ル
あ

り
ま
す
。

東
古
墳
の
盛
り
 

土
は
、
直
径
一
二

メ

-
ル

■
古

rs]さ

五

メ

^
ル
で
、

石
室
内
部
に
土
が
 

崩
れ
落
ち
て
お
り
 

測
定
が
で
き
ま
せ

 
^

 /J

 

ん
。
入
口
の
幅
は
、

一
.
五
メ
ー
ト
ル
で
、
高
さ
が
二

雄

神
跌
|

•

ル
あ
n

ま
す
。
外
形
は
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
ま
す
。

手
力
雄
神
社
内
に
は
、
他
に
も
数
基
の
古
墳
が
あ
り
ま
 

す
。
こ
れ
ら
の
石
室
の
中
か
ら
、
が
環
、
銀
環
、
勾
玉
(

ほ 

と
ん
ど
は
瑪
瑙
で
作
ら
れ
て
い
る
)

、
管
玉
(

竹
管
を
切
っ
 

た
よ
ぅ
な
形
を
し
た
、
長
さー

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
直
径
 

五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
や
、
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、 

直
径
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が



碧
玉
(

み
ど
り
色
の
 

玉
)
製
の
も
の
で
あ
 

(mる
。)
や
、
須
恵
器
 

s«(
古
墳
時
代
後
半
期
 

以
降
の
品
で
、

青
灰
色
や
灰
鼠
色

8
藏
後

i
.';is
を
し
-
用
S
 

.
器
で
す
。
そ
れ
に
は
、 

坏
、
高

if,を
は
じ
め
、

I5U1、
札
、
.
^

、
；.^y、
亂
配
、y
 

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
形
の
も
の
が
あ
る
)
な
ど
の
副
葬
品
が
 

出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
死
者
の
前
に
並
べ
た
の
は
、 

土
器
に
盛
ら
れ
た
飲
食
物
を
供
え
る
た
め
で
あ
つ
た
と
思
 

わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
む
ら
に
は
神
社
が
あ
り
ま
 

す
。
そ
の
神
社
の
多
く
は
、
後
ろ
に
山
が
あ
り
前
が
平
地
 

で
開
け
て
い
る
場
所
や
、
小
高
い
小
さ
丘
(

古
墳
の
あ
る
丘

な
ど
)
上
に
 

作
ら
れ
て
い

に
神
が
宿
る
 

と
信
じ
ら
れ
；g

て
い
た
か
ら

で
し
ょ
ぅ
。
そ
こ
に
自
分
た
ち
を
見
守
っ
て
く
れ
る
氏
申
 

を
ま
つ
つ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

各
務
原
市
で
は
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
、
ま
わ
り
の
村
 

の
氏
神
を
代
表
す
る
i
i

s心̂
として、
五
つ
の
術
批
が
定
 

め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
ぅ
ち
、
手
力
雄
神
社
と
加
佐
美
神
 

社
(

若
宮
八
幡
社
と
も
呼
ば
れ
た
)
は
江
戸
時
代
の
初
め
 

ご
ろ
か
ら
総
鎮
守
と
し
て
村
々
か
ら
あ
が
め
ら
れ
て
い
ま
 

し
た
。
ま
た
、
加
佐
美
神
社
、
村
国
神
社
(

白
01!宮
)

、
村
 

国
真
墨
田
神
社
(

村
国
南
宮
社
)

、御
井
神
社
は
、「延
喜
式

神
明
帳
」
に
載
つ
て
い
る
古
い
由
緒
の
あ
る
神
社
と
し
て
、 

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
、
特
に
意
識
さ
れ
は
じ
め
ま
し

か
ら
や
ま
 
こ

柄
山
古

ふん 

一

手
力
雄
神
社
を
出
て
北
に
進
み
、
境
川
を
渡
っ
た
と
こ
 

ろ
か
ら
北
の
方
に
琴
が
丘
団
地
が
見
え
ま
す
。
こ
の
団
地
 

の
東
の
端
の
す
ぐ
北
側
に
小
さ
な
山
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
 

が
柄
山
古
墳
で
す
。
ま
た
、
そ
の
向
こ
ぅ
の
山
腹
に
尾
崎
 

団
地
も
見
え
ま
す
。

こ
の
古
墳
は
、
前
九
衡
吼
獻
で
、
小
さ
な
山
を
利
用
し
、 

そ
の
西
の
端
の
上
部
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

前
方
部
は
西
を
向
い
た
造
り
に
な
っ
て
お
り
、
四
世
紀
 

ご
ろ
に
造
ら
れ
た
古
墳
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
二
年
こ
ろ
、
小
山
の
ま
わ
り
が
削
り
取
ら
れ
、

小
山
の
形
が
大
き
く
 

変
わ
り
ま
し
た
が
、

古
墳
の
主
要
な
部
分
 

は
、
ほ
ぼ
完
全
な
姿
 

で
残
つ
て
い
ま
す
。

こ
の
古
墳
の
長
さ
 

は
約
八
ニ
メ
ー
ト
ル
 

で
、
後
円
部
の
横
幅

は
五
四
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
が
約
八
.

四
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
 

す
。
後
円
上
部
は
平
ら
で
、
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
円
形
に
 

な
つ
て
い
ま
す
。

前
方
部
と
後
円
部
と
の
間
は
、
後
円
の
中
心
か
ら
一
九
 

メ
ー
ト
ル
の
所
で
、
後
円
部
よ
り
約
三
•

五
メ
ー
ト
ル
低
 

く
な
つ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
の
盛
り
土
の
幅
は
最
も
狭
 

く
、
約
三
八
メ
ー
ト
ル
で
、
高
さ
約
四
.

九
メ
ー
ト
ル
あ
 

り
ま
す
。



ま
た
、
後
円
部
の
 

後
方
に
は
、
幅
約
二
 

メ
—
ト
ル
の
堀
が
あ
 

り
、
後
円
部
の
す
そ
 

に
は
、
三
段
の
石
が
 

幅
約
三
.

五
メ
—
卜
 

柄
ル
ず
つ
あ
っ
た
よ
う

こ
の
古
墳
か
ら
鶏
の
頭
部
を
形
ど
っ
た
動
物
埴
輪
が
発
 

見
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
鶏
頭
埴
輪
は
、
頭
と
首
の
一
部
 

で
、
直
径
一
〇
セ
ン
チ
メ
—
ト
ル
ほ
ど
の
も
の
で
す
。 

こ
れ
は
、
市
の
歴
史
民
俗̂

Ti

ぅ
館
に
展
示
し
て
あ
り
ま

ま
と
め

旧
中
山
道
に
沿
っ
て
古
墳
を
中
心
に
た
ず
ね
な
が
ら
、 

東
は
貞
照
寺
を
ス
タ
ー
ト
し
、
西
は
柄
山
古
墳
に
い
た
る
 

ま
で
、
各
務
原
市
を
東
西
に
見
学
し
ま
し
た
。

こ
の
コ
—
ス
の
主
題
は
「旧
中
山
道
と
古
墳
を
た
ず
ね
 

て
」
で
し
た
。
市
内
に
は
ど
ん
な
古
墳
が
あ
り
、
ど
ん
な
 

場
所
に
造
ら
れ
、
ど
ん
な
形
や
大
き
さ
を
し
て
い
る
か
に
 

つ
い
て
、
お
お
ょ
そ
の
内
容
を
つ
か
ん
で
い
た
だ
け
た
こ
 

と
と
思
い
ま
す
。
古
墳
の
丘
の
上
に
立
っ
て
周
囲
を
見
回
 

し
、
そ
の
大
き
さ
や
造
り
を
実
際
に
見
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、 

古
代
豪
族
の
力
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
ど
っ
た
コ
ー
ス
に
あ
る
神
社
、
仏
閣
、
宿
場
町
な
ど
、 

時
代
が
ま
ち
ま
ち
の
旧
跡
を
た
ず
ね
た
た
め
、
歴
史
の
流
 

れ
と
し
て
は
つ
か
み
に
く
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
直
接
触
れ
る
こ
 

と
が
で
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

現
代
の
ょ
ぅ
す
と
比
べ
た
り
、
当
時
の
人
々
の
立
場
に
 

な
っ
て
、
ど
っ
ぷ
り
と
そ
の
雰
囲
気
に
浸
っ
て
み
な
が
ら
、 

各
務
原
市
の
発
展
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
は
、
決
し
 

て
無
駄
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
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各
務
原
市
の
中
心
部
を
占
め
て
い
る
各
務
原
ム
□■地
が
で
き
た
の
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
五
〜
六
万
年
も
前
の
 

こ
と
で
、
洪
積
世
(

約
一
〇
〇
万
〜
一
万
年
前
の
期
間
)
と
よ
ば
れ
て
い
る
時
代
で
す
。
日
本
を
お
お
っ
て
 

い
た
氷
河
時
代
が
終
わ
り
に
近
づ
く
こ
ろ
か
ら
、
台
地
上
に
は
、
草
や
木
が
し
げ
り
出
し
、
石
器
を
使
ぅ
人
 

間
が
住
み
始
め
ま
す
。
そ
の
後
、
沖
積
世
に
入
る
と
、
各
務
原
台
地
で
は
船
文
'

文
化
が
栄
え
ま
し
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
各
務
原
市
に
は
、
原
始
の
時
代
か
ら
祖
先
が
残
し
て
き
た
、
貴
重
な
文
化
財
が
数
多
く
あ
 

り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
か
ら
、
私
た
ち
は
祖
先
の
も
の
の
考
え
方
や
感
じ
方
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
 

き
ま
す
0

こ
の
コ
—
ス
で
は
、
各
務
原
の
あ
け
ぼ
の
で
あ
る
、
先
土
器
時
代
や
縄
文
時
代
の
遺
跡
を
た
ず
ね
、
当
時
 

の
人
々
の
生
活
の
様
子
を
探
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
と
く
に
、
炉
畑
遺
跡
は
縄
文
時
代
の
中
ご
ろ
を
代
表
 

す
る
県
の
史
跡
で
あ
り
、
堅
穴
式
住
居
が
復
元
さ
れ
、
遺
跡
公
園
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
山
田
寺
•

飛
鳥
田
神
社
な
ど
、
大
和
朝
廷
と
の
か
か
わ
り
を
も
つ
と
み
ら
れ
る
史
跡
を
と
お
し
 

て
、
祖
先
の
足
跡
を
た
ど
つ
て
み
ま
し
よ
う
。

ま
え
 
ど 
ふ
 
ど
う

前
渡
不
動

最
初
に
訪
れ
る
の
は
、
市
の
南
部
に
あ
る
前
渡
の
 

矢
熊
山
(

八
七
•

五
メ
ー
ト
ル
)
で
す
。

こ
の
山
の
上
に
あ
る
仏
眼
1̂は
、
「前
渡
の
お
不
動
さ

ま
」
と
し
て
名
 

高
く
、.
古
く
か
 

ら
土
地
の
人
た
 

ち
に
親
し
ま
れ
、 

^
 

^
ハ母H
お
参
り
す
 

る
人
で
に
ぎ
わ
 

つ
て
■

い
ま
す
。 

ま
た
、
山
の
上
 

か
ら
は
、
清
流
 

木
曾
川
を
始
め

1

i
平
野
が
見
わ
た
せ
、
景
色
の
よ
い
所
と
し
て
も
有
名
 

で
す
。

こ
こ
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
「不
動
明
王
」
は
、
千
葉
県
 

に
あ
る
真
言
宗
成
田
不
動
尊
の
分
身
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
 

す
。「仏

眼
院
^
^
」
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
に
前
渡
を
支
 

配
し
て
い
た
、
旗
本
坪
 

m

家
の
内
分
分
家
で
あ
 

る
坪
内
嘉
兵
衛
(

前渡 

坪
内
氏
)
の
家
臣
で
あ
np 

っ
た
、
山
本
軍
八
郎
のf

 

子
ど
も
秀
之
助
が
眼
病

渡

の
た
め
失
明
し
ま
し
た
。
前 

そ
こ
で
成
田
山
に
お
祈
 

り
し
た
と
こ
ろ
治
つ
た
 

の
で
、
そ
の
恩
返
し
の 1^1



議
空から見た炉畑遺跡公園

各
務
原
台
地
で
)I'始
時
代
の
人
々
が
生
活
し
て
い
た
こ
と
 

を
物
語
る
遺
跡
群
を
通
り
抜
け
な
が
ら
、
県
道
関
•

江
南
 

線
を
北
へ
進
む
と
、
炉
畑
遺
跡
を
示
す
立
て
札
が
あ
り
ま
 

す
。
そ
こ
を
右
へ
曲
が
り
、
東
へ
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
 

ど
行
く
と
、
鵜
沼
三
ツ
池
町
の
炉
畑
遺
跡
に
着
き
ま
す
。 

炉
畑
遺
跡
は
、
た
だ
遺
跡
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、縄
文

時
代
の
住
居
を

復
元
し
、
遺
跡

公
園
に
な
っ
て

い
ま
す
。

た
め
に
お
祈
り

開
い
た
の
が
始
 

ま
り
だ
と
伝
え

明
治
二
四
年
 

に
は
、
京
都
か
 

ら
豊
臣
秀
吉
の
 

祈
願
所
で
あ
つ
 

た
仏
眼
院
の
寺

籍
を
移
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
開
運
、
や
く
よ
け
、
無
病
 

息
災
を
お
祈
り
す
る
前
渡
不
動
の
名
を
ま
す
ま
す
高
め
、 

最
近
で
は
交
通
安
全
の
守
護
仏
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
て
い
 

ま
すま

た
、
矢
熊
山
の
中
腹
に
は
、
鎌
倉
時
代
に
起
き
た
 

承
久
の
変
(

一
ニ
ニ
ー
年
)

で
戦
死
し
た
人
た
ち
の
、
供

養
塔
(

市
史
跡
)
が
多
数
あ
り
ま
す
。

承
久
の
変
と
は
、
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
の
血
筋
が
源
氏
の
 

正
統
三
代
で
絶
え
た
時
、
後
鳥
羽
上
皇
が
政
権
を
幕
府
側
 

の
北
条
氏
ょ
り
取
り
戻
そ
ぅ
と
し
た
こ
と
か
ら
起
き
た
戦
 

い
で
す
。
そ
の
戦
場
の
中
心
が
摩
免
戸
(

今
の
前
渡
)
の 

瀬
で
、木
曾
川
を
は
さ
ん
で
十
数
万
の
軍
兵
が
京
方
の
西
軍
 

と
鎌
倉
方
の
東
軍
と
に
分
か
れ
て
戦
い
ま
し
た
。

西
軍
方
は
戦
い
に
負
け
、
後
鳥
羽
上
皇
は
隠
岐
へ
島
流
 

し
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
戦
い
で
亡
く
な
っ
た
人
々
を
弔
ぅ
た
め
に
、
あ
ち
 

こ
ち
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
五
輪
の
供
養
塔
は
、
矢
熊
山
に
 

集
め
ら
れ
、
現
在
も
土
地
の
人
に
ょ
っ
て
手
あ
つ
く
供
養
 

さ
れ
て
い
ま
す
。

矢
熊
山
の
上
の
方
で
、
刀
や
槍
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
 

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
や
、
こ
け
む
し
た
五
輪
塔
は
、 

私
た
ち
に
当
時
の
戦
い
を
し
の
ば
せ
て
く
れ
ま
す
。



こ
の
堅
穴
式
 

住
居
は
、住
居
跡
 

の
柱
穴
の
数
や
大

_
 
き
さ
か
ら
柱
の
数

送
入
や
太
さ
を
考
え
 

鑾f
ホ
の
わi
を活用 

1

遺
す
る
原
始
的
な
骨
 

1

炉
組
み
の
方
法
で
柱
 

を
組
み
立
て
、
力 

ヤで
屋
根が
葺
い
 

て
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
一
年
の
土
地
改
良
事
業
で
、
表
面
の
土
を
な
ら
 

し
た
と
こ
ろ
、
た
く
さ
ん
の
土
器
の
か
け
ら
が
出
て
来
ま
 

し
た
。
さ
ら
に
翌
年
の
秋
に
は
、
炉
の
跡
ら
し
い
も
の
ま
 

で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
き
つ
か
け
と
な
つ
て
 

縄
文
遺
跡
の
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、昭
和
四
三
年
一
〇
月

に
発
掘
調
査
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
発
掘
で
は
、
地
下
に
う
ず
も
れ
て
い
る
住
居
跡
を
 

探
し
当
て
る
た
め
の
ト
レ
ン
チ
(

試
験
掘
り
の
溝
)
を
作
 

る
段
階
で
、
完
全
な
形
を
し
た
土
器
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。 

地
面
の
上
の
方
か
ら
は
、
縄
文
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
の

土
器
が
見
つ
か
り
、
下
の
方
か
ら
は
、
縄
文
時
代
中
ご
ろ
 

の
加
曾
利
E
式
土
器
な
ど
、
多
数
の
土
器
が
出
て
来
ま
し
 

た
。そ

こ
で
、
調
査
は
昭
和
四
六
年
秋
ま
で
五
回
に
わ
た
っ
 

て
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

圍
 
そ
の
結
果
、
縄

■
文
時
代
の
中
ご
ろ

■1■ 
か
ら
終
わ
り
に
か
 

け
て
の
住
居
跡
は
、 

■11
〇
基
ぁ
る
こ
と
 

_
遺
が
分
か
り
ま
し
た
。 

■

 5

ま
た
、
土
器
の
か
 

け
ら
を
つ
な
ぎ
合
 

わ
せ
た
と
こ
ろ
、 

完
全
な
形
の
も
の
 

が
一
一
七
個
も
で
き

ま
し
た
。
そ
の
外
、
土
器
の
か
け
ら
は
ト
ラ
ッ
ク
ー
台
分
 

に
も
な
り
ま
し
た
。

遣
跡
名
は
、
こ
の
土
地
の
字
名
で
あ
る
「野
中
炉
畑
杉
 

_
」か
ら
「炉
畑
」の
部
分
だ
け
を
と
っ
て
、
「炉
畑
遺
跡
」 

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

炉
畑
遺
跡
の
近
く
に
は
、
泉
が
わ
き
出
て
お
り
、
小
川
 

も
流
れ
て
い
る
の
で
、
水
が
得
や
す
く
、
木
の
実
も
た
く
 

さ
ん
あ
り
、
miも
多
く
い
た
と
思
わ
れ
、
い
わ
ば
縄
文
時
 

代
の
人
が
住
み
や
す
い
土
地
で
あ
っ
た
と
考
ぇ
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
生
活
の
し
や
す
い
所
に
は
、
自
然
に
人
々
が
 

集
ま
っ
て
き
て
、
そ
こ
に
住
み
付
い
て
ひ
と
つ
の
ム
ラ
を
 

作
り
ま
す
。
炉
畑
遺
跡
に
み
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
住
居
の
 

跡
も
、
当
時
の
そ
う
し
た
ム
ラ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
思
 

わ
れ
ま
す
。

こ
の
炉
畑
遺
跡
は
ち
ょ
う
ど
各
務
原
台
地
の
ほ
ぼ
中
央
 

に
あ
り
ま
す
。
金
網
の
垣
根
に
囲
ま
れ
た
公
園
内
に
足
を



炉畑式土器（高さ33.5cm）

1

ま
か
ら
数
千
年

も
ど

も
前
に
戻
つ
た
 

気
持
ち
に
な
り
 

g
ま
す
。
縄
文
時
 

届
代
の
人
た
ち
が
、 

家
の
中
か
ら
、 

今
に
も
顔
を
の
 

ぞ
か
せ
そ
う
な
 

気
が
し
て
き
ま

縄
文
時
代
の
住
居
は
、
洞
く
つ
や
岩
陰
か
ら
、
し
だ
い
 

に
堅
穴
式
住
居
と
い
わ
れ
る
も
の
へ
と
か
わ
つ
て
き
ま
し

こ
の
住
居
は
、
地
面
を
数
十
セ
ン
チ
メ
—
ト
ル
掘
り
下
 

げ
、
そ
こ
へ
穴
を
掘
っ
て
柱
を
数
本
立
て
、
そ
の
上
に
力

し
、
瞳
類
も
豊
富
で
し
た
。
こ
の
よ
ぅ
な
こ
と
か
ら
、
第
 

一
号
住
居
跡
は
、
そ
の
他
の
住
居
跡
と
は
、
少
し
異
な
つ
 

た
性
格
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
作
 

ら
れ
た
時
代
の
ち
が
い
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

大
き
さ
か
ら
「村
の
支
配
者
の
家
」
と
み
る
考
え
方
は
、 

短
絡
的
な
考
ぇ
方
で
す
。

こ
の
住
居
の

跡
か
ら
出
た
土

図
器
の
中
に
は
、

測|

加
曽
利
E
式
土

|

器
を
は
じ
め
、

跡
±@縄
文
時
代
の
中
 

む
ご
ろ
の
特
色
を
 

も
っ
た
土
器
が
 

た
く
さ
ん
あ
り

 

ま
す
。

ヤ
の
屋
根
を
ふ
い
た
 

も
の
で
す
。

住
居
の
中
へ
は
た
 

き
火
が
持
ち
こ
ま
れ
、

床
の
中
央
部
に
は
石
 

で
囲
ん
だ
炉
が
作
ら
 

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

家
の
ま
わ
り
に
は
、

幅
一
〇
〜
一
五
セ
ン

チ
メ
-
ル
ぐ
ら
い

の
溝
穴
が
掘
ら
れ
、

大
雨
か
降
っ
て
も
家
の
中
へ
水
が
流
れ
込
ま
な
い
ょ
ぅ
に
 

す
る
工
夫
も—i
て
あ
り
ま
す
。

な
か
で
も
、
第
一
号
住
居
跡
は
円
形
を
し
て
お
り
、
方
 

形
で
あ
る
他
の
住
居
跡
に
比
べ
て
特
に
大
き
く
立
派
な
も
 

の
で
し
た
。
ま
た
、
大
変
多
く
の
遺
物
が
出
て
来
ま
し
た

な
か
で
も
珍
し
い
の
は
、
キ
ャ
リ
パ
ー
状
深
鉢
で
、
左
 

の
写
真
の
よ
ぅ
な
特
別
な
形
を
し
て
お
り
、
全
国
で
も
数
 

少
な
い
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
土
器
の
口
も
と
の
模
様
は
、
竹
ベ
ら
や
爪
で
ひ
つ
 

か
い
て
付
け
た
り
、
木
に
巻
い
た
縄
を
回
し
て
付
け
た
り
 

し
て
'

 

模
様
の
付
け
方
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。
土 

淳
7)享
さ
±
奪
く
て
、
色
;
±

赤
か
つ
色
を
し
て
い
ま
す
。



黒耀石などのやじり 吊手土器（高さ13.50m）

こ
の
深
鉢
は
、 

住
居
跡
か
ら
見

つ
か
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
食
 

料
を
蓄
え
る
の
 

に
利
用
し
て
い
 

た
と
思
わ
れ
ま
 

す
。特

㈣
のぁ 

る
炉
畑
だ
け
の
 

形
や
模
様
の
付
 

け
方
か
ら
、
こ 

の
土
器
は
、
特
 

に
「炉
畑
式
土
 

器
」
と
名
づ
け
 

ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
家
か
ら
は
、
吊
手
土
器
が
完
全
な
形
で
出
 

て
来
ま
し
た
。
こ
れ
は
ひ
も
を
懸
け
て
つ
る
せ
る
よ
ぅ
こ
 

な
っ
て
お
り
、
獣
の
油
や
煙
の
ス
ス
も
付
い
て
い
ま
し
た
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み
て
、
ラ
ン
プ
と
し
て
使
つ
た
宣
具
 

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
遺
跡
全
体
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
し
て
は
、
土
器
 

の
外
に
石
で
作
っ
た
勝
.

歡
.

犯
TIぅ.
ぉ
も
り
.

か
り
針
 

(

石
匙
の
一
種
と
も
み
ら
れ
る
)
.

M!な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

特
に
、
こ
の
遺
跡
か
ら
は
、
黒
1

51で
で
き
て
い
る
鏃
 

や
そ
の
か
け
ら
が
多
数
出
土
し
て
い
ま
す
。
黒
耀
石
は
、 

岐
阜
県
内
で
は
産
出
せ
ず
、
最
も
近
ぃ
所
で
は
、
動
か
県
 

の
和
田
^
か
産
地
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
す
で
に
縄
文
 

時
代
に
は
少
く
と
も
黒
耀
石
を
め
ぐ
っ
て
、
長
野
県
M

 

訪
地
方
と
各
務
原
と
の
間
に
交
流
が
あ
つ
た
と
考
え
る
こ
 

と
が
で
き
ま
す
。

出
土
し
た
石
器
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
五
〜
二
五
グ

ラ
ム
の
石
の
お
も
り
で
、
四
四
〇
個
も
あ
り
ま
し
た
。
近
 

く
の
川
で
魚
を
と
る
の
に
使
っ
た
網
の
お
も
り
だ
と
考
え
 

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
土
で
作
ら
れ
た
耳
か
ざ
り
や
、
呪
い
に
使
っ
た
 

と
み
ら
れ
る
土
の
人
形=

土
偶
な
ど
の
か
け
ら
も
出
土
し
 

て
お
り
、
当
時
の
お
し
ゃ
れ
や
呪
い
の
様
子
を
ぅ
か
が
ぅ
 

こ
と
も
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
ど
ん
ぐ
り
の
実
が
多
く
出
て
来
て
い
る
こ
と
 

か
ら
、
当
時
の
人
々
が
食
料
と
し
て
食
べ
て
い
た
と
み
る
 

こ
と
も
で
き
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
縄
文
時
代
の
人
々
は
、
自
然
の
中
 

で
原
始
生
活
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
案
外
、
多
く
 

の
生
活
用
具
を
作
り
使
つ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
重
い
病
気
や
け
が
を
し
た
時
は
呪
い
に
頼
る
 

し
か
な
く
、
各
務
原
の
よ
う
に
海
か
ら
離
れ
た
場
所
で
は
 

塩
が
手
に
入
れ
に
く
く
、
生
活
は
不
便
で
苦
し
か
っ
た
よ

う
で
す
。
当
時
の
よ
う
な
、
狩
り
や
漁
を
し
、
自
然
生
え
 

の
物
を
採
る
こ
と
な
ど
に
よ
つ
て
食
べ
物
を
え
る
く
ら
し
 

は
、
現
代
の
私
た
ち
が
想
像
す
る
よ
り
は
、
は
る
か
に
不
 

安
定
で
-k

へ
ん
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

炉
畑
遺
跡
は
、
炉
の
跡
の
焼
け
土
を
調
べ
た
結
果
、
紀
 

H
I
二
千
七
〇
〇
年
(

今
か
ら
お
よ
そ
四
千
七
〇
〇
年
ほ
 

ど
前
)
ご
ろ
の
遺
跡
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
昭
和
四
九
 

年
、
岐
阜
県
の
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
炉
畑
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
や
石
器
は
、
那
 

㈣

さ
於
®!I
の
各
務
原
市
慰
俗
し
^S

館
に
展
示
し
て
あ
 

り
ま
す
。

ろ
ば
た
し
ゆ
う
へ
ん

 
い
t

炉
畑
周
辺
の
遺
跡

前
渡
不
動
か
ら
炉
畑
遺
跡
に
い
た
る
途
中
に
あ
る
県
道
 

別
.

泊8

線
の
西
側
に
は
、
航
空
自
衛
隊
の
基
地
が
ぁ
り
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一

ま
す
。
道
路
 

の
東
側
は
畑
 

や
竹
や
ぶ
や
 

ク
リ
林
に
な

つ
て
お
り
、

大
昔
の
面
 

影
を
今
も
残
 

し
て
い
ま
す
。

こ
の
一
帯
 

は
、
上
図
の

よ
ぅ
に
各
務
原
台
地
の
先
土
器
時
代
(

土
器
を
使
用
す
る
 

前
の
時
代
)
や
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
あ
ち
こ
ち
に
分
布
 

し
、
埋
蔵
文
化
財
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
所
と
し
て
知
ら
 

れ
て
い
ま
す
。

本
市
に
お
け
る
先
土
器
遺
跡
は
、
鵜
沼
のijt、

■
,
、 

嫁
振
、
そ
れ
に
蘇
原
の
六
£
な
ど
に
あ
り
、
ナ
イ
フ
形
石

b
f
 
>

 
蒙

者

.

*

器
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
 

ま
す星

塚
遺
跡
は
、
各
務
原
 

台
地
の
南
端
に
あ
り
、
現
 

在
は
畑
に
な
つ
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
は
、
縄
文
時
代
 

の
中
ご
ろ
の
土
器
や
、
石
 

の
お
も
り
、
鏃
、斧
、錐
な
 

ど
が
出
て
来
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
、
ナ
ィ
フ
形
石
器
の
出
土
は
、
各
務
原
市
 

に
と
つ
て
、
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
ま
す
。
ナ
ィ
 

フ
形
石
器
は
、
チ
ヤ
—
卜
の
か
け
ら
に
手
を
加
え
て
作
ら
 

れ
た
も
の
で
す
が
、こ
れ
は
、東
京
の
茂
呂
遺
跡
で
発
見
さ
 

れ
た
茂
呂
形
ナ
イ
フ
と
よ
ば
れ
る
石
器
と
同
じ
形
の
も
の
 

で
、
約
一
万
六
千
年
ぐ
ら
い
前
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
 

れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ナ
イ
フ
形
石
器
の
発

見
に
ょ
っ
て
、
各
務
原
台
地
で
も
約
一
万
六
千
年
前
ご
ろ
 

に
は
、
す
で
に
、
人
間
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
 

す
。な

お
、
こ
の
外
の
先
土
器
時
代
の
も
の
に
は
、
蘇
原
東
 

£

か
ら
出
土
し
た1p

舌
尖
 1

や
、
東
島
か
ら
出
土
し
た
 

石
槍
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
付
近
に
は
、
縄
文
遺
跡
が
た
く
さ
ん
あ
る
 

こ
と
で
も
知
ら
れ
て
 

い
ま
す
。
上
述
し
た
 

遺
跡
の
外
に
、中
島
、 

防
風
林
、
三
ッ
池
、 

西
之
野
、
二
十
軒
な
 

ど
の
遺
跡
が
あ
り
ま
 

す
。
い
ま
ま
で
に
発
 

掘
さ
れ
た
の
は
防
風
 

林
遺
跡
だ
け
で
す
。

そ
こ
か
ら
は
、
住
居
跡
と
石
囲
炉
が
み
つ
か
り
ま
し
た
。 

そ
の
外
、
縄
文
時
代
の
中
ご
ろ
の
土
器
も
出
て
き
て
い
ま
 

す
。防

風
林
遺
跡
か
ら
北
へ
約
三
〇
〇
メ
 

I
ト
ル
.

ほ
ど
い
く
 

と
、
加
曽
利
E
式
土
器
が
で
て
き
た
三
ツ
池
遺
跡
が
あ
り
 

ま
す民

家
「旧
桜
井
家
」

尹
狐
奮
射
公
園
の
北
向
か
い
に
、
市
民
俗
資
料
館
が
あ
 

り
ま
す
。

こ
の
建
物
は
、
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
旧
桜
井
家
の
民
家
 

で
、
市
の
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

旧
桜
井
家
は
、
乳
治
四
年
(

一
八
七
一
)
に
建
て
ら
れ
 

ま
し
た
が
、¥〇1

大S

災
(

一
八
九
一
)

で
倒
れ
、
明
治
三
 

二
年
に
再
建
、
修
理
さ
れ
、
昭
和
五
一
年
(

一
九
七
六
)



収蔵点数一覧表 展示されている生活用具
み 類 点数 分 m 点数 分 類 点数

ァ 考 古 30 シ 染 織 33 ヌ 軍 隊 7

ィ 衣 68 ス 手 X 6 ネ 戦 時生 活 0

ゥ 食 18 セ 諸 職 1 ノ 銃 砲 0

ェ 住 36 ソ 交 通 通 信 4 刀 剣 3

才 勝 耕 10 夕 交 a 1 ヒ よろいかぶと 0

力 山 樵 2 チ 経 済 0 フ 文 書記 録 5

キ 漁 撈 0 .ソ 社 会 生 活 0 へ 慰 籍 24

ク 狩 % 0 テ f.i 仰 1 ホ 教 科 書 15

ゲ M 蚕 2 卜 民 俗 知 識 17 マ 学 習 帳 2

ゴ 南 産 0 ナ 趣 味 娯 楽 16 白 習 M 0

サ 鉱 業 0 人 の 生 28 計 329

ま
で
使
用
さ
れ
て
き

受
け
た
も
の
で
す
。

の
家
は
、
美
濃

地
方
の
古
い
農
家
の

建
築
様
式
を
示
し
て

お
り
、
間
口
が
一
八
 

.
七
メ
ー
ト
ル
、
奥
 

行
が
九
•

五
メ
—
卜
 

ル
の
ワ
ラ
ぶ
き
で
、 

玄
関
の
横
に
は
風
呂
 

と
便
所
が
付
い
て
い

広
い
土
間
に
は
、
土
を
こ
ね
て
作
つ
た
か
ま
ど
や
、
水
 

星
が
あ
り
'

 

忙
し
い
農
家
の
人
が
、
履
き
物
をi

が
な
い
 

で
、
自
由
に
出
入
り
で
き
る
よ
う
に
な
つ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
玄
関
わ
き
に
は
、

柱
と
柱
を
つ
な
ぐ
太
い
曲
 

が
っ
た
横
木
が
あ
り
ま
す
 

が
、
そ
れ
は
曲
梁
と
い
わ
 

れ
る
も
の
で
、
美
濃
地
方
 

の
古
い
農
家
に
み
ら
れ
る
、

代
表
的
な
造
り
方
と
い
わ
 

れ
て
い
ま
す
。

天
井
は
、
簀
の
子
、
：̂

縁
、
根
太
の
三
種
類
か
ら

で
き
て
お
り
、
さ
お
ぶ
ち
天
井
に
は
、
養
蚕
農
家
ら
， 

暖
房
用
の
筒
穴
が
あ
り
、
台
所
に
は
囲
炉
裏
が
作
ら
れ
て
 

い
ま
す

ま
た
、
座
敷
の
床
の
間
は
三
段
に
な
っ
て
お
り
、
上
段
 

に
は
仏
間
が
作
ら
れ
、
美
濃
地
方
と
し
て
は
め̂
r

し
い
造
り
 

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

造
り
の
頑
丈
さ
と
と

も
に
、
各
部
屋
は
使

い
み
ち
に
よ
っ
て
造

り
が
ち
が
い
、
素
ぼ

^
な
中
に
も
働
き
や

す
い
よ
ぅ
に
工
夫
さ

れ
て
い
ま
す
。

最
近
の
建
築
方
法

で
は
農
家
で
も
こ
の

よ
ぅ
な
建
て
方
を
し

な
く
な
り
、
新
し
い
造
り
の
家
が
多
く
な
つ
て
い
る
の
で

貴
重
な
民
家
と
い
え
ま
す
。

な
お
、
こ
の
民
俗
資
料
館
に
は
、
現
在
の
私
た
ち
の
生

活
か
ら
ど
ん
ど
ん
姿
を
消
し
て
い
る
、
身
近
な
生
活
用
具
 

が
三
〇
〇
点
ほ
ど
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。



1J
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■

正
面
か
ら
(

高
さ
六
七

cm、
幅
一
:'
cm)

市
民
俗
資
料
館
に
な
っ
て
い
る
「旧
桜
井
家
」
か
ら
国
 

道
ニ
ー
号
線
ま
で
戻
り
、
そ
こ
か
ら
中
央
町
.

の
中
央
中
学
 

校
、
各
務
原
市
農
協
を
目
じ
る
し
に
行
き
ま
す
。

農
協
の
北
隣
の
道
路
に
立
つ
と
、
北
方
約
二
〇
〇
メ
ー
 

ト
ル
の
所
に
、
こ
ん
も
り
木
々
の
し
げ
っ
た
小
高
い
丘
の
 

上
に
金
山
寺
(

各
務
西
町
)
が
見
ぇ
ま
す
。

同
寺
に
は
、
市
の
指
定
し
た
文
化
財
の
十
一
面
観
音
像
 

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ナ
タ
彫
り
に
特
徴
が
あ
る
円
空
 

似
で
す
。

円
空
は
、
寛
永
五
年
(
一
六
二
八
)
羽
島
の
上
中
島
村
 

の
農
家
に
生
ま
れ
、
若
い
と
き
に
家
を
出
て
、
尾
張
国
(

愛
 

知
県
)
や
伊
吹
山
で
修
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
名
古
屋
の
荒
子
観
音
寺
で
数
百
樞
の
仏
像
を

円
 
側
尚
か
ら
(

厚
さ
.
—一
cm)9

蝎
"
.

争

作
り
、
遠
く
北
海
道
に
も
渡
っ
て
仏
の
教
ぇ
を
広
め
「今
 

釈
迦
」
と
い
わ
れ
た
人
で
す
。

一
円
空
は
、
貧
し
い
人
々
の
生
活
に
入
り
込
み
、
す
す
ん
 

で
話
を
し
た
り
、
不
幸
な
人
や
病
め
る
人
を
す
く
っ
て
歩
 

い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。(.
ま
た
一
方
で
は
、
一
二
万
嫗
の
仏
 

像
彫
刻
を
祈
願
し
、
一
生
仏
像
作
り
に
力
を
入
れ
ま
し
 

た
。
円
空
が
ど
ん
な
経
緯
で
こ
の
寺
に
立
ち
寄
っ
た
か
は
 

分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

立
像
で
あ
る
こ
の
観
音
像
は
、
丸
木
を
縦
に
二
分
し
、 

平
ら
な
部
分
を
像
の
背
と
し
、
木
の
外
側
で
丸
味
の
あ
る
 

部
分
を
像
の
正
面
と
す
る
、
円
空
独
特
の
形
式
を
採
っ
て
 

い
ま
す
。
ま
た
そ
れ
は
、
ナ
タ
と
ノ
ミ
を
使
つ
て
彫
つ
た
 

も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
素
朴
な
中
に
も
荒
ら
荒
ら
し
さ
と
 

力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
優
し
 

い
顔
つ
き
は
だ
れ
も
が
親
し
み
や
す
く
、
み
ん
な
に
愛
さ
 

ixる
ム
像
と
い
え
ま
す
。

山
田
寺

を
が
の
金

Lijf寺
の
北
側
に
は
、
県
道
那
加
.

各
務
原
線
 

•
街
道
)
が
東
西
に
走
っ
て
い
ま
す
。
歩
い
て
三



塔心礎に納められていた舎利容器 
（高さ13cm、口径10Jon）

古がわらの1つ（鐙瓦） 旧山田寺跡から出土した鵲尾瓦 セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
柱
穴
が
あ
り
、
そ
の
真
中
に
は
舍
利
 

容
器
を
入
れ
る
穴
が
掘
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
塔
心
礎
と
そ
の
穴
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
 

て
い
る
舍
利
容
器
は
、
と
も
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
 

さ
れ
て
い
ま
す
。
舎
利
容
器
の
佐
波
理
製
有
蓋
銃
(

銅
.

 

鉛
•

錫
の
合
金
で
作
ら
れ
た
蓋
つ
き
椀
)
は
、
現
在
の
山
 

田
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
釈
迦
の
死
後
、
そ
の
火
葬
 

骨
の
仏
舍
利
を
供
養
す
る
「舍
利
信
仰
」
が
生
ま
れ
ま
し
 

た
が
、
舍
利
容
器
は
仏
舍
利
を
塔
心
礎
の
柱
穴
に
納
め
る

〇
分
ほ
どr
ハ
ス
は
、
太
田
線
駒
場
〜
蘇
原
)
西
へ
進
む
 

と
、
蘇
原
古
市
場
町
の
信
号
交
差
点
に
出
ま
す
。
そ
こ
を
 

横
切
り
、
南
の
路
地
に
入
る
と
旧
山
田
寺
の
寺
跡
と
考
え
 

ら
れ
る
蘇
原
寺
島
町
に
つ
き
ま
す
。

旧
山
田
寺
は
、
寺
伝
に
ょ
る
と
、
「乙
巳
の
変
」 

(

大
化
改
新
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
事
件
)
で
手
柄
を
た
 

て
た
、
後
の
を
大
臣
蘇
我
倉
山
田
石
L

川
臣
麻̂
！が
、
大
化
 

五
年
(

六
四
九
)
に
は
じ
め
て
建
て
た
も
の
と
い
わ
れ
て
 

い
ま
す
。

こ
の
旧
山
田
寺
は
そ
の
後
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、 

そ
の
名
残
り
を
と
ど
め
る
も
の
と
し
て
、
塔
心
礎
と
そ
の
 

付
近
か
ら
出
て
来
た
古
瓦
が
あ
り
ま
す
。

塔
心
礎
は
、
現
在
、
臨
済
宗
無
染
寺
の
中
庭
の
南
側
に
 

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
西
側
の
竹
や
ぶ
の
中
に
う
ず
も
れ
 

て
い
た
も
の
を
、
現
在
の
場
所
に
移
し
た
も
の
で
す
。
塔
 

心
礎
の
上
に
は
直
径
八
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
深
さ
四
〜
七

た
め
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「舎
利
信
仰
」
は
、
ィ
ン
 

ド
か
ら
中
国
.

朝
鮮
へ
と
広
く
流
行
し
、
日
本
に
も
、 

飛
鳥
.

白
鳳
期
に
は
す
で
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
 

ま
す
。
奈
良
•

平
安
時
代
に
か
け
て
、
お
び
た
だ
し
い
数
 

の
仏
舍
利
が
中
国
の
唐
か
ら
伝
わ
り
ま
し
た
。

一
方
、
無
染
寺
の
裏
手
の
畑
よ
り
、
旧
山
田
寺
の
も
の
 

と
考
え
ら
れ
る
膜
尾

1:*の
一
部
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
瓦
は
、
金
堂
の
大
屋
根
の
飾
り
に
使
わ
れ
た
と
考
 

え
ら
れ
、
鳥
の
羽
根
を
か
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
一
部
と
い
 

っ
て
も
、
高
さ
が
五
七
.

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
が
三
五
 

•

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
大
人
が
や
っ
と
持
ち
上
 

げ
れ
る
ほ
ど
の
重
さ
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
旧
山
 

田
寺
は
か
な
り
大
規
模
な
寺
院
で
あ
つ
た
と
想
像
さ
れ
ま
 

す
。さ

ら
に
、
旧
山
田
寺
の
付
近
か
ら
、
多
く
の
古
瓦
が
採
 

集
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
瓦
も
白
鳳
時
代
の
も
の
で

あ
り
、
そ
の
 

特
徴
を
ょ
く
 

表
わ
し
て
い
 

ま
す
。

な
か
で
も
 

大
き
な
ぁ
鉛
 

瓦
は
直
径
が
 

一
七
•

五セ 

ン
チ
メ
 

ー
ト

ル
も
あ
り
、 

そ
の
蓮
の
花
 

の
模
様
で
あ
 

る
蓮
華
文
は
、

か
わ
は
ら
で
ら
し
き

川
原
寺
式
の
 

も
の
で
貴
重
 

な
も
の
と
い



白鳳時代に流行した法起寺 
（奈良県）式伽藍

え
ま
す
。
採
集
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
古
が
わ
ら
は
、
市
歴
史
 

K
俗
^
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
述
べ
た
ょ
ぅ
な
塔
心
礎
や
古
瓦
の
出
土
地
点
か
ら
 

考
え
る
と
、
当
時
の
条
里
制
の
基
本
が
方
一
町
(

約
一
〇
 

九
メ
ー
ト
ル
四
方
)
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
旧
山
田
寺
 

の
寺
域
は
少
く
と
も
方
一
町
は
あ
つ
た
と
み
る
こ
と
が
で
 

き
そ
う
で
す
。
こ
の
考
え
で
当
時
の
寺
域
を
推
定
し
、
現
 

在
の
塔
心
礎
の
場
所
を
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
寺
域
の
南

い
る
山
田
寺
礎
石
群
が
あ
り
ま
す
。

以
前
は
、
こ
の
礎
石
群
も
白
鳳
期
の
山
田
寺
の
遺
構
と
 

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
推
定
地
と
離
れ
す
ぎ
 

て
い
る
こ
と
、
こ
の
礎
石
群
の
範
囲
で
は
ほ
と
ん
ど
白
鳳
 

期
の
瓦
の
出
土
例
が
な
い
こ
と
、
地
形
上
の
立
地
が
異
な
 

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
在
の
山
田
寺
礎
石
群
は
、

白
鳳
期
の
山
田
寺
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
 

れ
る
よ
ぅ
に
な
り
ま
し
た
。

平
蔵
寺
は
、
山
田
寺
跡
の
東
方
約
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
 

地
点
に
あ
り
、
蘇
原
熊
田
町
に
入
っ
て
い
ま
す
。

戦
災
に
よ
っ
て
旧
本
堂
は
焼
け
、
現
在
は
仮
の
本
堂
が
 

建
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
い
ま
で
は
無
住
と
な
り
、 

地
域
の
集
会
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
本
堂
の
前
に
、
む
か
し
の
ま
ま
礎
石
が
残
っ
て
い
 

ま
す
。
大
き
さ
は
直
径
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
で
 

す
が
、
い
ま
は
割
れ
て
半
分
だ
け
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

ぼ
み
が
あ
り

こ
の
付
近

か
の
同
じ
よ
 

ぅ
な
礎
石
が
 

あ
り
ま
し
た

が
、
岐
阜
や
那
加
方
面
へ
運
び
出
さ
れ
、
い
ま
で
は
ひ
と
 

つ
し
か
残
つ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
平
蔵
寺
付
近
か
ら
も
直
径
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

ほ
ど
の
鐙
瓦
が
出
て
お
り
、
布
目
瓦
な
ど
と
合
わ
せ
て
白

東
端
に
無
染
寺
や
大
神
宮
が
あ
た
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、 

塔
心
礎
の
発
見
さ
れ
た
場
所
は
そ
れ
ょ
り
も
や
や
西
に
な
 

り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
推
定
寺
域
に
は
、
現
在
の
山
田
寺
 

は
入
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

旧
山
田
寺
 

跡
と
推
定
さ
 

れ
る
場
所
か
 

ら
南
西
約
二

〇
〇
メ
ー

ル
の
地
に
現

在
の
臨
済
宗
内

象
#
u
 

U
田

は
県
史
跡
に



鳳
時
代
の
特
色
を
示
し
て
い
ま
す
。

古
代
の
主
要
な
道
路
で
あ
る
東
山
道
は
蘇
原
の
地
を
通
 

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
周
辺
に
白
鳳
. 

期
の
山
田
寺
や
平
蔵
寺
が
あ
っ
た
と
い
ぅ
こ
と
は
、
当
時
 

で
は
最
も
進
ん
だ
文
化
で
あ
っ
た
仏
教
が
、
す
で
に
各
務
 

原
の
地
で
も
、
蘇
原
を
中
心
に
栄
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
 

っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
大
寺
院
を
建
立
す
る
力
を
も
 

っ
た
地
方
豪
族
が
、
蘇
原
の
周
辺
に
い
た
と
み
る
こ
と
も
 

で
き
ま
す
し
、
東
山
道
を
利
用
し
て
、
中
央
の
畿
内
方
面
 

か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
産
業
や
文
化
が
少
し
ず
つ
こ
の
地
方
 

へ
も
伝
わ
っ
て
来
た
と
考
え
て
も
ょ
い
で
し
ょ
ぅ
。

さ
て
、
山
田
寺
と
の
か
か
わ
り
を
求
め
て
、
山
田
寺
跡
 

か
ら
北
西
に
あ
た
る
蘇
原
大
島
町
へ
行
く
と
、境
川
の
北
 

側
に
、
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
古
墳
 

が
あ
り
ま
す
。

水
田
で
回
り
を
囲
ま
れ
た
小
高
い
丘
の
古
墳
を
、
地
元
 

の
人
た
ち
は
「宮
塚
」
と
呼
ん
で
石
川
麻
呂
の
遺
徳
を
し
 

の
ん
で
い
ま
す
。

土
地
に
伝
わ
る
い
い
伝
え
に
ょ
る
と
、
石
川
麻
呂
が
こ
 

の
地
方
へ
「県
 

主
」
(

大
和
朝
 

廷
の
地
方
行
政
 

区
で
あ
る
県
 

—
今
の
郡
ま
た
 

は
市
ぐ
ら
い
の
 

広
さ
一
の
首
長
)

と
し
て
来
て
い
 

ま
し
た
が
、
一 

た
ん
は
大
化
改
 

新
の
手
柄
に
ょ
 

り̂

人
臣
ま
で
心

登
っ
た
も
の
の
、
後
に
は
権
力
争
い
に
敗
れ
死
に
追
い
や
 

ら
れ
た
た
め
、
そ
れ
を
聞
い
た
こ
の
地
方
の
村
人
が
、
深
 

く
悲
し
み
、
石
川
麻
呂
の
死
を
惜
し
ん
で
遺
骨
を
葬
っ
た
 

と
い
ぅ
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
話
は
、
HUかt
斯151

が
、&

我
蝦
氣
の
甥
 

で
人
鹿
の
従
兄
弟
に
あ
た
り
、
大
化
改
新
以
前
の
政
治
的
 

位
置
づ
け
を
考
え
て
も
、
各
務
原
の
「県
主
」
に
任
ぜ
ら
 

れ
る
よ
ぅ
な
低
い
地
位
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
後
 

世
の
作
り
話
の
可
能
性
が
強
い
逸
話
と
い
え
ま
す
。
た
だ
、 

器S

 
(

おsi)

の
石
川
に
根
を
は
っ
て
ぃ
た
蘇
我
氏
 

の
支
族
と
大
島
の
「宮
塚
」
と
の
間
に
は
、
何
ら
か
の
関
 

係
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ 

の
よ
う
な
伝
説
を
も
っ
た
古
墳
と
い
う
こ
と
で
市
史
跡
に
 

指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

東
山
mf沿
い
に
建
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
白
鳳
 

期
の

lijt
ffll寺i

の
次
は
、
こ
の
コ
ー
ス
最
後
の
地
、
蘇
原
 

飛
鳥
町
を
訪
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

加
佐
美
神
社
の
東
の
道
を
通
り
抜
け
な
が
ら
、
岐
阜
力

ラ
ブ
へ
の
市
 

道
を
北
へ
進
 

み
ま
す
。
緩
 

や
か
な
山
道
 

に
入
る
と
、 

な
だ
ら
か
な
 

山
す
そ
に
広
 

が
る
家
々
が



蘇
原
飛
鳥

町
で
す

こ
の
地
は

そ
の
地
名

フ
に
奈
良

の
■
地

方
に
よ

似
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
古
代
史
学
者
の
門
脇
禎
二
氏
 

の
調
査
に
よ
る
と
、
日
本
全
国
に
は
、
ア
ス
カ
と
つ
く
地
 

名
が
三
〇
か
所
ほ
ど
あ
る
そ
う
で
す
。(
蘇
原
の
ア
ズ
カ
も
 

含
む
)

最
近
で
は
、
蘇
原
飛
鳥
の
周
辺
地
域
で
も
、
山
を
削
り

住
宅
団
地
が
開
発
さ
れ
、
ま
わ
り
の
緑
が
ど
ん
ど
ん
消
え
 

て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
、
新
し
い
飛
鳥
地
区
の
姿
を
横
目
に
見
な
が
 

ら
、
こ
の
地
に
残
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
歴
史
の
足
跡
を
 

た
ど
つ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

各
務
原
住

原
清
住
町
)

上
に
、
各
務
 

郡
の
式
内
祀
 
^
_ 

(
■

〇
世
紀
^

 

に
作
ら
れ
た
 

「配.
ぬ術 

明
帳
」に
載

/

’̂
義
1園

っ
て
い
る
官
立
の
神
社
)
の
ぅ
ち
最
も
位
の
高
か
っ
た
正
 

漱
か
取
神
社
が
ぁ
り
ま
す
。

現
在
の
神
社
は
、
団
地
に
周
り
を
削
り
取
ら
れ
、
境
内
 

の
草
木
は
無
造
作
に
し
げ
り
、
す
っ
か
り
さ
び
れ
て
い
ま
 

す
。
お
参
り
す
る
人
も
少
な
く
昔
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
殿
は
昭
和
 

六
一
年
に
再
建
 

さ
れ
ま
し
た
。

現
在
の
飛
鳥
 

田
神
社
は
、
江

ろ
ま
で
は
古
市
 

場
村
の
地
内
に

と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。
古
市
場
の
鬼
門
の
方
角
(

北
東
)
に
あ
る
こ
と
 

か
ら
そ
の
ょ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
「延
喜
 

式
神
明
帳
」の
神
社
名
に
ち
な
ん
で
飛
鳥
田
神
社
と
呼
び
名
 

を
替
え
た
の
は
寛
政
時
代
(
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
)

の
こ
 

ろ
の
こ
と
で
す
。 
.

各
務
原
の
式
内
社
と
さ
れ
て
い
る
神
社
に
つ
い
て
み
る
 

と
、
そ
れ
ま
で
別
の
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
江
 

戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
急
に
式
内
社
の
神
社
名
を
使
う
ょ
 

う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
学
が
発
達
し
式
内
社
な
ど
 

の
知
識
が
神
主
や
村
人
に
知
れ
わ
た
る
と
、
自
村
の
神
社
 

の
社
会
的
地
位
を
高
め
る
目
的
で
、
地
名
な
ど
と
結
び
つ
 

け
ら
れ
そ
う
な
も
の
を
式
内
社
に
あ
て
は
め
て
い
っ
た
た
 

め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
も
か
く
、
飛
鳥
田
神
社
が
各
務
郡
に
あ
っ
た
こ
と
は
 

確
か
で
あ
り
、
永
万
元
年
(
一
一
六
五
)
六
月
付
の
文
書
 

に
は
、
神
祇
官
(

全
国
の
神
社
を
統
括
し
て
い
た
役
所
)



5

{
(

福
を
祈
る
人
々
は
、
こ
の
観
音
が
す
べ
て
の
悪
を
滅
ぼ
 

し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
つ
た
も
の
で
す
。

飛
鳥
観
音
の
裏
の
竹
や
ぶ
一
帯
は
、
飛
鳥
瓦
窯
跡
群
と
 

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
布
目
瓦
が
多
く
み
 

つ
か
っ
て
お
り
、
旧
山
田
寺
跡
か
ら
採
集
さ
れ
た
布
目
瓦
 

こ
よ
く
に
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
か
わ
ら
を
焼
い
た
 

11

の
跡
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま

と

め

こ
の
コ
ー
ス
で
は
、
炉
畑
遺
跡
と
蘇
原
の
旧
跡
を
中
心
 

に
た
ど
り
ま
し
た
。

特
に
蘇
原
の
M

*1,場
の
周
辺
は
東
山
道
の
道
筋
に
あ
た
 

り
、
船
期
の
寺
院
跡
や
ぬ
印
把
の
飛
ル
田
神
社
•

加
佐
 

1<

神
社
が
あ
り
、
条
里
抓
の
あ
と
も
古
地
図
で
確
認
す
る
 

こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
伝
§
|
&

1^
111:虹
石
^
麻
呂
の
墓
と
い
ぅ
「宮
 

和
」、4i

の
「や
ま
だ
で
ら
」
と
同
じ
字
の
「山
田
寺
」 

を
始
め
、
^!ま
抓
の
ア
ス
カ
と
同
じ
地
名
の
「飛
鳥
」
や
古
 

代
の
ミ
ヤ
シ
ロ
と
関
係
の
あ
り
そ
う
な
「宮
代
」
な
ど
、 

古
代
の
飛
鳥
•

白
鳳
文
化
期
の
政
治
の
中
心
地
で
あ
っ
た
 

奈
良
県
飛
鳥
地
方
と
何
か
い
わ
く
の
あ
り
そ
う
な
固
有
名
 

司
〆
、
果Imi

也M

こ
i
 
.

こ
く
さ
し
曳
つ
て
、，
ま
す
。
こ
7)

に
年
貢
を
納
め
て
い
た
神
社
と
し
て
、
美
濃
国
で
は
南
宮
 

社
と
阿
須
賀
社
の
名
が
出
て
き
ま
す
。
阿
須
賀
社
と
は
式
 

内
社
や
帳
内
社
(

「美
濃
国
神
明
帳
」に
載
っ
て
い
る
神
社
)
.

 

の
名
か
ら
み
て
、
飛
鳥
田
神
社
の
こ
と
と
考
え
て
も
よ
い
 

で
し
ょ
ぅ
。
こ
の
「永
万
文
書
」
に
載
っ
て
い
る
神
社
は
 

諸
国
の
名
神
大
社
が
多
く
、
少
な
く
と
も
永
万
年
中
に
は
 

飛
鳥
田
神
社
も
栄
え
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
中
世
末
に
入
る
と
、
蘇
原
九
か
村
惣
社
を
名
 

の
る
、
古
市
場
村
の
八
幡
宮
(

明
和
二
年
〈
一
七
六
五
〉

に
加
佐
美
神
社
と
改
名
申
請
)
に
押
さ
れ
さ
び
れ
て
し
ま
 

い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
す
。

飛
鳥
田
神
社
と
道
路
を
挾
ん
で
、
西
側
に
は
飛
鳥
観
音
 

が
あ
り
ま
す
。
北
山
の
突
き
出
し
た
尾
根
の
先
端
の
小
高
 

く
な
つ
た
所
に
あ
り
、
飛
鳥
地
区
が
一
望
で
き
ま
す
。
こ 

こ
か
ら
飛
鳥
地
区
を
な
が
め
る
と
、
奈
良
県
の
飛
鳥
地
方
 

に
あ
る
甘
樫
丘
か
ら
な
が
め
る
風
景
に
に
て
い
る
と
い
う

人
も
い
ま
す
。
観
音
堂
内
に
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
作
と
 

み
ら
れ
る
木
造
の
観
音
立
像
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
 

元
の
い
い
伝
え
に
よ
る
と
、
織
田
信
長
に
焼
か
れ
た
京
都
 

六
角
堂
の
観
音
像
を
こ
の
地
に
お
迎
え
し
た
と
い
ぅ
こ
と
 

で
す
。

参
道
の
入
り
口
に
は
、
左
右
に
馬
頭
観
音
と
地
蔵
菩
薩
 

が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
人
々
は
、
神
社
や
寺
院
の
外
 

に
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
の
あ
と
を
残
し
て
い
ま
す
。
現
在
で
 

も
人
の
多
く
集
ま
る
所
や
人
通
り
の
多
い
所
に
は
、
石
で
 

造
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
仏
像
が
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
残
さ
れ
 

て
い
ま
す
。

飛
鳥
地
区
の
馬
頭
観
音
は
、
高
さ
七
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
 

ル
の
穏
や
か
な
顔
つ
き
の
合
掌
像
で
、頭
の
上
に
は
馬
頭
 

が
付
い
て
い
ま
す
。
馬
頭
観
音
信
仰
は
、
馬
が
農
作
業
や
 

交
通
機
関
の
動
力
と
し
て
盛
ん
に
使
わ
れ
出
し
た
、
江
戸
 

時
代
中
ご
ろ
よ
り
急
に
広
ま
っ
て
き
た
よ
ぅ
で
す
。
馬
の
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ょ
ぅ
な
意
味
で
古
代
へ
 

の
ロ
マ
ン
を
か
り
た
て
 

て
く
れ
る
地
域
で
も
あ
 

り
ま
す
。

今
と
な
つ
て
は
、
そ
 

の
関
係
が
何
で
あ
っ
た
 

の
か
、
実
証
す
る
こ
と
 

は
難
し
く
な
つ
て
い
ま
 

す
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
 

ま
で
た
ど
つ
て
き
た
跡
を
振
り
返
つ
て
み
る
と
、
蘇
原
は
 

も
ち
ろ
ん
各
務
原
全
体
が
、
早
く
か
ら
大
和
朝
廷
と
つ
な
 

が
り
を
も
ち
、
そ
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
 

が
想
像
さ
れ
ま
す
。 4
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市
内
を
通
る
東
海
自
然
歩
道
の
周
り
に
は
、
大
昔
の
遺
跡
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
美
濃
須
衛
古
窯
跡
群
 

で
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
須
恵
器
の
生
産
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
窯
跡
の
中
に
 

は
、
今
ま
で
発
掘
の
行
わ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

歩
道
の
西
側
に
は
、
自
然
植
物
が
見
ら
れ
ま
す
。
ミ
カ
ワ
バ
ィ
ケ
ィ
ソ
ウ
、
シ
デ
コ
ブ
シ
、
サ
ギ
ソ
ウ
、 

リ
ン
ド
ウ
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
植
物
が
残
っ
て
お
り
、
昔
な
が
ら
の
自
然
が
保
た
れ
て
い
ま
す
。

目
を
周
囲
の
農
村
に
向
け
て
み
ま
し
ょ
ぅ
。
時
代
が
下
っ
て
近
世
に
な
る
と
、
郷
土
の
農
村
文
化
を
代
表
 

す
る
歌
舞
伎
や
狂
言
の
興
行
が
、
村
祭
の
と
き
に
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
各
務
に
は
江
戸
時
代
の
終
り
ご
 

ろ
に
建
ら
れ
た
農
村
舞
台
が
今
で
も
残
っ
て
お
り
、
毎
年
一
〇
月
の
村
国
神
社
の
祭
礼
に
は
、
子
ど
も
歌
舞
 

伎
が
行
わ
れ
ま
す
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
興
味
の
尽
き
な
い
東
海
自
然
歩
道
を
歩
き
な
が
ら
、
少
し
な
り
と
も
、
当
時
の
雰
囲
 

気
に
直
接
肌
で
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ぎ
 
じ
よ
〇

木
城

最
初
に
訪
れ
る
の
は
、
鵜
沼
の
南
西
部
に
あ
る
、
木
曽
 

川
に
面
し
た
伊
木
城
で
す
。
鵜
沼
第
一
小
学
校
の
西
例
の
 

道
路
を
南
へ
行
く
と
、
山
が
目
の
前
に
せ
ま
つ
て
き
ま
す
。

こ
の
伊
木
山
の
北
西
部
に
は
、
大
き
な
配
水
池
が
造
ら
 

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
山
全
体
を
利
用
し
、
勤
労
者
屋
外
 

活
動
施
設
「い
こ
い
の
広
場
伊
木
の
森
」
が
設
け
ら
れ
、 

山
の
ふ
も
と
の
東
側
に
は
、
市
少
年
自
然
の
家
が
あ
り
ま
 

す
。こ

の
山
頂
に
築
か
れ
て
い
た
の
が
伊
木
城
で
す
。
伊
木
 

城
に
つ
い
て
は
、
古
い
時
代
に
書
か
れ
た
書
物
に
よ
っ
て
 

少
し
ず
つ
異
な
っ
た
話
を
伝
え
て
お
り
、
ど
の
話
が
本
当
 

か
は
は
つ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
そ
の
主
な
も
の
を
整
理
す
 

る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

©
伊
木
山
は
、
古
く
は
恵
方
山
•

小
仏
山
と
呼
ば
れ
 

て
い
た
と
さ
れ
、
伊
木
清
兵
衛
が
住
む
ょ
ぅ
に
な
つ
 

て
か
ら
伊
木
山
と
名
を
改
め
た
と
い
ぅ
説
—
「尾
濃
 

葉
栗
見
聞
集
」

②
城
主
を
伊
 

木
長
門
守
正

%
と
ぃ
ぃ
、

野
武
士
の
襲
 

撃
を
受
け
、

反
撃
し
て
一
 

た
ん
は
追
い
 

詰
め
た
も
の
 

の
、&

の

末
討
死
し
た
 

と
す
る
訣
I

 

「美
濃
雑
事
記
」



③
 
城
主
は
香
川
七
郎
右
衛
門
尉
正
久
で
ぁ
っ
た
が
、 

武
馬
七
郎
左
衛
門
尉
常
旗
に
襲
わ
れ
討
死
し
た
。
そ
 

の
後
、
常
旗
の
家
臣
で
ぁ
る
小
野
木
某
が
城
を
守
？
 

て
い
た
の
を
、
正
久
の
子
の
忠
次
が
、
親
の
仇
と
し
 

て
攻
め
滅
ぼ
し
た
と
す
る
説
—
「美
濃
国
故
実
記
」

④
 
伊
木
清
兵
衛
は
、
本
名
を
忠
次
と
い
い
香
川
長
右
 

衛
門
ま
た
は
長
兵
衛
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
池
田
信
 

輝
に
仕
え
て
い
て
伊
木
城
を
攻
め
落
と
し
、
そ
の
功
 

に
ょ
っ
て
姓
を
伊
木
に
改
め
た
と
す
る
説
—
「濃
陽
 

志
略
」
•

「美
濃
国
古
蹟
考
」

こ
れ
ら
四
つ
の
説
を
み
る
と
伊
木
氏
が
先
か
伊
木
城
が
 

先
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
つ
じ
つ
 

ま
が
合
う
よ
う
に
つ
な
い
で
み
る
と
、
ま
ず
香
川
正
久
が
 

城
主
と
し
て
伊
木
山
に
お
り
、
そ
れ
を
武
馬
常
旗
が
奪
い
 

取
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
先
の
城
主
の
子
の
香
川
忠
次
が
攻
 

め
滅
ぼ
し
て
返
り
咲
き
、
伊
木
清
兵
衛
と
名
乗
っ
た
と
み

る
こ
と
か
で
き
ま
す
。

ま
た
、
「信
長
公
記
」に
よ
る
と
、
織
田
信
長
が
美
濃
の
 

斎
藤
氏
を
攻
め
る
と
き
、
斎
藤
方
の
宇
留
摩
城
(

鵜
沼
城
 

に
同
じ
)
と
猿
琢
城
(

配
祝
に
あ
っ
た
城
)
に
対g

す
る
 

た
め
、
伊
木
山
に
陣
を
敷
い
て
い
ま
す
。

こ
こ
の
城
跡
は
、
明
治
の
こ
ろ
に
は
東
西
一
ー
メ
ー
ト
 

ル
南
北
八
メ
ー
ト
ル
余
り
の
石
垣
が
残
っ
て
い
た
そ
ぅ
で
 

す
が
、
太
平
洋
戦
争
中
に
取
り
壊
さ
れ
、
現
在
で
は
、
四
 

す
み
に
四
角
の
石
が
置
か
れ
、
中
央
に
丸
い
石
が
残
さ
れ
 

て
い
る
だ
け
で
す
。

伊
木
山
の
城
主
の
宅
地
は
才
ヵ
コ
ィ
と
呼
ば
れ
、
戦
前
 

に
は
堀
で
囲
ま
れ
二
町
歩
(

二
へ
ク
タ
—
ル
)
の
広
さ
が
 

あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
堀
も
現
在
は
な
く
な
つ
て
い
ま
す
0

伊
木
城
は
、
南
側
に
木
曾
川
が
あ
り
、
尾
張
地
方
一
帯
 

を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
高
台
に
あ
り
ま
す
。
東
の
方
に
 

は
、
犬
山
城
.

鵜
沼
城
を
、
西
の
方
に
は
は
る
か
に
稲
葉

山
城
(

岐
阜
城
)
を
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
、
軍
事
上
、 

重
要
な
場
所
に
あ
つ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
一
た
び
 

戦
い
が
起
こ
る
と
、
奪
い
合
い
の
ま
と
に
さ
れ
ま
し
た
。

伊
木
城
を
あ
と
に
東
 

へ
進
む
と
、
範

北

 

側
の
十
字
路
に
つ
き
ま
 

す
。
そ
の
先
五
〇
メ
 

—
 

ト
ル
の
と
こ
ろ
に
、
国
 

定
公
園
と
東
海
自
然
歩
 

道
の
標
識
が
立
て
ら
れ
 

て
い
ま
す
。

標
識
の
案
内
を
じ
つ
 

り
み
ま
す
と
、
こ
の

名
勝
木
曾
川

I
療

辺
り
の
名
所
旧
跡
を
一
目
で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
こ
鵜
沼
地
区
と
犬
山
市
の
間
を
流
れ
る
木
曾
川
は
、 

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
岩
が
み
ら
れ
、
水
の
流
れ
の
変
化
も
激
 

し
く
、
大
河
の
ほ
と
り
に
古
城
が
み
ら
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 

の
ラ
イ
ン
川
の
風
景
に
た
と
え
ら
れ
'

日
本
ラ
イ
ン
と
呼
ば
 

れ
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
六
年
に
文
部
大
臣
か
ら
国
 

の
名
勝
地
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
一
帯
は
飛
騨
木
曾
川
国
定
公
園
の
指
定
も
 

ぅ
け
て
い
ま
す
。
対
岸
に
は
国
宝
犬
山
城
を
望
む
こ
と
が



で
き
、
別
名
、
夕
暮
富
 

土
と
呼
ば
れ
る
伊
木
山
 

か
ら
見
た
景
色
は
格
別
.

I
た
す
ば
ら
し
く
、
空
と
山

見
1

 

M
と
水
の
色
が
織
り
な
す

一橋山
自
然
の
美
を
見
る
こ
と
 

犬

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
 

の
指
定
の
•記
念
碑
は
、

人
山
橋
の
北
の
端
、
城
山
の
は
と
り
に
、
ii路
に
沿
っ
て
 

立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
景
勝
地
を
見
よ
ぅ
と
全
国
か
ら
観
光
客
が
集
ま
り
 

ま
す
。
犬
山
鵜
飼
の
盛
ん
な
時
期
に
は
、
遊
覧
船
が
ど
っ
 

と
く
り
出
し
、鵜
沼
南
町
辺
り
の
旅
館
は
た
い
へ
ん
繁
盛
 

—i

ま
す
。

こ
の
辺
り
の
木
曾
川
は
、ギ

x?"
の
む
、i

如
思
齡
の
泰
 

濃
攻
め
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
幕
あ
け
等
、
歴
史
の
上
で
も

重
要
視
さ
れ
た
所
で
す
。

こ
の
辺
り
を
舞
台
に
戦
い
に
明
け
暮
れ
た
戦
国
の
将
兵
 

た
ち
も
、
時
に
は
、
こ
の
景
勝
地
を
眺
め
な
が
ら
疲
れ
を
 

い
や
し
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

一 「
軋

OJI

城
山
と
は
、
「名
勝
木
 

曾
川
」
の
碑
の
そ
ば
に
切
 

り
立
っ
て
い
る
岩
山
の
こ
 

と
で
す
。
碑
の
所
か
ら
は

景

全
体
を
見
る
こ
と
は
で
き
 
の 

ま
せ
ん
が
、
犬
山
橋
を
南
城
 

に
渡
る
と
、
城
山
全
体
が
 

眺
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
城
山
は
、
志
水
山
、

石
頭
山
と
も
呼
ば
れ
、
南
は
木
曾
川
に
接
し
、
東
も
北
も
 

絶
壁
で
、
西
側
だ
け
が
や
や
緩
い
坂
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
に
鵜
沼
城
が
築
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
 

の
中
心
場
所
と
な
っ
て
い
た
の
が
こ
の
城
山
で
す
。
ふ
も
 

と
に
土
塀
と
堀
の
一
部
が
残
っ
て
い
ま
す
。

鵜
沼
城
主
が
大
沢
氏
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
 

古
い
記
録
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
城
主
の
名
前
や
 

落
城
時
期
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 

史
料
に
ょ
っ
て
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
正
確
な
と
こ
ろ
 

は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
大
沢
治
郎
左
衛
門
と
か
大
沢
 

和
泉
守
な
ど
と
名
乗
る
武
将
が
、
城
主
で
い
た
こ
と
は
確
 

か
な
ょ
ぅ
で
す
。

鵜
沼
城
が
落
城
し
た
の
ち
、
一
族
の
あ
る
者
は
徳
川
家
 

の
旗
本
に
な
り
、
ま
た
あ
る
者
は
武
儀
郡
の
洞
戸
村
の
百
 

姓
に
な
っ
て
お
り
、
洞
戸
に
は
今
で
も
子
孫
が
住
ん
で
い
 

ま
す

村
国
真
墨
田
神
社

I

 

ダ；
；
_
_
_
_
_
_
_
_
_

城
山
を
あ
と
に
、
県
道
犬
山
.

各
務
原
線
(

旧
国
道
四
 

一
号
線
)
を
北
へ
進
み
ま
す
。
国
鉄
高
山
本
線
を
横
切
り
 

左
(

西
)
に
折
れ
る
と
、
村
国
真
墨
田
神
社
に
着
き
ま
す
。

正
面
に
あ
る
鳥
居
の
右
側
に
は
「郷
社
村
国
真
墨
田
神
 

社
」
と
書
か
れ
た
石
柱
が
あ
り
ま
す
。
郷
社
と
い
う
の
は
、 

明
治
時
代
に
つ
け
ら
れ
た
神
社
の
格
式
で
、
鵜
沼
地
区
一
 

帯
の
惣
氏
神
と
い
う
ょ
う
な
意
味
に
あ
た
り
ま
す
。
現
在
 

は
郷
社
と
い
う
格
式
が
廃
止
さ
れ
、
代
わ
り
に
岐
阜
県
の
 

神
社
庁
が
独
自
に
定
め
て
い
る
、
金
幣
社
(

庁
長
が
参
る
 

指
定
神
社
の
こ
と
で
、
主
に
旧
社
格
の
国
幣
社
.

県
社
の
 

全
部
と
郷
社
の
一
部
が
含
ま
れ
て
い
る
)
と
い
う
肩
書
に
 

な
つ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
鳥
居
の
左
右
に
は
、
こ
の
神
社
の
た
め
に
寄
付



し
た
人
の
名
前
と
金
額
を
刻
ん
だ
石
柱
で
玉
垣
が
作
ら
れ
 

て
お
り
、
こ
の
神
社
を
信
仰
し
て
い
る
い
る
人
が
た
く
さ
 

ん
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、
ィ
チ
ヨ
ウ
や
カ
シ
の
大
木
が
目
に
 

入
り
ま
す
。
特
に
、
カ
シ
の
大
木
は
、
神
木
と
し
て
あ
が
 

め
ら
れ
、
御
幣
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
神
社
は
-:延
喜
式
神
明
帳
」に
載
せ
ら
れ
て
い
る
官
 

社
の
村
国
真
墨
田
神
社
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、戦
国
時
代
の
 

終
わ
り
ご
ろ
か
ら
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
は
'

村
国
南
宮
社
 

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。戦
国
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
ま
で
は
、

今
のr

御
旅
所
」の
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。鵜
沼
の
船
頭
が
し
 

ら
で
あ
っ
た
河
村
惣
六
が
、援
助
し
て
今
の
場
所
へ
移
し
ま
 

つ
っ
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
時
の
棟
札
が
神
社
に
残
っ
て
い
 

ま
すそ

の
他
、
豊
臣
秀
吉
が
河
村
惣
六
に
木
曾
川
.

微
撕
川
 

両
川
で
の
材
木
の
諸
権
利
と
、
馬
五
疋
を
諸
役
九
除
で
使
 

う
権
利
を
保
証
し
た
印
判
状
や
、
鶴
沼
城
主
対
泥

IEI於
 

が
奉
納
し
た
と
さ
れ
る
村
正
の
銘
の
入
っ
た
太
刀
が
あ
り
、 

宝
物
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

衡6:

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
建
物
や
碑
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

お
宮
に
は
つ
き
も
の
の
神
馬
.

護
国
神
社
.

日
清
•

日
露
 

戦
争
の
戦
死
者
名
碑
•
 
L

TEi一
位
稲4

：

大
明
1

神
.

相
觀
の
 

土
俊
な
ど
で
す
。

稲
荷
大
明
神
の
鳥
居
わ
き
に
は
の
ぼ
り
が
立
て
ら
れ
、 

家
内
安
全
、
地
球
平
和
な
ど
の
文
字
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
神
社
の
祭
り
は
、
一
〇
月
一
五
日
に
行
わ
れ
て
い
 

ま
し
た
が
、
現
在
は
一
〇
 

月
の
第
二
日
躍
日
に
行
わ
 

れ
る
よ
ぅ
に
か
わ
り
ま
し
 

た
。祭

り
の
日
の
午
後
に
は
 

餅
投
げ
が
盛
大
に
行
わ
れ
 

ま
す
。
神
輿
が
町
内
を
ね
 

り
歩
き
、
市
内
で
も
に
ぎ
 

や
か
な
祭
り
の
一
つ
に
入

村
国
真
墨
田
神
社
の
西
、
全 

五00

メ
 

—
ト
ル
の
と

ろ
に
大
安
寺
川
か
流
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
架
か
つ

て
い
る
薬
師
橋
鳥
居
之

本
橋
な
ど
を
渡
っ
て
西
側
 

を
北
へ
進
み
ま
す
。

中
山
道
と
大
安
寺
川
の
交
わ
っ
た
地
点
に
立
ち
止
ま
る
 

と
、
い
く
つ
も
の
立
て
札
が
目
に
つ
き
ま
す
。
こ
れ
は
大
 

安
寺
川
の
上
流
に
あ
る
名
所
旧
跡
の
案
内
や
諸
注
意
の
た
 

め
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。



中山道鵜沼宿説明板

日乃出不動の分かれ道
の道しるべ

a- - f 4

争

mMf
済北参道改修記念碑

分
に
あ
た
り
ま
す
。

左
の
道
に
入
る
と
中
山
道
 

鶴
沼
宿
の
説
明
板
が
立
て
ら
 

れ
て
い
ま
す
の
で
、
ひ
と
と
 

お
り
読
ん
で
か
ら
進
む
と
便
 

利
で
す
。

山
に
そ
っ
て
五
分
も
進
む
 

と
、
済
北
参
道
改
修
記
念
碑

に
、
つ
つ
じ
が
丘
団
地
の
あ
 

る
の
が
ぅ
そ
の
よ
ぅ
で
す
。

特
に
、
東
側
は
昔
な
が
ら
 

の
様
子
を
よ
く
残
し
て
い
ま
 

す
。
道
の
脇
に
見
ら
れ
る
地
 

蔵
堂
に
は
、
今
も
花
や
水
が
 

供
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
蔵
堂
の
近
く
に
東
 

に
入
る
小
道
か
あ
り
ま
す
。 1P%I

一̂
！;

が
道
端
に
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
説
明
が
碑
の
裏
側
 

に
細
か
く
び
つ
し
り
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
碑
の
足
も
と
 

に
は
、
記
念
碑
を
作
っ
た
当
時
の
削
岩
機
の
あ
と
が
、
い 

く
つ
も
の
丸
い
穴
跡
と
な
つ
て
残
つ
て
い
ま
す
。

こ
の
辺
り
は
、
ゆ
る
い
坂
道
に
な
つ
て
い
ま
す
。
道
幅
 

が
狭
く
、
道
路
の
両
側
に
は
草
木
が
し
げ
り
、
昔
の
山
道
 

の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
西
側
の
丘
の
上

川
に
そ
っ
て
少
し
さ
か
 

上
っ
た
、
新
興
住
宅
地
に
 

は
さ
ま
れ
た
辺
り
で
は
、 

今
な
お
昔
な
が
ら
の
田
舍
 

の
風
景
が
見
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
北
に
向
か
っ
て
 

進
む
と
、
西
側
に
大
き
な
 

古
墳
、
団
地
の
高
台
な
ど
 

が
見
え
て
き
ま
す
。
間
も
 

な
く
分
れ
道
に
な
り
ま
す
 

が
、
そ
こ
に
あ
る
の
が
’弘

雲
で
す
。.

こ
の
場
所
は
、
木
曾
川
 

か
ら
ち
ょ
ぅ
ど
ニ
キ
ロ
メ
 

—
ト
ル
で
、
日
乃
出
不
動
 

ま
で
の
道
の
り
の
ほ
ぼ
半



そ
の
道
が
南
へ
折
 

れ
る
所
の
山
手
に
 

椿
の
木
が
あ
り
、 

そ
の
根
本
に
僧
鉄
 

船
の
五
輪
塔
が
あ

僧
鉄
船
は
、
姓

を
後
藤
と
い
い
、

鵜
沼
の
出
身
の
人
で
す
が
、
後
、
.:.
••小
都
多
福
院
の
開
山
と
 

な
り
ま
し
た
。

刀
剣
の
目
貫
造
り
や
庭
造
り
で
知
ら
れ
て
お
り
、
「仮
 

山
水
譜
」
の
著
者
で
、
一
説
に
は
京
都
龍
安
寺
の
石
庭
の
 

隠
れ
た
作
者
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
明
応
元
年
(
一
四
 

九
二
)
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

ま
す

地
蔵
堂
の
あ
る
道
ま
で
も
ど
り
、
北
へ
少
し
行
く
と
、 

新
池
が
見
え
て
き
ま
す
。

こ
の
池
は
、
名
古
屋
藩
(

尾
州
藩
に
同
じ
)
の
家
老
で
 

あ
っ
た
田
宮
如
S2の
計
画
で
、
太
田
宿
の
福
田
太
郎
八
が
 

築
き
ま
し
た
。

田
宮
如
雲
は
、
鳥
羽
•

伏
見
の
戦
い
の
後
、
京
都
市
中
 

総
取
締
と
し
て
兵
を
組
織
し
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
、
東
 

春
日
井
郡
の
大
庄
屋
林
金
兵
衛
の
ひ
き
い
る
義
勇
兵
が
 

加
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
草
薙
隊
と
い
い
ま
す
。
如
雲
が
 

太
田
の
警
備
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
、
草
薙
隊
を
編
成
替
し
 

て
、
二
四
八
名
の
大
砲
も
使
う
大
き
な
農
兵
隊
に
し
ま
し

こ
の
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
式
の
軍
事
訓
練
を
す
る
か
た
わ

ら
、
隊
員
を
使
つ
て
各
務
野
 

の
開
M
を
計
画
し
、
殖
産
興
 

業
を
は
か
り
ま
す
。
そ
の
た
 

め
の
用
水
用
貯
水
池
と
し
て
 

新
池
を
築
い
た
の
で
す
。

用
水
も
引
か
れ
、
水
も
流
 

員
れ
ま
し
た
が
、
用
水
溝
の
地
 

全
質
が
や
わ
ら
か
く
、
水
も
ち
 

池
が
悪
い
た
め
、
水
田
開
発
は
 

新
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。

明
治
四
年
(
•

八
七
一
)

 

の
廃
藩
置
県
で
-$-薙
隊
は
解
 

散
し
ま
し
た
。
そ
の
折
、
隊
 

員
に
は
野
を
一
町
歩
(
：
へ 

ク
タ
—
ル
)
と
金
銭
を
分
け
 

ー
ナ
え
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

こ
の
時
作
ら
れ
た
新
池
は
、
農
業
用
溜
池
と
し
て
重
要
 

視
さ
れ
、
改
築
さ
れ
て
、
今
日
ま
で
鵜
沼
の
農
業
と
多
く
 

の
人
々
の
暮
し
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
池
の
ほ
と
り
に
は
、 

そ
れ
ら
の
こ
と
が
書
か
れ
た
碑
が
立
て
ら
れ
、
休
憩
す
る
 

場
所
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
池
の
す
ぐ
北
側
に
大
安
寺
が
見
ら
れ
ま
す
。
丘
に
あ
 

り
ま
す
の
で
、
参
道
が
の
ぼ
り
坂
に
な
っ
て
い
ま
す
。
参
 

道
の
手
前
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
石
地
蔵
や
南
無
阿
弥
陀
仏
 

の
碑
が
見
ら
れ
ま
す
。

参
道
の
左
側
に
は
、
こ
の
寺
を
建
て
た
い
わ
れ
を
書
い
 

た
碑
が
立
て
ら
れ
、
右
側
に
は
ず
ら
り
と
並
ん
だ
信
者
の
 

寄
進
の
碑
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
安
寺
は
、
美
濃
国
守
護
で
あ
っ
た
土
岐
頼
益
が
建
て
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いわれのsかれた落慶香語

た
寺
で
、開
山
は
笑
堂
常
訴
 

和
尚
で
す
。
笑
堂
は
高
僧
と
 

し
て
名
高
く
、
応
永
一
八
年
.

(
一
四
一
一
)
に
亡
く
な
り
 

ま
し
た
。
そ
の
後
、
天
皇
よ
 

り
円
応
大
機
禅
師
と
い
ぅ
号
 

を
お
く
ら
れ
ま
し
た
。

大
安
寺
を
出
て
、
次
の
目
 

的
地
に
向
か
い
ま
す
。
こ
の
 

辺
り
の
道
路
は
、
整
備
が
行
 

き
届
き
、
自
動
車
道
、
歩
道
 

と
分
け
て
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
 

り
ま
す
。

途
中
、
左
側
に
光
生
山
 

ひ
百
度
不
動
明
王
の
碑
が
見

卓
折
神
社
の
祭
神
は
清
 

原
頼
業
で
平
安
時
代
後
 

%
に
て

1
ぃ
1
 

M
す
。
清
原
寒
は
代
々
懦
学
 

者
の
家
と
し
て
知
ら
れ
て
 

い
ま
し
た
が
、
と
り
わ
け
 

頼
業
は
秀
才
と
し
て
知
れ
 

わ
た
つ
て
い
ま
し
た
。

頼
裝
の
死
後
、
京
都
•人
龍
寺
内
に
墓
が
作
ら
れ
ま
し
 

た
。
一
説
に
、

s
が

><;服
)

II';へ
御
幸
し
、
行
列
 

が
墓
の
前
を
通
り
す
ぎ
た
と
き
、
牛
車
が
進
ま
な
く
な
り
、 

牛
が
倒
れ
て
車
輪
を
折
っ
た
の
で
、
帰
っ
た
の
ち
車
折
大
 

明
神
の
神
号
を
贈
っ
た
と
い
い
ま
す
。
本
社
は
、
京
都
市
 

初12

"

E<嵯
峨
娜
か
町
に
あ
り
ま
す
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
 

よ
る
と
、
鵜
沼
の
神
社
は
約
三
〇
年
前
に
そ
れ
を
ま
つ
つ
 

た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ら
れ
ま
す
。
そ
の
奥
に
は
信
者
の
集
会
所
も
あ
り
ま
す
。 

右
側
に
は
、
こ
の
辺
り
か
ら
日
乃
出
不
動
ま
で
、
と
こ
ろ
 

ど
こ
ろ
に
休
憩
所
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
疲
れ
を
い
 

や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

車
抓
神
社

間
も
な
く
車
折
神
社
が
見
ぇ
て
き
ま
す
。
鳥
居
の
横
に
 

「進
学
、
就
職
、
そ
の
他
試
験
に
志
す
方
々
に
」
と
書
か
 

れ
た
立
て
札
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
進
む
と
、
「御
石
枕
」の
説
明
書
が
立
 

て
ら
れ
て
お
り
、
健
康
と
安
眠
を
授
か
る
こ
と
が
で
き
る
 

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

白
龍
奇
妙
竜
神
の
の
ぼ
り
が
立
て
ら
れ
て
い
る
所
か
 

ら
さ
ら
に
進
む
と
、
芸
能
神
社
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
願
 

い
を
も
つ
た
参
拝
客
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

神
社
の
本
殿
ま
で
進
む
 

と
、
御
礼
の
た
め
に
供
ぇ
 

ら
れ
た
石
が
III稍
に
な
つ

石

て
い
る
の
か
見
ら
れ
ま
す
。
み稍

石
に
は
い
ろ
い
ろ
な
学
校
ひ
 お

名
が
寓
か
れ
て
お
り
、
合
 

格
祈
願
や
合
格
の
お
礼
に
 

お
参
り
し
た
人
の
多
い
の
 

が
わ
か
り
ま
す
。

日
乃
出
不
動

日
乃
出
不
動
は
車
折
神
社
の
北
隣
に
あ
り
ま
す
。近
づ
 

ヽ
に
つ
れ
て
、
前
に
立
て
ら
れ
た
赤
い
の
ぼ
り
が
は
っ
き
 

ソ
見
え
て
き
ま
す
。
そ
の
数
は
多
く
、
ち
ょ
っ
と
見
た
た
 

り
で
は
数
え
き
れ
ま
せ
ん
。
寄
進
し
た
人
の
住
所
が
書
か
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修行した人たちの石碑 行をする人たちのぞうり

に
お
経
を
あ
げ
ま
す
。

滝
の
横
手
や
裏
手
に
は
、 

た
く
さ
ん
の
碑
が
立
て
ら
 

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
不
 

動
の
前
の
山
に
も
数
多
く
 

見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
 

碑
は
、
こ
こ
で
修
行
し
、 

亡
く
な
っ
た
人
た
ち
の
も
 

の
で
す
。
こ
の
土
地
の
人
 

ば
か
り
で
な
く
、
遠
く
の
 

人
の
も
多
く
あ
り
ま
す
。 

毎
月
二
十
八
日
が
命
日
に
 

な
つ
て
い
ま
す
。

車
洞
古
窯
跡

日
乃
出
不
動
を
北
へ
進
 

み
、
多
賀
坂
峠
を
越
え
る
 

と
車
洞
古
窯
跡
に
つ
き
ま
札
 

す
。こ

こ
の
窯
跡
は
『美
濃
 

須
衛
古
窯
跡
群
』
の
一
つ
 

に
入
り
、
今
か
ら
一
一
〇

〇
年
な
い
し
一
二
〇
〇
年
ぐ
ら
い
前
の
も
の
と
み
ら
れ
て
 

い
ま
す
。

山
は
だ
を
よ
く
見
る
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
黒
ず
ん
だ
 

土
が
み
ら
れ
ま
す
。
当
時
の
焼
き
灰
が
土
に
な
っ
た
も
の
 

で
す
。
そ
こ
か
ら
小
さ
な
破
片
か
顔
を
出
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
古
窯
跡
は
、
ま
だ
十
分
に
調
査
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

れ
、
一
宮
•

名
古
屋
、
遠
く
は
 

京
都
の
文
字
ま
で
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
日
乃
出
不
動
は
、
美
濃
 

三
不
動
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
 

い
ま
す
。大
安
寺
の
笑
堂
和
尚
 

が
こ
の
地
で
修
行
し
、
不
動
尊
 

に
祈
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
 

て
い
ま
す\
境
内
に
あ
る
「供
 

養
塔
皆
立
の
船
ぞ
に
は
そ
の
 

こ
と
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
次
の
歌
 

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

済
北
に
た
ず
ね
き
て
見
よ
日
乃
出
滝
 

む
す
ぶ
心
は
す
ず
し
か
る
ら
ん
 

こ
の
歌
の
い
わ
れ
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

本
堂
前
に
は
、
線
香
や
ロ
ウ
ソ
ク
の
絶
え
間
が
あ
り
ま
 

せ
ん
。
病
気
が
治
る
よ
う
に
と
か
、
商
売
が
繁
盛
す
る
よ

、っ
に
と
か
い
っ
た
願
い
で
参
 

る
人
が
多
く
、
東
京
方
面
か
 

ら
わ
ざ
わ
ざ
参
る
人
も
い
ま
 

す
。 
堂一 

最
近
は
、
年
配
の
人
た
ち
/gi

 

だ
け
で
な
く
若
い
人
も
多
く
地

j

 

参
る
よ
う
に
な
り
、
多
い
と
 

き
に
は
三
〇
〇
人
も
の
団
体
 

客
が
あ
っ
た
り
、
時
に
は
三

〇
人
ほ
ど
籠
り
堂
で
宿
泊
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
宿
白
 

が
あ
け
る
と
、
中
に
は
奥
の
院
に
あ
た
る
迫
間
不
動
へ
お
 

参
り
を
す
る
人
も
い
ま
す
。

本
堂
の
横
に
は
、
滝
に
う
た
れ
て
修
行
す
る
場
所
%

柄

ば
， 
す
ず

場
が
あ
り
ま
す
。
夏
は
涼
し
く
て
よ
い
と
し
て
も
、
冬
期
 

の
行
と
も
な
る
と
大
へ
ん
で
す
。
ま
た
、
夜
お
そ
く
彦
行
 

す
る
人
も
い
て
、
午
前
一
時
ご
ろ
滝
に
う
た
れ
、
そ
の
後

i



車洞から山中不動へ ちらばる土器の破片

- …一--. .一- . 一

山
中
不
動
へ
の
道
は
、
こ
の
コ
ー
ス
の
ほ
か
、
「お
が
せ
 

池
」
か
ら
約
一
〇
分
ほ
ど
の
コ
—
ス
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
山
中
不
動
に
は
、
次
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
り
ま
す
。 

今
か
ら
一
'

 

〇
〇
年
ぐ
ら
い
前
(

八
六
〇
年
ご
ろ
)
に
、 

九
州
の
人
が
、
諸
国
め
ぐ
り
の
修
行
に
出
て
各
地
を
回
っ
 

て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
年
老
い
て
、
こ
の
山
の
岩
穴
を
 

住
居
に
し
な
が
ら
修
行
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
死
ぬ
間
際
 

に
、
不
動
明
王
の
石
像
を
刻
み
、
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
で
 

死
ん
で
行
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
何
百
年
も
年
が
た
っ
た
後
、
大
正
時
代
の
 

初
め
に
、
愛
知
県
J
宮
市
の
人
が
、
こ
の
土
地
に
来
て
、 

た
ま
た
ま
こ
の
石
像
を
見
つ
け
家
へ
持
ち
か
え
ろ
う
と
し
 

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
石
像
を
持
つ
と
、
な
ぜ
か
一
 

歩
も
歩
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
仕
方
な
く
そ
の
ま
ま
 

置
い
て
帰
り
ま
し
た
。
そ
の
話
を
一
宮
市
の
人
た
ち
が
聞
 

き
、
そ
の
石
像
に
は
何
か
い
わ
れ
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
よ
ぅ
に
な
り
、
み
ん
な
で
そ
の
石
像
を
ま
 

つ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
話
を
知
っ
た
地
元
「洞
地
区
」
の
人
た
ち
は
、
一 

宮
の
人
た
ち
と
協
力
し
て
、
岩
穴
を
掃
除
し
祠
を
建
て
ま
 

し
た
。
そ
れ
以
後
、
現
在
も
こ
の
山
中
不
動
は
、
そ
の
信
 

者
た
ち
と
洞
地
区
の
人
た
ち
が
世
話
を
続
け
て
い
ま
す
。 

特
に
七
月
二
七
日
に
は
、
地
区
の
人
み
ん
な
で
お
ま
つ
り
 

を
し
ま
す
。

こ
の
山
中
不
動
か
あ
る
場
 

所
は
山
の
北
側
の
中
腹
で
あ
 

り
、
山
水
も
多
く
、
滝
も
あ
 

り
、
こ
の
滝
に
ぅ
た
れ
て
修
 

行
す
る
人
も
い
ま
す
。

参
拝
す
る
人
が
参
道
の
両
 

側
に
立
て
た
の
ぼ
り
に
は
、

各
務
原
市
を
始
め
、
名
古

が
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
 

窯
跡
も
相
当
の
数
に
の
ぼ
る
 

も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
新
し
く
み
つ
か
つ
 

た
か
ら
と
い
つ
て
も
、
勝
手
 

に
掘
る
こ
と
は
文
化
財
保
護
 

法
で
き
び
し
く
禁
止
さ
れ
て
 

い
ま
す

車
洞
か
ら
の
東
海
自
然
歩
 

道
は
、
こ
こ
で
、
西
に
向
か
 

っ
て
寒
洞
池
に
通
じ
る
コ
—
 

ス
と
、
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
 

南
に
も
ど
り
、
そ
こ
か
ら
西
 

に
進
ん
で
山
中
不
動
へ
通
じ
 

る
コ
ー
ス
と
の
二
つ
に
分
か
 

れ
ま
す
。

ど
ち
ら
の
道
も
山
道
(

林
道
)
で
す
。
道
の
両
側
に
は
、 

い
ろ
い
ろ
の
落
葉
樹
が
し
げ
り
、
つ
た
や
藤
が
か
ら
み
つ
 

い
て
い
ま
す
。
道
に
は
木
の
枝
が
お
お
い
か
ぶ
さ
り
、
夏
 

は
緑
の
、
冬
は
小
枝
の
ト
ン
ネ
ル
を
作
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
辺
り
は
、
境
川
が
ょ
ぅ
や
く
川
ら
し
い
姿
を
見
せ
 

る
と
こ
ろ
で
す
。
川
の
両
岸
は
、
土
と
砂
と
小
石
が
い
り
 

混
じ
っ
た
土
の
た
め
、
水
の
流
れ
で
削
り
取
ら
れ
た
赤
茶
 

け
た
地
は
だ
を
見
せ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
「防
 

砂
林
」
の
標
識
が
立
て
ら
れ
、
木
を
き
っ
た
り
、
土
を
掘
 

つ
た
り
す
る
の
を
禁
止
し
、
土
地
が
荒
れ
な
い
よ
う
保
護
 

し
て
い
ま
す
。

な

か

ふ

ど

、-1

U
中
不
動

車
洞
か
ら
の
林
道
は
、途
中
か
ら
広
い
舗
装
道
路
に
な

ソ
ま
す
。



屋
市
.
一
宮
市
と
書
い
た
も
の
が
多
く
あ
り
、
北
海
道
の

さ
つ
ば
ろ

 
か
ん
さ
い
 
あ
ま
が
さ
き

札
幌
市
.

関
西
の
尼
崎
市
な
ど
遠
い
所
の
も
の
も
見
ぅ
け
 

ら
れ
、
信
者
が
広
い
地
域
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
が
れ
 

か
り
ま
す
。

春
の
樹
木
の
み
ど
り
と
桜
の
花
の
美
し
さ
、
夏
の
^;し
 

さ
、
秋
の
も
み
じ
な
ど
レ
ク
リ
ヱ
—
シ
ヨ
ン
の
場
所
と
し
 

て
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

車
洞
か
ら
の
も
ぅ
一
つ
の
コ
ー
ス
、北
の
方
を
通
る
東
 

海
自
然
歩
道
は
、
山
中
不
動
へ
向
か
ぅ
道
な
り
は
少
し
細
 

く
、
曲
が
り
く
ね
つ
て
い
ま
す
。
坂
を
上
り
き
る
と
、
急
 

に
視
界
が
広
が
り
ま
す
。
そ
こ
が
寒
洞
池
で
す
。

寒
洞
池
は
、
各
務
の
北
山
.

御
坊
山
の
間
を
流
れ
る
い
 

く
つ
か
の
谷
川
の
水
が
集
ま
り
、
自
然
の
池
を
作
っ
て
い

ま
し
た
が
、
今
か
ら
百
年
ほ
ど
前
に
、
近
く
の
農
民
た
ち
 

が
、
こ
の
池
を
「た
め
池
」
に
し
て
米
作
り
の
水
を
得
る
 

た
め
、
一
番
南
に
堤
を
築
き
、
水
を
せ
き
止
め
大
き
な
池
 

に
し
ま
し
た
。
は
じ
め
、
こ
の
堤
は
幅
が
狭
く
高
さ
も
低
 

い
も
の
で
し
た
が
、
下
の
方
で
水
田
が
新
し
く
開
か
れ
る
 

に
つ
れ
て
、
高
さ
も
高
く
丈
夫
な
も
の
に
し
て
い
き
ま
し
 

た
。し

か
し
、
明
治
二
四
年
の
「濃
尾
大
地
Mi」
に
よ
っ
て
、 

こ
の
堤
は
壊
れ
て

農
民
た
ち
は
、
自

分
の
家
も
壊
れ
ま

し
た
が
、
米
作

の
た
め
に
と
い
、つ

こ
と
で
、
力
を
合

一

を
元
ど
お
り
の
立
派
な
も
の
に
造
り
直
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
明
治
四
〇
年
の
大
日
照
り
で
は
、
こ
の
池
の
 

水
も
す
っ
か
り
か
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
農
家
の
人
た
ち
 

は
、
池
の
下
の
方
に
い
く
つ
か
の
井
戸
を
掘
っ
て
、
昼
も
 

夜
も
水
を
く
み
あ
げ
続
け
、
ど
ぅ
に
か
稲
の
枯
れ
る
の
を
 

防
ぎ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
貯
水
量
を
増
や
す
た
め
に
、
た
び
た
び
「池
 

さ
ら
え
」
を
し
た
り
、
堤
を
丈
夫
に
す
る
工
事
を
行
い
、 

こ
の
た
め
池
を
大
切
に
守
っ
て
き
ま
し
た
。

つ
ぎ
の
文
は
、
こ
の
池
と
は
直
接
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、 

大
正
五
年
に
、
こ
の
近
く
の
須
衛
村
の
人
た
ち
が
、
水
田
 

に
水
を
入
れ
る
と
き
の
た
め
に
作
っ
た
き
ま
り
で
す
。

(

平
易
な
文
に
改
編
)
そ
の
こ
ろ
の
農
家
の
人
た
ち
が
、 

ど
れ
ほ
ど
水
を
大
切
に
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
と
思
い
ま
 

す
。「

谷
水
に
は
限
り
が
あ
り
、
猥
り
に
水
田
を
増
や
す
と

必
ず
水
不
足
に
な
る
こ
と
は
わ
か
り
き
っ
て
い
る
。 

そ
れ
で
、
今
回
み
ん
な
で
約
束
す
る
こ
と
に
し
た
。

灌
漑
水
申
合
規
約

一
小
字
井
坂
の
水
は
、
全
区
を
流
れ
る
谷
水
の
源
で
 

あ
り
、
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
新
し
く
田
に
開
飯
す
る
の
は
、通〆i

ぅ
EIと
三
日
ml 

の
二
つ
と
す
る
。

三
新
し
く
通
常
田
を
開
こ
ぅ
と
す
る
者
は
、
一
反
 

(

約一

〇
ア
—
ル
)
に
つ
き
五
円
か
ら
五
〇
円
ま
で
 

の
お
金
を
、
そ
の
年
の
一
二
月
二
〇
日
ま
で
に
区
長
 

に
納
め
、そ
の
次
の
年
ょ
り
九
か
年
間
は
、毎
年
三
円
 

か
ら
六
円
ま
で
の
お
金
を
、
一
二
月
二
〇
日
ま
で
に
 

納
め
る
こ
と
と
す
る
。

五
納
め
る
お
金
の
範
囲
は
、
区
長
.

組
長
.

議
員
な
 

ど
が
立
ち
会
っ
て
、
そ
の
田
へ
見
に
行
き
定
め
る
も
 

の
と
す
る
。



八
三
日
田
を
開
く
場
合
に
は
、
そ
の
年
の
初
め
に
区
 

長
へ
届
け
出
て
お
き
、
毎
年
夏
至
よ
り
二
百
十
日
ま
 

で
の
間
は
、
ど
ん
な
と
き
で
も
三
日
間
降
雨
が
な
い
 

場
合
に
は
水
を
田
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
。

九
前
条
に
よ
っ
て
三
日
田
を
開
き
、
一
年
か
ら
五
年
 

た
っ
て
、
さ
ら
に
第
三
条
の
届
け
出
と
手
続
き
を
す
 

れ
ば
、
通
常
田
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

以
下
略
) 
」 

昭
和
に
な
っ
て
か
ら
も
、
こ
の
辺
り
は
、
大
き
な
川
が
 

無
い
た
め
に
、
い
つ
も
水
不
足
に
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
一
三
年
に
、
県
の
補
助
で
池
を
深
く
し
、
堤
も
前
 

よ
り
丈
夫
な
も
の
に
し
ま
し
た
。
昭
和
二
三
年
に
は
、
堤
 

か
ら
の
水
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ま
 

し
た
。
そ
の
後
も
た
び
た
び
工
事
を
行
い
、
よ
り
た
く
さ
 

ん
貯
水
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
こ
の
 

池
の
水
を
耕
作
に
利
用
し
て
い
る
水
田
の
面
積
は
約
八
へ

ク
タ
ー
ル
で
す
。

ま
た
、
こ
の
池
の
 

水
は
、
洞
地
区
の
中
 

の
小
さ
な
水
路
を
通
 

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 

家
の
近
く
を
流
れ
る
 

よ
•

っ
に
作
ら
れ
、
農

家
の
人
が
農
具
や
手
足
を
洗
っ
た
り
す
る
ほ
か
、
火
事
の
 

時
の
消
火
用
水
に
も
使
え
る
よ
ぅ
工
夫
し
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
池
の
な
ま
え
「寒
洞
」
は
、
こ
の
池
が
四
方
を
高
 

い
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、
日
の
出
が
遅
く
、
日
の
入
 

り
も
早
く
、
特
に
冬
は
寒
さ
が
厳
し
い
こ
と
か
ら
つ
け
ら
 

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
北
側
の
山
が
ゴ
ル
 

フ
場
に
な
り
、
昔
の
よ
う
な
山
奥
の
池
と
い
う
感
じ
は
少
 

な
く
な
つ
て
い
ま
す
。

寒
洞
池
を
南
に
進
む
と
洞
地
区
.
(

各
務
東
町
)
で
す
。 

こ
こ
に
、
市
指
定
史
跡
の
洞
古
墳
(

洞
西
古
墳
群
五
号
墳
)

 

が
あ
り
ま
す
。

古
墳
が
い
く
つ
か
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
古
墳
群
と
 

呼
ん
で
い
ま
す
。
古
墳
群
は
、
境
川
上
流
の
北
側
に
広
が
 

る
山
の
ふ
も
と
や
、 

丘
な
ど
に
広
く
分
布
 

し
て
い
ま
す
。
こ
こ
 

iiの
古
墳
は
、
全
て
円
 

墳
で
、
古
墳
時
代
の
 

後
期
の
も
の
で
す
。

古
墳
時
代
の
終
わ
 

り
ご
ろ
に
な
る
と
、

古
墳
に
ま
つ
ら
れ
る
人
の
範
囲
が
広
く
な
り
、
ま
た
、
ま
 

つ
ら
れ
る
人
の
地
位
も
だ
ん
だ
ん
一
般
化
し
て
い
き
ま
す
。 

そ
れ
と
と
も
に
、
古
墳
は
小
さ
く
な
り
、
一
つ
の
場
所
に
 

集
め
ら
れ
、
農
業
に
と
っ
て
大
切
な
水
田
地
帯
を
さ
け
、 

山
す
そ
や
丘
な
ど
を
利
用
し
て
作
ら
れ
る
ょ
ぅ
に
な
り
ま
 

す
。こ

の
こ
ろ
の
古
墳
の
つ
く
り
は
、
横
穴
式
と
呼
ば
れ
る
 

も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
樹
木
や
土
に
お
お
わ
れ
内
部
を
 

見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
鵜
沼
の
二
宮
神
社
.

那
加
 

の
手
力
雄
神
社
の
境
内
な
ど
で
そ
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
 

で
き
ま
す
。

洞
古
墳
の
外
に
、
こ
の
近
く
で
は
、
お
が
せ
池
の
周
り
 

や
須
衛
.

船
山
な
ど
の
山
す
そ
に
も
同
様
に
古
墳
群
が
見
 

ら
れ
ま
し
た
が
、
土
地
の
開
発
の
た
め
に
、
だ
ん
だ
ん
壊
 

さ
れ
て
、
現
在
で
は
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
 

た
。



稲
田
山
•

会
本
古
窯
跡
群

こ
の
地
域
の
昔
の
人
々
の
主
な
産
業
が
農
業
で
あ
っ
た
 

こ
と
は
確
か
で
す
が
、
そ
の
外
の
産
業
と
し
て
、
現
在
は
 

つ
き
り
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
、
須
恵
器
や
瓦
 

を
中
心
と
し
た
窯
業
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
生
産
場
所
で
あ
 

つ
た
と
こ
ろ
を
「窯
跡
」 

概 
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
襄
 

布
跡
に
は
、
須
恵
器
や
そ
 

な
—

け
で
な
く

-

 
/
-
ぃ

， 
，
古
て
い
-

至

—u
lh心
器
は

•

-,ぃ
：

、
-

へ
篆
.
.

焼
く
と
き
う
わ
薬
を
つ
 

け
な
い
た
め
、
陶
器
と
 

は
性
質
が
違
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
須
恵
器
は
、
ロ
ク
ロ
を
使
っ
て
形
を
作
 

っ
た
り
、
焼
き
温
度
が
は
る
か
に
高
い
と
い
ぅ
こ
と
で
、 

弥
生
土
器
や
土
師
器
と
ち
が
っ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
の
一
〇
世
紀
に
作
ら
れ
た
「延
喜
式
」
とい 

ぅ
文
献
に
は
'

 

美
濃
国
が
須
恵
器
の
主
な
生
産
地
で
あ
る
 

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
美
濃
国
の
窯
業
の
中
心
地
が
'

 

現
在
の
各
務
原
市
の
北
部
に
あ
る
山
の
ふ
も
と
で
、
この 

地
域
を
「美
濃
須
衛
古
窯
跡
群
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

特
に
、
現
在
須
衛
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
、
稲
由
山
.

東
丸

P
ま

じ

ご

<
ば
ら
た
ば
た
ひ
が
し
ぼ
ら
み
な
み
や
し
J

 
て
ら
や
i

 
か
い
t
と

山
.

地
獄
洞
.

田
端
.

東
洞
.

南
屋
敷
.

寺
山
.

会
本
な
ど
の
 

地
内
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
窯
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
中
の
一
つ
が
稲
田
山
古
窯
跡
群
で
す
。
こ
こ
だ
け
で
 

三
〇
箇
所
ぐ
ら
い
窯
跡
が
見
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、 

会
本
の
八
幡
神
社
境
内
に
あ
る
の
も
有
名
で
す
。

こ
の
辺
り
で
須
恵
器
を
焼
き
始
め
た
時
期
を
あ
き
ら
か
 

に
で
き
る
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
出
土
遺
物
を
も
と
に

し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
、
七
世
紀
の
後
半
か
ら
一
〇
 

世
紀
の
中
ご
ろ
ま
で
焼
か
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
 

ま
す
。
そ
の
後
は
、
灰
色
ぅ
わ
薬
を
使
っ
て
焼
く
灰
釉
陶
 

器
が
美
濃
国
の
各
地
で
焼
か
れ
る
よ
ぅ
に
な
り
、
そ
れ
と
 

と
も
に
須
恵
器
生
産
は
急
速
に
衰
え
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
辺
り
で
多
く
の
窯
が
作
ら
れ
た
の
は
、
須
恵
器
の
 

原
料
に
な
る
土
と
、
そ
れ
を
焼
く
た
め
の
薪
を
近
く
で
手
 

に
入
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
土
師
器
作
り
よ
り
高
い
焼
 

き
物
技
術
を
も
っ
た
人
々
が
多
く
移
り
住
ん
で
い
た
こ
と
 

な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。窯

跡
の
発
見
は
、
古
く
か
ら
あ
り

t 
.
.

よ
」
ハ
か
、
ぎ

、

沿
，—
 

l
^
や
：E

 

池E

 

免
：.、
r
,
 V

 

免
：̂さ-:,

 

獨

る

f
t
;
、、
卜
？

ろ 

黨
叫
■

外
に
ん
•

る
た
め
、
を
さ
れ
こ
 

I
保
存
と
V
つ
方
法
が
と
ら
れ
、

発
掘
調
査
後
、
実
際
の
窯
跡
は
と
り
壊
さ
れ
る
こ
と
が
多
 

い
よ
ぅ
で
す
。
文
化
財
の
保
護
の
上
か
ら
み
る
と
大
へ
ん
 

残
念
な
こ
と
で
す
が
、
狭
い
国
土
の
多
目
的
開
発
の
た
め
 

に
は
あ
る
意
味
で
は
し
か
た
な
く
、
そ
の
た
め
に
「記
録
 

保
存
」
と
い
ぅ
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

窯
跡
は
、
許
し
無
し
で
掘
っ
た
り
、
須
恵
器
や
そ
の
か
 

け
ら
を
持
ち
出
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
、
大
切
に
保
護
す
る
 

よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
昔
の
人
々
の
暮
し
の
様
子
 

を
知
る
重
要
な
手
が
か
り
で
す
か
ら
、
大
切
に
し
た
い
も
 

の
で
す
。

寒
洞
池
か
ら
ー
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
に
進
む
と
、
小
 

さ
な
川
に
出
ま
す
。
境
川
の
上
流
で
す
。
そ
の
川
に
そ
つ
 

て
四
〇
〇
メ
 

I
ト
ル
ほ
ど
西
に
進
む
と
「村
国
神
社
」
が



あ
り
、
そ
の
境
内
に
「村
国
座
」
と
呼
ば
れ
る
「各
務
の
 

舞
台
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
き
な
木
造
の
建
物
は
、
芝
 

居
を
す
る
劇
場
で
す
。
「各
務
の
舞
台
」は
、
昭
和
四
九
年
 

に
国
の
「重
要
民
俗
文
代
財
」
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

舞
台
づ
く
り
は
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
の
慶
応
二
 

年
(

一
八
六
六
)
に
、
各
務
の
庄
屋
で
あ
っ
た
長
縄
八
左
 

衛
門
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
ま
し
た
。

建
築
材
料
は
、
村
内
の
天
野
山
の
木
を
使
い
、
住
民
の
 

労
力
奉
仕
に
よ
っ
て
建
て
よ
ぅ
と
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、 

八
左
衛
門
の
死
や
国
の
政
治
が
不
安
定
だ
っ
た
こ
と
な
ど
 

で
工
事
に
と
り
か
か
る
の
が
遅
れ
、
明
治
六
年
(

一
八
七
 

三
)
に
よ
ぅ
や
く
始
め
ら
れ
、
明
治
一
〇
年
に
完
成
し
ま
 

し
た
。

こ
の
建
物
の
大
き
さ
は
、
間
口
 
(

横
)
約
一
六
•

五
メ
 

—
ト
ル
奥
行
(

た
て
)
約
ニ
ニ
メ
—
ト
ル
高
さ
約
九
メ
ー
 

ト
ル
で
す
。
芝
居
を
す
る
舞
台
の
広
さ
は
幅
一
二
.

 

ーメ

—
ト
ル
奥
行
一
〇
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
直
径
七
.

三
メ
ー
ト
 

ル
の
円
形
の
「回
り
舞
台
」
に
な
っ
て
お
り
、
舞
台
の
下
 

で
人
の
力
に
よ
っ
て
回
す
よ
ぅ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
舞
台
 

左
手
の
「花
道
」
は
、
幅
一
•

三
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
一 

流
の
劇
場
と
同
じ
広
さ
で
す
。
こ
の
花
道
の
地
下
は
、
楽
 

屋
に
通
じ
る
ト
ン
ネ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。客
席
•

舞
台
.

 

楽
屋
.

ト
ン
ネ
ル
な
ど
建
物
全
体
が
、
境
川
の
川
縁
の
自
 

然
の
地
形
を
巧
み
に
利
用
し
、
工
夫
し
て
造
ら
れ
て
い
ま
 

す
。こ

の
建
物
の
一
つ
 

の
特
色
は
、
舞
台
と
 

客
席
が
一
つ
の
建
物S

の
中
に
作
ら
れ
て
い
 

る
こ
と
で
す
。
客
席
 

は
、
今
は
板
張
り
で
 

す
が
、
当
時
は
土
間

で
む
し
ろ
等
を
敷
い
て
い
ま
し
た
。
左
右
に
は
二
階
席
も
 

作
ら
れ
、
観
客
は
全
部
で
五
〜
六
〇
〇
人
が
入
れ
ま
す
。

客
席
か
ら
一̂
井
を
見
る
と
、
と
て
も
大
き
な
柱
が
組
み
 

合
わ
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
建
物
の
大
き
さ
や
、
作
っ
た
時
 

の
苦
労
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
 

の
こ
ろ
の
各
務
の
山
に
は
、
こ
の
ょ
う
な
大
き
な
木
が
育
 

つ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

そ
の
こ
ろ
、
光
を
採
る
の
に
電
燈
は
無
く
、
ち
ょ
う
ち
 

ん
な
ど
を
使
っ
て
い
た
の
 

で
、
窓
か
ら
採
り
入
れ
る
 

M
光
に
つ
い
て
も
随
分
う
ま

み.
く
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

組

こ
の
「各
務
の
舞
台
」 

が国の「重要民俗文化財」 

と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
わ
 

け
は
、
こ
の
建
物
を
、
こ

こ
に
住
ん
で
い
た
農
民
が
、
自
分
た
ち
で
芝
居
(

地
芝
居
 

と
呼
ん
で
い
る
)
を
す
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
の
力
だ
け
 

で
作
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
ま
た
こ
の
舞
台
を
詳
し
く
 

研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
の
 

農
村
の
人
々
の
生
活
の
知
恵
や
考
ぇ
方
を
知
る
手
が
か
り
 

を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
な
舞
台
は
、
そ
の
こ
ろ
日
本
の
各
地
で
建
て
 

ら
れ
た
の
で
す
が
、
現
在
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
完
全
な
形
で
 

残
っ
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

今
の
よ
う
に
、
テ
レ
ビ
•

ラ
ジ
オ
•

映
画
な
ど
と
い
う
 

楽
し
み
の
な
か
っ
た
時
代
で
は
、
芝
居
が
農
民
に
と
っ
て
 

一
番
の
楽
し
み
だ
っ
た
の
で
す
。
地
芝
居
は
江
戸
時
代
か
 

らg

ん
で
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
は
、
芝
居
を
す
る
時
は
臨
 

時
に
簡
単
な
小
屋
を
作
っ
て
舞
台
に
し
、
観
客
は
屋
根
の
 

な
い
,
苑
で
見
物
し
ま
し
た
。
雨
の
日
で
も
、
寒
い
冬
で
 

も
安
心
し
て
芝
居
が
見
れ
る
よ
う
に
と
村
人
が
心
を
合
わ



せ
た
か
ら
、
こ
ん
な
大
き
な
建
物
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
 

の
で
す
。

舞
台
の
「こ
け
ら
お
と
し
」
(

落
成
式
)

は
、
完
成
後
五
 

年
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
政
府
の
考
え
と
も
関
 

係
は
あ
る
の
で
す
が
、
や
は
り
舞
台
の
設
備
や
道
具
を
整
 

え
る
た
め
の
費
用
の
面
で
の
苦
労
が
、
お
く
れ
た
最
大
の
 

原
因
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
「こ
け
ら
お
と
し
」 

で
は
、
各
務
村
の
農
民
が
役
 

者
に
な
り
、
道
具
係
•

照
明
 

係
.

会
場
係
に
な
っ
て
、

一

 

三
日
間
も
毎
日
続
け
て
上
演
 

し
ま
し
た
。
そ
の
一
三
日
間
 

と
も
大
変
多
く
の
見
物
人
が
 

あ
り
ま
し
た
。
い
か
に
み
ん
 

な
が
喜
び
、
楽
し
み
、
一生

懸
命
参
加
し
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

建
て
ら
れ
て
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
も
の
長
い
間
、
土
地
 

の
人
々
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
の
舞
台
 

は
、
今
で
も
み
ん
な
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
秋
に
 

行
わ
れ
る
村
国
神
社
の
お
ま
つ
り
に
は
、
各
務
区
を
三
つ
 

の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
組
に
よ
っ
て
順
番
を
決
め
、
小
学
 

生
な
ど
に
よ
る
芝
居
•

踊
り
な
ど
を
上
演
し
、
多
数
の
観
 

客
を
集
め
て
い
ま
す
。

「各
務
の
舞
台
」
の
あ
る
村
国
神
社
は
、
千
二
〇
〇
年
 

ほ
ど
前
に
、
「村
国
男
依
」と
い
ぅ
こ
の
地
方
の
豪
族
が
建
 

て
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
豪
族
は
、
現
在
の
各
務
 

原
市
東
部
と
愛
知
県
の
葉
栗
郡
の
北
部
を
お
さ
め
て
い
ま
 

し
た
。
こ
の
神
社
に
は
、
「天
之
火
明
命
」と
「村
国
男
依
」 

が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

祭
り
は
毎
年一
〇
月
一
五
日
で
す
。
秋
の
豊
作
を
感
謝
 

す
る
「秋
祭
り
」
で
す
。
祭
り
の
奉
仕
は
舞
台
で
行
わ
れ

る
芝
居
と
セ
ッ
ト
に
な
つ
て
お
り
、 

•

一•
つ
の
組
の
人
た
ち
が
、
毎
年
交
 

■

公
代
で
rrい
ま
す
。
一
四
日
、
•

五 

日
の
両
日
は
、
村
の
人
た
ち
が
一
 

か
月
以
上
練
習
し
た
「御
神
楽
」 

を
神
様
に
奉
納
し
ま
す
。

こ
の
神
社
の
西
側
の
山
す
そ
に
「村
国
古
墳
公
園
」
が 

あ
り
ま
す
。
小
さ
な
円
形
古
墳
が
い
く
つ
も
並
ん
で
い
ま
 

す
。
よ
く
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
古
墳
群
の
全
体
の
 

様
子
を
詳
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「各
務
の
舞
台
」
か
ら
、
古
い
家
が
並
ぶ
道
を
通
っ
て
 

東
南
に
一
〇
分
ほ
ど
歩
く
と
、
大
き
な
池
が
見
え
ま
す
。

お
が
せ
池

「お
が
せ
池
」
は
、
名
鉄
各
務
原
線
お
が
せ
駅
か
ら
北
 

へ
歩
い
て
、
約
一
〇
分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
池
の
ま
わ
り
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。
い
く
 

つ
か
の
伝
説
を
持
つ
池
で
す
。
春
は
池
の
ま
わ
り
の
桜
と
 

新
緑
、
夏
は
池
の
中
に
咲
く
す
い
れ
ん
、
秋
は
紅
葉
、
そ
 

し
て
、
池
の
中

の
数
え
き
れ
な
 

い
大
小
さ
ま
ざ
 

ま
な
鮑
の
名
所
飾
 

で
あ
り
、
観
光
ね
 

地
と
し
て
も
有

こ
の
池
は
、



ま
た
、
信
仰
の
池
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
池
の
中
に
建
つ
 

社
殿
に
は
竜
王
が
ま
つ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
神
さ
ま
の
信
 

者
も
た
く
さ
ん
參
拝―3
ま
す
。

池
の
鯉
は
、
こ
の
信
仰
と
結
び
つ
い
て
、
絶
体
に
捕
っ
 

て
は
い
.

け
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。太
平
洋
戦
争
の
終
わ
り
 

頃
か
ら
敗
戦
に
か
け
て
の
食
べ
物
が
全
く
な
か
っ
た
時
で
 

も
、
こ
の
い
い
伝
え
は
固
く
守
ら
れ
ま
し
た
。
参
拝
す
る
 

人
が
拝
殿
か
ら
投
げ
与
え
る
え
さ
を
蓉
い
合
ぅ
、
大
き
な
 

色
と
り
ど
り
の
鮑
が
し
ぶ
き
を
あ
げ
る
様
子
は
す
ば
ら
し
 

い
な
が
め
で
す
。

こ
の
拝
殿
か
ら
、
五
〇
メ
ー
ト
 

ル
ほ
ど
北
に
行
く
と
、
小
さ
な
橋
 

が
あ
り
、
耕
地
整
理
の
記
念
碑
が
 

建
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
は
農
家
の
人
た
ち
が
作
っ
た
 

堤
で
す
。
こ
の
池
は
、
伝
説
.

観
光
.

信
仰
の
池
で
あ
る
 

る
と
と
も
に
、
農
民
の
大
切
な
「た
め
池
」
な
の
で
す
。

日
照
り
が
続
き
水
田
の
水
が
不
足
し
て
く
る
と
、
こ
の
 

池
の
水
を
落
と
す
の
で
す
。
こ
の
「お
が
せ
池
」
の
水
を
 

利
用
す
る
田
は
、
「池
が
か
り
」と
呼
ば
れ
、
約
五
〇
へ
ク
 

タ
ー
ル
も
あ
り
ま
す
。

水
不
足
の
年
の
田
植
は
、
こ
の
池
の
水
を
落
と
す
日
に
 

合
わ
せ
て
準
備
し
ま
す
。
そ
し
て
、
池
に
近
い
と
こ
ろ
か
 

ら
順
番
に
下
の
方
へ
と
田
植
を
し
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
 

ら
、
こ
の
「お
が
せ
池
」
の
世
話
を
し
て
い
る
の
は
、
「各
 

務
の
舞
台
」
の
世
話
を
し
て
い
る
人
と
同
じ
「各
務
区
」 

の
人
た
ち
で
す
。

昔
は
日
照
り
が
続
い
て
池
の
水
が
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
 

り
鯉
が
死
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
ご
ろ
で
は
 

田
の
耕
地
整
理
な
ど
で
水
の
使
い
方
に
無
駄
が
な
く
な
つ
 

た
の
で
、
鮑
が
死
ぬ
ほ
ど
池
の
水
を
落
と
し
て
し
ま
う
こ
 

と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
池
の
北
東
に
、
岩
は
だ
を
見
せ
た
「天
野
山
」
(

二

六
八
メ
ー
ト
ル
)
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
山
に
降
る
雨
が
お
 

が
せ
池
に
流
れ
こ
む
の
で
す
。

こ
の
辺
り
は
、
境
川
の
上
流
で
あ
る
た
め
に
、
水
が
少
 

な
く
、
農
民
は
い
つ
も
水
不
足
に
苦
し
み
ま
し
た
。
日
照
 

り
が
続
く
と
、
農
民
た
ち
は
神
社
に
「雨
乞
」
(

雨
が
降
る
 

よ
う
に
神
に
願
う
こ
と
)
を
し
ま
し
た
。
須
衛
区
で
は
 

「雨
乞
」
を
し
て
い
る
間
は
、
晴
天
で
も
洗
濯
物
を
外
に
 

干
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
も
雨
が
降
ら
 

な
い
と
、
須
衛
•

各
務
区
の
全
部
の
家
が
、
長
さ
ニ
メ
ー
 

ト
ル
、
直
径
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
松
明
を
作
り
、
各
 

部
落
ご
と
に
集
ま
っ
て
、
太
鼓
や
鐘
を
た
た
い
て
、
こ
の
 

天
野
山
に
登
り
ま
し
た
。
夏
の
太
陽
が
西
に
沈
む
の
を
待
 

つ
て
、
鐘
の
音
を
合
図
に
、
松
明
に
一
斉
に
火
を
つ
け
て
 

「雨
乞
」
を
し
ま
し
た
。

天
野
山
の
尾
根
づ
い
た
い
に
山
全
体
を
縁
ど
っ
て
夜
空
 

を
染
め
る
火
は
、
す
ば
ら
し
く
美
し
く
、
そ
し
て
、
農
民

た
ち
の
水
を
求
め
る
強
 

い
願
い
と
そ
の
努
力
を
 

ょ
く
表
わ
し
て
い
ま
し
 

た
。ふ

だ
ん
、
信
仰
や
レ
 

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
 

所
に
な
つ
て
い
る
こ
の
 

池
も
、
農
民
に
と
つ
て
 

は
と
て
も
大
切
な
「た
め
池
」
な
の
で
す
•
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ど
の
土
地
に
も
、
昔
か
ら
、
そ
の
土
地
だ
け
に
残
さ
れ
て
い
る
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
民
話
や
伝
説
と
い
 

ぅ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
各
務
原
市
に
も
、
私
た
ち
の
祖
先
や
先
人
の
生
活
を
し
の
ば
せ
る
よ
ぅ
な
説
話
が
、 

た
く
さ
ん
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

信
仰
的
、
精
神
的
な
面
か
ら
も
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
し
、
心
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
も
 

の
も
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歴
史
の
中
に
生
き
た
先
人
た
ち
の
す
ぐ
れ
た
生
活
の
知
恵
を
く
 

み
と
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
現
代
の
私
た
ち
の
生
活
に
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。

や
や
も
す
る
と
失
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
、
こ
れ
ら
郷
土
の
伝
説
を
、
一
つ
で
も
多
く
、
正
し
く
伝
え
、 

承
け
継
が
れ
る
こ
と
を
願
つ
て
、
こ
こ
に
収
め
、
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

こ
こ
に
収
め
た
も
の
が
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
伝
説
の
地
を
訪
ね
た
と
き
、
こ
れ
ら
を
よ
り
ど
こ
 

ろ
と
し
て
、
そ
の
土
地
の
あ
り
し
日
の
姿
を
し
の
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

仰
き
ん
ち
よ
う
づ
か

i

金
鳥
塚
の
は
な
し

国
鉄
鵜
沼
駅
か
ら
北
へ
し
ば
ら
く
の
ぼ
る
と
、
道
路
の
 

西
側
の
、
周
囲
が
畑
に
囲
ま
れ
鵜
沼
一
帯
を
見
わ
た
せ
る
 

高
台
に
、
金
縄
塚
か
墳
が
ぁ
り
ま
す
。

こ
の
塚
に
は
、
鳴
き
声
を
聞
け
ば
必
ず
幸
せ
に
な
れ
る
 

と
い
ぅ
、
金
色
の
鳥
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
…
…
 

そ
れ
は
、
ず
っ
と
む
か
し
の
こ
と
で
し
た
。
こ
こ
鵜
沼
 

の
村
は
'

 
川
を
は
さ
ん
で
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
沼
に
続
い
 

て
田
畑
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

川
の
こ
ち
ら
側
は
、
す
ぐ
後
ろ
に
山
が
せ
り
出
し
て
い
 

て
土
地
も
や
せ
て
お
り
、
せ
ま
い
所
に
大
ぜ
い
の
村
人
が
 

貧
し
い
く
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
川
向
こ
う
の
村
で
は
、
よ
く
肥
え
た
田
畑
か
ら
 

た
く
さ
ん
の
物
が
と
れ
て
、
村
人
た
ち
は
豊
か
な
く
ら
し

を
し
て
い
ま
し
た
。

あ
る
時
、
こ
の
川
を
は
さ
ん
で
、
田
畑
の
境
の
こ
と
か
 

ら
争
い
が
お
き
ま
し
た
。

す
き
や
く
わ
を
ふ
り
か
ざ
し
て
の
恐
ろ
し
い
争
い
か
 

何
日
も
何
日
も
続
き
ま
し
た
。

村
人
に
と
っ
て
大
切
な
田
畑
は
、
ふ
み
あ
ら
さ
れ
家
は
 

焼
か
れ
、
大
ぜ
い
の
 

人
が
、
傷
つ
い
た
り
 

死
ん
だ
り
し
ま
し
た
。

生
き
残
っ
た
村
の

墳

人
た
ち
は
、
自
分
た
#塚

ち
の
土
地
を
守
る
たI

 

め
に
戦
い
、
そ
し
て
 

死
ん
で
い
っ
た
人
た
 

ち
の
た
め
に
、
く
ず
 

れ
お
ち
た
城
の
あ
と



に
、
大
き
な
塚
を
つ
く
つ
て
お
祭
り
を
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
い
つ
も
忘
れ
ず
お
祈
り
を
し
た
り
、
だ
い
じ
 

に
し
て
守
つ
て
い
ま
し
た
。

争
い
は
お
わ
り
ま
し
た
が
、
川
の
こ
ち
ら
側
の
村
人
た
 

ち
の
生
活
は
、
前
に
も
ま
し
て
苦
し
く
な
つ
て
い
ま
し
た
。 

も
と
も
と
や
せ
た
土
地
の
ぅ
え
、
あ
れ
た
田
か
ら
は
、
ほ
 

ん
の
わ
ず
か
し
か
米
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
-
-
あ
る
晩
の
こ
と
で
し
た
。
村
で
も
一

番
貧
乏
な
権
兵
衛
さ
ん
の
ゆ
め
の
中
に
、
大
き
な
金
の
鳥
 

に
ま
た
が
っ
た
白
ひ
げ
の
老
人
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
す
。

『——

わ
し
は
、
前
の
戦
い
で
お
ま
え
た
ち
と
い
つ
し
 

ょ
に
戦
っ
て
敗
れ
た
霞
ヶ
城
の
城
主
じ
ゃ
。
い
つ
も
山
の
 

上
か
ら
こ
の
里
の
よ
う
す
を
見
守
っ
て
い
た
が
、
近
ご
ろ
 

は
こ
の
村
も
あ
れ
ほ
う
だ
い
に
あ
れ
て
し
ま
つ
た
。
と
て
 

も
悲
し
い
こ
と
じ
や
。
村
人
た
ち
は
、
む
か
し
の
よ
う
に
 

仕
事
に
精
を
だ
す
こ
と
も
な
く
、
毎
日
ぶ
ら
ぶ
ら
遊
ん
で

不
平
ば
か
り
い
つ
て
い
る
。
豊
か
な
川
向
こ
う
の
く
ら
し
 

を
う
ら
や
ま
し
く
思
つ
て
い
る
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
 

ん
。
そ
こ
で
じ
や
。
わ
し
ら
を
今
ま
で
だ
い
じ
に
お
祭
り
 

し
て
く
れ
た
お
礼
に
、
わ
し
が
こ
の
村
を
豊
か
に
し
て
や
 

ろ
う
と
思
う
。

そ
れ
に
は
、
鳥
の
 

鳴
き
声
を
聞
か
な
き
 

や
な
ら
ん
。
そ
れ
も
 

ぁ
の
塚
の
上
で
旧
正
 

月
の
元
日
の
朝
、
金
以
 

色
の
チ
ャ
ボ
が
「卜
 

ウ
テ
ン
コ
—
」
と
夜
 

明
け
を
つ
げ
る
こ
と
 

に
な
つ
て
い
る
。
そ
 

の
声
を
聞
け
ば
、
必
 

ず
幸
せ
な
く
ら
し
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
鳴
き
声
は
、
だ
れ
も
 

が
聞
け
る
わ
け
じ
や
な
い
。
そ
の
声
を
聞
く
た
め
に
は
、 

毎
朝
早
く
起
き
る
者
で
、
し
か
も
一
日
に
一
回
は
、
あ
せ
 

を
流
す
者
で
な
く
て
は
な
ら
ん
』

そ
こ
ま
で
い
つ
た
か
と
思
う
と
、
そ
の
白
ひ
げ
の
老
人
 

は
、
ス
ー
ッ
と
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
権
兵
衛
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
村
人
の
中
に
、 

自
分
が
ま
つ
先
に
そ
の
声
を
聞
い
て
、
幸
せ
に
な
ろ
う
と
 

す
る
者
が
で
て
き
ま
し
た
。

朝
早
く
起
き
て
、
あ
せ
を
流
し
な
が
ら
、
山
の
草
を
か
 

る
す
が
た
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
あ
れ
は
て
 

た
自
分
の
土
地
か
ら
、
木
の
か
ぶ
や
大
き
な
石
を
と
り
の
 

ぞ
い
て
あ
せ
を
流
す
者
が
ふ
え
て
き
ま
し
た
。

い
つ
か
、
金
色
の
チ
ャ
ボ
の
声
が
聞
け
る
こ
と
を
信
じ
 

て
、
村
人
た
ち
は
仕
事
に
精
を
出
し
、
新
し
く
山
を
き
り
 

開
き
、
田
畑
を
ふ
や
し
て
い
き
ま
し
た
。

や
が
て
、
川
向
こ
ぅ
の
村
に
負
け
な
い
ほ
ど
豊
か
な
平
 

和
な
村
に
生
ま
れ
か
わ
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
'

 
だ
れ
い
ぅ
と
な
く
そ
の
山
を
「金
鳥
塚
」 

と
、
よ
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
、
村
人
た
ち
は
、
い
つ
か
は
金
の
チ
ャ
ボ
の
 

声
が
聞
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
ゆ
め
と
希
望
を
も
つ
 

て
、
朝
は
や
く
か
ら
働
き
続
け
ま
し
た
。

金
縄
塚
古
墳
か
ら
、
南
を
見
わ
た
す
と
、
木
曾
川
岸
に
 

城
山
が
見
え
ま
す
。
そ
こ
は
、
鵜
沼
城
の
城
の
あ
と
で
す
。

そ
こ
か
ら
鵜
沼
東
町
を
と
お
り
、
大
安
寺
川
ぞ
い
に
北
 

へ
の
ぼ
る
と
、
八
木
山
の
ふ
も
と
に
、
土
岐
氏
の
建
て
た
 

大
安
寺
に
着
き
ま
す
。

大
安
寺
に
は
、
蛇
骨
.

香
盒
.

茶
壺
•

木
盃
.

竜
女
解



脱
物
語
絵
巻
物
な
ど
が
宝
物
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
寺
の
う
ら
の
山
に
、
.

年
じ
ゅ
う
ふ
え
た
り
減
っ
 

た
り
し
な
い
清
泉
の
わ
き
で
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。

ま
だ
大
安
寺
の
建
っ
て
い
な
い
大
む
か
し
の
こ
と
で
す
。 

笑
堂
和
尚
と
い
う
人
が
、今
の
大
安
寺
の
あ
る
八
木
山
の
 

岩
の
上
(

坐
禅
岩
)
で
、
す
わ
っ
て
お
ら
れ
た
時
の
こ
と

T't
0

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

あ
る
夜
、
ふ
も
と
の
方
か
ら
美
し
い
声
で
念
仏
を
唱
え
 

な
が
ら
の
ぼ
っ
て
く
る
者
が
い
ま
す
。

見
る
と
、
若
く
て
き
れ
い
な
む
す
め
で
す
。
和
尚
の
す
 

わ
っ
て
お
ら
れ
る
前
に
ひ
ざ
ま
ず
い
た
む
す
め
は
、

「私
は
、
お
が
せ
池
に
住
む
竜
女
で
す
。
む
か
し
は
、 

里
に
で
て
は
美
人
と
な
り
、
山
に
入
っ
て
は
山
姥
と
な
 

り
、
谷
川
で
は
う
わ
ば
み
(

大
蛇
)
と
な
っ
て
、
人
間
 

や
牛
や
馬
を
食
い
殺
し
て
き
ま
し
た
。
で
も
今
は
、
積
 

み
重
ね
て
き
た
罪
の
大
き
さ
に
恐
れ
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

ど
ぅ
か
、
和
尚
さ
ん
の
念
力
(

心
の
集
中
で
生
じ
る
 

超
能
力
)
で
私
の
罪
を
な
く
し
て
こ
の
苦
し
み
か
ら
の
 

が
れ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。」と
、
真
心
こ
め
て
お
願
い
し
 

ま
し
た
。

和
尚
も
、
真
心
も
っ
て
一
心
に
道
を
求
め
る
熱
心
さ
に

「も
と
の
蛇
の
す
 

が
た
に
も
ど
っ
て
、 

私
の
前
に
あ
ら
わ
 

れ
な
さ
い
。
そ
ぅ
寺
 

す
れ
ば
、
解
脱
安
 

占
し
み
や
悩
み
大
 

が
無
く
な
る
こ
 

と
)
さ
せ
て
あ
げ
 

ま
す
。」

と
、
い
わ
れ
る
や
、

山
も
谷
も
一
度
に
ゆ
れ
動
き
、
風
や
雨
が
は
げ
し
く
な
り
 

ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
ま
で
和
尚
の
前
に
い
た
む
す
め
は
 

大
蛇
と
な
つ
て
口
か
ら
火
を
ふ
い
て
空
中
へ
と
び
あ
が
り
 

和
尚
の
ま
わ
り
を
と
り
ま
き
ま
し
た
。
一
心
に
和
尚
が
お
 

経
を
唱
え
、
そ
れ
が
お
わ
る
と
大
蛇
は
息
絶
え
て
、
そ
の
 

あ
と
に
は
、
蛇
骨
だ
け
が
の
こ
つ
て
い
ま
し
た
。

解
脱
の
で
き
た
ご
恩
に
む
く
い
る
た
め
に
と
、
約
束
し
 

た
〃
清
泉
"

は
、
そ
の
後
ど
ん
な
日
で
り
の
時
で
も
、
絶
え
 

る
こ
と
な
く
今
で
も
わ
き
で
て
い
ま
す
。

苧
が
瀬
池
の
宝
刀

池
の
周
囲
は
、
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
 

な
伝
説
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

光
仁
天
皇
の
宝
亀
年
間
(

七
七
〇
年
代
)
に
、
一
夜
の
 

う
ち
に
大
池
が
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
、
竜
宮
に
通
じ
八
大

竜
王
が
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
池
の
ほ
と
り
 

に
は
「宝
剣
堂
」
が
あ
り
、
千
年
も
生
き
て
い
た
大
蛇
か
 

ら
も
ら
つ
た
と
い
ぅ
宝
刀
が
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
宝
刀
に
つ
い
て
こ
ん
な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

む
か
し
、
お
が
せ
池
の
底
に
、
大
蛇
が
住
ん
で
い
て
、 

と
き
ど
き
村
里
へ
で
て
き
て
は
、
畑
を
あ
ら
し
家
畜
を
食
 

い
殺
し
て
い
ま
し
た
。

あ
る
年
の
M
の
こ
 

と
で
す
。
ハ母H
毎
日
 

た
い
へ
ん
な
H
で
り
 

が
続
い
て
、
こ
の
池
 

の
水
も
か
れ
か
れ
に
 

な
つ
て
し
ま
い
ま
し
 

た
。•白
姓
の
人
た
ち
 

は
、
と
て
も
困
つ
て
 

毎
□
総
出
で
雨
/.
•*乙
い



を
し
ま
し
た
。

夜
に
は
、
た
い
松
を
両
手
に
持
っ
て
、
山
か
ら
池
の
ま
 

わ
り
へ
と
、
歩
き
ま
わ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
雨
は
す
こ
し
も
降
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
 

う
と
う
惣
八
郎
と
い
う
百
姓
頭
が
、
だ
い
じ
な
馬
十
頭
と
 

牛
十
頭
を
大
蛇
に
食
べ
さ
せ
ょ
う
と
、
赤
い
着
物
を
着
せ
 

て
、
池
の
ま
ん
中
へ
連
れ
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

「蛇
神
さ
ま
。
こ
れ
を
受
け
と
つ
て
く
だ
せ
え
。
そ
の

か
わ
り
、
雨
を
、
雨
を
く
だ
せ
え
。」

と
、
一
心
に
な
つ
て
祈
り
ま
し
た
。
す
る
と
ど
う
で
し
ょ
 

う
。
十
頭
の
馬
が
ヒ
—
ン
と
は
ね
あ
が
り
、
後
足
を
つ
っ
 

ぱ
つ
た
ま
ま
、
前
足
を
バ
タ
バ
タ
さ
せ
た
か
と
思
う
と
、 

大
つ
ぶ
の
雨
が
、
ザ
ア
ー
と
い
っ
ぺ
ん
に
降
り
は
じ
め
ま
 

し
た
。

池
の
水
は
、
見
る
見
る
う
ち
に
ふ
え
て
う
ず
を
巻
き
だ
 

し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
あ
つ
と
 

い
う
間
に
、
惣
八
郎
 

も
ろ
と
も
沈
ん
で
し
 

ま
い
ま
し
た
。

景

た
ぃ
松
は
消
ぇ
、f

 

暗
や
み
に
か
み
な
り
4

 

の
光
だ
け
が
、
矢
の
ぉ
 

よ
う
に
走
り
ま
わ
つ
 

て
い
ま
し
た
。

ま
る
三
日
間
、
降

り
続
い
た
あ
と
は
、
う
そ
の
よ
う
に
晴
れ
わ
た
り
ま
し
た
。 

お
が
せ
の
池
も
、
な
に
ご
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、 

静
か
に
水
を
た
た
え
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
三
年
の
月
日
が
過
ぎ
ま
し
た
。

百
姓
の
人
た
ち
は
、
一
日
た
り
と
も
惣
八
郎
の
こ
と
を
 

忘
れ
た
も
の
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。-

朝
か
ら
百
姓
の
人
た
ち
が
、
大
ぜ
い
集
ま
っ
て
お
坊
さ
 

ん
を
招
き
、
惣
八
郎
の
た
め
に
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
っ
て
 

い
る
時
で
し
た
。

池
の
中
か
ら
、
だ
れ
や
ら
顔
を
だ
し
て
、
こ
ち
ら
へ
む
 

か
っ
て
泳
い
で
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

み
ん
な
び
つ
く
り
し
て
、
目
を
こ
す
っ
て
見
つ
め
て
い

ま
し
た
。

「あ
つ
、
惣
八
郎
。 

惣
八
郎
や
な
い
か
。」

刀
 
ま
ち
が
い
な
く
想
 

八
郎
で
す
。
死
ん
だ

宮
と
ば
か
り
思
つ
て
い
 

た
の
に
、
ふ
し
ぎ
な

こ
と
が
あ
る
も
の
で

ぽ
か
ん
と
し
て
い

る
み
ん
な
の
前
で
、
惣
八
郎
は
こ
ん
な
話
を
は
じ
め
ま
し
 

た
。「お

ら
あ
、
あ
の
日
、
眼
が
く
ら
み
か
ら
だ
が
し
び
れ
 

ち
ま
っ
て
、
ぜ
ん
ぜ
ん
お
ぼ
え
が
な
く
な
っ
た
ま
ん
ま
、 

池
の
奥
底
へ
ひ
き
ず
り
こ
ま
れ
た
ん
や
。
『い
た
い
。
い 

た
い
。J

と
、
、っ
め
く
声
に
、
ふ
っ
と
気
が
つ
く
と
、
な
 

ん
と
ま
あ
。
足
も
と
に
、
頭
を
も
た
げ
の
た
ぅ
ち
ま
わ
 

っ
て
い
る
大
蛇
が
い
る
の
や
。
お
ら
あ
、
た
ま
げ
て
声
 

が
出
な
ん
だ
。
に
げ
ょ
ぅ
と
し
た
け
ど
、
か
ら
だ
も
動
 

か
ん
。
大
蛇
は
、
お
ら
あ
の
ひ
ざ
へ
き
て
、
『こ
こ
を
さ
 

す
っ
て
く
れ
。
さ
す
っ
て
く
れ
。』と
、
ふ
く
れ
あ
が
っ
 

た
腹
を
む
け
る
ん
や
。
こ
わ
ご
わ
さ
す
つ
て
や
つ
た
。 

な
ん
ど
も
、
な
ん
ど
も
。

す
る
と
、
大
き
な
口
を
あ
け
て
、
苦
し
げ
に
太
刀
を
 

は
き
だ
し
た
ん
や
。
そ
し
て
、
や
つ
と
し
ず
か
に
な
り
' 

『私
は
、
こ
の
池
に
千
年
も
住
ん
で
い
る
主
だ
が
、
あ



の
日
で
り
か
ら
、
か
ら
だ
が
弱
っ
て
し
ま
っ
た
。
む
か
 

し
、
ず
い
分
、
村
で
悪
事
を
重
ね
て
き
た
の
で
、
な
か
 

な
か
死
ね
な
い
。
お
ま
え
が
村
へ
帰
っ
た
ら
、
坊
さ
ん
 

に
な
っ
て
な
。
み
仏
の
力
に
ょ
っ
て
、
私
を
解
脱
に
導
 

い
て
ほ
し
い
。
こ
の
太
刀
は
、
私
の
た
だ
ひ
と
つ
の
た
 

か
ら
だ
が
さ
し
あ
げ
る
。
い
つ
ま
で
も
だ
い
じ
に
す
る
 

と
ょ
い
。
私
が
死
ね
ば
こ
の
太
刀
は
、
き
っ
と
村
を
守
 

っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
あ
、
も
っ
て
い
け
』
と
、
い 

、っ
の
で
、
受
け
と
る
と
、
も
う
か
ら
だ
は
浮
き
あ
が
り
、 

こ
の
と
お
り
ぶ
じ
に
帰
っ
て
こ
れ
た
ん
や
0

」 

そ
う
い
い
な
が
ら
、
り
っ
ぱ
な
刀
を
見
せ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
惣
八
郎
は
、
坊
さ
ん
と
な
り
"

東
谷
"
と
改
 

め
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
ど
ん
な
日
で
り
の
時
で
も
池
 

の
水
は
な
く
な
る
こ
と
も
な
く
、
村
人
た
ち
の
田
や
畑
を
 

う
る
お_i

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

※

大
安
寺
と
お
が
せ
池
に
つ
い
て
は
、
大
安
寺
発
行
の

「鵜
沼
名
勝
(

竜
女
も
の
が
た
り
)

」
に
、
く
わ
し
く
金
 

か
れ
て
い
ま
す
。

赤
ぼ
し
山
の
立
岩

赤
ぼ
し
山
に
、
木
を
切
り
に
で
か
け
た
六
兵
衛
さ
ん
は
、 

い
せ
い
よ
く
山
に
む
か
つ
て
い
き
ま
し
た
。

木
を
切
る
な
た
や
草
か
り
が
ま
や
に
ぎ
り
め
し
を
、
か
 

ご
に
入
れ
て
背
お
つ
て
い
き
ま
し
た
。

木
を
切
り
た
お
し
、
ま
き
の
た
ば
を
つ
く
つ
て
、
山
を

の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
丸
た
ん
ぼ
を
わ
ら
で
囲
っ
た
小
さ
な
 

家
を
見
つ
け
ま
し
た
。

丸
た
ん
ぼ
の
台
に
腰
を
す
え
る
と
、
お
く
の
方
で
男
の
 

人
が
も
ち
を
こ
ね
て
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
。 

「だ
ん
な
さ
ん
。
ぼ
た
も
ち
は
、
い
か
が
で
す
か
。」 

「
い
や
、
そ
れ
よ
り
草
も
ち
を
、
お
く
れ
。」

し
ば
ら
く
す
る
と
、
青
々
し
た
よ
も
ぎ
の
に
お
い
の
す
 

る
草
も
ち
を
も
っ
て
女
の
人
が
き
ま
し
た
。

六
兵
衛
さ
ん
は
、
そ
れ
を
ち
ょ
い
と
つ
ま
ん
で
、
口
の
 

中
に
入
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

「こ
、
こ
り
や
あ
。
ペ
ペ
ツ
、
ペ
ペ
ッ
.
.
」

や
わ
ら
か
い
は
ず
の
草
も
ち
は
、
口
の
中
へ
入
れ
た
と
 

た
ん
、
か
た
い
わ
ら
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
す
。

気
が
つ
く
と
、
家
は
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
、
そ
の
う
 

え
六
兵
衛
さ
ん
の
も
つ
て
き
た
、
に
ぎ
り
め
し
ま
で
な
く
 

な
つ
て
い
ま
し
た
。

ふ
と
、
前
を
見
る
と
、
き
つ
ね
が
二
匹
あ
つ
と
い
う
間
 

に
、
し
げ
み
の
中
に
す
が
た
を
か
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

び
っ
く
り
し
た
六
兵
衛
さ
ん
は
、
息
も
た
え
だ
え
に
走
 

つ
て
家
へ
も
ど
つ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
赤
ぼ
し
山
で
は
、
べ
ん
と
う
を
ぬ
す
ま
れ
 

た
り
畑
の
ね
ぎ
な
ど
も
あ
ら
さ
れ
る
ょ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「赤
ぼ
し
や
一
ま
の
お
こ
ん
こ
は
、
べ
ん
と
う
ぬ
す
ん
 

で
ど
ろ
ま
ん
じ
ゆ
う
。

赤
ぼ
し
や
一
ま
の
お
こ
ん
こ
は
、
お
に
ぎ
り
ぬ
す
ん
 

で
わ
ら
ま
ん
じ
ゆ
う
。

お
こ
ん
こ
、
お
こ
ん
こ
、
こ
一
ん
こ
ん
。」

子
ど
も
た
ち
は
、
こ
ん
な
歌
を
う
た
つ
て
い
ま
し
た
が
、 

そ
れ
か
ら
は
、
赤
ぼ
し
山
に
は
け
つ
し
て
遊
び
に
い
か
な
 

く
な
り
ま
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
六
兵
衛
さ
ん
が
田
ん
ぼ
で
稲
か
 

り
を
し
て
い
る
と
、
弁
け
い
が
通
り
か
か
り
ま
し
た
。
お



ど
ろ
い
て
見
上
げ
る
と
、
背
も
横
の
は
ば
も
六
兵
衛
さ
ん
 

の
二
倍
も
あ
る
大
男
で
す
。
六
兵
衛
さ
ん
は
、
弁
け
い
に
 

赤
ぼ
し
山
の
き
つ
ね
た
い
じ
を
た
の
み
ま
し
た
。

二
人
が
、
赤
ぼ
し
山
に
の
ぼ
る
と
、
大
岩
の
そ
ば
に
、 

ょ
ろ
い
か
ぶ
と
に
身
を
つ
つ
ん
だ
さ
む
ら
い
が
、
刀
を
ぬ
 

い
て
弁
け
い
を
に
ら
ん
で
立
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
さ
む
ら
い
は
、 

弁
け
い
ょ
り
も
も
っ
 

と
か
ら
だ
が
大
き
く
 

目
は
ら
ん
ら
ん
と
か
 

が
や
い
て
い
ま
す
。 

弁
け
い
は
旅
す
が
た
 

で
刀
も
弓
も
矢
も
持
 

つ
て
い
ま
せ
ん
。

六
兵
衛
さ
ん
は
、 

お
そ
ろ
し
く
な
つ
て

松
の
木
の
う
し
ろ
に
か
く
れ
て
、
二
人
の
ょ
う
す
を
見
守
 

っ
て
い
ま
し
た
。
さ
む
ら
い
を
に
ら
ん
で
い
た
弁
け
い
は
、 

大
岩
の
そ
ば
に
は
ぇ
て
い
た
ス
ス
キ
を
一
本
ぬ
き
と
っ
て
、 

手
に
持
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
大
岩
に
む
か
っ
て
、
静
か
に
 

目
を
と
じ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
目
を
開
き
、
も
っ
て
い
た
ス
ス
 

キ
で「ぇ

ぃ
っ。

.1

と
、
大
岩
め
が
け
て
た
た
き
つ
け
ま
し
た
。

す
る
と
、
た
た
み
五
ま
い
ぐ
ら
い
合
わ
せ
た
ほ
ど
の
大
 

岩
は
、
か
み
な
り
か
と
思
う
ょ
う
な
、
ガ
ラ
ガ
ラ
ツ
と
い
 

う
音
を
た
て
て
、
ま
っ
二
つ
に
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「ス
ス
キ
の
ほ
で
、
岩
を
わ
る
と
は
な
ん
と
強
い
人
 

よ
。」さ

む
ら
い
は
、
そ
う
い
つ
た
か
と
思
う
と
、
。ハ
ツ
と
す
 

が
た
を
か
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「お
や
っ
、
今
の
さ
む
ら
い
は
。」

弁
け
い
が
、
目
を
こ
ら
し
て
あ
た
り
を
見
ま
わ
す
と
、 

五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
先
を
、
こ
そ
こ
そ
と
き
つ
ね
が
に
げ
 

て
い
き
ま
す
。

「あ
つ
は
っ
は
。
こ
の
わ
し
に
は
ま
い
つ
た
な
。」

弁
け
い
は
そ
ぅ
い
っ
て
、
六
兵
衛
さ
ん
に
別
れ
を
つ
げ
 

鎌
倉
の
方
へ
向
か
っ
て
歩
い
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
赤
ぼ
し
山
の
き
つ
ね
は
、 

村
人
や
旅
人
に
は
、
け
っ
し
て
い
た
ず
ら
を
し
な
い
ょ
ぅ
 

に
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
市
民
会
館
の
南
に
、
大
き
な
赤
ぼ
し
山
が
あ
り
 

ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
で
は
ど
ん
ど
ん
け
ず
ら
れ
て
、
ぐ
る
り
 

と
ひ
と
ま
わ
り
で
き
る
小
山
だ
け
に
な
つ
て
し
ま
い
ま
し
 

た
。
小
山
と
い
つ
て
も
ほ
ん
と
う
に
小
さ
く
、
土
が
少
し
 

も
り
あ
が
つ
て
い
る
て
い
ど
で
す
。
そ
し
て
そ
の
上
に
、

大
岩
が
二
つ
に
わ
れ
た
ま
ま
立
つ
て
い
ま
す
。

と
う
も
ん
^
つ

殿
様
の
お
使
い
で
、
お
金
を
持
っ
て
歩
い
て
い
た
奴
が
 

大
金
を
な
く
し
、
殿
様
に
切
り
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
若
者
の
た
ま
し
い
が
、
火
の
玉
と
な
っ
て
橋
の
近
 

く
を
う
ろ
う
ろ
す
る
と
い
う
。
こ
の
土
橋
の
こ
と
を
土
地
 

の
人
々
は
、
"

火
の
玉
橋
"
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

お
が
せ
池
へ
む
か
う
街
道
の
北
側
を
、
東
か
ら
西
へ
静
 

か
に
流
れ
て
い
る
境
川
。
火
の
玉
橋
は
、
そ
の
境
川
に
か
 

か
っ
て
い
ま
す
。

東
門
町
へ
の
道
は
、
今
で
は
ま
っ
す
ぐ
に
な
り
田
んb

 

の
間
を
は
し
つ
て
い
ま
す
。

土
橋
は
い
つ
の
ま
に
か
く
ず
れ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
、 

り
っ
ぱ
な
橋
に
な
り
、
そ
の
下
で
白
サ
ギ
が
遊
ん
で
い
ま



す
。
こ
の
橋
の
北
の
方
に
、
む
か
し
五
、
六
軒
の
家
が
あ
 

り
ま
し
た
。

そ
こ
の
人
た
ち
は
、
屋
根
に
使
う
か
わ
ら
を
焼
い
て
く
 

ら
し
て
い
ま
し
た
。
「須
衛
が
わ
ら
」と
い
つ
て
、
と
て
も
 

よ
い
か
わ
ら
で
、
そ
の
こ
ろ
で
は
お
寺
か
お
金
持
ち
の
家
 

に
し
か
使
わ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

遠
い
京
の
都
や
、
尾
張
の
方
に
も
そ
の
か
わ
ら
は
、
お 

さ
め
ら
れ
る
の
で
し
た
。

そ
う
し
て
、
も
う
け
た
金
の
中
か
ら
、
上
納
金
と
い
う
 

も
の
を
殿
様
に
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
蘇
原
の
古
市
場
に
庄
屋
と
い
っ
て
、
上
納
金
や
百
 

姓
の
つ
く
っ
た
米
を
年
貢
と
し
て
集
め
る
村
役
人
が
い
ま
 

し
た
。

ホ
タ
ル
の
出
は
じ
め
た
夏
の
あ
る
日
の
こ
と
で
し
た
。 

そ
の
庄
屋
の
家
で
働
い
て
い
た
一
人
の
若
者
が
、
お
使
い

と
し
て
、
東
門
の
村
へ
上
納
金
を
集
め
に
つ
き
ま
し
た
。

若
者
は
、
こ
の
使
い
が
一
番
い
や
な
仕
事
で
し
た
。
一 

枚
一
枚
て
い
ね
い
に
土
を
ね
り
、
何
日
も
の
日
数
や
、
手
 

ま
を
か
け
て
や
っ
と
焼
き
あ
げ
、
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
運
ん
 

で
い
っ
て
も
、
金
持
ち
や
役
人
の
言
い
な
り
の
、
少
な
い
 

金
し
か
も
ら
え
な
い
 

か
わ
ら
焼
き
の
人
た
 

ち
の
苦
労
を
知
っ
て

む

い
る
か
ら
で
し
た
。
^を

そ
ん
な
人
た
ち
か
門
 

ら
、
主
人
の
い
い
つf

 

け
と
は
い
え
、
ま
た
^の

今
't;-も
ふ
や
さ
れ
た
火
 

上
納
金
を
集
め
る
の
 

は
、
と
て
も
つ
ら
い
 

1

 

こ
と
で
し
た
。

一
軒
一
軒
ま
わ
っ
て
、
や
っ
と
集
め
た
金
は
、
か
な
り
 

た
く
さ
ん
の
金
額
に
な
り
ま
し
た
。

「こ
ん
な
大
金
、
お
と
し
た
ら
え
ら
い
こ
っ
ち
や
。
死
 

ぬ
ま
で
働
い
た
っ
て
、
わ
し
ら
に
や
か
せ
げ
ん
金
や
」

と
、
だ
い
じ
に
ふ
と
こ
ろ
ふ
か
く
し
ま
い
こ
み
ま
し
た
。

境
川
に
か
か
る
土
橋
の
あ
た
り
で
は
、
も
う
ホ
タ
ル
が
 

と
び
は
じ
め
て
い
ま
し
た
。

「こ
ら
あ
か
ん
。
お
そ
う
な
つ
て
ま
つ
た
。
は
ょ
う
か
 

え
ら
な
、
ま
た
し
か
ら
れ
る
。」

と
、
走
る
ょ
う
に
し
て
土
橋
を
わ
た
り
、
い
そ
い
で
帰
つ
 

て
い
き
ま
し
た
。

す
っ
か
り
暗
く
な
っ
て
、
庄
屋
へ
帰
り
つ
い
た
若
者
は
、 

思
わ
ず
ド
キ
ツ
と
し
て
、
ふ
と
こ
ろ
へ
手
を
や
り
ま
し
た
。 

「あ
つ
、
な
い
。
え
ら
い
こ
つ
ち
や
。
上
納
金
が
な
い
。 

ち
や
ん
と
、
こ
こ
へ
入
れ
と
い
た
ん
や
に
。」

ま
つ
青
に
な
つ
て
、
気
が
く
る
つ
た
よ
う
に
、
ふ
と
こ

ろ
を
さ
ぐ
る
若
者
の
 

前
に
、
奥
の
方
か
ら
 

出
て
き
た
庄
屋
さ
ま
 

が
、
ぬ
一
っ
と
立
ち

ま
し
た
。 
橋勤

「な
ん
じ
や
と
。
の 

集
め
た
金
が
な
い
 

や
と
。
た
わ
け
め
。

な
く
し
た
で
す
む
 

こ
と
や
と
思
つ
と
 

る
ん
か
。」

若
者
は
、
も
ぅ
ど
ぅ
し
た
ら
ょ
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

ガ
タ
ガ
タ
と
ふ
る
え
声
も
で
ま
せ
ん
。

に
ら
み
つ
け
て
い
る
庄
屋
さ
ま
の
前
で
た
だ
小
さ
く
な
 

っ
て
す
わ
り
こ
み
、
土
間
に
顔
を
す
り
つ
け
る
ば
か
り
で
 

し
た
。



ち
ょ
う
ど
、
こ
の
日
庄
屋
さ
ま
の
家
へ
こ
の
上
納
金
を
 

受
け
と
り
に
役
人
が
き
て
い
ま
し
た
。

話
を
聞
き
、
お
こ
つ
て
ざ
し
き
か
ら
出
て
き
た
役
人
は
、 

「な
に
つ
、
集
め
た
上
納
金
を
お
と
し
て
な
く
し
た
と
 

い
う
の
か
。
こ
の
ふ
と
ど
き
も
の
め
。
お
お
か
た
大
金
 

に
目
が
く
ら
ん
で
、
お
前
が
ぬ
す
ん
で
、
ど
こ
ぞ
に
か
 

く
し
で
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ぬ
す
ん
で
お
い
て
、
な
 

i
 
^
 i
た
ふ
り
を
す
 

る
と
は
、
け
し
か
 

ら
ぬ
や
つ
じ
ゃ
〇
」 

と
、
い
き
な
り
こ
し
 

の
刀
を
ぬ
く
と
、
ふ
 

る
え
て
い
る
若
者
に
、 

サ
ツ
と
切
り
つ
け
殺
 

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

こ
の
若
者
の
た
ま

し
い
が
、
『お
れ
は
、
ぬ
す
ん
だ
ん
じ
や
ね
え
。
ぬ
す
っ
と
 

な
ん
か
じ
や
ね
え
。
落
と
い
た
ん
じ
や
。
落
と
い
た
と
す

り
や
、
こ
の
あ
た
り
じ
や
が
.
.

j

と
、
今
で
も
あ
の
土
橋
の
あ
た
り
を
、
ひ
っ
し
に
さ
が
し
 

ま
わ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
だ
れ
か
が
近
づ
く
と
、
ス
ー
 

ッ
と
消
え
、
人
が
遠
の
く
と
、
ま
た
見
え
だ
す
の
で
す
。

つ
い
こ
の
間
ま
で
、
子
ど
も
た
ち
が
、
境
川
へ
ホ
タ
ル
 

を
、
と
り
に
い
こ
う
と
す
る
と
、

「東
門
奴
が
出
る
で
、
一
人
で
行
く
ん
や
な
い
。」

「銭
も
っ
て
い
く
ん
や
な
い
ぞ
。
東
門
奴
に
と
ら
れ
る
 

で
。」

と
、
き
ま
っ
て
お
と
な
の
人
か
ら
い
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

火
の
玉
橋
か
ら
、
西
を
み
る
と
、
ず
っ
と
む
こ
う
に
小
 

高
い
山
が
み
え
尾
崎
団
地
の
家
々
が
見
え
ま
す
。

う
ば
が
ふ
と
こ
ろ
は
、
そ
の
山
す
そ
の
谷
あ
い
に
あ
り
 

ま
す

う
ば
が
ふ
と
こ
ろ

む
か
し
、
岐
阜
城
に
、
若
く
て
り
り
し
い
殿
様
が
住
ん
 

で
い
ま
し
た
。
美
し
い
奥
方
様
を
む
か
え
て
、
と
て
も
幸
 

せ
な
毎
日
を
す
ご
し
て
い
ま
し
た
。

二
年
ほ
ど
す
ぎ
た
夏
の
こ
と
、
奥
方
様
に
は
、
か
わ
い
 

い
赤
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
世
つ
ぎ
が
で
き
た
ょ
ろ
こ
び
 

に
ぅ
ち
ょ
ぅ
て
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
と
、
数
万
の
敵
が
金
 

華
山
に
せ
め
の
ぼ
っ
て
き
ま
し
た
。
味
方
は
ひ
っ
死
で
た
 

た
か
い
ま
し
た
が
、
人
数
が
少
な
く
、
と
て
も
勝
ち
目
が
 

あ
り
ま
せ
ん
。

家
来
二
人
と
、
子
守
役
の
う
ば
が
、
奥
方
様
と
赤
子
を
 

つ
れ
て
に
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
は
じ
め
は
、
奥
方
 

様
を
戸
板
に
の
せ
、
う
ば
が
赤
子
を
だ
い
て
走
り
ま
し
た
。 

途
中
か
ら
は
、
家
来
が
奥
方
様
を
か
わ
る
が
わ
る
背
負
つ

て
に
げ
ま
し
た
。
真
夏
の
山
の
中
を
ひ
つ
死
に
に
げ
て
い
 

る
う
ち
に
、
、っ
ば
は
奥
方
様
た
ち
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
い
ま
 

し
た
。
や
が
て
鉄
ぼ
う
の
音
が
し
て
、
奥
方
様
と
二
人
の
 

家
来
が
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

う
ば
は
、
そ
の
場
に
立
ち
す
く
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

赤
子
は
、
大
き
な
口
を
あ
け
て
、
今
に
も
な
き
だ
し
そ
う
 

で
す
。
、っ
ば
は
、
あ
わ
て
て
乳
ぶ
さ
を
ふ
く
ま
せ
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
乳
は
ほ
と
ん
ど
出
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
す
ぐ
 

に
は
な
し
て
し
ま
い
ま
す
。

「若
君
様
は
、
な
ん
と
し
て
も
、
わ
た
し
が
お
守
り
せ
 

ね
ば
…
…
。」

敵
の
遠
ざ
か
る
の
を
待
ち
、
ま
た
山
の
中
を
進
み
ま
し
 

た
。
が
、
日
も
く
れ
、
お
な
か
を
す
か
し
た
赤
子
は
、
な
 

く
ば
か
り
で
す
。

そ
の
う
ち
に
と
う
と
う
、
う
ば
の
乳
は
出
な
く
な
つ
て
 

し
ま
い
ま
し
た
。
阿
度
も
乳
ぶ
さ
を
し
ぼ
つ
て
み
ま
し
た



が
、
一
し
ず
 

く
も
出
ま
せ

そ
ま
つ
暗
な
山
 

の'•itの
屮
を
^
き

ま
わ
り
ま
し

つ
か
れ
は
て
、
ひ
ざ
ま
ず
い
た
と
き
、
水
の
流
れ
る
ょ
 

ぅ
な
音
が
し
ま
し
た
。
水
が
わ
き
出
て
い
た
の
で
す
。
冷
 

た
く
て
お
い
し
い
水
で
し
た
。
、っ
ば
は
、
さ
っ
そ
く
木
の
 

葉
で
す
く
っ
て
、
赤
子
の
口
へ
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。
す
 

る
と
、
赤
子
が
な
き
や
み
ま
し
た
。
は
ら
一
ぱ
い
に
な
る
 

と
ね
む
つ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

無
事
を
祈
り
な
が
ら
、
赤
子
を
ね
か
せ
つ
け
、
自
分
も
 

そ
の
水
を
お
な
か
一
ぱ
い
の
み
ま
し
た
。
ふ
し
ぎ
な
こ
と
 

に
、
乳
が
出
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ふ
と
こ
ろ
が
ぬ
れ

て
い
た
の
で
す
。
、っ
ば
は
、
急
に
つ
か
れ
が
ど
っ
と
出
て
、 

深
い
ね
む
り
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。

朝
早
く
、
う
ば
は
、
た
き
木
を
と
り
に
来
た
じ
い
さ
ん
 

に
声
を
か
け
ら
れ
て
、
目
を
さ
ま
し
ま
し
た
。
、っ
ば
が
、 

わ
け
を
話
し
ま
す
と
、

「お
お
、
お
気
の
ど
く
に
。
村
の
ほ
う
は
残
党
が
り
が
 

き
び
し
い
で
、
村
へ
お
り
と
ん
さ
っ
た
ら
あ
か
ん
ぞ
 

な
。」

と
言
つ
て
、
か
く
ま
つ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
う
ば
は
、
村
人
の
助
け
を
う
け
な
が
ら
、 

こ
の
山
奥
で
、
若
者
を
り
っ
ぱ
に
育
て
た
と
い
う
こ
と
で
 

す
。そ

れ
以
来
、
こ
こ
か
ら
出
る
水
を
飲
む
と
、
よ
く
乳
が
 

出
る
よ
う
に
な
る
と
言
わ
れ
だ
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い 

つ
の
間
に
か
、
人
々
は
こ
こ
を
"

、つ
ば
が
ふ
と
こ
ろ
"
と
 

呼
ぷ
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

尾
崎
小
学
校
の
北
、
尾
崎
北
町
の
山
す
そ
の
谷
川
の
ほ
 

と
り
に
、
今
は
ほ
こ
ら
が
建
っ
て
い
て
、
子
ど
も
が
生
ま
 

れ
る
前
や
後
に
、
こ
の
あ
た
り
の
人
は
、
か
な
ら
ず
こ
こ
 

に
お
参
り
し
て
、
子
育
て
の
水
を
も
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
 

し
た
。

今
も
遠
く
か
ら
来
て
、
こ
の
水
を
く
ん
で
帰
る
人
が
あ
 

る
そ
う
で
す
。

ね
ず
み
小
僧
と
い
ろ
は
茶
屋

各
務
原
市
民
公
園
(

元
岐
阜
大
学
農
学
部
跡
地
)

辺
り
 

は
、
「か
か
み
野
」と
い
つ
て
、
む
か
し
は
家
.け
ん
と
て
 

な
い
広
い
広
い
野
原
で
し
た
。

あ
る
日
ぐ
れ
の
こ
と
、
野
原
の
真
ん
中
の
一
本
道
を
、 

歩
き
つ
か
れ
て
今
に
も
た
お
れ
そ
う
な
か
つ
こ
う
で
、
娘
 

が
ひ
と
り
、
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
い
ま
し
た
。
何
や
ら
後

ろ
か
ら
つ
い
て
く
る
よ
う
で
'

 
足
が
す
く
ん
で
し
ま
い
そ

し
ば
ら
く
歩
き
、
や
つ
と
の
こ
と
で
明
り
の
つ
い
た
一
 

け
ん
家
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
こ
は
、
あ
つ
ら
え
向
き
の
 

よ
う
に
、
"

い
ろ
は
茶
屋
"

と
い
っ
て
、
小
さ
な
宿
屋
で
し
 

た
。や

れ
や
れ
と
思
っ
て
宿
を
こ
い
、
へ
や
に
案
内
さ
れ
て
、 

早
め
に
ね
ど
こ
に
は
い
っ
た
ま
で
は
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、 

雨
戸
が
ガ
タ
ガ
タ
、
ろ
う
下
は
み
し
り
み
し
り
、
あ
ん
ど
 

ん
の
明
り
が
ゆ
ら
ゆ
ら
。
そ
れ
が
、
だ
ん
だ
ん
人
影
に
見
 

え
て
き
ま
す
。
こ
わ
く
て
、
ふ
と
ん
を
頭
か
ら
引
っ
か
ぷ
 

っ
て
い
て
も
、
ね
む
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ち
よ
う
ど
と
な
り
の
へ
や
に
坊
様
が
と
ま
つ
て
い
ま
し
 

た
の
で
、
助
け
を
こ
う
と
、

「そ
り
や
、
お
気
の
ど
く
な
こ
と
じ
や
の
。
で
は
、
わ

し
が
、
へ
や
を
か
わ
っ
て
し
ん
ぜ
よ
う
。」



と
言
わ
れ
、
娘
は
安
心
し
た
の
か
、
旅
の
つ
か
れ
が
出
て
 

ね
む
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
か
、
ま
夜
中
に
娘
の
ふ
と
こ
ろ
を
ね
ら
っ
て
や
 

っ
て
き
た
者
が
い
ま
し
た
。
昼
間
、
娘
の
あ
と
を
ず
っ
と
 

つ
け
て
き
た
男
で
、
そ
っ
と
娘
の
へ
や
へ
し
の
び
こ
ん
で
 

来
ま
し
た
。
が
、
な
ん
と
、
そ
こ
に
ね
て
い
た
の
は
娘
で
 

は
な
く
、
坊
様
で
し
た
か
ら
、
ど
ろ
ぼ
う
の
ほ
う
が
お
ど
 

ろ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
し
を
ぬ
か
し
て
に
げ
て
い
き
 

ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
坊
様
も
ね
む
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ど
れ
 

ほ
ど
す
ぎ
た
こ
ろ
か
、
坊
様
は
む
ね
の
へ
ん
が
苦
し
く
て
 

目
が
さ
め
ま
し
た
。
す
る
と
、
男
が
馬
の
り
に
な
っ
て
い
 

ま
し
た
。
坊
様
は
、
ふ
と
ん
を
は
ね
の
け
る
の
と
い
つ
し
 

よ
に
男
を
つ
き
と
ば
し
て
や
り
ま
し
た
。
男
は
こ
ろ
が
る
 

よ
う
に
に
げ
て
い
き
ま
し
た
。
が
、
坊
様
の
足
に
は
か
な
 

い
ま
せ
ん
。
つ
か
ま
え
て
、
よ
く
見
ま
す
と
、
宿
屋
の
主

人
で
し
た
。
"

い
ろ
は
茶
屋
"

は
、
宿
の
主
人
が
ぬ
す
っ
と
 

を
は
た
ら
く
、
た
い
へ
ん
な
宿
だ
っ
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
か
ら
は
、
"

い
ろ
は
茶
屋
〃
は
と
り
つ
 

ぶ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

娘
と
坊
様
は
、
あ
く
る
朝
、
わ
か
れ
を
お
し
み
な
が
ら
、 

べ
つ
べ
つ
の
ほ
う
へ
向
か
っ
て
旅
立
ち
ま
し
た
。

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
長
い
月
日
が
た
ち
ま
し
 

た
。
娘
は
、
江
戸
の
、
あ
る
や
し
き
に
ほ
う
公
し
て
い
ま
 

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
や
し
き
に
ど
ろ
ぼ
う
が
入
っ
た
こ
 

と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
ど
ろ
ぼ
う
は
、
"

ね
ず
み
小
僧
"

 

と
言
っ
て
、
び
ん
ぼ
う
な
人
た
ち
に
好
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

娘
は
、
つ
か
ま
っ
た
"

ね
ず
み
小
僧
"
を
見
て
、
び
っ
ぐ
 

り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ず
つ
と
前
、
"

い
ろ
は
茶
屋
"

で
 

助
け
て
も
ら
っ
た
坊
様
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
の
で
す
。

「そ
う
じ
や
。
同
じ
人
か
も
し
れ
ん
。
ま
ち
が
い
な
い
。 

ま
ち
が
い
な
い
。
で
も
ま
あ
、
ど
う
し
た
こ
と
や
ろ
。」

娘
は
、
助
け
て
も
ら
つ
た
ぅ
れ
し
さ
を
、
は
つ
き
り
思
い
 

出
し
ま
し
た
。

"

ね
ず
み
小
僧
"
が
江
戸
で
、
お
し
お
き
さ
れ
た
と
聞
 

い
た
あ
と
、
娘
は
「か
か
み
野
」
へ
や
つ
て
き
て
、
"

い
ろ
 

は
茶
屋
"
の
近
く
に
、
〃
ね
ず
み
小
僧
"
の
墓
を
た
て
て
や
 

り
ま
し
た
。

今
も
、
那
加
幼
稚
園
の
す
ぐ
東
側
に
、
そ
の
碑
が
残
つ
 

て
い
ま
す
。

さ
い
に
ゆ
う
ぼ
う
 
じ
や
こ
つ

西
入
坊
の
蛇
骨

下
中
屋
町
の
河
野
西
入
坊
の
七
代
目
の
坊
様
を
、
行
念
 

と
い
い
ま
し
た
。
情
け
の
深
い
坊
様
で
、
村
の
人
た
ち
が
 

た
い
へ
ん
し
た
つ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
秋
の
日
、
そ
の
日
は
、
お
座
が
つ
と
ま
り
、
村
の
 

人
た
ち
が
大
ぜ
い
お
参
り
に
来
て
い
ま
し
た
。
途
中
、
後

ろ
か
ら
、
美
し
く
髪
を
ゆ
っ
た
、
色
白
の
、
若
い
娘
が
、 

す
う
っ
と
入
っ
て
来
て
、
す
わ
っ
て
お
多
り
を
す
る
の
で
 

し
た
。
坊
様
の
説
教
が
終
り
ま
す
と
、
ま
た
、
す
う
っ
と
 

帚
っ
て
い
く
の
で
す
。

二
日
目
、
三
日
目
と
、
毎
日
、
娘
は
お
参
り
に
や
っ
て
 

来
ま
す
。

行
念
は
、
毎
日
欠
 

か
さ
ず
参
り
に
来
て
 

く
れ
る
こ
の
娘
の
こ

と
が
気
に
な
り
だ
し
、
南坊

そ
の
わ
け
を
た
ず
ね
SA 

ま
す
と
、
娘
は
い
い|

ま
し
た
。

「ご
院
さ
ん
、
わ
 

た
し
は
、
き
ょ
う
 

限
り
の
命
で
ご
ざ



い
ま
す
。
わ
た
し
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
、
人
に
迷
惑
ば
 

か
り
か
け
て
き
ま
し
た
。
わ
た
し
を
見
る
と
、
み
な
の
 

し
ゆ
う
は
、
こ
わ
が
つ
た
り
、
い
や
が
つ
た
り
し
ま
す
 

の
で
、
い
つ
も
は
ず
か
し
い
思
い
ば
か
り
し
て
き
ま
し
 

た
。
ど
う
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
は
、
こ
ん
な
身
に
な
 

っ
た
の
か
、
こ
れ
は
生
ま
れ
る
前
に
、
何
か
と
ん
で
も
 

な
い
悪
い
こ
と
を
し
た
に
ち
が
い
な
い
、
そ
う
思
う
ょ
 

、っ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
ご
院
さ
ん
に
お
す
が
り
 

し
て
、
ど
う
ぞ
極
楽
浄
土
へ
参
れ
ま
す
ょ
う
に
、
と
こ
 

と
ん
お
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
し
て
、

毎
日
、
こ
う
や
っ
て
.
.
。」

「そ
れ
に
し
て
も
、
そ
ん
な
に
美
し
い
す
が
た
を
し
て
、 

ま
た
、
ど
う
し
て
……

0
」

と
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
行
念
が
た
ず
ね
ま
す
と
、 

「は
い
、
そ
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
う
し
て
、 

ご
院
さ
ん
の
教
え
を
受
け
に
参
る
と
き
だ
け
、
こ
ん
な

に
美
し
い
す
が
た
に
な
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
つ
 

も
は
、
自
分
で
も
お
ど
ろ
く
ほ
ど
み
に
く
い
す
が
た
で
、 

人
に
は
こ
わ
が
ら
れ
た
り
、
き
ら
わ
れ
た
り
し
て
お
り
 

ま
す
。
ご
院
さ
ん
の
前
に
、
み
に
く
い
す
が
た
を
お
見
 

せ
す
る
の
は
罪
の
深
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
、 

わ
た
し
の
住
ん
で
お
り
ま
す
葭
池
の
そ
ば
の
、
春
日
の
 

神
社
に
お
願
い
し
ま
し
て
、
命
と
引
き
か
え
に
、
ご
院
 

さ
ん
の
と
こ
ろ
に
参
る
と
き
だ
け
、
こ
ん
な
に
美
し
い
 

姿
に
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
七
日
 

の
間
だ
け
と
い
う
約
束
で
、
き
ょ
う
が
約
束
の
期
限
の
 

七
日
目
で
ご
ざ
い
ま
す
0

」

行
念
は
、
娘
の
か
わ
い
そ
う
な
話
を
聞
い
て
、
大
き
な
 

た
め
息
を
つ
き
ま
し
た
。

娘
は
、
ま
つ
黒
な
す
ん
だ
目
に
涙
を
浮
か
べ
て
、

「ご
院
さ
ん
、
ご
院
さ
ん
の
お
そ
ば
に
、
い
つ
ま
で
も
 

お
い
て
い
た
だ
き
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

と
、
た
の
み
ま
す
。

情
け
深
い
行
念
の
こ
と
、
こ
こ
ろ
ょ
く
引
き
受
け
て
や
 

り
ま
し
た
。
娘
は
、
す
つ
か
り
安
心
し
て
、
に
つ
こ
り
笑

「わ
た
し
は
、
丑
の
刻
(

午
前
二
時
ご
ろ
)
に
、
あ
な
 

た
様
の
御
堂
で
、
お
い
と
ま
を
い
た
だ
き
と
う
ご
ざ
い
 

ま
す
。
そ
れ
で
、
多
く
の
人
が
見
な
い
間
に
、
わ
た
し
 

の
こ
の
身
の
か
た
づ
け
を
し
て
い
た
だ
き
と
う
ご
ざ
い
 

ま
す
。」

と
、
い
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
行
念
は
、
み
ん
な
が
ね
て
し
ま
つ
て
も
、
ひ
 

と
り
だ
け
起
き
て
い
て
、
も
う
や
が
て
丑
の
刻
に
な
る
は
 

ず
だ
と
思
つ
て
い
ま
す
と
、
何
や
ら
、
も
の
す
ご
い
音
が
 

し
ま
し
た
。

「あ
あ
、
こ
り
や
今
、
お
い
と
ま
を
も
ら
う
ん
だ
な
0

」 

と
、
ひ
と
り
ご
と
を
言
い
、
そ
こ
で
、
念
仏
を
と
な
え
、

お
つ
と
め
を
す
ま
せ
、
先
ほ
ど
音
の
し
た
ほ
う
へ
行
っ
て

み
ま
す
と
、
お
ど
ろ
い
た
こ
と
に
、
三
メ
1

•

ル
も
あ
る

大
き
な
蛇
が
死
ん
で
お
り
ま
し
た
。

「あ
あ
、
あ
の
娘
は
、
春
日
神
社
う
ら
の
葭
池
に
住
 

ん
で
い
た
大
蛇
の
化
身
で
あ
っ
た
の
か
。
か
わ
い
そ
う
 

な
こ
と
よ
。
生
き
て
い
る
う
ち
は
、
み
ん
な
に
き
ら
わ

れ
、
死
ん
で
か

ん
と
は
'

 
な
ん

と
な
え
な
が
ら
、

行
念
は
大
蛇
を

J

も
に
包
ん
で
始

な
こ
と
よ
〇
」



末
し
て
、
本
堂
の
う
ら
の
納
骨
塔
の
下
に
う
め
て
や
り
ま
 

し
た
。

行
念
の
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
お
り
に
、
ま
る
ご
と
う
 

め
て
し
ま
わ
ず
に
、
蛇
の
頭
だ
け
は
、
桐
の
箱
に
お
さ
め
 

て
、
だ
い
じ
に
供
養
す
る
よ
う
に
伝
え
て
き
ま
し
た
。
ま
 

る
ご
と
う
め
て
し
ま
う
の
は
、
い
か
に
も
か
わ
い
そ
う
で
、 

せ
め
て
頭
の
部
分
だ
 

け
で
も
、
そ
ば
に
お
 

い
て
や
ろ
う
と
思
つ
 

た
の
で
す
。

そ
れ
が
、
今
も
西
 

入
坊
に
伝
わ
っ
て
い
 

て
、
上
あ
ご
と
下
あ
 

西
ご
の
骨
と
歯
と
が
、 

そ
っ
く
り
残
つ
て
い
 

ま
す
。
上
あ
こ
の
長

さ
は
、
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
も
あ
り
、
鋭
い
歯
 

が
、
い
か
に
も
ど
ぅ
も
ぅ
な
形
を
し
て
並
ん
で
い
ま
す
。

基ー

ハ皆敷

木
曾
川
が
、
今
の
堤
防
よ
り
も
北
を
流
れ
て
い
た
こ
ろ
 

の
こ
と
で
す
。
後
ろ
に
三
井
山
の
続
き
の
山
が
そ
び
え
て
 

い
て
、
十
け
ん
ほ
ど
の
家
が
、
山
の
わ
き
に
あ
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
そ
こ
を
山
脇
村
と
い
い
ま
し
た
。

山
す
そ
に
、
ね
こ
の
ひ
た
い
ほ
ど
の
田
や
畑
が
あ
る
だ
 

け
で
、
村
の
人
た
ち
の
食
べ
物
は
、
少
し
の
米
と
、
少
し
 

の
野
菜
と
、
そ
れ
に
、
時
た
ま
取
れ
る
木
曾
川
の
魚
ぐ
ら
 

い
で
し
た
。
木
曾
川
の
川
原
が
ひ
ろ
が
つ
て
い
ま
し
た
が
、 

大
き
な
石
こ
ろ
が
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
て
、
す
す
き
が
ぼ
う
 

ぼ
う
し
げ
つ
て
い
ま
し
た
の
で
、
耕
作
が
で
き
る
よ
う
な
 

と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

村
の
人
た
ち
は
、
み
ん
な
正
直
で
、
い
い
人
ば
か
り
で
 

し
た
か
、
木
曾
川
が
は
ん
ら
ん
で
も
す
る
と
、
食
ぅ
や
食
 

わ
ず
の
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
夏
の
日
の
こ
と
で
す
。

雷
鳴
が
と
ど
ろ
き
、
大
つ
ぶ
の
雨
が
降
り
だ
し
ま
し
た
。 

大
風
も
吹
き
だ
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
つ
い
さ
っ
き
ま
で
 

静
か
に
流
れ
て
い
た
川
が
、
ご
、っ
ご
ぅ
と
荒
れ
く
る
い
、 

も
の
す
ご
い
勢
い
で
流
れ
だ
し
ま
し
た
。

村
の
人
た
ち
は
、
水
神
様
の
お
い
か
り
だ
と
い
い
、
ひ
 

と
晩
中
お
祈
り
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
川
は
三
日
三
晩
、 

休
み
な
し
に
荒
れ
く
る
い
ま
し
た
。

四
日
目
の
夜
、
村
の
人
た
ち
は
、
庄
屋
の
家
に
集
ま
り
、 

「水
神
様
の
お
い
か
り
を
解
く
に
は
、
三
井
山
に
登
つ

て
、
天
の
神
様
に
お
願
い
す
る
し
か
な
い
。」

と
、
話
し
合
い
ま
し
た
。

話
が
き
ま
り
ま
す
と
、
さ
つ
そ
く
、
た
く
さ
ん
の
お
供

ぇ
物
を
持
っ
て
、
三
 

井
山
の
頂
上
に
登
り
、

大
き
な
た
い
ま
つ
を
 

も
や
し
て
、
天
に
向

か
つ
て
、
い
つ
し
ょ
 

ぅ
け
ん
め
い
に
お
祈
 

り
を
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
東
の
空
 

か
ら
一
す
じ
の
光
が

も
れ
、
向
こ
ぅ
岸
の
荒
地
の
一
か
所
を
、
じ
か
っ
と
照
り
 

つ
け
ま
し
た
。
あ
た
り
が
明
る
く
な
っ
て
き
て
、
雨
が
や
 

み
、
大
風
も
弱
ま
つ
て
き
ま
し
た
。
し
ま
い
に
は
、
そ
の
 

風
も
や
み
、
川
が
静
か
な
流
れ
に
も
ど
り
ま
し
た
。

村
の
人
た
ち
は
、
み
ん
な
大
喜
び
で
し
た
。
天
の
神
様
 

に
、
大
き
な
声
で
お
礼
を
い
い
な
が
ら
、
山
を
下
り
、
村
 

へ
帰
つ
て
き
ま
し
た
。

I



T

五
日
目
の
朝
に
な
り
ま
し
た
。
久
し
ぶ
り
に
、
静
か
で
 

平
和
な
村
に
も
ど
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
ふ
し
ぎ
な
こ
と
が
起
き
て
い
ま
し
た
。
前
の
 

日
に
ち
ょ
う
ど
最
初
の
光
が
さ
し
た
向
こ
う
岸
の
荒
地
に
 

小
さ
な
小
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
て
、
じ
い
さ
ん
が
一
人
、 

く
わ
で
荒
地
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
ま
し
た
。
じ
い
さ
ん
の
 

い
る
小
屋
の
あ
た
り
は
、
後
光
が
さ
し
て
い
る
よ
う
に
見
 

え
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
そ
の
光
景
に
、
村
の
人
た
 

ち
は
、
み
ん
な
び
つ
く
り
し
ま
し
た
。
ど
こ
か
ら
や
つ
て
 

き
た
も
の
か
、
ど
う
し
て
荒
地
を
た
が
や
し
て
い
る
の
か
 

そ
の
わ
け
が
知
り
た
く
て
、
相
談
の
結
果
、
庄
屋
が
代
表
 

で
、
じ
い
さ
ん
に
会
い
に
い
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
ど
こ
か
ら
来
た
と
も
、
な
ぜ
こ
ん
な
荒
地
 

を
た
が
や
す
の
か
も
、
何
も
答
え
ず
、
に
こ
に
こ
笑
っ
て
 

い
る
ば
か
り
で
し
た
。

最
後
に
、
ど
う
し
 

て
も
名
前
が
知
り
た
 

く
て
、
た
ず
ね
ま
す

「甚
六
と
い
ぅ
者
M

 

ゃ
。
- 
^

と
'

 
名
前
だ
け
は
、

は
つ
き
り
答
え
ま
し
 

た
。働

き
者
の
其
六
じ

い
さ
ん
は
、
荒
地
に
住
み
つ
い
て
か
ら
、
：■
口
で
畑
を
つ
 

く
り
、
一
週
間
で
田
を
つ
く
つ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
 

て
、
い
も
や
と
う
も
ろ
こ
し
や
米
を
作
り
、
舟
ま
で
つ
く
 

つ
て
、
そ
の
舟
に
米
や
野
さ
い
を
い
っ
ぱ
い
つ
ん
で
、
村
 

へ
来
て
は
、
食
べ
物
に
困
っ
て
い
る
人
に
分
け
て
や
り
ま
 

し
た
。

食
べ
物
に
困
ら

な
い
よ
う
に
な
っ
 

た
村
の
人
た
ち
は
、 

だ
れ
い
う
と
な
く
、 

共
六
じ
い
さ
ん
の
 

こ
と
を
、
「天
の
 

神
様
の
お
使
い
」 

と
い
う
よ
う
に
な

_
_
ジ

I
 
た。

そ
の
日
は
、
朝
か
ら
雲
一
つ
な
い
、
そ
れ
は
い
い
天
気
 

で
し
た
。
庄
屋
が
舟
に
乗
り
、
村
の
人
々
の
こ
れ
か
ら
の
 

暮
ら
し
に
つ
い
て
、
甚
六
じ
い
さ
ん
に
相
談
に
行
き
ま
し
 

た
。庄

屋
は
、
夕
べ
村
の
寄
り
合
い
で
話
し
合
っ
た
こ
と
を

一
つ
一
つ
話
し
ま
し
た
。
甚
六
じ
い
さ
ん
が
こ
の
村
に
来
 

て
か
ら
は
、
食
べ
る
物
に
は
困
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
。
し
 

か
し
、
い
つ
ま
で
も
甚
六
じ
い
さ
ん
に
た
ょ
っ
て
ば
か
り
 

い
ら
れ
ま
せ
■

ん
。
そ
こ
で
、
甚
六
じ
い
さ
ん
の
知
恵
を
借
 

り
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
と
い
う
こ
と
を
。

帰
り
ぎ
わ
に
、
じ
い
さ
ん
は
、

「あ
し
た
、
お
ん
さ
い
(

来
な
さ
い
)

。」

と
、
い
う
な
り
、
舟
に
乗
っ
て
、
ど
こ
か
へ
出
か
け
て
 

し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
夜
は
、
暴
風
雨
と
な
り
、
村
の
前
の
川
が
、
久
し
 

ぶ
り
に
大
荒
れ
に
荒
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
次
の
日
。
村
の
人
た
ち
は
、
び
っ
く
り
。
き
 

の
う
ま
で
、
と
う
と
う
と
流
れ
て
い
た
川
が
、
ず
っ
と
向
 

こ
、っ
の
ほ
う
を
流
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
、
手
前
 

の̂
IIの
あ
と
は
、
開
こ
ん
し
さ
え
す
れ
ば
田
や
畑
に
な
り
 

そ
う
な
広
い
土
地
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。



T

ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、
甚
六
じ
い
さ
ん
の
す
が
た
も
、
じ
 

い
さ
ん
の
小
屋
も
、
ど
こ
に
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

村
の
人
た
ち
は
、

「や
っ
ぱ
り
、
神
様
の
お
使
ぃ
や
っ
た
。」

と
い
つ
て
、
甚
六
じ
い
さ
ん
の
た
が
や
し
た
向
こ
う
岸
の
 

土
地
を
、
み
ん
な
で
守
る
相
談
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、 

じ
い
さ
ん
の
住
ん
で
い
た
小
屋
の
あ
た
り
を
、
"

甚
六
屋
 

敷
"
と
呼
ぶ
よ
う
に
し
ま
し
た
。

あ
わ
ず
の
ち
よ
う
ち
ん

前
渡
の
常
貞
寺
の
前
か
ら
、
神
置
ま
で
の
木
曾
川
堤
防
 

で
、
や
み
夜
に
限
っ
て
見
ら
れ
た
と
い
う
ち
よ
う
ち
ん
の
 

話
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
ち
よ
う
ち
ん
を
持
っ
た
人
の
正
 

体
を
見
と
ど
け
た
者
は
、
だ
れ
も
い
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
。
前
渡
村
の
と
な
り
に
、

一

人
の
侍
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
竹
宗
と
い
っ
て
、
男
ぼ
れ
 

の
す
る
ほ
ど
に
り
っ
ぱ
な
顔
の
侍
で
し
た
。
娘
た
ち
の
あ
 

こ
が
れ
の
ま
と
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
竹
宗
に
は
、
も
ぅ
す
で
に
い
い
な
ず
 

け
が
あ
り
ま
し
た
。

ヤ
エ
と
言
っ
て
、
前
渡
村
の
娘
で
、
生
ま
れ
る
前
か
ら
 

竹
宗
の
嫁
に
と
約
束
さ
れ
て
い
た
そ
ぅ
で
す
。

そ
れ
が
、
顔
に
黒
い
あ
ざ
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
、
か
わ
 

い
そ
う
に
、
片
一
方
の
足
が
、
少
し
短
か
っ
た
と
い
い
ま
 

す
。
竹
宗
は
、
一
た
ん
取
り
決
め
ら
れ
た
こ
の
約
束
を
、 

武
士
の
名

も
守
り
と
寺貞

お
さ
ね
ば
、作 

と
自
分
に
東

せ
て
き
ま
し
た
。

防
と
こ
ろ
が
、
年
ご
 

-
^
 
ろ
に
な
っ
た
い
ま
 

;i

 
で
は
、
や
は
り
会

ぅ
た
び
に
、
い
や

気
が
さ
し
て
き
ま
 

す
。

ヤ
エ
は
、
そ
ん
な
こ
と
と
も
知
ら
ず
、
竹
宗
が
し
た
わ
 

し
く
て
し
た
わ
し
く
て
、
思
い
が
つ
の
る
ば
か
り
で
し
た
。

と
あ
る
月
の
な
い
、
ま
つ
暗
や
み
の
夜
の
こ
と
で
す
。 

髪
を
ゆ
い
、
新
し
い
羽
織
を
は
お
つ
て
、
ヤ
エ
は
そ
そ
く
 

さ
と
常
貞
寺
の
前
あ
た
り
の
堤
に
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。 

ち
よ
う
ち
ん
の
明
か
り
に
う
つ
る
ヤ
エ
の
顔
は
、
お
け
し
 

よ
う
の
せ
い
も
あ
つ
て
、
い
つ
も
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
は
 

美
し
く
か
が
や
い
て
見
え
ま
し
た
。

竹
宗
か
ら
、
久
し
ぶ
り
に
と
ど
い
た
手
紙
に
、
水
無
月

(

陰
暦
六
月
)
の
十
日
、
夜
五
つ
半
(

八
時
)
の
刻
に
、 

堤
の
上
で
会
お
う
と
認
め
て
あ
っ
た
の
で
す
。

ヤ
エ
は
、
竹
宗
か
ら
、
今
夜
は
き
っ
と
や
さ
し
い
こ
と
 

ば
を
か
け
て
も
ら
え
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
、
胸
を
は
 

ず
ま
せ
、
堤
を
西
へ
西
へ
と
進
ん
で
行
き
ま
し
た
。
し
か
 

し
、
竹
宗
の
姿
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
見
当
た
ら
ず
、 

上
中
屋
を
過
ぎ
、
下
中
屋
の
前
の
池
の
は
た
も
通
り
す
ぎ
 

て
、
と
う
と
う
神
置
の
八
幡
神
社
の
鎮
守
の
森
ま
で
来
て
 

し
ま
い
ま
し
た
。

「早
う
、
竹
宗
様
に
、
会
わ
せ
て
く
だ
さ
れ
。」

と
、
一
心
に
お
祈
り
を
し
て
い
る
時
で
し
た
。
カ
サ
カ
サ
 

と
雑
木
が
ゆ
れ
、
草
む
ら
を
ふ
む
足
音
が
し
た
か
と
思
う
 

と
、
黒
い
ふ
く
面
を
し
た
男
が
、
ヤ
エ
の
後
ろ
に
現
わ
れ
 

ま
し
た
。
ヤ
エ
が
顔
を
上
げ
た
と
同
時
に
、
サ
ツ
と
刀
が
 

ふ
り
お
ろ
さ
れ
ま
し
た
。
ヤ
エ
は
、
ば
っ
た
り
た
お
れ
、 

は
た
に
お
い
て
あ
っ
た
ち
ょ
う
ち
ん
は
、
そ
の
ひ
ょ
う
し



に
こ
ろ
が
っ
て
、
あ
 

か
あ
か
と
も
え
ま
し

ど
れ
ほ
ど
の
日
が
 

た
つ
た
で
し
よ
う
。

ヤ
エ
の
親
子
、
そ
れ
 

に
竹
宗
の
す
が
た
も

見
か
け
な
く
な
り
ま

ち
よ
う
ど
そ
の
こ

ろ
か
ら
、
常
貞
寺
の
前
の
堤
を
、
や
み
夜
に
限
っ
て
、
明
 

か
り
の
つ
い
た
ち
ょ
ぅ
ち
ん
だ
け
が
、
足
音
と
と
も
に
西
 

の
ほ
う
へ
動
い
て
い
く
と
い
う
う
わ
さ
が
ひ
ろ
が
り
始
め
 

ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
ち
よ
う
ち
ん
は
、
ヤ
エ
の
も
の
で
、
あ
 

の
晩
'

 

竹
宗
に
会
い
た
く
て
も
会
え
な
か
っ
た
ヤ
エ
の
紀

い
思
い
が
、
ち
よ
う
ち
ん
に
も
え
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
 

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
だ
れ
い
う
と
な
く
、
"

あ
わ
ず
の
ち
 

よ
う
ち
ん
"
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
よ
め
ふ
り
坂
 

j

か
か
み
野
の
、
東
は
ず
れ
の
「羽
場
村
」
に
、
お
ゆ
う
 

と
い
っ
て
大
へ
ん
は
た
ら
き
者
で
、
親
お
も
い
の
娘
が
住
 

ん
で
い
ま
し
た
。

天
気
の
よ
い
日
な
ど
は
、
き
ま
っ
て
お
と
う
さ
ん
や
お
 

か
あ
さ
ん
と
、
の
ら
仕
事
に
せ
い
だ
す
、
お
ゆ
う
の
姿
を
 

村
人
た
ち
は
見
か
け
た
そ
う
で
す
。

あ
る
日
の
夕
ぐ
れ
の
こ
と
、
今
ま
で
晴
れ
て
い
た
の
に
 

急
に
雨
つ
ぶ
が
お
ち
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
道
の
む
こ
 

う
の
方
が
、
ざ
わ
ざ
わ
し
て
き
ま
し
た
。

「な
ん
や
ろ
な
あ
。」

お
と
う
さ
ん
が
、
顔
を
上
げ
て
み
ま
し
た
。

「ぎ
よ
う
さ
ん
、
な
ら
ん
で
き
よ
ら
っ
せ
る
よ
う
や
。」 

「お
か
し
な
こ
と
や
な
も
0

」

「よ
め
ご
の
ぎ
よ
う
れ
つ
や
。
よ
め
ご
の
ぎ
よ
う
れ
つ
 

ゃ
。」

と
、
小
さ
な
声
で
、
弟
と
お
か
あ
さ
ん
が
い
い
ま
し
た
。 

「お
ゆ
う
、
顔
を
上
げ
る
で
ね
え
ぞ
。」

「な
ん
で
。
お
と
う
〇
」

「な
あ
に
、
キ
ツ
ネ
の
よ
め
り
か
も
し
れ
ん
。
目
か
合
 

わ
ん
よ
う
に
さ
。」

「キ
ツ
ネ
に
見
ら
れ
る
と
、
ば
か
さ
れ
る
ん
や
と
。」 

お
か
あ
さ
ん
ま
で
そ
う
い
い
ま
す
。
お
ゆ
う
は
見
た
く
 

て
し
か
た
な
か
つ
た
の
で
す
が
、
し
ん
ぼ
う
し
て
じ
つ
と
 

う
つ
む
い
て
い
ま
し
た
。
よ
め
ご
の
ぎ
よ
う
れ
つ
は
、
お
 

ゆ
う
親
子
に
気
が
つ
か
な
か
つ
た
よ
う
に
、
し
や
な
り
、 

し
や
な
り
と
坂
の
下
へ
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
、
坂
の
下
の
尾
張
の
国
か
ら
、
坂
の
上
の
美
 

濃
の
国
へ
、
よ
め
ご
さ
が
し
に
き
て
も
、
な
か
な
か
話
が
 

ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
わ
け
は
、
よ
め
ご
の
ぎ
よ
う
れ
つ
が
、

「よ
—
め
り
ょ
—
。
よ
—
め
り
ょ
—
。」

と
、
通
れ
る
よ
う
な
、
道
ら
し
い
道
が
な
か
っ
た
か
ら
で
 

す
。
や
れ
や
れ
、
や
っ
と
坂
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
と
思
う
 

と
、
か
ご
や
が
、

「さ
か
だ
。
さ
か
だ
。」

「な
ん
ぎ
じ
ゃ
ぜ
。
な
ん
ぎ
じ
ゃ
ぜ
。J

 

「酒
手
を
お
く
れ
。
酒
手
を
お
く
れ
。」

と
わ
め
き
、
だ
ち
ん
の
出
し
よ
う
が
わ
る
い
と
、
前
と
後
 

ろ
で
か
ご
を
ひ
ど
く
ふ
る
の
で
す
。

そ
れ
で
、
娘
た
ち
は
、
く
も
す
け
の
よ
う
な
か
ご
や
が
 

お
そ
ろ
し
く
て
、
坂
の
下
の
話
に
は
『、っ
んj

と
は
、
決
 

し
て
首
を
ふ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。



「や
っ
ぱ
り
な
あ
。 

さ
っ
き
の
よ
め
ご
の
 

ぎ
ょ
う
れ
つ
は
、
あ
 

り
ゃ
—
、
キ
ツ
ネ
の
 

よ
め
り
や
っ
た
ん

 

ゃ
。」

と
、
お
か
あ
さ
ん
が
 

つ
ぶ
や
き
ま一
^

た
。

お
ゆ
う
が
、
キ
ツ
 

ネ
の
よ
め
い
り
を
見
 

て
か
ら
、
長
い
月
日
が
す
ぎ
、
お
ゆ
う
も
た
い
へ
ん
美
し
 

い
娘
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
よ
め
に
く
れ
と
い
う
、 

い
い
話
が
あ
つ
ち
か
ら
も
、
こ
つ
ち
か
ら
も
あ
り
ま_3

 

た
。で

も
、
お
ゆ
う
は
坂
の
下
に
住
む
心
が
き
れ
い
で
、
よ
 

く
働
く
わ
か
者
と
前
か
ら
す
き
合
つ
て
い
ま
し
た
。
お
と

う
さ
ん
も
お
か
あ
さ
ん
も
、
あ
れ
な
ら
よ
い
し
ょ
た
い
を
 

持
つ
だ
ろ
う
と
、
二
人
を
"

め
お
と
"
に
し
て
く
れ
ま
し
 

た
。
し
あ
わ
せ
な
日
が
長
く
続
き
ま
し
た
。

あ
る
年
の
こ
と
、
い
つ
も
の
年
よ
り
も
雨
が
多
く
て
、 

毎
日
ふ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
で
す
か
ら
、
坂
の
下
の
木
 

曽
川
の
水
は
ど
ん
ど
ん
ふ
え
て
、
川
原
は
み
な
か
く
れ
て
 

し
ま
い
、
ず
つ
と
む
こ
う
ま
で
ど
ろ
海
の
よ
う
に
な
つ
て
 

し
ま
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
、
お
ゆ
う
に
年
と
っ
た
お
か
あ
さ
ん
の
病
が
 

重
い
と
の
知
ら
せ
が
あ
っ
て
、
お
ゆ
う
が
川
ぶ
ち
に
き
て
 

み
る
と
、
木
曾
川
は
、
川
は
ば
い
っ
ぱ
い
の
に
ご
り
水
が
 

う
ず
を
ま
い
て
、
ご
う
ご
う
と
な
っ
て
流
れ
て
い
ま
し
た
。

「は
よ
う
、
水
、
ひ
い
て
お
く
れ
。
お
か
あ
に
、
お
か
 

あ
に
あ
い
た
い
。
お
か
あ
死
ん
だ
ら
あ
か
ん
よ
0

」 

お
ゆ
う
は
、
手
を
合
わ
せ
て
お
が
み
ま
し
た
。
で
も
、 

ふ
き
あ
れ
た
雨
が
う
そ
の
よ
う
に
静
ま
っ
た
時
に
は
、
も

う
お
か
あ
さ
ん
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
、
い
ち
ば
ん
の
親
ふ
こ
う
と
い
う
の
は
、
親
 

の
死
に
目
に
あ
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
あ
れ
だ
け
 

お
と
う
さ
ん
や
お
か
あ
さ
ん
を
大
切
に
し
た
お
ゆ
う
で
さ
 

え
、
親
の
死
に
目
に
あ
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
お
ゆ
う
は
 

坂
を
う
ら
ん
で
泣
い
た
そ
う
で
す
。
川
を
悲
し
い
と
思
い
 

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
い
よ
い
よ
、
坂
道
を
は
さ
ん
だ
よ
 

め
り
の
話
は
、
き
ら
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
が
あ
つ
て
か
ら
、
そ
の
坂
の
こ
と
を
、
だ
 

れ
い
う
と
な
く
"

よ
め
ふ
り
坂
"
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
 

し
た
。

※
く
わ
し
く
は
、
各
務
原
市
小
学
校
国
語
同
好
会
編
集
の
 

『か
か
み
が
は
ら
の
む
か
し
話J

お
よ
び
、f

各
務
原
市
 

史
』
(

民
俗
巻
)
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。



あ
と
が
き

こ
の
本
は
、
小
学
校
修
了
程
度
以
上
の
方
を
対
象
に
、
新
し
く
各
務
原
市
に
移
っ
て
こ
ら
れ
た
方
々
は
も
ち
ろ
ん
、
古
く
 

か
ら
住
ん
で
お
ら
れ
る
み
な
さ
ん
に
も
、
各
務
原
市
を
「ふ
る
さ
と
」
と
し
て
ょ
く
知
り
、
親
し
み
を
も
っ
て
い
た
だ
け
る
 

ょ
ぅ
願
っ
て
編
集
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
大
半
の
場
合
は
常
用
漢
字
の
範
囲
で
書
き
表
わ
し
、
教
育
漢
字
に
入
っ
て
い
な
 

い
文
字
や
固
有
名
詞
、
や
や
特
殊
な
言
葉
な
ど
に
は
項
目
ご
と
に
最
初
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
"

ふ
り
が
な
"
を
つ
け
ま
し
 

た
。ふ

る
さ
と
め
ぐ
り
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
I
マ
に
そ
っ
て
四
つ
の
コ
ー
ス
が
組
ん
で
あ
り
ま
す
か
、
こ
の
本
を
片
手
に
 

実
際
に
た
ず
ね
て
み
て
、
郷
土
に
生
活
し
て
き
た
先
人
た
ち
の
文
化
•

も
の
の
考
え
方
•

感
じ
方
な
ど
に
接
し
て
い
た
だ
け
 

た
ら
と
思
い
ま
す
。
"

私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
に
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
ん
な
伝
説
が
あ
っ
た
の
か
"

と
見
直
さ
 

れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。



こ
の
本
は
市
内
の
小
中
学
校
の
先
生
方
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
を
初
版
と
し
て
第
二
版
ま
で
版
を
重
ね
ま
し
た
が
、
今
 

回
、
第
三
版
の
増
刷
を
機
に
、
市
史
編
さ
ん
係
で
.

、
第
一
〜
第
三
コ
—
ス
に
大
は
ば
な
手
を
加
え
、.
内
容
、
文
章
と
^
に
書
 

き
改
め
ま
し
た
。

社
会
の
変
化
に
と
も
な
い
、
新
し
い
世
代
に
は
古
く
か
ら
伝
わ
る
郷
土
文
化
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
今
日
、
こ
の
本
を
読
ま
 

れ
た
み
な
さ
ん
が
、
さ
ら
に
郷
土
へ
の
愛
着
を
深
め
、
文
化
財
愛
護
.

郷
土
学
習
へ
の
あ
し
が
か
り
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
 

幸
い
で
す
。

今
回
の
改
訂
版
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
ぅ
な
文
献
を
基
本
的
に
参
考
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
深
く
郷
土
の
歴
史
を
 

知
り
た
い
方
は
是
非
お
読
み
に
な
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
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初
 
版
昭
和
五
十
四
年
七
月
発
行
 

第
二
版
昭
和
五
十
八
年
三
月
発
行
 

改
訂
版
昭
和
六
十
一
年
七
月
発
行

か
か
み
が
は
ら
ふ
る
さ
と
め
ぐ
り
 

—
歴
史
と
伝
説
の
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を
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ず
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て
—
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