


恨

み

の

杭

昔
、
森
近
に
母
市

（仮
名
）
と
い
う
悪
党
が
住
ん
で
い
た
。
大
酒
の
み
で
、

け
ん
か
好
き
。
仕
事
も
ろ
く

に
し
な
い
で
、
毎
日
ば
く
ち
を
打

っ
た
り
、
人
の

物
を
盗
ん
だ
り
、
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
悪
事
を
つ
づ
け
て
い
た
の
で

村
中
か

ら
に
く
ま
れ
て
い
た
。

村
の

人
々
は
何
と
か
し
て
、
彼
を
な
き
も
の
に
す
る
以
外
、
村
の
難
儀
は
救

わ
れ
な
い
と
、
数

人
の
勇
気
の
あ

る
男
た
ち
が
、
ひ
そ
か
に
彼
の
殺
害
を
計
画

し
、
風
雨
の
強
い
あ
る
晩
、
急
襲
し
て
、
母
市
を
打
ち
殺
し
、
裏
山
へ
運
ん
で

深
い
た
て
穴
の
中
に
深
く
埋
め
て
、
四
本
の
杭
を
打
ち
こ
ん
で
し
ま

っ
た
。

あ
と
に
残
さ
れ
た
妻
は
、
ひ
と
り
子
の
男
の
子
に
、
父
の
非
業
の
死
に
対
し
、

村

人
に
復
し
ゅ
う
す
る
よ
う
教
え

こ
ん
だ
。
男
の
子
は
父
の
悪

人
ぶ
り
は
知
ら

さ
れ
な
い
で
育

っ
た
の
で
、
い
ち
ず
に
、村

人
を
う
ら
み
、
復
し
ゅ
う
に
執
念
を

も
や
し
た
。

生
長
し
た
彼
は
領
主
松
平
越
中
守
の
家
老
の
仲
間

（ち
ゅ
う
げ
ん
）
奉
公
を

し
、
次
第
に
認
め
ら
れ
、
と
う
と
う
家
老
を
通
じ
領
主
を
動
か
す
ま
で
の
信
頼

を
得
た
。

領
主
か
ら
母
市
殺
し
の
詮
議
の
報
せ
を
受
け
て
、
森
近
の
村
は
上
を
下
へ
の

大
さ
わ
ぎ
、
事
の
重
大
を
知
り
、
剛
腹
の
庄
屋
某
は
、
罪
を
一
身
に
引
受
け
る

覚
悟
で
直
接
母
市
殺
し
の
下
手

人
を
逃
亡
さ
せ
た
。
直
接
の
下
手

人
の

人
た
ち

は
、
と
う
と
う
村
に
帰

っ
て
来
な
か
っ
た
。
一
方
、
復
し
ゅ
う
の
恨
み
を
果
し

た
伜
も
そ
の
後
、
行
方
不
明
と
な

っ
た
。

森
近

の
観
音

さ

ん

森
近
の
観
音
さ
ん
は
あ
ら
た
か
で
、
小
山
大
工
が
山
横
沢
か
ら
森
近
へ
帰
る

途
中
、
暗
闇
に
ラ
ン
プ
の
光
り
を
得
て
帰
宅
し
た
話
は
有
名
。

ま
た
森
近
で
は
「
ざ
ん
ざ
ら
松
」
と
も
「
天
狗
の
腰
か
け
松
」
と
も
い
う
古

木
の
松
が
断
崖
の
道
の
突
端
に
枝
を
垂
れ
て
、
い
ま

一
本
「
か
さ
松
」
と
い
わ

れ
て
い
る
の
と
、こ
の
急
坂
の
山
道
の
奇
勝
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ
た
。

も
と
庄
屋
を
し
た
小
山
家
の
先
々
代

（慶
応
年
間
か
明
治
初
期
）
信
仰
か
ら

か
浄
土
三
部
経
を
石
一
つ
一
つ
に
筆
書
し
て
、
こ
れ
を
こ
の
ざ
ん
ざ
ら
松
の
そ

ば
僅
か
な
平
坦
地
に
埋
め
、
そ
の
上
に
供
養
塔
を
建
立
し
た
と
い
う
。

日
が
た
ち
年
を
経
て
昭
和
三
十
年
こ
ろ
か
、
有
名
な
ざ
ん
ざ
ら
松
も
松
喰
虫

の
害
で
桔
れ
て
し
ま
い
、
供
養
塔
も
風
雪
に
頓
き
、
い
ま
は
見
る
か
げ
も
な
い
。

大
工
小
山
が
お
礼
に
植
え
た
松
も
そ
の
あ
と
も
な
い
が
、
思
う
に
こ
の
供
養

塔
に
ま
つ
わ
る
物
語
り
で
あ
ろ
う
か
。

森

近

の

湯

（一）

森
近
に
湯
の
沢
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
一
説
に
大
工
の
松
幸
が
観
音
様

を
日
ご
ろ
信
仰
し
て
い
た
の
が
夢
知
せ
で
湯
の
出
る
こ
と
を
知
っ
た
と
も
あ
る

）。

こ
の
湯
は
実
は
田
圃
の
大
切
な
用
水
で
あ
っ
た
た
め
、
部
落
の
人
は
湯
が
出

ぬ
よ
う
地
蔵
様
を
祀
っ
て
お
祈
り
し
た
ら
、
お
湯
が
出
な
く
な
っ
た
そ
う
で
あ

る
。
と
ご
ろ
が
山
を
越
え
て
隣
村
山
横
沢
側
の
谷
合
い
に
ど
っ
と
ば
か
り
湧
出



し
た
の
に
は
土
地
の
人
も
驚
き
、
こ
れ
は
て
っ
き
り
森
近
の
者
が
地
蔵
様
を
建

て
て
お
祈
り
し
た
か
ら
、
逆
に
こ
っ
ち
の
方
へ
お
湯
が
噴
き
出
し
て
き
た
の
だ
。

こ
れ
で
は
こ
っ
ち
の
水
田
の
稲
が
全
部
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
代
表

者
が
森
近
の

人
達
と
話
し
合
い
を
し
た
結
果
、
そ
の
お
地
蔵
さ
ん
を
山
の
境
界

（頂
上
）
に
安
置
す
る
こ
と
に
し
た
ら
、
ど
ち
ら
に
も
お
湯
は
出
な
く
な
っ
た

と
い
う
。

し
か
し
湯
の
沢
の
鉱
泉
は
皮
膚
病
な
ど
に
効
果
が
あ
る
硫
黄
泉
で
、
こ
こ
か

ら
部
落
ま
で
引
水
し
て
お
湯
屋
を
始
め
た
ら
随
分
湯
治
客
が
集

っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
湯
屋
を
開
業
し
て
間
も
な
く
娘
が
ど
う
し
た
こ
と
か
足
が
曲
ら
な

く
な

っ
た
と
い
う
。
い
ろ
い
ろ
医
者
に
み
せ
て
も
治
療
し
て
も
歩
け
な
く
、
ほ

と
ほ
と
困
っ
た
主

人
が
村
の
先
達

（
神
官
）
に
み
て
も
ら

っ
た
ら
、
お
湯
屋
を

開
業
し
な
が
ら
薬
師
様
を
祭
ら
ぬ
た
た
り
だ
と
占
い
に
出
た
と
い
う
。

主

人
は
非
常
に
恐
縮
し
て
、
さ
っ
そ
く
町
へ
行
っ
て
、
三
体
の
仏
像
を
求
め

て
、

一
宇
を
建
て
お
供
養
申
し
上
げ

た
と
こ
ろ
、
娘
さ
ん
の
足
は
い
つ
と
は
な

し
に
歩
る
け
る
よ
う
に
な
り
、
す
く
す
く
成

人
し
て
お
嫁
さ
ん
に
な

っ
た
と
い

う

。三
体
の
仏
像
の
う
ち
観
音
像
は
な
い
が
、
湯
や
を
廃
業
し
た
小
山
家
の
奥
座

敷
に
は
、
薬
師
如
来
の
尊
像

（丈
六
十
㎝
ば
か
り
）
と
毘
沙
門
天
像
の
二
体
が

今
に
安
置
さ
れ
て
あ
る
。

森
近
の
湯
の
沢
の
鉱
泉
の
湧
く
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
湯
花
が
た
ま
っ
て
お
り
、

お
湯
の
効
用
を
知
っ
て
い
る

人
た
ち
は
桶
に
汲
み
と
っ
て

自
宅
の
湯
槽
で
湯
治

し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

お
湯
屋
は
も
と
湯
の
沢
で
家
を
建
て
て
や

っ
た
の
だ
が

あ
る
冬
、
雪
の
深

い
日
に
主

人
が
病
気

に
な

っ
た
が
、
医
者
も
行
け
な
い
ほ
ど
だ

っ
た
の
で
、
こ

れ
に
こ
り
て
、
部
落
ま
で
千
五
百
ｍ
も
竹
で
湯
を
引
い
て
来
た
の
だ
そ
う
で
す

が
、
明
治
三
十
年
の
赤
痢
の
大
流
行
と
大
凶
作
年
に
お
客
が
ま
る
切
り
途
絶
え

た
の
で
廃
業
し
、
そ
の
後
は
だ
れ
も
企
業
的
に
関
心
を
持
た
ず
今
日
に
至

っ
て

る
の
で
す
。

森

近

の

湯

（二）

森
近
の
湯
の
沢
に

皮
膚
病
に
と
て
も
よ
く
効
く
温
泉
が
、
そ
の
昔
あ

っ
た
。

こ
れ
は
森
近
の
小
山
某
な
る
者
が

観
音
様
の
霊
夢
に
よ
っ
て
発
見
し
た
も
の

と
言
わ
れ
て
い
る
。

小
山
某
は

そ
の
湯
元
に
小
屋
を
た
て
て

浴
客
の
便
宜
を
は
か
ら
っ
た
の
で

四
方
よ
り
湯
治
客
が
集
ま

っ
て
賑
や
か
に
な

っ
て
い

っ
た
。

小
山
某
は
又
湯
つ
ぼ
の
傍
に
観
音
像
を
安
置
し
た
。
し
か
し
こ
の
熱
湯
が
あ
ふ

れ
て

流
れ
だ
す
下
流
の
水
田
は

稲
が
枯
れ
る
と
い
う
騒
ぎ
が
あ
っ
た
の
で

村

人
た
ち
は

そ
の
観
音
像
を
こ
っ
そ
り
盗
み
だ
し
て
、
山
横
沢
の
峠
に
移
し

た

。
そ
の
事
が
あ

っ
て
か
ら

熱
湯
は
次
第
に
冷
泉

に
か
わ

っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

ど

う

坂

森
近
部
落
に
「
ど
う
」
と
い
う
地
名
が
あ
る
。

市
道
川
東
線
の
森
近
、
田
島
間
の
森
近
よ
り
の
火
葬
場
の
近
く
で
あ
る

。

言
伝
え
に
よ
る
と
、
八
石
城
が
落
城
に
先
だ

っ
て

一
人
の
武
者
が
嶺
伝
い
に

落
ち
の
び
て
、
こ
こ
へ
下
っ
て
来
た
が
、「
ど
う
」
と
馬
を
と
ど
め
道
行
人く

に



八
石
城
の
様
子
を
た
ず
ね
た
ら
、
今
落
城
し
た
と
知
ら
し
た
の
で
、
が
っ
く
り

と
な
り
、
命
果
て
た
と
の
こ
と
で
、
そ
の
坂
道
は
「
ど
う
坂
」
と
言
っ
て
い
る

高

橋

九
郎

の
頭

昔
、
行
兼
の
新
保
の
山
に
、
高
橋
九
郎
頭

（九
郎
治
と
も
伝
え
ら
る
）
と
い

う
も
の
が
城
を
築
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
城
主
が
八
石
山
の
城
主
と
戦
っ
て
、

散
々
に
敗
れ
た
。
そ
し
て
逃
れ
て
今
の
字
袋
谷
の
隠
家
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
し

ば
ら
く
隠
れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

（隠
家
の
名
の
あ
る
わ
け
）

昔
、
戦
死
し
た
主
な
る
も
の
十
三
人
を
埋
め
た
場
所
は
、
現
在
の
十
三
塚
の

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
高
橋
九
郎
頭
は
隣
部
落
の
宮
の
下
の
高
橋
一
家
の
大
祖
先
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
も
な

っ
て
い
る
。

い
ま
で
も
高
橋
ま
き
の
者
は
十

三
塚
詣
り
に
行
く
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
高
橋
九
郎
頭
の
祖
先
は
新
田
義
貞
で
あ
る
と
言
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
真
偽
の
証
左
に
な
る
も
の
は
な
い
。

昔
の
婆
さ
ん
た
ち
は
子
守
を
し
な
が
ら
、
子
ど
も
を
あ
や
す
わ
ら

べ
歌
に
、

「
高
橋
九
郎
の
頭
は
新
田
の
子
孫
だ
、
新
田
の
子
孫
だ
」
と
よ
く
歌
っ
た
も
の

だ
そ
う
だ
。

石

塚
家

の
祖
先

行
兼
部
落
石
塚
家
の
祖
先
は
上
州
館
林
の
藩
士
で
あ
っ
た
と
い
う
。
は
じ
め

石
塚
家
の
祖
先
は
役
向
き
の
都
合
で
当
時
の
上
条
久
米
の
庄
屋
山
崎
家
に
足
を

止
め
て
い
た
。
官
金
か
何
か
の
い
き
さ
つ
で
、
久
米
に
い
る
こ
と
が
出
来
な
く

な
り
、
山
崎
氏
の
世
話
で
行
兼
に
居
を
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

山
崎
氏
は
加
納
の
清
滝
寺
の
檀
家
で
あ
っ
た
。
氏
の
世
話
に
よ
っ
て
行
兼
の
住

民
と
な
っ
た
石
塚
家
も
当
然
、
清
滝
寺
檀
家
に
な
っ
た
。
当
時
、
地
方
に
お
け

る
寺
の
勢
力
と
い
う
も
の
は
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、

石
塚
家
が
石
曾
根
の
庄
屋
を
つ
と
め
る
に
及
ん
で
、
地
内
の
西
之
入
安
住
寺
の

檀
家
で
な
い
こ
と
が
総
て
の
点
に
お
い
て
不
都
合
で
あ
っ
た
た
め
、
熟
考
の
上

清
滝
寺
に
は
無
断
で
改
宗
し
、
安
住
寺
の
檀
家
に
な
っ
た
。
こ
の
事
を
聞
き
及

ん
だ
清
滝
寺
か
ら
は
、
果
し
て
き
び
し
い
掛
合
い
が
や
っ
て
き
た
。
事
情
を
明

か
し
た
石
塚
家
で
は
分
家
の
だ
い
も
ん

一
家
を
清
滝
寺
檀
家
と
し
て
、
こ
の
家

の
ま
き
が
将
来
に
如
何
に
繁
昌
し
て
も
、
そ
れ
は
全
部
清
滝
寺
穂
家
た
る
こ
と

と
い
う
条
件
の
も
と
に
素
志
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
ら
事
情
か
ら
石
塚
家
は
安
住
寺
穂
家
で
あ
る
の
に
、
そ
の
分
家
た
る

だ
い
も
ん
一
族
は
加
納
檀
家
で
あ
る
の
で
あ
る
。

（注
）
因
に
同
家
の
庭
に
あ
る
石
を
甲
子
楼
文
庫
十
九
巻
で
は
津
波
石
と
掲

載
し
て
あ
り
、
刈
羽
郡
誌
に
は
、
そ
の
形
が
鯖
に
似
て
い
る
の
で
佐
橋

の
荘
を
鯖
石
と
改
称
し
た
起
因
の
石
だ
と
し
て
あ
る
。

関
守
付

近

伝
説

宮
の
下
部
落
の
字
関
守
の
今
の
観
音
堂
の
あ
る
付
近
に
は
そ
の
昔
、
関
守
山

持
元
寺
と
い
う
寺
が
あ

っ
た
そ
う
だ
。

ま
た
、
小
山
甚
作
氏

（死
）
の
宅
の
後
山
に
は
城
が
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ



る
。
甚
作
氏
の
宅
を
城

（じ
ょ
う
）
と
呼
ん
で
お
り
、
後
の
山
を
城
山
と
言
っ

て
い
る
の
で
も
う
な
ず
け
る
。

一
体
関
守
の
今
の

（
亡

）
小
山
寅
吉
氏
の
祖
先

は
こ
の
宮
の
下
部
落
の
草
分
け
だ
と
い
う
説
が
あ
る

（重
左
工
門
説
も
あ
る
）

が
善
根
の
浄
興
寺
と
関
守
と
は
随
分
古
い
も
の
ら
し
い
。

昔
は
関
守
で
火
種
が
絶
え
る
と
善
根

の
浄
興
寺
ま
で
も
ら
い
に
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
し
、
浄
興
寺
で
火
種
が
絶
え
れ

ば
関
守
ま
で
来
て
、
も
ら

っ
た
も
ん
だ

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

関
守
付
近
か
ら
時
々
燈
籠
型
を
し
た
石
塔
ら
し
い
も
の
が
発
掘
さ
れ
、
現
に

関
守
の
人
た
ち
は
、
発
掘
し
た
も
の
を
庭
に
立
て
て
置
く
家
も
あ
る
。

今
の
小
山
彦
一
氏
の
親
が
、
か
っ
て
城
山
の
あ
た
り
で
、
銅
製
の
板
に
、
こ

ま
か
い
戒
名
ら
し
い
文
字
が
た
く
さ
ん
彫
り

つ
け
て
あ
る
の
を
発
掘
し
た
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
同
氏
は
昔
か
た
ぎ

の

人
な
の
で
、
た
た
り
を
怖
れ

て
人
知
れ

ず
藪
の
中
へ
深
く
埋
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

幾
年
か
後
、
死
期
間
近
か
に
そ
の
こ
と
を
話
さ
れ
た
の
で
、
関
守
の
若
者
た

ち
が
話
の
場
所
ら
し
い
所
を
掘
り
返
し
て
見
た
が
、
腐
蝕
し
た
の
か
、
場
所
が

ち
が
っ
た
の
か
、
つ
い
に
見
当
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

元

助

稲

荷

の

話

宮
の
下
部
落
、
家
号
元
助
の
あ
た
り
に
昔
稲
荷
が

祀っ
て
あ

っ
た
と
こ
が
当

時
の

人
た
ち
は
、
あ
ま
り
稲
荷
さ
ん
を
信
仰
し
な
か
っ
た
と
見
え
て
、
祠
は
荒

廃
し
、
雑
草
は
生
え
茂
り
、
ぼ
う
ぼ
う
と
し
て
見
る
か
げ
も
な
い
状
態
と
な

っ

た
。稲

荷
さ
ん
は
、
よ
く
よ
く
こ
の
土
地
に
愛
想
を
つ
か
さ
れ
、
あ
る
夜
つ
い
に

安
田
の
慶
福
寺
さ
ん
ま
で
逃
げ
て
行
か
れ
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
過
ぎ
る
と

さ
す
が
に
故
郷
が
恋
し
く
な

っ
て
き
た
が
、

あ
の
荒
れ
果
て
た
住
家

へ
帰
る
気

に
な
れ
な
い
、
そ
こ
で
あ
る
夜
、
自
分
の
意
中
を
元
助
の
家

人
に
夢
知
ら
せ
に

伝
え
た
。

元
助
の
主

人
は
大
い
に
お
そ
れ
い
っ
て
、
そ
の
こ
ろ
神
官
佐
藤
様
か
ら
お
祭

り
を
し
て
い
た
だ
き
、
祠
の
境
内
を
す

っ
か
り
き
れ
い
に
手
入
れ
し
て
、
安
田

へ
お
迎
え
に
行
っ
て
、
再
び
来
て
鎮
座
し
て
も
ら
っ
た
と
言
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

徳

右

工

門

淵

時
代
は
い
つ
の
こ
ろ
か
、
西
之
入
の
徳
右
工
門
の
家
へ
山
横
沢

（今
の
八
王

子
）
の
縁
家
の
子
ど
も
が
、
盆
の
七
日
日
に
遊
び
に
来
た
。
徳
右
エ
門
は
大
川

で
泳
が
せ
て
や
ろ
う
と

田
島
の
川
原
ま
で
来
た
。
大
ぜ
い
の
子
ど
も
た
ち
が

水
遊
び
に
興
じ
て
い
た
の
で
、
山
横
沢
の
子
も
つ
い
つ
り
込
ま
れ
て
遊
ん
で
い

る
う
ち
に
、
土
地
不
案
内
の
た
め
、
深
み
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
び

っ
く
り

し
た
徳
右

工
門
は
、
す
わ
と
ば
か
り
飛
び
込
ん
だ
も

の
の
、
底
知
れ
ぬ
淵
と
流

れ
の
渦
に
、
ど
う
し
て
も
泳
ぎ
切
れ
ず
。
浮
き
つ
沈
み
つ
し
て
い
る
う
ち
に
、

つ
い
に
沈
み
切
り
に
な
り
可
愛
そ
う
に
も
死
体
と
な

っ
て
上
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
こ
の
深
い
淵
は
徳
右

工
門
淵
と
呼
ば
れ
る
。

蛇

の

神

享
保
六
年
八
月
二
十
六
日
の
夕
方
、
神
主
五
十
嵐
伊
豫
正
藤
原
広
納
当
社



（鯖
石
神
社
）
勤
行
し
て
い
る
と
、
鳥
居
の
内
に
臥
木
の
よ
う
に
横
た
わ
っ
て

い
る
も
の
が
あ
る
。
御
灯
し
を
さ
し
出
し
よ
く
よ
く
見
る
と
、
大
き
な
蛇
で
あ

る
。
頭
と
尾
と
は
双
方
の
藪
の
中
に
か
く
れ
て
見
え
な
い
が
背
中
と
思
う
と
こ

ろ
金
色
に
光
り
輝
い
て
、

一
ｍ
位
動
い
た
と
こ
ろ
を
見
て
非
常
に
驚
き

―
中

略

―
そ
こ
で
神
様
に
「
何
故
に

こ
の
よ
う
な
見
苦
し
い
も
の
を
お
つ
か
い

遊
ば
れ
て
、
私
ど
も
を
驚
か
せ
給
う
の
で
す
か

、
こ
れ
か
ら
以
後
二
度
と

人
の

目
に
見
当
ら
ぬ
よ
う
何
処
な
り
と
も
御
神
力
で
追
払
っ
て
下
さ
い
」
と
申
し
上

げ
再
拝
し
て
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
蛇
は
不
思
議
や
鳥
居
の
外
に
づ
り
出
て
三

つ
に
切
ら
れ
死
ん
で
い
た
。
大
き
さ
と
い
い
、
光
り
と
い
い
誠
に
も
の
す
ご
い
、

身
を
震
わ
せ
て
帰
宅
し
、
家
入
及
び
村
入
に
語
っ
た
と
こ
ろ
、
み
ん
な
怖
れ
を

な
し
、
後
難
を
恐
れ
て
、
種
々
協
議
の
末
、
村
中
一
軒
に
一
人
の
人
足
を
出
し
、

蛇
を
鯖
石
川
ま
で
引
き
出
し
、
つ
い
に
こ
れ
を
始
末
し
た
。

そ
の
後
何
事
も
な
か
っ
た
が
、
広
納
死
亡
の
時
よ
り
代
々
の
神
主
死
亡
の
際

は
必
ず
蛇
の
亡
霊
の
長
虫
が
出
て
、
死
ぬ

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

石
曾
根
帯
刀

（
い
し

ぞ
ね

た
て
わ
き
）
と
安
住
寺

西
之
入
部
落
入
口
に
向
っ
て
左
方
の
段
丘
、
茶
園
山
と
通
称
さ
れ
て
い
る
頂

上
に
小
さ
い
石
の
祠
が
あ
る
。
こ
れ
が
佐
橋
の
荘
の
地
頭
石
曾
根
帯
刀

（
い
し

ぞ
ね
た
て
わ
き
）
の
居
城
の
趾
で
あ

る
。

西
之
入
部
落
に
あ
る
曹
洞
宗
の
安
住
寺
は
部
落
を
入
る
と
こ
の
茶
園
山
を
背

に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
古
い
寺
で
あ

る
。

古
文
書
に
よ
る
と
、
開
山
は
大
永
三
年
末
十

一
月
二
日
入
寂

（
一
五
二
三
）

の
曇
芳
文
誉
和
尚

―
北
条
毛
利
丹
後
守
高
広
公
の
御
弟
と
な
っ
て
お
り
、
開
基

が
、
こ
の
石
曾
根
帯
刀
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

地
頭
石
曾
根
帯
刀
の
勢
力
と
代
々
こ
の
一
族
が
ど
の
よ
う
に
し
て
来
た
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
帯
刀
の
あ
る
時
期
に
大
流
行
し
た
悪
疫

（あ
く
え

き
）
の
た
め
家
族
が
こ
と
ご
と
く
死
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
た
ま
た
ま
諸
国
へ
旅
し
て
い
た
血
縁
の
一
入
が
帰
国
し
て
こ
の
事

を
知
り
、
当
時
火
災
の
た
め
焼
失
し
て
い
た
安
住
寺
を
天
和
三
年

（
一
六
八
三

年
）
に
供
養
の
た
め
再
建
し
た
の
が
現
在
の

（外
部
改
装
）
寺
だ
と
い
う
。

現
在
の
大
字
名

（石
曾
根
）
の
由
来
も
こ
こ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
時
の
勢

力
下
に
あ
っ
た
部
落
は
笹
崎
四

〇
戸
行
兼
四
五
戸
宮
之
下
八

〇
戸
西
之
入

一
一

〇
戸
小
清
水
七

〇
戸
の
五
部
落
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
ほ
か
秋
津
地
域

も

一
部
入
っ
て
い
た
か
も
判
ら
な
い
。

安
住
寺
の
木

喰
仏

西
之
入
の
安
住
寺
に
あ
る
木
喰
上

人
作
三
十
三
体
の
仏
像

（観
音
像
）
に
つ

い
て
は
早
く
か
ら
研
究
家
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。

何
し
ろ
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
上

人
八
十
七
才
の
高
齢
の
と
き

た
ま
た
ま
こ
の
寺
に
足
を
止
め
、
寺
庭
に
雨
お
お
い
を
造
ら
せ
て
、
そ
の
中
で

老
駆
も
い
と
わ
ず
に
仕
事
を
さ
れ
た
と
い
う
。

当
時
、
上

人
が
仏
像
を
刻
む
こ
と
を
聞
い
た
部
落
の
若
い

者
達
は
、
好
奇
心

の
あ
ま
り

、
仕
事
場
を
の
ぞ
き
見
よ
う
と
出
か
け
る
と
い
う
。

人
の
気
配
を
察

す
る
と
上

人
は
ぴ
た
り
と
、
の
み
の
手
を
休
め
た
と
い
う
。
そ
し
て
だ
れ
も
来

な
い
夜
の
時
間
を
見
す
ま
し
て
、

一
心
不
乱
に
製
作
に
精
根
を
傾
け
ら
れ
、

一



日
二
体
を
仕
上
げ
る
と
い
う
は
か
ど
り
方
だ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
当
時
は
庭
の
側
の
小
高
い
丘
の
上
に
堂
を
建
て
特
に
仏
像
を

お
さ
め
、
供
養
を
怠
ら
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
い
ま
は
本
堂
大
廊
下

の
突
当
り
に
安
置
し
、
時
折
り
訪
れ
る
研
究
、
調
査
家
の
眼
に
ふ
れ
て
い
る
こ

と
も
数
少
な
く
な
い
。

新

太

郎

狐

昔
、
茶
園
山
に
年
と

っ
た
狐
が
住
ん
で
い
た
。
ど
う
し
た
わ
け
か
、
こ
の
古

狐
は
新
太
郎
狐
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

新
太
郎
は
り
こ
う
な
狐
で
、
寺
の
老
僧
が
在
方
の
仏
事
法
要
な
ど
へ
出
か
け

る
の
を
ち
ゃ
ん
と
知

っ
て
い
て
、
夕
方
、
方
丈
様
が
ど
ぶ
ろ
く
を
馳
走
に
な
り
、

粟

（あ
わ
）
の
ま
ん
ま

に
大
根
菜

の

味噌汁
と
す

っ
か
り
、
い
い
ご
き
げ
ん
の

千
鳥
足
で
、
島
の
脇
の
村
道
を
ぶ
ら
り
ぶ
ら
り
と
、
手
に
は
お
み
や
げ
の
わ

ら

の
つ
と
に
つ
つ
ま
れ
た
、
い
も
の
子
の
煮
た
の
と
油
揚
げ
二
、
三
枚
、
文
句
に

な
ら
な
い
念
仏
都
々
逸
と
い
っ
た
具
合
に

、
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
、
新

太
郎
狐
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
程
、
こ
つ
ぜ
ん
と
姿
を
現
わ
し
て
、
ぴ
ょ
こ
り

と
お
帰
り
な
さ
い
と
出
迎
え
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
寺
の
門
口
で
老
僧

か
ら
だ
ち
ん
の
油
揚
げ
を
わ
ら
つ
と
か
ら

つ
ま
み
、
投
げ
出
さ
れ
る
と
、
ぱ

っ

く
り
と
く
わ
え
、
喜
び
勇
ん
で
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。

老
僧
出
迎
え
の
行
事
も
続
き
、
評
判
も
高
く
な
っ
た
が
、
困
窮

（
こ
ん
き
ゅ

う
）
な
年
が
続
き
老
狐
へ
の
恵
み
も
少
な
く
な
っ
た
凶
年
の
冬
、
百
姓
家
の
鶏

を
喰
い
荒
し
た
の
で
、

つ
い
に
虎
ば
さ
み
に
か
か

っ
て
殺
さ
れ
た
と
い
う
。

子

守
地

蔵

（田
島
）

田
島
部
落
に
子
守
地
蔵
と
い
う
地
蔵
が
あ
っ
た
。
こ
の
付
近
の
田
、
四
、
五

〇
ａ
は

人
手
に
か
か
ら
な
く
て
も
、
こ
の
地
蔵
様
が
水
を
か
け
て
く
れ
る
と
い

う
の
で
、
村
民
か
ら
と
て
も
有
難
が
ら
れ
感
謝
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
昔
、
子
守
地
蔵
が
あ

っ
た
こ
ろ
、
歌
わ
れ
て
い
た
童

べ
歌
に

朝

日
さ
す

夕
日
輝
く

一六
三
の
木
の
下
に

漆
千
ば
い

塩
千
ぱ
い

金
千
ば
い

子
守
地
蔵
と
い
う
名
称
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
出
た
そ
う
だ
。
非
常
に
子
ど

も
を
可
愛
が
る
地
蔵
様
で
、
村
内
の

人
々
は
山
へ
行
く
時
は
、
皆
地
蔵
様
に
お

守
り
頼
ん
で
出
か
け
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
夕
方
山
か
ら
帰

っ
て
来
る
時
、
子
ど

も
が
世
話
に
な
っ
た
と
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
花
や
木
の
実
を
供
え
て
礼
と
し
た
。

こ
の
子
守
地
蔵
の
安
置
さ
れ
た
場
所
の
開
発
は
特
に
古
い
ら
し
く
、
太
古
、

石
で
造
っ
た
石
器
類
が
往
時
出
土
し
た
も
の
で
、
話
の
伝
承
者
も
い
ま
は
物
故

し
た
が
石
の
剣
を
掘
り
出
し
所
持
し
て
い
る
と
言

っ
て
い
た
。

（甲
子
楼
文
庫
十
九
巻
四
七
二
頁
に
も
見
え
る
）

こ
こ
で
は
、

漆
千
瓶

朱
千
瓶

黄
金
千
瓶

と
な

っ
て
い
る

。

三
九
郎
は
甚
之
丞
土
中
よ
り
発
掘
と
あ
る
。

普
広
寺

の
押

合
祭

田
島
の
普
広
寺
の
毘
沙
門
天
は
椿
の
木
で
作
ら
れ
、
浦
佐
の
と
同
じ
木
の
、



元

の

方
だ

と

の

説
が

あ

る

。

昔
か
ら
七
月
十
二
日
の
夜
か
ら
始
っ
て
、
十
三
日
は
大
般
若
法
会
の
後
、
押

合
祭
と
な
る
の
だ
が
、
暑
い
盛
り
の
夕
方
、
近
郷
近
在
か
ら
、
遠
く
は
わ
ら
じ

が
け
で
、
あ
る
い
は
浴
衣
に
う
ち
わ
を
腰
に
は
さ
ん
だ
夏
姿
、
女
ど
も
は
ち
り

め
ん
の
湯
も
じ
の
尻
端
折
り
、
色
の
つ
い
た
こ
う
も
り
が
さ
、
百
姓
た
ち
も
そ

の
こ
ろ
は
ど
こ
へ
も
行
か
ず
、
部
落
に
沢
山
若
い
衆
も
い
て
、
命
日

（休
日
）

と
も
な
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
村
中
あ
げ
て
休
ん
だ
も
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ

は
夏
蚕
も
あ
が
り
白
い
繭
も
見
え
賑
や
か
な
こ
と
は
一
と
お
り
で
な
か
っ
た
。

香
具
師

（や
し
）
や
氷
水
屋
な
ど
も
た
く
さ
ん
来
て
、
今
日
で
は
想
像
も
で
き

な
い
賑
や
か
さ
で
あ

っ
た
と
い
う
。

小

清

水

の

祖

先

先
祖
は
信
濃
国
諏
訪
の
住

人
、
従
五
位
下
金
刺
舎
人
若
嶋
と
申
す
も
の
の
三

男
、
諏
訪
広
定
と
申
す

者
（宮
沢
の
先
祖
か
）
宝
亀
十

一
年
五
月
朔
日

（
つ
い

た
ち
）
信
濃
国
を
出
立
し
、
い
に
し
え
越
後
の
国
と
申
す
は
我
御
祖
神
、
建
御

名
方
命
御
誕
生
の
地
で
あ
る
か
ら
、
定
め
し
よ
い
所
も
あ
っ
た
ろ
う
と
、
こ
の

地
に
来
た
。

日
が
暮
れ
て
野
宿
し
よ
う
と
し
た
く
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
白
髪

の
老

人
白

衣
を
着
て
忽
然
と
し
て
現
わ
れ
、
妙
な
る
御
声
に
て
申
さ
れ
る
に
は
、
わ
れ
は

こ
の
地
守
護
の
主
で
あ
る
。
お
前
が
こ
こ
に
来
た
の
は
誠
に
道
に
叶

っ
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
我
の
教
え

に
従
い
な
さ
い
。
こ
の
清
水
の
麓

は
鯖
石
の
荘
、
小
清
水

と
い
っ
て
住
み
よ
い
所
で
あ
る
。
お
前
は
こ
こ
に
安
住
し
な
さ
い
。
こ
う
言
う

と
、
た
ち
ま
ち
白
衣
の
老

人
の
姿
は
消
え
て
し
ま

っ
た
。
広
定
は
神
の
お
告
げ

と
、
お
そ
れ
か
し
こ
み
、
さ
っ
そ
く
郷
里
諏
訪
に
た
ち
帰
り
、
こ
の
こ
と
を
親

父
に
告
げ
た
と
こ
ろ
、
御
親
父
が
申
さ
れ
る
に
は
、
人
家
な
き
深
山
に
入
り
、

右
様
の
こ
と
あ
る
は
、
こ
れ
こ
そ
御
大
祖
の
お
告
げ
に
ち
が
い
な
い
。
お
前
は

こ
れ
か
ら
直
ち
に
そ
こ
に
住
み
つ
き
な
さ
い
。
こ
れ
は
わ
が
諏
訪
大
明
神
の
お

み
ち
び
き
で
あ
る
と
し
て
、
諏
訪
大
明
神
を
奉
請
し
た
。

（小
清
水
鯖
石
神
社
御
鎮
座
帳
よ
り
抄
）

福
昌
寺
改
宗
の
由
来

福
昌
寺
は
春
日
山
林
泉
寺
の
末
寺
と
言
わ
れ
て
い
る
。

十

一
代
随
和
向
の
時
、
こ
の
住
持
が
檀
家
と
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ

っ
た
。

腹
に
す
え
か
ね
て
か
、
恨
み
骨
髄

（骨
の
中
）
に
達
し
た
結
果
か
、
秘
法
を
修

し
て
、
小
僧
さ
ん
に
術
を
か
け
た
の
だ
。
す
る
と
小
僧
さ
ん
が
、
庭
を
掃
く
箒

の
先
に
火
燈
が
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
燃
え
上
り
、
こ
れ
は
と
た
た
き
消
そ
う
と
す

れ
ば
更
に
火
勢
が
拡
ま
り
、
つ
い
に
寺
は
も
ち
ろ
ん
、
部
落
の
住
家
あ
ら
か
た

を
灰
に
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
し
て
和
両
は
そ
れ
き
り
姿
が
見
え
な
く
な

っ
た
。

こ
の
大
火
で
焼
失
を
ま
ぬ
か
れ
た
の
は
、
和
向
排
斥

（は
い
せ
き
）
の
議
に

加わらなかったほんの一部の人だけの家だったとのことである

。

その大

火の日は二十日であったというので、部落では「二十日の

悪
日
」
と
い

っ
て
、
旅
行
や
行
事
な
ど
に
は
縁
起
を
い

っ
て
そ
の
日
を
さ
け
る

こ
と
に
し
て
い
る
。

真
言
宗
秘
密
の
法
を
修
し
た
の
を
き
ら
っ
て
改
宗
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

今
で
は
福
昌
寺
は
曹
洞
宗
褝
寺
で
あ
る
。

（注
）
甲
子
楼
文
庫
十
九
巻



開
基
、
慶
安
三
年
、
春
日
山
林
泉
寺
末
、
檀
家
一
六

〇
戸
と
あ

る

。

牛
池
、
ご
ざ
が
池

山
室
の
部
落
か
ら
地
続
き
で
小
国
地
籍
の
字
池
の
原
一
帯
は
、
山
室
部
落
の

人
が
所
有

し
耕
作
し
て
い
る
。
そ
こ
に
牛
池
と
ご
ざ
が
池
の
二
つ
の
池
が
あ
る
。

牛
池
は
牛
が
死
ん
で
い
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
い
、
ご
ざ
が

池
は
人
が
ご
ざ
を
き
て
道
中
し
、
水
を
求
め
て
池
に
入
り
、
泥
の
深
み
に
、
は

ま
り
は
え
上
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
沈
ん
で
し
ま
い
、
ご
ざ
だ
け
が
浮
い
て
い
た
と

い
う
言
い
伝
え
に
な
っ
て
い
る
。

泥

棒

屋

敷

山
室
部
落
の
字
水
沢
入
と
い
う
深
い
谷
間
の
東
側
の
丘
陵
地
が
あ
り
、
こ
こ

を
通
称
「
屋
敷
田
」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
こ
は
泥
棒
が
住
ん
で
い
た
屋
敷
跡
を
田
に
し
た
の
で
、
屋
敷
田
の
名
が
あ

る
の
だ
と
い
う
。

耕
地
整
理
す
る
た
め
、
十
年
ほ
ど
前
に
地
面
を
一
ｍ
程
掘
り
下
げ
た
ら
、
茶

碗
ら
し
い
も
の
の
破
片
や
、
古
銭
が
十
三
枚
も
出
て
き
た
と
い
う
。

そ
の
近
く
の
「
は
ん
の
き
だ
て
」
と
い
う
地
名
の
坂
道
の
中
程
に
は
貝
の
化

石
が
層
を
な
し
て
出
て
く
る
か
ら
、
関
連
し
て
先
住
者
の
い
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

黄

金

の

馬

山
室
に
長

者
原
あ
っ
て
、
昔
長
者
が
住
ん
で
い
た
所
と
い
わ
れ
、
長
者
が
死

ぬ
と
き
、
家
宝
の
床
置
き
、
「
黄
金
の
馬
」
を
地
中
に
埋
め
て
お
い
た
と
い
う

語
り
伝
い
が
あ

っ
た
。

あ
る
年

そ
の
塚
か
ら
毎
夜
金
色
の
煙
り
が
た
ち
の
ぼ
る
と
い
う

う
わ
さ
が

ひ
ろ
ま

っ
た
。

山
室
の
も
の
ず
き
が
「
黄
金
の
馬

」
の
彫
り
物
を
探
し
だ
し

一
も
う
け
し
よ

う
と

煙
り
を
た
よ
り
に
掘
っ
て
い
っ
た
ら
大
き
な
石
が
あ

っ
た
。

す

っ
か
り
気
が
狂
っ
た
好
事
家
は

「
黄
金
の
馬
だ

黄
金
の
馬
だ
」

と

歓
声
を
あ
げ
て
も
ち
上
げ
た
が

そ
の
石
の
重
量
に
た
え
か
ね
て
、
石
に

お
し
つ
ぶ
さ
れ
て
死
ん
だ
と
い
う
。

朱
が
め
を
踏
ん
だ
馬

今
か
ら
二
百
年
位
前
の
こ
と
、
私
の
家
が
下
の
畑
に
あ
っ
て
、
二
度
火
災
を

出
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
へ
移
っ
た
の
だ
が
、
記
録
に
あ
る
安
政
三
年
師
走
の
三

日
の
出
火
は
二
度
目
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
前
の
こ
と
で
あ
る
。

火
事
の
騒
ぎ
に
驚
い
て
飼
馬
の
白
馬
の
姿
が
見
え
な
い
、
鎮
火
し
て
跡
片
付

け
が
始

っ
た
夜
明
け
の
こ
ろ
に
な

っ
て
も
わ
か
ら
な
い
。

ど
こ
か
へ
逃
げ
た
の
か
と
、
家

人
た
ち
が
案
じ
て
い
た
と
こ
ろ
。
昼
こ
ろ
に



な
っ
て
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
と
ぼ
と
ぼ
と
帰
っ
て
来
た
。

そ
の
時
、
だ
れ
が
見
付
け
た
の
か
、
白
馬
の
片
脚
が
真
赤
に
染
ま
っ
て
い
た

と
い
う
。
血
に
染
ま

っ
た
脚
を
し
ら

べ
て
も

、
ど
こ
と
い

っ
て
傷
ら
し
い
も
の

も
な
い
。
こ
の
騒
ぎ
に
火
事
場
片
付
け
の
支
配
を
し
て
い
た
庄
屋
さ
ん
が
寄
っ

て
こ
ら
れ
、
「
ふ
ー
む
、
傷
が
な
く
て
こ
の
血
の
色
と
は
お
か
し
な
こ
と
だ
が
、

さ
て
、
こ
れ
は
き

っ
と
ど
こ
か
で
朱

が
め
を
踏
み
つ
ぶ
し
て
き
た
に
違
い
な
い
。

こ
れ
は
大
変
だ

」
と
驚
い
た
。

金
、
銀
に
も
比
し
て
宝
物
視
さ
れ
て
い
た
往
時
の
朱
、
そ
の
朱
を
貯
え
て
あ

る
朱
が
め
を
埋
め
て
あ
る
ど
こ
か
を
こ
の
白
馬
が
逃
げ
廻
っ
て
い
る
途
中
に
踏

み
込
ん
だ
に
違
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
、
皆
が
驚
い
た
の
も
無
理
は
な
い
。

そ
の
朱
が
め
の
あ
り
か
を
探
し
た
か
ど
う
か
、
今
も

っ
て
朱
が
め
の
あ
り
か

は
わ
か
ら
な
い
。

長

者

ケ

原

山
室
に
、
長
者
ケ
原
と
い
う
小
高
い
丘
の
平
地
が
あ
る
。

む
か
し
、
長
者
が
住
ん
で
い
た
と

い
う
だ
け
で
、
何
も
伝

っ
て
い
る
も
の
も

な
い
が
、
わ
た
し
ら
の
幼
い
こ
ろ
、
草
塚
や
石
塚
が
畑
の
そ
こ
こ
こ
に
点
々
と

し
て
い
た
記
憶
が
あ
る
。

明
治
初
年
に
部
落
総
出
で
こ
の
草
塚
や
石
塚
の
取
り
こ
わ
し
作
業
を
し
た
時
、

五
輪
の
塔
が

一
基
出
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
塔
も
ど
こ
へ
や

っ
た
も

の
か
探
す
よ
す
が
も
な
い
。

し
か
し
、
槍
の
穂
先
き
と
か
、
刀
剣
ら
し
い
錆
び
た
も
の
が
土
中
か
ら

一
、

二
点
発
掘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
長
者
が

こ
の
原
の

一
個
所
に
洞
窟
を
掘

っ
て
宝
物
を
う
め
た
と
い

わ
れ
て
お
り
、
足
で
ト
ン
と
ふ
む
と

穴
の
奥
深
く
か
ら

う
つ
ろ
な
ひ
び
き

が
戻
っ
て
く
る
が

そ
こ
が
宝
物
を
う
め
た
穴
倉
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

黄

金

が

淵

山
室
の
わ
た
し
の
家
に
奉
公
し
て
い
た
娘
が
宿
下
り
の
た
め
長
者
ヶ
原
の
道

を
通
っ
て
隣
部
落
の
実
家
へ
行
く
、
あ
る
年
の
秋
の
朝
、
鯖
石
川
が
淵
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
へ
下
り
て
い
く
途
端
、
折
か
ら
昇
る
旭
日
に
さ
ん
然
た
る
輝
き

を
見
せ
た
そ
の
淵
の

一
ヶ
所
の
水
面
の
色
彩
の
美
し
さ
、
金
色
ま
ば
ゆ
い
色
と

は
こ
の
こ
と
か
と
娘
さ
ん
は
び
っ
く
り
し
、
き

っ
と
こ
れ
は
こ
の
淵
に
黄
金
が

沈
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
話
し
た
そ
う
で
あ
る
が
、
だ
れ
も
そ
ん
な
底
知

れ
ぬ
気
味
の
悪
い
淵
に
も
ぐ
り
込
む
冒
険
家
は
な
い
が

、
そ
れ
か
ら
そ
こ
を
黄

金
が
淵
と
呼
ぶ
よ
う

に
な

っ
た
。

も
ぐ
ら
の
休
み
場

山
室
の
長
者
ヶ
原
の
中
程
に

（今
は
な
い
）
大
き

い
ま
ん
柿
の
老
木
が
あ

っ

た

。ど
う
し
た
連
想
か
ら
成
り
立

っ
て
き
た
も
の
か
、
わ
た
し
の
家
の
伝
説
の

一

つ
と
し
て
、
こ
の

ま
ん柿は
非
常
な
老
木
で
、
こ
の
下
に
は
、
も
ぐ
ら
の
通
り

道
が
あ
り
、
そ
の
道
は
ど
こ
ま
で
も
続
き
、
お
江
戸
か
ら
伊
勢
、
京
都
ま
で
も

通
じ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。



そ
し
て
化
け
も
ぐ
ら
は
始
終
天
下
を
廻
り
歩
い
て
い
て
、
と
く
に
上
方

（京

都
）
へ
行
く
時
、
こ
の

ま
ん柿の
下
で
一
服
し
て
行
く
の
を
通
例
と
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。

金

の

露

山
室
の
長

者
ケ
原
の
茶
畑
は
か
な

り
古
い
歴
史
が
あ
る
。

あ
る
朝
茶
畑
を
通
り
か
か
っ
た
作
男
が

あ

っ
と
驚
い
た
と
い
う
。

そ
れ
は
茶
畑
の
茶
の
葉
に
光
る
朝
露
の
ほ
か
に

ま
た
別
な
美
し
い
光
り
方

を
す

る
も
の
が
見
え
た
か
ら
で
あ
る

。

大
急
ぎ
で
そ
の
光
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
作
男
の
眼
か
ら
急
に
美
し
い
も
の

は
消
え
た
。

長
者
ヶ
原
に
埋
も
れ
て
い
る
金
銀
の
精
が
作
男
の
眼
に
映
っ
た
の
だ
ろ
う
と

い
わ
れ
て
い
た
。

一
説
に
は
、
あ
ま
り
に
美
し
い
露
の
光
り
に
、
手
に
す
く

っ
て
な
め
て
見
た

と
こ
ろ
、
甘
露
と
い
お
う
か
、
蜜
の
よ
う
と
も
、
何
と
も
得
も
言
わ
れ
ぬ
美
味

し
い
味
わ
い
の
も
の
で
あ

っ
た
が

一
な
め
し
た
ら
も
う
消
え
た
と
も
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

長
者
ケ
原
の
稲
荷
さ
ん

山
室
の
長
者
ケ
原
の
一
隅
に
稲
荷
の
祠
が
あ
る
。
伏
見
の
稲
荷
さ
ん
の
分
霊

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
わ
た
し
の
代

前
所
有
者
か
ら
譲

っ
て
も
ら
っ
た
も
の

で
あ
る
。

前
の
所
有
者

（先
祖
に
儀
右

工
門
と
い
う

人
が
あ

っ
た
。
）
の
家
で

は
る

ば
る
京
の
伏
見
へ
参
拝
し
て
稲
荷
さ
ん
の

お
ずし（
一説
に
は
位
を
受
け
た
と

い
う
）
を
お
受
け
し
よ
う
と
申
し
出
た
ら
神
社
の
方
が
帳
面
を
く

っ
て
み
て
、

「
お
前
さ
ん
越
後
の
儀
右
工
門
と
い
う

人
は
、
お
ず
し
を
受
け
て
帰

っ
た
は

ず
で
す
。
こ
こ
に
ち
ゃ
ん
と
帳
面
に
名
前
が
載

っ
て
い
ま
す

」

稲
荷
さ
ん
自身
が
伏
見
ま
で
お
ず
し
を
受
け
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
今
に

語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

か

け

さ

ば

山
室
の
わ
た
し
の
家
の
裏
山
に
数
右

エ
門
と
い
う
家
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

昔
は
年
越
か
ら
正
月
に
か
け
て
、
〆
縄
や
お
供
え
餅
を
飾
り

そ
れ
に
縁
起

を
か
つ
い
で

か
け
さ
ば

鮭
の
小
さ
い
の
を
神
棚
に
掲
げ
る
の
を
例
と
し
た

と
い
う
。

そ
の
家
は
爺
さ
ん
や
婆
さ
ん
だ
け
の
家
で
あ

っ
た
。
爺
さ
ん
は
本
家

（わ
た

し
の
家
）
へ
、
お
日
待

―
前
夜
か
ら
身
を
き

よ
め
、
寝
ず
に
日
の
出
を
待
っ
て

拝
む
こ
と

―
に
き
て
い
た
。
留
守
居
を
し
て
い
た
婆
さ
ん
の
と
こ
ろ
、
爺
さ
ん

が
出
か
け
て
間
も
な
く
に
爺
さ
ん
が
帰
っ
て
来
て
、
か
け
さ

ば
を
食

べ
て
寝
た
。

そ
れ
か
ら
遅
く
な

っ
て
ま
た
爺
さ
ん
が
帰
っ
て
来
て
、
か
け
さ
ば
を
食
い
た

い
と
い
う
。
ば
あ
さ
ん
か
ら

さ
っ
き
爺
さ
ん
が
帰
っ
て

、
か
け
さ
ば
食

べ
て

ね
た
こ
と
を
聞
き
、
い
た
ち
の
仕
わ
ざ
に
ち
が
い
な
い
と
気
づ
い
た
と
い
う
。

怒
っ
た
爺
さ
ん
と
婆
さ
ん
は

薪
場
に
あ
っ
た

一
番
太
い
枝
を
抜
き
出
し
て
、

真
暗
い
寝
室
へ

そ
っ
と
忍
び
込
む
が
早
い
か

力
ま
か
せ
こ
こ
一
番
、
真
中



を
夜
具
の
上
か
ら
叩
き
つ
け
た
ら

一
と
た
ま
り
も
な
く
や
ら
れ
る
は
ず
の
爺

さ
ん
に
化
け
て
い
た
い
た
ち
は

キ
チ
キ
チ
キ
チ
と
鳴
き
な
が
ら
裏
山
へ
逃
げ

て
し
ま

っ
た
と
い
う
。

し
ょ
っ
か
ら
清
水

山
室
に
、
し
ょ
っ
か
ら
清
水
と
い
う
所
が
あ
る
。

左

山
道

右

十

日
町
街
道

天
然
石
の
平
面
へ
刻
り
込
ん
だ
字
が
そ
う
示
し
て
い
る
よ
う
に

山
室
の
こ

の
道
が
十
日
町
へ
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

柏
崎
の
浜
か
ら
上
っ
た
鰯
を
暗
い
う
ち
に

ボ
テ
に
入
れ
て
肩
で
か
つ
い
で

十
八
㎞
も
歩
い
て
来
る
と

人
間
も
疲
れ
る
し
、
魚
も
や
け
て
く
る
の
で
、
山
か

ら
ど
ん
ど
ん
流
れ
落
ち
る
水
で

な
れ
て
き
た
鰯
を
洗

っ
て
、

一
服
の
の
ち
十

日
町
へ
向
っ
た
と
い
う
の
で

こ
の
水
を
「
し
ょ
っ
か
ら
清
水

」
だ
と
名
づ
け

た

の
だ
と

い
う

。

舟

つ

き

場

昔
、
鯖
石
川
が
迂
廻
し
て
い
た
と
き
、
西
側
松
の
山
街
道
を
山
づ
た
い
に
来

た

人
は
長
者
ケ
原
か
ら
、
渡
し
舟
に
乗
っ
て
一
ノ
坂
の
十
日
町
街
道
へ
接
続
、

旅
行
し
た
わ
け
で
あ
る
。

舟
つ
き
場
の
箇
所
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
余
程
深
い
淵
が
想
像
さ
れ
る
。

十
日
町
街
道
の
山
際
に
「
し
ょ
っ
か
ら
清
水
」
が
滝
に
な
っ
て
い
る
そ
ば
に
、

馬
頭
観
音
を
安
置
し
た
あ
と
が
僅
か
に
残

っ
て
い
る
。

昔
、
海
賊
が
こ
の
山
奥
に
隠
れ
住
ん
で
い
て
、
旅

人
か
ら
金
銭
、
衣
類
を
奪

っ
た
こ
と
が
あ
り
、
川
が
改
修
さ
れ
、
山
が
開
発
さ
れ
た
こ
ろ
、
穴
倉
ら
し
い

と
こ
ろ
か
ら
、
刀
や

槍
な
ど
随
分
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

狐

の

手

踊

り

昔
、
山
室
の
村
の
人
が
、
町
へ
用
達
の
帰
り
、
も
う
日
暮
れ
に
近
い
の
で
、

急
い
で
や
っ
て
来
た
村
は
ず
れ
、
疲
れ
て
い
る
せ
い
か
目
の
前
が
急
に
暗
く
な

っ
て
来
た
。
そ
し
て
、
あ
ん
な
に
晴
れ
て
い
た
と
い
う
の
に
、
篠

（し
の
）
つ

く
よ
う
な
大
雨
、
鯖
石
川
の
水
は
見
る
見
る
増
し
て
、
あ
れ
よ
の
間
な
く
、
歩

い
て
い
る
道
を
水
し
ぶ
き
が
あ
が
り
始
め
た
。
そ
の
う
ち
に
足
元
の
土
が
崩
れ

落
ち
、
と

っ
さ
に
つ
か
ま
っ
た
一
本
の
柳
の
根
元
に
し
が
み
つ
い
て
、
ご
う
ご

う
と
荒
れ
狂
う
流
れ
に
今
に
も
巻
き
込
ま
れ
る
恐
ろ
し
さ
に
、
汗
み
ず
く
に
な

っ
て
い
た
。

と
こ
一ろ
が
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
名
主
さ
ん
が
、
柳
に
抱
き
つ
い
て
、
ア

ッ
プ
、
ア
ッ
プ
し
て
い
る
様
子
が
変
な
の
で
、
ひ
ょ
い
と
向
う
を
見
る
と
、
狐

が
前
足
を
踊
る
か
っ
こ
う
に
左
右
に
振
っ
て
い
る
の
が
見
え
、
そ
の
た
び
に
悲

鳴
を
あ
げ
て
柳
の
木
に
し
が
み

つ
く
の
で
、
こ
れ
は
狐
の
仕
わ
ざ
だ
と
思
い
、

そ
ば
の
石
こ
ろ
を
思
い
き
り
強
く
投
げ
つ
け
る
と
、
こ
ん
ど
は
狐
が
び

っ
く
り

仰
天
し
て
逃
げ
出
し
た
の
で
、
い
ま
ま
で
の
大
洪
水
の
様
相
も
消
え
、
夕
方
近

い
陽
の
明
か
り
が
村
の
山
の
端
に
ま
だ
残

っ
て
い
た
と
い
う
。



機
織

り

の
神

様

昔

山
室
に

機
織
り
の
上
手
な
老
婆
が
い
た
。

娘
時
代
は

不
器
用
で
織
り
出
す
反
物
は

売
り
物
に
な
ら
な
か
っ
た
の
を
苦

に
し

日
夜
黒
姫
様
を
お
ま
い
り
し
て
い
た
。
黒
姫
の
神
は
機
織
り
の
神
様
と

言
わ
れ
て
い
た
。

あ
る
年
の
七
月

一
日
の
黒
姫
山

の
山
開
き
の
日
、
友
達
の
娘
た
ち
と

一
し
ょ

に

黒
姫
山
に
お
参
り
に
行
っ
た
時

姫
が
倉
と
い
う
岩
屋
の
奥
か
ら

機
織

り
の
音
が
し
て
そ
の
音
を
き
き

そ
れ
か
ら
機
織
り
が
上
手
に
な

っ
た
と
話
し

て
い
た
と
い
う
。

今
で
も

こ
の
部
落
で
は
姫
が
倉
に
は

黒
姫
の
神
様
が
機
を
織
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
っ
て

そ
の
音
を
聞
い
た
娘
は

機
織
り
の
名
入
に
な
る
と

信
じ
ら

れ
て
い
る
。

六
丁

ぎ

ね

の
音

六
丁
ぎ
ね
の
音
と
い
う
の
は

玄
米
を
六

人
の
若
衆
が

六
丁
の
き
ね
で
ト

ン
ト
ン
ト
ン

ト
ン
ト
ン
ト
ン
と

つ
く
音
で
す
。

山
室
で
は

昔
か
ら
神
様
も
又
六
丁
で
玄
米
を
お
つ
き
な
さ
る
と
い
い

そ

の
き
ね
の
音
を
聞
い
た
者
は
ゆ
う
ふ
く
な
く
ら
し
を
す
る
と
い
う
い
い
伝
い
が

あ
り
ま
し
た
。
だ
が

誰
も
ま
だ
神
様
の
六
丁
ぎ
ね
の
音
を
聞
い
た
も
の
は
あ

り
ま

せ
ん
で
し
た
。

所
が

あ
る
夜
庄
屋
さ
ん
の
次
男
坊
が

こ
の
神
様
の
六
丁
ぎ
ね
の
音
を
聞
い

た
と
い
う
の
で
す
。

そ
の
翌
朝
婿
十
日
町
の
機
屋
さ
ん
か
ら

「
次
男
坊
さ
ん
を
家
の
婿
に
も
ら
い
た
い
」

と
い
う
申
し
こ
み
が
あ
り

次
男
坊
は

「
い
よ
い
よ

俺
に
も
運
が
む
い
て
く
る
ん
だ
な
」

と

十
日
町
の
機
屋
さ
ん
の

に
な
る
事
に
き
め
ま
し
た
。

十
日
町
の
機
屋
に
行

っ
た
次
男
坊
は

機
屋
の
仕
事

に
精
出
し
た

の
で

大
繁

昌
し

裕
福
な
く
ら
し
を
し
ま
し
た
。

そ
の
後

こ
の
次
男
坊
は

新
田
を
開
墾
し
た
り
、
な
ど
し
て

妻
有
第

一

の
財
産
家
に
な
り
ま
し
た
と
。

半

兵

工
力

も

ち

大
沢
に
半
兵
エ
力
持
ち
と
い
わ
れ
た
男
が
い
た
。
い
つ
の
こ
ろ
か
夜
毎
化
け

物
が
出
て
、

「
ば

り
ょう、
ば
り
ょ
う

」
と
奴
鳴

っ
て
歩
く
の
で
、
住
民
た
ち

は
恐
れ
お
の
の
い
て
夜
は
用
達
し
に
も
出
ら
れ
な
い
。

力
じ
ま
ん
の
半
兵
工
が
こ
の
「
ば
り

ょ
う

」
を
た
い
じ
し
よ
う
と
思
い
た
ち
、

畜
生
め
、
今
夜
こ
そ
、
お
れ
が
つ
か
ま
え
て
見
せ
る
ぞ
、
と
大
い
に
意
気
込
ん

で
夜
の
更
け
る
の
を
待
っ
て
、
化
け
物
の
出
そ
う
な
場
所

へ
出
か
け
た
。
案
の

じ
ょ
う
気
味
悪
い
声
で
「
ば
り
ょ
う

（
せ
お
わ
れ
よ
う
の
意
）

」
と
叫
ぶ
、
だ

ん
だ
ん
そ
の
声
に
つ
い
て
行
く
と
、
神
社
の
裏
側
の
断
崖
の
中
腹
あ
た
り
に
行

っ
た
。

木
の
根
岩
の
根

っ
こ
に
か
じ
り

つ
き
、
そ
こ
ま
で
行
く
と

、
背
中
を
出
せ
と



い
う
、
し
め
た
と
ば
か
り
、
背
中
に
し
た
半
兵
エ
力
持
ち
は
用
意

の荷
縄
で
グ

ル
グ
ル
と
体
に
巻
き
つ
け
、
も
と
の
と
こ
ろ
へ
は
い
上
り
、
家
へ
来
て
、
化
け

物
を
お
ろ
し
て
見
た
ら
、
こ
れ
は
ま
た
何
と
い
う
こ
と
か
、
金
色
鮮
か
な
物
体

で
す
。
黄
金
の
精
が
土
中
に
埋
も
れ
て
い
る
の
を
き
ら
っ
て
、
世
に
出
し
て
く

れ
と
訴
え
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

半
兵
エ
力
持
ち
は
と
ん
で
も
な
い
化
け
物
退
治
で
、
す

っ
か
り
長
者
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

甚
兵
工
ど
ん
の
爺
さ

大
沢
の
甚
兵
エ
ど
ん
の
爺
さ
婆
さ
は

人
の
好
い
こ
と
で
評
判
の
老
夫
婦
、
年

が
ら
年
中
貧
乏
で
、
そ
れ
で
不
服
そ
う
な
顔
一
つ
見
せ
た
こ
と
が
な
い
。
あ
る

歳
も
せ
ま
っ
た
寒
い
日
、
婆
さ
が
根
気
に
根
気
を
か
け
て
織
り
上
げ
た
縮
布

（

ち
ぢ
み
）
二
反
を
風
呂
敷
に
包
み
、
柏
崎
の
問
屋
へ
売
り
に
出
か
け
た
。
こ
の

縮
布
二
反
を
売
れ
ば
爺
さ
婆
さ
二
人
が
年
越
正
月
の
ご
ち
そ
う
の
材
料
を
し
こ

た
ま
仕
入
れ
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
。

甚
兵
エ
爺
さ
を
送
り
出
し
た
婆
さ
は
首
を
長
く
し
て
待
っ
て
い
た
が
何
し
ろ

往
復
三
十
六
㎞
も
の
長
道
中
を
日
帰
り
す
る
の
は
大
変
の
強
行
軍
、
そ
の
日
は

折
悪
し
く
暗
い
冷
た
い
冬
空
で
、
み
ぞ
れ
ま
じ
り
の
風
が

ピ
ュ
ウピ

ュ
ウ
う
な

り
を
立
て
て
吹
き
つ
け
て
い
る
。
半
田
へ
か
か
っ
た

こ
ろ
は
風
を
真
正
面
に
受

け
て
歩
く
の
で
、
な
か
な
か
は
か
ど
ら
な
い
。
さ
す
が
に
疲
れ
た
甚
兵
工
爺
さ

は
、
半
田
の
六
地
蔵
様
で
一
服
し
て
町
へ
は

一
と
息
と
、
六
地
蔵
さ
ん
ま
で
た

ど
り
つ
き
、
休
ま
せ
て
も
ら
お
う
と
腰
を
お
ろ
し
か
け
て
見
た
と
こ
ろ
、
お
気

の
毒
に
六
体
の
地
蔵
さ
ん
は
海
か
ら
の
浜
風
と
み
ぞ
れ
を
う
ち
つ
け
ら
れ
、
今

に
も
泣
き
出
し
そ
う
に
し
て
立
っ
て
ご
ざ
ら

っ
し
ゃ
る
。
や
れ
気
の
毒
に
こ
の

寒
さ
は
、
だ
れ
が
身
に
も
同
じ
こ
と
、
さ
ぞ
冷
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
可
愛

想
に
、
気
の
毒
に
と
称
名
を
と
な
え
、
背
中
の
荷
を
お
ろ
し
て
、
大
事
な
縮
布

二
反
で
、
地
蔵
さ
ん
の
体
を
グ
ル
グ
ル
巻
き
に
し
て
や
っ
た
。

「
ど
う
だ
ね
、
地
蔵
さ
ん
、
ち
っ
と
は
暖
く
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
あ
あ
、
い

い
こ
と
を
し
て
気
持
ち
が
い
い
わ
い
」
と
甚
兵
エ
爺
さ
は
町
へ
出
る
こ
と
な
ど

す

っ
か
り
忘
れ
て
、
と
ぼ
と
ぼ
と
わ
が
家
へ
戻
っ
て
来
た
。
そ
し
て
婆
さ
と
け

ん
か
も
せ
ず
、
く
た
び
れ
た
ろ
う
か
ら
と
ど
ぶ
ろ
く

一
杯
い
た
だ
い
た
酔
い
に

ぐ

っ
す
り
寝
込
ん
だ
。
夜
中
に
ふ
と
目
を
さ
ま
す
と
木
や
り
歌
で
大
ぜ
い
の

人

が
甚
兵
エ
爺
さ
の
家
の
前
へ
く
る
気
配
、
び
っ
く
り
し
た
老
夫
婦
が
何
事
か
と

起
き
出
る
間
も
な
く
、
軒
先
へ
来
た
木
や
り
の

一
行
が
何
や
ら
ど
さ
ん
、
ど
さ

ん
と
荷
を
お
ろ
す
。
そ
し
て
そ
の
親
方
ら
し
い

人
が
大
声
で
、
わ
た
し
た
ち
は

半
田
の
六
地
蔵
の
使
い
の
者
で
あ
る
。
今
日
こ
の
家
の
主

人
が
大
事
な
縮
布
で

地
蔵
様
が
寒
か
ろ
う
と
、
ぐ
る
ぐ
る
巻
い
て
く
れ
た
殊
勝
な
気
持
ち
を
ほ
め
、

金
銀
を
礼
と
し
授
け
る
よ
う
に
と
、
今
晩
持
参
し
た
受
取
っ
て
く
れ
と
言
う
と

消
え
去
る
よ
う
に
し
て

人
の
気
配
は
な
く
な

っ
た
。
そ
こ
に
は
お
金
や
品
物
が

沢
山
持
ち
込
ま
れ
て
あ
り
、
甚
兵
エ
老
夫
婦
は
と
て
も
豊
か

な
暮
し
に
な
り
、

養
子
も
迎
え
て
幸
福
な
生
涯
を
送
っ
た
と
い
う
。

榎
、
梨
、
柳

の
上
方
見
物

大
沢
の
榎
峠
に
は
榎
の
大
樹
が
あ
っ
た
の
で
こ
の
名
が
あ
る
。

大
沢
部
落
の
名
称
の
も
と
で
あ
る
豪
族
大
沢
次
郎
左
工
門

が
関
東
よ
り
持
参

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

頂
上
に
は
榎
、
そ
の
下
に
柳
、
そ
の
下
に
梨
の
木
を
植
え
た
と
あ
る
。
そ
し



て
榎
は

目
の
神
、
梨
は
歯
の
神
、
柳
は
足
の
神
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
病
に
悩

む
人
が
そ
の
木
の
前
に
礼
を
尽
し
て
信
仰
す
れ
ば
い
か
に
難
病
で
も
な
お
る
霊

験
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
三
本
の
木
が
あ
る
年
代
三
年
続
い
て
芽
が
出
な
い
の
で

人
々
は
こ
の
名

木
も
枯
れ
た
の
か
と
惜
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
年

（そ
の
三
年
の
う
ち
の
）

部
落
の
有
力
者
三

人
が
年
来
の
宿
願
で
あ

っ
た
上
方
見
物
、
伊
勢
参
り
を
し
た

と
き
の
こ
と
、
京
都
の
宿
で
泊
っ
た
際
、
宿
帳
に
三
人
の
名
前
を
書
き
入
れ
た

の
を
見
た
宿
の
主

人
が
「
お
か
し
な
こ
と
も
あ
る
。
あ
な
た
方
と
同
性
同
名
の

人
が
こ
の
間
泊
っ
て
出
た
ば
か
り
、
ど
う
し
た
こ
と
か
」
と

問
わ
れ
た
の
で
一

行
三
人
は
び
っ
く
り
し
て
「
そ
の
三
人
は
ど
こ
え
行
く
と
い
っ
た
か
」
と
尋
ね

る
と
「
ま
だ
旅
を
続
け
る
と
だ
け
言
っ
て
出
か
け
た
」
と
い
う
。

果
せ
る
か
な
三
年
た
っ
た
春
三
本
の
木
か
ら
青
々
と
し
た
芽
が
萌
え
た
の
で
、

榎
た
ち
の
上
方
見
物
に
違
い
な
い
と
、
不
思
議
さ

に
う
た
れ
、
今
に
語
り
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

榎

峠

の

榎

大
沢
か
ら
仙
田
村
赤
谷
や
白
倉

へ
通
じ
る
峠
の
頂
上
に
古
来
榎
の
巨
木
が
あ

っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
峠
を
榎
峠
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

昔
、
鉄
道
信
越
線
が
無
か
っ
た
こ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
柏
崎
商

人
の
三
国
越
え
す

る
者
は
皆
、
こ
の
峠
を
越
え
た
も
の
で
、
陽
春
五
月
い
わ
し
、
鯛
の
漁
期
に
は

鮮
魚
が
昼
夜
の
別
な
く
鈴
を
な
ら
し
て
つ
づ
き
わ
た

っ
た
。

大
沢
榎
は
そ
の
頂
上
に
あ
り
、
伝
蔵
茶
屋
を
根
元
に
、
目
通
り

一
丈
五
尺

（四

ｍ
）
の
盛
ん
な
樹
勢
を
誇
り
、
木
影
か
ら
遙
か
佐
渡
が
島
ま
で
見
え
た
と

い
う
絶
景
は
往
き
か
え
り
の
名
所
の
名
に
恥
じ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
茨
目

の
か
た
が
り
松
と
連
立
っ
て
上
方
詣
り
し
た
と
の
伝
説
も
あ
り
、
明
治
十
四
、

五
年
の
こ
ろ
、
こ
の
榎
の
木
股
に
た
ま
っ
た
水
を
眼
に
つ
け
る
と
如
何
な
る
眼

病
も

な
お
る
と
い
う
迷
信
が
流
布
さ
れ
、
遠
近
大
繁
昌
し
た
。
遂
に
事
、
官
庁

に
聞
え
、
迷
信
打
破
の
た
め
役

人
が
こ
の
榎
を
切
り
倒
さ
ん
も
の
と
、
利
右
工

門
な
る
木
挽
に
命
じ
、
斧
ふ
り
上
げ
て
一
打
ち
入
れ
た
途
端
、
斧
も
ろ
と
も
、

谷
底
へ
落
ち
た
と
い
う
勇
し
い
伝
説
も
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
昭
和
四
十
三

年
、
道
路
拡
張
の
た
め
に
切
り
倒
さ
れ
た
。

傾
城
塚

（け
い
せ
い

づ
か
）

仙
田
赤
谷
か
ら
大
沢
へ
越
え
る
大
沢
峠
の

一
隅
に
傾
城
塚
と
い
う
と
こ
ろ
が

あ

る

。
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
悲
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
幕
末
の
こ
ろ
、
佐
渡

の
両
津
在
に
い
か
つ
り
漁
師
が
い
た
。
父
は
三
年
越
し
の
病
で
家
産
が

傾
き
、

ひ
と
り
娘
を
五
両
、
十
年
契
約
で
江
戸
の
花
街
に
売
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

死
ぬ
ほ
ど
の
苦
労
も
あ

っ
た
が
、
幸
に
上
州
の
呉
服

問
や
の
旦
那
に
見
染
め
ら

れ
、
援
助
の
甲
斐
が
あ

っ
て
十
年
の
年
期
を
果
し
た
。

彼
女
は
帰
途
上
州
の
且
那
に
男
の
服
装
を
作
っ
て
も
ら
い
、
三
国
峠
を
越
え
、

疲
れ
切
っ
た
体
で
、
こ
こ
赤
谷
に
た
ど
り
つ
い
た
。
余
り
の
道
中
の
疲
れ
で
道

ば
た
に
倒
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
渋
海
川
の
渡
し
場
の
番

人
に
助
け
て
も
ら

っ
た
。

し
か
し
彼
女
は
わ
が
身
の
最
後
を
覚
え
た
も
の
か
、
人
々
に
身
の
上
を
語

っ
た

上
、
「
早
く
佐
渡
の
父
母
の
も
と
に
帰
り
た
い
。
も
し
私
が
死
ん
だ
ら
、
佐
渡

の
見
え
る
処
に
埋
め
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
い
つ
つ
息
を
引
き
と

っ
た
。

村
の

人
々
は
気
の
毒
に
思
っ
て
、
遺
言
ど
お
り
大
沢
峠
近
く
の
佐
渡
の
見
え

る
峰
に
埋
葬
し
て
や
っ
た
と
い
う
。



蛇

の

水

天
明
八
年
頃

（西
暦
一
七
八
八
年
）
に
、
こ
の
地
方
に
大
洪
水
が
あ
っ
た
そ

う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
数
年
経
て
、
中
の
沢
の
池

（今
の
紋
十
郎
家
の
あ
た

り）

の
主
が
暴
れ
て
水
が
舞
う
と
だ
れ
や
ら
言
い
伝
え
た
が
数
日
後
、
そ
の
水
が
全

部
押
し
出
し
た
。

島
の
上
、
城
の
下
に
あ

っ
た
家
は
こ
の
時
皆
流
さ
れ
た
が
不
思
議
に
甚
助
家

の
屋
敷
だ
け
は
鍛
治
屋
の
た
め
に
流
さ
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

甚
助
家
の
屋
敷
は
今
の
薬
師
堂
と
い
う
共
同
墓
地
の
東
南
窪
地
の
隅
に
あ
っ

た

。こ
の
大
洪
水
事
件
を
蛇
水
と
言
っ
て
今
に
言
伝
え
て
い
る
。

（注
）
蛇
は
金
物
を
き
ら
う
と
昔
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
鍛
治

屋
は
流
さ
れ
な
か
っ
た
。

大
沢
の
養
蚕
と
和
紙

大
沢
の
養
蚕
は
家
号
八
右

工
門
と
い
う
家
の

人
が
明
治
初
年
こ
ろ
、
上
州

（

群
馬
県
）
に
日
雇
に
行

っ
て
習
い
お
ぼ
え
た
の
を
伝
え
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
和
紙
に
つ
い
て
は
、
は

っ
き
り
し
な
い
。
大
沢
生
紙

（和
紙
）
は

い
つ
の
こ
ろ
か

（大
体
明
治
初
年
と
い
っ
て
い
る
が
）
ど
こ
か
ら
導
入
さ
れ
た

も
の
か
、
鯖
石
郷
で
は
大
沢
だ
け

が
紙
を
す
い
た
の
で
あ
る
。

原
料
の
楮

（こ
う
ぞ
）
は
ど
こ
に
も
あ
っ
た
が
、
遠
く
は
北
条
、
南
条
あ
た

り
や
高
柳
方
面
か
ら
運
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
も
牛
が

一
番
の
運
搬
力
で
あ

っ
て
、

大
て
い
は

人
の
背
に
よ
っ
て
何
万
貫
と
い
う
楮
が
運
ば
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
驚

き

で
あ

る

。

し
か
し
、
こ
の
大
沢
も
今
は
一
軒
も
紙
を
す
く
家
か
な
く
な
っ
た
。
確
か
な

統
計
は
な
い
が
最
盛
時
は
製
造
し
た
家
が
百
二
十
余
戸
、
平
均
一
〇
〇
〆

（約

四
万
枚
）
多
い

人
は
最
高
千
〆
も
出
し
た
と
い
っ
て
い
る
。

一
〆
一
円
位
に
し
て
も

一
万
四
、
五
千
円
の
収
入
は
部
落
の
経
済
に
大
き
な

ウ

ェー

ト
を
持

っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
わ
が
池

（大
輪
が
池
）
（
一）

大
輪
が
池
の
近
く

に
石
の
祠
が
あ
る
。

こ
の
祠
は
大
沢
次
郎
左

エ
門
が

自
分
の
恋
の
な
ら
ぬ
を
恨
ん
で
美

人
お
ま
ん

を
大
輪
が
池
に
投
げ
て
殺
し
た
そ
の
怨
霊

（お
ん
り
ょ
う
）
が
夜
毎
夜
毎
に
次

郎
左

エ
門
を
悩
ま
せ
た
の
で
、
そ
の
怨
念
の
回
向

（え
こ
う
）
を
し
、
功
徳

（

く
ど
く
）
の
た
め
に
祠
を
建
て
祠

っ
た
の
だ
と
い
う
。

お
ま
ん
は
生
前

、
ど
じ

ょ
う
が
き
ら
い
で
あ

っ
た
の
で
、
お
わ
が
池
の
ど
じ

ょ
う
は
だ
れ
も
食

べ
な
い
、
こ
の
た
め
か
、
お
わ
が
池
に
は
「
お
わ
が
池
の
化

け
ど
じ
ょ
う

」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
大
き
な
ど
じ

ょ
う
が
す
ん
で
い
る
と
い
う
。

お

わ

が

池

（
二
）

大
沢
部
落
か
ら
小
清
水
峠
を
登
る
と

峠
の
中
腹
に
大
き
な
池
が
あ
る

村

人
は
お
わ
が
池
と
い
う
。

昔
、
大
沢
に
お
わ
と
い
う
美
女
が
あ

っ
て
、
小
清
水
の
某
男
と
通
じ

毎
夜

峠
を
越
し
て

小
清
水
の
男
性
の
所
へ
通

っ
て
い
た
。

大
沢
の
若
者
た
ち
は

大
い
に
怒

っ
て

或
夜
峠
で
待
ち
伏
せ

帰
っ
て
来



る
お
わ
を
捕
え
て

左
眼
を
く
り
ぬ
い
て

手
足
を
縛
っ
て
こ
の
池
に
投
げ
た
。

そ
れ
以
来
お
わ
が
池
と
い
う
。
こ
の
池
に
住
む
ど
じ
ょ
う
は
皆

一
眼
だ
と

言
わ

れ
て
い
た
。

大
沢
と
い
う
地
名
の
由
来

大
沢
部
落
の
名
は
昔
、
大
沢
次
郎
左
工
門
と
い
う
豪
族
が
ど
こ
か
ら
か
流
れ

て
、
こ
こ
に
住
み

つ
い
た
の
が
始
り
と
言
わ
れ
て
い
る
。

豪
族
と
い
っ
て
も
、
名
字
帯
刀
の
士
分
格
で
は
あ
る
が
実
は
野
盗
類
か
、
盗

賊
の

一
味
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

対
岸
の
者
と
の
交
流
は
全
然
な
か
っ
た
。

火

止

地

蔵

大
沢
に
通
称
「
か
つ
ぼ
」
と
い
う
所
が
あ
る
。
か
つ
ぼ
と
い
う
の
は
お
盆
に
、

お
精
霊
菰
な
ど
に
す
る
菰

（ま
こ
も
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
火
止
め

地
蔵
」
と
い
う
石
の
地
蔵
が
い
ま
に
草
の
中
に
「
野
の
仏
」
と
し
て
ひ
っ
そ
り

と
立
っ
て
い
る
。

こ
の
由
来
は
大
沢
の
部
落
は
鯖
石
川
を
は
さ
ん
で
東
西
に
分
か
れ
て
発
達
し
、

西
側
が
と
て
も
文
化
、
宗
教
、
経
済
の
面
で
は
進
ん
で
い
た
ら
し
い
。

い
つ
の
こ
ろ
か
東
側
に
大
火
が
起
り
、
ほ
と
ん
ど
の
家
が
焼
け
出
さ
れ
て
し

ま
う
惨
状
だ
っ
た
が
、
火
が
か
つ
ぼ
の
地
蔵
さ
ん
の
と
こ
ろ
ま
で
来
る
と
紅
蓮

の
炎
も
ぴ
た
り
と
止
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
火
勢
は
中
絶
さ
れ
た
と
い

う
の
で
、
地
蔵
様
が
守

っ
て
下
さ

っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
あ

る
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

大
沢
城
の
由
来
と
コ
ル
ク
の
木

北
条
に
北
条
丹
後
守
の
居
城
が
あ

っ
た
こ
と
は

一
般
に
知
ら
れ
、
そ
れ
と
八

石
城
主
毛
利
氏
の
確
執

―
不
和

―
と
戦
国
哀
史
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
そ

の
流
れ
を
く
む
一
族
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
大
沢
城
佐
橋

（
鯖
石
）
大
和
守

の
こ
と
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
馬
場
は
部
落
の
入
口
に
あ
り
、
城
趾
と
し
て
形
が
う
か
が
わ
れ
る

堀
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
る
。

残
さ
れ
て
い
る
語
り
伝
え
は
上
杉
景
虎
が
越
後
平
定
の
時
、
北
条
丹
後
守
も

打
ち
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
、
弟
分
で
あ
る
鯖
石
大
和
守
も

一
敗
地
に
ま
み
れ
て
、
あ
え

な
い
最
後
を
と
げ
落
城
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

城
主
大
和
守
が
城
を
枕
に

自
害
す
る
に
先
だ
ち
、
そ
の
こ
ろ
の
宝
物
で
あ
っ
た

朱
を
入
れ
た
か
め
を
敵
に
渡
す
も
残
念
と
、
ど
こ
か
に
埋
め
た
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
場
所
は
突
き
と
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
今
冒
に
及
ん
で
い
る
。

た
だ
驚
く
こ
と
は
南
方
か
ら
持
参
し
た
と
い
う
コ
ル
ク
の
木

一
本
が
末
だ
に

存
在
し
て
、
往
時
の
歴
史
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
枯
れ
る
こ
と
な
く
、
異
国

の
植
物
と
し
て
今
に
生
育
し
て
い
る
こ
と
だ
。


