


玉

屋

の

椿

昔
鯨
波
に
玉
屋
徳
兵
衛
と
い
う
金
持
が
あ
っ
た
。
何
ひ
と
つ
不
白
由
な
い
く

ら
し
で
、
人
々
か
ら
う
ら
や
ま
れ
て
い
た
が
、
か
ぞ
え
切
れ
な
い
お
金
を
ど
こ

に
し
ま
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
心
配
が
お
き
て
き
た

。
そ
こ
で
考
え
に
考
え
た

末
、
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
う
ら
の
竹
や
ぶ
の
中
に
あ
る
一
本
の

椿

の
木
の
根
も
と
に
埋
め
よ
う
と
考
え
た

。

或
る
暗
い
晩
、
こ
っ
そ
り
夜

中
に
おき
で
て
、
椿
の
根
本
に
深
い
穴
を
ほ
っ

て
、
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
埋
め
て
し
ま
っ
た

。
そ
れ
で
ひ
と
安
心
し
た

も
の
の
日
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
も
し
も
あ
の
晩
、
誰
か
が
埋
め
て
い
る
と
こ
ろ

を
こ
っ
そ
り
見
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
心
配
が
ま
し
て
、
夜
も
ね
む

れ
ず
、
と
う
と
う
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

家
の
人
や
ま
わ
り
の
人
々
は
温
泉
に
で
も
つ
か
っ
て
気
ば
ら
し
を
し
て
は
と

す
す
め
た
。
徳
兵
衛
も
そ
の
気
に
な
っ
て
、
番
頭
ひ
と
り
を
つ
れ
て
、
加
賀
の

山
中
温
泉
へ
湯
治
に
い
っ
た
．
湯
に
は
い
っ
て
い
る
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
か
ら

だ
の
ぐ
あ
い
も
よ
く
な
り
よ
ろ
こ
ん
で
い
た

。
と
こ
ろ
が
或
る
日
、
徳
兵
衛
の

耳
に
ギ
ク
リ
と
く
る
唄
声
が
き
こ
え
て
き
た
。
そ
れ
は
誰
か
湯
ぶ
ね
の
中
で
、

越
後
鯨
波
、
玉
屋
の
椿
、
枝
は
白
銀

（し
ろ
が
ね
）
、
葉
は
黄
金
（こ
が
ね
）

と
う
た
っ
て
い
る

。
徳
兵
衛
は
身
に
お
ぼ
え
が
あ
る
の
で
、
心
配
で
た
ま
ら
ず

番
頭
を
呼
ん
で
こ
の
こ
と
を
話
す
と
、
番
頭
は
玉
屋
の
繁
昌
を
ほ
め
た
た
え
た

唄
で
す
と
気
に
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
徳
兵
衛
に
と
っ
て
は
一
大
事
、
早
速

か
ご
を
用
意
さ
せ
て
、
い
そ
い
で
鯨
波
の
わ
が
家
に
帰

っ
て
来

た
。
と
る
も
の

も
と
り
あ
え
ず
、
う
ら
の
竹
や
ぶ
の
椿
の
木
の
と
こ
ろ
に
来
る
と
、
徳
兵
衛
は

「
ア
ッ
」
と
叫
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
椿
の
木
は
夕
陽
を
浴
び

て、唄の文
句の通り、枝は白銀にかがやき、葉は黄金の花ざかり

‥

‥
‥
徳兵衛は余りのことに、ばったりその場に倒れて気を失ってし

ま
つ
た
。
家
の
者
に
か
い
ほ
う
さ
れ
て
、
気
が
つ
い
た
。
家
の
者
は
突
然
の
帰

宅
と
い
い
、
徳
兵
衛
の
卒
倒
と
い
い
、
何
の
こ
と
や
ら
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な

い。

「
ど
う
し
た
の
で
す
か
」

と
徳
兵
衛
に
た

づ
ね
る
と
、
徳
兵
衛
は
、

「あ
の
椿
の
根
も
と
に
、
家

中
の
お
金
を
埋
め
て
お
い
た
の
に
、
あ
の
椿
が

お
金
の
精
を
吸
い
と
っ
て
し
ま

っ
た。枝
は
白
銀
に
葉
は
黄
金
に
か
が
や
い
て

い
る
で
は
な
い
か
」

と
叫
ぶ
、
し
か
し
家
の
人
や
ま
わ
り
の
人
に
は
そ
う
見
え
な
い
の
で
、

「椿
は
ち
っ
と
も
変
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

。
」

と
い
い
ま
す
が
、
徳
兵
衛
は
き
か
な
い
。
そ
こ
で
い
わ
れ
た
通
り
根
本
を
掘

っ
て
み
た
が
、
出
る
も
の
は
石
や
瓦
か
け
ば
か
り
、
お
金
は
す

っ
か
り
な
く
な

っ
て
い
た

。

註
１
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海
産
物
商
又
は
問
屋

（
８
）
、
単
に
金
持
、
大
尽

（
３
）
、
廻
船
間
屋
、

又
は
佐
渡
通
い
の
商
売

（２
）
、
単
に
働
き
も
の
、
浜
で
金
箱
を
拾
っ
た
、

旅
人
よ
り
強
奪
し
た
財
産

‥
‥
各

一

註
３

保
養
地

加
賀
の
山
中温
泉

（７
）
、
松
之
山
温
泉

（７
）
、
越
中の
山
中温
泉
（

１
）、
広
田
の
湯

（
１
）

註
４

伴
っ
て
い
っ
た
者

番
頭
と
す
る
も
の

（５
）
、
下
男

（４
）

註
５

問
題
の
唄
を
う
た
っ
た
も
の

も
う
も
う
た
る
湯
気
の
中
か
ら
誰
か
が

（
４
）
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
誰

か
が

（生
）

と
な
り
の
湯
屋
の
三
助
が

（１
）

客
室
、
酒
席
の
湯
女
の
う
た
う

（
１
）

註
６

結
末

告
白
し
て
死
亡

（３
）
、
卒
倒
し
て
死
ぬ

（２
）
、
ぼ
う
然
と
し
て
気
絶

（
３
）
、
気
絶
し
て
病
床
に

（１
）

卒
倒
－
病
臥
－

告
白
、
海
へ
投

身
白
殺

（
1
）

註

７

玉
屋
の
あ
と

後
裔

（こ
う
え
い
）
今
も
現
存
す
る

（１
）

‥
‥
鯨
波
三
丁
目
佐
藤

氏
屋
号
玉
屋

そ
の
椿
は
今
も
存
す

（１
）
、
今
や
な
し

（１
）
、
屋
敷
は
遠
く
海
底
に

嫁

入

り

坂

国
府
の
上
杉
家
か
ら
、
上
条
の
上
杉
家
へ
お
嫁
さ
ん
が
来
ら
れ
た
と
き
聞
か

れ
た
道
で
、
今
の
鯨
波
駅
か
ら
御
野
立
公
園
入
口
ま
で
の
間
を
い
う
。

註
１

道
す
じ
は
、
旧
国
道
、
鉄
道
の
関
係
で
幾
度
か
変
遷
し、
現
在
鯨
波
駅

裏
手

（海
岸
入
口
）
か
ら
御
野
立
公
園
入
口
に
至
る
道
路
筋
の
家
並
の
裏

手
に
あ
た
り
、
鯨
波
郵
便
局
（根
立
知
夫
氏
）
裏
庭
一帯
に
往
年
の
嫁
入

り
坂
の
跡
が
わ
ず
か
に
残
る
の
み

。

註
２

同
名

「嫁
入
坂
」
が
鬼
穴
入
口
附
近
か
ら
、
御
野
立
公
園
へ
登
る
坂
道

に
も
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
坂
が
急
で
、
の
め
り
そ
う
な
こ
と
か

ら
、

「の
め
り
坂
」
が
訛
っ
て
、
「
よ
め
い
り
坂
」
と
な
っ
た
も
の
と
い

わ
れ
て
い
る

。

鬼

穴

鯨
波
の
御
野
立
公
園
の
下
に
「鬼
穴
」
と
呼
ぶ
大
き
な
ほ
ら
穴
が
あ
る
。

こ
れ
は
大
古
入
間
が
穴
の
中
で
す
ん
で
い
た
時
代
の
あ
と
で
あ
ろ
う
。
故
老

の
は
な
し
で
は
、
大
昔
、
こ
こ
鯨
波
あ
た
り
に
は
エ
ゾ
人
が
住
ん
で
い
て
、
そ

の
中
に
た

一ゞ人
狂
暴
な
も
の
が
あ
っ
て
、
人
々
を
苦
し
め
た
の
で
、
そ
れ
を

「
鬼
」
と
呼
び
、
そ
の
鬼
が
す
ん
で
い
た
穴
で
あ
る
こ
と
か
ら

「鬼
穴
」
と
い

う
名
が
生
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。



註
１

こ
の
鬼
穴
は
奥
が
深
く
、
米
山
の
頂
上
ま
で
つ
ゞ
い
て
い
る
と
い
わ
れ

て
い
る

。

註
２

国
上
山
の
酒
天
童
子
が
角
田
の
窟

（
い
わ
や
）
、
弥
彦
の
洞
穴

（
ほ
ら

あ
な
）
と
転
々
と
追
わ
れ
大
江
山
へ
に
げ
て
い
く
途
中
、
こ
の
穴
に
こ
も

っ
た
こ
と
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
る

。

袈

裟

掛

の

松

親
ら
ん
聖
入
が
越
後
へ
流
さ
れ
て
お
い
で
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た

。
あ
る
年

柿
崎
か
ら
と

ぼ
と

ぼ
と
お
あ
る
き
に
な
り
、
鯨
波
か
ら
塔
の
輪
に
さ
し
か
か
ら

れた
。見るとそこに大きな松の木があった
。上人はその松の木に竓

お

袈裟をかけて、楽々
と足をのばされた
。この袈裟かけの松は、鯨波

の
国
道
に
そ
う
た
山
ぎ
わ
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
今
は
枯
れ
て
松
の
切
り
株
が
あ

る
ば
か
り
で
あ
る

。

黒

牛

年
に

一
度
は
佐
渡
か
ら
牛
が
渡

っ
て
来
る

。
佐
渡
の
牛
は
必
ず
黒
い
牛
で
、

こ
の
黒
牛
は
遠
い
遠
い
飛
弾

（
ひ
だ
）
の
山
お
く
ま
で
買
わ
れ
て
い
く
の
で
あ

る

。佐
渡
の
牛
は
船
に
の
せ
ら
れ
、
浪
の
静
か
な
日
に
鯨
波
の
海
岸
に
到
着
す
る
。

そ
れ
が
い
つ
も
夜
船
で
来
る
。
牛
を
の
せ
た
船
は
鯨
波
の
海
岸
に
錨

（
い
か
り
）

を
お
ろ
す
、
牛
は
く
ら
や
み
の

中
で
も

う
も
う
と
な
く
、
牛
を
陸
あ
げ
す
る
に

は
、
真
夜
中
に
火
を
た
く
の
で
あ
る

。
万
事
万
た
ん
用
意
が
で
き
る
と
、
陸
で

は
さ
か
ん
に
火
を
た
く
、
牛
は
赤
い
火
を
見
る
と
急
に
狂
い
出
し
、
角
を
ふ
り

た
て
、
船
か
ら
と
び
出
し
、
浅
瀬
を
泳
い
で
か
が
り
火
目
が
け
て
突
進
す
る
。

む
か
し
は
こ
の
よ
う
な
牛
飼
い
の
人
々
は
、
特
殊
扱
い
に
し
て
、
世
間
で
は

相
手
に
し
な
か

っ
た
も

の
で
あ
る

。

鯨
波
地
名

の
ゆ
ら
い

そ
の

一

昔
、
鯨
が
波
で
打
ち
あ
げ
ら
れ
た

。

そ
の
二

昔
は
桂
波

（
か
つ
ら
な
み
）
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
あ
る
年
鯨
が
多
く
と
れ
、

村
中
が
ゆ
た
か
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
鯨
波
と
い
わ
れ
た

。

そ
の
三

国
守
謙
信
公
本
間
佐
渡
守
を
う
っ
た
と
き
、
難
関
に
あ
っ
た
が
、
神
明
の
加

護
に
よ
っ
て
無
事
着
岸
、
鯨
波

（
と
き
）
の
声
を
あ
げ
て
大
い
に
よ
ろ
こ
び
、

串
白
並
を
鯨
波
に
し
た

。

長
者

の
酒
井
戸

昔
河
内
の
或
る
家
の
爺
さ
ん
が
、
毎
日
山
へ
仕
事
に
行
く
が
、
夕
方
家
に
帰



っ
て
来
る
時
は
い
つ
で
も
酒
に
よ
っ
て
帰

っ
て
く
る

。
ば
あ
さ
ん
は
い
ぶ
か
し

く
て
な
ら
ぬ
の
で
、
或
時
そ

っ
と

ぢ
い
さ
ん
の
後
を
つ
け
て
行
っ
て
み
た

。
こ

の
井
戸
の
と
こ
ろ
ま
で
来
た
わ
け
だ
が
、
酒
の
香
が
し
て
来
て
、
地

中から
フ

ツ
フ
ツ
と
酒
が
わ
き
出
し
て
い
る

。

「
こ
れ
だ
な
」
と
ば
あ
さ
ん
は
思
う
た
が
、
何
を
思
う
た
か
、
井
戸
に
向
っ

て
小
便
を
し
て
し
ま
っ
た

。
は
な
は
だ
き
た
な
い
は
な
し
で
、
そ
れ
か
ら
酒
の

出
る
の
が
や
ん
で
し
ま

っ
た
と
い
う

。

註

軽
井
川
の

「
ば
ば
清
水
」
に
ま
つ
わ
る
伝
説
も
内
容
が
少
し
ち
が
う
が
、

ば
ば
が
小
便
す
る
と
こ
ろ
な
ど
、
通
じ
て
い
る

。

水

源

地

の
天
狗

松

鯨
波
、
水
源
地
の
南
方
、
白
雲
滝
の
向
う
山
に
赤
松
の
大
木
が
あ
る

。
目
通

り
幹
ま
わ
り
三
・
ニ
メ
ー
ト
ル
、
地
上
三
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
二
股
に
わ
か

れ
、
樹
高
八
メ

ー
ト
ル
、
枝
は
片
側
に
八
メ
ー
ト
ル
ず
つ
、
径
十
六
メ
ー
ト
ル

の
傘
を
ひ
ろ
げ
た
よ
う
な
枝
ぶ
り
で
、
樹
齢
は
約
三
百
年
、
根
元
は
土
肌
が
出

て

お
り
、
昔
天
狗
さ
ん
が
夜
こ
こ
で
酒
も
り
を
し
て
い
た
の
で
、
草
木
が
生
え

ぬ
の
だ
と
の
伝
説
が
あ
る

。

一

足

坂

（い
っ
そ
く
ざ
か
）

水
源
地
、
白
雲
滝
の
近
く
か
ら
、
天
狗
松
の
あ
る
と
こ
ろ
へ
登
る
坂
道
の
入

口
は
橋
の
少
し
上
手
で
、

一
足
坂

（い
っ
そ
く
ざ
か
）
と
呼
ば
れ
、
け
わ
し
い

岩
山
道
で
、
昔
薪
炭
運
搬
に
は
馬
以
外
に
な
く
、
こ
の
坂
も
馬
が
往
き
き
し
た
。

あ
る
時
馬
の
転
落
事
故
が
あ
り
、
供
養
の
た
め
、
馬
頭
観
音
が
建
て
ら
れ
た
。

（天
保
五
年
と
か
）

こ
の
観
音
さ
ん
は
一
昨
年
、
百
数
十
年
の
こ
け
を
洗
い
清
め
て
、
鯨
波
の
根

立
宗

一
郎
さ
ん
の
邸
園

（蒼
風
園
）
の

一
角
に
移
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
辺
の
上

の
頂
上
に
古
い
道
形
の
あ
る
の
は
、
戦
国
時
代
の
戦
略
上
に
使
わ
れ
た
道
だ
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
．

塔

の
輪

（と
う
の
う
わ
）地
名
の
ゆ
ら
い

そ
の
一

塔
の
あ
っ
た
浦
曲

（う
ら
わ
）

昔
、
こ
の
辺
か
ら
番
神
へ
か
け
て
寺
が
た
く
さ
ん
あ

っ
た
と
い
わ
れ
、
塔
が

た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

「
塔
の
輪
」
と
い
う
地
名
が
生
ま
れ
た
。

関
甲
子
次
郎
文
庫
の
中
に
あ
る
も
の
だ
け
で
も
、
天
台
宗
大
乗
寺

・妙
行
寺

・
真
言
宗
万
福
寺

・
明
蔵
寺
な
ど
が
あ
る

（
口
村
愛
之
助
著
鯨
波
雑
記
）

そ
の
二

「
塔
の
輪
」
に
ま
つ
わ
る
諸
説

「
塔
の
輪
」
か

「
塔
の
原
」
か
、
叉

「
塔
の
原
輪
」
か
、
い
ろ
い
ろ
な
表
記

が
み
ら
れ
る
．
又

「東
の
輪
」
と
し
る
し
た
文
書
も
あ
る

。
い

づ
れ
が
正
し
い

か

。
正
徳
五
年
に
出
た
俳
諧
の
書
物

「
小
太
郎
」
に
は

「
塔
の
輪
」
と
あ
る
。

塔
の
輪
は
神
屋
敷
か
寺
屋
敷
か
と
い
う
こ
と
も
、
論
議
さ
れ
て
い
る
し
、
天

満
宮
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
も
い
わ
れ
て
い
る

。
土
地
の
人
が

「
天
満
故
園
」
と

か

「
地
蔵
沢
」
と
か
よ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
近
く
に
あ
る

。
（桑
山
太

市
著
柏



崎
伝
説
集
よ
り
）

そ
の
三

「
東
の
輪
」

昔
は

「
塔
の
輪
」
と
書
い
た
。
塔
の
輪
千
軒
の
い
い
伝
え
が
あ
る

。
塔
の
あ

る
曲
輪
と
い
う
意

。

明
治
十
五
年
頃
ま
で
茶
屋
三
軒
あ
り
、
柏
崎
地
方
の
旅
客
は
こ
こ
で
送
迎
が

あ
っ
た
。
西
は
東
の
輪
の
三
軒
茶
屋
、
東
は
田
尻
山
と
き
ま

っ
て
い
た

。

佐
渡
牛
を
も

っ
て
来
て
放
牧
し
て
い

た
の
で
、
牛
の
松
山
と
い
う
名
が
残

っ

て
い
る

。
（
関
甲
子
次
郎
著
甲
子
楼
文
庫
よ
り
）

辯

慶

（べん
け
い
）
の

硯

石

（す
ず
り
い
し
）

石
の

中
に
細
い
穴
が
あ
り
、
そ
の

中
に
た
ま
っ
た
水
が
真
夏
で
も
へ
ら
な
い

で
、
眼
病
を
な
お
す
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る

。
丸
の

中
に
阿
弥
陀
の
梵
字
が

あ

る

。

明
蔵
寺
、
大
乗
寺
、
妙
行
寺
、
万
福
寺
等
の
古
寺
が
あ
っ
た
古
地
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
礎
石
で
あ
ろ
う

。

註
１

こ
の
硯
石
、
一
説
に

「
義
経
の
硯
石
」
と
も
い
う

。
（内
容
同

一
、
温

古
の
栞
）

註
２

硯
石
の
中
央
の
水
底
に
は
、
お
地
蔵
さ
ま
が
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て
お
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。
（桑
山
太
市
著
柏
崎
伝
説
集
よ
り
）

註
３

こ
の
石

一
名

「辯
慶

（
べ
ん
け
い
）
の
投
石
」
と
い
う
も
の
あ
り

。
仏

塔
の
中
心
礎
石
で
あ
ろ
う

（
田
村
愛
之
助
著
鯨
波
雑
記
よ
り
）

お
べ
ん

・
藤
吉
も
の
が
た
り
（
おべん
が
滝
）

む
か
し
、
柏
崎
に
藤
吉
と
い
う
船
頭
が
あ
り
、
佐
渡
通
い
の
船
に
乗
り
こ
ん

で
、
柏
崎
と
佐
渡
の
間
を
い
き
き
し
て
い
る
う
ち
に
、
小
木
の
お

べ
ん
と
い
う

女
に
見
そ
め
ら
れ
、
深
い
恋
仲
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

。
と
こ
ろ
が
藤
吉
に
は
柏

崎
に
家
が
あ
り
、
女
房
子
ど
も
も
あ
る
身
で
あ
っ
た
の
で
、
お

べ
ん
の
恋
に
苦

し
ん
で
い

た
。
藤
吉

が
柏
崎
に
帰
っ
た
き
り
音
沙
汰
な
い
の
で
、
お

べ
ん
の
方

か
ら
、
た
ら
い
舟
に
乗

っ
て
通
う
よ
う
に
な
っ
た

。

人
目
し
の
ん
で
あ
っ
て
い
た
も
の
の
、
藤
吉
に
と

っ
て
女
心
の
は
げ
し
さ
が

お
そ
ろ
し
く
な
り
、
或
る
晩
お

べ
ん
が
目
あ
て
に
し
て
い
た
番
神
岬
の
あ
か
り

を
け
し
て
し
ま

っ
た

。
目
標
を
失
っ
た
お

べ
ん
は
ゆ
く
え
が
わ
か
ら
な
く
な
り
、

そ
の
上
嵐
も
き
て
と
う
と
う
難
波
し
て
、
な
き
が
ら
は
青
海
川
の
海
岸
に
打
ち

あ
げ
ら
れ
た

。
そ
こ
に
は
、
た
ま
た
ま

一
条
の
滝
が
海
へ
落
ち
て
い
た
の
で
、

こ
の
滝
を
お
べ
ん
の
滝
と
よ
ぶ
よ
う
に
な

っ
た

。

註
１

こ
の
伝
説

に
は
諸
説
が
あ

っ
て
、
い

づ
れ
を
正
統
と
す

ぺ
き
か
疑
問
が

多
い

。
主
役
的

人
名
も
お

べ
ん

・
藤
吉
の
外
、
お

べ
ん
と
番
神
堂
の
所
化

さ

（
僧
）
と
の
異
説
も
あ
り
、
全
国
を
風
び
し
た
名
浪
曲
、
寿
々
木
米
若

の

”佐
渡
情
話
”
で
は
お
光

・
吾
作
と
な
っ
て
い
る

。

註
２

藤
吉

（吾
作
）
の
場
合
、
職
業
を
佐
渡
通
い
の
船
頭
と
す
る
向
き
と
漁



師
と
す
る
説
と
あ
り
、
お
べ
ん
の
在
所
も
小
木
と
相
川
の
二
説
が
あ
り

。

註
３

番
神
堂
の
所
化
さ
説
の
塲
合
、
物
語
り
の
展
開
は
、
は
じ
め
佐
渡
の
お

べ
ん
が
難
船
し
て
、
番
神
岬

に
た
ど
り

つ
き
、
番
神
堂
の
所
化
さ
に

一
命

を
た
す
け
ら
れ
、
そ
生
し
て
帰
島
し
た
が
、
そ
の
所
化
さ
の
美
貌
に
一
目

ぼ
れ
し
て
、
夜
ご
と
た
ら
い
舟
で
通
い
つ
め
る
す
じ
に
な
っ
て
い
る

。

註
４

お
べ
ん
の
滝
の
近
く
に

”

お
べ
ん
の
松
”
も
あ
っ
た
と
い
う
。

註
５

資
料
文
献

中
村

・
西
巻

「柏
崎
」

関
矢
貞
作

「
お
辯
が
滝
」

小
山
直
嗣

「
お
辯
の
松
」

市
観
光
室

「
所
化
さ
と
佐
渡
の
女
の
物
語
」

桑
山
太

市
「
お

べ
ん
」

〃

「
お

べ
ん
物
語
」
舞
台
劇
台
本

伝
承
者

室
星
董
道

近
藤

善
弥

新

田

山

（四
手
の
山
）
（四
手
の
坂
）

坂
上
田
村
磨
呂
が
蝦
夷

（え
ぞ
）
と
戦
っ
た
時
、
四
ッ
手
に
軍
陣
を
配
し
た

所
で
あ
る
．

後
年
、
四
ツ
手
を
四
手
と
読
み
、
死
出
の
字
を
あ
て
戦
死
し
た
者
が
多
か

っ

た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
い
う
た
の
で
あ
る

。
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

註

下
宿
の
新
田
と
し
て
入
家
の
立
ち
始
め
た
所
で
あ
る
か
ら

、
新
田
山
と
し

た
と
い
う
説
も
あ
る

。

十
院
坊

岩

（越
後
岩
）

昔
、
十
院
坊
と
い
う
寺
述
あ
っ
た
が
、
海

中
に
陥
落
し
た

。
今
も
其
石
附
近

に
石
地
蔵
が
あ
る

。
又
越
後
岩
と
も
呼
ん
で
い
る

。

日
蓮
上
入
が
此
岩
に
船
を
つ
け
、
越
後
地
な
り
し
か
と
喜
ん
だ
と
い
う

。

越

後

岩

（日
蓮
着
岸
の
岩
）

文
永
十

一
年
二
月
の
事
で
あ
る

。
日
蓮
上
人
は
罪
を
許
さ
れ
、
佐
渡
ケ
島
よ

り
鎌
倉
に
お
帰
り
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。上
人
の
お
乗
り
に
な
っ
た
船
は
佐

渡
の
港
を
出
た
が
、
と
て
も
海
が
荒
れ
て
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

木
の
葉
の
よ
う
に
ゆ
れ
る
船
は
、
ま
さ
に
転
ぷく
し
よ
う
と
し
た
時
、
遙
か
向

う
か
ら
さ
し
招
く
老
人
が
あ
っ
た

。
老
人
は
品
の
よ
い
白
髯

（
は
く
せ
ん
）
を

は
や
し
、
白
装
束
を
つ
け
、
長
い
杖
を
持
っ
て
おら

れ
た
。
こ
の
老
人
は
金
の

鈴
を
振
る
よ
う
な
声
で
、

「
わ
た
し
が

水
さ
き
案
内
を
致
そ
う
、‥

‥

わ
た

し
に
つ
い
て
お
じ
ゃ
れ
」
と
い
っ
て
、
難
航
を
つ
ゞ
け
て

お
ら
れ
る
上
人
の
船

の
へ
さ
き
に
立
た
れ
た

。

や
が
て
海
は
穏
や
か
に
な
っ
た

。
上
人
の
船
は
番
神
堂
の
下
海
岸
に
無
事
に



着
い
た

。そ
う
し
て
、
上
人
は
上
陸
第

一歩
を
小
さ
な
岩
の
上
に
ふ
ま
れ
た
。

こ
の
岩
は
今
で
も
あ
っ
て
、
越
後
岩
と
い
っ
て
い
る
。
白
装
束
で
水
さ
き
案
内

を
し
た
人
は
、
番
神
堂
の
ご
本
尊
、
八
幡
さ
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

註

「
い
る
か
の
番
神
ま
い
り
」
と
い
う
話
も
あ
る
。

竜

（諏
訪
社
の
向
拝
）

下
宿
の
番
神
堂
は
火
災
に
か
か
り
、
再
建
さ
れ
た
の
は
明
治
七
年
で
あ
る

。

こ
の
時
の
大
工
の
棟
梁
は
篠
田
宗
吉
で
、
そ
の
腕
の
よ
さ
は
三
階
節
に
う
た
わ

れ
て
い
る
。
宗
吉
は
桃
山
時
代
の
豪
放
な
力
強
い
建
築
に
あ
こ
が
れ
て
お
っ
た
。

今
日
残
っ
て
お
る
番
神
堂
の
建
築
、
こ
と
に
彫
刻
は
桐
に
鳳
、
水
と
亀
も
、
ど

れ
も
こ
れ
も
大
調
子
の
桃
山
風
の
も
の
で
あ
る

。

こ
の
番
神
堂
の
仕
事
場
に
ふ
ら
ふ
ら
と
一
人
の
若
い
男
が
や
っ
て
来
た
。

「わ
し
は
旅
の
者
で
あ
る
が
、
わ
し
に
も
仕
事
を
一
つ
さ
し
て
く
れ
な
い
か
」

と
若
い
男
は
た
の
ん
だ
。
大
工
小
屋
に
働
い
て
い
る
篠
田
の
大
工
、
若
い
者
は
、

風
来
の
旅
の
男
な
ど
て
ん
で
相
手
に
し
な
い

。
「だ
め
だ
、
だ
め
だ
」
と
突
っ

け
ん
ど
ん
に
い
っ
た
。
旅
の
男
は
消
然
と
し
て
其
の
場
を
立
ち
の
い
た
が
、
柏

崎
の
土
地
に
何
か
一
つ
白
分
の
作
を
残
し
て
い
き
た
い
と
い
う
職
人
根
性
に
も

え
て
い
た

。

番
神
堂
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
諏
訪
神
社
が
あ
る

。
こ
こ
に
や
っ
て
来

た
旅
の
男
は
、
一
心
不
乱
に
礼
拝
し
て
い
た
が
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
奮
然
と

し
て
、
諏
訪
神
社
の
向
拝
の
梁
に

一
匹
の
竜
を
彫
っ
た

。
竜
の
ほ
り
も
の
に
は

「彫
勢
工
、
貞
秀
」
と
な
っ
て
今
で
も
あ
る

。

い

さ

さ

橋

岬
町
の
坂
を
上
る
途
中
に
い
さ
さ
橋
と
い
う
一
寸
気
の
付
か
な
い
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
橋
が
あ
る

。

昔
源
義
経
が
弁
慶
を
連
れ
て
奥
州
へ
下
る
と
き
、
母
の
巴
御
前
が
柏
崎
へ
入

る
時
に
死
出
の
坂
と
い
っ
て
険
し
い
坂
が
あ
る
か
ら
、
気
を
つ
け
て
登
り
な
さ

い
と
い
わ
れ
て
来
た
。
明
治
の
前
は
普
通
の
橋
が
な
く
て
、
川
の
と
こ
ろ
ま
で

足
元
も
あ
ぶ
な
げ
に
歩
い
て
登
っ
た
の
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
義
経
が
母
に
注

意
さ
れ
て
来
た
が
、
余
り
に
も
た
や
す
い
道
な
の
で
、
義
経
の
国
の
「な
ま
り
」

は

「
た
や
す
い
」
と
い
う
こ
と
を

「
い
さ
さ
も
な
い
」
と
い
う
の
だ
そ
う
で
、

「何
と
い
さ
さ
も
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら

「い
さ
さ
橋
」
と

名
付
け
た
と

い
う

。

註

こ
の
橋
の
か
か
っ
て
い
る
川
が

「
い
さ
ざ
川
」
で
あ
る
。
い
さ
ざ
の
語
義

に
つ
い
て
は
、
陽
春
海
よ
り
川
へ
上
っ
て
来
る

「
い
さ
ざ
」

―

柏
崎
地

方
の
方
言
シ
ラ
ス
の
こ
と
、

「
いさざ」
と
書
く

。
こ
の
地
方
で
は
鯨
波
の
前

川
が
有
名
で
あ
る
が
、
番
神
町
、
番
神
湾
に
そ
そ
ぐ
小
川
に
こ
の

「い
さ

ざ
川
」
の
名
が
冠
し
て
あ
る
の
は
ま
こ
と
に
地
方
色
が
ふ
か
い
、
親
し
み

の
あ
る

命
名
で
あ
る

三

ツ

石

番
神
町
の
東
端
に
俗
称
三
ツ
石
と
い
う
処
が
あ
り
、
沢
山
の
岩
が
あ
る
。鳥



帽
子
岩
、
天
狗
岩
、
千
鳥
岩
な
ど
一
つ
一
つ
名
前
が
つ
い
て
い
る
。

築
港
が
で
き
て
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
昔
海
の
中
に
あ
っ
た
岩
が
陸
つ
ゞ
き

に
な
っ
た

。
こ
の
三
ツ
石
の
岩
は
、
風
の
吹
き
廻
し
、
潮
加
減
に
よ

っ
て
ゴ
ン

ゴ
ン
鳴
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
下
宿
、
或
は
中
浜
の
漁
師
た
ち
は
、

三
ツ
石
の
岩
が
夜
泣
き
す
る
と
い
っ
て
、
漁
船
を
出
す
か
出
さ
な
い
か
を
判
断

し
た
そ
う
で
す

。

註
１

近
年
桔
崎
港
の
相
つ
ぐ
拡
張
工
事
で
、
こ
こ
三
ッ
石
は
完
全
に
内
陸
化

さ
れ
、
提
防
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
大
半
埋
没
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
痕
跡
を
見

出
す
に
苦
労
す
る
程
の
変
貌
ぶ
り
と
な
っ
た

。

註
２

三
ツ
石
が
鳴
る
と
明
日
は
荒
れ
な
り

―
と
古
諺
に
あ
り

。
－
甲
子

楼
文
庫

―
よ
り

蝦

夷

（え
ぞ
）

塚

ー
え

ぞ
地

蔵

―

そ
の

一

坂
上
田
村
磨
呂
が
当
地
方
を
平
定
し
た
時
に
、
死
ん
だ
蝦
夷

（え
ぞ
）
を
弔

う
た
め
に
後
の
人
が
建
て
た
と
い
う

。

そ
の
二

三
ツ
石
の
出
ば
な
の
と
こ
ろ
に
一
本
の
榎
が
あ
る
。遠
く
か
ら
こ
の
榎
は
よ

く
見
え
る

。
こ
の
榎
の
下
は
畑
に
な
っ
て
い
る
が
、
雨
降
り
の
後
に
は
土
器
や

矢
の
根
石
な
ど
が
見
つ
か
る
。
土
器
は
繩
文
式
の
亀
の
で
あ
る
。大
昔
こ
こ
に

蝦
夷

（え
ぞ
）
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
「蝦
夷
塚
」
と
よ
ん
で
お
る
。

こ
こ
で

こ
ろ
び
、
け
が
す
る
と
し
ば
ら
く
な
お
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

註

こ
の
榎
は
「き
ざ
い
み
の
林
」
と
呼
ば
れ
、
有
名
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三

十
年
頃
惜
く
も
伐
ら
れ
て
し
ま

っ
た

。

下

宿

の

裸

石

（ら
せ
き
）
さ

ん

裸
石
さ
ん
と
い
え
ば
、
下
宿
や
枇
杷
島
や
石
地
に
安
置
さ
れ
て
あ
る
が
、有

名
な
の
は
石
地
と
下
宿
の
裸
石
さ
ん
で
あ
る
。
下
宿
の
裸
石
さ
ん
は
諏
訪
神
社

境
内
に
あ
っ
て
、
以
前
は
雨
露
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
一
小
堂
に
と
じ
こ
め

て
安
置
さ
れ
て
い
る
。
土
地
の
婦
女
子
連
は
ず
い
分
信
仰
し
て
い
る
。
何
故
に

こ
ん
な
も
の
を
祀
っ
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
昔
こ
の
地
は
蝦
夷

（え
ぞ
）

人
即
ち
愛
奴
人
の
す
ん
で
い
た
土
地
で
、
愛
奴
人
は
至
っ
て
陰
陽
物
を
尊
崇
し

た
。
こ
の
裸
石
さ
ん
は
愛
奴
人
の
遺
物
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
が
、
少
壮
男

や
婦
女
子
の
信
仰
す
る
の
は
、
消
渇
や
淋
疾
の
者
が
信
心
す
れ
ば
、全
癒
す
る

と
の
迷
信
か
ら
奉
納
旗
や
灯
明
を
捧
げ
て
拝
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

弘

法

井

（
一名茶
の
池
）

む
か
し
、
ま
ず
し
い
風
体
を
し
た
旅
僧
が
や
っ
て
来
て
、

一ぱ
い
の
水
を
乞

う
た

。
す
る
と
納
屋
で
働
い
て
い
た
親
切
な
老
人
が
、

「さ
し
上
げ
た
い
が
、
こ
の
あ
た
り
は
海
が
近
い
の
で
真
水
と
い
う
も
の
が

な
く
塩
水
ば
か
り
で
す
、
そ
れ
で
よ
け
れ
ば
さ
し
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
。



旅
僧
は

「
そ
の
水
で
け
っ
こ
う
、
何
し
ろ
長
旅
で
の
ど
が
か
わ
い
て
仕
方
が
な

い
、
冷
い
水
を
一
ぱ
い
め
ぐ
ん
で
も
ら
い
た
い
」
そ
れ
で
は
と
い
う
の
で
、
老

人
は
赤
い
お
わ
ん
で
水
を
出
し
た

。
旅
僧
は
大
そ
う
う
ま
そ
う
に
飲
み
、
そ
の

余
り
の
水
を
庭
に
静
か
に
あ
け

［有
難
う
」
と
い
っ
て
立
っ
て
行
か
れ
た
。
あ

と
、
そ
の
捨
て
ら
れ
た
水
の
処
か
ら
、
こ
ん
こ
ん
と
し
て
水
が
湧
き
、
そ
の
水

は
塩
気
の
な
い
真
水
で
あ
っ
た

。
こ
の
旅
の
僧
と
い
う
の
は
弘
法
大
師
で
あ
っ

た
と

い
う

。

こ
の
水
で
お
茶
を
出
す
と
、
お
茶
の
味
が
変
ら
ず
大
そ
う
お
い
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る

。
毎
年
八
月
七
日
、
こ
の
水
を
い
た

ゞ
く
人
々
は
弘
さ
ん
の
お
祭

を
し
て
感
謝
し
て
い
る
と
い
う

。

註
１

弘
法
大
師
の
立
寄
ら
れ
た
家
は
小
山
某
宅
で
お
相
手
し
た
の
は
そ
の
家

の
老
婆
で
あ

っ
た

。
と
い
う
説
も
あ
る

。

そ
の
は
な
し
の
す
じ
道
で
は
、
大
師
は
、
も
ら

っ
た
水
を
の
み
ほ
し
て
か

ら

「ま
こ
と
に
よ
い
心
地
で
あ

っ
た

。
し
か
し
こ
の
水
は
水
質
が
少
し
悪

く
て
気
の
毒
で
あ
る

。わ
し
が
よ
い
水
を
見
つ
け
て
あ
げ
る
か
ら
、
そ
こ

を
掘

っ
て
み
な
さ
い
」
と
笹

一
本
を
し
る
し
と
し
て
立
て
、
そ
の
ま

ゝ
立

去

っ
た

。
そ
こ
を
掘

っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
良
水
が
こ
ん
こ
ん
と
わ
き
出
し

た

。
と
あ
る

。

註
２

承
前
こ
の
め
ぐ
み
を
与
え
て
く
れ
た
旅
僧
は
弘
法
大
師
さ
ん
に
ち
が
い

な
い
と
い
う
の
で

「
弘
法
井
戸
」
と
い
う
名
を
つ
け
た

。

勝

願

寺

の
勝

負

観

音

勝
願
寺
は
昔
比
角
に
あ
っ
た
が
、
い
つ
の
頃
か
大
洲
村
に
う
つ
っ
た
。
境
内

も
広
く
、
浄
土
真
宗
中
有
名
の
寺
で
あ
る
．
宝
物
と
し
て
源
義
経
公
の
よ
ろ
い

び

つ
の
中
に
安
置

し
て
あ

っ
た

。
高
さ
約
五

・
五
セ

ン
チ
の
観
音
さ
ん
が
あ
る

と
い
う

。
ど
う
し
て
こ
の
観
音
さ
ん
が
こ
の
寺
の
宝
物
に
な
っ
た
か
と
い
う
に
、

義
経
が
兄
頼
朝
と
不
和
と
な
り
、
越
後
路
を
通
り
奥
州
へ
下
向
の
折
、
こ
の
大

洲
村
を
通
り
、
豊
洲
神
社
に
参
拝
し
、
道

中
の
安
全
を
祈
願
し
た
時
、
奉
納
し

た
も
の
で
あ
る

。

そ
の
後
社
殿
が
火
災
に
あ
い
、
観
音
像
は
土
中
に
埋
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
夢

知
ら
せ
が
あ
っ
て
堀
り
出
さ
れ
、
観
音
様
を
神
社
に
お
く
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
、
お
寺
に
納
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
勝
願
寺
を
こ
こ
に
移
し
て
安

置

し
た
も
の
で
あ
る
と
の
い
い
伝
え
で
あ
る

。

註
１

豊
洲
神
社
の
焼
あ
と
か
ら
観
音
さ
ん
が
掘
り
出
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、
あ
る
夜
勝
願
寺
の
住
職
の
枕
も
と
に
こ
の
観
音
さ
ん
が
夢
じ

ら
せ
に
立
た
れ
、

「
東
北
の
砂

の
中
を
掘

れ
」
と
仰
せ
ら
れ
た
と
あ
る

。

註
２

こ
の
観
音
さ
ん
は
勝
ち
い
く
さ
に
強
く
、
義
経
の
信
仰
し
た
ゆ
か
り
も

あ
り

「
勝
負
観
音
」
と
よ

ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

。

註
３

た

ゞ
し
勝
願
寺
の
本
尊
は
こ
の
観
音
さ
ん
で
な
く
、
七
十
五
セ
ン
チ
の

阿
弥
陀
像
で
あ
る

。



蟹

が

淵

（か
に
が
ふ
ち
）

―
え
ち
助
井
戸
の
大
亀

―

え
ち
助
の
井
戸
は
蟹
が
淵

（か
に
が
ふ
ち
）
に
続
い
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

る

。
そ
の
証
拠
に
は
、
え
ち
助
で
井
戸
に
落
し
た
鍋
の
ふ
た
が
か
に
が
ふ
ち
へ

流れ出て、鵜川の川口の方へぐんぐん流れて行ったという

。

蟹が淵にすんでいた大亀が、いつしかえち助の井戸を根城とす
る

よ
う
に
な
っ
た

。
え
ち
助
で
は
井
戸
の
釣
瓶

（
つ
る
ぺ
）
を
あ
か
が
ね
の
丈

夫

の
も
の
で
つ
く
っ
て
使

っ
て
い
た

。
井
戸
の
水
を
汲
む
た
び
に
、
金
つ
る

べ
は

水
底
に
音
を
た
て
て
お
ろ
さ
れ
る
。
水
底
の
大
亀
は
、
つ
る
べ
が
落
さ
れ
る
た

び
に
、
ず
ど
ん
ず
ど
ん
と
頭
を
た
た
か
れ
る

。
大
亀
は
悲
鳴
を
あ
げ
、
或
る

夜、

こ
の
大
亀
は
主
人
の
枕
も
と
に
立
っ
て
命
乞
い
を
し
た

。

「
こ
ん
ど
か
ら
子
供
の
生
肝

（
い
き
ぎ
も
）
は
決
し
て
取
ら
な
い
か
ら
、
拵

日
、
金
つ
る

べ
で
、
ど
す
ん
ど
す
ん
と
わ
し
の
頭
を
う
つ
こ
と
だ
け
は
や
め
て

く
れ
。
わ
し
も
長
年
子
ど
も
の
生
き
ぎ
も
を
と

っ
て
大
そ
う
罪
を
つ
く

っ
た
か

ら
、
わ
し
の
命
は
不
動
さ
ん
に
さ
し
あ
げ
よ
う

。
ど
う
か
わ
し
が
死
ん
だ
ら
、

不
動
さ
ん
の
お
堂
を
た
て
、
そ
こ
へ
上
げ
て
く
れ
。
」
大
亀
が
こ
う
い
っ
た
と

思

っ
た
ら
夢
で
あ
っ
た
と
い
う

。

亀

が

淵

石
な
ん
ご
場
の
下
の
方
、
鵜
川
に
亀
ケ
淵
と
よ
ぶ
所
が
あ
る
．
昔
大
き
な
亀

が
す
ん
で
い
て
水
あ
そ
び
す
る
子
ど
も
の
生
き
肝
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

笠

降

り

金

比

羅

柏
崎
の
町
広
小
路
に
柿
村
と
小
槌
屋

（
こ
づ
ち
や
）
と
い
う
二
軒
の
家
が
あ

っ
た
。
柿
村
の
家
は
お
こ
ろ
も
や
で
、
金
ら
ん
ど
ん
す
の
仕
入
に
、
毎
年
京
都

へ
行
っ
た
。
京
都
へ
行
く
と
心
ず
四
国
へ
渡
り
、
金
比
羅
さ
ん
を
お
ま
い
り
し

て
く
る
の
で
あ

っ
た

。

或
る
年
の
こ
と
、
小
槌
屋
は
柿
村
に
頼
ん
で
、
金
比
羅
さ
ん
の
お
札
を
う
け

て
頂
く
よ
う
に
お
願
い
し
た
．
柿
村
は

「承
知
い
た
し
ま
し
た
．
金
比
羅
さ
ん

の
お
札
を
う
け
て
来
て
あ
げ
ま
し
ょう
。」
と
い
っ
て
い
く
ら
か
の
お
金
と
お
さ
い

銭
を
受
取
っ
た

。

柿
村
は
京
都
へ
仕
入
れ
に
参
り
、
い
つ
も
の
よ
う
に
そ
の
足
で
金
比
羅
さ
ん

参
り
を
し
た
。
そ
し
て
小
槌
屋
か
ら
頼
ま
れ
た
お
札
を
受
け
よ
う
と
思
っ
て
風

呂
し
き
包
を
み
た
ら
、
お
金
が
な
く
な

っ
て
い
る

。

さ
あ
大
変
、
柿
村
は
顔
色
を
か
え
て
さ
が
し
た
が
見
つ
か
ら
な
い
。
小
槌
や

か
ら
あ
ず
か
っ
た
包
の
金
は
お
さ
い
銭
と
ま
ち
が
え
て
さ
い
銭
箱
の
中
に
投
げ

こ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
．
そ
れ
で
柿
村
は
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
、
社
務

所
の
係
に
と
く
と
話
し
た
が
、
社
務
所
の
人
は
柿
村
が

ウ
ソ
を
つ
い
て
い
る

も
の
と
考
え
て
か
取
り
あ
げ
て
く
れ
な
い

。
柿
村
は
仕
方
な
く
、
自
腹
を
切
っ

て
、
小
槌
や
か
ら
頼
ま
れ
た
金
比
羅
さ
ん
の
お
札
を
う
け
た
。

四
国
か
ら
本
土
に
渡
る
に
は
多
度
津
か
ら
靱
津

（ゆ
き
つ
）
へ
渡
る
の
が
一

番
便
利
が
よ
ろ
し
い

。
柿
村
は
こ
の
船
路
を
と
り
、
小
さ
な
船
に
ゆ
ら
れ
て
い

る
と
、
天
空
か
ら
、
何
か
ぴ
ら
ぴ
ら
す
る
も
の
が
降
っ
て
く
る

。
船
に
乗
合

っ

た
人
達
は
、
あ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
と
不
思
議
そ
う
に
見
て
い
た

。
ぴ
ら
ぴ
ら
す



る
も
の
は
だ
ん
だ
ん
と
近
づ
い
て
来

。
そ
の
う
ち
に
一
陣
の
風
が
さ
っ
と
吹

い
た
と
思
う
と
、
そ
の
ぴ
ら
ぴ
ら
し
た
も
の
は
、
柿
村
の
冠
っ
て
い
る
笠
の
上

に
落
ち
た

。
柿
村
は
そ
の
不
思
議
な
も
の
を
い
そ
い
で
手
に
と
っ
て
見
る
と
、

金
比
羅
さ
ん
の
お
札
で
は
な
い
か
。
日
頃
信
心
し
て
い
る
金
比
羅
さ
ん
だ
と
思

う
と
、
今
年
こ
そ
運
が
向
い
て
来
た
よ
う
で
有
難
か
っ
た
。

註

一
高田
十
郎
著

「奈
良
百
題
」
の
中
に
「お
札
の
天
降
り
」
「天
筆
」
な
ど
、

こ
れ
と
類
似
の
話
が
あ
る

。

柏

の

大

樹

柏
崎
と
い
う
地
名
の

お
こ
り
は
柏
の
崎
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
た
も
の
だ
と

い
わ
れ
て
い
る

。

大
昔
、
鵜
川
の
下
流
、
今
の
天
京
荘
あ
た
り
に

（石
な
ん
ご
場
或
は
ゼ
ニ
山
）

に
大
き
な
柏
の
木
が
一
本
あ
っ
た
。
こ
の
柏
の
木
は
ど
こ
か
ら
も
よ
く
見
え
て
、

一
つ
の
目
印
に
な
っ
て
い
た

。
こ
と
に
遠
い
海
の
上
か
ら
よ
く
見
え
た
の
で
、

船
頭
達
は
、
こ
の
柏
の
上
か
ら
よ
く
見
え
た
の
で
、
船
頭
達
は
、
こ
の
柏
の
木

の
あ
る
岬
を
見
当
に
し
た

。

こ
ん
な
具
合
で
、
い
つ
と
は
な
し
に
、
柏
の
木
の
あ
る
岬
、
即
ち
、

「
柏
崎
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た

。

大

窪

（
大
久
保
）

中
浜
砂
丘
か
げ
の
、
大
窪
み
の
地
で
あ
る
か
ら

「大
く
ぼ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な

っ
た

。

御

膳

水

明
治
十

一
年
、
御
巡
幸
の
時
、
聖
上
に
さ
し
上
げ
た
水
で
あ
る
か
ら
、
お
膳

水
と
よ
ぶ
よ
う
に
な

っ
た

。

文

使

い

地

蔵

－

西

光

寺

ー

柏
崎
勝
長
の
娘
が
文
を
認
め
て
此
地
蔵
に
托
し
冥
府
在
留
の
父
君
に
届
け
て

も
ら

っ
た
返
書
が
あ

っ
た
と
い
う

。

鐘

が

淵

柏
崎
、
西
光
寺
の
下
、
鵜
川
の
淵
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

「鐘
が
淵
」
と

い
う

。

む
か
し
む
か
し
、
西
光
寺
の
鐘
が
、
夜
な
夜
な

「海
へ
往
こ
う
か
、
川
へ
往

こ
う
か
」
と
鳴
る
の
で
、
和
尚
が
腹
を
立
て
て
、

「海
へ
で
も
、
川
へ
で
も
勝

手
な
と
こ
ろ
へ
行
き
や
が
れ
」
と
言
う
と
、
竜
頭
が
切
れ
て
・
ゴ
ロ
ゴ
ロ
こ
ろ

げ
て
下
の
鵜
川
に
落
ち
て
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。そ
れ
か
ら
こ
の
淵
を

「鐘
が
淵
」

と
い
う

。



註
1
此種
の
伝
説は
全
国各所
に
あ
る
。

南
蒲
原
郡
鹿
崎
村
の
三
千
坊
と
い
う
伝
説
あ
り
、
同
郡
に
胴
鳴
り
と
い
う

伝
説
あ
り
、
い

づ
れ
も
類
似
点
が
あ
る

。

註
２

晴
れ
た
日
、
こ
の
淵
を
よ
く
み
る
と
沈
ん
だ
鐘
が
見
え
る
と
い
う
。

註
３

西
光
寺
の
何
代
目
か
の
住
職
が
、
経
文
や
過
去
帳
を
も
っ
て
こ
の
淵
に

入
水
自
殺
し
た

。

註
４

こ
の
淵
は

「
魔
の
淵
」
と
さ
え
呼
ば
れ
有
名
と
た

っ
た
が
、
特
に
天
保

十
三
年
三
月
二
十
七
日
に
起
っ
た
中
町
、
桜
井
良
助
と
五
宅
楼
の
遊
女
玉

菊
の
入
水
情
死
は
有
名
で
、
口
説
き
や
常
盤
津
に
な
っ
た
り
、
三
階
節
に

ま
で
唄
わ
れ
る

。

西

光
寺

の
松

－
上
方
詣
り
の
松
－

大
久
保
の
西
光
寺
に
一
本
の
巨
大
な
老
松
が
あ
っ
た

。
―
あ
る
年
の
大
雪

で
折
れ
倒
れ
て
し
ま
っ
た
が

―

こ
の
松
が
百
五
十
年
程
前

（
晤
和
四
十
年
か
ら
起
算
し
て
）
、

一
度
枯
れ
か

か

っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
と
い
う

。
そ
れ
は
こ
の
松
が
上
方
詣
り
を
し
た
た
め
で
、

上
方
詣
り
が
す
ん
で
帰

っ
て
来
た
ら
、
再
び
樹
勢
が
復
活
し
た

。

な
お
こ
の
松
が
上
方
詣
り
の
途
上
、
摂
津
の
さ
る
寺
で
路
用
の
金
子
を
借
り

た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る

。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
松
を

「
上
方
詣
り
の

松
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

。

註
１

春
の
雪
で
折
れ
た
年
月
に
二
説
あ
り
、
大
正
四
年
説
と
昭
和
九
年
説
と

あ
り
、
い
つ
れ
が
真
か

註
２

上
方
詣
り
の
際
、
お
隣
り
の
極
楽
寺
の
貞
心
尼
ゆ
か
り
の
紅
梅
が
お
伴

を
し
た
と
い
う

ロ
マ
ン
も
あ
る

註
３

こ
の
松
の
現
存
当
時
の
写
真
が
残
っ
て
い
る

。
笹
川
芳
三
氏
提
供
、

「

植
物
の
友
」
第
五
二
号
昭
和
四
十
四
年
十

一
月

一
日
号
、
記
事
三
宮
勉

註
４

こ
の
松
を
別
名

「
善
光
寺
詣
り
の
松
」
と
い
う
向
き
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

註
５

何
代
目
か
の
住
職
が
玄
関
を
作
ろ
う
と
し
て
、
こ
の
松
の
枝
が
邪
魔
に

な
る
と
い
う
の
で
、
枝
の
一部
を
伐
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
切
り
口
か
ら
血

の
よ
う
な
液
汁
が
出
た
が
、
間
も
な
く
そ
の
住
職
は
死
ん
だ
と
い
う
。

疣
（い
ぼ
）
地

蔵

西
光
寺
の
参
道
を
山
門
へ
曲
る
カ
ギ
の
手
の
と
こ
ろ
に
地
蔵
様
が
あ
る
。

地
蔵
さ
ん
の
前
に
置
い
て
あ
る
花
立
て
の
水
を
つ
け
れ
ば
疣

（
い
ぼ
）
が
と

れ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

蓮

糸

の
ま

ん
陀
羅

極
楽
寺
の
第
二
十
四
世
、
単
誉
上
人
の
お
弟
子
に
単
瑞
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。



こ
の
人
は
十
六
才
の
時
に
発
心
し
て
、
相
州
大
住
郡
四
之
宮
村
の
大
念
寺
に

お
ら
れ
た

人
で
す

。

極
楽
寺
の
ま
ん
陀
羅
は
、
こ
の
単
瑞
上

人
が
大
念
寺
に
居
ら
れ
る
時
、
九
ケ

年
か
か
っ
て
織
ら
れ
た
も
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
織
糸
は
蓮
か
ら
と
っ
て

織
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
い
、
蓮
糸
の
繊
維
は
極
楽
往
生
の
縁
を
結
ぶ
と
い
わ
れ

て

い
る

。

註

こ
の
大
ま
ん
柁
羅
は
昭
和
四
十
五
年
、
市
政
三
十
周
年
記
念
、
市
立
新
図

書
館
開
館
記
念
に
公
開
さ
れ
た
．

猫
入
り
の

ま

ん

だ

ら

極
楽
寺
の
宝
物
に
お
釈
迦
さ
ん
の
大
き
な

涅般木像
が
あ
る
。
こ
の

涅
般木像に

は
珍
し
く
猫
が

一
匹
描
い
て
あ
る
と
い
う

。
‥‥ど
こ
の

涅
般木像
に
も
猫
は
描

い
て
な
い
と
い
う
の
に
。

極
楽
寺
何
代
目
か
の
あ
る
住
職
が
、
釈
迦
の

涅
般木像
を

一
生
け
ん
命
に
描
い

て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
猫
が
や

っ
て
き

て
、

ニ

ャ
ンニャンと
鳴
い

て
お
っ
た

。
こ
れ
が

一
日
だ
け
で
な
く
、
釈
迦
の

涅
般木像
が
で
き
上
る
ま
で
、

毎
日
来
て
鳴
い
て
い
た
と
い
う

。
そ
こ
で
上
人
が
あ
る
日
、
猫
の
頭
を
な
で
て

「
お
前
も
描
い
て
も
ら
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
、
そ
ば
に
鳴
い
て

い
た
猫
を
写
生
し
て
、
こ
の

涅
般木像
の
中
に
お
描
き
に
な

っ
た
も

の
だ
と
い
う
。

註

こ
の
話
は
京
都
の
或
る
お
寺
の

涅般木像
に
も
あ
る
。

極

楽

寺

の

孟

宗

竹

山
田
甚
次
郎
の
弟
喜
四
郎
、
薬
種
仕
入
の
た
め
、
持
舟
慶
寿
丸
に
て
上
阪
の

折
、
同
地
の
北
四
里
ば
か
り
の
能
谷
と
い
う
村
の
仏
眼
寺
に
東
嶺
智
覚
禅
師
を

訪
ね
た

。
禅
師
は
平
井
村
西
巻
重
蔵
よ
り
出
て
、
喜
四
郎
の
伯
父
で
あ
る

。
禅

師
は
土
産
に
と
い
っ
て
、
孟
宗
竹
の
根
を
与
え
た
。
喜
四
郎
が
こ
れ
を
持
ち
帰

っ
て
極
楽
寺
に
植
え
た
。
当
地
方
の
孟
宗
竹
は
こ
れ
が
始
め
で
、
こ
の
子
を
各

所

へ
わ
け
与
え
て
ひ
ろ
が

っ
た
と
い
う

。

地

蔵

打

ち

首

明
治
五
年
柏
崎
県
庁
の
頃
、
古
志
郡
片
田
村
辺
で
、
水

中
出
現
の
石
地
蔵
を

尊
崇
し
、
堂
宇
建
立
の
大
騒
き
が
あ
っ
た
。
柏
崎
県
校
の
教
師
小
林
亮
が
諸
分

校
巡
視
の
た
め
、
片
田
村
よ
り
二
十
村
を
経
て
栃
尾
町
に
行
こ
う
と
し
た
途
上
、

こ
の
狂
奔
す
る
さ
ま
を
見
て
、
民
心
を
冷
や
そ
う
と
思
っ
て
、
地
蔵
に
犯
由
碑

と
い
う
札
を
地
蔵
の
側
ら
に
建
て
た

。

犯
由
碑
の
文
面

本
国

天
竺
浪
人

石
野
地
蔵

此
者
、
其
名
に
背
き
地
中
に
蔵
れ
ず

人
界
に
出
で
、
衆
生
済

度
と
唱
え
な

が
ら
水
中
に
陥
り
、
白
ら
浮
び
能
は
ざ
る
事
名
実
共

に
空
し
、
然
る
に
之
を

も
恥
じ
ず
、
奸
人
と
申
合
せ
面
目
を
つ
く
ろ
い
、
愚
俗
を
あ
ざ
む
き
、
米
金

を
か
す
め
己
の
栄
耀

（え
い
よ
う
）
を
営
み
候

段
、
苦
界
に
沈
み
し
踐
岐
の



所
業
に
も
劣
り
、
重
々
不
届
至
極
に
付
弥
勒
菩
薩
の
出
世
迄
長
く
此
所
に
曝

し
置
く
も
の
な
り
、
も
し
風
雨
を
覆
い
遣
す
輩
有
え
に
於
て
は
屹
度
と
が
め

可
申
付
事

明
治
五
年
壬
申

地

獄

庁

然
る
に
地
蔵
の
側
を
流
る
る
清
水
は
眼
病
に
効
あ
り
と
、
人
々
の
信
仰
を
得
、

ま
す
ま
す
大
流
行
に
て
、
風
俗
を
惑
わ
す
事
が
甚
だ
し
か
っ
た
の
で
、
柏
崎

県

は
偵
吏
を
派
し
て
調
査
さ
せ
た
。偵
吏
が
清
水
の
源
を
し
ら
べ
た
と
こ
ろ
、
眼

病
の
漢
薬
を
袋
の
中
に
入
れ
て
あ
っ
た
の
が
見
つ
か
っ
た

。
頽
廃
し
た
寺
の
住

持
と
旦
那
の
は
か
り
ご
と
で
あ
っ
た

。
こ
の
両
人
に
か
ま
わ
ず
偵
吏
は
不
埓
の

地
蔵
で
あ
る
と
い
っ
て
、
縄
を
か
け
て
県
庁
へ
引
い
て
来
て
糺
明
し
た
。

法
廷
審
問
の
末
、
打
首
の
上
庁
舎
の
踏
石
と
宣
告
し
、
沓
ぬ
ぎ
石
の
代
り
と

し
た
。然
る
に
其
頃
極
楽
寺
に
英
舜
と
い
う
有
徳
の
老
僧
が
あ
っ
た
。
地
蔵
を

助
け
る
は
英
舜
の
役
と
県
吏
に
願
っ
て
保
釈
の
許
し
を
う
け
、
白
山
の
境
内
に

引
取
り
、
も
が
れ
た
首
を
つ
な
ぎ
、
本
堂
と
隠
寮
の
間
に
安
置
し
た
。

明
治
六
年
廃
県
の
際
、
片
田
村
辺
の
人
た
ち
は
柏
崎
監
禁
の
地
蔵
尊
が
も
と

の
所
へ
帰
り
た
い
と
の
御
夢
知
ら
せ
が
あ
っ
た
か
ら
と
と
も
ら
い
に
行
こ
う
で

は
な
い
か
と
数
十
人
の
信
男
信
女
が
英
舜
老
師
の
許
へ
来

り
、
か
け
念
仏
善
の

綱
、
大
さ
わ
ぎ
で
故
郷

へ
戻
し
た
と
い
う

。

狐

の

贈

物

―
矢
代
文
郷

（
ぶ
ん
け
い
）
さ
ん

―

大
洲
村
荒
町
に
矢
代
文
卿
さ
ん
と
い
う
名
高
い
医
者
で
慈
悲
深
い
入
が
あ
っ

た
。墓
碑
は
勝
願
寺
境
内
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
文
卿
さ
ん
が
、
あ
る
日
鯨
波
の
病
家
へ
診
察
に
行
っ
た
帰
途
、
塔
之
輪

原
に
さ
し
か
か
る
と
、
ひ
と
り
の
男
が
路
ば
た
に
立
っ
て
い
た
。
時
刻
は
す
で

に
暗
く
、
附
近
に
は
家
も
な
く
、

［誰
だ
」
と
と
が
め
た
と
こ
ろ
、
あ
た
ま
を

さ
げ
て
い
う
に
は
、
わ
が
家
の
よ
め
が
今
、
難
産
で
命
が
あ
ぶ
な
い
の
で
助
け

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
あ
な
た
の
お
か
え
り
を
待
っ
て
い
る
者
で
す

。ど
う

ぞ
み
て
や
っ
て
下
さ
い
と
い
う
。文
卿
は
そ
の
こ
と
ば
通
り
、
小
径
を
た
ど
っ

て
松
林
の
中
に
い
く
と
、
一軒
の
家
が
あ
っ
た
。
文
卿
は
す
ぐ
に
手
を
く
だ
し

て
、
間
も
な
く
男
の
子
が
生
ま
れ
た
。
男
は
再
び
文
卿
さ
ん
を
塔
の
輪
原
ま
で

送

っ
て
別
れ
た

。

翌
日
鯨
波
村
へ
行
っ
た
つ
い
で
に
立
寄
ろ
う
と
、
そ
の
辺
を
た
づ
ね
て
み
て

も
見
当
ら
な
い
。
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
数
日
た
っ
て
、
そ
の
附
近

の
人
に
此
の
山
に
狐
で
も
子
を
生
ま
な
か
っ
た
か
と

たゞ
し
た
と
こ
ろ
、
近
頃

狐
が
こ
の
向
う
の
山
で
子
を
う
ん
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
文
卿
さ
ん
は
先
日
の
男

は
狐
で
、
一軒
屋
は
狐
の
す
み
か
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
れ
か
ら
十
数
日
た
っ
た
或
朝
、
文
卿
さ
ん
の
玄
関
先
に
大
鯛
二
匹
お
い
て

い
っ
た
者
が
あ
る

。
よ
く
し
ら

べ
て
み
る
と
歯
の
あ
と
が
あ
っ
た

。
そ
こ
で
こ

れ
は
狐
が
礼
に
持
っ
て
来
た
の
で
あ
る
と
、
い
い
つ
た
え
ら
れ
た
。

大

窪

い

な

り

大
窪
い
な
り
は
豊
川
い
な
り
の
分
身
だ
と
い
う
。

大
窪
い
な
り
は
子
ど
も
の
と
び
ひ

（皮
ふ
病
）
に
ご
利
や
く
が
あ
る
と
い
う
の

で
、
参
け
い
の
人
が
あ
と
を
た
た
な
か
っ
た

。
と
こ
ろ
が
大
窪
い
な
り
を
所
有



し
て
い
た
歌
代
さ
ん
と
い
う
人
が
東
京
へ
引
っ
こ
し
し
て
か
ら
、
お
堂
は
あ
れ

は
て
て
、
秋
に
な
る
と
芒
や
尾
花
が
の
び
る
だ
け
の
び
て
、
お
堂
を
か
く
す
始

末

で
あ

っ
た

。

そ
の
後
荒
町
の
御
た
け
さ
ん
が
寄
附
さ
れ
た
が
、
境
内
の
木
は
比
角
の
木
び

き
さ
ん
が
買
っ
た
。
木
び
き
さ
ん
が
木
を
伐
っ
て
い
る
と
、
一
匹
の
狐
が
あ
ら

わ
れ
て
、
さ
も
う
ら
や
ま
し
そ
う
に
、
う
ろ
う
ろ
し
、
小
首
を
か
し
げ
て
い
た
。

木
び
き
は
う
す
気
味
悪
く
な
っ
て
、
持
っ
て
い
た
金
づ
ち
を
白
狐
に
な
げ
つ
け

る
と
、
白
狐
は
す
っ
と
身
を
ひ
る
が
え
し
て
逃
げ
去
っ
た
。
そ
の
い
た
づ
ら
の

た

ゝ
り
か
、
そ
の
木
挽
き
は
首

つ
り
し
て
自
殺
し
た
と
い
う
。

今
は
は
れ
も
の
に
ご
利
益
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
旧
に
倍
す
る
繁
昌
だ
と
い

う

。

大
久
保
の
西
光
寺

大
久
保
の
西
光
寺
と
い
え
ば
景
色
が
よ
い
の
で
知
ら
ぬ
人
は
な
い
。
有
名
な

上
方
詣
り
の
松
が
枯
れ
た
の
は
ま
こ
と
に
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
寺
は
も

と
最
光
寺
と
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
い
つ
の
時
代
か
に
、
西
光
寺
に

改
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
伝
説
と
し
て
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
に
も
と
ず
く

と
の
こ
と
で
あ
る

。
全
体
こ
の
阿
弥
陀
如
来
は
同
村
鋳
物
師
某
の
裏
地
の
畑
中

よ
り
堀
り
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
鋳
物
師
は
至
っ
て
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
し
て
い

た
が
、
裏
の
畑
の
中
、
ニ
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
、

い
く
ら
雪
が
降
っ
て
も
少
し
も
雪
が
つ
も
ら
な
い
。
そ
れ
で
不
思
議
に
思
っ
て

い
た
が
、
或
夜
そ
こ
か
ら
金
色
の
光
が
見
え
た
。
こ
れ
は
怪
し
い
火
で
あ
る
と

思
っ
た
が
、
そ
れ
程
気
に
し
な
い
で
い
た
と
こ
ろ
、
四
五
夜
続
い
て
発
光
す
る

の
で
疑
心
を
抱
い
て
、
あ
る
日
お
そ
る
お
そ
る
鍬
で
そ
の
発
光
す
る
と
こ
ろ
を

掘
っ
て
み
た
。
す
る
と
不
思
議
に
も
金
仏
が
一
体
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
は
わ
が

家
の
幸
運
と
喜
ん
で
早
速
仏
間
に
お
迎
え
し
、
燈
明
あ
げ
て
礼
拝
し
て
い
た
が
、

在
家
に
安
置
す
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
い
っ
て
、
近
所
の
最
光
寺
に
お
さ
め

た
。
丁
度
寺
よ
り
西
方
に
当
る
地
中
か
ら
発
掘
し
た
仏
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の

で
、
寺
号
を
か
え
て
西
光
寺
と
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

剣

野

－
鴨
丸
の
剣

・
三
島
神
社
－

三
島
神
社
の
剣
に
つ
い
て
の
伝
説
が
あ
る
。

鳥
羽
天
皇
保
安
四
年
賊
が
あ
り
、
斉
倉
を
破
っ
て
宝
剣
を
盗
み
と
っ
て
逃
げ
出

し
た
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
神
罰
を
こ
う
む
っ
て
、
眼
く
ら
み
、
神
社
よ
り
ニ
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
は
な
れ
た
延
命
が
池
に
迷
い
入
り
お
ぼ
れ
た
。
そ
の
時
宝

剣
も
沈
ん
で
し
ま

っ
た

。

三
年
ば
か
り
た
っ
て
、
鴨
が

一
羽
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
と
ん
で
来
て
、
水
底

深
く
も
ぐ
っ
て
、
宝
剣
を
く
わ
え
て
上
り
、
池
か
ら
三
・
四
百
メ
ー
ト
ル
は
な

れ
た
小
高
い
丘
の
上
に
落
と
し
、
鴨
は
い
づ
こ
か
へ
と
び
去
っ
て
い
っ
た
。
そ

こ
を
鴨
八
幡
宮
と
あ
が
め
ま
つ
り
、
そ
れ
よ
り
そ
の
宝
剣
を

「鴨
丸
の
剣
」
と

い

っ
た

。

そ
の
池
の
水
が
か
れ
て
田
地
と
な
り
、
今
で
は

「鴨
く
ぐ
り
」
と
い
う
字
が

残

っ
て
い
る

。
（社
記
に
よ
る
）

そ
の
宝
剣
の
納
め
て
あ
る
地
で
あ
る
に
よ
っ
て
、

「剣
納
」
と
称
し
、後
に

「
剣
野
」
と
改
め
ら
れ
た

。



註

剣
野
の
剣
の
字
、
劔
と
も
書
く
こ
と
し
ば
し
ば
あ
り
、
不
定

鏡

が

沖

宝
徳
年
間
、
三
島
神
社
が
雷
火

で
炎
上
し
た

。

そ
の
時
、
神
鏡
が
ど
こ
か
へ
飛
び
の
き
給
う
た

。
神
主
は
大
い
に
驚
い
て
、
七

日
七
夜
、
潔
斉
し
て
行
方
を
祈

っ
た

。
祈
願
の
満

つ
る
七
日
寅
の
刻

に
、
神
木

の
霊
松
が
に
わ
か
に
鳴
り
、
雷
も
は
げ
し
く
、
雨
も
ふ
り
、
山
く
ず
れ
ま
で
お

こ
っ
た
。
す
る
と
十
日
東
方
四
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
が
、
湛
水
し
て
湖
と
変
じ

た

。
辰
已
の
方
五
百
メ
ー
ト
ル
余
り
の
水
中
に
光
る
も
の
が
あ
る

。
不
思
議
に

思
い
、
小
舟
に
さ
お
さ
し
て
漕
い
で
い
っ
て
み
る
と
神
鏡
が
あ
っ
た

。
そ
こ
で

謹
ん
で
お
守
り
し
、
神
社
に
帰

っ
た

。

そ
こ
で
即
ち
、
神
鏡
の
出
現
し
た
所
で
あ
る
か
ら

「鏡
が
沖
」
と
称
し
た
。

（
三
島
神
社
由
緒
）

鶴

松
－
御

休

場

－

御
休
み
場
は
枇
杷
島
村
字
剣
野
地
内
に
あ
り
、
昔
は
鯨
波
村
塔
之
輪
よ
り
こ

の
山
道
を
経
て
、
新
道
に
出
た
も
の
で
、
枝
の
姿
が
ち
ょ
う
ど
鶴
が
翼
を
ひ
ろ

げ

た
よ
う
な
松
の
樹
の
あ
る
所
で
あ
る

。

戦
国
の
際
に
上
条
城
主
弥
五
郎
と
枇
杷
島
城
主
宇
佐
美
定
行
と
は
同
じ
謙
信

公
の
家
来
で
あ
り
な
が
ら
、
仲
が
悪
る
か
っ
た

。
そ
こ
で
定
行
は
弥
五
郎
を
己

の
領
分
地
内
を
通
さ
な
い
、
弥
五
郎
は
春
日
山
へ
登
城
す
る
と
き
は
枇
杷
島
を

通
ら
な
い
で
、
新
道
か
ら
鯨
波
へ
出
た
。
其
時
は
此
処
で
一
休
み
し
て
日
本
海

を
眺
め
た
と
い
う
の
で
、
こ
の
名
を

つ
け
た
と
い
い
伝
え
て
い
る

。

註
１

枇
杷
島
城
主
宇
佐
美
定
行
が
、
こ
の
松
に
鞍
を
か
け
て
、
領
地
を
望
見

し
た
の
で
、

「鞍
掛
松
」
と
い
う
別
名
も
あ
っ
た
。

註
２

叉
一
説
に
剣
野
村
が
松
平
氏
の
領
地
で
あ
り
、
そ
の
息
女
鶴
姫
の
化
粧

料
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

「鶴
松
」
と

い
う
名
が
つ
い
た
と
も
い
わ

れ
て
い
る

。

剣

野

庵

の
如

来

剣
野
庵
は
枇
杷
島
村
大
字
剣
野
に
あ
る
。
庵
で
あ
る
．
此
庵
の
本
尊
阿
弥
陀

如
来
に
就
て
次
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
る

。

元
来
大
洲
村
極
楽
寺
の
大
迦
藍
は
高
田
村
横
山
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

領
主
の
命
に
よ
り
現
地
に
移
転
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る

。
そ
の
寺
院
取
り
崩
し

の
際
土
台
石
を
除
い
た
と
こ
ろ

一
阿
弥
陀
如
来
を
発
掘
し
た

。
こ
れ
は
不
思
議

で
あ
る
。
土
中
に
埋
め
さ
せ
て
お
け
ば
仏
罰
を
こ
う
む
る
と
い
う
の
で
、
極
楽

寺

へ
納
め
た
が
、

一
人
の
尼
僧
が
こ
れ
を
き
い
て
、
方
丈
に
ね
が
っ
て

一
庵
を

創
建
し
、
本
尊
と
し
て
、
礼
拝
し
た
の
が
即
ち
今
日
の
剣
野
庵
で
あ
る
と
い
う
。

寺

田

ー

香

積

寺

沢

－

剣
野
の
西
方
、
剣
野
山
の
す
そ
に
寺
田

（
一
名
香
積
寺
沢
）
と
い
う
と
こ
ろ



が
あ
る

。
現
在
柏
崎
市
街
の

中
（
島
町
）
に
あ
る
香
積
寺
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ

と
い
わ
れ
て
い
る
。

註
１

田
の
中
に
礎
石
が
残
っ
て
い
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

雨

ご

い

の
青

竜

－
鵜
川
神
社
の
縁
起
１

ひ
で
り
の
時
、
村
の
百
姓
達
が
鵜
川
神
社
に
集

っ
て
雨
ご
い
の

祈
祷
を
し
て

い
る
と
、
両
頭
の
青
い
竜
が
御
堂
の
中
か
ら
現
わ
れ
て
サ
ト
が
池
の
方
へ
走
っ

て
い
っ
た

。
と
た
ん
に
空
が
か
き
く
も
り
、
大
雨
が
降
っ
た
と
い
う
。

血

豆

石

血
豆
石
は
枇
杷
島
村
の
上
向
の
火
葬
場
附
近
の
路
上
に
、
約
三
十
セ
ン
チ
ば

か
り
突
き
出
て
い
る
安
山
岩

の
石
で
あ
る

。
通
行
入
が
こ
の
石
に
少
し
で
も

つ

き
当
れ

ば
、
必
ず
血
豆
が
で
き
る
の
で
、
人
々
は
大
い
に
恐
れ
て
い
た

。
そ
こ

で
こ
れ
を
掘

っ
て
す
て
よ
う
と
し
て
人
夫
を
か
け
て
掘
っ
た
が
掘
り
切
れ
な
い

で
困
っ
て
い
た

。

行

通

寺

開
山
は
法
教
坊
と
い
う
名
の
坊
さ
ん
で
、
こ
の
人
は
天
正
三
年
の
頃
、
能
登

国
鳳
至
郡

（ふ
し
げ
ぐ
ん
）
下
村
の
城
主
で
佐
々
木
大
権
頭
と
い
っ
た

。
越
前

の
国
、
吉
崎
別
院
で
慧
燈
大
師
の
直
弟
子
と
な
り
、
法
教
と
い
う
名
を
い
た

ゞ

き
、
後
に
光
立
山
行
通
寺
と
い
う
寺
号
を
も
ら
っ
た

。

或
年
越
前
吉
崎
よ
り
若
狭
国
小
浜
へ
渡
海
し
よ
う
と
し
た
時
、
海
上
暴
風
に

あ
っ
て
、
舟
が
転
ぷ
く
し
よ
う
と
し
、
難
渋
を
極
め
た
。
そ
の
時
上
人
が
南
無

阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
名
号
を
書
い
て
船
頭
に
か
か
げ
た
と
こ
ろ
、
不
思
議
に
暴

風
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
舟
は
少
し
も
ゆ
す
れ
な
い
で
、
矢
の
よ
う
に
走
り
、
無

事
に
又
吉
崎
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た

。
そ
こ
で
こ
れ
を
波
分
け
の
御
名
号
を
唱

え
た

。
こ
の
名
号
と
如
来
と
を
上
人
よ
り
給
わ
り
、
末
寺
を
能
登
に
残
し
、
三

代
目
法
林
に
至
っ
て
、
越
後
国
加
茂
の
下
条
に
移
っ
た

。
更
に
叉
三
代
を
経
て

琵
琶
島
に
移

っ
た

。
時
に
天
正
八
年
で
あ
る

。
之
よ
り
引
き
つ
ゞ
き
二
十
二
代

の
今
に
至
っ
て
い
る

。

亀

が

淵

亀
が
淵
は
枇
杷
島
を
流
れ
る
鵜
川
の
流
城

中
で
金
曲
輪
橋
の
下
方
に
あ
る
淵

の
名
で
あ
る

。

昔
鵜
川
神
社
が
も
え
た
時
、
ご
神
体
が
見
え
た
く
な

っ
て
し
ま

っ
た

。
神
主

を
は
じ
め
村
民

一
同
は

お
そ
れ
の
念
を
抱
い
て
い
た
が
や
む
を
え
ず
、
仮
宮
殿

を
建
築
し
、
ご
幣
だ
け
ま
つ
っ
て
居
た
と
こ
ろ
、
或
夜
神
様
が
亀
に
お
乗
り
あ

そ
ば
さ
れ
て
鵜
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
お
い
で
に
な
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、

亀
が
淵
と
い
う

。

註
１

鵜
川
の
下
流
、
蟹

が
淵
の
近
く
に
亀
が
淵
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
昔
大



亀
が
す
ん
で
い
た

‥
‥
（柏
崎
地
方
伝
説
集
、
桑
山
太
市
）

註
２

鵜
川
神
社
と
い
う
名
の
神
社
は
、
鵜
川
の
上
流
か
ら
下
流
へ
か
け
て
四

社
あ
り
、
社
名
は
同
じ
で
あ
る
が
祭
神
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い

。
次
表

の
通
り

。

N
o
１
黒姫山頂
美都波能売命
（みづはのみこと）

N
o
２
野田村

全

N
o３

新

道

誉
田
別
尊

（
は
ん
だ
わ
け
の
み
こ
と
）

配
祠

息
長
足
姫
尊

玉

依
姫
尊

N
o４

枇
杷
島

誉
田
別
尊

鵜
葺

（
う
か
や
）
ふ
き
あ
え
ず
の
み
こ
と

鏡

が

沖
－

鵜

川

神

社

－

神
武
天
皇
の
御
父
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
イ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
が
大
亀
に
乗
り
、
遠
く
越

の
国
の
海
原
に
お
い
で
に
な
っ
た

。
清
い
河
水
の
流
れ
入
る
を
ご
覧
に
な
り
、

さ
か
の
ぼ
ら
せ
給
う
た

。
清
い
瀬
ご
と
に
鵜
の
数
多
く
群
れ
あ
そ
ぶ
の
を
ミ
コ

ト
は
誕
生
よ
り
鵜
に
縁
故
が
あ
っ
て
、
常
に
お
好
み
に
な

っ
た
の
で
、
こ
れ
を

深
く
愛

（め
）
で
給
い
、
大
亀
に
乗
り
捨
て
こ
上
陸
あ
ら
せ
給
う
た
。
そ
こ
を

今
は
亀
が
淵
と
い
う

。

ミ
コ
ト
は
、
こ
こ
は
朝
日
の
た
だ

射
す
処
、
夕
日
の
照
る
と
こ
ろ
、
清
き
河

内
な
り
と
詔
り
に
な

っ
て
、
し
ば
ら
く
神
留
り
に
な

っ
た

。
そ
の
神
鎮
ま
り
し

跡
の
お
社
が
、
す
な
わ
ち
鵜
川
神
社
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
川
を
名
づ
け
て
川

曲

（
か
わ
く
も
）
の
県
を
鵜
川
の
県
と
い
う

。
後
の
鵜
川
の
荘
で
あ
る
。

ミ
コ
ト
が
こ
の
川
曲
に
お
い
で
に
な

っ
た
時
、
竜
宮
よ
り
河
童
を
お
使
と
し

て
、
雌
竜
雄
竜
の
霊
体
を
鏡
の
く
し
げ
に
入
れ
、
た
て
ま
つ
っ
た
。

ミ
コ
ト
は
二
つ
の
竜
を
と
り
近
く
の
湖
水
に
放
ち
、
そ
の
し
ず
め
と
さ
せ
た
。

そ
れ
で
名
づ
け
て
鏡
の
湖
と
な
っ
た

。

中
古
に
至
っ
て
、
こ
の
湖
水
の
水
が
か
れ
、
よ
う
や
く
開
け
桑
田
と
な
っ
た

。

こ
の
時
竜
神
は
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
木
像
の
竜
と
な
っ
た
。
里
人

は
こ
れ
を
鵜
川
神
社
に
奉

っ
た

。
今
も
霊
徳
か
く
し
ゃ
く
と
し
て
い
る

。

鏡
が
沖

の
お
う
た
が
火

比
角
村
に
お
う
た
と
い
う
女
が
あ
っ
た
。
こ
の
女
に
意
中
の
人
が
あ
り
、
枇

杷
島
の
男
な
の
で
、
夜
な
夜
な
通
う
て
行

っ
た

。

一方
お
う
た
に
恋
し
て
い
る
男
が
あ
り
、
此
の
事
を
知
り
大
い
に
恨
み
怒
っ

て
、
鏡
が
沖
に
お
う
た
を
待
ち
受
け
て
殺
し
て
し
ま

っ
た

。

そ
れ
か
ら
光
円
寺
附
近
か
ら
怪
し
い
火
が
出
て
鏡
が
沖
に
飛
ん
で
い
く

。
こ

れ
を

「
お
う
た
の
火
」
と
い
い
伝
え
て
い
る
。

註
１

昔
比
角
に
お
う
た
と
い
う
ロ
ク
ロ
首
の
女
が
い
て
、
夜
な
夜
な
出
た
の

を
、
妖
怪

（よ
う
か
い
）
な
り
と
或
る
武士
が
斬
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
首

が
飛
ん
で
鏡
が
沖
の
方
へ
い
っ
た

。



お

み

か

の

火

ー

お

び

た

の

火

ー

つ
め
た
い
雨
が
し
と
し
と
ふ
る
夜
、
鏡
が
沖
に
し
ば
し
ば
点
々
と
火
が
見
え

る
。
集
っ
て
は
散
り
、
散
っ
て
は
又
集
る
。
里
人
は
こ
れ
を

「お
み
か
の
火
」

と
い
う

。

そ
の
昔
、
お
み
か
と
い
う
関
東
の
女
が
、
半
田
の
大
工
某
の
妻
と
な
っ
た
が
、

大
工
某
は
半
田
に
帰
っ
た
ま
ゝ
、
数
年
た
っ
て
も
妻
の
も
と
に
帰
つ
て
来
な
い

の
で
、
妻
は
後
を
追
っ
て
来
て
み
れ
ば
、
す
で
に
妻
の
あ
る
男
で
あ
っ
た
。
お

み
か
は
非
常
に
嘆
き
且
つ
恨
み
、
鏡
が
沖
で
顔
を
整
え
よ
う
と
鏡
を
出
し
て
見

た
と
こ
ろ
、
わ
が
顔
は
凄

た
る
鬼
相
に
変
っ
て
い
た
の
で
驚
き
の
余
り
悶
死

（も
ん
し
）
し
た

。

そ
れ
で
そ
の
あ
た
り
を

「鏡
が
沖
」
と
い
う

。
一
説
に

「

お
かみの
火
」
は

「
お
び
た
の
火
」
で
、
そ
の
火
の
見
え
る
と
こ
ろ
は
三
本
松
と
い
う
所
の
附
近

と

い
う

。

註

鏡
が
沖
を
舞
台
と
す
る
、
女
性
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
数
多
く
あ
り
、
そ
の

内
容
、
主
入
公
の
名
が
い
り
ま
じ
っ
て
、
こ
ん
と
ん
且
つ
あ
い
ま
い
も
こ

と
し
て
い
る

。

即
ち
「お
う
た
」
、
「

お
かみ」
、
「お
び
そ
」
、
「
お静
」
・

「清

野
」

‥
‥
と
登
場
人
物
が
多
く
、
物
語
り
と
人名
が
、
こ
ん
が
ら
が
っ
て
、

い

づ
れ
を
正
統
と
す
る
か
定
め
が
た
い
。

福

泉

寺

そ
の
む
か
し
は
天
台
宗
で
、
常
在
坊
と
い
う
庵
室
で
あ
っ
た
。
文
永
八
年
十

月
十
日
日
蓮
上
人
、
佐
渡
御
難
の
折
、
嫡
弟
日
朗
が
、
鎌
倉
を
出
て
便
船
を
得

佐
渡
に
渡
り
、
高
祖
日
蓮
に
遭
い
直
ち
に
帰
り
、
栢
崎
に
着
し
宿
を
常
在
坊
阿

閣
梨
福
泉
法
師
に
求
め
た
。法
師
は
之
を
許
し
、
終
夜
議
論
を

たゝ
か
わ
し
、

遂
に
日
朗
に
従
い
、
法
号
を
授
け
ら
れ
、
改
宗
し
て
福
泉
院
日
舟
と
言
っ
た
。

其
の
後
日
朗
師
は
再
び
佐
渡
に
往
復
の
と
き
山
号
を
給
い
、
常
在
山
福
泉
寺
と

改
め
、
法
華
宗
門
の
お
寺
と
し
た
。こ
れ
は
弘
安
六
年
五
月
の
こ
と
で
、
当
山

の
元
祖
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
寺
は
百
年
余
の
間
無
住
と
な
っ
た
。大
覚
大

僧
正
の
弟
子
妙
覚
隆
日
聡
上
人
と
い
う
人が
嘉
慶
元
年
四
月
三
日
当
寺
を
再
興

し
宇
佐
美
貞
行
琵
琶
島
城
を
領
す
る
と
き
、
即
ち
永
禄
四
年
正
月
に
来
て
、祈

願
所
と
し
た
。
こ
れ
か
ら
打
続
き
三
十
九
代
の
今
日
に
至
っ
て
い
る
。


