


願
竜
寺
に
伝
わ
る
伝
説

先
祖
田
村
彦
四
郎
俊
行
は
桑
原
の
一
族
を
連
れ
て
越
前
福
井
よ
り
北
陸
道
を

へ
て
、
柿
崎
よ
り
山
を
越
え
、
細
越
将
監
の
縁
故
を
た
ど
っ
て
、
小
村
峠
に
一

夜
野
宿
し
た
時
、
小
村
峠

一
円
が
土
地
開
墾
に
適
し
た
土
地
と
見
て
、
自
分
の

従
者
彦
兵
、
二
左
門
の
両

人
を
こ
の
地
に
と
ど
め
永
住
さ
せ
る
こ
と
に
決
め
、

白
分
は
桑
原
氏
の
人
達
と
細
越
に
移
住
し
法
西
と
な
の
り

。
一
草
庵
を
建
て
、

教
え
を
ひ
ろ
め
た

。

そ
の
後
し
ば
し
ば
小
村
峠
を
往
来
し
て
二
人
の
開
墾
を
助
け
、
ま
た
峠
の
道

は
当
時
は
ほ
と
ん
ど
無
に
ひ
と
し
か

った
。
小
道
を

一
族
と
と
も
に
開
き
、
真

宗
正
依
の
経
典
大
光
無
量
寿
経
の
弥
陀
の
本
願
四
十
八
の
願
に
ち
な
ん
で
四
十

八
曲
り
の
道
を
開
い
た
の
が
現
在
の
峠
の
道
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
払
川
を
過
ぎ
峠
に
登
り
か
か
る
途

中
の
田
の
中
に
田
村
麻
呂
将
軍
の

「

鞍
掛

（く
ら
か
け
）
の
石
」
と
称
す
る
の
が
あ
る

。
こ
の
石
は
先
祖
彦
四
郎
が

峠
の
開
墾
に
細
越
よ
り
往
復
す
る
時
途

中
馬
を
休
ま
せ
て
、
鞍
を
お
ろ
し
、
そ

の
石
に
乗
せ
た
と
こ
ろ
よ
り
誤
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
ら
し
い

。

（注
）
有
名
な
小
村
峠
へ
の
登
り
道
四
十
八
ま
が
り
は
、
近
年
開
さ
く
さ
れ

た
．

（昭
和
四
十
六
年
完
成

。
）
白
動
車
新
道
に
よ
っ
て
廃
道
同
然

と
な

っ
た

大
永
三
年
末

信
徒
の
願
い
に
よ
っ
て
、
野
田
村
の
現
在
土
地
に
移
転
し
た
。

大
正
七
年

佐
原
某
な
る
少
年
の
火
遊
び
に
よ
っ
て
、
本
堂

・庫
裡
が
全
焼
し

た

。

願

竜
寺

の
大

石
橋

真
宗
願
竜
寺
は
天
文
元
年
の
建
立
、
寺
中
に
覚
照
寺
、
正
蓮
寺
あ
り
、
黒
姫

山
道
行
語
に
「野
田
村
願
竜
寺
に
休
も
う
と
思
っ
て
、
そ
の
寺
に
お
詣
り
し
た

と
こ
ろ
、
非
常
に
大
き
、な
石
橋
が
か
け
て
あ
り
、
上
も
平
ら
で
あ
る
。
人
々
こ

れ
を
見
て
驚
い
た
。
民
部
郷
め
ず
ら
し
く
思
っ
て
肩
で
長
を
計
っ
て
み
た
と
こ

ろ
、
長
さ
約

一
丈
四
尺
余
り

（
四

・
三
メ
ー
ト
ル
）
巾
は
九
尺

（
二
・
七
メ
ー

ト
ル
）
あ
っ
た
と
い
う

。
」

秋

葉

山

標
高
二
二
五
m
の
秋
葉
山
は
火
の
神
で
あ
る

。
野
田
で
は
四
月
十
八
日
夜
、

若
者
が
頂
上
で
火
を
た
き
酒
を
飲
み
な
が
ら
歌
っ
た
り
、
踊
っ
た
り
し
た
と
い

う

。な
お
、
終
戦
前

一
時
監
視
哨
が

お
か
れ
た
場
所
で
あ
る

。
小
さ
な
祠
が
あ
る
。

こ
の
周
辺
の
山
林
を
き
る
と
村
に
火
事
が
あ
る
と

言
伝
え
ら

れ
て
い
る

。

西

山

と
雪

崩

鵜
川
の
流
れ
に
そ
っ
て
野
田
の
地
で
見
て
西
に
一
き
わ
高
く
見
え
る
山
が
あ

る
。
野
田
か
ら
見
て
西
に
あ
る
山
と
い
う
の
で
通
称
西
山
と
い
っ
て
い
る

。
こ



の
山
の
頂
上
近
く
に
木
の
繁
茂
し
な
い
崖
が
あ
る

。
そ
の
右
方
は
源
義
経
奥
州

へ
逃
る
途
中
、
馬
の
足
を
す

べ
ら
れ
た
処
、
左
方
の
は
弁
慶
の
そ
れ
で
あ
る
と

い
わ

れ
て
い
る

。

こ
の
付
近
よ
り
大
な
だ
れ
が
度
々
あ
っ
た
こ
と
が
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

今
か
ら
四
百
余
年
前
に
も
大
雪
崩
あ
り
、
円
梵
寺

（
え
ん
ぼ
ん
じ
）
と
い
う

お
寺
が
お
し
つ
ぶ
さ

れ
た
と
か

。

ま
た
百
年
ば
か
り
前
に
は
そ
れ
よ
り
更
に
百
五
十

m
～
二
百

m
ば
か
り
下
流

の
屋
敷
部
落
の
そ
ば
ま
で
来
た
と
か
、
こ
の
時
は
被
害
が
な
か
っ
た

。

も

っ
と
も
被
害
の
大
き
か
っ
た
の
は
昭
和
二
年
二
月
十
日
の
も
の
で
あ
っ
た

。

昭
和
二
年
二
月
六
日
昼
は
好
天
気
で
あ
っ
た
が
夜
に
入
っ
て
雪
と
な
っ
た

。

こ
の
日
は
大
正
天
皇
の
御
大
葬
の
全
国
民
御
通
夜
の
日
で
あ
っ
た

。
雪
は
そ
れ

よ
り
連
日
連
夜
降
り
続
き
十
日
に
は
積
雪
三

m
を
越
え
、
部
落
間
の
交
通
も
と

だ
え
が
ち
に
な
り
、
隣
家

へ
行
く

に
も
容
易
な
こ
と
で
な
く
、
各
家
と
も
そ
の

除
雪
に
困
り
切
っ
て
い
た
。
午
後
三
時
過
、
西
山
一
帯
に
大
雪
崩
が
起
リ

一
瞬

に
し
て
屋
敷
部
落
は
そ
れ
に
呑
み
込
ま

れ
て
し
ま

っ
た。全
壊
五
戸
、
半
壊
三

戸
、
焼
失

一
尸
、
死
者
十
九
名
、
牛

一
頭
を
出
し
た

。
（奇
跡
的
に

一
人
は
床

下
の
穴
に
落
ち
て
助
か

っ
た
）

近
隣
の
町
村
の
応
援
を
得
て
、
被
害
家
屋
や
被
害
者
の
掘
り
出
し
を
お
こ
な

い
十
六
日
、
よ
う
や
く
全
部
の
掘
り
出
し
を
終

っ
た

。
十
六
日
に
は
雪
晴
れ
と

な

っ
た

。

村
葬

（十
九

人
の
）
も
し
め
や
か
に
行
わ
れ
た
。
後
に
天
皇
よ
り
御
内
帑
金

（
ご
な
い
ど
き
ん
）
も
御
下
賜
さ
れ
た

。

こ
の
大
雪
崩
は
山
頂
よ
り
約
二
㎞
は
走
っ
た
こ
と
に
な
る
。
軽
い
雪
が
表
面

を
走
る
よ
う
な
も
の
は
表
層
雪
崩

（ひ
ょ
う
そ
う
な
だ
れ
）
ま
た
は

「
あ
い
」

と
言

っ
て
遠
く
ま

で
走
る
と
い
わ
れ
て
い
る

。

伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
四
百
年
前
の
雪
崩
の
時
も
円
梵
寺
の
大
銀
杏
の
下

で
と
ま
り
、
昭
和
二
年
の
大
雪
崩
も
新
沢
郡

一
氏
の
銀
杏
の
木
の
下
で
止
っ
て

い
る

。
新
沢
郡

一
さ
ん
は
こ
の
銀
杏
の
下
の
一
番
積
雪
の
深
い
下
に
生
き
埋
め

に
な

っ
て
な
く
な

っ
て
い
た

。

屋
敷
部
落
に
は
こ
れ
ら
被
害
者
の
精
霊
塔
が
部
落
民
や
近
隣
の
人
々
の
喜
捨

に
ょ
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る

。

そ
の
後
西
山
に
は
雪
崩
防
止
の
た
め
の
階
段
切
が
各
所

に
切
ら

れ
て
い
る

。

経

塚

一
、
杉
ノ
崎
の
は
ず
れ
に
小
高
い
塚
が
あ
る

。

昔
、
あ
る
僧
が
お
い
び
つ
を
せ
お
っ
て
こ
の
地
に
来
り
、
こ
こ
に
い
た
、

ぢ

い
さ
ん
、
ば
あ
さ
ん
と
暮
し
て
い
た
と
い
う

。
死
ぬ
と
経
本
と
一
し
ょ
に
埋

葬
さ
れ
た

。
「
ぢ
ぢ
塚
、
ば
ば
塚
」
と
な

っ
た
と
い
う

。

経
本
な
ど
を
手
に
入
れ
る
た
め
、
後
の
人
が
堀
り
か
え
し
て
み
た
が
何
も

な
か

っ
た
と

い
う

。

今
は

一
m
ば
か
り
の
穴
が
あ
る

。
塚
の
近
く
に
は
木
が
あ
り
、
こ
の
木
に

さ
わ
る
と
鈴
の
音
が
聞
え
る
と
い
う

。

二
、
久
米
の
奥
、
三
ツ
子
沢
へ
行
く
と
こ
ろ
に
塚
が
あ
る

。
こ
の
中
に
お
経
の

本
が
あ
る
と
い
う
。



お

か

た
高

橋
橋

昔
、
源
平
時
代
に
高
橋
判
官
の
一族

が
壇
ノ
浦
で
敗
れ
、
今
の

「堀
の
内
」

の
地
に
落
ち
つ
い
た

。
女
だ
っ
た
の
で
女
方

（
お
ん
か
た
）
と
呼
ば
れ
、
こ
れ

が

「お
方
」
の
は
じ
ま
り
と
い
う
。お
方
は
二
十
四
代
で
衰
え
た
と
い
う
。

女
方
は
自
分
の
堀
の
内
に
橋
を
か
け
、
名
づ
け
て

「高
橋
ば
し
」
と
呼
ん
だ
。

（
大
字
田
屋
）

払

川

の
ド

ス
石

田
舎

（た
や
↓田
屋
？
）
に
癩
人

（ら
い
じ
ん
）
が
い
た
。
薬
師
堂
の
紫
雲

の
源
を
た
ず
ね
て
ふ
も
と
に
来
た
が
罪
が
深
い
の
で
登
る
こ
と
が
出
来
な
い
で

い
た

。
そ
の
時
薬
師
が
現
れ
て
つ
げ
て
い
う
に
は

「
こ
こ
に
江
水
あ
る
、
名
づ

け
て
払
川
と
い
う

。
お
前
は
罪

が
深
い
の
で
こ
の
悪
い
病
気
に
か
か
っ
た

。
こ

の
川
に
入
っ
て
五
体
を

洗
い
清
め
、
罪
を
ざ
ん
げ
す
れ
ば
癩
瘡

（
ら
い
そ
う
）

が
す
ぐ
な
お
る
で
あ
ろ
う
」
と

癩
人
は
こ
と
ば
を
信
じ
て
五
体
を
洗
い
清
め
、
罪
を
ざ
け
げ
し
て
石
の
上
に

坐

っ
て
薬
師
を

お
い
の
り
す
る
こ
と
三
七
日
た
つ
と
、
お
か
げ
が
あ
ら
わ
れ
て

病
気
は
す

っ
か
り
な
お

っ
た

。

そ
こ
で
世
間
の
人
が
名
づ
け
て

「
度
ス
石
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た

。

ド

ス

が

窪

谷
根
と
坂
又
と
の
境
界
付
近
を
昔
か
ら

「境
」
と
い
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
は

広
い
畑
も
あ
っ
た
。
境
界
に
は
神
明
様
を
お
ま
つ
り
し
た
ほ
こ
ら
も
あ
り
、
往

き
来
す
る
人
の
信
仰
の
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た

。

神
明
様
か
ら
坂
又
よ
り
に
四
〇
〇
mば
か
り
北
側
の
山
腹
に
広
さ

一h
a
ば
か

り
の
平
地
が
あ
る

。
こ
の
付
近
を

「
ド
ス
が
窪
」
と
い
っ
て
い
る

。
そ
の
昔
こ

こ
に
癩
患
者

（ら
い
か
ん
じ
ゃ
）
が
行
き
倒
れ
た
と
の
こ
と
で
名
づ
ら
れ
た
と

も
、
ま
た

「
ド
ス

（
癩
）
」
に
か
か
っ
た

人
達
を
集
め
た
と
も
伝
え

ら
れ
て
い

る

。神
明
様
と
ド
ス
が
窪
の

中
間
の
峰
に
は
明
治
戌
辰
の
役
の
際
に
、
い
わ
ゆ
る

官
軍
の
柏
崎
攻
め
の
迂
回
路
に
あ
た
り
、
こ
の
方
面
の
ま
も
り
と
し
て
こ
こ
に

砲
座
が
築
か
れ
た
と
か
、
そ
の
壕
の
あ
と
が
残
っ
て
い
る
。

田

屋
村

と
石

塚

人
皇
四
十
三
代
元
明
天
皇
の
和
銅
五
年
の
こ
ろ
、
能
登
の
国
の
臥
行
者

（が

き

ょ
う
じ
ゃ
）
と
い
う
行
者
が
諸
国
を
ま
わ
っ
た
折
、
こ
の
郷
に
田
舎

（た
や
）

が
あ
る
を
見
て
田
舎

（田
屋
）
村
と
名
づ
け
た
と
い
う
。

あ
る
家
の
前
で
歎
き
悲
し
ん
で
泣
い
て
い
る
の
を
き
き
、
臥
行
者
が
立
寄
っ

て
見
る
と
罪
入

（ざ
い
に
ん
）
が
い
た
。
見
れ
ば阿
鼻
地
獄

（あ
び
じ
ご
く
）

の
よ
う
に
地
獄
の
せ
め
苦
に
く
る
し
ん
で
い
る

。
行
者
が
罪
人
に
そ
の
訳
を
き



く
と
、
罪
人
は

「白
分
は
、
こ
ざ
か
し
く
も
法
華
経
の
悪
口
を
言
っ
た
の
で
こ

の
苦
し
み
を
受
け
て
い
る

。
ど
う
ぞ
法
華
経
を
書
写
し
下
さ
る
な
ら
、
私
は
こ

の
苦
し
み
か
ら
の
が
れ
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
行
者
こ
れ
を

承
知
し
て
、
小
石
を
集
め

一
石

一
字
の
法
華
経
を
書
し
て
塚
と
な
し
た

。
罪
人

は
喜
ん
で
お
陰
で
地
獄
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

。

こ
れ
か
ら
地
名
を
石
塚
と
い
う
よ
う
に
な

っ

た。

円

梵

寺

の

由

来

弘
治
元
年
柏
崎
日
向
守
勝
長
甲

刕
合

戦
の
時
お
祈
り
し
た
と
こ
ろ
、
み
ん
た

な
し
と
げ
ら
れ
た
の
で
、
お
堂
を
建
て
石
塚
山
薬
王
院
円
梵
寺
と
名
づ
け
た
。

寺
に
土
地
を
与
え
尼
僧
を
集
め
二
六
時

中
の
お
勤
め
を
続
け
た
。

そ
の
後
悲
し
い
こ
と
に
、
こ
の
国
の
真
言
宗
が
ダ
メ
に
な
っ
た
時
伽
藍

（が

ら
ん
）
が
焼
け
、
寺
の
土
地
も
な
く
な
り
、
今
は
田
ん
ぼ
と
な

っ
て
小
さ
な
堂

ば
か
り
が
残

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
ご
本
尊
さ
ん
の
ご
り
や
く
は
昔
も
今
も
か
わ
ら
ず
続
い
て
お
る
と

い

う

。

番

屋

（
屋

号

）

石
塚
の
県
道
小
千
谷
柿
崎
線
の
道
側
に
番
屋
と
い
う
家
が
あ
る
。

北
国
街
道
を
柿
崎
か
ら
下
越
へ
向
う
海
岸
線
が
表
街
道
と
い
う
な
ら
ば
、
米

山
南
麓
を
黒
川
ぞ
い
に
小
村
峠
を
通
り
下
越
へ
行
く
こ
の
道
は
裏
街
で
あ
っ
た

。

小
村
峠
の
往
き
来
の
入
を
あ
ら
た
め
た
番
所
の
跡
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
注
）
鵜
川
で
は
地
名
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る

。

地

蔵

岩

臥
行
者
と
い
う
行
者
、
石
塚
の
近
く
に
医
王
在
中
と
い
う
、
か
す
か
な
音
を

き
き
、
不
思
議
に
思
っ
て
石
を
打
ち
割
っ
て
み
る
と
薬
師
如
来
の
石
像
が
出
て

来
た

。住
吉
神
明
が
現
わ
れ
行
者
に
つ
げ
て
言
う
に
は
、

「汝

（な
ん
じ
）
こ

の
峰
に
一
宇

（
い
ち
う
）
の
堂
を
つ
く
っ
て
薬
師
を
安
置
し
里
民
を
ま
も
れ
」

と
、
行
者
こ
の
言
い
つ
け
を
守
っ
て
、
堂
を
建
て
、
草
を
採
っ
て
、
華

鬘
（け

ま
ん
）
と
し
甲
番
を
塗
香
と
し
出
水
を
求
め
て
花
水
と
し
、
薬
師
法
を
修
し
た

の
で
紫
雲
た
な
び
き
堂
屋
敷
四
方
を
お
お
た
。

祓

川
薬

師

如

来

の
縁

起

そ
も
そ
も
、
こ
こ
、
姥
薬
師

（う
ば
や
く
し
）
の
由
来
を
た
ず
ね
る
と
、
人

皇
四
十
三
代

（元
明
天
皇
）
和
銅
五
年
泰
澄
禅
師
霊
夢

（
れ
い
む
）
が
あ
っ
て

五
輪
山
に
登

っ
て
お
こ
も
り
し
た
と
こ
ろ
、
生
身
の
薬
師
如
来
を
お
が
む
こ
と

が
で
き
た

。
し
か
し
普
通
の
俗
人
に
は
こ
れ
を
お
が
む
こ
と
が
で
さ
な
い
。

褝
師
は
深
く
こ
れ
を
悲
し
ん
で
尊
像

（
そ
ん
ぞ
う
）
を
彫
刻
し
て
、
末
代

（
ま

つ
だ
い
）
ま
で
残
念
そ
う
と
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
不
思
議
な
こ
と
に
岩
や
の
あ

た
り
に
光
が
さ
し
て
い
る

。
そ
こ
で
行
っ
て
見
た
と
こ
ろ
、

一
つ
の
石
が
あ
っ

て
、
二
十
五
セ
ン
チ
角
位
で
る
り
色
に
光
り
か
が
や
い
て
い
る

。
褝
師
が
い
わ



れ
る
に
は

「
白
分
の
願
い
は
も
う
満
足
し
た
」
、
そ
こ
で
み
ず
か
ら
彫
刻
し
て

仏
像
を
お
作
り
に
な
っ
た

。
そ
こ
で
人
々
は
こ
れ
を
山
の
上
に
背
負
っ
て
上
ろ

う
と
し
た
と
こ
ろ
、
大
盤
石

（だ
い
ば
ん
じ
ゃ
く
）
の
よ
う
で
動
か
す
こ
と
が

で
き
な
い

。
褝
師
も
お
心
を
苦
し
め
ら
れ
た

。
そ
こ
へ
白
髪

（は
く
は
つ
）
の

女
が
ひ
と
り
来
て
言
う
に
は
「白
分
は
五
障
三
従

（ご
し
ょ
う
さ
ん
じ
ゅ
う
）

の
身
で
あ
る
か
ら
、
み
空
の
み
ね
の
霊
場

（
れ
い
じ
ょ
う
）
に
行
く
こ
と
が
で

き
な
い

。
願
わ
く
ば
尊
像
を
こ
こ
に
お
と
ど
め
し
、
こ
れ
か
ら
先
々
女
の
人
を

お
め
ぐ
み
下
さ

い

。
」
と
い
う
な
り
、
た
ち
ま
ち
消
え
て

な
く
な

っ
て
し
ま

っ

た

。
人
々
は
不
思
議
に
思
っ
た

。
そ
こ
で
褝
師
は
こ
の
地
を
え
ら
ん
で
尊
像
を

お
移
し
し
た
と
こ
ろ
、
前
と
同
じ
よ
う
に
す
ら
す
ら
と
運
ば
れ
た

。
そ
れ
か
ら

姥
薬
師
と
い
い
、
こ
こ
を
尸
羅
場

（し
ら
ば
）
と
名
づ
け
た
。

そ
の
後
雪
が
積

っ
た
り
、
岩
が
欠
け
た
り
、
岸
が
崩
れ
た
り
し
て
、
尊
像
が

谷
底
に
沈
ん
で
し
ま

っ
た。そ
の
後
、
幾
十
年
か
た
っ
た

。
あ
る
時
、
ふ
も
と

の
某
が
不
思
議
な
夢
を
見
て
そ
こ
を
た
ず
ね
て
見
た
と
こ
ろ
千
尋

（
せ
ん
じ
ん
）

の
底
に
光
り
か
が
や
く
も
の
が
あ
り
、
半
分
は
泥
の
中
に
埋
っ
て
い
る
。

某
は
有
難
涙
を
流
し
な
が
ら
そ
の
仏
さ
ん
を
せ
お
っ
て
、
ふ
も
と
に
お
り
て
、

小
さ
な
庵

（い
お
り
）
を
た
て
て
お
ま
つ
り
し
た
。

ま
た
、
あ
る
時
夢
に
い
う
に
は
、
こ
の
そ
ば
の
谷
水
で
身
を
清
め
る
者
は
、

心
も
体
も
き
れ
い
に
な
っ
て
、
け
が
れ
が
は
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
谷
川
を
祓
川

（
は
ら
い
が
わ
）
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た

。

そ
れ
で
、
ど
ん
な
重
い
病
気
で
も
こ
の
水
で
薬
を
に
る
と
き
は
、
き
き
め
は

す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
る

。

姥

薬

師

と
風
祭

り

払
川
の
水
上
に
あ
り
、
―
払
川
の
姥
薬
師
堂
瑠
璃
殿
と
い
う

―

米
山
の
ウ

バ
薬
師
堂
と
て
石
仏
に
て
霊
験
あ
ら
た
か
、

一
農
夢
じ
ら
せ
に
て

「六
月
土
用
丑
の
日
に
漆
の
葉
を
と
り
煎
じ
そ
の
汁
に
て
醴
酒
―
あ
ま
酒
―を

つ
く
り
飲
め
ば
か
ぜ
を
ひ
か
な
い
」
と
そ
れ
よ
り
年
々
風
祭
り
と
名
づ
け
、
醴

酒
を
作
り
、
村

中
農
事
を
休
む

。

芳

が

沢

文
化
三
年
の
こ
ろ
、
柏
崎
日
向
守
殿
の
伯
母
芳
と
い
う
者
、
地
蔵
岩
の
尊
像

に
帰
依

（き
え
）
し
て
五
年
の
間
日
詣
り
の
念
願
を
続
け
た
と
こ
ろ
、
願
が
み

ん
な
と
げ
ら
れ
た

。
そ
こ
で
俗
に

「伯
母
薬
師
と
名
が
つ
け
ら
れ
た

。
姥
の
住

ん
で
い
た
と
こ
ろ
を

「
芳
ケ
沢
」
と
名
づ
け
た
の
は
こ
の
せ
い
で
あ
る

。

千
束
平
の
そ
ば
車

西
山
の
谷
根
よ
り
の
高
い
尾
根
を
行
く
と
そ
こ
に
雨
池
が
あ
り
広
場
が
あ
る

。

こ
こ
を
千
束
平
と
い
っ
て
い
る

。

昔
、
惣
兵
工
と
い
う
百
姓
が
こ
こ
に
行
っ
て

「
そ
ば
」
を
作

っ
た

。
そ
ば
が



大
変
よ
く
み
の
っ
た
の
で
と
り
入
れ
に
行
っ
た

。
そ
ば
を
刈
り
取

っ
て
せ
お
っ

て
山
を
下
り

よ
う
と
し
た
が
な
か
な
か
困
難
な
の
で
大
き
く
束
ね
て
車
の
よ
う

に
し
て
山
の
斜
面
を
転
が
し
落
し
た

。
百
姓
は
こ
れ
は
う
ま
く
行
っ
た
と
思
っ

て
下
へ
来
て
見
る
と
そ
ば
は
途

中
で
落
ち
て
し
ま

って実
は
一粒
も
な
か
っ
た

と
い
う

。

そ
こ
か
ら

「
そ
け
た
ら
そ
う

べ
い
の
そ
ば
車
」
と
い
う
俚
諺
が
生
ま
れ
た
。

山

ハ
ゲ

と

地
蔵

岩

村
の
北
に
あ
た
り
、
米
山
に
つ
づ
き
た
る
山
な
り

。
九
合
目
に
凡
そ
五
、
六

百
歩
の
平
地
が
あ
っ
て
、
池
が
あ
り
夏

の
炎
天
に
も
水
が
干
あ
が
ら
な
い
。
そ

の
上
地
蔵
の
形
を
し
た
天
然
の
石
仏
が
あ
る
。

（注
）

・
山

バ
ゲ
―
山
ぬ
け
し
て
木
の
生
え
な
い
と
こ
ろ

・
普
通
に
天
池

（
あ
ま
い
け
）
と
い
い
、
こ
の
頂
上
付
近
に
数
ケ
所

あ

り

・
天
然
の
石
仏
－
地
蔵
岩

と
い
わ
れ
て
い
る

。

清

二

郎

滝

米
山
登
山
道

（昔
の
登
山
道
）
の
一
ノ
坂
の
脇
に
深
い
谷
が
あ
り
、
そ
こ
に

は
滝
が

あ
る

。
こ
の
付
近

に
は
ぜ
ん
ま
い
が
沢
山
出
る

。
山
菜
取
り
の
人
が
よ

く
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る

。
昔
、
清
二
郎
と
い
う
人
が
ぜ
ん
ま
い
取
り
に
行

っ
て
、

こ
こ
で
深
い
谷
に
す

べ
り
落
ち
て
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。
そ
こ
か
ら
こ

こ
を
清
二
郎
滝
と
い
う
。

尼
が
石
に
な

っ
た
話

米
山
の
何
合
目
か
に
来
る
と
そ
れ
以
上
女
の
人
が
登
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

が
あ
っ
た

。
あ
る
尼
が

「私
は
女
だ
け
れ
ど
も
頭
を
剃
っ
て
い
る
か
ら
女
で
は

な
い
」
と
言
っ
て
山
を
登
っ
た
と
こ
ろ
、
谷
に
転
げ
落
ち
て
石
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
谷
底
に
は
今
で
も
女
の
形
そ
の
ま
ま
の
尼
の
石
が
残
っ
て
い
る
と

い
う

。

ぶ
ど
う
窪
の
黄
金
の
ひ

し
ゃ
く

野
田
か
ら
米
山
へ
登
る
と
、
頂
上
近
く
に
ぶ
と
う
窪
と
い
う
窪
地
が
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
、
い
つ
も
清
水
が
こ
ん
こ
ん
と
わ
い
て
い
た

。
登
山
者
は
、
こ
の
清

水
で
の
ど
を
う
る
お
し
て
、
元
気
を
と
り
も
ど
し
て
米
山
に
登
る
の
だ
つ
た
。

麓
の
村
に
、
足
の
悪
い
老
人
が
い
た

。
米
山
の
頂
上
の
薬
師
様
に
お
願
い
し
て
、

病
気
を
治
し
て
も
ら
お
う
と
、
米
山
に
登
っ
て
来
た
が
、
ぶ
ど
う
窪
に
着
い
た

ら
、
足
が
な
ま
り
の
よ
う
に
重
く
な
っ
て
、
も
う

一
足
も
足
を
前
に
出
す
事
が

で
き
な
く
な
っ
た

。

ふ
と
見
る
と
、
ぶ
ど
う
窪
の
清
水
の
そ
ば
に
、
キ
ラ
キ
ラ
光
る
黄
金
の
ひ
し
ゃ

く
が
お
い
て
あ

っ
た

。
驚
き
と
好
奇
心
で
、
そ
の
黄
金
の
ひ
し
ゃ
く
で
、
清
水

を
す
く
っ
て
飲
ん
だ
ら
、
た
ち
ま
ち
す
が
す
が
し
い
気
分
に
な
り
、
足
も
鹿
の



足
の
よ
う
に
軽
く
な
り
、
一気
に
頂
上
を
き
わ
め
る
事
が
で
き
た
。
帰
り
に
ぶ

ど
う
窪
に
た
ち
よ
っ
た
が
、
黄
金
の
ひ
し
ゃ
く
は
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
か
っ
た

と
い
う

。
花
栄

寺

と
北

条
毛
利

家

花
栄
寺
縁
起
文
に
よ
る
と

天
喜
年

中
の
こ
ろ

（十
〇世
紀
中葉
）
源
義
家
が
奥
州
地
方
へ
行
く
時
、
米

山
参
詣
さ
れ
た
。
途

中
山
谷
に
霊
水

（
れ
い
す
い
）
が
あ
っ
た
の
で
休
ま
れ
た

と
こ
ろ
、
鶏
の
声
が
し
た
。
供
の
人
に
尋
ね
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
供
の
人
は

「近

く
に
小
庵

（
し
ょ
う
あ
ん
）
が
あ
り
、
本
尊
は
行
基
菩
薩

（ぎ
ょ
う
ぎ

ぼ
さ
つ
）

の
作
ら
れ
た
、
聖

観
音
（し
ょ
う
か
ん
の
ん
）
で
あ
り
ま
す
」
と
い
っ
た
。
そ

れ
で
、一
夜
と
ま
り
、
鶏
が
鳴
い
た
と
い
う
の
で

「鶏
谷
山

（
け
い
こ
く
さ
ん
）
」

と
書
き
住
僧
に
渡
さ
れ
た
。
こ
の
寺
が
竜
沢
寺
と
言
っ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
か

ら

「
鶏
谷
山
竜
沢
寺
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た

。

し
か
し
、
そ
の
後
衰
え
、
第
百
五
代
後
柏
原
天
皇
の
永
正
十
癸
酉
年

（
一
五

一
三
年
）
に
北
条
城
主
十
一
代
毛
利
丹
後
の
守
高
広
の
母
花
陰
正
栄
大
姉
が
菩

提

（ぼ
だ
い
）
の
た
め
再
建
さ
れ
た

。
そ
し
て
こ
の
時
か
ら

「鶏
谷
山
花
陰
寺
」

と
変
っ
た

。
永
禄
十
丁
卯
年

（
一
五
六
七
年
）
お
寺
の
建
物
が
焼
け
、
ま
た
花

陰
寺
は
音
義

（漢
字
の
音
と
意
味
）
が
悪
い
と
い
う
の
で
、
貞
亨
元
申
子
年

（

一
六
八
四
年
）
法
名
の
栄
の
字
を
と
り

「花
栄
寺
」
に
変
え
た
と
い
う

。

こ
の
よ
う
に
開
山
、
曇
芳
文
誉
大
和
尚
か
ら
し
て
十
七
代
永
正
十
癸
酉
年
か

ら
文
化
元
年

（
一
八
〇
四
年
）
ま
で
二
百
九
十
二
年
続
い
て
来
て
い
る

。

（注
）
こ
れ
は
文
化
元
年
に
寺
社
御
役
所
に
提
出
し
た
由
緒
書
で
あ
る

。

花
栄
寺
は
現
在
大
字
木
沢
字
寺
田
に
あ
る
が
、
古
老
の
話
に
よ
れ
ば
大
字
田
屋

字
杉
之
崎
に
あ
っ
た
と
い
う
。叉
そ
の
次
に
は
字
坂
又
に
あ
っ
た
と
い
う
。

（注
）
そ
の
話
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
代
代
寺
の
世
話
役
で
あ
っ
た
大
門
と
い

う
村
山
伏
の
墓
地
が
坂
又
と
木
沢
の
両
所
に
あ
る
。

湯

元

木
沢
の
沢
に
鉱
泉
が
あ
る

。
こ
の
湯
元
か
ら
竹
で
水
を
引
き
入
れ
、
山
か
ら

帰
え
る
人
を
入
れ
て
い
た

。
い
ま
も

「湯
」
と
い
う
家
の
名
は
残
っ
て
い
る
。

薬
効
は

「リ

ウ
マ
チ
」
に
き
く
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
に
湯
治
し
て
な
お
っ

た
人
も
多
い
と
い
う

。
今
は

「
湯
や
」
は
や
っ
て
い
な
い
。

八

間

石

木
沢
の
沢
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
八
間

（十
四

m
）
も
あ
る
木
石
が
あ
り
、
石

の
下
の
大
穴
に
大
蛇
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
こ
の
付
近
は
「木
沢
み
か
げ
石
」

の
産
地
で
あ
り
、
昔
か
ら
石
臼
の
材
料
と
し
て
掘
り
出
さ
れ
て
い
た
。

昔
、
部
落
の
老
人
が
大
雨
後
に
こ
こ
に
来
る
と
、
長
さ
三

m
、
胴
は
一
升
樽

（
た
る
）
位
の
大
蛇
が
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
た
め
に
一
月
も
床
に
つ
い
て
ね

た
と
い
う
。
こ
の
八
間
石
は
今
は
大
部
分
土

中
に
埋
り
地
上
約
三

㎡
と
か
い
わ

れ
て
い
る
。

花
栄
寺
境
内
の
六
地
蔵
さ
ん
の
石
、
高
さ
一
丈
八
尺
五
寸

（約
五
・
五
m）

巾

一
丈
二
尺

（
約
三
・
六
ｍ
）
厚
さ

一
尺
八
寸

（約
六
十
㎝
）
前
石
長
さ

一
丈



四
尺

（四
・
二
ｍ）
巾
五
尺
八
寸

（
一
・
八

ｍ）
十
八
世
賢
竜
和
尚
の
建
立
と

い
わ
れ
る

。

願
竜
寺
の
大
門
の
大
石
橋
の
石
、
共
に
木
沢
の
沢
か
ら
出
た
も
の
と
か
。

菅

家

（天
神
様
）

菅
家
筆
法
第
二
十
六
世
、
菅
原
道
日
徳
と
い
う
人
、
人
よ
ん
で
天
神
様
と
い

わ
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
人
が
書
か
れ
た
書
や
画
を
見
る
と
、
天
保
四
年
癸
己

歳
七
十
五
童
と
記
さ
れ
た
も
の
が
沢
山
あ
り
、
ま
た
七
十
四
童
と
書
か
れ
た
も

の
も
少
く
な

い
。

し
か
し
な
が
ら
天
保
四

・
五
年
こ
ろ
七
十
四

・
五
歳
の
御
老
体
で
こ
の
地
に

回
っ
て
来
ら

れ
当
時

（
花
栄
寺
）
を
宿
所
と
定
め
て
、
御
筆
を
振
わ
れ
た
と
い

う
が
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
｛高貴
な
方
が
こ
の
辺
土

（
へ
ん
ど
）
に
お
い
で

に
な

っ
た
の
か

‥‥‥

天
神
様
の
御
書
き
に
な
っ
た
木
沢
神
社
の
幟

（の
ぼ
り
）
の
大
旗
は
現
在
も

あ
り
、
春
秋
二
回
の
祭
典
に
は
か
か
げ
て
い
る
。

こ
の
大
旗
を
掲
げ
る
時
は
必
ず
雨
が
降
っ
て
く
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

越
後
内
に
は
こ
の
ほ
か
に
二

り
ゅ
う

あ
る
だ
け
と
い
わ
れ
て
い
る
。

称

名

寺

由

緒

建
久
三
年
の
頃
、
法
然
上
入

（浄
土
宗
開
祖
）
の
弟
子

（
で
し
）
熊
谷
蓮
生

坊

（く
ま
が
い
れ
ん
せ
い
ぼ
う
）
が
北
国
遍
歴

（
へ
ん
れ
き
）
の
途

中
、
信
州

善
光
寺
に
お
参
り
し
た
の
ち
、
こ
の
地
方
に
行
脚

（あ
ん
ぎ

ゃ
）
し
て
来
て
、

一
け
ん
の
堂
に
泊
め
て
く
れ
と
頼
ん
だ

。
こ
の
時
堂
の
西
欣
と
い
う
坊
さ
ん
は

こ
れ
を
厚
く
も
て
な
し
て
、
熊
谷
上
人
の
教
え
を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

。

こ
の
堂
宇

（ど
う
う
）
は
そ
の
こ
ろ
は
真
言
宗

（し
ん
ご
ん
し
ゅ
う
」

に

属
し
、
摂
取
院

（
せ
っ
し
ゅ
い
ん
）

と
い
っ
て
、
現
在
の
中
山
峠
の
入

囗
の
漆
畑

（う
る
し
ば
た
け
）
の
あ
た
り
に
あ
っ
て
、
み
す
ぼ
ら
し
い
草
ぶ
き

の
庵

（い
お
り
）
で
あ
っ
た
。
住
僧
の
西
欣
は
真
言
宗
の
僧
で
あ
っ
た
が
、
熊

谷
蓮
生
坊
が
こ
の
寺
に
泊
っ
て
い
る
間
に
、
そ
の
こ
ろ
都
で
ひ
ろ
く
栄
え
盛
ん

に
な
っ
て
い
た
浄
土
宗
の
教
え
を
受
け
て
、
深
く
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

熊
谷
蓮
生
坊
は
雪
に
降
り
こ
め
ら
れ
た
の
で
、
長
く
こ
の
寺
に
と
ど
ま

った

が
、
再
び
行
脚

（あ
ん
ぎ
ゃ
）
の
旅
に
出
る
に
あ
た
っ
て
、
名
残

（な
ご
り
）

を
お
し
む
西
欣
に
対
し
て
、
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
師
僧

（し
そ
う
―
先
生
―
）

法
然
上
人
（ほ
う
ね
ん
し
よ
う
に
ん
）

自
筆
の
名
号

（み
ょ
う
ご
う
）

（南
無
阿

弥
陀
仏
）
と
白
分
の
行
脚
の
姿
を
刻

（き
ざ
）
ん
だ

自
作
と
持
っ
て
い
た
鉄
鉢

（
て
っ

ぱ
つ）の
三
品
を
与
え
て
去
っ
た
と
い
う

。

西
欣
は
こ
れ
を
大
切
に
し
て
伝
え
、

代
々
寺
宝

（じ
ほ
う
）
と
し
て
現
在
に

い
た

っ
て
い
る

。

そ
の
後
、
称
誉
満
海

（
し
ょ
う
よ
ま
ん
か
い
）
上
人
が
文
正
元
年
堂
宇

（
ど

う
う
）
を
建
て

（
現
在
の
境
内
北
方
大
銀
杏
付
近
）
寺
宝
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
名
号
の
因
縁
に
よ
っ
て
正
式
に
浄
土
宗
に
所
属
、
京
都
知
恩
院

（ち
お
ん

い
ん
）
―
浄
土
宗
総
本
山

―
よ
り
称
名
寺
の
寺
号
を
い
た
だ
い
て
真
言
宗
よ
り

浄
土
宗
に
改
宗
し
、
「熊
谷
山
摂
取
院
称
名
寺
」
を
創
立
、
称
名
寺
第
一
世
と

な

っ
た

。

そ
れ
か
ら
の
ち
代
々
に
伝
わ
っ
て
約
五
百
年
、
現
住
職
五
十
嵐
祐
教
氏
は
第

二
十
八
世
に
当
っ
て
い
る

。



に

ざ

ん

ば

熊
谷
に
あ
る
家

の
名

こ
の
家
の
裏
に
小
川
が
流
れ
て
い
る

。
今
は
橋
が
あ
り
、
道
も
立
派
に
な

っ
て
い
る
が
昔
、
道
路
も
せ
ま
く
、
橋
も
な
か
っ
た
こ
ろ
、
人
々
は
荷
物
を
も

っ
て
渡
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
荷
物
を
向
う
岸
へ
投
げ
着
物
も
ぬ
い
で
裸

に
な

っ
て
渡
っ
た
と
か
。

荷
物
を
一
時
、
手
か
ら
は
な
し
投
げ
る
た
め
に
散
ら
ば
る
の
で
荷
散
場
と
い

う
名
が
つ
い
た
の
だ
と
か

。

中

山

漆

畑

朱
雀
天
皇

（す
ざ
く
て
ん
の
う
）
の
こ
ろ
、
中
山
漆
畑

（
な
か
や
ま
う
る
し

ば
た
け
）
に
沼
次
郎
正
教

（
ぬ
ま
じ
ろ
う
ま
さ
の
り
）
と
い
う
豪
農

（
ご
う
の

う
）
が
あ
り
、
近
く
に
池
が
あ
っ
た

。
沼
次
郎
は
頭
が
悪
い
上
に
、
み
だ
ら
な

心
が
強
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
池
の
主

（ぬ
し
）
の
蛇
が
美
人
に
化
け

て
、
毎
夜
の
よ
う
に
正
教
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た

。
そ
の
化
け
た
女
が
言
う

に
は

「白
分
は
都
で
生
ま
れ
た
も
の
で
す
が
、
あ
な
た
に
前
か
ら
恋
を
し
て
お

り
ま
す

。
私
を
あ
わ
れ
と
思
っ
て
下
さ

っ
た
ら
、
ど
う
ぞ
都

へ
連
れ
て
行
っ
て

下
さ
い

。
」
と
言

っ
た
。

正
教
は
こ
の
言
葉
を
信
じ
て
夫
婦
に
な
る
約
束
を
し
て
女
を
連
れ
て
出
か
け

よ
う
と
し
た
時
、
今
ま
で
日
が
照

っ
て
い
た
の
に
急
に
暗
く
な

っ
て
、

一
足
も

歩
く
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま

った。

正
教

が
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
十
二
社
権

現

（ご
ん
げ
ん
）
が
あ
ら
わ
れ
て
、
正
教
を
つ
か
ま
え
て
、
矢
を
い
る
よ
う
に

投
げ
と
ば
し
た

。
（そ
こ
を
今

「と
び
か
え
り
」
と
言
っ
て
い
る
）

正
教
は
き
も
を
つ
ぶ
し
て
、
立
ち
上

っ
た
と
こ
ろ
、
数
百
ぴ
き
の
か
に
が
集

っ
て
き

て
、
そ
の
蛇

の
女
を

こ
な
ご
な
に
、
は
さ
み
で
切

っ
て
、
た
い
じ

し
て

し
ま
っ
た

。
―

そ
こ
で
こ
こ
を
か
に
さ
わ
と
い
う

。
そ
の
時
、
不
動
尊

（

ふ
ど
う
そ
ん
）
が
あ
ら
わ
れ
て
、
沼
次
郎
に
つ
げ
て
い
う
に
は
、

「な
ん
じ
は

蛇
と
夫
婦
に
な
っ
た
か
ら
、
体
に
う
ろ
こ
が
で
き
て
し
ま
っ
た

。
滝
に
入
っ
て

体
も
心
も
洗
い
清
め
、
罪

（
つ
み
）
を
お
わ
び
し
て
、
も
と
の
体
に
な
れ
」
と

い
っ
た
。
沼
次
郎
は
そ
れ
で
は
と
、
滝
に
入
っ
て
不
動
明
王
の
お
経
を
と
な
え

る
こ
と
、
三
、
七
、
二
十

一
日
と
な
っ
た
。
ご
り
や
く
が
あ
ら
わ
れ
て
、
不
動

尊
が
滝
の
上
に
現
れ
、
御
袈
裟

（
お
け
さ
）
を
と
っ
て
、
授
け
ら
れ
た
。
正
教

は
喜
ん
で
着
た
と
こ
ろ
、
う
ろ
こ
は
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
っ
た

。
そ
の
と

こ

ろ
を

「
滝
の
入
」
と
い
う

。

ま
た
、
袈
裟
を
お
さ
め
る
と
こ
ろ
に
お
堂
を
建
て
、
不
動
明
王
を
安
置
し
、

お
祈
り
に

一
生
け
ん
め
い
は
げ
ん
だ
の
で
、
本
尊
さ
ん
が
つ
げ
て
い
う
に
は

「

な
ん
じ
は
弥
陀

（み
だ
）
の
名
号
を
百
万
遍

（ひ
ゃ
く
ま
ん
べ
ん
）
と
な
え
れ

ば
、
す
ば
ら
し
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
言

っ
た

。
沼
次
郎
は
喜
ん
で
山

に
入
っ
て
、
言
わ
れ
た
通
り
に
お
経
を
よ
ん
だ
。
の
ど
が
か
わ
い
て
、
と
う
と

う
声
が
出
な
く
な
っ
た
。す
る
と
不
思
議
や
弥
陀
の
お
か
げ
で
急
に
清
水
が
わ

き
出
し
た

。
そ
こ
で
そ
の
清
水
を

「念
仏
清
水
」
と
名
づ
け
た

。
あ
み
だ
さ
ん

が
堂
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
、
あ
た
り
い
っ
ぱ
い
に
光
り
か
が
や
い
た
。
正
教
は

こ
れ
は
あ
ら

た
か
な
、
ほ
と
け
さ
ん
で
あ
る
と
喜
ん
で
弥
陀
三
経

（み
だ
さ
ん

ぎ

ょ
う
）
を
お
あ
げ
し
ょ
う
と
思

っ
た
が
、
頭
が
悪
い
の
で
お
経
を
よ
む
こ
と



が
で
き
な
い
、
何
と
か
し
て
o
経
を
習
お
う
と
心
を
く
だ
い
て
い
る
時
、
正
治

元
年
管
秀
方
敦
茂
が
こ
の
国
へ
来
た
時
に
、
小
さ
な
沢
が
あ
り
、
梅
の
木
が
多

く
茂
っ
て
い
た
の
で

「
梅
沢
」
と
名
を
つ
け
、
こ
の
梅
の
木
で

一
夜
の
宿
を
と

っ
た

。
美
し
い
春
の
夜
で
あ
っ
た
の
で

「
花
や
今
膂

（
こ
よ
い
）
の
あ
る
じ
な

り
」
と
書
い
た

。

沼
次
郎
は
、
こ
れ
を
聞
い
て
、
お
目
に
か
か
り
、
三
経
を
い
た
だ
い
た

。
そ

の
時
菅
丞
相

（
か
ん
じ
ょ
う
し
ょ
う
）
の
亡
霊

（ぼ
う
れ
い
）
が
現
わ
れ
、
秀

方
に
つ
げ
て
い
う
に
は
、

「
お
前
が
象
の
入
っ
た
、
ほ
り
も
の
の
あ
る
社
殿

（

し
ゃ
で
ん
）
を
つ
く
れ

ば
、
こ
の
村
の
者
は
み
な
学
問
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
」
と
言

っ
た

。
そ
こ
で
、
沼
次
郎
は
言
わ
れ
る
と
お
り
の
社
殿
を
つ

く

っ
た

。

沼
次
郎
に
は

一
人
の
姫
が
あ
っ
て
、
名
前
を

「朝
姫
」
と
い
っ
た

。
そ
の
上

男
の
子
が
生
れ
た
の
で

「
梅
沢
五
郎
敦
則
」
と
名
づ
け
た

。
そ
し
て
、
お
や
し

ろ
を
建
て
か
え
、
あ
つ
く
お
祭
り
を
つ
づ
け
た

。

元
治
元
年
宇
佐
駿
河
守

（う
さ
み
す
る
が
の
か
み
）
が
こ
の
神
社
を
信
仰
し

て

「梅
沢
坊
」
と
名
を
つ
け
て
、
社
領

（し
ゃ
り
ょ
う
）
を
下
さ
っ
た
。
た
く

さ
ん
の
人
々
が
あ
つ
ま
っ
て
、
国
家
鎮
護

（
こ

っ
か
ち
ん
ご
）
の
お
祈
り
を
し

た

。
後
に
悲
し
い
こ
と
に
こ
の
国
に
戦
い
が
起
り
、
も
え
て
し
ま
っ
た

。
も
え

た
後
、
ま
た
社
を
建
て
て

お
祭
り
が
続
け
ら
れ
、
こ
の
神
を
信
心
す

れ
ば
、
習

字
が
じ
ょ
う
ず
に
な
る
と
言
伝
え
が
あ
る
。

建
物
が
所
々
に
移

っ
た
が
今
で
も
、

「称
名
寺
」
と
い
う
地
名
が
残

っ
て
い

る

。

お
お
え

ぬ

（
狼
）
沢

野
田
と
鵜
川
の
境
は
昔
は
荒
地
で
狼

（お
お
か
み
）
の
遊
び
場
だ
っ
た
と
い

う

。狼
の
こ
と
を

「
お

お
え
ぬ
」
ま
た
は

「
お
お
え
ん
」
と
言

っ
た
の
で
こ
の
地

名
が
出
来
た

。弘
法
大

師

の
霊
泉

苛
島
の
南
部
の
追
立
越
道
路
側
に
あ
る
清
泉

伝
説
に
よ
れ
ば
弘
法
大
師
諸
国
巡
行
の
途
中
、
鉱
泉
の
あ
る
家
に
一
夜
の
宿
を

願
っ
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
近
く
の
山
裾

（や
ま
す
そ
）
で

一

夜
を
送
ら
れ
た
と
い
う

。
そ
の
地
で
大
師
が
杖
で
つ
か

れ
た
時
、
湧
き
出
た
清

水
が
今
な
お
、
こ
ん
こ
ん
と
し
て
止
ま
ず
、
道
行
く
人
の
の
ど
を
う
る
お
し
て

い
る

。

石

仏

（い
し
ぼ
と
け
）

（
一
）

宮
川
新
田
よ
り
清
水
谷
に
通
ず
る
道
路
脇
の
地
界
付
近
に
地
蔵
さ
ん
が
あ
る

。

地
蔵
さ
ん
の
斜
め
傷
あ
と
は
昔
つ
け
ら

れ
た
刀
傷
だ
と
言
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
地
蔵
さ
ん
の
信
仰
ご
り
や
く
は
遠
く
魚
沼
地
方
に
も
知
れ
渡

っ
て
、
願

が
か
な
っ
た
時
は
椀

（
わ
ん
）
の
真

中
に
穴
を
あ
け
て
つ
る
す

。
碁
石
を
自
分



の
年
だ
け
拾

っ
て
あ
げ
る
な
ら
わ
し

に
な

っ
て
い
る

。

設
立
年
代
は
不
詳

現
在
の
小
屋
は
清
水
谷
の
曾
田
惣
右
工
門
氏
が
耳
病
に
よ
り
悩
ま
れ
た
折
、

願
が
か
な
っ
て
寄
進
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

初
回
、
再
建
と
当
家
二
代
に
わ
た
り
受
け
つ
が
れ
て
現
在
に
い
た
っ
て
い
る

。

石

仏

（い
し
ぼ
と
け

）（二
）

昔
、
耳
の
遠
い
旅
人
が
地
蔵
の
前
に
腰
を
お
ろ
し
て
休
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、

お
い
は
ぎ
が
現
わ
れ
、
金
を
奪
お
う
と
し
た
が
金
目
の
も
の
が
な
い
と
わ
か
る

と
、
旅
人
に
向
っ
て
刀
を
振
り
か
ざ
し
た

。
と
っ
さ
に
地
蔵
の
後
に
隠
れ
た
旅

人
は
無
事
助
か
っ
た
が
地
蔵
に
は
刀
傷
が
つ
い
て
い
た

。

以
後
こ
の
地
蔵
は
耳
の
神
様
と
い
わ
れ
、
人
々
は
耳
が
な
お
っ
た
時
は
小
石

を
白
分
の
年
の
数
だ
け
持
っ
て
行
き
、
木
の
椀
に
穴
を
あ
け
、
そ
れ
に
糸
を
通

し
て
地
蔵
に
か
け
て
お
い
た

。

そ
こ
に
は
大
願
成
就
と
書
か
れ
た
旗
が
掲
げ
ら
れ
、
木
の
椀
は
今
で
も
地
蔵

の
ま
わ
り
に
転

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。

石

仏

（い
し
ぼと
け
）
（
二
）

宮
川
新
田
の
作
場
が
終
り
清
水
谷
地
内
に
入
る
と
右
手
に
小
高
い
丘
が
あ
り

六
尺

（
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
四
方
程
の
祠
が
建
て
ら
れ
て
あ
る
。
中
に
祀
ら
れ

て
い
る
石
仏
は
高
さ
六
尺
程
の
先
の
と
が

っ
た
白
然
石
で
真
中
が
二
つ
に
わ
れ

て
い
る

。

昔
、
侍
が
真
夜
中
清
水
谷
に
向
っ
て
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
杉
の
根
方
に
泣

き
叫
ぶ
赤
ん
坊
を
抱
い
て
い
る
母
親
が
、
こ
れ
も
悲
し
そ
う
に
泣
い
て
い
た
。

真
夜
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
親
子
の
着
て
い
る
し
ま
模
様
ま
で
は
っ
き
り
見
え
た
。

そ
こ
で
侍
は
不
思
議
に
思
い
何
か
魔
物
の
仕
業
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
刀
で
き

り
つ
け
て
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
を
立
去
っ
た

。
村
に
八
右
工
門
と
い
う

ぢ
い
さ
ん

が
耳
を
病
ん
で
毎
日
毎
夜
苦
し
ん
で
い
た
と
こ
ろ
夢
知
ら
せ
が
あ
り

「杉
の
根

方
に
狐
の
親
子
が
侍
に
殺
さ
れ
て
石
に
な
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ
を
祀
っ
て
く
れ

れ

ば
お
前
の
耳
を
な

お
し
て
く
れ
る
」
と
い
わ
れ
た
。

さ
っ
そ
く
、
そ
こ
に
か
け
つ
け
て
見
た
ら
夢
と
同
じ
に
大
小
の
石
が
こ
ろ
が

っ
て
い
た

。
ぢ
い
さ
ん
は
さ
っ
そ
く
そ
の
石
を

祀
っ
た

。
そ
う
し
た
ら

ぢ
い
さ

ん
の
耳
は
た
ち
ま
ち
直

っ
た

。
今
か
ら
四

・
五
十
年
前
、
惣
右
エ
門
宅
の
年
寄

り
が
耳
を
悪
く
し
て
、
そ
れを
信
心
し
て
な
お
し
て
も
ら
っ
た
の
で
そ
の
お
礼

に
祠
を
建
て
た
と
の
こ
と
、
祠
の
前
に
杉
の
古
木
が
あ
り
、
信
心
し
て
直
っ
た

人
は
自
分
の
年
の
数
だ
け
小
石
を
あ
げ
、
木
の
椀
に
糸
を
通
し
て
お
礼
ま
い
り

を
す
る
の
だ
そ
う
で
あ
る

。
前
に
積
ま
れ
た
石
の
量
か
ら
推
し
て
随
分
村
人
以

外
の
人
に
も
信
仰
さ

れ
た
あ
ら
た
か
な
石
仏
で
あ
る

。

ｏ
苔
む
せ
る
石
の
仏
に
名
は
な
く
も

耳
い
や
す

べ
き
功
徳
あ
り
せ
ば

（
故
大
図
菊
蔵
氏
作
）

宮

川

新

田

宮
川
新
田
は
元
、
熊
谷
原
と
い
っ
て
広
い
原
っ
ぱ
で
あ
っ
た
が
元
禄
十
三
年



柏
崎
の
宮
川
四
郎
兵
衛
が
当
時
の
甚
右
工
門
と
い
う
者
と
共
に
こ
の
地
を
見
立

て
開
墾
し
た

。
そ
こ
で
宮
川
新
田
と
名
が
つ
け
ら
れ
た
。

権

観

音

（
五
観
音

）

明
石
平
の
筋
向
い
（清
谷
分
校
が
鵜
川
の
分
校
だ
っ
た
こ
ろ
の
通
学
道
路
）

に
権
観
音
と
い
う
地
名
の
所
が
あ
る

。
こ
の
地
の
伝
説
は
淵
か
ら
五
体
の
観
音

さ
ま
が
上
り

中
一
体
は
清
水
谷
へ
他
は
各
地
に
安
置
さ
れ
て
い
る
と
か
、
ま
た

他
説
で
は
柳
の
木
で
作
っ
た
観
音
像
五
体
が
こ
こ
か
ら
出
た
の
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る

。

清
水
谷
に
祠
ら
れ
た

一
体
は
昭
和
十
七
年
の
大
火
に
お
堂
が
焼
け

一
時
熊
谷

の
称
名
寺
に
預
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
女
谷
布
施
実
さ
ん
か
ら
邸
の

天
神
堂
を
寄
付
し
て
も
ら
い
、
も
と
の
場
所
に
そ
れ
を
建
て
観
音
様
も
修
理
さ

れ
て
そ
こ
に
移
し
祀
ら
れ
て
い
る
。

一
説
に
は
、
清
水
谷
で
は
こ
の
淵
に
死
ん
だ
馬
を
す
て
、
そ
の
た
び
に
観
音
像

を
彫
刻
し
て
こ
こ
に
た
て
馬
の
め
い
福
を
い
の
っ
た
。そ
の
観
音
像
い
つ
の
間

に
か
五
体
に
な
り
、
人
々
は
五
観
音
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

。

丹

蔵

柿

（清
水
谷
）

木
石
工
門
宅
の
裏
に
円
蔵
柿
と
い
わ
れ
た
柿
の
木
が
あ
っ
た
が
今
は
切
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。昔
、
円
蔵
と
い
う
浪
人
が
来
て
太
兵
エ
へ
押
し
む

こ
に
入
っ
て

い
た

。
素
性
も
わ
か
ら
ず
荒
々
し
い
な
ら
ず
者
で
、
村
人
か
ら
い
み
き
ら
わ
れ

て

い

た

。

あ
る
夜
、
村
の
若
い
衆
は
こ
ら
し
め
の
た
め
酒
を
飲
ま
せ
て
、
酔
っ
て
た
け

り
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
三
間

（五

・四
メ
ー
ト
ル
）
ば
し
ご
で
た
た
き
つ
け

足
に
縄
を
つ
け
て
引
き
ず
り
廻
し
た
が
な
か
な
か
降
参
せ
ず
と
う
と
う
殺
し
て

し
ま
っ
た

。
そ
し
て
死
体
は
大
橋
の
川
の
縁

へ
持

っ
て
行
っ
て
埋
め
大
水
の
時

流
そ
う
と
い
う
計
画
だ
っ
た
。
そ
の
殺
し
た
場
所
に
植
え
た
の
を
円
蔵
柿
と
村

人
は
呼
ん
で
い
た

。

ま
た

た
び
清

水

清
水
谷
の
奥
に
ま
た
た
び
の
木
が
あ
っ
て
、
比
類
の
な
い
大
木
で
あ
る

。
そ

の
傍
よ
り
清
水
が
と
う
と
う
と
湧
き
出
て
い
る
こ
れ
を

「ま
た
た
び
清
水
」
と

い

う

。

国
中
無
比
の
良
水
で
一
升
の
掛
目
四
百
十
匁

（
一
五
三
七
瓦
）
あ
る
と
い
う
。

上
杉
家
春
日
山
に
在
城
の
時
は
お
茶
の
水
と
し
て
月
三
回
汲
み
に
来
た
と
い

う

。日
久
し
く
貯
え
て
水
質
が
変
ら
な
い
の
で
海
上
の
回
船
の
用
水
と
し
て
い
た

。

白
川
風
土
記
に
、
黒
姫
山
の
神
様
の
御
手
洗

「
一
升
の
で
つ
ぼ
」
と
い
い
、

一

升
ま
す
の
よ
う
な
水
つ
ぼ
ニ
ケ
所
よ
り
で
る
水
を
ま
た
た
び
清
水
と
い
う
。

渡

戸

の

沢

（
蛇
淵
）

栃
倉
川
の
上
流
で
石
原
畑
と
雨
池
の
所
で
深
い
深
い
沢
に
な
っ
て
い
る
。
村



人
は

「蛇
に
な
れ
ボ
コ
ボ
コ
」
と
か
蛇
淵
と
か
呼
ん
で
い
る
。淵
の
両
側
の
木

も
え
の
き
、
も
み

ぢ
な
ど
の
古
木
が
生
え
茂
り
、
そ
の
木
を
切
れ
ば
た
た
り
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
沢
の
中
の
岩
の
上
に
足
駄

（あ
し
だ
）
の
歯
跡

が
つ
い
て
い
る
。
昔
、
野
田
の
神
官
山
城
の
守
が
歩
い
た
跡
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。
あ
る
年
そ
の
山
城
の
守
が
供
を
連
れ
て
姫
ケ
倉
の
お
祭
に
祓
い

（は
ら
い
）

に
行
か
れ
た

。
七
月
十
五
日
が
祭
り
日
で
あ
る

。
帰
り
に
あ
ん
ま
り
暑
い
の
で

蛇
淵
の
真
上
の
樹
の
上
で
昼
寝
を
し
た
供
が
ふ
と
目
を
さ
ま
す
と
神
官
の
姿

が

見
え
な
い

。
あ
た
り
を
見
回
す
と
淵
の
上
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
生
え
茂
っ

て
い
る
え
の
き
の
上
に
胴
か
ら
上
は
神
官
だ
っ
た
が
腰
か
ら
下
は
大
蛇
に
な
っ

て
下
を
の
ぞ
き
込
ん
で
い

た
。
供
は
驚
い
て
寝
た
ふ
り
を
し
て
い
た
ら
、
神
官

が
来
て
家
に
帰
ろ
う
と
い
わ
れ
、
こ
わ
ご
わ
つ
い
て
帰
っ
た
。間
も
な
く
そ
の

神
官
は
急
死
し
た
。

そ
れ
か
ら
は
七
月
十
五
日
に
は
そ
の
沢
に
は
濃
い
霧
が
か
か
っ
て
全
然
下
が

見
え
な

い
そ
う
で
あ
る

。

家
人
は
神
官
は
蛇淵
に
帰
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
沢

の
え
の
き
の
根
元
に
凄
い
大
蛇
を
見
か
け
る
と
い
わ
れ
、
だ
れ
も
そ
の
沢
に
降

り
る
も
の
は

一
人
も
な
い
。
こ
の
沢

一体
を

「渡
戸
の
沢
」
と
い
い
、
淵
を

「

蛇
に
な
れ

ボ
コ
ボコ」
と
呼
ん
で
い
る

。

回

谷

峠

久
米
谷

（
久
米
、
水
上
、
細
越
）
と
鵜
川
岸
地
域

（野
田
、
佐
水
）
を
結
ぶ

関
門
が
回
谷

（ま
わ
り
だ
に
）
峠
で
、
峠
道
は
佐
水
山
の
山
す
そ
を
ぐ
る
ぐ
る

回

っ
て
い
た

。

い
つ
の
こ
ろ
だ
っ
た
か
、
佐
水
の
若
衆
宿
を
し
て
い
た
孫
三
郎

ぢい
さ
ん
が
、

あ
る
日
馬
で
菓
子
や
飴

（あ
め
）
の
行
商
を
終
っ
て
、
日
暮
れ
時
こ
の
峠
に
さ

し
か
か
る
と
、
見
な
れ
ぬ

あ
きんどど
ら
し
い
人
が
登
っ
て
く
る
の
に
出
会
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
あ
き
ん
ど
の
持
っ
て
い
た
、
た
く
さ
ん
の
天
草
と
白
分
の
持

っ
て

い
た
売
れ
残
り
の
菓
子
や
飴
と
交
換
し
て
、
う
ま
く
や
っ
た
と
意
気
揚
々
と
家

に
帰

っ
た

。

夕
飯
を
た
べ
な
が
ら
ば
あ
さ
ん
に

「
お
ら
、
き

ょ
う
は
大
も
う
け
を
し
た
、

あ
ん
な
根
性
の
い
い
、
あ
き
ん
ど
な
ん
て
生
れ
て
初
め
て
だ
」
と
得
意
気
に
峠

で
の
話
を
し
、
や
お
ら
菓
子
箱
を
引
き
寄
せ
て
、
中
を
見
る
と
、
ど
う
だ
ろ
う

箱
の
中
に
は
コ
ケ
ラ

（苔
）
が
は
い
っ
て
い
た
。

弁

慶

投

石

弁
慶
十
三
才
の
時
、
わ
が
力
を
た
め
そ
う
と
、
八
石
山
に
登
り
、
百
二
十
キ

ロ
も
あ
る
巨
石
を
も
ち
あ
げ
て
、
久
米
谷
に
む
か
っ
て
、
は
っ
し
と
な
げ
た

。

石
は
空
を
き

っ
て
、
廻
り
谷
峠
に
、
地
ひ
び
き
た
て
て
落
ち
た

。
そ
の
石
に
は

弁
慶
の
指
の
あ
と
が
あ
る
と
か
言
わ
れ
、
弁
慶
投
石
と
言
わ
れ
て
い
る
。

八
石
山
に
は
、
弁
慶
が
石
を
持
ち
あ
げ
て
ふ
ん
ば
っ
た
と
い
う
足
あ
と
石
が
、

あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。

細

越

村

（端
村

田
代
新
田
）

◎
刈
羽
郡
鵜
川
庄
上
条
郷



柏
崎
陣
屋
の
巽

（た
つ
み
―
東
南
）
の
方
、
み
ち
の
り
は
二
里
十
八
丁

（

約
十

㎞
）
に
あ
り
、
永
正
年
中
、
上
杉
の
家
来
毛
利
丹
後
守

（か
ん
が
え
る
に

毛
利
家
世
々
丹
後
守
と
名
乗

ってい
た
。
こ
れ
は
永
正
十
年
に
死
ん
だ
高
広

で
あ
ろ
う

。
毛
利
系
北
条
村
に
く
わ
し
い
。
）
の
家
臣
、
細
越
監
物
、
そ
の
子

大
口
大
膳
太
夫
、
別
俣
郷
久
米
谷
、
野
田
、
田
屋
、
木
沢
、
山
の
内
外
両
谷
を

賜

（
た
ま
わ
）
り
在
城
し
て
い
た
。
大
膳
太
夫
天
正
元
年
、
春
日
山
へ
引
移
り

あ
き
城
と
な
っ
た

。
城
主
の
老
母
、
大
膳
太
夫
が
弟
太
左
エ
門
と
共
に
当
村
に

残
り
山
崎
と
い
う
処
に
住
ん
で
い
た
。
同
六
年
検
地
が
あ
っ
た
時
、
監
物
の
由

緒
に
よ
り
細
越
村
と
名
づ
け
、
家
数
三
軒
に
て
、
深
田
大
野
地
を
切
越
し
開
発

し

た

。

太
左
工
門
の
子
孫
、
同
じ
庄
敷
役
を
勤
め
た
。領
令
堀
家
以
後
城
川
原
村
に

も

同

じ

こ
と

。

村
は
長
さ
東
西
七
十
間
余

（百
二
十
八

ｍ
）
、
南
北
百
三
十
間

（
一
一
四
五

ｍ
）
戸
数
四
十
二
軒
、
四
至
は
東
に
水
上
村
へ
六
丁
、
地
界
は
入
交
り
、
西

は
野
田
村
へ
七
丁
、
渓
水
の
落
合
を
地
界
と
し
て
い
る
。
南
は
黒
姫
山
が
そ
び

え
地
界
十
六
丁
ば
か
り
、
北
は
佐
水
村
へ
十
二
丁
、
山
道
の
続
き
で
境
界
は
、

は

っ
き
り
し
な
い

。

◎

田
代
新
田

細
越
村
の
南
六
丁
、
山
沢
の
間
に
あ
り
細
越
よ
り
田
代
某
と
い
う
者
、
見
立

て
開
発
し
た
地
と
い
う

。
年
代
は
わ
か
ら
な
い
。
前
々
よ
り
無
民
家
に
て
、
細

越
村
よ
り
来
た

。

細

越

城

跡

古
城
跡
は
別
俣
郷
の

中
央
に
そ
ば
だ
つ
山
脈
の
頂
に
あ
る

。
山
口
、
野
田
方

面
か
ら
望
む
と
き
は
塁
壁

（る
い
へ
き
）
の
形
は
絵
に
か
い
た
よ
う
に
見
事
で

あ
る

。
東
の
ふ
も
と
細
越
よ
り
上
り
口
に
松
尾
神
社
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
道
は

甚
だ
け
ん
そ
で
木
が
生
え
し
げ

っ
て
ふ
み
わ
け
て
登
る
足
が
か
り
が
な
い
。
十

数
町
で
山
頂
に
達
す
る
所
に
、
む
か
し
の
馬
場
跡
が
あ
る

。
そ
の
南
に
そ
ば
だ

ち
、
や
や
平
ら
な
処
を
本
丸
跡
、
ま
た
南
の
方
を
二
之
丸
跡
と
い
っ
て
い
る
。

上
条
、
別
俣
両
郷
村
落
を
み
な
指
さ
す
こ
と
が
で
き
る
。

城
主
は
数
種
の
古
城
録
に
細
越
将
監
と
し
る
し
て
あ
る

。
そ
う
し
て
、
一

つ
も
そ
の
名
字
を
記
し
た
も
の

が
な
い

。
そ
の
家
数
代
に
わ
た
り
皆
将
監
と
い

う
名
を
名
の

っ
た
も
の

で
あ
ろ
う

。

細
越
氏
が
滅
亡
す
る
時
、
金
の
茶
釜
を
埋
め
た
と
い
う
風
評
が
た
ち
、
村
人

が
幾
日
も
城
あ
と
を
掘
り
返
し
た
が
、
何
も

出
な
か
っ
た

。

佐
渡
か
ら
細
越
を
望
む
と
、
白
椿
の
葉
が
、
き
ら
き
ら
黄
金
色
に
輝
い
て
見
え

る
と
言
わ
れ

佐
渡
の
金
山
、

黒
姫
見

れば

金
の
な
る
木
は
、
た
く
さ
ん
あ
れ
ど

い
ま
だ
若
く
て
、
掘
り
そ
め
ぬ

と
い
う
民
謡
が
歌
わ

れ
て
い
る
と
い
う

。

は

り

た
や
坊

さ

ん

昔
、

一
人
の
生
国
の
わ
か
ら
な
い
僧
が
細
越
に
来
た

。
そ
の
僧
は
大
変
良
い

男
で
、
は
り
た
や
が
上
手
な
の
で
村
の
人
達
は

「
は
り
た
や
が
上
手
な
の
で
村

の
人
達
は

「
は
り
た
や
坊
さ
ん
」
と
言
っ
て
い
た

。
そ
し
て
長
い
こ
と
村
に
住

ん
で
い
た
が
、
坊
さ
ん
が
あ
ま
り
美
男
な
の
で
、
村
の
若
い
女
衆
の
人
気
の
的



に
な
っ
て
い
た

。
そ
の
た
め
男
衆
が
腹
を
た
て
て
、
打
ち
殺
し
て
し
ま
い
、
死

体
を
裏
山
に
埋
め
た
と
い
う

。
し
か
し
入
家
に
近
い
の
で
村
か
ら
五
百

m
位
離

肌
た

「
野
ぶ
ろ
」
と
い
う
所
に
埋
め
な
お
し
た
と
い
う

。

年
代
を
記
し
た
石
の
墓
が
今
で
も
杉
林
の
中
に
あ
る
が
苔
が
深
く
字
を
読
む

こ
と
が
出
来
な
い
。

石

ど

う

墓

昔
、

「
ろ
く
ぶ
」
と
い
う
お
札
を
持

っ
た
お
坊
さ
ん
が
こ
の
村
に
や
っ
て
来

た

。
ど
こ
か
遠
い
所
か
ら
来
た
と
み
え
て
、
村
に
入
る
と
ま
も
な
く
倒
れ
て
し

ま
っ
た
。
村
の
人
達
は
、
ど
こ
の
だ
れ
や
ら
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
ほ
う
っ
て

お
け
ば
死
に
そ
う
な
の
で
家
に
運
び
手
あ
つ
く
看
病
し
た

。
そ
の
人
が
す
っ
か

り

よ
く
な
り
、
ニ

・
三
ケ
月
す
る
と
村
に
伝
染
病
が
流
行
し
た
が
、
そ
の
坊
さ

ん
の
持

っ
て
い
た
お
札
で
病
が
ど
ん
ど
ん
な
お
っ
た

。

村
人
た
ち
は
と
て
も
喜
ん
で
い
た

。
し
か
し
坊
さ
ん
も
や
が
て
死
ん
だ
の
で
、

村
人
達
は
墓
を
建
て
、
毎
年
七
月
二
十
四
日
に
は

「
ロ
ー
ソ
ク
」
を
立
て
て
お

参
り
す
る
の
だ
そ
う
だ

。

こ
ん
な
わ
け
で
前
向
の
部
落
を

「石
ど
う
原
」
と
今
だ
に
呼
ん
で
い
る
人
も

あ
る
と
い
う

。
（久
米
）

五
位

野

家

の
太

刀

久
米
の
五
位
野
家
は
五
位
野
勝
重
の
子
孫
で
あ
る

。

家
記
に
よ
る
と
刈
羽
郡
鵜
川
庄
久
米
有
武
村
五
位
与
左
衛
門
の
先
祖
勝
重
は

信
濃
国
の
人
、
木
曾
四
郎
兼
遠
の
嫡
男
で
族
兄
の
源
義
仲
に
つ
か
え
、
平
家
追

討
に
功
が
あ
り
、
五
位
尉
に
叙
せ
ら
れ
、
雅
楽
之
助
に
任
ぜ
ら

れ
た

。

伝
来
の
太
刀
は
県
指
定
文
化
財
で
あ
る

。
作
者
は
備

中
弘
次
で
本
朝
鍛
治
考

に
の

っ
て
い
る
名
刀
で
あ
る

。

こ
の
太
刀
に
つ
い
て
の
伝
説
。
妙
高
山
で
火
を
ふ
く
大
蛇
が
出
て
み
ん
な
困

っ
て
い
る
時
五
位
勝
重
が
太
刀
、
槍
、
巻
物
を
も
っ
て
出
か
け
、
大
蛇
を
打
ち

殺

し
た
と
い
う

。

妙
高
山
頂
に
堂
が
あ
り
、
本
尊
は
木
曾
義
仲
の
護
念
仏
と
い
わ
れ
、
寺
の
用

材
は
す

べ
て
、
久
米
か
ら
運
ん
だ
と
い
う

。
弥
陀
開
帳
の
役
は
五
位
野
家
で
あ

り

。
先
祖
は
義
仲
山
上
の
先
達
を
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る

。

久

米

の

鉱

泉

今
か
ら
四
〇
〇
年
ば
か
り
前
に
は

「湯
の
崎
屋
」
と
い
う
宿
屋
が
あ
り
、
地

下
か
ら
出
る
二
十
三
度
の
鉱
泉
を
わ
か
し
て
湯
治
場
と
し
て
い
た
。
最
盛
期
に

は
芸
者
が
二
人
も
い
た
と
い
う

。

「ま
む
し
」
の
毒
、

「
あ
せ
も
」
に
薬
効
が
あ
り
、
湯
治
場
と
し
て
に
ぎ
わ

っ
た

。

久

米

の

庚

申

塔

庚
申
像
と
言
え
ば
皆
手
が
六
本
あ
る
と
い
う
の
に
別
俣
久
米
の
不
伝
院
の
境



内
に
五
本
の
手
の
庚
申
塔
が
あ
る

。

昔
、
久
米
の
老
人
が
集
っ
て
庚

申講
を
作
っ
て
い
た
が
あ
る
年
、
庚
申
塔
を

建
て
よ
う
と
石
屋
を
呼
ん
で

「庚
申
像
は
手
を
ぬ
い
て
も
い
い
か
ら
早
く
彫

っ

て
く
れ
」
と
頼
ん
だ
。手
を
ぬ
い
て
も
い
い
と
言
う
の
は
、
余
り
て
い
ね
い
で

な
く
て
い
い
か
ら
と
い
う
地
方
語
で
あ
っ
た
が
石
屋
は
手
を

一
本
少
な
く
彫
っ

て
し
ま

っ
た

。
講
の
者
は
こ
れ
を
見
て
、

「
と
ん
で
も
な
い
事
だ
、
手
が
一
本
足
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
石
屋
に
文
句

を

言
っ
た
。
石
屋
は

「手
を
ぬ
い
て
も
よ
い
と
い
う
頼
み
じ
ゃ
な
い
か
、
あ
な
た
方
の
頼
み
に
よ

っ
て
手
を

一
本
少
な
く
し
た
の
だ
」
と
言
っ
た
。

講
中
の
者
は
五
本
手
の
庚
串
像
も
ま
た
面
白
い
じ

ゃ
な
い
か
と
、
そ
の
ま
ま

不
伝
院
の
境
内
に
建
て
た
と
い
う

。

久

米

村

ｏ
久
米
村
の
名
の
起
り
は
神
社
の
条
に
く
わ
し
く
あ
る

。
万
治
の
こ
ろ
ま
で
は

久
米
谷
湯
府

（ゆ
た
ま
）
村
と
い
っ
て
い
た

。
湯
谷
と
い
う
当
村
八
幡
の
北

山
の
ふ
も
と
に
昔
温
泉
が
湧
き
出
て
い
た
が
、
そ
の
後
水
に
変
っ
た
か
今
も

硫
黄
の
気
を
帯
び
て
い
る

。
昔
は
里
見
大
膳
亮
義
益

（さ
と
み
だ
い
ぜ
ん
の

す
け
、
よ
し
ま
す
）
の
領
地
。
貞
治
の
こ
ろ
か
ら
上
杉
左
近
将
監
憲
栄

（う

え
す
ぎ
さ
ご
ん
し
ょ
う
げ
ん
）
の
領
地
と
な
っ
た
。

同
郡
北
条
村
の
毛
利
丹
後
守
の
臣
、
石
口
大
膳
太
夫
の
領
分
で
あ
っ
た

。

上
杉
景
勝
会
津
へ
転
封
の
後
、
領
主
の
次
第

‥
‥
城
川
原
村
に
同
じ

・
三
ツ
子
沢

三
ッ
子
沢
、
本
村
よ
り
丑
寅

（東
北
）
の
方
二
丁
に
あ
り
、
村
の
長
さ
六
十

間
、
戸
数
十
五
軒

六

部

塚

諸
国
を
巡
っ
て
来
た
六
部
が
穴
を
掘
っ
て
中
に
入
り
、
柿
を
食
い
な
が
ら
鉦

（
か
ね
）
を
た
た
き
、
行
を
し
た
と
い
う

。
穴
か
ら
出
た
か
、
中
で
死
ん
だ
か

わ
か
ら
な
い
が
、
今
小
高
い
山
に
な
っ
て
い
る
。

明
見
城
と
庵

入
城

清
水
谷
に
明
見
城
跡
が
あ
る

。
明
見
城
は
鶏
鳴
城
叉
は
里
見
城
と
言
っ
て
、

新
田
氏
の
族
里
見
義
益
が
築
城
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

。

義
益
は
又
別
俣
水
上
に
、
庵
入
城
と
称
す
る
隠
居
城
を
築
い
た
と
も
言
わ
れ
て

い
る

。

義
益
は
、
後
仏
門
に
帰
依
し
て
、
大
光
寺
中
興
の
大
檀
越
と
な
っ
た
。

同
寺
に
は
、
里
見
義
益
夫
妻
の
霊
牌
が
あ
る

。

大
光
寺
の
文
福
茶
釜

寺
に
古
く
か
ら
使
い
伝
わ
っ
て
い
る
、
古
い
形
の
茶
釜
が
あ
る

。

そ
の
昔
、
里
見
氏
の
臣
高
野
吉
十
郎
と
い
う
人
が
武
士
を
す
て
て
、
部
落
に



止
っ
て
百
姓
を
い
と
な
ん
で
い
た
。
大
光
寺
の
壇
冢
で
あ
っ
た
。
こ
の
家
に
代

々
伝
っ
て
い
た
茶
釜
が
あ
る
時

「大
光
寺
へ
行
き
た

い」と
い
い
な
が
ら
、

ご
ろ

ご
ろ
と
転
げ
出
し
て
大
光
寺
へ
転
げ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た

。

（注
）
こ
の
茶
釜
は
造
り
方
が
普
通
の
も
の
と
少
し
変
っ
て
い
て
、
三
本
の
脚

の

一
本
が
口
の
真
下
に
つ
い
て
い
る

。

水

上

の
長

者

屋
敷

水
上
の
東
端
、
約
百
間
（
一
八
○
m）
隣
村
石
曾
根

（南
鯖
石
）
村
境
の
山

嶺
に
平
坦
地
約
二
町
歩

（
二
h
a）ほ
ど
あ
る

。
（長
者
屋
敷
か
）
か
た
わ
ら
に

「
長
者
清
水
」
が
あ
る

。

ま
た
屋
敷
山
、
下
道
の
か
た
わ
ら
に
長
者
足
洗
井
戸
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る

。

昔
、
里
見
氏
の
家
臣
穂
積
某
と
い
う
長
者
が
お
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。

こ
の
辺
人
呼
ん
で
法
仏
と
い
う

。
百
塚
も
あ
り
、
長
者
の
築
い
た
も
の
と
い

わ

れ
て
い
る

。

ｏ
小
金
清
水

‥‥お
梅
井
戸
（継
母
、
お
梅
を
井
戸
に
落
し
て
殺
し
た
と
）

十

二

（
屋
号
の
こ
と
）

水
上
に
家
号
が
十
二
と
い
う
家
が
あ
る

。

昔
、
十
二
神
社
を
お
祀
り
し
て
い
た
神
社
の
氏
子
総
代
か
神
主
か
の
子
孫
で

あ
ろ
う
。
今
は
熊
野
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
そ
の
跡
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
十

二
神
社
の

「
十
二
」
が
家
号
と
し
て
今
に
残

っ
て
い
る

。

（注
）
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
方
々
に
見
ら
れ
る
。

お
んめ清
水
（
一)
水上山に長者が住んでいた.それに「おんめ」という下女がいて,

水汲みやせんたくをしていたが、あまりつらいので逃げようと思

っ

て

いるうちに井戸へ落ちて死んだという。そこでその井戸
（清水）

を

「
お
ん
め
清
水
」
と
い
い
、
そ
の
後
長
者
は
没
落
し
て
い
っ
た
と
い
う

。

そ
の
後
一
年
余
り
た
っ
て
か
ら
、
坂
又
の
神
主
さ
ん
の
夢
に

「坂
又
に
お
ん

め
が
行
き
た
い
」
と
知
ら
せ
が
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
で
坂
又
の

「よ
こ
ま
く
ら
山
」
の
入
ロ
に
ま
つ
り
、
そ
こ
の
水
を
飲
む

と
病
気
が
な
お
っ
た
と
い
う
。
昔
は
他
村
か
ら
も
来
た
ら
し
い
が
今
は
だ
れ
も

来
な
い

。

お

梅

清

水

（

二
）

昔
、
水
上
の
山
に
長
者
が
住
ん
で
い
た

。
こ
の
長
者
に
は
二
人
の
む
す
こ
が

い
た
。家
に
は
た
く
さ
ん
の
召
使
い
が
お
り
、
そ
の
中
に
お
梅
と
い
う
美
し
い

娘
が
い
た

。
お
梅
は
顔
か
た
ち
が
美
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
心
根
も
や
さ
し
く
、

か
げ
ひ
な
た
な
く
よ
く
働
く
の
で
、
だ
れ
か
ら
も
愛
さ
れ
た

。

長
者
の
主
人
は
こ
の
召
使
い
の
賭
梅
を
ゆ
く
ゆ
く
は
兄
の
嫁
に
し
て
、
家
を

継
が
せ
よ
う
と
心
に
決
め
て
い
た

。
兄
も
お
梅
を
好
き
で
あ
っ
た
の
で
行
末
を

楽
し
み
に
し
て
お
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
お
梅
に
対
し
て
弟
も
ひ
そ
か
に
恋
し

て
お
り
、
父
や
兄
の
様
子
か
ら
、
好
き
な
女

お
梅
が
こ
の
ま
ま
で
は
兄
の
も
の



に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
を
お
そ
れ
、
何
と
か
し
て
、
お
梅
を
自
分
の
も
の
と
し

た
い
も
の
と
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
お
っ
た
。
結
局
、
兄
が
い
な
け
れ
ば愛
す
る

お
梅
も
こ
の
長
者
の
財
産
も
そ
っ
く
り
自
分
の
も
の
と
な
る

。何
と
か
し
て
兄

を
な
き
も
の
に
し
よ
う
と

い
う
お
そ
ろ

し
い
た
く
ら
み
を
め
ぐ
ら
す

に
至

っ
た

。

あ
る
日
、
兄
弟
そ
ろ
っ
て
黒
姫
山
へ
狩
り
に
出
か
け
た

。
え
物
を
追
い
な
が

ら
二
人
は
黒
姫
山
で
も
、

一
番
危
い
と
こ
ろ
と
い
わ
れ
て
い
る
岩
屋
の
と
こ
ろ

へ
や
っ
て
き
た
。
下
は
目
も
く
ら
む
よ
う
な
千
じ
ん
の
谷
、
こ
こ
へ
落
ち
た
が

最
後
助
か

っ
た
者
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
お
そ
ろ
し
い
難
所
で
あ
る

。
弟
は

「
よ
し
、
今
日
こ
そ
、
う
ら
み
の
深
い
兄
を
な
き
も
の
に
す
る
、
ま
た
と
な
い

よ
い
機
会
だ

。
や
っ
つ
け
て
し
ま
お
う

。
」
と
、
い
な
な
り
兄
を
谷
底
へ
つ
き

落
し
て
し
ま

っ
た

。

お
そ
ろ
し
い
殺
人
を
し
な
が
ら
、
弟
は
何
く
わ
ぬ
顔
で
家
に
帰
り
、
兄
が
誤

っ
て
岩
屋
の
谷
へ
落
ち
た
と
泣
き
な
が
ら
知
ら
せ
た
。
長
者
の
家
は
上
を
下
へ

の
大
さ
わ
ぎ
、
家
中
の
な
げ
き
も
空
し
く
、
兄
は
こ
の
世
に
も
ど

っ
て
来
な
い
。

泣
く
泣
く
葬
式
を
出
し
、
あ
と
つ
ぎ
は
仕
方
な
く

、
当
然
弟
に
ま
わ

っ
た
。

お
梅
も
心
な
ら
ず
も
弟
の
嫁
と
な
っ
た
。

さ
て
話
は
変
っ
て
、
岩
屋
の
谷
底
に
落
ち
た
兄
は
、
普
通
な
ら
、
と
う
に
死

ん
で
し
ま
う
は
ず
の
と
こ
ろ
、
奇
蹟
的
に
谷
の
底
に
や
わ
ら
か
い
土
が
あ
っ
た

た
め
、
大
し
た
け
が
も
な
く

一
た
ん
は
気
絶
し
た
も
の
の
、
気
が
つ
い
た

。
谷

底
は
深
く
、
暗
く
、
け
わ
し
く
て
上
へ
上
る
こ
と
が
で
き
な
い

。
肉
親
の
兄
を

殺
そ
う
と
し
た
弟
へ
の
う
ら
み
と
に
く
し
み
で
、
一
気
に
飛
ん
で
行
っ
て
弟
を

殺
し
て
や
り
た
い
思
い
で
あ
る
が
ど
う
す
る
こ
と
も

で
き
な
い

。
悲
嘆
に
く
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
足
も
と
に
一本
の
藤
の
芽
が
生
え
て
い
た

。
こ
の
藤
が
何
年

か
の
間
に
ど
ん
ど
ん
成
長
し
て
、
と
う
と
う
岩
屋
の
上
ま
で
の
び
、
こ
れ
に
つ

た
わ

っ
て
岩
屋
の
上
に
出
る
こ
と
が
で
き
た

。

兄
は
う
ら
み
重
な
る
弟
に
、
う
ら
み
を
果
す
た
め
、
旅
人
に
身
を
や
つ
し
て
、

長
者
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
弟
の
家
を
た
ず
ね
、
苦
心
さ
ん
た
ん
の
末
、
弟
を

殺
し
て
う
ら
み
を
果
し
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
お
梅
は
な
げ
き
悲
し
ん
だ
が

今
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
兄
も
目
的
を
果
し
て
い
つ
こ
と
も
な
く
身
を

か
く

し
て
し
ま

っ
た

。

お
梅
は
長
者
の
財
宝
を
隠
そ
う
と
思
い
下
の
山
に
九
十
九
の
塚
を
作
ら
せ
、

そ
の
ど
れ
か
の
塚
の
中
に
こ
っ
そ
り
と
か
く
し
た

。
奉
公
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
金

品
を
与
え
、
家
に
火
を
放

っ
て
自
分
は
井
戸
に
身
を
投
じ
て
一
生
を
終
っ
た

。

そ
の
後
、
こ
の
山
の
清
水
は
真
夏
で
も
か
れ
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
悪
病
に

よ
く
き
く
と
い
う
い
い
つ
た
え
が
残
り
、
こ
の
清
水
を

「
お
梅
清
水
」
と
名
づ

け
ら
れ
た

。
悲
し
い
物
語
り
を
秘
め
て
今
も
、
お
梅
清
水
は
水
上
は
も
ち
ろ
ん
、

遠
く
柏
崎
方
面
か
ら
も
こ
の
水
を
も
ら
い
に
来
る
人
が
絶
え
な
い
と
い
う

。

（注
）
鈴
木
信
雄
氏
伝
承
、
三
宮
勉
氏
筆

熊

野

権

現

水
上
に
熊
野
権
現
が
あ
る

。

あ
る
年
、
信
心
深
い
老
人
が
、
黒
姫
山
に
参
拝
せ
ん
と
思
っ
て
、
熊
谷
ま
で
や

っ
て
来
た
が
、
疲
れ
き

っ
て
、

一
足
も
足
が
進
ま
な
か
っ
た

。

そ
の
時
、
雑
木
を
わ
け
て
熊
が
現
わ
れ
、
驚
天
す
る
老
人
の
傍
に
来
て
「乗
れ
」

と
い
う
よ
う
に
、
背
を
出
し
た

。
「
か
た
じ
け
な
し
」
と
そ
の
老
人
は
、
熊
の

背
に
乗

り
、
無
事
参
拝
を
す
ま
せ
た

。

帰
途
も
熊
の
背
に
乗

っ
て
来
た
が
、
水
上
に
来
る
と
ふ

っ
と
熊
が
消
え
て
し
ま

っ
た

。

「こ
れ
は
日
頃
信
心
す
る
熊
野
権
現
が
お
助
け
く
だ
さ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」

と
、
老
人
は
そ
こ
に
石
祠
を
た
て
て
、
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
た

。
今
の
熊
野
神

社
は
こ
う
し
た
伝
説
を
も

っ
て
い
る

。
又
、
熊
が
あ
ら
わ
れ
た
所
を
、
熊
谷
と

い
う
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う

。


