


南

条

城

南
条
、
佐
橋
神
社
の
あ
る
丘
陵
が
南
条
城
跡
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
南
条の旧家大家さんがこの丘陵に分家を出して家号「城」と呼んでいる。

佐橋神社はもと神明社だった。社の裏にある大杉の下に、天和の

検
地
に
用
い
た
用
具
が
埋
め
ら
れ
て
あ

る
と
言
伝
え
ら
れ
て
い
る

。

南
条
城
は
宝
治
合
戦
で
三
浦
に
味
方
し
て
亡
び
た
相
模
毛
利
の
一
族
の
内
、

京
都

へ
出
向
い
て
宝
治
の
乱

に
関
係
し
な
か
っ
た
経
光
と
い
う
武
士
が
落
ち
の

び
て
来
て
住
ん
だ
居
城
で
あ
る

。
越
後
毛
利
も
西
国
毛
利
も
そ
の
わ
か
さ
れ
で

あ
る

。
経
光
が
毛
利
の
祖
で
あ
り
、
南
条
館
が
そ
の
宗
家
だ
と
言
わ
れ
て
い
る

。

こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
戦
国
時
代
に
入
ら
ず
、
山
城
の
必
要
も
な
い
の
で
南
条
城

は
平
城
と
し
て
、
典
形
的
の
要
地
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

た

か

て
ら

ご
う

り

南
条
の
南
城
塾
跡
南
側
の
沢
を
奥
深
く
入
っ
て
、
八
石
の
中
腹
あ
た
り
と
思

わ
れ
る
処

に
、

「
た
か
て
ら

ご
う
り
」

と
呼
ぶ
平
地
が
あ
る

。
こ
の
地
に
つ
い

て
だ
れ
も
語
る
も
の
は
な
い
が
、
小
島

の
高
照
権
現
は
極
楽
寺
開
山
の
宥
秀
上

人
が
武
士
だ

っ
た
時
の
守
り
本
尊
だ
と
い
う
。
そ
の
上
人
は
善
根
の
不
動
滝
で

修
業
し
た
上
、
当
時
無
住
の
小
島
の
寺
に
入
っ
た
と
言
わ
れ
る
の
で
、
小
島
へ

隠
れ
る
ま
で
は
こ
の

「
た
か
て
ら
ご
う
り
」

に
高
照
権
現
を
祀

っ
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

刀

研

ぎ

場

上
南
条
、
佐
橋
神
社
の
ふ
も
と
に

「
り

よ
う
じ
ば
」
と
い
う
家
が
あ
り
、
そ

の
裏
に
刀
研
ぎ
場
、
ま
た
は
、
血
洗
い
池
と
呼
ぶ
一
坪
ほ
ど
の
荒
地
が
村
の
共

有
地
と
な

っ
て
草
藪
に
な
っ
て
い
る
。
ふ
も
と
一
帯
の
山
は
仁
左
エ
門
の
所
有

で

当
主
常
司
氏

が
若
い
こ
ろ
、
そ
の
山
の
塚
三
つ
掘

っ
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ

も
首
が
出
た

。
他
に
二
つ
あ
る
が
こ
れ
も
首
が
出
る
ば
か
り
だ
ろ
う
と
掘

っ
て

見
な
い
と
い
う
。

佐
橋
神
社
の
隣
に
妙
姫
庵
と
い
う
尼
堂
が
あ
る

。
そ
の
尼
堂
を
建
て
る
時
、

方
々
か
ら
骨
が
出
た
の
で
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
ほ
う
む
っ
た
と
い
う
供
養
塔
も

あ
る

。

佐
橋
神
社
の
あ
る
台
地
は
、
越
後
毛
利
発
祥
の
地
、
即
ち
由
緒
あ
る
居
城
趾

の
は
ず
で
あ
る

。
こ
の
首
塚
や
、
供
養
塔
の
骨
な
ど
は
、
後
の
世
の
も
の
だ
ろ

う
か

。
大

城

坊

塚

上
南
条
、
お
お
や
さ
ん
は
広
い
屋
敷
で
あ
る
が
、
脇
に
あ
る
田
の
西
側
に
老

杉
の
並
木
が
あ
っ
て
、
こ
こ
も
昔
は
屋
敷
だ
っ
た
こ
と
が

一
目
に
わ
か
る

。
そ

の
昔
屋
敷
だ

っ
た
田
と
畑
は
庄
屋
を
し
て
い
た
惣
兵
エ
ど
ん
が
住
ん
で
い
た
跡

で
あ
る

。
そ
の
畑
の
片
隅
に
大
き
な
石
が
建
て
て
あ
り
、

「
大
城
坊
塚
」
と
刻

ま
れ
て
い
る
。
庄
屋
の
惣
兵
エ
ど
ん
に
、
し
ば
ら
く
と
う
り
ゆ
う
し
て
い
た
旅

の
坊
さ
ん
が
死
ん
だ
の
で
葬
っ
た
塚
だ
と
い
わ
れ
て
い
る

。



天

皇

崎

南
条
、
追
田
の
山
は
な
の
藤
田
家
を

「
天
皇
崎
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
こ
の

東
に
長
者
屋
敷
と
い
う
地
名
の
田
甫
が
あ
る
。
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
長
者
が
、

こ
の
地
方
で
は
天
皇
さ
ん
の
よ
う
に
偉
く
思
わ
れ
た

。
そ
れ
で
そ
の
鼻
先
に
あ

る
家
だ
か
ら
、
天
皇
崎
と
呼
ん
だ
ら
し
い
。
そ
こ
か
ら
赤
尾
へ
越
す
小
道
が
、

大
昔
の
街
道
ら
し
い
。
途
中
か
め
の
く
ら
の
池
か
ら
そ
の
道
を
別
当
坂
と
呼
ん

で
い
る
の
は
、
昔
、
そ
の
池
の
上
に
観
音
堂
が
あ
っ
た
と
言
伝
え
ら
れ
て
い
る

の
で
、
観
音
堂
の
住
職
の
通
る
坂
だ
か
ら
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る

。
観
音

堂
の
あ

っ
た
と
い
う
下
の
田
に

「
じ

よ
う
き
ん
塚
」
が
あ
る

。
何
の
塚
だ
や
ら

。

八
石
山

の
朱
樽

昔
か
ら
八
石
の
ど
こ
か
に
朱
樽
が
埋
め
て
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
北
条
の

諏
訪
の
木
に
、
漆
千
杯
、
朱
千
杯
、
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
も
い
う
。

ま
た
、
南
条
の
小
番
城
と
い
う
処
に
朱
が
埋
め
て
あ
る
と
も
い
う
。

八
石
山
麓

の
あ
る
農
家
の
馬
が
逃
げ
て
帰

っ
て
来
た
時
、
片
脚
が
血
だ
ら
け

だ
と
思

っ
た
ら
、
そ
れ
は
朱
だ

っ
た

。
朱
瓶
に
脚
を
落
し
た
の
だ
と
言
わ
れ
て

い
る
。

北
条
駅
前
、
田
中
旅
館
で
柏
崎
、
長
岡
方
面
の
道
具
屋
が
交
換
会
を
例
会
と

し
て
月
毎
寄
っ
て
い
た

。
長
岡
商

人
が
五
升
樽
位
の
朱
色
の
石
を
持

っ
て
来
た

。

こ
れ
が
朱
の
化
石
だ

っ
た
ら
し
く
、
小
国
の
難
波
さ
ん
の
宝
と
さ
れ
て
い
た
ｏ

こ
れ
が
ど
こ
か
ら
出
た
も
の
か
、
当
時
の
長
岡
の
商
人
も
ど
う
し
た
か
、
そ
の

朱
樽
は
東
京
の
博
物
館
に
ま
で
出
さ
れ
た
が
、
今
、
ど
う
な
っ
た
か
わ
か
ら
な

い

。
（大
正
十
年
こ
ろ
の
話
）

南

条

の
山

本

家

南
条
の
山
本
家
は
、
山
本
勘
助
の
嫡
流

（ち

ゃ
く
り

ゅ
う
）
だ
と
世
間
で
は

言
う
が
私
は
知
ら
な
い
と
当
主
誠
治
さ
ん
は
い
う

。

山
本
さ
ん
の
家

に
立
派
な
阿
弥
陀
さ
ん
が
あ
っ
た

。
在
家
で
守
り
出
来
な
い

の
で
正
雲
寺
に
納
め
た

。
昭
和
十

一
年
こ
ろ
、
天
渓
方
丈
時
代
に
仏
師
に
か
け

て
塗
り
替
え
ら
れ
た
が
背
丈

一
米
も
あ
る
座
像
で
あ
る

。
こ
の
仏
さ
ん
の
祭
日

は
二
十
三
日
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
蒲
婆
さ
ん
も
娘
さ
ん
も
二
十
三
日
の

生
れ
で
何
か
因
縁
が
あ
る
よ
う
で
あ
る

。

ま
た
、
刀
、
檜
羽
、
く
つ
わ
な
ど
明
治
二
十
年
こ
ろ
刈
羽
神
社
へ
寄
進
さ
れ

た

。
県
道
脇
の
道
祖
神
も
山
本
家
の
も
の
で
あ
る

。
ま
た
、
南
条
火
葬
場
の
あ

る
小
山
は
も
と
、
山
本
さ
ん
の
神
明
さ
ん
を
祀

っ
て
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

。

こ
の
火
葬
場
は
北
条
村
初
代
村
長
藍
沢
啓

一
さ
ん
の
強
硬
な
意
見
で
作

っ
た

も
の
だ
が
、
明
治
三
十
年
こ
ろ
赤
痢
が
流
行
し
て
大
勢
の
人
が
死
ん
だ

。
そ
こ

で
占

っ
て
見
て
も
ら

っ
た
ら
、
火
葬
場
の
煙
が
神
明
さ
ん
に
か
か
る
た
め
だ
と

言
わ
れ
、
神
明
さ
ん
は
刈
羽
神
社
へ
移
さ
れ
た

。

大
西

の
道
祖
神

下
南
条
の
大
西
さ
ん
は
由
緒
あ
る
家
で
あ
る
。
昔
、
そ
こ
の
お
い
ね
と
い
う



娘
さ
ん
が
他
へ
縁

づ
い
た
が
縁
が
な
く
て
家
へ
戻
っ
た
。
そ
し
て
旅
に
出
て
大

阪
の
こ
う
の
池
で
楽
に
暮
し
て
い
た
。
あ
る
年
南
条
の
者
が
上
方
詣
り
に
行
っ

て
大
阪
で
お
い
ね
さ
ん
に
遇

っ
た

。

お
い
ね
さ
ん
は
な
つ
か
し
く
思
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
き
、
越
後
へ
帰
り

た
い
よ
う
だ
が
帰
れ
な
い
か
ら
、
故
郷
の
妹
に
こ
れ
を
渡
し
て
下
さ
い
と
包
物

を
た
の
ん
だ
。
そ
の
人
が
帰
っ
て
そ
の
話
を
し
、
包
物
を
渡
し
た
。
沢
山
の
お

金
が
入
っ
て
い
た

。妹
も
村
の
大
工
さ
ん
に
縁

づ
い
て
楽
な
暮
し
を
し
て
い
た

し
、
姉
さ
ん
の
苦
労
し
た
お
金
を
無
駄
に
は
使
え
な
い
と
両
親
の
瞑
福
を
祈

っ

て
建
て
た
の
が
、
今
下
南
条
の
堂
の
裏
側
の
県
道
端
に
あ
る
道
祖
神
で
あ
る
。

こ
の
道
祖
神
は
非
常
に
ご
利
益
が
あ
ら
た
か
で
、
特
に
首
か
ら
上
の
病
気
は

医
者
に
か
か
る
よ
り
良
い
と
言
わ
れ
、
信
心
者
が
多
い
。
津
右
エ
門
ど
ん
の
お

爺
さ
ん
は
耳
の
痛
む
時
な
ど
お
詣
り
を
し
て
い
る
が
、
き
く
の
で
医
者
に
か
か

っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
わ
れ
、
祠
の
屋
根
な
ど
い
た
む
と
寄
進
で
立
派
に
修
理

し
て
い
る
。

刈
羽
神
社
の
天
神
さ
ん

南
条
の
刈
羽
神
社
は
も
と
、
天
満
宮
で
天
神
さ
ん
が
本
尊
で
あ
る

。
村
社
の

格
式
だ
っ
た
こ
の
お
宮
さ
ん
は
当
時
の
産
土
神

（う
ぶ
す
な
が
み
）
で
あ
る

。

ご
神
鏡

に
柏
崎
町
諏
訪
の
氏
子
の
名
が
あ
る
。

こ
の
奥
殿
に

天
神
さ
ん
の
頭
だ
け
あ
る
。
天
神
さ
ん
の
胴
は
中
通
村
吉
井

の
天
神
宮
に
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

。

白
蛇

の
次
郎
吉

昔
、
大
洪
水
で
鯖
石
川
が
は
ん
ら
ん
し
て
、
長
鳥
川
の
合
流
す
る
あ
た
り
の

堤
防
が
く
ず
れ
、
流
さ
れ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
こ
の
堤
防
を
作
り
直
す

た
め
に
、
関
係
村
方
か
ら
大
勢
の
人
夫
が
集
っ
て
工
事
を
し
て
い
た
。
そ
の

人

夫
の
中
で
と
り
わ
け
立
派
な
次
郎
吉
と
い
う
青
年
が
い
た
。
多
く
の
若
い
女
ど

も
は
こ
の
次
郎
吉
の
男
振
り
に
ほ
れ
込
ん
で
夢
中
だ

っ
た

。
他
の
男
達
は
次
郎

吉
の

人
気
を
皆
ね
た
ん
で
い
た

。

あ
る
日

次
郎
吉
も
土
俵
運
び
の
行
列
に
加
わ
り
、
威
勢
よ
く
足
場
板
を
渡

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
だ
れ
か
に
後
ろ
を
突
か
れ
て
川
に
落
ち
た
。
そ
し
て
落
ち

た
次
郎
吉
は
、
そ
の
深
み
か
ら
浮
か
び
上
ら
な
い
で
し
ま
っ
た
。

普
請
が
出
来
上

っ
て
か
ら
も
そ
こ
は
、
青
々
と
し
て
深
い
淵
と
な
っ
て
い
た
。

あ
る
日
、
水
遊
び
を
し
て
い
た
青
年
が
、
亀
を
と
る
た
め
に
水
に
も
ぐ
っ
た

と
こ
ろ
、
つ
や
つ
や
と
し
た
大
蛇
が
底
に
見
え
た

。

あ
の
立
派
な
男
だ
っ
た
次
郎
吉
は
大
蛇
の
精
だ
っ
た
の
だ
と
言
伝
え
ら
れ
て

い
る

。

（注
）

こ
の
話
は
田
尻
、
安
田
方
面
に
も
あ
る

。
「次
郎
が
淵
」
の
名
の
も

と
で
。

駒
返

し
橋
と
駒
越
え

北
条
城
と
八
石
の
善
根
城
は
同
じ
毛
利
で
親
類
だ
っ
た
が
、
善
根
の
殿
様
、



太
万
之
介
が
偉
い
人
で
勢
力
が
あ
っ
た
の
で
、
北
条
の
殿
様
は
何
と
か
し
て
こ

れ
を
亡

ぼ
そ
う
と
考
え
た

。
そ
し
て

自
分
の
大
切
な
娘
を
善
根
城
の
殿
様
の
嫁

に
や
っ
た

。
善
根
城
の
殿
様
は
盛
大
な
お
祝
い
を
し
て
仲
良
く
暮
し
た

。
し
ば

ら
く
た
っ
て
北
条
の
殿
様
は

一
戻
り
と
い
う
こ
と
で
善
根
の
殿
様
を
招
い
た

。

善
根
の
殿
様
は
喜
ん
で
よ
ば
れ
て
き
た

。

北
条
城
で
は
さ
っ
そ
く
汗
を
流
し
て
馬
上
の
疲
れ
を
い
や
す
よ
う
に
と
風
呂

を
す
す
め
た

。
善
根
の
殿
様
は
そ
れ
で
は
と
風
呂
に
入
っ
た
と
こ
ろ
外
か
ら
戸

を
閉
め
切

っ
て
蒸
し
殺
し
に
し
て
し
ま

っ
た

。
家
来
達
は
驚
い
て
善
根
城
に
知

ら
せ
た

。
善
根
城
の
家
老
は
さ

っ
そ
く
家
来
を
引
き
連
れ
て
北
条
城
へ
攻
め
て

来
た

。
南
条
と
北
条
の
境
の
太
田
川
ま
で
来
た
処
、
そ
こ
の
橋
は
落
さ
れ
て
い

た。

一
同
引
き
返
し
た
と
こ
ろ
の
橋
も
今
で
も
駒
返
し
橋
と
呼
ん
で
い
る
。

引
き
返
し
た
武
士
達
は
太
田
へ
出
て
、
赤
尾
へ
越
し
た
峠
を
駒
越
え
と
呼
ん

で
い
る
。

善
根
の
殿
様
を
蒸
し
殺
し

に
し
た
風
呂
が
地
獄
だ
っ
た
の
で
、
北
条
で
は
そ

れ
以
来
地
獄
風
呂
を
作
ら
な
い
と
言
伝
え
ら
れ
て
い
る
〇

十

三

が

滝

（
じ
う
さ
が
た
き
）

八
石
山
の
北
側
の
断
崖

に
、
高

い
滝
が
落
ち
て
い
る

。
こ
の
滝
の
あ
る
沢
は

赤
尾
の
奥
で
、
八
石
山
で
は

一
番
深
く
、
険
阻

（
け
ん
そ
）
の
崖
で
あ
る
。

昔
、
殿
様
が
殺
さ
れ
た
善
根
城
の
侍
十
三

人
が
、
北
条
城
へ
仇
打
ち
に
入
っ

た
が
、
さ
ん
ざ
ん
の
目
に
合
っ
て
逃
げ
出
し
、
こ
の
沢

へ
逃
げ
込
ん
だ

。
雨
の

降
る
真
暗
な
夜
中
、
八
石
山
の
南
の
端
に
あ
る
善
根
城
へ
帰
ろ
う
と
無
我
夢
中

で
崖

に
よ
じ
登
ろ
う
と
し
た
十
三
人
の
侍
は
、
こ
の
け
わ
し
い
滝
の
あ
る
崖
か

ら
み
な
落
ち
て
死
ん
だ

。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
滝
を
十
三
が
滝
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

佐
藤
ケ
池
の
窓
池

南
条
八
石
と
赤
尾
八
石
と
の
間
に
窓
池
と
い
う
池
が
あ
る

。

昔
、
田
尻
の
佐
藤
ヶ
池
に
、
餅
を
つ
い
て
臼
、
杵
、
も
ろ
と
も
投
げ
込
ん
だ

と
こ
ろ
、
そ
の
杵
が
八
石
山
の

頂
上
の
こ
の
池
に
飛
び
出
し
た

。
そ
れ
で

「
佐

藤
ケ
池
の
窓
池
」
と
呼
ん
で
い
る

。

神

の

鞍

赤
尾
の
沢
を
入
っ
て
八
石
尾
根
に
近
い
あ
た
り
に
、

「
亀
の
倉
」
と
呼
ぶ
所

が
あ
る

。
刈
羽
平
野
、
柏
崎
、
佐
渡
ま
で
一
望
で
き
る
所
で
、
今
は
休
耕
さ
れ

て
い
る
が
広
い
田
に
な

っ
て
い
る
。
塚
も
あ
っ
て
昔
の
由
緒
を
物
語

っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
水
無
し
と
い
う
山
の
嶺
下
だ
が
、
用
水
を
じ

ょ
う
ず
に
引
い
て

あ
る
の
か
、
休
耕
田
に
は
鯉
も
飼
わ
れ
て
い
る
。

鹿
島
大
明
神
の
由
緒
書
を
見
る
と
、
今

「
か
め
く
ら
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、

昔
、

「
神
の
鞍
」
と
呼
ん
で
大
明
神
の
元
屋
敷
だ
と
も
い
う
。

ま
た
、
も
と
普
広
寺
の
方
丈
さ
ん
は
、
普
広
寺
も
こ
こ
に
い
て
、
日
本
海
を

見
な
が
ら
漁
船
に
い
た
ず
ら
す
る
の
で
下

へ
降
ろ
さ
れ
た
の
だ
と
言

っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る

。



赤

尾

の
本
陣

山

赤
尾
、
な
か
さ
ん
の
裏
山
は
、

「
問
屋
山
」

「
な
か
の
山
」

「
市
郎
え
ん
の

山
」
と
交
互
に
つ
づ
い
て
、
項
き
を
本
陣
山
と
呼
ん
で
い
る
。海
も
刈
羽
平
野

も

一
望
出
来
る
所
で
あ
る

。
南
の
方
に

「
神
の
鞍
」
、
東
の
方

に

「
城
平
」
と

呼
ぶ
所
が
あ
る

。
赤
尾
入
道
の
陣
取

っ
た
山
だ
ろ
う
か

。

そ

う

ど

う

が

う

ら

赤
尾
の
奥
、
十
三
滝
の
沢
に
入
る
あ
た
り
の
上
に
「
そ
う
ど
う
が
う
ら
」
と

呼
ぶ
大
平
が
あ
る

。
そ
の
尾
根
に
古
塚
三
本
松
が
あ
っ
た
が
大
正
の
こ
ろ
、
南

条
の
牧
口
が
買
い
、
北
条
の
万
吉
が
き

っ
た

。
こ
の
大
平
の
南
側
は
南
条
の
官

公
林
で
あ
る

。
そ
し
て
八
石
堂
平
に
続
い
て
い
る

。
こ
の
官
公
林
の
昔
騒
動
が

あ

っ
た
の
で
、
そ
の
北
裏
の
大
平
を

「
そ
う
ど
う
が
う
ら
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
も
の
ら
し
い
。
明
治
の
官
地
整
理
の
こ
ろ
も
、
そ
の
土
地
の
地
権
争
い
が

南
条
と
赤
尾
で
起
き
た

。
結
局
地
権
は
南
条
へ
や
り
、
そ
の
付
近
の
水
利
権
は

赤
尾
で
取

っ
た

。
こ
の
水
を
南
条
側

に
引
か
れ
る
と
赤
尾
、
北
条
の
愛
宕
沖
の

田
が
干
上
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

。
そ
れ
で
水
利
権
の
こ
と
は
赤
尾
と
南
条
の

区
長
が
証
拠
文
書
を
取
り
か
わ
し
、
北
条
の
佐
藤
さ
ん
も

一
通
届
け
ら
れ
て
あ

る
と
い
う

。

そ
う
ど
う
が
う
ら
に
入
る
手
前
に

「
く
け
が
つ
ぼ
」
、

「
ば
く
ち
ば
」

「
ば

く
ち
が
峰
」

「
か
く
れ
や
」
な
ど
の
地
名
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
ら
あ
た
り
で
も

そ
う
ど
う
が
あ

っ
た
も
の
か

。

ま
た
、

「
そ
う
ど
う
が
う
ら
」
の
脇

に
、
骨
山
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
る

。

白
山
神
社

の
祭
礼

本
条
、
赤
尾
の
白
山
さ
ん
の
祭
日
は
毎
年
四
月
二
十
三
日
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
平
家
が
壇
の
浦
で
亡
び
た

日
で
、
平
家
の
冥
福
を
祈

っ
て
行
わ
れ

る
の
だ
と
い
う

。

壇
の
浦
か
ら
逃
れ
た

一
族
は

「
さ
ぬ
き
」
に
隠
れ
た
が
一
派
は
北
陸
を
経
て

六
条
院
領
地
の
こ
の
地
を
求
め
、
定
着
し
た
も
の
で

「伊
平
」
は
伊
勢
平
家
か

ら
取

っ
た
姓
で
あ
る
と
い
う

。

稲
葉

の
寺

屋
敷

赤
尾
の
奥
の
は
ず
れ
に
、
稲
葉
の
寺
屋
敷
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
左
側
の

小
高
い
所
で
今
は
田
に
な

っ
て
い
る
。
最
近
こ
こ
を
田
に
開
墾
す
る
時
、
骨
が

た
く
さ
ん
で
た
の
で
、
上
の
雑
木
林
の
中
に
、
無
縁
仏
の
塚
を
建
て
た

。

昭
和
十
年
、
寺
沢
恒
三
建
之
と
な

っ
て
い
る

。

そ
の
反
対
側
の
方
を

あ

ら
たやしきと
呼
ん
で
い
る
。
あ
ら
た
は
新
田
か
、

荒
田
か
、
こ
の
田
の
つ
き
た
あ
た
り
が
駒
越
え
の
峠
で
あ
る

。



赤

尾

の

坂

井

家

昔
、
平
沢
の
山
上
徳
左
エ
門
の
家
か
ら
徳
右

エ
門
と
い
う
者
が
赤
尾
に
来
て

住
ん
だ

。
徳
右
エ
門
は
米
山
検
校
の
弟
で
、
赤
尾
に
米
山
検
校
の
土
地
が
あ
っ

た
の
で
、
そ
れ
を
支
配
す
る
た
め
に
分
家
し
て
来
た
の
だ

っ
た

。

村
の
人
達
は
憎
ん
で
再
三
放
火
し
た

。
そ
れ
で
時
の
権
門
、
両
田
尻
の
大
肝

煎

酒
井
武
右

エ
門
を
頼
み
、
坂
井
姓
に
改
め
て
安
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た

。

徳
右
工
門
は
後
に
江
戸
に
出
て
、
海
照
山
僧
林
禅
師
の
弟
子
と
な
っ
た

。
諸

国
を
回
歴
し
て
修
業
し
た
、
了
円
沙
弥
は
徳
右
エ
門
で
あ
る

。

赤
尾
に
来
た
徳
右
エ
門
は
平
沢
の
親
の
家
が
隠
居
と
い
う
の
で

そ
の
ま
ま

赤
尾
の
住
居
も
隠
居
と
呼
ば
れ
た
。

了
円
は
修
業
し
て
、
納
経
帳
七
冊
が
あ
る
。

現
に
隠
居
に
は
永
代
家
宝
と
し
て
、
了
円
の
小
手
、
き
ゃ
は
ん
、
墨
衣
、
膳
椀

杖
の
頭
の
尺
鐘
、
分
家
亀
三
郎
家
に
は
、
鏡
、
了
円
使
用
の
南
天
の
杖
が
残
さ

れ
て
い
る
。

毛

利

屋

敷

本
条
鹿
島
に
「
モ
ウ
リ
ヤ
シ
キ
」
と
呼
ん
で
い
る
処
が
あ
る
。
北
条
城
城
主

毛
利
さ
ん
の
屋
敷
は
文
献
に
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
毛

利
屋
敷
が
毛
利
さ
ん
の
屋
敷
跡
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

南
条
に
い
た
毛
利
さ
ん
が
北
条
へ
来
て
、
城
山
を
造
る
ま
で
こ
こ
を
館
と
さ

れ
た
ら
し
い
。

鹿
島
は
昔
か
ら
部
落
の
名
を

「
モ
リ
」
と
呼
ん
だ
り
、

「
屋
敷
田
」

「
屋
敷

田
七
十
刈
」

「
屋
敷
付
」

「
屋
敷
そ
へ
」
等
の
地
名
が
伝
わ
っ
て
い
る
し
、
長

鳥
川
に
か
け
て
あ
る
橋
を
外
城
橋
と
呼
ん
で
、
東
の
武
家
屋
敷
と
西
の
北
条
町

方
を
結
ん
で
い
る

。

御
島
石
部
、
諏
訪
両
社
が
あ
る
鹿
島
部
落
は
、
北
条
郷
草
創
の
土
地
で
あ
る

か
ら
、
初
代
時
元
も
こ
こ
に
館
を
構
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
は
っ
き
り
と

わ

っ
て
い
な
い

。

神

楽

舞

神
楽
舞
は
近
郷
近
在
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
北
条
が
本
元
ら
し
い
。
北
条
で
も

鹿
島
と
南
条
で
古
く
か
ら
舞
わ
れ
、
現
在
で
は
毎
年
春
祭
に
舞
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
本
家
本
元
は
鹿
島
の
御
島
石
部
神
社
の
神
楽
舞
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

鹿島でもいつの時代からかわからないが、古くから伝わっている

も
の
で
、
今
で
も
五
月
八
日
の
祭
典
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

以
前
は
舞
の
数
は
二
十
八
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
現
在
二
十
位
に
な

り
、
普
通
十
二
し
か
舞
わ
れ
て
い
な
い
。

一
、
宮
清

二
、
岩
戸

三
、
稲
田

四
、
幣
束

五
、
諸
葉

六
、
鈿
女

七
、
神
遊

八
、
羽
返
し

九
、
鏡
造
り

十
、
稚
児

十
一、
蛭
子

十
二
、

小
奈
曾
利

十
三
、
大
奈
曾
利

十
四
、
大
黒

十
五
、
玉
神

十
六
、
龍
田

十
七
、
曲
玉

十
八
、
造
杵

十
九
、
野
幸

二
十
、
太
平
楽

以
上
二
十
の
神
楽
は
、
問
答
、
謡
の
入
っ
て
い
る
も
の
四
つ
、
残
り
の
舞
は

だ
ん
ま
り
で
、
舞
殿
の
お
簾
内
の
囃
子
方

（
は
や
し
か
た
）
の
は
や
し
に
つ
れ



て
舞
う
も
の
で
あ
る

。

今

熊

本
条
の
今
熊
は
元
、
下
村
と
い
っ
た
。
現
在
今
熊
に
「
ほ
ん
え
ん
さ
ん
」
と

い
う
家
が
あ
る
が
、
明
治
中
程
ま
で
清
照
院
と
い
う
真
言
宗
の
寺
だ

っ
た

。
元

禄
三
年
に
京
都
三
宝
院
御
門
跡
の
随
従
が
寺
を
建
立
さ
れ
、
今
熊
山
清
照
院
と

本
山
か
ら
山
院
号
を
下
賜
さ
れ
た

。
そ
れ
か
ら
こ
の
部
落
を
今
熊
と
呼
ぶ
よ
う

に
な

っ
た

。

清
照
院
は
火
災
に
あ
っ
て
仏
像
、
仏
閣
が
皆
焼
け
て
か
ら
再
興
出
来
な
く
て

農
家
と
な
っ
た
が
部
落
の
名
が
今
熊
と
呼
ば
れ
、
家
の
名
が

「
ほ
ん
え
ん
さ
ん

」
と
呼
ば
れ
て
今
も
残

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

。

能
野
神
社

の
樫

の
木

本
条
今
熊
の
氏
神
さ
ん
は
熊
野
社
で
あ
る
が
、
今
熊
に
は
諏
訪
社
、
神
明
社
、

大
神
宮
、
熊
野
社
の
四
社

が
あ
っ
て
、
こ
の
熊
野
社
は
笠
原
五
右
エ
門
家
の
個

人
宮
だ
っ
た

。
明
治
の
末
に
四
社
合
社
し
て
熊
野
社
が
字
宮
と
な
っ
た

。

熊
野
社
の
境
内
に
周
囲
二
、
五
米
も
ま
わ
る
樫
の
木
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
五

右
エ
門
が
上
方
詣
り
を
し
て
、
紀
伊
の
熊
野
権
現
か
ら
記
念
に
持
っ
て
来
て
植

え
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
三
本
の
う
ち
の
一
本
で
、
五
右
エ
門
家
の
奥
庭

に
茂
っ
て
い
る
大
樫
も
そ
の
時
の
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
。

法

恩

寺

跡

本
条
今
熊
の
は
ず
れ
、
平
井
と
の
境
の
あ
た
り
に
だ
ん
だ
ん
小
田
の
沢
が
あ

る
が
、
法
恩
寺
跡
と
呼
ん
で
い
る
。
何
宗
で
い
つ
こ
ろ
ま
で
お
寺
が
あ
っ
た
の

か
、
土
地
の
持
主
仁
右
エ
門
ど
ん
も
知
ら
な
い
と
い
う

。

畑
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
土
器
も
出
る
し
、
良
い
清
水
が
湧
き
出
て
い

る
。
盆
石
に
使
う
夏
川
石
も
こ
の
沢
に
あ
る
。

し
か
し
、
法
恩
寺
と
書
か
れ
た
額
が
、
今
熊
の
薬
師
堂
に
今
も
残
っ
て
い
る
。

北

条

の

城

山

北
条
の
城
山
は
見
晴
し
の
よ
い
標
高
百
四
十
米
の
高
地
で
あ
る
。
中
世
の
山

城
で
は
典
型
的
だ
と
い
う

。

こ
の
城
を
中
心
に
築
か
れ
た
善
根
、
安
田
、
上
条
、
細
越
、
深
沢
、
鳥
谷
、

赤
田
、
桝
形
な
ど
の
城
跡
が
指
呼
の
間
に
見
え
る
。

い
つ
ご
ろ
出
来
て
、
い
つ
こ
ろ
亡
び
た
か
村

人
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

「

城
山
」
と
呼
ん
で
親
し
ま
れ
て
い
る

。

大
正
の
初
め
こ
ろ
ま
で
は
た
こ
揚
げ
場
所
だ
っ
た

。
法
雲
寺
の
義
正
坊
な
ど

一
番
大
き
な
た
こ
を
揚
げ
た

。
そ
の
こ
ろ
の
頂
上
は
、
ぐ
み
の
藪
が
点
々
と
し

て
い
て
、
き
り
ぎ
り
す
を
と
る
場
所
で
も
あ
っ
た
ｏ

秋
田
の
石
油
業
で
成
功
し
た
定
蔵
さ
ん
が
公
園
を
計
画
し
て
、
桜
を
植
え
た

。

そ
の
時
、
地
元
の
権
力
者
景
範
太
夫
さ
ん
は
松
を
主
張
し
て
、
家
近
城
山
の
方



に
は
松
が
植
え
ら
れ
た

。
そ
れ
は
た
こ
揚
げ
が
絶
え
た
大
正
の
初
め
こ
ろ
だ
っ

た

。お
城
の
あ
た
り
に
は
、

「
駒
落
し
」

「駒
つ
な
ぎ
場
」

「
お
は
い
」

「
か
い
せ
ん
ど
う
」
な
ど
の
地

名
と
沢
山
の

濠形
が
残

っ
て
い
る

。

城
の
地
形
は
昭
和
四
十
五
年
十

一
月
十
五
日
柿
崎
高
校
歴
史
ク
ラ
ブ
が
研
究

発
表

。
歴
史
は
北
条
町
史
で
関
久
さ
ん
が
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
。

北
条

の
十

五
夜
祭

北
条
の
十
五
夜
祭
は
十
日
市
部
落
に
あ
る
上
、
下
両
八
幡
社
の
祭
礼
で
昔
か

ら
刈
羽
郡
内
切

つ
て
の
大
祭
と
し
て
有
名
で
あ

っ
た

。

神
社
創
建
は
千
年
の
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
祭
礼
の

歴
史
は
約
四
百
年
と
い
わ
れ
て
い
る

。
こ
の
祭
礼
で
は
燈
籠
献
納
と
煙
火
奉
納

が
特
色
の
あ
る
行
事
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
起
り
に
つ
い
て
伝
承
が
あ
る
。

即
ち
燈
籠
祭
は
か

っ
て
深
沢
城
主
で
あ

っ
た
村
山
家
の
先
祖
が
、
八
幡
宮
の

守
り
神
で
あ

っ
た
鳩
を
狩
り
の
際
誤
っ
て
う
ち
お
と
し
た
こ
と
か
ら
、
家
や
村

に
災
難
が
続
き
、
そ
の
お
わ
び
に
信
心
祈
願
の
た
め
燈
籠
奉
献
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た

人
形
を
作
っ
て
献
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
八

幡
社
の
裏
山
に
天
狗

が
住
ん
で
い
て
、
毎
年
仲
秋
満
月
の
夜
、
村
の
娘
を

一

人

ず
つ
さ
ら
っ
て
生
き
血
を
吸
う
凶
事
が
続
い
た
の
で
、
八
幡
宮
に
う
か
が
い
を

立
て
た
と
こ
ろ
入
形
を
作

っ
て
身
代
り
に
献
上
す
る
よ
う
と
の
お
告
げ
が
あ
り

そ
れ
以
来
続
い
て
い
る
と
い
う

。

な

お
、
こ
の
祭
り
を

「
ゴ
ザ
祭
り
」
と
別
称
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
い
わ
れ

に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
の
説
が
あ
る
。
①
小
千
谷
方
面
か
ら
泊
り
が
け
で
祭
り

見
物
に
来
る
用
心
の
た
め
、
⑦
雨
降
り
季
節
で
雨
が
降
り
や
す
い
が
、
雨
に
降

ら
れ
て
も
平
気
、
雨
具
と
し
て
、
③
男
女
野
合
の
風
習
が
あ
り
そ
の
用
意
の
た

め
だ
と

。……

北
条
の
と
う
ろ
う
祭
り

北
条
村
に
、
正
八
幡
宮
と
い
う
村
社
が
あ
る
。
昔
、
北
条
の
問
屋
の
子
が
、

八
幡
様
の
お
使
い
鳩
の
卵
を
取
っ
て
家

に
持
ち
帰
っ
た

。

そ
の
夜
、
そ
の
子
の
首
が
ま
が
っ
て
後
向
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

。
驚
い
た
両

親
は
、
家
近
の
法
印
さ
ん
に
行
っ
て
、
占

っ
て
も
ら
っ
た
所
、
こ
れ
は
神
罰
だ
。

最
愛
の
子
供
の
事
だ
か
ら
、
身
代
り
に
人
体
を
模
造
し
て
、
奉
納
せ
よ
と
言

っ

た
。

両
親
は
、
子
供
が
鳩
の
卵
を
と
っ
た
こ
と
を
知

っ
て
、
そ
の
卵
を
旧
巣
に
か
え

し
、
そ
の
上
人
形
を
造
っ
て
之
を
神
に
さ
さ
げ
た
所
、
三
日
に
し
て
子
供
の
首

は
も
と
通
り
に
な

っ
た

。

そ
れ
よ
り
、
毎
年
い
ろ
い
ろ
の
人
形
燈
籠
を
奉
納
し
て
お
祭
り
す
る
事
と
な

っ
た
と
い
う
。

北
条
秋
祭

の
拍
子

北
条
の
秋
祭
は
有
名
な
十
五
夜
祭
で
あ
る

。
こ
の
お
祭

に
は
賑
や
か
な
屋
台

拍
子
と
、
静
か
な
祗
園
拍
子
が
伝
習
さ
れ
て
来
て
い
る

。



屋
台
拍
子
は
、
引
き
ま
わ
す
屋
台
の
上
で
、
大
太
鼓
と
小
太
鼓
を
連
打
す
る

す
る
威
勢
の
良
い
音
と
笛
二
丁
が
鳴
り
添
う
て
秋
の
夜
の
情
緒
を
深
め
て
い
る

も
の
な
が
ら
、
い
つ
こ
ろ
、
だ
れ
が
教
え
た
か
知
る
者
は
な
い
。

祗
園
拍
子
は
、
八
幡
さ
ん
へ
奉
献
さ
れ
る
燈
籠
行
事
に
従
う
拍
子
で
あ
る
〇

三
味
線
二
、
笛
二
、
鼓
一
、
金
鼓
一
の
六

人
で
奏
で
る
拍
子
で
、
静
か
な
、
め

ん
め
ん
じ

ょ
う
じ

ょ
う
と
し
た
音
律
は
美
し
く
、
ま
た
、
大
古
の
お
ご
そ
か
さ

さ
え
加
わ
り
、
村
の
人
は
こ
の
音
を
聞
い
て
初
め
て
秋
祭
を
知
り
、
秋
の
夜
を

感
ず
る
も
の
で
あ
る

。
こ
の
拍
子
は
村
の
、
村
山
源
左
工
門
と
い
う

人
が
、
今

よ
り
二
百
年
位
前
に
京
都
に
遊
学
し
た
際
、

一
人
で
三
味
線
、
笛
、
鼓
を
覚
え

て
来
て
村
の
青
年
に
教
え
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

堀
の
内
町
の

祗
園拍子も
六
人
で
同
じ
楽
器
を
用
い
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、

節
は
違
う
ら
し
い
。
歌
祭
で
各
地
の
拍
子
を
聞
く
け
れ
ど
も
、
北
条
秋
祭
の
よ

う
な
拍
子
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い

。

八
石
山
と
豆
木

の
門

昔
、
八
石
山
の
麓
に
仲
の
良
い
夫
婦

が
住
ん
で
い
た

。
そ
し
て
可
愛
い
男
の

子
が

一
人
あ
っ
た

。
男
の
子
が
幸
福
に
育
っ
て
い
る
う
ち
に
、
女
親
が
ふ
と
し

た
病
気
で
死
ん
だ
。
親
子
二
人
で
し
ば
ら
く
仲
良
く
暮
し
て
い
た
が
、
父
は

人

に
す
す
め
ら
れ
て
後
妻
を
も
ら
っ
た

。
女
親
に
な

っ
た
後
家
さ
ん
も
良
い
人
で

先
妻
の
子
を
大
切
に
育
て
て
い
た
が
、

自
分
の
子
が
出
来
て
か
ら
は
、
先
妻
の

子
を
憎
む
よ
う
に
な

っ
た

。
い
ろ
い
ろ
難
く
せ
を
つ
け
て
い
じ
め
て
い
た
が
、

あ
る
時
二
人
の
子
ど
も

に
豆
を
植
え
さ
せ
た

。

自
分
の
子
に
は
良
い
豆
を
先
妻
の
子
に
は
煎
っ
た
豆
を
持
た
せ
た

。
幾
日
か

た
っ
て
裏
山
へ
行

っ
て
み
る
と
、

自
分
の
子
の
ま
い
た
豆
は
立
派
な
芽
を
出
し

て
い
る
だ
ろ
う
し
、
先
妻
の
子
の
ま
い
た
豆
は
何
も
芽
を
出
さ
な
い
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
た
ら
、
先
妻
の
子
の
ま
い
た
種
が

一
本
だ
け
芽
を
出
し
て
す
く
す
く

伸
び
て
い
た
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
、
秋
に
は
大
木
に
な

っ
て
豆

が
八
石
も
な

っ
た

。

そ
れ
か
ら
そ
の
山
を
八
石
山
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た

。

そ
の
豆
の
大
木
で
造
っ
た
の
が
専
称
寺
の
門
の
柱
だ
と
い
う
こ
と
で
有
名
で

あ

る

。

ま
た
、
そ
の
豆
の
木
の
枝
が
小
国
へ
と
ん
で
行
っ
て
芽
を
出
し
た
の
が
沢
山

実
っ
て
、
大
き
な
桶
に
三
つ
も
あ
っ
た
の
で
そ
の
村
を
三
桶
と
呼
ん
で
い
る
。

矢

ケ

谷

専
称
寺
と
い
え

ば
豆
の
木
の
門
で
有
名
な
寺
で
あ
る
が
そ
の
裏
山
に
矢
ヶ
谷

と
い
う
処
が
あ
る

。
村
の
寺
沢
翁
に
そ
の
由
来
を
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、

「
こ
の

寺
の
裏
山
は
北
条
丹
後
守
長
国
公
の
旧
城
跡
で
あ
る
が
、
公
は
上
杉
霜
台
公
逝

去
後
、
三
郎
景
虎
に
属
し
景
勝
公
に
抵
抗
し
た
。
な
か
な
か
豪
傑
だ
った
の
で

景
勝
公
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず

月
日
を
通
し
た
あ
る
日
、
長
国
公
は
浴

衣
着
の
ま
ま
で
館
城
か
ら
北
条
城
に
帰
ろ
う
と
供
も
連
れ
ず
、
単
身
乗
馬
で
米

山
峠
を
通
る
時
、
景
勝
公
の
一
床
の
や
か
ら
が
森
の
中
か
ら
不
意
に
弓
を
射
た
。

矢
は
長
国
公
の
脇
腹
を
射
た

。
公
は
そ
の
矢
を
抜
か
ん
で
苦
痛
を
忍
び
帰
城
し

た

。
お
城
で
家
来
に
矢
を
抜
か
せ
て
、
城
下
の
地
に
埋
め
さ
せ
た

。
し
か
し
そ

の
傷
の
痛
手
に
た
え
ら
れ
な
く
て
、
二
、
三
日
し
て
死
ん
だ

。
矢
を
埋
め
た
地

だ
か
ら
そ
の
地
を
矢
ケ
谷
と
名
づ
け
た

。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。



荒

神

屋

敷

北
条
、
専
称
寺
の
境
内
を

「
荒
神
屋
敷
」
と
い
う

。
北
条
城
毛
利
丹
後
守
が

代
々
、
城
内
に
奉

祀し
て
、
火
防
に
留
意
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
三
宝
院
大
荒

神
を
寄
進
さ
れ
、
堂
内
に
勧
請
、
お
祀
り
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る

。

三
宝
大
荒
神
と
は
仏
法
僧
の
三
宝
を
護
持
す
る
三
面
六
臂
の
鬼
神
で
、
ま
た

三
宝
衛
護
の
荒
神
で
あ
る

。

三
宝
荒
神
は
三
面
忿
怒
の
相
を
現
わ
し
、
六
臂
に
、
独

鈷、
矢
、
劔
、
鈴
、

弓
、
杖
を
持
つ
立
像
で
あ
る
。

そ
え
で
、
専
称
寺
は
北
条
山
三
宝
院
専
称
寺
と
い
う
。

普
広
寺

の
観
音
さ
ん

（
馬
頭
観
音
）

北
条
の
善
広
寺
に
祀
ら
れ
て
あ
る
馬
頭
観
世
音
は
、
大
正
六
年
に
江
部
忠
作

さ
ん
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
前
は
家
近
の
「
あ
ぶ
ら
や
」
に
安
置
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る

。

今
は
家
も
絶
え
た
が
、
あ
ぶ
ら
や
の
主
人
福
治
さ
ん
は
信
心
深
い
人
だ

っ
た
。

そ
の
先
祖
は
常

に
観
世
音
菩
薩
を
念
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
夜
夢
に
、
お
ご

そ
か
な
雲
の
中
か
ら
聖
者
が
現
わ
れ
、
馬
に
乗
っ
て
家
に
飛
込
ん
だ
の
で
有
難

く
拝
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
夢
が
覚
め
た

。
翌
朝
身
を
清
め
燈
明
を
あ
げ
て
家
族

一
同
に
話
を
し
、
不
思
議
に
思

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
日
、
ど
こ
か
ら
か
道

者
が
来
て
宿
を
乞
う
た
。
心
待
ち
し
て
い
た
客
を
迎
え
た
よ
う
な
気
で
宿
を
貸

し
て
、
先
ご
ろ
の
夢
の
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
道
者
は
、

「馬
来
の
観
世
音

は
、
我
、
安
置
奉
る
馬
頭
観
世
音
是
れ
也
」
と
笈

（お
い
ば
こ
）
よ
り
恭
し
く

仏
像
を
出
し
、

「こ
の
地
は
観
世
音
の
霊
地
で
あ
る

。
一
宇
を
建
立
し
て
安
置

さ
れ
よ
」
と
馬
頭
観
世
音
な
ら
び
に
二
種
の
宝
物
を
授
け
、
い
ず
れ
か
へ
立
ち

去
っ
た

。
岡
田
家
で
は
一
字
を
建
て
て

祀
っ
た
と
こ
ろ
、
み
た
ら
せ
が
川
の
よ

う
に
湧
き
出
て
、
近
郷
近
在
か
ら
信
者
が
集
っ
た

。
産
婦
、
乳
不
足
の
者
の
参

詣
者
に
霊
験
あ
ら
た
か
だ
っ
た

。

し
か
し
、
あ
ぶ
ら
や
当
主
福
治
さ
ん
は
東
京
へ
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た

。

そ
こ
で
縁
者
の
江
部
忠
作
さ
ん
が
譲
り
受
け
、

自
分
の
家
に
安
置
し
て
い
た
が

大
悲
の
誓
願
を
衆
生
に
及
ぼ
す
た
め
に
、
発
願
有
志
と
協
力
し
て
、
名
刹
普
広

寺

に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る

。

雷

休

権

現

北
条
の
殿
様
が
、
善
根
の
殿
様
を
招
待
し
て
、
地
獄
風
呂
で
蒸
し
殺
し
に
し

て
か
ら
、
毎
夜
の
よ
う
に
善
根
城
の
あ
る
八
石
山
か
ら
、
い
な
ず
ま
が
起
り
、

北
条
の
空
に
き
て
暴
れ
ま
わ
る
の
で
、
殺
さ
れ
た
善
根
城
の
殿
様
の

お
ん

り

ょ
う
が
、
た
た
っ
た
の
だ
ろ
う
と
村
中
お
の
の
き
合
っ
た

。

村
の
人
達
は
、
普
広
寺
の
方
丈
さ
ん
に
お
願
い
し
た

。
方
丈
さ
ん
は
大
門
の

左
側
の
小
高
い
と
こ
ろ
に
お
宮
を
建
て
て
お
祀
り
し
、
お
ん
り
よ
う
を
封
じ
込

ん
だ

。
そ
れ
か
ら
、
い
な
ず
ま
が
暴
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た

。

こ
の
お
宮
が
雷
休
権
現
で
あ
る
。
今
は
、
そ
の
権
現
さ
ん
に
村
の
八
つ
の
字

の
神
さ
ん
が
合
祀
さ
れ
て
、
八
柱
神
社
と
な
っ
て
い
る

。



西

方

寺

西
方
寺
は
始
め
天
台
宗
だ

っ
た

。
そ
の
後
、
桑
陸
田
専
信
が
中
興
関
基
と
な

っ
て
、
遠
洲
桑
畑
に
移
り
浄
土
真
宗
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
信
洲
芋
井
の
里
に

移
っ
て
井
上
と
い
う
処
に
一
寺
を
建
て
、
全

躰山
井
上
寺
と
言
った
。
そ
の
後

ま
た
越
後
中
頸
城
郡
欲
野
に
、
そ
し
て
ま
た

同
郡
田
中
村
に
、
三
島
郡
片
貝
村

に
と
転
々
と
移

っ
て
慶
長
三
年
に
北
条
に
移
っ
て
来
た

。

北
条
で
は
加
藤
茂
左
エ
門
家
で
わ
ら
じ
を
脱
い
で
一
宇
建
立
し
た
堂
地
を
古

屋
敷
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
か
ら
七
十
年
後
現
在
地
に
一
宇
創
立
し
た
が
亨
保

年
間
と
安
永
六
年
に
類
焼
し
、
現
在
の
堂

宇
は
寛
政
六
年
に
再
建
し
た
も
の
で

あ

る

。

ま
た
大
東
亜
戦
争
で
供
出
し
た
梵
鍾
に
は

元
禄
十
四
年

片
貝
村
西
方
寺

と
刻
ま
れ
て
あ
っ
た

。

憶

念

寺

憶
念
寺
は
昔
、
長
鳥
の
竹
の
下
に
い
た
と
い
う
。
竹
の
下
の
三
九
郎
の
墓
地

に
憶
念
寺
の
墓
が
あ
る
。
長
鳥
に
い
た
時

ま
た
北
条
へ
移

っ
て
か
ら
も
し
ば

ら
く
真
言
宗
だ
っ
た

。
西
方
寺
が
片
貝
か
ら
北
条
へ
移
っ
て
来
て
浄
土
真
宗
を

ひ
ら
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
同
宗
と
な
っ
た
。
当
時
火
災
に
合
っ
て
独
立
出
来

な
か
っ
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
荒
町
の
隠
陵
さ
ん
は
憶
念
寺
か
ら
分
れ
て
か

ら
六
代
目
で
、
浄
土
真
宗
の
本
尊
を
持
っ
て
分
れ
た
も
の
で
あ
る
。
深
沢
、
程

平
の
檀
家
を
も
ら
っ
て
寺
役
を
し
て
い
た
が
二
代
は
百
姓
に
な
っ
た
。
西
方
寺

に
つ
い
て
、
浄
土
真
宗
に
な

っ
て
か
ら
現
主
秀
信
師
で
十
二
代
目
で
あ
る
。

じ

ぶ

が

墓

昔
、
北
条
へ
六
部
が
流
れ
着
い
た
。
笈

（お
い
ば
こ
）
の
仏
は
あ
ら
た
か
な

の
で
、
こ
れ
を

「か
じ
が
い
り
」
の
奥
に
小
さ
な
お
堂
を
建
て
て
祀

っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
一
家
は
北
条
に
お
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
、
仏
堂
を
残
し
た
ま
ま

他

へ
移

っ
て
行

っ
た

。

お
堂
の
あ
っ
た
上
の
山
一帯
を
長
徳
院
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
山
の
頂
点
に

時
代
の
知
れ
な
い
古
い
墓
が
あ
る
。
こ
の
墓
は
曹
洞
宗
で
郡
内
随
一
の
普
広
寺

に
由
緒
あ
る
墓
と
さ
れ
て
い
る
。
村
で
は
こ
れ
を
「
じ
ぶ
が
墓
」
と
呼
ん
で
い

る

。普
広
寺
は
神
興
院
殿
村
山
安
芸
寺
の
開
基
で
あ
る
。
今
の
処
に
建
つ
前
に

「

も
と
や
し
き
」
と
呼
ん
で
い
る
処
に
建
て
、
そ
れ
を
今
の
処
に
移
し
た
も
の
で

あ
る
。

「も
と
や
し
き
」
に
招
建
す
る
前
は
「
か
じ
が
い
り
」
の
奥
に
置
き
去

ら
れ
た
仏
堂
だ

っ
た
と
言
わ
れ
る

。

普
広
寺
の
開
基
の
位
牌
に
、
神
興
院
殿
村
山
安
芸
守
正
勝
と
長
徳
院
長
朔
と

の
二
開
基
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
長
徳
院
の
「じ
ぶ
が
墓
」
は
最
初

六
部
に
な
っ
て
北
条
に
流
れ
て
来
た

人
の
墓
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。

そ
の
「
じ
ぶ
」
と
は
高
橋
治
郎
左
エ
門
と
い
う
武
士
だ
つ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
。
ど
う
し
て
他
へ
移
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
鵜
川
へ
行
った
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。



紺

屋

九

郎

兵

衛

紺
屋
九
郎
兵
衛
は
北
条
八
日
町
で

「
あ
め
や
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

。
も
と
武

士
で
毛
利
さ
ん
の
家
臣
だ

っ
た

。
先
祖
は
法
華
宗
本
覚
寺
を
開
基
し
て
い
る
。

明
治
の
末
ご
ろ
ま
で
紺
屋
を
し
て
い
た
が
、
ど
う
し
て
貧
乏
し
た
か
奉
公

人
の

中
沢
に
店
を
ゆ
ず
っ
て
、
小
作
百
姓
と
な
っ
た

。

そ
の
こ
ろ
紺
屋
の
原
料
の
藍
の
送
り
を
見
る
と
、
西
蒲
原
小
池
で
出
来
た
藍

は
、
船
で
信
濃
川
を
さ
か
の

ぼ
り
、
与
板
に
出
て
、
与
板
か
ら
陸
路
か
ら
出
雲

崎
に
運
ば
れ
、
そ
こ
か
ら
海
路
柏
崎
に
陸
揚
げ
さ
れ
て
北
条
へ
来
た
の
だ
っ
た

。

紺
屋
の
後
を
継
い
だ
中
沢
家
は
大
正

の
中
頃
ま
で
土
間

に
大
き
な
藍
瓶
を
構

え
て
商
売
を
し
て
い
た

。

ち
ゆ
え
ん
ご
ろ
う
の
大
黒
さ
ん

北
条
の
ご
ろ
う

（
ち

ゅ
う
え
ご
ろ
う
）

の
家

に
昔
か
ら
あ
ら
た
か
な
大
黒
さ

ん
が
あ
る

。
家
が
長
鳥
川
の
ふ
ち
に
あ

る
の
で
、
あ
る
年
大
水
が
上
っ
て
家
も

水
び
た
し
に
な

っ
た

。
お
椀

の
中
に

お
さ
ま

っ
て
い
る
大
黒
さ
ん
は
外

へ
流
し

出
さ
れ
た
が
、
家
の
け
ら
ば
を
廻
っ
て
い
て
他
へ
流
れ
な
か
っ
た

。
こ
の
大
黒

さ
ん
が
あ
る
の
で
、
ご
ろ
う
の
家
は
ど

ん
な
に
貧
乏
を
し
て
も
食
う
に
困
る
よ

う
な
こ
と
は
な
か
っ
た

。

こ
の
大
黒
さ
ん
は
、
専
称
寺
の
山
門
を
造

っ
た
左
甚
五
郎
の
作
で
あ
る

。
左

甚
五
郎
は
専
称
寺
の
門
を
造
る
時
、
ご
ろ
う
の
家
を
宿
に
し
て
い
た
。
女
房
代

り
の
女
も
い
た
し
、
子
ど
も
も
あ
っ
た
の
で
、
村
を
は
な
れ
る
時
、
女
房
や
子

ど
も
の
生
活
が
出
来
る
よ
う
に
、
こ
の
大
黒
さ
ん
を
刻
ん
で
く
れ
た
ほ
か
に
、

山
門
の
秘
密
を
教
え
て
い

っ
た

。

い
つ
か
大
風
が
吹
く
と
こ
の
山
門
は
傾
く
、
そ
の
時
急
所
に
栓
が
あ
る

。
そ

の
栓
を
抜
か
ん
と
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
起
き
な
い

。
そ
の
時
、
村
の
人
が
困

っ
た
ら
栓
を
抜
い
て
見
せ
る
と
門
は
起
き
る

。
そ
し
た
ら
別
の
栓
穴
に
そ
の
栓

を
打
ち
込
め
ば
、
こ
ん
ど
は
絶
対
傾
か
ぬ

。
と
教
え
た

。
あ
る
年
の
大
風
に
門

が
傾
い
た

。
ご
ろ
う
の
子
ど
も
が
教
え
ら
れ
た
通
り
に
し
た
と
ご
ろ
、
そ
の
通

り
だ

っ
た
の
で
村
の

人
は
そ
の
子
ど
も
を
尊
敬
し
た

。

そ
の
後
山
門
を
旧
道
か
ら
現
在
の
所
に
移
す
時
、
ど
う
し
て
も
く
ず
せ
な
い

の
で
、
門
の
ま
ま
移
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

愛

宕

さ

ん

愛
宕
さ
ん
は
北
条
駅
南
前
の
松
山
の
頂
上
に
あ
る
神
社
で
七
月
二
十
四
日
が

祭
礼
で
あ
る

。
こ
の
祭
礼
は
大
正
の
中
ご
ろ
ま
で
盛
大
だ
っ
た

。
た
ん

ぼ
道
か

ら
真
直
ぐ
頂
上
へ
登
る
道
と
、
赤
尾
口
、
南
条
口
か
ら
も
参
詣
人
が
続
き
わ
た

っ
た

。
そ
の
こ
ろ
珍
し
い
氷
店
、
桃
店
な
ど
が
ふ
も
と
に
も
頂
上
に
も
出
て
柏

崎

の
エ
ン
マ
市
の
よ
う
だ

っ
た

。

お
祭
の
後
の
草
相
撲
は
近
郷
近
在
の
田
舎
力
士
が
集

っ
て
来
て
、
こ
の
か
い

わ
い
の
名
物
だ
っ
た

。
ど
う
し
て
こ
ん
な
小
さ
な
お
宮
の
お
祭

が
こ
の
よ
う
に

盛
ん
だ
っ
た
か
と
縁
起
を
聞
い
て
見
る
と
、
も
と
も
と
、
こ
の
お
宮
は
家
近
の

五
十
嵐
さ
ん
の
個
人
宮
で
、
昔
先
祖
の
太
夫
さ
ん
が
夢
を
見
て
、
夢
頭
に
立
っ

た
神
様
の
お
告
げ
に

「
私
は
黒
姫
山
の
機
織
神
だ
が
、
奥
深
い
山
中
な
の
で
、



参
詣
者
が
少
な
く
て
さ
び
し
い
。
北
条
の
山
に
迎
え
て
く
れ
な
い
か

。
」
と
の

こ
と
だ
っ
た
。
五
十
嵐
太
夫
さ
ん
は
、「そ
れ
で
は
」
と
自分
の
家
の
山
に
祀
っ
た

の
が
こ
の
愛
宕
さ
ん
で
あ
る

。

そ
の
こ
と
が
言
伝
え
ら
れ
た
の
で
岡
野
町
や
頸
城
方
面
か
ら
も
黒
姫
山
の
信

者
が
参
詣
に
寄
っ
て
来
る
の
で
、
あ
の
よ
う
に
賑
わ

っ
た
も
の
ら
し
い

。

し
か
し
五
十
嵐
さ
ん
も
太
夫
さ
ん
を
や
め
た
し
、
相
撲
も
な
く
な
っ
た
の
で

今
で
は
五
十
嵐
さ
ん
の
内
輪
の
祭
と
な
っ
た

。
そ
れ
で
も
昔
か
ら
の
因
縁
で
、

ま
だ
頸
城
方
面
か
ら
の
お
詣
り
が
来
る
と
の
こ
と
で
あ
る

。

家

近

の
道
祖
神

北
条
の
家
近
と
泉
の
境
に
、
昔
か
ら
あ
ら
た
か
な
道
祖
神
が
あ
る

。
昔
は
明

し
の
絶
え
た
日
が
な
か
っ
た

。
耳
、
眼
の
悪
い

人
が
よ
く
信
心
に
通
っ
た

。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
御
本
尊
は
な
か
な
か
粋
な
神
さ
ん
で
、
縁
結
び
も
な
さ
る

の
で

一
層
信
心
す
る
者
が
多
く
な
っ
た

。

小
島
の
あ
る
家
で
、
せ
が
れ
が
三
十
を
過
ぎ
た
が
嫁
が
な
い

。
そ
こ
で
女
親

が

人
知
れ
ず
願
を
か
け
て
通
っ
た

。
と
こ
ろ
が
あ
る
夜
、
そ
の
母
さ
ん
に
夢
知

ら
せ
が
あ
っ
た

。
品
の
良
い
老
人
が
夢
枕

に
立

っ
て
、

「
お
前
の
家
の
嫁
は
、

東
の
方
の
山
の
、
山
合
の
村
に
い
る
」
と
の
お
告
げ
が
あ

っ
た

。

い
ろ
い
ろ
考
え
て
見
る
と
八
石
山
の
山
陰
の
小
村
に
菅
沼
と
い
う
村
が
あ
る
。

ど
う
も
そ
こ
ら
し
い
と
思

っ
て
行
っ
て
見
た

。
嫁
さ
ん
に
な
る
年
こ
ろ
の
娘
の

い
る
家
を
聞
い
て
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
の
家
の
母
さ
ん
も
同
じ
夢
を
見
た
も

の
で
、
小
島
あ
た
り
に
娘
が
嫁
に
行
く
家
が
あ
る
ら
し
い
と
心
待
ち
し
て
い
た

と
こ
ろ
だ

っ
た
と
の
こ
と
で
、
縁
談
は
す
ぐ
決
ま

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

。

雷

塚

八
石
山
か
ら
鳴
り
ひ
び
い
て
き
た
大
き
な
雷
が
大
き
な
地
ひ
び
き
を
た
て
て

落
ち
た

。
そ
こ
は
泉
の
お
も
や
の
う
ら
だ
っ
た
。
行

っ
て
見
た
ら
大
き
な
石
が

落
ち
て
い
た

。
八
石
山
の
分
さ
れ
石
だ
と
村
の
人
は
言
い
伝
え
て
、
泉
の
村
で

お
祭
を
し
て
き
た

。
泉
村

の
立
ち
始
ま
り
か
ら
言
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
亡

く
な

っ
た
入
沢
幸
孝
さ
ん
が
語

っ
て

い
た

。

ま
た
、
こ
の
石
は
幾
年
経

っ
て
も
苔
が
生
え
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

大
人

（
お
お
び
と
）
さ
ん
の
足
跡

昔
、
巨
人
が
い
て
富
士
山
を

一
夜
で
造

っ
た
と
か
、
名
山
に
腰
か
け
て
、
利

根
川
で
腕
を
洗

っ
た
と
か
い
う
ほ
ど
の
巨
入
が
住
ん
で
い
た

。
そ
の
背
丈
は
青

空
に
と
ど
か
ん
ば
か
り

そ
の
腕
力
は
怪
力
で
、
そ
れ
は
そ
れ
は
言
葉
で
言
い

表
わ
せ
な
い
ほ
ど
の
巨

人
で
あ

っ
た

。

あ
る
時
、
そ
の
巨

人
が
日
本
海
の
方
か
ら
八
石
山
方
面
へ
抜
け
る
途
中
、
小

島
の
大
山
と
、
う
る
し
裏
と
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
で
、
そ
こ
に
く
ぼ
み
が
で

き
、

「
大
人

（
お
お
び
と
）
さ
ん
の
足
跡
」
と
呼
ぼ
れ
る
池
が
出
来
た

。

今
、
大
山
に
あ
る

「
大
人
さ
ん
の
足
跡
」
は
二
間

（三
、
五

m
）
と
四
間

（

七

m
）
位
の
大
き
さ
で
、
日
照
り
の
時
は
水
が
か
れ
て
、
く
ぼ
地
に
草
が
生
え

て
い
る
に
過
ぎ
な
い

。
う
る
し
裏
は
、
常
に
水
を
た
た
え
て
い
る
ｏ
水
を
満
々

と
た
た
え
る
と
、
ち

ょ
う
度
、
巨

人
の
左
右
の
足
跡
の
よ
う
な
の
で
、
白
然
こ



の
名
が
生
ま
れ
た
も
の
ら
し
い

。

（注
）
大
人
さ
ん
の
足
跡
は
、
小
島
の
ほ
か
に
、
五
分

一
、
鷹
の
巣
に
も
あ

る
し
、
鷹
の
巣
の
隣
村
の
高
鳥
に
も
あ
る

。

高

照

権

現

い
ず
こ
か
ら
か
流
れ
て
き
た
武
士
が
、
当
時
無
住
だ
っ
た
小
島
の
寺
に
落
着

い
て
出
家
し
た

。
そ
し
て
極
楽
寺
御
開
山
宥
秀
上

人
と
な

っ
た

。

武
士
だ
っ
た
こ
ろ
、
兜
の
守
り
本
尊
だ

っ
た
仏
像
が
あ
ら
た
か
な
も
の
で
、

高
照
権
現
と
し
て
寺
中
に
祀

ら
れ
て
い
る
。
上

人
が
武
士
だ

っ
た
時
の
女
房
が

七
人
の
家
来
に
守
ら
れ
て
小
島
へ
後
を
追

っ
て
来
た

。
し
か
し

自
分
は
既
に
出

家
し
た
身
だ
か
ら
と
、
寺
の
下
に
家
を

建
て
、
元
の
女
房
を
住
ま
わ
せ
た

。
そ

れ
が
若
月
重
左
エ
門
の
先
祖
で
あ
る
〇
七

人
の
家
来
た
ち
も
百
姓
、
職
人
と
そ

れ
ぞ
れ
稼
業
を
持

っ
て
小
島

に
住
み
つ
い
た

。
そ
れ
が
小
島
の
若
月
家

一
族
だ

と
い
わ
れ
て
い
る

。

高
照
権
現
は
非
常
に
霊
験
あ
ら
た
か
で
、
北
条
城
毛
利
丹
後
守
が
眼
病
を
煩

っ
た
時
、
こ
の
権
現
に
祈
念

し
て
平
癒
し
て
か
ら

一
層
信
心
す
る
者
も
多
く
な

っ
た
。
小
島
に
「
が
ん
ね
の
た
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
丹
後
守
が
寺

へ
寄
進
し
た

「
願
念
の
田
」
の
こ
と
で
あ
る
。

極
楽
寺
の
稲
荷
さ
ん

小
島
、
極
楽
寺
御
開
山
宥
秀
上

人
は
、
境
内
の
西
、
後
山
に
堂
を
建
て
て
稲

荷
さ
ん
を
祀
っ
た
。
今

「い
な
り
ど
う
」
と
い
う
山
の
草藪

の
中
に小
さ
な
祠

が
建
て
て
あ
る
。

八
方
口
か
ら
弘
法
清
水
の
あ
る
峠
を
越
し

て
来
る
道
で
、
今
は
山
道
で
し
か

な
い
が
、
昔
は
弘
法
さ
ん
も

通
ら
れ
た
ぼ
ど
の
道
だ
っ
た

。

そ
の
稲
荷
さ
ん
が
非
常
に
立
派
な
御
神
体
だ
っ
た
の
で
、
旅
人
が
盗
ん
で
い

っ
た

。
と
こ
ろ
が
旅

人
は
稲
荷
さ
ん
の
た
た
り
で
他
の
悪
事
も
露
見
し
て
役

人

に
つ
か
ま
っ
た

。
下
総
、
千
葉
辺
に
あ
っ
た
稲
荷
さ
ん
は
、
越
後
、
小
島
の
極

楽
寺
さ
ん
の
も
の
と
わ
か
り
、
再
び
還
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

弘

法

清

水

昔
、
中
田
、
畔
屋
方
面
か
ら
北
条
へ
来
る
道
に
小
島
大
山
の
八
方
口
を
通

っ

て
小
島

へ
出
る
の
が
重
要
な
往
来
だ
っ
た

。
八
方
口
は
北
条
城
の
番
城
も
あ

っ

た
と
こ
ろ
で
、
平
井
、
畔
屋
、
中
田
、
中
通
、
長
鳥
山
濶
、
小
島
、
北
条
と
八

方

へ
通
ず
る
岐
点
で
あ
る

。

そ
の
八
方
口
か
ら
小
島
極
楽
寺
の
後
山
に
来
る
峠
は
、
人
通
り
の
多
い
道
で
、

弘
法
大
師
も
こ
こ
を
通
ら
れ
た
ら
し
い
。数
k
mの間
、
人
家
の
無
い
、
し
か
も

高
い
峠
な
の
で
、
弘
法
大
師
も
難
渋
さ
れ
て
、
こ
の
峰
の
あ
た
り
に
清
水
が
あ

っ
た
ら
、
旅
人
も
村
の

人
も
助
か
る
こ
と
だ
ろ
う
と
、
杖
を
お
突
き
に
な
っ
た

と
こ
ろ
、
立
派
な
清
水
が
湧
き
出
た

。
か
な
り
高
い
峰
の
あ
た
り
だ
が
、
今
で

も
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
て
い
る

。
旅

人
も
村

人
も
大
変
助
か
り
、
有
難
い

「
弘

法
清
水
」
と
呼
ん
で
い
る

。



深
山
神
社
の
お
ま
え
ん

山

澗の
深
山
神
社
に
古
い
お
ま
え
ん
が
あ
る

。
お
ま
え
ん
、
こ
ま
え
ん
と
言

っ
て

一
対
あ
る
は
ず
な
の
に
、
こ
の
神
社

に
は
片
方
し
か
な
い

。

片
方
は
赤
尾
の
白
山
神
社
に
あ
る
と
言
伝
え
ら
れ
て
い
る

。
そ
れ
は
昔
、
山

澗

（
や
ま
だ
に
）
の
深
山
神
社
と
赤
尾
の
白
山
神
社
と
、
こ
の
お
ま
え
ん
、
こ

ま
え
ん
の
と
り
っ
こ
の
争
い
を
し
た

。
そ
こ
で

一
体
ず
つ
分
け
て
祀
ら
れ
て
あ

る
が
、
そ
の
た
め
昔
か
ら
山

と
赤
尾
は
縁
組
が
成
立
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い

る

。

深

沢

城

深
沢
城
城
主
は
、
北
条
の
旧
家
村
山
さ
ん
の
先
祖
村
山
安
芸
守
の
居
城
で
あ

る

。館
は
深
山
の
松
山
さ
ん
の
裏
山
一
帯
の
雑
木
林
に
な
っ
て
い
る
処
だ
と
い

う

。
村
山
さ
ん
は
今
で
も
毎
年

一
度
お
祭
を
し
て
い
る

。

か
や
藪
の
中
に
本
丸
、
二
の
丸
ま
た
、
物
見
や
番
所
の
あ
と
も
あ
る
が
村
の

人
で
知
る

人
は
少
な
い
。

城
へ
の
道
は
鹿
島
の
お
宮
さ
ん
か
ら
、
大
場
山
の
屋
根
伝
い
に
登

っ
た
ら
し

い
。
戊
申
戦
争
の
こ
ろ
は
ま
だ
道
が
あ

っ
た
も
の
か
官
軍
二
人
と
会
津
武
士
三

人
が
こ
の
深
沢
城
あ
た
り
で
出
合

っ
て
、
切
り
合
を
し
た
の
を
藪
の
中
で
見
て

い
た
と
松
山
さ
ん
の
亡
く
な

っ
た
お
爺
さ
ん
が
語

っ
て
い
た

。

北
条
に
は
村
山
間
屋
さ
ん
と
、
権
八
ど
ん
と
い
う
二
派
の
村
山
が
あ
る
。
先

祖
は
一
つ
だ
っ
た
か
墓
所
も
隣
り
合
っ
て
い
る
。
ま
た
間
屋
さ
ん
の
先
祖
村
山

安
芸
守
の
館

一
帯
の
雑
木
山
あ
た
り
は
国
光
鍛
治
が
い
た
と
の
こ
と
で
、
地
名

を
国
光
と
呼
び
、
大
場
山
か
ら
深
沢
城
へ
登
る
中
途
に
あ
る
大
き
な
雑
木
山
は

権
八
ど
ん
の
も
の
で
、
そ
の
あ
た
り
に
清
八
鍜
治
が
い
た
と
い
う
の
で
地
名
を

清
八
と
呼
ん
で
い
る

。

重

野

半

兵

衛

北
条
の
庄
屋
重
野
半
兵
衛
は
深
沢
の
者
で
、
情
深
い
偉
い

人
で
あ

っ
た

。
天

明
の
き
き
ん
の
時
は

自
分
の
土
地
を
売

っ
て
米
を
求
め
て
村

人
を
救

っ
た
。

あ
る
時
、
半
兵
衛
は
伊
勢
の
桑
名
ま
で
用
に
行

っ
た

。
そ
の
戻
り
長
野
の
宿

の
主

人
が

「
お
前
さ
ん
達
越
後
の
者
だ

っ
た
ら
北
条
村
の
庄
屋
の
半
兵
衛
と
い

う
お
方
を
知
り
ま
せ
ん
か
、
私
は
前
の
大
き
き
ん
の
時
、
そ
の
方
か
ら
お
か
ゆ

を
い
た
だ
い
て
命
を
救
わ
れ
た
者
で
す
が
」
と
た
ず
ね
た

。
半
兵
衛
は

「
そ
れ

は
私
で
す
」
と
言
お
う
と
し
た
が
、

「
そ
れ
は
よ
か
っ
た
で
す
ね

。
私
達
は
そ

ん
な
人
の
名
前
も
知
り
ま
せ
ん

。
」
と
い
っ
た

。
一
し

ょ
だ
っ
た
組
頭
の

人
が

「ど
う
し
て
本
当
の
こ
と
を
言
わ
な
い
で
、
あ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
」

と
い
う
と

「
こ
ん
な
貧

し
い
姿
を
見
せ
た
く
な
い
し
、
恩
が
ま
し
く
思
わ
れ
る

の
も
い
や
だ
か
ら
」
と
い

っ
た

。

こ
の
頃
、
北
条
で
刀
を
二
本
差
し
て
歩
け
る
の
は
半
兵
衛
だ
け
だ

っ
た

。
半

兵
衛
の
子
の
三
郎
左
衛
門
と
言
う
人
も
出
世
し
て
、
北
条
二
千
石
の
大
庄
屋
と

な

っ
て
権
力
が
あ

っ
た

。



金

倉

さ

ん

昔
、
金
倉
さ
ん
に
天
狗
が
住
ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
東
条
の
光
安

か
ら
八
石
尾
根
の
西
側
に
小
さ
な
祠
が
あ
る

。
お
そ
ろ
し
い
天
狗
の
面
が
、
赤

く
高
い
鼻
に
、
黒
い
髪
を
垂
ら
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
金
倉
神
社
で
あ
る
。

天
狗
が
急
な
坂
を
登
る
時
、
一
本
歯
の
下
駄
を
用
い
た
も
の
か
、
大
き
な
一

本
歯
の
下
駄
が
沢
山
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
裏
山
の
壁
の
よ
う
な
急
坂
を
登
る
時

こ
の
下
駄
を
用
い
る
と
楽
に
登
れ
る
。

東
条
で
は
、
昔
、
日
照
り
の
時
、
こ
の
金
倉
さ
ん
に
こ
も

っ
て
雨
乞
い
を
し

た

。
村
の
人
は
道
師
を
頼
み
、
新
し
い
た
ら
い
に
清
浄
な
水
を
た
た
え
、
そ
の

中
に
あ
さ
そ
で
作
っ
た
龍
を
入
れ
て
、
村
中

一
尸
一
人
ず
つ
こ
の
金
倉
さ
ん
に

登
り
、
七
日
七
夜
お
こ
も
り
し
て
祈

祷し
た
。
昼
夜
二
回
道
師
と
一
し
ょ
に
、

「南
無
八
大
龍
王
、
南
無
八
大
龍
王
、
おん縛
羅
駄
耶
娑
婆
詞

（お
ん
ば
ら
だ
や

そ
わ
か
）
」
と
祈
願
す
る
と
雨
が
降
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
神
社
を
光
安
の
金
倉
さ
ん
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
後
そ
の
裏
の
山
の

頂
き
に
、
小
広
田
の
妙
広
寺
さ
ん
が
建
立
し
た
祠
を
広
田
の
金
倉
さ
ん
と
呼
ん

で
い
る
。

そ
の
上
の
金
倉
さ
ん
と
下
の
金
倉
さ
ん
の
間
は
急
坂
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ざ

れ
石
な
の
で
参
詣
入
の
行
き
帰
り
に
小
石
が
ざ
ら
ざ
ら

ざ
ら
ざ
ら
と
崩
れ
落

ち
る
が
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
さ
ざ
れ
石
は
も
と
通
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
、

天
狗
の
仕
業
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

境
内
に
天
狗
の
石

（
天
狗
が
持
っ
て
来
た
石
）
と
い
う
石
あ
り
、
祭
日
は
、

五
月
八
日
で
あ
る

。

片

目

の

蛇

東
条
に
現
在
、

「小
池
」
と
か
「
池
の
端
」
と
呼
ば
れ
る
地
名
が
残
っ
て
い

る
。
そ
の
名
は
伝
説
の
後
で
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
以
前
は
こ
の
地
一
帯
を

「

池
の
平
」
と
呼
ん
で
大
き
な
池
が
あ
っ
た
。
そ
の
池
の
中
に
青
光
り
す
る
皮
膚

を
輝
や
か
せ
た
大
き
な
蛇
が
住
ん
で
い
た

。
そ
れ
か
ら
何
百
年
か
後
に
大
池
と

小
池
と
二
つ
の
池
が
で
き
て
、
大
池
に
は
男
の
蛇
、
小
池
に
は
女
の
蛇
が
住
み

夫
婦
仲
の
よ
う
に
親
し
く
し
て
い
た

。
村

人
た
ち
は
、
こ
の
池
の
主
を
田
畑
の

守
り
神
と
し
て
あ
が
め
た
て
ま
つ
り
、
そ
の
池
の
水
を
粗
末
に
す
る
よ
う
な
こ

と
は
な
か
っ
た
。

あ
る
春
の
う
ら
ら
か
な
日
、
ひ
と
り
の
修
験
者
が
街
道
を
柏
崎
へ
と
急
い
で

い
た
。
修
験
者
は
池
の
端
で
掘
り
飯
を
ほ
お
ば
る
と
、
ま
も
な
く
、
う
た
た
ね

を
始
め
た

。
ど
の
位
寝
過
し
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
修
験
者
は

「
ガ
サ
ガ
サ
」

と
い
う
物
音
に
驚
い
て
、
ふ
と
目
を
さ
ま
す
と

「
ア
ッ
」
と
悲
鳴
を
あ
げ
た

。

真
黒
い
眼
を
輝
か
せ
、
口
か
ら
赤
い
舌
を
ペ
ロ
ペ
ロ
と
出
し
た
大
蛇
が
、
こ

ち
ら
へ
立
ち
向
っ
て
来
る
で
は
な
い
か

。
修
験
者
は
刀
の
鞘

（さ
や
）
に
手
を

か
け
る
や
否
や
、
無
我
夢
中
で
蛇
の
片
目
に
剣
を
突
き
刺
し
た
。
蛇
は
逃
げ
て

池
に
も
ぐ
り
込
み
、
修
験
者
は
命
か
ら
が
ら
逃
げ
去
っ
た

。
そ
れ
か
ら
と
い
う

も
の
は
両
池
の
主
の
蛇
は
片
目
と
な
り
、
そ
の
池
に
住
ん
で
い
る
ど
じ
よ
う
も

す

べ
て
片
目
と
な

っ
て
し
ま

っ
た

。

池
の
端
に
あ
る
熊
野
権
現
に
は
蛇
の
神
霊
が
祠
祀っ
て
あ
る

。
そ
の
傍
に
は
片

目
の
蛇
を
埋
葬
し
た
と
い
わ
れ
る
小
さ
な
墓
石
が
建
っ
て
い
る

。



白

狐

の

乙

姫

今
か
ら
幾
百
年
も
前
の
話
、
旗
引
山
の
権
現
さ
ん
の
あ
た
り
に
乙
姫
と
い
う

神
様
が
住
ん
で
い
た
。
ど
こ
か
ら
来
た
神
様
か
、
ど
ん
な
姿
な
の
か
見
た
者
は

な
か
っ
た

。
多
分
権
現
さ
ん
の
お
使
い
だ
ろ
う
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
乙

姫
は
天
眼
力
を
持
っ
て
い
て
、
山
の
上
か
ら
眺
望
で
き
る
と
こ
ろ
は
、
知
ら
ぬ

こ
と
は
な
く
、
ど
こ
で
何
を
話
し
か
け
て
も
直
ぐ
返
答
し
て
く
れ
た

。

村
に
五
兵

エ
と
い
う
百
姓
が
い
た

。
あ
る
朝
、
釜
に
一
杯
た
い
た
飯
が

一
粒

も
な
か
っ
た

。
「
乙
姫
様
こ
れ
は
ど
う
し
た
の
で
し

よ
う
」
と
聞
く
と
、

「
そ

れ
は
隣
の
五
作
が
食
っ
た
の
だ
」
と
答
え
た

。
五
作
の
家
に
行
っ
て
み
る
と
そ

の
通
り
だ

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
山
や
畑
に
鋤
や
鍬
な
ど
置
い
て
来
て
も
決
し
て
な

く
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
村
で
悪
い
こ
と
を
す
る
者
が
な
か
っ
た
。

あ
る
年
の
秋
、
六
蔵
さ
ん
の
畑
が
狸
や
兎
に
荒
ら
さ
れ
た
の
で
わ
な
を
か
け

た

。
と
こ
ろ
が
そ
の
真
夜
中
こ
ろ
、

「
六
蔵
助
け
て
く
れ
」
と
叫
び
声
が
し
た

。

六
蔵
は
び
っ
く
り
し
て
声
の
し
た
方
に
行
っ
て
見
る
と
、
白
い
大
き
な
狐
が
わ

な
に
か
か
っ
て
死
ん
で
い
た

。
乙
姫
さ
ん
に
こ
と
わ
っ
て
わ
な
を
か
け
た
の
だ

が
、
わ
な
の
ね
ず
み
の
テ
ン
プ
ラ
の
香
り
が
良
い
の
で
手
を
出
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
。

六
蔵
は
白
い
狐
を
旗
引
山
に
て
い
ね
い
に
埋
め
た

。
そ
れ
か
ら
、
乙
姫
さ
ん

を
呼
ん
で
も
何
の
返
事
も
な
か

っ
た

。

細

越

城

細
越
城
は
昔
、
細
越
と
い
う
武
士
が
築
い
た
の
で
細
越
城
と
呼
ん
だ
も
の
で
、

現
在
の
北
条
中
学
校
の
あ
る
あ
た
り
を
細
越
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
付
近

が
城
跡
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。

旧
広
田
の

「
お
お
い
」
と
い
う
現
当
主
定
直
の
先
祖
、
小
黒
登
之
助
は
北
条

城
の
家
老
と
し
て
こ
の
城
主
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
峰
伝
い
に
旗
引
山
に
通
ず
る

道
が
あ

っ
て
、
そ
の
付
近
は
皆
小
黒
家
の
所
領
だ

っ
た

。
館
は
今
小
黒
家
の
屋

敷
で
あ

っ
た
か
、
そ
こ
か
ら
弓
を
射
た

「
ま
と
ば
」
が
あ
る

。

細
越
と
い
う
武
士
は
そ
の
後
、
上
条
の
上
杉
さ
ん
に
仕
え
て
別
俣
に
行
っ
た

の
で
、
そ
こ
に
も
細
越
と
い
う
地
名
と
城
跡
が
あ
る

。

ま
た
、
細
越
を
含
め
た
旧
広
田
、
お
よ
び
大
広
田
を
広
田
と
呼
ぶ
の
は
大
井

広
栄
と
い
う
人
が
、
亡
父
重
広
の
供
養
に
専
称
寺
に
寄
進
し
た
広
称
院
の
田
の

あ
る
と
こ
ろ
か
ら

「
広
田
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

。

首

な
し

地
蔵

首
の
な
い
地
蔵
さ
ん
が
あ
っ
た

。
村
の
若
い
者
が
、
そ
れ
で
力
く
ら

べ
を
し

て
遊
ん
で
い
た
。
信
心
深
い
佐
助
じ
い
さ
ん
が
、
台
座
の
上
に
の
せ
て
立
礼
し

た

。
「
地
蔵
さ
ん
を
ば
ん
も
ち
の
道
具
に
し
て
く
れ
る
な
、
罰
が
あ
た
る

。
」

そ
れ
か
ら
村
の
若
者
は
、
首
な
し
地
蔵
に
寄
り
つ
か
な
く
な

っ
た

。それ
か

ら
三
日
程
た

っ
て
か
ら
、
佐
助
じ
い
さ
ん
は
熱
病
に
か
か
っ
て
、
ど
う
し
て
も



直
ら
な
い
の
で
、
村
の
行
者
に
み
て
も
ら
っ
た
ら
、
首
な
し
地
蔵
の
罰
だ
と
の

こ

と
、

「
首
な
し
地
蔵
は
、
せ
っ
か
く
村
の
若
い
者
達
と
面
白
お
か
し
く
遊
ん
で
い
る

の
に
、
立
札
な
ど
し
た
の
で
若
い
人
達
が
遊
ん
で
く
れ
た
く
な
っ
た

。
そ
れ
で

首
な
し
地
蔵
が
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
で
寂
し
く
な
り
罰
を
あ
て
た
ん
だ

。
」

佐
助
じ
い
さ
ん
は
、
そ
の
こ
と
を
村
の
若
い
衆
に
話
し
て
、
立
札
を
取
り
は

ず
し
、
村
の
若
い
衆
に
首
な
し
地
蔵
と
仲
よ
く
遊
ん
で
く
れ
と
頼
ん
だ

。
若
い

衆
は
、
ま
た
力
く
ら

べ
し
て
遊
ん
だ

。
す
る
と
、
二
、
三
日
し
て
佐
助
じ
い
さ

ん

の
熱
病
は
す

っ
か
り
直
っ
た

。

ぎ
よ
う
ん

づ
か

大
広
田
の
裏
山
の
頂
き
で
今
テ
レ
ビ
の
塔
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
ぎ

よ
う
ん

づ

か
と
い
う
塚
が
あ
る

。

昔
、
行
者
が
い
て
そ
こ
で
行
を
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る

。
そ
の
行
者
は
佐

渡
の
者
で
、
そ
こ
か
ら
は
日
本
海

が
眺
め
ら
れ
、
佐
渡
も
見
え
る
の
で
、

「
お

れ
が
死
ん
だ
ら
、
こ
こ
に
埋
め
て
く
れ
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
村
の

人
が
、
そ

の
行
者
を
葬

っ
た
塚
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ぎ
よ
う
ん
塚
は

「
行
塚
」
と
か
、

「
ご

ぼ
う
塚
」
と
呼
ぶ
人
も
あ
る
。

ご

ぼ
う
塚
は

「
御
坊
塚
」
の
意
味
だ

と
い
う

。

お
ま
ん
茶
屋
峠

北
条
か
ら
塚
山
へ
行
く
時
、
広
田
と
袴
沢

（
は
か
ま
さ
わ
）
の
間
に
長
い
峠

が
あ
る
。
広
田
か
ら
登
っ
て
峰
道
を
四
K
mも行
く
と
塚
山
が
見
え
る
嶺
に
出
る
。

そ
の
峰
道
を
左
手
、
北
へ
行
く
と
今
の
小
千
谷
県
道
に
出
る

。
右
手
の
南
へ
行

く
と
塚
山
の
袴
沢

へ
出
る
の
で
あ
る

。
そ
の
三
角
点
の
頂
上
に
薬
師
塔
や
二
十

三
夜
塔
が
建

っ
て
い
て
昔
の
街
道
を
物
語

っ
て
い
る

。
そ
こ
の
平
地
で
今
草
藪

に
な
っ
て
い
る
処
に
茶
屋
が
あ
つ
て
、
お
ま
ん
婆
さ
ん
が
旅
人
の
接
待
を
し
て

い
た
〇
五
、
六
百
年
位
の
樹
齢
を
持
っ
た
松
が
数
本
立
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る

が
、
昭
和
三
十
四
年
こ
ろ
、
そ
の
最
後
の
一
本
も
切
ら
れ
て
し
ま

っ
た

。
こ
の

峠
は
明
治
三
十
年
こ
ろ
塚
山
峠
に
県
道
が
出
来
る
ま
で
、
北
条
か
ら
塚
山
へ
越

す
大
切
な
小
千
谷
街
道
だ
っ
た

。
そ
の
こ
ろ
、
そ
の
峠
を
越
し
た

人
は
今
で
も

「
お
ま
ん
婆
さ
ん
」
を
知
っ
て
い
る
。

お
ま
ん
婆
ぎ
ん
が

き
り
ょうよしだ
っ
た
か
、
ま
た
、
悪
い
こ
と
を
し
た
せ

い
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
有
名
だ
っ
た
の
で
、
今
で
も
こ
の
峠
を

「
お
ま
ん
茶

屋
峠
」
と
呼
ん
で
い
る
。

お
ま
ん
茶
屋
か
ら
、
し
ば
ら
く
広
田
の
方
へ
下
っ
た
所
に
お
千
茶
屋
と
い
う

の
が
あ

っ
た
と
い
う
所
に
、
古
井
戸
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
。

三
階
節
の
お
ま
ん
と
、
こ
の
お
ま
ん
と
は
ど
う
い
う
関
係
か
、
あ
る
い
は
、

そ
の
こ
ろ
、
女
、
娘
の
こ
と
を
お
ま
ん
と
呼
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

西

光

寺

跡

広
田
の
島
に
西
光
寺
跡

が
あ
る
。
昔
、
大
き
な
お
寺
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
住

職
が
京
都

へ
修
業

に
行

っ
て
い
る
う
ち
に
、
檀
家
が
み
な
柏
崎
の
聞
光
寺

へ
移

っ
て
し
ま
っ
た

。
住
職
は
帰

っ
て
来
た
が
檀
家
が
な
く
な

っ
た
の
で
お
寺
は
つ

ぶ
れ
た

。
仏
さ
ん
の
掛
軸
は
大
角
間
の
上
の
田
島
と
い
う
家
に
あ
ず
け
ら
れ
た

。



椎
谷
の
殿
さ
ん
か
ら
嫁
に
来
た
鼻
田
の

「
さ
じ
ん
の
婆
さ
ん
」
の
話
で
あ
る
。

谷

地

い

た

ば

谷
地
い
な
ば
の
せ
が
れ
は
男
振
り
も
良
い
し
、
声
良
し
だ
っ
た

。
仕
事
で
西

谷
通
い
を
し
て
い
て
、
毎
日
十

二
ノ
木
か
ら
、
な
ら
な
し
の
池
の
端
を
通
っ
て

行
く
時
、
見
晴
し
の
よ
い
山
道
な
の
で
朗
々
と
追
分
を
歌

っ
て
い
た

。

な
ら
な
し
の
池
の
主
の
大
蛇
が
こ
の
せ
が
れ
に
一
目
ぼ
れ
し
た

。
美
し
い
女

に
化
け
て
、
引
地
の
谷
地
い
な
ば
へ
つ
い
て
来
た

。
家
の
者
が
不
思
議
に
思
っ

て
、
添
い
寝
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
の
ぞ
き
見
し
た
と
こ
ろ
、
天
井
裏
に
大
蛇
が

七
ま
わ
り
半
も
ど
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
た
。
こ
の
蛇
の
化
身
だ
と
気
づ
き
打
ち
殺

し
た

。
そ
し
て
、
そ
の
む
く
ろ
を
埋
め
た
が
尻
尾
の
方
が
生
き
て
い
て

東
の
方

の
な
ら
な
し
へ
帰
ろ
う
と
あ
が
く
の
で
、
引
地
は
長
鳥
川
の
方

へ
動
く
、
地
が

引
か
れ
る
の
で
引
地
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

。

入

定

法

印

山
本
真
珠
院
の
裏
山
の
頂
き
に
数
本
の
老
松
が
何
か
由
緒
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
こ
の
お
堂
は
秀
快
法
印
が
入
定
し
た
石
室
を
お
う
て
い
る
の
で
あ
る

。

秀
快
法
印
は
藤
井
の
生
れ
で
九

才
の
時
出
家
さ
せ
て
く
れ
と
両
親
に
願
い
真

珠
院

に
来
て
、
秀
侑
上
人
の
弟
子
と
な

っ
た

。
い
ろ
い
ろ
修
業
し
て
三
十
五

才

で
住
職
と
な

っ
た

。

法
印
は
、
外
に
対
し
て
は
広
く
心
の
仙
道
に
つ
と
め
、
内
に
は
日
夜
、
如
来

菩
薩
を
信
心
し
て
、
念
仏
を
一
心
に
唱
え
て
い
た

。
四
十
七

才
の
時
よ
り
誓
願

を
立
て
、
穀
物
を
断
ち
、
菜
食
の
み
と

っ
て
十
ケ
年
間
禅
を
修
め
た

。
そ
し
て

裏
山

に
お
堂
を
建
て
て
弟
子
達
に
告
げ
る
に
は
、

「
静
か
に
聞
い
て
下
さ
い

。

私
は
金
剛
定
に
入
定
し
て
、
身
は
こ
の
清
き
部
屋
に
と
ど
め
、
仏
の
道
を
極
め

ま
す

。
そ
の
時
期
は
明
年
三
月
二
十

一
日
で
す

。
」

い
よ
い
よ
入
定
の
期
日
と
な

っ
て
、
弟
子
の
み
こ
し
に
乗
っ
て
静
か
に
浄
室

に
入
ら
れ
た
〇
二
十

一
日
間
断
食
の
行
が
続
き
、
鈴
の
音
が
鳴
っ
て
い
た

。
二

十

一
日
目
に
村

人
が
集

っ
た
時
は
鈴
の
音
が
と
ま
り
、
秀
快
上
人
は
生
き
仏
と

し
て
入
定
さ
れ
て
い

っ
た

。
六
十

二
才
だ
っ
た

。

あ

ね

ん

ぼ

う

西
長
鳥
の
山
本
に
仲
の
悪
い
嫁
と
姑
が
い
た

。
嫁
は
家
で
楽
々
と
昼
寝
が
で

き
な
い
の
で
、
山
の
上
の
薬
師
塔
の
あ
る
所
に
行

っ
て
昼
寝
を
し
て
い
た

。
あ
、

る
日
、
姑
が
そ
れ
を
見
つ
け
て
、

「
こ
の
あ
ね

（嫁
）
は
マ
ァ
、
早
く
出
て
働

い
て
い
る
と
思
っ
た
ら
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
毎
日
昼
寝
し
て
い
た
の
か
」
と
逃

げ
る
あ
ね
を
追
い
か
け
た

。
嫁
が
昼
寝
を
し
て
い
た
所
を

「
横
寝
の
薬
師
」
、

嫁
が
逃
げ
て
追
い
か
け
ら
れ
た
あ
た
り
を

「
あ
ね
ん

ぼ
う
」
と
、
ま
た
、
嫁
が

そ
の
後
、
こ

っ
そ
り
か
く
れ
て
昼
寝
を
し
た
所
を

「
か
く
れ
や
」
と
今
で
も
呼

ん
で
い
る
。

ま
た
、

「
あ
ね
ん

ぼ
う
」
に
つ
い
て
は
、
旅
の
坊
さ
ん
が
娘
を
追
っ
た
の
で

「
あ
ね
ん

ぼ
う
」
と
い
う
の
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る

。



中
村

の
大
杉

中
村
、
白
山
さ
ん
の
境
内
に
大
杉
が
あ
る
。
こ
の
大
杉
は
藤
原
鎌
足
の
末
孫

で
時
の
庄
屋
だ
っ
た
佐
藤
政
治
さ
ん
の
先
祖
が
、
旅
か
ら
持
ち
帰
り
植
え
た
も

の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

根
本
の
囲
り
が
三
丈
六
尺

（十
一
ｍ）
地
上
二
間
位

（三
、
五

ｍ）
の
一
の

枝
の
太
さ
が
一
丈
二
尺

（三
、
五

ｍ）
も
あ
り
、
そ
れ
よ
り
上
の
枝
は
太
さ
一

丈

（三
ｍ
）
か
ら
四
尺

（
一
、
三
ｍ）
五
尺
（
一
、
六
ｍ）
の
も
の
が
七
、
八

本
も
あ
っ
て
、

一
本
の
木
で
森
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
一
の
枝
の
下
に
乳
房
の
よ
う
な
形
を
し
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら

垂
れ
る
雫

（し
ず
く
）
を
飲
ま
せ
る
と
乳
児
が
丈
夫
に
な
り
、
ま
た
乳
の
出
な

い
人
が
信
心
す
る
と
効
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
、
乳
神
様
と
し
て
信
者
の
信
仰
を

集
め
て
い
る
。

そ
し
て
昔
か
ら
こ
の
大
杉
は
国
の
大
難
事
に
は
経
文
を
唱
え
る
と
い
わ
れ
て

き
た
が
、
支
那
事
変
の
起
き
た
時
も
毎
朝
四
時
こ
ろ
か
ら
三
十
分
、
一
ヶ
月
位

そ
の
声
を
聞
い
た
と
い
う
人
が
今
も
沢
山
い
る

。

ま
た
、
こ
の
木
の
皮
で
虫
歯
を
つ
っ
つ
く
と
痛
み
が
取
れ
る
と
い
っ
て
盛
ん

に
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る

。

こ
の
杉
の
樹
が
千
年
の
樹
齢
を
保
っ
て
今
な
お
栄
え
て
い
る
の
で
、
長
命
杉

と
も
言
わ
れ
、
長
命
に
あ
や
か
る
よ
う
参
拝
者
も
多
い
。
戦
争
中
こ
の
お
守
札

を
持
っ
て
出
征
し
た
人
の
生
存
帰
還
者
が
多
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

天
長

（
て
ん
な
が
）
長
者
屋
敷

仲
村
の

「
お
く
ら
ば
ん
」
の
お
ば
あ
さ
ん
と
、
分
家
の
お
ば
あ
さ
ん
が
同
じ

夢
を
見
た

。
そ
れ
は

「
と
び
が
ね
の
山
に
宝
が
埋
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
夢
だ

っ
た

。
気
に
も
し
な
い
で
い
た
が
そ
の
後
、
お
く
ら
番
の
衆
が
そ
こ
の
畑
を
耕

し
て
い
た
ら
鍬
に
あ
た
っ
た
も
の
があ
っ
た
の
で
、
掘
っ
て
み
た
ら
瓶
が
出
た
。

ふ
た
は
こ
わ
れ
た
が
そ
の
瓶
を
持
っ
て
来
て
、
上
水
を
流
し
て
洗
っ
た
ら
中
は

朱
だ

っ
た

。
長
鳥
川
を
流
れ
た
朱
は
鯖
石
川
ま
で
赤
く
染
め
た
と
の
こ
と
で
あ

る

。そ
の
瓶
の
出
た
所
を
昔
か
ら

「
天
長
長
者
屋
敷
」
と
呼
ん
で
い
る

。
非
常
に

勢
力
の
あ
っ
た
長
者
さ
ん
で
、

「
と
び
が
ね
」
か
ら
妙
広
山
を
下

っ
た
あ
た
り

の
現
在
墓
地
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を

「
に
し
の
ば
ば
」
と
呼
び
、
そ
の
下
の

「ど
ば
た
」
と
い
う
家
の
裏
の
池
は
馬
の
蹄
を
浸
し
た
池
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

力

満

虚

空

蔵

野
中
の
力
満
虚
空
蔵
さ
ん
は
、
広
田
か
ら
長
鳥
に
行
く
間
の
、
お
い
ざ
き
、

と
い
う
沖
の
東
側
に
あ
る
と
が

っ
た
山
の
上
に
あ
る
。

昔
か
ら
一臼
餅
を
つ
い
て
献
げ
る
と
、
力
が
倍
に
な
る
と
言
わ
れ
、
力
持
ち

に
な
る
よ
う
に
信
心
し
た

。

野
中
の
作
助
と
い
う
男
が
祈
願
の
甲
斐
が
あ
っ
て
、
非
常
に
力
持
ち
に
な

っ

た

。
あ
る
日
、
大
勢
で
引
か
ね
ば
動
か
ぬ
だ
い
も
ち
を
作
助
が
引
く
と

一
人
で



動
い
た

。
作
助
は
す
っ
か
り
嬉
し
く
な
り
、
そ
の
だ
い
も
ち
の
上
に
躍
り
上
が

っ
て
大
は
し
ゃ
ぎ
し
た

。
と
こ
ろ
が
白
い
幣
束

（
へ
い
そ
く
）
が
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と

見
え
た
と
思
っ
た
と
た
ん
、
作
助
の
力
が
抜
け
て
、
も
と
の
作
助
に
な
っ
た
と

の
こ
と
で
あ
る

。

こ
の
よ
う
に
あ
ら
た
か
な
神
様
な
の
で
、
こ
の
山
の
下
を
馬
に
乗
っ
て
は
通

れ
な
か
っ
た

。
あ
ら
た
か
過
ぎ
る
の
で
、
ま
た
、
罰
が
あ
た
る
と
困
る
と
て
本

尊
さ
ん
を
土
の
下
に
埋
め
た
と
言
わ
れ
、
今
、
山
の
上
に
は
何
も
な
い
。

福

満

虚

空

蔵

竹
の
下

（嶽
の
下
）
、
東
側
山
上
に
福
満
虚
空
蔵
が

ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
仏
は
福
を
授
け
る
と
言
わ
れ
る
。

一
生
懸
命
に
祈
願
す
る
と
、
桑
の
木
株
が

目
頭
に
浮
か
ぶ
、
そ
う
す
る
と
、
朱
千
杯
、
金
千
杯
の
富
が
授
か
る
と
伝
え
ら

れ

て
い
る
。

竹
の
下
部
落
全
体
の
祈
願
仏
で
、
境
内
に
六
反
余

（六

〇
ａ
余
）
の
土
地
が

あ
り
、
部
落
共
有
の
植
林
が
あ
る
の
で
、
虚
空
蔵
さ
ん
の
維
持
費
は
そ
れ
で
ま

か
な
わ
れ
て
い
る

。

石
の
仏
に
は
、
じ
ん
す
け
、
げ
ん
す
け
、
施
任
、
正
徳
五
年
建
立
と
刻
ま
れ

て
い
る
。能

満

虚

空

蔵

昔
、
鎌
倉
建
長
寺
七
世
、
天
庵
存
龍
和
尚
が
こ
の
地
へ
流
れ
着
い
て
、
現
在

能
満
寺
裏
山
の
中
腹
の
白
山
社
の
あ
る
処
で
座
褝
し
修
業
し
た

。
こ
こ
長
鳥
の

地
は
三
虚
空
蔵
に
ふ
さ
わ
し
い
三
山
が
あ
る
の
で

こ
れ
を
ま
つ
っ
て
庵
を
結

ん
だ

。
こ
れ
が
能
満
寺
御
開
山
と
さ
れ
て
い
る

。
長
鳥
三
虚
空
蔵
の
御
本
尊
は

能
満
寺
さ
ん
に
あ
る
仏
さ
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る

。
こ
の
御
本
尊
は
、
懸
仏
で
、

能
満
、
福
満
、
力
満
の
三
体
を
浮
彫
り
し
た
青
銅
で
あ
る
。

南
無
福
満
虚
空
蔵

南
無
能
満
虚
空
蔵

と
楷
、
行
、
草
書
体
で
天
海
さ
の
書
か
れ
た
軸
が

南
無
力
満
虚
空
蔵

あ
る

。

日
本
全
国
で
、
三
虚
空
蔵
の
三
山
が
そ
ろ
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
は
、
会
津
の
柳

江
津
と
、
こ
こ
長
鳥
の

二
ヶ
所
だ
け
だ
と
い
う
。

長
鳥
三
虚
空
蔵

１．力
満
虚
空
蔵

・
・・・西
長
鳥
、
山
本
字
野
中
の
七
戸
が
虚
空
蔵
講
を
作

っ
て

管
理
し
て
い
る
。

２
．福
満
虚
空
蔵

・
・・・長
鳥
、
竹
の
下
二
十
戸
が
管
理
、
毎
年
四
月
八
日
全
戸

が
寄

っ
て
お
祭
を
す
る

。

３．能
満
虚
空
蔵

・
・・・東
長
鳥
、
杉
の
入
能
満
寺
裏
山
頂
上

源
助
の
大
黒
天

竹
の
下
、
源
助
の
床
の
間
脇
に
特
設
さ
れ
た
仏
壇
の
奥
深
く
、
ま
つ
ら
れ
て

い
る
大
黒
天
が
あ
る

。
こ
れ
は
、
富
山
城
主
佐
々
成
正
の
守
本
尊
だ
と
い
わ
れ

て
い
る
。
佐
々
成
正
は
、
越
中
小
山
戸
城
主
だ
っ
た
時
、
秀
吉
に
亡

ぼ
さ
れ
、

九
洲
へ
亡
命
中
、
謀
叛
を
見
破
ら
れ
切
腹
し
た

。
そ
の
三
人
の
男
の
子
ど
も
が



越
後
へ
逃
れ
た

。
長
兄
の
源
助
が
こ
の
地
に
土
着
し
て
伊
部
姓
を
名
乗
っ
た
の

が
こ
の
家
の
先
祖
だ
と
い
う
。

父
成
正
の
遺
品
と
し
て
三
間
半
の
大
槍
百
足
虫
丸
、
八
人
だ
め
の
強
弓
、
兜
の

中
の
守
本
尊
の
仏
像
、
福
満
虚
空
蔵
大
菩
薩
が
伝
わ
っ
て
い
る

。
こ
の
仏
像
は

鎌
倉
時
代
の
仏
師
、
運
慶
の
彫
刻
で
一
寸
八
分

（五
、
五
㎝
）
の
木
像
で
あ
る
。

裏
に
、
小
坂
運
慶
刀
と
刻
ま
れ
て
い
る

。

虚
空
蔵
さ
ん
は
丑
、
寅
生
ま
れ
の
人
の
守
り
神
だ
と
言
わ
れ
、
岩
の
入
、
山

本
、
山

澗、広
田
方
面
に
沢
山
の
講
中
が
あ
る
。

大
黒
天
の
兜
の
位
星
が
異
様
に
光
っ
て
い
る
が
、
お
詣
り
を
し
て
、
こ
の
位

星
の
見
え
な
い
人
は
不
幸
、
災
難
が
あ
る
と
そ
の
例
に
沢
山
の
物
語
が
あ
る
。

鼻

田

の
化

け
猫

鼻
田
に
三
匹
の
よ
た
猫
が
い
た

。
「か
ぜ
ん
」

「さ
じ
ん
」

「さ
ん
し
ろ
」

の
猫
だ
っ
た

。
こ
の
三
匹
の
猫
は
踊
り
が
好
き
で
、
毎
夜
ど
こ
か
で
踊

っ
て
い

た

。あ
る
日
、

「
は
ん
ぜ
ん
」
の
爺
さ
ん
が
鳥
谷
城
へ
か
や
採
り
に
行

っ
た

。
山

の
上
で
三
匹
の
猫
が
踊
っ
て
い
る
の
で
、
そ
う

っ
と
見
て
い
た

。
ち

ょ
っ
と
音

を
立
て
た
ら
猫
が
聞
き
つ
け
た

。
「
お
前
、
お
ら
の
踊
り
を
見
た
な
、
人
に
話

す
と
た
た
っ
て
や
る
ぞ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
村
の

人
に
話
を
し
な
か
っ
た
が
、

な
が
な
が
の
病
気
で
も
う
だ
め
だ
と
い
う
時
に
、
家
の
者
に
こ
の
話
を
し
た

。

猫
は
こ
れ
を
聞
い
て
い
て

「
ニ
ャ
ン
」
と
鳴
い
た
と
こ
ろ
、
爺
さ
ん
は
ゴ
ロ
ゴ

ロ
と
、
の
ど
を
鳴
ら
し
て
息
を
引
き
取

っ
た

。

夜
、
干
し
て
あ
る
腰
巻
が
な
く
な

っ
た
と
思
っ
た
ら
、
こ
の
猫
が
取
っ
て
き

て
、
か
ぶ

っ
て
踊
っ
て
い
た
の
だ
っ
た

。
こ
の
腰
巻
は
踊
り
の
す
ん
だ
翌
日
は

返
さ
れ
て
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

。

河

童

あ

い
す

鼻
田
の
与
七
の
裏
か
ら
芝
峠
へ
行
く
道
が
あ

っ
て
、
長
鳥
川
を
渡
る
橋
が
あ

っ
た

。
そ
の
橋
下
の
川
で
宮
下
の
爺
さ
ん
が
馬
を
洗

っ
て
い
た

。
馬
が
ふ
ん
ば

っ
て
脚
を
上
げ
な
い
の
で

よ
く
見
た
ら
、
尻
尾
に
河
童
が
つ
い
て
い
て
は
な
れ

な
い

。
よ
し
き
た
と
爺
さ
ん
は
む
り
や
り
に
馬
を
引
張
り
上
げ
て
家
へ
ひ
い
て

来
た

。
ま
だ
河
童
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
こ
っ
そ
り
は
ん
ぞ
う
を
持

っ
て
来
て

河
童
に
か
ぶ
せ
、
と
う
と
う
つ
か
ま
え
た

。

つ
か
ま
っ
た
河
童
は

「
良
い
薬
を
や
る
か
ら
助
け
て
く
れ
」
と
い
う
の
で
、

は
な
し
て
や
っ
た
と
こ
ろ
、
猿
の
き
も
の
よ
う
な
薬
を
く
れ
た

。
こ
の
薬
は
打

身
や
切
り
き
ず
に
良
く
き
く
の
で
有
名
に
な
っ
た

。

馬
の
尻
尾
を
巻
い
て
し
ば
る
の
は
河
童
が
つ
か
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
と

い
う
。

い

わ

ば

な

鼻
田
に

「
い
わ
ば
な
」
と
い
う
家
が
あ
っ
た

。
も
と
、
こ
の
家
は
岩
之
入
に

行
く
所
に
あ

っ
た
坂
田
館
と
い
う
お
湯
屋
の
場
所
で
百
年
も
お
湯
屋
を
し
て
い

た

。湯
の
花
の
家
、
お
ゆ
ば
な
の
家
と
い
う
の
で
村
で
は

「
い
わ
ば
な
」
と
呼
ん



で
い
た

。
坂
田
館
が
普
請
す
る
前
ま
で
あ
っ
た

。
左
端
の
か
や
ぶ
き
屋
根
が
そ

の
家
で
あ
る
。

村
の
人
に
ね
た
ま
れ
て
、
そ
の
お
湯
屋
に
化
け
物
が
出
る
と
う
わ
さ
さ
れ
て

お
湯
屋
が
で
き
な
く
な
っ
た

。
長
い
間
空
き
家
だ

っ
た
の
を
そ
の
後
、
よ
ご
や

の
家
が
ま
た
お
湯
屋
を
は
じ
め
た
の
が
坂
田
館
で
あ
る

。

袖

ケ

窪

岩
の
入
、
八
社
宮
か
ら

「
う
ん
ど
う
ね
」
と
い
う
坂
道
を
登
っ
て
行
く
と
頂

上
の
草
藪
に
米
山
検
校
の
顕
彰
塔
が
あ
る

。
そ
の
峰
道
を
左
に
行
く
山
一
帯
を

米
山
と
呼
ん
で
い
る

。
そ
の
あ
た
り
か
ら
右
手
に
下
る
わ
か
れ
道
に
塚
が

二
ケ

所
あ
る

。
そ
こ
を

「
袖
ケ
窪
」
と
呼
ん
で
い
る

。

袖
ケ
窪
は
鳥
谷
城
の
か
く
し
と
り
で
の
跡
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
袖
ケ
窪
か

ら
下
っ
た
あ
た
り
を

「
サ
ニ
ウ
ド
ウ
」
と
い
う

。
孫
四
郎
池
も
そ
の
下
に
あ
る
。

米
山
の
西
側
が
経
塚
山
で
、
そ
の
下
が

「
お
か
ね
さ
ん
入
」
と
い
う

。
そ
こ
は

長
鳥
駅
の
前
の
沢
で
あ
る

。

「
う
ど
ん
う
ね
」
は
雲
上
峰
か
雲
堂
根
か

。

「
さ
に
う
ど
う
」
は
沙
弥
堂
か
、

な
ど
、
読
み
替
え
て
み
る
と

「
お
か
ね
さ
ん
」

「
経
塚
」
な
ど
の
地
名
と
か
ら

み
合
せ
て
、
山
上
に
お
堂
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

。

じ

ゆ

う

え

ん

猫

魚
沼
上
田
は
漆
か
き
の
本
場
で
あ
る

。
長
鳥
方
面
も
上
田
の
漆
か
き
が
来
て

い
た
。

あ
る
年
、
上
田
の
漆
か
き
が
上
田
で
漆
か
き
を
し
て
い
た
ら
、
い
い
声
で
義

太
夫
を
語
っ
て
い
る
者
が
あ
る

。
行
っ
て
見
る
と
大
き
な
猫
が
木
株
の
上
で
、

小
猫
を
た
く
さ
ん
集
め
て
義
太
夫
を
語

っ
て
い
た

。
大
猫
に
ど
こ
か
ら
来
た
と

聞
い
た
ら
、
長
鳥
の

「
じ

ゅ
う
え
ん
」
だ
と
言

っ
た

。
そ
の
漆
か
き
が
長
鳥
へ

来
た
時
、
岩
の
入
の
重
右
衛
門
に
行
っ
て
聞
い
て
み
た
ら
大
き
な
猫
が
い
た

。

重
右
衛
門
の
者
は
こ
の
猫
が
上
田
あ
た
り
ま
で

行
っ
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
と
驚
い
た
が
、
大
猫
は
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
い
た

。

弘
法
大
師
の
塩
水
井
戸

今
か
ら
千
年
余
り
前
、
寒
い
秋
の
夕
暮
れ
、

一
人
の
旅
僧
が
岩
の
入
へ
や
っ

て
来
た

。
み
す

ぼ
ら
し
い
姿
を
し
て
い
る
の
で
、
だ
れ
も
泊
め
て
く
れ
な
か
っ

た

。
村
は
ず
れ
に
ふ
と
明
り
が
見
え
た
の
で
、
旅
僧
は
そ
こ
へ
行

っ
て
無
理
に

頼
ん
だ

。
そ
こ
の
家
は
障
子
は
破
れ
、
壁
は
落
ち
た
あ
ば
ら
家
だ
っ
た

。
お
婆

さ
ん
が
出
て
来
て
、

「
せ
っ
か
く
だ
が
何
も
な
い
の
で
」
と
言

っ
て
み
た
が
、

寒

い
の
に
疲
れ
切

っ
た
旅
僧
を
見
て
泊
め
る
こ
と
に
し
た
。お
婆
さ
ん
は
夕
飯

に

小
豆
粥
を
し
て
く
れ
た
が
塩
味
が
つ
い
て
な
か
っ
た

。
お
婆
さ
ん
は
貧
乏
し
て

い
る
の
で
塩
を
買
え
な
い
の
だ
と
言
っ
た

。
そ
し
て
隣
へ
行

っ
て
借
り
よ
う
と

し
た
が
貸
し
て
く
れ
な
か
っ
た
と
話
し
た

。

翌
朝
、
旅
の
僧
は
い
と
ま
ご
い
を
す
る
門
口
で
、
お
婆
さ
ん
の
親
切
が
非
常

に
う
れ
し
か
っ
た
の
で
、

「
私
の
力
で
塩
を
授
け
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
て
お
経

を
読
み
な
が
ら
杖
を
高
く
振
り
あ
げ
た
と
み
る
や
、
地
面
に
深
く
突
き
刺
し
た

。

す
る
と
大
き
な
穴
が
あ
い
て
清
水
が
湧
き
出
た

。
そ
れ
が
塩
水
だ
っ
た
の
で
、



お
婆
さ
ん
は
気
狂
い
の
よ
う
に
な
っ
て
喜
ん
だ

。
し
ば
ら
く
し
て
気
が
つ
い
て

み
る
と
旅
の
僧
の
姿
は
な
か

っ
た

。
み
す
ぼ
ら
し
い
旅
僧
は
実
は
弘
法
大
師
だ

っ
た

。
そ
れ
か
ら
村
で
は
弘
法
さ
ん
の
塩
井
戸
と
呼
ん
で
い
る
。

村
中

の
如
来

さ
ん

昔
、
八
石
峠
の
程
平
の
庄
左
エ
門
と
い
う
家
で
火
災
に
あ
っ
た

。
家
財
道
具

を
み
ん
な
焼
い
た
の
で
他
の
家
で
寝
て
い
た
と
こ
ろ
、
夢
知
ら
せ
で

「
私
は
家

の
如
来
さ
ん
だ
が
、
火
災
の
時
、
独
り

で
出
て
前
の
柿
の
木

に
避
難
し
て
い
る

」
と
告
げ
た

。
朝
早
く
起
き
て
見
た
ら
柿
の
木
の
枝

に
か
け
ら
れ
て
い
て
無
事

だ

っ
た
。

そ
の
後
ま
た
、
夢
知
ら
せ
で

「
私
は
岩
の
入
の
安
兵

エ
へ
行
き
た
い
か
ら
送

っ
て
く
れ
」
と
三
度
も
同
じ
夢
を
見
た

。
そ
れ
で
は
と
、
如
来
様
を
背
負
う
て

北
条
の
泉
あ
た
り
ま
で
来
る
と
、
偶
然
話
か
け
た
人
が
、
岩
の
入
の
安
兵
エ
だ

っ
た

。
安
兵
エ
も
同
じ
夢
を
三
度
も
見
た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
峠
へ
行
つ

て
見
よ
う
と
、
出
て
来
た
の
だ
と
の

こ
と
だ

っ
た

。
そ
れ
で
は
と
そ
こ
で
如
来

様
の
受
け
渡
し
を
し
た
と
の
こ
と
。

庄
左
工
門
は
安
兵
エ
を
、
安
兵
エ
は
庄
左
エ
門
を
全
然
知
ら
な
か
っ
た

。
そ

の
如
来
さ
ん
は
、
今
も
岩
の
入
の
村
中

（む
ら
な
か

―
家
号
）
の
家
に
保
存
さ

れ
て
い
る

。
懸
軸
の
如
来
様
で
あ
る

。

鳥

谷

城

鳥
谷
城
は
長
鳥
駅
北
側
の
山
嶺
で
あ

る

。
山
本
判
官
重
頼
が
築
い
た
も
の
と

い
わ
れ
る
。

戦
国
時
代
に
は
越
後
で
栄
え
た
新
田
か
ら
高
へ
、
高
か
ら
上
杉
と
か
わ
る
ご

と
に
城
主
も
交
代
し
、
南
北
朝
期
の
悲
哀
を
象
徴
し
て
い
る
山
城
だ
と
い
う
。

西
寄
り
の
山
中
に
、
の
ろ
し
台
、
馬
の
足
洗
池
な
ど
が
あ
る

。
馬
の
足
洗
池

跡
は
石
畳
に
な
っ
て
い
て
井
戸
が
三
ケ
所
あ
る

。
杉
の
入
の
お
寺
の
方
か
ら
登

っ
た
も
の
ら
し
い

。

長
尾
に
仕
え
た
白
井
長
昌
が
こ
の
城

に
い
て
北
条
城
の
番
城
の
役
を
し
て
い

た

。
北
条
城
が
亡
び
て
白
井
長
昌
は
越
後
町
の
墓
間
に
行
っ
た
と
い
う

。

牧
家

の
白

藤

東
長
鳥
、
平
沢
の
一
軒
島
と
い
う
処
に
住
む
牧
家
は
、
赤
田
城
落
城
の
時
、

落
ち
の
び
た
三

人
兄
弟
の
一
人
だ
と
言
わ
れ
て
い
る

。
牧
家
の
前
庭
に
茂
っ
て

い
る
白
藤
の
古
木

が
あ
る

。
そ
れ
は
三
入
兄
弟
が
証
拠
に
と
分
け
合

っ
て
持

っ

て
来
た
も
の
だ
と
い
う

。

一
入
は
岩
塚
、
十
楽
寺
の
檀
家
で
、
そ
こ
に
も
大
き
な
白
藤
が
茂
っ
て
い
る

。

い
ま

一
人
は
蒲
原
へ
行

った
と
言
う
け
れ
ど
も
、
当
主
は
わ
か
ら
な
い
と
の
こ

と
で
あ
る
。

平
沢

の
八
幡
田

東
長
鳥
、
平
沢
の
沖
田
を
八
幡
田
と
い
う

。
そ
の
沖
田
の
一
角
に
、
こ
こ
が

宮
跡
だ
と
い
う
田
が
あ
る

。



昔
、
こ
こ
に
八
幡
さ
ん
が
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
村
に
た
た
り
で
も
し
た
か
、

村
の
者
は
こ
の
八
幡
さ
ん
の
御
神
体
を
長
鳥
川
に
捨
て
て
し
ま
っ
た

。
そ
の
御

神
体
か
流
れ
着
い
た
の
が
十
日
市
で
あ
る
。
拾
い
上
げ
ら
れ
た
神
様
を

祀
っ
た

の
が
、
北
条
創
草
の
宮
と
さ
れ
て
い
る
石
井
神
社
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
八
幡
さ
ん
の
お
祭
り
に
は
平
沢
の
人
達
が
来
た
と
言
わ
れ
、
ま

た
平
沢
の
人
達
が
来
な
け
れ
ば
お
祭
り
は
出
来
な
か
っ
た
と
言
伝
え
ら
れ
て
い

る

。宮
跡
、
八
幡
田
も
近
年
の
耕
地
整
理
で
田
形
は
な
く
な
っ
た

。

平
沢
の

人
は
、
北
条
の
八
幡
さ
ん
は
男
神
で
、
平
沢
の
八
幡
さ
ん
は
女
神

な

の
で
北
条
の
八
幡
さ
ん
に
嫁
入
り
し
た

の
だ
と
言
っ
て
い
る

。

（注
）

八
幡
田
は
八
幡
社
の
宮
田
で
、
宮
跡
は
能
満
寺
裏
側
の
道
下
の
川

端

に
あ
る
と
い
う
人
も
あ
る

。

米

山

検

校

米
山
検
校
は
平
沢
の
山
上
徳
左

エ
門
の
十

一
番
目
の
子
で
あ
る

。
徳
左
エ
門

は
元
、
大
角
間
に
い
た
が
妻
が
八

人
の
子
を
置
い
て
死
ん
だ
の
で
、
平
沢
へ
来

て

「
さ
く
え
ん
」
と
い
う
家
か
ら
後
家
を
も
ら
っ
た

。
そ
の
三
番
目
の
子
だ
っ

た

。
兄
弟
が
大
ぜ
い
あ
っ
た
の
に
検
校
は
盲
で
そ
の
上
き
か
ん

ぼ
う
な
の
で
と

う
と
う
勘
当
さ
れ
た

。
女
親
の
妹
が
二
人
も
魚
沼
の
塩
沢

に
縁

づ
い
て
い
た
の

で
、
そ
こ
へ
た
よ
っ
て
行

っ
た

。
お
ば
達
は
家
へ
帰
る
よ
う
に
い
さ
め
た
が
、

江
戸
へ
出
る
決
心
を
変
え
な
い
の
で
、
旅
費
を
あ
ず
け
て
出
し
た

。

江
戸
へ
出
た
検
校
は
、
あ
る
日
、
道
の
真
中
で
ご
ろ
寝
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

殿
様
の
行
列
が
来
た

。
先
払
い
の
武
士
が
ど
け
と
言
っ
て
も
天
下
の
往
来
だ
と

頑
張
っ
て
動
か
な
い
の
で
切
ろ
う
と
し
た
が
殿
様
が
面
白
い
男
だ
と
、
い
ろ
い

ろ
事
情
を
聞
い
て
召
し
か
か
え
る
こ
と
に
し
た

。
そ
の
殿
様
は
水
戸
さ
ん
だ

っ

た
。検

校
は
一
生
け
ん
め
い
勉
強
し
て
日
本
で
最
初
の
検
校
の
位
を
も
ら
っ
た

。

ま
た
、
お
金
を
た
く
さ
ん
貯
め
て
、
越
後
の
き
き
ん
の
時
、
村

人
を
助
け
た

。

岩
の
入
の
山
に
も
、
大
角
間
の
山
に
も
村

人
が
感
謝
し
た
記
念
の
塔
が
建

っ
て

い
る
。

娘
が
旗
本
男
谷
に
縁

づ
い
た
の
で
、
江
戸
で
は
男
谷
検
校
と
も
呼
ん
で
い
る

。

男
の
子
平
蔵
が
勝
家
に
入
婿
し
た
が
そ
の
何
代
目
か
が
明
治
の
偉

人
勝
海
舟
で

あ
る

。
し

よ

う

の

い

り

杉
の
入
小
林
さ
ん
の
裏
の
沢
を

「
し
よ
う
の
い
り
」
と
呼
ん
で
い
る
。
鳥
谷

城
の
殿
様
の
陣
貝
が
埋
ま
っ
て
い
る

。
そ
れ
で
今
で
も
風
が
吹
く
と
箏
の
音
が

す
る
と
言
わ
れ
て
い
る

。

ふ
じ

づ
か

杉
の
入
の
墓
地
に
あ
る
山
の
頂
上
に
「
ふ
じ

づ
か
」
と
呼
ぶ
塚
が
あ
る

。
鳥

谷
城
と
向
い
合

っ
て
い
る
峰
で
、
芝
峠
か
ら
赤
田
方
面
へ
も
行
け
る
と
こ
ろ
な

の
で
、
鳥
谷
城
に
関
係
の
あ
る
要
地
の
よ
う
で
も
あ
る

。

隣
山
が
陣
平
と
い
う
城
跡
で
、
そ
の
下
に
薬
師
堂
が
あ
る

。
そ
の
薬
師
堂
の



境
内
に
富
士

講
の
塔
が
あ
る
の
で
、

「
ふ
じ

づ
か
」
は
富
士
塚
か
と
思
わ
れ
る

が
知
っ
た

人
は
い
な
い
。

田

中

の

大

尽

東
長
鳥
の
杉
の
入
か
ら
平
沢
側
へ
移
る
長
鳥
川
の
橋
の
た
も
と
に

「
田
中
の

大
尽
」
と
い
う
長
者
が
住
ん
で
い
た

。
そ
の
橋
の
あ
た
り
は
深
い
淵
に
な
っ
て

い
て
、
か
っ
ぱ
が
住
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
た

。

平
沢
部
落
を
登
り
つ
め
た
峠
部
落
に
尼
寺
が
あ

っ
て
、
そ
こ
に
姉
妹
の
美
し

い
尼
さ
ん
が
い
た

。
あ
る
日
、
二

人
の
尼
さ
ん
が
托
鉢
の
戻
り
に
こ
の
橋
の
下

の
淵
で
、
足
の
泥
を
洗
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
妹
の
方
の
尼
さ
ん
が
、
か
っ
ぱ

に

足
を
引
き
込
ま
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た

。
姉
の
尼
さ
ん
は
大
変
悲
し
ん
で
、
そ

の
淵
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ

。

そ
れ
か
ら
、
田
中
の
大
尽
が
運
が
悪
く
な
っ
て
、
と
う
と
う
そ
こ
に
お
ら
れ

な
く
な
り
、
奥
の
沢
へ
移

っ
た

。

今
で
も
、
田
中
の
大
尽
跡
だ
と
い
う
田
甫
も
、
奥
の
沢
の
田
中
屋
敷
と
い
う

処
も
地
名
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。

長
鳥
川
の
淵
の
、
か
っ
ぱ
と
い
う
の
は
田
中
大
尽
の
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い

る

。

白

井

長

昌

昔
、
長
鳥
の
夏
渡
に
白
井
弥
六
郎
と
い
う
者
が
い
た

。
そ
の
娘
が
京
都
に
出

て
、
三
好
の
妾
の
と
こ
ろ
で
女
中
を
し
て
い
た

。
そ
の
う
ち
三
好
の
殿
様
の
子

を
み
こ
も

っ
た

。
夏
渡
へ
帰
る
時
、
女
の
子
が
生
れ
た
ら
そ
れ
ぎ
り
、
男
の
子

だ

っ
た
ら
名
乗

っ
て
出
る
よ
う
に
と

一
振
の
刀
を
も
ら
っ
て
来
た

。
生
れ
た
子

は
男
だ
っ
た

。
そ
の
子
が
八

才
の
時
、
弥
六
郎
は
京
都
の
父
、
三
好
を
尋
ね
て

行

っ
た

。
殿
様
は
既

に
死
ん
で
い
た

。
三
好
家
で
は
母
が
貧
し
い
百
姓
の
子
だ

っ
た
の
で
取
り
合
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
十
三

才
の
時
ま
た
尋
ね
て
行

っ
た

。

そ
の
時
、
三
好
家
は
四
国
に
移

っ
て
い
た

。
親
子
は
四
国
ま
で
尋
ね
て
行
っ
て

止
ま
る
こ
と
三
年
、
修
業
し
て
一
か
ど
の
武
士
と
な
っ
て
帰
っ
た

。
白
井
八
郎

左
エ
門
と
名
乗
っ
て
長
尾
為
景
に
仕
え
、
杉
の
居
の
と
り
で
鳥
谷
城
を
守
っ
て

い
た

。
越
後
騒
動
で
八
郎
左
エ
門
は
岩
田
に
移

っ
た

。
こ
れ
が
岩
田
の
白
井
忍

家
の
先
祖
、
白
井
八
郎
左
エ
門
長
昌
で
あ
る
。

杉
の
居
鳥
谷
城
の
表
門
は
杉
の
入
能
満
寺
脇
か
ら
登
る
。
守
っ
て
い
た
八
郎

左

エ
門
は
、
長
昌
と
い
う

。
能
満
寺
は
長
昌
山
と
い
う
の
で
、
岩
田
の
白
井
家

の
先
祖
長
昌
が
開
祖
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る

。

し
か
し
、
能
満
寺
は
撥
草
開
山

・・鎌
倉
建
長
寺
七
世
、
天
庵
存
龍
、
御
開
山

・
・善
根
浄
広
寺
四
世
仙
庵
存
鶴
大
和
尚
と
な
っ
て
い
て
、
開
山
、
開
基
で
あ
る

。

梨

断

ち

の
木

能
満
寺
裏
山
に
、
能
満
寺
撥
草
御
開
山
存
龍
和
尚
が
褝
業
を
し
た
と
い
う
白

山
社
は
、
虫
歯
の
神
さ
ん
と
し
て
祈
願
者
が
多
い

。
祈
願
す
る
時
に
梨
を
断

っ

て
祈
願
す
る
。
あ
ら
た
か
な
御
加
護
を
得
た
時
は
、
梨
の
木
を
献
じ
た
と
い
わ

れ
る
。
い
つ
の
こ
ろ
か
、
祈
願
成
就
し
て
植
え
た
も
の
ら
し
い
梨
の
古
木
が

一

本
残

っ
て
い
る

。



観

音

開

き

東
長
鳥
、
大
角
間
の
重
太
郎
と
い
う
家
に
立
派
な
観
音
様
が
あ
る

。
村
の
人

が
お
参
り
に
行
っ
て
、
戸
を
閉
め
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
の
家
の
者
は

「
観
音

さ
ん
は
戸
を
閉
め
る
こ
と
が
き
ら
い
だ
か
ら
開
け
て
お
い
て
く
れ
」
と
言
っ
て

い

つ
も
開
き
ぱ
な
し
で
あ
る

。

そ
れ
で
、
観
音
さ
ん
の
前
は
、
一
本
の
戸
も
置
か
た
い
で
、
全
部
開
け
切
る

仕
掛
け
を
観
音
開
き
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
と
村
の

人
は
言
っ
て
い
る

。

手

沢

塚

東
長
鳥
、
大
角
間
の
入
り
口
に

「
手
沢
塚
」
と
彫
ら
れ
た
立
派
な
碑
が
あ
る
。

こ
れ
は
米
山
検
校
の
弟
子
が
建
て
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

筆
塚
だ
と
習
字
の
先
生
の
筆
を
埋
め
た
も
の
だ
ろ
う
し
、
手
沢
塚
は
先
生
の

身
近
に
使
わ
れ
た
、
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
埋
め
た
も
の
ら
し
い
。

大
角
間
の
仲
屋
敷
と
い
う
家
の
先
祖
は
、
米
山
検
校
の
直
弟
子
だ
と
い
う

。

仲
屋
敷
の
弟
子
だ
っ
た
人
が
米
山
検
校
の
身
ま
わ
り
品
を
埋
め
た
塚
ら
し
い
。

あ
ん
だ
ろ
ず
ん
ね

大
角
間
の

「
き
ち
え
ん
ど
ん
」
の
屋
敷
は
広
く
て
前
に
三
六
の
蔵
が
あ
る
。

そ
の
裏
山
の
下

に
「
え
ん
き

ょ
や
」
と
い
う
家
が
あ

っ
て
、
そ
こ
の
屋
敷
も
広

く
て
山
側

に
大
き
な
蔵
が
あ
る

。

「
き
ち
え
ん
ど
ん
」
の
お
爺
さ
ん
は
お
人
好
し
で

人
が
来
れ
ば
呼
び
込
ん
で

酒
を
飲
ま
せ
た
り
、
飲
ん
だ
り
し
て
い
た

。

「
き
ち
え
ん
ど
ん
」
の
蔵
の
脇
上
に
祠
が
あ

っ
て

「
た
か
て
ら
さ
ん
」
の
跡

だ
と
い
う

。
「
え
ん
き

ょ
や
」
の
蔵
の
脇
に
百
年
ほ
ど
前
ま
で
、
あ
み
だ
堂
が

あ

っ
た
と
い
う

。

そ
の

「
き
ち
え
ん
ど
ん
」
と
、

「
え
ん
き

ょ
や
」
の
間
の
山
を

「
あ
ん
だ
ろ

ず
ん
ね
」

と
呼
ん
で
い
る

。

小
島
の
極
楽
寺
は
一
時
、
大
角
間

へ
移
っ
て
百
年
も
い
た
と
い
う

。
そ
の
極

楽
寺
を

「
阿
弥
陀
山
極
楽
寺
」
と
い
う

。
ま
た
極
楽
寺
の
秘
仏
に
、

「
た
か
て

ら
権
現
」
が
あ
る

。

大
角
間
に
移
住
し
た
時
の
極
楽
寺
は

「
き
ち
え
ん
ど
ん
」
か

「え
ん
き

ょ
や
」

の
ど
ち
ら
か
に
あ

っ
た
も
の
か

。

「
あ
ん
だ
ろ
ず
ん
ね
」
は
阿
弥
陀
さ
ん
の
峰
と
い
う
こ
と
だ
か
と
言
わ
れ
て
い

る

。

五

輪

さ

ん

大
角
間
、
前
と
い
う
家
の
裏
に
五
輪
さ
ん
と
い
う
古
い
墓
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

鳥
谷
城
に
強
力
の
女
の
殿
様
が
あ
っ
た
。
そ
の

人
の
墓
だ
と
も
い
う
し
、
前
か

ら
分
家
し
た
前
田
の
先
祖
の
墓
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る

。
こ
の
墓
は
、
ほ
う
き

よ
う
え
ん
塔
で
あ
る

。

も
と
、
家
持
と
い
う
の
は
家
が
あ
っ
て
も
、
カ
マ
ド
を
立
て
ら
れ
ず
、
小
屋

同
然
に
み
な
さ
れ
た
も
の
で
、
分
冢
と
い
う
と
カ
マ
ド
も
立
て
ら
れ
、

一
人
前



の
家
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

孫

四

郎

池

十
二
の
木
へ
向
う
大
角
間
の
は
ず
れ
に

「
に
ご
り
」
と
名
づ
け
た
田
甫
地
帯

が
あ
り
、
そ
の
上
方
に
「
蛇
越
え
」
と
い
う
山
が
あ
る

。
こ
の
「
濁
」
と
い
う

山
端
に
孫
四
郎
が
母
と
住
ん
で
い
た
〇
二
人
で
田
畑

へ
出
る
と
き
ま
っ
て
孫
四

郎
は

「
か
あ
ち
や
ん
、
水
を
く
れ
よ
う
」
と
水
を
求
め
た

。
母
が
水
を
く
ん
で

く
る
と
、
孫
四
郎
は
必
ず

「
こ
ん
な
濁
っ
た
水
な
ん
か
飲
ま
れ
な
い
や
」
と
母

を
困
ら
せ
た
。

い
つ
と
は
な
し
に
水
を
捨
て
た
と
こ
ろ
は
、
濁
っ
た
池
と
な
っ
た

。
そ
し
て

亡
く
な
っ
た
孫
四
郎
は
、
池
の
主
と
な
り

「孫
四
郎
池
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

蛇
と
な
っ
た
孫
四
郎
は
、
山
を
越
え
て

「
な
ら
な
し
の
池
」
に
移
っ
た

。
そ

れ
か
ら
そ
の
山
を
蛇
越
え
の
山
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

。

現
在
、
孫
四
郎
池
は
、
く
ほ
地
に
草
が
生
え
て
、
雨
水
が
た
ま
る
く
ら
い
だ

が
、

「
な
ら
な
し
の
池
」
は
約
百
坪

（三
ａ
）
で
、
ど
ん
な
日
照
り
の
時
で
も

水
が
か
れ
る
こ
と
な
く
、
満
々
と
水
を
た
た
え
て
い
る
。
日
照
り
が
続
く
と
、

農
家
が
総
出
で
雨
乞
い
を
す
る
と
必
ず
雨
が
降
る
と
言
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

陣

平

長
鳥
峠
を
陣
平
と
い
う

。
西
側
の
山
の
上
に
陣
平
と
い
う
城
跡
が
あ
る
か
ら

で
あ
る

。
こ
の
陣
平
は
今
は
二
十
軒
位
の
住
家
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
昔
、

三
百
軒
も
あ
っ
た
時
代
も
あ

っ
た

。

北
条
郷
か
ら
、
三
島
、
刈
羽
方
面
へ
出
る
宿
場
だ
っ
た
と
い
う

。
下
の
吉
井

黒
川
に
「
女
郎
が
谷
」
と
い
う
地
名
も
あ
っ
て
、
女
郎
宿
も
あ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

夏
渡

の
天
狗
松

夏
渡
に
天
狗
松
と
い
う
松
が
あ
る
。

い
た
ず
ら
天
狗
が
、
山
を
あ
ら
し
た
り
、
田
畑
を
な
が
し
た
り
し
た
の
で
、

神
様
が
こ
ら
し
め
て
松
に
な
さ
っ
た
の
だ
と
い
う

。

時
々
松
の
繁
み
の
間
か
ら
、
天
狗
の
目
玉
が
二
つ
の
ぞ
い
て
ら
ん
ら
ん
と
光

る
こ
と
が
あ
る
と
い
い
、
天
狗
松
の
根
方
に
風
穴
が
二
つ
あ
っ
て
、
鼻
い
き
が

す
る
そ
う
だ

。
し
か
も
天
狗
の
き
げ
ん
の
悪
い
時
は
、
鼻
い
き
が
大
き
く
ひ
び

き
、
鼻
い
き
が
小
さ
い
時
は
、
天
狗
が
き
げ
ん
の
よ
い
時
だ
と
い
う

。

昔
、
旅
の
や
し
が
、
こ
の
松
の
下
を
通
っ
た
時
、
と
っ
て
食
わ
れ
た
と
い
い
、

土
地
の

人
が
子
ど
も
を
叱
る
と
き
に
は
、

「
だ
ま
ら
ん
と
、
天
狗
松
の
天
狗
さ
ん
に
く
れ
て
や
る
ぞ
」

と
い
う
。長

鳥
長
者
屋
敷

夏
渡
の
諏
訪
神
社
裏
と
鷹
の
巣
か
ら
大
角
間
へ
越
す
風
野
に
長
者
屋
敷
と
呼

ぶ
所
が
あ
る
。



そ
の
夏
渡
の
長
者
屋
敷
か
ら
、
鷹
の
巣
へ
か
け
て
百
塚
が
点
在
し
て
い
る

。

百
塚
が
鷹
の
巣
で
尽
き
る
あ
た
り
か
ら
、
風
野
に
出
る
山
中
に
「
ら
ん
あ
な
」

と
呼
び
、
直
径
十

ｍ位
の
す
り
ば
ち
型
の
穴
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
風
野
の
峰
伝

い
に
大
角
間
の
方
に
百

ｍ
も
行
っ
た
処
に
鷹
の
巣
長
者
屋
敷
と
呼
ぶ
平
地
が
あ

る
。
そ
の
下
に
「
か
く
れ
田
」
と
い
う
沢
が
あ
っ
て
、
何
か
昔
の
夢
を
秘
め
て

い
る

。
い
ず
れ
も

人
里
は
な
れ
た
山
中
の
こ
と
、
そ
の
場
所
を
知
っ
て
い
る
村

人
さ
え
少
な
い

。

鷹
の
巣
長
者
屋
敷
か
ら
は
、
土
台
石
、
石
斧
も
出
て
い
る

。
鷹
が
住
ん
だ
と

い
う
こ
の
山
中
も
、
長
鳥
か
ら
大
積
や
、
三
島
へ
通
う
往
来
筋
だ
っ
た
。
平
沢

の
一
の
口
か
ら
登
っ
て
こ
こ
に
出
る
あ
た
り
数
百
年
を
経
た
天
狗
松
が
あ
っ
た

が
最
近
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た

。
た
だ
頂
き
に
は
往
時
を
し
の
ぶ
薬
師
塔
や
、
二

十
三
夜
塔
が
道
端
の
藪
の
中
に
残
っ
て
い
る

。
そ
し
て
北
に
弥
彦
山
、
西
に
米

山
が
美
し
く
見
え
る

。

平
沢
倉
の
が
ら
ん
跡

鷹
の
巣
か
ら
大
角
間
へ
越
す
風
穴

（か
ざ
な
）
と
い
う
峠
の
下
方
に
、
夏
渡

の
見
え
る
見
晴
ら
し
の
良
い
田
場
所
が
あ
る

。
こ
れ
は
能
満
寺
の
が
ら
ん
の
跡

だ
と
い
わ
れ
、
能
満
寺
の
田
だ
っ
た

。
今
は
人
里
か
ら
は
な
れ
た
こ
の
山
奥
に

ど
う
し
て
お
寺
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
風
穴
峠
が
平
沢
の

一
の
口

か
ら
三
島
や
中
通
へ
越
す
大
事
な
道
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
道
中
に
不
動
尊
が

あ
る

。
そ
の
下
に
年
中
清
水
が
湧
き
出
て
い
る
穴
が
あ

っ
て
、
夏
渡
へ
出
る
長

島
川
の
源
に
な

っ
て
い
る

。

そ
の
不
動
尊
の
立
っ
て
い
る
手
前
の
林
が
う
す
暗
く
茂
っ
て
い
る
あ
た
り
に

化
け
い
た
ち
が
出
て
、
通
る
人
を
こ
わ
が
ら
せ
た
。
杉
の
入
の

よ
そきの
父
さ

ん
が
一杯
き
げ
ん
で
通
る
と
大
入
道
が
出
た
。
こ
の
い
た
ち
め
と
切
り
つ
け
た

ら
大
入
道
は
消
え
た

。
翌
朝
、
家
の
者
に
話
し
て
そ
こ
へ
や
っ
て
来
て
み
た
ら
、

ズ
ン
ボ
い
た
ち
は
胴
切
り
に
さ
れ
て
死
ん
で
い
た

。

天

狗

松

タ
カ
ノ
ス
か
ら
大
角
間
へ
越
す
風
穴
と
い
う
峠
に
数
百
年
た
っ
た
松
が
あ
っ

た
。

一
本
だ
け
珍
ら
し
い
風
格
を
し
た
老
松
で
村
の
者
は
天
狗
松
と
呼
ん
で
い

た
。頂
き
が
天
狗
の
鼻
の
よ
う
に
突
き
出
て
い
る
の
で
天
狗
松
と
呼
ん
で
い
た

が
、

一
名

「
人助
け
松
」
と
も
呼
ん
で
い
た
。村
人
は
夜
、
こ
の
道
を
通
る
時
、

時
々
狼
に
お
そ
わ
れ
た

。
そ
の
時
、
こ
の
松
の
て
っ
ぺ
ん
に
逃
げ
て
上

っ
て
い

る
と
、
狼
は
六
匹
も
七
匹
も
重
な
り
合
っ
て
お
そ
っ
た
が
、
今
少
し
と
い
う
と

こ
ろ
で
く
ず
れ
落
ち
る

。
何
度
も
く
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
夜
が
明
け
て
く
る

の
で
狼
は
退
散
し
て
、
人
が
助
か
っ
た

。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
度
々
あ
っ
た

。

十
年
ほ
ど
前
に
風
で
倒
さ
れ
た
の
で
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た

。

般

若

田

鷹
の
巣
、
彦
左
エ
門
の
お
ば
あ
さ
ん
は
信
心
家
で
、
ぼ
だ
い
寺
の
能
満
寺

へ

般
若
経
六
十
巻
を
寄
進
し
た

。
こ
の
大
般
若
に
金
が
か
か
る
の
で
檀
中
の
者
が

金
を
出
し
合
っ
て

「
い
も
ん
ら
」
の
田
を
お
寺
へ
寄
進
し
た

。
そ
れ
を

「
は
ん

に

ゃ
で
ん
」
と
呼
ん
で
い
る

。



彦
左

エ
門
の
家
は
そ
の
後
、
広
田
の
駅
前
に
移
っ
た

。

鷹

の
巣
地
蔵

（
一
）

鷹

の
巣
に

己
羽
の
鷹
が
い
た

。
村

で

一
番
高
い
杉
の
木

に
住
ん
で
い
た

。
こ

の
鷹
は
村
の
鯉
や
鶏
、
ま
た
、
牛
や
馬
ま
で
さ
ら
っ
た
。

村
の
人
は
困
っ
て
、
隣
村
の
久
七
少
年
に
た
の
ん
だ

。
す
ば
し
こ
く
て
、
と

ん
ち
の
よ
い
久
七
少
年
は
承
知
し
た

。
久
七
少
年
は
雀
の
鳴
き
ま
ね
を
し
て
、

七
羽
の
雀
を
と

っ
た

。
そ
し
て

「
ホ
ー
ホ
ー
」
と
鷹
を
呼
ん
だ

。
鷹
は
紫

の
雲

の
中
か
ら
姿
を
あ
ら
わ
し
た

。
少
年
は
雀
を
地
上
に
ば
ら
ま
く
と
、
鷹
は
降
り

て
来
て
雀
を
食

べ
た

。
幾
日
も
同
じ

こ
と
を
く
り
か
え
し
て
い
る
う
ち
に
鷹
は

な
れ
て
、
し
た
し
く
降
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

。

あ
る
日
、

一
羽
の
雀
に
毒
を
入
れ
て
お
い
た

。
そ
れ
を
食

べ
た
鷹
は
、
い
っ

た
ん
空
へ
飛
び
上
っ
た
が
、
も
ん
ど
り
う
っ
て
落
ち
て
死
ん
だ

。

そ
の
後
、
村
中
に
赤
痢
が
は
や
っ
た

。
坊
さ
ん
に
み
て
も
ら

っ
た
ら
、
鷹
の

た
た
り
だ
と
言
っ
た
の
で
、
鷹
を
埋
め
た
処
に
地
蔵
さ
ん
を
た
て
た
。

久
七
少
年
は
夢
を
見
た

。
一
老
入
が

「
わ
し
は
殺
さ
れ
た
鷹
だ

。
わ
し
は
地

蔵
さ
ん
を
建
て
て
も
ら
っ
て
う
れ
し
い

。
こ
れ
か
ら
村
を
守
る

。
地
蔵
の

そ
ば

を
掘
る
と
清
水
が
湧
く
、

こ
れ
を
病

人
に
飲
ま
せ
る
と
病
気
が
直
る
」
と
告
げ

た

。
久
七
少
年
は
村

人
に
知
ら
せ
た

。
そ
の
と
お
り
冷
め
た
い
水
が
出
た

。
そ

の
水
を
飲
ま
せ
る
と
病
気
も
直
つ
た

。
名
主
が
こ
れ
は
村
の
守
り
仏
だ
と
、
鷹

の
巣
地
蔵
尊
と
書
い
た
旗
を
た
て
た

。

鷹

の
巣
地
蔵

（
二
）

及

び

ど

う

し

よ

う

ば

坂

鷹
の
巣
地
蔵
に
つ
い
て
鷹
の
巣
の
五
十
嵐
善
吉
さ
ん
に
聞
く
と
、
高
鳥
か
ら

深
い
沢
を
通

っ
て
鷹
の
巣
側
の
頂
き
に
着
い
た
あ
た
り
の
善
吉
さ
ん
の
山
に
地

蔵
さ
ん
が
あ
る
の
が
そ
れ
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
る

。

昔
、
鷹
の
巣
に
た
く
さ
ん
鷹
が
住
ん
で
い
て
、
近
在
の
家
畜
を
荒
す
の
で
、

鷹
の
巣
の
庄
屋
と
高
鳥
の
庄
屋
が
相
談
し
た
結
果
、
代
官
所
へ
訴
え
出
て
、
鷹

を
と
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た

。
そ
し
て
た
く
さ
ん
鷹
を
と

っ
た
の
で
、
そ
れ

か
ら
は
家
畜
を
荒
す
鷹
が
な
く
な

っ
た

。
そ
の
鷹

の
供
養
に
地
蔵
さ
ん
が
建
て

ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

。

ま
た
、
そ
の
時
高
鳥
か
ら
鷹
の
巣
村
に
来
る
沢
が
深
く
、
鷹
の
巣
側
の
坂
道

を
登
り
な
が
ら
疲
れ
切
っ
た
お
代
官
が

「
さ
て
、
こ
の
鷹
征
伐
も
、
ど
う
せ
ば

の
お
、
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
今
で
も
そ
の
坂
を

「
ど
う
し
ょ
う
ば
坂
」
と
呼

ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

。

北
条
を
縦
貫
す
る
小
国
二
和
線
道
路
も
こ
の

「
ど
う
し

ょ
う
ば
坂
」
を
越
さ

ね
ば
高
鳥

に
出
ら
れ
な
い
の
で
、
夢

の
架
け
橋
の
よ
う
な
陸
橋
を
架
け
る
計
画

だ
と
い
う

。

鷹

の
巣

観
音

鷹
の
巣
の
観
音
さ
ん
は
非
常
に
ご
利
益
あ
ら
た
か
な
観
音
さ
ん
で
あ
る

。



昔
、
桝
形
城
の
殿
様
が
赤
田
城
へ
行
く
時
、
こ
の
観
音
さ
ん
の
前
を
馬
に
乗

っ
て
通
れ
な
か
っ
た
。馬
に
乗
っ
て
通
る
と
必
ず
た
た
っ
て
落
ち
る
か
、
け
が

を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
殿
様
が
そ
ん
な
あ
ら
た
か
な
観
音
さ
ん
は
物
騒

だ
か
ら
と
堂
の
前
に
埋
め
さ
せ
た

。
椿
の
株
の
下
で
あ
る
と
言
伝
え
ら
れ
て
い

る

。小
さ
な
観
音
堂
は
現
在
祀
ら
れ
て
い
る
仏
像
は
、
土
に
埋
め
ら
れ
た
仏
像
の

代
品
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る

。

（注
）

こ
の
観
音
屋
敷
と
観
音
堂
は
、
五
十
嵐
孫
左
エ
門
の
所
有
。

タ

カ

ノ

ス
百

庚

申

鷹
の
巣
観
音
屋
敷
に
沢
山
の
庚
申
塔
が
建
て
て
あ
る
。
こ
の
部
落
の
隆
盛
だ

っ
た
こ
ろ
、
庚
申
講
の
信
心
深
い
講
員
が
あ
っ
て
、
見
晴
ら
し
の
よ
い
観
音
屋

敷
に
庚
申
塔
を
百
基
建
て
る
こ
と
を
発
願
し
て
、
見
事
成
就
し
た
も
の
で
あ
る

。

発
願
成
就
の
祝
に
は
、
こ
の
山
村
に
珍
ら
し
い
花
火
が
上
げ
ら
れ
た
と
の
こ
と
。

今
、
村
の
鎮
守
さ
ん
六
社
宮
の
縁
の
下
に
あ
る
花
火
筒
が
そ
の
時
使
っ
た
も
の

で
あ
る
。

観
音
屋
敷
の
ま
わ
り
の
崖
は
深
く
て
、
石
を
落
す
と
ゴ
ロ
ゴ
ロ
う
な
り
を
た

て
て
落
ち
る
の
で
、
百
庚
塔
も
若
い
衆
の
力
く
ら
べ
の
犠
牲
に
な
っ
て
谷
に
投

げ
込
ま
れ
、
二
、
三
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
支
那
事
変
で
戦
死
し
た
政

吉
さ
ん
が
青
年
会
長
の
時
、
有
志
の
力
を
借
り
て
下
の
谷
を
探
し
て
か
つ
ぎ
上

げ
た
の
で
今
は
十
六
、
七
基
建
っ
て
い
る

。

お

え

ん

沢

鷹
の
巣
か
ら
高
鳥
へ
越
す
と
こ
ろ
に
、

「
お
え
ん
沢
」
と
い
う
沢
が
あ
る
。

昔
、
狼
が
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
た
沢
だ
と
い
う
。

あ
る
晩
、
鷹
の
巣
の
者
が
、

が
んぎで
子
ど
も
に
小
便
を
さ
せ
て
い
て
狼
に

さ
ら
わ
れ
た
。
鷹
の
巣
の
者
は
怒
っ
て
、
こ
の
狼
を
退
治
し
た
。
高
鳥
の
大

欅

の
下
に
そ
の
狼
は
埋
め
ら
れ
た
と
言
伝
え
ら
れ
て
い
る
。


