


黒

姫

山

第
三
紀
層
よ
り
噴
出
し
た
輝
石
安
山
岩
よ
り
成
立
し
た
山
と
い
う
。

海
抜
八
百
九
十
八
メ
ー
ト
ル
山
上
に
鵜
川
神
社
が
あ
る

。
美
都
波
能
売
神
お

よ
び
黒
姫
大
神
を
ま
つ
っ
て
い
る
。
由
来
は
景
行
天
皇
の
御
宇
、
武
内
宿
弥
が

諸
国
を
巡
視
さ
れ
た
時
、
当
国
に
参
ら
れ
瑞
雲
の
た
な
び
い
て
い
る
黒
姫
を
見

て
、
そ
こ
に
尊
い
神
が
鎮
座
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
遙
か
に
た
ず
ね

登
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
神
の
御
託
が
あ

っ
て
、
舟
の
大
倉
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
瑞

殿
を
建
立
さ
れ
、
大
倉
氏
の
祖
先
が
宮
司
と
な
っ
て
奉
崇
し
て
き
た
と
の
こ
と

で
あ

る

。

天
武
天
皇
の
白
鳳
六
年
、
神
託
に
よ
っ
て
、
十
町
子
丑
の
方
へ
社
を
引
き
更

に
、
後
小
松
天
皇
の
応
永
二
年
約
三
町
東
方
へ
遷
座
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

今
の
元
屋
敷
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る

。

鵜
川
神
社
と
い
う
社
号
は
美
都
波
能
売
神
が
北
海
の
波
を
渡
っ
て
来
ら
れ
磐

の
御
船
に
当
山
へ
漂
い
つ
か
れ
た
時
、
多
く
の
鵜
が
翼
を
並

べ
て
先
導
し
た
。

そ
し
て
帆
柱
山
と
黒
姫
山
と
の
接
合
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
池
に
そ
の
鵜
が
住
む

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

。
こ
の
池
が
渋
池
で
あ
り
池
の
水
が
流
れ
落
ち
て
川
と

な
っ
た
の
が
鵜
川
で
あ
る

。

黒
姫
大
神
は
西
頸
城
郡
黒
姫
山
鎮
座
の
奴
奈
川
媛
命
で
ま
た
の
名
を

「く
ろ

ひ
め
」
と
い
い
、
越
後
の
国
を
経
営
し
た
大
国
主
命
の
妃
で
あ
っ
た
。
命
は
遠

く
、
こ
の
国
に
来
て
、
機
織
を
土
民
に
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。

黒
姫
山
の
船
道
と
帆
柱
石

み
つ
は
の
女
神
は
、
昔
、
い
わ
の
御
船
で
、
こ
の
山
に
漂
い
つ
か
れ
、
岩
屋

に
突
き
あ
た
り
、
船
が
岩
屋
の
中
に
め
り
込
ん
だ
と
い
う

。

そ
の
時
、
船
が
通
ら
れ
た
あ
と
が
あ
る

。
清
水
谷
地
内
の
傾
斜
面
の
草
の
色
が

黒
味
を
お
び
て
一線
を
な
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
船
道
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

山
中
、
高
さ
六
七
間
の
岩
が
四
個
あ
る
が
、
そ
れ
を
帆
柱
石
と
よ
ん
で
い
る
。

そ
の
時
の
船
の
帆
柱
が
石
に
な
っ
た
も
の
と
い
う
。所
々
に
鉄
の
輪
を
か
け
た

よ
う
な
所
が
あ
る

。

黒
姫
山

の
岩
屋

「婆
の
岩
屋
」
と
も

「船
岩
屋
」
と
も

「姫
が
倉
」
と
も
い
う
。

清
水
谷
に
面
し
た
断
崖
に
あ
り

。入
口
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
、
中
に
入
る
に
従
っ

て
次
第
に
低
く
、
深
さ
十
メ
ー
ト
ル
位
で
あ
る

。

こ
れ
は
磐
の
船
が
、
つ
き
あ
た
っ
て
出
来
た
穴
だ
と
い
う

。

こ
の
岩
屋
の
奥
で
、
こ

の
山
の
神
は
、
機
を
織

っ
て
い
ら
れ
、
こ
の
女
神
の
織

ら
れ
る
機
の
音
を
聞
い
た
も
の
は
、
機
織
が
上
手
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る

。

※
一
説
に
は
、
岩
窟
の
中
で
山
姥
が
住
ん
で
い
て
機
を
織
っ
て
い
た
と
い
う
事

で
あ

る

。



黒

媛

大

女

神

仁
徳帝の
皇
太子が
越
後
の
国
頸
城
郡
の
ぬ
ながわ
の
姫
（ま
た
の
名
を

姫
）
を
お
き
さ
き
に
迎
え
よ
う
と
い
う
申
し
出
で
が
ぁ
り
、
ぬ
な
が
わ
姫
が

京
さ

れ
た。そ
し
て
結
婚
式
の
前
夜
、
偽
り
の
皇
太

子に花
の
蕾
を
破
ら
れて

し

ま

っ
た

。

そ
れ
と
さ
と
った
ぬ
な
が
わ
姫
は
皇
太
子
に
対
し
て
申
し
わ
け
が
な
い
と
思

い
、
黒
姫
山
へ
た
て
こ
も
ら
れ
た
。

ぬ
な
が
わ
姫
が
黒
姫
山
に
た
て
こ
も
ら
れ
て
か
ら
も
、
あ
た
り
の
婦
女
子
に

女
の
技
を
教
え
て
一生
を
終
ら
せ
ら
れ
た
が
そ
の
ご
遺
言
の
中に

「未
だ
結
婚
し
な
い
女
が
他
国
の
男

に花の
蕾
を
破
ら
れ
て
も
姙
娠
は
さ
せ

な
い
」

と
誓
わ
れ
て
あ
っ
た
と
い
う
。

黒
姫
山
三
十
三
観
音

土日か
ら
米
山
は
男
神
、
黒
姫
山
は
女
神
で
あ
る
と言わ
れ
て
い
る
。
「姫
が

倉
」
の
外
に
は
、
三
十
三

観
音が祀ら
れ
て
あ
り
、こ
こ
に
祈
る
と
、女
性
の

願
い
は
何
で
も
か
な
う
と
言
わ
れ
、
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
る
。

黒
姫
山

の
七

ふ
し
ぎ

（
一）み
は
た
の音

鎮

座

の
岩
屋
の
中
ら
、
機
の
音
が
き
こ
え
る
と
い
う
。

（

二
）夏
の
あ
け
ぼ
の

（
頂上から
夏日日の出をおがむと、必ず紫雲が現われるという
。

（三
）駒
の
足
形

黒姫山
の山中所所に、馬の足あとがあるという
。

（四）駒
形

毎

年

雪
が
消
え
る
時
、
そ
の
残
雪
が
白
馬
の
形
になる
と
い
う
。

（五
）小
笹
の
音

朝
谷谷
から
笹
をふる音
がす
る
。

（六
）七
つ
岩
屋

山
中そ
の
形
同
じ
い
七
つ
の
岩
屋
が
あ
る
。

（七）七
つ
池

水
の
増
減
な
く
、
常
に
鵜
が
遊
ぶ
と
い
う
。

黒
姫
山

の
竜
灯

黒姫神社の社前の
大ブナの
木を竜灯木とい
う。時々
麓に

怪

火
が
あ
らわれ、黒姫山をかけ上り、大ブナの木に登って、てっぺんで消え

る
。海
上
難
波
し
ようと
す
る
船
に
、
竜
が
灯
を
点
じ
て
黒
姫
山
に
か
け
上
り
、



船
の
標
識
に
な
る
の
だ
、
と
信
仰
さ
れ
て
い
る

。

ま

た

た

び

清

水

鵜
川
の
水
源
で
あ
る

「ま
た
た
び
清
水
」
は
清
水
谷
地
内
に
あ
る

。

白
川
風
土
記
に
「黒
姫
山
黒
姫
神
女
の
御
手
洗

「
一
升
の
出
つ
ぼ
」
と
い
い
、

一
升
ま
す
の
よ
う
な
水
つ
ぼ
が
ニ
ケ
所
よ
り
湧
き
出
て
い
る
水
を
、
ま
た
た
び

清
水
と
い
う
」
と
あ
る
。

そ
の
水
は
大
変
清
く
、
長
い
間
貯
蔵
し
て
も
、
味
が
変
ら
な
い
の
で
、
船
頭
た

ち
が
喜
ん
で
船
に
積
み
こ
ん
だ
と
い
う
。

一
説
に
は
、
弘
法
大
師
が
こ
の
水
を
飲
ま
れ
、

「
ま
た
旅を
し
て
来
た
時
、
こ
こ
に
来
て
こ
の
水
を
飲
も
う
」

と
い
わ
れ
た
の
で
、
ま
た
た
び
清
水
と
よ
ぶ
と
い
う

。

黒
姫
の
腰
掛
岩
と
腰
掛
松

黒
姫
の
中
腹
に
、
鵜
川
の
水
源
池

「
出
つ
ぼ
」
が
あ
る

。
そ
の
上
方
に
大
岩

が
あ
っ
て
、

「腰
掛
岩
」
と
言
い
、
み
つ
わ
の
女
神
が
お
休
み
な
さ

れ
た
所
と
、

伝
え
ら
れ
て
い
る

。

尚
、
そ
こ
に
腰
掛
松
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
は
枯
れ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た

。

黒

姫
山

の
黒
石

白
倉

・
清
水
谷

・
磯
之
辺
の
分
水
嶺
の
下
を
、
黒
石
と
呼
ん
で
い
る

。
そ
こ

を
又
通
称
黒
石
の
婆
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
少
し
上
を
虫
喰
平
と
い
っ
て
小
さ

な
穴
が
無
数
に
あ
っ
て
、
金
銀
財
宝
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う

。
そ
の
財
宝
の

番

人
は
、
黒
石
に
住
む

「
オ
ウ
ジ
ン
シ
ュ
」
と
い
う
天
狗
だ
と
い
う

。

黒
姫
山

麓

一
帯
の
麦
作

黒
姫
山
を
取
り
ま
く
二
十
ケ
村
で
は
麦
を
作
ら
な
い
言
伝
え
に
な
っ
て
い
る
。

昔
語
り
に
、
黒
姫
山
の
神
様
が
山
を
見
廻
り
な
さ

っ
た
途
中
、
麦
の
わ
ら
に

足
を
す

べ
ら
せ
て
目
を
突
い
て
大
変
な
や
ま

れ
た
と
か
で
、
大
変
麦
を
い
み
き

ら
わ
れ
た
と
、
そ
れ
よ
り
こ
の
近
郷
で
は
麦
を
作
ら
な
い
と
か
。

思
う
に
麦
は
こ
の
地
で
は
不
適
当
な
の
で
は
な
い
か

。

初

雪

占

い

黒
姫
山
に
初
雪
が
来
て
二
度
、
三
度
黒
姫
山
に
雪
が
降
る
と
こ
ん
ど
は
里
へ

初
雪
が
や
っ
て
く
る
と
い
わ
れ
て
い
る

。

そ
し
て
、
初
雪
が
笠
雪

（山
の
頂
上
に
笠
ほ
ど
降
っ
た
こ
と
を
い
う
）
で
あ

れ
ば
そ
の
冬
は
小
雪
だ
と
さ
れ
、
み
の
雪

（初
め
て
降
っ
た
雪
が
山
の
す
そ
の



方
ま
で
白
く
な
っ
た
場
合
）
で
あ
れ
ば
、
こ
と
し
や
大
雪
だ
ぞ
う
と
雪
占
い
を

し
て
い
る

。鵜

川

に

つ
い

て

中
頸
城
郡
源
村

（
今
の
吉
川
町
）
に
、
わ
ず
か
に
湧
き
出
て
い
る

「ま
た
た

び
清
水
」
と
い
う
泉
が
あ
る

。
―
一
名
、
弘
法
清
水

―
こ
の
清
水
は
今
の

川
に
合
流
し
て
、
え
ん
え
ん
と
上
条
郷
を
流

拠
日
本
海
に
注
い
で
い
る
が
、
不

思
議
に
魚
類
の
繁
殖
が
非
常
に
良
好
な
の
で
、
世
の
人
呼
ん
で
こ
れ
を
魚
川
と

言
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
魚
川
が
だ
ん
だ
ん
変
っ
て
鵜
川
と
呼
び
か
え

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う

。

女

谷

の

地

名

八
石
城
主
毛
利
氏
が
滅
び
た
時
、
そ
の
奥
方
は
野
田
の
花
栄
寺
に
の
が
れ
て

尼
と
な
ら
れ
、
数
年
に
し
て
逝
去
さ
れ
た
。

奥
方
に
附
き
添
っ
て

お
っ
た
女

中
は
、
元
来
性
質
が
淳
朴
で
、
忠
実
で
あ
っ
た

が
、
奥
方
の
位
牌
を
懐
に
入
れ
て
、
谷
間
に
草
庵
を
作
り
、

一
心
に
開
墾
し
た
。

一
念
は
数
反
歩
の
開
墾
畑
と
な

っ
た

。

後
の
人
は
、
女
中
の
開
拓
し
た
村
だ
と
い
う
の
で
、
そ
の
地
を
女
谷
と
名
づ
け

た

。

毘

沙

門

堂

の

由

来

今
か
ら
二
百
年
程
前
、
宝
歴
年
間
九
代
将
軍
家
重
時
代
、
上
野
の
中
村
久
右

工
門
が
佐
水
と
行
き
来
す
る
う
ち
に
、
関
矢
家
に
あ
ら
た
か
な
毘
沙
門
天
の
あ

る
こ
と
を
聞
き
知
り
、
譲
り
受
け
て
家
の
護
り
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
あ
ん
ま
り
、

あ
ら
た
か
な
の
で
時
々
罰

（ば
つ
）
を
加
え
ら
れ
、
持
て
あ
ま
し
た
久
右
工
門

は
新
井
橋
か
ら
捨
て
て
し
ま
お
う
と
、
か
つ
ぎ
出
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
高
原
田

地
蔵
堂
に
了
全
と
い
う
堂
主
が
い
た

。
夢
枕
に
毘
沙
門
天
が
立
た
れ
、
久
右
工

門
が
川
へ
流
す
か
ら
と
救
い
を
求
め
ら
れ
た
。
驚
い
た
了
全
が
新
井
橋

へ
か
け

つ
け
る
と
今
ま
さ
に
川
へ
投
げ

込
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
不
心
得
を
さ
と
し
て
堂

に
持
ち
帰
え
り
安
置
し
た
と
い
う

。

現
在
は
観
音
堂
と
言
わ
ず
毘
沙
門
堂
と
い
い
、
昔
の
地
蔵
尊
に
代
り
毘
沙
門

天
が
正
座
に
つ
か
れ
て
あ
る

。

ま
た
正
観
音
は
雨
乞
観
音
と
し
て
信
仰
が
あ
つ
く
ご
利
や
く
も
て
き
面
だ
っ

た

。
両
仏
体
と
も
腐
蝕

（
ふ
し
ょ
く
）
が
ひ
ど
く
、
昭
和
二
十
七
年
京
都
の
重

要
文
化
財
修
理
技
師
白
石
義
雄
氏
に
修
理
さ
る

。
仏
体
お
迎
え
の
時
、
一
寸
先

も
見
え
ぬ
豪
雨
と
な
り
、
お
堂
に
移
す
と
同
時
に
、
か
ら
り
と
晴
れ
た
と
い
う
。

両
仏
体
と
も
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
市
文
化
財
に
指
定
さ
る
。

毘
沙
門
堂
の
境
内
の
蛙
は
鳴
か
な
い
と
い
う

。

そ
れ
は
毘
沙
門
天
を
招
請
し
た
時
、
蛙
が
鳴
い
た
の
で
、
う
る
さ
く
思
わ
れ
、

蛙
の
口
の
ま
わ
り
を
墨
で
輪
を
書
い
た

。
そ
れ
以
後
蛙
は
鳴
か
な
く
な
っ
た
と

い
う

。



正

観

音

の

話

享
保
十
五
年
春
、
諸
国
行
脚
僧
が

中
頸
城
米
山
の
素
封
家
に
安
置
し
て
あ
っ

た
正
観
音
の
立
像
を
盗
み
出
し
て
来
て
、
当
地
友
左
工
門
に
泊
り
翌
朝
、
笈

（

お
い
）
を
あ
け
て
お
が
み
友
左
工
門
も
お
ま
い
り
す
る
と
、
実
に
稀
な
仏
体
で

あ
る

。
し
か
し
、
こ
こ
に
持
っ
て
来
た
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
村
役
人
で
あ

る
新
左
工
門
を
呼
ん
で
事
情
を
き
い
た
。

行
脚
僧
か
ら
仏
体
を
譲
り
受
け
、
称
名
寺
の
不
用
な
旧
寺
を
も
ら
い
和
尚
伝

心
と
相
談
し
て
女
谷
の
有
志
の
寄
付
を
得
て
お
堂
を
建
立
称
名
寺
の
末
寺
と
し

利
用
し
神
霊
を
奥
殿
に
納
め
黒
姫
神
社
境
内
に
黒
姫
山
観
音
と
改
称
し
た

。
神

仏
混
合
の
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
不
思
議
は
な
い

。

昭
和
の
始
め
高
原
田
裏
山
に
雪
禍
二
回
も
あ
り
、
こ
の
た
め
地
蔵
堂
を
お
守

り
と
し
て
建
立
高
原
田
総
意
で
其
の
後
佐
水
よ
り
毘
沙
門
天
像
を
お
迎
え
し
た
。

正
観
音
は
高
さ
二
尺

（
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
余
の
桂
の
一
本
彫
の
立
像

で
行
基
菩
薩
作
、
大
正
十
三
年
四
月
宮
原
学
校
増
築
す
る
に
敷
地
が
狭
い
た
め

観
音
寺
を
高
原
田
地
蔵
に
合
併
の
許
可
を
得
て
観
音
寺
と
改
称
し
、
拝
殿
欄
間

な
ど
は
旧
称
名
寺
の
御
堂
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
に
し
観
音
堂
に
取
り
つ
け

称
名
寺
の
風
格
を
保
存
し
た

。

約
七
百
年
前
の
作
、
台
座
に
記
さ

れ
た
文

「
越
後
国
高
田
朝
日
山
朝
日
寺
本

尊
正
観
音
、
立
像
二
尺
、
行
基
菩
薩
御
作
、
朝
日
野
観
音
こ
れ
な
り
、
新
潟
往

生
院
隠
居
証
誉
的
丘
之
を
受
け
是
を
建
立
す

。

建
立
施
主
、
相
誉
栄
人
居
士
、
妙
意
大
姉
、
旭
光
秀
謹
童
子
、
釈
安
常
慶
居

士
、
松
音
清
寒
居
士
、
正
誉
正
覚
葉
空
妙
江
」
と
記
さ
れ
て
い
る

。

秋

葉

山

の
祠

布
施
庄
兵
工
さ
ん
の
盛
ん
で
あ
っ
た
以
前
に
小
池
五
大
夫

（五
大
い
ど
ん
）

が
一
盛
を
極
め
た
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
（今
中学
校
屋
敷
が
小
池
氏
の
屋
敷
）
小

池
氏
の
先
祖
は
野
田
村
田
屋
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る

。

宝
歴
年
間
今
か
ら
二
百
七
十
年
程
前
五
大
夫
の
全
盛
時
代
に
高
原
田
の
秋
葉

山
は
見
晴
し
も
よ
し
、
位
置
も
よ
し
、
こ
こ
に
秋
葉
大
明
神

（火
伏
の
神
）
を

ま
つ
り
、
村
中
の
火
を
守

っ
て
も
ら
お
う
と
計
画
し
て
六
尺
程

（
一
八
○
セ
ン

チ
）
の
大
石
を
刻
ま
せ
た
。
し
か
し
村

中
に
そ
れ
を
山
上
ま
で
上
げ
る
者
が
い

な
い
。
上
野
部
落
に
武
田
孫
市
家
の

「駒
六
蔵
」
と
い
う
力
持
ち
が
い
た

。
暴

れ
馬
で
も
す
ぐ
押
し
し
ず
め
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
そ
の
名
が
あ
る

。
大
石
を

上
げ
る
話
を
聞
い
て

「よ
し
、
お
れ
が
か
つ
い
て
く
れ
る
ぞ
」
と
い
っ
て
、
彼

は
荷
縄
を
ぎ
り
き
り
足
に
巻
き
つ
け
て
足
が
む
ざ
け
ぬ
よ
う
に
し
て

（藤
つ
る

を
た
た
い
て
ま
い
た
と
い
う
人
も
い
る
）
つ
い
に
頂
上
ま
で
か
つ
き
上
げ
た

。

霊
験
あ
ら
た
か
な
火
の
神
様
で
村
に
火
事
が
あ
る
時
は
夜

中
の
十
二
時
に
貝
が

鳴
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

最
近
の
道
正
の
火
事
の
時
も
、
与
惣
左
工
門
の
火
事
の
時
も
夜
中
に
貝
が
鳴

っ
て
村
人
に
注
意
を
う
な
が
し
た
そ
う
で
あ
る

。

静

雅

園

鵜
川
小
学
校
に
天
下
の
名
苑
三
百
坪
の
和
式
庭
園

「静
雅
園
」
が
あ
っ
て
四



季
を
通
じ
朝
な
夕
な
に
庭
園
の
妙
趣
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
く
れ
て
い
る
。

庭
園
全
体
の
構
想
は
近
江
八
景
に
擬

（ぎ
）
し
最
後
方
を
築
山
と
し
て
大
小

二
つ
の
池
が
石
橋
に
接
し
て

「
心
」
字
を
か
た
ど
っ
て
い
る

。
築
山
の
全
面
は

苔
で
覆
わ
れ
亭
々
と
し
て
天
に
そ
そ
り
立
つ
五
葉
松
を
中
心
に
、
も
み
、
い
ち

ょ
う
、
ほ
か
杉
栗
な
ど
、
う
っ
そ
う
た
る
形
相
を
示
し
て
い
る

。
池
畔
に
は
当

地
産
出
の
平
面
持
つ
大
石
約
二
百
個
を
配
置
し
て
滝
に
擬
し
あ
る
い
は
岩
壁
を

造
る

。
燈
籠
の
数
は
大
小
合
わ
せ
て
十
基
、
池
畔
及
び
平
地
に
、
つ
つ
じ
七
十

本
か
え
で
な
ど
十
本
こ
れ
ら
は
す

べ
て
茶
園
の
よ
う
に
刈
り
込
ん
で
あ
る

。
ま

た
庭
を
取
り
ま
く
石
垣
の
重
厚
さ
は
訪
れ
る
人
の
心
を
と
ら
え
ず
に
は
お
か
な

い
も
の
で
あ
る

。

こ
の
静
雅
園
は
当
地
の
旧
家
布
施
氏
七
代
の
祖

（現
当
主
市
内
西
本
町
静
雅

堂
歯
科
医
布
施
輝
夫
氏
）
が
天
保
か
ら
明
治
初
年
に
わ
た
り
築
造
し
九
代
禎
二

氏
に
い
た
り
完
成
し
た
も
の
で
京
都
か
ら
庭
師

（氏
名
不
詳
）
を
招
き

一
門
郎

党
の
協
力
を
得
て
築
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

。
こ
の
庭
師
は
岡
野
町
村
山
氏

の
貞
観
園
の
構
築
に
参
画
し
て
帰
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

良
斉
氏
は
壮
年
時
代
長
崎
に
歴
遊
し
、
洋
学
を
修
め
て
帰
郷
、
後
進
の
指
導

に
当
り
蘭
医
そ
の
門
か
ら
輩
出
し
て

「
静
雅
堂
」
は
そ
の
塾
名
で
あ
る
。

昭
和
三
十
年
十
代
の
貞
夫
氏
の
時
鵜
川
村
記
念
事
業
と
し
て
小
学
校
々
舎
移

転
の
候
補
地
に
布
施
氏
邸
跡
が
選
ば
れ
庭
屋
敷
そ
の
ま
ま
小
学
校
敷
地
に
な
っ

た
の
で
あ
る

。
孝

則

筆

塚

旧
鵜
川
診
療
所
の
傍
ら
に
彫
り
の
見
事
な
石
塔
が
あ
る
。
こ
れ
が
当
地
私
塾

の
創
始
者
布
施
孝
則
氏

（
現
市
内
布
施
眼
科
医
徳
衛
氏
の
三
代
前
）
の
徳
を
慕

う
筆
子
た
ち
の
建
て
た
常
夜
燈
の
筆
塚
で
あ
る

。
（明
治
十
七
年
建
立
）

氏
は
若
く
し
て
南
条
村
の
藍
沢
師
か
ら
漢
学
を
習
い
幕
末
の
十
年
間
は
天
領

庄
屋
と
し
て
大
い
に
活
躍
さ
れ
た

。
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
村
内
の
子
弟
を
白

宅
に
集
め
読
書

・
算
術

・
習
字
の
初
歩
を
教
授
し
て
そ
の
声
望
は
上
条
郷
に
な

り
ひ
び
い
た
の
で
あ
る

。
明
治
五
年
の
学
制
発
布
に
伴
い
七
年
に
鵜
川
校
開
設

の
運
び
と
な
り
、
引
続
き
旬
読
師

（教
師
）
と
し
て
三
年
間
勤
め
ら
れ
た
。
四

十

一
年
九
十
四
才
で
永
眠
さ
れ
る
ま
で
広
く
世
間
に
交
際
を
持
た
れ
米
寿
の
祝

い
な
ど
に
は
全
国
か
ら
著
名
な
学
友
が
馳
せ
参
じ
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

火
袋
の
下
、
石
柱
の
竜
は
氏
が
平
素
教
え
て
お
ら

れ
た

「雲
を
呼
ん
で
天
に
昇

る
」
と
い
う
気
風
と
当
家
に
伝
わ
る
「蛇
切
丸
」
を
現
わ
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
れ
を
力

一
杯
支
え
て
い
る
四
人
の
男
、
顔
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
、
姿
態
も
異
な

る
が
師
弟

一
丸
と
な
っ
た
向
学
の
気
風
を
お
の
ず
と
感
得
さ
せ
て
く

れ
る
素
晴

し
い
芸
術
品
で
あ
る

。

石
工
梅
沢
文
宗
氏
は
野
田
村
熊
谷
の
産

（現
当
主
敬
二
氏
の
父
）
十
八
才
で

こ
の
傑
作
を
生
み
出
し
た

。
道
行
く

人
誰
も
が
足
を
と
め
て
絶
讃
惜
し
ま
ぬ
石

塔
で
あ
る

。
黒

姫

神

社

黒
姫
山
頂
の
黒
姫
神
社
を
天
武
天
皇
の
白
鳳
六
年
神
託
に
よ
っ
て
、
十
町
子

丑
の
方
へ
社
を
引
き

（折
居
黒
姫
神
社
）
更
に
後
小
松
天
皇
の
応
永
二
年
約
三

町
東
方
へ
遷
座
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

。
今
の
元
屋
敷
が
そ
れ
で
あ
る
。

昭
和
三
年
小
学
校
移
転
に
伴
い
元
学
校
屋
敷
に
神
社
を
移
さ
れ
た
も
の
で
あ



る

。昭
和
三
十
三
年
九
月
十
五
日
女
谷
黒
姫
神
社
の
千
年
祭
を
行
う
。

十
四
日
の
前
夜
祭
に
は
百
五
十
発
の
花
火
打
上
げ
当
日
は
綾
子
舞
を
奉
納
し

て
夜
は
盆
踊
り
大
会
あ
り
女
谷
始
っ
て
以
来
の
大
祭
典
な
り
と
い
う
。

そ
の
年
折
居
上
向
の
黒
姫
神
社
の
二
千
年
祭
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る

。

大

杉

の

話

昔
あ
る
人
が
伊
勢
神
宮
に
参
拝
し
た
時
、
お
杉
、
お
玉
と
い
う
美
し
い
娘
に

出
会
っ
た
。
女
郎
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
が
話
を
聞
い
て
み
る
と
旅
芸
人

の
踊
り
子
で
、
女
谷
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
人

が
女
谷
に
来
て
み
る
と
、
黒
姫
神
社
と
今
の
高
原
田
の
郵
便
局
の
前
に
そ
れ
ぞ

れ
一
本
ず
つ
大
杉
が
あ
る
だ
け
で
人
家
は

一
軒
も
見
当
ら
な
か
っ
た

。

美
し
い
二
人
の
踊
り
子
、
お
杉
、
お
玉
は
こ
の
二
本
の
杉
の
化
身
だ

っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る

。
今

で
は
神
社
の
大
杉
は
市
の
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
、
四
方
八
方
に
枝
を
張
っ
て
う
っ
そ
う
と
生
え
繁
っ
た
古
木
は
参
詣

の
人
々
を
驚
か
せ
て
い
る

。
郵
便
局
前
の
大
杉
は
周
囲
二
丈
五
尺

（
七
・
五
メ

ー
ト
ル
）
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
い
つ
の
間
に
か
切
ら
れ
て
跡
か
た

も
な
い

。
こ
の
杉
を
お
玉
杉
と
言

っ
て
い
た
か
ら
神
社
の
は

お
杉
と

い
う
わ
け

で

ある。

板
山
池
と
布
施
徳
兵
衛

鵜
川
地
区
女
谷
の
奥
三
里

（十
ニ
キ

ロ
）
程
の
山

中
に
一
つ
の
池
が
あ
る
。

も
う
そ
こ
は
米
山
続
き
の
山
々
が
近
く
に
迫

っ
て
周
囲
の
木
々
は
黒
い
影
を
湖

面
に
落
し
て
い
る

。
里
人
は
そ
の
池
を
板
山
池
と
呼
ん
で
い
る

。
昔
女
谷
に
布

施
徳
兵
衛
と
い
う
庄
屋
が
あ
っ
た

。
あ
る
晩
珍
ら
し
く
夢
を
見
た

。
板
山
池
の

主
だ
と
い
う
竜
が
現
わ
れ
て

「
実
は
こ
の
度
信
州
の
野
尻
の
池
の
主
と
戦
わ
ね

ば
な
ら
な
く
な

っ
た

。
つ
い
て
は
是
非
あ
な
た
の
刀
が
借
り
た
い
、
承
知
し
て

く
れ
る
な
ら
、
あ
な
た
の
家
の
屋
根
の
上
に
あ
げ
で

お
い
て
く
れ
」
と
い
う
と

思

っ
た
ら
夢
が
さ
め
た

。
徳
兵
衛
は
気
味
が
悪
い
や
ら
恐
し
い
や
ら
ど
う
し
て

よ
い
か
わ
か
ら
な
い

。
し
か
し
、
夢
の
通
り
に
し
て
お
く
こ
と
が
最
も
よ
い
方

法
で
あ
る
と
思
い
、
家
伝
の
宝
刀
を
屋
根
の
上
に
お
い
た
。
幾
日
も
経
た
ぬ
う

ち
に
そ
の
刀
は
見
え
な
く
な
っ
た

。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
野
尻
の
池
の
水

が
真
赤
に
染
っ
た

。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
徳
兵
衛
さ
ん
の
家
の
屋
根
に
刀
が
も

ど

っ
て
い
た
。
刀
を
抜
い
て
見
る
と
少
し
刃
が
欠
け
て
い
た
そ
う
で
あ
る

。
そ

れ
は
野
尻
の
池
の
主
と
の
戦
い
の
際
欠
け
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
う

。
布
施
家
で

は

「蛇
切
り
丸
」
と
言
っ
て
家
宝
と
し
て
保
存
し
て
い
る
。

戦
い
の
原
因
は
板
山
の
主
が
信
州
の
主
の
所
へ
お
嫁
を
も
ら
い
に
行
っ
た
。

と
こ
ろ
が
野
尻
の
主
は
、
お
前
の
よ
う
な
小
さ
な
池
へ
や
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
言
っ
た

。
再
三
の
申
し
入
れ
も
受
け
ら
れ
ず
、
つ
い
に
怒
っ
て
戦
い
を
し
か

け
た
と

い
う
こ
と
だ

。
ま
た
こ
の
池
に
石
を
投
げ
る
と
必
ず
雨
が
降
る
と
言
わ

れ
て
い
る

。



椀
貸
し
板
山

の
池

女
谷
よ
り
奥
三
里

（十
ニ
キ

ロ
）
の
山
中
に
板
山
の
池
と
い
う
い
く
ら
風
が

吹
く
と
も
木
の
葉

一
つ
落
ち
な
い
雨
を
祈
れ
ば
雨
を
降
ら
す

。
お
膳
を
貸
し
て

下
さ
い
と
紙
に
書
い
て
池
に
入
れ
れ
ば
幾
人
前
で
も
ち
ゃ
ん
と
揃
え
て
池
の
端

に
出
し
て
貸
し
て
く
れ
る
し
、
お
椀
を
貸
し
て
下
さ
い
と
い
え
ば
ち
ゃ
ん
と
揃

え
て
貸
し
て
く

れ
る
と
い
う
池
が

あ
っ
た

。

こ
の
池
の
主
と
野
尻
の
池
の
主
と
戦
う
た
め
女
谷
布
施
徳
兵
衛
氏
の
蛇
切
丸

が
活
躍
し
た
の
で
あ
る

。

長

者

が

塚

昔
、
女
谷
の
長
者
が
原
に

（現
在
の
鵜
川
郵
便
局
前
の
丘
）
長
者
が
い
た

。

長
者
に
は
た
っ
た

一
人
の
娘
が
あ
っ
た

。
年
ご
ろ
に
な
る
と
良
縁
が
あ
っ
て
佐

渡
か
ら
婿

（む

こ
）
を
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た

。
娘
は
も
と
よ
り
や
さ
し
い
娘

で
あ
っ
た

。
婿
も
気
立
の
や
さ
し
い
男
で
あ
っ
た

。
夫
婦
仲
は
他
の
見
る
目
も

う
ら
や
ま
し
い
程
む
つ
ま
じ
か
っ
た
。
長
者
夫
婦
も
よ
い
婿
を
迎
え
た
と
心
か

ら
喜
ん
だ

。
幸
福
な
日
が
長
者
の
家
に
続
い
た

。
し
か
し
そ
の
幸
福
の
神
も
つ

い
に
長
者
の
家
を
離
れ
て
い
っ
た

。
ど
う
し
た
こ
と
か
大
事
な
婿
が
急
に
佐
渡

へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

。
四
十
九
里
の
浪
路
を
越
え
て
来
て
く
れ
た

婿
が
再
び
戻
れ
よ
う
も
な
い
佐
渡

へ
帰
る
と
は
、
世
に
も
は
か
な
い
契
で
あ
っ

た
。
娘
は
泣
い
て
ば
か
り
い
た
．
泣
い
て
泣
い
て
泣
き
尽
し
た
末
に
娘
は
と
う

と
う
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

。
恋
し
い
人
に
生
別
れ
、
病
の
床
に
悶
々

（

も
ん
も

ん
）
の
情
や
る
せ
た
さ
に
娘
は
つ
い
に
帰
ら
ぬ
旅
に
上
っ
て
し
ま

った。

「私
が
死
ん
だ
ら
佐
渡
の
見
え
る
山
の
上
に
埋
め
て
く
れ
よ
」
と
遺
言
し
た

。

そ
の
遺
言
に
よ
っ
て
出
来
た
の
が
長
者
塚
で
あ
る

。
女
谷
か
ら
は
佐
渡
が
見
え

る
日
も
あ
る

。
見
え
な
い
日
も

あ
る

。
し
か
し
長
者
塚
の
あ
る
山
の
上
か
ら
は

い
つ
で
も
佐
渡
が
見
え
る
と
言
わ
れ
て
い
る

。
現
在
は
跡
に
何
も
と
ど
め
な
い

雑
木
と
畑
に
お
お
わ
れ
て
い
る

一
つ
の
丘
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
伝
え
に
ょ
れ

ば

今
か
ら
百
数
十
年
前
番
屋
部
落
の
某
兄
弟
が
金
銀
の
は
た
ご
を
手
に
入
れ
夜
を

徹
し
て
そ
の
取
り
く
ず
し
を
し
夜
の
白
々
と
明
け
る
の
を
待

っ
て
京
に
逃
げ
た

と

い

う

。

こ
の
長
者
塚
は
元
日
の
朝
に
鶴
の
声
が
き
こ
え
る
と
い
う

。
そ
れ
は
長
者
の
塚

の
副
葬
品
の
金
の
鶴
が
な
く
の
だ
と
い
う

。

天

狗

松

鵜
川
ス
キ
ー
場
の
あ
る
山
を
天
狗
松
と
い
う

。
頂
上
に
素
晴
し
い
枝
ぶ
り
の

大
人
四
人
で
や
っ
と
抱
き
つ
か
れ
る
よ
う
な
大
木
で
山
の
風
致
を
添
え
て
い
た

が
松
喰
虫
に
や
ら
れ
て
枯
れ
て
し
ま

った。

近
く
に
長
者
清
水
が
あ
り
長
者
の
住
居
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

長
者
が
こ
の
松
の
木
の
根
元
に
宝
物
を
埋
め
、
そ
れ
を
堀
り
出
さ
せ
ぬ
た
め

松
の
木
に
天
狗
が
住
ん
で
い
る
か
ら
そ
ば
へ
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
言
い
伝
え

た
も
の
ら
し
い
。
あ
る
年
谷
根
の
お
坊
さ
ん

（新
沢
瑞
覚
師
、
生
仏
様
と
仰
が

れ
た
人
）
が
そ
の
あ
た
り
を
通
ら

れ
「
こ
の
宝
は
ま
だ
堀
る
時
期
で
は
な
い
そ
、

時
期
が
来
れ

ば
ほ
ん
と
う
の
正
直
の
人
に
堀
れ
と
い
う
金
令
が
あ
る
」
と
い
わ



れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

。

布
施
庄
兵
工
さ
ん
が
戸
長
の
時
、
村
中
で
塚
か
ら
二
町
余
二
日
半
も
か
か
っ

て
堀

っ
た
け
れ
ど
も
何
も
な
く
た
だ

「
五
り
ん
の
石
」
だ
け
二
個
出
た
そ
う
で

あ

る

。

今
宮
原
の
元
新
八
の
庭
園
に
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

梅

本

院

の
縁
起

当
山
は
人
皇
四
十
八
代
称
徳
天
皇
神
護
年

中
、
丹
波
国
弓
削
道
鏡
法
王
当
国

を
行
脚
し
て

来
た
際
、
空

中
に
紫
雲
が
あ
り
、
道
鏡
が
山
に
登
る
と
役
小
角

（

え
ん
の
お
ず
ぬ

―
修
験
行
者
の
祖

―
）
が
現
わ
れ
法
皇
に
つ
げ
て
い
う
に
は
、

大
峯
洞
呂
川
に
毒
蛇
が
住
み
、
苦
行
す
る
僧
侶
は
山
に
入
る
こ
と
が
出
来
ず
末

流
私
峯
を
立
っ
て
国
々
の
峯
に
入
る
と
い
っ
て
も
、
ま
だ
そ
の
峯
を
知
る
も
の

が
な
い
。
こ
の
山
は
不
動
尊
の
霊
場
で
あ
り
、
罪
障
懺
悔

（ざ
い
し
ょ
う
ざ
ん

げ
）
の
宝
峯
で
も
あ
る

。
「本
谷
の
里
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た

。
悲
し
い
こ

と
に
中
古
よ
り
ふ

る
だぬきが
住
ん
で
里
民
を
害
し
た
。
汝

（な
ん
じ
）
は
注

力
で
こ
れ
を
降
伏
さ
せ
、
仏
法
を
広
め
て
里
人
を
救
い
な
さ
い
。
汝
に
五
知
の

宝
冠
を
与
え
る

。
こ
れ
を
い
た
だ
い
て
修
行
す
れ
ば
魔
障

（ま
し
ょ
う
）
を
降

伏
す
る
こ
と
が
出
来
る

。
す
な
わ
ち
頭
巾
を
与
え
、
道
鏡
は
お
受
け
し
た
。
そ

れ
で

「頭
巾
山
」
と
名
づ
け
る

。

峯

中
見
回
す
と

一
滝
が
あ
る

。
感
満
の
水
音
が
響
く

。
道
鏡
が
喜
ん
で
、
ほ

ら
貝
を
鳴
ら
し
て
客
僧
を
呼
び
集
め
、
陀
羅
尼
の
お
経
を
よ
ん
だ
と
こ
ろ
不
動

尊
が
滝
の
上
に
現
わ
れ
た

。
行
者
は
滝
の
岩
に
法
螺
を
掛
け
て

お
経
を
よ
ん
だ

の
で

「
法
螺
掛
の
滝
」
と
名
づ
け
る

。

西
北
に
山
が
あ
る

。
明
星
山
と
名
づ
け
る
。
泰
澄
禅
師
解
脱
の
峯
と
名
づ
け

る

。
麓
に
岩
堀
が
あ
る

。
美
女
堀
と
い
う

。
つ
や

っ
ぽ
い
声
が
し
て
い
る
の
で

道
鏡
が
た
ず
ね
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
あ
や
し
い
女
が
集
っ
て
舞
い
歌
っ
て
さ
わ
い

で
い
る

。
法
皇
は
ふ
る
だ
ぬ
き
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
不
動
の
空
縛

（か
ら

し
ば
り
）
を
修
す
る
と
、
あ
や
し
い
女
は
、
み
ん
な
倒
れ
死
ん
だ

。
今
は
本
谷

村
を
改
め
て
女
谷
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
か
ら
で
あ
る

。
そ
の
法
験
が
あ
っ
た

の
で
山
を
法
験
山
と
名
づ
け
た

。

死
ん
だ
た
ぬ
き
が
化
け
て
出
た
と
い
う
処
に
一
宇

（
い
ち
う
）
を
建
て
て
日

々
、
妙
法
一
巻
を
誦
し
て
、
我
等
衆
生
を
救
い
く
だ
さ
い
と
願
っ
た
。
道
鏡
は

こ
れ
を
承
知
し
て

一
宇
を
建
て
た

。
即
ち
妙
法
山

一
巻
村
と
名
づ
け
た

。
僧
侶

は
集
合
し
て
坊
舎
を
創
し
こ
れ
を

「
宿
の
平
」
と
名
づ
け
た

。
八
幡
あ
ら
わ
れ

て
、
妙
法
を
感
じ
、
僧
侶
は
喜
ん
で
宮
殿
を
営
み
、
名
づ
け
て
八
幡
殿
と
い
っ

た

。
地
頭
上
聞
が
あ

っ
て
寺
領
を
付
し
、
十
二
坊
を
創
建
し
た

。

延
長
二
年
白
川
の
安
珍
法
師
が
峯
に
釆
た
が
、
は
や
り
病
が
あ
っ
て
里
民
が

こ
れ
に
か
か
っ
て
苦
し
ん
だ

、
安
珍
が
摩

訶
利
の
法
を
修
し
た
と
こ
ろ
、
牛
頭

天
王
が
出
現
し
、
は
や
り
病
は
す
ぐ
に
治

っ
た

。
そ
こ
を
天
王
釣
峯
と
名
づ
け
、

ま
た
、
天
満
宮
が

来
現
し
近
ご
ろ
募
女
の
災
害
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
た

。
安
珍

歓
喜
し
、
尊
像
を
移
刻
し
、
十

一
面
の
法
を
修
し
よ
う
と
念
じ
た
ら
清
泉
が
湧

き
出
た

。
そ
れ
を
汲
み
と
っ
て
閼
伽

（
お
か
）
と
し
た

。
そ
れ
で

「水
口

（
み

な
く
ち
）
」
と
名
づ
け
、
修
法
の

中
に
梅
木
が
生
え
梅
本
院
と
名
づ
け
た

。

正
治
二
年
芸
州
の
住
人
宮
島
四
郎
清
光
、
下
野
国
住
人
布
施
太
郎
兵
衛
之
尉

行
長
が
来
て
里
に
住
む

。
建
保
六
年
相
州
の
住
人

中
村
太
郎
時
経
が
入
り
、
そ

れ
ぞ
れ
田
畑
を
掘
り
起
し
て
諸
氏
を
集
め
貢
し
た

。

永
禄
四
年
長
尾
謙
信
郷
御
帰
依
が
あ
り
、
長
福
寺
と
名
づ
け
僧
侶
を
集
め
、

お
寺
が
盛
ん
に
な

っ
た

。



そ
の
後
、
兵
火
の
た
め
焼
失
し
て
今
は
田
圃
と
な
り
草
庵
の
み
残
っ
た
が
本

尊
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
こ
と
は
月
の
水
に
う
つ
る
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
り
、
信

心
帰
依
の
な
か
ま
は
、
こ
の
世
の
願
い
が
望
み
通
り
か
な
え
ら

れ
、
未
来
の
仏

の
ご
り
や
く
を
い
た
だ
く
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い

。

中
条

の
た
た
り

（塚
田
の
神
）

上
野
地
内
大
野
と
い
う
所
に

中
の
修
七
郎
右
工
門
の
尊
を

祀
っ
た
祠
が
あ
る
。

村
人
は
塚
田
の
神
と
呼
ん
で
い
る

。
女
谷
村
が
十
三
軒
だ
っ
た
こ
ろ
、
七
郎
右

工
門
が
み
ん
な
に
憎
ま
れ
て
追
い
か
け
ら
れ
井
戸
の
中
へ
飛
び
込
ん
で
し
ま
っ

た

。
み
ん
な
は
こ
れ
幸
い
と
彼
を
生
埋
め
に
し
て
し
ま

っ
た

。
そ
の
後
、
水
口

（
み
な
く
ち
）
の
先
祖
が
そ
こ
に
住
み
つ
き
そ
こ
を
耕
作
す
る
と
ひ
ど
い
た
た

り
が
あ
る
と
お
そ
れ
ら
れ
て
い
た

。
水
ロ
で
は
そ
こ
に
塚
を
立
て
神
と
し
て
祀

り
毎
年
神
主
さ
ん
が
は
ら
い
さ
れ
る
と
い
う

。

（来
年
は
そ
こ
が
耕
地
整
理
に
か
か
る
の
で
格
好
の
場
所
を
選
ん
で
移
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
心
配
し
て
い
る
）

鹿

の

跡

石

尾
神
岳
の
ふ
も
と
に
鹿
の
跡
石
と
い
う
石
が
あ
る

。
ち
ょ
う
ど
塗
り
た
て
の

畔

（あ
ぜ
）
に
山
羊
が
あ
が
っ
た
よ
う
に
四
つ
の
動
物
の
足
あ
と
が
つ
い
て
い

る

。
村
の
人
は
鹿
の
足
跡
だ
と
い
っ
て
い
る

。

小
池
五
太
夫
ど
ん
が
全
盛
時
代
是
非
そ
の
石
を
自
分
の
庭
園
に
持

っ
て
来
て

飾
り
た
い
と
思
っ
て
村

中を
動
員
し
て
石
を
掘
り
出
し
に
行
か
れ
た
。

朝
快
晴
だ

っ
た
の
に
そ
の
石
に
手
を
か
け
る
と

一
天
に
わ
か
に
か
き
曇

っ
て

大
雷
雨
に
な
り
大
水
が
出
て
、
と
う
と
う
事
を
果
さ
ず
逃
げ
帰
っ
た
。

二

・
三
年
後
、
ま
た
あ
き
ら
め
切
れ
ず
再
び
そ
の
石
を
掘
り
に
出
か
け
た
け

れ
ど
同
じ
よ
う
に
大
雷
雨
と
な
り
五
太
夫
ど
ん
は

「
こ
れ
こ
そ
霊
石
だ
」
と
い

っ
て
そ
扼
以
来
掘
り
出
し
を
あ
き
ら
め
た
と
い
う
石
で
あ
る

。

不
思
議
な
こ
と
に
昭
和
二
十
年
の
大
水
後
そ
こ
へ
行
っ
て
み
た
ら
石
が
横
に

な
っ
て
い
た
が
三
十
年
の
大
水
後
は
ま
た
も
と
の
形
に
も
ど

っ
て
今
で
も
鹿
の

足
跡
が
は
っ
き
り
つ
い
て
い
る
と
い
う
。

宮
嶋

の
紋
所

の
由
来

宮
嶋
家
の
紋
所
は
三
宝
に
神
酒

（
み
き
）
ど
っ
く
り
が
二
本
の
っ
て
い
る
珍

し
い
紋
所
で
あ
る

。

上
杉
謙
信
が
家
来
を
連
れ
て
戦
勝
祈
願
の
た
め
、
佐
水
の
毘
沙
門
堂
を
詣
ら

れ
、
水
口

（み
な
く
ち
）
の
梅
本
院
に
寄
ら
れ
て
お
参
り
を
さ
れ
た
あ
と
、
水

口
の
大
酒
豪
と
謙
信
の
家
来
の
大
酒
豪
と
大
盃
で
酒
の
み
の
競
争
を
し
た
ら
水

口
の
方
が
勝
っ
た
の
で
謙
信
が
そ
の
紋
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
名
誉
の
紋
所
で

あ

る

。

二

十

日

堤

安
永
二
年
宮
原
で
用
水
不
便
の
た
め
上
野
荒
井
堰

（
あ
ら
い
せ
き
）
を
作
り



段
塔
婆
よ
り
堤
を
築
い
て
宮
原
に
引
入
れ
る
こ
と
に
し
、
女
谷
五
部
落
が
協
力

し
て
か
ご
や
も
っ
こ
で
土
を
運
び
ニ
ケ
年
で
よ
う
や
く
完
成
し
た

。
こ
の
堤
を

「
二
十
日
堤
」
と
い
う

。
春
こ
の
土
堤
の
上
の
土
が
見
え
初
め
て
二
十
日
過
ぎ

る
と
沖

（平
地
の
た
ん
ぼ
）
の
雪
は
全
部
消
え
る
と
い
う
。

綾

子

舞

に

つ
い
て

刈
羽
郡
女
谷
、
折
居
谷
の
辺
に
は

「
あ
こ
や
」
と
名
づ
け
る
歌
お
よ
び
こ
れ

に
合
せ
る
舞
の
手
が
伝
来
し
優
に
や
さ
し
い
旬
調
と
身
振
り
で
あ
る

。
こ
れ
は

永
正
六
年
国
主
上
杉
房
能
、
そ
の
宰
臣
長
尾
為
景
に
松
之
山
天
水
越
で
白
尽
の

後
、
奥
方
綾
子
を
始
め
追
随

（
つ
い
ず
い
）
の
老
幼
婦
女
は
身
を
容
れ
る
と
こ

ろ
が
な
か
っ
た
。
同
郡
加
納
山
の
城
主
毛
利
家
で
は
こ
れ
を
あ
わ
れ
み
知
行
所

の
山
間
に
こ
っ
そ
り
住
ま
わ
せ
て
扶
助
を
し
た

。
そ
の
こ
ろ
よ
り
起

っ
た
歌
舞

で
、
女
谷
、
折
居
谷
な
ど
の
名
称
も
之
に
拠
る
と
い
う

。
こ
の
綾
子
の
伝
え
た

形
身
の
舞
が
綾
子
舞
だ
と
い
わ
れ
て
い
る

。
又

一
説
に
綾
子
は
房
能
が
京
か
ら

連
れ
て
き
た
白
拍
子
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る

。
折
居
谷
の
は
明
治
二
十
年

代
に
絶
え
た
が
女
谷
で
は
下
野
、
高
原
田
の
両
部
落
に
今
尚
伝
わ
っ
て
い
る

。

狂
言
に
関
し
て
は
徳
川
中
期
の
こ
ろ
京
都
の
寺
侍
茂
田
茂
太
夫
と
い
う
狂
言
師

が
夫
婦
で
来
て
住
み
つ
き
高
橋
の
姓
を
名
の
っ
た
と
き
茂
太
夫
は
高
原
田
に
婦

は
下
野
に
教
え
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る

。
従
っ
て
高
原
田
の
は
少
し
ご
つ

ご
つ
し
て
お
り
、
下
野
の
は
振
り
が
や
わ
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

。

綾
子
舞
は
踊
と
狂
言
と

囃
子
舞
と
の
三
種
類
が
あ
る

。

注
、
越
後
風
俗
志
、
国
史
大
辞
典
に
は
ア
コ
ヤ

（阿
古
屋
舞
）
と
あ
る
が
綾

子
舞
が
至
当
で
あ
る
と
思
う

。

兜

巾
山
（と
き
ん
）
の
由
来

柏
崎
米
山
大
橋
の
付
近
の
断
崖
は
昔
は
米
山
三
里
と
い
っ
て
非
常
に
険
し
く

人
が
通
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
人
々
は
こ
の
兜
巾
山
を
抜
け
て
街
道
に
出
て
い

た
。
あ
る
時
僧
道
鏡
が
こ
こ
を
通
っ
た
際
、
あ
た
り
に
渦
巻
く
妖
雲

（よ
う
う

ん
）
に
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
を
感
じ
、
身
に
つ
け
て
い
た
頭
巾
を
埋
め
て

祈とう

し
た
。と
た
ん
に
妖
雲
は
消
え
去
っ
た
。
以
来
こ
の
山
は
兜
巾
山
（頭
巾
山
）

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

。
ま
た
こ
の
山
の
近
く
に
は
宿
場
だ

っ
た
と
見
ら

れ
る
「宿
」
と
い
う
所
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
は
比
叡
山
に
匹
敵
す
る
七
堂
伽

藍
が
あ
っ
た
と
い
う

。
こ
れ
も
道
鏡
が
こ
の
辺
に
寺
を
建
立
し
た
の
が
そ
の
始

ま
り
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る

。

明
生
山
麓

の
滝

鵜
川
の
本
流
、
荒
又
川
の
水
源
地
明
生
山
麓
に
螺
掛
、
不
動
の
二
滝
が
あ
る
。

ｏ
螺
掛

（
か
い
か
け
）
の
滝

称
徳
天
皇
の
神
護
年

中
丹
波
国
弓
削
道
鏡
が
北
国
に
廻
っ
て
さ
た
際
、
こ
の

滝
で
頭
巾
を
掲
げ
法
螺
貝
を
吹
き
行
を
し
、
明
生
山
の
古
狸
を
退
治
し
た
こ
と

か
ら
螺
掛

（か
い
か
け
）
の
滝
の
名
前
が
つ
い
た
。

ｏ
不
動
滝

螺
掛
の
滝
の
真
下
に
不
動
滝
が
あ
る

。
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
、
滝
水
の
落
下
す

る
奥
に
約
一
坪
程
奥
行
ニ
メ
ー
ト
ル
位
の
岩
屋
が
あ
り
不
動
尊
が
あ
る
と
い
わ



れ
て
い
る
が
落
水
が
飛
散
し
て
見
る
こ
と
も
入
る
こ
と
も
出
来
な
い

。

明
治
十
八
年
こ
ろ
刈
羽
郡
半
田
村
の
神
職
玉
田
勝
伊
師
は
当
時
下
野
山
字
螢

ヅ

ン
ネ
に
あ
る
大
山
ず
み
の
み
こ
と

（山
の
神
）
を
兜
巾
山
上
に
奉
遷
し
、
里

人
の
幸
を
祈
ろ
う
と
七
日
七
夜
の
間
こ
の
滝
で
荒
行
を
し
兜
巾
山
を
開
き
山
上

に
螺
掛
神
社
を
創
立
し
た

。
こ
れ
に
讃
助
し
た
人
は
故
高
橋
時
平
氏
、
大
野
利

三
右
工
門
氏
、
宮
嶋
弥
作
氏

（
三
九
郎
）
の
三
氏
で
あ
っ
た
。

滝
の
上
流
に
宿
平
が
あ
り
、
昔
宿
が
あ
っ
た
と
い
う

。
熊
野
堂
と
い
う
所
が

あ
る

。
こ
こ
に
堂

が
あ
り
金
仏
が
安
置
さ
れ
て
あ
っ
た
と
い
う

。
堂
は
荒
れ
金

仏
は
ど
こ
へ
行
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
う
ち
二
体
が
こ
の
滝
の
付
近
で

里
人
に
発
見
さ
れ
た

。
一
体
は
上
野
の
武
田
孫
市
家
に
一
体
は
番
屋
の
猪
俣
茂

藤
由
家
に
安
置
さ
れ
て
あ
る
と
い
う

。
故
宮
嶋
準
治
氏

（
三
九
郎
）
談

。

古
代
の
仏
体
見
当
る

宿
平
に
農
耕
に
行
く
に
は
荒
俣
川
を
上
る
路
が
あ
る
が
こ
の
川
に
は
橋
が
な

く
、
川
を
数
回
渡
り
歩
い
て
行
く
わ
け
で
あ
る

。
明
治
中
ご
ろ
上
野
の
孫
市
の

妻
が
山
に
行
く
た
め
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
、
わ
ら
じ
と
足
の
間
に
小
石
が
は
い

っ
て
歩
か
れ
な
い
の
で
、
背
負
っ
て
い
た
荷
物
を
お
ろ
し
て
よ
く
見
る
と
石
で

は
な
く
鋳
仏
で
あ
っ
た
。
大
変
喜
ん
で
家

中
に
見
せ
家
宝
と
し
た
。
折
居
の
高

橋
国
造
が
こ
れ
を
聞
い
て
訪
ね
て
よ
く
見
た
と
こ
ろ
、
付
き
合
せ
で
一
方
は
釈

尊

一
方
は
観
音
仏
で
あ
る

。
お
願
い
し
て
釈
尊
の
方
を
貰
い
受
け
家
宝
と
し
た
。

そ
の
後
高
原
田
の
半
助
と
い
う
妻
も
川
を
渡
る
際
わ
ら
じ
の
間
に
鋳
仏
が
は
さ

ま
っ
た

。
ど
ち
ら
も
工
鋳
物
型
で
精
巧
で
珍
ら
し
い
品
で
あ
る

。
尚
こ
の
型
に

は
金
箔
を
混
ぜ
た
見
事
な
仏
体
も
あ
る

。

尚
折
居
よ
り
上
石
黒
に
越
す
杉
の
平
と
い
う
処
に
耕
作
に
行
っ
た
上
向
の
久

七
の
妻
も
鍬
に
石
の
あ
た
る
音
が
し
て
、
よ
く
見
る
と
金
仏
で
千
手
観
音
で
あ

っ
た

。
家
宝
と
し
て
仏
壇
に

祀
っ
た
と
い
う

。

兜

巾

山

の
む

じ

な

上
杉
謙
信
の
孫
が
春
日
山
に
い
た
こ
ろ
、
む
じ
な
が
侍
に
化
け
て
家
来
を
引

き
連
れ
、
あ
る
家
に
や
っ
て
来
た
。
明
日
は

「
天
下
の
婆
さ
ん
」

（天
下
様
と

い
わ
れ
る
家
康
の
祖
母
の
こ
と
）
が
や
っ
て
来
る
の
で
風
呂
を
わ
か
し
て
お
く

よ
う
に
と
言
わ
れ
、
家
の
者
に
絶
対
見
な
い
よ
う
に
、
ま
た
こ
の
近
く

に
犬
を

寄
せ
つ
け
な
い
よ
う
に
と
言
い
つ
け
た

。
と
こ
ろ
が
好
奇
心
に
か
ら
れ
て
、
こ

っ
そ
り
盗
み
見
し
た
家
の
者
は
大
き
な
む
じ
な
が
し
っ
ぽ
を
振
っ
て
気
持
よ
さ

そ
う
に
風
呂
に
入
っ
て
い
る
の
に
び
っ
く
り
し
て
犬
に
け
し
か
け
て
追
い
出
し

て
し
ま

っ
た

。
以
来
こ
の
家
は
落
ち
ぶ
れ
今
ま
で
に
三
度
も
放
火
さ
れ
た
と
い

う
話
で
あ
る

。
道

正

橋

の

由

来

永
正
の
こ
ろ
、
下
野
橋
の
上
を
見
馴

れ
ぬ
夫
婦
の
旅
人
が
行
っ
た
り
来
た
り
、

ひ
そ
ひ
そ
と
話
し
合
い
心
配
そ
う
な
様
子
で
あ
っ
た

。
通
り
か
か
っ
た
新
左
工

門
が
ど
な
た
か
と
聞
く
と

「わ
れ
ら
旅
芸
人
で
あ
る
が
こ
の
冬
枯
れ
時
路
銀
も

な
く
困
っ
て
い
る
」
と
答
え
た
の
で
、
新
左
工
門
の
家
に
連
れ
て
き
て
一
夜
の

宿
を
貸
し
、
村
人
に
芸
を
教
え
て
く

れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ

。



綾
子
舞
狂
言
を
教
え
た
茂
太
夫
夫
婦
で
あ
る

。
そ
れ
以
来
こ
の
橋
を

「
ど
う

じ
ょ
う
橋
」
と
い
い
、
新
左
工
門
の
家
号
を
道
正
と
い
う
。

シ
ン
ナ
ナ
清
水
と
し
ゃ
く

な
げ
場

旅
の
途
上
に
あ
る
弘
法
大
師
が
水
が
ほ
し
く
な
っ
て
、
ひ
し
ゃ
く
を
投
げ
お

経
を
唱
え
た
ら
大
師
の
坐
っ
て
い
る
地
面
の
下
か
ら
水
が
湧
き
出
て
き
た

。
こ

こ
を

「
シ
ン
ナ
ナ
清
水
」
と
い
い
今
で
も
水
が
湧
き
出
て
い
る
と
い
う

。

ま
た
、
ひ
し
ゃ
く
を
投
げ
た
と
こ
ろ
を

「
し
ゃ
く
投
げ
場
」
と
い
う

。

こ
の
清
水
は
兜
巾
山
の
中
腹
に
あ
り

（女
谷
の
共
有
地
）
そ
の
清
水
は
小
牧

川
に
注
い
で
い
る
水
質
も
よ
く
、
い
わ
な
や
や
ま
め
が
す
ん
で
い
る

。
駒
の
間

勘
兵

工
氏
の
雑
木
山
だ
そ
う
で
あ
る

。

太

子

講

弘
法
大
師
は
、
女
谷
に
来
て
泊
ら
れ
た
家
は
、
貧
し
い
家
で
あ
っ
た
。

老
婆
は
、
太
子
に
差
し
あ
げ
る
物
が
な
い
の
で
、
隣
り
の
家
に
行
っ
て
稲
を
盗

ん
で
、
そ
れ
で
だ
ん
ご
汁
を
作

っ
て
太
子
に
さ
し
あ
げ
た

。

太
子
は
あ
わ
れ
に
思
い
、
そ
の
夜
雪
を
降
ら
し
て
、
老
婆
の
足
あ
と
を
消
さ
れ

た
と
い
う

。

今
で
も
十
二
月
二
十
四
日
に
、
太
子
講
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
夜
は
必
ず
雪
が

降
る
と
い
わ
れ
て
い
る

。

さ

い

の
神

さ
ん

（
女

谷
）

女
谷
に
さ
い
の
神
さ
ん
と
い
う
家
が
あ
っ
た
。

子
供
が
十
六
人
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ良
縁
を
得
て
生
活
し
て
い
た
。

一
月
十
六
日
は
藪
入
り
で
、
十
六
人
の
子
女
は
帰
宅
し
て
、
賑
や
か
に
一
夜
を

過
す
の
で
あ
っ
た

。
い
ざ
十
七
日
に
帰
る
時
は
、
米

・
麦

・
大
豆

・
等
々
そ
れ

ぞ
れ
も
た
せ
て
帰
ら
す
た
め
に
、
さ
い
の
神
さ
ん
は
す

っ
か
ら
か
ん
に
な
る
の

で

あ

っ
た

。

某
年
正
月
藪
入
の
日
に
な

っ
た
が
、
貧
乏
に
な
っ
た
さ
い
の
神
さ
ん
は
困
っ
て
、

自
宅
に
放
火
し
た

。
十
六
人
の
子
女
は
之
を
望
み
見
て
、
材
木
だ
、
食
糧
だ
、

被
服
だ
と
言
っ
て
、
持
ち
集
ま
っ
た
の
で
、
さ
い
の
神
さ
ん
は
、
た
ち
ま
ち
裕

福
に
な

っ
た

。

こ
の
事
が
あ

っ
て
か
ら
、
正
月
十
六
日
に
、
家
を
模
し
て
藁
を
積
み
あ
げ
て
、

之
に
火
を
つ
け
、
幸
福
を
い
の
る
仕
き
た
り
が
出
来
、
さ
い
の
神
と
い
っ
た
と

い
う

。
さ
い
の
神
は
、
幸
の
神

・賽

の
神

・
災
の
神

・
歳
の
神
と
か
く

。

五
本

木

の
地
蔵

駒
の
間
と
阿
相
島
の
境
の
右
手
の
山
の
上
に
地
蔵
様
が
あ
る

。

こ
れ
は
安
産
の
神
と
い
わ
れ
、
こ
の
地
蔵

に
燈
明
を
あ
げ
て
安
産
を
お
祈
り

す

れ
ば
燈
明
が
消
え
る
と
同
時
に
安
産
す
る
と
い
わ

れ
て
い
る

。

昔
は
道
刈
り
を
し
て
お
参
り
す
る
人
も
多
か

っ
た
が
今
は
草
に
お
お
わ
れ
地



蔵
尊
の
姿
も
見
え
な
い
程
で
あ
る

。

鹿
落
し
穴
と
ボ
ウ
鳴
り
淵

折
居
か
ら
女
谷
の
間
に
安
常
山
と
い
う
小
高
い
山
が
あ
る

。
そ
の
麓

に
は
忠

魂
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る

。
そ
の
わ
き
の
道
を
登
っ
て
い
く
と
頂
上
に
胞
姫
様

を
祀
っ
た
祠
が
あ
る

。
そ
れ
は
柿
崎
の
胞
姫
神
社
か
ら
分
祠
さ
れ
た
も
の
で
あ

る

。
そ
の
お
堂
を
越
え
て
し
ば
ら
く
い
く
と
直
径
四
尺

（
一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
）

深
さ
六
尺

（
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
位
の
堅
穴
が
二
つ
あ
っ
て
鹿
落
し
穴
と
い
わ

れ
て
い
る

。
昔
鹿
を
落
し
た
穴
だ
そ
う
で
あ
る

。

更
に
行
く
と
真
下
に
鵜
川
の
流
れ
を
の
ぞ
め
る
断
崖
が
あ
る

。
こ
れ
を

「
ボ

ウ
鳴
り
淵
」
と
呼
ん
で
い
る

。
昔
、
使
い
古
し
た
牛
を
そ
の
崖
か
ら
突
き
落
し

て
殺
し
た
所
だ
そ
う
で
、
ボ
ウ
、

ボ
ウ
と
牛
の
鳴
く
声
が
悲
し
そ
う
に
今
で
も

夜
中
に
な
る
と
聞
え
る
そ
う
で
あ
る

。

秋
葉
山
の
た
た
り

拝
庭
の
秋
葉
山
は
灰
下

（あ
く
し
た
）
の
裏
の
天
上
山
に
あ
っ
て
拝
庭
を
一

望
に
見
渡
せ
る
眺
め
の
よ
い
所
に
祀
ら
れ
て
あ
っ
た

。
し
か
し
天
上
山
ま
で
は

部
落
民
が
賭
参
り
に
行
く
に
は
容
易
で
な
い
と
い
う
の
で
便
宜
上
今
の
公
民
館

前
の
道
祖
神
と
合
祀
し
た
。
山
の
上
か
ら
人
間
の
ご
み

ほ
こ
り
で
は
げ
し
い
場

所
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
怒
っ
て
そ
の
後
拝
庭
に
は
不
具
者
が
多
い
と
い
わ
れ
て

い

る

。

い

わ

や

の

話

一
、
不
動
岩
や

拝
庭
、
阿
相
島
と
の
間
の
山
奥
に
不
動
尊
を
祀
っ
た
大
き
な
岩
や
が
あ
る
。

昔
酒

?
童
子

（
し
ゅ
て
ん
ど
う
じ
）
が
山
塞

（と
り
で
）
を
設
け
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る

。

前
に
灌
漑
用
の
せ
き
の
清
い
流
れ
が
あ
り
、
道
下
に
は
平
ら
な
広
場
が
あ

り
、
す
ぐ
上
方
に
は
滝
が
落
ち
て
夏
は
涼
し
く
格
好
の
キ
ャ
ン
プ
場
に
な
っ

て
い
る
。

二
、
提
灯
岩
や

不
動
岩
や
か
ら
、
せ
き
に
沿
っ
て
せ
き
も
と
に
上
る
と
ち
ょ
う
ち
ん
岩
や

が
あ
る

。
そ
こ
に
は
大
山
祓
命

（山
の
神
）
が

祀
ら
れ
て
あ
る

。
丁
度
山
の

真
中
か
ら
大
き
な

（
七
尺
位
）
提
灯
を
ぶ
ら
さ
げ
た
よ
う
な
見
事
な
岩
や
で

あ
る

。

三
、
こ
う
も
り
岩
や

黒
姫
山
へ
上
る
道

中に

「か
ん
ざ
え
ん
お
と
し
」
と
い
う
け
わ
し
い
所
が

あ
る

。
そ
こ
を
通
る
と
そ
の
道
下
に
、
い
わ
や
が
あ
る
こ
れ
を

「こ
う
も
り

い
わ
や
」
と
呼
ん
で
い
る
。
白
来
也
が
そ
こ
を
ね
ぐ
ら
に
し
て
悪
事
を
働
い

て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る

。

白
来
也
は
常
に
数
百
人
の
手
下
を
持
ち
、
蟇
の
妖
術
を
使
っ
て
盗
賊
を
業
と

す
る

。
強
き
を
く
じ
き
弱
き
を
た
す
け
て
、
特
に
貧
乏
人
に
財
を
わ
け
て
や



っ
た
と
い
う

。

舟

繋

石

・
蛇
岩

ｏ
舟
繋
石

阿
相
島
よ
り
嶺
村
越
の
間
道
の
峠
に
は
大
石
が
あ
っ
て
穴
が
あ
り
太
古
に
舟

を
つ
な
い
だ
の
で
、
舟
繋
石

（ふ
な
つ
ぎ
い
し
）
と
い
う
。

ｏ
蛇

岩

拝
庭
よ
り
石
黒
に
通
じ
る
処
に
杉
の
平
と
い
う
処
が
あ
る

。
黒
い
岩
で
蛇
岩

と
い
う

。
こ
の
岩
二
町
余
り
で
あ
っ
て
、
蛇
の
わ
だ
か
ま
る
よ
う
な
形
で
あ
る

の
で
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
か
、
今
も
草
木
茂
ら
ず
岩
に
は
貝
殼
が
混
っ
て
い
る
。

太
古
に
は
海
水
満
々
と
た
だ
よ
っ
て
い
た
と
い
う

。

寺

屋

敷

の

塚

折
居
北
向
部
落
、
小
林
繁
二
氏
の
裏
側
は
小
高
い
雑
木
林
に
な

っ
て
い
る

。

少
し
登

っ
た
所
に
屋
敷
跡
と
思
わ

れ
る
平
ら
な
場
所
が
あ
る

。
間

口
十
間
奥
行

四
間
約
四
十
坪

（百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）
程
の
地
所
で
そ
の
右
端
に
直
径
二

間

（三

・
五
メ
ー
ト
ル
）
の
ま
ん
頭
型
に
土
が
盛
ら
れ
て
あ
る

。
部
落
の
人
は

こ
こ
を
寺
屋
敷
の
塚
と
呼
ん
で
、
こ
の
塚
の
上
に
上
る
と
目
が
つ
ぶ
れ
る
と
い

っ
て
子
達
に
言
い
聞
か
せ
て
い
た

。

塚
は

中
央
が
堀
ら
れ
て
あ
る
が
だ
れ
が
堀

っ
た
か
、
何

が
あ
っ
た
か
は
だ
れ

も
知
っ
て
い
な
い

。
だ
が
下
ま
で
堀
ら
れ
て
は
い
な
い

。
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が

。

矢
剣
神
社

の
由
来

北
向
部
落
、
高
橋
県
一
（屋
号
糀
や
）
氏
の
裏
山
に
矢
剣
さ
ん
と
言
わ
れ
る

小
さ
な
石
の
祠
が
あ
り
毎
年
五
月
八
日
北
向
十
二
様
の
お
祭
り
の
日
に
糀
や
さ

ん
個
人
で
矢
剣
さ
ん
の
お
祭
り
を
し
て
い
ら
れ
る
。

高
橋
氏
の
先
祖
は
毛
利
丹
後
守
の
家
来
で
あ
り
、
武
士
の
家
柄
で
あ
っ
た
が

長
尾
為
景
と
の
戦
い
に
敗
れ
北
向
に
身
を
か
く
し
た

。
そ
し
て
日
本
刀
を
埋
め

神
社
に

祀
り
農
業
を
始
め
た

。
そ
の
祠
を

「や
つ
ぎ
さ
ん
」
と
呼
び
部
落
の
十

二
様
に
分
祀
し
て
部
落
民
も

共
に
お
祭
り
を
し
て
い
る

。

北
向
十
二
様
の
い
わ
れ

北
向
小
林
家
の
先
祖
は
枇
杷
島
城
主
宇
佐
美
駿
河
守
の
流
れ
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。北
向
に
住
み
つ
か
れ
る
際
、
枇
杷
島
の
十
二
社
神
社
を
分
祀
し
て

も
ら
い
、
祠
を
建
て
て
祀

っ
た
の
が
い
つ
か
北
向
部
落
の
産
土
神

（う
ぶ
す
な

が
み
）
と
し
て
部
落
民
が
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
つ
の
こ
ろ
か
糀
や
裏

の
矢
剣
神
社
も
合

祀し
て
毎
年
五
月
八
日
に
祭
を
行
っ
て
い
る
。

上
び
ろ
う
の
蛇
切
沢

昔
、
折
居
と
岡
野
町
の
村

人
が
黒
姫
神
社
の
土
地
争
い
を
し
て
い
た
。
神
社



は
頂
上
を
少
し
岡
野
町
の
方
へ
上
っ
て
建
て
ら
れ
て
あ
る
。
折
居
の
者
は

「白

分
達
が
建
て
た
お
宮
さ
ん
だ
か
ら
折
居
の
も
の
だ
」
と
い
い
、
岡
野
町
の
人
々

は

「
岡
野
町
地
内
だ
か
ら
お
ら
の
も
の
だ
」
と
い
っ
て
毎
夜
毎
夜
争
い
が
絶
え

な
か
っ
た

。
黒
姫
山
に
続
く
上
び
ろ
う

（蛇
尾
平
）
の
尾
根
が
丁
度
大
蛇
が
く

ね

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
岡
野
町
の
人
々
は
こ
の
大
蛇
の
胴
と
尾
の
あ
た

り
ニ
ケ
所
を
切

り
つ
け
た

。
そ
の
た
め
折
居
は
負
け
て
神
社
は
岡
野
町
の
管
轄

に
な
っ
て
い
る
。今
北
向
地
内
上
び
ろ
う
へ
行
っ
て
見
る
と
大
蛇
が
切
り
つ
け

ら

れ
た
よ
う
に
婉
々
と
続
い
て
い
る
山
が
ニ
ケ
所
途
切
れ
て
い
る
の
が
不
思
議

に
思
わ
れ
る

。
蛇
切
沢
と
呼
ん
で
い
る

。

け

さ

が

け
地
蔵

折
居
上
向
地
内
地
蔵
峠
の
頂
上
に
地
蔵
堂
が
建
て
ら
れ
て
あ
る
。
板
畑
の
女

が
夕
暮
れ
こ
ろ
、
こ
の
峠
を
越
し
て
家
に
帰
ろ
う
と
急
い
で
い
る
時
ど
こ
か
ら

と
も
な
く
山
賊
が
あ
ら
わ
れ
て
乱
暴
し
よ
う
と
し
た

。
女
は
助
け
を
求
め
て
も

が
い
て
い
る
う
ち
に
山
賊
は
逃
げ
出
す
女
の
姿
を
見
て
怒
っ
て
そ
の
女
に
切
り

つ
け
て
逃
げ
去
っ
た

。
板
畑
の
女
が
こ
わ
ご
わ
顔
を
あ
げ
て
よ
く
見
る
と
地
蔵

尊
の
お
姿
が
横
た
わ
り
、
け
さ
が
け
に
刀
の
傷
あ
と

が
つ
い
て
い
た
。
女
は
地

蔵
尊
の
お
陰
で
救
わ
れ
た
と
思
い
、
明
け
暮
れ
そ
の
地
蔵
尊
に
お
参
り
し
て
い

た
ら
、
い
つ
か
白
分
の
持
病
の
婦
人
病
ま
で
全
快
し
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た

。

以
来
そ
の
地
蔵
を
け
さ
が
け
地
蔵
と
い
い
、
折
居
、
板
畑
の
信
者
が
進
ん
で
寄

進
し
、
祠
を
建
て
て
ま
つ
っ
た

。

こ
の
地
蔵
は
腰
か
ら
下
の
病
気
に
は
霊
験
あ
ら
た
か
と
言
わ
れ
毎
年
九
月
四

日
の
例
祭
に
は
上
向
部
落
か
ら
ニ
キ
ロ
も
あ
る
急
な
坂
道
を
も
い
と
わ
ず
大
勢

の
参
詣
人
が
あ
る

。

入
道
山
の
こ
ん

ぴ
ら
さ
ん

上
向
部
落
の
少

高い
裏
山
を
入
道
山
と
い
う
。
そ
こ
に
金
比
羅
様

（
二
・

七
メ
ー
ト
ル
四
方
）
が
あ
る
。
四
国
の
金
比
羅
様
の
分

祀さ
れ
た
も
の
と
い
わ

れ
て
い
る
。
建
立
し
た
人
は
佐
藤
水
久
保
と
い
う
人

昔
飛
脚
を
し
て
い
た
人

で
あ
る

。
あ
る
年
道
中
で
預
っ
た
金
子
を
全
部
泥
棒
に
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

思
案
に
余
っ
て
四
国
の
金
比
羅
さ
ん
に
願
を
か
け
た

。

そ
れ
か
ら
三
年
後
ま
た
道
中
で
馬
に
乗

った侍
に
会
っ
た

。
｢

三年前
に
金
を

取
っ
た
の
は
こ
の
わ
た
し
だ
が
ど
う
か
許
し
て
も
ら
い
た
い
、
三
年
後
に
は
必

ず
お
金
を
返
す
か
ら
」
と
あ
や
ま
っ
た

。
し
か
し
水
久
保
は
そ
の
侍
を
切
っ
て

し
ま

っ
た

。
そ
の
後
、
水
久
保
に
は
不
幸
が
続
き
年
毎
に
貧
乏
に
な
る
し
、
金

の
入
る
あ
て
も
な
し
、
困
り
あ
ぐ
ん
で
ま
た
四
国
の
金
比
羅
さ
ん
に
お
願
い
し

て
分
神
し
て
信
仰
し
た
け
れ
ど
遂
に
家
も
つ
ぶ
れ
今
は
屋
敷
も
畑
に
な
っ
て
金

比
羅
さ
ん
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る

。
今
で
も
水
久
保
家
内

（や
う
ち
）
の
人
は

お
祭
り
を
し
て
い
る
。

は

つ
か
石

の
話

上
向
の
部
落
を
は
ず
れ
農
道
に
差
し
か
か
る
と
、
と
っ
つ
け
の
左
手
に
久
七

の
田
が
あ
る

。
そ
の
田
の
真
中
に
高
さ
四
尺

（
一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
）
直
径
六
尺

（
一
・
八
メ
ー
ト

ル
）
程
の
石
が
あ
る

。



そ
の
石
を
村
人
は
二
十
日
石
と
い
っ
て
い
る
。
鵜
川
地
内
で
も
特
に
雪
深
い

黒
姫
山
の
上
り
口
に
あ
る
所
だ
け
に
春
の
雪
消
え
を
村
人
は
待
ち
わ
び
て
暮
し

て
い
る
。そ
の
石
の
頭
が
見
え
始
め
て
か
ら
二
十
日
経
つ
と
野
良
仕
事
に
出
か

け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
二
十
日
石
と
名
づ
け
て
そ
の
石
の
頭
の見
え
る
の
を
楽

し
み
に
し
て
い
る

。

和

合

神

上
向
、
庄
五
郎
宅
の
土
蔵
の
そ
ば
に
和
合
神
と
刻
ま
れ
た
石
が
小
さ
な
祠
に

ま
つ
ら
れ
て
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
刻
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
原
石
は
そ
の
ま
ゝ
そ

の
わ
き
に
並

べ祀ら
れ
て
い
る
。
昔
、
庄
五
郎
で
は
家

中
に
争
い
が
絶
え
な
か

っ
た

。
そ
こ
で
そ
れ
を
苦
に
し
た
婆
さ
ん
が
石
を
三
つ
重
ね
て
家
内
和
合
を
願

っ
て
い
た
ら
、
い
つ
の
間
に
か
争
い
が
絶
え
人
も
う
ら
や
む
仲
の
よ
い
家
庭
に

な

っ
た

。

そ
れ
か
ら
そ
れ
に
和
合
神
と
名
づ
け

一
家
の
信
仰
は
あ
つ
か
っ
た

。
い
つ
し

か
部
落
の
人
も
そ
の
和
合
神
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

上

向

の

い

ぼ

石

上
向
部
落
一
体
は
石
の
部
落
で
大
小
様
々
の
石
が
屋
敷
から
道
路
、
畑
や
田

の
中
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る

。
こ
れ
を

「
い
ぼ
石
」
と
い
っ
て
各
地
か
ら
庭
作

り
に
運
び
出
さ
れ
て
い
る
。春
、
田
植
え
こ
ろ
に
な
る
と
い
ぼ
石
一
面
に
だ
い

だ
い
色
に
か
れ
ん
な
花
が
咲
い
て
い
て
誠
に
見
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一種
の

苔
類
で
他
に
移
植
し
て
も
絶
対
に
咲
か
な
い
。
い
ぼ
石
特
有
の
こ
け
で
あ
る
そ

う
で
あ
る
。
黒
姫
山
の
湿
地

（鵜
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
）
の
池
尻
が
抜
け
て

上
向
地
内
に
流
れ
落
ち
た
石
が
「
い
ぼ石
」
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
今

で
も
残
っ
た
湿
地
の
底
に
は
雨
天
の
折
は
少
々
水
が
貯
ま
り

、
そ
の
あ
た
り
の

山
の
池
尻
と
呼
ん
で
い
る

。

お
ま
い
り
さ
ん
の
い
わ
れ

市
野
新
田
に
昔
大
な
だ
れ
が
あ
っ
て
、
半
左
エ
門
、
角
左
工
門
、
五
右
エ
門
、

星
野
、
下
村
の
五
軒
の
家
が
今
の
江
尻
辺
ま
で
押
し
流
さ
れ
殆
ん
ど
が
土
砂
の

下
に
死
ん
だ
大
悲
惨
事
が
あ
っ
た

。

そ
の
時
角
左
工
門
の
年
寄
り
が
お
仏
壇
で
一心
に
お
ま
い
り
を
し
て
お
ら
れ

た
の
で
仏
壇
を
か
ぶ

っ
て
お
陰
で
一
命
が
助
か
っ
た

。

そ
れ
か
ら
角
左
工
門
の
こ
と
を

「お
ま
い
り
さ
ん
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

と

い

う

こ
と

で
あ

る

。

谷
川
津
兵
工
と
谷
川
新
田

谷
川
新
田
は
黒
姫
山
の
中
腹
に
あ
っ
て
、
近
く
に
黒
姫
連
峰
を
望
み
遠
く
柏

崎
市
街
を
眺
め
ら
れ
る
風
光
絶
佳
の
地
で
あ
る

。
土
地
が
肥
え
美
田
が
こ
こ
に

拓
か
れ
、
丘
の
上
に
一祠
が
あ
り
谷
川
津
兵
工
翁
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
翁
が
谷
川
新
田
の
開
拓
者
で
こ
の
地
の
大
恩
人
で
あ
る

。

初
め
文
政
年
間

（今
か
ら
約
百
三
十
年
位
前
）
翁
の
先
人
が
開
拓
を
志
し
て
、



出
つ
ぼ
を
水
源
と
し
て
引
水
を
企
て
た
。
こ
の
地
は
黒
姫
の
山
腹
で
山
つ
ぼ
ま

で
の
距
離
が
約
二
・
五
キ

ロ
、
そ
れ
に
加
え
て
岩
盤
が
層
を
な
し
て
工
事
が
困

難
な
た
め
に
意
を
果
さ
な
か
っ
た

。
し
か
し
翁
が
一
度
工
事
を
起
し
た
時
、
困

難
に
あ
っ
て
屈
せ
ず
、
白
分
の
財
産
を
投
げ
う
っ
て
惜
ま
ず
、
の
み
を
振
っ
て

岩
盤
を
砕
き
、
す

べ
て
の
人
力
を
尽
し
て
よ
う
や
く
水
路
を
通
す
こ
と
に
成
功

し
た
。
そ
の
後
こ
の
地
に
小
作
人
数
戸
を
移
住
さ
せ
て
こ
こ
に
谷
川
新
田
村
を

創
設
し
た
の
で
あ
る

。

翁
の
開
拓
し
た
引
水
路
は
大
字
清
水
谷
の
上
部
を
え
ん
え
ん
と
流
れ
谷
川
新

田
灌
漑
の
流
氾
は
常
用
水
と
し
て
清
水
谷
全
区
を
う
る
お
し
て
い
る
だ
け
に
止

ま
ら
ず
、
上
釜
地
内
、
丸
山
平
等
に
ま
で
利
便
を
及
ぼ
し
て
そ
の
恵
み
の
大
き

い
こ
と
は
推
し
測
る
こ
と
が
出
来
な
い

。

区
民

一
同
は
翁
の
事
業
を
称
え
る
た
め

一
祠
を
建
立
し
新
し
く
頌
徳
の
碑
を

建
て
長
く
遺
徳
を
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
た

。
（大
正
十
年
七
月
建
立
）


