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無
駄
安
留
記
に
、
湖
山
の
名
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

こ
の
小
山
邑
に
鰻
の
蒲
焼
名
物
。
其
外
糠
蝦
小
雑
魚
白
魚
あ
ま
さ
ぎ

池
魚
数
多
産
す
。

　

現
代
語
に
訳
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。「
こ
の
湖
山
村
は
鰻
の
蒲
焼
き
が
名
物

で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
は
、
ぬ
か
え
び
、
小
さ
い
魚
、
白
魚
、
あ
ま
さ
ぎ
な
ど
、
池
の

魚
が
数
多
く
獲
れ
る
。」

　

ま
た
、
こ
の
記
述
に
続
く
狂
歌
が
あ
る
。

薯
蕷
の
む
か
し
は
い
ざ
や
穴
う
な
ぎ

　
　
　
　

と
ろ
ろ
と
す
れ
ば
す
べ
り
ぬ
る
ぬ
る

　

現
代
語
に
訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。「
今
穴
に
住
ん
で
い
る
う
な
ぎ
が
、
や
ま

い
も
だ
っ
た
昔
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
っ
て
と
ろ
ろ
に
す
る
と
や
ま
い
も

は
、
す
べ
っ
て
ぬ
る
ぬ
る
す
る
。
そ
れ
は
う
な
ぎ
に
な
っ
た
今
も
同
じ
だ
。」

　

こ
の
よ
う
に
湖
山
村
の
名
物
で
「
鰻
」
の
記
述
が
目
立
つ
。『
因
幡
志
』
に
は
、「
池

邊
の
村
々
魚
漁
す
。
鯉
鮒
鯔
鰻
鼈
等
多
し
」、
そ
し
て
『
稲
場
民
談
記
』
に
は
、「
湖

山
池
に
は
鯰
・
鰻
・
イ
ナ
・
鮬
多
（
ク
）
取
（
ル
）。」
と
記
述
が
あ
り
、
湖
山
池
で

鰻
が
獲
れ
る
と
の
記
述
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
さ
ら
に
調
査
す
る
た
め
に
、
湖
山
在
住
の
田
中
武
子
さ
ん
に
お
話
を
う

か
が
っ
た
。
田
中
家
は
、
江
戸
時
代
に
は
湖
山
池
の
鰻
の
流
通
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ

た
。
苗
字
、
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
た
お
宅
で
、
近
代
に
は
鳥
取
初
の
女
性
県
会
議
員

が
出
た
り
、
鳥
取
大
学
を
、
現
在
の
湖
山
の
地
に
誘
致
し
た
り
す
る
こ
と
に
貢
献
さ

れ
た
。

　

田
中
家
で
は
、
鰻
を
入
れ
る
た
め
の
か
ご
や
、
湖
山
川
を
描
い
た
巻
物
を
見
せ
て

い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
同
席
さ
れ
て
い
た
中
島
さ
ん
、
村
上
さ
ん
の
お
二
人
に
鰻
だ

け
で
は
な
く
、
当
時
の
湖
山
や
湖
山
池
の
様
子
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
お

二
人
に
よ
る
と
「
湖
山
は
、
産
水
と
溝

之
口
の
二
村
が
合
わ
さ
っ
て
小
山
と

な
っ
た
。
因
み
に
小
山
は
、
小
さ
な
山

が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
た
め
小
山
と
な
っ

た
ら
し
い
。
現
在
の
湖
山
へ
と
変
わ
っ

た
の
は
、『
鳥
取
県
の
地
名
』
に
も
、

元
禄
国
絵
図
・
正
保
郷
帳
作
成
の
際
に

改
め
ら
れ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
湖
山

池
は
、
昔
、
水
面
付
近
は
淡
水
で
温
か

く
、底
は
海
水
で
冷
た
か
っ
た
。
ま
た
、

今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
飲
み
水
と

な
る
ほ
ど
き
れ
い
だ
っ
た
。
湖
山
公
民

館
だ
よ
り
に
よ
る
と
、
鰻
を
獲
る
方
法

湖
山
の
名
物

『無駄安留記』調査報告
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は
主
に
、
竹
の
節
を
と
り
、
沈
め
て
入
っ
て
い
る
魚
を
獲
る
竹
筒
漁
や
、
縄
に
餌
を

つ
け
て
釣
る
は
え
な
わ
漁
が
あ
る
。」
と
の
こ
と
だ
。

　

今
回
の
調
査
で
、
鰻
が
湖
山
池
か
ら
獲
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
こ
と

は
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
鰻
の
調
理
方
法
や
、
鰻
の
蒲
焼
き
が
名
物
と
い
う

こ
と
ま
で
は
分
ら
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
鰻
の
蒲
焼
き
は
、『
江
戸
料
理
辞
典
』
に

よ
る
と
、「
魚
を
開
い
て
骨
を
と
り
素
焼
き
し
て
か
ら
、
醤
油
と
み
り
ん
で
作
っ
た

た
れ
を
つ
け
て
焼
く
も
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
湖
山
は
伯
州
街
道
が
通
り
、
人
々

の
交
通
の
多
い
土
地
だ
っ
た
。
伯
州
街
道
は
、
伯
耆
街
道
と
も
呼
ば
れ
、
往
来
の
行

き
交
う
人
々
も
多
く
、
こ
の
道
を
行
き
交
う
人
々
を
相
手
に
、
蒲
焼
き
が
売
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。

参
考
文
献
・
Ｕ
Ｒ
Ｌ

山
陰
道
Ⅰ　

http//w
w

w
.pref.shim

ane.jp/section/bunkazai/rekim
ichi/sanin01/sanindou1.htm

（
天
川　

学
）



こ
と
も
あ
っ
て
、
た
び
た
び
水
不
足
に
陥
っ
て
い
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
じ

く
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
の
が
、
日
本
海
の
暴
風
と
そ
れ
に
伴
う
飛
砂
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
砂
丘
は
「
不
毛
の
地
」
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
の
飛
砂
に
よ
り

道
が
埋
没
し
て
現
地
で
生
活
す
る
人
々
や
旅
人
を
困
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
悲
惨
な
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
米
子
の
綿
商
人
で
、
鳥
取

と
米
子
を
商
用
で
行
き
来
し
て
い
た
船
越
作
左
衛
門
で
あ
る
。
彼
は
、
天
明
五 

（
一
七
八
五
）
年
、
湖
山
池
岸
か
ら
伏
野
村
中
茶
屋
ま
で
の
砂
丘
地
に
松
を
植
林
す

る
こ
と
、
移
住
し
て
畑
を
開
く
こ
と
、
地
肥
し
の
た
め
牛
馬
博
労
市
を
催
す
こ
と
な

ど
を
願
い
出
た
。
そ
し
て
、
翌
年
、
家
建･

牛
馬
市
は
そ
の
つ
ど
願
出
す
る
こ
と

を
条
件
に
許
可
さ
れ
植
林
に
努
め
た
。
彼
の
死
後
一
時
中
断
し
た
が
、
文
政
八
年 

（
一
八
二
一
）
年
に
甥
が
後
を
継
い
で
藩
の
協
力
を
得
て
開
発
を
続
け
た
（『
鳥
取
県

史
』、『
鳥
取
県
の
地
名
』）。
そ
し
て
、
船
越
作
衛
門
の
業
績
を
た
た
え
、
彼
の
名
を

後
世
に
伝
え
る
た
め
、こ
の
開
発
地
を
、

彼
の
屋
号
で
あ
る
「
大
寺
屋
」
と
呼
ん

だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
江

戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
佐
々

木
甚
蔵
、
判
九
朗
兵
衛
な
ど
、
砂
防
事

業
を
展
開
す
る
者
が
い
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
田
畑
が
増
加
し
た
こ
と
な
ど
か

ら
多
少
の
改
善
は
み
ら
れ
た
も
の
の
、

飛
砂
の
問
題
を
完
全
に
解
消
す
る
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
冒
頭
で
紹

介
し
て
い
た
歌
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
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大
寺
屋

　

無
駄
安
留
記
に
、

　
　

伯
州
街
道
あ
り
。
茶
屋
あ
り
。

　
　
　

大
寺
屋
追
行
馬
士
の
う
な
づ
け
ば　

　
　
　
　
　

馬
も
を
が
み
を
た
れ
て
こ
そ
ゆ
け

と
の
記
述
と
狂
歌
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
記
述
を
現
代
語
訳
す
る
と
、「
伯
州
街
道
が
通
っ
て
い
る
。
茶
屋
が
あ
る
。

大
寺
屋
ま
で
行
く
馬
士
が
う
な
づ
く
と
、
馬
も
尾
髪
を
た
れ
て
い
く
」
と
な
る
。

　

次
に
、狂
歌
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、「
馬
も
を
が
み
」
の
「
を
が
み
」
が
「
尾
髪
」

と「
拝
み
」
の
掛
け
言
葉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、ま
た
、「
拝
み
」
が「
大
寺
屋
」
の「
寺
」

に
由
来
す
る
縁
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、実
際
の
「
大
寺
屋
」
は
、「
寺
」

と
は
関
係
が
な
い
こ
と
か
ら
、
縁
語
や
掛
け
言
葉
は
作
者
の
「
言
葉
遊
び
」
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
無
駄
安
留
記
と
い
う
も
の
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
無
駄
安

留
記
は
、
多
く
の
場
合
、
筆
者
が
実
際
に
そ
の
場
に
出
向
い
た
う
え
で
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
歌
は
、
た
ん
な
る
「
言

葉
遊
び
」
だ
け
で
は
な
く
、
著
者
が
大
寺
屋
を
歩
い
た
当
時
の
状
況
も
反
映
さ
れ
た

歌
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

江
戸
時
代
中
期
、
鳥
取
藩
で
は
、
治
水
や
灌
漑
の
た
め
の
開
水
路
の
開
削
技
術
が

進
み
、
新
田
開
発
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
因
幡
は
、
丘
陵
地
が
多
い



6

無駄安留記隊報告書 2008

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
は
、
掛
け
言
葉
や
縁
語
の
よ
う
な
和
歌

の
技
法
を
用
い
、
筆
者
の
ユ
ー
モ
ア
を
織
り
交
ぜ
つ
つ
、
且
つ
、
当
時
の
こ
の
地
域

周
辺
の
情
景
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
歌
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
酒
井 　

美
香
）

い
。
無
駄
安
留
記
の
著
者
が
大
寺
屋
を
歩
い
た
当
時
、
大
寺
屋
ま
で
の
道
は
、
強
い

風
が
吹
く
と
飛
砂
が
ひ
ど
か
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
従
っ
て
、「
馬
士
が
う
な
づ
く
」

と
は
、
飛
砂
の
た
め
に
、
前
が
見
え
ず
、
馬
士
は
う
つ
む
き
、
馬
も
「
を
が
み
を
た

れ
て
」
馬
子
と
と
も
に
歩
い
た
と
い
う
大
寺
屋
付
近
の
情
景
を
う
た
っ
た
歌
と
も
考

栖せ
い
が
ん岸

寺じ

猫
薬
師

　

無
駄
安
留
記
本
文
に
記
さ
れ
て
い
る
猫
薬
師
は
、
現
在
鳥
取
市
湖
山
の
栖
岸
寺
に

安
置
さ
れ
て
い
る
。
水
中
山
栖
岸
寺
は
浄
土
宗
の
寺
院
で
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
は

東
伯
郡
の
東
郷
池
よ
り
上
ら
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
宝
永
七
年
（
一
七
一

○
）
に
「
西
岸
寺
」
を
「
栖
岸
寺
」
と
改
め
た
。
延
享
五
年
（
一
七
四
八
、寛
延
元
）

に
は
初そ

ら覧
山
（
現
在
の
湖
山
町
井
津
水
地
区
）
に
あ
っ
た
本
堂
を
現
在
地
（
湖
山
町

北
）
に
移
転
し
た
。
享
保
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
双
盤
念
仏
（
双
盤
台
に
並
べ
た
双

盤
鐘
を
撞
木
で
叩
き
な
が
ら
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
唱
え
る
引
声
念
仏
で
常
念
仏
と

も
言
う
）
は
現
在
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。
双
盤
と
は
、
浄
土
宗
寺
院
で
十
夜
法
（
御

仏
や
御
先
祖
に
秋
の
豊
作
物
を
供
え
、
報
恩
感
謝
を
表
す
法
事
）
と
い
う
回
向
を
行

う
と
き
、引
声
念
仏
を
唱
え
る
た
め
の
伴
奏
と
し
て
使
わ
れ
る
打
楽
器
で
あ
る
（『
鳥

取
県
大
百
科
事
典
』）。

　

本
堂
に
は
、
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
だ
け
で
な
く
、
丸
い
玉
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ

て
い
る
「
薬
師
」
像
が
あ
る
。
丸
い
玉
は
「
薬
」
を
表
し
、祈
願
す
る
と
病
気
が
治
っ

た
り
、
失
せ
物
が
見
つ
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
御
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
薬
師
様
の
向
か
っ
て
右
隣
に

は
猫
の
ミ
イ
ラ
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
御

住
職
の
お
話
に
よ
る
と
、
猫
の
ミ
イ
ラ

は
江
戸
時
代
か
ら
あ
り
、
保
存
処
置
は

特
に
何
も
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
の

状
態
で
保
存
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の

猫
は
薬
師
様
に
仕
え
て
い
る
と
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
薬
師
像
は
「
猫

薬
師
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
。
も
と
も
と
は
現
在
の
栖
岸
寺
の
南

側
湖
山
小
学
校
横
の
墓
地
に
あ
っ
た

が
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
八

月
に
栖
岸
寺
に
移
転
し
た
も
の
で
あ

る
。
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無
駄
安
留
記
に
は
、
こ
の
猫
薬
師
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
文
と
、
詠
ま
れ
た
歌
が

あ
る
。同

猫
薬
師

住
昔
産
見
長
者
の
飼
猫
な
り
と
。
今
弐小

山村
草
庵
に
安
ず
。
猫
の
こ
と
を
祈
り
て

験
あ
り
と
。
奇
な
り
。

盆
は
ま
た
里
の
童
と
打
連
れ
て

　
　

む
か
し
お
ぼ
え
の
猫
踊
り
せ
む

現
代
語
訳
す
る
と
、本
文
は「
昔
の
産
見
長
者
の
飼
い
猫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。今
、

湖
山
村
の
草
庵
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
猫
に
関
す
る
こ
と
を
祈
る
と
御
利
益
が
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
不
思
議
な
こ
と
で
あ

る
。」
と
な
り
、
和
歌
は
「
盆
に
は
ま

た
里
の
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
、
昔
身

に
つ
け
た
猫
踊
り
を
し
よ
う
。」
と
な

る
。

　

作
者
は
猫
の
ミ
イ
ラ
を
「
猫
薬
師
」

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
先

ほ
ど
の
無
駄
安
留
記
本
文
で「
猫
薬
師
」

と
は
産
見
長
者
の
「
飼
猫
」
で
あ
る
と

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
し

か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
作
者
の
勘
違
い

で
あ
り
、
薬
師
像
自
体
を
「
猫
薬
師
」

と
い
う
。

　

こ
の
猫
薬
師
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
な
伝
説
が
存
在
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
野
津
龍
『
子
ど
も
の
た
め
の
鳥
取
の
伝
説
』（
山
陰
放
送
、

一
九
七
九
年
）
に
よ
る
と
、
昔
、
浄
西
坊
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
お
勤
め
中
に
、
仏
壇

の
下
に
光
っ
て
い
る
物
に
気
づ
き
、
調
べ
て
み
る
と
そ
こ
に
は
猫
の
ミ
イ
ラ
が
あ
り

不
思
議
に
思
っ
た
と
い
う
。
そ
の
夜
浄
西
坊
が
眠
っ
て
い
る
と
、
こ
の
猫
が
夢
の
中

に
現
れ
、「
自
分
は
湖
山
長
者
に
飼
わ
れ
て
い
た
猫
で
、
田
ん
ぼ
が
湖
山
池
に
な
る

ほ
ど
の
洪
水
に
あ
っ
た
と
き
に
流
さ
れ
て
溺
れ
死
ん
だ
猫
で
あ
る
、『
猫
島
』
に
打

ち
上
げ
ら
れ
ミ
イ
ラ
と
な
っ
た
が
信
心
を
心
が
け
た
お
か
げ
で
薬
師
に
仕
え
る
仏
に

な
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
浄
西
坊
は
こ
の
猫
の
ミ
イ
ラ

を
厨
子
の
納
め
、ご
本
尊
で
あ
る
薬
師
様
の
右
隣
に
祀
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら「
湖

山
の
猫
薬
師
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
湖
山
長
者
に
関
わ

る
伝
説
で
、
猫
薬
師
と
の
関
連
で
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

　

さ
て
、
無
駄
安
留
記
の
和
歌
に
「
猫
踊
り
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ
の

「
猫
踊
り
」
と
は
、
宴
会
の
席
で
猫
に
さ
せ
る
踊
り
の
こ
と
で
あ
る
。
熱
く
し
た
鉄

板
に
猫
を
の
せ
、
逃
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
囲
い
を

し
、三
味
線
を
弾
く
。
そ
う
す
る
と
猫
は
熱
く
て
、

踊
る
よ
う
に
飛
び
跳
ね
る
。こ
れ
を
繰
り
返
す
と
、

条
件
反
射
で
三
味
線
の
音
を
聞
い
た
だ
け
で
踊
り

だ
す
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
和
歌
で
詠
ま
れ
て
い
る
猫
踊
り

は
、
文
意
か
ら
し
て
も
前
述
し
た
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
猫
を
模
し
た
盆
踊
り
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
田
中　

歌
織
）
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洗
濯
島

　

無
駄
安
留
記
本
文
に
は
、
洗
濯
島
に
つ
い
て
「
洗
濯
島　

沖
に
在
り
」
と
記
し
て

お
り
、
ま
た
、
無
駄
安
留
記
の
絵
の
右
上
に
は
「
伏
野
洗
濯
嶌
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
こ
と
か
ら
、洗
濯
島
は
伏
野
村
の
沖
に
位
置
し
て
い
た
島
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
洗
濯
島
は
、
無
駄
安
留
記
の
絵
の
中
で
中
央
部
分
に
大
き
な
空
洞
が
描
か
れ
て

い
た
。
こ
れ
は
洗
濯
島
の
持
つ
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
特
徴
を
踏
ま
え

た
上
で
、
伏
野
へ
現
地
調
査
に
向
か
っ
た
。

　

現
地
で
は
、
写
真
に
あ
る
よ
う
な
島
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
無
駄
安
留
記
と

概
ね
一
致
す
る
構
図
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
陸
か
ら
は
中
央
部
分
の
空
洞
に
つ
い
て
は

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
船
で
現
地
へ
行
っ
た
人
か
ら
こ
の
島

に
空
洞
が
あ
る
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
島
に
つ
い
て
、
地
図
を
見
て
調

べ
て
み
る
と
そ
の
位
置
関
係
か
ら
大
島
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
周
り

に
は
、
小
島
、
大
鳥
島
と
い
う
二
つ
の
島
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
こ
れ

ら
の
島
は
総
称
し
て
一
般
に
伏
野
大
島
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
撮
っ
た
写

真
と
無
駄
安
留
記
の
絵
の
類
似
、
伏
野
の
沖
に
位
置
す
る
と
い
う
位
置
関
係
か
ら
考

え
、
洗
濯
島
は
現
在
の
こ
の
伏
野
大
島
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
洗
濯
島
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
島
の
名
か
ら
、
現
在
の
名
へ
と
大
き

く
変
わ
っ
て
い
る
点
を
疑
問
に
思
い
さ
ら
に
調
査
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。
調
査
に

使
っ
た
絵
図
・
地
図
は
、
現
在
の
伏
野
大
島
の
図
を
図
１
、『
高
草
郡
絵
図
』（
鳥
取

県
立
図
書
館
所
蔵
）
を
図
２
、
そ
の
拡
大
図
を
図
３
、『
因
幡
国
絵
全
図
』（
同
）
を

図
４
、『
大
蔵
省
進
達
因
幡
国
明
細
図
』（
同
）
を
図
５
と
し
、
以
下
に
そ
の
考
察
を

述
べ
て
い
く
。

図
１
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ま
ず
、『
因
幡
志
』
を
見
て
み
る
と
、
伏
野
に
あ
る
島
は
宮
島
で
あ
る
と
い
う
記

述
が
あ
っ
た
。
ま
た
図
２
を
見
て
み
る
と
、
伏
野
の
沖
に
は
三
つ
の
連
な
り
の
あ
る

島
（
大
鳥
島
・
赤
島
・
小
島
）
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
島
を
拡
大
し
た
図
３
と

図
１
を
比
較
し
て
見
て
み
る
と
、
真
ん
中
の
赤
島
を
除
き
、
名
称
、
島
の
構
図
と
も

に
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
図
４
を
確
認
し
て
み
て
も
、
位
置
関
係
か
ら
伏
野
に
位
置

し
て
い
る
の
は
、
赤
島
と
そ
の
周
り
の
島
で
あ
り
、
宮
島
で
は
な
い
。
こ
の
図
の
赤

島
中
央
部
分
に
は
空
洞
と
思
し
き
も
の
も
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
図
５
を
確
認
し
て
み
て
も
、
伏
野
に
位
置
し
て
い
る
の
は
赤
島
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
地
図
で
は
、
赤
島
の
東
側
に
見
え
る
複
数
の
島
々
も
、
洗
濯
島
で
あ
る

と
い
う
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
疑
問
は
残
る
。
だ
が
、
図
２
に
描
か
れ
た

島
々
と
伏
野
大
島
の
酷
似
性
か
ら
言
い
、
や
は
り
洗
濯
島
は
宮
島
で
は
な
く
、
大
鳥

島
・
赤
島
・
小
島
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
こ
の
調
査
中
、
洗
濯
島
と
い
う
名
前
が
載
っ
て
い
る
資
料
は
無
駄
安
留
記

以
外
に
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
洗
濯
島
は
正
式
な
名
称
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
無
駄
安
留
記
に
は
次
の
よ
う
な
狂
歌
が
詠
ま
れ
て
い

る
。

打
ち
寄
る
波
に
洗
ふ
て
礒
草
の

　
　

の
り
つ
け
て
ほ
す
せ
む
だ
く
の
し
ま

　

現
代
語
訳
は
、「
打
ち
寄
せ
る
波
に
洗
わ
れ
た
島
に
礒
草
の
の
り
を
つ
け
て
干
さ

れ
る
。
そ
れ
が
洗
濯
の
島
で
あ
る
」
と
な
る
。こ
の
狂
歌
か
ら
、無
駄
安
留
記
の
著
者

は
、
こ
の
島
を
磯
草
が
ま
る
で
洗
濯
物
を
洗
っ
て
干
し
て
い
る
よ
う
に
見
て
い
る
よ

う
だ
。
洗
濯
島
の
名
称
は
、こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
中
村　

勇
太
）

図
５

図
４

図
３

図
２
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無
駄
安
留
記
に
、
高
住
不
動
ヶ
嵜
の
絵
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
名

所
の
よ
う
な
説
明
の
記
述
や
和
歌
・
狂
歌
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
絵
を
見
て
み
る

と
、
長
い
階
段
の
上
に
、
岩
に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
小
祠
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

不
動
ヶ
嵜
に
つ
い
て
『
因
幡
志
』
に
は
、
高
住
村
に
「
不
動
明
王
」
と
い
う
名
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
説
明
は
な
く
、
そ
の
他
に
も
「
不
動
ヶ
嵜
」
に
つ
い
て

の
情
報
は
一
切
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
鳥
取
県
の
地
名
』に
も
記
述
が
な
く
、

捜
し
出
す
の
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八
〜
一
八
三
〇
）
に
鳥
取

藩
が
作
成
し
、明
治
二
〇
年（
一
八
八
七
）に
鳥
取
県
庶
務
課
地
理
係
が
縮
写
し
た「
因

幡
国
八
郡
の
絵
図
」
に
載
っ
て
い
た
。
現
在
は
、
高
住
に
あ
る
高
江
町
公
民
館
の
北

西
で
、
湖
山
池
の
岸
辺
に
位
置
し
て
い
る
。

　

我
々
は
実
際
に
不
動
ヶ
嵜
に
調
査
に
行
っ
た
。
当
時
の
地
図
と
現
在
の
地
図
を
比

較
し
て
み
る
と
、
縮
尺
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
不
動
ヶ
嵜
の
位
置
は
変
わ
っ
て
い

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
絵
と
比
べ
る
と
少
な
い
が
、石
段
が
数
段
あ
っ
た
。

そ
の
上
に
、
岩
と
岩
の
間
に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
小
さ
な
祠
が
造
ら
れ
て
い
た
。

写
真
は
足
場
が
悪
く
近
く
か
ら
し
か
撮
影
で
き
な
か
っ
た
が
、
も
う
少
し
後
方
か
ら

撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
無
駄
安
留
記
の
絵
に
近
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

不
動
ヶ
嵜
の
記
述
は
『
松
保
郷
土
誌
』
に
載
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
小
祠

は
幅
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
一
・
六
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
で
、

高
住
不
動
ヶ
嵜
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そ
の
扉
の
中
に
は
、
右
手
に
利
剣
左
手
に
羂じ
ゅ
ず索
を
持
つ
石
造
の
不
動
明
王
の
立
像
が

あ
る
ら
し
い
。
そ
の
小
さ
な
祠
の
前
に
「
山
根
弘
栄
」
と
い
う
人
物
の
名
前
が
刻
ま

れ
た
石
柱
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
、「
湖
山
の
お
大
師
さ
ん
」
と
し
て

こ
こ
を
お
守
り
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
不
動
ヶ
嵜
か
ら
や
や
離

れ
た
所
に
古
不
動
と
い
わ
れ
る
洞
窟
が
あ
る
と
い
う
。

　

同
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
お
も
し
ろ
い
記
述
も
見
ら
れ
た
。「
不
動
さ
ん
祭
り
」

と
い
う
祭
り
が
、
か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
湖
山
の
お
大
師
さ
ん
を
祭
司

と
し
供
物
は
婦
人
の
当
番
が
受
け
も
ち
、
若
者
組
は
猫
島
か
ら
不
動
さ
ん
に
か
け
て

杭
を
立
て
（
稲
木
の
竿
を
利
用
）
そ
れ
を
縄
で
繋
ぎ
、提
灯
（
氏
神
祭
用
の
を
代
用
）

を
取
り
付
け
て
点
灯
す
る
と
、
夜
の
湖
上
に
赤
い
橋
が
架
か
り
、
村
人
は
一
変
し
た

夜
景
を
楽
し
ん
だ
。
猫
島
で
は
青
年
た
ち
に
よ
る
ソ
ー
メ
ン
食
い
競
争
が
行
わ
れ
た

が
、戦
時
態
勢
の
中
で
消
滅
し
た
。
祭
礼
は
旧
暦
の
六
月
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。

非
常
に
興
味
深
い
祭
り
で
あ
る
が
、
な
ぜ
稲
木
の
竿
が
杭
な
の
か
、
な
ぜ
猫
島
と
不

動
ヶ
嵜
を
結
ぶ
の
か
、な
ぜ
ソ
ー
メ
ン
を
食
べ
る
の
か
多
く
の
疑
問
が
出
て
き
た
が
、

今
回
の
調
査
で
は
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

（
天
川　

学
）
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�す

く
も

塚

　
『
因
幡
佳
景　

無
駄
安
留
記
』
下
巻
・
高
草
郡
の
「
�
塚
」
の
項
に
は
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

是
産
見
の
長
が
す
く
も
を
積
し
址
な
り
と
。
海
辺
に
う
づ
高
く
小
松
生
た
り
。

　

現
代
語
に
な
お
す
と
、「
こ
れ
は
産
見
の
長
（
産
見
長
者
）
が
す
く
も
を
積
ん
だ

跡
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
海
辺
に
た
か
く
隆
起
し
て
、小
松
が
生
え
て
い
る
。」と
な
る
。

ま
た
『
因
幡
誌
』、「
伏
野
村
（
中
ノ
茶
屋
）」
の
項
に
も
、

�
塚
と
云
ふ
小
丘
あ
り
此
長
者
全
盛
の
時
ス
ク
モ
を
捨
け
る
跡
な
り
と
云
傅
ふ

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
か
つ
て
は
そ
う
い
っ
た
塚
が
実
際
に
存
在
し
、
そ
れ
に
ま
つ

わ
る
産
見
長
者
の
伝
説
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
す
く
も
」
と
は
、
米
の
も
み
殻
を
指
す
。
こ
こ
に
、
金
の
団
扇
で
入
り
日
を
招

き
返
し
て
一
日
の
う
ち
に
田
植
え
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
産
見
長
者
の
伝

説
と
の
関
連
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
産
見
長
者
が
収
穫
し
た
米
の
も
み
殻

（
す
く
も
）
を
積
ん
で
塚
と
な
っ
た
も
の
が
す
く
も
塚
で
あ
る
、
と
言
い
伝
え
ら
れ

て
い
る
と
す
る
と
、
す
く
も
塚
は
伝
説
上
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
『
高
草
郡
絵
図
』（
鳥
取
県
立
図
書
館
所
蔵
）（
図
１
）
で
は
、
伏

野
と
加
露
と
の
境
界
線
上
に
細
長
い
円
形
が
描
か
れ
て
お
り
、そ
こ
に
「
ス
ク
モ
塚
」

と
い
う
文
字
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
境
界
線
は

黒
の
線
で
太
く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
真
上
に
す

く
も
塚
を
あ
ら
わ
す
円
形
が
描
か
れ
、
ち
ょ
う
ど

境
界
線
に
よ
っ
て
す
く
も
塚
が
二
分
割
さ
れ
た
よ

う
な
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伏
野
村
と
加

露
村
の
境
界
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ

の
絵
図
は
、
文
政
五
年
（
一
八
二
三
）
の
も
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
『
大
蔵
省

進
達
因
幡
国
明
細
図
』（
鳥
取
県
立
図
書
館
所
蔵
）

（
図
２
）
に
も
、
お
お
よ
そ
同
じ
位
置
に
「
す
く

も
塚
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
に
境
界
線

は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
円
形
が
南
北
に
少
し
伸

び
た
形
と
な
っ
て
い
る
点
は
、
先
程
の
『
因
幡
国

八
郡
の
絵
図
』
と
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

明
治
三
十
三
年
（
一
九
○
○
）
の
『
陸
軍
省

二
万
分
一
地
形
図
』（
図
３
）
に
は
文
字
で
の
記

述
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
境
界
線
の
左
側
に
山

の
よ
う
な
も
の
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で

の
地
図
中
で
描
か
れ
て
き
た
「
す
く
も
塚
」
を
表

図
２

図
１
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と
い
う
具
合
に
中
国
地
方
に
い
く
つ
か
点
在
し
て

い
る
（『
山
口
県
の
地
名
』・『
広
島
県
の
地
名
』）。

現
在
の
鳥
取
県
内
に
も
八
頭
郡
に
「
す
く
も
塚
」

と
い
う
地
名
が
、
東
伯
郡
に
「
す
く
も
塚
」
と
呼

ば
れ
る
山
が
存
在
し
て
お
り
、
呼
称
と
し
て
は
そ

う
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
（
マ
ピ
オ

ン
、G

oogle M
ap

で
検
索
）。

　

ま
た
、
広
島
県
広
島
市
西
条
町
の
土ど

よ与
丸ま
る

に
は

「
す
く
も
塚
」
と
呼
ば
れ
る
土
盛
が
残
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
牛う
し
ま
ん満

長ち
ょ
う
じ
ゃ

者
と
呼
ば
れ
た
長
者
が
住
み
、

そ
の
屋
敷
跡
と
呼
ば
れ
る
敷
地
内
に
大
量
の
す
く

も
を
捨
て
て
で
き
た
も
の
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
。

　

こ
の
広
島
県
の
す
く
も
塚
に
お
い
て
も
、
牛
満

長
者
と
い
う
長
者
の
伝
説
に
よ
っ
て
そ
の
成
り
立

ち
が
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
無
駄
安
留
記
に
お

け
る
す
く
も
塚
が
産
見
長
者
の
存
在
と
と
も
に
語

ら
れ
て
い
る
点
と
同
様
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小

丘
と
な
る
ほ
ど
の
も
み
殻
（
す
く
も
）
を
積
む
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の

米
の
収
穫
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

「
す
く
も
塚
」
と
い
う
も
の
が
長
者
の
偉
大
さ
を

語
る
に
あ
た
っ
て
モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
西　

康
彦
）

わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

上
記
の
よ
う
な
絵
図
や
地
形
図
に
そ
の
名
称
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
姿
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
す
く
も
塚
と
は
決
し
て
伝
説
上
だ
け
の
も
の
で
は
な
く

―
現
実

に
産
見
長
者
に
よ
っ
て
積
ま
れ
た
す
く
も
か
ら
で
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
し

て
も

―
そ
の
周
辺
に
は
小
さ
な
丘
の
よ
う
に
な
っ
た
地
形
が
確
か
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
く
も
塚
の
位
置
を
判
断
す
る
う
え
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
湖
山
池

に
突
き
出
た
龍
ヶ
崎
で
あ
る
。
今
回
参
照
し
た
す
べ
て
の
絵
図
・
地
図
に
お
い
て
、

こ
こ
か
ら
北
へ
と
垂
直
に
線
を
延
ば
し
た
先
に
す
く
も
塚
（
な
い
し
、
そ
れ
を
示
し

た
で
あ
ろ
う
円
）
が
描
か
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
現
在
発
行
さ
れ
て
い
る
『
国
土
地
理
院　

電
子
国
土
基
本
図
二
万
五
千
分

の
一
』（
図
４
）
を
参
照
し
て
み
る
と
、

上
述
の
位
置
に
円
状
の
等
高
線
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら

現
地
調
査
に
お
い
て
は
、
写
真
で
見
て

い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
そ
の
地

点
に
す
く
も
塚
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
小
高

い
丘
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
塚
と
い
う
特
性
上
、
年
月
の
流
れ

に
よ
っ
て
風
化
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
他
に
も
「
す
く
も
」
と

名
の
付
く
地
名
は
、
山
口
県
徳
山
市
の

粭
島
、
広
島
県
安
芸
高
田
市
の
糘
地
、

図
４

図
３
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天
神
山
城

　

天
神
山
城
は
『
鳥
取
県
の
地
名
』
や
『
天
神
山
城
発
掘
調
査
報
告
書
』
に
よ
る
と

湖
山
池
東
岸
の
天
神
山
と
そ
の
南
方
の
卯
山
を
中
心
と
し
た
城
で
あ
り
、
室
町
時
代

に
因
幡
守
護
山
名
氏
が
守
護
所
を
置
い
た
地
で
、
約
八
十
年
間
守
護
所
と
し
て
機
能

し
て
い
た
。
天
神
山
に
天
守
が
置
か
れ
、
卯
山
周
辺
に
は
町
屋
・
侍
屋
敷
・
寺
院
群

な
ど
が
あ
り
、
城
下
町
が
発
達
し
て
い
た
。

　

そ
の
天
神
山
城
に
つ
い
て
無
駄
安
留
記
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

山
名
伊
豆
守
時
氏
光
明
院
帝
御
宇
当
国
守
護
ト
而
在
城
。
後
十
四
代
に
て
天
正

年
間
豊
公
の
為
め
に
没
落
。
此
城
田
圃
中
な
れ
共
其
頃
は
堀
深
く
要
害
の
地
な

り
。
先
年
田
を
深
く
穿
し
に
こ
の
堀
跡
に
騎
馬
の
貌
歩
卒
の
斃
れ
た
る
形
見
え

し
由
。
今
田
中
の
道
を
天
満
縄
手
と
云
も
昔
の
遺
名
な
り
。

　

こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
、「
山
名
伊
豆
守
時
氏
が
光
明
院
帝
の
時
代
に
因
幡
国

の
守
護
と
し
て
在
城
し
た
。
そ
の
後
、
十
四
代
の
時
、
天
正
年
間
に
豊
公
の
た
め
に

没
落
し
た
。
こ
の
城
は
今
、
田
畑
の
中
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
は
堀
が
深
く
要
害
の
地

で
あ
っ
た
。
以
前
、
田
を
深
く
掘
る
と
そ
の
堀
の
跡
に
騎
馬
の
形
、
歩
兵
の
斃
れ
て

い
る
形
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
だ
。
今
、
田
の
中
の
道
を
天
満
縄
手
と
い
う
の
も
昔

の
名
残
の
名
で
あ
る
。」
と
な
る
。　

　

ま
ず
、「
山
名
伊
豆
守
時
氏
光
明
院
帝
御
宇
当
国
守
護
ト
而
在
城
。」
と
い
う
記
述

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
に
あ
る
山
名
時
氏
と
は
『
鳥
取
県
大
百
科
事
典
』

に
よ
る
と
、
南
北
朝
時
代
の
武
将
で
あ
り
、
一
三
六
三
年
に
丹
波
・
丹
後
・
美
作
・

因
幡
・
伯
耆
守
護
と
な
っ
た
人
物
で
あ

る
。『
鳥
取
県
大
百
科
事
典
』
に
よ
る

と
、
天
神
山
城
の
築
城
者
は
山
名
勝
豊

と
あ
り
、『
稲
場
民
談
記
』
や
『
因
幡

志
』
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
山
名
時
氏
が
生

き
て
い
た
時
代
と
天
神
山
城
が
築
城
さ

れ
た
時
代
に
は
大
き
な
ず
れ
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
、
山
名
時
氏
が
天
神
山
城

に
在
城
し
て
い
た
と
い
う
記
述
は
作
者

の
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、『
天
神
山
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

に
よ
る
と
、
天
神
山
城
の
築
城
者
は
、

一
四
五
九
年
か
ら
一
四
七
九
年
ま
で
因
幡
守
護
で
あ
っ
た
山
名
豊
氏
だ
と
い
う
説
も

あ
る
。

　

次
に
、「
天
正
年
間
豊
公
の
為
め
に
没
落
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ

の
「
豊
公
」
と
は
豊
臣
秀
吉
の
こ
と
を
指
す
時
に
使
う
言
葉
で
あ
る
。『
鳥
取
県
大

百
科
事
典
』
に
よ
る
と
そ
の
豊
臣
秀
吉
が
天
正
六
年
（
一
五
八
〇
）
に
因
幡
守
護
の

山
名
豊
国
が
因
幡
統
治
の
拠
点
と
し
て
い
た
鳥
取
城
を
包
囲
し
、
そ
の
と
き
豊
国
が

秀
吉
方
に
降
伏
し
、
従
っ
た
と
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
記
述
は
、
豊
臣
秀
吉
の
鳥
取
城

攻
め
に
よ
り
因
幡
守
護
の
山
名
家
が
没
落
し
た
と
い
う
事
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
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あ
る
。
天
神
山
に
調
査
に
行
く
と
建
物
は
何
も
残
っ
て
お
ら
ず
井
戸
だ
け
が
残
っ
て

お
り
、そ
れ
だ
け
が
天
神
山
に
城
が
あ
っ
た
と
い
う
名
残
を
残
し
て
い
た
。
し
か
し
、

天
神
山
か
ら
は
湖
山
池
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
、
守
護
所
が
置
か
れ
た
ほ
ど
重
要

な
地
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
友
森　

太
一
）

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、「
堀
深
く
要
害
の
地
な
り
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
堀
が
あ
っ

た
の
か
を
知
る
た
め
、『
稲
場
民
談
記
』の
天
神
山
が
描
か
れ
て
い
る
絵
を
見
て
み
た
。

こ
の
絵
は
正
確
性
に
欠
け
て
い
る
点
は
あ
る
が
、
内
堀
と
外
堀
が
描
か
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
鳥
取
県
大
百
科
事
典
』
や
『
天
神
山
城
発
掘
調
査
報
告
書
』

に
よ
る
と
、
天
神
山
城
は
二
重
の
堀
が
あ
り
、
内
堀
は
天
神
山
を
囲
み
東
側
が
全
長

約
四
○
○
メ
ー
ト
ル
、
南
側
が
全
長
約
三
○
○
メ
ー
ト
ル
の
長
方
形
の
堀
で
、
外
堀

は
天
神
山
と
卯
山
を
囲
み
総
延
長
約
二
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
天
神
山
城
は
堀
が
深
く
要
害
の
地
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 　

次
に
、「
今
田
中
の
道
を
天
満
縄
手
と
云
も
昔
の
遺
名
な
り
」
と
い
う
記
述
に
つ

い
て
見
て
い
く
。
天
満
縄
手
に
つ
い
て
『
稲
場
民

談
記
』
の
天
神
山
城
が
描
か
れ
て
い
る
絵
を
見
る

と
、
徳
吉
に
延
び
る
道
を
「
テ
ン
ハ
ナ
ワ
テ
」
と

記
し
て
あ
る
。
ま
た
、『
湖
山
の
歴
史
』
に
も
、「
現

在
、
九
相
橋
か
ら
か
け
て
、
東
方
へ
向
か
っ
て
徳

吉
村
・
徳
尾
村
へ
至
る
一
路
を
、
天
場
畷
と
い
い
、

ま
た
天
馬
の
地
名
も
あ
る
。
こ
れ
が
天
神
山
城
の

大
手
門
道
路
の
あ
っ
た
所
で
あ
る
。」
と
い
う
記

述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
天
満
縄
手

と
は
天
神
山
城
か
ら
徳
吉
・
徳
尾
村
に
至
る
道
で

あ
っ
た
と
わ
か
り
、
現
在
で
も
「
天
馬
」
と
い
う

小
字
も
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

最
後
に
天
神
山
の
現
在
の
様
子
に
つ
い
て
で
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山さ
ん
の
う
の
ほ
こ
ら

王
祠

　

山
王
祠
に
つ
い
て
、
無
駄
安
留
記
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

是
山
名
氏
鎮
主
の
神
な
り
。

山
上
広
平
に
て
毎
年
四
月
十
五
日
祭
式
賑
わ
し
。
近
年
は
殊
に

群
参
。

　
「
こ
れ
は
山
名
氏
を
守
護
す
る
神
で
あ
る
。
山
上
の
境
内
は
広
く
平
ら
で
、
毎
年

四
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
祭
り
の
儀
式
は
賑
わ
っ
て
い
る
。
近
年
は
特
に
参
詣
す
る

人
が
多
い
。」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
は
四
月
の
二
番
目
の
申
の
日
に
祭
礼
が
行
わ
れ
、
六
月
十
五
日
に
地

祭
が
行
わ
れ
て
い
た
（『
鳥
取
県
の
地
名
』）
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
章
に
書
か

れ
て
い
る
祭
り
が
そ
の
祭
礼
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

早
朝
神
前
に
そ
ろ
っ
て
修
祓
を
受
け
、
頭
に
神
霊
を
戴
い
た
麒
麟
獅
子
が
、
氏
子

の
家
を
廻
り
、
午
後
三
時
ご
ろ
に
は
社
前
で
三
方
舞
を
踏
む
。
こ
の
手
法
は
権
現
流

の
主
流
で
あ
り
、
鳥
取
藩
独
特
の
型
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
因
幡

の
麒
麟
獅
子
に
は
、
飛
大
法
、
六
退
法
な
ど
の
能
の
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
賑
わ
い
は
藩
領
の
各
神
社
の
祭
礼
に
伝
播
さ
れ
た
と
い
う
（『
松
保
郷
土
誌
』）。

無
駄
安
留
記
の
著
者
も
、
き
っ
と
人
々
で
に
ぎ
わ
う
「
布
勢
の
山
王
さ
ん
」
こ
と
日

吉
神
社
で
こ
の
麒
麟
獅
子
を
見
て
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

出
店
ず
ら
り
、
楽
し
い
お
祭
り

（
中
略
）

　

こ
の
山
王
さ
ん
の
お
祭
り
（
五

月
の
春
の
例
祭
）
が
楽
し
み
で
ね

え
。
山
王
さ
ん
は
子
供
の
守
護
神

で
す
し
、
私
も
親
に
連
れ
て
き
て

も
ら
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
か

き
氷
屋
さ
ん
の
周
り
に
子
供
達
が

集
ま
っ
て
い
ま
す
。
長
い
参
道
の

両
脇
に
も
出
店
が
ず
ら
ー
っ
と
並

ん
で
賑
や
か
で
し
た
よ
。

　

山
王
さ
ん
は
猿
と
も
関
係
が

あ
っ
た
は
ず
で
す
。
二
〇
〇
四
年

の
申
年
の
時
は
お
正
月
の
お
参
り

で
た
く
さ
ん
の
人
が
押
し
寄
せ
ま
し
た
。

（
出
典
：asahi.com

「
布
勢
の
山
王
さ
ん
（
上
）」
語
り
手
・
吉
田
幹
男
、

聞
き
手
・
下
地
毅
）

　

こ
の
よ
う
に
、
日
吉
神
社
と
こ
の
お
祭
り
は
、
今
も
な
お
、
永
く
人
々
か
ら
愛
さ

れ
て
い
る
。

　
『
鳥
取
県
の
地
名
』『
松
保
郷
土
誌
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
祭
り
が
行
わ
れ
た
日
吉
神
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社
は
湖
山
池
東
岸
、
布
勢
の
卯
山
中
腹
に
あ
る
。
近
世
末
ま
で
は
山
王
権
現
と
呼
ば

れ
、
親
し
み
を
込
め
て
「
布
勢
の
山
王
さ
ん
」
と
も
通
称
さ
れ
て
い
た
。
創
立
年
代

は
不
明
だ
が
、
因
幡
の
守
護
で
あ
っ
た
山
名
勝
豊
が
、
天
神
山
に
城
を
構
え
る
際
に
、

近
江
国
（
滋
賀
県
）
比
叡
山
山
麓
に
あ
る
山
王
総
本
山
の
日
吉
大
社
の
分
霊
を
祀
っ

た
こ
と
が
起
源
と
さ
れ
る
。
湖
山
池
を
琵
琶
湖
に
見
立
て
、
山
王
権
現
や
九
院
の
仏

閣
を
作
り
、
琵
琶
湖
の
景
色
を
山
王
社
と
一
緒
に
湖
山
池
の
湖
畔
へ
と
ご
っ
そ
り
移

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
湖
山
池
周
辺
の
箱
崎
の
松
原
、
志
加
奴
、
長
柄
、
三
津
、

溝
口
は
い
ず
れ
も
近
江
湖
畔
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
名
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
『
鳥
取
県
の
地
名
」『
松
保
郷
土
誌
』
を
参
考
に
し
て
、
山

王
社
の
辿
っ
た
歴
史
を
み
て
い
く
。

　

山
王
社
は
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
年
）、
太
閤
秀
吉
の
因
幡
攻
め
の
際
に
兵
火
で

消
失
し
て
い
る
。
そ
の
被
害
は
大
き
く
、
御
本
宮
の
み
な
ら
ず
、
八
王
子
社
、
唐
崎

社
、
若
宮
社
全
て
が
灰
燼
に
帰
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
魚
町
に
分
祀
を
行
う
こ

と
で
難
を
逃
れ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
年
）、
亀
井
武
蔵
守
茲
矩
の
時
代
に
な
っ
て
よ
う

や
く
復
興
さ
れ
る
。
亀
井
茲
矩
は
、
神
殿
を
再
建
し
、
神
領
を
加
え
祭
具
を
整
え
、

自
ら
祭
主
と
な
っ
て
度
々
参
社
し
た
。
元
和
三
年
（
一
六
一
七
年
）
に
な
る
と
、
石

見
津
和
野
に
改
封
さ
れ
、
因
幡
は
池
田
光
政
の
封
領
と
な
る
。
光
政
の
時
代
に
は
布

勢
の
古
城
を
本
城
と
呼
ん
で
い
た
が
、
鳥
取
の
久
松
山
で
築
城
が
始
ま
る
と
布
勢
の

町
勢
が
そ
の
ま
ま
鳥
取
に
移
り
、
町
屋
も
侍
屋
敷
も
す
べ
て
撤
去
さ
れ
、
山
王
社
も

農
地
に
開
拓
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
後
封
入
し
た
初
代
鳥
取
藩
主
池

田
光
仲
は
山
王
宮
を
崇
敬
し
、
社
領
一
石
六
斗
五
升
五
合
を
与
え
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
鳥
取
藩
主
池
田
光
仲
の
登
場
し
た
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
年
）
か
ら
明

治
二
年
（
一
八
六
九
年
）
の
版
籍
奉
還
ま
で
の
約
二
四
〇
年
間
、
山
王
社
は
藩
主
池

田
家
の
祈
祷
所
と
し
て
尊
ば
れ
、
若
殿
姫
君
か
ら
士
分
、
町
人
の
子
供
、
農
民
の
子

弟
と
様
々
な
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
山
王
社
に
は
小
児
守
護
・
疳
病

の
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
評
判
は
出
雲
・
但
馬
の
近
隣
国
ま
で
広
が
っ
て
い

っ
た
。
祈
願
成
就
の
お
礼
に
参
拝
す
る
こ
と
を
報
賽
と
い
う
が
、
こ
れ
に
よ
り
社
殿

は
石
細
工
・
陶
器
の
猿
な
ど
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

山
王
社
が
い
か
に
人
々
に
大
切
に
さ
れ
て
い
た
の
か
が
分
か
る
。

　

現
在
の
日
吉
神
社
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
の
因

伯
寺
社
領
取
調
帳
（
県
立
博
物
館
蔵
）
に
は
〝
布
施
社
〞、
同
年
十
二
月
の
「
在
方

諸
事
控
」
に
は
〝
日
吉
社
〞
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
に
改
称
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
五
年
に
郷
社
と
な
っ
た
が
、
こ
の
年
の
十
一
月

に
は
村
社
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

さ
て
、
何
度
か
さ
る
（
申
・
猿
）
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
猿
は
こ
の
山
王
権
現
の
神
使
と
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
五
年
旧

六
月
二
十
四
日
、
本
殿
両
脇
に
銅
猿
三
体
が
鋳
造
奉
納
さ
れ
た
（『
松
保
郷
土
誌
』）。

こ
の
時
、
銅
猿
の
材
料
と
し
て
、
町
の
女
房
が
競
う
よ
う
に
沢
山
の
柄
付
き
の
白
銅

鏡
を
奉
納
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
子
を
持
つ
母
親
に
と
っ
て
山
王
社
が
ど
れ
だ
け
大

切
な
場
所
だ
っ
た
の
か
が
分
か
る
。
し
か
し
、
推

測
す
る
と
こ
の
銅
猿
は
『
松
保
郷
土
誌
』
に
お
い

て
「
出
征
兵
士
と
な
っ
て
応
召
」
と
い
う
こ
と
か

ら
、
国
に
よ
っ
て
戦
時
中
の
武
器
の
材
料
に
使
わ

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
の
日
吉
神
社

に
あ
る
銅
猿
は
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
、
森
下
久

平
に
よ
っ
て
当
時
の
も
の
を
再
現
し
た
も
の
で
、

神
の
使
い
と
し
て
今
も
人
々
か
ら
愛
さ
れ
、
大
事

に
さ
れ
て
い
る
。

（
太
田　

志
津
香
）
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横
枕
村
の
現
在
の
地
名
は
、
鳥
取
市
横
枕
で
あ
る
（『
鳥
取
県
の
地
名
』）。『
因
幡

志
』
に
よ
る
と
、
衣
笠
山
を
源
と
す
る
猪
子
川
に
沿
い
、
猪
子
谷
の
入
り
口
で
玉
津

村
と
倭
文
村
の
付
近
に
位
置
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
猪
子
、
玉
津
、
倭
人
な
ど
の
地

名
は
現
在
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
周
辺
地
域
の
方
に
と
っ
て
は
な
じ
み
の
あ
る

地
名
だ
ろ
う
。

　

朝
日
寺
は
横
枕
に
あ
る
日
蓮
宗
の
寺
で
あ
る
。
無
駄
安
留
記
本
文
に
は
こ
の
寺
に

つ
い
て横

枕
薬
王
菩
薩　
　

医
王
山
朝
日
寺

と
あ
る
。
薬
や
医
と
い
う
文
字
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
朝
日
寺
の
本
尊
は
薬

師
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
く
記
述
に
は
、

往
古
□
池
な
り
し
に
や
土
中
よ
り
掘
出
す
。
安
産
を
守
り
給
ふ
。
会

式
に
は
群
参
す
。

　
と
あ
る
。
こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
、「
昔
、
□
池
で
あ
っ
た
た
め
か
、
土
の
中
か

ら
本
尊
を
掘
り
出
し
た
。
こ
の
本
尊
は
安
産
を
守
っ
て
く
れ
る
。
会
式
の
時
に
は
多

く
の
人
が
参
拝
す
る
。」
と
な
る
。
会
式
と
は
仏
教
の
法
会
の
こ
と
で
、
特
に
日
蓮

宗
で
は
宗
祖
日
蓮
の
命
日
に
行
う
法
会
を
会
式
と
い
い
、
毎
年
十
月
十
二
、十
三
日

に
執
行
さ
れ
る
。『
鳥
取
県
の
地
名
』
に
よ
る
と
、
朝
日
寺
の
薬
王
菩
薩
は
近
年
ま

で
安
産
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
仏

と
し
て
参
詣
客
が
多
か
っ
た
よ

う
だ
。

　

無
駄
安
留
記
に
は
、
朝
日
寺

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
狂
歌
が

記
さ
れ
て
い
る
。

横
枕
し
て
待
つ
ほ
ど
に
村
雲
の

　
　

は
ら
め
る
月
も
生
ま
れ
出
け
り

　

こ
の
狂
歌
に
は
、
横
に
し
た
枕
と
横
枕
と
い
う
地
名
が
掛
け
て
あ
る
。
ま
た
、
は

ら
め
る
月
の
「
は
ら
め
る
」
は
「
孕
む
」、「
月
」
は
満
月
の
真
ん
ま
る
な
様
子
で
妊

婦
の
大
き
く
な
っ
た
腹
を
表
し
て
お
り
、
朝
日
寺
の
薬
師
に
祈
る
と
安
産
の
ご
利
益

が
あ
る
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
と
推
測
で
き
る
。

　

で
は
、
続
い
て
、
無
駄
安
留
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
朝
日
寺
の
絵
と
現
在
の
朝
日

寺
を
比
較
し
て
み
る
。

　

絵
に
は
、
山
の
斜
面
の
下
に
、
塀
に
囲
ま
れ
た
寺
が
あ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
塀
の
門
を
く
ぐ
っ
て
す
ぐ
に
大
き
な
松
と
石
碑
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
、
山
門
を
入
っ
て
左
奧
に
鳥
居
も
描
か
れ
て
お
り
、
神
社
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

現
地
に
出
か
け
て
み
る
と
、
現
在
も
塀
を
入
っ
て
す
ぐ
の
門
の
付
近
に
石
碑
が
あ

横
枕
・
朝

ち
ょ
う

日じ
つ

寺じ
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婦
人
が
分
娩
の
時
に
、
昔
か
ら
の
習
い
で
横
に
臥
し
枕
に
つ
い
て
安
ら
か
で
自
然
な

お
産
を
待
つ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。
二
つ
目
は
、
布
勢
の
屋
形
の
山
名
左
衛

門
の
内
室
が
難
産
の
時
に
稲
田
山
の
薬
王
寺
で
祈
祷
を
し
て
も
ら
い
、
そ
の
後
に
内

室
が
夢
の
中
で
老
婆
に
、
枕
を
起
こ
し
て
横
に
臥
せ
る
と
良
い
と
言
わ
れ
、
そ
の
通

り
に
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
一
男
を
安
産
し
た
た
め
だ
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
出

て
く
る
稲
田
山
の
薬
王
寺
と
は
、
前
に
も
述
べ
た
元
々
朝
日
寺
の
本
尊
が
あ
っ
た
寺

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
横
枕
朝
日
寺
に
つ
い
て
調
べ
て
み
て
、｢

横
枕｣

と
い

う
個
性
的
な
地
名
の
由
来
と
朝
日
寺
の
本
尊
の
云
わ
れ
の
中
に
見
出
せ
る
関
係
が
次

第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
、
興
味
深
く
感
じ
た
。

（
植
田　

有
佳
）

り
、
奥
の
方
に
は
鳥
居
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
石
碑
と
鳥
居
の
位
置
関
係
も
、
無

駄
安
留
記
本
文
の
絵
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
石
碑
に
は
天
明
元
年
六
月
十
三

日
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
石
碑
が
作
ら
れ
た
日
付
と
考
え
ら
れ
る
。
天
明
年
間

（
一
七
八
一
〜
一
七
八
八
）
は
無
駄
安
留
記
の
成
立
年
代
の
安
政
年
間
（
一
八
五
〇

〜
一
八
五
九
）よ
り
も
昔
な
の
で
や
は
り
絵
の
石
碑
と
同
じ
石
碑
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

朝
日
寺
は
、
寺
の
敷
地
内
に
神
社
が
存
在
し
、
明
治
時
代
の
神
仏
分
離
令
後
も
寺
と

神
社
が
分
離
さ
れ
な
か
っ
た
珍
し
い
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。

　

先
ほ
ど
紹
介
し
た
無
駄
安
留
記
本
文
の
中
に
は
「
池
だ
っ
た
場
所
の
土
の
中
か

ら
本
尊
を
掘
り
出
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
鳥
取
県
の
地
名
』

に
は
本
尊
は
室
町
時
代
の
行
基
が
作
っ
た
と
い
う
い
わ
れ
も
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
こ
の
本
尊
は
か
つ
て
近
く
に
あ
っ
た
薬
王
寺
の
も
の
で
、
そ
の
寺
が
永
禄
年
間

（
一
五
五
八
〜
七
〇
）
に
焼
失
し
た
た

め
、
芳
心
寺
八
世
の
日
勇
が
元
禄
年
間

に
草
庵
を
建
立
し
て
朝
日
寺
と
改
称
し

て
本
尊
を
移
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
横
枕
は
地
名
と
し
て
は

珍
し
い
印
象
が
あ
る
。
こ
の
地
名
の
由

来
に
は
横
枕
に
あ
る
朝
日
寺
が
関
係
し

て
い
る
。
無
駄
安
留
記
本
文
に
、
朝
日

寺
に
は
安
産
の
御
利
益
の
記
述
が
あ
る

た
め
、
地
名
の
由
来
と
の
関
連
を
調
査

し
て
い
っ
た
。
横
枕
の
地
名
に
つ
い
て

『
因
幡
志
』
に
二
つ
の
由
来
の
記
述
が

あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
こ
の
地
域
の
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菖
蒲
座
光
寺

　

私
は
今
回
、
鳥
取
市
菖
蒲
に
あ
る
座
光
寺
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

無
駄
安
留
記
の
中
で
は
和
歌
と
共
に
絵
図
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。
菖
蒲
座
光
寺
は
菖

蒲
集
落
の
西
方
山
裾
に
あ
る
。
宗
派
は
天
台
宗
で
本
尊
は
薬
師
如
来
で
あ
る
。『
因

幡
志
』
の
中
で
は
薬
師
寺
と
号
す
る
大
寺
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
座

光
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
薬
師
如
来
像
は
現
在
、
京
都
市
下
左
京
区
因
幡
堂
平
等
寺

に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
薬
師
如
来
に
は
霊
験
が
多
く
残
っ
て
お
り
、『
因
幡

堂
縁
起
絵
巻
』
に
描
か
れ
て
い
る
。『
因
幡
堂
縁
起
絵
巻
』
は
三
巻
か
ら
な
る
縁
起

絵
巻
で
座
光
寺
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

因
幡
一
宮
へ
の
神
拝
の
勅
使
と
し
て
下
向
し
た
橘
行
平
は
、夢
の
お
告
げ
に
従
い
、

賀
留
津
（
現
、
鳥
取
市
賀
露
）
の
海
中
か
ら
薬
師
如
来
像
を
引
き
上
げ
た
。
薬
師
如

来
像
を
祀
る
た
め
、
因
幡
国
内
に
薬
師
寺
を
建
立
し
帰
京
し
た
。
そ
の
後
、
薬
師
如

来
像
が
、
台
座
と
光
背
を
残
し
行
平
を
追
っ
て
都
へ
飛
び
去
っ
た
た
め
、
薬
師
寺
は

座
光
寺
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
行
平
は
、
薬
師
如
来
像
を
祀
っ
た
利
益
に
よ

り
因
幡
守
に
任
じ
ら
れ
た
。

　

以
後
、
因
幡
堂
は
都
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
、
大
き
く
発
展
し
、
行
平
没
後
も
薬

師
如
来
像
は
あ
る
大
臣
の
姫
が
腹
の
ふ
く
れ
る
病
に
な
っ
た
が
、
因
幡
堂
に
参
籠
し

た
と
こ
ろ
平
癒
し
た
こ
と
や
、
身
寄
り
の
な
い
女
が
両
親
を
供
養
す
る
た
め
の
費
用

を
得
る
た
め
身
を
売
っ
た
。
憐
れ
ん
だ
薬
師
如
来
は
、
寺
の
近
く
に
住
む
裕
福
な
御

家
人
の
夢
に
現
れ
、
女
を
助
け
る
よ
う
に
告
げ
た
こ
と
と
い
っ
た
霊
験
が
数
多
く

残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
吉
岡
温
泉
の
由
来
に
も
座
光
寺
の
薬
師
如
来
が
関
係
し
て

い
る
。

　

座
光
寺
の
薬
師
如
来
に
は
単
に

京
都
に
飛
ん
で
い
た
物
語
が
記
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
無
駄
安

留
記
本
文
に
も
記
載
が
あ
る
よ
う

に
吉
岡
温
泉
の
由
来
に
関
わ
る
な

ど
鳥
取
に
も
広
が
り
を
も
っ
て
い

る
こ
と
が
興
味
深
い
。

　

無
駄
安
留
記
の
本
文
に
は
、

　

行
平
卿
任
国
時
に
こ
の
本
尊

薬
師
仏
は
古
海
の
底
よ
り
出

現
な
り
。

と
小
さ
く
本
文
の
右
に
添
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
、「
橘
行
平

が
任
国
さ
れ
て
い
た
時
に
こ
の
本
尊
薬
師
如
来
像
は
古
海
の
底
か
ら
出
現
し
た
。」

と
な
る
。
こ
の
記
述
は
、『
因
幡
堂
縁
起
絵
巻
』
と
二
つ
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

一
つ
は
、
無
駄
安
留
記
で
は
「
任
国
」
つ
ま
り
「
国
司
」
と
し
て
赴
任
し
た
と
な
っ

て
い
る
が
、『
因
幡
堂
縁
起
絵
巻
』
で
は
「
勅
使
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
橘
行
平
の
役

職
名
が
異
な
っ
て
い
る
。
二
つ
め
に
は
、
薬
師
如
来
像
を
引
き
上
げ
た
の
が
賀
露
津
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で
は
な
く
古
海
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。　

さ
ら
に
無
駄
安
留
記
本
文
に
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

同　

菖
蒲
村　

座
光
寺　

是
京
師
因
幡
薬
師
の
址
な
り
。
此
山
独
孤
に
し
て

南
の
山
釣
の
山
な
り
。

　

是
中
納
言
在
原
行
平
の
故
事
な
り
。
亦
峯
に
古
松
あ
り
。
橘
行
平
植
え
た
ま

ふ
。
い
さ
り
松
と
云
々
。
是
地
徃
古
海
辺
な
り
し
由
。
故
に
古
海
の
称
あ
り
。

風
景
秀
逸
な
り
。

　

こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
、「
高
草
郡
菖
蒲
村
の
座
光
寺
は
、
京
師
因
幡
薬
師
の

跡
で
あ
る
。
こ
の
山
は
独
立
し
た
山
で
、
南
の
山
は
釣
の
山
で
あ
る
。
釣
の
山
の
名

は
中
納
言
在
原
行
平
の
故
事
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
峯
に
は
古
松
が
あ
る
。
橘
行
平

が
植
え
な
さ
っ
た
。
い
さ
り
松
と
か
言
う
。
こ
の
地
は
昔
海
辺
で
あ
っ
た
い
わ
れ
が

あ
る
。
そ
の
た
め
古
海
と
称
さ
れ
て
い
る
。
風
景
は
秀
で
て
優
れ
て
い
る
。」
こ
の

い
さ
り
松
に
つ
い
て
だ
が
、
無
駄
安
留
記
の
絵
に
も
し
っ
か
り
描
か
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
現
在
は
枯
れ
て
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
松
は
、
地
元
の
人
の
話
に

よ
る
と
「
行
平
納
言
の
網
干
し
の
松
」
と
呼
ば
れ
、
行
平
が
漁
の
網
を
干
し
た
松
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
谷
川　

美
香
）
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多
地
見
峠
（
現
在
の
表
記
は
立
見
峠
）
は
宮
谷
と
本
高
を
結
ぶ
重
要
な
交
通
路
で
、

そ
の
道
は
松
上
ま
で
続
い
て
い
た
。
無
駄
安
留
記
の
絵
を
見
る
と
、画
面
左
の
道
は
、

現
在
は
一
部
舗
装
が
施
さ
れ
、
車
で
通
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

画
面
右
の
道
は
ほ
ぼ
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
未
だ
残
る
山
道
に
は
当
時
の
様
子
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

無
駄
安
留
記
に
多
地
見
峠
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
説
明
し
、
次
に
、
多

地
見
峠
は
な
ぜ
無
駄
安
留
記
に
載
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
作
者
に
と
っ
て

「
多
地
見
峠
」
と
は
何
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
述
べ
た
い
と
思
う
。

　

結
論
か
ら
言
う
と
、
多
地
見
峠
は
佳
景
の
地
と
い
う
意
味
で
の
名
勝
地
で
は
決
し

て
な
く
、「
怪
異
の
舞
台
」
で
あ
り
、
そ
の
評
判
を
耳
に
し
た
著
者
が
興
味
本
位
で

訪
れ
、
無
駄
安
留
記
に
掲
載
す
る
に
至
っ
た
、
と
す
る
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。
理

由
は
以
下
に
書
く
立
見
峠
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
を
読
ん
で
も
ら
う
と
分
か
る
と
思

う
。
多
見
峠
の
項
目
は
、
見
開
き
一
ペ
ー
ジ
に
渡
る
絵
、
数
行
の
説
明
文
、
狂
歌
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
順
に
見
て
い
く
。

　

絵
に
は
、
無
骨
な
山
肌
と
ま
ば
ら
に
生
え
た
木
々
が
一
本
の
道
を
囲
っ
て
い
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
。
通
行
人
の
姿
が
あ
っ
た
り
、「
松
上
道
」
と
い
う
表
記
が
あ
っ

た
り
と
細
か
い
書
込
み
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
お
よ
そ
名
勝
地
と
は
言
い
難
い

風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
現
在
の
峠
を
写
真
で
見
る
と
、
道
標
を
兼
ね
る
地
蔵
と
、

境
界
を
守
る
と
い
う
賽
の
神
の
石
碑
が
建
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
添
え
る
形
で
、
次
の
よ
う
な
漢
文
訓
読
調
の
文
章
が
あ
る
。

　

多
地
見
峠 

山
名
家
十
一
代 

山
名
弥
次
郎
殿 

永
禄
年
中
武
田 

又
五
郎
反
逆
之
時 

此
阪
而
合
戦
終 

自
殺
。
途
ヨ
リ
東 

山
平
ニ
埋
。
不
思
ギ 

有
テ
後
西
山
ニ
遷 

シ
八
幡
宮
ト
改
崇
。 

本
高
村
氏
神
也 

。

　

要
す
る
に
、
山
名
弥
次
郎
な
る

武
将
の
自
害
を
機
に
不
思
議
な
出

来
事
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、
鎮
め
る
た
め
に
八
幡
宮
と
し
て
祭
っ
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。『
稲
場
民
談
記
』「
多
智
見
合
戦
并
ニ
弥
二
郎
殿
討
死
之
事
」
に
は
、
弥

次
郎
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
書
い
て
あ
る
。
こ
の
説
明
書
き
に
よ
っ
て
、
立
見
峠
が

交
通
路
で
あ
る
の
と
同
時
に
、「
古
戦
場
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　

本
文
を
み
る
と
、
さ
ら
な
る
怪
異
が
登
場
し
、
ま
す
ま
す
「
怪
異
の
舞
台
」
と
し

て
の
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
く
。

多
地
見
峠
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松
樹
蔭
々
と
し
て
物
す
ご
し
。
往
古
は
阿
頓
女
郎
と
て
老
狐
旅
人
を
迷
せ

し
由
。
今
も
気
疎
か
り
け
る
山
路
な
り
。

　

現
代
訳
す
る
と
、「
松
が
生
い
茂
っ
て
い
て
ど
こ
か
恐
ろ
し
い
。
昔
は
阿
頓
女
郎

狐
と
い
う
年
を
経
た
狐
が
旅
人
を
迷
わ
せ
て
い
た
と
い
う
。
気
味
が
悪
い
山
道
で
あ

る
。」
と
な
る
。「
恐
ろ
し
い
」「
気
味
が
悪
い
」
と
は
、
お
よ
そ
名
勝
地
に
寄
せ
る

よ
う
な
形
容
で
は
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
「
阿
頓
女
郎
狐
」
と
は
、
鳥
取
の
民
話
に
登

場
す
る
「
お
と
ん
女
郎
狐
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
鳥
取
県
大
百
科

事
典
』
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
「
お
と
ん
女
郎
」

と
い
う
名
前
の
由
来
が
書
い
て
あ
る
項
目
を
紹
介
し
て
お
く
。

　

古
く
か
ら
因
幡
一
円
に
語
ら
れ
た
動
物
報
恩
譚
。
昔
、
立
見
峠
に
す
ん
で
い
る
狐

が
子
ど
も
を
生
ん
だ
。
そ
の
女
狐
は
乳
が
出
な
い
の
で
困
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
毎
日

の
よ
う
に
峠
を
通
っ
て
行
商
す
る
油
屋
さ
ん
が
い
た
。
油
屋
さ
ん
は
い
つ
も
峠
の
上

で
一
服
す
る
の
で
、
女
狐
は
こ
っ
そ
り
と
油
を
盗
ん
で
子
狐
を
育
て
て
い
た
。
そ
の

う
ち
子
狐
が
成
長
し
た
の
で
、
女
狐
は
鳥
取
城
下
の
油
屋
さ
ん
の
家
に
行
っ
て
、
一

部
始
終
を
話
し
た
。「
そ
ん
な
わ
け
で
、
子
ど
も
も
今
で
は
立
派
な
娘
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
こ
の
上
は
ご
恩
返
し
に
、
ど
う
ぞ
自
分
を
女
郎
に
で
も
売
っ
て
、
そ
の
お

金
で
大
き
な
油
屋
さ
ん
に
な
っ
て
下
さ
い
」
と
言
う
。
油
屋
の
主
人
は
驚
い
た
が
、

女
狐
の
言
う
通
り
に
す
る
。
美
し
い
女
に
化
け
た
狐
を
連
れ
て
京
都
へ
行
っ
た
油
屋

さ
ん
は
、
一
力
茶
屋
に
〝
お
と
み
〞
と
い
う
名
で
売
り
込
ん
だ
。
一
力
茶
屋
で
は
美

人
の
〝
お
と
み
〞
に
五
十
両
の
金
を
払
い
、〝
お
と
み
女
郎
〞
と
名
づ
け
て
客
を
取

ら
せ
て
い
た
が
、
三
味
線
も
ひ
く
し
歌
も
う
ま
い
し
、
踊
り
や
舞
い
も
上
手
だ
か
ら

一
度
に
人
気
が
上
が
っ
た
。
油
屋
さ
ん
は
五
十
両
を
受
け
取
っ
て
鳥
取
に
帰
り
、
そ

の
金
で
城
下
一
の
油
屋
に
な
っ
た
と
い
う
（「
お
と
ん
じ
ょ
ろ
狐
」
鷲
見
貞
雄
）。
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な
お
、「
阿
頓
」
と
い
う
表
記
は
、
今
回
の
調
査
で
目
を
通
し
た
資
料
の
な
か
で
、

唯
一
無
駄
安
留
記
に
の
み
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
怪
異
に
関
し
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
弥
次
郎
の
霊
が
八
幡
宮
と
し
て

祭
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
ま
っ
た
の
に
対
し
、
お
と
ん
じ
ょ
ろ
狐
に
つ
い
て
、
そ

の
終
結
が
ど
う
な
っ
た
か
を
書
い
た
資
料
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
多

地
見
峠
の
周
辺
地
域
で
は
、
お
と
ん
じ
ょ
ろ
狐
に
つ
い
て
現
在
も
語
り
継
が
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、「
お
と
ん
じ
ょ
ろ
狐
」民
話
は
完
結
し
て
お
ら
ず
、今
も
脈
々

と
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

立
見
峠
に
は
次
の
よ
う
な
狂
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

化
か
さ
れ
て
お
と
む
女
郎
と
木
の
根
を
ば

　
　
　
　

ま
く
ら
な
と
こ
で
遊
ぶ
お
か
し
さ

　

解
釈
す
る
と
「
お
と
ん
じ
ょ
ろ
狐
に
騙
さ
れ
て
、
真
暗
な
と
こ
ろ
で
木
の
根
と
戯

れ
る
お
か
し
さ
」
と
な
る
。「
と
こ
」
は
、
場
所
を
表
す
「
所
」
と
、
女
郎
と
い
う

言
葉
と
関
連
す
る
「
床
」
と
い
う
二
つ
の
読
み
方
が
で
き
る
。
怪
異
を
「
お
か
し
さ
」

と
読
む
あ
た
り
に
、
無
駄
安
留
記
の
特
徴
の
一
端
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。

（
丸
尾　

真
弘
）
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箕
上
山
は
、
湖
山
池
の
南
に
位
置
す
る
標
高
二
九
七
メ
ー
ト
ル
の
険
し
い
山
で
あ

る
。
か
つ
て
安
土
桃
山
時
代
の
武
将
で
あ
る
吉
岡
将
監
の
城
が
あ
っ
た
。
箕
上
山
に

つ
い
て
、
無
駄
安
留
記
に
は
次
の
様
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

氏
神
前
よ
り
右
に
往
て
登
こ
と
凡
廿
町
余
。
こ
の
幽
谷
に
鞭
や
ぶ
と
て
昔
将
監

の
鞭
を
突
立
名
残
を
惜
れ
し
処
が
今
篁
と
な
れ
る
由
。

こ
の
頃
大
蛇
栖
す
る
よ
し
。
矢
倉
天
守
の
址
平
に
し
て
此
処
よ
り
高
草
一
円
風

景
無
双
な
り
。
近
辺
の
高
峰
天
外
に
秀
た
り
。

千
代
ま
で
と
鞭
は
繁
れ
ど
打
つ
け
に

　
　

捨
て
に
し
君
の
こ
と
お
し
ぞ
お
も
ふ

　

こ
こ
で
は
箕
上
山
に
関
し
て
、
主
に
吉
岡
将
監
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
て
書
か
れ

て
い
る
。
特
に
こ
の
中
で
は
「
鞭
や
ぶ
」
に
つ
い
て
の
逸
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
鞭

や
ぶ
」
に
つ
い
て
の
説
明
部
分
を
現
代
語
訳
す
る
と
、
次
の
様
に
な
る
。

　

か
つ
て
箕
上
山
城
の
城
主
で
あ
っ
た
吉
岡
将
監
が
こ
の
地
を
去
る
際
、
名
残
を
惜

し
ん
で
愛
用
の
鞭
を
地
面
に
突
き
立
て
、
残
し
て
い
っ
た
場
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
鞭

や
ぶ
と
呼
ば
れ
、
現
在
で
は
あ
た
か
も
鞭
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
竹
や
ぶ
と
な
っ
て
い

る
も
の
だ
。

　

こ
の
由
来
か
ら
本
文
内
の
和

歌
も
詠
ま
れ
て
お
り
、「
鞭
や

ぶ
」
が
あ
る
程
度
有
名
な
場
所
で

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し

調
査
不
十
分
の
為
、
裏
付
け
が
取

れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
場
所
が
現
在

の
箕
上
山
の
ど
の
地
点
で
あ
る
の

か
、
現
在
で
は
ど
の
様
な
風
景
に

な
っ
て
い
る
の
か
等
は
定
か
で
な

い
。
現
在
で
は
こ
れ
ら
、
鞭
や
ぶ

を
は
じ
め
と
す
る
箕
上
山
に
つ
い

て
の
情
報
が
、
地
元
の
人
々
の
間

で
ど
の
様
に
知
ら
れ
て
い
る
の
か

な
ど
、
気
に
な
る
テ
ー
マ
も
考
え

る
こ
と
が
出
来
、
追
っ
て
更
な
る
調
査
の
必
要
を
感
じ
る
。

　

次
に
、
箕
上
山
城
主
で
あ
っ
た
吉
岡
将
監
に
つ
い
て
、
及
び
箕
上
山
城
移
転
の
経

緯
に
関
し
て
説
明
す
る
。「
吉
岡
将
監
」
と
は
、
元
々
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
に

因
幡
国
に
お
か
れ
た
吉
岡
荘
の
地
頭
の
名
で
あ
る
。
こ
の
名
は
吉
岡
家
当
主
が
代
々

受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、こ
こ
で
主
に
挙
げ
る
「
将
監
」、つ
ま
り
箕
上
山
城
を
築
き
、

防
己
尾
に
お
い
て
合
戦
を
行
っ
た
吉
岡
将
監
は
永
禄
の
は
じ
め
に
父
の
跡
を
継
い
だ

「
吉
岡
将
監
定
勝
」
な
る
人
物
で
あ
る
（
河
本
英
明
『
防
己
尾
城
の
攻
防
戦
』）。

吉
岡
箕
上
山
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い
つ
ま
で
も
共
に
居
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
将
監
と
そ
の
鞭
た
ち
だ
が
、
急
に
居

城
が
移
る
こ
と
と
な
り
、
鞭
は
地
面
に
打
ち
付
け
ら
れ
残
さ
れ
た
。
突
き
立
て
ら
れ

た
鞭
は
、
捨
て
て
い
っ
た
将
監
の
こ
と
を
強
く
慕
い
心
配
す
る
の
で
あ
る
。

　

合
戦
に
向
け
て
建
て
ら
れ
た
も
の
の
合
戦
を
経
験
出
来
な
か
っ
た
箕
上
山
城
は
、

城
と
し
て
不
遇
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
に
加
え
、
慕
わ
れ
る
べ
き
将
監
の
人
柄

も
あ
っ
た
こ
と
で
、
無
駄
安
留
記
作
者
は
こ
の
様
な
ど
こ
か
切
な
く
感
じ
ら
れ
る
和

歌
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
野
崎　

祐
太
）

  

　

以
下
は
将
監
の
人
柄
に
つ
い
て
、『
稲

場
民
談
記
』「
吉
岡
防
己
尾
城
合
戦
之

事
」
か
ら
一
部
を
現
代
語
訳
し
た
も
の

で
あ
る
。

　

こ
の
将
監
と
い
う
侍
は
昔
か
ら
の
国

人
で
、代
々
こ
の
谷
の
領
主
で
あ
り（
中

略
）
常
に
武
道
の
心
が
け
深
く
気
持
ち

は
慎
ま
し
や
か
で
、人
の
風
下
に
立
ち
、

欲
を
持
た
な
い
。
勇
ま
し
き
こ
と
こ
の

上
な
く
、
弓
を
良
く
引
き
、
馬
術
に
優

れ
る
、
智
が
立
ち
神
出
鬼
没
に
陣
を
動

か
し
敵
を
欺
く
の
が
上
手
か
っ
た
。

　

こ
の
様
に
語
ら
れ
、
非
常
に
優
れ
た

人
柄
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。

　

将
監
は
は
じ
め
、
先
代
よ
り
受
け
継

い
だ
丸
山
城
（
鳥
取
市
六
反
田
）
に
居

た
が
、
戦
乱
の
世
の
中
で
守
り
を
固
め

る
必
要
を
悟
り
、
険
し
い
箕
上
山
に
城
を
移
し
た
。
し
か
し
交
通
の
便
が
悪
く
、
包

囲
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
為
に
、
将
監
は
七
年
程
度
を
箕
上
山
で
過
ご
し
た
後
に
、

湖
山
池
そ
ば
の
防
己
尾
に
新
た
な
城
を
建
て
そ
ち
ら
へ
移
っ
た
。箕
上
山
は
そ
の
後
、

支
城
と
し
て
敵
の
侵
攻
を
見
張
る
、
見
張
り
台
の
様
な
役
割
で
あ
っ
た
。
簡
単
に
ま

と
め
る
と
、
城
移
転
の
経
緯
は
こ
の
通
り
で
あ
る
。

　

以
上
を
受
け
て
、
和
歌
を
言
葉
を
加
え
て
現
代
語
訳
す
る
と
次
の
様
に
な
る
。



27

『無駄安留記』調査報告

　

葛
籮
尾
砦
（
現 
防
己
尾
城
跡
）
は
、
現
在
湖
山
池
南
西
岸
に
あ
り
、
湖
山
池
に

突
き
出
し
た
尾
根
上
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
現
在
の
地
図
で
は
「
葛
籮
尾
」
で

は
な
く
、「
防
己
尾
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。「
防
己
尾
」
と
い
う
呼
び
名
は
も
と
も

と
地
元
の
呼
称
で
、江
戸
時
代
に
定
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（
以
下
、「
防

己
尾
」
と
表
記
す
る
。）

　　

ま
ず
無
駄
安
留
記
本
文
を
見
て
い
き
た
い
。
無
駄
安
留
記
の
中
で
葛
籮
尾
砦
は
以

下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

是
も
将
監
の
仮
城
の
墟
な
り
。
箕
上
よ
り
此
処
に
遷
り
三
年
に
し
て
秀
吉
公
の

為
に
落
城
。
今
僅
に
其
石
垣
の
形
残
れ
り
。
内
室
の
墳
墓
あ
り
。

　

こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
、

　
（
箕
上
山
と
同
様
に
）
こ
こ
も
将
監
の
居
城
の
跡
で
あ
る
。
箕
上
山
か
ら
こ
こ
（
防

己
尾
）
に
城
を
移
し
て
三
年
後
、
豊
臣
秀
吉
勢
に
攻
め
ら
れ
落
城
し
た
。
今
で
は
わ

ず
か
に
城
の
石
垣
の
跡
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
奥
方
の
墓
も
あ
る
。

と
な
る
。

　

こ
の
文
で
は
防
己
尾
城
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
ご
く
簡
単
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
詳

し
い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
「
内
室
の

墳
墓
」
で
あ
る
が
、様
々
な
文
献
を
調
べ
て
み
た
が
詳
し
い
情
報
は
何
も
得
ら
れ
ず
、

実
際
調
査
に
行
っ
て
も
そ
れ
ら
し
き
跡
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

　

続
い
て
短
歌
で
あ
る
。

つ
ゞ
ら
尾
や
な
ど
か
ひ
な
く
も
い
に
し
へ
の

　
　

君
を
覆
ふ
て
隠
さ
ゞ
り
け
る

　

現
代
語
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

つ
づ
ら
尾
よ
、「
つ
づ
ら
」と
い
う
名
が
つ
い
て
い
な
が
ら
秀
吉
に
攻
め
ら
れ
た
際
、

ど
う
し
て
主
人
を
覆
い
隠
し
て
（
守
っ
て
）
や
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

こ
の
短
歌
に
出
て
く
る
「
つ
づ
ら
」
は
掛
け
言
葉
に
な
っ
て
い
て
、
二
つ
の
意
味

が
隠
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
防
己
尾
城
の
「
つ
づ
ら
」、そ
し
て
も
う
一
つ
は
衣
服

な
ど
を
収
納
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
「
つ
づ
ら
」
と
い
う
か
ご
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
中
に
出
て
く
る
主
人
と
は
も
ち
ろ
ん
吉
岡
将
監
の
こ
と
。「
つ
づ
ら
」
と
い

う
か
ご
の
名
前
を
も
ら
っ
て
い
な
が
ら
秀
吉
か
ら
主
人
を
隠
し
て
守
っ
て
や
れ
ず
、

最
終
的
に
は
落
城
し
て
し
ま
っ
た
防
己
尾
城
の
こ
と
を
こ
の
短
歌
で
は
皮
肉
に
う

た
っ
て
い
る
。

葛つ

づ

ら籮
尾お

砦
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己
尾
城
の
攻
防
戦
』）。

　

今
述
べ
た
防
己
尾
城
の
歴
史
的
な
話

と
無
駄
安
留
記
の
記
述
と
の
間
に
は
大

き
な
違
い
は
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
無

駄
安
留
記
の
防
己
尾
城
に
関
す
る
記
述

は
間
違
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
「
内
室
の
墳
墓
」
は
現
在
で
は
ど

こ
に
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
無

駄
安
留
記
が
書
か
れ
た
時
本
当
に
内
室

の
墳
墓
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が

唯
一
疑
問
と
し
て
残
っ
た
。

　

今
回
調
査
を
行
っ
て
い
く
に
あ
た
っ

て
、
防
己
尾
城
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い

る
文
献
が
あ
ま
り
に
も
少
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
反
省
点
に
、
現
地
で
防
己
尾
城

に
つ
い
て
詳
し
い
話
を
知
っ
て
い
る
方
に
お
話
を
う
か
が
う
な
ど
、
更
な
る
情
報
収

集
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
濱
田　

咲
）

　
『
稲
場
民
談
記
』
に
よ
る
と
城
跡
は
城
が
建
て
ら
れ
て
い
た
本
丸
、
そ
の
横
に
位

置
す
る
三
の
丸
、
そ
し
て
少
し
東
側
の
二
の
丸
と
、
三
つ
の
丘
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。
現
在
で
も
こ
の
三
つ
の
丘
は
す
べ
て
残
っ
て
お
り
、
公
園
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
本
丸
を
登
っ
て
み
た
と
こ
ろ
頂
上
か
ら
は
湖
山
池
が
一
望
で
き
、
そ
し

て
頂
上
の
中
央
に
は
「
防
己
尾
城
址
」
と
彫
ら
れ
た
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
城

の
跡
型
は
現
在
で
は
残
っ
て
い
な
い
。『
因
幡
志
』
に
載
っ
て
い
る
鳥
取
の
城
の
位

置
が
描
か
れ
て
い
る
地
図
で
は
毛
利
家
時
代
に
は
防
己
尾
城
は
描
か
れ
て
い
た
が
、

秀
吉
時
代
の
地
図
で
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
防
己
尾
城
は
ご

く
短
期
間
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
城
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

続
い
て
防
己
尾
城
に
ま
つ
わ
る
話
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
こ
こ
は
も
と
も
と
吉

岡
村
の
箕
上
山
に
居
城
を
築
い
て
い
た
吉
岡
将
監
の
第
二
の
居
城
と
し
て
建
て
ら
れ

た
城
で
あ
っ
た
。
毛
利
勢
と
織
田
勢
の
決
戦
が
近
い
こ
と
を
予
期
し
た
将
監
は
、
箕

上
山
か
ら
防
己
尾
の
地
へ
城
を
移
す
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
箕
上
山
で
は
雨
天
時
に

お
け
る
雲
や
湖
面
の
霧
に
よ
っ
て
視
界
が
妨
げ
ら
れ
る
と
い
っ
た
理
由
や
、
防
己
尾

は
湖
山
池
に
面
し
て
い
て
水
陸
の
交
通
が
便
利
な
上
、
鳥
取
城
や
毛
利
勢
か
ら
の
援

助
も
受
け
や
す
い
と
い
っ
た
理
由
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
防
己
尾
城
は
湖
山
池

東
部
に
位
置
す
る
天
神
山
城
か
ら
も
湖
山
池
を
は
さ
ん
で
相
向
か
い
に
な
っ
て
い
た

た
め
、
敵
陣
か
ら
攻
め
ら
れ
に
く
か
っ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
防
己
尾
城
は
「
天
然
の
要
塞
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
防
己
尾

城
が
鳥
取
城
と
と
も
に
秀
吉
勢
に
攻
め
ら
れ
た
際
、
将
監
は
そ
の
豊
富
な
知
識
と
経

験
か
ら
た
び
た
び
秀
吉
勢
を
蹴
散
ら
し
、
つ
い
に
は
将
監
の
弟
右
近
が
秀
吉
の
千
成

瓢
箪
の
馬
印
を
奪
い
取
っ
た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
い
る
。
防
己
尾
が
三
回
に
及
ぶ

秀
吉
勢
と
の
戦
い
に
見
事
勝
利
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
将
監
が
い
か
に
す
ご
い
人

物
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、
再
度
秀
吉
勢
に
攻
め

ら
れ
た
防
己
尾
城
は
兵
糧
攻
め
の
た
め
に
落
城
す
る
こ
と
と
な
る
（
河
本
英
明
『
防
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吉
岡
温
泉
・
宝
泉
寺

　

吉
岡
温
泉
は
無
駄
安
留
記
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

屋
敷
谷
と
い
う
長
者
あ
り
。
其
娘
な
る
者
重
病
に
依
同
郡
菖
蒲
座
光
寺
薬
師
仏

を
祈
る
。

夢
想
に
頼
り
て
柳
の
下
の
薬
師
仏
を
掘
出
す
。
其
所
よ
り
温
泉
涌
出
た
り
。

于
今
其
株
よ
り
湯
涌
出
る
。
是
何
れ
の
世
な
る
哉
。

当
邑
氏
神
ハ
新
宮
大
明
神
と
て
箕
上
山
の
下
に
祭
る
。

又
昔
牛
を
索ヒ
イ

て
通
り
し
に
此
湯
壷
の
処
ニ
て
痛
た
る
足
を
入
て
不
動
。
終
に
全

快
す
る
と
。

　

現
代
語
訳
す
る
と
「
屋
敷
谷
と
い
う
長
者
が
い

た
。
そ
の
娘
が
重
い
病
気
な
の
で
同
じ
高
草
郡
の

菖
蒲
座
光
寺
の
薬
師
仏
に
祈
願
し
た
。
夢
の
中
で

仏
が
現
れ
告
げ
た
教
え
に
基
づ
い
て
柳
の
下
の

薬
師
仏
を
掘
り
出
し
た
。
こ
の
場
所
か
ら
温
泉
が

湧
き
出
た
。
こ
こ
に
今
そ
の
株
か
ら
湯
が
湧
き
出

て
い
る
。
こ
れ
は
ど
の
時
代
の
出
来
事
な
の
だ
ろ

う
。
こ
の
村
の
氏
神
は
新
宮
大
明
神
と
い
っ
て
箕

上
山
の
麓
に
祭
っ
て
い
る
。
ま
た
昔
、
牛
を
引
っ

張
っ
て
通
っ
た
際
に
こ
の
浴
槽
に
痛
め
て
い
る

足
を
入
れ
て
じ
っ
と
し
た
。
そ
う
す
る
と
つ
い
に

完
治
し
た
と
い
う
話
も
聞
い
た
。」
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
。

　

吉
岡
温
泉
は
現
在
鳥
取
市
街
の
南
西
、
湖
山
池
の
南
方
、
鳥
取
市
吉
岡
温
泉
町
に

あ
る
。「
吉
岡
」
と
い
う
地
名
は
、
古
く
は
「
葦
岡
」
の
地
と
呼
ば
れ
、
葦
の
自
生

地
で
あ
っ
た
が
、
何
時
し
か
「
吉
岡
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（『
防
己
尾
城

の
攻
防
戦
』）。
ま
た
、温
泉
が
湧
出
す
る
こ
と
か
ら「
湯
村
」
と
称
さ
れ
て
い
た（『
鳥

取
県
の
地
名
』）
と
こ
ろ
、
永
禄
の
頃
（
一
五
五
八
〜
一
五
六
九
）、
吉
岡
氏
が
当
地

を
領
有
し
た
際
に
、
今
在
家
と
い
う
集
落
を
こ
こ
に
移
動
さ
せ
て
吉
岡
湯
村
と
名
付

け
た
（『
吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』）
と
も
あ
る
。

　

無
駄
歩
留
記
の
記
述
通
り
こ
の
地
の
氏
神
・
産
土
神
は
新
宮
大
明
神
で
、
明
治
以

降
吉
岡
神
社
と
改
称
し
現
在
も
箕
上
山
の
麓
に
あ
る
。
湯
村
の
南
に
位
置
し
、
同
じ

新
宮
大
明
神
を
氏
神
と
し
て
も
つ
、
湯
村
の
湯
脈
が
村
の
谷
か
ら
湧
出
す
る
湯
谷
村

が
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
に
吉
岡
村
に
合
併
す
る
（『
鳥
取
県
の
地
名
』）。

　

冒
頭
の
長
者
は
、
吉
岡
温
泉
発
見
伝
説
か
ら
吉
岡
長
者
（
葦
岡
長
者
）
を
指
し
て

い
る
。
小
泉
友
賢
が
著
し
た
『
吉
岡
温
泉
記
』
で
は

本
よ
り
家
富
財
ゆ
た
か
に
し
て
田
園

山
林
牛
馬
の
た
ぐ
ひ
限
な
く
眷
属
親

類
冨
さ
か
へ
奴
婢
男
女
数
百
め
し
つ

か
ひ
さ
な
が
ら
七
珍
萬
宝
に
あ
き
ミ

て
り
さ
れ
ど
も
此
長
者
夫
婦
か
か
る

富
貴
栄
花
に
も
驕
慢
の
心
な
く
天
性
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岡
温
泉
は
胃
腸
病
・
皮
膚
病
・
神
経
痛
・
リ
マ
ウ

チ
な
ど
に
効
能
が
あ
る
亀
井
玆
矩
に
よ
る
亀
井

殿
湯
（
亀
井
湯
）
な
ど
、
と
き
の
権
力
者
が
専

用
の
禁
湯
を
設
け
た
こ
と
も
あ
る
（『
鳥
取
の
地

名
』）。

　

長
者
が
掘
っ
た
霊
仏
は
吉
岡
温
泉
の
薬
師
堂

に
祭
ら
れ
、
柳
の
古
木
を
刻
ん
だ
薬
師
仏
は
宝
泉

寺
の
御
本
尊
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い

る
（『
鳥
取
県
大
百
科
事
典
』）。

　

薬
師
堂
は
誰
の
手
に
よ
っ
て
、
何
時
の
時
代
に

開
創
さ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
吉
岡
温
泉
記
』
に
は
吉
岡
長
者
は
掘
出
し

た
霊
仏
を
自
宅
の
持
佛
堂
に
祀
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
薬
師
堂
を
建
立
し
て
本
尊
と

し
て
安
置
し
た
と
あ
る
。
吉
岡
温
泉
株
湯
シ
ン
ボ
ル
近
く
、
吉
岡
温
泉
薬
師
堂
跡
横

に
設
置
さ
れ
て
い
る
立
札
に
は
一
〇
一
二
年
（
長
保
一
年
）
に
こ
の
場
所
に
建
立
と

あ
っ
た
。
そ
の
後
防
己
尾
城
落
城
の
翌
年
、
一
五
八
二
年
（
天
正
十
年
）
に
吉
川
元

春
の
吉
岡
攻
め
の
兵
火
で
焼
失
、
亀
井
氏
が
亀
井
湯
を
開
発
す
る
一
六
〇
二
年
（
慶

長
六
年
）
に
再
建
さ
れ
、
一
七
七
一
年
（
明
和
八
年
）
に
吉
岡
大
火
で
再
び
焼
失
す

る
も
後
に
再
建
さ
れ
、
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
）
の
県
道
矢
橋
線
改
修
の
た
め
、

現
在
の
道
路
か
ら
少
し
外
れ
た
山
道
へ
入
る
道
の
途
中
に
移
さ
れ
た
と
い
う
。

心
正
直
に
し
て
天
道
を
敬
ひ
尊
び
冥
慮
を
お
そ
れ
物
を
害
す
る
心
な
く
他
人
の

善
を
な
す
を
よ
ろ
こ
び
他
人
の
う
れ
ひ
あ
る
を
ば
な
げ
き
飢
寒
に
及
ぶ
も
の
に

ハ
多
の
衣
食
を
ほ
ど
こ
し
あ
た
へ
わ
び
し
き
貧
民
に
ハ
米
穀
を
か
し
て
も
そ
の

つ
ぐ
の
ひ
を
う
く
る
事
な
し
（
宝
泉
寺
蔵
『
吉
岡
温
泉
記
』）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
吉
岡
の
老
翁
か
ら
聞
か
さ
れ
た
長
者
の
人
と
な
り
を
記
し
て
い
る
。
多
く
の
富
を

持
ち
な
が
ら
も
貧
民
を
助
け
、
信
心
深
い
人
物
だ
っ
た
よ
う
だ
。
吉
岡
長
者
の
墓
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
古
墳
は
、
吉
岡
宝
泉
寺
山
門
前
に
残
っ
て
お
り
、
埋
蔵
さ
れ
て
い

た
土
器
（
須
恵
器
）
か
ら
六
世
紀
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
吉
岡
一
号
墳
（
葦

岡
長
者
古
墳
）
内
の
立
札
）。

　
　

于
今
其
株
よ
り
湯
涌
出
る
。
是
何
れ
の
世
な
る
哉
。

の
言
葉
は
、
伝
説
の
株
湯
が
実
際
に
湧
き
出
る
様
子
を
見
た
無
駄
安
留
記
作
者
の
感

慨
だ
ろ
う
。
吉
岡
温
泉
の
源
泉
と
さ
れ
る
こ
の
株
湯
は
、
前
ペ
ー
ジ
上
段
の
写
真
の

よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
が
作
ら
れ
、
湧
き
出
る
様
を
現
代
の
我
々
も
違
う
風
景
の
中
で
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
後
の

又
昔
牛
を
索(

ヒ
イ)

て
通
り
し

に
此
湯
壷
の
処
ニ
て
痛
た
る
足
を

入
て
不
動
。
終
に
全
快
す
る
と
。

の
文
章
は
吉
岡
温
泉
の
効
能
の
高
さ
を

作
者
が
聞
き
記
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
吉
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【
参
考
文
献
】

『
鳥
取
県
の
地
名
』

『
鳥
取
県
大
百
科
事
典
』

河
本
英
明
『
防
己
尾
城
の
攻
防
戦
』

『
樗
谿
叢
書
第
一
集　

姫
君
姉
妹　

吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』

『
吉
岡
温
泉
記
』

宝
泉
寺

　

宝
泉
寺
の
裏
山
か
ら
眺
め
た
景
色
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
絵
が
無
駄
安
留
記
に
あ
る
。

湖
山
池
を
臨
み
、
手
前
空
と
湖
山
池
と
山
々
で
構
成
さ
れ
た
景
色
は
、
趣
あ
る
風
情

を
感
じ
さ
せ
る
。
中
央
の
二
人
の
人
物
は
寺
参
り
を
終
え
、
帰
路
に
つ
い
て
い
る
の

か
、
も
し
く
は
こ
れ
か
ら
吉
岡
温
泉
を
観
光
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
龍
泉
寺
と
こ

こ
に
は
記
し
て
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
酷
似
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
は
無
駄
安
留
記

作
者
の
誤
り
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
ま
た
同
絵
の
中
に
青
島
の
記
述
も
あ
る
が
、
指

し
示
す
島
は
そ
の
地
点
か
ら
眺
め
る
と
、
地
理
的
に
は
団
子
島
で
あ
り
、
こ
れ
も
作

者
の
誤
認
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
者
が
こ
の
場
所
に
立
ち
筆
を
走

ら
せ
た
の
は
絵
と
い
う
記
録
に

残
っ
て
い
る
。
湖
山
池
を
臨
み
、

吉
岡
を
眺
望
し
な
が
ら
こ
の
場
所

で
感
慨
に
耽
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
多
く
の

家
屋
が
立
ち
並
び
、
無
駄
歩
留
記

の
絵
の
時
代
と
は
雰
囲
気
が
異
な

る
も
、
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
面
白

み
の
あ
る
景
色
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
清
水　

浩
美
）
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釣
ノ
山
吉
祥
寺

　

無
駄
安
留
記
本
文
に
は

釣
ノ
山
吉
祥
寺　

禅
宗 

是
橘
蔵
人
行
平
釣
シ
玉
ウ
跡
な
り
。 

菖
蒲
座
光
寺
の
東
隣
。
小
山
な
り
。

此
辺
総
て
入
海
な
り
し
故
に
今
も 
古
海
の
称
あ
り
。 

此
寺
大
夫
和
田
氏
よ
り
扶
持
す
る
由
。 

と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

釣
ノ
山
吉
祥
寺　

禅
宗

こ
の
寺
は
橘
蔵
人
行
平
が
釣
り
を
な
さ
っ
た
跡
で
あ
る
。

菖
蒲
座
光
寺
の
東
隣
。 

小
山
で
あ
る
。

こ
の
辺
り
は
昔
総
て
入
り
江
で
あ
っ
た
た
め
に
今
も
古
海
と
い
う
呼
び
名
が
あ
る
。 

こ
の
寺
を
大
夫
和
田
氏
が
扶
持
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

橘
行
平
と
は
座
光
寺
の
項
に
も
出
て
き
た
平
安
時
代
中
期
の
貴
族
で
あ
る
。
こ
の

橘
行
平
は
座
光
寺
と
も
か
か
わ
り
が
深
く
、
因
幡
一
宮
へ
の
神
拝
の
勅
使
と
し
て
下

向
し
た
際
に
夢
の
お
告
げ
に
従
い
、「
賀
留
津
」、
現
在
の
鳥
取
市
賀
露
の
海
中
か
ら

薬
師
如
来
像
を
引
き
上
げ
、
薬
師
如
来
像
を
祀
る
た
め
因
幡
国
内
に
薬
師
寺
を
建
立

し
帰
京
し
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
。

是
橘
蔵
人
行
平
釣
シ
玉
ウ
跡
な
り
。

此
辺
総
て
入
海
な
り
し
故
に
今
も
古
海
の
称
あ
り
。

と
あ
る
が
、
実
際
に
吉
祥
寺
の
あ
っ
た
菖
蒲
村
の
近
く
ま
で
海
が
入
り
込
ん
で
い
た

よ
う
だ
。

　

記
述
の
中
の
大
夫
和
田
氏
と
は
代
々
鳥
取
藩
家
老
を
務
め
た
一
族
で
あ
る
。
本
姓

は
源
氏
で
あ
り
、
六
孫
王
・
源
経
基
の
子
・
満
正
を
祖
と
す
る
。
和
田
氏
は
代
々
近

江
国
甲
賀
郡
和
田
谷
に
住
ん
で
い
た
が
、
池
田
氏
と
の
縁
は
和
田
八
郎
信
維
が
天
正

一
〇
年
（
一
五
八
二
）
に
池
田
恒
興
の
客
将
と
な
り
、
二
三
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
た

こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
後
、池
田
恒
興
の
子
の
正
信
の
代
に
正
式
な
家
臣
と
な
り
、

池
田
輝
政
に
仕
え
て
四
六
〇
〇
石
が
与
え
ら
れ
た
。
池
田
忠
継
に
付
き
従
っ
て
岡
山

に
移
っ
て
か
ら
は
家
老
職
を
務

め
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
の

鳥
取
転
封
後
は
着
座
家
に
列
し
、

伯
耆
国
河
村
郡
に
所
領
が
与
え
ら

れ
、
荒
尾
氏
に
次
い
で
格
式
の
高

い
家
と
し
て
遇
さ
れ
た
（
鳥
取
県

『
鳥
取
藩
史
第
一
巻
世
家
・
藩
士

列
伝
』
一
九
六
九
年
）。
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無
駄
安
留
記
本
文
に
は
大
夫
和
田
氏
が
吉
祥
寺
を
扶
持
し
た
と
あ
る
が
、
そ
う

い
っ
た
文
献
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

吉
祥
寺
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
無
駄
安
留
記
の
絵
か
ら
見
て
座
光
寺
の
隣
の
釣

山
、
現
在
菖
蒲
神
社
が
あ
る
辺
り
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

無
駄
安
留
記
の
記
述
に
「
座
光
寺
の
東
隣
」
と
あ
る
が
こ
れ
は
南
隣
の
間
違
い
で
あ

る
。

　

写
真
の
右
端
が
座
光
寺
、
左
端
が
菖
蒲
神
社
で
あ
る
。

　

吉
祥
寺
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
安
長
村
、
現
在
の
鳥
取
市
安
長
に
あ
る
曹

洞
宗
東
円
寺
に
合
併
さ
れ
た
（『
鳥
取
県
の
地
名
』）。

 （
蓮
佛　

杏
奈
）
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鵯
尾
城
は
現
鳥
取
市
玉
津
村
に
存
在
し
た
山
城
で
あ
り
、
築
城
主
は
武
田
国
信
と

さ
れ
る
。
天
文
年
間
の
築
城
以
来
、
長
年
に
渡
っ
て
因
幡
武
田
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た

が
、
一
五
七
五
年
（
天
正
三
）
に
、
山
名
豊
国
に
よ
っ
て
鵯
尾
城
主
武
田
高
信
が
追

放
さ
れ
、
そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
廃
城
し
た
。

　

安
部
恭
庵
の
著
作
『
因
幡
志
』
で
は
鵯
尾
城
が
因
幡
地
方
に
お
け
る
主
要
な
史
跡

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、「
山
上
段
々
に
切
平
ら
し
乾
堀
門
櫓
等
の
跡
其
儘

に
あ
り
尤
高
山
に
て
郡
中
は
勿
論
邑
美
八
上
氣
多
の
数
郡
を
眼
下
に
望
む
」
と
さ
れ

て
い
る
。

　

小
泉
友
賢
の
著
作
『
稲
場
民
談
記
』
に
お
い
て
は
、
武
田
高
信
の
起
こ
し
た
謀
反

に
つ
い
て
記
さ
れ
た
「
武
田
又
五
郎
高
信
謀
叛
之
事
」
の
他
、
鵯
尾
よ
り
追
わ
れ
た

高
信
が
謀
殺
さ
れ
る
に
い
た
る
逸
話
の
記
さ
れ
た
「
豊
国
方
便
被
誅
武
田
高
信
事
」

等
に
お
い
て
、
鵯
尾
城
の
存
在
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

現
在
の
鵯
尾
城
跡
に
は
樹
木
が
生
い
茂
っ
て
お
り
、
麓
か
ら
は
遺
構
な
ど
を
確
認

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
散
策
路
を
通
っ
て
鵯
尾
城
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
か
つ

て
の
曲
輪
の
痕
跡
が
漸
く
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

山
の
尾
根
に
沿
っ
て
四
つ
の
曲
輪
が
段
々
に
連
な
っ
て
お
り
、
戦
国
時
代
の
幾
多

の
城
郭
と
比
較
し
て
さ
え
、
堅
固
な
城
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

無
駄
安
留
記
（
拾
遺
巻
）
の
絵
や
、『
因
幡
志
』
の
鵯
尾
に
関
す
る
記
述
な
ど
か
ら
、

そ
の
造
り
と
し
て
は
典
型
的
な
山
城
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

鵯
尾
城
に
つ
い
て
触
れ
る
に
当

た
っ
て
、
無
駄
安
留
記
の
著
者
は

当
時
の
鵯
尾
城
を
描
写
し
た
絵
に

添
え
て
、
そ
の
城
主
で
あ
っ
た
武

田
高
信
謀
殺
の
逸
話
を
記
し
て
い

る
。
こ
の
武
田
高
信
と
い
う
人
物

に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
『
稲
場
民
談
記
』
と
、
そ
の
強

い
影
響
を
受
け
た
『
因
幡
志
』
に

お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
い
ず
れ
も
、
武
田
高

信
の
謀
殺
と
い
う
共
通
の
逸
話
を

採
録
し
て
い
る
。

　

武
田
高
信
の
死
が
「
謀
殺
」
に

よ
っ
て
、「
大
義
寺
」
と
い
う
寺
院
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

点
に
関
し
て
は
、『
稲
場
民
談
記
』・『
因
幡
志
』・
無
駄
安
留
記
と
も
に
共
通
し
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　
『
因
幡
志
』
に
お
い
て
武
田
高
信
の
死
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
、『
稲

場
民
談
記
』
に
依
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
「
豊
国
方
便
を
以
て
高
信
を
八
上
郡
散
岐
の

大
義
寺
に
呼
出
し
て
終
に
誅
戮
せ
ら
れ
た
り
」
と
す
る
一
文
の
み
で
あ
る
た
め
に
、

『
因
幡
志
』
と
無
駄
安
留
記
の
比
較
は
省
き
、『
稲
場
民
談
記
』
と
無
駄
安
留
記
と
の

玉
津
鵯ひ

よ
ど
り
お尾

城
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組
（
ミ
）
損
ジ
タ
リ
ケ
レ
バ
、敵
味
方
入
リ
乱
レ
組
（
ミ
）
合
（
イ
）
切
（
リ
）

合（
フ
）隙
モ
ナ
シ
。
高
信
モ
迚
モ
遁
レ
ヌ
処
ナ
レ
バ
、太
刀
ヲ
抜（
キ
）切（
リ
）

テ
廻
ル
。
去
レ
ト
モ
大
勢
落
（
チ
）
合
（
ヒ
）
テ
、働
ク
ベ
キ
様
ア
ラ
ザ
レ
バ
、

皆
ヤ
ミ
〳
〵
ト
討
（
タ
）
レ
タ
リ
。
高
信
ヲ
バ
森
下
出
羽
守
ノ
手
ノ
者
ニ
岸
田

豊
後
ト
云
フ
者
組
（
ミ
）
留
（
メ
）
テ
討
（
チ
）
ニ
ケ
ル
。

　

し
か
し
無
駄
安
留
記
に
お
い
て
は
、
高
信
が
厠
に
入
っ
た
と
こ
ろ
を
槍
を
突
き
入

れ
て
殺
害
し
た
、
と
し
て
い
る
。

大
義
寺
に
宴
を
設
け
る
時
に
高
信
徃
て
筵
に
着
き
暫
し
て
厠
に
ゆ
く
。
壁
外
よ

り
鑓
を
入
て
高
信
を
害
す
。

　

高
信
の
死
に
関
し
て
は
、『
稲
場
民
談
記
』
が
定
説
と
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
謀

殺
の
真
実
は
勿
論
、
武
田
高
信
と
い
う
人
物
自
体
に
つ
い
て
も
多
く
の
謎
が
残
さ
れ

て
い
る
。
短
期
で
は
あ
っ
て
も
因
幡
と
い
う
一
国
を
席
捲
し
た
武
将
で
あ
る
が
、
そ

の
人
物
像
を
読
み
解
く
に
は
史
料
が
十
分
で
は
な
い
。

　

そ
の
中
で
、
無
駄
安
留
記
に
見
ら
れ
る
記
述
は
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
も
の
の
高
信

の
残
し
た
謎
に
一
石
を
投
じ
る
役
割
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（

出
口　

大
介
）

比
較
に
絞
る
。

　

ま
ず
『
稲
場
民
談
記
』
に
は
、
謀
殺
の
首
謀
者
と
し
て
山
名
中
務
大
輔
豊
国
を
挙

げ
て
い
る
。

豊
国
長
臣
ド
モ
ト
評
議
ヲ
遂
ラ
レ
、
潜
ニ
知
略
ヲ
以
テ
方タ
バ
カ便

リ
寄
セ
可
討
様
ヲ

ゾ
巧
レ
ケ
ル
。

　

一
方
、
無
駄
安
留
記
に
お
い
て
は
、
謀
殺
を
企
て
た
の
は
吉
川
式
部
小
輔
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

毛
利
家
の
臣
吉
川
式
部
小
輔
が
謀
計
に
て
反
て
甥
を
し
て
伯
父
高
信
を
滅
せ
し

む
。

　　

次
に
、
高
信
の
最
期
に
つ
い
て
も
、

『
稲
場
民
談
記
』
に
お
い
て
は
企
て
に

気
付
い
た
高
信
と
そ
の
従
者
ら
は
、
鍔

迫
り
合
い
の
末
に
打
ち
取
ら
れ
た
と
さ

れ
て
い
る
。

頓ヤ
ガ

テ
門
ヲ
差
（
シ
）
堅
メ
本
堂
近

ク
登
ラ
ン
ト
セ
シ
処
ヲ
、
心
キ
ゝ

タ
ル
若
党
ド
モ
大
勢
隠
レ
テ
居

タ
リ
シ
ガ
、
時
分
ハ
ヨ
キ
ゾ
ト

飛
（
ビ
）
出
（
テ
）、
高
信
ニ
ゾ

組
ミ
ケ
ル
ガ
、
如
何
シ
タ
リ
ケ
ン
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地
域
文
化
調
査
発
表
会

【
開
催
日
】
２
０
１
０
年
１
月
23
日（
土
）

【
場　

所
】
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
第
一
会
議
室


