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は
じ
め
に

　
﹃
無
駄
安
留
記
﹄
は
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
に
い
っ
た
ん
成
立
し
︑
明
治
一
〇

年
︵
一
八
七
七
︶
ご
ろ
現
在
の
形
に
な
っ
た
地
誌
で
あ
る
︒
著
者
は
米
逸
処
と
い
う

商
人
と
さ
れ
︑
現
在
の
鳥
取
県
東
部
に
あ
た
る
因
幡
国
の
八
郡
︑
邑
美
郡
・
岩
井
郡
・

法
美
郡
・
高
草
郡
・
気
多
郡
・
八
上
郡
・
八
東
郡
・
智
頭
郡
の
景
勝
地
や
旧
蹟
な
ど

に
つ
い
て
の
文
章
︑
絵
︑
和
歌
あ
る
い
は
狂
歌
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

　

今
年
度
は
︑
因
幡
国
東
部
に
存
在
し
た
八
東
郡
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
︒
八

東
郡
は
︑
若
桜
町
・
旧
郡
家
町
・
旧
船
岡
町
・
旧
八
東
町
に
あ
た
り
︑
現
在
は
平
成

一
七
年
の
合
併
に
よ
り
八
頭
郡
の
若
桜
町
・
八
頭
町
と
な
っ
て
い
る
︒
調
査
方
法
は

本
文
と
絵
︑
狂
歌
︑
和
歌
の
解
読
と
現
地
調
査
︑﹃
因
幡
志
﹄
な
ど
他
の
地
誌
と
の

比
較
で
あ
る
︒
報
告
す
る
名
所
は
︑
①
峯
寺
薬
師
堂
︑
②
竹
石
︑
③
山
崎
算
盤
橋
︑

④
若
桜
驛
竜
徳
寺
︑
⑤
屯
倉
弁
財
天
巌
︑
⑥
次
澄
山
中
不
動
岩
︑
⑦
窟
堂
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ら
の
名
所
は
若
桜
街
道
に
沿
っ
て
存
在
し
︑
著
者
は
若
桜
街
道
を
通
っ
て
名

所
を
ま
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
若
桜
街
道
は
︑
鳥
取
県
鳥
取
市
と
若
桜
町
を

結
ぶ
旧
街
道
で
︑
現
在
で
は
国
道
二
九
号
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
道
路
を

私
た
ち
も
通
り
な
が
ら
︑
著
者
米
逸
処
が
見
た
景
色
を
調
査
し
て
き
た
︒
長
い
歴
史

の
中
で
︑著
者
が
描
い
た
景
色
と
は
少
し
変
わ
っ
て
い
た
場
所
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
私
た
ち
は
こ
の
調
査
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
者
が
見
た
景
色
を
感
じ
る

こ
と
が
出
来
た
︒
一
五
〇
年
以
上
も
昔
の
人
と
つ
な
が
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ

と
だ
︒
こ
の
報
告
書
に
よ
っ
て
︑
同
じ
経
験
を
多
く
の
人
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
た

ら
幸
い
で
あ
る
︒

︵
深
内　

く
る
み
︶
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峯
寺
薬
師
堂
に
つ
い
て
の
無
駄
安
留
記
本
文
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

同　

峯
寺
薬
師
堂　

宝
来
山
慈
性
院
持

衆
眼
病
を
祈
っ
て
霊
験
あ
り
諸
病
を
祈
る
な
り

　

こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
︑﹁
同
じ
く
峯
寺
薬
師
堂
︒
宝
来
山
慈
性
院
持
ち
︒
人
々

が
眼
病
が
治
る
よ
う
に
祈
り
霊
験
が
あ
る
︒
様
々
な
病
気
が
治
る
よ
う
に
も
祈
る
の

で
あ
る
﹂
と
な
る
︒

　

峯
寺
薬
師
堂
は
︑
鳥
取
県
八
頭
町
の
上
峰
寺
村
と
下
峰
寺
村
の
境
の
山
上
に
あ

り
︑﹁
峰
の
薬
師
﹂
と
通
称
さ
れ
る
︒
本
尊
は
薬
師
如
来
︵
南
北
朝
時
代
︶
で
︑
両

脇
立
は
日
光
月
光
菩
薩
︵
室
町
時
代
︶
で
あ
る
︒﹃
峰
の
薬
師
﹄︵
前
土
居
一
泰
著
︑

一
九
八
一
年
︶
に
よ
る
と
︑
聖
武
天
皇
の
と
き
︑
天
皇
の
命
に
よ
り
全
国
的
に
多
く

の
寺
が
建
立
さ
れ
た
が
︑
峯
寺
薬
師
堂
も
そ
の
中
の
一
つ
で
︑﹁
生
峰
寺
﹂
と
呼
ば

れ
て
い
た
と
い
う
︒
し
か
し
︑
い
つ
か
ら
﹁
生
峰
寺
﹂
と
呼
ば
れ
て
︑
い
つ
﹁
峯
寺

薬
師
堂
﹂
と
呼
ば
れ
始
め
た
の
か
︑
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
今
回
の
調
査
で
は
調
べ

き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑﹃
峰
の
薬
師
﹄
に
︑
峯
寺
薬
師
堂
は
︑
豊
臣

秀
吉
が
市
場
城
︵
郡
家
町
市
場
︶
を
攻
め
た
際
に
何
度
か
火
災
に
あ
い
︑
現
在
の
も

の
は
幕
末
期
に
再
建
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
記
載
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
戦
国
時
代

に
火
災
に
あ
い
︑
幕
末
期
に
再
建
さ
れ
る
ま
で
は
ど
の
よ
う
な
形
だ
っ
た
の
か
は
資

料
を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
︒

峯
寺
薬
師
堂
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今
回
の
調
査
で
は
︑
峯
寺
薬
師
堂
に
つ
い
て
調
べ
る
に
あ
た
り
気
に
な
っ
た
﹁
宝

來
山
慈
性
院
持
﹂
と
い
う
記
述
と
︑
絵
に
描
か
れ
て
い
る
峯
寺
薬
師
堂
の
隣
に
あ
る

鳥
居
と
社
と
︑
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
を
祈
っ
た
と
い
う
信
仰
に
つ
い
て
特
に
注

目
し
︑
調
査
を
進
め
た
︒

　

一
つ
目
に
︑﹁
宝
來
山
慈
性
院
持
﹂
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
持
﹂

と
い
う
の
は
付
属
施
設
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
で
︑
峯
寺
薬
師
堂
は
︑
宝
来
山
慈
性

院
の
付
属
施
設
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
宝
来
山
慈
性
院
に

つ
い
て
詳
し
く
調
べ
る
た
め
に
︑
ま
ず
︑
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
書
か
れ
た
﹃
因
幡

志
﹄
を
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
下
峰
寺
村
に
つ
い
て
の
記
述
の
な
か
に
︑﹁
蓬
莱
山
自
性

院
︵
眞
言
本
寺
鳥
取
金
剛
院
︶﹂
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
補
足
で
あ
る
が
︑

無
駄
安
留
記
で
は
﹁
慈
性
院
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
︑そ
の
他
の
文
献
で
は
﹁
自

性
院
﹂
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
︑今
後
は
そ
の
他
の
文
献
に
な
ら
い
表
記
し
て
い
く
︒

こ
の
﹃
因
幡
志
﹄
の
記
述
で
︑
自
性
院
は
眞
言
宗
で
鳥
取
城
下
に
あ
る
金
剛
院
が
本

寺
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
︑﹃
鳥
取
県
の
地
名
﹄
で
金

剛
院
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
︑
鳥
取
県
東
部
に
お
い
て
︑
金
剛
院
と
さ
れ
る
寺
は

一
つ
し
か
な
く
︑
鳥
取
市
湯
所
町
に
あ
る
将
軍
寺
が
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
結
論
に
至
っ
た
︒
し
か
し
︑
自
性
院
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
く
わ
し
く
載
っ
て

お
ら
ず
︑
更
に
文
献
を
探
し
た
と
こ
ろ
︑﹃
峰
の
薬
師
﹄
に
︑
薬
師
堂
の
あ
る
山
の

ふ
も
と
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
記
述
を
見
つ
け
た
︒
そ
の
こ
と
か
ら
︑
無
駄
安
留
記

に
描
か
れ
て
い
る
峯
寺
薬
師
堂
の
絵
の
な
か
の
︑
山
の
ふ
も
と
に
あ
る
お
寺
の
よ
う

な
建
物
が
自
性
院
だ
と
考
え
た
︒
ま
た
︑
他
の
文
献
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
︑
自
性

院
の
建
物
そ
の
も
の
の
絵
や
写
真
が
載
っ
て
い
る
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
︑
自
性
院
を
視
覚
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
文
献
は
無
駄
安
留
記

の
み
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑﹃
峰
の
薬
師
﹄
に
は
︑
竹
藪
と
参
道

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
自
性
院
の
跡
地
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
更
に
︑
自
性
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院
は
明
治
十
四
年
に
廃
寺
と
な
り
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
た
︒

　

次
に
二
つ
目
の
鳥
居
と
社
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
無
駄
安
留
記
に
描
か
れ
て
い
る

絵
を
よ
く
見
て
み
る
と
︑
薬
師
堂
の
隣
に
︑
鳥
居
が
あ
り
そ
の
奥
に
は
建
物
も
あ

る
︒
こ
れ
は
現
在
も
存
在
す
る
も
の
で
︑﹃
鳥
取
県
の
地
名
﹄
な
ど
を
調
べ
て
み
る

と
︑
下
峰
寺
村
と
上
峰
寺
村
の
産
土
神
の
六
所
権
現
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
現

在
は
高
峰
神
社
と
改
称
さ
れ
て
い
る
︒
更
に
詳
し
く
文
献
を
調
べ
て
み
る
と
︑﹃
因

伯
の
み
や
し
ろ
﹄
と
い
う
文
献
に
︑
高
峰
神
社
も
峯
寺
薬
師
堂
と
同
様
に
︑
豊
臣
秀

吉
が
攻
め
て
き
た
際
に
焼
失
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
享
保
十
二
年

︵
一
七
二
七
︶
に
再
建
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
大
正
元
年
に
諸
木
神
社
︵
私

都
神
社
︶
に
合
祀
し
た
が
︑
戦
後
に
分
祀
奉
遷
し
︑
現
在
の
高
峰
神
社
と
な
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
︒

　

続
い
て
︑
三
つ
目
の
信
仰
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
︑﹃
因
幡
志
﹄
や
﹃
稲
場

民
談
記
﹄
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
病
気
に
対
し
て
祈
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
具
体
的
な

記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑﹃
郡
家
町
誌
﹄
に
は
参
詣
者

で
賑
わ
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
︑
ま
た
︑﹃
峰
の
薬
師
﹄
に
も
鳥
取
や
岩
美
か
ら

も
参
詣
者
が
や
っ
て
き
て
い
た
と
あ
り
︑
人
々
が
峯
寺
薬
師
堂
を
厚
く
信
仰
し
て
い

た
と
い
う
の
は
確
か
で
あ
る
︒
無
駄
安
留
記
は
そ
の
様
子
を
表
し
︑
な
お
か
つ
具
体

的
な
信
仰
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
貴
重
な
文
献
で
あ
る
と
い
え
る
︒

　

最
後
に
︑
狂
歌
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
︒

峯
寺
や
薬
師
の
影
は
木
々
の
め
も

　
　

虫
葉
も
共
に
愈
る
と
ぞ
見
る

こ
れ
を
訳
す
る
と
︑﹁
峯
寺
よ
︑
薬
師
の
お
か
げ
で
木
々
の
芽
︵
眼
︶
も
虫
葉
︵
歯
︶

も
一
緒
に
治
る
ら
し
い
﹂
と
な
る
︒
実
際
に
︑
現
在
の
峯
寺
薬
師
堂
に
行
っ
て
み
る
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と
︑
小
高
い
山
の
上
に
あ
り
︑
周
囲
は
木
々
で
覆
わ
れ
て
い
た
︒
お
そ
ら
く
作
者
は
︑

そ
う
い
っ
た
様
子
と
人
々
の
信
仰
の
様
子
を
歌
に
表
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
︒

︵
西
村　

菜
穂
︶

︻
参
考
文
献
︼

　

前
土
居
一
泰
﹃
峰
の
薬
師
﹄
私
家
版
︑
一
九
八
一
年

　

鳥
取
県
神
社
誌
編
纂
委
員
会︵
編
︶﹃
因
伯
の
み
や
し
ろ
︱
︱
新
修
鳥
取
県
神
社
誌
﹄

鳥
取
県
神
社
庁
︑
二
〇
一
二
年
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今
竹
市　

是
往
古
新
興
寺
の
境
内
な
り
し
由
︒
巉
巌
深
淵
に
か
ざ
し
て
さ
も
お

そ
ろ
し
き
景
色
な
り
︒

　

右
は
無
駄
安
留
記
本
文
で
あ
る
が
︑
こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
︑﹁
今
は
竹
市
と

い
う
︒
こ
れ
は
昔
︑
新
興
寺
の
境
内
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
︒
険
し
い
岩
が
深
い

淵
に
は
り
だ
し
た
︑
い
か
に
も
恐
ろ
し
い
景
色
で
あ
る
︒﹂
と
な
る
︒

　

竹
石
は
八
頭
町
小
別
府
の
国
道
二
九
号
線
か
ら
八
東
川
を
の
ぞ
む
場
所
に
あ
り
︑

現
在
は
竹
市
岩い
わ
だ
ま頭
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
頂
上
に
は
上
る
こ
と
が
出
来
︑
二
代
目
荒
岩

の
顕
彰
墓
碑
と
天
保
飢
饉
の
供
養
塔
が
あ
る
︒

　

竹
石
と
い
う
地
名
は
︑
無
駄
安
留
記
本
文
に
は
﹁
今
竹
市
﹂︵
今
は
竹
市
と
い
う
︶

と
あ
り
︑現
在
で
も
竹
市
と
い
う
地
名
で
残
っ
て
い
る
︒し
か
し
︑﹃
因
幡
志
﹄に
は﹁
今

村
を
竹
市
と
云
は
武
石
の
誤
謬
也
﹂
と
あ
り
︑
竹
市
の
前
は
﹁
武
石
﹂
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
︒﹃
八
東
町
誌
﹄
に
﹁
武
石
に
は
﹃
岩
壁
﹄
の
意
が
あ
り
︑
そ
れ
が
転

じ
て
竹
市
と
な
っ
た
﹂
と
書
い
て
あ
る
が
︑﹃
因
幡
志
﹄
に
竹
市
は
﹁
竹
山
は
皆
矢

竹
な
り
﹂
と
書
い
て
あ
り
︑
実
際
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
小
さ
く
細
い
竹
が
生
え
て
い

た
こ
と
か
ら
も
︑
ま
ず
は
武
石
の
﹁
武
﹂
が
﹁
竹
﹂
に
変
わ
り
竹
石
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
︑
そ
れ
が
ま
た
変
化
し
て
竹
市
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
も
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

前
段
に
引
い
た
よ
う
に
︑﹃
八
東
町
誌
﹄
に
は
﹁
武
石
に
は
﹃
岩
壁
﹄
の
意
が
あ
る
﹂

と
書
い
て
あ
る
︒こ
の
地
名
の
由
来
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
岩
壁
の
記
述
が﹃
因

幡
志
﹄
に
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
北
の
岸
は
頗
る
絶
巌
に
て
︑
高
さ
数
百
尺
︒﹂

竹
石

岩壁全貌
山肌の削られた部
分まで含めると、
高さは電柱の三倍
ほどあるように見
える
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と
あ
り
︑
百
尺
と
は
三
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
因
幡
志
﹄
に
は
こ
の
岩
壁

が
新
興
寺
の
寺
領
の
境
で
あ
っ
た
と
も
書
い
て
あ
っ
た
︒

　

ま
ず
は
︑
岩
壁
自
体
の
記
述
に
着
目
す
る
︒
現
在
︑
岩
頭
と
呼
ば
れ
て
い
る
場
所

の
傍
を
通
っ
て
い
る
国
道
二
九
号
線
は
以
前
は
現
在
よ
り
も
上
の
位
置
を
通
っ
て
い

た
と
聞
い
た
︒
そ
の
こ
と
か
ら
︑﹃
因
幡
志
﹄
で
岩
壁
と
呼
ば
れ
た
大
岩
を
け
ず
っ

て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
山
肌
の
削
ら
れ
た
部
分
か
ら
推
測

す
る
と
︑
国
道
二
九
号
線
に
立
っ
て
い
る
電
柱
を
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
と
考
え
て
そ
の

三
倍
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒
よ
っ
て
︑
岩
壁
は
現
在
の
国
道
二
九
号
線
か
ら
約

三
〇
メ
ー
ト
ル
は
あ
り
︑そ
れ
に
国
道
か
ら
下
の
八
東
川
ま
で
の
高
さ
を
含
め
る
と
︑

﹃
因
幡
志
﹄
に
あ
る
よ
う
に
高
さ
数
百
尺
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

　

ま
た
︑
冒
頭
に
も
書
い
た
よ
う
に
︑
岩
頭
は
登
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
︑
そ

の
登
っ
た
頂
上
は
道
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
こ
に
は
︑
先
述
し
た
よ
う
に
二
代

目
荒
岩
の
顕
彰
墓
碑
と
天
保
飢
饉
の
供
養
塔
が
建
っ
て
い
た
︒
顕
彰
墓
碑
に
は
﹁
荒

岩
亀
之
助
墓
﹂
と
あ
り
︑
供
養
塔
に
は
﹁
南
無
妙
法
蓮
華
経
﹂
と
あ
っ
た
︒
二
代
目

荒
岩
に
つ
い
て
の
情
報
は
ほ
と
ん
ど
得
る
こ
と
が
出
来
ず
︑
顕
彰
墓
碑
が
い
つ
建
て

ら
れ
た
の
か
も
分
か
ら
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
天
保
飢
饉
の
供
養
塔
に
つ
い
て
も
建
立

さ
れ
た
時
期
は
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
鳥
取
藩
内
に
お
い
て

天
保
の
大
飢
饉
は
﹁
申
年
が
し
ん
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
く
︑
そ
の
由
来
は
鳥
取

藩
内
で
飢
饉
が
本
格
化
し
た
年
が
天
保
七
年
︵
一
八
三
六
︶
申
年
だ
っ
た
こ
と
か
ら

き
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
天
保
の
大
飢
饉
と
は
︑
江
戸
時
代
の
代
表
的
飢
饉
の

一
つ
と
言
わ
れ
︑
天
保
四
年
︵
一
八
三
三
︶
と
天
保
六
年
︵
一
八
三
五
︶
か
ら
天
保

七
年
︵
一
八
三
六
︶
の
大
凶
作
を
頂
点
と
し
て
︑
七
ヵ
年
に
及
ん
だ
冷
害
型
の
不
作

に
よ
り
生
じ
た
飢
饉
で
あ
る
︒天
保
四
年︵
一
八
三
三
︶に
は
関
東
︑東
北
が
主
で
あ
っ

た
が
︑
天
保
七
年
︵
一
八
三
六
︶
か
ら
天
保
八
年
︵
一
八
三
七
︶
に
は
北
陸
︑
九
州
︑

四
国
を
除
く
全
国
的
規
模
の
も
の
と
な
っ
た
︒
こ
の
冷
害
の
被
害
は
因
幡
国
で
も
見

岩
頭
頂
上
の
現
在
の
様
子

二
代
目
荒
岩
の
顕
彰
墓
碑
「
荒
岩
亀
之
助
墓
」

天
保
飢
饉
の
供
養
塔
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
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留
記
の
記
述
は
誤
り
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

本
文
の
最
後
に

お
そ
ろ
し
き
虎
の
住
べ
き
竹
石
は

　
　

若
さ
の
じ
や
よ
り
人
も
お
ぢ
け
り

と
い
う
狂
歌
が
出
て
く
る
︒
こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
︑﹁
恐
ろ
し
い
虎
の
住
ん
で

い
る
よ
う
な
竹
石
は
若
桜
の
蛇
よ
り
も
人
が
怖
気
づ
く
﹂
と
な
る
︒
こ
の
﹁
竹
と
虎
﹂

の
組
み
合
わ
せ
は
中
国
の
水
墨
画
な
ど
に
よ
く
出
て
く
る
︒
こ
の
中
国
文
化
が
日
本

に
伝
来
し
︑
無
駄
安
留
記
が
書
か
れ
た
時
代
に
近
い
浮
世
絵
な
ど
に
も
こ
の
﹁
竹
と

虎
﹂
の
組
み
合
わ
せ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
筆
者
も
竹
石
の
竹

と
い
う
字
に
虎
を
か
け
て
狂
歌
に
登
場
さ
せ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
若

さ
の
じ
ゃ
﹂
の
蛇
に
つ
い
て
は
︑
若
桜
に
は
﹁
蛇
切
り
渕
の
話
﹂
と
い
う
大
蛇
退
治

の
伝
説
が
あ
る
こ
と
が
﹃
稲
葉
民
談
記
﹄
に
載
っ
て
お
り
︑
無
駄
安
留
記
拾
遺
参
も

そ
れ
を
紹
介
し
て
い
る
︒
若
桜
鬼
ヶ
城
主
が
矢
部
山
城
守
で
あ
っ
た
と
き
の
話
で
あ

る
と
さ
れ
る
﹁
蛇
切
淵
の
話
﹂
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

　

若
桜
鬼
ヶ
城
主
が
矢
部
山
城
守
で
あ
っ
た
と
き
︑
若
桜
町
糸
白
見
の
八
東
川
上
流

に
あ
る
渕
に
住
ん
で
い
た
大
蛇
に
人
々
は
恐
れ
を
な
し
て
い
た
︒
山
城
守
の
家
来
た

ち
が
退
治
し
よ
う
と
時
を
ね
ら
っ
て
い
た
が
︑
大
蛇
は
な
か
な
か
あ
ら
わ
れ
な
か
っ

た
︒
あ
る
日
︑
腕
に
覚
え
の
あ
る
侍
が
﹁
も
し
い
る
な
ら
す
ぐ
に
出
て
こ
い
﹂
と
大

声
で
叫
ぶ
と
︑
小
さ
な
蛇
が
出
て
き
た
︒
侍
が
こ
の
小
蛇
を
切
り
つ
け
る
と
︑
小
さ

な
蛇
は
大
蛇
と
な
り
︑
渕
は
の
た
ま
わ
る
大
蛇
の
血
で
赤
く
染
ま
っ
た
︒
こ
の
蛇
は

十
四
︑五
間
︵
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
︶
も
あ
っ
た
︒
こ
の
大
蛇
の
骨
は
︑
長
く
こ
の
渕

に
残
っ
て
い
た
が
骨
の
周
り
は
餅
つ
き
臼
ほ
ど
の
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

し
か
し
文
禄
年
間
の
大
水
で
流
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
と
き
か
ら
︑
こ
の
渕

ら
れ
︑
天
保
初
年
か
ら
冷
害
に
よ
る
凶
作
が
起
こ
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
被
害

が
最
も
甚
大
で
あ
っ
た
の
が
︑
天
保
七
年
︵
一
八
三
六
︶
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
り
︑

因
幡
国
に
も
乞
食
の
発
生
や
米
価
の
急
騰
︑
疫
病
の
発
生
と
そ
れ
に
よ
る
多
数
の
死

者
が
発
生
し
た
︒
死
者
の
正
確
な
数
字
は
分
か
ら
な
い
が
︑﹃
鳥
取
県
史
﹄
に
︑﹁﹃
因

府
年
表
﹄
に
は
﹃
凡
二
万
ば
か
り
﹄
と
記
し
て
い
る
﹂
と
の
記
述
が
あ
っ
た
︒
そ
し

て
︑
天
保
一
一
年
︵
一
八
四
〇
︶
に
因
幡
国
の
邑
美
郡
覚
寺
の
狼
庵
の
良
卯
尼
と
い

う
人
物
が
供
養
塔
を
建
立
し
た
と
い
う
こ
と
と
︑
天
保
一
四
年
︵
一
八
四
三
年
︶
に

同
じ
く
邑
美
郡
丸
山
に
飢
饉
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
サ
イ
ト
・
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
﹁
申
年
が
し
ん
﹂
に
記
載
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
︑
天
保
飢
饉
の
供
養
塔
は
天
保
七
年
以
降
に
建
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
︒
無
駄
安
留
記
は
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
に
成
立
し
た
地
誌
で
あ

る
か
ら
︑
無
駄
安
留
記
に
書
か
れ
て
い
る
時
代
に
も
︑
お
そ
ら
く
存
在
し
た
と
思
わ

れ
る
︒
供
養
塔
や
墓
碑
を
動
か
し
た
よ
う
に
は
実
際
に
見
た
と
こ
ろ
感
じ
ら
れ
ず
︑

ま
た
動
か
し
た
と
し
て
も
動
か
し
た
場
所
を
道
の
よ
う
に
作
る
理
由
が
考
え
ら
れ
な

い
た
め
︑
著
者
米
逸
処
が
歩
い
た
当
時
の
道
が
そ
の
ま
ま
今
に
も
残
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
登
っ
た
場
所
か
ら
で
も
八
東
川
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
か

ら
二
〇
メ
ー
ト
ル
は
下
に
見
え
︑
無
駄
安
留
記
に
あ
る
よ
う
に
﹁
山
巌
深
淵
の
い
か

に
も
恐
ろ
し
い
景
色
﹂
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　

次
に
︑新
興
寺
の
寺
領
の
範
囲
に
つ
い
て
の
﹃
因
幡
志
﹄
の
記
述
を
考
え
て
み
る
︒

そ
れ
に
よ
る
と
新
興
寺
の
寺
領
の
範
囲
は
東
西
七
五
町
︵
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
︶︑

南
北
四
〇
町
︵
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
︶
と
い
う
と
て
つ
も
な
く
広
い
寺
領
で
あ
り
︑

東
は
金
峰
金
剛
山
峰
得
丸
私
都
堺
︑
西
は
大
谷
鼻
横
道
屋
井
江
上
町
堺
︑
北
は
西
搭

鷲
倉
峰
津
黒
堺
︑
そ
し
て
南
は
確
か
に
武
石
八
東
川
之
小
別
府
堺
で
あ
っ
た
︒
現
在

の
新
興
寺
の
寺
領
範
囲
よ
り
も
は
る
か
に
広
大
で
︑
そ
の
限
南
が
竹
石
で
あ
る
と
書

い
て
あ
る
こ
と
か
ら
︑
竹
石
は
﹁
往
古
新
興
寺
の
境
内
な
り
し
由
﹂
と
い
う
無
駄
安
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を
蛇
切
淵
と
い
う
︒︵
参
考
﹃
若
桜
郷
土
読
本
﹄・﹃
因
伯
昔
ば
な
し
百
選
﹄︶

　
﹁
若
桜
鬼
ヶ
城
主
が
矢
部
山
城
守
で
あ
っ
た
と
き
﹂
と
は
︑
正
確
な
年
号
は
分
か

ら
な
い
が
一
五
〇
〇
年
代
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
文
禄
年
間
﹂
は
文
禄
元
年
︵
一
五
九
三
︶

か
ら
文
禄
四
年
︵
一
五
九
六
︶
の
間
を
言
う
︒
ど
ち
ら
に
し
て
も
︑
無
駄
安
留
記
の

成
立
年
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
よ
り
も
は
る
か
に
昔
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
伝
承

を
著
者
米
逸
処
が
虎
の
比
較
と
し
て
思
い
つ
き
登
場
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
︒

　

私
が
初
め
に
調
査
に
行
っ
た
と
き
︑ま
だ
本
文
の
訳
以
外
は
ま
だ
調
べ
て
お
ら
ず
︑

そ
の
上
道
路
の
工
事
に
よ
っ
て
岩
頭
を
川
を
挟
ん
で
向
う
側
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
﹁
な
ん
と
ま
あ
地
味
な
景
色
﹂
だ
と
思
っ
た
︒
し
か
し
︑
調
査
を
進
め
て
か

ら
ま
た
実
際
に
立
っ
て
み
る
と
ま
た
違
っ
た
景
色
が
見
え
た
︒
私
た
ち
は
知
ら
な
い

間
に
︑
歴
史
的
な
名
所
を
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
今
回
の

調
査
に
よ
っ
て
︑
鳥
取
の
景
色
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
︒

︵
深
内　

く
る
み
︶

︻
参
考
資
料
︼

　
﹃
鳥
取
県
史
第
３
巻　

近
世
政
治
﹄
一
九
七
九
年

　

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
﹁
申
年
が
し
ん
﹂http://ja.w

ikipedia.org/w
iki/%

E7%
94%

B3%
E5%

B9

%
B4%

E3%
81%

8C
%

E3%
81%

97%
E3%

82%
93

　

K
otobank.jp

︵
世
界
大
百
科
事
典
第
二
版
︶﹁
天
保
の
飢
饉
﹂http://kotobank.jp/w

o

rd/%
E5%

A
4%

A
9%

E4%
BF%

9D
%

E3%
81%

A
E%

E9%
A

3%
A

2%
E9%

A
5%

89
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山
嵜
算
盤
橋
は
︑
若
桜
街
道
︵
現
在
の
国
道
二
九
号
線
︶
と
八
東
川
が
交
わ
る
と

こ
ろ
に
掛
け
ら
れ
た
橋
で
あ
る
︒﹃
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
﹄
に
よ
る
と
︑
無
駄
安

留
記
当
時
の
若
桜
街
道
と
現
在
の
国
道
二
九
号
線
は
︑多
少
の
ず
れ
が
あ
る
も
の
の
︑

山
崎
橋
付
近
は
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
︒
無
駄
安
留
記
に
は
﹁
山
嵜
橋
﹂
と
表
記

さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
報
告
書
で
は
以
降
は
表
記
を
山
崎
橋
で
統
一
す
る
︒

　

無
駄
安
留
記
に
は
山
崎
橋
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

山
崎
算
盤
橋　

往
古
は
渉
舟
な
り
し
︒
安
政
の
年
間
若
櫻
の
富
民
某
︑
御
許
し

を
か
ヽ
ふ
り
て
造
る
と
︒　

こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
﹁
山
崎
算
盤
橋　

昔
は

船
で
渡
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
安
政
の
間

︵
一
八
五
三
～
一
八
五
九
︶
に
若
桜
の
金
持
ち
の

誰
そ
れ
が
藩
の
許
し
を
得
て
造
っ
た
橋
で
あ
る
﹂

と
な
る
︒
山
崎
橋
の
あ
る
若
桜
街
道
︵
国
道
二
九

号
線
︶
は
江
戸
時
代
主
要
な
街
道
と
し
て
使
わ
れ

て
い
た
︒
人
の
往
来
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

無
駄
安
留
記
本
文
に
あ
る
よ
う
に
︑若
桜
に
は﹁
富

民
某
﹂
が
い
た
︒
推
測
に
な
る
の
だ
が
︑
こ
の
人

物
は
鳥
取
藩
か
ら
の
要
請
を
受
け
︑
若
桜
街
道
に

橋
を
建
設
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑

若
桜
街
道
の
通
行
人
や
そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
る
人
か
ら
︑
橋
を
建
設
し
て
ほ
し
い
と

い
う
要
望
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

無
駄
安
留
記
の
中
で
山
崎
橋
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
︒

桁
数
は
い
く
ら
あ
る
か
は
白
波
の

　
　

上
に
掛
け
た
る
そ
ろ
ば
ん
の
は
し

　

こ
の
狂
歌
を
訳
す
と
﹁
桁
数
は
い
っ
た
い
い
く
ら
ほ
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
川
の

上
に
掛
け
た
そ
ろ
ば
ん
の
は
し
︒﹂
と
な
る
︒﹁
白
波
﹂
は
﹁
知
ら
な
い
﹂
と
掛
け
ら

れ
た
掛
詞
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
い
く
ら
あ
る
の
か
知
ら
な
い
﹂
を
﹁
い
っ
た
い

い
く
ら
ほ
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
訳
し
た
︒

　

歌
の
中
に
は
﹁
そ
ろ
ば
ん
の
は
し
﹂
と
い
う
単
語
が
出
て
く
る
︒﹁
そ
ろ
ば
ん
の

は
し
﹂︵
そ
ろ
ば
ん
ば
し
︶
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
︒
ま
ず
一
つ
に
︑
橋
の

形
態
が
挙
げ
ら
れ
る
︒引
橋
と
呼
ば
れ
る
橋
の
種
類
の
一
つ
に
そ
ろ
ば
ん
橋
が
あ
る
︒

引
橋
と
は
﹃
広
辞
苑
︵
第
六
版
︶﹄
に
よ
る
と
﹁
橋
板
を
取
り
去
っ
て
桁
だ
け
が
残

る
よ
う
に
し
た
橋
﹂
と
あ
り
︑﹃
図
解
橋
梁
用
語
辞
典
﹄
に
よ
る
と
﹁
橋
の
古
い
呼

び
名
の
一
つ
で
︑
通
路
と
な
る
板
を
取
り
除
き
橋
げ
た
だ
け
を
残
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
た
橋
﹂と
あ
る
︒
そ
の
中
で
も
そ
ろ
ば
ん
橋
は
︐﹃
石
川
新
情
報
書
府
﹄ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
︑﹁
橋
の
下
部
に
車
輪
が
つ
い
て
お
り
引
き
込
む
こ
と
が
で
き

山
嵜
算
盤
橋

山
崎
橋
付
近
の
地
図
。
矢
印
の
先
が

山
崎
橋
。 （google m

ap 

よ
り
作
成
）
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る
構
造
﹂
の
橋
だ
そ
う
だ
︒
ま
た
︑﹃
大
阪
市
﹄
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
千
代
崎
橋
の
項

目
に
よ
る
と
︑
引
込
式
の
可
動
橋
と
な
っ
て
い
た
た
め
︑
そ
ろ
ば
ん
橋
と
呼
ん
だ
と

あ
る
︒
ど
ち
ら
も
︑
引
き
込
む
こ
と
の
で
き
る
可
動
式
の
橋
︑
と
い
う
点
が
共
通
し

て
い
る
︒

　

も
う
一
つ
の
意
味
は
︑山
口
県
岩
国
市
に
あ
る
錦
帯
橋
を
指
す
言
葉
と
し
て
の﹁
そ

ろ
ば
ん
ば
し
﹂
で
あ
る
︒﹃
広
辞
苑
︵
第
六
版
︶﹄
に
よ
る
と
︑
錦
帯
橋
の
別
称
と
し

て
算
盤
橋
︑
五
竜
橋
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
錦
帯
橋
は
山
梨
県
の
猿
橋
な
ど
と
と
も

に
日
本
三
奇
橋
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
橋
で
あ
る
︒﹁
錦
帯
橋
︵
岩
国
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︶﹂
に
よ
る
と
安
永
年
間
︵
一
七
七
二
～
一
七
八
〇
︶
に
は
錦
帯
橋

と
い
う
名
前
は
広
ま
っ
て
い
た
も
の
の
︑
錦
帯
橋
と
い
う
名
前
が
公
式
名
称
と
し
て

指
定
さ
れ
た
の
は
︑
明
治
維
新
後
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
︒
そ
れ
ま
で
は
錦
帯
橋
に
は

複
数
の
呼
び
方
が
あ
り
︑
そ
の
一
つ
と
し
て
算
盤
橋
と
い
う
呼
び
方
が
あ
っ
た
と
い

う
︒
ま
た
錦
帯
橋
は
︑
再
建
さ
れ
た
延
宝
二
年
︵
一
六
七
四
︶
以
来
二
七
六
年
間
流

出
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
︒

　

無
駄
安
留
記
の
絵
を
見
る
と
︑
山
崎
橋
は
ア
ー
チ
状
の
橋
が
描
か
れ
て
お
り
︑
引

き
込
む
た
め
の
装
置
は
見
当
た
ら
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
橋
の
形
態
を
指
す
言
葉
と

し
て
﹁
そ
ろ
ば
ん
の
は
し
﹂
が
用
い
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
錦

帯
橋
を
指
す
言
葉
と
し
て
﹁
そ
ろ
ば
ん
の
は
し
﹂
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
無
駄
安
留
記
が
︑
因
幡
の
名
所
を
巡
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
と
︑
無
駄
安
留
記
が
成
立
し
た
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
に
︑
錦
帯
橋
は
一
八
三

年
間
流
失
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
山
崎
橋
は
錦
帯
橋
の
よ
う
に
立
派
な
橋
だ
︑
と

賛
美
す
る
意
味
で
つ
か
わ
れ
た
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
当

時
の
橋
は
水
害
で
流
失
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
︑
錦
帯
橋
が
長
寿
の
橋
で
あ
る

こ
と
か
ら
︑
山
崎
橋
も
錦
帯
橋
の
よ
う
に
長
持
ち
し
て
ほ
し
い
︑
と
い
う
作
者
の
願

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

岩
国
の
錦
帯
橋
。
五
連
の
ア
ー
チ
か

ら
な
る
橋
。（w

ikipedia 

よ
り
）
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無
駄
安
留
記
に
描
か
れ
た
山
崎
橋
の
絵
と
現
在
の
山
崎
橋
の
写
真
を
比
較
す
る

と
︑
共
通
点
が
二
点
あ
げ
ら
れ
る
︒
一
つ
目
は
大
き
く
山
肌
の
露
出
し
て
い
る
所
が

あ
る
と
い
う
こ
と
︒
二
つ
目
は
山
の
す
ぐ
手
前
に
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
だ
︒
こ
の

二
点
と
橋
と
の
位
置
関
係
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
現
在
の
山
崎
橋
が
か
か
っ
て
い

る
場
所
と
ほ
ぼ
同
じ
と
こ
ろ
に
無
駄
安
留
記
の
山
崎
橋
が
か
か
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
現
在
の
山
崎
橋
付
近
に
水
難
地
蔵
が
あ
る
︒
水
難
地
蔵

と
い
う
の
は
渡
し
船
な
ど
水
に
関
係
あ
る
と
こ
ろ
で
︑
水
難
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
よ

う
に
祈
っ
て
作
ら
れ
る
地
蔵
で
あ
る
︒﹃
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
﹄
に
よ
る
と
山
崎

の
水
難
地
蔵
は
高
さ
一
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
︑
正
面
に
は
地
蔵
の
浮
彫
と
﹁
為

水
難
守
護
也
﹂
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
︒
文
化
一
三
年
︵
一
八
一
六
︶
に

造
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
水
難
地
蔵
の
場
所
が
変
わ
っ
て
い
な
い
と
仮
定
す
る
と
︑

先
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑
山
崎
橋
が
同
じ
場
所
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
︒

　

異
な
っ
て
い
る
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
︑
現
在
で
は
無
駄
安
留
記
に
描
か
れ

て
い
た
祠
の
よ
う
な
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
現
在
で
は
無
駄
安
留
記

に
描
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
山
は
採
石
場
に
な
っ
て
お
り
︑
か
な
り
大
き
く
山
が

削
ら
れ
て
い
る
︒
無
駄
安
留
記
に
描
か
れ
て
い
た
祠
は
現
在
の
採
石
場
を
作
る
に
あ

た
っ
て
移
転
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

今
回
の
調
査
で
私
は
無
駄
安
留
記
の
山
崎
橋
と
現
在
の
山
崎
橋
が
同
じ
場
所
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
︒
し
か
し
︑
調
査
の
段
階
で
は
︑
山

崎
橋
は
違
う
場
所
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
︒
現
在
の
山
崎
橋
か
ら
見
え
る
風
景
よ
り
も
さ
ら
に

東
側
に
よ
く
似
た
風
景
が
あ
る
︒
八
頭
町
と
若
桜
町
の
境
に
あ
る
千
石
岩
と
そ
の
付

近
の
用
呂
橋
を
山
崎
橋
と
重
ね
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
意
見
が
無
駄
安
留
記
隊

現在の山崎橋
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隊
員
か
ら
出
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
山
崎
橋
か
ら
西
側
に
あ
る
富
枝
橋
と
間
違
え
た
の
で

は
な
い
か
︑
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
私
は
︑
現
地
調
査
と
絵
に
描
か
れ
て

い
る
山
肌
の
見
え
る
部
分
と
橋
と
の
関
係
な
ど
を
総
合
的
に
考
え
た
結
果
︑
先
に
挙

げ
た
よ
う
に
無
駄
安
留
記
と
現
在
の
山
崎
橋
は
同
じ
場
所
に
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に

至
っ
た
︒

︵
佐
々
木　

裕
都
︶

︻
参
考
資
料
︼

　

佐
伯
彰
一︵
編
︶﹃
図
解　

橋
梁
用
語
辞
典
﹄
山
海
堂 

︑
一
九
八
六
年

　

鳥
取
県
教
育
委
員
会
文
化
課
︵
編
︶﹃
鳥
取
県
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
︱
︱
第
４

集　

若
桜
街
道
﹄
鳥
取
県
文
化
財
保
存
協
会 

︑
一
九
九
〇
年　

　

石
川
新
情
報
書
府　

http://shofu.pref.ishikaw
a.jp/inpaku/castle/index_j.htm

　

大
阪
市　

http://w
w

w.city.osaka.lg.jp/

　

錦
帯
橋
︵
岩
国
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︶　http://kintaikyo.iw

akuni-city.net/

 google m
ap 

よ
り
作
成
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無
駄
安
留
記
本
文
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
︒

若
櫻
驛　

龍
徳
寺　

左
馬
頭
行
盛
位
牌

　

ま
ず
若
櫻
は
﹃
因
幡
志
﹄
に
よ
る
と
︑
後
醍
醐
天
皇
が
伯
州
か
ら
の
道
中
に
︑
若

木
の
櫻
に
花
が
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
︑
若
櫻
と
言
っ
た
こ
と
で
地
名
と
な
っ
た
と

あ
る
︒
ま
た
︑
若
櫻
驛
は
宿
駅
で
あ
る
︒
宿
駅
と
は
︑
街
道
の
要
所
で
︑
旅
人
の
宿

泊
や
︑
荷
物
運
搬
の
人
馬
を
中
継
ぎ
す
る
設
備
の
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
︒

　

龍
徳
寺
は
︑
現
在
の
八
頭
郡
若
桜
町
若
桜
に
位
置
し
て
い
る
︒
山
号
は
萬
祥
山
︑

宗
派
は
曹
洞
宗
で
あ
る
︒﹃
鳥
取
県
古
社
寺
百
選
﹄
に
よ
る
と
︑
龍
徳
寺
は
︑
享
禄

二
年
︵
一
五
二
九
︶
に
用
呂
村
に
建
立
さ
れ
た
曹
洞
宗
の
堂
宇
が
起
源
と
さ
れ
︑
天

正
年
間
︵
一
五
七
三
～
一
五
九
一
︶
に
は
高
野
村
に
移
さ
れ
て
石
頭
院
と
称
さ
れ

て
い
た
︒
慶
長
七
年
︵
一
六
〇
二
︶
に
若
桜
鬼
ヶ
城
の
城
主
で
あ
る
山
崎
家
盛
が
山

崎
家
の
菩
提
寺
と
定
め
て
現
在
地
に
移
し
︑
父
の
山
崎
堅
家
の
法
号
と
同
じ
現
在
の

寺
号
に
改
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
境
内
に
は
山
崎
家
盛
の
墓
︵
元
和
三
年
五
月

十
八
日
の
銘
︶
が
あ
り
︑同
じ
基
壇
の
上
に
は
十
数
基
の
五
輪
塔
が
祀
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
平
行
盛
に
関
す
る
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
︒

　
﹁
左
馬
頭
行
盛
﹂
は
︑
平
行
盛
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
平
行
盛
は
︑
生
誕

は
未
詳
で
︑
平
清
盛
の
次
男
で
あ
る
平
基
盛
の
長
男
で
あ
る
︒
基
盛
が
早
世
し
た

後
︑
憐
れ
ん
だ
伯
父
の
平
重
盛
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
︑
平
家
一
門
の
栄
達
に
と
も
な

い
正
五
位
下
に
昇
叙
し
︑
播
磨
守
︑
左
馬
頭
と
な
っ
た
︒
治
承
・
寿
永
の
乱
の
期
間

若
桜
驛
龍
徳
寺
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︵
一
一
八
〇
～
一
一
八
五
︶
に
お
い
て
は
︑
倶
利
伽
羅
峠
の
戦
い
︑
三
草
山
の
戦
い
︑

藤
戸
の
戦
い
︑
屋
島
の
戦
い
な
ど
に
参
加
し
た
︒
特
に
藤
戸
の
戦
い
に
お
い
て
は
︑

大
将
軍
と
し
て
佐
々
木
盛
綱
率
い
る
源
氏
方
と
対
戦
し
た
︒
元
暦
二
年(

一
一
八
五)

三
月
に
︑
壇
ノ
浦
の
戦
い
に
お
い
て
最
終
的
な
敗
北
を
喫
し
︑
従
兄
弟
の
資
盛
︑
有

盛
と
と
も
に
︑﹃
平
家
物
語
﹄
で
は
入
水
自
殺
︑﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
で
は
討
ち
死
に
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

一
方
で
行
盛
は
藤
原
定
家
に
師
事
し
︑
歌
人
と
し
て
も
名
高
か
っ
た
︒
都
落
ち
の

際
に
自
身
の
詠
草
を
定
家
に
託
し
て
︑
そ
の
包
み
紙
に
書
か
れ
た
和
歌
は
後
に
新
勅

撰
和
歌
集
に
入
集
し
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
奄
美
大
島
の
龍
郷
町
に
は
︑
壇
ノ
浦
の
戦
い
で
行
盛
一
族
が
落
ち
の
び
戸

口
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
平
家
落
人
伝
説
が
あ
り
︑
行
盛
を
祀
っ
た
行
盛
神
社
が

あ
る
︒

　

平
家
落
人
伝
説
は
︑
若
桜
町
内
各
地
に
も
残
っ
て
い
る
︒﹃
鳥
取
県
伝
説
集
﹄
に

よ
る
と
︑
落
折
に
は
︑
平
清
盛
の
弟
で
あ
る
経
盛
一
行
が
落
ち
の
び
て
き
た
と
い
う

伝
説
が
あ
り
︑現
在
で
も
全
戸
﹁
平
家
﹂
と
い
う
苗
字
で
あ
る
︒
岩
谷
堂
地
区
に
は
︑

そ
の
経
盛
一
族
の
墓
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
︑
舂
米
に
あ
る
舂
米
神
社
に
は
経
盛
が

祀
ら
れ
て
お
り
︑
舂
米
に
は
平
家
の
子
孫
が
住
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
し
か

し
︑﹃
因
伯
の
み
や
し
ろ
﹄
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

舂
米
神
社
は
創
立
年
代
不
詳
で
︑
氷
ノ
山
の
山
頂
に
鎮
座
し
須
賀
神
と
称
し
︑

因
幡
国
八
東
郡
︑
但
馬
国
七
味
郡
︑
播
磨
国
宍
粟
郡
︑
美
作
国
吉
野
郡
の
総
社

と
し
て
鎮
座
す
る
︒
舂
米
村
の
代
表
が
︑
御
神
体
を
本
殿
の
扉
に
載
せ
て
下
山

奉
遷
し
て
蔵
王
権
現
と
称
し
舂
米
村
の
氏
神
と
し
た
と
伝
わ
る
︒
山
上
に
は
諸

社
殿
の
礎
石
が
現
存
す
る
︒
弘
化
二
年
︵
一
八
四
五
︶
本
殿
を
再
建
︒
明
治
元

年
末
社
前
生
土
神(

舂
米
の
祖
神
︑
伊
香
色
雄
命)

︑
稲
荷
神
︵
倉
稲
魂
命
︶︑

龍
徳
寺
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山
ノ
神
︵
大
山
祇
命
︶︑瀧
ノ
神
︵
瀬
織
津
姫
命
︶
を
合
祀
し
舂
米
社
と
改
称
し
︑

さ
ら
に
明
治
六
年
︵
一
八
七
三
︶
に
舂
米
神
社
と
改
称
し
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹃
因
伯
の
み
や
し
ろ
﹄
に
は
平
家
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
各
地
に
色
濃
く
伝
承
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら

の
平
家
落
人
伝
説
の
中
に
︑
平
行
盛
に
関
す
る
記
述
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
︒

　

次
に
︑
無
駄
安
留
記
に
は
こ
の
よ
う
な
狂
歌
や
絵
が
書
か
れ
て
い
る
︒

若
桜　

今
も
あ
る
じ
を
忘
れ
ず
て　

　
　

散
れ
ば
さ
な
が
ら　

ゆ
き
も
り
と
な
る

こ
れ
を
現
代
語
訳
す
る
と
︑﹁
若
木
の
桜
は
︑
今
で
も
主
を
忘
れ
て
い
な
い
︒
そ
の

桜
が
散
れ
ば
︑
ま
る
で
雪
の
よ
う
に
降
り
積
も
る
︵
だ
ろ
う
︶︒﹂
と
な
り
︑
春
の
桜

を
歌
っ
て
い
る
︒

　

龍
徳
寺
の
後
ろ
に
は
山
が
あ
り
︑
手
前
に
は
橋
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
現

在
の
龍
徳
寺
周
辺
に
も
残
っ
て
お
り
絵
と
一
致
す
る
の
で
︑
描
か
れ
た
時
か
ら
あ
ま

り
街
並
み
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
龍
徳
寺
も
︑
絵
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な

い
姿
で
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
ま
た
︑屋
根
や
山
に
雪
が
積
も
っ
て
お
り
︑

作
者
と
思
わ
れ
る
人
が
︑
蓑
や
笠
を
身
に
つ
け
て
い
る
︒
歩
い
て
き
た
道
に
は
雪
に

よ
る
足
跡
が
残
っ
て
い
て
︑
雪
が
降
り
積
も
る
冬
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

見
て
取
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
無
駄
安
留
記
内
で
︑
雪
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
大
変

珍
し
い
︒
ま
た
︑
狂
歌
と
絵
の
季
節
が
違
う
が
︑
そ
れ
は
︑
狂
歌
の
中
の
﹁
ゆ
き
も

り
﹂
に
︑
平
行
盛
と
雪
の
降
り
積
も
る
様
子
を
か
け
る
こ
と
で
︑
狂
歌
と
平
行
盛
の

関
係
性
を
強
調
し
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
思
わ
れ
る
︒

山
崎
家
盛
の
石
塔
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今
回
の
調
査
で
︑
若
桜
町
内
や
龍
徳
寺
に
平
行
盛
に
関
す
る
遺
跡
や
遺
物
︑
伝
承

が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
当
時
は
行
盛
に
関
す
る
も

の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
時
代
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
た
︑
も
し
く
は
︑
作
者

が
︑
山
崎
家
盛
の
墓
を
行
盛
の
も
の
と
思
い
違
い
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑

当
時
︑
行
盛
に
関
す
る
も
の
が
全
く
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑
作
者
が
龍
徳
寺
と
行
盛

を
関
係
付
け
て
詠
む
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
当
時
は
行
盛
に
関
す
る

も
の
が
何
か
し
ら
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
今
で
は
文
献

に
残
っ
て
い
な
い
︑
人
物
や
伝
説
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
︑
無
駄
安
留
記

の
面
白
さ
の
一
つ
な
の
だ
と
思
う
︒

︵
高
礒　

麻
実
︶

︻
参
考
文
献
︼

　

鳥
取
県
神
社
誌
編
纂
委
員
会︵
編
︶﹃
因
伯
の
み
や
し
ろ
︱
︱
新
修
鳥
取
県
神
社
誌
﹄

鳥
取
県
神
社
庁
︑
二
〇
一
二
年

　

野
津
龍
﹃
鳥
取
県
伝
説
集
︱
︱
因
幡
編
︵
上
︶﹄
山
陰
放
送
︑
一
九
八
九
年

　

吉
田
正
﹃
鳥
取
県
古
社
寺
一
〇
〇
選
﹄
牧
野
出
版
︑
一
九
七
六
年
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屯み

く

ら倉
弁
財
天
巌

　

屯
倉
弁
財
天
巌
は
︑
鳥
取
県
八
東
郡
若
桜
町
の
南
西
方
向
に
あ
る
三
倉
か
ら
︑
弁

天
谷
川
に
沿
っ
て
進
ん
だ
山
奥
に
あ
る
︒
現
在
三
倉
と
表
記
さ
れ
る
屯
倉
は
︑
本
来

﹁
み
や
け
﹂
と
発
音
し
﹁
大
和
政
権
の
直
轄
領
か
ら
収
穫
し
た
稲
米
を
蓄
積
す
る
倉
︒

転
じ
て
︑
そ
の
直
轄
領
︵﹃
広
辞
苑
﹄︶﹂
を
意
味
し
︑﹃
因
幡
志
﹄
に
﹁
今
当
村
を
三

倉
と
云
う
は
屯
倉
を
ミ
ク
ラ
と
読
誤
り
て
終
に
三
倉
と
轉
書
せ
し
な
ら
ん
か
﹂
と
あ

る
よ
う
に
︑
誤
読
に
よ
っ
て
三
倉
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

無
駄
安
留
記
の
﹁
屯
倉
弁
財
天
巌
﹂
は
現
在
︑﹃
因
伯
の
み
や
し
ろ
︱
︱
新
修
鳥

取
県
神
社
誌
﹄
に
よ
る
と
︑
大
正
五
年
に
︑
虎
石
神
社
と
池
谷
神
社
︑
そ
し
て
弁
天

神
社
︵
旧
弁
財
天
︶
を
合
祀
し
て
江
島
神
社
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
と
き
社
殿
が
旧

弁
天
神
社
境
内
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
昭
和
七
年
に
拝
殿
が
建

立
さ
れ
た
︒
以
前
は
︑﹃
因
幡
志
﹁
辨
天
岩
﹂﹄
の

絵
の
よ
う
に
︑
石
灯
籠
が
あ
る
の
み
で
︑
御
神
体

の
大
岩
が
そ
の
ま
ま
に
見
え
る
︑
と
い
う
様
子

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
無
駄
安
留
記
中
の
絵
に
は

小
さ
な
祠
と
コ
モ
リ
堂
が
描
か
れ
︑
本
文
に
も
そ

の
様
子
が
記
述
さ
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
︑
無
駄

安
留
記
の
作
者
が
訪
れ
た
と
き
に
は
︑﹃
因
幡
志
﹄

と
異
な
っ
た
景
色
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

　

わ
れ
わ
れ
無
駄
安
留
記
隊
が
現
地
で
見
た
も

の
は
江
島
神
社
と
し
て
合
祀
さ
れ
た
姿
で
あ
っ

た
た
め
︑
建
物
な
ど
は
随
分
変
わ
っ
て
い
た
︒
だ

が
︑
無
駄
安
留
記
の
絵
と
現
在
の

建
物
の
配
置
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ

て
お
ら
ず
︑
作
者
が
訪
れ
た
当
時

の
屯
倉
弁
財
天
を
思
う
こ
と
が
で

き
た
︒
ま
た
﹃
因
幡
志
﹄
の
絵
に

は
あ
っ
た
石
灯
籠
が
現
在
ど
こ
に

あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
道

中
に
も
い
く
つ
か
の
石
灯
籠
が
見

ら
れ
た
︒
そ
の
い
ず
れ
か
に
紛
れ

て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
の

だ
が
︑
明
治
以
降
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
大
半
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

　

次
に
無
駄
安
留
記
の
記
述
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒
無
駄
安
留
記
の
本
文
で
︑
作
者

は
屯
倉
弁
財
天
巌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

同　

屯
倉
辨
財
天
巌　
　

村
よ
り
登
る
こ
と　
　

町
余
︒
幽
谷
に
大
巌
在
︒

是
神
体
な
り
︒
前
に
小
禿
倉
を
置
︒
往
古
は
諸
人
に
器
物
を
貸
た
ま
ひ
し
由
︒

　

現
代
語
訳
す
る
と
︑﹁
同
じ
く
八
東
郡　

屯
倉
弁
財
天
巌　

村
か
ら　

町
余
り
登
っ

た
奥
深
い
谷
に
大
岩
が
あ
る
︒
こ
れ
は
御
神
体
で
あ
る
︒
そ
の
御
前
に
小
さ
な
祠
が

置
か
れ
て
い
る
︒
昔
は
多
く
の
人
々
に
器
物
を
お
貸
し
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒﹂
と
い
う
意
味
に
な
る
︒

『
因
幡
志
』よ
り
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無
駄
安
留
記
の
本
文
よ
り
も
詳
し
く
書
か
れ
て
あ
り
︑﹃
八
頭
郡
誌
﹄
の
﹁
十
八

町
許
り
奥
﹂
と
い
う
文
章
は
無
駄
安
留
記
の
記
述
に
あ
る
﹁
町
余
り
﹂
と
同
様
の
文

脈
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
﹁
十
八
﹂
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
︒
ま

た
︑
無
駄
安
留
記
隊
で
現
地
を
訪
れ
た
と
き
︑
わ
れ
わ
れ
は
徒
歩
で
登
っ
て
い
た
の

だ
が
︑
そ
の
道
中
に
目
的
地
ま
で
二
キ
ロ
と
い
う
看
板
が
あ
っ
た
︒
二
キ
ロ
と
は
お

よ
そ
十
八
町
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
見
当
外
れ
の
推
測
で
は
な
い
と
考
え
る
︒

　

無
駄
安
留
記
本
文
に
あ
る
﹁
往
古
は
諸
人
に
器
物
を
貸
し
た
ま
い
し
由
﹂
と
い
う

文
章
の
﹁
器
物
﹂
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒
無
駄
安
留
記
以
外

の
資
料
に
﹁
器
物
﹂
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
た
め
で
あ
る
︒

　

次
い
で
︑
無
駄
安
留
記
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
︒

屯
倉
ハ
推
古
十
五
年
七
月
諸
国
ニ
屯
倉
ヲ
置
ト

推
古
十
五
年
と
は
西
暦
で
六
○
七
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
文
章
は
作
者
が
補
足
的

に
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
作
者
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
書
い

た
無
駄
安
留
記
拾
遺
巻
と
筆
跡
が
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
他
の
文
章
で

は
平
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
こ
の
文
章
で
は
片
仮
名
が
用
い
ら
れ

て
お
り
︑
作
者
が
意
図
的
に
使
い
分
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

次
に
︑
無
駄
安
留
記
に
は
次
の
よ
う
な
狂
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

う
つ
く
し
き
そ
の
御
姿
に
な
ら
べ
て
は

　
　

み
く
ら
べ
ら
れ
ぬ
岩
の
形
か
な

　

こ
れ
は
﹁
弁
財
天
の
美
し
い
御
姿
と
は
並
べ
て
見
比
べ
ら
れ
な
い
屯
倉
の
岩
の
形

だ
な
あ
﹂
と
解
釈
で
き
る
︒﹁
み
く
ら
べ
ら
れ
ぬ
﹂
の
﹁
み
く
ら
﹂
は
掛
詞
に
な
っ

　
﹁
村
か
ら
﹂
と
﹁
町
余
り
﹂
の
間
に
は
二
文
字
分
ほ
ど
の
空
白
が
あ
り
︑
作
者
が

意
図
的
に
空
け
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
続
く
文
章
が
﹁
町
余
り
﹂
と
あ
る
こ

と
か
ら
︑
こ
の
部
分
に
は
距
離
を
表
す
数
字
が
入
る
予
定
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒

﹁
江
島
神
社
﹂︵﹃
八
頭
郡
誌
﹄︶
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
あ
る
︒

　

三
倉
の
南
枝
谷
の
奥
に
あ
り
︒
大
工
村
に
あ
る
石
の
鳥
居
よ
り
︑
一
町
々
々

に
石
地
蔵
を
安
置
し
て
道
の
誌
と
す
︒
十
八
町
許
り
奥
谷
の
左
の
方
に
飛
泉
あ

り
︒
其
石
の
方
少
し
偏
卑
な
る
処
に
︑
高
さ
二
丈
余
り
周
囲
五
六
十
間
の
孤
岩

あ
り
前
に
椙
の
大
木
あ
り
︒

図
１
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三
家
の
祈
願
所
と
さ
れ
︑
近
世
に
至
り
池
田
家
の
尊
信
特
に
篤
く
近
郷
民
衆
の
崇
敬

を
集
め
た
﹂
と
あ
り
︑﹁
盛
時
は
数
千
人
の
参
拝
者
が
あ
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

歴
代
の
有
力
者
か
ら
の
尊
信
が
篤
く
︑
近
郷
の
民
衆
も
熱
心
に
信
仰
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
︒

　

ま
た
﹃
因
幡
志
﹄
に
﹁
何
の
世
に
始
ま
り
し
に
や
久
し
き
事
な
り
と
ぞ
﹂
と
あ
る

こ
と
か
ら
︑
弁
財
天
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
起
源
は
﹃
因
幡
志
﹄
が
書
か
れ
た

年
代
よ
り
さ
ら
に
古
い
よ
う
で
あ
る
︒し
か
し
そ
れ
と
は
別
に
︑﹃
因
幡
志
﹄に
は
載
っ

て
い
な
い
も
の
の
︑
口
碑
と
し
て
残
る
起
源
の
伝
承
が
あ
る
︒﹁
江
島
神
社
﹂︵﹃
八

頭
郡
誌
﹄︶
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

　

往
古
治
承
の
頃
︑
平
清
盛
杵
島
姫
を
江
ノ
島
に
分
祭
す
︒
文
治
の
頃
︑
師
盛

て
い
る
︒
無
駄
安
留
記
の
絵
を
見
る
と
︑
作
者
の
言
う
通
り
︑
大
岩
は
ご
つ
ご
つ
と

し
て
︑
弁
財
天
の
た
お
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
と
対
極
に
あ
る
よ
う
な
姿
で
あ
る
︒
現
地

で
調
査
し
た
と
き
は
︑
拝
殿
が
ま
ず
目
に
入
り
︑
後
ろ
へ
回
っ
て
み
な
け
れ
ば
大
岩

の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
作
者
ほ
ど
の
驚
き
は
な
か
っ
た
の
だ
が
︑
し
か
し
そ

の
威
容
は
な
る
ほ
ど
作
者
の
狂
歌
の
通
り
で
︑
弁
財
天
と
は
見
比
べ
ら
れ
な
い
岩
の

形
で
あ
る
︒
図
１
は
社
殿
と
御
神
体
で
あ
る
大
岩
の
写
真
で
あ
る
︒
社
殿
に
よ
っ
て

半
分
ほ
ど
隠
れ
て
い
る
た
め
︑大
岩
の
大
き
さ
が
伝
わ
り
に
く
い
の
が
残
念
で
あ
る
︒

図
２
は
背
後
か
ら
の
写
真
で
あ
る
︒逞
し
い
背
中
を
思
わ
せ
る
形
と
大
き
さ
で
あ
る
︒

こ
の
写
真
で
社
殿
や
拝
殿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
︑
大
岩
の
威
容
が
よ

く
わ
か
る
と
思
う
︒

　

古
代
の
ひ
と
は
自
然
に
あ
る
山
や
木
︑
岩
な
ど
に
神
が
宿
っ
て
い
る
と
信
じ
︑
信

仰
の
対
象
と
し
て
き
た
︒
屯
倉
弁
財
天
巌
も
同
じ
よ
う
な
理
由
で
古
く
か
ら
信
仰
を

受
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
因
幡
志
﹄
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
︒

　

諸
人
辨
財
天
と
称
し
て
崇
敬
す
る
こ
と
甚
し
︒
毎
年
九
月
巳
の
日
祭
り
て
諸

方
よ
り
参
詣
す
︒
或
は
雨
を
祈
り
し
年
に
は
七
月
巳
の
日
雨
乞
躍
り
と
て
郷
中

の
男
女
来
り
て
謡
躍
を
な
す
︒何
の
世
に
始
ま
り
し
に
や
久
し
き
事
な
り
と
ぞ
︒

　
﹁
人
々
は
弁
財
天
と
呼
ん
で
た
い
へ
ん
崇
敬
し
て
い
た
︒
毎
年
九
月
の
巳
の
日
に

祭
り
を
し
て
︑
様
々
な
地
域
か
ら
人
々
が
参
詣
す
る
︒
或
は
雨
を
祈
っ
た
年
に
は
七

月
の
巳
の
日
に
雨
乞
い
踊
り
と
い
っ
て
︑
郷
中
の
男
女
が
来
て
舞
い
踊
っ
た
︒
い
つ

の
時
代
に
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
長
く
続
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
︒﹂
と

解
釈
で
き
る
︒

　
﹃
因
伯
の
み
や
し
ろ
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
若
桜
城
主
で
あ
っ
た
矢
部
︑
木
下
︑
山
崎
の

図
２
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ら
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
現
在
ま
で
弁
財
天
の
岩
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
ま
た
︑
平
家
の
落
人
伝
説
が
三
倉
村
に
お
い
て

も
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

　

わ
れ
わ
れ
は
二
度
︑
屯
倉
弁
財
天
巌
を
調
査
に
訪
れ
た
の
だ
が
︑
一
度
目
の
と
き

は
道
幅
の
関
係
で
チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
バ
ス
が
入
ら
ず
︑
徒
歩
で
登
る
こ
と
に
な
っ
て

非
常
に
苦
労
し
た
記
憶
が
あ
る
︒
空
は
曇
っ
て
い
た
が
夏
と
い
う
季
節
で
あ
っ
た
た

め
に
蒸
し
暑
く
︑
ひ
た
す
ら
無
心
で
登
っ
た
︒
し
か
し
杉
林
の
山
道
か
ら
参
道
に
入

る
と
ま
っ
た
く
空
気
が
変
わ
る
の
を
感
じ
た
︒
傍
を
流
れ
る
小
川
の
せ
い
か
︑
籠
っ

て
沈
ん
だ
よ
う
な
空
気
が
ひ
ん
や
り
と
冷
た
い
空
気
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か

し
小
川
に
よ
る
冷
気
だ
け
で
は
な
い
と
感
じ
た
︒
そ
こ
に
神
聖
さ
を
感
じ
取
っ
た
︒

多
く
の
人
が
崇
敬
し
︑
諸
方
か
ら
参
詣
し
た
理
由
が
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒

無
駄
安
留
記
の
作
者
も
同
じ
よ
う
に
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
耳
に
し
︑
同
じ
よ
う
に
空

気
が
変
わ
る
の
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
︑
愉
快
に
感
じ
た
︒

観
光
に
訪
れ
る
に
は
是
非
と
も
車
輌
を
用
意
し
た
い
場
所
に
あ
る
が
︑
苦
労
し
て
参

詣
す
る
だ
け
の
価
値
は
あ
る
と
思
う
︒

︵
板
持　

尚
幸
︶

︻
参
考
資
料
︼

　

鳥
取
県
神
社
誌
編
纂
委
員
会︵
編
︶﹃
因
伯
の
み
や
し
ろ
︱
︱
新
修
鳥
取
県
神
社
誌
﹄

鳥
取
県
神
社
庁
︑
二
〇
一
二
年

　
﹁
七
福
神
︵
弁
財
天
︶﹂ 　

http://w
w

w.geocities.jp/m
itaka_m

akita/kaisetu/benzai.htm
l

本
村
に
往
し
︑
江
ノ
島
及
宮
島
の
遥
拝
所
を
此
処
に
定
む
︒
是
よ
り
人
民
信
従

し
て
杵
島
弁
財
天
を
勧
請
し
︑
小
社
を
建
つ
︒

　
﹁
昔
︑
治
承
の
頃
︑
平
清
盛
が
杵
島
姫
を
江
ノ
島
に
分
祭
し
た
︒
文
治
の
頃
︑
師

盛
が
本
村
︵
屯
倉
︶
に
や
っ
て
来
て
︑
江
ノ
島
及
び
宮
島
の
遥
拝
所
を
こ
の
場
所
に

定
め
た
︒
そ
れ
か
ら
人
々
は
信
仰
し
︑
杵
島
弁
財
天
を
勧
請
し
︑
小
さ
な
社
を
建
て

た
﹂
と
解
釈
で
き
る
︒
治
承
と
は
一
一
七
七
年
か
ら
一
一
八
一
年
ま
で
の
期
間
で
あ

り
︑
文
治
と
は
一
一
八
五
年
か
ら
一
一
八
九
年
ま
で
の
期
間
を
指
す
︒

　
﹁
平
清
盛
杵
島
姫
を
江
ノ
島
に
分
祭
す
﹂
と
い
う
文
章
に
あ
る
﹁
杵
島
姫
﹂
と
は

厳
島
神
社
の
祭
神
の
市
杵
島
姫
命
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
︑
市
杵
島
姫
命
と
は
弁

財
天
と
神
仏
習
合
し
本
地
垂
迹
に
お
い
て
同
神
と
さ
れ
た
日
本
神
話
の
水
の
神
で
あ

る
︒
そ
し
て
弁
財
天
は
平
家
の
氏
神
で
も
あ
る
︒

　
﹁
師
盛
本
村
に
往
し
﹂
と
い
う
記
述
に
あ
る
師
盛
と
は
平
重
盛
の
五
男
︑
小
松
備

中
守
平
師
盛
で
あ
る
︒﹃
平
家
物
語
﹄
で
は
︑
寿
永
三
年
︵
一
一
八
四
︶
の
三
草
山

の
戦
い
に
敗
れ
た
後
︑
一
ノ
谷
の
平
家
本
陣
に
合
流
し
︑
続
く
一
ノ
谷
の
戦
い
に
お

い
て
︑
大
輪
田
泊
に
て
戦
い
討
ち
死
に
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
︒
口
碑
に
従
う
な
ら

ば
︑
師
盛
は
三
草
山
の
戦
い
に
敗
れ
た
後
︑
一
ノ
谷
の
戦
い
に
参
戦
せ
ず
︑
屯
倉
へ

落
ち
延
び
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

ま
た
﹃
若
桜
町
誌
﹄
に
よ
る
と
︑
元
暦
年
中
︵
一
一
八
四
～
一
一
八
五
︶
に
﹁
小

松
重
盛
の
子
︑
師
盛
︑
落
ち
来
り
︑
子
孫
分
家
し
て
三
倉
村
を
起
こ
す
﹂
と
あ
り
︑

杵
島
弁
財
天
を
勧
請
し
︑さ
ら
に
子
孫
が
分
家
し
村
を
起
こ
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
建
久
二
年
︵
一
一
九
一
︶
に
は
﹁
師
盛
︑
三
倉
村
に
て
死
去
﹂
と
あ
る
︒
要

す
る
に
︑
屯
倉
へ
落
ち
延
び
た
師
盛
は
そ
の
地
で
死
去
し
︑
師
盛
の
子
孫
が
分
家
し

て
三
倉
村
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

屯
倉
弁
財
天
巌
が
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
起
源
が
師
盛
の
弁
財
天
の
勧
請
か
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須
澄
は
︑
国
道
二
九
号
線
沿
い
に
位
置
し
て
い
る
︒
そ
し
て
無
駄
安
留
記
に
出
て

く
る
不
動
巖
は
︑
八
東
川
に
流
れ
込
む
川
の
上
流
付
近
の
高
く
険
し
い
山
の
中
に
あ

る
︒﹃
因
幡
志
﹄
に
よ
る
と
︑
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
の
村
々
生
高
竈
数
取
調
帳

で
は
生
高
一
五
二
石
余
︑
竈
数
二
八
と
書
か
れ
て
お
り
︑
小
さ
な
村
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
な
お
︑
無
駄
安
留
記
に
は
︑﹁
次
澄
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で

は
﹁
須
澄
﹂
と
表
記
す
る
︒

　

で
は
︑
無
駄
安
留
記
本
文
と
狂
歌
を
み
て
い
く
︒

須
澄
山
中　

不
動
巌　

予
想
ふ
に
是
不
動
愛
染

是
巨
勢
金
岡
が
画
な
り
と
村
よ
り
登
る
こ
と
凡
十
八
町
峻
岨
を
経
て
橫
途
を
行

て
生
樹
門
を
く
々
り
岩
を
た
ど
り
樹
を
挙
り
て
漸
岩
下
に
到
る
仰
ば
岩
巉
の
尖

頭
三
所
に
朱
色
僅
に
残
れ
り
星
霜
を
経
た
る
形
岩
下
を
臨
ば
千
仭
の
壁
巌
危
く

脚
も
ふ
る
ふ
ば
か
り
向
ふ
を
望
ば
青
嶂
の
間
に
飛
泉
登
竜
の
ご
と
く
絶
景
言
語

に
盡
が
た
く
な
か
〳
〵
筆
を
投
す
べ
し

動
か
ざ
る
仏
を
岩
に
書
置
て

　
　

き
ゆ
る
も
か
た
き
金
岡
が
筆

　

現
代
語
訳
は
﹁
須
澄
山
の
中
の
不
動
巌　

私
が
思
う
に
は
不
動
巌
は
不
動
明
王
と

愛
染
明
王
が
描
い
て
あ
る
︒
こ
れ
は
巨
勢
金
岡
の
絵
で
あ
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
︒
村

か
ら
登
る
こ
と
お
お
よ
そ
一
八
町
︵
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
︶︒
高
く
険
し
い
山
を
経

て
横
道
に
入
り
生
樹
門
を
く
ぐ

り
︑
尾
根
伝
い
に
歩
き
樹
を
行
き

過
ぎ
て
や
っ
と
不
動
巌
の
下
に
到

着
す
る
︒
見
上
げ
れ
ば
︑
高
く
険

し
い
山
の
尖
っ
た
辺
り
の
部
分

三
ヶ
所
に
朱
色
が
少
し
残
っ
て
い

る
︒
歳
月
を
経
て
い
る
形
だ
︒
不

動
巌
の
下
を
望
む
と
非
常
に
高
い

岩
壁
で
危
な
く
︑
足
も
震
え
る
ば

か
り
だ
︒
向
う
側
を
望
め
ば
青
い

山
々
の
間
に
滝
が
あ
り
︑
昇
り
竜
の
よ
う
に
見
え
︑
そ
の
絶
景
は
言
葉
で
言
い
表
し

が
た
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
く
︑か
え
っ
て
筆
を
投
げ
出
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
﹂
と
な
り
︑

狂
歌
の
現
代
語
訳
は
︑﹁
動
か
な
い
仏
︑
不
動
明
王
を
岩
に
描
き
置
い
て
い
る
が
︑

金
岡
が
描
い
た
だ
け
あ
っ
て
︑
鉱
物
の
よ
う
に
か
た
く
消
え
る
こ
と
も
難
し
い
﹂
と

な
る
︒

　

ま
た
︑
無
駄
安
留
記
の
絵
に
は
︑
険
し
い
山
を
登
っ
て
き
た
二
人
の
人
物
が
書
か

れ
て
い
る
︒
上
の
方
に
は
不
動
と
書
か
れ
て
お
り
︑朱
色
の
箇
所
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑

向
こ
う
側
に
は
滝
が
あ
る
︒
こ
の
本
文
と
絵
か
ら
私
は
①
不
動
巌
︑
②
巨
勢
金
岡
︑

③
滝
に
注
目
し
て
調
べ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
く
︒

次す

澄す
み

山
中
不
動
巌
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現
代
語
訳
は
「
村
の
伝
承
で
は
、
日
に
反
射
す
れ
ば
輝
く
。
こ
れ
は
眼
中
に
黄
金

を
鏤
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
」
と
な
る
。
し
か
し
、
実
際
は
不
動
明
王

は
描
か
れ
て
は
な
い
。
不
動
巌
の
朱
色
の
箇
所
は
、『
若
桜
町
誌
』
に
よ
る
と
「
鉄

分
を
含
み
赤
く
な
っ
た
岩
石
」と
し
て
い
る
。つ
ま
り
、無
駄
安
留
記
当
時
の
人
々
は
、

朱
色
の
箇
所
に
朝
日
が
反
射
し
て
光
っ
て
不
動
明
王
の
幻
影
が
見
え
た
の
で
あ
る
。

②
巨
勢
金
岡

　

巨
勢
金
岡
は
生
没
年
未
詳
だ
が
、
九
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
平
安
時
代
前
期
の
宮

廷
画
家
で
あ
る
。
ま
た
、
唐
絵
の
影
響
を
脱
し
た
大
和
絵
の
様
式
を
確
立
さ
せ
た
功

労
者
と
さ
れ
て
い
る
。
私
が
、
注
目
し
た
こ
と
は
金
岡
が
描
い
た
と
認
め
ら
れ
る
作

品
が
現
存
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
に
後
世
に
名
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
理
由
は
、
巨
勢
金
岡
の
名
は
貴
族
の
日
記
や
多
く
の
文
献
、
説
話
集
に
出
て

き
て
お
り
、
全
国
各
地
に
巨
勢
金
岡
の
作
品
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
伝
わ
っ
て

い
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
倉
吉
市
の
長
谷
寺
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
「
天
文
十
八
年
白

馬
之
図
」
が
あ
り
、
鳥
取
県
内
に
も
巨
勢
金
岡
に
関
わ
る
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
辺
境
の
地
に
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

こ
の
理
由
は
、『
因
幡
志
』
の
著
者
安
部
恭
庵
は
以
下
の
記
述
が
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

如
何
な
る
故
に
て
か
ゝ
る
邊
地
に
來
れ
る
に
や
不
思
議
な
り
雪
舟
曰
く
凡
そ
名

勝
の
地
山
川
草
木
の
絶
景
は
皆
我
師
な
り
と
又
狩
野
法
眼
元
信
は
諸
国
行
脚
を

め
ぐ
ら
し
山
水
の
勝
境
を
訪
ね
て
胸
臆
の
蘊
を
ひ
ら
か
ん
と
欲
し
自
ら
籐
匣
を

負
ひ
畫
具
を
納
め
て
深
山
幽
谷
に
至
り
筆
跡
を
遺
せ
り
と
云
ふ
是
達
人
其
術
を

研
く
の
習
な
け
れ
ば
金
岡
の
名
を
此
の
邊
地
に
傳
る
も
亦
疑
ふ
べ
き
に
あ
ら
さ

る
な
り

①
不
動
巌

　

無
駄
安
留
記
に
は
、「
岩
巉
の
尖
頭
三
所
に
朱
色
僅
に
残
れ
り
星
霜
を
経
た
る
形
」

と
あ
り
、
絵
（
図
１
）
で
は
そ
の
箇
所
を
朱
色
で
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
す

る
が
、
不
動
明
王
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
一
方
『
因
幡
志
』
に
は
、「
岩
頭
尖
り
て

火
焔
の
如
く
」（
岩
の
辺
り
が
尖
っ
て
い
て
燃
え
上
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
）
と
あ
る
。

ま
た
、『
因
幡
志
』
の
絵
（
図
２
）
に
は
「
丹に

色
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

丹
色
と
は
赤
色
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、『
因
幡
志
』
の
場
合
は
草
木
が
繁

茂
し
て
い
た
為
に
は
っ
き
り
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
無
駄
安
留
記
と
『
因
幡
志
』
を
比
べ
る
と
、
前
者
の
方
が
不
動
巌
を
実
際
に

見
て
書
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

福
山
繁
氏
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
写
真
（
図
３
）
で
は
、
か
ろ
う
じ
て
朱
色

の
箇
所
を
一
ヶ
所
確
認
で
き
た
。
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
草
木
が
繁
茂
し
て
い
る
た

め
、
無
駄
安
留
記
当
時
の
風
景
を
見
る
の
は
困
難
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
、
不
動
巌
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
不
動
明
王
、
愛
染
明
王
に
つ
い
て

述
べ
て
い
く
。
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
「
不
動
巌
に
は
不
動
明
王
が
描
か
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
朝
日
が
朱
色
の
箇
所
に
反
射
し
て
不
動
明
王
に
見
え
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
動
明
王
と
は
朱
色
の
箇
所
に
朝
日
が
反
射
し
て
、
光
っ

て
見
え
る
幻
影
な
の
で
あ
る
。
ま
た
愛
染
明
王
に
関
し
て
、『
因
幡
志
』
に
は
記
述

は
な
い
。
ま
た
、
聞
き
取
り
調
査
で
も
そ
の
よ
う
な
も
の
を
見
た
人
は
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
愛
染
明
王
は
著
者
逸
処
だ
け
が
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
不
動
明
王
に
関
し
て
『
因
幡
志
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
伝
承
が
残
っ
て
い

る
の
で
紹
介
し
て
お
く
。

土
俗
云
ふ
日
に
映
す
れ
ば
光
明
あ
り
是
眼
中
に
黄
金
を
鏤
む
故
な
り
と
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が
偶
然
に
も
激
し
い
流
れ
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
無
駄
安
留
記

の
場
合
も
、
大
雨
の
直
後
に
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

以
上
、不
動
巌
に
は
巨
勢
金
岡
が
描
い
た
不
動
明
王
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
朝
日
が
朱
色
の
箇
所
に
反
射
す
る
こ
と
で

見
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
巨
勢
金
岡
の
作
品
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
伝
承
は

全
国
各
地
に
残
っ
て
お
り
、
こ
こ
鳥
取
県
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

不
動
明
王
は
朝
日
が
ち
ょ
う
ど
不
動
巌
の
朱
色
の
箇
所
に
反
射
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
見
え
る
機
会
は
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
神
秘
的

な
現
象
に
人
々
の
信
仰
を
集
め
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
須
澄
の
人
々
は
こ
の

不
動
明
王
を
信
仰
し
て
い
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
須
澄
を
代
表
す
る
も

の
で
あ
り
、誇
れ
る
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
文
化
を
形
成
す
る
上
で
、

こ
の
不
動
明
王
が
須
澄
の
人
々
の
意
識
の
中
に
内
在
化
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
し

て
『
因
幡
志
』
な
ど
の
文
献
に
は
記
述
が
な
く
場
所
も
特
定
で
き
な
い
が
、
著
者
逸

処
は
滝
を
見
て
絶
賛
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
不
動
巌
近
く
に
美
し
い
滝
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

　

現
代
語
訳
は
「
ど
う
い
う
理
由
か
こ
の
よ
う
な
辺
境
の
地
に
来
た
の
か
が
不
思
議

だ
。
雪
舟
曰
く
、
お
よ
そ
名
勝
の
地
山
川
草
木
の
絶
景
は
す
べ
て
我
の
師
匠
で
あ
る

と
。
ま
た
狩
野
法
眼
元
信
は
、
諸
国
行
脚
を
め
ぐ
ら
し
山
水
の
勝
境
を
た
ず
ね
て
心

の
中
の
奥
低
を
開
き
、
自
ら
籐
で
作
ら
れ
た
箱
を
背
負
い
、
画
具
を
納
め
て
深
山
幽

谷
に
至
り
筆
跡
を
残
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
達
人
が
そ
の
術
を
研
く
習
わ
し
な
の

で
、
金
岡
の
名
が
辺
地
に
伝
わ
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
な
い
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、

不
動
巌
が
あ
る
山
に
は
、
絵
の
達
人
が
訪
れ
る
よ
う
な
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
と
い

う
誇
り
が
言
い
伝
え
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

③
滝

　

無
駄
安
留
記
で
は
、「
飛
泉
登
竜
の
ご
と
く
絶
景
言
語
に
盡
が
た
く
な
か
〳
〵
筆

を
投
す
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
滝
（
図
４
）
を
見
て
絶
賛
し
て
い
る
。『
因
幡
志
』

に
は
滝
に
つ
い
て
の
記
述
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
滝
が
存
在
す
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
場
所
の
特
定
は
至
っ
て
は
な
い
が
、写
真
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
写
真（
図

５
）
も
福
山
繁
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
滝
は
大
雨
の
直
後
に
撮
ら

れ
た
も
の
だ
と
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
は
大
雨
の
直
後
の
あ
ふ
れ
た
水

図１　無駄安留記より

図２　『因幡志』より

図３　不動巖

図４　無駄安留記より

図５　滝
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最
後
に
、
残
念
な
こ
と
に
今
回
、
不
動
巌
も
滝
も
実
際
に
自
分
で
見
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
が
、
岩
村
義
秋
氏
、
匠
の
館
の
館
長
・
門
村
正
行
氏
、
そ
し
て
福
山
繋

氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
門
村
氏
に
は
須
澄
に
伝
わ
る
伝
承
な
ど
つ
い
て
の
お
話
を

伺
っ
た
。
岩
村
氏
は
実
際
に
山
に
登
ら
れ
近
く
で
不
動
巌
の
写
真
を
撮
ら
れ
た
方
で

あ
る
。
福
山
氏
は
岩
村
氏
と
は
違
う
場
所
で
写
真
を
撮
ら
れ
、
遠
く
か
ら
の
不
動
巌

の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
御
二
人
が
撮
ら
れ
た
写
真
を
ご
厚
意
で
提
供
し
て
い

た
だ
き
、
調
査
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
西
村　

祐
亮
）
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窟
堂

　

岩
屋
堂
は
現
在
の
八
頭
郡
若
桜
町
岩
屋
堂
に
位
置
し
て
い
る
︒
現
在
は﹁
岩
屋
堂
﹂

と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
無
駄
安
留
記
で
は
﹁
窟
堂
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は

ど
ち
ら
も
同
じ
意
味
で
あ
る
の
で
︑
以
下
は
﹁
岩
屋
堂
﹂
と
表
記
す
る
︒

　

岩
屋
堂
は
昭
和
二
八
年
︵
一
九
五
二
︶
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
︒
岩

屋
堂
の
収
ま
る
岩
窟
は
間
口
約
七
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
約
一
三
メ
ー
ト
ル
︑
奥
行
約

一
〇
メ
ー
ト
ル
あ
り
︑堂
は
正
面
三
間
︵
五
・
四
メ
ー
ト
ル
︶︑側
面
四
間
︵
七
・
二
メ
ー

ト
ル
︶︑
屋
根
は
前
方
が
入
母
造
で
後
方
は
切
妻
造
と
な
っ
て
い
る
︒

　

無
駄
安
留
記
に
は
岩
屋
堂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

同　

窟
堂　

妙
見
山
神
光
寺　

黒
皮
不
動
尊　

空
海
三
十
三
の
作
な
り
︒
往
古

は
大
伽
藍
な
り
し
が
天
正
の
兵
火
に
灰
燼
と
な
る
︒
今
も
堂
の
傍
に
常
峯
院
と

て
修
験
是
を
守
る
︒
堂
は
飛
騨
工
の
作
な
り
︒

と
あ
る
︒
こ
れ
を
訳
す
と
︑﹁　

同
︵
八
東
郡
︶　

岩
屋
堂　

妙
見
山
神
光
寺　

本
尊

は
黒
皮
不
動
尊
で
︑
空
海
が
三
十
三
歳
の
時
に
作
っ
た
で
あ
る
︒
む
か
し
は
大
伽
藍

で
あ
っ
た
が
︑
天
正
の
兵
火
に
よ
っ
て
灰
燼
と
化
し
た
︒
今
も
堂
の
側
に
は
常
峯
院

と
い
う
名
の
修
験
者
が
堂
を
守
っ
て
い
る
︒堂
は
飛ひ
だ
の
た
く
み

騨
工
が
建
築
し
た
も
の
で
あ
る
﹂

と
な
る
︒

　

無
駄
安
留
記
の﹁
黒
皮
不
動
尊
空
海
三
十
三
の
作
な
り
﹂と
い
う
記
述
は﹃
因
幡
志
﹄

に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
︑﹃
因
幡
志
﹄
で
は
本
尊
の
黒
皮
不
動
尊
︵
長
二
尺
焔
炎
三

尺
餘
座
像
︶
は
︑
空
海
が
三
十
三

歳
の
時
に
制
作
し
た
も
の
と
さ
れ

て
い
る
︒

　

神
光
寺
と
は
︑
岩
屋
堂
の
本
寺

の
こ
と
で
あ
る
︒
神
光
寺
の
山
号

は
妙
見
山
と
い
う
︒﹃
因
幡
志
﹄

で
は
︑
神
光
寺
は
七
堂(

金
堂
・

講
堂
・
塔
・
食
堂
・
鐘
楼
・
経
倉
・

僧
坊)

の
伽
藍
で
あ
り
︑
神
光
寺

と
い
う
名
は
伽
藍
の
創
建
者
で
あ

る
神
光
と
い
う
名
の
修
験
者
が
由
来
と
な
っ
て
い
る
︒﹃
岩
屋
堂
略
年
表
﹄︵
若
桜
郷

土
研
究
会
編
︶
に
よ
る
と
神
光
寺
の
七
堂
伽
藍
は
︑
弘
仁
一
〇
年
︵
八
一
九
︶
に
建

立
さ
れ
︑
天
正
九
年
︵
一
五
八
一
︶
に
兵
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑

寛
政
七
年
︵
一
七
九
五
︶
に
神
光
寺
は
廃
跡
と
な
っ
た
︒

　

先
程
も
述
べ
た
が
︑
神
光
寺
は
大
伽
藍
で
あ
っ
た
︒
そ
の
伽
藍
は
︑
天
正
九
年
に

羽
柴
秀
吉
の
因
幡
侵
攻
中
に
兵
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
︑
現
在
の
岩
屋
堂
の
姿
の
み
に

な
っ
た
と
さ
れ
る
︒
常
峯
院
と
い
う
修
験
者
は
︑﹃
因
幡
志
﹄
に
よ
る
と
︑
鳥
取
善

祥
院
の
同
行
の
こ
と
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
無
駄
安
留
記
の
作
者
が
岩
屋
堂
を
訪
れ

た
当
時
︑
常
峯
院
と
い
う
修
験
者
が
神
光
寺
で
あ
っ
た
場
所
に
居
を
構
え
て
い
た
︑

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
︒
不
動
院
岩
屋
堂
は
大
同
元
年
︵
八
〇
六
︶
に
草
創
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒そ
の
際
に
飛
騨
工
が
建
築
を
手
が
け
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
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文
章
に
も
登
場
せ
ず
︑
ア
ツ
モ
リ
社
と
書
か
れ
た
箇
所
に
も
五
輪
は
描
か
れ
て
い
な

い
︒﹃
因
幡
志
﹄
に
は
続
け
て
︑
こ
れ
は
も
と
も
と
︑
山
下
の
畑
の
中
に
あ
っ
た
の

を
移
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
敦
盛
の
墓
が
馬
頭
観
音
と
誤
っ
て
伝
わ
っ

て
い
る
こ
と
に
関
し
て
も
﹃
因
幡
志
﹄
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
敦

盛
の
愛
馬
の
墓
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
も
し
も
こ
れ
が

馬
頭
観
音
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
な
ぜ
敦
盛
の
名
を
冠
し
て
い
る
の
か
が
疑
問
と
な

る
︒
さ
ら
に
︑
一
の
谷
の
合
戦
で
討
ち
取
ら
れ
た
敦
盛
の
首
は
父
の
経
盛
の
も
と
に

送
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
︑
埋
葬
さ
れ
て
い
た
も
の
の
中
に
短
刀
が
出
て
き
た
と
い
う

こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
︑敦
盛
の
馬
の
墓
と
も
思
え
ず
︑馬
頭
観
音
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
馬
の
墓
と
言
い
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︑
と
︒
無
駄
安
留
記
の
作
者
は
こ
の
﹃
因

幡
志
﹄
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
無
駄
安
留
記
に
云
誤
る
と
記
載
し
た
の
だ
と
考
え
る
︒

　
﹁
堂
の
側
に
祠
あ
り
﹂
と
い
う
記
載
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
調
査
の
際
︑
岩
屋
神

社
の
側
に
祠
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
︒
な
お
︑
堂
の
側
に
あ
る
と
い
う
祠
は
無
駄
安
留

記
の
絵
の
中
に
は
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
お
ら
ず
︑
実
在
す
る
祠
と
無
駄
安
留
記
調

査
で
は
祠
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
︒

　
﹃
八
頭
郡
誌
﹄
に
よ
る
と
︑
妙
見
宮
は
現
在
岩
屋
神
社
と
し
て
現
存
し
て
い
る
︒

無
駄
安
留
記
の
絵
の
中
で
杉
の
木
に
囲
ま
れ
て
い
る
も
の
が
そ
う
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
︒

　

次
は
︑﹁
経
盛
一
族
の
古
墳
は
後
園
の
小
高
き
處
に
在
り
﹂
と
い
う
記
述
に
つ
い

て
で
あ
る
︒
平
経
盛
は
︑
先
ほ
ど
述
べ
た
平
敦
盛
の
実
父
で
︑
壇
ノ
浦
の
敗
北
に
よ

り
︑
入
水
自
殺
を
遂
げ
た
平
家
一
門
の
一
人
で
あ
る
︒
経
盛
一
族
の
古
墳
は
︑
現
在

も
五
輪
塔
群
が
存
在
し
て
い
る
︒
な
お
︑
経
盛
田
に
関
し
て
は
場
所
の
特
定
は
で
き

な
か
っ
た
︒

　

狂
歌
は
︑

飛
騨
工
と
い
う
の
は
︑
飛
騨
の
国
か
ら
都
に
行
き
︑
そ
こ
で
主
に
木
工
寮
と
い
う
部

署
で
公
役
し
て
い
た
工
匠
の
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
名
匠
の
こ
と
を
総
称
と
し
て
飛

騨
工
と
指
す
場
合
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
無
駄
安
留
記
の
作
者
が
ど
ち
ら
の
意
味
で
飛

騨
工
の
作
と
記
述
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
︒

　

無
駄
安
留
記
に
は
続
け
て
こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

敦
盛
の
墓
今
は
馬
頭
観
音
と
云
誤
る
︒
堂
の
側
に
祠
あ
り
︒
子
安
権
現
妙
見
宮

は
華
門
の
内
に
鎮
座
︒
経
盛
一
族
の
古
墳
は
後
園
の
小
高
き
處
に
在
り
︒
経
盛

田
と
い
ふ
も
あ
り
︒
大
同
元
草
創
な
り
︒

　

訳
す
と
︑﹁
敦
盛
の
墓
は
今
︑
馬
頭
観
音
と
し
て
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
子

安
権
現
の
ま
つ
ら
れ
て
い
る
妙
見
宮
は
鳥
居
の
内
に
鎮
座
な
さ
っ
て
い
る
︒
経
盛
一

族
の
古
墳
は
堂
の
後
ろ
の
小
高
い
場
所
に
あ
る
︒
経
盛
田
と
い
う
も
の
も
あ
る
︒
大

同
元
年
の
草
創
で
あ
る
﹂
と
な
る
︒

　

最
後
の
大
同
元
草
創
と
い
う
の
は
︑
先
ほ
ど
述
べ
た
岩
屋
堂
の
創
建
の
こ
と
で
あ

る
︒
こ
の
一
文
は
筆
跡
か
ら
み
て
無
駄
安
留
記
の
作
者
が
︑
後
に
書
き
加
え
た
も
の

で
あ
る
た
め
︑
最
後
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
﹁
敦
盛
の
墓
今
は
馬
頭
観
音
と
云
誤
る
﹂
と
い
う
記
述
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
に
も
登

場
す
る
平
清
盛
の
弟
経
盛
の
息
子
で
あ
る
無
官
大
夫
平
敦
盛
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ

る
︒
平
敦
盛
は
﹃
平
家
物
語
﹄
を
始
め
と
す
る
様
々
な
物
語
︑
説
話
に
登
場
す
る
人

物
で
︑
源
平
合
戦
に
お
い
て
は
︑
一
の
谷
の
合
戦
中
に
若
く
し
て
討
死
し
て
い
る
︒

そ
の
敦
盛
の
墓
が
現
在
は
﹁
馬
頭
観
音
と
し
て
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
﹂
と
無
駄

安
留
記
に
は
書
か
れ
て
い
る
︒﹃
因
幡
志
﹄
に
よ
る
と
︑
小
敦
盛
墓
︵
無
駄
安
留
記

に
は
﹁
敦
盛
の
墓
﹂︑﹁
ア
ツ
モ
リ
社
﹂
と
表
現
︶
は
︑岩
屋
堂
の
前
に
あ
り
︑向
か
っ

て
左
に
一
基
の
五
輪
を
安
置
し
て
い
る
と
あ
る
が
︑
無
駄
安
留
記
に
は
五
輪
の
事
は
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図３　アツモリ社と無駄安留記の絵には表記

図４　経盛一族の古墳とおもわれる五輪塔

図２　現在の岩屋堂

図１　『因幡志』に描かれている岩屋堂

皇
よ
り
下
賜
さ
れ
た
も
の
を
譲
り
受
け
た
物
で
あ
る
︒
そ
の
笛
の
音
と
︑
吹
き
く
る

風
の
音
を
無
駄
安
留
記
の
作
者
は
連
ね
て
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
︒

　

調
査
の
時
の
岩
屋
堂
は
ま
だ
青
葉
茂
る
頃
で
あ
っ
た
︒
岩
屋
堂
の
軒
か
ら
望
む
若

桜
の
景
色
と
い
う
も
の
は
︑
想
像
を
超
え
て
美
し
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
岩
屋

堂
は
無
駄
安
留
記
の
絵
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
寺
社
や
古
墳
と
さ
れ
る
五
輪
な
ど
に

現
存
し
て
い
る
も
の
が
多
く
︑
無
駄
安
留
記
成
立
当
時
か
ら
面
影
が
ほ
と
ん
ど
失
わ

れ
て
い
な
い
と
感
じ
た
︒

︵
井
上　

美
穂
︶

　
　
︻
資
料
協
力
・
逸
話
提
供
︼

　

山
根
貞
郎
氏

経
盛
の
田
は
露
け
く
も
敦
盛
の
青
葉
ふ
き
く
る
風
は
涼
し
な

　

訳
す
と
︑﹁
経
盛
田
は
涙
に
ぬ
れ
て
い
て
し
め
っ
ぽ
い
が
︑
敦
盛
の
青
葉
の
笛
の

音
で
︑
吹
い
て
い
る
風
は
涼
し
い
﹂︒

　

先
程
も
述
べ
た
と
お
り
︑
平
敦
盛
は
一
の
谷
の
合
戦
に
お
い
て
討
死
し
て
い
る
︒

平
家
が
若
桜
に
落
ち
の
び
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
一
の
谷
の
合
戦
よ
り
も
後
で
あ

る
︒
私
の
考
え
で
は
︑
経
盛
田
が
し
め
っ
ぽ
い
と
い
う
の
は
︑
一
の
谷
の
合
戦
に
お

い
て
平
敦
盛
を
は
じ
め
︑
敦
盛
の
兄
の
経
正
な
ど
息
子
を
大
勢
経
盛
は
失
っ
て
い
る

が
︑
失
っ
た
敦
盛
た
ち
の
こ
と
を
考
え
涙
す
る
経
盛
を
無
駄
安
留
記
の
作
者
は
思
い

描
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
青
葉
の
笛
は
︑
敦
盛
が
祖
父
の
平
忠
盛
が
鳥
羽
上
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の
上
で
最
も
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。　

　

最
後
に
、
岩
屋
堂
調
査
に
ご
協
力
・
資
料
提
供
を
し
て
下
さ
っ
た
山
根
貞
郎
様
、

須
澄
山
不
動
岩
の
情
報
・
写
真
、
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
門
村
正
行
様
、
福

山
繁
様
。
ま
た
、
鳥
取
県
立
博
物
館
学
芸
員
山
下
真
由
美
様
、
鳥
取
市
歴
史
博
物
館

伊
藤
康
晴
様
、
鳥
取
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
佐
々
木
孝
文
様
に
は
無
駄
安
留
記
に

関
す
る
研
究
に
つ
い
て
貴
重
な
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
本
編
中
に
明
記
し
た
参
考
文
献
・
資
料
以
外
に
、
以
下
の
基
本
的
文
献
を

共
通
し
て
参
考
に
し
た
。

『
因
幡
志
』

『
因
幡
民
談
記
』

『
鳥
取
県
の
地
名
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
）』

『
因
伯
の
み
や
し
ろ
』

『
郡
家
町
誌
』

『
八
頭
郡
誌
』

『
八
東
町
誌
』

『
若
桜
町
誌
』

（
井
上　

美
穂
）

お
わ
り
に

　

今
回
の
無
駄
安
留
記
隊
の
調
査
で
感
じ
た
事
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
無
駄
安
留
記
作

者
が
国
道
二
九
号
線
に
沿
っ
て
八
東
郡
の
名
所
を
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
印
象

的
で
あ
っ
た
。
書
か
れ
て
い
る
名
所
・
旧
跡
は
点
在
し
て
い
た
も
の
の
、
国
道
二
九

号
線
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。　
　

　

国
道
二
九
号
線
は
、
若
桜
か
ら
鳥
取
城
下
ま
で
を
結
ぶ
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

若
桜
か
ら
は
戸
倉
峠
を
越
え
て
播
磨
へ
、
吉
川
の
江
波
峠
、
若
杉
峠
を
越
え
て
播
州

や
作
州
へ
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
若
桜
は
無
駄
安
留
記
成
立
当
時
、
山

陽
地
方
か
ら
山
陰
地
方
、
因
幡
の
国
か
ら
他
の
国
へ
の
行
き
来
に
は
な
く
て
は
な
ら

な
い
要
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
羽
柴
秀
吉
が
若
桜
へ
侵
攻
し
た
の
は
鳥
取
侵
攻

の
第
一
歩
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

八
東
郡
は
現
在
の
八
頭
町
、
若
桜
町
に
あ
る
と
い
う
の
は
報
告
書
の
冒
頭
で
述
べ

た
事
で
あ
っ
た
が
、
隊
員
に
は
鳥
取
県
出
身
の
者
で
も
知
ら
な
い
場
所
や
知
ら
な

か
っ
た
伝
説
が
あ
り
、
調
査
を
通
じ
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
峯
寺
薬
師
堂

や
三
倉
弁
財
天
、
不
動
院
岩
屋
堂
の
よ
う
に
現
在
も
無
駄
安
留
記
当
時
の
姿
を
色
濃

く
残
し
て
お
り
、
無
駄
安
留
記
の
絵
と
見
比
べ
ら
れ
る
場
所
に
対
し
て
、
山
崎
橋
の

よ
う
に
当
時
の
姿
を
実
際
に
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
所
も
あ
り
、
当
時
の
風
景
を

写
真
で
収
め
る
と
い
う
事
の
難
し
さ
を
実
感
し
た
。
竜
徳
寺
や
岩
屋
堂
の
よ
う
に
若

桜
に
伝
わ
る
平
家
伝
説
が
無
駄
安
留
記
に
多
く
登
場
し
て
い
る
の
も
、
今
回
八
東
郡

を
調
査
す
る
上
で
大
き
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
た
と
思
う
。
竹
石
の
岩
頭
の
あ
る
場

所
は
普
段
で
あ
れ
ば
気
が
つ
か
ず
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
り
、

調
査
を
通
し
て
当
時
作
者
が
通
っ
た
と
思
わ
れ
る
道
を
実
際
に
歩
く
こ
と
が
出
来

た
。
そ
の
よ
う
に
作
者
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
今
回
の
現
地
調
査
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調
査

記
録
の
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地
域
文
化
調
査
発
表
会

【
開
催
日
】
２
０
１
3
年
１
月
26
日（
土
）

【
場　

所
】
と
り
ぎ
ん
文
化
会
館
第
一
会
議
室




