


一
、
は
じ
め
に

私
た
ち
「『
吉
岡
の
日
記
』
を
読
む
」
グ
ル
ー
プ
は
、
鷲
見
休
明
著
『
吉
岡
の
日
記
』（
鳥
取
県

立
図
書
館
蔵
）
の
翻
刻
や
、
実
際
に
姫
君
た
ち
が
通
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
の
現
地
調
査
、『
吉
岡

の
日
記
』
に
登
場
す
る
人
物
や
場
所
に
つ
い
て
の
文
献
調
査
な
ど
を
行
っ
た
。
こ
の
活
動
の
目
的

は
、
資
料
の
翻
刻
を
し
直
し
、
内
容
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
主
に
姫
君
た
ち
が

鹿
野
へ
出
か
け
た
こ
と
に
注
目
し
、
な
ぜ
鹿
野
へ
行
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
目
的
と

し
た
。
そ
の
た
め
に
、
姫
君
た
ち
が
鹿
野
ま
で
の
道
の
り
で
ど
の
よ
う
な
体
験
を
し
、
ど
の
よ
う

な
景
色
を
見
た
の
か
を
調
査
し
た
。

二
、
歌
で
読
み
解
く
鹿
野
道
中
―
歌
の
景
色
か
ら
考
え

る
姫
君
た
ち
の
行
動
―

『
吉
岡
の
日
記
』
の
中
に
は
多
く
の
歌
が
登
場
す
る
。
こ
の
章
で
は
、
鹿
野
へ
向
か
う
道
の
り

で
景
色
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
歌
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
な
ぜ
姫
君
た
ち
が
そ
の
場
所
を
訪
れ
た
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
、
瀬
田
倉
で
の
歌
に
関
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
瀬
田
倉
で
の
歌
が
詠
ま
れ
た
厳
密
な
所
在

に
つ
い
て
の
情
報
が
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
バ
ス
停
の
「
瀬
田
蔵
」
と
「
瀬
田
蔵

口
」
付
近
で
調
査
を
行
っ
た
。

瀬
田
倉
村
（
上
瀬
田
倉

景
平
）

戸
数
十
四

氏
神
瀬
田
倉
大
明
神
（
祭
九
月
廿
八
日
）
末
社
荒
神
。

八
幡
宮
神

長
柄
村
の
奥
五
町
許
西
山
際
に
あ
り
、
是
を
下
瀬
田
倉
と
云
ふ

本
村
也
、
上
瀬
田
倉
は
奥
に
あ
り
、
景
平
と
云
ふ
支
村
あ
り
、
此
の
村
は
鹿
野
へ
の
本
道
に

て
吉
岡
湯
村
よ
り
十
二
町
五
十
間
其
間
に
瀬
田
倉
あ
り
、
歩
渡
り
な
り
、
妙
徳
寺
村
は
其
間

十
町
な
り

（『
因
幡
志
』
よ
り
抜
粋
）

こ
の
『
因
幡
志
』
の
記
述
か
ら
、
神
社
を
中
心
と
し
て
い
く
つ
か
集
落
が
存
在
し
、
瀬
田
倉
は
吉

岡
温
泉
か
ら
鹿
野
へ
の
道
の
り
の
道
中
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
瀬
田
倉
で
詠
ま
れ
た
歌

を
読
み
解
い
て
い
く
。

よ
べ
は
な
ほ

風
さ
む
か
り
し

こ
と
わ
り
を

道
の
行
手
の

霜
に
見
す
ら
ん

（
昨
夜
は
や
は
り
風
が
寒
か
っ
た
道
理
を
、
道
の
行
く
先
の
霜
が
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。）

朝
ま
だ
き

わ
く
る
山
路
は

さ
え
〳
〵
て

置
霜
し
ろ
き

み
ち
し
ば
の
草

（
朝
早
く
も
押
し
分
け
て
進
む
山
路
は
澄
み
き
っ
て
、
降
り
た
霜
が
白
い
道
端
の
芝
草
で
あ

る
よ
。）

こ
れ
ら
の
歌
か
ら
、
鷲
見
は
瀬
田
倉
の
景
色
に
つ
い
て
着
目
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
の
前

後
で
鷲
見
は
、
瀬
田
倉
の
紅
葉
と
そ
れ
よ
り
も
美
し
い
姫
君
の
御
傘
に
つ
い
て
の
素
晴
ら
し
さ
、

そ
し
て
永
遠
を
表
す
松
の
様
子
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
残
っ
て

い
る
霜
の
「
白
」、
紅
葉
と
そ
れ
に
勝
る
姫
君
の
御
傘
の
「
紅
」、
そ
し
て
姫
君
た
ち
の
永
遠
を
表

す
松
の
「
緑
」
の
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
美
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
姫
君
に
風
光
明

媚
な
景
色
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
、
瀬
田
倉
を
訪
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

次
に
、
つ
ぶ
て
岩
で
の
歌
に
関
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
つ
ぶ
て
岩
で
詠
ま
れ
た
歌
は
以
下
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

も
ろ
〳
〵
の

峯
よ
り
高
く

し
ら
雪
の

積
る
に
そ
れ
と

し
る
き
大
山

（
多
く
の
峯
よ
り
高
く
、
白
雪
が
積
も
っ
て
い
る
様
子
で
そ
れ
だ
と
は
っ
き
り
分
か
る
大
山

よ
。）

調
査
の
中
で
、
実
際
に
つ
ぶ
て
岩
に
登
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
付
近
の
山
の
道
中
で
山
々

の
間
か
ら
日
本
海
が
見
下
ろ
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
物
の
つ
ぶ
て
岩
か

ら
の
景
色
も
同
様
に
大
海
な
ど
が
見
下
ろ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
ま
た
、
実
際
の
つ
ぶ
て

岩
へ
登
る
の
に
は
か
な
り
危
険
が
伴
わ
れ
る
た
め
、
姫
君
が
実
際
に
つ
ぶ
て
岩
に
登
っ
た
と
い
う

よ
り
は
、
御
供
が
登
っ
て
見
た
景
色
を
伝
え
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

行
為
は
注
目
に
値
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
行
動
は
「
国
見
儀
礼
」
と
い
う
天
皇
や
地
方
の
長
が
高

い
と
こ
ろ
に
登
っ
て
、
国
の
地
勢
、
景
色
や
人
民
の
生
活
状
態
を
望
み
見
る
こ
と
で
あ
り
、
国
を

支
配
す
る
者
の
支
配
の
象
徴
的
行
為
を
連
想
さ
せ
る
。
よ
っ
て
姫
君
が
行
っ
た
「
高
い
位
置
か
ら

自
分
の
治
め
る
領
地
を
見
下
ろ
す
」
こ
と
は
、
一
種
の
国
見
儀
礼
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
領
主

の
一
族
と
し
て
つ
ぶ
て
岩
に
訪
れ
、
治
め
る
土
地
を
眺
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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図
一
「
無
駄
安
留
記
」
の
鷲
峯
山

最
後
に
、
鷲
峯
山
で
の
歌
に
関
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
歌
で
詠
ま
れ
た
鷲
峯
山
の
景
色（
図
一
）

と
実
際
に
撮
影
し
た
鷲
峯
山
の
写
真
（
図
二
）
を
比
較
す
る
。
歌
で
詠
ま
れ
た
鷲
峯
山
の
様
子
は

「
無
駄
安
留
記
」
よ
り
引
用
し
た
。
景
色
に
若
干
の
脚
色
が
見
ら
れ
る
。
実
際
の
写
真
の
鷲
峯
山

は
、
雄
大
に
広
が
り
つ
つ
も
付
近
の
山
々
と
の
大
き
さ
の
違
い
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。
一

方
で
、
絵
の
鷲
峯
山
は
、
鷲
峯
山
本
体
に
視
点
を
集
中
さ
せ
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本

物
の
鷲
峯
山
の
大
き
さ
が
誇
張
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
威
厳
の
あ
る
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
鷲
峯
山
に
は
鳥
取
県
で
最
も
標
高
が
高
い
山
と
し
て
知
ら
れ
る
大
山
と
ど
ち
ら
が
高

い
の
か
比
べ
た
と
い
う
伝
説
「
鷲
峯
山
と
大
山
の
背
比
べ
」
が
残
っ
て
い
る
。

全
国
の
神
様
た
ち
が
出
雲
で
の
行
事
が
終
わ
っ
た
帰
り
道
、
鷲
峰
山
と
大
山
の
神
様
が
互

い
に
自
分
の
方
が
背
が
高
い
と
言
い
争
い
に
な
り
、
背
を
比
べ
合
っ
た
。
そ
の
結
果
、
鷲
峰

山
が
勝
利
し
た
が
、
悔
し
か
っ
た
大
山
の
神
様
は
、
鷲
峯
山
の
神
が
眠
っ
て
い
る
間
に
杓
子

で
頭
を
す
く
い
と
っ
た
。

追
い
か
け
て
く
る
鷲
峰
山
の
神
様
に
驚
き
慌
て
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
途
端
、
杓
子
に
つ
い

て
い
た
土
が
落
ち
、
鳥
取
市
青
谷
町
の
建
山
へ
と
な
っ
た
。
鷲
峰
山
の
神
が
「
土
は
も
う
な

い
の
か
」
と
怒
鳴
る
と
、
大
山
の
神
は
袖
を
振
っ
て
見
せ
た
。
す
る
と
、
土
が
ど
さ
っ
と
落

ち
北
条
町
の
袖
振
山
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

（
民
話
・
神
話

鷲
峯
山
と
大
山
の
背
比
べ
、
二
〇
二
〇
）

こ
の
伝
説
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
鹿
野
の
人
た
ち
に
と
っ
て
鷲
峯
山
は
、
鳥
取
県
で
有
名
な
大

山
よ
り
も
価
値
が
高
い
神
聖
化
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
鷲
見

も
そ
れ
を
理
解
し
て
い
た
上
で
歌
を
詠
ん
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。

鷲
の
峯

鹿
野
の
園
と

み
ほ
と
け
の

国
に
あ
る
名
を

い
か
で
よ
ぶ
ら
ん

（「
鷲
の
峯
」
や
「
鹿
野
の
園
」
と
、
ど
う
し
て
御
仏
の
国
（
天
竺
）
に
あ
る
尊
い
地
の
名

を
付
け
て
呼
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
不
思
議
で
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
な
ぁ
。）

と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
で
登
場
す
る
土
地
に
も
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
鷲
峯
山
は
歌
に
詠
ま
れ
る
ほ
ど
の
信
仰
が
あ
る
東
の
特
別
な
山
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
鷲
峯
山
に
つ
い
て
の
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
と
考
え
る
。

三
、
破
れ
堂
に
つ
い
て

『
吉
岡
の
日
記
』
本
文
で
は
、
破
れ
堂
に
つ
い
て
、「
や
ぶ
れ
堂
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
、
や
す
み

給
ふ
。
む
か
し
破
た
る
堂
あ
り
し
と
、
い
ひ
な
ら
は
し
け
る
が
、
今
は
石
地
蔵
の
み
立
り
。」
と

あ
り
、
鹿
野
ま
で
の
道
の
り
の
休
憩
地
点
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
章
で
は
、
姫
君
た
ち
が
休
憩

地
点
と
し
て
立
ち
寄
っ
た
破
れ
堂
に
つ
い
て
の
調
査
で
分
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

『
因
幡
志
』
で
は
、
破
れ
堂
に
つ
い
て
、「
村
の
奥
洞
谷
河
内
と
鹿
奴
道
と
追
分
の
山
裾
に
あ
り
、

今
は
堂
宇
も
な
し
、
平
地
に
古
き
椎
の
木
の
下
に
五
輪
四
基
あ
り
、
昔
此
處
に
堂
宇
あ
り
、
後
代

修
補
の
施
主
な
し
、
故
に
破
れ
堂
と
云
ふ
と
云
え
り
、
五
輪
も
故
あ
る
古
墳
と
み
ゆ
、
又
古
城
趾

あ
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
九
一
年
に
発
表
さ
れ
た
『
鳥
取
県
歴
史
の
道
調
査
報

告
書
』
で
は
、「
破
れ
堂
は
、
近
年
、
元
の
位
置
の
上
の
山
腹
に
復
元
さ
れ
て
い
る
。」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

実
際
に
破
れ
堂
を
訪
れ
て
み
る
と
、
建
物
と
五
輪
塔
が
あ
っ
た
（
図
一
）。
立
て
ら
れ
て
い
た

木
の
柱
に
は

・〔
正
面
〕
尾
木
原
城
遠
由
之
地

図
二

実
際
の
鷲
峯
山
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図
一

建
物
の
様
子

図
二

木
の
柱
正
面

図
三

木
の
柱
右
面

・〔
右

〕
鎌
倉
時
代

建
久
七
年
築
城

桃
山
時
代

天
正
九
年
落
城

三
八
五
年
間
在
城

・〔
背
面
〕
平
成
十
二
年

鳥
取
市
洞
谷
区
長
）

二
〇
〇
〇
年

河
原
町
長
瀬

荻
原
氏

建
之

・〔
左

〕
室
町
時
代

宝
篋
印
塔

五
輪
塔

奥
都
城
（
墓
所
）
在
り

河
内
洞
谷
に
菩
提
寺
観
音
堂
在
り

と
記
さ
れ
て
い
た
。（
図
二
〜
図
五
）。
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図
四

木
の
柱
左
面

図
五

木
の
柱
背
面

図
六

五
三
桐
と
五
七
桐

図
七

舎
の
家
紋

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
破
れ
堂
は
尾
木
原
城
の
跡
地
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
因
幡
志
』

の
記
事
を
踏
ま
え
る
と
、
元
々
こ
の
場
所
に
は
五
輪
塔
の
み
が
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
建
物
が
建

て
ら
れ
、
現
在
の
形
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
図
一
の
建
物
に
は
「
荻
原
氏
神
霊
舎
」
と
書
か

れ
た
木
の
板
が
あ
り
、
荻
原
氏
と
い
う
一
族
を
祀
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
尾
木
原
城
に
つ

い
て
は
い
く
つ
か
伝
承
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
文
献
や
「
尾
木
原
氏
」、「
荻

原
氏
」
に
関
す
る
信
頼
で
き
る
情
報
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
鳥
取
県
歴

史
の
道
調
査
報
告
書
』
は
一
九
九
一
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
元
の
位
置
の
上
の
山
腹
に

復
元
さ
れ
て
い
る
」
建
物
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
図
七
の
よ
う
に
舎
に
は
家

紋
が
入
っ
て
お
り
、
五
三
桐
か
五
七
桐
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
（
図
六
）。

『
因
幡
志
』（
図
八
）
や
『
吉
岡
の
日
記
』
に
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
破
れ
堂
に
は
五
輪
塔
が

あ
っ
た
（
図
九
）。
形
も
絵
図
と
酷
似
し
て
お
り
、
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し

そ
の
並
び
順
は
異
な
り
、「
古
い
椎
の
木
」
に
該
当
す
る
よ
う
な
木
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、『
因
幡
志
』
に
は
「
五
輪
四
基
あ
り
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
現
地
の
木
の
柱
に
記

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
五
輪
塔
と
宝
篋
印
塔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

２０２０年度 地域調査プロジェクト成果報告書
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図
八
『
因
幡
志
』（『
因
伯
叢
書
』
三
）

図
九

五
輪
塔
の
様
子

四
、
洞
谷
峠
に
つ
い
て

『
吉
岡
の
日
記
』
廿
一
日
の
記
述
に
、「
洞
谷
峠
に
い
た
る
。
此
所
に
御
輿
台
ま
う
け
て
あ
れ
ば
、

す
こ
し
の
間
、
休
み
給
ふ
。
鹿
野
は
ま
し
た
に
見
お
ろ
さ
る
。」
と
あ
り
、
洞
谷
峠
は
姫
君
た
ち

が
お
休
み
に
な
っ
た
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
章
で
は
、
洞
谷
峠
に
つ
い
て
調

査
し
た
結
果
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

洞
谷
村
に
つ
い
て
『
因
幡
志
』
に
は
「
洞
谷
坂
に
半
腹
西
側
に
あ
り
、
瀬
田
蔵
よ
り
艮
の
奥
へ

廿
三
町
二
十
間
な
り
、
此
山
は
氣
田
高
草
兩
郡
の
堺
に
て
吉
岡
よ
り
鹿
奴
へ
の
本
道
な
り
、
洞
谷

よ
り
嶺
ま
で
九
町
也
、
村
よ
り
下
は
坂
道
緩
く
吉
岡
迄
凡
そ
三
十
町
次
第
に
下
る
な
り
、
氣
田
の

方
は
急
嶮
に
し
て
頂
よ
り
麓
ま
で
九
町
許
也
、
小
河
内
と
云
支
村
あ
り
、
村
の
上
よ
り
左
へ
入
る

小
谷
の
詰
り
な
り
、
洞
谷
河
内
と
云
ふ
是
な
り
、
洞
谷
と
號
す
る
は
日
本
紀
に
も
出
た
る
地
名
に

て
上
古
よ
り
紛
亂
な
き
名
所
な
り
、
歴
世
考
に
詳
也
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
洞
谷
村
か
ら
洞
谷

峠
ま
で
は
九
町
（
約
〇
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
り
、
吉
岡
ま
で
は
三
十
町
（
約
三
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）
の
急
嶮
な
坂
道
を
下
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
鹿
野
へ
の
道
は
険
し
い

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
吉
岡
の
日
記
』
に
は
「
鹿
野
が
真
下
に
見
下
さ
る
」
と
い
う

記
述
が
あ
り
、『
鳥
取
県
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
第
九
集

法
美
往
来

鹿
野
往
来
』
で
は
、「
峠

上
か
ら
眺
め
た
景
色
は
、
東
側
を
眺
め
る
と
、
日
本
海
の
青
さ
を
眼
下
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
西

側
を
眺
め
る
と
、
鹿
野
の
街
が
目
前
に
見
え
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
現
地
調
査
に

行
っ
た
と
き
は
木
に
遮
ら
れ
て
鹿
野
の
街
を
見
下
ろ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
か
な
り
急
な

坂
道
で
あ
る
た
め
、
当
時
は
鹿
野
の
街
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
ま

た
、
峠
を
下
っ
て
い
る
と
き
に
は
日
本
海
を
少
し
見
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
私
た
ち
は
車
内
か
ら

見
た
た
め
、
姫
君
た
ち
が
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
姫
君
た
ち
は
洞
谷
峠

に
到
着
し
た
際
御
輿
台
を
置
い
て
休
み
、
そ
の
後
峠
を
下
り
「
草
屋
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
昼
食
を

食
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
行
き
の
道
で
は
し
っ
か
り
と
休
憩
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
帰
り
の
道
は
、「
日
も
や
ゝ
か
た
ふ
き
て
、
申
の
時
過
ぬ
め
り
と
い
へ
ば
、
道
い
そ
が
せ

て
、
洞
谷
峠
に
も
休
給
は
ず
。」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
日
が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
休
憩
を

取
ら
ず
に
急
い
で
帰
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

図
一
の
石
碑
は
洞
谷
峠
の
上
に
あ
る
石
碑
で
、
旅
の
安
全
を
祈
願
す
る
も
の
で
あ
る
。
寛
政
三

年
（
一
七
九
一
）
と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
姫
君
た
ち
が
通
っ
た
の
は
文
化
元
年
（
一
八

〇
四
）
で
あ
る
た
め
、
姫
君
た
ち
が
通
る
約
十
三
年
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
の
た
め
姫
君
た
ち
も
見
た
と
考
え
ら
れ
る
。
左
側
に
は
「
セ
ワ
人
ミ
ク
マ
ヤ
」
と
書
か
れ

『吉岡の日記』を読む ―鹿野へのお出かけに注目して―
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図
一

洞
谷
峠
の
上
に
あ
る
石
碑

図
二

洞
谷
峠
の
上
に
あ
る
地
蔵

て
い
る
。「
世
話
人
御
熊
屋
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

図
二
の
地
蔵
は
図
一
の
石
碑
と
同
じ
場
所
に
あ
り
、
こ
れ
も
旅
の
安
全
を
祈
願
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
地
蔵
に
は
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
と
い
う
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
た
め
、
姫
君
が
通

る
約
五
十
年
後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
中
心
に
は
「
利
生
無
邉
」

と
刻
ま
れ
て
い
る
。
利
生
は
仏
語
で
仏
菩
薩
が
衆
生
を
救
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
恵
み
を
意
味
す
る
。

無
邉
は
限
り
の
な
い
こ
と
、
広
々
と
し
て
果
て
し
の
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
左
側
に
は
法
楽
寺

村
、
根
取
な
ど
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
根
取
と
は
江
戸
時
代
、
年
貢
収
納
の
標
準
に
用
い
た
一
反
当

た
り
の
基
準
取
り
米
で
、
田
畑
に
上
・
中
・
下
・
下
下
な
ど
の
等
級
を
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
年
貢
と

し
て
納
め
る
取
り
米
い
く
ら
と
定
め
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
破
れ
堂
付
近
に
は
図
三
の
地
蔵
が
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
年
号
な
ど
の
文
字
は
刻
ま
れ

て
お
ら
ず
、『
鳥
取
県
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
第
九
集

法
美
往
来

鹿
野
往
来
』
に
は
、
旅
の

安
全
を
祈
願
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
破
れ
堂
に
関
連
し
た
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
書
か
れ

て
い
る
。
地
蔵
が
道
端
に
置
か
れ
て
い
る
理
由
に
は
諸
説
あ
る
が
、
道
の
角
に
立
っ
て
い
る
場
合
、

道
の
角
は
集
落
と
集
落
の
境
界
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
外
か
ら
悪
い
こ
と
が
入
っ
て
こ
な

い
よ
う
結
界
の
目
的
で
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
こ
の
地
蔵
は
洞
谷
の
内
の
本
洞
谷

集
落
と
河
内
洞
谷
集
落
へ
の
分
岐
点
に
安
置
さ
れ
て
い
る
と
『
鳥
取
県
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
』

に
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
結
界
と
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
地
蔵
菩
薩
本
願
経
』
で
は
地
蔵
菩
薩
に
は
二
十
八
種
利
益
と
七
種
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、

古
く
か
ら
地
蔵
の
力
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
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図
三

道
端
に
あ
る
地
蔵

図
一

幸
盛
寺
の
外
観

五
、
幸
盛
寺
に
つ
い
て

『
吉
岡
の
日
記
』
の
中
に
は
い
く
つ
か
の
寺
の
名
前
が
登
場
す
る
が
、
吉
岡
か
ら
鹿
野
へ
向
か

う
道
中
の
場
面
で
、
幸
盛
寺
と
い
う
寺
が
登
場
す
る
。
こ
の
章
で
は
、
幸
盛
寺
に
つ
い
て
歴
史
や

ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
な
ど
様
々
な
視
点
か
ら
探
り
、
分
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

幸
盛
寺
の
様
子
を
図
一
に
示
す
。
鳥
取
市
気
多
郡
鹿
野
町
鹿
野
に
あ
る
浄
土
宗
の
寺
で
、『
吉

岡
の
日
記
』
の
中
で
は
、
上
巻
廿
一
日
の
鹿
野
へ
向
か
う
道
中
の
場
面
で
「
常
徳
寺
・
幸
盛
寺
な

ど
を
、
右
に
見
つ
ゝ
、
た
は
こ
橋
を
わ
た
り
」
と
い
う
形
で
登
場
す
る
。
境
内
に
は
戦
国
時
代
に

活
躍
し
た
山
中
鹿
之
助
の
墓
と
伝
え
る
無
縫
塔
が
あ
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
山
号
は
鹿
野
山

（
ろ
く
や
さ
ん
）、
院
号
は
精
林
院
で
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
。（『
鳥
取
地
名
誌
』
よ
り
）

こ
こ
か
ら
は
幸
盛
寺
に
関
し
て
、
歴
史
、
寺
の
中
の
様
子
、
幸
盛
寺
と
ゆ
か
り
の
あ
る
山
中
鹿

之
助
、
亀
井
玆
矩
と
い
う
人
物
と
山
中
鹿
之
助
の
関
わ
り
、
の
四
つ
に
分
け
て
説
明
す
る
。
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図
二

大
イ
チ
ョ
ウ

〔
歴
史
〕

寺
伝
に
よ
る
と
、
元
々
は
明
照
山
持
西
寺
と
号
し
宝
徳
年
間
（
一
四
四
九
〜
五
二
年
）
に
慧
鏡

房
が
開
基
し
た
寺
で
、
持
西
山
の
北
東
の
麓
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
鹿
野
城
城
主
と

な
っ
た
亀
井
茲
矩
が
、
義
理
の
父
に
あ
た
る
山
中
鹿
之
助
幸
盛
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
現
在
の

場
所
に
持
西
寺
を
移
転
し
た
。
そ
の
際
に
山
中
鹿
之
助
幸
盛
の
名
か
ら
二
文
字
ず
つ
取
っ
て
山

号：

鹿
野
山
、
持
西
寺
か
ら
幸
盛
寺
へ
と
改
称
し
た
（
慶
長
六
年
、
一
六
〇
一
年
）。
ま
た
、
明

治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
は
本
堂
を
西
志
加
奴
学
校
（
鹿
野
小
学
校
）
に
提
供
し
、
こ
こ
で
鹿
野

の
小
学
校
教
育
が
始
め
ら
れ
た
。
昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
鳥
取
大
地
震
に
よ
っ
て
本
堂
が
倒

壊
し
た
が
、
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
再
建
し
、
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
に
客
殿
も
増
築

さ
れ
た
。（『
鹿
野
町
誌
』
上
巻
よ
り
）

〔
寺
の
中
の
様
子
〕

本
尊
仏
は
護
持
仏
阿
弥
陀
如
来
で
、
有
名
な
仏
師
運
慶
と
湛
慶
が
左
右
半
分
ず
つ
作
っ
た
説
が

あ
る
。
こ
の
護
持
仏
阿
弥
陀
如
来
は
元
々
、
生
家
湯
氏
が
以
前
ま
つ
っ
て
い
た
も
の
で
味
野
村
の

願
行
寺
（
鳥
取
市
）
に
あ
っ
た
の
を
、
茲
矩
が
譲
り
受
け
た
。
境
内
に
は
幸
盛
の
墓
の
他
に
、
観

音
堂
が
あ
り
三
十
三
体
の
観
音
菩
薩
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
境
内
に
は
大
イ
チ
ョ
ウ
の
木

（
図
二
）
が
あ
る
。
こ
の
大
イ
チ
ョ
ウ
の
木
は
、
城
下
町
鹿
野
の
中
心
に
位
置
し
、
樹
齢
四
〇
〇

年
以
上
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
当
寺
旧
蔵
の
明
応
六
年
（
一
四
九
八
）
五
月
三
日
銘
の
梵
鐘
は
丈
三
尺
・
差
渡
し
二
尺

で
、
銘
文
に
よ
る
と
高
草
郡
布
施
（
現
鳥
取
市
）
の
「
仙
林
寺
」
で
鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
、
茲
矩

が
湖
山
池
か
ら
海
ま
で
の
水
路
を
開
削
中
に
掘
出
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
る
。（『
鹿
野
町
誌
』
上
巻
、

『
鳥
取
地
名
誌
』
か
ら
）

〔
幸
盛
寺
と
ゆ
か
り
の
あ
る
山
中
鹿
之
助
〕

本
名
は
山
中
鹿
之
助
幸
盛
と
い
い
、
出
雲
国
（
現
島
根
県
東
部
）
の
尼
子
氏
に
仕
え
た
室
町
後

期
の
武
将
で
尼
子
十
勇
士
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
忠
誠
心
の
高
さ
が
有
名
で
あ
り
、
何
度
戦
い
に

敗
れ
て
も
主
君
の
再
建
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
物
と
し
て
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
彼
の

武
勇
伝
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

・
一
騎
打
ち
を
得
意
と
し
、
勝
利
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
負
け
戦
の
中
で
自
軍
の
士
気
を
上
げ

る
。

・
毛
利
氏
と
の
戦
い
で
捕
ら
え
ら
れ
幽
閉
さ
れ
る
が
、
自
分
の
尻
を
切
っ
て
赤
痢
に
罹
っ
た

振
り
を
す
る
こ
と
で
ト
イ
レ
か
ら
逃
げ
出
す
。
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図
三

幸
盛
寺
に
建
て
ら
れ
た
石
碑

ま
た
、
彼
が
主
君
の
尼
子
氏
が
弱
体
化
し
て
い
く
中
で
「
願
わ
く
ば
、
我
に
七
難
八
苦
を
与
え

た
ま
え
」（
図
三
）
と
語
り
、
ど
ん
な
困
難
が
あ
っ
て
も
主
君
の
復
権
を
誓
っ
た
話
も
有
名
で
あ

る
。
戦
国
時
代
の
武
将
と
し
て
知
名
度
を
誇
る
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
な
ど
も
そ
の
忠
誠
心
を
認

め
る
。

〔
亀
井
玆
矩
と
山
中
鹿
之
助
〕

山
中
鹿
之
助
と
亀
井
茲
矩
と
の
関
係
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
茲
矩
は
幼
少
期

に
亀
井
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
前
は
幸
盛
が
継
承
し
て
い
た
。
し
か
し
幸
盛
の
兄
が

病
弱
で
、
幸
盛
が
本
来
の
山
中
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
亀
井
家
当
主
の
座
を
幼
く
し
て

茲
矩
が
継
ぐ
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
か
ら
も
交
流
が
続
き
、
茲
矩
が
鹿
之
助
の
娘
（
養
女
）
を
め
と

る
程
両
者
の
結
び
つ
き
は
強
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
鹿
之
助
が
捕
ま
り
殺
さ
れ
る
と
、
茲
矩
が
そ

の
供
養
の
た
め
幸
盛
寺
に
墓
を
建
て
、
そ
れ
が
「
幸
盛
寺
」
の
由
来
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
亀

井
茲
矩
は
「
幸
盛
寺
」
名
付
け
親
に
あ
た
る
。

六
、
吉
岡
将
監
に
つ
い
て

『
吉
岡
の
日
記
』
上
巻
廿
八
日
の
日
記
に
は
「
大
つ
か
山
の
も
と
に
、
籏
さ
し
の
森
、
尾
上
に

吉
岡
将
監
の
、
し
る
し
の
石
あ
り
と
ぞ
き
く
。」と
い
う
記
述
が
あ
る
。「
し
る
し
の
石
」と
は「
吉

岡
将
監
の
墓
」（『
因
幡
志
』）
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
し
る
し
の
石
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
る
吉
岡

将
監
と
い
う
人
物
は
何
者
な
の
か
調
査
し
た
。
こ
の
章
で
は
、
そ
の
調
査
に
よ
っ
て
分
か
っ
た
こ

と
を
述
べ
る
。

吉
岡
将
監
（
定
勝
）
は
吉
岡
安
芸
守
（
あ
き
の
か
み
）
と
も
呼
ば
れ
、
高
草
郡
吉
岡
荘
（
現
在

の
鳥
取
市
吉
岡
温
泉
町
）
を
本
拠
地
と
す
る
生
没
年
不
詳
の
国
人
で
あ
る
。
最
も
有
名
な
活
躍
と

し
て
、
因
幡
吉
岡
表
の
戦
い
に
て
羽
柴
（
豊
臣
）
秀
吉
に
三
度
も
勝
利
し
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

戦
国
時
代
末
期
、
織
田
信
長
は
西
国
へ
と
勢
力
を
広
げ
て
い
く
過
程
で
中
国
地
方
を
治
め
る
毛

利
氏
と
争
っ
て
い
た
。
一
五
八
〇
年
、
織
田
の
軍
勢
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
は
、
因
幡
へ
の
攻
撃
を
開

始
す
る
。
こ
れ
は
、
織
田
軍
が
西
国
へ
進
出
す
る
前
に
毛
利
軍
勢
に
奪
回
さ
れ
て
い
た
鳥
取
城
を

奪
い
返
し
た
い
と
い
う
秀
吉
の
も
く
ろ
み
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
鳥
取
城
包
囲
網
を
完
成
さ
せ
た
秀

吉
は
、
い
よ
い
よ
因
幡
毛
利
勢
へ
の
本
格
的
な
攻
撃
を
開
始
す
る
。
そ
の
攻
撃
対
象
の
一
人
が
亀

山
城
（
防
己
尾
城
）
の
吉
岡
将
監
で
あ
っ
た
。
七
月
一
九
日
、
秀
吉
軍
の
最
初
の
攻
撃
が
行
わ
れ

た
。
吉
岡
軍
は
五
〇
人
余
り
を
討
ち
果
た
し
こ
れ
に
勝
利
す
る
。
同
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
二
度

目
の
攻
撃
に
も
勝
利
し
て
い
る
。
九
月
七
日
に
秀
吉
軍
は
三
度
目
の
攻
撃
を
仕
掛
け
る
が
、
こ
れ

に
も
秀
吉
軍
の
主
だ
っ
た
者
三
〇
人
余
り
を
討
ち
果
た
す
勝
利
を
飾
っ
て
い
る
。

こ
の
三
度
目
の
戦
い
に
つ
い
て
記
述
が
残
っ
て
い
る
。

一

吉
岡
安
藝
ハ
藝
州
馳
走
之
仁
也
、
鳥
取
ヨ
リ
西
中
間
五
十
三
里
有
之
歟
、
彼
城
湖
ヘ
差

出
、
尾
頸
計
地
續
也
、
筑
前
守
殿
夜
中
ニ
表
御
出
馬
、
有
尾
頸
之
手
死
（
＊

）、
人
數
被
遣
、

自
身
ハ
城
之
尾
崎
際
ヘ
舟
ヲ
寄
、
湖
ヘ
可
被
追
崩
行
ニ
候
處
ニ
、
城
内
ヨ
リ
尾
崎
之
勢
突

崩
、
湖
ヘ
追
付
ル

船
踏
返
シ
、
數
百
人
死
人
有
之
、
筑
前
守
殿
馬
符
迄
被
捨
置
、
危
ク

御
退
之
事
、

（
＊

）原
文
は
、な
べ
ぶ
た
に
タ
ヒ
「
山
県
長
茂
覚
書
」よ
り（
出
典『
石
見
吉
川
家
文
書
』）

要
約
す
る
と
、「
秀
吉
軍
数
百
人
が
討
ち
死
に
し
、
秀
吉
は
馬
符
（
馬
印
）
ま
で
捨
て
置
く
あ
り

さ
ま
で
、
危
機
一
髪
退
却
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

鳥
取
城
陥
落
の
後
の
吉
岡
氏
の
動
向
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
十
一
月
に
吉
岡
へ
秀
吉
軍
の
多

『吉岡の日記』を読む ―鹿野へのお出かけに注目して―
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賀
備
中
守
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
落
城
と
同
時
に
吉
川
氏
を
頼
り
西
へ
む
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

七
、
譲
伝
寺
と
亀
井
玆
矩
に
つ
い
て
―
姫
君
が
鹿
野
へ

向
か
っ
た
理
由
を
探
る
―

『
吉
岡
の
日
記
』
上
巻
廿
一
日
の
日
記
の
中
に
、
譲
伝
寺
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
本
文
）

譲
伝
寺
に
ま
う
で
た
ま
ふ
。
此
寺
は
、
も
と
亀
井
殿
此
所
領
し
給
ひ
し
時
の
、
菩
提
寺
に
て
、

寄
附
し
置
れ
し
、
古
き
も
の
、
数
々
と
り
出
て
、
見
せ
奉
る
、
唐
織
の
籏
、
お
な
じ
陣
羽
織

に
て
あ
り
し
も
の
は
、
中
に
も
め
づ
ら
し
。
夫
よ
り
城
の
跡
の
か
た
、
見
め
ぐ
り
給
ふ
て
、

も
と
お
は
せ
し
道
を
、
吉
岡
へ
帰
り
給
ふ
。

（
現
代
語
訳
）

（
姫
様
方
は
）
譲
伝
寺
に
参
詣
な
さ
る
。
こ
の
寺
は
亀
井
殿
が
治
め
な
さ
っ
た
時
の
菩
提
寺

で
あ
り
、（
亀
井
殿
が
）
寄
付
さ
れ
て
い
た
古
い
も
の
を
色
々
取
り
出
し
て
（
姫
様
方
に
）

お
見
せ
申
し
上
げ
る
。
そ
の
中
で
も
唐
織
の
籏
と
そ
れ
と
同
じ
陣
羽
織
は
珍
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
城
の
跡
を
見
回
り
な
さ
っ
て
、
い
ら
し
た
元
の
道
を
戻
り
、
吉
岡
に
お

戻
り
に
な
ら
れ
る
。

現
代
語
訳
を
読
ん
で
わ
か
る
よ
う
に
、
姫
君
は
譲
伝
寺
に
参
詣
し
た
際
に
、
亀
井
玆
矩
が
寄
付
し

た
織
物
を
見
た
り
城
の
跡
を
見
て
回
っ
た
り
し
て
時
間
を
過
ご
さ
れ
た
。
譲
伝
寺
に
あ
っ
た
織
物

は
当
時
珍
し
い
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
姫
君
は
譲
伝
寺
を
出
た
後
に
す
ぐ
に
吉
岡
へ
お

戻
り
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
姫
君
は
珍
し
い
と
さ
れ
る
譲
伝
寺
の
織
物
を
ご
覧
に
な
る

た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
鹿
野
へ
向
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
こ
の
章
で
は
、
譲
伝
寺
と
亀

井
玆
矩
に
関
す
る
調
査
で
分
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
最
後
に
姫
君
が
鹿
野
へ
向
か
っ
た
理
由
を
再

考
す
る
。

ま
ず
、『
吉
岡
の
日
記
』
の
本
文
に
も
登
場
す
る
亀
井
玆
矩
と
い
う
人
物
と
譲
伝
寺
の
歴
史
に

つ
い
て
述
べ
る
。
以
下
は
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
十
二
巻

鳥
取
県
の
地
名
』、『
戦
国
の

知
将

亀
井
玆
矩

そ
の
足
跡
と
遺
産
』
を
参
考
に
し
て
進
め
た
調
査
の
結
果
で
あ
る
。
亀
井
は

鳥
取
城
を
落
し
た
羽
柴
秀
吉
に
よ
っ
て
鹿
野
城
に
封
ぜ
ら
れ
、
妙
見
山
麓
に
城
下
町
を
建
設
し
た
。

三
度
に
わ
た
っ
て
幕
府
か
ら
朱
印
状
を
も
ら
い
、
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
貿
易
船
を
派
遣
す
る
と

い
う
功
績
を
残
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
譲
伝
寺
は
、
徳
雲
寺
の
開
山
で
あ
る
覚
隠
永
本
の
弟

子
・
南
寿
慎
終
に
よ
っ
て
、
当
時
廃
寺
と
な
っ
て
い
た
寺
を
再
興
す
る
か
た
ち
で
開
か
れ
た
。
元

は
小
別
所
村
に
あ
っ
た
寺
を
鷲
峰
村
に
移
し
、
法
城
寺
と
さ
れ
て
い
た
寺
の
名
前
も
抱
月
寺
と
改

め
ら
れ
た
。
天
正
一
一
年
に
鹿
野
城
主
と
な
っ
た
亀
井
も
帰
依
、
寺
領
を
寄
せ
、
現
在
も
本
堂
に

は
亀
井
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
譲
伝
寺
の
寺
宝
で
あ
る
織
物
に
つ
い
て
述
べ
る
。
譲
伝
寺
の
寺
宝
と
し
て
保
管
さ
れ
る

織
物
は
、
花
禽
獣
文
刺
繍（
朝
鮮
王
陣
旗
）、
孔
雀
文
刺
繍（
朝
鮮
王
陣
羽
織
）、
□
竜
文
織
物（
朝

鮮
王
敷
物
）
の
三
点
で
あ
る
。『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
十
二
巻

鳥
取
県
の
地
名
』
に
よ
る

と
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
染
織
物
で
あ
り
、
亀
井
が
朱
印
船
貿
易
に
よ
っ
て
得
た
も
の
、
朝
鮮
出

兵
の
と
き
に
持
ち
帰
っ
た
も
の
、
な
ど
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
織
物
に
つ

い
て
、『
少
林
山
誌
』
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
た
結
果
で
あ
る
。

○
花
禽
獣
文
刺
繍
織
物
（
朝
鮮
王
陣
旗
）（
図
一
）

・
縦
二
メ
ー
ト
ル
、
横
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
。

・
経
糸
は
細
い
麻
糸
、
緯
糸
は
羊
毛
の
軟
ら
か
い
太
い
糸
を
用
い
て
模
様
を
浮
き
出
さ
せ
て
い
る
。

・
一
本
の
樹
木
を
中
央
に
配
置
し
、
右
側
に
は
黒
豹
、
左
側
に
は
獅
子
が
歩
い
て
い
る
様
子
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。

・
中
央
部
に
は
対
に
な
っ
た
極
楽
鳥
が
向
か
い
合
っ
て
飛
ん
で
い
て
、
左
右
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

た
図
案
と
な
っ
て
い
る
。

・
天
正
・
慶
長
年
代
で
は
日
本
の
繊
維
品
は
麻
が
中
心
的
な
原
料
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な

毛
織
物
は
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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図
一

花
禽
獣
文
刺
繍
織
物

出
典
『
海
と
生
き
る
〜
海
か
ら
見
た
江
戸
時
代
の
鳥
取
〜
』

図
二

孔
雀
文
刺
繍
織
物

出
典
『
海
と
生
き
る
〜
海
か
ら
見
た
江
戸
時
代
の
鳥
取
〜
』

○
孔
雀
文
刺
繍
織
物
（
朝
鮮
王
陣
羽
織
）（
図
二
）

・
縦
約
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
、
横
約
一
・
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
。

・
経
糸
・
緯
糸
と
も
に
極
細
の
綿
糸
を
使
用
し
た
木
綿
生
地
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

・
亀
井
が
譲
伝
寺
に
寄
進
し
た
当
時
は
も
っ
と
大
き
な
織
物
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
僧
が
「
打
鋪
」

に
変
裁
し
た
こ
と
で
小
型
の
布
切
れ
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

・
ど
の
よ
う
な
染
織
技
術
や
染
料
を
用
い
た
の
か
は
判
明
し
て
い
な
い
。

・
戦
国
時
代
に
は
山
陰
道
地
域
で
綿
の
栽
培
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
木
綿
布
は
貴
重
な

も
の
で
あ
っ
た
。

○
□
竜
文
織
物
（
朝
鮮
王
敷
物
）（
図
三
）

・
縦
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
、
横
約
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
。

・
極
細
の
毛
糸
の
経
糸
を
使
用
し
、
緯
糸
は
太
目
の
毛
糸
を
用
い
て
織
ら
れ
た
布
で
あ
る
。

・
四
隅
に
竜
門
、
中
央
に
対
に
な
っ
た
□
竜
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

・
ど
の
方
向
か
ら
眺
め
て
も
対
照
的
に
描
か
れ
た
図
案
と
な
っ
て
い
る
。

・
他
の
二
点
と
同
じ
く
、
南
洋
諸
島
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

※
□
は
、
他
の
文
献
等
に
は
「
爬
」
と
あ
る
が
、
登
録
は
「
巴
」
で
は
な
く
「
虫
」
と
な
っ
て

い
る
。
文
字
が
な
い
た
め
本
稿
で
は
□
で
表
記
し
た
。
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図
三

竜
文
織
物

出
典
『
海
と
生
き
る
〜
海
か
ら
見
た
江
戸
時
代
の
鳥
取
〜
』

で
は
、
姫
君
が
鹿
野
へ
向
か
っ
た
理
由
を
再
考
し
て
み
る
。
織
物
に
つ
い
て
の
調
査
か
ら
、
原

料
の
観
点
か
ら
見
て
珍
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
珍
し
い
織

物
が
江
戸
に
行
か
ず
と
も
鳥
取
で
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
好
奇
心
、
当
時
の
鎖
国
政
策

下
に
お
け
る
異
国
情
緒
へ
の
憧
れ
、
美
し
い
織
物
に
対
す
る
女
性
の
好
み
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
う

理
由
か
ら
、
姫
君
は
鹿
野
へ
向
か
わ
れ
た
と
考
え
る
。

八
、
お
わ
り
に

最
後
に
、
私
た
ち
が
『
吉
岡
の
日
記
』
に
関
す
る
調
査
を
進
め
て
き
た
上
で
の
ま
と
め
を
報
告

す
る
。
和
歌
、
伝
説
、
景
色
、
姫
君
が
通
っ
た
道
の
り
や
訪
れ
た
場
所
、
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
な

ど
、
様
々
な
視
点
か
ら
調
査
を
進
め
た
こ
と
で
、
よ
り
深
く
『
吉
岡
の
日
記
』
を
読
み
解
く
こ
と

が
で
き
た
。
現
地
調
査
で
は
、
実
際
に
姫
君
が
通
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
を
辿
り
、
日
記
が
書
か
れ

た
当
時
と
現
在
を
比
較
し
て
、
共
通
点
や
相
違
点
を
見
い
だ
す
こ
と
な
ど
が
で
き
た
。

「
姫
君
た
ち
は
な
ぜ
鹿
野
へ
行
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
共
通
の
テ
ー
マ
を
持
ち

な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
調
査
を
進
め
、
姫
君
が
鹿
野
へ
行
っ
た
主
な
理
由
は
譲
伝
寺
に
あ
る
珍
し
い
織

物
を
ご
覧
に
な
る
た
め
だ
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
鹿
野
へ
向
か
う

道
中
で
も
様
々
な
景
色
を
楽
し
ま
れ
た
り
所
々
お
休
み
に
な
ら
れ
た
り
と
、
好
奇
心
旺
盛
だ
と
さ

れ
る
姫
君
に
と
っ
て
は
ど
こ
か
へ
出
向
く
と
い
う
こ
と
自
体
が
楽
し
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

う
か
が
え
た
。
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