


「
ふ
る
里
養
老
」
に
よ
せ
て

校
長
　
　
　
久
保
田
正
剛

わ
た
し
た
ち
の
住
む
養
老
小
校
下
に
は

い
く
つ
も
の
す
ぐ
れ
た
昔
話
が
史
実
と
し

て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
っ

と
大
勢
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め

に
、
養
老
小
ふ
る
さ
と
委
員
会
の
皆
さ
ん

が
、
根
気
よ
く
時
間
を
か
け
て
資
料
を
集

め
、
そ
の
中
か
ら
代
表
的
な
話
を
一
冊
の

本
に
ま
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ふ
る
里
養
老
を
知
る
上
で
も
、
ま
た
、

調
べ
学
習
の
資
料
と
し
て
も
十
分
活
用
で

き
る
も
の
ば
か
り
で
す
。
中
に
収
め
ら
れ

て
い
る
も
の
は
、
史
実
と
し
て
実
際
に
有
っ

た
事
柄
や
、
伝
説
と
し
語
り
続
け
ら
れ
て

来
た
も
の
、
そ
し
て
史
実
に
基
づ
い
た

「
地
名
」
の
由
来
な
ど
、
ど
れ
も
興
味
・

関
心
を
そ
そ
る
も
の
ば
か
り
で
す
。

な
か
で
も
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
ど

う
し
て
「
養
老
」
と
い
う
地
名
に
な
っ
た

か
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
こ
と
に
ま

つ
わ
る
「
孝
子
物
語
」
は
全
国
津
々
浦
々

に
ま
で
知
れ
渡
っ
て
い
る
お
話
で
す
。

ま
た
、
日
本
武
尊
が
今
か
ら
約
千
五
百

年
も
前
に
こ
の
地
を
通
っ
て
故
郷
大
和

（
今
の
奈
良
県
）
へ
帰
っ
て
い
か
れ
、
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
大
変
に

興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。



こ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
昔
話
が
残
さ

れ
て
い
る
養
老
小
校
下
、
住
ん
で
い
て
よ

か
っ
た
こ
と
の
誇
り
と
実
感
を
是
非
味
わ

っ
て
欲
し
い
も
の
で
す
。

最
後
に
、
こ
の
編
集
に
当
た
っ
て
い
た

だ
い
た
ふ
る
さ
と
委
員
会
の
皆
さ
ん
、
本

当
に
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。
そ
し
て
、
直

接
ご
指
導
い
た
だ
い
た
養
老
町
文
化
財
保

護
審
議
会
々
長
田
中
育
次
先
生
、
全
面
的

に
ご
指
導
、
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
町
教

育
委
員
会
に
対
し
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
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養
老
と
い
う
年
号
の
い
わ
れ

今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
、
千
三
百
年
も

昔
の
話
と
な
り
ま
す
。

六
七
二
年
美
濃
国
関
ケ
原
に
お
い
て
天

皇
の
位
の
継
承
を
め
ぐ
り
、
大
友
皇
子

（
天
智
天
皇
の
子
）
と
大
海
人
皇
子
（
同

天
皇
の
弟
）
と
の
間
で
激
し
い
戦
が
繰
広

げ
ら
れ
ま
し
た
。
世
に
い
う
壬
申
の
乱
で

す
。
美
濃
の
豪
族
達
は
大
海
人
側
に
加
担
、

よ
く
皇
子
を
助
け
勝
利
へ
と
導
き
ま
し
た
。

は
れ
て
大
海
人
皇
子
は
天
皇
と
し
て
政

治
を
司
る
地
位
を
得
、
戦
後
も
美
濃
国
は

天
皇
家
に
と
っ
て
大
切
な
地
域
と
な
っ
た

の
で
す
。

そ
れ
か
ら
四
十
年
の
歳
月
を
へ
だ
て
天

武
天
皇
の
孫
に
あ
た
る
元
正
女
帝
が
、
霊

亀
三
年
（
七
一
七
）
美
濃
に
行
幸
さ
れ
ま

し
た
。
行
幸
と
は
天
皇
が
旅
す
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

元
正
天
皇
の
時
代
に
は
、
政
権
も
確
立

し
、
国
も
治
ま
り
安
定
し
て
き
ま
し
た
。

天
皇
は
、
壬
申
の
乱
に
天
武
天
皇
を
助
け

て
戦
い
、
政
権
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
美

濃
国
の
豪
族
や
住
民
に
直
接
労
を
ね
ぎ
ら

い
、
そ
の
功
績
を
表
彰
し
た
い
と
望
ま
れ

ま
し
た
。
同
時
に
、
朝
廷
と
美
濃
国
と
の

さ
ら
に
強
い
結
び
つ
き
を
念
願
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
行
幸
は
、
政
権
の
確
立
を
広
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く
誇
示
す
る
た
め
の
大
デ
モ
ソ
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ソ
ョ
ン
で
し
た
。

九
月
十
一
日
平
城
京
を
出
発
し
、
十
八

日
不
破
の
行
宮
に
到
着
し
た
天
皇
は
長
旅

の
疲
れ
を
い
と
わ
ず
、
二
十
日
当
耆
郡

（
養
老
郡
）
多
度
山
（
養
老
山
系
）
の
美

泉
を
ご
覧
に

な
ら
れ
ま
し

た
。天

皇
は
都

へ
お
帰
り
に

な
る
と
、
十
一
月
十
七
日
に
、

「
私
は
多
度
山
の
美
泉
で
手
や
顔
を
洗
っ

た
が
、
皮
膚
は
な
め
ら
か
に
な
り
、
痛
む

と
こ
ろ
も
治
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
こ 元正天皇行宮址

の
水
を
飲
ん
だ
り
浴
み
し
た
者
は
、
白
髪

が
黒
く
か
わ
り
、
う
す
い
髪
も
新
し
く
生

え
て
き
た
。
目
の
見
え
な
か
っ
た
人
も
は
っ

き
り
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
他
の
病

も
全
て
治
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
美
泉
は
病
を
治
す
の
に
大

変
よ
く
効
き
、
老
を
養
う
の
に
こ
の
上
も

な
い
薬
で
あ
る
。
こ
の
美
泉
が
出
た
こ
と

は
、
こ
の
上
も
な
く
め
で
た
い
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
年
号
を
養
老
と
改
め
る
。

ま
た
、
全
国
の
八
十
歳
以
上
の
者
に
、

絹
、
綿
、
布
、
粟
な
ど
を
給
与
し
、
親

孝
行
の
者
を
表
彰
せ
よ
。
独
り
暮
ら
し
で

困
っ
て
い
る
者
に
は
、
救
い
の
手
を
さ
し

の
べ
よ
。
」
な
ど
と
仰
せ
ら
れ
、
福
祉
行
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政
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
（
続
日
本
紀
に
拠

る
。
）と

こ
ろ
が
天
皇
は
翌
年
二
月
、
半
年
の

間
も
お
か
ず
再
度
こ
の
地
に
行
幸
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。
よ
ほ
ど
美
泉
を
気
に
入
ら

れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
生
涯
孤
独
の
女
帝

は
壬
申
の
乱
の
立
役
者
で
あ
る
、
祖
父
天

武
帝
の
足
跡
を
た
ど
り
、
次
第
に
追
慕
の

念
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
養
老
の
山

な
み
か
ら
わ
き
で
た
水
は
、
天
皇
の
心
の

傷
を
い
や
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

柏
尾
廃
寺
か
ら
さ
ら
に
東
海
自
然
歩
道

の
山
道
を
登
り
つ
め
て
い
く
と
、
訪
れ
る

人
も
め
っ
た
に
い
な
い
秣
滝
の
あ
る
の
を

秣滝

知
っ
て
い
ま
す
か
。
元
正
天
皇
が
養
老
行

幸
の
お
り
、
馬
に
与
え
る
水
を
汲
ん
だ
と

言
い
伝
え
ら
れ
る
滝
で
す
。
う
っ
そ
う
と

草
木
の
生
い
茂
る
な
か
に
流
れ
お
ち
る
水

の
音
が
、
当
時
の
出
来
事
を
ひ
そ
か
に
語

り
か
け
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

元
正
天
皇
に
つ
づ
き
、
聖
武
天
皇
も
ま

た
七
四
〇
年
養
老
に
行
幸
さ
れ
て
い
ま
す
。
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孝
子
物
語

養
老
の
滝
が
お
酒
に
な
っ
た
と
い
う
孝

行
息
子
（
源
丞
内
）
の
お
話
は
、
あ
ま
り

に
も
有
名
で
誰
も
が
知
っ
て
い
ま
す
。
で

は
、
こ
の
お
話
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま

れ
た
の
で
し
ょ
う
。

元
正
天
皇
が
霊
亀
三
年
九
月
二
十
日
に

養
老
に
行
幸
さ
れ
、
多
度
山
（
養
老
山
）

の
美
泉
を
ご
覧
に
な
っ
た
お
り
に
、
こ
の

よ
う
な
美
泉
が
で
た
こ
と
は
、
こ
の
上
も

な
い
め
で
た
い
こ
と
だ
と
お
よ
ろ
こ
び
に

な
り
、
年
号
を
「
養
老
」
と
お
改
め
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
も
と
に
な
っ
て
、

「
養
老
孝
子
」
の
お
話
が
生
ま
れ
た
の
で

す
。「

養
老
考
子
」
の
お
話
で
一
番
も
と
に

な
っ
た
「
十
訓
抄
」
に
は
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
ま
す
。

昔
、
元
正
天
皇
の
御
時
、
美
濃
国
に
貧

し
い
男
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
男
は
山
の

草
木
を
と
っ
て
、
そ
れ
を
売
っ
て
年
と
っ

た
父
を
養
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
父
は
、

た
い
へ
ん
お
酒
が
好
き
で
朝
夕
お
酒
を
ほ

し
が
っ
た
の
で
、
こ
の
男
は
「
ひ
ょ
う
た

ん
」
を
腰
に
つ
け
て
い
て
お
酒
を
買
っ
て

父
に
飲
ま
せ
て
、
よ
ろ
こ
ば
せ
て
い
ま
し

た
。
あ
る
時
、
山
に
入
っ
て
た
き
木
を
と

ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
こ
け
の
生
え
た
石
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に
す
べ
っ
て
、
う
つ
ぶ
せ
に
こ
ろ
ん
で
し

ま
い
ま
し
た
が
、
酒
の
に
お
い
が
し
た
の

で
、
ふ
し
ぎ
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
あ
た
り

を
見
ま
わ
す
と
、
石
の
中
か
ら
水
が
流
れ

出
て
い
て
、
そ
の
色
は
お
酒
に
似
て
い
ま

し
た
。
汲
ん
で
な
め
て
み
る
と
た
い
へ
ん

お
い
し
い
お
酒
で
し
た
。
よ
ろ
こ
ん
で
、

そ
の
の
ち
毎
日
こ
れ
を
ひ
ょ
う
た
ん
に
入

れ
て
持
ち
帰
り
、
よ
ろ
こ
ば
せ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
事
を
お
聞
き
に
な
っ
た
天
皇
は
、

霊
亀
三
年
九
月
、
こ
の
と
こ
ろ
に
行
幸
に

な
っ
て
、
そ
の
お
酒
の
出
る
所
を
ご
ら
ん

に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
「
こ
れ
は
こ
の
男
が
た
い
へ

ん
親
孝
行
だ
か
ら
、
神
さ
ま
が
お
ほ
め
に

な
っ
て
、
お
酒
を
あ
た
え
て
く
だ
さ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
こ
の

男
を
美
濃
守
と
い
う
役
人
に
な
さ
い
ま
し

た
。
そ
の
お
酒
の
出
る
所
を
「
養
老
の
滝
」

と
名
付
け
、
ま
た
十
一
月
年
号
を
「
養
老
」

と
お
改
め
に
な
り
ま
し
た
。

「
十
訓
抄
」
に
養
老
考
子
の
お
話
が
紹

介
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
全
国
的
に
広
ま

り
今
の
よ
う
に
有
名
に
な
っ
た
と
の
こ
と

で
す
。

養老の滝

－5－



養
老
美
泉
を
め
ぐ
る
大
論
争

養
老
滝
？
　
そ
れ
と
も
菊
水
泉
？

元
正
天
皇
に
つ
づ
き
、
東
大
寺
建
立
に

尽
す
聖
武
天
皇
も
ま
た
七
四
〇
年
養
老
を

行
幸
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
相
つ
ぐ
帝
の
行

幸
は
、
い
や
が
上
に
も
養
老
美
泉
の
噂
を

広
く
伝
播
さ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
の
で
な

い
で
し
ょ
う
か
。

聖
武
帝
に
随
行
し
た
大
伴
宿
祢
東
人
は
、

「
古
ゆ
　
人
の
言
い
け
る
老
人
の
　
変

若
つ
と
う
水
ぞ
　
名
に
負
う
滝
の
瀬

―
―
昔
の
人
が
語
り
つ
ぐ
老
人
の
若
が
え

る
と
い
う
水
は
、
養
老
と
い
う
名
の

と
お
り
の
滝
の
流
れ
で
あ
る
よ
」

と
詠
み
、
ま
た
繊
細
優
美
の
歌
人
と
し
て

知
ら
れ
る
大
伴
家
持
は
、

「
田
跡
河
の
　
滝
を
清
み
か
　
古
ゆ

宮
仕
え
け
ん
　
多
芸
の
野
の
上
に

―
―
田
跡
河
の
滝
が
清
ら
か
だ
っ
た
の
で
、

昔
か
ら
行
宮
を
造
っ
て
お
仕
え
し
て

き
た
の
だ
ろ
う
。
田
芸
の
野
の
ほ
と

り
に
」

と
詠
み
ま
し
た
。
と
も
に
万
葉
集
巻
六
に

収
録
さ
れ
、
歌
碑
を
養
老
公
園
千
歳
楼
に

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
大
き
く
時
を
へ
だ
て
た
江
戸

時
代
末
い
養
老
美
泉
の
あ
り
か
を
め
ぐ
っ

て
、
養
老
滝
を
主
張
す
る
田
中
大
秀
と
菊
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水
泉
を
と
る
秦
鼎
と
の
間
で
、
激
し
い
大

論
争
が
巻
き
お
こ
り
ま
し
た
。

田
中
大
秀
は
飛
騨
高
山
生
ま
れ
、
本
居

宣
長
に
国
学
を
学
び
歌
道
に
も
す
ぐ
れ
た

人
で
、
一
八
一
四
年
（
文
化
一
一
）
養
老

滝
説
を
骨
子
と
す
る
「
養
老
美
泉
辯
註
」

を
書
き
あ
げ
ま
す
。
翌
文
化
一
二
年
自
論

の
正
当
を
世
間
に
認
め
さ
せ
る
べ
く
大
秀

は
、
初
め
て
養
老
の
地
を
訪
れ
滝
を
観
た

後
、
滝
壷
の
ほ
と
り
に
養
老
美
泉
辯
碑
を

建
て
ま
し
た

一
方
、
尾
張
藩
の
儒
臣
で
あ
っ
た
秦
鼎

は
、
孝
子
伝
説
の
酒
の
わ
き
で
た
泉
を
菊

の
か
お
り
た
つ
菊
水
泉
と
、
考
え
て
い
ま

し
た
。
大
秀
に
負
け
て
は
な
ら
じ
と
ば
か

り
、
鼎
は
文
化
一
三
年
か
ね
て
名
古
屋
の

石
材
店
に
製
作
さ
せ
て
お
い
た
碑
石
を
菊

水
泉
に
ま
で
運
び
、
盛
大
に
詩
宴
を
催
し

た
の
で
す
。
こ
れ

が
菊
水
銘
碑
で
す
。

当
時
、
高
田
に

住
む
早
野
有
章
は
、

田
中
大
秀
か
ら
国

学
を
、
秦
鼎
か
ら

漢
学
を
学
び
、
両

人
を
師
と
仰
ぐ
人

で
し
た
の
で
論
争

の
板
ば
さ
み
に
な
り
た
い
へ
ん
苦
し
み

ま
し
た
。
彼
の
も
と
に
は
、

「
自
分
の
学
説
を
信
じ
味
方
す
る
よ
う
に
」 養老美泉辯碑菊水銘碑
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と
い
う
二
人
か
ら
の
手
紙
が
届
き
、
今
も

大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
互
い
意
地
の
は
り
合
い
と
な
っ
た
論

争
で
し
た
が
、
こ
の
お
は
な
し
に
は
ま
だ

ま
だ
尾
ひ
れ
が
つ
い
て
い
ま
す
。
田
中
大

秀
が
七
十
一
歳
で
こ
の
世
を
去
る
と
、
秦

鼎
の
門
人
達
は
名
古
屋
に
あ
っ
た
大
秀
の

「
養
老
美
泉
辯
註
」
の
版
木
を
損
傷
。
そ

れ
で
も
腹
の
虫
は
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
ら

し
く
、
つ
い
に
養
老
滝
畔
の
美
泉
辯
碑
を

た
た
き
こ
わ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在

の
碑
は
、
大
秀
の
流
れ
を
汲
む
人
達
が
明

治
三
一
年
に
再
建
し
た
も
の
で
す
。

掬水泉
養老の滝
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地
名
の
由
来
（
一
）
　
柏
尾

む
か
し
む
か
し
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ひ

と
り
の
坊
さ
ん
が
、
大
悲
観
音
の
像
を
か

つ
い
で
山
路
を
ひ
ょ
ろ
り
ひ
ょ
ろ
り
と
歩

い
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
歩
き
つ
か
れ
た

の
だ
ろ
う
。
坊
さ
ん
は
、
大
き
な
石
の
上

に
観
音
さ
ま
を
置
い
て
、
い
っ
ぷ
く
し
よ

う
と
し
た
が
、

「
こ
の
ま
ま
で
は
も
っ
た
い
な
い
。
な
に

か
敷
く
も
の
は
な
い
か
」

と
お
も
っ
て
、
あ
た
り
を
見
ま
わ
し
た
。

ち
ょ
う
ど
具
合
よ
く
、
大
き
な
柏
の
葉
が

落
ち
て
い
た
。

「
こ
れ
は
、
い
い
も
の
が
見
つ
か
っ
た
」

と
、
坊
さ
ん
は
柏
の
葉
を
石
の
上
に
敷
い

て
、
そ
こ
に
観
音
さ
ま
を
置
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
し
ば
ら
く
休
ん
で
か
ら
も

う
一
度
観
音
さ
ま
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
し

て
み
て
も
、
ど
う
し
た
わ
け
か
観
音
さ
ま

は
根
っ
こ
の
は
っ
た
み
た
い
に
、
び
く
り

と
も
動
か
な
い
。
坊
さ
ん
は
、
困
っ
た
困
っ

た
。
坊
さ
ん
は
、
観
音
さ
ま
を
そ
っ
と
し

て
、
そ
こ
に
お
堂
を
建
立
し
た
。

や
が
て
、
堂
を
中
心
に
た
く
さ
ん
の
寺

が
建
ち
な
ら
ぶ
大
伽
藍
の
霊
場
と
な
っ
た
。

観
音
さ
ま
の
敷
き
も
の
に
つ
か
っ
た
柏
の

葉
―
―
こ
れ
が
柏
尾
の
地
名
の
由
来
と
い

う
。
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柏
尾
の
金
鶏

養
老
町
に
は
、
柏
尾
寺
に
ま
つ
わ
る
お

話
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
を
、

こ
れ
か
ら
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

明
治
三
十
年
ご
ろ
の
事
で
す
。
柏
尾
に

安
田
笹
市
と
い
う
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、
笹
市
さ
ん
は
、
ち
ょ
っ

と
お
も
し
ろ
い
話
を
耳
に
し
ま
し
た
。

『
柏
尾
寺
の
御
堂
の
跡
に
は
梵
鐘
（
お
寺

の
つ
り
鐘
の
こ
と
）
が
埋
ま
っ
て
お
り
、

一
月
一
日
の
明
け
方
に
な
る
と
、
金
の
鶏

が
鳴
く
』

と
い
う
の
で
す
。

笹
市
さ
ん
は
、
ぜ
ひ
、
自
分
の
日
で
確

か
め
て
み
た
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

笹
市
さ
ん
は
、
き
っ
そ
く
村
の
人
た
ち
を
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集
め
、
皆
の
許
し
を
う
け
て
梵
鐘
の
発
掘

を
始
め
ま
し
た
。

え
っ
こ
ら
、
え
っ
こ
ら
。
だ
ん
だ
ん
掘

り
下
げ
て
数
十
尺
（
約
十
五
メ
ー
ト
ル
程
）
。

け
れ
ど
も
、
目
あ
て
の
鐘
も
鶏
も
、
い
っ

こ
う
に
出
て
き
ま
せ
ん
。
か
わ
り
に
、
石

仏
ば
か
り
が
ご
ろ
ご
ろ
。
と
う
と
う
千
五

百
体
あ
ま
り
も
出
て
き
ま
し
た
。

こ
の
石
仏
は
、
織
田
信
長
の
時
代
に
焼

き
う
ち
に
さ
れ
た
人
々
の
霊
を
な
ぐ
さ
め

る
た
め
に
、
貧
し
い
村
人
た
ち
が
細
ぼ
そ

と
彫
っ
た
も
の
ら
し
く
、
発
掘
に
あ
た
っ

た
人
た
ち
の
涙
を
さ
そ
い
ま
し
た
。

「
こ
ん
な
暗
い
地
面
の
中
で
、
気
の
毒
に
。

こ
れ
じ
ゃ
あ
、
仏
様
も
う
か
ば
れ
ま
い
。

こ
こ
に
丘
を
作
り
、
台
座
を
設
け
て
供

養
を
し
て
さ
し
あ
げ
よ
う
。
」

村
人
た
ち
は
、
そ
う
話
し
合
い
、
て
あ
つ

く
供
養
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
以
来
、
二
度
と
金
鶏
は
鳴
か
な
く
な
っ

た
と
い
い
ま
す
。

今
も
、
柏
尾
の
山
す
そ
に
静
か
に
並
ん

で
い
る
千
体
仏
は
、
そ
の
時
掘
り
出
さ
れ

た
も
の
な
の
で
す
。

千体仏
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地
名
の
由
来
（
二
）
　
龍
泉
寺

龍
と
い
え
ば
、
体
は
ど
で
か
い
蛇
に
似

て
い
て
、
全
身
に
鱗
を
つ
け
と
る
と
い
う
。

頭
に
は
二
本
の
角
が
に
ょ
き
と
で
て
、
ふ

だ
ん
は
お
と
な
し
く
海
や
池
の
な
か
に
住

ん
ど
る
が
、
気
が
む
く
と
空
を
と
ん
で
風

雲
を
ま
き
お
こ
し
た
ら
し
い
。
む
か
し
か

ら
人
々
は
龍
を
水
を
つ
か
さ
ど
る
神
様
と

信
じ
、
大
切
に
お
ま
も
り
し
と
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
あ
た
り
の
山
の
て
っ

ぺ
ん
に
は
、
ち
い
さ
な
池
が
あ
っ
て
、
不

思
議
な
こ
と
に
ひ
ど
い
日
照
り
が
ど
ん
な

に
つ
づ
い
て
も
、
池
の
水
は
か
れ
ん
か
っ

た
。
村
人
の
だ
れ
い
う
と
も
な
く
、

「
あ
の
池
に
は
、
龍
が
お
ら
っ
し
ゃ
る
か

ら
じ
ゃ
」

と
う
わ
さ
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
い

つ
し
か
村
名
も
龍
泉
寺
と
な
っ
て
い
っ
た
。

南
濃
町
に
あ
る
臥
龍
山
は
、
龍
泉
寺
の

龍
が
空
を
と
ん
だ
つ
い
で
に
、
よ
く
体
を

休
め
て
ね
こ
ろ
が
っ
た
山
だ
と
い
う
。

天然記念物　ムクの木
竜泉寺　六社神社
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庚

申

待

『
庚
申
』
こ
う
し
ん
と
読
み
ま
す
。
ま

た
の
よ
び
か
た
を
、
か
の
え
さ
る
と
も
い
っ

て
、
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
言
い
伝
え
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
庚
申

の
教
え
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
り
ま
す
。

『
人
身
に
は
三
尸
あ
り
生
命
を
毒
す
。
』

三
尸
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

上
尸
・
頭
に
居
り
視
力
を
減
じ
毛
髪
を
白

く
す
。

中
尸
・
腹
内
に
居
り
五
臓
を
損
じ
る
。

下
尸
・
足
に
居
り
精
を
奪
う

こ
の
三
尸
の
虫
が
人
間
の
体
の
中
に
住

ん
で
い
て
、
庚
申
の
日
に
人
が
眠
る
と
、

天
に
昇
り
人
間
の
罪
を
天
帝
に
告
げ
る
こ

と
に
よ
り
、
寿
命
が
決
定
さ
れ
る
と
の
こ

と
で
す
。庚

申
の
夜
、
人
が
ぐ
っ
す
り
と
眠
る

と
三
尸
の
虫
が
、
そ
ろ
り
そ
ろ
り
と
起

き
出
し
ま
す
。

「
よ
し
、
よ
し
、
な
か
な
か
よ
く
眠
っ

て
い
る
。
さ
っ
そ
く
天
帝
様
の
と
こ

ろ
に
出
か
け
よ
う
。
」

「
こ
い
つ
は
、
本
当
に
ど
う
に
も
な
ら

な
い
悪
党
だ
。
天
帝
様
に
言
い
つ
け

て
こ
ら
し
め
て
や
ら
ね
ば
。
」

天
に
つ
い
た
三
尸
は
、
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「
天
帝
様
に
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
い
つ

は
大
変
な
欲
ば
り
で
、
人
々
を
だ
ま

し
て
は
な
ん
で
も
取
り
上
げ
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
い
つ
の
た
め
に
泣
か
さ

れ
た
人
が
山
の
よ
う
に
い
ま
す
。
」

「
何
、
そ
ん
な
に
悪
い
こ
と
ば
か
り
し

て
い
る
の
か
。
そ
ん
な
奴
は
生
か
し

て
お
い
て
も
し
か
た
が
な
い
。
早
く

死
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し
よ
う
。
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
だ
、
ま
だ
元
気

だ
っ
た
人
が
死
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
め
に
あ
わ
な
い

た
め
に
、
庚
申
の
夜
に
は
眠
ら
な
い
よ
う

に
す
る
必
要
が
お
き
た
の
で
す
。

庚
申
の
夜
、
村
中
の
人
々
が
庚
申
塔
の

前
に
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
手
に
は
お
経

の
本
を
持
っ
て
。
こ
こ
で
一
晩
中
眠
ら
な

い
で
お
経
を
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

み
ん
な
で
大
き
な
声
を
は
り
あ
げ
、
お
経

を
と
な
え
て
い
る
と
眠
気
も
ふ
き
と
ん
で
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し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
一
安
心
で
す
。

と
こ
ろ
が
庚
申
の
日
は
年
に
六
回
も
あ
り

六
十
一
日
め
ご
と
に
ま
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

人
々
は
お
経
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
は
つ

ま
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
お
腹
も
す
く
し

の
ど
も
か
わ
い
て
き
ま
す
。
あ
る
人
は
飲

み
物
を
、
あ
る
人
は
食
べ
物
を
持
っ
て
き

て
、
み
ん
な
で
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
て

い
る
う
ち
に
、
歌
を
歌
う
人
が
出
て
き
ま

し
た
。
踊
り
を
踊
る
人
も
出
て
き
ま
し
た
。

庚
申
の
夜
は
と
て
も
に
ぎ
や
か
に
な
り
、

ま
る
で
お
祭
の
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
庚
申
の
夜
は
誰
も
眠
ら
な
い

風
習
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
風
習
の
こ

と
を
『
庚
申
待
』
と
い
い
、
今
に
語
り
つ

が
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
養
老
の
地
に
も
庚
申
塔
が
あ
り
ま

す
。
龍
泉
寺
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
は
知
っ

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
龍
泉
寺
に
あ
る

大
橋
昌
平
さ
ん
と
い
う
お
う
ち
の
庭
に

『
庚
申
』
と
い
う
字
が
き
ざ
ま
れ
た
石
碑

が
建
っ
て
い
ま
す
。
一
度
、
た
ず
ね
て
お

ま
い
り
を
し
て
く
る
と
い
い
で
す
ね
。

庚申塔
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山
猫
の
お
六

養
老
山
の
奥
深
く
に
、
立
岩
（
八
畳
岩

と
も
い
う
）
と
い
う
大
き
な
岩
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
岩
の
横
に
は
、
暗
い
不
気
味
な

ほ
ら
穴
が
あ
り
、
そ
の
昔
、
山
猫
の
お
六

と
い
う
大
泥
棒
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

お
六
は
、
大
変
な
悪
党
で
、
金
品
を
う

ば
う
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
人
の
命
ま
で

も
う
ば
っ
て
し
ま
う
恐
ろ
し
い
女
で
し
た
。

毎
日
の
よ
う
に
、
里
へ
下
り
て
き
て
は
、

多
く
の
家
々
を
荒
ら
し
ま
く
り
ま
し
た
。

時
に
は
、
は
る
か
大
垣
の
あ
た
り
に
ま
で

も
出
か
け
て
行
っ
て
い
盗
み
を
働
い
た
と

い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
と
を
つ
け
ら
れ

る
と
、
誰
で
あ
れ
、
皆
殺
し
て
し
ま
う
の

で
し
た
。
人
々
は
、
残
忍
な
手
口
の
お
六

を
お
そ
れ
、
な
ん
と
か
と
ら
え
る
方
法
は

な
い
も
の
か
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

一
く
せ
も
二
く
せ
も
あ
る
お
六
を
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
、
お
そ
れ
る
ば

か
り
で
し
た
。

や
が
て
、
お
六
の
う
わ
さ
は
、
こ
の
辺

り
い
っ
た
い
に
広
ま
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
あ
る
日
、
時
た
ま
通
り
か
か
っ

た
豪
傑
関
口
弥
太
郎
の
耳
に
入
り
、

「
ふ
と
ど
き
な
盗
人
め
。
け
し
か
ら
ん
。

よ
し
、
わ
し
が
退
治
し
て
く
れ
よ
う
。
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
関
口
弥
太
郎
が
立
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岩
の
ほ
ら
穴
ま
で
登
り
、
退
治
し
て
く
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
つ
か
、
養
老
山
の
上
の
方
ま
で
登
る

こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
立
岩
を
探
し
て

み
て
下
さ
い
。
も
し
か
し
た
ら
、
お
六
の

く
ら
し
の
跡
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
よ
。
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袖
と
り
宮

今
、
養
老
警
察
署
の
あ
る
場
所
は
誰
で

も
知
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
警
察
署
の
裏

の
道
路
の
北
側
に
神
明
神
社
あ
っ
た
こ
と

を
知
る
人
は
、
今
で
は
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
神
明
神
社
の
こ
と
を
別
名

『
袖
と
り
宮
』
と
も
い
い
ま
す
。
な
ぜ
そ

ん
な
よ
び
方
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
実
は
、
昔
、
昔
に
不
思
議
な

で
き
ご
と
が
お
き
、
人
々
の
口
か
ら
口
へ

と
伝
え
ら
れ
て
き
た
お
話
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
昔
（
江
戸
時
代
）
神
明
神
社
の
あ
っ

た
前
の
道
路
は
、
大
垣
か
ら
養
老
へ
ぬ
け

る
街
道
と
し
て
、
た
く
さ
ん
の
人
々
が
い

き
き
し
、
大
変
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
神
社
の
境
内
に
は
大
き
な
藤
の
木
が

何
本
も
あ
り
、
幹
が
た
れ
下
が
っ
た
り
、

は
い
登
っ
た
り
し
て
大
波
の
よ
う
な
形
を

し
て
い
ま
し
た
。
藤
の
花
の
季
節
に
な
る

と
、
そ
れ
は
、
そ
れ
は
見
事
な
花
が
木
木

か
ら
た
れ
下
が
り
、
道
ゆ
く
人
々
の
目
を

楽
し
ま
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
暫
し
の
憩

の
場
に
も
な
り
ま
し
た
。
こ
の
藤
の
花
を

見
る
た
め
に
遠
く
か
ら
出
か
け
て
来
る
人

も
あ
り
誰
い
う
と
も
な
く
『
藤
の
宮
』
と

も
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
境
内
に
は
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
木

々
が
生
い
茂
っ
て
い
て
、
う
っ
そ
う
と
し
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て
お
り
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
か
っ
こ

う
の
遊
び
場
所
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

子
供
た
ち
は
い
つ
も
神
社
に
集
ま
っ
て

き
て
は
、
夕
方
暗
く
な
る
ま
で
遊
び
を
楽

し
む
の
で
し
た
。

今
日
も
子
供
た
ち
の
元
気
な
声
が
藤
の

木
の
下
か
ら
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

「
か
ご
め
、
か
ご
め
、
か
ご
の
中
の
鳥
は

い
つ
い
つ
出
や
る
。
」

と
鬼
を
囲
ん
で
輪
に
な
り
ぐ
る
ぐ
る
と
ま

わ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
輪
が
だ
ん
だ

ん
早
く
な
り
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
輪

の
中
に
い
た
一
番
年
下
の
太
郎
が
転
ん
で

わ
っ
と
泣
き
だ
し
ま
し
た
。
み
ん
な
が
集

ま
っ
て
き
て
か
わ
る
が
わ
る

「
太
郎
、
大
丈
夫
。
け
が
は
な
い
。
」

と
の
ぞ
き
こ
み
ま
す
。
太
郎
は
泣
き
じ
ゃ

く
り
な
が
ら
も
、
し
っ
か
り
と
、

「
も
う
大
丈
夫
。
」

と
答
え
た
の
で
、
ま
た
輪
に
な
り
ま
し
た
。

で
も
、
太
郎
と
手
を
つ
な
い
だ
花
子
が
突

然
「
ど
う
し
た
の
太
郎
、
着
物
の
袖
が
な
い

よ
。
ど
こ
に
や
っ
た
の
。
」

と
さ
け
び
ま
し
た
。
確
か
に
太
郎
の
着
物

の
袖
が
な
い
の
で
す
。
子
供
た
ち
は
神
社

の
中
を
く
ま
な
く
探
し
ま
し
た
が
袖
は
と

う
と
う
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
当
に

袖
は
こ
つ
然
と
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
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た
っ
た
あ
る
日
、
子
供
た
ち
は
今
日
も
遊

び
に
夢
中
で
、
太
郎
の
着
物
の
袖
が
な
く

な
っ
た
こ
と
は
い
つ
の
ま
に
か
忘
れ
て
い

ま
し
た
。
仲
良
く
鬼
ご
っ
こ
を
し
て
遊
ん

で
い
ま
す
。
鬼
に
な
っ
た
さ
よ
子
が
一
郎

を
追
い
か
け
て
い
る
う
ち
に
、
木
の
根
に

つ
ま
ず
い
て
転
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
す

る
と
ど
う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
起
き
上

が
っ
た
さ
よ
子
の
着
物
の
袖
が
な
く
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

こ
ん
な
こ
と
が
二
度
、
三
度
と
続
く
う

ち
に
人
々
の
間
で
は
、
神
明
神
社
で
転
ぶ

と
袖
を
取
ら
れ
る
と
い
う
話
が
、
ま
こ
と

し
と
や
か
に
伝
わ
り
出
し
ま
し
た
。
そ
し

て
い
つ
の
ま
に
か
神
明
神
社
の
こ
と
を

『
袖
と
り
官
』
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。な

ぜ
袖
を
取
ら
れ
る
の
か
、
袖
は
ど
こ

へ
い
っ
て
し
ま
う
の
か
、
未
だ
に
本
当
の

と
こ
ろ
は
謎
に
つ
つ
ま
れ
た
ま
ま
で
す
。
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地
名
の
由
来
（
三
）
　
明
徳

京
都
に
、
金
閣
と
い
う
お
寺
が
あ
る
の

を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
昔
、
こ
れ
を

別
荘
と
し
て
建
て
ら
れ
た
の
が
、
足
利
義

満
と
い
う
将
軍
。

そ
の
将
軍
が
、
一
度
名
高
い
養
老
の
滝

を
見
て
み
よ
う
と
お
も
い
た
っ
て
、
こ
の

地
を
通
ら
れ
た
。
そ
れ
が
明
徳
四
年
（
一

三
九
三
）
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、
村
名
も

明
徳
に
な
っ
た
と
い
う
。

明徳船着神社
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専
念
寺
の
阿
弥
陀
像

高
田
と
い
う
町
は
、
元
は
、
今
の
所
よ

り
北
東
の
低
い
土
地
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

た
び
重
な
る
水
害
の
た
め
、
土
地
の
高
い

今
の
所
へ
、
一
六
〇
一
年
頃
移
り
ま
し
た
。

専
念
寺
も
ま
た
、
高
田
の
町
と
一
緒
に

今
の
所
に
移
っ
た
の
で
す
が
、
四
百
年
ほ

ど
前
は
、
今
の
下
高
田
あ
た
り
に
あ
っ
た

の
だ
そ
う
で
す
。

今
は
、
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
専
念
寺

池
と
い
う
、
わ
り
と
大
き
な
池
も
あ
り
ま

し
た
。そ

の
頃
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
後
光
の

さ
し
て
い
る
田
ん
ぼ
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
あ
る
人
の
夢
枕
に
、
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あ
み
だ
様
が
現
れ
て
、
専
念
寺
へ
連
れ
て

行
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
お
つ
げ
が
あ
り
ま

し
た
。そ

れ
で
は
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

後
光
の
さ
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
さ
ぐ
っ
て

み
る
と
、
あ
み
だ
様
が
出
て
き
ま
し
た
。

六
十
セ
ン
チ
ば
か
り
あ
る
、
金
色
に
輝
く

り
っ
ぱ
な
あ
み
だ
様
で
す
。
そ
し
て
、
お

つ
げ
の
通
り
、
専
念
寺
に
お
祭
り
し
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
あ
み
だ
像
は
、
今
も
大
切
に
お
祭

り
し
て
あ
っ
て
、
お
正
月
と
お
彼
岸
と
お

盆
に
は
、
皆
さ
ん
も
拝
む
こ
と
が
で
き
ま

す
よ
。

専念寺　阿弥陀像
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姥
石

泉
町
（
字
枯
木
）
に
、
荘
福
寺
と
い
う

お
寺
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
御
堂
の
近
く
の
松
の
木
の
下
に
、

ひ
と
か
か
え
く
ら
い
も
あ
る
、
黒
っ
ぽ
い

石
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
石
の
頭
の
と
こ
ろ

は
、
刀
で
割
ら
れ
た
よ
う
に
鋭
く
な
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
石
は
、
姥
石
と
も
姥
切
石
と
も
よ

ば
れ
て
、
一
三
九
二
年
ご
ろ
の
こ
ん
な
話

が
つ
た
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

む
か
し
、
む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
、

お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
、
す
ん
で

い
ま
し
た
。

二
人
は
　
な
か
よ
く
　
い
た
わ
り
あ
っ

て
　
く
ら
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

あ
る
日
、
石
の
そ
ば
で
お
ば
あ
さ
ん
が
、

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
夜
に
な
る
と
、

石
が
一
晩
中
、
う
な
る
よ
う
な
　
す
す
り

泣
く
よ
う
な
　
な
ん
と
も
奇
妙
な
音
を
出

す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
音
を

出
し
て
い
る
間
、
石
な
の
に
人
の
よ
う
に

温
か
く
な
る
の
で
す
。
あ
た
り
の
人
々
は
、

た
い
へ
ん
こ
わ
が
り
ま
し
た
。

石
の
あ
っ
た
こ
の
お
寺
に
、
京
都
か
ら

来
た
、
正
徹
と
い
う
お
坊
さ
ま
が
住
ん
で
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い
ま
し
た
。

こ
の
お
坊
さ
ま
は
、
石
が
温
か
い
の
で
、

お
じ
い
さ
ん
に
会
い
た
い
と
強
く
願
っ
た

あ
の
世
の
お
ば
あ
さ
ん
の
た
ま
し
い
が
、

こ
の
石
に
の
り
う
つ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考

え
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
お
坊
さ
ま
は
、

お
ふ
ち
に
は
あ
ふ
こ
と
か
た
き
姥
石
の

さ
こ
そ
は
た
へ
の
つ
め
た
か
る
ら
ん

（
お
じ
い
さ
ん
に
会
え
な
い
お
ば
あ
さ
ん

の
石
。
石
な
ら
ば
、
肌
も
つ
め
た
く
、
冷

え
き
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
）
と
石
に
言
い

聞
か
せ
て
、
刀
を
抜
き
、
石
に
向
か
っ
て
、

「
迷
わ
ず
、
成
仏
し
な
さ
い
。
」

と
、
一
刀
あ
び
せ
ま
し
た
。
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そ
れ
か
ら
は
、
姥
石
が
温
か
く
な
る
こ

と
も
、
声
を
出
す
こ
と
も
な
く
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

荘
福
寺
は
、
牧
田
川
改
修
工
事
の
た
め
、

一
九
三
四
年
（
昭
和
九
年
）
に
高
田
の
大

正
町
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
養
老
小
学
校
か

ら
も
近
い
の
で
、
一
度
、
見
に
行
っ
て
ご

ら
ん
な
さ
い
。

荘福寺　　　　姥石

－26－



地
名
の
由
来
（
四
）
　
五
日
市

昔
、
こ
こ
ら
は
濃
州
三
湊
（
烏
江
、
栗

笠
、
船
附
）
と
牧
田
宿
と
の
中
間
点
と
し

て
、
え
ら
い
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
て
い
た
。

人
で
に
ぎ
わ
え
ば
、
い
ろ
ん
な
品
が
集

ま
り
、
市
場
で
や
り
と
り
が
は
じ
ま
る
。

そ
れ
が
、
毎
月
一
回
、
五
日
の
日
と
決
め

ら
れ
て
お
っ
た
。
そ
の
五
日
市
場
と
い
っ

た
名
残
り
が
、
地
名
に
な
っ
た
ら
し
い
。

全
国
に
似
た
よ
う
な
と
こ
ろ
は
い
く
つ

か
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
四
日
市
、
七
日
市
、

八
日
市
…
…
み
ん
な
五
日
市
の
親
せ
き
と

い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

五日市　　　　八幡神社
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沢
田
の
久
々
美
雄
彦
神
社

沢
田
本
郷
の
下
手
を
少
し
登
っ
た
山
の

中
に
、
久
々
美
雄
彦
神
社
の
お
社
が
あ
り

ま
す
。
沢
田
の
氏
神
様
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
歴

史
の
ロ
マ
ン
が
み
え
て
き
た
の
で
す
。

少
し
む
ず
か
し
く
な
り
ま
す
が
、
皆
さ

ん
も
一
緒
に
歴
史
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

あ
と
六
年
で
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
を

頭
に
置
い
て
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

ま
ず
、
久
々
美
雄
彦
神
社
が
、
い
つ
、

ど
う
い
う
風
に
建
て
ら
れ
た
の
か
、
で
す
。

実
は
、
沢
田
の
方
に
聞
い
た
り
、
古
文

書
を
調
べ
た
り
し
た
の
で
す
が
、
結
局
、

分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

分
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
朝
廷
で
作
ら

れ
た
延
喜
式
（
九
〇
五
年
～
九
二
七
年
作

成
）
と
い
う
本
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら

で
す
。
こ
の
本
の
作
ら
れ
た
こ
ろ
、
全
国

の
神
様
に
位
を
授
け
る
こ
と
が
、
し
き
り

に
行
わ
れ
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
神
社

を
国
と
同
じ
よ
う
に
統
一
し
ょ
う
と
し
た

も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
あ
た
り
で
は
、
三

神
の
多
岐
神
社
、
沢
田
の
久
々
美
雄
彦
神

社
、
金
屋
の
御
井
神
社
の
三
つ
が
載
っ
て

い
ま
す
。

久
々
美
雄
彦
神
社
の
こ
と
が
、
『
続
日

本
後
記
』
の
八
三
八
年
の
ペ
ー
ジ
に
出
て
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い
ま
す
。
美
濃
地
方
で
は
、
八
三
六
年
に

位
を
授
け
ら
れ
た
神
様
の
次
に
古
い
も
の

で
す
。

沢田神社　久々美雄彦

さ
て
、
こ
こ
で
久
々
美
雄
彦
神
社
が
い

つ
ご
ろ
建
て
ら
れ
た
の
か
推
理
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
次
の
事
実
か
ら
考
え
て
く
だ
さ

い
。

①
延
喜
式
（
九
〇
五
年
～
九
二
七
年
）
に

出
て
く
る
。

②
続
日
本
後
記
に
よ
る
と
、
八
三
八
年
に

位
が
授
け
ら
れ
た
。

③
こ
の
あ
た
り
で
一
番
大
き
い
多
岐
神
社

は
、
七
〇
八
年
に
た
ぎ
氏
の
氏
神
様
と
し

て
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

④
久
々
美
雄
彦
神
社
の
ご
神
体
（
お
祭
り

し
て
あ
る
も
の
）
は
、
四
十
五
セ
ン
チ
く

ら
い
の
木
像
で
あ
る
。
（
衣
に
冠
を
つ
け

た
お
姿
で
、
神
社
に
木
像
を
お
祭
り
し
て
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あ
る
こ
と
は
、
神
仏
一
体
で
あ
っ
た
こ
ろ

の
な
ご
り
で
し
ょ
う
。
今
は
も
う
、
た
い

へ
ん
古
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
）

（
神
社
に
つ
い
て
、
つ
け
た
し
ま
す
。
日

本
は
、
神
様
の
国
と
い
わ
れ
、
大
昔
か

ら
ど
の
村
に
も
神
社
が
祭
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
祭
っ
て
あ
る
神
様
は
、
国
を
創
っ

た
と
い
わ
れ
る
、
神
話
に
出
て
く
る
神

様
や
、
石
や
鏡
な
ど
の
自
然
の
物
、
り
っ

ぱ
な
人
物
、
自
分
た
ち
の
祖
先
な
ど
い

ろ
い
ろ
で
す
。

仏
教
が
伝
え
ら
れ
る
と
神
様
と
仏
教

の
仏
様
は
、
一
体
と
考
え
ら
れ
て
、
一

緒
に
大
切
に
お
祭
り
さ
れ
ま
し
た
。
）

⑤
養
老
山
地
の
多
く
の
古
墳
が
で
き
た
、

一
〇
〇
～
二
〇
〇
年
こ
ろ
は
、
字
も
本
も

な
く
、
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

古
墳
を
作
る
く
ら
い
栄
え
た
人
々
が
い
た
。

⑥
六
〇
七
年
い
法
隆
寺
が
建
て
ら
れ
、
仏

教
が
日
本
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

分
か
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
、
多

岐
神
社
と
比
べ
て
も
、
同
じ
こ
ろ
に
で
き

た
の
か
、
そ
の
前
か
ら
あ
っ
た
の
か
、
そ

の
後
か
ら
出
来
た
の
か
、
想
像
す
る
こ
と

し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
か
ら
千
年
以
上

前
か
ら
、
沢
田
の
守
り
神
と
し
て
敬
わ
れ

て
き
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
少
し
、
久
々
美
雄
彦
神
社
の
こ
と
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年
表

久
々
美
雄
彦
神
社
は
　
い
つ
で
き
た
か
？

⑤
古
墳
か
で
き
る
。

⑥
法
隆
寺
が
で
き
、
仏
教
の
定
着
を
示
す
。

（
④
ご
神
体
は
、
木
像
で
神
仏
一
体
の
な
ご
り
か
？
）

③
多
岐
神
社
が
　
で
き
る
。

②
続
日
本
後
記
の
八
三
八
年
の
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
。

①
延
書
式
に
出
て
く
る
。

現
在

を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

『
美
濃
明
細
記
』
に
は
、
「
一
の
瀬
邑
、

同
名
の
社
あ
り
。
』
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
一
ノ
瀬
の
神
社
は
長
彦
神
社
で

あ
り
、
こ
の
説
は
誤
り
と
い
う
見
方
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
久
久
美
雄
彦
神
社
に
伝

わ
る
古
文
書
に
も
移
転
の
事
は
、
載
っ
て

い
ま
せ
ん
。

一
五
一
五
年
の
古
文
書
に
は
、
「
天
戸

邊
尊
分
神
久
々
見
穂
彦
大
明
神
（
昔
の
神

様
は
名
前
を
い
ろ
い
ろ
持
っ
て
い
た
。
）
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
「
天
戸
邊
尊
」
や

「
久
々
美
雄
彦
」
が
ど
う
い
う
神
様
か
は
、

神
様
の
戸
籍
の
本
に
載
っ
て
い
な
い
の
で
、

ま
っ
た
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
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一
六
四
七
年
の
古
文
書
に
は
、
関
ケ
原

の
戦
い
（
一
六
〇
〇
年
）
の
頃
、
殿
様
か

ら
健
康
を
祈
っ
て
田
ん
ぼ
を
い
た
だ
い
た

こ
と
が
載
っ
て
い
ま
す
。

ど
ち
ら
の
古
文
書
も
、
神
主
さ
ん
が
書

き
残
し
た
も
の
で
、
こ
の
こ
ろ
、
神
主
さ

ん
が
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

久
々
美
雄
彦
神
社
は
、
郷
社
（
府
・
県
・

社
の
下
、
村
社
の
上
）
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
こ
れ
だ
け
の
由
緒
が
残
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
い
か
に
こ
の
神
社
が
大
切
に

お
祭
り
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
、

分
か
り
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
沢
田
に
こ
の
よ
う
に
歴
史

の
古
い
神
社
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

伊
勢
街
道
や
九
里
半
街
道
、
桑
名
街
道

が
沢
田
を
通
っ
て
い
た
の
で
す
。

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
ミ
コ
ト
も
通
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
伊
勢
街
道
（
今
の
東
海
自
然

歩
道
）
は
、
六
七
二
年
に
は
壬
申
の
乱
の

軍
兵
が
、
七
一
七
・
七
四
〇
年
に
は
、
元

正
・
聖
武
天
皇
が
、
一
五
六
〇
年
ご
ろ
に

は
、
織
田
信
長
の
軍
勢
も
通
っ
た
で
し
ょ

う
。ま

た
、
九
里
半
街
道
は
、
一
五
八
七
年

ご
ろ
か
ら
栄
え
た
川
の
湊
（
烏
江
・
栗
笠
・

船
附
）
を
利
用
し
て
牧
田
川
を
行
き
来
す

る
荷
物
と
一
緒
に
、
多
く
の
人
々
が
通
り

ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
沢
田
に
は
、
旅
人
の
た
め
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ヤマトタケル伝承地・行幸街道の略図

の
宿
屋
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
お
店
が
あ
り

ま
し
た
。
鉄
砲
屋
も
あ
り
、
家
も
百
三
十

～
百
四
十
け
ん
も
あ
っ
て
、
大
変
栄
え
ま

し
た
。ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
ミ
コ
ト
が
伊
吹
山
の

神
様
を
た
い
じ
し
よ
う
と
し
た
話
が
伝
わ
っ

て
い
ま
す
ね
。
久
久
美
雄
彦
神
社
に
、

「
こ
の
沢
田
の
地
区
南
に
養
老
山
、
北
に

伊
吹
山
を
望
む
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
祭

神
は
伊
富
伎
神
社
と
同
神
の
多
々
美
比
古

命
と
す
る
説
が
あ
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。昔

の
神
様
は
、
名
前
を
い
く
つ
か
持
っ

て
い
た
の
で
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
伊
富
伎
神
社
は
、
鉄
に
関
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係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
隣
の

桜
井
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
ミ
コ
ト
を
祭
る

白
鳥
神
社
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
大

昔
、
朝
廷
に
対
抗
で
き
る
く
ら
い
の
、
豪

族
が
沢
田
に
も
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
伊
富
伎
神
社
は
、
農
耕
の
神
様

で
も
あ
り
ま
す
。
古
文
書
の
「
久
々
見
穂

彦
大
明
」
を
見
る
と
、
沢
田
の
神
様
も
農

耕
に
関
係
が
あ
る
の
か
な
と
思
え
ま
す
。

も
う
一
つ
。
岐
阜
に
『
久
久
利
の
宮
』

の
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
「
久
久
利
」
と
い

う
の
は
、
水
が
わ
き
出
る
こ
と
で
、
沢
田

の
「
沢
」
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

こ
の
よ
う
に
想
像
す
る
し
か
な
い
の
で

す
が
、
古
代
の
足
あ
と
が
見
え
か
く
れ
す

る
沢
田
に
、
そ
し
て
養
老
町
に
歴
史
の
ロ

マ
ン
を
感
じ
取
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

大
和
朝
廷
の
大
王
や
豪
族
た
ち
が

大
き
な
力
を
持
っ
て
く
る
と
、

そ
の
力
を
示
す
た
め
、
大
き
な
お
墓
を

つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

三
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て

つ
く
ら
れ
た
、
こ
の
大
き
な
お
墓
は

古
墳
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
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勢
至
の
鉄
座

勢
至
に
は
「
勢
至
千
軒
、
寺
三
ケ
寺
」

と
い
う
言
葉
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
言

葉
の
意
味
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
勢
至

に
は
、
千
軒
も
の
家
が
建
ち
並
び
、
お
寺

が
三
つ
も
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

千
軒
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
信
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
大
変
な
に

ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。
今
の
勢
至
に
は
い
家
は
二
十
数

軒
ほ
ど
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
昔
は

こ
の
言
葉
ど
お
り
の
町
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

永
い
間
、
こ
の
こ
と
が
疑
問
に
思
わ
れ

て
き
た
の
で
す
が
、
玉
井
文
書
（
福
岡
県

久
留
米
市
の
球
井
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
古

い
文
書
）
の
発
見
に
よ
っ
て
勢
至
が
、
大

変
な
商
工
業
の
町
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
た
の
で
す
。

そ
の
文
書
に
は
、
勢
至
に
「
鉄
座
」
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し

た
。
「
座
」
と
い
う
の
は
、
昔
力
の
あ
っ

た
人
や
寺
や
神
社
に
頼
ん
で
、
商
品
を
作
っ

た
り
、
売
っ
た
り
す
る
こ
と
を
他
の
物
に

や
ら
せ
ず
、
自
分
た
ち
だ
け
で
で
き
る
よ

う
に
す
る
権
利
を
持
っ
た
組
合
の
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
、
勢
至
に
は
鉄
製
品
を
作
っ

た
り
売
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
組
合
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が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

鉄
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て

欠
か
せ
な
い
と
て
も
大
切
な
も
の
で
す
。

ち
ょ
っ
と
気
を
つ
け
て
身
の
回
り
を
見
て

み
る
と
、
鉄
で
で
き
た
も
の
が
い
た
る
と

こ
ろ
に
見
つ
か
る
は
ず
で
す
。
今
で
こ
そ

簡
単
に
手
に
入
る
鉄
で
す
が
、
昔
は
と
て

も
貴
重
品
で
し
た
。

数
百
年
ほ
ど
前
、
日
本
は
戦
国
時
代
と

い
っ
て
各
地
で
有
力
者
ど
う
し
の
戦
争
が

絶
え
な
い
大
変
な
時
代
で
し
た
。
戦
争
の

時
に
は
、
大
量
の
武
器
が
い
り
ま
す
。
刀

や
槍
、
そ
し
て
鉄
砲
も
鉄
で
で
き
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
と
当
時
の
有
力
者
た
ち
が

い
か
に
鉄
を
求
め
て
い
た
か
と
い
う
こ
と

が
分
か
り
ま
す

従
っ
て
、
こ
の
地
方
の
支
配
者
が
変
わ

る
た
び
に
、
玉
井
氏
（
鉄
座
を
治
め
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
）
に
対
し
て
鉄
座
を
ま

も
っ
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
約
束
を
し
た
書

き
付
け
が
何
枚
も
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
中
に
は
、
あ
の
有
名
な
織
田
信
長
の
も

の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
昔
の
川
は
大
変
重
要
な

物
資
の
輸
送
路
で
あ
り
ま
し
た
。
今
の
津

屋
川
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
想
像
で
き
ま
せ
ん

が
昔
の
津
星
川
は
、
沢
田
、
桜
井
、
上
方
、

龍
泉
寺
、
勢
至
、
石
畑
、
明
徳
、
鷲
之
巣
、

小
倉
と
養
老
山
麓
を
流
れ
、
揖
斐
川
に
合

流
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
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川
を
利
用
し
て
多
く
の
荷
物
が
輸
送
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
勢
至

は
、
京
都
、
北
国
、
伊
勢
を
結
ぶ
昔
の
重

要
な
街
道
沿
い
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
交
通
の
重
要
な
地
点
で
あ
る
と
と
も
に

鉄
座
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
昔
か

ら
大
変
に
栄
え
て
き
た
の
で
す
。

し
か
し
、
「
勢
至
千
軒
」
と
い
わ
れ
た

こ
の
土
地
も
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）

に
は
、
わ
ず
か
八
軒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
急
激
に
衰
え
て

い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

十
七
世
紀
に
な
る
と
、
戦
国
時
代
と
い

わ
れ
る
時
代
が
終
り
、
日
本
は
太
平
の
世

の
中
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
ん
な

中
で
、
武
器
を
そ
ん
な
に
必
要
と
し
な
く

な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
危
険
な
も
の
と
し
て
そ
の
製
造

や
販
売
が
厳
し
く
見
張
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
重
要
な
輸
送
経
路
で

あ
っ
た
津
屋
川
に
、
地
震
や
洪
水
に
よ
っ

て
、
養
老
山
脈
か
ら
多
量
の
土
砂
が
流
れ

こ
み
、
大
き
な
船
が
通
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
、
時
代
の
流
れ

や
、
自
然
現
象
な
ど
に
よ
っ
て
、
勢
至
は
、

急
速
に
衰
え
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

現
在
で
も
、
勢
至
に
は
、
鍛
治
町
、
町
屋

等
の
地
名
が
残
り
、
当
時
の
繁
栄
ぶ
り
を

か
す
か
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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勢
至
の
一
つ
火

む
か
し
、
む
か
し
。
ま
だ
、
多
く
の
人

が
着
物
姿
で
暮
ら
し
て
い
た
、
明
治
の
こ

ろ
の
こ
と
で
す
。

勢
至
村
に
、
と
て
も
仲
の
良
い
巡
査
夫

婦
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
夫
婦
は
、

た
い
そ
う
働
き
者
で
、
村
人
の
た
め
に
、

毎
日
せ
っ
せ
と
見
回
り
を
し
て
お
り
ま
し

た
。今

日
も
、
い
つ
も
の
様
に
、
村
中
を

監
視
し
な
が
ら
歩
い
て
い
る
と
、
巡
査
の

耳
に
、
こ
ん
な
話
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

「
お
い
、
悟
作
さ
ん
と
こ
の
ば
あ
さ
ん
が
、

ゆ
ん
べ
急
に
な
く
な
っ
た
ん
だ
と
。
そ

れ
が
、
あ
れ
の
せ
い
だ
っ
て
い
う
ぞ
。
」

「
お
れ
も
聞
い
た
、
聞
い
た
。
あ
れ
を
見

ち
ゃ
お
し
め
ぇ
だ
っ
て
言
う
の
は
、
や
っ

ぱ
り
本
当
だ
っ
た
ん
だ
な
ぁ
。
ぶ
る
、

ぶ
る
～
。
」

額
を
よ
せ
な
が
ら
、
村
人
た
ち
が
、
何
や

ら
妙
な
話
を
し
て
い
ま
す
。

「
は
て
、
何
の
話
だ
ろ
う
。
あ
れ
と
い
う

の
は
、
な
ん
の
こ
と
な
ん
だ
。
毎
日
、

村
を
見
て
回
っ
て
い
る
が
、
そ
ん
な
恐

ろ
し
い
物
な
ぞ
、
見
た
こ
と
な
い
が
…
。
」

巡
査
は
、
不
思
議
に
思
っ
て
た
ず
ね
ま
し

た
。

「
こ
れ
、
こ
れ
。
何
を
そ
ん
な
に
ふ
る
っ
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て
お
る
ん
だ
？
わ
し
が
一
つ
、
力
に
な

ろ
う
。
あ
れ
と
い
う
の
は
、
何
の
事
だ
。
」

巡
査
が
た
ず
ね
る
と
、
ひ
と
り
の
村
人
が
、

お
そ
る
お
そ
る
話
し
出
し
ま
し
た
。

「
だ
ん
な
、
人
玉
っ
て
知
っ
て
ま
す
か
ね
。

あ
の
、
死
ん
だ
人
間
の
魂
が
も
え
る
っ

て
い
う
、
青
白
い
火
の
玉
の
こ
と
で
す

が
ね
。
実
は
、
そ
の
人
玉
が
、
こ
の
辺

り
に
も
毎
晩
出
る
ん
で
さ
。
た
い
て
い

千
躰
地
蔵
さ
ん
の
辺
り
か
ら
浮
か
び
出

て
、
勢
至
村
へ
飛
び
、
龍
泉
寺
・
柏
尾
・

津
屋
へ
と
、
焼
き
払
わ
れ
た
多
芸
七
坊

の
あ
っ
た
村
々
を
巡
っ
て
消
え
る
ら
し

い
ん
で
す
が
ね
、
こ
の
人
玉
を
見
て
し

ま
う
と
、
必
ず
身
内
に
死
人
が
出
る
っ

て
い
う
ん
で
、
皆
こ
わ
く
て
、
こ
わ
く

て
。
つ
い
ゆ
ん
べ
も
、
ひ
と
り
、
そ
の

せ
い
で
死
人
が
出
た
ん
で
す
よ
。
」

話
し
終
わ
っ
た
村
人
が
、
青
い
顔
を
し
な

が
ら
巡
査
の
方
を
見
つ
め
る
と
、
巡
査
は
、

け
ら
け
ら
と
笑
い
出
し
、

「
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。

よ
し
、
わ
し
が
本
当
か
ど
う
か
確
か
め

て
や
る
。
」

と
言
っ
て
、
そ
の
晩
か
ら
監
視
に
立
つ
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

監
視
を
始
め
て
一
・
二
週
間
は
、
人
玉

の
火
の
字
も
目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
巡
査
は
、

「
ほ
う
れ
、
み
ろ
。
や
っ
ぱ
り
、
そ
ん
な
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事
が
あ
る
も
ん
か
。
」

と
思
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
あ
る
夜
、
と
う
と
う
人
玉
を

見
て
し
ま
っ
た
巡
査
は
、
万
が
一
に
も
そ

ん
な
こ
と
は
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
一

も
く
さ
ん
に
家
へ
と
足
を
急
が
せ
ま
し
た
。

す
る
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
家
で
は
、

今
朝
ま
で
ぴ
ん
ぴ
ん
し
て
い
た
奥
さ
ん
が
、

急
病
で
苦
し
ん
で
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
巡
査
は
、
一
生
け
ん
命
手
を
つ
く
し
、

看
病
を
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
奥
さ
ん
の

病
気
は
つ
い
に
治
ら
ず
、
あ
く
る
朝
、
帰

ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
で

す
。世

に
、
こ
れ
を
『
勢
至
の
一
つ
火
』
と

い
っ
て
、
長
ら
く
人
々
の
間
で
語
り
伝
え

ら
れ
た
と
い
う
話
で
す
。
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上
方
　
白
鳥
神
社
の
神
宿

東
海
自
然
歩
道
を
歩
き
上
方
ま
で
く
る

と
、
白
鳥
神
社
へ
と
つ
づ
く
立
派
な
石
造

り
の
階
段
に
出
会
い
ま
す
。
白
鳥
神
社
は

日
本
式
尊
を
お
祭
り
し
て
い
ま
す
。

日
本
武
尊
は
、
は
る
か
む
か
し
の
英
雄

で
、
伊
吹
山
の
神
様
と
戦
わ
れ
た
と
き
病

に
か
か
り
、
故
郷
大
和
に
帰
る
途
中
こ
の

辺
り
を
通
ら
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
通
ら

れ
た
場
所
に
は
、
尊
に
ま
つ
わ
る
地
名
が

た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
養
老
町
付
近

の
古
い
地
名
「
多
芸
」
も
そ
の
一
つ
で
、

「
わ
た
し
の
足
は
、
た
ぎ
た
ぎ
し
く
（
よ
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ろ
よ
ろ
に
）
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
わ

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
桜
井
も
そ
こ
に
あ
っ
た
泉
で
喉
の
渇
き

を
い
や
さ
れ
た
と
き
、
桜
の
よ
う
な
良
い

香
り
が
し
た
と
こ
ろ
か
ら
付
け
ら
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
伊
勢
の
能
襃
野
で
つ
い
に

お
亡
く
な
り
に
な
り
葬
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
、
尊
の
魂
が
白
鳥
に
な
っ
て
飛
び

立
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
白
鳥

神
社
の
名
も
そ
の
伝
説
か
ら
付
け
ら
れ
た

も
の
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
氏
子
は
、
全
て

の
白
い
鳥
を
大
変
大
切
に
し
、
食
べ
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
一
切
の
器
具
に
も

白
い
鳥
の
羽
根
を
使
わ
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
い
つ
頃
こ
の
神
社
が
建
て
ら
れ
た

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
こ

と
に
記
録
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
よ

く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
「
美
濃
国
神
明
帳
」

と
い
う
千
年
以
上
前
の
記
録
に
そ
の
名
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
す
。

こ
の
白
鳥
神
社
で
は
「
神
宿
」
と
言
わ

れ
る
大
変
め
ず
ら
し
い
風
習
が
今
も
な
お

厳
格
に
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
宿
に
あ
た
っ

た
家
で
は
、
神
様
が
宿
る
と
さ
れ
て
い
る

鰐
口
を
家
の
中
に
お
祭
り
し
、
一
年
間
の

神
社
の
儀
式
の
準
備
を
行
い
、
一
心
に
神

様
に
奉
仕
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
宿
は
、
毎
年
十
一
月
十
八
日
に
「
玉

こ
ろ
お
み
く
じ
」
に
よ
っ
て
選
ば
れ
ま
す
。
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当
た
っ
た
者
は
、
十
一
月
二
九
日
に
神
移

し
の
儀
式
を
行
い
ま
す
。
村
人
が
寝
静
ま

る
頃
、
神
社
の
鍵
、
鏡
、
剣
な
ど
の
道
具

を
新
神
宿
に
移
し
、
い
よ
い
よ
午
前
二
時

ご
ろ
鰐
口
を
前
年
の
神
宿
か
ら
受
け
取
り

ま
す
。
鰐
口
は
、
直
径
四
〇
ｃ
ｍ
位
で
そ

ん
な
に
大
き
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

以
前
神
宿
に
当
た
っ
た
人
に
聞
く
と
だ
れ

も
が
「
米
一
俵
ぐ
ら
い
の
重
さ
（
六
〇
ｋ

ｇ
）
に
感
じ
ら
れ
、
無
事
に
家
ま
で
歩
い

て
た
ど
り
つ
け
る
か
心
配
だ
っ
た
。
」
と

語
り
ま
す
。
ど
う
し
て
こ
の
鰐
口
に
神
様

が
宿
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
こ
ん
な
話
が
残
っ

て
い
ま
す
。
以
前
は
社
殿
に
吊
さ
れ
て
い

て
そ
れ
を
鳴
ら
し
、
お
参
り
し
て
い
た
の

で
す
が
、
あ
る
時
、
盗
人
が
こ
れ
を
盗
み

だ
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
牛
谷
付
近
ま

で
来
る
と
急
に
歩
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
盗
人
は
、
大
い
に
驚
き
、
一
生

懸
命
神
様
に
許
し
て
も
ら
え
る
よ
う
願
っ

た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
歩
け
る
よ
う
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
聞
い
た
村
人
は
鰐

口
こ
そ
神
が
宿
る
も
の
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
て
、
神
宿
に
当
た
る
と
大
変
な
準
備

を
し
た
り
、
様
々
な
し
き
た
り
を
守
っ
た

り
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
神
移

し
の
儀
式
ま
で
に
屋
根
を
修
理
し
ま
す
。

こ
れ
は
神
様
が
お
移
り
に
な
っ
た
あ
と
で
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雨
も
り
な
ど
の
修
理
の
た
め
に
、
人
が
屋

根
に
登
る
の
は
、
大
変
失
礼
に
当
た
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
神
宿
に

当
た
っ
た
一
年
間
に
自
分
の
家
は
も
ち
ろ

ん
、
親
戚
や
上
方
に
出
産
や
葬
式
な
ど
が

あ
る
と
、
そ
れ
を
聞
い
た
日
か
ら
三
日
間

は
、
家
族
の
者
と
は
別
の
火
で
煮
炊
き
し

た
も
の
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
を
別
火
（
べ
っ
か
・
べ
っ
ぴ
）
と
言

い
ま
す
。
正
月
は
も
っ
と
大
変
で
、
大
晦
日

の
午
後
に
な
る
と
水
を
被
っ
て
身
を
清
め
、

三
日
間
座
敷
に
こ
も
り
ま
す
。
こ
の
間
一

切
し
ゃ
べ
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
三
日
間
は
家
族
の
者
で
も
座

敷
に
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
か
ら
当

然
別
火
に
よ
っ
て
食
事
を
と
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
元
旦
に
は
午
前
二
時
ご
ろ
に
や

は
り
水
を
被
っ
て
身
を
清
め
、
神
社
に
行

き
、
門
松
の
上
に
わ
ら
で
作
ら
れ
た
「
ほ

う
か
っ
ぷ
」
と
よ
ば
れ
る
台
に
も
ち
と
ぼ

ら
の
肉
を
二
切
れ
ず
つ
供
え
ま
す
。
こ
れ

を
朝
、
昼
、
晩
の
三
回
、
三
日
間
続
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
厳
し
い
し
き
た
り
を
上
方
の

氏
子
た
ち
は
、
大
変
な
誇
り
と
し
て
二
百

年
以
上
に
わ
た
っ
て
守
り
続
け
て
き
ま
し

た
。
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養
老
山
の
龍
の
お
遊
び

『
龍
』
は
伝
説
の
生
き
物
と
し
て
有
名

で
す
。
で
も
、
本
当
の
姿
を
見
た
人
は
い

ま
せ
ん
。
中
国
で
は
、
龍
の
こ
と
を
次
の

よ
う
に
語
り
伝
え
て
い
ま
す
。

空
想
上
の
生
き
物

角
と
鋭
い
つ
め
を
も
つ
巨
大
な
へ
び

水
と
天
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る

不
思
議
な
力
を
も
っ
て
い
る

こ
の
龍
に
ま
つ
わ
る
お
話
が
、
こ
こ
養

老
の
地
、
竜
泉
寺
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。昔

、
昔
、
遠
い
昔
の
あ
る
暑
い
夏
の
日

の
こ
と
で
す
。
く
る
日
も
く
る
日
も
雨
の

降
ら
な
い
日
が
続
き
ま
し
た
。
人
々
は
、

か
ん
か
ん
と
照
り
つ
け
る
太
陽
を
見
上
げ

－45－



た
め
息
を
つ
き
な
が
ら
、

「
水
が
欲
し
い
な
あ
。
」

「
少
し
で
も
い
い
か
ら
降
っ
て
く
れ
な
い

か
な
あ
。
」

と
い
い
あ
い
ま
し
た
。
す
る
と
長
老
の
一

人
が
、

「
私
が
小
さ
い
こ
ろ
に
聞
い
た
話
じ
ゃ
が
、

じ
つ
は
、
こ
の
竜
泉
寺
に
あ
る
養
老
山

の
頂
上
に
小
さ
な
池
が
あ
っ
て
の
う
。

そ
こ
に
龍
が
住
ん
で
い
る
そ
う
じ
ゃ
。

ひ
で
り
の
時
に
も
こ
の
池
の
水
だ
け
は

な
く
な
ら
な
い
そ
う
じ
ゃ
。
み
ん
な
で

水
を
く
み
に
い
こ
う
。
」

と
言
い
出
し
ま
し
た
。
村
の
人
々
は
、
龍

が
恐
く
て
す
ぐ
に
は
出
か
け
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
水
が
欲
し
く
て

た
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
村
で
も
一
番

勇
気
の
あ
る
若
者
が
出
か
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
村
の
人
々
の
見
送
り
を
う
け

若
者
は
や
っ
と
の
思
い
で
頂
上
に
た
ど
り

着
き
ま
し
た
。
す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。

池
に
は
水
が
な
み
な
み
と
溢
れ
て
い
る
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
で
も
、
ど
こ
を
ど
う

捜
し
て
も
龍
の
姿
は
見
あ
た
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
安
心
し
た
若
者
は
た
っ
ぷ
り
と
水

を
く
む
と
村
へ
と
帰
り
ま
し
た
。
そ
の
後

も
村
人
た
ち
は
、
次
々
と
水
を
く
み
に
出

か
け
て
行
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ

て
か
ら
、
竜
泉
寺
の
人
た
ち
が
気
を
つ
け

て
山
頂
を
見
て
い
る
と
不
思
議
な
こ
と
が
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お
こ
り
ま
し
た
。
　
今
に
も
雨
が
降
り
出

し
そ
う
な
日
に
は
、
山
項
に
一
番
に
雨
雲

が
か
か
り
、
龍
の
住
む
池
の
あ
た
り
か
ら

雨
が
降
り
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
雨
雲

は
、
南
へ
南
へ
と
動
き
、
養
老
町
を
通
り

こ
し
、
南
濃
町
に
あ
る
行
基
寺
と
い
う
お

寺
の
裏
山
ま
で
た
ど
り
着
く
と
、
ぴ
た
り

と
止
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
雨
も

や
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ま

た
し
ば
ら
く
す
る
と
行
基
寺
に
雨
雲
が
か

か
り
雨
が
降
り
出
し
、
養
老
町
の
方
へ
と

動
い
て
く
る
の
で
す
。
じ
っ
と
見
て
い
る

と
、
池
の
あ
た
り
に
雨
雲
が
止
ま
り
雨
も

や
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
ん
な
こ
と
が
続
く
う
ち
に
、
人
々
は

や
は
り
あ
の
池
に
は
龍
が
住
ん
で
い
る
の

だ
と
噂
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
龍
が
養
老
山
頂
づ
た
い
に
南
の
行

基
寺
の
裏
山
ま
で
遊
び
に
出
か
け
て
い
く

の
で
は
な
い
か
と
さ
さ
や
き
合
い
ま
し
た
。

こ
の
お
話
は
、
『
養
老
山
の
龍
の
お
遊

び
』
と
し
て
、
後
々
の
世
ま
で
伝
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
南
濃
町
に
あ
る
行
基
寺
の

縁
起
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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京
ケ
脇
の
口
碑
・
伝
説

一
　
堂
の
庭

現
今
は
山
林
で
あ
り
ま
し
て
、
平
で
あ

り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
屋
敷
形
を
し
て
い

ま
す
。
元
旦
の
朝
、
「
金
鶏
が
鳴
く
げ
な
。
」

と
死
ん
だ
作
兵
衛
と
い
う
者
が
言
っ
た
と
、

せ
が
れ
の
松
次
郎
が
言
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
誰
も
そ
の
鳴
声
を
聞
い
た
と
い

う
者
は
あ
り
ま
せ
ん
。

二
　
馬
場

多
右
衛
門
と
い
う
財
産
家
の
乗
馬
場
で

あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

三
　
多
右
衛
門
屋
敷

現
今
は
、
畑
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昔
は

舟
付
ま
で
他
人
の
土
地
を
踏
ま
ず
し
て
い

け
た
と
い
う
位
の
財
産
家
で
あ
っ
た
と
い

い
ま
す
。

四
　
木
戸
口

た
だ
今
で
も
、
私
の
方
は
猪
が
出
て
畑

作
物
は
稲
な
ど
を
荒
し
ま
し
て
、
ま
こ
と

に
困
り
ま
す
が
、
昔
も
た
い
そ
う
猪
が
出

た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
田
畑
の
周
囲
に
掘

を
掘
り
、
垣
根
を
作
り
、
三
、
四
ケ
所
に

出
入
口
を
作
り
、
朝
は
開
け
に
、
晩
は
閉

ぢ
に
廻
番
で
行
っ
た
の
で
あ
る
そ
う
で
す
。

そ
れ
で
木
戸
口
と
い
う
名
が
つ
い
た
そ
う

で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
木
戸
口
が
三
、
四

ケ
所
あ
る
わ
け
で
す
が
、
た
だ
今
、
木
戸
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口
の
名
の
残
っ
て
い
る
の
は
一
か
所
だ
け

で
す
。

五
　
ウ
ソ
谷

昔
、
京
に
し
よ
う
と
し
て
、
嘘
を
い
っ

た
か
ら
此
名
が
付
い
た
と
申
し
ま
す
。

私
の
方
の
あ
る
者
が
、
い
つ
ぞ
や
ど
こ

か
で
宿
っ
た
時
、
宿
帳
を
付
け
た
ら
、
宿

の
主
人
が
、
「
ミ
ヤ
コ
と
い
う
京
の
字
で

す
か
。
そ
れ
は
、
お
珍
し
い
こ
と
で
す
。

京
と
い
う
字
の
付
く
よ
う
な
所
は
日
本
中

に
も
、
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
」
と

い
っ
た
と
い
う
て
お
り
ま
し
た
。

六
　
ガ
ソ
ド
ウ
谷

こ
れ
は
、
理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

昔
は
（
四
、
五
十
年
前
）
牛
や
馬
が
死
に

ま
す
と
、
こ
の
谷
へ
捨
て
に
行
っ
た
の
だ

そ
う
で
す
。
す
る
と
業
者
が
来
て
皮
を
は

ぎ
、
肉
を
取
り
、
そ
の
他
は
捨
て
て
い
っ

た
そ
う
で
す
。
た
だ
今
で
は
見
ま
せ
ん
が

私
の
子
供
の
時
に
骨
は
と
き
ど
き
見
ま
し

た
。京

ケ
脇
に
は
直
江
の
蓮
光
寺
の
門
徒
が

八
、
九
軒
あ
り
ま
す
。
数
年
前
、
寺
の
天

井
を
修
理
し
ま
し
た
大
工
の
話
に
よ
り
ま

す
と
、
棟
木
に
書
い
て
あ
っ
た
年
号
を
調

べ
ま
し
た
が
百
七
、
八
十
年
前
に
建
っ
た

も
の
と
思
う
。
と
申
し
て
い
ま
し
た
か
ら

少
な
く
と
も
京
ケ
脇
が
出
来
た
の
は
二
百

年
よ
り
新
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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京ヶ脇略図

編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
々
　
　
（
敬
称
略
）

表
紙
絵
と
題
字

久
保
田
正
剛
（
養
老
小
学
校
長
）

さ
し
絵六

年
　
三
田
卓
誠
　
　
田
中
政
充

田
中
悠
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