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KISSO創刊100号記念特別号
「水にまつわる民話集」

はじめに　
　”KISSO”（きっそ）は平成3年12月、木曽三川の歴史・文化の研究成果を，流域
の皆様にご紹介する季刊誌として発行を開始し、本号で節目となる100号を迎えま
した。
　KISSOのネーミングは、「SAVE　THE　KISO」の意味を込められて名付けられ
たものです。ではそもそもなぜ「木曽（キソ）川」と呼ばれるのか。6月に赴任し
た私に疑問が沸いてきましたので早速調べてみました。
　木曽谷を流れている川ということで、上流域の「木曽」と呼ばれる地名に由来す
るようですが、「木曽」という地名の語源については諸説あり、①木曽川上流域の
山岳地の厳しい地形を表現した言葉に由来する、「キソ」は渓谷を意味する地形
語、あるいは「キヅ(傷)」あるいは「キサ（刻）」という語からの転化で、深く刻
まれた渓谷を示す説。②ヒノキをはじめとする美林地帯であり「ヒソ（檜生）」か
らの転化という説。③古代の豪族「キソ（吉蘇、木襲）」族がいた国または地方の
地名する説。などいろいろあるようです。なんとなくスッキリしないのですが、読
者の皆様で他に情報をお持ちの方がいらっしゃったら是非ご教示いただければと思
います。
本号は創刊100号を記念し、これまでに掲載させていただいた木曽川流域の民話

98題を「水にまつわる民話集」と題して、纏めて再掲させていただきました。これ
に加え98題を抽出する段階で収集した1000題を超える民話について、その内容を
「雨乞い」「河童伝説」「蛇抜け」など11のテーマ別に分類し、木曽川流域の中に
おける民話の地域性や特徴について把握していただけるようにとりまとめました。
平成26年7月9日長野県南木曽町で土石流災害が発生し、甚大な被害が発生しま

した。南木曽町では幾度も土石流災害に襲われたことから、土石流災害を「蛇抜
け」と呼んで恐れており、そのことはKISSO第35号の民話「白蛇のお告げ」でも紹
介させていただきました。文字を解せない庶民が子孫に必死に伝承しようとして民
話になったと考えると、改めてその意味が感慨深く感じます。
　ご愛読いただいた読者の皆様や成果等を提供いただいた研究者の皆様のおかげで
四半世紀を迎えましたことに深く感謝するとともに、次の四半世紀に向け新たな”
KISSO”に関しても引き続きご愛読いただきますようお願い申し上げます。

国土交通省中部地方整備局 　　　　　
木曽川下流河川事務所長　飯野  光則



発行番号及び民話タイトル

掲載内容説明

掲載時の本文

民話イメージイラスト

市町村名現在の様子

　川の美しさや怖さ、水の大切さなどを共有する手段としての昔話が流域の

至る所で語り継がれ、先人の川への畏怖の念や水への感謝の気持ちを伝え

ています。

　そこで、先人の川や水への想いを振り返るために、KISSO　創刊１００号の

記念として、創刊以来、裏表紙に掲載してきた木曽三川流域市町村における

｢水にまつわる民話｣を再編集し、特別号(別冊)として発行するものです。

　第１景は、KISSOに掲載されてきた民話の登場場所などを写真で示しつ

つ、新たに書き起こしたイラストを用いて再編集しました。なお．第１景で掲載

した民話は、民話を掲載しなかった第51号と84号を除く98編です。

　第２景では、先の第１景に加え、さらに木曽三川流域内と三川流域以外の

岐阜県内を対象に民話を収集し、それぞれの民話を｢雨乞い｣･｢弘法水｣・

｢河童｣等のジャンル毎に整理しています。整理に当たっては、個々の民話を単

に羅列するのではなく、各ジャンルの民話を類似の内容で「民話群」に分類・

整理し、さらに、各「民話群」の分布領域を図示しています。



■はじめに

第1景　木曽三川流域の民話 ― KISSO第 1号から第100号まで ―
　　　　民話の小箱（Vol.1～Vol.70）
　　　　水にまつわる民話（Vol.71～Vol.100）

第2景　川と水に関わる伝説 ― 木曽三川流域を中心に ―
第 1章　雨乞い伝説
第 2章　竜伝説
第 3章　木地師と椀貸し伝説
第 4章　弘法水と清水伝説
第 5章　雷伝説
第 6章　河童伝説
第 7章　流れ仏伝説
第 8章　治山治水利水伝説
第 9章　人柱伝説
第10章　魚と獣の伝説
第11章　歴史上の人物伝説
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第
1
号
か
ら
第
1
0
0
号
ま
で

木
曽
三
川
流
域
の
民
話

第1景



　

今
か
ら
百
四
十
年
も
前
の
こ
と
。そ
の
当
時
は
、今
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
し
た
堤
防
が
な
か
っ
た
た

め
、海
津
町
で
何
度
も
洪
水
が
あ
り
ま
し
た
。

　

万
寿
新
田
で
は
、堤
防
が
切
れ
な
い
こ
と
を
祈
っ
て
、伊
勢
神
宮
か
ら
お
札
を
も
ら
い
．大
き
な
石
で

燈
明
台
を
つ
く
り
、樋
門
の
上
に
お
祀
り
を
し
ま
し
た
。村
の
人
た
ち
は
、樋
門
を
開
い
て
水
を
入
れ
る

度
、お
祈
り
を
し
ま
し
た
。

　

あ
る
大
雨
の
夜
、樋
門
の
横
の
堤
防
に
切
れ
目
が
で
き
、水
が
漏
れ
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
時
で
す
。燈
明
さ
ん
が
切
れ
目
に
す
っ
ぽ
り
落
ち
ま
し
た
。す
る
と
水
漏
れ
は
見
事
に
な
く
な

り
、堤
防
は
無
事
で
し
た
。次
の
朝
、堤
防
の
様
子
を
見
に
い
っ
た
村
人
た
ち
は
、堤
防
の
切
れ
目
に
燈
明

さ
ん
が
落
ち
て
い
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。燈
明
さ
ん
が
村
を
守
っ
て
く
れ
た
の

だ
」と
村
人
た
ち
は
大
喜
び
で
し
た
。そ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、こ
の
村
で
は
、村
中
の
人
が
集
ま
っ
て
お

祭
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
。た
く
さ
ん
の
赤
や
白
の
ち
ょ
ぅ
ち
ん
を
つ
り
、藁
で
作
っ
た
大
き
な
鯛

や
松
茸
、お
菓
子
な
ど
を
供
え
て
い
ま
し
た
。し
か
し
現
在
で
は
空
の
澄
み
き
っ
た
満
月
の
こ
ろ
に
赤
や

白
の
ち
ょ
う
ち
ん
を
つ
り
、藁
で
作
っ
た
五
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
鯉
を
二
本
笹
の
先
に
つ
け
て
供
え
、お
祭

り
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。大
き
い
石
で
造
ら
れ
た
燈
明
さ
ん
は
、排
水
機
場
や
堤
防
の
工
事
で
何

回
も
動
か
さ
れ
、今
で
は『
大
神
宮
』と
書
か
れ
た
石
碑
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

海
津
郡
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
堤
防
の
上
に
あ
る
燈
明
さ
ん
は
、昔
、堤
防
が
切
れ
た
と
こ
ろ
に
建
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
そ
う
で
す
。そ
し
て
、ど
の
村
で
も
同
じ
よ
う
な
お
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
海
津
の
む
か
し
話
』 

海
津
郡
教
育
振
興『
海
津
の
む
か
し
話
』編
集
委
員  

一
九
八
七
年

海
津
市

1

　

燃
え
さ
か
る
炎
、炎
上
す
る
天
守
閣
…
。栄
華
を
極
め
た
大
阪
城
は
、今
ま
さ
に
落
城
す
る
ば
か
り
。

赤
い
灸
は
夜
空
を
焦
が
し
、暗
雲
た
る
時
代
を
染
め
上
げ
て
い
ま
し
た
。そ
ん
な
時
、一
人
の
美
し
い
姫

君
が
助
け
だ
さ
れ
ま
し
た
。

　

名
は
千
姫
。二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
長
女
、そ
し
て
家
康
の
孫
に
生
ま
れ
な
が
ら
、時
代
の
波
に
も
て

遊
ば
れ
る
か
の
よ
う
に
、慶
長
八（
一
六
〇
三
）年
、七
歳
で
大
阪
城
の
豊
臣
秀
頼
へ
嫁
い
だ
の
で
し
た
。

　

元
和
元（
一
六
一
五
）年
・
大
阪
夏
の
陣
、幸
か
不
幸
か
危
う
く
生
命
を
と
り
と
め
た
美
し
い
千
姫
は
、

江
戸
城
へ
。失
意
を
抱
え
て
旅
に
出
た
の
で
す
。

　

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
道
中
。見
る
も
の
間
く
も
の
す
べ
て
が
色
褪
せ
て
、疲
れ
き
っ
た
千
姫
は
、桑
名

に
立
ち
寄
り
、手
厚
い
も
て
な
し
を
受
け
ま
し
た
。桑
名
藩
主
本
多
忠
政
は
、徳
川
四
天
王
の
一
人
忠
勝

の
子
で
、妻
の
熊
姫
は
千
姫
の
い
と
こ
。彼
等
の
温
か
い
歓
待
ぶ
り
に
、千
姫
は
久
し
振
り
に
笑
顔
を
取
り

戻
し
た
の
で
し
た
。そ
し
て
数
日
後
、再
び
江
戸
城
を
日
指
し
て
旅
路
に
つ
い
た
千
姫
は
、七
里
の
渡
に

向
か
い
ま
す
。こ
の
時
、御
座
船
の
指
揮
を
と
っ
た
の
は
、忠
政
の
嫡
男
忠
刻
。武
勇
に
優
れ
、円
明
流
の
奥

義
を
授
け
ら
れ
た
忠
刻
は
、美
し
い
剣
士
。頬
を
撫
で
る
風
、光
り
が
揺
れ
る
川
面
。熱
田
の
宮
に
向
か
う

御
座
船
で
、二
人
は
恋
に
落
ち
、熱
い
心
を
通
わ
せ
た
の
で
し
た
。

　

久
方
振
り
に
江
戸
に
戻
っ
た
千
姫
は
、「
忠
刻
と
結
婚
し
た
い
」と
祖
父
家
康
に
懇
願
し
た
そ
う
で
す
。

や
が
て
忠
刻
に
結
婚
の
下
命
が
く
だ
り
、千
姫
は
思
い
出
深
い
七
里
の
渡
し
を
通
り
、桑
名
へ
嫁
い
で
き

た
の
で
す
。

　

元
和
三（
一
六
一
七
）年
、本
多
家
は
加
増
さ
れ
、姫
路
へ
本
拠
を
移
す
ま
で
約
一
〇
カ
月
。千
姫
と
忠

刻
は
桑
名
で
幸
せ
な
日
々
を
過
ご
し
た
と
か
。こ
の
間
千
姫
は
東
照
宮
を
桑
名
神
社
に
勧
請
し
、家
康
の

木
像
を
奉
納
し
て
い
る
そ
う
で
す
。し
か
し
、そ
の
幸
せ
も
つ
か
の
間
の
こ
と
。忠
刻
は
若
く
し
て
亡
く
な

り
、尼
と
な
っ
た
千
姫
は
天
樹
院
と
称
し
て
、そ
の
冥
福
を
折
り
続
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
桑
名
の
伝
説・昔
話
』近
藤
杢
、平
岡
潤 

桑
名
市
教
育
委
員
会  

一
九
七
六
年

桑
名
市

2

万寿新田の燈明さん

千姫折鶴行列
徳川2代将軍秀忠の長女で本多忠勝の孫・忠刻の室
「千姫」と「桑名の千羽鶴」の「千」とに因み「千姫折鶴
行列」が10月に行われている。
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民
話
の
小
箱



　

昔
の
昔
、ま
だ
江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
る
前
の
お
話
で
す
。

木
曽
川
や
長
良
川
、揖
斐
川
の
下
流
に
は
、小
さ
な
輪
中
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
し
た
。村
の
人
た
ち
は
堤

防
を
作
り
、木
を
植
え
、自
分
た
ち
の
家
や
田
畑
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。そ
ん
な
輪
中
の
一
つ
に
西
川
輪
中

が
あ
り
ま
し
た
。

　

い
つ
の
頃
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、こ
の
西
川
輪
中
に
一
体
の
お
地
蔵
様
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。こ

の
土
地
は
、低
い
と
こ
ろ
で
た
び
た
び
洪
水
が
起
こ
り
、浸
水
し
ま
し
た
。そ
の
た
め
こ
の
お
地
蔵
様
も
、

そ
の
度
ご
と
に
水
浸
し
に
な
る
こ
と
が
多
く
、村
の
人
た
ち
は「
尻
冷
や
し
地
蔵
」と
か「
川
立
ち
地
蔵
」

と
か
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

　

あ
る
時
、百
姓
喜
助
と
い
う
人
は
、お
地
蔵
様
が
長
い
間
、沼
田
の
中
に
立
っ
て
い
る
の
を
気
の
毒
に
思

い
ま
し
た
。そ
こ
で
少
し
で
も
水
に
つ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
探
し
、近
く
の
堤
の
上
に
安
置
し
ま
し
た
。す

る
と
そ
の
夜
、喜
助
は
う
わ
言
を
い
い
、こ
の
世
の
も
の
と
も
思
え
な
い
行
動
を
と
り
ま
し
た
。喜
助
の
奇

妙
な
行
動
は
、そ
の
日
か
ら
幾
日
も
続
き
ま
し
た
。家
族
は
、ど
う
し
て
喜
助
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か

わ
か
ら
ず
、途
方
に
暮
れ
、嘆
き
悲
し
み
ま
し
た
。何
日
も
過
ぎ
た
夜
、喜
助
の
夢
に
突
然
、お
地
蔵
様
が

現
わ
れ
ま
し
た
。お
地
蔵
様
は
、「
我
は
水
に
溺
れ
て
死
す
る
衆
生
を
助
け
ん
た
め
に
、水
に
浮
か
ん
で

立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。急
い
で
元
の
と
こ
ろ
に
帰
ら
せ
よ
」喜
助
は
突
然
夢
か
ら
さ
め
た
よ
う
に
な
り
、

夢
の
中
で
の
出
来
事
を
、家
族
に
話
し
ま
し
た
。家
族
は
た
い
へ
ん
驚
き
、お
地
蔵
様
を
す
ぐ
に
元
の
沼

田
に
返
し
ま
し
た
。そ
の
日
か
ら
喜
助
は
、元
気
な
喜
助
に
戻
り
、二
度
と
気
が
ふ
れ
る
こ
と
は
な
く
な

り
ま
し
た
。

　

寛
文
年
間（
一
六
六
〇
年
頃
）に
は
、お
地
蔵
様
は
沼
田
か
ら
一
丁
あ
ま
り
北
に
あ
る
八
十
河
原
に
移

さ
れ
、松
の
木
の
根
元
に
お
堂
が
建
て
ら
れ
て
、安
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
長
島
町
誌
上
巻
』長
島
町
教
育
委
員
会  

一
九
七
八
年

桑
名
市

3

　

昔
の
昔
、木
曽
岬
町
の
福
崎
に
は
大
池
が
あ
り
ま
し
た
。今
で
こ
そ
、黄
金
色
の
稲
穂
が
波
打
つ
肥
沃

な
田
園
地
帯
も
、そ
の
昔
は
、深
く
不
気
味
な
池
だ
っ
た
と
か
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
池
は
、堤
防
が
決
壊
し
て
で
き
た
も
の
で
、村
の
古
老
で
さ
え
、そ
の
深
さ
を
知
ら
な
い

と
い
う
約
三
〇
〇
〇
㎡
が
ほ
ど
の
大
き
な
池
。三
m
余
り
の
大
蛇
が
住
ん
で
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　

あ
る
日
の
こ
と
で
す
。村
の
農
民
で
竹
内
甚
九
郎
と
い
う
人
が
、池
の
ほ
と
り
の
田
ん
ぼ
で
草
取
り
を

し
て
い
ま
し
た
。あ
ま
り
の
暑
さ
に
木
陰
に
横
た
わ
っ
て
い
た
枯
れ
木
に
腰
を
か
け
、一
服
た
ば
こ
を
く
わ

え
て
休
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、突
然
、雷
鳴
が
と
ど
ろ
き
、突
風
が
吹
き
荒
れ
ま
し
た
。

　

恐
れ
お
の
の
い
た
甚
九
郎
は
、枯
れ
木
に
し
が
み
つ
き
神
仏
に
助
け
を
求
め
た
そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
、

そ
の
枯
れ
木
も
大
き
な
地
ひ
び
き
と
と
も
に
動
き
だ
し
、す
さ
ま
じ
い
音
を
立
て
、水
け
む
り
を
あ
げ
て

大
池
に
沈
ん
で
い
き
ま
し
た
。こ
れ
は
長
年
こ
の
池
に
住
む
大
蛇
の
仕
業
だ
っ
た
と
か
。

　

甚
九
郎
は
恐
怖
の
あ
ま
り
気
を
失
い
、そ
の
場
に
倒
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、夕
方
、家
人
に
助
け
ら

れ
、十
日
ほ
ど
高
熱
で
う
な
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
こ
の
池
は「
魔
の
池
」と
し
て
村
人
に
恐
れ
ら
れ
、こ
こ
に
集
ま
る
魚
に
は
、誰
も
綱
を
入
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

時
代
は
移
り
明
治
末
期
に
は
、巡
査
が
博
徒
を
追
っ
て
こ
の
池
に
飛
び
込
み
、翌
日
に
は
死
体
と
な
っ

て
発
見
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
「
魔
の
池
」の
伝
説
は
、誰
も
が
知
る
こ
と
と
な
り
、昭
和
三
一
年
、木
曽
川
の
土
砂
を
吹
き
込
ん
で
干

拓
さ
れ
る
ま
で
、人
々
は
こ
の
池
に
決
し
て
近
寄
る
こ
と
が
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
木
曽
岬
町
史（
木
曽
岬
村
史
改
訂
版
）』木
曽
岬
役
場  

一
九
九
八
年

木
曽
岬
町
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「福崎の大池」跡に造られた木曽岬神社
「福崎の大池」のその後　大池は昔からある「雁ヶ地
四ヶ字社」の東側に広がっていたが、昭和31年に木曽
川の土砂で埋められ、小さくなった池が残っていた。そ
の後、昭和34年の伊勢湾台風で多数の犠牲者が出た
ため、残っていた池を埋め、木曽岬神社が建てられた。

川立ち地蔵
『長島町誌上巻』は、「西川村八幡宮（「西川の八幡様
（94号）」参照）に祀ってあった地蔵尊が、慶長年間
（1610年頃）に藩主菅沼氏の庇護により、八幡杜から
一町ばかり北の、八十河原に移転した」と記している。
　

がんがじ
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昔
、昔
、今
か
ら
四
百
年
ほ
ど
前
の
お
話
で
す
。

　

夕
暮
れ
時
に
、香
取
川
の
河
原
近
く
を
二
隻
の
田
船
に
乗
っ
た
村
人
が
お
り
ま
し
た
。黄
金
色
の
稲
穂

を
垂
れ
る
田
園
で
農
作
業
を
終
え
た
村
人
は
、多
度
山
に
沈
む
夕
日
の
美
し
さ
に
見
と
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
時
、遠
く
か
ら
か
す
か
な
泣
き
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。不
思
議
に
思
っ
た
村
人
が
あ
た
り

を
見
渡
す
と
、中
州
の
葦
原
に
高
貴
な
身
な
り
を
し
た
中
年
の
女
性
と
、少
年
の
亡
き
骸
が
流
さ
れ
て
い

る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。驚
い
た
村
人
が
そ
ば
に
近
づ
く
と
、女
性
の
手
に
は
し
っ
か
り
と
紐
が
に
ぎ
り

し
め
ら
れ
、そ
の
紐
は
長
く
伸
び
て
、葦
原
の
浅
瀬
に
漂
う
白
い
包
み
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。か
す
か

な
泣
き
声
は
、こ
の
白
い
包
み
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
の
で
し
た
。

　

上
等
の
ふ
と
ん
と
葦
の
束
に
く
る
ま
っ
た
幼
子
。「
と
に
か
く
助
け
な
く
て
は
」と
村
人
は
包
み
を
解
い

て
抱
き
上
げ
る
と
、幼
子
の
着
て
い
た
絹
の
衣
に
は
、長
島
の
願
証
寺
の
御
堂
の
紋
が
し
る
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

そ
の
日
は
、長
島
城
落
城
の
日
。時
の
権
力
者
織
田
信
長
と
苦
し
い
戦
い
を
続
け
た
一
向
宗
が
無
念
の

敗
北
を
と
げ
た
そ
の
日
な
の
で
し
た
。門
徒
を
率
い
た
願
証
寺
の
寺
主
・
顕
忍
は
討
死
。村
人
の
手
に

よ
っ
て
救
わ
れ
た
幼
子
は
、顕
忍
の
弟
君
で
あ
る
准
恵
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
「
こ
れ
は
え
ら
い
事
じ
ゃ
。早
く
お
隠
し
せ
ね
ば
」と
、二
人
の
亡
き
骸
を
ね
ん
ご
ろ
に
葬
っ
て
か
ら
、御

子
を
抱
き
か
か
え
て
そ
こ
を
立
ち
去
り
、孫
右
衛
門（
多
度
町
正
覚
寺
・
初
代
賢
智
）の
寺
に
か
く
ま
っ

て
、手
厚
く
介
抱
し
た
の
で
し
た
。

　

数
日
後
、孫
右
衛
門
は
大
阪
石
山
本
願
寺
へ
准
恵
を
お
連
れ
し
た
と
こ
ろ
、顕
如
上
人
は
こ
と
の
ほ
か

お
喜
び
に
な
り
、御
褒
美
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
絵
像
を
つ
か
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
阿
弥
陀
如
来
の
絵
像
は
今
で
も
正
覚
寺
の
家
宝
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
長
島
風
土
記
』金
森
勝  

二
〇
〇
〇
年

桑
名
市
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昔
、昔
、ま
れ
に
見
ぬ
大
雨
の
年
の
こ
と
で
し
た
。激
し
い
雨
は
、長
良
川
を
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
荒
れ
狂

わ
せ
、つ
い
に
堤
防
が
破
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。長
良
の
村
々
は
、あ
っ
と
い
う
間
に
、多
く
の
家
や
田
畑
、

そ
し
て
尊
い
人
の
命
ま
で
も
が
濁
流
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。多
く
の
も
の
を
失
っ
た
村
人
達

は
、な
す
術
も
な
く
た
だ
途
方
に
暮
れ
る
ば
か
り
。

そ
ん
な
と
き
、こ
の
村
を
一
人
の
不
思
議
な
旅
人
が
通
り
掛
か
り
ま
し
た
。村
人
の
悲
し
み
を
見
兼
ね

た
旅
人
は
、『
今
度
、堤
防
を
築
く
と
き
は
、村
で
一
番
美
し
い
娘
を
人
柱
に
お
立
て
な
さ
い
。そ
う
す
れ

ば
、堤
防
が
切
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
』と
言
い
残
し
て
立
ち
去
っ
た
の
で
す
。

は
じ
め
は『
そ
ん
な
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
』と
い
っ
て
い
た
村
人
た
ち
で
し
た
が
、ほ
か
に

良
い
策
も
な
く
、つ
い
に
人
柱
を
立
て
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
の
で
す
。

ち
ょ
う
ど
村
に
は
、村
一
番
の
器
量
良
し
と
評
判
の
娘
が
お
り
ま
し
た
。若
く
、美
し
い
そ
の
娘
の
名
は
、

〝
お
く
わ
〞。村
人
達
は
断
腸
の
思
い
で
、お
く
わ
に
人
柱
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
上
げ
ま
し
た
。

突
然
の
話
に
、両
親
は
嘆
き
悲
し
み
、お
く
わ
も
泣
き
暮
ら
す
毎
日
が
続
き
ま
し
た
。

悩
み
あ
ぐ
ね
た
お
く
わ
は
、つ
い
に
決
心
し
た
の
で
す
。

『
私
が
人
柱
に
な
る
こ
と
で
、多
く
の
人
の
命
と
こ
の
村
が
助
か
る
の
な
ら
、喜
ん
で
人
柱
に
な
り
ま

し
ょ
う
』お
く
わ
は
、静
か
に
、き
っ
ぱ
り
と
こ
う
言
い
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、深
い
哀
し
み
の
中
、新
し
い
堤
防
が
築
か
れ
た
の
で
す
。

花
び
ら
を
淡
い
ピ
ン
ク
に
染
め
、そ
の
短
い
命
を
惜
し
む
こ
と
な
く
数
週
間
で
潔
く
散
ら
す
桜
。そ
の

花
言
葉
は〝
純
潔″
で
す
。『
さ
く
ら
づ
つ
み
』の
桜
は
、こ
れ
か
ら
も
毎
年
き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。ま
る
で
、お
く
わ
の
清
く
、美
し
い
心
の
気
高
さ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
。

【
参
考
図
書
】 『
岐
阜
の
つ
た
え
話
』岐
阜
の
つ
た
え
話
編
集
委
員
会
　
　
　
　
　 

公
益
財
団
法
人
岐
阜
市
教
育
文
化
振
興
事
業
団  

一
九
九
六
年

岐
阜
市
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おくわを供養する桜堤の祠

正覚寺
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時
は
元
禄
一
四
年
、こ
の
京
都
で
は
疫
病
が
大
流
行
し
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
、一
風
変
わ
っ
た
一
人
の
男
が
お
り
ま
し
た
。こ
の
人
は
神
祇
様
と
呼
ば
れ
町
民
を
集

め
て
は「
今
、京
の
町
に
疫
病
が
流
行
す
る
の
は
山
々
の
木
を
乱
伐
し
た
た
め
で
あ
る
。乱
伐
は
洪
水
を

招
き
、飲
み
水
も
汚
染
し
た
。こ
れ
は
天
の
恩
、地
の
恩
を
忘
れ
、神
々
に
背
い
た
罰
。今
こ
そ
自
然
を
大

切
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」と
説
法
を
繰
り
返
し
、病
人
に
は
薬
草
を
煎
じ
て
与
え
、た
い
そ
う
敬
わ
れ
て
お

り
ま
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、住
吉
神
社
の
石
段
に
腰
を
下
ろ
し
て
休
ん
で
い
る
う
ち
、神
祇
様
は
、い
つ
の
間
に
か

と
う
と
う
眠
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。す
る
と
、夢
の
中
に
住
吉
神
が
現
れ
て『
お
前
の
行
い
は
、大
変

感
心
だ
。し
か
し
、困
っ
て
い
る
の
は
京
の
人
だ
け
で
は
な
い
ぞ
。遠
く
信
州
木
曽
の
人
々
は
、山
中
に
住

み
な
が
ら
地
形
が
悪
い
た
め
飲
み
水
に
も
事
欠
き
、川
の
水
を
飲
み
、病
人
が
続
出
し
て
い
る
。こ
の
境

内
に
あ
る
柳
の
枝
を
折
っ
て
杖
と
す
る
が
良
い
。木
曽
川
に
沿
っ
て
上
れ
ば
、必
ず
そ
の
村
に
行
き
着
く
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
、そ
こ
に
杖
を
差
し
込
ん
で
み
る
の
じ
ゃ
。念
ず
れ
ば
た
ち
ま
ち
法
水
が
湧

き
出
し
、村
人
た
ち
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
』と
告
げ
ま
し
た
。

夢
か
ら
覚
め
た
神
祇
様
は
、早
速
お
告
げ
に
従
っ
て
旅
に
出
ま
し
た
。そ
し
て
た
ど
り
着
い
た
の
が
、

鳥
居
峠
の
麓
・
薮
原
。神
祇
様
は
早
速
ク
ズ
沢
の
下
流
、木
曽
川
に
合
流
す
る
地
点
の
南
側
の
崖
っ
ぶ
ち

に
、柳
の
枝
を
差
し
、穴
を
開
け
て
お
経
を
唱
え
ま
し
た
。し
ば
ら
く
す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
温
泉
の

よ
う
に
暖
か
く
、飲
め
ば
素
晴
ら
し
い
味
わ
い
の
水
が
湧
き
出
し
た
の
で
す
。村
人
た
ち
は
躍
り
上
が
っ

て
喜
び
ま
し
た
。

そ
の
後
、神
祇
様
は
そ
の
清
水
の
脇
に
庵
を
作
り
、薬
草
を
そ
の
清
水
で
煎
じ
た
薬
を
与
え
、村
の
病

人
を
救
っ
て
暮
ら
し
た
そ
う
で
す
。

薮
原
に
ク
ズ
沢
の
下
流
、木
曽
川
と
の
合
流
点
の
南
側
に
は
、現
在
で
も
、美
し
い
清
水
が
こ
ん
こ
ん

と
湧
き
出
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
木
祖
村
誌
民
俗
編
』木
祖
村
誌
編
纂
委
員
会  

一
九
九
八
年

木
祖
村
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む
か
し
、む
か
し
の
お
話
で
す
。そ
の
こ
ろ
は
、今
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
し
た
堤
防
で
は
な
か
っ
た
た

め
、洪
水
の
度
に
、海
津
町
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、何
度
も
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、い
つ
も
の
よ
う
に
大
水
が
で
ま
し
た
。そ
の
時
、秋
江
・
大
和
田
の
お
宮
さ
ん
か
ら
、石

で
で
き
た
立
派
な
ご
神
体
が
札
野
一
色
に
流
れ
つ
き
ま
し
た
。

村
人
た
ち
は
、「
こ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
こ
と
じ
ゃ
。こ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
は
ば
ち
が
あ
た
る
ぞ
」

と
、も
と
の
お
宮
さ
ん
に
、お
そ
る
お
そ
る
お
返
し
し
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
数
年
た
っ
て
、ま
た
大
水
が
あ

り
ま
し
た
。

水
が
引
い
て
か
ら
よ
く
見
る
と
、な
ん
と
不
思
議
な
こ
と
に
、以
前
お
返
し
し
た
ご
神
体
が
前
と
同
じ

と
こ
ろ
に
流
さ
れ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。村
人
び
っ
く
り
し
て
、手
を
合
わ
せ
な
が
ら
、「
こ
れ
は
、

本
当
に
不
思
議
な
こ
と
じ
ゃ
。二
回
も
こ
こ
へ
来
な
さ
る
と
い
う
こ
と
は
、こ
こ
に
ま
つ
ら
れ
た
い
と
願
っ

て
お
ら
れ
る
の
じ
ゃ
ろ
。皆
の
衆
、ど
う
じ
ゃ
ろ
う
」と
言
っ
て
、そ
の
場
所
に
ま
つ
る
相
談
を
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、新
し
く
神
社
に
ま
つ
る
に
は
、お
殿
様
の
許
可
が
い
り
ま
し
た
。そ
こ
で
、村
の
中
で
も
力
が

あ
っ
た
佐
藤
仙
右
衛
門
さ
ん
を
総
代
に
し
て
、お
殿
様
に
お
願
い
を
し
ま
し
た
。信
心
深
い
お
殿
様
は
、「
よ

か
ろ
う
」と
、木
の
お
札
を
く
だ
さ
い
ま
し
た（
今
で
も
佐
藤
さ
ん
の
家
に
あ
り
ま
す
）。村
人
た
ち
は
、こ
の

お
社
を『
山
の
神
』と
呼
び
、「
ど
う
か
村
が
安
全
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、家
内
が
安
全
で
あ
り
ま
す
よ
う

に
、作
物
が
よ
く
取
れ
ま
す
よ
う
に
」と
い
う
願
い
を
込
め
て
、お
ま
つ
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
で
も
、年
の
暮
れ
に
な
る
と
、か
が
り
火
を
た
き
、お
神
酒
や
お
供
え
を
し
て
、「
今
年
も
豊
作
で
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。今
年
一
年
、村
が
無
事
に
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
も
、山
の
神
様
の
お
陰
で

す
。新
し
い
年
も
、ど
う
か
良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」と
、感
謝
の
気
持
ち
で
お
ま
い
り
し
て
い
ま
す
。

『
山
の
神
』は
、今
で
も
、村
人
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
海
津
の
む
か
し
話
』海
津
郡
教
育
振
興 

『
海
津
の
む
か
し
話
』編
集
委
員
会  

一
九
八
七
年

海
津
市
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神祇様を祀っている祠

山の神
主に山での各種仕事に関わる人々に信仰される山の
神が、春の稲作開始時期になると里へ下って田の神に
なる、と伝承されてきた（田の神・山の神の春秋去来）。
海津市海津町札野一色の民家駐車場側に『山の神』は
祀られ、毎年、１月１日に村人が山の神に寄り集まる。
「女は御神体には触っていけない」と伝わっている。
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む
か
し
、む
か
し
の
お
話
で
す
。

藤
橋
村
か
ら
板
内
村
へ
行
く
人
々
は
、も
っ
ぱ
ら
西
横
山
の「
く
ろ
が
ね
峠
」を
越
え
て
い
き
ま
し
た
。

切
り
立
っ
た
崖
に
沿
い
な
が
ら
、曲
が
り
く
ね
っ
た
そ
の
道
は
、時
折
り
、猪
や
狐
が
出
没
す
る
獣
道
。昼

な
お
薄
暗
く
、悪
魔
が
で
て
く
る
よ
う
な
、あ
や
し
げ
な
妖
気
が
漂
っ
て
い
ま
し
た
。そ
ん
な
獣
道
に
も
、

清
々
し
い
滝
が
美
し
い
飛
沫
を
あ
げ
て
流
れ
落
ち
て
い
ま
す
。た
ろ
べ
の
滝
で
す
。

こ
の
滝
は
、村
人
や
旅
人
た
ち
に
と
つ
て
大
切
な
く
つ
ろ
ぎ
の
場
所
。炭
や
薪
を
背
負
い
、歩
き
疲
れ
た

村
人
た
ち
は
、急
な
崖
を
お
り
て
、美
し
い
滝
の
水
を
口
に
含
む
と
、体
の
芯
か
ら
元
気
が
み
な
ぎ
っ
て
く

る
か
ら
不
思
議
な
も
の
で
す
。

日
照
り
続
き
の
あ
る
夏
の
日
の
こ
と
で
す
。ひ
と
り
の
炭
焼
き
が
、い
つ
も
の
よ
う
に
滝
の
ほ
と
り
で
休

ん
で
い
る
と
、一
匹
の
河
童
が
、滝
壺
の
中
か
ら
突
然
現
れ
ま
し
た
。

「
こ
の
村
の
稗
も
粟
も
日
照
り
で
す
っ
か
り
や
ら
れ
、幾
日
も
な
ん
に
も
食
べ
て
い
ま
せ
ん
。ど
う
か
そ

の
瓜
を
一
切
れ
、分
け
て
く
だ
さ
い
」と
、今
に
も
泣
か
ん
ば
か
り
に
頼
む
の
で
す
。

食
べ
る
こ
と
に
も
事
欠
い
て
い
た
の
は
、村
人
だ
け
で
は
な
く
、た
ろ
べ
の
滝
に
住
む
河
童
も
同
じ
こ
と
。

痩
せ
き
っ
た
河
童
を
可
哀
想
に
思
っ
た
炭
焼
き
は
、「
わ
か
っ
た
こ
の
瓜
を
一
切
れ
恵
ん
で
や
ろ
う
。し

か
し
こ
の
瓜
は
私
に
と
つ
て
も
、残
り
の
一
切
れ
。こ
れ
を
恵
ん
で
や
る
代
わ
り
、お
ま
え
も
こ
の
美
し
い

滝
の
水
を
永
遠
に
絶
や
さ
な
い
こ
と
を
、私
に
約
束
し
て
く
れ
な
い
か
」と
河
童
に
言
い
ま
し
た
。

「
約
束
し
ま
す
、約
束
し
ま
す
。こ
の
滝
の
水
を
永
久
に
絶
や
さ
な
い
こ
と
を
約
束
し
ま
す
」、瓜
を
も

ら
っ
た
河
童
は
、う
れ
し
そ
う
に
滝
壺
奥
深
く
に
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
夏
の
日
か
ら
、た
ろ
べ
の
美
し
い
滝
は
決
し
て
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。ま
ろ
や
か
で
清
々

し
い
そ
の
水
は
、町
の
茶
人
に
も
愛
さ
れ
て
、水
を
汲
み
に
く
る
風
流
人
も
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

【
参
考
図
書
】現
地
の
案
内
板

揖
斐
川
町

9

春
に
は
美
し
い
桜
並
木
を
映
し
出
し
、夏
に
は
水
面
が
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
入
鹿
池
。そ
の
入
鹿
池
が
造

ら
れ
た
の
は
寛
永
一
〇（
一
六
三
三
）年
の
こ
と
。

人
々
は
、堤
防
が
切
れ
な
い
こ
と
を
祈
っ
て
、彫
刻
の
名
人
・
左
甚
五
郎
に
池
の
主
を
作
っ
て
も
ら
う
こ

と
を
決
め
ま
し
た
。

甚
五
郎
が
掘
り
あ
げ
た
の
は
、見
事
な
二
頭
の
馬
。そ
れ
は
人
々
が
見
守
る
中
、ゆ
っ
く
り
と
池
に
沈

ん
で
い
き
ま
し
た
。し
か
し
、江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
変
わ
ろ
う
と
し
た
年
の
こ
と
。四
月
下
旬
か

ら
続
く
長
雨
が
降
り
止
ま
ず
、池
の
水
は
増
え
る
一
方
だ
っ
た
の
で
す
。

「
お
い
。大
丈
夫
だ
ろ
う
か
」、「
こ
う
、雨
が
降
り
続
い
て
は
、堤
防
の
土
も
ゆ
る
ん
で
し
ま
う
な
あ
〜
」。

人
々
は
口
々
に
、入
鹿
池
を
心
配
し
あ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
あ
る
と
き
、池
の
様
子
を
見
る
と
、な
ん
と
、馬
が
水
を
飲
ん
で
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

し
か
も
、馬
の
ひ
と
の
み
す
る
ご
と
に
グ
ン
グ
ン
と
、水
面
は
2
ｍ
近
く
も
減
っ
て
い
き
ま
す
。

「
あ
あ
、あ
れ
は
き
っ
と
、あ
の
時
入
れ
た
池
の
主
の
お
か
げ
じ
ゃ
な
」、「
本
当
に
、あ
り
が
た
い
、あ
り

が
た
い
」。

し
か
し
、そ
の
後
も
雨
は
容
赦
な
く
降
り
続
き
、つ
い
に
あ
る
日
の
こ
と
。突
然
、ゴ
ロ
ゴ
ロ
ッ
、シ
ュ
ー
ッ

と
い
う
音
が
鳴
り
響
い
た
か
と
思
う
と
、大
き
な
お
な
か
を
し
た
二
頭
の
馬
が
天
高
く
昇
っ
て
い
く
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

入
鹿
他
の
堤
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、そ
の
瞬
間
の
こ
と
で
し
た
。こ
の
災
害
は
、と
て
つ
も
な
く
大

き
な
も
の
と
な
り
、池
の
水
は
名
古
屋
に
ま
で
流
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
犬
山
こ
ぼ
れ
話
』市
橋
鐸  

一
九
六
七
年

犬
山
市

10

入鹿池の百間堤

たろべの滝（『藤橋村史上巻』より）
揖斐川町西横山の奥の北ノ谷川にあ
る落差10mの滝であるが、数年前から
道路補修がされず、現在は行くことが
困難。　

〜
天
に
昇
っ
た
二
頭
の
馬
〜
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今
か
ら
一
七
〇
年
ほ
ど
昔
、文
化
十
二（
一
八
一
五
）年
七
月
の
こ
と
で
す
。

暴
れ
狂
う
大
嵐
が
勝
賀
の
堤
防
を
壊
し
、大
水
が
辺
り
一
帯
の
村
す
べ
て
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
い
ま

し
た
。

堤
防
は
何
度
堰
き
止
め
て
も
す
ぐ
に
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。進
ま
ぬ
工
事
、水
浸
し
の
田
畑
。

途
方
に
暮
れ
る
村
人
達
の
中
か
ら
、「
堤
防
が
崩
れ
る
の
は
川
の
神
様
が
お
怒
り
に
な
っ
と
る
か
ら
じ
ゃ
」

と
言
う
不
安
気
な
声
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
い
る
間
も
川
は
ど
ん
ど
ん
水
を
増
し
て
ゆ
き
ま
す
。川
の
神
様
の
怒
り
を
沈
め
る
た
め
に
、

と
う
と
う
人
柱
を
た
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。し
か
し
、誰
一
人
と
し
て
人
柱
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は

い
ま
せ
ん
。

困
り
果
て
る
村
人
達
を
み
か
ね
て
、庄
屋
の
伊
藤
佐
平
治
は
口
を
開
き
ま
し
た
。

「
こ
の
中
で
つ
ぎ
の
あ
た
っ
た
袴
を
履
い
て
い
る
者
が
、人
柱
に
な
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
・・・
」

全
員
の
袴
を
調
べ
て
み
る
と
、つ
ぎ
が
あ
て
て
あ
る
袴
を
履
い
て
い
た
の
は
佐
平
治
た
だ
ひ
と
り
だ
け
。

人
柱
に
な
る
こ
と
を
密
か
に
決
意
し
て
い
た
佐
平
治
は
、村
を
救
う
た
め
、工
事
の
完
成
を
祈
り
な
が

ら
、う
ず
ま
く
川
の
中
へ
消
え
て
行
き
ま
し
た
。

や
が
て
、川
は
も
と
の
穏
や
か
さ
を
取
り
戻
し
、村
の
田
畑
は
豊
か
な
恵
み
を
受
け
た
と
い
い
ま
す
。

そ
の
後
、こ
の
災
害
に
よ
っ
て
で
き
た「
大
池
」の
そ
ば
に
、村
人
た
ち
の
手
で
佐
平
治
を
祀
っ
た
お
社

が
造
ら
れ
ま
し
た
。

平
田
町
勝
賀
の
神
明
神
社
境
内
に
建
て
ら
れ
た『
若
宮
さ
ま
』。

こ
の
小
さ
な
お
社
に
は
今
も
、村
人
達
の
平
穏
へ
の
願
い
と
感
謝
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
海
津
の
む
か
し
話
』 

海
津
郡
教
育
振
興『
海
津
の
む
か
し
話
』編
集
委
員
会  
一
九
八
七
年

海
津
市
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今
か
ら
お
よ
そ
三
六
〇
年
前
の
こ
と
。寛
永
年
間（
一
六
三
四
）の
出
来
事
で
す
。

時
の
城
主
松
平
定
綱
は
大
垣
城
を
修
築
し
よ
う
と
、沢
山
の
石
垣
石
を
赤
坂
北
之
端
に
あ
る
金
生
山

か
ら
切
り
出
し
ま
し
た
。し
か
し
、車
も
鉄
道
も
な
い
時
代
の
こ
と
。一
m
以
上
の
石
を
城
ま
で
運
ぶ
の

は
、一
苦
労
。

人
々
は
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
、田
ん
ぼ
に
青
竹
を
敷
き
つ
め
て
竹
の
道
を
作
り
、大
勢
の
人
夫
を
狩
り
だ

し
、大
き
な
石
を
ゴ
ロ
ゴ
ロ
転
が
し
て
、杭
瀬
川
ま
で
運
び
、こ
こ
か
ら
は
筏
を
組
ん
で
、船
町
川
か
ら
外

堀
の
水
門
川
を
経
て
、城
内
へ
運
び
ま
し
た
。

お
殿
様
は
立
派
な
石
垣
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
の
を
こ
と
の
ほ
か
喜
び
、毎
日
毎
日
、エ
事
を
見
守
っ

て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
あ
る
日
の
こ
と
で
す
。た
い
そ
う
大
き
な
石
が
ど
う
し
て
も
動
き
ま
せ
ん
。

人
夫
た
ち
は
み
ん
な
困
り
果
て
て
い
た
と
こ
ろ
、お
殿
様
は
大
変
お
怒
り
に
な
り
、「
こ
こ
は
若
者
は
お

ら
ぬ
か
…
」と
怒
鳴
り
散
ら
し
、自
ら
長
刀
を
払
っ
て
、人
夫
た
ち
を
叱
噂
激
励
さ
れ
ま
し
た
。

若
者
た
ち
勢
ぞ
ろ
い
し
て
一
生
懸
命
カ
を
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、さ
す
が
に
大
き
な
石
も
無
事
運
ぶ
こ

と
が
で
き
、立
派
な
石
垣
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

お
殿
様
は
た
い
そ
う
な
喜
び
よ
う
で
上
機
嫌
の
あ
ま
り
、幕
府
へ
願
い
出
て
、当
時
幕
府
領
で
あ
っ
た

赤
坂
宿
を
大
垣
領
に
組
み
替
え
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、桑
名
に
お
処
替
え（
転
任
）に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
残
念
に
思
わ
れ
た
殿
様
は
、桑
名
へ
転
任
後
、桑
名
祭
り
を
石
取
り
祭
り
と
さ
れ
て
、大
垣
を

偲
ぶ
記
念
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、そ
れ
以
来
、赤
坂
権
現
宮
の
名
を
石
引
神
社
と
改
称
し
、大
垣
城
内
の
大
石
を「
長
刀
岩
」と
呼

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

石
を
運
ん
だ
船
町
通
り
で
は
、工
事
を
記
念
し
て
、石
車
を
形
ど
り
、大
垣
祭
り
の
山
車
に
し
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
大
垣
む
か
し
話
一
〇
〇
話
』大
垣
市
企
画
広
報
課  

一
九
八
三
年

大
垣
市

12

『若宮さま』と伊藤佐平次翁遺徳碑

石引神社
この神社は金生山に祀られている明星輪寺の鎮守と
して「蔵王権現宮」とか「石引大明神」等と呼ばれてい
たが、明治の神仏分離令によって「石引神社」と改め
られた。なお、文中では「桑名の石取り祭りの起源」と
記しているが、桑名の祭りの起源は、江戸時代初期に
神社の祭場へ町屋川（員弁川）の石を奉納したのが
起源とも伝わっている。

〜
勝
賀
の
水
書
を
救
っ
た
若
宮
さ
ま
〜
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む
か
し
、む
か
し
の
話
で
す
。

恵
那
の
深
瀬
と
い
う
集
落
は
山
深
き
里
。川
は
あ
る
も
の
の
畑
よ
り
う
ん
と
下
を
流
れ
て
い
て
、と
う

て
い
田
や
畑
に
水
を
ひ
く
こ
と
は
で
き
ぬ
。そ
の
日
の
飲
み
水
に
さ
え
事
欠
く
暮
ら
し
で
あ
っ
た
と
い
う
。

「
白
い
ご
飯
が
食
べ
た
い
、思
う
存
分
食
べ
た
い
も
の
じ
ゃ
」。思
い
あ
ま
っ
た
村
人
は
談
合
を
開
き
、用

水
を
作
る
こ
と
に
し
た
。「
佐
々
良
木
川
を
せ
き
と
め
て
、長
い
水
路
を
築
け
ば
、き
っ
と
米
が
た
く
さ
ん

と
れ
る
に
ち
が
い
な
い
」。し
か
し
、ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
も
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
も
な
い
む
か
し
の
こ
と
。ツ
ル
ハ
シ

一
本
、人
力
だ
け
の
土
木
工
事
は
想
像
を
超
え
る
ほ
ど
の
難
工
事
。た
い
へ
ん
な
苦
労
の
末
に
や
っ
と
用

水
が
完
成
し
、黄
金
色
の
田
ん
ぼ
か
ら
、な
ん
と
八
〇
俵
の
米
が
収
穫
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
大
雨
が
降
っ
た
あ
る
年
の
こ
と
。深
瀬
の
上
流
、上
平
と
い
う
集
落
の
た
め
池
の
堤
が
切
れ

て
、田
の
水
は
す
っ
か
り
な
く
な
り
、干
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。困
っ
た
上
平
の
村
人
は
み
ん
な
を

集
め
て
相
談
を
し
た
。「
深
瀬
用
水
の
水
は
ど
ん
ど
ん
流
れ
と
る
、あ
の
土
手
こ
わ
い
て
、こ
っ
ち
へ
水
を

引
こ
ま
い
か
」。全
員
一
致
で
談
合
が
ま
と
ま
る
と
、早
速
、深
瀬
用
水
の
土
手
を
こ
わ
し
、上
平
へ
水
を
引

い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。こ
れ
を
怒
っ
た
の
は
深
瀬
の
村
人
た
ち
。「
こ
と
も
あ
ろ
う
に
先
祖
様
の
用
水
を

こ
わ
す
と
は
、上
平
の
や
つ
ら
は
泥
棒
じ
ゃ
」、い
え
る
か
ぎ
り
の
悪
口
ざ
ん
ま
い
。「
な
に
を
こ
い
と
る
。好

き
で
泥
棒
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ぞ
。水
が
の
う
な
っ
た
も
ん
で
水
を
も
ら
っ
た
ま
で
じ
ゃ
わ
。同
じ
佐
々
良

木
の
水
飲
ん
ど
っ
て
、深
瀬
の
や
つ
ら
は
不
人
情
者
ば
っ
か
り
そ
ろ
た
も
ん
じ
ゃ
」。

お
た
が
い
に
悪
口
を
い
い
あ
っ
て
い
る
間
は
ま
だ
し
も
、手
に
手
に
鎌
を
も
ち
、今
に
も
血
の
雨
が
降
る

よ
う
な
騒
ぎ
に
な
っ
た
と
い
う
。こ
れ
を
心
配
し
た
大
井
村
、竹
折
村
の
村
長
が
あ
い
だ
に
は
い
っ
て
、よ

う
や
く
け
ん
か
が
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
水
争
い
は
か
ん
ば
つ
や
大
雨
の
度
に
続
い
た
。か
ん
ば
つ
が
続
い
た
明
治
三
〇
年
、深
瀬
用

水
が
干
上
が
っ
た
際
に
は
、上
平
の
た
め
池
の
堤
が
壊
さ
れ
る
と
い
う
騒
動
も
起
き
て
い
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
騒
動
は
昭
和
に
入
り
、用
水
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
お
さ
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

【
参
考
図
書
】『
恵
那
市
史
〜
恵
那
の
昔
ば
な
し
と
う
た
〜
』恵
那
市
史
編
纂
委
員
会  

一
九
七
四
年

恵
那
市
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む
か
し
、む
か
し
。人
々
が
、水
と
の
闘
い
に
あ
け
く
れ
て
い
た
と
き
の
こ
と
。

洪
水
に
幾
度
と
な
く
堤
防
は
切
れ
、安
八
町
の
北
の
集
落
、入
方
あ
た
り
も
度
々
水
浸
し
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。

そ
ん
な
あ
る
日
、一
人
の
村
人
が
川
べ
り
を
歩
い
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。堤
防
の
そ
ば
の
大
き
な
松

の
木
の
下
に
腰
を
下
ろ
し
、一
服
し
て
い
た
村
人
が
ふ
と
空
を
見
上
げ
る
と
、不
思
議
な
こ
と
に
、ツ
ツ
ジ

の
葉
っ
ぱ
が
出
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
な
ん
と
、お
か
し
な
こ
と
か
。松
に
ツ
ツ
ジ
の
葉
っ
ぱ
が
出
て
お
る
ぞ
」。気
に
な
っ
た
村
人
は
、会
う

人
、会
う
人
に
、こ
の
松
の
こ
と
を
知
ら
せ
て
ま
わ
り
ま
し
た
。

「
へ
ん
じ
ゃ
の
う
。こ
ん
な
松
み
た
こ
と
な
い
ぞ
」、「
何
か
の
前
ぶ
れ
じ
ゃ
ろ
う
か
。」不
思
議
だ
、不
思

議
だ
と
首
を
ひ
ね
る
村
人
た
ち
を
し
り
め
に
、ツ
ツ
ジ
の
葉
っ
ぱ
は
つ
い
に
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
に
な
り

ま
し
た
。

や
が
て
夏
が
過
ぎ
、秋
の
長
雨
が
や
っ
て
き
た
こ
ろ
。降
り
続
く
雨
に
川
の
水
は
増
し
、村
人
た
ち
は
再

び
、洪
水
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
堤
が
切
れ
る
ぞ
ー
う
、ツ
ツ
ジ
の
松
の
堤
防
が
切
れ
る
ぞ
ー
う
」う
ず
ま
く
水
の
流
れ
は
入
方
の
堤

防
を
押
し
流
し
、と
う
と
う
あ
の
不
思
議
な
松
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
洪
水
の
際
で
で
き
た
池
を
眺
め
な
が
ら
、村
人
た
ち
は
、「
き
っ
と
あ
の
松
は
、自
分
が
洪
水
で
流

さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
っ
た
ん
じ
ゃ
の
」、「
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
た
ん
じ
ゃ
ろ
う
な
あ
。」と
口
々
に

語
り
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
村
人
た
ち
は
、松
が
眠
る
そ
の
池
を『
蛇
池
』と
呼
び
、自
然
の
不
思
議
を
教
え
て
く
れ
た
一
本

松
を
、丁
寧
に
お
ま
つ
り
し
た
と
い
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
安
八
町
史
通
史
編
』 

安
八
町
史
通
史
編 

安
八
町  

一
九
七
五
年

安
八
町
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鎌倉街道に面した津島神社と正明寺
この話は、『安八町史通史編』の「ことわざ・いいつたえ」
（第6節）をもとに創作したようである。安八郡安八町東
結の土地改良前の地図には、旧地名「蛇池」の西側に
津島神社と正明寺が描かれ、これら寺社の前が鎌倉街
道で、寺社東側の旧「蛇池」は現在田んぼとなってい
る。

深瀬用水の取水口

8
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む
か
し
、む
か
し
の
こ
と
。

木
曽
川
町
の
田
ん
ぼ
は
、黒
田
川
に
支
え
ら
れ
て
お
っ
た
。し
か
し
、河
道
定
ま
ら
ぬ
暴
れ
川
の
こ
と
。

幾
度
も
の
大
氾
濫
の
後
、と
う
と
う
堤
が
造
ら
れ
、黒
田
川
は
完
全
に
締
め
切
ら
れ
た
そ
う
な
。

こ
の
御
囲
堤
と
よ
ば
れ
る
大
き
な
堤
防
の
お
か
げ
で
、洪
水
は
減
っ
た
も
の
の
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、川

か
ら
田
ん
ぼ
へ
水
を
引
く
こ
と
は
で
き
ぬ
。そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、わ
ず
か
な
用
水
を
め
ぐ
っ
て
水
争
い

が
絶
え
ず
、用
水
や
圦（
取
水
口
）を
壊
し
、無
理
や
り
に
自
分
の
田
へ
水
を
引
く
者
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
ん
な
あ
る
年
、五
〇
日
あ
ま
り
に
も
わ
た
る
大
か
ん
ば
つ
が
村
々
を
襲
っ
た
。

照
り
つ
け
る
太
陽
、痩
せ
細
る
稲
…
、用
水
や
井
戸
は
底
を
露
あ
ら
わ
に
枯
れ
始
め
、人
々
の
心
ま
で

を
田
の
水
の
よ
う
に
干
上
が
ら
せ
て
し
も
う
た
。

「
あ
の
村
に
は
、ま
だ
ち
い
っ
と
水
が
残
っ
と
る
」、「
あ
の
堤
壊
し
て
、水
引
こ
ま
い
か
」水
を
め
ぐ
っ
た

醜
い
争
い
は
、日
毎
に
勢
い
を
増
し
て
い
っ
た
そ
う
な
。

そ
ん
な
村
人
の
前
に
、あ
る
日
白
髪
の
老
人
が
現
れ
た
。老
人
は「
こ
の
争
い
を
す
ぐ
に
止
め
ね
ば
、村

の
土
地
一
面
は
焦
土
と
化
し
、コ
メ
は
お
ろ
か
農
作
物
一
切
が
不
作
に
な
る
で
あ
ろ
う
」と
厳
し
い
表
情

で
言
い
放
ち
、驚
く
村
人
を
背
に
神
前
で
ふ
っ
と
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

「
う
…
氏
神
大
明
神
が
、老
人
に
姿
を
変
え
て
お
い
で
に
な
さ
っ
た
ぞ
」、「
大
明
神
の
お
告
げ
じ
ゃ
」、

「
氏
神
様
が
怒
っ
て
お
ら
れ
る
ぞ
」。

こ
の
で
き
ご
と
に
大
層
恐
れ
を
な
し
た
村
人
は
、さ
っ
そ
く
争
い
を
や
め
、雨
乞
い
お
ど
り
や
百
度
参

り
を
し
て
、た
だ
ひ
た
す
雨
が
降
る
の
を
願
っ
た
と
い
う
。

そ
の
翌
年
、全
国
的
な
飢
僅
が
農
民
を
苦
し
め
た
が
、不
思
議
な
こ
と
に
こ
の
一
帯
の
村
々
に
は
さ
ほ

ど
の
影
響
は
な
か
っ
た
そ
う
な
。

「
こ
れ
も
す
べ
て
氏
神
大
明
神
の
お
告
げ
の
お
陰
じ
ゃ
」と
村
人
は
語
り
合
い
、以
来
、毎
年
三
月
五
日

は
村
中
が
仕
事
を
休
ん
で
、神
社
に
参
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
木
曽
川
町
史
』木
曽
川
町
史
編
集
委
員
会  

一
九
八
一
年

一
宮
市
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む
か
し
、む
か
し
の
こ
と
。か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
大
雨
が
幾
日
も
幾
日
も
続
き
、つ
い
に
木
曽
川
の
流
れ

も
変
え
て
し
ま
う
ほ
ど
の
洪
水
が
美
濃
の
村
々
を
襲
っ
た
。

こ
の
大
水
の
後
、羽
島
市
竹
ケ
鼻
の
東
に
で
き
た
の
が
逆
川
。木
曽
川
と
長
良
川
を
結
ぶ
こ
の
川
は
、

水
量
が
多
く
、雨
が
降
る
度
に
水
が
あ
ふ
れ
だ
し
、川
岸
の
正
木
輪
中
の
百
姓
た
ち
は
ほ
と
ほ
と
困
り
果

て
て
い
た
そ
う
な
。「
雨
が
降
ら
ね
ば
米
は
と
れ
ぬ
が
、こ
う
大
水
が
続
け
ば
、わ
し
ら
い
ず
れ
は
干
上

が
っ
て
し
ま
う
」。

そ
こ
で
百
姓
衆
は
手
を
取
り
合
っ
て
堤
防
を
築
き
、洪
水
の
危
険
に
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
。と

こ
ろ
が
、正
木
輪
中
の
加
納
新
田（
現
在
の
羽
島
市
正
木
町
）の
堤
の
堤
防
を
築
こ
う
と
し
た
時
、上
流
の

足
近
輪
中
の
百
姓
衆
の
猛
反
対
を
受
け
た
と
い
う
。

こ
こ
に
堤
防
を
築
か
れ
る
と
足
近
輪
中
に
水
が
停
滞
し
て
下
流
へ
流
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。し
か

し
逆
に
正
木
輪
中
の
百
姓
衆
は
、毎
年
洪
水
で
苦
労
ば
か
り
し
て
い
た
か
ら
、洪
水
を
防
ぐ
た
め
に
は
ど

う
し
て
も
堤
防
を
築
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

お
互
い
、命
を
か
け
て
の
水
争
い
…
。

つ
い
に
は
、手
に
手
に
竹
槍
を
も
っ
て
の
争
い
に
ま
で
発
展
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
な
。こ
の
時
、目
覚
ま

し
い
活
躍
を
し
た
の
が
正
木
輪
中
に
住
む
半
兵
衛
ど
ん
。半
兵
衛
ど
ん
は
天
狗
に
剣
術
を
習
っ
た
と
い

う
剣
の
達
人
で
、竹
槍
一
本
で
、足
近
輪
中
の
百
姓
衆
の
竹
槍
を
全
部
取
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。正

本
野
中
の
百
姓
衆
は
、こ
の
戦
い
の
間
に
一
生
懸
命
に
土
を
か
き
上

げ
、か
き
上
げ
、つ
い
に
堤
防
を
築
く
こ
と
に
成
功
し
た
そ
う
な
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、こ
の
辺
り
の
堤
防
を
か
き
上
げ
堤
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
か
。正
本
輪
中
に
は
、こ
の
他
に
も
天
狗
に
ま

つ
わ
る
話
が
、数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

【
参
考
図
書
】『
羽
島
市
の
伝
説
と
史
談
前
編
』並
河
晴
夫  

一
九
七
七
年

羽
島
市

16

神明社

貴布禰神社（南貴船神社）
正木町の輪中堤は昭和30年代初頭に取り壊され、現
在は残っていないが、貴船神社（正木町森字村中）は
堤外神社、貴布禰神社（正木町曲利）は堤内神社とも
言うので、昔の「かき上げ堤」跡は、両神社で挟まれた
細い道であると考えられる。 かき上げ堤（『正木の民話』より）

9
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あ
る
夏
の
午
後
で
す
。ボ
ロ
ボ
ロ
の
袈
裟
を
ま
と
っ
た
虚
無
僧
が
、美
濃
の
山
奥
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
、現
在
の
星
ケ
崎
集
落
の
あ
た
り
で
す
。

む
か
し
む
か
し
の
星
ケ
崎
は
、そ
れ
こ
そ
人
馬
も
通
わ
ぬ
ひ
な
び
た
山
村
。谷
間
に
わ
ず
か
な
田
や
畑

が
あ
る
だ
け
で
、村
人
た
ち
は
、そ
の
日
、そ
の
日
の
飢
え
を
し
の
ぐ
だ
け
で
精
一
杯
。

虚
無
僧
に
わ
け
て
あ
げ
る
だ
け
の
食
べ
物
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。疲
れ
果
て
、空
腹
を
抱
え
た
虚
無

僧
…
。そ
の
姿
を
見
た
村
の
伊
兵
衛
は
な
ん
と
か
し
て
や
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

「
わ
し
の
畑
に
と
う
も
ろ
こ
し
が
出
来
て
い
る
。そ
れ
で
も
食
べ
て
か
ん
に
ん
な
さ
れ
」、そ
の
畑
は
、小

高
い
山
の
頂
上
に
あ
り
ま
し
た
。は
い
ず
る
よ
う
に
、や
っ
と
と
う
も
ろ
こ
し
畑
に
た
ど
り
つ
い
た
虚
無
僧

は
、と
う
も
ろ
こ
し
を
食
べ
元
気
に
な
る
と
、今
度
は
木
の
枝
を
集
め
て
小
屋
を
造
り
ま
し
た
。吹
け
ば

飛
ぶ
よ
う
な
小
屋
で
す
が
、そ
れ
で
も
雨
や
風
は
し
の
げ
ま
す
。

ひ
と
眠
り
し
た
虚
無
僧
が
、山
頂
か
ら
村
を
見
下
ろ
す
と
、娘
も
年
寄
り
も
汗
を
流
し
て
働
い
て
い
ま

す
。夜
は
夜
で
遅
く
ま
で
藁
を
打
つ
姿
が
見
え
、村
の
貧
し
さ
は
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
り
ま
し
た
。

「
こ
の
と
う
も
ろ
こ
し
も
、村
人
の
大
切
な
食
べ
物
に
違
い
な
い
。そ
れ
を
私
に
分
け
て
く
れ
た
。ど
う

か
、や
さ
し
い
村
人
に
幸
運
を
授
け
て
く
だ
さ
れ
」。

そ
し
て
七
日
目
の
夜
の
こ
と
。伊
兵
衛
は
虚
無
僧
の
こ
と
が
気
に
か
か
り
外
に
出
て
み
る
と
、真
っ
暗

な
夜
空
に
突
然
、数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
星
が
現
れ
て
、山
の
畑
に
降
り
注
ぎ
ま
し
た
。驚
い
た
伊
兵
衛

は
、山
の
畑
に
か
け
つ
け
ま
し
た
が
、虚
無
僧
の
姿
は
ど
こ
に
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

そ
の
あ
く
る
年
の
こ
と
で
す
。山
の
畑
に
は
、ま
る
で
星
の
よ
う
に
き
ら
め
く
と
う
も
ろ
こ
し
が
実
り
ま
し

た
。そ
の
翌
年
も
、と
う
も
ろ
こ
し
は
大
収
種
。村
人
た
ち
は
、や
っ
と
飢
え
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
し
た
。

「
こ
れ
は
あ
の
虚
無
僧
さ
ん
の
お
陰
だ
」、そ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、村
人
は
こ
の
山
を
星
ケ
崎
と
よ

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、日
本
一
お
い
し
い
と
う
も
ろ
こ
し
の
と
れ
る
畑
の
上
に
は
今
も
、満
天

の
星
が
き
ら
め
い
て
い
ま
す
。【

参
考
図
書
】『
読
み
が
た
り
岐
阜
の
む
か
し
話
』（
題「
星
が
崎
の
は
な
し
」） 

岐
阜
児
童
文
学
研
究
会  

二
〇
〇
四
年

八
百
津
町
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む
か
し
、む
か
し
の
こ
と
で
す
。

連
日
の
大
雨
続
き
で
昼
な
お
暗
く
、村
の
人
々
は
憎
々
し
げ
に
空
を
見
上
げ
な
が
ら
つ
ぶ
や
い
て
い
ま

し
た
。

「
困
っ
た
こ
と
じ
ゃ
。い
つ
に
な
っ
た
ら
雨
は
降
り
や
む
ん
や
ろ
。こ
の
ぶ
ん
や
と
、ま
た
堤
防
が
切
れ
る

か
も
し
れ
ん
」、「
こ
の
前
の
大
水
で
床
の
上
ま
で
水
浸
し
に
な
っ
た
ば
か
り
な
の
に
、神
様
は
わ
し
ら
を

み
は
な
し
た
ん
や
ろ
か
」。

雨
足
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
る
ば
か
り
で
す
。村
中
の
道
は
、ま
る
で
小
さ
い
川
の
よ
う
に
水
が
あ
ふ

れ
か
え
り
、畑
の
う
ね
も
水
浸
し
。

木
曽
川
の
本
流
で
は
赤
く
濁
っ
た
水
が
狂
っ
た
よ
う
に
波
涛
を
た
て
て
流
れ
て
い
ま
す
。「
カ
ン
、カ
ン
、

カ
ン
、カ
ン
…
」そ
ん
な
夜
、洪
水
を
知
ら
せ
る
半
鐘
が
村
中
に
鳴
り
響
き
ま
し
た
。村
人
は
み
の
か
さ
に

身
を
か
た
め
、降
り
し
き
る
雨
の
中
、堤
防
に
向
か
い
ま
す
。濁
流
が
堤
防
を
越
え
た
ら
、畑
も
田
も
生
命

さ
え
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

駆
け
つ
け
た
村
人
は
、俵
に
土
を
つ
め
、そ
れ
を
縄
で
く
く
っ
て
、次
々
と
堤
防
に
積
み
上
げ
て
い
き
ま

す
。牙
を
む
い
て
襲
い
か
か
る
大
水
か
ら
村
を
守
る
た
め
、必
死
に
な
っ
て
土
の
う
を
つ
く
り
ま
す
。と
、

そ
の
う
ち
暗
黒
の
雲
の
中
か
ら
激
し
い
雨
音
と
と
も
に
、不
気
味
な
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

「
ヤ
ロ
カ
ー
、ヤ
ロ
カ
ー
、水
ヤ
ロ
カ
ー
」

あ
た
り
に
響
き
わ
た
る
そ
の
声
は
、ま
る
で
地
獄
の
う
め
き
声
。「
俺
も
開
い
た
」、「
わ
し
に
も
聞
こ
え

た
」。村
人
た
ち
は
小
声
で
さ
さ
や
き
な
が
ら
、恐
ろ
し
さ
に
う
ち
震
え
て
い
ま
し
た
。

あ
ま
り
の
恐
怖
か
ら
、気
の
小
さ
な
村
人
は
大
声
で
叫
び
始
め
ま
し
た
。

「
ヨ
コ
サ
バ
ヨ
コ
セ
ー
」。す
る
と
、恐
ろ
し
い
雷
鳴
と
と
も
に
、そ
れ
こ
そ
盆
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う

な
大
豪
雨
が
降
り
し
き
り
、川
水
は
津
波
の
よ
う
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
、た
ち
ど
こ
ろ
に
堤
防
を
押
し
な

が
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
る
で
竜
の
化
身
の
よ
う
に
暴
れ
狂
う
大
水
、濁
流
は
田
や
畑
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、人
や
馬
、人
さ

え
も
あ
っ
と
い
う
ま
に
呑
み
込
ん
で
し
ま
い
、あ
た
り
一
面
は
泥
海
と
化
し
た
の
で
し
た
。

こ
の「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」は
木
曽
川
流
域
に
伝
わ
る
伝
説
で
、江
戸
時
代
の
初
期
、貞
享
四
年（
一
六
八

七
）八
月
の
大
洪
水
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
ヤ
ロ
カ
」と
は
恐
ろ
し
い
洪
水
に
対
す
る
う
め
き
の
声
、

「
水
ヤ
ロ
カ
」の
声
は
人
間
が
恐
怖
に
直
面
し
た
極
限
の
言
葉
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
川
島
町
史
通
史
編
』岐
阜
県
羽
島
郡
川
島
町  

一
九
八
二
年

各
務
原
市
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やろか大神
慶安3（1650）年9月の「ヤロカの大水」では、木曽川沿
いの尾張国丹羽郡上般若村(現愛知県江南市の一部)
が完全に流出し、現在も、中般若町、般若町（旧：下般若
村）は存在するが、上般若の地名は無くなっている。
貞享４（1687）年の「ヤロカの大水」で、木曽川を流れ
てきたと伝わる「吉野社（犬山市大字犬山字西古券）」

星ヶ崎
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む
か
し
、む
か
し
の
お
話
で
す
。

中
山
道
を
挟
ん
だ
生
津
と
馬
場
と
い
う
集
落
が
あ
り
ま
し
た
。こ
の
二
つ
の
集
落
に
は
不
思
諌
な
地

名
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

滝
坪
…
。山
も
丘
も
な
い
平
坦
な
土
地
な
の
に
、な
ぜ
こ
の
よ
う
な
名
前
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。そ
れ
は
、も
と
も
と
こ
の
辺
り
が
糸
貫
川
の
扇
状
地
で
、豊
か
な
伏
流
水
が
ゴ
ボ
ゴ
ボ
と
沸
き
出
し
、

滝
坪
の
よ
う
な
淵
だ
っ
た
か
ら
。

そ
ん
な
滝
坪
に
柳
の
老
木
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
昔
、こ
の
辺
り
は
家
も
ま
ば
ら
で
、柳
の
根
本
か
ら
、

美
し
い
水
が
滝
の
よ
う
に
沸
き
出
し
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
で
す
。お
婆
さ
ん
が
そ
の
水
で
ふ
ん
ど
し
を
洗
っ
て
し
ま
っ
た
と
か
。す
る
と
驚
い
た
こ

と
に
、一
晩
の
う
ち
に
、そ
の
滝
は
養
老
へ
い
っ
て
し
ま
っ
て
、あ
の
孝
行
息
子
の
話
で
有
名
な
養
老
の
滝
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
柳
の
老
木
伝
説
を
今
に
伝
え
る
お
寺
が
二
つ
。一
つ
は
馬
場
前
畑
町
に
あ
る
超
誓
寺
。も
う
一
つ
は

岐
阜
県
養
老
町
に
あ
る
養
老
寺
で
す
。

こ
の
二
つ
の
お
寺
に
は
、一
本
の
柳
で
造
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
阿
弥
陀
如
来
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。超
誓

寺
は
、建
設
当
時
、滝
の
そ
ば
に
あ
り
、滝
の
守
り
を
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
。ま
た
、養
老
寺

に
あ
る
滝
守
護
不
動
尊
も
、そ
の
昔
は
、生
津
の
里
に
あ
っ
た
も
の
を
移
し
替
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。こ
の
口
承
つ
い
て
は
、何
の
文
献
も
残
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、宗
派
も
異
な
り
、何
の
関
連
も
な
い
二
つ
の
お
寺
を
そ
れ
が
一
本
の
柳
の

老
木
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
柳
の
老
木
は
近
年
ま
で
立
っ
て
い
ま
し
た
が
、昭
和
三
十
六
年
の
室
戸
台
風
で
倒
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。現
在
、こ
こ
は
、土
地
区
画
整
理
事
業
が
行
わ
れ
、土
地
が
高
く
な
り
、滝
坪
公
園
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
五
十
七
年
七
月
、公
園
に
は
滝
坪
の
伝
説
を
記
し
た「
郷
土
の
伝
承
」碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
本
巣
郡
昔
ば
な
し
〜
ふ
る
さ
と
の
伝
記
〜
』安
藤
善
市

 

本
巣
郡
文
化
財
審
議
会
委
員
連
絡
協
議
会  

一
九
八
四
年

瑞
穂
市
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昔
む
か
し
の
こ
と
。伊
勢
の
中
津
原
に
太
四
郎
と
い
う
庄
屋
が
お
り
ま
し
た
。あ
る
年
の
夏
、ひ
ど
い

日
照
り
が
続
き
、大
切
な
作
物
や
田
畑
は
目
も
当
て
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
荒
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。困
り
果

て
た
村
人
た
ち
の
様
子
に
心
を
痛
め
た
太
四
郎
は
、多
度
の
山
奥
の
他
に
住
む
と
い
わ
れ
る「
片
眼
の

龍
」の
も
と
へ
、た
っ
た
ひ
と
り
で
、雨
乞
い
に
い
く
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

蝉
時
雨
の
山
道
を
登
っ
て
池
へ
た
ど
り
着
き
、一
心
に
念
じ
て
い
る
と
、一
陣
の
風
が
サ
ッ
と
太
四
郎
の

頬
を
か
す
め
ま
し
た
。と
同
時
に
竜
巻
が
巻
き
起
こ
り
、あ
た
り
一
面
は
漆
黒
の
闇
。驚
い
て
目
を
こ
す
る

と
、そ
こ
に
は
あ
の
片
眼
の
龍
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

「
龍
神
様
、村
人
が
困
っ
て
い
ま
す
。ど
う
ぞ
雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」。

拝
む
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
太
四
郎
へ
、龍
は
鋭
く
片
眼
を
光
ら
せ
な
が
ら
、「
雨
が
欲
し
か
っ
た
ら
、お
ま

え
の
二
人
の
娘
の
ど
ち
ら
か
を
差
し
出
せ
。そ
う
す
れ
ば
、必
ず
三
日
の
う
ち
に
雨
を
降
ら
せ
て
や
ろ

う
」と
言
い
放
ち
ま
し
た
。し
ば
ら
く
う
な
だ
れ
て
い
た
太
四
朗
で
し
た
が
、や
が
て
腹
を
決
め
、三
日
の

う
ち
に
雨
を
降
ら
せ
れ
ば
、娘
を
差
し
出
す
こ
と
を
確
約
し
て
山
を
お
り
た
の
で
し
た
。

村
が
救
わ
れ
る
安
堵
、娘
を
失
う
悲
し
み
ー
。呆
然
と
村
へ
戻
っ
た
太
四
郎
は
、涙
な
が
ら
に
家
族
へ
こ

の
話
を
打
ち
明
け
ま
し
た
。娘
た
ち
は
た
だ
泣
く
ば
か
り
で
し
た
が
、翌
朝
、龍
の
化
身
と
名
乗
る
武
士

が
迎
え
に
現
わ
れ
る
と
、は
た
織
り
を
し
て
い
た
次
女
が
い
さ
ぎ
よ
く
進
み
出
て
、武
士
と
と
も
に
音
も

な
く
消
え
去
り
ま
し
た
。す
る
と
、空
は
に
わ
か
に
か
き
曇
り
、雷
鳴
と
と
も
に
大
粒
の
雨
が
村
を
潤
し

始
め
た
の
で
す
。

三
日
三
晩
振
り
続
け
た
大
雨
に
村
中
は
大
喜
び
で
し
た
が
、た
だ
一
軒
、太
四
郎
の
家
だ
け
が
、主
の

な
い
は
た
織
り
機
を
見
て
は
悲
し
み
に
く
れ
て
い
る
の
で
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
太
四
郎
は
次
女
を
慰
め
よ
う
と
、は
た
を
あ
の
池
に
沈
め
に
い
き
ま
し
た
。五
色
の
糸

を
通
し
た
は
た
は
、渦
巻
き
な
が
ら
池
の
底
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。す
る
と
太
四
郎
の
耳
に
、

「
チ
ャ
カ
ラ
ン
、チ
ャ
カ
ラ
ン
…
」あ
の
懐
か
し
い
は
た
織
り
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
す
。

後
に
こ
の
池
は「
太
四
郎
池
」（
＝
田
代
池
）と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、毎
年
、村
人
が
雨
乞
い
に
訪
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。そ
し
て
今
で
も
夜
中
に
な
る
と
、チ
ャ
カ
ラ
ン
、チ
ャ
カ
ラ
ン
…
と
は
た

織
り
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
海
津
の
む
か
し
話
』 

海
津
郡
教
育
振
興『
海
津
の
む
か
し
話
』編
集
委
員
会  

一
九
八
七
年

海
津
市
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滝坪公園の「郷土の伝承」

田代池
海津市南濃町の盤若谷から石津御岳（629.4m）を経て
田代池まで16.5Kmで、片道約3時間の行程であった。
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五
百
年
ほ
ど
昔
の
お
話
で
す
。

毎
日
降
り
続
く
雨
に
村
人
た
ち
は
、「
大
水
に
な
ら
ん
け
り
や
い
い
が
」と
黒
雲
を
に
ら
み
、雨
が
止
む

よ
う
に
祈
り
ま
し
た
。

し
か
し
、大
榑
川
の
水
か
さ
は
増
す
ば
か
り
。増
水
し
た
水
は
堤
防
を
乗
り
越
え
ん
ば
か
り
に
、盛
り

上
が
っ
て
流
れ
て
い
き
ま
す
。

濁
流
は
上
流
の
村
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

大
き
な
立
木
を
も
の
す
ご
い
勢
い
で
押

し
流
し
。牛
も
馬
も
人
間
も
容
赦
な
く
呑
み
込
ん
で
い
き
ま
す
。

堤
防
に
立
つ
村
人
も
、助
け
る
手
だ
て
さ
え
な
く
、た
だ
、 

呆
然
と
見
つ
め
て
い
る
よ
り
仕
方
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

「
あ
れ
は
な
ん
じ
や
ろ
う
」突
然
の
男
の
声
に
、村
人
は
川
面
に
視
線
を
走
ら
せ
ま
し
た
。「
あ
れ
は
、お

社
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
」「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、上
郷
の
神
様
が
流
れ
て
ご
ざ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
」

「
も
っ
た
い
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
あ
」目
を
こ
ら
せ
ば
、小
さ
な
お
社
が
濁
流
に
流
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
晩
村
人
は
、堤
防
の
上
の
仮
小
屋
で
過
ご
し
ま
し
た
。交
代
で
見
張
り
番
に
た
ち
、残
っ
た
人
々

は
冷
え
き
っ
た
体
を
お
互
い
に
寄
せ
あ
っ
て
仮
眠
し
ま
し
た
。

そ
の
翌
朝
の
こ
と
。見
張
り
番
の
大
声
で
人
々
は
目
を
覚
し
ま
し
た
。昨
日
の
お
社
が
逆
流
で
押
し
戻

さ
れ
て
、堤
防
に
流
れ
つ
い
て
い
る
の
で
す
。

村
人
は
神
様
が
流
れ
つ
か
れ
た
こ
と
を
こ
と
の
ほ
か
喜
び
、疲
れ
て
い
た
者
も
、神
様
を
お
迎
え
す
る

の
だ
と
勇
み
た
ち
ま
し
た
。

長
老
が
う
や
う
や
し
く
堤
防
を
掃
き
清
め
、お
社
を
移
し
ま
し
た
。し
か
し
、洪
水
の
最
中
の
こ
と
。神

様
に
お
供
え
る
も
の
は
、何
も
あ
り
ま
せ
ん
。と
り
あ
え
ず
、わ
ず
か
ば
か
り
の
米
を
と
い
で
ぞ
う
す
い
を

炊
き
、お
供
え
し
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、こ
の
神
様
を
堤
防
の
守
護
神
と
し
て
、大
切
に
祀
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
お
社
が
上
大
榑
の
神
明
神
社
で
、毎
年
七
月
十
六
日
に
は
、「
ぞ
う
す
い
祭
り
」が
お
こ
な
わ
れ
て

い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
ふ
る
さ
と
輪
之
内
』発
行
安
八
郡
輪
之
内
町 

片
野
知
二  

一
九
八
九
年

輪
之
内
町
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む
か
し
、む
か
し
の
こ
と
。

源
太
は
、お
っ
と
う
と
お
っ
か
あ
と
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
。源
太
の
家
は
、美
濃
国
の
木
曽
川
堤
防
沿

い
の
集
落
・ 

笠
町
。小
さ
い
頃
か
ら
、川
は
源
太
の
遊
び
場
だ
っ
た
。と
こ
ろ
が
、あ
る
晩
の
こ
と
。 

恐
ろ
し

い
大
水
が
村
を
襲
っ
た
。こ
の
ま
ま
で
は
、家
が
流
さ
れ
て
し
ま
う
。そ
う
、決
意
し
た
お
っ
と
う
は
、源
太

と
お
っ
か
あ
を
連
れ
、舟
に
乗
っ
て
逃
げ
出
し
た
。

し
か
し
暴
れ
狂
う
川
は
、あ
っ
と
い
う
間
に
舟
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
い
、源
太
は
必
死
で
水
の
中
を
抜

け
出
て
き
た
が
、お
っ
と
う
や
お
っ
か
あ
は
そ
れ
っ
き
り
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
。源
太
の
家
が
あ
っ
た
あ
た

り
は
、渦
を
巻
い
て
流
れ
、川
底
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
洪
水
の
後
、木
曽
川
の
対
岸
で
あ
る
尾
張
藩
に
は
、「
お
囲
堤
」と
呼
ば
れ
る
頑
丈
な
堤
防
が
造
ら

れ
た
。し
か
し
、美
濃
国
に
は
そ
れ
よ
り
高
い
堤
防
を
造
る
こ
と
は
許
さ
れ
ぬ
。「
大
雨
で
堤
防
が
切
れ
た

り
し
な
い
か
」つ
つ
み
切
れ
は
源
太
を
は
じ
め
、村
人
た
ち
の
悩
み
の
種
だ
っ
た
。

そ
ん
な
時
の
こ
と
で
あ
る
。岡
田
将
監
善
政
が
、美
濃
国
の
代
官
と
し
て
、源
太
の
住
む
村
に
赴
任
し

た
。「
今
度
の
代
官
様
は
、前
に
可
児
郡
に
住
ん
で
ご
ざ
っ
た
が
、そ
の
と
き
に
も
、え
ろ
う
大
水
の
こ
と
を

心
配
し
て
く
だ
さ
っ
た
げ
な
」だ
が
、代
官
様
と
て
、大
水
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。 

意
を
決
し
た
源
太
は
、代
官
様
の
と
こ
ろ
へ
お
願
い
に
行
っ
た
。「
川
に
猿
の
し
っ
ぽ
の
よ
う
な
つ
つ
み
を

突
き
出
せ
ば
、水
の
勢
い
を
弱
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ぜ
ひ
と
も
、こ
の
つ
つ
み
の
許
可
を
く
だ
さ
い
」

前
々
か
ら
、揖
斐
川
な
ど
の
堤
防
を
見
て
回
っ
て
い
た
源
太
は
、丈
夫
な
堤
防
と
は
、猿
尾
の
つ
つ
み
し
か

な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。 「
ほ
う
、猿
の
し
っ
ぽ
の
と
こ
ろ
に
水
が
あ
た
っ
て
、流
れ
を
や
わ
ら
げ
る

ん
じ
ゃ
な
。そ
れ
は
い
い
考
え
じ
ゃ
。材
料
や
お
金
も
ぎ
ょ
う
さ
ん
か
か
る
け
ど
、わ
し
が
手
配
し
よ
う
」

源
太
の
考
え
を
聞
き
入
れ
た
代
官
様
は
、次
の
日
か
ら
さ
っ
そ
く
仕
事
に
と
り
か
か
り
、代
官
様
み
ず
か

ら
、工
事
を
指
揮
し
た
。

も
う
ち
ょ
っ
と
で
工
事
が
完
成
す
る
と
い
う
日
。二
日
も
続
い
た
大
雨
で
川
は
、ま
た
大
水
と
な
っ
た
。

新
し
く
つ
く
っ
た
猿
の
し
っ
ぽ
の
よ
う
に
突
き
出
た
つ
つ
み
に
水
が
あ
た
り
、白
い
水
け
む
り
を
あ
げ
た
。

「
猿
尾
の
つ
つ
み
を
た
の
む
ぞ
」源
太
も
村
人
も
代
管
様
も
、み
ん
な
が
神
に
折
っ
た
。

そ
し
て
、猿
尾
は
立
派
に
川
の
流
れ
を
防
い
だ
。こ
の
猿
尾
の
つ
つ
み
は
、今
も
笠
松
町
の
川
岸
に
、そ

の
頃
の
様
子
を
し
の
ば
せ
て
い
る
。 

そ
し
て
、「
将
監
猿
尾
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

【
参
考
図
書
】『
か
さ
ま
つ
の「
む
か
し
話
」』笠
松
町
文
化
財
保
護
審
議
会  

一
九
七
九
年

笠
松
町
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神明神社

将監猿尾跡

神明神社の創建は永正2（1505）年で、助命壇に祀られ
ており、増水と雑炊をかけて、ぞうすい祭が行われる。
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む
か
し
、む
か
し
の
夏
の
こ
と
じ
ゃ
。

六
月
の
中
頃
か
ら
か
ん
か
ん
し
た
日
照
り
が
続
い
て
の
し
。村
の
衆
が
い
く
ら
真
剣
に
雨
乞
い
し
て
も

雲
ひ
と
つ
わ
か
ず
、田
ん
ぼ
は
言
う
に
お
よ
ば
ん
こ
と
じ
ゃ
が
野
山
の
草
木
ま
で
し
な
び
て
し
ま
っ
て
の

し
、川
ま
で
枯
れ
て
し
ま
う
あ
り
さ
ま
じ
ゃ
。

そ
ん
な
あ
ん
ば
い
じ
ゃ
っ
た
も
ん
で
の
し
、長
良
川
の
真
中
へ
ん
や
ず
っ
と
下
の
仰
山
人
の
住
ん
で
ご

ざ
る
と
こ
ろ
で
は
、水
飢
饉
を
通
り
越
し
て
そ
り
ゃ
ひ
ど
い
大
騒
動
じ
ゃ
っ
た
と
ぃ
う
こ
と
じ
ゃ
が
の
し
。

そ
れ
で
も
川
上
の
方
か
ら
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
水
が
流
れ
て
き
ょ
う
も
ん
じ
ゃ
で
、「
何
処
か
ら
流
れ
て
く
る
ん

じ
ゃ
ろ
う
え
」「
山
の
何
処
か
に
水
が
湧
い
て
出
る
所
が
あ
る
に
違
い
な
い
」村
の
衆
は
暑
い
暑
い
、は
く
ら

ん
の
せ
る
よ
う
な
か
ん
か
ん
照
り
の
中
を
ぞ
ろ
ぞ
ろ
手
桶
を
ひ
っ
さ
げ
て
川
づ
た
い
に 

飲
み
水
探
し
に

の
ぼ
っ
て
ご
ざ
っ
た
ん
じ
ゃ
げ
な
。「
ま
ん
だ
上
じ
ゃ
。ま
ん
だ
奧
じ
ゃ
」そ
う
言
っ
て
の
ぼ
っ
て
き
よ
る
う

ち
に
の
し
、長
良
川
本
流
と
切
立
川
の
出
会
い
の
所
ま
で
ご
ざ
つ
た
ん
じ
ゃ
。

ど
う
も
、本
流
よ
り
切
立
川
の
方
が
余
計
に
じ
め
っ
と
よ
う
な
ふ
う
に
見
え
た
も
ん
じ
ゃ
で「
間
違
い

の
う
こ
っ
ち
の
方
じ
ゃ
」そ
し
た
ら
案
の
定
、槍
ヶ
淵
と
手
斧
ヶ
淵
に
の
し
、そ
り
ゃ
手
の
切
れ
る
よ
う
な

清
水
が
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
な
が
ら
た
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
そ
う
じ
ゃ
。「
こ
り
ゃ
あ
り
が
た
い
こ
っ
ち
ゃ
。 

こ
れ
も

神
仏
の
お
導
き
。や
れ
や
れ
、お
か
げ
さ
ま
で
救
わ
れ
た
。助
か
っ
た
」村
の
衆
は
が
ぶ
が
ぶ
が
ぶ
が
ぶ
、

そ
れ
こ
そ
胃
袋
が
は
ち
き
れ
る
ほ
ど
飲
ま
っ
せ
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
が
の
し
。

そ
の
話
が
、ぱ
あ
っ
と
郡
上
じ
ゅ
う
に
広
が
っ
た
も
ん
じ
ゃ
で
、「
お
り
も
お
り
も
」と
、み
ん
な
連
ん

だ
っ
て
谷
ま
で
水
を
飲
み
に
ご
ざ
っ
た
げ
な
。

干
せ
死
ぬ
所
を
助
け
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
が
、そ
ん
な
わ
け
で
、こ
の
谷
を
郡
上
谷
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
が
の
し
。

【
参
考
図
書
】『
ふ
る
里
高
鷲 

辛
夷
の
記
』上
村
彰
隆  

一
九
九
九
年

郡
上
市
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伝
説
や
民
話
に
は
、よ
く
き
つ
ね
に
化
か
さ
れ
る
と
い
う
話
が
で
て
き
ま
す
。

き
つ
ね
が
コ
ン
と
ひ
と
鳴
き
す
れ
ば
、 

水
も
し
た
た
る
よ
う
な
美
女
に
。農
夫
の
女
房
に
お
さ
ま
っ
て
、 

子
ま
で
も
う
け
る
く
だ
り
は
全
国
各
地
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。悪
賢
く
、人
を
だ
ま
し
な
が
ら
も
、き
つ

ね
は
、ど
こ
か
で
人
々
に
愛
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
き
つ
ね
の
嫁
入
り
」「
き
つ
ね
び
よ
り
」「
き
つ
ね
火
」「
き
つ
ね
に
包
ま
れ
る
」「
き
つ
ね
と
た
ぬ
き
の
化

か
し
あ
い
」な
ど
、き
つ
ね
に
ち
な
ん
だ
言
葉
は
、た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。で
は
、立
田
の
残
さ
れ
た

き
つ
ね
伝
説
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

〈
小
茂
井
の
女
ぎ
つ
ね
〉

青
田
が
稲
穂
を
な
び
か
せ
、ハ
ス
田
は
収
穫
の
時
を
迎
え
る
…
。立
田
村
の
中
央
部
に
位
置
す
る
小
茂
井

集
落
は
、緑
鮮
や
か
な
農
業
地
域
。立
田
村
総
合
体
育
館
、立
田
農
協
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
立
ち
並

び
、豊
か
な
実
り
の
時
を
、今
か
今
か
と
待
ち
受
け
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
小
茂
井
集
落
も
、か
つ
て
は
人
も
ま
ば
ら
な
寒
村
。村
の
若
者
は
、嫁
と
り
に
は
苦
労
を
重
ね
て
い

ま
し
た
。そ
ん
な
時
代
の
こ
と
。

女
ぎ
つ
ね
は
目
も
覚
め
る
よ
う
な
美
し
い
娘
に
化
け
て
、村
の
若
者
が
通
る
た
び
、気
を
引
い
た
と
か
。あ

ま
り
の
美
し
さ
に
目
が
く
ら
ん
だ
若
者
は
、女
ぎ
つ
ね
の
い
た
ず
ら
と
知
り
な
が
ら
も
、娘
の
小
屋
ま
で
つ
い

て
い
っ
た
の
だ
と
か
。 

お
い
し
い
ご
馳
走
や
酒
を
ふ
る
ま
わ
れ
た
若
者
は
、い
い
気
持
ち
に
な
っ
て
、眠
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。し
か
し
、目
が
覚
め
れ
ば
、そ
こ
は
、津
島
の
下
新
田
の
火
屋（
火
葬
場
）。若
者
の
嫁
と

り
の
苦
労
を
伝
え
る
き
つ
ね
の
伝
説
で
す
。

〈
葛
木
の
渡
し
に
住
む
腹
ぺ
こ
ぎ
つ
ね
〉

む
か
し
、む
か
し
の
渡
船
場
は
、た
い
そ
う
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。し
か
し
、木
曽
川
の
改
修
を
し
た

時
に
、み
な
他
へ
移
っ
て
し
ま
い
、た
っ
た
一
軒
だ
け
、家
が
残
っ
た
と
か
。

こ
の
家
の
縁
の
下
に
一
匹
の
き
つ
ね
が
住
み
着
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
き
つ
ね
は
夕
方
に
な
る
と
舟

を
待
つ
小
屋
に
出
て
き
て
、舟
を
待
つ
人
が
お
年
寄
り
な
ら
お
年
寄
り
に
、若
い
娘
な
ら
若
い
娘
に
化
け
て
、

な
れ
な
れ
し
く
近
よ
っ
て
声
を
か
け
た
の
だ
と
か
。 

な
ん
と
い
っ
て
も
き
つ
ね
は
腹
ぺ
こ
で
、人
々
の
も
つ
弁

当
だ
け
が
命
綱
。何
か
ご
馳
走
で
も
も
っ
て
い
れ
ば
、う
ま
く
だ
ま
し
て
す
っ
か
り
中
身
を
食
べ
、折
り
箱
だ

け
に
し
て
し
ま
っ
た
と
か
。

し
か
し
、こ
の
腹
ぺ
こ
き
つ
ね
も
い
つ
の
ま
に
か
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。葛
木
渡
船
の
昔
を
し
の
ぶ
、

も
の
悲
し
い
き
つ
ね
伝
説
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
立
田
村
史
』海
部
郡
立
田
村
教
育
委
員
会  

一
九
六
五
年

愛
西
市
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葛城の渡し付近の河原

郡上橋から下流を望む
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八
穂
新
田
は
現
在
の
鍋
田
干
拓
の
一 

部
に
あ
た
る
と
こ
ろ
。

開
拓
の
始
ま
り
は
、江
戸
末
期
の
天
保
年
間（
一
八
三
〇
〜
四
四
）、木
曽
郡
代
山
村
甚
兵
衛
が
、中
山

道
木
曽
谷
十
一
宿
の
財
政
難
を
救
う
た
め
に
、尾
張
藩
の
協
力
を
得
て
の
新
田
開
拓
を
思
い
た
っ
た
の
で

し
た
。

し
か
し
、尊
王
攘
夷
に
揺
れ
る
幕
末
の
こ
と
。尾
張
潘
に
は
開
拓
す
る
だ
け
の
資
金
力
は
あ
り
ま
せ

ん
。そ
こ
で
工
事
を
近
在
庄
屋
の
大
河
内
庄
五
郎
や
服
部
弥
兵
衛
に
依
頼
し
、尾
張
藩
の
豪
商
か
ら
も

出
資
さ
せ
、工
事
は
始
ま
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、八
穂
は
海
面
に
孤
立
し
た
葦
に
覆
わ
れ
た
中
洲
で
す
。工
事
期
間
中
に
も
暴
風
高
潮
で

せ
っ
か
く
の
堤
防
も
流
さ
れ
、多
く
の
犠
牲
者
を
だ
し
な
が
ら
も
、二
年
の
歳
月
を
か
け
つ
い
に
完
成
。新

田
の
安
全
と
五
穀
豊
穣
を
願
っ
た
服
部
弥
兵
衛
は
、津
島
社
を
勧
請
し
、地
蔵
堂
も
堤
防
近
く
に
建
立

し
ま
し
た
。

そ
ん
な
願
い
も
空
し
く
、幾
度
も
の
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
、安
政
元（
一
八
五
四
）年
の
大
地
震
で
は
、

堤
防
や
田
ん
ぼ
が
沈
下
、応
急
復
旧
工
事
の
か
い
も
な
く
、翌
年
の
暴
風
高
潮
で
、ほ
ぼ
全
農
家
が
海
に

呑
ま
れ
、三
〇
人
の
死
者
を
だ
し
ま
し
た
。 

そ
う
思
い
な
が
ら
も
、網
を
引
き
あ
げ
る
と
、全
身
傷
だ
ら

け
の
お
地
蔵
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
こ
れ
は
、き
っ
と
八
穂
新
田
の
お
地
蔵
様
に
ち
が
い
な
い
。 

あ
の

高
潮
に
呑
ま
れ
な
が
ら
も
、よ
く
ぞ
ご
無
事
で
。 

こ
れ
も
神
様
の
ご
加
護
の
お
か
げ
だ
ろ
う
。 

あ
り
が
た

い
こ
と
だ
」お
地
蔵
様
を
急
い
で
引
き
上
げ
た
漁
師
は
、村
の
庄
屋
様
と
相
談
し
て
、富
島
新
田
の
鍋
田

川
の
堤
防
沿
い
に
、地
蔵
堂
を
建
立
し
、大
切
に
供
養
し
ま
し
た
。

こ
の
地
蔵
堂
は
、八
穂
新
田
の
地
蔵
と
し
て
長
ら
く
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、伊
勢
湾
台
風
後
の
鍋

田
干
拓
復
旧
工
事
完
了
も
近
い
昭
和
三
八
年
、鍋
田
の
氏
神
で
あ
る
鍋
田
神
明
社
の
一
隅
に
建
立
し
た

地
蔵
堂
に
移
り
、や
っ
と
、ふ
る
さ
と
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

幾
度
も
の
水
難
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
お
地
蔵
様
の
供
花
は
、今
日
も
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

【
参
考
図
書
】『
弥
冨
町
誌
』弥
冨
町
誌
併
修
委
員
会  

一
九
九
四
年

弥
富
市
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養
老
町
の
南
端
に
あ
る
釜
段
輪
中
は
、釜
段
と
駒
野
新
田
の
二
村
か
ら
な
る
輪
中
で
す
。

輪
中
の
開
発
は
江
戸
初
期
の
明
暦
四（
一
六
五
八
）年
の
こ
と
。尾
張
藩
士
藤
田
大
学
の
子
、藤
田
半

入（
別
名
、半
斎
）が
高
須
藩
に
願
い
出
て
、開
発
は
始
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。 

し
か
し
、釜
段
は
津
屋
川
と
揖
斐
川
の
合
流
点
に
近
く
、こ
の
地
方
で
も
最
も
低
い
と
こ
ろ
。池
や
沼

も
多
い
こ
と
か
ら
、工
事
は
難
儀
を
き
わ
め
ま
し
た
。

中
で
も
、津
屋
川
堤
防
の
一
ヶ
所
は
、幾
度
堤
防
を
築
い
て
も
洪
水
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
始
末
。こ
れ
で

は
、多
額
の
費
用
と
人
々
の
苦
労
を
か
け
た
工
事
も
、水
の
泡
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

困
っ
た
人
々
は
、村
の
古
老
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、「
こ
の
場
所
は
、昔
か
ら
白
竜
さ
ま
が
住
む
神
聖
な

場
所
じ
ゃ
。堤
防
の
工
事
が
失
敗
ば
か
り
す
る
の
は
、白
竜
さ
ま
の
た
た
り
に
ち
が
い
な
い
。工
事
を
す
み

や
か
に
進
め
た
く
ば
、神
仏
の
ご
加
護
に
す
が
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
」と
、話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
人
々
は
、こ
の
地
が
生
ん
だ
刀
匠
、志
津
三
郎
の
名
刀
と
経
本
を
川
に
沈
め
て
工
事
を
始
め
た

と
こ
ろ
、立
派
な
堤
防
が
完
成
し
、大
雨
で
川
が
暴
れ
て
も
、洪
水
は
堤
防
を
越
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。「
こ
れ
も
神
仏
の
ご
加
護
に
ち
が
い
な
い
。あ
り
が
た
い
こ
と
じ
ゃ
。白
竜
さ
ま
の
祠
を
た
て

て
、霊
を
祀
ら
な
け
れ
ば
、き
っ
と
罰
が
あ
た
ろ
う
ぞ
」輪
中
の
完
成
を
喜
ん
だ
人
々
は
、堤
防
の
付
近
に

「
白
竜
神
社
」を
建
て
て
、白
竜
さ
ま
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
堤
防
の
場
所
に
は
、さ
い
か
ち
の
木
と
大
き
な
松
の
木
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、人
々
は
い
つ
か

ら
と
な
く
こ
の
地
を「
さ
い
か
ち
さ
ん
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

か
つ
て
の
釜
段
輪
中
の
水
田
の
ほ
と
ん
ど
は
堀
上
田
。農
作
業
は
船
を
使
っ
て
行
わ
れ
、農
家
一
軒
に

三
〜
四
艘
の
笹
舟
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、今
日
で
は
土
地
改
良
の
結
果
、一
面
の
美
田
と
な
り
ま

し
た
。

【
参
考
図
書
】 『
の
び
ゆ
く
養
老
町
』 

養
老
町
教
育
委
員
会  

一
九
八
四
年

養
老
町
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さいかち経塚と白竜神社

八穂地蔵

14
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話
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む
か
し
、む
か
し
の
こ
と
。

墨
俣
川
に
は
大
き
な
中
州
が
二
つ
あ
っ
て
、そ
こ
に
三
つ
の
橋
が
架
け
て
あ
り
ま
し
た
。こ
の
橋
も
長
い

年
月
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
、い
つ
の
間
に
か
朽
ち
落
ち
、そ
の
面
影
だ
け
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

嵯
峨
天
皇
の
時
代（
八
一
〇
〜
八
二
三
）、橋
の
あ
っ
た
あ
た
り
が
暗
や
み
の
空
に
向
か
っ
て
金
色
の
光

を
放
っ
て
い
る
の
を
村
人
が
見
つ
け
、大
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。

不
思
議
に
思
っ
た
村
人
が
恐
る
恐
る
調
べ
て
み
る
と
、金
色
に
輝
く
朽
ち
た
橋
杭
が
見
つ
か
り
、そ
の

橋
杭
は
、な
ん
と
お
地
蔵
さ
ん
の
形
を
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
れ
を
見
た
村
人
は
早
速
そ
の
橋
杭
を
掘
り
出
し
、お
堂
を
建
立
し
、お
祀
り
を
し
た
の
で
す
が
、長

い
間
、砂
に
埋
も
れ
て
い
た
た
め
、完
全
な
姿
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

都
で
こ
の
話
を
聞
き
墨
俣
へ
か
け
つ
け
た
歌
人
の
小
野
篁
公
は
、心
願
を
込
め
立
派
な
お
姿
の
地
蔵
菩

薩
様
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。 

時
代
は
下
り
天
慶
二（
九
三
九
）年
の
こ
と
。朱
雀
天
皇
の
勅
使
が
こ
の
墨
俣
の
地
蔵
堂
で
雨
や
ど
り

を
し
た
際
、そ
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
、和
歌
を
一
首
、献
詠
さ
れ
ま
し
た
。

朽
ち
残
る
真
砂
の
下
の
橋
ば
し
ら　

ま
た
道
か
へ
て
人
渡
す
な
り

す
る
と
、地
蔵
菩
薩
は
口
元
に
微
笑
を
浮
か
べ
ま
し
た
。 

こ
の
尊
い
お
姿
を
拝
し
た
勅
使
は「
橋
杭
笑
地
蔵
大
菩
薩
」と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

以
後
村
人
は
、「
橋
杭
笑
地
蔵
様
」と
申
し
上
げ
手
厚
く
お
祀
り
し
、現
在
は
明
台
寺
本
堂
に
安
置
さ

れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
墨
俣
町
史
』墨
俣
町
史
編
纂
委
員
会  

一
九
五
六
年

大
垣
市
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む
か
し
む
か
し
の
お
話
で
す
。

木
曽
川
の
深
い
、淵
を
の
ぞ
む
高
森
山
に
、赤
壁
の
苗
木
城
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。苗
木
の
お
城
は
、昔

か
ら
白
い
色
を
嫌
う
な
ら
わ
し
が
あ
り
ま
し
た
。と
い
う
の
も
、お
城
の
祖
先
が
戦
に
負
け
、ほ
ら
穴
に

隠
れ
て
い
た
と
き
、飼
っ
て
い
た
白
い
犬
が
ご
主
人
を
見
つ
け
て
う
れ
し
そ
う
に
ほ
え
、そ
れ
を
敵
が
見
つ

け
て
殺
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、こ
の
戒
め
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

苗
木
城
は
、山
道
を
行
く
旅
人
た
ち
や
い
か
だ
流
し
の
人
夫
た
ち
の
、旅
の
道
標
。全
国
的
に
も
珍
し

い
赤
壁
は
、旅
人
た
ち
の
心
を
な
ご
ま
せ
て
い
た
の
で
す
が
、殿
様
を
は
じ
め
、苗
木
に
住
む
村
人
た
ち

は
、赤
壁
を
い
つ
も
引
け
目
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

や
が
て
時
代
は
下
り
、平
和
が
お
と
ず
れ
て
戒
め
は
、た
だ
の
言
い
伝
え
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。つ
い
に
人
々
は
古
く
か
ら
の
な
ら
わ
し
を
破
り
、城
壁
を
白
く
塗
り
か
え
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。「
こ
れ
で
、苗
木
の
自
慢
が
ひ
と
つ
増
え
た
」殿
様
も
村
人
た
ち
も
そ
う
い
っ
て
た
い
そ
う
喜
び
ま
し

た
。が
、そ
の
時
。黒
雲
が
ま
た
た
く
間
に
空
を
お
お
い
、突
風
と
と
も
に
激
し
い
雨
が
降
り
だ
し
ま
し

た
。と
ど
ー
ん
、と
ど
ー
ん
と
山
か
ら
山
へ
ひ
び
き
た
わ
た
る
雷
。

人
々
が
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
と
、突
然
、木
曽
川
の
水
が
大
き
な
水
柱
と
な
っ
て
吹
き
上
げ
、お
城
の

天
守
閣
を
い
く
重
に
も
と
り
巻
い
た
水
柱
は
、恐
ろ
し
い
銀
色
の
竜
に
、そ
の
姿
に
変
え
た
の
で
す
。竜
は

大
き
な
目
玉
を
く
わ
っ
と
見
開
き
、す
る
ど
い
爪
で
自
壁
を
は
が
し
始
め
ま
し
た
。

殿
様
は
、怒
り
に
満
ち
た
竜
の
顔
を
見
て
は
っ
と
し
ま
し
た
。「
あ
の
竜
は
、私
た
ち
に
白
い
色
の
戒
め

を
思
い
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、ご
先
祖
様
の
姿
に
違
い
な
い
」み
る
み
る
間
に
白
壁
は
は
が
さ
れ
、お

城
は
も
と
の
赤
壁
に
も
ど
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。銀
色
の
竜
は
光
と
と
も
に
空
に
昇
り
、黒
雲
は
四
方
に

流
れ
散
っ
て
い
き
ま
す
。殿
様
た
ち
は
、し
ば
ら
く
ぼ
ん
や
り
と
赤
壁
の
お
城
を
見
つ
め
な
が
ら
、ご
先
祖

様
の
苦
し
か
っ
た
時
代
を
忘
れ
て
い
る
、今
の
自
分
た
ち
の
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
は
も
う
、苗

木
城
が
白
壁
に
塗
り
か
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
城
は
赤
壁
城
と
呼
ば
れ
、苗
木
の
人
々
も
誇
り
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

お
城
を
失
っ
た
今
、苗
木
城
跡
は
国
の
史
跡
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、長
い
歴
史
の
面
影
を
伝
え
る
、中

津
川
市
の
文
化
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】「
中
津
川
の
む
か
し
話
」　
　
　
　
　
　
　
　

社
団
法
人
中
津
川
青
年
会
議
所
発
行

 

恵
那
児
童
文
学
の
会
編
集  

一
九
八
四
年

中
津
川
市
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明台寺

苗木城跡

明台寺の橋杭笑地蔵
（『すのまたのあゆみ』より）
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崩越の王滝川右岸

む
か
し
、む
か
し
の
こ
と
。

暑
い
夏
の
盛
り
に
、墨
染
の
破
れ
衣
を
着
け
、見
る
か
ら
に
み
す
ぼ
ら
し
い
風
態
を
し
た
一
人
の
旅
僧

が
、鞍
馬
峡
の
景
色
に
見
ほ
れ
て
い
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、ま
ぐ
さ
を
背
負
っ
て
下
の
川
原
の
方
か
ら
村
人
が
一
人
、汗
水
流
し
て
登
っ
て
き
ま

し
た
。村
人
を
見
つ
け
た
旅
僧
は
、「
こ
れ
か
ら
御
嶽
山
へ
登
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、道
が
わ
か
ら

な
く
て
困
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。 
ど
う
か
道
を
教
え
て
ほ
し
い
」と
、尋
ね
ま
し
た
。

「
ア
イ
ア
イ
」と
快
く
返
事
を
し
た
お
百
姓
は
、旅
僧
の
先
へ
た
っ
て
案
内
す
る
道
す
が
ら
、い
ろ
ん
な

話
を
し
ま
し
た
。旅
僧
の
い
う
こ
と
に
は
、「
こ
ん
な
に
平
坦
な
土
地
が
あ
る
の
に
、な
ぜ
、水
田
と
し
な
い

の
か
。そ
う
す
れ
ば
、他
所
か
ら
馬
に
苦
労
を
か
け
て
お
米
を
運
ば
ず
に
す
む
で
あ
ろ
う
に
」「
ウ
ラ
ア
の

祖
父
も
、父
親
も
大
分
や
っ
て
は
み
た
が
、用
水
が
引
け
ん
の
で
、途
中
で
止
め
て
し
ま
っ
た
が
、惜
し
い

こ
と
を
し
た
も
ん
だ
」と
、百
姓
は
答
え
ま
し
た
。

す
る
と
旅
僧
は
、「
よ
し
。で
は
、早
速
、水
を
出
し
て
や
る
」と
い
っ
て
、も
っ
て
い
た
錫
杖
を
二
〜
三

回
、地
中
に
突
き
刺
す
と
、不
思
議
な
こ
と
に
み
る
み
る
清
水
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
湧
き
だ
し
て
き
ま

し
た
。「
田
植
え
に
な
れ
ば
、も
っ
と
出
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
や
る
」小
躍
り
を
し
て
喜
ん
だ
百
姓
は
、旅

僧
に
て
い
ね
い
に
礼
を
言
っ
て
わ
か
れ
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
は
、村
人
み
ん
な
で
開
田
に
努
め
ど
ん
な
日
照
り
続
き
で
も
、こ
こ
ば
か
り
は
決
し
て
涸
れ

る
こ
と
が
な
く
、水
が
冷
え
て
青
立
つ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。も
と
も
と
、米
作
に
は
不
適
な
山

村
に
生
ま
れ
た
稲
田
。

そ
れ
も
こ
れ
も
、こ
ん
こ
ん
と
湧
き
で
る
清
水
の
お
か
げ
で
す
。こ
の
不
思
議
な
で
き
ご
と
に
村
人
た

ち
は
、「
あ
の
旅
僧
は
、弘
法
様
に
ち
が
ぃ
な
ぃ
」と
話
し
あ
う
よ
う
に
な
り
、「
弘
法
清
水
」と
呼
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】参
考
文
献『
長
野
県
史
民
俗
編
』第
3
巻（
3
）中
信
地
方 

長
野
県  

一
九
九
〇
年（
王
滝
村
の
民
話
よ
り
）

王
滝
村
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横
井
作
左
衛
門
時
久
は
祖
父
江
横
井
家
の
祖
。

大
阪
の
陣
で
勇
敢
に
戦
い
、そ
の
武
功
に
よ
り
尾
張
藩
士
に
と
り
た
て
ら
れ
ま
し
た
。血
気
盛
ん
な
作

左
衛
門
は
、大
の
狩
猟
好
き
。若
い
頃
か
ら
、馬
を
走
ら
せ
、鷹
を
こ
ぶ
し
に
す
え
て
、カ
モ
や
ウ
ズ
ラ
を

捕
獲
し
て
い
ま
し
た
。

元
和
三（
一
六
一
七
）年
初
冬
。い
つ
も
の
よ
う
に
名
古
屋
城
の
西
方
、江
川
の
ほ
と
り
を
鷹
を
す
え
て

歩
い
て
い
る
と
、老
婆
が
、竿
の
先
に
布
を
つ
け
、川
で
さ
ら
し
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
の
こ
と
老
婆
の
竿
に
驚
い
た
水
辺
の
カ
モ
が
飛
び
立
つ
と
、ど
こ
か
ら
と
も
な
く
隼
が
舞
い

降
り
て
き
て
、カ
モ
を
さ
っ
と
捕
ら
え
て
、飛
び
去
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。「
か
よ
う
な
こ
と
が
、あ
る
も
の

か
。こ
れ
は
狩
猟
に
役
に
立
つ
の
か
も
し
れ
な
い
」と
考
え
た
作
左
衛
門
は
、早
速
、隼
を
捕
ら
え
、な
ら

し
は
じ
め
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
、一
年
が
過
ぎ
た
頃
。老
婆
の
よ
う
に
竿
の
先
に
布
を
つ
け
、「
そ
れ
ゆ
け
」と
隼
を
放
す
が
は

や
い
か
、隼
は
飛
び
立
つ
と
同
時
に
舞
い
降
り
て
、水
辺
の
カ
モ
を
つ
か
ま
え
た
の
で
し
た
。「
作
左
衛
門
、

お
も
し
ろ
い
放
鷹
を
す
る
そ
う
だ
の
う
。見
せ
い
」尾
張
の
初
代
藩
主
義
直
に
命
じ
ら
れ
た
作
左
衛
門

は
、御
前
に
て
新
式
放
鷹
術
を
披
露
。「
お
も
し
ろ
い
。今
日
か
ら
そ
ち
を
鷹
匠
頭
に
し
よ
う
」と
命
じ
ま

し
た
。と
こ
ろ
が
作
左
衛
門
は
、「
お
待
ち
く
だ
さ
い
。わ
た
く
し
め
は
も
は
や
老
体
。息
子
に
こ
の
術
を

伝
授
し
、完
成
し
た
と
こ
ろ
で
お
申
し
つ
け
く
だ
さ
い
」と
、辞
退
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

放
鷹
と
い
う
遊
び
が
尾
張
に
流
行
し
は
じ
め
た
の
は 

延
歴
年
間（
七
二
八
〜
八
〇
〇
）の
こ
と
。こ
の

遊
び
が
德
川
時
代
に
な
る
と
形
式
化
さ
れ
、美
し
さ
、勇
壮
さ
が
尊
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、作
左
衛
門
は
、誰
に
も
負
け
る
こ
と
の
な
い
完
成
さ
れ
た
型
を
つ
く
ろ
う

と
思
い
立
っ
た
の
で
し
た
。こ
の
術
は
さ
ら
に
二
年
の
歳
月
を
か
け
、美
し
い
一 

つ
の
型
に
な
り
ま
し
た
。

白
い
布
を
長
さ
三
ｍ
ほ
ど
の
竿
の
先
に
つ
け
、カ
モ
や
ウ
ズ
ラ
の
ひ
そ
む
あ
た
り
で
ふ
り
お
ろ
す
と
、

羽
を
す
ぼ
め
る
よ
う
に
舞
い
降
り
て
き
た
隼
が
、飛
び
立
っ
た
カ
モ
を
し
と
め
る
の
で
す
。

百
発
百
中
で
し
た
。こ
れ
に
自
信
を
つ
け
た
作
左
衛
門
は
、「
わ
が
子
時
有
で
ご
ざ
い
ま
す
。竿
鷹
の

術
、す
べ
て
伝
授
し
ま
し
た
」と
藩
主
義
直
に
息
子
を
紹
介
。時
有
は
鷹
匠
頭
と
な
り
、そ
の
職
は
世
襲
と

な
り
ま
し
た
。ち
な
み
に
、尾
張
で
放
鷹
が
領
主
の
専
売
特
許
み
た
い
に
な
っ
た
の
は
、正
保
二（
一
六
四

五
）年
の
こ
と
。

以
来
、藩
主
か
ら
許
可
さ
れ
た
者
以
外
は
、放
鷹
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
祖
父
江
町
誌
』祖
父
江
町
教
育
会  

一
九
八
八
年

稲
沢
市
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横井家の鷹場であった広口池（広口川）

16
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暑
い
夏
の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
年
は
、梅
雨
に
な
っ
て
も
雨
ひ
と
つ
ふ
ら
ず
、か
ん
か
ん
照
り
の
暑
い
日
が
続
い
て
お
り
ま
し
た
。

田
ん
ぼ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、野
山
の
草
木
ま
で
し
な
び
て
し
ま
い
、村
の
人
々
は
ほ
と
ほ
と
困
り
果
て

て
し
ま
い
ま
し
た
。「
こ
の
ま
ま
雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
稲
は
全
滅
じ
ゃ
」「
飲
む
水
だ
っ
て
、そ
の
う
ち
に
干

あ
が
っ
て
し
ま
う
ぞ
」村
人
た
ち
は
心
配
そ
う
に
空
を
見
上
げ
ま
す
が
、青
く
晴
れ
わ
た
っ
た
空
に
は
、

雲
の
姿
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。

「
そ
う
だ
。 

雨
乞
い
を
し
よ
う
」「
み
ん
な
で
お
祈
り
し
て
、雨
の
神
さ
ま
に
ご
き
げ
ん
を
な
お
し
て
も

ら
お
う
」村
人
は
そ
う
思
い
立
つ
と
鉦
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、一 

生
懸
命
お
祈
り
を
し
ま
し
た
。し
か

し
、何
日
お
祈
り
を
し
て
も
、雨
雲
が
湧
く
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
時
の
こ
と
で
す
。白
い
髭
の
お
じ
い
さ
ん
が
あ
ら
わ
れ
て
、「
村
の
は
ず
れ
の
木
の
下
に
ア
マ
ツ

ボ
と
い
う
四
つ
の
石
が
あ
る
。 

そ
れ
を
川
に
沈
め
る
と
い
い
」と
い
う
と
、ど
こ
や
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。「
ひ
ょ
っ
と
し
て
、こ
れ
は
神
様
の
お
告
げ
な
の
か
も
し
れ
な
ぃ
」「
と
も
か
く
、ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
を

川
に
沈
め
て
み
よ
う
」そ
う
口
々
に
叫
ん
だ
村
人
は
、村
の
は
ず
れ
で
お
人
形
さ
ん
の
よ
う
な
力
タ
チ
を

し
た
四
つ
の
石
を
見
つ
け
ま
し
た
。

「
こ
れ
が
き
っ
と
ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
じ
ゃ
。さ
っ
そ
く
、川
に
沈
め
て
み
よ
う
」す
る
と
た
ち
ど
こ
ろ
に
黒
い

雨
雲
が
あ
ら
わ
れ
て
、大
粒
の
雨
が
降
り
出
し
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
雨
じ
ゃ
。雨
じ
ゃ
」う
れ
し
さ
の

あ
ま
り
、男
も
女
も
、犬
も
猫
も
お
ど
り
だ
し
ま
し
た
。し
か
し
、雨
は
何
日
た
っ
て
も
上
が
る
気
配
が
あ

り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
、川
の
水
は
ふ
く
れ
あ
が
り
、堤
防
を
越
す
ほ
ど
の
勢
い
で
す
。困
り
果
て
た
村
人
達

は
、相
談
の
末
、ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
を
川
の
な
か
か
ら 

拾
い
あ
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

す
る
と
、ど
う
で
し
ょ
う
。あ
れ
ほ
ど
降
っ
て
い
た
雨
は
ピ
タ
リ
と
や
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
は
そ
れ
ほ
ど
霊
験
あ
ら
た
か
な
石
と
評
判
と
な
り
、村
人
は
大
切
に
お
祀
り
し
た
そ

う
で
す
。

ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
の
伝
説
が
伝
わ
る
町
野
の
集
落
は
、木
曽
川
改
修
の
お
り
、川
底
に
水
没
し
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
八
開
村
史
民
俗
編
』八
開
村
史
編
さ
ん
委
員
会  

一
九
九
四
年

愛
西
市
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そ
の
昔
、高
根
村
に
は
原
家
と
い
う
長
者
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。

室
町
時
代
か
ら
の
金
持
ち
で
、村
人
は
親
方
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。こ
の
屋
家
に
奉
公
し
て
い
た
の
が

「
ち
ん
ま
」と
い
う
美
し
い
娘
で
し
た
。

ち
ん
ま
は
と
て
も
お
料
理
上
手
。優
し
く
、愛
敬
も
あ
り
み
ん
な
か
ら
好
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、恐
ろ

し
い
ほ
ど
の
力
持
ち
。魔
性
の
女
の
よ
う
で
し
た
。

あ
る
時
、露
店
に
風
呂
を
炊
い
て
原
の
旦
那
が
入
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、急
に
雷
雨
に
み
ま
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
、ち
ん
ま
は
茶
碗
を
持
つ
よ
う
に
軽
々
と
風
呂
を
庇
の
中
に
運
ん
だ
そ
う
で
す
。そ
ん
な
ち
ん
ま

に
は
、ふ
る
よ
う
な
縁
談
が
あ
り
ま
し
た
が
、決
し
て
首
を
縦
に
は
振
り
ま
せ
ん
。出
稼
ぎ
で
原
家
に
勤

め
て
い
た
杣（
木
こ
り
）の
小
三
郎
に
恋
し
て
い
た
の
で
す
。

あ
る
日
、ち
ん
ま
は
小
三
郎
に
逢
い
た
い
一
心
で
山
に
行
き
、イ
ワ
ナ
に
姿
を
変
え
て
弁
当
の
中
に
入
っ

て
お
り
ま
し
た
。昼
食
時
、腹
を
す
か
せ
た
小
三
郎
は 

「
こ
れ
は
う
ま
そ
う
な
イ
ワ
ナ
」だ
と
一
息
に
呑
み

込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。た
ち
ま
ち
の
ど
が
渇
き
、川
の
水
を
飲
み
続
け
て
い
る
間
に
、身
体
に
キ
バ
や

角
、ウ
ロ
コ
が
生
え
て
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

小
三
郎
は
あ
っ
と
い
う
間
に
、巨
大
な
白
竜
に
変
身
し
、大
山
鳴
動
し
て
地
が
割
れ
、美
し
い
池
が
生

ま
れ
ま
し
た
。 

こ
の
美
し
い
池
は
杣
ヶ
池
と
呼
ば
れ
、雨
乞
い
の
池
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

杣
ヶ
池
か
ら
東
方
七
〇
〇
ｍ
の
と
こ
ろ
に
湿
原
と
化
し
た「
ち
ん
ま
が
池
」が
あ
り
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
開
田
村
誌
上
巻
』村
誌
編
纂
委
員
会  

一
九
八
〇
年

高
山
市
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個人所蔵のアマツボさん（『八開村史民俗編』より）

杣ヶ池

17

民
話
の
小
箱



今
か
ら
千
年
以
上
昔
の
お
話
で
す
。

毎
年
の
よ
う
に
洪
水
を
起
こ
す
こ
の
地
で
は
、と
て
も
珍
し
い
こ
と
に
、ま
っ
た
く
雨
が
降
る
気
配
が

見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。晴
天
続
き
に
最
初
は
喜
ん
で
い
た
村
の
人
々
も
、次
第
に
顔
を
曇
ら
せ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
折
り
、弘
法
大
師
が
真
清
田
神
社
に
訪
れ
ま
し
た
。干
ば
つ
を
心
配
し
た
村
の
人
々
が
弘
法

大
師
に
相
談
す
る
と
、弘
法
大
師
は
、茅
で
竜
を
つ
く
り
、一
心
に
祈
り
ま
し
た
。す
る
と
不
思
議
な
こ
と

に
竜
が
動
き
出
し
、

「
あ
な
た
が
ど
ん
な
に
祈
っ
て
も
だ
め
で
す
。 
天
下
の
竜
は
す
べ
て
竜
王
に
よ
っ
て
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。も
し
、雨
を
降
ら
せ
た
ら
、ど
ん
な
竜
で
も
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
」 

と
い
い
ま
し
た
。

竜
の
悲
し
げ
な
声
を
聞
い
た
弘
法
大
師
は
竜
に
向
か
っ
て
、「
こ
の
村
の
人
み
ん
な
を
助
け
る
の
だ
。な

ん
と
か
お
ま
え
の
力
で
雨
を
降
ら
せ
て
く
れ
た
ら
、真
清
田
神
社
の
境
内
に
祀
っ
て
や
ろ
う
」と
呼
び
か

け
ま
し
た
。

「
そ
ん
な
に
い
わ
れ
る
の
な
ら
、や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。水
の
種
を
少
し
く
だ
さ
い
」と
竜
は
弱
々
し
げ
な

声
で
答
え
ま
し
た
。

そ
れ
を
聞
い
た
弘
法
大
師
が
硯
の
水
を
大
地
に
注
ぐ
と
、た
ち
ま
ち
黒
雲
を
呼
ん
で
大
雨
を
降
ら
せ

た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
竜
王
の
怒
り
に
触
れ
た
竜
は
、ず
た
ず
た
に
さ
れ
、天
か
ら
落
ち
て
き
ま
し
た
。弘
法
大
師

は
そ
の
竜
を
丁
寧
に
弔
い
、約
束
通
り
、竜
神
と
し
て
お
祀
り
し
た
そ
う
で
す
。 

こ
の
竜
神
様
は
今
も
真
清
田
神
社
の
境
内
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
愛
知
県
伝
説
集
』 

愛
知
県
教
育
会
編  
一
九
三
七
年

一
宮
市
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長
い
日
照
り
が
続
い
た
あ
る
年
の
夏
の
こ
と
で
す
。

長
良
川
の
段
々
畑
を
二
段
も
三
段
も
登
っ
た
と
こ
ろ
に 

五
町
、今
の
八
幡
町
五
町
は
あ
り
ま
し
た
。

眼
下
に
川
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
も
、五
町
で
は
川
の
水
を
引
く
こ
と
が
で
き
ず
、作
物
を
作
る
の
は
、観

音
山
か
ら
流
れ
る
谷
水
と
、雨
の
み
。そ
の
頼
み
の
水
も
、長
い
日
照
り
で
枯
れ
て
し
ま
い
、飲
み
水
さ
え

も
事
欠
く
あ
り
さ
ま
で
し
た
。困
り
果
て
た
村
人
が
話
し
合
っ
て
い
る
と
庄
屋
さ
ん
が
、

「
竜
は
雨
を
呼
ぶ
と
い
う
こ
っ
ち
ゃ
。藁
で
竜
を
作
っ
て
諏
訪
神
社
へ
お
祈
り
し
て
み
た
ら
ど
う
じ
ゃ
」

「
そ
う
じ
ゃ
。 

そ
う
し
ま
い
か
。そ
れ
は
え
え
考
え
じ
ゃ
」村
人
は
こ
う
い
う
と
、早
速
、竜
を
作
り
始
め

ま
し
た
。ま
る
一 

日
が
か
り
で
仕
上
げ
た
竜
は
、長
さ
五
ｍ
、胴
回
り
一
ｍ
と
い
う
堂
々
た
る
体
躯
。そ
れ

を
丸
く
輸
に
し
て
、諏
訪
神
社
の
拝
殿
へ
奉
納
し
ま
し
た
。

次
の
朝
、お
神
酒
を
三
升
背
負
っ
て
諏
訪
神
社
へ
行
く
と
、輪
に
し
て
い
た
竜
は
首
を
拝
殿
に
向
け
、

突
っ
立
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。驚
い
た
村
人
は
、お
神
酒
を
竜
の
口
に
流
し
込
み
、雨
乞
い
の
式

を
そ
そ
く
さ
と
終
え
る
と
、竜
を
か
つ
い
で
村
の
道
へ
出
て
い
き
ま
し
た
。

す
る
と
竜
は
突
然
暴
れ
だ
し
、大
矢
淵
に
飛
び
込
む
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。そ
れ
を
見
て
腰
を
抜
か
し

た
村
人
の
一 

人
が
、「
雲
じ
ゃ
！
雨
が
い
た
だ
け
る
ぞ
」と
叫
び
ま
し
た
。

あ
れ
ほ
ど
ぎ
ら
つ
い
て
い
た
太
陽
を
覆
い
隠
す
よ
う
に
黒
雲
が
た
ち
こ
め
、カ
メ
を
ひ
っ
く
り
返
し
た

よ
う
な
大
雨
が
降
っ
て
き
た
の
で
す
。「
雨
じ
ゃ
あ
、雨
じ
ゃ
あ
、あ
り
が
た
い
」し
か
し
ど
う
で
し
ょ
う
。雨

は
や
む
こ
と
な
く
、雨
足
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
る
ば
か
り
。「
大
水
じ
ゃ
あ
。村
が
流
さ
れ
る
ぞ
」夜
が

明
け
る
こ
ろ
に
は
つ
い
に
、村
は
大
水
に
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。そ
れ
で
村
人
は「
竜
に
汚
れ
を
入
れ

た
か
も
し
れ
ん
」と
い
つ
て
、汚
れ
を
払
い
に
諏
訪
神
社
を
再
び
訪
れ
ま
し
た
。

す
る
と
、ど
う
で
し
ょ
う
。祝
詞
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
、雨
は
こ
や
み
に
な
り
、竜
が
跳
ね
上
が
っ
て
雲

に
乗
り
移
る
の
が
見
え
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、五
町
の
空
は
晴
れ
上
が
り
、大
水
で
つ
か
っ
た
段
々
畑
は
広
い
平
地
に
変
わ
っ
て
、大
根
の

名
所
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
郡
上
の
昔
話・昔
の
話
』和
田
昌
三  

一
九
九
一
年

郡
上
市
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諏訪神社が合祀された神明神社
昔話の諏訪神社は、5年に1度春祭りをする神明神社
（八幡町五町字観音前284）に合祀されている。

吐水龍
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む
か
し
、む
か
し
の
お
話
で
す
。

与
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
山
で
は
、貴
族
の
家
を
た
て
る
た
め
に
、大
勢
の
木
こ
り
が
集
め
ら
れ
、役
人
の

も
と
で
た
く
さ
ん
の
木
が
切
ら
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
木
こ
り
の
な
か
に
、正
直
者
の
与
平
と
い
う
男
が

い
ま
し
た
。

あ
る
雨
の
激
し
い
夜
の
こ
と
。与
平
は
ト
ン
ト
ン
と
小
屋
を
叩
く
音
に
目
を
覚
ま
し
ま
し
た
。お
そ
る

お
そ
る
戸
を
開
け
る
と
、白
い
着
物
を
き
た
美
し
い
女
の
人
が
悲
し
げ
に
立
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。そ
し
て
女
の
人
は「
こ
れ
以
上
木
を
切
り
倒
す
と
、必
ず
悪
い
こ
と
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
」と
言
い
残

し
て
、雨
の
な
か
に
ス
ー
つ
と
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

あ
く
る
日
与
平
は
こ
の
こ
と
を
仲
間
に
話
し
ま
し
た
。木
こ
り
た
ち
は
こ
の
言
葉
を
恐
れ
て
、仕
事
を

続
け
る
こ
と
を
拒
み
ま
し
た
が
、役
人
は
聞
き
入
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
。

と
う
と
う
与
平
は
、「
腹
が
痛
い
」と
嘘
を
つ
い
て
仕
事
を
休
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。そ
の
夜
、い
つ
か
の

女
の
人
が
現
れ
て
、「
明
日
、雨
が
降
り
始
め
た
ら
、山
の
頂
へ
必
ず
逃
げ
て
く
だ
さ
い
」と
い
つ
て
、夕
闇

の
な
か
に
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

翌
日
、女
の
人
が
い
っ
た
通
り
大
雨
が
降
り
始
め
た
か
と
思
う
間
も
な
く
、土
石
流
は
牙
を
む
い
て
村

に
襲
い
か
か
り
、里
の
家
々
は
跡
か
た
も
な
く
つ
ぶ
さ
れ
、中
山
道
も
く
ず
れ
さ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。こ

の
時
、与
平
は
土
砂
に
流
さ
れ
て
い
く
白
蛇
を
見
ま
し
た
。

実
は
、あ
の
女
の
人
は
、白
蛇
の
仮
の
姿
だ
っ
た
の
で
す
。こ
の
こ
と
が
起
き
て
か
ら
、与
平
は
木
こ
り
を

や
め
て
馬
方
に
な
り
、尾
張
の
国
か
ら
食
物
を
運
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

木
曽
谷
一 

帯
を
襲
う
恐
ろ
し
い
蛇
抜
け
。こ
の
災
害
を
少
し
で
も
静
め
る
た
め
に
、南
木
曽
町
に
は
、

石
碑
や
地
蔵
様
が
多
く
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
私
た
ち
が
調
べ
た
木
曾
の
伝
説
』 

長
野
県
木
曾
西
高
等
学
校
地
歴
部  

一
九
八
〇
年

南
木
曽
町
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そ
の
昔
、春
日
村
の
美
束
と
い
う
集
落
に
長
者
の
一 

族
が
住
ん
で
い
た
げ
な
。

な
ん
で
も
都
か
ら
落
ち
の
び
て
き
た
身
分
の
高
い
人
の
子
孫
だ
っ
た
と
い
う
話
じ
ゃ
。

土
地
を
開
い
て
粟
や
ひ
え
を
ぎ
ょ
う
さ
ん
作
り
、そ
の
上
に
米
ま
で
作
る
よ
う
に
な
っ
た
げ
な
。

米
の
と
ぎ
汁
が
毎
日
毎
日
川
に
流
さ
れ
た
の
で
、こ
の
川
を
粕
川
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
じ
ゃ
。

長
者
の
一 

族
が
ど
ん
ど
ん
栄
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
あ
、米
作
り
や
狩
り
を
し
た
だ
け
じ
ゃ
な
し

に
、砂
金
と
い
っ
て
な
、砂
の
な
か
か
ら
金
を
選
び
だ
し
て
、金
の
鶏
の
よ
う
な
置
き
物
を
作
っ
と
っ
た
ら

し
い
。

長
者
は
賢
い
頭
と
金
の
力
で
村
の
長
と
な
り
、長
い
間
、ぜ
い
た
く
な
暮
ら
し
を
し
と
っ
た
げ
な
。

栄
枯
盛
衰
も
世
の
な
ら
い
と
い
う
が
、こ
の
長
者
一 

族
の
盛
り
も
そ
う
長
い
こ
と
続
か
ん
か
っ
た
。 

そ
の
こ
ろ
、熊
坂
長
範
と
い
う
大
泥
棒
が
村
の
長
国
寺
に
住
み
、こ
の
寺
を
根
城
に
金
持
ち
を
襲
っ
て

は
、稼
ぎ
ま
く
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
。 

し
か
し
、つ
い
に
は
捕
ら
え
ら
れ
討
ち
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
な
。

こ
の
大
泥
棒
を
こ
こ
ま
で
ほ
っ
と
い
た
と
い
う
か
ど
で
、長
者
は
と
う
と
う
こ
の
村
に
お
れ
ん
よ
う
に

な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
一 

族
も
ち
り
ち
り
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、こ
の
土
地
を
追
わ
れ
る
と
き
に
長
者

は
、ぎ
ょ
う
さ
ん
た
め
こ
ん
だ
宝
物
と
金
の
鶏
を
ど
っ
か
に
う
ま
い
こ
と
隠
し
て
し
ま
っ
た
げ
な
。 

隠
さ
れ
た
鶏
は
、よ
う
と
し
て
行
方
が
知
れ
ぬ
が
、毎
年
、元
旦
の
朝
早
く
、朝
日
を
浴
び
て
コ
ケ
コ
ツ

コ
ー
と
、た
だ
三
声
だ
け
鳴
く
そ
う
じ
ゃ
。

【
参
考
図
書
】『
春
日
村
史
』春
日
村
史
編
纂
委
員
会  

一
九
八
三
年

揖
斐
川
町
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お堂と長者平
平成12年に長国寺跡に建てられたお堂

与川渡しのお地蔵様
右が与川渡しのお地蔵様で、左の巨石は明治37年
建「地蔵尊供養記念碑」、横に南無阿弥陀佛が祀られ
ている。
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む
か
し
、お
が
せ
池
に
、大
蛇
が
い
て
な
。 

み
ん
な
こ
わ
が
っ
て
い
た
と
。

あ
る
年
の
夏
、た
い
へ
ん
な
日
照
り
が
つ
づ
い
て
な
。お
が
せ
池
の
水
も
枯
れ
て
し
ま
い
、百
姓
し
ゅ
う

は
と
ん
と
困
り
果
て
、毎
日
、毎
日
、み
ん
な
で
雨
ご
い
を
し
た
と
。け
れ
ど
も
、ち
っ
と
も
雨
は
降
ら
ん
。 

と
う
と
う
惣
八
郎
と
い
う
百
姓
頭
が
、大
事
な
馬
一
〇
頭
と
、牛
一
〇
頭
を
大
蛇
に
食
わ
せ
よ
と
、池
の

真
ん
中
に
連
れ
出
し
た
。「
蛇
神
様
、こ
れ
を
受
け
取
っ
て
く
だ
せ
え
。そ
の
か
わ
り
、雨
を
く
だ
せ
え
」

と
、一
心
に
祈
っ
た
と
。 

す
る
と
、ど
う
じ
ゃ
。大
粒
の
雨
が
ぶ
ち
ゃ
け
る
よ
う
に
降
り
始
め
た
。池
の
水
は
み
る
み
る
内
に
増
え

て
渦
を
巻
き
、惣
八
郎
は
馬
も
ろ
と
も
、あ
っ
と
い
う
間
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
と
。 

三
年
の
歳
月
が
過
ぎ
た
。百
姓
し
ゅ
う
が
惣
八
郎
の
法
要
を
営
む
た
め
に
、お
経
を
あ
げ
て
も
ら
っ
て

い
る
時
だ
っ
た
、池
の
な
か
か
ら
、誰
や
ら
顔
を
だ
し
、こ
ち
ら
へ
泳
い
で
く
る
で
は
な
い
か
。「
惣
八
郎

だ
、あ
り
が
た
や
、惣
八
郎
が
生
き
て
お
っ
た
」ぽ
か
ん
と
し
て
い
る
百
姓
し
ゅ
う
の
前
で
、惣
八
郎
は
こ

ん
な
話
を
始
め
た
。「
お
ら
あ
、あ
の
日
。池
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、気
を
失
っ
て
い
た
ん
や
。『
い
た
い
、い

た
い
』と
う
め
く
声
に
ふ
っ
と
気
が
つ
く
と
、の
た
う
ち
回
っ
て
い
る
大
蛇
が
、『
こ
こ
を
さ
す
っ
て
く
れ
』と

ふ
く
れ
上
が
っ
た
腹
を
見
せ
た
ん
や
。こ
わ
ご
わ
さ
す
っ
て
や
る
と
、大
蛇
は
、大
き
な
口
を
あ
け
て
、苦

し
げ
に
太
刀
を
吐
き
出
し
た
。

そ
し
て
静
か
に
な
り
、『
わ
し
は
、こ
の
池
に
千
年
も
住
ん
で
い
る
主
じ
ゃ
。む
か
し
は
、ず
い
ぶ
ん
村
で

悪
事
を
重
ね
て
き
た
の
で
、な
か
な
か
往
生
で
き
ん
。お
前
が
村
へ
帰
っ
た
ら
、坊
さ
ん
に
な
っ
て
な
。わ
し

が
大
往
生
で
き
る
よ
う
、祈
っ
て
く
れ
な
い
か
。こ
の
太
刀
は
、わ
し
の
た
だ
一
つ
の
宝
じ
ゃ
が
、も
っ
て
い

け
。も
し
、大
往
生
で
き
た
な
ら
、こ
の
太
刀
は
き
っ
と
村
を
守
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
』と
い
う
の
で
、受
け

取
る
と
、も
う
身
体
が
浮
き
あ
が
り
、こ
の
通
り
、無
事
に
帰
っ
て
こ
れ
た
の
じ
ゃ
」そ
う
い
い
な
が
ら
、立

派
な
太
刀
を
み
せ
た
そ
う
な
。

今
も
、こ
の
宝
刀
は
、池
の
近
く
の
祠
に
祭
ら
れ
、村
の
守
り
神
と
し
て
、お
祈
り
が
た
え
な
い
そ
う

じ
ゃ
。 

名
前
が
惣
八
郎
や
太
左
衛
門
と
違
う
場
合
が
あ
る
。

【
参
考
図
書
】『
か
が
み
が
は
ら
の
む
か
し
話
』各
務
原
市
小
学
校
国
語
同
好
会  

一
九
七
八
年

各
務
原
市
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む
か
し
、む
か
し
の
こ
と
で
す
。

光
山
上
人
と
い
う
天
台
宗
の
お
坊
さ
ま
が
、白
谷
の
山
中
に
こ
も
っ
て
石
の
上
に
座
り
、一
身
に
修
業

を
し
て
い
ま
し
た
。す
る
と
、北
の
方
の
空
が
さ
ぁ
っ
と
輝
き
、不
思
議
な
気
配
が
た
ち
こ
め
ま
し
た
。

「
こ
れ
は
神
さ
ま
の
お
告
げ
か
も
し
れ
な
い
。 

北
の
山
に
登
っ
て
み
よ
う
」さ
っ
そ
く
北
の
山
へ
登
っ
た

光
山
上
人
は
、條
が
橋
と
い
う
と
こ
ろ
の
近
く
に
平
ら
な
石
が
あ
っ
た
の
で
、そ
の
上
に
座
り
、一
心
不
乱

に
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。

す
る
と
、あ
ら
不
思
議
。合
掌
し
て
い
る
手
か
ら
水
が
ほ
と
ば
し
り
で
て
川
に
注
い
だ
と
思
う
と
、川

の
瀬
が
変
わ
っ
て
上
流
へ
水
が
流
れ
出
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、こ
こ
を
上
ヶ
瀬
と
名
づ
け
ま
し
た
。上
人
は
さ
ら
に
湯
屋
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
登
り
山
を
仰

ぎ
見
る
と
、空
い
っ
ぱ
い
に
神
々
し
い
光
が
輝
く
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

驚
い
た
上
人
が
山
の
頂
上
か
ら
北
を
見
る
と
、海
の
よ
う
に
大
き
な
池
が
満
々
と
水
を
た
た
え
て
い

ま
し
た
。

そ
の
池
に
近
づ
く
と
池
の
中
か
ら
大
蛇
が
現
れ
た
の
で「
こ
ら
化
け
物
！
正
体
を
現
せ
!!
」と
叫
ん
だ

上
人
が
、数
珠
を
投
げ
つ
け
ま
し
た
。

こ
の
数
珠
は
な
ん
と
大
蛇
の
目
に
命
中
。す
る
と
大
蛇
の
姿
は
消
え
て
神
さ
ま
が
現
れ
、「
私
は
海
水

山
権
現
で
あ
る
。こ
の
山
に
お
宮
を
建
て
て
私
を
祀
れ
ば
、ど
ん
な
願
い
で
も
叶
え
て
あ
げ
よ
う
」と
い
う

お
告
げ
を
残
し
、山
の
中
に
か
き
消
え
ま
し
た
。

そ
こ
で
光
山
上
人
は
お
宮
を
建
て
て
海
水
山
権
現
を
お
祀
り
し
ま
し
た
。板
取
村
の
川
や
谷
の
水
が

澄
ん
で
美
し
い
の
も
こ
の
権
現
さ
ま
の
お
か
げ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

板
取
村
に
は
光
山
上
人
が
座
っ
て
修
業
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
光
山
石
が
白
谷
区
の
観
音
洞
、門
出

洞
の
オ
オ
イ
オ
、上
ヶ
瀬
区
の
北
は
ず
れ
の
文
助
林
、岩
本
区
の
藤
巻
、杉
原
ぼ
き
の
ヨ
コ
ワ
タ
り
に
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
板
取
む
か
し
話
第
三
集
』（
題「
光
山
上
人
の
話
」） 

板
取
村
教
育
委
員
会  

一
九
八
四
年

関 

市
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大悲山円教寺（通称白谷観音堂）
関市板取白谷地区の大悲山円教寺（通称白谷観音堂）
の秘仏十一面観音像は、平安時代の作といわれ（作者
不明）、七年に一度しか公開されない。なお、関市板取
杉原の新宮神社には「海水権現」と書いた狂俳額が掲
げてある。

おがせの池
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む
か
し
む
か
し
の
お
話
で
す
。

日
本
武
尊
が
美
濃
国
か
ら
鈴
鹿
郡
へ
赴
く
時
、桑
名
の
平
群
神
社
で
ご
休
息
を
さ
れ
ま
し
た
。平
群

神
社
の
裏
山
は
、全
山
に
椎
の
木
が
生
い
茂
る
神
秘
的
な
と
こ
ろ
。あ
ま
り
の
美
し
さ
に
み
と
れ
た
日
本

武
尊
は
裏
山
を
歩
き
回
っ
て
い
る
と
、そ
れ
は
美
し
い
池
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
少
し
疲
れ
た
。足
で
も

洗
っ
て
い
こ
う
」と
、冷
た
く
澄
み
き
っ
た
池
に
足
を
ひ
た
し
て
く
つ
ろ
が
れ
た
そ
う
で
す
。 

こ
の
池
に
は

片
目
の
魚
が
棲
ん
で
い
て
、こ
の
魚
を
捕
る
と
神
罰
が
あ
た
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

い
つ
の
こ
ろ
か
不
明
で
す
が
、こ
ん
な
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。松
右
衛
門
と
い
う
漁
師
が
内
緒
で「
大

な
ま
ず
」を
生
け
捕
り
、背
負
い
籠
に
い
れ
帰
り
か
け
た
と
こ
ろ
、池
の
方
か
ら「
オ
ー
イ
！
松
右
衛
門

や
ー
い
」と
呼
ぶ
声
が
し
ま
し
た
。そ
し
た
ら
驚
く
こ
と
に
、背
中
の
籠
か
ら「
オ
ー
イ
」と
な
ま
ず
が
返

事
を
し
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。漁
師
は
驚
い
て
な
ま
ず
を
池
に
放
し
て
帰
り
ま
し
た
が
、そ
の
漁
師
は

間
も
な
く
病
気
に
な
っ
て
死
ん
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
平
群
池
で
は
魚
の
放
流
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
、魚
を
求
め
る
多
く
の
白

サ
ギ
が
池
に
舞
い
降
り
て
い
ま
し
た
。 

あ
る
日
の
こ
と
で
す
。九
左
衛
門
と
い
う
猟
師
が
、自
サ
ギ
を
撃
と
う
と
し
て
誤
っ
て
池
に
落
ち
て
し

ま
い
ま
し
た
。こ
の
と
き
、ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
た
九
左
衛
門
の
ふ
ん
ど
し
に
入
っ
て
い
た
の
が
、た
く
さ
ん

の「
も
ろ
こ
」。懐
の
中
に
も「
鯉
」が
数
匹
入
っ
て
い
ま
し
た
。お
ま
け
に
木
の
株
だ
と
思
っ
て
つ
か
ん
だ
の

が
兎
の
足
。思
わ
ぬ
収
穫
に
う
れ
し
い
や
ら
恐
ろ
し
い
や
ら
。 

九
左
衛
門
は
以
後
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
、殺
生
を
つ
つ
し
み
、白
サ
ギ
を
大
切
に
し
た
の
で
、白

サ
ギ
は
そ
の
後
、た
く
さ
ん
繁
殖
し
ま
し
た
。 

こ
の
平
群
池
と
そ
の
周
辺
は
平
成
一
〇
年
に
整
備
さ
れ
、自
然
と
調
和
の
と
れ
た
公
園
と
な
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
桑
名
の
伝
説・昔
話
』 

近
藤
杢
、平
岡
潤 

桑
名
市
教
育
委
員
会  

一
九
七
六
年

桑
名
市
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川
浦
川
は
長
良
川
に
合
流
す
る
美
し
い
川
で
す
。

碧
色
に
輝
く
水
面
で
は
銀
鱗
が
輝
き
、川
辺
の
竹
や
ぶ
は
風
に
揺
れ
る
。

ま
る
で
、桃
源
郷
の
よ
う
な
美
し
い
風
景
で
す
。

こ
の
川
浦
川
に
は
龍
宮
の
淵
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。

淵
を
の
ぞ
く
と
、乙
姫
さ
ま
の
足
跡
が
見
え
た
こ
と
か
ら
、村
人
は
こ
う
呼
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、秋
の
宵
に
は
、水
の
中
か
ら
太
鼓
を
た
た
く
音
が
聞
え
、実
り
の
季
節
を
祝
う
か
の
よ
う
に
、ド

ロ
ン
、ド
ロ
ン
、と
鳴
り
響
い
た
そ
う
で
す
。 

こ
の
、淵
に
は
、 

不
思
議
な
言
い
伝
え
が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

む
か
し
、お
椀
な
ど
の
器
を
貸
し
て
ほ
し
い
人
た
ち
が
、こ
こ
で
乙
姫
さ
ま
に
お
願
い
す
る
と
、翌
朝
に

は
、そ
こ
に
き
ち
ん
と
そ
ろ
う
の
で
す
。

で
す
か
ら
、法
事
や
お
祭
り
で
た
く
さ
ん
の
入
々
を
招
く
家
庭
で
は
、た
び
た
び
、こ
の
淵
へ
借
り
に

い
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、あ
る
若
い
男
が
、乙
姫
さ
ま
を
一
目
み
た
い
と
思
い
、借
り
た
お
椀
を
返
し
た
後
で
、竹
や

ぶ
の
か
げ
に
隠
れ
て
見
て
い
る
と
、美
し
い
お
姫
さ
ま
が
現
れ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
美
し
さ
は
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
。

「
あ
あ
見
え
た
、な
ん
と
美
し
い
こ
と
だ
ろ
う
」

あ
ま
り
の
美
し
さ
に
若
い
男
が
思
わ
ず
叫
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

す
る
と
、ど
う
で
し
ょ
う
。

乙
姫
さ
ま
は
、す
っ
と
水
の
中
に
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

人
に
姿
を
見
ら
れ
た
の
が
、き
っ
と
恥
ず
か
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

そ
れ
か
ら
は
誰
が
器
を
借
り
に
い
っ
て
ど
ん
な
お
願
い
を
し
て
も
貸
し
て
は
も
ら
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
美
濃
加
茂
市
史
民
俗
編
』美
濃
加
茂
市  

一
九
七
八
年

美
濃
加
茂
市
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平群池

龍宮の淵
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西
山
は
、山
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
村
で
す
。

む
か
し
村
人
は
、火
を
か
け
て
山
を
焼
き
、そ
こ
へ
粟
や
稗
、蕎
麦
な
ど
を
つ
く
り
、谷
田
で
は
米
を
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、年
貢
を
お
さ
め
て
し
ま
う
と
、手
元
に
残
る
穀
物
は
ご
く
わ
ず
か
。「
い
つ
か

は
白
い
米
を
食
い
た
い
」人
々
は
さ
さ
や
か
な
夢
を
語
り
合
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
年
の
こ
と
で
す
。村
の
世
話
役
を
し
て
い
た
弥
太
郎
は
村
の
衆
に
、「
み
な
の
衆
や
、た
ん
と
米
が

と
れ
る
よ
う
に
荒
地
に
水
を
引
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
。そ
う
す
れ
ば
日
照
り
や
長
雨
で
も
困
ら
ん
ぞ
」弥
太

郎
の
意
見
に
納
得
し
た
村
人
は
さ
っ
そ
く
水
路
の
工
事
を
開
始
。谷
川
か
ら
水
を
引
く
た
め
の
頑
丈
な

溝
を
築
き
ま
し
た
。今
で
も
こ
の
用
水
を「
弥
太
郎
用
水
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。

み
ん
な
の
努
力
で
水
不
足
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、せ
っ
か
く
作
っ
た
田
ん
ぼ
は
猪
に
荒
ら
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。ま
た
し
て
も
弥
太
郎
は
、猪
を
防
ぐ
た
め
の
猪
垣
を
約
四
キ
ロ
、汗
と
泥
に
ま
み
れ
て
作
り

上
げ
ま
し
た
。

し
か
し
山
里
の
こ
と
。収
穫
も
思
う
よ
う
に
増
え
ず
、猪
の
害
も
減
つ
た
と
は
い
え
な
く
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
弥
太
郎
は
み
ん
な
の
代
表
と
な
っ
て
お
役
所
に
行
き
、「
お
米
が
と
れ
な
く
て
み
ん
な
困
っ
て
い
ま

す
。 

ど
う
か
三
年
間
、年
貢
を
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」と
頼
み
、無
年
貢
に
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

で
も
魔
が
さ
し
た
と
い
う
か
、弥
太
郎
の
気
持
ち
は
変
わ
り
、村
へ
戻
る
と
年
貢
を
今
ま
で
通
り
取
り

立
て
て
、ぜ
い
た
く
な
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
後
に
わ
か
る
と
、村
人
た
ち
は
弥
太
郎
を
村
か
ら
追
放
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

し
か
し
弥
太
郎
が
死
ぬ
と
、 

用
水
を
作
っ
た
努
力
に
感
謝
し
て
そ
の
罪
を
許
し
、脇
差
し
を
添
え
て
丁

重
に
裏
山
に
葬
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
上
石
津
ふ
る
里
噺
』上
石
津
教
育
委
員
会  

一
九
八
三
年

大
垣
市
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風
雲
急
を
告
げ
る
幕
末
の
こ
ろ

前
野
と
い
う
集
落
で
は
、年
中
こ
ん
こ
ん
と
清
水
が
湧
き
出
し
て
い
ま
し
た
。

澄
み
き
っ
た
清
水
は
、「
前
野
の
清
水
」と
か「
井
出
の
清
水
」と
か
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
こ
ろ
の

清
水
の
辺
り
は
、一 

面
を
ス
ス
キ
や
ア
シ
が
埋
め
尽
く
し
、昼
で
さ
え
恐
ろ
し
い
よ
う
な
と
こ
ろ
。さ
や
さ

や
と
野
を
渡
る
風
に
入
り
交
じ
る
よ
う
に
、女
の
か
ぼ
そ
い
泣
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
、人
々
は
恐
ろ

し
げ
に
語
り
合
っ
て
い
ま
し
た
。 

泣
き
声
の
主
は
、お
菊
と
い
う
、と
て
も
美
し
い
娘
で
し
た
。り
り
し
い
青
年
武
士
と
恋
に
落
ち
、そ
の

仲
は
人
も
う
ら
や
む
ほ
ど
で
し
た
。し
か
し
、女
心
と
秋
の
空
。美
貌
の
お
菊
に
は
、他
に
も
想
い
を
寄
せ

る
青
年
も
あ
り
、い
つ
し
か
お
菊
は
心
変
わ
り
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
ん
な
心
変
わ
り
に
気
づ
い
た
青
年
武
士
は
、お
菊
の
心
を
自
分
へ
引
き
寄
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

深
く
心
に
傷
を
負
っ
た
青
年
武
士
は
や
が
て
悪
鬼
と
な
り
、寂
し
げ
な
ス
ス
キ
野
を
行
く
お
菊
を
待

ち
ぶ
せ
て
あ
や
め
、前
野
の
清
水
に
投
げ
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、清
水
で
は
哀
し
げ
な
女
の
泣
き
声
と
と
も
に
、お
菊
の
亡
霊
が
現
れ
る
と
い

う
噂
が
た
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
恐
ろ
し
い
ぞ
、前
野
の
清
水
、死
ん
だ
お
菊
が
化
け
て
で
る
」人
々
は
こ
う
口
々
に
さ
さ
や
き
あ
い
、

お
菊
の
物
語
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。

現
在
、前
野
の
清
水
は
枯
れ
て
し
ま
い
、清
水
の
跡
に
は
悲
恋
の
お
菊
を
見
守
る
よ
う
に
、お
地
蔵
さ

ま
が
ポ
ッ
ン
と
立
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、江
南
市
で
は「
前
野
の
清
水
」を
活
用
し
た「
し
み
ず
公
園
」が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
江
南
市
史
資
料
４
文
化
編
』江
南
市
史
編
纂
委
員
会  

一
九
八
三
年

江
南
市
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弥太郎用水の流末

井出（前野）の清水
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む
か
し
、む
か
し
の
こ
と
。

長
島
の
百
姓
た
ち
は
毎
年
の
よ
う
に
襲
う
洪
水
に
困
り
果
て
て
い
ま
し
た
。昨
夜
の
大
水
も
、地
を
揺

る
が
す
ほ
ど
の
恐
ろ
し
さ
。し
か
し
、夜
が
明
け
れ
ば
、川
は
す
っ
か
り
穏
や
か
表
情
。お
日
さ
ま
に
照
ら

さ
れ
て
、キ
ラ
キ
ラ
輝
い
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
と
き
の
こ
と
。上
流
か
ら
プ
カ
リ
、プ
カ
リ
と
何
か
流
れ
て
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
昨
夜
の

大
水
で
、流
さ
れ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
」百
姓
の
甚
平
が
川
か
ら
そ
ろ
り
と
引
き
上
げ
る
と
、な
ん
と
神

さ
ま
を
お
祀
り
す
る
祠
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
も
っ
た
い
な
い
こ
と
じ
ゃ
。さ
っ
そ
く
お
祀
り
し
よ
う
」天

文
一
三（
一
五
四
四
）年
、こ
う
し
て
遠
浅
と
い
う
集
落
の
川
岸
に
遠
浅
神
明
神
社
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、長
島
じ
ゅ
う
を
焼
き
は
ら
っ
た
織
田
信
長
の
長
島
攻
め
で
、お
社
も
打
ち
壊
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

遠
浅
神
明
神
社
が
再
建
さ
れ
た
の
は
、徳
川
家
康
が
幕
府
を
開
い
た
慶
長
八（
一
六
〇
三
）年
の
こ
と
。

こ
の
社
の
揖
斐
川
越
え
の
対
岸
、蛎
塚
と
い
う
集
落
に
は
、蛇
の
宮
と
い
う
お
社
が
あ
り
、大
蛇
が
住

ん
で
い
ま
し
た
。こ
の
大
蛇
は
川
を
わ
た
り
、二
つ
の
お
社
を
行
き
来
し
て
い
た
よ
う
で
す
。む
か
し
か

ら
、揖
斐
川
の
こ
の
あ
た
り
は
、尾
張
と
伊
勢
を
結
ぶ
水
路
。船
頭
さ
ん
は
こ
こ
を
通
る
と
き
、二
つ
の
お

社
を
拝
ま
な
い
と
、た
ち
ま
ち
、川
に
濁
流
が
渦
巻
い
て
、舟
を
沈
め
て
し
ま
う
と
い
う
言
い
伝
え
が
古

く
か
ら
語
り
つ
が
れ
て
い
ま
し
た
。

揖
斐
川
は
明
治
時
代
に
な
る
ま
で
、こ
の
辺
り
で
川
幅
が
急
に
狭
く
な
っ
た
り
、於
多
井
川
に
合
流
し

た
り
と
、交
通
の
難
所
で
あ
り
、洪
水
の
危
険
も
き
わ
め
て
高
い
場
所
で
し
た
。

何
も
か
も
奪
い
と
っ
て
い
く
水
。そ
ん
な
恐
ろ
し
い
水
を
鎮
め
よ
う
と
、村
人
た
ち
は
両
岸
に
水
難
除

け
の
願
い
を
込
め
て
神
社
を
建
て
、毎
日
の
よ
う
に
お
参
り
し
た
の
で
し
た
。

遠
浅
神
明
神
社
は
今
も
西
外
面
に
残
さ
れ
て
お
り
、水
神
さ
ま
と
し
て
、人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
長
島
町
誌
上
巻
』長
島
町
教
育
委
員
会  

一
九
七
八
年

桑
名
市
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む
か
し
、む
か
し
。

末
川
の
上
流
、小
野
原
と
い
う
村
に
、そ
れ
は
そ
れ
は
親
孝
行
な
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。木
曽
馬
の
世

話
は
、そ
の
子
ど
も
の
仕
事
。あ
る
日
、い
つ
も
の
よ
う
に
赤
ん
坊
を
背
負
い
、放
牧
場
ま
で
馬
を
迎
え
に

行
き
ま
し
た
。人
な
つ
こ
い
木
曽
馬
は
、い
つ
も
な
ら「
ホ
ー
イ
、ホ
ー
イ
」と
呼
ぶ
子
ど
も
の
声
を
聞
き
つ

け
る
と
、ヒ
ヒ
ー
ン
と
い
な
な
い
て
近
よ
っ
て
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
日
は
、い
く
ら
呼
ん
で
も
近
よ
っ
て
き
ま
せ
ん
。馬
た
ち
は
末
川
の
深
い
流
れ
を
渡
り
、

向
こ
う
岸
で
草
を
食
ん
で
い
た
の
で
す
。大
声
で
馬
を
呼
ん
で
も
、声
は
川
の
流
れ
に
か
き
消
さ
れ
て
、馬

の
耳
に
は
届
き
ま
せ
ん
。そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、赤
ん
坊
は
お
な
か
が
空
い
た
の
か
む
ず
か
り
だ
し
、

子
ど
も
は
途
方
に
く
れ
て
し
く
し
く
泣
き
だ
し
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、ひ
と
り
の
旅
の
僧
が
通
り
か
か
り
ま
し
た
。「
な
ぜ
泣
い
て
る
の
」和
尚
さ
ん
は
泣

い
て
る
子
ど
も
に
た
ず
ね
ま
し
た
。

子
ど
も
は
泣
き
な
が
ら
馬
を
指
差
し
そ
の
理
由
を
話
す
と
、「
そ
れ
は
気
の
毒
に
。私
が
助
け
て
あ
げ

ま
し
ょ
う
」和
尚
さ
ん
は
微
笑
み
な
が
ら
う
な
ず
く
と
、川
に
向
か
っ
て
お
経
を
よ
み
は
じ
め
ま
し
た
。そ

し
て
も
っ
て
い
た
杖
で
川
を
ト
ン
ト
ン
つ
つ
く
と
、不
思
議
な
こ
と
に
、そ
れ
ま
で
満
々
と
流
れ
て
い
た
川

の
水
は
、ど
ん
ど
ん
川
底
に
し
み
こ
ん
で
し
ま
い
、川
原
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

子
ど
も
は
大
喜
び
で
向
こ
う
岸
か
ら
馬
を
連
れ
て
き
て
、和
尚
さ
ん
に
お
礼
を
い
う
と
、か
け
あ
し
で

家
に
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。馬
の
群
れ
と
子
ど
も
を
じ
っ
と
見
送
っ
て
い
た
旅
の
僧
は
、夕
暮
れ
の
道
を
月

夜
沢
峠
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
き
ま
し
た
。 

こ
の
と
き
か
ら
、末
川
の
水
は
地
底
を
流
れ
る
よ
う
に
な
り
、村
人
た
ち
は
こ
こ
を「
水
無
し
八
丁
」と

呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
旅
の
僧
は
、日
本
各
地
を
歩
い
て
百
姓
を
救
っ
て
く
れ
た
弘
法
大
師
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
開
田
村
誌
上
巻
』村
誌
編
纂
委
員
会  

一
九
八
〇
年

木
曽
町
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遠浅神明神社（小田江神崎神社）

馬を放牧した牧草地に植えたカラ松林と
「弁財天の岩」
川の中の「弁財天の岩」と言われる「大岩」とその上に
ある「祠」は、２ｋｍ程下流の「熊野神社」のお祭りの日
に、現在もこの大岩にも「御神酒」をあげて、年に一度
お祭りをしている。
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岩
の
問
か
ら
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
る
清
水
。

あ
ま
り
の
美
し
さ
に
手
を
ひ
た
せ
ば
、思
わ
ず
声
を
あ
げ
る
ほ
ど
の
冷
た
さ
で
す
。

よ
ご
れ
も
の
を
洗
っ
て
は
な
ら
ん
と
あ
れ
ほ
ど
や
か
ま
し
く
言
つ
て
お
い
た
の
に
」地
が
揺
れ
る
ほ
ど

の
ど
な
り
声
に
す
く
み
あ
が
っ
た
の
は
こ
の
家
で
働
く
下
女
で
す
。

「
も
う
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。う
っ
か
り
し
て
洗
濯
の
た
め
の
水
に
し
ゅ
う
ず
を
使
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。 

ど
う
か
お
許
し
く
だ
さ
い
」と
泣
き
な
が
ら
あ
や
ま
り
ま
し
た
。

主
人
は
ぷ
り
ぷ
り
言
い
な
が
ら
、「
明
朝
暗
い
う
ち
に
出
か
け
る
か
ら
準
備
を
し
て
お
け
」と
命
じ
ま

し
た
。

翌
朝
、ま
だ
暗
い
う
ち
に
旅
装
束
を
と
と
の
え
た
主
人
は
、さ
っ
そ
く
清
水
寺
を
め
ざ
し
て
出
発
。一

目
散
に
走
り
出
し
ま
し
た
。 

そ
の
速
い
こ
と
、速
い
こ
と
。胸
に
あ
て
た
笠
が
京
ま
で
落
ち
な
か
っ
た
ほ
ど

で
し
た
。

清
水
寺
へ
到
着
し
た
主
人
は
、早
速
お
参
り
し
ご
祈
祷
を
す
ま
せ
ま
し
た
。

帰
路
に
つ
い
た
主
人
は
持
参
の
お
む
す
び
を
ほ
お
ば
り
な
が
ら
ひ
た
走
り
、夜
遅
く
家
に
た
ど
り
つ
き

ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
七
日
目
の
朝
、し
ゅ
う
ず
は
再
び
も
と
の
よ
う
に
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
る
よ
う
に
な
り
、村

中
の
人
々
は
た
い
そ
う
喜
び
、主
人
に
感
謝
し
ま
し
た
。

昔
の
人
は
、水
に
は
神
様
が
宿
っ
て
い
る
と
信
じ
、 

水
を
大
切
に
扱
っ
て
き
ま
し
た
。

物
を
大
切
に
す
る
事
は
今
も
大
切
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
根
尾
村
史
』根
尾
村  
一
九
八
〇
年

本
巣
市
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む
か
し
、む
か
し
。

都
か
ら
き
た
美
し
い
乙
姫
さ
ま
が
、沓
部
の
村
を
通
り
か
か
り
ま
し
た
。長
旅
で
た
い
そ
う
疲
れ
て
い

た
姫
さ
ま
は
、川
原
に
お
り
て
し
ば
し
休
憩
。「
ま
あ
、な
ん
て
き
れ
い
な
川
だ
こ
と
」乙
姫
さ
ま
は
、シ
ャ

ワ
シ
ャ
ワ
と
歌
う
よ
う
に
流
れ
る
水
で
手
を
洗
う
と
、こ
こ
が
ど
こ
よ
り
も
気
に
入
っ
て
、川
辺
に
住
む
こ

と
を
決
め
ま
し
た
。

こ
の
川
が
馬
瀬
川
で
す
。川
の
水
は
青
く
澄
み
渡
り
、川
底
の
白
い
石
や
黒
い
石
、緑
色
の
大
き
な
石
の

一
つ
ひ
と
つ
が
、宝
石
の
よ
う
に
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
、乙
姫
さ
ま
は
川
の
音
に
合
わ

せ
て
歌
い
な
が
ら
洗
濯
し
た
り
、小
鳥
の
さ
え
ず
り
と
い
っ
し
ょ
に
、機
織
り
し
た
り
、楽
し
そ
う
に
毎
日

を
過
ご
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
楽
し
い
歳
月
も
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
、都
へ
帰
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。別
れ
を
惜
し
ん

だ
乙
姫
さ
ま
は
、「
ま
た
、こ
こ
へ
帰
り
た
い
か
ら
、ど
う
か
川
を
汚
さ
な
い
で
ね
」と
頼
み
ま
し
た
。

村
の
人
々
は
、乙
姫
さ
ま
が
都
へ
帰
っ
て
か
ら
も
、屋
敷
や
川
の
岩
々
を
て
い
ね
い
に
洗
い
清
め
、こ
の

あ
た
り
を「
お
と
ひ
め
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
夏
の
夕
暮
れ
の
こ
と
で
す
。山
す
そ
の
酒
屋
の
若
衆
が
馬
に
乗
っ
て
お
と
ひ
め
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。

夕
日
は
チ
カ
チ
カ
と
川
面
を
走
り
、シ
ャ
ワ
シ
ャ
ワ
と
水
の
流
れ
も
軽
や
か
に
歌
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

お
と
ひ
め
の
一
番
高
い
岩
に
腰
を
お
ろ
し
た
若
衆
は
、う
っ
か
り
馬
の
わ
ら
じ
を
ぽ
ち
ゃ
ん
と
川
に
落
と

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。す
る
と
、今
ま
で
静
か
だ
っ
た
川
面
は
大
波
と
な
り
、岩
淵
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
思
う

と
、逆
巻
く
波
は
爆
音
を
た
て
て
竜
巻
と
な
り
、夕
焼
け
雲
は
一
瞬
に
し
て
黒
雲
に
。雲
の
中
を
稲
妻
は
走

り
、酒
屋
の
屋
敷
に
は
雷
が
落
ち
、白
壁
土
蔵
も
酒
蔵
も
一
夜
に
し
て
燃
え
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

「
あ
り
ゃ
若
い
衆
が
お
と
ひ
め
の
川
で
何
か
を
洗
っ
た
か
、汚
れ
物
を
ほ
う
り
こ
ん
だ
ん
や
ろ
」「
そ

り
ゃ
、お
と
ひ
め
の
た
た
り
じ
ゃ
」「
酒
屋
の
だ
ん
な
、泣
く
に
泣
け
ん
じ
ゃ
ろ
」と
村
人
は
ひ
そ
か
に
話
し

合
つ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、村
人
は
お
と
ひ
め
を
い
っ
そ
う
大
事
に
清
め
、子
ど
も
た
ち
に
は
、お
と
ひ
め

の
大
岩
に
の
ぼ
ら
な
い
よ
う
、い
ま
し
め
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】 『
金
山
町
の
む
か
し
の
話
』金
山
町
の
む
か
し
の
話・編
集
委
員
会  

一
九
八
七
年

下
呂
市
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馬瀬川に架かる乙姫橋から上流を望む

根尾押所の姥ヶ神社で「お姥様の水」が湧き出る
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揖
斐
川
沿
い
に
広
が
る
梶
屋
と
い
う
集
落
に
は
、八
幡
神
社
と
い
う
鎮
守
さ
ま
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
鎮
守
さ
ま
は
も
と
も
と
南
濃
町
の
庭
田
村
に
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、洪
水
で
本
殿
が
流
さ
れ
、

福
江
村
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
ま
た
流
さ
れ
て
宮
地
に
。こ
こ
で
も
洪
水
が
お
き
、梶
屋
に
流
れ
着
き
ま
し
た
。

梶
屋
八
幡
神
社
に
は
、不
思
議
な
こ
と
が
ふ
た
つ
あ
り
ま
す
。ひ
と
つ
は
、一
年
中
た
け
の
こ
が
生
え
る

社
叢
で
す
。一
株
が
周
囲
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
も
な
る
こ
の
竹
は
、節
と
節
と
の
間
が
長
く
、黒
い
光
を
放

つ
み
ご
と
な
寒
竹
で
す
。神
社
が
流
れ
着
い
た
と
こ
ろ
に
は
必
ず
自
生
し
、宮
地
へ
も
梶
屋
に
移
っ
て
か
ら

も
、自
然
に
生
え
始
め
た
そ
う
で
す
。

こ
の
竹
は
、宮
地
と
梶
屋
の
戸
数
が
増
え
る
と
、そ
の
株
数
を
増
や
し
、戸
数
が
減
る
と
株
数
を
減
ら

す
不
思
議
な
竹
で
す
。 

鎮
守
さ
ま
の
境
内
に
は
も
う
ひ
と
つ
、ず
っ
と
昔
か
ら
水
が
枯
れ
た
こ
と
の
な
い
清
水
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
神
社
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
に
も
、同
じ
よ
う
に
こ
ん
こ
ん
と
湧
く
清
水
が

あ
り
ま
す
。

美
し
い
清
水
は
万
病
に
き
く
と
い
わ
れ
毎
月
一
日
と
一
五
日
に
は
、地
元
を
は
じ
め
、遠
く
名
古
屋
か

ら
も
た
く
さ
ん
の
人
が
お
参
り
し
ま
す
。お
盆
と
祭
り
の
夜
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
絵
が
か
か
れ
た
大
提
灯

が
、煌
々
と
境
内
を
照
ら
し
ま
す
。

本
殿
と
拝
殿
は
昭
和
五
五
年
に
建
て
直
さ
れ
ま
し
た
。

不
思
議
な
寒
竹
は
昭
和
五
七
年
に
海
津
町
の
天
然
記
念
物
に
、そ
の
翌
年
に
は
、岐
阜
県
の
特
別
記

念
物
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
海
津
の
む
か
し
話
』海
津
郡
教
育
振
興『
海
津
の
む
か
し
話
』編
集
委
員
会  
一
九
八
七
年

海
津
市
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今
か
ら
四
百
年
前
の
こ
と
。

起
村
と
小
信
村
の
境
を
流
れ
る
小
信
川
を
せ
き
止
め
て
、大
き
な
一
本
の
川
に
ま
と
め
よ
う
と
い
う
工

事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

し
か
し
、毎
日
が
失
敗
の
連
続
。「
こ
れ
は
た
だ
こ
と
で
は
な
い
。き
っ
と
水
神
様
の
お
怒
り
に
ふ
れ
た

の
だ
」「
こ
う
な
っ
て
は
人
柱
を
た
て
る
し
か
な
い
」

そ
ん
な
話
は
さ
さ
や
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、小
信
村
の
与
三
と
い
う
男
が
、自
分
か
ら
人
柱
に
な
ろ

う
と
申
し
出
ま
し
た
。

堤
防
の
上
に
座
り
お
経
読
み
終
え
た
与
三
が
ざ
ん
ぶ
と
渦
巻
く
川
に
姿
を
消
す
と
、人
々
は
石
や
俵

を
い
っ
せ
い
に
川
に
投
げ
込
み
ま
し
た
。そ
し
て
、と
う
と
う
流
れ
を
せ
き
止
め
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
い
く
年
か
た
っ
た
梅
雨
の
晩
の
こ
と
。地
面
を
た
た
く
激
し
い
雨
音
を
破
っ
て
、堤
防
の
方

か
ら
お
経
を
唱
え
る
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。驚
い
た
村
人
が
堤
防
を
か
け
あ
が
っ
て
い
く
と
、月
も
な

い
暗
い
堤
防
の
一 

点
に
不
思
議
な
青
い
火
は
ふ
わ
り
ふ
わ
り
と
、浮
か
ん
で
い
ま
し
た
。そ
の
青
い
光
の

下
で
は
、白
い
水
し
ぶ
き
が
、湧
き
上
が
っ
て
い
ま
す
。

「
お
や
、あ
そ
こ
の
堤
防
が
切
れ
る
ぞ
」急
を
告
げ
る
声
は
村
中
に
伝
わ
り
、み
ん
な
総
出
で
土
の
う
を

積
上
げ
、堤
防
を
守
り
ま
し
た
。

そ
し
て
明
朝
、よ
う
や
く
わ
れ
に
か
え
っ
た
村
人
は
、

「
あ
の
お
経
の
声
は
与
三
さ
ん
に
ち
が
い
な
い
」「
あ
の
青
い
火
は
、与
三
さ
ん
の
魂
だ
っ
た
ん
だ
」

人
々
は
、梅
雨
の
晩
の
不
思
議
な
青
い
火
を「
与
三
の
火
」と
い
つ
て
、子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、こ
こ
の
堤
防
は
切
れ
る
こ
と
も
な
く
、村
人
た
ち
は
安
心
し
て
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

こ
の
川
の
近
く
に
は「
人
柱
与
光
観
音
菩
薩
」建
立
さ
れ
、毎
年
、し
め
や
か
に
例
祭
を
行
い
、与
三
の

霊
を
な
ぐ
さ
め
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
尾
張
の
民
話
』小
島
勝
彦  

一
九
八
一
年

一
宮
市
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梶屋八幡神社

人柱観音
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木曽郡木曽町神戸の御嶽遙拝所

む
か
し
の
お
話
で
す
。

岩
郷
村
の
鳥
居
集
落
は
、木
曽
川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
聞
こ
え
る
美
し
い
と
こ
ろ
で
し
た
。村
の
な
か
を
中

山
道
が
通
っ
て
お
り
、そ
の
名
の
よ
う
に
街
道
の
そ
ば
に
は
大
き
な
鳥
居
が
た
っ
て
い
ま
し
た
。

鳥
居
の
両
側
に
は
こ
れ
も
ま
た
大
き
な
石
灯
篭
が
一 

対
た
っ
て
い
て
、村
の
人
々
も
、中
山
道
を
通
る

旅
人
も
こ
こ
か
ら
御
嶽
山
を
遥
拝
し
て
い
ま
し
た
。

山
は
神
々
が
住
ま
う
と
こ
ろ
。自
然
を
育
む
神
聖
な
場
所
で
し
た
か
ら
、御
獄
信
仰
と
い
う
宗
教
も

生
ま
れ
た
の
で
し
た
。し
か
し
、鳥
居
の
場
所
か
ら
は
御
獄
山
は
み
え
ま
せ
ん
。

こ
こ
か
ら
少
し
上
が
っ
た
山
の
中
腹
に
ど
う
が
ん
岩
と
呼
ぶ
大
き
な
岩
が
あ
り
、裾
野
ま
で
美
し
く
見

え
ま
す
の
で
、御
嶽
の
姿
を
拝
み
た
い
人
は
、わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
ま
で
登
っ
て
い
っ
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

ど
う
が
ん
岩
の
上
は
平
ら
に
な
っ
て
お
り
、ま
ん
中
が
少
し
く
ぼ
ん
で
い
ま
し
た
。そ
し
て
そ
こ
に
は
、

き
れ
い
な
水
が
た
ま
っ
て
お
り
、不
思
議
な
こ
と
に
枯
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

覚
明
と
い
う
立
派
な
お
坊
さ
ま
が
御
獄
山
へ
の
登
山
道
を
開
か
れ
た
こ
ろ
、こ
の
岩
の
上
か
ら
、御
獄

山
を
拝
ま
れ
た
よ
う
で
、川
合
原
か
ら
こ
の
岩
へ
来
る
と
き
は
、木
曽
川
に
で
き
て
い
る
大
き
な
渕
の
長

と
ろ
を
棒
を
使
っ
て
自
由
自
在
に
渡
っ
た
と
い
い
ま
す
。

ど
う
が
ん
岩
の
く
ぼ
み
の
水
で
目
を
洗
う
と
、眼
病
が
治
る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
、村
人
だ
け
で
は
な

く
遠
く
松
本
や
中
津
川
の
方
か
ら
も

こ
こ
へ
お
参
り
に
き
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
木
曽
の
で
ん
せ
つ
』生
駒
勘
七 

槌
馬
屋
資
料
館  

一
九
八
九
年

木
曽
町

49

庄
屋
の
五
兵
衛
完
は
、空
を
見
上
げ
て
た
め
息
を
つ
き
ま
し
た
。も
う
百
日
余
り
、雨
は
一
滴
も
降
ら

ず
、田
畑
の
作
物
は
ほ
と
ん
ど
枯
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。村
の
雨
乞
い
も
、三
社
百
灯
奉
献
、七
社
千
度
詣

り
、は
て
は
村
を
あ
げ
て
雨
乞
い
を
す
る
行
事
を
二
回
繰
り
返
し
て
も
、雨
が
降
る
気
配
は
あ
り
ま
せ

ん
。思
案
に
く
れ
る
五
兵
衛
さ
ん
の
頭
に
、「
お
姫
の
井
戸
」の
こ
と
が
浮
か
び
ま
し
た
。長
良
川
に
は
大

巻
の
淵
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。川
の
流
れ
が
岸
の
大
岩
に
ぶ
つ
か
り
、大
き
な
渦
巻
き
が
で

き
る
た
め
で
す
。そ
の
大
岩
の
て
っ
ぺ
ん
に「
お
姫
の
井
戸
」は
あ
り
ま
し
た
。丸
い
井
戸
の
よ
う
な
く
ぼ
み

が
あ
り
、い
つ
も
青
い
水
を
た
た
え
て
い
ま
し
た
。 

そ
こ
に
は
大
巻
の
主
の
龍
神
の
お
姫
さ
ま
が
住
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
、ど
ん
な
に
日
照
り
が
続
い
て

も
、水
が
枯
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

―「
お
姫
の
井
戸
」を
汚
せ
ば
、龍
神
の
怒
り
に
ふ
れ
て
必
ず
雨
が
降
る
―

村
に
は
こ
ん
な
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
が
、大
洪
水
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

「
最
後
の
手
段
は
こ
れ
し
か
な
い
」五
兵
衛
さ
ん
は
思
い
つ
め
た
険
し
い
表
情
で
つ
い
に
決
心
し
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
夜
、「
姫
の
井
戸
」の
水
を
手
桶
で
汲
み
ほ
す
と
、不
浄
な
板
切
れ
や
ご
み
を
か
ぶ
せ
て
、火

を
放
っ
た
の
で
し
た
。 

翌
朝
の
こ
と
で
す
。突
然
、黒
雲
を
引
き
さ
く
よ
う
な
雷
鳴
が
と
ど
ろ
く
と
、激
し
い
雨
が
降
っ
て
き

ま
し
た
。雨
は
三
日
間
降
り
続
き
、止
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
大
水
だ
。堤
が
切
れ
た
ぞ
！
」濁
流
の
長
良
川
は
、怒
り
狂
う
龍
神
の
よ
う
で
す
。「
雨
だ
け
を
祈
っ
た

の
に
…
」五
兵
衛
完
は
、ふ
ら
ふ
ら
濁
流
に
、近
づ
い
て
い
き
ま
し
た
。 

大
雨
は
六
日
間
降
り
続
い
て
大
洪

水
を
起
こ
し
、近
郷
の
村
々
は
家
や
田
畑
が
流
さ
れ
、大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。 

五
兵
衛
さ
ん
が
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
と
い
う
う
わ
さ
は
、村
中
に
知
れ
わ
た
り
ま
し
た
。

五
兵
衛
さ
ん
は
洪
水
の
見
回
り
中
、あ
や
ま
っ
て
川
に
落
ち
た
の
だ
と
み
な
が
思
い
込
ん
で
お
り
、五

兵
衛
さ
ん
の
し
た
こ
と
も
、そ
の
苦
し
い
胸
の
う
ち
も
、誰
一
人
知
る
者
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

【
参
考
図
書
】『
美
濃
市
の
む
か
し
話
』美
濃
市
読
書
サ
ー
ク
ル
協
議
会  

一
九
七
七
年

美
濃
市
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旧美濃橋上流のお姫の井戸

神戸の御嶽遙拝所は寛永２（1625）年に山村良忠が
再建し、文政４（1821）年７月に金剛院順明が石の華
表（標柱）に建て替えた。
遙拝所は、北に長峰峠、西に三浦山、東に鳥居峠、南に
神戸であるが、神戸の遙拝所では御岳山が見えないの
でその山の上に「どうがん岩」という岩があり、そこから
御岳山が拝めるからそこで拝むようにと言われていた。
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立
田
村
の
ほ
ぼ
真
ん
中
、鵜
戸
川
近
く
の
小
茂
井
と
い
う
集
落
に「
竜
池
」と
呼
ば
れ
る
池
が
あ
り
ま

し
た
。竜
池
は
朝
日
が
昇
る
と
き
ら
き
ら
輝
き
、夜
は
月
を
映
し
出
し
て
と
て
も
幻
想
的
に
光
り
ま
す
。

自
分
の
姿
を
池
に
映
す
と
ま
わ
り
の
景
色
も
く
っ
き
り
と
池
に
映
し
出
さ
れ
る
ほ
ど
、そ
れ
は
そ
れ
は
美

し
い
池
で
し
た
。

し
か
し
い
つ
か
ら
か
、「
竜
池
で
溺
れ
る
と
二
度
と
浮
か
ん
で
こ
な
い
」だ
と
か「
と
て
も
き
れ
い
な
池

な
の
に
底
が
見
え
な
い
の
は
お
か
し
い
」と
噂
に
な
り
、竜
池
は
底
な
し
池
だ
と
恐
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

昭
和
の
初
め
の
こ
ろ
で
す
。木
曽
川
の
改
修
工
事
で
砂
が
た
く
さ
ん
出
る
よ
う
に
な
る
と
、新
し
い
土

地
を
田
ん
ぼ
に
す
る
た
め
に
、村
人
た
ち
砂
で
池
を
埋
め
て
し
ま
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
工
事

が
始
ま
っ
て
七
日
が
経
ち
ま
し
た
が
、ち
っ
と
も
池
は
埋
ま
り
ま
せ
ん
。人
々
は
不
思
議
に
思
い
、お
坊
さ

ん
に
相
談
し
ま
し
た
。す
る
と
お
坊
さ
ん
は
こ
う
い
い
ま
し
た
。「
そ
の
池
に
は
昔
か
ら
白
い
竜
が
住
ん
で

お
る
。今
す
ぐ
池
の
そ
ば
に
竜
を
祭
っ
た
社
を
建
て
る
ん
じ
ゃ
」そ
れ
を
聞
い
た
村
人
た
ち
社
を
建
て
、

「
白
竜
社
」と
名
付
け
ま
し
た
。

入
神
式
の
日
の
こ
と
で
す
。朝
早
く
に
村
人
た
ち
が
集
ま
る
と
、さ
っ
き
ま
で
の
晴
天
は
ど
こ
へ
や
ら
、

西
の
方
が
に
わ
か
に
曇
り
は
じ
め
、も
の
す
ご
い
突
風
が
吹
き
荒
れ
ま
し
た
。突
風
は
い
つ
の
ま
に
か
竜

巻
に
か
わ
り
、鐘
は
引
き
ち
ぎ
ら
れ
、竹
が
縄
の
よ
う
に
も
つ
れ
、木
も
草
も
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
あ
り

さ
ま
。村
人
が
恐
布
に
お
び
え
た
次
の
瞬
間
、暴
風
雨
は
去
り
、も
と
の
晴
天
に
戻
っ
て
い
ま
し
た
。ま
っ

た
く
不
思
議
な
こ
と
に
村
人
に
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

翌
日
か
ら
工
事
を
再
開
す
る
と
思
っ
た
と
お
り
工
事
が
進
み
、村
人
た
ち
は「
白
竜
様
の
昇
天
の
お
か

げ
だ
」と
ロ
々
に
言
い
ま
し
た
。

当
時
の
村
人
た
ち
は
、白
竜
の
た
め
に
わ
ず
か
に
池
を
残
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

池
の
縁
に
建
立
さ
れ
た
白
竜
社
は
今
も
残
っ
て
お
り
、そ
こ
で
は
毎
年
お
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
立
田
村
史
』立
田
村  

一
九
六
五
年

愛
西
市

52

来
る
日
も
来
る
日
も
、真
夏
の
太
陽
は
ぎ
ら
つ
き
、い
つ
も
な
ら
ま
ぶ
し
い
ば
か
り
の
青
田
も
、す
っ
か

り
元
気
が
あ
り
ま
せ
ん
。

空
を
見
上
げ
た
人
々
は
、「
早
く
雨
が
降
れ
ば
い
い
の
に
の
う
」と
、た
め
息
を
つ
く
ば
か
り
で
し
た
。輪

中
地
帯
の
災
害
は
水
害
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ぐ
る
り
を
川
に
囲
ま
れ
て
い
て
も
、用
水
と
い
う
設
備

が
な
か
っ
た
た
め
、雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
、作
物
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
枯
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

困
っ
た
村
人
た
ち
は
、「
そ
う
だ
！
お
百
度
参
り
を
し
よ
う
」と
、村
中
交
代
で
氏
神
さ
ま
に
願
を
か
け

ま
し
た
。相
撲
や
浄
瑠
璃
、手
踊
り
も
、雨
乞
い
の
大
切
な
神
事
で
す
。色
鮮
や
か
な
衣
装
を
身
に
ま
と

い
、夜
を
徹
し
て
、降
雨
を
願
い
ま
し
た
。

し
か
し
、空
は
ま
す
ま
す
青
く
、雨
が
降
る
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。頭
を
抱
え
た
村
人
は
、村
の
庄
屋

さ
ま
に
相
談
し
ま
し
た
。「
こ
う
な
っ
た
ら
、も
は
や
、多
度
神
社
へ
お
参
り
す
る
し
か
あ
る
ま
い
」庄
屋
さ

ま
た
ち
は
早
速
身
支
度
し
、多
度
神
社
で
雨
乞
い
の
黒
幣
を
も
ら
い
、そ
の
黒
幣
に
降
雨
を
祈
り
ま
し

た
。す

る
と
、ど
う
で
し
ょ
う
。雷
鳴
は
と
ど
ろ
き
、大
粒
の
雨
が
落
ち
て
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
庄

屋
さ
ま
、あ
り
が
と
う
」「
多
度
神
社
さ
ま
、あ
り
が
と
う
」喜
ん
だ
村
人
た
ち
は
そ
う
叫
び
な
が
ら
輪
に

な
っ
て
踊
り
だ
し
ま
し
た
。

「
慈
雨
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
。さ
っ
そ
く
、皆
で
お
礼
に
行
こ
う
」庄
屋
さ
ま
は
そ
う
言
い
渡
す
と
、多

度
神
社
に
黒
幣
を
返
し
、お
礼
参
り
を
し
た
そ
う
で
す
。

※
柳
津
町
で
は
近
代
に
い
た
る
ま
で
数
年
毎
に
干
ば
つ
が
発
生
、こ
の
民
話
は
、慶
応
三（ 

一 

八
六
七
）年
の

干
ば
つ
と
雨
乞
い
の
実
話
を
元
に
、創
作
し
ま
し
た
。創
作
伝
説
で
参
考
図
書
は
無
し
。

岐
阜
市

53

龍神社
昭和26年からの「立田地区補助干拓事業」で「平瀬池」
と同様に「ひょうたん池」が埋め立てられ、竜神を祀っ
た。三和地区の田代池、石田地区の七石池、さらに松田
地区の平瀬池の埋め立てでも、竜神が祀られている

円城寺の芭蕉踊り
芭蕉踊は、岐阜市柳津町南塚などでも行われていた
が、現在は円城寺地区だけで行われ、毎年、８月22日
の秋葉神社の祭礼に奉納される雨乞い踊りの1つで江
戸時代から行われている。
青竹で作られる芭蕉は、太さ７寸（21cm）、長さ12尺
（363cm）で、その上部を１年の月数の12で割り、雨乞
祈願には白紙、お礼参りには５色（金銀赤青黒）の色紙
を用いる。
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揖
斐
川
と
姉
川
と
の
水
系
を
分
け
る
尾
根
。そ
の
峠
が
品
又
越
え
で
知
ら
れ
る
百
池
峠
で
す
。

品
又
越
え
は
、美
濃
か
ら
近
江
へ
の〝
紙
の
道
〞で
あ
り〝
炭
の
道
〞。数
百
年
も
の
間
、江
州
の
炭
焼
き

職
人
は
こ
こ
の
窯
で
炭
を
焼
き
、彦
根
方
面
へ
運
び
出
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

職
人
や
行
商
の
行
き
来
も
絶
え
ず
、出
稼
ぎ
石
工
た
ち
が
美
濃
に
入
る
の
も
ま
た
、こ
の
品
又
越
え
で

し
た
。 

品
又
谷
に
沿
う
道
は
、尾
根
に
近
づ
く
と
、し
だ
い
に
川
を
離
れ
険
し
く
な
り
ま
す
。急
な
坂
を

登
り
つ
め
、や
っ
と
峠
が
見
え
る
頃
、一
息
つ
い
て
、水
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、も
う
踏
み
越
し
て
い
く
沢
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。あ
る
の
は
、濡
れ
た
麦
石（
花
崗
岩
）の
岩

壁
だ
け
。山
側
の
岩
盤
を
伝
う
よ
う
に
清
水
が
滴
り
落
ち
て
い
ま
す
が
、手
拭
を
浸
す
こ
と
は
で
き
ず
、

手
に
す
く
っ
て
飲
む
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

あ
る
日
、歩
荷
が
濡
れ
岩
に
さ
し
か
か
る
と
、旅
の
石
工
が
休
ん
で
い
る
の
に
行
き
会
い
ま
し
た
。並
ん

で
腰
を
お
ろ
し
話
し
て
い
る
う
ち
に
、「
お
ま
え
も
石
工
な
ら
、こ
の
岩
盤
に
、清
水
を
受
け
る
池
を
掘
れ

ん
か
。こ
こ
で
水
が
飲
め
る
と
、み
ん
な
も
助
か
る
が
…
」と
、話
を
切
り
出
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、懐
を
さ
ぐ
る
と
銭
百
文
、「
お
ま
え
も
職
人
、た
だ
で
仕
事
を
頼
む
つ
も
り
は
な
ぃ
が
、そ

う
は
い
っ
て
も
有
り
金
は
た
っ
た
の
百
文
、そ
れ
ぐ
ら
い
の
池
で
も
よ
い
わ
い
な
」峠
に
程
近
い
こ
の
場
所

で
水
が
ほ
し
い
の
は
、誰
も
の
願
い
。「
よ
し
よ
し
」と
掘
り
あ
げ
た
池
は
、銭
百
文
に
見
合
う
大
き
さ
か

と
い
う
と
、な
か
な
か
ど
う
し
て
。具
合
よ
く
流
れ
を
つ
く
り
、顔
を
突
っ
込
ん
で
飲
む
池
・
手
に
す
く
い

と
っ
て
口
に
運
ぶ
池
、手
拭
を
冷
や
す
池
と
、三
段
構
え
の
水
溜
で
す
。

以
後
、品
又
越
え
の
水
場
と
し
て
評
判
を
呼
び
、銭
百
文
で
で
き
た
池
だ
と
の
語
り
伝
え
か
ら
、「
百

文
池
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
品
又
峠
も
ま
た
、「
そ
れ
、あ
の
百
池
の
あ
る
と
こ
ろ

よ
」と
、「
百
池
峠
」と
呼
ば
れ
、旅
人
の
憩
い
の
場
所
と
な
り
ま
し
た
。

世
情
は
変
わ
り
昭
和
五
八
年
春
、林
道
の
工
事
に
よ
っ
て
、岩
盤
も
壊
さ
れ
て
し
ま
う
予
定
で
し
た

が
、池
の
保
存
を
望
む
声
は
濃
江
両
国
か
ら
高
ま
り
、百
文
池
は
今
も
変
わ
ら
ず
、そ
の
姿
を
残
し
て
い

ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
坂
内
の
む
か
し
語
り
』さ
か
う
ち
昔
話
編
集
委
員
会 

坂
内
村  

二
〇
〇
四
年

揖
斐
川
町

54

百文池
県道40号線で滋賀への峠付近。滋賀県
境（奥伊吹スキー場）から岐阜県側に約
150ｍ戻った側壁崖面の約４ｍ上に、直
径30㎝程の「池」がある。

昔
、昔
の
お
話
で
す
。

青
く
豊
か
に
広
が
る
濃
尾
平
野
の
米
ど
こ
ろ「
平
田
」に
も
葦
が
生
い
茂
る
沼
地
の
時
代
が
あ
り
ま
し

た
。木
曽
・
長
良
・
揖
斐
川
の
三
大
川
が
運
ん
だ
土
砂
は
徐
々
に
三
角
州
を
形
成
し
、そ
の
高
所
に
人
々

が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

延
文
五（
一
三
六
〇
）年
八
月
、こ
の
年
は
長
雨
が
続
き
、川
の
水
か
さ
は
増
す
一
方
。村
の
人
々
は
、黒

雲
が
立
ち
込
め
る
空
を
見
上
げ
、雨
が
や
む
の
を
た
だ
た
だ
祈
っ
て
い
る
ば
か
り
で
し
た
。人
々
の
祈
り

も
天
に
は
届
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。稲
妻
が
暗
い
夜
を
駆
け
抜
け
る
と
、つ
い
に
濁
流
は
堤
防
を
切

り
裂
き
、田
畑
や
集
落
に
襲
い
か
か
っ
た
の
で
す
。 

怒
涛
の
よ
う
な
夜
が
明
け
る
と
、あ
た
り
一
面
は
泥
の
海
に
。稲
田
は
無
残
な
姿
を
み
せ
て
い
ま
す
。昨

年
も
一
昨
年
も
そ
の
前
も
、洪
水
で
収
穫
は
ご
く
わ
ず
か
。絶
望
し
た
百
姓
た
ち
は
、村
を
捨
て
る
決
意

を
し
た
の
で
す
。 

住
み
慣
れ
た
我
が
家
を
捨
て
る
村
人
た
ち
の
心
の
内
に
は
、無
念
さ
が
渦
巻
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

手
入
れ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
田
も
畑
も
、見
る
見
る
間
に
、荒
れ
果
て
て
い
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
窮
状
を
嘆
き
哀
し
ん
だ
の
が
、観
音
寺
の
住
職
、宥
恵
で
す
。な
ん
と
か
堤
防
を
復
旧
し
よ
う

と
一
心
不
乱
に
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。残
っ
た
村
人
は
、こ
の
姿
に
心
を
打
た
れ
、堤
防
の
修
理
工
事
に
力

を
注
ぎ
ま
し
た
。

堤
防
は
見
事
に
復
旧
し
、長
雨
に
も
耐
え
う
る
頑
強
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。 

宥
恵
の
執
念
に
も
近
い
努
力
を
高
く
評
価
し
た
領
主
は
、燈
明
料
と
し
て
土
地
を
寄
進
、観
音
寺
を

神
宮
寺
と
す
る
鳩
森
神
社
の
禰
宜
、氏
貞
も
社
領
の
一 

部
を
寄
進
し
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
て
村
に
は
平
穏
な
暮
ら
し
が
戻
り
、田
も
畑
も
実
り
の
季
節
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
平
田
町
史
上
巻
』平
田
町
役
場  

一
九
六
四
年

海
津
市

55

勝賀の大池神社
この話は、平田町史の「大榑荘勝村郷」で「僧宥恵が
堤に入眼したので堤防がようやく完成した」事実を昔
話風に書き改めたものである。
天正14（1586）年の洪水以前、古木曽川は南流して
勝村（現勝賀）で大榑川に入った後、途中から現平田
公園～千代保稲荷神社を南下しており、現勝賀地点
は洪水が頻発した。
大榑荘勝村観音寺が何時頃廃絶したか不明で、また
その寺跡らしきものも皆無なので、旧勝村の所在地
の勝賀の切れ所（堤防決壊場所）に水神を祀った大
池神社の写真を用いた。
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雄
大
な
山
々
に
囲
ま
れ
、四
季
ご
と
に
自
然
の
美
し
さ
を
見
せ
て
く
れ
る
山
口
。

木
曽
川
に
は
大
小
の
奇
岩
怪
石
が
屹
立
し
、大
変
素
晴
ら
し
い
景
観
で
す
。中
で
も
一 

番
大
き
い
岩
を

乙
姫
岩
と
呼
び
、そ
の
周
囲
に
は
ま
る
で
乙
姫
に
仕
え
る
よ
う
に
、殿
岩
・ 

獅
子
岩
・ 

波
切
岩
・ 

亀
岩
・
振

袖
岩
・ 

伊
勢
木
岩
・
屏
風
岩
と
い
っ
た
岩
が
川
面
に
浮
か
び
、見
る
人
々
の
感
動
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

と
こ
ろ
は
変
わ
り
、乙
姫
岩
か
ら
遥
か
上
流
の
上
松
寝
覚
。木
曽
川
の
激
流
で
削
ら
れ
た
巨
大
な
花

崗
岩
は
と
て
も
壮
大
で
、ま
さ
に
自
然
の
彫
刻
で
す
。そ
こ
に
は
浦
島
太
郎
が
住
ん
で
お
り
、毎
日
釣
り

を
し
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
日
、大
雨
が
降
っ
て
川
が
大
増
水
。岩
の
上
で
釣
り
を
し
て
い
た
太
郎
は
、濁
流
に
呑
ま

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
岩
が
生
き
た
亀
に
変
わ
り
、浦
島
太
郎
を
乗
せ
乙
姫
岩

ま
で
流
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。流
れ
着
い
た
太
郎
を
発
見
し
、介
抱
を
し
た
の
は
乙
姫
岩
に
住
む
乙
姫
。い

つ
し
か
、太
郎
と
乙
姫
は
惹
か
れ
あ
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。し
か
し
、太
郎
は
次
第
に
姫
と
の
身
分
の
差
に
悩

む
よ
う
に
な
り
、乙
姫
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
別
れ
る
こ
と
を
決
心
し
ま
し
た
。

太
郎
が
寝
覚
へ
帰
る
日
、乙
姫
は「
ま
た
会
う
と
き
ま
で
、こ
の
箱
を
開
け
ず
に
待
っ
て
い
て
く
だ
さ

い
」と
玉
手
箱
を
手
渡
し
ま
し
た
。

寝
覚
に
帰
っ
た
太
郎
は
、乙
姫
の
い
な
い
淋
し
さ
を
紛
ら
わ
す
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
が
、つ
い
に

我
慢
が
で
き
な
く
な
り
、玉
手
箱
を
開
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。す
る
と
中
か
ら
白
い
煙
が
立
ち
上
り
、太

郎
は
白
髪
の
お
じ
い
さ
ん
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。そ
の
後
、太
郎
と
乙
姫
が
会
う
こ
と
は
二
度
と
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

現
在
の
乙
姫
岩
に
は
乙
姫
の
神
が
祭
ら
れ
て
お
り
、縁
結
び
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
乙
姫
岩
の
岩
間
か
ら
湧
き
出
す
鉱
泉
は
乙
姫
が
入
浴
に
使
用
し
た
湯
で
あ
り
、万
病
に
効
果
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
山
口
村
誌
下
巻
』山
口
村
誌
編
纂
委
員
会  

一
九
九
五
年

中
津
川
市

56

乙姫大橋から望む乙姫岩

弓
掛
川
は
、ア
マ
ゴ
ヤ
イ
ワ
ナ
が
泳
ぐ
美
し
い
清
流
で
す
。

こ
の
川
は
小
川
集
落
の
下
流
で
白
い
飛
沫
を
あ
げ
て
流
れ
落
ち
る
滝
に
な
っ
て
い
ま
す
。小
川
の
大
滝

と
呼
ば
れ
た
こ
の
滝
の
滝
壺
は
か
っ
て
は
と
て
も
深
く
、川
流
し
の
材
木
が
滝
壺
ま
で
流
れ
て
来
る
と
、

滝
壺
の
底
に
住
む
主
に
引
き
ず
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
深
く
沈
ん
で
し
ま
い
、し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
パ

シ
ャ
と
い
う
大
き
な
水
音
を
立
て
て
、水
の
上
に
跳
ね
あ
が
っ
た
そ
う
で
す
。

江
戸
時
代
末
期
の
こ
と
で
す
。村
の
翁
が
滝
の
尻
で
投
網
を
し
た
と
こ
ろ
、急
に
そ
の
網
が
滝
壺
に
向

か
っ
て
動
き
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。驚
い
た
翁
は
岩
角
で
両
足
を
ふ
ん
ば
っ
て
踏
み
こ
た
え
よ
う
と
し

ま
し
た
が
、網
を
持
つ
手
首
が
ち
ぎ
れ
る
ほ
ど
、網
は
ぐ
い
ぐ
い
と
引
っ
張
ら
れ
る
有
様
。あ
ま
り
の
強
い

力
に
、翁
は
生
き
た
心
地
が
し
な
か
っ
た
と
か
。

「
寝
て
も
起
き
て
も
、阿
弥
陀
さ
ま
と
二
人
連
れ
や
で
。ど
う
も
こ
う
も
な
ら
ん
と
き
に
は
お
念
仏
を

唱
え
る
ん
や
な
」こ
の
と
き
、と
っ
さ
に
翁
は
、お
寺
の
お
坊
さ
ま
の
言
葉
を
思
い
出
し
、「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ

つ
、な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
」と
お
念
仏
を
唱
え
ま
し
た
。 

す
る
と
、ど
う
で
し
ょ
う
。網
が
水
か
ら
ず
る
ず
る
と
抜
け
、満
身
で
綱
を
引
っ
張
っ
て
い
た
翁
は
、力

あ
ま
っ
て
岩
の
上
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
い
、し
ば
ら
く
息
が
止
ま
っ
て
動
け
ま
せ
ん
で
し
た
。き
っ
と
、

滝
壺
の
底
に
住
む
主
が
お
念
仏
に
お
じ
け
づ
き
、滝
壺
に
引
き
ず
り
こ
も
う
と
し
て
い
た
網
を
、放
し
て

し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

恐
ろ
し
い
目
に
あ
っ
た
翁
は
、「
大
滝
に
だ
け
は
行
く
で
な
い
ぞ
よ
。あ
す
こ
に
は
主
が
お
る
で
な
」と

い
つ
も
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、材
木
を
流
す
川
の
衆
は
、大
滝
に
差
し
掛
か
る
と
、お
神
酒
を
さ
し
あ
げ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

お
神
酒
を
差
し
上
げ
な
い
と
、滝
壺
は
荒
れ
、大
切
な
材
木
は
、呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
明
方
村
史
通
史
編
下
巻
』明
方
村
教
育
委
員
会  

一
九
九
三
年

郡
上
市

57

小川の大滝（雄滝）
この大滝（雄滝）に伝わる椀貸し伝説は、「河童の妙薬
の淨福寺（河童伝説参照）に急な客が来た時、大滝に
椀を貸してくれるように頼みに行った」と伝わる。なお、
右岸側の岩が「阿弥陀様」の顔に似ていると、最近注目
されている。
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今
で
は
す
っ
か
り
穏
や
か
な
可
児
川
も
そ
の
音
は
氾
濫
し
、あ
た
り
一 

面
が
海
の
よ
う
に
な
る
こ
と
も

た
び
た
び
で
し
た
。 

船
着
き
観
音
さ
ま
が
、広
見
地
区
の
山
岸
と
い
う
集
落
に
お
い
で
に
な
っ
た
の
も
そ
ん
な
大
雨
の
日
の

こ
と
で
し
た
。雨
粒
は
激
し
く
川
面
を
た
た
き
、川
の
水
は
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
。そ
ん
な
濁
流
の
な
か
、木

の
葉
の
よ
う
に
漂
う
小
舟
を
、村
人
は
見
つ
け
ま
し
た
。「
こ
ん
な
日
に
、舟
を
出
し
て
お
る
者
が
お
る

ぞ
。ど
う
も
な
け
れ
ば
え
え
が
…
」「
お
い
、変
や
ぞ
。舟
が
光
っ
と
る
」び
っ
く
り
し
た
村
人
は
大
急
ぎ
で

船
を
出
し
、波
間
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
小
舟
を
め
が
け
て
、力
い
っ
ぱ
い
こ
ぎ
始
め
ま
し
た
。

ど
の
く
い
ら
い
た
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。や
っ
と
の
思
い
で
小
舟
に
近
づ
き
中
を
の
ぞ
い
た
と
た
ん
、村

人
は
両
手
を
合
わ
せ
、そ
の
場
に
ひ
れ
伏
し
ま
し
た
。「
観
音
さ
ま
や
、観
音
さ
ま
が
お
い
で
に
な
る
」小

舟
の
な
か
に
は
、金
色
に
光
り
輝
く
観
音
さ
ま
が
休
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。

「
こ
の
観
音
さ
ま
は
、わ
し
ら
を
助
け
に
き
て
く
だ
さ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
」「
あ
り
が
た
い
、あ
り
が
た

い
、は
よ
う
お
連
れ
し
よ
う
」村
人
は
、観
音
さ
ま
の
乗
っ
た
小
舟
を
自
分
た
ち
の
舟
に
し
っ
か
り
と
く
く

り
つ
け
、河
岸
を
め
ざ
し
ま
し
た
。 

す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。雨
は
や
み
、風
は
お
さ
ま
り
、舟
は
川
面
を
す
べ
る
よ
う
に
進
み
ま
し
た
。そ

の
う
え
、太
陽
ま
で
顔
を
出
し
、あ
た
り
一 

面
が
ば
あ
っ
と
明
る
く
な
り
ま
し
た
。 

な
ん
と
も
不
思
議
な
話
で
す
。村
人
た
ち
は
さ
っ
そ
く
観
音
堂
を
建
立
し
、観
音
さ
ま
を
お
祀
り
し
ま

し
た
。

こ
の
観
音
さ
ま
の
手
に
は
水
か
き
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、舟
や
川
で
仕
事
を
す
る
人
た
ち
が
お
参

り
に
く
る
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、水
神
さ
ま
に
お
参
り
し
て
も
日
照
り
が
続
い
た
と
き
に
最
後
の
頼
み
と
し
て
雨
乞
い
を
お

願
い
す
る
そ
う
で
す
。

古
老
の
話
に
よ
れ
ば
、そ
ん
な
願
い
は
通
じ
雨
を
い
た
だ
い
た
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
可
児
の
む
か
し
話
』可
児
町
民
話
の
会  

一
九
八
〇
年

可
児
市

58

観音堂
毎月10日の1時から付近の人々が観音堂を開けて集
合する。

渡
し
舟
に
ま
つ
わ
る
、お
話
で
す
。

あ
る
晩
、船
頭
さ
ん
の
家
に
、た
い
そ
う
美
し
い
女
が
訪
れ
ま
し
た
。「
明
日
の
晩
、つ
た
ご
お
り
へ
船
を

出
し
て
く
だ
さ
い
」

「
つ
た
ご
お
り
」と
は
、今
で
言
う
、知
多
半
島

こ
こ
か
ら
は
、海
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。真
っ
暗
な
夜
に
船
を
出
す
の
は
、と
て
も
恐
ろ
し
い

こ
と
。恐
れ
を
な
す
旅
人
も
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

「
船
賃
は
、た
ん
と
払
い
ま
す
。ど
う
ぞ
お
願
い
し
ま
す
」女
の
熱
心
な
頼
み
を
、船
頭
さ
ん
は
二
つ
返

事
で
引
き
受
け
ま
し
た
。

さ
て
翌
晩
。男
女
に
老
人
子
ど
も
が
、ぞ
ろ
ぞ
ろ
や
っ
て
き
ま
し
た
。み
な
、不
思
議
と
女
に
よ
く
似
た

顔
つ
き
で
す
。

「
あ
の
灯
り
の
方
へ
や
っ
て
く
だ
さ
い
」と
女
が
指
す
方
を
見
る
と
、黒
々
と
広
が
る
海
の
は
る
か
向
こ

う
に
、灯
り
が
見
え
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、ど
れ
だ
け
櫓
を
漕
い
で
も
灯
り
は
近
づ
い
て
き
ま
せ
ん
。

よ
う
や
く
岸
に
着
い
た
の
は
、東
の
空
が
白
み
は
じ
め
た
頃
で
し
た
。着
い
た
と
た
ん
、お
客
た
ち
は

い
っ
せ
い
に
船
か
ら
飛
び
降
り
、み
る
み
る
う
ち
に
、一 

人
残
ら
ず
駆
け
去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
こ
ら
ぁ
、船
賃
よ
こ
せ
え
」す
る
と
、後
ろ
に
小
判
が
山
と
積
ま
れ
て
、光
っ
て
い
ま
し
た
。後
で
見
て

み
る
と
、そ
の
小
判
は
全
部
、た
だ
の
木
の
葉
。

あ
れ
あ
れ
、ど
う
や
ら
キ
ッ
ネ
に
化
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
後
、村
で
は
と
ん
と
キ
ツ
ネ
の
姿
を
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
木
曽
岬
町
史（
木
曽
岬
村
史
改
訂
版
）』木
曽
岬
町
役
場  

一
九
九
八
年

木
曽
岬
町

59

対岸から見た弥富市森津の茂み
場所が不定なので、「森津の藤公園」を鍋田川右岸側
から撮影した。
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美
山
の
山
里
に
住
ん
で
い
た
人
々
は
、日
照
り
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

日
照
り
は
、暮
ら
し
に
ひ
び
い
て
し
ま
う
大
事
で
す
。人
々
は
必
死
に
な
っ
て
、雨
を
願
い
ま
し
た
が
、

神
さ
ま
に
す
が
る
し
か
、道
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

神
崎
と
い
う
集
落
の
雨
乞
い
は
、夏
坂
の
谷
で
行
わ
れ
ま
し
た
。太
鼓
の
合
図
で
村
中
の
男
た
ち
が
集

ま
る
と
、般
若
心
経
を
唱
え
な
が
ら
淵
に
行
き
、塩
で
清
め
た
白
い
石
を
捧
げ
る
の
が
慣
わ
し
で
し
た
。

そ
し
て
、雨
乞
い
歌
を
み
ん
な
で
歌
い
な
が
ら
、太
鼓
を
叩
き
、踊
っ
た
り
し
ま
し
た
。こ
の
時
、一
升
瓶

い
っ
ぱ
い
の
水
を
八
合
分
だ
け
、淵
に
注
ぐ
の
で
す
。 

こ
う
す
る
と
八
合
目
の
雨
が
授
け
ら
れ
る
の
で
す
。

も
し
、一
升
全
部
注
い
で
し
ま
う
と
、下
流
は
大
洪
水
に
な
っ
て
し
ま
う
。下
流
の
村
の
こ
と
ま
で
考

え
、こ
の
慣
わ
し
は
続
け
ら
れ
ま
し
た
。円
原
と
今
島
の
境
に
あ
る
ふ
じ
金
と
い
う
集
落
も
、同
じ
や
り

方
で
雨
乞
い
を
し
ま
し
た
。

雨
乞
い
を
行
う
地
点
は
、深
い
立
穴
鍾
乳
洞
。昔
か
ら
竜
王
さ
ま
が
住
ん
で
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

て
、雨
乞
い
の
時
以
外
は
、村
人
は
近
づ
こ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
照
り
が
続
き
思
い
あ
ま
っ
て
雨
乞
い
を
行
う
日
に
は
、河
原
か
ら
持
っ
て
き
た
石
に「
祈
　
八
大
竜

王
」と
書
い
て
、鐘
乳
洞
に
投
げ
込
み
ま
す
。石
が
落
ち
て
い
く
音
が
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
鳴
り
や
ま
ず
、

み
ん
な
、怖
く
て
動
け
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

音
が
消
え
て
し
ま
っ
た
ら
、鍾
乳
洞
を
取
り
ま
い
て
般
若
心
経
を
唱
え
、天
を
焦
が
す
ほ
ど
の
大
き
な

焚
き
火
を
し
た
そ
う
で
す
。焚
き
火
の
回
り
で
、太
鼓
を
叩
き
、踊
り
続
け
る
。 

蓑
と
笠
を
つ
け
た
ま
ま
、

夜
に
な
っ
て
も
、息
が
続
く
限
り
、踊
り
続
け
ま
す
。す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
、三
日
後
に
は
、お
恵
み
の

雨
が
降
っ
て
き
て
、大
き
な
焚
き
火
を
消
し
て
し
ま
い
ま
す
。

「
雨
じ
ゃ
、雨
じ
ゃ
。竜
王
さ
ま
が
、雨
を
恵
ん
で
く
だ
さ
っ
た
」人
々
は
ひ
ざ
ま
ず
き
、雨
と
う
れ
し
涙

に
ぬ
れ
な
が
ら
、お
神
酒
が
わ
り
の
徳
利
の
水
を
、鍾
乳
洞
の
な
か
に
お
供
え
し
た
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
美
山
町
史
通
史
編
』美
山
町  

一
九
七
五
年

山
県
市

61

「雨乞いの龍」の掛け軸がある
山県市葛原の法幢寺

池
田
町
の
山
洞
区
に
伝
わ
る
お
話
で
す
。 

平
安
時
代
、山
洞
村
の
あ
る
と
こ
ろ
は
池
田
荘
小
池
村
で
し
た
。領
主
は
野
原
常
依
と
い
っ
て
、母
は

俵
籐
太
の
名
で
知
ら
れ
た
藤
原
秀
郷
の
娘
で
し
た
。

藤
太
の
近
江
三
上
山
の
百
足
退
治
の
伝
説
は
有
名
で
、平
将
門
の
乱
を
平
定
し
て
功
績
を
挙
げ
、源

氏
・
平
家
に
並
ぶ
武
門
の
棟
梁
と
し
て
、多
く
の
家
系
を
輩
出
し
ま
し
た
。

こ
の
頃
の
小
池
村
に
は
大
き
な
池
が
あ
り
、池
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
池
田
山
が
そ
び
え
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、そ
の
池
に
は
白
竜
が
住
ん
で
お
り
、村
里
へ
現
わ
れ
て
は
荒
ら
し
ま
わ
る
の
で
、農
民
た
ち
は

田
畑
を
捨
て
、村
に
は
住
む
人
も
い
な
く
な
り
ま
し
た
。思
い
あ
ま
っ
た
野
原
常
依
は
俵
藤
太
に
頼
み
込

み
、白
竜
を
退
治
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

小
池
村
に
や
っ
て
き
た
藤
太
は
、山
の
上
に
日
の
丸
を
描
い
た
六
本
骨
の
扇
を
立
て
、弓
に
白
羽
の
矢

を
つ
が
え
て
放
つ
と
、矢
は
池
の
中
に
落
ち
ま
し
た
。こ
の
矢
の
鋭
さ
に
恐
れ
を
な
し
た
白
竜
は
、池
の
堤

を
破
っ
て
逃
げ
出
し
ま
し
た
。白
竜
の
巨
体
が
体
当
た
り
し
た
堤
防
は
無
残
に
崩
れ
落
ち
、空
を
切
り
裂

く
激
し
い
雷
雨
に
山
は
牙
を
剥
き
、怒
涛
の
よ
う
な
泥
の
波
は
、池
も
谷
も
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。こ
の
土
砂
は
平
地
を
作
り
、新
し
い
村
が
誕
生
し
ま
し
た
。 

こ
れ
が
今
の
山
洞
村
で
す
。野
原
常
依
は
そ
の
村
に
城
を
築
き
、い
つ
ま
で
も
栄
え
た
と
い
い
ま
す
。 

こ
の
頃
か
ら
村
の
南
を
流
れ
て
い
た
喜
助
谷
は
鎌
ヶ
谷
と
改
め
ら
れ
、時
代
は
下
り
、鎌
ヶ
谷
一 

面
を

霞
の
よ
う
に
桜
が
埋
め
つ
く
す
こ
と
か
ら
、霞
間
ヶ
渓
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

池
田
荘
の
史
料
に
山
洞
の
名
は
登
場
し
て
も
、俵
藤
太
の
名
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

洪
水
に
苦
し
む
人
々
が
、平
安
時
代
の
英
雄
・
俵
藤
太
だ
っ
た
ら
、池
の
主
を
退
治
し
て
く
れ
る
と
い

う
願
い
が
、こ
ん
な
民
話
を
生
み
出
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

【
参
考
図
書
】『
池
田
町
史
通
史
編
』池
田
町  

一
九
七
五
年

池
田
町

60

白蛇（春日）神社
地元の古老は山洞の春日神社を「白蛇神社」と教えてく
れたが、『池田町史通史編』には「白蛇神社」に関する記
述はなかった。
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源
氏
と
平
家
の
争
っ
て
い
た
、源
平
の
時
代
の
お
話
で
す
。

里
で
は
田
植
が
は
じ
ま
っ
た
初
夏
の
こ
と
。京
都
か
ら
、美
し
い
お
姫
様
が
逃
れ
て
き
ま
し
た
。

幼
い
こ
ろ
別
れ
別
れ
に
な
っ
た
弟
が
、木
曽
の
山
中
に
か
く
れ
、生
活
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、追
手
を

か
わ
し
な
が
ら
、小
川
の
里
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
の
で
し
た
。

し
か
し
追
っ
て
は
執
拗
に
追
い
か
け
て
き
ま
す
。親
切
な
村
人
の
好
意
で
麻
畑
に
か
く
れ
、追
手
を
や

り
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、ま
た
い
つ
追
手
が
引
き
返
し
て
く
る
と
も
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。

お
姫
様
は
村
人
に
お
礼
を
言
い
、疲
れ
た
足
を
引
き
ず
る
よ
う
に
、山
の
奥
へ
奥
へ
と
踏
み
分
け
て
い

く
と
、大
き
な
渕
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。数
日
来
の
雨
で
川
は
増
水
し
、渕
は
ま
さ
に
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り

で
す
。お
姫
様
は
川
を
越
す
こ
と
が
で
き
ず
、岩
の
上
で
一
休
み
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
ふ
と
、逃
げ
る
途
中
で
見
た
美
し
い
田
園
風
景
を
思
い
出
し
、美
し
い
声
で
田
植
歌
を
歌
い

な
が
ら
、田
植
え
の
真
似
を
始
め
ま
し
た
。追
手
を
忘
れ
た
幸
せ
な
時
間
で
し
た
。

一
方
追
手
は
、お
姫
さ
ま
が
あ
わ
て
て
こ
ぼ
し
て
い
っ
た
匂
い
袋
の
、じ
ゃ
香
が
点
々
と
こ
ぼ
れ
て
い
る

の
を
か
ぎ
つ
け
て
、岩
の
上
で
唄
う
お
姫
さ
ま
を
見
つ
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
い
た
ぞ
」「
姫
が
い
た
ぞ
！
」口
々
に
叫
ぶ
と
、わ
っ
と
襲
っ
て
き
ま
し
た
。も
う
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。お
姫
さ
ま
は
会
え
な
か
っ
た
弟
の
名
を
叫
び
な
が
ら
、増
水
し
た
深
い
渕
に
身
を
投
げ
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、お
姫
さ
ま
が
亡
く
な
っ
た
渕
を
、姫
渕
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

村
人
た
ち
は
、お
姫
さ
ま
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
に
、渕
の
ほ
と
り
に
姫
宮
と
呼
ぶ
小
さ
な
祠
を
建

て
ま
し
た
。 

小
川
入
の
じ
ゃ
香
沢
は
、お
姫
さ
ま
が
匂
い
袋
を
落
と
し
た
と
こ
ろ
と
伝
え
ら
れ
、ま
た
、お
姫
さ
ま

が
隠
れ
た
麻
畑
は
、麻
が
良
く
育
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
上
松
町
誌
第
二
巻
民
俗
編
』 

上
松
町
誌
編
纂
委
員
会  

二
〇
〇
〇
年

上
松
町

62

大
浦
は
木
曽
川
右
岸
の
村
で
す
。

あ
る
夏
の
こ
と
。豪
雨
が
続
き
、木
曽
川
の
水
か
さ
は
増
す
ば
か
り
、青
々
と
育
っ
た
作
物
も
危
機
に

瀕
し
て
い
ま
し
た
。村
人
た
ち
は
、打
ち
続
く
豪
雨
の
な
か
、渦
巻
く
川
面
を
不
安
そ
う
に
見
つ
め
て
い

ま
し
た
。す
る
と
濁
流
の
な
か
、巨
大
な
一
頭
の
龍
が
、大
浦
の
川
岸
に
近
づ
い
て
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。震
え
な
が
ら
堤
防
の
陰
に
隠
れ
る
人
々
。し
ば
ら
く
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、荒
々
し
い
様

子
は
あ
り
ま
せ
ん
。

村
人
た
ち
は
、恐
る
恐
る
川
岸
に
近
寄
っ
て
み
ま
し
た
。流
れ
着
い
て
い
た
の
は
、木
で
造
ら
れ
た
龍
の

頭
。首
か
ら
下
を
切
り
落
と
さ
れ
た
、た
い
そ
う
悲
し
げ
な
表
情
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
龍
は
水
の
神
様
の
お
使
い
じ
ゃ
。お
祀
り
し
て
や
ろ
う
」大
浦
の
人
々
は
、村
の
氏
神
さ
ま
に
奉
納
し

ま
し
た
。す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。豪
雨
は
お
さ
ま
り
、空
も
明
る
く
な
り
ま
し
た
。な
ん
と
も
不
思
議
な

話
で
す
。こ
の
年
は
、田
も
畑
も
、実
り
の
秋
を
む
か
え
た
そ
う
で
す
。

「
あ
の
龍
の
お
か
げ
じ
ゃ
」黄
金
の
穂
が
豊
か
に
実
る
稲
田
を
見
て
た
い
そ
う
喜
ん
だ
村
人
た
ち
は
、

傷
つ
い
た
龍
の
た
め
に
、首
か
ら
下
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

誰
ひ
と
り
と
し
て
龍
の
本
当
の
姿
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、聞
き
伝
え
や
想
像
を
加
え
な
が
ら
、一 

年
が
か
り
で
雄
雌
の
一 

対
を
造
り
ま
し
た
。 

翌
年
も
豊
作
が
続
き
ま
し
た
。村
人
た
ち
は
感
謝
を
込
め
て
総
出
で
龍
の
中
に
入
り
、稲
穂
が
実
る

村
中
を
ね
り
歩
き
ま
し
た
。

「
大
蛇
が
這
っ
て
い
く
よ
う
じ
ゃ
」い
つ
し
か
こ
れ
を
、「
大
浦
の
蛇
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

昭
和
二
十
九
年
を
最
後
に
、こ
の
姿
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、昭
和
六
十
一
年
、修
築
さ
れ
て

見
事
に
復
活
。

鐘
と
太
鼓
の
音
に
の
り
、空
に
向
か
っ
て
火
を
噴
く
勇
壮
な
龍
の
姿
は
、羽
島
市
の
行
事
や
運
動
会
で

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
は
し
ま
市
の
む
か
し
話
』羽
島
市
子
ど
も
会
育
成
協
議
会  

一
九
八
一
年

羽
島
市

63

姫淵を渡った奥の姫宮神社
赤沢美林内の姫宮神社は木曽谷御料林内で唯一の神
社で、10月15日の祭礼の日には、営林関係の人びとが
中心になって祈願しているとのことである。
御料林当時は高倉神社にあり、現在の神社は、帝室林
野局が大正10（1921）年10月にこの麝香沢の地に遷
宮したものだという。

大浦の蛇（岩田光弘氏撮影）
大浦地区に伝わる「大浦の蛇」は雌雄2体で、共に長さ
15m、胴回り4m、頭の大きさ1.5m、頭の重量20㎏で、
口に備えられた花火で火を噴く勇壮な龍である。
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笠
置
山
の
中
腹
の
ヒ
ノ
キ
林
の
あ
た
り
に
、ポ
ツ
ン
と
一
軒
だ
け
家
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。あ
る
暑
い
夏

の
日
の
こ
と
。こ
の
家
へ
旅
の
坊
さ
ん
が
や
っ
て
き
て
、「
こ
り
ゃ
暑
く
て
た
ま
ら
ん
。す
ま
ぬ
が
水
を
飲
ま

し
て
く
れ
な
い
か
」と
言
う
の
で
す
。

古
ぼ
け
た
衣
を
ま
と
っ
た
坊
さ
ん
の
顔
に
は
汗
が
噴
出
し
て
、い
か
に
も
疲
れ
た
様
子
で
す
。と
こ
ろ

が
、水
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、少
し
離
れ
た
井
戸
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
こ
の
付
近
は
水
が
少
な
く
て
、差
し
上
げ
る
水
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」。井
戸
に
行
く
の
が
面
倒
だ
っ
た

こ
の
家
の
人
は
、に
べ
も
な
く
断
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
あ
あ
、そ
う
か
の
う
」、が
っ
か
り
し
た
旅
の
坊
さ

ん
は
、肩
を
落
と
し
て
足
を
引
き
ず
る
よ
う
に
立
ち
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。そ
の
夏
は
、来
る
日
も
来
る
日
も
一
粒
の
雨
さ
え
降
ら
ず
、こ
の
家
の
裏
の
谷

は
、枯
れ
果
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
毎
年
夏
に
な
る
と
、こ
の
谷
の
水
は
石
や
岩
の
下
を
く
ぐ
る

よ
う
に
な
り
、ま
っ
た
く
水
が
流
れ
ま
せ
ん
。ほ
か
の
川
は
水
が
流
れ
て
い
る
の
に
、こ
の
谷
だ
け
は
い
つ

も
川
底
が
む
き
出
し
。雨
が
降
る
と
ド
ド
ッ
と
濁
っ
た
水
が
流
れ
ま
す
が
、あ
っ
と
言
う
間
に
、石
の
下
に

も
ぐ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

「
旅
の
坊
さ
ん
に
水
を
や
ら
な
か
っ
た
の
で
、こ
の
谷
だ
け
水
の
な
い
谷
に
な
っ
て
し
も
う
た
」、と
村
人

は
さ
さ
や
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

今
で
も
天
気
が
良
い
日
が
続
く
と
、谷
は
石
ば
か
り
。上
流
や
下
流
で
は
水
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
の

に
、こ
こ
だ
け
は
水
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。村
の
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、旅
の
坊
さ

ん
は
そ
の
こ
ろ
全
国
を
行
脚
し
て
い
た
弘
法
大
師
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
蛭
川
村
の
伝
説
』蛭
川
村
教
育
委
員
会  

一
九
七
七
年

中
津
川
市

65

在
原
業
平
は
六
歌
仙
の
ひ
と
り
と
称
え
ら
れ
た
平
安
時
代
の
歌
人
で
す
。

権
守（
国
司
の
長
官
に
準
じ
た
官
職
）と
し
て
美
濃
国
へ
赴
任
し
、垂
井
町
の
表
佐
に
御
殿
を
建
て
ま

し
た
。村
人
か
ら
業
平
寺
と
呼
ば
れ
た
そ
の
御
殿
は
と
て
も
広
く
、そ
の
ひ
と
す
み
に
は
、底
な
し
沼
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

あ
る
日
の
こ
と
、業
平
が
池
の
近
く
を
散
歩
し
て
い
た
と
こ
ろ
、突
然
、池
の
水
が
、渦
を
巻
き
は
じ

め
、目
を
ぎ
ら
ぎ
ら
さ
せ
た
大
蛇
が
、池
の
真
ん
中
に
姿
を
見
せ
ま
し
た
。驚
い
た
業
平
は
、一
目
散
に
逃

げ
出
し
ま
し
た
が
、そ
ん
な
業
平
を
、美
し
い
女
の
声
が
追
い
か
け
て
き
ま
し
た
。

「
私
は
こ
の
池
に
昔
か
ら
住
ん
で
い
る
大
蛇
で
す
。今
日
、天
へ
昇
ろ
う
し
ま
し
た
が
、こ
の
姿
を
見
ら

れ
た
ら
、も
う
天
へ
昇
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。私
は
、も
う
一 

度
修
業
を
や
り
直
し
ま
す
。今
度
、天
へ
昇

れ
る
の
は
い
つ
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、そ
の
日
ま
で
こ
の
池
に
住
ん
で
い
ま
す
。も
し
、雨
な
ど
ほ

し
い
と
き
は
、私
が
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う
」

業
平
が
こ
わ
ご
わ
後
ろ
を
振
り
向
い
た
と
き
に
は
、大
蛇
の
姿
は
な
く
、池
の
水
面
は
何
も
な
か
っ
た

よ
う
に
静
か
に
輝
い
て
い
ま
し
た
。

そ
の
あ
く
る
年
は
、大
日
照
り
。大
蛇
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
業
平
は
、池
の
ま
わ
り
に
し
め
縄
を
張

り
、村
人
た
ち
と
と
も
に
、雨
乞
い
の
お
祈
り
を
し
ま
し
た
。 

す
る
と
、ど
う
で
し
ょ
う
。し
ば
ら
く
す
る
と
、池
の
水
が
さ
ざ
め
き
だ
し
、真
っ
黒
な
雲
が
天
を
走
り
、

大
粒
の
雨
が
降
り
出
し
ま
し
た
。

「
雨
じ
ゃ
、雨
じ
ゃ
」「
な
ん
と
、あ
り
が
た
い
こ
と
じ
ゃ
」村
人
た
ち
は
、喜
び
の
あ
ま
り
、踊
り
だ
し
ま

し
た
。そ
れ
か
ら
、日
照
り
に
な
る
と
、村
人
た
ち
は
、業
平
寺
へ
集
ま
っ
て
、雨
乞
い
を
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

こ
の
業
平
寺
は
、江
戸
時
代
に
薬
師
寺
と
し
て
再
興
さ
れ
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
垂
井
の
む
か
し
話
』垂
井
町
教
育
委
員
会  

一
九
八
四
年

垂
井
町

64

薬師寺（業平寺）
在原業平は元慶4(880)年美濃権守に任じられ、美濃
国府（現垂井町府中）に赴任して垂井の表佐に館を建
立。同年に業平が亡くなると、天皇の勅願により館跡に
業平寺が開創されたと伝えられている。

昔話の場所は和田川左岸の蛭川村奈良井区の大石近
くのだんだん畑のある場所である。
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む
か
し
、む
か
し
の
お
話
で
す
。

大
雨
で
木
曽
川
が
あ
ふ
れ
だ
し
、激
し
い
濁
流
に
さ
ら
わ
れ
て
、山
那
神
社
の
お
社
が
流
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。 

洪
水
が
治
ま
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
。

一
宮
の
光
明
寺
の
住
職
が
頭
痛
で
床
に
つ
い
て
い
た
と
こ
ろ
、住
職
の
枕
元
に
、見
た
こ
と
も
な
い
気
高

い
女
性
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

「
川
上
の
山
那
の
里
の
も
の
だ
。わ
た
し
の
化
身
は
流
さ
れ
た
ま
ま
の
姿
で
こ
の
寺
の
森
に
あ
る
。馬
を

用
意
し
、早
く
里
へ
と
返
し
て
ほ
し
い
」そ
う
言
う
と
女
性
は
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

住
職
が
寺
侍
と
い
っ
し
ょ
に
森
を
調
べ
て
み
る
と
、木
の
枝
に
、馬
に
乗
っ
た
女
性
の
神
像
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。 

そ
の
慈
悲
深
い
面
持
ち
は
、枕
元
に
立
っ
た
女
性
に
瓜
ふ
た
つ
。き
っ
と
山
那
神
社
の
神
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

「
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
な
あ
」光
明
寺
か
ら
知
ら
せ
を
受
け
た
山
那
の
人
び
と
は
、驚
き
つ

つ
も
御
神
体
の
帰
還
を
よ
ろ
こ
び
ま
し
た
。 

洪
水
の
被
害
を
受
け
て
仮
の
お
社
の
ま
ま
だ
っ
た
山
那
神
社
は
、そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
建
て
な
お
さ

れ
、里
の
人
び
と
の
手
に
よ
っ
て
後
世
ま
で
厚
く
祀
ら
れ
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
扶
桑
町
史
』扶
桑
町  

一
九
七
六
年

扶
桑
町

66

山那神社

む
か
し
、雨
が
降
る
た
び
に
、益
田
川
が
大
変
荒
れ
ま
し
た
。

荒
れ
狂
う
水
に
削
ら
れ
て
、上
呂
の
久
津
八
幡
さ
ま
の
前
の
川
岸
も
、ど
ん
ど
ん
八
幡
さ
ま
の
方
へ
押

し
ょ
せ
て
き
ま
し
た
。

「
あ
あ
、き
ょ
う
も
雨
ふ
り
か
」「
こ
ん
ど
も
、ま
た
川
の
水
が
増
え
て
く
る
ぞ
。」村
の
人
た
ち
は
、川
を

な
が
め
て
相
談
し
て
い
ま
し
た
。

「
こ
の
ま
ま
で
は
、田
畑
も
道
も
ほ
り
と
ら
れ
て
し
ま
う
。」

「
そ
の
う
ち
、拝
段
ま
で
も
流
さ
れ
る
わ
い 

。」

す
る
と
、長
老
の
弥
作
じ
い
が
、「
あ
り
ゃ
、拝
殿
の
ひ
さ
し
に
彫
り
こ
ん
で
あ
る
あ
の
コ
イ
が
水
を
よ

ぶ
ん
や
と
し
か
思
え
ん
。あ
の
コ
イ
を
作
ん
な
す
っ
た
和
田
さ
ま（
飛
騨
の
匠
） 

に
相
談
し
ょ
う
と
思
っ
と

る
。」と
言
い
、翌
朝
、匠
の
住
ん
で
お
ら
れ
る
高
山
へ
い
き
ま
し
た
。 

弥
作
じ
い
の
話
を
う
な
づ
き
な
が
ら
聞
い
て
お
ら
れ
た
匠
は
、「
そ
れ
で
は
、し
ば
ら
く
こ
の
場
で
お
待

ち
く
だ
さ
れ
。」と
立
ち
上
が
り
、仕
事
部
屋
に
は
い
り
ま
し
た
。

ト
ン
ト
ン
、ト
ン
ト
ン
ー
ー
ー
と
何
や
ら
木
を
き
ざ
む
音
が
問
こ
え
て
き
ま
す
。

し
ば
ら
く
待
っ
て
い
る
と
、匠
が
彫
り
き
ざ
ん
だ
矢
を
見
せ
て
、「
こ
の
矢
を
持
ち
帰
っ
て
、あ
の
コ
イ
に

む
け
て
取
り
つ
け
て
く
だ
さ
い
。」と
言
い
ま
し
た
。そ
う
し
て
そ
の
矢
を
言
わ
れ
た
通
り
に
取
り
付
け
た

と
こ
ろ
、ま
っ
た
く
大
水
の
心
配
が
な
く
な
り
、村
は
安
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

村
人
た
ち
は
、こ
れ
を『
水
よ
ぶ
コ
イ
』と
名
づ
け
て
、語
り
伝
え
て
き
ま
し
た
。

（
こ
の
コ
イ
と
失
の
作
り
物
は
、久
津
八
幡
宮
の
拝
段
の
ひ
さ
し
に
彫
り
込
ま
れ
、現
在
も
大
切
に
保

存
さ
れ
て
い
ま
す
。）

【
参
考
図
書
】『
萩
原
の
む
か
し
話
』萩
原
む
か
し
話・編
集
委
員
会  

一
九
七
八
年

下
呂
市
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久津八幡宮
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む
か
し
む
か
し
、西
津
汲
の
蟻
山
と
三
田
倉
山
の
境
の
尾
根
に
、大
き
な
池
が
あ
っ
て
、そ
こ
に
は
そ
れ

は
そ
れ
は
大
き
な
ほ
ら
貝
が
住
ん
で
お
っ
た
そ
う
じ
ゃ
。 

あ
る
大
雨
の
夜
、西
津
汲
の
庄
屋
の
夢
に
そ
の
大
ほ
ら
貝
が
あ
ら
わ
れ
て
、「
庄
屋
さ
ん
、長
く
お
世
話
に

な
っ
た
が
、わ
た
し
は
今
晩
、池
を
出
て
、川
を
下
っ
て
海
ま
で
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。」と
告
げ
ま
し
た
。 

こ
れ
を
聞
い
た
庄
屋
は
、「
こ
れ
は
、大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
ぞ
。」と
思
い
、大
ほ
ら
貝
に
頼
み
ま
し
た
。

「
も
し
、西
津
汲
の
方
か
ら
下
ら
れ
る
な
ら
、村
は
全
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。ど
う
か
三
田
倉
山
の
谷
の
方

か
ら
下
っ
て
く
だ
さ
い
。」

ま
も
な
く
、ド
ド
ド
ッ
ー
と
い
う
大
き
な
音
が
し
て
、池
の
水
と
石
が
山
か
ら
落
ち
て
い
き
ま
し
た
。 

水
と
石
は
三
田
倉
山
の
谷
を
下
っ
て
い
っ
た
の
で
、西
津
汲
の
村
は
、無
事
で
し
た
。 

翌
朝
、村
人
た
ち
が
池
に
行
っ
て
見
る
と
、池
は
白
ぬ
け（
崩
壊
地
）に
な
っ
て
い
て
、あ
と
か
た
も
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
こ
か
ら
三
田
倉
の
谷
を
見
下
ろ
す
と
大
ほ
ら
貝
が
通
っ
た
跡
が
白
い
帯
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
久
瀬
の
む
か
し
話
上
巻
』 

久
瀬
の
む
か
し
話
作
成
実
行
委
員
会  

一
九
九
八
年

揖
斐
川
町

68

そ
の
年
は
長
い
間
日
照
り
が
続
き
、津
保
谷
の
稲
田
も
す
っ
か
り
干
上
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
こ
り
ゃ
あ
い
よ
い
よ
城
山
の『
権
現
の
神
』に
雨
乞
い
す
る
よ
り
し
ょ
う
が
な
い
ぞ
」

「
し
か
し
あ
そ
こ
は
危
険
な
山
じ
ゃ
か
ら
な
あ
」

城
山
の
頂
上
の
小
さ
な
池
を
さ
ら
え
る
と『
権
現
の
神
』が
雨
を
降
ら
せ
て
く
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

し
た
白
装
束
の
村
人
た
ち
は
組
頭
を
先
頭
に
、足
場
の
悪
い
山
道
を
た
い
へ
ん
怖
い
思
い
を
し
な
が
ら
頂

上
の
池
に
た
ど
り
つ
き
ま
し
た
。

「
池
の
水
は
カ
ラ
カ
ラ
だ
が
、と
に
か
く
掃
除
を
し
て
祈
る
と
し
よ
う
」皆
で
、一
心
に
念
仏
を
唱
え
る

と
、あ
た
り
が
暗
く
な
っ
て
、雨
粒
が
ポ
ッ
リ
ポ
ッ
リ
と
落
ち
て
き
ま
し
た
。や
が
て
、雨
は
横
な
ぐ
り
の

ど
し
ゃ
ぶ
り
に
変
わ
り
、稲
妻
が
光
り
ま
す
。村
人
は
、あ
わ
て
て
山
を
お
り
ま
し
た
が
、組
頭
は
一
人
、道

に
迷
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

運
よ
く
小
屋
を
見
つ
け
た
組
頭
が
疲
れ
て
寝
て
い
る
と
、や
せ
細
っ
た
と
が
り
口
の
男
が
脇
に
立
っ
て

言
い
ま
し
た
。「
わ
し
は
、『
権
現
の
神
』じ
ゃ
。お
前
た
ち
の
祈
り
は
確
か
に
聞
き
と
ど
け
た
ぞ
。帰
り
は

こ
の
傘
を
使
う
が
よ
い
。」言
い
終
わ
る
と
煙
の
よ
う
に
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

授
か
っ
た
傘
を
さ
し
て
組
頭
が
村
に
戻
る
と
、村
人
が「
そ
の
手
に
持
っ
て
い
る
里
芋
の
葉
は
な
ん

だ
。」と
聞
い
て
き
ま
し
た
。

「
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
、傘
だ
と
ば
か
り
思
つ
て
い
た
が
…
」

「
ど
う
や
ら
白
狐
に
化
か
さ
れ
た
よ
う
じ
ゃ
。」

「
と
に
か
く
、雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
か
ら
、あ
り
が
た
い
こ
と
よ
。」

村
人
た
ち
は
、城
山
に
手
を
合
わ
せ
、そ
れ
か
ら
は
白
狐
に
化
か
さ
れ
て
も
怒
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
武
儀
町
の
む
か
し
話
』武
儀
町
読
書
サ
ー
ク
ル
協
議
会  

二
〇
〇
三
年

関 

市

69

平成18年5月揖斐川左岸斜面で発生した東
横山地滑り
（『地すべり技術Vol.33、No.2、口絵写真』より）

城
山
の
白
山
神
社

城
山
は
関
市
下
之
保
大
門
側
の
小
山
で
、頂
上
に
大
門
城

が
在
っ
た
。『
濃
洲
洵
行
記
』に
よ
る
と
、交
通
の
要
所
で
問

屋
も
二
か
所
あ
り
、金
山
か
ら
の
白
木
も
駅
送
さ
れ
、町
・

大
門
の
名
が
残
る
稲
葉
伝
右
衛
門
の
城
下
で
あ
っ
た
と
い

う （『
武
儀
町
史
』よ
り
） 

。
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専光坊の大日石

む
か
し
、揖
斐
川
沿
い
の
南
之
郷
に
は
、大
水
の
と
き
に
流
れ
て
き
た
と
い
う
大
き
な
石
が
祀
ら
れ
て

い
ま
し
た
。村
人
が「
大
日
さ
ん
」と
呼
ん
で
い
た
石
は
、お
堂
が
大
水
で
流
さ
れ
て
、石
だ
け
が
残
さ
れ

ま
し
た
。 

明
治
の
中
ご
ろ
、た
び
た
び
洪
水
が
お
こ
る
の
で
、堤
防
を
改
修
し
て
、川
幅
を
広
げ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。村
の
家
や
田
畑
が
川
底
に
沈
む
こ
と
に
な
り
、こ
の
ま
ま
で
は
大
日
さ
ん
も
川
底
に
取
り
残
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
大
日
さ
ん
が
川
底
に
沈
む
の
は
不
憫
こ
の
う
え
な
い
」村
の
人
た
ち
は
、大
日
さ
ん
を
新
し
く
で
き

た
堤
防
の
下
の
道
ば
た
に
置
き
ま
し
た
。 

あ
る
夜
、ひ
と
り
の
村
人
が
、大
日
さ
ん
の
あ
る
辺
り
を
歩
い
て
い
る
と
、急
に
背
中
が
ず
し
り
と
重
く

な
り
ま
し
た
。 

前
々
か
ら
、「
大
日
さ
ん
が
人
の
背
中
に
お
ぶ
さ
っ
て
く
る
」と
い
う
噂
が
あ
り
ま
し
た
か

ら
、「
こ
り
ゃ
、大
日
さ
ん
を
し
ょ
っ
て
き
た
な
」と
思
い
怖
く
な
っ
て
逃
げ
だ
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
は
、子
供
た
ち
も
、大
日
さ
ん
の
前
を
通
る
と
き
は
、立
ち
止
ま
ら
な
い
で
い
っ
き
に
走
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。 

昭
和
四
四
年
、ま
た
堤
防
の
改
修
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、こ
の
話
を
聞
い
た
工
事
の
人
達

は
、「
そ
ん
な
お
そ
ろ
し
い
石
は
動
か
せ
な
い
」と
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 
そ
こ
で
、専
光
坊
の
住
職
に
お

経
を
あ
げ
て
も
ら
っ
て
、石
を
お
寺
に
運
び
ま
し
た
。毎
日
、読
経
す
る
声
が
石
に
と
ど
く
よ
う
に
な
っ

て
、村
人
に
お
ぶ
さ
っ
て
く
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
多
度
町
史
民
俗
』 

多
度
教
育
委
員
会 

多
度
町  
二
〇
〇
〇
年

桑
名
市

70

小
駄
良
川
に
注
ぐ
河
鹿
坪
谷
に
露
洞
と
い
う
洞
が
あ
っ
て
、露
洞
姫
と
呼
ば
れ
る
大
蛇
が
住
ん
で
い

ま
し
た
。

こ
こ
に
住
み
着
い
て
千
年
を
こ
え
た
露
洞
姫
は
、い
よ
い
よ
こ
の
地
に
も
飽
き
た
の
で
、海
に
出
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

露
洞
姫
が
小
駄
良
川
を
下
っ
て
ゆ
く
と
、あ
た
り
一
面
が
大
暴
風
雨
に
な
り
、川
は
た
ち
ま
ち
洪
水
に

な
り
ま
し
た
。 

横
井
橋
ま
で
や
っ
て
き
た
露
洞
姫
は
、橋
の
材
料
に
大
嫌
い
な
金
物
が
使
っ
て
あ
っ
た
た
め
、橋
を
く

ぐ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、露
洞
姫
は
、橋
の
上
流
で
水
を
せ
き
と
め
て
、小
駄
良
川
を
氾
濫
さ

せ
、川
筋
を
原
の
西
側
の
山
麓
を
通
る
よ
う
に
変
え
て
下
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

こ
の
氾
濫
で
原
一
帯
の
耕

地
の
ほ
と
ん
ど
が
水
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。 

原
の
南
端
に
後
瀬
と
い
う
地
名
が
あ
る
の
は
、川
が
、氾
濫
し
た
時
の
瀬
尻
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
郡
上
八
幡
町
史
下
巻
』 

八
幡
町
役
場  

一
九
六
一
年

郡
上
市

71

八幡町河鹿坪谷の浄願寺
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昔
、富
田
川
の
上
流
の
本
洞
と
い
う
谷
に
、大
き
な
堤
が
あ
っ
て
、う
わ
ば
み
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

う
わ
ば
み
は
山
津
波
に
よ
る
堤
の
決
壊
を
予
知
し
て
、岩
村
川
の
上
流
の
谷
に
移
り
住
み
ま
し
た
が
、

も
と
の
谷
川
が
恋
し
く
て
何
十
年
も
か
よ
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、本
洞
に
き
て
い
た
と
こ
ろ
、突
然
の
暴
風
雨
に
あ
っ
て
住
処
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。 

そ
し
て
、年
老
い
た
う
わ
ば
み
は
、そ
の
ま
ま
本
洞
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
の
後
、う
わ
ば
み
の
骨
を
見
つ
け
た
村
人
が
、庵
を
建
て
て
骨
を
納
め
、弔
っ
て
や
り
ま
し
た
。

そ
の
庵
主
の
夢
枕
に
う
わ
ば
み
が
現
れ
て
、

「
岩
村
城
内
の
清
水
が
飲
み
た
い
。お
城
の
井
戸
に
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
ら
、城
に
事
あ
る
時
は
、必

ず
城
兵
を
守
っ
て
や
ろ
う
」と
言
い
残
し
て
消
え
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
は
、城
が
攻
め
ら
れ
た
時
、井
戸
の
水
面
に
そ
の
蛇
骨
を
映
す
と
、不
思
議
な
事
に
い
ま
ま

で
晴
れ
て
い
た
空
が
に
わ
か
に
曇
り
、辺
り
一
面
深
い
霧
に
お
お
わ
れ
て
城
が
見
え
な
く
な
り
、寄
せ
手

は
城
を
攻
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

 

こ
の
井
戸
は「
霧
ヶ
井
戸
」と
呼
ば
れ
、今
で
も
清
水
が
湧
き
出
て
い
る
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
い
わ
む
ら
昔
ば
な
し
余
話
』「
い
わ
む
ら
昔
ば
な
し
余
話
」編
集
委
員
会  

一
九
九
六
年

恵
那
市

72

今
の
尾
張
大
橋
の
た
も
と
に
に
あ
っ
た
小
島
村
は
、川
を
は
さ
ん
で
長
島
と
向
か
い
あ
っ
て
い
ま
し
た
。

あ
る
暑
い
夏
の
夕
方
、村
の
若
者
が
二
人
、木
曽
川
を
渡
っ
て
長
島
ま
で
あ
そ
び
に
出
か
け
ま
し
た
。

そ
の
帰
り
道
、二
人
は
、道
端
の
お
地
蔵
さ
ま
を
見
つ
け
る
と
、「
小
島
に
は
一
つ
も
お
地
蔵
さ
ま
が
な
い
。

こ
の
地
蔵
さ
ま
を
川
む
こ
う
ま
で
も
っ
て
帰
ろ
う
」と
い
う
と
に
な
っ
て
、ム
シ
ロ
に
巻
い
て
舟
に
乗
せ
て

運
び
、堤
の
上
に
お
地
蔵
さ
ま
を
寝
か
せ
て
帰
り
ま
し
た
。

翌
朝
、お
地
蔵
さ
ま
を
み
つ
け
た
村
の
人
々
は
た
い
そ
う
有
難
が
っ
て
、お
堂
を
建
て
て
お
祀
り
し
ま

し
た
。

一
方
、長
島
の
方
で
は
、無
く
な
っ
た
お
地
蔵
さ
ま
を
探
し
て
大
騒
ぎ
。こ
の
お
地
蔵
さ
ま
は
昔
々
、織

田
信
長
が
長
島
に
攻
め
込
ん
だ
時
、逃
げ
て
き
た
子
供
た
ち
を
、念
力
で
助
け
て
く
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る

大
切
な
お
地
蔵
さ
ま
で
し
た
。し
ば
ら
く
探
し
て
川
向
こ
う
の
小
島
に
お
地
蔵
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い
る
の

を
聞
き
つ
け
た
長
島
の
人
々
は
、事
情
を
話
し
て
、お
地
蔵
さ
ま
を
送
り
返
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、長
島
の
人
た
ち
の
夢
枕
に
、お
地
蔵
さ
ま
が
現
れ
て「
わ
た
し
は
小
島
が
気
に
い
っ
た
。も

う
一
度
帰
り
た
い
。」と
し
き
り
に
頼
ま
れ
た
の
で
、そ
れ
ほ
ど
申
さ
れ
る
な
ら
ば
と
、小
島
の
筏
川
堤
に

祀
ら
れ
、盆
、正
月
に
は
長
島
か
ら
お
供
物
が
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

【
参
考
図
書
】『
踏
青
夜
話（
や
と
み
昔
ば
な
し
）』彦
坂
登
喜
二
、大
島
静
雄  

一
九
九
一
年

弥
富
市

73

岩村城の「霧ヶ井戸」
岩村城は霧ヶ城と云われます。岩村城の伝説は、「第2
章の3-7竜の祟り」を参照してください。

小島のお地蔵様
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今
須
の
関
谷
と
い
う
と
こ
ろ
に
は「
雨
壺
さ
ん
」と
呼
ば
れ
て
い
る
祠
が
あ
り
ま
す
。

む
か
し
、関
谷
の
村
人
が
ひ
と
り
、養
老
郡
多
良
の
山
奥
に
炭
焼
き
に
出
か
け
た
時
の
こ
と
。炭
俵
を

担
い
だ
帰
り
道
に
、ま
る
で
材
木
と
見
ま
ち
が
え
る
よ
う
な
大
蛇
に
出
会
い
ま
し
た
。 

大
蛇
は
、「
わ
し
を
今
須
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
」と
村
人
に
頼
む
と
、小
さ
な
ち
い
さ
な
蛇
に
な
り

ま
し
た
。村
人
が
小
さ
な
蛇
を
炭
俵
の
上
に
乗
せ
て
関
谷
ま
で
来
た
と
こ
ろ
、「
こ
こ
で
よ
い
」と
蛇
が
言

い
ま
し
た
か
ら
、木
陰
の
湿
っ
た
場
所
に
池
を
掘
っ
て
放
し
て
や
り
ま
し
た
。 

小
蛇
は「
も
し
水
が
無
く
て
困
っ
た
と
き
に
は
、こ
こ
へ
来
て
頼
む
が
よ
い
」と
言
い
残
し
て
、池
に
沈
ん

で
い
き
ま
し
た
。 

関
谷
の
村
人
た
ち
は
、池
の
主
と
な
っ
た
蛇
を
関
谷
竜
王
と
し
て
あ
り
が
た
く
思
い
、祠
を
造
っ
て
崇

敬
し
、日
照
り
が
続
い
た
と
き
に
は
、「
雨
壺
さ
ん
」と
呼
ん
で
雨
乞
い
を
し
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、関
谷
の
村
は
、水
不
足
で
困
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
関
ヶ
原
町
史
通
史
編
別
巻
』関
ヶ
原
町  

一
九
九
三
年

関
ケ
原
町

74

三
岳
地
区
の
王
滝
川
の
な
か
ほ
ど
に
、ど
こ
か
ら
見
て
も
三
角
に
見
え
る
石
が
あ
り
ま
し
た
。

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、ひ
と
り
の
若
い
女
が
、王
滝
川
で
洗
濯
を
し
て
は
、こ
の
石
に
衣
を
干
し
て
い
た

の
で
、石
は「
衣
掛
の
三
角
石
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

昔
か
ら
、「
三
角
石
の
と
こ
ろ
に
は
河
童
が
棲
ん
で
い
る
か
ら
、水
遊
び
に
行
つ
て
は
い
け
な
い
」と
言

い
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
、こ
の
若
い
女
が
子
ど
も
を
水
の
中
に
引
き
込
ん
で
し
ま
う
、と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
け
て
い
わ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、大
雨
が
つ
づ
い
て
、衣
掛
の
三
角
石
が
隠
れ
る
ほ
ど
川
の
水
が
増
え
る
と
、下
流
の
水
田
が
水
に

浸
か
っ
て
、そ
の
年
は
米
が
で
き
な
い
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

三
角
石
の
近
く
に
は
、「
盗
人
岩
」と
呼
ば
れ
る
大
き
な
岩
が
あ
り
ま
す
。

山
か
ら
切
り
出
し
た
材
木
を
、王
滝
川
に
流
し
て
運
ん
で
い
た
頃
、こ
の
岩
に
材
木
が
は
さ
ま
っ
て
、取

れ
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、こ
う
し
た
名
前
が
つ
い
た
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
三
岳
村
誌
上
巻
』 

三
岳
村
誌
編
さ
ん
委
員
会  

一
九
八
八
年

木
曽
町

75

王滝川の三角石

今須山中の神木周りが「関谷雨壺神社」
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昔
、水
が
乏
し
い
大
利
村
で
、働
き
者
の
寒
八
と
嫁
の
お
こ
ひ
が
、荒
地
を
耕
し
て
田
ん
ぼ
の
開
発
を

試
み
ま
し
た
。一
番
の
問
題
は
、や
は
り
水
。

二
人
は
、山
持
ち
の
大
利
長
者
様
に「
山
の
谷
水
を
分
け
て
欲
し
い
」と
頼
み
に
い
き
ま
し
た
。し
か

し
、願
い
は
冷
た
く
断
ら
れ
、し
か
た
な
く
二
人
は
、あ
ち
こ
ち
の
湧
き
水
を
使
う
こ
と
に
し
、三
年
が
か

り
で
水
路
を
造
り
、や
っ
と
田
植
え
が
で
き
る
ま
で
に
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
夏
は
雨
が
降
ら
ず
、困
っ
た
村
人
が
雨
乞
い
を
行
う
と
、「
乏
し
い
水
を
自
分
の
土
地
に

引
き
入
れ
て
勝
手
気
ま
ま
に
使
う
不
心
得
者
が
い
る
。そ
の
者
が
改
心
し
な
い
限
り
雨
は
降
ら
さ
ん
」と

言
う
神
の
お
告
げ
が
あ
り
ま
し
た
。

「
不
心
得
者
は
、寒
八
に
違
い
な
い
」、怒
っ
た
村
人
た
ち
は
こ
ぞ
っ
て
寒
八
に
田
ん
ぼ
を
潰
す
よ
う
に

迫
り
ま
し
た
。事
の
次
第
を
聞
い
た
お
こ
ひ
は
、そ
の
夜
、寒
八
の
枕
元
で
、悲
し
げ
に「
寒
八
さ
ん
、さ
よ

う
な
ら
」と
言
っ
て
そ
っ
と
家
を
出
て
い
き
ま
し
た
。 

寒
八
が
お
こ
ひ
を
探
し
て
、飛
騨
川
ま
で
来
た
と
こ
ろ
、お
こ
ひ
の
体
が
宙
に
舞
い
淵
に
吸
い
込
ま
れ

て
い
き
ま
し
た
。

あ
わ
て
て
淵
を
覗
く
と
、と
て
も
大
き
な
鯉
が
水
を
た
た
い
て
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

水
し
ぶ
き
は
や
が
て
水
煙
と
な
っ
て
天
に
昇
り
、豪
雨
と
な
っ
て
降
り
注
ぎ
ま
し
た
。

恵
み
の
雨
に
村
人
た
ち
は
、大
喜
び
。 

雨
は
い
よ
い
よ
激
し
く
降
り
、谷
川
は
滝
の
よ
う
に
な
っ
て
、谷

水
を
独
り
占
め
し
て
い
た
大
利
長
者
の
屋
敷
を
飛
騨
川
ま
で
押
し
流
し
た
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
ふ
る
さ
と
白
川
第
4
号
』白
川
町
ふ
る
さ
と
研
究
会  
一
九
八
一
年

白
川
町

76

「寒八」の地から見た飛騨川
「寒八」の地名は、「やけっ八」や「八ぶ」とかと八を
使っているのと同義で、「寒くてどうしようもない土
地」の意味で付いたと言われている。

い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
か
、大
雨
で
揖
斐
川
が
、氾
濫
し
、田
村
で
も
田
畑
が
泥
に
浸
か
り
ま
し
た
。 

村
人
が
泥
を
か
き
出
す
作
業
を
し
て
い
る
と
、見
知
ら
ぬ
男
た
ち
が
や
っ
て
き
て
、

「
自
分
た
ち
は
、津
汲
村
の
者
で
す
が
、村
の
大
切
な
神
明
さ
ん
の
社
が
流
さ
れ
た
の
で
、探
し
て
い
ま

し
た
。 

よ
う
や
く
こ
の
村
の
堤
外
の
藪
に
流
れ
つ
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
ま
し
た
。」

と
こ
ろ
が
、か
つ
い
で
帰
ろ
う
と
し
て
も
、い
っ
こ
う
に
社
が
動
か
な
い
の
で
、手
伝
っ
て
欲
し
い
と
の

こ
と
。

そ
こ
で
田
村
の
男
た
ち
五
、六
人
が
手
伝
っ
て
、藪
の
中
の
社
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、ど

う
し
た
こ
と
か
、社
は
全
く
動
き
ま
せ
ん
。

数
日
後
、津
汲
村
か
ら
一
五
、六
人
が
や
っ
て
き
て
、何
度
も
持
ち
上
げ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、社
は

さ
っ
ぱ
り
動
か
な
い
の
で
、津
汲
村
の
人
た
ち
は
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
話
を
聞
い
た
旅
の
修
行
僧
が

「
神
明
さ
ん
は
、田
村
に
居
た
い
と
仰
っ
て
い
ま
す
。」

と
言
う
の
で
、そ
う
い
う
こ
と
な
ら
ぜ
ひ
田
村
で
祀
っ
て
も
ら
い
た
い
と
津
汲
村
が
お
願
い
し
て
き
ま

し
た
。

引
き
受
け
た
田
村
の
人
々
が
揖
斐
川
へ
迎
え
に
い
く
と
、不
思
議
な
こ
と
に
社
は
軽
々
と
持
ち
上
が
っ

た
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
美
濃
神
戸
ふ
る
さ
と
百
話
』神
戸
町
民
話
友
の
会 

神
戸
町
教
育
委
員
会  

一
九
七
七
年

神
戸
町

77

神明さん
神明神社は大正９（1920）年に現在の白山神社の西
へ移った。
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庭田みわの井水と薬師観音

美
濃
国
の
国
分
寺（
大
垣
市
青
墓
）を
建
立
し
て
い
た
行
基
上
人
は
、毎
夜
南
の
空
に
か
か
る
三
つ
の

虹
の
輪
が
気
に
な
っ
て
、庭
田
の
地
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。 

道
端
で
休
ん
で
い
る
と
、夢
に
翁
が
現
れ
て

「
こ
の
地
は
仏
縁
の
深
い
と
こ
ろ
。こ
の
地
に
寺
を
建
て
る
が
よ
い
」と
、言
い
置
か
れ
ま
し
た
。夢
か
ら

覚
め
た
行
基
上
人
が
、村
人
に
尋
ね
る
と
、

「
こ
の
奥
の
榧
谷
と
い
う
と
こ
ろ
に
、榧
の
大
木
が
あ
り
ま
す
。夜
に
な
る
と
大
蛇
が
現
れ
、木
に
巻
き

つ
い
て
、朝
に
な
る
と
ど
こ
か
へ
消
え
て
い
き
ま
す
。」                                       

． 

村
人
に
案
内
さ
れ
て
、谷
に
分
け
入
っ
て
み
る
と
、確
か
に
榧
の
大
木
が
堂
々
と
し
た
姿
で
立
っ
て
い

ま
す
。し
か
も
、根
元
よ
り
二
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
上
で
五
木
の
幹
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
霊
木
に
違
い
な
い
、と
感
じ
た
上
人
は
、五
木
の
幹
か
ら
五
体
の
仏
像
を
刻
む
こ
と
に
し
ま

し
た
。

暑
い
夏
の
日
の
最
中
に
、榧
の
木
の
切
れ
出
し
に
集
め
ら
れ
た
大
勢
の
人
夫
た
ち
が
、口
々
に
喉
の
渇

き
を
訴
え
た
の
で
、行
基
上
人
は
、持
っ
て
い
た
杖
で
地
面
を
突
き
ま
し
た
。

す
る
と
、そ
こ
か
ら
清
水
が
、湧
き
出
し
、人
々
は
上
人
の
神
通
力
に
合
掌
し
ま
し
た
。

こ
の
清
水
は「
阿
伽
井
水
」と
呼
ば
れ
、立
派
な
七
堂
伽
藍
が
建
立
さ
れ
た
後
も
多
く
の
人
々
の
渇
き

を
い
や
し
ま
し
た
。お
寺
は
三
つ
の
虹
の
輪
か
ら
、三
輪
山
一
条
院
円
満
寺
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、兵

火
に
あ
っ
て
焼
失
し
、現
在
の
場
所
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
南
濃
町
史
通
史
編
』岐
阜
県
海
津
郡
南
濃
町  
一
九
八
二
年

海
津
市

78

昔
、金
原
村
に
あ
っ
た
蛇
池
の
近
く
に
佐
太
郎
と
い
う
鉄
砲
う
ち
の
名
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

秋
が
深
ま
り
、柿
が
色
づ
い
て
き
た
あ
る
日
の
夕
方
、佐
太
郎
が
戸
口
を
見
や
る
と
大
き
な
猿
が
柿
を

食
い
荒
し
て
い
ま
し
た

こ
の
ま
ま
で
は
柿
を
全
部
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
と
思
っ
た
佐
太
郎
は
、急
い
で
鉄
砲
を
猿
に
向
け
ま
し

た
。 「
ひ
と
の
柿
を
盗
む
な
」佐
太
郎
が
ど
な
る
と
、猿
は
あ
わ
て
る
様
子
も
な
く
、

「
わ
し
は
、 

蛇
池
の
主
じ
ゃ
」と
う
そ
ぶ
き
、柿
を
食
べ
つ
づ
け
ま
す
。

あ
ま
り
の
乱
暴
ぶ
り
に
、怒
っ
た
佐
太
郎
は
、つ
い
に
引
き
金
を
引
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

す
る
と
、空
が
に
わ
か
に
暗
く
な
り
、暗
雲
の
な
か
か
ら
、

「
佐
太
郎
、な
ぜ
、池
の
主
を
撃
っ
た
」と
ど
な
り
声
が
聞
こ
え
ま
す

「
わ
し
は
息
た
え
る
と
も
、こ
の
恨
み
は
忘
れ
ん
ぞ
。 

こ
れ
よ
り
の
ち
、お
前
の
家
の
作
物
は
、き
っ
と
力

マ
ス
に
つ
め
ろ
。カ
マ
ス
に
つ
め
な
ぃ
と
、お
前
の
家
が
滅
び
る
ぞ
」

叫
び
声
と
と
も
に
、猿
は
蛇
に
姿
を
変
え
て
、池
に
落
ち
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、佐
太
郎
の
家
で
は
、代
々
、田
畑
で
と
れ
た
物
は
、必
ず
カ
マ
ス
に
つ
め
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。こ
の
し
き
た
り
は
、先
代
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
が
、今
で
は
農
業
を
止
め
た
の
で
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
そ
う
で
す
。

蛇
池
は
、昔
よ
り
小
さ
く
な
り
ま
し
た
が
、不
思
議
な
こ
と
に
、雨
が
ど
れ
だ
け
降
っ
て
も
溢
れ
る
こ
と

が
な
く
、日
照
り
が
長
く
続
い
て
も
水
が
枯
れ
る
こ
と
が
な
い
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
本
巣
町
史
通
史
編
』本
巣
町  

一
九
七
五
年

金原の蛇池
蛇池は断層線に沿って湧出した地下水が溜まった池
で、濃尾地震以前からあった池が地震で拡大したと言
われている。

本
巣
市
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釜
戸
の
村
は
ず
れ
の
川
に
、深
い
淵
が
あ
り
大
き
な
岩
が
つ
き
出
て
い
ま
し
た
。昔
、よ
す
け
と
い
う
村

人
が
岩
に
座
っ
て
魚
を
釣
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
日
に
か
ぎ
っ
て
少
し
も
魚
が
か
か
り
ま
せ
ん
。よ
す
け

は
、し
か
た
が
な
い
の
で
キ
ュ
ウ
リ
を
取
り
出
し
て
ボ
リ
ボ
リ
食
べ
始
め
ま
し
た
。す
る
と
川
の
中
か
ら

「
よ
す
け
キ
ュ
ウ
リ
を
く
れ
、よ
す
け
キ
ュ
ウ
リ
を
く
れ
」と
お
か
し
な
声
が
し
ま
す
。「
だ
れ
だ
、お
れ
を

よ
ぶ
の
は
」よ
す
け
が
問
い
か
け
る
と
、水
面
が
泡
だ
っ
て
カ
ッ
パ
が
浮
き
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。「
キ
ュ
ウ

リ
を
や
っ
た
ら
何
を
く
れ
る
」よ
す
け
が
再
び
問
い
か
け
る
と
、「
魚
を
あ
げ
ま
す
」と
答
え
ま
す
。試
し
に

キ
ュ
ウ
リ
を
一
本
放
り
こ
む
と
カ
ッ
パ
は
そ
れ
を
拾
っ
て
沈
ん
で
い
き
ま
し
た
。し
ば
ら
く
す
る
と
、つ
り

糸
が
ぐ
い
ぐ
い
ひ
っ
ぱ
ら
れ
、鮒
や
鯉
、鰻
が
ど
ん
ど
ん
か
か
り
、ま
た
た
く
間
に
か
ご
い
っ
ぱ
い
に
な
り

ま
し
た
。

次
の
日
か
ら
よ
す
け
は
キ
ュ
ウ
リ
を
持
っ
て
い
っ
て
カ
ッ
パ
に
く
れ
て
や
り
、か
わ
り
に
魚
を
い
っ
ぱ
い

釣
っ
て
帰
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。と
こ
ろ
が
、あ
る
日
、よ
す
け
は
キ
ュ
ウ
リ
を
持
っ
て
く
る
の
を
忘
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。キ
ュ
ウ
リ
を
と
り
に
戻
る
の
が
面
倒
な
よ
す
け
は
、い
つ
も
の
よ
う
に
釣
り
糸
を
垂
ら
す

と
、そ
ば
に
あ
っ
た
石
こ
ろ
を
川
に
投
げ
こ
み
ま
し
た
。す
る
と
、す
ご
い
勢
い
で
糸
が
ひ
っ
ぱ
ら
れ
ま
す
。

釣
り
竿
を
と
ら
れ
ま
い
と
、ひ
っ
ぱ
っ
た
よ
す
け
は
と
う
と
う
ど
ぼ
ん
と
淵
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

気
を
失
っ
て
川
岸
に
流
さ
れ
た
よ
す
け
は
、そ
れ
か
ら
二
度
と
釣
り
に
い
か
な
く
な
り
ま
し
た
。川
の

中
で「
こ
の
い
た
ず
ら
め
、う
そ
つ
き
め
、二
度
と
こ
こ
へ
来
る
な
」と
カ
ッ
パ
に
い
じ
め
ら
れ
、お
ぼ
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

【
参
考
文
献
】『
ふ
る
さ
と
瑞
浪
』 

足
立
利
六 

ふ
る
さ
と
瑞
浪
出
版
委
員
会  

一
九
七
七
年

瑞
浪
市

81

よすけが魚釣りをした岩
釜戸駅から北東約600m上流右岸によすけが毎日魚釣
りをした岩がある。この岩の所が深い淵で、この淵を「よ
すけ」と呼んだ

昔
の
可
児
川
は
堤
が
無
い
の
で
、大
雨
が
降
る
と
家
も
田
畑
も
水
び
た
し
に
な
っ
て
、悪
い
病
気
が
は

や
り
ま
し
た
。

病
気
に
困
っ
て
い
る
村
に
、行
智
比
丘
尼
が
待
女
三
人
を
伴
っ
て
訪
れ
ま
し
た
。行
智
様
は
、村
人
の
苦

し
む
の
を
見
か
ね
て
、宿
の
薬
師
本
尊
に
朝
夕
お
経
を
あ
げ
、侍
女
と
共
に
薬
草
を
摘
ん
で
病
人
の
看
病

を
し
ま
し
た
。そ
れ
で
も
病
人
は
一
向
に
良
く
な
ら
な
い
の
で
、疲
れ
た
行
智
様
が
、池
の
岸
に
座
っ
て
念

仏
を
唱
え
る
と
無
数
の
蟹
が
池
の
中
か
ら
ぞ
く
ぞ
く
と
這
い
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

「
何
で
あ
ろ
う
か
」と
不
思
議
に
思
っ
て
覗
い
て
み
る
と
蟹
の
群
の
上
に
、小
さ
な
仏
様
が
の
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

「
あ
あ
、薬
師
如
来
様
が
助
け
に
き
て
く
れ
た
に
違
い
な
い
」さ
っ
そ
く
金
の
小
さ
な
薬
師
如
来
様
を

庵
に
設
置
し
て
毎
日
勤
行
を
つ
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
う
ち
に
寝
こ
ん
で
い
た
大
勢
の
病
人
が
元
気
に

な
り
、洪
水
も
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
、も
と
の
穏
や
か
な
村
に
戻
っ
て
い
ま
し
た
。

村
の
人
の
信
心
が
深
ま
り
、行
智
様
を
心
か
ら
慕
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
或
る
日
、行
智
様
が
隣
村
に

出
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。三
人
の
待
女
は
、悪
い
病
気
を
退
散
さ
せ
た
薬
師
如
来
様
を
一
目
拝
ん

で
見
た
い
も
の
と
、仏
様
の
安
置
さ
れ
た
部
屋
の
扉
を
開
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

「
あ
っ
」余
り
の
ま
ぶ
し
さ
に
三
人
は
目
を
閉
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
し
て
思
わ
ず
閉
じ
た
三
人
の
目

は
そ
れ
か
ら
開
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。                               
’

帰
っ
て
き
た
行
智
様
は
、三
人
の
目
が
ひ
ら
く
よ
う
に
念
仏
を
唱
え
ら
れ
ま
し
た
が
、つ
い
に
叶
い
ま

せ
ん
で
し
た
。そ
こ
で
行
智
様
は
、藥
師
如
来
様
を
薬
師
本
尊
の
胎
内
に
収
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
行
智
様
は
三
人
の
待
女
に
楽
器
の
演
奏
を
教
え
、盲
目
の
三
入
は
、楽
器
を
弾
き
薬
師
様

を
讃
え
る
歌
を
歌
い
な
が
ら
、近
隣
の
村
々
の
家
を
廻
り
ま
し
た
。

こ
の
辺
り
で
は
、明
治
の
終
わ
り
頃
ま
で
、大
寺
瞽
女
と
言
っ
て
盲
目
の
女
が
門
づ
け
を
し
て
歩
い
て

い
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
御
嵩
町
史
』御
嵩
町
史
編
纂
委
員
会  

一
九
五
九
年

御
嵩
町

80

本尊の蟹薬師を祀る願興寺
願興寺の本尊は薬師如来、通称蟹薬師である。弘仁6
（815）年に最澄が薬師如来を祀ったのが起源とされ
る。正暦4（993）年に、一条天皇の皇女・行智尼が庵を
結んだ近くの池から、数千の小蟹に乗った薬師如来像
が現出した、と伝わっている。
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木
曽
川
に
面
し
た
八
開
村
に
は
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た
仏
さ
ま
の
話
が
い
く
つ
も
残
っ
て
い
ま
す
。給

父
に
祀
ら
れ
て
い
る
お
薬
師
さ
ま
の
由
来
も
そ
の
一
つ
で
す
。　

昔
、木
曽
川
が
大
洪
水
に
な
り
、川
の
水
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
、今
に
も
堤
防
を
超
え
そ
う
な
勢
い
で

し
た
。渦
を
巻
く
よ
う
に
下
る
濁
流
の
中
を
、上
流
の
山
か
ら
た
く
さ
ん
の
木
が
流
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
様
子
を
長
念
寺
の
老
僧
が
堤
防
の
上
か
ら
見
つ
め
て
い
た
と
こ
ろ
、流
木
の
中
に
黄
金
色
に
光
る
木

を
み
つ
け
ま
し
た
。

不
思
議
に
思
っ
た
僧
が
手
招
き
す
る
と
、木
は
流
れ
に
逆
ら
う
よ
う
に
川
を
横
切
っ
て
僧
の
足
元
ま
で

流
れ
着
き
ま
し
た
。こ
の
木
で
お
薬
師
さ
ま
を
彫
っ
て
祀
っ
た
と
こ
ろ
、お
こ
り
＊
が
流
行
ら
な
く
な
っ
た

そ
う
で
す
。　

鵜
多
須
の
お
薬
師
さ
ま
は
、円
空
作
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

す
っ
か
り
日
が
暮
れ
畑
仕
事
か
ら
帰
ろ
う
と
し
た
お
じ
い
さ
ん
が
、佐
屋
川
で
道
具
を
洗
っ
て
い
る

と
、木
片
が
流
れ
て
き
て
鍬
に
コ
ツ
ン
と
あ
た
り
ま
し
た
。お
じ
い
さ
ん
は
木
片
を
拾
い
ま
し
た
が
、あ
た

り
が
暗
か
っ
た
の
で
良
く
見
な
い
ま
ま
家
に
持
っ
て
帰
り
ま
し
た
。

翌
朝
、明
る
く
な
っ
て
見
て
み
る
と
木
彫
り
の
仏
様
で
あ
っ
た
の
で
、家
で
お
祀
り
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

＊
お
こ
り 

間
欠
的
に
発
熱
し
、悪
感（
お
か
ん
）や
震
え
を
発
す
る
病
気
。主
に
マ
ラ
リ
ア
の
一
種
。

【
参
考
図
書
】『
八
開
村
史
民
俗
編
』八
開
村
史
編
さ
ん
委
員
会  

一
九
九
四
年

愛
西
市

82

鵜多須のお薬師さま

大
昔
、ま
だ
木
曽
川
が
今
の
境
川
筋
を
流
れ
て
い
た
頃
、三
宅
に
大
き
な
池
が
あ
り
ま
し
た
。

人
々
は
水
に
浸
か
っ
た
田
畑
の
前
で
、洪
水
か
ら
村
を
守
る
た
め
に
何
が
で
き
る
か
相
談
し
て
、池
の

主
さ
ま
を
祀
っ
て
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

池
の
ほ
と
り
に
お
宮
を
建
て
て
毎
日
熱
心
に
お
祈
り
し
た
と
こ
ろ
、洪
水
も
少
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

喜
ん
だ
村
人
は
、そ
れ
か
ら
お
宮
の
辺
り
を「
亀
の
宮
」と
名
付
け
て
主
さ
ま
を
敬
い
ま
し
た
。

そ
の
お
宮
は
、天
正
一
六（
一
五
八
八
）年
に
建
立
さ
れ
た
と
伝
わ
る
三
宅
八
幡
神
社
で
す
。大
亀
の
住

ん
で
い
た
と
い
う
池
は
、い
つ
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、今
で
も
亀
の
宮
の
地
名
が
残
っ
て
い

ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
岐
南
東
む
か
し
も
の
が
た
り
』南
谷
茂
樹  

一
九
七
七
年

岐
南
町

83

三宅の八幡神社
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昔
、馬
串
山
に
孫
太
郎
と
い
う
雄
狐
が
住
ん
で
お
り
、米
田
山
に
は
尻
尾
の
白
い
雌
狐
が
住
ん
で
い
ま

し
た
。

こ
の
二
匹
の
狐
は
大
変
仲
が
良
く
、い
つ
も
一
緒
に
山
を
駆
け
回
っ
て
い
て
、狐
仲
間
で
も
、評
判
の
間

柄
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
孫
太
郎
は
、福
島
村
の
飛
騨
川
左
岸
に
あ
る
大
き
な
岩
に
祀
ら
れ
た
弁
財
天
の
美
し
さ
に

心
を
移
し
て
し
ま
い
、日
夜
こ
の
岩
に
現
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
様
子
を
見
た
尾
白
狐
の
心
は
穏
や
か
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

怒
っ
た
尾
白
狐
は
、や
つ
あ
た
り
で
人
を
化
か
し
た
り
、人
に
乗
り
移
っ
た
り
し
て
、村
人
を
困
ら
せ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
話
を
聞
い
た
弁
財
天
は
二
匹
の
狐
を
呼
ん
で
、も
と
の
仲
に
戻
る
よ
う
に
や
さ
し
く
言
い
聞
か
せ

ま
し
た
。

弁
財
天
に
論
さ
れ
た
二
匹
は
、再
び
仲
良
く
山
野
を
駆
け
回
っ
て
遊
ぶ
よ
う
に
な
り
、尾
白
狐
の
い
た

ず
ら
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

弁
財
天
が
祀
ら
れ
た
大
き
な
岩
は
、現
在
は
川
辺
ダ
ム
の
築
造
に
よ
っ
て
湖
の
底
に
沈
ん
で
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
川
辺
町
史
通
史
編
』 

川
辺
町
史
編
さ
ん
室  

一
九
九
六
年

美
濃
加
茂
市

85

昔
々
、す
さ
ま
じ
い
稲
光
と
と
も
に
赤
い
体
の
雷
さ
ま
が
、赤
須
賀
村
の
井
戸
に
、ま
っ
さ
か
さ
ま
に
落

ち
て
き
ま
し
た
。　

村
人
が
恐
る
お
そ
る
井
戸
の
中
を
の
ぞ
い
て
見
る
と
、雷
さ
ま
が「
助
け
て
く
れ
」と
泣
い
て
い
た
の

で
、村
人
は「
人
の
家
を
散
々
焼
い
て
お
い
て
、助
け
て
く
れ
と
は
む
し
の
い
い
」と
井
戸
に
ふ
た
を
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。　

な
ん
と
か
井
戸
か
ら
出
よ
う
と
試
し
た
雷
さ
ま
も
、ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
、「
も
う
こ
こ
に
は
雷

を
落
と
し
ま
せ
ん
か
ら
、ど
う
か
ふ
た
を
開
け
て
く
だ
さ
い
」と
懇
願
し
ま
し
た
。

さ
す
が
に
か
わ
い
そ
う
に
な
っ
た
村
人
が
、「
そ
れ
な
ら
ふ
た
を
開
け
て
や
る
か
ら
、何
か
置
い
て
い

け
」と
言
い
ま
す
と
、「
背
中
に
背
負
っ
た
太
鼓
を
井
戸
に
残
し
て
い
く
」と
返
事
が
あ
っ
た
の
で
、ふ
た
を

と
っ
て
や
り
ま
し
た
。　

助
け
ら
れ
た
雷
さ
ま
は
、「
い
や
に
な
る
く
ら
い
水
を
入
れ
て
お
く
か
ら
、こ
の
井
戸
は
年
中
枯
れ
る
こ

と
は
な
く
な
る
ぞ
」、と
言
っ
て
空
に
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。　

そ
の
井
戸
は
い
つ
ま
で
も
枯
れ
る
こ
と
が
な
く
、ま
た
年
中
、井
戸
の
底
か
ら
太
鼓
の
音
が
響
い
て
き

た
そ
う
で
す
。【

参
考
図
書
】『
桑
名
の
伝
説・昔
話
』近
藤
杢
、平
岡
潤 

桑
名
市
教
育
委
員
会  

一
九
七
六
年

桑
名
市

86

赤須賀神明社の雷が落ちた井戸

川辺ダム上流の弁財天社
岩は沈んだが、弁財天社は川辺ダム上流約400m左岸
の川岸に移転している。
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昔
む
か
し
、野
村
に
大
き
な
池
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
池
に
は
大
き
な
竜
が
住
ん
で
い
て
、田
畑
の
作
物
を
荒
ら
す
の
で
、村
人
を
苦
し
め
て
い
ま
し
た
。

そ
の
野
村
に
、力
の
強
い
武
士
が
移
り
住
ん
で
き
ま
し
た
。村
人
が
竜
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
武
士
は
、ひ
そ
か
に
竜
退
治
を
考
え
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、釣
り
の
用
意
を
し
た
武
士
は
、船
で
池
の
中
ほ
ど
ま
で
行
き
ま
し
た
が
、ど
う
し
た
こ
と
か

魚
が
一
匹
も
い
ま
せ
ん
。し
ば
ら
く
待
っ
て
も
な
に
も
起
こ
り
そ
う
に
な
い
の
で
、「
今
日
は
こ
れ
く
ら
い

に
し
て
、出
直
そ
う
」と
舟
を
岸
に
向
け
ま
し
た
。

す
る
と
に
わ
か
に
黒
雲
が
た
ち
こ
め
、大
き
な
竜
が
現
れ
、武
士
を
一
呑
み
に
し
よ
う
と
飛
び
か
か
っ

て
き
ま
し
た
。「
今
だ
」武
士
は
隠
し
持
っ
た
刀
を
抜
く
と
、一
気
に
斬
り
お
ろ
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
長
い
闘
い
の
末
に
、と
う
と
う
武
士
は
竜
を
退
治
し
た
の
で
し
た
。竜
が
い
な
く
な
っ
た
池

に
は
魚
が
す
む
よ
う
に
な
り
、村
人
は
た
い
そ
う
喜
び
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
が
た
っ
た
日
に
、武
士
は
久
し
ぶ
り
に
池
で
釣
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

す
る
と
あ
の
日
と
同
じ
よ
う
に
、辺
り
が
暗
く
な
り
、竜
の
魂
が
現
れ
て
襲
っ
て
き
ま
し
た
。ふ
い
を
つ

か
れ
た
武
士
は
、懸
命
に
戦
い
ま
し
た
が
、と
う
と
う
討
ち
死
に
し
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、池
の
ほ
と
り
に
は
白
い
サ
ギ
ソ
ウ
が
咲
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。武
士
の
家
紋
が「
三
つ
折

り
サ
ギ
」だ
っ
た
こ
と
か
ら
、武
士
の
魂
が
サ
ギ
ソ
ウ
と
な
っ
て
、竜
の
魂
が
近
寄
れ
な
い
よ
う
に
池
を

守
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
大
野
町
の
民
話
と
伝
承
百
話
』大
野
町
文
化
財
保
護
協
会  
一
九
九
八
年

大
野
町
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昔
む
か
し
、須
原
村
の
松
渕
沢
に
は
、青
く
澄
ん
だ
水
を
湛
え
た
渕
が
あ
っ
て
、た
く
さ
ん
の
魚
が
す

ん
で
い
ま
し
た
。

渕
の
近
く
に「
倉
」と
い
う
名
前
の
漁
師
が
住
ん
で
い
て
、も
っ
ぱ
ら
渕
で
魚
を
と
っ
て
な
り
わ
い
と
し

て
い
ま
し
た
。

い
つ
も
の
様
に
、倉
が
漁
を
し
て
い
る
と
、山
の
方
か
ら
何
者
か
が
大
声
で「
倉
や
る
ぞ
倉
や
る
ぞ
」と

呼
ぶ
の
が
聞
こ
え
ま
し
た
。倉
は
不
思
議
に
思
い
な
が
ら
も「
オ
オ
よ
こ
さ
ば
よ
こ
せ
」と
返
事
を
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。

す
る
と
山
の
頂
に
黒
雲
が
現
れ
、に
い
わ
か
に
辺
り
は
真
っ
暗
に
な
っ
て
、雷
を
と
も
な
う
激
し
い
雨
が

降
り
出
し
ま
し
た
。驚
い
た
倉
は
慌
て
て
家
に
逃
げ
帰
り
ま
し
た
が
、雨
は
ま
す
ま
す
強
く
な
り
一
晩
中

や
む
こ
と
が
無
く
、夜
半
に
は
地
鳴
り
さ
え
起
こ
り
ま
し
た
。

生
き
た
心
地
の
し
な
い
一
夜
を
明
か
し
た
倉
が
外
に
出
て
み
る
と
、美
し
か
っ
た
渕
は
埋
ま
っ
て
石
川

原
と
な
り
、下
流
の
田
原
に
も
土
石
が
流
れ
込
ん
で
一
面
を
覆
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
中
に
一
際
大
き
な
岩

が
二
つ
立
っ
て
お
り
、そ
の
姿
は
と
て
も
怪
異
な
も
の
で
し
た
。

村
人
は
こ
れ
の
上
方
を
男
岩
、下
方
を
女
岩
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、倉
が
あ
ま
り
に
殺
生
し
た
の
で
水

神
様
の
祟
り
に
あ
っ
た
と
い
う
話
と
と
も
に
語
り
つ
い
で
き
ま
し
た
。

こ
の
男
岩
・
女
岩
は『
信
濃
名
所
図
会
』に
も
載
っ
て
い
ま
し
た
が
、明
治
に
な
っ
て
鉄
道
工
事
の
石
材

と
し
て
切
り
出
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
大
桑
村
の
歴
史
と
民
話
』 

志
波
秀
夫  

一
九
七
八
年

大
桑
村
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大野町大字野の古墳と彼岸花

土砂流出の激しい松渕沢奥の百間滝
（杉村敏夫氏撮影）
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昔
、多
治
見
村
に「
ど
ん
ぼ
り
池
」と
呼
ば
れ
た
広
い
沼
地
が
あ
っ
て
、い
つ
の
頃
か
ら
か
池
に
は
雌
雄

二
匹
と
子
竜
一
匹
が
棲
ん
で
い
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。そ
の
ど
ん
ぼ
り
池
を
村
人
は
山
か
ら

土
を
運
ん
で
埋
め
立
て
て
田
畑
を
つ
く
り
始
め
ま
し
た
。広
か
っ
た
池
は
年
ご
と
に
周
囲
が
う
め
ら
れ
少

し
ず
つ
せ
ば
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

あ
る
夏
の
昼
下
が
り
、激
し
い
夕
立
の
中
、天
を
裂
く
よ
う
な
雷
鳴
き
が
響
き
、池
か
ら
大
き
な
水
柱

が
そ
び
え
る
様
に
立
ち
昇
り
ま
し
た
。山
の
上
か
ら
見
て
い
た
村
人
の
話
で
は
、二
匹
の
竜
が
縄
の
様
に

絡
ん
で
天
に
昇
っ
て
い
く
姿
が
見
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

月
日
は
流
れ
、ど
ん
ぼ
り
池
は
す
っ
か
り
埋
め
立
て
ら
れ
竜
の
話
を
知
る
者
も
い
な
く
な
っ
た
あ
る
年

の
夏
。こ
の
年
は
例
年
に
も
な
く
雨
が
少
な
く
、田
畑
は
乾
き
、作
物
が
枯
れ
る
ば
か
り
か
飲
み
水
さ
え

不
自
由
す
る
大
変
な
日
照
り
続
き
で
し
た
。炎
天
下
の
中
、一
人
の
旅
の
僧
が
か
つ
で
の
ど
ん
ぼ
り
池
の

真
ん
中
あ
た
り
で
、一
心
に
祈
っ
て
い
ま
し
た
。し
ば
ら
く
し
て
僧
は
古
い
草
ぶ
き
の
屋
根
の
家
に
入
り
、

家
人
に
む
か
っ
て「
日
照
り
が
続
く
の
は
子
竜
の
祟
り
。池
を
埋
め
立
て
ら
れ
た
子
竜
が
水
を
求
め
て
苦

し
ん
で
い
る
。」と
告
げ
、土
間
の
方
隅
を
指
さ
し
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
墨
の
色
も
お
ぼ
ろ
げ
な
古
び
た
竜
の
掛
け
軸
が
あ
り
ま
し
た
。「
水
を
求
め
る
子
竜
の
た
め

に
、毎
日
掛
け
軸
に
水
を
供
え
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。水
を
供
え
れ
ば
、三
日
後
の
牛
の
刻
に
雨
を
降
ら

せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。」旅
の
僧
侶
は
言
い
残
し
て
立
ち
去
り
ま
し
た
。不
可
解
に
思
い
な
が
ら
も
家
人

が
掛
け
軸
に
水
を
捧
げ
る
と
、み
る
み
る
う
ち
に
墨
の
色
も
黒
々
と
一
匹
の
竜
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま

し
た
。驚
い
た
家
人
は
こ
れ
を
村
人
達
に
知
ら
せ
て
ま
わ
り
ま
し
た
。

は
た
し
て
三
日
が
た
つ
と
、昼
飯
の
時
間
に
な
る
と
、辺
り
一
面
が
急
に
暗
く
な
り
、た
た
き
つ
け
る
様

な
大
粒
の
雨
が
降
っ
て
き
ま
し
た
。久
し
ぶ
り
の
雨
に
歓
喜
し
た
村
人
達
は
、「
子
竜
さ
ま
が
雨
を
恵
ん

で
く
だ
さ
っ
た
」と
語
り
あ
い
、件
の
家
に
集
ま
っ
て
掛
け
軸
に
手
を
合
わ
せ
て
拝
み
ま
し
た
。

ほ
ど
な
く
し
て
村
で
は
小
さ
な
祠
を
つ
く
り
、掛
け
軸
と
と
も
に
子
竜
を
て
い
ね
い
に
祀
り
ま
し
た
。

以
後
干
ば
つ
の
被
害
は
無
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
た
じ
み
の
昔
話
』た
じ
み
児
童
文
学
の
会  

一
九
七
七
年

多
治
見
市
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平
治
の
乱（
一
一
六
○
）で
、平
清
盛
と
戦
っ
て
敗
れ
た
源
義
朝
は
、わ
ず
か
な
兵
と
と
も
に
、再
起
を

図
っ
て
東
国
へ
と
落
ち
の
び
よ
う
と
し
ま
し
た
。途
中
、美
濃
国
青
墓
か
ら
舟
で
杭
瀬
川
を
下
っ
た
義
朝

一
行
は
、西
小
島
で
昼
食
を
と
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、箸
が
あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
従
者
の
一
人
が
、揖
斐

川
堤
に
繁
っ
て
い
た
柳
の
一
枝
を
折
っ
て
、義
朝
に
差
し
出
し
ま
し
た
。

柳
の
箸
で
食
事
を
終
え
た
頼
朝
は
、

「
源
氏
と
平
家
の
勢
い
よ
、逆
さ
に
な
れ
。源
氏
が
も
う
一
度
盛
ん
に
な
る
な
ら
、必
ず
こ
の
柳
も
芽
を

出
す
だ
ろ
う
。」と
、祈
り
、箸
を
逆
さ
に
し
て
土
に
差
し
こ
ん
で
立
ち
去
り
ま
し
た
。

頼
朝
は
尾
張
国
野
間
で
あ
え
な
い
最
期
を
遂
げ
ま
し
た
が
、そ
の
子
・
頼
朝
が
関
東
で
挙
兵
し
、平
家

を
滅
ぼ
し
ま
し
た
。

源
氏
の
隆
盛
と
と
も
に
、堤
に
さ
さ
れ
た
小
枝
も
、芽
吹
き
成
木
と
な
っ
て「
楊
枝
柳
」と
呼
ば
れ
、石

碑
が
た
て
ら
れ
ま
し
た
。

も
と
も
と
西
小
島
の
集
落
は
現
在
の
揖
斐
川
堤
付
近
に
あ
り
ま
し
ま
し
た
が
、河
川
改
修
に
よ
っ
て
、

現
在
の
場
所
に
移
り
ま
し
た
。「
楊
枝
柳
」も
工
事
で
取
り
払
わ
れ
ま
し
た
が
、「
楊
枝
柳
」の
碑
は
今
の
集

落
に
移
さ
れ
民
家
の
庭
先
に
残
っ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
海
津
の
む
か
し
話
』 

海
津
郡
教
育
振
興『
海
津
の
む
か
し
話
』編
集
委
員
会  

一
九
八
七
年

海
津
市
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土岐川左岸に隣接した朝日町（旧字頓堀）
明治21年に作成された字絵図（『多治見市史料絵図集
1』）によると、「字頓堀」は「ドンボリ」とも発音されてお
り、現在の新町・青木町・金山町の一部である。

「頼朝公楊枝柳の碑」西小島水谷家の庭先
旧西小島の集落は現揖斐川の西堤防付近にあったが、
河川改修で現在地に移り、当時の柳は取り払われ、「柳
楊枝の碑」だけが西小島の水谷家に残っている。
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夫婦岩

む
か
し
、坂
祝
町
の
取
組
に
は
渡
し
場
が
あ
っ
て
、栗
梄（
犬
山
市
）と
の
間
を
渡
し
舟
が
行
き
来
し
て

い
ま
し
た
。こ
の
辺
り
の
木
曽
川
は
流
れ
が
は
や
く
、景
色
が
美
し
い
場
所
で
、向
こ
う
岸
に
は
大
き
な

岩
が
二
つ
並
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
大
き
な
岩
の
上
で
、お
富
と
い
う
栗
梄
の
お
大
尽
の
一
人
娘
が
琴
を
奏
で
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、琴
の
音
に
誘
わ
れ
て
岩
に
や
っ
て
き
た
大
工
の
与
十
松
が
、お
富
の
美
し
さ
に
す
っ
か

り
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
い
、そ
れ
か
ら
は
、仕
事
も
わ
す
れ
て
、お
富
に
会
い
に
行
き
ま
し
た
。お
富
も
与

十
松
を
憎
か
ら
ず
思
い
、毎
日
岩
の
上
で
琴
を
ひ
き
、与
十
松
と
楽
し
く
語
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ひ
か
れ
あ
う
二
人
で
し
た
が
、お
大
尽
の
一
人
娘
と
大
工
職
人
で
は
身
分
違
い
も
甚
だ
し
く
、親
の
ゆ

る
し
が
も
ら
え
る
は
ず
も
な
く
、二
人
の
思
い
が
と
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

二
人
の
行
く
末
を
悲
観
し
た
お
富
は
、木
曽
川
の
水
が
い
つ
に
も
ま
し
て
増
え
て
き
た
日
に
、琴
を
ひ

く
の
を
突
然
や
め
て
、急
流
に
身
を
投
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
知
っ
た
与
十
松
は
、岩
の
上
で
お
富
の
名
前
を
呼
び
続
け
ま
し
た
が
、岩
に
ぶ
つ
か
る
水
の
音

が
琴
の
音
に
聞
こ
え
る
ば
か
り
で
す
。こ
う
し
て
い
く
日
か
が
す
ぎ
、嘆
き
疲
れ
た
与
十
松
も
川
に
身
を

投
げ
、お
富
の
あ
と
を
追
い
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、こ
の
岩
に
ぶ
つ
か
る
水
音
が
、美
し
い
琴
の
音
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
音

色
は
と
て
も
悲
し
く
、聞
い
た
人
は
み
な
涙
を
流
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
寂
光
院
の
住
職
が
、二
人
の
た
め
に
お
経
を
唱
え
供
養
し
た
と
こ
ろ
、琴
の
音
は
聞
こ
え
な
く

な
り
ま
し
た
。こ
の
二
つ
の
岩
は
、お
富
・
与
十
松
の
夫
婦
岩
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
さ
か
ほ
ぎ
の
む
か
し
話
』坂
祝
町
教
育
委
員
会  
一
九
八
二
年

坂
祝
町
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越
原
村
の
黒
渕
と
大
明
神
の
境
近
く
に
あ
る
民
家
の
庭
に
雨
池
と
呼
ば
れ
る
池
が
あ
り
ま
し
た
。

池
と
い
っ
て
も
直
径
一
メ
ー
ト
ル
、深
さ
も
一
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
穴
で
、底
に
僅
か
な
地
下
水
が
溜

ま
っ
て
い
る
だ
け
で
し
た
。

し
か
し
、昔
か
ら
そ
の
穴
を
さ
ら
え
る
と
、大
雨
が
降
り
、洪
水
を
招
く
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、人
々
は

災
い
を
恐
れ
て
、誰
も
底
を
さ
ら
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

時
代
は
下
っ
て
昭
和
一
〇
年
三
月
の
真
夜
中
に
、近
く
の
製
材
工
場
で
出
火
が
あ
り
、お
り
か
ら
の
強

風
に
あ
お
ら
れ
て
工
場
・
倉
庫
二
棟
・
民
家
一
軒
が
全
焼
す
る
大
火
事
に
な
り
ま
し
た
。

雨
池
の
あ
る
民
家
も
風
下
に
な
っ
て
い
た
の
で
、火
の
粉
が
舞
い
落
ち
、類
焼
の
危
険
が
迫
っ
て
い
ま
し

た
。 こ

の
時
、そ
の
家
の
お
婆
さ
ん
が
、雨
池
の
話
を
思
い
出
し
、鍬
を
手
に
庭
に
お
り
て
穴
の
水
を
掻
き
出

し
ま
し
た
。 

し
ば
ら
く
す
る
と
、も
の
す
ご
い
雷
鳴
と
と
も
に
、滝
の
よ
う
な
雨
が
降
り
出
し
、た
ち
ま
ち
大
火
を

消
し
て
、民
家
は
類
焼
を
免
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、こ
の
穴
は
持
ち
主
に
よ
っ
て
す
っ
か
り
埋
め
ら
れ
、今
で
は
こ
の
伝
承
を
知
る
人
も
少
な
く
な

り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
新
修
東
白
川
村
誌 

通
史
編
』 

東
白
川
村
誌
編
纂
委
員
会  

一
九
八
二
年

東
白
川
村
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左側の民家奥に「池」
付近の人の話では、1m程の大きさの池に、冬は暖かく
夏は冷たく美味しい水が出ていたが、家を建てる際に、
埋めてしまい、池の上は蓋がしてある。
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村
は
ず
れ
に
惣
左
衛
門
と
い
う
腕
の
い
い
猟
師
が
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。 

あ
る
朝
、池
の
ほ
と
り
で
獲
物
を
待
ち
か
ま
え
て
い
る
と
、霧
の
中
か
ら
眼
も
さ
め
ん
ば
か
り
の
美
女

が
姿
を
現
し
ま
し
た
。

美
女
は「
私
は
村
の
人
と
初
め
て
お
会
い
し
ま
し
た
。こ
れ
も
何
か
の
縁
で
し
ょ
う
。」と
い
い
、二
人
は

夫
婦
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
時
、女
は
、自
分
の
こ
と
は
、誰
に
も
話
さ
な
い
よ
う
惣
左
衛
門
に
約
束
さ
せ

ま
し
た
。

や
が
て
、二
人
の
間
に
子
供
が
生
ま
れ
、年
を
重
ね
て
い
き
ま
し
た
が
、女
は
い
っ
こ
う
に
老
い
る
こ
と

が
な
く
、美
し
い
容
姿
に
変
化
が
あ
り
ま
せ
ん
。い
っ
ぽ
う
、惣
左
衛
門
は
齢
を
と
る
ほ
ど
に
、こ
れ
ま
で

の
出
来
事
を
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

日
増
し
に
膨
ら
む
思
い
を
こ
ら
え
き
れ
ず
、あ
る
日
と
う
と
う
、一
部
始
終
を
村
人
に
話
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。そ
の
夜
の
こ
と
、惣
左
衛
門
が
家
に
戻
る
と
、女
は
大
蛇
の
姿
に
な
っ
て
子
供
と
と
も
に
池
に
身

を
投
じ
ま
し
た
。

す
る
と
、池
の
水
が
い
っ
き
に
溢
れ
て
洪
水
と
な
っ
て
村
の
ほ
う
へ
流
れ
だ
し
ま
し
た
。惣
左
衛
門
が
必

死
で
水
を
く
い
と
め
よ
う
と
思
っ
た
瞬
間
、 

そ
の
姿
は
大
き
な
蛙
の
形
の
岩
に
変
じ
て
濁
流
に
呑
ま
れ
て

い
き
ま
し
た
。

洪
水
が
流
れ
込
ん
だ
川
の
底
に
は
、今
も
蛙
の
形
を
し
た
大
き
な
岩
が
ど
っ
し
り
と
座
っ
て
い
る
そ
う

で
す
。

【
参
考
図
書
】『
朝
日
村
誌
第
5
巻
』朝
日
村
史
編
纂
委
員
会  
二
〇
〇
五
年

高
山
市
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木
曽
・
長
良
・
揖
斐
三
川
の
河
口
に
で
き
た
七
つ
の
島
が
、一
つ
の
輪
中
に
な
っ
た
頃
、平
方
村
に
西
村

孫
左
衛
門
と
い
う
お
百
姓
が
い
ま
し
た
。

あ
る
日
、木
曽
川
へ
川
漁
に
き
た
孫
左
衛
門
が
、投
げ
入
れ
た
網
を
引
き
上
げ
た
と
こ
ろ
、魚
は
一
匹

も
か
か
っ
て
お
ら
ず
青
紅
色
の
美
し
い
石
だ
け
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。石
を
川
へ
投
げ
捨
て
て
、再
び
漁
を

始
め
ま
し
た
が
、今
度
も
網
に
は
魚
が
か
か
ら
ず
、石
だ
け
が
、入
っ
て
い
ま
し
た
。何
度
、石
を
捨
て
て

網
を
投
げ
て
も
、網
に
は
石
だ
け
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、試
し
に
石
を
堤
に
置
い
て
か
ら
網
を
入
れ
る
と
、た
く
さ
ん
の
魚
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。不

思
議
な
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
と
思
い
な
が
ら
、孫
左
衛
門
は
家
に
帰
り
ま
し
た
。

そ
の
夜
、夢
に
石
が
現
れ
、「
私
を
西
川
村
の
産
土
神
に
祀
っ
て
、八
幡
宮
と
し
て
崇
め
な
さ
い
」と
お

告
げ
が
あ
り
ま
し
た
。早
速
、西
川
村
で
事
情
を
話
し
て
、村
の
地
蔵
屋
敷
に
神
社
を
つ
く
っ
て
、青
紅
色

の
石
を
祀
っ
て
八
幡
宮
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、川
に
囲
ま
れ
た
輪
中
で
は
、幾
度
と
な
く
洪
水
が
あ
り
ま
し
た
。天
和
の
頃
に
は
、今
ま
で
に
な

い
大
洪
水
が
あ
り
、多
く
の
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
、八
幡
宮
の
氏
子
た
ち
は
、正
月
の
一
四
日
に
社
に
集
ま
り
、豊
作
を
祈
っ
て
大
釜
で
お
粥
を

煮
て
食
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
七
・
五
セ
ン
チ
ほ
ど
に
切
っ
た
細
い
竹
に
お
粥
を
い
れ
て
、中
に
入
っ
た
米
粒
を
数
え
て
作

物
の
で
き
を
占
い
ま
し
た
。こ
の
占
い
は
明
治
四
二
年
に
な
く
な
ま
し
た
が
、青
紅
色
の
石
は
今
も
崇
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

【
参
考
図
書
】『
長
島
風
土
記
』 

金
森
勝  

二
〇
〇
〇
年

桑
名
市

94

「池」の美女ヶ池
高山博物館の教示によると、美女ヶ池から西谷川が南
へ流れて豆田（日の出橋～西谷橋までの川の北側の地
域の小字名）を襲ったと考えられる。

西川の八幡宮
明治の1村1社の布達により、村内各社は上郷で最古と
推測される西川八幡社に合祀され、楠神社となった。昔
話に出てくる「青紅色の石」は、日本書紀の神話を青紅
の石の伝説に結びつけたものである。なお、この社地か
らKISSO「川立ち地蔵の不思議な夢（3号）」を移した。
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む
か
し
は
、五
六
川
の
そ
ば
に
は
、た
く
さ
ん
の
が
ま
が
あ
り
ま
し
た
。村
の
人
た
ち
は
、そ
の
水
で
米

を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、暮
ら
し
は
貧
し
い
も
の
で
し
た
。

村
は
ず
れ
に
住
む
老
夫
婦
も
、お
祭
り
に
使
う
お
わ
ん
を
買
う
お
金
が
な
い
の
で
困
っ
て
い
ま
し
た
。

お
じ
い
さ
ん
は
、と
な
り
の
村
の
知
り
合
い
の
家
ま
で
、お
わ
ん
を
借
り
に
行
き
ま
し
た
が
、そ
こ
に
も
貸

す
だ
け
の
お
わ
ん
は
揃
っ
て
い
ま
せ
ん
。

困
っ
た
お
じ
い
さ
ん
は
、村
ざ
か
い
の
が
ま
の
ほ
と
り
で
座
り
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

お
じ
い
さ
ん
は
水
に
写
っ
た
自
分
の
影
に
む
か
っ
て
、「
お
わ
ん
が
な
い
と
お
祭
り
が
で
き
ん
。誰
か
お

わ
ん
を
貸
し
て
く
れ
れ
ば
助
か
る
の
だ
が
」と
ひ
と
り
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

次
の
日
も
、お
じ
い
さ
ん
は
あ
ち
こ
ち
の
知
り
合
い
の
家
を
頼
ん
で
ま
わ
り
ま
し
た
が
、お
わ
ん
を
借

り
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。困
っ
た
お
じ
い
さ
ん
は
、途
方
に
く
れ
て
歩
い
て
い
る
う
ち
に
、き
の

う
と
同
じ
が
ま
の
ほ
と
り
に
来
ま
し
た
。そ
の
水
面
を
見
て
い
る
と
、お
わ
ん
が
い
く
つ
も
浮
か
ん
で
流

れ
て
き
ま
し
た
。お
じ
い
さ
ん
は
、た
い
そ
う
喜
び
、お
わ
ん
を
借
り
て
帰
り
ま
し
た
。

お
祭
り
が
終
わ
っ
て
か
ら
、お
じ
い
さ
ん
は
、お
わ
ん
を
き
れ
い
に
洗
っ
て
、お
礼
を
言
っ
て
が
ま
に
返

し
ま
し
た
。こ
の
話
を
聞
い
た
村
人
の
ひ
と
り
が
、お
じ
い
さ
ん
に
な
ら
っ
て
、が
ま
か
ら
お
わ
ん
を
借
り

ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、返
す
と
き
に
い
く
つ
か
自
分
の
も
の
に
し
て
、数
が
足
り
な
い
ま
ま
返
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
は
、が
ま
に
行
っ
て
お
わ
ん
を
借
り
よ
う
と
し
て
も
、お
わ
ん
は
出
て
こ
な
く
な
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
す
な
み
百
話
』す
な
み
百
話
編
集
実
行
委
員
会  

一
九
九
二
年

瑞
穂
市
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岐
阜
市
と
の
境
に
あ
る「
夕
べ
が
池
」は
、池
底
か
ら
湧
き
出
る
水
が
水
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
池
に
は
、池
の
主
で
あ
る
白
蛇
が
又
八
大
龍
王
権
現
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
て
、伝
説
が
残
っ
て
い

ま
す
。

む
か
し
は
、こ
の
付
近
一
帯
が
股
ま
で
埋
ま
る
沼
地
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

田
植
え
の
時
期
に
な
っ
て
、一
人
の
作
男
が
こ
の
沼
地
に
や
っ
て
き
て
、「
明
日
は
こ
の
沼
の
田
植
え
だ

が
、股
ま
で
泥
に
つ
か
っ
て
や
り
た
く
な
い
な
。田
植
え
が
で
き
な
い
よ
う
に
い
っ
そ
池
に
な
っ
て
し
ま
え

ば
い
い
の
に
。」と
独
り
ご
と
を
つ
ぶ
や
い
て
、も
っ
て
き
た
苗
を
畔
に
置
い
て
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。

翌
朝
、作
男
が
や
っ
て
来
る
と
、驚
い
た
こ
と
に
、沼
地
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
、満
々
と
水
を
た
た
え
た
波

う
ち
、は
る
か
か
な
た
の
池
田
山
ま
で
一
面
が
湖
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、水
は
減
っ
て
し
だ
い
に
沼
他
に
戻
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、深
い
と
こ
ろ
は
池
と
し
て
残
り
ま
し

た
。近
在
の
人
々
は
、祟
り
だ
と
し
て
白
蛇
を
又
八
大
龍
王
権
現
と
し
て
祀
り
ま
し
た
。ま
た
、一
晩
の
う

ち
に
池
に
な
っ
た
こ
と
か
ら「
夕
べ
の
う
ち
に
で
き
た
池
」と
し
て
夕
べ
が
池
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
地
方
で
は
、田
植
え
の
前
日
に
苗
を
置
い
て
き
て
は
な
ら
な
い
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

夕
べ
が
池
に
は
、こ
の
ほ
か
に
、池
の
中
か
ら
背
中
に
あ
り
が
た
い
経
文
六
百
巻
を
背
負
っ
た
黒
い
牛

が
と
び
だ
し
て
、円
鏡
寺
に
か
け
こ
ん
だ
と
言
う
伝
承
も
残
っ
て
い
ま
す
。現
在
の
夕
べ
が
池
は
、公
園
と

し
て
整
備
さ
れ
、釣
人
に
も
人
気
の
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

【
出
典
】「
夕
べ
が
池
公
園 

解
説
看
板
」、「
北
方
町
H
P
」

北
方
町
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夕べが池
池は岐阜市曽我屋4丁目と本巣郡北方町柱本池之頭
に跨っている。

水鳥が群れる重里の五六川
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第
一
二
代
景
行
天
皇
が
、即
位
か
ら
四
年
目
の
春
、美
濃
国
を
行
幸
さ
れ
た
折
、飛
騨
川
に
沿
っ
て
こ

の
辺
り
を
訪
れ
ま
し
た
。

天
皇
は
、皇
子
を
伴
っ
て
飛
騨
川
に
筏
を
浮
か
べ
て
い
ま
し
た
が
、川
に
注
ぐ
一
筋
の
清
流
を
見
つ
け

て
、そ
の
谷
川
を
遡
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
皇
子
は
、た
ぐ
い
ま
れ
な
美
し
い
乙
女
と
出
会
い
ま
し
た
。皇
子
は
た
ち
ま
ち
乙
女
に
心
を
奪

わ
れ
、妻
と
し
て
、こ
の
地
に
住
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。や
が
て
、二
人
の
間
に
子
供
が
授
か
り
、親
子
三

人
は
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、あ
る
夜
半
に
、ふ
と
目
を
覚
ま
し
た
皇
子
が
、傍
ら
を
見
や
る
と
、そ
こ
に
妻
の
姿
は
な

く
、一
匹
の
蛇
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
眠
っ
て
い
ま
し
た
。さ
て
は
蛇
の
化
身
で
あ
っ
た
か
と
皇
子
が
驚
い
て

い
る
と
、蛇
も
目
を
覚
ま
し
、す
る
す
る
と
寝
所
を
抜
け
て
い
き
ま
し
た
。

自
分
の
正
体
を
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
察
し
た
蛇
は
、谷
川
に
身
を
投
げ
、そ
れ
き
り
皇
子
の
前

に
は
現
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

一
方
、皇
子
は
妻
が
蛇
の
化
身
で
あ
っ
た
と
わ
か
っ
て
も
、妻
を
憎
む
気
に
は
な
れ
ず
、悲
し
ん
で
い
ま

し
た
が
、し
ば
ら
く
し
て
都
に
帰
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
地
を
離
れ
て
い
く
ら
か
も
行
か
な

い
う
ち
に
、連
れ
て
い
た
子
供
が
病
に
か
か
り
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
後
、二
人
が
出
会
っ
た
清
流
は
、「
蛇
ヶ
谷
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、悲
し
い
恋
の
話
が
今
も
語

り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
図
書
】『
七
宋
町
史
通
史
編
』七
宗
町
教
育
委
員
会  
一
九
九
三
年

七
宗
町
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戦
国
時
代
に
織
田
信
長
の
弟
信
興
が
本
願
寺
門
徒
に
討
ち
取
ら
れ
た
い
う
小
江
木
城
が
あ
っ
た
辺
り

は
、古
く
か
ら
人
が
住
み
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、そ
の
た
め
か
怪
談
や
伝
承
の
多
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
し
た
。

大
蛇
が
棲
む
と
言
わ
れ
た
り
、河
童
が
岸
に
上
が
り
通
り
が
か
り
の
人
と
相
撲
を
と
る
と
言
っ
た
話

が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。そ
の
一
つ
に
平
瀬
池
の
金
魚
の
話
が
あ
り
ま
す
。

小
江
木
城
址
の
近
く
に
あ
る
平
瀬
池
は
、面
積
が
四
〇
町
歩
余（
約
〇
・
四
ｋ
㎡
）、一
番
深
い
と
こ
ろ

の
深
度
三
〇
尺（
約
九
ｍ
）で
、昼
間
で
も
気
味
の
悪
い
場
所
で
し
た
。

大
正
時
代
の
半
ば
、船
頭
平
に
住
む
漁
師
の
代
サ
ン
は
い
つ
も
の
よ
う
に
小
舟
で
平
瀬
池
に
漕
ぎ
出

し
、夜
網
を
う
っ
て
魚
を
獲
っ
て
い
ま
し
た
。そ
の
日
は
、い
つ
に
な
く
豊
漁
で
、時
間
を
忘
れ
て
夜
明
け
前

ま
で
漁
を
続
け
て
い
る
と
、突
然
舟
の
真
ん
前
に
、小
舟
ほ
ど
も
あ
る
巨
大
な
赤
い
魚
が
浮
か
ん
で
き
ま

し
た
。大
魚
は
、水
面
で
少
し
泳
い
で
は
池
の
中
に
消
え
、ま
た
浮
い
て
き
て
は
潜
る
の
を
繰
り
返
し
て
い

ま
し
た
が
、や
が
て
代
サ
ン
の
舟
に
向
か
っ
て
泳
い
で
き
ま
し
た
。

そ
の
泳
ぐ
姿
と
濃
い
赤
色
は
金
魚
そ
の
も
の
で
し
た
が
、と
に
か
く
大
き
さ
が
尋
常
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。代
サ
ン
は
恐
怖
の
あ
ま
り
尻
も
ち
を
つ
い
て
大
声
を
あ
げ
、ガ
タ
ガ
タ
と
震
え
な
が
ら
、一
晩
で
獲
っ

た
大
量
の
魚
を
池
に
投
げ
込
み
、必
死
に
逃
げ
だ
し
ま
し
た
。

代
サ
ン
は
家
に
逃
げ
帰
っ
て
か
ら
も
、食
事
を
と
ら
ず
布
団
を
頭
か
ら
被
っ
て
震
え
て
い
ま
し
た
。半

月
も
し
て
や
っ
と
正
気
に
戻
っ
て
か
ら
も
、二
度
と
平
瀬
池
で
漁
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、平
瀬
池
は
干
拓
工
事
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
、大
き
な
金
魚
の
話
だ
け
が
残
り
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
立
田
村
史
』海
部
郡
立
田
村
教
育
委
員
会  

一
九
六
五
年

愛
西
市
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小江木城跡と鵜戸川
古木江城（小木江城、子消城とも記す）の直西の鵜戸川
に接して「平瀬池」があった。
平瀬池の埋め立ては、遊水地として機能した池沼が排
水機場の新設とともに不必要となったため、「立田地区
補助干拓事業」として昭和26年10月～同35年3月終了
予定で木曽川での浚渫・堆積土砂によって埋め立てら
れた。

ウバ穴
蛇ヶ谷奥の左岸側に、伝説の大蛇が棲み、行者が修
行したウバ穴や蛇穴がある。なお七宗町の佐伯紀行
様、前島庚久様、七宗町議の林茂樹様にお世話にな
りました。
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長
良
川
鉄
道
の
富
加
駅
の
近
く
に
あ
る
大
梅
寺
に
は
、「
身
代
わ
り
観
音
」の
伝
承
で
有
名
な
仏
像
が

祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

昔
、今
泉
村
に
梅
村
一
等
と
い
う
信
心
の
心
薄
く
、酒
を
飲
む
と
乱
暴
す
る
男
が
お
り
ま
し
た
。あ
る

晩
、泥
酔
し
た
一
等
は
、家
僕
の
左
肩
を
刀
で
切
り
つ
け
ま
し
た
。家
僕
は
血
に
染
ま
り
そ
の
場
に
倒
れ
ま

し
た
が
、翌
朝
に
は
い
つ
も
と
変
わ
ら
ず
一
等
に
挨
拶
を
し
ま
し
た
。一
等
が「
昨
夜
、酒
の
席
で
お
前
の

肩
を
切
り
つ
け
た
筈
だ
が
」と
問
う
た
と
こ
ろ
、家
僕
は「
私
は
日
頃
か
ら
大
梅
寺
の
観
音
さ
ま
に
信
心

し
て
お
り
ま
す
。昨
夜
は
殺
さ
れ
る
と
思
い
、一
心
に
観
音
経
を
唱
え
て
お
り
ま
し
た
ら
、観
音
さ
ま
が

私
に
代
わ
っ
て
助
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。」と
答
え
ま
し
た
。

一
等
が
大
梅
寺
に
走
り
、観
音
さ
ま
を
見
る
と
、そ
の
左
肩
が
ざ
っ
く
り
切
ら
れ
て
い
ま
し
た
。驚
い
た

一
等
は
家
僕
に
深
く
謝
り
、そ
れ
か
ら
は
、観
音
さ
ま
を
信
心
し
て
、一
生
信
仰
を
怠
ら
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。人
々
は
、こ
の
観
音
さ
ま
を
身
代
わ
り
観
音
と
呼
び
、災
難
か
ら
守
っ
て
下
さ
る
仏
さ
ま
と
し
て
崇

め
て
き
ま
し
た
。

大
梅
寺
に
は
、次
の
よ
う
な
話
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
文
政
の
頃
、大
梅
寺
に
梅
岳
さ
ん
と
い
う
和
尚
さ
ま
が
お
ら
れ
ま
し
た
。お
寺
の
南
に
池

が
あ
り
大
き
な
鯉
が
群
れ
で
泳
い
で
い
ま
し
た
が
、池
の
淵
に
お
地
蔵
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い
て
、誰
も
鯉

を
取
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、お
寺
に
集
ま
っ
た
若
者
た
ち
が
、池
お
鯉
を
取
っ
て
食
べ
よ
う
と
言
い
出
し
ま
し
た
。そ
れ

を
聞
い
た
和
尚
さ
ま
は
、そ
ん
な
殺
生
は
止
め
る
よ
う
に
諭
し
ま
し
た
が
、若
者
た
ち
は
構
わ
ず
池
の
方

に
走
っ
て
い
き
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、戻
っ
て
き
た
若
者
た
ち
に
、和
尚
さ
ま
が
、「
た
く
さ
ん
取
れ
た
か
。」と
聞
く
と
、若

者
た
ち
は「
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
い
つ
も
た
く
さ
ん
泳
い
で
い
る
鯉
が
一
匹
も
お
ら
ん
か
っ
た
」と
答
え
ま
し

た
。す
る
と
和
尚
さ
ま
は
、「
鯉
が
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
、私
が
鯉
を
落
ち
葉
に
変
え
て
い
っ
と
き
池
の
底

に
沈
め
て
お
い
た
」言
っ
て
笑
い
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
梅
岳
は
徳
の
高
い
和
尚
さ
ん
だ
と
評
判
に
な
り
ま

し
た
。

【
参
考
図
書
】『
富
加
の
故
時
記
』安
藤
剛  

二
〇
〇
七
年

富
加
町

99

土
岐
津
の
追
沢
に
動
物
好
き
の
や
さ
し
い
男
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。あ
る
日
、男
は
、追
沢
川
に
沿
っ
て

山
道
を
歩
い
て
い
ま
し
た
。い
つ
も
休
憩
す
る
池
の
ほ
と
り
に
着
い
た
男
が
、腰
を
お
ろ
そ
う
と
地
面
を
見

る
と
、大
き
な
蛇
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
休
ん
で
い
ま
し
た
。驚
い
た
男
は
、鉈
を
握
っ
て
身
構
え
ま
し
た
が
、

大
蛇
は
じ
っ
と
し
て
手
向
か
う
様
子
が
あ
り
ま
せ
ん
。落
ち
着
い
た
男
は
、大
蛇
に
話
し
か
け
ま
し
た
。

「
こ
の
辺
り
は
、じ
き
に
大
勢
の
人
が
住
む
よ
う
に
な
る
。そ
う
し
た
ら
お
前
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
場
所
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。ど
こ
か
へ
立
ち
去
っ
た
ほ
う
が
い
い
。」

大
蛇
は
鎌
首
を
持
ち
上
げ
て
、動
こ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。せ
っ
か
く
教
え
て
あ
げ
た
の
に
、蛇
に
は
人
の

心
は
わ
か
ら
な
い
の
か
と
思
う
と
男
は
悲
し
く
な
っ
て
、涙
を
こ
ぼ
し
ま
し
た
。す
る
と
大
蛇
は
男
の
悲

し
げ
な
様
子
を
見
て
、ゆ
っ
く
り
と
池
の
中
に
消
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
日
か
ら
男
は
不
思
議
な
夢
を
見
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。男
の
胸
に
ひ
ん
や
り
と
し
た
冷
た
い

も
の
が
乗
り
、く
ぐ
も
っ
た
声
で
話
し
か
け
ま
す
。

「
わ
た
し
は
池
の
主
と
し
て
、山
野
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。こ
の
土
地
に
自
然
を
こ
わ
す
人
間
が
入
ら
な

い
よ
う
に
大
蛇
の
姿
に
な
っ
て
池
の
ほ
と
り
に
い
ま
し
た
が
、あ
な
た
は
や
さ
し
い
気
持
で
わ
た
し
に
呼

び
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。あ
な
た
の
涙
を
見
て
、わ
た
し
は
あ
な
た
に
会
い
た
く
な
り
ま
し
た
。」

冷
た
い
感
触
が
消
え
る
と
、枕
元
に
美
し
い
娘
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
り
、や
さ
し
い
声
で
、「
わ
た
し
と

一
緒
に
池
を
守
り
、自
然
を
守
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。」と
さ
さ
や
き
ま
し
た
。

毎
夜
、夢
は
繰
り
返
さ
れ
、男
の
体
力
は
だ
ん
だ
ん
衰
え
て
い
き
ま
し
た
。や
が
て
男
が「
あ
な
た
と
一

緒
に
暮
ら
し
ま
し
ょ
う
。た
だ
人
間
を
う
ら
ま
ず
、人
間
の
し
あ
わ
せ
も
守
る
と
約
束
し
て
く
だ
さ
い
。」

と
言
う
と
、「
約
束
し
ま
す
」と
娘
が
答
え
ま
し
た
。

翌
朝
、男
の
家
を
訪
ね
た
里
人
は
、男
の
姿
が
見
え
ず
、地
面
に
二
条
の
筋
が
つ
い
て
い
る
の
を
見
つ
け

ま
し
た
。筋
は
、池
の
ほ
と
り
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
。

【
参
考
図
書
】『
土
岐
の
昔
ば
な
し
』 

社
団
法
人
土
岐
青
年
会
議
所  

一
九
七
七
年

土
岐
市

100

陶史の森の池

大梅寺
伝説を思い起こす大きな魚鼓が本堂右にある。
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第
1
章　

雨
乞
い
伝
説

に
行
き
、蛇
が
瓢
箪
を
沈
め
る
の
に

疲
れ
た
時
に
針
を
打
ち
込
ん
で
退

治
し
し
て
い
る
51
。同
様
の
話
が
、大

野
郡
清
見
村
、大
野
郡
丹
生
川
村
、

郡
上
郡
大
和
町
上
栗
巣
や
郡
上
郡

大
和
母
袋
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
92
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
の
場
所
は
川
沿
い

に
多
く
あ
る
が
、以
下
に
数
ヶ
所
を

下
流
か
ら
順
に
列
記
す
る
と
、①
夜

叉
ヶ
池
の
大
蛇
に
嫁
い
だ
娘
の
父
親

を
殺
す
た
め
に
、そ
の
大
蛇
の
本
妻
が
八
丈
岩（
揖
斐
川
町
長
良
）

の
下
の
穴
に
棲
み
つ
い
た
。父
も
そ
の
子
孫
も
夜
叉
ヶ
池
に
雨
乞
い

に
行
く
と
き
こ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
11
と
か
、②
本
妻
が
里
帰
り
す

る
娘
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
岩
を
転
が
し
た
が
、岩
は
現
在
地
に
と

ど
ま
り
、そ
れ
以
降
、岩
の
下
の
穴
に
棲
ん
で
い
る
209
と
伝
わ
る
。③

夜
叉
姫
が
夜
叉
ヶ
池
へ

行
く
途
中
で
機
を
織
り

上
げ
た「
は
た
ご
岩
」（
揖

斐
郡
揖
斐
川
町
東
横

山
）が
横
山
ダ
ム
左
岸

下
流
側
に
あ
り
、側
に
夜

叉
龍
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
。岩
の
上
に
女
性
が
上
る
と
雨
が

降
る
と
い
わ
れ
た
278
。な
お
、は
た
ご

岩
は
こ
の
他
に
、坂
内
広
瀬
と
坂
内

川
上
の
二
ヶ
所
も
あ
る
よ
う
だ
。

④
大
草
履（
地
名
）の
旧
道
深
瀬

橋
上
流
の「
魚
頭
」は
、坂
内
川
の
魚

た
ち
が
夜
叉
姫
と
龍
神
を
歓
迎
し

た
岩
244
で
、⑤
夜
叉
姫
と
龍
神
が
佐

中
の
家
で
泊
ま
っ
た
翌
日
、前
夜
ま

で
な
か
っ
た
清
水（
佐
中
清
水
）が
湧

「
夜
叉
ヶ
池
」を
発
表
し
、広
く
世

間
に
知
ら
れ
た
。な
お
、安
八
太

夫
の
娘
で
な
く
、③
源
義
朝
の
側

室
延
寿（
大
垣
市
青
墓
町
の
大
炊

長
者
の
娘
）が
生
ん
だ
夜
叉
姫

が
、源
氏
一
族
の
惨
劇
を
嘆
い
て

杭
瀬
川（
今
の
揖
斐
川
）に
身
を

投
げ
、魂
が
川
を
遡
り
、姫
の
名

が
付
い
た
夜
叉
ヶ
池
に
棲
み
つ
い

た
16
、と
も
伝
わ
る
。

ま
た
、夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
に
つ

い
て
、④
池
太
沢（
揖
斐
川
町
東
杉
原
）と
い
う
池
に
住
ん
で
い
た

大
蛇
が
竜
巻
に
乗
っ
て
西
杉
原
の
赤
池
に
舞
い
降
り
て
休
ん
だ
後
、

再
度
嵐
に
乗
っ
て
川
尻
ま
で
行
き
、さ
ら
に
川
を
遡
っ
て
夜
叉
ヶ
池

に
入
っ
た
か
ら
、池
太
沢
と
夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
は
親
戚
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
278
。

近
世
初
期
頃
か
ら
実
録
随
筆
の
書
に
収
載
さ
れ
た
夜
叉
ヶ
池
伝

説
は
弘
仁
八（
八
一
七
）年
あ
る
い
は
承
和
・
嘉
祥
の
頃（
八
三
四
〜

八
五
〇
）に
発
生
し
た
大
旱
魃
を
題
材
と
し
て
お
り
、⑤
正
保
四

（
一
六
四
七
）年
に
大
垣
初
代
藩
主
戸
田
氏
鉄
は
夜
叉
龍
神
社
を

西
濃
の
水
神
と
し
て
祀
り
、そ
の

守
職
を
長
昌
寺（
坂
内
川
上
）に

委
託
し
た
129
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、蛇
婿
入
り

説
話（
水
乞
い
・
嫁
入
り
型
）に
分

類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、飛
騨
に

は
よ
く
似
た「
姥
が
池
伝
説
」が

あ
る
。例
え
ば
、⑥
高
山
市
上
枝

地
区（
川
上
郷
）で
は
、田
に
水
を

入
れ
て
く
れ
た
ら
娘
を
や
る
と

蛇
と
約
束
し
、三
人
娘
の
末
娘
が

瓢
箪
と
針
を
持
っ
て
大
蛇
と
池

い
、雨
乞
い
は
し
な
か
っ
た
131
。

大
野
町
で
少
し
変
わ
っ
た
雨
乞
い
と
し

て
、⑫
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富（
旧
三
田
畑
）

の
堤
防
に
祀
ら
れ
た
流
れ
地
蔵
に
雨
を
頼

ん
だ
ら
降
っ
た
。こ
れ
以
降「
水
く
れ
地
蔵

さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
、雨
が
欲
し
い
時
は
、地

蔵
の
頭
か
ら
足
ま
で
水
で
よ
く
洗
っ
て
お
願

い
し
た
18
。

ま
た
、⑬
揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
の
八
木

地
区
で
は
、明
治
二
九（
一
八
九
六
）年
の
大

水
で
唯
一
残
っ
た
八
木
文
楽（
人
形
芝
居
）の

蛇
幕
は
、芝
居
で
お
宮
の
境
内
に
張
る
と
雨

が
降
る
と
伝
え
ら
れ
、現
在
は
大
野
町
民
俗

資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
131
。

6
．夜
叉
ヶ
池
伝
説

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、①
現
安
八
郡
神
戸
町
の
長
者
安
八
太
夫
が
、

雨
を
降
ら
し
た
約
束
に
娘
を
蛇（
龍
神
）に
嫁
が
せ
、龍
神
と
娘
は
夜

叉
ヶ
池
に
棲
み
、人
々
の
雨
乞
い
の
願
い
を
叶
え
る
伝
説
で
あ
る
119
。

な
お
、こ
の
話
の
他
に
、②
安
八
太
夫
が
日
吉
神
社
で
の
雨
乞
い
満

願
の
日
に
現
れ
た
夜
叉
ヶ
池
の
龍

神
に
娘
を
嫁
に
す
る
約
束
を
し
、

龍
に
嫁
ぐ
夜
叉
姫
の
た
め
に
子
安

地
蔵
菩
薩
を
江
戸
末
期
の
神
戸

町
丈
六
道
に
あ
っ
た
宝
蔵
院
に

祀
っ
た
話
56
も
あ
る
。

大
正
二（
一
九
一
三
）年
に
泉

鏡
花
が
福
井
県
内
の
、同
三
年
に

大
橋
青
波
が
美
濃
側
の
夜
叉
ヶ

池
伝
説
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
戯
曲

崖
錐
上
の
集
落
で
の
雨
乞
い
は

以
下
の
よ
う
に
山
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。①
来
振
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
稲
富
）の
雨
乞
い
は
、雨

乞
い
踊
り
の
後
に
、白
山（
石
灰
採

取
で
消
滅
）の
山
腹
に
松
明
で

「
水
」の
文
字
を
書
い
て
火
を
点
け

る
。降
ら
な
い
と
来
振
寺
の
住
職

が
祈
祷
し
た
り
、夜
叉
ヶ
池
や
多

度
山
な
ど
に
も
雨
乞
い
参
り
を
し

た
131
。②
野
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
野
）か
ら
区
民
が
権
現
山

（
揖
斐
郡
大
野
町
牛
洞
）山
頂
ま
で
松
明
を
焚
い
て
登
り
、山
頂
で

祈
願
し
た
131
。③
大
野
町
牛
洞
地
区
で
は
鐘
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

し
な
が
ら
、村
内
の
神
社
に
お
参
り
し
、権
現
山
に
集
ま
る
18
。「
牛

洞
の
雨
乞
い
踊
り
」は
大
野
町
の
文
化
財
で
あ
る
。

一
方
、い
わ
ゆ
る
平
地
で
は
、④
大
野
町
古
川
地
区（
来
振
の
南
）

で
は
神
社
境
内
や
溜
池
の
堤
に
持
ち
寄
っ
た
枝
の
束
を
積
み
上
げ

て
燃
や
し
131
、⑤
大
野
寺
内
地
区（
古
川
の
西
）で
は
平
成
六
年
八

月
に
も
持
ち
寄
っ
た
藁
を
墓
地
で
燃
や
し
131
、⑥
大
野
町
大
野
地

区（
三
水
川
沿
い
）で
は
区
長
か
ら
の
触
れ
で
家
毎
に
柴
を
北
野
神

社（
揖
斐
郡
大
野
町
大
野
）に
持
ち
寄
り
御
祈
祷
の
後
に
燃
や
し

131
、⑦
大
野
町
相
羽
地
区（
大
野
の
南
）で
は
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
相
羽
）で
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
麦
殻
を
燃
や
し
て
雨
乞

い
131
を
し
、⑧
大
野
町
小
衣
斐
地
区（
相
羽
の
西
）で
は
村
が
主
体

と
な
り
春
日
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
小
衣
斐
）で
神
主
に
祝
詞
を

挙
げ
て
貰
い
131
、⑨
大
野
町
下
方
地
区
で
は
松
明
を
焚
い
て
根
尾

川
右
岸
堤
防
上
を
日
吉
神
社（
根
尾
川
左
岸
、下
方
字
上
池
）東
ま

で
行
き
、河
原
で
雨
乞
い
を
し
て
い
た
131
。

な
お
、大
野
町
で
は
雨
乞
い
で
は
な
く
日
和
乞
い（
お
天
気
乞

い
）も
行
わ
れ
て
い
た
。⑩
大
野
町
瀬
古
地
区（
小
衣
斐
の
西
北
）で

は
、五
〇
年
前
ま
で
、諏
訪
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
）拝
殿
で

日
和
乞
い
を
行
い
131
、⑪
隣
の
本
庄
よ
り
一
〜
二
ｍ
低
い
氾
濫
盆

地
低
地
の
大
野
町
下
磯
で
も
、雨
降
り
が
続
く
と
、日
和
乞
い
を
行

は
同
日
に
熊
野
神
社（
美
並
町
山
田
）で
雨
乞
い
を
行
い
、雨
が
降

ら
な
い
場
合
は
、裏
山
の
御
手
洗
池
を
浚
っ
た
287
。⑦
鹿
島
神
社

（
郡
上
市
美
並
町
三
戸
）で
は
、お
神
輿
に
大
鍬
大
明
神
を
奉
じ
て

福
野
坂
の
下
の「
淡
の
倉
の
淵
」ま
で
行
列
し
、こ
の
淵
で
若
者
が
泳

ぎ
、行
列
は
神
社
に
戻
り
、雨
が
降
る
ま
で
籠
る
。明
治
期
末
ま
で

行
わ
れ
、雨
の
降
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
237
。

5‒

3　

揖
斐
郡
大
野
町　

揖
斐
郡
大
野
町
は
、東
西
約
五
・
八
㎞
、南
北
約
一
一・
七
㎞
で
、

北
部
は
山
地
で
、西
の
揖
斐
川
と
東
の
根
尾
川
が
合
流
点
す
る
逆

三
角
形
で
、揖
斐
川
と
根
尾
川
の
各
扇
状
地
が
中
央
部
へ
進
延
し
、

中
央
部
を
流
れ
る
三
水
川
沿
い
に
氾
濫
盆
地
低
地
と
な
っ
て
い
る
。

（
美
濃
市
須
原
）ま
で
礼
踊
り
を
行
う
289
。⑤
江
戸
末
期
か
ら
昭
和

初
め
ま
で
は
、常
法
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
）の
庭
で
雨
乞

い
踊
り
を
奉
納
し
た
後
、笙
ヶ
岳（
九
〇
八
m
）の
竜
を
怒
ら
せ
る

た
め
髪
の
毛
を
燃
や
し
て
、一
之
瀬
と
和
田
の
境
の
尾
根
を
登
っ
た

先
の
三
ツ
岩
へ
願
掛
け
に
出
か
け
た
37
。

5
．各
地
の
雨
乞
い

美
濃
市
上
有
知
、郡
上
市
、揖
斐
郡
大
野
町
で
の
雨
乞
い
に
つ
い

て
以
下
に
触
れ
よ
う
。

5‒

1　

美
濃
市
美
濃
町　

雨
乞
い
行
事
は
三
段
階
で
行
わ
れ
た
。ま
ず
は
（1）
三
社
百
燈
奉

献（
八
幡
社
、熊
野
社
、神
宮
社
に
灯
明
を
百
燈
献
じ
る
）、効
果
が

無
い
と
（2）
七
社
千
度
参
り（
上
記
三
社
に
四
社
を
加
え
、一
社
に
つ

い
て
合
計
千
度
に
な
る
よ
う
に
参
加
者
が
拝
む
）、さ
ら
に
効
果
が

無
い
と
雨
に
因
ん
だ
造
り
物
を
造
り
、（3）
町
騒
ぎ
で
街
中
を
練
り

歩
く
。こ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
、再
び
四
回
目
と
し
て
（1）
の
三

社
百
燈
奉
献
か
ら
繰
り
返
す
。

嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
は
、六
月
八
日
〜
七
月
二
三
日
ま
で

に
計
七
回
の
雨
乞
い
行
事
が
行
わ
れ
、七
月
二
三
日
の
三
回
目
の

町
騒
ぎ
で
は
、お
姫
井
戸
浚
い
も
行
わ
れ
た
が
、雨
は
前
日
の
夜

一
〇
時
頃
か
ら
当
日
朝
に
か
け
て
降
っ
た
289
。

5‒

2　

郡
上
市
美
並
町　

雨
乞
い
行
事
は
集
落
毎
に
異
な
っ
て
い
る
が
、各
集
落
は
竜
神
を

怒
ら
せ
る
手
法
を
よ
く
用
い
た
。つ
ま
り
、①
美
並
村
大
矢
元（
現

美
並
町
白
山
）で
は
天
神
様（
天
吹
天
神
）境
内
の
御
手
洗
に
石
を

投
げ
込
み
287
、②
美
並
村
苅
安（
現
美
並
町
白
山
）で
は
福
の
坂
の

下
の「
淡
の
倉
の
淵
」で
松
明
を
持
っ
て
泳
ぎ
287
、③
上
苅
安（
現
美

並
町
白
山
）で
は
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫
滝
の
滝
壺
を
浚
え

287
、④
大
矢（
美
並
町
高
砂
）で
は
粥
川
の
星
宮
神
社
ま
で
大
神
楽

を
打
っ
て
行
き
、矢
納
ヶ
淵
へ
飛
び
込
み
287
、⑤
粥
川
地
区
で
は
矢

納
が
淵
に
鬼
面
を
沈
め
237
、⑥
美
並
町
の
杉
原
と
赤
池
の
両
地
区

な
岩（
二
ッ
岩
）の
前
で
自
分

の
身
を
捧
げ
る
の
で
雨
を
と

祈
る
と
、雨
が
降
っ
た
が
、雷

と
共
に
庄
屋
は
消
え
、岩
は

二
つ
に
割
れ
て
い
た
222
。③
印

食
の
蛇
池（
羽
島
郡
岐
南
町
）

の
岸
で
若
い
娘
が
見
知
ら
ぬ

男
か
ら
預
か
っ
た
手
紙
を
返

し
に
池
に
戻
り
居
な
く
な
っ

た
。翌
朝
そ
の
場
所
に
父
親

宛
て
の
手
紙
が
あ
り
、「
日
照

り
の
時
は
帯
流
せ
。長
雨
降
っ
た
ら
紅
投
げ
よ
」と
あ
っ
た
118
。④
親

孝
行
な
若
者
が
野
良
仕
事
で
誤
っ
て
大
蛇
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。大

蛇
は
、お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
か
ら
、亡
骸
を
舟
伏
山（
二
六
二

ｍ
、岐
阜
市
日
野
）に
葬
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。以
後
こ
の
葬
っ
た
蛇

首
塚
で
雨
乞
い
を
行
っ
た
51
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
で
、雷
の

子
が
落
ち
て
き
て
一
緒
に
暮
し
て
い
た
。親
と
共
に
帰
っ
た
が
、必

要
な
時
に
は
お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
っ
た
50
。

洗
濯
の
水
さ
え
も
貴
重
で
あ
っ
た
話
と
し
て
、⑥
各
務
原
市
須

衛
町
は
田
に
水
が
留
ま
り
に
く
い
土
地
だ
っ
た
。干
ば
つ
の
折
、大

切
な
水
を
洗
濯
に
使
わ
な
か
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。そ
れ
以
来
、雨

乞
い
の
時
は
洗
濯
を
し
な
い
25
。⑦
加
茂
郡
八
百
津
町
の
あ
る
妻

は
、洗
濯
し
な
い
な
ら
ば
雨
を
降
ら
す
と
の
神
託
を
知
ら
さ
れ
ず

に
洗
濯
を
し
た
。妻
は
命
と
引
き
換
え
に
雨
を
願
っ
て
池
に
身
を

投
げ
て
雨
が
降
り
、妻
は
大
蛇
に
な
り
天
に
昇
っ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
た
47
。

な
お
、雨
乞
い
伝
説
で
よ
く
知
ら
れ
た「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」に
極

め
て
類
似
し
た
話
と
し
て
、⑧
若
者
が
土
岐
市
土
岐
津
町
の
庄
屋

の
娘
を
貸
し
て
く
れ
た
ら
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
い
、娘
と
若
者
は

樫
の
木
の
穴
に
消
え
て
、雨
が
降
っ
た
。穴
を
覗
か
れ
た
竜
は
怒
っ

て
娘
と
と
も
の
天
に
昇
っ
た
。樫
の
木
の
あ
っ
た
場
所
に
社
を
建

て
、こ
こ
に
願
う
と
雨
が
降
り
83
、ま
た
、⑨
駒
ヶ
岳
神
社（
木
曽
郡

て
石
と
な
り
池
底
に
残
っ
た
218
、②
富
士
神
社（
下
呂
市
小
坂
町
湯

屋
）の
蔵
王
権
現
は
、雨
乞
い
の
効
果
の
な
か
っ
た
氏
神
を
川
に
流

す
と
川
を
遡
り
、落
合
に
流
れ
着
き
祀
ら
れ
、雨
乞
い
の
神
と
な
っ

た
20
。ま
た
、③
加
茂
郡
白
川
町
切
井
地
区
で
は
、村
の
山
か
ら
伐

り
出
し
た
太
い
神
木
に
御
幣
を
付
け
、機
織
り
淵
に
入
れ
た
神
木

が
伊
勢
神
宮
ま
で
流
れ
る
ほ
ど
の
大
雨
を
願
っ
た
123
。ま
た
、釣
鐘

や
ご
神
体
を
沈
め
る
の
で
は
な
く
、④
雨
乞
い
の
時
だ
け
、子
供
た

ち
は
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
倉
本
の
木

曽
川
の
中
に
あ
る
岩（
雨
乞
い
岩
）で

水
遊
び
を
し
、雨
乞
い
岩
を
怒
ら
せ
て

雨
を
降
ら
せ
た
202
。

と
こ
ろ
で
、雨
乞
い
祈
願
が
行
わ
れ

た
時
代
は
神
仏
混
淆
で
神
社
へ
も
寺

院
へ
も
願
い
に
行
っ
た
が
、一
方
、あ
る

特
定
の
神（
龍
神
、龍
王
等
）に
祈
願

を
掛
け
る
場
合
も
あ
る
。

４‒

２　

龍
や
蛇
に
願
う
雨
乞
い　

蛇
と
雨
の
話
は
極
め
て
多
く
、①
高
山
市
丹
生
川
町
池
之
俣
地

区
で
は
、集
落
か
ら
一
二
㎞
程
奥
の
土
樋
池（
烏
帽
子
岳
西
の
溶
岩

流
に
よ
る
堰
止
湖
）へ
登
り
、池
の
付
近
に
中
畑
市
之
助
氏
所
有
の

竜
の
掛
け
軸
を
掲
げ
て
祈
っ
た
269
。②
杣
ヶ
池（
高
山
市
高
根
町
日

和
田
高
原
）の
竜
神
に
祈
り
、池
の
水
を
一
升
樽
に
汲
み
村
を
流
れ

る
野
麦
川
に
流
す
と
雨
が
降
る
。お
礼
に
川
の
水
を
同
じ
量
、池
に

返
す
47
。ま
た
双
六
谷
の
黒
淵
と
大
丹
生
川
池（
高
山
市
丹
生
川

町
久
手)

が
霊
験
灼
か
な
雨
乞
い
場
所
で
あ
り
、③
黒
淵（
高
山
市

上
宝
町
双
六
谷
）に
棲
む
淵
の
主
・
黒
牛
は
烟
を
嫌
う
の
で
、雪
洞

に
蝋
燭
を
灯
し
て
淵
に
流
し
、水
の
底
か
ら
光
が
指
せ
ば
雨
乞
い

が
聞
き
届
け
ら
れ
104
、④
鐘
や
太
鼓
で
大
丹
生
川
池
ま
で
雨
を
祈

り
般
若
心
経
を
唱
え
た
104
。

山
県
市
で
は
、⑤
神
通
力
の
あ
る
蛇
が
棲
ん
で
い
る
長
平
山（
山

県
市
柿
野
）の
岩
か
ら
顔
を
出
す
と
日
照
り
で
も
雨
が
降
っ
た
。こ

一
方
、沈
め
た
ら
祟
り

が
起
き
た
話
と
し
て
、⑥

広
瀬
観
音（
高
山
市
国
府

町
広
瀬
町
）へ
の
信
仰
心

の
な
い
殿
様
の
時
に
日
照

り
に
な
り
、観
音
様
を
川

に
沈
め
た
ら
祟
り
が
お

き
た
。後
に
観
音
様
を
祀
り
直
し
た
ら
平
和
な
村
に
な
っ
た
59
。

（
４
）「
石
を
投
げ
入
れ
る
」　

①
雨
乞
い
淵（
雨
乞
い
淵
の
滝
。恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）に
石

を
投
げ
込
む
99
、②
喉
の
滝（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
。平
成
二
六

年
に
崖
の
崩
壊
で
湛
水
し
て
水
没
し
た
よ
う
で
あ
る
）に
石
を
投

げ
込
み
99
、③
飛
騨
市
古
川

町
高
野
の
米
俵
大
の
蛤
型

の
模
様
が
あ
る「
蛤
石
」を

淵
へ
沈
め
て
雨
を
願
い
51
、

④
高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾

で
は
乗
鞍
山
に
登
り
、石
を

池
に
投
げ
込
ん
だ
51
。

（
５
）「
面
を
流
す
」　

①
白
山
神
社（
旧
徳
山
村
本
郷
）で
は
、お
面
を
川
に
流
し
川
下

で
拾
っ
て
洗
っ
て
片
付
け
る
51
、②
物
部
神
社（
本
巣
市
上
真
桑
本

郷
）に
は
、面
流
し
の
雨
乞
い
神
事
に
使
わ
れ
た「
が
く
ら
の
面
」が

今
も
祀
ら
れ
て
い
る
51
。な
お
こ
の
面
は
、山
伏
が
享
保
三（
一
五
三

〇
）年
の
根
尾
川
大
洪
水
で
拾
い
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）「
そ
の
他
」　

①
昔
大
き
な
池
が
あ
っ
た
釜
が
淵（
下
呂
市
小
坂
町
赤
沼
田
）の

水
が
枯
れ
た
時
に
、池
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
姉
弟
が
大
事
に
し
て

い
た
釜
を
投
げ
入
れ
て
村
を
去
っ
た
後
、雨
が
降
っ
た
。釜
は
や
が

れ
83
、②
水
無
神
社（
高

山
市
一
之
宮
町
）の
弘
安

五（
一
二
八
二
）年
の
銘
の

あ
る
鐘
の
竜
頭
に
綱
を

付
け
、高
山
と
宮
村
の
境

の
宮
川
の「
わ
ん
ご
の
淵
」

に
沈
め
た
51（
鐘
は
廃
仏

毀
釈
で
破
却
さ
れ
た
）、③
宗
久
寺（
岐
阜
県
恵
那
市
東
野
）の
鐘

（
戦
争
で
供
出
さ
れ
て
無
く
な
っ
た
）を
東
野
向
島
の
オ
カ
ダ
ヶ
淵

に
沈
め
る
214
。な
お
、④
曼
荼
羅
寺（
江
南
市
前
飛
保
町
寺
町
）の

銅
鐘（
朝
鮮
鐘
）は
竜
宮
の
乙
姫
様
が
献
上
し
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
、こ
れ
を
本
尊
の
前
に
据
え
て
雨
乞
い
を
し
た
241
。

（
３
）「
御
神
体
を
沈
め
る
」

①
岸
剱
神
社（
郡
上
市
八
幡
町
柳
町
）の
ご
神
体
を
川
水
で
洗
っ

て
祈
る
237
、②
雨
乞
い
の
滝（
観
音
滝
。下
呂
市
小
坂
町
大
洞
）に
小

坂
町
赤
沼
田
の
観
音
を
滝
壺
に
入
れ
る
と
大
雨
に
な
る
51
、③
恵

那
市
長
島
町
中
野
槙
ヶ
根
の
お
不
動
様（
雨
乞
い
不
動
）を
永
田

川
に
架
か
る
中
野
橋（
長
島
町
中
野
）下
流
を
堰
き
止
め
て
沈
め

る
214
、④
中
廿
屋（
美
濃
加
茂
市
三
和
町
）の
小
川
の
ほ
と
り
に
祀

ら
れ
て
い
た
仏
像
・
ベ
ン
ズ
ル（
賓
頭
廬
）さ
ま
を
立
岩
の
龍
王
淵

に
沈
め
て
踊
る
288
、⑤
文
明
年
間（
一
四
六
九
〜
八
六
）、谷
汲
山
華

厳
寺
中
興
の
祖
・
道
破
十
穀
上
人
が
谷
川
の
水
で
身
を
清
め
、顔
に

化
粧
を
し
て
祈
願
し
て
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
因
み
、雨
乞
い
の
時
は

華
厳
寺
本
堂
の
回
廊
の
奥
に
祀
っ
て
あ
る
上
人
の
木
像
前
で
読
経

し
、紅
白
粉
で
お
化
粧
し

た
後
に
谷
川
に
投
げ
込

み
、飛
び
込
ん
だ
若
者
が

木
像
に
水
を
浴
び
せ
て

沈
め
た
り
し
た
後
、再
度

化
粧
を
し
て
雨
乞
い
祈

願
を
し
た
260
。

の
雨
乞
い
回
数
は
二
回（
三
三
%
）が
最
も
多
く
、次
が
三
回（
二

〇
％
）と
四
回（
一
三
％
）で
、そ
の
次
が
一
回
と
七
回
の
一
〇
％
で

あ
っ
た
。ま
た
、合
同
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
集
落
数
は
、八
ヶ
村
、

一
〇
ヶ
村
あ
る
い
は
一
七
ヶ
村
に
達
し
て
い
る
。

３
．多
度
大
社（
桑
名
市
多
度
町
）の
雨
乞
い

雨
乞
い
神
事
で
、斎
場
で
神
霊
が
宿
る
も
の
と
し
て
神
に
供
え
ら

れ
た
御
幣
は
祈
祷
料
と
希
望
降
水
量
の
多
少
で
金
幣
・
銀
幣
・
黒

幣
・
白
幣
の
四
種
類
か
ら
選
ば
れ
た
。金
幣
が
最
も
高
く
、黒
幣
が

昔
か
ら
一
番
多
く
行
わ
れ
た
。黒
幣
は
明
治
三
六（
一
九
〇
三
）年
に

金
七
円
五
〇
銭（
米
価
で
換
算
す
る
と
現
在
の
約
四
万
円
）、白
幣

は
黒
幣
の
効
力
の
半
分
で
、祈
祷
料
も
半
額
で
あ
っ
た
。神
事
の
後

に
神
職
か
ら
受
け
取
っ
た
神
札
は
、帰
路
の
途
中
で
手
を
放
す
と
そ

の
地
点
で
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
、自
村
ま
で
手
か
ら
離
さ
ず
に
持
ち

帰
っ
た
。

な
お
、片
目
が
潰
れ
た
龍
神
の
一
目
連（
又
は
ひ
と
つ
め
の
む
ら

じ
）と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
多
度
大
社
別
宮
の
祭
神
・
天
目
一
箇
命

は
、片
目
の
鍛
冶
の
神
で
、火
で
目
が
潰
れ
る
鍛
冶
職
人
を
象
徴
し

て
い
る
。一
方
、一
目
連
は
多
度
山
に
住
む
一
目
龍
で
あ
る
。水
神
・
龍

神
で
あ
る
一
目
連
は
雨
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、洪
水
を
止
め
る
力

を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

４
．雨
乞
い
行
事
の
種
類

雨
乞
い
行
事
と
し
て
は
、①
龍
神
を
怒
ら
せ
る（
池
・
沼
・
淵
の
水

を
か
き
回
す
、汚
物
を
洗
う
、鐘
沈
め
、地
蔵
沈
め
等
）、②
雨
乞
い

踊
り
・
太
鼓
踊
り
、雨
乞
い
大
般
若
・
念
仏
を
唱
え
る
、③
氏
神
に

三
日
三
晩
籠
る
参
籠
、④
山
上
で
火
を
焚
く
千
杷
焚
き
、⑤
聖
地

か
ら
神
水
を
貰
う
水
種
貰
い
等
多
く
の
種
類
が
あ
る
。さ
ら
に
変

わ
っ
た
行
事
と
し
て
、秋
田
・
福
岡
・
佐
賀
県
な
ど
で
は「
女
が
相
撲

を
と
る
と
雨
が
降
る
」と
い
う
言
い
伝
え
で
、雨
乞
い
の
た
め
に
女

相
撲
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

４‒

１　

 
龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る

①「
お
姫
の
井
戸
五
〇
号
」122
で
は
、「
姫
の
井
戸
」を
汚
し
て
龍

神
の
お
姫
様
を
怒
ら
せ
、②
恵
那
市
武
並
町
竹
折
上
野
の
龍
宮
淵

は
汚
す
と
祟
り
が
あ
る
の
で
村
人
は
普
段
近
寄
ら
ず
、雨
乞
い
に

は
名
僧
の
衣
を
淵
に
投
げ
入
れ
て
い
た
214
。

以
下
に
、龍
神
を
怒
ら
せ
る
各
種
の
雨
乞
い
手
法
の
話
を
述
べ
る
。

（
１
）「
池
や
淵
の
水
を
浚
え
る
」

①
白
山
比
咩
神
社（
恵
那
市
山
岡

町
下
手
向
）境
内
の
御
手
洗
池
を
浚

え
て
乾
か
す
51
、②
虚
空
蔵
岩（
関
市

富
之
保
）の
基
部
に
あ
る
ウ
ナ
ギ（
虚

空
蔵
菩
薩
の
使
い
）が
棲
む
小
池
を
浚

え
る
51
、③
日
龍
峯
寺（
関
市
下
之

保
）の
裏
の
竜
宮
ま
で
続
い
て
い
る「
ナ

ブ
ラ
ス
の
池
」を
浚
え
る
51
、④
水
神

神
社（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）境
内
の

池
を
掃
除
す
る
51
、⑤
源
氏
の
落
武

者
が
兜
を
投
げ
入
れ
た
か
ぶ
と
渕（
美

濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
）を
浚
え
る

288
、⑥
京
河
さ
ま
と
呼
ば
れ
た
小
さ
な

神
社
前
の
池（
可
児
市
姫
ケ
丘
）の
主

が
大
蛇
で
あ
り
、雨
乞
い
の
た
め
に
池

を
か
え
ど
り（
川
を
堰
き
止
め
て
、魚

を
捕
ま
え
る
こ
と
）し
た
35
。ま
た
、白

鳥
神
社（
養
老
郡
養
老
町
桜
井
）の
池

の
水
を
か
き
出
す
と
雨
が
降
っ
た
302
。

水
を
浚
え
た
祟
り
と
し
て
、⑦
日
輪

寺（
岐
阜
市
芥
見
）の
池
付
近
で
大
蛇
を
見
た
人
が
亡
く
な
り
、雨
乞

い
の
た
め
に
池
浚
い
を
し
た
ら
、ま
た
死
人
が
出
た
。そ
こ
で
、大
蛇

の
姿
で
現
れ
た
龍
神
を
祀
る
た
め
に
黒
龍
明
神
を
建
立
し
た
46
。

（
２
）「
釣
り
鐘
を
沈
め
る
」

①
土
岐
市
泉
町
久
尻
で
は
、水
神
様
の
住
む
淵
に
鐘
を
投
げ
入

理
で
あ
る
な
あ
、こ
の
国
を
日
の
本
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、日
が
照
り
も

す
る
だ
ろ
う
、し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、又
、天（
雨
）が
下
と
も

言
う
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
、雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
）と
、雨
を

乞
う
歌（
恐
ら
く
は
江
戸
時
代
初
期
の
作
）が
伝
わ
っ
て
い
る
。ま

た
、平
安
時
代
中
期
の
僧
侶
・
歌
人
の
能
因
法
師（
九
八
八
〜
一
〇

五
〇
頃
）も
和
歌
を
詠
ん
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
お
り
283
、郡
上
市

大
和
町
牧
の
千
代
清
水（
長
刀
清
水
）は
、嘉
吉
元（
一
四
四
一
）年

の
大
干
ば
つ
に
、神
職
の
娘
・
千
代
が
社
を
作
り
雨
乞
い
を
し
て
湧

き
出
し
た
泉
で
あ
る
51
。

２
．雨
乞
い
の
回
数

雨
乞
い
は
、一
集
落
で
効
果
が
無
い
と
、周
囲
の
村
々
が
合
同
で

何
度
も
雨
乞
い
を
繰
り
返
し
た
。そ
れ
で
も
効
果
が
無
い
と
、雨
乞

い
で
有
名
な
神
社（
多
度
大
社
、熱
田
神
宮
、真
清
田
・
津
島
神
社

等
）に
遠
方
か
ら
も
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。な
お
、雨
乞
い
の
効
果

と
し
て
、「
江
戸
時
代
、西
光
寺（
岐
阜
市
向
加
野
）の
雨
乞
い
が
村

総
出
で
三
日
三
晩
行
わ
れ
、雨
の
他
に
鯛
ま
で
も
降
っ
て
き
た
46
」

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

雨
乞
い
を
行
っ
た
年
間
の
回
数
や
合
同
で
祈
願
し
た
村
数
は
、

例
え
ば
、松
下
78
に
よ
る
と
知
多
市
東
浦
町
の
村
で
は
、文
政
九

（
一
八
二
六
）年
〜
文
久
四（
一
八
六
四
）年
の
二
九
年
間
で
、年
間

１
．は
じ
め
に

稲
作
に
は
畑
で
栽
培
す
る
陸
稲
耕
作
も
あ
る
が
、陸
稲
は
収
穫

率
や
食
味
が
落
ち
る
。そ
こ
で
、水
稲
耕
作
が
主
に
行
わ
れ
て
き
て

お
り
、田
植
え
と
そ
の
後
の
稲
の
生
育
に
は
、雨
水
が
不
可
欠
で
、

干
天
時
に
は
全
国
各
地
で「
雨
乞
い
」行
事
が
行
わ
れ
、歌
人
は
雨

を
乞
う
歌
を
謡
っ
て
い
る
。

平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八
五
）前
期
九
世
紀
頃
の
歌
人
小
野

小
町
が
詠
ん
だ
雨
乞
い
の
和
歌
の
一
つ
に
、「
こ
と
わ
り
や　

日
の

本
な
ら
ば　

照
り
も
せ
め　

さ
り
と
て
は
ま
た　

天
が
下
と
」（
道

れ
以
降
、雨
占
い
を
こ
の
岩
で
行
っ
た
124
。⑥
舟
伏
山（
山
県
市
神

崎
、一
〇
四
〇
ｍ
）山
頂
の
大
池
に
雄
の
、小
池
に
雌
の
大
蛇
が
棲

ん
で
い
た
が
、雄
雌
の
大
蛇
が
海
へ
住
ま
い
を
変
え
る
た
め
に
、雄

は
土
石
流
と
共
に
根
尾
の
初
鹿
谷
に
滑
り
落
ち
、雌
は
神
崎
側
の

夏
坂
谷
に
落
下
る
途
中
で
穴（
堅
穴
鍾
乳
洞
）に
し
ば
ら
く
留
ま
っ

た
。神
崎
で
は
こ
の
穴
で
八
大
竜
王
に
雨
乞
い
を
し
た
124
。

⑦
池
田
山（
九
二
四
ｍ
）の
山
頂
近
く
の
蛇
が
棲
む
と
い
う
高
さ

六
ｍ
余
り
の
大
石
・
焼
石
神
社（
揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
）に
雨
乞
い

祈
願
を
し
、雨
が
降
る
と
、長
さ
二
ｍ
以
上
の
松
明
数
百
本
に
火
を

点
け
て「
感
謝
の
火
祭
り
」を
行
っ
た
12
。⑧
龍
神
が
棲
む
乙
女
淵

（
揖
斐
川
町
谷
汲
木
曽
屋
） 

で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
76
。

⑨
南
宮
神
社（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
裏
山
の
蛇
池
に
棲
む

大
蛇
に
雨
を
願
う
51
。⑩
養
老
郡
養
老
町
蛇
持
の
蛇
が
棲
む
蛇
池

で
雨
乞
い
を
す
る
51
。⑪
八
幡
神

社（
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
）に

描
か
れ
た
竜
に
雨
乞
い
を
す
る

51
。⑫
禰
宜
の
娘
・
き
ぬ
は
青
池

（
芒
が
渕
。桑
名
市
多
度
町
古

野
）の
主
・
竜
で
、青
池
に
戻
っ

た
。家
族
は
祠
を
安
置
し
、古
野

で
は
雨
乞
い
祈
願
に
訪
れ
て
い

る
259（
田
代
神
社
、青
池
神
社
、

多
度
大
社
に
は
同
じ
龍
神
が
祀
ら
れ
、何
処
の
神
社
も
雨
乞
い
の

効
果
は
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

４‒

３　

神
仏
像
へ
の
雨
乞
い
祈
願　

①
旅
僧
が
水
無
神
社（
高
山
市
一
之
宮
町
）奥
の「
せ
ん
の
う（
地

名
）」の
弁
財
天
様
を
水
無
神
社
の
森
に
御
迎
え
す
れ
ば
雨
が
降
る

と
告
げ
た
。迎
え
て
祈
願
す
る
と
雨
が
降
っ
た
の
で
、終
戦
前
後
ま

で
せ
ん
の
う
の
神
様
を
神
社
に
迎
え
、鉦
を
打
っ
て
御
祭
し
、夜
中

川
原
で
大
焚
火
を
し
て
雨
乞
い
を
行
い
292
、②
広
恵
寺
城（
中
津
川

市
福
岡
町
）が
攻
め
ら
れ
て
、滝
壺
・
乙
女
淵（
中
津
川
市
加
子
母

町
の
乙
女
渓
谷
）に
身
を
投
げ
た
姫
の
亡
霊
が
旅
人
を
悩
ま
し
た

た
め
、供
養
が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
不
動
様
も

祀
ら
れ
た
64
。

③
井
戸
の
中
で
光
っ
て
い
た

仏
像
が
引
き
上
げ
ら
れ
、雨
を

頼
ん
だ
ら
降
っ
た
の
で
、雨
乞
い

地
蔵（
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
。大

畑
家
の
前
）と
し
て
お
堂
を
建
て

て
祀
ら
れ
288
、④
揖
斐
川
町
小

野
か
ら
粕
川
左
岸
側
の
揖
斐
川

町
市
場
に
ゆ
ず
り
受
け
ら
れ
た

お
不
動
さ
ま（
雨
乞
い
不
動
。揖
斐
川
町
小
野
の
山
裾
）が
移
動
の

途
中
で
動
か
な
く
な
り
、元
の
場
所
に
戻
り
、雨
乞
い
不
動
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
11
。⑤
住
職
が
夫
婦
喧
嘩
し
て
お
不
動
さ
ん（
神
戸

町
丈
六
道
）の
前
で
離
婚
を
決
め
た
ら
、外
は
晴
天
で
も
お
堂
の
中

に
雨
が
降
っ
た
。以
来
、雨
乞
い
不
動
の
霊
験
に
参
拝
者
が
増
え
た

119
。な

お
、神
仏
で
は
な
い
が
、⑥
水
神
様
の
使
い
が
で
き
る
長
老

（
岐
阜
県
可
児
市
）が
雨
乞
い
の
儀
式
を
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
が
、

迷
信
だ
と
い
う
人
物
が
い
て
二
度
と
行
わ
れ
な
か
っ
た
35
。⑦
播
隆

上
人
が
行
を
し
た「
目
醒
の
滝
」（
不
破
郡
関
ケ
原
町
玉
）の
主
・
白

鰻
に
願
を
か
け
て
雨
乞
い
を
す
る
251
。

４‒

４　

石
へ
の
雨
乞
い　

①
戦
に
負
け
た
武
士
が
丸
草
山（
恵
那
市
三
郷
町
椋
実
）の
頂

上
の
岩
で
祈
る
と
雨
が
降
り
、以
降
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
214
。②
武

並
神
社（
恵
那
市
武
並
町
竹
折
）の
大
き
な
岩
に
登
っ
て
雨
乞
い
を

し
た
214
。③
木
曽
川
に
合
流
す
る
和
田
川
河
口
の
竜
神
岩（
恵
那

市
笠
置
町
毛
呂
窪
の
関
西
電
力
用
地
）の
上
で
祈
る
214
。④
直
径

七
ｍ
の
舟
形
の
大
き
な
舟
岩（
恵
那
市
山
岡
町
下
手
向
野
田
）の

凹
み
に
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
搔
き
出
す
と
急
に
雨
が
降
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
213
。

⑤
琵
琶
湖
の
近
く
の
村
が
、阿
遅
加
神
社（
羽
島
市
足
近
町
）の

雨
石
を
持
ち
帰
っ
た
が
、雨
が
降
り
過
ぎ
て
返
し
に
来
た
際
、詫
び

に
持
っ
て
き
た
近
江
縮
緬
は
、大
幟
に
な
り
雨
乞
い
行
事
の
際
に
使

わ
れ
て
い
た
50
。⑥
高
桑
八
幡
社（
柳
津
町
高
桑
）に
あ
っ
た
雨
乞

い
石（
今
は
善
覚
寺
に
在
る
）に
水
を
掛
け
る
と
雨
が
降
っ
た
51
。

⑦
宝
暦
の
頃
、瑞
浪
市
陶
町
水
上
の
竜
王
さ
ま（
大
岩
）に
雨
乞

い
す
る
と
、白
蛇
が
現
れ
雨
が
降
っ
た
110
。⑧
素
盞
鳴
神
社（
瑞
穂

市
森
）の
お
宮
の
鳥
居
の
西
側
に
あ
る
竜
神
の
石
は
大
水
の
時
に

流
れ
て
き
た
石
で
、転
が
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、石
を
裏
返

し
た
り
水
を
掛
け
た
り
し
て
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
70
。

な
お
、対
に
な
っ
た
石
と
し
て
、⑨
木
曽
の
桟（
木
曽
郡
上
松
町
）

左
岸
の
階
段
下
に
あ
る
男
岩
と
そ
の
下
流
の
女
岩
は
、子
宝
石
で

あ
り
、雨
乞
い
石
で
も
あ
り
202
、⑩
郡
上
市
八
幡
町
島
谷
の
お
天
気

岩
・
雨
降
り
岩（
男
岩
女
岩
）は
、一
方
に
登
る
と
雨
が
降
り
、ま
た

一
方
で
は
晴
れ
る
石
で
あ
っ
た
が
、今
は
片
方
だ
け
と
な
っ
た
237
。

４‒

５　

神
社
か
ら
物
を
借
り
て
雨
乞
い　

神
社
か
ら
種
々
の
物
を
借
り
て
雨
乞
い
に
使
用
し
た
。①
貞
享

元（
一
六
八
四
）年
の
日
照
り
の
時
、八
幡
神
社（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）の
旗（
雨
乞
い
旗
）を
持
ち
出
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、

雨
乞
い
に
旗
を
使
用
し
51
、②
笠
置
山
大
権
現（
別
名
大
御
鎌
様
）

を
祀
る
山
頂
の
笠
置
神
社（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
鎌
を
借
り
て
雨

乞
い
を
行
い
214
、③
北
桑
名
神
社（
三
重
県
桑
名
市
堤
原
）に
合
祀

さ
れ
た
佐
之
富
神
社
の
宝
物
で
あ
る
硯
を
摺
っ
て
雨
乞
い
を
し
て

い
た
55
。

４‒

６　

願
い
が
叶
っ
た
礼
に
雨
を
降
ら
す　

取
矢
神
社（
山
県
市
大
桑
）

境
内
の
池
に
烏
蛇
と
白
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。歳
を
経
て
白
蛇

が
昇
天
す
る
の
を
烏
蛇
が
蛇

魔
す
る
た
め
、あ
る
人
の
夢
に

白
蛇
が
現
れ
烏
蛇
を
殺
さ
せ

た
。こ
の
社
は
白
蛇
の
効
力
で

雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
299
。②

庄
屋
は
雨
乞
い
に
権
現
山（
各

務
原
市
と
岐
阜
市
に
ま
た
が

る
三
一
七
m
）へ
行
き
、大
き

多度大社の本宮（左）と別宮（右）の一目連神社。
欄干の下は落葉川

千代清水（長刀清水）

column
﹇
雨
乞
い
と
絵
馬
﹈

　
京
都
市
左
京
区
の
貴
船
神
社
で
は
、平
安
時
代
、「
祈
雨

の
儀（
雨
乞
い
）」と
し
て
本
物
の
生
馬
・
黒
毛
の
馬
を
御
神

前
に
捧
げ
て
祈
願
し
、一
方
、「
雨
止
め
」に
は
晴
天
の
象
徴

と
し
て
白
毛
の
馬
、ま
た
は
太
陽
を
示
す
赤
毛
の
馬
が
奉

ら
れ
た
。

　
し
か
し
、時
に
は
生
馬
に
換
え
て
簡
略
化
さ
れ
た「
板
立

馬（
板
に
馬
の
絵
を
描
い
た
も
の
）」が
奉
納
さ
れ
、こ
の

「
板
立
馬
」が
今
日
の「
絵
馬
」の
原
形
と
言
わ
れ
る
。

　
絵
馬
は
鎌
倉
時
代
以
降
に
一
般
に
広
ま
り
、当
初
の
馬

の
絵
以
外
に
、種
々
の
願
い
事
や
そ
れ
が
叶
っ
た
感
謝
を
表

現
す
る
絵
馬
が
社
寺
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

上
松
町
小
川
）で
雨
乞
い

を
し
た
帰
り
に
白
蛇
に
遭

い
、雨
を
降
ら
し
た
ら
娘

を
や
る
と
約
束
し
た
。娘

は
白
蛇
と
結
婚
し
、親
が

池
に
行
く
と
機
の
音
が
聞

こ
え
た
202
。

「
椀
貸
し
伝
説
」に
類

似
し
た
話
と
し
て
、⑩
蛇

穴
鍾
乳
洞（
郡
上
市
和
良

町
野
尻
）の
清
水
の
湧
き

出
る
穴
に
棲
む
乙
姫
は
椀

や
鼓
を
貸
し
た
が
、村
人

は
借
り
た
鼓
を
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、竜
は
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
、日
照
り
の
際
に
穴
に
雨
乞
い
を
し
て
も
竜
は
居
な
く
、

願
い
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
47
。

さ
ら
に
、「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」と「
椀
貸
し
伝
説
」の
合
体
型
と
し

て
、⑪
犬
山
市
今
井
喜
八
洞
で
、下
の
池
か
ら
水
の
無
い
上
の
田
に

水
を
掛
け
る
と
言
う
坊
主
に
、出
来
た
ら
七
人
娘
の
一
人
を
あ
げ

る
約
束
を
し
た
。水
が
掛
り
、嫁
ぐ
こ
と
を
了
承
し
た
娘
が
居
な
く

な
っ
て
か
ら
一
三
日
目
に
機
織
り
を
取
り
に
来
て
、龍
宮
に
棲
ん
で

い
る
の
で
、欲
し
い
も
の
を
紙
に
書
い
て
池（
竜
宮
池
）に
沈
め
れ
ば

何
で
も
叶
え
る
と
約
束
し
た
。あ
る
時
お
椀
を
借
り
た
が
一
つ
返
さ

な
か
っ
た
の
で
、以
後
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
208
。

４‒

７　

雨
乞
い
踊
り　

①
伊
自
良
の
雨
乞
い
・「
伊
自
良
十
六
拍
子
」は
約
三
〇
〇
年
以
上

前
か
ら
始
ま
り
、各
地
区
で
氏
神
様
に
願
っ
て
も
効
が
無
い
と
、代
表

者
が
多
度
で
御
幣
を
頂
く
。こ
れ
で
ダ
メ
な
ら
、各
地
区
の
村
人
が

釜
ヶ
谷
山
頂
に
集
ま
っ
て
各
地
区
毎
に
刈
っ
た
柴
で
の「
千
杷
焼
き

（
焚
き
）」を
行
い
、最
後
に
は
、長
さ
五
間（
九
m
）、胴
回
り
四
尺
五

寸（
一・
四
m
）の
竹
細
工
の
雌
雄
二
尾
の
龍
を
造
り
、伊
自
良
川
沿
い

に
釜
ヶ
谷
に
登
り
、「
龍
廻
し（
地

名
）」で「
雨
乞
い
の
龍
廻
し
」を

行
っ
た
207
。

龍
神
が
棲
む
と
伝
わ
る
古
賀
ヶ

池（
揖
斐
川
町
の
小
島
山
の
尾
根

に
あ
る
池
）は
三
反
歩（
＝
約
三
〇

〇
〇
㎡
、今
は
水
溜
り
）あ
り
、揖

斐
川
町
三
倉
の
人
々
に
大
切
な
池

で
、多
く
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

②
古
賀
ヶ
池
の
大
蛇
に
愛
犬
を

食
わ
れ
た
猟
師
が
、仇
討
ち
に
大

蛇
に
鉄
砲
玉
を
当
て
た
が
白
樫
村

の
氏
神
様
に
撃
つ
の
を
諭
さ
れ
、

大
蛇
に
も
良
薬
を
渡
し
た
。龍
神

が
雨
を
降
ら
せ
た
お
礼
に
、白
樫

神
社（
揖
斐
川
町
白
樫
）で
白
樫

踊
り（
敬
老
の
日
、九
月
の
第
三
月

曜
）が
奉
納
さ
れ
224
。③
揖
斐
川

町
三
倉
の
奥
の
落
平
に
一
本
の

「
踊
り
松
」が
生
え
て
お
り
、こ
の

地
は
遠
く
に
古
賀
ヶ
池
を
望
み
、

雨
乞
い
踊
り
を
奉
納
す
る
神
聖
な

所
で
あ
り
54（
池
の
畔
の
神
社
が

崩
れ
果
て
て
い
た
た
め
、昭
和
六

〇
年
に
龍
神
神
社
を
建
て
再
び

祀
っ
て
い
る
。）、ま
た
、揖
斐
川
町

三
倉
で
は
三
倉
の
雨
乞
い
踊
り

（
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）

も
行
わ
れ
て
い
る
。

④
白
山
神
社（
関
市
西
本
郷

町
）で
雨
乞
い
踊
り
を
行
い
、満
願

に
吉
田
踊
り
と
し
て
、洲
原
神
社

き
出
て
い
た
244
。⑥
揖
斐
川
電
工
神
ヶ
岳
ダ
ム
下
流
数
百
ｍ
の
坂

内
川
左
岸
の
割
れ
た
巨
岩（
髪
結
い
岩
）は
、夜
叉
姫
が
池
に
登
る

途
中
、洗
っ
た
髪
を
結
い
直
し
た
所
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
244
。

な
お
、昔
は
岩
に
隙
間
は
あ
っ
た
が
二
つ
に
割
れ
て
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

7
．K
I
S
S
O
の
雨
乞
い
伝
説一三
編

雨
乞
い
伝
説
は
、水
を
望
む
村
人
が
湧
き
出
る
清
水
を
見
つ
け

た「
郡
上
谷（
二
三
号
）」111
と
水
を
浪
費
し
て
い
た
長
者
が
豪
雨
で

流
さ
れ
た「
お
こ
ひ
と
寒
八（
七
六
号
）」68
の
二
話
を「
貴
重
な
水

を
希
求
す
る
」雨
乞
い
伝
説
の
一
種
と
し
て
加
え
る
と
、掲
載
さ
れ

た
話
は
一
三
編
で
あ
る
。

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
話
は
、龍
神
が
住
む
井
戸
を

汚
し
て
大
雨
に
襲
わ
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」122
、穴
に
石

を
投
げ
込
ん
で
竜
神
を
怒
ら
せ
た「
美
山
の
雨
乞
い（
六
一
号
）」

291
、池
の
掃
除
を
し
て
雨
が
降
る「
城
山
の
白
狐（
六
九
号
）」125
、さ

ら
に
、淵
で
フ
ン
ド
シ
を
洗
っ
た
た
め
湧
き
出
し
て
い
た
水
源
が
逃

げ
出
し
た「
滝
壺
の
柳
の
老
木（
一
九
号
）」127
の
四
編
で
あ
る
。

龍
神
へ
貢
物
を
し
て
雨
を
望
む
話
は
、池
の
龍
神
に
娘
を
差
し

出
す「
田
代
池
の
竜
神
伝
説（
二
〇
号
）」23
と
馬
や
牛
を
貢
ぐ「
お

が
せ
池
の
宝
刀（
三
七
号
）」24
の
二
編
で
あ
る
。

そ
の
他
と
し
て
、白
髪
の
老
人
に
姿
を
変
え
た
氏
神
大
明
神
が

水
争
い
を
止
め
る
よ
う
に
里
人
に
諭
し
た「
明
神
の
お
い
か
り（
一

五
号
）」233
、弘
法
大
師
か
雨
乞
い
の
龍
を
造
っ
た「
雨
乞
い
の
龍

（
三
三
号
）」1
、多
度
大
社
に
詣
で
て
雨
が
降
る「
庄
屋
様
の
雨
乞

い
神
事（
五
三
号
）」137
、流
れ
着
い
た
木
製
の
竜
の
首
に
胴
を
付
け

て
雨
が
降
る「
大
浦
の
蛇（
六
三
号
）」98
が
あ
る
。

ま
た
、雨
乞
い
を
し
な
い
珍
し
い
話「
竜
の
怒
り
で
大
洪
水（
三

四
号
）」53
と
し
て
、郡
上
市
八
幡
町
五
町
で
は
諏
訪
神
社（
現
神

明
神
社
に
合
祀
）に
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
が
、豪
雨
が
幾
日
も
続

き
、田
畑
が
水
没
の
難
に
あ
っ
た
た
め
、「
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で

雨
乞
い
は
し
な
い
」と
神
に
約
束
し
、以
来
、五
町
は
ど
ん
な
に
日

照
り
に
な
っ
て
も
、雨
乞
い
は
し
な
い
と
伝
わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、

飛
騨
地
方
に
は
、「
雷
様
に
会
い
に
天
に
行
き
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降

り
過
ぎ
て
家
も
み
な
流
さ
れ
て
し
ま
い
、先
祖
の
墓
だ
け
残
っ
た
」

夢
の
話
105
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

8
．雨
壺
伝
説

「
雨
壺
」は
清
い
泉
や
井
戸
で
の
竜
王
の
棲
み
か
と
い
わ
れ
、雨

乞
い
の
対
象
で
あ
っ
た
。

美
濃
市
須
原
の
洲
原
神
社
51
の
裏
山
に
創
建
者
泰
澄
が
雨
壺

を
掘
っ
て
お
り
、桑
名
市
下
深
谷
部
の
雨
尾
山
飛
鳥
寺
に
は
古
陶

の
壺
の
水
を
滴
ら
せ
る
と
雨
が
降
っ
た
と
伝
わ
る
壺「
雨
壺
」55
が

有
っ
た
が
、信
長
の
兵
火
に
遭
い
今
は
無
い
。

さ
ら
に
、江
南
市
小
折
町
の
生

駒
氏
の
氏
神
龍
神
社
241
の「
雨
壺

池
」は
八
大
龍
王
を
祀
っ
て
お

り
、雨
壺
池
を
浚
っ
て
般
若
心
経

を
唱
え
る
と
、雨
が
降
る
、と
至

徳
年
間（
一
三
八
四
〜
八
七
）以

来
の
伝
承
で
あ
る
。し
か
し
、雨

が
降
ら
な
い
と
次
に
、東
南
に
約

二
〇
〇
m
の
久
昌
寺
の
住
職
に

雨
乞
い
を
依
頼
す
る
。方
丈
は
寺

宝「
大
蛇
の
鱗（
龍
鱗
）」を
奉
持

し
て
祈
願
す
る
と
、忽
ち
に
龍
神

社
の
空
に
雲
龍
が
あ
ら
わ
れ
て
雨
が
降
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
241
。明
治
二
六（
一
八
九
三
）年
八
月
、明
治
四
三
年
に
は
村
民
一

同
が
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
大
雨
が
降
り
農
作
物
が
よ
み
が
え
っ
た

報
告
が
あ
る
。

9
．K
I
S
S
O
の
雨
壺
さ
ん
三
編

　
「
ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
（
三
一
号
）」
273
は
「
五
輪
塔
の
最
上
段
の
形
」

の
石
で
あ
り
、
木
曽
川
に
い
れ
る
と
雨
が
降
り
、
降
り
す
ぎ
る
と

石
を
拾
い
上
げ
る
。
な
お
、
五
輪
塔
の
頭
部
を
ご
神
体
と
し
た
昔

話
に
「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」
25
が
あ
る
。
流
れ
て
き
た
「
ピ
カ
ピ
カ

光
る
も
の
」
を
「
雨
神
」
と
し
て
「
八
竜
大
王
」
と
名
付
け
て
小

さ
な
社
（
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
）
で
祀
っ
た
。
そ
の
後
の
洪

水
で
こ
の
「
八
竜
大
王
」
が
流
失
し
た
の
で
、
石
塔
の
五
輪
の
頭

を
ご
神
体
と
し
て
祀
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
雷
伝
説
の
1
・ 

雷

と
の
約
束
の
⑥
参
照
）。

　
「
雨
壺
さ
ん
（
七
四
号
）」
251
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
関
ヶ
原

町
今
須
の
「
雨
壺
神
社
」
の
祭
神
は
竜
王
神
で
、
今
須
山
中
に

神
木
と
水
が
溜
ま
る
穴
「
雨
壺
さ
ん
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

今
須
の
商
人
が 

「
犬
の
尾
越
」（
現
谷
畑
）
で
下
多
良
の
「
雨
が
池
」

の
大
蛇
に
頼
ま
れ
、
今
須
に
連
れ
て
い
き
、
今
須
の
雨
壺
に
住
ま

わ
せ
た
。
大
蛇
は
雨
壺
と
「
雨
が
池
」
を
た
ま
に
往
復
し
、
こ
の

二
つ
は
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
37
。

　

今
須
の
「
雨
壺
さ
ん
」
へ
は
米
原
市
の
大
野
木
や
柏
原
な
ど
か

ら
雨
乞
い
祈
願
に
行
っ
て
い
る
が
、他
の
雨
壺
と
し
て
、霊
仙
山
（
一

〇
九
四
m
）
の
黒
谷
の
源
流
部
の
岩
の
下
か
ら
の
湧
水
（
雨
壺
）

や
柏
原
の
水
竜
山
に
も
八
大
竜
王
を
祀
る
雨
壺
が
あ
る
。

　
「
雨
池
（
九
二
号
）」
274
は
、
東
白
川
村
の
濃
飛
バ
ス
停
「
大

明
神
口
」
側
の
民
家
の
庭
に
あ
る
。
付
近
の
人
の
話
で
は
、
直
径

一
m
ほ
ど
の
大
き
さ
の
池
で
、
冬
は
暖
か
く
夏
は
冷
た
く
美
味
し

い
水
が
出
て
い
た
が
、
家
を
建
て
る
際
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
、
現
在
池
の
上
は
蓋
が
し
て
あ
る
。

　

こ
の
「
雨
池
」
も
前
述
の
「
雨
壺
池
」
と
同
様
、「
池
浚
い
」

で
池
の
神
を
怒
ら
せ
る
と
、
雨
が
降
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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56

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説
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に
行
き
、蛇
が
瓢
箪
を
沈
め
る
の
に

疲
れ
た
時
に
針
を
打
ち
込
ん
で
退

治
し
し
て
い
る
51
。同
様
の
話
が
、大

野
郡
清
見
村
、大
野
郡
丹
生
川
村
、

郡
上
郡
大
和
町
上
栗
巣
や
郡
上
郡

大
和
母
袋
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
92
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
の
場
所
は
川
沿
い

に
多
く
あ
る
が
、以
下
に
数
ヶ
所
を

下
流
か
ら
順
に
列
記
す
る
と
、①
夜

叉
ヶ
池
の
大
蛇
に
嫁
い
だ
娘
の
父
親

を
殺
す
た
め
に
、そ
の
大
蛇
の
本
妻
が
八
丈
岩（
揖
斐
川
町
長
良
）

の
下
の
穴
に
棲
み
つ
い
た
。父
も
そ
の
子
孫
も
夜
叉
ヶ
池
に
雨
乞
い

に
行
く
と
き
こ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
11
と
か
、②
本
妻
が
里
帰
り
す

る
娘
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
岩
を
転
が
し
た
が
、岩
は
現
在
地
に
と

ど
ま
り
、そ
れ
以
降
、岩
の
下
の
穴
に
棲
ん
で
い
る
209
と
伝
わ
る
。③

夜
叉
姫
が
夜
叉
ヶ
池
へ

行
く
途
中
で
機
を
織
り

上
げ
た「
は
た
ご
岩
」（
揖

斐
郡
揖
斐
川
町
東
横

山
）が
横
山
ダ
ム
左
岸

下
流
側
に
あ
り
、側
に
夜

叉
龍
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
。岩
の
上
に
女
性
が
上
る
と
雨
が

降
る
と
い
わ
れ
た
278
。な
お
、は
た
ご

岩
は
こ
の
他
に
、坂
内
広
瀬
と
坂
内

川
上
の
二
ヶ
所
も
あ
る
よ
う
だ
。

④
大
草
履（
地
名
）の
旧
道
深
瀬

橋
上
流
の「
魚
頭
」は
、坂
内
川
の
魚

た
ち
が
夜
叉
姫
と
龍
神
を
歓
迎
し

た
岩
244
で
、⑤
夜
叉
姫
と
龍
神
が
佐

中
の
家
で
泊
ま
っ
た
翌
日
、前
夜
ま

で
な
か
っ
た
清
水（
佐
中
清
水
）が
湧

「
夜
叉
ヶ
池
」を
発
表
し
、広
く
世

間
に
知
ら
れ
た
。な
お
、安
八
太

夫
の
娘
で
な
く
、③
源
義
朝
の
側

室
延
寿（
大
垣
市
青
墓
町
の
大
炊

長
者
の
娘
）が
生
ん
だ
夜
叉
姫

が
、源
氏
一
族
の
惨
劇
を
嘆
い
て

杭
瀬
川（
今
の
揖
斐
川
）に
身
を

投
げ
、魂
が
川
を
遡
り
、姫
の
名

が
付
い
た
夜
叉
ヶ
池
に
棲
み
つ
い

た
16
、と
も
伝
わ
る
。

ま
た
、夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
に
つ

い
て
、④
池
太
沢（
揖
斐
川
町
東
杉
原
）と
い
う
池
に
住
ん
で
い
た

大
蛇
が
竜
巻
に
乗
っ
て
西
杉
原
の
赤
池
に
舞
い
降
り
て
休
ん
だ
後
、

再
度
嵐
に
乗
っ
て
川
尻
ま
で
行
き
、さ
ら
に
川
を
遡
っ
て
夜
叉
ヶ
池

に
入
っ
た
か
ら
、池
太
沢
と
夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
は
親
戚
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
278
。

近
世
初
期
頃
か
ら
実
録
随
筆
の
書
に
収
載
さ
れ
た
夜
叉
ヶ
池
伝

説
は
弘
仁
八（
八
一
七
）年
あ
る
い
は
承
和
・
嘉
祥
の
頃（
八
三
四
〜

八
五
〇
）に
発
生
し
た
大
旱
魃
を
題
材
と
し
て
お
り
、⑤
正
保
四

（
一
六
四
七
）年
に
大
垣
初
代
藩
主
戸
田
氏
鉄
は
夜
叉
龍
神
社
を

西
濃
の
水
神
と
し
て
祀
り
、そ
の

守
職
を
長
昌
寺（
坂
内
川
上
）に

委
託
し
た
129
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、蛇
婿
入
り

説
話（
水
乞
い
・
嫁
入
り
型
）に
分

類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、飛
騨
に

は
よ
く
似
た「
姥
が
池
伝
説
」が

あ
る
。例
え
ば
、⑥
高
山
市
上
枝

地
区（
川
上
郷
）で
は
、田
に
水
を

入
れ
て
く
れ
た
ら
娘
を
や
る
と

蛇
と
約
束
し
、三
人
娘
の
末
娘
が

瓢
箪
と
針
を
持
っ
て
大
蛇
と
池

い
、雨
乞
い
は
し
な
か
っ
た
131
。

大
野
町
で
少
し
変
わ
っ
た
雨
乞
い
と
し

て
、⑫
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富（
旧
三
田
畑
）

の
堤
防
に
祀
ら
れ
た
流
れ
地
蔵
に
雨
を
頼

ん
だ
ら
降
っ
た
。こ
れ
以
降「
水
く
れ
地
蔵

さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
、雨
が
欲
し
い
時
は
、地

蔵
の
頭
か
ら
足
ま
で
水
で
よ
く
洗
っ
て
お
願

い
し
た
18
。

ま
た
、⑬
揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
の
八
木

地
区
で
は
、明
治
二
九（
一
八
九
六
）年
の
大

水
で
唯
一
残
っ
た
八
木
文
楽（
人
形
芝
居
）の

蛇
幕
は
、芝
居
で
お
宮
の
境
内
に
張
る
と
雨

が
降
る
と
伝
え
ら
れ
、現
在
は
大
野
町
民
俗

資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
131
。

6
．夜
叉
ヶ
池
伝
説

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、①
現
安
八
郡
神
戸
町
の
長
者
安
八
太
夫
が
、

雨
を
降
ら
し
た
約
束
に
娘
を
蛇（
龍
神
）に
嫁
が
せ
、龍
神
と
娘
は
夜

叉
ヶ
池
に
棲
み
、人
々
の
雨
乞
い
の
願
い
を
叶
え
る
伝
説
で
あ
る
119
。

な
お
、こ
の
話
の
他
に
、②
安
八
太
夫
が
日
吉
神
社
で
の
雨
乞
い
満

願
の
日
に
現
れ
た
夜
叉
ヶ
池
の
龍

神
に
娘
を
嫁
に
す
る
約
束
を
し
、

龍
に
嫁
ぐ
夜
叉
姫
の
た
め
に
子
安

地
蔵
菩
薩
を
江
戸
末
期
の
神
戸

町
丈
六
道
に
あ
っ
た
宝
蔵
院
に

祀
っ
た
話
56
も
あ
る
。

大
正
二（
一
九
一
三
）年
に
泉

鏡
花
が
福
井
県
内
の
、同
三
年
に

大
橋
青
波
が
美
濃
側
の
夜
叉
ヶ

池
伝
説
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
戯
曲

崖
錐
上
の
集
落
で
の
雨
乞
い
は

以
下
の
よ
う
に
山
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。①
来
振
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
稲
富
）の
雨
乞
い
は
、雨

乞
い
踊
り
の
後
に
、白
山（
石
灰
採

取
で
消
滅
）の
山
腹
に
松
明
で

「
水
」の
文
字
を
書
い
て
火
を
点
け

る
。降
ら
な
い
と
来
振
寺
の
住
職

が
祈
祷
し
た
り
、夜
叉
ヶ
池
や
多

度
山
な
ど
に
も
雨
乞
い
参
り
を
し

た
131
。②
野
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
野
）か
ら
区
民
が
権
現
山

（
揖
斐
郡
大
野
町
牛
洞
）山
頂
ま
で
松
明
を
焚
い
て
登
り
、山
頂
で

祈
願
し
た
131
。③
大
野
町
牛
洞
地
区
で
は
鐘
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

し
な
が
ら
、村
内
の
神
社
に
お
参
り
し
、権
現
山
に
集
ま
る
18
。「
牛

洞
の
雨
乞
い
踊
り
」は
大
野
町
の
文
化
財
で
あ
る
。

一
方
、い
わ
ゆ
る
平
地
で
は
、④
大
野
町
古
川
地
区（
来
振
の
南
）

で
は
神
社
境
内
や
溜
池
の
堤
に
持
ち
寄
っ
た
枝
の
束
を
積
み
上
げ

て
燃
や
し
131
、⑤
大
野
寺
内
地
区（
古
川
の
西
）で
は
平
成
六
年
八

月
に
も
持
ち
寄
っ
た
藁
を
墓
地
で
燃
や
し
131
、⑥
大
野
町
大
野
地

区（
三
水
川
沿
い
）で
は
区
長
か
ら
の
触
れ
で
家
毎
に
柴
を
北
野
神

社（
揖
斐
郡
大
野
町
大
野
）に
持
ち
寄
り
御
祈
祷
の
後
に
燃
や
し

131
、⑦
大
野
町
相
羽
地
区（
大
野
の
南
）で
は
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
相
羽
）で
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
麦
殻
を
燃
や
し
て
雨
乞

い
131
を
し
、⑧
大
野
町
小
衣
斐
地
区（
相
羽
の
西
）で
は
村
が
主
体

と
な
り
春
日
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
小
衣
斐
）で
神
主
に
祝
詞
を

挙
げ
て
貰
い
131
、⑨
大
野
町
下
方
地
区
で
は
松
明
を
焚
い
て
根
尾

川
右
岸
堤
防
上
を
日
吉
神
社（
根
尾
川
左
岸
、下
方
字
上
池
）東
ま

で
行
き
、河
原
で
雨
乞
い
を
し
て
い
た
131
。

な
お
、大
野
町
で
は
雨
乞
い
で
は
な
く
日
和
乞
い（
お
天
気
乞

い
）も
行
わ
れ
て
い
た
。⑩
大
野
町
瀬
古
地
区（
小
衣
斐
の
西
北
）で

は
、五
〇
年
前
ま
で
、諏
訪
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
）拝
殿
で

日
和
乞
い
を
行
い
131
、⑪
隣
の
本
庄
よ
り
一
〜
二
ｍ
低
い
氾
濫
盆

地
低
地
の
大
野
町
下
磯
で
も
、雨
降
り
が
続
く
と
、日
和
乞
い
を
行

は
同
日
に
熊
野
神
社（
美
並
町
山
田
）で
雨
乞
い
を
行
い
、雨
が
降

ら
な
い
場
合
は
、裏
山
の
御
手
洗
池
を
浚
っ
た
287
。⑦
鹿
島
神
社

（
郡
上
市
美
並
町
三
戸
）で
は
、お
神
輿
に
大
鍬
大
明
神
を
奉
じ
て

福
野
坂
の
下
の「
淡
の
倉
の
淵
」ま
で
行
列
し
、こ
の
淵
で
若
者
が
泳

ぎ
、行
列
は
神
社
に
戻
り
、雨
が
降
る
ま
で
籠
る
。明
治
期
末
ま
で

行
わ
れ
、雨
の
降
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
237
。

5‒

3　

揖
斐
郡
大
野
町　

揖
斐
郡
大
野
町
は
、東
西
約
五
・
八
㎞
、南
北
約
一
一・
七
㎞
で
、

北
部
は
山
地
で
、西
の
揖
斐
川
と
東
の
根
尾
川
が
合
流
点
す
る
逆

三
角
形
で
、揖
斐
川
と
根
尾
川
の
各
扇
状
地
が
中
央
部
へ
進
延
し
、

中
央
部
を
流
れ
る
三
水
川
沿
い
に
氾
濫
盆
地
低
地
と
な
っ
て
い
る
。

（
美
濃
市
須
原
）ま
で
礼
踊
り
を
行
う
289
。⑤
江
戸
末
期
か
ら
昭
和

初
め
ま
で
は
、常
法
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
）の
庭
で
雨
乞

い
踊
り
を
奉
納
し
た
後
、笙
ヶ
岳（
九
〇
八
m
）の
竜
を
怒
ら
せ
る

た
め
髪
の
毛
を
燃
や
し
て
、一
之
瀬
と
和
田
の
境
の
尾
根
を
登
っ
た

先
の
三
ツ
岩
へ
願
掛
け
に
出
か
け
た
37
。

5
．各
地
の
雨
乞
い

美
濃
市
上
有
知
、郡
上
市
、揖
斐
郡
大
野
町
で
の
雨
乞
い
に
つ
い

て
以
下
に
触
れ
よ
う
。

5‒

1　

美
濃
市
美
濃
町　

雨
乞
い
行
事
は
三
段
階
で
行
わ
れ
た
。ま
ず
は
（1）
三
社
百
燈
奉

献（
八
幡
社
、熊
野
社
、神
宮
社
に
灯
明
を
百
燈
献
じ
る
）、効
果
が

無
い
と
（2）
七
社
千
度
参
り（
上
記
三
社
に
四
社
を
加
え
、一
社
に
つ

い
て
合
計
千
度
に
な
る
よ
う
に
参
加
者
が
拝
む
）、さ
ら
に
効
果
が

無
い
と
雨
に
因
ん
だ
造
り
物
を
造
り
、（3）
町
騒
ぎ
で
街
中
を
練
り

歩
く
。こ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
、再
び
四
回
目
と
し
て
（1）
の
三

社
百
燈
奉
献
か
ら
繰
り
返
す
。

嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
は
、六
月
八
日
〜
七
月
二
三
日
ま
で

に
計
七
回
の
雨
乞
い
行
事
が
行
わ
れ
、七
月
二
三
日
の
三
回
目
の

町
騒
ぎ
で
は
、お
姫
井
戸
浚
い
も
行
わ
れ
た
が
、雨
は
前
日
の
夜

一
〇
時
頃
か
ら
当
日
朝
に
か
け
て
降
っ
た
289
。

5‒

2　

郡
上
市
美
並
町　

雨
乞
い
行
事
は
集
落
毎
に
異
な
っ
て
い
る
が
、各
集
落
は
竜
神
を

怒
ら
せ
る
手
法
を
よ
く
用
い
た
。つ
ま
り
、①
美
並
村
大
矢
元（
現

美
並
町
白
山
）で
は
天
神
様（
天
吹
天
神
）境
内
の
御
手
洗
に
石
を

投
げ
込
み
287
、②
美
並
村
苅
安（
現
美
並
町
白
山
）で
は
福
の
坂
の

下
の「
淡
の
倉
の
淵
」で
松
明
を
持
っ
て
泳
ぎ
287
、③
上
苅
安（
現
美

並
町
白
山
）で
は
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫
滝
の
滝
壺
を
浚
え

287
、④
大
矢（
美
並
町
高
砂
）で
は
粥
川
の
星
宮
神
社
ま
で
大
神
楽

を
打
っ
て
行
き
、矢
納
ヶ
淵
へ
飛
び
込
み
287
、⑤
粥
川
地
区
で
は
矢

納
が
淵
に
鬼
面
を
沈
め
237
、⑥
美
並
町
の
杉
原
と
赤
池
の
両
地
区

な
岩（
二
ッ
岩
）の
前
で
自
分

の
身
を
捧
げ
る
の
で
雨
を
と

祈
る
と
、雨
が
降
っ
た
が
、雷

と
共
に
庄
屋
は
消
え
、岩
は

二
つ
に
割
れ
て
い
た
222
。③
印

食
の
蛇
池（
羽
島
郡
岐
南
町
）

の
岸
で
若
い
娘
が
見
知
ら
ぬ

男
か
ら
預
か
っ
た
手
紙
を
返

し
に
池
に
戻
り
居
な
く
な
っ

た
。翌
朝
そ
の
場
所
に
父
親

宛
て
の
手
紙
が
あ
り
、「
日
照

り
の
時
は
帯
流
せ
。長
雨
降
っ
た
ら
紅
投
げ
よ
」と
あ
っ
た
118
。④
親

孝
行
な
若
者
が
野
良
仕
事
で
誤
っ
て
大
蛇
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。大

蛇
は
、お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
か
ら
、亡
骸
を
舟
伏
山（
二
六
二

ｍ
、岐
阜
市
日
野
）に
葬
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。以
後
こ
の
葬
っ
た
蛇

首
塚
で
雨
乞
い
を
行
っ
た
51
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
で
、雷
の

子
が
落
ち
て
き
て
一
緒
に
暮
し
て
い
た
。親
と
共
に
帰
っ
た
が
、必

要
な
時
に
は
お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
っ
た
50
。

洗
濯
の
水
さ
え
も
貴
重
で
あ
っ
た
話
と
し
て
、⑥
各
務
原
市
須

衛
町
は
田
に
水
が
留
ま
り
に
く
い
土
地
だ
っ
た
。干
ば
つ
の
折
、大

切
な
水
を
洗
濯
に
使
わ
な
か
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。そ
れ
以
来
、雨

乞
い
の
時
は
洗
濯
を
し
な
い
25
。⑦
加
茂
郡
八
百
津
町
の
あ
る
妻

は
、洗
濯
し
な
い
な
ら
ば
雨
を
降
ら
す
と
の
神
託
を
知
ら
さ
れ
ず

に
洗
濯
を
し
た
。妻
は
命
と
引
き
換
え
に
雨
を
願
っ
て
池
に
身
を

投
げ
て
雨
が
降
り
、妻
は
大
蛇
に
な
り
天
に
昇
っ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
た
47
。

な
お
、雨
乞
い
伝
説
で
よ
く
知
ら
れ
た「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」に
極

め
て
類
似
し
た
話
と
し
て
、⑧
若
者
が
土
岐
市
土
岐
津
町
の
庄
屋

の
娘
を
貸
し
て
く
れ
た
ら
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
い
、娘
と
若
者
は

樫
の
木
の
穴
に
消
え
て
、雨
が
降
っ
た
。穴
を
覗
か
れ
た
竜
は
怒
っ

て
娘
と
と
も
の
天
に
昇
っ
た
。樫
の
木
の
あ
っ
た
場
所
に
社
を
建

て
、こ
こ
に
願
う
と
雨
が
降
り
83
、ま
た
、⑨
駒
ヶ
岳
神
社（
木
曽
郡

て
石
と
な
り
池
底
に
残
っ
た
218
、②
富
士
神
社（
下
呂
市
小
坂
町
湯

屋
）の
蔵
王
権
現
は
、雨
乞
い
の
効
果
の
な
か
っ
た
氏
神
を
川
に
流

す
と
川
を
遡
り
、落
合
に
流
れ
着
き
祀
ら
れ
、雨
乞
い
の
神
と
な
っ

た
20
。ま
た
、③
加
茂
郡
白
川
町
切
井
地
区
で
は
、村
の
山
か
ら
伐

り
出
し
た
太
い
神
木
に
御
幣
を
付
け
、機
織
り
淵
に
入
れ
た
神
木

が
伊
勢
神
宮
ま
で
流
れ
る
ほ
ど
の
大
雨
を
願
っ
た
123
。ま
た
、釣
鐘

や
ご
神
体
を
沈
め
る
の
で
は
な
く
、④
雨
乞
い
の
時
だ
け
、子
供
た

ち
は
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
倉
本
の
木

曽
川
の
中
に
あ
る
岩（
雨
乞
い
岩
）で

水
遊
び
を
し
、雨
乞
い
岩
を
怒
ら
せ
て

雨
を
降
ら
せ
た
202
。

と
こ
ろ
で
、雨
乞
い
祈
願
が
行
わ
れ

た
時
代
は
神
仏
混
淆
で
神
社
へ
も
寺

院
へ
も
願
い
に
行
っ
た
が
、一
方
、あ
る

特
定
の
神（
龍
神
、龍
王
等
）に
祈
願

を
掛
け
る
場
合
も
あ
る
。

４‒

２　

龍
や
蛇
に
願
う
雨
乞
い　

蛇
と
雨
の
話
は
極
め
て
多
く
、①
高
山
市
丹
生
川
町
池
之
俣
地

区
で
は
、集
落
か
ら
一
二
㎞
程
奥
の
土
樋
池（
烏
帽
子
岳
西
の
溶
岩

流
に
よ
る
堰
止
湖
）へ
登
り
、池
の
付
近
に
中
畑
市
之
助
氏
所
有
の

竜
の
掛
け
軸
を
掲
げ
て
祈
っ
た
269
。②
杣
ヶ
池（
高
山
市
高
根
町
日

和
田
高
原
）の
竜
神
に
祈
り
、池
の
水
を
一
升
樽
に
汲
み
村
を
流
れ

る
野
麦
川
に
流
す
と
雨
が
降
る
。お
礼
に
川
の
水
を
同
じ
量
、池
に

返
す
47
。ま
た
双
六
谷
の
黒
淵
と
大
丹
生
川
池（
高
山
市
丹
生
川

町
久
手)

が
霊
験
灼
か
な
雨
乞
い
場
所
で
あ
り
、③
黒
淵（
高
山
市

上
宝
町
双
六
谷
）に
棲
む
淵
の
主
・
黒
牛
は
烟
を
嫌
う
の
で
、雪
洞

に
蝋
燭
を
灯
し
て
淵
に
流
し
、水
の
底
か
ら
光
が
指
せ
ば
雨
乞
い

が
聞
き
届
け
ら
れ
104
、④
鐘
や
太
鼓
で
大
丹
生
川
池
ま
で
雨
を
祈

り
般
若
心
経
を
唱
え
た
104
。

山
県
市
で
は
、⑤
神
通
力
の
あ
る
蛇
が
棲
ん
で
い
る
長
平
山（
山

県
市
柿
野
）の
岩
か
ら
顔
を
出
す
と
日
照
り
で
も
雨
が
降
っ
た
。こ

一
方
、沈
め
た
ら
祟
り

が
起
き
た
話
と
し
て
、⑥

広
瀬
観
音（
高
山
市
国
府

町
広
瀬
町
）へ
の
信
仰
心

の
な
い
殿
様
の
時
に
日
照

り
に
な
り
、観
音
様
を
川

に
沈
め
た
ら
祟
り
が
お

き
た
。後
に
観
音
様
を
祀
り
直
し
た
ら
平
和
な
村
に
な
っ
た
59
。

（
４
）「
石
を
投
げ
入
れ
る
」　

①
雨
乞
い
淵（
雨
乞
い
淵
の
滝
。恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）に
石

を
投
げ
込
む
99
、②
喉
の
滝（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
。平
成
二
六

年
に
崖
の
崩
壊
で
湛
水
し
て
水
没
し
た
よ
う
で
あ
る
）に
石
を
投

げ
込
み
99
、③
飛
騨
市
古
川

町
高
野
の
米
俵
大
の
蛤
型

の
模
様
が
あ
る「
蛤
石
」を

淵
へ
沈
め
て
雨
を
願
い
51
、

④
高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾

で
は
乗
鞍
山
に
登
り
、石
を

池
に
投
げ
込
ん
だ
51
。

（
５
）「
面
を
流
す
」　

①
白
山
神
社（
旧
徳
山
村
本
郷
）で
は
、お
面
を
川
に
流
し
川
下

で
拾
っ
て
洗
っ
て
片
付
け
る
51
、②
物
部
神
社（
本
巣
市
上
真
桑
本

郷
）に
は
、面
流
し
の
雨
乞
い
神
事
に
使
わ
れ
た「
が
く
ら
の
面
」が

今
も
祀
ら
れ
て
い
る
51
。な
お
こ
の
面
は
、山
伏
が
享
保
三（
一
五
三

〇
）年
の
根
尾
川
大
洪
水
で
拾
い
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）「
そ
の
他
」　

①
昔
大
き
な
池
が
あ
っ
た
釜
が
淵（
下
呂
市
小
坂
町
赤
沼
田
）の

水
が
枯
れ
た
時
に
、池
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
姉
弟
が
大
事
に
し
て

い
た
釜
を
投
げ
入
れ
て
村
を
去
っ
た
後
、雨
が
降
っ
た
。釜
は
や
が

れ
83
、②
水
無
神
社（
高

山
市
一
之
宮
町
）の
弘
安

五（
一
二
八
二
）年
の
銘
の

あ
る
鐘
の
竜
頭
に
綱
を

付
け
、高
山
と
宮
村
の
境

の
宮
川
の「
わ
ん
ご
の
淵
」

に
沈
め
た
51（
鐘
は
廃
仏

毀
釈
で
破
却
さ
れ
た
）、③
宗
久
寺（
岐
阜
県
恵
那
市
東
野
）の
鐘

（
戦
争
で
供
出
さ
れ
て
無
く
な
っ
た
）を
東
野
向
島
の
オ
カ
ダ
ヶ
淵

に
沈
め
る
214
。な
お
、④
曼
荼
羅
寺（
江
南
市
前
飛
保
町
寺
町
）の

銅
鐘（
朝
鮮
鐘
）は
竜
宮
の
乙
姫
様
が
献
上
し
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
、こ
れ
を
本
尊
の
前
に
据
え
て
雨
乞
い
を
し
た
241
。

（
３
）「
御
神
体
を
沈
め
る
」

①
岸
剱
神
社（
郡
上
市
八
幡
町
柳
町
）の
ご
神
体
を
川
水
で
洗
っ

て
祈
る
237
、②
雨
乞
い
の
滝（
観
音
滝
。下
呂
市
小
坂
町
大
洞
）に
小

坂
町
赤
沼
田
の
観
音
を
滝
壺
に
入
れ
る
と
大
雨
に
な
る
51
、③
恵

那
市
長
島
町
中
野
槙
ヶ
根
の
お
不
動
様（
雨
乞
い
不
動
）を
永
田

川
に
架
か
る
中
野
橋（
長
島
町
中
野
）下
流
を
堰
き
止
め
て
沈
め

る
214
、④
中
廿
屋（
美
濃
加
茂
市
三
和
町
）の
小
川
の
ほ
と
り
に
祀

ら
れ
て
い
た
仏
像
・
ベ
ン
ズ
ル（
賓
頭
廬
）さ
ま
を
立
岩
の
龍
王
淵

に
沈
め
て
踊
る
288
、⑤
文
明
年
間（
一
四
六
九
〜
八
六
）、谷
汲
山
華

厳
寺
中
興
の
祖
・
道
破
十
穀
上
人
が
谷
川
の
水
で
身
を
清
め
、顔
に

化
粧
を
し
て
祈
願
し
て
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
因
み
、雨
乞
い
の
時
は

華
厳
寺
本
堂
の
回
廊
の
奥
に
祀
っ
て
あ
る
上
人
の
木
像
前
で
読
経

し
、紅
白
粉
で
お
化
粧
し

た
後
に
谷
川
に
投
げ
込

み
、飛
び
込
ん
だ
若
者
が

木
像
に
水
を
浴
び
せ
て

沈
め
た
り
し
た
後
、再
度

化
粧
を
し
て
雨
乞
い
祈

願
を
し
た
260
。

の
雨
乞
い
回
数
は
二
回（
三
三
%
）が
最
も
多
く
、次
が
三
回（
二

〇
％
）と
四
回（
一
三
％
）で
、そ
の
次
が
一
回
と
七
回
の
一
〇
％
で

あ
っ
た
。ま
た
、合
同
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
集
落
数
は
、八
ヶ
村
、

一
〇
ヶ
村
あ
る
い
は
一
七
ヶ
村
に
達
し
て
い
る
。

３
．多
度
大
社（
桑
名
市
多
度
町
）の
雨
乞
い

雨
乞
い
神
事
で
、斎
場
で
神
霊
が
宿
る
も
の
と
し
て
神
に
供
え
ら

れ
た
御
幣
は
祈
祷
料
と
希
望
降
水
量
の
多
少
で
金
幣
・
銀
幣
・
黒

幣
・
白
幣
の
四
種
類
か
ら
選
ば
れ
た
。金
幣
が
最
も
高
く
、黒
幣
が

昔
か
ら
一
番
多
く
行
わ
れ
た
。黒
幣
は
明
治
三
六（
一
九
〇
三
）年
に

金
七
円
五
〇
銭（
米
価
で
換
算
す
る
と
現
在
の
約
四
万
円
）、白
幣

は
黒
幣
の
効
力
の
半
分
で
、祈
祷
料
も
半
額
で
あ
っ
た
。神
事
の
後

に
神
職
か
ら
受
け
取
っ
た
神
札
は
、帰
路
の
途
中
で
手
を
放
す
と
そ

の
地
点
で
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
、自
村
ま
で
手
か
ら
離
さ
ず
に
持
ち

帰
っ
た
。

な
お
、片
目
が
潰
れ
た
龍
神
の
一
目
連（
又
は
ひ
と
つ
め
の
む
ら

じ
）と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
多
度
大
社
別
宮
の
祭
神
・
天
目
一
箇
命

は
、片
目
の
鍛
冶
の
神
で
、火
で
目
が
潰
れ
る
鍛
冶
職
人
を
象
徴
し

て
い
る
。一
方
、一
目
連
は
多
度
山
に
住
む
一
目
龍
で
あ
る
。水
神
・
龍

神
で
あ
る
一
目
連
は
雨
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、洪
水
を
止
め
る
力

を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

４
．雨
乞
い
行
事
の
種
類

雨
乞
い
行
事
と
し
て
は
、①
龍
神
を
怒
ら
せ
る（
池
・
沼
・
淵
の
水

を
か
き
回
す
、汚
物
を
洗
う
、鐘
沈
め
、地
蔵
沈
め
等
）、②
雨
乞
い

踊
り
・
太
鼓
踊
り
、雨
乞
い
大
般
若
・
念
仏
を
唱
え
る
、③
氏
神
に

三
日
三
晩
籠
る
参
籠
、④
山
上
で
火
を
焚
く
千
杷
焚
き
、⑤
聖
地

か
ら
神
水
を
貰
う
水
種
貰
い
等
多
く
の
種
類
が
あ
る
。さ
ら
に
変

わ
っ
た
行
事
と
し
て
、秋
田
・
福
岡
・
佐
賀
県
な
ど
で
は「
女
が
相
撲

を
と
る
と
雨
が
降
る
」と
い
う
言
い
伝
え
で
、雨
乞
い
の
た
め
に
女

相
撲
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

４‒

１　

 

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る

①「
お
姫
の
井
戸
五
〇
号
」122
で
は
、「
姫
の
井
戸
」を
汚
し
て
龍

神
の
お
姫
様
を
怒
ら
せ
、②
恵
那
市
武
並
町
竹
折
上
野
の
龍
宮
淵

は
汚
す
と
祟
り
が
あ
る
の
で
村
人
は
普
段
近
寄
ら
ず
、雨
乞
い
に

は
名
僧
の
衣
を
淵
に
投
げ
入
れ
て
い
た
214
。

以
下
に
、龍
神
を
怒
ら
せ
る
各
種
の
雨
乞
い
手
法
の
話
を
述
べ
る
。

（
１
）「
池
や
淵
の
水
を
浚
え
る
」

①
白
山
比
咩
神
社（
恵
那
市
山
岡

町
下
手
向
）境
内
の
御
手
洗
池
を
浚

え
て
乾
か
す
51
、②
虚
空
蔵
岩（
関
市

富
之
保
）の
基
部
に
あ
る
ウ
ナ
ギ（
虚

空
蔵
菩
薩
の
使
い
）が
棲
む
小
池
を
浚

え
る
51
、③
日
龍
峯
寺（
関
市
下
之

保
）の
裏
の
竜
宮
ま
で
続
い
て
い
る「
ナ

ブ
ラ
ス
の
池
」を
浚
え
る
51
、④
水
神

神
社（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）境
内
の

池
を
掃
除
す
る
51
、⑤
源
氏
の
落
武

者
が
兜
を
投
げ
入
れ
た
か
ぶ
と
渕（
美

濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
）を
浚
え
る

288
、⑥
京
河
さ
ま
と
呼
ば
れ
た
小
さ
な

神
社
前
の
池（
可
児
市
姫
ケ
丘
）の
主

が
大
蛇
で
あ
り
、雨
乞
い
の
た
め
に
池

を
か
え
ど
り（
川
を
堰
き
止
め
て
、魚

を
捕
ま
え
る
こ
と
）し
た
35
。ま
た
、白

鳥
神
社（
養
老
郡
養
老
町
桜
井
）の
池

の
水
を
か
き
出
す
と
雨
が
降
っ
た
302
。

水
を
浚
え
た
祟
り
と
し
て
、⑦
日
輪

寺（
岐
阜
市
芥
見
）の
池
付
近
で
大
蛇
を
見
た
人
が
亡
く
な
り
、雨
乞

い
の
た
め
に
池
浚
い
を
し
た
ら
、ま
た
死
人
が
出
た
。そ
こ
で
、大
蛇

の
姿
で
現
れ
た
龍
神
を
祀
る
た
め
に
黒
龍
明
神
を
建
立
し
た
46
。

（
２
）「
釣
り
鐘
を
沈
め
る
」

①
土
岐
市
泉
町
久
尻
で
は
、水
神
様
の
住
む
淵
に
鐘
を
投
げ
入

理
で
あ
る
な
あ
、こ
の
国
を
日
の
本
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、日
が
照
り
も

す
る
だ
ろ
う
、し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、又
、天（
雨
）が
下
と
も

言
う
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
、雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
）と
、雨
を

乞
う
歌（
恐
ら
く
は
江
戸
時
代
初
期
の
作
）が
伝
わ
っ
て
い
る
。ま

た
、平
安
時
代
中
期
の
僧
侶
・
歌
人
の
能
因
法
師（
九
八
八
〜
一
〇

五
〇
頃
）も
和
歌
を
詠
ん
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
お
り
283
、郡
上
市

大
和
町
牧
の
千
代
清
水（
長
刀
清
水
）は
、嘉
吉
元（
一
四
四
一
）年

の
大
干
ば
つ
に
、神
職
の
娘
・
千
代
が
社
を
作
り
雨
乞
い
を
し
て
湧

き
出
し
た
泉
で
あ
る
51
。

２
．雨
乞
い
の
回
数

雨
乞
い
は
、一
集
落
で
効
果
が
無
い
と
、周
囲
の
村
々
が
合
同
で

何
度
も
雨
乞
い
を
繰
り
返
し
た
。そ
れ
で
も
効
果
が
無
い
と
、雨
乞

い
で
有
名
な
神
社（
多
度
大
社
、熱
田
神
宮
、真
清
田
・
津
島
神
社

等
）に
遠
方
か
ら
も
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。な
お
、雨
乞
い
の
効
果

と
し
て
、「
江
戸
時
代
、西
光
寺（
岐
阜
市
向
加
野
）の
雨
乞
い
が
村

総
出
で
三
日
三
晩
行
わ
れ
、雨
の
他
に
鯛
ま
で
も
降
っ
て
き
た
46
」

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

雨
乞
い
を
行
っ
た
年
間
の
回
数
や
合
同
で
祈
願
し
た
村
数
は
、

例
え
ば
、松
下
78
に
よ
る
と
知
多
市
東
浦
町
の
村
で
は
、文
政
九

（
一
八
二
六
）年
〜
文
久
四（
一
八
六
四
）年
の
二
九
年
間
で
、年
間

１
．は
じ
め
に

稲
作
に
は
畑
で
栽
培
す
る
陸
稲
耕
作
も
あ
る
が
、陸
稲
は
収
穫

率
や
食
味
が
落
ち
る
。そ
こ
で
、水
稲
耕
作
が
主
に
行
わ
れ
て
き
て

お
り
、田
植
え
と
そ
の
後
の
稲
の
生
育
に
は
、雨
水
が
不
可
欠
で
、

干
天
時
に
は
全
国
各
地
で「
雨
乞
い
」行
事
が
行
わ
れ
、歌
人
は
雨

を
乞
う
歌
を
謡
っ
て
い
る
。

平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八
五
）前
期
九
世
紀
頃
の
歌
人
小
野

小
町
が
詠
ん
だ
雨
乞
い
の
和
歌
の
一
つ
に
、「
こ
と
わ
り
や　

日
の

本
な
ら
ば　

照
り
も
せ
め　

さ
り
と
て
は
ま
た　

天
が
下
と
」（
道

れ
以
降
、雨
占
い
を
こ
の
岩
で
行
っ
た
124
。⑥
舟
伏
山（
山
県
市
神

崎
、一
〇
四
〇
ｍ
）山
頂
の
大
池
に
雄
の
、小
池
に
雌
の
大
蛇
が
棲

ん
で
い
た
が
、雄
雌
の
大
蛇
が
海
へ
住
ま
い
を
変
え
る
た
め
に
、雄

は
土
石
流
と
共
に
根
尾
の
初
鹿
谷
に
滑
り
落
ち
、雌
は
神
崎
側
の

夏
坂
谷
に
落
下
る
途
中
で
穴（
堅
穴
鍾
乳
洞
）に
し
ば
ら
く
留
ま
っ

た
。神
崎
で
は
こ
の
穴
で
八
大
竜
王
に
雨
乞
い
を
し
た
124
。

⑦
池
田
山（
九
二
四
ｍ
）の
山
頂
近
く
の
蛇
が
棲
む
と
い
う
高
さ

六
ｍ
余
り
の
大
石
・
焼
石
神
社（
揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
）に
雨
乞
い

祈
願
を
し
、雨
が
降
る
と
、長
さ
二
ｍ
以
上
の
松
明
数
百
本
に
火
を

点
け
て「
感
謝
の
火
祭
り
」を
行
っ
た
12
。⑧
龍
神
が
棲
む
乙
女
淵

（
揖
斐
川
町
谷
汲
木
曽
屋
） 

で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
76
。

⑨
南
宮
神
社（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
裏
山
の
蛇
池
に
棲
む

大
蛇
に
雨
を
願
う
51
。⑩
養
老
郡
養
老
町
蛇
持
の
蛇
が
棲
む
蛇
池

で
雨
乞
い
を
す
る
51
。⑪
八
幡
神

社（
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
）に

描
か
れ
た
竜
に
雨
乞
い
を
す
る

51
。⑫
禰
宜
の
娘
・
き
ぬ
は
青
池

（
芒
が
渕
。桑
名
市
多
度
町
古

野
）の
主
・
竜
で
、青
池
に
戻
っ

た
。家
族
は
祠
を
安
置
し
、古
野

で
は
雨
乞
い
祈
願
に
訪
れ
て
い

る
259（
田
代
神
社
、青
池
神
社
、

多
度
大
社
に
は
同
じ
龍
神
が
祀
ら
れ
、何
処
の
神
社
も
雨
乞
い
の

効
果
は
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

４‒

３　

神
仏
像
へ
の
雨
乞
い
祈
願　

①
旅
僧
が
水
無
神
社（
高
山
市
一
之
宮
町
）奥
の「
せ
ん
の
う（
地

名
）」の
弁
財
天
様
を
水
無
神
社
の
森
に
御
迎
え
す
れ
ば
雨
が
降
る

と
告
げ
た
。迎
え
て
祈
願
す
る
と
雨
が
降
っ
た
の
で
、終
戦
前
後
ま

で
せ
ん
の
う
の
神
様
を
神
社
に
迎
え
、鉦
を
打
っ
て
御
祭
し
、夜
中

川
原
で
大
焚
火
を
し
て
雨
乞
い
を
行
い
292
、②
広
恵
寺
城（
中
津
川

市
福
岡
町
）が
攻
め
ら
れ
て
、滝
壺
・
乙
女
淵（
中
津
川
市
加
子
母

町
の
乙
女
渓
谷
）に
身
を
投
げ
た
姫
の
亡
霊
が
旅
人
を
悩
ま
し
た

た
め
、供
養
が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
不
動
様
も

祀
ら
れ
た
64
。

③
井
戸
の
中
で
光
っ
て
い
た

仏
像
が
引
き
上
げ
ら
れ
、雨
を

頼
ん
だ
ら
降
っ
た
の
で
、雨
乞
い

地
蔵（
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
。大

畑
家
の
前
）と
し
て
お
堂
を
建
て

て
祀
ら
れ
288
、④
揖
斐
川
町
小

野
か
ら
粕
川
左
岸
側
の
揖
斐
川

町
市
場
に
ゆ
ず
り
受
け
ら
れ
た

お
不
動
さ
ま（
雨
乞
い
不
動
。揖
斐
川
町
小
野
の
山
裾
）が
移
動
の

途
中
で
動
か
な
く
な
り
、元
の
場
所
に
戻
り
、雨
乞
い
不
動
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
11
。⑤
住
職
が
夫
婦
喧
嘩
し
て
お
不
動
さ
ん（
神
戸

町
丈
六
道
）の
前
で
離
婚
を
決
め
た
ら
、外
は
晴
天
で
も
お
堂
の
中

に
雨
が
降
っ
た
。以
来
、雨
乞
い
不
動
の
霊
験
に
参
拝
者
が
増
え
た

119
。な

お
、神
仏
で
は
な
い
が
、⑥
水
神
様
の
使
い
が
で
き
る
長
老

（
岐
阜
県
可
児
市
）が
雨
乞
い
の
儀
式
を
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
が
、

迷
信
だ
と
い
う
人
物
が
い
て
二
度
と
行
わ
れ
な
か
っ
た
35
。⑦
播
隆

上
人
が
行
を
し
た「
目
醒
の
滝
」（
不
破
郡
関
ケ
原
町
玉
）の
主
・
白

鰻
に
願
を
か
け
て
雨
乞
い
を
す
る
251
。

４‒

４　

石
へ
の
雨
乞
い　

①
戦
に
負
け
た
武
士
が
丸
草
山（
恵
那
市
三
郷
町
椋
実
）の
頂

上
の
岩
で
祈
る
と
雨
が
降
り
、以
降
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
214
。②
武

並
神
社（
恵
那
市
武
並
町
竹
折
）の
大
き
な
岩
に
登
っ
て
雨
乞
い
を

し
た
214
。③
木
曽
川
に
合
流
す
る
和
田
川
河
口
の
竜
神
岩（
恵
那

市
笠
置
町
毛
呂
窪
の
関
西
電
力
用
地
）の
上
で
祈
る
214
。④
直
径

七
ｍ
の
舟
形
の
大
き
な
舟
岩（
恵
那
市
山
岡
町
下
手
向
野
田
）の

凹
み
に
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
搔
き
出
す
と
急
に
雨
が
降
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
213
。

⑤
琵
琶
湖
の
近
く
の
村
が
、阿
遅
加
神
社（
羽
島
市
足
近
町
）の

雨
石
を
持
ち
帰
っ
た
が
、雨
が
降
り
過
ぎ
て
返
し
に
来
た
際
、詫
び

に
持
っ
て
き
た
近
江
縮
緬
は
、大
幟
に
な
り
雨
乞
い
行
事
の
際
に
使

わ
れ
て
い
た
50
。⑥
高
桑
八
幡
社（
柳
津
町
高
桑
）に
あ
っ
た
雨
乞

い
石（
今
は
善
覚
寺
に
在
る
）に
水
を
掛
け
る
と
雨
が
降
っ
た
51
。

⑦
宝
暦
の
頃
、瑞
浪
市
陶
町
水
上
の
竜
王
さ
ま（
大
岩
）に
雨
乞

い
す
る
と
、白
蛇
が
現
れ
雨
が
降
っ
た
110
。⑧
素
盞
鳴
神
社（
瑞
穂

市
森
）の
お
宮
の
鳥
居
の
西
側
に
あ
る
竜
神
の
石
は
大
水
の
時
に

流
れ
て
き
た
石
で
、転
が
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、石
を
裏
返

し
た
り
水
を
掛
け
た
り
し
て
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
70
。

な
お
、対
に
な
っ
た
石
と
し
て
、⑨
木
曽
の
桟（
木
曽
郡
上
松
町
）

左
岸
の
階
段
下
に
あ
る
男
岩
と
そ
の
下
流
の
女
岩
は
、子
宝
石
で

あ
り
、雨
乞
い
石
で
も
あ
り
202
、⑩
郡
上
市
八
幡
町
島
谷
の
お
天
気

岩
・
雨
降
り
岩（
男
岩
女
岩
）は
、一
方
に
登
る
と
雨
が
降
り
、ま
た

一
方
で
は
晴
れ
る
石
で
あ
っ
た
が
、今
は
片
方
だ
け
と
な
っ
た
237
。

４‒

５　

神
社
か
ら
物
を
借
り
て
雨
乞
い　

神
社
か
ら
種
々
の
物
を
借
り
て
雨
乞
い
に
使
用
し
た
。①
貞
享

元（
一
六
八
四
）年
の
日
照
り
の
時
、八
幡
神
社（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）の
旗（
雨
乞
い
旗
）を
持
ち
出
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、

雨
乞
い
に
旗
を
使
用
し
51
、②
笠
置
山
大
権
現（
別
名
大
御
鎌
様
）

を
祀
る
山
頂
の
笠
置
神
社（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
鎌
を
借
り
て
雨

乞
い
を
行
い
214
、③
北
桑
名
神
社（
三
重
県
桑
名
市
堤
原
）に
合
祀

さ
れ
た
佐
之
富
神
社
の
宝
物
で
あ
る
硯
を
摺
っ
て
雨
乞
い
を
し
て

い
た
55
。

４‒

６　

願
い
が
叶
っ
た
礼
に
雨
を
降
ら
す　

取
矢
神
社（
山
県
市
大
桑
）

境
内
の
池
に
烏
蛇
と
白
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。歳
を
経
て
白
蛇

が
昇
天
す
る
の
を
烏
蛇
が
蛇

魔
す
る
た
め
、あ
る
人
の
夢
に

白
蛇
が
現
れ
烏
蛇
を
殺
さ
せ

た
。こ
の
社
は
白
蛇
の
効
力
で

雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
299
。②

庄
屋
は
雨
乞
い
に
権
現
山（
各

務
原
市
と
岐
阜
市
に
ま
た
が

る
三
一
七
m
）へ
行
き
、大
き

●
●
●
●
■
■
■
■

龍神を怒らせる4-1
龍や蛇に願う4-2
神仏像へ 4-3
石へ 4-4
神社から借りる4-5
お礼の雨 4-6
雨乞い踊り4-7
雨壺伝説 8.

分　類 記号 ・●は 6 種類に細分されて各種のサンプル数
が少なく、分布傾向の検討は困難。

・●は三川の中流域辺りに集中し、また高原川
や宮川、さらに飛騨川の上流域に分布して
いる。

・●、■と■は、●とほぼ同様な分布である。
・●は、サンプル数の半数が恵那市周辺に集中
している。

・■は、サンプル数が3例で検討困難。
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﹇
図
の
説
明
﹈

　
各
地
に
伝
わ
る
昔
話
は
、他
地
域
か
ら
伝
わ
っ
た
昔
話
に
そ
の
地
域
の
特
徴
が
重
な
り
、そ
の
地
域
固
有
の
話
へ
と
変
質
し
て
いっ
た
と

思
わ
れ
る
。つ
ま
り
、話
の
粗
筋
は
同
じ
で
も
、地
域
毎
に
微
細
な
変
化
・
変
更
が
加
わ
っ
て
、類
似
の
昔
話
の
伝
承
空
間
が
形
成
さ
れ
て
来

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、ま
ず
は
昔
話
の
伝
承
空
間
を
把
握
す
る
試
み
と
し
て
、各
ジ
ャ
ン
ル(

章)

毎
に
類
似
内
容
で
区
分
し
た「
民
話
群
」の
伝
承
場

所(

場
所
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
そ
の
地
域
の
役
所
の
位
置
と
し
た)

を
記
号
と
色
を
変
え
て
図
示
し
た
。な
お
、木
曽
三
川
の
上
・
中
・

下
流
域
区
分
は
河
川
管
理
区
間
と
し
、木
曽
川
で
は
犬
山
を
上
・
中
流
域
の
、羽
島
を
中
・
下
流
域
の
分
岐
地
と
し
、長
良
川
は
美
濃
と
穂

積
を
三
区
間
の
分
岐
地
、揖
斐
川
は
揖
斐
川
町
と
大
垣
を
三
区
間
の
分
岐
地
と
し
て
い
る
。ま
た
、図
中
の
記
号
横
の
番
号
はKISSO

の
巻

号
で
す
。次
章
以
降
参
照
さ
れ
た
い
。

かぶと淵 日龍峯寺裏の「ナブラスの池」

上
松
町
小
川
）で
雨
乞
い

を
し
た
帰
り
に
白
蛇
に
遭

い
、雨
を
降
ら
し
た
ら
娘

を
や
る
と
約
束
し
た
。娘

は
白
蛇
と
結
婚
し
、親
が

池
に
行
く
と
機
の
音
が
聞

こ
え
た
202
。

「
椀
貸
し
伝
説
」に
類

似
し
た
話
と
し
て
、⑩
蛇

穴
鍾
乳
洞（
郡
上
市
和
良

町
野
尻
）の
清
水
の
湧
き

出
る
穴
に
棲
む
乙
姫
は
椀

や
鼓
を
貸
し
た
が
、村
人

は
借
り
た
鼓
を
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、竜
は
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
、日
照
り
の
際
に
穴
に
雨
乞
い
を
し
て
も
竜
は
居
な
く
、

願
い
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
47
。

さ
ら
に
、「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」と「
椀
貸
し
伝
説
」の
合
体
型
と
し

て
、⑪
犬
山
市
今
井
喜
八
洞
で
、下
の
池
か
ら
水
の
無
い
上
の
田
に

水
を
掛
け
る
と
言
う
坊
主
に
、出
来
た
ら
七
人
娘
の
一
人
を
あ
げ

る
約
束
を
し
た
。水
が
掛
り
、嫁
ぐ
こ
と
を
了
承
し
た
娘
が
居
な
く

な
っ
て
か
ら
一
三
日
目
に
機
織
り
を
取
り
に
来
て
、龍
宮
に
棲
ん
で

い
る
の
で
、欲
し
い
も
の
を
紙
に
書
い
て
池（
竜
宮
池
）に
沈
め
れ
ば

何
で
も
叶
え
る
と
約
束
し
た
。あ
る
時
お
椀
を
借
り
た
が
一
つ
返
さ

な
か
っ
た
の
で
、以
後
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
208
。

４‒

７　

雨
乞
い
踊
り　

①
伊
自
良
の
雨
乞
い
・「
伊
自
良
十
六
拍
子
」は
約
三
〇
〇
年
以
上

前
か
ら
始
ま
り
、各
地
区
で
氏
神
様
に
願
っ
て
も
効
が
無
い
と
、代
表

者
が
多
度
で
御
幣
を
頂
く
。こ
れ
で
ダ
メ
な
ら
、各
地
区
の
村
人
が

釜
ヶ
谷
山
頂
に
集
ま
っ
て
各
地
区
毎
に
刈
っ
た
柴
で
の「
千
杷
焼
き

（
焚
き
）」を
行
い
、最
後
に
は
、長
さ
五
間（
九
m
）、胴
回
り
四
尺
五

寸（
一・
四
m
）の
竹
細
工
の
雌
雄
二
尾
の
龍
を
造
り
、伊
自
良
川
沿
い

に
釜
ヶ
谷
に
登
り
、「
龍
廻
し（
地

名
）」で「
雨
乞
い
の
龍
廻
し
」を

行
っ
た
207
。

龍
神
が
棲
む
と
伝
わ
る
古
賀
ヶ

池（
揖
斐
川
町
の
小
島
山
の
尾
根

に
あ
る
池
）は
三
反
歩（
＝
約
三
〇

〇
〇
㎡
、今
は
水
溜
り
）あ
り
、揖

斐
川
町
三
倉
の
人
々
に
大
切
な
池

で
、多
く
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

②
古
賀
ヶ
池
の
大
蛇
に
愛
犬
を

食
わ
れ
た
猟
師
が
、仇
討
ち
に
大

蛇
に
鉄
砲
玉
を
当
て
た
が
白
樫
村

の
氏
神
様
に
撃
つ
の
を
諭
さ
れ
、

大
蛇
に
も
良
薬
を
渡
し
た
。龍
神

が
雨
を
降
ら
せ
た
お
礼
に
、白
樫

神
社（
揖
斐
川
町
白
樫
）で
白
樫

踊
り（
敬
老
の
日
、九
月
の
第
三
月

曜
）が
奉
納
さ
れ
224
。③
揖
斐
川

町
三
倉
の
奥
の
落
平
に
一
本
の

「
踊
り
松
」が
生
え
て
お
り
、こ
の

地
は
遠
く
に
古
賀
ヶ
池
を
望
み
、

雨
乞
い
踊
り
を
奉
納
す
る
神
聖
な

所
で
あ
り
54（
池
の
畔
の
神
社
が

崩
れ
果
て
て
い
た
た
め
、昭
和
六

〇
年
に
龍
神
神
社
を
建
て
再
び

祀
っ
て
い
る
。）、ま
た
、揖
斐
川
町

三
倉
で
は
三
倉
の
雨
乞
い
踊
り

（
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）

も
行
わ
れ
て
い
る
。

④
白
山
神
社（
関
市
西
本
郷

町
）で
雨
乞
い
踊
り
を
行
い
、満
願

に
吉
田
踊
り
と
し
て
、洲
原
神
社

き
出
て
い
た
244
。⑥
揖
斐
川
電
工
神
ヶ
岳
ダ
ム
下
流
数
百
ｍ
の
坂

内
川
左
岸
の
割
れ
た
巨
岩（
髪
結
い
岩
）は
、夜
叉
姫
が
池
に
登
る

途
中
、洗
っ
た
髪
を
結
い
直
し
た
所
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
244
。

な
お
、昔
は
岩
に
隙
間
は
あ
っ
た
が
二
つ
に
割
れ
て
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

7
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雨
乞
い
伝
説
は
、水
を
望
む
村
人
が
湧
き
出
る
清
水
を
見
つ
け

た「
郡
上
谷（
二
三
号
）」111
と
水
を
浪
費
し
て
い
た
長
者
が
豪
雨
で

流
さ
れ
た「
お
こ
ひ
と
寒
八（
七
六
号
）」68
の
二
話
を「
貴
重
な
水

を
希
求
す
る
」雨
乞
い
伝
説
の
一
種
と
し
て
加
え
る
と
、掲
載
さ
れ

た
話
は
一
三
編
で
あ
る
。

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
話
は
、龍
神
が
住
む
井
戸
を

汚
し
て
大
雨
に
襲
わ
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」122
、穴
に
石

を
投
げ
込
ん
で
竜
神
を
怒
ら
せ
た「
美
山
の
雨
乞
い（
六
一
号
）」

291
、池
の
掃
除
を
し
て
雨
が
降
る「
城
山
の
白
狐（
六
九
号
）」125
、さ

ら
に
、淵
で
フ
ン
ド
シ
を
洗
っ
た
た
め
湧
き
出
し
て
い
た
水
源
が
逃

げ
出
し
た「
滝
壺
の
柳
の
老
木（
一
九
号
）」127
の
四
編
で
あ
る
。

龍
神
へ
貢
物
を
し
て
雨
を
望
む
話
は
、池
の
龍
神
に
娘
を
差
し

出
す「
田
代
池
の
竜
神
伝
説（
二
〇
号
）」23
と
馬
や
牛
を
貢
ぐ「
お

が
せ
池
の
宝
刀（
三
七
号
）」24
の
二
編
で
あ
る
。

そ
の
他
と
し
て
、白
髪
の
老
人
に
姿
を
変
え
た
氏
神
大
明
神
が

水
争
い
を
止
め
る
よ
う
に
里
人
に
諭
し
た「
明
神
の
お
い
か
り（
一

五
号
）」233
、弘
法
大
師
か
雨
乞
い
の
龍
を
造
っ
た「
雨
乞
い
の
龍

（
三
三
号
）」1
、多
度
大
社
に
詣
で
て
雨
が
降
る「
庄
屋
様
の
雨
乞

い
神
事（
五
三
号
）」137
、流
れ
着
い
た
木
製
の
竜
の
首
に
胴
を
付
け

て
雨
が
降
る「
大
浦
の
蛇（
六
三
号
）」98
が
あ
る
。

ま
た
、雨
乞
い
を
し
な
い
珍
し
い
話「
竜
の
怒
り
で
大
洪
水（
三

四
号
）」53
と
し
て
、郡
上
市
八
幡
町
五
町
で
は
諏
訪
神
社（
現
神

明
神
社
に
合
祀
）に
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
が
、豪
雨
が
幾
日
も
続

き
、田
畑
が
水
没
の
難
に
あ
っ
た
た
め
、「
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で

雨
乞
い
は
し
な
い
」と
神
に
約
束
し
、以
来
、五
町
は
ど
ん
な
に
日

照
り
に
な
っ
て
も
、雨
乞
い
は
し
な
い
と
伝
わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、

飛
騨
地
方
に
は
、「
雷
様
に
会
い
に
天
に
行
き
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降

り
過
ぎ
て
家
も
み
な
流
さ
れ
て
し
ま
い
、先
祖
の
墓
だ
け
残
っ
た
」

夢
の
話
105
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

8
．雨
壺
伝
説

「
雨
壺
」は
清
い
泉
や
井
戸
で
の
竜
王
の
棲
み
か
と
い
わ
れ
、雨

乞
い
の
対
象
で
あ
っ
た
。

美
濃
市
須
原
の
洲
原
神
社
51
の
裏
山
に
創
建
者
泰
澄
が
雨
壺

を
掘
っ
て
お
り
、桑
名
市
下
深
谷
部
の
雨
尾
山
飛
鳥
寺
に
は
古
陶

の
壺
の
水
を
滴
ら
せ
る
と
雨
が
降
っ
た
と
伝
わ
る
壺「
雨
壺
」55
が

有
っ
た
が
、信
長
の
兵
火
に
遭
い
今
は
無
い
。

さ
ら
に
、江
南
市
小
折
町
の
生

駒
氏
の
氏
神
龍
神
社
241
の「
雨
壺

池
」は
八
大
龍
王
を
祀
っ
て
お

り
、雨
壺
池
を
浚
っ
て
般
若
心
経

を
唱
え
る
と
、雨
が
降
る
、と
至

徳
年
間（
一
三
八
四
〜
八
七
）以

来
の
伝
承
で
あ
る
。し
か
し
、雨

が
降
ら
な
い
と
次
に
、東
南
に
約

二
〇
〇
m
の
久
昌
寺
の
住
職
に

雨
乞
い
を
依
頼
す
る
。方
丈
は
寺

宝「
大
蛇
の
鱗（
龍
鱗
）」を
奉
持

し
て
祈
願
す
る
と
、忽
ち
に
龍
神

社
の
空
に
雲
龍
が
あ
ら
わ
れ
て
雨
が
降
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
241
。明
治
二
六（
一
八
九
三
）年
八
月
、明
治
四
三
年
に
は
村
民
一

同
が
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
大
雨
が
降
り
農
作
物
が
よ
み
が
え
っ
た

報
告
が
あ
る
。

9
．K
I
S
S
O
の
雨
壺
さ
ん
三
編

　
「
ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
（
三
一
号
）」
273
は
「
五
輪
塔
の
最
上
段
の
形
」

の
石
で
あ
り
、
木
曽
川
に
い
れ
る
と
雨
が
降
り
、
降
り
す
ぎ
る
と

石
を
拾
い
上
げ
る
。
な
お
、
五
輪
塔
の
頭
部
を
ご
神
体
と
し
た
昔

話
に
「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」
25
が
あ
る
。
流
れ
て
き
た
「
ピ
カ
ピ
カ

光
る
も
の
」
を
「
雨
神
」
と
し
て
「
八
竜
大
王
」
と
名
付
け
て
小

さ
な
社
（
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
）
で
祀
っ
た
。
そ
の
後
の
洪

水
で
こ
の
「
八
竜
大
王
」
が
流
失
し
た
の
で
、
石
塔
の
五
輪
の
頭

を
ご
神
体
と
し
て
祀
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
雷
伝
説
の
1
・ 

雷

と
の
約
束
の
⑥
参
照
）。

　
「
雨
壺
さ
ん
（
七
四
号
）」
251
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
関
ヶ
原

町
今
須
の
「
雨
壺
神
社
」
の
祭
神
は
竜
王
神
で
、
今
須
山
中
に

神
木
と
水
が
溜
ま
る
穴
「
雨
壺
さ
ん
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

今
須
の
商
人
が 

「
犬
の
尾
越
」（
現
谷
畑
）
で
下
多
良
の
「
雨
が
池
」

の
大
蛇
に
頼
ま
れ
、
今
須
に
連
れ
て
い
き
、
今
須
の
雨
壺
に
住
ま

わ
せ
た
。
大
蛇
は
雨
壺
と
「
雨
が
池
」
を
た
ま
に
往
復
し
、
こ
の

二
つ
は
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
37
。

　

今
須
の
「
雨
壺
さ
ん
」
へ
は
米
原
市
の
大
野
木
や
柏
原
な
ど
か

ら
雨
乞
い
祈
願
に
行
っ
て
い
る
が
、他
の
雨
壺
と
し
て
、霊
仙
山
（
一

〇
九
四
m
）
の
黒
谷
の
源
流
部
の
岩
の
下
か
ら
の
湧
水
（
雨
壺
）

や
柏
原
の
水
竜
山
に
も
八
大
竜
王
を
祀
る
雨
壺
が
あ
る
。

　
「
雨
池
（
九
二
号
）」
274
は
、
東
白
川
村
の
濃
飛
バ
ス
停
「
大

明
神
口
」
側
の
民
家
の
庭
に
あ
る
。
付
近
の
人
の
話
で
は
、
直
径

一
m
ほ
ど
の
大
き
さ
の
池
で
、
冬
は
暖
か
く
夏
は
冷
た
く
美
味
し

い
水
が
出
て
い
た
が
、
家
を
建
て
る
際
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
、
現
在
池
の
上
は
蓋
が
し
て
あ
る
。

　

こ
の
「
雨
池
」
も
前
述
の
「
雨
壺
池
」
と
同
様
、「
池
浚
い
」

で
池
の
神
を
怒
ら
せ
る
と
、
雨
が
降
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

雨乞い伝説の伝承場所図
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57

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
1
章　

雨
乞
い
伝
説

に
行
き
、蛇
が
瓢
箪
を
沈
め
る
の
に

疲
れ
た
時
に
針
を
打
ち
込
ん
で
退

治
し
し
て
い
る
51
。同
様
の
話
が
、大

野
郡
清
見
村
、大
野
郡
丹
生
川
村
、

郡
上
郡
大
和
町
上
栗
巣
や
郡
上
郡

大
和
母
袋
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
92
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
の
場
所
は
川
沿
い

に
多
く
あ
る
が
、以
下
に
数
ヶ
所
を

下
流
か
ら
順
に
列
記
す
る
と
、①
夜

叉
ヶ
池
の
大
蛇
に
嫁
い
だ
娘
の
父
親

を
殺
す
た
め
に
、そ
の
大
蛇
の
本
妻
が
八
丈
岩（
揖
斐
川
町
長
良
）

の
下
の
穴
に
棲
み
つ
い
た
。父
も
そ
の
子
孫
も
夜
叉
ヶ
池
に
雨
乞
い

に
行
く
と
き
こ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
11
と
か
、②
本
妻
が
里
帰
り
す

る
娘
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
岩
を
転
が
し
た
が
、岩
は
現
在
地
に
と

ど
ま
り
、そ
れ
以
降
、岩
の
下
の
穴
に
棲
ん
で
い
る
209
と
伝
わ
る
。③

夜
叉
姫
が
夜
叉
ヶ
池
へ

行
く
途
中
で
機
を
織
り

上
げ
た「
は
た
ご
岩
」（
揖

斐
郡
揖
斐
川
町
東
横

山
）が
横
山
ダ
ム
左
岸

下
流
側
に
あ
り
、側
に
夜

叉
龍
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
。岩
の
上
に
女
性
が
上
る
と
雨
が

降
る
と
い
わ
れ
た
278
。な
お
、は
た
ご

岩
は
こ
の
他
に
、坂
内
広
瀬
と
坂
内

川
上
の
二
ヶ
所
も
あ
る
よ
う
だ
。

④
大
草
履（
地
名
）の
旧
道
深
瀬

橋
上
流
の「
魚
頭
」は
、坂
内
川
の
魚

た
ち
が
夜
叉
姫
と
龍
神
を
歓
迎
し

た
岩
244
で
、⑤
夜
叉
姫
と
龍
神
が
佐

中
の
家
で
泊
ま
っ
た
翌
日
、前
夜
ま

で
な
か
っ
た
清
水（
佐
中
清
水
）が
湧

「
夜
叉
ヶ
池
」を
発
表
し
、広
く
世

間
に
知
ら
れ
た
。な
お
、安
八
太

夫
の
娘
で
な
く
、③
源
義
朝
の
側

室
延
寿（
大
垣
市
青
墓
町
の
大
炊

長
者
の
娘
）が
生
ん
だ
夜
叉
姫

が
、源
氏
一
族
の
惨
劇
を
嘆
い
て

杭
瀬
川（
今
の
揖
斐
川
）に
身
を

投
げ
、魂
が
川
を
遡
り
、姫
の
名

が
付
い
た
夜
叉
ヶ
池
に
棲
み
つ
い

た
16
、と
も
伝
わ
る
。

ま
た
、夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
に
つ

い
て
、④
池
太
沢（
揖
斐
川
町
東
杉
原
）と
い
う
池
に
住
ん
で
い
た

大
蛇
が
竜
巻
に
乗
っ
て
西
杉
原
の
赤
池
に
舞
い
降
り
て
休
ん
だ
後
、

再
度
嵐
に
乗
っ
て
川
尻
ま
で
行
き
、さ
ら
に
川
を
遡
っ
て
夜
叉
ヶ
池

に
入
っ
た
か
ら
、池
太
沢
と
夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
は
親
戚
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
278
。

近
世
初
期
頃
か
ら
実
録
随
筆
の
書
に
収
載
さ
れ
た
夜
叉
ヶ
池
伝

説
は
弘
仁
八（
八
一
七
）年
あ
る
い
は
承
和
・
嘉
祥
の
頃（
八
三
四
〜

八
五
〇
）に
発
生
し
た
大
旱
魃
を
題
材
と
し
て
お
り
、⑤
正
保
四

（
一
六
四
七
）年
に
大
垣
初
代
藩
主
戸
田
氏
鉄
は
夜
叉
龍
神
社
を

西
濃
の
水
神
と
し
て
祀
り
、そ
の

守
職
を
長
昌
寺（
坂
内
川
上
）に

委
託
し
た
129
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、蛇
婿
入
り

説
話（
水
乞
い
・
嫁
入
り
型
）に
分

類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、飛
騨
に

は
よ
く
似
た「
姥
が
池
伝
説
」が

あ
る
。例
え
ば
、⑥
高
山
市
上
枝

地
区（
川
上
郷
）で
は
、田
に
水
を

入
れ
て
く
れ
た
ら
娘
を
や
る
と

蛇
と
約
束
し
、三
人
娘
の
末
娘
が

瓢
箪
と
針
を
持
っ
て
大
蛇
と
池

い
、雨
乞
い
は
し
な
か
っ
た
131
。

大
野
町
で
少
し
変
わ
っ
た
雨
乞
い
と
し

て
、⑫
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富（
旧
三
田
畑
）

の
堤
防
に
祀
ら
れ
た
流
れ
地
蔵
に
雨
を
頼

ん
だ
ら
降
っ
た
。こ
れ
以
降「
水
く
れ
地
蔵

さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
、雨
が
欲
し
い
時
は
、地

蔵
の
頭
か
ら
足
ま
で
水
で
よ
く
洗
っ
て
お
願

い
し
た
18
。

ま
た
、⑬
揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
の
八
木

地
区
で
は
、明
治
二
九（
一
八
九
六
）年
の
大

水
で
唯
一
残
っ
た
八
木
文
楽（
人
形
芝
居
）の

蛇
幕
は
、芝
居
で
お
宮
の
境
内
に
張
る
と
雨

が
降
る
と
伝
え
ら
れ
、現
在
は
大
野
町
民
俗

資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
131
。

6
．夜
叉
ヶ
池
伝
説

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、①
現
安
八
郡
神
戸
町
の
長
者
安
八
太
夫
が
、

雨
を
降
ら
し
た
約
束
に
娘
を
蛇（
龍
神
）に
嫁
が
せ
、龍
神
と
娘
は
夜

叉
ヶ
池
に
棲
み
、人
々
の
雨
乞
い
の
願
い
を
叶
え
る
伝
説
で
あ
る
119
。

な
お
、こ
の
話
の
他
に
、②
安
八
太
夫
が
日
吉
神
社
で
の
雨
乞
い
満

願
の
日
に
現
れ
た
夜
叉
ヶ
池
の
龍

神
に
娘
を
嫁
に
す
る
約
束
を
し
、

龍
に
嫁
ぐ
夜
叉
姫
の
た
め
に
子
安

地
蔵
菩
薩
を
江
戸
末
期
の
神
戸

町
丈
六
道
に
あ
っ
た
宝
蔵
院
に

祀
っ
た
話
56
も
あ
る
。

大
正
二（
一
九
一
三
）年
に
泉

鏡
花
が
福
井
県
内
の
、同
三
年
に

大
橋
青
波
が
美
濃
側
の
夜
叉
ヶ

池
伝
説
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
戯
曲

崖
錐
上
の
集
落
で
の
雨
乞
い
は

以
下
の
よ
う
に
山
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。①
来
振
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
稲
富
）の
雨
乞
い
は
、雨

乞
い
踊
り
の
後
に
、白
山（
石
灰
採

取
で
消
滅
）の
山
腹
に
松
明
で

「
水
」の
文
字
を
書
い
て
火
を
点
け

る
。降
ら
な
い
と
来
振
寺
の
住
職

が
祈
祷
し
た
り
、夜
叉
ヶ
池
や
多

度
山
な
ど
に
も
雨
乞
い
参
り
を
し

た
131
。②
野
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
野
）か
ら
区
民
が
権
現
山

（
揖
斐
郡
大
野
町
牛
洞
）山
頂
ま
で
松
明
を
焚
い
て
登
り
、山
頂
で

祈
願
し
た
131
。③
大
野
町
牛
洞
地
区
で
は
鐘
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

し
な
が
ら
、村
内
の
神
社
に
お
参
り
し
、権
現
山
に
集
ま
る
18
。「
牛

洞
の
雨
乞
い
踊
り
」は
大
野
町
の
文
化
財
で
あ
る
。

一
方
、い
わ
ゆ
る
平
地
で
は
、④
大
野
町
古
川
地
区（
来
振
の
南
）

で
は
神
社
境
内
や
溜
池
の
堤
に
持
ち
寄
っ
た
枝
の
束
を
積
み
上
げ

て
燃
や
し
131
、⑤
大
野
寺
内
地
区（
古
川
の
西
）で
は
平
成
六
年
八

月
に
も
持
ち
寄
っ
た
藁
を
墓
地
で
燃
や
し
131
、⑥
大
野
町
大
野
地

区（
三
水
川
沿
い
）で
は
区
長
か
ら
の
触
れ
で
家
毎
に
柴
を
北
野
神

社（
揖
斐
郡
大
野
町
大
野
）に
持
ち
寄
り
御
祈
祷
の
後
に
燃
や
し

131
、⑦
大
野
町
相
羽
地
区（
大
野
の
南
）で
は
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
相
羽
）で
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
麦
殻
を
燃
や
し
て
雨
乞

い
131
を
し
、⑧
大
野
町
小
衣
斐
地
区（
相
羽
の
西
）で
は
村
が
主
体

と
な
り
春
日
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
小
衣
斐
）で
神
主
に
祝
詞
を

挙
げ
て
貰
い
131
、⑨
大
野
町
下
方
地
区
で
は
松
明
を
焚
い
て
根
尾

川
右
岸
堤
防
上
を
日
吉
神
社（
根
尾
川
左
岸
、下
方
字
上
池
）東
ま

で
行
き
、河
原
で
雨
乞
い
を
し
て
い
た
131
。

な
お
、大
野
町
で
は
雨
乞
い
で
は
な
く
日
和
乞
い（
お
天
気
乞

い
）も
行
わ
れ
て
い
た
。⑩
大
野
町
瀬
古
地
区（
小
衣
斐
の
西
北
）で

は
、五
〇
年
前
ま
で
、諏
訪
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
）拝
殿
で

日
和
乞
い
を
行
い
131
、⑪
隣
の
本
庄
よ
り
一
〜
二
ｍ
低
い
氾
濫
盆

地
低
地
の
大
野
町
下
磯
で
も
、雨
降
り
が
続
く
と
、日
和
乞
い
を
行

は
同
日
に
熊
野
神
社（
美
並
町
山
田
）で
雨
乞
い
を
行
い
、雨
が
降

ら
な
い
場
合
は
、裏
山
の
御
手
洗
池
を
浚
っ
た
287
。⑦
鹿
島
神
社

（
郡
上
市
美
並
町
三
戸
）で
は
、お
神
輿
に
大
鍬
大
明
神
を
奉
じ
て

福
野
坂
の
下
の「
淡
の
倉
の
淵
」ま
で
行
列
し
、こ
の
淵
で
若
者
が
泳

ぎ
、行
列
は
神
社
に
戻
り
、雨
が
降
る
ま
で
籠
る
。明
治
期
末
ま
で

行
わ
れ
、雨
の
降
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
237
。

5‒

3　

揖
斐
郡
大
野
町　

揖
斐
郡
大
野
町
は
、東
西
約
五
・
八
㎞
、南
北
約
一
一・
七
㎞
で
、

北
部
は
山
地
で
、西
の
揖
斐
川
と
東
の
根
尾
川
が
合
流
点
す
る
逆

三
角
形
で
、揖
斐
川
と
根
尾
川
の
各
扇
状
地
が
中
央
部
へ
進
延
し
、

中
央
部
を
流
れ
る
三
水
川
沿
い
に
氾
濫
盆
地
低
地
と
な
っ
て
い
る
。

（
美
濃
市
須
原
）ま
で
礼
踊
り
を
行
う
289
。⑤
江
戸
末
期
か
ら
昭
和

初
め
ま
で
は
、常
法
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
）の
庭
で
雨
乞

い
踊
り
を
奉
納
し
た
後
、笙
ヶ
岳（
九
〇
八
m
）の
竜
を
怒
ら
せ
る

た
め
髪
の
毛
を
燃
や
し
て
、一
之
瀬
と
和
田
の
境
の
尾
根
を
登
っ
た

先
の
三
ツ
岩
へ
願
掛
け
に
出
か
け
た
37
。

5
．各
地
の
雨
乞
い

美
濃
市
上
有
知
、郡
上
市
、揖
斐
郡
大
野
町
で
の
雨
乞
い
に
つ
い

て
以
下
に
触
れ
よ
う
。

5‒

1　

美
濃
市
美
濃
町　

雨
乞
い
行
事
は
三
段
階
で
行
わ
れ
た
。ま
ず
は
（1）
三
社
百
燈
奉

献（
八
幡
社
、熊
野
社
、神
宮
社
に
灯
明
を
百
燈
献
じ
る
）、効
果
が

無
い
と
（2）
七
社
千
度
参
り（
上
記
三
社
に
四
社
を
加
え
、一
社
に
つ

い
て
合
計
千
度
に
な
る
よ
う
に
参
加
者
が
拝
む
）、さ
ら
に
効
果
が

無
い
と
雨
に
因
ん
だ
造
り
物
を
造
り
、（3）
町
騒
ぎ
で
街
中
を
練
り

歩
く
。こ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
、再
び
四
回
目
と
し
て
（1）
の
三

社
百
燈
奉
献
か
ら
繰
り
返
す
。

嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
は
、六
月
八
日
〜
七
月
二
三
日
ま
で

に
計
七
回
の
雨
乞
い
行
事
が
行
わ
れ
、七
月
二
三
日
の
三
回
目
の

町
騒
ぎ
で
は
、お
姫
井
戸
浚
い
も
行
わ
れ
た
が
、雨
は
前
日
の
夜

一
〇
時
頃
か
ら
当
日
朝
に
か
け
て
降
っ
た
289
。

5‒

2　

郡
上
市
美
並
町　

雨
乞
い
行
事
は
集
落
毎
に
異
な
っ
て
い
る
が
、各
集
落
は
竜
神
を

怒
ら
せ
る
手
法
を
よ
く
用
い
た
。つ
ま
り
、①
美
並
村
大
矢
元（
現

美
並
町
白
山
）で
は
天
神
様（
天
吹
天
神
）境
内
の
御
手
洗
に
石
を

投
げ
込
み
287
、②
美
並
村
苅
安（
現
美
並
町
白
山
）で
は
福
の
坂
の

下
の「
淡
の
倉
の
淵
」で
松
明
を
持
っ
て
泳
ぎ
287
、③
上
苅
安（
現
美

並
町
白
山
）で
は
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫
滝
の
滝
壺
を
浚
え

287
、④
大
矢（
美
並
町
高
砂
）で
は
粥
川
の
星
宮
神
社
ま
で
大
神
楽

を
打
っ
て
行
き
、矢
納
ヶ
淵
へ
飛
び
込
み
287
、⑤
粥
川
地
区
で
は
矢

納
が
淵
に
鬼
面
を
沈
め
237
、⑥
美
並
町
の
杉
原
と
赤
池
の
両
地
区

な
岩（
二
ッ
岩
）の
前
で
自
分

の
身
を
捧
げ
る
の
で
雨
を
と

祈
る
と
、雨
が
降
っ
た
が
、雷

と
共
に
庄
屋
は
消
え
、岩
は

二
つ
に
割
れ
て
い
た
222
。③
印

食
の
蛇
池（
羽
島
郡
岐
南
町
）

の
岸
で
若
い
娘
が
見
知
ら
ぬ

男
か
ら
預
か
っ
た
手
紙
を
返

し
に
池
に
戻
り
居
な
く
な
っ

た
。翌
朝
そ
の
場
所
に
父
親

宛
て
の
手
紙
が
あ
り
、「
日
照

り
の
時
は
帯
流
せ
。長
雨
降
っ
た
ら
紅
投
げ
よ
」と
あ
っ
た
118
。④
親

孝
行
な
若
者
が
野
良
仕
事
で
誤
っ
て
大
蛇
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。大

蛇
は
、お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
か
ら
、亡
骸
を
舟
伏
山（
二
六
二

ｍ
、岐
阜
市
日
野
）に
葬
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。以
後
こ
の
葬
っ
た
蛇

首
塚
で
雨
乞
い
を
行
っ
た
51
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
で
、雷
の

子
が
落
ち
て
き
て
一
緒
に
暮
し
て
い
た
。親
と
共
に
帰
っ
た
が
、必

要
な
時
に
は
お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
っ
た
50
。

洗
濯
の
水
さ
え
も
貴
重
で
あ
っ
た
話
と
し
て
、⑥
各
務
原
市
須

衛
町
は
田
に
水
が
留
ま
り
に
く
い
土
地
だ
っ
た
。干
ば
つ
の
折
、大

切
な
水
を
洗
濯
に
使
わ
な
か
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。そ
れ
以
来
、雨

乞
い
の
時
は
洗
濯
を
し
な
い
25
。⑦
加
茂
郡
八
百
津
町
の
あ
る
妻

は
、洗
濯
し
な
い
な
ら
ば
雨
を
降
ら
す
と
の
神
託
を
知
ら
さ
れ
ず

に
洗
濯
を
し
た
。妻
は
命
と
引
き
換
え
に
雨
を
願
っ
て
池
に
身
を

投
げ
て
雨
が
降
り
、妻
は
大
蛇
に
な
り
天
に
昇
っ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
た
47
。

な
お
、雨
乞
い
伝
説
で
よ
く
知
ら
れ
た「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」に
極

め
て
類
似
し
た
話
と
し
て
、⑧
若
者
が
土
岐
市
土
岐
津
町
の
庄
屋

の
娘
を
貸
し
て
く
れ
た
ら
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
い
、娘
と
若
者
は

樫
の
木
の
穴
に
消
え
て
、雨
が
降
っ
た
。穴
を
覗
か
れ
た
竜
は
怒
っ

て
娘
と
と
も
の
天
に
昇
っ
た
。樫
の
木
の
あ
っ
た
場
所
に
社
を
建

て
、こ
こ
に
願
う
と
雨
が
降
り
83
、ま
た
、⑨
駒
ヶ
岳
神
社（
木
曽
郡

て
石
と
な
り
池
底
に
残
っ
た
218
、②
富
士
神
社（
下
呂
市
小
坂
町
湯

屋
）の
蔵
王
権
現
は
、雨
乞
い
の
効
果
の
な
か
っ
た
氏
神
を
川
に
流

す
と
川
を
遡
り
、落
合
に
流
れ
着
き
祀
ら
れ
、雨
乞
い
の
神
と
な
っ

た
20
。ま
た
、③
加
茂
郡
白
川
町
切
井
地
区
で
は
、村
の
山
か
ら
伐

り
出
し
た
太
い
神
木
に
御
幣
を
付
け
、機
織
り
淵
に
入
れ
た
神
木

が
伊
勢
神
宮
ま
で
流
れ
る
ほ
ど
の
大
雨
を
願
っ
た
123
。ま
た
、釣
鐘

や
ご
神
体
を
沈
め
る
の
で
は
な
く
、④
雨
乞
い
の
時
だ
け
、子
供
た

ち
は
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
倉
本
の
木

曽
川
の
中
に
あ
る
岩（
雨
乞
い
岩
）で

水
遊
び
を
し
、雨
乞
い
岩
を
怒
ら
せ
て

雨
を
降
ら
せ
た
202
。

と
こ
ろ
で
、雨
乞
い
祈
願
が
行
わ
れ

た
時
代
は
神
仏
混
淆
で
神
社
へ
も
寺

院
へ
も
願
い
に
行
っ
た
が
、一
方
、あ
る

特
定
の
神（
龍
神
、龍
王
等
）に
祈
願

を
掛
け
る
場
合
も
あ
る
。

４‒

２　

龍
や
蛇
に
願
う
雨
乞
い　

蛇
と
雨
の
話
は
極
め
て
多
く
、①
高
山
市
丹
生
川
町
池
之
俣
地

区
で
は
、集
落
か
ら
一
二
㎞
程
奥
の
土
樋
池（
烏
帽
子
岳
西
の
溶
岩

流
に
よ
る
堰
止
湖
）へ
登
り
、池
の
付
近
に
中
畑
市
之
助
氏
所
有
の

竜
の
掛
け
軸
を
掲
げ
て
祈
っ
た
269
。②
杣
ヶ
池（
高
山
市
高
根
町
日

和
田
高
原
）の
竜
神
に
祈
り
、池
の
水
を
一
升
樽
に
汲
み
村
を
流
れ

る
野
麦
川
に
流
す
と
雨
が
降
る
。お
礼
に
川
の
水
を
同
じ
量
、池
に

返
す
47
。ま
た
双
六
谷
の
黒
淵
と
大
丹
生
川
池（
高
山
市
丹
生
川

町
久
手)

が
霊
験
灼
か
な
雨
乞
い
場
所
で
あ
り
、③
黒
淵（
高
山
市

上
宝
町
双
六
谷
）に
棲
む
淵
の
主
・
黒
牛
は
烟
を
嫌
う
の
で
、雪
洞

に
蝋
燭
を
灯
し
て
淵
に
流
し
、水
の
底
か
ら
光
が
指
せ
ば
雨
乞
い

が
聞
き
届
け
ら
れ
104
、④
鐘
や
太
鼓
で
大
丹
生
川
池
ま
で
雨
を
祈

り
般
若
心
経
を
唱
え
た
104
。

山
県
市
で
は
、⑤
神
通
力
の
あ
る
蛇
が
棲
ん
で
い
る
長
平
山（
山

県
市
柿
野
）の
岩
か
ら
顔
を
出
す
と
日
照
り
で
も
雨
が
降
っ
た
。こ

一
方
、沈
め
た
ら
祟
り

が
起
き
た
話
と
し
て
、⑥

広
瀬
観
音（
高
山
市
国
府

町
広
瀬
町
）へ
の
信
仰
心

の
な
い
殿
様
の
時
に
日
照

り
に
な
り
、観
音
様
を
川

に
沈
め
た
ら
祟
り
が
お

き
た
。後
に
観
音
様
を
祀
り
直
し
た
ら
平
和
な
村
に
な
っ
た
59
。

（
４
）「
石
を
投
げ
入
れ
る
」　

①
雨
乞
い
淵（
雨
乞
い
淵
の
滝
。恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）に
石

を
投
げ
込
む
99
、②
喉
の
滝（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
。平
成
二
六

年
に
崖
の
崩
壊
で
湛
水
し
て
水
没
し
た
よ
う
で
あ
る
）に
石
を
投

げ
込
み
99
、③
飛
騨
市
古
川

町
高
野
の
米
俵
大
の
蛤
型

の
模
様
が
あ
る「
蛤
石
」を

淵
へ
沈
め
て
雨
を
願
い
51
、

④
高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾

で
は
乗
鞍
山
に
登
り
、石
を

池
に
投
げ
込
ん
だ
51
。

（
５
）「
面
を
流
す
」　

①
白
山
神
社（
旧
徳
山
村
本
郷
）で
は
、お
面
を
川
に
流
し
川
下

で
拾
っ
て
洗
っ
て
片
付
け
る
51
、②
物
部
神
社（
本
巣
市
上
真
桑
本

郷
）に
は
、面
流
し
の
雨
乞
い
神
事
に
使
わ
れ
た「
が
く
ら
の
面
」が

今
も
祀
ら
れ
て
い
る
51
。な
お
こ
の
面
は
、山
伏
が
享
保
三（
一
五
三

〇
）年
の
根
尾
川
大
洪
水
で
拾
い
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）「
そ
の
他
」　

①
昔
大
き
な
池
が
あ
っ
た
釜
が
淵（
下
呂
市
小
坂
町
赤
沼
田
）の

水
が
枯
れ
た
時
に
、池
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
姉
弟
が
大
事
に
し
て

い
た
釜
を
投
げ
入
れ
て
村
を
去
っ
た
後
、雨
が
降
っ
た
。釜
は
や
が

れ
83
、②
水
無
神
社（
高

山
市
一
之
宮
町
）の
弘
安

五（
一
二
八
二
）年
の
銘
の

あ
る
鐘
の
竜
頭
に
綱
を

付
け
、高
山
と
宮
村
の
境

の
宮
川
の「
わ
ん
ご
の
淵
」

に
沈
め
た
51（
鐘
は
廃
仏

毀
釈
で
破
却
さ
れ
た
）、③
宗
久
寺（
岐
阜
県
恵
那
市
東
野
）の
鐘

（
戦
争
で
供
出
さ
れ
て
無
く
な
っ
た
）を
東
野
向
島
の
オ
カ
ダ
ヶ
淵

に
沈
め
る
214
。な
お
、④
曼
荼
羅
寺（
江
南
市
前
飛
保
町
寺
町
）の

銅
鐘（
朝
鮮
鐘
）は
竜
宮
の
乙
姫
様
が
献
上
し
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
、こ
れ
を
本
尊
の
前
に
据
え
て
雨
乞
い
を
し
た
241
。

（
３
）「
御
神
体
を
沈
め
る
」

①
岸
剱
神
社（
郡
上
市
八
幡
町
柳
町
）の
ご
神
体
を
川
水
で
洗
っ

て
祈
る
237
、②
雨
乞
い
の
滝（
観
音
滝
。下
呂
市
小
坂
町
大
洞
）に
小

坂
町
赤
沼
田
の
観
音
を
滝
壺
に
入
れ
る
と
大
雨
に
な
る
51
、③
恵

那
市
長
島
町
中
野
槙
ヶ
根
の
お
不
動
様（
雨
乞
い
不
動
）を
永
田

川
に
架
か
る
中
野
橋（
長
島
町
中
野
）下
流
を
堰
き
止
め
て
沈
め

る
214
、④
中
廿
屋（
美
濃
加
茂
市
三
和
町
）の
小
川
の
ほ
と
り
に
祀

ら
れ
て
い
た
仏
像
・
ベ
ン
ズ
ル（
賓
頭
廬
）さ
ま
を
立
岩
の
龍
王
淵

に
沈
め
て
踊
る
288
、⑤
文
明
年
間（
一
四
六
九
〜
八
六
）、谷
汲
山
華

厳
寺
中
興
の
祖
・
道
破
十
穀
上
人
が
谷
川
の
水
で
身
を
清
め
、顔
に

化
粧
を
し
て
祈
願
し
て
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
因
み
、雨
乞
い
の
時
は

華
厳
寺
本
堂
の
回
廊
の
奥
に
祀
っ
て
あ
る
上
人
の
木
像
前
で
読
経

し
、紅
白
粉
で
お
化
粧
し

た
後
に
谷
川
に
投
げ
込

み
、飛
び
込
ん
だ
若
者
が

木
像
に
水
を
浴
び
せ
て

沈
め
た
り
し
た
後
、再
度

化
粧
を
し
て
雨
乞
い
祈

願
を
し
た
260
。

の
雨
乞
い
回
数
は
二
回（
三
三
%
）が
最
も
多
く
、次
が
三
回（
二

〇
％
）と
四
回（
一
三
％
）で
、そ
の
次
が
一
回
と
七
回
の
一
〇
％
で

あ
っ
た
。ま
た
、合
同
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
集
落
数
は
、八
ヶ
村
、

一
〇
ヶ
村
あ
る
い
は
一
七
ヶ
村
に
達
し
て
い
る
。

３
．多
度
大
社（
桑
名
市
多
度
町
）の
雨
乞
い

雨
乞
い
神
事
で
、斎
場
で
神
霊
が
宿
る
も
の
と
し
て
神
に
供
え
ら

れ
た
御
幣
は
祈
祷
料
と
希
望
降
水
量
の
多
少
で
金
幣
・
銀
幣
・
黒

幣
・
白
幣
の
四
種
類
か
ら
選
ば
れ
た
。金
幣
が
最
も
高
く
、黒
幣
が

昔
か
ら
一
番
多
く
行
わ
れ
た
。黒
幣
は
明
治
三
六（
一
九
〇
三
）年
に

金
七
円
五
〇
銭（
米
価
で
換
算
す
る
と
現
在
の
約
四
万
円
）、白
幣

は
黒
幣
の
効
力
の
半
分
で
、祈
祷
料
も
半
額
で
あ
っ
た
。神
事
の
後

に
神
職
か
ら
受
け
取
っ
た
神
札
は
、帰
路
の
途
中
で
手
を
放
す
と
そ

の
地
点
で
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
、自
村
ま
で
手
か
ら
離
さ
ず
に
持
ち

帰
っ
た
。

な
お
、片
目
が
潰
れ
た
龍
神
の
一
目
連（
又
は
ひ
と
つ
め
の
む
ら

じ
）と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
多
度
大
社
別
宮
の
祭
神
・
天
目
一
箇
命

は
、片
目
の
鍛
冶
の
神
で
、火
で
目
が
潰
れ
る
鍛
冶
職
人
を
象
徴
し

て
い
る
。一
方
、一
目
連
は
多
度
山
に
住
む
一
目
龍
で
あ
る
。水
神
・
龍

神
で
あ
る
一
目
連
は
雨
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、洪
水
を
止
め
る
力

を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

４
．雨
乞
い
行
事
の
種
類

雨
乞
い
行
事
と
し
て
は
、①
龍
神
を
怒
ら
せ
る（
池
・
沼
・
淵
の
水

を
か
き
回
す
、汚
物
を
洗
う
、鐘
沈
め
、地
蔵
沈
め
等
）、②
雨
乞
い

踊
り
・
太
鼓
踊
り
、雨
乞
い
大
般
若
・
念
仏
を
唱
え
る
、③
氏
神
に

三
日
三
晩
籠
る
参
籠
、④
山
上
で
火
を
焚
く
千
杷
焚
き
、⑤
聖
地

か
ら
神
水
を
貰
う
水
種
貰
い
等
多
く
の
種
類
が
あ
る
。さ
ら
に
変

わ
っ
た
行
事
と
し
て
、秋
田
・
福
岡
・
佐
賀
県
な
ど
で
は「
女
が
相
撲

を
と
る
と
雨
が
降
る
」と
い
う
言
い
伝
え
で
、雨
乞
い
の
た
め
に
女

相
撲
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

４‒

１　

 

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る

①「
お
姫
の
井
戸
五
〇
号
」122
で
は
、「
姫
の
井
戸
」を
汚
し
て
龍

神
の
お
姫
様
を
怒
ら
せ
、②
恵
那
市
武
並
町
竹
折
上
野
の
龍
宮
淵

は
汚
す
と
祟
り
が
あ
る
の
で
村
人
は
普
段
近
寄
ら
ず
、雨
乞
い
に

は
名
僧
の
衣
を
淵
に
投
げ
入
れ
て
い
た
214
。

以
下
に
、龍
神
を
怒
ら
せ
る
各
種
の
雨
乞
い
手
法
の
話
を
述
べ
る
。

（
１
）「
池
や
淵
の
水
を
浚
え
る
」

①
白
山
比
咩
神
社（
恵
那
市
山
岡

町
下
手
向
）境
内
の
御
手
洗
池
を
浚

え
て
乾
か
す
51
、②
虚
空
蔵
岩（
関
市

富
之
保
）の
基
部
に
あ
る
ウ
ナ
ギ（
虚

空
蔵
菩
薩
の
使
い
）が
棲
む
小
池
を
浚

え
る
51
、③
日
龍
峯
寺（
関
市
下
之

保
）の
裏
の
竜
宮
ま
で
続
い
て
い
る「
ナ

ブ
ラ
ス
の
池
」を
浚
え
る
51
、④
水
神

神
社（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）境
内
の

池
を
掃
除
す
る
51
、⑤
源
氏
の
落
武

者
が
兜
を
投
げ
入
れ
た
か
ぶ
と
渕（
美

濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
）を
浚
え
る

288
、⑥
京
河
さ
ま
と
呼
ば
れ
た
小
さ
な

神
社
前
の
池（
可
児
市
姫
ケ
丘
）の
主

が
大
蛇
で
あ
り
、雨
乞
い
の
た
め
に
池

を
か
え
ど
り（
川
を
堰
き
止
め
て
、魚

を
捕
ま
え
る
こ
と
）し
た
35
。ま
た
、白

鳥
神
社（
養
老
郡
養
老
町
桜
井
）の
池

の
水
を
か
き
出
す
と
雨
が
降
っ
た
302
。

水
を
浚
え
た
祟
り
と
し
て
、⑦
日
輪

寺（
岐
阜
市
芥
見
）の
池
付
近
で
大
蛇
を
見
た
人
が
亡
く
な
り
、雨
乞

い
の
た
め
に
池
浚
い
を
し
た
ら
、ま
た
死
人
が
出
た
。そ
こ
で
、大
蛇

の
姿
で
現
れ
た
龍
神
を
祀
る
た
め
に
黒
龍
明
神
を
建
立
し
た
46
。

（
２
）「
釣
り
鐘
を
沈
め
る
」

①
土
岐
市
泉
町
久
尻
で
は
、水
神
様
の
住
む
淵
に
鐘
を
投
げ
入

理
で
あ
る
な
あ
、こ
の
国
を
日
の
本
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、日
が
照
り
も

す
る
だ
ろ
う
、し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、又
、天（
雨
）が
下
と
も

言
う
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
、雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
）と
、雨
を

乞
う
歌（
恐
ら
く
は
江
戸
時
代
初
期
の
作
）が
伝
わ
っ
て
い
る
。ま

た
、平
安
時
代
中
期
の
僧
侶
・
歌
人
の
能
因
法
師（
九
八
八
〜
一
〇

五
〇
頃
）も
和
歌
を
詠
ん
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
お
り
283
、郡
上
市

大
和
町
牧
の
千
代
清
水（
長
刀
清
水
）は
、嘉
吉
元（
一
四
四
一
）年

の
大
干
ば
つ
に
、神
職
の
娘
・
千
代
が
社
を
作
り
雨
乞
い
を
し
て
湧

き
出
し
た
泉
で
あ
る
51
。

２
．雨
乞
い
の
回
数

雨
乞
い
は
、一
集
落
で
効
果
が
無
い
と
、周
囲
の
村
々
が
合
同
で

何
度
も
雨
乞
い
を
繰
り
返
し
た
。そ
れ
で
も
効
果
が
無
い
と
、雨
乞

い
で
有
名
な
神
社（
多
度
大
社
、熱
田
神
宮
、真
清
田
・
津
島
神
社

等
）に
遠
方
か
ら
も
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。な
お
、雨
乞
い
の
効
果

と
し
て
、「
江
戸
時
代
、西
光
寺（
岐
阜
市
向
加
野
）の
雨
乞
い
が
村

総
出
で
三
日
三
晩
行
わ
れ
、雨
の
他
に
鯛
ま
で
も
降
っ
て
き
た
46
」

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

雨
乞
い
を
行
っ
た
年
間
の
回
数
や
合
同
で
祈
願
し
た
村
数
は
、

例
え
ば
、松
下
78
に
よ
る
と
知
多
市
東
浦
町
の
村
で
は
、文
政
九

（
一
八
二
六
）年
〜
文
久
四（
一
八
六
四
）年
の
二
九
年
間
で
、年
間

１
．は
じ
め
に

稲
作
に
は
畑
で
栽
培
す
る
陸
稲
耕
作
も
あ
る
が
、陸
稲
は
収
穫

率
や
食
味
が
落
ち
る
。そ
こ
で
、水
稲
耕
作
が
主
に
行
わ
れ
て
き
て

お
り
、田
植
え
と
そ
の
後
の
稲
の
生
育
に
は
、雨
水
が
不
可
欠
で
、

干
天
時
に
は
全
国
各
地
で「
雨
乞
い
」行
事
が
行
わ
れ
、歌
人
は
雨

を
乞
う
歌
を
謡
っ
て
い
る
。

平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八
五
）前
期
九
世
紀
頃
の
歌
人
小
野

小
町
が
詠
ん
だ
雨
乞
い
の
和
歌
の
一
つ
に
、「
こ
と
わ
り
や　

日
の

本
な
ら
ば　

照
り
も
せ
め　

さ
り
と
て
は
ま
た　

天
が
下
と
」（
道

朝鮮鐘（『江南市史資料編四文化編』
より）

雨乞い淵の滝（「井沢渓谷の滝」より） 雨乞いに使われた
道破十穀上人の木像

白川町切井の機織り淵

れ
以
降
、雨
占
い
を
こ
の
岩
で
行
っ
た
124
。⑥
舟
伏
山（
山
県
市
神

崎
、一
〇
四
〇
ｍ
）山
頂
の
大
池
に
雄
の
、小
池
に
雌
の
大
蛇
が
棲

ん
で
い
た
が
、雄
雌
の
大
蛇
が
海
へ
住
ま
い
を
変
え
る
た
め
に
、雄

は
土
石
流
と
共
に
根
尾
の
初
鹿
谷
に
滑
り
落
ち
、雌
は
神
崎
側
の

夏
坂
谷
に
落
下
る
途
中
で
穴（
堅
穴
鍾
乳
洞
）に
し
ば
ら
く
留
ま
っ

た
。神
崎
で
は
こ
の
穴
で
八
大
竜
王
に
雨
乞
い
を
し
た
124
。

⑦
池
田
山（
九
二
四
ｍ
）の
山
頂
近
く
の
蛇
が
棲
む
と
い
う
高
さ

六
ｍ
余
り
の
大
石
・
焼
石
神
社（
揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
）に
雨
乞
い

祈
願
を
し
、雨
が
降
る
と
、長
さ
二
ｍ
以
上
の
松
明
数
百
本
に
火
を

点
け
て「
感
謝
の
火
祭
り
」を
行
っ
た
12
。⑧
龍
神
が
棲
む
乙
女
淵

（
揖
斐
川
町
谷
汲
木
曽
屋
） 

で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
76
。

⑨
南
宮
神
社（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
裏
山
の
蛇
池
に
棲
む

大
蛇
に
雨
を
願
う
51
。⑩
養
老
郡
養
老
町
蛇
持
の
蛇
が
棲
む
蛇
池

で
雨
乞
い
を
す
る
51
。⑪
八
幡
神

社（
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
）に

描
か
れ
た
竜
に
雨
乞
い
を
す
る

51
。⑫
禰
宜
の
娘
・
き
ぬ
は
青
池

（
芒
が
渕
。桑
名
市
多
度
町
古

野
）の
主
・
竜
で
、青
池
に
戻
っ

た
。家
族
は
祠
を
安
置
し
、古
野

で
は
雨
乞
い
祈
願
に
訪
れ
て
い

る
259（
田
代
神
社
、青
池
神
社
、

多
度
大
社
に
は
同
じ
龍
神
が
祀
ら
れ
、何
処
の
神
社
も
雨
乞
い
の

効
果
は
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

４‒

３　

神
仏
像
へ
の
雨
乞
い
祈
願　

①
旅
僧
が
水
無
神
社（
高
山
市
一
之
宮
町
）奥
の「
せ
ん
の
う（
地

名
）」の
弁
財
天
様
を
水
無
神
社
の
森
に
御
迎
え
す
れ
ば
雨
が
降
る

と
告
げ
た
。迎
え
て
祈
願
す
る
と
雨
が
降
っ
た
の
で
、終
戦
前
後
ま

で
せ
ん
の
う
の
神
様
を
神
社
に
迎
え
、鉦
を
打
っ
て
御
祭
し
、夜
中

川
原
で
大
焚
火
を
し
て
雨
乞
い
を
行
い
292
、②
広
恵
寺
城（
中
津
川

市
福
岡
町
）が
攻
め
ら
れ
て
、滝
壺
・
乙
女
淵（
中
津
川
市
加
子
母

町
の
乙
女
渓
谷
）に
身
を
投
げ
た
姫
の
亡
霊
が
旅
人
を
悩
ま
し
た

た
め
、供
養
が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
不
動
様
も

祀
ら
れ
た
64
。

③
井
戸
の
中
で
光
っ
て
い
た

仏
像
が
引
き
上
げ
ら
れ
、雨
を

頼
ん
だ
ら
降
っ
た
の
で
、雨
乞
い

地
蔵（
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
。大

畑
家
の
前
）と
し
て
お
堂
を
建
て

て
祀
ら
れ
288
、④
揖
斐
川
町
小

野
か
ら
粕
川
左
岸
側
の
揖
斐
川

町
市
場
に
ゆ
ず
り
受
け
ら
れ
た

お
不
動
さ
ま（
雨
乞
い
不
動
。揖
斐
川
町
小
野
の
山
裾
）が
移
動
の

途
中
で
動
か
な
く
な
り
、元
の
場
所
に
戻
り
、雨
乞
い
不
動
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
11
。⑤
住
職
が
夫
婦
喧
嘩
し
て
お
不
動
さ
ん（
神
戸

町
丈
六
道
）の
前
で
離
婚
を
決
め
た
ら
、外
は
晴
天
で
も
お
堂
の
中

に
雨
が
降
っ
た
。以
来
、雨
乞
い
不
動
の
霊
験
に
参
拝
者
が
増
え
た

119
。な

お
、神
仏
で
は
な
い
が
、⑥
水
神
様
の
使
い
が
で
き
る
長
老

（
岐
阜
県
可
児
市
）が
雨
乞
い
の
儀
式
を
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
が
、

迷
信
だ
と
い
う
人
物
が
い
て
二
度
と
行
わ
れ
な
か
っ
た
35
。⑦
播
隆

上
人
が
行
を
し
た「
目
醒
の
滝
」（
不
破
郡
関
ケ
原
町
玉
）の
主
・
白

鰻
に
願
を
か
け
て
雨
乞
い
を
す
る
251
。

４‒

４　

石
へ
の
雨
乞
い　

①
戦
に
負
け
た
武
士
が
丸
草
山（
恵
那
市
三
郷
町
椋
実
）の
頂

上
の
岩
で
祈
る
と
雨
が
降
り
、以
降
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
214
。②
武

並
神
社（
恵
那
市
武
並
町
竹
折
）の
大
き
な
岩
に
登
っ
て
雨
乞
い
を

し
た
214
。③
木
曽
川
に
合
流
す
る
和
田
川
河
口
の
竜
神
岩（
恵
那

市
笠
置
町
毛
呂
窪
の
関
西
電
力
用
地
）の
上
で
祈
る
214
。④
直
径

七
ｍ
の
舟
形
の
大
き
な
舟
岩（
恵
那
市
山
岡
町
下
手
向
野
田
）の

凹
み
に
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
搔
き
出
す
と
急
に
雨
が
降
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
213
。

⑤
琵
琶
湖
の
近
く
の
村
が
、阿
遅
加
神
社（
羽
島
市
足
近
町
）の

雨
石
を
持
ち
帰
っ
た
が
、雨
が
降
り
過
ぎ
て
返
し
に
来
た
際
、詫
び

に
持
っ
て
き
た
近
江
縮
緬
は
、大
幟
に
な
り
雨
乞
い
行
事
の
際
に
使

わ
れ
て
い
た
50
。⑥
高
桑
八
幡
社（
柳
津
町
高
桑
）に
あ
っ
た
雨
乞

い
石（
今
は
善
覚
寺
に
在
る
）に
水
を
掛
け
る
と
雨
が
降
っ
た
51
。

⑦
宝
暦
の
頃
、瑞
浪
市
陶
町
水
上
の
竜
王
さ
ま（
大
岩
）に
雨
乞

い
す
る
と
、白
蛇
が
現
れ
雨
が
降
っ
た
110
。⑧
素
盞
鳴
神
社（
瑞
穂

市
森
）の
お
宮
の
鳥
居
の
西
側
に
あ
る
竜
神
の
石
は
大
水
の
時
に

流
れ
て
き
た
石
で
、転
が
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、石
を
裏
返

し
た
り
水
を
掛
け
た
り
し
て
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
70
。

な
お
、対
に
な
っ
た
石
と
し
て
、⑨
木
曽
の
桟（
木
曽
郡
上
松
町
）

左
岸
の
階
段
下
に
あ
る
男
岩
と
そ
の
下
流
の
女
岩
は
、子
宝
石
で

あ
り
、雨
乞
い
石
で
も
あ
り
202
、⑩
郡
上
市
八
幡
町
島
谷
の
お
天
気

岩
・
雨
降
り
岩（
男
岩
女
岩
）は
、一
方
に
登
る
と
雨
が
降
り
、ま
た

一
方
で
は
晴
れ
る
石
で
あ
っ
た
が
、今
は
片
方
だ
け
と
な
っ
た
237
。

４‒

５　

神
社
か
ら
物
を
借
り
て
雨
乞
い　

神
社
か
ら
種
々
の
物
を
借
り
て
雨
乞
い
に
使
用
し
た
。①
貞
享

元（
一
六
八
四
）年
の
日
照
り
の
時
、八
幡
神
社（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）の
旗（
雨
乞
い
旗
）を
持
ち
出
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、

雨
乞
い
に
旗
を
使
用
し
51
、②
笠
置
山
大
権
現（
別
名
大
御
鎌
様
）

を
祀
る
山
頂
の
笠
置
神
社（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
鎌
を
借
り
て
雨

乞
い
を
行
い
214
、③
北
桑
名
神
社（
三
重
県
桑
名
市
堤
原
）に
合
祀

さ
れ
た
佐
之
富
神
社
の
宝
物
で
あ
る
硯
を
摺
っ
て
雨
乞
い
を
し
て

い
た
55
。

４‒

６　

願
い
が
叶
っ
た
礼
に
雨
を
降
ら
す　

取
矢
神
社（
山
県
市
大
桑
）

境
内
の
池
に
烏
蛇
と
白
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。歳
を
経
て
白
蛇

が
昇
天
す
る
の
を
烏
蛇
が
蛇

魔
す
る
た
め
、あ
る
人
の
夢
に

白
蛇
が
現
れ
烏
蛇
を
殺
さ
せ

た
。こ
の
社
は
白
蛇
の
効
力
で

雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
299
。②

庄
屋
は
雨
乞
い
に
権
現
山（
各

務
原
市
と
岐
阜
市
に
ま
た
が

る
三
一
七
m
）へ
行
き
、大
き

上
松
町
小
川
）で
雨
乞
い

を
し
た
帰
り
に
白
蛇
に
遭

い
、雨
を
降
ら
し
た
ら
娘

を
や
る
と
約
束
し
た
。娘

は
白
蛇
と
結
婚
し
、親
が

池
に
行
く
と
機
の
音
が
聞

こ
え
た
202
。

「
椀
貸
し
伝
説
」に
類

似
し
た
話
と
し
て
、⑩
蛇

穴
鍾
乳
洞（
郡
上
市
和
良

町
野
尻
）の
清
水
の
湧
き

出
る
穴
に
棲
む
乙
姫
は
椀

や
鼓
を
貸
し
た
が
、村
人

は
借
り
た
鼓
を
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、竜
は
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
、日
照
り
の
際
に
穴
に
雨
乞
い
を
し
て
も
竜
は
居
な
く
、

願
い
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
47
。

さ
ら
に
、「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」と「
椀
貸
し
伝
説
」の
合
体
型
と
し

て
、⑪
犬
山
市
今
井
喜
八
洞
で
、下
の
池
か
ら
水
の
無
い
上
の
田
に

水
を
掛
け
る
と
言
う
坊
主
に
、出
来
た
ら
七
人
娘
の
一
人
を
あ
げ

る
約
束
を
し
た
。水
が
掛
り
、嫁
ぐ
こ
と
を
了
承
し
た
娘
が
居
な
く

な
っ
て
か
ら
一
三
日
目
に
機
織
り
を
取
り
に
来
て
、龍
宮
に
棲
ん
で

い
る
の
で
、欲
し
い
も
の
を
紙
に
書
い
て
池（
竜
宮
池
）に
沈
め
れ
ば

何
で
も
叶
え
る
と
約
束
し
た
。あ
る
時
お
椀
を
借
り
た
が
一
つ
返
さ

な
か
っ
た
の
で
、以
後
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
208
。

４‒

７　

雨
乞
い
踊
り　

①
伊
自
良
の
雨
乞
い
・「
伊
自
良
十
六
拍
子
」は
約
三
〇
〇
年
以
上

前
か
ら
始
ま
り
、各
地
区
で
氏
神
様
に
願
っ
て
も
効
が
無
い
と
、代
表

者
が
多
度
で
御
幣
を
頂
く
。こ
れ
で
ダ
メ
な
ら
、各
地
区
の
村
人
が

釜
ヶ
谷
山
頂
に
集
ま
っ
て
各
地
区
毎
に
刈
っ
た
柴
で
の「
千
杷
焼
き

（
焚
き
）」を
行
い
、最
後
に
は
、長
さ
五
間（
九
m
）、胴
回
り
四
尺
五

寸（
一・
四
m
）の
竹
細
工
の
雌
雄
二
尾
の
龍
を
造
り
、伊
自
良
川
沿
い

に
釜
ヶ
谷
に
登
り
、「
龍
廻
し（
地

名
）」で「
雨
乞
い
の
龍
廻
し
」を

行
っ
た
207
。

龍
神
が
棲
む
と
伝
わ
る
古
賀
ヶ

池（
揖
斐
川
町
の
小
島
山
の
尾
根

に
あ
る
池
）は
三
反
歩（
＝
約
三
〇

〇
〇
㎡
、今
は
水
溜
り
）あ
り
、揖

斐
川
町
三
倉
の
人
々
に
大
切
な
池

で
、多
く
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

②
古
賀
ヶ
池
の
大
蛇
に
愛
犬
を

食
わ
れ
た
猟
師
が
、仇
討
ち
に
大

蛇
に
鉄
砲
玉
を
当
て
た
が
白
樫
村

の
氏
神
様
に
撃
つ
の
を
諭
さ
れ
、

大
蛇
に
も
良
薬
を
渡
し
た
。龍
神

が
雨
を
降
ら
せ
た
お
礼
に
、白
樫

神
社（
揖
斐
川
町
白
樫
）で
白
樫

踊
り（
敬
老
の
日
、九
月
の
第
三
月

曜
）が
奉
納
さ
れ
224
。③
揖
斐
川

町
三
倉
の
奥
の
落
平
に
一
本
の

「
踊
り
松
」が
生
え
て
お
り
、こ
の

地
は
遠
く
に
古
賀
ヶ
池
を
望
み
、

雨
乞
い
踊
り
を
奉
納
す
る
神
聖
な

所
で
あ
り
54（
池
の
畔
の
神
社
が

崩
れ
果
て
て
い
た
た
め
、昭
和
六

〇
年
に
龍
神
神
社
を
建
て
再
び

祀
っ
て
い
る
。）、ま
た
、揖
斐
川
町

三
倉
で
は
三
倉
の
雨
乞
い
踊
り

（
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）

も
行
わ
れ
て
い
る
。

④
白
山
神
社（
関
市
西
本
郷

町
）で
雨
乞
い
踊
り
を
行
い
、満
願

に
吉
田
踊
り
と
し
て
、洲
原
神
社

き
出
て
い
た
244
。⑥
揖
斐
川
電
工
神
ヶ
岳
ダ
ム
下
流
数
百
ｍ
の
坂

内
川
左
岸
の
割
れ
た
巨
岩（
髪
結
い
岩
）は
、夜
叉
姫
が
池
に
登
る

途
中
、洗
っ
た
髪
を
結
い
直
し
た
所
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
244
。

な
お
、昔
は
岩
に
隙
間
は
あ
っ
た
が
二
つ
に
割
れ
て
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
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雨
乞
い
伝
説
は
、水
を
望
む
村
人
が
湧
き
出
る
清
水
を
見
つ
け

た「
郡
上
谷（
二
三
号
）」111
と
水
を
浪
費
し
て
い
た
長
者
が
豪
雨
で

流
さ
れ
た「
お
こ
ひ
と
寒
八（
七
六
号
）」68
の
二
話
を「
貴
重
な
水

を
希
求
す
る
」雨
乞
い
伝
説
の
一
種
と
し
て
加
え
る
と
、掲
載
さ
れ

た
話
は
一
三
編
で
あ
る
。

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
話
は
、龍
神
が
住
む
井
戸
を

汚
し
て
大
雨
に
襲
わ
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」122
、穴
に
石

を
投
げ
込
ん
で
竜
神
を
怒
ら
せ
た「
美
山
の
雨
乞
い（
六
一
号
）」

291
、池
の
掃
除
を
し
て
雨
が
降
る「
城
山
の
白
狐（
六
九
号
）」125
、さ

ら
に
、淵
で
フ
ン
ド
シ
を
洗
っ
た
た
め
湧
き
出
し
て
い
た
水
源
が
逃

げ
出
し
た「
滝
壺
の
柳
の
老
木（
一
九
号
）」127
の
四
編
で
あ
る
。

龍
神
へ
貢
物
を
し
て
雨
を
望
む
話
は
、池
の
龍
神
に
娘
を
差
し

出
す「
田
代
池
の
竜
神
伝
説（
二
〇
号
）」23
と
馬
や
牛
を
貢
ぐ「
お

が
せ
池
の
宝
刀（
三
七
号
）」24
の
二
編
で
あ
る
。

そ
の
他
と
し
て
、白
髪
の
老
人
に
姿
を
変
え
た
氏
神
大
明
神
が

水
争
い
を
止
め
る
よ
う
に
里
人
に
諭
し
た「
明
神
の
お
い
か
り（
一

五
号
）」233
、弘
法
大
師
か
雨
乞
い
の
龍
を
造
っ
た「
雨
乞
い
の
龍

（
三
三
号
）」1
、多
度
大
社
に
詣
で
て
雨
が
降
る「
庄
屋
様
の
雨
乞

い
神
事（
五
三
号
）」137
、流
れ
着
い
た
木
製
の
竜
の
首
に
胴
を
付
け

て
雨
が
降
る「
大
浦
の
蛇（
六
三
号
）」98
が
あ
る
。

ま
た
、雨
乞
い
を
し
な
い
珍
し
い
話「
竜
の
怒
り
で
大
洪
水（
三

四
号
）」53
と
し
て
、郡
上
市
八
幡
町
五
町
で
は
諏
訪
神
社（
現
神

明
神
社
に
合
祀
）に
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
が
、豪
雨
が
幾
日
も
続

き
、田
畑
が
水
没
の
難
に
あ
っ
た
た
め
、「
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で

雨
乞
い
は
し
な
い
」と
神
に
約
束
し
、以
来
、五
町
は
ど
ん
な
に
日

照
り
に
な
っ
て
も
、雨
乞
い
は
し
な
い
と
伝
わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、

飛
騨
地
方
に
は
、「
雷
様
に
会
い
に
天
に
行
き
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降

り
過
ぎ
て
家
も
み
な
流
さ
れ
て
し
ま
い
、先
祖
の
墓
だ
け
残
っ
た
」

夢
の
話
105
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

8
．雨
壺
伝
説

「
雨
壺
」は
清
い
泉
や
井
戸
で
の
竜
王
の
棲
み
か
と
い
わ
れ
、雨

乞
い
の
対
象
で
あ
っ
た
。

美
濃
市
須
原
の
洲
原
神
社
51
の
裏
山
に
創
建
者
泰
澄
が
雨
壺

を
掘
っ
て
お
り
、桑
名
市
下
深
谷
部
の
雨
尾
山
飛
鳥
寺
に
は
古
陶

の
壺
の
水
を
滴
ら
せ
る
と
雨
が
降
っ
た
と
伝
わ
る
壺「
雨
壺
」55
が

有
っ
た
が
、信
長
の
兵
火
に
遭
い
今
は
無
い
。

さ
ら
に
、江
南
市
小
折
町
の
生

駒
氏
の
氏
神
龍
神
社
241
の「
雨
壺

池
」は
八
大
龍
王
を
祀
っ
て
お

り
、雨
壺
池
を
浚
っ
て
般
若
心
経

を
唱
え
る
と
、雨
が
降
る
、と
至

徳
年
間（
一
三
八
四
〜
八
七
）以

来
の
伝
承
で
あ
る
。し
か
し
、雨

が
降
ら
な
い
と
次
に
、東
南
に
約

二
〇
〇
m
の
久
昌
寺
の
住
職
に

雨
乞
い
を
依
頼
す
る
。方
丈
は
寺

宝「
大
蛇
の
鱗（
龍
鱗
）」を
奉
持

し
て
祈
願
す
る
と
、忽
ち
に
龍
神

社
の
空
に
雲
龍
が
あ
ら
わ
れ
て
雨
が
降
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
241
。明
治
二
六（
一
八
九
三
）年
八
月
、明
治
四
三
年
に
は
村
民
一

同
が
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
大
雨
が
降
り
農
作
物
が
よ
み
が
え
っ
た

報
告
が
あ
る
。
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「
ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
（
三
一
号
）」
273
は
「
五
輪
塔
の
最
上
段
の
形
」

の
石
で
あ
り
、
木
曽
川
に
い
れ
る
と
雨
が
降
り
、
降
り
す
ぎ
る
と

石
を
拾
い
上
げ
る
。
な
お
、
五
輪
塔
の
頭
部
を
ご
神
体
と
し
た
昔

話
に
「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」
25
が
あ
る
。
流
れ
て
き
た
「
ピ
カ
ピ
カ

光
る
も
の
」
を
「
雨
神
」
と
し
て
「
八
竜
大
王
」
と
名
付
け
て
小

さ
な
社
（
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
）
で
祀
っ
た
。
そ
の
後
の
洪

水
で
こ
の
「
八
竜
大
王
」
が
流
失
し
た
の
で
、
石
塔
の
五
輪
の
頭

を
ご
神
体
と
し
て
祀
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
雷
伝
説
の
1
・ 

雷

と
の
約
束
の
⑥
参
照
）。

　
「
雨
壺
さ
ん
（
七
四
号
）」
251
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
関
ヶ
原

町
今
須
の
「
雨
壺
神
社
」
の
祭
神
は
竜
王
神
で
、
今
須
山
中
に

神
木
と
水
が
溜
ま
る
穴
「
雨
壺
さ
ん
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

今
須
の
商
人
が 

「
犬
の
尾
越
」（
現
谷
畑
）
で
下
多
良
の
「
雨
が
池
」

の
大
蛇
に
頼
ま
れ
、
今
須
に
連
れ
て
い
き
、
今
須
の
雨
壺
に
住
ま

わ
せ
た
。
大
蛇
は
雨
壺
と
「
雨
が
池
」
を
た
ま
に
往
復
し
、
こ
の

二
つ
は
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
37
。

　

今
須
の
「
雨
壺
さ
ん
」
へ
は
米
原
市
の
大
野
木
や
柏
原
な
ど
か

ら
雨
乞
い
祈
願
に
行
っ
て
い
る
が
、他
の
雨
壺
と
し
て
、霊
仙
山
（
一

〇
九
四
m
）
の
黒
谷
の
源
流
部
の
岩
の
下
か
ら
の
湧
水
（
雨
壺
）

や
柏
原
の
水
竜
山
に
も
八
大
竜
王
を
祀
る
雨
壺
が
あ
る
。

　
「
雨
池
（
九
二
号
）」
274
は
、
東
白
川
村
の
濃
飛
バ
ス
停
「
大

明
神
口
」
側
の
民
家
の
庭
に
あ
る
。
付
近
の
人
の
話
で
は
、
直
径

一
m
ほ
ど
の
大
き
さ
の
池
で
、
冬
は
暖
か
く
夏
は
冷
た
く
美
味
し

い
水
が
出
て
い
た
が
、
家
を
建
て
る
際
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
、
現
在
池
の
上
は
蓋
が
し
て
あ
る
。

　

こ
の
「
雨
池
」
も
前
述
の
「
雨
壺
池
」
と
同
様
、「
池
浚
い
」

で
池
の
神
を
怒
ら
せ
る
と
、
雨
が
降
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

雨乞いの滝（観音滝）
（「がんでんの館」より）
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

に
行
き
、蛇
が
瓢
箪
を
沈
め
る
の
に

疲
れ
た
時
に
針
を
打
ち
込
ん
で
退

治
し
し
て
い
る
51
。同
様
の
話
が
、大

野
郡
清
見
村
、大
野
郡
丹
生
川
村
、

郡
上
郡
大
和
町
上
栗
巣
や
郡
上
郡

大
和
母
袋
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
92
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
の
場
所
は
川
沿
い

に
多
く
あ
る
が
、以
下
に
数
ヶ
所
を

下
流
か
ら
順
に
列
記
す
る
と
、①
夜

叉
ヶ
池
の
大
蛇
に
嫁
い
だ
娘
の
父
親

を
殺
す
た
め
に
、そ
の
大
蛇
の
本
妻
が
八
丈
岩（
揖
斐
川
町
長
良
）

の
下
の
穴
に
棲
み
つ
い
た
。父
も
そ
の
子
孫
も
夜
叉
ヶ
池
に
雨
乞
い

に
行
く
と
き
こ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
11
と
か
、②
本
妻
が
里
帰
り
す

る
娘
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
岩
を
転
が
し
た
が
、岩
は
現
在
地
に
と

ど
ま
り
、そ
れ
以
降
、岩
の
下
の
穴
に
棲
ん
で
い
る
209
と
伝
わ
る
。③

夜
叉
姫
が
夜
叉
ヶ
池
へ

行
く
途
中
で
機
を
織
り

上
げ
た「
は
た
ご
岩
」（
揖

斐
郡
揖
斐
川
町
東
横

山
）が
横
山
ダ
ム
左
岸

下
流
側
に
あ
り
、側
に
夜

叉
龍
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
。岩
の
上
に
女
性
が
上
る
と
雨
が

降
る
と
い
わ
れ
た
278
。な
お
、は
た
ご

岩
は
こ
の
他
に
、坂
内
広
瀬
と
坂
内

川
上
の
二
ヶ
所
も
あ
る
よ
う
だ
。

④
大
草
履（
地
名
）の
旧
道
深
瀬

橋
上
流
の「
魚
頭
」は
、坂
内
川
の
魚

た
ち
が
夜
叉
姫
と
龍
神
を
歓
迎
し

た
岩
244
で
、⑤
夜
叉
姫
と
龍
神
が
佐

中
の
家
で
泊
ま
っ
た
翌
日
、前
夜
ま

で
な
か
っ
た
清
水（
佐
中
清
水
）が
湧

「
夜
叉
ヶ
池
」を
発
表
し
、広
く
世

間
に
知
ら
れ
た
。な
お
、安
八
太

夫
の
娘
で
な
く
、③
源
義
朝
の
側

室
延
寿（
大
垣
市
青
墓
町
の
大
炊

長
者
の
娘
）が
生
ん
だ
夜
叉
姫

が
、源
氏
一
族
の
惨
劇
を
嘆
い
て

杭
瀬
川（
今
の
揖
斐
川
）に
身
を

投
げ
、魂
が
川
を
遡
り
、姫
の
名

が
付
い
た
夜
叉
ヶ
池
に
棲
み
つ
い

た
16
、と
も
伝
わ
る
。

ま
た
、夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
に
つ

い
て
、④
池
太
沢（
揖
斐
川
町
東
杉
原
）と
い
う
池
に
住
ん
で
い
た

大
蛇
が
竜
巻
に
乗
っ
て
西
杉
原
の
赤
池
に
舞
い
降
り
て
休
ん
だ
後
、

再
度
嵐
に
乗
っ
て
川
尻
ま
で
行
き
、さ
ら
に
川
を
遡
っ
て
夜
叉
ヶ
池

に
入
っ
た
か
ら
、池
太
沢
と
夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
は
親
戚
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
278
。

近
世
初
期
頃
か
ら
実
録
随
筆
の
書
に
収
載
さ
れ
た
夜
叉
ヶ
池
伝

説
は
弘
仁
八（
八
一
七
）年
あ
る
い
は
承
和
・
嘉
祥
の
頃（
八
三
四
〜

八
五
〇
）に
発
生
し
た
大
旱
魃
を
題
材
と
し
て
お
り
、⑤
正
保
四

（
一
六
四
七
）年
に
大
垣
初
代
藩
主
戸
田
氏
鉄
は
夜
叉
龍
神
社
を

西
濃
の
水
神
と
し
て
祀
り
、そ
の

守
職
を
長
昌
寺（
坂
内
川
上
）に

委
託
し
た
129
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、蛇
婿
入
り

説
話（
水
乞
い
・
嫁
入
り
型
）に
分

類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、飛
騨
に

は
よ
く
似
た「
姥
が
池
伝
説
」が

あ
る
。例
え
ば
、⑥
高
山
市
上
枝

地
区（
川
上
郷
）で
は
、田
に
水
を

入
れ
て
く
れ
た
ら
娘
を
や
る
と

蛇
と
約
束
し
、三
人
娘
の
末
娘
が

瓢
箪
と
針
を
持
っ
て
大
蛇
と
池

い
、雨
乞
い
は
し
な
か
っ
た
131
。

大
野
町
で
少
し
変
わ
っ
た
雨
乞
い
と
し

て
、⑫
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富（
旧
三
田
畑
）

の
堤
防
に
祀
ら
れ
た
流
れ
地
蔵
に
雨
を
頼

ん
だ
ら
降
っ
た
。こ
れ
以
降「
水
く
れ
地
蔵

さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
、雨
が
欲
し
い
時
は
、地

蔵
の
頭
か
ら
足
ま
で
水
で
よ
く
洗
っ
て
お
願

い
し
た
18
。

ま
た
、⑬
揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
の
八
木

地
区
で
は
、明
治
二
九（
一
八
九
六
）年
の
大

水
で
唯
一
残
っ
た
八
木
文
楽（
人
形
芝
居
）の

蛇
幕
は
、芝
居
で
お
宮
の
境
内
に
張
る
と
雨

が
降
る
と
伝
え
ら
れ
、現
在
は
大
野
町
民
俗

資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
131
。

6
．夜
叉
ヶ
池
伝
説

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、①
現
安
八
郡
神
戸
町
の
長
者
安
八
太
夫
が
、

雨
を
降
ら
し
た
約
束
に
娘
を
蛇（
龍
神
）に
嫁
が
せ
、龍
神
と
娘
は
夜

叉
ヶ
池
に
棲
み
、人
々
の
雨
乞
い
の
願
い
を
叶
え
る
伝
説
で
あ
る
119
。

な
お
、こ
の
話
の
他
に
、②
安
八
太
夫
が
日
吉
神
社
で
の
雨
乞
い
満

願
の
日
に
現
れ
た
夜
叉
ヶ
池
の
龍

神
に
娘
を
嫁
に
す
る
約
束
を
し
、

龍
に
嫁
ぐ
夜
叉
姫
の
た
め
に
子
安

地
蔵
菩
薩
を
江
戸
末
期
の
神
戸

町
丈
六
道
に
あ
っ
た
宝
蔵
院
に

祀
っ
た
話
56
も
あ
る
。

大
正
二（
一
九
一
三
）年
に
泉

鏡
花
が
福
井
県
内
の
、同
三
年
に

大
橋
青
波
が
美
濃
側
の
夜
叉
ヶ

池
伝
説
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
戯
曲

崖
錐
上
の
集
落
で
の
雨
乞
い
は

以
下
の
よ
う
に
山
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。①
来
振
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
稲
富
）の
雨
乞
い
は
、雨

乞
い
踊
り
の
後
に
、白
山（
石
灰
採

取
で
消
滅
）の
山
腹
に
松
明
で

「
水
」の
文
字
を
書
い
て
火
を
点
け

る
。降
ら
な
い
と
来
振
寺
の
住
職

が
祈
祷
し
た
り
、夜
叉
ヶ
池
や
多

度
山
な
ど
に
も
雨
乞
い
参
り
を
し

た
131
。②
野
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
野
）か
ら
区
民
が
権
現
山

（
揖
斐
郡
大
野
町
牛
洞
）山
頂
ま
で
松
明
を
焚
い
て
登
り
、山
頂
で

祈
願
し
た
131
。③
大
野
町
牛
洞
地
区
で
は
鐘
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

し
な
が
ら
、村
内
の
神
社
に
お
参
り
し
、権
現
山
に
集
ま
る
18
。「
牛

洞
の
雨
乞
い
踊
り
」は
大
野
町
の
文
化
財
で
あ
る
。

一
方
、い
わ
ゆ
る
平
地
で
は
、④
大
野
町
古
川
地
区（
来
振
の
南
）

で
は
神
社
境
内
や
溜
池
の
堤
に
持
ち
寄
っ
た
枝
の
束
を
積
み
上
げ

て
燃
や
し
131
、⑤
大
野
寺
内
地
区（
古
川
の
西
）で
は
平
成
六
年
八

月
に
も
持
ち
寄
っ
た
藁
を
墓
地
で
燃
や
し
131
、⑥
大
野
町
大
野
地

区（
三
水
川
沿
い
）で
は
区
長
か
ら
の
触
れ
で
家
毎
に
柴
を
北
野
神

社（
揖
斐
郡
大
野
町
大
野
）に
持
ち
寄
り
御
祈
祷
の
後
に
燃
や
し

131
、⑦
大
野
町
相
羽
地
区（
大
野
の
南
）で
は
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
相
羽
）で
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
麦
殻
を
燃
や
し
て
雨
乞

い
131
を
し
、⑧
大
野
町
小
衣
斐
地
区（
相
羽
の
西
）で
は
村
が
主
体

と
な
り
春
日
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
小
衣
斐
）で
神
主
に
祝
詞
を

挙
げ
て
貰
い
131
、⑨
大
野
町
下
方
地
区
で
は
松
明
を
焚
い
て
根
尾

川
右
岸
堤
防
上
を
日
吉
神
社（
根
尾
川
左
岸
、下
方
字
上
池
）東
ま

で
行
き
、河
原
で
雨
乞
い
を
し
て
い
た
131
。

な
お
、大
野
町
で
は
雨
乞
い
で
は
な
く
日
和
乞
い（
お
天
気
乞

い
）も
行
わ
れ
て
い
た
。⑩
大
野
町
瀬
古
地
区（
小
衣
斐
の
西
北
）で

は
、五
〇
年
前
ま
で
、諏
訪
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
）拝
殿
で

日
和
乞
い
を
行
い
131
、⑪
隣
の
本
庄
よ
り
一
〜
二
ｍ
低
い
氾
濫
盆

地
低
地
の
大
野
町
下
磯
で
も
、雨
降
り
が
続
く
と
、日
和
乞
い
を
行

は
同
日
に
熊
野
神
社（
美
並
町
山
田
）で
雨
乞
い
を
行
い
、雨
が
降

ら
な
い
場
合
は
、裏
山
の
御
手
洗
池
を
浚
っ
た
287
。⑦
鹿
島
神
社

（
郡
上
市
美
並
町
三
戸
）で
は
、お
神
輿
に
大
鍬
大
明
神
を
奉
じ
て

福
野
坂
の
下
の「
淡
の
倉
の
淵
」ま
で
行
列
し
、こ
の
淵
で
若
者
が
泳

ぎ
、行
列
は
神
社
に
戻
り
、雨
が
降
る
ま
で
籠
る
。明
治
期
末
ま
で

行
わ
れ
、雨
の
降
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
237
。

5‒

3　

揖
斐
郡
大
野
町　

揖
斐
郡
大
野
町
は
、東
西
約
五
・
八
㎞
、南
北
約
一
一・
七
㎞
で
、

北
部
は
山
地
で
、西
の
揖
斐
川
と
東
の
根
尾
川
が
合
流
点
す
る
逆

三
角
形
で
、揖
斐
川
と
根
尾
川
の
各
扇
状
地
が
中
央
部
へ
進
延
し
、

中
央
部
を
流
れ
る
三
水
川
沿
い
に
氾
濫
盆
地
低
地
と
な
っ
て
い
る
。

（
美
濃
市
須
原
）ま
で
礼
踊
り
を
行
う
289
。⑤
江
戸
末
期
か
ら
昭
和

初
め
ま
で
は
、常
法
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
）の
庭
で
雨
乞

い
踊
り
を
奉
納
し
た
後
、笙
ヶ
岳（
九
〇
八
m
）の
竜
を
怒
ら
せ
る

た
め
髪
の
毛
を
燃
や
し
て
、一
之
瀬
と
和
田
の
境
の
尾
根
を
登
っ
た

先
の
三
ツ
岩
へ
願
掛
け
に
出
か
け
た
37
。

5
．各
地
の
雨
乞
い

美
濃
市
上
有
知
、郡
上
市
、揖
斐
郡
大
野
町
で
の
雨
乞
い
に
つ
い

て
以
下
に
触
れ
よ
う
。

5‒

1　

美
濃
市
美
濃
町　

雨
乞
い
行
事
は
三
段
階
で
行
わ
れ
た
。ま
ず
は
（1）
三
社
百
燈
奉

献（
八
幡
社
、熊
野
社
、神
宮
社
に
灯
明
を
百
燈
献
じ
る
）、効
果
が

無
い
と
（2）
七
社
千
度
参
り（
上
記
三
社
に
四
社
を
加
え
、一
社
に
つ

い
て
合
計
千
度
に
な
る
よ
う
に
参
加
者
が
拝
む
）、さ
ら
に
効
果
が

無
い
と
雨
に
因
ん
だ
造
り
物
を
造
り
、（3）
町
騒
ぎ
で
街
中
を
練
り

歩
く
。こ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
、再
び
四
回
目
と
し
て
（1）
の
三

社
百
燈
奉
献
か
ら
繰
り
返
す
。

嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
は
、六
月
八
日
〜
七
月
二
三
日
ま
で

に
計
七
回
の
雨
乞
い
行
事
が
行
わ
れ
、七
月
二
三
日
の
三
回
目
の

町
騒
ぎ
で
は
、お
姫
井
戸
浚
い
も
行
わ
れ
た
が
、雨
は
前
日
の
夜

一
〇
時
頃
か
ら
当
日
朝
に
か
け
て
降
っ
た
289
。

5‒

2　

郡
上
市
美
並
町　

雨
乞
い
行
事
は
集
落
毎
に
異
な
っ
て
い
る
が
、各
集
落
は
竜
神
を

怒
ら
せ
る
手
法
を
よ
く
用
い
た
。つ
ま
り
、①
美
並
村
大
矢
元（
現

美
並
町
白
山
）で
は
天
神
様（
天
吹
天
神
）境
内
の
御
手
洗
に
石
を

投
げ
込
み
287
、②
美
並
村
苅
安（
現
美
並
町
白
山
）で
は
福
の
坂
の

下
の「
淡
の
倉
の
淵
」で
松
明
を
持
っ
て
泳
ぎ
287
、③
上
苅
安（
現
美

並
町
白
山
）で
は
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫
滝
の
滝
壺
を
浚
え

287
、④
大
矢（
美
並
町
高
砂
）で
は
粥
川
の
星
宮
神
社
ま
で
大
神
楽

を
打
っ
て
行
き
、矢
納
ヶ
淵
へ
飛
び
込
み
287
、⑤
粥
川
地
区
で
は
矢

納
が
淵
に
鬼
面
を
沈
め
237
、⑥
美
並
町
の
杉
原
と
赤
池
の
両
地
区

な
岩（
二
ッ
岩
）の
前
で
自
分

の
身
を
捧
げ
る
の
で
雨
を
と

祈
る
と
、雨
が
降
っ
た
が
、雷

と
共
に
庄
屋
は
消
え
、岩
は

二
つ
に
割
れ
て
い
た
222
。③
印

食
の
蛇
池（
羽
島
郡
岐
南
町
）

の
岸
で
若
い
娘
が
見
知
ら
ぬ

男
か
ら
預
か
っ
た
手
紙
を
返

し
に
池
に
戻
り
居
な
く
な
っ

た
。翌
朝
そ
の
場
所
に
父
親

宛
て
の
手
紙
が
あ
り
、「
日
照

り
の
時
は
帯
流
せ
。長
雨
降
っ
た
ら
紅
投
げ
よ
」と
あ
っ
た
118
。④
親

孝
行
な
若
者
が
野
良
仕
事
で
誤
っ
て
大
蛇
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。大

蛇
は
、お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
か
ら
、亡
骸
を
舟
伏
山（
二
六
二

ｍ
、岐
阜
市
日
野
）に
葬
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。以
後
こ
の
葬
っ
た
蛇

首
塚
で
雨
乞
い
を
行
っ
た
51
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
で
、雷
の

子
が
落
ち
て
き
て
一
緒
に
暮
し
て
い
た
。親
と
共
に
帰
っ
た
が
、必

要
な
時
に
は
お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
っ
た
50
。

洗
濯
の
水
さ
え
も
貴
重
で
あ
っ
た
話
と
し
て
、⑥
各
務
原
市
須

衛
町
は
田
に
水
が
留
ま
り
に
く
い
土
地
だ
っ
た
。干
ば
つ
の
折
、大

切
な
水
を
洗
濯
に
使
わ
な
か
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。そ
れ
以
来
、雨

乞
い
の
時
は
洗
濯
を
し
な
い
25
。⑦
加
茂
郡
八
百
津
町
の
あ
る
妻

は
、洗
濯
し
な
い
な
ら
ば
雨
を
降
ら
す
と
の
神
託
を
知
ら
さ
れ
ず

に
洗
濯
を
し
た
。妻
は
命
と
引
き
換
え
に
雨
を
願
っ
て
池
に
身
を

投
げ
て
雨
が
降
り
、妻
は
大
蛇
に
な
り
天
に
昇
っ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
た
47
。

な
お
、雨
乞
い
伝
説
で
よ
く
知
ら
れ
た「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」に
極

め
て
類
似
し
た
話
と
し
て
、⑧
若
者
が
土
岐
市
土
岐
津
町
の
庄
屋

の
娘
を
貸
し
て
く
れ
た
ら
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
い
、娘
と
若
者
は

樫
の
木
の
穴
に
消
え
て
、雨
が
降
っ
た
。穴
を
覗
か
れ
た
竜
は
怒
っ

て
娘
と
と
も
の
天
に
昇
っ
た
。樫
の
木
の
あ
っ
た
場
所
に
社
を
建

て
、こ
こ
に
願
う
と
雨
が
降
り
83
、ま
た
、⑨
駒
ヶ
岳
神
社（
木
曽
郡

て
石
と
な
り
池
底
に
残
っ
た
218
、②
富
士
神
社（
下
呂
市
小
坂
町
湯

屋
）の
蔵
王
権
現
は
、雨
乞
い
の
効
果
の
な
か
っ
た
氏
神
を
川
に
流

す
と
川
を
遡
り
、落
合
に
流
れ
着
き
祀
ら
れ
、雨
乞
い
の
神
と
な
っ

た
20
。ま
た
、③
加
茂
郡
白
川
町
切
井
地
区
で
は
、村
の
山
か
ら
伐

り
出
し
た
太
い
神
木
に
御
幣
を
付
け
、機
織
り
淵
に
入
れ
た
神
木

が
伊
勢
神
宮
ま
で
流
れ
る
ほ
ど
の
大
雨
を
願
っ
た
123
。ま
た
、釣
鐘

や
ご
神
体
を
沈
め
る
の
で
は
な
く
、④
雨
乞
い
の
時
だ
け
、子
供
た

ち
は
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
倉
本
の
木

曽
川
の
中
に
あ
る
岩（
雨
乞
い
岩
）で

水
遊
び
を
し
、雨
乞
い
岩
を
怒
ら
せ
て

雨
を
降
ら
せ
た
202
。

と
こ
ろ
で
、雨
乞
い
祈
願
が
行
わ
れ

た
時
代
は
神
仏
混
淆
で
神
社
へ
も
寺

院
へ
も
願
い
に
行
っ
た
が
、一
方
、あ
る

特
定
の
神（
龍
神
、龍
王
等
）に
祈
願

を
掛
け
る
場
合
も
あ
る
。

４‒

２　

龍
や
蛇
に
願
う
雨
乞
い　

蛇
と
雨
の
話
は
極
め
て
多
く
、①
高
山
市
丹
生
川
町
池
之
俣
地

区
で
は
、集
落
か
ら
一
二
㎞
程
奥
の
土
樋
池（
烏
帽
子
岳
西
の
溶
岩

流
に
よ
る
堰
止
湖
）へ
登
り
、池
の
付
近
に
中
畑
市
之
助
氏
所
有
の

竜
の
掛
け
軸
を
掲
げ
て
祈
っ
た
269
。②
杣
ヶ
池（
高
山
市
高
根
町
日

和
田
高
原
）の
竜
神
に
祈
り
、池
の
水
を
一
升
樽
に
汲
み
村
を
流
れ

る
野
麦
川
に
流
す
と
雨
が
降
る
。お
礼
に
川
の
水
を
同
じ
量
、池
に

返
す
47
。ま
た
双
六
谷
の
黒
淵
と
大
丹
生
川
池（
高
山
市
丹
生
川

町
久
手)

が
霊
験
灼
か
な
雨
乞
い
場
所
で
あ
り
、③
黒
淵（
高
山
市

上
宝
町
双
六
谷
）に
棲
む
淵
の
主
・
黒
牛
は
烟
を
嫌
う
の
で
、雪
洞

に
蝋
燭
を
灯
し
て
淵
に
流
し
、水
の
底
か
ら
光
が
指
せ
ば
雨
乞
い

が
聞
き
届
け
ら
れ
104
、④
鐘
や
太
鼓
で
大
丹
生
川
池
ま
で
雨
を
祈

り
般
若
心
経
を
唱
え
た
104
。

山
県
市
で
は
、⑤
神
通
力
の
あ
る
蛇
が
棲
ん
で
い
る
長
平
山（
山

県
市
柿
野
）の
岩
か
ら
顔
を
出
す
と
日
照
り
で
も
雨
が
降
っ
た
。こ

一
方
、沈
め
た
ら
祟
り

が
起
き
た
話
と
し
て
、⑥

広
瀬
観
音（
高
山
市
国
府

町
広
瀬
町
）へ
の
信
仰
心

の
な
い
殿
様
の
時
に
日
照

り
に
な
り
、観
音
様
を
川

に
沈
め
た
ら
祟
り
が
お

き
た
。後
に
観
音
様
を
祀
り
直
し
た
ら
平
和
な
村
に
な
っ
た
59
。

（
４
）「
石
を
投
げ
入
れ
る
」　

①
雨
乞
い
淵（
雨
乞
い
淵
の
滝
。恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）に
石

を
投
げ
込
む
99
、②
喉
の
滝（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
。平
成
二
六

年
に
崖
の
崩
壊
で
湛
水
し
て
水
没
し
た
よ
う
で
あ
る
）に
石
を
投

げ
込
み
99
、③
飛
騨
市
古
川

町
高
野
の
米
俵
大
の
蛤
型

の
模
様
が
あ
る「
蛤
石
」を

淵
へ
沈
め
て
雨
を
願
い
51
、

④
高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾

で
は
乗
鞍
山
に
登
り
、石
を

池
に
投
げ
込
ん
だ
51
。

（
５
）「
面
を
流
す
」　

①
白
山
神
社（
旧
徳
山
村
本
郷
）で
は
、お
面
を
川
に
流
し
川
下

で
拾
っ
て
洗
っ
て
片
付
け
る
51
、②
物
部
神
社（
本
巣
市
上
真
桑
本

郷
）に
は
、面
流
し
の
雨
乞
い
神
事
に
使
わ
れ
た「
が
く
ら
の
面
」が

今
も
祀
ら
れ
て
い
る
51
。な
お
こ
の
面
は
、山
伏
が
享
保
三（
一
五
三

〇
）年
の
根
尾
川
大
洪
水
で
拾
い
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）「
そ
の
他
」　

①
昔
大
き
な
池
が
あ
っ
た
釜
が
淵（
下
呂
市
小
坂
町
赤
沼
田
）の

水
が
枯
れ
た
時
に
、池
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
姉
弟
が
大
事
に
し
て

い
た
釜
を
投
げ
入
れ
て
村
を
去
っ
た
後
、雨
が
降
っ
た
。釜
は
や
が

れ
83
、②
水
無
神
社（
高

山
市
一
之
宮
町
）の
弘
安

五（
一
二
八
二
）年
の
銘
の

あ
る
鐘
の
竜
頭
に
綱
を

付
け
、高
山
と
宮
村
の
境

の
宮
川
の「
わ
ん
ご
の
淵
」

に
沈
め
た
51（
鐘
は
廃
仏

毀
釈
で
破
却
さ
れ
た
）、③
宗
久
寺（
岐
阜
県
恵
那
市
東
野
）の
鐘

（
戦
争
で
供
出
さ
れ
て
無
く
な
っ
た
）を
東
野
向
島
の
オ
カ
ダ
ヶ
淵

に
沈
め
る
214
。な
お
、④
曼
荼
羅
寺（
江
南
市
前
飛
保
町
寺
町
）の

銅
鐘（
朝
鮮
鐘
）は
竜
宮
の
乙
姫
様
が
献
上
し
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
、こ
れ
を
本
尊
の
前
に
据
え
て
雨
乞
い
を
し
た
241
。

（
３
）「
御
神
体
を
沈
め
る
」

①
岸
剱
神
社（
郡
上
市
八
幡
町
柳
町
）の
ご
神
体
を
川
水
で
洗
っ

て
祈
る
237
、②
雨
乞
い
の
滝（
観
音
滝
。下
呂
市
小
坂
町
大
洞
）に
小

坂
町
赤
沼
田
の
観
音
を
滝
壺
に
入
れ
る
と
大
雨
に
な
る
51
、③
恵

那
市
長
島
町
中
野
槙
ヶ
根
の
お
不
動
様（
雨
乞
い
不
動
）を
永
田

川
に
架
か
る
中
野
橋（
長
島
町
中
野
）下
流
を
堰
き
止
め
て
沈
め

る
214
、④
中
廿
屋（
美
濃
加
茂
市
三
和
町
）の
小
川
の
ほ
と
り
に
祀

ら
れ
て
い
た
仏
像
・
ベ
ン
ズ
ル（
賓
頭
廬
）さ
ま
を
立
岩
の
龍
王
淵

に
沈
め
て
踊
る
288
、⑤
文
明
年
間（
一
四
六
九
〜
八
六
）、谷
汲
山
華

厳
寺
中
興
の
祖
・
道
破
十
穀
上
人
が
谷
川
の
水
で
身
を
清
め
、顔
に

化
粧
を
し
て
祈
願
し
て
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
因
み
、雨
乞
い
の
時
は

華
厳
寺
本
堂
の
回
廊
の
奥
に
祀
っ
て
あ
る
上
人
の
木
像
前
で
読
経

し
、紅
白
粉
で
お
化
粧
し

た
後
に
谷
川
に
投
げ
込

み
、飛
び
込
ん
だ
若
者
が

木
像
に
水
を
浴
び
せ
て

沈
め
た
り
し
た
後
、再
度

化
粧
を
し
て
雨
乞
い
祈

願
を
し
た
260
。

の
雨
乞
い
回
数
は
二
回（
三
三
%
）が
最
も
多
く
、次
が
三
回（
二

〇
％
）と
四
回（
一
三
％
）で
、そ
の
次
が
一
回
と
七
回
の
一
〇
％
で

あ
っ
た
。ま
た
、合
同
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
集
落
数
は
、八
ヶ
村
、

一
〇
ヶ
村
あ
る
い
は
一
七
ヶ
村
に
達
し
て
い
る
。

３
．多
度
大
社（
桑
名
市
多
度
町
）の
雨
乞
い

雨
乞
い
神
事
で
、斎
場
で
神
霊
が
宿
る
も
の
と
し
て
神
に
供
え
ら

れ
た
御
幣
は
祈
祷
料
と
希
望
降
水
量
の
多
少
で
金
幣
・
銀
幣
・
黒

幣
・
白
幣
の
四
種
類
か
ら
選
ば
れ
た
。金
幣
が
最
も
高
く
、黒
幣
が

昔
か
ら
一
番
多
く
行
わ
れ
た
。黒
幣
は
明
治
三
六（
一
九
〇
三
）年
に

金
七
円
五
〇
銭（
米
価
で
換
算
す
る
と
現
在
の
約
四
万
円
）、白
幣

は
黒
幣
の
効
力
の
半
分
で
、祈
祷
料
も
半
額
で
あ
っ
た
。神
事
の
後

に
神
職
か
ら
受
け
取
っ
た
神
札
は
、帰
路
の
途
中
で
手
を
放
す
と
そ

の
地
点
で
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
、自
村
ま
で
手
か
ら
離
さ
ず
に
持
ち

帰
っ
た
。

な
お
、片
目
が
潰
れ
た
龍
神
の
一
目
連（
又
は
ひ
と
つ
め
の
む
ら

じ
）と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
多
度
大
社
別
宮
の
祭
神
・
天
目
一
箇
命

は
、片
目
の
鍛
冶
の
神
で
、火
で
目
が
潰
れ
る
鍛
冶
職
人
を
象
徴
し

て
い
る
。一
方
、一
目
連
は
多
度
山
に
住
む
一
目
龍
で
あ
る
。水
神
・
龍

神
で
あ
る
一
目
連
は
雨
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、洪
水
を
止
め
る
力

を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

４
．雨
乞
い
行
事
の
種
類

雨
乞
い
行
事
と
し
て
は
、①
龍
神
を
怒
ら
せ
る（
池
・
沼
・
淵
の
水

を
か
き
回
す
、汚
物
を
洗
う
、鐘
沈
め
、地
蔵
沈
め
等
）、②
雨
乞
い

踊
り
・
太
鼓
踊
り
、雨
乞
い
大
般
若
・
念
仏
を
唱
え
る
、③
氏
神
に

三
日
三
晩
籠
る
参
籠
、④
山
上
で
火
を
焚
く
千
杷
焚
き
、⑤
聖
地

か
ら
神
水
を
貰
う
水
種
貰
い
等
多
く
の
種
類
が
あ
る
。さ
ら
に
変

わ
っ
た
行
事
と
し
て
、秋
田
・
福
岡
・
佐
賀
県
な
ど
で
は「
女
が
相
撲

を
と
る
と
雨
が
降
る
」と
い
う
言
い
伝
え
で
、雨
乞
い
の
た
め
に
女

相
撲
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

４‒

１　

 

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る

①「
お
姫
の
井
戸
五
〇
号
」122
で
は
、「
姫
の
井
戸
」を
汚
し
て
龍

神
の
お
姫
様
を
怒
ら
せ
、②
恵
那
市
武
並
町
竹
折
上
野
の
龍
宮
淵

は
汚
す
と
祟
り
が
あ
る
の
で
村
人
は
普
段
近
寄
ら
ず
、雨
乞
い
に

は
名
僧
の
衣
を
淵
に
投
げ
入
れ
て
い
た
214
。

以
下
に
、龍
神
を
怒
ら
せ
る
各
種
の
雨
乞
い
手
法
の
話
を
述
べ
る
。

（
１
）「
池
や
淵
の
水
を
浚
え
る
」

①
白
山
比
咩
神
社（
恵
那
市
山
岡

町
下
手
向
）境
内
の
御
手
洗
池
を
浚

え
て
乾
か
す
51
、②
虚
空
蔵
岩（
関
市

富
之
保
）の
基
部
に
あ
る
ウ
ナ
ギ（
虚

空
蔵
菩
薩
の
使
い
）が
棲
む
小
池
を
浚

え
る
51
、③
日
龍
峯
寺（
関
市
下
之

保
）の
裏
の
竜
宮
ま
で
続
い
て
い
る「
ナ

ブ
ラ
ス
の
池
」を
浚
え
る
51
、④
水
神

神
社（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）境
内
の

池
を
掃
除
す
る
51
、⑤
源
氏
の
落
武

者
が
兜
を
投
げ
入
れ
た
か
ぶ
と
渕（
美

濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
）を
浚
え
る

288
、⑥
京
河
さ
ま
と
呼
ば
れ
た
小
さ
な

神
社
前
の
池（
可
児
市
姫
ケ
丘
）の
主

が
大
蛇
で
あ
り
、雨
乞
い
の
た
め
に
池

を
か
え
ど
り（
川
を
堰
き
止
め
て
、魚

を
捕
ま
え
る
こ
と
）し
た
35
。ま
た
、白

鳥
神
社（
養
老
郡
養
老
町
桜
井
）の
池

の
水
を
か
き
出
す
と
雨
が
降
っ
た
302
。

水
を
浚
え
た
祟
り
と
し
て
、⑦
日
輪

寺（
岐
阜
市
芥
見
）の
池
付
近
で
大
蛇
を
見
た
人
が
亡
く
な
り
、雨
乞

い
の
た
め
に
池
浚
い
を
し
た
ら
、ま
た
死
人
が
出
た
。そ
こ
で
、大
蛇

の
姿
で
現
れ
た
龍
神
を
祀
る
た
め
に
黒
龍
明
神
を
建
立
し
た
46
。

（
２
）「
釣
り
鐘
を
沈
め
る
」

①
土
岐
市
泉
町
久
尻
で
は
、水
神
様
の
住
む
淵
に
鐘
を
投
げ
入

理
で
あ
る
な
あ
、こ
の
国
を
日
の
本
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、日
が
照
り
も

す
る
だ
ろ
う
、し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、又
、天（
雨
）が
下
と
も

言
う
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
、雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
）と
、雨
を

乞
う
歌（
恐
ら
く
は
江
戸
時
代
初
期
の
作
）が
伝
わ
っ
て
い
る
。ま

た
、平
安
時
代
中
期
の
僧
侶
・
歌
人
の
能
因
法
師（
九
八
八
〜
一
〇

五
〇
頃
）も
和
歌
を
詠
ん
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
お
り
283
、郡
上
市

大
和
町
牧
の
千
代
清
水（
長
刀
清
水
）は
、嘉
吉
元（
一
四
四
一
）年

の
大
干
ば
つ
に
、神
職
の
娘
・
千
代
が
社
を
作
り
雨
乞
い
を
し
て
湧

き
出
し
た
泉
で
あ
る
51
。

２
．雨
乞
い
の
回
数

雨
乞
い
は
、一
集
落
で
効
果
が
無
い
と
、周
囲
の
村
々
が
合
同
で

何
度
も
雨
乞
い
を
繰
り
返
し
た
。そ
れ
で
も
効
果
が
無
い
と
、雨
乞

い
で
有
名
な
神
社（
多
度
大
社
、熱
田
神
宮
、真
清
田
・
津
島
神
社

等
）に
遠
方
か
ら
も
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。な
お
、雨
乞
い
の
効
果

と
し
て
、「
江
戸
時
代
、西
光
寺（
岐
阜
市
向
加
野
）の
雨
乞
い
が
村

総
出
で
三
日
三
晩
行
わ
れ
、雨
の
他
に
鯛
ま
で
も
降
っ
て
き
た
46
」

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

雨
乞
い
を
行
っ
た
年
間
の
回
数
や
合
同
で
祈
願
し
た
村
数
は
、

例
え
ば
、松
下
78
に
よ
る
と
知
多
市
東
浦
町
の
村
で
は
、文
政
九

（
一
八
二
六
）年
〜
文
久
四（
一
八
六
四
）年
の
二
九
年
間
で
、年
間

１
．は
じ
め
に

稲
作
に
は
畑
で
栽
培
す
る
陸
稲
耕
作
も
あ
る
が
、陸
稲
は
収
穫

率
や
食
味
が
落
ち
る
。そ
こ
で
、水
稲
耕
作
が
主
に
行
わ
れ
て
き
て

お
り
、田
植
え
と
そ
の
後
の
稲
の
生
育
に
は
、雨
水
が
不
可
欠
で
、

干
天
時
に
は
全
国
各
地
で「
雨
乞
い
」行
事
が
行
わ
れ
、歌
人
は
雨

を
乞
う
歌
を
謡
っ
て
い
る
。

平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八
五
）前
期
九
世
紀
頃
の
歌
人
小
野

小
町
が
詠
ん
だ
雨
乞
い
の
和
歌
の
一
つ
に
、「
こ
と
わ
り
や　

日
の

本
な
ら
ば　

照
り
も
せ
め　

さ
り
と
て
は
ま
た　

天
が
下
と
」（
道

れ
以
降
、雨
占
い
を
こ
の
岩
で
行
っ
た
124
。⑥
舟
伏
山（
山
県
市
神

崎
、一
〇
四
〇
ｍ
）山
頂
の
大
池
に
雄
の
、小
池
に
雌
の
大
蛇
が
棲

ん
で
い
た
が
、雄
雌
の
大
蛇
が
海
へ
住
ま
い
を
変
え
る
た
め
に
、雄

は
土
石
流
と
共
に
根
尾
の
初
鹿
谷
に
滑
り
落
ち
、雌
は
神
崎
側
の

夏
坂
谷
に
落
下
る
途
中
で
穴（
堅
穴
鍾
乳
洞
）に
し
ば
ら
く
留
ま
っ

た
。神
崎
で
は
こ
の
穴
で
八
大
竜
王
に
雨
乞
い
を
し
た
124
。

⑦
池
田
山（
九
二
四
ｍ
）の
山
頂
近
く
の
蛇
が
棲
む
と
い
う
高
さ

六
ｍ
余
り
の
大
石
・
焼
石
神
社（
揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
）に
雨
乞
い

祈
願
を
し
、雨
が
降
る
と
、長
さ
二
ｍ
以
上
の
松
明
数
百
本
に
火
を

点
け
て「
感
謝
の
火
祭
り
」を
行
っ
た
12
。⑧
龍
神
が
棲
む
乙
女
淵

（
揖
斐
川
町
谷
汲
木
曽
屋
） 

で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
76
。

⑨
南
宮
神
社（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
裏
山
の
蛇
池
に
棲
む

大
蛇
に
雨
を
願
う
51
。⑩
養
老
郡
養
老
町
蛇
持
の
蛇
が
棲
む
蛇
池

で
雨
乞
い
を
す
る
51
。⑪
八
幡
神

社（
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
）に

描
か
れ
た
竜
に
雨
乞
い
を
す
る

51
。⑫
禰
宜
の
娘
・
き
ぬ
は
青
池

（
芒
が
渕
。桑
名
市
多
度
町
古

野
）の
主
・
竜
で
、青
池
に
戻
っ

た
。家
族
は
祠
を
安
置
し
、古
野

で
は
雨
乞
い
祈
願
に
訪
れ
て
い

る
259（
田
代
神
社
、青
池
神
社
、

多
度
大
社
に
は
同
じ
龍
神
が
祀
ら
れ
、何
処
の
神
社
も
雨
乞
い
の

効
果
は
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

４‒

３　

神
仏
像
へ
の
雨
乞
い
祈
願　

①
旅
僧
が
水
無
神
社（
高
山
市
一
之
宮
町
）奥
の「
せ
ん
の
う（
地

名
）」の
弁
財
天
様
を
水
無
神
社
の
森
に
御
迎
え
す
れ
ば
雨
が
降
る

と
告
げ
た
。迎
え
て
祈
願
す
る
と
雨
が
降
っ
た
の
で
、終
戦
前
後
ま

で
せ
ん
の
う
の
神
様
を
神
社
に
迎
え
、鉦
を
打
っ
て
御
祭
し
、夜
中

川
原
で
大
焚
火
を
し
て
雨
乞
い
を
行
い
292
、②
広
恵
寺
城（
中
津
川

市
福
岡
町
）が
攻
め
ら
れ
て
、滝
壺
・
乙
女
淵（
中
津
川
市
加
子
母

町
の
乙
女
渓
谷
）に
身
を
投
げ
た
姫
の
亡
霊
が
旅
人
を
悩
ま
し
た

た
め
、供
養
が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
不
動
様
も

祀
ら
れ
た
64
。

③
井
戸
の
中
で
光
っ
て
い
た

仏
像
が
引
き
上
げ
ら
れ
、雨
を

頼
ん
だ
ら
降
っ
た
の
で
、雨
乞
い

地
蔵（
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
。大

畑
家
の
前
）と
し
て
お
堂
を
建
て

て
祀
ら
れ
288
、④
揖
斐
川
町
小

野
か
ら
粕
川
左
岸
側
の
揖
斐
川

町
市
場
に
ゆ
ず
り
受
け
ら
れ
た

お
不
動
さ
ま（
雨
乞
い
不
動
。揖
斐
川
町
小
野
の
山
裾
）が
移
動
の

途
中
で
動
か
な
く
な
り
、元
の
場
所
に
戻
り
、雨
乞
い
不
動
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
11
。⑤
住
職
が
夫
婦
喧
嘩
し
て
お
不
動
さ
ん（
神
戸

町
丈
六
道
）の
前
で
離
婚
を
決
め
た
ら
、外
は
晴
天
で
も
お
堂
の
中

に
雨
が
降
っ
た
。以
来
、雨
乞
い
不
動
の
霊
験
に
参
拝
者
が
増
え
た

119
。な

お
、神
仏
で
は
な
い
が
、⑥
水
神
様
の
使
い
が
で
き
る
長
老

（
岐
阜
県
可
児
市
）が
雨
乞
い
の
儀
式
を
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
が
、

迷
信
だ
と
い
う
人
物
が
い
て
二
度
と
行
わ
れ
な
か
っ
た
35
。⑦
播
隆

上
人
が
行
を
し
た「
目
醒
の
滝
」（
不
破
郡
関
ケ
原
町
玉
）の
主
・
白

鰻
に
願
を
か
け
て
雨
乞
い
を
す
る
251
。

４‒
４　

石
へ
の
雨
乞
い　

①
戦
に
負
け
た
武
士
が
丸
草
山（
恵
那
市
三
郷
町
椋
実
）の
頂

上
の
岩
で
祈
る
と
雨
が
降
り
、以
降
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
214
。②
武

並
神
社（
恵
那
市
武
並
町
竹
折
）の
大
き
な
岩
に
登
っ
て
雨
乞
い
を

し
た
214
。③
木
曽
川
に
合
流
す
る
和
田
川
河
口
の
竜
神
岩（
恵
那

市
笠
置
町
毛
呂
窪
の
関
西
電
力
用
地
）の
上
で
祈
る
214
。④
直
径

七
ｍ
の
舟
形
の
大
き
な
舟
岩（
恵
那
市
山
岡
町
下
手
向
野
田
）の

凹
み
に
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
搔
き
出
す
と
急
に
雨
が
降
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
213
。

⑤
琵
琶
湖
の
近
く
の
村
が
、阿
遅
加
神
社（
羽
島
市
足
近
町
）の

雨
石
を
持
ち
帰
っ
た
が
、雨
が
降
り
過
ぎ
て
返
し
に
来
た
際
、詫
び

に
持
っ
て
き
た
近
江
縮
緬
は
、大
幟
に
な
り
雨
乞
い
行
事
の
際
に
使

わ
れ
て
い
た
50
。⑥
高
桑
八
幡
社（
柳
津
町
高
桑
）に
あ
っ
た
雨
乞

い
石（
今
は
善
覚
寺
に
在
る
）に
水
を
掛
け
る
と
雨
が
降
っ
た
51
。

⑦
宝
暦
の
頃
、瑞
浪
市
陶
町
水
上
の
竜
王
さ
ま（
大
岩
）に
雨
乞

い
す
る
と
、白
蛇
が
現
れ
雨
が
降
っ
た
110
。⑧
素
盞
鳴
神
社（
瑞
穂

市
森
）の
お
宮
の
鳥
居
の
西
側
に
あ
る
竜
神
の
石
は
大
水
の
時
に

流
れ
て
き
た
石
で
、転
が
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、石
を
裏
返

し
た
り
水
を
掛
け
た
り
し
て
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
70
。

な
お
、対
に
な
っ
た
石
と
し
て
、⑨
木
曽
の
桟（
木
曽
郡
上
松
町
）

左
岸
の
階
段
下
に
あ
る
男
岩
と
そ
の
下
流
の
女
岩
は
、子
宝
石
で

あ
り
、雨
乞
い
石
で
も
あ
り
202
、⑩
郡
上
市
八
幡
町
島
谷
の
お
天
気

岩
・
雨
降
り
岩（
男
岩
女
岩
）は
、一
方
に
登
る
と
雨
が
降
り
、ま
た

一
方
で
は
晴
れ
る
石
で
あ
っ
た
が
、今
は
片
方
だ
け
と
な
っ
た
237
。

４‒

５　

神
社
か
ら
物
を
借
り
て
雨
乞
い　

神
社
か
ら
種
々
の
物
を
借
り
て
雨
乞
い
に
使
用
し
た
。①
貞
享

元（
一
六
八
四
）年
の
日
照
り
の
時
、八
幡
神
社（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）の
旗（
雨
乞
い
旗
）を
持
ち
出
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、

雨
乞
い
に
旗
を
使
用
し
51
、②
笠
置
山
大
権
現（
別
名
大
御
鎌
様
）

を
祀
る
山
頂
の
笠
置
神
社（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
鎌
を
借
り
て
雨

乞
い
を
行
い
214
、③
北
桑
名
神
社（
三
重
県
桑
名
市
堤
原
）に
合
祀

さ
れ
た
佐
之
富
神
社
の
宝
物
で
あ
る
硯
を
摺
っ
て
雨
乞
い
を
し
て

い
た
55
。

４‒

６　

願
い
が
叶
っ
た
礼
に
雨
を
降
ら
す　

取
矢
神
社（
山
県
市
大
桑
）

境
内
の
池
に
烏
蛇
と
白
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。歳
を
経
て
白
蛇

が
昇
天
す
る
の
を
烏
蛇
が
蛇

魔
す
る
た
め
、あ
る
人
の
夢
に

白
蛇
が
現
れ
烏
蛇
を
殺
さ
せ

た
。こ
の
社
は
白
蛇
の
効
力
で

雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
299
。②

庄
屋
は
雨
乞
い
に
権
現
山（
各

務
原
市
と
岐
阜
市
に
ま
た
が

る
三
一
七
m
）へ
行
き
、大
き

二ッ岩

上
松
町
小
川
）で
雨
乞
い

を
し
た
帰
り
に
白
蛇
に
遭

い
、雨
を
降
ら
し
た
ら
娘

を
や
る
と
約
束
し
た
。娘

は
白
蛇
と
結
婚
し
、親
が

池
に
行
く
と
機
の
音
が
聞

こ
え
た
202
。

「
椀
貸
し
伝
説
」に
類

似
し
た
話
と
し
て
、⑩
蛇

穴
鍾
乳
洞（
郡
上
市
和
良

町
野
尻
）の
清
水
の
湧
き

出
る
穴
に
棲
む
乙
姫
は
椀

や
鼓
を
貸
し
た
が
、村
人

は
借
り
た
鼓
を
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、竜
は
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
、日
照
り
の
際
に
穴
に
雨
乞
い
を
し
て
も
竜
は
居
な
く
、

願
い
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
47
。

さ
ら
に
、「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」と「
椀
貸
し
伝
説
」の
合
体
型
と
し

て
、⑪
犬
山
市
今
井
喜
八
洞
で
、下
の
池
か
ら
水
の
無
い
上
の
田
に

水
を
掛
け
る
と
言
う
坊
主
に
、出
来
た
ら
七
人
娘
の
一
人
を
あ
げ

る
約
束
を
し
た
。水
が
掛
り
、嫁
ぐ
こ
と
を
了
承
し
た
娘
が
居
な
く

な
っ
て
か
ら
一
三
日
目
に
機
織
り
を
取
り
に
来
て
、龍
宮
に
棲
ん
で

い
る
の
で
、欲
し
い
も
の
を
紙
に
書
い
て
池（
竜
宮
池
）に
沈
め
れ
ば

何
で
も
叶
え
る
と
約
束
し
た
。あ
る
時
お
椀
を
借
り
た
が
一
つ
返
さ

な
か
っ
た
の
で
、以
後
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
208
。

４‒

７　

雨
乞
い
踊
り　

①
伊
自
良
の
雨
乞
い
・「
伊
自
良
十
六
拍
子
」は
約
三
〇
〇
年
以
上

前
か
ら
始
ま
り
、各
地
区
で
氏
神
様
に
願
っ
て
も
効
が
無
い
と
、代
表

者
が
多
度
で
御
幣
を
頂
く
。こ
れ
で
ダ
メ
な
ら
、各
地
区
の
村
人
が

釜
ヶ
谷
山
頂
に
集
ま
っ
て
各
地
区
毎
に
刈
っ
た
柴
で
の「
千
杷
焼
き

（
焚
き
）」を
行
い
、最
後
に
は
、長
さ
五
間（
九
m
）、胴
回
り
四
尺
五

寸（
一・
四
m
）の
竹
細
工
の
雌
雄
二
尾
の
龍
を
造
り
、伊
自
良
川
沿
い

に
釜
ヶ
谷
に
登
り
、「
龍
廻
し（
地

名
）」で「
雨
乞
い
の
龍
廻
し
」を

行
っ
た
207
。

龍
神
が
棲
む
と
伝
わ
る
古
賀
ヶ

池（
揖
斐
川
町
の
小
島
山
の
尾
根

に
あ
る
池
）は
三
反
歩（
＝
約
三
〇

〇
〇
㎡
、今
は
水
溜
り
）あ
り
、揖

斐
川
町
三
倉
の
人
々
に
大
切
な
池

で
、多
く
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

②
古
賀
ヶ
池
の
大
蛇
に
愛
犬
を

食
わ
れ
た
猟
師
が
、仇
討
ち
に
大

蛇
に
鉄
砲
玉
を
当
て
た
が
白
樫
村

の
氏
神
様
に
撃
つ
の
を
諭
さ
れ
、

大
蛇
に
も
良
薬
を
渡
し
た
。龍
神

が
雨
を
降
ら
せ
た
お
礼
に
、白
樫

神
社（
揖
斐
川
町
白
樫
）で
白
樫

踊
り（
敬
老
の
日
、九
月
の
第
三
月

曜
）が
奉
納
さ
れ
224
。③
揖
斐
川

町
三
倉
の
奥
の
落
平
に
一
本
の

「
踊
り
松
」が
生
え
て
お
り
、こ
の

地
は
遠
く
に
古
賀
ヶ
池
を
望
み
、

雨
乞
い
踊
り
を
奉
納
す
る
神
聖
な

所
で
あ
り
54（
池
の
畔
の
神
社
が

崩
れ
果
て
て
い
た
た
め
、昭
和
六

〇
年
に
龍
神
神
社
を
建
て
再
び

祀
っ
て
い
る
。）、ま
た
、揖
斐
川
町

三
倉
で
は
三
倉
の
雨
乞
い
踊
り

（
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）

も
行
わ
れ
て
い
る
。

④
白
山
神
社（
関
市
西
本
郷

町
）で
雨
乞
い
踊
り
を
行
い
、満
願

に
吉
田
踊
り
と
し
て
、洲
原
神
社

き
出
て
い
た
244
。⑥
揖
斐
川
電
工
神
ヶ
岳
ダ
ム
下
流
数
百
ｍ
の
坂

内
川
左
岸
の
割
れ
た
巨
岩（
髪
結
い
岩
）は
、夜
叉
姫
が
池
に
登
る

途
中
、洗
っ
た
髪
を
結
い
直
し
た
所
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
244
。

な
お
、昔
は
岩
に
隙
間
は
あ
っ
た
が
二
つ
に
割
れ
て
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

7
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雨
乞
い
伝
説
は
、水
を
望
む
村
人
が
湧
き
出
る
清
水
を
見
つ
け

た「
郡
上
谷（
二
三
号
）」111
と
水
を
浪
費
し
て
い
た
長
者
が
豪
雨
で

流
さ
れ
た「
お
こ
ひ
と
寒
八（
七
六
号
）」68
の
二
話
を「
貴
重
な
水

を
希
求
す
る
」雨
乞
い
伝
説
の
一
種
と
し
て
加
え
る
と
、掲
載
さ
れ

た
話
は
一
三
編
で
あ
る
。

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
話
は
、龍
神
が
住
む
井
戸
を

汚
し
て
大
雨
に
襲
わ
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」122
、穴
に
石

を
投
げ
込
ん
で
竜
神
を
怒
ら
せ
た「
美
山
の
雨
乞
い（
六
一
号
）」

291
、池
の
掃
除
を
し
て
雨
が
降
る「
城
山
の
白
狐（
六
九
号
）」125
、さ

ら
に
、淵
で
フ
ン
ド
シ
を
洗
っ
た
た
め
湧
き
出
し
て
い
た
水
源
が
逃

げ
出
し
た「
滝
壺
の
柳
の
老
木（
一
九
号
）」127
の
四
編
で
あ
る
。

龍
神
へ
貢
物
を
し
て
雨
を
望
む
話
は
、池
の
龍
神
に
娘
を
差
し

出
す「
田
代
池
の
竜
神
伝
説（
二
〇
号
）」23
と
馬
や
牛
を
貢
ぐ「
お

が
せ
池
の
宝
刀（
三
七
号
）」24
の
二
編
で
あ
る
。

そ
の
他
と
し
て
、白
髪
の
老
人
に
姿
を
変
え
た
氏
神
大
明
神
が

水
争
い
を
止
め
る
よ
う
に
里
人
に
諭
し
た「
明
神
の
お
い
か
り（
一

五
号
）」233
、弘
法
大
師
か
雨
乞
い
の
龍
を
造
っ
た「
雨
乞
い
の
龍

（
三
三
号
）」1
、多
度
大
社
に
詣
で
て
雨
が
降
る「
庄
屋
様
の
雨
乞

い
神
事（
五
三
号
）」137
、流
れ
着
い
た
木
製
の
竜
の
首
に
胴
を
付
け

て
雨
が
降
る「
大
浦
の
蛇（
六
三
号
）」98
が
あ
る
。

ま
た
、雨
乞
い
を
し
な
い
珍
し
い
話「
竜
の
怒
り
で
大
洪
水（
三

四
号
）」53
と
し
て
、郡
上
市
八
幡
町
五
町
で
は
諏
訪
神
社（
現
神

明
神
社
に
合
祀
）に
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
が
、豪
雨
が
幾
日
も
続

き
、田
畑
が
水
没
の
難
に
あ
っ
た
た
め
、「
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で

雨
乞
い
は
し
な
い
」と
神
に
約
束
し
、以
来
、五
町
は
ど
ん
な
に
日

照
り
に
な
っ
て
も
、雨
乞
い
は
し
な
い
と
伝
わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、

飛
騨
地
方
に
は
、「
雷
様
に
会
い
に
天
に
行
き
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降

り
過
ぎ
て
家
も
み
な
流
さ
れ
て
し
ま
い
、先
祖
の
墓
だ
け
残
っ
た
」

夢
の
話
105
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

8
．雨
壺
伝
説

「
雨
壺
」は
清
い
泉
や
井
戸
で
の
竜
王
の
棲
み
か
と
い
わ
れ
、雨

乞
い
の
対
象
で
あ
っ
た
。

美
濃
市
須
原
の
洲
原
神
社
51
の
裏
山
に
創
建
者
泰
澄
が
雨
壺

を
掘
っ
て
お
り
、桑
名
市
下
深
谷
部
の
雨
尾
山
飛
鳥
寺
に
は
古
陶

の
壺
の
水
を
滴
ら
せ
る
と
雨
が
降
っ
た
と
伝
わ
る
壺「
雨
壺
」55
が

有
っ
た
が
、信
長
の
兵
火
に
遭
い
今
は
無
い
。

さ
ら
に
、江
南
市
小
折
町
の
生

駒
氏
の
氏
神
龍
神
社
241
の「
雨
壺

池
」は
八
大
龍
王
を
祀
っ
て
お

り
、雨
壺
池
を
浚
っ
て
般
若
心
経

を
唱
え
る
と
、雨
が
降
る
、と
至

徳
年
間（
一
三
八
四
〜
八
七
）以

来
の
伝
承
で
あ
る
。し
か
し
、雨

が
降
ら
な
い
と
次
に
、東
南
に
約

二
〇
〇
m
の
久
昌
寺
の
住
職
に

雨
乞
い
を
依
頼
す
る
。方
丈
は
寺

宝「
大
蛇
の
鱗（
龍
鱗
）」を
奉
持

し
て
祈
願
す
る
と
、忽
ち
に
龍
神

社
の
空
に
雲
龍
が
あ
ら
わ
れ
て
雨
が
降
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
241
。明
治
二
六（
一
八
九
三
）年
八
月
、明
治
四
三
年
に
は
村
民
一

同
が
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
大
雨
が
降
り
農
作
物
が
よ
み
が
え
っ
た

報
告
が
あ
る
。
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．K
I
S
S
O
の
雨
壺
さ
ん
三
編

　
「
ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
（
三
一
号
）」
273
は
「
五
輪
塔
の
最
上
段
の
形
」

の
石
で
あ
り
、
木
曽
川
に
い
れ
る
と
雨
が
降
り
、
降
り
す
ぎ
る
と

石
を
拾
い
上
げ
る
。
な
お
、
五
輪
塔
の
頭
部
を
ご
神
体
と
し
た
昔

話
に
「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」
25
が
あ
る
。
流
れ
て
き
た
「
ピ
カ
ピ
カ

光
る
も
の
」
を
「
雨
神
」
と
し
て
「
八
竜
大
王
」
と
名
付
け
て
小

さ
な
社
（
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
）
で
祀
っ
た
。
そ
の
後
の
洪

水
で
こ
の
「
八
竜
大
王
」
が
流
失
し
た
の
で
、
石
塔
の
五
輪
の
頭

を
ご
神
体
と
し
て
祀
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
雷
伝
説
の
1
・ 

雷

と
の
約
束
の
⑥
参
照
）。

　
「
雨
壺
さ
ん
（
七
四
号
）」
251
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
関
ヶ
原

町
今
須
の
「
雨
壺
神
社
」
の
祭
神
は
竜
王
神
で
、
今
須
山
中
に

神
木
と
水
が
溜
ま
る
穴
「
雨
壺
さ
ん
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

今
須
の
商
人
が 

「
犬
の
尾
越
」（
現
谷
畑
）
で
下
多
良
の
「
雨
が
池
」

の
大
蛇
に
頼
ま
れ
、
今
須
に
連
れ
て
い
き
、
今
須
の
雨
壺
に
住
ま

わ
せ
た
。
大
蛇
は
雨
壺
と
「
雨
が
池
」
を
た
ま
に
往
復
し
、
こ
の

二
つ
は
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
37
。

　

今
須
の
「
雨
壺
さ
ん
」
へ
は
米
原
市
の
大
野
木
や
柏
原
な
ど
か

ら
雨
乞
い
祈
願
に
行
っ
て
い
る
が
、他
の
雨
壺
と
し
て
、霊
仙
山
（
一

〇
九
四
m
）
の
黒
谷
の
源
流
部
の
岩
の
下
か
ら
の
湧
水
（
雨
壺
）

や
柏
原
の
水
竜
山
に
も
八
大
竜
王
を
祀
る
雨
壺
が
あ
る
。

　
「
雨
池
（
九
二
号
）」
274
は
、
東
白
川
村
の
濃
飛
バ
ス
停
「
大

明
神
口
」
側
の
民
家
の
庭
に
あ
る
。
付
近
の
人
の
話
で
は
、
直
径

一
m
ほ
ど
の
大
き
さ
の
池
で
、
冬
は
暖
か
く
夏
は
冷
た
く
美
味
し

い
水
が
出
て
い
た
が
、
家
を
建
て
る
際
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
、
現
在
池
の
上
は
蓋
が
し
て
あ
る
。

　

こ
の
「
雨
池
」
も
前
述
の
「
雨
壺
池
」
と
同
様
、「
池
浚
い
」

で
池
の
神
を
怒
ら
せ
る
と
、
雨
が
降
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

乙女渓谷の乙女淵
（「大自然に憧れて岐阜遠征2」より）
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
1
章　

雨
乞
い
伝
説　
　
　

に
行
き
、蛇
が
瓢
箪
を
沈
め
る
の
に

疲
れ
た
時
に
針
を
打
ち
込
ん
で
退

治
し
し
て
い
る
51
。同
様
の
話
が
、大

野
郡
清
見
村
、大
野
郡
丹
生
川
村
、

郡
上
郡
大
和
町
上
栗
巣
や
郡
上
郡

大
和
母
袋
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
92
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
の
場
所
は
川
沿
い

に
多
く
あ
る
が
、以
下
に
数
ヶ
所
を

下
流
か
ら
順
に
列
記
す
る
と
、①
夜

叉
ヶ
池
の
大
蛇
に
嫁
い
だ
娘
の
父
親

を
殺
す
た
め
に
、そ
の
大
蛇
の
本
妻
が
八
丈
岩（
揖
斐
川
町
長
良
）

の
下
の
穴
に
棲
み
つ
い
た
。父
も
そ
の
子
孫
も
夜
叉
ヶ
池
に
雨
乞
い

に
行
く
と
き
こ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
11
と
か
、②
本
妻
が
里
帰
り
す

る
娘
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
岩
を
転
が
し
た
が
、岩
は
現
在
地
に
と

ど
ま
り
、そ
れ
以
降
、岩
の
下
の
穴
に
棲
ん
で
い
る
209
と
伝
わ
る
。③

夜
叉
姫
が
夜
叉
ヶ
池
へ

行
く
途
中
で
機
を
織
り

上
げ
た「
は
た
ご
岩
」（
揖

斐
郡
揖
斐
川
町
東
横

山
）が
横
山
ダ
ム
左
岸

下
流
側
に
あ
り
、側
に
夜

叉
龍
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
。岩
の
上
に
女
性
が
上
る
と
雨
が

降
る
と
い
わ
れ
た
278
。な
お
、は
た
ご

岩
は
こ
の
他
に
、坂
内
広
瀬
と
坂
内

川
上
の
二
ヶ
所
も
あ
る
よ
う
だ
。

④
大
草
履（
地
名
）の
旧
道
深
瀬

橋
上
流
の「
魚
頭
」は
、坂
内
川
の
魚

た
ち
が
夜
叉
姫
と
龍
神
を
歓
迎
し

た
岩
244
で
、⑤
夜
叉
姫
と
龍
神
が
佐

中
の
家
で
泊
ま
っ
た
翌
日
、前
夜
ま

で
な
か
っ
た
清
水（
佐
中
清
水
）が
湧

「
夜
叉
ヶ
池
」を
発
表
し
、広
く
世

間
に
知
ら
れ
た
。な
お
、安
八
太

夫
の
娘
で
な
く
、③
源
義
朝
の
側

室
延
寿（
大
垣
市
青
墓
町
の
大
炊

長
者
の
娘
）が
生
ん
だ
夜
叉
姫

が
、源
氏
一
族
の
惨
劇
を
嘆
い
て

杭
瀬
川（
今
の
揖
斐
川
）に
身
を

投
げ
、魂
が
川
を
遡
り
、姫
の
名

が
付
い
た
夜
叉
ヶ
池
に
棲
み
つ
い

た
16
、と
も
伝
わ
る
。

ま
た
、夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
に
つ

い
て
、④
池
太
沢（
揖
斐
川
町
東
杉
原
）と
い
う
池
に
住
ん
で
い
た

大
蛇
が
竜
巻
に
乗
っ
て
西
杉
原
の
赤
池
に
舞
い
降
り
て
休
ん
だ
後
、

再
度
嵐
に
乗
っ
て
川
尻
ま
で
行
き
、さ
ら
に
川
を
遡
っ
て
夜
叉
ヶ
池

に
入
っ
た
か
ら
、池
太
沢
と
夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
は
親
戚
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
278
。

近
世
初
期
頃
か
ら
実
録
随
筆
の
書
に
収
載
さ
れ
た
夜
叉
ヶ
池
伝

説
は
弘
仁
八（
八
一
七
）年
あ
る
い
は
承
和
・
嘉
祥
の
頃（
八
三
四
〜

八
五
〇
）に
発
生
し
た
大
旱
魃
を
題
材
と
し
て
お
り
、⑤
正
保
四

（
一
六
四
七
）年
に
大
垣
初
代
藩
主
戸
田
氏
鉄
は
夜
叉
龍
神
社
を

西
濃
の
水
神
と
し
て
祀
り
、そ
の

守
職
を
長
昌
寺（
坂
内
川
上
）に

委
託
し
た
129
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、蛇
婿
入
り

説
話（
水
乞
い
・
嫁
入
り
型
）に
分

類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、飛
騨
に

は
よ
く
似
た「
姥
が
池
伝
説
」が

あ
る
。例
え
ば
、⑥
高
山
市
上
枝

地
区（
川
上
郷
）で
は
、田
に
水
を

入
れ
て
く
れ
た
ら
娘
を
や
る
と

蛇
と
約
束
し
、三
人
娘
の
末
娘
が

瓢
箪
と
針
を
持
っ
て
大
蛇
と
池

い
、雨
乞
い
は
し
な
か
っ
た
131
。

大
野
町
で
少
し
変
わ
っ
た
雨
乞
い
と
し

て
、⑫
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富（
旧
三
田
畑
）

の
堤
防
に
祀
ら
れ
た
流
れ
地
蔵
に
雨
を
頼

ん
だ
ら
降
っ
た
。こ
れ
以
降「
水
く
れ
地
蔵

さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
、雨
が
欲
し
い
時
は
、地

蔵
の
頭
か
ら
足
ま
で
水
で
よ
く
洗
っ
て
お
願

い
し
た
18
。

ま
た
、⑬
揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
の
八
木

地
区
で
は
、明
治
二
九（
一
八
九
六
）年
の
大

水
で
唯
一
残
っ
た
八
木
文
楽（
人
形
芝
居
）の

蛇
幕
は
、芝
居
で
お
宮
の
境
内
に
張
る
と
雨

が
降
る
と
伝
え
ら
れ
、現
在
は
大
野
町
民
俗

資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
131
。

6
．夜
叉
ヶ
池
伝
説

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、①
現
安
八
郡
神
戸
町
の
長
者
安
八
太
夫
が
、

雨
を
降
ら
し
た
約
束
に
娘
を
蛇（
龍
神
）に
嫁
が
せ
、龍
神
と
娘
は
夜

叉
ヶ
池
に
棲
み
、人
々
の
雨
乞
い
の
願
い
を
叶
え
る
伝
説
で
あ
る
119
。

な
お
、こ
の
話
の
他
に
、②
安
八
太
夫
が
日
吉
神
社
で
の
雨
乞
い
満

願
の
日
に
現
れ
た
夜
叉
ヶ
池
の
龍

神
に
娘
を
嫁
に
す
る
約
束
を
し
、

龍
に
嫁
ぐ
夜
叉
姫
の
た
め
に
子
安

地
蔵
菩
薩
を
江
戸
末
期
の
神
戸

町
丈
六
道
に
あ
っ
た
宝
蔵
院
に

祀
っ
た
話
56
も
あ
る
。

大
正
二（
一
九
一
三
）年
に
泉

鏡
花
が
福
井
県
内
の
、同
三
年
に

大
橋
青
波
が
美
濃
側
の
夜
叉
ヶ

池
伝
説
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
戯
曲

崖
錐
上
の
集
落
で
の
雨
乞
い
は

以
下
の
よ
う
に
山
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。①
来
振
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
稲
富
）の
雨
乞
い
は
、雨

乞
い
踊
り
の
後
に
、白
山（
石
灰
採

取
で
消
滅
）の
山
腹
に
松
明
で

「
水
」の
文
字
を
書
い
て
火
を
点
け

る
。降
ら
な
い
と
来
振
寺
の
住
職

が
祈
祷
し
た
り
、夜
叉
ヶ
池
や
多

度
山
な
ど
に
も
雨
乞
い
参
り
を
し

た
131
。②
野
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
野
）か
ら
区
民
が
権
現
山

（
揖
斐
郡
大
野
町
牛
洞
）山
頂
ま
で
松
明
を
焚
い
て
登
り
、山
頂
で

祈
願
し
た
131
。③
大
野
町
牛
洞
地
区
で
は
鐘
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

し
な
が
ら
、村
内
の
神
社
に
お
参
り
し
、権
現
山
に
集
ま
る
18
。「
牛

洞
の
雨
乞
い
踊
り
」は
大
野
町
の
文
化
財
で
あ
る
。

一
方
、い
わ
ゆ
る
平
地
で
は
、④
大
野
町
古
川
地
区（
来
振
の
南
）

で
は
神
社
境
内
や
溜
池
の
堤
に
持
ち
寄
っ
た
枝
の
束
を
積
み
上
げ

て
燃
や
し
131
、⑤
大
野
寺
内
地
区（
古
川
の
西
）で
は
平
成
六
年
八

月
に
も
持
ち
寄
っ
た
藁
を
墓
地
で
燃
や
し
131
、⑥
大
野
町
大
野
地

区（
三
水
川
沿
い
）で
は
区
長
か
ら
の
触
れ
で
家
毎
に
柴
を
北
野
神

社（
揖
斐
郡
大
野
町
大
野
）に
持
ち
寄
り
御
祈
祷
の
後
に
燃
や
し

131
、⑦
大
野
町
相
羽
地
区（
大
野
の
南
）で
は
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
相
羽
）で
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
麦
殻
を
燃
や
し
て
雨
乞

い
131
を
し
、⑧
大
野
町
小
衣
斐
地
区（
相
羽
の
西
）で
は
村
が
主
体

と
な
り
春
日
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
小
衣
斐
）で
神
主
に
祝
詞
を

挙
げ
て
貰
い
131
、⑨
大
野
町
下
方
地
区
で
は
松
明
を
焚
い
て
根
尾

川
右
岸
堤
防
上
を
日
吉
神
社（
根
尾
川
左
岸
、下
方
字
上
池
）東
ま

で
行
き
、河
原
で
雨
乞
い
を
し
て
い
た
131
。

な
お
、大
野
町
で
は
雨
乞
い
で
は
な
く
日
和
乞
い（
お
天
気
乞

い
）も
行
わ
れ
て
い
た
。⑩
大
野
町
瀬
古
地
区（
小
衣
斐
の
西
北
）で

は
、五
〇
年
前
ま
で
、諏
訪
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
）拝
殿
で

日
和
乞
い
を
行
い
131
、⑪
隣
の
本
庄
よ
り
一
〜
二
ｍ
低
い
氾
濫
盆

地
低
地
の
大
野
町
下
磯
で
も
、雨
降
り
が
続
く
と
、日
和
乞
い
を
行

は
同
日
に
熊
野
神
社（
美
並
町
山
田
）で
雨
乞
い
を
行
い
、雨
が
降

ら
な
い
場
合
は
、裏
山
の
御
手
洗
池
を
浚
っ
た
287
。⑦
鹿
島
神
社

（
郡
上
市
美
並
町
三
戸
）で
は
、お
神
輿
に
大
鍬
大
明
神
を
奉
じ
て

福
野
坂
の
下
の「
淡
の
倉
の
淵
」ま
で
行
列
し
、こ
の
淵
で
若
者
が
泳

ぎ
、行
列
は
神
社
に
戻
り
、雨
が
降
る
ま
で
籠
る
。明
治
期
末
ま
で

行
わ
れ
、雨
の
降
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
237
。

5‒

3　

揖
斐
郡
大
野
町　

揖
斐
郡
大
野
町
は
、東
西
約
五
・
八
㎞
、南
北
約
一
一・
七
㎞
で
、

北
部
は
山
地
で
、西
の
揖
斐
川
と
東
の
根
尾
川
が
合
流
点
す
る
逆

三
角
形
で
、揖
斐
川
と
根
尾
川
の
各
扇
状
地
が
中
央
部
へ
進
延
し
、

中
央
部
を
流
れ
る
三
水
川
沿
い
に
氾
濫
盆
地
低
地
と
な
っ
て
い
る
。

（
美
濃
市
須
原
）ま
で
礼
踊
り
を
行
う
289
。⑤
江
戸
末
期
か
ら
昭
和

初
め
ま
で
は
、常
法
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
）の
庭
で
雨
乞

い
踊
り
を
奉
納
し
た
後
、笙
ヶ
岳（
九
〇
八
m
）の
竜
を
怒
ら
せ
る

た
め
髪
の
毛
を
燃
や
し
て
、一
之
瀬
と
和
田
の
境
の
尾
根
を
登
っ
た

先
の
三
ツ
岩
へ
願
掛
け
に
出
か
け
た
37
。

5
．各
地
の
雨
乞
い

美
濃
市
上
有
知
、郡
上
市
、揖
斐
郡
大
野
町
で
の
雨
乞
い
に
つ
い

て
以
下
に
触
れ
よ
う
。

5‒

1　

美
濃
市
美
濃
町　

雨
乞
い
行
事
は
三
段
階
で
行
わ
れ
た
。ま
ず
は
（1）
三
社
百
燈
奉

献（
八
幡
社
、熊
野
社
、神
宮
社
に
灯
明
を
百
燈
献
じ
る
）、効
果
が

無
い
と
（2）
七
社
千
度
参
り（
上
記
三
社
に
四
社
を
加
え
、一
社
に
つ

い
て
合
計
千
度
に
な
る
よ
う
に
参
加
者
が
拝
む
）、さ
ら
に
効
果
が

無
い
と
雨
に
因
ん
だ
造
り
物
を
造
り
、（3）
町
騒
ぎ
で
街
中
を
練
り

歩
く
。こ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
、再
び
四
回
目
と
し
て
（1）
の
三

社
百
燈
奉
献
か
ら
繰
り
返
す
。

嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
は
、六
月
八
日
〜
七
月
二
三
日
ま
で

に
計
七
回
の
雨
乞
い
行
事
が
行
わ
れ
、七
月
二
三
日
の
三
回
目
の

町
騒
ぎ
で
は
、お
姫
井
戸
浚
い
も
行
わ
れ
た
が
、雨
は
前
日
の
夜

一
〇
時
頃
か
ら
当
日
朝
に
か
け
て
降
っ
た
289
。

5‒

2　

郡
上
市
美
並
町　

雨
乞
い
行
事
は
集
落
毎
に
異
な
っ
て
い
る
が
、各
集
落
は
竜
神
を

怒
ら
せ
る
手
法
を
よ
く
用
い
た
。つ
ま
り
、①
美
並
村
大
矢
元（
現

美
並
町
白
山
）で
は
天
神
様（
天
吹
天
神
）境
内
の
御
手
洗
に
石
を

投
げ
込
み
287
、②
美
並
村
苅
安（
現
美
並
町
白
山
）で
は
福
の
坂
の

下
の「
淡
の
倉
の
淵
」で
松
明
を
持
っ
て
泳
ぎ
287
、③
上
苅
安（
現
美

並
町
白
山
）で
は
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫
滝
の
滝
壺
を
浚
え

287
、④
大
矢（
美
並
町
高
砂
）で
は
粥
川
の
星
宮
神
社
ま
で
大
神
楽

を
打
っ
て
行
き
、矢
納
ヶ
淵
へ
飛
び
込
み
287
、⑤
粥
川
地
区
で
は
矢

納
が
淵
に
鬼
面
を
沈
め
237
、⑥
美
並
町
の
杉
原
と
赤
池
の
両
地
区

な
岩（
二
ッ
岩
）の
前
で
自
分

の
身
を
捧
げ
る
の
で
雨
を
と

祈
る
と
、雨
が
降
っ
た
が
、雷

と
共
に
庄
屋
は
消
え
、岩
は

二
つ
に
割
れ
て
い
た
222
。③
印

食
の
蛇
池（
羽
島
郡
岐
南
町
）

の
岸
で
若
い
娘
が
見
知
ら
ぬ

男
か
ら
預
か
っ
た
手
紙
を
返

し
に
池
に
戻
り
居
な
く
な
っ

た
。翌
朝
そ
の
場
所
に
父
親

宛
て
の
手
紙
が
あ
り
、「
日
照

り
の
時
は
帯
流
せ
。長
雨
降
っ
た
ら
紅
投
げ
よ
」と
あ
っ
た
118
。④
親

孝
行
な
若
者
が
野
良
仕
事
で
誤
っ
て
大
蛇
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。大

蛇
は
、お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
か
ら
、亡
骸
を
舟
伏
山（
二
六
二

ｍ
、岐
阜
市
日
野
）に
葬
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。以
後
こ
の
葬
っ
た
蛇

首
塚
で
雨
乞
い
を
行
っ
た
51
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
で
、雷
の

子
が
落
ち
て
き
て
一
緒
に
暮
し
て
い
た
。親
と
共
に
帰
っ
た
が
、必

要
な
時
に
は
お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
っ
た
50
。

洗
濯
の
水
さ
え
も
貴
重
で
あ
っ
た
話
と
し
て
、⑥
各
務
原
市
須

衛
町
は
田
に
水
が
留
ま
り
に
く
い
土
地
だ
っ
た
。干
ば
つ
の
折
、大

切
な
水
を
洗
濯
に
使
わ
な
か
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。そ
れ
以
来
、雨

乞
い
の
時
は
洗
濯
を
し
な
い
25
。⑦
加
茂
郡
八
百
津
町
の
あ
る
妻

は
、洗
濯
し
な
い
な
ら
ば
雨
を
降
ら
す
と
の
神
託
を
知
ら
さ
れ
ず

に
洗
濯
を
し
た
。妻
は
命
と
引
き
換
え
に
雨
を
願
っ
て
池
に
身
を

投
げ
て
雨
が
降
り
、妻
は
大
蛇
に
な
り
天
に
昇
っ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
た
47
。

な
お
、雨
乞
い
伝
説
で
よ
く
知
ら
れ
た「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」に
極

め
て
類
似
し
た
話
と
し
て
、⑧
若
者
が
土
岐
市
土
岐
津
町
の
庄
屋

の
娘
を
貸
し
て
く
れ
た
ら
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
い
、娘
と
若
者
は

樫
の
木
の
穴
に
消
え
て
、雨
が
降
っ
た
。穴
を
覗
か
れ
た
竜
は
怒
っ

て
娘
と
と
も
の
天
に
昇
っ
た
。樫
の
木
の
あ
っ
た
場
所
に
社
を
建

て
、こ
こ
に
願
う
と
雨
が
降
り
83
、ま
た
、⑨
駒
ヶ
岳
神
社（
木
曽
郡

て
石
と
な
り
池
底
に
残
っ
た
218
、②
富
士
神
社（
下
呂
市
小
坂
町
湯

屋
）の
蔵
王
権
現
は
、雨
乞
い
の
効
果
の
な
か
っ
た
氏
神
を
川
に
流

す
と
川
を
遡
り
、落
合
に
流
れ
着
き
祀
ら
れ
、雨
乞
い
の
神
と
な
っ

た
20
。ま
た
、③
加
茂
郡
白
川
町
切
井
地
区
で
は
、村
の
山
か
ら
伐

り
出
し
た
太
い
神
木
に
御
幣
を
付
け
、機
織
り
淵
に
入
れ
た
神
木

が
伊
勢
神
宮
ま
で
流
れ
る
ほ
ど
の
大
雨
を
願
っ
た
123
。ま
た
、釣
鐘

や
ご
神
体
を
沈
め
る
の
で
は
な
く
、④
雨
乞
い
の
時
だ
け
、子
供
た

ち
は
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
倉
本
の
木

曽
川
の
中
に
あ
る
岩（
雨
乞
い
岩
）で

水
遊
び
を
し
、雨
乞
い
岩
を
怒
ら
せ
て

雨
を
降
ら
せ
た
202
。

と
こ
ろ
で
、雨
乞
い
祈
願
が
行
わ
れ

た
時
代
は
神
仏
混
淆
で
神
社
へ
も
寺

院
へ
も
願
い
に
行
っ
た
が
、一
方
、あ
る

特
定
の
神（
龍
神
、龍
王
等
）に
祈
願

を
掛
け
る
場
合
も
あ
る
。

４‒

２　

龍
や
蛇
に
願
う
雨
乞
い　

蛇
と
雨
の
話
は
極
め
て
多
く
、①
高
山
市
丹
生
川
町
池
之
俣
地

区
で
は
、集
落
か
ら
一
二
㎞
程
奥
の
土
樋
池（
烏
帽
子
岳
西
の
溶
岩

流
に
よ
る
堰
止
湖
）へ
登
り
、池
の
付
近
に
中
畑
市
之
助
氏
所
有
の

竜
の
掛
け
軸
を
掲
げ
て
祈
っ
た
269
。②
杣
ヶ
池（
高
山
市
高
根
町
日

和
田
高
原
）の
竜
神
に
祈
り
、池
の
水
を
一
升
樽
に
汲
み
村
を
流
れ

る
野
麦
川
に
流
す
と
雨
が
降
る
。お
礼
に
川
の
水
を
同
じ
量
、池
に

返
す
47
。ま
た
双
六
谷
の
黒
淵
と
大
丹
生
川
池（
高
山
市
丹
生
川

町
久
手)

が
霊
験
灼
か
な
雨
乞
い
場
所
で
あ
り
、③
黒
淵（
高
山
市

上
宝
町
双
六
谷
）に
棲
む
淵
の
主
・
黒
牛
は
烟
を
嫌
う
の
で
、雪
洞

に
蝋
燭
を
灯
し
て
淵
に
流
し
、水
の
底
か
ら
光
が
指
せ
ば
雨
乞
い

が
聞
き
届
け
ら
れ
104
、④
鐘
や
太
鼓
で
大
丹
生
川
池
ま
で
雨
を
祈

り
般
若
心
経
を
唱
え
た
104
。

山
県
市
で
は
、⑤
神
通
力
の
あ
る
蛇
が
棲
ん
で
い
る
長
平
山（
山

県
市
柿
野
）の
岩
か
ら
顔
を
出
す
と
日
照
り
で
も
雨
が
降
っ
た
。こ

一
方
、沈
め
た
ら
祟
り

が
起
き
た
話
と
し
て
、⑥

広
瀬
観
音（
高
山
市
国
府

町
広
瀬
町
）へ
の
信
仰
心

の
な
い
殿
様
の
時
に
日
照

り
に
な
り
、観
音
様
を
川

に
沈
め
た
ら
祟
り
が
お

き
た
。後
に
観
音
様
を
祀
り
直
し
た
ら
平
和
な
村
に
な
っ
た
59
。

（
４
）「
石
を
投
げ
入
れ
る
」　

①
雨
乞
い
淵（
雨
乞
い
淵
の
滝
。恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）に
石

を
投
げ
込
む
99
、②
喉
の
滝（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
。平
成
二
六

年
に
崖
の
崩
壊
で
湛
水
し
て
水
没
し
た
よ
う
で
あ
る
）に
石
を
投

げ
込
み
99
、③
飛
騨
市
古
川

町
高
野
の
米
俵
大
の
蛤
型

の
模
様
が
あ
る「
蛤
石
」を

淵
へ
沈
め
て
雨
を
願
い
51
、

④
高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾

で
は
乗
鞍
山
に
登
り
、石
を

池
に
投
げ
込
ん
だ
51
。

（
５
）「
面
を
流
す
」　

①
白
山
神
社（
旧
徳
山
村
本
郷
）で
は
、お
面
を
川
に
流
し
川
下

で
拾
っ
て
洗
っ
て
片
付
け
る
51
、②
物
部
神
社（
本
巣
市
上
真
桑
本

郷
）に
は
、面
流
し
の
雨
乞
い
神
事
に
使
わ
れ
た「
が
く
ら
の
面
」が

今
も
祀
ら
れ
て
い
る
51
。な
お
こ
の
面
は
、山
伏
が
享
保
三（
一
五
三

〇
）年
の
根
尾
川
大
洪
水
で
拾
い
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）「
そ
の
他
」　

①
昔
大
き
な
池
が
あ
っ
た
釜
が
淵（
下
呂
市
小
坂
町
赤
沼
田
）の

水
が
枯
れ
た
時
に
、池
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
姉
弟
が
大
事
に
し
て

い
た
釜
を
投
げ
入
れ
て
村
を
去
っ
た
後
、雨
が
降
っ
た
。釜
は
や
が

れ
83
、②
水
無
神
社（
高

山
市
一
之
宮
町
）の
弘
安

五（
一
二
八
二
）年
の
銘
の

あ
る
鐘
の
竜
頭
に
綱
を

付
け
、高
山
と
宮
村
の
境

の
宮
川
の「
わ
ん
ご
の
淵
」

に
沈
め
た
51（
鐘
は
廃
仏

毀
釈
で
破
却
さ
れ
た
）、③
宗
久
寺（
岐
阜
県
恵
那
市
東
野
）の
鐘

（
戦
争
で
供
出
さ
れ
て
無
く
な
っ
た
）を
東
野
向
島
の
オ
カ
ダ
ヶ
淵

に
沈
め
る
214
。な
お
、④
曼
荼
羅
寺（
江
南
市
前
飛
保
町
寺
町
）の

銅
鐘（
朝
鮮
鐘
）は
竜
宮
の
乙
姫
様
が
献
上
し
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
、こ
れ
を
本
尊
の
前
に
据
え
て
雨
乞
い
を
し
た
241
。

（
３
）「
御
神
体
を
沈
め
る
」

①
岸
剱
神
社（
郡
上
市
八
幡
町
柳
町
）の
ご
神
体
を
川
水
で
洗
っ

て
祈
る
237
、②
雨
乞
い
の
滝（
観
音
滝
。下
呂
市
小
坂
町
大
洞
）に
小

坂
町
赤
沼
田
の
観
音
を
滝
壺
に
入
れ
る
と
大
雨
に
な
る
51
、③
恵

那
市
長
島
町
中
野
槙
ヶ
根
の
お
不
動
様（
雨
乞
い
不
動
）を
永
田

川
に
架
か
る
中
野
橋（
長
島
町
中
野
）下
流
を
堰
き
止
め
て
沈
め

る
214
、④
中
廿
屋（
美
濃
加
茂
市
三
和
町
）の
小
川
の
ほ
と
り
に
祀

ら
れ
て
い
た
仏
像
・
ベ
ン
ズ
ル（
賓
頭
廬
）さ
ま
を
立
岩
の
龍
王
淵

に
沈
め
て
踊
る
288
、⑤
文
明
年
間（
一
四
六
九
〜
八
六
）、谷
汲
山
華

厳
寺
中
興
の
祖
・
道
破
十
穀
上
人
が
谷
川
の
水
で
身
を
清
め
、顔
に

化
粧
を
し
て
祈
願
し
て
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
因
み
、雨
乞
い
の
時
は

華
厳
寺
本
堂
の
回
廊
の
奥
に
祀
っ
て
あ
る
上
人
の
木
像
前
で
読
経

し
、紅
白
粉
で
お
化
粧
し

た
後
に
谷
川
に
投
げ
込

み
、飛
び
込
ん
だ
若
者
が

木
像
に
水
を
浴
び
せ
て

沈
め
た
り
し
た
後
、再
度

化
粧
を
し
て
雨
乞
い
祈

願
を
し
た
260
。

の
雨
乞
い
回
数
は
二
回（
三
三
%
）が
最
も
多
く
、次
が
三
回（
二

〇
％
）と
四
回（
一
三
％
）で
、そ
の
次
が
一
回
と
七
回
の
一
〇
％
で

あ
っ
た
。ま
た
、合
同
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
集
落
数
は
、八
ヶ
村
、

一
〇
ヶ
村
あ
る
い
は
一
七
ヶ
村
に
達
し
て
い
る
。

３
．多
度
大
社（
桑
名
市
多
度
町
）の
雨
乞
い

雨
乞
い
神
事
で
、斎
場
で
神
霊
が
宿
る
も
の
と
し
て
神
に
供
え
ら

れ
た
御
幣
は
祈
祷
料
と
希
望
降
水
量
の
多
少
で
金
幣
・
銀
幣
・
黒

幣
・
白
幣
の
四
種
類
か
ら
選
ば
れ
た
。金
幣
が
最
も
高
く
、黒
幣
が

昔
か
ら
一
番
多
く
行
わ
れ
た
。黒
幣
は
明
治
三
六（
一
九
〇
三
）年
に

金
七
円
五
〇
銭（
米
価
で
換
算
す
る
と
現
在
の
約
四
万
円
）、白
幣

は
黒
幣
の
効
力
の
半
分
で
、祈
祷
料
も
半
額
で
あ
っ
た
。神
事
の
後

に
神
職
か
ら
受
け
取
っ
た
神
札
は
、帰
路
の
途
中
で
手
を
放
す
と
そ

の
地
点
で
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
、自
村
ま
で
手
か
ら
離
さ
ず
に
持
ち

帰
っ
た
。

な
お
、片
目
が
潰
れ
た
龍
神
の
一
目
連（
又
は
ひ
と
つ
め
の
む
ら

じ
）と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
多
度
大
社
別
宮
の
祭
神
・
天
目
一
箇
命

は
、片
目
の
鍛
冶
の
神
で
、火
で
目
が
潰
れ
る
鍛
冶
職
人
を
象
徴
し

て
い
る
。一
方
、一
目
連
は
多
度
山
に
住
む
一
目
龍
で
あ
る
。水
神
・
龍

神
で
あ
る
一
目
連
は
雨
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、洪
水
を
止
め
る
力

を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

４
．雨
乞
い
行
事
の
種
類

雨
乞
い
行
事
と
し
て
は
、①
龍
神
を
怒
ら
せ
る（
池
・
沼
・
淵
の
水

を
か
き
回
す
、汚
物
を
洗
う
、鐘
沈
め
、地
蔵
沈
め
等
）、②
雨
乞
い

踊
り
・
太
鼓
踊
り
、雨
乞
い
大
般
若
・
念
仏
を
唱
え
る
、③
氏
神
に

三
日
三
晩
籠
る
参
籠
、④
山
上
で
火
を
焚
く
千
杷
焚
き
、⑤
聖
地

か
ら
神
水
を
貰
う
水
種
貰
い
等
多
く
の
種
類
が
あ
る
。さ
ら
に
変

わ
っ
た
行
事
と
し
て
、秋
田
・
福
岡
・
佐
賀
県
な
ど
で
は「
女
が
相
撲

を
と
る
と
雨
が
降
る
」と
い
う
言
い
伝
え
で
、雨
乞
い
の
た
め
に
女

相
撲
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

４‒

１　

 

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る

①「
お
姫
の
井
戸
五
〇
号
」122
で
は
、「
姫
の
井
戸
」を
汚
し
て
龍

神
の
お
姫
様
を
怒
ら
せ
、②
恵
那
市
武
並
町
竹
折
上
野
の
龍
宮
淵

は
汚
す
と
祟
り
が
あ
る
の
で
村
人
は
普
段
近
寄
ら
ず
、雨
乞
い
に

は
名
僧
の
衣
を
淵
に
投
げ
入
れ
て
い
た
214
。

以
下
に
、龍
神
を
怒
ら
せ
る
各
種
の
雨
乞
い
手
法
の
話
を
述
べ
る
。

（
１
）「
池
や
淵
の
水
を
浚
え
る
」

①
白
山
比
咩
神
社（
恵
那
市
山
岡

町
下
手
向
）境
内
の
御
手
洗
池
を
浚

え
て
乾
か
す
51
、②
虚
空
蔵
岩（
関
市

富
之
保
）の
基
部
に
あ
る
ウ
ナ
ギ（
虚

空
蔵
菩
薩
の
使
い
）が
棲
む
小
池
を
浚

え
る
51
、③
日
龍
峯
寺（
関
市
下
之

保
）の
裏
の
竜
宮
ま
で
続
い
て
い
る「
ナ

ブ
ラ
ス
の
池
」を
浚
え
る
51
、④
水
神

神
社（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）境
内
の

池
を
掃
除
す
る
51
、⑤
源
氏
の
落
武

者
が
兜
を
投
げ
入
れ
た
か
ぶ
と
渕（
美

濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
）を
浚
え
る

288
、⑥
京
河
さ
ま
と
呼
ば
れ
た
小
さ
な

神
社
前
の
池（
可
児
市
姫
ケ
丘
）の
主

が
大
蛇
で
あ
り
、雨
乞
い
の
た
め
に
池

を
か
え
ど
り（
川
を
堰
き
止
め
て
、魚

を
捕
ま
え
る
こ
と
）し
た
35
。ま
た
、白

鳥
神
社（
養
老
郡
養
老
町
桜
井
）の
池

の
水
を
か
き
出
す
と
雨
が
降
っ
た
302
。

水
を
浚
え
た
祟
り
と
し
て
、⑦
日
輪

寺（
岐
阜
市
芥
見
）の
池
付
近
で
大
蛇
を
見
た
人
が
亡
く
な
り
、雨
乞

い
の
た
め
に
池
浚
い
を
し
た
ら
、ま
た
死
人
が
出
た
。そ
こ
で
、大
蛇

の
姿
で
現
れ
た
龍
神
を
祀
る
た
め
に
黒
龍
明
神
を
建
立
し
た
46
。

（
２
）「
釣
り
鐘
を
沈
め
る
」

①
土
岐
市
泉
町
久
尻
で
は
、水
神
様
の
住
む
淵
に
鐘
を
投
げ
入

理
で
あ
る
な
あ
、こ
の
国
を
日
の
本
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、日
が
照
り
も

す
る
だ
ろ
う
、し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、又
、天（
雨
）が
下
と
も

言
う
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
、雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
）と
、雨
を

乞
う
歌（
恐
ら
く
は
江
戸
時
代
初
期
の
作
）が
伝
わ
っ
て
い
る
。ま

た
、平
安
時
代
中
期
の
僧
侶
・
歌
人
の
能
因
法
師（
九
八
八
〜
一
〇

五
〇
頃
）も
和
歌
を
詠
ん
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
お
り
283
、郡
上
市

大
和
町
牧
の
千
代
清
水（
長
刀
清
水
）は
、嘉
吉
元（
一
四
四
一
）年

の
大
干
ば
つ
に
、神
職
の
娘
・
千
代
が
社
を
作
り
雨
乞
い
を
し
て
湧

き
出
し
た
泉
で
あ
る
51
。

２
．雨
乞
い
の
回
数

雨
乞
い
は
、一
集
落
で
効
果
が
無
い
と
、周
囲
の
村
々
が
合
同
で

何
度
も
雨
乞
い
を
繰
り
返
し
た
。そ
れ
で
も
効
果
が
無
い
と
、雨
乞

い
で
有
名
な
神
社（
多
度
大
社
、熱
田
神
宮
、真
清
田
・
津
島
神
社

等
）に
遠
方
か
ら
も
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。な
お
、雨
乞
い
の
効
果

と
し
て
、「
江
戸
時
代
、西
光
寺（
岐
阜
市
向
加
野
）の
雨
乞
い
が
村

総
出
で
三
日
三
晩
行
わ
れ
、雨
の
他
に
鯛
ま
で
も
降
っ
て
き
た
46
」

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

雨
乞
い
を
行
っ
た
年
間
の
回
数
や
合
同
で
祈
願
し
た
村
数
は
、

例
え
ば
、松
下
78
に
よ
る
と
知
多
市
東
浦
町
の
村
で
は
、文
政
九

（
一
八
二
六
）年
〜
文
久
四（
一
八
六
四
）年
の
二
九
年
間
で
、年
間

１
．は
じ
め
に

稲
作
に
は
畑
で
栽
培
す
る
陸
稲
耕
作
も
あ
る
が
、陸
稲
は
収
穫

率
や
食
味
が
落
ち
る
。そ
こ
で
、水
稲
耕
作
が
主
に
行
わ
れ
て
き
て

お
り
、田
植
え
と
そ
の
後
の
稲
の
生
育
に
は
、雨
水
が
不
可
欠
で
、

干
天
時
に
は
全
国
各
地
で「
雨
乞
い
」行
事
が
行
わ
れ
、歌
人
は
雨

を
乞
う
歌
を
謡
っ
て
い
る
。

平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八
五
）前
期
九
世
紀
頃
の
歌
人
小
野

小
町
が
詠
ん
だ
雨
乞
い
の
和
歌
の
一
つ
に
、「
こ
と
わ
り
や　

日
の

本
な
ら
ば　

照
り
も
せ
め　

さ
り
と
て
は
ま
た　

天
が
下
と
」（
道

蛇穴鍾乳洞

れ
以
降
、雨
占
い
を
こ
の
岩
で
行
っ
た
124
。⑥
舟
伏
山（
山
県
市
神

崎
、一
〇
四
〇
ｍ
）山
頂
の
大
池
に
雄
の
、小
池
に
雌
の
大
蛇
が
棲

ん
で
い
た
が
、雄
雌
の
大
蛇
が
海
へ
住
ま
い
を
変
え
る
た
め
に
、雄

は
土
石
流
と
共
に
根
尾
の
初
鹿
谷
に
滑
り
落
ち
、雌
は
神
崎
側
の

夏
坂
谷
に
落
下
る
途
中
で
穴（
堅
穴
鍾
乳
洞
）に
し
ば
ら
く
留
ま
っ

た
。神
崎
で
は
こ
の
穴
で
八
大
竜
王
に
雨
乞
い
を
し
た
124
。

⑦
池
田
山（
九
二
四
ｍ
）の
山
頂
近
く
の
蛇
が
棲
む
と
い
う
高
さ

六
ｍ
余
り
の
大
石
・
焼
石
神
社（
揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
）に
雨
乞
い

祈
願
を
し
、雨
が
降
る
と
、長
さ
二
ｍ
以
上
の
松
明
数
百
本
に
火
を

点
け
て「
感
謝
の
火
祭
り
」を
行
っ
た
12
。⑧
龍
神
が
棲
む
乙
女
淵

（
揖
斐
川
町
谷
汲
木
曽
屋
） 

で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
76
。

⑨
南
宮
神
社（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
裏
山
の
蛇
池
に
棲
む

大
蛇
に
雨
を
願
う
51
。⑩
養
老
郡
養
老
町
蛇
持
の
蛇
が
棲
む
蛇
池

で
雨
乞
い
を
す
る
51
。⑪
八
幡
神

社（
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
）に

描
か
れ
た
竜
に
雨
乞
い
を
す
る

51
。⑫
禰
宜
の
娘
・
き
ぬ
は
青
池

（
芒
が
渕
。桑
名
市
多
度
町
古

野
）の
主
・
竜
で
、青
池
に
戻
っ

た
。家
族
は
祠
を
安
置
し
、古
野

で
は
雨
乞
い
祈
願
に
訪
れ
て
い

る
259（
田
代
神
社
、青
池
神
社
、

多
度
大
社
に
は
同
じ
龍
神
が
祀
ら
れ
、何
処
の
神
社
も
雨
乞
い
の

効
果
は
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

４‒

３　

神
仏
像
へ
の
雨
乞
い
祈
願　

①
旅
僧
が
水
無
神
社（
高
山
市
一
之
宮
町
）奥
の「
せ
ん
の
う（
地

名
）」の
弁
財
天
様
を
水
無
神
社
の
森
に
御
迎
え
す
れ
ば
雨
が
降
る

と
告
げ
た
。迎
え
て
祈
願
す
る
と
雨
が
降
っ
た
の
で
、終
戦
前
後
ま

で
せ
ん
の
う
の
神
様
を
神
社
に
迎
え
、鉦
を
打
っ
て
御
祭
し
、夜
中

川
原
で
大
焚
火
を
し
て
雨
乞
い
を
行
い
292
、②
広
恵
寺
城（
中
津
川

市
福
岡
町
）が
攻
め
ら
れ
て
、滝
壺
・
乙
女
淵（
中
津
川
市
加
子
母

町
の
乙
女
渓
谷
）に
身
を
投
げ
た
姫
の
亡
霊
が
旅
人
を
悩
ま
し
た

た
め
、供
養
が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
不
動
様
も

祀
ら
れ
た
64
。

③
井
戸
の
中
で
光
っ
て
い
た

仏
像
が
引
き
上
げ
ら
れ
、雨
を

頼
ん
だ
ら
降
っ
た
の
で
、雨
乞
い

地
蔵（
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
。大

畑
家
の
前
）と
し
て
お
堂
を
建
て

て
祀
ら
れ
288
、④
揖
斐
川
町
小

野
か
ら
粕
川
左
岸
側
の
揖
斐
川

町
市
場
に
ゆ
ず
り
受
け
ら
れ
た

お
不
動
さ
ま（
雨
乞
い
不
動
。揖
斐
川
町
小
野
の
山
裾
）が
移
動
の

途
中
で
動
か
な
く
な
り
、元
の
場
所
に
戻
り
、雨
乞
い
不
動
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
11
。⑤
住
職
が
夫
婦
喧
嘩
し
て
お
不
動
さ
ん（
神
戸

町
丈
六
道
）の
前
で
離
婚
を
決
め
た
ら
、外
は
晴
天
で
も
お
堂
の
中

に
雨
が
降
っ
た
。以
来
、雨
乞
い
不
動
の
霊
験
に
参
拝
者
が
増
え
た

119
。な

お
、神
仏
で
は
な
い
が
、⑥
水
神
様
の
使
い
が
で
き
る
長
老

（
岐
阜
県
可
児
市
）が
雨
乞
い
の
儀
式
を
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
が
、

迷
信
だ
と
い
う
人
物
が
い
て
二
度
と
行
わ
れ
な
か
っ
た
35
。⑦
播
隆

上
人
が
行
を
し
た「
目
醒
の
滝
」（
不
破
郡
関
ケ
原
町
玉
）の
主
・
白

鰻
に
願
を
か
け
て
雨
乞
い
を
す
る
251
。

４‒

４　

石
へ
の
雨
乞
い　

①
戦
に
負
け
た
武
士
が
丸
草
山（
恵
那
市
三
郷
町
椋
実
）の
頂

上
の
岩
で
祈
る
と
雨
が
降
り
、以
降
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
214
。②
武

並
神
社（
恵
那
市
武
並
町
竹
折
）の
大
き
な
岩
に
登
っ
て
雨
乞
い
を

し
た
214
。③
木
曽
川
に
合
流
す
る
和
田
川
河
口
の
竜
神
岩（
恵
那

市
笠
置
町
毛
呂
窪
の
関
西
電
力
用
地
）の
上
で
祈
る
214
。④
直
径

七
ｍ
の
舟
形
の
大
き
な
舟
岩（
恵
那
市
山
岡
町
下
手
向
野
田
）の

凹
み
に
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
搔
き
出
す
と
急
に
雨
が
降
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
213
。

⑤
琵
琶
湖
の
近
く
の
村
が
、阿
遅
加
神
社（
羽
島
市
足
近
町
）の

雨
石
を
持
ち
帰
っ
た
が
、雨
が
降
り
過
ぎ
て
返
し
に
来
た
際
、詫
び

に
持
っ
て
き
た
近
江
縮
緬
は
、大
幟
に
な
り
雨
乞
い
行
事
の
際
に
使

わ
れ
て
い
た
50
。⑥
高
桑
八
幡
社（
柳
津
町
高
桑
）に
あ
っ
た
雨
乞

い
石（
今
は
善
覚
寺
に
在
る
）に
水
を
掛
け
る
と
雨
が
降
っ
た
51
。

⑦
宝
暦
の
頃
、瑞
浪
市
陶
町
水
上
の
竜
王
さ
ま（
大
岩
）に
雨
乞

い
す
る
と
、白
蛇
が
現
れ
雨
が
降
っ
た
110
。⑧
素
盞
鳴
神
社（
瑞
穂

市
森
）の
お
宮
の
鳥
居
の
西
側
に
あ
る
竜
神
の
石
は
大
水
の
時
に

流
れ
て
き
た
石
で
、転
が
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、石
を
裏
返

し
た
り
水
を
掛
け
た
り
し
て
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
70
。

な
お
、対
に
な
っ
た
石
と
し
て
、⑨
木
曽
の
桟（
木
曽
郡
上
松
町
）

左
岸
の
階
段
下
に
あ
る
男
岩
と
そ
の
下
流
の
女
岩
は
、子
宝
石
で

あ
り
、雨
乞
い
石
で
も
あ
り
202
、⑩
郡
上
市
八
幡
町
島
谷
の
お
天
気

岩
・
雨
降
り
岩（
男
岩
女
岩
）は
、一
方
に
登
る
と
雨
が
降
り
、ま
た

一
方
で
は
晴
れ
る
石
で
あ
っ
た
が
、今
は
片
方
だ
け
と
な
っ
た
237
。

４‒

５　

神
社
か
ら
物
を
借
り
て
雨
乞
い　

神
社
か
ら
種
々
の
物
を
借
り
て
雨
乞
い
に
使
用
し
た
。①
貞
享

元（
一
六
八
四
）年
の
日
照
り
の
時
、八
幡
神
社（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）の
旗（
雨
乞
い
旗
）を
持
ち
出
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、

雨
乞
い
に
旗
を
使
用
し
51
、②
笠
置
山
大
権
現（
別
名
大
御
鎌
様
）

を
祀
る
山
頂
の
笠
置
神
社（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
鎌
を
借
り
て
雨

乞
い
を
行
い
214
、③
北
桑
名
神
社（
三
重
県
桑
名
市
堤
原
）に
合
祀

さ
れ
た
佐
之
富
神
社
の
宝
物
で
あ
る
硯
を
摺
っ
て
雨
乞
い
を
し
て

い
た
55
。

４‒

６　

願
い
が
叶
っ
た
礼
に
雨
を
降
ら
す　

取
矢
神
社（
山
県
市
大
桑
）

境
内
の
池
に
烏
蛇
と
白
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。歳
を
経
て
白
蛇

が
昇
天
す
る
の
を
烏
蛇
が
蛇

魔
す
る
た
め
、あ
る
人
の
夢
に

白
蛇
が
現
れ
烏
蛇
を
殺
さ
せ

た
。こ
の
社
は
白
蛇
の
効
力
で

雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
299
。②

庄
屋
は
雨
乞
い
に
権
現
山（
各

務
原
市
と
岐
阜
市
に
ま
た
が

る
三
一
七
m
）へ
行
き
、大
き

舟伏山頂上の蛇首塚

上
松
町
小
川
）で
雨
乞
い

を
し
た
帰
り
に
白
蛇
に
遭

い
、雨
を
降
ら
し
た
ら
娘

を
や
る
と
約
束
し
た
。娘

は
白
蛇
と
結
婚
し
、親
が

池
に
行
く
と
機
の
音
が
聞

こ
え
た
202
。

「
椀
貸
し
伝
説
」に
類

似
し
た
話
と
し
て
、⑩
蛇

穴
鍾
乳
洞（
郡
上
市
和
良

町
野
尻
）の
清
水
の
湧
き

出
る
穴
に
棲
む
乙
姫
は
椀

や
鼓
を
貸
し
た
が
、村
人

は
借
り
た
鼓
を
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、竜
は
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
、日
照
り
の
際
に
穴
に
雨
乞
い
を
し
て
も
竜
は
居
な
く
、

願
い
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
47
。

さ
ら
に
、「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」と「
椀
貸
し
伝
説
」の
合
体
型
と
し

て
、⑪
犬
山
市
今
井
喜
八
洞
で
、下
の
池
か
ら
水
の
無
い
上
の
田
に

水
を
掛
け
る
と
言
う
坊
主
に
、出
来
た
ら
七
人
娘
の
一
人
を
あ
げ

る
約
束
を
し
た
。水
が
掛
り
、嫁
ぐ
こ
と
を
了
承
し
た
娘
が
居
な
く

な
っ
て
か
ら
一
三
日
目
に
機
織
り
を
取
り
に
来
て
、龍
宮
に
棲
ん
で

い
る
の
で
、欲
し
い
も
の
を
紙
に
書
い
て
池（
竜
宮
池
）に
沈
め
れ
ば

何
で
も
叶
え
る
と
約
束
し
た
。あ
る
時
お
椀
を
借
り
た
が
一
つ
返
さ

な
か
っ
た
の
で
、以
後
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
208
。

４‒

７　

雨
乞
い
踊
り　

①
伊
自
良
の
雨
乞
い
・「
伊
自
良
十
六
拍
子
」は
約
三
〇
〇
年
以
上

前
か
ら
始
ま
り
、各
地
区
で
氏
神
様
に
願
っ
て
も
効
が
無
い
と
、代
表

者
が
多
度
で
御
幣
を
頂
く
。こ
れ
で
ダ
メ
な
ら
、各
地
区
の
村
人
が

釜
ヶ
谷
山
頂
に
集
ま
っ
て
各
地
区
毎
に
刈
っ
た
柴
で
の「
千
杷
焼
き

（
焚
き
）」を
行
い
、最
後
に
は
、長
さ
五
間（
九
m
）、胴
回
り
四
尺
五

寸（
一・
四
m
）の
竹
細
工
の
雌
雄
二
尾
の
龍
を
造
り
、伊
自
良
川
沿
い

に
釜
ヶ
谷
に
登
り
、「
龍
廻
し（
地

名
）」で「
雨
乞
い
の
龍
廻
し
」を

行
っ
た
207
。

龍
神
が
棲
む
と
伝
わ
る
古
賀
ヶ

池（
揖
斐
川
町
の
小
島
山
の
尾
根

に
あ
る
池
）は
三
反
歩（
＝
約
三
〇

〇
〇
㎡
、今
は
水
溜
り
）あ
り
、揖

斐
川
町
三
倉
の
人
々
に
大
切
な
池

で
、多
く
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

②
古
賀
ヶ
池
の
大
蛇
に
愛
犬
を

食
わ
れ
た
猟
師
が
、仇
討
ち
に
大

蛇
に
鉄
砲
玉
を
当
て
た
が
白
樫
村

の
氏
神
様
に
撃
つ
の
を
諭
さ
れ
、

大
蛇
に
も
良
薬
を
渡
し
た
。龍
神

が
雨
を
降
ら
せ
た
お
礼
に
、白
樫

神
社（
揖
斐
川
町
白
樫
）で
白
樫

踊
り（
敬
老
の
日
、九
月
の
第
三
月

曜
）が
奉
納
さ
れ
224
。③
揖
斐
川

町
三
倉
の
奥
の
落
平
に
一
本
の

「
踊
り
松
」が
生
え
て
お
り
、こ
の

地
は
遠
く
に
古
賀
ヶ
池
を
望
み
、

雨
乞
い
踊
り
を
奉
納
す
る
神
聖
な

所
で
あ
り
54（
池
の
畔
の
神
社
が

崩
れ
果
て
て
い
た
た
め
、昭
和
六

〇
年
に
龍
神
神
社
を
建
て
再
び

祀
っ
て
い
る
。）、ま
た
、揖
斐
川
町

三
倉
で
は
三
倉
の
雨
乞
い
踊
り

（
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）

も
行
わ
れ
て
い
る
。

④
白
山
神
社（
関
市
西
本
郷

町
）で
雨
乞
い
踊
り
を
行
い
、満
願

に
吉
田
踊
り
と
し
て
、洲
原
神
社

き
出
て
い
た
244
。⑥
揖
斐
川
電
工
神
ヶ
岳
ダ
ム
下
流
数
百
ｍ
の
坂

内
川
左
岸
の
割
れ
た
巨
岩（
髪
結
い
岩
）は
、夜
叉
姫
が
池
に
登
る

途
中
、洗
っ
た
髪
を
結
い
直
し
た
所
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
244
。

な
お
、昔
は
岩
に
隙
間
は
あ
っ
た
が
二
つ
に
割
れ
て
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

7
．K
I
S
S
O
の
雨
乞
い
伝
説一三
編

雨
乞
い
伝
説
は
、水
を
望
む
村
人
が
湧
き
出
る
清
水
を
見
つ
け

た「
郡
上
谷（
二
三
号
）」111
と
水
を
浪
費
し
て
い
た
長
者
が
豪
雨
で

流
さ
れ
た「
お
こ
ひ
と
寒
八（
七
六
号
）」68
の
二
話
を「
貴
重
な
水

を
希
求
す
る
」雨
乞
い
伝
説
の
一
種
と
し
て
加
え
る
と
、掲
載
さ
れ

た
話
は
一
三
編
で
あ
る
。

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
話
は
、龍
神
が
住
む
井
戸
を

汚
し
て
大
雨
に
襲
わ
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」122
、穴
に
石

を
投
げ
込
ん
で
竜
神
を
怒
ら
せ
た「
美
山
の
雨
乞
い（
六
一
号
）」

291
、池
の
掃
除
を
し
て
雨
が
降
る「
城
山
の
白
狐（
六
九
号
）」125
、さ

ら
に
、淵
で
フ
ン
ド
シ
を
洗
っ
た
た
め
湧
き
出
し
て
い
た
水
源
が
逃

げ
出
し
た「
滝
壺
の
柳
の
老
木（
一
九
号
）」127
の
四
編
で
あ
る
。

龍
神
へ
貢
物
を
し
て
雨
を
望
む
話
は
、池
の
龍
神
に
娘
を
差
し

出
す「
田
代
池
の
竜
神
伝
説（
二
〇
号
）」23
と
馬
や
牛
を
貢
ぐ「
お

が
せ
池
の
宝
刀（
三
七
号
）」24
の
二
編
で
あ
る
。

そ
の
他
と
し
て
、白
髪
の
老
人
に
姿
を
変
え
た
氏
神
大
明
神
が

水
争
い
を
止
め
る
よ
う
に
里
人
に
諭
し
た「
明
神
の
お
い
か
り（
一

五
号
）」233
、弘
法
大
師
か
雨
乞
い
の
龍
を
造
っ
た「
雨
乞
い
の
龍

（
三
三
号
）」1
、多
度
大
社
に
詣
で
て
雨
が
降
る「
庄
屋
様
の
雨
乞

い
神
事（
五
三
号
）」137
、流
れ
着
い
た
木
製
の
竜
の
首
に
胴
を
付
け

て
雨
が
降
る「
大
浦
の
蛇（
六
三
号
）」98
が
あ
る
。

ま
た
、雨
乞
い
を
し
な
い
珍
し
い
話「
竜
の
怒
り
で
大
洪
水（
三

四
号
）」53
と
し
て
、郡
上
市
八
幡
町
五
町
で
は
諏
訪
神
社（
現
神

明
神
社
に
合
祀
）に
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
が
、豪
雨
が
幾
日
も
続

き
、田
畑
が
水
没
の
難
に
あ
っ
た
た
め
、「
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で

雨
乞
い
は
し
な
い
」と
神
に
約
束
し
、以
来
、五
町
は
ど
ん
な
に
日

照
り
に
な
っ
て
も
、雨
乞
い
は
し
な
い
と
伝
わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、

飛
騨
地
方
に
は
、「
雷
様
に
会
い
に
天
に
行
き
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降

り
過
ぎ
て
家
も
み
な
流
さ
れ
て
し
ま
い
、先
祖
の
墓
だ
け
残
っ
た
」

夢
の
話
105
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

8
．雨
壺
伝
説

「
雨
壺
」は
清
い
泉
や
井
戸
で
の
竜
王
の
棲
み
か
と
い
わ
れ
、雨

乞
い
の
対
象
で
あ
っ
た
。

美
濃
市
須
原
の
洲
原
神
社
51
の
裏
山
に
創
建
者
泰
澄
が
雨
壺

を
掘
っ
て
お
り
、桑
名
市
下
深
谷
部
の
雨
尾
山
飛
鳥
寺
に
は
古
陶

の
壺
の
水
を
滴
ら
せ
る
と
雨
が
降
っ
た
と
伝
わ
る
壺「
雨
壺
」55
が

有
っ
た
が
、信
長
の
兵
火
に
遭
い
今
は
無
い
。

さ
ら
に
、江
南
市
小
折
町
の
生

駒
氏
の
氏
神
龍
神
社
241
の「
雨
壺

池
」は
八
大
龍
王
を
祀
っ
て
お

り
、雨
壺
池
を
浚
っ
て
般
若
心
経

を
唱
え
る
と
、雨
が
降
る
、と
至

徳
年
間（
一
三
八
四
〜
八
七
）以

来
の
伝
承
で
あ
る
。し
か
し
、雨

が
降
ら
な
い
と
次
に
、東
南
に
約

二
〇
〇
m
の
久
昌
寺
の
住
職
に

雨
乞
い
を
依
頼
す
る
。方
丈
は
寺

宝「
大
蛇
の
鱗（
龍
鱗
）」を
奉
持

し
て
祈
願
す
る
と
、忽
ち
に
龍
神

社
の
空
に
雲
龍
が
あ
ら
わ
れ
て
雨
が
降
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
241
。明
治
二
六（
一
八
九
三
）年
八
月
、明
治
四
三
年
に
は
村
民
一

同
が
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
大
雨
が
降
り
農
作
物
が
よ
み
が
え
っ
た

報
告
が
あ
る
。

9
．K
I
S
S
O
の
雨
壺
さ
ん
三
編

　
「
ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
（
三
一
号
）」
273
は
「
五
輪
塔
の
最
上
段
の
形
」

の
石
で
あ
り
、
木
曽
川
に
い
れ
る
と
雨
が
降
り
、
降
り
す
ぎ
る
と

石
を
拾
い
上
げ
る
。
な
お
、
五
輪
塔
の
頭
部
を
ご
神
体
と
し
た
昔

話
に
「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」
25
が
あ
る
。
流
れ
て
き
た
「
ピ
カ
ピ
カ

光
る
も
の
」
を
「
雨
神
」
と
し
て
「
八
竜
大
王
」
と
名
付
け
て
小

さ
な
社
（
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
）
で
祀
っ
た
。
そ
の
後
の
洪

水
で
こ
の
「
八
竜
大
王
」
が
流
失
し
た
の
で
、
石
塔
の
五
輪
の
頭

を
ご
神
体
と
し
て
祀
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
雷
伝
説
の
1
・ 

雷

と
の
約
束
の
⑥
参
照
）。

　
「
雨
壺
さ
ん
（
七
四
号
）」
251
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
関
ヶ
原

町
今
須
の
「
雨
壺
神
社
」
の
祭
神
は
竜
王
神
で
、
今
須
山
中
に

神
木
と
水
が
溜
ま
る
穴
「
雨
壺
さ
ん
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

今
須
の
商
人
が 

「
犬
の
尾
越
」（
現
谷
畑
）
で
下
多
良
の
「
雨
が
池
」

の
大
蛇
に
頼
ま
れ
、
今
須
に
連
れ
て
い
き
、
今
須
の
雨
壺
に
住
ま

わ
せ
た
。
大
蛇
は
雨
壺
と
「
雨
が
池
」
を
た
ま
に
往
復
し
、
こ
の

二
つ
は
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
37
。

　

今
須
の
「
雨
壺
さ
ん
」
へ
は
米
原
市
の
大
野
木
や
柏
原
な
ど
か

ら
雨
乞
い
祈
願
に
行
っ
て
い
る
が
、他
の
雨
壺
と
し
て
、霊
仙
山
（
一

〇
九
四
m
）
の
黒
谷
の
源
流
部
の
岩
の
下
か
ら
の
湧
水
（
雨
壺
）

や
柏
原
の
水
竜
山
に
も
八
大
竜
王
を
祀
る
雨
壺
が
あ
る
。

　
「
雨
池
（
九
二
号
）」
274
は
、
東
白
川
村
の
濃
飛
バ
ス
停
「
大

明
神
口
」
側
の
民
家
の
庭
に
あ
る
。
付
近
の
人
の
話
で
は
、
直
径

一
m
ほ
ど
の
大
き
さ
の
池
で
、
冬
は
暖
か
く
夏
は
冷
た
く
美
味
し

い
水
が
出
て
い
た
が
、
家
を
建
て
る
際
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
、
現
在
池
の
上
は
蓋
が
し
て
あ
る
。

　

こ
の
「
雨
池
」
も
前
述
の
「
雨
壺
池
」
と
同
様
、「
池
浚
い
」

で
池
の
神
を
怒
ら
せ
る
と
、
雨
が
降
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三倉の雨乞い踊り（「揖斐川町HP」より） 伊自良十六拍子龍廻し
（山県市重要無形民俗文化財舞台公演会（H28.2.21）
「山県市教育委員会生涯学習課」より）

白樫踊り（「揖斐川町HP」より）
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60

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

に
行
き
、蛇
が
瓢
箪
を
沈
め
る
の
に

疲
れ
た
時
に
針
を
打
ち
込
ん
で
退

治
し
し
て
い
る
51
。同
様
の
話
が
、大

野
郡
清
見
村
、大
野
郡
丹
生
川
村
、

郡
上
郡
大
和
町
上
栗
巣
や
郡
上
郡

大
和
母
袋
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
92
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
の
場
所
は
川
沿
い

に
多
く
あ
る
が
、以
下
に
数
ヶ
所
を

下
流
か
ら
順
に
列
記
す
る
と
、①
夜

叉
ヶ
池
の
大
蛇
に
嫁
い
だ
娘
の
父
親

を
殺
す
た
め
に
、そ
の
大
蛇
の
本
妻
が
八
丈
岩（
揖
斐
川
町
長
良
）

の
下
の
穴
に
棲
み
つ
い
た
。父
も
そ
の
子
孫
も
夜
叉
ヶ
池
に
雨
乞
い

に
行
く
と
き
こ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
11
と
か
、②
本
妻
が
里
帰
り
す

る
娘
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
岩
を
転
が
し
た
が
、岩
は
現
在
地
に
と

ど
ま
り
、そ
れ
以
降
、岩
の
下
の
穴
に
棲
ん
で
い
る
209
と
伝
わ
る
。③

夜
叉
姫
が
夜
叉
ヶ
池
へ

行
く
途
中
で
機
を
織
り

上
げ
た「
は
た
ご
岩
」（
揖

斐
郡
揖
斐
川
町
東
横

山
）が
横
山
ダ
ム
左
岸

下
流
側
に
あ
り
、側
に
夜

叉
龍
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
。岩
の
上
に
女
性
が
上
る
と
雨
が

降
る
と
い
わ
れ
た
278
。な
お
、は
た
ご

岩
は
こ
の
他
に
、坂
内
広
瀬
と
坂
内

川
上
の
二
ヶ
所
も
あ
る
よ
う
だ
。

④
大
草
履（
地
名
）の
旧
道
深
瀬

橋
上
流
の「
魚
頭
」は
、坂
内
川
の
魚

た
ち
が
夜
叉
姫
と
龍
神
を
歓
迎
し

た
岩
244
で
、⑤
夜
叉
姫
と
龍
神
が
佐

中
の
家
で
泊
ま
っ
た
翌
日
、前
夜
ま

で
な
か
っ
た
清
水（
佐
中
清
水
）が
湧

「
夜
叉
ヶ
池
」を
発
表
し
、広
く
世

間
に
知
ら
れ
た
。な
お
、安
八
太

夫
の
娘
で
な
く
、③
源
義
朝
の
側

室
延
寿（
大
垣
市
青
墓
町
の
大
炊

長
者
の
娘
）が
生
ん
だ
夜
叉
姫

が
、源
氏
一
族
の
惨
劇
を
嘆
い
て

杭
瀬
川（
今
の
揖
斐
川
）に
身
を

投
げ
、魂
が
川
を
遡
り
、姫
の
名

が
付
い
た
夜
叉
ヶ
池
に
棲
み
つ
い

た
16
、と
も
伝
わ
る
。

ま
た
、夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
に
つ

い
て
、④
池
太
沢（
揖
斐
川
町
東
杉
原
）と
い
う
池
に
住
ん
で
い
た

大
蛇
が
竜
巻
に
乗
っ
て
西
杉
原
の
赤
池
に
舞
い
降
り
て
休
ん
だ
後
、

再
度
嵐
に
乗
っ
て
川
尻
ま
で
行
き
、さ
ら
に
川
を
遡
っ
て
夜
叉
ヶ
池

に
入
っ
た
か
ら
、池
太
沢
と
夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
は
親
戚
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
278
。

近
世
初
期
頃
か
ら
実
録
随
筆
の
書
に
収
載
さ
れ
た
夜
叉
ヶ
池
伝

説
は
弘
仁
八（
八
一
七
）年
あ
る
い
は
承
和
・
嘉
祥
の
頃（
八
三
四
〜

八
五
〇
）に
発
生
し
た
大
旱
魃
を
題
材
と
し
て
お
り
、⑤
正
保
四

（
一
六
四
七
）年
に
大
垣
初
代
藩
主
戸
田
氏
鉄
は
夜
叉
龍
神
社
を

西
濃
の
水
神
と
し
て
祀
り
、そ
の

守
職
を
長
昌
寺（
坂
内
川
上
）に

委
託
し
た
129
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、蛇
婿
入
り

説
話（
水
乞
い
・
嫁
入
り
型
）に
分

類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、飛
騨
に

は
よ
く
似
た「
姥
が
池
伝
説
」が

あ
る
。例
え
ば
、⑥
高
山
市
上
枝

地
区（
川
上
郷
）で
は
、田
に
水
を

入
れ
て
く
れ
た
ら
娘
を
や
る
と

蛇
と
約
束
し
、三
人
娘
の
末
娘
が

瓢
箪
と
針
を
持
っ
て
大
蛇
と
池

い
、雨
乞
い
は
し
な
か
っ
た
131
。

大
野
町
で
少
し
変
わ
っ
た
雨
乞
い
と
し

て
、⑫
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富（
旧
三
田
畑
）

の
堤
防
に
祀
ら
れ
た
流
れ
地
蔵
に
雨
を
頼

ん
だ
ら
降
っ
た
。こ
れ
以
降「
水
く
れ
地
蔵

さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
、雨
が
欲
し
い
時
は
、地

蔵
の
頭
か
ら
足
ま
で
水
で
よ
く
洗
っ
て
お
願

い
し
た
18
。

ま
た
、⑬
揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
の
八
木

地
区
で
は
、明
治
二
九（
一
八
九
六
）年
の
大

水
で
唯
一
残
っ
た
八
木
文
楽（
人
形
芝
居
）の

蛇
幕
は
、芝
居
で
お
宮
の
境
内
に
張
る
と
雨

が
降
る
と
伝
え
ら
れ
、現
在
は
大
野
町
民
俗

資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
131
。

6
．夜
叉
ヶ
池
伝
説

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、①
現
安
八
郡
神
戸
町
の
長
者
安
八
太
夫
が
、

雨
を
降
ら
し
た
約
束
に
娘
を
蛇（
龍
神
）に
嫁
が
せ
、龍
神
と
娘
は
夜

叉
ヶ
池
に
棲
み
、人
々
の
雨
乞
い
の
願
い
を
叶
え
る
伝
説
で
あ
る
119
。

な
お
、こ
の
話
の
他
に
、②
安
八
太
夫
が
日
吉
神
社
で
の
雨
乞
い
満

願
の
日
に
現
れ
た
夜
叉
ヶ
池
の
龍

神
に
娘
を
嫁
に
す
る
約
束
を
し
、

龍
に
嫁
ぐ
夜
叉
姫
の
た
め
に
子
安

地
蔵
菩
薩
を
江
戸
末
期
の
神
戸

町
丈
六
道
に
あ
っ
た
宝
蔵
院
に

祀
っ
た
話
56
も
あ
る
。

大
正
二（
一
九
一
三
）年
に
泉

鏡
花
が
福
井
県
内
の
、同
三
年
に

大
橋
青
波
が
美
濃
側
の
夜
叉
ヶ

池
伝
説
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
戯
曲

崖
錐
上
の
集
落
で
の
雨
乞
い
は

以
下
の
よ
う
に
山
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。①
来
振
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
稲
富
）の
雨
乞
い
は
、雨

乞
い
踊
り
の
後
に
、白
山（
石
灰
採

取
で
消
滅
）の
山
腹
に
松
明
で

「
水
」の
文
字
を
書
い
て
火
を
点
け

る
。降
ら
な
い
と
来
振
寺
の
住
職

が
祈
祷
し
た
り
、夜
叉
ヶ
池
や
多

度
山
な
ど
に
も
雨
乞
い
参
り
を
し

た
131
。②
野
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
野
）か
ら
区
民
が
権
現
山

（
揖
斐
郡
大
野
町
牛
洞
）山
頂
ま
で
松
明
を
焚
い
て
登
り
、山
頂
で

祈
願
し
た
131
。③
大
野
町
牛
洞
地
区
で
は
鐘
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

し
な
が
ら
、村
内
の
神
社
に
お
参
り
し
、権
現
山
に
集
ま
る
18
。「
牛

洞
の
雨
乞
い
踊
り
」は
大
野
町
の
文
化
財
で
あ
る
。

一
方
、い
わ
ゆ
る
平
地
で
は
、④
大
野
町
古
川
地
区（
来
振
の
南
）

で
は
神
社
境
内
や
溜
池
の
堤
に
持
ち
寄
っ
た
枝
の
束
を
積
み
上
げ

て
燃
や
し
131
、⑤
大
野
寺
内
地
区（
古
川
の
西
）で
は
平
成
六
年
八

月
に
も
持
ち
寄
っ
た
藁
を
墓
地
で
燃
や
し
131
、⑥
大
野
町
大
野
地

区（
三
水
川
沿
い
）で
は
区
長
か
ら
の
触
れ
で
家
毎
に
柴
を
北
野
神

社（
揖
斐
郡
大
野
町
大
野
）に
持
ち
寄
り
御
祈
祷
の
後
に
燃
や
し

131
、⑦
大
野
町
相
羽
地
区（
大
野
の
南
）で
は
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
相
羽
）で
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
麦
殻
を
燃
や
し
て
雨
乞

い
131
を
し
、⑧
大
野
町
小
衣
斐
地
区（
相
羽
の
西
）で
は
村
が
主
体

と
な
り
春
日
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
小
衣
斐
）で
神
主
に
祝
詞
を

挙
げ
て
貰
い
131
、⑨
大
野
町
下
方
地
区
で
は
松
明
を
焚
い
て
根
尾

川
右
岸
堤
防
上
を
日
吉
神
社（
根
尾
川
左
岸
、下
方
字
上
池
）東
ま

で
行
き
、河
原
で
雨
乞
い
を
し
て
い
た
131
。

な
お
、大
野
町
で
は
雨
乞
い
で
は
な
く
日
和
乞
い（
お
天
気
乞

い
）も
行
わ
れ
て
い
た
。⑩
大
野
町
瀬
古
地
区（
小
衣
斐
の
西
北
）で

は
、五
〇
年
前
ま
で
、諏
訪
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
）拝
殿
で

日
和
乞
い
を
行
い
131
、⑪
隣
の
本
庄
よ
り
一
〜
二
ｍ
低
い
氾
濫
盆

地
低
地
の
大
野
町
下
磯
で
も
、雨
降
り
が
続
く
と
、日
和
乞
い
を
行

は
同
日
に
熊
野
神
社（
美
並
町
山
田
）で
雨
乞
い
を
行
い
、雨
が
降

ら
な
い
場
合
は
、裏
山
の
御
手
洗
池
を
浚
っ
た
287
。⑦
鹿
島
神
社

（
郡
上
市
美
並
町
三
戸
）で
は
、お
神
輿
に
大
鍬
大
明
神
を
奉
じ
て

福
野
坂
の
下
の「
淡
の
倉
の
淵
」ま
で
行
列
し
、こ
の
淵
で
若
者
が
泳

ぎ
、行
列
は
神
社
に
戻
り
、雨
が
降
る
ま
で
籠
る
。明
治
期
末
ま
で

行
わ
れ
、雨
の
降
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
237
。

5‒

3　

揖
斐
郡
大
野
町　

揖
斐
郡
大
野
町
は
、東
西
約
五
・
八
㎞
、南
北
約
一
一・
七
㎞
で
、

北
部
は
山
地
で
、西
の
揖
斐
川
と
東
の
根
尾
川
が
合
流
点
す
る
逆

三
角
形
で
、揖
斐
川
と
根
尾
川
の
各
扇
状
地
が
中
央
部
へ
進
延
し
、

中
央
部
を
流
れ
る
三
水
川
沿
い
に
氾
濫
盆
地
低
地
と
な
っ
て
い
る
。

（
美
濃
市
須
原
）ま
で
礼
踊
り
を
行
う
289
。⑤
江
戸
末
期
か
ら
昭
和

初
め
ま
で
は
、常
法
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
）の
庭
で
雨
乞

い
踊
り
を
奉
納
し
た
後
、笙
ヶ
岳（
九
〇
八
m
）の
竜
を
怒
ら
せ
る

た
め
髪
の
毛
を
燃
や
し
て
、一
之
瀬
と
和
田
の
境
の
尾
根
を
登
っ
た

先
の
三
ツ
岩
へ
願
掛
け
に
出
か
け
た
37
。

5
．各
地
の
雨
乞
い

美
濃
市
上
有
知
、郡
上
市
、揖
斐
郡
大
野
町
で
の
雨
乞
い
に
つ
い

て
以
下
に
触
れ
よ
う
。

5‒

1　

美
濃
市
美
濃
町　

雨
乞
い
行
事
は
三
段
階
で
行
わ
れ
た
。ま
ず
は
（1）
三
社
百
燈
奉

献（
八
幡
社
、熊
野
社
、神
宮
社
に
灯
明
を
百
燈
献
じ
る
）、効
果
が

無
い
と
（2）
七
社
千
度
参
り（
上
記
三
社
に
四
社
を
加
え
、一
社
に
つ

い
て
合
計
千
度
に
な
る
よ
う
に
参
加
者
が
拝
む
）、さ
ら
に
効
果
が

無
い
と
雨
に
因
ん
だ
造
り
物
を
造
り
、（3）
町
騒
ぎ
で
街
中
を
練
り

歩
く
。こ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
、再
び
四
回
目
と
し
て
（1）
の
三

社
百
燈
奉
献
か
ら
繰
り
返
す
。

嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
は
、六
月
八
日
〜
七
月
二
三
日
ま
で

に
計
七
回
の
雨
乞
い
行
事
が
行
わ
れ
、七
月
二
三
日
の
三
回
目
の

町
騒
ぎ
で
は
、お
姫
井
戸
浚
い
も
行
わ
れ
た
が
、雨
は
前
日
の
夜

一
〇
時
頃
か
ら
当
日
朝
に
か
け
て
降
っ
た
289
。

5‒

2　

郡
上
市
美
並
町　

雨
乞
い
行
事
は
集
落
毎
に
異
な
っ
て
い
る
が
、各
集
落
は
竜
神
を

怒
ら
せ
る
手
法
を
よ
く
用
い
た
。つ
ま
り
、①
美
並
村
大
矢
元（
現

美
並
町
白
山
）で
は
天
神
様（
天
吹
天
神
）境
内
の
御
手
洗
に
石
を

投
げ
込
み
287
、②
美
並
村
苅
安（
現
美
並
町
白
山
）で
は
福
の
坂
の

下
の「
淡
の
倉
の
淵
」で
松
明
を
持
っ
て
泳
ぎ
287
、③
上
苅
安（
現
美

並
町
白
山
）で
は
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫
滝
の
滝
壺
を
浚
え

287
、④
大
矢（
美
並
町
高
砂
）で
は
粥
川
の
星
宮
神
社
ま
で
大
神
楽

を
打
っ
て
行
き
、矢
納
ヶ
淵
へ
飛
び
込
み
287
、⑤
粥
川
地
区
で
は
矢

納
が
淵
に
鬼
面
を
沈
め
237
、⑥
美
並
町
の
杉
原
と
赤
池
の
両
地
区

な
岩（
二
ッ
岩
）の
前
で
自
分

の
身
を
捧
げ
る
の
で
雨
を
と

祈
る
と
、雨
が
降
っ
た
が
、雷

と
共
に
庄
屋
は
消
え
、岩
は

二
つ
に
割
れ
て
い
た
222
。③
印

食
の
蛇
池（
羽
島
郡
岐
南
町
）

の
岸
で
若
い
娘
が
見
知
ら
ぬ

男
か
ら
預
か
っ
た
手
紙
を
返

し
に
池
に
戻
り
居
な
く
な
っ

た
。翌
朝
そ
の
場
所
に
父
親

宛
て
の
手
紙
が
あ
り
、「
日
照

り
の
時
は
帯
流
せ
。長
雨
降
っ
た
ら
紅
投
げ
よ
」と
あ
っ
た
118
。④
親

孝
行
な
若
者
が
野
良
仕
事
で
誤
っ
て
大
蛇
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。大

蛇
は
、お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
か
ら
、亡
骸
を
舟
伏
山（
二
六
二

ｍ
、岐
阜
市
日
野
）に
葬
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。以
後
こ
の
葬
っ
た
蛇

首
塚
で
雨
乞
い
を
行
っ
た
51
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
で
、雷
の

子
が
落
ち
て
き
て
一
緒
に
暮
し
て
い
た
。親
と
共
に
帰
っ
た
が
、必

要
な
時
に
は
お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
っ
た
50
。

洗
濯
の
水
さ
え
も
貴
重
で
あ
っ
た
話
と
し
て
、⑥
各
務
原
市
須

衛
町
は
田
に
水
が
留
ま
り
に
く
い
土
地
だ
っ
た
。干
ば
つ
の
折
、大

切
な
水
を
洗
濯
に
使
わ
な
か
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。そ
れ
以
来
、雨

乞
い
の
時
は
洗
濯
を
し
な
い
25
。⑦
加
茂
郡
八
百
津
町
の
あ
る
妻

は
、洗
濯
し
な
い
な
ら
ば
雨
を
降
ら
す
と
の
神
託
を
知
ら
さ
れ
ず

に
洗
濯
を
し
た
。妻
は
命
と
引
き
換
え
に
雨
を
願
っ
て
池
に
身
を

投
げ
て
雨
が
降
り
、妻
は
大
蛇
に
な
り
天
に
昇
っ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
た
47
。

な
お
、雨
乞
い
伝
説
で
よ
く
知
ら
れ
た「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」に
極

め
て
類
似
し
た
話
と
し
て
、⑧
若
者
が
土
岐
市
土
岐
津
町
の
庄
屋

の
娘
を
貸
し
て
く
れ
た
ら
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
い
、娘
と
若
者
は

樫
の
木
の
穴
に
消
え
て
、雨
が
降
っ
た
。穴
を
覗
か
れ
た
竜
は
怒
っ

て
娘
と
と
も
の
天
に
昇
っ
た
。樫
の
木
の
あ
っ
た
場
所
に
社
を
建

て
、こ
こ
に
願
う
と
雨
が
降
り
83
、ま
た
、⑨
駒
ヶ
岳
神
社（
木
曽
郡

て
石
と
な
り
池
底
に
残
っ
た
218
、②
富
士
神
社（
下
呂
市
小
坂
町
湯

屋
）の
蔵
王
権
現
は
、雨
乞
い
の
効
果
の
な
か
っ
た
氏
神
を
川
に
流

す
と
川
を
遡
り
、落
合
に
流
れ
着
き
祀
ら
れ
、雨
乞
い
の
神
と
な
っ

た
20
。ま
た
、③
加
茂
郡
白
川
町
切
井
地
区
で
は
、村
の
山
か
ら
伐

り
出
し
た
太
い
神
木
に
御
幣
を
付
け
、機
織
り
淵
に
入
れ
た
神
木

が
伊
勢
神
宮
ま
で
流
れ
る
ほ
ど
の
大
雨
を
願
っ
た
123
。ま
た
、釣
鐘

や
ご
神
体
を
沈
め
る
の
で
は
な
く
、④
雨
乞
い
の
時
だ
け
、子
供
た

ち
は
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
倉
本
の
木

曽
川
の
中
に
あ
る
岩（
雨
乞
い
岩
）で

水
遊
び
を
し
、雨
乞
い
岩
を
怒
ら
せ
て

雨
を
降
ら
せ
た
202
。

と
こ
ろ
で
、雨
乞
い
祈
願
が
行
わ
れ

た
時
代
は
神
仏
混
淆
で
神
社
へ
も
寺

院
へ
も
願
い
に
行
っ
た
が
、一
方
、あ
る

特
定
の
神（
龍
神
、龍
王
等
）に
祈
願

を
掛
け
る
場
合
も
あ
る
。

４‒

２　

龍
や
蛇
に
願
う
雨
乞
い　

蛇
と
雨
の
話
は
極
め
て
多
く
、①
高
山
市
丹
生
川
町
池
之
俣
地

区
で
は
、集
落
か
ら
一
二
㎞
程
奥
の
土
樋
池（
烏
帽
子
岳
西
の
溶
岩

流
に
よ
る
堰
止
湖
）へ
登
り
、池
の
付
近
に
中
畑
市
之
助
氏
所
有
の

竜
の
掛
け
軸
を
掲
げ
て
祈
っ
た
269
。②
杣
ヶ
池（
高
山
市
高
根
町
日

和
田
高
原
）の
竜
神
に
祈
り
、池
の
水
を
一
升
樽
に
汲
み
村
を
流
れ

る
野
麦
川
に
流
す
と
雨
が
降
る
。お
礼
に
川
の
水
を
同
じ
量
、池
に

返
す
47
。ま
た
双
六
谷
の
黒
淵
と
大
丹
生
川
池（
高
山
市
丹
生
川

町
久
手)

が
霊
験
灼
か
な
雨
乞
い
場
所
で
あ
り
、③
黒
淵（
高
山
市

上
宝
町
双
六
谷
）に
棲
む
淵
の
主
・
黒
牛
は
烟
を
嫌
う
の
で
、雪
洞

に
蝋
燭
を
灯
し
て
淵
に
流
し
、水
の
底
か
ら
光
が
指
せ
ば
雨
乞
い

が
聞
き
届
け
ら
れ
104
、④
鐘
や
太
鼓
で
大
丹
生
川
池
ま
で
雨
を
祈

り
般
若
心
経
を
唱
え
た
104
。

山
県
市
で
は
、⑤
神
通
力
の
あ
る
蛇
が
棲
ん
で
い
る
長
平
山（
山

県
市
柿
野
）の
岩
か
ら
顔
を
出
す
と
日
照
り
で
も
雨
が
降
っ
た
。こ

一
方
、沈
め
た
ら
祟
り

が
起
き
た
話
と
し
て
、⑥

広
瀬
観
音（
高
山
市
国
府

町
広
瀬
町
）へ
の
信
仰
心

の
な
い
殿
様
の
時
に
日
照

り
に
な
り
、観
音
様
を
川

に
沈
め
た
ら
祟
り
が
お

き
た
。後
に
観
音
様
を
祀
り
直
し
た
ら
平
和
な
村
に
な
っ
た
59
。

（
４
）「
石
を
投
げ
入
れ
る
」　

①
雨
乞
い
淵（
雨
乞
い
淵
の
滝
。恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）に
石

を
投
げ
込
む
99
、②
喉
の
滝（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
。平
成
二
六

年
に
崖
の
崩
壊
で
湛
水
し
て
水
没
し
た
よ
う
で
あ
る
）に
石
を
投

げ
込
み
99
、③
飛
騨
市
古
川

町
高
野
の
米
俵
大
の
蛤
型

の
模
様
が
あ
る「
蛤
石
」を

淵
へ
沈
め
て
雨
を
願
い
51
、

④
高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾

で
は
乗
鞍
山
に
登
り
、石
を

池
に
投
げ
込
ん
だ
51
。

（
５
）「
面
を
流
す
」　

①
白
山
神
社（
旧
徳
山
村
本
郷
）で
は
、お
面
を
川
に
流
し
川
下

で
拾
っ
て
洗
っ
て
片
付
け
る
51
、②
物
部
神
社（
本
巣
市
上
真
桑
本

郷
）に
は
、面
流
し
の
雨
乞
い
神
事
に
使
わ
れ
た「
が
く
ら
の
面
」が

今
も
祀
ら
れ
て
い
る
51
。な
お
こ
の
面
は
、山
伏
が
享
保
三（
一
五
三

〇
）年
の
根
尾
川
大
洪
水
で
拾
い
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）「
そ
の
他
」　

①
昔
大
き
な
池
が
あ
っ
た
釜
が
淵（
下
呂
市
小
坂
町
赤
沼
田
）の

水
が
枯
れ
た
時
に
、池
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
姉
弟
が
大
事
に
し
て

い
た
釜
を
投
げ
入
れ
て
村
を
去
っ
た
後
、雨
が
降
っ
た
。釜
は
や
が

れ
83
、②
水
無
神
社（
高

山
市
一
之
宮
町
）の
弘
安

五（
一
二
八
二
）年
の
銘
の

あ
る
鐘
の
竜
頭
に
綱
を

付
け
、高
山
と
宮
村
の
境

の
宮
川
の「
わ
ん
ご
の
淵
」

に
沈
め
た
51（
鐘
は
廃
仏

毀
釈
で
破
却
さ
れ
た
）、③
宗
久
寺（
岐
阜
県
恵
那
市
東
野
）の
鐘

（
戦
争
で
供
出
さ
れ
て
無
く
な
っ
た
）を
東
野
向
島
の
オ
カ
ダ
ヶ
淵

に
沈
め
る
214
。な
お
、④
曼
荼
羅
寺（
江
南
市
前
飛
保
町
寺
町
）の

銅
鐘（
朝
鮮
鐘
）は
竜
宮
の
乙
姫
様
が
献
上
し
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
、こ
れ
を
本
尊
の
前
に
据
え
て
雨
乞
い
を
し
た
241
。

（
３
）「
御
神
体
を
沈
め
る
」

①
岸
剱
神
社（
郡
上
市
八
幡
町
柳
町
）の
ご
神
体
を
川
水
で
洗
っ

て
祈
る
237
、②
雨
乞
い
の
滝（
観
音
滝
。下
呂
市
小
坂
町
大
洞
）に
小

坂
町
赤
沼
田
の
観
音
を
滝
壺
に
入
れ
る
と
大
雨
に
な
る
51
、③
恵

那
市
長
島
町
中
野
槙
ヶ
根
の
お
不
動
様（
雨
乞
い
不
動
）を
永
田

川
に
架
か
る
中
野
橋（
長
島
町
中
野
）下
流
を
堰
き
止
め
て
沈
め

る
214
、④
中
廿
屋（
美
濃
加
茂
市
三
和
町
）の
小
川
の
ほ
と
り
に
祀

ら
れ
て
い
た
仏
像
・
ベ
ン
ズ
ル（
賓
頭
廬
）さ
ま
を
立
岩
の
龍
王
淵

に
沈
め
て
踊
る
288
、⑤
文
明
年
間（
一
四
六
九
〜
八
六
）、谷
汲
山
華

厳
寺
中
興
の
祖
・
道
破
十
穀
上
人
が
谷
川
の
水
で
身
を
清
め
、顔
に

化
粧
を
し
て
祈
願
し
て
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
因
み
、雨
乞
い
の
時
は

華
厳
寺
本
堂
の
回
廊
の
奥
に
祀
っ
て
あ
る
上
人
の
木
像
前
で
読
経

し
、紅
白
粉
で
お
化
粧
し

た
後
に
谷
川
に
投
げ
込

み
、飛
び
込
ん
だ
若
者
が

木
像
に
水
を
浴
び
せ
て

沈
め
た
り
し
た
後
、再
度

化
粧
を
し
て
雨
乞
い
祈

願
を
し
た
260
。

の
雨
乞
い
回
数
は
二
回（
三
三
%
）が
最
も
多
く
、次
が
三
回（
二

〇
％
）と
四
回（
一
三
％
）で
、そ
の
次
が
一
回
と
七
回
の
一
〇
％
で

あ
っ
た
。ま
た
、合
同
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
集
落
数
は
、八
ヶ
村
、

一
〇
ヶ
村
あ
る
い
は
一
七
ヶ
村
に
達
し
て
い
る
。

３
．多
度
大
社（
桑
名
市
多
度
町
）の
雨
乞
い

雨
乞
い
神
事
で
、斎
場
で
神
霊
が
宿
る
も
の
と
し
て
神
に
供
え
ら

れ
た
御
幣
は
祈
祷
料
と
希
望
降
水
量
の
多
少
で
金
幣
・
銀
幣
・
黒

幣
・
白
幣
の
四
種
類
か
ら
選
ば
れ
た
。金
幣
が
最
も
高
く
、黒
幣
が

昔
か
ら
一
番
多
く
行
わ
れ
た
。黒
幣
は
明
治
三
六（
一
九
〇
三
）年
に

金
七
円
五
〇
銭（
米
価
で
換
算
す
る
と
現
在
の
約
四
万
円
）、白
幣

は
黒
幣
の
効
力
の
半
分
で
、祈
祷
料
も
半
額
で
あ
っ
た
。神
事
の
後

に
神
職
か
ら
受
け
取
っ
た
神
札
は
、帰
路
の
途
中
で
手
を
放
す
と
そ

の
地
点
で
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
、自
村
ま
で
手
か
ら
離
さ
ず
に
持
ち

帰
っ
た
。

な
お
、片
目
が
潰
れ
た
龍
神
の
一
目
連（
又
は
ひ
と
つ
め
の
む
ら

じ
）と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
多
度
大
社
別
宮
の
祭
神
・
天
目
一
箇
命

は
、片
目
の
鍛
冶
の
神
で
、火
で
目
が
潰
れ
る
鍛
冶
職
人
を
象
徴
し

て
い
る
。一
方
、一
目
連
は
多
度
山
に
住
む
一
目
龍
で
あ
る
。水
神
・
龍

神
で
あ
る
一
目
連
は
雨
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、洪
水
を
止
め
る
力

を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

４
．雨
乞
い
行
事
の
種
類

雨
乞
い
行
事
と
し
て
は
、①
龍
神
を
怒
ら
せ
る（
池
・
沼
・
淵
の
水

を
か
き
回
す
、汚
物
を
洗
う
、鐘
沈
め
、地
蔵
沈
め
等
）、②
雨
乞
い

踊
り
・
太
鼓
踊
り
、雨
乞
い
大
般
若
・
念
仏
を
唱
え
る
、③
氏
神
に

三
日
三
晩
籠
る
参
籠
、④
山
上
で
火
を
焚
く
千
杷
焚
き
、⑤
聖
地

か
ら
神
水
を
貰
う
水
種
貰
い
等
多
く
の
種
類
が
あ
る
。さ
ら
に
変

わ
っ
た
行
事
と
し
て
、秋
田
・
福
岡
・
佐
賀
県
な
ど
で
は「
女
が
相
撲

を
と
る
と
雨
が
降
る
」と
い
う
言
い
伝
え
で
、雨
乞
い
の
た
め
に
女

相
撲
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

４‒

１　

 

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る

①「
お
姫
の
井
戸
五
〇
号
」122
で
は
、「
姫
の
井
戸
」を
汚
し
て
龍

神
の
お
姫
様
を
怒
ら
せ
、②
恵
那
市
武
並
町
竹
折
上
野
の
龍
宮
淵

は
汚
す
と
祟
り
が
あ
る
の
で
村
人
は
普
段
近
寄
ら
ず
、雨
乞
い
に

は
名
僧
の
衣
を
淵
に
投
げ
入
れ
て
い
た
214
。

以
下
に
、龍
神
を
怒
ら
せ
る
各
種
の
雨
乞
い
手
法
の
話
を
述
べ
る
。

（
１
）「
池
や
淵
の
水
を
浚
え
る
」

①
白
山
比
咩
神
社（
恵
那
市
山
岡

町
下
手
向
）境
内
の
御
手
洗
池
を
浚

え
て
乾
か
す
51
、②
虚
空
蔵
岩（
関
市

富
之
保
）の
基
部
に
あ
る
ウ
ナ
ギ（
虚

空
蔵
菩
薩
の
使
い
）が
棲
む
小
池
を
浚

え
る
51
、③
日
龍
峯
寺（
関
市
下
之

保
）の
裏
の
竜
宮
ま
で
続
い
て
い
る「
ナ

ブ
ラ
ス
の
池
」を
浚
え
る
51
、④
水
神

神
社（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）境
内
の

池
を
掃
除
す
る
51
、⑤
源
氏
の
落
武

者
が
兜
を
投
げ
入
れ
た
か
ぶ
と
渕（
美

濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
）を
浚
え
る

288
、⑥
京
河
さ
ま
と
呼
ば
れ
た
小
さ
な

神
社
前
の
池（
可
児
市
姫
ケ
丘
）の
主

が
大
蛇
で
あ
り
、雨
乞
い
の
た
め
に
池

を
か
え
ど
り（
川
を
堰
き
止
め
て
、魚

を
捕
ま
え
る
こ
と
）し
た
35
。ま
た
、白

鳥
神
社（
養
老
郡
養
老
町
桜
井
）の
池

の
水
を
か
き
出
す
と
雨
が
降
っ
た
302
。

水
を
浚
え
た
祟
り
と
し
て
、⑦
日
輪

寺（
岐
阜
市
芥
見
）の
池
付
近
で
大
蛇
を
見
た
人
が
亡
く
な
り
、雨
乞

い
の
た
め
に
池
浚
い
を
し
た
ら
、ま
た
死
人
が
出
た
。そ
こ
で
、大
蛇

の
姿
で
現
れ
た
龍
神
を
祀
る
た
め
に
黒
龍
明
神
を
建
立
し
た
46
。

（
２
）「
釣
り
鐘
を
沈
め
る
」

①
土
岐
市
泉
町
久
尻
で
は
、水
神
様
の
住
む
淵
に
鐘
を
投
げ
入

理
で
あ
る
な
あ
、こ
の
国
を
日
の
本
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、日
が
照
り
も

す
る
だ
ろ
う
、し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、又
、天（
雨
）が
下
と
も

言
う
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
、雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
）と
、雨
を

乞
う
歌（
恐
ら
く
は
江
戸
時
代
初
期
の
作
）が
伝
わ
っ
て
い
る
。ま

た
、平
安
時
代
中
期
の
僧
侶
・
歌
人
の
能
因
法
師（
九
八
八
〜
一
〇

五
〇
頃
）も
和
歌
を
詠
ん
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
お
り
283
、郡
上
市

大
和
町
牧
の
千
代
清
水（
長
刀
清
水
）は
、嘉
吉
元（
一
四
四
一
）年

の
大
干
ば
つ
に
、神
職
の
娘
・
千
代
が
社
を
作
り
雨
乞
い
を
し
て
湧

き
出
し
た
泉
で
あ
る
51
。

２
．雨
乞
い
の
回
数

雨
乞
い
は
、一
集
落
で
効
果
が
無
い
と
、周
囲
の
村
々
が
合
同
で

何
度
も
雨
乞
い
を
繰
り
返
し
た
。そ
れ
で
も
効
果
が
無
い
と
、雨
乞

い
で
有
名
な
神
社（
多
度
大
社
、熱
田
神
宮
、真
清
田
・
津
島
神
社

等
）に
遠
方
か
ら
も
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。な
お
、雨
乞
い
の
効
果

と
し
て
、「
江
戸
時
代
、西
光
寺（
岐
阜
市
向
加
野
）の
雨
乞
い
が
村

総
出
で
三
日
三
晩
行
わ
れ
、雨
の
他
に
鯛
ま
で
も
降
っ
て
き
た
46
」

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

雨
乞
い
を
行
っ
た
年
間
の
回
数
や
合
同
で
祈
願
し
た
村
数
は
、

例
え
ば
、松
下
78
に
よ
る
と
知
多
市
東
浦
町
の
村
で
は
、文
政
九

（
一
八
二
六
）年
〜
文
久
四（
一
八
六
四
）年
の
二
九
年
間
で
、年
間

１
．は
じ
め
に

稲
作
に
は
畑
で
栽
培
す
る
陸
稲
耕
作
も
あ
る
が
、陸
稲
は
収
穫

率
や
食
味
が
落
ち
る
。そ
こ
で
、水
稲
耕
作
が
主
に
行
わ
れ
て
き
て

お
り
、田
植
え
と
そ
の
後
の
稲
の
生
育
に
は
、雨
水
が
不
可
欠
で
、

干
天
時
に
は
全
国
各
地
で「
雨
乞
い
」行
事
が
行
わ
れ
、歌
人
は
雨

を
乞
う
歌
を
謡
っ
て
い
る
。

平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八
五
）前
期
九
世
紀
頃
の
歌
人
小
野

小
町
が
詠
ん
だ
雨
乞
い
の
和
歌
の
一
つ
に
、「
こ
と
わ
り
や　

日
の

本
な
ら
ば　

照
り
も
せ
め　

さ
り
と
て
は
ま
た　

天
が
下
と
」（
道

羽佐古交差点下の乙姫滝

矢納ヶ淵

牛洞の雨乞い踊り

れ
以
降
、雨
占
い
を
こ
の
岩
で
行
っ
た
124
。⑥
舟
伏
山（
山
県
市
神

崎
、一
〇
四
〇
ｍ
）山
頂
の
大
池
に
雄
の
、小
池
に
雌
の
大
蛇
が
棲

ん
で
い
た
が
、雄
雌
の
大
蛇
が
海
へ
住
ま
い
を
変
え
る
た
め
に
、雄

は
土
石
流
と
共
に
根
尾
の
初
鹿
谷
に
滑
り
落
ち
、雌
は
神
崎
側
の

夏
坂
谷
に
落
下
る
途
中
で
穴（
堅
穴
鍾
乳
洞
）に
し
ば
ら
く
留
ま
っ

た
。神
崎
で
は
こ
の
穴
で
八
大
竜
王
に
雨
乞
い
を
し
た
124
。

⑦
池
田
山（
九
二
四
ｍ
）の
山
頂
近
く
の
蛇
が
棲
む
と
い
う
高
さ

六
ｍ
余
り
の
大
石
・
焼
石
神
社（
揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
）に
雨
乞
い

祈
願
を
し
、雨
が
降
る
と
、長
さ
二
ｍ
以
上
の
松
明
数
百
本
に
火
を

点
け
て「
感
謝
の
火
祭
り
」を
行
っ
た
12
。⑧
龍
神
が
棲
む
乙
女
淵

（
揖
斐
川
町
谷
汲
木
曽
屋
） 

で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
76
。

⑨
南
宮
神
社（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
裏
山
の
蛇
池
に
棲
む

大
蛇
に
雨
を
願
う
51
。⑩
養
老
郡
養
老
町
蛇
持
の
蛇
が
棲
む
蛇
池

で
雨
乞
い
を
す
る
51
。⑪
八
幡
神

社（
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
）に

描
か
れ
た
竜
に
雨
乞
い
を
す
る

51
。⑫
禰
宜
の
娘
・
き
ぬ
は
青
池

（
芒
が
渕
。桑
名
市
多
度
町
古

野
）の
主
・
竜
で
、青
池
に
戻
っ

た
。家
族
は
祠
を
安
置
し
、古
野

で
は
雨
乞
い
祈
願
に
訪
れ
て
い

る
259（
田
代
神
社
、青
池
神
社
、

多
度
大
社
に
は
同
じ
龍
神
が
祀
ら
れ
、何
処
の
神
社
も
雨
乞
い
の

効
果
は
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

４‒

３　

神
仏
像
へ
の
雨
乞
い
祈
願　

①
旅
僧
が
水
無
神
社（
高
山
市
一
之
宮
町
）奥
の「
せ
ん
の
う（
地

名
）」の
弁
財
天
様
を
水
無
神
社
の
森
に
御
迎
え
す
れ
ば
雨
が
降
る

と
告
げ
た
。迎
え
て
祈
願
す
る
と
雨
が
降
っ
た
の
で
、終
戦
前
後
ま

で
せ
ん
の
う
の
神
様
を
神
社
に
迎
え
、鉦
を
打
っ
て
御
祭
し
、夜
中

川
原
で
大
焚
火
を
し
て
雨
乞
い
を
行
い
292
、②
広
恵
寺
城（
中
津
川

市
福
岡
町
）が
攻
め
ら
れ
て
、滝
壺
・
乙
女
淵（
中
津
川
市
加
子
母

町
の
乙
女
渓
谷
）に
身
を
投
げ
た
姫
の
亡
霊
が
旅
人
を
悩
ま
し
た

た
め
、供
養
が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
不
動
様
も

祀
ら
れ
た
64
。

③
井
戸
の
中
で
光
っ
て
い
た

仏
像
が
引
き
上
げ
ら
れ
、雨
を

頼
ん
だ
ら
降
っ
た
の
で
、雨
乞
い

地
蔵（
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
。大

畑
家
の
前
）と
し
て
お
堂
を
建
て

て
祀
ら
れ
288
、④
揖
斐
川
町
小

野
か
ら
粕
川
左
岸
側
の
揖
斐
川

町
市
場
に
ゆ
ず
り
受
け
ら
れ
た

お
不
動
さ
ま（
雨
乞
い
不
動
。揖
斐
川
町
小
野
の
山
裾
）が
移
動
の

途
中
で
動
か
な
く
な
り
、元
の
場
所
に
戻
り
、雨
乞
い
不
動
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
11
。⑤
住
職
が
夫
婦
喧
嘩
し
て
お
不
動
さ
ん（
神
戸

町
丈
六
道
）の
前
で
離
婚
を
決
め
た
ら
、外
は
晴
天
で
も
お
堂
の
中

に
雨
が
降
っ
た
。以
来
、雨
乞
い
不
動
の
霊
験
に
参
拝
者
が
増
え
た

119
。な

お
、神
仏
で
は
な
い
が
、⑥
水
神
様
の
使
い
が
で
き
る
長
老

（
岐
阜
県
可
児
市
）が
雨
乞
い
の
儀
式
を
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
が
、

迷
信
だ
と
い
う
人
物
が
い
て
二
度
と
行
わ
れ
な
か
っ
た
35
。⑦
播
隆

上
人
が
行
を
し
た「
目
醒
の
滝
」（
不
破
郡
関
ケ
原
町
玉
）の
主
・
白

鰻
に
願
を
か
け
て
雨
乞
い
を
す
る
251
。

４‒

４　

石
へ
の
雨
乞
い　

①
戦
に
負
け
た
武
士
が
丸
草
山（
恵
那
市
三
郷
町
椋
実
）の
頂

上
の
岩
で
祈
る
と
雨
が
降
り
、以
降
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
214
。②
武

並
神
社（
恵
那
市
武
並
町
竹
折
）の
大
き
な
岩
に
登
っ
て
雨
乞
い
を

し
た
214
。③
木
曽
川
に
合
流
す
る
和
田
川
河
口
の
竜
神
岩（
恵
那

市
笠
置
町
毛
呂
窪
の
関
西
電
力
用
地
）の
上
で
祈
る
214
。④
直
径

七
ｍ
の
舟
形
の
大
き
な
舟
岩（
恵
那
市
山
岡
町
下
手
向
野
田
）の

凹
み
に
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
搔
き
出
す
と
急
に
雨
が
降
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
213
。

⑤
琵
琶
湖
の
近
く
の
村
が
、阿
遅
加
神
社（
羽
島
市
足
近
町
）の

雨
石
を
持
ち
帰
っ
た
が
、雨
が
降
り
過
ぎ
て
返
し
に
来
た
際
、詫
び

に
持
っ
て
き
た
近
江
縮
緬
は
、大
幟
に
な
り
雨
乞
い
行
事
の
際
に
使

わ
れ
て
い
た
50
。⑥
高
桑
八
幡
社（
柳
津
町
高
桑
）に
あ
っ
た
雨
乞

い
石（
今
は
善
覚
寺
に
在
る
）に
水
を
掛
け
る
と
雨
が
降
っ
た
51
。

⑦
宝
暦
の
頃
、瑞
浪
市
陶
町
水
上
の
竜
王
さ
ま（
大
岩
）に
雨
乞

い
す
る
と
、白
蛇
が
現
れ
雨
が
降
っ
た
110
。⑧
素
盞
鳴
神
社（
瑞
穂

市
森
）の
お
宮
の
鳥
居
の
西
側
に
あ
る
竜
神
の
石
は
大
水
の
時
に

流
れ
て
き
た
石
で
、転
が
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、石
を
裏
返

し
た
り
水
を
掛
け
た
り
し
て
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
70
。

な
お
、対
に
な
っ
た
石
と
し
て
、⑨
木
曽
の
桟（
木
曽
郡
上
松
町
）

左
岸
の
階
段
下
に
あ
る
男
岩
と
そ
の
下
流
の
女
岩
は
、子
宝
石
で

あ
り
、雨
乞
い
石
で
も
あ
り
202
、⑩
郡
上
市
八
幡
町
島
谷
の
お
天
気

岩
・
雨
降
り
岩（
男
岩
女
岩
）は
、一
方
に
登
る
と
雨
が
降
り
、ま
た

一
方
で
は
晴
れ
る
石
で
あ
っ
た
が
、今
は
片
方
だ
け
と
な
っ
た
237
。

４‒

５　

神
社
か
ら
物
を
借
り
て
雨
乞
い　

神
社
か
ら
種
々
の
物
を
借
り
て
雨
乞
い
に
使
用
し
た
。①
貞
享

元（
一
六
八
四
）年
の
日
照
り
の
時
、八
幡
神
社（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）の
旗（
雨
乞
い
旗
）を
持
ち
出
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、

雨
乞
い
に
旗
を
使
用
し
51
、②
笠
置
山
大
権
現（
別
名
大
御
鎌
様
）

を
祀
る
山
頂
の
笠
置
神
社（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
鎌
を
借
り
て
雨

乞
い
を
行
い
214
、③
北
桑
名
神
社（
三
重
県
桑
名
市
堤
原
）に
合
祀

さ
れ
た
佐
之
富
神
社
の
宝
物
で
あ
る
硯
を
摺
っ
て
雨
乞
い
を
し
て

い
た
55
。

４‒

６　

願
い
が
叶
っ
た
礼
に
雨
を
降
ら
す　

取
矢
神
社（
山
県
市
大
桑
）

境
内
の
池
に
烏
蛇
と
白
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。歳
を
経
て
白
蛇

が
昇
天
す
る
の
を
烏
蛇
が
蛇

魔
す
る
た
め
、あ
る
人
の
夢
に

白
蛇
が
現
れ
烏
蛇
を
殺
さ
せ

た
。こ
の
社
は
白
蛇
の
効
力
で

雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
299
。②

庄
屋
は
雨
乞
い
に
権
現
山（
各

務
原
市
と
岐
阜
市
に
ま
た
が

る
三
一
七
m
）へ
行
き
、大
き

上
松
町
小
川
）で
雨
乞
い

を
し
た
帰
り
に
白
蛇
に
遭

い
、雨
を
降
ら
し
た
ら
娘

を
や
る
と
約
束
し
た
。娘

は
白
蛇
と
結
婚
し
、親
が

池
に
行
く
と
機
の
音
が
聞

こ
え
た
202
。

「
椀
貸
し
伝
説
」に
類

似
し
た
話
と
し
て
、⑩
蛇

穴
鍾
乳
洞（
郡
上
市
和
良

町
野
尻
）の
清
水
の
湧
き

出
る
穴
に
棲
む
乙
姫
は
椀

や
鼓
を
貸
し
た
が
、村
人

は
借
り
た
鼓
を
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、竜
は
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
、日
照
り
の
際
に
穴
に
雨
乞
い
を
し
て
も
竜
は
居
な
く
、

願
い
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
47
。

さ
ら
に
、「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」と「
椀
貸
し
伝
説
」の
合
体
型
と
し

て
、⑪
犬
山
市
今
井
喜
八
洞
で
、下
の
池
か
ら
水
の
無
い
上
の
田
に

水
を
掛
け
る
と
言
う
坊
主
に
、出
来
た
ら
七
人
娘
の
一
人
を
あ
げ

る
約
束
を
し
た
。水
が
掛
り
、嫁
ぐ
こ
と
を
了
承
し
た
娘
が
居
な
く

な
っ
て
か
ら
一
三
日
目
に
機
織
り
を
取
り
に
来
て
、龍
宮
に
棲
ん
で

い
る
の
で
、欲
し
い
も
の
を
紙
に
書
い
て
池（
竜
宮
池
）に
沈
め
れ
ば

何
で
も
叶
え
る
と
約
束
し
た
。あ
る
時
お
椀
を
借
り
た
が
一
つ
返
さ

な
か
っ
た
の
で
、以
後
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
208
。

４‒

７　

雨
乞
い
踊
り　

①
伊
自
良
の
雨
乞
い
・「
伊
自
良
十
六
拍
子
」は
約
三
〇
〇
年
以
上

前
か
ら
始
ま
り
、各
地
区
で
氏
神
様
に
願
っ
て
も
効
が
無
い
と
、代
表

者
が
多
度
で
御
幣
を
頂
く
。こ
れ
で
ダ
メ
な
ら
、各
地
区
の
村
人
が

釜
ヶ
谷
山
頂
に
集
ま
っ
て
各
地
区
毎
に
刈
っ
た
柴
で
の「
千
杷
焼
き

（
焚
き
）」を
行
い
、最
後
に
は
、長
さ
五
間（
九
m
）、胴
回
り
四
尺
五

寸（
一・
四
m
）の
竹
細
工
の
雌
雄
二
尾
の
龍
を
造
り
、伊
自
良
川
沿
い

に
釜
ヶ
谷
に
登
り
、「
龍
廻
し（
地

名
）」で「
雨
乞
い
の
龍
廻
し
」を

行
っ
た
207
。

龍
神
が
棲
む
と
伝
わ
る
古
賀
ヶ

池（
揖
斐
川
町
の
小
島
山
の
尾
根

に
あ
る
池
）は
三
反
歩（
＝
約
三
〇

〇
〇
㎡
、今
は
水
溜
り
）あ
り
、揖

斐
川
町
三
倉
の
人
々
に
大
切
な
池

で
、多
く
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

②
古
賀
ヶ
池
の
大
蛇
に
愛
犬
を

食
わ
れ
た
猟
師
が
、仇
討
ち
に
大

蛇
に
鉄
砲
玉
を
当
て
た
が
白
樫
村

の
氏
神
様
に
撃
つ
の
を
諭
さ
れ
、

大
蛇
に
も
良
薬
を
渡
し
た
。龍
神

が
雨
を
降
ら
せ
た
お
礼
に
、白
樫

神
社（
揖
斐
川
町
白
樫
）で
白
樫

踊
り（
敬
老
の
日
、九
月
の
第
三
月

曜
）が
奉
納
さ
れ
224
。③
揖
斐
川

町
三
倉
の
奥
の
落
平
に
一
本
の

「
踊
り
松
」が
生
え
て
お
り
、こ
の

地
は
遠
く
に
古
賀
ヶ
池
を
望
み
、

雨
乞
い
踊
り
を
奉
納
す
る
神
聖
な

所
で
あ
り
54（
池
の
畔
の
神
社
が

崩
れ
果
て
て
い
た
た
め
、昭
和
六

〇
年
に
龍
神
神
社
を
建
て
再
び

祀
っ
て
い
る
。）、ま
た
、揖
斐
川
町

三
倉
で
は
三
倉
の
雨
乞
い
踊
り

（
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）

も
行
わ
れ
て
い
る
。

④
白
山
神
社（
関
市
西
本
郷

町
）で
雨
乞
い
踊
り
を
行
い
、満
願

に
吉
田
踊
り
と
し
て
、洲
原
神
社

き
出
て
い
た
244
。⑥
揖
斐
川
電
工
神
ヶ
岳
ダ
ム
下
流
数
百
ｍ
の
坂

内
川
左
岸
の
割
れ
た
巨
岩（
髪
結
い
岩
）は
、夜
叉
姫
が
池
に
登
る

途
中
、洗
っ
た
髪
を
結
い
直
し
た
所
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
244
。

な
お
、昔
は
岩
に
隙
間
は
あ
っ
た
が
二
つ
に
割
れ
て
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
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雨
乞
い
伝
説
は
、水
を
望
む
村
人
が
湧
き
出
る
清
水
を
見
つ
け

た「
郡
上
谷（
二
三
号
）」111
と
水
を
浪
費
し
て
い
た
長
者
が
豪
雨
で

流
さ
れ
た「
お
こ
ひ
と
寒
八（
七
六
号
）」68
の
二
話
を「
貴
重
な
水

を
希
求
す
る
」雨
乞
い
伝
説
の
一
種
と
し
て
加
え
る
と
、掲
載
さ
れ

た
話
は
一
三
編
で
あ
る
。

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
話
は
、龍
神
が
住
む
井
戸
を

汚
し
て
大
雨
に
襲
わ
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」122
、穴
に
石

を
投
げ
込
ん
で
竜
神
を
怒
ら
せ
た「
美
山
の
雨
乞
い（
六
一
号
）」

291
、池
の
掃
除
を
し
て
雨
が
降
る「
城
山
の
白
狐（
六
九
号
）」125
、さ

ら
に
、淵
で
フ
ン
ド
シ
を
洗
っ
た
た
め
湧
き
出
し
て
い
た
水
源
が
逃

げ
出
し
た「
滝
壺
の
柳
の
老
木（
一
九
号
）」127
の
四
編
で
あ
る
。

龍
神
へ
貢
物
を
し
て
雨
を
望
む
話
は
、池
の
龍
神
に
娘
を
差
し

出
す「
田
代
池
の
竜
神
伝
説（
二
〇
号
）」23
と
馬
や
牛
を
貢
ぐ「
お

が
せ
池
の
宝
刀（
三
七
号
）」24
の
二
編
で
あ
る
。

そ
の
他
と
し
て
、白
髪
の
老
人
に
姿
を
変
え
た
氏
神
大
明
神
が

水
争
い
を
止
め
る
よ
う
に
里
人
に
諭
し
た「
明
神
の
お
い
か
り（
一

五
号
）」233
、弘
法
大
師
か
雨
乞
い
の
龍
を
造
っ
た「
雨
乞
い
の
龍

（
三
三
号
）」1
、多
度
大
社
に
詣
で
て
雨
が
降
る「
庄
屋
様
の
雨
乞

い
神
事（
五
三
号
）」137
、流
れ
着
い
た
木
製
の
竜
の
首
に
胴
を
付
け

て
雨
が
降
る「
大
浦
の
蛇（
六
三
号
）」98
が
あ
る
。

ま
た
、雨
乞
い
を
し
な
い
珍
し
い
話「
竜
の
怒
り
で
大
洪
水（
三

四
号
）」53
と
し
て
、郡
上
市
八
幡
町
五
町
で
は
諏
訪
神
社（
現
神

明
神
社
に
合
祀
）に
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
が
、豪
雨
が
幾
日
も
続

き
、田
畑
が
水
没
の
難
に
あ
っ
た
た
め
、「
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で

雨
乞
い
は
し
な
い
」と
神
に
約
束
し
、以
来
、五
町
は
ど
ん
な
に
日

照
り
に
な
っ
て
も
、雨
乞
い
は
し
な
い
と
伝
わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、

飛
騨
地
方
に
は
、「
雷
様
に
会
い
に
天
に
行
き
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降

り
過
ぎ
て
家
も
み
な
流
さ
れ
て
し
ま
い
、先
祖
の
墓
だ
け
残
っ
た
」

夢
の
話
105
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

8
．雨
壺
伝
説

「
雨
壺
」は
清
い
泉
や
井
戸
で
の
竜
王
の
棲
み
か
と
い
わ
れ
、雨

乞
い
の
対
象
で
あ
っ
た
。

美
濃
市
須
原
の
洲
原
神
社
51
の
裏
山
に
創
建
者
泰
澄
が
雨
壺

を
掘
っ
て
お
り
、桑
名
市
下
深
谷
部
の
雨
尾
山
飛
鳥
寺
に
は
古
陶

の
壺
の
水
を
滴
ら
せ
る
と
雨
が
降
っ
た
と
伝
わ
る
壺「
雨
壺
」55
が

有
っ
た
が
、信
長
の
兵
火
に
遭
い
今
は
無
い
。

さ
ら
に
、江
南
市
小
折
町
の
生

駒
氏
の
氏
神
龍
神
社
241
の「
雨
壺

池
」は
八
大
龍
王
を
祀
っ
て
お

り
、雨
壺
池
を
浚
っ
て
般
若
心
経

を
唱
え
る
と
、雨
が
降
る
、と
至

徳
年
間（
一
三
八
四
〜
八
七
）以

来
の
伝
承
で
あ
る
。し
か
し
、雨

が
降
ら
な
い
と
次
に
、東
南
に
約

二
〇
〇
m
の
久
昌
寺
の
住
職
に

雨
乞
い
を
依
頼
す
る
。方
丈
は
寺

宝「
大
蛇
の
鱗（
龍
鱗
）」を
奉
持

し
て
祈
願
す
る
と
、忽
ち
に
龍
神

社
の
空
に
雲
龍
が
あ
ら
わ
れ
て
雨
が
降
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
241
。明
治
二
六（
一
八
九
三
）年
八
月
、明
治
四
三
年
に
は
村
民
一

同
が
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
大
雨
が
降
り
農
作
物
が
よ
み
が
え
っ
た

報
告
が
あ
る
。

9
．K
I
S
S
O
の
雨
壺
さ
ん
三
編

　
「
ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
（
三
一
号
）」
273
は
「
五
輪
塔
の
最
上
段
の
形
」

の
石
で
あ
り
、
木
曽
川
に
い
れ
る
と
雨
が
降
り
、
降
り
す
ぎ
る
と

石
を
拾
い
上
げ
る
。
な
お
、
五
輪
塔
の
頭
部
を
ご
神
体
と
し
た
昔

話
に
「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」
25
が
あ
る
。
流
れ
て
き
た
「
ピ
カ
ピ
カ

光
る
も
の
」
を
「
雨
神
」
と
し
て
「
八
竜
大
王
」
と
名
付
け
て
小

さ
な
社
（
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
）
で
祀
っ
た
。
そ
の
後
の
洪

水
で
こ
の
「
八
竜
大
王
」
が
流
失
し
た
の
で
、
石
塔
の
五
輪
の
頭

を
ご
神
体
と
し
て
祀
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
雷
伝
説
の
1
・ 

雷

と
の
約
束
の
⑥
参
照
）。

　
「
雨
壺
さ
ん
（
七
四
号
）」
251
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
関
ヶ
原

町
今
須
の
「
雨
壺
神
社
」
の
祭
神
は
竜
王
神
で
、
今
須
山
中
に

神
木
と
水
が
溜
ま
る
穴
「
雨
壺
さ
ん
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

今
須
の
商
人
が 

「
犬
の
尾
越
」（
現
谷
畑
）
で
下
多
良
の
「
雨
が
池
」

の
大
蛇
に
頼
ま
れ
、
今
須
に
連
れ
て
い
き
、
今
須
の
雨
壺
に
住
ま

わ
せ
た
。
大
蛇
は
雨
壺
と
「
雨
が
池
」
を
た
ま
に
往
復
し
、
こ
の

二
つ
は
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
37
。

　

今
須
の
「
雨
壺
さ
ん
」
へ
は
米
原
市
の
大
野
木
や
柏
原
な
ど
か

ら
雨
乞
い
祈
願
に
行
っ
て
い
る
が
、他
の
雨
壺
と
し
て
、霊
仙
山
（
一

〇
九
四
m
）
の
黒
谷
の
源
流
部
の
岩
の
下
か
ら
の
湧
水
（
雨
壺
）

や
柏
原
の
水
竜
山
に
も
八
大
竜
王
を
祀
る
雨
壺
が
あ
る
。

　
「
雨
池
（
九
二
号
）」
274
は
、
東
白
川
村
の
濃
飛
バ
ス
停
「
大

明
神
口
」
側
の
民
家
の
庭
に
あ
る
。
付
近
の
人
の
話
で
は
、
直
径

一
m
ほ
ど
の
大
き
さ
の
池
で
、
冬
は
暖
か
く
夏
は
冷
た
く
美
味
し

い
水
が
出
て
い
た
が
、
家
を
建
て
る
際
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
、
現
在
池
の
上
は
蓋
が
し
て
あ
る
。

　

こ
の
「
雨
池
」
も
前
述
の
「
雨
壺
池
」
と
同
様
、「
池
浚
い
」

で
池
の
神
を
怒
ら
せ
る
と
、
雨
が
降
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

北部の山沿いの来振・野・牛洞地区は、急斜面を落下した岩
屑が半円錐状に堆積した崖錐上の集落であり、水は基盤と
の境を流れ、崖錐中には地下水が無い場合が多い。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
1
章　

雨
乞
い
伝
説

に
行
き
、蛇
が
瓢
箪
を
沈
め
る
の
に

疲
れ
た
時
に
針
を
打
ち
込
ん
で
退

治
し
し
て
い
る
51
。同
様
の
話
が
、大

野
郡
清
見
村
、大
野
郡
丹
生
川
村
、

郡
上
郡
大
和
町
上
栗
巣
や
郡
上
郡

大
和
母
袋
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
92
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
の
場
所
は
川
沿
い

に
多
く
あ
る
が
、以
下
に
数
ヶ
所
を

下
流
か
ら
順
に
列
記
す
る
と
、①
夜

叉
ヶ
池
の
大
蛇
に
嫁
い
だ
娘
の
父
親

を
殺
す
た
め
に
、そ
の
大
蛇
の
本
妻
が
八
丈
岩（
揖
斐
川
町
長
良
）

の
下
の
穴
に
棲
み
つ
い
た
。父
も
そ
の
子
孫
も
夜
叉
ヶ
池
に
雨
乞
い

に
行
く
と
き
こ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
11
と
か
、②
本
妻
が
里
帰
り
す

る
娘
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
岩
を
転
が
し
た
が
、岩
は
現
在
地
に
と

ど
ま
り
、そ
れ
以
降
、岩
の
下
の
穴
に
棲
ん
で
い
る
209
と
伝
わ
る
。③

夜
叉
姫
が
夜
叉
ヶ
池
へ

行
く
途
中
で
機
を
織
り

上
げ
た「
は
た
ご
岩
」（
揖

斐
郡
揖
斐
川
町
東
横

山
）が
横
山
ダ
ム
左
岸

下
流
側
に
あ
り
、側
に
夜

叉
龍
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
。岩
の
上
に
女
性
が
上
る
と
雨
が

降
る
と
い
わ
れ
た
278
。な
お
、は
た
ご

岩
は
こ
の
他
に
、坂
内
広
瀬
と
坂
内

川
上
の
二
ヶ
所
も
あ
る
よ
う
だ
。

④
大
草
履（
地
名
）の
旧
道
深
瀬

橋
上
流
の「
魚
頭
」は
、坂
内
川
の
魚

た
ち
が
夜
叉
姫
と
龍
神
を
歓
迎
し

た
岩
244
で
、⑤
夜
叉
姫
と
龍
神
が
佐

中
の
家
で
泊
ま
っ
た
翌
日
、前
夜
ま

で
な
か
っ
た
清
水（
佐
中
清
水
）が
湧

「
夜
叉
ヶ
池
」を
発
表
し
、広
く
世

間
に
知
ら
れ
た
。な
お
、安
八
太

夫
の
娘
で
な
く
、③
源
義
朝
の
側

室
延
寿（
大
垣
市
青
墓
町
の
大
炊

長
者
の
娘
）が
生
ん
だ
夜
叉
姫

が
、源
氏
一
族
の
惨
劇
を
嘆
い
て

杭
瀬
川（
今
の
揖
斐
川
）に
身
を

投
げ
、魂
が
川
を
遡
り
、姫
の
名

が
付
い
た
夜
叉
ヶ
池
に
棲
み
つ
い

た
16
、と
も
伝
わ
る
。

ま
た
、夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
に
つ

い
て
、④
池
太
沢（
揖
斐
川
町
東
杉
原
）と
い
う
池
に
住
ん
で
い
た

大
蛇
が
竜
巻
に
乗
っ
て
西
杉
原
の
赤
池
に
舞
い
降
り
て
休
ん
だ
後
、

再
度
嵐
に
乗
っ
て
川
尻
ま
で
行
き
、さ
ら
に
川
を
遡
っ
て
夜
叉
ヶ
池

に
入
っ
た
か
ら
、池
太
沢
と
夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
は
親
戚
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
278
。

近
世
初
期
頃
か
ら
実
録
随
筆
の
書
に
収
載
さ
れ
た
夜
叉
ヶ
池
伝

説
は
弘
仁
八（
八
一
七
）年
あ
る
い
は
承
和
・
嘉
祥
の
頃（
八
三
四
〜

八
五
〇
）に
発
生
し
た
大
旱
魃
を
題
材
と
し
て
お
り
、⑤
正
保
四

（
一
六
四
七
）年
に
大
垣
初
代
藩
主
戸
田
氏
鉄
は
夜
叉
龍
神
社
を

西
濃
の
水
神
と
し
て
祀
り
、そ
の

守
職
を
長
昌
寺（
坂
内
川
上
）に

委
託
し
た
129
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、蛇
婿
入
り

説
話（
水
乞
い
・
嫁
入
り
型
）に
分

類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、飛
騨
に

は
よ
く
似
た「
姥
が
池
伝
説
」が

あ
る
。例
え
ば
、⑥
高
山
市
上
枝

地
区（
川
上
郷
）で
は
、田
に
水
を

入
れ
て
く
れ
た
ら
娘
を
や
る
と

蛇
と
約
束
し
、三
人
娘
の
末
娘
が

瓢
箪
と
針
を
持
っ
て
大
蛇
と
池

い
、雨
乞
い
は
し
な
か
っ
た
131
。

大
野
町
で
少
し
変
わ
っ
た
雨
乞
い
と
し

て
、⑫
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富（
旧
三
田
畑
）

の
堤
防
に
祀
ら
れ
た
流
れ
地
蔵
に
雨
を
頼

ん
だ
ら
降
っ
た
。こ
れ
以
降「
水
く
れ
地
蔵

さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
、雨
が
欲
し
い
時
は
、地

蔵
の
頭
か
ら
足
ま
で
水
で
よ
く
洗
っ
て
お
願

い
し
た
18
。

ま
た
、⑬
揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
の
八
木

地
区
で
は
、明
治
二
九（
一
八
九
六
）年
の
大

水
で
唯
一
残
っ
た
八
木
文
楽（
人
形
芝
居
）の

蛇
幕
は
、芝
居
で
お
宮
の
境
内
に
張
る
と
雨

が
降
る
と
伝
え
ら
れ
、現
在
は
大
野
町
民
俗

資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
131
。

6
．夜
叉
ヶ
池
伝
説

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、①
現
安
八
郡
神
戸
町
の
長
者
安
八
太
夫
が
、

雨
を
降
ら
し
た
約
束
に
娘
を
蛇（
龍
神
）に
嫁
が
せ
、龍
神
と
娘
は
夜

叉
ヶ
池
に
棲
み
、人
々
の
雨
乞
い
の
願
い
を
叶
え
る
伝
説
で
あ
る
119
。

な
お
、こ
の
話
の
他
に
、②
安
八
太
夫
が
日
吉
神
社
で
の
雨
乞
い
満

願
の
日
に
現
れ
た
夜
叉
ヶ
池
の
龍

神
に
娘
を
嫁
に
す
る
約
束
を
し
、

龍
に
嫁
ぐ
夜
叉
姫
の
た
め
に
子
安

地
蔵
菩
薩
を
江
戸
末
期
の
神
戸

町
丈
六
道
に
あ
っ
た
宝
蔵
院
に

祀
っ
た
話
56
も
あ
る
。

大
正
二（
一
九
一
三
）年
に
泉

鏡
花
が
福
井
県
内
の
、同
三
年
に

大
橋
青
波
が
美
濃
側
の
夜
叉
ヶ

池
伝
説
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
戯
曲

崖
錐
上
の
集
落
で
の
雨
乞
い
は

以
下
の
よ
う
に
山
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。①
来
振
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
稲
富
）の
雨
乞
い
は
、雨

乞
い
踊
り
の
後
に
、白
山（
石
灰
採

取
で
消
滅
）の
山
腹
に
松
明
で

「
水
」の
文
字
を
書
い
て
火
を
点
け

る
。降
ら
な
い
と
来
振
寺
の
住
職

が
祈
祷
し
た
り
、夜
叉
ヶ
池
や
多

度
山
な
ど
に
も
雨
乞
い
参
り
を
し

た
131
。②
野
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
野
）か
ら
区
民
が
権
現
山

（
揖
斐
郡
大
野
町
牛
洞
）山
頂
ま
で
松
明
を
焚
い
て
登
り
、山
頂
で

祈
願
し
た
131
。③
大
野
町
牛
洞
地
区
で
は
鐘
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

し
な
が
ら
、村
内
の
神
社
に
お
参
り
し
、権
現
山
に
集
ま
る
18
。「
牛

洞
の
雨
乞
い
踊
り
」は
大
野
町
の
文
化
財
で
あ
る
。

一
方
、い
わ
ゆ
る
平
地
で
は
、④
大
野
町
古
川
地
区（
来
振
の
南
）

で
は
神
社
境
内
や
溜
池
の
堤
に
持
ち
寄
っ
た
枝
の
束
を
積
み
上
げ

て
燃
や
し
131
、⑤
大
野
寺
内
地
区（
古
川
の
西
）で
は
平
成
六
年
八

月
に
も
持
ち
寄
っ
た
藁
を
墓
地
で
燃
や
し
131
、⑥
大
野
町
大
野
地

区（
三
水
川
沿
い
）で
は
区
長
か
ら
の
触
れ
で
家
毎
に
柴
を
北
野
神

社（
揖
斐
郡
大
野
町
大
野
）に
持
ち
寄
り
御
祈
祷
の
後
に
燃
や
し

131
、⑦
大
野
町
相
羽
地
区（
大
野
の
南
）で
は
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
相
羽
）で
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
麦
殻
を
燃
や
し
て
雨
乞

い
131
を
し
、⑧
大
野
町
小
衣
斐
地
区（
相
羽
の
西
）で
は
村
が
主
体

と
な
り
春
日
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
小
衣
斐
）で
神
主
に
祝
詞
を

挙
げ
て
貰
い
131
、⑨
大
野
町
下
方
地
区
で
は
松
明
を
焚
い
て
根
尾

川
右
岸
堤
防
上
を
日
吉
神
社（
根
尾
川
左
岸
、下
方
字
上
池
）東
ま

で
行
き
、河
原
で
雨
乞
い
を
し
て
い
た
131
。

な
お
、大
野
町
で
は
雨
乞
い
で
は
な
く
日
和
乞
い（
お
天
気
乞

い
）も
行
わ
れ
て
い
た
。⑩
大
野
町
瀬
古
地
区（
小
衣
斐
の
西
北
）で

は
、五
〇
年
前
ま
で
、諏
訪
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
）拝
殿
で

日
和
乞
い
を
行
い
131
、⑪
隣
の
本
庄
よ
り
一
〜
二
ｍ
低
い
氾
濫
盆

地
低
地
の
大
野
町
下
磯
で
も
、雨
降
り
が
続
く
と
、日
和
乞
い
を
行

は
同
日
に
熊
野
神
社（
美
並
町
山
田
）で
雨
乞
い
を
行
い
、雨
が
降

ら
な
い
場
合
は
、裏
山
の
御
手
洗
池
を
浚
っ
た
287
。⑦
鹿
島
神
社

（
郡
上
市
美
並
町
三
戸
）で
は
、お
神
輿
に
大
鍬
大
明
神
を
奉
じ
て

福
野
坂
の
下
の「
淡
の
倉
の
淵
」ま
で
行
列
し
、こ
の
淵
で
若
者
が
泳

ぎ
、行
列
は
神
社
に
戻
り
、雨
が
降
る
ま
で
籠
る
。明
治
期
末
ま
で

行
わ
れ
、雨
の
降
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
237
。

5‒

3　

揖
斐
郡
大
野
町　

揖
斐
郡
大
野
町
は
、東
西
約
五
・
八
㎞
、南
北
約
一
一・
七
㎞
で
、

北
部
は
山
地
で
、西
の
揖
斐
川
と
東
の
根
尾
川
が
合
流
点
す
る
逆

三
角
形
で
、揖
斐
川
と
根
尾
川
の
各
扇
状
地
が
中
央
部
へ
進
延
し
、

中
央
部
を
流
れ
る
三
水
川
沿
い
に
氾
濫
盆
地
低
地
と
な
っ
て
い
る
。

（
美
濃
市
須
原
）ま
で
礼
踊
り
を
行
う
289
。⑤
江
戸
末
期
か
ら
昭
和

初
め
ま
で
は
、常
法
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
）の
庭
で
雨
乞

い
踊
り
を
奉
納
し
た
後
、笙
ヶ
岳（
九
〇
八
m
）の
竜
を
怒
ら
せ
る

た
め
髪
の
毛
を
燃
や
し
て
、一
之
瀬
と
和
田
の
境
の
尾
根
を
登
っ
た

先
の
三
ツ
岩
へ
願
掛
け
に
出
か
け
た
37
。

5
．各
地
の
雨
乞
い

美
濃
市
上
有
知
、郡
上
市
、揖
斐
郡
大
野
町
で
の
雨
乞
い
に
つ
い

て
以
下
に
触
れ
よ
う
。

5‒

1　

美
濃
市
美
濃
町　

雨
乞
い
行
事
は
三
段
階
で
行
わ
れ
た
。ま
ず
は
（1）
三
社
百
燈
奉

献（
八
幡
社
、熊
野
社
、神
宮
社
に
灯
明
を
百
燈
献
じ
る
）、効
果
が

無
い
と
（2）
七
社
千
度
参
り（
上
記
三
社
に
四
社
を
加
え
、一
社
に
つ

い
て
合
計
千
度
に
な
る
よ
う
に
参
加
者
が
拝
む
）、さ
ら
に
効
果
が

無
い
と
雨
に
因
ん
だ
造
り
物
を
造
り
、（3）
町
騒
ぎ
で
街
中
を
練
り

歩
く
。こ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
、再
び
四
回
目
と
し
て
（1）
の
三

社
百
燈
奉
献
か
ら
繰
り
返
す
。

嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
は
、六
月
八
日
〜
七
月
二
三
日
ま
で

に
計
七
回
の
雨
乞
い
行
事
が
行
わ
れ
、七
月
二
三
日
の
三
回
目
の

町
騒
ぎ
で
は
、お
姫
井
戸
浚
い
も
行
わ
れ
た
が
、雨
は
前
日
の
夜

一
〇
時
頃
か
ら
当
日
朝
に
か
け
て
降
っ
た
289
。

5‒

2　

郡
上
市
美
並
町　

雨
乞
い
行
事
は
集
落
毎
に
異
な
っ
て
い
る
が
、各
集
落
は
竜
神
を

怒
ら
せ
る
手
法
を
よ
く
用
い
た
。つ
ま
り
、①
美
並
村
大
矢
元（
現

美
並
町
白
山
）で
は
天
神
様（
天
吹
天
神
）境
内
の
御
手
洗
に
石
を

投
げ
込
み
287
、②
美
並
村
苅
安（
現
美
並
町
白
山
）で
は
福
の
坂
の

下
の「
淡
の
倉
の
淵
」で
松
明
を
持
っ
て
泳
ぎ
287
、③
上
苅
安（
現
美

並
町
白
山
）で
は
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫
滝
の
滝
壺
を
浚
え

287
、④
大
矢（
美
並
町
高
砂
）で
は
粥
川
の
星
宮
神
社
ま
で
大
神
楽

を
打
っ
て
行
き
、矢
納
ヶ
淵
へ
飛
び
込
み
287
、⑤
粥
川
地
区
で
は
矢

納
が
淵
に
鬼
面
を
沈
め
237
、⑥
美
並
町
の
杉
原
と
赤
池
の
両
地
区

な
岩（
二
ッ
岩
）の
前
で
自
分

の
身
を
捧
げ
る
の
で
雨
を
と

祈
る
と
、雨
が
降
っ
た
が
、雷

と
共
に
庄
屋
は
消
え
、岩
は

二
つ
に
割
れ
て
い
た
222
。③
印

食
の
蛇
池（
羽
島
郡
岐
南
町
）

の
岸
で
若
い
娘
が
見
知
ら
ぬ

男
か
ら
預
か
っ
た
手
紙
を
返

し
に
池
に
戻
り
居
な
く
な
っ

た
。翌
朝
そ
の
場
所
に
父
親

宛
て
の
手
紙
が
あ
り
、「
日
照

り
の
時
は
帯
流
せ
。長
雨
降
っ
た
ら
紅
投
げ
よ
」と
あ
っ
た
118
。④
親

孝
行
な
若
者
が
野
良
仕
事
で
誤
っ
て
大
蛇
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。大

蛇
は
、お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
か
ら
、亡
骸
を
舟
伏
山（
二
六
二

ｍ
、岐
阜
市
日
野
）に
葬
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。以
後
こ
の
葬
っ
た
蛇

首
塚
で
雨
乞
い
を
行
っ
た
51
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
で
、雷
の

子
が
落
ち
て
き
て
一
緒
に
暮
し
て
い
た
。親
と
共
に
帰
っ
た
が
、必

要
な
時
に
は
お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
っ
た
50
。

洗
濯
の
水
さ
え
も
貴
重
で
あ
っ
た
話
と
し
て
、⑥
各
務
原
市
須

衛
町
は
田
に
水
が
留
ま
り
に
く
い
土
地
だ
っ
た
。干
ば
つ
の
折
、大

切
な
水
を
洗
濯
に
使
わ
な
か
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。そ
れ
以
来
、雨

乞
い
の
時
は
洗
濯
を
し
な
い
25
。⑦
加
茂
郡
八
百
津
町
の
あ
る
妻

は
、洗
濯
し
な
い
な
ら
ば
雨
を
降
ら
す
と
の
神
託
を
知
ら
さ
れ
ず

に
洗
濯
を
し
た
。妻
は
命
と
引
き
換
え
に
雨
を
願
っ
て
池
に
身
を

投
げ
て
雨
が
降
り
、妻
は
大
蛇
に
な
り
天
に
昇
っ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
た
47
。

な
お
、雨
乞
い
伝
説
で
よ
く
知
ら
れ
た「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」に
極

め
て
類
似
し
た
話
と
し
て
、⑧
若
者
が
土
岐
市
土
岐
津
町
の
庄
屋

の
娘
を
貸
し
て
く
れ
た
ら
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
い
、娘
と
若
者
は

樫
の
木
の
穴
に
消
え
て
、雨
が
降
っ
た
。穴
を
覗
か
れ
た
竜
は
怒
っ

て
娘
と
と
も
の
天
に
昇
っ
た
。樫
の
木
の
あ
っ
た
場
所
に
社
を
建

て
、こ
こ
に
願
う
と
雨
が
降
り
83
、ま
た
、⑨
駒
ヶ
岳
神
社（
木
曽
郡

て
石
と
な
り
池
底
に
残
っ
た
218
、②
富
士
神
社（
下
呂
市
小
坂
町
湯

屋
）の
蔵
王
権
現
は
、雨
乞
い
の
効
果
の
な
か
っ
た
氏
神
を
川
に
流

す
と
川
を
遡
り
、落
合
に
流
れ
着
き
祀
ら
れ
、雨
乞
い
の
神
と
な
っ

た
20
。ま
た
、③
加
茂
郡
白
川
町
切
井
地
区
で
は
、村
の
山
か
ら
伐

り
出
し
た
太
い
神
木
に
御
幣
を
付
け
、機
織
り
淵
に
入
れ
た
神
木

が
伊
勢
神
宮
ま
で
流
れ
る
ほ
ど
の
大
雨
を
願
っ
た
123
。ま
た
、釣
鐘

や
ご
神
体
を
沈
め
る
の
で
は
な
く
、④
雨
乞
い
の
時
だ
け
、子
供
た

ち
は
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
倉
本
の
木

曽
川
の
中
に
あ
る
岩（
雨
乞
い
岩
）で

水
遊
び
を
し
、雨
乞
い
岩
を
怒
ら
せ
て

雨
を
降
ら
せ
た
202
。

と
こ
ろ
で
、雨
乞
い
祈
願
が
行
わ
れ

た
時
代
は
神
仏
混
淆
で
神
社
へ
も
寺

院
へ
も
願
い
に
行
っ
た
が
、一
方
、あ
る

特
定
の
神（
龍
神
、龍
王
等
）に
祈
願

を
掛
け
る
場
合
も
あ
る
。

４‒

２　

龍
や
蛇
に
願
う
雨
乞
い　

蛇
と
雨
の
話
は
極
め
て
多
く
、①
高
山
市
丹
生
川
町
池
之
俣
地

区
で
は
、集
落
か
ら
一
二
㎞
程
奥
の
土
樋
池（
烏
帽
子
岳
西
の
溶
岩

流
に
よ
る
堰
止
湖
）へ
登
り
、池
の
付
近
に
中
畑
市
之
助
氏
所
有
の

竜
の
掛
け
軸
を
掲
げ
て
祈
っ
た
269
。②
杣
ヶ
池（
高
山
市
高
根
町
日

和
田
高
原
）の
竜
神
に
祈
り
、池
の
水
を
一
升
樽
に
汲
み
村
を
流
れ

る
野
麦
川
に
流
す
と
雨
が
降
る
。お
礼
に
川
の
水
を
同
じ
量
、池
に

返
す
47
。ま
た
双
六
谷
の
黒
淵
と
大
丹
生
川
池（
高
山
市
丹
生
川

町
久
手)

が
霊
験
灼
か
な
雨
乞
い
場
所
で
あ
り
、③
黒
淵（
高
山
市

上
宝
町
双
六
谷
）に
棲
む
淵
の
主
・
黒
牛
は
烟
を
嫌
う
の
で
、雪
洞

に
蝋
燭
を
灯
し
て
淵
に
流
し
、水
の
底
か
ら
光
が
指
せ
ば
雨
乞
い

が
聞
き
届
け
ら
れ
104
、④
鐘
や
太
鼓
で
大
丹
生
川
池
ま
で
雨
を
祈

り
般
若
心
経
を
唱
え
た
104
。

山
県
市
で
は
、⑤
神
通
力
の
あ
る
蛇
が
棲
ん
で
い
る
長
平
山（
山

県
市
柿
野
）の
岩
か
ら
顔
を
出
す
と
日
照
り
で
も
雨
が
降
っ
た
。こ

一
方
、沈
め
た
ら
祟
り

が
起
き
た
話
と
し
て
、⑥

広
瀬
観
音（
高
山
市
国
府

町
広
瀬
町
）へ
の
信
仰
心

の
な
い
殿
様
の
時
に
日
照

り
に
な
り
、観
音
様
を
川

に
沈
め
た
ら
祟
り
が
お

き
た
。後
に
観
音
様
を
祀
り
直
し
た
ら
平
和
な
村
に
な
っ
た
59
。

（
４
）「
石
を
投
げ
入
れ
る
」　

①
雨
乞
い
淵（
雨
乞
い
淵
の
滝
。恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）に
石

を
投
げ
込
む
99
、②
喉
の
滝（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
。平
成
二
六

年
に
崖
の
崩
壊
で
湛
水
し
て
水
没
し
た
よ
う
で
あ
る
）に
石
を
投

げ
込
み
99
、③
飛
騨
市
古
川

町
高
野
の
米
俵
大
の
蛤
型

の
模
様
が
あ
る「
蛤
石
」を

淵
へ
沈
め
て
雨
を
願
い
51
、

④
高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾

で
は
乗
鞍
山
に
登
り
、石
を

池
に
投
げ
込
ん
だ
51
。

（
５
）「
面
を
流
す
」　

①
白
山
神
社（
旧
徳
山
村
本
郷
）で
は
、お
面
を
川
に
流
し
川
下

で
拾
っ
て
洗
っ
て
片
付
け
る
51
、②
物
部
神
社（
本
巣
市
上
真
桑
本

郷
）に
は
、面
流
し
の
雨
乞
い
神
事
に
使
わ
れ
た「
が
く
ら
の
面
」が

今
も
祀
ら
れ
て
い
る
51
。な
お
こ
の
面
は
、山
伏
が
享
保
三（
一
五
三

〇
）年
の
根
尾
川
大
洪
水
で
拾
い
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）「
そ
の
他
」　

①
昔
大
き
な
池
が
あ
っ
た
釜
が
淵（
下
呂
市
小
坂
町
赤
沼
田
）の

水
が
枯
れ
た
時
に
、池
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
姉
弟
が
大
事
に
し
て

い
た
釜
を
投
げ
入
れ
て
村
を
去
っ
た
後
、雨
が
降
っ
た
。釜
は
や
が

れ
83
、②
水
無
神
社（
高

山
市
一
之
宮
町
）の
弘
安

五（
一
二
八
二
）年
の
銘
の

あ
る
鐘
の
竜
頭
に
綱
を

付
け
、高
山
と
宮
村
の
境

の
宮
川
の「
わ
ん
ご
の
淵
」

に
沈
め
た
51（
鐘
は
廃
仏

毀
釈
で
破
却
さ
れ
た
）、③
宗
久
寺（
岐
阜
県
恵
那
市
東
野
）の
鐘

（
戦
争
で
供
出
さ
れ
て
無
く
な
っ
た
）を
東
野
向
島
の
オ
カ
ダ
ヶ
淵

に
沈
め
る
214
。な
お
、④
曼
荼
羅
寺（
江
南
市
前
飛
保
町
寺
町
）の

銅
鐘（
朝
鮮
鐘
）は
竜
宮
の
乙
姫
様
が
献
上
し
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
、こ
れ
を
本
尊
の
前
に
据
え
て
雨
乞
い
を
し
た
241
。

（
３
）「
御
神
体
を
沈
め
る
」

①
岸
剱
神
社（
郡
上
市
八
幡
町
柳
町
）の
ご
神
体
を
川
水
で
洗
っ

て
祈
る
237
、②
雨
乞
い
の
滝（
観
音
滝
。下
呂
市
小
坂
町
大
洞
）に
小

坂
町
赤
沼
田
の
観
音
を
滝
壺
に
入
れ
る
と
大
雨
に
な
る
51
、③
恵

那
市
長
島
町
中
野
槙
ヶ
根
の
お
不
動
様（
雨
乞
い
不
動
）を
永
田

川
に
架
か
る
中
野
橋（
長
島
町
中
野
）下
流
を
堰
き
止
め
て
沈
め

る
214
、④
中
廿
屋（
美
濃
加
茂
市
三
和
町
）の
小
川
の
ほ
と
り
に
祀

ら
れ
て
い
た
仏
像
・
ベ
ン
ズ
ル（
賓
頭
廬
）さ
ま
を
立
岩
の
龍
王
淵

に
沈
め
て
踊
る
288
、⑤
文
明
年
間（
一
四
六
九
〜
八
六
）、谷
汲
山
華

厳
寺
中
興
の
祖
・
道
破
十
穀
上
人
が
谷
川
の
水
で
身
を
清
め
、顔
に

化
粧
を
し
て
祈
願
し
て
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
因
み
、雨
乞
い
の
時
は

華
厳
寺
本
堂
の
回
廊
の
奥
に
祀
っ
て
あ
る
上
人
の
木
像
前
で
読
経

し
、紅
白
粉
で
お
化
粧
し

た
後
に
谷
川
に
投
げ
込

み
、飛
び
込
ん
だ
若
者
が

木
像
に
水
を
浴
び
せ
て

沈
め
た
り
し
た
後
、再
度

化
粧
を
し
て
雨
乞
い
祈

願
を
し
た
260
。

の
雨
乞
い
回
数
は
二
回（
三
三
%
）が
最
も
多
く
、次
が
三
回（
二

〇
％
）と
四
回（
一
三
％
）で
、そ
の
次
が
一
回
と
七
回
の
一
〇
％
で

あ
っ
た
。ま
た
、合
同
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
集
落
数
は
、八
ヶ
村
、

一
〇
ヶ
村
あ
る
い
は
一
七
ヶ
村
に
達
し
て
い
る
。

３
．多
度
大
社（
桑
名
市
多
度
町
）の
雨
乞
い

雨
乞
い
神
事
で
、斎
場
で
神
霊
が
宿
る
も
の
と
し
て
神
に
供
え
ら

れ
た
御
幣
は
祈
祷
料
と
希
望
降
水
量
の
多
少
で
金
幣
・
銀
幣
・
黒

幣
・
白
幣
の
四
種
類
か
ら
選
ば
れ
た
。金
幣
が
最
も
高
く
、黒
幣
が

昔
か
ら
一
番
多
く
行
わ
れ
た
。黒
幣
は
明
治
三
六（
一
九
〇
三
）年
に

金
七
円
五
〇
銭（
米
価
で
換
算
す
る
と
現
在
の
約
四
万
円
）、白
幣

は
黒
幣
の
効
力
の
半
分
で
、祈
祷
料
も
半
額
で
あ
っ
た
。神
事
の
後

に
神
職
か
ら
受
け
取
っ
た
神
札
は
、帰
路
の
途
中
で
手
を
放
す
と
そ

の
地
点
で
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
、自
村
ま
で
手
か
ら
離
さ
ず
に
持
ち

帰
っ
た
。

な
お
、片
目
が
潰
れ
た
龍
神
の
一
目
連（
又
は
ひ
と
つ
め
の
む
ら

じ
）と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
多
度
大
社
別
宮
の
祭
神
・
天
目
一
箇
命

は
、片
目
の
鍛
冶
の
神
で
、火
で
目
が
潰
れ
る
鍛
冶
職
人
を
象
徴
し

て
い
る
。一
方
、一
目
連
は
多
度
山
に
住
む
一
目
龍
で
あ
る
。水
神
・
龍

神
で
あ
る
一
目
連
は
雨
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、洪
水
を
止
め
る
力

を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

４
．雨
乞
い
行
事
の
種
類

雨
乞
い
行
事
と
し
て
は
、①
龍
神
を
怒
ら
せ
る（
池
・
沼
・
淵
の
水

を
か
き
回
す
、汚
物
を
洗
う
、鐘
沈
め
、地
蔵
沈
め
等
）、②
雨
乞
い

踊
り
・
太
鼓
踊
り
、雨
乞
い
大
般
若
・
念
仏
を
唱
え
る
、③
氏
神
に

三
日
三
晩
籠
る
参
籠
、④
山
上
で
火
を
焚
く
千
杷
焚
き
、⑤
聖
地

か
ら
神
水
を
貰
う
水
種
貰
い
等
多
く
の
種
類
が
あ
る
。さ
ら
に
変

わ
っ
た
行
事
と
し
て
、秋
田
・
福
岡
・
佐
賀
県
な
ど
で
は「
女
が
相
撲

を
と
る
と
雨
が
降
る
」と
い
う
言
い
伝
え
で
、雨
乞
い
の
た
め
に
女

相
撲
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

４‒

１　

 

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る

①「
お
姫
の
井
戸
五
〇
号
」122
で
は
、「
姫
の
井
戸
」を
汚
し
て
龍

神
の
お
姫
様
を
怒
ら
せ
、②
恵
那
市
武
並
町
竹
折
上
野
の
龍
宮
淵

は
汚
す
と
祟
り
が
あ
る
の
で
村
人
は
普
段
近
寄
ら
ず
、雨
乞
い
に

は
名
僧
の
衣
を
淵
に
投
げ
入
れ
て
い
た
214
。

以
下
に
、龍
神
を
怒
ら
せ
る
各
種
の
雨
乞
い
手
法
の
話
を
述
べ
る
。

（
１
）「
池
や
淵
の
水
を
浚
え
る
」

①
白
山
比
咩
神
社（
恵
那
市
山
岡

町
下
手
向
）境
内
の
御
手
洗
池
を
浚

え
て
乾
か
す
51
、②
虚
空
蔵
岩（
関
市

富
之
保
）の
基
部
に
あ
る
ウ
ナ
ギ（
虚

空
蔵
菩
薩
の
使
い
）が
棲
む
小
池
を
浚

え
る
51
、③
日
龍
峯
寺（
関
市
下
之

保
）の
裏
の
竜
宮
ま
で
続
い
て
い
る「
ナ

ブ
ラ
ス
の
池
」を
浚
え
る
51
、④
水
神

神
社（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）境
内
の

池
を
掃
除
す
る
51
、⑤
源
氏
の
落
武

者
が
兜
を
投
げ
入
れ
た
か
ぶ
と
渕（
美

濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
）を
浚
え
る

288
、⑥
京
河
さ
ま
と
呼
ば
れ
た
小
さ
な

神
社
前
の
池（
可
児
市
姫
ケ
丘
）の
主

が
大
蛇
で
あ
り
、雨
乞
い
の
た
め
に
池

を
か
え
ど
り（
川
を
堰
き
止
め
て
、魚

を
捕
ま
え
る
こ
と
）し
た
35
。ま
た
、白

鳥
神
社（
養
老
郡
養
老
町
桜
井
）の
池

の
水
を
か
き
出
す
と
雨
が
降
っ
た
302
。

水
を
浚
え
た
祟
り
と
し
て
、⑦
日
輪

寺（
岐
阜
市
芥
見
）の
池
付
近
で
大
蛇
を
見
た
人
が
亡
く
な
り
、雨
乞

い
の
た
め
に
池
浚
い
を
し
た
ら
、ま
た
死
人
が
出
た
。そ
こ
で
、大
蛇

の
姿
で
現
れ
た
龍
神
を
祀
る
た
め
に
黒
龍
明
神
を
建
立
し
た
46
。

（
２
）「
釣
り
鐘
を
沈
め
る
」

①
土
岐
市
泉
町
久
尻
で
は
、水
神
様
の
住
む
淵
に
鐘
を
投
げ
入

理
で
あ
る
な
あ
、こ
の
国
を
日
の
本
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、日
が
照
り
も

す
る
だ
ろ
う
、し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、又
、天（
雨
）が
下
と
も

言
う
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
、雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
）と
、雨
を

乞
う
歌（
恐
ら
く
は
江
戸
時
代
初
期
の
作
）が
伝
わ
っ
て
い
る
。ま

た
、平
安
時
代
中
期
の
僧
侶
・
歌
人
の
能
因
法
師（
九
八
八
〜
一
〇

五
〇
頃
）も
和
歌
を
詠
ん
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
お
り
283
、郡
上
市

大
和
町
牧
の
千
代
清
水（
長
刀
清
水
）は
、嘉
吉
元（
一
四
四
一
）年

の
大
干
ば
つ
に
、神
職
の
娘
・
千
代
が
社
を
作
り
雨
乞
い
を
し
て
湧

き
出
し
た
泉
で
あ
る
51
。

２
．雨
乞
い
の
回
数

雨
乞
い
は
、一
集
落
で
効
果
が
無
い
と
、周
囲
の
村
々
が
合
同
で

何
度
も
雨
乞
い
を
繰
り
返
し
た
。そ
れ
で
も
効
果
が
無
い
と
、雨
乞

い
で
有
名
な
神
社（
多
度
大
社
、熱
田
神
宮
、真
清
田
・
津
島
神
社

等
）に
遠
方
か
ら
も
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。な
お
、雨
乞
い
の
効
果

と
し
て
、「
江
戸
時
代
、西
光
寺（
岐
阜
市
向
加
野
）の
雨
乞
い
が
村

総
出
で
三
日
三
晩
行
わ
れ
、雨
の
他
に
鯛
ま
で
も
降
っ
て
き
た
46
」

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

雨
乞
い
を
行
っ
た
年
間
の
回
数
や
合
同
で
祈
願
し
た
村
数
は
、

例
え
ば
、松
下
78
に
よ
る
と
知
多
市
東
浦
町
の
村
で
は
、文
政
九

（
一
八
二
六
）年
〜
文
久
四（
一
八
六
四
）年
の
二
九
年
間
で
、年
間

１
．は
じ
め
に

稲
作
に
は
畑
で
栽
培
す
る
陸
稲
耕
作
も
あ
る
が
、陸
稲
は
収
穫

率
や
食
味
が
落
ち
る
。そ
こ
で
、水
稲
耕
作
が
主
に
行
わ
れ
て
き
て

お
り
、田
植
え
と
そ
の
後
の
稲
の
生
育
に
は
、雨
水
が
不
可
欠
で
、

干
天
時
に
は
全
国
各
地
で「
雨
乞
い
」行
事
が
行
わ
れ
、歌
人
は
雨

を
乞
う
歌
を
謡
っ
て
い
る
。

平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八
五
）前
期
九
世
紀
頃
の
歌
人
小
野

小
町
が
詠
ん
だ
雨
乞
い
の
和
歌
の
一
つ
に
、「
こ
と
わ
り
や　

日
の

本
な
ら
ば　

照
り
も
せ
め　

さ
り
と
て
は
ま
た　

天
が
下
と
」（
道

夜叉ヶ池（「揖斐川町HP」より）

髪結い岩

八丈岩 揖斐川町坂内川上の夜叉龍神社

魚頭 横山ダム下流の「はたご岩」。
右に夜叉龍神を祀る祠が見える。

八木文楽の舞台に使われた幅2m、長さ12mを超える大きな幕で、現在は痛みが酷
くて、広げて見ることはできない。（「大野町HP」より）

れ
以
降
、雨
占
い
を
こ
の
岩
で
行
っ
た
124
。⑥
舟
伏
山（
山
県
市
神

崎
、一
〇
四
〇
ｍ
）山
頂
の
大
池
に
雄
の
、小
池
に
雌
の
大
蛇
が
棲

ん
で
い
た
が
、雄
雌
の
大
蛇
が
海
へ
住
ま
い
を
変
え
る
た
め
に
、雄

は
土
石
流
と
共
に
根
尾
の
初
鹿
谷
に
滑
り
落
ち
、雌
は
神
崎
側
の

夏
坂
谷
に
落
下
る
途
中
で
穴（
堅
穴
鍾
乳
洞
）に
し
ば
ら
く
留
ま
っ

た
。神
崎
で
は
こ
の
穴
で
八
大
竜
王
に
雨
乞
い
を
し
た
124
。

⑦
池
田
山（
九
二
四
ｍ
）の
山
頂
近
く
の
蛇
が
棲
む
と
い
う
高
さ

六
ｍ
余
り
の
大
石
・
焼
石
神
社（
揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
）に
雨
乞
い

祈
願
を
し
、雨
が
降
る
と
、長
さ
二
ｍ
以
上
の
松
明
数
百
本
に
火
を

点
け
て「
感
謝
の
火
祭
り
」を
行
っ
た
12
。⑧
龍
神
が
棲
む
乙
女
淵

（
揖
斐
川
町
谷
汲
木
曽
屋
） 

で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
76
。

⑨
南
宮
神
社（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
裏
山
の
蛇
池
に
棲
む

大
蛇
に
雨
を
願
う
51
。⑩
養
老
郡
養
老
町
蛇
持
の
蛇
が
棲
む
蛇
池

で
雨
乞
い
を
す
る
51
。⑪
八
幡
神

社（
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
）に

描
か
れ
た
竜
に
雨
乞
い
を
す
る

51
。⑫
禰
宜
の
娘
・
き
ぬ
は
青
池

（
芒
が
渕
。桑
名
市
多
度
町
古

野
）の
主
・
竜
で
、青
池
に
戻
っ

た
。家
族
は
祠
を
安
置
し
、古
野

で
は
雨
乞
い
祈
願
に
訪
れ
て
い

る
259（
田
代
神
社
、青
池
神
社
、

多
度
大
社
に
は
同
じ
龍
神
が
祀
ら
れ
、何
処
の
神
社
も
雨
乞
い
の

効
果
は
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

４‒

３　

神
仏
像
へ
の
雨
乞
い
祈
願　

①
旅
僧
が
水
無
神
社（
高
山
市
一
之
宮
町
）奥
の「
せ
ん
の
う（
地

名
）」の
弁
財
天
様
を
水
無
神
社
の
森
に
御
迎
え
す
れ
ば
雨
が
降
る

と
告
げ
た
。迎
え
て
祈
願
す
る
と
雨
が
降
っ
た
の
で
、終
戦
前
後
ま

で
せ
ん
の
う
の
神
様
を
神
社
に
迎
え
、鉦
を
打
っ
て
御
祭
し
、夜
中

川
原
で
大
焚
火
を
し
て
雨
乞
い
を
行
い
292
、②
広
恵
寺
城（
中
津
川

市
福
岡
町
）が
攻
め
ら
れ
て
、滝
壺
・
乙
女
淵（
中
津
川
市
加
子
母

町
の
乙
女
渓
谷
）に
身
を
投
げ
た
姫
の
亡
霊
が
旅
人
を
悩
ま
し
た

た
め
、供
養
が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
不
動
様
も

祀
ら
れ
た
64
。

③
井
戸
の
中
で
光
っ
て
い
た

仏
像
が
引
き
上
げ
ら
れ
、雨
を

頼
ん
だ
ら
降
っ
た
の
で
、雨
乞
い

地
蔵（
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
。大

畑
家
の
前
）と
し
て
お
堂
を
建
て

て
祀
ら
れ
288
、④
揖
斐
川
町
小

野
か
ら
粕
川
左
岸
側
の
揖
斐
川

町
市
場
に
ゆ
ず
り
受
け
ら
れ
た

お
不
動
さ
ま（
雨
乞
い
不
動
。揖
斐
川
町
小
野
の
山
裾
）が
移
動
の

途
中
で
動
か
な
く
な
り
、元
の
場
所
に
戻
り
、雨
乞
い
不
動
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
11
。⑤
住
職
が
夫
婦
喧
嘩
し
て
お
不
動
さ
ん（
神
戸

町
丈
六
道
）の
前
で
離
婚
を
決
め
た
ら
、外
は
晴
天
で
も
お
堂
の
中

に
雨
が
降
っ
た
。以
来
、雨
乞
い
不
動
の
霊
験
に
参
拝
者
が
増
え
た

119
。な

お
、神
仏
で
は
な
い
が
、⑥
水
神
様
の
使
い
が
で
き
る
長
老

（
岐
阜
県
可
児
市
）が
雨
乞
い
の
儀
式
を
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
が
、

迷
信
だ
と
い
う
人
物
が
い
て
二
度
と
行
わ
れ
な
か
っ
た
35
。⑦
播
隆

上
人
が
行
を
し
た「
目
醒
の
滝
」（
不
破
郡
関
ケ
原
町
玉
）の
主
・
白

鰻
に
願
を
か
け
て
雨
乞
い
を
す
る
251
。

４‒

４　

石
へ
の
雨
乞
い　

①
戦
に
負
け
た
武
士
が
丸
草
山（
恵
那
市
三
郷
町
椋
実
）の
頂

上
の
岩
で
祈
る
と
雨
が
降
り
、以
降
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
214
。②
武

並
神
社（
恵
那
市
武
並
町
竹
折
）の
大
き
な
岩
に
登
っ
て
雨
乞
い
を

し
た
214
。③
木
曽
川
に
合
流
す
る
和
田
川
河
口
の
竜
神
岩（
恵
那

市
笠
置
町
毛
呂
窪
の
関
西
電
力
用
地
）の
上
で
祈
る
214
。④
直
径

七
ｍ
の
舟
形
の
大
き
な
舟
岩（
恵
那
市
山
岡
町
下
手
向
野
田
）の

凹
み
に
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
搔
き
出
す
と
急
に
雨
が
降
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
213
。

⑤
琵
琶
湖
の
近
く
の
村
が
、阿
遅
加
神
社（
羽
島
市
足
近
町
）の

雨
石
を
持
ち
帰
っ
た
が
、雨
が
降
り
過
ぎ
て
返
し
に
来
た
際
、詫
び

に
持
っ
て
き
た
近
江
縮
緬
は
、大
幟
に
な
り
雨
乞
い
行
事
の
際
に
使

わ
れ
て
い
た
50
。⑥
高
桑
八
幡
社（
柳
津
町
高
桑
）に
あ
っ
た
雨
乞

い
石（
今
は
善
覚
寺
に
在
る
）に
水
を
掛
け
る
と
雨
が
降
っ
た
51
。

⑦
宝
暦
の
頃
、瑞
浪
市
陶
町
水
上
の
竜
王
さ
ま（
大
岩
）に
雨
乞

い
す
る
と
、白
蛇
が
現
れ
雨
が
降
っ
た
110
。⑧
素
盞
鳴
神
社（
瑞
穂

市
森
）の
お
宮
の
鳥
居
の
西
側
に
あ
る
竜
神
の
石
は
大
水
の
時
に

流
れ
て
き
た
石
で
、転
が
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、石
を
裏
返

し
た
り
水
を
掛
け
た
り
し
て
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
70
。

な
お
、対
に
な
っ
た
石
と
し
て
、⑨
木
曽
の
桟（
木
曽
郡
上
松
町
）

左
岸
の
階
段
下
に
あ
る
男
岩
と
そ
の
下
流
の
女
岩
は
、子
宝
石
で

あ
り
、雨
乞
い
石
で
も
あ
り
202
、⑩
郡
上
市
八
幡
町
島
谷
の
お
天
気

岩
・
雨
降
り
岩（
男
岩
女
岩
）は
、一
方
に
登
る
と
雨
が
降
り
、ま
た

一
方
で
は
晴
れ
る
石
で
あ
っ
た
が
、今
は
片
方
だ
け
と
な
っ
た
237
。

４‒

５　

神
社
か
ら
物
を
借
り
て
雨
乞
い　

神
社
か
ら
種
々
の
物
を
借
り
て
雨
乞
い
に
使
用
し
た
。①
貞
享

元（
一
六
八
四
）年
の
日
照
り
の
時
、八
幡
神
社（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）の
旗（
雨
乞
い
旗
）を
持
ち
出
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、

雨
乞
い
に
旗
を
使
用
し
51
、②
笠
置
山
大
権
現（
別
名
大
御
鎌
様
）

を
祀
る
山
頂
の
笠
置
神
社（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
鎌
を
借
り
て
雨

乞
い
を
行
い
214
、③
北
桑
名
神
社（
三
重
県
桑
名
市
堤
原
）に
合
祀

さ
れ
た
佐
之
富
神
社
の
宝
物
で
あ
る
硯
を
摺
っ
て
雨
乞
い
を
し
て

い
た
55
。

４‒

６　

願
い
が
叶
っ
た
礼
に
雨
を
降
ら
す　

取
矢
神
社（
山
県
市
大
桑
）

境
内
の
池
に
烏
蛇
と
白
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。歳
を
経
て
白
蛇

が
昇
天
す
る
の
を
烏
蛇
が
蛇

魔
す
る
た
め
、あ
る
人
の
夢
に

白
蛇
が
現
れ
烏
蛇
を
殺
さ
せ

た
。こ
の
社
は
白
蛇
の
効
力
で

雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
299
。②

庄
屋
は
雨
乞
い
に
権
現
山（
各

務
原
市
と
岐
阜
市
に
ま
た
が

る
三
一
七
m
）へ
行
き
、大
き

上
松
町
小
川
）で
雨
乞
い

を
し
た
帰
り
に
白
蛇
に
遭

い
、雨
を
降
ら
し
た
ら
娘

を
や
る
と
約
束
し
た
。娘

は
白
蛇
と
結
婚
し
、親
が

池
に
行
く
と
機
の
音
が
聞

こ
え
た
202
。

「
椀
貸
し
伝
説
」に
類

似
し
た
話
と
し
て
、⑩
蛇

穴
鍾
乳
洞（
郡
上
市
和
良

町
野
尻
）の
清
水
の
湧
き

出
る
穴
に
棲
む
乙
姫
は
椀

や
鼓
を
貸
し
た
が
、村
人

は
借
り
た
鼓
を
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、竜
は
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
、日
照
り
の
際
に
穴
に
雨
乞
い
を
し
て
も
竜
は
居
な
く
、

願
い
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
47
。

さ
ら
に
、「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」と「
椀
貸
し
伝
説
」の
合
体
型
と
し

て
、⑪
犬
山
市
今
井
喜
八
洞
で
、下
の
池
か
ら
水
の
無
い
上
の
田
に

水
を
掛
け
る
と
言
う
坊
主
に
、出
来
た
ら
七
人
娘
の
一
人
を
あ
げ

る
約
束
を
し
た
。水
が
掛
り
、嫁
ぐ
こ
と
を
了
承
し
た
娘
が
居
な
く

な
っ
て
か
ら
一
三
日
目
に
機
織
り
を
取
り
に
来
て
、龍
宮
に
棲
ん
で

い
る
の
で
、欲
し
い
も
の
を
紙
に
書
い
て
池（
竜
宮
池
）に
沈
め
れ
ば

何
で
も
叶
え
る
と
約
束
し
た
。あ
る
時
お
椀
を
借
り
た
が
一
つ
返
さ

な
か
っ
た
の
で
、以
後
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
208
。

４‒

７　

雨
乞
い
踊
り　

①
伊
自
良
の
雨
乞
い
・「
伊
自
良
十
六
拍
子
」は
約
三
〇
〇
年
以
上

前
か
ら
始
ま
り
、各
地
区
で
氏
神
様
に
願
っ
て
も
効
が
無
い
と
、代
表

者
が
多
度
で
御
幣
を
頂
く
。こ
れ
で
ダ
メ
な
ら
、各
地
区
の
村
人
が

釜
ヶ
谷
山
頂
に
集
ま
っ
て
各
地
区
毎
に
刈
っ
た
柴
で
の「
千
杷
焼
き

（
焚
き
）」を
行
い
、最
後
に
は
、長
さ
五
間（
九
m
）、胴
回
り
四
尺
五

寸（
一・
四
m
）の
竹
細
工
の
雌
雄
二
尾
の
龍
を
造
り
、伊
自
良
川
沿
い

に
釜
ヶ
谷
に
登
り
、「
龍
廻
し（
地

名
）」で「
雨
乞
い
の
龍
廻
し
」を

行
っ
た
207
。

龍
神
が
棲
む
と
伝
わ
る
古
賀
ヶ

池（
揖
斐
川
町
の
小
島
山
の
尾
根

に
あ
る
池
）は
三
反
歩（
＝
約
三
〇

〇
〇
㎡
、今
は
水
溜
り
）あ
り
、揖

斐
川
町
三
倉
の
人
々
に
大
切
な
池

で
、多
く
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

②
古
賀
ヶ
池
の
大
蛇
に
愛
犬
を

食
わ
れ
た
猟
師
が
、仇
討
ち
に
大

蛇
に
鉄
砲
玉
を
当
て
た
が
白
樫
村

の
氏
神
様
に
撃
つ
の
を
諭
さ
れ
、

大
蛇
に
も
良
薬
を
渡
し
た
。龍
神

が
雨
を
降
ら
せ
た
お
礼
に
、白
樫

神
社（
揖
斐
川
町
白
樫
）で
白
樫

踊
り（
敬
老
の
日
、九
月
の
第
三
月

曜
）が
奉
納
さ
れ
224
。③
揖
斐
川

町
三
倉
の
奥
の
落
平
に
一
本
の

「
踊
り
松
」が
生
え
て
お
り
、こ
の

地
は
遠
く
に
古
賀
ヶ
池
を
望
み
、

雨
乞
い
踊
り
を
奉
納
す
る
神
聖
な

所
で
あ
り
54（
池
の
畔
の
神
社
が

崩
れ
果
て
て
い
た
た
め
、昭
和
六

〇
年
に
龍
神
神
社
を
建
て
再
び

祀
っ
て
い
る
。）、ま
た
、揖
斐
川
町

三
倉
で
は
三
倉
の
雨
乞
い
踊
り

（
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）

も
行
わ
れ
て
い
る
。

④
白
山
神
社（
関
市
西
本
郷

町
）で
雨
乞
い
踊
り
を
行
い
、満
願

に
吉
田
踊
り
と
し
て
、洲
原
神
社

き
出
て
い
た
244
。⑥
揖
斐
川
電
工
神
ヶ
岳
ダ
ム
下
流
数
百
ｍ
の
坂

内
川
左
岸
の
割
れ
た
巨
岩（
髪
結
い
岩
）は
、夜
叉
姫
が
池
に
登
る

途
中
、洗
っ
た
髪
を
結
い
直
し
た
所
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
244
。

な
お
、昔
は
岩
に
隙
間
は
あ
っ
た
が
二
つ
に
割
れ
て
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

7
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雨
乞
い
伝
説
は
、水
を
望
む
村
人
が
湧
き
出
る
清
水
を
見
つ
け

た「
郡
上
谷（
二
三
号
）」111
と
水
を
浪
費
し
て
い
た
長
者
が
豪
雨
で

流
さ
れ
た「
お
こ
ひ
と
寒
八（
七
六
号
）」68
の
二
話
を「
貴
重
な
水

を
希
求
す
る
」雨
乞
い
伝
説
の
一
種
と
し
て
加
え
る
と
、掲
載
さ
れ

た
話
は
一
三
編
で
あ
る
。

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
話
は
、龍
神
が
住
む
井
戸
を

汚
し
て
大
雨
に
襲
わ
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」122
、穴
に
石

を
投
げ
込
ん
で
竜
神
を
怒
ら
せ
た「
美
山
の
雨
乞
い（
六
一
号
）」

291
、池
の
掃
除
を
し
て
雨
が
降
る「
城
山
の
白
狐（
六
九
号
）」125
、さ

ら
に
、淵
で
フ
ン
ド
シ
を
洗
っ
た
た
め
湧
き
出
し
て
い
た
水
源
が
逃

げ
出
し
た「
滝
壺
の
柳
の
老
木（
一
九
号
）」127
の
四
編
で
あ
る
。

龍
神
へ
貢
物
を
し
て
雨
を
望
む
話
は
、池
の
龍
神
に
娘
を
差
し

出
す「
田
代
池
の
竜
神
伝
説（
二
〇
号
）」23
と
馬
や
牛
を
貢
ぐ「
お

が
せ
池
の
宝
刀（
三
七
号
）」24
の
二
編
で
あ
る
。

そ
の
他
と
し
て
、白
髪
の
老
人
に
姿
を
変
え
た
氏
神
大
明
神
が

水
争
い
を
止
め
る
よ
う
に
里
人
に
諭
し
た「
明
神
の
お
い
か
り（
一

五
号
）」233
、弘
法
大
師
か
雨
乞
い
の
龍
を
造
っ
た「
雨
乞
い
の
龍

（
三
三
号
）」1
、多
度
大
社
に
詣
で
て
雨
が
降
る「
庄
屋
様
の
雨
乞

い
神
事（
五
三
号
）」137
、流
れ
着
い
た
木
製
の
竜
の
首
に
胴
を
付
け

て
雨
が
降
る「
大
浦
の
蛇（
六
三
号
）」98
が
あ
る
。

ま
た
、雨
乞
い
を
し
な
い
珍
し
い
話「
竜
の
怒
り
で
大
洪
水（
三

四
号
）」53
と
し
て
、郡
上
市
八
幡
町
五
町
で
は
諏
訪
神
社（
現
神

明
神
社
に
合
祀
）に
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
が
、豪
雨
が
幾
日
も
続

き
、田
畑
が
水
没
の
難
に
あ
っ
た
た
め
、「
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で

雨
乞
い
は
し
な
い
」と
神
に
約
束
し
、以
来
、五
町
は
ど
ん
な
に
日

照
り
に
な
っ
て
も
、雨
乞
い
は
し
な
い
と
伝
わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、

飛
騨
地
方
に
は
、「
雷
様
に
会
い
に
天
に
行
き
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降

り
過
ぎ
て
家
も
み
な
流
さ
れ
て
し
ま
い
、先
祖
の
墓
だ
け
残
っ
た
」

夢
の
話
105
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

8
．雨
壺
伝
説

「
雨
壺
」は
清
い
泉
や
井
戸
で
の
竜
王
の
棲
み
か
と
い
わ
れ
、雨

乞
い
の
対
象
で
あ
っ
た
。

美
濃
市
須
原
の
洲
原
神
社
51
の
裏
山
に
創
建
者
泰
澄
が
雨
壺

を
掘
っ
て
お
り
、桑
名
市
下
深
谷
部
の
雨
尾
山
飛
鳥
寺
に
は
古
陶

の
壺
の
水
を
滴
ら
せ
る
と
雨
が
降
っ
た
と
伝
わ
る
壺「
雨
壺
」55
が

有
っ
た
が
、信
長
の
兵
火
に
遭
い
今
は
無
い
。

さ
ら
に
、江
南
市
小
折
町
の
生

駒
氏
の
氏
神
龍
神
社
241
の「
雨
壺

池
」は
八
大
龍
王
を
祀
っ
て
お

り
、雨
壺
池
を
浚
っ
て
般
若
心
経

を
唱
え
る
と
、雨
が
降
る
、と
至

徳
年
間（
一
三
八
四
〜
八
七
）以

来
の
伝
承
で
あ
る
。し
か
し
、雨

が
降
ら
な
い
と
次
に
、東
南
に
約

二
〇
〇
m
の
久
昌
寺
の
住
職
に

雨
乞
い
を
依
頼
す
る
。方
丈
は
寺

宝「
大
蛇
の
鱗（
龍
鱗
）」を
奉
持

し
て
祈
願
す
る
と
、忽
ち
に
龍
神

社
の
空
に
雲
龍
が
あ
ら
わ
れ
て
雨
が
降
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
241
。明
治
二
六（
一
八
九
三
）年
八
月
、明
治
四
三
年
に
は
村
民
一

同
が
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
大
雨
が
降
り
農
作
物
が
よ
み
が
え
っ
た

報
告
が
あ
る
。
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「
ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
（
三
一
号
）」
273
は
「
五
輪
塔
の
最
上
段
の
形
」

の
石
で
あ
り
、
木
曽
川
に
い
れ
る
と
雨
が
降
り
、
降
り
す
ぎ
る
と

石
を
拾
い
上
げ
る
。
な
お
、
五
輪
塔
の
頭
部
を
ご
神
体
と
し
た
昔

話
に
「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」
25
が
あ
る
。
流
れ
て
き
た
「
ピ
カ
ピ
カ

光
る
も
の
」
を
「
雨
神
」
と
し
て
「
八
竜
大
王
」
と
名
付
け
て
小

さ
な
社
（
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
）
で
祀
っ
た
。
そ
の
後
の
洪

水
で
こ
の
「
八
竜
大
王
」
が
流
失
し
た
の
で
、
石
塔
の
五
輪
の
頭

を
ご
神
体
と
し
て
祀
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
雷
伝
説
の
1
・ 

雷

と
の
約
束
の
⑥
参
照
）。

　
「
雨
壺
さ
ん
（
七
四
号
）」
251
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
関
ヶ
原

町
今
須
の
「
雨
壺
神
社
」
の
祭
神
は
竜
王
神
で
、
今
須
山
中
に

神
木
と
水
が
溜
ま
る
穴
「
雨
壺
さ
ん
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

今
須
の
商
人
が 

「
犬
の
尾
越
」（
現
谷
畑
）
で
下
多
良
の
「
雨
が
池
」

の
大
蛇
に
頼
ま
れ
、
今
須
に
連
れ
て
い
き
、
今
須
の
雨
壺
に
住
ま

わ
せ
た
。
大
蛇
は
雨
壺
と
「
雨
が
池
」
を
た
ま
に
往
復
し
、
こ
の

二
つ
は
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
37
。

　

今
須
の
「
雨
壺
さ
ん
」
へ
は
米
原
市
の
大
野
木
や
柏
原
な
ど
か

ら
雨
乞
い
祈
願
に
行
っ
て
い
る
が
、他
の
雨
壺
と
し
て
、霊
仙
山
（
一

〇
九
四
m
）
の
黒
谷
の
源
流
部
の
岩
の
下
か
ら
の
湧
水
（
雨
壺
）

や
柏
原
の
水
竜
山
に
も
八
大
竜
王
を
祀
る
雨
壺
が
あ
る
。

　
「
雨
池
（
九
二
号
）」
274
は
、
東
白
川
村
の
濃
飛
バ
ス
停
「
大

明
神
口
」
側
の
民
家
の
庭
に
あ
る
。
付
近
の
人
の
話
で
は
、
直
径

一
m
ほ
ど
の
大
き
さ
の
池
で
、
冬
は
暖
か
く
夏
は
冷
た
く
美
味
し

い
水
が
出
て
い
た
が
、
家
を
建
て
る
際
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
、
現
在
池
の
上
は
蓋
が
し
て
あ
る
。

　

こ
の
「
雨
池
」
も
前
述
の
「
雨
壺
池
」
と
同
様
、「
池
浚
い
」

で
池
の
神
を
怒
ら
せ
る
と
、
雨
が
降
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

に
行
き
、蛇
が
瓢
箪
を
沈
め
る
の
に

疲
れ
た
時
に
針
を
打
ち
込
ん
で
退

治
し
し
て
い
る
51
。同
様
の
話
が
、大

野
郡
清
見
村
、大
野
郡
丹
生
川
村
、

郡
上
郡
大
和
町
上
栗
巣
や
郡
上
郡

大
和
母
袋
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
92
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
の
場
所
は
川
沿
い

に
多
く
あ
る
が
、以
下
に
数
ヶ
所
を

下
流
か
ら
順
に
列
記
す
る
と
、①
夜

叉
ヶ
池
の
大
蛇
に
嫁
い
だ
娘
の
父
親

を
殺
す
た
め
に
、そ
の
大
蛇
の
本
妻
が
八
丈
岩（
揖
斐
川
町
長
良
）

の
下
の
穴
に
棲
み
つ
い
た
。父
も
そ
の
子
孫
も
夜
叉
ヶ
池
に
雨
乞
い

に
行
く
と
き
こ
こ
を
通
ら
な
か
っ
た
11
と
か
、②
本
妻
が
里
帰
り
す

る
娘
を
押
し
つ
ぶ
そ
う
と
岩
を
転
が
し
た
が
、岩
は
現
在
地
に
と

ど
ま
り
、そ
れ
以
降
、岩
の
下
の
穴
に
棲
ん
で
い
る
209
と
伝
わ
る
。③

夜
叉
姫
が
夜
叉
ヶ
池
へ

行
く
途
中
で
機
を
織
り

上
げ
た「
は
た
ご
岩
」（
揖

斐
郡
揖
斐
川
町
東
横

山
）が
横
山
ダ
ム
左
岸

下
流
側
に
あ
り
、側
に
夜

叉
龍
神
が
祀
ら
れ
て
い

る
。岩
の
上
に
女
性
が
上
る
と
雨
が

降
る
と
い
わ
れ
た
278
。な
お
、は
た
ご

岩
は
こ
の
他
に
、坂
内
広
瀬
と
坂
内

川
上
の
二
ヶ
所
も
あ
る
よ
う
だ
。

④
大
草
履（
地
名
）の
旧
道
深
瀬

橋
上
流
の「
魚
頭
」は
、坂
内
川
の
魚

た
ち
が
夜
叉
姫
と
龍
神
を
歓
迎
し

た
岩
244
で
、⑤
夜
叉
姫
と
龍
神
が
佐

中
の
家
で
泊
ま
っ
た
翌
日
、前
夜
ま

で
な
か
っ
た
清
水（
佐
中
清
水
）が
湧

「
夜
叉
ヶ
池
」を
発
表
し
、広
く
世

間
に
知
ら
れ
た
。な
お
、安
八
太

夫
の
娘
で
な
く
、③
源
義
朝
の
側

室
延
寿（
大
垣
市
青
墓
町
の
大
炊

長
者
の
娘
）が
生
ん
だ
夜
叉
姫

が
、源
氏
一
族
の
惨
劇
を
嘆
い
て

杭
瀬
川（
今
の
揖
斐
川
）に
身
を

投
げ
、魂
が
川
を
遡
り
、姫
の
名

が
付
い
た
夜
叉
ヶ
池
に
棲
み
つ
い

た
16
、と
も
伝
わ
る
。

ま
た
、夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
に
つ

い
て
、④
池
太
沢（
揖
斐
川
町
東
杉
原
）と
い
う
池
に
住
ん
で
い
た

大
蛇
が
竜
巻
に
乗
っ
て
西
杉
原
の
赤
池
に
舞
い
降
り
て
休
ん
だ
後
、

再
度
嵐
に
乗
っ
て
川
尻
ま
で
行
き
、さ
ら
に
川
を
遡
っ
て
夜
叉
ヶ
池

に
入
っ
た
か
ら
、池
太
沢
と
夜
叉
ヶ
池
の
龍
神
は
親
戚
で
あ
る
と
も

言
わ
れ
て
い
る
278
。

近
世
初
期
頃
か
ら
実
録
随
筆
の
書
に
収
載
さ
れ
た
夜
叉
ヶ
池
伝

説
は
弘
仁
八（
八
一
七
）年
あ
る
い
は
承
和
・
嘉
祥
の
頃（
八
三
四
〜

八
五
〇
）に
発
生
し
た
大
旱
魃
を
題
材
と
し
て
お
り
、⑤
正
保
四

（
一
六
四
七
）年
に
大
垣
初
代
藩
主
戸
田
氏
鉄
は
夜
叉
龍
神
社
を

西
濃
の
水
神
と
し
て
祀
り
、そ
の

守
職
を
長
昌
寺（
坂
内
川
上
）に

委
託
し
た
129
。

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、蛇
婿
入
り

説
話（
水
乞
い
・
嫁
入
り
型
）に
分

類
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、飛
騨
に

は
よ
く
似
た「
姥
が
池
伝
説
」が

あ
る
。例
え
ば
、⑥
高
山
市
上
枝

地
区（
川
上
郷
）で
は
、田
に
水
を

入
れ
て
く
れ
た
ら
娘
を
や
る
と

蛇
と
約
束
し
、三
人
娘
の
末
娘
が

瓢
箪
と
針
を
持
っ
て
大
蛇
と
池

い
、雨
乞
い
は
し
な
か
っ
た
131
。

大
野
町
で
少
し
変
わ
っ
た
雨
乞
い
と
し

て
、⑫
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富（
旧
三
田
畑
）

の
堤
防
に
祀
ら
れ
た
流
れ
地
蔵
に
雨
を
頼

ん
だ
ら
降
っ
た
。こ
れ
以
降「
水
く
れ
地
蔵

さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
、雨
が
欲
し
い
時
は
、地

蔵
の
頭
か
ら
足
ま
で
水
で
よ
く
洗
っ
て
お
願

い
し
た
18
。

ま
た
、⑬
揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
の
八
木

地
区
で
は
、明
治
二
九（
一
八
九
六
）年
の
大

水
で
唯
一
残
っ
た
八
木
文
楽（
人
形
芝
居
）の

蛇
幕
は
、芝
居
で
お
宮
の
境
内
に
張
る
と
雨

が
降
る
と
伝
え
ら
れ
、現
在
は
大
野
町
民
俗

資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
131
。

6
．夜
叉
ヶ
池
伝
説

夜
叉
ヶ
池
伝
説
は
、①
現
安
八
郡
神
戸
町
の
長
者
安
八
太
夫
が
、

雨
を
降
ら
し
た
約
束
に
娘
を
蛇（
龍
神
）に
嫁
が
せ
、龍
神
と
娘
は
夜

叉
ヶ
池
に
棲
み
、人
々
の
雨
乞
い
の
願
い
を
叶
え
る
伝
説
で
あ
る
119
。

な
お
、こ
の
話
の
他
に
、②
安
八
太
夫
が
日
吉
神
社
で
の
雨
乞
い
満

願
の
日
に
現
れ
た
夜
叉
ヶ
池
の
龍

神
に
娘
を
嫁
に
す
る
約
束
を
し
、

龍
に
嫁
ぐ
夜
叉
姫
の
た
め
に
子
安

地
蔵
菩
薩
を
江
戸
末
期
の
神
戸

町
丈
六
道
に
あ
っ
た
宝
蔵
院
に

祀
っ
た
話
56
も
あ
る
。

大
正
二（
一
九
一
三
）年
に
泉

鏡
花
が
福
井
県
内
の
、同
三
年
に

大
橋
青
波
が
美
濃
側
の
夜
叉
ヶ

池
伝
説
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
戯
曲

崖
錐
上
の
集
落
で
の
雨
乞
い
は

以
下
の
よ
う
に
山
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。①
来
振
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
稲
富
）の
雨
乞
い
は
、雨

乞
い
踊
り
の
後
に
、白
山（
石
灰
採

取
で
消
滅
）の
山
腹
に
松
明
で

「
水
」の
文
字
を
書
い
て
火
を
点
け

る
。降
ら
な
い
と
来
振
寺
の
住
職

が
祈
祷
し
た
り
、夜
叉
ヶ
池
や
多

度
山
な
ど
に
も
雨
乞
い
参
り
を
し

た
131
。②
野
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
野
）か
ら
区
民
が
権
現
山

（
揖
斐
郡
大
野
町
牛
洞
）山
頂
ま
で
松
明
を
焚
い
て
登
り
、山
頂
で

祈
願
し
た
131
。③
大
野
町
牛
洞
地
区
で
は
鐘
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら

し
な
が
ら
、村
内
の
神
社
に
お
参
り
し
、権
現
山
に
集
ま
る
18
。「
牛

洞
の
雨
乞
い
踊
り
」は
大
野
町
の
文
化
財
で
あ
る
。

一
方
、い
わ
ゆ
る
平
地
で
は
、④
大
野
町
古
川
地
区（
来
振
の
南
）

で
は
神
社
境
内
や
溜
池
の
堤
に
持
ち
寄
っ
た
枝
の
束
を
積
み
上
げ

て
燃
や
し
131
、⑤
大
野
寺
内
地
区（
古
川
の
西
）で
は
平
成
六
年
八

月
に
も
持
ち
寄
っ
た
藁
を
墓
地
で
燃
や
し
131
、⑥
大
野
町
大
野
地

区（
三
水
川
沿
い
）で
は
区
長
か
ら
の
触
れ
で
家
毎
に
柴
を
北
野
神

社（
揖
斐
郡
大
野
町
大
野
）に
持
ち
寄
り
御
祈
祷
の
後
に
燃
や
し

131
、⑦
大
野
町
相
羽
地
区（
大
野
の
南
）で
は
八
幡
神
社（
揖
斐
郡

大
野
町
相
羽
）で
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
麦
殻
を
燃
や
し
て
雨
乞

い
131
を
し
、⑧
大
野
町
小
衣
斐
地
区（
相
羽
の
西
）で
は
村
が
主
体

と
な
り
春
日
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
小
衣
斐
）で
神
主
に
祝
詞
を

挙
げ
て
貰
い
131
、⑨
大
野
町
下
方
地
区
で
は
松
明
を
焚
い
て
根
尾

川
右
岸
堤
防
上
を
日
吉
神
社（
根
尾
川
左
岸
、下
方
字
上
池
）東
ま

で
行
き
、河
原
で
雨
乞
い
を
し
て
い
た
131
。

な
お
、大
野
町
で
は
雨
乞
い
で
は
な
く
日
和
乞
い（
お
天
気
乞

い
）も
行
わ
れ
て
い
た
。⑩
大
野
町
瀬
古
地
区（
小
衣
斐
の
西
北
）で

は
、五
〇
年
前
ま
で
、諏
訪
神
社（
揖
斐
郡
大
野
町
瀬
古
）拝
殿
で

日
和
乞
い
を
行
い
131
、⑪
隣
の
本
庄
よ
り
一
〜
二
ｍ
低
い
氾
濫
盆

地
低
地
の
大
野
町
下
磯
で
も
、雨
降
り
が
続
く
と
、日
和
乞
い
を
行

は
同
日
に
熊
野
神
社（
美
並
町
山
田
）で
雨
乞
い
を
行
い
、雨
が
降

ら
な
い
場
合
は
、裏
山
の
御
手
洗
池
を
浚
っ
た
287
。⑦
鹿
島
神
社

（
郡
上
市
美
並
町
三
戸
）で
は
、お
神
輿
に
大
鍬
大
明
神
を
奉
じ
て

福
野
坂
の
下
の「
淡
の
倉
の
淵
」ま
で
行
列
し
、こ
の
淵
で
若
者
が
泳

ぎ
、行
列
は
神
社
に
戻
り
、雨
が
降
る
ま
で
籠
る
。明
治
期
末
ま
で

行
わ
れ
、雨
の
降
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
237
。

5‒

3　

揖
斐
郡
大
野
町　

揖
斐
郡
大
野
町
は
、東
西
約
五
・
八
㎞
、南
北
約
一
一・
七
㎞
で
、

北
部
は
山
地
で
、西
の
揖
斐
川
と
東
の
根
尾
川
が
合
流
点
す
る
逆

三
角
形
で
、揖
斐
川
と
根
尾
川
の
各
扇
状
地
が
中
央
部
へ
進
延
し
、

中
央
部
を
流
れ
る
三
水
川
沿
い
に
氾
濫
盆
地
低
地
と
な
っ
て
い
る
。

（
美
濃
市
須
原
）ま
で
礼
踊
り
を
行
う
289
。⑤
江
戸
末
期
か
ら
昭
和

初
め
ま
で
は
、常
法
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
）の
庭
で
雨
乞

い
踊
り
を
奉
納
し
た
後
、笙
ヶ
岳（
九
〇
八
m
）の
竜
を
怒
ら
せ
る

た
め
髪
の
毛
を
燃
や
し
て
、一
之
瀬
と
和
田
の
境
の
尾
根
を
登
っ
た

先
の
三
ツ
岩
へ
願
掛
け
に
出
か
け
た
37
。

5
．各
地
の
雨
乞
い

美
濃
市
上
有
知
、郡
上
市
、揖
斐
郡
大
野
町
で
の
雨
乞
い
に
つ
い

て
以
下
に
触
れ
よ
う
。

5‒

1　

美
濃
市
美
濃
町　

雨
乞
い
行
事
は
三
段
階
で
行
わ
れ
た
。ま
ず
は
（1）
三
社
百
燈
奉

献（
八
幡
社
、熊
野
社
、神
宮
社
に
灯
明
を
百
燈
献
じ
る
）、効
果
が

無
い
と
（2）
七
社
千
度
参
り（
上
記
三
社
に
四
社
を
加
え
、一
社
に
つ

い
て
合
計
千
度
に
な
る
よ
う
に
参
加
者
が
拝
む
）、さ
ら
に
効
果
が

無
い
と
雨
に
因
ん
だ
造
り
物
を
造
り
、（3）
町
騒
ぎ
で
街
中
を
練
り

歩
く
。こ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
と
、再
び
四
回
目
と
し
て
（1）
の
三

社
百
燈
奉
献
か
ら
繰
り
返
す
。

嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
は
、六
月
八
日
〜
七
月
二
三
日
ま
で

に
計
七
回
の
雨
乞
い
行
事
が
行
わ
れ
、七
月
二
三
日
の
三
回
目
の

町
騒
ぎ
で
は
、お
姫
井
戸
浚
い
も
行
わ
れ
た
が
、雨
は
前
日
の
夜

一
〇
時
頃
か
ら
当
日
朝
に
か
け
て
降
っ
た
289
。

5‒

2　

郡
上
市
美
並
町　

雨
乞
い
行
事
は
集
落
毎
に
異
な
っ
て
い
る
が
、各
集
落
は
竜
神
を

怒
ら
せ
る
手
法
を
よ
く
用
い
た
。つ
ま
り
、①
美
並
村
大
矢
元（
現

美
並
町
白
山
）で
は
天
神
様（
天
吹
天
神
）境
内
の
御
手
洗
に
石
を

投
げ
込
み
287
、②
美
並
村
苅
安（
現
美
並
町
白
山
）で
は
福
の
坂
の

下
の「
淡
の
倉
の
淵
」で
松
明
を
持
っ
て
泳
ぎ
287
、③
上
苅
安（
現
美

並
町
白
山
）で
は
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫
滝
の
滝
壺
を
浚
え

287
、④
大
矢（
美
並
町
高
砂
）で
は
粥
川
の
星
宮
神
社
ま
で
大
神
楽

を
打
っ
て
行
き
、矢
納
ヶ
淵
へ
飛
び
込
み
287
、⑤
粥
川
地
区
で
は
矢

納
が
淵
に
鬼
面
を
沈
め
237
、⑥
美
並
町
の
杉
原
と
赤
池
の
両
地
区

な
岩（
二
ッ
岩
）の
前
で
自
分

の
身
を
捧
げ
る
の
で
雨
を
と

祈
る
と
、雨
が
降
っ
た
が
、雷

と
共
に
庄
屋
は
消
え
、岩
は

二
つ
に
割
れ
て
い
た
222
。③
印

食
の
蛇
池（
羽
島
郡
岐
南
町
）

の
岸
で
若
い
娘
が
見
知
ら
ぬ

男
か
ら
預
か
っ
た
手
紙
を
返

し
に
池
に
戻
り
居
な
く
な
っ

た
。翌
朝
そ
の
場
所
に
父
親

宛
て
の
手
紙
が
あ
り
、「
日
照

り
の
時
は
帯
流
せ
。長
雨
降
っ
た
ら
紅
投
げ
よ
」と
あ
っ
た
118
。④
親

孝
行
な
若
者
が
野
良
仕
事
で
誤
っ
て
大
蛇
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。大

蛇
は
、お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
か
ら
、亡
骸
を
舟
伏
山（
二
六
二

ｍ
、岐
阜
市
日
野
）に
葬
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。以
後
こ
の
葬
っ
た
蛇

首
塚
で
雨
乞
い
を
行
っ
た
51
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
で
、雷
の

子
が
落
ち
て
き
て
一
緒
に
暮
し
て
い
た
。親
と
共
に
帰
っ
た
が
、必

要
な
時
に
は
お
礼
に
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
っ
た
50
。

洗
濯
の
水
さ
え
も
貴
重
で
あ
っ
た
話
と
し
て
、⑥
各
務
原
市
須

衛
町
は
田
に
水
が
留
ま
り
に
く
い
土
地
だ
っ
た
。干
ば
つ
の
折
、大

切
な
水
を
洗
濯
に
使
わ
な
か
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。そ
れ
以
来
、雨

乞
い
の
時
は
洗
濯
を
し
な
い
25
。⑦
加
茂
郡
八
百
津
町
の
あ
る
妻

は
、洗
濯
し
な
い
な
ら
ば
雨
を
降
ら
す
と
の
神
託
を
知
ら
さ
れ
ず

に
洗
濯
を
し
た
。妻
は
命
と
引
き
換
え
に
雨
を
願
っ
て
池
に
身
を

投
げ
て
雨
が
降
り
、妻
は
大
蛇
に
な
り
天
に
昇
っ
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
た
47
。

な
お
、雨
乞
い
伝
説
で
よ
く
知
ら
れ
た「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」に
極

め
て
類
似
し
た
話
と
し
て
、⑧
若
者
が
土
岐
市
土
岐
津
町
の
庄
屋

の
娘
を
貸
し
て
く
れ
た
ら
雨
を
降
ら
せ
る
と
言
い
、娘
と
若
者
は

樫
の
木
の
穴
に
消
え
て
、雨
が
降
っ
た
。穴
を
覗
か
れ
た
竜
は
怒
っ

て
娘
と
と
も
の
天
に
昇
っ
た
。樫
の
木
の
あ
っ
た
場
所
に
社
を
建

て
、こ
こ
に
願
う
と
雨
が
降
り
83
、ま
た
、⑨
駒
ヶ
岳
神
社（
木
曽
郡

て
石
と
な
り
池
底
に
残
っ
た
218
、②
富
士
神
社（
下
呂
市
小
坂
町
湯

屋
）の
蔵
王
権
現
は
、雨
乞
い
の
効
果
の
な
か
っ
た
氏
神
を
川
に
流

す
と
川
を
遡
り
、落
合
に
流
れ
着
き
祀
ら
れ
、雨
乞
い
の
神
と
な
っ

た
20
。ま
た
、③
加
茂
郡
白
川
町
切
井
地
区
で
は
、村
の
山
か
ら
伐

り
出
し
た
太
い
神
木
に
御
幣
を
付
け
、機
織
り
淵
に
入
れ
た
神
木

が
伊
勢
神
宮
ま
で
流
れ
る
ほ
ど
の
大
雨
を
願
っ
た
123
。ま
た
、釣
鐘

や
ご
神
体
を
沈
め
る
の
で
は
な
く
、④
雨
乞
い
の
時
だ
け
、子
供
た

ち
は
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
倉
本
の
木

曽
川
の
中
に
あ
る
岩（
雨
乞
い
岩
）で

水
遊
び
を
し
、雨
乞
い
岩
を
怒
ら
せ
て

雨
を
降
ら
せ
た
202
。

と
こ
ろ
で
、雨
乞
い
祈
願
が
行
わ
れ

た
時
代
は
神
仏
混
淆
で
神
社
へ
も
寺

院
へ
も
願
い
に
行
っ
た
が
、一
方
、あ
る

特
定
の
神（
龍
神
、龍
王
等
）に
祈
願

を
掛
け
る
場
合
も
あ
る
。

４‒

２　

龍
や
蛇
に
願
う
雨
乞
い　

蛇
と
雨
の
話
は
極
め
て
多
く
、①
高
山
市
丹
生
川
町
池
之
俣
地

区
で
は
、集
落
か
ら
一
二
㎞
程
奥
の
土
樋
池（
烏
帽
子
岳
西
の
溶
岩

流
に
よ
る
堰
止
湖
）へ
登
り
、池
の
付
近
に
中
畑
市
之
助
氏
所
有
の

竜
の
掛
け
軸
を
掲
げ
て
祈
っ
た
269
。②
杣
ヶ
池（
高
山
市
高
根
町
日

和
田
高
原
）の
竜
神
に
祈
り
、池
の
水
を
一
升
樽
に
汲
み
村
を
流
れ

る
野
麦
川
に
流
す
と
雨
が
降
る
。お
礼
に
川
の
水
を
同
じ
量
、池
に

返
す
47
。ま
た
双
六
谷
の
黒
淵
と
大
丹
生
川
池（
高
山
市
丹
生
川

町
久
手)

が
霊
験
灼
か
な
雨
乞
い
場
所
で
あ
り
、③
黒
淵（
高
山
市

上
宝
町
双
六
谷
）に
棲
む
淵
の
主
・
黒
牛
は
烟
を
嫌
う
の
で
、雪
洞

に
蝋
燭
を
灯
し
て
淵
に
流
し
、水
の
底
か
ら
光
が
指
せ
ば
雨
乞
い

が
聞
き
届
け
ら
れ
104
、④
鐘
や
太
鼓
で
大
丹
生
川
池
ま
で
雨
を
祈

り
般
若
心
経
を
唱
え
た
104
。

山
県
市
で
は
、⑤
神
通
力
の
あ
る
蛇
が
棲
ん
で
い
る
長
平
山（
山

県
市
柿
野
）の
岩
か
ら
顔
を
出
す
と
日
照
り
で
も
雨
が
降
っ
た
。こ

一
方
、沈
め
た
ら
祟
り

が
起
き
た
話
と
し
て
、⑥

広
瀬
観
音（
高
山
市
国
府

町
広
瀬
町
）へ
の
信
仰
心

の
な
い
殿
様
の
時
に
日
照

り
に
な
り
、観
音
様
を
川

に
沈
め
た
ら
祟
り
が
お

き
た
。後
に
観
音
様
を
祀
り
直
し
た
ら
平
和
な
村
に
な
っ
た
59
。

（
４
）「
石
を
投
げ
入
れ
る
」　

①
雨
乞
い
淵（
雨
乞
い
淵
の
滝
。恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）に
石

を
投
げ
込
む
99
、②
喉
の
滝（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
。平
成
二
六

年
に
崖
の
崩
壊
で
湛
水
し
て
水
没
し
た
よ
う
で
あ
る
）に
石
を
投

げ
込
み
99
、③
飛
騨
市
古
川

町
高
野
の
米
俵
大
の
蛤
型

の
模
様
が
あ
る「
蛤
石
」を

淵
へ
沈
め
て
雨
を
願
い
51
、

④
高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾

で
は
乗
鞍
山
に
登
り
、石
を

池
に
投
げ
込
ん
だ
51
。

（
５
）「
面
を
流
す
」　

①
白
山
神
社（
旧
徳
山
村
本
郷
）で
は
、お
面
を
川
に
流
し
川
下

で
拾
っ
て
洗
っ
て
片
付
け
る
51
、②
物
部
神
社（
本
巣
市
上
真
桑
本

郷
）に
は
、面
流
し
の
雨
乞
い
神
事
に
使
わ
れ
た「
が
く
ら
の
面
」が

今
も
祀
ら
れ
て
い
る
51
。な
お
こ
の
面
は
、山
伏
が
享
保
三（
一
五
三

〇
）年
の
根
尾
川
大
洪
水
で
拾
い
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）「
そ
の
他
」　

①
昔
大
き
な
池
が
あ
っ
た
釜
が
淵（
下
呂
市
小
坂
町
赤
沼
田
）の

水
が
枯
れ
た
時
に
、池
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
姉
弟
が
大
事
に
し
て

い
た
釜
を
投
げ
入
れ
て
村
を
去
っ
た
後
、雨
が
降
っ
た
。釜
は
や
が

れ
83
、②
水
無
神
社（
高

山
市
一
之
宮
町
）の
弘
安

五（
一
二
八
二
）年
の
銘
の

あ
る
鐘
の
竜
頭
に
綱
を

付
け
、高
山
と
宮
村
の
境

の
宮
川
の「
わ
ん
ご
の
淵
」

に
沈
め
た
51（
鐘
は
廃
仏

毀
釈
で
破
却
さ
れ
た
）、③
宗
久
寺（
岐
阜
県
恵
那
市
東
野
）の
鐘

（
戦
争
で
供
出
さ
れ
て
無
く
な
っ
た
）を
東
野
向
島
の
オ
カ
ダ
ヶ
淵

に
沈
め
る
214
。な
お
、④
曼
荼
羅
寺（
江
南
市
前
飛
保
町
寺
町
）の

銅
鐘（
朝
鮮
鐘
）は
竜
宮
の
乙
姫
様
が
献
上
し
た
と
言
い
伝
え
ら

れ
、こ
れ
を
本
尊
の
前
に
据
え
て
雨
乞
い
を
し
た
241
。

（
３
）「
御
神
体
を
沈
め
る
」

①
岸
剱
神
社（
郡
上
市
八
幡
町
柳
町
）の
ご
神
体
を
川
水
で
洗
っ

て
祈
る
237
、②
雨
乞
い
の
滝（
観
音
滝
。下
呂
市
小
坂
町
大
洞
）に
小

坂
町
赤
沼
田
の
観
音
を
滝
壺
に
入
れ
る
と
大
雨
に
な
る
51
、③
恵

那
市
長
島
町
中
野
槙
ヶ
根
の
お
不
動
様（
雨
乞
い
不
動
）を
永
田

川
に
架
か
る
中
野
橋（
長
島
町
中
野
）下
流
を
堰
き
止
め
て
沈
め

る
214
、④
中
廿
屋（
美
濃
加
茂
市
三
和
町
）の
小
川
の
ほ
と
り
に
祀

ら
れ
て
い
た
仏
像
・
ベ
ン
ズ
ル（
賓
頭
廬
）さ
ま
を
立
岩
の
龍
王
淵

に
沈
め
て
踊
る
288
、⑤
文
明
年
間（
一
四
六
九
〜
八
六
）、谷
汲
山
華

厳
寺
中
興
の
祖
・
道
破
十
穀
上
人
が
谷
川
の
水
で
身
を
清
め
、顔
に

化
粧
を
し
て
祈
願
し
て
雨
が
降
っ
た
こ
と
に
因
み
、雨
乞
い
の
時
は

華
厳
寺
本
堂
の
回
廊
の
奥
に
祀
っ
て
あ
る
上
人
の
木
像
前
で
読
経

し
、紅
白
粉
で
お
化
粧
し

た
後
に
谷
川
に
投
げ
込

み
、飛
び
込
ん
だ
若
者
が

木
像
に
水
を
浴
び
せ
て

沈
め
た
り
し
た
後
、再
度

化
粧
を
し
て
雨
乞
い
祈

願
を
し
た
260
。

の
雨
乞
い
回
数
は
二
回（
三
三
%
）が
最
も
多
く
、次
が
三
回（
二

〇
％
）と
四
回（
一
三
％
）で
、そ
の
次
が
一
回
と
七
回
の
一
〇
％
で

あ
っ
た
。ま
た
、合
同
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
集
落
数
は
、八
ヶ
村
、

一
〇
ヶ
村
あ
る
い
は
一
七
ヶ
村
に
達
し
て
い
る
。

３
．多
度
大
社（
桑
名
市
多
度
町
）の
雨
乞
い

雨
乞
い
神
事
で
、斎
場
で
神
霊
が
宿
る
も
の
と
し
て
神
に
供
え
ら

れ
た
御
幣
は
祈
祷
料
と
希
望
降
水
量
の
多
少
で
金
幣
・
銀
幣
・
黒

幣
・
白
幣
の
四
種
類
か
ら
選
ば
れ
た
。金
幣
が
最
も
高
く
、黒
幣
が

昔
か
ら
一
番
多
く
行
わ
れ
た
。黒
幣
は
明
治
三
六（
一
九
〇
三
）年
に

金
七
円
五
〇
銭（
米
価
で
換
算
す
る
と
現
在
の
約
四
万
円
）、白
幣

は
黒
幣
の
効
力
の
半
分
で
、祈
祷
料
も
半
額
で
あ
っ
た
。神
事
の
後

に
神
職
か
ら
受
け
取
っ
た
神
札
は
、帰
路
の
途
中
で
手
を
放
す
と
そ

の
地
点
で
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
、自
村
ま
で
手
か
ら
離
さ
ず
に
持
ち

帰
っ
た
。

な
お
、片
目
が
潰
れ
た
龍
神
の
一
目
連（
又
は
ひ
と
つ
め
の
む
ら

じ
）と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
多
度
大
社
別
宮
の
祭
神
・
天
目
一
箇
命

は
、片
目
の
鍛
冶
の
神
で
、火
で
目
が
潰
れ
る
鍛
冶
職
人
を
象
徴
し

て
い
る
。一
方
、一
目
連
は
多
度
山
に
住
む
一
目
龍
で
あ
る
。水
神
・
龍

神
で
あ
る
一
目
連
は
雨
を
呼
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、洪
水
を
止
め
る
力

を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

４
．雨
乞
い
行
事
の
種
類

雨
乞
い
行
事
と
し
て
は
、①
龍
神
を
怒
ら
せ
る（
池
・
沼
・
淵
の
水

を
か
き
回
す
、汚
物
を
洗
う
、鐘
沈
め
、地
蔵
沈
め
等
）、②
雨
乞
い

踊
り
・
太
鼓
踊
り
、雨
乞
い
大
般
若
・
念
仏
を
唱
え
る
、③
氏
神
に

三
日
三
晩
籠
る
参
籠
、④
山
上
で
火
を
焚
く
千
杷
焚
き
、⑤
聖
地

か
ら
神
水
を
貰
う
水
種
貰
い
等
多
く
の
種
類
が
あ
る
。さ
ら
に
変

わ
っ
た
行
事
と
し
て
、秋
田
・
福
岡
・
佐
賀
県
な
ど
で
は「
女
が
相
撲

を
と
る
と
雨
が
降
る
」と
い
う
言
い
伝
え
で
、雨
乞
い
の
た
め
に
女

相
撲
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

４‒

１　

 

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る

①「
お
姫
の
井
戸
五
〇
号
」122
で
は
、「
姫
の
井
戸
」を
汚
し
て
龍

神
の
お
姫
様
を
怒
ら
せ
、②
恵
那
市
武
並
町
竹
折
上
野
の
龍
宮
淵

は
汚
す
と
祟
り
が
あ
る
の
で
村
人
は
普
段
近
寄
ら
ず
、雨
乞
い
に

は
名
僧
の
衣
を
淵
に
投
げ
入
れ
て
い
た
214
。

以
下
に
、龍
神
を
怒
ら
せ
る
各
種
の
雨
乞
い
手
法
の
話
を
述
べ
る
。

（
１
）「
池
や
淵
の
水
を
浚
え
る
」

①
白
山
比
咩
神
社（
恵
那
市
山
岡

町
下
手
向
）境
内
の
御
手
洗
池
を
浚

え
て
乾
か
す
51
、②
虚
空
蔵
岩（
関
市

富
之
保
）の
基
部
に
あ
る
ウ
ナ
ギ（
虚

空
蔵
菩
薩
の
使
い
）が
棲
む
小
池
を
浚

え
る
51
、③
日
龍
峯
寺（
関
市
下
之

保
）の
裏
の
竜
宮
ま
で
続
い
て
い
る「
ナ

ブ
ラ
ス
の
池
」を
浚
え
る
51
、④
水
神

神
社（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）境
内
の

池
を
掃
除
す
る
51
、⑤
源
氏
の
落
武

者
が
兜
を
投
げ
入
れ
た
か
ぶ
と
渕（
美

濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
）を
浚
え
る

288
、⑥
京
河
さ
ま
と
呼
ば
れ
た
小
さ
な

神
社
前
の
池（
可
児
市
姫
ケ
丘
）の
主

が
大
蛇
で
あ
り
、雨
乞
い
の
た
め
に
池

を
か
え
ど
り（
川
を
堰
き
止
め
て
、魚

を
捕
ま
え
る
こ
と
）し
た
35
。ま
た
、白

鳥
神
社（
養
老
郡
養
老
町
桜
井
）の
池

の
水
を
か
き
出
す
と
雨
が
降
っ
た
302
。

水
を
浚
え
た
祟
り
と
し
て
、⑦
日
輪

寺（
岐
阜
市
芥
見
）の
池
付
近
で
大
蛇
を
見
た
人
が
亡
く
な
り
、雨
乞

い
の
た
め
に
池
浚
い
を
し
た
ら
、ま
た
死
人
が
出
た
。そ
こ
で
、大
蛇

の
姿
で
現
れ
た
龍
神
を
祀
る
た
め
に
黒
龍
明
神
を
建
立
し
た
46
。

（
２
）「
釣
り
鐘
を
沈
め
る
」

①
土
岐
市
泉
町
久
尻
で
は
、水
神
様
の
住
む
淵
に
鐘
を
投
げ
入

理
で
あ
る
な
あ
、こ
の
国
を
日
の
本
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、日
が
照
り
も

す
る
だ
ろ
う
、し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、又
、天（
雨
）が
下
と
も

言
う
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
、雨
を
降
ら
せ
て
く
だ
さ
い
）と
、雨
を

乞
う
歌（
恐
ら
く
は
江
戸
時
代
初
期
の
作
）が
伝
わ
っ
て
い
る
。ま

た
、平
安
時
代
中
期
の
僧
侶
・
歌
人
の
能
因
法
師（
九
八
八
〜
一
〇

五
〇
頃
）も
和
歌
を
詠
ん
で
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
お
り
283
、郡
上
市

大
和
町
牧
の
千
代
清
水（
長
刀
清
水
）は
、嘉
吉
元（
一
四
四
一
）年

の
大
干
ば
つ
に
、神
職
の
娘
・
千
代
が
社
を
作
り
雨
乞
い
を
し
て
湧

き
出
し
た
泉
で
あ
る
51
。

２
．雨
乞
い
の
回
数

雨
乞
い
は
、一
集
落
で
効
果
が
無
い
と
、周
囲
の
村
々
が
合
同
で

何
度
も
雨
乞
い
を
繰
り
返
し
た
。そ
れ
で
も
効
果
が
無
い
と
、雨
乞

い
で
有
名
な
神
社（
多
度
大
社
、熱
田
神
宮
、真
清
田
・
津
島
神
社

等
）に
遠
方
か
ら
も
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。な
お
、雨
乞
い
の
効
果

と
し
て
、「
江
戸
時
代
、西
光
寺（
岐
阜
市
向
加
野
）の
雨
乞
い
が
村

総
出
で
三
日
三
晩
行
わ
れ
、雨
の
他
に
鯛
ま
で
も
降
っ
て
き
た
46
」

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

雨
乞
い
を
行
っ
た
年
間
の
回
数
や
合
同
で
祈
願
し
た
村
数
は
、

例
え
ば
、松
下
78
に
よ
る
と
知
多
市
東
浦
町
の
村
で
は
、文
政
九

（
一
八
二
六
）年
〜
文
久
四（
一
八
六
四
）年
の
二
九
年
間
で
、年
間

１
．は
じ
め
に

稲
作
に
は
畑
で
栽
培
す
る
陸
稲
耕
作
も
あ
る
が
、陸
稲
は
収
穫

率
や
食
味
が
落
ち
る
。そ
こ
で
、水
稲
耕
作
が
主
に
行
わ
れ
て
き
て

お
り
、田
植
え
と
そ
の
後
の
稲
の
生
育
に
は
、雨
水
が
不
可
欠
で
、

干
天
時
に
は
全
国
各
地
で「
雨
乞
い
」行
事
が
行
わ
れ
、歌
人
は
雨

を
乞
う
歌
を
謡
っ
て
い
る
。

平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八
五
）前
期
九
世
紀
頃
の
歌
人
小
野

小
町
が
詠
ん
だ
雨
乞
い
の
和
歌
の
一
つ
に
、「
こ
と
わ
り
や　

日
の

本
な
ら
ば　

照
り
も
せ
め　

さ
り
と
て
は
ま
た　

天
が
下
と
」（
道

織田信長の側室の法名から名付けられた久昌寺。

れ
以
降
、雨
占
い
を
こ
の
岩
で
行
っ
た
124
。⑥
舟
伏
山（
山
県
市
神

崎
、一
〇
四
〇
ｍ
）山
頂
の
大
池
に
雄
の
、小
池
に
雌
の
大
蛇
が
棲

ん
で
い
た
が
、雄
雌
の
大
蛇
が
海
へ
住
ま
い
を
変
え
る
た
め
に
、雄

は
土
石
流
と
共
に
根
尾
の
初
鹿
谷
に
滑
り
落
ち
、雌
は
神
崎
側
の

夏
坂
谷
に
落
下
る
途
中
で
穴（
堅
穴
鍾
乳
洞
）に
し
ば
ら
く
留
ま
っ

た
。神
崎
で
は
こ
の
穴
で
八
大
竜
王
に
雨
乞
い
を
し
た
124
。

⑦
池
田
山（
九
二
四
ｍ
）の
山
頂
近
く
の
蛇
が
棲
む
と
い
う
高
さ

六
ｍ
余
り
の
大
石
・
焼
石
神
社（
揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
）に
雨
乞
い

祈
願
を
し
、雨
が
降
る
と
、長
さ
二
ｍ
以
上
の
松
明
数
百
本
に
火
を

点
け
て「
感
謝
の
火
祭
り
」を
行
っ
た
12
。⑧
龍
神
が
棲
む
乙
女
淵

（
揖
斐
川
町
谷
汲
木
曽
屋
） 

で
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
76
。

⑨
南
宮
神
社（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
裏
山
の
蛇
池
に
棲
む

大
蛇
に
雨
を
願
う
51
。⑩
養
老
郡
養
老
町
蛇
持
の
蛇
が
棲
む
蛇
池

で
雨
乞
い
を
す
る
51
。⑪
八
幡
神

社（
岐
阜
市
柳
津
町
下
佐
波
）に

描
か
れ
た
竜
に
雨
乞
い
を
す
る

51
。⑫
禰
宜
の
娘
・
き
ぬ
は
青
池

（
芒
が
渕
。桑
名
市
多
度
町
古

野
）の
主
・
竜
で
、青
池
に
戻
っ

た
。家
族
は
祠
を
安
置
し
、古
野

で
は
雨
乞
い
祈
願
に
訪
れ
て
い

る
259（
田
代
神
社
、青
池
神
社
、

多
度
大
社
に
は
同
じ
龍
神
が
祀
ら
れ
、何
処
の
神
社
も
雨
乞
い
の

効
果
は
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

４‒

３　

神
仏
像
へ
の
雨
乞
い
祈
願　

①
旅
僧
が
水
無
神
社（
高
山
市
一
之
宮
町
）奥
の「
せ
ん
の
う（
地

名
）」の
弁
財
天
様
を
水
無
神
社
の
森
に
御
迎
え
す
れ
ば
雨
が
降
る

と
告
げ
た
。迎
え
て
祈
願
す
る
と
雨
が
降
っ
た
の
で
、終
戦
前
後
ま

で
せ
ん
の
う
の
神
様
を
神
社
に
迎
え
、鉦
を
打
っ
て
御
祭
し
、夜
中

川
原
で
大
焚
火
を
し
て
雨
乞
い
を
行
い
292
、②
広
恵
寺
城（
中
津
川

市
福
岡
町
）が
攻
め
ら
れ
て
、滝
壺
・
乙
女
淵（
中
津
川
市
加
子
母

町
の
乙
女
渓
谷
）に
身
を
投
げ
た
姫
の
亡
霊
が
旅
人
を
悩
ま
し
た

た
め
、供
養
が
行
わ
れ
、そ
の
後
は
雨
乞
い
が
行
わ
れ
て
不
動
様
も

祀
ら
れ
た
64
。

③
井
戸
の
中
で
光
っ
て
い
た

仏
像
が
引
き
上
げ
ら
れ
、雨
を

頼
ん
だ
ら
降
っ
た
の
で
、雨
乞
い

地
蔵（
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
。大

畑
家
の
前
）と
し
て
お
堂
を
建
て

て
祀
ら
れ
288
、④
揖
斐
川
町
小

野
か
ら
粕
川
左
岸
側
の
揖
斐
川

町
市
場
に
ゆ
ず
り
受
け
ら
れ
た

お
不
動
さ
ま（
雨
乞
い
不
動
。揖
斐
川
町
小
野
の
山
裾
）が
移
動
の

途
中
で
動
か
な
く
な
り
、元
の
場
所
に
戻
り
、雨
乞
い
不
動
と
し
て

信
仰
さ
れ
た
11
。⑤
住
職
が
夫
婦
喧
嘩
し
て
お
不
動
さ
ん（
神
戸

町
丈
六
道
）の
前
で
離
婚
を
決
め
た
ら
、外
は
晴
天
で
も
お
堂
の
中

に
雨
が
降
っ
た
。以
来
、雨
乞
い
不
動
の
霊
験
に
参
拝
者
が
増
え
た

119
。な

お
、神
仏
で
は
な
い
が
、⑥
水
神
様
の
使
い
が
で
き
る
長
老

（
岐
阜
県
可
児
市
）が
雨
乞
い
の
儀
式
を
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
が
、

迷
信
だ
と
い
う
人
物
が
い
て
二
度
と
行
わ
れ
な
か
っ
た
35
。⑦
播
隆

上
人
が
行
を
し
た「
目
醒
の
滝
」（
不
破
郡
関
ケ
原
町
玉
）の
主
・
白

鰻
に
願
を
か
け
て
雨
乞
い
を
す
る
251
。

４‒

４　

石
へ
の
雨
乞
い　

①
戦
に
負
け
た
武
士
が
丸
草
山（
恵
那
市
三
郷
町
椋
実
）の
頂

上
の
岩
で
祈
る
と
雨
が
降
り
、以
降
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
214
。②
武

並
神
社（
恵
那
市
武
並
町
竹
折
）の
大
き
な
岩
に
登
っ
て
雨
乞
い
を

し
た
214
。③
木
曽
川
に
合
流
す
る
和
田
川
河
口
の
竜
神
岩（
恵
那

市
笠
置
町
毛
呂
窪
の
関
西
電
力
用
地
）の
上
で
祈
る
214
。④
直
径

七
ｍ
の
舟
形
の
大
き
な
舟
岩（
恵
那
市
山
岡
町
下
手
向
野
田
）の

凹
み
に
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
搔
き
出
す
と
急
に
雨
が
降
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
213
。

⑤
琵
琶
湖
の
近
く
の
村
が
、阿
遅
加
神
社（
羽
島
市
足
近
町
）の

雨
石
を
持
ち
帰
っ
た
が
、雨
が
降
り
過
ぎ
て
返
し
に
来
た
際
、詫
び

に
持
っ
て
き
た
近
江
縮
緬
は
、大
幟
に
な
り
雨
乞
い
行
事
の
際
に
使

わ
れ
て
い
た
50
。⑥
高
桑
八
幡
社（
柳
津
町
高
桑
）に
あ
っ
た
雨
乞

い
石（
今
は
善
覚
寺
に
在
る
）に
水
を
掛
け
る
と
雨
が
降
っ
た
51
。

⑦
宝
暦
の
頃
、瑞
浪
市
陶
町
水
上
の
竜
王
さ
ま（
大
岩
）に
雨
乞

い
す
る
と
、白
蛇
が
現
れ
雨
が
降
っ
た
110
。⑧
素
盞
鳴
神
社（
瑞
穂

市
森
）の
お
宮
の
鳥
居
の
西
側
に
あ
る
竜
神
の
石
は
大
水
の
時
に

流
れ
て
き
た
石
で
、転
が
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、石
を
裏
返

し
た
り
水
を
掛
け
た
り
し
て
雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
70
。

な
お
、対
に
な
っ
た
石
と
し
て
、⑨
木
曽
の
桟（
木
曽
郡
上
松
町
）

左
岸
の
階
段
下
に
あ
る
男
岩
と
そ
の
下
流
の
女
岩
は
、子
宝
石
で

あ
り
、雨
乞
い
石
で
も
あ
り
202
、⑩
郡
上
市
八
幡
町
島
谷
の
お
天
気

岩
・
雨
降
り
岩（
男
岩
女
岩
）は
、一
方
に
登
る
と
雨
が
降
り
、ま
た

一
方
で
は
晴
れ
る
石
で
あ
っ
た
が
、今
は
片
方
だ
け
と
な
っ
た
237
。

４‒

５　

神
社
か
ら
物
を
借
り
て
雨
乞
い　

神
社
か
ら
種
々
の
物
を
借
り
て
雨
乞
い
に
使
用
し
た
。①
貞
享

元（
一
六
八
四
）年
の
日
照
り
の
時
、八
幡
神
社（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）の
旗（
雨
乞
い
旗
）を
持
ち
出
し
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以
来
、

雨
乞
い
に
旗
を
使
用
し
51
、②
笠
置
山
大
権
現（
別
名
大
御
鎌
様
）

を
祀
る
山
頂
の
笠
置
神
社（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
鎌
を
借
り
て
雨

乞
い
を
行
い
214
、③
北
桑
名
神
社（
三
重
県
桑
名
市
堤
原
）に
合
祀

さ
れ
た
佐
之
富
神
社
の
宝
物
で
あ
る
硯
を
摺
っ
て
雨
乞
い
を
し
て

い
た
55
。

４‒

６　

願
い
が
叶
っ
た
礼
に
雨
を
降
ら
す　

取
矢
神
社（
山
県
市
大
桑
）

境
内
の
池
に
烏
蛇
と
白
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。歳
を
経
て
白
蛇

が
昇
天
す
る
の
を
烏
蛇
が
蛇

魔
す
る
た
め
、あ
る
人
の
夢
に

白
蛇
が
現
れ
烏
蛇
を
殺
さ
せ

た
。こ
の
社
は
白
蛇
の
効
力
で

雨
乞
い
に
霊
験
が
あ
る
299
。②

庄
屋
は
雨
乞
い
に
権
現
山（
各

務
原
市
と
岐
阜
市
に
ま
た
が

る
三
一
七
m
）へ
行
き
、大
き

上
松
町
小
川
）で
雨
乞
い

を
し
た
帰
り
に
白
蛇
に
遭

い
、雨
を
降
ら
し
た
ら
娘

を
や
る
と
約
束
し
た
。娘

は
白
蛇
と
結
婚
し
、親
が

池
に
行
く
と
機
の
音
が
聞

こ
え
た
202
。

「
椀
貸
し
伝
説
」に
類

似
し
た
話
と
し
て
、⑩
蛇

穴
鍾
乳
洞（
郡
上
市
和
良

町
野
尻
）の
清
水
の
湧
き

出
る
穴
に
棲
む
乙
姫
は
椀

や
鼓
を
貸
し
た
が
、村
人

は
借
り
た
鼓
を
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、竜
は
天
に
昇
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
来
、日
照
り
の
際
に
穴
に
雨
乞
い
を
し
て
も
竜
は
居
な
く
、

願
い
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
47
。

さ
ら
に
、「
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」と「
椀
貸
し
伝
説
」の
合
体
型
と
し

て
、⑪
犬
山
市
今
井
喜
八
洞
で
、下
の
池
か
ら
水
の
無
い
上
の
田
に

水
を
掛
け
る
と
言
う
坊
主
に
、出
来
た
ら
七
人
娘
の
一
人
を
あ
げ

る
約
束
を
し
た
。水
が
掛
り
、嫁
ぐ
こ
と
を
了
承
し
た
娘
が
居
な
く

な
っ
て
か
ら
一
三
日
目
に
機
織
り
を
取
り
に
来
て
、龍
宮
に
棲
ん
で

い
る
の
で
、欲
し
い
も
の
を
紙
に
書
い
て
池（
竜
宮
池
）に
沈
め
れ
ば

何
で
も
叶
え
る
と
約
束
し
た
。あ
る
時
お
椀
を
借
り
た
が
一
つ
返
さ

な
か
っ
た
の
で
、以
後
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
208
。

４‒

７　

雨
乞
い
踊
り　

①
伊
自
良
の
雨
乞
い
・「
伊
自
良
十
六
拍
子
」は
約
三
〇
〇
年
以
上

前
か
ら
始
ま
り
、各
地
区
で
氏
神
様
に
願
っ
て
も
効
が
無
い
と
、代
表

者
が
多
度
で
御
幣
を
頂
く
。こ
れ
で
ダ
メ
な
ら
、各
地
区
の
村
人
が

釜
ヶ
谷
山
頂
に
集
ま
っ
て
各
地
区
毎
に
刈
っ
た
柴
で
の「
千
杷
焼
き

（
焚
き
）」を
行
い
、最
後
に
は
、長
さ
五
間（
九
m
）、胴
回
り
四
尺
五

寸（
一・
四
m
）の
竹
細
工
の
雌
雄
二
尾
の
龍
を
造
り
、伊
自
良
川
沿
い

に
釜
ヶ
谷
に
登
り
、「
龍
廻
し（
地

名
）」で「
雨
乞
い
の
龍
廻
し
」を

行
っ
た
207
。

龍
神
が
棲
む
と
伝
わ
る
古
賀
ヶ

池（
揖
斐
川
町
の
小
島
山
の
尾
根

に
あ
る
池
）は
三
反
歩（
＝
約
三
〇

〇
〇
㎡
、今
は
水
溜
り
）あ
り
、揖

斐
川
町
三
倉
の
人
々
に
大
切
な
池

で
、多
く
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

②
古
賀
ヶ
池
の
大
蛇
に
愛
犬
を

食
わ
れ
た
猟
師
が
、仇
討
ち
に
大

蛇
に
鉄
砲
玉
を
当
て
た
が
白
樫
村

の
氏
神
様
に
撃
つ
の
を
諭
さ
れ
、

大
蛇
に
も
良
薬
を
渡
し
た
。龍
神

が
雨
を
降
ら
せ
た
お
礼
に
、白
樫

神
社（
揖
斐
川
町
白
樫
）で
白
樫

踊
り（
敬
老
の
日
、九
月
の
第
三
月

曜
）が
奉
納
さ
れ
224
。③
揖
斐
川

町
三
倉
の
奥
の
落
平
に
一
本
の

「
踊
り
松
」が
生
え
て
お
り
、こ
の

地
は
遠
く
に
古
賀
ヶ
池
を
望
み
、

雨
乞
い
踊
り
を
奉
納
す
る
神
聖
な

所
で
あ
り
54（
池
の
畔
の
神
社
が

崩
れ
果
て
て
い
た
た
め
、昭
和
六

〇
年
に
龍
神
神
社
を
建
て
再
び

祀
っ
て
い
る
。）、ま
た
、揖
斐
川
町

三
倉
で
は
三
倉
の
雨
乞
い
踊
り

（
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）

も
行
わ
れ
て
い
る
。

④
白
山
神
社（
関
市
西
本
郷

町
）で
雨
乞
い
踊
り
を
行
い
、満
願

に
吉
田
踊
り
と
し
て
、洲
原
神
社

き
出
て
い
た
244
。⑥
揖
斐
川
電
工
神
ヶ
岳
ダ
ム
下
流
数
百
ｍ
の
坂

内
川
左
岸
の
割
れ
た
巨
岩（
髪
結
い
岩
）は
、夜
叉
姫
が
池
に
登
る

途
中
、洗
っ
た
髪
を
結
い
直
し
た
所
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
244
。

な
お
、昔
は
岩
に
隙
間
は
あ
っ
た
が
二
つ
に
割
れ
て
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

7
．K
I
S
S
O
の
雨
乞
い
伝
説一三
編

雨
乞
い
伝
説
は
、水
を
望
む
村
人
が
湧
き
出
る
清
水
を
見
つ
け

た「
郡
上
谷（
二
三
号
）」111
と
水
を
浪
費
し
て
い
た
長
者
が
豪
雨
で

流
さ
れ
た「
お
こ
ひ
と
寒
八（
七
六
号
）」68
の
二
話
を「
貴
重
な
水

を
希
求
す
る
」雨
乞
い
伝
説
の
一
種
と
し
て
加
え
る
と
、掲
載
さ
れ

た
話
は
一
三
編
で
あ
る
。

龍
神
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
話
は
、龍
神
が
住
む
井
戸
を

汚
し
て
大
雨
に
襲
わ
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」122
、穴
に
石

を
投
げ
込
ん
で
竜
神
を
怒
ら
せ
た「
美
山
の
雨
乞
い（
六
一
号
）」

291
、池
の
掃
除
を
し
て
雨
が
降
る「
城
山
の
白
狐（
六
九
号
）」125
、さ

ら
に
、淵
で
フ
ン
ド
シ
を
洗
っ
た
た
め
湧
き
出
し
て
い
た
水
源
が
逃

げ
出
し
た「
滝
壺
の
柳
の
老
木（
一
九
号
）」127
の
四
編
で
あ
る
。

龍
神
へ
貢
物
を
し
て
雨
を
望
む
話
は
、池
の
龍
神
に
娘
を
差
し

出
す「
田
代
池
の
竜
神
伝
説（
二
〇
号
）」23
と
馬
や
牛
を
貢
ぐ「
お

が
せ
池
の
宝
刀（
三
七
号
）」24
の
二
編
で
あ
る
。

そ
の
他
と
し
て
、白
髪
の
老
人
に
姿
を
変
え
た
氏
神
大
明
神
が

水
争
い
を
止
め
る
よ
う
に
里
人
に
諭
し
た「
明
神
の
お
い
か
り（
一

五
号
）」233
、弘
法
大
師
か
雨
乞
い
の
龍
を
造
っ
た「
雨
乞
い
の
龍

（
三
三
号
）」1
、多
度
大
社
に
詣
で
て
雨
が
降
る「
庄
屋
様
の
雨
乞

い
神
事（
五
三
号
）」137
、流
れ
着
い
た
木
製
の
竜
の
首
に
胴
を
付
け

て
雨
が
降
る「
大
浦
の
蛇（
六
三
号
）」98
が
あ
る
。

ま
た
、雨
乞
い
を
し
な
い
珍
し
い
話「
竜
の
怒
り
で
大
洪
水（
三

四
号
）」53
と
し
て
、郡
上
市
八
幡
町
五
町
で
は
諏
訪
神
社（
現
神

明
神
社
に
合
祀
）に
雨
乞
い
を
祈
願
し
た
が
、豪
雨
が
幾
日
も
続

き
、田
畑
が
水
没
の
難
に
あ
っ
た
た
め
、「
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で

雨
乞
い
は
し
な
い
」と
神
に
約
束
し
、以
来
、五
町
は
ど
ん
な
に
日

照
り
に
な
っ
て
も
、雨
乞
い
は
し
な
い
と
伝
わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、

飛
騨
地
方
に
は
、「
雷
様
に
会
い
に
天
に
行
き
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降

り
過
ぎ
て
家
も
み
な
流
さ
れ
て
し
ま
い
、先
祖
の
墓
だ
け
残
っ
た
」

夢
の
話
105
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

8
．雨
壺
伝
説

「
雨
壺
」は
清
い
泉
や
井
戸
で
の
竜
王
の
棲
み
か
と
い
わ
れ
、雨

乞
い
の
対
象
で
あ
っ
た
。

美
濃
市
須
原
の
洲
原
神
社
51
の
裏
山
に
創
建
者
泰
澄
が
雨
壺

を
掘
っ
て
お
り
、桑
名
市
下
深
谷
部
の
雨
尾
山
飛
鳥
寺
に
は
古
陶

の
壺
の
水
を
滴
ら
せ
る
と
雨
が
降
っ
た
と
伝
わ
る
壺「
雨
壺
」55
が

有
っ
た
が
、信
長
の
兵
火
に
遭
い
今
は
無
い
。

さ
ら
に
、江
南
市
小
折
町
の
生

駒
氏
の
氏
神
龍
神
社
241
の「
雨
壺

池
」は
八
大
龍
王
を
祀
っ
て
お

り
、雨
壺
池
を
浚
っ
て
般
若
心
経

を
唱
え
る
と
、雨
が
降
る
、と
至

徳
年
間（
一
三
八
四
〜
八
七
）以

来
の
伝
承
で
あ
る
。し
か
し
、雨

が
降
ら
な
い
と
次
に
、東
南
に
約

二
〇
〇
m
の
久
昌
寺
の
住
職
に

雨
乞
い
を
依
頼
す
る
。方
丈
は
寺

宝「
大
蛇
の
鱗（
龍
鱗
）」を
奉
持

し
て
祈
願
す
る
と
、忽
ち
に
龍
神

社
の
空
に
雲
龍
が
あ
ら
わ
れ
て
雨
が
降
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
241
。明
治
二
六（
一
八
九
三
）年
八
月
、明
治
四
三
年
に
は
村
民
一

同
が
雨
乞
い
を
祈
願
し
て
大
雨
が
降
り
農
作
物
が
よ
み
が
え
っ
た

報
告
が
あ
る
。

9
．K
I
S
S
O
の
雨
壺
さ
ん
三
編

　
「
ア
マ
ツ
ボ
さ
ん
（
三
一
号
）」
273
は
「
五
輪
塔
の
最
上
段
の
形
」

の
石
で
あ
り
、
木
曽
川
に
い
れ
る
と
雨
が
降
り
、
降
り
す
ぎ
る
と

石
を
拾
い
上
げ
る
。
な
お
、
五
輪
塔
の
頭
部
を
ご
神
体
と
し
た
昔

話
に
「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」
25
が
あ
る
。
流
れ
て
き
た
「
ピ
カ
ピ
カ

光
る
も
の
」
を
「
雨
神
」
と
し
て
「
八
竜
大
王
」
と
名
付
け
て
小

さ
な
社
（
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
）
で
祀
っ
た
。
そ
の
後
の
洪

水
で
こ
の
「
八
竜
大
王
」
が
流
失
し
た
の
で
、
石
塔
の
五
輪
の
頭

を
ご
神
体
と
し
て
祀
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
雷
伝
説
の
1
・ 

雷

と
の
約
束
の
⑥
参
照
）。

　
「
雨
壺
さ
ん
（
七
四
号
）」
251
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
関
ヶ
原

町
今
須
の
「
雨
壺
神
社
」
の
祭
神
は
竜
王
神
で
、
今
須
山
中
に

神
木
と
水
が
溜
ま
る
穴
「
雨
壺
さ
ん
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

今
須
の
商
人
が 

「
犬
の
尾
越
」（
現
谷
畑
）
で
下
多
良
の
「
雨
が
池
」

の
大
蛇
に
頼
ま
れ
、
今
須
に
連
れ
て
い
き
、
今
須
の
雨
壺
に
住
ま

わ
せ
た
。
大
蛇
は
雨
壺
と
「
雨
が
池
」
を
た
ま
に
往
復
し
、
こ
の

二
つ
は
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
37
。

　

今
須
の
「
雨
壺
さ
ん
」
へ
は
米
原
市
の
大
野
木
や
柏
原
な
ど
か

ら
雨
乞
い
祈
願
に
行
っ
て
い
る
が
、他
の
雨
壺
と
し
て
、霊
仙
山
（
一

〇
九
四
m
）
の
黒
谷
の
源
流
部
の
岩
の
下
か
ら
の
湧
水
（
雨
壺
）

や
柏
原
の
水
竜
山
に
も
八
大
竜
王
を
祀
る
雨
壺
が
あ
る
。

　
「
雨
池
（
九
二
号
）」
274
は
、
東
白
川
村
の
濃
飛
バ
ス
停
「
大

明
神
口
」
側
の
民
家
の
庭
に
あ
る
。
付
近
の
人
の
話
で
は
、
直
径

一
m
ほ
ど
の
大
き
さ
の
池
で
、
冬
は
暖
か
く
夏
は
冷
た
く
美
味
し

い
水
が
出
て
い
た
が
、
家
を
建
て
る
際
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
、
現
在
池
の
上
は
蓋
が
し
て
あ
る
。

　

こ
の
「
雨
池
」
も
前
述
の
「
雨
壺
池
」
と
同
様
、「
池
浚
い
」

で
池
の
神
を
怒
ら
せ
る
と
、
雨
が
降
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

須原神社の水が枯れた雨乞いの池

龍神社の雨壺池

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

か
み
が
た
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ち
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
ふ
か
や
べ
　
　
あ
ま
お
ざ
ん   

ひ
ち
ょ
う
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

こ
お
り
ち
ょ
う

                                   

き
ゅ
う
し
ょ
う
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

お
ご
し

                                                                                                                                      

り
ょ
う
ぜ
ん
ざ
ん



63

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
2
章
　
竜
伝
説

㉖
草
刈
り
の
最
中
に
番
頭
さ
ん

は
付
近
の
蛇
池
で
、水
を
飲
み
に
来

た
蛇
の
頭
を
誤
っ
て
切
っ
て
し
ま
っ

た
。仕
事
の
後
、番
頭
さ
ん
は
喉
が

渇
い
た
の
で
池
の
水
を
呑
ん
だ
ら

死
ん
で
し
ま
っ
た
。弔
い
の
た
め
に

地
蔵（
養
老
郡
養
老
町
直
江
の
旧

牧
田
川
堤
防
の
お
地
蔵
様
）を
建
て
た
132
。

3‒

8
　
秀
逸
な
彫
り
物
や
絵
の
竜
　
　

①
麦
飯
峠
に
棲
む
大
龍
が
旅
人
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
退
治
し

た
。そ
の
後
、龍
の
姿
を
ム
ツ
の
神
に
彫
刻
し
て
も
ら
い
、龍
門
寺

（
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
）の
山
門
に
架
け
た
。し
か
し
龍
の
魂
が
夜

な
夜
な
悪
さ
を
す
る
の
で
、ム
ツ
の
神
に
龍
の
目
に
穴
を
あ
け
て
栓

を
し
て
鎮
め
て
も
ら
っ
た
275
。

ま
た
一
説
に
は
、②
龍
門
寺

を
通
り
か
か
っ
た
男（
左
甚
五

郎
と
伝
わ
る
）が
龍
の
彫
り
物

を
造
り
、大
門
に
飾
っ
た
。そ
の

龍
が
悪
さ
を
し
た
の
で
お
教
を

あ
げ
、池（
山
門
の
内
側
）を

掘
っ
て
祀
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て

い
る
118
。

③
村
人
が
薬
王
寺（
可
児

市
東
帷
子
）高
梁
に
彫
ら
れ
た

上
り
竜
と
下
り
竜
に
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降
ら
せ
過
ぎ
た
の
で
、村
人

が
天
に
矢
を
射
っ
た
ら
止
ん
だ
。晴
れ
る
と
下
り
竜
の
片
目
が
つ
ぶ

れ
て
い
た
35
。

④
手
力
雄
神
社（
各
務
原
市
那
加
手
力
町
）の
拝
殿
の
木
彫
り
の

龍（
一
対
）が
畑
を
荒
ら
し
た
の
で
、出
歩
け
な
い
よ
う
に
お
祓
い
し

て
目
に
釘
を
打
っ
た
24
。実
際
は「
目
玉
に
釘
は
無
い
が
、し
か
し
、寄

木
を
確
実
に
つ
な
ぐ
た
め
に
隠
し
て
大
き
な
釘
で
固
定
し
て
あ
り
」、

「
龍
を
釘
で
打
ち
つ
け
た
」状
態
と

言
え
る
。

⑤
殿
様（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春

日
川
合
）が
左
甚
五
郎
と
他
の
一

人
に
大
蛇
の
彫
刻
を
命
じ
た
。甚

五
郎
が
観
音
菩
薩
に
大
蛇
の
姿

を
見
せ
て
欲
し
い
と
願
う
と
、池

か
ら
大
蛇
が
姿
を
見
せ
た
の
で
、

そ
の
姿
を
彫
り
あ
げ
た
。殿
に
見

せ
る
と
彫
り
物
な
の
に
、鎌
首
を

持
ち
上
げ
た
224
。

⑥
走
井
山
勧
学
寺（
桑
名
市
矢
田
）の
本
堂
天
井
に
描
か
れ
た

龍（
水
飲
み
竜
）が
井
戸
の
水
を
飲
み
に
来
た
の
で
、竜
の
目
に
大

き
な
釘
を
打
ち
つ
け
た
55
。⑦
桑
名
旧
城（
桑
名
市
吉
之
丸
）蟠
龍

櫓
の
胸
瓦
は
蹲
っ
た
龍
の
形
を
し
て
お
り
、瓦
の
下
に
は
恐
れ
て
魚

が
近
か
な
か
っ
た
55

飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
を
無
く
し
た
竜
と
し
て
、⑧
大
天
王（
現
鶉

田
神
社
。岐
阜
市
東
鶉
）の
彫
り
物
の
竜
は
、仲
良
く
な
っ
た
娘
が
役

人
の
せ
い
で
死
ん
だ
こ
と
を
怒
り
、竜
は
大
天
王
の
お
社
か
ら
出
た

火
で
、役
人
の
家
を
焼
き
払
っ
た
。建
て
直
さ
れ
た
拝
殿
の
右
側
の

竜
の
彫
り
物
は
、飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
が
無
い
50
。ま
た
一
説
に
は
、

⑨
一
対
の
竜
の
う
ち
、片
方
は
火
を
吹
く
の
で
、社
の
神
様
に
尾
を
切

り
取
ら
れ
た
と
言
う
46
。

餌
を
与
え
た
絵
の
竜
は
、⑩
円
頂
寺

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
龍
の
天
井
絵

（
畳
八
畳
分
）は
、元
は
岩
村
城
に
あ
っ
た

も
の
で
、ど
こ
か
ら
み
て
も
目
が
会
う
の

で「
八
方
睨
み
の
龍
」と
言
う
。あ
る
時
こ

の
龍
が
絵
か
ら
抜
け
出
て
畑
を
荒
ら
す

の
で
、麦
の
絵
を
か
い
て（
餌
を
与
え
て
）

封
じ
込
め
た
99
。

3‒

9
　
工
事
と
竜
　
　

①
境
川
か
ら
の
放
水
路
工
事（
昭
和
三
年
〜
五
年
）の
際
、三
井

池
の
竜
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、言
わ
れ
た
と
お
り
米
を
投
げ

込
ん
だ
。そ
の
後
無
事
に
完
成
し
、

祠（
三
井
池
水
神
神
社
。各
務
原

市
三
井
山
町
）が
建
て
ら
れ
た
50
。

昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
安

八
水
害
時
の
竜
に
つ
い
て
、②
薬

師
の
池
を
埋
め
立
て
て
い
く
と
、

薬
師
堂
の
尼
が「
キ
ッ
チ
リ
閉
め

ず
に
、竜
の
出
れ
る
穴
を
開
け
と

か
な
い
と
い
け
な
い
」と
長
良
川

決
壊
の
三
年
前
に
言
っ
た
。埋
め

立
て
ら
れ
た
池
の
隅
っ
こ
に
竜
の
た
め
に
開
け
ら
れ
た
穴
が
残
っ
て

い
る
4
。③
安
八
水
害
の
時
、竜
が
下
の
池
か
ら
長
良
川
を
越
え
た

堀
津
の
池
に
飛
び
立
ち
、堤
防
が
切
れ
た
。下
の
池
は
後
に
埋
立
ら

れ
、殉
職
し
た
冨
田
知
太
郎
氏
の
冥
福
と
治
水
祈
願
の
碑
が
建
っ

た
4
。

養
老
町
釜
段
の
下
池
伝
説
で
、「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」

132
に
関
連
し
て
、④
釜
段
の
池
が
干
拓
で
小
さ
く
な
る
と
、大
雨
が

降
っ
て
竜
が
昇
天
し
た
23
。

な
お
、サ
イ
カ
チ
に
つ
い
て
、⑤
婚
約
者
ふ
り
が
奉
公
中
に
高
須
領

主
に
身
を
汚
さ
れ
た
こ
と
を
怒
っ
た
山
伏
の
鉄
盤
は
、ふ
り
の
好
き
な

サ
イ
カ
チ
の
花
籠
の
底
に
恨
み
の
言
葉
を
書
き
、ふ
り
と
領
主
を
祷
り

殺
そ
う
と
し
た
が
、討
た
れ
た
。高
須
町
新
町
か
ら
西
小
島
へ
の
道
路

の
そ
ば
の
小
さ
な
塚
に
は
サ
イ
カ
チ
以
外
は
育
た
ず
、こ
の
塚
の
草
を

刈
る
と
祟
り
が
あ
る
221
。

⑥
村
は
ず
れ
に
あ
っ
た
深
い
池（
弥
富
市
三
百
島
）の
埋
立
の
時
、

占
っ
て
も
ら
う
と
、竜
神
が「
別
の
地
に
祀
っ
て
く
れ
れ
ば
、永
代
村
を

守
る
」と
言
う
の
で
、土
地
改
良
の
記
念
碑
と
並
ん
で
社
を
造
り
祀
っ

た
245
。⑦
諸
鍬
神
社
境
内（
愛
西
市
諸
桑
町
）の
塩
田
龍
神
社
は
、昭

和
五
九（
一
九
八
四
）年
の
夏
、日
光
川
と
目
比
川
が
合
流
し
た
湿
地

帯
・
塩
田
か
ら
池
の
主（
体
が
黒
っ
ぽ
い
龍
）に
移
っ
て
頂
い
た
243
。⑧

元
和
二（
一
六
一
六
）年
、横
江
川
の
洪
水
で
大
き
な
池（
蛇
池
。海
津

市
平
田
町
蛇
池
）が
出
来
た
。昭
和
六
〜
九
年
の
埋
立
工
事
の
時
、池

が
浅
く
な
り
、荒
天
に
な
り
竜
が
昇
天
し
た
107
。

3‒ 10
　
そ
の
他
　
　

①
洞
川（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）で
晒
し
て
い
た
布
が
本
流
の
大
き
な

淵（
布
淵
）ま
で
流
れ
た
。渦
の
中
の
布
は
大
蛇（
長
一
六
〇
m
程
）に

な
っ
て
陸
に
上
が
り
、頭
の
所
が
布
頭
、尾
が
布
尻
と
名
付
け
ら
れ
、大

蛇
は
淵
に
戻
っ
て
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
19
。②
姫
が
淵（
高
山
市
丹

生
川
町
折
敷
地
）に
籾
殻
を
入
れ
る
と
一
週
間
後
に
丹
生
川
町
根
方
の

大
清
水
へ
出
て
来
る
。七
〇
年
程
前
、淵
の
上
に
自
然
石
で
で
き
た
堰

堤
状
の
も
の
が
あ
り
、水
は
そ
の
堰
堤
を
越
し
て
淵
に
落
ち
る
。大
正

九（
一
九
二
〇
）年
の
洪
水
で
堰
堤
は
崩
れ
て
流
さ
れ
、淵
の
御
姫
様
も

こ
の
時
出
て
行
っ
た
と
か
269
。③
淵（
巻
ヶ
淵
）の
主
の
大
蛇
が
庄
屋
の

家（
高
山
市
上
宝
町
葛
山
）に
機
織
り
の
道
具
を
借
り
に
来
た
。そ
の

淵
は
竜
宮
城
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。淵
に
悪
い
こ
と
す
る
と

祟
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
、養
蚕
が
す
む
と
屑
繭
や
、ぼ
ぼ
ら（
か
ぼ

ち
ゃ
）を
乙
姫
様
の
た
め
に
淵
に
入
れ
た
。ま
た
、葛
山
や
下
佐
谷
で

は
、巻
ヶ
淵
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、節
分
の
笹
巻
き
を
造

ら
な
い
14
。

4
．K
I
S
S
O
の
竜
や
大
蛇
二
〇
編

K
I
S
S
O
に
掲
載
さ
れ
た
竜
や
蛇
に
関
す
る
昔
話
の
内
、美
人

に
化
け
た
蛇
と
人
と
の
交
流
は
、「
業
平
寺
の
大
蛇（
六
十
四
号
）」

77
、「
美
女
と
惣
左
衛
門（
九
三
号
）」204
、「
蛇
ヶ
谷（
九
七
号
）」275
、

「
蛇
の
池（
一
〇
〇
号
）」83
の
四
編
で
最
も
数
が
多
い
。

田
畑
を
荒
ら
す
等
悪
さ
を
す
る
竜
を
懲
ら
し
め
た
話
は
、百
足
退

治
で
知
ら
れ
た
俵
藤
太
が
里
を
荒
ら
す
白
竜
を
退
治
す
る「
白
竜
退

治（
六
〇
号
）」206
、猿
に
化
け
た
池
の
主
を
撃
っ
た
祟
り
で
、農
作
物

を
叺
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た「
金
原
の
蛇
池（
七
九
号
）」275
竜
を
退

治
し
た
武
士
が
、不
意
を
突
か
れ
て
竜
に
襲
わ
れ
て
討
ち
死
に
し
、そ

の
池
の
周
り
に
武
士
の
魂
と
な
っ
た
サ
ギ
ソ
ウ
が
咲
い
た「
竜
と
サ
ギ

ソ
ウ（
八
七
号
）」131
、の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、叺
に
つ
い
て
は
、①
イ
ン
谷（
月
尾
谷﹇
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小

津
﹈か
ら
分
か
れ
た
小
さ
な
谷
）の
頂
上
の
畑（
蛇
畑
）が
、叺（
藁
で

編
ん
だ
莚
を
二
つ
折
り
に
し
た
袋
）に
化
け
た
大
蛇
に
荒
ら
さ
れ
た
。

こ
れ
を
退
治
し
て
く
れ
た
猟
師
に
感
謝
し
、イ
ン
谷
の
宮
平
に
お
宮

を
建
て
た
54
と
伝
わ
り
、「
竜
と
サ
ギ
ソ
ウ
」の
よ
う
に
、竜
と
花
と
の

話
は
、②
和
田
山（
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
）に
住
ん
で
い
た
笛
吹
き

の
名
手
の
嫁
に
な
っ
た
娘
は
竜
で
あ
り
、子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
、子
を
残
し
て
居
な
く
な
っ
た
118
。な
お
、③
こ
の
竜
は
和
田
の

小
池
に
帰
り
、子
供
の
誕
生
日
に
赤
い
浮
草
の
花
が
咲
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
247
。ま
た
、④
柿
野（
山
県
市
谷
合
）の
西
洞
に
美
し
い

娘
・
お
浪
が
い
た
。恋
仲
の
男
は
破
約
し
て
部
屋
を
覗
く
と
お
浪
は

大
蛇
だ
っ
た
。翌
日
、娘
は
淵
に
消
え
、暫
く
す
る
と
大
洪
水
と
な
り
、

淵
の
辺
り
に
い
ま
ま
で
生
え
て
い
な
か
っ
た
草（
お
浪
草
）が
茂
っ
た

291
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

残
り
は
各
一
編
で
、「
福
崎
の
大
池
に
棲
む
大
蛇（
四
号
）」259
は
恐

ろ
し
い
大
蛇
の
棲
む
池
で
、福
崎
の
大
池
は
昔
か
ら
あ
る「
雁
ヶ
地

四
ヶ
字
社
」の
東
側
に
広
が
っ
て
い
た
が
、昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年

に
木
曽
川
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
、小
さ
く
な
っ
た
池
が
残
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
た

め
、池
を
埋
め
、木
曽
岬
神
社
が
建
て
ら
れ
た
。

「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」132
は
竜
の
祟
り
を
鎮
め
て
堤
防
工

事
を
完
成
さ
せ
た
話
で
あ
る
。

「
赤
壁
城（
二
八
号
）」91
は
、竜
が
先
祖
の
言
い
伝
え
を
守
ら
せ
、

「
海
水
山
権
現（
三
八
号
）」8
は
、大
蛇
に
化
け
た
神
が
社
を
建
て
さ

せ
、「
沓
部
の
乙
姫
さ
ま（
四
十
六
号
）」34
は
、都
か
ら
来
た
乙
姫
が

馬
瀬
川
の
河
原
を
気
に
入
り
、都
に
戻
る
時
こ
の
場
所
を
汚
さ
な
い

よ
う
に
頼
ん
だ
が
、酒
屋
の
若
い
衆
が
馬
の
わ
ら
じ
を
そ
こ
に
落
と

し
て
し
ま
う
と
、竜
が
昇
り
暴
れ
、酒
屋
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

「
白
竜
の
昇
天（
五
二
号
）」257
は
、底
な
し
池（
竜
池
）の
埋
め
立
て

工
事
を
昭
和
十
二
年
頃
に
行
う
が
進
ま
ず
、占
い
師（
五
二
号
で
は

坊
さ
ん
）に
聞
く
と
竜
が
住
ん
で
い
る
の
で
白
竜
社
を
祀
る
よ
う
に

言
わ
れ
る
。入
神
式
で
暴
風
雨
が
晴
天
に
な
り（
竜
の
昇
天
）、以
後

の
工
事
は
順
調
に
進
ん
だ
。

「
金
物
を
嫌
っ
た
大
蛇
）七
一
号
）」237
は
、嫌
い
な
金
物
の
た
め
に

川
を
下
れ
な
い
大
蛇（
露
洞
姫
）が
川
を
氾
濫
さ
せ
て
金
物
部
分
で
の

通
過
を
避
け
て
い
る
。な
お
、⑤
露
洞
姫
が
山
を
下
っ
て
の
氾
濫
に
因

ん
だ
地
名
や
逸
話
が
あ
る
21
。ま
た
、⑥
奥
明
方
村
の
水
沢
上
の
西

池
・
東
池（
水
沢
上
ヶ
池
）が
氾
濫
し
た
時
、こ
の
話
の
よ
う
に
大
蛇
が

水
を
溜
め
て
出
て
行
っ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
、西
池
・
東
池
は
天
正
十

三（
一
五
八
五
）年
十
一
月
の
天
正
地
震
で
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
237
。

「
本
洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
は
、清
水
を
貰
っ
た
老
蛇
が
恩

返
し
に
霧
を
発
生
さ
せ
て
岩
村
城
を
守
り
、「
ど
ん
ぼ
り
池
の
竜（
八

九
号
）」75
は
、、掛
け
軸
に
水
を
供
え
て
雨
に
恵
ま
れ
、「
夕
べ
が
池
伝

説（
九
六
号
）」136
は
、池
の
主
白
蛇
が
八
大
竜
王
権
現
と
し
て
祀
ら

れ
る
話
で
あ
る
。

大
蛇
以
外
の
池
の
主
に
関
わ
る
話
は
、流
材
を
滝
壺
に
引
き
込
む

ほ
ど
の
滝
壺
の
主
を
想
定
し
た「
小
川
の
大
滝
の
主（
五
七
号
）」293
、

蟹
に
乗
っ
て
現
れ
た
薬
師
如
来
が
村
人
の
病
を
治
し
た「
大
寺
瞽
女

（
八
〇
号
）」285
、池
の
主
・
大
亀
を
祀
っ
て
洪
水
が
減
っ
た「
亀
の
宮

（
八
三
号
）」44
の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、「
大
寺
瞽
女（
八
〇
号
）」285
の
異
説
と
し
て
、⑦
旅
の
尼
が

こ
の
地
に
住
み
修
行
を
し
て
い
る
と
、池
か
ら
大
蛇
の
姿
の
薬
師
如

来
が
現
れ
、祀
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
、願
興
寺（
可
児
郡
御
嵩
町
御

嵩
）が
建
て
ら
れ
、池
を
尼
ケ
池
と
言
う
47
。ま
た
、⑧
寺
近
く
の
池

か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
尼
僧
の
祈
り
で
霊
像
と
な
っ
て
蟹
の
背
に
乗
っ

て
現
れ
た
。こ
の
像
は
寺
の
本
尊
の
胎
内
仏
と
な
っ
た
96
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

3‒

6
　
夫
婦
竜
　
　

①
滝
の
沢（
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
小
野
原
）の
二
つ
の
池（
女

池
と
男
池
）に
竜
が
そ
れ
ぞ
れ
暮
ら
し
、山
や
田
畑
を
荒
ら
し
て
い

た
。侍
が
二
匹
の
竜
を
退
治
し
、竜
は
乗
鞍
山
へ
逃
げ
て
行
っ
た
220
。

②
男
竜
と
女
竜
が
棲
む
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）の
池

が
小
さ
く
な
り
、男
竜
は
こ
の
池
に
、女
竜
は
駒
ヶ
岳
の
縞
池
に
分
か

れ
て
棲
ん
だ
。村
の
娘
た
ち
は
、美
男
子
に
化
け
て
女
竜
に
遭
っ
て
い

た
男
竜
に
恋
を
し
た
が
、結
婚
で
き
な
い
の
で
池
に
身
投
げ
し
た
。

旅
僧（
弘
法
大
師
）が
池
の
呪
い
を
解
き
、平
ら
な
土
地
に
し
た
202
。

③
池
ヶ
洞
と
塩
蔵
境
の
山
頂（
高
山
市
高
根
町
）の
男
池
・
女
池

に
男
女
の
大
蛇
が
棲
み
、修
行
を
積
ん
で
竜
神
に
な
っ
た
。夫
婦
蛇

は
さ
ら
に
海
で
修
行
す
る
た
め
、塩
蔵
谷
を
下
っ
た
。こ
の
二
池
は

竜
神
の
住
処
で
、道
路
開
通
の
た
め
池
を
一
部
埋
め
た
た
め
、祟
り

を
恐
れ
て
龍
神
碑
を
建
て
た
256
。

④
女
池
と
男
池（
郡
上
市
白
鳥
町
那
留
）の
二
つ
の
池
が
戦
後
に

埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、性
悪
女
大
蛇
が
女
池
に
住
む
女
大
蛇
に
化
け

て
猟
の
下
手
な
猟
師
を
だ
ま
し
、女
池
の
女
大
蛇
を
退
治
さ
せ
た
。

猟
師
は
猟
が
上
手
く
な
っ
た
が
、男
池
の
男
大
蛇
は
妻
を
殺
し
た
罰

と
し
て
、猟
師
の
眼
を
見
え
な
く
し
た
52
。

上
記
の
異
説
と
し
て
、⑤
猟
師
が
雄
池
で
鴨
と
間
違
え
て
大
蛇

3‒

5
　
蛇
を
祀
る
　
　

①
沼
の
大
蛇（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）は
、昔
は
村
人
と
共
存
し
て

い
た
が
、村
人
が
沼
の
水
を
使
う
た

め
に
棲
み
難
く
な
り
、恨
み
を
残
し

て
越
中
の
浜
へ
飛
び
去
っ
た
。沼
の

跡
地
に
住
み
だ
し
た
人
に
蛇
の
祟

り
で
、不
幸
が
重
な
っ
た
た
め
、供

養
の
た
め
に
へ
び
塚（
蚖
蛇
等
之
霊
）

が
祀
ら
れ
た
39
。②
西
板
屋（
本
巣
市
根
尾
）と
尾
砂
谷（
根
尾
門
脇
）

境
の「
い
け
ざ
こ
」に
棲
む
大
蛇
は
、東
板
屋
の
沼
と
尾
開
谷
内
の
沢
の

池
の
三
ヶ
所
を
行
き
来
し
て
い
た
。猿
に
化
け
て
木
に
い
る
時
に
矢
で

射
ら
れ
、雷
と
と
も
に
火
の
雨
が
降
り
、池
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
。そ

の
大
蛇
は
雷
神
社（
本
巣
市
根
尾
西
板
屋
）に
祀
ら
れ
て
い
る
270
。

③
虚
空
蔵
菩
薩
が
修
行
で
こ
の
地（
大
垣
市
赤
坂
町
）に
着
た
時
、

立
小
便
を
し
た
ら
大
蛇
の
頭
で
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た
。追
い
駆
け
ら
れ

て
金
生
山
の
頂
上
ま
で
逃
げ
、許
し
て
も
ら
う
た
め
に
、こ
の
地
に
蛇

王
権
現
に
し
て
祀
る
約
束
を
す
る
。金
生
山
の
頂
上
の
明
星
輪
寺
に
、

虚
空
蔵
菩
薩
と
蛇
王
権
現（
蔵
王
権
現
）が
祀
ら
れ
て
い
る
47
。

④
愛
西
市
持
中
町
の
氏
神（
神
明
神
社
）の
境
内
の
池
に
大
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。境
内
に「
松
水
さ
ま
」と
呼
ば
れ
る
竜
神
が
祀
ら
れ

て
い
る
。毎
年
一
月
一
五
日
に
白
お
こ
わ
を
炊
い
て
供
え
る
祭
り
が

行
わ
れ
る
243
。⑤
西
別
所
白
山
神
社（
桑
名
市
大
字
蓮
花
寺
）の
神

は
白
い
龍
で
あ
る
55
。

話
を
集
め
た
。な
お
、昇
天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
る
と
神
通
力
を

失
う
よ
う
で
あ
る
。

①
洞
穴
に
棲
む
雄
雌
の
龍
が
雨
風
を
起
こ
し
て
地
を
荒
ら
す
の

で
、各
地
を
巡
礼
し
て
き
た
和
尚
が
祈
っ
て
雄
龍
を
天
に
昇
ら
せ
、

雌
龍
を
深
い
淵
に
閉
じ
込
め
た
。和
尚
は
こ
の
地
に
龍
洞
寺（
可
児

市
今
渡
）を
建
て
、龍
の
穴
に
あ
っ
た「
龍
の
ま
く
ら
石
」も
本
堂
西

に
祀
っ
て
あ
る
35
。ま
た
こ
の
雌
雄
の
夫
婦
龍
に
つ
い
て
、②
今
渡
ダ

ム（
可
児
市
川
合
）の
堰
堤
の
下
に
あ
っ
た「
ほ
う
ろ
く
淵
」に
雄
雌

の
龍
が
棲
ん
で
お
り
、和
尚
の
祈
り
で
、淵
の
底
の
穴
に
封
じ
込
め

ら
れ
、龍
の
住
処
に
は「
龍
の

ま
く
ら
石
」が
残
っ
て
い
た
と

も
伝
わ
る
228
。な
お
、③
今
渡

ダ
ム
工
事
は
難
工
事
と
な
っ

た
。周
囲
で
は「
ほ
う
ろ
く

淵
」の
龍
の
せ
い
だ
と
噂
さ

れ
、占
い
師
の
婆
さ
ん
に
観
て

も
ら
う
と
、噂
ど
お
り
だ
っ

た
。淵
か
ら
立
ち
退
い
て
も

ら
う
よ
う
に
祈
願
し
、八
王

龍
王
の
祠
を
鎮
座
し
た
ら
、

工
事
が
無
事
完
成
し
た
228
。

④
堤
を
挟
ん
で
2
つ
の
池

（
安
八
郡
安
八
町
大
森
）が

あ
っ
た
。薬
師
の
池
が
干
上
が

り
、大
鯰
が
出
て
き
た
。捕
ま

え
よ
う
と
し
た
ら
、雨
を
降

ら
せ
な
が
ら
下
の
池
の
ほ
う

へ
飛
ん
で
い
っ
た
。大
鯰
は
龍

神
の
化
身
で
、姿
を
見
ら
れ

て
う
ま
く
天
に
昇
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
4
。⑤
正

明
寺
（
安
八
郡
安
八
町
東

結
）側
の
池
を
東
の
蛇
池
、お
薬

師
が
祀
ら
れ
て
い
る
近
く
の
池

を
西
の
蛇
池
と
言
い
、東
の
蛇
池

の
主
が
悪
さ
を
し
、度
々
旅
人

が
消
え
て
し
ま
っ
た
。巫
女
は
鉦

鼓
を
聞
か
す
よ
う
に
言
い
、鉦

鼓
の
音
は
蛇
池
か
ら
何
か
恐
ろ

し
い
者
を
昇
天
さ
せ
た
。龍
神

と
な
り
村
を
守
り
に
戻
っ
て
来

た
の
か
、後
に
、大
垣
の
浄
勝
寺

か
ら
龍
を
彫
り
込
ん
だ
装
飾
板（
破
風
）が
移
転
し
て
き
た
。な

お
、二
つ
の
池
は
今
は
無
い
4
。こ
の「
蛇
池
」は
、「
蛇
池
と
一
本
松

（
一
四
号
）」205
の
池
で
あ
る
。

⑥
池
ン
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
山
手
）の
古
池
か
ら
大
蛇
が
昇

天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
、大
蛇
は
神
通
力
を
失
い
ム
シ
ロ
と
な
っ

た
85
。⑦
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）の
主
の
大
蛇
が

天
に
昇
ろ
う
と
す
る
の
を
見
た
男
が
祟
り
で
死
ん
だ
。大
蛇
は
、海

と
山
で
二
千
年
修
行
す
る
と
天
に
昇
れ
る
が
、見
ら
れ
る
と
神
通

力
が
無
く
な
る
45
。⑧
龍
池（
一
宮
市
上
祖
父
江
竜
池
）の
周
囲
に

老
松
が
茂
っ
て
い
た
が
、一
夜
で
姿
を
消
し
た
。こ
の
松
は
龍
の
精
が

形
を
変
え
た
も
の
で
、荒
天
を
誘
っ
て
昇
天
し
た
1
。な
お
、⑨
蛇

池（
一
宮
市
上
祖
父
江
）で
乙
姫
が
生
ま
れ
た
と
言
い
、小
祠
を
建

て
て
乙
姫
様
を
祀
っ
た
1
。

3‒

3
　
竜
の
退
治
　
　

①
養
老
年
間（
七
一
七
〜
七
二
三
）、深
谷（
郡
上
市
明
宝
寒
水

深
谷
）か
ら
見
座（
高
山
市
上
宝
町
見
座
）に
棲
む
大
蛇
が
人
々
を

悩
ま
せ
て
い
た
が
、修
行
中
の
泰
澄
が
岩（
蛇
岩
）の
上
で
苦
し
む

大
蛇
を
供
養
す
る
と
、岩
に
蛇
形
が
残
っ
た
。こ
の
岩
が
明
治
に
道

路
改
修
で
カ
ン
ナ
リ
ド
チ
に
落
ち
、昭
和
に
あ
る
人
の
夢
枕
で
祀
っ

て
欲
し
い
と
言
い
、現
在
地
に
祀
ら
れ
た
295
。②
人
を
襲
う
大
蛇
を

武
士
が
退
治
し
て
、淵（
中
津
川
市
蛭
川
）に
投
げ
込
み
、そ
の
淵

は
竜
渕
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
108
。③
猟
師
が
細
尾
谷（
加
茂

郡
七
宗
町
上
麻
生
）に
住
む
大
蛇

を
撃
ち
殺
し
た
。そ
の
時
大
蛇
の

血
が
溜
ま
っ
た
の
が
赤
池（
飛
水

峡
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
の
上
流
）で
、

家
に
帰
っ
た
猟
師
は
高
熱
を
出

し
て
亡
く
な
っ
た
。そ
の
鉄
砲
は

神
淵
神
社（
七
宗
町
神
渕
）に
奉

納
さ
れ
て
い
る
275
。

④
池（
瑞
浪
市
土
岐
町
桜
堂
）に
棲
み
悪
さ
を
す
る
竜
を
、仏
の

お
告
げ
で
日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩
の
跡
取
と
さ
れ
る
侍
二
人
が

退
治
し
た
。竜
が
居
な
く
な
っ
た
池
は
水
が
引
き
、肥
沃
な
田
圃
に

な
っ
た
118
。

⑤
月
尾
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津
）の
畑
で
ソ
バ
・
豆
が
何
者

か
に
食
べ
ら
れ
る
。農
民
が
鉄
砲
で
畑
に
現
れ
た
大
蛇
を
撃
つ
と
、

も
の
凄
い
大
雨
と
な
り
、土
橋
も
流
さ
れ
、家
に
帰
っ
た
農
民
は
ま

も
な
く
亡
く
な
っ
た
238
。

各
種
の
伝
説
が
伝
わ
る
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ

町
）で
は
、⑥
山
で
山
姥（
友
人
の
妻
に
化
け
た
池
の
主
の
大
蛇
）を

矢
で
射
っ
た
男
が
血
の
後
を
た
ど
る
と
池（
苧
ヶ
瀬
池
）に
辿
り
着

き
、お
が
せ（
苧
の
つ
む
ぎ
の
束
）が
浮
い
て
い
た
。男
は
後
悔
し
て
、

大
蛇
の
た
め
に
池
に
魚
を
入
れ

た
118
。さ
ら
に
、⑦
苧
ヶ
瀬
池
か

ら
約
二
・
五
㎞
東
の
大
安
寺

（
各
務
原
市
鵜
沼
大
安
寺
町
）

開
山
の
和
尚
の
所
へ
、娘
に
化

け
た
大
蛇
が
怪
我
の
治
療
を
頼

ん
で
き
た
。治
療
の
礼
に
寺
に

引
く
清
水
が
湧
き
出
て
、寺
へ

水
が
引
か
れ
た
222
、ま
た
、⑧
開

山
し
た
和
尚
の
徳
を
慕
っ
て

苧
ヶ
瀬
池
か
ら
来
る
竜
に
水
を
頼
む
と
、座
禅
し
て
い
た
石
の
間

か
ら
湧
き
出
し
た
51
、と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

以
下
に
、物
語
等
で
現
れ
る
人
物
に
退
治
さ
れ
た
蛇
の
話
に
つ
い

て
触
れ
よ
う
。

①
田
畑
を
荒
ら
す
白
蛇
退
治
を
弓
の
名
人
俵
藤
太（
藤
原
秀
郷

の
異
称
で
、百
足
退
治
な
ど
で
知
ら
れ
る
。）に
頼
み
成
功
し
、村
人

は
大
蛇
の
魂
を「
白
蛇
神
社
」（
揖
斐
郡
池
田
町
山
洞
）に
祀
っ
た
47
。

②
両
面
宿
儺
が
高
沢
山

で
悪
さ
を
し
て
い
た
竜
を

退
治
し
、山
頂
に
日
龍
峯

寺（
関
市
下
之
保
）を
建
て

た
125
と
も
、ま
た
、③
両
面

宿
儀
が
日
龍
峯
寺
の
山
の

池
に
棲
み
村
を
荒
ら
す
竜

を
刀
で
退
治
し
た
。こ
の

時
、谷
川
に
流
れ
込
ん
だ

竜
の
血
は
田
圃
に
も
入
り
、

寺
の
麓
の
田
に
は
、竜
の
お

詫
び
か
、ヒ
ル
が
居
な
く

な
っ
た
47
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。な
お
、両
面
宿
儺
は『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
命
に
逆
ら
う
凶
賊
と
さ
れ
る
が
、岐
阜
県
の
在
地
伝
承
で

は
毒
龍
退
治
や
寺
院
の
縁
起（
高
山
市
の
千
光
寺
・
日
竜
峰
寺
な

ど
）に
関
す
る
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。

3‒

4
　
子
に
残
し
た
大
蛇
の
目
玉
　
　

①
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
で
は
、夫
の
許
を
去
る
時
に
、子
に
残
し

た
目
玉
を
二
回
も
眼
病
を
患
う
殿
に
取
ら
れ
た
の
で
、津
波
の
発

生
を
親
子
に
は
知
ら
せ
て
逃
げ
さ
せ
た
後
、大
津
波
で
殿
の
家
か

ら
里
ま
で
皆
流
さ
れ
た 

104
。

②
大
丹
生
池（
高
山
市
丹
生
川
町
）の
大
蛇
が
娘
に
化
け
て
女
房
に

な
っ
た
。子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ
て
池
に
帰
る
際
、子
に
目
玉
を
一
つ

残
す
が
、盗
ま
れ
た
の
で
、再
度
目
玉
を
与
え
た（
両
目
）。盲
目
に
な
っ

た
蛇
に
時
や
方
角
を
知
ら
せ
る
た
め
、夫
は
寺
に
釣
り
鐘
を
寄
進
し

た
104
。な
お
、③
亭
主
と
子
供
に
別
れ
る
際
、お
し
ゃ
ぶ
り
用
に
残
し
た

目
玉
を
殿
に
取
ら
れ
、再
度
目
玉
を
与
え
て
メ
ク
ラ
に
な
っ
た
の
で
、

寺
の
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に
頼
ん
だ
話
が
、高
山
市
上
宝
町
本
郷
に
伝

わ
っ
て
い
る
104
。ま
た
、④
子
が
十
五
歳
に
な
っ
た
ら
、二
つ
目
の
目
玉

を
返
す
約
束
を
し
た
が
、村
人
の
意
見
は
返
す
か
返
さ
な
い
か
で
分

か
れ
た
。し
か
し
、千
光
寺（
高
山
市
丹
生
川
町
下
保
）に
滞
在
し
て
い

た
円
空
の
意
見
で
返
し
た
269
。

⑤
唯
願
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
下
山
）の
僧
は
、京
の
帰
り
に
つ
い

て
き
た
女
と
夫
婦
に
な
っ
た
が
、大
蛇
で
あ
っ
た
。、女
は
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
子
を
残
し
て
本
堂
前
の
井
戸
に
飛
び
込
ん
だ
が
、子
の
た
め
に

「
し
ぶ
な
し
の
カ
ヤ
」と
玉
を
残
し
た
。三
年
後
、玉
と
引
き
換
え
に
金

の
出
る
小
俵
を
く
れ
た
118
。な
お
、⑥
こ
の
井
戸
は
琵
琶
湖
ま
で
続
い

て
い
る
と
言
わ
れ
る
229
。カ
ヤ（
イ
チ
イ
科
カ
ヤ
属
の
常
緑
針
葉
樹
）の

実
は
食
用
に
な
る
。

を
撃
ち
殺
し
、祟
り
で
死
ん
だ
。雌

の
蛇
は
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥

町
前
谷
）に
移
っ
た
。雄
池
の
西
の

雌
池
は
残
っ
て
る
287
。
ま
た
、

「
3‒

1
金
物
が
嫌
う
主
」で
述
べ

た
村
間
ヶ
池
に
つ
い
て
は
、⑥
干
田

野（
白
鳥
町
下
田
野
）に
棲
ん
で
い

た
大
蛇
は
、洪
水
の
後
に
一
晩
で

干
上
が
っ
た
の
で
、村
間
ヶ
池
に
移

り
住
ん
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
52
。さ

ら
に
、⑦
大
蛇
が
村
間
ヶ
池
へ
下
る
時
に
山
が
崩
れ
て
、洞（
割
り

洞
。郡
上
市
明
宝
気
良
）が
出
来
た
295
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
恵
那
市
上
矢
作
町
の「
海
」（
達
原
渓
谷
に
あ
る
地
名
）に
青

竜（
雄
）と
黒
竜（
雌
）の
龍
が
住
ん
で
い
た
が
、上
か
ら
流
れ
て
き

た
白
竜（
雌
）に
元
か
ら
居
た
黒
竜
が
か
み
殺
さ
れ
た
。黒
竜
は
恨

み
で
人
に
祟
っ
た
が
、村
人
は
弁
天
様
を
祀
っ
て
鎮
め
た
99
。

⑨
関
市
板
取（
蕪
山
の
荒
倉
と
上
つ
谷
間
）の
尾
根
近
く
の
2
つ

の
池
に
雄
雌
の
大
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。猟
師
が
池
に
浮
か
ぶ
2
羽

の
鴨（
雌
雄
の
大
蛇
が
変
身
し
て
い
た
）を
撃
と
う
と
し
た
ら
、弾

は
当
た
ら
ず
、強
風
と
大
雨
の
嵐
に
な
り
、家
に
帰
っ
た
猟
師
は
寝

込
ん
で
亡
く
な
っ
た
。干
天
時
に
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
、鳶
の
先
で

池
を
掻
き
混
ぜ
る
と
、金
物
に
怒
っ
た
大
蛇
が
上
流
か
ら
大
水
を

流
し
、伐
採
し
た
木
材
や
人
が
流
さ
れ
た
8
。

⑩
沼
田（
山
県
市
富
永
の
水
品
）に
雄
雌
の
竜
が
お
と
な
し
く
暮

ら
し
て
い
た
が
、雌
の
挑
発
で
、雄
は
度
胸
試
し
に
人
を
襲
っ
て
し

ま
っ
た
。そ
れ
を
悔
い
た
雄
雌
の
竜
は
、天
に
豪
雨
と
と
も
に
昇
り
、

い
ま
も
そ
の
後
が
蛇
道
と
し
て
残
っ
て
い
る
124
。な
お
、兄
弟
の
大

蛇
も
い
て
、⑪
仲
越（
山
県
市
神
崎
。県
道
二
〇
〇
号
線
の
終
点
集

落
）の
池
に
棲
ん
で
い
た
大
蛇
の
兄
弟
が
大
洪
水
を
起
こ
し
て
海
へ

下
る
途
中
、弟
が
死
ん
で
し
ま
う
。兄
だ
け
で
海
へ
下
る
た
め
に
は
、

三
部
経
が
必
要
で
、伊
住
戸（
仲
越
か
ら
下
流
約
六
㎞
）の
お
寺
へ

取
り
に
来
た
124
。

3‒

7
　
竜
の
祟
り
　
　

①
高
山
市
丹
生
川
町
曽
手
の
集
落
に
、池
の
形
を
し
た「
水
な

し
」と
言
う
所
が
あ
る
。昔
は
池
で
お
む
つ
を
洗
っ
て
い
る
と
嵐
に

な
り
、竜
神
が
追
い
駆
け
て
来
て
、気
が
付
く
と
水
が
枯
れ
て
い
た

269
。②「
池
の
浜
」（
下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
）の
池
で
、石
の
上
の
小

さ
い
蛇
を
池
に
落
と
す
度
に
蛇
は
大
き
く
な
り
、つ
い
に
大
蛇
と

な
っ
て
男
衆
二
人
を
襲
っ
た
。二
人
は
大
蛇
を
た
た
き
殺
し
た
が
、

祟
り
に
あ
い
謎
の
病
で
死
ん
だ
97
。

木
曽
駒
森
林
公
園（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の「
七
尋
石
」に
つ
い
て

は
、③
惣
の
島（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
原
野
）の
若
者
が
大
蛇
に
襲
わ

れ
鎌
で
大
蛇
を
切
っ
た
ら
、の
た
う
っ
て
淵
へ
落
ち
て
行
っ
た
。淵
は
蛇

切
り
淵
と
呼
ば
れ
た
276
。後
日
談
と
し
て
、④
原
野
村
の
こ
の
若
者
に

嫁
い
だ
お
濃
は
、大
蛇
の
祟
り
で
蛇
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
姿
を
夫
に
見

ら
れ
て
離
縁
さ
れ
、さ
ら
に
実
家
か
ら
も
追
い
払
わ
れ
た
。途
方
に
く

れ
た
お
濃
が
座
っ
て
い
た
石（
七
尋
石
）に「
う
ろ
こ
」の
跡
と
麻
桶
を

置
い
た
窪
み
が
残
っ
て
い
る
276
。ま
た
、⑤
お
濃
は「
濃
ケ
池
」の
竜
に

見
初
め
ら
れ
て
身
ご
も
り
、「
七
尋
石
」の
所
で
出
産
し
た
が
、家
に
帰

れ
な
い
の
で「
濃
ケ
池
」に
身
投
げ
し
た
と
も
伝
わ
る
。な
お
、「
濃
ケ

池
」は
大
原（
木
曽
郡
木
曽
町
新
開
大
原
）奥
の
池
、あ
る
い
は
、駒
ケ

岳
の
麓
の
池
と
も
言
わ
れ
て
い
る
276
。⑥
明
星
岩（
木
曽
郡
木
曽
町
日

義
原
野
）に
住
ん
で
い
た
白
カ
ジ
カ
が「
濃
ケ
池
」の
大
蛇
を
負
か
し
た

ら
、大
蛇
は
池
か
ら
伊
勢
の
海
へ

行
っ
た
276
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑦
大
船
山（
恵
那
市
上
矢
作

町
）に
棲
ん
で
い
た
悪
魔
が
、蝮
の

頭
に
よ
く
似
た
石（
マ
ム
シ
岩
）に

封
じ
込
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
99
。

⑧
男
が
魚
釣
り
の
後
、石（
中
津

川
市
蛭
川
奥
渡
区
）の
上
で
一
服

し
て
い
る
と
一
匹
の
蛇
が
出
て
き

た
。悪
戯
で
、煙
草
の
ヤ
ニ
を
魚
の

腸
に
混
ぜ
て
与
え
た
。夜
蛇
の
恨
む
声
が
聞
こ
え
、翌
日
、蛇
は
死

ん
だ
が
、暫
く
し
て
、男
は
祟
り
で
川
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、そ
の

石
は「
蛇
石
」と
呼
ば
れ
た
47
。

岩
村
城（
恵
那
市
岩
村
町
）の
大
蛇
に
関
す
る
話
と
し
て
、「
本

洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
の
他
に
、⑨
宝
永
五（
一
七
〇
八
）

年
、猟
師（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
）が
魔
物
だ
と
思
い
大
蛇
を
撃

ち
殺
し
、馬
の
骨
ほ
ど
も
あ
る
蛇
骨
を
岩
村
城
に
届
け
た
。岩
村
の

子
供
が
こ
の
蛇
に
飲
ま
れ
て
尻
か
ら
出
た
が
一
生
頭
の
毛
が
生
え

な
か
っ
た
212
。⑩
岩
村
城
が
敵
陣
の
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、秘
蔵
の

蛇
の
骨
を
井
戸
に
沈
め
る
と
城
を
霧
が
覆
い
、勝
っ
て
、霧
ヶ
城
と

名
が
つ
い
た
13
。な
お
、偶
然
蛇
の
骨
が
井
戸
に
入
っ
た
話
と
し
て
、

⑪
負
け
戦
の
兵
士
が
躓
い
て
、何
か
が
井
戸
に
落
ち
、霧
が
立
ち
込

め
て
勝
利
し
た
。井
戸
を
調
べ
る
と
蛇
の
頭
蓋
骨
で
、城
の
宝
に
な

り
、城
は
霧
ヶ
城
と
名
付
け
ら
れ
た
47
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑫
円
光
寺（
飛
騨
市
古
川
町
殿

町
）の
宝
物「
蛇
骨
」（
約
三
m
）は
、

越
後
の
国
で
、本
妻
に
殺
さ
れ
た

妾
が
大
蛇
に
変
身
し
た
が
、親
鸞

に
よ
る
供
養
で
、大
蛇
は
菩
薩
に
な

り
昇
天
し
、越
後
の
寺
か
ら
持
っ
て

来
ら
れ
た
物
で
あ
る
102
。

仏
の
教
え
を
学
ん
だ
後
に
、寺

に
蛇
骨
を
残
し
た
蛇
も
い
る
。⑬

龍
泰
寺（
関
市
下
有
知
の
守
り
神

の
竜
は
、死
期
が
迫
っ
た
の
で
、仏
の

教
え
を
乞
う
て
寺
に
来
て
、天
に
逝

き
、寺
に
竜
骨
が
秘
蔵
さ
れ
、竜
神

は
境
内
の「
竜
ヶ
池
」に
あ
る
島
の

祠
に
祭
ら
れ
て
い
る
71
。⑭
葦
池

（
各
務
原
市
下
中
屋
町
。春
日
神
社

境
内
に
池
は
現
在
無
い
）の
大
蛇
は

旅
人
を
食
べ
た
り
田
畑
を
荒
ら
し

た
り
し
た
が
、若
嫁
に
化
け
て
河
野

西
入
坊（
各
務
原
市
下
中
屋
町
）で

の
説
教
を
熱
心
に
聴
き
、住
職
に
亡

く
な
っ
た
後
の
始
末
を
頼
ん
で
、大

蛇
と
な
っ
て
亡
く
な
り
、寺
に
は
、

現
在
も
上
顎
と
下
顎
の
骨
が
残
っ

て
い
る
222
。

祟
り
に
戻
る
と
、⑮
大
船
神
社

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
石
段
で
満

願
の
日
に
大
蛇
を
見
た
松
助
が
亡

く
な
り
、そ
の
者
の
家
の
前
に「
松
明

霊
神
」の
石
碑
が
建
て
ら
れ
、祀
ら

れ
た
。な
お
、大
蛇
を
三
つ
に
切
っ

て
、頭
を
大
船
神
社
、腹
を
中
山
神

社（
恵
那
市
串
原
中
沢
）、尻
尾
を

愛
知
県
東
加
茂
郡
に
奉
納
し
た
伝

説
も
あ
り
、松
助
は
大
船
神
社
の
ご

神
体
を
見
た
祟
り
で
病
死
し
た
99
。

⑯
伊
勢
山（
本
巣
市
法
林
寺
）の

中
腹
に
あ
る
大
岩
は
、神
が
宿
る
岩

と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。山
菜
取

り
の
村
人
が
、「
山
で
味
噌
を
焼
く

と
、匂
い
で
大
蛇
が
来
る
」と
の
言
い
伝
え
を
忘
れ
、大
岩
の
上
で
味
噌

を
焼
い
て
昼
食
に
し
た
ら
、大
岩
の
下
か
ら
出
て
来
た
大
蛇
に
睨
ま

れ
、つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
128
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
の
小
島
山（
八
六
四
m
）頂
上
に
あ
る
古

賀
ヶ
池
に
は
、小
島
山
周
辺
の
数
村
で
よ
く
似
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑰
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、大
蛇
に
愛
犬
を
食
わ
れ
た

猟
師
が
、仇
討
ち
に
失
敗
し
、瑞
岩
寺
村（
現
揖
斐
川
町
瑞
岩
寺
に
該

当
）の
氏
神
様
に
逃
げ
込
み（
一
説
に
は
、瑞
岩
寺
村
の
秋
葉
神
社
に
隠

れ
、神
様
が
大
蛇
を
追
い
返
す
と
）、よ
う
や
く
大
蛇
は
帰
っ
た
28
。⑱

そ
の
時
大
蛇
が
壊
し
た
谷（
じ
ゃ
が
谷
、一
説
で
は
城
ヶ
谷
）は
、大
雨

の
た
び
に
荒
れ
、不
作
が
続
い
た
の
で
、大
蛇
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め

に
、池
の
ほ
と
り
に
祠
を
建
て
た
11
。ま
た
、⑲
享
保 

（
一
七
一
六
〜
三

五
）年
間
、猟
師（
揖
斐
川
町
白
樫
）の
犬
が
古
川
池（
古
賀
ヶ
池
に
該

当
）で
大
蛇
に
呑
み
こ
ま
れ
た
。猟
師
と
友
人
は
、復
讐
に
行
く
が
、急

所
が
は
ず
れ
て
大
蛇
に
追
わ
れ
、揖

斐
郡
大
野
町
黒
野
の
八
幡
社
に
逃

げ
込
む
と
大
蛇
は
息
絶
え
た
。大

蛇
は
焼
か
れ
、灰
を
埋
め
て
供
養
し

た
。黒
野
駅
レ
ー
ル
パ
ー
ク
東
二
〇

〇
ｍ
辺
り
に「
へ
ん
び
塚
」が
残
っ
て

い
る
217
。

さ
ら
に
、⑳
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

東
津
汲（
旧
久
瀬
村
）で
は
、猟
師

の
犬
が
古
賀
ヶ
池
で
雄
の
大
蛇
に

呑
ま
れ
た
。撃
ち
取
っ
た
ら
雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ
、猟
師
は
な
ん
と
か

逃
げ
、猟
師
を
見
失
っ
た
大
蛇
は
別
の
谷
に
出
て
行
っ
た
238
。ま
た
一
説

で
は
、㉑
雄
の
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
が
、雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ

た
猟
師
は
瑞
岩
寺
村
の
北
の
宮
に
逃
げ
込
み
、大
蛇
が
社
殿
を
壊
し

な
が
ら
村
を
水
浸
し
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
、宮
の
神
が
鯰
に
な
っ
て

飲
み
干
し
た
238
と
、伝
わ
っ
て
い
る
。

現
大
垣
市
上
石
津
町
に
も
犬
と
大
蛇
の
話
が
あ
る
。㉒
多
良
村（
大

垣
市
上
石
津
町
）の
狩
猟
の
上
手
い
侍
が
、幾
久
里
の
山
で
犬
に
飛
び

掛
か
る
大
蛇（
主
）を
刀
で
切
り
つ
け
、大
蛇
は
淵
へ
逃
げ
た
。翌
年
、そ

の
淵
で
侍
が
投
網
を
す
る
と
、主
に
引
き
込
ま
れ
、以
来
そ
の
淵
を「
へ

び
が
淵
」と
恐
れ
た
37
。ま
た
、㉓
上
多
良
の
豪
士
が
幾
久
里
の
山
へ

狩
り
に
行
く
と
、小
さ
な
ト
カ
ゲ
が
豪
士
を
幾
久
里
川
の
淵
へ
引
き

ず
る
。怒
っ
た
豪
士
は
ト
カ
ゲ
を
切
り
殺
す
と
、ト
カ
ゲ
は
淵
に
落
ち
、

赤
黒
い
血
に
染
ま
っ
た
淵
か
ら
二
つ
の
大
き
な
目
が
光
っ
て
お
り
、こ

こ
を「
蛇
ぶ
ち
」と
言
っ
た
37
。さ
ら
に
、㉔
上
多
良
の
人（
三
輪
佐
太

夫
）は
犬
を
連
れ
て
魚
取
り
に
行
っ
た
。川
で
大
蛇
に
遭
遇
し
胴
を
二

つ
に
切
っ
た
。翌
日
、川
で
魚
の
群
れ
を
見
か
け
、投
網
す
る
と
川
底
へ

引
き
込
ま
れ
た
。実
は
群
れ
は
大
蛇
の
頭
だ
っ
た
。こ
の
淵
を「
蛇
淵
」

（「
佐
太
夫
淵
」229
）と
言
う
37
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

㉕
猟
師
が
鴨
を
打
ち
に
沼
に
来
た
が
、笠
を
残
し
て
姿
を
消
し
た
。

そ
れ
以
降
、笠
取
池（
一
宮
市
萩
原
町
西
宮
重
）と
呼
ば
れ
た
。沼
の
主

が
大
亀
で
、埋
め
た
て
る
と
祟
り
が
あ
る
1
。な
お
、鹽
道
神
社（
一
宮
市

千
秋
町
塩
尻
居
屋
敷
）周
辺
の
湿
地
に
も
、笠
を
取
り
に
行
っ
た
巡
礼

が
ヨ
シ
の
深
み
に
嵌
り
、笠
だ
け
が
残
さ
れ
た
笠
取
沼
伝
説
が
あ
る
。

文
字
を
使
用
す
る
以
前
の
先
史
時
代
、中
国
で
は
す
で
に
貝
殻

で
作
っ
た
龍
形
な
ど
、後
代
の
龍
の
形
象
と
共
通
項
を
持
つ
遺
物
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。殷
代（
B
C
一
七
世
紀
〜
B
C
一
〇
四
六
年
）

後
期
の
甲
骨
文
字
に
は
龍
の
文
字
が
出
現
し
て
お
り
、こ
の「
龍
」

の
文
字
を
用
い
る
族（
龍
族
）が
祀
っ
た
神
は
降
雨
の
有
無
を
問
う

水
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。

龍
の
姿
は
、後
漢
時
代（
二
五
〜
二
二
〇
年
）の
学
者
王
府
が
、

龍
に
つ
い
て「
九
似
説
」（
頭
は
ラ
ク
ダ
、目
は
鬼
、角
は
鹿
、首
は

蛇
、腹
は
蛟﹇
虯
・
螭
・
虬
で
、蛇
に
似
た
想
像
上
の
動
物
﹈、鱗
は

魚
、爪
は
鷹
、足
は
虎
、耳
は
牛
）を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。

1
．龍
と
蛇
の
融
合

雨
乞
い
伝
説
な
ど
で
は
、蛇
も
龍
も
同
じ
霊
験
を
現
し
て
お
り
、

蛇
と
龍
の
区
別
が
つ
か
な
い
。な
お
、雨
乞
い
専
用
の
龍
は
玄
宗
皇

帝（
六
八
五
〜
七
六
二
）の
唐
代
に
登
場
し
て
い
る
。

八
木
133
は
、仏
教
に
お
け
る
コ
ブ
ラ
を
神
格
化
し
た
蛇
神（
蛇
の

精
霊
、ナ
ー
ガ
）が
中
国
の
龍
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
述
べ
て
い

る
。中
国
の
龍
は
①
水
と
の
関
連
性
、②
水
辺
に
棲
み
、財
宝（
珠
）

を
守
る
、③
魚
な
ど
に
自
在
に
変
化
す
る
特
性
を
備
え
た
超
自
然

的
な
聖
獣
で
あ
る
。一
方
、イ
ン
ド
の
蛇
神
は
①
水
と
の
関
連
性
、

②
龍
宮
に
棲
み
、財
宝（
仏
舎
利
等
）を
守
る
、③
擬
人
化
さ
れ
て

人
語
を
解
し
、人
と
交
わ
る
特
性
を
持
ち
、魏
晋
南
北
朝
時
代（
一

八
四
〜
五
八
九
）以
降
、コ
ブ
ラ
の
い
な
い
中
国
で
隆
盛
し
た
仏
教

の
漢
訳
仏
典
を
介
し
て
イ
ン
ド
の
蛇
神
が
中
国
の
龍
の
概
念
に
影

響
を
与
え
、唐
代（
六
一
八
〜
九
〇
七
）に
小
説
の
龍
宮
譚
・「
劉
毅

伝
」以
降
、龍
宮
の
記
事
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
八
木
は
、イ
ン
ド
の
蛇
神
も
中
国
の
龍
も
共
に
雨
を
降

ら
せ
る
能
力
を
有
し
、雨
乞
い
の
儀
式
に
関
す
る
共
通
項
が
、仏
典

の
蛇
神
が
中
国
の
龍
と
同
一
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
。な

お
、龍
の
爪
の
数
に
つ
い
て
は
、漢
代（
B
C
二
〇
六
〜
A
D

二
二
〇
）皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
龍
の
爪
の
数
は
三
本
で
、宋

代（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）に
四
本
、元
代（
一
二
七
一
〜
一
三
六

八
年
）か
ら
五
本
に
増
え
た
。

2
．金
物
を
嫌
う
龍

水
神
が
金
物
を
嫌
う
理
由
を
述
べ
る
前
に
、鋳
物
師
を
支
配
し

た
真
継
家
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
15
。

鋳
造
の
歴
史
は
弥
生
時
代（
B
C
三
世
紀
頃
〜
A
D
三
世
紀
中

頃
）に
遡
る
が
、造
寺
造
仏
技
術
が
六
世
紀
末
に
伝
来
し
て
飛
鳥

寺
の
造
営
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
、鋳
造
技
術
は
大
い
に
発
達
し
た
。

律
令
時
代（
大
化
の
改
新
後
の
七
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀
頃
ま

で
）の
鋳
銅
技
術
は
、貴
族
も
鋳
造
技
術
者
を
確
保
し
て
お
り
、ま

た
鋳
銅
技
術
は
民
間
に
も
広
範
に
存
在
し
て
い
た
が
、天
皇
家
は

需
要
の
多
い
所
に
技
術
者
を
出
向
さ
せ
て
鋳
銅
製
品
を
制
作
さ
せ

て
お
り
、飛
鳥
・
奈
良
時
代（
五
九
二
〜
七
九
四
）に
は
天
皇
家
と

鋳
物
師
と
の
結
び
つ
き
も
始
ま
っ
た
。　

天
文
八（
一
五
三
九
）年
、真
継
久
直
は
天
皇
に
仕
え
る
家
の
地

位
を
乗
っ
取
っ
て
地
下
官
人
真
継
家
を
成
立
さ
せ
、天
皇
家
の
偽

文
書
を
創
作
・
配
布
し
権
威
づ
け
て
、各
地
の
鋳
物
師
支
配
を
開

始
し
た
。

こ
こ
で
偽
文
書
は
、天
皇
家
か
ら
出
さ
れ
た
蔵
人
所
牒（
蔵
人
所

は
い
わ
ば
天
皇
家
の
事
務
官
の
役
所
）の
内
容
を
踏
ま
え
て
、真
継

家
に
都
合
の
良
い
文
書
を
書
き
加
え
た
も
の
で
、鋳
物
師
集
団
や

そ
の
首
領
に
対
し
て
諸
国
通
行
税
の
免
除
等
、営
業
上
の
特
権
を

保
証
す
る
内
容
が
多
い
。な
お
、偽
文
書
に
は
朝
廷
文
書
に
捺
印
さ

れ
る
正
規
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
内
印
が
捺
し
て
あ
る
。さ
ら
に
真

継
珍
弘（
一
六
七
二
〜
七
三
三
）は
、鋳
物
を
家
業
と
す
る
こ
と
を

認
め
る
許
可
状「
許
状
」を
発
給
し
、以
後
、鋳
物
師
の
代
替
り
ご

と
に
更
新
さ
れ
、鋳
物
師
支
配
が
拡
大
し
た
。

こ
の
真
継
家
と
鋳
物
師
と
の
関
係
は
、惟
喬
親
王
を
祖
と
仰
ぐ

木
地
師
と
の
関
係
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

吉
岡
51
は
、鉄
器
の
製
造
者（
鋳
物
師
）が
鉄
器
の
強
靭
性
を
言
い

募
る
た
め
に
、鉄
器
は
水
神（
龍
神
や
河
童
な
ど
）さ
え
抑
え
込
む
威

力
を
持
ち
、そ
れ
ゆ
え
水

神
は
鉄
器
を
嫌
う
と
伝

え
た
、と
述
べ
て
い
る
。

水
神
は
、池
に
入
れ
ら

れ
た
嫌
い
な
金
物（
鎌

等
）に
怒
り
、そ
の
地
に

雨
を
降
ら
せ
た
。つ
ま

り
、雨
乞
い
の
方
法
と
し

て
水
神
が
嫌
う
金
物
が

用
い
ら
れ
、例
え
ば
恵
那

市
の
笠
置
山（
一
一
二
八

m
）の
笠
置
神
社
の
鎌
を

借
り
て
雨
乞
い
を
行
い
、

ま
た
、恵
那
市
の
三
森
山（
一
一
〇
〇
m
）山
頂
の
三
森
山
社
の
鎌

を
麓
の
垂
松
瀑
に
投
げ
入
れ
て
雨
乞
い
を
行
っ
て
い
た
。

３
．竜
・
大
蛇
伝
説

飛
騨
地
方
に
は
、異
類
婚
姻
い
わ
ゆ
る
蛇
婿
に
分
類
さ
れ
る
話
が

多
く
伝
わ
り
、そ
の
内
容
の
多
く
は
、針（
蛇
の
嫌
い
な
金
物
）を
婿

（
蛇
）の
着
物
に
つ
け
て
退
治（
例
え
ば
104
、105
、270
等
）し
、ま
た
、妊

娠
し
た
娘
に
菖
蒲
酒
や
菊
酒
を
飲
ま
せ
て
流
産（
例
え
ば
72
）さ
せ

る
話
で
あ
る
が
、本
章
で
は
異
類
婚
姻
は
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
取
り

上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

3‒

1
　
金
物
を
嫌
う
主
　

①
旧
越
中
東
街
道
の
千
貫
桟（
長
三
〇
〇
間
余
り
、明
治
に
県

道
を
飛
騨
市
神
岡
町
横
山
か
ら
西
街
道
に
移
し
、高
原
川
に
千
貫

橋
を
架
け
た
）下
の
深
淵
に
棲
む
主
は
鉄
を
嫌
い
、淵
に
引
き
ず
り

込
む
の
で
、鉄
を
運
ぶ
時
は
山
道
を
迂
回
し
た
104
。②
飛
騨
市
神

岡
町
東
雲
西
側
の
平
坦
部
が
開
墾
さ
れ
た
が
、水
が
不
足
し
、大

蛇
が
棲
む
と
伝
わ
る
池
で
鍋
・
釜
を
洗
っ
て
い
た
。大
蛇
は
堪
ら
ず

池
か
ら
逃
げ
出
す
際
、恨
み
に
大
雨
を
降
ら
せ
た
。恨
み
を
鎮
め
る

た
め
に
経
塚
を
一
三
造
り
、一
つ
の

経
塚
が
残
っ
て
い
る
104
。③
小
八

賀
川（
高
山
市
丹
生
川
町
根
方
）

の
竜
宮
に
通
じ
る
と
言
わ
れ
た
琴

淵
に
は
大
蛇
の
主
が
棲
み
、主
は

金
物
を
嫌
い
、釘
を
使
っ
た
橋
を

琴
淵
に
架
け
た
ら
、一
夜
で
橋
は

流
さ
れ
た
269
。な
お
、④
琴
淵
の
主

は
ガ
ロ
オ（
河
童
）と
も
言
わ
れ
て

い
た
。猟
師
が
そ
れ
を
狙
い
投
網

す
る
と
、大
イ
ワ
ナ（
九
〇
㎝
）

が
捕
れ
、見
世
物
に
出
し
た
269
。

⑤
坂
山（
蔵
柱
、小
萱
と
吉

田
に
連
な
る
山
）に
棲
む
大
蛇

が
、蔵
柱
村（
高
山
市
上
宝
町
）

や
北
側
の
小
萱（
飛
騨
市
神
岡

町
）の
人
々
の
夢
枕
で
、子
ど
も

が
多
く
な
っ
た
の
で
村
に
棲
ま

せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
が
断
ら

れ
、小
萱
の
谷
に
金
物
の
剣
八

本
が
立
っ
た
。忘
れ
た
頃
に
、小

萱
の
西
の
吉
田（
神
岡
町
）か
ら
鉄
砲
水
と
な
り
蛇
が
抜
け
た
39
。

同
じ
く
大
蛇
の
子
供
が
増
え
た
話
と
し
て
、⑥
大
蛇
夫
婦
が
苅

安
峠（
高
山
市
一
之
宮
町
）の
大
き
な
池
に
棲
ん
で
い
て
、子
が
増
え

た
の
で
、村
人
に
相
談
し
た
。村
人
は
大
蛇
が
里
へ
来
な
い
よ
う
に
、

池
の
北
側
の
堤
に
金
物
を
埋
め
た
。す
る
と
、大
蛇
は
怒
り
、洪
水

と
と
も
に
無
数
河
川
か
ら
益
田
川（
飛
騨
川
）に
移
り
住
ん
だ
292
。

⑦
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥
町
前
谷
）に
は
老
大
蛇
が
棲
み
、大

蛇
は
金
属
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。番
所
の
役
人
の
子
供
が
た
わ
む
れ
に

鎌
を
池
に
投
げ
入
れ
る
と
大
暴
風
雨
に
な
り
、農
夫
が
池
か
ら
鎌

を
拾
い
上
げ
た
ら
静
か
に
な
っ
た
237
。

⑧
井
沢
川（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）の
淵
に
棲
む
大
蛇
は
人

を
引
き
ず
り
込
ん
だ
。と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
大
蛇
に
釜
を
被
せ
て

出
ら
れ
な
く
し
た
99
。

3‒

2
　
竜
の
昇
天
　

　
海
に
千
年
、山
に
千
年
棲
み

つ
い
た
蛇
は
天
に
昇
っ
て
竜
に

な
る
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、

経
験
が
豊
か
で
抜
け
目
が
な

く
、し
ぶ
と
く
狡
く
な
っ
て
い
く

こ
と
の
例
え
と
し
て「
海
千
山

千
」と
言
う
。

こ
こ
で
は
、竜
が
昇
天
す
る

1
．龍
と
蛇
の
融
合

2
．金
物
を
嫌
う
龍

3
．竜
・
大
蛇
伝
説

3‒
1
　
金
物
を
嫌
う

3‒
2
　
竜
の
昇
天

3‒

3
　
竜
の
退
治

3‒

4
　
子
に
残
し
た
大
蛇
の
目
玉

3‒

5
　
蛇
を
祀
る

3‒

6
　
夫
婦
竜

3‒

7
　
竜
の
祟
り

3‒

8
　
秀
逸
な
彫
り
物
や
絵
の
竜

3‒

9
　
工
事
と
竜

3‒
 

10 

そ
の
他

4
．K
I
S
S
O
の
竜
や
大
蛇
二
〇
編

contents

真継珍弘が鋳物師を家職とすることを認めた「鋳物師職許状」
(『王権と社会』より)
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

●
●
●
●
■
■
■
■
★
★
★

金物を嫌う主3-1
竜の昇天 3-2
竜の退治 3-3
大蛇の目玉3-4
蛇を祀る 3-5
夫婦竜 3-6
竜の祟り 3-4
彫り物や絵3-8
工事と竜 3-9
その他 3-10
KISSO4.

分　類 記号 ・●は、長良川と宮川の上流域に分布し、木曽
川下流域で 1 例、揖斐川流域には全く見
られず。

・●は、揖斐川の上流域から下流域と長良川中
流域から下流域に分布し、木曽川下流域に
は見られず。

・●と■は、木曽川下流域以外の全域に分布。
・●は、大垣市の 1 例以外ほとんどが高山市
内に集中。

・■は、主に三川の上流域に分布し、中流域で
は支川沿い。

・■は、全対象流域に均等に分布。
・■と★は、ほぼ全てが中流から下流域に集中。

㉖
草
刈
り
の
最
中
に
番
頭
さ
ん

は
付
近
の
蛇
池
で
、水
を
飲
み
に
来

た
蛇
の
頭
を
誤
っ
て
切
っ
て
し
ま
っ

た
。仕
事
の
後
、番
頭
さ
ん
は
喉
が

渇
い
た
の
で
池
の
水
を
呑
ん
だ
ら

死
ん
で
し
ま
っ
た
。弔
い
の
た
め
に

地
蔵（
養
老
郡
養
老
町
直
江
の
旧

牧
田
川
堤
防
の
お
地
蔵
様
）を
建
て
た
132
。

3‒

8
　
秀
逸
な
彫
り
物
や
絵
の
竜
　
　

①
麦
飯
峠
に
棲
む
大
龍
が
旅
人
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
退
治
し

た
。そ
の
後
、龍
の
姿
を
ム
ツ
の
神
に
彫
刻
し
て
も
ら
い
、龍
門
寺

（
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
）の
山
門
に
架
け
た
。し
か
し
龍
の
魂
が
夜

な
夜
な
悪
さ
を
す
る
の
で
、ム
ツ
の
神
に
龍
の
目
に
穴
を
あ
け
て
栓

を
し
て
鎮
め
て
も
ら
っ
た
275
。

ま
た
一
説
に
は
、②
龍
門
寺

を
通
り
か
か
っ
た
男（
左
甚
五

郎
と
伝
わ
る
）が
龍
の
彫
り
物

を
造
り
、大
門
に
飾
っ
た
。そ
の

龍
が
悪
さ
を
し
た
の
で
お
教
を

あ
げ
、池（
山
門
の
内
側
）を

掘
っ
て
祀
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て

い
る
118
。

③
村
人
が
薬
王
寺（
可
児

市
東
帷
子
）高
梁
に
彫
ら
れ
た

上
り
竜
と
下
り
竜
に
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降
ら
せ
過
ぎ
た
の
で
、村
人

が
天
に
矢
を
射
っ
た
ら
止
ん
だ
。晴
れ
る
と
下
り
竜
の
片
目
が
つ
ぶ

れ
て
い
た
35
。

④
手
力
雄
神
社（
各
務
原
市
那
加
手
力
町
）の
拝
殿
の
木
彫
り
の

龍（
一
対
）が
畑
を
荒
ら
し
た
の
で
、出
歩
け
な
い
よ
う
に
お
祓
い
し

て
目
に
釘
を
打
っ
た
24
。実
際
は「
目
玉
に
釘
は
無
い
が
、し
か
し
、寄

木
を
確
実
に
つ
な
ぐ
た
め
に
隠
し
て
大
き
な
釘
で
固
定
し
て
あ
り
」、

「
龍
を
釘
で
打
ち
つ
け
た
」状
態
と

言
え
る
。

⑤
殿
様（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春

日
川
合
）が
左
甚
五
郎
と
他
の
一

人
に
大
蛇
の
彫
刻
を
命
じ
た
。甚

五
郎
が
観
音
菩
薩
に
大
蛇
の
姿

を
見
せ
て
欲
し
い
と
願
う
と
、池

か
ら
大
蛇
が
姿
を
見
せ
た
の
で
、

そ
の
姿
を
彫
り
あ
げ
た
。殿
に
見

せ
る
と
彫
り
物
な
の
に
、鎌
首
を

持
ち
上
げ
た
224
。

⑥
走
井
山
勧
学
寺（
桑
名
市
矢
田
）の
本
堂
天
井
に
描
か
れ
た

龍（
水
飲
み
竜
）が
井
戸
の
水
を
飲
み
に
来
た
の
で
、竜
の
目
に
大

き
な
釘
を
打
ち
つ
け
た
55
。⑦
桑
名
旧
城（
桑
名
市
吉
之
丸
）蟠
龍

櫓
の
胸
瓦
は
蹲
っ
た
龍
の
形
を
し
て
お
り
、瓦
の
下
に
は
恐
れ
て
魚

が
近
か
な
か
っ
た
55

飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
を
無
く
し
た
竜
と
し
て
、⑧
大
天
王（
現
鶉

田
神
社
。岐
阜
市
東
鶉
）の
彫
り
物
の
竜
は
、仲
良
く
な
っ
た
娘
が
役

人
の
せ
い
で
死
ん
だ
こ
と
を
怒
り
、竜
は
大
天
王
の
お
社
か
ら
出
た

火
で
、役
人
の
家
を
焼
き
払
っ
た
。建
て
直
さ
れ
た
拝
殿
の
右
側
の

竜
の
彫
り
物
は
、飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
が
無
い
50
。ま
た
一
説
に
は
、

⑨
一
対
の
竜
の
う
ち
、片
方
は
火
を
吹
く
の
で
、社
の
神
様
に
尾
を
切

り
取
ら
れ
た
と
言
う
46
。

餌
を
与
え
た
絵
の
竜
は
、⑩
円
頂
寺

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
龍
の
天
井
絵

（
畳
八
畳
分
）は
、元
は
岩
村
城
に
あ
っ
た

も
の
で
、ど
こ
か
ら
み
て
も
目
が
会
う
の

で「
八
方
睨
み
の
龍
」と
言
う
。あ
る
時
こ

の
龍
が
絵
か
ら
抜
け
出
て
畑
を
荒
ら
す

の
で
、麦
の
絵
を
か
い
て（
餌
を
与
え
て
）

封
じ
込
め
た
99
。

3‒

9
　
工
事
と
竜
　
　

①
境
川
か
ら
の
放
水
路
工
事（
昭
和
三
年
〜
五
年
）の
際
、三
井

池
の
竜
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、言
わ
れ
た
と
お
り
米
を
投
げ

込
ん
だ
。そ
の
後
無
事
に
完
成
し
、

祠（
三
井
池
水
神
神
社
。各
務
原

市
三
井
山
町
）が
建
て
ら
れ
た
50
。

昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
安

八
水
害
時
の
竜
に
つ
い
て
、②
薬

師
の
池
を
埋
め
立
て
て
い
く
と
、

薬
師
堂
の
尼
が「
キ
ッ
チ
リ
閉
め

ず
に
、竜
の
出
れ
る
穴
を
開
け
と

か
な
い
と
い
け
な
い
」と
長
良
川

決
壊
の
三
年
前
に
言
っ
た
。埋
め

立
て
ら
れ
た
池
の
隅
っ
こ
に
竜
の
た
め
に
開
け
ら
れ
た
穴
が
残
っ
て

い
る
4
。③
安
八
水
害
の
時
、竜
が
下
の
池
か
ら
長
良
川
を
越
え
た

堀
津
の
池
に
飛
び
立
ち
、堤
防
が
切
れ
た
。下
の
池
は
後
に
埋
立
ら

れ
、殉
職
し
た
冨
田
知
太
郎
氏
の
冥
福
と
治
水
祈
願
の
碑
が
建
っ

た
4
。

養
老
町
釜
段
の
下
池
伝
説
で
、「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」

132
に
関
連
し
て
、④
釜
段
の
池
が
干
拓
で
小
さ
く
な
る
と
、大
雨
が

降
っ
て
竜
が
昇
天
し
た
23
。

な
お
、サ
イ
カ
チ
に
つ
い
て
、⑤
婚
約
者
ふ
り
が
奉
公
中
に
高
須
領

主
に
身
を
汚
さ
れ
た
こ
と
を
怒
っ
た
山
伏
の
鉄
盤
は
、ふ
り
の
好
き
な

サ
イ
カ
チ
の
花
籠
の
底
に
恨
み
の
言
葉
を
書
き
、ふ
り
と
領
主
を
祷
り

殺
そ
う
と
し
た
が
、討
た
れ
た
。高
須
町
新
町
か
ら
西
小
島
へ
の
道
路

の
そ
ば
の
小
さ
な
塚
に
は
サ
イ
カ
チ
以
外
は
育
た
ず
、こ
の
塚
の
草
を

刈
る
と
祟
り
が
あ
る
221
。

⑥
村
は
ず
れ
に
あ
っ
た
深
い
池（
弥
富
市
三
百
島
）の
埋
立
の
時
、

占
っ
て
も
ら
う
と
、竜
神
が「
別
の
地
に
祀
っ
て
く
れ
れ
ば
、永
代
村
を

守
る
」と
言
う
の
で
、土
地
改
良
の
記
念
碑
と
並
ん
で
社
を
造
り
祀
っ

た
245
。⑦
諸
鍬
神
社
境
内（
愛
西
市
諸
桑
町
）の
塩
田
龍
神
社
は
、昭

和
五
九（
一
九
八
四
）年
の
夏
、日
光
川
と
目
比
川
が
合
流
し
た
湿
地

帯
・
塩
田
か
ら
池
の
主（
体
が
黒
っ
ぽ
い
龍
）に
移
っ
て
頂
い
た
243
。⑧

元
和
二（
一
六
一
六
）年
、横
江
川
の
洪
水
で
大
き
な
池（
蛇
池
。海
津

市
平
田
町
蛇
池
）が
出
来
た
。昭
和
六
〜
九
年
の
埋
立
工
事
の
時
、池

が
浅
く
な
り
、荒
天
に
な
り
竜
が
昇
天
し
た
107
。

3‒ 10
　
そ
の
他
　
　

①
洞
川（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）で
晒
し
て
い
た
布
が
本
流
の
大
き
な

淵（
布
淵
）ま
で
流
れ
た
。渦
の
中
の
布
は
大
蛇（
長
一
六
〇
m
程
）に

な
っ
て
陸
に
上
が
り
、頭
の
所
が
布
頭
、尾
が
布
尻
と
名
付
け
ら
れ
、大

蛇
は
淵
に
戻
っ
て
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
19
。②
姫
が
淵（
高
山
市
丹

生
川
町
折
敷
地
）に
籾
殻
を
入
れ
る
と
一
週
間
後
に
丹
生
川
町
根
方
の

大
清
水
へ
出
て
来
る
。七
〇
年
程
前
、淵
の
上
に
自
然
石
で
で
き
た
堰

堤
状
の
も
の
が
あ
り
、水
は
そ
の
堰
堤
を
越
し
て
淵
に
落
ち
る
。大
正

九（
一
九
二
〇
）年
の
洪
水
で
堰
堤
は
崩
れ
て
流
さ
れ
、淵
の
御
姫
様
も

こ
の
時
出
て
行
っ
た
と
か
269
。③
淵（
巻
ヶ
淵
）の
主
の
大
蛇
が
庄
屋
の

家（
高
山
市
上
宝
町
葛
山
）に
機
織
り
の
道
具
を
借
り
に
来
た
。そ
の

淵
は
竜
宮
城
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。淵
に
悪
い
こ
と
す
る
と

祟
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
、養
蚕
が
す
む
と
屑
繭
や
、ぼ
ぼ
ら（
か
ぼ

ち
ゃ
）を
乙
姫
様
の
た
め
に
淵
に
入
れ
た
。ま
た
、葛
山
や
下
佐
谷
で

は
、巻
ヶ
淵
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、節
分
の
笹
巻
き
を
造

ら
な
い
14
。

4
．K
I
S
S
O
の
竜
や
大
蛇
二
〇
編

K
I
S
S
O
に
掲
載
さ
れ
た
竜
や
蛇
に
関
す
る
昔
話
の
内
、美
人

に
化
け
た
蛇
と
人
と
の
交
流
は
、「
業
平
寺
の
大
蛇（
六
十
四
号
）」

77
、「
美
女
と
惣
左
衛
門（
九
三
号
）」204
、「
蛇
ヶ
谷（
九
七
号
）」275
、

「
蛇
の
池（
一
〇
〇
号
）」83
の
四
編
で
最
も
数
が
多
い
。

田
畑
を
荒
ら
す
等
悪
さ
を
す
る
竜
を
懲
ら
し
め
た
話
は
、百
足
退

治
で
知
ら
れ
た
俵
藤
太
が
里
を
荒
ら
す
白
竜
を
退
治
す
る「
白
竜
退

治（
六
〇
号
）」206
、猿
に
化
け
た
池
の
主
を
撃
っ
た
祟
り
で
、農
作
物

を
叺
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た「
金
原
の
蛇
池（
七
九
号
）」275
竜
を
退

治
し
た
武
士
が
、不
意
を
突
か
れ
て
竜
に
襲
わ
れ
て
討
ち
死
に
し
、そ

の
池
の
周
り
に
武
士
の
魂
と
な
っ
た
サ
ギ
ソ
ウ
が
咲
い
た「
竜
と
サ
ギ

ソ
ウ（
八
七
号
）」131
、の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、叺
に
つ
い
て
は
、①
イ
ン
谷（
月
尾
谷﹇
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小

津
﹈か
ら
分
か
れ
た
小
さ
な
谷
）の
頂
上
の
畑（
蛇
畑
）が
、叺（
藁
で

編
ん
だ
莚
を
二
つ
折
り
に
し
た
袋
）に
化
け
た
大
蛇
に
荒
ら
さ
れ
た
。

こ
れ
を
退
治
し
て
く
れ
た
猟
師
に
感
謝
し
、イ
ン
谷
の
宮
平
に
お
宮

を
建
て
た
54
と
伝
わ
り
、「
竜
と
サ
ギ
ソ
ウ
」の
よ
う
に
、竜
と
花
と
の

話
は
、②
和
田
山（
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
）に
住
ん
で
い
た
笛
吹
き

の
名
手
の
嫁
に
な
っ
た
娘
は
竜
で
あ
り
、子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
、子
を
残
し
て
居
な
く
な
っ
た
118
。な
お
、③
こ
の
竜
は
和
田
の

小
池
に
帰
り
、子
供
の
誕
生
日
に
赤
い
浮
草
の
花
が
咲
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
247
。ま
た
、④
柿
野（
山
県
市
谷
合
）の
西
洞
に
美
し
い

娘
・
お
浪
が
い
た
。恋
仲
の
男
は
破
約
し
て
部
屋
を
覗
く
と
お
浪
は

大
蛇
だ
っ
た
。翌
日
、娘
は
淵
に
消
え
、暫
く
す
る
と
大
洪
水
と
な
り
、

淵
の
辺
り
に
い
ま
ま
で
生
え
て
い
な
か
っ
た
草（
お
浪
草
）が
茂
っ
た

291
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

残
り
は
各
一
編
で
、「
福
崎
の
大
池
に
棲
む
大
蛇（
四
号
）」259
は
恐

ろ
し
い
大
蛇
の
棲
む
池
で
、福
崎
の
大
池
は
昔
か
ら
あ
る「
雁
ヶ
地

四
ヶ
字
社
」の
東
側
に
広
が
っ
て
い
た
が
、昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年

に
木
曽
川
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
、小
さ
く
な
っ
た
池
が
残
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
た

め
、池
を
埋
め
、木
曽
岬
神
社
が
建
て
ら
れ
た
。

「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」132
は
竜
の
祟
り
を
鎮
め
て
堤
防
工

事
を
完
成
さ
せ
た
話
で
あ
る
。

「
赤
壁
城（
二
八
号
）」91
は
、竜
が
先
祖
の
言
い
伝
え
を
守
ら
せ
、

「
海
水
山
権
現（
三
八
号
）」8
は
、大
蛇
に
化
け
た
神
が
社
を
建
て
さ

せ
、「
沓
部
の
乙
姫
さ
ま（
四
十
六
号
）」34
は
、都
か
ら
来
た
乙
姫
が

馬
瀬
川
の
河
原
を
気
に
入
り
、都
に
戻
る
時
こ
の
場
所
を
汚
さ
な
い

よ
う
に
頼
ん
だ
が
、酒
屋
の
若
い
衆
が
馬
の
わ
ら
じ
を
そ
こ
に
落
と

し
て
し
ま
う
と
、竜
が
昇
り
暴
れ
、酒
屋
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

「
白
竜
の
昇
天（
五
二
号
）」257
は
、底
な
し
池（
竜
池
）の
埋
め
立
て

工
事
を
昭
和
十
二
年
頃
に
行
う
が
進
ま
ず
、占
い
師（
五
二
号
で
は

坊
さ
ん
）に
聞
く
と
竜
が
住
ん
で
い
る
の
で
白
竜
社
を
祀
る
よ
う
に

言
わ
れ
る
。入
神
式
で
暴
風
雨
が
晴
天
に
な
り（
竜
の
昇
天
）、以
後

の
工
事
は
順
調
に
進
ん
だ
。

「
金
物
を
嫌
っ
た
大
蛇
）七
一
号
）」237
は
、嫌
い
な
金
物
の
た
め
に

川
を
下
れ
な
い
大
蛇（
露
洞
姫
）が
川
を
氾
濫
さ
せ
て
金
物
部
分
で
の

通
過
を
避
け
て
い
る
。な
お
、⑤
露
洞
姫
が
山
を
下
っ
て
の
氾
濫
に
因

ん
だ
地
名
や
逸
話
が
あ
る
21
。ま
た
、⑥
奥
明
方
村
の
水
沢
上
の
西

池
・
東
池（
水
沢
上
ヶ
池
）が
氾
濫
し
た
時
、こ
の
話
の
よ
う
に
大
蛇
が

水
を
溜
め
て
出
て
行
っ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
、西
池
・
東
池
は
天
正
十

三（
一
五
八
五
）年
十
一
月
の
天
正
地
震
で
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
237
。

「
本
洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
は
、清
水
を
貰
っ
た
老
蛇
が
恩

返
し
に
霧
を
発
生
さ
せ
て
岩
村
城
を
守
り
、「
ど
ん
ぼ
り
池
の
竜（
八

九
号
）」75
は
、、掛
け
軸
に
水
を
供
え
て
雨
に
恵
ま
れ
、「
夕
べ
が
池
伝

説（
九
六
号
）」136
は
、池
の
主
白
蛇
が
八
大
竜
王
権
現
と
し
て
祀
ら

れ
る
話
で
あ
る
。

大
蛇
以
外
の
池
の
主
に
関
わ
る
話
は
、流
材
を
滝
壺
に
引
き
込
む

ほ
ど
の
滝
壺
の
主
を
想
定
し
た「
小
川
の
大
滝
の
主（
五
七
号
）」293
、

蟹
に
乗
っ
て
現
れ
た
薬
師
如
来
が
村
人
の
病
を
治
し
た「
大
寺
瞽
女

（
八
〇
号
）」285
、池
の
主
・
大
亀
を
祀
っ
て
洪
水
が
減
っ
た「
亀
の
宮

（
八
三
号
）」44
の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、「
大
寺
瞽
女（
八
〇
号
）」285
の
異
説
と
し
て
、⑦
旅
の
尼
が

こ
の
地
に
住
み
修
行
を
し
て
い
る
と
、池
か
ら
大
蛇
の
姿
の
薬
師
如

来
が
現
れ
、祀
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
、願
興
寺（
可
児
郡
御
嵩
町
御

嵩
）が
建
て
ら
れ
、池
を
尼
ケ
池
と
言
う
47
。ま
た
、⑧
寺
近
く
の
池

か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
尼
僧
の
祈
り
で
霊
像
と
な
っ
て
蟹
の
背
に
乗
っ

て
現
れ
た
。こ
の
像
は
寺
の
本
尊
の
胎
内
仏
と
な
っ
た
96
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

3‒

6
　
夫
婦
竜
　
　

①
滝
の
沢（
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
小
野
原
）の
二
つ
の
池（
女

池
と
男
池
）に
竜
が
そ
れ
ぞ
れ
暮
ら
し
、山
や
田
畑
を
荒
ら
し
て
い

た
。侍
が
二
匹
の
竜
を
退
治
し
、竜
は
乗
鞍
山
へ
逃
げ
て
行
っ
た
220
。

②
男
竜
と
女
竜
が
棲
む
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）の
池

が
小
さ
く
な
り
、男
竜
は
こ
の
池
に
、女
竜
は
駒
ヶ
岳
の
縞
池
に
分
か

れ
て
棲
ん
だ
。村
の
娘
た
ち
は
、美
男
子
に
化
け
て
女
竜
に
遭
っ
て
い

た
男
竜
に
恋
を
し
た
が
、結
婚
で
き
な
い
の
で
池
に
身
投
げ
し
た
。

旅
僧（
弘
法
大
師
）が
池
の
呪
い
を
解
き
、平
ら
な
土
地
に
し
た
202
。

③
池
ヶ
洞
と
塩
蔵
境
の
山
頂（
高
山
市
高
根
町
）の
男
池
・
女
池

に
男
女
の
大
蛇
が
棲
み
、修
行
を
積
ん
で
竜
神
に
な
っ
た
。夫
婦
蛇

は
さ
ら
に
海
で
修
行
す
る
た
め
、塩
蔵
谷
を
下
っ
た
。こ
の
二
池
は

竜
神
の
住
処
で
、道
路
開
通
の
た
め
池
を
一
部
埋
め
た
た
め
、祟
り

を
恐
れ
て
龍
神
碑
を
建
て
た
256
。

④
女
池
と
男
池（
郡
上
市
白
鳥
町
那
留
）の
二
つ
の
池
が
戦
後
に

埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、性
悪
女
大
蛇
が
女
池
に
住
む
女
大
蛇
に
化
け

て
猟
の
下
手
な
猟
師
を
だ
ま
し
、女
池
の
女
大
蛇
を
退
治
さ
せ
た
。

猟
師
は
猟
が
上
手
く
な
っ
た
が
、男
池
の
男
大
蛇
は
妻
を
殺
し
た
罰

と
し
て
、猟
師
の
眼
を
見
え
な
く
し
た
52
。

上
記
の
異
説
と
し
て
、⑤
猟
師
が
雄
池
で
鴨
と
間
違
え
て
大
蛇

3‒

5
　
蛇
を
祀
る
　
　

①
沼
の
大
蛇（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）は
、昔
は
村
人
と
共
存
し
て

い
た
が
、村
人
が
沼
の
水
を
使
う
た

め
に
棲
み
難
く
な
り
、恨
み
を
残
し

て
越
中
の
浜
へ
飛
び
去
っ
た
。沼
の

跡
地
に
住
み
だ
し
た
人
に
蛇
の
祟

り
で
、不
幸
が
重
な
っ
た
た
め
、供

養
の
た
め
に
へ
び
塚（
蚖
蛇
等
之
霊
）

が
祀
ら
れ
た
39
。②
西
板
屋（
本
巣
市
根
尾
）と
尾
砂
谷（
根
尾
門
脇
）

境
の「
い
け
ざ
こ
」に
棲
む
大
蛇
は
、東
板
屋
の
沼
と
尾
開
谷
内
の
沢
の

池
の
三
ヶ
所
を
行
き
来
し
て
い
た
。猿
に
化
け
て
木
に
い
る
時
に
矢
で

射
ら
れ
、雷
と
と
も
に
火
の
雨
が
降
り
、池
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
。そ

の
大
蛇
は
雷
神
社（
本
巣
市
根
尾
西
板
屋
）に
祀
ら
れ
て
い
る
270
。

③
虚
空
蔵
菩
薩
が
修
行
で
こ
の
地（
大
垣
市
赤
坂
町
）に
着
た
時
、

立
小
便
を
し
た
ら
大
蛇
の
頭
で
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た
。追
い
駆
け
ら
れ

て
金
生
山
の
頂
上
ま
で
逃
げ
、許
し
て
も
ら
う
た
め
に
、こ
の
地
に
蛇

王
権
現
に
し
て
祀
る
約
束
を
す
る
。金
生
山
の
頂
上
の
明
星
輪
寺
に
、

虚
空
蔵
菩
薩
と
蛇
王
権
現（
蔵
王
権
現
）が
祀
ら
れ
て
い
る
47
。

④
愛
西
市
持
中
町
の
氏
神（
神
明
神
社
）の
境
内
の
池
に
大
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。境
内
に「
松
水
さ
ま
」と
呼
ば
れ
る
竜
神
が
祀
ら
れ

て
い
る
。毎
年
一
月
一
五
日
に
白
お
こ
わ
を
炊
い
て
供
え
る
祭
り
が

行
わ
れ
る
243
。⑤
西
別
所
白
山
神
社（
桑
名
市
大
字
蓮
花
寺
）の
神

は
白
い
龍
で
あ
る
55
。

話
を
集
め
た
。な
お
、昇
天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
る
と
神
通
力
を

失
う
よ
う
で
あ
る
。

①
洞
穴
に
棲
む
雄
雌
の
龍
が
雨
風
を
起
こ
し
て
地
を
荒
ら
す
の

で
、各
地
を
巡
礼
し
て
き
た
和
尚
が
祈
っ
て
雄
龍
を
天
に
昇
ら
せ
、

雌
龍
を
深
い
淵
に
閉
じ
込
め
た
。和
尚
は
こ
の
地
に
龍
洞
寺（
可
児

市
今
渡
）を
建
て
、龍
の
穴
に
あ
っ
た「
龍
の
ま
く
ら
石
」も
本
堂
西

に
祀
っ
て
あ
る
35
。ま
た
こ
の
雌
雄
の
夫
婦
龍
に
つ
い
て
、②
今
渡
ダ

ム（
可
児
市
川
合
）の
堰
堤
の
下
に
あ
っ
た「
ほ
う
ろ
く
淵
」に
雄
雌

の
龍
が
棲
ん
で
お
り
、和
尚
の
祈
り
で
、淵
の
底
の
穴
に
封
じ
込
め

ら
れ
、龍
の
住
処
に
は「
龍
の

ま
く
ら
石
」が
残
っ
て
い
た
と

も
伝
わ
る
228
。な
お
、③
今
渡

ダ
ム
工
事
は
難
工
事
と
な
っ

た
。周
囲
で
は「
ほ
う
ろ
く

淵
」の
龍
の
せ
い
だ
と
噂
さ

れ
、占
い
師
の
婆
さ
ん
に
観
て

も
ら
う
と
、噂
ど
お
り
だ
っ

た
。淵
か
ら
立
ち
退
い
て
も

ら
う
よ
う
に
祈
願
し
、八
王

龍
王
の
祠
を
鎮
座
し
た
ら
、

工
事
が
無
事
完
成
し
た
228
。

④
堤
を
挟
ん
で
2
つ
の
池

（
安
八
郡
安
八
町
大
森
）が

あ
っ
た
。薬
師
の
池
が
干
上
が

り
、大
鯰
が
出
て
き
た
。捕
ま

え
よ
う
と
し
た
ら
、雨
を
降

ら
せ
な
が
ら
下
の
池
の
ほ
う

へ
飛
ん
で
い
っ
た
。大
鯰
は
龍

神
の
化
身
で
、姿
を
見
ら
れ

て
う
ま
く
天
に
昇
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
4
。⑤
正

明
寺
（
安
八
郡
安
八
町
東

結
）側
の
池
を
東
の
蛇
池
、お
薬

師
が
祀
ら
れ
て
い
る
近
く
の
池

を
西
の
蛇
池
と
言
い
、東
の
蛇
池

の
主
が
悪
さ
を
し
、度
々
旅
人

が
消
え
て
し
ま
っ
た
。巫
女
は
鉦

鼓
を
聞
か
す
よ
う
に
言
い
、鉦

鼓
の
音
は
蛇
池
か
ら
何
か
恐
ろ

し
い
者
を
昇
天
さ
せ
た
。龍
神

と
な
り
村
を
守
り
に
戻
っ
て
来

た
の
か
、後
に
、大
垣
の
浄
勝
寺

か
ら
龍
を
彫
り
込
ん
だ
装
飾
板（
破
風
）が
移
転
し
て
き
た
。な

お
、二
つ
の
池
は
今
は
無
い
4
。こ
の「
蛇
池
」は
、「
蛇
池
と
一
本
松

（
一
四
号
）」205
の
池
で
あ
る
。

⑥
池
ン
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
山
手
）の
古
池
か
ら
大
蛇
が
昇

天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
、大
蛇
は
神
通
力
を
失
い
ム
シ
ロ
と
な
っ

た
85
。⑦
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）の
主
の
大
蛇
が

天
に
昇
ろ
う
と
す
る
の
を
見
た
男
が
祟
り
で
死
ん
だ
。大
蛇
は
、海

と
山
で
二
千
年
修
行
す
る
と
天
に
昇
れ
る
が
、見
ら
れ
る
と
神
通

力
が
無
く
な
る
45
。⑧
龍
池（
一
宮
市
上
祖
父
江
竜
池
）の
周
囲
に

老
松
が
茂
っ
て
い
た
が
、一
夜
で
姿
を
消
し
た
。こ
の
松
は
龍
の
精
が

形
を
変
え
た
も
の
で
、荒
天
を
誘
っ
て
昇
天
し
た
1
。な
お
、⑨
蛇

池（
一
宮
市
上
祖
父
江
）で
乙
姫
が
生
ま
れ
た
と
言
い
、小
祠
を
建

て
て
乙
姫
様
を
祀
っ
た
1
。

3‒

3
　
竜
の
退
治
　
　

①
養
老
年
間（
七
一
七
〜
七
二
三
）、深
谷（
郡
上
市
明
宝
寒
水

深
谷
）か
ら
見
座（
高
山
市
上
宝
町
見
座
）に
棲
む
大
蛇
が
人
々
を

悩
ま
せ
て
い
た
が
、修
行
中
の
泰
澄
が
岩（
蛇
岩
）の
上
で
苦
し
む

大
蛇
を
供
養
す
る
と
、岩
に
蛇
形
が
残
っ
た
。こ
の
岩
が
明
治
に
道

路
改
修
で
カ
ン
ナ
リ
ド
チ
に
落
ち
、昭
和
に
あ
る
人
の
夢
枕
で
祀
っ

て
欲
し
い
と
言
い
、現
在
地
に
祀
ら
れ
た
295
。②
人
を
襲
う
大
蛇
を

武
士
が
退
治
し
て
、淵（
中
津
川
市
蛭
川
）に
投
げ
込
み
、そ
の
淵

は
竜
渕
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
108
。③
猟
師
が
細
尾
谷（
加
茂

郡
七
宗
町
上
麻
生
）に
住
む
大
蛇

を
撃
ち
殺
し
た
。そ
の
時
大
蛇
の

血
が
溜
ま
っ
た
の
が
赤
池（
飛
水

峡
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
の
上
流
）で
、

家
に
帰
っ
た
猟
師
は
高
熱
を
出

し
て
亡
く
な
っ
た
。そ
の
鉄
砲
は

神
淵
神
社（
七
宗
町
神
渕
）に
奉

納
さ
れ
て
い
る
275
。

④
池（
瑞
浪
市
土
岐
町
桜
堂
）に
棲
み
悪
さ
を
す
る
竜
を
、仏
の

お
告
げ
で
日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩
の
跡
取
と
さ
れ
る
侍
二
人
が

退
治
し
た
。竜
が
居
な
く
な
っ
た
池
は
水
が
引
き
、肥
沃
な
田
圃
に

な
っ
た
118
。

⑤
月
尾
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津
）の
畑
で
ソ
バ
・
豆
が
何
者

か
に
食
べ
ら
れ
る
。農
民
が
鉄
砲
で
畑
に
現
れ
た
大
蛇
を
撃
つ
と
、

も
の
凄
い
大
雨
と
な
り
、土
橋
も
流
さ
れ
、家
に
帰
っ
た
農
民
は
ま

も
な
く
亡
く
な
っ
た
238
。

各
種
の
伝
説
が
伝
わ
る
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ

町
）で
は
、⑥
山
で
山
姥（
友
人
の
妻
に
化
け
た
池
の
主
の
大
蛇
）を

矢
で
射
っ
た
男
が
血
の
後
を
た
ど
る
と
池（
苧
ヶ
瀬
池
）に
辿
り
着

き
、お
が
せ（
苧
の
つ
む
ぎ
の
束
）が
浮
い
て
い
た
。男
は
後
悔
し
て
、

大
蛇
の
た
め
に
池
に
魚
を
入
れ

た
118
。さ
ら
に
、⑦
苧
ヶ
瀬
池
か

ら
約
二
・
五
㎞
東
の
大
安
寺

（
各
務
原
市
鵜
沼
大
安
寺
町
）

開
山
の
和
尚
の
所
へ
、娘
に
化

け
た
大
蛇
が
怪
我
の
治
療
を
頼

ん
で
き
た
。治
療
の
礼
に
寺
に

引
く
清
水
が
湧
き
出
て
、寺
へ

水
が
引
か
れ
た
222
、ま
た
、⑧
開

山
し
た
和
尚
の
徳
を
慕
っ
て

苧
ヶ
瀬
池
か
ら
来
る
竜
に
水
を
頼
む
と
、座
禅
し
て
い
た
石
の
間

か
ら
湧
き
出
し
た
51
、と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

以
下
に
、物
語
等
で
現
れ
る
人
物
に
退
治
さ
れ
た
蛇
の
話
に
つ
い

て
触
れ
よ
う
。

①
田
畑
を
荒
ら
す
白
蛇
退
治
を
弓
の
名
人
俵
藤
太（
藤
原
秀
郷

の
異
称
で
、百
足
退
治
な
ど
で
知
ら
れ
る
。）に
頼
み
成
功
し
、村
人

は
大
蛇
の
魂
を「
白
蛇
神
社
」（
揖
斐
郡
池
田
町
山
洞
）に
祀
っ
た
47
。

②
両
面
宿
儺
が
高
沢
山

で
悪
さ
を
し
て
い
た
竜
を

退
治
し
、山
頂
に
日
龍
峯

寺（
関
市
下
之
保
）を
建
て

た
125
と
も
、ま
た
、③
両
面

宿
儀
が
日
龍
峯
寺
の
山
の

池
に
棲
み
村
を
荒
ら
す
竜

を
刀
で
退
治
し
た
。こ
の

時
、谷
川
に
流
れ
込
ん
だ

竜
の
血
は
田
圃
に
も
入
り
、

寺
の
麓
の
田
に
は
、竜
の
お

詫
び
か
、ヒ
ル
が
居
な
く

な
っ
た
47
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。な
お
、両
面
宿
儺
は『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
命
に
逆
ら
う
凶
賊
と
さ
れ
る
が
、岐
阜
県
の
在
地
伝
承
で

は
毒
龍
退
治
や
寺
院
の
縁
起（
高
山
市
の
千
光
寺
・
日
竜
峰
寺
な

ど
）に
関
す
る
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。

3‒

4
　
子
に
残
し
た
大
蛇
の
目
玉
　
　

①
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
で
は
、夫
の
許
を
去
る
時
に
、子
に
残
し

た
目
玉
を
二
回
も
眼
病
を
患
う
殿
に
取
ら
れ
た
の
で
、津
波
の
発

生
を
親
子
に
は
知
ら
せ
て
逃
げ
さ
せ
た
後
、大
津
波
で
殿
の
家
か

ら
里
ま
で
皆
流
さ
れ
た 

104
。

②
大
丹
生
池（
高
山
市
丹
生
川
町
）の
大
蛇
が
娘
に
化
け
て
女
房
に

な
っ
た
。子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ
て
池
に
帰
る
際
、子
に
目
玉
を
一
つ

残
す
が
、盗
ま
れ
た
の
で
、再
度
目
玉
を
与
え
た（
両
目
）。盲
目
に
な
っ

た
蛇
に
時
や
方
角
を
知
ら
せ
る
た
め
、夫
は
寺
に
釣
り
鐘
を
寄
進
し

た
104
。な
お
、③
亭
主
と
子
供
に
別
れ
る
際
、お
し
ゃ
ぶ
り
用
に
残
し
た

目
玉
を
殿
に
取
ら
れ
、再
度
目
玉
を
与
え
て
メ
ク
ラ
に
な
っ
た
の
で
、

寺
の
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に
頼
ん
だ
話
が
、高
山
市
上
宝
町
本
郷
に
伝

わ
っ
て
い
る
104
。ま
た
、④
子
が
十
五
歳
に
な
っ
た
ら
、二
つ
目
の
目
玉

を
返
す
約
束
を
し
た
が
、村
人
の
意
見
は
返
す
か
返
さ
な
い
か
で
分

か
れ
た
。し
か
し
、千
光
寺（
高
山
市
丹
生
川
町
下
保
）に
滞
在
し
て
い

た
円
空
の
意
見
で
返
し
た
269
。

⑤
唯
願
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
下
山
）の
僧
は
、京
の
帰
り
に
つ
い

て
き
た
女
と
夫
婦
に
な
っ
た
が
、大
蛇
で
あ
っ
た
。、女
は
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
子
を
残
し
て
本
堂
前
の
井
戸
に
飛
び
込
ん
だ
が
、子
の
た
め
に

「
し
ぶ
な
し
の
カ
ヤ
」と
玉
を
残
し
た
。三
年
後
、玉
と
引
き
換
え
に
金

の
出
る
小
俵
を
く
れ
た
118
。な
お
、⑥
こ
の
井
戸
は
琵
琶
湖
ま
で
続
い

て
い
る
と
言
わ
れ
る
229
。カ
ヤ（
イ
チ
イ
科
カ
ヤ
属
の
常
緑
針
葉
樹
）の

実
は
食
用
に
な
る
。

を
撃
ち
殺
し
、祟
り
で
死
ん
だ
。雌

の
蛇
は
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥

町
前
谷
）に
移
っ
た
。雄
池
の
西
の

雌
池
は
残
っ
て
る
287
。
ま
た
、

「
3‒

1
金
物
が
嫌
う
主
」で
述
べ

た
村
間
ヶ
池
に
つ
い
て
は
、⑥
干
田

野（
白
鳥
町
下
田
野
）に
棲
ん
で
い

た
大
蛇
は
、洪
水
の
後
に
一
晩
で

干
上
が
っ
た
の
で
、村
間
ヶ
池
に
移

り
住
ん
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
52
。さ

ら
に
、⑦
大
蛇
が
村
間
ヶ
池
へ
下
る
時
に
山
が
崩
れ
て
、洞（
割
り

洞
。郡
上
市
明
宝
気
良
）が
出
来
た
295
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
恵
那
市
上
矢
作
町
の「
海
」（
達
原
渓
谷
に
あ
る
地
名
）に
青

竜（
雄
）と
黒
竜（
雌
）の
龍
が
住
ん
で
い
た
が
、上
か
ら
流
れ
て
き

た
白
竜（
雌
）に
元
か
ら
居
た
黒
竜
が
か
み
殺
さ
れ
た
。黒
竜
は
恨

み
で
人
に
祟
っ
た
が
、村
人
は
弁
天
様
を
祀
っ
て
鎮
め
た
99
。

⑨
関
市
板
取（
蕪
山
の
荒
倉
と
上
つ
谷
間
）の
尾
根
近
く
の
2
つ

の
池
に
雄
雌
の
大
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。猟
師
が
池
に
浮
か
ぶ
2
羽

の
鴨（
雌
雄
の
大
蛇
が
変
身
し
て
い
た
）を
撃
と
う
と
し
た
ら
、弾

は
当
た
ら
ず
、強
風
と
大
雨
の
嵐
に
な
り
、家
に
帰
っ
た
猟
師
は
寝

込
ん
で
亡
く
な
っ
た
。干
天
時
に
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
、鳶
の
先
で

池
を
掻
き
混
ぜ
る
と
、金
物
に
怒
っ
た
大
蛇
が
上
流
か
ら
大
水
を

流
し
、伐
採
し
た
木
材
や
人
が
流
さ
れ
た
8
。

⑩
沼
田（
山
県
市
富
永
の
水
品
）に
雄
雌
の
竜
が
お
と
な
し
く
暮

ら
し
て
い
た
が
、雌
の
挑
発
で
、雄
は
度
胸
試
し
に
人
を
襲
っ
て
し

ま
っ
た
。そ
れ
を
悔
い
た
雄
雌
の
竜
は
、天
に
豪
雨
と
と
も
に
昇
り
、

い
ま
も
そ
の
後
が
蛇
道
と
し
て
残
っ
て
い
る
124
。な
お
、兄
弟
の
大

蛇
も
い
て
、⑪
仲
越（
山
県
市
神
崎
。県
道
二
〇
〇
号
線
の
終
点
集

落
）の
池
に
棲
ん
で
い
た
大
蛇
の
兄
弟
が
大
洪
水
を
起
こ
し
て
海
へ

下
る
途
中
、弟
が
死
ん
で
し
ま
う
。兄
だ
け
で
海
へ
下
る
た
め
に
は
、

三
部
経
が
必
要
で
、伊
住
戸（
仲
越
か
ら
下
流
約
六
㎞
）の
お
寺
へ

取
り
に
来
た
124
。

3‒

7
　
竜
の
祟
り
　
　

①
高
山
市
丹
生
川
町
曽
手
の
集
落
に
、池
の
形
を
し
た「
水
な

し
」と
言
う
所
が
あ
る
。昔
は
池
で
お
む
つ
を
洗
っ
て
い
る
と
嵐
に

な
り
、竜
神
が
追
い
駆
け
て
来
て
、気
が
付
く
と
水
が
枯
れ
て
い
た

269
。②「
池
の
浜
」（
下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
）の
池
で
、石
の
上
の
小

さ
い
蛇
を
池
に
落
と
す
度
に
蛇
は
大
き
く
な
り
、つ
い
に
大
蛇
と

な
っ
て
男
衆
二
人
を
襲
っ
た
。二
人
は
大
蛇
を
た
た
き
殺
し
た
が
、

祟
り
に
あ
い
謎
の
病
で
死
ん
だ
97
。

木
曽
駒
森
林
公
園（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の「
七
尋
石
」に
つ
い
て

は
、③
惣
の
島（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
原
野
）の
若
者
が
大
蛇
に
襲
わ

れ
鎌
で
大
蛇
を
切
っ
た
ら
、の
た
う
っ
て
淵
へ
落
ち
て
行
っ
た
。淵
は
蛇

切
り
淵
と
呼
ば
れ
た
276
。後
日
談
と
し
て
、④
原
野
村
の
こ
の
若
者
に

嫁
い
だ
お
濃
は
、大
蛇
の
祟
り
で
蛇
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
姿
を
夫
に
見

ら
れ
て
離
縁
さ
れ
、さ
ら
に
実
家
か
ら
も
追
い
払
わ
れ
た
。途
方
に
く

れ
た
お
濃
が
座
っ
て
い
た
石（
七
尋
石
）に「
う
ろ
こ
」の
跡
と
麻
桶
を

置
い
た
窪
み
が
残
っ
て
い
る
276
。ま
た
、⑤
お
濃
は「
濃
ケ
池
」の
竜
に

見
初
め
ら
れ
て
身
ご
も
り
、「
七
尋
石
」の
所
で
出
産
し
た
が
、家
に
帰

れ
な
い
の
で「
濃
ケ
池
」に
身
投
げ
し
た
と
も
伝
わ
る
。な
お
、「
濃
ケ

池
」は
大
原（
木
曽
郡
木
曽
町
新
開
大
原
）奥
の
池
、あ
る
い
は
、駒
ケ

岳
の
麓
の
池
と
も
言
わ
れ
て
い
る
276
。⑥
明
星
岩（
木
曽
郡
木
曽
町
日

義
原
野
）に
住
ん
で
い
た
白
カ
ジ
カ
が「
濃
ケ
池
」の
大
蛇
を
負
か
し
た

ら
、大
蛇
は
池
か
ら
伊
勢
の
海
へ

行
っ
た
276
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑦
大
船
山（
恵
那
市
上
矢
作

町
）に
棲
ん
で
い
た
悪
魔
が
、蝮
の

頭
に
よ
く
似
た
石（
マ
ム
シ
岩
）に

封
じ
込
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
99
。

⑧
男
が
魚
釣
り
の
後
、石（
中
津

川
市
蛭
川
奥
渡
区
）の
上
で
一
服

し
て
い
る
と
一
匹
の
蛇
が
出
て
き

た
。悪
戯
で
、煙
草
の
ヤ
ニ
を
魚
の

腸
に
混
ぜ
て
与
え
た
。夜
蛇
の
恨
む
声
が
聞
こ
え
、翌
日
、蛇
は
死

ん
だ
が
、暫
く
し
て
、男
は
祟
り
で
川
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、そ
の

石
は「
蛇
石
」と
呼
ば
れ
た
47
。

岩
村
城（
恵
那
市
岩
村
町
）の
大
蛇
に
関
す
る
話
と
し
て
、「
本

洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
の
他
に
、⑨
宝
永
五（
一
七
〇
八
）

年
、猟
師（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
）が
魔
物
だ
と
思
い
大
蛇
を
撃

ち
殺
し
、馬
の
骨
ほ
ど
も
あ
る
蛇
骨
を
岩
村
城
に
届
け
た
。岩
村
の

子
供
が
こ
の
蛇
に
飲
ま
れ
て
尻
か
ら
出
た
が
一
生
頭
の
毛
が
生
え

な
か
っ
た
212
。⑩
岩
村
城
が
敵
陣
の
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、秘
蔵
の

蛇
の
骨
を
井
戸
に
沈
め
る
と
城
を
霧
が
覆
い
、勝
っ
て
、霧
ヶ
城
と

名
が
つ
い
た
13
。な
お
、偶
然
蛇
の
骨
が
井
戸
に
入
っ
た
話
と
し
て
、

⑪
負
け
戦
の
兵
士
が
躓
い
て
、何
か
が
井
戸
に
落
ち
、霧
が
立
ち
込

め
て
勝
利
し
た
。井
戸
を
調
べ
る
と
蛇
の
頭
蓋
骨
で
、城
の
宝
に
な

り
、城
は
霧
ヶ
城
と
名
付
け
ら
れ
た
47
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑫
円
光
寺（
飛
騨
市
古
川
町
殿

町
）の
宝
物「
蛇
骨
」（
約
三
m
）は
、

越
後
の
国
で
、本
妻
に
殺
さ
れ
た

妾
が
大
蛇
に
変
身
し
た
が
、親
鸞

に
よ
る
供
養
で
、大
蛇
は
菩
薩
に
な

り
昇
天
し
、越
後
の
寺
か
ら
持
っ
て

来
ら
れ
た
物
で
あ
る
102
。

仏
の
教
え
を
学
ん
だ
後
に
、寺

に
蛇
骨
を
残
し
た
蛇
も
い
る
。⑬

龍
泰
寺（
関
市
下
有
知
の
守
り
神

の
竜
は
、死
期
が
迫
っ
た
の
で
、仏
の

教
え
を
乞
う
て
寺
に
来
て
、天
に
逝

き
、寺
に
竜
骨
が
秘
蔵
さ
れ
、竜
神

は
境
内
の「
竜
ヶ
池
」に
あ
る
島
の

祠
に
祭
ら
れ
て
い
る
71
。⑭
葦
池

（
各
務
原
市
下
中
屋
町
。春
日
神
社

境
内
に
池
は
現
在
無
い
）の
大
蛇
は

旅
人
を
食
べ
た
り
田
畑
を
荒
ら
し

た
り
し
た
が
、若
嫁
に
化
け
て
河
野

西
入
坊（
各
務
原
市
下
中
屋
町
）で

の
説
教
を
熱
心
に
聴
き
、住
職
に
亡

く
な
っ
た
後
の
始
末
を
頼
ん
で
、大

蛇
と
な
っ
て
亡
く
な
り
、寺
に
は
、

現
在
も
上
顎
と
下
顎
の
骨
が
残
っ

て
い
る
222
。

祟
り
に
戻
る
と
、⑮
大
船
神
社

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
石
段
で
満

願
の
日
に
大
蛇
を
見
た
松
助
が
亡

く
な
り
、そ
の
者
の
家
の
前
に「
松
明

霊
神
」の
石
碑
が
建
て
ら
れ
、祀
ら

れ
た
。な
お
、大
蛇
を
三
つ
に
切
っ

て
、頭
を
大
船
神
社
、腹
を
中
山
神

社（
恵
那
市
串
原
中
沢
）、尻
尾
を

愛
知
県
東
加
茂
郡
に
奉
納
し
た
伝

説
も
あ
り
、松
助
は
大
船
神
社
の
ご

神
体
を
見
た
祟
り
で
病
死
し
た
99
。

⑯
伊
勢
山（
本
巣
市
法
林
寺
）の

中
腹
に
あ
る
大
岩
は
、神
が
宿
る
岩

と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。山
菜
取

り
の
村
人
が
、「
山
で
味
噌
を
焼
く

と
、匂
い
で
大
蛇
が
来
る
」と
の
言
い
伝
え
を
忘
れ
、大
岩
の
上
で
味
噌

を
焼
い
て
昼
食
に
し
た
ら
、大
岩
の
下
か
ら
出
て
来
た
大
蛇
に
睨
ま

れ
、つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
128
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
の
小
島
山（
八
六
四
m
）頂
上
に
あ
る
古

賀
ヶ
池
に
は
、小
島
山
周
辺
の
数
村
で
よ
く
似
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑰
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、大
蛇
に
愛
犬
を
食
わ
れ
た

猟
師
が
、仇
討
ち
に
失
敗
し
、瑞
岩
寺
村（
現
揖
斐
川
町
瑞
岩
寺
に
該

当
）の
氏
神
様
に
逃
げ
込
み（
一
説
に
は
、瑞
岩
寺
村
の
秋
葉
神
社
に
隠

れ
、神
様
が
大
蛇
を
追
い
返
す
と
）、よ
う
や
く
大
蛇
は
帰
っ
た
28
。⑱

そ
の
時
大
蛇
が
壊
し
た
谷（
じ
ゃ
が
谷
、一
説
で
は
城
ヶ
谷
）は
、大
雨

の
た
び
に
荒
れ
、不
作
が
続
い
た
の
で
、大
蛇
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め

に
、池
の
ほ
と
り
に
祠
を
建
て
た
11
。ま
た
、⑲
享
保 

（
一
七
一
六
〜
三

五
）年
間
、猟
師（
揖
斐
川
町
白
樫
）の
犬
が
古
川
池（
古
賀
ヶ
池
に
該

当
）で
大
蛇
に
呑
み
こ
ま
れ
た
。猟
師
と
友
人
は
、復
讐
に
行
く
が
、急

所
が
は
ず
れ
て
大
蛇
に
追
わ
れ
、揖

斐
郡
大
野
町
黒
野
の
八
幡
社
に
逃

げ
込
む
と
大
蛇
は
息
絶
え
た
。大

蛇
は
焼
か
れ
、灰
を
埋
め
て
供
養
し

た
。黒
野
駅
レ
ー
ル
パ
ー
ク
東
二
〇

〇
ｍ
辺
り
に「
へ
ん
び
塚
」が
残
っ
て

い
る
217
。

さ
ら
に
、⑳
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

東
津
汲（
旧
久
瀬
村
）で
は
、猟
師

の
犬
が
古
賀
ヶ
池
で
雄
の
大
蛇
に

呑
ま
れ
た
。撃
ち
取
っ
た
ら
雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ
、猟
師
は
な
ん
と
か

逃
げ
、猟
師
を
見
失
っ
た
大
蛇
は
別
の
谷
に
出
て
行
っ
た
238
。ま
た
一
説

で
は
、㉑
雄
の
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
が
、雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ

た
猟
師
は
瑞
岩
寺
村
の
北
の
宮
に
逃
げ
込
み
、大
蛇
が
社
殿
を
壊
し

な
が
ら
村
を
水
浸
し
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
、宮
の
神
が
鯰
に
な
っ
て

飲
み
干
し
た
238
と
、伝
わ
っ
て
い
る
。

現
大
垣
市
上
石
津
町
に
も
犬
と
大
蛇
の
話
が
あ
る
。㉒
多
良
村（
大

垣
市
上
石
津
町
）の
狩
猟
の
上
手
い
侍
が
、幾
久
里
の
山
で
犬
に
飛
び

掛
か
る
大
蛇（
主
）を
刀
で
切
り
つ
け
、大
蛇
は
淵
へ
逃
げ
た
。翌
年
、そ

の
淵
で
侍
が
投
網
を
す
る
と
、主
に
引
き
込
ま
れ
、以
来
そ
の
淵
を「
へ

び
が
淵
」と
恐
れ
た
37
。ま
た
、㉓
上
多
良
の
豪
士
が
幾
久
里
の
山
へ

狩
り
に
行
く
と
、小
さ
な
ト
カ
ゲ
が
豪
士
を
幾
久
里
川
の
淵
へ
引
き

ず
る
。怒
っ
た
豪
士
は
ト
カ
ゲ
を
切
り
殺
す
と
、ト
カ
ゲ
は
淵
に
落
ち
、

赤
黒
い
血
に
染
ま
っ
た
淵
か
ら
二
つ
の
大
き
な
目
が
光
っ
て
お
り
、こ

こ
を「
蛇
ぶ
ち
」と
言
っ
た
37
。さ
ら
に
、㉔
上
多
良
の
人（
三
輪
佐
太

夫
）は
犬
を
連
れ
て
魚
取
り
に
行
っ
た
。川
で
大
蛇
に
遭
遇
し
胴
を
二

つ
に
切
っ
た
。翌
日
、川
で
魚
の
群
れ
を
見
か
け
、投
網
す
る
と
川
底
へ

引
き
込
ま
れ
た
。実
は
群
れ
は
大
蛇
の
頭
だ
っ
た
。こ
の
淵
を「
蛇
淵
」

（「
佐
太
夫
淵
」229
）と
言
う
37
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

㉕
猟
師
が
鴨
を
打
ち
に
沼
に
来
た
が
、笠
を
残
し
て
姿
を
消
し
た
。

そ
れ
以
降
、笠
取
池（
一
宮
市
萩
原
町
西
宮
重
）と
呼
ば
れ
た
。沼
の
主

が
大
亀
で
、埋
め
た
て
る
と
祟
り
が
あ
る
1
。な
お
、鹽
道
神
社（
一
宮
市

千
秋
町
塩
尻
居
屋
敷
）周
辺
の
湿
地
に
も
、笠
を
取
り
に
行
っ
た
巡
礼

が
ヨ
シ
の
深
み
に
嵌
り
、笠
だ
け
が
残
さ
れ
た
笠
取
沼
伝
説
が
あ
る
。

文
字
を
使
用
す
る
以
前
の
先
史
時
代
、中
国
で
は
す
で
に
貝
殻

で
作
っ
た
龍
形
な
ど
、後
代
の
龍
の
形
象
と
共
通
項
を
持
つ
遺
物
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。殷
代（
B
C
一
七
世
紀
〜
B
C
一
〇
四
六
年
）

後
期
の
甲
骨
文
字
に
は
龍
の
文
字
が
出
現
し
て
お
り
、こ
の「
龍
」

の
文
字
を
用
い
る
族（
龍
族
）が
祀
っ
た
神
は
降
雨
の
有
無
を
問
う

水
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。

龍
の
姿
は
、後
漢
時
代（
二
五
〜
二
二
〇
年
）の
学
者
王
府
が
、

龍
に
つ
い
て「
九
似
説
」（
頭
は
ラ
ク
ダ
、目
は
鬼
、角
は
鹿
、首
は

蛇
、腹
は
蛟﹇
虯
・
螭
・
虬
で
、蛇
に
似
た
想
像
上
の
動
物
﹈、鱗
は

魚
、爪
は
鷹
、足
は
虎
、耳
は
牛
）を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。

1
．龍
と
蛇
の
融
合

雨
乞
い
伝
説
な
ど
で
は
、蛇
も
龍
も
同
じ
霊
験
を
現
し
て
お
り
、

蛇
と
龍
の
区
別
が
つ
か
な
い
。な
お
、雨
乞
い
専
用
の
龍
は
玄
宗
皇

帝（
六
八
五
〜
七
六
二
）の
唐
代
に
登
場
し
て
い
る
。

八
木
133
は
、仏
教
に
お
け
る
コ
ブ
ラ
を
神
格
化
し
た
蛇
神（
蛇
の

精
霊
、ナ
ー
ガ
）が
中
国
の
龍
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
述
べ
て
い

る
。中
国
の
龍
は
①
水
と
の
関
連
性
、②
水
辺
に
棲
み
、財
宝（
珠
）

を
守
る
、③
魚
な
ど
に
自
在
に
変
化
す
る
特
性
を
備
え
た
超
自
然

的
な
聖
獣
で
あ
る
。一
方
、イ
ン
ド
の
蛇
神
は
①
水
と
の
関
連
性
、

②
龍
宮
に
棲
み
、財
宝（
仏
舎
利
等
）を
守
る
、③
擬
人
化
さ
れ
て

人
語
を
解
し
、人
と
交
わ
る
特
性
を
持
ち
、魏
晋
南
北
朝
時
代（
一

八
四
〜
五
八
九
）以
降
、コ
ブ
ラ
の
い
な
い
中
国
で
隆
盛
し
た
仏
教

の
漢
訳
仏
典
を
介
し
て
イ
ン
ド
の
蛇
神
が
中
国
の
龍
の
概
念
に
影

響
を
与
え
、唐
代（
六
一
八
〜
九
〇
七
）に
小
説
の
龍
宮
譚
・「
劉
毅

伝
」以
降
、龍
宮
の
記
事
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
八
木
は
、イ
ン
ド
の
蛇
神
も
中
国
の
龍
も
共
に
雨
を
降

ら
せ
る
能
力
を
有
し
、雨
乞
い
の
儀
式
に
関
す
る
共
通
項
が
、仏
典

の
蛇
神
が
中
国
の
龍
と
同
一
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
。な

お
、龍
の
爪
の
数
に
つ
い
て
は
、漢
代（
B
C
二
〇
六
〜
A
D

二
二
〇
）皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
龍
の
爪
の
数
は
三
本
で
、宋

代（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）に
四
本
、元
代（
一
二
七
一
〜
一
三
六

八
年
）か
ら
五
本
に
増
え
た
。

2
．金
物
を
嫌
う
龍

水
神
が
金
物
を
嫌
う
理
由
を
述
べ
る
前
に
、鋳
物
師
を
支
配
し

た
真
継
家
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
15
。

鋳
造
の
歴
史
は
弥
生
時
代（
B
C
三
世
紀
頃
〜
A
D
三
世
紀
中

頃
）に
遡
る
が
、造
寺
造
仏
技
術
が
六
世
紀
末
に
伝
来
し
て
飛
鳥

寺
の
造
営
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
、鋳
造
技
術
は
大
い
に
発
達
し
た
。

律
令
時
代（
大
化
の
改
新
後
の
七
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀
頃
ま

で
）の
鋳
銅
技
術
は
、貴
族
も
鋳
造
技
術
者
を
確
保
し
て
お
り
、ま

た
鋳
銅
技
術
は
民
間
に
も
広
範
に
存
在
し
て
い
た
が
、天
皇
家
は

需
要
の
多
い
所
に
技
術
者
を
出
向
さ
せ
て
鋳
銅
製
品
を
制
作
さ
せ

て
お
り
、飛
鳥
・
奈
良
時
代（
五
九
二
〜
七
九
四
）に
は
天
皇
家
と

鋳
物
師
と
の
結
び
つ
き
も
始
ま
っ
た
。　

天
文
八（
一
五
三
九
）年
、真
継
久
直
は
天
皇
に
仕
え
る
家
の
地

位
を
乗
っ
取
っ
て
地
下
官
人
真
継
家
を
成
立
さ
せ
、天
皇
家
の
偽

文
書
を
創
作
・
配
布
し
権
威
づ
け
て
、各
地
の
鋳
物
師
支
配
を
開

始
し
た
。

こ
こ
で
偽
文
書
は
、天
皇
家
か
ら
出
さ
れ
た
蔵
人
所
牒（
蔵
人
所

は
い
わ
ば
天
皇
家
の
事
務
官
の
役
所
）の
内
容
を
踏
ま
え
て
、真
継

家
に
都
合
の
良
い
文
書
を
書
き
加
え
た
も
の
で
、鋳
物
師
集
団
や

そ
の
首
領
に
対
し
て
諸
国
通
行
税
の
免
除
等
、営
業
上
の
特
権
を

保
証
す
る
内
容
が
多
い
。な
お
、偽
文
書
に
は
朝
廷
文
書
に
捺
印
さ

れ
る
正
規
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
内
印
が
捺
し
て
あ
る
。さ
ら
に
真

継
珍
弘（
一
六
七
二
〜
七
三
三
）は
、鋳
物
を
家
業
と
す
る
こ
と
を

認
め
る
許
可
状「
許
状
」を
発
給
し
、以
後
、鋳
物
師
の
代
替
り
ご

と
に
更
新
さ
れ
、鋳
物
師
支
配
が
拡
大
し
た
。

こ
の
真
継
家
と
鋳
物
師
と
の
関
係
は
、惟
喬
親
王
を
祖
と
仰
ぐ

木
地
師
と
の
関
係
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

吉
岡
51
は
、鉄
器
の
製
造
者（
鋳
物
師
）が
鉄
器
の
強
靭
性
を
言
い

募
る
た
め
に
、鉄
器
は
水
神（
龍
神
や
河
童
な
ど
）さ
え
抑
え
込
む
威

力
を
持
ち
、そ
れ
ゆ
え
水

神
は
鉄
器
を
嫌
う
と
伝

え
た
、と
述
べ
て
い
る
。

水
神
は
、池
に
入
れ
ら

れ
た
嫌
い
な
金
物（
鎌

等
）に
怒
り
、そ
の
地
に

雨
を
降
ら
せ
た
。つ
ま

り
、雨
乞
い
の
方
法
と
し

て
水
神
が
嫌
う
金
物
が

用
い
ら
れ
、例
え
ば
恵
那

市
の
笠
置
山（
一
一
二
八

m
）の
笠
置
神
社
の
鎌
を

借
り
て
雨
乞
い
を
行
い
、

ま
た
、恵
那
市
の
三
森
山（
一
一
〇
〇
m
）山
頂
の
三
森
山
社
の
鎌

を
麓
の
垂
松
瀑
に
投
げ
入
れ
て
雨
乞
い
を
行
っ
て
い
た
。

３
．竜
・
大
蛇
伝
説

飛
騨
地
方
に
は
、異
類
婚
姻
い
わ
ゆ
る
蛇
婿
に
分
類
さ
れ
る
話
が

多
く
伝
わ
り
、そ
の
内
容
の
多
く
は
、針（
蛇
の
嫌
い
な
金
物
）を
婿

（
蛇
）の
着
物
に
つ
け
て
退
治（
例
え
ば
104
、105
、270
等
）し
、ま
た
、妊

娠
し
た
娘
に
菖
蒲
酒
や
菊
酒
を
飲
ま
せ
て
流
産（
例
え
ば
72
）さ
せ

る
話
で
あ
る
が
、本
章
で
は
異
類
婚
姻
は
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
取
り

上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

3‒

1
　
金
物
を
嫌
う
主
　

①
旧
越
中
東
街
道
の
千
貫
桟（
長
三
〇
〇
間
余
り
、明
治
に
県

道
を
飛
騨
市
神
岡
町
横
山
か
ら
西
街
道
に
移
し
、高
原
川
に
千
貫

橋
を
架
け
た
）下
の
深
淵
に
棲
む
主
は
鉄
を
嫌
い
、淵
に
引
き
ず
り

込
む
の
で
、鉄
を
運
ぶ
時
は
山
道
を
迂
回
し
た
104
。②
飛
騨
市
神

岡
町
東
雲
西
側
の
平
坦
部
が
開
墾
さ
れ
た
が
、水
が
不
足
し
、大

蛇
が
棲
む
と
伝
わ
る
池
で
鍋
・
釜
を
洗
っ
て
い
た
。大
蛇
は
堪
ら
ず

池
か
ら
逃
げ
出
す
際
、恨
み
に
大
雨
を
降
ら
せ
た
。恨
み
を
鎮
め
る

た
め
に
経
塚
を
一
三
造
り
、一
つ
の

経
塚
が
残
っ
て
い
る
104
。③
小
八

賀
川（
高
山
市
丹
生
川
町
根
方
）

の
竜
宮
に
通
じ
る
と
言
わ
れ
た
琴

淵
に
は
大
蛇
の
主
が
棲
み
、主
は

金
物
を
嫌
い
、釘
を
使
っ
た
橋
を

琴
淵
に
架
け
た
ら
、一
夜
で
橋
は

流
さ
れ
た
269
。な
お
、④
琴
淵
の
主

は
ガ
ロ
オ（
河
童
）と
も
言
わ
れ
て

い
た
。猟
師
が
そ
れ
を
狙
い
投
網

す
る
と
、大
イ
ワ
ナ（
九
〇
㎝
）

が
捕
れ
、見
世
物
に
出
し
た
269
。

⑤
坂
山（
蔵
柱
、小
萱
と
吉

田
に
連
な
る
山
）に
棲
む
大
蛇

が
、蔵
柱
村（
高
山
市
上
宝
町
）

や
北
側
の
小
萱（
飛
騨
市
神
岡

町
）の
人
々
の
夢
枕
で
、子
ど
も

が
多
く
な
っ
た
の
で
村
に
棲
ま

せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
が
断
ら

れ
、小
萱
の
谷
に
金
物
の
剣
八

本
が
立
っ
た
。忘
れ
た
頃
に
、小

萱
の
西
の
吉
田（
神
岡
町
）か
ら
鉄
砲
水
と
な
り
蛇
が
抜
け
た
39
。

同
じ
く
大
蛇
の
子
供
が
増
え
た
話
と
し
て
、⑥
大
蛇
夫
婦
が
苅

安
峠（
高
山
市
一
之
宮
町
）の
大
き
な
池
に
棲
ん
で
い
て
、子
が
増
え

た
の
で
、村
人
に
相
談
し
た
。村
人
は
大
蛇
が
里
へ
来
な
い
よ
う
に
、

池
の
北
側
の
堤
に
金
物
を
埋
め
た
。す
る
と
、大
蛇
は
怒
り
、洪
水

と
と
も
に
無
数
河
川
か
ら
益
田
川（
飛
騨
川
）に
移
り
住
ん
だ
292
。

⑦
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥
町
前
谷
）に
は
老
大
蛇
が
棲
み
、大

蛇
は
金
属
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。番
所
の
役
人
の
子
供
が
た
わ
む
れ
に

鎌
を
池
に
投
げ
入
れ
る
と
大
暴
風
雨
に
な
り
、農
夫
が
池
か
ら
鎌

を
拾
い
上
げ
た
ら
静
か
に
な
っ
た
237
。

⑧
井
沢
川（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）の
淵
に
棲
む
大
蛇
は
人

を
引
き
ず
り
込
ん
だ
。と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
大
蛇
に
釜
を
被
せ
て

出
ら
れ
な
く
し
た
99
。

3‒

2
　
竜
の
昇
天
　

　
海
に
千
年
、山
に
千
年
棲
み

つ
い
た
蛇
は
天
に
昇
っ
て
竜
に

な
る
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、

経
験
が
豊
か
で
抜
け
目
が
な

く
、し
ぶ
と
く
狡
く
な
っ
て
い
く

こ
と
の
例
え
と
し
て「
海
千
山

千
」と
言
う
。

こ
こ
で
は
、竜
が
昇
天
す
る

竜伝説の伝承場所図

千貫橋下の淵（右側斜めの岩は「横山楡原衝上断層」）

「ほえ橋」下の琴淵村間ヶ池
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
2
章
　
竜
伝
説

㉖
草
刈
り
の
最
中
に
番
頭
さ
ん

は
付
近
の
蛇
池
で
、水
を
飲
み
に
来

た
蛇
の
頭
を
誤
っ
て
切
っ
て
し
ま
っ

た
。仕
事
の
後
、番
頭
さ
ん
は
喉
が

渇
い
た
の
で
池
の
水
を
呑
ん
だ
ら

死
ん
で
し
ま
っ
た
。弔
い
の
た
め
に

地
蔵（
養
老
郡
養
老
町
直
江
の
旧

牧
田
川
堤
防
の
お
地
蔵
様
）を
建
て
た
132
。

3‒

8
　
秀
逸
な
彫
り
物
や
絵
の
竜
　
　

①
麦
飯
峠
に
棲
む
大
龍
が
旅
人
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
退
治
し

た
。そ
の
後
、龍
の
姿
を
ム
ツ
の
神
に
彫
刻
し
て
も
ら
い
、龍
門
寺

（
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
）の
山
門
に
架
け
た
。し
か
し
龍
の
魂
が
夜

な
夜
な
悪
さ
を
す
る
の
で
、ム
ツ
の
神
に
龍
の
目
に
穴
を
あ
け
て
栓

を
し
て
鎮
め
て
も
ら
っ
た
275
。

ま
た
一
説
に
は
、②
龍
門
寺

を
通
り
か
か
っ
た
男（
左
甚
五

郎
と
伝
わ
る
）が
龍
の
彫
り
物

を
造
り
、大
門
に
飾
っ
た
。そ
の

龍
が
悪
さ
を
し
た
の
で
お
教
を

あ
げ
、池（
山
門
の
内
側
）を

掘
っ
て
祀
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て

い
る
118
。

③
村
人
が
薬
王
寺（
可
児

市
東
帷
子
）高
梁
に
彫
ら
れ
た

上
り
竜
と
下
り
竜
に
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降
ら
せ
過
ぎ
た
の
で
、村
人

が
天
に
矢
を
射
っ
た
ら
止
ん
だ
。晴
れ
る
と
下
り
竜
の
片
目
が
つ
ぶ

れ
て
い
た
35
。

④
手
力
雄
神
社（
各
務
原
市
那
加
手
力
町
）の
拝
殿
の
木
彫
り
の

龍（
一
対
）が
畑
を
荒
ら
し
た
の
で
、出
歩
け
な
い
よ
う
に
お
祓
い
し

て
目
に
釘
を
打
っ
た
24
。実
際
は「
目
玉
に
釘
は
無
い
が
、し
か
し
、寄

木
を
確
実
に
つ
な
ぐ
た
め
に
隠
し
て
大
き
な
釘
で
固
定
し
て
あ
り
」、

「
龍
を
釘
で
打
ち
つ
け
た
」状
態
と

言
え
る
。

⑤
殿
様（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春

日
川
合
）が
左
甚
五
郎
と
他
の
一

人
に
大
蛇
の
彫
刻
を
命
じ
た
。甚

五
郎
が
観
音
菩
薩
に
大
蛇
の
姿

を
見
せ
て
欲
し
い
と
願
う
と
、池

か
ら
大
蛇
が
姿
を
見
せ
た
の
で
、

そ
の
姿
を
彫
り
あ
げ
た
。殿
に
見

せ
る
と
彫
り
物
な
の
に
、鎌
首
を

持
ち
上
げ
た
224
。

⑥
走
井
山
勧
学
寺（
桑
名
市
矢
田
）の
本
堂
天
井
に
描
か
れ
た

龍（
水
飲
み
竜
）が
井
戸
の
水
を
飲
み
に
来
た
の
で
、竜
の
目
に
大

き
な
釘
を
打
ち
つ
け
た
55
。⑦
桑
名
旧
城（
桑
名
市
吉
之
丸
）蟠
龍

櫓
の
胸
瓦
は
蹲
っ
た
龍
の
形
を
し
て
お
り
、瓦
の
下
に
は
恐
れ
て
魚

が
近
か
な
か
っ
た
55

飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
を
無
く
し
た
竜
と
し
て
、⑧
大
天
王（
現
鶉

田
神
社
。岐
阜
市
東
鶉
）の
彫
り
物
の
竜
は
、仲
良
く
な
っ
た
娘
が
役

人
の
せ
い
で
死
ん
だ
こ
と
を
怒
り
、竜
は
大
天
王
の
お
社
か
ら
出
た

火
で
、役
人
の
家
を
焼
き
払
っ
た
。建
て
直
さ
れ
た
拝
殿
の
右
側
の

竜
の
彫
り
物
は
、飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
が
無
い
50
。ま
た
一
説
に
は
、

⑨
一
対
の
竜
の
う
ち
、片
方
は
火
を
吹
く
の
で
、社
の
神
様
に
尾
を
切

り
取
ら
れ
た
と
言
う
46
。

餌
を
与
え
た
絵
の
竜
は
、⑩
円
頂
寺

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
龍
の
天
井
絵

（
畳
八
畳
分
）は
、元
は
岩
村
城
に
あ
っ
た

も
の
で
、ど
こ
か
ら
み
て
も
目
が
会
う
の

で「
八
方
睨
み
の
龍
」と
言
う
。あ
る
時
こ

の
龍
が
絵
か
ら
抜
け
出
て
畑
を
荒
ら
す

の
で
、麦
の
絵
を
か
い
て（
餌
を
与
え
て
）

封
じ
込
め
た
99
。

3‒

9
　
工
事
と
竜
　
　

①
境
川
か
ら
の
放
水
路
工
事（
昭
和
三
年
〜
五
年
）の
際
、三
井

池
の
竜
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、言
わ
れ
た
と
お
り
米
を
投
げ

込
ん
だ
。そ
の
後
無
事
に
完
成
し
、

祠（
三
井
池
水
神
神
社
。各
務
原

市
三
井
山
町
）が
建
て
ら
れ
た
50
。

昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
安

八
水
害
時
の
竜
に
つ
い
て
、②
薬

師
の
池
を
埋
め
立
て
て
い
く
と
、

薬
師
堂
の
尼
が「
キ
ッ
チ
リ
閉
め

ず
に
、竜
の
出
れ
る
穴
を
開
け
と

か
な
い
と
い
け
な
い
」と
長
良
川

決
壊
の
三
年
前
に
言
っ
た
。埋
め

立
て
ら
れ
た
池
の
隅
っ
こ
に
竜
の
た
め
に
開
け
ら
れ
た
穴
が
残
っ
て

い
る
4
。③
安
八
水
害
の
時
、竜
が
下
の
池
か
ら
長
良
川
を
越
え
た

堀
津
の
池
に
飛
び
立
ち
、堤
防
が
切
れ
た
。下
の
池
は
後
に
埋
立
ら

れ
、殉
職
し
た
冨
田
知
太
郎
氏
の
冥
福
と
治
水
祈
願
の
碑
が
建
っ

た
4
。

養
老
町
釜
段
の
下
池
伝
説
で
、「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」

132
に
関
連
し
て
、④
釜
段
の
池
が
干
拓
で
小
さ
く
な
る
と
、大
雨
が

降
っ
て
竜
が
昇
天
し
た
23
。

な
お
、サ
イ
カ
チ
に
つ
い
て
、⑤
婚
約
者
ふ
り
が
奉
公
中
に
高
須
領

主
に
身
を
汚
さ
れ
た
こ
と
を
怒
っ
た
山
伏
の
鉄
盤
は
、ふ
り
の
好
き
な

サ
イ
カ
チ
の
花
籠
の
底
に
恨
み
の
言
葉
を
書
き
、ふ
り
と
領
主
を
祷
り

殺
そ
う
と
し
た
が
、討
た
れ
た
。高
須
町
新
町
か
ら
西
小
島
へ
の
道
路

の
そ
ば
の
小
さ
な
塚
に
は
サ
イ
カ
チ
以
外
は
育
た
ず
、こ
の
塚
の
草
を

刈
る
と
祟
り
が
あ
る
221
。

⑥
村
は
ず
れ
に
あ
っ
た
深
い
池（
弥
富
市
三
百
島
）の
埋
立
の
時
、

占
っ
て
も
ら
う
と
、竜
神
が「
別
の
地
に
祀
っ
て
く
れ
れ
ば
、永
代
村
を

守
る
」と
言
う
の
で
、土
地
改
良
の
記
念
碑
と
並
ん
で
社
を
造
り
祀
っ

た
245
。⑦
諸
鍬
神
社
境
内（
愛
西
市
諸
桑
町
）の
塩
田
龍
神
社
は
、昭

和
五
九（
一
九
八
四
）年
の
夏
、日
光
川
と
目
比
川
が
合
流
し
た
湿
地

帯
・
塩
田
か
ら
池
の
主（
体
が
黒
っ
ぽ
い
龍
）に
移
っ
て
頂
い
た
243
。⑧

元
和
二（
一
六
一
六
）年
、横
江
川
の
洪
水
で
大
き
な
池（
蛇
池
。海
津

市
平
田
町
蛇
池
）が
出
来
た
。昭
和
六
〜
九
年
の
埋
立
工
事
の
時
、池

が
浅
く
な
り
、荒
天
に
な
り
竜
が
昇
天
し
た
107
。

3‒ 10
　
そ
の
他
　
　

①
洞
川（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）で
晒
し
て
い
た
布
が
本
流
の
大
き
な

淵（
布
淵
）ま
で
流
れ
た
。渦
の
中
の
布
は
大
蛇（
長
一
六
〇
m
程
）に

な
っ
て
陸
に
上
が
り
、頭
の
所
が
布
頭
、尾
が
布
尻
と
名
付
け
ら
れ
、大

蛇
は
淵
に
戻
っ
て
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
19
。②
姫
が
淵（
高
山
市
丹

生
川
町
折
敷
地
）に
籾
殻
を
入
れ
る
と
一
週
間
後
に
丹
生
川
町
根
方
の

大
清
水
へ
出
て
来
る
。七
〇
年
程
前
、淵
の
上
に
自
然
石
で
で
き
た
堰

堤
状
の
も
の
が
あ
り
、水
は
そ
の
堰
堤
を
越
し
て
淵
に
落
ち
る
。大
正

九（
一
九
二
〇
）年
の
洪
水
で
堰
堤
は
崩
れ
て
流
さ
れ
、淵
の
御
姫
様
も

こ
の
時
出
て
行
っ
た
と
か
269
。③
淵（
巻
ヶ
淵
）の
主
の
大
蛇
が
庄
屋
の

家（
高
山
市
上
宝
町
葛
山
）に
機
織
り
の
道
具
を
借
り
に
来
た
。そ
の

淵
は
竜
宮
城
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。淵
に
悪
い
こ
と
す
る
と

祟
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
、養
蚕
が
す
む
と
屑
繭
や
、ぼ
ぼ
ら（
か
ぼ

ち
ゃ
）を
乙
姫
様
の
た
め
に
淵
に
入
れ
た
。ま
た
、葛
山
や
下
佐
谷
で

は
、巻
ヶ
淵
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、節
分
の
笹
巻
き
を
造

ら
な
い
14
。

4
．K
I
S
S
O
の
竜
や
大
蛇
二
〇
編

K
I
S
S
O
に
掲
載
さ
れ
た
竜
や
蛇
に
関
す
る
昔
話
の
内
、美
人

に
化
け
た
蛇
と
人
と
の
交
流
は
、「
業
平
寺
の
大
蛇（
六
十
四
号
）」

77
、「
美
女
と
惣
左
衛
門（
九
三
号
）」204
、「
蛇
ヶ
谷（
九
七
号
）」275
、

「
蛇
の
池（
一
〇
〇
号
）」83
の
四
編
で
最
も
数
が
多
い
。

田
畑
を
荒
ら
す
等
悪
さ
を
す
る
竜
を
懲
ら
し
め
た
話
は
、百
足
退

治
で
知
ら
れ
た
俵
藤
太
が
里
を
荒
ら
す
白
竜
を
退
治
す
る「
白
竜
退

治（
六
〇
号
）」206
、猿
に
化
け
た
池
の
主
を
撃
っ
た
祟
り
で
、農
作
物

を
叺
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た「
金
原
の
蛇
池（
七
九
号
）」275
竜
を
退

治
し
た
武
士
が
、不
意
を
突
か
れ
て
竜
に
襲
わ
れ
て
討
ち
死
に
し
、そ

の
池
の
周
り
に
武
士
の
魂
と
な
っ
た
サ
ギ
ソ
ウ
が
咲
い
た「
竜
と
サ
ギ

ソ
ウ（
八
七
号
）」131
、の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、叺
に
つ
い
て
は
、①
イ
ン
谷（
月
尾
谷﹇
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小

津
﹈か
ら
分
か
れ
た
小
さ
な
谷
）の
頂
上
の
畑（
蛇
畑
）が
、叺（
藁
で

編
ん
だ
莚
を
二
つ
折
り
に
し
た
袋
）に
化
け
た
大
蛇
に
荒
ら
さ
れ
た
。

こ
れ
を
退
治
し
て
く
れ
た
猟
師
に
感
謝
し
、イ
ン
谷
の
宮
平
に
お
宮

を
建
て
た
54
と
伝
わ
り
、「
竜
と
サ
ギ
ソ
ウ
」の
よ
う
に
、竜
と
花
と
の

話
は
、②
和
田
山（
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
）に
住
ん
で
い
た
笛
吹
き

の
名
手
の
嫁
に
な
っ
た
娘
は
竜
で
あ
り
、子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
、子
を
残
し
て
居
な
く
な
っ
た
118
。な
お
、③
こ
の
竜
は
和
田
の

小
池
に
帰
り
、子
供
の
誕
生
日
に
赤
い
浮
草
の
花
が
咲
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
247
。ま
た
、④
柿
野（
山
県
市
谷
合
）の
西
洞
に
美
し
い

娘
・
お
浪
が
い
た
。恋
仲
の
男
は
破
約
し
て
部
屋
を
覗
く
と
お
浪
は

大
蛇
だ
っ
た
。翌
日
、娘
は
淵
に
消
え
、暫
く
す
る
と
大
洪
水
と
な
り
、

淵
の
辺
り
に
い
ま
ま
で
生
え
て
い
な
か
っ
た
草（
お
浪
草
）が
茂
っ
た

291
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

残
り
は
各
一
編
で
、「
福
崎
の
大
池
に
棲
む
大
蛇（
四
号
）」259
は
恐

ろ
し
い
大
蛇
の
棲
む
池
で
、福
崎
の
大
池
は
昔
か
ら
あ
る「
雁
ヶ
地

四
ヶ
字
社
」の
東
側
に
広
が
っ
て
い
た
が
、昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年

に
木
曽
川
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
、小
さ
く
な
っ
た
池
が
残
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
た

め
、池
を
埋
め
、木
曽
岬
神
社
が
建
て
ら
れ
た
。

「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」132
は
竜
の
祟
り
を
鎮
め
て
堤
防
工

事
を
完
成
さ
せ
た
話
で
あ
る
。

「
赤
壁
城（
二
八
号
）」91
は
、竜
が
先
祖
の
言
い
伝
え
を
守
ら
せ
、

「
海
水
山
権
現（
三
八
号
）」8
は
、大
蛇
に
化
け
た
神
が
社
を
建
て
さ

せ
、「
沓
部
の
乙
姫
さ
ま（
四
十
六
号
）」34
は
、都
か
ら
来
た
乙
姫
が

馬
瀬
川
の
河
原
を
気
に
入
り
、都
に
戻
る
時
こ
の
場
所
を
汚
さ
な
い

よ
う
に
頼
ん
だ
が
、酒
屋
の
若
い
衆
が
馬
の
わ
ら
じ
を
そ
こ
に
落
と

し
て
し
ま
う
と
、竜
が
昇
り
暴
れ
、酒
屋
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

「
白
竜
の
昇
天（
五
二
号
）」257
は
、底
な
し
池（
竜
池
）の
埋
め
立
て

工
事
を
昭
和
十
二
年
頃
に
行
う
が
進
ま
ず
、占
い
師（
五
二
号
で
は

坊
さ
ん
）に
聞
く
と
竜
が
住
ん
で
い
る
の
で
白
竜
社
を
祀
る
よ
う
に

言
わ
れ
る
。入
神
式
で
暴
風
雨
が
晴
天
に
な
り（
竜
の
昇
天
）、以
後

の
工
事
は
順
調
に
進
ん
だ
。

「
金
物
を
嫌
っ
た
大
蛇
）七
一
号
）」237
は
、嫌
い
な
金
物
の
た
め
に

川
を
下
れ
な
い
大
蛇（
露
洞
姫
）が
川
を
氾
濫
さ
せ
て
金
物
部
分
で
の

通
過
を
避
け
て
い
る
。な
お
、⑤
露
洞
姫
が
山
を
下
っ
て
の
氾
濫
に
因

ん
だ
地
名
や
逸
話
が
あ
る
21
。ま
た
、⑥
奥
明
方
村
の
水
沢
上
の
西

池
・
東
池（
水
沢
上
ヶ
池
）が
氾
濫
し
た
時
、こ
の
話
の
よ
う
に
大
蛇
が

水
を
溜
め
て
出
て
行
っ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
、西
池
・
東
池
は
天
正
十

三（
一
五
八
五
）年
十
一
月
の
天
正
地
震
で
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
237
。

「
本
洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
は
、清
水
を
貰
っ
た
老
蛇
が
恩

返
し
に
霧
を
発
生
さ
せ
て
岩
村
城
を
守
り
、「
ど
ん
ぼ
り
池
の
竜（
八

九
号
）」75
は
、、掛
け
軸
に
水
を
供
え
て
雨
に
恵
ま
れ
、「
夕
べ
が
池
伝

説（
九
六
号
）」136
は
、池
の
主
白
蛇
が
八
大
竜
王
権
現
と
し
て
祀
ら

れ
る
話
で
あ
る
。

大
蛇
以
外
の
池
の
主
に
関
わ
る
話
は
、流
材
を
滝
壺
に
引
き
込
む

ほ
ど
の
滝
壺
の
主
を
想
定
し
た「
小
川
の
大
滝
の
主（
五
七
号
）」293
、

蟹
に
乗
っ
て
現
れ
た
薬
師
如
来
が
村
人
の
病
を
治
し
た「
大
寺
瞽
女

（
八
〇
号
）」285
、池
の
主
・
大
亀
を
祀
っ
て
洪
水
が
減
っ
た「
亀
の
宮

（
八
三
号
）」44
の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、「
大
寺
瞽
女（
八
〇
号
）」285
の
異
説
と
し
て
、⑦
旅
の
尼
が

こ
の
地
に
住
み
修
行
を
し
て
い
る
と
、池
か
ら
大
蛇
の
姿
の
薬
師
如

来
が
現
れ
、祀
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
、願
興
寺（
可
児
郡
御
嵩
町
御

嵩
）が
建
て
ら
れ
、池
を
尼
ケ
池
と
言
う
47
。ま
た
、⑧
寺
近
く
の
池

か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
尼
僧
の
祈
り
で
霊
像
と
な
っ
て
蟹
の
背
に
乗
っ

て
現
れ
た
。こ
の
像
は
寺
の
本
尊
の
胎
内
仏
と
な
っ
た
96
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

3‒

6
　
夫
婦
竜
　
　

①
滝
の
沢（
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
小
野
原
）の
二
つ
の
池（
女

池
と
男
池
）に
竜
が
そ
れ
ぞ
れ
暮
ら
し
、山
や
田
畑
を
荒
ら
し
て
い

た
。侍
が
二
匹
の
竜
を
退
治
し
、竜
は
乗
鞍
山
へ
逃
げ
て
行
っ
た
220
。

②
男
竜
と
女
竜
が
棲
む
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）の
池

が
小
さ
く
な
り
、男
竜
は
こ
の
池
に
、女
竜
は
駒
ヶ
岳
の
縞
池
に
分
か

れ
て
棲
ん
だ
。村
の
娘
た
ち
は
、美
男
子
に
化
け
て
女
竜
に
遭
っ
て
い

た
男
竜
に
恋
を
し
た
が
、結
婚
で
き
な
い
の
で
池
に
身
投
げ
し
た
。

旅
僧（
弘
法
大
師
）が
池
の
呪
い
を
解
き
、平
ら
な
土
地
に
し
た
202
。

③
池
ヶ
洞
と
塩
蔵
境
の
山
頂（
高
山
市
高
根
町
）の
男
池
・
女
池

に
男
女
の
大
蛇
が
棲
み
、修
行
を
積
ん
で
竜
神
に
な
っ
た
。夫
婦
蛇

は
さ
ら
に
海
で
修
行
す
る
た
め
、塩
蔵
谷
を
下
っ
た
。こ
の
二
池
は

竜
神
の
住
処
で
、道
路
開
通
の
た
め
池
を
一
部
埋
め
た
た
め
、祟
り

を
恐
れ
て
龍
神
碑
を
建
て
た
256
。

④
女
池
と
男
池（
郡
上
市
白
鳥
町
那
留
）の
二
つ
の
池
が
戦
後
に

埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、性
悪
女
大
蛇
が
女
池
に
住
む
女
大
蛇
に
化
け

て
猟
の
下
手
な
猟
師
を
だ
ま
し
、女
池
の
女
大
蛇
を
退
治
さ
せ
た
。

猟
師
は
猟
が
上
手
く
な
っ
た
が
、男
池
の
男
大
蛇
は
妻
を
殺
し
た
罰

と
し
て
、猟
師
の
眼
を
見
え
な
く
し
た
52
。

上
記
の
異
説
と
し
て
、⑤
猟
師
が
雄
池
で
鴨
と
間
違
え
て
大
蛇

3‒

5
　
蛇
を
祀
る
　
　

①
沼
の
大
蛇（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）は
、昔
は
村
人
と
共
存
し
て

い
た
が
、村
人
が
沼
の
水
を
使
う
た

め
に
棲
み
難
く
な
り
、恨
み
を
残
し

て
越
中
の
浜
へ
飛
び
去
っ
た
。沼
の

跡
地
に
住
み
だ
し
た
人
に
蛇
の
祟

り
で
、不
幸
が
重
な
っ
た
た
め
、供

養
の
た
め
に
へ
び
塚（
蚖
蛇
等
之
霊
）

が
祀
ら
れ
た
39
。②
西
板
屋（
本
巣
市
根
尾
）と
尾
砂
谷（
根
尾
門
脇
）

境
の「
い
け
ざ
こ
」に
棲
む
大
蛇
は
、東
板
屋
の
沼
と
尾
開
谷
内
の
沢
の

池
の
三
ヶ
所
を
行
き
来
し
て
い
た
。猿
に
化
け
て
木
に
い
る
時
に
矢
で

射
ら
れ
、雷
と
と
も
に
火
の
雨
が
降
り
、池
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
。そ

の
大
蛇
は
雷
神
社（
本
巣
市
根
尾
西
板
屋
）に
祀
ら
れ
て
い
る
270
。

③
虚
空
蔵
菩
薩
が
修
行
で
こ
の
地（
大
垣
市
赤
坂
町
）に
着
た
時
、

立
小
便
を
し
た
ら
大
蛇
の
頭
で
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た
。追
い
駆
け
ら
れ

て
金
生
山
の
頂
上
ま
で
逃
げ
、許
し
て
も
ら
う
た
め
に
、こ
の
地
に
蛇

王
権
現
に
し
て
祀
る
約
束
を
す
る
。金
生
山
の
頂
上
の
明
星
輪
寺
に
、

虚
空
蔵
菩
薩
と
蛇
王
権
現（
蔵
王
権
現
）が
祀
ら
れ
て
い
る
47
。

④
愛
西
市
持
中
町
の
氏
神（
神
明
神
社
）の
境
内
の
池
に
大
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。境
内
に「
松
水
さ
ま
」と
呼
ば
れ
る
竜
神
が
祀
ら
れ

て
い
る
。毎
年
一
月
一
五
日
に
白
お
こ
わ
を
炊
い
て
供
え
る
祭
り
が

行
わ
れ
る
243
。⑤
西
別
所
白
山
神
社（
桑
名
市
大
字
蓮
花
寺
）の
神

は
白
い
龍
で
あ
る
55
。

話
を
集
め
た
。な
お
、昇
天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
る
と
神
通
力
を

失
う
よ
う
で
あ
る
。

①
洞
穴
に
棲
む
雄
雌
の
龍
が
雨
風
を
起
こ
し
て
地
を
荒
ら
す
の

で
、各
地
を
巡
礼
し
て
き
た
和
尚
が
祈
っ
て
雄
龍
を
天
に
昇
ら
せ
、

雌
龍
を
深
い
淵
に
閉
じ
込
め
た
。和
尚
は
こ
の
地
に
龍
洞
寺（
可
児

市
今
渡
）を
建
て
、龍
の
穴
に
あ
っ
た「
龍
の
ま
く
ら
石
」も
本
堂
西

に
祀
っ
て
あ
る
35
。ま
た
こ
の
雌
雄
の
夫
婦
龍
に
つ
い
て
、②
今
渡
ダ

ム（
可
児
市
川
合
）の
堰
堤
の
下
に
あ
っ
た「
ほ
う
ろ
く
淵
」に
雄
雌

の
龍
が
棲
ん
で
お
り
、和
尚
の
祈
り
で
、淵
の
底
の
穴
に
封
じ
込
め

ら
れ
、龍
の
住
処
に
は「
龍
の

ま
く
ら
石
」が
残
っ
て
い
た
と

も
伝
わ
る
228
。な
お
、③
今
渡

ダ
ム
工
事
は
難
工
事
と
な
っ

た
。周
囲
で
は「
ほ
う
ろ
く

淵
」の
龍
の
せ
い
だ
と
噂
さ

れ
、占
い
師
の
婆
さ
ん
に
観
て

も
ら
う
と
、噂
ど
お
り
だ
っ

た
。淵
か
ら
立
ち
退
い
て
も

ら
う
よ
う
に
祈
願
し
、八
王

龍
王
の
祠
を
鎮
座
し
た
ら
、

工
事
が
無
事
完
成
し
た
228
。

④
堤
を
挟
ん
で
2
つ
の
池

（
安
八
郡
安
八
町
大
森
）が

あ
っ
た
。薬
師
の
池
が
干
上
が

り
、大
鯰
が
出
て
き
た
。捕
ま

え
よ
う
と
し
た
ら
、雨
を
降

ら
せ
な
が
ら
下
の
池
の
ほ
う

へ
飛
ん
で
い
っ
た
。大
鯰
は
龍

神
の
化
身
で
、姿
を
見
ら
れ

て
う
ま
く
天
に
昇
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
4
。⑤
正

明
寺
（
安
八
郡
安
八
町
東

結
）側
の
池
を
東
の
蛇
池
、お
薬

師
が
祀
ら
れ
て
い
る
近
く
の
池

を
西
の
蛇
池
と
言
い
、東
の
蛇
池

の
主
が
悪
さ
を
し
、度
々
旅
人

が
消
え
て
し
ま
っ
た
。巫
女
は
鉦

鼓
を
聞
か
す
よ
う
に
言
い
、鉦

鼓
の
音
は
蛇
池
か
ら
何
か
恐
ろ

し
い
者
を
昇
天
さ
せ
た
。龍
神

と
な
り
村
を
守
り
に
戻
っ
て
来

た
の
か
、後
に
、大
垣
の
浄
勝
寺

か
ら
龍
を
彫
り
込
ん
だ
装
飾
板（
破
風
）が
移
転
し
て
き
た
。な

お
、二
つ
の
池
は
今
は
無
い
4
。こ
の「
蛇
池
」は
、「
蛇
池
と
一
本
松

（
一
四
号
）」205
の
池
で
あ
る
。

⑥
池
ン
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
山
手
）の
古
池
か
ら
大
蛇
が
昇

天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
、大
蛇
は
神
通
力
を
失
い
ム
シ
ロ
と
な
っ

た
85
。⑦
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）の
主
の
大
蛇
が

天
に
昇
ろ
う
と
す
る
の
を
見
た
男
が
祟
り
で
死
ん
だ
。大
蛇
は
、海

と
山
で
二
千
年
修
行
す
る
と
天
に
昇
れ
る
が
、見
ら
れ
る
と
神
通

力
が
無
く
な
る
45
。⑧
龍
池（
一
宮
市
上
祖
父
江
竜
池
）の
周
囲
に

老
松
が
茂
っ
て
い
た
が
、一
夜
で
姿
を
消
し
た
。こ
の
松
は
龍
の
精
が

形
を
変
え
た
も
の
で
、荒
天
を
誘
っ
て
昇
天
し
た
1
。な
お
、⑨
蛇

池（
一
宮
市
上
祖
父
江
）で
乙
姫
が
生
ま
れ
た
と
言
い
、小
祠
を
建

て
て
乙
姫
様
を
祀
っ
た
1
。

3‒

3
　
竜
の
退
治
　
　

①
養
老
年
間（
七
一
七
〜
七
二
三
）、深
谷（
郡
上
市
明
宝
寒
水

深
谷
）か
ら
見
座（
高
山
市
上
宝
町
見
座
）に
棲
む
大
蛇
が
人
々
を

悩
ま
せ
て
い
た
が
、修
行
中
の
泰
澄
が
岩（
蛇
岩
）の
上
で
苦
し
む

大
蛇
を
供
養
す
る
と
、岩
に
蛇
形
が
残
っ
た
。こ
の
岩
が
明
治
に
道

路
改
修
で
カ
ン
ナ
リ
ド
チ
に
落
ち
、昭
和
に
あ
る
人
の
夢
枕
で
祀
っ

て
欲
し
い
と
言
い
、現
在
地
に
祀
ら
れ
た
295
。②
人
を
襲
う
大
蛇
を

武
士
が
退
治
し
て
、淵（
中
津
川
市
蛭
川
）に
投
げ
込
み
、そ
の
淵

は
竜
渕
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
108
。③
猟
師
が
細
尾
谷（
加
茂

郡
七
宗
町
上
麻
生
）に
住
む
大
蛇

を
撃
ち
殺
し
た
。そ
の
時
大
蛇
の

血
が
溜
ま
っ
た
の
が
赤
池（
飛
水

峡
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
の
上
流
）で
、

家
に
帰
っ
た
猟
師
は
高
熱
を
出

し
て
亡
く
な
っ
た
。そ
の
鉄
砲
は

神
淵
神
社（
七
宗
町
神
渕
）に
奉

納
さ
れ
て
い
る
275
。

④
池（
瑞
浪
市
土
岐
町
桜
堂
）に
棲
み
悪
さ
を
す
る
竜
を
、仏
の

お
告
げ
で
日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩
の
跡
取
と
さ
れ
る
侍
二
人
が

退
治
し
た
。竜
が
居
な
く
な
っ
た
池
は
水
が
引
き
、肥
沃
な
田
圃
に

な
っ
た
118
。

⑤
月
尾
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津
）の
畑
で
ソ
バ
・
豆
が
何
者

か
に
食
べ
ら
れ
る
。農
民
が
鉄
砲
で
畑
に
現
れ
た
大
蛇
を
撃
つ
と
、

も
の
凄
い
大
雨
と
な
り
、土
橋
も
流
さ
れ
、家
に
帰
っ
た
農
民
は
ま

も
な
く
亡
く
な
っ
た
238
。

各
種
の
伝
説
が
伝
わ
る
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ

町
）で
は
、⑥
山
で
山
姥（
友
人
の
妻
に
化
け
た
池
の
主
の
大
蛇
）を

矢
で
射
っ
た
男
が
血
の
後
を
た
ど
る
と
池（
苧
ヶ
瀬
池
）に
辿
り
着

き
、お
が
せ（
苧
の
つ
む
ぎ
の
束
）が
浮
い
て
い
た
。男
は
後
悔
し
て
、

大
蛇
の
た
め
に
池
に
魚
を
入
れ

た
118
。さ
ら
に
、⑦
苧
ヶ
瀬
池
か

ら
約
二
・
五
㎞
東
の
大
安
寺

（
各
務
原
市
鵜
沼
大
安
寺
町
）

開
山
の
和
尚
の
所
へ
、娘
に
化

け
た
大
蛇
が
怪
我
の
治
療
を
頼

ん
で
き
た
。治
療
の
礼
に
寺
に

引
く
清
水
が
湧
き
出
て
、寺
へ

水
が
引
か
れ
た
222
、ま
た
、⑧
開

山
し
た
和
尚
の
徳
を
慕
っ
て

苧
ヶ
瀬
池
か
ら
来
る
竜
に
水
を
頼
む
と
、座
禅
し
て
い
た
石
の
間

か
ら
湧
き
出
し
た
51
、と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

以
下
に
、物
語
等
で
現
れ
る
人
物
に
退
治
さ
れ
た
蛇
の
話
に
つ
い

て
触
れ
よ
う
。

①
田
畑
を
荒
ら
す
白
蛇
退
治
を
弓
の
名
人
俵
藤
太（
藤
原
秀
郷

の
異
称
で
、百
足
退
治
な
ど
で
知
ら
れ
る
。）に
頼
み
成
功
し
、村
人

は
大
蛇
の
魂
を「
白
蛇
神
社
」（
揖
斐
郡
池
田
町
山
洞
）に
祀
っ
た
47
。

②
両
面
宿
儺
が
高
沢
山

で
悪
さ
を
し
て
い
た
竜
を

退
治
し
、山
頂
に
日
龍
峯

寺（
関
市
下
之
保
）を
建
て

た
125
と
も
、ま
た
、③
両
面

宿
儀
が
日
龍
峯
寺
の
山
の

池
に
棲
み
村
を
荒
ら
す
竜

を
刀
で
退
治
し
た
。こ
の

時
、谷
川
に
流
れ
込
ん
だ

竜
の
血
は
田
圃
に
も
入
り
、

寺
の
麓
の
田
に
は
、竜
の
お

詫
び
か
、ヒ
ル
が
居
な
く

な
っ
た
47
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。な
お
、両
面
宿
儺
は『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
命
に
逆
ら
う
凶
賊
と
さ
れ
る
が
、岐
阜
県
の
在
地
伝
承
で

は
毒
龍
退
治
や
寺
院
の
縁
起（
高
山
市
の
千
光
寺
・
日
竜
峰
寺
な

ど
）に
関
す
る
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。

3‒

4
　
子
に
残
し
た
大
蛇
の
目
玉
　
　

①
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
で
は
、夫
の
許
を
去
る
時
に
、子
に
残
し

た
目
玉
を
二
回
も
眼
病
を
患
う
殿
に
取
ら
れ
た
の
で
、津
波
の
発

生
を
親
子
に
は
知
ら
せ
て
逃
げ
さ
せ
た
後
、大
津
波
で
殿
の
家
か

ら
里
ま
で
皆
流
さ
れ
た 

104
。

②
大
丹
生
池（
高
山
市
丹
生
川
町
）の
大
蛇
が
娘
に
化
け
て
女
房
に

な
っ
た
。子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ
て
池
に
帰
る
際
、子
に
目
玉
を
一
つ

残
す
が
、盗
ま
れ
た
の
で
、再
度
目
玉
を
与
え
た（
両
目
）。盲
目
に
な
っ

た
蛇
に
時
や
方
角
を
知
ら
せ
る
た
め
、夫
は
寺
に
釣
り
鐘
を
寄
進
し

た
104
。な
お
、③
亭
主
と
子
供
に
別
れ
る
際
、お
し
ゃ
ぶ
り
用
に
残
し
た

目
玉
を
殿
に
取
ら
れ
、再
度
目
玉
を
与
え
て
メ
ク
ラ
に
な
っ
た
の
で
、

寺
の
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に
頼
ん
だ
話
が
、高
山
市
上
宝
町
本
郷
に
伝

わ
っ
て
い
る
104
。ま
た
、④
子
が
十
五
歳
に
な
っ
た
ら
、二
つ
目
の
目
玉

を
返
す
約
束
を
し
た
が
、村
人
の
意
見
は
返
す
か
返
さ
な
い
か
で
分

か
れ
た
。し
か
し
、千
光
寺（
高
山
市
丹
生
川
町
下
保
）に
滞
在
し
て
い

た
円
空
の
意
見
で
返
し
た
269
。

⑤
唯
願
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
下
山
）の
僧
は
、京
の
帰
り
に
つ
い

て
き
た
女
と
夫
婦
に
な
っ
た
が
、大
蛇
で
あ
っ
た
。、女
は
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
子
を
残
し
て
本
堂
前
の
井
戸
に
飛
び
込
ん
だ
が
、子
の
た
め
に

「
し
ぶ
な
し
の
カ
ヤ
」と
玉
を
残
し
た
。三
年
後
、玉
と
引
き
換
え
に
金

の
出
る
小
俵
を
く
れ
た
118
。な
お
、⑥
こ
の
井
戸
は
琵
琶
湖
ま
で
続
い

て
い
る
と
言
わ
れ
る
229
。カ
ヤ（
イ
チ
イ
科
カ
ヤ
属
の
常
緑
針
葉
樹
）の

実
は
食
用
に
な
る
。

を
撃
ち
殺
し
、祟
り
で
死
ん
だ
。雌

の
蛇
は
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥

町
前
谷
）に
移
っ
た
。雄
池
の
西
の

雌
池
は
残
っ
て
る
287
。
ま
た
、

「
3‒

1
金
物
が
嫌
う
主
」で
述
べ

た
村
間
ヶ
池
に
つ
い
て
は
、⑥
干
田

野（
白
鳥
町
下
田
野
）に
棲
ん
で
い

た
大
蛇
は
、洪
水
の
後
に
一
晩
で

干
上
が
っ
た
の
で
、村
間
ヶ
池
に
移

り
住
ん
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
52
。さ

ら
に
、⑦
大
蛇
が
村
間
ヶ
池
へ
下
る
時
に
山
が
崩
れ
て
、洞（
割
り

洞
。郡
上
市
明
宝
気
良
）が
出
来
た
295
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
恵
那
市
上
矢
作
町
の「
海
」（
達
原
渓
谷
に
あ
る
地
名
）に
青

竜（
雄
）と
黒
竜（
雌
）の
龍
が
住
ん
で
い
た
が
、上
か
ら
流
れ
て
き

た
白
竜（
雌
）に
元
か
ら
居
た
黒
竜
が
か
み
殺
さ
れ
た
。黒
竜
は
恨

み
で
人
に
祟
っ
た
が
、村
人
は
弁
天
様
を
祀
っ
て
鎮
め
た
99
。

⑨
関
市
板
取（
蕪
山
の
荒
倉
と
上
つ
谷
間
）の
尾
根
近
く
の
2
つ

の
池
に
雄
雌
の
大
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。猟
師
が
池
に
浮
か
ぶ
2
羽

の
鴨（
雌
雄
の
大
蛇
が
変
身
し
て
い
た
）を
撃
と
う
と
し
た
ら
、弾

は
当
た
ら
ず
、強
風
と
大
雨
の
嵐
に
な
り
、家
に
帰
っ
た
猟
師
は
寝

込
ん
で
亡
く
な
っ
た
。干
天
時
に
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
、鳶
の
先
で

池
を
掻
き
混
ぜ
る
と
、金
物
に
怒
っ
た
大
蛇
が
上
流
か
ら
大
水
を

流
し
、伐
採
し
た
木
材
や
人
が
流
さ
れ
た
8
。

⑩
沼
田（
山
県
市
富
永
の
水
品
）に
雄
雌
の
竜
が
お
と
な
し
く
暮

ら
し
て
い
た
が
、雌
の
挑
発
で
、雄
は
度
胸
試
し
に
人
を
襲
っ
て
し

ま
っ
た
。そ
れ
を
悔
い
た
雄
雌
の
竜
は
、天
に
豪
雨
と
と
も
に
昇
り
、

い
ま
も
そ
の
後
が
蛇
道
と
し
て
残
っ
て
い
る
124
。な
お
、兄
弟
の
大

蛇
も
い
て
、⑪
仲
越（
山
県
市
神
崎
。県
道
二
〇
〇
号
線
の
終
点
集

落
）の
池
に
棲
ん
で
い
た
大
蛇
の
兄
弟
が
大
洪
水
を
起
こ
し
て
海
へ

下
る
途
中
、弟
が
死
ん
で
し
ま
う
。兄
だ
け
で
海
へ
下
る
た
め
に
は
、

三
部
経
が
必
要
で
、伊
住
戸（
仲
越
か
ら
下
流
約
六
㎞
）の
お
寺
へ

取
り
に
来
た
124
。

3‒

7
　
竜
の
祟
り
　
　

①
高
山
市
丹
生
川
町
曽
手
の
集
落
に
、池
の
形
を
し
た「
水
な

し
」と
言
う
所
が
あ
る
。昔
は
池
で
お
む
つ
を
洗
っ
て
い
る
と
嵐
に

な
り
、竜
神
が
追
い
駆
け
て
来
て
、気
が
付
く
と
水
が
枯
れ
て
い
た

269
。②「
池
の
浜
」（
下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
）の
池
で
、石
の
上
の
小

さ
い
蛇
を
池
に
落
と
す
度
に
蛇
は
大
き
く
な
り
、つ
い
に
大
蛇
と

な
っ
て
男
衆
二
人
を
襲
っ
た
。二
人
は
大
蛇
を
た
た
き
殺
し
た
が
、

祟
り
に
あ
い
謎
の
病
で
死
ん
だ
97
。

木
曽
駒
森
林
公
園（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の「
七
尋
石
」に
つ
い
て

は
、③
惣
の
島（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
原
野
）の
若
者
が
大
蛇
に
襲
わ

れ
鎌
で
大
蛇
を
切
っ
た
ら
、の
た
う
っ
て
淵
へ
落
ち
て
行
っ
た
。淵
は
蛇

切
り
淵
と
呼
ば
れ
た
276
。後
日
談
と
し
て
、④
原
野
村
の
こ
の
若
者
に

嫁
い
だ
お
濃
は
、大
蛇
の
祟
り
で
蛇
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
姿
を
夫
に
見

ら
れ
て
離
縁
さ
れ
、さ
ら
に
実
家
か
ら
も
追
い
払
わ
れ
た
。途
方
に
く

れ
た
お
濃
が
座
っ
て
い
た
石（
七
尋
石
）に「
う
ろ
こ
」の
跡
と
麻
桶
を

置
い
た
窪
み
が
残
っ
て
い
る
276
。ま
た
、⑤
お
濃
は「
濃
ケ
池
」の
竜
に

見
初
め
ら
れ
て
身
ご
も
り
、「
七
尋
石
」の
所
で
出
産
し
た
が
、家
に
帰

れ
な
い
の
で「
濃
ケ
池
」に
身
投
げ
し
た
と
も
伝
わ
る
。な
お
、「
濃
ケ

池
」は
大
原（
木
曽
郡
木
曽
町
新
開
大
原
）奥
の
池
、あ
る
い
は
、駒
ケ

岳
の
麓
の
池
と
も
言
わ
れ
て
い
る
276
。⑥
明
星
岩（
木
曽
郡
木
曽
町
日

義
原
野
）に
住
ん
で
い
た
白
カ
ジ
カ
が「
濃
ケ
池
」の
大
蛇
を
負
か
し
た

ら
、大
蛇
は
池
か
ら
伊
勢
の
海
へ

行
っ
た
276
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑦
大
船
山（
恵
那
市
上
矢
作

町
）に
棲
ん
で
い
た
悪
魔
が
、蝮
の

頭
に
よ
く
似
た
石（
マ
ム
シ
岩
）に

封
じ
込
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
99
。

⑧
男
が
魚
釣
り
の
後
、石（
中
津

川
市
蛭
川
奥
渡
区
）の
上
で
一
服

し
て
い
る
と
一
匹
の
蛇
が
出
て
き

た
。悪
戯
で
、煙
草
の
ヤ
ニ
を
魚
の

腸
に
混
ぜ
て
与
え
た
。夜
蛇
の
恨
む
声
が
聞
こ
え
、翌
日
、蛇
は
死

ん
だ
が
、暫
く
し
て
、男
は
祟
り
で
川
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、そ
の

石
は「
蛇
石
」と
呼
ば
れ
た
47
。

岩
村
城（
恵
那
市
岩
村
町
）の
大
蛇
に
関
す
る
話
と
し
て
、「
本

洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
の
他
に
、⑨
宝
永
五（
一
七
〇
八
）

年
、猟
師（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
）が
魔
物
だ
と
思
い
大
蛇
を
撃

ち
殺
し
、馬
の
骨
ほ
ど
も
あ
る
蛇
骨
を
岩
村
城
に
届
け
た
。岩
村
の

子
供
が
こ
の
蛇
に
飲
ま
れ
て
尻
か
ら
出
た
が
一
生
頭
の
毛
が
生
え

な
か
っ
た
212
。⑩
岩
村
城
が
敵
陣
の
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、秘
蔵
の

蛇
の
骨
を
井
戸
に
沈
め
る
と
城
を
霧
が
覆
い
、勝
っ
て
、霧
ヶ
城
と

名
が
つ
い
た
13
。な
お
、偶
然
蛇
の
骨
が
井
戸
に
入
っ
た
話
と
し
て
、

⑪
負
け
戦
の
兵
士
が
躓
い
て
、何
か
が
井
戸
に
落
ち
、霧
が
立
ち
込

め
て
勝
利
し
た
。井
戸
を
調
べ
る
と
蛇
の
頭
蓋
骨
で
、城
の
宝
に
な

り
、城
は
霧
ヶ
城
と
名
付
け
ら
れ
た
47
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑫
円
光
寺（
飛
騨
市
古
川
町
殿

町
）の
宝
物「
蛇
骨
」（
約
三
m
）は
、

越
後
の
国
で
、本
妻
に
殺
さ
れ
た

妾
が
大
蛇
に
変
身
し
た
が
、親
鸞

に
よ
る
供
養
で
、大
蛇
は
菩
薩
に
な

り
昇
天
し
、越
後
の
寺
か
ら
持
っ
て

来
ら
れ
た
物
で
あ
る
102
。

仏
の
教
え
を
学
ん
だ
後
に
、寺

に
蛇
骨
を
残
し
た
蛇
も
い
る
。⑬

龍
泰
寺（
関
市
下
有
知
の
守
り
神

の
竜
は
、死
期
が
迫
っ
た
の
で
、仏
の

教
え
を
乞
う
て
寺
に
来
て
、天
に
逝

き
、寺
に
竜
骨
が
秘
蔵
さ
れ
、竜
神

は
境
内
の「
竜
ヶ
池
」に
あ
る
島
の

祠
に
祭
ら
れ
て
い
る
71
。⑭
葦
池

（
各
務
原
市
下
中
屋
町
。春
日
神
社

境
内
に
池
は
現
在
無
い
）の
大
蛇
は

旅
人
を
食
べ
た
り
田
畑
を
荒
ら
し

た
り
し
た
が
、若
嫁
に
化
け
て
河
野

西
入
坊（
各
務
原
市
下
中
屋
町
）で

の
説
教
を
熱
心
に
聴
き
、住
職
に
亡

く
な
っ
た
後
の
始
末
を
頼
ん
で
、大

蛇
と
な
っ
て
亡
く
な
り
、寺
に
は
、

現
在
も
上
顎
と
下
顎
の
骨
が
残
っ

て
い
る
222
。

祟
り
に
戻
る
と
、⑮
大
船
神
社

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
石
段
で
満

願
の
日
に
大
蛇
を
見
た
松
助
が
亡

く
な
り
、そ
の
者
の
家
の
前
に「
松
明

霊
神
」の
石
碑
が
建
て
ら
れ
、祀
ら

れ
た
。な
お
、大
蛇
を
三
つ
に
切
っ

て
、頭
を
大
船
神
社
、腹
を
中
山
神

社（
恵
那
市
串
原
中
沢
）、尻
尾
を

愛
知
県
東
加
茂
郡
に
奉
納
し
た
伝

説
も
あ
り
、松
助
は
大
船
神
社
の
ご

神
体
を
見
た
祟
り
で
病
死
し
た
99
。

⑯
伊
勢
山（
本
巣
市
法
林
寺
）の

中
腹
に
あ
る
大
岩
は
、神
が
宿
る
岩

と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。山
菜
取

り
の
村
人
が
、「
山
で
味
噌
を
焼
く

と
、匂
い
で
大
蛇
が
来
る
」と
の
言
い
伝
え
を
忘
れ
、大
岩
の
上
で
味
噌

を
焼
い
て
昼
食
に
し
た
ら
、大
岩
の
下
か
ら
出
て
来
た
大
蛇
に
睨
ま

れ
、つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
128
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
の
小
島
山（
八
六
四
m
）頂
上
に
あ
る
古

賀
ヶ
池
に
は
、小
島
山
周
辺
の
数
村
で
よ
く
似
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑰
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、大
蛇
に
愛
犬
を
食
わ
れ
た

猟
師
が
、仇
討
ち
に
失
敗
し
、瑞
岩
寺
村（
現
揖
斐
川
町
瑞
岩
寺
に
該

当
）の
氏
神
様
に
逃
げ
込
み（
一
説
に
は
、瑞
岩
寺
村
の
秋
葉
神
社
に
隠

れ
、神
様
が
大
蛇
を
追
い
返
す
と
）、よ
う
や
く
大
蛇
は
帰
っ
た
28
。⑱

そ
の
時
大
蛇
が
壊
し
た
谷（
じ
ゃ
が
谷
、一
説
で
は
城
ヶ
谷
）は
、大
雨

の
た
び
に
荒
れ
、不
作
が
続
い
た
の
で
、大
蛇
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め

に
、池
の
ほ
と
り
に
祠
を
建
て
た
11
。ま
た
、⑲
享
保 

（
一
七
一
六
〜
三

五
）年
間
、猟
師（
揖
斐
川
町
白
樫
）の
犬
が
古
川
池（
古
賀
ヶ
池
に
該

当
）で
大
蛇
に
呑
み
こ
ま
れ
た
。猟
師
と
友
人
は
、復
讐
に
行
く
が
、急

所
が
は
ず
れ
て
大
蛇
に
追
わ
れ
、揖

斐
郡
大
野
町
黒
野
の
八
幡
社
に
逃

げ
込
む
と
大
蛇
は
息
絶
え
た
。大

蛇
は
焼
か
れ
、灰
を
埋
め
て
供
養
し

た
。黒
野
駅
レ
ー
ル
パ
ー
ク
東
二
〇

〇
ｍ
辺
り
に「
へ
ん
び
塚
」が
残
っ
て

い
る
217
。

さ
ら
に
、⑳
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

東
津
汲（
旧
久
瀬
村
）で
は
、猟
師

の
犬
が
古
賀
ヶ
池
で
雄
の
大
蛇
に

呑
ま
れ
た
。撃
ち
取
っ
た
ら
雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ
、猟
師
は
な
ん
と
か

逃
げ
、猟
師
を
見
失
っ
た
大
蛇
は
別
の
谷
に
出
て
行
っ
た
238
。ま
た
一
説

で
は
、㉑
雄
の
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
が
、雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ

た
猟
師
は
瑞
岩
寺
村
の
北
の
宮
に
逃
げ
込
み
、大
蛇
が
社
殿
を
壊
し

な
が
ら
村
を
水
浸
し
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
、宮
の
神
が
鯰
に
な
っ
て

飲
み
干
し
た
238
と
、伝
わ
っ
て
い
る
。

現
大
垣
市
上
石
津
町
に
も
犬
と
大
蛇
の
話
が
あ
る
。㉒
多
良
村（
大

垣
市
上
石
津
町
）の
狩
猟
の
上
手
い
侍
が
、幾
久
里
の
山
で
犬
に
飛
び

掛
か
る
大
蛇（
主
）を
刀
で
切
り
つ
け
、大
蛇
は
淵
へ
逃
げ
た
。翌
年
、そ

の
淵
で
侍
が
投
網
を
す
る
と
、主
に
引
き
込
ま
れ
、以
来
そ
の
淵
を「
へ

び
が
淵
」と
恐
れ
た
37
。ま
た
、㉓
上
多
良
の
豪
士
が
幾
久
里
の
山
へ

狩
り
に
行
く
と
、小
さ
な
ト
カ
ゲ
が
豪
士
を
幾
久
里
川
の
淵
へ
引
き

ず
る
。怒
っ
た
豪
士
は
ト
カ
ゲ
を
切
り
殺
す
と
、ト
カ
ゲ
は
淵
に
落
ち
、

赤
黒
い
血
に
染
ま
っ
た
淵
か
ら
二
つ
の
大
き
な
目
が
光
っ
て
お
り
、こ

こ
を「
蛇
ぶ
ち
」と
言
っ
た
37
。さ
ら
に
、㉔
上
多
良
の
人（
三
輪
佐
太

夫
）は
犬
を
連
れ
て
魚
取
り
に
行
っ
た
。川
で
大
蛇
に
遭
遇
し
胴
を
二

つ
に
切
っ
た
。翌
日
、川
で
魚
の
群
れ
を
見
か
け
、投
網
す
る
と
川
底
へ

引
き
込
ま
れ
た
。実
は
群
れ
は
大
蛇
の
頭
だ
っ
た
。こ
の
淵
を「
蛇
淵
」

（「
佐
太
夫
淵
」229
）と
言
う
37
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

㉕
猟
師
が
鴨
を
打
ち
に
沼
に
来
た
が
、笠
を
残
し
て
姿
を
消
し
た
。

そ
れ
以
降
、笠
取
池（
一
宮
市
萩
原
町
西
宮
重
）と
呼
ば
れ
た
。沼
の
主

が
大
亀
で
、埋
め
た
て
る
と
祟
り
が
あ
る
1
。な
お
、鹽
道
神
社（
一
宮
市

千
秋
町
塩
尻
居
屋
敷
）周
辺
の
湿
地
に
も
、笠
を
取
り
に
行
っ
た
巡
礼

が
ヨ
シ
の
深
み
に
嵌
り
、笠
だ
け
が
残
さ
れ
た
笠
取
沼
伝
説
が
あ
る
。

文
字
を
使
用
す
る
以
前
の
先
史
時
代
、中
国
で
は
す
で
に
貝
殻

で
作
っ
た
龍
形
な
ど
、後
代
の
龍
の
形
象
と
共
通
項
を
持
つ
遺
物
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。殷
代（
B
C
一
七
世
紀
〜
B
C
一
〇
四
六
年
）

後
期
の
甲
骨
文
字
に
は
龍
の
文
字
が
出
現
し
て
お
り
、こ
の「
龍
」

の
文
字
を
用
い
る
族（
龍
族
）が
祀
っ
た
神
は
降
雨
の
有
無
を
問
う

水
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。

龍
の
姿
は
、後
漢
時
代（
二
五
〜
二
二
〇
年
）の
学
者
王
府
が
、

龍
に
つ
い
て「
九
似
説
」（
頭
は
ラ
ク
ダ
、目
は
鬼
、角
は
鹿
、首
は

蛇
、腹
は
蛟﹇
虯
・
螭
・
虬
で
、蛇
に
似
た
想
像
上
の
動
物
﹈、鱗
は

魚
、爪
は
鷹
、足
は
虎
、耳
は
牛
）を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。

1
．龍
と
蛇
の
融
合

雨
乞
い
伝
説
な
ど
で
は
、蛇
も
龍
も
同
じ
霊
験
を
現
し
て
お
り
、

蛇
と
龍
の
区
別
が
つ
か
な
い
。な
お
、雨
乞
い
専
用
の
龍
は
玄
宗
皇

帝（
六
八
五
〜
七
六
二
）の
唐
代
に
登
場
し
て
い
る
。

八
木
133
は
、仏
教
に
お
け
る
コ
ブ
ラ
を
神
格
化
し
た
蛇
神（
蛇
の

精
霊
、ナ
ー
ガ
）が
中
国
の
龍
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
述
べ
て
い

る
。中
国
の
龍
は
①
水
と
の
関
連
性
、②
水
辺
に
棲
み
、財
宝（
珠
）

を
守
る
、③
魚
な
ど
に
自
在
に
変
化
す
る
特
性
を
備
え
た
超
自
然

的
な
聖
獣
で
あ
る
。一
方
、イ
ン
ド
の
蛇
神
は
①
水
と
の
関
連
性
、

②
龍
宮
に
棲
み
、財
宝（
仏
舎
利
等
）を
守
る
、③
擬
人
化
さ
れ
て

人
語
を
解
し
、人
と
交
わ
る
特
性
を
持
ち
、魏
晋
南
北
朝
時
代（
一

八
四
〜
五
八
九
）以
降
、コ
ブ
ラ
の
い
な
い
中
国
で
隆
盛
し
た
仏
教

の
漢
訳
仏
典
を
介
し
て
イ
ン
ド
の
蛇
神
が
中
国
の
龍
の
概
念
に
影

響
を
与
え
、唐
代（
六
一
八
〜
九
〇
七
）に
小
説
の
龍
宮
譚
・「
劉
毅

伝
」以
降
、龍
宮
の
記
事
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
八
木
は
、イ
ン
ド
の
蛇
神
も
中
国
の
龍
も
共
に
雨
を
降

ら
せ
る
能
力
を
有
し
、雨
乞
い
の
儀
式
に
関
す
る
共
通
項
が
、仏
典

の
蛇
神
が
中
国
の
龍
と
同
一
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
。な

お
、龍
の
爪
の
数
に
つ
い
て
は
、漢
代（
B
C
二
〇
六
〜
A
D

二
二
〇
）皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
龍
の
爪
の
数
は
三
本
で
、宋

代（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）に
四
本
、元
代（
一
二
七
一
〜
一
三
六

八
年
）か
ら
五
本
に
増
え
た
。

2
．金
物
を
嫌
う
龍

水
神
が
金
物
を
嫌
う
理
由
を
述
べ
る
前
に
、鋳
物
師
を
支
配
し

た
真
継
家
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
15
。

鋳
造
の
歴
史
は
弥
生
時
代（
B
C
三
世
紀
頃
〜
A
D
三
世
紀
中

頃
）に
遡
る
が
、造
寺
造
仏
技
術
が
六
世
紀
末
に
伝
来
し
て
飛
鳥

寺
の
造
営
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
、鋳
造
技
術
は
大
い
に
発
達
し
た
。

律
令
時
代（
大
化
の
改
新
後
の
七
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀
頃
ま

で
）の
鋳
銅
技
術
は
、貴
族
も
鋳
造
技
術
者
を
確
保
し
て
お
り
、ま

た
鋳
銅
技
術
は
民
間
に
も
広
範
に
存
在
し
て
い
た
が
、天
皇
家
は

需
要
の
多
い
所
に
技
術
者
を
出
向
さ
せ
て
鋳
銅
製
品
を
制
作
さ
せ

て
お
り
、飛
鳥
・
奈
良
時
代（
五
九
二
〜
七
九
四
）に
は
天
皇
家
と

鋳
物
師
と
の
結
び
つ
き
も
始
ま
っ
た
。　

天
文
八（
一
五
三
九
）年
、真
継
久
直
は
天
皇
に
仕
え
る
家
の
地

位
を
乗
っ
取
っ
て
地
下
官
人
真
継
家
を
成
立
さ
せ
、天
皇
家
の
偽

文
書
を
創
作
・
配
布
し
権
威
づ
け
て
、各
地
の
鋳
物
師
支
配
を
開

始
し
た
。

こ
こ
で
偽
文
書
は
、天
皇
家
か
ら
出
さ
れ
た
蔵
人
所
牒（
蔵
人
所

は
い
わ
ば
天
皇
家
の
事
務
官
の
役
所
）の
内
容
を
踏
ま
え
て
、真
継

家
に
都
合
の
良
い
文
書
を
書
き
加
え
た
も
の
で
、鋳
物
師
集
団
や

そ
の
首
領
に
対
し
て
諸
国
通
行
税
の
免
除
等
、営
業
上
の
特
権
を

保
証
す
る
内
容
が
多
い
。な
お
、偽
文
書
に
は
朝
廷
文
書
に
捺
印
さ

れ
る
正
規
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
内
印
が
捺
し
て
あ
る
。さ
ら
に
真

継
珍
弘（
一
六
七
二
〜
七
三
三
）は
、鋳
物
を
家
業
と
す
る
こ
と
を

認
め
る
許
可
状「
許
状
」を
発
給
し
、以
後
、鋳
物
師
の
代
替
り
ご

と
に
更
新
さ
れ
、鋳
物
師
支
配
が
拡
大
し
た
。

こ
の
真
継
家
と
鋳
物
師
と
の
関
係
は
、惟
喬
親
王
を
祖
と
仰
ぐ

木
地
師
と
の
関
係
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

吉
岡
51
は
、鉄
器
の
製
造
者（
鋳
物
師
）が
鉄
器
の
強
靭
性
を
言
い

募
る
た
め
に
、鉄
器
は
水
神（
龍
神
や
河
童
な
ど
）さ
え
抑
え
込
む
威

力
を
持
ち
、そ
れ
ゆ
え
水

神
は
鉄
器
を
嫌
う
と
伝

え
た
、と
述
べ
て
い
る
。

水
神
は
、池
に
入
れ
ら

れ
た
嫌
い
な
金
物（
鎌

等
）に
怒
り
、そ
の
地
に

雨
を
降
ら
せ
た
。つ
ま

り
、雨
乞
い
の
方
法
と
し

て
水
神
が
嫌
う
金
物
が

用
い
ら
れ
、例
え
ば
恵
那

市
の
笠
置
山（
一
一
二
八

m
）の
笠
置
神
社
の
鎌
を

借
り
て
雨
乞
い
を
行
い
、

ま
た
、恵
那
市
の
三
森
山（
一
一
〇
〇
m
）山
頂
の
三
森
山
社
の
鎌

を
麓
の
垂
松
瀑
に
投
げ
入
れ
て
雨
乞
い
を
行
っ
て
い
た
。

３
．竜
・
大
蛇
伝
説

飛
騨
地
方
に
は
、異
類
婚
姻
い
わ
ゆ
る
蛇
婿
に
分
類
さ
れ
る
話
が

多
く
伝
わ
り
、そ
の
内
容
の
多
く
は
、針（
蛇
の
嫌
い
な
金
物
）を
婿

（
蛇
）の
着
物
に
つ
け
て
退
治（
例
え
ば
104
、105
、270
等
）し
、ま
た
、妊

娠
し
た
娘
に
菖
蒲
酒
や
菊
酒
を
飲
ま
せ
て
流
産（
例
え
ば
72
）さ
せ

る
話
で
あ
る
が
、本
章
で
は
異
類
婚
姻
は
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
取
り

上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

3‒

1
　
金
物
を
嫌
う
主
　

①
旧
越
中
東
街
道
の
千
貫
桟（
長
三
〇
〇
間
余
り
、明
治
に
県

道
を
飛
騨
市
神
岡
町
横
山
か
ら
西
街
道
に
移
し
、高
原
川
に
千
貫

橋
を
架
け
た
）下
の
深
淵
に
棲
む
主
は
鉄
を
嫌
い
、淵
に
引
き
ず
り

込
む
の
で
、鉄
を
運
ぶ
時
は
山
道
を
迂
回
し
た
104
。②
飛
騨
市
神

岡
町
東
雲
西
側
の
平
坦
部
が
開
墾
さ
れ
た
が
、水
が
不
足
し
、大

蛇
が
棲
む
と
伝
わ
る
池
で
鍋
・
釜
を
洗
っ
て
い
た
。大
蛇
は
堪
ら
ず

池
か
ら
逃
げ
出
す
際
、恨
み
に
大
雨
を
降
ら
せ
た
。恨
み
を
鎮
め
る

た
め
に
経
塚
を
一
三
造
り
、一
つ
の

経
塚
が
残
っ
て
い
る
104
。③
小
八

賀
川（
高
山
市
丹
生
川
町
根
方
）

の
竜
宮
に
通
じ
る
と
言
わ
れ
た
琴

淵
に
は
大
蛇
の
主
が
棲
み
、主
は

金
物
を
嫌
い
、釘
を
使
っ
た
橋
を

琴
淵
に
架
け
た
ら
、一
夜
で
橋
は

流
さ
れ
た
269
。な
お
、④
琴
淵
の
主

は
ガ
ロ
オ（
河
童
）と
も
言
わ
れ
て

い
た
。猟
師
が
そ
れ
を
狙
い
投
網

す
る
と
、大
イ
ワ
ナ（
九
〇
㎝
）

が
捕
れ
、見
世
物
に
出
し
た
269
。

⑤
坂
山（
蔵
柱
、小
萱
と
吉

田
に
連
な
る
山
）に
棲
む
大
蛇

が
、蔵
柱
村（
高
山
市
上
宝
町
）

や
北
側
の
小
萱（
飛
騨
市
神
岡

町
）の
人
々
の
夢
枕
で
、子
ど
も

が
多
く
な
っ
た
の
で
村
に
棲
ま

せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
が
断
ら

れ
、小
萱
の
谷
に
金
物
の
剣
八

本
が
立
っ
た
。忘
れ
た
頃
に
、小

萱
の
西
の
吉
田（
神
岡
町
）か
ら
鉄
砲
水
と
な
り
蛇
が
抜
け
た
39
。

同
じ
く
大
蛇
の
子
供
が
増
え
た
話
と
し
て
、⑥
大
蛇
夫
婦
が
苅

安
峠（
高
山
市
一
之
宮
町
）の
大
き
な
池
に
棲
ん
で
い
て
、子
が
増
え

た
の
で
、村
人
に
相
談
し
た
。村
人
は
大
蛇
が
里
へ
来
な
い
よ
う
に
、

池
の
北
側
の
堤
に
金
物
を
埋
め
た
。す
る
と
、大
蛇
は
怒
り
、洪
水

と
と
も
に
無
数
河
川
か
ら
益
田
川（
飛
騨
川
）に
移
り
住
ん
だ
292
。

⑦
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥
町
前
谷
）に
は
老
大
蛇
が
棲
み
、大

蛇
は
金
属
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。番
所
の
役
人
の
子
供
が
た
わ
む
れ
に

鎌
を
池
に
投
げ
入
れ
る
と
大
暴
風
雨
に
な
り
、農
夫
が
池
か
ら
鎌

を
拾
い
上
げ
た
ら
静
か
に
な
っ
た
237
。

⑧
井
沢
川（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）の
淵
に
棲
む
大
蛇
は
人

を
引
き
ず
り
込
ん
だ
。と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
大
蛇
に
釜
を
被
せ
て

出
ら
れ
な
く
し
た
99
。

3‒

2
　
竜
の
昇
天
　

　
海
に
千
年
、山
に
千
年
棲
み

つ
い
た
蛇
は
天
に
昇
っ
て
竜
に

な
る
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、

経
験
が
豊
か
で
抜
け
目
が
な

く
、し
ぶ
と
く
狡
く
な
っ
て
い
く

こ
と
の
例
え
と
し
て「
海
千
山

千
」と
言
う
。

こ
こ
で
は
、竜
が
昇
天
す
る
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66

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

㉖
草
刈
り
の
最
中
に
番
頭
さ
ん

は
付
近
の
蛇
池
で
、水
を
飲
み
に
来

た
蛇
の
頭
を
誤
っ
て
切
っ
て
し
ま
っ

た
。仕
事
の
後
、番
頭
さ
ん
は
喉
が

渇
い
た
の
で
池
の
水
を
呑
ん
だ
ら

死
ん
で
し
ま
っ
た
。弔
い
の
た
め
に

地
蔵（
養
老
郡
養
老
町
直
江
の
旧

牧
田
川
堤
防
の
お
地
蔵
様
）を
建
て
た
132
。

3‒

8
　
秀
逸
な
彫
り
物
や
絵
の
竜
　
　

①
麦
飯
峠
に
棲
む
大
龍
が
旅
人
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
退
治
し

た
。そ
の
後
、龍
の
姿
を
ム
ツ
の
神
に
彫
刻
し
て
も
ら
い
、龍
門
寺

（
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
）の
山
門
に
架
け
た
。し
か
し
龍
の
魂
が
夜

な
夜
な
悪
さ
を
す
る
の
で
、ム
ツ
の
神
に
龍
の
目
に
穴
を
あ
け
て
栓

を
し
て
鎮
め
て
も
ら
っ
た
275
。

ま
た
一
説
に
は
、②
龍
門
寺

を
通
り
か
か
っ
た
男（
左
甚
五

郎
と
伝
わ
る
）が
龍
の
彫
り
物

を
造
り
、大
門
に
飾
っ
た
。そ
の

龍
が
悪
さ
を
し
た
の
で
お
教
を

あ
げ
、池（
山
門
の
内
側
）を

掘
っ
て
祀
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て

い
る
118
。

③
村
人
が
薬
王
寺（
可
児

市
東
帷
子
）高
梁
に
彫
ら
れ
た

上
り
竜
と
下
り
竜
に
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降
ら
せ
過
ぎ
た
の
で
、村
人

が
天
に
矢
を
射
っ
た
ら
止
ん
だ
。晴
れ
る
と
下
り
竜
の
片
目
が
つ
ぶ

れ
て
い
た
35
。

④
手
力
雄
神
社（
各
務
原
市
那
加
手
力
町
）の
拝
殿
の
木
彫
り
の

龍（
一
対
）が
畑
を
荒
ら
し
た
の
で
、出
歩
け
な
い
よ
う
に
お
祓
い
し

て
目
に
釘
を
打
っ
た
24
。実
際
は「
目
玉
に
釘
は
無
い
が
、し
か
し
、寄

木
を
確
実
に
つ
な
ぐ
た
め
に
隠
し
て
大
き
な
釘
で
固
定
し
て
あ
り
」、

「
龍
を
釘
で
打
ち
つ
け
た
」状
態
と

言
え
る
。

⑤
殿
様（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春

日
川
合
）が
左
甚
五
郎
と
他
の
一

人
に
大
蛇
の
彫
刻
を
命
じ
た
。甚

五
郎
が
観
音
菩
薩
に
大
蛇
の
姿

を
見
せ
て
欲
し
い
と
願
う
と
、池

か
ら
大
蛇
が
姿
を
見
せ
た
の
で
、

そ
の
姿
を
彫
り
あ
げ
た
。殿
に
見

せ
る
と
彫
り
物
な
の
に
、鎌
首
を

持
ち
上
げ
た
224
。

⑥
走
井
山
勧
学
寺（
桑
名
市
矢
田
）の
本
堂
天
井
に
描
か
れ
た

龍（
水
飲
み
竜
）が
井
戸
の
水
を
飲
み
に
来
た
の
で
、竜
の
目
に
大

き
な
釘
を
打
ち
つ
け
た
55
。⑦
桑
名
旧
城（
桑
名
市
吉
之
丸
）蟠
龍

櫓
の
胸
瓦
は
蹲
っ
た
龍
の
形
を
し
て
お
り
、瓦
の
下
に
は
恐
れ
て
魚

が
近
か
な
か
っ
た
55

飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
を
無
く
し
た
竜
と
し
て
、⑧
大
天
王（
現
鶉

田
神
社
。岐
阜
市
東
鶉
）の
彫
り
物
の
竜
は
、仲
良
く
な
っ
た
娘
が
役

人
の
せ
い
で
死
ん
だ
こ
と
を
怒
り
、竜
は
大
天
王
の
お
社
か
ら
出
た

火
で
、役
人
の
家
を
焼
き
払
っ
た
。建
て
直
さ
れ
た
拝
殿
の
右
側
の

竜
の
彫
り
物
は
、飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
が
無
い
50
。ま
た
一
説
に
は
、

⑨
一
対
の
竜
の
う
ち
、片
方
は
火
を
吹
く
の
で
、社
の
神
様
に
尾
を
切

り
取
ら
れ
た
と
言
う
46
。

餌
を
与
え
た
絵
の
竜
は
、⑩
円
頂
寺

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
龍
の
天
井
絵

（
畳
八
畳
分
）は
、元
は
岩
村
城
に
あ
っ
た

も
の
で
、ど
こ
か
ら
み
て
も
目
が
会
う
の

で「
八
方
睨
み
の
龍
」と
言
う
。あ
る
時
こ

の
龍
が
絵
か
ら
抜
け
出
て
畑
を
荒
ら
す

の
で
、麦
の
絵
を
か
い
て（
餌
を
与
え
て
）

封
じ
込
め
た
99
。

3‒

9
　
工
事
と
竜
　
　

①
境
川
か
ら
の
放
水
路
工
事（
昭
和
三
年
〜
五
年
）の
際
、三
井

池
の
竜
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、言
わ
れ
た
と
お
り
米
を
投
げ

込
ん
だ
。そ
の
後
無
事
に
完
成
し
、

祠（
三
井
池
水
神
神
社
。各
務
原

市
三
井
山
町
）が
建
て
ら
れ
た
50
。

昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
安

八
水
害
時
の
竜
に
つ
い
て
、②
薬

師
の
池
を
埋
め
立
て
て
い
く
と
、

薬
師
堂
の
尼
が「
キ
ッ
チ
リ
閉
め

ず
に
、竜
の
出
れ
る
穴
を
開
け
と

か
な
い
と
い
け
な
い
」と
長
良
川

決
壊
の
三
年
前
に
言
っ
た
。埋
め

立
て
ら
れ
た
池
の
隅
っ
こ
に
竜
の
た
め
に
開
け
ら
れ
た
穴
が
残
っ
て

い
る
4
。③
安
八
水
害
の
時
、竜
が
下
の
池
か
ら
長
良
川
を
越
え
た

堀
津
の
池
に
飛
び
立
ち
、堤
防
が
切
れ
た
。下
の
池
は
後
に
埋
立
ら

れ
、殉
職
し
た
冨
田
知
太
郎
氏
の
冥
福
と
治
水
祈
願
の
碑
が
建
っ

た
4
。

養
老
町
釜
段
の
下
池
伝
説
で
、「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」

132
に
関
連
し
て
、④
釜
段
の
池
が
干
拓
で
小
さ
く
な
る
と
、大
雨
が

降
っ
て
竜
が
昇
天
し
た
23
。

な
お
、サ
イ
カ
チ
に
つ
い
て
、⑤
婚
約
者
ふ
り
が
奉
公
中
に
高
須
領

主
に
身
を
汚
さ
れ
た
こ
と
を
怒
っ
た
山
伏
の
鉄
盤
は
、ふ
り
の
好
き
な

サ
イ
カ
チ
の
花
籠
の
底
に
恨
み
の
言
葉
を
書
き
、ふ
り
と
領
主
を
祷
り

殺
そ
う
と
し
た
が
、討
た
れ
た
。高
須
町
新
町
か
ら
西
小
島
へ
の
道
路

の
そ
ば
の
小
さ
な
塚
に
は
サ
イ
カ
チ
以
外
は
育
た
ず
、こ
の
塚
の
草
を

刈
る
と
祟
り
が
あ
る
221
。

⑥
村
は
ず
れ
に
あ
っ
た
深
い
池（
弥
富
市
三
百
島
）の
埋
立
の
時
、

占
っ
て
も
ら
う
と
、竜
神
が「
別
の
地
に
祀
っ
て
く
れ
れ
ば
、永
代
村
を

守
る
」と
言
う
の
で
、土
地
改
良
の
記
念
碑
と
並
ん
で
社
を
造
り
祀
っ

た
245
。⑦
諸
鍬
神
社
境
内（
愛
西
市
諸
桑
町
）の
塩
田
龍
神
社
は
、昭

和
五
九（
一
九
八
四
）年
の
夏
、日
光
川
と
目
比
川
が
合
流
し
た
湿
地

帯
・
塩
田
か
ら
池
の
主（
体
が
黒
っ
ぽ
い
龍
）に
移
っ
て
頂
い
た
243
。⑧

元
和
二（
一
六
一
六
）年
、横
江
川
の
洪
水
で
大
き
な
池（
蛇
池
。海
津

市
平
田
町
蛇
池
）が
出
来
た
。昭
和
六
〜
九
年
の
埋
立
工
事
の
時
、池

が
浅
く
な
り
、荒
天
に
な
り
竜
が
昇
天
し
た
107
。

3‒ 10
　
そ
の
他
　
　

①
洞
川（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）で
晒
し
て
い
た
布
が
本
流
の
大
き
な

淵（
布
淵
）ま
で
流
れ
た
。渦
の
中
の
布
は
大
蛇（
長
一
六
〇
m
程
）に

な
っ
て
陸
に
上
が
り
、頭
の
所
が
布
頭
、尾
が
布
尻
と
名
付
け
ら
れ
、大

蛇
は
淵
に
戻
っ
て
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
19
。②
姫
が
淵（
高
山
市
丹

生
川
町
折
敷
地
）に
籾
殻
を
入
れ
る
と
一
週
間
後
に
丹
生
川
町
根
方
の

大
清
水
へ
出
て
来
る
。七
〇
年
程
前
、淵
の
上
に
自
然
石
で
で
き
た
堰

堤
状
の
も
の
が
あ
り
、水
は
そ
の
堰
堤
を
越
し
て
淵
に
落
ち
る
。大
正

九（
一
九
二
〇
）年
の
洪
水
で
堰
堤
は
崩
れ
て
流
さ
れ
、淵
の
御
姫
様
も

こ
の
時
出
て
行
っ
た
と
か
269
。③
淵（
巻
ヶ
淵
）の
主
の
大
蛇
が
庄
屋
の

家（
高
山
市
上
宝
町
葛
山
）に
機
織
り
の
道
具
を
借
り
に
来
た
。そ
の

淵
は
竜
宮
城
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。淵
に
悪
い
こ
と
す
る
と

祟
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
、養
蚕
が
す
む
と
屑
繭
や
、ぼ
ぼ
ら（
か
ぼ

ち
ゃ
）を
乙
姫
様
の
た
め
に
淵
に
入
れ
た
。ま
た
、葛
山
や
下
佐
谷
で

は
、巻
ヶ
淵
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、節
分
の
笹
巻
き
を
造

ら
な
い
14
。

4
．K
I
S
S
O
の
竜
や
大
蛇
二
〇
編

K
I
S
S
O
に
掲
載
さ
れ
た
竜
や
蛇
に
関
す
る
昔
話
の
内
、美
人

に
化
け
た
蛇
と
人
と
の
交
流
は
、「
業
平
寺
の
大
蛇（
六
十
四
号
）」

77
、「
美
女
と
惣
左
衛
門（
九
三
号
）」204
、「
蛇
ヶ
谷（
九
七
号
）」275
、

「
蛇
の
池（
一
〇
〇
号
）」83
の
四
編
で
最
も
数
が
多
い
。

田
畑
を
荒
ら
す
等
悪
さ
を
す
る
竜
を
懲
ら
し
め
た
話
は
、百
足
退

治
で
知
ら
れ
た
俵
藤
太
が
里
を
荒
ら
す
白
竜
を
退
治
す
る「
白
竜
退

治（
六
〇
号
）」206
、猿
に
化
け
た
池
の
主
を
撃
っ
た
祟
り
で
、農
作
物

を
叺
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た「
金
原
の
蛇
池（
七
九
号
）」275
竜
を
退

治
し
た
武
士
が
、不
意
を
突
か
れ
て
竜
に
襲
わ
れ
て
討
ち
死
に
し
、そ

の
池
の
周
り
に
武
士
の
魂
と
な
っ
た
サ
ギ
ソ
ウ
が
咲
い
た「
竜
と
サ
ギ

ソ
ウ（
八
七
号
）」131
、の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、叺
に
つ
い
て
は
、①
イ
ン
谷（
月
尾
谷﹇
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小

津
﹈か
ら
分
か
れ
た
小
さ
な
谷
）の
頂
上
の
畑（
蛇
畑
）が
、叺（
藁
で

編
ん
だ
莚
を
二
つ
折
り
に
し
た
袋
）に
化
け
た
大
蛇
に
荒
ら
さ
れ
た
。

こ
れ
を
退
治
し
て
く
れ
た
猟
師
に
感
謝
し
、イ
ン
谷
の
宮
平
に
お
宮

を
建
て
た
54
と
伝
わ
り
、「
竜
と
サ
ギ
ソ
ウ
」の
よ
う
に
、竜
と
花
と
の

話
は
、②
和
田
山（
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
）に
住
ん
で
い
た
笛
吹
き

の
名
手
の
嫁
に
な
っ
た
娘
は
竜
で
あ
り
、子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
、子
を
残
し
て
居
な
く
な
っ
た
118
。な
お
、③
こ
の
竜
は
和
田
の

小
池
に
帰
り
、子
供
の
誕
生
日
に
赤
い
浮
草
の
花
が
咲
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
247
。ま
た
、④
柿
野（
山
県
市
谷
合
）の
西
洞
に
美
し
い

娘
・
お
浪
が
い
た
。恋
仲
の
男
は
破
約
し
て
部
屋
を
覗
く
と
お
浪
は

大
蛇
だ
っ
た
。翌
日
、娘
は
淵
に
消
え
、暫
く
す
る
と
大
洪
水
と
な
り
、

淵
の
辺
り
に
い
ま
ま
で
生
え
て
い
な
か
っ
た
草（
お
浪
草
）が
茂
っ
た

291
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

残
り
は
各
一
編
で
、「
福
崎
の
大
池
に
棲
む
大
蛇（
四
号
）」259
は
恐

ろ
し
い
大
蛇
の
棲
む
池
で
、福
崎
の
大
池
は
昔
か
ら
あ
る「
雁
ヶ
地

四
ヶ
字
社
」の
東
側
に
広
が
っ
て
い
た
が
、昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年

に
木
曽
川
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
、小
さ
く
な
っ
た
池
が
残
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
た

め
、池
を
埋
め
、木
曽
岬
神
社
が
建
て
ら
れ
た
。

「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」132
は
竜
の
祟
り
を
鎮
め
て
堤
防
工

事
を
完
成
さ
せ
た
話
で
あ
る
。

「
赤
壁
城（
二
八
号
）」91
は
、竜
が
先
祖
の
言
い
伝
え
を
守
ら
せ
、

「
海
水
山
権
現（
三
八
号
）」8
は
、大
蛇
に
化
け
た
神
が
社
を
建
て
さ

せ
、「
沓
部
の
乙
姫
さ
ま（
四
十
六
号
）」34
は
、都
か
ら
来
た
乙
姫
が

馬
瀬
川
の
河
原
を
気
に
入
り
、都
に
戻
る
時
こ
の
場
所
を
汚
さ
な
い

よ
う
に
頼
ん
だ
が
、酒
屋
の
若
い
衆
が
馬
の
わ
ら
じ
を
そ
こ
に
落
と

し
て
し
ま
う
と
、竜
が
昇
り
暴
れ
、酒
屋
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

「
白
竜
の
昇
天（
五
二
号
）」257
は
、底
な
し
池（
竜
池
）の
埋
め
立
て

工
事
を
昭
和
十
二
年
頃
に
行
う
が
進
ま
ず
、占
い
師（
五
二
号
で
は

坊
さ
ん
）に
聞
く
と
竜
が
住
ん
で
い
る
の
で
白
竜
社
を
祀
る
よ
う
に

言
わ
れ
る
。入
神
式
で
暴
風
雨
が
晴
天
に
な
り（
竜
の
昇
天
）、以
後

の
工
事
は
順
調
に
進
ん
だ
。

「
金
物
を
嫌
っ
た
大
蛇
）七
一
号
）」237
は
、嫌
い
な
金
物
の
た
め
に

川
を
下
れ
な
い
大
蛇（
露
洞
姫
）が
川
を
氾
濫
さ
せ
て
金
物
部
分
で
の

通
過
を
避
け
て
い
る
。な
お
、⑤
露
洞
姫
が
山
を
下
っ
て
の
氾
濫
に
因

ん
だ
地
名
や
逸
話
が
あ
る
21
。ま
た
、⑥
奥
明
方
村
の
水
沢
上
の
西

池
・
東
池（
水
沢
上
ヶ
池
）が
氾
濫
し
た
時
、こ
の
話
の
よ
う
に
大
蛇
が

水
を
溜
め
て
出
て
行
っ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
、西
池
・
東
池
は
天
正
十

三（
一
五
八
五
）年
十
一
月
の
天
正
地
震
で
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
237
。

「
本
洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
は
、清
水
を
貰
っ
た
老
蛇
が
恩

返
し
に
霧
を
発
生
さ
せ
て
岩
村
城
を
守
り
、「
ど
ん
ぼ
り
池
の
竜（
八

九
号
）」75
は
、、掛
け
軸
に
水
を
供
え
て
雨
に
恵
ま
れ
、「
夕
べ
が
池
伝

説（
九
六
号
）」136
は
、池
の
主
白
蛇
が
八
大
竜
王
権
現
と
し
て
祀
ら

れ
る
話
で
あ
る
。

大
蛇
以
外
の
池
の
主
に
関
わ
る
話
は
、流
材
を
滝
壺
に
引
き
込
む

ほ
ど
の
滝
壺
の
主
を
想
定
し
た「
小
川
の
大
滝
の
主（
五
七
号
）」293
、

蟹
に
乗
っ
て
現
れ
た
薬
師
如
来
が
村
人
の
病
を
治
し
た「
大
寺
瞽
女

（
八
〇
号
）」285
、池
の
主
・
大
亀
を
祀
っ
て
洪
水
が
減
っ
た「
亀
の
宮

（
八
三
号
）」44
の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、「
大
寺
瞽
女（
八
〇
号
）」285
の
異
説
と
し
て
、⑦
旅
の
尼
が

こ
の
地
に
住
み
修
行
を
し
て
い
る
と
、池
か
ら
大
蛇
の
姿
の
薬
師
如

来
が
現
れ
、祀
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
、願
興
寺（
可
児
郡
御
嵩
町
御

嵩
）が
建
て
ら
れ
、池
を
尼
ケ
池
と
言
う
47
。ま
た
、⑧
寺
近
く
の
池

か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
尼
僧
の
祈
り
で
霊
像
と
な
っ
て
蟹
の
背
に
乗
っ

て
現
れ
た
。こ
の
像
は
寺
の
本
尊
の
胎
内
仏
と
な
っ
た
96
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

3‒

6
　
夫
婦
竜
　
　

①
滝
の
沢（
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
小
野
原
）の
二
つ
の
池（
女

池
と
男
池
）に
竜
が
そ
れ
ぞ
れ
暮
ら
し
、山
や
田
畑
を
荒
ら
し
て
い

た
。侍
が
二
匹
の
竜
を
退
治
し
、竜
は
乗
鞍
山
へ
逃
げ
て
行
っ
た
220
。

②
男
竜
と
女
竜
が
棲
む
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）の
池

が
小
さ
く
な
り
、男
竜
は
こ
の
池
に
、女
竜
は
駒
ヶ
岳
の
縞
池
に
分
か

れ
て
棲
ん
だ
。村
の
娘
た
ち
は
、美
男
子
に
化
け
て
女
竜
に
遭
っ
て
い

た
男
竜
に
恋
を
し
た
が
、結
婚
で
き
な
い
の
で
池
に
身
投
げ
し
た
。

旅
僧（
弘
法
大
師
）が
池
の
呪
い
を
解
き
、平
ら
な
土
地
に
し
た
202
。

③
池
ヶ
洞
と
塩
蔵
境
の
山
頂（
高
山
市
高
根
町
）の
男
池
・
女
池

に
男
女
の
大
蛇
が
棲
み
、修
行
を
積
ん
で
竜
神
に
な
っ
た
。夫
婦
蛇

は
さ
ら
に
海
で
修
行
す
る
た
め
、塩
蔵
谷
を
下
っ
た
。こ
の
二
池
は

竜
神
の
住
処
で
、道
路
開
通
の
た
め
池
を
一
部
埋
め
た
た
め
、祟
り

を
恐
れ
て
龍
神
碑
を
建
て
た
256
。

④
女
池
と
男
池（
郡
上
市
白
鳥
町
那
留
）の
二
つ
の
池
が
戦
後
に

埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、性
悪
女
大
蛇
が
女
池
に
住
む
女
大
蛇
に
化
け

て
猟
の
下
手
な
猟
師
を
だ
ま
し
、女
池
の
女
大
蛇
を
退
治
さ
せ
た
。

猟
師
は
猟
が
上
手
く
な
っ
た
が
、男
池
の
男
大
蛇
は
妻
を
殺
し
た
罰

と
し
て
、猟
師
の
眼
を
見
え
な
く
し
た
52
。

上
記
の
異
説
と
し
て
、⑤
猟
師
が
雄
池
で
鴨
と
間
違
え
て
大
蛇

3‒

5
　
蛇
を
祀
る
　
　

①
沼
の
大
蛇（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）は
、昔
は
村
人
と
共
存
し
て

い
た
が
、村
人
が
沼
の
水
を
使
う
た

め
に
棲
み
難
く
な
り
、恨
み
を
残
し

て
越
中
の
浜
へ
飛
び
去
っ
た
。沼
の

跡
地
に
住
み
だ
し
た
人
に
蛇
の
祟

り
で
、不
幸
が
重
な
っ
た
た
め
、供

養
の
た
め
に
へ
び
塚（
蚖
蛇
等
之
霊
）

が
祀
ら
れ
た
39
。②
西
板
屋（
本
巣
市
根
尾
）と
尾
砂
谷（
根
尾
門
脇
）

境
の「
い
け
ざ
こ
」に
棲
む
大
蛇
は
、東
板
屋
の
沼
と
尾
開
谷
内
の
沢
の

池
の
三
ヶ
所
を
行
き
来
し
て
い
た
。猿
に
化
け
て
木
に
い
る
時
に
矢
で

射
ら
れ
、雷
と
と
も
に
火
の
雨
が
降
り
、池
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
。そ

の
大
蛇
は
雷
神
社（
本
巣
市
根
尾
西
板
屋
）に
祀
ら
れ
て
い
る
270
。

③
虚
空
蔵
菩
薩
が
修
行
で
こ
の
地（
大
垣
市
赤
坂
町
）に
着
た
時
、

立
小
便
を
し
た
ら
大
蛇
の
頭
で
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た
。追
い
駆
け
ら
れ

て
金
生
山
の
頂
上
ま
で
逃
げ
、許
し
て
も
ら
う
た
め
に
、こ
の
地
に
蛇

王
権
現
に
し
て
祀
る
約
束
を
す
る
。金
生
山
の
頂
上
の
明
星
輪
寺
に
、

虚
空
蔵
菩
薩
と
蛇
王
権
現（
蔵
王
権
現
）が
祀
ら
れ
て
い
る
47
。

④
愛
西
市
持
中
町
の
氏
神（
神
明
神
社
）の
境
内
の
池
に
大
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。境
内
に「
松
水
さ
ま
」と
呼
ば
れ
る
竜
神
が
祀
ら
れ

て
い
る
。毎
年
一
月
一
五
日
に
白
お
こ
わ
を
炊
い
て
供
え
る
祭
り
が

行
わ
れ
る
243
。⑤
西
別
所
白
山
神
社（
桑
名
市
大
字
蓮
花
寺
）の
神

は
白
い
龍
で
あ
る
55
。

話
を
集
め
た
。な
お
、昇
天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
る
と
神
通
力
を

失
う
よ
う
で
あ
る
。

①
洞
穴
に
棲
む
雄
雌
の
龍
が
雨
風
を
起
こ
し
て
地
を
荒
ら
す
の

で
、各
地
を
巡
礼
し
て
き
た
和
尚
が
祈
っ
て
雄
龍
を
天
に
昇
ら
せ
、

雌
龍
を
深
い
淵
に
閉
じ
込
め
た
。和
尚
は
こ
の
地
に
龍
洞
寺（
可
児

市
今
渡
）を
建
て
、龍
の
穴
に
あ
っ
た「
龍
の
ま
く
ら
石
」も
本
堂
西

に
祀
っ
て
あ
る
35
。ま
た
こ
の
雌
雄
の
夫
婦
龍
に
つ
い
て
、②
今
渡
ダ

ム（
可
児
市
川
合
）の
堰
堤
の
下
に
あ
っ
た「
ほ
う
ろ
く
淵
」に
雄
雌

の
龍
が
棲
ん
で
お
り
、和
尚
の
祈
り
で
、淵
の
底
の
穴
に
封
じ
込
め

ら
れ
、龍
の
住
処
に
は「
龍
の

ま
く
ら
石
」が
残
っ
て
い
た
と

も
伝
わ
る
228
。な
お
、③
今
渡

ダ
ム
工
事
は
難
工
事
と
な
っ

た
。周
囲
で
は「
ほ
う
ろ
く

淵
」の
龍
の
せ
い
だ
と
噂
さ

れ
、占
い
師
の
婆
さ
ん
に
観
て

も
ら
う
と
、噂
ど
お
り
だ
っ

た
。淵
か
ら
立
ち
退
い
て
も

ら
う
よ
う
に
祈
願
し
、八
王

龍
王
の
祠
を
鎮
座
し
た
ら
、

工
事
が
無
事
完
成
し
た
228
。

④
堤
を
挟
ん
で
2
つ
の
池

（
安
八
郡
安
八
町
大
森
）が

あ
っ
た
。薬
師
の
池
が
干
上
が

り
、大
鯰
が
出
て
き
た
。捕
ま

え
よ
う
と
し
た
ら
、雨
を
降

ら
せ
な
が
ら
下
の
池
の
ほ
う

へ
飛
ん
で
い
っ
た
。大
鯰
は
龍

神
の
化
身
で
、姿
を
見
ら
れ

て
う
ま
く
天
に
昇
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
4
。⑤
正

明
寺
（
安
八
郡
安
八
町
東

結
）側
の
池
を
東
の
蛇
池
、お
薬

師
が
祀
ら
れ
て
い
る
近
く
の
池

を
西
の
蛇
池
と
言
い
、東
の
蛇
池

の
主
が
悪
さ
を
し
、度
々
旅
人

が
消
え
て
し
ま
っ
た
。巫
女
は
鉦

鼓
を
聞
か
す
よ
う
に
言
い
、鉦

鼓
の
音
は
蛇
池
か
ら
何
か
恐
ろ

し
い
者
を
昇
天
さ
せ
た
。龍
神

と
な
り
村
を
守
り
に
戻
っ
て
来

た
の
か
、後
に
、大
垣
の
浄
勝
寺

か
ら
龍
を
彫
り
込
ん
だ
装
飾
板（
破
風
）が
移
転
し
て
き
た
。な

お
、二
つ
の
池
は
今
は
無
い
4
。こ
の「
蛇
池
」は
、「
蛇
池
と
一
本
松

（
一
四
号
）」205
の
池
で
あ
る
。

⑥
池
ン
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
山
手
）の
古
池
か
ら
大
蛇
が
昇

天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
、大
蛇
は
神
通
力
を
失
い
ム
シ
ロ
と
な
っ

た
85
。⑦
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）の
主
の
大
蛇
が

天
に
昇
ろ
う
と
す
る
の
を
見
た
男
が
祟
り
で
死
ん
だ
。大
蛇
は
、海

と
山
で
二
千
年
修
行
す
る
と
天
に
昇
れ
る
が
、見
ら
れ
る
と
神
通

力
が
無
く
な
る
45
。⑧
龍
池（
一
宮
市
上
祖
父
江
竜
池
）の
周
囲
に

老
松
が
茂
っ
て
い
た
が
、一
夜
で
姿
を
消
し
た
。こ
の
松
は
龍
の
精
が

形
を
変
え
た
も
の
で
、荒
天
を
誘
っ
て
昇
天
し
た
1
。な
お
、⑨
蛇

池（
一
宮
市
上
祖
父
江
）で
乙
姫
が
生
ま
れ
た
と
言
い
、小
祠
を
建

て
て
乙
姫
様
を
祀
っ
た
1
。

3‒

3
　
竜
の
退
治
　
　

①
養
老
年
間（
七
一
七
〜
七
二
三
）、深
谷（
郡
上
市
明
宝
寒
水

深
谷
）か
ら
見
座（
高
山
市
上
宝
町
見
座
）に
棲
む
大
蛇
が
人
々
を

悩
ま
せ
て
い
た
が
、修
行
中
の
泰
澄
が
岩（
蛇
岩
）の
上
で
苦
し
む

大
蛇
を
供
養
す
る
と
、岩
に
蛇
形
が
残
っ
た
。こ
の
岩
が
明
治
に
道

路
改
修
で
カ
ン
ナ
リ
ド
チ
に
落
ち
、昭
和
に
あ
る
人
の
夢
枕
で
祀
っ

て
欲
し
い
と
言
い
、現
在
地
に
祀
ら
れ
た
295
。②
人
を
襲
う
大
蛇
を

武
士
が
退
治
し
て
、淵（
中
津
川
市
蛭
川
）に
投
げ
込
み
、そ
の
淵

は
竜
渕
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
108
。③
猟
師
が
細
尾
谷（
加
茂

郡
七
宗
町
上
麻
生
）に
住
む
大
蛇

を
撃
ち
殺
し
た
。そ
の
時
大
蛇
の

血
が
溜
ま
っ
た
の
が
赤
池（
飛
水

峡
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
の
上
流
）で
、

家
に
帰
っ
た
猟
師
は
高
熱
を
出

し
て
亡
く
な
っ
た
。そ
の
鉄
砲
は

神
淵
神
社（
七
宗
町
神
渕
）に
奉

納
さ
れ
て
い
る
275
。

④
池（
瑞
浪
市
土
岐
町
桜
堂
）に
棲
み
悪
さ
を
す
る
竜
を
、仏
の

お
告
げ
で
日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩
の
跡
取
と
さ
れ
る
侍
二
人
が

退
治
し
た
。竜
が
居
な
く
な
っ
た
池
は
水
が
引
き
、肥
沃
な
田
圃
に

な
っ
た
118
。

⑤
月
尾
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津
）の
畑
で
ソ
バ
・
豆
が
何
者

か
に
食
べ
ら
れ
る
。農
民
が
鉄
砲
で
畑
に
現
れ
た
大
蛇
を
撃
つ
と
、

も
の
凄
い
大
雨
と
な
り
、土
橋
も
流
さ
れ
、家
に
帰
っ
た
農
民
は
ま

も
な
く
亡
く
な
っ
た
238
。

各
種
の
伝
説
が
伝
わ
る
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ

町
）で
は
、⑥
山
で
山
姥（
友
人
の
妻
に
化
け
た
池
の
主
の
大
蛇
）を

矢
で
射
っ
た
男
が
血
の
後
を
た
ど
る
と
池（
苧
ヶ
瀬
池
）に
辿
り
着

き
、お
が
せ（
苧
の
つ
む
ぎ
の
束
）が
浮
い
て
い
た
。男
は
後
悔
し
て
、

大
蛇
の
た
め
に
池
に
魚
を
入
れ

た
118
。さ
ら
に
、⑦
苧
ヶ
瀬
池
か

ら
約
二
・
五
㎞
東
の
大
安
寺

（
各
務
原
市
鵜
沼
大
安
寺
町
）

開
山
の
和
尚
の
所
へ
、娘
に
化

け
た
大
蛇
が
怪
我
の
治
療
を
頼

ん
で
き
た
。治
療
の
礼
に
寺
に

引
く
清
水
が
湧
き
出
て
、寺
へ

水
が
引
か
れ
た
222
、ま
た
、⑧
開

山
し
た
和
尚
の
徳
を
慕
っ
て

苧
ヶ
瀬
池
か
ら
来
る
竜
に
水
を
頼
む
と
、座
禅
し
て
い
た
石
の
間

か
ら
湧
き
出
し
た
51
、と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

以
下
に
、物
語
等
で
現
れ
る
人
物
に
退
治
さ
れ
た
蛇
の
話
に
つ
い

て
触
れ
よ
う
。

①
田
畑
を
荒
ら
す
白
蛇
退
治
を
弓
の
名
人
俵
藤
太（
藤
原
秀
郷

の
異
称
で
、百
足
退
治
な
ど
で
知
ら
れ
る
。）に
頼
み
成
功
し
、村
人

は
大
蛇
の
魂
を「
白
蛇
神
社
」（
揖
斐
郡
池
田
町
山
洞
）に
祀
っ
た
47
。

②
両
面
宿
儺
が
高
沢
山

で
悪
さ
を
し
て
い
た
竜
を

退
治
し
、山
頂
に
日
龍
峯

寺（
関
市
下
之
保
）を
建
て

た
125
と
も
、ま
た
、③
両
面

宿
儀
が
日
龍
峯
寺
の
山
の

池
に
棲
み
村
を
荒
ら
す
竜

を
刀
で
退
治
し
た
。こ
の

時
、谷
川
に
流
れ
込
ん
だ

竜
の
血
は
田
圃
に
も
入
り
、

寺
の
麓
の
田
に
は
、竜
の
お

詫
び
か
、ヒ
ル
が
居
な
く

な
っ
た
47
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。な
お
、両
面
宿
儺
は『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
命
に
逆
ら
う
凶
賊
と
さ
れ
る
が
、岐
阜
県
の
在
地
伝
承
で

は
毒
龍
退
治
や
寺
院
の
縁
起（
高
山
市
の
千
光
寺
・
日
竜
峰
寺
な

ど
）に
関
す
る
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。

3‒

4
　
子
に
残
し
た
大
蛇
の
目
玉
　
　

①
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
で
は
、夫
の
許
を
去
る
時
に
、子
に
残
し

た
目
玉
を
二
回
も
眼
病
を
患
う
殿
に
取
ら
れ
た
の
で
、津
波
の
発

生
を
親
子
に
は
知
ら
せ
て
逃
げ
さ
せ
た
後
、大
津
波
で
殿
の
家
か

ら
里
ま
で
皆
流
さ
れ
た 

104
。

②
大
丹
生
池（
高
山
市
丹
生
川
町
）の
大
蛇
が
娘
に
化
け
て
女
房
に

な
っ
た
。子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ
て
池
に
帰
る
際
、子
に
目
玉
を
一
つ

残
す
が
、盗
ま
れ
た
の
で
、再
度
目
玉
を
与
え
た（
両
目
）。盲
目
に
な
っ

た
蛇
に
時
や
方
角
を
知
ら
せ
る
た
め
、夫
は
寺
に
釣
り
鐘
を
寄
進
し

た
104
。な
お
、③
亭
主
と
子
供
に
別
れ
る
際
、お
し
ゃ
ぶ
り
用
に
残
し
た

目
玉
を
殿
に
取
ら
れ
、再
度
目
玉
を
与
え
て
メ
ク
ラ
に
な
っ
た
の
で
、

寺
の
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に
頼
ん
だ
話
が
、高
山
市
上
宝
町
本
郷
に
伝

わ
っ
て
い
る
104
。ま
た
、④
子
が
十
五
歳
に
な
っ
た
ら
、二
つ
目
の
目
玉

を
返
す
約
束
を
し
た
が
、村
人
の
意
見
は
返
す
か
返
さ
な
い
か
で
分

か
れ
た
。し
か
し
、千
光
寺（
高
山
市
丹
生
川
町
下
保
）に
滞
在
し
て
い

た
円
空
の
意
見
で
返
し
た
269
。

⑤
唯
願
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
下
山
）の
僧
は
、京
の
帰
り
に
つ
い

て
き
た
女
と
夫
婦
に
な
っ
た
が
、大
蛇
で
あ
っ
た
。、女
は
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
子
を
残
し
て
本
堂
前
の
井
戸
に
飛
び
込
ん
だ
が
、子
の
た
め
に

「
し
ぶ
な
し
の
カ
ヤ
」と
玉
を
残
し
た
。三
年
後
、玉
と
引
き
換
え
に
金

の
出
る
小
俵
を
く
れ
た
118
。な
お
、⑥
こ
の
井
戸
は
琵
琶
湖
ま
で
続
い

て
い
る
と
言
わ
れ
る
229
。カ
ヤ（
イ
チ
イ
科
カ
ヤ
属
の
常
緑
針
葉
樹
）の

実
は
食
用
に
な
る
。

を
撃
ち
殺
し
、祟
り
で
死
ん
だ
。雌

の
蛇
は
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥

町
前
谷
）に
移
っ
た
。雄
池
の
西
の

雌
池
は
残
っ
て
る
287
。
ま
た
、

「
3‒

1
金
物
が
嫌
う
主
」で
述
べ

た
村
間
ヶ
池
に
つ
い
て
は
、⑥
干
田

野（
白
鳥
町
下
田
野
）に
棲
ん
で
い

た
大
蛇
は
、洪
水
の
後
に
一
晩
で

干
上
が
っ
た
の
で
、村
間
ヶ
池
に
移

り
住
ん
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
52
。さ

ら
に
、⑦
大
蛇
が
村
間
ヶ
池
へ
下
る
時
に
山
が
崩
れ
て
、洞（
割
り

洞
。郡
上
市
明
宝
気
良
）が
出
来
た
295
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
恵
那
市
上
矢
作
町
の「
海
」（
達
原
渓
谷
に
あ
る
地
名
）に
青

竜（
雄
）と
黒
竜（
雌
）の
龍
が
住
ん
で
い
た
が
、上
か
ら
流
れ
て
き

た
白
竜（
雌
）に
元
か
ら
居
た
黒
竜
が
か
み
殺
さ
れ
た
。黒
竜
は
恨

み
で
人
に
祟
っ
た
が
、村
人
は
弁
天
様
を
祀
っ
て
鎮
め
た
99
。

⑨
関
市
板
取（
蕪
山
の
荒
倉
と
上
つ
谷
間
）の
尾
根
近
く
の
2
つ

の
池
に
雄
雌
の
大
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。猟
師
が
池
に
浮
か
ぶ
2
羽

の
鴨（
雌
雄
の
大
蛇
が
変
身
し
て
い
た
）を
撃
と
う
と
し
た
ら
、弾

は
当
た
ら
ず
、強
風
と
大
雨
の
嵐
に
な
り
、家
に
帰
っ
た
猟
師
は
寝

込
ん
で
亡
く
な
っ
た
。干
天
時
に
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
、鳶
の
先
で

池
を
掻
き
混
ぜ
る
と
、金
物
に
怒
っ
た
大
蛇
が
上
流
か
ら
大
水
を

流
し
、伐
採
し
た
木
材
や
人
が
流
さ
れ
た
8
。

⑩
沼
田（
山
県
市
富
永
の
水
品
）に
雄
雌
の
竜
が
お
と
な
し
く
暮

ら
し
て
い
た
が
、雌
の
挑
発
で
、雄
は
度
胸
試
し
に
人
を
襲
っ
て
し

ま
っ
た
。そ
れ
を
悔
い
た
雄
雌
の
竜
は
、天
に
豪
雨
と
と
も
に
昇
り
、

い
ま
も
そ
の
後
が
蛇
道
と
し
て
残
っ
て
い
る
124
。な
お
、兄
弟
の
大

蛇
も
い
て
、⑪
仲
越（
山
県
市
神
崎
。県
道
二
〇
〇
号
線
の
終
点
集

落
）の
池
に
棲
ん
で
い
た
大
蛇
の
兄
弟
が
大
洪
水
を
起
こ
し
て
海
へ

下
る
途
中
、弟
が
死
ん
で
し
ま
う
。兄
だ
け
で
海
へ
下
る
た
め
に
は
、

三
部
経
が
必
要
で
、伊
住
戸（
仲
越
か
ら
下
流
約
六
㎞
）の
お
寺
へ

取
り
に
来
た
124
。

3‒

7
　
竜
の
祟
り
　
　

①
高
山
市
丹
生
川
町
曽
手
の
集
落
に
、池
の
形
を
し
た「
水
な

し
」と
言
う
所
が
あ
る
。昔
は
池
で
お
む
つ
を
洗
っ
て
い
る
と
嵐
に

な
り
、竜
神
が
追
い
駆
け
て
来
て
、気
が
付
く
と
水
が
枯
れ
て
い
た

269
。②「
池
の
浜
」（
下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
）の
池
で
、石
の
上
の
小

さ
い
蛇
を
池
に
落
と
す
度
に
蛇
は
大
き
く
な
り
、つ
い
に
大
蛇
と

な
っ
て
男
衆
二
人
を
襲
っ
た
。二
人
は
大
蛇
を
た
た
き
殺
し
た
が
、

祟
り
に
あ
い
謎
の
病
で
死
ん
だ
97
。

木
曽
駒
森
林
公
園（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の「
七
尋
石
」に
つ
い
て

は
、③
惣
の
島（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
原
野
）の
若
者
が
大
蛇
に
襲
わ

れ
鎌
で
大
蛇
を
切
っ
た
ら
、の
た
う
っ
て
淵
へ
落
ち
て
行
っ
た
。淵
は
蛇

切
り
淵
と
呼
ば
れ
た
276
。後
日
談
と
し
て
、④
原
野
村
の
こ
の
若
者
に

嫁
い
だ
お
濃
は
、大
蛇
の
祟
り
で
蛇
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
姿
を
夫
に
見

ら
れ
て
離
縁
さ
れ
、さ
ら
に
実
家
か
ら
も
追
い
払
わ
れ
た
。途
方
に
く

れ
た
お
濃
が
座
っ
て
い
た
石（
七
尋
石
）に「
う
ろ
こ
」の
跡
と
麻
桶
を

置
い
た
窪
み
が
残
っ
て
い
る
276
。ま
た
、⑤
お
濃
は「
濃
ケ
池
」の
竜
に

見
初
め
ら
れ
て
身
ご
も
り
、「
七
尋
石
」の
所
で
出
産
し
た
が
、家
に
帰

れ
な
い
の
で「
濃
ケ
池
」に
身
投
げ
し
た
と
も
伝
わ
る
。な
お
、「
濃
ケ

池
」は
大
原（
木
曽
郡
木
曽
町
新
開
大
原
）奥
の
池
、あ
る
い
は
、駒
ケ

岳
の
麓
の
池
と
も
言
わ
れ
て
い
る
276
。⑥
明
星
岩（
木
曽
郡
木
曽
町
日

義
原
野
）に
住
ん
で
い
た
白
カ
ジ
カ
が「
濃
ケ
池
」の
大
蛇
を
負
か
し
た

ら
、大
蛇
は
池
か
ら
伊
勢
の
海
へ

行
っ
た
276
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑦
大
船
山（
恵
那
市
上
矢
作

町
）に
棲
ん
で
い
た
悪
魔
が
、蝮
の

頭
に
よ
く
似
た
石（
マ
ム
シ
岩
）に

封
じ
込
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
99
。

⑧
男
が
魚
釣
り
の
後
、石（
中
津

川
市
蛭
川
奥
渡
区
）の
上
で
一
服

し
て
い
る
と
一
匹
の
蛇
が
出
て
き

た
。悪
戯
で
、煙
草
の
ヤ
ニ
を
魚
の

腸
に
混
ぜ
て
与
え
た
。夜
蛇
の
恨
む
声
が
聞
こ
え
、翌
日
、蛇
は
死

ん
だ
が
、暫
く
し
て
、男
は
祟
り
で
川
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、そ
の

石
は「
蛇
石
」と
呼
ば
れ
た
47
。

岩
村
城（
恵
那
市
岩
村
町
）の
大
蛇
に
関
す
る
話
と
し
て
、「
本

洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
の
他
に
、⑨
宝
永
五（
一
七
〇
八
）

年
、猟
師（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
）が
魔
物
だ
と
思
い
大
蛇
を
撃

ち
殺
し
、馬
の
骨
ほ
ど
も
あ
る
蛇
骨
を
岩
村
城
に
届
け
た
。岩
村
の

子
供
が
こ
の
蛇
に
飲
ま
れ
て
尻
か
ら
出
た
が
一
生
頭
の
毛
が
生
え

な
か
っ
た
212
。⑩
岩
村
城
が
敵
陣
の
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、秘
蔵
の

蛇
の
骨
を
井
戸
に
沈
め
る
と
城
を
霧
が
覆
い
、勝
っ
て
、霧
ヶ
城
と

名
が
つ
い
た
13
。な
お
、偶
然
蛇
の
骨
が
井
戸
に
入
っ
た
話
と
し
て
、

⑪
負
け
戦
の
兵
士
が
躓
い
て
、何
か
が
井
戸
に
落
ち
、霧
が
立
ち
込

め
て
勝
利
し
た
。井
戸
を
調
べ
る
と
蛇
の
頭
蓋
骨
で
、城
の
宝
に
な

り
、城
は
霧
ヶ
城
と
名
付
け
ら
れ
た
47
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑫
円
光
寺（
飛
騨
市
古
川
町
殿

町
）の
宝
物「
蛇
骨
」（
約
三
m
）は
、

越
後
の
国
で
、本
妻
に
殺
さ
れ
た

妾
が
大
蛇
に
変
身
し
た
が
、親
鸞

に
よ
る
供
養
で
、大
蛇
は
菩
薩
に
な

り
昇
天
し
、越
後
の
寺
か
ら
持
っ
て

来
ら
れ
た
物
で
あ
る
102
。

仏
の
教
え
を
学
ん
だ
後
に
、寺

に
蛇
骨
を
残
し
た
蛇
も
い
る
。⑬

龍
泰
寺（
関
市
下
有
知
の
守
り
神

の
竜
は
、死
期
が
迫
っ
た
の
で
、仏
の

教
え
を
乞
う
て
寺
に
来
て
、天
に
逝

き
、寺
に
竜
骨
が
秘
蔵
さ
れ
、竜
神

は
境
内
の「
竜
ヶ
池
」に
あ
る
島
の

祠
に
祭
ら
れ
て
い
る
71
。⑭
葦
池

（
各
務
原
市
下
中
屋
町
。春
日
神
社

境
内
に
池
は
現
在
無
い
）の
大
蛇
は

旅
人
を
食
べ
た
り
田
畑
を
荒
ら
し

た
り
し
た
が
、若
嫁
に
化
け
て
河
野

西
入
坊（
各
務
原
市
下
中
屋
町
）で

の
説
教
を
熱
心
に
聴
き
、住
職
に
亡

く
な
っ
た
後
の
始
末
を
頼
ん
で
、大

蛇
と
な
っ
て
亡
く
な
り
、寺
に
は
、

現
在
も
上
顎
と
下
顎
の
骨
が
残
っ

て
い
る
222
。

祟
り
に
戻
る
と
、⑮
大
船
神
社

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
石
段
で
満

願
の
日
に
大
蛇
を
見
た
松
助
が
亡

く
な
り
、そ
の
者
の
家
の
前
に「
松
明

霊
神
」の
石
碑
が
建
て
ら
れ
、祀
ら

れ
た
。な
お
、大
蛇
を
三
つ
に
切
っ

て
、頭
を
大
船
神
社
、腹
を
中
山
神

社（
恵
那
市
串
原
中
沢
）、尻
尾
を

愛
知
県
東
加
茂
郡
に
奉
納
し
た
伝

説
も
あ
り
、松
助
は
大
船
神
社
の
ご

神
体
を
見
た
祟
り
で
病
死
し
た
99
。

⑯
伊
勢
山（
本
巣
市
法
林
寺
）の

中
腹
に
あ
る
大
岩
は
、神
が
宿
る
岩

と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。山
菜
取

り
の
村
人
が
、「
山
で
味
噌
を
焼
く

と
、匂
い
で
大
蛇
が
来
る
」と
の
言
い
伝
え
を
忘
れ
、大
岩
の
上
で
味
噌

を
焼
い
て
昼
食
に
し
た
ら
、大
岩
の
下
か
ら
出
て
来
た
大
蛇
に
睨
ま

れ
、つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
128
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
の
小
島
山（
八
六
四
m
）頂
上
に
あ
る
古

賀
ヶ
池
に
は
、小
島
山
周
辺
の
数
村
で
よ
く
似
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑰
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、大
蛇
に
愛
犬
を
食
わ
れ
た

猟
師
が
、仇
討
ち
に
失
敗
し
、瑞
岩
寺
村（
現
揖
斐
川
町
瑞
岩
寺
に
該

当
）の
氏
神
様
に
逃
げ
込
み（
一
説
に
は
、瑞
岩
寺
村
の
秋
葉
神
社
に
隠

れ
、神
様
が
大
蛇
を
追
い
返
す
と
）、よ
う
や
く
大
蛇
は
帰
っ
た
28
。⑱

そ
の
時
大
蛇
が
壊
し
た
谷（
じ
ゃ
が
谷
、一
説
で
は
城
ヶ
谷
）は
、大
雨

の
た
び
に
荒
れ
、不
作
が
続
い
た
の
で
、大
蛇
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め

に
、池
の
ほ
と
り
に
祠
を
建
て
た
11
。ま
た
、⑲
享
保 

（
一
七
一
六
〜
三

五
）年
間
、猟
師（
揖
斐
川
町
白
樫
）の
犬
が
古
川
池（
古
賀
ヶ
池
に
該

当
）で
大
蛇
に
呑
み
こ
ま
れ
た
。猟
師
と
友
人
は
、復
讐
に
行
く
が
、急

所
が
は
ず
れ
て
大
蛇
に
追
わ
れ
、揖

斐
郡
大
野
町
黒
野
の
八
幡
社
に
逃

げ
込
む
と
大
蛇
は
息
絶
え
た
。大

蛇
は
焼
か
れ
、灰
を
埋
め
て
供
養
し

た
。黒
野
駅
レ
ー
ル
パ
ー
ク
東
二
〇

〇
ｍ
辺
り
に「
へ
ん
び
塚
」が
残
っ
て

い
る
217
。

さ
ら
に
、⑳
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

東
津
汲（
旧
久
瀬
村
）で
は
、猟
師

の
犬
が
古
賀
ヶ
池
で
雄
の
大
蛇
に

呑
ま
れ
た
。撃
ち
取
っ
た
ら
雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ
、猟
師
は
な
ん
と
か

逃
げ
、猟
師
を
見
失
っ
た
大
蛇
は
別
の
谷
に
出
て
行
っ
た
238
。ま
た
一
説

で
は
、㉑
雄
の
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
が
、雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ

た
猟
師
は
瑞
岩
寺
村
の
北
の
宮
に
逃
げ
込
み
、大
蛇
が
社
殿
を
壊
し

な
が
ら
村
を
水
浸
し
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
、宮
の
神
が
鯰
に
な
っ
て

飲
み
干
し
た
238
と
、伝
わ
っ
て
い
る
。

現
大
垣
市
上
石
津
町
に
も
犬
と
大
蛇
の
話
が
あ
る
。㉒
多
良
村（
大

垣
市
上
石
津
町
）の
狩
猟
の
上
手
い
侍
が
、幾
久
里
の
山
で
犬
に
飛
び

掛
か
る
大
蛇（
主
）を
刀
で
切
り
つ
け
、大
蛇
は
淵
へ
逃
げ
た
。翌
年
、そ

の
淵
で
侍
が
投
網
を
す
る
と
、主
に
引
き
込
ま
れ
、以
来
そ
の
淵
を「
へ

び
が
淵
」と
恐
れ
た
37
。ま
た
、㉓
上
多
良
の
豪
士
が
幾
久
里
の
山
へ

狩
り
に
行
く
と
、小
さ
な
ト
カ
ゲ
が
豪
士
を
幾
久
里
川
の
淵
へ
引
き

ず
る
。怒
っ
た
豪
士
は
ト
カ
ゲ
を
切
り
殺
す
と
、ト
カ
ゲ
は
淵
に
落
ち
、

赤
黒
い
血
に
染
ま
っ
た
淵
か
ら
二
つ
の
大
き
な
目
が
光
っ
て
お
り
、こ

こ
を「
蛇
ぶ
ち
」と
言
っ
た
37
。さ
ら
に
、㉔
上
多
良
の
人（
三
輪
佐
太

夫
）は
犬
を
連
れ
て
魚
取
り
に
行
っ
た
。川
で
大
蛇
に
遭
遇
し
胴
を
二

つ
に
切
っ
た
。翌
日
、川
で
魚
の
群
れ
を
見
か
け
、投
網
す
る
と
川
底
へ

引
き
込
ま
れ
た
。実
は
群
れ
は
大
蛇
の
頭
だ
っ
た
。こ
の
淵
を「
蛇
淵
」

（「
佐
太
夫
淵
」229
）と
言
う
37
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

㉕
猟
師
が
鴨
を
打
ち
に
沼
に
来
た
が
、笠
を
残
し
て
姿
を
消
し
た
。

そ
れ
以
降
、笠
取
池（
一
宮
市
萩
原
町
西
宮
重
）と
呼
ば
れ
た
。沼
の
主

が
大
亀
で
、埋
め
た
て
る
と
祟
り
が
あ
る
1
。な
お
、鹽
道
神
社（
一
宮
市

千
秋
町
塩
尻
居
屋
敷
）周
辺
の
湿
地
に
も
、笠
を
取
り
に
行
っ
た
巡
礼

が
ヨ
シ
の
深
み
に
嵌
り
、笠
だ
け
が
残
さ
れ
た
笠
取
沼
伝
説
が
あ
る
。

文
字
を
使
用
す
る
以
前
の
先
史
時
代
、中
国
で
は
す
で
に
貝
殻

で
作
っ
た
龍
形
な
ど
、後
代
の
龍
の
形
象
と
共
通
項
を
持
つ
遺
物
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。殷
代（
B
C
一
七
世
紀
〜
B
C
一
〇
四
六
年
）

後
期
の
甲
骨
文
字
に
は
龍
の
文
字
が
出
現
し
て
お
り
、こ
の「
龍
」

の
文
字
を
用
い
る
族（
龍
族
）が
祀
っ
た
神
は
降
雨
の
有
無
を
問
う

水
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。

龍
の
姿
は
、後
漢
時
代（
二
五
〜
二
二
〇
年
）の
学
者
王
府
が
、

龍
に
つ
い
て「
九
似
説
」（
頭
は
ラ
ク
ダ
、目
は
鬼
、角
は
鹿
、首
は

蛇
、腹
は
蛟﹇
虯
・
螭
・
虬
で
、蛇
に
似
た
想
像
上
の
動
物
﹈、鱗
は

魚
、爪
は
鷹
、足
は
虎
、耳
は
牛
）を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。

1
．龍
と
蛇
の
融
合

雨
乞
い
伝
説
な
ど
で
は
、蛇
も
龍
も
同
じ
霊
験
を
現
し
て
お
り
、

蛇
と
龍
の
区
別
が
つ
か
な
い
。な
お
、雨
乞
い
専
用
の
龍
は
玄
宗
皇

帝（
六
八
五
〜
七
六
二
）の
唐
代
に
登
場
し
て
い
る
。

八
木
133
は
、仏
教
に
お
け
る
コ
ブ
ラ
を
神
格
化
し
た
蛇
神（
蛇
の

精
霊
、ナ
ー
ガ
）が
中
国
の
龍
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
述
べ
て
い

る
。中
国
の
龍
は
①
水
と
の
関
連
性
、②
水
辺
に
棲
み
、財
宝（
珠
）

を
守
る
、③
魚
な
ど
に
自
在
に
変
化
す
る
特
性
を
備
え
た
超
自
然

的
な
聖
獣
で
あ
る
。一
方
、イ
ン
ド
の
蛇
神
は
①
水
と
の
関
連
性
、

②
龍
宮
に
棲
み
、財
宝（
仏
舎
利
等
）を
守
る
、③
擬
人
化
さ
れ
て

人
語
を
解
し
、人
と
交
わ
る
特
性
を
持
ち
、魏
晋
南
北
朝
時
代（
一

八
四
〜
五
八
九
）以
降
、コ
ブ
ラ
の
い
な
い
中
国
で
隆
盛
し
た
仏
教

の
漢
訳
仏
典
を
介
し
て
イ
ン
ド
の
蛇
神
が
中
国
の
龍
の
概
念
に
影

響
を
与
え
、唐
代（
六
一
八
〜
九
〇
七
）に
小
説
の
龍
宮
譚
・「
劉
毅

伝
」以
降
、龍
宮
の
記
事
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
八
木
は
、イ
ン
ド
の
蛇
神
も
中
国
の
龍
も
共
に
雨
を
降

ら
せ
る
能
力
を
有
し
、雨
乞
い
の
儀
式
に
関
す
る
共
通
項
が
、仏
典

の
蛇
神
が
中
国
の
龍
と
同
一
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
。な

お
、龍
の
爪
の
数
に
つ
い
て
は
、漢
代（
B
C
二
〇
六
〜
A
D

二
二
〇
）皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
龍
の
爪
の
数
は
三
本
で
、宋

代（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）に
四
本
、元
代（
一
二
七
一
〜
一
三
六

八
年
）か
ら
五
本
に
増
え
た
。

2
．金
物
を
嫌
う
龍

水
神
が
金
物
を
嫌
う
理
由
を
述
べ
る
前
に
、鋳
物
師
を
支
配
し

た
真
継
家
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
15
。

鋳
造
の
歴
史
は
弥
生
時
代（
B
C
三
世
紀
頃
〜
A
D
三
世
紀
中

頃
）に
遡
る
が
、造
寺
造
仏
技
術
が
六
世
紀
末
に
伝
来
し
て
飛
鳥

寺
の
造
営
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
、鋳
造
技
術
は
大
い
に
発
達
し
た
。

律
令
時
代（
大
化
の
改
新
後
の
七
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀
頃
ま

で
）の
鋳
銅
技
術
は
、貴
族
も
鋳
造
技
術
者
を
確
保
し
て
お
り
、ま

た
鋳
銅
技
術
は
民
間
に
も
広
範
に
存
在
し
て
い
た
が
、天
皇
家
は

需
要
の
多
い
所
に
技
術
者
を
出
向
さ
せ
て
鋳
銅
製
品
を
制
作
さ
せ

て
お
り
、飛
鳥
・
奈
良
時
代（
五
九
二
〜
七
九
四
）に
は
天
皇
家
と

鋳
物
師
と
の
結
び
つ
き
も
始
ま
っ
た
。　

天
文
八（
一
五
三
九
）年
、真
継
久
直
は
天
皇
に
仕
え
る
家
の
地

位
を
乗
っ
取
っ
て
地
下
官
人
真
継
家
を
成
立
さ
せ
、天
皇
家
の
偽

文
書
を
創
作
・
配
布
し
権
威
づ
け
て
、各
地
の
鋳
物
師
支
配
を
開

始
し
た
。

こ
こ
で
偽
文
書
は
、天
皇
家
か
ら
出
さ
れ
た
蔵
人
所
牒（
蔵
人
所

は
い
わ
ば
天
皇
家
の
事
務
官
の
役
所
）の
内
容
を
踏
ま
え
て
、真
継

家
に
都
合
の
良
い
文
書
を
書
き
加
え
た
も
の
で
、鋳
物
師
集
団
や

そ
の
首
領
に
対
し
て
諸
国
通
行
税
の
免
除
等
、営
業
上
の
特
権
を

保
証
す
る
内
容
が
多
い
。な
お
、偽
文
書
に
は
朝
廷
文
書
に
捺
印
さ

れ
る
正
規
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
内
印
が
捺
し
て
あ
る
。さ
ら
に
真

継
珍
弘（
一
六
七
二
〜
七
三
三
）は
、鋳
物
を
家
業
と
す
る
こ
と
を

認
め
る
許
可
状「
許
状
」を
発
給
し
、以
後
、鋳
物
師
の
代
替
り
ご

と
に
更
新
さ
れ
、鋳
物
師
支
配
が
拡
大
し
た
。

こ
の
真
継
家
と
鋳
物
師
と
の
関
係
は
、惟
喬
親
王
を
祖
と
仰
ぐ

木
地
師
と
の
関
係
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

吉
岡
51
は
、鉄
器
の
製
造
者（
鋳
物
師
）が
鉄
器
の
強
靭
性
を
言
い

募
る
た
め
に
、鉄
器
は
水
神（
龍
神
や
河
童
な
ど
）さ
え
抑
え
込
む
威

力
を
持
ち
、そ
れ
ゆ
え
水

神
は
鉄
器
を
嫌
う
と
伝

え
た
、と
述
べ
て
い
る
。

水
神
は
、池
に
入
れ
ら

れ
た
嫌
い
な
金
物（
鎌

等
）に
怒
り
、そ
の
地
に

雨
を
降
ら
せ
た
。つ
ま

り
、雨
乞
い
の
方
法
と
し

て
水
神
が
嫌
う
金
物
が

用
い
ら
れ
、例
え
ば
恵
那

市
の
笠
置
山（
一
一
二
八

m
）の
笠
置
神
社
の
鎌
を

借
り
て
雨
乞
い
を
行
い
、

ま
た
、恵
那
市
の
三
森
山（
一
一
〇
〇
m
）山
頂
の
三
森
山
社
の
鎌

を
麓
の
垂
松
瀑
に
投
げ
入
れ
て
雨
乞
い
を
行
っ
て
い
た
。

３
．竜
・
大
蛇
伝
説

飛
騨
地
方
に
は
、異
類
婚
姻
い
わ
ゆ
る
蛇
婿
に
分
類
さ
れ
る
話
が

多
く
伝
わ
り
、そ
の
内
容
の
多
く
は
、針（
蛇
の
嫌
い
な
金
物
）を
婿

（
蛇
）の
着
物
に
つ
け
て
退
治（
例
え
ば
104
、105
、270
等
）し
、ま
た
、妊

娠
し
た
娘
に
菖
蒲
酒
や
菊
酒
を
飲
ま
せ
て
流
産（
例
え
ば
72
）さ
せ

る
話
で
あ
る
が
、本
章
で
は
異
類
婚
姻
は
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
取
り

上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

3‒

1
　
金
物
を
嫌
う
主
　

①
旧
越
中
東
街
道
の
千
貫
桟（
長
三
〇
〇
間
余
り
、明
治
に
県

道
を
飛
騨
市
神
岡
町
横
山
か
ら
西
街
道
に
移
し
、高
原
川
に
千
貫

橋
を
架
け
た
）下
の
深
淵
に
棲
む
主
は
鉄
を
嫌
い
、淵
に
引
き
ず
り

込
む
の
で
、鉄
を
運
ぶ
時
は
山
道
を
迂
回
し
た
104
。②
飛
騨
市
神

岡
町
東
雲
西
側
の
平
坦
部
が
開
墾
さ
れ
た
が
、水
が
不
足
し
、大

蛇
が
棲
む
と
伝
わ
る
池
で
鍋
・
釜
を
洗
っ
て
い
た
。大
蛇
は
堪
ら
ず

池
か
ら
逃
げ
出
す
際
、恨
み
に
大
雨
を
降
ら
せ
た
。恨
み
を
鎮
め
る

た
め
に
経
塚
を
一
三
造
り
、一
つ
の

経
塚
が
残
っ
て
い
る
104
。③
小
八

賀
川（
高
山
市
丹
生
川
町
根
方
）

の
竜
宮
に
通
じ
る
と
言
わ
れ
た
琴

淵
に
は
大
蛇
の
主
が
棲
み
、主
は

金
物
を
嫌
い
、釘
を
使
っ
た
橋
を

琴
淵
に
架
け
た
ら
、一
夜
で
橋
は

流
さ
れ
た
269
。な
お
、④
琴
淵
の
主

は
ガ
ロ
オ（
河
童
）と
も
言
わ
れ
て

い
た
。猟
師
が
そ
れ
を
狙
い
投
網

す
る
と
、大
イ
ワ
ナ（
九
〇
㎝
）

が
捕
れ
、見
世
物
に
出
し
た
269
。

⑤
坂
山（
蔵
柱
、小
萱
と
吉

田
に
連
な
る
山
）に
棲
む
大
蛇

が
、蔵
柱
村（
高
山
市
上
宝
町
）

や
北
側
の
小
萱（
飛
騨
市
神
岡

町
）の
人
々
の
夢
枕
で
、子
ど
も

が
多
く
な
っ
た
の
で
村
に
棲
ま

せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
が
断
ら

れ
、小
萱
の
谷
に
金
物
の
剣
八

本
が
立
っ
た
。忘
れ
た
頃
に
、小

萱
の
西
の
吉
田（
神
岡
町
）か
ら
鉄
砲
水
と
な
り
蛇
が
抜
け
た
39
。

同
じ
く
大
蛇
の
子
供
が
増
え
た
話
と
し
て
、⑥
大
蛇
夫
婦
が
苅

安
峠（
高
山
市
一
之
宮
町
）の
大
き
な
池
に
棲
ん
で
い
て
、子
が
増
え

た
の
で
、村
人
に
相
談
し
た
。村
人
は
大
蛇
が
里
へ
来
な
い
よ
う
に
、

池
の
北
側
の
堤
に
金
物
を
埋
め
た
。す
る
と
、大
蛇
は
怒
り
、洪
水

と
と
も
に
無
数
河
川
か
ら
益
田
川（
飛
騨
川
）に
移
り
住
ん
だ
292
。

⑦
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥
町
前
谷
）に
は
老
大
蛇
が
棲
み
、大

蛇
は
金
属
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。番
所
の
役
人
の
子
供
が
た
わ
む
れ
に

鎌
を
池
に
投
げ
入
れ
る
と
大
暴
風
雨
に
な
り
、農
夫
が
池
か
ら
鎌

を
拾
い
上
げ
た
ら
静
か
に
な
っ
た
237
。

⑧
井
沢
川（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）の
淵
に
棲
む
大
蛇
は
人

を
引
き
ず
り
込
ん
だ
。と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
大
蛇
に
釜
を
被
せ
て

出
ら
れ
な
く
し
た
99
。

3‒

2
　
竜
の
昇
天
　

　
海
に
千
年
、山
に
千
年
棲
み

つ
い
た
蛇
は
天
に
昇
っ
て
竜
に

な
る
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、

経
験
が
豊
か
で
抜
け
目
が
な

く
、し
ぶ
と
く
狡
く
な
っ
て
い
く

こ
と
の
例
え
と
し
て「
海
千
山

千
」と
言
う
。

こ
こ
で
は
、竜
が
昇
天
す
る

唯願寺の「しぶなしのカヤ」

大安寺

丹生川支所前の両面宿儺

千光寺

日龍峯寺

へび塚（蚖蛇等之霊）
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
2
章
　
竜
伝
説

㉖
草
刈
り
の
最
中
に
番
頭
さ
ん

は
付
近
の
蛇
池
で
、水
を
飲
み
に
来

た
蛇
の
頭
を
誤
っ
て
切
っ
て
し
ま
っ

た
。仕
事
の
後
、番
頭
さ
ん
は
喉
が

渇
い
た
の
で
池
の
水
を
呑
ん
だ
ら

死
ん
で
し
ま
っ
た
。弔
い
の
た
め
に

地
蔵（
養
老
郡
養
老
町
直
江
の
旧

牧
田
川
堤
防
の
お
地
蔵
様
）を
建
て
た
132
。

3‒

8
　
秀
逸
な
彫
り
物
や
絵
の
竜
　
　

①
麦
飯
峠
に
棲
む
大
龍
が
旅
人
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
退
治
し

た
。そ
の
後
、龍
の
姿
を
ム
ツ
の
神
に
彫
刻
し
て
も
ら
い
、龍
門
寺

（
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
）の
山
門
に
架
け
た
。し
か
し
龍
の
魂
が
夜

な
夜
な
悪
さ
を
す
る
の
で
、ム
ツ
の
神
に
龍
の
目
に
穴
を
あ
け
て
栓

を
し
て
鎮
め
て
も
ら
っ
た
275
。

ま
た
一
説
に
は
、②
龍
門
寺

を
通
り
か
か
っ
た
男（
左
甚
五

郎
と
伝
わ
る
）が
龍
の
彫
り
物

を
造
り
、大
門
に
飾
っ
た
。そ
の

龍
が
悪
さ
を
し
た
の
で
お
教
を

あ
げ
、池（
山
門
の
内
側
）を

掘
っ
て
祀
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て

い
る
118
。

③
村
人
が
薬
王
寺（
可
児

市
東
帷
子
）高
梁
に
彫
ら
れ
た

上
り
竜
と
下
り
竜
に
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降
ら
せ
過
ぎ
た
の
で
、村
人

が
天
に
矢
を
射
っ
た
ら
止
ん
だ
。晴
れ
る
と
下
り
竜
の
片
目
が
つ
ぶ

れ
て
い
た
35
。

④
手
力
雄
神
社（
各
務
原
市
那
加
手
力
町
）の
拝
殿
の
木
彫
り
の

龍（
一
対
）が
畑
を
荒
ら
し
た
の
で
、出
歩
け
な
い
よ
う
に
お
祓
い
し

て
目
に
釘
を
打
っ
た
24
。実
際
は「
目
玉
に
釘
は
無
い
が
、し
か
し
、寄

木
を
確
実
に
つ
な
ぐ
た
め
に
隠
し
て
大
き
な
釘
で
固
定
し
て
あ
り
」、

「
龍
を
釘
で
打
ち
つ
け
た
」状
態
と

言
え
る
。

⑤
殿
様（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春

日
川
合
）が
左
甚
五
郎
と
他
の
一

人
に
大
蛇
の
彫
刻
を
命
じ
た
。甚

五
郎
が
観
音
菩
薩
に
大
蛇
の
姿

を
見
せ
て
欲
し
い
と
願
う
と
、池

か
ら
大
蛇
が
姿
を
見
せ
た
の
で
、

そ
の
姿
を
彫
り
あ
げ
た
。殿
に
見

せ
る
と
彫
り
物
な
の
に
、鎌
首
を

持
ち
上
げ
た
224
。

⑥
走
井
山
勧
学
寺（
桑
名
市
矢
田
）の
本
堂
天
井
に
描
か
れ
た

龍（
水
飲
み
竜
）が
井
戸
の
水
を
飲
み
に
来
た
の
で
、竜
の
目
に
大

き
な
釘
を
打
ち
つ
け
た
55
。⑦
桑
名
旧
城（
桑
名
市
吉
之
丸
）蟠
龍

櫓
の
胸
瓦
は
蹲
っ
た
龍
の
形
を
し
て
お
り
、瓦
の
下
に
は
恐
れ
て
魚

が
近
か
な
か
っ
た
55

飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
を
無
く
し
た
竜
と
し
て
、⑧
大
天
王（
現
鶉

田
神
社
。岐
阜
市
東
鶉
）の
彫
り
物
の
竜
は
、仲
良
く
な
っ
た
娘
が
役

人
の
せ
い
で
死
ん
だ
こ
と
を
怒
り
、竜
は
大
天
王
の
お
社
か
ら
出
た

火
で
、役
人
の
家
を
焼
き
払
っ
た
。建
て
直
さ
れ
た
拝
殿
の
右
側
の

竜
の
彫
り
物
は
、飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
が
無
い
50
。ま
た
一
説
に
は
、

⑨
一
対
の
竜
の
う
ち
、片
方
は
火
を
吹
く
の
で
、社
の
神
様
に
尾
を
切

り
取
ら
れ
た
と
言
う
46
。

餌
を
与
え
た
絵
の
竜
は
、⑩
円
頂
寺

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
龍
の
天
井
絵

（
畳
八
畳
分
）は
、元
は
岩
村
城
に
あ
っ
た

も
の
で
、ど
こ
か
ら
み
て
も
目
が
会
う
の

で「
八
方
睨
み
の
龍
」と
言
う
。あ
る
時
こ

の
龍
が
絵
か
ら
抜
け
出
て
畑
を
荒
ら
す

の
で
、麦
の
絵
を
か
い
て（
餌
を
与
え
て
）

封
じ
込
め
た
99
。

3‒

9
　
工
事
と
竜
　
　

①
境
川
か
ら
の
放
水
路
工
事（
昭
和
三
年
〜
五
年
）の
際
、三
井

池
の
竜
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、言
わ
れ
た
と
お
り
米
を
投
げ

込
ん
だ
。そ
の
後
無
事
に
完
成
し
、

祠（
三
井
池
水
神
神
社
。各
務
原

市
三
井
山
町
）が
建
て
ら
れ
た
50
。

昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
安

八
水
害
時
の
竜
に
つ
い
て
、②
薬

師
の
池
を
埋
め
立
て
て
い
く
と
、

薬
師
堂
の
尼
が「
キ
ッ
チ
リ
閉
め

ず
に
、竜
の
出
れ
る
穴
を
開
け
と

か
な
い
と
い
け
な
い
」と
長
良
川

決
壊
の
三
年
前
に
言
っ
た
。埋
め

立
て
ら
れ
た
池
の
隅
っ
こ
に
竜
の
た
め
に
開
け
ら
れ
た
穴
が
残
っ
て

い
る
4
。③
安
八
水
害
の
時
、竜
が
下
の
池
か
ら
長
良
川
を
越
え
た

堀
津
の
池
に
飛
び
立
ち
、堤
防
が
切
れ
た
。下
の
池
は
後
に
埋
立
ら

れ
、殉
職
し
た
冨
田
知
太
郎
氏
の
冥
福
と
治
水
祈
願
の
碑
が
建
っ

た
4
。

養
老
町
釜
段
の
下
池
伝
説
で
、「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」

132
に
関
連
し
て
、④
釜
段
の
池
が
干
拓
で
小
さ
く
な
る
と
、大
雨
が

降
っ
て
竜
が
昇
天
し
た
23
。

な
お
、サ
イ
カ
チ
に
つ
い
て
、⑤
婚
約
者
ふ
り
が
奉
公
中
に
高
須
領

主
に
身
を
汚
さ
れ
た
こ
と
を
怒
っ
た
山
伏
の
鉄
盤
は
、ふ
り
の
好
き
な

サ
イ
カ
チ
の
花
籠
の
底
に
恨
み
の
言
葉
を
書
き
、ふ
り
と
領
主
を
祷
り

殺
そ
う
と
し
た
が
、討
た
れ
た
。高
須
町
新
町
か
ら
西
小
島
へ
の
道
路

の
そ
ば
の
小
さ
な
塚
に
は
サ
イ
カ
チ
以
外
は
育
た
ず
、こ
の
塚
の
草
を

刈
る
と
祟
り
が
あ
る
221
。

⑥
村
は
ず
れ
に
あ
っ
た
深
い
池（
弥
富
市
三
百
島
）の
埋
立
の
時
、

占
っ
て
も
ら
う
と
、竜
神
が「
別
の
地
に
祀
っ
て
く
れ
れ
ば
、永
代
村
を

守
る
」と
言
う
の
で
、土
地
改
良
の
記
念
碑
と
並
ん
で
社
を
造
り
祀
っ

た
245
。⑦
諸
鍬
神
社
境
内（
愛
西
市
諸
桑
町
）の
塩
田
龍
神
社
は
、昭

和
五
九（
一
九
八
四
）年
の
夏
、日
光
川
と
目
比
川
が
合
流
し
た
湿
地

帯
・
塩
田
か
ら
池
の
主（
体
が
黒
っ
ぽ
い
龍
）に
移
っ
て
頂
い
た
243
。⑧

元
和
二（
一
六
一
六
）年
、横
江
川
の
洪
水
で
大
き
な
池（
蛇
池
。海
津

市
平
田
町
蛇
池
）が
出
来
た
。昭
和
六
〜
九
年
の
埋
立
工
事
の
時
、池

が
浅
く
な
り
、荒
天
に
な
り
竜
が
昇
天
し
た
107
。

3‒ 10
　
そ
の
他
　
　

①
洞
川（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）で
晒
し
て
い
た
布
が
本
流
の
大
き
な

淵（
布
淵
）ま
で
流
れ
た
。渦
の
中
の
布
は
大
蛇（
長
一
六
〇
m
程
）に

な
っ
て
陸
に
上
が
り
、頭
の
所
が
布
頭
、尾
が
布
尻
と
名
付
け
ら
れ
、大

蛇
は
淵
に
戻
っ
て
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
19
。②
姫
が
淵（
高
山
市
丹

生
川
町
折
敷
地
）に
籾
殻
を
入
れ
る
と
一
週
間
後
に
丹
生
川
町
根
方
の

大
清
水
へ
出
て
来
る
。七
〇
年
程
前
、淵
の
上
に
自
然
石
で
で
き
た
堰

堤
状
の
も
の
が
あ
り
、水
は
そ
の
堰
堤
を
越
し
て
淵
に
落
ち
る
。大
正

九（
一
九
二
〇
）年
の
洪
水
で
堰
堤
は
崩
れ
て
流
さ
れ
、淵
の
御
姫
様
も

こ
の
時
出
て
行
っ
た
と
か
269
。③
淵（
巻
ヶ
淵
）の
主
の
大
蛇
が
庄
屋
の

家（
高
山
市
上
宝
町
葛
山
）に
機
織
り
の
道
具
を
借
り
に
来
た
。そ
の

淵
は
竜
宮
城
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。淵
に
悪
い
こ
と
す
る
と

祟
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
、養
蚕
が
す
む
と
屑
繭
や
、ぼ
ぼ
ら（
か
ぼ

ち
ゃ
）を
乙
姫
様
の
た
め
に
淵
に
入
れ
た
。ま
た
、葛
山
や
下
佐
谷
で

は
、巻
ヶ
淵
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、節
分
の
笹
巻
き
を
造

ら
な
い
14
。

4
．K
I
S
S
O
の
竜
や
大
蛇
二
〇
編

K
I
S
S
O
に
掲
載
さ
れ
た
竜
や
蛇
に
関
す
る
昔
話
の
内
、美
人

に
化
け
た
蛇
と
人
と
の
交
流
は
、「
業
平
寺
の
大
蛇（
六
十
四
号
）」

77
、「
美
女
と
惣
左
衛
門（
九
三
号
）」204
、「
蛇
ヶ
谷（
九
七
号
）」275
、

「
蛇
の
池（
一
〇
〇
号
）」83
の
四
編
で
最
も
数
が
多
い
。

田
畑
を
荒
ら
す
等
悪
さ
を
す
る
竜
を
懲
ら
し
め
た
話
は
、百
足
退

治
で
知
ら
れ
た
俵
藤
太
が
里
を
荒
ら
す
白
竜
を
退
治
す
る「
白
竜
退

治（
六
〇
号
）」206
、猿
に
化
け
た
池
の
主
を
撃
っ
た
祟
り
で
、農
作
物

を
叺
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た「
金
原
の
蛇
池（
七
九
号
）」275
竜
を
退

治
し
た
武
士
が
、不
意
を
突
か
れ
て
竜
に
襲
わ
れ
て
討
ち
死
に
し
、そ

の
池
の
周
り
に
武
士
の
魂
と
な
っ
た
サ
ギ
ソ
ウ
が
咲
い
た「
竜
と
サ
ギ

ソ
ウ（
八
七
号
）」131
、の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、叺
に
つ
い
て
は
、①
イ
ン
谷（
月
尾
谷﹇
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小

津
﹈か
ら
分
か
れ
た
小
さ
な
谷
）の
頂
上
の
畑（
蛇
畑
）が
、叺（
藁
で

編
ん
だ
莚
を
二
つ
折
り
に
し
た
袋
）に
化
け
た
大
蛇
に
荒
ら
さ
れ
た
。

こ
れ
を
退
治
し
て
く
れ
た
猟
師
に
感
謝
し
、イ
ン
谷
の
宮
平
に
お
宮

を
建
て
た
54
と
伝
わ
り
、「
竜
と
サ
ギ
ソ
ウ
」の
よ
う
に
、竜
と
花
と
の

話
は
、②
和
田
山（
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
）に
住
ん
で
い
た
笛
吹
き

の
名
手
の
嫁
に
な
っ
た
娘
は
竜
で
あ
り
、子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
、子
を
残
し
て
居
な
く
な
っ
た
118
。な
お
、③
こ
の
竜
は
和
田
の

小
池
に
帰
り
、子
供
の
誕
生
日
に
赤
い
浮
草
の
花
が
咲
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
247
。ま
た
、④
柿
野（
山
県
市
谷
合
）の
西
洞
に
美
し
い

娘
・
お
浪
が
い
た
。恋
仲
の
男
は
破
約
し
て
部
屋
を
覗
く
と
お
浪
は

大
蛇
だ
っ
た
。翌
日
、娘
は
淵
に
消
え
、暫
く
す
る
と
大
洪
水
と
な
り
、

淵
の
辺
り
に
い
ま
ま
で
生
え
て
い
な
か
っ
た
草（
お
浪
草
）が
茂
っ
た

291
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

残
り
は
各
一
編
で
、「
福
崎
の
大
池
に
棲
む
大
蛇（
四
号
）」259
は
恐

ろ
し
い
大
蛇
の
棲
む
池
で
、福
崎
の
大
池
は
昔
か
ら
あ
る「
雁
ヶ
地

四
ヶ
字
社
」の
東
側
に
広
が
っ
て
い
た
が
、昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年

に
木
曽
川
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
、小
さ
く
な
っ
た
池
が
残
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
た

め
、池
を
埋
め
、木
曽
岬
神
社
が
建
て
ら
れ
た
。

「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」132
は
竜
の
祟
り
を
鎮
め
て
堤
防
工

事
を
完
成
さ
せ
た
話
で
あ
る
。

「
赤
壁
城（
二
八
号
）」91
は
、竜
が
先
祖
の
言
い
伝
え
を
守
ら
せ
、

「
海
水
山
権
現（
三
八
号
）」8
は
、大
蛇
に
化
け
た
神
が
社
を
建
て
さ

せ
、「
沓
部
の
乙
姫
さ
ま（
四
十
六
号
）」34
は
、都
か
ら
来
た
乙
姫
が

馬
瀬
川
の
河
原
を
気
に
入
り
、都
に
戻
る
時
こ
の
場
所
を
汚
さ
な
い

よ
う
に
頼
ん
だ
が
、酒
屋
の
若
い
衆
が
馬
の
わ
ら
じ
を
そ
こ
に
落
と

し
て
し
ま
う
と
、竜
が
昇
り
暴
れ
、酒
屋
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

「
白
竜
の
昇
天（
五
二
号
）」257
は
、底
な
し
池（
竜
池
）の
埋
め
立
て

工
事
を
昭
和
十
二
年
頃
に
行
う
が
進
ま
ず
、占
い
師（
五
二
号
で
は

坊
さ
ん
）に
聞
く
と
竜
が
住
ん
で
い
る
の
で
白
竜
社
を
祀
る
よ
う
に

言
わ
れ
る
。入
神
式
で
暴
風
雨
が
晴
天
に
な
り（
竜
の
昇
天
）、以
後

の
工
事
は
順
調
に
進
ん
だ
。

「
金
物
を
嫌
っ
た
大
蛇
）七
一
号
）」237
は
、嫌
い
な
金
物
の
た
め
に

川
を
下
れ
な
い
大
蛇（
露
洞
姫
）が
川
を
氾
濫
さ
せ
て
金
物
部
分
で
の

通
過
を
避
け
て
い
る
。な
お
、⑤
露
洞
姫
が
山
を
下
っ
て
の
氾
濫
に
因

ん
だ
地
名
や
逸
話
が
あ
る
21
。ま
た
、⑥
奥
明
方
村
の
水
沢
上
の
西

池
・
東
池（
水
沢
上
ヶ
池
）が
氾
濫
し
た
時
、こ
の
話
の
よ
う
に
大
蛇
が

水
を
溜
め
て
出
て
行
っ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
、西
池
・
東
池
は
天
正
十

三（
一
五
八
五
）年
十
一
月
の
天
正
地
震
で
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
237
。

「
本
洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
は
、清
水
を
貰
っ
た
老
蛇
が
恩

返
し
に
霧
を
発
生
さ
せ
て
岩
村
城
を
守
り
、「
ど
ん
ぼ
り
池
の
竜（
八

九
号
）」75
は
、、掛
け
軸
に
水
を
供
え
て
雨
に
恵
ま
れ
、「
夕
べ
が
池
伝

説（
九
六
号
）」136
は
、池
の
主
白
蛇
が
八
大
竜
王
権
現
と
し
て
祀
ら

れ
る
話
で
あ
る
。

大
蛇
以
外
の
池
の
主
に
関
わ
る
話
は
、流
材
を
滝
壺
に
引
き
込
む

ほ
ど
の
滝
壺
の
主
を
想
定
し
た「
小
川
の
大
滝
の
主（
五
七
号
）」293
、

蟹
に
乗
っ
て
現
れ
た
薬
師
如
来
が
村
人
の
病
を
治
し
た「
大
寺
瞽
女

（
八
〇
号
）」285
、池
の
主
・
大
亀
を
祀
っ
て
洪
水
が
減
っ
た「
亀
の
宮

（
八
三
号
）」44
の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、「
大
寺
瞽
女（
八
〇
号
）」285
の
異
説
と
し
て
、⑦
旅
の
尼
が

こ
の
地
に
住
み
修
行
を
し
て
い
る
と
、池
か
ら
大
蛇
の
姿
の
薬
師
如

来
が
現
れ
、祀
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
、願
興
寺（
可
児
郡
御
嵩
町
御

嵩
）が
建
て
ら
れ
、池
を
尼
ケ
池
と
言
う
47
。ま
た
、⑧
寺
近
く
の
池

か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
尼
僧
の
祈
り
で
霊
像
と
な
っ
て
蟹
の
背
に
乗
っ

て
現
れ
た
。こ
の
像
は
寺
の
本
尊
の
胎
内
仏
と
な
っ
た
96
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

3‒

6
　
夫
婦
竜
　
　

①
滝
の
沢（
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
小
野
原
）の
二
つ
の
池（
女

池
と
男
池
）に
竜
が
そ
れ
ぞ
れ
暮
ら
し
、山
や
田
畑
を
荒
ら
し
て
い

た
。侍
が
二
匹
の
竜
を
退
治
し
、竜
は
乗
鞍
山
へ
逃
げ
て
行
っ
た
220
。

②
男
竜
と
女
竜
が
棲
む
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）の
池

が
小
さ
く
な
り
、男
竜
は
こ
の
池
に
、女
竜
は
駒
ヶ
岳
の
縞
池
に
分
か

れ
て
棲
ん
だ
。村
の
娘
た
ち
は
、美
男
子
に
化
け
て
女
竜
に
遭
っ
て
い

た
男
竜
に
恋
を
し
た
が
、結
婚
で
き
な
い
の
で
池
に
身
投
げ
し
た
。

旅
僧（
弘
法
大
師
）が
池
の
呪
い
を
解
き
、平
ら
な
土
地
に
し
た
202
。

③
池
ヶ
洞
と
塩
蔵
境
の
山
頂（
高
山
市
高
根
町
）の
男
池
・
女
池

に
男
女
の
大
蛇
が
棲
み
、修
行
を
積
ん
で
竜
神
に
な
っ
た
。夫
婦
蛇

は
さ
ら
に
海
で
修
行
す
る
た
め
、塩
蔵
谷
を
下
っ
た
。こ
の
二
池
は

竜
神
の
住
処
で
、道
路
開
通
の
た
め
池
を
一
部
埋
め
た
た
め
、祟
り

を
恐
れ
て
龍
神
碑
を
建
て
た
256
。

④
女
池
と
男
池（
郡
上
市
白
鳥
町
那
留
）の
二
つ
の
池
が
戦
後
に

埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、性
悪
女
大
蛇
が
女
池
に
住
む
女
大
蛇
に
化
け

て
猟
の
下
手
な
猟
師
を
だ
ま
し
、女
池
の
女
大
蛇
を
退
治
さ
せ
た
。

猟
師
は
猟
が
上
手
く
な
っ
た
が
、男
池
の
男
大
蛇
は
妻
を
殺
し
た
罰

と
し
て
、猟
師
の
眼
を
見
え
な
く
し
た
52
。

上
記
の
異
説
と
し
て
、⑤
猟
師
が
雄
池
で
鴨
と
間
違
え
て
大
蛇

3‒

5
　
蛇
を
祀
る
　
　

①
沼
の
大
蛇（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）は
、昔
は
村
人
と
共
存
し
て

い
た
が
、村
人
が
沼
の
水
を
使
う
た

め
に
棲
み
難
く
な
り
、恨
み
を
残
し

て
越
中
の
浜
へ
飛
び
去
っ
た
。沼
の

跡
地
に
住
み
だ
し
た
人
に
蛇
の
祟

り
で
、不
幸
が
重
な
っ
た
た
め
、供

養
の
た
め
に
へ
び
塚（
蚖
蛇
等
之
霊
）

が
祀
ら
れ
た
39
。②
西
板
屋（
本
巣
市
根
尾
）と
尾
砂
谷（
根
尾
門
脇
）

境
の「
い
け
ざ
こ
」に
棲
む
大
蛇
は
、東
板
屋
の
沼
と
尾
開
谷
内
の
沢
の

池
の
三
ヶ
所
を
行
き
来
し
て
い
た
。猿
に
化
け
て
木
に
い
る
時
に
矢
で

射
ら
れ
、雷
と
と
も
に
火
の
雨
が
降
り
、池
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
。そ

の
大
蛇
は
雷
神
社（
本
巣
市
根
尾
西
板
屋
）に
祀
ら
れ
て
い
る
270
。

③
虚
空
蔵
菩
薩
が
修
行
で
こ
の
地（
大
垣
市
赤
坂
町
）に
着
た
時
、

立
小
便
を
し
た
ら
大
蛇
の
頭
で
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た
。追
い
駆
け
ら
れ

て
金
生
山
の
頂
上
ま
で
逃
げ
、許
し
て
も
ら
う
た
め
に
、こ
の
地
に
蛇

王
権
現
に
し
て
祀
る
約
束
を
す
る
。金
生
山
の
頂
上
の
明
星
輪
寺
に
、

虚
空
蔵
菩
薩
と
蛇
王
権
現（
蔵
王
権
現
）が
祀
ら
れ
て
い
る
47
。

④
愛
西
市
持
中
町
の
氏
神（
神
明
神
社
）の
境
内
の
池
に
大
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。境
内
に「
松
水
さ
ま
」と
呼
ば
れ
る
竜
神
が
祀
ら
れ

て
い
る
。毎
年
一
月
一
五
日
に
白
お
こ
わ
を
炊
い
て
供
え
る
祭
り
が

行
わ
れ
る
243
。⑤
西
別
所
白
山
神
社（
桑
名
市
大
字
蓮
花
寺
）の
神

は
白
い
龍
で
あ
る
55
。

話
を
集
め
た
。な
お
、昇
天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
る
と
神
通
力
を

失
う
よ
う
で
あ
る
。

①
洞
穴
に
棲
む
雄
雌
の
龍
が
雨
風
を
起
こ
し
て
地
を
荒
ら
す
の

で
、各
地
を
巡
礼
し
て
き
た
和
尚
が
祈
っ
て
雄
龍
を
天
に
昇
ら
せ
、

雌
龍
を
深
い
淵
に
閉
じ
込
め
た
。和
尚
は
こ
の
地
に
龍
洞
寺（
可
児

市
今
渡
）を
建
て
、龍
の
穴
に
あ
っ
た「
龍
の
ま
く
ら
石
」も
本
堂
西

に
祀
っ
て
あ
る
35
。ま
た
こ
の
雌
雄
の
夫
婦
龍
に
つ
い
て
、②
今
渡
ダ

ム（
可
児
市
川
合
）の
堰
堤
の
下
に
あ
っ
た「
ほ
う
ろ
く
淵
」に
雄
雌

の
龍
が
棲
ん
で
お
り
、和
尚
の
祈
り
で
、淵
の
底
の
穴
に
封
じ
込
め

ら
れ
、龍
の
住
処
に
は「
龍
の

ま
く
ら
石
」が
残
っ
て
い
た
と

も
伝
わ
る
228
。な
お
、③
今
渡

ダ
ム
工
事
は
難
工
事
と
な
っ

た
。周
囲
で
は「
ほ
う
ろ
く

淵
」の
龍
の
せ
い
だ
と
噂
さ

れ
、占
い
師
の
婆
さ
ん
に
観
て

も
ら
う
と
、噂
ど
お
り
だ
っ

た
。淵
か
ら
立
ち
退
い
て
も

ら
う
よ
う
に
祈
願
し
、八
王

龍
王
の
祠
を
鎮
座
し
た
ら
、

工
事
が
無
事
完
成
し
た
228
。

④
堤
を
挟
ん
で
2
つ
の
池

（
安
八
郡
安
八
町
大
森
）が

あ
っ
た
。薬
師
の
池
が
干
上
が

り
、大
鯰
が
出
て
き
た
。捕
ま

え
よ
う
と
し
た
ら
、雨
を
降

ら
せ
な
が
ら
下
の
池
の
ほ
う

へ
飛
ん
で
い
っ
た
。大
鯰
は
龍

神
の
化
身
で
、姿
を
見
ら
れ

て
う
ま
く
天
に
昇
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
4
。⑤
正

明
寺
（
安
八
郡
安
八
町
東

結
）側
の
池
を
東
の
蛇
池
、お
薬

師
が
祀
ら
れ
て
い
る
近
く
の
池

を
西
の
蛇
池
と
言
い
、東
の
蛇
池

の
主
が
悪
さ
を
し
、度
々
旅
人

が
消
え
て
し
ま
っ
た
。巫
女
は
鉦

鼓
を
聞
か
す
よ
う
に
言
い
、鉦

鼓
の
音
は
蛇
池
か
ら
何
か
恐
ろ

し
い
者
を
昇
天
さ
せ
た
。龍
神

と
な
り
村
を
守
り
に
戻
っ
て
来

た
の
か
、後
に
、大
垣
の
浄
勝
寺

か
ら
龍
を
彫
り
込
ん
だ
装
飾
板（
破
風
）が
移
転
し
て
き
た
。な

お
、二
つ
の
池
は
今
は
無
い
4
。こ
の「
蛇
池
」は
、「
蛇
池
と
一
本
松

（
一
四
号
）」205
の
池
で
あ
る
。

⑥
池
ン
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
山
手
）の
古
池
か
ら
大
蛇
が
昇

天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
、大
蛇
は
神
通
力
を
失
い
ム
シ
ロ
と
な
っ

た
85
。⑦
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）の
主
の
大
蛇
が

天
に
昇
ろ
う
と
す
る
の
を
見
た
男
が
祟
り
で
死
ん
だ
。大
蛇
は
、海

と
山
で
二
千
年
修
行
す
る
と
天
に
昇
れ
る
が
、見
ら
れ
る
と
神
通

力
が
無
く
な
る
45
。⑧
龍
池（
一
宮
市
上
祖
父
江
竜
池
）の
周
囲
に

老
松
が
茂
っ
て
い
た
が
、一
夜
で
姿
を
消
し
た
。こ
の
松
は
龍
の
精
が

形
を
変
え
た
も
の
で
、荒
天
を
誘
っ
て
昇
天
し
た
1
。な
お
、⑨
蛇

池（
一
宮
市
上
祖
父
江
）で
乙
姫
が
生
ま
れ
た
と
言
い
、小
祠
を
建

て
て
乙
姫
様
を
祀
っ
た
1
。

3‒

3
　
竜
の
退
治
　
　

①
養
老
年
間（
七
一
七
〜
七
二
三
）、深
谷（
郡
上
市
明
宝
寒
水

深
谷
）か
ら
見
座（
高
山
市
上
宝
町
見
座
）に
棲
む
大
蛇
が
人
々
を

悩
ま
せ
て
い
た
が
、修
行
中
の
泰
澄
が
岩（
蛇
岩
）の
上
で
苦
し
む

大
蛇
を
供
養
す
る
と
、岩
に
蛇
形
が
残
っ
た
。こ
の
岩
が
明
治
に
道

路
改
修
で
カ
ン
ナ
リ
ド
チ
に
落
ち
、昭
和
に
あ
る
人
の
夢
枕
で
祀
っ

て
欲
し
い
と
言
い
、現
在
地
に
祀
ら
れ
た
295
。②
人
を
襲
う
大
蛇
を

武
士
が
退
治
し
て
、淵（
中
津
川
市
蛭
川
）に
投
げ
込
み
、そ
の
淵

は
竜
渕
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
108
。③
猟
師
が
細
尾
谷（
加
茂

郡
七
宗
町
上
麻
生
）に
住
む
大
蛇

を
撃
ち
殺
し
た
。そ
の
時
大
蛇
の

血
が
溜
ま
っ
た
の
が
赤
池（
飛
水

峡
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
の
上
流
）で
、

家
に
帰
っ
た
猟
師
は
高
熱
を
出

し
て
亡
く
な
っ
た
。そ
の
鉄
砲
は

神
淵
神
社（
七
宗
町
神
渕
）に
奉

納
さ
れ
て
い
る
275
。

④
池（
瑞
浪
市
土
岐
町
桜
堂
）に
棲
み
悪
さ
を
す
る
竜
を
、仏
の

お
告
げ
で
日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩
の
跡
取
と
さ
れ
る
侍
二
人
が

退
治
し
た
。竜
が
居
な
く
な
っ
た
池
は
水
が
引
き
、肥
沃
な
田
圃
に

な
っ
た
118
。

⑤
月
尾
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津
）の
畑
で
ソ
バ
・
豆
が
何
者

か
に
食
べ
ら
れ
る
。農
民
が
鉄
砲
で
畑
に
現
れ
た
大
蛇
を
撃
つ
と
、

も
の
凄
い
大
雨
と
な
り
、土
橋
も
流
さ
れ
、家
に
帰
っ
た
農
民
は
ま

も
な
く
亡
く
な
っ
た
238
。

各
種
の
伝
説
が
伝
わ
る
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ

町
）で
は
、⑥
山
で
山
姥（
友
人
の
妻
に
化
け
た
池
の
主
の
大
蛇
）を

矢
で
射
っ
た
男
が
血
の
後
を
た
ど
る
と
池（
苧
ヶ
瀬
池
）に
辿
り
着

き
、お
が
せ（
苧
の
つ
む
ぎ
の
束
）が
浮
い
て
い
た
。男
は
後
悔
し
て
、

大
蛇
の
た
め
に
池
に
魚
を
入
れ

た
118
。さ
ら
に
、⑦
苧
ヶ
瀬
池
か

ら
約
二
・
五
㎞
東
の
大
安
寺

（
各
務
原
市
鵜
沼
大
安
寺
町
）

開
山
の
和
尚
の
所
へ
、娘
に
化

け
た
大
蛇
が
怪
我
の
治
療
を
頼

ん
で
き
た
。治
療
の
礼
に
寺
に

引
く
清
水
が
湧
き
出
て
、寺
へ

水
が
引
か
れ
た
222
、ま
た
、⑧
開

山
し
た
和
尚
の
徳
を
慕
っ
て

苧
ヶ
瀬
池
か
ら
来
る
竜
に
水
を
頼
む
と
、座
禅
し
て
い
た
石
の
間

か
ら
湧
き
出
し
た
51
、と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

以
下
に
、物
語
等
で
現
れ
る
人
物
に
退
治
さ
れ
た
蛇
の
話
に
つ
い

て
触
れ
よ
う
。

①
田
畑
を
荒
ら
す
白
蛇
退
治
を
弓
の
名
人
俵
藤
太（
藤
原
秀
郷

の
異
称
で
、百
足
退
治
な
ど
で
知
ら
れ
る
。）に
頼
み
成
功
し
、村
人

は
大
蛇
の
魂
を「
白
蛇
神
社
」（
揖
斐
郡
池
田
町
山
洞
）に
祀
っ
た
47
。

②
両
面
宿
儺
が
高
沢
山

で
悪
さ
を
し
て
い
た
竜
を

退
治
し
、山
頂
に
日
龍
峯

寺（
関
市
下
之
保
）を
建
て

た
125
と
も
、ま
た
、③
両
面

宿
儀
が
日
龍
峯
寺
の
山
の

池
に
棲
み
村
を
荒
ら
す
竜

を
刀
で
退
治
し
た
。こ
の

時
、谷
川
に
流
れ
込
ん
だ

竜
の
血
は
田
圃
に
も
入
り
、

寺
の
麓
の
田
に
は
、竜
の
お

詫
び
か
、ヒ
ル
が
居
な
く

な
っ
た
47
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。な
お
、両
面
宿
儺
は『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
命
に
逆
ら
う
凶
賊
と
さ
れ
る
が
、岐
阜
県
の
在
地
伝
承
で

は
毒
龍
退
治
や
寺
院
の
縁
起（
高
山
市
の
千
光
寺
・
日
竜
峰
寺
な

ど
）に
関
す
る
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。

3‒

4
　
子
に
残
し
た
大
蛇
の
目
玉
　
　

①
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
で
は
、夫
の
許
を
去
る
時
に
、子
に
残
し

た
目
玉
を
二
回
も
眼
病
を
患
う
殿
に
取
ら
れ
た
の
で
、津
波
の
発

生
を
親
子
に
は
知
ら
せ
て
逃
げ
さ
せ
た
後
、大
津
波
で
殿
の
家
か

ら
里
ま
で
皆
流
さ
れ
た 

104
。

②
大
丹
生
池（
高
山
市
丹
生
川
町
）の
大
蛇
が
娘
に
化
け
て
女
房
に

な
っ
た
。子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ
て
池
に
帰
る
際
、子
に
目
玉
を
一
つ

残
す
が
、盗
ま
れ
た
の
で
、再
度
目
玉
を
与
え
た（
両
目
）。盲
目
に
な
っ

た
蛇
に
時
や
方
角
を
知
ら
せ
る
た
め
、夫
は
寺
に
釣
り
鐘
を
寄
進
し

た
104
。な
お
、③
亭
主
と
子
供
に
別
れ
る
際
、お
し
ゃ
ぶ
り
用
に
残
し
た

目
玉
を
殿
に
取
ら
れ
、再
度
目
玉
を
与
え
て
メ
ク
ラ
に
な
っ
た
の
で
、

寺
の
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に
頼
ん
だ
話
が
、高
山
市
上
宝
町
本
郷
に
伝

わ
っ
て
い
る
104
。ま
た
、④
子
が
十
五
歳
に
な
っ
た
ら
、二
つ
目
の
目
玉

を
返
す
約
束
を
し
た
が
、村
人
の
意
見
は
返
す
か
返
さ
な
い
か
で
分

か
れ
た
。し
か
し
、千
光
寺（
高
山
市
丹
生
川
町
下
保
）に
滞
在
し
て
い

た
円
空
の
意
見
で
返
し
た
269
。

⑤
唯
願
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
下
山
）の
僧
は
、京
の
帰
り
に
つ
い

て
き
た
女
と
夫
婦
に
な
っ
た
が
、大
蛇
で
あ
っ
た
。、女
は
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
子
を
残
し
て
本
堂
前
の
井
戸
に
飛
び
込
ん
だ
が
、子
の
た
め
に

「
し
ぶ
な
し
の
カ
ヤ
」と
玉
を
残
し
た
。三
年
後
、玉
と
引
き
換
え
に
金

の
出
る
小
俵
を
く
れ
た
118
。な
お
、⑥
こ
の
井
戸
は
琵
琶
湖
ま
で
続
い

て
い
る
と
言
わ
れ
る
229
。カ
ヤ（
イ
チ
イ
科
カ
ヤ
属
の
常
緑
針
葉
樹
）の

実
は
食
用
に
な
る
。

を
撃
ち
殺
し
、祟
り
で
死
ん
だ
。雌

の
蛇
は
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥

町
前
谷
）に
移
っ
た
。雄
池
の
西
の

雌
池
は
残
っ
て
る
287
。
ま
た
、

「
3‒

1
金
物
が
嫌
う
主
」で
述
べ

た
村
間
ヶ
池
に
つ
い
て
は
、⑥
干
田

野（
白
鳥
町
下
田
野
）に
棲
ん
で
い

た
大
蛇
は
、洪
水
の
後
に
一
晩
で

干
上
が
っ
た
の
で
、村
間
ヶ
池
に
移

り
住
ん
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
52
。さ

ら
に
、⑦
大
蛇
が
村
間
ヶ
池
へ
下
る
時
に
山
が
崩
れ
て
、洞（
割
り

洞
。郡
上
市
明
宝
気
良
）が
出
来
た
295
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
恵
那
市
上
矢
作
町
の「
海
」（
達
原
渓
谷
に
あ
る
地
名
）に
青

竜（
雄
）と
黒
竜（
雌
）の
龍
が
住
ん
で
い
た
が
、上
か
ら
流
れ
て
き

た
白
竜（
雌
）に
元
か
ら
居
た
黒
竜
が
か
み
殺
さ
れ
た
。黒
竜
は
恨

み
で
人
に
祟
っ
た
が
、村
人
は
弁
天
様
を
祀
っ
て
鎮
め
た
99
。

⑨
関
市
板
取（
蕪
山
の
荒
倉
と
上
つ
谷
間
）の
尾
根
近
く
の
2
つ

の
池
に
雄
雌
の
大
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。猟
師
が
池
に
浮
か
ぶ
2
羽

の
鴨（
雌
雄
の
大
蛇
が
変
身
し
て
い
た
）を
撃
と
う
と
し
た
ら
、弾

は
当
た
ら
ず
、強
風
と
大
雨
の
嵐
に
な
り
、家
に
帰
っ
た
猟
師
は
寝

込
ん
で
亡
く
な
っ
た
。干
天
時
に
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
、鳶
の
先
で

池
を
掻
き
混
ぜ
る
と
、金
物
に
怒
っ
た
大
蛇
が
上
流
か
ら
大
水
を

流
し
、伐
採
し
た
木
材
や
人
が
流
さ
れ
た
8
。

⑩
沼
田（
山
県
市
富
永
の
水
品
）に
雄
雌
の
竜
が
お
と
な
し
く
暮

ら
し
て
い
た
が
、雌
の
挑
発
で
、雄
は
度
胸
試
し
に
人
を
襲
っ
て
し

ま
っ
た
。そ
れ
を
悔
い
た
雄
雌
の
竜
は
、天
に
豪
雨
と
と
も
に
昇
り
、

い
ま
も
そ
の
後
が
蛇
道
と
し
て
残
っ
て
い
る
124
。な
お
、兄
弟
の
大

蛇
も
い
て
、⑪
仲
越（
山
県
市
神
崎
。県
道
二
〇
〇
号
線
の
終
点
集

落
）の
池
に
棲
ん
で
い
た
大
蛇
の
兄
弟
が
大
洪
水
を
起
こ
し
て
海
へ

下
る
途
中
、弟
が
死
ん
で
し
ま
う
。兄
だ
け
で
海
へ
下
る
た
め
に
は
、

三
部
経
が
必
要
で
、伊
住
戸（
仲
越
か
ら
下
流
約
六
㎞
）の
お
寺
へ

取
り
に
来
た
124
。

3‒

7
　
竜
の
祟
り
　
　

①
高
山
市
丹
生
川
町
曽
手
の
集
落
に
、池
の
形
を
し
た「
水
な

し
」と
言
う
所
が
あ
る
。昔
は
池
で
お
む
つ
を
洗
っ
て
い
る
と
嵐
に

な
り
、竜
神
が
追
い
駆
け
て
来
て
、気
が
付
く
と
水
が
枯
れ
て
い
た

269
。②「
池
の
浜
」（
下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
）の
池
で
、石
の
上
の
小

さ
い
蛇
を
池
に
落
と
す
度
に
蛇
は
大
き
く
な
り
、つ
い
に
大
蛇
と

な
っ
て
男
衆
二
人
を
襲
っ
た
。二
人
は
大
蛇
を
た
た
き
殺
し
た
が
、

祟
り
に
あ
い
謎
の
病
で
死
ん
だ
97
。

木
曽
駒
森
林
公
園（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の「
七
尋
石
」に
つ
い
て

は
、③
惣
の
島（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
原
野
）の
若
者
が
大
蛇
に
襲
わ

れ
鎌
で
大
蛇
を
切
っ
た
ら
、の
た
う
っ
て
淵
へ
落
ち
て
行
っ
た
。淵
は
蛇

切
り
淵
と
呼
ば
れ
た
276
。後
日
談
と
し
て
、④
原
野
村
の
こ
の
若
者
に

嫁
い
だ
お
濃
は
、大
蛇
の
祟
り
で
蛇
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
姿
を
夫
に
見

ら
れ
て
離
縁
さ
れ
、さ
ら
に
実
家
か
ら
も
追
い
払
わ
れ
た
。途
方
に
く

れ
た
お
濃
が
座
っ
て
い
た
石（
七
尋
石
）に「
う
ろ
こ
」の
跡
と
麻
桶
を

置
い
た
窪
み
が
残
っ
て
い
る
276
。ま
た
、⑤
お
濃
は「
濃
ケ
池
」の
竜
に

見
初
め
ら
れ
て
身
ご
も
り
、「
七
尋
石
」の
所
で
出
産
し
た
が
、家
に
帰

れ
な
い
の
で「
濃
ケ
池
」に
身
投
げ
し
た
と
も
伝
わ
る
。な
お
、「
濃
ケ

池
」は
大
原（
木
曽
郡
木
曽
町
新
開
大
原
）奥
の
池
、あ
る
い
は
、駒
ケ

岳
の
麓
の
池
と
も
言
わ
れ
て
い
る
276
。⑥
明
星
岩（
木
曽
郡
木
曽
町
日

義
原
野
）に
住
ん
で
い
た
白
カ
ジ
カ
が「
濃
ケ
池
」の
大
蛇
を
負
か
し
た

ら
、大
蛇
は
池
か
ら
伊
勢
の
海
へ

行
っ
た
276
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑦
大
船
山（
恵
那
市
上
矢
作

町
）に
棲
ん
で
い
た
悪
魔
が
、蝮
の

頭
に
よ
く
似
た
石（
マ
ム
シ
岩
）に

封
じ
込
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
99
。

⑧
男
が
魚
釣
り
の
後
、石（
中
津

川
市
蛭
川
奥
渡
区
）の
上
で
一
服

し
て
い
る
と
一
匹
の
蛇
が
出
て
き

た
。悪
戯
で
、煙
草
の
ヤ
ニ
を
魚
の

腸
に
混
ぜ
て
与
え
た
。夜
蛇
の
恨
む
声
が
聞
こ
え
、翌
日
、蛇
は
死

ん
だ
が
、暫
く
し
て
、男
は
祟
り
で
川
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、そ
の

石
は「
蛇
石
」と
呼
ば
れ
た
47
。

岩
村
城（
恵
那
市
岩
村
町
）の
大
蛇
に
関
す
る
話
と
し
て
、「
本

洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
の
他
に
、⑨
宝
永
五（
一
七
〇
八
）

年
、猟
師（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
）が
魔
物
だ
と
思
い
大
蛇
を
撃

ち
殺
し
、馬
の
骨
ほ
ど
も
あ
る
蛇
骨
を
岩
村
城
に
届
け
た
。岩
村
の

子
供
が
こ
の
蛇
に
飲
ま
れ
て
尻
か
ら
出
た
が
一
生
頭
の
毛
が
生
え

な
か
っ
た
212
。⑩
岩
村
城
が
敵
陣
の
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、秘
蔵
の

蛇
の
骨
を
井
戸
に
沈
め
る
と
城
を
霧
が
覆
い
、勝
っ
て
、霧
ヶ
城
と

名
が
つ
い
た
13
。な
お
、偶
然
蛇
の
骨
が
井
戸
に
入
っ
た
話
と
し
て
、

⑪
負
け
戦
の
兵
士
が
躓
い
て
、何
か
が
井
戸
に
落
ち
、霧
が
立
ち
込

め
て
勝
利
し
た
。井
戸
を
調
べ
る
と
蛇
の
頭
蓋
骨
で
、城
の
宝
に
な

り
、城
は
霧
ヶ
城
と
名
付
け
ら
れ
た
47
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑫
円
光
寺（
飛
騨
市
古
川
町
殿

町
）の
宝
物「
蛇
骨
」（
約
三
m
）は
、

越
後
の
国
で
、本
妻
に
殺
さ
れ
た

妾
が
大
蛇
に
変
身
し
た
が
、親
鸞

に
よ
る
供
養
で
、大
蛇
は
菩
薩
に
な

り
昇
天
し
、越
後
の
寺
か
ら
持
っ
て

来
ら
れ
た
物
で
あ
る
102
。

仏
の
教
え
を
学
ん
だ
後
に
、寺

に
蛇
骨
を
残
し
た
蛇
も
い
る
。⑬

龍
泰
寺（
関
市
下
有
知
の
守
り
神

の
竜
は
、死
期
が
迫
っ
た
の
で
、仏
の

教
え
を
乞
う
て
寺
に
来
て
、天
に
逝

き
、寺
に
竜
骨
が
秘
蔵
さ
れ
、竜
神

は
境
内
の「
竜
ヶ
池
」に
あ
る
島
の

祠
に
祭
ら
れ
て
い
る
71
。⑭
葦
池

（
各
務
原
市
下
中
屋
町
。春
日
神
社

境
内
に
池
は
現
在
無
い
）の
大
蛇
は

旅
人
を
食
べ
た
り
田
畑
を
荒
ら
し

た
り
し
た
が
、若
嫁
に
化
け
て
河
野

西
入
坊（
各
務
原
市
下
中
屋
町
）で

の
説
教
を
熱
心
に
聴
き
、住
職
に
亡

く
な
っ
た
後
の
始
末
を
頼
ん
で
、大

蛇
と
な
っ
て
亡
く
な
り
、寺
に
は
、

現
在
も
上
顎
と
下
顎
の
骨
が
残
っ

て
い
る
222
。

祟
り
に
戻
る
と
、⑮
大
船
神
社

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
石
段
で
満

願
の
日
に
大
蛇
を
見
た
松
助
が
亡

く
な
り
、そ
の
者
の
家
の
前
に「
松
明

霊
神
」の
石
碑
が
建
て
ら
れ
、祀
ら

れ
た
。な
お
、大
蛇
を
三
つ
に
切
っ

て
、頭
を
大
船
神
社
、腹
を
中
山
神

社（
恵
那
市
串
原
中
沢
）、尻
尾
を

愛
知
県
東
加
茂
郡
に
奉
納
し
た
伝

説
も
あ
り
、松
助
は
大
船
神
社
の
ご

神
体
を
見
た
祟
り
で
病
死
し
た
99
。

⑯
伊
勢
山（
本
巣
市
法
林
寺
）の

中
腹
に
あ
る
大
岩
は
、神
が
宿
る
岩

と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。山
菜
取

り
の
村
人
が
、「
山
で
味
噌
を
焼
く

と
、匂
い
で
大
蛇
が
来
る
」と
の
言
い
伝
え
を
忘
れ
、大
岩
の
上
で
味
噌

を
焼
い
て
昼
食
に
し
た
ら
、大
岩
の
下
か
ら
出
て
来
た
大
蛇
に
睨
ま

れ
、つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
128
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
の
小
島
山（
八
六
四
m
）頂
上
に
あ
る
古

賀
ヶ
池
に
は
、小
島
山
周
辺
の
数
村
で
よ
く
似
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑰
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、大
蛇
に
愛
犬
を
食
わ
れ
た

猟
師
が
、仇
討
ち
に
失
敗
し
、瑞
岩
寺
村（
現
揖
斐
川
町
瑞
岩
寺
に
該

当
）の
氏
神
様
に
逃
げ
込
み（
一
説
に
は
、瑞
岩
寺
村
の
秋
葉
神
社
に
隠

れ
、神
様
が
大
蛇
を
追
い
返
す
と
）、よ
う
や
く
大
蛇
は
帰
っ
た
28
。⑱

そ
の
時
大
蛇
が
壊
し
た
谷（
じ
ゃ
が
谷
、一
説
で
は
城
ヶ
谷
）は
、大
雨

の
た
び
に
荒
れ
、不
作
が
続
い
た
の
で
、大
蛇
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め

に
、池
の
ほ
と
り
に
祠
を
建
て
た
11
。ま
た
、⑲
享
保 

（
一
七
一
六
〜
三

五
）年
間
、猟
師（
揖
斐
川
町
白
樫
）の
犬
が
古
川
池（
古
賀
ヶ
池
に
該

当
）で
大
蛇
に
呑
み
こ
ま
れ
た
。猟
師
と
友
人
は
、復
讐
に
行
く
が
、急

所
が
は
ず
れ
て
大
蛇
に
追
わ
れ
、揖

斐
郡
大
野
町
黒
野
の
八
幡
社
に
逃

げ
込
む
と
大
蛇
は
息
絶
え
た
。大

蛇
は
焼
か
れ
、灰
を
埋
め
て
供
養
し

た
。黒
野
駅
レ
ー
ル
パ
ー
ク
東
二
〇

〇
ｍ
辺
り
に「
へ
ん
び
塚
」が
残
っ
て

い
る
217
。

さ
ら
に
、⑳
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

東
津
汲（
旧
久
瀬
村
）で
は
、猟
師

の
犬
が
古
賀
ヶ
池
で
雄
の
大
蛇
に

呑
ま
れ
た
。撃
ち
取
っ
た
ら
雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ
、猟
師
は
な
ん
と
か

逃
げ
、猟
師
を
見
失
っ
た
大
蛇
は
別
の
谷
に
出
て
行
っ
た
238
。ま
た
一
説

で
は
、㉑
雄
の
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
が
、雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ

た
猟
師
は
瑞
岩
寺
村
の
北
の
宮
に
逃
げ
込
み
、大
蛇
が
社
殿
を
壊
し

な
が
ら
村
を
水
浸
し
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
、宮
の
神
が
鯰
に
な
っ
て

飲
み
干
し
た
238
と
、伝
わ
っ
て
い
る
。

現
大
垣
市
上
石
津
町
に
も
犬
と
大
蛇
の
話
が
あ
る
。㉒
多
良
村（
大

垣
市
上
石
津
町
）の
狩
猟
の
上
手
い
侍
が
、幾
久
里
の
山
で
犬
に
飛
び

掛
か
る
大
蛇（
主
）を
刀
で
切
り
つ
け
、大
蛇
は
淵
へ
逃
げ
た
。翌
年
、そ

の
淵
で
侍
が
投
網
を
す
る
と
、主
に
引
き
込
ま
れ
、以
来
そ
の
淵
を「
へ

び
が
淵
」と
恐
れ
た
37
。ま
た
、㉓
上
多
良
の
豪
士
が
幾
久
里
の
山
へ

狩
り
に
行
く
と
、小
さ
な
ト
カ
ゲ
が
豪
士
を
幾
久
里
川
の
淵
へ
引
き

ず
る
。怒
っ
た
豪
士
は
ト
カ
ゲ
を
切
り
殺
す
と
、ト
カ
ゲ
は
淵
に
落
ち
、

赤
黒
い
血
に
染
ま
っ
た
淵
か
ら
二
つ
の
大
き
な
目
が
光
っ
て
お
り
、こ

こ
を「
蛇
ぶ
ち
」と
言
っ
た
37
。さ
ら
に
、㉔
上
多
良
の
人（
三
輪
佐
太

夫
）は
犬
を
連
れ
て
魚
取
り
に
行
っ
た
。川
で
大
蛇
に
遭
遇
し
胴
を
二

つ
に
切
っ
た
。翌
日
、川
で
魚
の
群
れ
を
見
か
け
、投
網
す
る
と
川
底
へ

引
き
込
ま
れ
た
。実
は
群
れ
は
大
蛇
の
頭
だ
っ
た
。こ
の
淵
を「
蛇
淵
」

（「
佐
太
夫
淵
」229
）と
言
う
37
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

㉕
猟
師
が
鴨
を
打
ち
に
沼
に
来
た
が
、笠
を
残
し
て
姿
を
消
し
た
。

そ
れ
以
降
、笠
取
池（
一
宮
市
萩
原
町
西
宮
重
）と
呼
ば
れ
た
。沼
の
主

が
大
亀
で
、埋
め
た
て
る
と
祟
り
が
あ
る
1
。な
お
、鹽
道
神
社（
一
宮
市

千
秋
町
塩
尻
居
屋
敷
）周
辺
の
湿
地
に
も
、笠
を
取
り
に
行
っ
た
巡
礼

が
ヨ
シ
の
深
み
に
嵌
り
、笠
だ
け
が
残
さ
れ
た
笠
取
沼
伝
説
が
あ
る
。

文
字
を
使
用
す
る
以
前
の
先
史
時
代
、中
国
で
は
す
で
に
貝
殻

で
作
っ
た
龍
形
な
ど
、後
代
の
龍
の
形
象
と
共
通
項
を
持
つ
遺
物
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。殷
代（
B
C
一
七
世
紀
〜
B
C
一
〇
四
六
年
）

後
期
の
甲
骨
文
字
に
は
龍
の
文
字
が
出
現
し
て
お
り
、こ
の「
龍
」

の
文
字
を
用
い
る
族（
龍
族
）が
祀
っ
た
神
は
降
雨
の
有
無
を
問
う

水
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。

龍
の
姿
は
、後
漢
時
代（
二
五
〜
二
二
〇
年
）の
学
者
王
府
が
、

龍
に
つ
い
て「
九
似
説
」（
頭
は
ラ
ク
ダ
、目
は
鬼
、角
は
鹿
、首
は

蛇
、腹
は
蛟﹇
虯
・
螭
・
虬
で
、蛇
に
似
た
想
像
上
の
動
物
﹈、鱗
は

魚
、爪
は
鷹
、足
は
虎
、耳
は
牛
）を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。

1
．龍
と
蛇
の
融
合

雨
乞
い
伝
説
な
ど
で
は
、蛇
も
龍
も
同
じ
霊
験
を
現
し
て
お
り
、

蛇
と
龍
の
区
別
が
つ
か
な
い
。な
お
、雨
乞
い
専
用
の
龍
は
玄
宗
皇

帝（
六
八
五
〜
七
六
二
）の
唐
代
に
登
場
し
て
い
る
。

八
木
133
は
、仏
教
に
お
け
る
コ
ブ
ラ
を
神
格
化
し
た
蛇
神（
蛇
の

精
霊
、ナ
ー
ガ
）が
中
国
の
龍
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
述
べ
て
い

る
。中
国
の
龍
は
①
水
と
の
関
連
性
、②
水
辺
に
棲
み
、財
宝（
珠
）

を
守
る
、③
魚
な
ど
に
自
在
に
変
化
す
る
特
性
を
備
え
た
超
自
然

的
な
聖
獣
で
あ
る
。一
方
、イ
ン
ド
の
蛇
神
は
①
水
と
の
関
連
性
、

②
龍
宮
に
棲
み
、財
宝（
仏
舎
利
等
）を
守
る
、③
擬
人
化
さ
れ
て

人
語
を
解
し
、人
と
交
わ
る
特
性
を
持
ち
、魏
晋
南
北
朝
時
代（
一

八
四
〜
五
八
九
）以
降
、コ
ブ
ラ
の
い
な
い
中
国
で
隆
盛
し
た
仏
教

の
漢
訳
仏
典
を
介
し
て
イ
ン
ド
の
蛇
神
が
中
国
の
龍
の
概
念
に
影

響
を
与
え
、唐
代（
六
一
八
〜
九
〇
七
）に
小
説
の
龍
宮
譚
・「
劉
毅

伝
」以
降
、龍
宮
の
記
事
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
八
木
は
、イ
ン
ド
の
蛇
神
も
中
国
の
龍
も
共
に
雨
を
降

ら
せ
る
能
力
を
有
し
、雨
乞
い
の
儀
式
に
関
す
る
共
通
項
が
、仏
典

の
蛇
神
が
中
国
の
龍
と
同
一
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
。な

お
、龍
の
爪
の
数
に
つ
い
て
は
、漢
代（
B
C
二
〇
六
〜
A
D

二
二
〇
）皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
龍
の
爪
の
数
は
三
本
で
、宋

代（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）に
四
本
、元
代（
一
二
七
一
〜
一
三
六

八
年
）か
ら
五
本
に
増
え
た
。

2
．金
物
を
嫌
う
龍

水
神
が
金
物
を
嫌
う
理
由
を
述
べ
る
前
に
、鋳
物
師
を
支
配
し

た
真
継
家
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
15
。

鋳
造
の
歴
史
は
弥
生
時
代（
B
C
三
世
紀
頃
〜
A
D
三
世
紀
中

頃
）に
遡
る
が
、造
寺
造
仏
技
術
が
六
世
紀
末
に
伝
来
し
て
飛
鳥

寺
の
造
営
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
、鋳
造
技
術
は
大
い
に
発
達
し
た
。

律
令
時
代（
大
化
の
改
新
後
の
七
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀
頃
ま

で
）の
鋳
銅
技
術
は
、貴
族
も
鋳
造
技
術
者
を
確
保
し
て
お
り
、ま

た
鋳
銅
技
術
は
民
間
に
も
広
範
に
存
在
し
て
い
た
が
、天
皇
家
は

需
要
の
多
い
所
に
技
術
者
を
出
向
さ
せ
て
鋳
銅
製
品
を
制
作
さ
せ

て
お
り
、飛
鳥
・
奈
良
時
代（
五
九
二
〜
七
九
四
）に
は
天
皇
家
と

鋳
物
師
と
の
結
び
つ
き
も
始
ま
っ
た
。　

天
文
八（
一
五
三
九
）年
、真
継
久
直
は
天
皇
に
仕
え
る
家
の
地

位
を
乗
っ
取
っ
て
地
下
官
人
真
継
家
を
成
立
さ
せ
、天
皇
家
の
偽

文
書
を
創
作
・
配
布
し
権
威
づ
け
て
、各
地
の
鋳
物
師
支
配
を
開

始
し
た
。

こ
こ
で
偽
文
書
は
、天
皇
家
か
ら
出
さ
れ
た
蔵
人
所
牒（
蔵
人
所

は
い
わ
ば
天
皇
家
の
事
務
官
の
役
所
）の
内
容
を
踏
ま
え
て
、真
継

家
に
都
合
の
良
い
文
書
を
書
き
加
え
た
も
の
で
、鋳
物
師
集
団
や

そ
の
首
領
に
対
し
て
諸
国
通
行
税
の
免
除
等
、営
業
上
の
特
権
を

保
証
す
る
内
容
が
多
い
。な
お
、偽
文
書
に
は
朝
廷
文
書
に
捺
印
さ

れ
る
正
規
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
内
印
が
捺
し
て
あ
る
。さ
ら
に
真

継
珍
弘（
一
六
七
二
〜
七
三
三
）は
、鋳
物
を
家
業
と
す
る
こ
と
を

認
め
る
許
可
状「
許
状
」を
発
給
し
、以
後
、鋳
物
師
の
代
替
り
ご

と
に
更
新
さ
れ
、鋳
物
師
支
配
が
拡
大
し
た
。

こ
の
真
継
家
と
鋳
物
師
と
の
関
係
は
、惟
喬
親
王
を
祖
と
仰
ぐ

木
地
師
と
の
関
係
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

吉
岡
51
は
、鉄
器
の
製
造
者（
鋳
物
師
）が
鉄
器
の
強
靭
性
を
言
い

募
る
た
め
に
、鉄
器
は
水
神（
龍
神
や
河
童
な
ど
）さ
え
抑
え
込
む
威

力
を
持
ち
、そ
れ
ゆ
え
水

神
は
鉄
器
を
嫌
う
と
伝

え
た
、と
述
べ
て
い
る
。

水
神
は
、池
に
入
れ
ら

れ
た
嫌
い
な
金
物（
鎌

等
）に
怒
り
、そ
の
地
に

雨
を
降
ら
せ
た
。つ
ま

り
、雨
乞
い
の
方
法
と
し

て
水
神
が
嫌
う
金
物
が

用
い
ら
れ
、例
え
ば
恵
那

市
の
笠
置
山（
一
一
二
八

m
）の
笠
置
神
社
の
鎌
を

借
り
て
雨
乞
い
を
行
い
、

ま
た
、恵
那
市
の
三
森
山（
一
一
〇
〇
m
）山
頂
の
三
森
山
社
の
鎌

を
麓
の
垂
松
瀑
に
投
げ
入
れ
て
雨
乞
い
を
行
っ
て
い
た
。

３
．竜
・
大
蛇
伝
説

飛
騨
地
方
に
は
、異
類
婚
姻
い
わ
ゆ
る
蛇
婿
に
分
類
さ
れ
る
話
が

多
く
伝
わ
り
、そ
の
内
容
の
多
く
は
、針（
蛇
の
嫌
い
な
金
物
）を
婿

（
蛇
）の
着
物
に
つ
け
て
退
治（
例
え
ば
104
、105
、270
等
）し
、ま
た
、妊

娠
し
た
娘
に
菖
蒲
酒
や
菊
酒
を
飲
ま
せ
て
流
産（
例
え
ば
72
）さ
せ

る
話
で
あ
る
が
、本
章
で
は
異
類
婚
姻
は
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
取
り

上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

3‒

1
　
金
物
を
嫌
う
主
　

①
旧
越
中
東
街
道
の
千
貫
桟（
長
三
〇
〇
間
余
り
、明
治
に
県

道
を
飛
騨
市
神
岡
町
横
山
か
ら
西
街
道
に
移
し
、高
原
川
に
千
貫

橋
を
架
け
た
）下
の
深
淵
に
棲
む
主
は
鉄
を
嫌
い
、淵
に
引
き
ず
り

込
む
の
で
、鉄
を
運
ぶ
時
は
山
道
を
迂
回
し
た
104
。②
飛
騨
市
神

岡
町
東
雲
西
側
の
平
坦
部
が
開
墾
さ
れ
た
が
、水
が
不
足
し
、大

蛇
が
棲
む
と
伝
わ
る
池
で
鍋
・
釜
を
洗
っ
て
い
た
。大
蛇
は
堪
ら
ず

池
か
ら
逃
げ
出
す
際
、恨
み
に
大
雨
を
降
ら
せ
た
。恨
み
を
鎮
め
る

た
め
に
経
塚
を
一
三
造
り
、一
つ
の

経
塚
が
残
っ
て
い
る
104
。③
小
八

賀
川（
高
山
市
丹
生
川
町
根
方
）

の
竜
宮
に
通
じ
る
と
言
わ
れ
た
琴

淵
に
は
大
蛇
の
主
が
棲
み
、主
は

金
物
を
嫌
い
、釘
を
使
っ
た
橋
を

琴
淵
に
架
け
た
ら
、一
夜
で
橋
は

流
さ
れ
た
269
。な
お
、④
琴
淵
の
主

は
ガ
ロ
オ（
河
童
）と
も
言
わ
れ
て

い
た
。猟
師
が
そ
れ
を
狙
い
投
網

す
る
と
、大
イ
ワ
ナ（
九
〇
㎝
）

が
捕
れ
、見
世
物
に
出
し
た
269
。

⑤
坂
山（
蔵
柱
、小
萱
と
吉

田
に
連
な
る
山
）に
棲
む
大
蛇

が
、蔵
柱
村（
高
山
市
上
宝
町
）

や
北
側
の
小
萱（
飛
騨
市
神
岡

町
）の
人
々
の
夢
枕
で
、子
ど
も

が
多
く
な
っ
た
の
で
村
に
棲
ま

せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
が
断
ら

れ
、小
萱
の
谷
に
金
物
の
剣
八

本
が
立
っ
た
。忘
れ
た
頃
に
、小

萱
の
西
の
吉
田（
神
岡
町
）か
ら
鉄
砲
水
と
な
り
蛇
が
抜
け
た
39
。

同
じ
く
大
蛇
の
子
供
が
増
え
た
話
と
し
て
、⑥
大
蛇
夫
婦
が
苅

安
峠（
高
山
市
一
之
宮
町
）の
大
き
な
池
に
棲
ん
で
い
て
、子
が
増
え

た
の
で
、村
人
に
相
談
し
た
。村
人
は
大
蛇
が
里
へ
来
な
い
よ
う
に
、

池
の
北
側
の
堤
に
金
物
を
埋
め
た
。す
る
と
、大
蛇
は
怒
り
、洪
水

と
と
も
に
無
数
河
川
か
ら
益
田
川（
飛
騨
川
）に
移
り
住
ん
だ
292
。

⑦
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥
町
前
谷
）に
は
老
大
蛇
が
棲
み
、大

蛇
は
金
属
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。番
所
の
役
人
の
子
供
が
た
わ
む
れ
に

鎌
を
池
に
投
げ
入
れ
る
と
大
暴
風
雨
に
な
り
、農
夫
が
池
か
ら
鎌

を
拾
い
上
げ
た
ら
静
か
に
な
っ
た
237
。

⑧
井
沢
川（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）の
淵
に
棲
む
大
蛇
は
人

を
引
き
ず
り
込
ん
だ
。と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
大
蛇
に
釜
を
被
せ
て

出
ら
れ
な
く
し
た
99
。

3‒

2
　
竜
の
昇
天
　

　
海
に
千
年
、山
に
千
年
棲
み

つ
い
た
蛇
は
天
に
昇
っ
て
竜
に

な
る
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、

経
験
が
豊
か
で
抜
け
目
が
な

く
、し
ぶ
と
く
狡
く
な
っ
て
い
く

こ
と
の
例
え
と
し
て「
海
千
山

千
」と
言
う
。

こ
こ
で
は
、竜
が
昇
天
す
る

山肌に祀られている雷神社

蛇王権現社

七尋石
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68

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

㉖
草
刈
り
の
最
中
に
番
頭
さ
ん

は
付
近
の
蛇
池
で
、水
を
飲
み
に
来

た
蛇
の
頭
を
誤
っ
て
切
っ
て
し
ま
っ

た
。仕
事
の
後
、番
頭
さ
ん
は
喉
が

渇
い
た
の
で
池
の
水
を
呑
ん
だ
ら

死
ん
で
し
ま
っ
た
。弔
い
の
た
め
に

地
蔵（
養
老
郡
養
老
町
直
江
の
旧

牧
田
川
堤
防
の
お
地
蔵
様
）を
建
て
た
132
。

3‒

8
　
秀
逸
な
彫
り
物
や
絵
の
竜
　
　

①
麦
飯
峠
に
棲
む
大
龍
が
旅
人
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
退
治
し

た
。そ
の
後
、龍
の
姿
を
ム
ツ
の
神
に
彫
刻
し
て
も
ら
い
、龍
門
寺

（
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
）の
山
門
に
架
け
た
。し
か
し
龍
の
魂
が
夜

な
夜
な
悪
さ
を
す
る
の
で
、ム
ツ
の
神
に
龍
の
目
に
穴
を
あ
け
て
栓

を
し
て
鎮
め
て
も
ら
っ
た
275
。

ま
た
一
説
に
は
、②
龍
門
寺

を
通
り
か
か
っ
た
男（
左
甚
五

郎
と
伝
わ
る
）が
龍
の
彫
り
物

を
造
り
、大
門
に
飾
っ
た
。そ
の

龍
が
悪
さ
を
し
た
の
で
お
教
を

あ
げ
、池（
山
門
の
内
側
）を

掘
っ
て
祀
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て

い
る
118
。

③
村
人
が
薬
王
寺（
可
児

市
東
帷
子
）高
梁
に
彫
ら
れ
た

上
り
竜
と
下
り
竜
に
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降
ら
せ
過
ぎ
た
の
で
、村
人

が
天
に
矢
を
射
っ
た
ら
止
ん
だ
。晴
れ
る
と
下
り
竜
の
片
目
が
つ
ぶ

れ
て
い
た
35
。

④
手
力
雄
神
社（
各
務
原
市
那
加
手
力
町
）の
拝
殿
の
木
彫
り
の

龍（
一
対
）が
畑
を
荒
ら
し
た
の
で
、出
歩
け
な
い
よ
う
に
お
祓
い
し

て
目
に
釘
を
打
っ
た
24
。実
際
は「
目
玉
に
釘
は
無
い
が
、し
か
し
、寄

木
を
確
実
に
つ
な
ぐ
た
め
に
隠
し
て
大
き
な
釘
で
固
定
し
て
あ
り
」、

「
龍
を
釘
で
打
ち
つ
け
た
」状
態
と

言
え
る
。

⑤
殿
様（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春

日
川
合
）が
左
甚
五
郎
と
他
の
一

人
に
大
蛇
の
彫
刻
を
命
じ
た
。甚

五
郎
が
観
音
菩
薩
に
大
蛇
の
姿

を
見
せ
て
欲
し
い
と
願
う
と
、池

か
ら
大
蛇
が
姿
を
見
せ
た
の
で
、

そ
の
姿
を
彫
り
あ
げ
た
。殿
に
見

せ
る
と
彫
り
物
な
の
に
、鎌
首
を

持
ち
上
げ
た
224
。

⑥
走
井
山
勧
学
寺（
桑
名
市
矢
田
）の
本
堂
天
井
に
描
か
れ
た

龍（
水
飲
み
竜
）が
井
戸
の
水
を
飲
み
に
来
た
の
で
、竜
の
目
に
大

き
な
釘
を
打
ち
つ
け
た
55
。⑦
桑
名
旧
城（
桑
名
市
吉
之
丸
）蟠
龍

櫓
の
胸
瓦
は
蹲
っ
た
龍
の
形
を
し
て
お
り
、瓦
の
下
に
は
恐
れ
て
魚

が
近
か
な
か
っ
た
55

飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
を
無
く
し
た
竜
と
し
て
、⑧
大
天
王（
現
鶉

田
神
社
。岐
阜
市
東
鶉
）の
彫
り
物
の
竜
は
、仲
良
く
な
っ
た
娘
が
役

人
の
せ
い
で
死
ん
だ
こ
と
を
怒
り
、竜
は
大
天
王
の
お
社
か
ら
出
た

火
で
、役
人
の
家
を
焼
き
払
っ
た
。建
て
直
さ
れ
た
拝
殿
の
右
側
の

竜
の
彫
り
物
は
、飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
が
無
い
50
。ま
た
一
説
に
は
、

⑨
一
対
の
竜
の
う
ち
、片
方
は
火
を
吹
く
の
で
、社
の
神
様
に
尾
を
切

り
取
ら
れ
た
と
言
う
46
。

餌
を
与
え
た
絵
の
竜
は
、⑩
円
頂
寺

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
龍
の
天
井
絵

（
畳
八
畳
分
）は
、元
は
岩
村
城
に
あ
っ
た

も
の
で
、ど
こ
か
ら
み
て
も
目
が
会
う
の

で「
八
方
睨
み
の
龍
」と
言
う
。あ
る
時
こ

の
龍
が
絵
か
ら
抜
け
出
て
畑
を
荒
ら
す

の
で
、麦
の
絵
を
か
い
て（
餌
を
与
え
て
）

封
じ
込
め
た
99
。

3‒

9
　
工
事
と
竜
　
　

①
境
川
か
ら
の
放
水
路
工
事（
昭
和
三
年
〜
五
年
）の
際
、三
井

池
の
竜
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、言
わ
れ
た
と
お
り
米
を
投
げ

込
ん
だ
。そ
の
後
無
事
に
完
成
し
、

祠（
三
井
池
水
神
神
社
。各
務
原

市
三
井
山
町
）が
建
て
ら
れ
た
50
。

昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
安

八
水
害
時
の
竜
に
つ
い
て
、②
薬

師
の
池
を
埋
め
立
て
て
い
く
と
、

薬
師
堂
の
尼
が「
キ
ッ
チ
リ
閉
め

ず
に
、竜
の
出
れ
る
穴
を
開
け
と

か
な
い
と
い
け
な
い
」と
長
良
川

決
壊
の
三
年
前
に
言
っ
た
。埋
め

立
て
ら
れ
た
池
の
隅
っ
こ
に
竜
の
た
め
に
開
け
ら
れ
た
穴
が
残
っ
て

い
る
4
。③
安
八
水
害
の
時
、竜
が
下
の
池
か
ら
長
良
川
を
越
え
た

堀
津
の
池
に
飛
び
立
ち
、堤
防
が
切
れ
た
。下
の
池
は
後
に
埋
立
ら

れ
、殉
職
し
た
冨
田
知
太
郎
氏
の
冥
福
と
治
水
祈
願
の
碑
が
建
っ

た
4
。

養
老
町
釜
段
の
下
池
伝
説
で
、「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」

132
に
関
連
し
て
、④
釜
段
の
池
が
干
拓
で
小
さ
く
な
る
と
、大
雨
が

降
っ
て
竜
が
昇
天
し
た
23
。

な
お
、サ
イ
カ
チ
に
つ
い
て
、⑤
婚
約
者
ふ
り
が
奉
公
中
に
高
須
領

主
に
身
を
汚
さ
れ
た
こ
と
を
怒
っ
た
山
伏
の
鉄
盤
は
、ふ
り
の
好
き
な

サ
イ
カ
チ
の
花
籠
の
底
に
恨
み
の
言
葉
を
書
き
、ふ
り
と
領
主
を
祷
り

殺
そ
う
と
し
た
が
、討
た
れ
た
。高
須
町
新
町
か
ら
西
小
島
へ
の
道
路

の
そ
ば
の
小
さ
な
塚
に
は
サ
イ
カ
チ
以
外
は
育
た
ず
、こ
の
塚
の
草
を

刈
る
と
祟
り
が
あ
る
221
。

⑥
村
は
ず
れ
に
あ
っ
た
深
い
池（
弥
富
市
三
百
島
）の
埋
立
の
時
、

占
っ
て
も
ら
う
と
、竜
神
が「
別
の
地
に
祀
っ
て
く
れ
れ
ば
、永
代
村
を

守
る
」と
言
う
の
で
、土
地
改
良
の
記
念
碑
と
並
ん
で
社
を
造
り
祀
っ

た
245
。⑦
諸
鍬
神
社
境
内（
愛
西
市
諸
桑
町
）の
塩
田
龍
神
社
は
、昭

和
五
九（
一
九
八
四
）年
の
夏
、日
光
川
と
目
比
川
が
合
流
し
た
湿
地

帯
・
塩
田
か
ら
池
の
主（
体
が
黒
っ
ぽ
い
龍
）に
移
っ
て
頂
い
た
243
。⑧

元
和
二（
一
六
一
六
）年
、横
江
川
の
洪
水
で
大
き
な
池（
蛇
池
。海
津

市
平
田
町
蛇
池
）が
出
来
た
。昭
和
六
〜
九
年
の
埋
立
工
事
の
時
、池

が
浅
く
な
り
、荒
天
に
な
り
竜
が
昇
天
し
た
107
。

3‒ 10
　
そ
の
他
　
　

①
洞
川（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）で
晒
し
て
い
た
布
が
本
流
の
大
き
な

淵（
布
淵
）ま
で
流
れ
た
。渦
の
中
の
布
は
大
蛇（
長
一
六
〇
m
程
）に

な
っ
て
陸
に
上
が
り
、頭
の
所
が
布
頭
、尾
が
布
尻
と
名
付
け
ら
れ
、大

蛇
は
淵
に
戻
っ
て
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
19
。②
姫
が
淵（
高
山
市
丹

生
川
町
折
敷
地
）に
籾
殻
を
入
れ
る
と
一
週
間
後
に
丹
生
川
町
根
方
の

大
清
水
へ
出
て
来
る
。七
〇
年
程
前
、淵
の
上
に
自
然
石
で
で
き
た
堰

堤
状
の
も
の
が
あ
り
、水
は
そ
の
堰
堤
を
越
し
て
淵
に
落
ち
る
。大
正

九（
一
九
二
〇
）年
の
洪
水
で
堰
堤
は
崩
れ
て
流
さ
れ
、淵
の
御
姫
様
も

こ
の
時
出
て
行
っ
た
と
か
269
。③
淵（
巻
ヶ
淵
）の
主
の
大
蛇
が
庄
屋
の

家（
高
山
市
上
宝
町
葛
山
）に
機
織
り
の
道
具
を
借
り
に
来
た
。そ
の

淵
は
竜
宮
城
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。淵
に
悪
い
こ
と
す
る
と

祟
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
、養
蚕
が
す
む
と
屑
繭
や
、ぼ
ぼ
ら（
か
ぼ

ち
ゃ
）を
乙
姫
様
の
た
め
に
淵
に
入
れ
た
。ま
た
、葛
山
や
下
佐
谷
で

は
、巻
ヶ
淵
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、節
分
の
笹
巻
き
を
造

ら
な
い
14
。

4
．K
I
S
S
O
の
竜
や
大
蛇
二
〇
編

K
I
S
S
O
に
掲
載
さ
れ
た
竜
や
蛇
に
関
す
る
昔
話
の
内
、美
人

に
化
け
た
蛇
と
人
と
の
交
流
は
、「
業
平
寺
の
大
蛇（
六
十
四
号
）」

77
、「
美
女
と
惣
左
衛
門（
九
三
号
）」204
、「
蛇
ヶ
谷（
九
七
号
）」275
、

「
蛇
の
池（
一
〇
〇
号
）」83
の
四
編
で
最
も
数
が
多
い
。

田
畑
を
荒
ら
す
等
悪
さ
を
す
る
竜
を
懲
ら
し
め
た
話
は
、百
足
退

治
で
知
ら
れ
た
俵
藤
太
が
里
を
荒
ら
す
白
竜
を
退
治
す
る「
白
竜
退

治（
六
〇
号
）」206
、猿
に
化
け
た
池
の
主
を
撃
っ
た
祟
り
で
、農
作
物

を
叺
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た「
金
原
の
蛇
池（
七
九
号
）」275
竜
を
退

治
し
た
武
士
が
、不
意
を
突
か
れ
て
竜
に
襲
わ
れ
て
討
ち
死
に
し
、そ

の
池
の
周
り
に
武
士
の
魂
と
な
っ
た
サ
ギ
ソ
ウ
が
咲
い
た「
竜
と
サ
ギ

ソ
ウ（
八
七
号
）」131
、の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、叺
に
つ
い
て
は
、①
イ
ン
谷（
月
尾
谷﹇
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小

津
﹈か
ら
分
か
れ
た
小
さ
な
谷
）の
頂
上
の
畑（
蛇
畑
）が
、叺（
藁
で

編
ん
だ
莚
を
二
つ
折
り
に
し
た
袋
）に
化
け
た
大
蛇
に
荒
ら
さ
れ
た
。

こ
れ
を
退
治
し
て
く
れ
た
猟
師
に
感
謝
し
、イ
ン
谷
の
宮
平
に
お
宮

を
建
て
た
54
と
伝
わ
り
、「
竜
と
サ
ギ
ソ
ウ
」の
よ
う
に
、竜
と
花
と
の

話
は
、②
和
田
山（
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
）に
住
ん
で
い
た
笛
吹
き

の
名
手
の
嫁
に
な
っ
た
娘
は
竜
で
あ
り
、子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
、子
を
残
し
て
居
な
く
な
っ
た
118
。な
お
、③
こ
の
竜
は
和
田
の

小
池
に
帰
り
、子
供
の
誕
生
日
に
赤
い
浮
草
の
花
が
咲
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
247
。ま
た
、④
柿
野（
山
県
市
谷
合
）の
西
洞
に
美
し
い

娘
・
お
浪
が
い
た
。恋
仲
の
男
は
破
約
し
て
部
屋
を
覗
く
と
お
浪
は

大
蛇
だ
っ
た
。翌
日
、娘
は
淵
に
消
え
、暫
く
す
る
と
大
洪
水
と
な
り
、

淵
の
辺
り
に
い
ま
ま
で
生
え
て
い
な
か
っ
た
草（
お
浪
草
）が
茂
っ
た

291
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

残
り
は
各
一
編
で
、「
福
崎
の
大
池
に
棲
む
大
蛇（
四
号
）」259
は
恐

ろ
し
い
大
蛇
の
棲
む
池
で
、福
崎
の
大
池
は
昔
か
ら
あ
る「
雁
ヶ
地

四
ヶ
字
社
」の
東
側
に
広
が
っ
て
い
た
が
、昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年

に
木
曽
川
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
、小
さ
く
な
っ
た
池
が
残
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
た

め
、池
を
埋
め
、木
曽
岬
神
社
が
建
て
ら
れ
た
。

「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」132
は
竜
の
祟
り
を
鎮
め
て
堤
防
工

事
を
完
成
さ
せ
た
話
で
あ
る
。

「
赤
壁
城（
二
八
号
）」91
は
、竜
が
先
祖
の
言
い
伝
え
を
守
ら
せ
、

「
海
水
山
権
現（
三
八
号
）」8
は
、大
蛇
に
化
け
た
神
が
社
を
建
て
さ

せ
、「
沓
部
の
乙
姫
さ
ま（
四
十
六
号
）」34
は
、都
か
ら
来
た
乙
姫
が

馬
瀬
川
の
河
原
を
気
に
入
り
、都
に
戻
る
時
こ
の
場
所
を
汚
さ
な
い

よ
う
に
頼
ん
だ
が
、酒
屋
の
若
い
衆
が
馬
の
わ
ら
じ
を
そ
こ
に
落
と

し
て
し
ま
う
と
、竜
が
昇
り
暴
れ
、酒
屋
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

「
白
竜
の
昇
天（
五
二
号
）」257
は
、底
な
し
池（
竜
池
）の
埋
め
立
て

工
事
を
昭
和
十
二
年
頃
に
行
う
が
進
ま
ず
、占
い
師（
五
二
号
で
は

坊
さ
ん
）に
聞
く
と
竜
が
住
ん
で
い
る
の
で
白
竜
社
を
祀
る
よ
う
に

言
わ
れ
る
。入
神
式
で
暴
風
雨
が
晴
天
に
な
り（
竜
の
昇
天
）、以
後

の
工
事
は
順
調
に
進
ん
だ
。

「
金
物
を
嫌
っ
た
大
蛇
）七
一
号
）」237
は
、嫌
い
な
金
物
の
た
め
に

川
を
下
れ
な
い
大
蛇（
露
洞
姫
）が
川
を
氾
濫
さ
せ
て
金
物
部
分
で
の

通
過
を
避
け
て
い
る
。な
お
、⑤
露
洞
姫
が
山
を
下
っ
て
の
氾
濫
に
因

ん
だ
地
名
や
逸
話
が
あ
る
21
。ま
た
、⑥
奥
明
方
村
の
水
沢
上
の
西

池
・
東
池（
水
沢
上
ヶ
池
）が
氾
濫
し
た
時
、こ
の
話
の
よ
う
に
大
蛇
が

水
を
溜
め
て
出
て
行
っ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
、西
池
・
東
池
は
天
正
十

三（
一
五
八
五
）年
十
一
月
の
天
正
地
震
で
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
237
。

「
本
洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
は
、清
水
を
貰
っ
た
老
蛇
が
恩

返
し
に
霧
を
発
生
さ
せ
て
岩
村
城
を
守
り
、「
ど
ん
ぼ
り
池
の
竜（
八

九
号
）」75
は
、、掛
け
軸
に
水
を
供
え
て
雨
に
恵
ま
れ
、「
夕
べ
が
池
伝

説（
九
六
号
）」136
は
、池
の
主
白
蛇
が
八
大
竜
王
権
現
と
し
て
祀
ら

れ
る
話
で
あ
る
。

大
蛇
以
外
の
池
の
主
に
関
わ
る
話
は
、流
材
を
滝
壺
に
引
き
込
む

ほ
ど
の
滝
壺
の
主
を
想
定
し
た「
小
川
の
大
滝
の
主（
五
七
号
）」293
、

蟹
に
乗
っ
て
現
れ
た
薬
師
如
来
が
村
人
の
病
を
治
し
た「
大
寺
瞽
女

（
八
〇
号
）」285
、池
の
主
・
大
亀
を
祀
っ
て
洪
水
が
減
っ
た「
亀
の
宮

（
八
三
号
）」44
の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、「
大
寺
瞽
女（
八
〇
号
）」285
の
異
説
と
し
て
、⑦
旅
の
尼
が

こ
の
地
に
住
み
修
行
を
し
て
い
る
と
、池
か
ら
大
蛇
の
姿
の
薬
師
如

来
が
現
れ
、祀
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
、願
興
寺（
可
児
郡
御
嵩
町
御

嵩
）が
建
て
ら
れ
、池
を
尼
ケ
池
と
言
う
47
。ま
た
、⑧
寺
近
く
の
池

か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
尼
僧
の
祈
り
で
霊
像
と
な
っ
て
蟹
の
背
に
乗
っ

て
現
れ
た
。こ
の
像
は
寺
の
本
尊
の
胎
内
仏
と
な
っ
た
96
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

3‒

6
　
夫
婦
竜
　
　

①
滝
の
沢（
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
小
野
原
）の
二
つ
の
池（
女

池
と
男
池
）に
竜
が
そ
れ
ぞ
れ
暮
ら
し
、山
や
田
畑
を
荒
ら
し
て
い

た
。侍
が
二
匹
の
竜
を
退
治
し
、竜
は
乗
鞍
山
へ
逃
げ
て
行
っ
た
220
。

②
男
竜
と
女
竜
が
棲
む
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）の
池

が
小
さ
く
な
り
、男
竜
は
こ
の
池
に
、女
竜
は
駒
ヶ
岳
の
縞
池
に
分
か

れ
て
棲
ん
だ
。村
の
娘
た
ち
は
、美
男
子
に
化
け
て
女
竜
に
遭
っ
て
い

た
男
竜
に
恋
を
し
た
が
、結
婚
で
き
な
い
の
で
池
に
身
投
げ
し
た
。

旅
僧（
弘
法
大
師
）が
池
の
呪
い
を
解
き
、平
ら
な
土
地
に
し
た
202
。

③
池
ヶ
洞
と
塩
蔵
境
の
山
頂（
高
山
市
高
根
町
）の
男
池
・
女
池

に
男
女
の
大
蛇
が
棲
み
、修
行
を
積
ん
で
竜
神
に
な
っ
た
。夫
婦
蛇

は
さ
ら
に
海
で
修
行
す
る
た
め
、塩
蔵
谷
を
下
っ
た
。こ
の
二
池
は

竜
神
の
住
処
で
、道
路
開
通
の
た
め
池
を
一
部
埋
め
た
た
め
、祟
り

を
恐
れ
て
龍
神
碑
を
建
て
た
256
。

④
女
池
と
男
池（
郡
上
市
白
鳥
町
那
留
）の
二
つ
の
池
が
戦
後
に

埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、性
悪
女
大
蛇
が
女
池
に
住
む
女
大
蛇
に
化
け

て
猟
の
下
手
な
猟
師
を
だ
ま
し
、女
池
の
女
大
蛇
を
退
治
さ
せ
た
。

猟
師
は
猟
が
上
手
く
な
っ
た
が
、男
池
の
男
大
蛇
は
妻
を
殺
し
た
罰

と
し
て
、猟
師
の
眼
を
見
え
な
く
し
た
52
。

上
記
の
異
説
と
し
て
、⑤
猟
師
が
雄
池
で
鴨
と
間
違
え
て
大
蛇

3‒

5
　
蛇
を
祀
る
　
　

①
沼
の
大
蛇（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）は
、昔
は
村
人
と
共
存
し
て

い
た
が
、村
人
が
沼
の
水
を
使
う
た

め
に
棲
み
難
く
な
り
、恨
み
を
残
し

て
越
中
の
浜
へ
飛
び
去
っ
た
。沼
の

跡
地
に
住
み
だ
し
た
人
に
蛇
の
祟

り
で
、不
幸
が
重
な
っ
た
た
め
、供

養
の
た
め
に
へ
び
塚（
蚖
蛇
等
之
霊
）

が
祀
ら
れ
た
39
。②
西
板
屋（
本
巣
市
根
尾
）と
尾
砂
谷（
根
尾
門
脇
）

境
の「
い
け
ざ
こ
」に
棲
む
大
蛇
は
、東
板
屋
の
沼
と
尾
開
谷
内
の
沢
の

池
の
三
ヶ
所
を
行
き
来
し
て
い
た
。猿
に
化
け
て
木
に
い
る
時
に
矢
で

射
ら
れ
、雷
と
と
も
に
火
の
雨
が
降
り
、池
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
。そ

の
大
蛇
は
雷
神
社（
本
巣
市
根
尾
西
板
屋
）に
祀
ら
れ
て
い
る
270
。

③
虚
空
蔵
菩
薩
が
修
行
で
こ
の
地（
大
垣
市
赤
坂
町
）に
着
た
時
、

立
小
便
を
し
た
ら
大
蛇
の
頭
で
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た
。追
い
駆
け
ら
れ

て
金
生
山
の
頂
上
ま
で
逃
げ
、許
し
て
も
ら
う
た
め
に
、こ
の
地
に
蛇

王
権
現
に
し
て
祀
る
約
束
を
す
る
。金
生
山
の
頂
上
の
明
星
輪
寺
に
、

虚
空
蔵
菩
薩
と
蛇
王
権
現（
蔵
王
権
現
）が
祀
ら
れ
て
い
る
47
。

④
愛
西
市
持
中
町
の
氏
神（
神
明
神
社
）の
境
内
の
池
に
大
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。境
内
に「
松
水
さ
ま
」と
呼
ば
れ
る
竜
神
が
祀
ら
れ

て
い
る
。毎
年
一
月
一
五
日
に
白
お
こ
わ
を
炊
い
て
供
え
る
祭
り
が

行
わ
れ
る
243
。⑤
西
別
所
白
山
神
社（
桑
名
市
大
字
蓮
花
寺
）の
神

は
白
い
龍
で
あ
る
55
。

話
を
集
め
た
。な
お
、昇
天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
る
と
神
通
力
を

失
う
よ
う
で
あ
る
。

①
洞
穴
に
棲
む
雄
雌
の
龍
が
雨
風
を
起
こ
し
て
地
を
荒
ら
す
の

で
、各
地
を
巡
礼
し
て
き
た
和
尚
が
祈
っ
て
雄
龍
を
天
に
昇
ら
せ
、

雌
龍
を
深
い
淵
に
閉
じ
込
め
た
。和
尚
は
こ
の
地
に
龍
洞
寺（
可
児

市
今
渡
）を
建
て
、龍
の
穴
に
あ
っ
た「
龍
の
ま
く
ら
石
」も
本
堂
西

に
祀
っ
て
あ
る
35
。ま
た
こ
の
雌
雄
の
夫
婦
龍
に
つ
い
て
、②
今
渡
ダ

ム（
可
児
市
川
合
）の
堰
堤
の
下
に
あ
っ
た「
ほ
う
ろ
く
淵
」に
雄
雌

の
龍
が
棲
ん
で
お
り
、和
尚
の
祈
り
で
、淵
の
底
の
穴
に
封
じ
込
め

ら
れ
、龍
の
住
処
に
は「
龍
の

ま
く
ら
石
」が
残
っ
て
い
た
と

も
伝
わ
る
228
。な
お
、③
今
渡

ダ
ム
工
事
は
難
工
事
と
な
っ

た
。周
囲
で
は「
ほ
う
ろ
く

淵
」の
龍
の
せ
い
だ
と
噂
さ

れ
、占
い
師
の
婆
さ
ん
に
観
て

も
ら
う
と
、噂
ど
お
り
だ
っ

た
。淵
か
ら
立
ち
退
い
て
も

ら
う
よ
う
に
祈
願
し
、八
王

龍
王
の
祠
を
鎮
座
し
た
ら
、

工
事
が
無
事
完
成
し
た
228
。

④
堤
を
挟
ん
で
2
つ
の
池

（
安
八
郡
安
八
町
大
森
）が

あ
っ
た
。薬
師
の
池
が
干
上
が

り
、大
鯰
が
出
て
き
た
。捕
ま

え
よ
う
と
し
た
ら
、雨
を
降

ら
せ
な
が
ら
下
の
池
の
ほ
う

へ
飛
ん
で
い
っ
た
。大
鯰
は
龍

神
の
化
身
で
、姿
を
見
ら
れ

て
う
ま
く
天
に
昇
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
4
。⑤
正

明
寺
（
安
八
郡
安
八
町
東

結
）側
の
池
を
東
の
蛇
池
、お
薬

師
が
祀
ら
れ
て
い
る
近
く
の
池

を
西
の
蛇
池
と
言
い
、東
の
蛇
池

の
主
が
悪
さ
を
し
、度
々
旅
人

が
消
え
て
し
ま
っ
た
。巫
女
は
鉦

鼓
を
聞
か
す
よ
う
に
言
い
、鉦

鼓
の
音
は
蛇
池
か
ら
何
か
恐
ろ

し
い
者
を
昇
天
さ
せ
た
。龍
神

と
な
り
村
を
守
り
に
戻
っ
て
来

た
の
か
、後
に
、大
垣
の
浄
勝
寺

か
ら
龍
を
彫
り
込
ん
だ
装
飾
板（
破
風
）が
移
転
し
て
き
た
。な

お
、二
つ
の
池
は
今
は
無
い
4
。こ
の「
蛇
池
」は
、「
蛇
池
と
一
本
松

（
一
四
号
）」205
の
池
で
あ
る
。

⑥
池
ン
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
山
手
）の
古
池
か
ら
大
蛇
が
昇

天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
、大
蛇
は
神
通
力
を
失
い
ム
シ
ロ
と
な
っ

た
85
。⑦
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）の
主
の
大
蛇
が

天
に
昇
ろ
う
と
す
る
の
を
見
た
男
が
祟
り
で
死
ん
だ
。大
蛇
は
、海

と
山
で
二
千
年
修
行
す
る
と
天
に
昇
れ
る
が
、見
ら
れ
る
と
神
通

力
が
無
く
な
る
45
。⑧
龍
池（
一
宮
市
上
祖
父
江
竜
池
）の
周
囲
に

老
松
が
茂
っ
て
い
た
が
、一
夜
で
姿
を
消
し
た
。こ
の
松
は
龍
の
精
が

形
を
変
え
た
も
の
で
、荒
天
を
誘
っ
て
昇
天
し
た
1
。な
お
、⑨
蛇

池（
一
宮
市
上
祖
父
江
）で
乙
姫
が
生
ま
れ
た
と
言
い
、小
祠
を
建

て
て
乙
姫
様
を
祀
っ
た
1
。

3‒

3
　
竜
の
退
治
　
　

①
養
老
年
間（
七
一
七
〜
七
二
三
）、深
谷（
郡
上
市
明
宝
寒
水

深
谷
）か
ら
見
座（
高
山
市
上
宝
町
見
座
）に
棲
む
大
蛇
が
人
々
を

悩
ま
せ
て
い
た
が
、修
行
中
の
泰
澄
が
岩（
蛇
岩
）の
上
で
苦
し
む

大
蛇
を
供
養
す
る
と
、岩
に
蛇
形
が
残
っ
た
。こ
の
岩
が
明
治
に
道

路
改
修
で
カ
ン
ナ
リ
ド
チ
に
落
ち
、昭
和
に
あ
る
人
の
夢
枕
で
祀
っ

て
欲
し
い
と
言
い
、現
在
地
に
祀
ら
れ
た
295
。②
人
を
襲
う
大
蛇
を

武
士
が
退
治
し
て
、淵（
中
津
川
市
蛭
川
）に
投
げ
込
み
、そ
の
淵

は
竜
渕
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
108
。③
猟
師
が
細
尾
谷（
加
茂

郡
七
宗
町
上
麻
生
）に
住
む
大
蛇

を
撃
ち
殺
し
た
。そ
の
時
大
蛇
の

血
が
溜
ま
っ
た
の
が
赤
池（
飛
水

峡
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
の
上
流
）で
、

家
に
帰
っ
た
猟
師
は
高
熱
を
出

し
て
亡
く
な
っ
た
。そ
の
鉄
砲
は

神
淵
神
社（
七
宗
町
神
渕
）に
奉

納
さ
れ
て
い
る
275
。

④
池（
瑞
浪
市
土
岐
町
桜
堂
）に
棲
み
悪
さ
を
す
る
竜
を
、仏
の

お
告
げ
で
日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩
の
跡
取
と
さ
れ
る
侍
二
人
が

退
治
し
た
。竜
が
居
な
く
な
っ
た
池
は
水
が
引
き
、肥
沃
な
田
圃
に

な
っ
た
118
。

⑤
月
尾
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津
）の
畑
で
ソ
バ
・
豆
が
何
者

か
に
食
べ
ら
れ
る
。農
民
が
鉄
砲
で
畑
に
現
れ
た
大
蛇
を
撃
つ
と
、

も
の
凄
い
大
雨
と
な
り
、土
橋
も
流
さ
れ
、家
に
帰
っ
た
農
民
は
ま

も
な
く
亡
く
な
っ
た
238
。

各
種
の
伝
説
が
伝
わ
る
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ

町
）で
は
、⑥
山
で
山
姥（
友
人
の
妻
に
化
け
た
池
の
主
の
大
蛇
）を

矢
で
射
っ
た
男
が
血
の
後
を
た
ど
る
と
池（
苧
ヶ
瀬
池
）に
辿
り
着

き
、お
が
せ（
苧
の
つ
む
ぎ
の
束
）が
浮
い
て
い
た
。男
は
後
悔
し
て
、

大
蛇
の
た
め
に
池
に
魚
を
入
れ

た
118
。さ
ら
に
、⑦
苧
ヶ
瀬
池
か

ら
約
二
・
五
㎞
東
の
大
安
寺

（
各
務
原
市
鵜
沼
大
安
寺
町
）

開
山
の
和
尚
の
所
へ
、娘
に
化

け
た
大
蛇
が
怪
我
の
治
療
を
頼

ん
で
き
た
。治
療
の
礼
に
寺
に

引
く
清
水
が
湧
き
出
て
、寺
へ

水
が
引
か
れ
た
222
、ま
た
、⑧
開

山
し
た
和
尚
の
徳
を
慕
っ
て

苧
ヶ
瀬
池
か
ら
来
る
竜
に
水
を
頼
む
と
、座
禅
し
て
い
た
石
の
間

か
ら
湧
き
出
し
た
51
、と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

以
下
に
、物
語
等
で
現
れ
る
人
物
に
退
治
さ
れ
た
蛇
の
話
に
つ
い

て
触
れ
よ
う
。

①
田
畑
を
荒
ら
す
白
蛇
退
治
を
弓
の
名
人
俵
藤
太（
藤
原
秀
郷

の
異
称
で
、百
足
退
治
な
ど
で
知
ら
れ
る
。）に
頼
み
成
功
し
、村
人

は
大
蛇
の
魂
を「
白
蛇
神
社
」（
揖
斐
郡
池
田
町
山
洞
）に
祀
っ
た
47
。

②
両
面
宿
儺
が
高
沢
山

で
悪
さ
を
し
て
い
た
竜
を

退
治
し
、山
頂
に
日
龍
峯

寺（
関
市
下
之
保
）を
建
て

た
125
と
も
、ま
た
、③
両
面

宿
儀
が
日
龍
峯
寺
の
山
の

池
に
棲
み
村
を
荒
ら
す
竜

を
刀
で
退
治
し
た
。こ
の

時
、谷
川
に
流
れ
込
ん
だ

竜
の
血
は
田
圃
に
も
入
り
、

寺
の
麓
の
田
に
は
、竜
の
お

詫
び
か
、ヒ
ル
が
居
な
く

な
っ
た
47
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。な
お
、両
面
宿
儺
は『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
命
に
逆
ら
う
凶
賊
と
さ
れ
る
が
、岐
阜
県
の
在
地
伝
承
で

は
毒
龍
退
治
や
寺
院
の
縁
起（
高
山
市
の
千
光
寺
・
日
竜
峰
寺
な

ど
）に
関
す
る
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。

3‒

4
　
子
に
残
し
た
大
蛇
の
目
玉
　
　

①
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
で
は
、夫
の
許
を
去
る
時
に
、子
に
残
し

た
目
玉
を
二
回
も
眼
病
を
患
う
殿
に
取
ら
れ
た
の
で
、津
波
の
発

生
を
親
子
に
は
知
ら
せ
て
逃
げ
さ
せ
た
後
、大
津
波
で
殿
の
家
か

ら
里
ま
で
皆
流
さ
れ
た 

104
。

②
大
丹
生
池（
高
山
市
丹
生
川
町
）の
大
蛇
が
娘
に
化
け
て
女
房
に

な
っ
た
。子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ
て
池
に
帰
る
際
、子
に
目
玉
を
一
つ

残
す
が
、盗
ま
れ
た
の
で
、再
度
目
玉
を
与
え
た（
両
目
）。盲
目
に
な
っ

た
蛇
に
時
や
方
角
を
知
ら
せ
る
た
め
、夫
は
寺
に
釣
り
鐘
を
寄
進
し

た
104
。な
お
、③
亭
主
と
子
供
に
別
れ
る
際
、お
し
ゃ
ぶ
り
用
に
残
し
た

目
玉
を
殿
に
取
ら
れ
、再
度
目
玉
を
与
え
て
メ
ク
ラ
に
な
っ
た
の
で
、

寺
の
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に
頼
ん
だ
話
が
、高
山
市
上
宝
町
本
郷
に
伝

わ
っ
て
い
る
104
。ま
た
、④
子
が
十
五
歳
に
な
っ
た
ら
、二
つ
目
の
目
玉

を
返
す
約
束
を
し
た
が
、村
人
の
意
見
は
返
す
か
返
さ
な
い
か
で
分

か
れ
た
。し
か
し
、千
光
寺（
高
山
市
丹
生
川
町
下
保
）に
滞
在
し
て
い

た
円
空
の
意
見
で
返
し
た
269
。

⑤
唯
願
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
下
山
）の
僧
は
、京
の
帰
り
に
つ
い

て
き
た
女
と
夫
婦
に
な
っ
た
が
、大
蛇
で
あ
っ
た
。、女
は
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
子
を
残
し
て
本
堂
前
の
井
戸
に
飛
び
込
ん
だ
が
、子
の
た
め
に

「
し
ぶ
な
し
の
カ
ヤ
」と
玉
を
残
し
た
。三
年
後
、玉
と
引
き
換
え
に
金

の
出
る
小
俵
を
く
れ
た
118
。な
お
、⑥
こ
の
井
戸
は
琵
琶
湖
ま
で
続
い

て
い
る
と
言
わ
れ
る
229
。カ
ヤ（
イ
チ
イ
科
カ
ヤ
属
の
常
緑
針
葉
樹
）の

実
は
食
用
に
な
る
。

を
撃
ち
殺
し
、祟
り
で
死
ん
だ
。雌

の
蛇
は
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥

町
前
谷
）に
移
っ
た
。雄
池
の
西
の

雌
池
は
残
っ
て
る
287
。
ま
た
、

「
3‒

1
金
物
が
嫌
う
主
」で
述
べ

た
村
間
ヶ
池
に
つ
い
て
は
、⑥
干
田

野（
白
鳥
町
下
田
野
）に
棲
ん
で
い

た
大
蛇
は
、洪
水
の
後
に
一
晩
で

干
上
が
っ
た
の
で
、村
間
ヶ
池
に
移

り
住
ん
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
52
。さ

ら
に
、⑦
大
蛇
が
村
間
ヶ
池
へ
下
る
時
に
山
が
崩
れ
て
、洞（
割
り

洞
。郡
上
市
明
宝
気
良
）が
出
来
た
295
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
恵
那
市
上
矢
作
町
の「
海
」（
達
原
渓
谷
に
あ
る
地
名
）に
青

竜（
雄
）と
黒
竜（
雌
）の
龍
が
住
ん
で
い
た
が
、上
か
ら
流
れ
て
き

た
白
竜（
雌
）に
元
か
ら
居
た
黒
竜
が
か
み
殺
さ
れ
た
。黒
竜
は
恨

み
で
人
に
祟
っ
た
が
、村
人
は
弁
天
様
を
祀
っ
て
鎮
め
た
99
。

⑨
関
市
板
取（
蕪
山
の
荒
倉
と
上
つ
谷
間
）の
尾
根
近
く
の
2
つ

の
池
に
雄
雌
の
大
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。猟
師
が
池
に
浮
か
ぶ
2
羽

の
鴨（
雌
雄
の
大
蛇
が
変
身
し
て
い
た
）を
撃
と
う
と
し
た
ら
、弾

は
当
た
ら
ず
、強
風
と
大
雨
の
嵐
に
な
り
、家
に
帰
っ
た
猟
師
は
寝

込
ん
で
亡
く
な
っ
た
。干
天
時
に
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
、鳶
の
先
で

池
を
掻
き
混
ぜ
る
と
、金
物
に
怒
っ
た
大
蛇
が
上
流
か
ら
大
水
を

流
し
、伐
採
し
た
木
材
や
人
が
流
さ
れ
た
8
。

⑩
沼
田（
山
県
市
富
永
の
水
品
）に
雄
雌
の
竜
が
お
と
な
し
く
暮

ら
し
て
い
た
が
、雌
の
挑
発
で
、雄
は
度
胸
試
し
に
人
を
襲
っ
て
し

ま
っ
た
。そ
れ
を
悔
い
た
雄
雌
の
竜
は
、天
に
豪
雨
と
と
も
に
昇
り
、

い
ま
も
そ
の
後
が
蛇
道
と
し
て
残
っ
て
い
る
124
。な
お
、兄
弟
の
大

蛇
も
い
て
、⑪
仲
越（
山
県
市
神
崎
。県
道
二
〇
〇
号
線
の
終
点
集

落
）の
池
に
棲
ん
で
い
た
大
蛇
の
兄
弟
が
大
洪
水
を
起
こ
し
て
海
へ

下
る
途
中
、弟
が
死
ん
で
し
ま
う
。兄
だ
け
で
海
へ
下
る
た
め
に
は
、

三
部
経
が
必
要
で
、伊
住
戸（
仲
越
か
ら
下
流
約
六
㎞
）の
お
寺
へ

取
り
に
来
た
124
。

3‒

7
　
竜
の
祟
り
　
　

①
高
山
市
丹
生
川
町
曽
手
の
集
落
に
、池
の
形
を
し
た「
水
な

し
」と
言
う
所
が
あ
る
。昔
は
池
で
お
む
つ
を
洗
っ
て
い
る
と
嵐
に

な
り
、竜
神
が
追
い
駆
け
て
来
て
、気
が
付
く
と
水
が
枯
れ
て
い
た

269
。②「
池
の
浜
」（
下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
）の
池
で
、石
の
上
の
小

さ
い
蛇
を
池
に
落
と
す
度
に
蛇
は
大
き
く
な
り
、つ
い
に
大
蛇
と

な
っ
て
男
衆
二
人
を
襲
っ
た
。二
人
は
大
蛇
を
た
た
き
殺
し
た
が
、

祟
り
に
あ
い
謎
の
病
で
死
ん
だ
97
。

木
曽
駒
森
林
公
園（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の「
七
尋
石
」に
つ
い
て

は
、③
惣
の
島（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
原
野
）の
若
者
が
大
蛇
に
襲
わ

れ
鎌
で
大
蛇
を
切
っ
た
ら
、の
た
う
っ
て
淵
へ
落
ち
て
行
っ
た
。淵
は
蛇

切
り
淵
と
呼
ば
れ
た
276
。後
日
談
と
し
て
、④
原
野
村
の
こ
の
若
者
に

嫁
い
だ
お
濃
は
、大
蛇
の
祟
り
で
蛇
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
姿
を
夫
に
見

ら
れ
て
離
縁
さ
れ
、さ
ら
に
実
家
か
ら
も
追
い
払
わ
れ
た
。途
方
に
く

れ
た
お
濃
が
座
っ
て
い
た
石（
七
尋
石
）に「
う
ろ
こ
」の
跡
と
麻
桶
を

置
い
た
窪
み
が
残
っ
て
い
る
276
。ま
た
、⑤
お
濃
は「
濃
ケ
池
」の
竜
に

見
初
め
ら
れ
て
身
ご
も
り
、「
七
尋
石
」の
所
で
出
産
し
た
が
、家
に
帰

れ
な
い
の
で「
濃
ケ
池
」に
身
投
げ
し
た
と
も
伝
わ
る
。な
お
、「
濃
ケ

池
」は
大
原（
木
曽
郡
木
曽
町
新
開
大
原
）奥
の
池
、あ
る
い
は
、駒
ケ

岳
の
麓
の
池
と
も
言
わ
れ
て
い
る
276
。⑥
明
星
岩（
木
曽
郡
木
曽
町
日

義
原
野
）に
住
ん
で
い
た
白
カ
ジ
カ
が「
濃
ケ
池
」の
大
蛇
を
負
か
し
た

ら
、大
蛇
は
池
か
ら
伊
勢
の
海
へ

行
っ
た
276
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑦
大
船
山（
恵
那
市
上
矢
作

町
）に
棲
ん
で
い
た
悪
魔
が
、蝮
の

頭
に
よ
く
似
た
石（
マ
ム
シ
岩
）に

封
じ
込
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
99
。

⑧
男
が
魚
釣
り
の
後
、石（
中
津

川
市
蛭
川
奥
渡
区
）の
上
で
一
服

し
て
い
る
と
一
匹
の
蛇
が
出
て
き

た
。悪
戯
で
、煙
草
の
ヤ
ニ
を
魚
の

腸
に
混
ぜ
て
与
え
た
。夜
蛇
の
恨
む
声
が
聞
こ
え
、翌
日
、蛇
は
死

ん
だ
が
、暫
く
し
て
、男
は
祟
り
で
川
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、そ
の

石
は「
蛇
石
」と
呼
ば
れ
た
47
。

岩
村
城（
恵
那
市
岩
村
町
）の
大
蛇
に
関
す
る
話
と
し
て
、「
本

洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
の
他
に
、⑨
宝
永
五（
一
七
〇
八
）

年
、猟
師（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
）が
魔
物
だ
と
思
い
大
蛇
を
撃

ち
殺
し
、馬
の
骨
ほ
ど
も
あ
る
蛇
骨
を
岩
村
城
に
届
け
た
。岩
村
の

子
供
が
こ
の
蛇
に
飲
ま
れ
て
尻
か
ら
出
た
が
一
生
頭
の
毛
が
生
え

な
か
っ
た
212
。⑩
岩
村
城
が
敵
陣
の
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、秘
蔵
の

蛇
の
骨
を
井
戸
に
沈
め
る
と
城
を
霧
が
覆
い
、勝
っ
て
、霧
ヶ
城
と

名
が
つ
い
た
13
。な
お
、偶
然
蛇
の
骨
が
井
戸
に
入
っ
た
話
と
し
て
、

⑪
負
け
戦
の
兵
士
が
躓
い
て
、何
か
が
井
戸
に
落
ち
、霧
が
立
ち
込

め
て
勝
利
し
た
。井
戸
を
調
べ
る
と
蛇
の
頭
蓋
骨
で
、城
の
宝
に
な

り
、城
は
霧
ヶ
城
と
名
付
け
ら
れ
た
47
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑫
円
光
寺（
飛
騨
市
古
川
町
殿

町
）の
宝
物「
蛇
骨
」（
約
三
m
）は
、

越
後
の
国
で
、本
妻
に
殺
さ
れ
た

妾
が
大
蛇
に
変
身
し
た
が
、親
鸞

に
よ
る
供
養
で
、大
蛇
は
菩
薩
に
な

り
昇
天
し
、越
後
の
寺
か
ら
持
っ
て

来
ら
れ
た
物
で
あ
る
102
。

仏
の
教
え
を
学
ん
だ
後
に
、寺

に
蛇
骨
を
残
し
た
蛇
も
い
る
。⑬

龍
泰
寺（
関
市
下
有
知
の
守
り
神

の
竜
は
、死
期
が
迫
っ
た
の
で
、仏
の

教
え
を
乞
う
て
寺
に
来
て
、天
に
逝

き
、寺
に
竜
骨
が
秘
蔵
さ
れ
、竜
神

は
境
内
の「
竜
ヶ
池
」に
あ
る
島
の

祠
に
祭
ら
れ
て
い
る
71
。⑭
葦
池

（
各
務
原
市
下
中
屋
町
。春
日
神
社

境
内
に
池
は
現
在
無
い
）の
大
蛇
は

旅
人
を
食
べ
た
り
田
畑
を
荒
ら
し

た
り
し
た
が
、若
嫁
に
化
け
て
河
野

西
入
坊（
各
務
原
市
下
中
屋
町
）で

の
説
教
を
熱
心
に
聴
き
、住
職
に
亡

く
な
っ
た
後
の
始
末
を
頼
ん
で
、大

蛇
と
な
っ
て
亡
く
な
り
、寺
に
は
、

現
在
も
上
顎
と
下
顎
の
骨
が
残
っ

て
い
る
222
。

祟
り
に
戻
る
と
、⑮
大
船
神
社

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
石
段
で
満

願
の
日
に
大
蛇
を
見
た
松
助
が
亡

く
な
り
、そ
の
者
の
家
の
前
に「
松
明

霊
神
」の
石
碑
が
建
て
ら
れ
、祀
ら

れ
た
。な
お
、大
蛇
を
三
つ
に
切
っ

て
、頭
を
大
船
神
社
、腹
を
中
山
神

社（
恵
那
市
串
原
中
沢
）、尻
尾
を

愛
知
県
東
加
茂
郡
に
奉
納
し
た
伝

説
も
あ
り
、松
助
は
大
船
神
社
の
ご

神
体
を
見
た
祟
り
で
病
死
し
た
99
。

⑯
伊
勢
山（
本
巣
市
法
林
寺
）の

中
腹
に
あ
る
大
岩
は
、神
が
宿
る
岩

と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。山
菜
取

り
の
村
人
が
、「
山
で
味
噌
を
焼
く

と
、匂
い
で
大
蛇
が
来
る
」と
の
言
い
伝
え
を
忘
れ
、大
岩
の
上
で
味
噌

を
焼
い
て
昼
食
に
し
た
ら
、大
岩
の
下
か
ら
出
て
来
た
大
蛇
に
睨
ま

れ
、つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
128
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
の
小
島
山（
八
六
四
m
）頂
上
に
あ
る
古

賀
ヶ
池
に
は
、小
島
山
周
辺
の
数
村
で
よ
く
似
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑰
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、大
蛇
に
愛
犬
を
食
わ
れ
た

猟
師
が
、仇
討
ち
に
失
敗
し
、瑞
岩
寺
村（
現
揖
斐
川
町
瑞
岩
寺
に
該

当
）の
氏
神
様
に
逃
げ
込
み（
一
説
に
は
、瑞
岩
寺
村
の
秋
葉
神
社
に
隠

れ
、神
様
が
大
蛇
を
追
い
返
す
と
）、よ
う
や
く
大
蛇
は
帰
っ
た
28
。⑱

そ
の
時
大
蛇
が
壊
し
た
谷（
じ
ゃ
が
谷
、一
説
で
は
城
ヶ
谷
）は
、大
雨

の
た
び
に
荒
れ
、不
作
が
続
い
た
の
で
、大
蛇
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め

に
、池
の
ほ
と
り
に
祠
を
建
て
た
11
。ま
た
、⑲
享
保 

（
一
七
一
六
〜
三

五
）年
間
、猟
師（
揖
斐
川
町
白
樫
）の
犬
が
古
川
池（
古
賀
ヶ
池
に
該

当
）で
大
蛇
に
呑
み
こ
ま
れ
た
。猟
師
と
友
人
は
、復
讐
に
行
く
が
、急

所
が
は
ず
れ
て
大
蛇
に
追
わ
れ
、揖

斐
郡
大
野
町
黒
野
の
八
幡
社
に
逃

げ
込
む
と
大
蛇
は
息
絶
え
た
。大

蛇
は
焼
か
れ
、灰
を
埋
め
て
供
養
し

た
。黒
野
駅
レ
ー
ル
パ
ー
ク
東
二
〇

〇
ｍ
辺
り
に「
へ
ん
び
塚
」が
残
っ
て

い
る
217
。

さ
ら
に
、⑳
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

東
津
汲（
旧
久
瀬
村
）で
は
、猟
師

の
犬
が
古
賀
ヶ
池
で
雄
の
大
蛇
に

呑
ま
れ
た
。撃
ち
取
っ
た
ら
雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ
、猟
師
は
な
ん
と
か

逃
げ
、猟
師
を
見
失
っ
た
大
蛇
は
別
の
谷
に
出
て
行
っ
た
238
。ま
た
一
説

で
は
、㉑
雄
の
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
が
、雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ

た
猟
師
は
瑞
岩
寺
村
の
北
の
宮
に
逃
げ
込
み
、大
蛇
が
社
殿
を
壊
し

な
が
ら
村
を
水
浸
し
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
、宮
の
神
が
鯰
に
な
っ
て

飲
み
干
し
た
238
と
、伝
わ
っ
て
い
る
。

現
大
垣
市
上
石
津
町
に
も
犬
と
大
蛇
の
話
が
あ
る
。㉒
多
良
村（
大

垣
市
上
石
津
町
）の
狩
猟
の
上
手
い
侍
が
、幾
久
里
の
山
で
犬
に
飛
び

掛
か
る
大
蛇（
主
）を
刀
で
切
り
つ
け
、大
蛇
は
淵
へ
逃
げ
た
。翌
年
、そ

の
淵
で
侍
が
投
網
を
す
る
と
、主
に
引
き
込
ま
れ
、以
来
そ
の
淵
を「
へ

び
が
淵
」と
恐
れ
た
37
。ま
た
、㉓
上
多
良
の
豪
士
が
幾
久
里
の
山
へ

狩
り
に
行
く
と
、小
さ
な
ト
カ
ゲ
が
豪
士
を
幾
久
里
川
の
淵
へ
引
き

ず
る
。怒
っ
た
豪
士
は
ト
カ
ゲ
を
切
り
殺
す
と
、ト
カ
ゲ
は
淵
に
落
ち
、

赤
黒
い
血
に
染
ま
っ
た
淵
か
ら
二
つ
の
大
き
な
目
が
光
っ
て
お
り
、こ

こ
を「
蛇
ぶ
ち
」と
言
っ
た
37
。さ
ら
に
、㉔
上
多
良
の
人（
三
輪
佐
太

夫
）は
犬
を
連
れ
て
魚
取
り
に
行
っ
た
。川
で
大
蛇
に
遭
遇
し
胴
を
二

つ
に
切
っ
た
。翌
日
、川
で
魚
の
群
れ
を
見
か
け
、投
網
す
る
と
川
底
へ

引
き
込
ま
れ
た
。実
は
群
れ
は
大
蛇
の
頭
だ
っ
た
。こ
の
淵
を「
蛇
淵
」

（「
佐
太
夫
淵
」229
）と
言
う
37
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

㉕
猟
師
が
鴨
を
打
ち
に
沼
に
来
た
が
、笠
を
残
し
て
姿
を
消
し
た
。

そ
れ
以
降
、笠
取
池（
一
宮
市
萩
原
町
西
宮
重
）と
呼
ば
れ
た
。沼
の
主

が
大
亀
で
、埋
め
た
て
る
と
祟
り
が
あ
る
1
。な
お
、鹽
道
神
社（
一
宮
市

千
秋
町
塩
尻
居
屋
敷
）周
辺
の
湿
地
に
も
、笠
を
取
り
に
行
っ
た
巡
礼

が
ヨ
シ
の
深
み
に
嵌
り
、笠
だ
け
が
残
さ
れ
た
笠
取
沼
伝
説
が
あ
る
。

文
字
を
使
用
す
る
以
前
の
先
史
時
代
、中
国
で
は
す
で
に
貝
殻

で
作
っ
た
龍
形
な
ど
、後
代
の
龍
の
形
象
と
共
通
項
を
持
つ
遺
物
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。殷
代（
B
C
一
七
世
紀
〜
B
C
一
〇
四
六
年
）

後
期
の
甲
骨
文
字
に
は
龍
の
文
字
が
出
現
し
て
お
り
、こ
の「
龍
」

の
文
字
を
用
い
る
族（
龍
族
）が
祀
っ
た
神
は
降
雨
の
有
無
を
問
う

水
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。

龍
の
姿
は
、後
漢
時
代（
二
五
〜
二
二
〇
年
）の
学
者
王
府
が
、

龍
に
つ
い
て「
九
似
説
」（
頭
は
ラ
ク
ダ
、目
は
鬼
、角
は
鹿
、首
は

蛇
、腹
は
蛟﹇
虯
・
螭
・
虬
で
、蛇
に
似
た
想
像
上
の
動
物
﹈、鱗
は

魚
、爪
は
鷹
、足
は
虎
、耳
は
牛
）を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。

1
．龍
と
蛇
の
融
合

雨
乞
い
伝
説
な
ど
で
は
、蛇
も
龍
も
同
じ
霊
験
を
現
し
て
お
り
、

蛇
と
龍
の
区
別
が
つ
か
な
い
。な
お
、雨
乞
い
専
用
の
龍
は
玄
宗
皇

帝（
六
八
五
〜
七
六
二
）の
唐
代
に
登
場
し
て
い
る
。

八
木
133
は
、仏
教
に
お
け
る
コ
ブ
ラ
を
神
格
化
し
た
蛇
神（
蛇
の

精
霊
、ナ
ー
ガ
）が
中
国
の
龍
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
述
べ
て
い

る
。中
国
の
龍
は
①
水
と
の
関
連
性
、②
水
辺
に
棲
み
、財
宝（
珠
）

を
守
る
、③
魚
な
ど
に
自
在
に
変
化
す
る
特
性
を
備
え
た
超
自
然

的
な
聖
獣
で
あ
る
。一
方
、イ
ン
ド
の
蛇
神
は
①
水
と
の
関
連
性
、

②
龍
宮
に
棲
み
、財
宝（
仏
舎
利
等
）を
守
る
、③
擬
人
化
さ
れ
て

人
語
を
解
し
、人
と
交
わ
る
特
性
を
持
ち
、魏
晋
南
北
朝
時
代（
一

八
四
〜
五
八
九
）以
降
、コ
ブ
ラ
の
い
な
い
中
国
で
隆
盛
し
た
仏
教

の
漢
訳
仏
典
を
介
し
て
イ
ン
ド
の
蛇
神
が
中
国
の
龍
の
概
念
に
影

響
を
与
え
、唐
代（
六
一
八
〜
九
〇
七
）に
小
説
の
龍
宮
譚
・「
劉
毅

伝
」以
降
、龍
宮
の
記
事
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
八
木
は
、イ
ン
ド
の
蛇
神
も
中
国
の
龍
も
共
に
雨
を
降

ら
せ
る
能
力
を
有
し
、雨
乞
い
の
儀
式
に
関
す
る
共
通
項
が
、仏
典

の
蛇
神
が
中
国
の
龍
と
同
一
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
。な

お
、龍
の
爪
の
数
に
つ
い
て
は
、漢
代（
B
C
二
〇
六
〜
A
D

二
二
〇
）皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
龍
の
爪
の
数
は
三
本
で
、宋

代（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）に
四
本
、元
代（
一
二
七
一
〜
一
三
六

八
年
）か
ら
五
本
に
増
え
た
。

2
．金
物
を
嫌
う
龍

水
神
が
金
物
を
嫌
う
理
由
を
述
べ
る
前
に
、鋳
物
師
を
支
配
し

た
真
継
家
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
15
。

鋳
造
の
歴
史
は
弥
生
時
代（
B
C
三
世
紀
頃
〜
A
D
三
世
紀
中

頃
）に
遡
る
が
、造
寺
造
仏
技
術
が
六
世
紀
末
に
伝
来
し
て
飛
鳥

寺
の
造
営
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
、鋳
造
技
術
は
大
い
に
発
達
し
た
。

律
令
時
代（
大
化
の
改
新
後
の
七
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀
頃
ま

で
）の
鋳
銅
技
術
は
、貴
族
も
鋳
造
技
術
者
を
確
保
し
て
お
り
、ま

た
鋳
銅
技
術
は
民
間
に
も
広
範
に
存
在
し
て
い
た
が
、天
皇
家
は

需
要
の
多
い
所
に
技
術
者
を
出
向
さ
せ
て
鋳
銅
製
品
を
制
作
さ
せ

て
お
り
、飛
鳥
・
奈
良
時
代（
五
九
二
〜
七
九
四
）に
は
天
皇
家
と

鋳
物
師
と
の
結
び
つ
き
も
始
ま
っ
た
。　

天
文
八（
一
五
三
九
）年
、真
継
久
直
は
天
皇
に
仕
え
る
家
の
地

位
を
乗
っ
取
っ
て
地
下
官
人
真
継
家
を
成
立
さ
せ
、天
皇
家
の
偽

文
書
を
創
作
・
配
布
し
権
威
づ
け
て
、各
地
の
鋳
物
師
支
配
を
開

始
し
た
。

こ
こ
で
偽
文
書
は
、天
皇
家
か
ら
出
さ
れ
た
蔵
人
所
牒（
蔵
人
所

は
い
わ
ば
天
皇
家
の
事
務
官
の
役
所
）の
内
容
を
踏
ま
え
て
、真
継

家
に
都
合
の
良
い
文
書
を
書
き
加
え
た
も
の
で
、鋳
物
師
集
団
や

そ
の
首
領
に
対
し
て
諸
国
通
行
税
の
免
除
等
、営
業
上
の
特
権
を

保
証
す
る
内
容
が
多
い
。な
お
、偽
文
書
に
は
朝
廷
文
書
に
捺
印
さ

れ
る
正
規
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
内
印
が
捺
し
て
あ
る
。さ
ら
に
真

継
珍
弘（
一
六
七
二
〜
七
三
三
）は
、鋳
物
を
家
業
と
す
る
こ
と
を

認
め
る
許
可
状「
許
状
」を
発
給
し
、以
後
、鋳
物
師
の
代
替
り
ご

と
に
更
新
さ
れ
、鋳
物
師
支
配
が
拡
大
し
た
。

こ
の
真
継
家
と
鋳
物
師
と
の
関
係
は
、惟
喬
親
王
を
祖
と
仰
ぐ

木
地
師
と
の
関
係
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

吉
岡
51
は
、鉄
器
の
製
造
者（
鋳
物
師
）が
鉄
器
の
強
靭
性
を
言
い

募
る
た
め
に
、鉄
器
は
水
神（
龍
神
や
河
童
な
ど
）さ
え
抑
え
込
む
威

力
を
持
ち
、そ
れ
ゆ
え
水

神
は
鉄
器
を
嫌
う
と
伝

え
た
、と
述
べ
て
い
る
。

水
神
は
、池
に
入
れ
ら

れ
た
嫌
い
な
金
物（
鎌

等
）に
怒
り
、そ
の
地
に

雨
を
降
ら
せ
た
。つ
ま

り
、雨
乞
い
の
方
法
と
し

て
水
神
が
嫌
う
金
物
が

用
い
ら
れ
、例
え
ば
恵
那

市
の
笠
置
山（
一
一
二
八

m
）の
笠
置
神
社
の
鎌
を

借
り
て
雨
乞
い
を
行
い
、

ま
た
、恵
那
市
の
三
森
山（
一
一
〇
〇
m
）山
頂
の
三
森
山
社
の
鎌

を
麓
の
垂
松
瀑
に
投
げ
入
れ
て
雨
乞
い
を
行
っ
て
い
た
。

３
．竜
・
大
蛇
伝
説

飛
騨
地
方
に
は
、異
類
婚
姻
い
わ
ゆ
る
蛇
婿
に
分
類
さ
れ
る
話
が

多
く
伝
わ
り
、そ
の
内
容
の
多
く
は
、針（
蛇
の
嫌
い
な
金
物
）を
婿

（
蛇
）の
着
物
に
つ
け
て
退
治（
例
え
ば
104
、105
、270
等
）し
、ま
た
、妊

娠
し
た
娘
に
菖
蒲
酒
や
菊
酒
を
飲
ま
せ
て
流
産（
例
え
ば
72
）さ
せ

る
話
で
あ
る
が
、本
章
で
は
異
類
婚
姻
は
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
取
り

上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

3‒

1
　
金
物
を
嫌
う
主
　

①
旧
越
中
東
街
道
の
千
貫
桟（
長
三
〇
〇
間
余
り
、明
治
に
県

道
を
飛
騨
市
神
岡
町
横
山
か
ら
西
街
道
に
移
し
、高
原
川
に
千
貫

橋
を
架
け
た
）下
の
深
淵
に
棲
む
主
は
鉄
を
嫌
い
、淵
に
引
き
ず
り

込
む
の
で
、鉄
を
運
ぶ
時
は
山
道
を
迂
回
し
た
104
。②
飛
騨
市
神

岡
町
東
雲
西
側
の
平
坦
部
が
開
墾
さ
れ
た
が
、水
が
不
足
し
、大

蛇
が
棲
む
と
伝
わ
る
池
で
鍋
・
釜
を
洗
っ
て
い
た
。大
蛇
は
堪
ら
ず

池
か
ら
逃
げ
出
す
際
、恨
み
に
大
雨
を
降
ら
せ
た
。恨
み
を
鎮
め
る

た
め
に
経
塚
を
一
三
造
り
、一
つ
の

経
塚
が
残
っ
て
い
る
104
。③
小
八

賀
川（
高
山
市
丹
生
川
町
根
方
）

の
竜
宮
に
通
じ
る
と
言
わ
れ
た
琴

淵
に
は
大
蛇
の
主
が
棲
み
、主
は

金
物
を
嫌
い
、釘
を
使
っ
た
橋
を

琴
淵
に
架
け
た
ら
、一
夜
で
橋
は

流
さ
れ
た
269
。な
お
、④
琴
淵
の
主

は
ガ
ロ
オ（
河
童
）と
も
言
わ
れ
て

い
た
。猟
師
が
そ
れ
を
狙
い
投
網

す
る
と
、大
イ
ワ
ナ（
九
〇
㎝
）

が
捕
れ
、見
世
物
に
出
し
た
269
。

⑤
坂
山（
蔵
柱
、小
萱
と
吉

田
に
連
な
る
山
）に
棲
む
大
蛇

が
、蔵
柱
村（
高
山
市
上
宝
町
）

や
北
側
の
小
萱（
飛
騨
市
神
岡

町
）の
人
々
の
夢
枕
で
、子
ど
も

が
多
く
な
っ
た
の
で
村
に
棲
ま

せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
が
断
ら

れ
、小
萱
の
谷
に
金
物
の
剣
八

本
が
立
っ
た
。忘
れ
た
頃
に
、小

萱
の
西
の
吉
田（
神
岡
町
）か
ら
鉄
砲
水
と
な
り
蛇
が
抜
け
た
39
。

同
じ
く
大
蛇
の
子
供
が
増
え
た
話
と
し
て
、⑥
大
蛇
夫
婦
が
苅

安
峠（
高
山
市
一
之
宮
町
）の
大
き
な
池
に
棲
ん
で
い
て
、子
が
増
え

た
の
で
、村
人
に
相
談
し
た
。村
人
は
大
蛇
が
里
へ
来
な
い
よ
う
に
、

池
の
北
側
の
堤
に
金
物
を
埋
め
た
。す
る
と
、大
蛇
は
怒
り
、洪
水

と
と
も
に
無
数
河
川
か
ら
益
田
川（
飛
騨
川
）に
移
り
住
ん
だ
292
。

⑦
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥
町
前
谷
）に
は
老
大
蛇
が
棲
み
、大

蛇
は
金
属
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。番
所
の
役
人
の
子
供
が
た
わ
む
れ
に

鎌
を
池
に
投
げ
入
れ
る
と
大
暴
風
雨
に
な
り
、農
夫
が
池
か
ら
鎌

を
拾
い
上
げ
た
ら
静
か
に
な
っ
た
237
。

⑧
井
沢
川（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）の
淵
に
棲
む
大
蛇
は
人

を
引
き
ず
り
込
ん
だ
。と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
大
蛇
に
釜
を
被
せ
て

出
ら
れ
な
く
し
た
99
。

3‒

2
　
竜
の
昇
天
　

　
海
に
千
年
、山
に
千
年
棲
み

つ
い
た
蛇
は
天
に
昇
っ
て
竜
に

な
る
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、

経
験
が
豊
か
で
抜
け
目
が
な

く
、し
ぶ
と
く
狡
く
な
っ
て
い
く

こ
と
の
例
え
と
し
て「
海
千
山

千
」と
言
う
。

こ
こ
で
は
、竜
が
昇
天
す
る

岩村城址と「霧ヶ井戸」円光寺

河野西入坊 龍泰寺の竜ヶ池

へんぴ塚

は
ら
わ
た
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
2
章
　
竜
伝
説

㉖
草
刈
り
の
最
中
に
番
頭
さ
ん

は
付
近
の
蛇
池
で
、水
を
飲
み
に
来

た
蛇
の
頭
を
誤
っ
て
切
っ
て
し
ま
っ

た
。仕
事
の
後
、番
頭
さ
ん
は
喉
が

渇
い
た
の
で
池
の
水
を
呑
ん
だ
ら

死
ん
で
し
ま
っ
た
。弔
い
の
た
め
に

地
蔵（
養
老
郡
養
老
町
直
江
の
旧

牧
田
川
堤
防
の
お
地
蔵
様
）を
建
て
た
132
。

3‒

8
　
秀
逸
な
彫
り
物
や
絵
の
竜
　
　

①
麦
飯
峠
に
棲
む
大
龍
が
旅
人
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
退
治
し

た
。そ
の
後
、龍
の
姿
を
ム
ツ
の
神
に
彫
刻
し
て
も
ら
い
、龍
門
寺

（
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
）の
山
門
に
架
け
た
。し
か
し
龍
の
魂
が
夜

な
夜
な
悪
さ
を
す
る
の
で
、ム
ツ
の
神
に
龍
の
目
に
穴
を
あ
け
て
栓

を
し
て
鎮
め
て
も
ら
っ
た
275
。

ま
た
一
説
に
は
、②
龍
門
寺

を
通
り
か
か
っ
た
男（
左
甚
五

郎
と
伝
わ
る
）が
龍
の
彫
り
物

を
造
り
、大
門
に
飾
っ
た
。そ
の

龍
が
悪
さ
を
し
た
の
で
お
教
を

あ
げ
、池（
山
門
の
内
側
）を

掘
っ
て
祀
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て

い
る
118
。

③
村
人
が
薬
王
寺（
可
児

市
東
帷
子
）高
梁
に
彫
ら
れ
た

上
り
竜
と
下
り
竜
に
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降
ら
せ
過
ぎ
た
の
で
、村
人

が
天
に
矢
を
射
っ
た
ら
止
ん
だ
。晴
れ
る
と
下
り
竜
の
片
目
が
つ
ぶ

れ
て
い
た
35
。

④
手
力
雄
神
社（
各
務
原
市
那
加
手
力
町
）の
拝
殿
の
木
彫
り
の

龍（
一
対
）が
畑
を
荒
ら
し
た
の
で
、出
歩
け
な
い
よ
う
に
お
祓
い
し

て
目
に
釘
を
打
っ
た
24
。実
際
は「
目
玉
に
釘
は
無
い
が
、し
か
し
、寄

木
を
確
実
に
つ
な
ぐ
た
め
に
隠
し
て
大
き
な
釘
で
固
定
し
て
あ
り
」、

「
龍
を
釘
で
打
ち
つ
け
た
」状
態
と

言
え
る
。

⑤
殿
様（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春

日
川
合
）が
左
甚
五
郎
と
他
の
一

人
に
大
蛇
の
彫
刻
を
命
じ
た
。甚

五
郎
が
観
音
菩
薩
に
大
蛇
の
姿

を
見
せ
て
欲
し
い
と
願
う
と
、池

か
ら
大
蛇
が
姿
を
見
せ
た
の
で
、

そ
の
姿
を
彫
り
あ
げ
た
。殿
に
見

せ
る
と
彫
り
物
な
の
に
、鎌
首
を

持
ち
上
げ
た
224
。

⑥
走
井
山
勧
学
寺（
桑
名
市
矢
田
）の
本
堂
天
井
に
描
か
れ
た

龍（
水
飲
み
竜
）が
井
戸
の
水
を
飲
み
に
来
た
の
で
、竜
の
目
に
大

き
な
釘
を
打
ち
つ
け
た
55
。⑦
桑
名
旧
城（
桑
名
市
吉
之
丸
）蟠
龍

櫓
の
胸
瓦
は
蹲
っ
た
龍
の
形
を
し
て
お
り
、瓦
の
下
に
は
恐
れ
て
魚

が
近
か
な
か
っ
た
55

飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
を
無
く
し
た
竜
と
し
て
、⑧
大
天
王（
現
鶉

田
神
社
。岐
阜
市
東
鶉
）の
彫
り
物
の
竜
は
、仲
良
く
な
っ
た
娘
が
役

人
の
せ
い
で
死
ん
だ
こ
と
を
怒
り
、竜
は
大
天
王
の
お
社
か
ら
出
た

火
で
、役
人
の
家
を
焼
き
払
っ
た
。建
て
直
さ
れ
た
拝
殿
の
右
側
の

竜
の
彫
り
物
は
、飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
が
無
い
50
。ま
た
一
説
に
は
、

⑨
一
対
の
竜
の
う
ち
、片
方
は
火
を
吹
く
の
で
、社
の
神
様
に
尾
を
切

り
取
ら
れ
た
と
言
う
46
。

餌
を
与
え
た
絵
の
竜
は
、⑩
円
頂
寺

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
龍
の
天
井
絵

（
畳
八
畳
分
）は
、元
は
岩
村
城
に
あ
っ
た

も
の
で
、ど
こ
か
ら
み
て
も
目
が
会
う
の

で「
八
方
睨
み
の
龍
」と
言
う
。あ
る
時
こ

の
龍
が
絵
か
ら
抜
け
出
て
畑
を
荒
ら
す

の
で
、麦
の
絵
を
か
い
て（
餌
を
与
え
て
）

封
じ
込
め
た
99
。

3‒

9
　
工
事
と
竜
　
　

①
境
川
か
ら
の
放
水
路
工
事（
昭
和
三
年
〜
五
年
）の
際
、三
井

池
の
竜
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、言
わ
れ
た
と
お
り
米
を
投
げ

込
ん
だ
。そ
の
後
無
事
に
完
成
し
、

祠（
三
井
池
水
神
神
社
。各
務
原

市
三
井
山
町
）が
建
て
ら
れ
た
50
。

昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
安

八
水
害
時
の
竜
に
つ
い
て
、②
薬

師
の
池
を
埋
め
立
て
て
い
く
と
、

薬
師
堂
の
尼
が「
キ
ッ
チ
リ
閉
め

ず
に
、竜
の
出
れ
る
穴
を
開
け
と

か
な
い
と
い
け
な
い
」と
長
良
川

決
壊
の
三
年
前
に
言
っ
た
。埋
め

立
て
ら
れ
た
池
の
隅
っ
こ
に
竜
の
た
め
に
開
け
ら
れ
た
穴
が
残
っ
て

い
る
4
。③
安
八
水
害
の
時
、竜
が
下
の
池
か
ら
長
良
川
を
越
え
た

堀
津
の
池
に
飛
び
立
ち
、堤
防
が
切
れ
た
。下
の
池
は
後
に
埋
立
ら

れ
、殉
職
し
た
冨
田
知
太
郎
氏
の
冥
福
と
治
水
祈
願
の
碑
が
建
っ

た
4
。

養
老
町
釜
段
の
下
池
伝
説
で
、「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」

132
に
関
連
し
て
、④
釜
段
の
池
が
干
拓
で
小
さ
く
な
る
と
、大
雨
が

降
っ
て
竜
が
昇
天
し
た
23
。

な
お
、サ
イ
カ
チ
に
つ
い
て
、⑤
婚
約
者
ふ
り
が
奉
公
中
に
高
須
領

主
に
身
を
汚
さ
れ
た
こ
と
を
怒
っ
た
山
伏
の
鉄
盤
は
、ふ
り
の
好
き
な

サ
イ
カ
チ
の
花
籠
の
底
に
恨
み
の
言
葉
を
書
き
、ふ
り
と
領
主
を
祷
り

殺
そ
う
と
し
た
が
、討
た
れ
た
。高
須
町
新
町
か
ら
西
小
島
へ
の
道
路

の
そ
ば
の
小
さ
な
塚
に
は
サ
イ
カ
チ
以
外
は
育
た
ず
、こ
の
塚
の
草
を

刈
る
と
祟
り
が
あ
る
221
。

⑥
村
は
ず
れ
に
あ
っ
た
深
い
池（
弥
富
市
三
百
島
）の
埋
立
の
時
、

占
っ
て
も
ら
う
と
、竜
神
が「
別
の
地
に
祀
っ
て
く
れ
れ
ば
、永
代
村
を

守
る
」と
言
う
の
で
、土
地
改
良
の
記
念
碑
と
並
ん
で
社
を
造
り
祀
っ

た
245
。⑦
諸
鍬
神
社
境
内（
愛
西
市
諸
桑
町
）の
塩
田
龍
神
社
は
、昭

和
五
九（
一
九
八
四
）年
の
夏
、日
光
川
と
目
比
川
が
合
流
し
た
湿
地

帯
・
塩
田
か
ら
池
の
主（
体
が
黒
っ
ぽ
い
龍
）に
移
っ
て
頂
い
た
243
。⑧

元
和
二（
一
六
一
六
）年
、横
江
川
の
洪
水
で
大
き
な
池（
蛇
池
。海
津

市
平
田
町
蛇
池
）が
出
来
た
。昭
和
六
〜
九
年
の
埋
立
工
事
の
時
、池

が
浅
く
な
り
、荒
天
に
な
り
竜
が
昇
天
し
た
107
。

3‒ 10
　
そ
の
他
　
　

①
洞
川（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）で
晒
し
て
い
た
布
が
本
流
の
大
き
な

淵（
布
淵
）ま
で
流
れ
た
。渦
の
中
の
布
は
大
蛇（
長
一
六
〇
m
程
）に

な
っ
て
陸
に
上
が
り
、頭
の
所
が
布
頭
、尾
が
布
尻
と
名
付
け
ら
れ
、大

蛇
は
淵
に
戻
っ
て
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
19
。②
姫
が
淵（
高
山
市
丹

生
川
町
折
敷
地
）に
籾
殻
を
入
れ
る
と
一
週
間
後
に
丹
生
川
町
根
方
の

大
清
水
へ
出
て
来
る
。七
〇
年
程
前
、淵
の
上
に
自
然
石
で
で
き
た
堰

堤
状
の
も
の
が
あ
り
、水
は
そ
の
堰
堤
を
越
し
て
淵
に
落
ち
る
。大
正

九（
一
九
二
〇
）年
の
洪
水
で
堰
堤
は
崩
れ
て
流
さ
れ
、淵
の
御
姫
様
も

こ
の
時
出
て
行
っ
た
と
か
269
。③
淵（
巻
ヶ
淵
）の
主
の
大
蛇
が
庄
屋
の

家（
高
山
市
上
宝
町
葛
山
）に
機
織
り
の
道
具
を
借
り
に
来
た
。そ
の

淵
は
竜
宮
城
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。淵
に
悪
い
こ
と
す
る
と

祟
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
、養
蚕
が
す
む
と
屑
繭
や
、ぼ
ぼ
ら（
か
ぼ

ち
ゃ
）を
乙
姫
様
の
た
め
に
淵
に
入
れ
た
。ま
た
、葛
山
や
下
佐
谷
で

は
、巻
ヶ
淵
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、節
分
の
笹
巻
き
を
造

ら
な
い
14
。

4
．K
I
S
S
O
の
竜
や
大
蛇
二
〇
編

K
I
S
S
O
に
掲
載
さ
れ
た
竜
や
蛇
に
関
す
る
昔
話
の
内
、美
人

に
化
け
た
蛇
と
人
と
の
交
流
は
、「
業
平
寺
の
大
蛇（
六
十
四
号
）」

77
、「
美
女
と
惣
左
衛
門（
九
三
号
）」204
、「
蛇
ヶ
谷（
九
七
号
）」275
、

「
蛇
の
池（
一
〇
〇
号
）」83
の
四
編
で
最
も
数
が
多
い
。

田
畑
を
荒
ら
す
等
悪
さ
を
す
る
竜
を
懲
ら
し
め
た
話
は
、百
足
退

治
で
知
ら
れ
た
俵
藤
太
が
里
を
荒
ら
す
白
竜
を
退
治
す
る「
白
竜
退

治（
六
〇
号
）」206
、猿
に
化
け
た
池
の
主
を
撃
っ
た
祟
り
で
、農
作
物

を
叺
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た「
金
原
の
蛇
池（
七
九
号
）」275
竜
を
退

治
し
た
武
士
が
、不
意
を
突
か
れ
て
竜
に
襲
わ
れ
て
討
ち
死
に
し
、そ

の
池
の
周
り
に
武
士
の
魂
と
な
っ
た
サ
ギ
ソ
ウ
が
咲
い
た「
竜
と
サ
ギ

ソ
ウ（
八
七
号
）」131
、の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、叺
に
つ
い
て
は
、①
イ
ン
谷（
月
尾
谷﹇
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小

津
﹈か
ら
分
か
れ
た
小
さ
な
谷
）の
頂
上
の
畑（
蛇
畑
）が
、叺（
藁
で

編
ん
だ
莚
を
二
つ
折
り
に
し
た
袋
）に
化
け
た
大
蛇
に
荒
ら
さ
れ
た
。

こ
れ
を
退
治
し
て
く
れ
た
猟
師
に
感
謝
し
、イ
ン
谷
の
宮
平
に
お
宮

を
建
て
た
54
と
伝
わ
り
、「
竜
と
サ
ギ
ソ
ウ
」の
よ
う
に
、竜
と
花
と
の

話
は
、②
和
田
山（
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
）に
住
ん
で
い
た
笛
吹
き

の
名
手
の
嫁
に
な
っ
た
娘
は
竜
で
あ
り
、子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
、子
を
残
し
て
居
な
く
な
っ
た
118
。な
お
、③
こ
の
竜
は
和
田
の

小
池
に
帰
り
、子
供
の
誕
生
日
に
赤
い
浮
草
の
花
が
咲
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
247
。ま
た
、④
柿
野（
山
県
市
谷
合
）の
西
洞
に
美
し
い

娘
・
お
浪
が
い
た
。恋
仲
の
男
は
破
約
し
て
部
屋
を
覗
く
と
お
浪
は

大
蛇
だ
っ
た
。翌
日
、娘
は
淵
に
消
え
、暫
く
す
る
と
大
洪
水
と
な
り
、

淵
の
辺
り
に
い
ま
ま
で
生
え
て
い
な
か
っ
た
草（
お
浪
草
）が
茂
っ
た

291
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

残
り
は
各
一
編
で
、「
福
崎
の
大
池
に
棲
む
大
蛇（
四
号
）」259
は
恐

ろ
し
い
大
蛇
の
棲
む
池
で
、福
崎
の
大
池
は
昔
か
ら
あ
る「
雁
ヶ
地

四
ヶ
字
社
」の
東
側
に
広
が
っ
て
い
た
が
、昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年

に
木
曽
川
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
、小
さ
く
な
っ
た
池
が
残
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
た

め
、池
を
埋
め
、木
曽
岬
神
社
が
建
て
ら
れ
た
。

「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」132
は
竜
の
祟
り
を
鎮
め
て
堤
防
工

事
を
完
成
さ
せ
た
話
で
あ
る
。

「
赤
壁
城（
二
八
号
）」91
は
、竜
が
先
祖
の
言
い
伝
え
を
守
ら
せ
、

「
海
水
山
権
現（
三
八
号
）」8
は
、大
蛇
に
化
け
た
神
が
社
を
建
て
さ

せ
、「
沓
部
の
乙
姫
さ
ま（
四
十
六
号
）」34
は
、都
か
ら
来
た
乙
姫
が

馬
瀬
川
の
河
原
を
気
に
入
り
、都
に
戻
る
時
こ
の
場
所
を
汚
さ
な
い

よ
う
に
頼
ん
だ
が
、酒
屋
の
若
い
衆
が
馬
の
わ
ら
じ
を
そ
こ
に
落
と

し
て
し
ま
う
と
、竜
が
昇
り
暴
れ
、酒
屋
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

「
白
竜
の
昇
天（
五
二
号
）」257
は
、底
な
し
池（
竜
池
）の
埋
め
立
て

工
事
を
昭
和
十
二
年
頃
に
行
う
が
進
ま
ず
、占
い
師（
五
二
号
で
は

坊
さ
ん
）に
聞
く
と
竜
が
住
ん
で
い
る
の
で
白
竜
社
を
祀
る
よ
う
に

言
わ
れ
る
。入
神
式
で
暴
風
雨
が
晴
天
に
な
り（
竜
の
昇
天
）、以
後

の
工
事
は
順
調
に
進
ん
だ
。

「
金
物
を
嫌
っ
た
大
蛇
）七
一
号
）」237
は
、嫌
い
な
金
物
の
た
め
に

川
を
下
れ
な
い
大
蛇（
露
洞
姫
）が
川
を
氾
濫
さ
せ
て
金
物
部
分
で
の

通
過
を
避
け
て
い
る
。な
お
、⑤
露
洞
姫
が
山
を
下
っ
て
の
氾
濫
に
因

ん
だ
地
名
や
逸
話
が
あ
る
21
。ま
た
、⑥
奥
明
方
村
の
水
沢
上
の
西

池
・
東
池（
水
沢
上
ヶ
池
）が
氾
濫
し
た
時
、こ
の
話
の
よ
う
に
大
蛇
が

水
を
溜
め
て
出
て
行
っ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
、西
池
・
東
池
は
天
正
十

三（
一
五
八
五
）年
十
一
月
の
天
正
地
震
で
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
237
。

「
本
洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
は
、清
水
を
貰
っ
た
老
蛇
が
恩

返
し
に
霧
を
発
生
さ
せ
て
岩
村
城
を
守
り
、「
ど
ん
ぼ
り
池
の
竜（
八

九
号
）」75
は
、、掛
け
軸
に
水
を
供
え
て
雨
に
恵
ま
れ
、「
夕
べ
が
池
伝

説（
九
六
号
）」136
は
、池
の
主
白
蛇
が
八
大
竜
王
権
現
と
し
て
祀
ら

れ
る
話
で
あ
る
。

大
蛇
以
外
の
池
の
主
に
関
わ
る
話
は
、流
材
を
滝
壺
に
引
き
込
む

ほ
ど
の
滝
壺
の
主
を
想
定
し
た「
小
川
の
大
滝
の
主（
五
七
号
）」293
、

蟹
に
乗
っ
て
現
れ
た
薬
師
如
来
が
村
人
の
病
を
治
し
た「
大
寺
瞽
女

（
八
〇
号
）」285
、池
の
主
・
大
亀
を
祀
っ
て
洪
水
が
減
っ
た「
亀
の
宮

（
八
三
号
）」44
の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、「
大
寺
瞽
女（
八
〇
号
）」285
の
異
説
と
し
て
、⑦
旅
の
尼
が

こ
の
地
に
住
み
修
行
を
し
て
い
る
と
、池
か
ら
大
蛇
の
姿
の
薬
師
如

来
が
現
れ
、祀
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
、願
興
寺（
可
児
郡
御
嵩
町
御

嵩
）が
建
て
ら
れ
、池
を
尼
ケ
池
と
言
う
47
。ま
た
、⑧
寺
近
く
の
池

か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
尼
僧
の
祈
り
で
霊
像
と
な
っ
て
蟹
の
背
に
乗
っ

て
現
れ
た
。こ
の
像
は
寺
の
本
尊
の
胎
内
仏
と
な
っ
た
96
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

3‒

6
　
夫
婦
竜
　
　

①
滝
の
沢（
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
小
野
原
）の
二
つ
の
池（
女

池
と
男
池
）に
竜
が
そ
れ
ぞ
れ
暮
ら
し
、山
や
田
畑
を
荒
ら
し
て
い

た
。侍
が
二
匹
の
竜
を
退
治
し
、竜
は
乗
鞍
山
へ
逃
げ
て
行
っ
た
220
。

②
男
竜
と
女
竜
が
棲
む
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）の
池

が
小
さ
く
な
り
、男
竜
は
こ
の
池
に
、女
竜
は
駒
ヶ
岳
の
縞
池
に
分
か

れ
て
棲
ん
だ
。村
の
娘
た
ち
は
、美
男
子
に
化
け
て
女
竜
に
遭
っ
て
い

た
男
竜
に
恋
を
し
た
が
、結
婚
で
き
な
い
の
で
池
に
身
投
げ
し
た
。

旅
僧（
弘
法
大
師
）が
池
の
呪
い
を
解
き
、平
ら
な
土
地
に
し
た
202
。

③
池
ヶ
洞
と
塩
蔵
境
の
山
頂（
高
山
市
高
根
町
）の
男
池
・
女
池

に
男
女
の
大
蛇
が
棲
み
、修
行
を
積
ん
で
竜
神
に
な
っ
た
。夫
婦
蛇

は
さ
ら
に
海
で
修
行
す
る
た
め
、塩
蔵
谷
を
下
っ
た
。こ
の
二
池
は

竜
神
の
住
処
で
、道
路
開
通
の
た
め
池
を
一
部
埋
め
た
た
め
、祟
り

を
恐
れ
て
龍
神
碑
を
建
て
た
256
。

④
女
池
と
男
池（
郡
上
市
白
鳥
町
那
留
）の
二
つ
の
池
が
戦
後
に

埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、性
悪
女
大
蛇
が
女
池
に
住
む
女
大
蛇
に
化
け

て
猟
の
下
手
な
猟
師
を
だ
ま
し
、女
池
の
女
大
蛇
を
退
治
さ
せ
た
。

猟
師
は
猟
が
上
手
く
な
っ
た
が
、男
池
の
男
大
蛇
は
妻
を
殺
し
た
罰

と
し
て
、猟
師
の
眼
を
見
え
な
く
し
た
52
。

上
記
の
異
説
と
し
て
、⑤
猟
師
が
雄
池
で
鴨
と
間
違
え
て
大
蛇

3‒

5
　
蛇
を
祀
る
　
　

①
沼
の
大
蛇（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）は
、昔
は
村
人
と
共
存
し
て

い
た
が
、村
人
が
沼
の
水
を
使
う
た

め
に
棲
み
難
く
な
り
、恨
み
を
残
し

て
越
中
の
浜
へ
飛
び
去
っ
た
。沼
の

跡
地
に
住
み
だ
し
た
人
に
蛇
の
祟

り
で
、不
幸
が
重
な
っ
た
た
め
、供

養
の
た
め
に
へ
び
塚（
蚖
蛇
等
之
霊
）

が
祀
ら
れ
た
39
。②
西
板
屋（
本
巣
市
根
尾
）と
尾
砂
谷（
根
尾
門
脇
）

境
の「
い
け
ざ
こ
」に
棲
む
大
蛇
は
、東
板
屋
の
沼
と
尾
開
谷
内
の
沢
の

池
の
三
ヶ
所
を
行
き
来
し
て
い
た
。猿
に
化
け
て
木
に
い
る
時
に
矢
で

射
ら
れ
、雷
と
と
も
に
火
の
雨
が
降
り
、池
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
。そ

の
大
蛇
は
雷
神
社（
本
巣
市
根
尾
西
板
屋
）に
祀
ら
れ
て
い
る
270
。

③
虚
空
蔵
菩
薩
が
修
行
で
こ
の
地（
大
垣
市
赤
坂
町
）に
着
た
時
、

立
小
便
を
し
た
ら
大
蛇
の
頭
で
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た
。追
い
駆
け
ら
れ

て
金
生
山
の
頂
上
ま
で
逃
げ
、許
し
て
も
ら
う
た
め
に
、こ
の
地
に
蛇

王
権
現
に
し
て
祀
る
約
束
を
す
る
。金
生
山
の
頂
上
の
明
星
輪
寺
に
、

虚
空
蔵
菩
薩
と
蛇
王
権
現（
蔵
王
権
現
）が
祀
ら
れ
て
い
る
47
。

④
愛
西
市
持
中
町
の
氏
神（
神
明
神
社
）の
境
内
の
池
に
大
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。境
内
に「
松
水
さ
ま
」と
呼
ば
れ
る
竜
神
が
祀
ら
れ

て
い
る
。毎
年
一
月
一
五
日
に
白
お
こ
わ
を
炊
い
て
供
え
る
祭
り
が

行
わ
れ
る
243
。⑤
西
別
所
白
山
神
社（
桑
名
市
大
字
蓮
花
寺
）の
神

は
白
い
龍
で
あ
る
55
。

話
を
集
め
た
。な
お
、昇
天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
る
と
神
通
力
を

失
う
よ
う
で
あ
る
。

①
洞
穴
に
棲
む
雄
雌
の
龍
が
雨
風
を
起
こ
し
て
地
を
荒
ら
す
の

で
、各
地
を
巡
礼
し
て
き
た
和
尚
が
祈
っ
て
雄
龍
を
天
に
昇
ら
せ
、

雌
龍
を
深
い
淵
に
閉
じ
込
め
た
。和
尚
は
こ
の
地
に
龍
洞
寺（
可
児

市
今
渡
）を
建
て
、龍
の
穴
に
あ
っ
た「
龍
の
ま
く
ら
石
」も
本
堂
西

に
祀
っ
て
あ
る
35
。ま
た
こ
の
雌
雄
の
夫
婦
龍
に
つ
い
て
、②
今
渡
ダ

ム（
可
児
市
川
合
）の
堰
堤
の
下
に
あ
っ
た「
ほ
う
ろ
く
淵
」に
雄
雌

の
龍
が
棲
ん
で
お
り
、和
尚
の
祈
り
で
、淵
の
底
の
穴
に
封
じ
込
め

ら
れ
、龍
の
住
処
に
は「
龍
の

ま
く
ら
石
」が
残
っ
て
い
た
と

も
伝
わ
る
228
。な
お
、③
今
渡

ダ
ム
工
事
は
難
工
事
と
な
っ

た
。周
囲
で
は「
ほ
う
ろ
く

淵
」の
龍
の
せ
い
だ
と
噂
さ

れ
、占
い
師
の
婆
さ
ん
に
観
て

も
ら
う
と
、噂
ど
お
り
だ
っ

た
。淵
か
ら
立
ち
退
い
て
も

ら
う
よ
う
に
祈
願
し
、八
王

龍
王
の
祠
を
鎮
座
し
た
ら
、

工
事
が
無
事
完
成
し
た
228
。

④
堤
を
挟
ん
で
2
つ
の
池

（
安
八
郡
安
八
町
大
森
）が

あ
っ
た
。薬
師
の
池
が
干
上
が

り
、大
鯰
が
出
て
き
た
。捕
ま

え
よ
う
と
し
た
ら
、雨
を
降

ら
せ
な
が
ら
下
の
池
の
ほ
う

へ
飛
ん
で
い
っ
た
。大
鯰
は
龍

神
の
化
身
で
、姿
を
見
ら
れ

て
う
ま
く
天
に
昇
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
4
。⑤
正

明
寺
（
安
八
郡
安
八
町
東

結
）側
の
池
を
東
の
蛇
池
、お
薬

師
が
祀
ら
れ
て
い
る
近
く
の
池

を
西
の
蛇
池
と
言
い
、東
の
蛇
池

の
主
が
悪
さ
を
し
、度
々
旅
人

が
消
え
て
し
ま
っ
た
。巫
女
は
鉦

鼓
を
聞
か
す
よ
う
に
言
い
、鉦

鼓
の
音
は
蛇
池
か
ら
何
か
恐
ろ

し
い
者
を
昇
天
さ
せ
た
。龍
神

と
な
り
村
を
守
り
に
戻
っ
て
来

た
の
か
、後
に
、大
垣
の
浄
勝
寺

か
ら
龍
を
彫
り
込
ん
だ
装
飾
板（
破
風
）が
移
転
し
て
き
た
。な

お
、二
つ
の
池
は
今
は
無
い
4
。こ
の「
蛇
池
」は
、「
蛇
池
と
一
本
松

（
一
四
号
）」205
の
池
で
あ
る
。

⑥
池
ン
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
山
手
）の
古
池
か
ら
大
蛇
が
昇

天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
、大
蛇
は
神
通
力
を
失
い
ム
シ
ロ
と
な
っ

た
85
。⑦
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）の
主
の
大
蛇
が

天
に
昇
ろ
う
と
す
る
の
を
見
た
男
が
祟
り
で
死
ん
だ
。大
蛇
は
、海

と
山
で
二
千
年
修
行
す
る
と
天
に
昇
れ
る
が
、見
ら
れ
る
と
神
通

力
が
無
く
な
る
45
。⑧
龍
池（
一
宮
市
上
祖
父
江
竜
池
）の
周
囲
に

老
松
が
茂
っ
て
い
た
が
、一
夜
で
姿
を
消
し
た
。こ
の
松
は
龍
の
精
が

形
を
変
え
た
も
の
で
、荒
天
を
誘
っ
て
昇
天
し
た
1
。な
お
、⑨
蛇

池（
一
宮
市
上
祖
父
江
）で
乙
姫
が
生
ま
れ
た
と
言
い
、小
祠
を
建

て
て
乙
姫
様
を
祀
っ
た
1
。

3‒

3
　
竜
の
退
治
　
　

①
養
老
年
間（
七
一
七
〜
七
二
三
）、深
谷（
郡
上
市
明
宝
寒
水

深
谷
）か
ら
見
座（
高
山
市
上
宝
町
見
座
）に
棲
む
大
蛇
が
人
々
を

悩
ま
せ
て
い
た
が
、修
行
中
の
泰
澄
が
岩（
蛇
岩
）の
上
で
苦
し
む

大
蛇
を
供
養
す
る
と
、岩
に
蛇
形
が
残
っ
た
。こ
の
岩
が
明
治
に
道

路
改
修
で
カ
ン
ナ
リ
ド
チ
に
落
ち
、昭
和
に
あ
る
人
の
夢
枕
で
祀
っ

て
欲
し
い
と
言
い
、現
在
地
に
祀
ら
れ
た
295
。②
人
を
襲
う
大
蛇
を

武
士
が
退
治
し
て
、淵（
中
津
川
市
蛭
川
）に
投
げ
込
み
、そ
の
淵

は
竜
渕
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
108
。③
猟
師
が
細
尾
谷（
加
茂

郡
七
宗
町
上
麻
生
）に
住
む
大
蛇

を
撃
ち
殺
し
た
。そ
の
時
大
蛇
の

血
が
溜
ま
っ
た
の
が
赤
池（
飛
水

峡
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
の
上
流
）で
、

家
に
帰
っ
た
猟
師
は
高
熱
を
出

し
て
亡
く
な
っ
た
。そ
の
鉄
砲
は

神
淵
神
社（
七
宗
町
神
渕
）に
奉

納
さ
れ
て
い
る
275
。

④
池（
瑞
浪
市
土
岐
町
桜
堂
）に
棲
み
悪
さ
を
す
る
竜
を
、仏
の

お
告
げ
で
日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩
の
跡
取
と
さ
れ
る
侍
二
人
が

退
治
し
た
。竜
が
居
な
く
な
っ
た
池
は
水
が
引
き
、肥
沃
な
田
圃
に

な
っ
た
118
。

⑤
月
尾
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津
）の
畑
で
ソ
バ
・
豆
が
何
者

か
に
食
べ
ら
れ
る
。農
民
が
鉄
砲
で
畑
に
現
れ
た
大
蛇
を
撃
つ
と
、

も
の
凄
い
大
雨
と
な
り
、土
橋
も
流
さ
れ
、家
に
帰
っ
た
農
民
は
ま

も
な
く
亡
く
な
っ
た
238
。

各
種
の
伝
説
が
伝
わ
る
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ

町
）で
は
、⑥
山
で
山
姥（
友
人
の
妻
に
化
け
た
池
の
主
の
大
蛇
）を

矢
で
射
っ
た
男
が
血
の
後
を
た
ど
る
と
池（
苧
ヶ
瀬
池
）に
辿
り
着

き
、お
が
せ（
苧
の
つ
む
ぎ
の
束
）が
浮
い
て
い
た
。男
は
後
悔
し
て
、

大
蛇
の
た
め
に
池
に
魚
を
入
れ

た
118
。さ
ら
に
、⑦
苧
ヶ
瀬
池
か

ら
約
二
・
五
㎞
東
の
大
安
寺

（
各
務
原
市
鵜
沼
大
安
寺
町
）

開
山
の
和
尚
の
所
へ
、娘
に
化

け
た
大
蛇
が
怪
我
の
治
療
を
頼

ん
で
き
た
。治
療
の
礼
に
寺
に

引
く
清
水
が
湧
き
出
て
、寺
へ

水
が
引
か
れ
た
222
、ま
た
、⑧
開

山
し
た
和
尚
の
徳
を
慕
っ
て

苧
ヶ
瀬
池
か
ら
来
る
竜
に
水
を
頼
む
と
、座
禅
し
て
い
た
石
の
間

か
ら
湧
き
出
し
た
51
、と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

以
下
に
、物
語
等
で
現
れ
る
人
物
に
退
治
さ
れ
た
蛇
の
話
に
つ
い

て
触
れ
よ
う
。

①
田
畑
を
荒
ら
す
白
蛇
退
治
を
弓
の
名
人
俵
藤
太（
藤
原
秀
郷

の
異
称
で
、百
足
退
治
な
ど
で
知
ら
れ
る
。）に
頼
み
成
功
し
、村
人

は
大
蛇
の
魂
を「
白
蛇
神
社
」（
揖
斐
郡
池
田
町
山
洞
）に
祀
っ
た
47
。

②
両
面
宿
儺
が
高
沢
山

で
悪
さ
を
し
て
い
た
竜
を

退
治
し
、山
頂
に
日
龍
峯

寺（
関
市
下
之
保
）を
建
て

た
125
と
も
、ま
た
、③
両
面

宿
儀
が
日
龍
峯
寺
の
山
の

池
に
棲
み
村
を
荒
ら
す
竜

を
刀
で
退
治
し
た
。こ
の

時
、谷
川
に
流
れ
込
ん
だ

竜
の
血
は
田
圃
に
も
入
り
、

寺
の
麓
の
田
に
は
、竜
の
お

詫
び
か
、ヒ
ル
が
居
な
く

な
っ
た
47
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。な
お
、両
面
宿
儺
は『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
命
に
逆
ら
う
凶
賊
と
さ
れ
る
が
、岐
阜
県
の
在
地
伝
承
で

は
毒
龍
退
治
や
寺
院
の
縁
起（
高
山
市
の
千
光
寺
・
日
竜
峰
寺
な

ど
）に
関
す
る
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。

3‒

4
　
子
に
残
し
た
大
蛇
の
目
玉
　
　

①
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
で
は
、夫
の
許
を
去
る
時
に
、子
に
残
し

た
目
玉
を
二
回
も
眼
病
を
患
う
殿
に
取
ら
れ
た
の
で
、津
波
の
発

生
を
親
子
に
は
知
ら
せ
て
逃
げ
さ
せ
た
後
、大
津
波
で
殿
の
家
か

ら
里
ま
で
皆
流
さ
れ
た 

104
。

②
大
丹
生
池（
高
山
市
丹
生
川
町
）の
大
蛇
が
娘
に
化
け
て
女
房
に

な
っ
た
。子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ
て
池
に
帰
る
際
、子
に
目
玉
を
一
つ

残
す
が
、盗
ま
れ
た
の
で
、再
度
目
玉
を
与
え
た（
両
目
）。盲
目
に
な
っ

た
蛇
に
時
や
方
角
を
知
ら
せ
る
た
め
、夫
は
寺
に
釣
り
鐘
を
寄
進
し

た
104
。な
お
、③
亭
主
と
子
供
に
別
れ
る
際
、お
し
ゃ
ぶ
り
用
に
残
し
た

目
玉
を
殿
に
取
ら
れ
、再
度
目
玉
を
与
え
て
メ
ク
ラ
に
な
っ
た
の
で
、

寺
の
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に
頼
ん
だ
話
が
、高
山
市
上
宝
町
本
郷
に
伝

わ
っ
て
い
る
104
。ま
た
、④
子
が
十
五
歳
に
な
っ
た
ら
、二
つ
目
の
目
玉

を
返
す
約
束
を
し
た
が
、村
人
の
意
見
は
返
す
か
返
さ
な
い
か
で
分

か
れ
た
。し
か
し
、千
光
寺（
高
山
市
丹
生
川
町
下
保
）に
滞
在
し
て
い

た
円
空
の
意
見
で
返
し
た
269
。

⑤
唯
願
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
下
山
）の
僧
は
、京
の
帰
り
に
つ
い

て
き
た
女
と
夫
婦
に
な
っ
た
が
、大
蛇
で
あ
っ
た
。、女
は
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
子
を
残
し
て
本
堂
前
の
井
戸
に
飛
び
込
ん
だ
が
、子
の
た
め
に

「
し
ぶ
な
し
の
カ
ヤ
」と
玉
を
残
し
た
。三
年
後
、玉
と
引
き
換
え
に
金

の
出
る
小
俵
を
く
れ
た
118
。な
お
、⑥
こ
の
井
戸
は
琵
琶
湖
ま
で
続
い

て
い
る
と
言
わ
れ
る
229
。カ
ヤ（
イ
チ
イ
科
カ
ヤ
属
の
常
緑
針
葉
樹
）の

実
は
食
用
に
な
る
。

を
撃
ち
殺
し
、祟
り
で
死
ん
だ
。雌

の
蛇
は
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥

町
前
谷
）に
移
っ
た
。雄
池
の
西
の

雌
池
は
残
っ
て
る
287
。
ま
た
、

「
3‒

1
金
物
が
嫌
う
主
」で
述
べ

た
村
間
ヶ
池
に
つ
い
て
は
、⑥
干
田

野（
白
鳥
町
下
田
野
）に
棲
ん
で
い

た
大
蛇
は
、洪
水
の
後
に
一
晩
で

干
上
が
っ
た
の
で
、村
間
ヶ
池
に
移

り
住
ん
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
52
。さ

ら
に
、⑦
大
蛇
が
村
間
ヶ
池
へ
下
る
時
に
山
が
崩
れ
て
、洞（
割
り

洞
。郡
上
市
明
宝
気
良
）が
出
来
た
295
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
恵
那
市
上
矢
作
町
の「
海
」（
達
原
渓
谷
に
あ
る
地
名
）に
青

竜（
雄
）と
黒
竜（
雌
）の
龍
が
住
ん
で
い
た
が
、上
か
ら
流
れ
て
き

た
白
竜（
雌
）に
元
か
ら
居
た
黒
竜
が
か
み
殺
さ
れ
た
。黒
竜
は
恨

み
で
人
に
祟
っ
た
が
、村
人
は
弁
天
様
を
祀
っ
て
鎮
め
た
99
。

⑨
関
市
板
取（
蕪
山
の
荒
倉
と
上
つ
谷
間
）の
尾
根
近
く
の
2
つ

の
池
に
雄
雌
の
大
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。猟
師
が
池
に
浮
か
ぶ
2
羽

の
鴨（
雌
雄
の
大
蛇
が
変
身
し
て
い
た
）を
撃
と
う
と
し
た
ら
、弾

は
当
た
ら
ず
、強
風
と
大
雨
の
嵐
に
な
り
、家
に
帰
っ
た
猟
師
は
寝

込
ん
で
亡
く
な
っ
た
。干
天
時
に
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
、鳶
の
先
で

池
を
掻
き
混
ぜ
る
と
、金
物
に
怒
っ
た
大
蛇
が
上
流
か
ら
大
水
を

流
し
、伐
採
し
た
木
材
や
人
が
流
さ
れ
た
8
。

⑩
沼
田（
山
県
市
富
永
の
水
品
）に
雄
雌
の
竜
が
お
と
な
し
く
暮

ら
し
て
い
た
が
、雌
の
挑
発
で
、雄
は
度
胸
試
し
に
人
を
襲
っ
て
し

ま
っ
た
。そ
れ
を
悔
い
た
雄
雌
の
竜
は
、天
に
豪
雨
と
と
も
に
昇
り
、

い
ま
も
そ
の
後
が
蛇
道
と
し
て
残
っ
て
い
る
124
。な
お
、兄
弟
の
大

蛇
も
い
て
、⑪
仲
越（
山
県
市
神
崎
。県
道
二
〇
〇
号
線
の
終
点
集

落
）の
池
に
棲
ん
で
い
た
大
蛇
の
兄
弟
が
大
洪
水
を
起
こ
し
て
海
へ

下
る
途
中
、弟
が
死
ん
で
し
ま
う
。兄
だ
け
で
海
へ
下
る
た
め
に
は
、

三
部
経
が
必
要
で
、伊
住
戸（
仲
越
か
ら
下
流
約
六
㎞
）の
お
寺
へ

取
り
に
来
た
124
。

3‒

7
　
竜
の
祟
り
　
　

①
高
山
市
丹
生
川
町
曽
手
の
集
落
に
、池
の
形
を
し
た「
水
な

し
」と
言
う
所
が
あ
る
。昔
は
池
で
お
む
つ
を
洗
っ
て
い
る
と
嵐
に

な
り
、竜
神
が
追
い
駆
け
て
来
て
、気
が
付
く
と
水
が
枯
れ
て
い
た

269
。②「
池
の
浜
」（
下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
）の
池
で
、石
の
上
の
小

さ
い
蛇
を
池
に
落
と
す
度
に
蛇
は
大
き
く
な
り
、つ
い
に
大
蛇
と

な
っ
て
男
衆
二
人
を
襲
っ
た
。二
人
は
大
蛇
を
た
た
き
殺
し
た
が
、

祟
り
に
あ
い
謎
の
病
で
死
ん
だ
97
。

木
曽
駒
森
林
公
園（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の「
七
尋
石
」に
つ
い
て

は
、③
惣
の
島（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
原
野
）の
若
者
が
大
蛇
に
襲
わ

れ
鎌
で
大
蛇
を
切
っ
た
ら
、の
た
う
っ
て
淵
へ
落
ち
て
行
っ
た
。淵
は
蛇

切
り
淵
と
呼
ば
れ
た
276
。後
日
談
と
し
て
、④
原
野
村
の
こ
の
若
者
に

嫁
い
だ
お
濃
は
、大
蛇
の
祟
り
で
蛇
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
姿
を
夫
に
見

ら
れ
て
離
縁
さ
れ
、さ
ら
に
実
家
か
ら
も
追
い
払
わ
れ
た
。途
方
に
く

れ
た
お
濃
が
座
っ
て
い
た
石（
七
尋
石
）に「
う
ろ
こ
」の
跡
と
麻
桶
を

置
い
た
窪
み
が
残
っ
て
い
る
276
。ま
た
、⑤
お
濃
は「
濃
ケ
池
」の
竜
に

見
初
め
ら
れ
て
身
ご
も
り
、「
七
尋
石
」の
所
で
出
産
し
た
が
、家
に
帰

れ
な
い
の
で「
濃
ケ
池
」に
身
投
げ
し
た
と
も
伝
わ
る
。な
お
、「
濃
ケ

池
」は
大
原（
木
曽
郡
木
曽
町
新
開
大
原
）奥
の
池
、あ
る
い
は
、駒
ケ

岳
の
麓
の
池
と
も
言
わ
れ
て
い
る
276
。⑥
明
星
岩（
木
曽
郡
木
曽
町
日

義
原
野
）に
住
ん
で
い
た
白
カ
ジ
カ
が「
濃
ケ
池
」の
大
蛇
を
負
か
し
た

ら
、大
蛇
は
池
か
ら
伊
勢
の
海
へ

行
っ
た
276
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑦
大
船
山（
恵
那
市
上
矢
作

町
）に
棲
ん
で
い
た
悪
魔
が
、蝮
の

頭
に
よ
く
似
た
石（
マ
ム
シ
岩
）に

封
じ
込
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
99
。

⑧
男
が
魚
釣
り
の
後
、石（
中
津

川
市
蛭
川
奥
渡
区
）の
上
で
一
服

し
て
い
る
と
一
匹
の
蛇
が
出
て
き

た
。悪
戯
で
、煙
草
の
ヤ
ニ
を
魚
の

腸
に
混
ぜ
て
与
え
た
。夜
蛇
の
恨
む
声
が
聞
こ
え
、翌
日
、蛇
は
死

ん
だ
が
、暫
く
し
て
、男
は
祟
り
で
川
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、そ
の

石
は「
蛇
石
」と
呼
ば
れ
た
47
。

岩
村
城（
恵
那
市
岩
村
町
）の
大
蛇
に
関
す
る
話
と
し
て
、「
本

洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
の
他
に
、⑨
宝
永
五（
一
七
〇
八
）

年
、猟
師（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
）が
魔
物
だ
と
思
い
大
蛇
を
撃

ち
殺
し
、馬
の
骨
ほ
ど
も
あ
る
蛇
骨
を
岩
村
城
に
届
け
た
。岩
村
の

子
供
が
こ
の
蛇
に
飲
ま
れ
て
尻
か
ら
出
た
が
一
生
頭
の
毛
が
生
え

な
か
っ
た
212
。⑩
岩
村
城
が
敵
陣
の
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、秘
蔵
の

蛇
の
骨
を
井
戸
に
沈
め
る
と
城
を
霧
が
覆
い
、勝
っ
て
、霧
ヶ
城
と

名
が
つ
い
た
13
。な
お
、偶
然
蛇
の
骨
が
井
戸
に
入
っ
た
話
と
し
て
、

⑪
負
け
戦
の
兵
士
が
躓
い
て
、何
か
が
井
戸
に
落
ち
、霧
が
立
ち
込

め
て
勝
利
し
た
。井
戸
を
調
べ
る
と
蛇
の
頭
蓋
骨
で
、城
の
宝
に
な

り
、城
は
霧
ヶ
城
と
名
付
け
ら
れ
た
47
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑫
円
光
寺（
飛
騨
市
古
川
町
殿

町
）の
宝
物「
蛇
骨
」（
約
三
m
）は
、

越
後
の
国
で
、本
妻
に
殺
さ
れ
た

妾
が
大
蛇
に
変
身
し
た
が
、親
鸞

に
よ
る
供
養
で
、大
蛇
は
菩
薩
に
な

り
昇
天
し
、越
後
の
寺
か
ら
持
っ
て

来
ら
れ
た
物
で
あ
る
102
。

仏
の
教
え
を
学
ん
だ
後
に
、寺

に
蛇
骨
を
残
し
た
蛇
も
い
る
。⑬

龍
泰
寺（
関
市
下
有
知
の
守
り
神

の
竜
は
、死
期
が
迫
っ
た
の
で
、仏
の

教
え
を
乞
う
て
寺
に
来
て
、天
に
逝

き
、寺
に
竜
骨
が
秘
蔵
さ
れ
、竜
神

は
境
内
の「
竜
ヶ
池
」に
あ
る
島
の

祠
に
祭
ら
れ
て
い
る
71
。⑭
葦
池

（
各
務
原
市
下
中
屋
町
。春
日
神
社

境
内
に
池
は
現
在
無
い
）の
大
蛇
は

旅
人
を
食
べ
た
り
田
畑
を
荒
ら
し

た
り
し
た
が
、若
嫁
に
化
け
て
河
野

西
入
坊（
各
務
原
市
下
中
屋
町
）で

の
説
教
を
熱
心
に
聴
き
、住
職
に
亡

く
な
っ
た
後
の
始
末
を
頼
ん
で
、大

蛇
と
な
っ
て
亡
く
な
り
、寺
に
は
、

現
在
も
上
顎
と
下
顎
の
骨
が
残
っ

て
い
る
222
。

祟
り
に
戻
る
と
、⑮
大
船
神
社

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
石
段
で
満

願
の
日
に
大
蛇
を
見
た
松
助
が
亡

く
な
り
、そ
の
者
の
家
の
前
に「
松
明

霊
神
」の
石
碑
が
建
て
ら
れ
、祀
ら

れ
た
。な
お
、大
蛇
を
三
つ
に
切
っ

て
、頭
を
大
船
神
社
、腹
を
中
山
神

社（
恵
那
市
串
原
中
沢
）、尻
尾
を

愛
知
県
東
加
茂
郡
に
奉
納
し
た
伝

説
も
あ
り
、松
助
は
大
船
神
社
の
ご

神
体
を
見
た
祟
り
で
病
死
し
た
99
。

⑯
伊
勢
山（
本
巣
市
法
林
寺
）の

中
腹
に
あ
る
大
岩
は
、神
が
宿
る
岩

と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。山
菜
取

り
の
村
人
が
、「
山
で
味
噌
を
焼
く

と
、匂
い
で
大
蛇
が
来
る
」と
の
言
い
伝
え
を
忘
れ
、大
岩
の
上
で
味
噌

を
焼
い
て
昼
食
に
し
た
ら
、大
岩
の
下
か
ら
出
て
来
た
大
蛇
に
睨
ま

れ
、つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
128
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
の
小
島
山（
八
六
四
m
）頂
上
に
あ
る
古

賀
ヶ
池
に
は
、小
島
山
周
辺
の
数
村
で
よ
く
似
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑰
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、大
蛇
に
愛
犬
を
食
わ
れ
た

猟
師
が
、仇
討
ち
に
失
敗
し
、瑞
岩
寺
村（
現
揖
斐
川
町
瑞
岩
寺
に
該

当
）の
氏
神
様
に
逃
げ
込
み（
一
説
に
は
、瑞
岩
寺
村
の
秋
葉
神
社
に
隠

れ
、神
様
が
大
蛇
を
追
い
返
す
と
）、よ
う
や
く
大
蛇
は
帰
っ
た
28
。⑱

そ
の
時
大
蛇
が
壊
し
た
谷（
じ
ゃ
が
谷
、一
説
で
は
城
ヶ
谷
）は
、大
雨

の
た
び
に
荒
れ
、不
作
が
続
い
た
の
で
、大
蛇
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め

に
、池
の
ほ
と
り
に
祠
を
建
て
た
11
。ま
た
、⑲
享
保 

（
一
七
一
六
〜
三

五
）年
間
、猟
師（
揖
斐
川
町
白
樫
）の
犬
が
古
川
池（
古
賀
ヶ
池
に
該

当
）で
大
蛇
に
呑
み
こ
ま
れ
た
。猟
師
と
友
人
は
、復
讐
に
行
く
が
、急

所
が
は
ず
れ
て
大
蛇
に
追
わ
れ
、揖

斐
郡
大
野
町
黒
野
の
八
幡
社
に
逃

げ
込
む
と
大
蛇
は
息
絶
え
た
。大

蛇
は
焼
か
れ
、灰
を
埋
め
て
供
養
し

た
。黒
野
駅
レ
ー
ル
パ
ー
ク
東
二
〇

〇
ｍ
辺
り
に「
へ
ん
び
塚
」が
残
っ
て

い
る
217
。

さ
ら
に
、⑳
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

東
津
汲（
旧
久
瀬
村
）で
は
、猟
師

の
犬
が
古
賀
ヶ
池
で
雄
の
大
蛇
に

呑
ま
れ
た
。撃
ち
取
っ
た
ら
雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ
、猟
師
は
な
ん
と
か

逃
げ
、猟
師
を
見
失
っ
た
大
蛇
は
別
の
谷
に
出
て
行
っ
た
238
。ま
た
一
説

で
は
、㉑
雄
の
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
が
、雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ

た
猟
師
は
瑞
岩
寺
村
の
北
の
宮
に
逃
げ
込
み
、大
蛇
が
社
殿
を
壊
し

な
が
ら
村
を
水
浸
し
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
、宮
の
神
が
鯰
に
な
っ
て

飲
み
干
し
た
238
と
、伝
わ
っ
て
い
る
。

現
大
垣
市
上
石
津
町
に
も
犬
と
大
蛇
の
話
が
あ
る
。㉒
多
良
村（
大

垣
市
上
石
津
町
）の
狩
猟
の
上
手
い
侍
が
、幾
久
里
の
山
で
犬
に
飛
び

掛
か
る
大
蛇（
主
）を
刀
で
切
り
つ
け
、大
蛇
は
淵
へ
逃
げ
た
。翌
年
、そ

の
淵
で
侍
が
投
網
を
す
る
と
、主
に
引
き
込
ま
れ
、以
来
そ
の
淵
を「
へ

び
が
淵
」と
恐
れ
た
37
。ま
た
、㉓
上
多
良
の
豪
士
が
幾
久
里
の
山
へ

狩
り
に
行
く
と
、小
さ
な
ト
カ
ゲ
が
豪
士
を
幾
久
里
川
の
淵
へ
引
き

ず
る
。怒
っ
た
豪
士
は
ト
カ
ゲ
を
切
り
殺
す
と
、ト
カ
ゲ
は
淵
に
落
ち
、

赤
黒
い
血
に
染
ま
っ
た
淵
か
ら
二
つ
の
大
き
な
目
が
光
っ
て
お
り
、こ

こ
を「
蛇
ぶ
ち
」と
言
っ
た
37
。さ
ら
に
、㉔
上
多
良
の
人（
三
輪
佐
太

夫
）は
犬
を
連
れ
て
魚
取
り
に
行
っ
た
。川
で
大
蛇
に
遭
遇
し
胴
を
二

つ
に
切
っ
た
。翌
日
、川
で
魚
の
群
れ
を
見
か
け
、投
網
す
る
と
川
底
へ

引
き
込
ま
れ
た
。実
は
群
れ
は
大
蛇
の
頭
だ
っ
た
。こ
の
淵
を「
蛇
淵
」

（「
佐
太
夫
淵
」229
）と
言
う
37
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

㉕
猟
師
が
鴨
を
打
ち
に
沼
に
来
た
が
、笠
を
残
し
て
姿
を
消
し
た
。

そ
れ
以
降
、笠
取
池（
一
宮
市
萩
原
町
西
宮
重
）と
呼
ば
れ
た
。沼
の
主

が
大
亀
で
、埋
め
た
て
る
と
祟
り
が
あ
る
1
。な
お
、鹽
道
神
社（
一
宮
市

千
秋
町
塩
尻
居
屋
敷
）周
辺
の
湿
地
に
も
、笠
を
取
り
に
行
っ
た
巡
礼

が
ヨ
シ
の
深
み
に
嵌
り
、笠
だ
け
が
残
さ
れ
た
笠
取
沼
伝
説
が
あ
る
。

文
字
を
使
用
す
る
以
前
の
先
史
時
代
、中
国
で
は
す
で
に
貝
殻

で
作
っ
た
龍
形
な
ど
、後
代
の
龍
の
形
象
と
共
通
項
を
持
つ
遺
物
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。殷
代（
B
C
一
七
世
紀
〜
B
C
一
〇
四
六
年
）

後
期
の
甲
骨
文
字
に
は
龍
の
文
字
が
出
現
し
て
お
り
、こ
の「
龍
」

の
文
字
を
用
い
る
族（
龍
族
）が
祀
っ
た
神
は
降
雨
の
有
無
を
問
う

水
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。

龍
の
姿
は
、後
漢
時
代（
二
五
〜
二
二
〇
年
）の
学
者
王
府
が
、

龍
に
つ
い
て「
九
似
説
」（
頭
は
ラ
ク
ダ
、目
は
鬼
、角
は
鹿
、首
は

蛇
、腹
は
蛟﹇
虯
・
螭
・
虬
で
、蛇
に
似
た
想
像
上
の
動
物
﹈、鱗
は

魚
、爪
は
鷹
、足
は
虎
、耳
は
牛
）を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。

1
．龍
と
蛇
の
融
合

雨
乞
い
伝
説
な
ど
で
は
、蛇
も
龍
も
同
じ
霊
験
を
現
し
て
お
り
、

蛇
と
龍
の
区
別
が
つ
か
な
い
。な
お
、雨
乞
い
専
用
の
龍
は
玄
宗
皇

帝（
六
八
五
〜
七
六
二
）の
唐
代
に
登
場
し
て
い
る
。

八
木
133
は
、仏
教
に
お
け
る
コ
ブ
ラ
を
神
格
化
し
た
蛇
神（
蛇
の

精
霊
、ナ
ー
ガ
）が
中
国
の
龍
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
述
べ
て
い

る
。中
国
の
龍
は
①
水
と
の
関
連
性
、②
水
辺
に
棲
み
、財
宝（
珠
）

を
守
る
、③
魚
な
ど
に
自
在
に
変
化
す
る
特
性
を
備
え
た
超
自
然

的
な
聖
獣
で
あ
る
。一
方
、イ
ン
ド
の
蛇
神
は
①
水
と
の
関
連
性
、

②
龍
宮
に
棲
み
、財
宝（
仏
舎
利
等
）を
守
る
、③
擬
人
化
さ
れ
て

人
語
を
解
し
、人
と
交
わ
る
特
性
を
持
ち
、魏
晋
南
北
朝
時
代（
一

八
四
〜
五
八
九
）以
降
、コ
ブ
ラ
の
い
な
い
中
国
で
隆
盛
し
た
仏
教

の
漢
訳
仏
典
を
介
し
て
イ
ン
ド
の
蛇
神
が
中
国
の
龍
の
概
念
に
影

響
を
与
え
、唐
代（
六
一
八
〜
九
〇
七
）に
小
説
の
龍
宮
譚
・「
劉
毅

伝
」以
降
、龍
宮
の
記
事
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
八
木
は
、イ
ン
ド
の
蛇
神
も
中
国
の
龍
も
共
に
雨
を
降

ら
せ
る
能
力
を
有
し
、雨
乞
い
の
儀
式
に
関
す
る
共
通
項
が
、仏
典

の
蛇
神
が
中
国
の
龍
と
同
一
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
。な

お
、龍
の
爪
の
数
に
つ
い
て
は
、漢
代（
B
C
二
〇
六
〜
A
D

二
二
〇
）皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
龍
の
爪
の
数
は
三
本
で
、宋

代（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）に
四
本
、元
代（
一
二
七
一
〜
一
三
六

八
年
）か
ら
五
本
に
増
え
た
。

2
．金
物
を
嫌
う
龍

水
神
が
金
物
を
嫌
う
理
由
を
述
べ
る
前
に
、鋳
物
師
を
支
配
し

た
真
継
家
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
15
。

鋳
造
の
歴
史
は
弥
生
時
代（
B
C
三
世
紀
頃
〜
A
D
三
世
紀
中

頃
）に
遡
る
が
、造
寺
造
仏
技
術
が
六
世
紀
末
に
伝
来
し
て
飛
鳥

寺
の
造
営
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
、鋳
造
技
術
は
大
い
に
発
達
し
た
。

律
令
時
代（
大
化
の
改
新
後
の
七
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀
頃
ま

で
）の
鋳
銅
技
術
は
、貴
族
も
鋳
造
技
術
者
を
確
保
し
て
お
り
、ま

た
鋳
銅
技
術
は
民
間
に
も
広
範
に
存
在
し
て
い
た
が
、天
皇
家
は

需
要
の
多
い
所
に
技
術
者
を
出
向
さ
せ
て
鋳
銅
製
品
を
制
作
さ
せ

て
お
り
、飛
鳥
・
奈
良
時
代（
五
九
二
〜
七
九
四
）に
は
天
皇
家
と

鋳
物
師
と
の
結
び
つ
き
も
始
ま
っ
た
。　

天
文
八（
一
五
三
九
）年
、真
継
久
直
は
天
皇
に
仕
え
る
家
の
地

位
を
乗
っ
取
っ
て
地
下
官
人
真
継
家
を
成
立
さ
せ
、天
皇
家
の
偽

文
書
を
創
作
・
配
布
し
権
威
づ
け
て
、各
地
の
鋳
物
師
支
配
を
開

始
し
た
。

こ
こ
で
偽
文
書
は
、天
皇
家
か
ら
出
さ
れ
た
蔵
人
所
牒（
蔵
人
所

は
い
わ
ば
天
皇
家
の
事
務
官
の
役
所
）の
内
容
を
踏
ま
え
て
、真
継

家
に
都
合
の
良
い
文
書
を
書
き
加
え
た
も
の
で
、鋳
物
師
集
団
や

そ
の
首
領
に
対
し
て
諸
国
通
行
税
の
免
除
等
、営
業
上
の
特
権
を

保
証
す
る
内
容
が
多
い
。な
お
、偽
文
書
に
は
朝
廷
文
書
に
捺
印
さ

れ
る
正
規
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
内
印
が
捺
し
て
あ
る
。さ
ら
に
真

継
珍
弘（
一
六
七
二
〜
七
三
三
）は
、鋳
物
を
家
業
と
す
る
こ
と
を

認
め
る
許
可
状「
許
状
」を
発
給
し
、以
後
、鋳
物
師
の
代
替
り
ご

と
に
更
新
さ
れ
、鋳
物
師
支
配
が
拡
大
し
た
。

こ
の
真
継
家
と
鋳
物
師
と
の
関
係
は
、惟
喬
親
王
を
祖
と
仰
ぐ

木
地
師
と
の
関
係
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

吉
岡
51
は
、鉄
器
の
製
造
者（
鋳
物
師
）が
鉄
器
の
強
靭
性
を
言
い

募
る
た
め
に
、鉄
器
は
水
神（
龍
神
や
河
童
な
ど
）さ
え
抑
え
込
む
威

力
を
持
ち
、そ
れ
ゆ
え
水

神
は
鉄
器
を
嫌
う
と
伝

え
た
、と
述
べ
て
い
る
。

水
神
は
、池
に
入
れ
ら

れ
た
嫌
い
な
金
物（
鎌

等
）に
怒
り
、そ
の
地
に

雨
を
降
ら
せ
た
。つ
ま

り
、雨
乞
い
の
方
法
と
し

て
水
神
が
嫌
う
金
物
が

用
い
ら
れ
、例
え
ば
恵
那

市
の
笠
置
山（
一
一
二
八

m
）の
笠
置
神
社
の
鎌
を

借
り
て
雨
乞
い
を
行
い
、

ま
た
、恵
那
市
の
三
森
山（
一
一
〇
〇
m
）山
頂
の
三
森
山
社
の
鎌

を
麓
の
垂
松
瀑
に
投
げ
入
れ
て
雨
乞
い
を
行
っ
て
い
た
。

３
．竜
・
大
蛇
伝
説

飛
騨
地
方
に
は
、異
類
婚
姻
い
わ
ゆ
る
蛇
婿
に
分
類
さ
れ
る
話
が

多
く
伝
わ
り
、そ
の
内
容
の
多
く
は
、針（
蛇
の
嫌
い
な
金
物
）を
婿

（
蛇
）の
着
物
に
つ
け
て
退
治（
例
え
ば
104
、105
、270
等
）し
、ま
た
、妊

娠
し
た
娘
に
菖
蒲
酒
や
菊
酒
を
飲
ま
せ
て
流
産（
例
え
ば
72
）さ
せ

る
話
で
あ
る
が
、本
章
で
は
異
類
婚
姻
は
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
取
り

上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

3‒

1
　
金
物
を
嫌
う
主
　

①
旧
越
中
東
街
道
の
千
貫
桟（
長
三
〇
〇
間
余
り
、明
治
に
県

道
を
飛
騨
市
神
岡
町
横
山
か
ら
西
街
道
に
移
し
、高
原
川
に
千
貫

橋
を
架
け
た
）下
の
深
淵
に
棲
む
主
は
鉄
を
嫌
い
、淵
に
引
き
ず
り

込
む
の
で
、鉄
を
運
ぶ
時
は
山
道
を
迂
回
し
た
104
。②
飛
騨
市
神

岡
町
東
雲
西
側
の
平
坦
部
が
開
墾
さ
れ
た
が
、水
が
不
足
し
、大

蛇
が
棲
む
と
伝
わ
る
池
で
鍋
・
釜
を
洗
っ
て
い
た
。大
蛇
は
堪
ら
ず

池
か
ら
逃
げ
出
す
際
、恨
み
に
大
雨
を
降
ら
せ
た
。恨
み
を
鎮
め
る

た
め
に
経
塚
を
一
三
造
り
、一
つ
の

経
塚
が
残
っ
て
い
る
104
。③
小
八

賀
川（
高
山
市
丹
生
川
町
根
方
）

の
竜
宮
に
通
じ
る
と
言
わ
れ
た
琴

淵
に
は
大
蛇
の
主
が
棲
み
、主
は

金
物
を
嫌
い
、釘
を
使
っ
た
橋
を

琴
淵
に
架
け
た
ら
、一
夜
で
橋
は

流
さ
れ
た
269
。な
お
、④
琴
淵
の
主

は
ガ
ロ
オ（
河
童
）と
も
言
わ
れ
て

い
た
。猟
師
が
そ
れ
を
狙
い
投
網

す
る
と
、大
イ
ワ
ナ（
九
〇
㎝
）

が
捕
れ
、見
世
物
に
出
し
た
269
。

⑤
坂
山（
蔵
柱
、小
萱
と
吉

田
に
連
な
る
山
）に
棲
む
大
蛇

が
、蔵
柱
村（
高
山
市
上
宝
町
）

や
北
側
の
小
萱（
飛
騨
市
神
岡

町
）の
人
々
の
夢
枕
で
、子
ど
も

が
多
く
な
っ
た
の
で
村
に
棲
ま

せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
が
断
ら

れ
、小
萱
の
谷
に
金
物
の
剣
八

本
が
立
っ
た
。忘
れ
た
頃
に
、小

萱
の
西
の
吉
田（
神
岡
町
）か
ら
鉄
砲
水
と
な
り
蛇
が
抜
け
た
39
。

同
じ
く
大
蛇
の
子
供
が
増
え
た
話
と
し
て
、⑥
大
蛇
夫
婦
が
苅

安
峠（
高
山
市
一
之
宮
町
）の
大
き
な
池
に
棲
ん
で
い
て
、子
が
増
え

た
の
で
、村
人
に
相
談
し
た
。村
人
は
大
蛇
が
里
へ
来
な
い
よ
う
に
、

池
の
北
側
の
堤
に
金
物
を
埋
め
た
。す
る
と
、大
蛇
は
怒
り
、洪
水

と
と
も
に
無
数
河
川
か
ら
益
田
川（
飛
騨
川
）に
移
り
住
ん
だ
292
。

⑦
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥
町
前
谷
）に
は
老
大
蛇
が
棲
み
、大

蛇
は
金
属
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。番
所
の
役
人
の
子
供
が
た
わ
む
れ
に

鎌
を
池
に
投
げ
入
れ
る
と
大
暴
風
雨
に
な
り
、農
夫
が
池
か
ら
鎌

を
拾
い
上
げ
た
ら
静
か
に
な
っ
た
237
。

⑧
井
沢
川（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）の
淵
に
棲
む
大
蛇
は
人

を
引
き
ず
り
込
ん
だ
。と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
大
蛇
に
釜
を
被
せ
て

出
ら
れ
な
く
し
た
99
。

3‒

2
　
竜
の
昇
天
　

　
海
に
千
年
、山
に
千
年
棲
み

つ
い
た
蛇
は
天
に
昇
っ
て
竜
に

な
る
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、

経
験
が
豊
か
で
抜
け
目
が
な

く
、し
ぶ
と
く
狡
く
な
っ
て
い
く

こ
と
の
例
え
と
し
て「
海
千
山

千
」と
言
う
。

こ
こ
で
は
、竜
が
昇
天
す
る

旧牧田川堤防のお地蔵様龍門寺の龍

鶉田神社円頂寺の「八方睨みの龍」天井絵
(「恵那市観光協会HP」より)

三井池と龍神社治水観音尊像
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70

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

㉖
草
刈
り
の
最
中
に
番
頭
さ
ん

は
付
近
の
蛇
池
で
、水
を
飲
み
に
来

た
蛇
の
頭
を
誤
っ
て
切
っ
て
し
ま
っ

た
。仕
事
の
後
、番
頭
さ
ん
は
喉
が

渇
い
た
の
で
池
の
水
を
呑
ん
だ
ら

死
ん
で
し
ま
っ
た
。弔
い
の
た
め
に

地
蔵（
養
老
郡
養
老
町
直
江
の
旧

牧
田
川
堤
防
の
お
地
蔵
様
）を
建
て
た
132
。

3‒

8
　
秀
逸
な
彫
り
物
や
絵
の
竜
　
　

①
麦
飯
峠
に
棲
む
大
龍
が
旅
人
に
害
を
及
ぼ
す
の
で
退
治
し

た
。そ
の
後
、龍
の
姿
を
ム
ツ
の
神
に
彫
刻
し
て
も
ら
い
、龍
門
寺

（
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
）の
山
門
に
架
け
た
。し
か
し
龍
の
魂
が
夜

な
夜
な
悪
さ
を
す
る
の
で
、ム
ツ
の
神
に
龍
の
目
に
穴
を
あ
け
て
栓

を
し
て
鎮
め
て
も
ら
っ
た
275
。

ま
た
一
説
に
は
、②
龍
門
寺

を
通
り
か
か
っ
た
男（
左
甚
五

郎
と
伝
わ
る
）が
龍
の
彫
り
物

を
造
り
、大
門
に
飾
っ
た
。そ
の

龍
が
悪
さ
を
し
た
の
で
お
教
を

あ
げ
、池（
山
門
の
内
側
）を

掘
っ
て
祀
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て

い
る
118
。

③
村
人
が
薬
王
寺（
可
児

市
東
帷
子
）高
梁
に
彫
ら
れ
た

上
り
竜
と
下
り
竜
に
雨
を
頼
ん
だ
ら
、降
ら
せ
過
ぎ
た
の
で
、村
人

が
天
に
矢
を
射
っ
た
ら
止
ん
だ
。晴
れ
る
と
下
り
竜
の
片
目
が
つ
ぶ

れ
て
い
た
35
。

④
手
力
雄
神
社（
各
務
原
市
那
加
手
力
町
）の
拝
殿
の
木
彫
り
の

龍（
一
対
）が
畑
を
荒
ら
し
た
の
で
、出
歩
け
な
い
よ
う
に
お
祓
い
し

て
目
に
釘
を
打
っ
た
24
。実
際
は「
目
玉
に
釘
は
無
い
が
、し
か
し
、寄

木
を
確
実
に
つ
な
ぐ
た
め
に
隠
し
て
大
き
な
釘
で
固
定
し
て
あ
り
」、

「
龍
を
釘
で
打
ち
つ
け
た
」状
態
と

言
え
る
。

⑤
殿
様（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春

日
川
合
）が
左
甚
五
郎
と
他
の
一

人
に
大
蛇
の
彫
刻
を
命
じ
た
。甚

五
郎
が
観
音
菩
薩
に
大
蛇
の
姿

を
見
せ
て
欲
し
い
と
願
う
と
、池

か
ら
大
蛇
が
姿
を
見
せ
た
の
で
、

そ
の
姿
を
彫
り
あ
げ
た
。殿
に
見

せ
る
と
彫
り
物
な
の
に
、鎌
首
を

持
ち
上
げ
た
224
。

⑥
走
井
山
勧
学
寺（
桑
名
市
矢
田
）の
本
堂
天
井
に
描
か
れ
た

龍（
水
飲
み
竜
）が
井
戸
の
水
を
飲
み
に
来
た
の
で
、竜
の
目
に
大

き
な
釘
を
打
ち
つ
け
た
55
。⑦
桑
名
旧
城（
桑
名
市
吉
之
丸
）蟠
龍

櫓
の
胸
瓦
は
蹲
っ
た
龍
の
形
を
し
て
お
り
、瓦
の
下
に
は
恐
れ
て
魚

が
近
か
な
か
っ
た
55

飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
を
無
く
し
た
竜
と
し
て
、⑧
大
天
王（
現
鶉

田
神
社
。岐
阜
市
東
鶉
）の
彫
り
物
の
竜
は
、仲
良
く
な
っ
た
娘
が
役

人
の
せ
い
で
死
ん
だ
こ
と
を
怒
り
、竜
は
大
天
王
の
お
社
か
ら
出
た

火
で
、役
人
の
家
を
焼
き
払
っ
た
。建
て
直
さ
れ
た
拝
殿
の
右
側
の

竜
の
彫
り
物
は
、飛
べ
な
い
よ
う
に
尾
が
無
い
50
。ま
た
一
説
に
は
、

⑨
一
対
の
竜
の
う
ち
、片
方
は
火
を
吹
く
の
で
、社
の
神
様
に
尾
を
切

り
取
ら
れ
た
と
言
う
46
。

餌
を
与
え
た
絵
の
竜
は
、⑩
円
頂
寺

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
龍
の
天
井
絵

（
畳
八
畳
分
）は
、元
は
岩
村
城
に
あ
っ
た

も
の
で
、ど
こ
か
ら
み
て
も
目
が
会
う
の

で「
八
方
睨
み
の
龍
」と
言
う
。あ
る
時
こ

の
龍
が
絵
か
ら
抜
け
出
て
畑
を
荒
ら
す

の
で
、麦
の
絵
を
か
い
て（
餌
を
与
え
て
）

封
じ
込
め
た
99
。

3‒

9
　
工
事
と
竜
　
　

①
境
川
か
ら
の
放
水
路
工
事（
昭
和
三
年
〜
五
年
）の
際
、三
井

池
の
竜
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、言
わ
れ
た
と
お
り
米
を
投
げ

込
ん
だ
。そ
の
後
無
事
に
完
成
し
、

祠（
三
井
池
水
神
神
社
。各
務
原

市
三
井
山
町
）が
建
て
ら
れ
た
50
。

昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
安

八
水
害
時
の
竜
に
つ
い
て
、②
薬

師
の
池
を
埋
め
立
て
て
い
く
と
、

薬
師
堂
の
尼
が「
キ
ッ
チ
リ
閉
め

ず
に
、竜
の
出
れ
る
穴
を
開
け
と

か
な
い
と
い
け
な
い
」と
長
良
川

決
壊
の
三
年
前
に
言
っ
た
。埋
め

立
て
ら
れ
た
池
の
隅
っ
こ
に
竜
の
た
め
に
開
け
ら
れ
た
穴
が
残
っ
て

い
る
4
。③
安
八
水
害
の
時
、竜
が
下
の
池
か
ら
長
良
川
を
越
え
た

堀
津
の
池
に
飛
び
立
ち
、堤
防
が
切
れ
た
。下
の
池
は
後
に
埋
立
ら

れ
、殉
職
し
た
冨
田
知
太
郎
氏
の
冥
福
と
治
水
祈
願
の
碑
が
建
っ

た
4
。

養
老
町
釜
段
の
下
池
伝
説
で
、「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」

132
に
関
連
し
て
、④
釜
段
の
池
が
干
拓
で
小
さ
く
な
る
と
、大
雨
が

降
っ
て
竜
が
昇
天
し
た
23
。

な
お
、サ
イ
カ
チ
に
つ
い
て
、⑤
婚
約
者
ふ
り
が
奉
公
中
に
高
須
領

主
に
身
を
汚
さ
れ
た
こ
と
を
怒
っ
た
山
伏
の
鉄
盤
は
、ふ
り
の
好
き
な

サ
イ
カ
チ
の
花
籠
の
底
に
恨
み
の
言
葉
を
書
き
、ふ
り
と
領
主
を
祷
り

殺
そ
う
と
し
た
が
、討
た
れ
た
。高
須
町
新
町
か
ら
西
小
島
へ
の
道
路

の
そ
ば
の
小
さ
な
塚
に
は
サ
イ
カ
チ
以
外
は
育
た
ず
、こ
の
塚
の
草
を

刈
る
と
祟
り
が
あ
る
221
。

⑥
村
は
ず
れ
に
あ
っ
た
深
い
池（
弥
富
市
三
百
島
）の
埋
立
の
時
、

占
っ
て
も
ら
う
と
、竜
神
が「
別
の
地
に
祀
っ
て
く
れ
れ
ば
、永
代
村
を

守
る
」と
言
う
の
で
、土
地
改
良
の
記
念
碑
と
並
ん
で
社
を
造
り
祀
っ

た
245
。⑦
諸
鍬
神
社
境
内（
愛
西
市
諸
桑
町
）の
塩
田
龍
神
社
は
、昭

和
五
九（
一
九
八
四
）年
の
夏
、日
光
川
と
目
比
川
が
合
流
し
た
湿
地

帯
・
塩
田
か
ら
池
の
主（
体
が
黒
っ
ぽ
い
龍
）に
移
っ
て
頂
い
た
243
。⑧

元
和
二（
一
六
一
六
）年
、横
江
川
の
洪
水
で
大
き
な
池（
蛇
池
。海
津

市
平
田
町
蛇
池
）が
出
来
た
。昭
和
六
〜
九
年
の
埋
立
工
事
の
時
、池

が
浅
く
な
り
、荒
天
に
な
り
竜
が
昇
天
し
た
107
。

3‒ 10
　
そ
の
他
　
　

①
洞
川（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）で
晒
し
て
い
た
布
が
本
流
の
大
き
な

淵（
布
淵
）ま
で
流
れ
た
。渦
の
中
の
布
は
大
蛇（
長
一
六
〇
m
程
）に

な
っ
て
陸
に
上
が
り
、頭
の
所
が
布
頭
、尾
が
布
尻
と
名
付
け
ら
れ
、大

蛇
は
淵
に
戻
っ
て
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
た
19
。②
姫
が
淵（
高
山
市
丹

生
川
町
折
敷
地
）に
籾
殻
を
入
れ
る
と
一
週
間
後
に
丹
生
川
町
根
方
の

大
清
水
へ
出
て
来
る
。七
〇
年
程
前
、淵
の
上
に
自
然
石
で
で
き
た
堰

堤
状
の
も
の
が
あ
り
、水
は
そ
の
堰
堤
を
越
し
て
淵
に
落
ち
る
。大
正

九（
一
九
二
〇
）年
の
洪
水
で
堰
堤
は
崩
れ
て
流
さ
れ
、淵
の
御
姫
様
も

こ
の
時
出
て
行
っ
た
と
か
269
。③
淵（
巻
ヶ
淵
）の
主
の
大
蛇
が
庄
屋
の

家（
高
山
市
上
宝
町
葛
山
）に
機
織
り
の
道
具
を
借
り
に
来
た
。そ
の

淵
は
竜
宮
城
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
。淵
に
悪
い
こ
と
す
る
と

祟
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
、養
蚕
が
す
む
と
屑
繭
や
、ぼ
ぼ
ら（
か
ぼ

ち
ゃ
）を
乙
姫
様
の
た
め
に
淵
に
入
れ
た
。ま
た
、葛
山
や
下
佐
谷
で

は
、巻
ヶ
淵
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、節
分
の
笹
巻
き
を
造

ら
な
い
14
。

4
．K
I
S
S
O
の
竜
や
大
蛇
二
〇
編

K
I
S
S
O
に
掲
載
さ
れ
た
竜
や
蛇
に
関
す
る
昔
話
の
内
、美
人

に
化
け
た
蛇
と
人
と
の
交
流
は
、「
業
平
寺
の
大
蛇（
六
十
四
号
）」

77
、「
美
女
と
惣
左
衛
門（
九
三
号
）」204
、「
蛇
ヶ
谷（
九
七
号
）」275
、

「
蛇
の
池（
一
〇
〇
号
）」83
の
四
編
で
最
も
数
が
多
い
。

田
畑
を
荒
ら
す
等
悪
さ
を
す
る
竜
を
懲
ら
し
め
た
話
は
、百
足
退

治
で
知
ら
れ
た
俵
藤
太
が
里
を
荒
ら
す
白
竜
を
退
治
す
る「
白
竜
退

治（
六
〇
号
）」206
、猿
に
化
け
た
池
の
主
を
撃
っ
た
祟
り
で
、農
作
物

を
叺
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た「
金
原
の
蛇
池（
七
九
号
）」275
竜
を
退

治
し
た
武
士
が
、不
意
を
突
か
れ
て
竜
に
襲
わ
れ
て
討
ち
死
に
し
、そ

の
池
の
周
り
に
武
士
の
魂
と
な
っ
た
サ
ギ
ソ
ウ
が
咲
い
た「
竜
と
サ
ギ

ソ
ウ（
八
七
号
）」131
、の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、叺
に
つ
い
て
は
、①
イ
ン
谷（
月
尾
谷﹇
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小

津
﹈か
ら
分
か
れ
た
小
さ
な
谷
）の
頂
上
の
畑（
蛇
畑
）が
、叺（
藁
で

編
ん
だ
莚
を
二
つ
折
り
に
し
た
袋
）に
化
け
た
大
蛇
に
荒
ら
さ
れ
た
。

こ
れ
を
退
治
し
て
く
れ
た
猟
師
に
感
謝
し
、イ
ン
谷
の
宮
平
に
お
宮

を
建
て
た
54
と
伝
わ
り
、「
竜
と
サ
ギ
ソ
ウ
」の
よ
う
に
、竜
と
花
と
の

話
は
、②
和
田
山（
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
）に
住
ん
で
い
た
笛
吹
き

の
名
手
の
嫁
に
な
っ
た
娘
は
竜
で
あ
り
、子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
、子
を
残
し
て
居
な
く
な
っ
た
118
。な
お
、③
こ
の
竜
は
和
田
の

小
池
に
帰
り
、子
供
の
誕
生
日
に
赤
い
浮
草
の
花
が
咲
い
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
247
。ま
た
、④
柿
野（
山
県
市
谷
合
）の
西
洞
に
美
し
い

娘
・
お
浪
が
い
た
。恋
仲
の
男
は
破
約
し
て
部
屋
を
覗
く
と
お
浪
は

大
蛇
だ
っ
た
。翌
日
、娘
は
淵
に
消
え
、暫
く
す
る
と
大
洪
水
と
な
り
、

淵
の
辺
り
に
い
ま
ま
で
生
え
て
い
な
か
っ
た
草（
お
浪
草
）が
茂
っ
た

291
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

残
り
は
各
一
編
で
、「
福
崎
の
大
池
に
棲
む
大
蛇（
四
号
）」259
は
恐

ろ
し
い
大
蛇
の
棲
む
池
で
、福
崎
の
大
池
は
昔
か
ら
あ
る「
雁
ヶ
地

四
ヶ
字
社
」の
東
側
に
広
が
っ
て
い
た
が
、昭
和
三
一（
一
九
五
六
）年

に
木
曽
川
の
土
砂
で
埋
め
ら
れ
、小
さ
く
な
っ
た
池
が
残
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、昭
和
三
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
た

め
、池
を
埋
め
、木
曽
岬
神
社
が
建
て
ら
れ
た
。

「
釜
段
の
さ
い
か
ち（
二
六
号
）」132
は
竜
の
祟
り
を
鎮
め
て
堤
防
工

事
を
完
成
さ
せ
た
話
で
あ
る
。

「
赤
壁
城（
二
八
号
）」91
は
、竜
が
先
祖
の
言
い
伝
え
を
守
ら
せ
、

「
海
水
山
権
現（
三
八
号
）」8
は
、大
蛇
に
化
け
た
神
が
社
を
建
て
さ

せ
、「
沓
部
の
乙
姫
さ
ま（
四
十
六
号
）」34
は
、都
か
ら
来
た
乙
姫
が

馬
瀬
川
の
河
原
を
気
に
入
り
、都
に
戻
る
時
こ
の
場
所
を
汚
さ
な
い

よ
う
に
頼
ん
だ
が
、酒
屋
の
若
い
衆
が
馬
の
わ
ら
じ
を
そ
こ
に
落
と

し
て
し
ま
う
と
、竜
が
昇
り
暴
れ
、酒
屋
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

「
白
竜
の
昇
天（
五
二
号
）」257
は
、底
な
し
池（
竜
池
）の
埋
め
立
て

工
事
を
昭
和
十
二
年
頃
に
行
う
が
進
ま
ず
、占
い
師（
五
二
号
で
は

坊
さ
ん
）に
聞
く
と
竜
が
住
ん
で
い
る
の
で
白
竜
社
を
祀
る
よ
う
に

言
わ
れ
る
。入
神
式
で
暴
風
雨
が
晴
天
に
な
り（
竜
の
昇
天
）、以
後

の
工
事
は
順
調
に
進
ん
だ
。

「
金
物
を
嫌
っ
た
大
蛇
）七
一
号
）」237
は
、嫌
い
な
金
物
の
た
め
に

川
を
下
れ
な
い
大
蛇（
露
洞
姫
）が
川
を
氾
濫
さ
せ
て
金
物
部
分
で
の

通
過
を
避
け
て
い
る
。な
お
、⑤
露
洞
姫
が
山
を
下
っ
て
の
氾
濫
に
因

ん
だ
地
名
や
逸
話
が
あ
る
21
。ま
た
、⑥
奥
明
方
村
の
水
沢
上
の
西

池
・
東
池（
水
沢
上
ヶ
池
）が
氾
濫
し
た
時
、こ
の
話
の
よ
う
に
大
蛇
が

水
を
溜
め
て
出
て
行
っ
た
と
伝
わ
っ
て
お
り
、西
池
・
東
池
は
天
正
十

三（
一
五
八
五
）年
十
一
月
の
天
正
地
震
で
で
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
237
。

「
本
洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
は
、清
水
を
貰
っ
た
老
蛇
が
恩

返
し
に
霧
を
発
生
さ
せ
て
岩
村
城
を
守
り
、「
ど
ん
ぼ
り
池
の
竜（
八

九
号
）」75
は
、、掛
け
軸
に
水
を
供
え
て
雨
に
恵
ま
れ
、「
夕
べ
が
池
伝

説（
九
六
号
）」136
は
、池
の
主
白
蛇
が
八
大
竜
王
権
現
と
し
て
祀
ら

れ
る
話
で
あ
る
。

大
蛇
以
外
の
池
の
主
に
関
わ
る
話
は
、流
材
を
滝
壺
に
引
き
込
む

ほ
ど
の
滝
壺
の
主
を
想
定
し
た「
小
川
の
大
滝
の
主（
五
七
号
）」293
、

蟹
に
乗
っ
て
現
れ
た
薬
師
如
来
が
村
人
の
病
を
治
し
た「
大
寺
瞽
女

（
八
〇
号
）」285
、池
の
主
・
大
亀
を
祀
っ
て
洪
水
が
減
っ
た「
亀
の
宮

（
八
三
号
）」44
の
三
編
で
あ
る
。

な
お
、「
大
寺
瞽
女（
八
〇
号
）」285
の
異
説
と
し
て
、⑦
旅
の
尼
が

こ
の
地
に
住
み
修
行
を
し
て
い
る
と
、池
か
ら
大
蛇
の
姿
の
薬
師
如

来
が
現
れ
、祀
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
、願
興
寺（
可
児
郡
御
嵩
町
御

嵩
）が
建
て
ら
れ
、池
を
尼
ケ
池
と
言
う
47
。ま
た
、⑧
寺
近
く
の
池

か
ら
現
れ
た
大
蛇
が
尼
僧
の
祈
り
で
霊
像
と
な
っ
て
蟹
の
背
に
乗
っ

て
現
れ
た
。こ
の
像
は
寺
の
本
尊
の
胎
内
仏
と
な
っ
た
96
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

3‒

6
　
夫
婦
竜
　
　

①
滝
の
沢（
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
小
野
原
）の
二
つ
の
池（
女

池
と
男
池
）に
竜
が
そ
れ
ぞ
れ
暮
ら
し
、山
や
田
畑
を
荒
ら
し
て
い

た
。侍
が
二
匹
の
竜
を
退
治
し
、竜
は
乗
鞍
山
へ
逃
げ
て
行
っ
た
220
。

②
男
竜
と
女
竜
が
棲
む
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）の
池

が
小
さ
く
な
り
、男
竜
は
こ
の
池
に
、女
竜
は
駒
ヶ
岳
の
縞
池
に
分
か

れ
て
棲
ん
だ
。村
の
娘
た
ち
は
、美
男
子
に
化
け
て
女
竜
に
遭
っ
て
い

た
男
竜
に
恋
を
し
た
が
、結
婚
で
き
な
い
の
で
池
に
身
投
げ
し
た
。

旅
僧（
弘
法
大
師
）が
池
の
呪
い
を
解
き
、平
ら
な
土
地
に
し
た
202
。

③
池
ヶ
洞
と
塩
蔵
境
の
山
頂（
高
山
市
高
根
町
）の
男
池
・
女
池

に
男
女
の
大
蛇
が
棲
み
、修
行
を
積
ん
で
竜
神
に
な
っ
た
。夫
婦
蛇

は
さ
ら
に
海
で
修
行
す
る
た
め
、塩
蔵
谷
を
下
っ
た
。こ
の
二
池
は

竜
神
の
住
処
で
、道
路
開
通
の
た
め
池
を
一
部
埋
め
た
た
め
、祟
り

を
恐
れ
て
龍
神
碑
を
建
て
た
256
。

④
女
池
と
男
池（
郡
上
市
白
鳥
町
那
留
）の
二
つ
の
池
が
戦
後
に

埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、性
悪
女
大
蛇
が
女
池
に
住
む
女
大
蛇
に
化
け

て
猟
の
下
手
な
猟
師
を
だ
ま
し
、女
池
の
女
大
蛇
を
退
治
さ
せ
た
。

猟
師
は
猟
が
上
手
く
な
っ
た
が
、男
池
の
男
大
蛇
は
妻
を
殺
し
た
罰

と
し
て
、猟
師
の
眼
を
見
え
な
く
し
た
52
。

上
記
の
異
説
と
し
て
、⑤
猟
師
が
雄
池
で
鴨
と
間
違
え
て
大
蛇

3‒

5
　
蛇
を
祀
る
　
　

①
沼
の
大
蛇（
飛
騨
市
神
岡
町

朝
浦
）は
、昔
は
村
人
と
共
存
し
て

い
た
が
、村
人
が
沼
の
水
を
使
う
た

め
に
棲
み
難
く
な
り
、恨
み
を
残
し

て
越
中
の
浜
へ
飛
び
去
っ
た
。沼
の

跡
地
に
住
み
だ
し
た
人
に
蛇
の
祟

り
で
、不
幸
が
重
な
っ
た
た
め
、供

養
の
た
め
に
へ
び
塚（
蚖
蛇
等
之
霊
）

が
祀
ら
れ
た
39
。②
西
板
屋（
本
巣
市
根
尾
）と
尾
砂
谷（
根
尾
門
脇
）

境
の「
い
け
ざ
こ
」に
棲
む
大
蛇
は
、東
板
屋
の
沼
と
尾
開
谷
内
の
沢
の

池
の
三
ヶ
所
を
行
き
来
し
て
い
た
。猿
に
化
け
て
木
に
い
る
時
に
矢
で

射
ら
れ
、雷
と
と
も
に
火
の
雨
が
降
り
、池
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
。そ

の
大
蛇
は
雷
神
社（
本
巣
市
根
尾
西
板
屋
）に
祀
ら
れ
て
い
る
270
。

③
虚
空
蔵
菩
薩
が
修
行
で
こ
の
地（
大
垣
市
赤
坂
町
）に
着
た
時
、

立
小
便
を
し
た
ら
大
蛇
の
頭
で
掛
か
っ
て
し
ま
っ
た
。追
い
駆
け
ら
れ

て
金
生
山
の
頂
上
ま
で
逃
げ
、許
し
て
も
ら
う
た
め
に
、こ
の
地
に
蛇

王
権
現
に
し
て
祀
る
約
束
を
す
る
。金
生
山
の
頂
上
の
明
星
輪
寺
に
、

虚
空
蔵
菩
薩
と
蛇
王
権
現（
蔵
王
権
現
）が
祀
ら
れ
て
い
る
47
。

④
愛
西
市
持
中
町
の
氏
神（
神
明
神
社
）の
境
内
の
池
に
大
蛇
が

棲
ん
で
い
た
。境
内
に「
松
水
さ
ま
」と
呼
ば
れ
る
竜
神
が
祀
ら
れ

て
い
る
。毎
年
一
月
一
五
日
に
白
お
こ
わ
を
炊
い
て
供
え
る
祭
り
が

行
わ
れ
る
243
。⑤
西
別
所
白
山
神
社（
桑
名
市
大
字
蓮
花
寺
）の
神

は
白
い
龍
で
あ
る
55
。

話
を
集
め
た
。な
お
、昇
天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
る
と
神
通
力
を

失
う
よ
う
で
あ
る
。

①
洞
穴
に
棲
む
雄
雌
の
龍
が
雨
風
を
起
こ
し
て
地
を
荒
ら
す
の

で
、各
地
を
巡
礼
し
て
き
た
和
尚
が
祈
っ
て
雄
龍
を
天
に
昇
ら
せ
、

雌
龍
を
深
い
淵
に
閉
じ
込
め
た
。和
尚
は
こ
の
地
に
龍
洞
寺（
可
児

市
今
渡
）を
建
て
、龍
の
穴
に
あ
っ
た「
龍
の
ま
く
ら
石
」も
本
堂
西

に
祀
っ
て
あ
る
35
。ま
た
こ
の
雌
雄
の
夫
婦
龍
に
つ
い
て
、②
今
渡
ダ

ム（
可
児
市
川
合
）の
堰
堤
の
下
に
あ
っ
た「
ほ
う
ろ
く
淵
」に
雄
雌

の
龍
が
棲
ん
で
お
り
、和
尚
の
祈
り
で
、淵
の
底
の
穴
に
封
じ
込
め

ら
れ
、龍
の
住
処
に
は「
龍
の

ま
く
ら
石
」が
残
っ
て
い
た
と

も
伝
わ
る
228
。な
お
、③
今
渡

ダ
ム
工
事
は
難
工
事
と
な
っ

た
。周
囲
で
は「
ほ
う
ろ
く

淵
」の
龍
の
せ
い
だ
と
噂
さ

れ
、占
い
師
の
婆
さ
ん
に
観
て

も
ら
う
と
、噂
ど
お
り
だ
っ

た
。淵
か
ら
立
ち
退
い
て
も

ら
う
よ
う
に
祈
願
し
、八
王

龍
王
の
祠
を
鎮
座
し
た
ら
、

工
事
が
無
事
完
成
し
た
228
。

④
堤
を
挟
ん
で
2
つ
の
池

（
安
八
郡
安
八
町
大
森
）が

あ
っ
た
。薬
師
の
池
が
干
上
が

り
、大
鯰
が
出
て
き
た
。捕
ま

え
よ
う
と
し
た
ら
、雨
を
降

ら
せ
な
が
ら
下
の
池
の
ほ
う

へ
飛
ん
で
い
っ
た
。大
鯰
は
龍

神
の
化
身
で
、姿
を
見
ら
れ

て
う
ま
く
天
に
昇
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
4
。⑤
正

明
寺
（
安
八
郡
安
八
町
東

結
）側
の
池
を
東
の
蛇
池
、お
薬

師
が
祀
ら
れ
て
い
る
近
く
の
池

を
西
の
蛇
池
と
言
い
、東
の
蛇
池

の
主
が
悪
さ
を
し
、度
々
旅
人

が
消
え
て
し
ま
っ
た
。巫
女
は
鉦

鼓
を
聞
か
す
よ
う
に
言
い
、鉦

鼓
の
音
は
蛇
池
か
ら
何
か
恐
ろ

し
い
者
を
昇
天
さ
せ
た
。龍
神

と
な
り
村
を
守
り
に
戻
っ
て
来

た
の
か
、後
に
、大
垣
の
浄
勝
寺

か
ら
龍
を
彫
り
込
ん
だ
装
飾
板（
破
風
）が
移
転
し
て
き
た
。な

お
、二
つ
の
池
は
今
は
無
い
4
。こ
の「
蛇
池
」は
、「
蛇
池
と
一
本
松

（
一
四
号
）」205
の
池
で
あ
る
。

⑥
池
ン
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
山
手
）の
古
池
か
ら
大
蛇
が
昇

天
す
る
際
に
人
に
見
ら
れ
、大
蛇
は
神
通
力
を
失
い
ム
シ
ロ
と
な
っ

た
85
。⑦
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）の
主
の
大
蛇
が

天
に
昇
ろ
う
と
す
る
の
を
見
た
男
が
祟
り
で
死
ん
だ
。大
蛇
は
、海

と
山
で
二
千
年
修
行
す
る
と
天
に
昇
れ
る
が
、見
ら
れ
る
と
神
通

力
が
無
く
な
る
45
。⑧
龍
池（
一
宮
市
上
祖
父
江
竜
池
）の
周
囲
に

老
松
が
茂
っ
て
い
た
が
、一
夜
で
姿
を
消
し
た
。こ
の
松
は
龍
の
精
が

形
を
変
え
た
も
の
で
、荒
天
を
誘
っ
て
昇
天
し
た
1
。な
お
、⑨
蛇

池（
一
宮
市
上
祖
父
江
）で
乙
姫
が
生
ま
れ
た
と
言
い
、小
祠
を
建

て
て
乙
姫
様
を
祀
っ
た
1
。

3‒

3
　
竜
の
退
治
　
　

①
養
老
年
間（
七
一
七
〜
七
二
三
）、深
谷（
郡
上
市
明
宝
寒
水

深
谷
）か
ら
見
座（
高
山
市
上
宝
町
見
座
）に
棲
む
大
蛇
が
人
々
を

悩
ま
せ
て
い
た
が
、修
行
中
の
泰
澄
が
岩（
蛇
岩
）の
上
で
苦
し
む

大
蛇
を
供
養
す
る
と
、岩
に
蛇
形
が
残
っ
た
。こ
の
岩
が
明
治
に
道

路
改
修
で
カ
ン
ナ
リ
ド
チ
に
落
ち
、昭
和
に
あ
る
人
の
夢
枕
で
祀
っ

て
欲
し
い
と
言
い
、現
在
地
に
祀
ら
れ
た
295
。②
人
を
襲
う
大
蛇
を

武
士
が
退
治
し
て
、淵（
中
津
川
市
蛭
川
）に
投
げ
込
み
、そ
の
淵

は
竜
渕
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
108
。③
猟
師
が
細
尾
谷（
加
茂

郡
七
宗
町
上
麻
生
）に
住
む
大
蛇

を
撃
ち
殺
し
た
。そ
の
時
大
蛇
の

血
が
溜
ま
っ
た
の
が
赤
池（
飛
水

峡
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
の
上
流
）で
、

家
に
帰
っ
た
猟
師
は
高
熱
を
出

し
て
亡
く
な
っ
た
。そ
の
鉄
砲
は

神
淵
神
社（
七
宗
町
神
渕
）に
奉

納
さ
れ
て
い
る
275
。

④
池（
瑞
浪
市
土
岐
町
桜
堂
）に
棲
み
悪
さ
を
す
る
竜
を
、仏
の

お
告
げ
で
日
光
菩
薩
と
月
光
菩
薩
の
跡
取
と
さ
れ
る
侍
二
人
が

退
治
し
た
。竜
が
居
な
く
な
っ
た
池
は
水
が
引
き
、肥
沃
な
田
圃
に

な
っ
た
118
。

⑤
月
尾
谷（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津
）の
畑
で
ソ
バ
・
豆
が
何
者

か
に
食
べ
ら
れ
る
。農
民
が
鉄
砲
で
畑
に
現
れ
た
大
蛇
を
撃
つ
と
、

も
の
凄
い
大
雨
と
な
り
、土
橋
も
流
さ
れ
、家
に
帰
っ
た
農
民
は
ま

も
な
く
亡
く
な
っ
た
238
。

各
種
の
伝
説
が
伝
わ
る
苧
ヶ
瀬
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ

町
）で
は
、⑥
山
で
山
姥（
友
人
の
妻
に
化
け
た
池
の
主
の
大
蛇
）を

矢
で
射
っ
た
男
が
血
の
後
を
た
ど
る
と
池（
苧
ヶ
瀬
池
）に
辿
り
着

き
、お
が
せ（
苧
の
つ
む
ぎ
の
束
）が
浮
い
て
い
た
。男
は
後
悔
し
て
、

大
蛇
の
た
め
に
池
に
魚
を
入
れ

た
118
。さ
ら
に
、⑦
苧
ヶ
瀬
池
か

ら
約
二
・
五
㎞
東
の
大
安
寺

（
各
務
原
市
鵜
沼
大
安
寺
町
）

開
山
の
和
尚
の
所
へ
、娘
に
化

け
た
大
蛇
が
怪
我
の
治
療
を
頼

ん
で
き
た
。治
療
の
礼
に
寺
に

引
く
清
水
が
湧
き
出
て
、寺
へ

水
が
引
か
れ
た
222
、ま
た
、⑧
開

山
し
た
和
尚
の
徳
を
慕
っ
て

苧
ヶ
瀬
池
か
ら
来
る
竜
に
水
を
頼
む
と
、座
禅
し
て
い
た
石
の
間

か
ら
湧
き
出
し
た
51
、と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

以
下
に
、物
語
等
で
現
れ
る
人
物
に
退
治
さ
れ
た
蛇
の
話
に
つ
い

て
触
れ
よ
う
。

①
田
畑
を
荒
ら
す
白
蛇
退
治
を
弓
の
名
人
俵
藤
太（
藤
原
秀
郷

の
異
称
で
、百
足
退
治
な
ど
で
知
ら
れ
る
。）に
頼
み
成
功
し
、村
人

は
大
蛇
の
魂
を「
白
蛇
神
社
」（
揖
斐
郡
池
田
町
山
洞
）に
祀
っ
た
47
。

②
両
面
宿
儺
が
高
沢
山

で
悪
さ
を
し
て
い
た
竜
を

退
治
し
、山
頂
に
日
龍
峯

寺（
関
市
下
之
保
）を
建
て

た
125
と
も
、ま
た
、③
両
面

宿
儀
が
日
龍
峯
寺
の
山
の

池
に
棲
み
村
を
荒
ら
す
竜

を
刀
で
退
治
し
た
。こ
の

時
、谷
川
に
流
れ
込
ん
だ

竜
の
血
は
田
圃
に
も
入
り
、

寺
の
麓
の
田
に
は
、竜
の
お

詫
び
か
、ヒ
ル
が
居
な
く

な
っ
た
47
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。な
お
、両
面
宿
儺
は『
日
本
書
紀
』

で
は
皇
命
に
逆
ら
う
凶
賊
と
さ
れ
る
が
、岐
阜
県
の
在
地
伝
承
で

は
毒
龍
退
治
や
寺
院
の
縁
起（
高
山
市
の
千
光
寺
・
日
竜
峰
寺
な

ど
）に
関
す
る
逸
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。

3‒

4
　
子
に
残
し
た
大
蛇
の
目
玉
　
　

①
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
で
は
、夫
の
許
を
去
る
時
に
、子
に
残
し

た
目
玉
を
二
回
も
眼
病
を
患
う
殿
に
取
ら
れ
た
の
で
、津
波
の
発

生
を
親
子
に
は
知
ら
せ
て
逃
げ
さ
せ
た
後
、大
津
波
で
殿
の
家
か

ら
里
ま
で
皆
流
さ
れ
た 

104
。

②
大
丹
生
池（
高
山
市
丹
生
川
町
）の
大
蛇
が
娘
に
化
け
て
女
房
に

な
っ
た
。子
供
を
産
む
姿
を
見
ら
れ
て
池
に
帰
る
際
、子
に
目
玉
を
一
つ

残
す
が
、盗
ま
れ
た
の
で
、再
度
目
玉
を
与
え
た（
両
目
）。盲
目
に
な
っ

た
蛇
に
時
や
方
角
を
知
ら
せ
る
た
め
、夫
は
寺
に
釣
り
鐘
を
寄
進
し

た
104
。な
お
、③
亭
主
と
子
供
に
別
れ
る
際
、お
し
ゃ
ぶ
り
用
に
残
し
た

目
玉
を
殿
に
取
ら
れ
、再
度
目
玉
を
与
え
て
メ
ク
ラ
に
な
っ
た
の
で
、

寺
の
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
に
頼
ん
だ
話
が
、高
山
市
上
宝
町
本
郷
に
伝

わ
っ
て
い
る
104
。ま
た
、④
子
が
十
五
歳
に
な
っ
た
ら
、二
つ
目
の
目
玉

を
返
す
約
束
を
し
た
が
、村
人
の
意
見
は
返
す
か
返
さ
な
い
か
で
分

か
れ
た
。し
か
し
、千
光
寺（
高
山
市
丹
生
川
町
下
保
）に
滞
在
し
て
い

た
円
空
の
意
見
で
返
し
た
269
。

⑤
唯
願
寺（
大
垣
市
上
石
津
町
下
山
）の
僧
は
、京
の
帰
り
に
つ
い

て
き
た
女
と
夫
婦
に
な
っ
た
が
、大
蛇
で
あ
っ
た
。、女
は
姿
を
見
ら
れ

た
の
で
子
を
残
し
て
本
堂
前
の
井
戸
に
飛
び
込
ん
だ
が
、子
の
た
め
に

「
し
ぶ
な
し
の
カ
ヤ
」と
玉
を
残
し
た
。三
年
後
、玉
と
引
き
換
え
に
金

の
出
る
小
俵
を
く
れ
た
118
。な
お
、⑥
こ
の
井
戸
は
琵
琶
湖
ま
で
続
い

て
い
る
と
言
わ
れ
る
229
。カ
ヤ（
イ
チ
イ
科
カ
ヤ
属
の
常
緑
針
葉
樹
）の

実
は
食
用
に
な
る
。

を
撃
ち
殺
し
、祟
り
で
死
ん
だ
。雌

の
蛇
は
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥

町
前
谷
）に
移
っ
た
。雄
池
の
西
の

雌
池
は
残
っ
て
る
287
。
ま
た
、

「
3‒

1
金
物
が
嫌
う
主
」で
述
べ

た
村
間
ヶ
池
に
つ
い
て
は
、⑥
干
田

野（
白
鳥
町
下
田
野
）に
棲
ん
で
い

た
大
蛇
は
、洪
水
の
後
に
一
晩
で

干
上
が
っ
た
の
で
、村
間
ヶ
池
に
移

り
住
ん
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
52
。さ

ら
に
、⑦
大
蛇
が
村
間
ヶ
池
へ
下
る
時
に
山
が
崩
れ
て
、洞（
割
り

洞
。郡
上
市
明
宝
気
良
）が
出
来
た
295
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
恵
那
市
上
矢
作
町
の「
海
」（
達
原
渓
谷
に
あ
る
地
名
）に
青

竜（
雄
）と
黒
竜（
雌
）の
龍
が
住
ん
で
い
た
が
、上
か
ら
流
れ
て
き

た
白
竜（
雌
）に
元
か
ら
居
た
黒
竜
が
か
み
殺
さ
れ
た
。黒
竜
は
恨

み
で
人
に
祟
っ
た
が
、村
人
は
弁
天
様
を
祀
っ
て
鎮
め
た
99
。

⑨
関
市
板
取（
蕪
山
の
荒
倉
と
上
つ
谷
間
）の
尾
根
近
く
の
2
つ

の
池
に
雄
雌
の
大
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。猟
師
が
池
に
浮
か
ぶ
2
羽

の
鴨（
雌
雄
の
大
蛇
が
変
身
し
て
い
た
）を
撃
と
う
と
し
た
ら
、弾

は
当
た
ら
ず
、強
風
と
大
雨
の
嵐
に
な
り
、家
に
帰
っ
た
猟
師
は
寝

込
ん
で
亡
く
な
っ
た
。干
天
時
に
雨
を
降
ら
せ
よ
う
と
、鳶
の
先
で

池
を
掻
き
混
ぜ
る
と
、金
物
に
怒
っ
た
大
蛇
が
上
流
か
ら
大
水
を

流
し
、伐
採
し
た
木
材
や
人
が
流
さ
れ
た
8
。

⑩
沼
田（
山
県
市
富
永
の
水
品
）に
雄
雌
の
竜
が
お
と
な
し
く
暮

ら
し
て
い
た
が
、雌
の
挑
発
で
、雄
は
度
胸
試
し
に
人
を
襲
っ
て
し

ま
っ
た
。そ
れ
を
悔
い
た
雄
雌
の
竜
は
、天
に
豪
雨
と
と
も
に
昇
り
、

い
ま
も
そ
の
後
が
蛇
道
と
し
て
残
っ
て
い
る
124
。な
お
、兄
弟
の
大

蛇
も
い
て
、⑪
仲
越（
山
県
市
神
崎
。県
道
二
〇
〇
号
線
の
終
点
集

落
）の
池
に
棲
ん
で
い
た
大
蛇
の
兄
弟
が
大
洪
水
を
起
こ
し
て
海
へ

下
る
途
中
、弟
が
死
ん
で
し
ま
う
。兄
だ
け
で
海
へ
下
る
た
め
に
は
、

三
部
経
が
必
要
で
、伊
住
戸（
仲
越
か
ら
下
流
約
六
㎞
）の
お
寺
へ

取
り
に
来
た
124
。

3‒

7
　
竜
の
祟
り
　
　

①
高
山
市
丹
生
川
町
曽
手
の
集
落
に
、池
の
形
を
し
た「
水
な

し
」と
言
う
所
が
あ
る
。昔
は
池
で
お
む
つ
を
洗
っ
て
い
る
と
嵐
に

な
り
、竜
神
が
追
い
駆
け
て
来
て
、気
が
付
く
と
水
が
枯
れ
て
い
た

269
。②「
池
の
浜
」（
下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
）の
池
で
、石
の
上
の
小

さ
い
蛇
を
池
に
落
と
す
度
に
蛇
は
大
き
く
な
り
、つ
い
に
大
蛇
と

な
っ
て
男
衆
二
人
を
襲
っ
た
。二
人
は
大
蛇
を
た
た
き
殺
し
た
が
、

祟
り
に
あ
い
謎
の
病
で
死
ん
だ
97
。

木
曽
駒
森
林
公
園（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の「
七
尋
石
」に
つ
い
て

は
、③
惣
の
島（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
原
野
）の
若
者
が
大
蛇
に
襲
わ

れ
鎌
で
大
蛇
を
切
っ
た
ら
、の
た
う
っ
て
淵
へ
落
ち
て
行
っ
た
。淵
は
蛇

切
り
淵
と
呼
ば
れ
た
276
。後
日
談
と
し
て
、④
原
野
村
の
こ
の
若
者
に

嫁
い
だ
お
濃
は
、大
蛇
の
祟
り
で
蛇
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
姿
を
夫
に
見

ら
れ
て
離
縁
さ
れ
、さ
ら
に
実
家
か
ら
も
追
い
払
わ
れ
た
。途
方
に
く

れ
た
お
濃
が
座
っ
て
い
た
石（
七
尋
石
）に「
う
ろ
こ
」の
跡
と
麻
桶
を

置
い
た
窪
み
が
残
っ
て
い
る
276
。ま
た
、⑤
お
濃
は「
濃
ケ
池
」の
竜
に

見
初
め
ら
れ
て
身
ご
も
り
、「
七
尋
石
」の
所
で
出
産
し
た
が
、家
に
帰

れ
な
い
の
で「
濃
ケ
池
」に
身
投
げ
し
た
と
も
伝
わ
る
。な
お
、「
濃
ケ

池
」は
大
原（
木
曽
郡
木
曽
町
新
開
大
原
）奥
の
池
、あ
る
い
は
、駒
ケ

岳
の
麓
の
池
と
も
言
わ
れ
て
い
る
276
。⑥
明
星
岩（
木
曽
郡
木
曽
町
日

義
原
野
）に
住
ん
で
い
た
白
カ
ジ
カ
が「
濃
ケ
池
」の
大
蛇
を
負
か
し
た

ら
、大
蛇
は
池
か
ら
伊
勢
の
海
へ

行
っ
た
276
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑦
大
船
山（
恵
那
市
上
矢
作

町
）に
棲
ん
で
い
た
悪
魔
が
、蝮
の

頭
に
よ
く
似
た
石（
マ
ム
シ
岩
）に

封
じ
込
め
ら
れ
た
と
伝
わ
る
99
。

⑧
男
が
魚
釣
り
の
後
、石（
中
津

川
市
蛭
川
奥
渡
区
）の
上
で
一
服

し
て
い
る
と
一
匹
の
蛇
が
出
て
き

た
。悪
戯
で
、煙
草
の
ヤ
ニ
を
魚
の

腸
に
混
ぜ
て
与
え
た
。夜
蛇
の
恨
む
声
が
聞
こ
え
、翌
日
、蛇
は
死

ん
だ
が
、暫
く
し
て
、男
は
祟
り
で
川
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
、そ
の

石
は「
蛇
石
」と
呼
ば
れ
た
47
。

岩
村
城（
恵
那
市
岩
村
町
）の
大
蛇
に
関
す
る
話
と
し
て
、「
本

洞
の
う
わ
ば
み（
七
二
号
）」13
の
他
に
、⑨
宝
永
五（
一
七
〇
八
）

年
、猟
師（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
）が
魔
物
だ
と
思
い
大
蛇
を
撃

ち
殺
し
、馬
の
骨
ほ
ど
も
あ
る
蛇
骨
を
岩
村
城
に
届
け
た
。岩
村
の

子
供
が
こ
の
蛇
に
飲
ま
れ
て
尻
か
ら
出
た
が
一
生
頭
の
毛
が
生
え

な
か
っ
た
212
。⑩
岩
村
城
が
敵
陣
の
攻
撃
を
受
け
た
際
に
、秘
蔵
の

蛇
の
骨
を
井
戸
に
沈
め
る
と
城
を
霧
が
覆
い
、勝
っ
て
、霧
ヶ
城
と

名
が
つ
い
た
13
。な
お
、偶
然
蛇
の
骨
が
井
戸
に
入
っ
た
話
と
し
て
、

⑪
負
け
戦
の
兵
士
が
躓
い
て
、何
か
が
井
戸
に
落
ち
、霧
が
立
ち
込

め
て
勝
利
し
た
。井
戸
を
調
べ
る
と
蛇
の
頭
蓋
骨
で
、城
の
宝
に
な

り
、城
は
霧
ヶ
城
と
名
付
け
ら
れ
た
47
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑫
円
光
寺（
飛
騨
市
古
川
町
殿

町
）の
宝
物「
蛇
骨
」（
約
三
m
）は
、

越
後
の
国
で
、本
妻
に
殺
さ
れ
た

妾
が
大
蛇
に
変
身
し
た
が
、親
鸞

に
よ
る
供
養
で
、大
蛇
は
菩
薩
に
な

り
昇
天
し
、越
後
の
寺
か
ら
持
っ
て

来
ら
れ
た
物
で
あ
る
102
。

仏
の
教
え
を
学
ん
だ
後
に
、寺

に
蛇
骨
を
残
し
た
蛇
も
い
る
。⑬

龍
泰
寺（
関
市
下
有
知
の
守
り
神

の
竜
は
、死
期
が
迫
っ
た
の
で
、仏
の

教
え
を
乞
う
て
寺
に
来
て
、天
に
逝

き
、寺
に
竜
骨
が
秘
蔵
さ
れ
、竜
神

は
境
内
の「
竜
ヶ
池
」に
あ
る
島
の

祠
に
祭
ら
れ
て
い
る
71
。⑭
葦
池

（
各
務
原
市
下
中
屋
町
。春
日
神
社

境
内
に
池
は
現
在
無
い
）の
大
蛇
は

旅
人
を
食
べ
た
り
田
畑
を
荒
ら
し

た
り
し
た
が
、若
嫁
に
化
け
て
河
野

西
入
坊（
各
務
原
市
下
中
屋
町
）で

の
説
教
を
熱
心
に
聴
き
、住
職
に
亡

く
な
っ
た
後
の
始
末
を
頼
ん
で
、大

蛇
と
な
っ
て
亡
く
な
り
、寺
に
は
、

現
在
も
上
顎
と
下
顎
の
骨
が
残
っ

て
い
る
222
。

祟
り
に
戻
る
と
、⑮
大
船
神
社

（
恵
那
市
上
矢
作
町
）の
石
段
で
満

願
の
日
に
大
蛇
を
見
た
松
助
が
亡

く
な
り
、そ
の
者
の
家
の
前
に「
松
明

霊
神
」の
石
碑
が
建
て
ら
れ
、祀
ら

れ
た
。な
お
、大
蛇
を
三
つ
に
切
っ

て
、頭
を
大
船
神
社
、腹
を
中
山
神

社（
恵
那
市
串
原
中
沢
）、尻
尾
を

愛
知
県
東
加
茂
郡
に
奉
納
し
た
伝

説
も
あ
り
、松
助
は
大
船
神
社
の
ご

神
体
を
見
た
祟
り
で
病
死
し
た
99
。

⑯
伊
勢
山（
本
巣
市
法
林
寺
）の

中
腹
に
あ
る
大
岩
は
、神
が
宿
る
岩

と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
。山
菜
取

り
の
村
人
が
、「
山
で
味
噌
を
焼
く

と
、匂
い
で
大
蛇
が
来
る
」と
の
言
い
伝
え
を
忘
れ
、大
岩
の
上
で
味
噌

を
焼
い
て
昼
食
に
し
た
ら
、大
岩
の
下
か
ら
出
て
来
た
大
蛇
に
睨
ま

れ
、つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
128
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
の
小
島
山（
八
六
四
m
）頂
上
に
あ
る
古

賀
ヶ
池
に
は
、小
島
山
周
辺
の
数
村
で
よ
く
似
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑰
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、大
蛇
に
愛
犬
を
食
わ
れ
た

猟
師
が
、仇
討
ち
に
失
敗
し
、瑞
岩
寺
村（
現
揖
斐
川
町
瑞
岩
寺
に
該

当
）の
氏
神
様
に
逃
げ
込
み（
一
説
に
は
、瑞
岩
寺
村
の
秋
葉
神
社
に
隠

れ
、神
様
が
大
蛇
を
追
い
返
す
と
）、よ
う
や
く
大
蛇
は
帰
っ
た
28
。⑱

そ
の
時
大
蛇
が
壊
し
た
谷（
じ
ゃ
が
谷
、一
説
で
は
城
ヶ
谷
）は
、大
雨

の
た
び
に
荒
れ
、不
作
が
続
い
た
の
で
、大
蛇
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め

に
、池
の
ほ
と
り
に
祠
を
建
て
た
11
。ま
た
、⑲
享
保 

（
一
七
一
六
〜
三

五
）年
間
、猟
師（
揖
斐
川
町
白
樫
）の
犬
が
古
川
池（
古
賀
ヶ
池
に
該

当
）で
大
蛇
に
呑
み
こ
ま
れ
た
。猟
師
と
友
人
は
、復
讐
に
行
く
が
、急

所
が
は
ず
れ
て
大
蛇
に
追
わ
れ
、揖

斐
郡
大
野
町
黒
野
の
八
幡
社
に
逃

げ
込
む
と
大
蛇
は
息
絶
え
た
。大

蛇
は
焼
か
れ
、灰
を
埋
め
て
供
養
し

た
。黒
野
駅
レ
ー
ル
パ
ー
ク
東
二
〇

〇
ｍ
辺
り
に「
へ
ん
び
塚
」が
残
っ
て

い
る
217
。

さ
ら
に
、⑳
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

東
津
汲（
旧
久
瀬
村
）で
は
、猟
師

の
犬
が
古
賀
ヶ
池
で
雄
の
大
蛇
に

呑
ま
れ
た
。撃
ち
取
っ
た
ら
雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ
、猟
師
は
な
ん
と
か

逃
げ
、猟
師
を
見
失
っ
た
大
蛇
は
別
の
谷
に
出
て
行
っ
た
238
。ま
た
一
説

で
は
、㉑
雄
の
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
が
、雌
の
大
蛇
に
追
わ
れ

た
猟
師
は
瑞
岩
寺
村
の
北
の
宮
に
逃
げ
込
み
、大
蛇
が
社
殿
を
壊
し

な
が
ら
村
を
水
浸
し
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
、宮
の
神
が
鯰
に
な
っ
て

飲
み
干
し
た
238
と
、伝
わ
っ
て
い
る
。

現
大
垣
市
上
石
津
町
に
も
犬
と
大
蛇
の
話
が
あ
る
。㉒
多
良
村（
大

垣
市
上
石
津
町
）の
狩
猟
の
上
手
い
侍
が
、幾
久
里
の
山
で
犬
に
飛
び

掛
か
る
大
蛇（
主
）を
刀
で
切
り
つ
け
、大
蛇
は
淵
へ
逃
げ
た
。翌
年
、そ

の
淵
で
侍
が
投
網
を
す
る
と
、主
に
引
き
込
ま
れ
、以
来
そ
の
淵
を「
へ

び
が
淵
」と
恐
れ
た
37
。ま
た
、㉓
上
多
良
の
豪
士
が
幾
久
里
の
山
へ

狩
り
に
行
く
と
、小
さ
な
ト
カ
ゲ
が
豪
士
を
幾
久
里
川
の
淵
へ
引
き

ず
る
。怒
っ
た
豪
士
は
ト
カ
ゲ
を
切
り
殺
す
と
、ト
カ
ゲ
は
淵
に
落
ち
、

赤
黒
い
血
に
染
ま
っ
た
淵
か
ら
二
つ
の
大
き
な
目
が
光
っ
て
お
り
、こ

こ
を「
蛇
ぶ
ち
」と
言
っ
た
37
。さ
ら
に
、㉔
上
多
良
の
人（
三
輪
佐
太

夫
）は
犬
を
連
れ
て
魚
取
り
に
行
っ
た
。川
で
大
蛇
に
遭
遇
し
胴
を
二

つ
に
切
っ
た
。翌
日
、川
で
魚
の
群
れ
を
見
か
け
、投
網
す
る
と
川
底
へ

引
き
込
ま
れ
た
。実
は
群
れ
は
大
蛇
の
頭
だ
っ
た
。こ
の
淵
を「
蛇
淵
」

（「
佐
太
夫
淵
」229
）と
言
う
37
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

㉕
猟
師
が
鴨
を
打
ち
に
沼
に
来
た
が
、笠
を
残
し
て
姿
を
消
し
た
。

そ
れ
以
降
、笠
取
池（
一
宮
市
萩
原
町
西
宮
重
）と
呼
ば
れ
た
。沼
の
主

が
大
亀
で
、埋
め
た
て
る
と
祟
り
が
あ
る
1
。な
お
、鹽
道
神
社（
一
宮
市

千
秋
町
塩
尻
居
屋
敷
）周
辺
の
湿
地
に
も
、笠
を
取
り
に
行
っ
た
巡
礼

が
ヨ
シ
の
深
み
に
嵌
り
、笠
だ
け
が
残
さ
れ
た
笠
取
沼
伝
説
が
あ
る
。

文
字
を
使
用
す
る
以
前
の
先
史
時
代
、中
国
で
は
す
で
に
貝
殻

で
作
っ
た
龍
形
な
ど
、後
代
の
龍
の
形
象
と
共
通
項
を
持
つ
遺
物
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。殷
代（
B
C
一
七
世
紀
〜
B
C
一
〇
四
六
年
）

後
期
の
甲
骨
文
字
に
は
龍
の
文
字
が
出
現
し
て
お
り
、こ
の「
龍
」

の
文
字
を
用
い
る
族（
龍
族
）が
祀
っ
た
神
は
降
雨
の
有
無
を
問
う

水
神
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
た
。

龍
の
姿
は
、後
漢
時
代（
二
五
〜
二
二
〇
年
）の
学
者
王
府
が
、

龍
に
つ
い
て「
九
似
説
」（
頭
は
ラ
ク
ダ
、目
は
鬼
、角
は
鹿
、首
は

蛇
、腹
は
蛟﹇
虯
・
螭
・
虬
で
、蛇
に
似
た
想
像
上
の
動
物
﹈、鱗
は

魚
、爪
は
鷹
、足
は
虎
、耳
は
牛
）を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。

1
．龍
と
蛇
の
融
合

雨
乞
い
伝
説
な
ど
で
は
、蛇
も
龍
も
同
じ
霊
験
を
現
し
て
お
り
、

蛇
と
龍
の
区
別
が
つ
か
な
い
。な
お
、雨
乞
い
専
用
の
龍
は
玄
宗
皇

帝（
六
八
五
〜
七
六
二
）の
唐
代
に
登
場
し
て
い
る
。

八
木
133
は
、仏
教
に
お
け
る
コ
ブ
ラ
を
神
格
化
し
た
蛇
神（
蛇
の

精
霊
、ナ
ー
ガ
）が
中
国
の
龍
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
述
べ
て
い

る
。中
国
の
龍
は
①
水
と
の
関
連
性
、②
水
辺
に
棲
み
、財
宝（
珠
）

を
守
る
、③
魚
な
ど
に
自
在
に
変
化
す
る
特
性
を
備
え
た
超
自
然

的
な
聖
獣
で
あ
る
。一
方
、イ
ン
ド
の
蛇
神
は
①
水
と
の
関
連
性
、

②
龍
宮
に
棲
み
、財
宝（
仏
舎
利
等
）を
守
る
、③
擬
人
化
さ
れ
て

人
語
を
解
し
、人
と
交
わ
る
特
性
を
持
ち
、魏
晋
南
北
朝
時
代（
一

八
四
〜
五
八
九
）以
降
、コ
ブ
ラ
の
い
な
い
中
国
で
隆
盛
し
た
仏
教

の
漢
訳
仏
典
を
介
し
て
イ
ン
ド
の
蛇
神
が
中
国
の
龍
の
概
念
に
影

響
を
与
え
、唐
代（
六
一
八
〜
九
〇
七
）に
小
説
の
龍
宮
譚
・「
劉
毅

伝
」以
降
、龍
宮
の
記
事
が
多
く
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

つ
ま
り
八
木
は
、イ
ン
ド
の
蛇
神
も
中
国
の
龍
も
共
に
雨
を
降

ら
せ
る
能
力
を
有
し
、雨
乞
い
の
儀
式
に
関
す
る
共
通
項
が
、仏
典

の
蛇
神
が
中
国
の
龍
と
同
一
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
て
い

る
。な

お
、龍
の
爪
の
数
に
つ
い
て
は
、漢
代（
B
C
二
〇
六
〜
A
D

二
二
〇
）皇
帝
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
龍
の
爪
の
数
は
三
本
で
、宋

代（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）に
四
本
、元
代（
一
二
七
一
〜
一
三
六

八
年
）か
ら
五
本
に
増
え
た
。

2
．金
物
を
嫌
う
龍

水
神
が
金
物
を
嫌
う
理
由
を
述
べ
る
前
に
、鋳
物
師
を
支
配
し

た
真
継
家
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
15
。

鋳
造
の
歴
史
は
弥
生
時
代（
B
C
三
世
紀
頃
〜
A
D
三
世
紀
中

頃
）に
遡
る
が
、造
寺
造
仏
技
術
が
六
世
紀
末
に
伝
来
し
て
飛
鳥

寺
の
造
営
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
、鋳
造
技
術
は
大
い
に
発
達
し
た
。

律
令
時
代（
大
化
の
改
新
後
の
七
世
紀
後
半
〜
一
〇
世
紀
頃
ま

で
）の
鋳
銅
技
術
は
、貴
族
も
鋳
造
技
術
者
を
確
保
し
て
お
り
、ま

た
鋳
銅
技
術
は
民
間
に
も
広
範
に
存
在
し
て
い
た
が
、天
皇
家
は

需
要
の
多
い
所
に
技
術
者
を
出
向
さ
せ
て
鋳
銅
製
品
を
制
作
さ
せ

て
お
り
、飛
鳥
・
奈
良
時
代（
五
九
二
〜
七
九
四
）に
は
天
皇
家
と

鋳
物
師
と
の
結
び
つ
き
も
始
ま
っ
た
。　

天
文
八（
一
五
三
九
）年
、真
継
久
直
は
天
皇
に
仕
え
る
家
の
地

位
を
乗
っ
取
っ
て
地
下
官
人
真
継
家
を
成
立
さ
せ
、天
皇
家
の
偽

文
書
を
創
作
・
配
布
し
権
威
づ
け
て
、各
地
の
鋳
物
師
支
配
を
開

始
し
た
。

こ
こ
で
偽
文
書
は
、天
皇
家
か
ら
出
さ
れ
た
蔵
人
所
牒（
蔵
人
所

は
い
わ
ば
天
皇
家
の
事
務
官
の
役
所
）の
内
容
を
踏
ま
え
て
、真
継

家
に
都
合
の
良
い
文
書
を
書
き
加
え
た
も
の
で
、鋳
物
師
集
団
や

そ
の
首
領
に
対
し
て
諸
国
通
行
税
の
免
除
等
、営
業
上
の
特
権
を

保
証
す
る
内
容
が
多
い
。な
お
、偽
文
書
に
は
朝
廷
文
書
に
捺
印
さ

れ
る
正
規
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
内
印
が
捺
し
て
あ
る
。さ
ら
に
真

継
珍
弘（
一
六
七
二
〜
七
三
三
）は
、鋳
物
を
家
業
と
す
る
こ
と
を

認
め
る
許
可
状「
許
状
」を
発
給
し
、以
後
、鋳
物
師
の
代
替
り
ご

と
に
更
新
さ
れ
、鋳
物
師
支
配
が
拡
大
し
た
。

こ
の
真
継
家
と
鋳
物
師
と
の
関
係
は
、惟
喬
親
王
を
祖
と
仰
ぐ

木
地
師
と
の
関
係
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

吉
岡
51
は
、鉄
器
の
製
造
者（
鋳
物
師
）が
鉄
器
の
強
靭
性
を
言
い

募
る
た
め
に
、鉄
器
は
水
神（
龍
神
や
河
童
な
ど
）さ
え
抑
え
込
む
威

力
を
持
ち
、そ
れ
ゆ
え
水

神
は
鉄
器
を
嫌
う
と
伝

え
た
、と
述
べ
て
い
る
。

水
神
は
、池
に
入
れ
ら

れ
た
嫌
い
な
金
物（
鎌

等
）に
怒
り
、そ
の
地
に

雨
を
降
ら
せ
た
。つ
ま

り
、雨
乞
い
の
方
法
と
し

て
水
神
が
嫌
う
金
物
が

用
い
ら
れ
、例
え
ば
恵
那

市
の
笠
置
山（
一
一
二
八

m
）の
笠
置
神
社
の
鎌
を

借
り
て
雨
乞
い
を
行
い
、

ま
た
、恵
那
市
の
三
森
山（
一
一
〇
〇
m
）山
頂
の
三
森
山
社
の
鎌

を
麓
の
垂
松
瀑
に
投
げ
入
れ
て
雨
乞
い
を
行
っ
て
い
た
。

３
．竜
・
大
蛇
伝
説

飛
騨
地
方
に
は
、異
類
婚
姻
い
わ
ゆ
る
蛇
婿
に
分
類
さ
れ
る
話
が

多
く
伝
わ
り
、そ
の
内
容
の
多
く
は
、針（
蛇
の
嫌
い
な
金
物
）を
婿

（
蛇
）の
着
物
に
つ
け
て
退
治（
例
え
ば
104
、105
、270
等
）し
、ま
た
、妊

娠
し
た
娘
に
菖
蒲
酒
や
菊
酒
を
飲
ま
せ
て
流
産（
例
え
ば
72
）さ
せ

る
話
で
あ
る
が
、本
章
で
は
異
類
婚
姻
は
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
取
り

上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

3‒

1
　
金
物
を
嫌
う
主
　

①
旧
越
中
東
街
道
の
千
貫
桟（
長
三
〇
〇
間
余
り
、明
治
に
県

道
を
飛
騨
市
神
岡
町
横
山
か
ら
西
街
道
に
移
し
、高
原
川
に
千
貫

橋
を
架
け
た
）下
の
深
淵
に
棲
む
主
は
鉄
を
嫌
い
、淵
に
引
き
ず
り

込
む
の
で
、鉄
を
運
ぶ
時
は
山
道
を
迂
回
し
た
104
。②
飛
騨
市
神

岡
町
東
雲
西
側
の
平
坦
部
が
開
墾
さ
れ
た
が
、水
が
不
足
し
、大

蛇
が
棲
む
と
伝
わ
る
池
で
鍋
・
釜
を
洗
っ
て
い
た
。大
蛇
は
堪
ら
ず

池
か
ら
逃
げ
出
す
際
、恨
み
に
大
雨
を
降
ら
せ
た
。恨
み
を
鎮
め
る

た
め
に
経
塚
を
一
三
造
り
、一
つ
の

経
塚
が
残
っ
て
い
る
104
。③
小
八

賀
川（
高
山
市
丹
生
川
町
根
方
）

の
竜
宮
に
通
じ
る
と
言
わ
れ
た
琴

淵
に
は
大
蛇
の
主
が
棲
み
、主
は

金
物
を
嫌
い
、釘
を
使
っ
た
橋
を

琴
淵
に
架
け
た
ら
、一
夜
で
橋
は

流
さ
れ
た
269
。な
お
、④
琴
淵
の
主

は
ガ
ロ
オ（
河
童
）と
も
言
わ
れ
て

い
た
。猟
師
が
そ
れ
を
狙
い
投
網

す
る
と
、大
イ
ワ
ナ（
九
〇
㎝
）

が
捕
れ
、見
世
物
に
出
し
た
269
。

⑤
坂
山（
蔵
柱
、小
萱
と
吉

田
に
連
な
る
山
）に
棲
む
大
蛇

が
、蔵
柱
村（
高
山
市
上
宝
町
）

や
北
側
の
小
萱（
飛
騨
市
神
岡

町
）の
人
々
の
夢
枕
で
、子
ど
も

が
多
く
な
っ
た
の
で
村
に
棲
ま

せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
が
断
ら

れ
、小
萱
の
谷
に
金
物
の
剣
八

本
が
立
っ
た
。忘
れ
た
頃
に
、小

萱
の
西
の
吉
田（
神
岡
町
）か
ら
鉄
砲
水
と
な
り
蛇
が
抜
け
た
39
。

同
じ
く
大
蛇
の
子
供
が
増
え
た
話
と
し
て
、⑥
大
蛇
夫
婦
が
苅

安
峠（
高
山
市
一
之
宮
町
）の
大
き
な
池
に
棲
ん
で
い
て
、子
が
増
え

た
の
で
、村
人
に
相
談
し
た
。村
人
は
大
蛇
が
里
へ
来
な
い
よ
う
に
、

池
の
北
側
の
堤
に
金
物
を
埋
め
た
。す
る
と
、大
蛇
は
怒
り
、洪
水

と
と
も
に
無
数
河
川
か
ら
益
田
川（
飛
騨
川
）に
移
り
住
ん
だ
292
。

⑦
村
間
ヶ
池（
郡
上
市
白
鳥
町
前
谷
）に
は
老
大
蛇
が
棲
み
、大

蛇
は
金
属
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。番
所
の
役
人
の
子
供
が
た
わ
む
れ
に

鎌
を
池
に
投
げ
入
れ
る
と
大
暴
風
雨
に
な
り
、農
夫
が
池
か
ら
鎌

を
拾
い
上
げ
た
ら
静
か
に
な
っ
た
237
。

⑧
井
沢
川（
恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
）の
淵
に
棲
む
大
蛇
は
人

を
引
き
ず
り
込
ん
だ
。と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
大
蛇
に
釜
を
被
せ
て

出
ら
れ
な
く
し
た
99
。

3‒

2
　
竜
の
昇
天
　

　
海
に
千
年
、山
に
千
年
棲
み

つ
い
た
蛇
は
天
に
昇
っ
て
竜
に

な
る
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、

経
験
が
豊
か
で
抜
け
目
が
な

く
、し
ぶ
と
く
狡
く
な
っ
て
い
く

こ
と
の
例
え
と
し
て「
海
千
山

千
」と
言
う
。

こ
こ
で
は
、竜
が
昇
天
す
る
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わ
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伝
説

第
3
章
　
木
地
師
と
椀
貸
し
伝
説筒

井
神
社
と
帰
雲
庵
が
、君
ヶ
畑
に
は
大
皇
器
地
祖
神
社
と
金
竜

寺
が
あ
り
、木
地
師
は
い
ず
れ
か
の
管
轄
下
に
属
し
て
い
た
。

彼
ら
は
、惟
喬
親
王
の
家
来
、ま
た
は
惟
喬
親
王
の
重
臣
小
椋
秀

実
の
子
孫
を
称
し
、諸
国
の
山
に
入
り
山
の
七
合
目
よ
り
上
の
木
材

を
自
由
に
伐
採
で
き
る
権
利
を
保
証
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、山
中

を
移
動
し
て
生
活
す
る
集
団
だ
っ
た
。

1‒

1
　
木
地
師
に
よ
る
長
者
屋
敷
伝
説

金
鶏
伝
説
は
、鶏
の
鳴
き
声
は
神
霊
の
声
と
さ
れ
、そ
れ
が
一
年

の
夜
明
け
で
あ
る
元
日
に
神
聖
視
さ
れ
た
場
所
で
鳴
く
と
考
え
ら

れ
、金
鶏
が
鳴
く
主
な
場
所
は
、大
岩
の
上
、古
木
の
下
、寺
の
址
、

古
い
墳
、神
社
の
境
内
、城
址
、長
者
屋
敷
の
跡
等
で
あ
る
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
美
束
の「
長
者
平
の
金
鶏
伝
説（
三
六

号
）」224
は
、金
鶏
伝
説
と
木
地
師（
木
地
屋
と
も
言
う
）に
よ
る
長

者
屋
敷
伝
説
か
ら
成
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、春
日
美
束
の
長
者

平
に
伝
わ
る
伝
説
で
は
、壬
申
の

乱（
六
七
二
年
）で
自
害
し
た
弘

文
天
皇（
六
四
八
〜
六
七
二
）の

后
・
満
姫
が
生
ん
だ
小
倉
皇
子
が

こ
の
地
を
開
拓
し
て
長
者
平
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
の
末

裔（
一
説
に
行
基
）が
長
国
寺
を

建
て
た
。後
に
伝
説
の
盗
賊
熊
坂

長
範
を
同
寺
に
匿
っ
た
疑
い
で
義

経
が
長
者
平
に
攻
め
入
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
伝
説
に
出
て
く
る「
小
倉
皇
子
」は
木
地
師
の
里
・
滋
賀
県

東
近
江
市
の「
小
椋
」に
通
じ
、こ
の
伝
説
も
木
地
師
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

山
奥
に
構
え
た
木
地
師
の
住
居
は
粗
末
で
あ
っ
た
が
、木
地
師

達
は
住
居
周
辺
に
長
者
屋
敷
伝
説
を
創
り
出
し
た
。

『
郡
上
八
幡
町
史（
下
巻
）』は
郡
上
市
内
で
の
木
地
師
の
多
く
の

1
．木
地
師

轆
轤
を
用
い
て
椀
や
盆
等
の
木
工
品
を
加
工
・
製
造
す
る
木
地

師
は
、惟
喬
親
王（
八
四
四
〜
八
九
七
）を
祖
と
仰
ぎ
、近
江
国
小

椋
庄（
滋
賀
県
東
近
江
市
）に
住
む
木
地
師
一
門
を
本
家
と
し
、地

方
に
散
在
す
る
木
地
師
す
べ
て
を
分
家
と
み
る
擬
制
的
同
族
組
織

で
あ
っ
た
。

小
椋
庄
に
は
蛭
ヶ
谷
と
君
ヶ
畑
の
両
集
落
が
あ
り
、蛭
ヶ
谷
に
は

住
居
跡
を
記
し
て
お
り
、木
地
師
と
の
交
流
を
伺
わ
せ
る
話
と
し

て
、①
木
地
屋
の
娘
が
商
い
に
回
っ
て
く
る
中
年
の
鎌
屋
に
恋
を
す

る
が
約
束
の
時
に
会
え
ず
、池（
現
さ
ら
け
が
の
池
）に
身
を
投
げ
、

そ
れ
を
知
っ
た
男
も
身
を
投
げ
た
。娘
の
葬
儀
は
八
幡
町
の
慈
恩

寺
で
行
わ
れ
、娘
が
大
事
に
し
た
モ
ミ
ジ
の
小
盆
も
寺
に
寄
進
さ

れ
た
254
と
伝
わ
る
。ま
た
、木
地
屋
が
椀
を
借
り
た
話
と
し
て
、②

木
地
屋
が
期
限
に
間
に
合
わ
ず
、乙
女
淵（
郡
上
市
八
幡
町
）に
頼

む
と
椀
が
浮
か
び
出
た
が
、破
損
し
た
椀
を
返
し
て
か
ら
は
、貸
し

て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
21
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2
．椀
貸
し
伝
説

淵
は
渦
を
巻
い
て
お
り
、水
底
の
入
口
の
ご
と
く
で
あ
る
。つ
ま
り

淵
は
竜
宮
の
入
口
と
考
え
ら
れ
た
。

2‒

1
　
竜
宮
に
通
じ
た
淵
　

竜
宮
に
通
じ
た
淵
で
膳
椀
を
借
り
る
話
が
最
も
多
く
、椀
を
破

損
し
た
り
、数
を
誤
魔
化
し
た
り
、く
す
ね
た
り
し
て
、貸
し
て
く

れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

①
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）で
椀
を
貸
し
て
く
れ
た

が
、壊
し
て
謝
ら
な
か
っ
た
の
で
貸
し
て
く
れ
な
く
な
っ
た
202
。

②
竜
宮
に
通
じ
た
飛
水
峡
の
お
姫
淵（
加
茂
郡
七
宗
町
上
麻

生
、上
麻
生
橋
の
上
流
）の
付
近
に

乙
姫
の
侍
女
と
噂
さ
れ
る
美
女
が
住

み
、椀
を
貸
し
て
く
れ
た
。な
お
、昭

和
初
期
ま
で
は
、日
照
り
の
年
に
は

夜
松
明
を
灯
し
て
お
姫
淵
に
祈
願

し
た
275
。③
帯
雲
橋（
益
田
郡
下
呂

町
小
川
）近
く
の
椀
貸
せ
淵
は
竜
宮

に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
、碗
を
貸

し
て
く
れ
た
51
。④
竜
宮
の
使
い
の

美
女
が
竜
宮
淵（
中
津
川
市
加
子
母

角
領
）近
く
に
住
ん
で
い
て
、椀
を
水
中
か
ら
取
り
出
し
貸
し
て
く

れ
た
51
。

⑤
木
曽
川
へ
坂
本
川
が
流
れ
込
む
所
の
竜
宮
に
通
じ
て
い
た

リ
ュ
ウ
ゴ
淵（
中
津
川
市
千
旦
林
坂
本
）に
向
か
っ
て
頼
む
と
貸
し

て
も
ら
え
た
82
。⑥
中
野
方
川
の
竜
宮
淵（
恵
那
市
中
野
方
町
）で

椀
を
貸
し
て
も
ら
え
た
214
。⑦
亀
淵
竜
宮（
美
濃
加
茂
市
の
新
太

田
橋
下
流
右
岸
）の
淵
に
、浦
島
太

郎
を
運
ん
だ
亀
が
住
ん
で
い
た
と
言

わ
れ
、竜
宮
神
社
に
願
え
ば
膳
椀
を

貸
し
て
く
れ
た
。一
説
に
は
、こ
の
淵

の
水
は
兼
山
の
戸
立
て
の
観
音（
大

通
寺
）の
井
戸
に
通
じ
て
い
る
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
288
。な
お
、美
濃
加
茂

市
に
は
椀
で
は
な
く
機
織
り
機
を
貸

し
て
く
れ
た
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。⑧

徳
雲
寺（
美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
市
橋
）前
の
今
は
埋
め
ら
れ
た

池（
ハ
タ
ゴ
池
）は
龍
宮
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
、機
織
り
機
を

貸
し
て
も
ら
え
た
が
、返
す
約
束
を
破
っ
た
ら
、織
り
掛
け
の
布
を

付
け
た
機
は
空
を
飛
ん
で
池
に
沈
ん
だ
288
。

美
濃
加
茂
市
下
流
の
鵜
沼
で
は
、⑨
各
務
原
市
鵜
沼
字
伊
木
山

の
淵
が
竜
宮
に
通
じ
て
お
り
、借
り
に
行
く
役
が
決
ま
っ
て
い
た

51
。な
お
、借
り
役
が「
代
理
人
」の

場
合
82
や
、必
要
な
人
が
直
接
借
り

に
行
く
場
合
も
あ
る
24
。⑩
苧
ヶ
瀬

の
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）は

竜
宮
に
通
じ
て
お
り
、池
の
上
に
頼

ん
だ
膳
椀
が
浮
か
ん
だ
82
。

岐
阜
市
で
は
、⑪
夕
部
が
池（
岐

阜
市
曽
我
屋
）は
竜
宮
に
繋
が
っ
て

お
り
、膳
椀
を
貸
し
た
が
、借
り
物

を
盗
ん
だ
た
め
、以
後
貸
さ
な
く
な
っ
た
82
。

（
１
）「
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
る
」

①
龍
宮
淵（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）に
は
龍
宮
に
通
じ
る
穴
が
あ

り
、そ
こ
か
ら
機
織
り
姫
が
現
れ
て
岩
の
上
で
機
を
織
っ
て
い
た
13
。

②
乙
女
淵（
郡
上
市
明
宝
畑
佐
。左
岸
か
ら
吉
田
川
を
二
度
渡
河

し
た
左
岸
側
）の
四
角
い
岩
の
上
で
乙
姫
様
が
機
織
り
を
し
て
い

た
。こ
の
岩
の
向
か
い
の
穴
は
明
宝
気
良
の
関
上
の
淵
に
通
じ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
13
。③
乙
姫
の
機
織
り
の
音
が
龍
宮
の
淵（
下
呂
市

門
和
佐
）と
呼
ば
れ
る
淵
の
底
か
ら
聞
こ
え
た
が
、馬
鍬
を
投
げ
入

れ
た
ら
音
が
絶
え
た
284
。④
岩
村
城
主
に
乞
わ
れ
た
機
織
り
が
池

（
萬
勝
寺
境
内
に
機
子
が
池
。恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
飯
高
）に

身
投
げ
し
た
。池
の
底
か
ら
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
る
51
。⑤
瑞
穂

市
十
八
条
東
沼（
現
堀
越
紡
績
工
場
内
）に
あ
っ
た
最
も
大
き
い「
が

ま
」（
自
然
に
水
の
湧
き
出
る
所
）の
底
か
ら
、あ
る
正
月
に
機
織
り

の
音
が
聞
こ
え
て

き
た
。音
は
正
月

し
か
聞
こ
え
ず
、

龍
宮
と
通
じ
て
い

る
と
言
わ
れ
、汚

さ
な
い
よ
う
に
大

切
に
さ
れ
た
70
。

（
2
）「
竜
宮
に
通
じ
た
話
」

①
セ
バ
岩（
高
山
市
朝
日
町
小
瀬
ヶ
洞
）と
称
し
秋
神
川
の
両
岸

に
巨
岩
迫
り
、滝
と
な
り
淵
と
な
る
場
所
が
あ
っ
た
。こ
こ
の
淵
に

籾
殻
等
を
入
れ
る
と
、小
坂
川
が
飛
騨
川
に
合
流
す
る
手
前
の
朝

六
橋
下
の
淵（
長
谷
寺
の
淵
）に
現
れ
、両
方
と
も
竜
宮
に
通
じ
て
い

る
と
云
わ
れ
て
い
た
203
。②
淵 

（
灯
明
淵
。海
津
市
平
田
町
三
郷
）に

吸
い
込
ま
れ
た
漁
師
は
、竜
宮
の
よ
う
な
御
殿
で
美
し
い
女
と
再
び

こ
こ
に
は
来
な
い
と
約
束
し
て
、地
上
に
帰
る
事
が
出
来
た
134
。③

来
振
寺（
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富
）門
前
の
池
は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る

と
言
わ
れ
、池
の
真
中
に
弁
天
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
。池
か
ら
現
れ

た
乙
姫
が
若
者
を
池
へ
連
れ
去
っ
た
。村
人
は
二
人
が
仲
良
く
暮
ら

せ
る
よ
う
に
祈
り
、毎
月
一
五
日
を

縁
日
と
し
て
弁
天
様
や
乙
姫
夫
婦
の

お
祭
り
を
し
て
い
る
18
。④
真
禅
院

（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
梵
鐘（
国

の
重
要
文
化
財
）は
平
安
時
代
中
期

以
前
の
物
と
言
わ
れ
、垂
井
の
小
清

水
か
ら
出
た
竜
宮
か
ら
の
鐘
と
い
う

伝
承
や
、『
続
日
本
紀
』に
現
れ
る
宮

処
寺
の
も
の
、あ
る
い
は
昔
垂
井
宿

の
南
に
あ
っ
た
盆
池
か
ら
出
た
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
281
。

2‒

2
　
郡
上
市
内
の
椀
貸
し
の
淵
　
　

（
1
）「
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
淵
」

①
小
間
見
川（
郡
上
市
大
和
町
小
間
見
）の
布
淵
の
穴
は
竜
宮
に

通
じ
て
い
て
、頼
む
と
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
301
。な
お
、②
郡
上
市
大

和
町
剣
の
大
野
口
で
は
、年
に
一
度
、御
膳
に
強
飯
を
載
せ
て
与
衛

門
淵
に
入
れ
る
と
、竜
宮
へ
届
く
と
言
わ
れ
た
301
。ま
た
、③
ジ
ョ
ウ

ゴ
洞（
郡
上
市
明
宝
）は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
水
源
の

岩
穴
で
、岩
穴
に
棲
む
水
神
が
碗
を
貸
し
た
51
。④
郡
上
市
白
鳥
町

前
谷
の
蒲
田
淵
も
竜
宮
に
繋
が
っ
て
い
る
237
。な
お
、蒲
田
淵
で
借

り
た
椀
を
一
個
保
存
し
て
い
る
家
が
あ
り
、さ
ら
に
、飛
騨
市
宮
川

町
塩
屋
の
清
水
小
太
郎
家
に
も
返
さ
な
か
っ
た
椀
が
残
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

（
2
）「
雨
乞
い
と
椀
貸
し
の
淵
」

郡
上
市
美
並
町
で
は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
雨
乞
い
場
所
で
の
膳

椀
貸
し
伝
説
が
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。⑤
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫

滝（
美
並
町
白
山
）は
雨
乞
い
の
滝
で
も
あ
っ
た
が
、乙
姫
滝
の
乙
姫

様
が
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
。一
部
を
壊
し
て
返
さ
な
か
っ
た
ら
、

貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
287
。⑥
美
並
町
上
田（
旧
木
尾
）の
竜

宮
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
釜
の
口
で
、木
尾
の
人
々
は
雨
乞
い

を
行
い
、膳
椀
を
借
り
た
287
。⑦
雨
乞
い
場
所
で
あ
る
福
野
坂
の
下

の「
淡
の
倉
の
淵
」（
美
並
町
上
田
）に
は
乙
姫
様
か
誰
か
が
棲
み
、一

年
に
一
度
、膳
立
て（
膳
を
揃
え
並
べ
る
）し
て
淵
に
入
れ
る
と
、底
に

沈
ん
で
再
び
浮
い
て
来
な
い
と
伝
わ
る
287
。

（
3
）「
竜
宮
に
通
じ
て
い
な
い
椀
貸
し
淵
」

『
郡
上
八
幡
町
史
下
巻
』に
よ
る
と
、⑧
八
幡
町
入
間
の「
持
穴
」

に
入
り
口
が
一
m
で
、そ
こ
か
ら
数
m
奥
は
高
さ
が
二
m
、幅
が
数

m
で
奥
行
き
が
深
い
横
穴
が
あ
る
。こ
の
穴
で
膳
椀
が
借
り
ら
れ
た

の
で「
物
持
ち
穴
」と
言
わ
れ
、こ
の
付
近
の
地
名
を「
持
穴
」と
言

う
。破
損
し
た
り
し
た
ら
貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
。そ
の
他
の

椀
貸
し
淵
は
、八
幡
町
島
谷
の

乙
姫
滝
、八
幡
町
亀
尾
島
の
セ

ト
や
明
宝
気
良
の
ジ
ョ
ウ
ケ

洞
、郡
上
市
明
宝
小
川
の
女

滝
、さ
ら
に
、大
和
町
大
間
見
の

大
間
見
川
、郡
上
市
白
鳥
町
中

津
屋
の
カ
リ
キ
ド
淵
等
で
あ

る
。な
お
、女
滝
は
大
滝（
雄
滝
）

と「
家
谷
橋
」の
間
に
あ
り
、昔

「
家
谷
橋
」が
落
ち
た
時
、女
滝

下
流
の
狭
窄
部（「
鹿
の
一
足
」）

に
板
を
渡
し
て
川
を
渡
っ
た
。

2‒

3
　
竜
神
か
ら
の
椀
貸
し
　
　

竜
神
等
に
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
願
っ
た
話
と
し
て
、①
竜
神

様
が
永
保
寺
（
多
治
見
市
虎
渓
山
町
）
の
下
の
竜
浮
淵
（
土
岐
川
）

に
棲
ん
で
い
て
、
お
椀
等
を
貸
し
て
く
れ
た
75
。②
大
池
（
中
津

川
市
神
坂
）
の
主
の
大
蛇
は
椀
を
貸
し
た
が
、
椀
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
に
大
蛇
が
怒
り
、
大
雨
を
降
ら
せ
て
池
の
端
を
崩
し
て
流

れ
る
水
と
共
に
湯
丹
沢
の
方
へ
立
ち
去
っ
た
300
。
そ
の
後
、
湯
丹

沢
へ
雨
乞
い
に
行
く
人
が
多
く
な
っ
た
91
。

ま
た
、
人
が
大
蛇
に
椀
を
貸
し

た
例
と
し
て
、③
大
池
（
十
九
女

池
。
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）
に
大
蛇

が
棲
む
と
言
わ
れ
て
い
た
。
年
の

頃
一
九
位
の
娘
が
民
家
に
椀
を
借

り
に
来
た
。
返
し
に
来
た
椀
は
生

臭
か
っ
た
の
で
、
蛇
が
嫌
う
縫
い

針
を
椀
に
隠
し
て
貸
し
た
ら
現
れ

な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
横
笛
を

吹
く
若
い
娘
が
民
家
に
横
笛
を
形

見
と
し
て
残
し
て
い
な
く
な
り
、
貸
し
た
椀
が
池
に
浮
い
て
い
た
。

こ
の
椀
は
法
忍
寺
（
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
）
に
、
笛
は
中
町
八

幡
神
社
に
納
め
ら
れ
て
い
る
118
。
な
お
、④
干
天
の
時
は
こ
の
池
で

雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
251
。

2‒

4
　
古
墳
・
塚
な
ど
で
の
膳
椀
貸
し
　
　

神
秘
的
な
趣
を
醸
し
出
し
た
古
墳
や
塚
な
ど
に
も
膳
椀
貸
し

伝
説
が
生
ま
れ
た
。

①
国
府
小
学
校
（
高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
塚
腰
）
の
敷
地
に

位
置
し
て
い
た
亀
塚
（
大
塚
）
は
竪
穴
式
古
墳
で
、
朱
塗
り
の
膳

椀
を
貸
し
た
101
。②
楢
谷
と
麦
島
の
間
の
オ
グ
ナ
の
養
老
塚
（
高

山
市
清
見
町
）
で
は
、
破
損
が
あ
っ
て
か
ら
借
り
ら
れ
な
く
な
っ

た
51
。
な
お
、
高
山
市
内
で
の
他

の
椀
貸
し
淵
と
し
て
、③
弘
穂
橋

（
高
山
市
久
々
野
町
引
下
）
の
少

し
下
っ
た
所
の
釜
淵
236
。④
荏
名
の

森
（
高
山
市
江
名
子
町
）
の
椀
貸

せ
岩
101
等
が
あ
る
。

塚
に
ま
つ
わ
る
話
は
、⑤
壬
申
の

乱
（
六
七
二
年
）
の
時
に
天
武
天

皇
が
一
泊
し
た
跡
の
す
ぐ
傍
に
「
ゼ

ン
ワ
ン
」
を
埋
め
た
と
伝
わ
る
小

さ
な
塚
（
井
塚
。
大
垣
市
貝
曽

根
町
）
が
膳
椀
を
貸
し
出
し
た

51
。
な
お
、⑥
清
水
が
湧
き
出

る
「
膳
椀
の
池
」（
大
垣
市
西

之
川
町
。
今
は
「
ハ
リ
ヨ
の
池

広
場
」
と
な
っ
て
い
る
）
で
も

膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
が
、
池

の
畔
に
祀
ら
れ
た
白
竜
（
昇
天

し
た
と
伝
わ
り
、
今
は
無
い
）

は
金
気
を
嫌
い
、
鎌
を
落
と
し

た
子
供
に
祟
り
が
あ
っ
た
16
。

⑦
岐
阜
市
の
琴
塚
（
琴
塚

古
墳
）
に
頼
む
と
膳
椀
が
貸
し
て
も
ら
え
た
が
、
返
さ
な
い
者
が

居
た
た
め
に
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
46
。

穴
に
棲
む
狐
が
貸
し
出
し
た
話
と
し
て
、⑧
飛
騨
市
古
川
町
下
野

の
円
墳
は
御
椀
塚
と
も
呼
ば
れ
、
塚
の
穴
に
頼
む
と
椀
を
貸
し
て
く

れ
た
。
欲
深
い
者
が
い
た
た
め
、

穴
に
す
む
狐
が
怒
っ
て
貸
し
出

さ
な
く
な
っ
た
101
。
さ
ら
に
、⑨

「
長
者
の
倉
」（
頂
上
に
岩
が
露

出
し
た
小
山
。
飛
騨
市
宮
川

町
塩
屋
）
の
大
岩
窟
に
棲
む
狐

狸
が
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た

が
、
返
さ
な
い
者
が
い
て
貸
し

て
貰
え
な
く
な
っ
た
102
。

ま
た
、⑩
飛
騨
市
の
椀
貸
淵

（
宮
川
町
桑
野
、
旧
坂
下
村
）

も
椀
を
貸
し
た
101
。

2‒
5
　
葬
式
と
坊
主
の
椀
貸
し
　
　

貧
し
い
村
人
が
身
内
の
葬
式
に
膳
椀
を
借
り
る
話
と
し
て
、①

葬
式
の
椀
膳
が
無
く
て
困
っ
て
い
る
貧
し
い
者
に
、
神
々
し
い
翁

が
現
れ
、
高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
の
「
青
ど
ん
ぶ
ち
の
岩
」
で
頼

む
と
貸
し
て
く
れ
る
と
教
え
た
105
。②
母
を
亡
く
し
た
貧
し
い
息

子
は
、
葬
式
の
膳
椀
も

無
い
の
で
幕
岩
川
の
「
一

の
滝
」（
高
山
市
高
根

町
日
和
田
）
に
身
を
投

げ
よ
う
と
す
る
と
、
膳

椀
が
浮
か
ん
で
流
れ
着

き
、
葬
式
が
出
来
た
256
。

ま
た
、
坊
主
が
膳
椀

を
貸
し
た
話
と
し
て
、

③
可
児
市
塩
で
は
、
坊

主
が
椀
を
貸
し
て
く
れ

た
が
、
村
人
が
相
撲
で

坊
主
を
負
か
し
た
ら
貸

し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
228
。④
可
児
市
柿
下
の
淵
（
椀
ヶ
渕
）
に

住
む
と
伝
わ
る
坊
さ
ん
に
頼
む
と
、
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
35
。

な
お
、⑤
借
り
た
膳
椀
を
売
っ
た
不
心
得
者
の
首
が
数
日
後
淵
に

浮
い
て
以
来
、
子
供
が
悪
さ
を
す
る
と
「
椀
ヶ
淵
の
坊
主
が
連
れ

に
来
る
」
と
言
う
47
。

妖
怪
が
椀
貸
し
を
す
る
話
と
し
て
、⑥
青
塚
神
社
（
一
宮
市
北

方
町
北
方
宮
西
）
の
北
裏
の
妖
怪
が
棲
む
姫
取
ヶ
池
で
膳
椀
等
が

借
り
ら
れ
た
が
、
借
り
た
ま
ま
返
さ
な
い
者
が
出
て
貸
し
て
も
ら

え
な
く
な
っ
た
1
。

2‒

6
　
貸
し
主
を
見
よ
う
と
し
た
　
　

貸
し
て
く
れ
る
人
物
を
見
よ
う
と
企
ん
で
、
膳
椀
を
貸
し
て
く

れ
な
く
な
っ
た
話
と
し
て
、①
美
女
が
碗
を
八
神
山
（
関
市
西
神

野
）
の
戸
立
岩
の
空
洞
で
貸
し
て
く
れ
た
が
、
美
女
の
姿
を
見
て

か
ら
、
貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
51
。②
網
掛
淵
（
関
市
板
取
）

に
お
願
い
す
る
と
、
膳
椀
を
貸
し
て
貰
え
た
が
、
誰
が
何
処
か
ら

運
ん
で
く
る
か
を
川
原
で
見
よ
う
と
し
た
ら
、
膳
椀
も
貸
し
て
貰

え
ず
、
ま
た
膳
椀
を
自
分
の
物
に
し
た
ら
、
家
の
什
器
が
消
え
て

無
く
な
っ
た
89
。③
岐
阜
市
長
良
古
津
の
匿
碗
洞
に
棲
む
水
神
に

椀
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
が
、
水
神
の
姿
を
見
る
と
貸

し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
51
。

2‒

7
　
恵
那
市
周
辺
と
山
県
市
の
椀
貸
し
　
　

　
恵
那
市
周
辺
の
椀
貸
し
と
し
て
は
、①
恵
那
市
明
智
町
の
椀
ケ

渕
201
。②
恵
那
市
明
智
町
東
方
の
碗
淵
51
。③
恵
那
市
上
矢
作
町

小
田
子
の
淵 

（
お
椀
淵
）
も
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
99
。

冠
婚
葬
祭
以
外
で
の
椀
貸
し
と
し
て
、④
お
椀
を
壊
し
た
お
手

伝
い
さ
ん
が
、「
な
な
ひ
ろ
淵
」（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
茂
立
）

で
「
お
椀
を
貸
し
て
く
れ
」
と
泣
い
て
い
る
と
浮
い
て
き
た
214
。

ま
た
、
土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
に
は
、⑤
ネ
ズ
ミ
に
椀
を
食
い
荒
ら

さ
れ
て
困
っ
た
若
者
が
、
池
（
腕
貸
池
）
に
お
願
い
す
る
と
、
お

椀
類
が
出
て
き
て
い
る
83
。な
お
、⑥
可
児
郡
御
嵩
町
の「
椀
が
渕
」

で
も
お
椀
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
と
、
椀
が
浮
い
て
き
た
62
。

　
ま
た
、
山
県
市
で
は
、⑦
柿
野
洞
（
山
県
市
柿
野
）
の
落
合
か

ら
西
洞
へ
通
ず
る
入
り
口
の
「
釜
」（
淵
）
に
棲
む
お
浪
と
言
う

乙
姫
は
膳
椀
を
村
人
に
貸
し
た
291
。⑧
九
合
の
岩
穴
（
旧
石
器
〜

古
墳
時
代
の
遺
跡
、
山
県
市
谷
合
）
に
お
願
い
す
る
と
お
椀
を
貸

し
て
く
れ
た
が
、
一
度
お
椀
を
返
さ
な
い
者
が
お
り
、
そ
れ
以
来

貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
124
。⑨
三
光
寺
（
山
県
市
富
永
）
の
下

の
淵
は
竜
宮
城
ま
で
続
い
て
お
り
、
淵
の
門
番
の
竜
に
頼
む
と
お

椀
を
貸
し
て
く
れ
124
、⑩
岩
佐
の
大
穴
（
淵
。
山
県
市
岩
佐
）
も

膳
椀
を
貸
し
た
291
。

3
．K
I
S
S
O
の
椀
貸
し
伝
説
二
編

「
龍
宮
さ
ま
の
淵（
四
〇
号
）」288
は
、竜
宮
城
ま
で
続
く
と
言
わ

れ
た
淵（
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
伊
深
町
）で
椀
を
貸
し
て
も
ら
え
た

が
、乙
姫
の
姿
を
見
た
後
は
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
。な
お
、雨
乞

い
伝
説
で
知
ら
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」118（
美
濃
市
曽
代
）

は
、竜
宮
の
お
姫
さ
ま
が
膳
椀
を
貸
し
た
が
、次
第
に
欲
を
出
し
た

め
、椀
は
二
度
と
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
椀
貸
し
伝
説
で
も
知
ら

れ
て
い
る
。

「
お
わ
ん
ふ
き
が
ま（
九
五
号
）」70
は
、祭
り
に
使
う
椀
が
無
く
、

瑞
穂
市
重
里
の「
が
ま
」で
嘆
く
と
翌
日
お
椀
が
浮
い
て
お
り
、欲
深

い
人
が
一
部
返
さ
な
い
と
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
話
で
あ
る
。

君ヶ畑の大皇器地祖神社

東近江市蛭谷の惟喬親王御陵

平成12年に長者平の長国寺跡に建てられたお堂

帯雲橋の流れ(下流を望む)
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説
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筒
井
神
社
と
帰
雲
庵
が
、君
ヶ
畑
に
は
大
皇
器
地
祖
神
社
と
金
竜

寺
が
あ
り
、木
地
師
は
い
ず
れ
か
の
管
轄
下
に
属
し
て
い
た
。

彼
ら
は
、惟
喬
親
王
の
家
来
、ま
た
は
惟
喬
親
王
の
重
臣
小
椋
秀

実
の
子
孫
を
称
し
、諸
国
の
山
に
入
り
山
の
七
合
目
よ
り
上
の
木
材

を
自
由
に
伐
採
で
き
る
権
利
を
保
証
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、山
中

を
移
動
し
て
生
活
す
る
集
団
だ
っ
た
。

1‒

1
　
木
地
師
に
よ
る
長
者
屋
敷
伝
説

金
鶏
伝
説
は
、鶏
の
鳴
き
声
は
神
霊
の
声
と
さ
れ
、そ
れ
が
一
年

の
夜
明
け
で
あ
る
元
日
に
神
聖
視
さ
れ
た
場
所
で
鳴
く
と
考
え
ら

れ
、金
鶏
が
鳴
く
主
な
場
所
は
、大
岩
の
上
、古
木
の
下
、寺
の
址
、

古
い
墳
、神
社
の
境
内
、城
址
、長
者
屋
敷
の
跡
等
で
あ
る
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
美
束
の「
長
者
平
の
金
鶏
伝
説（
三
六

号
）」224
は
、金
鶏
伝
説
と
木
地
師（
木
地
屋
と
も
言
う
）に
よ
る
長

者
屋
敷
伝
説
か
ら
成
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、春
日
美
束
の
長
者

平
に
伝
わ
る
伝
説
で
は
、壬
申
の

乱（
六
七
二
年
）で
自
害
し
た
弘

文
天
皇（
六
四
八
〜
六
七
二
）の

后
・
満
姫
が
生
ん
だ
小
倉
皇
子
が

こ
の
地
を
開
拓
し
て
長
者
平
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
の
末

裔（
一
説
に
行
基
）が
長
国
寺
を

建
て
た
。後
に
伝
説
の
盗
賊
熊
坂

長
範
を
同
寺
に
匿
っ
た
疑
い
で
義

経
が
長
者
平
に
攻
め
入
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
伝
説
に
出
て
く
る「
小
倉
皇
子
」は
木
地
師
の
里
・
滋
賀
県

東
近
江
市
の「
小
椋
」に
通
じ
、こ
の
伝
説
も
木
地
師
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

山
奥
に
構
え
た
木
地
師
の
住
居
は
粗
末
で
あ
っ
た
が
、木
地
師

達
は
住
居
周
辺
に
長
者
屋
敷
伝
説
を
創
り
出
し
た
。

『
郡
上
八
幡
町
史（
下
巻
）』は
郡
上
市
内
で
の
木
地
師
の
多
く
の

1
．木
地
師

轆
轤
を
用
い
て
椀
や
盆
等
の
木
工
品
を
加
工
・
製
造
す
る
木
地

師
は
、惟
喬
親
王（
八
四
四
〜
八
九
七
）を
祖
と
仰
ぎ
、近
江
国
小

椋
庄（
滋
賀
県
東
近
江
市
）に
住
む
木
地
師
一
門
を
本
家
と
し
、地

方
に
散
在
す
る
木
地
師
す
べ
て
を
分
家
と
み
る
擬
制
的
同
族
組
織

で
あ
っ
た
。

小
椋
庄
に
は
蛭
ヶ
谷
と
君
ヶ
畑
の
両
集
落
が
あ
り
、蛭
ヶ
谷
に
は

住
居
跡
を
記
し
て
お
り
、木
地
師
と
の
交
流
を
伺
わ
せ
る
話
と
し

て
、①
木
地
屋
の
娘
が
商
い
に
回
っ
て
く
る
中
年
の
鎌
屋
に
恋
を
す

る
が
約
束
の
時
に
会
え
ず
、池（
現
さ
ら
け
が
の
池
）に
身
を
投
げ
、

そ
れ
を
知
っ
た
男
も
身
を
投
げ
た
。娘
の
葬
儀
は
八
幡
町
の
慈
恩

寺
で
行
わ
れ
、娘
が
大
事
に
し
た
モ
ミ
ジ
の
小
盆
も
寺
に
寄
進
さ

れ
た
254
と
伝
わ
る
。ま
た
、木
地
屋
が
椀
を
借
り
た
話
と
し
て
、②

木
地
屋
が
期
限
に
間
に
合
わ
ず
、乙
女
淵（
郡
上
市
八
幡
町
）に
頼

む
と
椀
が
浮
か
び
出
た
が
、破
損
し
た
椀
を
返
し
て
か
ら
は
、貸
し

て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
21
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2
．椀
貸
し
伝
説

淵
は
渦
を
巻
い
て
お
り
、水
底
の
入
口
の
ご
と
く
で
あ
る
。つ
ま
り

淵
は
竜
宮
の
入
口
と
考
え
ら
れ
た
。

2‒

1
　
竜
宮
に
通
じ
た
淵
　

竜
宮
に
通
じ
た
淵
で
膳
椀
を
借
り
る
話
が
最
も
多
く
、椀
を
破

損
し
た
り
、数
を
誤
魔
化
し
た
り
、く
す
ね
た
り
し
て
、貸
し
て
く

れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

①
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）で
椀
を
貸
し
て
く
れ
た

が
、壊
し
て
謝
ら
な
か
っ
た
の
で
貸
し
て
く
れ
な
く
な
っ
た
202
。

②
竜
宮
に
通
じ
た
飛
水
峡
の
お
姫
淵（
加
茂
郡
七
宗
町
上
麻

生
、上
麻
生
橋
の
上
流
）の
付
近
に

乙
姫
の
侍
女
と
噂
さ
れ
る
美
女
が
住

み
、椀
を
貸
し
て
く
れ
た
。な
お
、昭

和
初
期
ま
で
は
、日
照
り
の
年
に
は

夜
松
明
を
灯
し
て
お
姫
淵
に
祈
願

し
た
275
。③
帯
雲
橋（
益
田
郡
下
呂

町
小
川
）近
く
の
椀
貸
せ
淵
は
竜
宮

に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
、碗
を
貸

し
て
く
れ
た
51
。④
竜
宮
の
使
い
の

美
女
が
竜
宮
淵（
中
津
川
市
加
子
母

角
領
）近
く
に
住
ん
で
い
て
、椀
を
水
中
か
ら
取
り
出
し
貸
し
て
く

れ
た
51
。

⑤
木
曽
川
へ
坂
本
川
が
流
れ
込
む
所
の
竜
宮
に
通
じ
て
い
た

リ
ュ
ウ
ゴ
淵（
中
津
川
市
千
旦
林
坂
本
）に
向
か
っ
て
頼
む
と
貸
し

て
も
ら
え
た
82
。⑥
中
野
方
川
の
竜
宮
淵（
恵
那
市
中
野
方
町
）で

椀
を
貸
し
て
も
ら
え
た
214
。⑦
亀
淵
竜
宮（
美
濃
加
茂
市
の
新
太

田
橋
下
流
右
岸
）の
淵
に
、浦
島
太

郎
を
運
ん
だ
亀
が
住
ん
で
い
た
と
言

わ
れ
、竜
宮
神
社
に
願
え
ば
膳
椀
を

貸
し
て
く
れ
た
。一
説
に
は
、こ
の
淵

の
水
は
兼
山
の
戸
立
て
の
観
音（
大

通
寺
）の
井
戸
に
通
じ
て
い
る
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
288
。な
お
、美
濃
加
茂

市
に
は
椀
で
は
な
く
機
織
り
機
を
貸

し
て
く
れ
た
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。⑧

徳
雲
寺（
美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
市
橋
）前
の
今
は
埋
め
ら
れ
た

池（
ハ
タ
ゴ
池
）は
龍
宮
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
、機
織
り
機
を

貸
し
て
も
ら
え
た
が
、返
す
約
束
を
破
っ
た
ら
、織
り
掛
け
の
布
を

付
け
た
機
は
空
を
飛
ん
で
池
に
沈
ん
だ
288
。

美
濃
加
茂
市
下
流
の
鵜
沼
で
は
、⑨
各
務
原
市
鵜
沼
字
伊
木
山

の
淵
が
竜
宮
に
通
じ
て
お
り
、借
り
に
行
く
役
が
決
ま
っ
て
い
た

51
。な
お
、借
り
役
が「
代
理
人
」の

場
合
82
や
、必
要
な
人
が
直
接
借
り

に
行
く
場
合
も
あ
る
24
。⑩
苧
ヶ
瀬

の
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）は

竜
宮
に
通
じ
て
お
り
、池
の
上
に
頼

ん
だ
膳
椀
が
浮
か
ん
だ
82
。

岐
阜
市
で
は
、⑪
夕
部
が
池（
岐

阜
市
曽
我
屋
）は
竜
宮
に
繋
が
っ
て

お
り
、膳
椀
を
貸
し
た
が
、借
り
物

を
盗
ん
だ
た
め
、以
後
貸
さ
な
く
な
っ
た
82
。

（
１
）「
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
る
」

①
龍
宮
淵（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）に
は
龍
宮
に
通
じ
る
穴
が
あ

り
、そ
こ
か
ら
機
織
り
姫
が
現
れ
て
岩
の
上
で
機
を
織
っ
て
い
た
13
。

②
乙
女
淵（
郡
上
市
明
宝
畑
佐
。左
岸
か
ら
吉
田
川
を
二
度
渡
河

し
た
左
岸
側
）の
四
角
い
岩
の
上
で
乙
姫
様
が
機
織
り
を
し
て
い

た
。こ
の
岩
の
向
か
い
の
穴
は
明
宝
気
良
の
関
上
の
淵
に
通
じ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
13
。③
乙
姫
の
機
織
り
の
音
が
龍
宮
の
淵（
下
呂
市

門
和
佐
）と
呼
ば
れ
る
淵
の
底
か
ら
聞
こ
え
た
が
、馬
鍬
を
投
げ
入

れ
た
ら
音
が
絶
え
た
284
。④
岩
村
城
主
に
乞
わ
れ
た
機
織
り
が
池

（
萬
勝
寺
境
内
に
機
子
が
池
。恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
飯
高
）に

身
投
げ
し
た
。池
の
底
か
ら
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
る
51
。⑤
瑞
穂

市
十
八
条
東
沼（
現
堀
越
紡
績
工
場
内
）に
あ
っ
た
最
も
大
き
い「
が

ま
」（
自
然
に
水
の
湧
き
出
る
所
）の
底
か
ら
、あ
る
正
月
に
機
織
り

の
音
が
聞
こ
え
て

き
た
。音
は
正
月

し
か
聞
こ
え
ず
、

龍
宮
と
通
じ
て
い

る
と
言
わ
れ
、汚

さ
な
い
よ
う
に
大

切
に
さ
れ
た
70
。

（
2
）「
竜
宮
に
通
じ
た
話
」

①
セ
バ
岩（
高
山
市
朝
日
町
小
瀬
ヶ
洞
）と
称
し
秋
神
川
の
両
岸

に
巨
岩
迫
り
、滝
と
な
り
淵
と
な
る
場
所
が
あ
っ
た
。こ
こ
の
淵
に

籾
殻
等
を
入
れ
る
と
、小
坂
川
が
飛
騨
川
に
合
流
す
る
手
前
の
朝

六
橋
下
の
淵（
長
谷
寺
の
淵
）に
現
れ
、両
方
と
も
竜
宮
に
通
じ
て
い

る
と
云
わ
れ
て
い
た
203
。②
淵 

（
灯
明
淵
。海
津
市
平
田
町
三
郷
）に

吸
い
込
ま
れ
た
漁
師
は
、竜
宮
の
よ
う
な
御
殿
で
美
し
い
女
と
再
び

こ
こ
に
は
来
な
い
と
約
束
し
て
、地
上
に
帰
る
事
が
出
来
た
134
。③

来
振
寺（
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富
）門
前
の
池
は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る

と
言
わ
れ
、池
の
真
中
に
弁
天
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
。池
か
ら
現
れ

た
乙
姫
が
若
者
を
池
へ
連
れ
去
っ
た
。村
人
は
二
人
が
仲
良
く
暮
ら

せ
る
よ
う
に
祈
り
、毎
月
一
五
日
を

縁
日
と
し
て
弁
天
様
や
乙
姫
夫
婦
の

お
祭
り
を
し
て
い
る
18
。④
真
禅
院

（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
梵
鐘（
国

の
重
要
文
化
財
）は
平
安
時
代
中
期

以
前
の
物
と
言
わ
れ
、垂
井
の
小
清

水
か
ら
出
た
竜
宮
か
ら
の
鐘
と
い
う

伝
承
や
、『
続
日
本
紀
』に
現
れ
る
宮

処
寺
の
も
の
、あ
る
い
は
昔
垂
井
宿

の
南
に
あ
っ
た
盆
池
か
ら
出
た
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
281
。

2‒

2
　
郡
上
市
内
の
椀
貸
し
の
淵
　
　

（
1
）「
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
淵
」

①
小
間
見
川（
郡
上
市
大
和
町
小
間
見
）の
布
淵
の
穴
は
竜
宮
に

通
じ
て
い
て
、頼
む
と
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
301
。な
お
、②
郡
上
市
大

和
町
剣
の
大
野
口
で
は
、年
に
一
度
、御
膳
に
強
飯
を
載
せ
て
与
衛

門
淵
に
入
れ
る
と
、竜
宮
へ
届
く
と
言
わ
れ
た
301
。ま
た
、③
ジ
ョ
ウ

ゴ
洞（
郡
上
市
明
宝
）は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
水
源
の

岩
穴
で
、岩
穴
に
棲
む
水
神
が
碗
を
貸
し
た
51
。④
郡
上
市
白
鳥
町

前
谷
の
蒲
田
淵
も
竜
宮
に
繋
が
っ
て
い
る
237
。な
お
、蒲
田
淵
で
借

り
た
椀
を
一
個
保
存
し
て
い
る
家
が
あ
り
、さ
ら
に
、飛
騨
市
宮
川

町
塩
屋
の
清
水
小
太
郎
家
に
も
返
さ
な
か
っ
た
椀
が
残
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

（
2
）「
雨
乞
い
と
椀
貸
し
の
淵
」

郡
上
市
美
並
町
で
は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
雨
乞
い
場
所
で
の
膳

椀
貸
し
伝
説
が
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。⑤
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫

滝（
美
並
町
白
山
）は
雨
乞
い
の
滝
で
も
あ
っ
た
が
、乙
姫
滝
の
乙
姫

様
が
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
。一
部
を
壊
し
て
返
さ
な
か
っ
た
ら
、

貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
287
。⑥
美
並
町
上
田（
旧
木
尾
）の
竜

宮
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
釜
の
口
で
、木
尾
の
人
々
は
雨
乞
い

を
行
い
、膳
椀
を
借
り
た
287
。⑦
雨
乞
い
場
所
で
あ
る
福
野
坂
の
下

の「
淡
の
倉
の
淵
」（
美
並
町
上
田
）に
は
乙
姫
様
か
誰
か
が
棲
み
、一

年
に
一
度
、膳
立
て（
膳
を
揃
え
並
べ
る
）し
て
淵
に
入
れ
る
と
、底
に

沈
ん
で
再
び
浮
い
て
来
な
い
と
伝
わ
る
287
。

（
3
）「
竜
宮
に
通
じ
て
い
な
い
椀
貸
し
淵
」

『
郡
上
八
幡
町
史
下
巻
』に
よ
る
と
、⑧
八
幡
町
入
間
の「
持
穴
」

に
入
り
口
が
一
m
で
、そ
こ
か
ら
数
m
奥
は
高
さ
が
二
m
、幅
が
数

m
で
奥
行
き
が
深
い
横
穴
が
あ
る
。こ
の
穴
で
膳
椀
が
借
り
ら
れ
た

の
で「
物
持
ち
穴
」と
言
わ
れ
、こ
の
付
近
の
地
名
を「
持
穴
」と
言

う
。破
損
し
た
り
し
た
ら
貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
。そ
の
他
の

椀
貸
し
淵
は
、八
幡
町
島
谷
の

乙
姫
滝
、八
幡
町
亀
尾
島
の
セ

ト
や
明
宝
気
良
の
ジ
ョ
ウ
ケ

洞
、郡
上
市
明
宝
小
川
の
女

滝
、さ
ら
に
、大
和
町
大
間
見
の

大
間
見
川
、郡
上
市
白
鳥
町
中

津
屋
の
カ
リ
キ
ド
淵
等
で
あ

る
。な
お
、女
滝
は
大
滝（
雄
滝
）

と「
家
谷
橋
」の
間
に
あ
り
、昔

「
家
谷
橋
」が
落
ち
た
時
、女
滝

下
流
の
狭
窄
部（「
鹿
の
一
足
」）

に
板
を
渡
し
て
川
を
渡
っ
た
。

2‒

3
　
竜
神
か
ら
の
椀
貸
し
　
　

竜
神
等
に
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
願
っ
た
話
と
し
て
、①
竜
神

様
が
永
保
寺
（
多
治
見
市
虎
渓
山
町
）
の
下
の
竜
浮
淵
（
土
岐
川
）

に
棲
ん
で
い
て
、
お
椀
等
を
貸
し
て
く
れ
た
75
。②
大
池
（
中
津

川
市
神
坂
）
の
主
の
大
蛇
は
椀
を
貸
し
た
が
、
椀
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
に
大
蛇
が
怒
り
、
大
雨
を
降
ら
せ
て
池
の
端
を
崩
し
て
流

れ
る
水
と
共
に
湯
丹
沢
の
方
へ
立
ち
去
っ
た
300
。
そ
の
後
、
湯
丹

沢
へ
雨
乞
い
に
行
く
人
が
多
く
な
っ
た
91
。

ま
た
、
人
が
大
蛇
に
椀
を
貸
し

た
例
と
し
て
、③
大
池
（
十
九
女

池
。
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）
に
大
蛇

が
棲
む
と
言
わ
れ
て
い
た
。
年
の

頃
一
九
位
の
娘
が
民
家
に
椀
を
借

り
に
来
た
。
返
し
に
来
た
椀
は
生

臭
か
っ
た
の
で
、
蛇
が
嫌
う
縫
い

針
を
椀
に
隠
し
て
貸
し
た
ら
現
れ

な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
横
笛
を

吹
く
若
い
娘
が
民
家
に
横
笛
を
形

見
と
し
て
残
し
て
い
な
く
な
り
、
貸
し
た
椀
が
池
に
浮
い
て
い
た
。

こ
の
椀
は
法
忍
寺
（
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
）
に
、
笛
は
中
町
八

幡
神
社
に
納
め
ら
れ
て
い
る
118
。
な
お
、④
干
天
の
時
は
こ
の
池
で

雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
251
。

2‒

4
　
古
墳
・
塚
な
ど
で
の
膳
椀
貸
し
　
　

神
秘
的
な
趣
を
醸
し
出
し
た
古
墳
や
塚
な
ど
に
も
膳
椀
貸
し

伝
説
が
生
ま
れ
た
。

①
国
府
小
学
校
（
高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
塚
腰
）
の
敷
地
に

位
置
し
て
い
た
亀
塚
（
大
塚
）
は
竪
穴
式
古
墳
で
、
朱
塗
り
の
膳

椀
を
貸
し
た
101
。②
楢
谷
と
麦
島
の
間
の
オ
グ
ナ
の
養
老
塚
（
高

山
市
清
見
町
）
で
は
、
破
損
が
あ
っ
て
か
ら
借
り
ら
れ
な
く
な
っ

た
51
。
な
お
、
高
山
市
内
で
の
他

の
椀
貸
し
淵
と
し
て
、③
弘
穂
橋

（
高
山
市
久
々
野
町
引
下
）
の
少

し
下
っ
た
所
の
釜
淵
236
。④
荏
名
の

森
（
高
山
市
江
名
子
町
）
の
椀
貸

せ
岩
101
等
が
あ
る
。

塚
に
ま
つ
わ
る
話
は
、⑤
壬
申
の

乱
（
六
七
二
年
）
の
時
に
天
武
天

皇
が
一
泊
し
た
跡
の
す
ぐ
傍
に
「
ゼ

ン
ワ
ン
」
を
埋
め
た
と
伝
わ
る
小

さ
な
塚
（
井
塚
。
大
垣
市
貝
曽

根
町
）
が
膳
椀
を
貸
し
出
し
た

51
。
な
お
、⑥
清
水
が
湧
き
出

る
「
膳
椀
の
池
」（
大
垣
市
西

之
川
町
。
今
は
「
ハ
リ
ヨ
の
池

広
場
」
と
な
っ
て
い
る
）
で
も

膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
が
、
池

の
畔
に
祀
ら
れ
た
白
竜
（
昇
天

し
た
と
伝
わ
り
、
今
は
無
い
）

は
金
気
を
嫌
い
、
鎌
を
落
と
し

た
子
供
に
祟
り
が
あ
っ
た
16
。

⑦
岐
阜
市
の
琴
塚
（
琴
塚

古
墳
）
に
頼
む
と
膳
椀
が
貸
し
て
も
ら
え
た
が
、
返
さ
な
い
者
が

居
た
た
め
に
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
46
。

穴
に
棲
む
狐
が
貸
し
出
し
た
話
と
し
て
、⑧
飛
騨
市
古
川
町
下
野

の
円
墳
は
御
椀
塚
と
も
呼
ば
れ
、
塚
の
穴
に
頼
む
と
椀
を
貸
し
て
く

れ
た
。
欲
深
い
者
が
い
た
た
め
、

穴
に
す
む
狐
が
怒
っ
て
貸
し
出

さ
な
く
な
っ
た
101
。
さ
ら
に
、⑨

「
長
者
の
倉
」（
頂
上
に
岩
が
露

出
し
た
小
山
。
飛
騨
市
宮
川

町
塩
屋
）
の
大
岩
窟
に
棲
む
狐

狸
が
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た

が
、
返
さ
な
い
者
が
い
て
貸
し

て
貰
え
な
く
な
っ
た
102
。

ま
た
、⑩
飛
騨
市
の
椀
貸
淵

（
宮
川
町
桑
野
、
旧
坂
下
村
）

も
椀
を
貸
し
た
101
。

2‒

5
　
葬
式
と
坊
主
の
椀
貸
し
　
　

貧
し
い
村
人
が
身
内
の
葬
式
に
膳
椀
を
借
り
る
話
と
し
て
、①

葬
式
の
椀
膳
が
無
く
て
困
っ
て
い
る
貧
し
い
者
に
、
神
々
し
い
翁

が
現
れ
、
高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
の
「
青
ど
ん
ぶ
ち
の
岩
」
で
頼

む
と
貸
し
て
く
れ
る
と
教
え
た
105
。②
母
を
亡
く
し
た
貧
し
い
息

子
は
、
葬
式
の
膳
椀
も

無
い
の
で
幕
岩
川
の
「
一

の
滝
」（
高
山
市
高
根

町
日
和
田
）
に
身
を
投

げ
よ
う
と
す
る
と
、
膳

椀
が
浮
か
ん
で
流
れ
着

き
、
葬
式
が
出
来
た
256
。

ま
た
、
坊
主
が
膳
椀

を
貸
し
た
話
と
し
て
、

③
可
児
市
塩
で
は
、
坊

主
が
椀
を
貸
し
て
く
れ

た
が
、
村
人
が
相
撲
で

坊
主
を
負
か
し
た
ら
貸

し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
228
。④
可
児
市
柿
下
の
淵
（
椀
ヶ
渕
）
に

住
む
と
伝
わ
る
坊
さ
ん
に
頼
む
と
、
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
35
。

な
お
、⑤
借
り
た
膳
椀
を
売
っ
た
不
心
得
者
の
首
が
数
日
後
淵
に

浮
い
て
以
来
、
子
供
が
悪
さ
を
す
る
と
「
椀
ヶ
淵
の
坊
主
が
連
れ

に
来
る
」
と
言
う
47
。

妖
怪
が
椀
貸
し
を
す
る
話
と
し
て
、⑥
青
塚
神
社
（
一
宮
市
北

方
町
北
方
宮
西
）
の
北
裏
の
妖
怪
が
棲
む
姫
取
ヶ
池
で
膳
椀
等
が

借
り
ら
れ
た
が
、
借
り
た
ま
ま
返
さ
な
い
者
が
出
て
貸
し
て
も
ら

え
な
く
な
っ
た
1
。

2‒

6
　
貸
し
主
を
見
よ
う
と
し
た
　
　

貸
し
て
く
れ
る
人
物
を
見
よ
う
と
企
ん
で
、
膳
椀
を
貸
し
て
く

れ
な
く
な
っ
た
話
と
し
て
、①
美
女
が
碗
を
八
神
山
（
関
市
西
神

野
）
の
戸
立
岩
の
空
洞
で
貸
し
て
く
れ
た
が
、
美
女
の
姿
を
見
て

か
ら
、
貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
51
。②
網
掛
淵
（
関
市
板
取
）

に
お
願
い
す
る
と
、
膳
椀
を
貸
し
て
貰
え
た
が
、
誰
が
何
処
か
ら

運
ん
で
く
る
か
を
川
原
で
見
よ
う
と
し
た
ら
、
膳
椀
も
貸
し
て
貰

え
ず
、
ま
た
膳
椀
を
自
分
の
物
に
し
た
ら
、
家
の
什
器
が
消
え
て

無
く
な
っ
た
89
。③
岐
阜
市
長
良
古
津
の
匿
碗
洞
に
棲
む
水
神
に

椀
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
が
、
水
神
の
姿
を
見
る
と
貸

し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
51
。

2‒

7
　
恵
那
市
周
辺
と
山
県
市
の
椀
貸
し
　
　

　
恵
那
市
周
辺
の
椀
貸
し
と
し
て
は
、①
恵
那
市
明
智
町
の
椀
ケ

渕
201
。②
恵
那
市
明
智
町
東
方
の
碗
淵
51
。③
恵
那
市
上
矢
作
町

小
田
子
の
淵 

（
お
椀
淵
）
も
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
99
。

冠
婚
葬
祭
以
外
で
の
椀
貸
し
と
し
て
、④
お
椀
を
壊
し
た
お
手

伝
い
さ
ん
が
、「
な
な
ひ
ろ
淵
」（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
茂
立
）

で
「
お
椀
を
貸
し
て
く
れ
」
と
泣
い
て
い
る
と
浮
い
て
き
た
214
。

ま
た
、
土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
に
は
、⑤
ネ
ズ
ミ
に
椀
を
食
い
荒
ら

さ
れ
て
困
っ
た
若
者
が
、
池
（
腕
貸
池
）
に
お
願
い
す
る
と
、
お

椀
類
が
出
て
き
て
い
る
83
。な
お
、⑥
可
児
郡
御
嵩
町
の「
椀
が
渕
」

で
も
お
椀
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
と
、
椀
が
浮
い
て
き
た
62
。

　
ま
た
、
山
県
市
で
は
、⑦
柿
野
洞
（
山
県
市
柿
野
）
の
落
合
か

ら
西
洞
へ
通
ず
る
入
り
口
の
「
釜
」（
淵
）
に
棲
む
お
浪
と
言
う

乙
姫
は
膳
椀
を
村
人
に
貸
し
た
291
。⑧
九
合
の
岩
穴
（
旧
石
器
〜

古
墳
時
代
の
遺
跡
、
山
県
市
谷
合
）
に
お
願
い
す
る
と
お
椀
を
貸

し
て
く
れ
た
が
、
一
度
お
椀
を
返
さ
な
い
者
が
お
り
、
そ
れ
以
来

貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
124
。⑨
三
光
寺
（
山
県
市
富
永
）
の
下

の
淵
は
竜
宮
城
ま
で
続
い
て
お
り
、
淵
の
門
番
の
竜
に
頼
む
と
お

椀
を
貸
し
て
く
れ
124
、⑩
岩
佐
の
大
穴
（
淵
。
山
県
市
岩
佐
）
も

膳
椀
を
貸
し
た
291
。

3
．K
I
S
S
O
の
椀
貸
し
伝
説
二
編

「
龍
宮
さ
ま
の
淵（
四
〇
号
）」288
は
、竜
宮
城
ま
で
続
く
と
言
わ

れ
た
淵（
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
伊
深
町
）で
椀
を
貸
し
て
も
ら
え
た

が
、乙
姫
の
姿
を
見
た
後
は
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
。な
お
、雨
乞

い
伝
説
で
知
ら
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」118（
美
濃
市
曽
代
）

は
、竜
宮
の
お
姫
さ
ま
が
膳
椀
を
貸
し
た
が
、次
第
に
欲
を
出
し
た

め
、椀
は
二
度
と
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
椀
貸
し
伝
説
で
も
知
ら

れ
て
い
る
。

「
お
わ
ん
ふ
き
が
ま（
九
五
号
）」70
は
、祭
り
に
使
う
椀
が
無
く
、

瑞
穂
市
重
里
の「
が
ま
」で
嘆
く
と
翌
日
お
椀
が
浮
い
て
お
り
、欲
深

い
人
が
一
部
返
さ
な
い
と
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
話
で
あ
る
。

左:石橋龍神、中央:亀淵竜宮、右:水神

おがせの池(右側に八大竜王)

龍宮淵は龍宮橋（昭和29年竣工）直下
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木地師伝説1-1
竜宮に通じた淵2-1
郡上市内の淵2-2
竜神から 2-3
古墳・塚など2-4
葬式と坊主2-5
主を見る 2-6
恵那と山県2-7

分　類 記号 ・●は3例と極めてサンプル数が少ない。
・●は、揖斐川上流域以外、ほぼ全域に分布。
・●は、郡上市の美並町から白鳥町の川筋に分布。
・●は、揖斐・長良川の中流域と木曽川の上流
域に分布。

・■は、上流域 ( 高山・飛騨市 ) と中流域 ( 大垣・
岐阜 ) に分布。

・■は、揖斐・長良川上流域と木曽川下流域を
除いて分布。

・■は、3話のうち2話が関市に伝わる。
・■は、恵那市 (3 話 ) と西隣の可児郡と土岐
市に各1話、関市は武儀川沿いに分布。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
3
章
　
木
地
師
と
椀
貸
し
伝
説

筒
井
神
社
と
帰
雲
庵
が
、君
ヶ
畑
に
は
大
皇
器
地
祖
神
社
と
金
竜

寺
が
あ
り
、木
地
師
は
い
ず
れ
か
の
管
轄
下
に
属
し
て
い
た
。

彼
ら
は
、惟
喬
親
王
の
家
来
、ま
た
は
惟
喬
親
王
の
重
臣
小
椋
秀

実
の
子
孫
を
称
し
、諸
国
の
山
に
入
り
山
の
七
合
目
よ
り
上
の
木
材

を
自
由
に
伐
採
で
き
る
権
利
を
保
証
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、山
中

を
移
動
し
て
生
活
す
る
集
団
だ
っ
た
。

1‒

1
　
木
地
師
に
よ
る
長
者
屋
敷
伝
説

金
鶏
伝
説
は
、鶏
の
鳴
き
声
は
神
霊
の
声
と
さ
れ
、そ
れ
が
一
年

の
夜
明
け
で
あ
る
元
日
に
神
聖
視
さ
れ
た
場
所
で
鳴
く
と
考
え
ら

れ
、金
鶏
が
鳴
く
主
な
場
所
は
、大
岩
の
上
、古
木
の
下
、寺
の
址
、

古
い
墳
、神
社
の
境
内
、城
址
、長
者
屋
敷
の
跡
等
で
あ
る
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
美
束
の「
長
者
平
の
金
鶏
伝
説（
三
六

号
）」224
は
、金
鶏
伝
説
と
木
地
師（
木
地
屋
と
も
言
う
）に
よ
る
長

者
屋
敷
伝
説
か
ら
成
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、春
日
美
束
の
長
者

平
に
伝
わ
る
伝
説
で
は
、壬
申
の

乱（
六
七
二
年
）で
自
害
し
た
弘

文
天
皇（
六
四
八
〜
六
七
二
）の

后
・
満
姫
が
生
ん
だ
小
倉
皇
子
が

こ
の
地
を
開
拓
し
て
長
者
平
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
の
末

裔（
一
説
に
行
基
）が
長
国
寺
を

建
て
た
。後
に
伝
説
の
盗
賊
熊
坂

長
範
を
同
寺
に
匿
っ
た
疑
い
で
義

経
が
長
者
平
に
攻
め
入
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
伝
説
に
出
て
く
る「
小
倉
皇
子
」は
木
地
師
の
里
・
滋
賀
県

東
近
江
市
の「
小
椋
」に
通
じ
、こ
の
伝
説
も
木
地
師
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

山
奥
に
構
え
た
木
地
師
の
住
居
は
粗
末
で
あ
っ
た
が
、木
地
師

達
は
住
居
周
辺
に
長
者
屋
敷
伝
説
を
創
り
出
し
た
。

『
郡
上
八
幡
町
史（
下
巻
）』は
郡
上
市
内
で
の
木
地
師
の
多
く
の

1
．木
地
師

轆
轤
を
用
い
て
椀
や
盆
等
の
木
工
品
を
加
工
・
製
造
す
る
木
地

師
は
、惟
喬
親
王（
八
四
四
〜
八
九
七
）を
祖
と
仰
ぎ
、近
江
国
小

椋
庄（
滋
賀
県
東
近
江
市
）に
住
む
木
地
師
一
門
を
本
家
と
し
、地

方
に
散
在
す
る
木
地
師
す
べ
て
を
分
家
と
み
る
擬
制
的
同
族
組
織

で
あ
っ
た
。

小
椋
庄
に
は
蛭
ヶ
谷
と
君
ヶ
畑
の
両
集
落
が
あ
り
、蛭
ヶ
谷
に
は

住
居
跡
を
記
し
て
お
り
、木
地
師
と
の
交
流
を
伺
わ
せ
る
話
と
し

て
、①
木
地
屋
の
娘
が
商
い
に
回
っ
て
く
る
中
年
の
鎌
屋
に
恋
を
す

る
が
約
束
の
時
に
会
え
ず
、池（
現
さ
ら
け
が
の
池
）に
身
を
投
げ
、

そ
れ
を
知
っ
た
男
も
身
を
投
げ
た
。娘
の
葬
儀
は
八
幡
町
の
慈
恩

寺
で
行
わ
れ
、娘
が
大
事
に
し
た
モ
ミ
ジ
の
小
盆
も
寺
に
寄
進
さ

れ
た
254
と
伝
わ
る
。ま
た
、木
地
屋
が
椀
を
借
り
た
話
と
し
て
、②

木
地
屋
が
期
限
に
間
に
合
わ
ず
、乙
女
淵（
郡
上
市
八
幡
町
）に
頼

む
と
椀
が
浮
か
び
出
た
が
、破
損
し
た
椀
を
返
し
て
か
ら
は
、貸
し

て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
21
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2
．椀
貸
し
伝
説

淵
は
渦
を
巻
い
て
お
り
、水
底
の
入
口
の
ご
と
く
で
あ
る
。つ
ま
り

淵
は
竜
宮
の
入
口
と
考
え
ら
れ
た
。

2‒

1
　
竜
宮
に
通
じ
た
淵
　

竜
宮
に
通
じ
た
淵
で
膳
椀
を
借
り
る
話
が
最
も
多
く
、椀
を
破

損
し
た
り
、数
を
誤
魔
化
し
た
り
、く
す
ね
た
り
し
て
、貸
し
て
く

れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

①
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）で
椀
を
貸
し
て
く
れ
た

が
、壊
し
て
謝
ら
な
か
っ
た
の
で
貸
し
て
く
れ
な
く
な
っ
た
202
。

②
竜
宮
に
通
じ
た
飛
水
峡
の
お
姫
淵（
加
茂
郡
七
宗
町
上
麻

生
、上
麻
生
橋
の
上
流
）の
付
近
に

乙
姫
の
侍
女
と
噂
さ
れ
る
美
女
が
住

み
、椀
を
貸
し
て
く
れ
た
。な
お
、昭

和
初
期
ま
で
は
、日
照
り
の
年
に
は

夜
松
明
を
灯
し
て
お
姫
淵
に
祈
願

し
た
275
。③
帯
雲
橋（
益
田
郡
下
呂

町
小
川
）近
く
の
椀
貸
せ
淵
は
竜
宮

に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
、碗
を
貸

し
て
く
れ
た
51
。④
竜
宮
の
使
い
の

美
女
が
竜
宮
淵（
中
津
川
市
加
子
母

角
領
）近
く
に
住
ん
で
い
て
、椀
を
水
中
か
ら
取
り
出
し
貸
し
て
く

れ
た
51
。

⑤
木
曽
川
へ
坂
本
川
が
流
れ
込
む
所
の
竜
宮
に
通
じ
て
い
た

リ
ュ
ウ
ゴ
淵（
中
津
川
市
千
旦
林
坂
本
）に
向
か
っ
て
頼
む
と
貸
し

て
も
ら
え
た
82
。⑥
中
野
方
川
の
竜
宮
淵（
恵
那
市
中
野
方
町
）で

椀
を
貸
し
て
も
ら
え
た
214
。⑦
亀
淵
竜
宮（
美
濃
加
茂
市
の
新
太

田
橋
下
流
右
岸
）の
淵
に
、浦
島
太

郎
を
運
ん
だ
亀
が
住
ん
で
い
た
と
言

わ
れ
、竜
宮
神
社
に
願
え
ば
膳
椀
を

貸
し
て
く
れ
た
。一
説
に
は
、こ
の
淵

の
水
は
兼
山
の
戸
立
て
の
観
音（
大

通
寺
）の
井
戸
に
通
じ
て
い
る
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
288
。な
お
、美
濃
加
茂

市
に
は
椀
で
は
な
く
機
織
り
機
を
貸

し
て
く
れ
た
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。⑧

徳
雲
寺（
美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
市
橋
）前
の
今
は
埋
め
ら
れ
た

池（
ハ
タ
ゴ
池
）は
龍
宮
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
、機
織
り
機
を

貸
し
て
も
ら
え
た
が
、返
す
約
束
を
破
っ
た
ら
、織
り
掛
け
の
布
を

付
け
た
機
は
空
を
飛
ん
で
池
に
沈
ん
だ
288
。

美
濃
加
茂
市
下
流
の
鵜
沼
で
は
、⑨
各
務
原
市
鵜
沼
字
伊
木
山

の
淵
が
竜
宮
に
通
じ
て
お
り
、借
り
に
行
く
役
が
決
ま
っ
て
い
た

51
。な
お
、借
り
役
が「
代
理
人
」の

場
合
82
や
、必
要
な
人
が
直
接
借
り

に
行
く
場
合
も
あ
る
24
。⑩
苧
ヶ
瀬

の
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）は

竜
宮
に
通
じ
て
お
り
、池
の
上
に
頼

ん
だ
膳
椀
が
浮
か
ん
だ
82
。

岐
阜
市
で
は
、⑪
夕
部
が
池（
岐

阜
市
曽
我
屋
）は
竜
宮
に
繋
が
っ
て

お
り
、膳
椀
を
貸
し
た
が
、借
り
物

を
盗
ん
だ
た
め
、以
後
貸
さ
な
く
な
っ
た
82
。

（
１
）「
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
る
」

①
龍
宮
淵（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）に
は
龍
宮
に
通
じ
る
穴
が
あ

り
、そ
こ
か
ら
機
織
り
姫
が
現
れ
て
岩
の
上
で
機
を
織
っ
て
い
た
13
。

②
乙
女
淵（
郡
上
市
明
宝
畑
佐
。左
岸
か
ら
吉
田
川
を
二
度
渡
河

し
た
左
岸
側
）の
四
角
い
岩
の
上
で
乙
姫
様
が
機
織
り
を
し
て
い

た
。こ
の
岩
の
向
か
い
の
穴
は
明
宝
気
良
の
関
上
の
淵
に
通
じ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
13
。③
乙
姫
の
機
織
り
の
音
が
龍
宮
の
淵（
下
呂
市

門
和
佐
）と
呼
ば
れ
る
淵
の
底
か
ら
聞
こ
え
た
が
、馬
鍬
を
投
げ
入

れ
た
ら
音
が
絶
え
た
284
。④
岩
村
城
主
に
乞
わ
れ
た
機
織
り
が
池

（
萬
勝
寺
境
内
に
機
子
が
池
。恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
飯
高
）に

身
投
げ
し
た
。池
の
底
か
ら
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
る
51
。⑤
瑞
穂

市
十
八
条
東
沼（
現
堀
越
紡
績
工
場
内
）に
あ
っ
た
最
も
大
き
い「
が

ま
」（
自
然
に
水
の
湧
き
出
る
所
）の
底
か
ら
、あ
る
正
月
に
機
織
り

の
音
が
聞
こ
え
て

き
た
。音
は
正
月

し
か
聞
こ
え
ず
、

龍
宮
と
通
じ
て
い

る
と
言
わ
れ
、汚

さ
な
い
よ
う
に
大

切
に
さ
れ
た
70
。

（
2
）「
竜
宮
に
通
じ
た
話
」

①
セ
バ
岩（
高
山
市
朝
日
町
小
瀬
ヶ
洞
）と
称
し
秋
神
川
の
両
岸

に
巨
岩
迫
り
、滝
と
な
り
淵
と
な
る
場
所
が
あ
っ
た
。こ
こ
の
淵
に

籾
殻
等
を
入
れ
る
と
、小
坂
川
が
飛
騨
川
に
合
流
す
る
手
前
の
朝

六
橋
下
の
淵（
長
谷
寺
の
淵
）に
現
れ
、両
方
と
も
竜
宮
に
通
じ
て
い

る
と
云
わ
れ
て
い
た
203
。②
淵 

（
灯
明
淵
。海
津
市
平
田
町
三
郷
）に

吸
い
込
ま
れ
た
漁
師
は
、竜
宮
の
よ
う
な
御
殿
で
美
し
い
女
と
再
び

こ
こ
に
は
来
な
い
と
約
束
し
て
、地
上
に
帰
る
事
が
出
来
た
134
。③

来
振
寺（
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富
）門
前
の
池
は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る

と
言
わ
れ
、池
の
真
中
に
弁
天
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
。池
か
ら
現
れ

た
乙
姫
が
若
者
を
池
へ
連
れ
去
っ
た
。村
人
は
二
人
が
仲
良
く
暮
ら

せ
る
よ
う
に
祈
り
、毎
月
一
五
日
を

縁
日
と
し
て
弁
天
様
や
乙
姫
夫
婦
の

お
祭
り
を
し
て
い
る
18
。④
真
禅
院

（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
梵
鐘（
国

の
重
要
文
化
財
）は
平
安
時
代
中
期

以
前
の
物
と
言
わ
れ
、垂
井
の
小
清

水
か
ら
出
た
竜
宮
か
ら
の
鐘
と
い
う

伝
承
や
、『
続
日
本
紀
』に
現
れ
る
宮

処
寺
の
も
の
、あ
る
い
は
昔
垂
井
宿

の
南
に
あ
っ
た
盆
池
か
ら
出
た
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
281
。

2‒

2
　
郡
上
市
内
の
椀
貸
し
の
淵
　
　

（
1
）「
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
淵
」

①
小
間
見
川（
郡
上
市
大
和
町
小
間
見
）の
布
淵
の
穴
は
竜
宮
に

通
じ
て
い
て
、頼
む
と
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
301
。な
お
、②
郡
上
市
大

和
町
剣
の
大
野
口
で
は
、年
に
一
度
、御
膳
に
強
飯
を
載
せ
て
与
衛

門
淵
に
入
れ
る
と
、竜
宮
へ
届
く
と
言
わ
れ
た
301
。ま
た
、③
ジ
ョ
ウ

ゴ
洞（
郡
上
市
明
宝
）は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
水
源
の

岩
穴
で
、岩
穴
に
棲
む
水
神
が
碗
を
貸
し
た
51
。④
郡
上
市
白
鳥
町

前
谷
の
蒲
田
淵
も
竜
宮
に
繋
が
っ
て
い
る
237
。な
お
、蒲
田
淵
で
借

り
た
椀
を
一
個
保
存
し
て
い
る
家
が
あ
り
、さ
ら
に
、飛
騨
市
宮
川

町
塩
屋
の
清
水
小
太
郎
家
に
も
返
さ
な
か
っ
た
椀
が
残
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

（
2
）「
雨
乞
い
と
椀
貸
し
の
淵
」

郡
上
市
美
並
町
で
は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
雨
乞
い
場
所
で
の
膳

椀
貸
し
伝
説
が
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。⑤
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫

滝（
美
並
町
白
山
）は
雨
乞
い
の
滝
で
も
あ
っ
た
が
、乙
姫
滝
の
乙
姫

様
が
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
。一
部
を
壊
し
て
返
さ
な
か
っ
た
ら
、

貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
287
。⑥
美
並
町
上
田（
旧
木
尾
）の
竜

宮
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
釜
の
口
で
、木
尾
の
人
々
は
雨
乞
い

を
行
い
、膳
椀
を
借
り
た
287
。⑦
雨
乞
い
場
所
で
あ
る
福
野
坂
の
下

の「
淡
の
倉
の
淵
」（
美
並
町
上
田
）に
は
乙
姫
様
か
誰
か
が
棲
み
、一

年
に
一
度
、膳
立
て（
膳
を
揃
え
並
べ
る
）し
て
淵
に
入
れ
る
と
、底
に

沈
ん
で
再
び
浮
い
て
来
な
い
と
伝
わ
る
287
。

（
3
）「
竜
宮
に
通
じ
て
い
な
い
椀
貸
し
淵
」

『
郡
上
八
幡
町
史
下
巻
』に
よ
る
と
、⑧
八
幡
町
入
間
の「
持
穴
」

に
入
り
口
が
一
m
で
、そ
こ
か
ら
数
m
奥
は
高
さ
が
二
m
、幅
が
数

m
で
奥
行
き
が
深
い
横
穴
が
あ
る
。こ
の
穴
で
膳
椀
が
借
り
ら
れ
た

の
で「
物
持
ち
穴
」と
言
わ
れ
、こ
の
付
近
の
地
名
を「
持
穴
」と
言

う
。破
損
し
た
り
し
た
ら
貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
。そ
の
他
の

椀
貸
し
淵
は
、八
幡
町
島
谷
の

乙
姫
滝
、八
幡
町
亀
尾
島
の
セ

ト
や
明
宝
気
良
の
ジ
ョ
ウ
ケ

洞
、郡
上
市
明
宝
小
川
の
女

滝
、さ
ら
に
、大
和
町
大
間
見
の

大
間
見
川
、郡
上
市
白
鳥
町
中

津
屋
の
カ
リ
キ
ド
淵
等
で
あ

る
。な
お
、女
滝
は
大
滝（
雄
滝
）

と「
家
谷
橋
」の
間
に
あ
り
、昔

「
家
谷
橋
」が
落
ち
た
時
、女
滝

下
流
の
狭
窄
部（「
鹿
の
一
足
」）

に
板
を
渡
し
て
川
を
渡
っ
た
。

2‒

3
　
竜
神
か
ら
の
椀
貸
し
　
　

竜
神
等
に
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
願
っ
た
話
と
し
て
、①
竜
神

様
が
永
保
寺
（
多
治
見
市
虎
渓
山
町
）
の
下
の
竜
浮
淵
（
土
岐
川
）

に
棲
ん
で
い
て
、
お
椀
等
を
貸
し
て
く
れ
た
75
。②
大
池
（
中
津

川
市
神
坂
）
の
主
の
大
蛇
は
椀
を
貸
し
た
が
、
椀
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
に
大
蛇
が
怒
り
、
大
雨
を
降
ら
せ
て
池
の
端
を
崩
し
て
流

れ
る
水
と
共
に
湯
丹
沢
の
方
へ
立
ち
去
っ
た
300
。
そ
の
後
、
湯
丹

沢
へ
雨
乞
い
に
行
く
人
が
多
く
な
っ
た
91
。

ま
た
、
人
が
大
蛇
に
椀
を
貸
し

た
例
と
し
て
、③
大
池
（
十
九
女

池
。
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）
に
大
蛇

が
棲
む
と
言
わ
れ
て
い
た
。
年
の

頃
一
九
位
の
娘
が
民
家
に
椀
を
借

り
に
来
た
。
返
し
に
来
た
椀
は
生

臭
か
っ
た
の
で
、
蛇
が
嫌
う
縫
い

針
を
椀
に
隠
し
て
貸
し
た
ら
現
れ

な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
横
笛
を

吹
く
若
い
娘
が
民
家
に
横
笛
を
形

見
と
し
て
残
し
て
い
な
く
な
り
、
貸
し
た
椀
が
池
に
浮
い
て
い
た
。

こ
の
椀
は
法
忍
寺
（
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
）
に
、
笛
は
中
町
八

幡
神
社
に
納
め
ら
れ
て
い
る
118
。
な
お
、④
干
天
の
時
は
こ
の
池
で

雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
251
。

2‒

4
　
古
墳
・
塚
な
ど
で
の
膳
椀
貸
し
　
　

神
秘
的
な
趣
を
醸
し
出
し
た
古
墳
や
塚
な
ど
に
も
膳
椀
貸
し

伝
説
が
生
ま
れ
た
。

①
国
府
小
学
校
（
高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
塚
腰
）
の
敷
地
に

位
置
し
て
い
た
亀
塚
（
大
塚
）
は
竪
穴
式
古
墳
で
、
朱
塗
り
の
膳

椀
を
貸
し
た
101
。②
楢
谷
と
麦
島
の
間
の
オ
グ
ナ
の
養
老
塚
（
高

山
市
清
見
町
）
で
は
、
破
損
が
あ
っ
て
か
ら
借
り
ら
れ
な
く
な
っ

た
51
。
な
お
、
高
山
市
内
で
の
他

の
椀
貸
し
淵
と
し
て
、③
弘
穂
橋

（
高
山
市
久
々
野
町
引
下
）
の
少

し
下
っ
た
所
の
釜
淵
236
。④
荏
名
の

森
（
高
山
市
江
名
子
町
）
の
椀
貸

せ
岩
101
等
が
あ
る
。

塚
に
ま
つ
わ
る
話
は
、⑤
壬
申
の

乱
（
六
七
二
年
）
の
時
に
天
武
天

皇
が
一
泊
し
た
跡
の
す
ぐ
傍
に
「
ゼ

ン
ワ
ン
」
を
埋
め
た
と
伝
わ
る
小

さ
な
塚
（
井
塚
。
大
垣
市
貝
曽

根
町
）
が
膳
椀
を
貸
し
出
し
た

51
。
な
お
、⑥
清
水
が
湧
き
出

る
「
膳
椀
の
池
」（
大
垣
市
西

之
川
町
。
今
は
「
ハ
リ
ヨ
の
池

広
場
」
と
な
っ
て
い
る
）
で
も

膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
が
、
池

の
畔
に
祀
ら
れ
た
白
竜
（
昇
天

し
た
と
伝
わ
り
、
今
は
無
い
）

は
金
気
を
嫌
い
、
鎌
を
落
と
し

た
子
供
に
祟
り
が
あ
っ
た
16
。

⑦
岐
阜
市
の
琴
塚
（
琴
塚

古
墳
）
に
頼
む
と
膳
椀
が
貸
し
て
も
ら
え
た
が
、
返
さ
な
い
者
が

居
た
た
め
に
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
46
。

穴
に
棲
む
狐
が
貸
し
出
し
た
話
と
し
て
、⑧
飛
騨
市
古
川
町
下
野

の
円
墳
は
御
椀
塚
と
も
呼
ば
れ
、
塚
の
穴
に
頼
む
と
椀
を
貸
し
て
く

れ
た
。
欲
深
い
者
が
い
た
た
め
、

穴
に
す
む
狐
が
怒
っ
て
貸
し
出

さ
な
く
な
っ
た
101
。
さ
ら
に
、⑨

「
長
者
の
倉
」（
頂
上
に
岩
が
露

出
し
た
小
山
。
飛
騨
市
宮
川

町
塩
屋
）
の
大
岩
窟
に
棲
む
狐

狸
が
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た

が
、
返
さ
な
い
者
が
い
て
貸
し

て
貰
え
な
く
な
っ
た
102
。

ま
た
、⑩
飛
騨
市
の
椀
貸
淵

（
宮
川
町
桑
野
、
旧
坂
下
村
）

も
椀
を
貸
し
た
101
。

2‒

5
　
葬
式
と
坊
主
の
椀
貸
し
　
　

貧
し
い
村
人
が
身
内
の
葬
式
に
膳
椀
を
借
り
る
話
と
し
て
、①

葬
式
の
椀
膳
が
無
く
て
困
っ
て
い
る
貧
し
い
者
に
、
神
々
し
い
翁

が
現
れ
、
高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
の
「
青
ど
ん
ぶ
ち
の
岩
」
で
頼

む
と
貸
し
て
く
れ
る
と
教
え
た
105
。②
母
を
亡
く
し
た
貧
し
い
息

子
は
、
葬
式
の
膳
椀
も

無
い
の
で
幕
岩
川
の
「
一

の
滝
」（
高
山
市
高
根

町
日
和
田
）
に
身
を
投

げ
よ
う
と
す
る
と
、
膳

椀
が
浮
か
ん
で
流
れ
着

き
、
葬
式
が
出
来
た
256
。

ま
た
、
坊
主
が
膳
椀

を
貸
し
た
話
と
し
て
、

③
可
児
市
塩
で
は
、
坊

主
が
椀
を
貸
し
て
く
れ

た
が
、
村
人
が
相
撲
で

坊
主
を
負
か
し
た
ら
貸

し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
228
。④
可
児
市
柿
下
の
淵
（
椀
ヶ
渕
）
に

住
む
と
伝
わ
る
坊
さ
ん
に
頼
む
と
、
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
35
。

な
お
、⑤
借
り
た
膳
椀
を
売
っ
た
不
心
得
者
の
首
が
数
日
後
淵
に

浮
い
て
以
来
、
子
供
が
悪
さ
を
す
る
と
「
椀
ヶ
淵
の
坊
主
が
連
れ

に
来
る
」
と
言
う
47
。

妖
怪
が
椀
貸
し
を
す
る
話
と
し
て
、⑥
青
塚
神
社
（
一
宮
市
北

方
町
北
方
宮
西
）
の
北
裏
の
妖
怪
が
棲
む
姫
取
ヶ
池
で
膳
椀
等
が

借
り
ら
れ
た
が
、
借
り
た
ま
ま
返
さ
な
い
者
が
出
て
貸
し
て
も
ら

え
な
く
な
っ
た
1
。

2‒

6
　
貸
し
主
を
見
よ
う
と
し
た
　
　

貸
し
て
く
れ
る
人
物
を
見
よ
う
と
企
ん
で
、
膳
椀
を
貸
し
て
く

れ
な
く
な
っ
た
話
と
し
て
、①
美
女
が
碗
を
八
神
山
（
関
市
西
神

野
）
の
戸
立
岩
の
空
洞
で
貸
し
て
く
れ
た
が
、
美
女
の
姿
を
見
て

か
ら
、
貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
51
。②
網
掛
淵
（
関
市
板
取
）

に
お
願
い
す
る
と
、
膳
椀
を
貸
し
て
貰
え
た
が
、
誰
が
何
処
か
ら

運
ん
で
く
る
か
を
川
原
で
見
よ
う
と
し
た
ら
、
膳
椀
も
貸
し
て
貰

え
ず
、
ま
た
膳
椀
を
自
分
の
物
に
し
た
ら
、
家
の
什
器
が
消
え
て

無
く
な
っ
た
89
。③
岐
阜
市
長
良
古
津
の
匿
碗
洞
に
棲
む
水
神
に

椀
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
が
、
水
神
の
姿
を
見
る
と
貸

し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
51
。

2‒

7
　
恵
那
市
周
辺
と
山
県
市
の
椀
貸
し
　
　

　
恵
那
市
周
辺
の
椀
貸
し
と
し
て
は
、①
恵
那
市
明
智
町
の
椀
ケ

渕
201
。②
恵
那
市
明
智
町
東
方
の
碗
淵
51
。③
恵
那
市
上
矢
作
町

小
田
子
の
淵 

（
お
椀
淵
）
も
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
99
。

冠
婚
葬
祭
以
外
で
の
椀
貸
し
と
し
て
、④
お
椀
を
壊
し
た
お
手

伝
い
さ
ん
が
、「
な
な
ひ
ろ
淵
」（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
茂
立
）

で
「
お
椀
を
貸
し
て
く
れ
」
と
泣
い
て
い
る
と
浮
い
て
き
た
214
。

ま
た
、
土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
に
は
、⑤
ネ
ズ
ミ
に
椀
を
食
い
荒
ら

さ
れ
て
困
っ
た
若
者
が
、
池
（
腕
貸
池
）
に
お
願
い
す
る
と
、
お

椀
類
が
出
て
き
て
い
る
83
。な
お
、⑥
可
児
郡
御
嵩
町
の「
椀
が
渕
」

で
も
お
椀
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
と
、
椀
が
浮
い
て
き
た
62
。

　
ま
た
、
山
県
市
で
は
、⑦
柿
野
洞
（
山
県
市
柿
野
）
の
落
合
か

ら
西
洞
へ
通
ず
る
入
り
口
の
「
釜
」（
淵
）
に
棲
む
お
浪
と
言
う

乙
姫
は
膳
椀
を
村
人
に
貸
し
た
291
。⑧
九
合
の
岩
穴
（
旧
石
器
〜

古
墳
時
代
の
遺
跡
、
山
県
市
谷
合
）
に
お
願
い
す
る
と
お
椀
を
貸

し
て
く
れ
た
が
、
一
度
お
椀
を
返
さ
な
い
者
が
お
り
、
そ
れ
以
来

貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
124
。⑨
三
光
寺
（
山
県
市
富
永
）
の
下

の
淵
は
竜
宮
城
ま
で
続
い
て
お
り
、
淵
の
門
番
の
竜
に
頼
む
と
お

椀
を
貸
し
て
く
れ
124
、⑩
岩
佐
の
大
穴
（
淵
。
山
県
市
岩
佐
）
も

膳
椀
を
貸
し
た
291
。

3
．K
I
S
S
O
の
椀
貸
し
伝
説
二
編

「
龍
宮
さ
ま
の
淵（
四
〇
号
）」288
は
、竜
宮
城
ま
で
続
く
と
言
わ

れ
た
淵（
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
伊
深
町
）で
椀
を
貸
し
て
も
ら
え
た

が
、乙
姫
の
姿
を
見
た
後
は
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
。な
お
、雨
乞

い
伝
説
で
知
ら
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」118（
美
濃
市
曽
代
）

は
、竜
宮
の
お
姫
さ
ま
が
膳
椀
を
貸
し
た
が
、次
第
に
欲
を
出
し
た

め
、椀
は
二
度
と
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
椀
貸
し
伝
説
で
も
知
ら

れ
て
い
る
。

「
お
わ
ん
ふ
き
が
ま（
九
五
号
）」70
は
、祭
り
に
使
う
椀
が
無
く
、

瑞
穂
市
重
里
の「
が
ま
」で
嘆
く
と
翌
日
お
椀
が
浮
い
て
お
り
、欲
深

い
人
が
一
部
返
さ
な
い
と
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
話
で
あ
る
。

来振寺門前の池

女滝（「鹿の一足」の上流で、道路工事のために岩が
滝に落ち、小さくなった）

大池(十九女池)釜淵

え
ん
に
ち
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

筒
井
神
社
と
帰
雲
庵
が
、君
ヶ
畑
に
は
大
皇
器
地
祖
神
社
と
金
竜

寺
が
あ
り
、木
地
師
は
い
ず
れ
か
の
管
轄
下
に
属
し
て
い
た
。

彼
ら
は
、惟
喬
親
王
の
家
来
、ま
た
は
惟
喬
親
王
の
重
臣
小
椋
秀

実
の
子
孫
を
称
し
、諸
国
の
山
に
入
り
山
の
七
合
目
よ
り
上
の
木
材

を
自
由
に
伐
採
で
き
る
権
利
を
保
証
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、山
中

を
移
動
し
て
生
活
す
る
集
団
だ
っ
た
。

1‒

1
　
木
地
師
に
よ
る
長
者
屋
敷
伝
説

金
鶏
伝
説
は
、鶏
の
鳴
き
声
は
神
霊
の
声
と
さ
れ
、そ
れ
が
一
年

の
夜
明
け
で
あ
る
元
日
に
神
聖
視
さ
れ
た
場
所
で
鳴
く
と
考
え
ら

れ
、金
鶏
が
鳴
く
主
な
場
所
は
、大
岩
の
上
、古
木
の
下
、寺
の
址
、

古
い
墳
、神
社
の
境
内
、城
址
、長
者
屋
敷
の
跡
等
で
あ
る
。

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
美
束
の「
長
者
平
の
金
鶏
伝
説（
三
六

号
）」224
は
、金
鶏
伝
説
と
木
地
師（
木
地
屋
と
も
言
う
）に
よ
る
長

者
屋
敷
伝
説
か
ら
成
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、春
日
美
束
の
長
者

平
に
伝
わ
る
伝
説
で
は
、壬
申
の

乱（
六
七
二
年
）で
自
害
し
た
弘

文
天
皇（
六
四
八
〜
六
七
二
）の

后
・
満
姫
が
生
ん
だ
小
倉
皇
子
が

こ
の
地
を
開
拓
し
て
長
者
平
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
の
末

裔（
一
説
に
行
基
）が
長
国
寺
を

建
て
た
。後
に
伝
説
の
盗
賊
熊
坂

長
範
を
同
寺
に
匿
っ
た
疑
い
で
義

経
が
長
者
平
に
攻
め
入
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
伝
説
に
出
て
く
る「
小
倉
皇
子
」は
木
地
師
の
里
・
滋
賀
県

東
近
江
市
の「
小
椋
」に
通
じ
、こ
の
伝
説
も
木
地
師
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

山
奥
に
構
え
た
木
地
師
の
住
居
は
粗
末
で
あ
っ
た
が
、木
地
師

達
は
住
居
周
辺
に
長
者
屋
敷
伝
説
を
創
り
出
し
た
。

『
郡
上
八
幡
町
史（
下
巻
）』は
郡
上
市
内
で
の
木
地
師
の
多
く
の

1
．木
地
師

轆
轤
を
用
い
て
椀
や
盆
等
の
木
工
品
を
加
工
・
製
造
す
る
木
地

師
は
、惟
喬
親
王（
八
四
四
〜
八
九
七
）を
祖
と
仰
ぎ
、近
江
国
小

椋
庄（
滋
賀
県
東
近
江
市
）に
住
む
木
地
師
一
門
を
本
家
と
し
、地

方
に
散
在
す
る
木
地
師
す
べ
て
を
分
家
と
み
る
擬
制
的
同
族
組
織

で
あ
っ
た
。

小
椋
庄
に
は
蛭
ヶ
谷
と
君
ヶ
畑
の
両
集
落
が
あ
り
、蛭
ヶ
谷
に
は

住
居
跡
を
記
し
て
お
り
、木
地
師
と
の
交
流
を
伺
わ
せ
る
話
と
し

て
、①
木
地
屋
の
娘
が
商
い
に
回
っ
て
く
る
中
年
の
鎌
屋
に
恋
を
す

る
が
約
束
の
時
に
会
え
ず
、池（
現
さ
ら
け
が
の
池
）に
身
を
投
げ
、

そ
れ
を
知
っ
た
男
も
身
を
投
げ
た
。娘
の
葬
儀
は
八
幡
町
の
慈
恩

寺
で
行
わ
れ
、娘
が
大
事
に
し
た
モ
ミ
ジ
の
小
盆
も
寺
に
寄
進
さ

れ
た
254
と
伝
わ
る
。ま
た
、木
地
屋
が
椀
を
借
り
た
話
と
し
て
、②

木
地
屋
が
期
限
に
間
に
合
わ
ず
、乙
女
淵（
郡
上
市
八
幡
町
）に
頼

む
と
椀
が
浮
か
び
出
た
が
、破
損
し
た
椀
を
返
し
て
か
ら
は
、貸
し

て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
21
、と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2
．椀
貸
し
伝
説

淵
は
渦
を
巻
い
て
お
り
、水
底
の
入
口
の
ご
と
く
で
あ
る
。つ
ま
り

淵
は
竜
宮
の
入
口
と
考
え
ら
れ
た
。

2‒

1
　
竜
宮
に
通
じ
た
淵
　

竜
宮
に
通
じ
た
淵
で
膳
椀
を
借
り
る
話
が
最
も
多
く
、椀
を
破

損
し
た
り
、数
を
誤
魔
化
し
た
り
、く
す
ね
た
り
し
て
、貸
し
て
く

れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

①
寝
覚
ノ
床（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）で
椀
を
貸
し
て
く
れ
た

が
、壊
し
て
謝
ら
な
か
っ
た
の
で
貸
し
て
く
れ
な
く
な
っ
た
202
。

②
竜
宮
に
通
じ
た
飛
水
峡
の
お
姫
淵（
加
茂
郡
七
宗
町
上
麻

生
、上
麻
生
橋
の
上
流
）の
付
近
に

乙
姫
の
侍
女
と
噂
さ
れ
る
美
女
が
住

み
、椀
を
貸
し
て
く
れ
た
。な
お
、昭

和
初
期
ま
で
は
、日
照
り
の
年
に
は

夜
松
明
を
灯
し
て
お
姫
淵
に
祈
願

し
た
275
。③
帯
雲
橋（
益
田
郡
下
呂

町
小
川
）近
く
の
椀
貸
せ
淵
は
竜
宮

に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
、碗
を
貸

し
て
く
れ
た
51
。④
竜
宮
の
使
い
の

美
女
が
竜
宮
淵（
中
津
川
市
加
子
母

角
領
）近
く
に
住
ん
で
い
て
、椀
を
水
中
か
ら
取
り
出
し
貸
し
て
く

れ
た
51
。

⑤
木
曽
川
へ
坂
本
川
が
流
れ
込
む
所
の
竜
宮
に
通
じ
て
い
た

リ
ュ
ウ
ゴ
淵（
中
津
川
市
千
旦
林
坂
本
）に
向
か
っ
て
頼
む
と
貸
し

て
も
ら
え
た
82
。⑥
中
野
方
川
の
竜
宮
淵（
恵
那
市
中
野
方
町
）で

椀
を
貸
し
て
も
ら
え
た
214
。⑦
亀
淵
竜
宮（
美
濃
加
茂
市
の
新
太

田
橋
下
流
右
岸
）の
淵
に
、浦
島
太

郎
を
運
ん
だ
亀
が
住
ん
で
い
た
と
言

わ
れ
、竜
宮
神
社
に
願
え
ば
膳
椀
を

貸
し
て
く
れ
た
。一
説
に
は
、こ
の
淵

の
水
は
兼
山
の
戸
立
て
の
観
音（
大

通
寺
）の
井
戸
に
通
じ
て
い
る
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
288
。な
お
、美
濃
加
茂

市
に
は
椀
で
は
な
く
機
織
り
機
を
貸

し
て
く
れ
た
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。⑧

徳
雲
寺（
美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
市
橋
）前
の
今
は
埋
め
ら
れ
た

池（
ハ
タ
ゴ
池
）は
龍
宮
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
、機
織
り
機
を

貸
し
て
も
ら
え
た
が
、返
す
約
束
を
破
っ
た
ら
、織
り
掛
け
の
布
を

付
け
た
機
は
空
を
飛
ん
で
池
に
沈
ん
だ
288
。

美
濃
加
茂
市
下
流
の
鵜
沼
で
は
、⑨
各
務
原
市
鵜
沼
字
伊
木
山

の
淵
が
竜
宮
に
通
じ
て
お
り
、借
り
に
行
く
役
が
決
ま
っ
て
い
た

51
。な
お
、借
り
役
が「
代
理
人
」の

場
合
82
や
、必
要
な
人
が
直
接
借
り

に
行
く
場
合
も
あ
る
24
。⑩
苧
ヶ
瀬

の
池（
各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）は

竜
宮
に
通
じ
て
お
り
、池
の
上
に
頼

ん
だ
膳
椀
が
浮
か
ん
だ
82
。

岐
阜
市
で
は
、⑪
夕
部
が
池（
岐

阜
市
曽
我
屋
）は
竜
宮
に
繋
が
っ
て

お
り
、膳
椀
を
貸
し
た
が
、借
り
物

を
盗
ん
だ
た
め
、以
後
貸
さ
な
く
な
っ
た
82
。

（
１
）「
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
る
」

①
龍
宮
淵（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）に
は
龍
宮
に
通
じ
る
穴
が
あ

り
、そ
こ
か
ら
機
織
り
姫
が
現
れ
て
岩
の
上
で
機
を
織
っ
て
い
た
13
。

②
乙
女
淵（
郡
上
市
明
宝
畑
佐
。左
岸
か
ら
吉
田
川
を
二
度
渡
河

し
た
左
岸
側
）の
四
角
い
岩
の
上
で
乙
姫
様
が
機
織
り
を
し
て
い

た
。こ
の
岩
の
向
か
い
の
穴
は
明
宝
気
良
の
関
上
の
淵
に
通
じ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
13
。③
乙
姫
の
機
織
り
の
音
が
龍
宮
の
淵（
下
呂
市

門
和
佐
）と
呼
ば
れ
る
淵
の
底
か
ら
聞
こ
え
た
が
、馬
鍬
を
投
げ
入

れ
た
ら
音
が
絶
え
た
284
。④
岩
村
城
主
に
乞
わ
れ
た
機
織
り
が
池

（
萬
勝
寺
境
内
に
機
子
が
池
。恵
那
市
山
岡
町
馬
場
山
田
飯
高
）に

身
投
げ
し
た
。池
の
底
か
ら
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
る
51
。⑤
瑞
穂

市
十
八
条
東
沼（
現
堀
越
紡
績
工
場
内
）に
あ
っ
た
最
も
大
き
い「
が

ま
」（
自
然
に
水
の
湧
き
出
る
所
）の
底
か
ら
、あ
る
正
月
に
機
織
り

の
音
が
聞
こ
え
て

き
た
。音
は
正
月

し
か
聞
こ
え
ず
、

龍
宮
と
通
じ
て
い

る
と
言
わ
れ
、汚

さ
な
い
よ
う
に
大

切
に
さ
れ
た
70
。

（
2
）「
竜
宮
に
通
じ
た
話
」

①
セ
バ
岩（
高
山
市
朝
日
町
小
瀬
ヶ
洞
）と
称
し
秋
神
川
の
両
岸

に
巨
岩
迫
り
、滝
と
な
り
淵
と
な
る
場
所
が
あ
っ
た
。こ
こ
の
淵
に

籾
殻
等
を
入
れ
る
と
、小
坂
川
が
飛
騨
川
に
合
流
す
る
手
前
の
朝

六
橋
下
の
淵（
長
谷
寺
の
淵
）に
現
れ
、両
方
と
も
竜
宮
に
通
じ
て
い

る
と
云
わ
れ
て
い
た
203
。②
淵 

（
灯
明
淵
。海
津
市
平
田
町
三
郷
）に

吸
い
込
ま
れ
た
漁
師
は
、竜
宮
の
よ
う
な
御
殿
で
美
し
い
女
と
再
び

こ
こ
に
は
来
な
い
と
約
束
し
て
、地
上
に
帰
る
事
が
出
来
た
134
。③

来
振
寺（
揖
斐
郡
大
野
町
稲
富
）門
前
の
池
は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る

と
言
わ
れ
、池
の
真
中
に
弁
天
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
。池
か
ら
現
れ

た
乙
姫
が
若
者
を
池
へ
連
れ
去
っ
た
。村
人
は
二
人
が
仲
良
く
暮
ら

せ
る
よ
う
に
祈
り
、毎
月
一
五
日
を

縁
日
と
し
て
弁
天
様
や
乙
姫
夫
婦
の

お
祭
り
を
し
て
い
る
18
。④
真
禅
院

（
不
破
郡
垂
井
町
宮
代
）の
梵
鐘（
国

の
重
要
文
化
財
）は
平
安
時
代
中
期

以
前
の
物
と
言
わ
れ
、垂
井
の
小
清

水
か
ら
出
た
竜
宮
か
ら
の
鐘
と
い
う

伝
承
や
、『
続
日
本
紀
』に
現
れ
る
宮

処
寺
の
も
の
、あ
る
い
は
昔
垂
井
宿

の
南
に
あ
っ
た
盆
池
か
ら
出
た
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
281
。

2‒

2
　
郡
上
市
内
の
椀
貸
し
の
淵
　
　

（
1
）「
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
淵
」

①
小
間
見
川（
郡
上
市
大
和
町
小
間
見
）の
布
淵
の
穴
は
竜
宮
に

通
じ
て
い
て
、頼
む
と
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
301
。な
お
、②
郡
上
市
大

和
町
剣
の
大
野
口
で
は
、年
に
一
度
、御
膳
に
強
飯
を
載
せ
て
与
衛

門
淵
に
入
れ
る
と
、竜
宮
へ
届
く
と
言
わ
れ
た
301
。ま
た
、③
ジ
ョ
ウ

ゴ
洞（
郡
上
市
明
宝
）は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
水
源
の

岩
穴
で
、岩
穴
に
棲
む
水
神
が
碗
を
貸
し
た
51
。④
郡
上
市
白
鳥
町

前
谷
の
蒲
田
淵
も
竜
宮
に
繋
が
っ
て
い
る
237
。な
お
、蒲
田
淵
で
借

り
た
椀
を
一
個
保
存
し
て
い
る
家
が
あ
り
、さ
ら
に
、飛
騨
市
宮
川

町
塩
屋
の
清
水
小
太
郎
家
に
も
返
さ
な
か
っ
た
椀
が
残
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

（
2
）「
雨
乞
い
と
椀
貸
し
の
淵
」

郡
上
市
美
並
町
で
は
竜
宮
に
通
じ
て
い
る
雨
乞
い
場
所
で
の
膳

椀
貸
し
伝
説
が
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。⑤
羽
佐
古
交
差
点
下
の
乙
姫

滝（
美
並
町
白
山
）は
雨
乞
い
の
滝
で
も
あ
っ
た
が
、乙
姫
滝
の
乙
姫

様
が
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
。一
部
を
壊
し
て
返
さ
な
か
っ
た
ら
、

貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
287
。⑥
美
並
町
上
田（
旧
木
尾
）の
竜

宮
に
通
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
釜
の
口
で
、木
尾
の
人
々
は
雨
乞
い

を
行
い
、膳
椀
を
借
り
た
287
。⑦
雨
乞
い
場
所
で
あ
る
福
野
坂
の
下

の「
淡
の
倉
の
淵
」（
美
並
町
上
田
）に
は
乙
姫
様
か
誰
か
が
棲
み
、一

年
に
一
度
、膳
立
て（
膳
を
揃
え
並
べ
る
）し
て
淵
に
入
れ
る
と
、底
に

沈
ん
で
再
び
浮
い
て
来
な
い
と
伝
わ
る
287
。

（
3
）「
竜
宮
に
通
じ
て
い
な
い
椀
貸
し
淵
」

『
郡
上
八
幡
町
史
下
巻
』に
よ
る
と
、⑧
八
幡
町
入
間
の「
持
穴
」

に
入
り
口
が
一
m
で
、そ
こ
か
ら
数
m
奥
は
高
さ
が
二
m
、幅
が
数

m
で
奥
行
き
が
深
い
横
穴
が
あ
る
。こ
の
穴
で
膳
椀
が
借
り
ら
れ
た

の
で「
物
持
ち
穴
」と
言
わ
れ
、こ
の
付
近
の
地
名
を「
持
穴
」と
言

う
。破
損
し
た
り
し
た
ら
貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
。そ
の
他
の

椀
貸
し
淵
は
、八
幡
町
島
谷
の

乙
姫
滝
、八
幡
町
亀
尾
島
の
セ

ト
や
明
宝
気
良
の
ジ
ョ
ウ
ケ

洞
、郡
上
市
明
宝
小
川
の
女

滝
、さ
ら
に
、大
和
町
大
間
見
の

大
間
見
川
、郡
上
市
白
鳥
町
中

津
屋
の
カ
リ
キ
ド
淵
等
で
あ

る
。な
お
、女
滝
は
大
滝（
雄
滝
）

と「
家
谷
橋
」の
間
に
あ
り
、昔

「
家
谷
橋
」が
落
ち
た
時
、女
滝

下
流
の
狭
窄
部（「
鹿
の
一
足
」）

に
板
を
渡
し
て
川
を
渡
っ
た
。

2‒

3
　
竜
神
か
ら
の
椀
貸
し
　
　

竜
神
等
に
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
願
っ
た
話
と
し
て
、①
竜
神

様
が
永
保
寺
（
多
治
見
市
虎
渓
山
町
）
の
下
の
竜
浮
淵
（
土
岐
川
）

に
棲
ん
で
い
て
、
お
椀
等
を
貸
し
て
く
れ
た
75
。②
大
池
（
中
津

川
市
神
坂
）
の
主
の
大
蛇
は
椀
を
貸
し
た
が
、
椀
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
に
大
蛇
が
怒
り
、
大
雨
を
降
ら
せ
て
池
の
端
を
崩
し
て
流

れ
る
水
と
共
に
湯
丹
沢
の
方
へ
立
ち
去
っ
た
300
。
そ
の
後
、
湯
丹

沢
へ
雨
乞
い
に
行
く
人
が
多
く
な
っ
た
91
。

ま
た
、
人
が
大
蛇
に
椀
を
貸
し

た
例
と
し
て
、③
大
池
（
十
九
女

池
。
関
ケ
原
町
関
ケ
原
）
に
大
蛇

が
棲
む
と
言
わ
れ
て
い
た
。
年
の

頃
一
九
位
の
娘
が
民
家
に
椀
を
借

り
に
来
た
。
返
し
に
来
た
椀
は
生

臭
か
っ
た
の
で
、
蛇
が
嫌
う
縫
い

針
を
椀
に
隠
し
て
貸
し
た
ら
現
れ

な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
横
笛
を

吹
く
若
い
娘
が
民
家
に
横
笛
を
形

見
と
し
て
残
し
て
い
な
く
な
り
、
貸
し
た
椀
が
池
に
浮
い
て
い
た
。

こ
の
椀
は
法
忍
寺
（
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
）
に
、
笛
は
中
町
八

幡
神
社
に
納
め
ら
れ
て
い
る
118
。
な
お
、④
干
天
の
時
は
こ
の
池
で

雨
乞
い
が
行
わ
れ
た
251
。

2‒

4
　
古
墳
・
塚
な
ど
で
の
膳
椀
貸
し
　
　

神
秘
的
な
趣
を
醸
し
出
し
た
古
墳
や
塚
な
ど
に
も
膳
椀
貸
し

伝
説
が
生
ま
れ
た
。

①
国
府
小
学
校
（
高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
塚
腰
）
の
敷
地
に

位
置
し
て
い
た
亀
塚
（
大
塚
）
は
竪
穴
式
古
墳
で
、
朱
塗
り
の
膳

椀
を
貸
し
た
101
。②
楢
谷
と
麦
島
の
間
の
オ
グ
ナ
の
養
老
塚
（
高

山
市
清
見
町
）
で
は
、
破
損
が
あ
っ
て
か
ら
借
り
ら
れ
な
く
な
っ

た
51
。
な
お
、
高
山
市
内
で
の
他

の
椀
貸
し
淵
と
し
て
、③
弘
穂
橋

（
高
山
市
久
々
野
町
引
下
）
の
少

し
下
っ
た
所
の
釜
淵
236
。④
荏
名
の

森
（
高
山
市
江
名
子
町
）
の
椀
貸

せ
岩
101
等
が
あ
る
。

塚
に
ま
つ
わ
る
話
は
、⑤
壬
申
の

乱
（
六
七
二
年
）
の
時
に
天
武
天

皇
が
一
泊
し
た
跡
の
す
ぐ
傍
に
「
ゼ

ン
ワ
ン
」
を
埋
め
た
と
伝
わ
る
小

さ
な
塚
（
井
塚
。
大
垣
市
貝
曽

根
町
）
が
膳
椀
を
貸
し
出
し
た

51
。
な
お
、⑥
清
水
が
湧
き
出

る
「
膳
椀
の
池
」（
大
垣
市
西

之
川
町
。
今
は
「
ハ
リ
ヨ
の
池

広
場
」
と
な
っ
て
い
る
）
で
も

膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
が
、
池

の
畔
に
祀
ら
れ
た
白
竜
（
昇
天

し
た
と
伝
わ
り
、
今
は
無
い
）

は
金
気
を
嫌
い
、
鎌
を
落
と
し

た
子
供
に
祟
り
が
あ
っ
た
16
。

⑦
岐
阜
市
の
琴
塚
（
琴
塚

古
墳
）
に
頼
む
と
膳
椀
が
貸
し
て
も
ら
え
た
が
、
返
さ
な
い
者
が

居
た
た
め
に
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
46
。

穴
に
棲
む
狐
が
貸
し
出
し
た
話
と
し
て
、⑧
飛
騨
市
古
川
町
下
野

の
円
墳
は
御
椀
塚
と
も
呼
ば
れ
、
塚
の
穴
に
頼
む
と
椀
を
貸
し
て
く

れ
た
。
欲
深
い
者
が
い
た
た
め
、

穴
に
す
む
狐
が
怒
っ
て
貸
し
出

さ
な
く
な
っ
た
101
。
さ
ら
に
、⑨

「
長
者
の
倉
」（
頂
上
に
岩
が
露

出
し
た
小
山
。
飛
騨
市
宮
川

町
塩
屋
）
の
大
岩
窟
に
棲
む
狐

狸
が
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た

が
、
返
さ
な
い
者
が
い
て
貸
し

て
貰
え
な
く
な
っ
た
102
。

ま
た
、⑩
飛
騨
市
の
椀
貸
淵

（
宮
川
町
桑
野
、
旧
坂
下
村
）

も
椀
を
貸
し
た
101
。

2‒

5
　
葬
式
と
坊
主
の
椀
貸
し
　
　

貧
し
い
村
人
が
身
内
の
葬
式
に
膳
椀
を
借
り
る
話
と
し
て
、①

葬
式
の
椀
膳
が
無
く
て
困
っ
て
い
る
貧
し
い
者
に
、
神
々
し
い
翁

が
現
れ
、
高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
の
「
青
ど
ん
ぶ
ち
の
岩
」
で
頼

む
と
貸
し
て
く
れ
る
と
教
え
た
105
。②
母
を
亡
く
し
た
貧
し
い
息

子
は
、
葬
式
の
膳
椀
も

無
い
の
で
幕
岩
川
の
「
一

の
滝
」（
高
山
市
高
根

町
日
和
田
）
に
身
を
投

げ
よ
う
と
す
る
と
、
膳

椀
が
浮
か
ん
で
流
れ
着

き
、
葬
式
が
出
来
た
256
。

ま
た
、
坊
主
が
膳
椀

を
貸
し
た
話
と
し
て
、

③
可
児
市
塩
で
は
、
坊

主
が
椀
を
貸
し
て
く
れ

た
が
、
村
人
が
相
撲
で

坊
主
を
負
か
し
た
ら
貸

し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
228
。④
可
児
市
柿
下
の
淵
（
椀
ヶ
渕
）
に

住
む
と
伝
わ
る
坊
さ
ん
に
頼
む
と
、
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
35
。

な
お
、⑤
借
り
た
膳
椀
を
売
っ
た
不
心
得
者
の
首
が
数
日
後
淵
に

浮
い
て
以
来
、
子
供
が
悪
さ
を
す
る
と
「
椀
ヶ
淵
の
坊
主
が
連
れ

に
来
る
」
と
言
う
47
。

妖
怪
が
椀
貸
し
を
す
る
話
と
し
て
、⑥
青
塚
神
社
（
一
宮
市
北

方
町
北
方
宮
西
）
の
北
裏
の
妖
怪
が
棲
む
姫
取
ヶ
池
で
膳
椀
等
が

借
り
ら
れ
た
が
、
借
り
た
ま
ま
返
さ
な
い
者
が
出
て
貸
し
て
も
ら

え
な
く
な
っ
た
1
。

2‒

6
　
貸
し
主
を
見
よ
う
と
し
た
　
　

貸
し
て
く
れ
る
人
物
を
見
よ
う
と
企
ん
で
、
膳
椀
を
貸
し
て
く

れ
な
く
な
っ
た
話
と
し
て
、①
美
女
が
碗
を
八
神
山
（
関
市
西
神

野
）
の
戸
立
岩
の
空
洞
で
貸
し
て
く
れ
た
が
、
美
女
の
姿
を
見
て

か
ら
、
貸
し
て
も
ら
え
な
く
な
っ
た
51
。②
網
掛
淵
（
関
市
板
取
）

に
お
願
い
す
る
と
、
膳
椀
を
貸
し
て
貰
え
た
が
、
誰
が
何
処
か
ら

運
ん
で
く
る
か
を
川
原
で
見
よ
う
と
し
た
ら
、
膳
椀
も
貸
し
て
貰

え
ず
、
ま
た
膳
椀
を
自
分
の
物
に
し
た
ら
、
家
の
什
器
が
消
え
て

無
く
な
っ
た
89
。③
岐
阜
市
長
良
古
津
の
匿
碗
洞
に
棲
む
水
神
に

椀
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
が
、
水
神
の
姿
を
見
る
と
貸

し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
51
。

2‒

7
　
恵
那
市
周
辺
と
山
県
市
の
椀
貸
し
　
　

　
恵
那
市
周
辺
の
椀
貸
し
と
し
て
は
、①
恵
那
市
明
智
町
の
椀
ケ

渕
201
。②
恵
那
市
明
智
町
東
方
の
碗
淵
51
。③
恵
那
市
上
矢
作
町

小
田
子
の
淵 

（
お
椀
淵
）
も
膳
椀
を
貸
し
て
く
れ
た
99
。

冠
婚
葬
祭
以
外
で
の
椀
貸
し
と
し
て
、④
お
椀
を
壊
し
た
お
手

伝
い
さ
ん
が
、「
な
な
ひ
ろ
淵
」（
恵
那
市
長
島
町
久
須
見
茂
立
）

で
「
お
椀
を
貸
し
て
く
れ
」
と
泣
い
て
い
る
と
浮
い
て
き
た
214
。

ま
た
、
土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
に
は
、⑤
ネ
ズ
ミ
に
椀
を
食
い
荒
ら

さ
れ
て
困
っ
た
若
者
が
、
池
（
腕
貸
池
）
に
お
願
い
す
る
と
、
お

椀
類
が
出
て
き
て
い
る
83
。な
お
、⑥
可
児
郡
御
嵩
町
の「
椀
が
渕
」

で
も
お
椀
を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
と
、
椀
が
浮
い
て
き
た
62
。

　
ま
た
、
山
県
市
で
は
、⑦
柿
野
洞
（
山
県
市
柿
野
）
の
落
合
か

ら
西
洞
へ
通
ず
る
入
り
口
の
「
釜
」（
淵
）
に
棲
む
お
浪
と
言
う

乙
姫
は
膳
椀
を
村
人
に
貸
し
た
291
。⑧
九
合
の
岩
穴
（
旧
石
器
〜

古
墳
時
代
の
遺
跡
、
山
県
市
谷
合
）
に
お
願
い
す
る
と
お
椀
を
貸

し
て
く
れ
た
が
、
一
度
お
椀
を
返
さ
な
い
者
が
お
り
、
そ
れ
以
来

貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
124
。⑨
三
光
寺
（
山
県
市
富
永
）
の
下

の
淵
は
竜
宮
城
ま
で
続
い
て
お
り
、
淵
の
門
番
の
竜
に
頼
む
と
お

椀
を
貸
し
て
く
れ
124
、⑩
岩
佐
の
大
穴
（
淵
。
山
県
市
岩
佐
）
も

膳
椀
を
貸
し
た
291
。

3
．K
I
S
S
O
の
椀
貸
し
伝
説
二
編

「
龍
宮
さ
ま
の
淵（
四
〇
号
）」288
は
、竜
宮
城
ま
で
続
く
と
言
わ

れ
た
淵（
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
伊
深
町
）で
椀
を
貸
し
て
も
ら
え
た

が
、乙
姫
の
姿
を
見
た
後
は
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
。な
お
、雨
乞

い
伝
説
で
知
ら
れ
た「
お
姫
の
井
戸（
五
〇
号
）」118（
美
濃
市
曽
代
）

は
、竜
宮
の
お
姫
さ
ま
が
膳
椀
を
貸
し
た
が
、次
第
に
欲
を
出
し
た

め
、椀
は
二
度
と
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
椀
貸
し
伝
説
で
も
知
ら

れ
て
い
る
。

「
お
わ
ん
ふ
き
が
ま（
九
五
号
）」70
は
、祭
り
に
使
う
椀
が
無
く
、

瑞
穂
市
重
里
の「
が
ま
」で
嘆
く
と
翌
日
お
椀
が
浮
い
て
お
り
、欲
深

い
人
が
一
部
返
さ
な
い
と
貸
し
て
貰
え
な
く
な
っ
た
話
で
あ
る
。

一の滝（「滝を探して…」より）

「膳椀の池」（ハリヨの池広場）琴塚
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1
．弘
法
水
伝
説

「
大
師
は
弘
法
に
奪
わ
れ
、美
人
は
小
町
に
さ
ら
わ
れ
」と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、清
水
や
井
戸
に
限
ら
ず
、不
思
議
な
事
や
霊
感
灼
た
か

な
物
の
多
く
は
弘
法
大
師
の
仕
業
と
な
っ
て
い
る
。

柳
田
95
は
大
師
伝
説
に
関
し
て
、神
の
子
の
意
味
で「
大
子
」と
呼

ん
だ
が
、後
に「
ダ
イ
シ
」と
な
り
、高
徳
な
僧
に
朝
廷
か
ら
勅
賜
の

形
で
贈
ら
れ
る
尊
称「
大
師
」に
結
び
つ
い
た
と
推
定
し
て
お
り
、宮

田
73
も
弘
法
大
師
伝
説
の
根
底
に
は
、神
の
御
子（
＝
ダ
イ
シ
）が
各

地
を
巡
行
し
て
時
に
奇
蹟
を
行
う
と
い
う
古
く
か
ら
の「
ダ
イ
シ
伝

説
」が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

河
野
58
は
、全
国
の
弘
法
水
伝
説
は
一
四
八
九
編
あ
り
、平
安
時

代
の
陰
陽
師
・
安
倍
晴
明
由
来
の
晴
明
水
七
〇
編
、日
蓮
水
四
〇
編

と
比
べ
、弘
法
水
の
多
さ
を
述
べ
て
い
る
。

弘
法
水
伝
説
の
主
な
内
容
は
、

（
1
）水
不
足
の
村
で
、大
師
が
杖
を
大
地
に
打
ち
立
て
、清
水
を

　
　
　

出
す
。

（
2
）大
師
に
与
え
ら
れ
た
水
が
悪
い
の
で
、憐
れ
ん
で
、大
師
が

　
　
　

清
水
を
出
し
た
。

（
3
）遠
方
か
ら
水
を
汲
ん
で
大
師
に
与
え
た
。

（
4
）大
師
に
水
を
与
え
な
か
っ
た
た
め
、悪
水
に
な
っ
た
り
水
が

　
　
　

出
な
く
な
っ
た
。

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
弘
法
水
伝
説
は
、江
戸
時
代
頃
に
高
野
聖
が
弘
法
大

師
由
来
の
水
と
し
て
伝
え
た
こ
と
に
よ
る
と
共
に
、吉
岡
51
は
、村

人
が
旅
僧
に
喜
捨
を
与
え
る
よ
う
に
話
を
広
げ
た
の
で
あ
ろ
う
と

述
べ
て
い
る
。

1‒

1
　
弘
法
に
よ
る
湧
水
　

弘
法
大
師
は
親
切
に
さ
れ
た
礼
に
錫
杖
な
ど
で
大
地
を
突
い
て

水
を
湧
き
出
さ
せ
て
い
る
。

飛
騨
市
神
岡
町
割
石
で
、①
水
を
求
め
て
村
人
に
親
切
に
さ
れ

た
弘
法
大
師
は
、親
切
な
村
人
の
イ
ボ
を
取
る「
イ
ボ
と
り
の
清

水
」を
湧
か
せ
た
39
。な
お
、湧
水
で
は
な
く
、②
弘
法
が
割
石
で
井

戸
を
掘
っ
た「
イ
ボ
取
り
水
」の
話
も
あ
る
82
。さ
ら
に
弘
法
が
湧

水
を
イ
ボ
と
り
霊
泉
に
代
え
た
話
と
し
て
、③
旅
の
僧
侶
を
接
待

し
た
働
き
者
の
家（
関
市
中
之
保
日
根
）の
裏
の
山
裾
か
ら
の
湧
水

が
、働
き
者
の
イ
ボ
を
治
し
、湧
水
の
側
に
弘
法
様「
竃
野
の
イ
ボ

と
り
弘
法
」が
祀
ら
れ
た
125
。

高
山
市
で
は
、④
弘
法
大
師
が

村
人
に
大
坂
峠（
高
山
市
国
府
町

荒
原
）ま
で
送
ら
れ
、水
の
無
い
こ

の
峠
で
、錫
杖
を
大
地
に
突
い
て

清
水
を
湧
き
出
さ
せ
た
51
。ま

た
、⑤
こ
の
大
坂
峠
の
手
前
の
茶

屋
で
弘
法
様
が
水
を
飲
み
、お
礼

に
腰
に
付
け
て
い
た
瓢
箪
か
ら
清

水
を
湧
か
せ
た
と
も
伝
わ
っ
て
い

る
59
。さ
ら
に
、⑥
大
坂
峠
か
ら

中之保のイボとり弘法

水壺弘法（「ごっちゃんの山楽記、2013.5.4汾陽寺山」より）

南
東
に
直
線
距
離
で
約
一
七
㎞
離
れ
た
丹
生
川
町
根
方
に
来
た
弘

法
大
師
が
水
を
頼
む
と
、下
女
が
細
々
と
し
た
水
を
や
っ
と
汲
ん

で
来
た
の
で
、大
師
は
も
っ
と
水
が
出
る
よ
う
に
柳
の
杖
を
三
度

振
っ
て
、水
を
湧
き
出
さ
せ
た
104
。

木
曽
郡
で
は
、⑦
旅
僧
は
一
丁（
約
一
一
〇
m
）も
離
れ
た
沢
か
ら

水
を
汲
ん
で
く
る
木
曽
郡
上
松
町
上
松
木
賊
の
親
子
を
憐
れ
み
、

親
子
の
家
の
近
く
で
杖
を
突
い
て
清
水
を
沸
か
せ
た
202
。

弘
法
が
寺
を
建
て
よ
う
と
し
た
地
で
は
、⑧
弘
法
大
師
が
山
県

市
中
洞
の
山
洞
で
真
言
宗
の
総
本
山
を
建
て
よ
う
と
し
た
が
、八

百
八
洞
に
一
洞
足
り
な
い
の
で
立
ち
去
る
際
に
、村
人
の
た
め
に
病

気
な
ど
の
苦
し
み
か
ら
救
う
清
水
を
杖
で
地
面
を
突
い
て
湧
か
せ

た
124
。谷
の
数
が
一
桁
少
な
い
が
、⑨
弘
法
が
美
濃
加
茂
市
三
和
町

廿
屋
の
地
に
高
野
山
の
分
院
を
開
こ
う
と
し
た
が
、谷
が
八
十
八

に
二
つ
足
り
な
く
建
て
れ
な
か
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
288
。

な
お
、弘
法
が
寺
の
建
設
に
失
敗
し
た
話
と
し
て
、⑩
弘
法
大
師

が
寺
を
建
て
る
木
材
を
双
六
谷（
高
山
市
上
宝
町
金
木
戸
）に
入
っ

て
集
め
た
が
、最
後
の
仕
事
の
段
取
り
で
、こ
れ
ま
で
邪
魔
を
し
て

来
た
邪
鬼
に
騙
さ
れ
て
、集
材
は
朽
木
に
な
っ
た
12
、と
伝
わ
る
。

⑪
関
市
武
芸
川
町
谷
口
で
困
っ
て
い
た
旅
の
坊
様（
弘
法
大
師

と
の
噂
が
あ
っ
た
）は
、泊
め
て
く
れ
た
家
が
谷
川
の
水
枯
れ
で

困
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、そ
の
原
因
の
妖
怪
を
お
経
で
退
治
し
て

湧
き
水
を
出
し
、そ
こ
を「
水
壺
」

（
水
壺
弘
法
）と
呼
ん
だ
126
。ま

た
、武
芸
川
町
谷
口
と
山
県
市
中

洞
を
結
ぶ
九
頭
師
坂
の
洞
戸
菅

谷
で
は
、⑫
民
家
に
泊
め
て
貰
っ

た
夜
、百
足
に
襲
わ
れ
た
弘
法
を

看
護
し
た
村
人
に
感
謝
し
て
、九

頭
師
坂
に
水
を
湧
か
せ
た
136
。

⑬
水
が
無
く
て
困
っ
て
い
る
中

津
川
市
茄
子
川
坂
本
の
人
々
が
、

旅
の
坊
様（
弘
法
大
師
）に
言
わ

れ
て
堀
る
と
、水
が
出
た
90
。⑭
不
破
郡
垂
井
町
府
中
の
国
府
宮

社
近
く
の「
南
宮
御
饌
井
」は
、大
師
が
加
持
し
て
掘
っ
た
井
戸
で

日
照
り
に
も
枯
れ
な
い
。51
。

大
垣
は
多
く
の
自
噴
井
が
あ
る
。天
明
二（
一
七
八
二
）年
頃
、大

垣
岐
阜
町
の
蒟
蒻
屋
文
七
が
、

先
を
尖
ら
せ
た
長
竹
を
川
岸

近
く
で
地
中
深
く
打
ち
込
み
、

水
を
噴
出
さ
せ
た
。こ
の
文
七

に
よ
る
井
戸
掘
削
が「
水
の

都
」大
垣
の
始
ま
り
と
伝
え
ら

れ
る
。

大
垣
市
で
は
、⑮
大
垣
市
十

六
町
で
弘
法
大
師
が
水
を
頼

ん
だ
ら
、悪
い
水
に
恐
縮
し
な

が
ら
濁
っ
た
水
を
く
れ
た
。大

師
は
そ
れ
を
不
憫
に
思
い
清

水
を
湧
か
せ
、「
弘
法
の
井
戸
」と
伝
わ
っ
て
い
る
16
。な
お
、⑯
こ
の

「
弘
法
の
井
戸
」は
眼
病
に
効
果
が
あ
り
、ま
た
、大
師
の
書
道
の
達

筆
に
あ
や
か
っ
て
、こ
の
水
を
習
字
に
使
っ
た
215
。

な
お
、上
記
の
話
に
反
し

て
、⑰
弘
法
大
師
が
十
六

町
で
水
を
頼
ん
だ
が
、ど
の

家
も
水
を
恵
ん
で
く
れ
な

か
っ
た
。腹
を
立
て
た
大
師

は
杖
で
清
水
を
湧
か
せ
た

が
、村
の
井
戸
水
は
濁
り
水

に
な
っ
た
16
。

⑱
弘
化
三（
一
八
四
六
）

年
、大
垣
市
北
方
町（
旧
三

津
屋
北
方
）の
旧
家
に
泊

め
て
貰
っ
た
旅
の
僧
侶
は
、

お
礼
に
弘
法
さ
ま
の
尊
像

を
描
き
、加
持
祈
祷
を
伝
授
し
た
。手
足
の
ひ
び
、あ
か
ぎ
れ
、し
も

や
け
、疣
な
ど
の
皮
膚
病
に
加
持
の
水
が
効
き
、参
詣
者
で
賑
わ
っ

た
16
。

桑
名
市
259
で
は
、⑲
徳
蓮
寺（
桑
名
市
下
野
代
）の
南
続
き
の
線

路
沿
い
に
、大
淀
の
弘
法
井
戸
が
あ
る
。こ
の
水
を
飲
む
と
万
病
が

癒
え
、長
生
き
し
、極
楽
浄
土
に
行
け
る
。⑳
桑
名
市
多
度
町
美
鹿

で
は
、よ
こ
づ
ち（
わ
ら
を
う
つ
槌
）を
藁
火
で
暖
め
、弘
法
井
戸
の

水
に
浸
し
、そ
の
水
で
患
部
を
洗
う
と
治
る
と
伝
わ
り
、㉑
桑
名
市

多
度
町
柚
井
に
も
弘
法
大
師
の
杖
突
き
井
戸
が
あ
る
。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説
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1‒

1
　
弘
法
に
よ
る
湧
水
　

弘
法
大
師
は
親
切
に
さ
れ
た
礼
に
錫
杖
な
ど
で
大
地
を
突
い
て

水
を
湧
き
出
さ
せ
て
い
る
。

飛
騨
市
神
岡
町
割
石
で
、①
水
を
求
め
て
村
人
に
親
切
に
さ
れ

た
弘
法
大
師
は
、親
切
な
村
人
の
イ
ボ
を
取
る「
イ
ボ
と
り
の
清

水
」を
湧
か
せ
た
39
。な
お
、湧
水
で
は
な
く
、②
弘
法
が
割
石
で
井

戸
を
掘
っ
た「
イ
ボ
取
り
水
」の
話
も
あ
る
82
。さ
ら
に
弘
法
が
湧

水
を
イ
ボ
と
り
霊
泉
に
代
え
た
話
と
し
て
、③
旅
の
僧
侶
を
接
待

し
た
働
き
者
の
家（
関
市
中
之
保
日
根
）の
裏
の
山
裾
か
ら
の
湧
水

が
、働
き
者
の
イ
ボ
を
治
し
、湧
水
の
側
に
弘
法
様「
竃
野
の
イ
ボ

と
り
弘
法
」が
祀
ら
れ
た
125
。

高
山
市
で
は
、④
弘
法
大
師
が

村
人
に
大
坂
峠（
高
山
市
国
府
町

荒
原
）ま
で
送
ら
れ
、水
の
無
い
こ

の
峠
で
、錫
杖
を
大
地
に
突
い
て

清
水
を
湧
き
出
さ
せ
た
51
。ま

た
、⑤
こ
の
大
坂
峠
の
手
前
の
茶

屋
で
弘
法
様
が
水
を
飲
み
、お
礼

に
腰
に
付
け
て
い
た
瓢
箪
か
ら
清

水
を
湧
か
せ
た
と
も
伝
わ
っ
て
い

る
59
。さ
ら
に
、⑥
大
坂
峠
か
ら

九頭師坂の湧水

南宮御饌井

南
東
に
直
線
距
離
で
約
一
七
㎞
離
れ
た
丹
生
川
町
根
方
に
来
た
弘

法
大
師
が
水
を
頼
む
と
、下
女
が
細
々
と
し
た
水
を
や
っ
と
汲
ん

で
来
た
の
で
、大
師
は
も
っ
と
水
が
出
る
よ
う
に
柳
の
杖
を
三
度

振
っ
て
、水
を
湧
き
出
さ
せ
た
104
。

木
曽
郡
で
は
、⑦
旅
僧
は
一
丁（
約
一
一
〇
m
）も
離
れ
た
沢
か
ら

水
を
汲
ん
で
く
る
木
曽
郡
上
松
町
上
松
木
賊
の
親
子
を
憐
れ
み
、

親
子
の
家
の
近
く
で
杖
を
突
い
て
清
水
を
沸
か
せ
た
202
。

弘
法
が
寺
を
建
て
よ
う
と
し
た
地
で
は
、⑧
弘
法
大
師
が
山
県

市
中
洞
の
山
洞
で
真
言
宗
の
総
本
山
を
建
て
よ
う
と
し
た
が
、八

百
八
洞
に
一
洞
足
り
な
い
の
で
立
ち
去
る
際
に
、村
人
の
た
め
に
病

気
な
ど
の
苦
し
み
か
ら
救
う
清
水
を
杖
で
地
面
を
突
い
て
湧
か
せ

た
124
。谷
の
数
が
一
桁
少
な
い
が
、⑨
弘
法
が
美
濃
加
茂
市
三
和
町

廿
屋
の
地
に
高
野
山
の
分
院
を
開
こ
う
と
し
た
が
、谷
が
八
十
八

に
二
つ
足
り
な
く
建
て
れ
な
か
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
288
。

な
お
、弘
法
が
寺
の
建
設
に
失
敗
し
た
話
と
し
て
、⑩
弘
法
大
師

が
寺
を
建
て
る
木
材
を
双
六
谷（
高
山
市
上
宝
町
金
木
戸
）に
入
っ

て
集
め
た
が
、最
後
の
仕
事
の
段
取
り
で
、こ
れ
ま
で
邪
魔
を
し
て

来
た
邪
鬼
に
騙
さ
れ
て
、集
材
は
朽
木
に
な
っ
た
12
、と
伝
わ
る
。

⑪
関
市
武
芸
川
町
谷
口
で
困
っ
て
い
た
旅
の
坊
様（
弘
法
大
師

と
の
噂
が
あ
っ
た
）は
、泊
め
て
く
れ
た
家
が
谷
川
の
水
枯
れ
で

困
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、そ
の
原
因
の
妖
怪
を
お
経
で
退
治
し
て

湧
き
水
を
出
し
、そ
こ
を「
水
壺
」

（
水
壺
弘
法
）と
呼
ん
だ
126
。ま

た
、武
芸
川
町
谷
口
と
山
県
市
中

洞
を
結
ぶ
九
頭
師
坂
の
洞
戸
菅

谷
で
は
、⑫
民
家
に
泊
め
て
貰
っ

た
夜
、百
足
に
襲
わ
れ
た
弘
法
を

看
護
し
た
村
人
に
感
謝
し
て
、九

頭
師
坂
に
水
を
湧
か
せ
た
136
。

⑬
水
が
無
く
て
困
っ
て
い
る
中

津
川
市
茄
子
川
坂
本
の
人
々
が
、

旅
の
坊
様（
弘
法
大
師
）に
言
わ

れ
て
堀
る
と
、水
が
出
た
90
。⑭
不
破
郡
垂
井
町
府
中
の
国
府
宮

社
近
く
の「
南
宮
御
饌
井
」は
、大
師
が
加
持
し
て
掘
っ
た
井
戸
で

日
照
り
に
も
枯
れ
な
い
。51
。

大
垣
は
多
く
の
自
噴
井
が
あ
る
。天
明
二（
一
七
八
二
）年
頃
、大

垣
岐
阜
町
の
蒟
蒻
屋
文
七
が
、

先
を
尖
ら
せ
た
長
竹
を
川
岸

近
く
で
地
中
深
く
打
ち
込
み
、

水
を
噴
出
さ
せ
た
。こ
の
文
七

に
よ
る
井
戸
掘
削
が「
水
の

都
」大
垣
の
始
ま
り
と
伝
え
ら

れ
る
。

大
垣
市
で
は
、⑮
大
垣
市
十

六
町
で
弘
法
大
師
が
水
を
頼

ん
だ
ら
、悪
い
水
に
恐
縮
し
な

が
ら
濁
っ
た
水
を
く
れ
た
。大

師
は
そ
れ
を
不
憫
に
思
い
清

水
を
湧
か
せ
、「
弘
法
の
井
戸
」と
伝
わ
っ
て
い
る
16
。な
お
、⑯
こ
の

「
弘
法
の
井
戸
」は
眼
病
に
効
果
が
あ
り
、ま
た
、大
師
の
書
道
の
達

筆
に
あ
や
か
っ
て
、こ
の
水
を
習
字
に
使
っ
た
215
。

な
お
、上
記
の
話
に
反
し

て
、⑰
弘
法
大
師
が
十
六

町
で
水
を
頼
ん
だ
が
、ど
の

家
も
水
を
恵
ん
で
く
れ
な

か
っ
た
。腹
を
立
て
た
大
師

は
杖
で
清
水
を
湧
か
せ
た

が
、村
の
井
戸
水
は
濁
り
水

に
な
っ
た
16
。

⑱
弘
化
三（
一
八
四
六
）

年
、大
垣
市
北
方
町（
旧
三

津
屋
北
方
）の
旧
家
に
泊

め
て
貰
っ
た
旅
の
僧
侶
は
、

お
礼
に
弘
法
さ
ま
の
尊
像

を
描
き
、加
持
祈
祷
を
伝
授
し
た
。手
足
の
ひ
び
、あ
か
ぎ
れ
、し
も

や
け
、疣
な
ど
の
皮
膚
病
に
加
持
の
水
が
効
き
、参
詣
者
で
賑
わ
っ

た
16
。

桑
名
市
259
で
は
、⑲
徳
蓮
寺（
桑
名
市
下
野
代
）の
南
続
き
の
線

路
沿
い
に
、大
淀
の
弘
法
井
戸
が
あ
る
。こ
の
水
を
飲
む
と
万
病
が

癒
え
、長
生
き
し
、極
楽
浄
土
に
行
け
る
。⑳
桑
名
市
多
度
町
美
鹿

で
は
、よ
こ
づ
ち（
わ
ら
を
う
つ
槌
）を
藁
火
で
暖
め
、弘
法
井
戸
の

水
に
浸
し
、そ
の
水
で
患
部
を
洗
う
と
治
る
と
伝
わ
り
、㉑
桑
名
市

多
度
町
柚
井
に
も
弘
法
大
師
の
杖
突
き
井
戸
が
あ
る
。

牛屋川に架かる平和橋側の掘り抜き井戸発祥の地

弘法の井戸

大淀の弘法井戸

弘法井戸(美鹿の民家裏)

●
●
●
●
■
■
■
■

弘法の湧水1-1
弘法の礼 1-2
弘法からの罰1-3
跡隠し雪 1-4
弘法の足跡1-5
その他 1-6
効能のある湧水2-1
湧出させた人物2-2

分　類 記号 ・●●●●は、揖斐・長良川の上流域以外でほ
ぼ均等に分布。

・■は、限られたサンプル数だが、上流域(飛騨・
高山市 ) の石に残っている。

・■と■は、三川のほぼ全流域に均等に分布し
ている。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
4
章
　
弘
法
水
と
清
水
伝
説

1‒

2
　
弘
法
に
よ
る
湧
水
以
外
の
礼
　

弘
法
大
師
が
礼
に
茶
の
木
を
生
や
し
た
話
が
、「
下
呂
茶
」や

「
春
日
茶
」と
し
て
知
ら
れ
る
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

①
下
呂
市
三
原
へ
弘
法
大
師
が
巡
っ
て
き
て
、茶
が
無
い
の
で
水

で
歓
待
さ
れ
た
礼
に
、山
に
茶
の
木
を
生
や
し
た
51
。ま
た
、②
揖

斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
六
合
の
家
で
お
茶
を
頼
む
と「
不
味
い
お
茶

で
す
が
」と
恐
縮
し
て
出
し
て
く
れ
た
。そ
れ
以
降
、そ
の
村
は
野

生
の
お
茶
が
何
処
に
で
も
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
224
。な
お
、春
日
六

合
に
は
心
掛
け
の
悪
い
人
も
居
て
、③
弘
法
様
に
お
茶
を
頼
ま
れ

た
が
、家
の
前
の
木
は
黒
い
石
だ
と
嘘
を
つ
い
て
出
さ
な
か
っ
た

ら
、そ
の
木
は
石
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
224
。

茶
以
外
の
食
べ
物
で
の
礼
と
し
て
、④
角
川
駅（
飛
騨
市
河
合
町

小
無
雁
）か
ら
南
西
約
八
㎞
の
檜
が
淵
の
岩
の
上
で
弘
法
大
師
が

食
事
を
し
、こ
の
淵
岸
に
檜
の
箸
を
投
げ
た
ら
、そ
の
箸
か
ら
立
派

な
檜
が
生
え
、捨
て
た
茗
荷
も
自
生
し
、こ
の
茗
荷
は
他
と
違
い
塩

分
が
あ
る
102
。⑤
恵
那
市
明
智
町
大
田
の
子
供
が
快
く
栗
を
分
け

て
く
れ
た
の
で
、子
供
で
も
取
れ
る
よ
う
に
高
さ
三
〇
㎝
余
り
で

実
の
付
く
柴
栗
を
生
や
し
た
51
。

⑥
弘
法
大
師
が
馬
子
に

鯖
を
貰
う
た
め
、馬
の
腹
痛

を
止
め
る
詩
を
詠
ん
だ
。郡

上
市
美
並
町
三
戸
の
三
日

市
地
区
で
は
こ
の
詩
を
唱

え
大
師
に
頼
む
と
治
る
と

伝
わ
っ
て
い
る
287
。

な
お
余
談
で
あ
る
が
、弘

法
大
師
は
清
水
以
外
に
焼

き
物
に
最
適
な
土
を
も
善

人
に
与
え
て
い
る
。⑦
笠
原

川
側（
多
治
見
市
滝
呂
町
）

の
樫
の
木
の
下
に
祀
ら
れ
て

い
る
弘
法
さ
ん
の
屋
根
を

鯖大師

造
っ
た
善
人
は
、焼
き
物
に
最
適
な
土
の
場
所
を
教
え
ら
れ
、裕
福

に
な
っ
た
。こ
の
祀
ら
れ
て
い
た
弘
法
は
、屋
根
を
造
っ
た
善
人
の

祖
先
が
最
後
を
看
取
っ
た
巡
礼
の
女
が
以
前
に
稲
沢
で
作
っ
た
も

の
で
あ
り
、死
後
稲
沢
か
ら
こ
の
地
に
運
び
祀
っ
た
26
。

1‒

3
　
悪
水
な
ど
へ
の
罰
　

水
を
乞
う
弘
法
大
師
に
悪
水
な
ど
を
与
え
た
罰
と
し
て
、飛
騨

市
で
は
①
古
川
町
沼
町
で
は
旅
の
僧
侶
に
お
茶
の
替
わ
り
に
米
の

と
ぎ
汁
を
与
え
た
ら
、周
辺
の
井
戸
は
濁
っ
て
し
ま
い
102
、②
神
岡

町
二
ッ
屋
の
家
で
水
を
乞
う
た
が
追
い
返
さ
れ
、以
来
こ
の
地
の
水

は
止
ま
っ
た
39
。

③
高
山
市
一
之
宮
町（
旧
宮
村
）の
洞
で
、乞
食
姿
の
旅
人
に
家

に
あ
る
水
を
頼
ま
れ
た
が
与
え
な
か
っ
た
ら
、家
の
水
が
出
な
く
な

り
、旅
人
は
弘
法
だ
っ
た
と
噂
さ
れ
た
292
。④
下
呂
市
金
山
町
中
切

（
旧
中
宮
の
地
名
）で
、旱
魃
の
時
に
、旅
の
坊
主
が
水
を
乞
う
た
が

皆
断
っ
た
。数
年
後
に
お
侍
が
来
て
、水
を
乞
い
、満
足
す
る
ま
で

飲
ん
で
良
い
と
い
う
と
谷
川
の
水
を
飲
み
干
し
て
し
ま
っ
た
34
。⑤

欲
深
か
っ
た
村
人
が
旅
人
に
頼
ま
れ
た
飲
み
水
を
断
る
と
、川
の

水
が
無
く
な
り
、普
賢
寺（
多
治
見
市
大
原
町
）付
近
で
杖
を
突
い

て
泉
を
造
っ
た
。こ
の
泉
に
弘
法
様（
水
弘
法
、よ
だ
れ
弘
法
と
も

呼
ば
れ
る
）を
祀
っ
た
75
。

⑥
大
師
が
紺
屋
に
布
を
染
め
て
欲
し
い
と
望
ん
だ
が
断
ら
れ
た

の
で
、近
く
の
水（
岐
阜
市
黒
野
の
洞
の「
弘
法
の
水
」）で
布
を
染

め
、紺
屋
が
使
用
す
る
水
は
無
く
な
っ
た
51
。⑦
み
す
ぼ
ら
し
い
旅

の
僧
侶（
弘
法
大
師
）に
宿（
揖
斐
郡
池
田
町
沓
井
）を
頼
ま
れ
る

が
、む
げ
に
断
り
靴
ま
で
投
げ
た
。す
る
と
、僧
侶
は
大
雨
の
時
に

靴
の
形
を
し
た
井
戸
が
出
来
て
大
洪
水
に
な
る
だ
ろ
う
と
言
い
残

し
、そ
の
通
り
と
な
っ
た
。新
し
い
井
戸
を
掘
っ
て
も
水
が
出
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
47
。⑧
い
な
べ
市
藤
原
町
東
禅
寺（
地
名
）で
は
旅

僧
に
蛆
が
わ
い
た
汚
水
を
与
え
た
罰
が
当
た
り
、井
戸
か
ら
は
蛆

虫
が
出
る
の
で
井
戸
を
掘
ら
ず
に
川
の
水
を
飲
ん
だ
55
。

1‒

4
　
大
師
の
跡
隠
し
雪
　

「
跡
隠
し
雪
」は
清
水
と
無
関
係
で
あ
る
が
、人
々
と
大
師
と
の

深
い
関
わ
り
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

話
の
大
意
は
、巡
歴
の
大
師
に
捧
げ
る
食
物
を
盗
み
に
出
た
老

婆
の
片
足
が
ス
リ
コ
ギ
の
よ
う
で
す
ぐ
に
身
元
が
分
か
る
の
で
、大

師
が
雪
を
降
ら
せ
て
そ
の
足
跡
を
隠
す
話
で
あ
る
。別
説
で
は
大

師
自
身
が
不
具
で
あ
っ
た
と
も
説
い
て
お
り
、跡
隠
し
雪（
ス
リ
コ

ギ
隠
し
の
雪
）は
陰
暦
十
一
月
の
大
師
講
（
注
）の
日
に
降
る
雪
で
あ
る

﹇
注
）大
師
講
と
は
、冬
至
の
頃
に
行
わ
れ
る
民
間
の
祭
り
で
、家
々

で
小
豆
粥
や
団
子
等
を
食
べ
る
﹈ 

。

大
師
と
は
一
般
に
弘
法
・
智
者
・
元
三
大
師
を
指
す
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、本
来
は
、冬
至
に
新
し
い
年
の
始
ま
り
を
感
じ
た
人
々

が
、新
し
い
神
の
子
を
意
味
す
る「
ダ
イ
シ
、大
子
」を
迎
え
祀
っ
た

の
で
あ
る
。

①
木
曽
郡
上
松
町
沓
掛
の
足
の
悪
い
親
切
な
婆
の
家
で
、旅
僧

は
婆
に
隣
の
家
か
ら
小
豆
を
取
っ
て
来
て
夕
食
に
す
る
よ
う
勧
め

た
が
、翌
日
の
雪
は
婆
の
足
跡
を
消
し
て
い
た
202
。

恵
那
市
で
は
、②
明
智
町
の
婆
さ
ま
は
、空
腹
の
旅
僧
の
た
め

に
、隣
家
の
台
所
か
ら
食
べ
物
を
取
っ
て
来
た
が
、雪
の
上
に
残
っ

た
足
跡
は
消
え
て
い
た
118
。③
恵
那
市
中
野
方
町
で
弘
法
様
の
た

め
に
食
べ
物（
小
豆
）を
盗
み
に
行
っ
て
付
い
た
足
跡
を
、雪
を
降
ら

し
て
隠
し
た
214
。な
お
、④
美
濃
加
茂
市
伊
深
町
で
は
、小
豆
が
大

根
に
替
わ
っ
て
、弘
法
様
の
た
め
に
、食
べ
物（
大
根
）を
盗
み
に

行
っ
て
付
い
た
足
跡
を
雪
を
降
ら
せ
て
隠
し
た
288
。

高
山
市
で
は
、⑤
丹
生
川
町
岩
井
谷
の
足
の
悪
い
老
婆
は
、弘
法

様
の
た
め
に
団
子
の
粉
を
盗
ん
で
き
て
、寝
言
で
後
悔
し
て
い
た
。

弘
法
は
そ
れ
を
憐
れ
み
、足
跡
を
雪
で
隠
し
た
269
。

郡
上
市
で
は
、⑥
白
鳥
町
大
島
の
孫
兵
衛
の
家
で
実
際
に
あ
っ

た
話
と
し
て
、小
豆
を
取
っ
て
来
て
粥
で
老
僧
を
も
て
な
し
、降
っ

た
雪
が
足
跡
を
消
し
た「
弘
法
の
ス
リ
コ
ギ
伝
説
」が
伝
わ
り
、そ

の
時
の
礼
に
鏡
と
臼
を
貰
っ
て
い
る
。大
師
講
の
時
に
は
必
ず
雪
が

降
る
237
。⑦
白
鳥
町
石
徹
白
で
は
小
豆
で
は
な
く
稲
束
に
な
っ
て

お
り
、必
ず
天
気
が
荒
れ
る
237
。⑧
大
和
町
の
貧
し
い
老
婆
は
、大

師
に
他
人
の
米
を
盗
ん
で
小
豆
粥
を
食
べ
さ
せ
た
。大
師
は
老
婆

を
か
ば
う
た
め
に
、雪
を
降
ら
せ
て
足
跡
を
隠
し
た
287
。

な
お
、郡
上
市
美
並
町
287
で
は
、⑨
美
並
町
上
田
の
根
村
で
、小

豆
粥
が
出
来
な
い
と
嘆
い
て
い
る
と
、弘
法
大
師
か
ら
池
に
浮
い
て

い
る
白
い
物
を
す
く
っ
て
炊
く
よ
う
に
言
わ
れ
る
。炊
き
あ
が
る
と

小
豆
粥
に
な
っ
た
。腹
の
痛
い
子
に
こ
の
粥
を
飲
ま
せ
る
と
治
る
と

言
わ
れ
た
。ま
た
、老
婆
が
米
を
盗
っ
て
く
る
と
伝
え
る
所
は
、美

並
町
大
原（
大
矢
）、美
並
町
山
田（
赤
池
）、美
並
町
梅
原
で
、小

豆
を
盗
る
の
は
美
並
町
白
山（
苅
谷
）、美
並
町（
高
原
）、美
並
町

三
戸（
深
戸
）で
あ
る
。な
お
、大
師
を
弘
法
大
師
と
し
て
い
る
の
は

赤
池
・
苅
谷
・
高
原
・
深
戸
で
あ
る
。

跡
隠
し
雪
に
は
多
く
老
婆
が
出
て
来
る
が
、桑
名
市
で
は
珍
し

く
お
爺
さ
ん
で
、⑩
冬
に
貧
し
げ
な
老
人（
弘
法
さ
ま
と
の
噂
）が
、

三
重
県
桑
名
市
多
度
町
の
足
の
悪
い
お
爺
さ
ん
の
家
に
宿
を
借
り

に
来
た
。泊
め
る
が
食
べ
物
が
無
い
と
言
う
と
、老
人
は
田
ん
ぼ
に

稲
が
あ
る
と
い
う
。見
に
行
く
と
稲
が
あ
り
粥
を
差
し
上
げ
た
。翌

日
、お
爺
さ
ん
の
足
は
治
り
、雪
の
上
の
足
跡
も
消
え
て
い
た
259
。

1‒

5
　
弘
法
の
足
跡
　

①
飛
騨
市
古
川
町
畦
畑
へ
行
く
峠
を
少
し
下
っ
た
道
脇
に
、「
弘
法

様
の
足
跡（
弘
法
岩
）」（
こ
の
石
の
所
へ
行
く
道
は
現
在
無
い
）と
伝

わ
る
石
が
あ
り
、そ
の
凹
み
の
水
を
つ
け
る
と
イ
ボ
が
治
る
102
。②
高

山
市
国
府
町
三
川
の
下
田（
俗
に
羽
根
坂
辺
り
）に
、弘
法
様
が
通
過

し
た
時
に
法
力
を
示
す
た
め
に
残
し
た
足
跡（
長
さ
十
六
㎝
、幅
六

㎝
余
り
）の
付
い
た
岩（
仙
足
石
）が
あ
る
。ま
た
、こ
の
足
跡
は
竜
宮

の
乙
姫
の
足
跡
と
も
伝
わ
る
102
。③
美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
の
森
田

茂
一
家
の
入
り
口
に
祀
ら
れ
て
い
る
石
の
弘
法
様（
ぬ
れ
足
地
蔵
）は
、

雨
が
降
る
と
出
か
け
る
の
で
足
が
濡
れ
て
い
る
288
。

1‒

6
　
そ
の
他

①
弘
法
大
師
が
華
厳
寺（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
徳
積
）で
写

経
し
て
観
音
に
献
じ
た
の
で
、本
堂
下
か
ら
流
れ
て
い
る
清
水
を

「
苔
清
水
」あ
る
い
は「
妙
法
水
」と
言
う
51
。

②
幻
の
多
く
の
滝
を
見
に
行
っ
た
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
の

「
よ
そ
八
」は
、大
蛇
を
滝
近
く
の
沼
で
見
て
寝
込
ん
だ
。す
る
と
娘

に
化
け
た
大
蛇
が
看
病
に
現
れ
、そ
の
ま
ま
一
緒
に
暮
ら
す
。看
病

で
痩
せ
た
大
蛇
は
海
へ
修
行
に
行
く
た
め
に
姿
を
消
し
た
。後
に
こ

の
話
を
聞
い
た
弘
法
大
師
が「
よ
そ
八
は
、滝
の
不
動
尊
の
化
身

で
、四
十
八
と
書
き
、仏
法
四
十
八
願
を
意
味
す
る
」と
言
わ
れ

て
、「
四
十
八
滝
」の
名
前
と
な
っ
た
。な
お
、滝
は
雨
乞
い
で
も
知

ら
れ
て
い
る
102
。ま
た
、別
の
話
で
は
、③
母
親
の
好
き
な
岩
魚
を

捕
り
に
入
り
込
ん
だ
沼
で
大
蛇
を
見
た「
よ
そ
八
」は
、大
蛇
に
看

護
さ
れ
、海
に
出
る
力
の
無
く
な
っ
た
大
蛇
は
行
者
の
法
力
で
土

石
流
と
共
に
姿
を
消
し
、後
に
大
小
四
十
八
の
滝
が
出
来
、嵐
の

前
に
は
梵
音
滝
の
辺
り
で
行
者
の
祈
る
声
が
す
る
59
、と
伝
わ
っ
て

い
る
。

弘
法
が
子
供
を
助
け
た
話
と
し
て
、④
付
近
で
溺
れ
た
子
供
が

弘
法
堂（
加
茂
郡
富
加
町
加
治
田
。清
水
寺
入
り
口
）の
前
で
無
事

に
発
見
さ
れ
、親
が
弘
法
堂
の
天
井
に
額
絵
を
寄
付
し
た
88
。平
成

六
年
に
弘
法
堂
が
立
て
替
え

ら
れ
、外
さ
れ
た
天
井
額
絵
一

〇
〇
枚
の
内
、一
〇
枚
が
鴨
居

の
上
に
取
り
付
け
て
あ
る
。

美
濃
加
茂
市
伊
深
町
で

は
、⑤
伊
深
橋
左
岸
の
お
か

め
笹「
七
牛
の
涙
笹
」は
、大

師
と
の
別
れ
を
悲
し
ん
だ
牛

が
流
し
た
涙
が
笹
の
葉
に
落

ち
て
、葉
の
先
が
枯
れ
て
い
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
た（
昭
和
四

三
年
八
月
の
集
中
豪
雨
の
復

旧
工
事
で
笹
は
消
滅
）288
。

1‒

7
　
K
I
S
S
O
の
弘
法
水
4
編
　

「
星
降
る
村
の
と
う
も
ろ
こ
し
畑（
一
七
号
）」45
は
、加
茂
郡
八

百
津
町（
星
ヶ
崎
）で
は
、旅
の
坊
様（
弘
法
か
？
）へ
の
米
が
無
か
っ

た
の
で
、ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
与
え
た
。坊
さ
ま
が
お
経
を
あ
げ
る
と

星
が
畑
に
降
り
注
い
だ
。そ
れ
か
ら
、星
の
よ
う
に
光
っ
た
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
が
毎
年
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
下
島
の
弘
法
清
水（
二
九
号
）」266
は
、御
嶽
山
に
登
ろ
う
と
し

た
僧
は
、木
曽
郡
王
滝
村
下
条
で
の
農
民
の
丁
寧
な
道
案
内
に
感

心
し
、「
杖
突
き
清
水
」を
崩
越
の
河
岸
に
湧
か
せ
た
。お
か
げ
で
、

用
水
の
引
け
な
か
っ
た
こ
の
地
に
田
が
開
け
た
。

「
水
無
八
丁
と
弘
法
大
師（
四
四
号
）」220
は
、末
川
の
上
流
小
野

原（
木
曽
郡
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
）で
、深
い
川
向
こ
う
に
馬
が

行
っ
て
し
ま
い
子
供
が
困
っ
て
い
た
の
で
、弘
法
が
杖
を
つ
い
て
川

の
水
を
川
底
に
し
み
こ
ま
せ
て
、対
岸
の
馬
を
渡
ら
せ
た
。

「
水
の
な
い
谷（
六
五
号
）」108
は
、谷（
中
津
川
市
蛭
川
）へ
汲
み

に
行
く
の
が
面
倒
な
の
で
、旅
の
坊
さ
ん
に
水
を
与
え
な
か
っ
た

ら
、そ
の
谷
は
水
の
無
い
谷
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
1
）「
病
に
効
く
水
」

《
1
》イ
ボ

①
巴
御
前
が
乗
馬
で
川
を
飛
び
越
え
る
際
、勢
い
が
強
く
馬
の

ひ
ず
め
が
石（
貫
き
石
）に
め
り
込
ん
だ
。こ
の
窪
み
に
溜
ま
っ
た
水

は「
い
ぼ
取
り
」に
効
能
が
あ
る
。巴
淵
の
上
に
あ
っ
た
が
、現
在
は

徳
音
寺（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の
境
内
に
あ
る
276
。②
高
山
市
国

府
町
上
広
瀬
の
バ
ス
停
側
に
あ
る「
三
つ
岩
」は
、天
正
一
四（
一
五
八

六
）年
に
高
山
城
主
金
森
長
近
が
宮
川
か
ら
掘
り
出
す
の
に
失
敗

し
、明
治
二
七（
一
八
九
四
）年
に
堀
上
げ
ら
れ
た
。乗
鞍
・
御
嶽
・
白

山
の
三
霊
峰
を
現
し
、窪
み
に
溜
ま
っ
た
水
は
イ
ボ
に
効
能
が
あ
る

242
。③
鬼
谷
川
の
横
野
地
区（
郡
上
市
和
良
町
横
野
）の
河
原
に
直

径
一・
五
ｍ
ほ
ど
で
、真
ん
中
に
直
径
三
〇
㎝
深
さ
一
五
㎝
の
穴
の

開
い
た
平
た
い
石
が
あ
る
。石
の
窪
み
の
水
は
枯
れ
な
く
、こ
の
穴
に

お
金
を
入
れ
て
、そ
の
水
を
付
け
る
と
、イ
ボ
が
と
れ
た
47
。④
下
呂

市
少
ケ
野
の
藤
ヶ
瀬
と
い
う
家
の
下
の
川
に「
い
ん
ぼ
岩
」が
あ
る
。

穴
に
溜
ま
っ
た
水
で
洗
っ
て
、穴
に
お
賽
銭
を
一
厘
入
れ
る
と
治
る

240
。⑤
窪
ん
だ
石
に
溜
ま
っ
た
水
を
つ
け
る
と
イ
ボ
が
治
っ
た「
い
ぼ

石
」が
中
野
方
峠（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
道
路
沿
い
に
あ
る
214
。

⑥
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
杉
洞
の
に
き
び
に
悩
ん
で
い
た
男
の
夢

枕
に
薬
師
如
来
が
現
れ
、地
蔵（
い
ぼ
と
り
地
蔵
）の
横
の
泉
で
洗

う
よ
う
に
言
わ
れ
て
治
っ
た
275
。

⑦
子
供
好
き
の
栄
福
寺
の
住
職
は
子
供
の
イ
ボ
を
呪
文
を
唱
え

て
と
っ
た
。住
職
が
亡
く
な
る
と
、そ
の
お
墓（
横
市
の
い
ぼ
と
り
地

蔵
。可
児
市
矢
戸
）に
願
っ
た
228
。

⑧
白
髭
神
社（
関
市
中
之
保
温
井
）境
内
の
一
角
か
ら
湧
き
出

て
お
り
、冬
で
も
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
井
戸
に
因
み
地
名
が
付
け

ら
れ
た
と
言
う
。こ
の
清
水
に
イ
ボ
を
よ
く
つ
け
て
後
ろ
を
振
り

向
か
な
い
で
帰
る
と
イ
ボ
が
と
れ

る
と
伝
わ
っ
て
い
る
294
。⑨
清
水

寺（
加
茂
郡
富
加
町
）入
り
口
の

お
地
蔵
様
の
下
か
ら
湧
い
て
い
る

清
水
を
姫
が
つ
け
て
イ
ボ
が
と
れ
、イ
ボ
と
り
地
蔵
と
呼
ば
れ
て
い

る
。昭
和
四
三
年
の
集
中
豪
雨
で
埋
没
し
た
が
、有
志
に
よ
っ
て
再

建
さ
れ
た
88
。

⑩
法
伝
ノ
滝
の
滝
壺（
八
幡
町
吉
野
）の
水
は
眼
病
に
効
き
、イ

ボ
も
よ
く
取
れ
る
。滝
の
横
の
洞
窟
に
は
不
動
明
王（
円
空
作
、現

在
は
他
の
所
で
保
管
）も
祀
ら
れ
、真
宗
の
行
者
が
水
垢
離
を
行
っ

た
の
で
法
伝
と
名
づ
け
ら
れ
た
237
。

絶
世
の
美
女
と
し
て
知
ら
れ
る
平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八

五
）前
期
の
女
流
歌
人
・
小
野
小
町
の
伝
説
は
、⑪
小
野
小
町
が
病

気
に
罹
っ
た
の
で
、滝（
木
曽
郡
上
松
町
小
野
。旧
中
山
道
は
J
R

橋
脚
側
を
通
っ
て
い
た
）に
打
た
れ
て
祈
っ
た
ら
た
ち
ま
た
治
っ
た

の
で
、「
小
野
の
滝
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
202
。⑫
白
山
神
社（
中
津

川
市
下
野
）か
ら
五
〇
m
ほ
ど
離
れ
た
池
の
奥
の
く
ぼ
み
か
ら
、旅

人
が
喉
を
潤
し
た
清
水（
小
町
井
戸
）が
湧
き
出
て
い
る
。小
野
小

町
が
木
曽
か
ら
飛
騨
へ
行
く
途
中
、喉
を
潤
し
た
小
町
は
水
面
に

顔
を
写
し
て
化
粧
も
直
し
た
の
で
、こ
の
清
水
を
飲
む
と
美
人
に

な
る
と
伝
わ
っ
た
。ま
た
、女
の
子
供
が
欲
し
い
時
は
、男
性
の
シ
ン

ボ
ル
に
似
た
陽
石
を「
小
町
井
戸
」に
供
え
る
64
。⑬
小
野
小
町
が

疱
瘡
に
か
か
っ
た
の
で
延
算
寺（
岐
阜
市
岩
井
）に
七
日
籠
る
と
、

仏
様
が
夢
枕
に
現
れ
、延
算
寺
東
院
の
地
で
湧
き
出
て
い
る
泉
で

体
を
清
め
て
治
っ
た
。そ
こ
で
、薬
師
如
来
を
石
に
刻
み
泉
の
ほ
と

り
に
祀
っ
た
。こ
の
薬
師
は
瘡
神
薬
師
と
呼
ば
れ
、お
参
り
す
る
人

が
多
い
46
。
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78

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

1‒

4
　
大
師
の
跡
隠
し
雪
　

「
跡
隠
し
雪
」は
清
水
と
無
関
係
で
あ
る
が
、人
々
と
大
師
と
の

深
い
関
わ
り
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
。

話
の
大
意
は
、巡
歴
の
大
師
に
捧
げ
る
食
物
を
盗
み
に
出
た
老

婆
の
片
足
が
ス
リ
コ
ギ
の
よ
う
で
す
ぐ
に
身
元
が
分
か
る
の
で
、大

師
が
雪
を
降
ら
せ
て
そ
の
足
跡
を
隠
す
話
で
あ
る
。別
説
で
は
大

師
自
身
が
不
具
で
あ
っ
た
と
も
説
い
て
お
り
、跡
隠
し
雪（
ス
リ
コ

ギ
隠
し
の
雪
）は
陰
暦
十
一
月
の
大
師
講
（
注
）の
日
に
降
る
雪
で
あ
る

﹇
注
）大
師
講
と
は
、冬
至
の
頃
に
行
わ
れ
る
民
間
の
祭
り
で
、家
々

で
小
豆
粥
や
団
子
等
を
食
べ
る
﹈ 

。

大
師
と
は
一
般
に
弘
法
・
智
者
・
元
三
大
師
を
指
す
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、本
来
は
、冬
至
に
新
し
い
年
の
始
ま
り
を
感
じ
た
人
々

が
、新
し
い
神
の
子
を
意
味
す
る「
ダ
イ
シ
、大
子
」を
迎
え
祀
っ
た

の
で
あ
る
。

①
木
曽
郡
上
松
町
沓
掛
の
足
の
悪
い
親
切
な
婆
の
家
で
、旅
僧

は
婆
に
隣
の
家
か
ら
小
豆
を
取
っ
て
来
て
夕
食
に
す
る
よ
う
勧
め

た
が
、翌
日
の
雪
は
婆
の
足
跡
を
消
し
て
い
た
202
。

恵
那
市
で
は
、②
明
智
町
の
婆
さ
ま
は
、空
腹
の
旅
僧
の
た
め

に
、隣
家
の
台
所
か
ら
食
べ
物
を
取
っ
て
来
た
が
、雪
の
上
に
残
っ

た
足
跡
は
消
え
て
い
た
118
。③
恵
那
市
中
野
方
町
で
弘
法
様
の
た

め
に
食
べ
物（
小
豆
）を
盗
み
に
行
っ
て
付
い
た
足
跡
を
、雪
を
降
ら

し
て
隠
し
た
214
。な
お
、④
美
濃
加
茂
市
伊
深
町
で
は
、小
豆
が
大

根
に
替
わ
っ
て
、弘
法
様
の
た
め
に
、食
べ
物（
大
根
）を
盗
み
に

行
っ
て
付
い
た
足
跡
を
雪
を
降
ら
せ
て
隠
し
た
288
。

高
山
市
で
は
、⑤
丹
生
川
町
岩
井
谷
の
足
の
悪
い
老
婆
は
、弘
法

様
の
た
め
に
団
子
の
粉
を
盗
ん
で
き
て
、寝
言
で
後
悔
し
て
い
た
。

弘
法
は
そ
れ
を
憐
れ
み
、足
跡
を
雪
で
隠
し
た
269
。

郡
上
市
で
は
、⑥
白
鳥
町
大
島
の
孫
兵
衛
の
家
で
実
際
に
あ
っ

た
話
と
し
て
、小
豆
を
取
っ
て
来
て
粥
で
老
僧
を
も
て
な
し
、降
っ

た
雪
が
足
跡
を
消
し
た「
弘
法
の
ス
リ
コ
ギ
伝
説
」が
伝
わ
り
、そ

の
時
の
礼
に
鏡
と
臼
を
貰
っ
て
い
る
。大
師
講
の
時
に
は
必
ず
雪
が

降
る
237
。⑦
白
鳥
町
石
徹
白
で
は
小
豆
で
は
な
く
稲
束
に
な
っ
て

お
り
、必
ず
天
気
が
荒
れ
る
237
。⑧
大
和
町
の
貧
し
い
老
婆
は
、大

師
に
他
人
の
米
を
盗
ん
で
小
豆
粥
を
食
べ
さ
せ
た
。大
師
は
老
婆

を
か
ば
う
た
め
に
、雪
を
降
ら
せ
て
足
跡
を
隠
し
た
287
。

な
お
、郡
上
市
美
並
町
287
で
は
、⑨
美
並
町
上
田
の
根
村
で
、小

豆
粥
が
出
来
な
い
と
嘆
い
て
い
る
と
、弘
法
大
師
か
ら
池
に
浮
い
て

い
る
白
い
物
を
す
く
っ
て
炊
く
よ
う
に
言
わ
れ
る
。炊
き
あ
が
る
と

小
豆
粥
に
な
っ
た
。腹
の
痛
い
子
に
こ
の
粥
を
飲
ま
せ
る
と
治
る
と

言
わ
れ
た
。ま
た
、老
婆
が
米
を
盗
っ
て
く
る
と
伝
え
る
所
は
、美

並
町
大
原（
大
矢
）、美
並
町
山
田（
赤
池
）、美
並
町
梅
原
で
、小

豆
を
盗
る
の
は
美
並
町
白
山（
苅
谷
）、美
並
町（
高
原
）、美
並
町

三
戸（
深
戸
）で
あ
る
。な
お
、大
師
を
弘
法
大
師
と
し
て
い
る
の
は

赤
池
・
苅
谷
・
高
原
・
深
戸
で
あ
る
。

跡
隠
し
雪
に
は
多
く
老
婆
が
出
て
来
る
が
、桑
名
市
で
は
珍
し

く
お
爺
さ
ん
で
、⑩
冬
に
貧
し
げ
な
老
人（
弘
法
さ
ま
と
の
噂
）が
、

三
重
県
桑
名
市
多
度
町
の
足
の
悪
い
お
爺
さ
ん
の
家
に
宿
を
借
り

に
来
た
。泊
め
る
が
食
べ
物
が
無
い
と
言
う
と
、老
人
は
田
ん
ぼ
に

稲
が
あ
る
と
い
う
。見
に
行
く
と
稲
が
あ
り
粥
を
差
し
上
げ
た
。翌

日
、お
爺
さ
ん
の
足
は
治
り
、雪
の
上
の
足
跡
も
消
え
て
い
た
259
。

1‒

5
　
弘
法
の
足
跡
　

①
飛
騨
市
古
川
町
畦
畑
へ
行
く
峠
を
少
し
下
っ
た
道
脇
に
、「
弘
法

様
の
足
跡（
弘
法
岩
）」（
こ
の
石
の
所
へ
行
く
道
は
現
在
無
い
）と
伝

わ
る
石
が
あ
り
、そ
の
凹
み
の
水
を
つ
け
る
と
イ
ボ
が
治
る
102
。②
高

山
市
国
府
町
三
川
の
下
田（
俗
に
羽
根
坂
辺
り
）に
、弘
法
様
が
通
過

し
た
時
に
法
力
を
示
す
た
め
に
残
し
た
足
跡（
長
さ
十
六
㎝
、幅
六

㎝
余
り
）の
付
い
た
岩（
仙
足
石
）が
あ
る
。ま
た
、こ
の
足
跡
は
竜
宮

の
乙
姫
の
足
跡
と
も
伝
わ
る
102
。③
美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
の
森
田

茂
一
家
の
入
り
口
に
祀
ら
れ
て
い
る
石
の
弘
法
様（
ぬ
れ
足
地
蔵
）は
、

雨
が
降
る
と
出
か
け
る
の
で
足
が
濡
れ
て
い
る
288
。

1‒

6
　
そ
の
他

①
弘
法
大
師
が
華
厳
寺（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
徳
積
）で
写

経
し
て
観
音
に
献
じ
た
の
で
、本
堂
下
か
ら
流
れ
て
い
る
清
水
を

「
苔
清
水
」あ
る
い
は「
妙
法
水
」と
言
う
51
。

②
幻
の
多
く
の
滝
を
見
に
行
っ
た
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
の

「
よ
そ
八
」は
、大
蛇
を
滝
近
く
の
沼
で
見
て
寝
込
ん
だ
。す
る
と
娘

に
化
け
た
大
蛇
が
看
病
に
現
れ
、そ
の
ま
ま
一
緒
に
暮
ら
す
。看
病

で
痩
せ
た
大
蛇
は
海
へ
修
行
に
行
く
た
め
に
姿
を
消
し
た
。後
に
こ

の
話
を
聞
い
た
弘
法
大
師
が「
よ
そ
八
は
、滝
の
不
動
尊
の
化
身

で
、四
十
八
と
書
き
、仏
法
四
十
八
願
を
意
味
す
る
」と
言
わ
れ

て
、「
四
十
八
滝
」の
名
前
と
な
っ
た
。な
お
、滝
は
雨
乞
い
で
も
知

ら
れ
て
い
る
102
。ま
た
、別
の
話
で
は
、③
母
親
の
好
き
な
岩
魚
を

捕
り
に
入
り
込
ん
だ
沼
で
大
蛇
を
見
た「
よ
そ
八
」は
、大
蛇
に
看

護
さ
れ
、海
に
出
る
力
の
無
く
な
っ
た
大
蛇
は
行
者
の
法
力
で
土

石
流
と
共
に
姿
を
消
し
、後
に
大
小
四
十
八
の
滝
が
出
来
、嵐
の

前
に
は
梵
音
滝
の
辺
り
で
行
者
の
祈
る
声
が
す
る
59
、と
伝
わ
っ
て

い
る
。

弘
法
が
子
供
を
助
け
た
話
と
し
て
、④
付
近
で
溺
れ
た
子
供
が

弘
法
堂（
加
茂
郡
富
加
町
加
治
田
。清
水
寺
入
り
口
）の
前
で
無
事

に
発
見
さ
れ
、親
が
弘
法
堂
の
天
井
に
額
絵
を
寄
付
し
た
88
。平
成

六
年
に
弘
法
堂
が
立
て
替
え

ら
れ
、外
さ
れ
た
天
井
額
絵
一

〇
〇
枚
の
内
、一
〇
枚
が
鴨
居

の
上
に
取
り
付
け
て
あ
る
。

美
濃
加
茂
市
伊
深
町
で

は
、⑤
伊
深
橋
左
岸
の
お
か

め
笹「
七
牛
の
涙
笹
」は
、大

師
と
の
別
れ
を
悲
し
ん
だ
牛

が
流
し
た
涙
が
笹
の
葉
に
落

ち
て
、葉
の
先
が
枯
れ
て
い
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
た（
昭
和
四

三
年
八
月
の
集
中
豪
雨
の
復

旧
工
事
で
笹
は
消
滅
）288
。

1‒

7
　
K
I
S
S
O
の
弘
法
水
4
編
　

「
星
降
る
村
の
と
う
も
ろ
こ
し
畑（
一
七
号
）」45
は
、加
茂
郡
八

百
津
町（
星
ヶ
崎
）で
は
、旅
の
坊
様（
弘
法
か
？
）へ
の
米
が
無
か
っ

た
の
で
、ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
与
え
た
。坊
さ
ま
が
お
経
を
あ
げ
る
と

星
が
畑
に
降
り
注
い
だ
。そ
れ
か
ら
、星
の
よ
う
に
光
っ
た
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
が
毎
年
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
下
島
の
弘
法
清
水（
二
九
号
）」266
は
、御
嶽
山
に
登
ろ
う
と
し

た
僧
は
、木
曽
郡
王
滝
村
下
条
で
の
農
民
の
丁
寧
な
道
案
内
に
感

心
し
、「
杖
突
き
清
水
」を
崩
越
の
河
岸
に
湧
か
せ
た
。お
か
げ
で
、

用
水
の
引
け
な
か
っ
た
こ
の
地
に
田
が
開
け
た
。

「
水
無
八
丁
と
弘
法
大
師（
四
四
号
）」220
は
、末
川
の
上
流
小
野

原（
木
曽
郡
木
曽
町
開
田
高
原
末
川
）で
、深
い
川
向
こ
う
に
馬
が

行
っ
て
し
ま
い
子
供
が
困
っ
て
い
た
の
で
、弘
法
が
杖
を
つ
い
て
川

の
水
を
川
底
に
し
み
こ
ま
せ
て
、対
岸
の
馬
を
渡
ら
せ
た
。

「
水
の
な
い
谷（
六
五
号
）」108
は
、谷（
中
津
川
市
蛭
川
）へ
汲
み

に
行
く
の
が
面
倒
な
の
で
、旅
の
坊
さ
ん
に
水
を
与
え
な
か
っ
た

ら
、そ
の
谷
は
水
の
無
い
谷
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

2
．弘
法（
旅
僧
）以
外
の
清
水
伝
説

2‒

1
　
効
能
の
あ
る
清
水
　

昔
は
医
療
技
術
や
製
薬
が
未
熟
で
あ
っ
た
た
め
、病
に
効
能
が

あ
る
と
伝
わ
っ
た
清
水
が
多
く
あ
る
。

（
1
）「
病
に
効
く
水
」

《
1
》イ
ボ

①
巴
御
前
が
乗
馬
で
川
を
飛
び
越
え
る
際
、勢
い
が
強
く
馬
の

ひ
ず
め
が
石（
貫
き
石
）に
め
り
込
ん
だ
。こ
の
窪
み
に
溜
ま
っ
た
水

は「
い
ぼ
取
り
」に
効
能
が
あ
る
。巴
淵
の
上
に
あ
っ
た
が
、現
在
は

徳
音
寺（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の
境
内
に
あ
る
276
。②
高
山
市
国

府
町
上
広
瀬
の
バ
ス
停
側
に
あ
る「
三
つ
岩
」は
、天
正
一
四（
一
五
八

六
）年
に
高
山
城
主
金
森
長
近
が
宮
川
か
ら
掘
り
出
す
の
に
失
敗

し
、明
治
二
七（
一
八
九
四
）年
に
堀
上
げ
ら
れ
た
。乗
鞍
・
御
嶽
・
白

山
の
三
霊
峰
を
現
し
、窪
み
に
溜
ま
っ
た
水
は
イ
ボ
に
効
能
が
あ
る

242
。③
鬼
谷
川
の
横
野
地
区（
郡
上
市
和
良
町
横
野
）の
河
原
に
直

径
一・
五
ｍ
ほ
ど
で
、真
ん
中
に
直
径
三
〇
㎝
深
さ
一
五
㎝
の
穴
の

開
い
た
平
た
い
石
が
あ
る
。石
の
窪
み
の
水
は
枯
れ
な
く
、こ
の
穴
に

富加町の弘法堂

お
金
を
入
れ
て
、そ
の
水
を
付
け
る
と
、イ
ボ
が
と
れ
た
47
。④
下
呂

市
少
ケ
野
の
藤
ヶ
瀬
と
い
う
家
の
下
の
川
に「
い
ん
ぼ
岩
」が
あ
る
。

穴
に
溜
ま
っ
た
水
で
洗
っ
て
、穴
に
お
賽
銭
を
一
厘
入
れ
る
と
治
る

240
。⑤
窪
ん
だ
石
に
溜
ま
っ
た
水
を
つ
け
る
と
イ
ボ
が
治
っ
た「
い
ぼ

石
」が
中
野
方
峠（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
道
路
沿
い
に
あ
る
214
。

⑥
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
杉
洞
の
に
き
び
に
悩
ん
で
い
た
男
の
夢

枕
に
薬
師
如
来
が
現
れ
、地
蔵（
い
ぼ
と
り
地
蔵
）の
横
の
泉
で
洗

う
よ
う
に
言
わ
れ
て
治
っ
た
275
。

⑦
子
供
好
き
の
栄
福
寺
の
住
職
は
子
供
の
イ
ボ
を
呪
文
を
唱
え

て
と
っ
た
。住
職
が
亡
く
な
る
と
、そ
の
お
墓（
横
市
の
い
ぼ
と
り
地

蔵
。可
児
市
矢
戸
）に
願
っ
た
228
。

⑧
白
髭
神
社（
関
市
中
之
保
温
井
）境
内
の
一
角
か
ら
湧
き
出

て
お
り
、冬
で
も
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
井
戸
に
因
み
地
名
が
付
け

ら
れ
た
と
言
う
。こ
の
清
水
に
イ
ボ
を
よ
く
つ
け
て
後
ろ
を
振
り

向
か
な
い
で
帰
る
と
イ
ボ
が
と
れ

る
と
伝
わ
っ
て
い
る
294
。⑨
清
水

寺（
加
茂
郡
富
加
町
）入
り
口
の

お
地
蔵
様
の
下
か
ら
湧
い
て
い
る

清
水
を
姫
が
つ
け
て
イ
ボ
が
と
れ
、イ
ボ
と
り
地
蔵
と
呼
ば
れ
て
い

る
。昭
和
四
三
年
の
集
中
豪
雨
で
埋
没
し
た
が
、有
志
に
よ
っ
て
再

建
さ
れ
た
88
。

⑩
法
伝
ノ
滝
の
滝
壺（
八
幡
町
吉
野
）の
水
は
眼
病
に
効
き
、イ

ボ
も
よ
く
取
れ
る
。滝
の
横
の
洞
窟
に
は
不
動
明
王（
円
空
作
、現

在
は
他
の
所
で
保
管
）も
祀
ら
れ
、真
宗
の
行
者
が
水
垢
離
を
行
っ

た
の
で
法
伝
と
名
づ
け
ら
れ
た
237
。

絶
世
の
美
女
と
し
て
知
ら
れ
る
平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八

五
）前
期
の
女
流
歌
人
・
小
野
小
町
の
伝
説
は
、⑪
小
野
小
町
が
病

気
に
罹
っ
た
の
で
、滝（
木
曽
郡
上
松
町
小
野
。旧
中
山
道
は
J
R

橋
脚
側
を
通
っ
て
い
た
）に
打
た
れ
て
祈
っ
た
ら
た
ち
ま
た
治
っ
た

の
で
、「
小
野
の
滝
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
202
。⑫
白
山
神
社（
中
津

川
市
下
野
）か
ら
五
〇
m
ほ
ど
離
れ
た
池
の
奥
の
く
ぼ
み
か
ら
、旅

人
が
喉
を
潤
し
た
清
水（
小
町
井
戸
）が
湧
き
出
て
い
る
。小
野
小

町
が
木
曽
か
ら
飛
騨
へ
行
く
途
中
、喉
を
潤
し
た
小
町
は
水
面
に

顔
を
写
し
て
化
粧
も
直
し
た
の
で
、こ
の
清
水
を
飲
む
と
美
人
に

な
る
と
伝
わ
っ
た
。ま
た
、女
の
子
供
が
欲
し
い
時
は
、男
性
の
シ
ン

ボ
ル
に
似
た
陽
石
を「
小
町
井
戸
」に
供
え
る
64
。⑬
小
野
小
町
が

疱
瘡
に
か
か
っ
た
の
で
延
算
寺（
岐
阜
市
岩
井
）に
七
日
籠
る
と
、

仏
様
が
夢
枕
に
現
れ
、延
算
寺
東
院
の
地
で
湧
き
出
て
い
る
泉
で

体
を
清
め
て
治
っ
た
。そ
こ
で
、薬
師
如
来
を
石
に
刻
み
泉
の
ほ
と

り
に
祀
っ
た
。こ
の
薬
師
は
瘡
神
薬
師
と
呼
ば
れ
、お
参
り
す
る
人

が
多
い
46
。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
4
章
　
弘
法
水
と
清
水
伝
説

関
す
る
言
い
伝
え
も
あ
る
104
。

③
福
地
温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
福
地
）
に
お
忍
び
で

療
養
中
だ
っ
た
村
上
天
皇
が
、
村
人
を
苦
し
め
る
毒
蛇
を
見
か
ね

て
笛
や
太
鼓
踊
り
で
宥
め
る
と
ピ
タ
リ
と
お
と
な
し
く
な
っ
た
。

獅
子
舞
「
へ
ん
べ
と
り
」
は
村
の
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て　

毎

年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
毎
晩
夏
祭
り
が
行
わ
れ
る
66
。

④
湯
谷
温
泉
（
下
呂
市
小
坂
町
湯
屋
）
は
、
天
文
年
間
（
一

五
三
二
〜
五
五
）
に
濃
州
生
ま
れ
の
奥
田
孫
左
衛
門
が
夢
で
薬

師
如
来
の
お
告
げ
を
受
け
て
発
見
し
た
48
。

⑤
下
呂
温
泉
は
、
延
喜
か
ら
天
暦
年
間
（
九
〇
一
〜
九
五
六
）

の
頃
、
現
温
泉
地
東
方
の
湯
ヶ
峰
（
一
〇
六
七
m
）
の
山
頂
付
近

で
湧
出
し
て
い
た
が
、
天
文
二
（
一
二
六
五
）
年
に
湧
出
が
突
然

止
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
河
原
の
水
溜
り
に
傷
つ
い
た
白
鷺
（
薬
師

如
来
の
化
身
）
が
休
ん
で
い
た
こ
と
よ
り
、
温
泉
を
見
つ
け
た
240
。

⑥
柿
野
温
泉
（
鹿
ノ
湯
。
土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
）
は
、
樵
が

傷
を
負
っ
た
鹿
を
温
泉
に
浴
び
さ
せ
て
傷
を
治
し
、
山
へ
帰
し
た

と
伝
わ
っ
て
い
る
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）、
岩
村

藩
の
湯
治
場
と
し
て
陣
屋
も
あ
っ
た
が
、
迷
惑
を
し
た
里
人
が
湯

口
を
閉
じ
た
こ
と
も
あ
る
48
。

⑦
鹿
之
湯
（
恵
那
市
笠
置
町
毛
呂
窪
）
は
、
年
々
鹿
が
来
て

小
鹿
を
育
て
て
は
去
る
の
で
調
べ
て
み
た
ら
冷
泉
（
ラ
ジ
ウ
ム
泉
）

いぼとり地蔵

（
1
）「
病
に
効
く
水
」

《
1
》イ
ボ

①
巴
御
前
が
乗
馬
で
川
を
飛
び
越
え
る
際
、勢
い
が
強
く
馬
の

ひ
ず
め
が
石（
貫
き
石
）に
め
り
込
ん
だ
。こ
の
窪
み
に
溜
ま
っ
た
水

は「
い
ぼ
取
り
」に
効
能
が
あ
る
。巴
淵
の
上
に
あ
っ
た
が
、現
在
は

徳
音
寺（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の
境
内
に
あ
る
276
。②
高
山
市
国

府
町
上
広
瀬
の
バ
ス
停
側
に
あ
る「
三
つ
岩
」は
、天
正
一
四（
一
五
八

六
）年
に
高
山
城
主
金
森
長
近
が
宮
川
か
ら
掘
り
出
す
の
に
失
敗

し
、明
治
二
七（
一
八
九
四
）年
に
堀
上
げ
ら
れ
た
。乗
鞍
・
御
嶽
・
白

山
の
三
霊
峰
を
現
し
、窪
み
に
溜
ま
っ
た
水
は
イ
ボ
に
効
能
が
あ
る

242
。③
鬼
谷
川
の
横
野
地
区（
郡
上
市
和
良
町
横
野
）の
河
原
に
直

径
一・
五
ｍ
ほ
ど
で
、真
ん
中
に
直
径
三
〇
㎝
深
さ
一
五
㎝
の
穴
の

開
い
た
平
た
い
石
が
あ
る
。石
の
窪
み
の
水
は
枯
れ
な
く
、こ
の
穴
に

お
金
を
入
れ
て
、そ
の
水
を
付
け
る
と
、イ
ボ
が
と
れ
た
47
。④
下
呂

市
少
ケ
野
の
藤
ヶ
瀬
と
い
う
家
の
下
の
川
に「
い
ん
ぼ
岩
」が
あ
る
。

穴
に
溜
ま
っ
た
水
で
洗
っ
て
、穴
に
お
賽
銭
を
一
厘
入
れ
る
と
治
る

240
。⑤
窪
ん
だ
石
に
溜
ま
っ
た
水
を
つ
け
る
と
イ
ボ
が
治
っ
た「
い
ぼ

石
」が
中
野
方
峠（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
道
路
沿
い
に
あ
る
214
。

⑥
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
杉
洞
の
に
き
び
に
悩
ん
で
い
た
男
の
夢

枕
に
薬
師
如
来
が
現
れ
、地
蔵（
い
ぼ
と
り
地
蔵
）の
横
の
泉
で
洗

う
よ
う
に
言
わ
れ
て
治
っ
た
275
。

⑦
子
供
好
き
の
栄
福
寺
の
住
職
は
子
供
の
イ
ボ
を
呪
文
を
唱
え

て
と
っ
た
。住
職
が
亡
く
な
る
と
、そ
の
お
墓（
横
市
の
い
ぼ
と
り
地

蔵
。可
児
市
矢
戸
）に
願
っ
た
228
。

⑧
白
髭
神
社（
関
市
中
之
保
温
井
）境
内
の
一
角
か
ら
湧
き
出

て
お
り
、冬
で
も
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
井
戸
に
因
み
地
名
が
付
け

ら
れ
た
と
言
う
。こ
の
清
水
に
イ
ボ
を
よ
く
つ
け
て
後
ろ
を
振
り

向
か
な
い
で
帰
る
と
イ
ボ
が
と
れ

る
と
伝
わ
っ
て
い
る
294
。⑨
清
水

寺（
加
茂
郡
富
加
町
）入
り
口
の

お
地
蔵
様
の
下
か
ら
湧
い
て
い
る

貫き石

三つ岩

清
水
を
姫
が
つ
け
て
イ
ボ
が
と
れ
、イ
ボ
と
り
地
蔵
と
呼
ば
れ
て
い

る
。昭
和
四
三
年
の
集
中
豪
雨
で
埋
没
し
た
が
、有
志
に
よ
っ
て
再

建
さ
れ
た
88
。

⑩
法
伝
ノ
滝
の
滝
壺（
八
幡
町
吉
野
）の
水
は
眼
病
に
効
き
、イ

ボ
も
よ
く
取
れ
る
。滝
の
横
の
洞
窟
に
は
不
動
明
王（
円
空
作
、現

在
は
他
の
所
で
保
管
）も
祀
ら
れ
、真
宗
の
行
者
が
水
垢
離
を
行
っ

た
の
で
法
伝
と
名
づ
け
ら
れ
た
237
。

絶
世
の
美
女
と
し
て
知
ら
れ
る
平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八

五
）前
期
の
女
流
歌
人
・
小
野
小
町
の
伝
説
は
、⑪
小
野
小
町
が
病

気
に
罹
っ
た
の
で
、滝（
木
曽
郡
上
松
町
小
野
。旧
中
山
道
は
J
R

橋
脚
側
を
通
っ
て
い
た
）に
打
た
れ
て
祈
っ
た
ら
た
ち
ま
た
治
っ
た

の
で
、「
小
野
の
滝
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
202
。⑫
白
山
神
社（
中
津

川
市
下
野
）か
ら
五
〇
m
ほ
ど
離
れ
た
池
の
奥
の
く
ぼ
み
か
ら
、旅

人
が
喉
を
潤
し
た
清
水（
小
町
井
戸
）が
湧
き
出
て
い
る
。小
野
小

町
が
木
曽
か
ら
飛
騨
へ
行
く
途
中
、喉
を
潤
し
た
小
町
は
水
面
に

顔
を
写
し
て
化
粧
も
直
し
た
の
で
、こ
の
清
水
を
飲
む
と
美
人
に

な
る
と
伝
わ
っ
た
。ま
た
、女
の
子
供
が
欲
し
い
時
は
、男
性
の
シ
ン

ボ
ル
に
似
た
陽
石
を「
小
町
井
戸
」に
供
え
る
64
。⑬
小
野
小
町
が

疱
瘡
に
か
か
っ
た
の
で
延
算
寺（
岐
阜
市
岩
井
）に
七
日
籠
る
と
、

仏
様
が
夢
枕
に
現
れ
、延
算
寺
東
院
の
地
で
湧
き
出
て
い
る
泉
で

体
を
清
め
て
治
っ
た
。そ
こ
で
、薬
師
如
来
を
石
に
刻
み
泉
の
ほ
と

り
に
祀
っ
た
。こ
の
薬
師
は
瘡
神
薬
師
と
呼
ば
れ
、お
参
り
す
る
人

が
多
い
46
。

中野方峠の「いぼ石」

中之保の清水（白髭神社境内）

横市のいぼとり地蔵（中央）清水寺の二天門脇のいぼとり地蔵

法伝ノ滝

小野の滝

小野小町が使った霊水

《
2
》そ
の
他

①
木
曽
義
仲
は
二
本
木（
木
曽
町
新
開
）を
通
る
と
き
、口
の
周

り
の
吹
き
出
物
を
小
川（
安
又
川
）の
水
で
洗
っ
て
治
し
た
220
。

②
初
音
橋（
八
幡
町
初
音
）の
近
く
に
あ
る
清
水（
ジ
ェ
モ
サ
の

清
水
）は
病
に
効
い
た
。ま
た
、正
月
一
番
に
汲
ん
だ
手
桶
に
小
判

が
入
る
と
言
わ
れ
た
。こ
の
清
水
は
宗
祇
水
と
同
じ
水
源
と
も
言

わ
れ
た
21
。③
明
治
年
間
に
京
都
か
ら
ご
神
体
を
迎
え
て
祀
っ
た

神
様
は
皮
膚
病
の
神
で
、薬
師
堂（
八
幡
町
有
坂
坪
佐
の
薬
師
堂
）

の
近
く
の
湧
水（
笠
神
様
の
清
水
）を
付
け
る
と
早
く
治
る
と
言
わ

れ
た
。乞
食
が
子
供
の
襁
褓
を

洗
っ
た
ら
水
が
出
な
く
な
っ
た

237
。な
お
、東
海
北
陸
自
動
車
道

の
建
設
で
一
回
り
も
大
き
く
な
っ

た
新
薬
師
堂
が
新
設
さ
れ
、湧
水

が
止
ま
っ
た
の
で
、古
老
は
今
も

家
の
水
を
新
薬
師
堂
に
お
供
え

し
て
か
ら
家
で
肌
な
ど
に
付
け
て

い
る
。

④
兼
山
歴
史
民
俗
資
料
館

（
可
児
市
兼
山
町
） 

付
近
の
私
有

地
内
に
あ
る「
尾
関
の
清
水
」（
小

関
の
清
水
・
不
老
水
・
菊
の
水
等

と
も
言
う
）は
飲
む
と
不
老
の
効

果
が
あ
る
と
言
わ
れ
、清
水
付
近

に
住
ん
で
い
た
母
娘
の
娘
は
清
水

を
飲
ま
な
か
っ
た
が
、母
は
百
歳

を
経
て
も
二
〇
歳
ほ
ど
の
若
さ

を
保
ち
227
、ま
た
、⑤
兼
山
城
主

森
忠
正（
一
五
七
〇
〜
一
六
三

四
）は
秀
吉
の
北
野
の
茶
の
湯
の

会
で
こ
の
水
に
よ
る
茶
を
勧
め
て

い
る
51
。

⑥
旅
の
巡
礼
が
体
調
を
崩
し
た
時（
八
月
一
日
）、瑞
浪
市
釜
戸

町
の
泉
の
水（
巡
礼
水
）を
飲
ん
だ
ら
治
っ
た
。普
段
は
水
が
枯
れ

気
味
だ
が
、8
月
1
日
に
は
大
量
に
湧
く
214
。

⑦
揖
斐
川
町
志
津
山
の
麓
の
泉（「
姫
が
井
」の
泉
）か
ら
、竜
宮

の
乙
姫
が
出
て
き
て
菅
原
道
真（
八
四
五
〜
九
〇
三
）に
水
を
届

け
た
。こ
の
泉
の
水
を
飲
む
と
、ど
ん
な
病
も
治
っ
た
11
。特
に
⑧
子

供
の
汗
か
ぶ
れ
に
良
い
209
。⑨
夢
窓
国
師（
一
二
七
五
〜
一
三
五
一
）

が
、谷
水
が
湧
き
出
て
い
た
場
所
に
お
堂（
釣
月
院
。揖
斐
郡
揖
斐

川
町
清
水
）を
建
て
た
。こ
の
水（
亀
の
井
）を
飲
む
と
長
生
き
す
る

と
言
わ
れ
た
11
が
、今
は
枯
れ
て
い
る
。

⑩
木
曽
川
が
濁
っ
て
も
、常
に
澄
ん
で
い
る
井
戸（
草
の
井
）が

あ
っ
た
。井
戸
の
水
で
諸
病
が
癒
え
る
の
で
、長
寿
の
水
と
さ
れ
た
。

大
善
寺（
江
南
市
草
井
町
宮
西
）の
地
蔵
様
は
、こ
の
井
戸
か
ら
掘

り
出
さ
れ
た
1
。

乳
飲
み
子
を
育
て
た
清
水
と
し
て
、⑪
奥
方
と
は
ぐ
れ
た
乳
母

は
、泣
く
ば
か
り
の
赤
子
に
途
方
に
く
れ
、各
務
原
市
尾
崎
西
町
の

三
峰
山
裾
の
小
さ
な
谷
川
の
水
を
赤
子
に
飲
ま
せ
て
、無
事
に
育
て

た（「
乳
母
が
ふ
と
こ
ろ
」）118
。

⑫
西
別
所
駅（
桑
名
市
大
字
西
別
所
）の
北
一
〇
〇
m
程
に
あ
る

白
山
神
社
の
池
の
水
は
歯
痛
に
効
く（
白
山
神
社
は
平
成
二
七
年

九
月
に
希
望
が
丘
内
の
八
幡
神
社
に
遷
座
さ
れ
た
が
、水
は
元
の
所

で
出
て
い
る
。）55
。⑬
千
代
姫（
徳
川
家
光
の
娘
で
高
須
藩
初
代
松

平
義
行
の
生
母
。一
六
三
七
〜
九
九
）は
、若
宮
八
幡
宮（
海
津
市

海
津
町
草
場
）の
今
は
洪
水
で
無

く
な
っ
た
池
の
水
で
目
を
洗
い
、眼

病
が
治
っ
た
。こ
の
池
の
水
は
目
の

病
気
や
タ
ム
シ
に
効
果
あ
り
、千

代
は
お
礼
と
し
て
、神
鏡
と
剣
を

お
供
え
し
た
23
。

（
2
）「
化
粧
水
」

女
性
に
と
っ
て
化
粧
水
は
大
切

で
あ
る
。

①
高
山
市
国
府
町
鶴
巣
で
永

禄
・
天
正（
一
五
五
八
〜
九
一
）の

頃
、領
主
二
人
が
庄
屋
の
美
人
娘

を
嫁
に
と
争
い
、そ
れ
を
苦
に
娘

は
自
害
し
た
。娘
は
成
仏
し
た
ら

清
水
が
湧
く
と
書
き
置
き
、鶴
巣

村
の
山
の
麓
に
埋
め
ら
れ
た
。こ

の
清
水
は
美
人
清
水
と
呼
ば
れ
て

い
る
102
。な
お
、②
鶴
巣
の
北
隣
の

国
府
町
山
本
に
も
全
く
同
じ
話

が
伝
わ
っ
て
い
る
105
。

高
山
市
国
府
町
宮
地
で
は
、③

器
量
の
悪
い
姉
妹（
姉「
お
り
ん
」、

妹「
お
ら
く
」は「
お
く
ら
」と
も

表
記
）が
嫁
の
貰
い
手
も
無
く
嘆

き
、自
殺
し
よ
う
と
す
る
と
、奥
の

清
水
で
顔
を
洗
え
と
の
声
が
聞
こ

え
た
。そ
の
清
水
で
顔
を
洗
う
と

美
人
に
な
っ
た
。そ
れ
か
ら
、こ
の

水
を
化
粧
水
と
呼
ん
だ
102
。

（
3
）「
温
泉
の
起
源
」

温
泉
は
外
科
的
治
療（
う
ち
み
、く
じ
き
、骨
折
等
）や
痛
み（
神

経
痛
、
筋
肉
痛
、
関
節
痛
等
）
さ
ら
に
慢
性
消
化
器
病
等
に
効

能
が
あ
り
、
昔
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
。

多
く
の
温
泉
や
冷
泉
が
動
物
な
ど
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
温
泉
の
温
度
は
二
五
度
以
上
で
、
こ
れ
以

下
は
冷
泉
ま
た
は
鉱
泉
で
あ
る
。

①
美
濃
の
孝
行
息
子
の
夢
枕
に
薬
師
如
来
が
現
れ
、
父
の
病
を

治
癒
す
る
温
泉
を
教
え
た
。
苦
労
の
末
に
、
指
示
さ
れ
た
蒲
田

温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
）
を
見
つ
け
た
104
。

②
平
湯
温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
）
の
起
源
は
、
飛
騨

に
攻
め
入
っ
た
武
田
信
玄
の
士
卒
が
疲
れ
て
動
け
な
く
な
っ
た
時
、

白
い
老
猿
が
泉
（
温
泉
）
に
入
り
元
気
に
な
っ
て
出
て
い
く
の
を

見
て
、
温
泉
に
入
り
体
を
癒
し
た
。
な
お
、
薬
師
如
来
の
由
来
に

で
あ
っ
た
51
。

⑧
鹿
之
湯 

（
恵
那
市
岩
村
町
飯
羽
間
小
沢
の
冷
泉
）
は
、
病

弱
で
子
が
無
か
っ
た
城
主
遠
山
氏
夫
人
は
、
夢
で
冷
泉
が
小
沢
の

山
中
に
湧
出
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
小
沢
川
で
二
頭
の
矢
傷

を
受
け
た
鹿
が
渓
流
の
水
に
浸
し
、
治
し
て
去
っ
た
51
。

⑨
釜
戸
温
泉
（
白
狐
温
泉
。
瑞
浪
市
釜
戸
町
）
は
宝
永
四
（
一

七
〇
七
）
年
に
天
猷
寺
（
釜
戸
町
）
の
僧
が
、
岩
間
か
ら
流
れ

出
る
清
水
に
傷
つ
い
た
老
猿
が
全
身
を
浸
し
て
い
た
後
、
元
気
に

山
へ
帰
っ
た
こ
と
で
発
見
し
た
51
。
ま
た
、⑩
老
僧
が
彫
っ
た
弁
天

像
を
見
に
来
て
い
た
白
狐
が
亡
く
な
っ
た
の
で
丁
寧
に
埋
葬
し
た

ら
、
夢
に
現
れ
て
、
温
泉
の
出
る
位
置
を
教
え
た
48
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

な
お
、⑪
高
山
市
の
蟻
鞍
と
言
う
地
に
住
ん
で
い
た
老
婆
は
不

思
議
な
術
に
長
け
て
い
て
、
蟻
鞍
の
地
に
温
泉
が
湧
く
と
、
若
者

の
た
め
に
な
ら
な
い
と
馬
の
爪
を
投
げ
入
れ
、
冷
水
に
変
え
104
、

ま
た
、⑫
多
く
の
よ
そ
者
が
、
温
泉
が
出
る
と
分
か
る
と
入
り
込

む
こ
と
を
嫌
い
、
丹
生
川
町
旗
鉾
で
は
「
白
馬
と
白
鶏
の
骨
」
を

温
泉
に
入
れ
祈
り
、丹
生
川
町
駄
吉
で
は
「
白
鶏
を
埋
め
」
て
祈
っ

て
冷
泉
に
し
た
284
。
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80

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

関
す
る
言
い
伝
え
も
あ
る
104
。

③
福
地
温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
福
地
）
に
お
忍
び
で

療
養
中
だ
っ
た
村
上
天
皇
が
、
村
人
を
苦
し
め
る
毒
蛇
を
見
か
ね

て
笛
や
太
鼓
踊
り
で
宥
め
る
と
ピ
タ
リ
と
お
と
な
し
く
な
っ
た
。

獅
子
舞
「
へ
ん
べ
と
り
」
は
村
の
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て　

毎

年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
毎
晩
夏
祭
り
が
行
わ
れ
る
66
。

④
湯
谷
温
泉
（
下
呂
市
小
坂
町
湯
屋
）
は
、
天
文
年
間
（
一

五
三
二
〜
五
五
）
に
濃
州
生
ま
れ
の
奥
田
孫
左
衛
門
が
夢
で
薬

師
如
来
の
お
告
げ
を
受
け
て
発
見
し
た
48
。

⑤
下
呂
温
泉
は
、
延
喜
か
ら
天
暦
年
間
（
九
〇
一
〜
九
五
六
）

の
頃
、
現
温
泉
地
東
方
の
湯
ヶ
峰
（
一
〇
六
七
m
）
の
山
頂
付
近

で
湧
出
し
て
い
た
が
、
天
文
二
（
一
二
六
五
）
年
に
湧
出
が
突
然

止
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
河
原
の
水
溜
り
に
傷
つ
い
た
白
鷺
（
薬
師

如
来
の
化
身
）
が
休
ん
で
い
た
こ
と
よ
り
、
温
泉
を
見
つ
け
た
240
。

⑥
柿
野
温
泉
（
鹿
ノ
湯
。
土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
）
は
、
樵
が

傷
を
負
っ
た
鹿
を
温
泉
に
浴
び
さ
せ
て
傷
を
治
し
、
山
へ
帰
し
た

と
伝
わ
っ
て
い
る
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）、
岩
村

藩
の
湯
治
場
と
し
て
陣
屋
も
あ
っ
た
が
、
迷
惑
を
し
た
里
人
が
湯

口
を
閉
じ
た
こ
と
も
あ
る
48
。

⑦
鹿
之
湯
（
恵
那
市
笠
置
町
毛
呂
窪
）
は
、
年
々
鹿
が
来
て

小
鹿
を
育
て
て
は
去
る
の
で
調
べ
て
み
た
ら
冷
泉
（
ラ
ジ
ウ
ム
泉
）

化粧水

（
1
）「
病
に
効
く
水
」

《
1
》イ
ボ

①
巴
御
前
が
乗
馬
で
川
を
飛
び
越
え
る
際
、勢
い
が
強
く
馬
の

ひ
ず
め
が
石（
貫
き
石
）に
め
り
込
ん
だ
。こ
の
窪
み
に
溜
ま
っ
た
水

は「
い
ぼ
取
り
」に
効
能
が
あ
る
。巴
淵
の
上
に
あ
っ
た
が
、現
在
は

徳
音
寺（
木
曽
郡
木
曽
町
日
義
）の
境
内
に
あ
る
276
。②
高
山
市
国

府
町
上
広
瀬
の
バ
ス
停
側
に
あ
る「
三
つ
岩
」は
、天
正
一
四（
一
五
八

六
）年
に
高
山
城
主
金
森
長
近
が
宮
川
か
ら
掘
り
出
す
の
に
失
敗

し
、明
治
二
七（
一
八
九
四
）年
に
堀
上
げ
ら
れ
た
。乗
鞍
・
御
嶽
・
白

山
の
三
霊
峰
を
現
し
、窪
み
に
溜
ま
っ
た
水
は
イ
ボ
に
効
能
が
あ
る

242
。③
鬼
谷
川
の
横
野
地
区（
郡
上
市
和
良
町
横
野
）の
河
原
に
直

径
一・
五
ｍ
ほ
ど
で
、真
ん
中
に
直
径
三
〇
㎝
深
さ
一
五
㎝
の
穴
の

開
い
た
平
た
い
石
が
あ
る
。石
の
窪
み
の
水
は
枯
れ
な
く
、こ
の
穴
に

お
金
を
入
れ
て
、そ
の
水
を
付
け
る
と
、イ
ボ
が
と
れ
た
47
。④
下
呂

市
少
ケ
野
の
藤
ヶ
瀬
と
い
う
家
の
下
の
川
に「
い
ん
ぼ
岩
」が
あ
る
。

穴
に
溜
ま
っ
た
水
で
洗
っ
て
、穴
に
お
賽
銭
を
一
厘
入
れ
る
と
治
る

240
。⑤
窪
ん
だ
石
に
溜
ま
っ
た
水
を
つ
け
る
と
イ
ボ
が
治
っ
た「
い
ぼ

石
」が
中
野
方
峠（
恵
那
市
中
野
方
町
）の
道
路
沿
い
に
あ
る
214
。

⑥
加
茂
郡
七
宗
町
神
渕
杉
洞
の
に
き
び
に
悩
ん
で
い
た
男
の
夢

枕
に
薬
師
如
来
が
現
れ
、地
蔵（
い
ぼ
と
り
地
蔵
）の
横
の
泉
で
洗

う
よ
う
に
言
わ
れ
て
治
っ
た
275
。

⑦
子
供
好
き
の
栄
福
寺
の
住
職
は
子
供
の
イ
ボ
を
呪
文
を
唱
え

て
と
っ
た
。住
職
が
亡
く
な
る
と
、そ
の
お
墓（
横
市
の
い
ぼ
と
り
地

蔵
。可
児
市
矢
戸
）に
願
っ
た
228
。

⑧
白
髭
神
社（
関
市
中
之
保
温
井
）境
内
の
一
角
か
ら
湧
き
出

て
お
り
、冬
で
も
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
井
戸
に
因
み
地
名
が
付
け

ら
れ
た
と
言
う
。こ
の
清
水
に
イ
ボ
を
よ
く
つ
け
て
後
ろ
を
振
り

向
か
な
い
で
帰
る
と
イ
ボ
が
と
れ

る
と
伝
わ
っ
て
い
る
294
。⑨
清
水

寺（
加
茂
郡
富
加
町
）入
り
口
の

お
地
蔵
様
の
下
か
ら
湧
い
て
い
る

清
水
を
姫
が
つ
け
て
イ
ボ
が
と
れ
、イ
ボ
と
り
地
蔵
と
呼
ば
れ
て
い

る
。昭
和
四
三
年
の
集
中
豪
雨
で
埋
没
し
た
が
、有
志
に
よ
っ
て
再

建
さ
れ
た
88
。

⑩
法
伝
ノ
滝
の
滝
壺（
八
幡
町
吉
野
）の
水
は
眼
病
に
効
き
、イ

ボ
も
よ
く
取
れ
る
。滝
の
横
の
洞
窟
に
は
不
動
明
王（
円
空
作
、現

在
は
他
の
所
で
保
管
）も
祀
ら
れ
、真
宗
の
行
者
が
水
垢
離
を
行
っ

た
の
で
法
伝
と
名
づ
け
ら
れ
た
237
。

絶
世
の
美
女
と
し
て
知
ら
れ
る
平
安
時
代（
七
九
四
〜
一
一
八

五
）前
期
の
女
流
歌
人
・
小
野
小
町
の
伝
説
は
、⑪
小
野
小
町
が
病

気
に
罹
っ
た
の
で
、滝（
木
曽
郡
上
松
町
小
野
。旧
中
山
道
は
J
R

橋
脚
側
を
通
っ
て
い
た
）に
打
た
れ
て
祈
っ
た
ら
た
ち
ま
た
治
っ
た

の
で
、「
小
野
の
滝
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
202
。⑫
白
山
神
社（
中
津

川
市
下
野
）か
ら
五
〇
m
ほ
ど
離
れ
た
池
の
奥
の
く
ぼ
み
か
ら
、旅

人
が
喉
を
潤
し
た
清
水（
小
町
井
戸
）が
湧
き
出
て
い
る
。小
野
小

町
が
木
曽
か
ら
飛
騨
へ
行
く
途
中
、喉
を
潤
し
た
小
町
は
水
面
に

顔
を
写
し
て
化
粧
も
直
し
た
の
で
、こ
の
清
水
を
飲
む
と
美
人
に

な
る
と
伝
わ
っ
た
。ま
た
、女
の
子
供
が
欲
し
い
時
は
、男
性
の
シ
ン

ボ
ル
に
似
た
陽
石
を「
小
町
井
戸
」に
供
え
る
64
。⑬
小
野
小
町
が

疱
瘡
に
か
か
っ
た
の
で
延
算
寺（
岐
阜
市
岩
井
）に
七
日
籠
る
と
、

仏
様
が
夢
枕
に
現
れ
、延
算
寺
東
院
の
地
で
湧
き
出
て
い
る
泉
で

体
を
清
め
て
治
っ
た
。そ
こ
で
、薬
師
如
来
を
石
に
刻
み
泉
の
ほ
と

り
に
祀
っ
た
。こ
の
薬
師
は
瘡
神
薬
師
と
呼
ば
れ
、お
参
り
す
る
人

が
多
い
46
。

坪佐の薬師堂

《
2
》そ
の
他

①
木
曽
義
仲
は
二
本
木（
木
曽
町
新
開
）を
通
る
と
き
、口
の
周

り
の
吹
き
出
物
を
小
川（
安
又
川
）の
水
で
洗
っ
て
治
し
た
220
。

②
初
音
橋（
八
幡
町
初
音
）の
近
く
に
あ
る
清
水（
ジ
ェ
モ
サ
の

清
水
）は
病
に
効
い
た
。ま
た
、正
月
一
番
に
汲
ん
だ
手
桶
に
小
判

が
入
る
と
言
わ
れ
た
。こ
の
清
水
は
宗
祇
水
と
同
じ
水
源
と
も
言

わ
れ
た
21
。③
明
治
年
間
に
京
都
か
ら
ご
神
体
を
迎
え
て
祀
っ
た

神
様
は
皮
膚
病
の
神
で
、薬
師
堂（
八
幡
町
有
坂
坪
佐
の
薬
師
堂
）

の
近
く
の
湧
水（
笠
神
様
の
清
水
）を
付
け
る
と
早
く
治
る
と
言
わ

れ
た
。乞
食
が
子
供
の
襁
褓
を

洗
っ
た
ら
水
が
出
な
く
な
っ
た

237
。な
お
、東
海
北
陸
自
動
車
道

の
建
設
で
一
回
り
も
大
き
く
な
っ

た
新
薬
師
堂
が
新
設
さ
れ
、湧
水

が
止
ま
っ
た
の
で
、古
老
は
今
も

家
の
水
を
新
薬
師
堂
に
お
供
え

し
て
か
ら
家
で
肌
な
ど
に
付
け
て

い
る
。

④
兼
山
歴
史
民
俗
資
料
館

（
可
児
市
兼
山
町
） 

付
近
の
私
有

地
内
に
あ
る「
尾
関
の
清
水
」（
小

関
の
清
水
・
不
老
水
・
菊
の
水
等

と
も
言
う
）は
飲
む
と
不
老
の
効

果
が
あ
る
と
言
わ
れ
、清
水
付
近

に
住
ん
で
い
た
母
娘
の
娘
は
清
水

を
飲
ま
な
か
っ
た
が
、母
は
百
歳

を
経
て
も
二
〇
歳
ほ
ど
の
若
さ

を
保
ち
227
、ま
た
、⑤
兼
山
城
主

森
忠
正（
一
五
七
〇
〜
一
六
三

四
）は
秀
吉
の
北
野
の
茶
の
湯
の

会
で
こ
の
水
に
よ
る
茶
を
勧
め
て

い
る
51
。

⑥
旅
の
巡
礼
が
体
調
を
崩
し
た
時（
八
月
一
日
）、瑞
浪
市
釜
戸

町
の
泉
の
水（
巡
礼
水
）を
飲
ん
だ
ら
治
っ
た
。普
段
は
水
が
枯
れ

気
味
だ
が
、8
月
1
日
に
は
大
量
に
湧
く
214
。

⑦
揖
斐
川
町
志
津
山
の
麓
の
泉（「
姫
が
井
」の
泉
）か
ら
、竜
宮

の
乙
姫
が
出
て
き
て
菅
原
道
真（
八
四
五
〜
九
〇
三
）に
水
を
届

け
た
。こ
の
泉
の
水
を
飲
む
と
、ど
ん
な
病
も
治
っ
た
11
。特
に
⑧
子

供
の
汗
か
ぶ
れ
に
良
い
209
。⑨
夢
窓
国
師（
一
二
七
五
〜
一
三
五
一
）

が
、谷
水
が
湧
き
出
て
い
た
場
所
に
お
堂（
釣
月
院
。揖
斐
郡
揖
斐

川
町
清
水
）を
建
て
た
。こ
の
水（
亀
の
井
）を
飲
む
と
長
生
き
す
る

と
言
わ
れ
た
11
が
、今
は
枯
れ
て
い
る
。

⑩
木
曽
川
が
濁
っ
て
も
、常
に
澄
ん
で
い
る
井
戸（
草
の
井
）が

尾関の清水

釣月院の裏に清水が出ていた。

乳母がふところ

あ
っ
た
。井
戸
の
水
で
諸
病
が
癒
え
る
の
で
、長
寿
の
水
と
さ
れ
た
。

大
善
寺（
江
南
市
草
井
町
宮
西
）の
地
蔵
様
は
、こ
の
井
戸
か
ら
掘

り
出
さ
れ
た
1
。

乳
飲
み
子
を
育
て
た
清
水
と
し
て
、⑪
奥
方
と
は
ぐ
れ
た
乳
母

は
、泣
く
ば
か
り
の
赤
子
に
途
方
に
く
れ
、各
務
原
市
尾
崎
西
町
の

三
峰
山
裾
の
小
さ
な
谷
川
の
水
を
赤
子
に
飲
ま
せ
て
、無
事
に
育
て

た（「
乳
母
が
ふ
と
こ
ろ
」）118
。

⑫
西
別
所
駅（
桑
名
市
大
字
西
別
所
）の
北
一
〇
〇
m
程
に
あ
る

白
山
神
社
の
池
の
水
は
歯
痛
に
効
く（
白
山
神
社
は
平
成
二
七
年

九
月
に
希
望
が
丘
内
の
八
幡
神
社
に
遷
座
さ
れ
た
が
、水
は
元
の
所

で
出
て
い
る
。）55
。⑬
千
代
姫（
徳
川
家
光
の
娘
で
高
須
藩
初
代
松

平
義
行
の
生
母
。一
六
三
七
〜
九
九
）は
、若
宮
八
幡
宮（
海
津
市

海
津
町
草
場
）の
今
は
洪
水
で
無

く
な
っ
た
池
の
水
で
目
を
洗
い
、眼

病
が
治
っ
た
。こ
の
池
の
水
は
目
の

病
気
や
タ
ム
シ
に
効
果
あ
り
、千

代
は
お
礼
と
し
て
、神
鏡
と
剣
を

お
供
え
し
た
23
。

（
2
）「
化
粧
水
」

女
性
に
と
っ
て
化
粧
水
は
大
切

で
あ
る
。

①
高
山
市
国
府
町
鶴
巣
で
永

千代姫の若宮八幡宮

禄
・
天
正（
一
五
五
八
〜
九
一
）の

頃
、領
主
二
人
が
庄
屋
の
美
人
娘

を
嫁
に
と
争
い
、そ
れ
を
苦
に
娘

は
自
害
し
た
。娘
は
成
仏
し
た
ら

清
水
が
湧
く
と
書
き
置
き
、鶴
巣

村
の
山
の
麓
に
埋
め
ら
れ
た
。こ

の
清
水
は
美
人
清
水
と
呼
ば
れ
て

い
る
102
。な
お
、②
鶴
巣
の
北
隣
の

国
府
町
山
本
に
も
全
く
同
じ
話

が
伝
わ
っ
て
い
る
105
。

高
山
市
国
府
町
宮
地
で
は
、③

器
量
の
悪
い
姉
妹（
姉「
お
り
ん
」、

妹「
お
ら
く
」は「
お
く
ら
」と
も

表
記
）が
嫁
の
貰
い
手
も
無
く
嘆

き
、自
殺
し
よ
う
と
す
る
と
、奥
の

清
水
で
顔
を
洗
え
と
の
声
が
聞
こ

え
た
。そ
の
清
水
で
顔
を
洗
う
と

美
人
に
な
っ
た
。そ
れ
か
ら
、こ
の

水
を
化
粧
水
と
呼
ん
だ
102
。

美人清水

（
3
）「
温
泉
の
起
源
」

温
泉
は
外
科
的
治
療（
う
ち
み
、く
じ
き
、骨
折
等
）や
痛
み（
神

経
痛
、
筋
肉
痛
、
関
節
痛
等
）
さ
ら
に
慢
性
消
化
器
病
等
に
効

能
が
あ
り
、
昔
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
。

多
く
の
温
泉
や
冷
泉
が
動
物
な
ど
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
温
泉
の
温
度
は
二
五
度
以
上
で
、
こ
れ
以

下
は
冷
泉
ま
た
は
鉱
泉
で
あ
る
。

①
美
濃
の
孝
行
息
子
の
夢
枕
に
薬
師
如
来
が
現
れ
、
父
の
病
を

治
癒
す
る
温
泉
を
教
え
た
。
苦
労
の
末
に
、
指
示
さ
れ
た
蒲
田

温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
）
を
見
つ
け
た
104
。

②
平
湯
温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
）
の
起
源
は
、
飛
騨

に
攻
め
入
っ
た
武
田
信
玄
の
士
卒
が
疲
れ
て
動
け
な
く
な
っ
た
時
、

白
い
老
猿
が
泉
（
温
泉
）
に
入
り
元
気
に
な
っ
て
出
て
い
く
の
を

見
て
、
温
泉
に
入
り
体
を
癒
し
た
。
な
お
、
薬
師
如
来
の
由
来
に

で
あ
っ
た
51
。

⑧
鹿
之
湯 

（
恵
那
市
岩
村
町
飯
羽
間
小
沢
の
冷
泉
）
は
、
病

弱
で
子
が
無
か
っ
た
城
主
遠
山
氏
夫
人
は
、
夢
で
冷
泉
が
小
沢
の

山
中
に
湧
出
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
小
沢
川
で
二
頭
の
矢
傷

を
受
け
た
鹿
が
渓
流
の
水
に
浸
し
、
治
し
て
去
っ
た
51
。

⑨
釜
戸
温
泉
（
白
狐
温
泉
。
瑞
浪
市
釜
戸
町
）
は
宝
永
四
（
一

七
〇
七
）
年
に
天
猷
寺
（
釜
戸
町
）
の
僧
が
、
岩
間
か
ら
流
れ

出
る
清
水
に
傷
つ
い
た
老
猿
が
全
身
を
浸
し
て
い
た
後
、
元
気
に

山
へ
帰
っ
た
こ
と
で
発
見
し
た
51
。
ま
た
、⑩
老
僧
が
彫
っ
た
弁
天

像
を
見
に
来
て
い
た
白
狐
が
亡
く
な
っ
た
の
で
丁
寧
に
埋
葬
し
た

ら
、
夢
に
現
れ
て
、
温
泉
の
出
る
位
置
を
教
え
た
48
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

な
お
、⑪
高
山
市
の
蟻
鞍
と
言
う
地
に
住
ん
で
い
た
老
婆
は
不

思
議
な
術
に
長
け
て
い
て
、
蟻
鞍
の
地
に
温
泉
が
湧
く
と
、
若
者

の
た
め
に
な
ら
な
い
と
馬
の
爪
を
投
げ
入
れ
、
冷
水
に
変
え
104
、

ま
た
、⑫
多
く
の
よ
そ
者
が
、
温
泉
が
出
る
と
分
か
る
と
入
り
込

む
こ
と
を
嫌
い
、
丹
生
川
町
旗
鉾
で
は
「
白
馬
と
白
鶏
の
骨
」
を

温
泉
に
入
れ
祈
り
、丹
生
川
町
駄
吉
で
は
「
白
鶏
を
埋
め
」
て
祈
っ

て
冷
泉
に
し
た
284
。

                                         

　
　
　
　
　
　
　
む 

つ 

き         

　
　
　
　
　
　
　
　
　                                                                             

ち
ょ
う
げ
つ
い
ん

           

　
き
よ
み
ず

し
ろ
や
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

つ 

る 

す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

み 

や 

じ



81

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
4
章
　
弘
法
水
と
清
水
伝
説

養
老
伝
説
と
全
く
同
じ
話
と
し
て
、②
郡
上
市
白
鳥
町
の
貧
し

い
孝
行
息
子
が
、
酒
好
き
な
父
親
に
酒
を
飲
ま
せ
る
の
を
楽
し
み

に
し
て
い
た
。
あ
る
時
谷
川
（
長
兵
衛
川
）
の
水
が
酒
に
変
わ
り
、

そ
れ
か
ら
は
毎
日
そ
の
酒
を
父
に
飲
ま
せ
て
い
る
247
。

親
が
死
に
際
に
望
む
清
水
の
話
と
し
て
、③
病
に
伏
し
た
父
親
の

た
め
に
、
父
が
望
む
「
岩
舟
の
滝
」（
高
山
市
丹
生
川
町
柏
原
）

の
水
を
瓢
箪
に
汲
ん
で
き
た
が
、
間
に
合
わ
ず
亡
く
な
っ
て
、
大

坂
峠
で
瓢
箪
の
水
を
こ
ぼ
す
と
、
そ
こ
か
ら
清
水
（
瓢
箪
水
。
高

山
市
上
宝
町
荒
原
）
が
湧
い
た
14
。
な
お
、
こ
の
湧
水
の
他
の
説

と
し
て
、
弘
法
大
師
に
よ
る
大
坂
峠
の
湧
水
伝
説
（「
1‒

1
弘
法

に
よ
る
湧
水
」
の
④
と
⑤
参
照
）
が
伝
わ
る
。

同
様
に
、④
病
気
の
父
に
清
水
を
飲
ま
せ
よ
う
と
汲
ん
で
来
た

が
、
途
中
で
父
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
り
、
道
端
に
捨
て
た
瓢

箪
か
ら
の
水
が
湧
水
（
瓢
箪
清
水
。
飛
騨
市
神
岡
町
西
）
に
な
っ

た
51
。⑤
飛
騨
の
国
の
孝
子
が
、重
病
の
父
の
願
い
で
近
江
（
米
原
）

の
醒
が
井
の
水
を
汲
み
に
行
っ
た
が
、
帰
り
道
、
父
の
死
を
聞
き
、

汲
ん
だ
水
を
そ
の
地
に
捨
て
る
と
、
そ
の
場
所
か
ら
清
水
（
下
呂

市
金
山
町
菅
田
貝
洞
字
醒
ヶ
井
）
が
湧
き
226
、⑥
母
親
が
琵
琶
湖

の
水
を
飲
み
た
が
り
、
息
子
が
汲
ん
で
来
た
が
亡
く
な
り
、
捨
て

た
瓢
箪
か
ら
こ
ぼ
れ
た
水
が
池
（
孝
子
ヶ
池
公
園
。
下
呂
市
瀬
戸
）

に
な
り
105
、⑦
娘
の
お
菊
は
、
父
の
病
が
治
る
よ
う
に
庚
申
洞
（
山

県
市
葛
原
）
の
湧
水
を
汲
ん
で
飲
ま
せ
、
後
に
「
往
生
の
水
」
と

呼
ば
れ
た
124
。

関
す
る
言
い
伝
え
も
あ
る
104
。

③
福
地
温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
福
地
）
に
お
忍
び
で

療
養
中
だ
っ
た
村
上
天
皇
が
、
村
人
を
苦
し
め
る
毒
蛇
を
見
か
ね

て
笛
や
太
鼓
踊
り
で
宥
め
る
と
ピ
タ
リ
と
お
と
な
し
く
な
っ
た
。

獅
子
舞
「
へ
ん
べ
と
り
」
は
村
の
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て　

毎

年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
毎
晩
夏
祭
り
が
行
わ
れ
る
66
。

④
湯
谷
温
泉
（
下
呂
市
小
坂
町
湯
屋
）
は
、
天
文
年
間
（
一

五
三
二
〜
五
五
）
に
濃
州
生
ま
れ
の
奥
田
孫
左
衛
門
が
夢
で
薬

師
如
来
の
お
告
げ
を
受
け
て
発
見
し
た
48
。

⑤
下
呂
温
泉
は
、
延
喜
か
ら
天
暦
年
間
（
九
〇
一
〜
九
五
六
）

の
頃
、
現
温
泉
地
東
方
の
湯
ヶ
峰
（
一
〇
六
七
m
）
の
山
頂
付
近

で
湧
出
し
て
い
た
が
、
天
文
二
（
一
二
六
五
）
年
に
湧
出
が
突
然

止
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
河
原
の
水
溜
り
に
傷
つ
い
た
白
鷺
（
薬
師

如
来
の
化
身
）
が
休
ん
で
い
た
こ
と
よ
り
、
温
泉
を
見
つ
け
た
240
。

⑥
柿
野
温
泉
（
鹿
ノ
湯
。
土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
）
は
、
樵
が

傷
を
負
っ
た
鹿
を
温
泉
に
浴
び
さ
せ
て
傷
を
治
し
、
山
へ
帰
し
た

と
伝
わ
っ
て
い
る
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）、
岩
村

藩
の
湯
治
場
と
し
て
陣
屋
も
あ
っ
た
が
、
迷
惑
を
し
た
里
人
が
湯

口
を
閉
じ
た
こ
と
も
あ
る
48
。

⑦
鹿
之
湯
（
恵
那
市
笠
置
町
毛
呂
窪
）
は
、
年
々
鹿
が
来
て

小
鹿
を
育
て
て
は
去
る
の
で
調
べ
て
み
た
ら
冷
泉
（
ラ
ジ
ウ
ム
泉
）

（
3
）「
温
泉
の
起
源
」

温
泉
は
外
科
的
治
療（
う
ち
み
、く
じ
き
、骨
折
等
）や
痛
み（
神

経
痛
、
筋
肉
痛
、
関
節
痛
等
）
さ
ら
に
慢
性
消
化
器
病
等
に
効

能
が
あ
り
、
昔
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
。

多
く
の
温
泉
や
冷
泉
が
動
物
な
ど
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
温
泉
の
温
度
は
二
五
度
以
上
で
、
こ
れ
以

下
は
冷
泉
ま
た
は
鉱
泉
で
あ
る
。

①
美
濃
の
孝
行
息
子
の
夢
枕
に
薬
師
如
来
が
現
れ
、
父
の
病
を

治
癒
す
る
温
泉
を
教
え
た
。
苦
労
の
末
に
、
指
示
さ
れ
た
蒲
田

温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
）
を
見
つ
け
た
104
。

②
平
湯
温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
）
の
起
源
は
、
飛
騨

に
攻
め
入
っ
た
武
田
信
玄
の
士
卒
が
疲
れ
て
動
け
な
く
な
っ
た
時
、

白
い
老
猿
が
泉
（
温
泉
）
に
入
り
元
気
に
な
っ
て
出
て
い
く
の
を

見
て
、
温
泉
に
入
り
体
を
癒
し
た
。
な
お
、
薬
師
如
来
の
由
来
に

平湯温泉 (白猿伝説の神の湯)

下呂市湯之島の白鷺が化身した薬師如来を本尊とする温泉寺

で
あ
っ
た
51
。

⑧
鹿
之
湯 

（
恵
那
市
岩
村
町
飯
羽
間
小
沢
の
冷
泉
）
は
、
病

弱
で
子
が
無
か
っ
た
城
主
遠
山
氏
夫
人
は
、
夢
で
冷
泉
が
小
沢
の

山
中
に
湧
出
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
小
沢
川
で
二
頭
の
矢
傷

を
受
け
た
鹿
が
渓
流
の
水
に
浸
し
、
治
し
て
去
っ
た
51
。

⑨
釜
戸
温
泉
（
白
狐
温
泉
。
瑞
浪
市
釜
戸
町
）
は
宝
永
四
（
一

七
〇
七
）
年
に
天
猷
寺
（
釜
戸
町
）
の
僧
が
、
岩
間
か
ら
流
れ

出
る
清
水
に
傷
つ
い
た
老
猿
が
全
身
を
浸
し
て
い
た
後
、
元
気
に

山
へ
帰
っ
た
こ
と
で
発
見
し
た
51
。
ま
た
、⑩
老
僧
が
彫
っ
た
弁
天

像
を
見
に
来
て
い
た
白
狐
が
亡
く
な
っ
た
の
で
丁
寧
に
埋
葬
し
た

ら
、
夢
に
現
れ
て
、
温
泉
の
出
る
位
置
を
教
え
た
48
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

な
お
、⑪
高
山
市
の
蟻
鞍
と
言
う
地
に
住
ん
で
い
た
老
婆
は
不

思
議
な
術
に
長
け
て
い
て
、
蟻
鞍
の
地
に
温
泉
が
湧
く
と
、
若
者

の
た
め
に
な
ら
な
い
と
馬
の
爪
を
投
げ
入
れ
、
冷
水
に
変
え
104
、

ま
た
、⑫
多
く
の
よ
そ
者
が
、
温
泉
が
出
る
と
分
か
る
と
入
り
込

む
こ
と
を
嫌
い
、
丹
生
川
町
旗
鉾
で
は
「
白
馬
と
白
鶏
の
骨
」
を

温
泉
に
入
れ
祈
り
、丹
生
川
町
駄
吉
で
は
「
白
鶏
を
埋
め
」
て
祈
っ

て
冷
泉
に
し
た
284
。

2‒

2
　
清
水
を
湧
出
さ
せ
た
人
物

（
1
）「
孝
行
息
子
」

孝
子
伝
説
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
た
養
老
孝
子
伝
説
は
、

伝
説
に
登
場
す
る
元
正
天
皇

（
六
八
〇
〜
七
四
八
）
か
ら

主
人
公
源
丞
内
が
創
作
さ
れ

た
よ
う
で
、①
孝
行
息
子
の
樵
（
源
丞
内
）
が
、
滝
の
水
が
父
の
好

き
な
酒
だ
っ
た
ら
と
願
う
と
、滝（
養
老
の
滝
。
養
老
郡
養
老
町
高
林
）

の
水
は
酒
に
な
っ
た
。
天
皇
の
耳
に
届
き
、
樵
は
役
人
に
取
り
立
て

ら
れ
、
年
号
も
養
老
と
な
っ
た
302
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
孝

行
心
や
道
徳
心
を
高
め
る
話
は
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

孝子ヶ池

お菊の水（「往生の水」、庚申寺横の稲荷神社）

（
2
）「
歴
史
上
の
人
物
」

日
本
武
尊
は
第
一
二
代
景
行
天

皇
の
皇
子
で
第
一
四
代
仲
哀
天
皇

の
父
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

東
征
を
終
え
て
都
へ
の
帰
途
に
、

草
薙
の
剣
を
妃
の
宮
簀
媛
に
預
け

て
伊
吹
山
の
荒
ぶ
る
神
を
退
治
に

行
き
、①
荒
ぶ
る
神
を
討
っ
て
毒

気
に
あ
た
っ
た
日
本
武
尊
は
伊
吹
山
を
降
り
て
不
破
郡
関
ヶ
原
町

玉
の
「
居
醒
の
清
水
」（
別
名
「
玉
倉
部
の
清
水
」）
を
飲
み
、
毒

が
消
え
た
51
。

日
本
武
尊
の
「
居
醒
め
の
清
水
」
の
比
定
地
は
こ
の
他
に
以
下

の
三 

ヶ
所
が
あ
る
251
。②
坂
田
郡
伊
吹
町
大
字
大
清
水
の
泉
神
社

251
。③
米
原
市
醒
ヶ
井
の
居
醒
泉
、
醒
ヶ
井
駅
の
東
北
東
六
五
〇

m
の
位
置
に
あ
る
加
茂
神
社
の
境
内
に
湧
く
湧
水
118
。④
米
原
市

柏
原
（
旧
山
東
町
）
の
玉
ノ
井
（
別
名
「
白
清
水
」）
251
。

平
安
時
代
の
陰
陽
師
・
安
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）
は

揖
斐
川
の
地
に
来
た
よ
う
で
、
揖
斐
川
町
西
横
山
（
旧
藤
橋
村
）

に
架
か
る
「
藤
橋
」
は
、
晴
明
が
川
の
両
岸
に
植
え
た
と
伝
わ
る

榎
に
、
白
口
藤
で
造
っ
た
藤
の
釣
り
橋
が
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
お

り
、⑤
清
明
が
喜
八
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
横
山
）
の
家
に
泊
ま
っ

て
、
家
の
前
の
湧
き
水
（
喜
八
河
戸
）
を
美
味
し
く
飲
ん
だ
。
後

に
こ
の
家
に
は
、
蚊
が
居
な
く
な
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
278
。

東
横
山
か
ら
直
線
で
二
〇
㎞
ほ
ど
南
の
揖
斐
郡
池
田
町
草
深
の

地
に
晴
明
が
来
た
時
、⑥
村
人
が
水
に
困
っ
て
い
た
の
で
、
指
図
し

て
七
つ
の
井
戸
（
晴
明
井
戸
、
深
さ
一
間
）
が
掘
ら
れ
、
そ
の
後
、

水
に
困
ら
な
か
っ
た
206
。
現
在
も
民
家
に
「
清
明
の
井
戸
」
が
残
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

《
1
》
宗
教
者
に
よ
る
湧
水

①
行
基
（
六
六
八
〜
七
四
九
）

が
彫
っ
た
薬
師
如
来
（
角
川
薬

師
。
專
勝
寺
、
飛
騨
市
河
合
町

角
川
）
に
よ
っ
て
、
湧
水
は
霊
泉

と
な
り
栄
え
、
霊
泉
で
治
療
す

る
湯
治
客
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

湯
屋
の
女
中
が
忙
し
い
の
を
嫌

い
、
鷄
を
湯
の
湧
き
出
口
に
押
し
込
む
と
、
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
102
。

②
日
照
り
で
熱
心
に
雨
乞
い
を
し
て
い
た
村
長
の
夢
枕
に
金
毘

羅
様
が
現
れ
、
金
毘
羅
平
に
清
水
を
引
い
て
や
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。

そ
の
言
葉
通
り
に
清
水
が
湧
き
、
祠
を
建
て
、
毎
年
お
祭
り
が
行

わ
れ
た
が
、
現
在
、
祠
は
大
歳
神
社
（
飛
騨
市
古
川
町
杉
崎
）
に

合
祀
さ
れ
た
102
。

③
願
成
寺
（
美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
上
蜂
屋
）
の
寺
裏
に
「
鏡
の

井
戸
」
と
呼
ば
れ
「
仁
済
和
尚
う
ぶ
湯
の
井
戸
」
と
称
す
る
水
が

湧
く
所
が
あ
り
、
ど
ん
な
日
照
り
で
も
水
が
枯
れ
な
い
288
。

④
春
日
井
市
牛
山
町
出
身
で
、
御
嶽
山
の
黒
沢
口
の
開
拓
者
で

あ
る
覚
明
行
者
（
一
七
一
八
〜
八
六
）
は
、
お
世
話
を
し
て
く
れ

る
家
（
上
松
町
上
松
池
島
）
で
飲
ん
だ
水
が
遠
く
か
ら
汲
ん
で
来

た
こ
と
を
知
り
、
地
面
を
杖
で
掘
っ
て
水
を
出
し
た
202
。
な
お
、

覚
明
伝
説
と
し
て
は
、
水
に
関
係
し
な
い
が
、⑤
民
家
に
伝
わ
っ
た

覚
明
の
下
駄
の
削
り
屑
が
歯
痛
に
効
き
220
、⑥
開
田
村
で
は
松
の

木
が
生
え
た
ら
稲
を
植
え
る
よ
う
に
言
い
202
、⑦
大
桑
村
で
は
安

産
祈
願
の
社
が
「
古
宮
の
滝
」
の

側
に
建
て
ら
れ
て
い
る
17
。

犬
山
市
で
は
、⑧
応
永
年
間（
一

三
九
四
〜
一
四
二
七
）、
高
僧
日

峰
は
一
宇
建
立
予
定
の
地
（
現
瑞

泉
寺
。
犬
山
市
犬
山
瑞
泉
寺
）で
、

岩
角
を
杖
で
叩
く
と
、
岩
が
避

け
て
水
が
ほ
と
ば
し
り
、
一
匹
の

青
い
龍
が
天
へ
昇
っ
た
。
寺
の
客

養老の滝

殿
後
ろ
の
宿
龍
池
か
ら
青
い
龍
が
昇
天
す
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
208
。

《
2
》貴
人
に
よ
る
湧
水

①
不
破
郡
関
ヶ
原
町
藤
下
に
は
壬
申
の
乱（
六
七
二
年
）で
敗
れ

た
弘
文
天
皇（
大
友
皇
子
。六
四
八
〜
六
七
二
）が
三
本
の
矢
で
穴

（
矢
尻
の
池
）を
掘
っ
た
と
も
、天
皇
の
兵
士
が
掘
っ
た
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
51
。

②
花
山
法
皇（
九
六
八
〜
一
〇
〇
八
）が
谷
汲
山
に
詣
で
た
帰
り

道
、こ
の
地（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
札
）で
念
仏
を
唱
え
る
と

水
が
湧
い
た
。池（
念
仏
池
）に
地
蔵
様
を
祀
り
お
堂
を
た
て
た
260
。

③
中
濃
大
橋
左
岸
側
か
ら
上
流
へ
約
八
〇
〇
m
の
所
に
、藤
原

定
家（
一
一
六
二
〜
一
二
四
一
）が「
散
れ
ば
浮
き 

散
ら
ね
ば
底
に 
影

見
え
て 

な
お
面
白
し 

桜
井
の
池
」と
詠
ん
だ「
桜
井
の
泉
」（
可
児

市
土
田
地
内
）が
あ
る
228
。

④
建
武
年
間（
一
三
三
四
〜
三
八
）、足
利
尊
氏
の
叔
母
の
千
代

野
禅
尼
が
戦
乱
を
避
け
て
揖
斐
川
町
桂
に
庵
を
結
び
、使
っ
て
い
た

清
水
を
千
代
河
戸
と
呼
ん
だ
11
。

な
お
豪
商
で
人
徳
者
と
し
て
、⑤
羽
島
市
出
身
の
永
田
佐
吉（
一

七
〇
一
〜
八
九
）は
、海
津
市
南
濃
町
庭
田
で
大
石
を
動
か
し
て
湧

水
を
出
し
て
い
る
23
。

（
3
）「
宗
祇
水
」

観
光
客
に
人
気
の
あ
る
郡
上

市
八
幡
町
本
町
の
宗
祇
水（
白
雲

水
）は
、郡
上
を
去
る
連
歌
師
飯

尾
宗
祇（
一
四
二
一
〜
五
〇
二
）と

領
主
東
常
縁（
一
四
〇
一
〜
八
四
）

と
の
史
実
に
結
び
つ
い
て
親
し
ま

れ
て
い
る
。

宗
祇
水
の
湧
出
に
つ
い
て
、①

貧
し
い
旅
僧
が
は
る
ば
る
乙
姫
滝 

（
八
幡
町
島
谷
）の
上
流
か
ら
汲

ん
で
来
た
水（
弘
法
清
水
、杖
清

水
）を
く
れ
た
老
婆
に
感
謝
し
、

杖
で
岩
の
間
を
掘
っ
て
清
水（
宗

祇
水
）を
湧
き
出
さ
せ
た
、と
伝

わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、②
弘
法
清

水（
杖
清
水
）は
乙
姫
滝
か
ら
約

一
km
弱
ほ
ど
登
っ
た
所
で
、修
行

者（
弘
法
だ
と
い
う
人
も
あ
る
）

が
杖
を
突
き
、湧
き
出
さ
せ
た
清

水
で
あ
る
237
。

③
乙
姫
滝
は
古
今
伝
授
の
祖

と
し
て
知
ら
れ
る
東
常
縁
が
名

付
け
た
と
伝
わ
り
、滝
に
は
膳
椀

貸
し
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
る
237
。

宗
祇
水
の
他
に
、④
山
下
直
美

家（
郡
上
市
大
和
町
大
間
見
）の

裏
山
に
宗
祇
が
湧
き
だ
さ
せ
た

清
水（
宗
祇
清
水
）が
あ
り
、ど
ん
な
日
照
り
で
も
枯
れ
な
い
301
。さ

ら
に
、宗
祇
水
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
清
水
と
し
て
、⑤
日
照
り
の

時
に
、内
ヶ
谷
か
ら
来
た
猿
が
清
水（
猿
ヶ
清
水
。郡
上
市
大
和
町

徳
永
、徳
永
駅
付
近
）を
掘
っ
た
礼
に
娘
を
嫁
に
や
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、猿
に
臼
や
釜
を
背
負
わ
せ
、と
ろ
淵
を
渡
る
時
に
押
し
て
、

猿
が
流
れ
て
沈
ん
だ
場
所
が
釜
淵
で
あ
る
。こ
こ
の
清
水
は
、一
五

日
変
わ
り
に
二
つ
の
方
向
に
出
る
。宗
祇
水
よ
り
こ
こ
が
良
い
と
言

わ
れ
て
い
た
301
。

（
4
）「
そ
の
他
」

地
名
の
基
に
な
っ
た
泉
と
し

て
、①
玉
泉
寺
（
不
破
郡
垂
井
町
）

の
門
前
の
「
垂
井
の
泉
」
は
、
相

川
扇
状
地
の
伏
流
水
が
湧
出
し

て
い
る
泉
で
、
垂
井
の
地
名
の
元

に
な
っ
た
51
。
な
お
、
湧
き
出
し

口
近
く
の
大
欅
は
平
成
二
七
年
の

二
・
三
月
頃
の
夜
、
大
風
も
無

い
の
に
倒
れ
た
。

木
の
精
に
よ
る
湧
出
と
し
て
、

②
山
県
市
葛
原
山
戸
に
あ
っ
た
七
色
桂
（
七
種
の
木
が
寄
生
）
を

切
り
倒
そ
う
と
す
る
と
、
木
か
ら
血
が
噴
き
出
し
、
樵
は
気
を
失
っ

た
。
湧
き
出
し
続
け
た
血
は
い
つ
し
か
色
を
失
い
、
清
水
と
な
っ

た
124
。
ま
た
、③
水
に
困
っ
て
い
た
村
人
達
が
、
神
明
様
（
神
明

神
社
。
瑞
浪
市
大
湫
町
）
に
願
を
か
け
る
と
、
白
蛇
に
導
か
れ
、

杉
の
根
本
か
ら
泉
が
見
つ
か
っ
た
。
大
杉
の
側
に
泉
が
あ
る
110
。

最
後
に
、
嫁
と
姑
の
争
い
で
、④
高
山
市
丹
生
川
町
の
姑
が
嫁

を
田
植
え
で
い
び
り
、
嫁
は
自
害
し
た
。
そ
の
田
か
ら
水
が
湧
い

て
池
（
嫁
殺
し
の
池
）
に
な
り
、
枯
れ
な
い
104
。
な
お
、
長
野
市

信
更
町
三
水
に
も
ほ
と
ん
ど
内
容
が
同
じ
の
「
嫁
殺
し
の
池
」
が

あ
る
。
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82

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

関
す
る
言
い
伝
え
も
あ
る
104
。

③
福
地
温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
福
地
）
に
お
忍
び
で

療
養
中
だ
っ
た
村
上
天
皇
が
、
村
人
を
苦
し
め
る
毒
蛇
を
見
か
ね

て
笛
や
太
鼓
踊
り
で
宥
め
る
と
ピ
タ
リ
と
お
と
な
し
く
な
っ
た
。

獅
子
舞
「
へ
ん
べ
と
り
」
は
村
の
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て　

毎

年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
毎
晩
夏
祭
り
が
行
わ
れ
る
66
。

④
湯
谷
温
泉
（
下
呂
市
小
坂
町
湯
屋
）
は
、
天
文
年
間
（
一

五
三
二
〜
五
五
）
に
濃
州
生
ま
れ
の
奥
田
孫
左
衛
門
が
夢
で
薬

師
如
来
の
お
告
げ
を
受
け
て
発
見
し
た
48
。

⑤
下
呂
温
泉
は
、
延
喜
か
ら
天
暦
年
間
（
九
〇
一
〜
九
五
六
）

の
頃
、
現
温
泉
地
東
方
の
湯
ヶ
峰
（
一
〇
六
七
m
）
の
山
頂
付
近

で
湧
出
し
て
い
た
が
、
天
文
二
（
一
二
六
五
）
年
に
湧
出
が
突
然

止
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
河
原
の
水
溜
り
に
傷
つ
い
た
白
鷺
（
薬
師

如
来
の
化
身
）
が
休
ん
で
い
た
こ
と
よ
り
、
温
泉
を
見
つ
け
た
240
。

⑥
柿
野
温
泉
（
鹿
ノ
湯
。
土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
）
は
、
樵
が

傷
を
負
っ
た
鹿
を
温
泉
に
浴
び
さ
せ
て
傷
を
治
し
、
山
へ
帰
し
た

と
伝
わ
っ
て
い
る
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）、
岩
村

藩
の
湯
治
場
と
し
て
陣
屋
も
あ
っ
た
が
、
迷
惑
を
し
た
里
人
が
湯

口
を
閉
じ
た
こ
と
も
あ
る
48
。

⑦
鹿
之
湯
（
恵
那
市
笠
置
町
毛
呂
窪
）
は
、
年
々
鹿
が
来
て

小
鹿
を
育
て
て
は
去
る
の
で
調
べ
て
み
た
ら
冷
泉
（
ラ
ジ
ウ
ム
泉
）

（
3
）「
温
泉
の
起
源
」

温
泉
は
外
科
的
治
療（
う
ち
み
、く
じ
き
、骨
折
等
）や
痛
み（
神

経
痛
、
筋
肉
痛
、
関
節
痛
等
）
さ
ら
に
慢
性
消
化
器
病
等
に
効

能
が
あ
り
、
昔
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
。

多
く
の
温
泉
や
冷
泉
が
動
物
な
ど
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
伝

わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
温
泉
の
温
度
は
二
五
度
以
上
で
、
こ
れ
以

下
は
冷
泉
ま
た
は
鉱
泉
で
あ
る
。

①
美
濃
の
孝
行
息
子
の
夢
枕
に
薬
師
如
来
が
現
れ
、
父
の
病
を

治
癒
す
る
温
泉
を
教
え
た
。
苦
労
の
末
に
、
指
示
さ
れ
た
蒲
田

温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
）
を
見
つ
け
た
104
。

②
平
湯
温
泉
（
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
）
の
起
源
は
、
飛
騨

に
攻
め
入
っ
た
武
田
信
玄
の
士
卒
が
疲
れ
て
動
け
な
く
な
っ
た
時
、

白
い
老
猿
が
泉
（
温
泉
）
に
入
り
元
気
に
な
っ
て
出
て
い
く
の
を

見
て
、
温
泉
に
入
り
体
を
癒
し
た
。
な
お
、
薬
師
如
来
の
由
来
に

で
あ
っ
た
51
。

⑧
鹿
之
湯 

（
恵
那
市
岩
村
町
飯
羽
間
小
沢
の
冷
泉
）
は
、
病

弱
で
子
が
無
か
っ
た
城
主
遠
山
氏
夫
人
は
、
夢
で
冷
泉
が
小
沢
の

山
中
に
湧
出
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
小
沢
川
で
二
頭
の
矢
傷

を
受
け
た
鹿
が
渓
流
の
水
に
浸
し
、
治
し
て
去
っ
た
51
。

⑨
釜
戸
温
泉
（
白
狐
温
泉
。
瑞
浪
市
釜
戸
町
）
は
宝
永
四
（
一

七
〇
七
）
年
に
天
猷
寺
（
釜
戸
町
）
の
僧
が
、
岩
間
か
ら
流
れ

出
る
清
水
に
傷
つ
い
た
老
猿
が
全
身
を
浸
し
て
い
た
後
、
元
気
に

山
へ
帰
っ
た
こ
と
で
発
見
し
た
51
。
ま
た
、⑩
老
僧
が
彫
っ
た
弁
天

像
を
見
に
来
て
い
た
白
狐
が
亡
く
な
っ
た
の
で
丁
寧
に
埋
葬
し
た

ら
、
夢
に
現
れ
て
、
温
泉
の
出
る
位
置
を
教
え
た
48
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
。

な
お
、⑪
高
山
市
の
蟻
鞍
と
言
う
地
に
住
ん
で
い
た
老
婆
は
不

思
議
な
術
に
長
け
て
い
て
、
蟻
鞍
の
地
に
温
泉
が
湧
く
と
、
若
者

の
た
め
に
な
ら
な
い
と
馬
の
爪
を
投
げ
入
れ
、
冷
水
に
変
え
104
、

ま
た
、⑫
多
く
の
よ
そ
者
が
、
温
泉
が
出
る
と
分
か
る
と
入
り
込

む
こ
と
を
嫌
い
、
丹
生
川
町
旗
鉾
で
は
「
白
馬
と
白
鶏
の
骨
」
を

温
泉
に
入
れ
祈
り
、丹
生
川
町
駄
吉
で
は
「
白
鶏
を
埋
め
」
て
祈
っ

て
冷
泉
に
し
た
284
。

（
2
）「
歴
史
上
の
人
物
」

日
本
武
尊
は
第
一
二
代
景
行
天

皇
の
皇
子
で
第
一
四
代
仲
哀
天
皇

の
父
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

東
征
を
終
え
て
都
へ
の
帰
途
に
、

草
薙
の
剣
を
妃
の
宮
簀
媛
に
預
け

て
伊
吹
山
の
荒
ぶ
る
神
を
退
治
に

行
き
、①
荒
ぶ
る
神
を
討
っ
て
毒

気
に
あ
た
っ
た
日
本
武
尊
は
伊
吹
山
を
降
り
て
不
破
郡
関
ヶ
原
町

玉
の
「
居
醒
の
清
水
」（
別
名
「
玉
倉
部
の
清
水
」）
を
飲
み
、
毒

が
消
え
た
51
。

日
本
武
尊
の
「
居
醒
め
の
清
水
」
の
比
定
地
は
こ
の
他
に
以
下

の
三 

ヶ
所
が
あ
る
251
。②
坂
田
郡
伊
吹
町
大
字
大
清
水
の
泉
神
社

251
。③
米
原
市
醒
ヶ
井
の
居
醒
泉
、
醒
ヶ
井
駅
の
東
北
東
六
五
〇

m
の
位
置
に
あ
る
加
茂
神
社
の
境
内
に
湧
く
湧
水
118
。④
米
原
市

柏
原
（
旧
山
東
町
）
の
玉
ノ
井
（
別
名
「
白
清
水
」）
251
。

平
安
時
代
の
陰
陽
師
・
安
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）
は

揖
斐
川
の
地
に
来
た
よ
う
で
、
揖
斐
川
町
西
横
山
（
旧
藤
橋
村
）

に
架
か
る
「
藤
橋
」
は
、
晴
明
が
川
の
両
岸
に
植
え
た
と
伝
わ
る

榎
に
、
白
口
藤
で
造
っ
た
藤
の
釣
り
橋
が
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
お

り
、⑤
清
明
が
喜
八
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
横
山
）
の
家
に
泊
ま
っ

て
、
家
の
前
の
湧
き
水
（
喜
八
河
戸
）
を
美
味
し
く
飲
ん
だ
。
後

に
こ
の
家
に
は
、
蚊
が
居
な
く
な
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
278
。

東
横
山
か
ら
直
線
で
二
〇
㎞
ほ
ど
南
の
揖
斐
郡
池
田
町
草
深
の

地
に
晴
明
が
来
た
時
、⑥
村
人
が
水
に
困
っ
て
い
た
の
で
、
指
図
し

て
七
つ
の
井
戸
（
晴
明
井
戸
、
深
さ
一
間
）
が
掘
ら
れ
、
そ
の
後
、

水
に
困
ら
な
か
っ
た
206
。
現
在
も
民
家
に
「
清
明
の
井
戸
」
が
残
っ

「居醒の清水」（別名「玉倉部の清水」）玉ノ井（別名「白清水」）

加茂神社の湧水

泉神社

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

《
1
》
宗
教
者
に
よ
る
湧
水

①
行
基
（
六
六
八
〜
七
四
九
）

が
彫
っ
た
薬
師
如
来
（
角
川
薬

師
。
專
勝
寺
、
飛
騨
市
河
合
町

角
川
）
に
よ
っ
て
、
湧
水
は
霊
泉

と
な
り
栄
え
、
霊
泉
で
治
療
す

る
湯
治
客
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

湯
屋
の
女
中
が
忙
し
い
の
を
嫌

い
、
鷄
を
湯
の
湧
き
出
口
に
押
し
込
む
と
、
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
102
。

②
日
照
り
で
熱
心
に
雨
乞
い
を
し
て
い
た
村
長
の
夢
枕
に
金
毘

羅
様
が
現
れ
、
金
毘
羅
平
に
清
水
を
引
い
て
や
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。

そ
の
言
葉
通
り
に
清
水
が
湧
き
、
祠
を
建
て
、
毎
年
お
祭
り
が
行

わ
れ
た
が
、
現
在
、
祠
は
大
歳
神
社
（
飛
騨
市
古
川
町
杉
崎
）
に

合
祀
さ
れ
た
102
。

③
願
成
寺
（
美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
上
蜂
屋
）
の
寺
裏
に
「
鏡
の

井
戸
」
と
呼
ば
れ
「
仁
済
和
尚
う
ぶ
湯
の
井
戸
」
と
称
す
る
水
が

湧
く
所
が
あ
り
、
ど
ん
な
日
照
り
で
も
水
が
枯
れ
な
い
288
。

④
春
日
井
市
牛
山
町
出
身
で
、
御
嶽
山
の
黒
沢
口
の
開
拓
者
で

あ
る
覚
明
行
者
（
一
七
一
八
〜
八
六
）
は
、
お
世
話
を
し
て
く
れ

る
家
（
上
松
町
上
松
池
島
）
で
飲
ん
だ
水
が
遠
く
か
ら
汲
ん
で
来

た
こ
と
を
知
り
、
地
面
を
杖
で
掘
っ
て
水
を
出
し
た
202
。
な
お
、

覚
明
伝
説
と
し
て
は
、
水
に
関
係
し
な
い
が
、⑤
民
家
に
伝
わ
っ
た

覚
明
の
下
駄
の
削
り
屑
が
歯
痛
に
効
き
220
、⑥
開
田
村
で
は
松
の

木
が
生
え
た
ら
稲
を
植
え
る
よ
う
に
言
い
202
、⑦
大
桑
村
で
は
安

産
祈
願
の
社
が
「
古
宮
の
滝
」
の

側
に
建
て
ら
れ
て
い
る
17
。

犬
山
市
で
は
、⑧
応
永
年
間（
一

三
九
四
〜
一
四
二
七
）、
高
僧
日

峰
は
一
宇
建
立
予
定
の
地
（
現
瑞

泉
寺
。
犬
山
市
犬
山
瑞
泉
寺
）で
、

岩
角
を
杖
で
叩
く
と
、
岩
が
避

け
て
水
が
ほ
と
ば
し
り
、
一
匹
の

青
い
龍
が
天
へ
昇
っ
た
。
寺
の
客

喜八河戸願成寺の「鏡の井戸」

殿
後
ろ
の
宿
龍
池
か
ら
青
い
龍
が
昇
天
す
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
208
。

《
2
》貴
人
に
よ
る
湧
水

①
不
破
郡
関
ヶ
原
町
藤
下
に
は
壬
申
の
乱（
六
七
二
年
）で
敗
れ

た
弘
文
天
皇（
大
友
皇
子
。六
四
八
〜
六
七
二
）が
三
本
の
矢
で
穴

（
矢
尻
の
池
）を
掘
っ
た
と
も
、天
皇
の
兵
士
が
掘
っ
た
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
51
。

②
花
山
法
皇（
九
六
八
〜
一
〇
〇
八
）が
谷
汲
山
に
詣
で
た
帰
り

道
、こ
の
地（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
札
）で
念
仏
を
唱
え
る
と

水
が
湧
い
た
。池（
念
仏
池
）に
地
蔵
様
を
祀
り
お
堂
を
た
て
た
260
。

③
中
濃
大
橋
左
岸
側
か
ら
上
流
へ
約
八
〇
〇
m
の
所
に
、藤
原

定
家（
一
一
六
二
〜
一
二
四
一
）が「
散
れ
ば
浮
き 

散
ら
ね
ば
底
に 

影

見
え
て 

な
お
面
白
し 

桜
井
の
池
」と
詠
ん
だ「
桜
井
の
泉
」（
可
児

市
土
田
地
内
）が
あ
る
228
。

④
建
武
年
間（
一
三
三
四
〜
三
八
）、足
利
尊
氏
の
叔
母
の
千
代

野
禅
尼
が
戦
乱
を
避
け
て
揖
斐
川
町
桂
に
庵
を
結
び
、使
っ
て
い
た

清
水
を
千
代
河
戸
と
呼
ん
だ
11
。

草に埋もれ、僅かに水が出ている千代河戸

桜井の泉

念仏池

矢尻の池

な
お
豪
商
で
人
徳
者
と
し
て
、⑤
羽
島
市
出
身
の
永
田
佐
吉（
一

七
〇
一
〜
八
九
）は
、海
津
市
南
濃
町
庭
田
で
大
石
を
動
か
し
て
湧

水
を
出
し
て
い
る
23
。

（
3
）「
宗
祇
水
」

観
光
客
に
人
気
の
あ
る
郡
上

市
八
幡
町
本
町
の
宗
祇
水（
白
雲

水
）は
、郡
上
を
去
る
連
歌
師
飯

尾
宗
祇（
一
四
二
一
〜
五
〇
二
）と

領
主
東
常
縁（
一
四
〇
一
〜
八
四
）

と
の
史
実
に
結
び
つ
い
て
親
し
ま

れ
て
い
る
。

宗
祇
水
の
湧
出
に
つ
い
て
、①

貧
し
い
旅
僧
が
は
る
ば
る
乙
姫
滝 

（
八
幡
町
島
谷
）の
上
流
か
ら
汲

ん
で
来
た
水（
弘
法
清
水
、杖
清

水
）を
く
れ
た
老
婆
に
感
謝
し
、

杖
で
岩
の
間
を
掘
っ
て
清
水（
宗

祇
水
）を
湧
き
出
さ
せ
た
、と
伝

わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、②
弘
法
清

水（
杖
清
水
）は
乙
姫
滝
か
ら
約

一
km
弱
ほ
ど
登
っ
た
所
で
、修
行

者（
弘
法
だ
と
い
う
人
も
あ
る
）

が
杖
を
突
き
、湧
き
出
さ
せ
た
清

水
で
あ
る
237
。

③
乙
姫
滝
は
古
今
伝
授
の
祖

と
し
て
知
ら
れ
る
東
常
縁
が
名

付
け
た
と
伝
わ
り
、滝
に
は
膳
椀

貸
し
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
る
237
。

宗
祇
水
の
他
に
、④
山
下
直
美

家（
郡
上
市
大
和
町
大
間
見
）の

裏
山
に
宗
祇
が
湧
き
だ
さ
せ
た

清
水（
宗
祇
清
水
）が
あ
り
、ど
ん
な
日
照
り
で
も
枯
れ
な
い
301
。さ

ら
に
、宗
祇
水
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
清
水
と
し
て
、⑤
日
照
り
の

時
に
、内
ヶ
谷
か
ら
来
た
猿
が
清
水（
猿
ヶ
清
水
。郡
上
市
大
和
町

徳
永
、徳
永
駅
付
近
）を
掘
っ
た
礼
に
娘
を
嫁
に
や
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、猿
に
臼
や
釜
を
背
負
わ
せ
、と
ろ
淵
を
渡
る
時
に
押
し
て
、

猿
が
流
れ
て
沈
ん
だ
場
所
が
釜
淵
で
あ
る
。こ
こ
の
清
水
は
、一
五

日
変
わ
り
に
二
つ
の
方
向
に
出
る
。宗
祇
水
よ
り
こ
こ
が
良
い
と
言

わ
れ
て
い
た
301
。

（
4
）「
そ
の
他
」

地
名
の
基
に
な
っ
た
泉
と
し

て
、①
玉
泉
寺
（
不
破
郡
垂
井
町
）

の
門
前
の
「
垂
井
の
泉
」
は
、
相

川
扇
状
地
の
伏
流
水
が
湧
出
し

て
い
る
泉
で
、
垂
井
の
地
名
の
元

に
な
っ
た
51
。
な
お
、
湧
き
出
し

口
近
く
の
大
欅
は
平
成
二
七
年
の

二
・
三
月
頃
の
夜
、
大
風
も
無

い
の
に
倒
れ
た
。

木
の
精
に
よ
る
湧
出
と
し
て
、

②
山
県
市
葛
原
山
戸
に
あ
っ
た
七
色
桂
（
七
種
の
木
が
寄
生
）
を

切
り
倒
そ
う
と
す
る
と
、
木
か
ら
血
が
噴
き
出
し
、
樵
は
気
を
失
っ

た
。
湧
き
出
し
続
け
た
血
は
い
つ
し
か
色
を
失
い
、
清
水
と
な
っ

た
124
。
ま
た
、③
水
に
困
っ
て
い
た
村
人
達
が
、
神
明
様
（
神
明

神
社
。
瑞
浪
市
大
湫
町
）
に
願
を
か
け
る
と
、
白
蛇
に
導
か
れ
、

杉
の
根
本
か
ら
泉
が
見
つ
か
っ
た
。
大
杉
の
側
に
泉
が
あ
る
110
。

最
後
に
、
嫁
と
姑
の
争
い
で
、④
高
山
市
丹
生
川
町
の
姑
が
嫁

を
田
植
え
で
い
び
り
、
嫁
は
自
害
し
た
。
そ
の
田
か
ら
水
が
湧
い

て
池
（
嫁
殺
し
の
池
）
に
な
り
、
枯
れ
な
い
104
。
な
お
、
長
野
市

信
更
町
三
水
に
も
ほ
と
ん
ど
内
容
が
同
じ
の
「
嫁
殺
し
の
池
」
が

あ
る
。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
4
章
　
弘
法
水
と
清
水
伝
説

（
2
）「
歴
史
上
の
人
物
」

日
本
武
尊
は
第
一
二
代
景
行
天

皇
の
皇
子
で
第
一
四
代
仲
哀
天
皇

の
父
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

東
征
を
終
え
て
都
へ
の
帰
途
に
、

草
薙
の
剣
を
妃
の
宮
簀
媛
に
預
け

て
伊
吹
山
の
荒
ぶ
る
神
を
退
治
に

行
き
、①
荒
ぶ
る
神
を
討
っ
て
毒

気
に
あ
た
っ
た
日
本
武
尊
は
伊
吹
山
を
降
り
て
不
破
郡
関
ヶ
原
町

玉
の
「
居
醒
の
清
水
」（
別
名
「
玉
倉
部
の
清
水
」）
を
飲
み
、
毒

が
消
え
た
51
。

日
本
武
尊
の
「
居
醒
め
の
清
水
」
の
比
定
地
は
こ
の
他
に
以
下

の
三 

ヶ
所
が
あ
る
251
。②
坂
田
郡
伊
吹
町
大
字
大
清
水
の
泉
神
社

251
。③
米
原
市
醒
ヶ
井
の
居
醒
泉
、
醒
ヶ
井
駅
の
東
北
東
六
五
〇

m
の
位
置
に
あ
る
加
茂
神
社
の
境
内
に
湧
く
湧
水
118
。④
米
原
市

柏
原
（
旧
山
東
町
）
の
玉
ノ
井
（
別
名
「
白
清
水
」）
251
。

平
安
時
代
の
陰
陽
師
・
安
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）
は

揖
斐
川
の
地
に
来
た
よ
う
で
、
揖
斐
川
町
西
横
山
（
旧
藤
橋
村
）

に
架
か
る
「
藤
橋
」
は
、
晴
明
が
川
の
両
岸
に
植
え
た
と
伝
わ
る

榎
に
、
白
口
藤
で
造
っ
た
藤
の
釣
り
橋
が
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
お

り
、⑤
清
明
が
喜
八
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
横
山
）
の
家
に
泊
ま
っ

て
、
家
の
前
の
湧
き
水
（
喜
八
河
戸
）
を
美
味
し
く
飲
ん
だ
。
後

に
こ
の
家
に
は
、
蚊
が
居
な
く
な
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
278
。

東
横
山
か
ら
直
線
で
二
〇
㎞
ほ
ど
南
の
揖
斐
郡
池
田
町
草
深
の

地
に
晴
明
が
来
た
時
、⑥
村
人
が
水
に
困
っ
て
い
た
の
で
、
指
図
し

て
七
つ
の
井
戸
（
晴
明
井
戸
、
深
さ
一
間
）
が
掘
ら
れ
、
そ
の
後
、

水
に
困
ら
な
か
っ
た
206
。
現
在
も
民
家
に
「
清
明
の
井
戸
」
が
残
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

《
1
》
宗
教
者
に
よ
る
湧
水

①
行
基
（
六
六
八
〜
七
四
九
）

が
彫
っ
た
薬
師
如
来
（
角
川
薬

師
。
專
勝
寺
、
飛
騨
市
河
合
町

角
川
）
に
よ
っ
て
、
湧
水
は
霊
泉

と
な
り
栄
え
、
霊
泉
で
治
療
す

る
湯
治
客
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

湯
屋
の
女
中
が
忙
し
い
の
を
嫌

い
、
鷄
を
湯
の
湧
き
出
口
に
押
し
込
む
と
、
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
102
。

②
日
照
り
で
熱
心
に
雨
乞
い
を
し
て
い
た
村
長
の
夢
枕
に
金
毘

羅
様
が
現
れ
、
金
毘
羅
平
に
清
水
を
引
い
て
や
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。

そ
の
言
葉
通
り
に
清
水
が
湧
き
、
祠
を
建
て
、
毎
年
お
祭
り
が
行

わ
れ
た
が
、
現
在
、
祠
は
大
歳
神
社
（
飛
騨
市
古
川
町
杉
崎
）
に

合
祀
さ
れ
た
102
。

③
願
成
寺
（
美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
上
蜂
屋
）
の
寺
裏
に
「
鏡
の

井
戸
」
と
呼
ば
れ
「
仁
済
和
尚
う
ぶ
湯
の
井
戸
」
と
称
す
る
水
が

湧
く
所
が
あ
り
、
ど
ん
な
日
照
り
で
も
水
が
枯
れ
な
い
288
。

④
春
日
井
市
牛
山
町
出
身
で
、
御
嶽
山
の
黒
沢
口
の
開
拓
者
で

あ
る
覚
明
行
者
（
一
七
一
八
〜
八
六
）
は
、
お
世
話
を
し
て
く
れ

る
家
（
上
松
町
上
松
池
島
）
で
飲
ん
だ
水
が
遠
く
か
ら
汲
ん
で
来

た
こ
と
を
知
り
、
地
面
を
杖
で
掘
っ
て
水
を
出
し
た
202
。
な
お
、

覚
明
伝
説
と
し
て
は
、
水
に
関
係
し
な
い
が
、⑤
民
家
に
伝
わ
っ
た

覚
明
の
下
駄
の
削
り
屑
が
歯
痛
に
効
き
220
、⑥
開
田
村
で
は
松
の

木
が
生
え
た
ら
稲
を
植
え
る
よ
う
に
言
い
202
、⑦
大
桑
村
で
は
安

産
祈
願
の
社
が
「
古
宮
の
滝
」
の

側
に
建
て
ら
れ
て
い
る
17
。

犬
山
市
で
は
、⑧
応
永
年
間（
一

三
九
四
〜
一
四
二
七
）、
高
僧
日

峰
は
一
宇
建
立
予
定
の
地
（
現
瑞

泉
寺
。
犬
山
市
犬
山
瑞
泉
寺
）で
、

岩
角
を
杖
で
叩
く
と
、
岩
が
避

け
て
水
が
ほ
と
ば
し
り
、
一
匹
の

青
い
龍
が
天
へ
昇
っ
た
。
寺
の
客

殿
後
ろ
の
宿
龍
池
か
ら
青
い
龍
が
昇
天
す
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
208
。

《
2
》貴
人
に
よ
る
湧
水

①
不
破
郡
関
ヶ
原
町
藤
下
に
は
壬
申
の
乱（
六
七
二
年
）で
敗
れ

た
弘
文
天
皇（
大
友
皇
子
。六
四
八
〜
六
七
二
）が
三
本
の
矢
で
穴

（
矢
尻
の
池
）を
掘
っ
た
と
も
、天
皇
の
兵
士
が
掘
っ
た
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
51
。

②
花
山
法
皇（
九
六
八
〜
一
〇
〇
八
）が
谷
汲
山
に
詣
で
た
帰
り

道
、こ
の
地（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
札
）で
念
仏
を
唱
え
る
と

水
が
湧
い
た
。池（
念
仏
池
）に
地
蔵
様
を
祀
り
お
堂
を
た
て
た
260
。

③
中
濃
大
橋
左
岸
側
か
ら
上
流
へ
約
八
〇
〇
m
の
所
に
、藤
原

定
家（
一
一
六
二
〜
一
二
四
一
）が「
散
れ
ば
浮
き 

散
ら
ね
ば
底
に 

影

見
え
て 

な
お
面
白
し 

桜
井
の
池
」と
詠
ん
だ「
桜
井
の
泉
」（
可
児

市
土
田
地
内
）が
あ
る
228
。

④
建
武
年
間（
一
三
三
四
〜
三
八
）、足
利
尊
氏
の
叔
母
の
千
代

野
禅
尼
が
戦
乱
を
避
け
て
揖
斐
川
町
桂
に
庵
を
結
び
、使
っ
て
い
た

清
水
を
千
代
河
戸
と
呼
ん
だ
11
。

な
お
豪
商
で
人
徳
者
と
し
て
、⑤
羽
島
市
出
身
の
永
田
佐
吉（
一

七
〇
一
〜
八
九
）は
、海
津
市
南
濃
町
庭
田
で
大
石
を
動
か
し
て
湧

水
を
出
し
て
い
る
23
。

（
3
）「
宗
祇
水
」

観
光
客
に
人
気
の
あ
る
郡
上

市
八
幡
町
本
町
の
宗
祇
水（
白
雲

水
）は
、郡
上
を
去
る
連
歌
師
飯

尾
宗
祇（
一
四
二
一
〜
五
〇
二
）と

領
主
東
常
縁（
一
四
〇
一
〜
八
四
）

と
の
史
実
に
結
び
つ
い
て
親
し
ま

れ
て
い
る
。

宗
祇
水
の
湧
出
に
つ
い
て
、①

貧
し
い
旅
僧
が
は
る
ば
る
乙
姫
滝 

（
八
幡
町
島
谷
）の
上
流
か
ら
汲

ん
で
来
た
水（
弘
法
清
水
、杖
清

水
）を
く
れ
た
老
婆
に
感
謝
し
、

杖
で
岩
の
間
を
掘
っ
て
清
水（
宗

祇
水
）を
湧
き
出
さ
せ
た
、と
伝

わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、②
弘
法
清

水（
杖
清
水
）は
乙
姫
滝
か
ら
約

一
km
弱
ほ
ど
登
っ
た
所
で
、修
行

者（
弘
法
だ
と
い
う
人
も
あ
る
）

が
杖
を
突
き
、湧
き
出
さ
せ
た
清

水
で
あ
る
237
。

③
乙
姫
滝
は
古
今
伝
授
の
祖

と
し
て
知
ら
れ
る
東
常
縁
が
名

付
け
た
と
伝
わ
り
、滝
に
は
膳
椀

貸
し
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
る
237
。

宗
祇
水
の
他
に
、④
山
下
直
美

家（
郡
上
市
大
和
町
大
間
見
）の

裏
山
に
宗
祇
が
湧
き
だ
さ
せ
た

宗祇水弘法清水（杖清水）

清
水（
宗
祇
清
水
）が
あ
り
、ど
ん
な
日
照
り
で
も
枯
れ
な
い
301
。さ

ら
に
、宗
祇
水
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
清
水
と
し
て
、⑤
日
照
り
の

時
に
、内
ヶ
谷
か
ら
来
た
猿
が
清
水（
猿
ヶ
清
水
。郡
上
市
大
和
町

徳
永
、徳
永
駅
付
近
）を
掘
っ
た
礼
に
娘
を
嫁
に
や
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、猿
に
臼
や
釜
を
背
負
わ
せ
、と
ろ
淵
を
渡
る
時
に
押
し
て
、

猿
が
流
れ
て
沈
ん
だ
場
所
が
釜
淵
で
あ
る
。こ
こ
の
清
水
は
、一
五

日
変
わ
り
に
二
つ
の
方
向
に
出
る
。宗
祇
水
よ
り
こ
こ
が
良
い
と
言

わ
れ
て
い
た
301
。

（
4
）「
そ
の
他
」

地
名
の
基
に
な
っ
た
泉
と
し

て
、①
玉
泉
寺
（
不
破
郡
垂
井
町
）

の
門
前
の
「
垂
井
の
泉
」
は
、
相

川
扇
状
地
の
伏
流
水
が
湧
出
し

て
い
る
泉
で
、
垂
井
の
地
名
の
元

に
な
っ
た
51
。
な
お
、
湧
き
出
し

口
近
く
の
大
欅
は
平
成
二
七
年
の

二
・
三
月
頃
の
夜
、
大
風
も
無

い
の
に
倒
れ
た
。

木
の
精
に
よ
る
湧
出
と
し
て
、

②
山
県
市
葛
原
山
戸
に
あ
っ
た
七
色
桂
（
七
種
の
木
が
寄
生
）
を

切
り
倒
そ
う
と
す
る
と
、
木
か
ら
血
が
噴
き
出
し
、
樵
は
気
を
失
っ

た
。
湧
き
出
し
続
け
た
血
は
い
つ
し
か
色
を
失
い
、
清
水
と
な
っ

た
124
。
ま
た
、③
水
に
困
っ
て
い
た
村
人
達
が
、
神
明
様
（
神
明

神
社
。
瑞
浪
市
大
湫
町
）
に
願
を
か
け
る
と
、
白
蛇
に
導
か
れ
、

杉
の
根
本
か
ら
泉
が
見
つ
か
っ
た
。
大
杉
の
側
に
泉
が
あ
る
110
。

最
後
に
、
嫁
と
姑
の
争
い
で
、④
高
山
市
丹
生
川
町
の
姑
が
嫁

を
田
植
え
で
い
び
り
、
嫁
は
自
害
し
た
。
そ
の
田
か
ら
水
が
湧
い

て
池
（
嫁
殺
し
の
池
）
に
な
り
、
枯
れ
な
い
104
。
な
お
、
長
野
市

信
更
町
三
水
に
も
ほ
と
ん
ど
内
容
が
同
じ
の
「
嫁
殺
し
の
池
」
が

あ
る
。

乙姫滝

3
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水
伝
説
六
編

「
神
祇
さ
ま
の
霊
水
（
七
号
）」
235
は
、
元
禄
一
四
（
一
七
〇
一
）

年
頃
、
京
の
神
祇
様
と
呼
ば
れ
た
人
物
が
夢
で
住
吉
神
に
啓
示
さ

れ
た
薮
原
の
ク
ズ
沢
の
下
流
に
来
て
、
住
吉
神
の
指
示
通
り
柳
の

枝
を
差
し
、
穴
を
開
け
て
お
経
を
唱
え
ま
し
た
。
す
る
と
、
飲
め

ば
素
晴
ら
し
い
味
わ
い
の
水
が
湧
き
出
し
た
。

「
清
水
の
お
菊
（
四
二
号
）」
241
は
、
青
年
と
良
い
仲
だ
っ
た
お

菊
が
、
他
の
人
に
心
変
わ
り
し
て
し
ま
う
。
青
年
は
、
悪
鬼
と
な

り
お
菊
を
殺
め
、
清
水
（
通
称
「
前
野
の
清
水
」「
井
出
の
清
水
」。

江
南
市
前
野
町
西
）
に
投
げ
込
ん
だ
。

「
し
ゅ
う
ず
と
韋
駄
天
走
り
の
大
男
（
四
五
号
）」
270
は
、
岩
の

間
か
ら
の
湧
水
（
本
巣
市
根
尾
門
脇
）
が
ご
ぜ
ん
様
の
米
を
と
ぐ

た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、
洗
濯
に
使
っ
て
し
ま
い
、
水
が
枯
れ
た

「
覚
明
さ
ま
と
ど
う
が
ん
岩
（
四
九
号
）」
43
は
、
木
曽
郡
木
曽

町
福
島
神
戸
の
御
嶽
遥
拝
所
の
上
方
に
在
る
ど
う
が
ん
岩
か
ら
御

嶽
山
を
拝
し
、
石
の
窪
み
に
溜
ま
っ
た
水
は
眼
病
に
効
く
。
な
お
、

神
戸
は
神
の
戸
（
入
口
）
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

「
百
文
池
（
五
四
号
）」
60
は
、
揖
斐
川
町
坂
内
坂
本
地
内
の
品

又
峠
の
手
前
は
、
険
し
く
な
る
が
辺
り
に
水
場
が
無
い
。
丁
度
休

ん
で
い
た
石
工
に
こ
の
岩
場
に
清
水
を
受
け
る
池
作
り
を
百
文
で

頼
み
、
岩
肌
に
小
さ
な
受
皿
を
彫
っ
た
話
で
あ
る
。
是
非
、
岩
肌

に
残
る
「
百
文
池
」
を
ご
自
分
の
目
で
見
て
く
だ
さ
い
。

「
庭
田
の
阿
伽
井
水
（
七
八
号
）」
267
は
、
行
基
上
人
に
寺
を
建

て
る
よ
う
に
夢
の
お
告
げ
が
あ
り
、
こ
の
円
満
寺
が
建
て
ら
れ
た
。

そ
の
際
に
、
霊
木
の
榧
か
ら
仏
像
を
彫
っ
た
が
、
そ
の
切
り
出
し

作
業
の
時
、
喉
を
渇
し
た
人
夫
の
た
め
に
、
杖
を
つ
き
清
水
を
湧

か
せ
た
（
阿
伽
井
水
）。
円
満
寺
（
海
津
市
南
濃
町
庭
田
）
は
、

火
事
に
よ
り
現
在
地
へ
移
転
し
た
。
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84

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

（
2
）「
歴
史
上
の
人
物
」

日
本
武
尊
は
第
一
二
代
景
行
天

皇
の
皇
子
で
第
一
四
代
仲
哀
天
皇

の
父
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

東
征
を
終
え
て
都
へ
の
帰
途
に
、

草
薙
の
剣
を
妃
の
宮
簀
媛
に
預
け

て
伊
吹
山
の
荒
ぶ
る
神
を
退
治
に

行
き
、①
荒
ぶ
る
神
を
討
っ
て
毒

気
に
あ
た
っ
た
日
本
武
尊
は
伊
吹
山
を
降
り
て
不
破
郡
関
ヶ
原
町

玉
の
「
居
醒
の
清
水
」（
別
名
「
玉
倉
部
の
清
水
」）
を
飲
み
、
毒

が
消
え
た
51
。

日
本
武
尊
の
「
居
醒
め
の
清
水
」
の
比
定
地
は
こ
の
他
に
以
下

の
三 

ヶ
所
が
あ
る
251
。②
坂
田
郡
伊
吹
町
大
字
大
清
水
の
泉
神
社

251
。③
米
原
市
醒
ヶ
井
の
居
醒
泉
、
醒
ヶ
井
駅
の
東
北
東
六
五
〇

m
の
位
置
に
あ
る
加
茂
神
社
の
境
内
に
湧
く
湧
水
118
。④
米
原
市

柏
原
（
旧
山
東
町
）
の
玉
ノ
井
（
別
名
「
白
清
水
」）
251
。

平
安
時
代
の
陰
陽
師
・
安
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）
は

揖
斐
川
の
地
に
来
た
よ
う
で
、
揖
斐
川
町
西
横
山
（
旧
藤
橋
村
）

に
架
か
る
「
藤
橋
」
は
、
晴
明
が
川
の
両
岸
に
植
え
た
と
伝
わ
る

榎
に
、
白
口
藤
で
造
っ
た
藤
の
釣
り
橋
が
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
お

り
、⑤
清
明
が
喜
八
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
横
山
）
の
家
に
泊
ま
っ

て
、
家
の
前
の
湧
き
水
（
喜
八
河
戸
）
を
美
味
し
く
飲
ん
だ
。
後

に
こ
の
家
に
は
、
蚊
が
居
な
く
な
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
278
。

東
横
山
か
ら
直
線
で
二
〇
㎞
ほ
ど
南
の
揖
斐
郡
池
田
町
草
深
の

地
に
晴
明
が
来
た
時
、⑥
村
人
が
水
に
困
っ
て
い
た
の
で
、
指
図
し

て
七
つ
の
井
戸
（
晴
明
井
戸
、
深
さ
一
間
）
が
掘
ら
れ
、
そ
の
後
、

水
に
困
ら
な
か
っ
た
206
。
現
在
も
民
家
に
「
清
明
の
井
戸
」
が
残
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

《
1
》
宗
教
者
に
よ
る
湧
水

①
行
基
（
六
六
八
〜
七
四
九
）

が
彫
っ
た
薬
師
如
来
（
角
川
薬

師
。
專
勝
寺
、
飛
騨
市
河
合
町

角
川
）
に
よ
っ
て
、
湧
水
は
霊
泉

と
な
り
栄
え
、
霊
泉
で
治
療
す

る
湯
治
客
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

湯
屋
の
女
中
が
忙
し
い
の
を
嫌

い
、
鷄
を
湯
の
湧
き
出
口
に
押
し
込
む
と
、
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
102
。

②
日
照
り
で
熱
心
に
雨
乞
い
を
し
て
い
た
村
長
の
夢
枕
に
金
毘

羅
様
が
現
れ
、
金
毘
羅
平
に
清
水
を
引
い
て
や
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。

そ
の
言
葉
通
り
に
清
水
が
湧
き
、
祠
を
建
て
、
毎
年
お
祭
り
が
行

わ
れ
た
が
、
現
在
、
祠
は
大
歳
神
社
（
飛
騨
市
古
川
町
杉
崎
）
に

合
祀
さ
れ
た
102
。

③
願
成
寺
（
美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
上
蜂
屋
）
の
寺
裏
に
「
鏡
の

井
戸
」
と
呼
ば
れ
「
仁
済
和
尚
う
ぶ
湯
の
井
戸
」
と
称
す
る
水
が

湧
く
所
が
あ
り
、
ど
ん
な
日
照
り
で
も
水
が
枯
れ
な
い
288
。

④
春
日
井
市
牛
山
町
出
身
で
、
御
嶽
山
の
黒
沢
口
の
開
拓
者
で

あ
る
覚
明
行
者
（
一
七
一
八
〜
八
六
）
は
、
お
世
話
を
し
て
く
れ

る
家
（
上
松
町
上
松
池
島
）
で
飲
ん
だ
水
が
遠
く
か
ら
汲
ん
で
来

た
こ
と
を
知
り
、
地
面
を
杖
で
掘
っ
て
水
を
出
し
た
202
。
な
お
、

覚
明
伝
説
と
し
て
は
、
水
に
関
係
し
な
い
が
、⑤
民
家
に
伝
わ
っ
た

覚
明
の
下
駄
の
削
り
屑
が
歯
痛
に
効
き
220
、⑥
開
田
村
で
は
松
の

木
が
生
え
た
ら
稲
を
植
え
る
よ
う
に
言
い
202
、⑦
大
桑
村
で
は
安

産
祈
願
の
社
が
「
古
宮
の
滝
」
の

側
に
建
て
ら
れ
て
い
る
17
。

犬
山
市
で
は
、⑧
応
永
年
間（
一

三
九
四
〜
一
四
二
七
）、
高
僧
日

峰
は
一
宇
建
立
予
定
の
地
（
現
瑞

泉
寺
。
犬
山
市
犬
山
瑞
泉
寺
）で
、

岩
角
を
杖
で
叩
く
と
、
岩
が
避

け
て
水
が
ほ
と
ば
し
り
、
一
匹
の

青
い
龍
が
天
へ
昇
っ
た
。
寺
の
客

殿
後
ろ
の
宿
龍
池
か
ら
青
い
龍
が
昇
天
す
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
208
。

《
2
》貴
人
に
よ
る
湧
水

①
不
破
郡
関
ヶ
原
町
藤
下
に
は
壬
申
の
乱（
六
七
二
年
）で
敗
れ

た
弘
文
天
皇（
大
友
皇
子
。六
四
八
〜
六
七
二
）が
三
本
の
矢
で
穴

（
矢
尻
の
池
）を
掘
っ
た
と
も
、天
皇
の
兵
士
が
掘
っ
た
と
も
伝
わ
っ

て
い
る
51
。

②
花
山
法
皇（
九
六
八
〜
一
〇
〇
八
）が
谷
汲
山
に
詣
で
た
帰
り

道
、こ
の
地（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
札
）で
念
仏
を
唱
え
る
と

水
が
湧
い
た
。池（
念
仏
池
）に
地
蔵
様
を
祀
り
お
堂
を
た
て
た
260
。

③
中
濃
大
橋
左
岸
側
か
ら
上
流
へ
約
八
〇
〇
m
の
所
に
、藤
原

定
家（
一
一
六
二
〜
一
二
四
一
）が「
散
れ
ば
浮
き 

散
ら
ね
ば
底
に 

影

見
え
て 

な
お
面
白
し 

桜
井
の
池
」と
詠
ん
だ「
桜
井
の
泉
」（
可
児

市
土
田
地
内
）が
あ
る
228
。

④
建
武
年
間（
一
三
三
四
〜
三
八
）、足
利
尊
氏
の
叔
母
の
千
代

野
禅
尼
が
戦
乱
を
避
け
て
揖
斐
川
町
桂
に
庵
を
結
び
、使
っ
て
い
た

清
水
を
千
代
河
戸
と
呼
ん
だ
11
。

な
お
豪
商
で
人
徳
者
と
し
て
、⑤
羽
島
市
出
身
の
永
田
佐
吉（
一

七
〇
一
〜
八
九
）は
、海
津
市
南
濃
町
庭
田
で
大
石
を
動
か
し
て
湧

水
を
出
し
て
い
る
23
。

（
3
）「
宗
祇
水
」

観
光
客
に
人
気
の
あ
る
郡
上

市
八
幡
町
本
町
の
宗
祇
水（
白
雲

水
）は
、郡
上
を
去
る
連
歌
師
飯

尾
宗
祇（
一
四
二
一
〜
五
〇
二
）と

領
主
東
常
縁（
一
四
〇
一
〜
八
四
）

と
の
史
実
に
結
び
つ
い
て
親
し
ま

れ
て
い
る
。

宗
祇
水
の
湧
出
に
つ
い
て
、①

貧
し
い
旅
僧
が
は
る
ば
る
乙
姫
滝 

（
八
幡
町
島
谷
）の
上
流
か
ら
汲

ん
で
来
た
水（
弘
法
清
水
、杖
清

水
）を
く
れ
た
老
婆
に
感
謝
し
、

杖
で
岩
の
間
を
掘
っ
て
清
水（
宗

祇
水
）を
湧
き
出
さ
せ
た
、と
伝

わ
っ
て
い
る
237
。な
お
、②
弘
法
清

水（
杖
清
水
）は
乙
姫
滝
か
ら
約

一
km
弱
ほ
ど
登
っ
た
所
で
、修
行

者（
弘
法
だ
と
い
う
人
も
あ
る
）

が
杖
を
突
き
、湧
き
出
さ
せ
た
清

水
で
あ
る
237
。

③
乙
姫
滝
は
古
今
伝
授
の
祖

と
し
て
知
ら
れ
る
東
常
縁
が
名

付
け
た
と
伝
わ
り
、滝
に
は
膳
椀

貸
し
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
る
237
。

宗
祇
水
の
他
に
、④
山
下
直
美

家（
郡
上
市
大
和
町
大
間
見
）の

裏
山
に
宗
祇
が
湧
き
だ
さ
せ
た

清
水（
宗
祇
清
水
）が
あ
り
、ど
ん
な
日
照
り
で
も
枯
れ
な
い
301
。さ

ら
に
、宗
祇
水
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
清
水
と
し
て
、⑤
日
照
り
の

時
に
、内
ヶ
谷
か
ら
来
た
猿
が
清
水（
猿
ヶ
清
水
。郡
上
市
大
和
町

徳
永
、徳
永
駅
付
近
）を
掘
っ
た
礼
に
娘
を
嫁
に
や
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、猿
に
臼
や
釜
を
背
負
わ
せ
、と
ろ
淵
を
渡
る
時
に
押
し
て
、

猿
が
流
れ
て
沈
ん
だ
場
所
が
釜
淵
で
あ
る
。こ
こ
の
清
水
は
、一
五

日
変
わ
り
に
二
つ
の
方
向
に
出
る
。宗
祇
水
よ
り
こ
こ
が
良
い
と
言

わ
れ
て
い
た
301
。

（
4
）「
そ
の
他
」

地
名
の
基
に
な
っ
た
泉
と
し

て
、①
玉
泉
寺
（
不
破
郡
垂
井
町
）

の
門
前
の
「
垂
井
の
泉
」
は
、
相

川
扇
状
地
の
伏
流
水
が
湧
出
し

て
い
る
泉
で
、
垂
井
の
地
名
の
元

に
な
っ
た
51
。
な
お
、
湧
き
出
し

口
近
く
の
大
欅
は
平
成
二
七
年
の

二
・
三
月
頃
の
夜
、
大
風
も
無

い
の
に
倒
れ
た
。

木
の
精
に
よ
る
湧
出
と
し
て
、

②
山
県
市
葛
原
山
戸
に
あ
っ
た
七
色
桂
（
七
種
の
木
が
寄
生
）
を

切
り
倒
そ
う
と
す
る
と
、
木
か
ら
血
が
噴
き
出
し
、
樵
は
気
を
失
っ

た
。
湧
き
出
し
続
け
た
血
は
い
つ
し
か
色
を
失
い
、
清
水
と
な
っ

た
124
。
ま
た
、③
水
に
困
っ
て
い
た
村
人
達
が
、
神
明
様
（
神
明

神
社
。
瑞
浪
市
大
湫
町
）
に
願
を
か
け
る
と
、
白
蛇
に
導
か
れ
、

杉
の
根
本
か
ら
泉
が
見
つ
か
っ
た
。
大
杉
の
側
に
泉
が
あ
る
110
。

最
後
に
、
嫁
と
姑
の
争
い
で
、④
高
山
市
丹
生
川
町
の
姑
が
嫁

を
田
植
え
で
い
び
り
、
嫁
は
自
害
し
た
。
そ
の
田
か
ら
水
が
湧
い

て
池
（
嫁
殺
し
の
池
）
に
な
り
、
枯
れ
な
い
104
。
な
お
、
長
野
市

信
更
町
三
水
に
も
ほ
と
ん
ど
内
容
が
同
じ
の
「
嫁
殺
し
の
池
」
が

あ
る
。

3
．K
I
S
S
O
の
清
水
伝
説
六
編

「
神
祇
さ
ま
の
霊
水
（
七
号
）」
235
は
、
元
禄
一
四
（
一
七
〇
一
）

年
頃
、
京
の
神
祇
様
と
呼
ば
れ
た
人
物
が
夢
で
住
吉
神
に
啓
示
さ

れ
た
薮
原
の
ク
ズ
沢
の
下
流
に
来
て
、
住
吉
神
の
指
示
通
り
柳
の

枝
を
差
し
、
穴
を
開
け
て
お
経
を
唱
え
ま
し
た
。
す
る
と
、
飲
め

ば
素
晴
ら
し
い
味
わ
い
の
水
が
湧
き
出
し
た
。

「
清
水
の
お
菊
（
四
二
号
）」
241
は
、
青
年
と
良
い
仲
だ
っ
た
お

菊
が
、
他
の
人
に
心
変
わ
り
し
て
し
ま
う
。
青
年
は
、
悪
鬼
と
な

り
お
菊
を
殺
め
、
清
水
（
通
称
「
前
野
の
清
水
」「
井
出
の
清
水
」。

江
南
市
前
野
町
西
）
に
投
げ
込
ん
だ
。

「
し
ゅ
う
ず
と
韋
駄
天
走
り
の
大
男
（
四
五
号
）」
270
は
、
岩
の

間
か
ら
の
湧
水
（
本
巣
市
根
尾
門
脇
）
が
ご
ぜ
ん
様
の
米
を
と
ぐ

た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、
洗
濯
に
使
っ
て
し
ま
い
、
水
が
枯
れ
た

「
覚
明
さ
ま
と
ど
う
が
ん
岩
（
四
九
号
）」
43
は
、
木
曽
郡
木
曽

町
福
島
神
戸
の
御
嶽
遥
拝
所
の
上
方
に
在
る
ど
う
が
ん
岩
か
ら
御

嶽
山
を
拝
し
、
石
の
窪
み
に
溜
ま
っ
た
水
は
眼
病
に
効
く
。
な
お
、

神
戸
は
神
の
戸
（
入
口
）
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

「
百
文
池
（
五
四
号
）」
60
は
、
揖
斐
川
町
坂
内
坂
本
地
内
の
品

又
峠
の
手
前
は
、
険
し
く
な
る
が
辺
り
に
水
場
が
無
い
。
丁
度
休

ん
で
い
た
石
工
に
こ
の
岩
場
に
清
水
を
受
け
る
池
作
り
を
百
文
で

頼
み
、
岩
肌
に
小
さ
な
受
皿
を
彫
っ
た
話
で
あ
る
。
是
非
、
岩
肌

に
残
る
「
百
文
池
」
を
ご
自
分
の
目
で
見
て
く
だ
さ
い
。

「
庭
田
の
阿
伽
井
水
（
七
八
号
）」
267
は
、
行
基
上
人
に
寺
を
建

て
る
よ
う
に
夢
の
お
告
げ
が
あ
り
、
こ
の
円
満
寺
が
建
て
ら
れ
た
。

そ
の
際
に
、
霊
木
の
榧
か
ら
仏
像
を
彫
っ
た
が
、
そ
の
切
り
出
し

作
業
の
時
、
喉
を
渇
し
た
人
夫
の
た
め
に
、
杖
を
つ
き
清
水
を
湧

か
せ
た
（
阿
伽
井
水
）。
円
満
寺
（
海
津
市
南
濃
町
庭
田
）
は
、

火
事
に
よ
り
現
在
地
へ
移
転
し
た
。

1
．雷
と
の
約
束

2
．井
戸
に
落
ち
た
雷

3
．雷
と
な
っ
た
人
々

4
．雷
獣

contents 第
5
章
　
雷
伝
説

1
．雷
と
の
約
束

恐
ろ
し
い
落
雷
を
避
け
る
た
め
に
、各
地
に
雷
と
の
約
束
話
が

残
っ
て
い
る
。

①
阿
木
川
ダ
ム（
恵
那
市
東
野
）に
沈
ん
だ「
雷
石
」は
、村
の
強

力
に
捕
ま
っ
た
雷
が
今
後
暴
れ
な

い
証
拠
に
石
に
付
け
た
手
跡
で
あ

る
90
。②「
く
ら
が
り
八
丁
」（
下

呂
市
小
坂
町
落
合
）辺
り
で
農
作

業
を
し
て
い
た
農
民
に
雷
が
落

ち
、焼
け
死
ん
だ
農
民
の
近
く
の

岩
壁
に
爪
跡「
雷
の
爪
跡
」が
残
っ

て
い
る
218
。

③
揖
斐
郡
久
瀬
村
小
津
の
お

宮
に
落
ち
て
捕
ま
っ
た
雷
は
、今

多
く
の
人
は
落
雷
を
恐
れ
て
、雷
が
鳴
り
だ
す
と
、最
近
ま
で「
ク

ワ
バ
ラ 

ク
ワ
バ
ラ
」と
唱
え
て
い
た
。こ
の
呪
文
の
出
所
と
し
て
、菅

原
道
真
は
憤
死
し
て
雷
神
と
な
っ
た
が
、道
真
の
領
地
・
桑
原（
京
都

市
内
説
や
福
岡
県
説
が
あ
り
）に
は
落
雷
が
無
か
っ
た
の
で
、雷
に

「
こ
こ
は
ク
ワ
バ
ラ
だ
」と
教
え
る
説
。ま
た
は
、兵
庫
県
三
田
市
桑

原
の
欣
勝
寺
や
和
泉
市
桑
原
の
西
福
寺
の
井
戸
に
落
ち
た
雷
は
、

今
後
桑
原
に
落
ち
な
い
と
約
束
し
て
助
け
ら
れ
、そ
れ
以
降
、約
束

の
地
・
ク
ワ
バ
ラ
を
唱
え
る
説
な
ど
が
あ
る
。

後
小
津
に
落
ち
な
い
と
約
束

し
て
か
ら
放
た
れ
238
、④
大
垣

市
河
間
町
の
大
石
神
社
境
内

の
松
の
木
に
落
ち
た
雷
は
神
社

の
神
様
に
箒
で
叩
き
付
け
ら

れ
、そ
れ
以
来
、雷
は
二
度
と

河
間
村
に
落
ち
な
く
な
っ
た
。

大
垣
の
殿
様
も
こ
の
松
の
木
の

皮
を
雷
除
の
お
守
り
に
し
た

が
、明
治
二
一（
一
八
八
八
）年

に
娘
が
落
雷
で
亡
く
な
っ
て
か

ら
、御
利
益
が
無
く
な
っ
た
16
。⑤
若
い
男（
神
）は
、落
ち
て
き
た

暴
れ
雷
を
大
き
な
御
釜
に
閉
じ
込
め
て
、こ
の
地
へ
落
ち
な
い
事
を

約
束
さ
せ
て
山
へ
帰
っ
た
。村
人
は
雷
を
哀
れ
に
思
い
お
釜
か
ら
出

す
と
、「
ど
う
か
か
ま
わ
な
い
で
下
さ
い
」と
帰
っ
た
。そ
の
釜
の
あ
っ

た
辺
り
が
加
茂
神
社（
瑞
穂
市
横
屋
字
村
中
）で
あ
る
70
。

⑥
木
曽
川
の
洪
水
の
時
に
金
の
竜（
雨
神
様
）が
見
つ
か
っ
た
。雨

神
様
を
祀
る
と
村
に
雷
が
落
ち
な
い
と
伝
わ
り
、伊
木
山
の
裾
の
お

社（
各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
。公
民
館
横
）で
祀
ら
れ
、い
つ
し
か

「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」と
呼
ば
れ
た
。雨
神
様
は
数
年
後
の
洪
水
で「
羽

島
に
行
く
が
、村
を
守
る
」と
言
わ
れ
た
。あ
る
年「
お
は
ち
ろ
さ
ま
」

の
祭
り
を
し
な
か
っ
た
ら
、怒
り
を
か
い
雷
が
落
ち
た
。そ
れ
以
来
、

ち
ゃ
ん
と
お
祭
り
を
行
っ
た
25
。

雷
が
落
ち
な
い
呪
い
と
し
て
、

⑦
郡
上
市
美
並
町
上
田
の
洞
泉

寺
に
は
、円
空
が
ヒ
ル
封
じ
と
雷

封
じ
を
し
た
竹
の
皮
の
包
み（
木

版
刷
り
に
使
う
バ
レ
ン
の
よ
う
な

も
の
）が
残
っ
て
お
り
287
、⑧
雷
公

神
社（
不
破
郡
垂
井
町
大
滝
）の

守
り
札
を
祀
る
と
雷
が
落
ち
な
い

と
言
わ
れ
た
261
。

大石神社

小伊木町の八大龍王竹の皮で包んだ円空によるヒルと雷封じ
（美並ふるさと館）

2
．井
戸
に
落
ち
た
雷

①
各
務
原
市
蘇
原
古
市
場
町
の
加
佐
美
神
社
の
井
戸
に
落
ち

25
、②
海
津
市
平
田
町
蛇
池
の
宝
延
寺
の
尼
さ
ん
は
雷
が
落
ち
た

井
戸
に
蓋
を
し
118
、ま
た
、③
可
児
郡
御
嵩
町
中
切
の
お
宮
の
井
戸

に
落
ち
た
雷
は
煮
て
食
べ
ら
れ
た
35
。

④「
井
戸
に
落
ち
た
雷
さ
ま（
八
六
号
）」55
で
は
、桑
名
市
赤
須

賀
の
赤
須
賀
神
明
社
の
井
戸
に
落
ち
た
雷
は
助
け
て
も
ら
っ
た
お

礼
に
井
戸
に
太
鼓
を
残
し
て
井
戸
が
枯
れ
な
い
よ
う
に
し
、ま
た
、

⑤「
へ
そ
の
佃
煮
」の
製
法
を
地
元
民
に
教
え
、地
元
で「
し
ぐ
れ

蛤
」が
盛
ん
に
な
っ
た
116
、と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。な
お
、ヘ
ソ
の
好
き

雷が落ちた赤須賀神明社の井戸 加佐美神社の井戸

伊富岐神社前の弁天池 宝延寺
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
5
章
　
雷
伝
説

の
源
左
衛
門
は
死
ん
だ
ら
雷
と

な
っ
て
お
産
を
助
け
る
と
言
い
、

葬
式
の
時
に
雷
鳴
が
起
こ
り
、小

社「
源
左
衛
門
の
宮
」が
建
て
ら

れ
て
お
り
210
、今
も
妊
婦
は
お
米

と
水
を
供
え
た
後
、そ
の
米
と
水

で
ご
飯
を
炊
い
て
健
康
な
子
の
誕

生
を
願
っ
て
い
る
。

雨
を
呼
ぶ
吉
兆
と
し
て
雷
に

な
っ
た
人
も
い
る
。

③
揖
斐
郡
大
野
町
寺
内
の
道

路（
中
之
元
古
川
線
）脇
の
墓
地
に
は
、「
死
ん
だ
ら
雷
に
な
る
」と

言
っ
て
い
た
中
村
長
蔵
の「
雷
王
」の
碑
が
あ
る
。日
照
り
の
夏
、村

7人を祀った月桂院の「雷公の墓」

な
雷
へ
、⑥
不
破
郡
垂
井
町
の
伊
富
岐
神
社
前
の
弁
天
池
に
祀
ら

れ
て
い
る
弁
天
様
は
、雷
の
一
番
歳
下
の
子
が
食
べ
た
が
る「
子
供

の
ヘ
ソ
」の
代
わ
り
に
伊
吹
村
の
カ
エ
ル
の
ヘ
ソ
を
す
べ
て
雷
に
与

え
、伊
吹
村
に
雷
が
落
ち
な
い
よ
う
に
し
た
77
。

3
．雷
と
な
っ
た
人
々

①
父
の
仇（
箕
形
但
馬
守
）に
返
り
討
ち
に
な
っ
た
武
士（
今
峰

源
八
）と
家
来
六
人
を
哀
れ
と
想
い
、揖
斐
郡
揖
斐
川
町
清
水
に

あ
っ
た
雲
宝
寺
の
住
職
が
墓
を
建
て
て
弔
っ
た
。一
方
、仇
ら
は
、根

尾
へ
行
く
途
中
、雷
に
打
た
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。そ
れ
以
来
、源

八
ら
の
墓
は「
雷
公
の
墓
」と
呼
ば
れ
、現
在
こ
の
墓
は
揖
斐
川
町

長
良
の
月
桂
院
西
に
移
さ
れ
て
い
る
11
。②
揖
斐
郡
池
田
町
小
牛

人
は
雨
乞
い
の
試
し
に
長
蔵
の
墓
を
参
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以

来
、長
蔵
は「
雷
の
主
」と
し
て
崇
め
ら
れ
、村
人
が「
雷
王
」の
碑
を

建
て
た
118
。さ
ら
に
、④
寺
内
か
ら
西
南
西
に
約
四
㎞
離
れ
た
大
野

町
牛
洞
の
長
念
寺
の
裏
山
の
竹
林
の
中
に
、七
〇
㎝
程
の
自
然
石

で
無
銘
の「
雷
の
墓
」が
建
っ
て
い
る
。牛
洞
は
落
雷
に
よ
る
被
害
が

多
発
し
て
い
た
。老
人
が「
死
ん
だ
ら
雷
に
な
る
」と
遺
言
し
て
亡

く
な
っ
て
以
来
、落
雷
が
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
、お
礼
に
雷
の
墓
を

建
て
た
217
。

羽
島
市
桑
原
町
八
神
の
八
神
城
主
・
毛
利
氏
の
菩
提
寺
・
金
宝

寺
に
は
雷
に
な
っ
た
殿
様
の
墓
が
あ
る
。⑤
文
化
十
二（
一
八
一
五
）

年
、毛
利
義
由
の
二
男
は
尾
張
藩
と
の
交
渉
の
責
任
を
取
っ
て
自

刃
の
際
、こ
の
地
域
が
水
に
苦
労
し
て
い
る
こ
と
を
憂
い
、「
死
ん
だ

あ
と
は
雷
に
な
る
か
ら
、水
の
欲
し
い
時
に
は
自
分
の
墓
を
動
か

八神城主の林立する墓群の中央の墓
（夢相院真躰淨容居士）

「雷王」の碑

長命寺裏の雷の墓 源左衛門の宮

せ
」と
遺
言
し
た
。以
来
、雨
乞
い
の
際
に
は
こ
の「
雨
乞
い
の
墓
」を

傾
け
て
雨
を
願
っ
た
121
。

な
お
、山
県
郡
の
孝
行
息
子
に
代
わ
っ
て
仇
を
取
っ
た
雷
と
し

て
、⑥
父
の
為
に
米
俵
を
盗
ん
だ
孝
行
息
子
が
そ
の
罪
で
首
を
刎

ね
ら
れ
る
時
、「
父
と
ぼ
た
も
ち
を
食
た
べ
る
」最
後
の
願
い
を
果

た
し
て
死
ん
だ
。そ
の
後
、死
を
命
じ
た
者
は
雷
に
打
た
れ
て
死

に
、孝
行
息
子
の
祟
り
を
鎮
め
る
地
蔵
を
建
て
、ぼ
た
も
ち
を
供
え

る
よ
う
に
な
っ
た
118
。

最
後
に
雷
と
仲
良
く
な
っ
た
人
々
の
話
と
し
て
、⑦
知
ら
ず
に

雷
の
家
に
泊
ま
っ
た
三
人
は
雷
の
手
助
け
に
、稲
妻
を
発
し
、太
鼓

を
叩
き
、水
を
撒
き
、雷
に
よ
る
火
事
は
不
浄
な
も
の
を
掛
け
る
と

消
え
る
の
で
、小
便
を
掛
け
た
45
。

●
●
■
■

雷との約束1.
井戸に落ちた雷2.
雷となった人々3.
雷獣 4.

分　類 記号 　雷伝説は、恵那市と下呂市小坂町に伝わる
話以外、ほぼ全て三川中流域から下流域に分
布している。
　

雷伝説の伝承場所図
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

column
﹇
大
日
如
来
像
と
野
村
増
右
衛
門
﹈

　
五
反
田
地
区
で
護
持

す
る
寺
号
を
持
た
な
い

大
日
堂
は
、各
家
の
法
事

を
真
宗
で
執
り
行
っ
て

お
り
、こ
の
大
日
如
来
像

は
桑
名
藩
の
公
金
横
領

で
断
罪
さ
れ
た
野
村
増

右
衛
門
の
持
仏
で
あ
る

と
伝
わ
っ
て
い
る
。

　
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）

年
、増
右
衛
門
は
公
金

横
領
の
罪
で
、童
子
一
三

人
と
八
〇
歳
前
後
の
増
右
衛
門
の
老
母
を
含
む
親
族
四
四

人
の
死
罪
と
関
係
者
三
七
〇
人（
一
説
に
五
七
〇
人
）の
追

放
・
罷
免
が
行
わ
れ
、藩
主
松
平
定
重
は
こ
の
事
件
で
越

後
高
田（
現
新
潟
県
上
越
市
）へ
国
替
え
と
な
っ
た
。な
お
、

一一
〇
年
程
経
た
文
政
六（
一
八
二
三
）年
、定
重
の
子
孫
定

永
が
再
び
桑
名
に
国
替
え
と
な
り
、ま
た
増
右
衛
門
ら
の

罪
も
許
さ
れ
た（『
桑
名
市
史
本
編
』近
藤
杢
、平
岡
潤
　

桑
名
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
六
二
年
よ
り
）。

と
こ
ろ
で
、こ
の「
雷
の
手
」に
同
封
さ
れ
た
享
保
二
〇（
一
七
三

五
）年
に
書
か
れ
た「
雷
手
記
」は
、「
五
・
六
〇
年
前
に
暴
風
雨
の

後
に
松
の
枝
に
架
か
っ
て
い
た
手
が「
雷
手
宮
」に
祀
ら
れ
た
が
、今

回
、あ
る
家
の
使
用
人
が
に
わ
か
雨
の
後
に
田
の
畔
で
拾
っ
た
手
の

表
裏
に
も
毛
が
生
え
て
お
り
、前
回
の
手
と
同
じ
も
の
で
あ
る
」

と
、述
べ
て
い
る
。な
お
、②
可
児
市
広
見
の
中
川
寺（
臨
済
宗
妙
心

寺
派
）に
も
、臨
済
宗
の
高
僧
愚
堂
国
師
が
雨
乞
い
の
祈
祷
を
行
っ

て
い
る
最
中
、誤
っ
て
ち
ぎ
っ
て
し
ま
っ
た「
雷
獣
の
手
」が
保
管
さ

れ
て
い
る
35
。ま
た
、③
雷
除
け
の
お
札
を
授
け
て
い
た
賀
茂
神
社

（
一
宮
市
木
曽
川
町
玉
ノ
井
）に
落
雷
が
起
き
た
の
で
、神
前
に
苦

情
を
言
う
と「
取
り
締
ま
ろ
う
」と
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。や
が
て

雷
公
の
子
ど
も
が
ひ
れ
伏
し
て
い
た
の
で
、腕
を
斬
り
そ
の
時
の
長

い
爪
が
残
っ
て
お
り
、以
来
落
雷
は
無
い
233
。

最
後
に
大
日
如
来
像
と
雷
と
の
話
を
記
し
て
お
こ
う
。京
田
辺

市
大
住
岡
村
の
法
華
寺
の
大
日
如
来
を
始
め
、④
岩
倉
市
東
町

東
市
場
屋
敷
の
宝
泉
寺
の
伝
教
大
師
作
と
伝
わ
る
大
日
如
来
像

も
村
人
の
間
で
、雷
よ
け
に
霊
験
灼
た
か
と
尊
敬
さ
れ
て
い
る
211
。

ま
た
、⑤
桑
名
市
五
反
田
の
大
日
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
高
さ
六

〇
㎝
余
り
の
大
日
如
来
像
は「
雷
よ
け
の
仏
」と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
55
。

の
源
左
衛
門
は
死
ん
だ
ら
雷
と

な
っ
て
お
産
を
助
け
る
と
言
い
、

葬
式
の
時
に
雷
鳴
が
起
こ
り
、小

社「
源
左
衛
門
の
宮
」が
建
て
ら

れ
て
お
り
210
、今
も
妊
婦
は
お
米

と
水
を
供
え
た
後
、そ
の
米
と
水

で
ご
飯
を
炊
い
て
健
康
な
子
の
誕

生
を
願
っ
て
い
る
。

雨
を
呼
ぶ
吉
兆
と
し
て
雷
に

な
っ
た
人
も
い
る
。

③
揖
斐
郡
大
野
町
寺
内
の
道

路（
中
之
元
古
川
線
）脇
の
墓
地
に
は
、「
死
ん
だ
ら
雷
に
な
る
」と

言
っ
て
い
た
中
村
長
蔵
の「
雷
王
」の
碑
が
あ
る
。日
照
り
の
夏
、村

3
．雷
と
な
っ
た
人
々

①
父
の
仇（
箕
形
但
馬
守
）に
返
り
討
ち
に
な
っ
た
武
士（
今
峰

源
八
）と
家
来
六
人
を
哀
れ
と
想
い
、揖
斐
郡
揖
斐
川
町
清
水
に

あ
っ
た
雲
宝
寺
の
住
職
が
墓
を
建
て
て
弔
っ
た
。一
方
、仇
ら
は
、根

尾
へ
行
く
途
中
、雷
に
打
た
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。そ
れ
以
来
、源

八
ら
の
墓
は「
雷
公
の
墓
」と
呼
ば
れ
、現
在
こ
の
墓
は
揖
斐
川
町

長
良
の
月
桂
院
西
に
移
さ
れ
て
い
る
11
。②
揖
斐
郡
池
田
町
小
牛

人
は
雨
乞
い
の
試
し
に
長
蔵
の
墓
を
参
っ
た
ら
雨
が
降
っ
た
。以

来
、長
蔵
は「
雷
の
主
」と
し
て
崇
め
ら
れ
、村
人
が「
雷
王
」の
碑
を

建
て
た
118
。さ
ら
に
、④
寺
内
か
ら
西
南
西
に
約
四
㎞
離
れ
た
大
野

町
牛
洞
の
長
念
寺
の
裏
山
の
竹
林
の
中
に
、七
〇
㎝
程
の
自
然
石

で
無
銘
の「
雷
の
墓
」が
建
っ
て
い
る
。牛
洞
は
落
雷
に
よ
る
被
害
が

多
発
し
て
い
た
。老
人
が「
死
ん
だ
ら
雷
に
な
る
」と
遺
言
し
て
亡

く
な
っ
て
以
来
、落
雷
が
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
、お
礼
に
雷
の
墓
を

建
て
た
217
。

羽
島
市
桑
原
町
八
神
の
八
神
城
主
・
毛
利
氏
の
菩
提
寺
・
金
宝

寺
に
は
雷
に
な
っ
た
殿
様
の
墓
が
あ
る
。⑤
文
化
十
二（
一
八
一
五
）

年
、毛
利
義
由
の
二
男
は
尾
張
藩
と
の
交
渉
の
責
任
を
取
っ
て
自

刃
の
際
、こ
の
地
域
が
水
に
苦
労
し
て
い
る
こ
と
を
憂
い
、「
死
ん
だ

あ
と
は
雷
に
な
る
か
ら
、水
の
欲
し
い
時
に
は
自
分
の
墓
を
動
か

せ
」と
遺
言
し
た
。以
来
、雨
乞
い
の
際
に
は
こ
の「
雨
乞
い
の
墓
」を

傾
け
て
雨
を
願
っ
た
121
。

な
お
、山
県
郡
の
孝
行
息
子
に
代
わ
っ
て
仇
を
取
っ
た
雷
と
し

て
、⑥
父
の
為
に
米
俵
を
盗
ん
だ
孝
行
息
子
が
そ
の
罪
で
首
を
刎

ね
ら
れ
る
時
、「
父
と
ぼ
た
も
ち
を
食
た
べ
る
」最
後
の
願
い
を
果

た
し
て
死
ん
だ
。そ
の
後
、死
を
命
じ
た
者
は
雷
に
打
た
れ
て
死

に
、孝
行
息
子
の
祟
り
を
鎮
め
る
地
蔵
を
建
て
、ぼ
た
も
ち
を
供
え

る
よ
う
に
な
っ
た
118
。

最
後
に
雷
と
仲
良
く
な
っ
た
人
々
の
話
と
し
て
、⑦
知
ら
ず
に

雷
の
家
に
泊
ま
っ
た
三
人
は
雷
の
手
助
け
に
、稲
妻
を
発
し
、太
鼓

を
叩
き
、水
を
撒
き
、雷
に
よ
る
火
事
は
不
浄
な
も
の
を
掛
け
る
と

消
え
る
の
で
、小
便
を
掛
け
た
45
。

4
．雷
獣

雷
鳴
と
共
に
大
暴
れ
し
、落
雷
と
共
に
空
か
ら
落
ち
て
き
た
雷

獣
の
ミ
イ
ラ
が
新
潟
県
長
岡
市
の
西
生
寺
や
静
岡
県
の
旧
家
に
保

存
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
雷
獣
は
飛
膜
を
広
げ
て
滑
空
す
る
モ
モ
ン

ガ
に
類
し
た
も
の
か
ら
、両
足
四
本
に
大
き
な
鋏
を
持
つ
蟹
や
蜘

蛛
に
似
た
生
き
物
、さ
ら
に
顔
が
虎
で
鋭
い
牙
を
も
っ
た
タ
ツ
ノ
オ

ト
シ
ゴ
状
の「
雷
龍
」ま
で
様
々
な
姿
を
し
て
い
る
93
。

「
雷
の
手
」も
伝
わ
っ
て
い
る
。①
各
務
原
市
那
加
新
加
納
町
の

少
林
寺（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

に
は
、寛
文
十
一（
一
六
七
一
）

年
の
雨
上
が
り
に
、住
職
が

倒
れ
た
石
灯
籠
の
下
に
挟

ま
っ
た「
雷
神
の
手
」を
見
つ

け
た
。住
職
は
こ
の
毛
む
く

じ
ゃ
ら
な
手
を
毎
日
誦
経
し

て
い
た
ら
、ち
ょ
う
ど
一
年
目

に
、誦
経
の
お
礼
に
雷
が
現

れ
、そ
れ
以
来
、こ
の「
雷
神
の

手
」を
拝
ん
だ
人
は
雷
か
ら

の
禍
に
合
わ
な
く
な
っ
た
25
。

静岡県の旧家の雷獣のミイラ（『日本幻獣図説』より）

少林寺の「雷の手」と「雷手記」の一部

大日堂
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川
と
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が
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蛛
に
化
け
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引
き
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む
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ス
ッ
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に
よ
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引
き
込
み
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1
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処

7‒

2
　
悪
戯
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3
　
生
き
肝

7‒

4
　
雨
乞
い

8
．お
わ
り
に

contents

漁
し
て
い
た
が
、河
童
に
与
え
る
胡
瓜
の
替
わ
り
に
石
を
投
げ
い
れ
、

河
童
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

河
童
と
胡
瓜
の
関
係
を
、中
村
32
は
、享
保
元（
一
七
一
六
）年
刊

の
書
籍
に
河
童
が「
瓜
・
茄
を
盗
る
」記
述
が
最
初
に
見
ら
れ
る
が

「
胡
瓜
」は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、一
七
七
〇
年
代
に
な
っ
て「
胡
瓜

や
甜
瓜
を
盗
み
」と
初
め
て「
胡
瓜
」が
記
さ
れ
て
い
る
、と
述
べ
て
い

る
。さ
ら
に
、河
童
が
胡
瓜
を
好
き
だ
と
明
記
し
た
の
は
享
和
三（
一

八
〇
三
）年
刊
辺
り
の
書
籍
が
古
い
ほ
う
で
あ
ろ
う
、と
結
論
し
て

い
る
。つ
ま
り
、十
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
河
童
は
胡
瓜
が
好
物
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

4
．河
童
伝
説
の
分
布

選
定
し
た
河
童
伝
説
を
、お
礼
、引
き
込
み
、そ
の
他
に
ジ
ャ
ン
ル

分
け
を
行
っ
た
。

2
．河
童
の
由
来
と
姿

河
童
の
由
来
説
は
、渡
来
説
と
人
形
化
生
説
の
二
種
類
が
あ
る

30
。熊

本
県
八
代
市
の
球
磨
川
河
口
の「
河
童
渡
来
の
碑
」に
よ
る
と
、

仁
徳
天
皇
時
代（
三
一
三
〜
三
九
九
）に
中
国
か
ら
九
千
匹
の
河
童

が
揚
子
江（
長
江
）を
下
り
、黄
海
を
経
て
八
代
に
上
陸
し
た
と
あ

る
。人

形
化
生
説
で
よ
く
知
ら
れ
た
藁
人
形
説
は
熊
本
の
天
草
島
伝

承
で
、左
甚
五
郎
が
命
を
吹
き
込
ん
だ
藁
人
形
の
手
伝
い
で
工
事
が

よ
う
や
く
竣
工
し
た
。壊
さ
れ
て
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
藁
は
、「
こ

れ
か
ら
は
何
を
食
え
ば
よ
い
か
」と
甚
五
郎
に
尋
ね
る
と
、「
人
の
尻

で
も
喰
ら
え
」と
答
え
た
。そ
こ
で
、藁
人
形
は
河
童
に
化
け
て
肛
門

に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
尻
子
玉
を
狙
う
と
い
う
。青
森
県
八
戸
市
で

は
甚
五
郎
が
寸
法
を
間
違
え
て
、貫（
柱
と
柱
と
を
横
に
貫
い
て
連

ね
る
材
）を
通
し
た
ま
ま
川
に
捨
て
、こ
の
木
屑
が
河
童
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、河
童
の
腕
は
引
っ
張
ら
れ
た
腕
が
伸
び
、片
方
の
腕
が

縮
む
の
で
あ
る
。

河
童
の
原
型
で
あ
る
水
霊
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
想
像
上
の
動
物

と
地
方
で
の
呼
び
名
を
、大
野
31
の
分
類
か
ら
見
て
お
こ
う
。

（
1
）虬（
蛟
竜
）:
古
代
は「
み
つ
ち
」で
、水
霊
・
水
神
の
意
。水

中
に
棲
み
、蛇
に
似
た
形
を
し
、，角
・
四
肢
を
も
ち
、毒
気
を
吐
い
て

人
を
害
す
る
と
い
う
想
像
上
の
動
物
。青
森
の
メ
ド
チ
・
メ
ド
ツ
、岩

手
の
メ
ッ
ト
ウ
チ
、能
登
・
加
賀
の
ミ
ズ
シ
。

（
2
）水
神
:
佐
渡
の
シ
イ
ジ
ン
、長
野
の
セ
イ
ジ
ン
、新
潟
の
ス
ジ

ン
コ
、鹿
児
島
の
ス
ジ
ン
ド
ン
・
ミ
ズ
シ
ン
・
ミ
ッ
ツ
ド
ン
。

（
3
）水
虎
:
中
国
の
水
虎
は
、三
・
四
歳
の
児
童
の
よ
う
で
脛
が

長
く
、総
身
鱗
甲
に
覆
わ
れ
、普
段
は
水
中
に
潜
り
、虎
の
頭
部
に

似
た
膝
頭
だ
け
を
水
上
に
浮
か
べ
て
い
る
。水
虎
が
日
本
で
は
河
童

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。津
軽
の
シ
ッ
コ
サ
マ・
オ
シ
ッ
コ
サ
マ
。

（
4
）川
の
童
か
ら
:
関
東
・
甲
信
・
東
海
地
方
な
ど
の
カ
ワ
ッ
パ
、

九
州
・
種
子
島
・
屋
久
島
の
ガ
ラ
ッ
パ
、長
野
・
岐
阜
・
愛
知
の
カ
ワ
ラ

ン
ベ
等
多
く
あ
る
。

（
5
）他
に
、（
4
）以
外
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
主
な
名
前
だ
け

を
列
挙
す
る
と
、「
川
の
子
」か
ら
生
じ
た
島
根
・
兵
庫
・
鳥
取
・
大
分

の
カ
ワ
コ
等
、「
川
の
小
坊
主
・
小
僧
・
小
法
師
」か
ら
生
じ
た
静
岡
・

長
野
・
三
重
野
の
カ
ワ（
ラ
）コ
ゾ
ウ
、三
重
の
カ
ワ
コ
ボ
シ
ヤ
・
カ
ン

コ
ロ
ボ
シ
等
、さ
ら
に「
川
の
太
郎
」か
ら
生
じ
た
和
歌
山
・
近
江
・
九

州
の
カ
ワ
タ
ロ
ウ
、岐
阜
の
カ
ワ
ヤ
ロ
ウ
等
が
あ
る
。

ま
た
、実
在
動
物
で
分
類
す
る
と
、（
1
）「
亀
・
ス
ッ
ポ
ン
」か
ら
、

岐
阜
の
ド
チ
・
ド
チ
ガ
メ
・
ド
チ
ロ
ベ
、（
2
）「
川
獺
」か
ら
、佐
渡
・
愛

媛
の
カ
ワ
エ
ソ
、島
根
・
広
島
の
カ
ワ
ソ
、（
3
）猿
か
ら
、静
岡
の
カ
ワ

ザ
ル
、広
島
の
フ
チ
ザ
ル
、（
4
）鳥
か
ら
、日
向
の
ヒ
ョ
ー
ス
ベ
等
で

あ
る
。

つ
ま
り
、水

霊
の
イ
メ
ー
ジ

は
、蛇
・
亀
・
川

獺
・
人
（
少

童
）・
猿
・
鳥
と

ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、一
定
の

形
を
な
さ
な
か
っ
た
。

石
川
74
は
、水
霊
の
形
状
は

徐
々
に
幼
児
の
形
に
収
斂
し

て
、小
童
の
形
を
し
た
も
の
の
呼

び
名
カ
ワ
ッ
パ
・
カ
ワ
ラ
ン
ベ
等

か
ら
、河
童
に
転
じ
た
と
考
え
、

さ
ら
に
、河
童
が
だ
ん
だ
ん
通

用
語
に
な
る
に
つ
れ
、そ
の
形
状

も
統
一
化
さ
れ
、上
述
し
た「
水

虎
」の
形
状
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
、と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、石
上
117
は
水
霊
が
河
童
に
収
斂
し
た
原
因
と
し
て
、安

定
し
た
江
戸
時
代
の
楽
し
み
と
し
て
、文
人
・
画
家
に
よ
る「
怪
談

会
」の
催
し
や
絵
巻
作
成
の
隆
盛
が
一
役
買
っ
た
と
考
え
て
い
る
。さ

ら
に
現
在
、河
童
の
イ
メ
ー
ジ
は
清
水
昆
や
小
島
功
ら
の
漫
画
に

よ
っ
て
可
愛
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

3
．河
童
と
胡
瓜

河
童
は
祇
園
の
お
使
い
で
あ
り
、河
童
の
好
物
は
胡
瓜
だ
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。ま
ず
は
、京
の
祇
園
社（
八
坂
神
社
）と
胡
瓜

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

祇
園
の
社
紋
は
胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ

は
間
違
い
で
あ
る
。織
田
信
長
が
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、

京
都
･
感
神
院（
現
八
坂
神
社
）に
寄
進
し
た
御
輿
の
紋
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る
祗
園
の
神
紋
は「
木
瓜
紋
」で
あ
り
、胡
瓜
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、こ
の「
木
瓜
」は「
き
う

り
」と
も
読
め
る
か
ら
、「
木

瓜
」が「
胡
瓜
」に
変
じ
た
の
で

あ
る
30
。

博
多
人
は
、祗
園
の
神
紋

が
、胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
畏

れ
多
い
と
、祭
り
期
間
中
、胡

瓜
を
口
に
せ
ず
、サ
ラ
ダ
に

入
っ
て
い
て
も
つ
ま
み
出
す
、と
言
わ
れ
て
い
る
。似
た
話
は
海
津
市
平

田
町
土
倉
に
も
あ
る
。揖
斐
川
堤
防
沿
い
に
あ
る
氏
神
須
賀
神
社
の

定
紋
が
胡
瓜
の
切
り
口
に
酷
似
し
て
い
る
た
め
、土
倉
の
人
々
は
胡

瓜
を
絶
対
口
に
し
な
か
っ
た

107
の
で
あ
る
。同
様
に
、大
垣

市
静
里
町（
徳
光
）の
白
髭

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
牛
頭

天
王
の
模
様
も
胡
瓜
の
切
り

口
に
似
て
い
る
の
で
、昭
和

三
〇（
一
九
五
五
）年
頃
ま
で

栽
培
も
食
べ
も
し
な
か
っ
た

16
。な
お
、「
よ
す
け
と
カ
ッ

パ（
八
一
号
）」110（
瑞
浪
市
釜

戸
町
の
土
岐
川
）で
は
、胡
瓜

を
川
に
投
げ
入
れ
て
魚
を
大

5
．河
童
か
ら
の
お
礼

5‒

1
　
伝
授
さ
れ
た
治
療
法

「
わ
る
さ
」
に
失
敗
し
た
河
童
は
、
た
い
て
い
片
腕
を
切
り
取
ら

れ
た
。
そ
こ
で
河
童
は
、
片
腕
を
返
し
て
も
ら
う
礼
に
、
切
ら
れ

た
腕
を
元
通
り
に
つ
な
ぐ
秘
術
・
秘
法
を
、
さ
ら
に
、
骨
接
ぎ
以

外
に
金
創
（
刀
・
槍
・
鎌
な
ど
で
の
怪
我
）
の
薬
、
軟
膏
な
ど
の

医
薬
の
製
法
を
伝
授
し
て
い
る
。

実
在
の
人
物
が
河
童
に
骨
接
ぎ
の
秘
法
を
習
っ
た
と
伝
わ
る
話

も
あ
る
。

織
豊
時
代
の
鷹
取
秀
次
を
実
質
上
の
始
祖
と
す
る
鷹
取
家
は
金

創
治
療
の
名
門
で
あ
る
。
延
宝
八
（
一
六
六
〇
）
年
項
の
書
物
は
、

「
筑
前
医
師
鷹
取
養
巴
（
一
七
世
紀
後
半
の
人
物
）
が
切
断
さ
れ

た
腕
を
継
ぎ
、
元
の
よ
う
に
治
し
た
」
と
書
い
て
お
り
32
、
こ
の

内
容
が
「
厠
で
奥
方
の
尻
を
撫
で
て
腕
を
切
ら
れ
た
河
童
が
、
腕

を
返
し
て
も
ら
っ
た
礼
に
、
鷹
取
運
松
庵
（
養
巴
は
世
襲
名
）
に

骨
接
ぎ
の
法
を
伝
授
し
た
」
と
セ
ク
ハ
ラ
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
厠
で
女
性
の
尻
を
撫
で
て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、
塩
入
63
に
よ

る
と
、
新
潟
県
か
ら
九
州
福
岡
県
に
至
る
日
本
海
側
に
偏
っ
て
お

よ
そ
一
五
話
あ
り
、
特
に
新
潟
県
に
四
話
、
長
野
県
に
五
話
が
集

中
し
て
い
る
。

天
竜
川
で
の
河
童
の
妙
薬
は
、

川
奉
行
三
代
目
の
中
村
道
民
（
新

六
）
に
伝
え
ら
れ
た
痛
風
の
薬
（
商

品
名
「
加
減
湯
」）で
あ
る
。
近
年
、

昭
和
初
期
ま
で
製
造
・
販
売
さ
れ

て
い
た
「
加
減
湯
」
の
実
物
が
中

村
家
で
見
つ
か
っ
た
。
薬
は
薬
草

成
分
を
浸
み
込
ま
せ
た
キ
ハ
ダ
の

枝
を
切
り
刻
み
、
日
本
酒
で
煎
じ

て
痛
風
の
患
部
に
塗
っ
た
り
飲
ん

だ
り
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
薬
の
製
法
は
門
外
不
出
で
あ
る
80
。

河
童
の
妙
薬
ア
イ
ス
（
阿
伊
寿
）
は
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
潟
県
内
の
妙
薬
ア
イ
ス
33
は
、
無
名
異
（
酸
化
鉄
を

含
有
す
る
赤
土
）・
黄
檗
（
キ
ハ
ダ
の
樹
皮
）・
揚
梅
皮
（
ヤ
マ
モ

モ
の
樹
皮
）
等
で
、こ
れ
を
酢
と
水
を
調
合
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

猫
山
宮
尾
病
院
（
新
潟
市
中
央
区
）
で
は
、
近
年
ま
で
河
童
か

ら
伝
授
さ
れ
た
「
打
ち
身
・
く
じ
き
」
の
良
薬
「
猫
山
あ
い
す
」

の
湿
布
薬
が
処
方
さ
れ
て
お
り
、
深
緑
色
の
粉
末
を
水
や
酢
で
溶

い
て
耳
た
ぶ
ぐ
ら
い
の
硬
さ
に
な
る
ま
で
練
っ
た
後
、
和
紙
に
の
ば

し
て
患
部
に
張
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
打
撲
傷
の
場
合
は
、「
黄
桜

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
よ
る
と
、
は
こ
べ
（
朝
し
ら
げ
）、
草
庭
常
（
草

接
骨
木
）
等
で
造
る
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
1
）「
成
分
が
あ
る
程
度
分
か
る
薬
」

①
悪
さ
を
し
て
取
ら
れ
た
腕
を
返
し
て
も
ら
っ
た
揖
斐
郡
徳
山

村
本
郷
の
河
童
は
、
十
六
サ
サ
ギ
（
サ
サ
ゲ
と
も
言
う
）・
ネ
ム

の
木
の
皮
（
合
歓
皮
）・
鹿
の
角
・
そ
の
他
五
種
類
を
混
ぜ
合
わ

せ
て
黒
焼
き
に
し
て
飲
む
と
病
気
や
怪
我
に
効
く
妙
薬
を
伝
授
し

118
、②
郡
上
市
の
浄
福
寺
（
明
宝
小
川
）
の
住
職
は
秘
伝
の
七
種

の
草
に
い
わ
ゆ
る
百
草
を
加
え
て
炭
状
に
煮
詰
め
、
こ
の
粉
末
に

鹿
の
骨
の
粉
と
河
童
か
ら
貰
っ
た
金
の
玉
（
イ
シ
サ
ン
ゴ
目
の
珊

瑚
）
を
削
っ
た
粉
を
入
れ
て
作
る
ア
イ
ス
と
苦
楝
皮
（
落
葉
高
木

セ
ン
ダ
ン
の
樹
皮
）・
海
人
草
（
海
藻
）・
甘
草
等
を
調
合
す
る
喘

息
湯
と
を
伝
授
さ
れ
た
295
。
な
お
、
郡
上
市
に
は
骨
接
ぎ
秘
薬
も

伝
え
ら
れ
て
お
り
、③
八
幡
町
亀
尾
島
で
は
ア
イ
ス
草
と
巻
貝
の
蜷

を
調
合
し
て
腕
の
接
合
に
用
い
237
、④
大
和
町
神
路
の「
ご
り
ん
淵
」

（
現
在
は
流
れ
が
変
わ
り
淵
が

浅
く
な
っ
た
）
の
河
童
は
蜷
の

身
を
切
れ
た
腕
に
付
け
て
接

合
す
る
術
を
教
え
た
301
。
ま

た
、⑤
飛
騨
市
神
岡
町
の
河
童

は
南
天
の
木
と
み
こ
し
花
（
ゲ

ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
）
や
オ
オ
バ

コ
の
根
を
混
ぜ
て
飲
む
風
邪

薬
（
河
童
丸
）
を
伝
授
し

て
い
る
39
。

（
2
）「
各
種
の
治
療
薬
」

河
童
か
ら
伝
授
さ
れ
た

薬
で
殿
様
や
姫
君
を
治
療

し
た
話
と
し
て
、⑥
河
童
は

懲
ら
し
め
を
許
し
て
く
れ
た

医
者
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

春
日
美
束
）
に
秘
伝
の
薬

を
伝
授
し
、
大
垣
の
殿
様
の
病
気
が
完
治
し
118
、
ま
た
同
様
に
、

⑦
粕
川
の
上
流
部
で
河
童
か
ら
貰
っ
た
本
と
薬
で
医
者
に
な
り
、

近
江
の
殿
様
の
姫
を
治
し
て
い
る
224
。

「
キ
ズ
・
虫
下
し
薬
」
と
し
て
、⑧
竜
宮
に
通
じ
る
鶉
ヶ
池
（
本

巣
市
十
四
条
）
の
年
老
い
た
河
童
は
水
神
様
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
た
が
、
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
た
小
河
童
は
馬
医
者
に
懲
ら
し
め

ら
れ
て
許
さ
れ
、
母
河
童
は
馬
医
者
へ
の
お
礼
に
傷
薬
の
製
法
を

伝
授
し
た
。
ま
た
、
河
童
の
家
族
が
池
か
ら
引
っ
越
す
時
も
「
虫

下
し
」
の
妙
薬
を
伝
授
さ
れ
、
こ
の
薬
は
明
治
時
代
に
官
許
虫
下

し
の
免
許
も
あ
っ
た
69
。

高
山
市
内
に
は
火
傷
の
薬
が
伝
わ
っ
て
い
る
。⑨
馬
を
宮
川
（
高

山
市
国
府
町
）
に
引
き
づ
り
込
も
う
と
し
た
河
童
が
許
さ
れ
た
お

礼
に
「
が
お
ろ
薬
（
火
傷
の
薬
）」
の
製
法
を
教
え
59
、⑩
高
山
市

荘
川
町
古
川
の
井
口
家
に
は
、
河
童
が
伝
授
し
た
火
傷
の
薬
が
あ

る
252
。

高
山
市
に
は
馬
の
肝
な
ど
を
盗
ろ
う
と
し
て
逆
に
馬
に
引
っ
張

ら
れ
て
来
た
河
童
が
許
さ
れ
た
礼
と
し
て
、⑪
国
府
町
宮
地
で
は
、

「
す
ば
こ
」（
手
首
の
痛
む
病
）
の
薬
を
伝
授
さ
れ
59
、⑫
丹
生
川

町
瓜
田
で
は
、
歯
痛
の
妙
薬
を
教
え
た
92
。
さ
ら
に
、⑬
同
じ
瓜

田
の
倉
屋
家
で
は
、
河
童
か
ら
針
と
「
バ
ヒ
フ
」（
ジ
フ
テ
リ
ア
）

に
罹
っ
た
人
の
喉
を
撫
ぜ
る
と
治
る
蛇
の
鱗
一
枚
が
入
っ
た
袋
を

貰
っ
て
い
る
104
。
ま
た
、⑭
荘
川
町
赤
谷
の
権
四
朗
家
伝
と
し
て
、

河
童
が
お
礼
に
デ
キ
モ
ノ
の
薬
を
伝
授
し
て
お
り
、
大
正
ま
で
注

文
が
あ
っ
た
252
。

骨
接
ぎ
薬
は
、⑮
一
宮
市
浅
井
町
の
接
骨
医
は
河
童
相
伝
の
秘

薬
を
持
ち
、
難
し
い
患
者
が
来
た
時
に
は
そ
の
家
の
池
を
一
巡
す

る
と
河
童
が
出
て
き
て
処
方
を
伝
授
し
た
29
。⑯
本
巣
市
山
口
の

豊
先
淵
で
は
、
鎌
（
河
童
は
金
物
を
嫌
う
）
を
取
り
除
い
た
馬
医

者
の
谷
村
家
が
馬
の
治
療
法
を
伝
授
さ
れ
51
、⑰
同
じ
豊
先
淵
で

河
童
の
住
ま
い
の
入
り
口
に
引
っ
か
か
っ
た
馬
鍬
を
取
り
除
い
た
小

森
家
が
、
梅
毒
薬
の
製
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
51
。

下
流
域
で
は
、⑱
羽
島
郡
笠
松
町
の
池
（
笠
松
駅
の
東
北
で
、

埋
立
ら
れ
た
）
の
主
の
祟
り
（
見
る
と
寝
付
く
、
糸
や
網
を
取
ら

れ
る
）
が
あ
り
、
主
は
河
童
か
ス
ッ
ポ
ン
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
主

に
餅
を
供
え
る
と
歯
痛
が
止
ま
る
、
と
伝
わ
っ
た
223
。

5‒

2
　
魚
で
お
礼
　

魚
の
名
前
は
、岩
魚
や
ヤ
マ
メ
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、多
く
は
単
に「
魚
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

木
曽
川
で
は
、①
恵
那
峡（
中
津
川
市
付
知
町
大
起
）で
合
流
す

る
右
支
川
付
知
川
の
あ
し
げ
淵
で
は
、客
の
数
だ
け
ヤ
マ
メ
を
籠
に

入
れ
て
い
た
が
、籠
を
掛
け
る
鍵
を
鹿
の
角
に
替
え
た
ら
魚
が
届

か
な
く
な
り
81
、②
揖
斐
川
の
旧
徳
山
村
櫨
原
で
は
瓢
箪
を
貰
っ

た
礼
51
に
、③
娘
に
化
け
た
揖

斐
川
町
徳
山
の
河
童
は
悪
戯

を
し
な
い
証
文
と
共
に
魚
を

届
け
262
、④
揖
斐
峡
の
揖
斐

川
町
乙
原
で
は
川
木（
流
木
）

に
化
け
て
い
た
河
童
が
魚
を

届
け
54
、⑤
揖
斐
川
左
支
川

の
根
尾
川
の
根
尾
板
所
で
は
、

猿
に
化
け
て
撃
た
れ
た
河
童

を
弔
う
火
を
仲
間
の
河
童
が

貰
っ
た
礼
に
、魚
を
届
け
る
と

共
に
洪
水
災
害
に
遭
わ
な
い

と
予
言
し
て
い
る
270
。

河
童
は
金
物
が
嫌
い
な
の

で
、⑥
揖
斐
川
町
岡
島
の「
山

西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
橋

側
の
淵
）に
棲
む
河
童
は
沈
ん

で
い
る
馬
鍬
を
若
者
に
取
っ
て

も
ら
っ
た
礼
に
悪
さ
を
し
な
い

と
誓
い
、魚
を
届
け
て
い
る

11
。
な
お
、
後
に
述
べ
る

「
5‒

4
水
害
伝
説
」に
⑤
と

類
似
の
話
が
③
に
、⑥
と
同
じ

所
の
他
の
河
童
が
①
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、長
良
川
流
域
内
で
は
魚
で
の
お
礼
は
一
話
も
無
く
、飛
騨

市
で
は
、⑦
飛
騨
市
神
岡
町
伏
方
で
は
捕
ま
っ
た
子
河
童
の
親
が

礼
に
魚
を
届
け
51
、⑧
古
川
町
で
は
魚
を
入
れ
て
く
る
桶
を
大
き

く
し
た
ら
来
な
く
な
り
109
、ま
た
⑨
同
じ
く
古
川
町
で
礼
に
ア
ジ

カ（
竹
・
藁
や
葦
等
で
編
ん
だ
籠
・
ざ
る
の
類
）に
魚
を
持
っ
て
き
た

109
。⑩
河
合
町
中
沢
上
で
は
秘
伝
を
伝
え
る
代
わ
り
に
魚
を
毎
日

木
の
枝
に
魚
を
ぶ
ら
下
げ
に
来
た
が
、木
の
枝
を
金
物
に
し
た
ら

魚
が
来
な
く
な
り
51
、⑪
河
合
町
保
の
庄
次
郎
淵（（
梨
ヶ
瀬
地

区
。現
在
は
下
小
島
ダ
ム
に
沈
む
）で
庄
次
郎
の
馬
を
引
こ
う
と
し

て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、許
さ
れ

て
礼
に
魚
を
運
ん
だ
が
、鉤
を

金
属
に
し
た
ら
来
な
く
な
っ

た
102
。

高
山
市
で
は
、⑫
高
山
市

国
府
町
今
の「
蔵
が
渕
」で

は
、神
岡
町
伏
方
で
の
桶
の
代

わ
り
に
魚
を
入
れ
て
来
る
桝

を
大
き
く
し
た
ら
来
な
く
な

り
59
、
⑬
神
岡
町
の「
蛇
の

淵
」（
高
原
川
）の
瓜
を
盗
っ
て

捕
ま
っ
た
河
童
は
、⑩
の
河
合

町
と
同
様
、秘
伝
を
教
え
る
代
わ
り
に
毎
日
魚
を
運
ん
で
い
る
51
。

⑭
上
宝
町
本
郷
の
鳴
滝
で
は
馬
に
取
り
付
い
て
許
さ
れ
た
礼
に

「
し
ょ
う
け（
ザ
ル
）」に
岩
魚
を
入
れ
て
毎
日
届
け
14
、⑮
清
見
町

池
本
で
は
馬
を
川
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
河
童
が
来
客
の
度
に

ヤ
マ
メ
を
届
け
51
、⑯
荘
川
町
猿
丸
の
滝
ヶ
淵（
荘
川
中
学
側
）に

棲
ん
で
い
た
河
童
は
、馬
を
川
に
引
き
入
れ
損
ね
て
許
さ
れ
、河
童

が
魚
を
持
っ
て
き
て
い
た
が
、包
丁
に
驚
い
て
来
な
く
な
っ
た
252
。な

お
、⑰
猿
丸
の
河
童
の
後
日
談
と
し
て
、河
童
が
坊
さ
ん
に
化
け
て

魚
を
届
け
る
家
で
団
子
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
が
、若
者
が
流
し

た
魚
を
捕
る
毒
薬
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
252
。ま
た
、⑱
石
浦
町
飯

山
地
区
の
宮
川
の「
青
ド
ン
渕
」

（「
ど
ん
」は
語
意
を
強
調
す
る
語

で
あ
る
）に
棲
む
親
分
河
童
・
勘

助
は
、馬
に
悪
さ
を
し
な
い
と
証

文
も
書
い
て
ア
ジ
カ（
カ
ゴ
）に

魚
を
入
れ
て
届
け
て
い
た
が
、ア

ジ
カ
の
紐
を
新
し
い
紐
を
取
り

換
え
た
ら
魚
が
届
か
な
く
な
っ

た
7
。

河
童
で
は
な
く
、竜
神
も
礼
を
し
、⑲
旅
人
に
親
切
な
老
夫
婦
の

も
と
へ
双
六
の
淵（
竜
神
淵
。高
山
市
上
宝
町
双
六
）の
竜
神
様
が

娘
に
化
け
機
織
り
の
手
伝
い
に
来
た
が
、帰
っ
て
行
く
化
け
た
竜
神

を
見
た
た
め
、借
り
た
礼
に
く
れ
て
い
た
岩
魚
や
鱒
も
無
く
な
り
、

道
具
を
借
り
に
来
な
く
な
っ
た
。そ
こ
で
、老
夫
婦
は
竜
神
が
消
え

た
双
六
の
淵
は
山
向
こ
う
の
岩
井
戸（
地
名
）の「
へ
そ
穴
」に
繋

が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、老
夫
婦
は「
へ
そ
穴
」へ
供
物

（
野
菜
や
米
が
無
い
の
で
種
籾
）を
供
え
る
と
、竜
神
は
許
し
て
双

六
の
淵
に
籾
殻
だ
け
浮
い
て
来
た
14
。

5‒

3
　
詫
び
証
文
と
椀
貸
し
　

捕
ま
っ
た
河
童
が
詫
び
証
文
を
書
い
て
い
る
。

①
郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
で
は
今
後
津
保
川
に
来
な
い
と
証

文
を
書
き
51
、②
関
市
武
芸
川
町
谷
口
の
宇
多
院
橋
上
の
岩
淵
で

1
．は
じ
め
に

河
童
は
沼
や
湖
、川
を
住
処
と
す

る
代
表
的
な
妖
怪
と
し
て
知
ら
れ
、

そ
の
伝
説
や
伝
承
は
ほ
ぼ
全
国
に
分

布
し
て
い
る
。

昔
は
、河
童
と
人
と
は
緊
密
な
関

わ
り
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。例

え
ば
、家
業
と
の
関
係
で
は
、佐
賀
県

伊
万
里
市
の
清
純
な
水
を
必
要
と
す

「河童渡来の碑」
（八代市ホームページより）

水戸浦からあがった大河童で、約105㎝、
重さ約45㎏。総体骨なき様で尻の穴が3つ
あり、臭気はなはだし。享和元(1802)年8月
下旬写し（部分74）。

る
造
り
酒
屋
さ
ん
で
は
河
伯（
中
国
神
話
の
黄
河
の
神
）と
し
て
河

童
の
ミ
イ
ラ
を
祀
っ
て
お
り
、大
垣
市
の
麩
屋
を
営
む
民
家
は
享
保

二（
一
七
一
七
）年
作
と
記
さ
れ
た
河
童
の
神
様
を
祀
っ
て
い
る
215
。

総
身
水
苔
の
様
な
も
の
で
覆
わ
れ
、鰓
は
鰻
の
肌
の
様
に
ぬ
ね
り
、頭
髪
は
ぼ
う
ぼ
う
で
頂
き

が
少
し
へ
こ
ん
で
い
る
と
説
明（
部
分
74
）。

は
水
難
除
け
の
手
形
を
岩
に

彫
っ
て
い
る
。な
お
、掘
っ
た
手
形

は
い
つ
の
間
に
か
消
え
、今
は
水

難
供
養
の
観
音
様
が
祀
ら
れ
て

い
る
126
。③
岐
阜
市
中
鶉
の
了
福

寺
で
は
河
童
に
娘
用
の
綿
帽
子

を
与
え
た
ら
、綿
畑
を
荒
ら
さ
な

い
証
文
を
届
け
た
45
。

ま
た
、証
文
に
は
至
ら
な
い
が

河
童
は「
約
束
」も
し
て
お
り
、④

揖
斐
川
町
の
鎌
曽（
西
平
ダ
ム
下

流
三
〇
〇
m
左
岸
の「
鎌
曽
バ
ス

停
」）の
す
ぐ
上
流
の
勘
七
ブ
チ

に
棲
む
河
童
は
、揖
斐
川
町
の

「
山
西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
山

の
淵
）の
河
童
11
と
同
じ
く
、川

底
の
馬
鍬
を
拾
い
上
げ
て
も
ら
っ

た
礼
に
、今
後
人
間
の
ノ
コ
を
取

ら
な
い
と
庄
屋
に
約
束
を
し
て

い
る
11
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷

汲
長
瀬（
旧
下
長
瀬
）の
人
が
捕

ま
え
た
河
童
が
命
乞
い
し
た
の

で
、元
舟
場
近
く
の
松
が
枯
れ
る
ま
で
、下
長
瀬
の
子
の「
ノ
コ
」を

引
か
な
い
よ
う
に
約
束
さ
せ
て
逃
が
し
た
。明
治
中
頃
ま
で「
松
が

枯
れ
ず
」、子
供
達
は
水
遊
び
を
し
た
260
。⑥
落
合
淵（
岐
阜
市
則

松
）の
捕
ま
っ
た
河
童
は
田
植
え
を
手
伝
い
、約
束
の
印
に
松
を
植

え
て
い
る
51
。な
お
、⑦「
た
ろ
べ
の
滝（
九
号
）」136
で
は
、空
腹
の
河

童
が
た
ろ
べ
の
滝（
揖
斐
川
町
西
横
山
。道
が
荒
れ
て
今
は
行
け
な

い
）の
水
を
干
上
が
ら
せ
な
い
約
束
を
し
て
瓜
を
分
け
て
貰
っ
て
い

る
。河

童
に
よ
る
椀
貸
し
は
、①
若
宮
八
幡
宮
の
森
の
淵（
高
山
市
石

浦
町
八
幡
宮
の
奥
の
淵
）で
は
馬
に
つ
い
て
き
た
河
童
が
許
さ
れ
て

淵
で
椀
を
貸
し
101
、②
郡
上
市

白
鳥
町
中
津
屋
で
は
捕
ま
っ

て
許
さ
れ
た
河
童
が
来
客
時

に
椀
を
貸
し
て
い
る
51
が
、上

記
二
話
と
も
、最
後
の
結
末
は

「
椀
貸
し
伝
説
」と
同
様
で
、

約
束
を
破
っ
た
り
壊
し
た
た

め
、以
後
椀
は
貸
さ
れ
な
く

な
っ
た
。さ
ら
に
、③
白
鳥
町

中
津
屋
の
河
童
は
、馬
を
引
き

込
み
損
ね
た
河
童
が
許
さ
れ

て
以
来
、頼
ま
れ
る
と
農
機
具

を
用
意
し
た
52
。

5‒

4
　
水
害
予
報
　

①
揖
斐
川
町
で
は
岡
島
山
の
淵（
岡
島
橋
上
流
右
岸
側
）で
怪

我
を
し
た
子
河
童
の
手
当
て
を
し
た
ら
、河
童
の
家
族
が
洪
水
発

生
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
47
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合（
下
ヶ

流
）で
も
河
童
が
大
水
の
発
生
を
知
ら
せ
て
い
る
224
。ま
た
、③
本

巣
市
根
尾
西
板
谷（
板
所
か
ら
北
に
約
一・
五
㎞
）で
は
子
河
童
の

供
養
に
火
を
貸
し
た
家
が
そ
れ
以
後
に
害
を
免
れ
て
い
る
270
。

6
．引
き
込
み

引
き
込
み
は
、
人
や
家
畜
の
引
き
込
み
、
蜘
蛛
に
よ
る
引
き
込

み
、
す
っ
ぽ
ん
の
三
つ
で
あ
る
。

6‒

1
　
河
童
が
人
や
家
畜
を
引
き
込
む
　

①
木
曽
郡
木
曽
町
読
書

三
留
野
で
盆
の
一
六
日
に
川

へ
行
く
と
引
き
ず
り
込
ま
れ

266
、②
木
曽
町
福
島
伊
谷
で

は
カ
ワ
ナ
ン
バ
（
河
童
）
に

引
き
込
ま
れ
る
と
伝
わ
っ
て

い
る
266
。③
山
県
市
瀬
見
の

瀬
見
峡
に
架
か
る
瀬
見
橋

（
一
九
二
八
年
以
前
は
木
橋

で
、
初
代
瀬
見
橋
は
江
戸

中
期
）
で
オ
カ
ッ
パ
頭
の
お

化
け
が
橋
か
ら
人
を
突
き

落
し
た
が
、
遭
遇
し
た
村
人
が
和
歌
を
詠
ん
で
か
ら
出
な
く
な
っ

た
124
。④
小
駄
良
の
原
（
郡
上
市
八
幡
町
初
音
）
で
淵
に
引
き
込

ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
助
か
っ
た
21
。

⑤
関
市
板
取
杉
原
で
は
夜

に
浅
瀬
を
渡
っ
て
い
て
川
に
引

き
込
ま
れ
89
、
ま
た
、⑥
板

取
保
木
口
の
神
明
淵
へ
竜
宮

城
の
入
り
口
を
探
し
に
潜
っ
た

若
者
も
引
き
込
ま
れ
て
、
共

に
亡
く
な
っ
て
い
る
89
。⑦
関

市
下
之
保
の
清
兵
衛
は
夢
で
、

淵
（
清
兵
衛
淵
）
に
住
ん
で

い
る
ド
チ
ロ
ン
ベ
が
人
間
の
食

物
を
望
ん
だ
の
で
、
毎
朝
に

ぎ
り
め
し
を
川
岸
の
草
む
ら

の
上
に
置
い
た
。
そ
の
礼
に
、

内
緒
で
魚
が
取
れ
る
場
所
を

教
え
て
く
れ
た
が
、
ド
チ
ロ

ン
ベ
と
の
約
束
を
破
っ
て
人
に

そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
清
兵

衛
は
淵
の
中
へ
誘
わ
れ
て
消

え
て
し
ま
っ
た
126
。⑧
大
松
の

渕
（
関
市
洞
戸
市
場
の
街
道

で
通
行
人
を
引
き
込
む
の
で
、

お
坊
さ
ん
が
犠
牲
者
と
同
数

の
八
八
体
の
仏
像
を
造
り
経

を
挙
げ
た
ら
治
ま
っ
た
283
。

⑨
揖
斐
川
町
久
瀬
（
現
西

津
汲
）
で
は
胡
瓜
を
食
べ
て

泳
ぎ
に
行
く
と
引
き
込
ま
れ

る
と
言
い
238
、⑩
久
瀬
の
キ
ヨ

ジ
ブ
チ
（
小
津
川
沿
い
）
で

は
猿
に
化
け
た
河
童
が
引
き

込
む
と
言
わ
れ
238
、⑪
揖
斐
川

町
東
津
汲
の
小
津
川
橋
辺
り

の
河
原
と
な
っ
た
破
堤
地
に

河
童
に
狙
わ
れ
た
漁
師
が
逃

げ
込
ん
で
助
か
っ
た
54
。
な
お
、⑫
人
で
は
な
く
小
牛
の
「
し
り
こ

だ
ま
（
尻
子
玉
）」
が
揖
斐
川
町
日
坂
の
岩
屋
坂
脇
の
川
の
淵
で

河
童
兄
弟
に
抜
か
れ
て
い
る
54
。

⑬
郡
上
市
の
源
田
で
は
、
杭
に
化
け
た
河
童
が
馬
を
引
き
ず
り

込
み
52
、⑭
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
河
童
と
力
比
べ
を
し
た
釣

り
人
が
負
け
て
川
に
引
き
込
ま
れ
53
、⑮
関
市
小
瀬
で
は
仏
飯
を

食
べ
る
と
河
童
の
災
難
を
除
け
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏

飯
を
食
べ
ず
に
川
へ
行
き
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
71
。

下
流
部
の
愛
西
市
赤
目
町
で
は
⑯
河
童
が
娘
に
化
け
て
い
る
こ

と
を
明
か
さ
な
い
約
束
を
破
っ
た
村
人
は
、
佐
屋
川
で
足
を
逆
さ

に
し
て
死
ん
で
い
た
273
。

6‒

2
　
河
童
が
蜘
蛛
に
化
け
て
木
を
川
に
引
き
込
む
　

蜘
蛛
が
朝
に
巣
を
張
る
と
天
気
が
良
く
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
蜘
蛛
に
は
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

①
ホ
オ
ノ
キ
淵
（
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
）
で
、
蜘
蛛
に
化
け

た
河
童
が
ホ
オ
ノ
キ
（
朴
の
木
）
に
糸
を
巻
き
つ
け
て
木
を
川
に

引
き
ず
り
込
み
252
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合
（
上
ヶ
流
）
で
は
柳

の
木
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
224
。
な
お
、③
揖
斐
川
町
春
日

美
束
で
は
蜘
蛛
に
化
け
て
悪
い
事
ば
か
り
し
て
い
た
河
童
が
許
さ

れ
、
以
後
、
悪
河
童
が
来
た
ら
教
え
る
と
約
束
し
た
28
。

④
揖
斐
川
町
で
は
釣
り
人
の
足
に
つ
い
た
糸
を
付
け
替
え
た
柳
が

278
、
さ
ら
に
⑤
椿
ヶ
渕
（
不
破
郡
垂
井
町
梅
谷
）
で
は
足
に
つ
い

た
糸
を
付
け
替
え
た
椿
の
木
47
が
川
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
。

6‒

3
　
ス
ッ
ポ
ン
に
よ
る
引
き
込
み

下
流
部
に
な
る
と
、河
童
の
姿
は
下
流
部
で
よ
く
見
か
け
る
ス
ッ

ポ
ン
に
替
わ
っ
て
く
る
。

①
海
津
市
海
津
町
で
は
高
須
藩
主
松
平
義
行
の
馬
が
池
に
引

き
ず
り
込
ま
れ
て
ス
ッ
ポ
ン
に
食
べ
ら
れ
221
、②
桑
名
市
で
は
津
島

祭
り
が
近
づ
く
と
、
ド
チ
（
ス
ッ
ポ
ン
）
が
子
供
を
さ
ら
っ
て
津

島
さ
ん
に
人
身
御
供
す
る
55
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。

7
．そ
の
他

そ
の
他
は
、
住
処
、
悪
戯
、
生
き
肝
、
雨
乞
い
の
四
つ
で
あ
る
。

7‒

1
　
住
処

河
童
が
見
つ
か
っ
た
場
所
や
住
処
は
、①
揖
斐
川
町
乙
原
の
「
と

ど
ろ
き
の
滝
」
は
河
童
が
住
ん
で
い
る
と
伝
わ
り
、
村
人
は
滝
に

近
づ
か
な
か
っ
た
54
。②
科
洞
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）
の
科
池
近

く
で
声
を
掛
け
て
来
た
子
供
の
足
跡
に
水
か
き
が
付
い
て
い
た
。

以
来
、
科
池
の
「
の
し
（
主
）」
が
お
る
と
言
わ
れ
た
209
。③
関
市

板
取
の
大
谷
に
棲
む
河
童
と
出
会
い
逃
げ
帰
っ
て
来
た
89
。
ま
た
、

④
大
洪
水
の
時
に
、
板
取
の
は
か
り
岩
の
上
に
河
童
を
見
か
け
た

が
、
あ
る
い
は
川
獺
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
89
。

な
お
、
子
供
の
形
で
は
な
く
ス
ッ
ポ
ン
（
ド
チ
）
の
形
を
し
た

河
童
が
、⑤「
水
神
様
の
淵
」（
可
児
市
下
恵
土
）
か
ら
若
者
に
化

け
て
酒
を
買
い
に
来
た
が
、
跡
を
つ
け
た
男
は
熱
を
出
し
、
化
け

た
ド
チ
は
、
悪
さ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兼
山
城
主
の
家
臣
森

武
蔵
が
ド
チ
を
退
治
し
た
の
で
、
男
の
熱
も
下
が
り
、
そ
の
淵
を

武
蔵
ヶ
淵
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
35
。
な
お
、『
可
児
町
史
通
史
編
』

で
は
怪
物
退
治
と
酒
を
買
い
に
来
る
話
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
。

大
井
ダ
ム
（
中
津
川
市
蛭
川
）
が
出
来
る
以
前
、⑥
池
島
（
ダ

ム
湖
に
沈
ん
だ
奥
渡
渡
船

場
下
流
の
中
州
）
と
呼
ば

れ
る
地
の
大
き
な
池
に
河

童
が
棲
み
、
こ
の
池
は
中

津
川
市
坂
下
の
旗
巻
渕

（
竜
宮
の
姫
の
機
織
り
伝

説
の
淵
）
と
繋
が
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
108
。

高
山
市
荘
川
町
で
は
、

⑦
十
王
堂
の
淵
・
新
淵
に

は
多
く
の
河
童
が
棲
ん
で

い
た
252
。
郡
上
市
明
宝
気

良
の
奥
の
青
木
の
川
で
、⑧

河
童
と
相
撲
を
し
た
人
も
お
り
、
河
童
が
岩
の
上
に
寝
て
い
た

295
。⑨
郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
の
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
（
北

濃
駅
の
西
端
千
田
野
上
が
り
口
横
の
山
側
の
池
）
に
浮
い
た
布
を

拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
与
太
郎
が
池
に
沈
ん
だ
。
池
の
淵
に
は
河

童
が
棲
む
と
恐
れ
ら
れ
た
247
。

な
お
、
泉
鏡
花
の
「
歌
行
燈
」
に
、⑩
桑
名
市
紺
屋
町
辺
り
で

外
堀
の
水
を
打
つ
バ
ア
ン
と
い
う
音
が
聞
こ
え
た
。
こ
れ
を
「
カ

ワ
ウ
ソ
の
釣
瓶
落
と
し
」
と
言
っ
た
と
、
載
っ
て
い
る
55
。

ま
た
、
淵
が
深
淵
や
竜
宮
と
繋
が
っ
て
い
る
話
と
し
て
、⑪
郡

上
市
美
並
町
の
坂
山
の
森
の
淵
に
は
人
を
引
き
込
む
河
童
が
棲
ん

で
お
り
、
淵
に
南
蛮
黍
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
を
流
す
と
勝
原
の
淵

に
浮
か
ん
だ
287
。
一
方
、⑫
関
市
洞
戸
尾
倉
の
「
ガ
ワ
イ
ロ
渕
」
の

乙
女
岩
（
河
童
が
乙
女

に
化
け
て
座
っ
て
い
た
岩
）

に
、
旧
暦
六
月
一
六
日
に

竜
宮
の
乙
姫
が
遊
び
に
来

る
の
で
河
童
が
集
ま
る
か

ら
、川
遊
び
は
し
な
い
283
。

7‒

2
　
悪
戯

①
悪
戯
河
童
は
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
の
号
嶋
岩
の
淵
に
馬
を

取
り
込
も
う
と
し
た
が
、
逆
に
馬
に
淵
か
ら
引
き
出
さ
れ
51
、②

山
県
市
片
原
の
厚
谷
に
架
か
る
橋
か
ら
子
供
に
化
け
た
河
童
に
川

に
落
と
さ
れ
そ
う
に
な
り
124
、③
山
県
市
日
永
で
は
子
ど
も
に
化

け
て
大
人
を
引
き
ず
り
込
み
損
な
い
刀
で
切
ら
れ
て
い
る
51
。

④
揖
斐
川
町
西
津
汲
で
は
川
木
（
流
木
）
に
化
け
54
、⑤
揖
斐

川
町
三
倉
で
は
飛
鳥
川
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
河
童
が
混
じ
っ
て

い
た
54
。⑥
揖
斐
川
町
戸
入
（
旧
徳
山
村
）
で
は
相
撲
を
取
り

84
、⑦
揖
斐
川
町
塚
（
旧
徳
山
村
）
で
は
、
悪
さ
を
す
る
河
童
が

突
然
脇
差
で
切
付
け
ら
れ
た
が
、
脇
差
は
草
鞋
の
紐
を
切
っ
て
穢

れ
て
い
た
の
で
、
河
童
は
切
ら
れ
ず
に
逃
げ
延
び
た
84
。

⑧
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
力
自
慢
の
男
が
大
洞
川
の
悪
戯

河
童
を
退
治
し
53
、⑨
下
呂
市
金
山
町
の
高
橋
で
は
悪
戯
河
童
を

弁
財
天
が
封
じ
込
め
て
い
る
34
。
さ
ら
に
、⑩
安
八
郡
安
八
町
今
ヶ

渕
の
中
須
川
の
河
童
は
草
刈
り
の
手
伝
い
に
来
て
草
を
散
ら
か
し

た
り
4
、⑪
安
八
町
南
今
ヶ
淵
で
は
、
女
の
子
に
化
け
て
遊
び
を

誘
い
に
来
た
河
童
4
も
い
る
。

河
童
に
も
、
悪
さ
を
す
る
も
の
、
仲
良
く
し
た
が
る
も
の
、
何

も
関
わ
り
を
持
た
ず
に
そ
っ
と
し
て
い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
居
た

よ
う
で
あ
る
。

7‒

3
　
生
き
肝

高
山
市
で
は
、①
丹
生
川
町
小
野
の
小
野
橋
下
で
、
乙
姫
の
病

を
治
す
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
猿
を
騙
し
た
が
、
失
敗
し
て
ア

ケ
ビ
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
269
。②
荘
川
町
新
淵
で
は
乙
姫
の
た
め

に
河
童
で
は
な
く
亀
が
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
し
て
失
敗
し

72
、③
荘
川
町
牛
丸
で
は
、
乙
姫
様
へ
は
猿
の
生
き
肝
で
は
な
く

馬
の
生
き
肝
を
取
り
損
ね
た
河
童
が
毎
日
ア
ジ
メ
泥
鰌
を
三
升
ず

つ
持
っ
て
き
た
が
、「
気
を
遣
わ
な
く
て
も
良
い
」
と
言
う
と
、
届

か
な
く
な
っ
た
67
。

④
郡
上
市
明
宝
の
井
尻
洞
で
も
、
乙
姫
の
た
め
に
猿
の
生
き
肝

を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
皿
の
水
が
無
く
な
り
捕
ま
っ
て
い
る
295
。

7‒

4
　
雨
乞
い

中
津
川
市
山
口
の
川
原
田
で
は
、①
悪
戯
河
童
が
行
者
に
よ
っ

て
石
に
さ
れ
、
石
河
童
の
頭
の
水
が
無
く
な
る
と
、
水
を
欲
し
が
っ

て
雨
が
降
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
300
。

8
．お
わ
り
に

『
遠
野
物
語
』
に
よ
っ
て
、
河
童
は
岩
手
県
遠
野
市
が
有
名
で

あ
る
が
、
岐
阜
県
と
木
曽
三
川
流
域
に
も
河
童
伝
説
が
多
数
あ

り
、
今
回
調
査
不
足
で
あ
る
木
曽
川
上
流
域
（
長
野
県
側
）
の

分
を
加
え
る
と
、
河
童
伝
説
は
軽
く
一
〇
〇
話
を
超
え
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
章
で
は
個
々
の
河
童
伝
説
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

各
種
の
河
童
伝
説
を
通
し
て
、
川
へ
の
畏
敬
と
愛
着
を
持
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
こ
の
原
稿
は
、
K
I
S
S
O
九
八
号
「
河
童
伝
説
」（
水

に
ま
つ
わ
る
民
話
か
ら
）
を
修
正
・
加
筆
い
た
し
ま
し
た 

（
福
島

晃
子
記
） 

。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説
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漁
し
て
い
た
が
、河
童
に
与
え
る
胡
瓜
の
替
わ
り
に
石
を
投
げ
い
れ
、

河
童
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

河
童
と
胡
瓜
の
関
係
を
、中
村
32
は
、享
保
元（
一
七
一
六
）年
刊

の
書
籍
に
河
童
が「
瓜
・
茄
を
盗
る
」記
述
が
最
初
に
見
ら
れ
る
が

「
胡
瓜
」は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、一
七
七
〇
年
代
に
な
っ
て「
胡
瓜

や
甜
瓜
を
盗
み
」と
初
め
て「
胡
瓜
」が
記
さ
れ
て
い
る
、と
述
べ
て
い

る
。さ
ら
に
、河
童
が
胡
瓜
を
好
き
だ
と
明
記
し
た
の
は
享
和
三（
一

八
〇
三
）年
刊
辺
り
の
書
籍
が
古
い
ほ
う
で
あ
ろ
う
、と
結
論
し
て

い
る
。つ
ま
り
、十
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
河
童
は
胡
瓜
が
好
物
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

4
．河
童
伝
説
の
分
布

選
定
し
た
河
童
伝
説
を
、お
礼
、引
き
込
み
、そ
の
他
に
ジ
ャ
ン
ル

分
け
を
行
っ
た
。

2
．河
童
の
由
来
と
姿

河
童
の
由
来
説
は
、渡
来
説
と
人
形
化
生
説
の
二
種
類
が
あ
る

30
。熊

本
県
八
代
市
の
球
磨
川
河
口
の「
河
童
渡
来
の
碑
」に
よ
る
と
、

仁
徳
天
皇
時
代（
三
一
三
〜
三
九
九
）に
中
国
か
ら
九
千
匹
の
河
童

が
揚
子
江（
長
江
）を
下
り
、黄
海
を
経
て
八
代
に
上
陸
し
た
と
あ

る
。人

形
化
生
説
で
よ
く
知
ら
れ
た
藁
人
形
説
は
熊
本
の
天
草
島
伝

承
で
、左
甚
五
郎
が
命
を
吹
き
込
ん
だ
藁
人
形
の
手
伝
い
で
工
事
が

よ
う
や
く
竣
工
し
た
。壊
さ
れ
て
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
藁
は
、「
こ

れ
か
ら
は
何
を
食
え
ば
よ
い
か
」と
甚
五
郎
に
尋
ね
る
と
、「
人
の
尻

で
も
喰
ら
え
」と
答
え
た
。そ
こ
で
、藁
人
形
は
河
童
に
化
け
て
肛
門

に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
尻
子
玉
を
狙
う
と
い
う
。青
森
県
八
戸
市
で

は
甚
五
郎
が
寸
法
を
間
違
え
て
、貫（
柱
と
柱
と
を
横
に
貫
い
て
連

ね
る
材
）を
通
し
た
ま
ま
川
に
捨
て
、こ
の
木
屑
が
河
童
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、河
童
の
腕
は
引
っ
張
ら
れ
た
腕
が
伸
び
、片
方
の
腕
が

縮
む
の
で
あ
る
。

河
童
の
原
型
で
あ
る
水
霊
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
想
像
上
の
動
物

と
地
方
で
の
呼
び
名
を
、大
野
31
の
分
類
か
ら
見
て
お
こ
う
。

（
1
）虬（
蛟
竜
）:
古
代
は「
み
つ
ち
」で
、水
霊
・
水
神
の
意
。水

中
に
棲
み
、蛇
に
似
た
形
を
し
、，角
・
四
肢
を
も
ち
、毒
気
を
吐
い
て

人
を
害
す
る
と
い
う
想
像
上
の
動
物
。青
森
の
メ
ド
チ
・
メ
ド
ツ
、岩

手
の
メ
ッ
ト
ウ
チ
、能
登
・
加
賀
の
ミ
ズ
シ
。

（
2
）水
神
:
佐
渡
の
シ
イ
ジ
ン
、長
野
の
セ
イ
ジ
ン
、新
潟
の
ス
ジ

ン
コ
、鹿
児
島
の
ス
ジ
ン
ド
ン
・
ミ
ズ
シ
ン
・
ミ
ッ
ツ
ド
ン
。

（
3
）水
虎
:
中
国
の
水
虎
は
、三
・
四
歳
の
児
童
の
よ
う
で
脛
が

長
く
、総
身
鱗
甲
に
覆
わ
れ
、普
段
は
水
中
に
潜
り
、虎
の
頭
部
に

似
た
膝
頭
だ
け
を
水
上
に
浮
か
べ
て
い
る
。水
虎
が
日
本
で
は
河
童

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。津
軽
の
シ
ッ
コ
サ
マ・
オ
シ
ッ
コ
サ
マ
。

（
4
）川
の
童
か
ら
:
関
東
・
甲
信
・
東
海
地
方
な
ど
の
カ
ワ
ッ
パ
、

九
州
・
種
子
島
・
屋
久
島
の
ガ
ラ
ッ
パ
、長
野
・
岐
阜
・
愛
知
の
カ
ワ
ラ

ン
ベ
等
多
く
あ
る
。

（
5
）他
に
、（
4
）以
外
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
主
な
名
前
だ
け

を
列
挙
す
る
と
、「
川
の
子
」か
ら
生
じ
た
島
根
・
兵
庫
・
鳥
取
・
大
分

の
カ
ワ
コ
等
、「
川
の
小
坊
主
・
小
僧
・
小
法
師
」か
ら
生
じ
た
静
岡
・

長
野
・
三
重
野
の
カ
ワ（
ラ
）コ
ゾ
ウ
、三
重
の
カ
ワ
コ
ボ
シ
ヤ
・
カ
ン

コ
ロ
ボ
シ
等
、さ
ら
に「
川
の
太
郎
」か
ら
生
じ
た
和
歌
山
・
近
江
・
九

州
の
カ
ワ
タ
ロ
ウ
、岐
阜
の
カ
ワ
ヤ
ロ
ウ
等
が
あ
る
。

ま
た
、実
在
動
物
で
分
類
す
る
と
、（
1
）「
亀
・
ス
ッ
ポ
ン
」か
ら
、

岐
阜
の
ド
チ
・
ド
チ
ガ
メ
・
ド
チ
ロ
ベ
、（
2
）「
川
獺
」か
ら
、佐
渡
・
愛

媛
の
カ
ワ
エ
ソ
、島
根
・
広
島
の
カ
ワ
ソ
、（
3
）猿
か
ら
、静
岡
の
カ
ワ

ザ
ル
、広
島
の
フ
チ
ザ
ル
、（
4
）鳥
か
ら
、日
向
の
ヒ
ョ
ー
ス
ベ
等
で

あ
る
。

つ
ま
り
、水

霊
の
イ
メ
ー
ジ

は
、蛇
・
亀
・
川

獺
・
人
（
少

童
）・
猿
・
鳥
と

ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、一
定
の

形
を
な
さ
な
か
っ
た
。

石
川
74
は
、水
霊
の
形
状
は

徐
々
に
幼
児
の
形
に
収
斂
し

て
、小
童
の
形
を
し
た
も
の
の
呼

び
名
カ
ワ
ッ
パ
・
カ
ワ
ラ
ン
ベ
等

か
ら
、河
童
に
転
じ
た
と
考
え
、

さ
ら
に
、河
童
が
だ
ん
だ
ん
通

用
語
に
な
る
に
つ
れ
、そ
の
形
状

も
統
一
化
さ
れ
、上
述
し
た「
水

虎
」の
形
状
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
、と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、石
上
117
は
水
霊
が
河
童
に
収
斂
し
た
原
因
と
し
て
、安

定
し
た
江
戸
時
代
の
楽
し
み
と
し
て
、文
人
・
画
家
に
よ
る「
怪
談

会
」の
催
し
や
絵
巻
作
成
の
隆
盛
が
一
役
買
っ
た
と
考
え
て
い
る
。さ

ら
に
現
在
、河
童
の
イ
メ
ー
ジ
は
清
水
昆
や
小
島
功
ら
の
漫
画
に

よ
っ
て
可
愛
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

3
．河
童
と
胡
瓜

河
童
は
祇
園
の
お
使
い
で
あ
り
、河
童
の
好
物
は
胡
瓜
だ
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。ま
ず
は
、京
の
祇
園
社（
八
坂
神
社
）と
胡
瓜

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

祇
園
の
社
紋
は
胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ

は
間
違
い
で
あ
る
。織
田
信
長
が
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、

京
都
･
感
神
院（
現
八
坂
神
社
）に
寄
進
し
た
御
輿
の
紋
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る
祗
園
の
神
紋
は「
木
瓜
紋
」で
あ
り
、胡
瓜
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、こ
の「
木
瓜
」は「
き
う

り
」と
も
読
め
る
か
ら
、「
木

瓜
」が「
胡
瓜
」に
変
じ
た
の
で

あ
る
30
。

博
多
人
は
、祗
園
の
神
紋

が
、胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
畏

れ
多
い
と
、祭
り
期
間
中
、胡

瓜
を
口
に
せ
ず
、サ
ラ
ダ
に

入
っ
て
い
て
も
つ
ま
み
出
す
、と
言
わ
れ
て
い
る
。似
た
話
は
海
津
市
平

田
町
土
倉
に
も
あ
る
。揖
斐
川
堤
防
沿
い
に
あ
る
氏
神
須
賀
神
社
の

定
紋
が
胡
瓜
の
切
り
口
に
酷
似
し
て
い
る
た
め
、土
倉
の
人
々
は
胡

瓜
を
絶
対
口
に
し
な
か
っ
た

107
の
で
あ
る
。同
様
に
、大
垣

市
静
里
町（
徳
光
）の
白
髭

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
牛
頭

天
王
の
模
様
も
胡
瓜
の
切
り

口
に
似
て
い
る
の
で
、昭
和

三
〇（
一
九
五
五
）年
頃
ま
で

栽
培
も
食
べ
も
し
な
か
っ
た

16
。な
お
、「
よ
す
け
と
カ
ッ

パ（
八
一
号
）」110（
瑞
浪
市
釜

戸
町
の
土
岐
川
）で
は
、胡
瓜

を
川
に
投
げ
入
れ
て
魚
を
大

5
．河
童
か
ら
の
お
礼

5‒

1
　
伝
授
さ
れ
た
治
療
法

「
わ
る
さ
」
に
失
敗
し
た
河
童
は
、
た
い
て
い
片
腕
を
切
り
取
ら

れ
た
。
そ
こ
で
河
童
は
、
片
腕
を
返
し
て
も
ら
う
礼
に
、
切
ら
れ

た
腕
を
元
通
り
に
つ
な
ぐ
秘
術
・
秘
法
を
、
さ
ら
に
、
骨
接
ぎ
以

外
に
金
創
（
刀
・
槍
・
鎌
な
ど
で
の
怪
我
）
の
薬
、
軟
膏
な
ど
の

医
薬
の
製
法
を
伝
授
し
て
い
る
。

実
在
の
人
物
が
河
童
に
骨
接
ぎ
の
秘
法
を
習
っ
た
と
伝
わ
る
話

も
あ
る
。

織
豊
時
代
の
鷹
取
秀
次
を
実
質
上
の
始
祖
と
す
る
鷹
取
家
は
金

創
治
療
の
名
門
で
あ
る
。
延
宝
八
（
一
六
六
〇
）
年
項
の
書
物
は
、

「
筑
前
医
師
鷹
取
養
巴
（
一
七
世
紀
後
半
の
人
物
）
が
切
断
さ
れ

た
腕
を
継
ぎ
、
元
の
よ
う
に
治
し
た
」
と
書
い
て
お
り
32
、
こ
の

内
容
が
「
厠
で
奥
方
の
尻
を
撫
で
て
腕
を
切
ら
れ
た
河
童
が
、
腕

を
返
し
て
も
ら
っ
た
礼
に
、
鷹
取
運
松
庵
（
養
巴
は
世
襲
名
）
に

骨
接
ぎ
の
法
を
伝
授
し
た
」
と
セ
ク
ハ
ラ
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
厠
で
女
性
の
尻
を
撫
で
て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、
塩
入
63
に
よ

る
と
、
新
潟
県
か
ら
九
州
福
岡
県
に
至
る
日
本
海
側
に
偏
っ
て
お

よ
そ
一
五
話
あ
り
、
特
に
新
潟
県
に
四
話
、
長
野
県
に
五
話
が
集

中
し
て
い
る
。

天
竜
川
で
の
河
童
の
妙
薬
は
、

川
奉
行
三
代
目
の
中
村
道
民
（
新

六
）
に
伝
え
ら
れ
た
痛
風
の
薬
（
商

品
名
「
加
減
湯
」）で
あ
る
。
近
年
、

昭
和
初
期
ま
で
製
造
・
販
売
さ
れ

て
い
た
「
加
減
湯
」
の
実
物
が
中

村
家
で
見
つ
か
っ
た
。
薬
は
薬
草

成
分
を
浸
み
込
ま
せ
た
キ
ハ
ダ
の

枝
を
切
り
刻
み
、
日
本
酒
で
煎
じ

て
痛
風
の
患
部
に
塗
っ
た
り
飲
ん

だ
り
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
薬
の
製
法
は
門
外
不
出
で
あ
る
80
。

河
童
の
妙
薬
ア
イ
ス
（
阿
伊
寿
）
は
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
潟
県
内
の
妙
薬
ア
イ
ス
33
は
、
無
名
異
（
酸
化
鉄
を

含
有
す
る
赤
土
）・
黄
檗
（
キ
ハ
ダ
の
樹
皮
）・
揚
梅
皮
（
ヤ
マ
モ

モ
の
樹
皮
）
等
で
、こ
れ
を
酢
と
水
を
調
合
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

猫
山
宮
尾
病
院
（
新
潟
市
中
央
区
）
で
は
、
近
年
ま
で
河
童
か

ら
伝
授
さ
れ
た
「
打
ち
身
・
く
じ
き
」
の
良
薬
「
猫
山
あ
い
す
」

の
湿
布
薬
が
処
方
さ
れ
て
お
り
、
深
緑
色
の
粉
末
を
水
や
酢
で
溶

い
て
耳
た
ぶ
ぐ
ら
い
の
硬
さ
に
な
る
ま
で
練
っ
た
後
、
和
紙
に
の
ば

し
て
患
部
に
張
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
打
撲
傷
の
場
合
は
、「
黄
桜

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
よ
る
と
、
は
こ
べ
（
朝
し
ら
げ
）、
草
庭
常
（
草

接
骨
木
）
等
で
造
る
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
1
）「
成
分
が
あ
る
程
度
分
か
る
薬
」

①
悪
さ
を
し
て
取
ら
れ
た
腕
を
返
し
て
も
ら
っ
た
揖
斐
郡
徳
山

村
本
郷
の
河
童
は
、
十
六
サ
サ
ギ
（
サ
サ
ゲ
と
も
言
う
）・
ネ
ム

の
木
の
皮
（
合
歓
皮
）・
鹿
の
角
・
そ
の
他
五
種
類
を
混
ぜ
合
わ

せ
て
黒
焼
き
に
し
て
飲
む
と
病
気
や
怪
我
に
効
く
妙
薬
を
伝
授
し

118
、②
郡
上
市
の
浄
福
寺
（
明
宝
小
川
）
の
住
職
は
秘
伝
の
七
種

の
草
に
い
わ
ゆ
る
百
草
を
加
え
て
炭
状
に
煮
詰
め
、
こ
の
粉
末
に

鹿
の
骨
の
粉
と
河
童
か
ら
貰
っ
た
金
の
玉
（
イ
シ
サ
ン
ゴ
目
の
珊

瑚
）
を
削
っ
た
粉
を
入
れ
て
作
る
ア
イ
ス
と
苦
楝
皮
（
落
葉
高
木

セ
ン
ダ
ン
の
樹
皮
）・
海
人
草
（
海
藻
）・
甘
草
等
を
調
合
す
る
喘

息
湯
と
を
伝
授
さ
れ
た
295
。
な
お
、
郡
上
市
に
は
骨
接
ぎ
秘
薬
も

伝
え
ら
れ
て
お
り
、③
八
幡
町
亀
尾
島
で
は
ア
イ
ス
草
と
巻
貝
の
蜷

を
調
合
し
て
腕
の
接
合
に
用
い
237
、④
大
和
町
神
路
の「
ご
り
ん
淵
」

（
現
在
は
流
れ
が
変
わ
り
淵
が

浅
く
な
っ
た
）
の
河
童
は
蜷
の

身
を
切
れ
た
腕
に
付
け
て
接

合
す
る
術
を
教
え
た
301
。
ま

た
、⑤
飛
騨
市
神
岡
町
の
河
童

は
南
天
の
木
と
み
こ
し
花
（
ゲ

ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
）
や
オ
オ
バ

コ
の
根
を
混
ぜ
て
飲
む
風
邪

薬
（
河
童
丸
）
を
伝
授
し

て
い
る
39
。

（
2
）「
各
種
の
治
療
薬
」

河
童
か
ら
伝
授
さ
れ
た

薬
で
殿
様
や
姫
君
を
治
療

し
た
話
と
し
て
、⑥
河
童
は

懲
ら
し
め
を
許
し
て
く
れ
た

医
者
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

春
日
美
束
）
に
秘
伝
の
薬

を
伝
授
し
、
大
垣
の
殿
様
の
病
気
が
完
治
し
118
、
ま
た
同
様
に
、

⑦
粕
川
の
上
流
部
で
河
童
か
ら
貰
っ
た
本
と
薬
で
医
者
に
な
り
、

近
江
の
殿
様
の
姫
を
治
し
て
い
る
224
。

「
キ
ズ
・
虫
下
し
薬
」
と
し
て
、⑧
竜
宮
に
通
じ
る
鶉
ヶ
池
（
本

巣
市
十
四
条
）
の
年
老
い
た
河
童
は
水
神
様
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
た
が
、
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
た
小
河
童
は
馬
医
者
に
懲
ら
し
め

ら
れ
て
許
さ
れ
、
母
河
童
は
馬
医
者
へ
の
お
礼
に
傷
薬
の
製
法
を

伝
授
し
た
。
ま
た
、
河
童
の
家
族
が
池
か
ら
引
っ
越
す
時
も
「
虫

下
し
」
の
妙
薬
を
伝
授
さ
れ
、
こ
の
薬
は
明
治
時
代
に
官
許
虫
下

し
の
免
許
も
あ
っ
た
69
。

高
山
市
内
に
は
火
傷
の
薬
が
伝
わ
っ
て
い
る
。⑨
馬
を
宮
川
（
高

山
市
国
府
町
）
に
引
き
づ
り
込
も
う
と
し
た
河
童
が
許
さ
れ
た
お

礼
に
「
が
お
ろ
薬
（
火
傷
の
薬
）」
の
製
法
を
教
え
59
、⑩
高
山
市

荘
川
町
古
川
の
井
口
家
に
は
、
河
童
が
伝
授
し
た
火
傷
の
薬
が
あ

る
252
。

高
山
市
に
は
馬
の
肝
な
ど
を
盗
ろ
う
と
し
て
逆
に
馬
に
引
っ
張

ら
れ
て
来
た
河
童
が
許
さ
れ
た
礼
と
し
て
、⑪
国
府
町
宮
地
で
は
、

「
す
ば
こ
」（
手
首
の
痛
む
病
）
の
薬
を
伝
授
さ
れ
59
、⑫
丹
生
川

町
瓜
田
で
は
、
歯
痛
の
妙
薬
を
教
え
た
92
。
さ
ら
に
、⑬
同
じ
瓜

田
の
倉
屋
家
で
は
、
河
童
か
ら
針
と
「
バ
ヒ
フ
」（
ジ
フ
テ
リ
ア
）

に
罹
っ
た
人
の
喉
を
撫
ぜ
る
と
治
る
蛇
の
鱗
一
枚
が
入
っ
た
袋
を

貰
っ
て
い
る
104
。
ま
た
、⑭
荘
川
町
赤
谷
の
権
四
朗
家
伝
と
し
て
、

河
童
が
お
礼
に
デ
キ
モ
ノ
の
薬
を
伝
授
し
て
お
り
、
大
正
ま
で
注

文
が
あ
っ
た
252
。

骨
接
ぎ
薬
は
、⑮
一
宮
市
浅
井
町
の
接
骨
医
は
河
童
相
伝
の
秘

薬
を
持
ち
、
難
し
い
患
者
が
来
た
時
に
は
そ
の
家
の
池
を
一
巡
す

る
と
河
童
が
出
て
き
て
処
方
を
伝
授
し
た
29
。⑯
本
巣
市
山
口
の

豊
先
淵
で
は
、
鎌
（
河
童
は
金
物
を
嫌
う
）
を
取
り
除
い
た
馬
医

者
の
谷
村
家
が
馬
の
治
療
法
を
伝
授
さ
れ
51
、⑰
同
じ
豊
先
淵
で

河
童
の
住
ま
い
の
入
り
口
に
引
っ
か
か
っ
た
馬
鍬
を
取
り
除
い
た
小

森
家
が
、
梅
毒
薬
の
製
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
51
。

下
流
域
で
は
、⑱
羽
島
郡
笠
松
町
の
池
（
笠
松
駅
の
東
北
で
、

埋
立
ら
れ
た
）
の
主
の
祟
り
（
見
る
と
寝
付
く
、
糸
や
網
を
取
ら

れ
る
）
が
あ
り
、
主
は
河
童
か
ス
ッ
ポ
ン
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
主

に
餅
を
供
え
る
と
歯
痛
が
止
ま
る
、
と
伝
わ
っ
た
223
。

5‒

2
　
魚
で
お
礼
　

魚
の
名
前
は
、岩
魚
や
ヤ
マ
メ
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、多
く
は
単
に「
魚
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

木
曽
川
で
は
、①
恵
那
峡（
中
津
川
市
付
知
町
大
起
）で
合
流
す

る
右
支
川
付
知
川
の
あ
し
げ
淵
で
は
、客
の
数
だ
け
ヤ
マ
メ
を
籠
に

入
れ
て
い
た
が
、籠
を
掛
け
る
鍵
を
鹿
の
角
に
替
え
た
ら
魚
が
届

か
な
く
な
り
81
、②
揖
斐
川
の
旧
徳
山
村
櫨
原
で
は
瓢
箪
を
貰
っ

た
礼
51
に
、③
娘
に
化
け
た
揖

斐
川
町
徳
山
の
河
童
は
悪
戯

を
し
な
い
証
文
と
共
に
魚
を

届
け
262
、④
揖
斐
峡
の
揖
斐

川
町
乙
原
で
は
川
木（
流
木
）

に
化
け
て
い
た
河
童
が
魚
を

届
け
54
、⑤
揖
斐
川
左
支
川

の
根
尾
川
の
根
尾
板
所
で
は
、

猿
に
化
け
て
撃
た
れ
た
河
童

を
弔
う
火
を
仲
間
の
河
童
が

貰
っ
た
礼
に
、魚
を
届
け
る
と

共
に
洪
水
災
害
に
遭
わ
な
い

と
予
言
し
て
い
る
270
。

河
童
は
金
物
が
嫌
い
な
の

で
、⑥
揖
斐
川
町
岡
島
の「
山

西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
橋

側
の
淵
）に
棲
む
河
童
は
沈
ん

で
い
る
馬
鍬
を
若
者
に
取
っ
て

も
ら
っ
た
礼
に
悪
さ
を
し
な
い

と
誓
い
、魚
を
届
け
て
い
る

11
。
な
お
、
後
に
述
べ
る

「
5‒

4
水
害
伝
説
」に
⑤
と

類
似
の
話
が
③
に
、⑥
と
同
じ

所
の
他
の
河
童
が
①
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、長
良
川
流
域
内
で
は
魚
で
の
お
礼
は
一
話
も
無
く
、飛
騨

市
で
は
、⑦
飛
騨
市
神
岡
町
伏
方
で
は
捕
ま
っ
た
子
河
童
の
親
が

礼
に
魚
を
届
け
51
、⑧
古
川
町
で
は
魚
を
入
れ
て
く
る
桶
を
大
き

く
し
た
ら
来
な
く
な
り
109
、ま
た
⑨
同
じ
く
古
川
町
で
礼
に
ア
ジ

カ（
竹
・
藁
や
葦
等
で
編
ん
だ
籠
・
ざ
る
の
類
）に
魚
を
持
っ
て
き
た

109
。⑩
河
合
町
中
沢
上
で
は
秘
伝
を
伝
え
る
代
わ
り
に
魚
を
毎
日

木
の
枝
に
魚
を
ぶ
ら
下
げ
に
来
た
が
、木
の
枝
を
金
物
に
し
た
ら

魚
が
来
な
く
な
り
51
、⑪
河
合
町
保
の
庄
次
郎
淵（（
梨
ヶ
瀬
地

区
。現
在
は
下
小
島
ダ
ム
に
沈
む
）で
庄
次
郎
の
馬
を
引
こ
う
と
し

て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、許
さ
れ

て
礼
に
魚
を
運
ん
だ
が
、鉤
を

金
属
に
し
た
ら
来
な
く
な
っ

た
102
。

高
山
市
で
は
、⑫
高
山
市

国
府
町
今
の「
蔵
が
渕
」で

は
、神
岡
町
伏
方
で
の
桶
の
代

わ
り
に
魚
を
入
れ
て
来
る
桝

を
大
き
く
し
た
ら
来
な
く
な

り
59
、
⑬
神
岡
町
の「
蛇
の

淵
」（
高
原
川
）の
瓜
を
盗
っ
て

捕
ま
っ
た
河
童
は
、⑩
の
河
合

町
と
同
様
、秘
伝
を
教
え
る
代
わ
り
に
毎
日
魚
を
運
ん
で
い
る
51
。

⑭
上
宝
町
本
郷
の
鳴
滝
で
は
馬
に
取
り
付
い
て
許
さ
れ
た
礼
に

「
し
ょ
う
け（
ザ
ル
）」に
岩
魚
を
入
れ
て
毎
日
届
け
14
、⑮
清
見
町

池
本
で
は
馬
を
川
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
河
童
が
来
客
の
度
に

ヤ
マ
メ
を
届
け
51
、⑯
荘
川
町
猿
丸
の
滝
ヶ
淵（
荘
川
中
学
側
）に

棲
ん
で
い
た
河
童
は
、馬
を
川
に
引
き
入
れ
損
ね
て
許
さ
れ
、河
童

が
魚
を
持
っ
て
き
て
い
た
が
、包
丁
に
驚
い
て
来
な
く
な
っ
た
252
。な

お
、⑰
猿
丸
の
河
童
の
後
日
談
と
し
て
、河
童
が
坊
さ
ん
に
化
け
て

魚
を
届
け
る
家
で
団
子
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
が
、若
者
が
流
し

た
魚
を
捕
る
毒
薬
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
252
。ま
た
、⑱
石
浦
町
飯

山
地
区
の
宮
川
の「
青
ド
ン
渕
」

（「
ど
ん
」は
語
意
を
強
調
す
る
語

で
あ
る
）に
棲
む
親
分
河
童
・
勘

助
は
、馬
に
悪
さ
を
し
な
い
と
証

文
も
書
い
て
ア
ジ
カ（
カ
ゴ
）に

魚
を
入
れ
て
届
け
て
い
た
が
、ア

ジ
カ
の
紐
を
新
し
い
紐
を
取
り

換
え
た
ら
魚
が
届
か
な
く
な
っ

た
7
。

河
童
で
は
な
く
、竜
神
も
礼
を
し
、⑲
旅
人
に
親
切
な
老
夫
婦
の

も
と
へ
双
六
の
淵（
竜
神
淵
。高
山
市
上
宝
町
双
六
）の
竜
神
様
が

娘
に
化
け
機
織
り
の
手
伝
い
に
来
た
が
、帰
っ
て
行
く
化
け
た
竜
神

を
見
た
た
め
、借
り
た
礼
に
く
れ
て
い
た
岩
魚
や
鱒
も
無
く
な
り
、

道
具
を
借
り
に
来
な
く
な
っ
た
。そ
こ
で
、老
夫
婦
は
竜
神
が
消
え

た
双
六
の
淵
は
山
向
こ
う
の
岩
井
戸（
地
名
）の「
へ
そ
穴
」に
繋

が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、老
夫
婦
は「
へ
そ
穴
」へ
供
物

（
野
菜
や
米
が
無
い
の
で
種
籾
）を
供
え
る
と
、竜
神
は
許
し
て
双

六
の
淵
に
籾
殻
だ
け
浮
い
て
来
た
14
。

5‒

3
　
詫
び
証
文
と
椀
貸
し
　

捕
ま
っ
た
河
童
が
詫
び
証
文
を
書
い
て
い
る
。

①
郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
で
は
今
後
津
保
川
に
来
な
い
と
証

文
を
書
き
51
、②
関
市
武
芸
川
町
谷
口
の
宇
多
院
橋
上
の
岩
淵
で

平成28年に新しくなった須賀神社

小島功による「キザクラカッパカントリー」の標章木瓜紋

は
水
難
除
け
の
手
形
を
岩
に

彫
っ
て
い
る
。な
お
、掘
っ
た
手
形

は
い
つ
の
間
に
か
消
え
、今
は
水

難
供
養
の
観
音
様
が
祀
ら
れ
て

い
る
126
。③
岐
阜
市
中
鶉
の
了
福

寺
で
は
河
童
に
娘
用
の
綿
帽
子

を
与
え
た
ら
、綿
畑
を
荒
ら
さ
な

い
証
文
を
届
け
た
45
。

ま
た
、証
文
に
は
至
ら
な
い
が

河
童
は「
約
束
」も
し
て
お
り
、④

揖
斐
川
町
の
鎌
曽（
西
平
ダ
ム
下

流
三
〇
〇
m
左
岸
の「
鎌
曽
バ
ス

停
」）の
す
ぐ
上
流
の
勘
七
ブ
チ

に
棲
む
河
童
は
、揖
斐
川
町
の

「
山
西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
山

の
淵
）の
河
童
11
と
同
じ
く
、川

底
の
馬
鍬
を
拾
い
上
げ
て
も
ら
っ

た
礼
に
、今
後
人
間
の
ノ
コ
を
取

ら
な
い
と
庄
屋
に
約
束
を
し
て

い
る
11
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷

汲
長
瀬（
旧
下
長
瀬
）の
人
が
捕

ま
え
た
河
童
が
命
乞
い
し
た
の

で
、元
舟
場
近
く
の
松
が
枯
れ
る
ま
で
、下
長
瀬
の
子
の「
ノ
コ
」を

引
か
な
い
よ
う
に
約
束
さ
せ
て
逃
が
し
た
。明
治
中
頃
ま
で「
松
が

枯
れ
ず
」、子
供
達
は
水
遊
び
を
し
た
260
。⑥
落
合
淵（
岐
阜
市
則

松
）の
捕
ま
っ
た
河
童
は
田
植
え
を
手
伝
い
、約
束
の
印
に
松
を
植

え
て
い
る
51
。な
お
、⑦「
た
ろ
べ
の
滝（
九
号
）」136
で
は
、空
腹
の
河

童
が
た
ろ
べ
の
滝（
揖
斐
川
町
西
横
山
。道
が
荒
れ
て
今
は
行
け
な

い
）の
水
を
干
上
が
ら
せ
な
い
約
束
を
し
て
瓜
を
分
け
て
貰
っ
て
い

る
。河

童
に
よ
る
椀
貸
し
は
、①
若
宮
八
幡
宮
の
森
の
淵（
高
山
市
石

浦
町
八
幡
宮
の
奥
の
淵
）で
は
馬
に
つ
い
て
き
た
河
童
が
許
さ
れ
て

淵
で
椀
を
貸
し
101
、②
郡
上
市

白
鳥
町
中
津
屋
で
は
捕
ま
っ

て
許
さ
れ
た
河
童
が
来
客
時

に
椀
を
貸
し
て
い
る
51
が
、上

記
二
話
と
も
、最
後
の
結
末
は

「
椀
貸
し
伝
説
」と
同
様
で
、

約
束
を
破
っ
た
り
壊
し
た
た

め
、以
後
椀
は
貸
さ
れ
な
く

な
っ
た
。さ
ら
に
、③
白
鳥
町

中
津
屋
の
河
童
は
、馬
を
引
き

込
み
損
ね
た
河
童
が
許
さ
れ

て
以
来
、頼
ま
れ
る
と
農
機
具

を
用
意
し
た
52
。

5‒

4
　
水
害
予
報
　

①
揖
斐
川
町
で
は
岡
島
山
の
淵（
岡
島
橋
上
流
右
岸
側
）で
怪

我
を
し
た
子
河
童
の
手
当
て
を
し
た
ら
、河
童
の
家
族
が
洪
水
発

生
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
47
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合（
下
ヶ

流
）で
も
河
童
が
大
水
の
発
生
を
知
ら
せ
て
い
る
224
。ま
た
、③
本

巣
市
根
尾
西
板
谷（
板
所
か
ら
北
に
約
一・
五
㎞
）で
は
子
河
童
の

供
養
に
火
を
貸
し
た
家
が
そ
れ
以
後
に
害
を
免
れ
て
い
る
270
。

6
．引
き
込
み

引
き
込
み
は
、
人
や
家
畜
の
引
き
込
み
、
蜘
蛛
に
よ
る
引
き
込

み
、
す
っ
ぽ
ん
の
三
つ
で
あ
る
。

6‒

1
　
河
童
が
人
や
家
畜
を
引
き
込
む
　

①
木
曽
郡
木
曽
町
読
書

三
留
野
で
盆
の
一
六
日
に
川

へ
行
く
と
引
き
ず
り
込
ま
れ

266
、②
木
曽
町
福
島
伊
谷
で

は
カ
ワ
ナ
ン
バ
（
河
童
）
に

引
き
込
ま
れ
る
と
伝
わ
っ
て

い
る
266
。③
山
県
市
瀬
見
の

瀬
見
峡
に
架
か
る
瀬
見
橋

（
一
九
二
八
年
以
前
は
木
橋

で
、
初
代
瀬
見
橋
は
江
戸

中
期
）
で
オ
カ
ッ
パ
頭
の
お

化
け
が
橋
か
ら
人
を
突
き

落
し
た
が
、
遭
遇
し
た
村
人
が
和
歌
を
詠
ん
で
か
ら
出
な
く
な
っ

た
124
。④
小
駄
良
の
原
（
郡
上
市
八
幡
町
初
音
）
で
淵
に
引
き
込

ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
助
か
っ
た
21
。

⑤
関
市
板
取
杉
原
で
は
夜

に
浅
瀬
を
渡
っ
て
い
て
川
に
引

き
込
ま
れ
89
、
ま
た
、⑥
板

取
保
木
口
の
神
明
淵
へ
竜
宮

城
の
入
り
口
を
探
し
に
潜
っ
た

若
者
も
引
き
込
ま
れ
て
、
共

に
亡
く
な
っ
て
い
る
89
。⑦
関

市
下
之
保
の
清
兵
衛
は
夢
で
、

淵
（
清
兵
衛
淵
）
に
住
ん
で

い
る
ド
チ
ロ
ン
ベ
が
人
間
の
食

物
を
望
ん
だ
の
で
、
毎
朝
に

ぎ
り
め
し
を
川
岸
の
草
む
ら

の
上
に
置
い
た
。
そ
の
礼
に
、

内
緒
で
魚
が
取
れ
る
場
所
を

教
え
て
く
れ
た
が
、
ド
チ
ロ

ン
ベ
と
の
約
束
を
破
っ
て
人
に

そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
清
兵

衛
は
淵
の
中
へ
誘
わ
れ
て
消

え
て
し
ま
っ
た
126
。⑧
大
松
の

渕
（
関
市
洞
戸
市
場
の
街
道

で
通
行
人
を
引
き
込
む
の
で
、

お
坊
さ
ん
が
犠
牲
者
と
同
数

の
八
八
体
の
仏
像
を
造
り
経

を
挙
げ
た
ら
治
ま
っ
た
283
。

⑨
揖
斐
川
町
久
瀬
（
現
西

津
汲
）
で
は
胡
瓜
を
食
べ
て

泳
ぎ
に
行
く
と
引
き
込
ま
れ

る
と
言
い
238
、⑩
久
瀬
の
キ
ヨ

ジ
ブ
チ
（
小
津
川
沿
い
）
で

は
猿
に
化
け
た
河
童
が
引
き

込
む
と
言
わ
れ
238
、⑪
揖
斐
川

町
東
津
汲
の
小
津
川
橋
辺
り

の
河
原
と
な
っ
た
破
堤
地
に

河
童
に
狙
わ
れ
た
漁
師
が
逃

げ
込
ん
で
助
か
っ
た
54
。
な
お
、⑫
人
で
は
な
く
小
牛
の
「
し
り
こ

だ
ま
（
尻
子
玉
）」
が
揖
斐
川
町
日
坂
の
岩
屋
坂
脇
の
川
の
淵
で

河
童
兄
弟
に
抜
か
れ
て
い
る
54
。

⑬
郡
上
市
の
源
田
で
は
、
杭
に
化
け
た
河
童
が
馬
を
引
き
ず
り

込
み
52
、⑭
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
河
童
と
力
比
べ
を
し
た
釣

り
人
が
負
け
て
川
に
引
き
込
ま
れ
53
、⑮
関
市
小
瀬
で
は
仏
飯
を

食
べ
る
と
河
童
の
災
難
を
除
け
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏

飯
を
食
べ
ず
に
川
へ
行
き
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
71
。

下
流
部
の
愛
西
市
赤
目
町
で
は
⑯
河
童
が
娘
に
化
け
て
い
る
こ

と
を
明
か
さ
な
い
約
束
を
破
っ
た
村
人
は
、
佐
屋
川
で
足
を
逆
さ

に
し
て
死
ん
で
い
た
273
。

6‒

2
　
河
童
が
蜘
蛛
に
化
け
て
木
を
川
に
引
き
込
む
　

蜘
蛛
が
朝
に
巣
を
張
る
と
天
気
が
良
く
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
蜘
蛛
に
は
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

①
ホ
オ
ノ
キ
淵
（
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
）
で
、
蜘
蛛
に
化
け

た
河
童
が
ホ
オ
ノ
キ
（
朴
の
木
）
に
糸
を
巻
き
つ
け
て
木
を
川
に

引
き
ず
り
込
み
252
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合
（
上
ヶ
流
）
で
は
柳

の
木
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
224
。
な
お
、③
揖
斐
川
町
春
日

美
束
で
は
蜘
蛛
に
化
け
て
悪
い
事
ば
か
り
し
て
い
た
河
童
が
許
さ

れ
、
以
後
、
悪
河
童
が
来
た
ら
教
え
る
と
約
束
し
た
28
。

④
揖
斐
川
町
で
は
釣
り
人
の
足
に
つ
い
た
糸
を
付
け
替
え
た
柳
が

278
、
さ
ら
に
⑤
椿
ヶ
渕
（
不
破
郡
垂
井
町
梅
谷
）
で
は
足
に
つ
い

た
糸
を
付
け
替
え
た
椿
の
木
47
が
川
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
。

6‒

3
　
ス
ッ
ポ
ン
に
よ
る
引
き
込
み

下
流
部
に
な
る
と
、河
童
の
姿
は
下
流
部
で
よ
く
見
か
け
る
ス
ッ

ポ
ン
に
替
わ
っ
て
く
る
。

①
海
津
市
海
津
町
で
は
高
須
藩
主
松
平
義
行
の
馬
が
池
に
引

き
ず
り
込
ま
れ
て
ス
ッ
ポ
ン
に
食
べ
ら
れ
221
、②
桑
名
市
で
は
津
島

祭
り
が
近
づ
く
と
、
ド
チ
（
ス
ッ
ポ
ン
）
が
子
供
を
さ
ら
っ
て
津

島
さ
ん
に
人
身
御
供
す
る
55
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。

7
．そ
の
他

そ
の
他
は
、
住
処
、
悪
戯
、
生
き
肝
、
雨
乞
い
の
四
つ
で
あ
る
。

7‒

1
　
住
処

河
童
が
見
つ
か
っ
た
場
所
や
住
処
は
、①
揖
斐
川
町
乙
原
の
「
と

ど
ろ
き
の
滝
」
は
河
童
が
住
ん
で
い
る
と
伝
わ
り
、
村
人
は
滝
に

近
づ
か
な
か
っ
た
54
。②
科
洞
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）
の
科
池
近

く
で
声
を
掛
け
て
来
た
子
供
の
足
跡
に
水
か
き
が
付
い
て
い
た
。

以
来
、
科
池
の
「
の
し
（
主
）」
が
お
る
と
言
わ
れ
た
209
。③
関
市

板
取
の
大
谷
に
棲
む
河
童
と
出
会
い
逃
げ
帰
っ
て
来
た
89
。
ま
た
、

④
大
洪
水
の
時
に
、
板
取
の
は
か
り
岩
の
上
に
河
童
を
見
か
け
た

が
、
あ
る
い
は
川
獺
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
89
。

な
お
、
子
供
の
形
で
は
な
く
ス
ッ
ポ
ン
（
ド
チ
）
の
形
を
し
た

河
童
が
、⑤「
水
神
様
の
淵
」（
可
児
市
下
恵
土
）
か
ら
若
者
に
化

け
て
酒
を
買
い
に
来
た
が
、
跡
を
つ
け
た
男
は
熱
を
出
し
、
化
け

た
ド
チ
は
、
悪
さ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兼
山
城
主
の
家
臣
森

武
蔵
が
ド
チ
を
退
治
し
た
の
で
、
男
の
熱
も
下
が
り
、
そ
の
淵
を

武
蔵
ヶ
淵
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
35
。
な
お
、『
可
児
町
史
通
史
編
』

で
は
怪
物
退
治
と
酒
を
買
い
に
来
る
話
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
。

大
井
ダ
ム
（
中
津
川
市
蛭
川
）
が
出
来
る
以
前
、⑥
池
島
（
ダ

ム
湖
に
沈
ん
だ
奥
渡
渡
船

場
下
流
の
中
州
）
と
呼
ば

れ
る
地
の
大
き
な
池
に
河

童
が
棲
み
、
こ
の
池
は
中

津
川
市
坂
下
の
旗
巻
渕

（
竜
宮
の
姫
の
機
織
り
伝

説
の
淵
）
と
繋
が
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
108
。

高
山
市
荘
川
町
で
は
、

⑦
十
王
堂
の
淵
・
新
淵
に

は
多
く
の
河
童
が
棲
ん
で

い
た
252
。
郡
上
市
明
宝
気

良
の
奥
の
青
木
の
川
で
、⑧

河
童
と
相
撲
を
し
た
人
も
お
り
、
河
童
が
岩
の
上
に
寝
て
い
た

295
。⑨
郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
の
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
（
北

濃
駅
の
西
端
千
田
野
上
が
り
口
横
の
山
側
の
池
）
に
浮
い
た
布
を

拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
与
太
郎
が
池
に
沈
ん
だ
。
池
の
淵
に
は
河

童
が
棲
む
と
恐
れ
ら
れ
た
247
。

な
お
、
泉
鏡
花
の
「
歌
行
燈
」
に
、⑩
桑
名
市
紺
屋
町
辺
り
で

外
堀
の
水
を
打
つ
バ
ア
ン
と
い
う
音
が
聞
こ
え
た
。
こ
れ
を
「
カ

ワ
ウ
ソ
の
釣
瓶
落
と
し
」
と
言
っ
た
と
、
載
っ
て
い
る
55
。

ま
た
、
淵
が
深
淵
や
竜
宮
と
繋
が
っ
て
い
る
話
と
し
て
、⑪
郡

上
市
美
並
町
の
坂
山
の
森
の
淵
に
は
人
を
引
き
込
む
河
童
が
棲
ん

で
お
り
、
淵
に
南
蛮
黍
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
を
流
す
と
勝
原
の
淵

に
浮
か
ん
だ
287
。
一
方
、⑫
関
市
洞
戸
尾
倉
の
「
ガ
ワ
イ
ロ
渕
」
の

乙
女
岩
（
河
童
が
乙
女

に
化
け
て
座
っ
て
い
た
岩
）

に
、
旧
暦
六
月
一
六
日
に

竜
宮
の
乙
姫
が
遊
び
に
来

る
の
で
河
童
が
集
ま
る
か

ら
、川
遊
び
は
し
な
い
283
。

7‒

2
　
悪
戯

①
悪
戯
河
童
は
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
の
号
嶋
岩
の
淵
に
馬
を

取
り
込
も
う
と
し
た
が
、
逆
に
馬
に
淵
か
ら
引
き
出
さ
れ
51
、②

山
県
市
片
原
の
厚
谷
に
架
か
る
橋
か
ら
子
供
に
化
け
た
河
童
に
川

に
落
と
さ
れ
そ
う
に
な
り
124
、③
山
県
市
日
永
で
は
子
ど
も
に
化

け
て
大
人
を
引
き
ず
り
込
み
損
な
い
刀
で
切
ら
れ
て
い
る
51
。

④
揖
斐
川
町
西
津
汲
で
は
川
木
（
流
木
）
に
化
け
54
、⑤
揖
斐

川
町
三
倉
で
は
飛
鳥
川
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
河
童
が
混
じ
っ
て

い
た
54
。⑥
揖
斐
川
町
戸
入
（
旧
徳
山
村
）
で
は
相
撲
を
取
り

84
、⑦
揖
斐
川
町
塚
（
旧
徳
山
村
）
で
は
、
悪
さ
を
す
る
河
童
が

突
然
脇
差
で
切
付
け
ら
れ
た
が
、
脇
差
は
草
鞋
の
紐
を
切
っ
て
穢

れ
て
い
た
の
で
、
河
童
は
切
ら
れ
ず
に
逃
げ
延
び
た
84
。

⑧
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
力
自
慢
の
男
が
大
洞
川
の
悪
戯

河
童
を
退
治
し
53
、⑨
下
呂
市
金
山
町
の
高
橋
で
は
悪
戯
河
童
を

弁
財
天
が
封
じ
込
め
て
い
る
34
。
さ
ら
に
、⑩
安
八
郡
安
八
町
今
ヶ

渕
の
中
須
川
の
河
童
は
草
刈
り
の
手
伝
い
に
来
て
草
を
散
ら
か
し

た
り
4
、⑪
安
八
町
南
今
ヶ
淵
で
は
、
女
の
子
に
化
け
て
遊
び
を

誘
い
に
来
た
河
童
4
も
い
る
。

河
童
に
も
、
悪
さ
を
す
る
も
の
、
仲
良
く
し
た
が
る
も
の
、
何

も
関
わ
り
を
持
た
ず
に
そ
っ
と
し
て
い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
居
た

よ
う
で
あ
る
。

7‒

3
　
生
き
肝

高
山
市
で
は
、①
丹
生
川
町
小
野
の
小
野
橋
下
で
、
乙
姫
の
病

を
治
す
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
猿
を
騙
し
た
が
、
失
敗
し
て
ア

ケ
ビ
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
269
。②
荘
川
町
新
淵
で
は
乙
姫
の
た
め

に
河
童
で
は
な
く
亀
が
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
し
て
失
敗
し

72
、③
荘
川
町
牛
丸
で
は
、
乙
姫
様
へ
は
猿
の
生
き
肝
で
は
な
く

馬
の
生
き
肝
を
取
り
損
ね
た
河
童
が
毎
日
ア
ジ
メ
泥
鰌
を
三
升
ず

つ
持
っ
て
き
た
が
、「
気
を
遣
わ
な
く
て
も
良
い
」
と
言
う
と
、
届

か
な
く
な
っ
た
67
。

④
郡
上
市
明
宝
の
井
尻
洞
で
も
、
乙
姫
の
た
め
に
猿
の
生
き
肝

を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
皿
の
水
が
無
く
な
り
捕
ま
っ
て
い
る
295
。

7‒

4
　
雨
乞
い

中
津
川
市
山
口
の
川
原
田
で
は
、①
悪
戯
河
童
が
行
者
に
よ
っ

て
石
に
さ
れ
、
石
河
童
の
頭
の
水
が
無
く
な
る
と
、
水
を
欲
し
が
っ

て
雨
が
降
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
300
。

8
．お
わ
り
に

『
遠
野
物
語
』
に
よ
っ
て
、
河
童
は
岩
手
県
遠
野
市
が
有
名
で

あ
る
が
、
岐
阜
県
と
木
曽
三
川
流
域
に
も
河
童
伝
説
が
多
数
あ

り
、
今
回
調
査
不
足
で
あ
る
木
曽
川
上
流
域
（
長
野
県
側
）
の

分
を
加
え
る
と
、
河
童
伝
説
は
軽
く
一
〇
〇
話
を
超
え
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
章
で
は
個
々
の
河
童
伝
説
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

各
種
の
河
童
伝
説
を
通
し
て
、
川
へ
の
畏
敬
と
愛
着
を
持
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
こ
の
原
稿
は
、
K
I
S
S
O
九
八
号
「
河
童
伝
説
」（
水

に
ま
つ
わ
る
民
話
か
ら
）
を
修
正
・
加
筆
い
た
し
ま
し
た 

（
福
島

晃
子
記
） 

。

●
●
●
●
■
■
■
■
★
★
★

治療法5-1
魚でお礼 5-2
証文や椀貸し5-3
水害予報 5-4
引き込み 6-1
蜘蛛化け 6-2
スッポン 6-3
住処 7-1
悪戯 7-2
生き肝 7-3
雨乞い 7-4

分　類 記号 ・●は、揖斐・長良川の上流域から下流域、さらに
宮川支川や高原川の上流域に分布。

・●は、長良川筋では見られず、揖斐川上流域や庄
川・宮川上流域に分布。

・●は、揖斐・長良川筋のほぼ上流域から中流域に
分布。

・●は、限られたサンプル数だが、揖斐川筋で見ら
れる。

・■の上限は、揖斐川では揖斐川町東津久見、長良
川では郡上市、木曽川では木曽町辺り。

・■は、揖斐川右支川粕川の上流や高山市の庄川上
流が舞台。

・■は、スッポンの生息地の下流部や河口部が舞台。
・■の上限は、木曽川では中津川市坂下、長良川で
は郡上市白鳥町、揖斐川では揖斐川町乙原辺り
である。

・★は、木曽川筋では見られず、揖斐川筋に多い。
・★は、高山市の宮川や荘川上流、さらに郡上市明
宝等の上流域が舞台。

・★は、中津川市山口に伝わる。

河童伝説の伝承場所図
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89

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
6
章
　
河
童
伝
説

漁
し
て
い
た
が
、河
童
に
与
え
る
胡
瓜
の
替
わ
り
に
石
を
投
げ
い
れ
、

河
童
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

河
童
と
胡
瓜
の
関
係
を
、中
村
32
は
、享
保
元（
一
七
一
六
）年
刊

の
書
籍
に
河
童
が「
瓜
・
茄
を
盗
る
」記
述
が
最
初
に
見
ら
れ
る
が

「
胡
瓜
」は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、一
七
七
〇
年
代
に
な
っ
て「
胡
瓜

や
甜
瓜
を
盗
み
」と
初
め
て「
胡
瓜
」が
記
さ
れ
て
い
る
、と
述
べ
て
い

る
。さ
ら
に
、河
童
が
胡
瓜
を
好
き
だ
と
明
記
し
た
の
は
享
和
三（
一

八
〇
三
）年
刊
辺
り
の
書
籍
が
古
い
ほ
う
で
あ
ろ
う
、と
結
論
し
て

い
る
。つ
ま
り
、十
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
河
童
は
胡
瓜
が
好
物
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

4
．河
童
伝
説
の
分
布

選
定
し
た
河
童
伝
説
を
、お
礼
、引
き
込
み
、そ
の
他
に
ジ
ャ
ン
ル

分
け
を
行
っ
た
。

2
．河
童
の
由
来
と
姿

河
童
の
由
来
説
は
、渡
来
説
と
人
形
化
生
説
の
二
種
類
が
あ
る

30
。熊

本
県
八
代
市
の
球
磨
川
河
口
の「
河
童
渡
来
の
碑
」に
よ
る
と
、

仁
徳
天
皇
時
代（
三
一
三
〜
三
九
九
）に
中
国
か
ら
九
千
匹
の
河
童

が
揚
子
江（
長
江
）を
下
り
、黄
海
を
経
て
八
代
に
上
陸
し
た
と
あ

る
。人

形
化
生
説
で
よ
く
知
ら
れ
た
藁
人
形
説
は
熊
本
の
天
草
島
伝

承
で
、左
甚
五
郎
が
命
を
吹
き
込
ん
だ
藁
人
形
の
手
伝
い
で
工
事
が

よ
う
や
く
竣
工
し
た
。壊
さ
れ
て
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
藁
は
、「
こ

れ
か
ら
は
何
を
食
え
ば
よ
い
か
」と
甚
五
郎
に
尋
ね
る
と
、「
人
の
尻

で
も
喰
ら
え
」と
答
え
た
。そ
こ
で
、藁
人
形
は
河
童
に
化
け
て
肛
門

に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
尻
子
玉
を
狙
う
と
い
う
。青
森
県
八
戸
市
で

は
甚
五
郎
が
寸
法
を
間
違
え
て
、貫（
柱
と
柱
と
を
横
に
貫
い
て
連

ね
る
材
）を
通
し
た
ま
ま
川
に
捨
て
、こ
の
木
屑
が
河
童
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、河
童
の
腕
は
引
っ
張
ら
れ
た
腕
が
伸
び
、片
方
の
腕
が

縮
む
の
で
あ
る
。

河
童
の
原
型
で
あ
る
水
霊
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
想
像
上
の
動
物

と
地
方
で
の
呼
び
名
を
、大
野
31
の
分
類
か
ら
見
て
お
こ
う
。

（
1
）虬（
蛟
竜
）:
古
代
は「
み
つ
ち
」で
、水
霊
・
水
神
の
意
。水

中
に
棲
み
、蛇
に
似
た
形
を
し
、，角
・
四
肢
を
も
ち
、毒
気
を
吐
い
て

人
を
害
す
る
と
い
う
想
像
上
の
動
物
。青
森
の
メ
ド
チ
・
メ
ド
ツ
、岩

手
の
メ
ッ
ト
ウ
チ
、能
登
・
加
賀
の
ミ
ズ
シ
。

（
2
）水
神
:
佐
渡
の
シ
イ
ジ
ン
、長
野
の
セ
イ
ジ
ン
、新
潟
の
ス
ジ

ン
コ
、鹿
児
島
の
ス
ジ
ン
ド
ン
・
ミ
ズ
シ
ン
・
ミ
ッ
ツ
ド
ン
。

（
3
）水
虎
:
中
国
の
水
虎
は
、三
・
四
歳
の
児
童
の
よ
う
で
脛
が

長
く
、総
身
鱗
甲
に
覆
わ
れ
、普
段
は
水
中
に
潜
り
、虎
の
頭
部
に

似
た
膝
頭
だ
け
を
水
上
に
浮
か
べ
て
い
る
。水
虎
が
日
本
で
は
河
童

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。津
軽
の
シ
ッ
コ
サ
マ・
オ
シ
ッ
コ
サ
マ
。

（
4
）川
の
童
か
ら
:
関
東
・
甲
信
・
東
海
地
方
な
ど
の
カ
ワ
ッ
パ
、

九
州
・
種
子
島
・
屋
久
島
の
ガ
ラ
ッ
パ
、長
野
・
岐
阜
・
愛
知
の
カ
ワ
ラ

ン
ベ
等
多
く
あ
る
。

（
5
）他
に
、（
4
）以
外
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
主
な
名
前
だ
け

を
列
挙
す
る
と
、「
川
の
子
」か
ら
生
じ
た
島
根
・
兵
庫
・
鳥
取
・
大
分

の
カ
ワ
コ
等
、「
川
の
小
坊
主
・
小
僧
・
小
法
師
」か
ら
生
じ
た
静
岡
・

長
野
・
三
重
野
の
カ
ワ（
ラ
）コ
ゾ
ウ
、三
重
の
カ
ワ
コ
ボ
シ
ヤ
・
カ
ン

コ
ロ
ボ
シ
等
、さ
ら
に「
川
の
太
郎
」か
ら
生
じ
た
和
歌
山
・
近
江
・
九

州
の
カ
ワ
タ
ロ
ウ
、岐
阜
の
カ
ワ
ヤ
ロ
ウ
等
が
あ
る
。

ま
た
、実
在
動
物
で
分
類
す
る
と
、（
1
）「
亀
・
ス
ッ
ポ
ン
」か
ら
、

岐
阜
の
ド
チ
・
ド
チ
ガ
メ
・
ド
チ
ロ
ベ
、（
2
）「
川
獺
」か
ら
、佐
渡
・
愛

媛
の
カ
ワ
エ
ソ
、島
根
・
広
島
の
カ
ワ
ソ
、（
3
）猿
か
ら
、静
岡
の
カ
ワ

ザ
ル
、広
島
の
フ
チ
ザ
ル
、（
4
）鳥
か
ら
、日
向
の
ヒ
ョ
ー
ス
ベ
等
で

あ
る
。

つ
ま
り
、水

霊
の
イ
メ
ー
ジ

は
、蛇
・
亀
・
川

獺
・
人
（
少

童
）・
猿
・
鳥
と

ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、一
定
の

形
を
な
さ
な
か
っ
た
。

石
川
74
は
、水
霊
の
形
状
は

徐
々
に
幼
児
の
形
に
収
斂
し

て
、小
童
の
形
を
し
た
も
の
の
呼

び
名
カ
ワ
ッ
パ
・
カ
ワ
ラ
ン
ベ
等

か
ら
、河
童
に
転
じ
た
と
考
え
、

さ
ら
に
、河
童
が
だ
ん
だ
ん
通

用
語
に
な
る
に
つ
れ
、そ
の
形
状

も
統
一
化
さ
れ
、上
述
し
た「
水

虎
」の
形
状
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
、と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、石
上
117
は
水
霊
が
河
童
に
収
斂
し
た
原
因
と
し
て
、安

定
し
た
江
戸
時
代
の
楽
し
み
と
し
て
、文
人
・
画
家
に
よ
る「
怪
談

会
」の
催
し
や
絵
巻
作
成
の
隆
盛
が
一
役
買
っ
た
と
考
え
て
い
る
。さ

ら
に
現
在
、河
童
の
イ
メ
ー
ジ
は
清
水
昆
や
小
島
功
ら
の
漫
画
に

よ
っ
て
可
愛
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

3
．河
童
と
胡
瓜

河
童
は
祇
園
の
お
使
い
で
あ
り
、河
童
の
好
物
は
胡
瓜
だ
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。ま
ず
は
、京
の
祇
園
社（
八
坂
神
社
）と
胡
瓜

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

祇
園
の
社
紋
は
胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ

は
間
違
い
で
あ
る
。織
田
信
長
が
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、

京
都
･
感
神
院（
現
八
坂
神
社
）に
寄
進
し
た
御
輿
の
紋
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る
祗
園
の
神
紋
は「
木
瓜
紋
」で
あ
り
、胡
瓜
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、こ
の「
木
瓜
」は「
き
う

り
」と
も
読
め
る
か
ら
、「
木

瓜
」が「
胡
瓜
」に
変
じ
た
の
で

あ
る
30
。

博
多
人
は
、祗
園
の
神
紋

が
、胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
畏

れ
多
い
と
、祭
り
期
間
中
、胡

瓜
を
口
に
せ
ず
、サ
ラ
ダ
に

入
っ
て
い
て
も
つ
ま
み
出
す
、と
言
わ
れ
て
い
る
。似
た
話
は
海
津
市
平

田
町
土
倉
に
も
あ
る
。揖
斐
川
堤
防
沿
い
に
あ
る
氏
神
須
賀
神
社
の

定
紋
が
胡
瓜
の
切
り
口
に
酷
似
し
て
い
る
た
め
、土
倉
の
人
々
は
胡

瓜
を
絶
対
口
に
し
な
か
っ
た

107
の
で
あ
る
。同
様
に
、大
垣

市
静
里
町（
徳
光
）の
白
髭

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
牛
頭

天
王
の
模
様
も
胡
瓜
の
切
り

口
に
似
て
い
る
の
で
、昭
和

三
〇（
一
九
五
五
）年
頃
ま
で

栽
培
も
食
べ
も
し
な
か
っ
た

16
。な
お
、「
よ
す
け
と
カ
ッ

パ（
八
一
号
）」110（
瑞
浪
市
釜

戸
町
の
土
岐
川
）で
は
、胡
瓜

を
川
に
投
げ
入
れ
て
魚
を
大

5
．河
童
か
ら
の
お
礼

5‒
1
　
伝
授
さ
れ
た
治
療
法

「
わ
る
さ
」
に
失
敗
し
た
河
童
は
、
た
い
て
い
片
腕
を
切
り
取
ら

れ
た
。
そ
こ
で
河
童
は
、
片
腕
を
返
し
て
も
ら
う
礼
に
、
切
ら
れ

た
腕
を
元
通
り
に
つ
な
ぐ
秘
術
・
秘
法
を
、
さ
ら
に
、
骨
接
ぎ
以

外
に
金
創
（
刀
・
槍
・
鎌
な
ど
で
の
怪
我
）
の
薬
、
軟
膏
な
ど
の

医
薬
の
製
法
を
伝
授
し
て
い
る
。

実
在
の
人
物
が
河
童
に
骨
接
ぎ
の
秘
法
を
習
っ
た
と
伝
わ
る
話

も
あ
る
。

織
豊
時
代
の
鷹
取
秀
次
を
実
質
上
の
始
祖
と
す
る
鷹
取
家
は
金

創
治
療
の
名
門
で
あ
る
。
延
宝
八
（
一
六
六
〇
）
年
項
の
書
物
は
、

「
筑
前
医
師
鷹
取
養
巴
（
一
七
世
紀
後
半
の
人
物
）
が
切
断
さ
れ

た
腕
を
継
ぎ
、
元
の
よ
う
に
治
し
た
」
と
書
い
て
お
り
32
、
こ
の

内
容
が
「
厠
で
奥
方
の
尻
を
撫
で
て
腕
を
切
ら
れ
た
河
童
が
、
腕

を
返
し
て
も
ら
っ
た
礼
に
、
鷹
取
運
松
庵
（
養
巴
は
世
襲
名
）
に

骨
接
ぎ
の
法
を
伝
授
し
た
」
と
セ
ク
ハ
ラ
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
厠
で
女
性
の
尻
を
撫
で
て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、
塩
入
63
に
よ

る
と
、
新
潟
県
か
ら
九
州
福
岡
県
に
至
る
日
本
海
側
に
偏
っ
て
お

よ
そ
一
五
話
あ
り
、
特
に
新
潟
県
に
四
話
、
長
野
県
に
五
話
が
集

中
し
て
い
る
。

天
竜
川
で
の
河
童
の
妙
薬
は
、

川
奉
行
三
代
目
の
中
村
道
民
（
新

六
）
に
伝
え
ら
れ
た
痛
風
の
薬
（
商

品
名
「
加
減
湯
」）で
あ
る
。
近
年
、

昭
和
初
期
ま
で
製
造
・
販
売
さ
れ

て
い
た
「
加
減
湯
」
の
実
物
が
中

村
家
で
見
つ
か
っ
た
。
薬
は
薬
草

成
分
を
浸
み
込
ま
せ
た
キ
ハ
ダ
の

枝
を
切
り
刻
み
、
日
本
酒
で
煎
じ

て
痛
風
の
患
部
に
塗
っ
た
り
飲
ん

だ
り
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
薬
の
製
法
は
門
外
不
出
で
あ
る
80
。

河
童
の
妙
薬
ア
イ
ス
（
阿
伊
寿
）
は
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
潟
県
内
の
妙
薬
ア
イ
ス
33
は
、
無
名
異
（
酸
化
鉄
を

含
有
す
る
赤
土
）・
黄
檗
（
キ
ハ
ダ
の
樹
皮
）・
揚
梅
皮
（
ヤ
マ
モ

モ
の
樹
皮
）
等
で
、こ
れ
を
酢
と
水
を
調
合
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

猫
山
宮
尾
病
院
（
新
潟
市
中
央
区
）
で
は
、
近
年
ま
で
河
童
か

ら
伝
授
さ
れ
た
「
打
ち
身
・
く
じ
き
」
の
良
薬
「
猫
山
あ
い
す
」

の
湿
布
薬
が
処
方
さ
れ
て
お
り
、
深
緑
色
の
粉
末
を
水
や
酢
で
溶

い
て
耳
た
ぶ
ぐ
ら
い
の
硬
さ
に
な
る
ま
で
練
っ
た
後
、
和
紙
に
の
ば

し
て
患
部
に
張
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
打
撲
傷
の
場
合
は
、「
黄
桜

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
よ
る
と
、
は
こ
べ
（
朝
し
ら
げ
）、
草
庭
常
（
草

接
骨
木
）
等
で
造
る
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
1
）「
成
分
が
あ
る
程
度
分
か
る
薬
」

①
悪
さ
を
し
て
取
ら
れ
た
腕
を
返
し
て
も
ら
っ
た
揖
斐
郡
徳
山

村
本
郷
の
河
童
は
、
十
六
サ
サ
ギ
（
サ
サ
ゲ
と
も
言
う
）・
ネ
ム

の
木
の
皮
（
合
歓
皮
）・
鹿
の
角
・
そ
の
他
五
種
類
を
混
ぜ
合
わ

せ
て
黒
焼
き
に
し
て
飲
む
と
病
気
や
怪
我
に
効
く
妙
薬
を
伝
授
し

118
、②
郡
上
市
の
浄
福
寺
（
明
宝
小
川
）
の
住
職
は
秘
伝
の
七
種

の
草
に
い
わ
ゆ
る
百
草
を
加
え
て
炭
状
に
煮
詰
め
、
こ
の
粉
末
に

鹿
の
骨
の
粉
と
河
童
か
ら
貰
っ
た
金
の
玉
（
イ
シ
サ
ン
ゴ
目
の
珊

瑚
）
を
削
っ
た
粉
を
入
れ
て
作
る
ア
イ
ス
と
苦
楝
皮
（
落
葉
高
木

セ
ン
ダ
ン
の
樹
皮
）・
海
人
草
（
海
藻
）・
甘
草
等
を
調
合
す
る
喘

息
湯
と
を
伝
授
さ
れ
た
295
。
な
お
、
郡
上
市
に
は
骨
接
ぎ
秘
薬
も

伝
え
ら
れ
て
お
り
、③
八
幡
町
亀
尾
島
で
は
ア
イ
ス
草
と
巻
貝
の
蜷

を
調
合
し
て
腕
の
接
合
に
用
い
237
、④
大
和
町
神
路
の「
ご
り
ん
淵
」

（
現
在
は
流
れ
が
変
わ
り
淵
が

浅
く
な
っ
た
）
の
河
童
は
蜷
の

身
を
切
れ
た
腕
に
付
け
て
接

合
す
る
術
を
教
え
た
301
。
ま

た
、⑤
飛
騨
市
神
岡
町
の
河
童

は
南
天
の
木
と
み
こ
し
花
（
ゲ

ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
）
や
オ
オ
バ

コ
の
根
を
混
ぜ
て
飲
む
風
邪

薬
（
河
童
丸
）
を
伝
授
し

て
い
る
39
。

（
2
）「
各
種
の
治
療
薬
」

河
童
か
ら
伝
授
さ
れ
た

薬
で
殿
様
や
姫
君
を
治
療

し
た
話
と
し
て
、⑥
河
童
は

懲
ら
し
め
を
許
し
て
く
れ
た

医
者
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

春
日
美
束
）
に
秘
伝
の
薬

を
伝
授
し
、
大
垣
の
殿
様
の
病
気
が
完
治
し
118
、
ま
た
同
様
に
、

⑦
粕
川
の
上
流
部
で
河
童
か
ら
貰
っ
た
本
と
薬
で
医
者
に
な
り
、

近
江
の
殿
様
の
姫
を
治
し
て
い
る
224
。

「
キ
ズ
・
虫
下
し
薬
」
と
し
て
、⑧
竜
宮
に
通
じ
る
鶉
ヶ
池
（
本

巣
市
十
四
条
）
の
年
老
い
た
河
童
は
水
神
様
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
た
が
、
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
た
小
河
童
は
馬
医
者
に
懲
ら
し
め

ら
れ
て
許
さ
れ
、
母
河
童
は
馬
医
者
へ
の
お
礼
に
傷
薬
の
製
法
を

伝
授
し
た
。
ま
た
、
河
童
の
家
族
が
池
か
ら
引
っ
越
す
時
も
「
虫

下
し
」
の
妙
薬
を
伝
授
さ
れ
、
こ
の
薬
は
明
治
時
代
に
官
許
虫
下

し
の
免
許
も
あ
っ
た
69
。

高
山
市
内
に
は
火
傷
の
薬
が
伝
わ
っ
て
い
る
。⑨
馬
を
宮
川
（
高

山
市
国
府
町
）
に
引
き
づ
り
込
も
う
と
し
た
河
童
が
許
さ
れ
た
お

礼
に
「
が
お
ろ
薬
（
火
傷
の
薬
）」
の
製
法
を
教
え
59
、⑩
高
山
市

荘
川
町
古
川
の
井
口
家
に
は
、
河
童
が
伝
授
し
た
火
傷
の
薬
が
あ

る
252
。

高
山
市
に
は
馬
の
肝
な
ど
を
盗
ろ
う
と
し
て
逆
に
馬
に
引
っ
張

ら
れ
て
来
た
河
童
が
許
さ
れ
た
礼
と
し
て
、⑪
国
府
町
宮
地
で
は
、

「
す
ば
こ
」（
手
首
の
痛
む
病
）
の
薬
を
伝
授
さ
れ
59
、⑫
丹
生
川

町
瓜
田
で
は
、
歯
痛
の
妙
薬
を
教
え
た
92
。
さ
ら
に
、⑬
同
じ
瓜

田
の
倉
屋
家
で
は
、
河
童
か
ら
針
と
「
バ
ヒ
フ
」（
ジ
フ
テ
リ
ア
）

に
罹
っ
た
人
の
喉
を
撫
ぜ
る
と
治
る
蛇
の
鱗
一
枚
が
入
っ
た
袋
を

貰
っ
て
い
る
104
。
ま
た
、⑭
荘
川
町
赤
谷
の
権
四
朗
家
伝
と
し
て
、

河
童
が
お
礼
に
デ
キ
モ
ノ
の
薬
を
伝
授
し
て
お
り
、
大
正
ま
で
注

文
が
あ
っ
た
252
。

骨
接
ぎ
薬
は
、⑮
一
宮
市
浅
井
町
の
接
骨
医
は
河
童
相
伝
の
秘

薬
を
持
ち
、
難
し
い
患
者
が
来
た
時
に
は
そ
の
家
の
池
を
一
巡
す

る
と
河
童
が
出
て
き
て
処
方
を
伝
授
し
た
29
。⑯
本
巣
市
山
口
の

豊
先
淵
で
は
、
鎌
（
河
童
は
金
物
を
嫌
う
）
を
取
り
除
い
た
馬
医

者
の
谷
村
家
が
馬
の
治
療
法
を
伝
授
さ
れ
51
、⑰
同
じ
豊
先
淵
で

河
童
の
住
ま
い
の
入
り
口
に
引
っ
か
か
っ
た
馬
鍬
を
取
り
除
い
た
小

森
家
が
、
梅
毒
薬
の
製
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
51
。

下
流
域
で
は
、⑱
羽
島
郡
笠
松
町
の
池
（
笠
松
駅
の
東
北
で
、

埋
立
ら
れ
た
）
の
主
の
祟
り
（
見
る
と
寝
付
く
、
糸
や
網
を
取
ら

れ
る
）
が
あ
り
、
主
は
河
童
か
ス
ッ
ポ
ン
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
主

に
餅
を
供
え
る
と
歯
痛
が
止
ま
る
、
と
伝
わ
っ
た
223
。

5‒

2
　
魚
で
お
礼
　

魚
の
名
前
は
、岩
魚
や
ヤ
マ
メ
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、多
く
は
単
に「
魚
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

木
曽
川
で
は
、①
恵
那
峡（
中
津
川
市
付
知
町
大
起
）で
合
流
す

る
右
支
川
付
知
川
の
あ
し
げ
淵
で
は
、客
の
数
だ
け
ヤ
マ
メ
を
籠
に

入
れ
て
い
た
が
、籠
を
掛
け
る
鍵
を
鹿
の
角
に
替
え
た
ら
魚
が
届

か
な
く
な
り
81
、②
揖
斐
川
の
旧
徳
山
村
櫨
原
で
は
瓢
箪
を
貰
っ

た
礼
51
に
、③
娘
に
化
け
た
揖

斐
川
町
徳
山
の
河
童
は
悪
戯

を
し
な
い
証
文
と
共
に
魚
を

届
け
262
、④
揖
斐
峡
の
揖
斐

川
町
乙
原
で
は
川
木（
流
木
）

に
化
け
て
い
た
河
童
が
魚
を

届
け
54
、⑤
揖
斐
川
左
支
川

の
根
尾
川
の
根
尾
板
所
で
は
、

猿
に
化
け
て
撃
た
れ
た
河
童

を
弔
う
火
を
仲
間
の
河
童
が

貰
っ
た
礼
に
、魚
を
届
け
る
と

共
に
洪
水
災
害
に
遭
わ
な
い

と
予
言
し
て
い
る
270
。

河
童
は
金
物
が
嫌
い
な
の

で
、⑥
揖
斐
川
町
岡
島
の「
山

西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
橋

側
の
淵
）に
棲
む
河
童
は
沈
ん

で
い
る
馬
鍬
を
若
者
に
取
っ
て

も
ら
っ
た
礼
に
悪
さ
を
し
な
い

と
誓
い
、魚
を
届
け
て
い
る

11
。
な
お
、
後
に
述
べ
る

「
5‒

4
水
害
伝
説
」に
⑤
と

類
似
の
話
が
③
に
、⑥
と
同
じ

所
の
他
の
河
童
が
①
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、長
良
川
流
域
内
で
は
魚
で
の
お
礼
は
一
話
も
無
く
、飛
騨

市
で
は
、⑦
飛
騨
市
神
岡
町
伏
方
で
は
捕
ま
っ
た
子
河
童
の
親
が

礼
に
魚
を
届
け
51
、⑧
古
川
町
で
は
魚
を
入
れ
て
く
る
桶
を
大
き

く
し
た
ら
来
な
く
な
り
109
、ま
た
⑨
同
じ
く
古
川
町
で
礼
に
ア
ジ

カ（
竹
・
藁
や
葦
等
で
編
ん
だ
籠
・
ざ
る
の
類
）に
魚
を
持
っ
て
き
た

109
。⑩
河
合
町
中
沢
上
で
は
秘
伝
を
伝
え
る
代
わ
り
に
魚
を
毎
日

木
の
枝
に
魚
を
ぶ
ら
下
げ
に
来
た
が
、木
の
枝
を
金
物
に
し
た
ら

魚
が
来
な
く
な
り
51
、⑪
河
合
町
保
の
庄
次
郎
淵（（
梨
ヶ
瀬
地

区
。現
在
は
下
小
島
ダ
ム
に
沈
む
）で
庄
次
郎
の
馬
を
引
こ
う
と
し

て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、許
さ
れ

て
礼
に
魚
を
運
ん
だ
が
、鉤
を

金
属
に
し
た
ら
来
な
く
な
っ

た
102
。

高
山
市
で
は
、⑫
高
山
市

国
府
町
今
の「
蔵
が
渕
」で

は
、神
岡
町
伏
方
で
の
桶
の
代

わ
り
に
魚
を
入
れ
て
来
る
桝

を
大
き
く
し
た
ら
来
な
く
な

り
59
、
⑬
神
岡
町
の「
蛇
の

淵
」（
高
原
川
）の
瓜
を
盗
っ
て

捕
ま
っ
た
河
童
は
、⑩
の
河
合

町
と
同
様
、秘
伝
を
教
え
る
代
わ
り
に
毎
日
魚
を
運
ん
で
い
る
51
。

⑭
上
宝
町
本
郷
の
鳴
滝
で
は
馬
に
取
り
付
い
て
許
さ
れ
た
礼
に

「
し
ょ
う
け（
ザ
ル
）」に
岩
魚
を
入
れ
て
毎
日
届
け
14
、⑮
清
見
町

池
本
で
は
馬
を
川
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
河
童
が
来
客
の
度
に

ヤ
マ
メ
を
届
け
51
、⑯
荘
川
町
猿
丸
の
滝
ヶ
淵（
荘
川
中
学
側
）に

棲
ん
で
い
た
河
童
は
、馬
を
川
に
引
き
入
れ
損
ね
て
許
さ
れ
、河
童

が
魚
を
持
っ
て
き
て
い
た
が
、包
丁
に
驚
い
て
来
な
く
な
っ
た
252
。な

お
、⑰
猿
丸
の
河
童
の
後
日
談
と
し
て
、河
童
が
坊
さ
ん
に
化
け
て

魚
を
届
け
る
家
で
団
子
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
が
、若
者
が
流
し

た
魚
を
捕
る
毒
薬
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
252
。ま
た
、⑱
石
浦
町
飯

山
地
区
の
宮
川
の「
青
ド
ン
渕
」

（「
ど
ん
」は
語
意
を
強
調
す
る
語

で
あ
る
）に
棲
む
親
分
河
童
・
勘

助
は
、馬
に
悪
さ
を
し
な
い
と
証

文
も
書
い
て
ア
ジ
カ（
カ
ゴ
）に

魚
を
入
れ
て
届
け
て
い
た
が
、ア

ジ
カ
の
紐
を
新
し
い
紐
を
取
り

換
え
た
ら
魚
が
届
か
な
く
な
っ

た
7
。

河
童
で
は
な
く
、竜
神
も
礼
を
し
、⑲
旅
人
に
親
切
な
老
夫
婦
の

も
と
へ
双
六
の
淵（
竜
神
淵
。高
山
市
上
宝
町
双
六
）の
竜
神
様
が

娘
に
化
け
機
織
り
の
手
伝
い
に
来
た
が
、帰
っ
て
行
く
化
け
た
竜
神

を
見
た
た
め
、借
り
た
礼
に
く
れ
て
い
た
岩
魚
や
鱒
も
無
く
な
り
、

道
具
を
借
り
に
来
な
く
な
っ
た
。そ
こ
で
、老
夫
婦
は
竜
神
が
消
え

た
双
六
の
淵
は
山
向
こ
う
の
岩
井
戸（
地
名
）の「
へ
そ
穴
」に
繋

が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、老
夫
婦
は「
へ
そ
穴
」へ
供
物

（
野
菜
や
米
が
無
い
の
で
種
籾
）を
供
え
る
と
、竜
神
は
許
し
て
双

六
の
淵
に
籾
殻
だ
け
浮
い
て
来
た
14
。

5‒

3
　
詫
び
証
文
と
椀
貸
し
　

捕
ま
っ
た
河
童
が
詫
び
証
文
を
書
い
て
い
る
。

①
郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
で
は
今
後
津
保
川
に
来
な
い
と
証

文
を
書
き
51
、②
関
市
武
芸
川
町
谷
口
の
宇
多
院
橋
上
の
岩
淵
で

痛風の薬のチラシ(おもしろかっぱ館蔵)

浄福寺のカッパから貰った
金の玉(珊瑚)

は
水
難
除
け
の
手
形
を
岩
に

彫
っ
て
い
る
。な
お
、掘
っ
た
手
形

は
い
つ
の
間
に
か
消
え
、今
は
水

難
供
養
の
観
音
様
が
祀
ら
れ
て

い
る
126
。③
岐
阜
市
中
鶉
の
了
福

寺
で
は
河
童
に
娘
用
の
綿
帽
子

を
与
え
た
ら
、綿
畑
を
荒
ら
さ
な

い
証
文
を
届
け
た
45
。

ま
た
、証
文
に
は
至
ら
な
い
が

河
童
は「
約
束
」も
し
て
お
り
、④

揖
斐
川
町
の
鎌
曽（
西
平
ダ
ム
下

流
三
〇
〇
m
左
岸
の「
鎌
曽
バ
ス

停
」）の
す
ぐ
上
流
の
勘
七
ブ
チ

に
棲
む
河
童
は
、揖
斐
川
町
の

「
山
西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
山

の
淵
）の
河
童
11
と
同
じ
く
、川

底
の
馬
鍬
を
拾
い
上
げ
て
も
ら
っ

た
礼
に
、今
後
人
間
の
ノ
コ
を
取

ら
な
い
と
庄
屋
に
約
束
を
し
て

い
る
11
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷

汲
長
瀬（
旧
下
長
瀬
）の
人
が
捕

ま
え
た
河
童
が
命
乞
い
し
た
の

で
、元
舟
場
近
く
の
松
が
枯
れ
る
ま
で
、下
長
瀬
の
子
の「
ノ
コ
」を

引
か
な
い
よ
う
に
約
束
さ
せ
て
逃
が
し
た
。明
治
中
頃
ま
で「
松
が

枯
れ
ず
」、子
供
達
は
水
遊
び
を
し
た
260
。⑥
落
合
淵（
岐
阜
市
則

松
）の
捕
ま
っ
た
河
童
は
田
植
え
を
手
伝
い
、約
束
の
印
に
松
を
植

え
て
い
る
51
。な
お
、⑦「
た
ろ
べ
の
滝（
九
号
）」136
で
は
、空
腹
の
河

童
が
た
ろ
べ
の
滝（
揖
斐
川
町
西
横
山
。道
が
荒
れ
て
今
は
行
け
な

い
）の
水
を
干
上
が
ら
せ
な
い
約
束
を
し
て
瓜
を
分
け
て
貰
っ
て
い

る
。河

童
に
よ
る
椀
貸
し
は
、①
若
宮
八
幡
宮
の
森
の
淵（
高
山
市
石

浦
町
八
幡
宮
の
奥
の
淵
）で
は
馬
に
つ
い
て
き
た
河
童
が
許
さ
れ
て

淵
で
椀
を
貸
し
101
、②
郡
上
市

白
鳥
町
中
津
屋
で
は
捕
ま
っ

て
許
さ
れ
た
河
童
が
来
客
時

に
椀
を
貸
し
て
い
る
51
が
、上

記
二
話
と
も
、最
後
の
結
末
は

「
椀
貸
し
伝
説
」と
同
様
で
、

約
束
を
破
っ
た
り
壊
し
た
た

め
、以
後
椀
は
貸
さ
れ
な
く

な
っ
た
。さ
ら
に
、③
白
鳥
町

中
津
屋
の
河
童
は
、馬
を
引
き

込
み
損
ね
た
河
童
が
許
さ
れ

て
以
来
、頼
ま
れ
る
と
農
機
具

を
用
意
し
た
52
。

5‒

4
　
水
害
予
報
　

①
揖
斐
川
町
で
は
岡
島
山
の
淵（
岡
島
橋
上
流
右
岸
側
）で
怪

我
を
し
た
子
河
童
の
手
当
て
を
し
た
ら
、河
童
の
家
族
が
洪
水
発

生
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
47
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合（
下
ヶ

流
）で
も
河
童
が
大
水
の
発
生
を
知
ら
せ
て
い
る
224
。ま
た
、③
本

巣
市
根
尾
西
板
谷（
板
所
か
ら
北
に
約
一・
五
㎞
）で
は
子
河
童
の

供
養
に
火
を
貸
し
た
家
が
そ
れ
以
後
に
害
を
免
れ
て
い
る
270
。

6
．引
き
込
み

引
き
込
み
は
、
人
や
家
畜
の
引
き
込
み
、
蜘
蛛
に
よ
る
引
き
込

み
、
す
っ
ぽ
ん
の
三
つ
で
あ
る
。

6‒

1
　
河
童
が
人
や
家
畜
を
引
き
込
む
　

①
木
曽
郡
木
曽
町
読
書

三
留
野
で
盆
の
一
六
日
に
川

へ
行
く
と
引
き
ず
り
込
ま
れ

266
、②
木
曽
町
福
島
伊
谷
で

は
カ
ワ
ナ
ン
バ
（
河
童
）
に

引
き
込
ま
れ
る
と
伝
わ
っ
て

い
る
266
。③
山
県
市
瀬
見
の

瀬
見
峡
に
架
か
る
瀬
見
橋

（
一
九
二
八
年
以
前
は
木
橋

で
、
初
代
瀬
見
橋
は
江
戸

中
期
）
で
オ
カ
ッ
パ
頭
の
お

化
け
が
橋
か
ら
人
を
突
き

落
し
た
が
、
遭
遇
し
た
村
人
が
和
歌
を
詠
ん
で
か
ら
出
な
く
な
っ

た
124
。④
小
駄
良
の
原
（
郡
上
市
八
幡
町
初
音
）
で
淵
に
引
き
込

ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
助
か
っ
た
21
。

⑤
関
市
板
取
杉
原
で
は
夜

に
浅
瀬
を
渡
っ
て
い
て
川
に
引

き
込
ま
れ
89
、
ま
た
、⑥
板

取
保
木
口
の
神
明
淵
へ
竜
宮

城
の
入
り
口
を
探
し
に
潜
っ
た

若
者
も
引
き
込
ま
れ
て
、
共

に
亡
く
な
っ
て
い
る
89
。⑦
関

市
下
之
保
の
清
兵
衛
は
夢
で
、

淵
（
清
兵
衛
淵
）
に
住
ん
で

い
る
ド
チ
ロ
ン
ベ
が
人
間
の
食

物
を
望
ん
だ
の
で
、
毎
朝
に

ぎ
り
め
し
を
川
岸
の
草
む
ら

の
上
に
置
い
た
。
そ
の
礼
に
、

内
緒
で
魚
が
取
れ
る
場
所
を

教
え
て
く
れ
た
が
、
ド
チ
ロ

ン
ベ
と
の
約
束
を
破
っ
て
人
に

そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
清
兵

衛
は
淵
の
中
へ
誘
わ
れ
て
消

え
て
し
ま
っ
た
126
。⑧
大
松
の

渕
（
関
市
洞
戸
市
場
の
街
道

で
通
行
人
を
引
き
込
む
の
で
、

お
坊
さ
ん
が
犠
牲
者
と
同
数

の
八
八
体
の
仏
像
を
造
り
経

を
挙
げ
た
ら
治
ま
っ
た
283
。

⑨
揖
斐
川
町
久
瀬
（
現
西

津
汲
）
で
は
胡
瓜
を
食
べ
て

泳
ぎ
に
行
く
と
引
き
込
ま
れ

る
と
言
い
238
、⑩
久
瀬
の
キ
ヨ

ジ
ブ
チ
（
小
津
川
沿
い
）
で

は
猿
に
化
け
た
河
童
が
引
き

込
む
と
言
わ
れ
238
、⑪
揖
斐
川

町
東
津
汲
の
小
津
川
橋
辺
り

の
河
原
と
な
っ
た
破
堤
地
に

河
童
に
狙
わ
れ
た
漁
師
が
逃

げ
込
ん
で
助
か
っ
た
54
。
な
お
、⑫
人
で
は
な
く
小
牛
の
「
し
り
こ

だ
ま
（
尻
子
玉
）」
が
揖
斐
川
町
日
坂
の
岩
屋
坂
脇
の
川
の
淵
で

河
童
兄
弟
に
抜
か
れ
て
い
る
54
。

⑬
郡
上
市
の
源
田
で
は
、
杭
に
化
け
た
河
童
が
馬
を
引
き
ず
り

込
み
52
、⑭
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
河
童
と
力
比
べ
を
し
た
釣

り
人
が
負
け
て
川
に
引
き
込
ま
れ
53
、⑮
関
市
小
瀬
で
は
仏
飯
を

食
べ
る
と
河
童
の
災
難
を
除
け
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏

飯
を
食
べ
ず
に
川
へ
行
き
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
71
。

下
流
部
の
愛
西
市
赤
目
町
で
は
⑯
河
童
が
娘
に
化
け
て
い
る
こ

と
を
明
か
さ
な
い
約
束
を
破
っ
た
村
人
は
、
佐
屋
川
で
足
を
逆
さ

に
し
て
死
ん
で
い
た
273
。

6‒

2
　
河
童
が
蜘
蛛
に
化
け
て
木
を
川
に
引
き
込
む
　

蜘
蛛
が
朝
に
巣
を
張
る
と
天
気
が
良
く
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
蜘
蛛
に
は
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

①
ホ
オ
ノ
キ
淵
（
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
）
で
、
蜘
蛛
に
化
け

た
河
童
が
ホ
オ
ノ
キ
（
朴
の
木
）
に
糸
を
巻
き
つ
け
て
木
を
川
に

引
き
ず
り
込
み
252
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合
（
上
ヶ
流
）
で
は
柳

の
木
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
224
。
な
お
、③
揖
斐
川
町
春
日

美
束
で
は
蜘
蛛
に
化
け
て
悪
い
事
ば
か
り
し
て
い
た
河
童
が
許
さ

れ
、
以
後
、
悪
河
童
が
来
た
ら
教
え
る
と
約
束
し
た
28
。

④
揖
斐
川
町
で
は
釣
り
人
の
足
に
つ
い
た
糸
を
付
け
替
え
た
柳
が

278
、
さ
ら
に
⑤
椿
ヶ
渕
（
不
破
郡
垂
井
町
梅
谷
）
で
は
足
に
つ
い

た
糸
を
付
け
替
え
た
椿
の
木
47
が
川
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
。

6‒

3
　
ス
ッ
ポ
ン
に
よ
る
引
き
込
み

下
流
部
に
な
る
と
、河
童
の
姿
は
下
流
部
で
よ
く
見
か
け
る
ス
ッ

ポ
ン
に
替
わ
っ
て
く
る
。

①
海
津
市
海
津
町
で
は
高
須
藩
主
松
平
義
行
の
馬
が
池
に
引

き
ず
り
込
ま
れ
て
ス
ッ
ポ
ン
に
食
べ
ら
れ
221
、②
桑
名
市
で
は
津
島

祭
り
が
近
づ
く
と
、
ド
チ
（
ス
ッ
ポ
ン
）
が
子
供
を
さ
ら
っ
て
津

島
さ
ん
に
人
身
御
供
す
る
55
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。

7
．そ
の
他

そ
の
他
は
、
住
処
、
悪
戯
、
生
き
肝
、
雨
乞
い
の
四
つ
で
あ
る
。

7‒

1
　
住
処

河
童
が
見
つ
か
っ
た
場
所
や
住
処
は
、①
揖
斐
川
町
乙
原
の
「
と

ど
ろ
き
の
滝
」
は
河
童
が
住
ん
で
い
る
と
伝
わ
り
、
村
人
は
滝
に

近
づ
か
な
か
っ
た
54
。②
科
洞
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）
の
科
池
近

く
で
声
を
掛
け
て
来
た
子
供
の
足
跡
に
水
か
き
が
付
い
て
い
た
。

以
来
、
科
池
の
「
の
し
（
主
）」
が
お
る
と
言
わ
れ
た
209
。③
関
市

板
取
の
大
谷
に
棲
む
河
童
と
出
会
い
逃
げ
帰
っ
て
来
た
89
。
ま
た
、

④
大
洪
水
の
時
に
、
板
取
の
は
か
り
岩
の
上
に
河
童
を
見
か
け
た

が
、
あ
る
い
は
川
獺
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
89
。

な
お
、
子
供
の
形
で
は
な
く
ス
ッ
ポ
ン
（
ド
チ
）
の
形
を
し
た

河
童
が
、⑤「
水
神
様
の
淵
」（
可
児
市
下
恵
土
）
か
ら
若
者
に
化

け
て
酒
を
買
い
に
来
た
が
、
跡
を
つ
け
た
男
は
熱
を
出
し
、
化
け

た
ド
チ
は
、
悪
さ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兼
山
城
主
の
家
臣
森

武
蔵
が
ド
チ
を
退
治
し
た
の
で
、
男
の
熱
も
下
が
り
、
そ
の
淵
を

武
蔵
ヶ
淵
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
35
。
な
お
、『
可
児
町
史
通
史
編
』

で
は
怪
物
退
治
と
酒
を
買
い
に
来
る
話
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
。

大
井
ダ
ム
（
中
津
川
市
蛭
川
）
が
出
来
る
以
前
、⑥
池
島
（
ダ

ム
湖
に
沈
ん
だ
奥
渡
渡
船

場
下
流
の
中
州
）
と
呼
ば

れ
る
地
の
大
き
な
池
に
河

童
が
棲
み
、
こ
の
池
は
中

津
川
市
坂
下
の
旗
巻
渕

（
竜
宮
の
姫
の
機
織
り
伝

説
の
淵
）
と
繋
が
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
108
。

高
山
市
荘
川
町
で
は
、

⑦
十
王
堂
の
淵
・
新
淵
に

は
多
く
の
河
童
が
棲
ん
で

い
た
252
。
郡
上
市
明
宝
気

良
の
奥
の
青
木
の
川
で
、⑧

河
童
と
相
撲
を
し
た
人
も
お
り
、
河
童
が
岩
の
上
に
寝
て
い
た

295
。⑨
郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
の
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
（
北

濃
駅
の
西
端
千
田
野
上
が
り
口
横
の
山
側
の
池
）
に
浮
い
た
布
を

拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
与
太
郎
が
池
に
沈
ん
だ
。
池
の
淵
に
は
河

童
が
棲
む
と
恐
れ
ら
れ
た
247
。

な
お
、
泉
鏡
花
の
「
歌
行
燈
」
に
、⑩
桑
名
市
紺
屋
町
辺
り
で

外
堀
の
水
を
打
つ
バ
ア
ン
と
い
う
音
が
聞
こ
え
た
。
こ
れ
を
「
カ

ワ
ウ
ソ
の
釣
瓶
落
と
し
」
と
言
っ
た
と
、
載
っ
て
い
る
55
。

ま
た
、
淵
が
深
淵
や
竜
宮
と
繋
が
っ
て
い
る
話
と
し
て
、⑪
郡

上
市
美
並
町
の
坂
山
の
森
の
淵
に
は
人
を
引
き
込
む
河
童
が
棲
ん

で
お
り
、
淵
に
南
蛮
黍
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
を
流
す
と
勝
原
の
淵

に
浮
か
ん
だ
287
。
一
方
、⑫
関
市
洞
戸
尾
倉
の
「
ガ
ワ
イ
ロ
渕
」
の

乙
女
岩
（
河
童
が
乙
女

に
化
け
て
座
っ
て
い
た
岩
）

に
、
旧
暦
六
月
一
六
日
に

竜
宮
の
乙
姫
が
遊
び
に
来

る
の
で
河
童
が
集
ま
る
か

ら
、川
遊
び
は
し
な
い
283
。

7‒

2
　
悪
戯

①
悪
戯
河
童
は
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
の
号
嶋
岩
の
淵
に
馬
を

取
り
込
も
う
と
し
た
が
、
逆
に
馬
に
淵
か
ら
引
き
出
さ
れ
51
、②

山
県
市
片
原
の
厚
谷
に
架
か
る
橋
か
ら
子
供
に
化
け
た
河
童
に
川

に
落
と
さ
れ
そ
う
に
な
り
124
、③
山
県
市
日
永
で
は
子
ど
も
に
化

け
て
大
人
を
引
き
ず
り
込
み
損
な
い
刀
で
切
ら
れ
て
い
る
51
。

④
揖
斐
川
町
西
津
汲
で
は
川
木
（
流
木
）
に
化
け
54
、⑤
揖
斐

川
町
三
倉
で
は
飛
鳥
川
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
河
童
が
混
じ
っ
て

い
た
54
。⑥
揖
斐
川
町
戸
入
（
旧
徳
山
村
）
で
は
相
撲
を
取
り

84
、⑦
揖
斐
川
町
塚
（
旧
徳
山
村
）
で
は
、
悪
さ
を
す
る
河
童
が

突
然
脇
差
で
切
付
け
ら
れ
た
が
、
脇
差
は
草
鞋
の
紐
を
切
っ
て
穢

れ
て
い
た
の
で
、
河
童
は
切
ら
れ
ず
に
逃
げ
延
び
た
84
。

⑧
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
力
自
慢
の
男
が
大
洞
川
の
悪
戯

河
童
を
退
治
し
53
、⑨
下
呂
市
金
山
町
の
高
橋
で
は
悪
戯
河
童
を

弁
財
天
が
封
じ
込
め
て
い
る
34
。
さ
ら
に
、⑩
安
八
郡
安
八
町
今
ヶ

渕
の
中
須
川
の
河
童
は
草
刈
り
の
手
伝
い
に
来
て
草
を
散
ら
か
し

た
り
4
、⑪
安
八
町
南
今
ヶ
淵
で
は
、
女
の
子
に
化
け
て
遊
び
を

誘
い
に
来
た
河
童
4
も
い
る
。

河
童
に
も
、
悪
さ
を
す
る
も
の
、
仲
良
く
し
た
が
る
も
の
、
何

も
関
わ
り
を
持
た
ず
に
そ
っ
と
し
て
い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
居
た

よ
う
で
あ
る
。

7‒

3
　
生
き
肝

高
山
市
で
は
、①
丹
生
川
町
小
野
の
小
野
橋
下
で
、
乙
姫
の
病

を
治
す
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
猿
を
騙
し
た
が
、
失
敗
し
て
ア

ケ
ビ
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
269
。②
荘
川
町
新
淵
で
は
乙
姫
の
た
め

に
河
童
で
は
な
く
亀
が
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
し
て
失
敗
し

72
、③
荘
川
町
牛
丸
で
は
、
乙
姫
様
へ
は
猿
の
生
き
肝
で
は
な
く

馬
の
生
き
肝
を
取
り
損
ね
た
河
童
が
毎
日
ア
ジ
メ
泥
鰌
を
三
升
ず

つ
持
っ
て
き
た
が
、「
気
を
遣
わ
な
く
て
も
良
い
」
と
言
う
と
、
届

か
な
く
な
っ
た
67
。

④
郡
上
市
明
宝
の
井
尻
洞
で
も
、
乙
姫
の
た
め
に
猿
の
生
き
肝

を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
皿
の
水
が
無
く
な
り
捕
ま
っ
て
い
る
295
。

7‒

4
　
雨
乞
い

中
津
川
市
山
口
の
川
原
田
で
は
、①
悪
戯
河
童
が
行
者
に
よ
っ

て
石
に
さ
れ
、
石
河
童
の
頭
の
水
が
無
く
な
る
と
、
水
を
欲
し
が
っ

て
雨
が
降
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
300
。

8
．お
わ
り
に

『
遠
野
物
語
』
に
よ
っ
て
、
河
童
は
岩
手
県
遠
野
市
が
有
名
で

あ
る
が
、
岐
阜
県
と
木
曽
三
川
流
域
に
も
河
童
伝
説
が
多
数
あ

り
、
今
回
調
査
不
足
で
あ
る
木
曽
川
上
流
域
（
長
野
県
側
）
の

分
を
加
え
る
と
、
河
童
伝
説
は
軽
く
一
〇
〇
話
を
超
え
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
章
で
は
個
々
の
河
童
伝
説
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

各
種
の
河
童
伝
説
を
通
し
て
、
川
へ
の
畏
敬
と
愛
着
を
持
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
こ
の
原
稿
は
、
K
I
S
S
O
九
八
号
「
河
童
伝
説
」（
水

に
ま
つ
わ
る
民
話
か
ら
）
を
修
正
・
加
筆
い
た
し
ま
し
た 

（
福
島

晃
子
記
） 

。
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90

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

漁
し
て
い
た
が
、河
童
に
与
え
る
胡
瓜
の
替
わ
り
に
石
を
投
げ
い
れ
、

河
童
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

河
童
と
胡
瓜
の
関
係
を
、中
村
32
は
、享
保
元（
一
七
一
六
）年
刊

の
書
籍
に
河
童
が「
瓜
・
茄
を
盗
る
」記
述
が
最
初
に
見
ら
れ
る
が

「
胡
瓜
」は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、一
七
七
〇
年
代
に
な
っ
て「
胡
瓜

や
甜
瓜
を
盗
み
」と
初
め
て「
胡
瓜
」が
記
さ
れ
て
い
る
、と
述
べ
て
い

る
。さ
ら
に
、河
童
が
胡
瓜
を
好
き
だ
と
明
記
し
た
の
は
享
和
三（
一

八
〇
三
）年
刊
辺
り
の
書
籍
が
古
い
ほ
う
で
あ
ろ
う
、と
結
論
し
て

い
る
。つ
ま
り
、十
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
河
童
は
胡
瓜
が
好
物
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

4
．河
童
伝
説
の
分
布

選
定
し
た
河
童
伝
説
を
、お
礼
、引
き
込
み
、そ
の
他
に
ジ
ャ
ン
ル

分
け
を
行
っ
た
。

2
．河
童
の
由
来
と
姿

河
童
の
由
来
説
は
、渡
来
説
と
人
形
化
生
説
の
二
種
類
が
あ
る

30
。熊

本
県
八
代
市
の
球
磨
川
河
口
の「
河
童
渡
来
の
碑
」に
よ
る
と
、

仁
徳
天
皇
時
代（
三
一
三
〜
三
九
九
）に
中
国
か
ら
九
千
匹
の
河
童

が
揚
子
江（
長
江
）を
下
り
、黄
海
を
経
て
八
代
に
上
陸
し
た
と
あ

る
。人

形
化
生
説
で
よ
く
知
ら
れ
た
藁
人
形
説
は
熊
本
の
天
草
島
伝

承
で
、左
甚
五
郎
が
命
を
吹
き
込
ん
だ
藁
人
形
の
手
伝
い
で
工
事
が

よ
う
や
く
竣
工
し
た
。壊
さ
れ
て
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
藁
は
、「
こ

れ
か
ら
は
何
を
食
え
ば
よ
い
か
」と
甚
五
郎
に
尋
ね
る
と
、「
人
の
尻

で
も
喰
ら
え
」と
答
え
た
。そ
こ
で
、藁
人
形
は
河
童
に
化
け
て
肛
門

に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
尻
子
玉
を
狙
う
と
い
う
。青
森
県
八
戸
市
で

は
甚
五
郎
が
寸
法
を
間
違
え
て
、貫（
柱
と
柱
と
を
横
に
貫
い
て
連

ね
る
材
）を
通
し
た
ま
ま
川
に
捨
て
、こ
の
木
屑
が
河
童
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、河
童
の
腕
は
引
っ
張
ら
れ
た
腕
が
伸
び
、片
方
の
腕
が

縮
む
の
で
あ
る
。

河
童
の
原
型
で
あ
る
水
霊
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
想
像
上
の
動
物

と
地
方
で
の
呼
び
名
を
、大
野
31
の
分
類
か
ら
見
て
お
こ
う
。

（
1
）虬（
蛟
竜
）:
古
代
は「
み
つ
ち
」で
、水
霊
・
水
神
の
意
。水

中
に
棲
み
、蛇
に
似
た
形
を
し
、，角
・
四
肢
を
も
ち
、毒
気
を
吐
い
て

人
を
害
す
る
と
い
う
想
像
上
の
動
物
。青
森
の
メ
ド
チ
・
メ
ド
ツ
、岩

手
の
メ
ッ
ト
ウ
チ
、能
登
・
加
賀
の
ミ
ズ
シ
。

（
2
）水
神
:
佐
渡
の
シ
イ
ジ
ン
、長
野
の
セ
イ
ジ
ン
、新
潟
の
ス
ジ

ン
コ
、鹿
児
島
の
ス
ジ
ン
ド
ン
・
ミ
ズ
シ
ン
・
ミ
ッ
ツ
ド
ン
。

（
3
）水
虎
:
中
国
の
水
虎
は
、三
・
四
歳
の
児
童
の
よ
う
で
脛
が

長
く
、総
身
鱗
甲
に
覆
わ
れ
、普
段
は
水
中
に
潜
り
、虎
の
頭
部
に

似
た
膝
頭
だ
け
を
水
上
に
浮
か
べ
て
い
る
。水
虎
が
日
本
で
は
河
童

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。津
軽
の
シ
ッ
コ
サ
マ・
オ
シ
ッ
コ
サ
マ
。

（
4
）川
の
童
か
ら
:
関
東
・
甲
信
・
東
海
地
方
な
ど
の
カ
ワ
ッ
パ
、

九
州
・
種
子
島
・
屋
久
島
の
ガ
ラ
ッ
パ
、長
野
・
岐
阜
・
愛
知
の
カ
ワ
ラ

ン
ベ
等
多
く
あ
る
。

（
5
）他
に
、（
4
）以
外
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
主
な
名
前
だ
け

を
列
挙
す
る
と
、「
川
の
子
」か
ら
生
じ
た
島
根
・
兵
庫
・
鳥
取
・
大
分

の
カ
ワ
コ
等
、「
川
の
小
坊
主
・
小
僧
・
小
法
師
」か
ら
生
じ
た
静
岡
・

長
野
・
三
重
野
の
カ
ワ（
ラ
）コ
ゾ
ウ
、三
重
の
カ
ワ
コ
ボ
シ
ヤ
・
カ
ン

コ
ロ
ボ
シ
等
、さ
ら
に「
川
の
太
郎
」か
ら
生
じ
た
和
歌
山
・
近
江
・
九

州
の
カ
ワ
タ
ロ
ウ
、岐
阜
の
カ
ワ
ヤ
ロ
ウ
等
が
あ
る
。

ま
た
、実
在
動
物
で
分
類
す
る
と
、（
1
）「
亀
・
ス
ッ
ポ
ン
」か
ら
、

岐
阜
の
ド
チ
・
ド
チ
ガ
メ
・
ド
チ
ロ
ベ
、（
2
）「
川
獺
」か
ら
、佐
渡
・
愛

媛
の
カ
ワ
エ
ソ
、島
根
・
広
島
の
カ
ワ
ソ
、（
3
）猿
か
ら
、静
岡
の
カ
ワ

ザ
ル
、広
島
の
フ
チ
ザ
ル
、（
4
）鳥
か
ら
、日
向
の
ヒ
ョ
ー
ス
ベ
等
で

あ
る
。

つ
ま
り
、水

霊
の
イ
メ
ー
ジ

は
、蛇
・
亀
・
川

獺
・
人
（
少

童
）・
猿
・
鳥
と

ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、一
定
の

形
を
な
さ
な
か
っ
た
。

石
川
74
は
、水
霊
の
形
状
は

徐
々
に
幼
児
の
形
に
収
斂
し

て
、小
童
の
形
を
し
た
も
の
の
呼

び
名
カ
ワ
ッ
パ
・
カ
ワ
ラ
ン
ベ
等

か
ら
、河
童
に
転
じ
た
と
考
え
、

さ
ら
に
、河
童
が
だ
ん
だ
ん
通

用
語
に
な
る
に
つ
れ
、そ
の
形
状

も
統
一
化
さ
れ
、上
述
し
た「
水

虎
」の
形
状
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
、と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、石
上
117
は
水
霊
が
河
童
に
収
斂
し
た
原
因
と
し
て
、安

定
し
た
江
戸
時
代
の
楽
し
み
と
し
て
、文
人
・
画
家
に
よ
る「
怪
談

会
」の
催
し
や
絵
巻
作
成
の
隆
盛
が
一
役
買
っ
た
と
考
え
て
い
る
。さ

ら
に
現
在
、河
童
の
イ
メ
ー
ジ
は
清
水
昆
や
小
島
功
ら
の
漫
画
に

よ
っ
て
可
愛
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

3
．河
童
と
胡
瓜

河
童
は
祇
園
の
お
使
い
で
あ
り
、河
童
の
好
物
は
胡
瓜
だ
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。ま
ず
は
、京
の
祇
園
社（
八
坂
神
社
）と
胡
瓜

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

祇
園
の
社
紋
は
胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ

は
間
違
い
で
あ
る
。織
田
信
長
が
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、

京
都
･
感
神
院（
現
八
坂
神
社
）に
寄
進
し
た
御
輿
の
紋
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る
祗
園
の
神
紋
は「
木
瓜
紋
」で
あ
り
、胡
瓜
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、こ
の「
木
瓜
」は「
き
う

り
」と
も
読
め
る
か
ら
、「
木

瓜
」が「
胡
瓜
」に
変
じ
た
の
で

あ
る
30
。

博
多
人
は
、祗
園
の
神
紋

が
、胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
畏

れ
多
い
と
、祭
り
期
間
中
、胡

瓜
を
口
に
せ
ず
、サ
ラ
ダ
に

入
っ
て
い
て
も
つ
ま
み
出
す
、と
言
わ
れ
て
い
る
。似
た
話
は
海
津
市
平

田
町
土
倉
に
も
あ
る
。揖
斐
川
堤
防
沿
い
に
あ
る
氏
神
須
賀
神
社
の

定
紋
が
胡
瓜
の
切
り
口
に
酷
似
し
て
い
る
た
め
、土
倉
の
人
々
は
胡

瓜
を
絶
対
口
に
し
な
か
っ
た

107
の
で
あ
る
。同
様
に
、大
垣

市
静
里
町（
徳
光
）の
白
髭

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
牛
頭

天
王
の
模
様
も
胡
瓜
の
切
り

口
に
似
て
い
る
の
で
、昭
和

三
〇（
一
九
五
五
）年
頃
ま
で

栽
培
も
食
べ
も
し
な
か
っ
た

16
。な
お
、「
よ
す
け
と
カ
ッ

パ（
八
一
号
）」110（
瑞
浪
市
釜

戸
町
の
土
岐
川
）で
は
、胡
瓜

を
川
に
投
げ
入
れ
て
魚
を
大

5
．河
童
か
ら
の
お
礼

5‒

1
　
伝
授
さ
れ
た
治
療
法

「
わ
る
さ
」
に
失
敗
し
た
河
童
は
、
た
い
て
い
片
腕
を
切
り
取
ら

れ
た
。
そ
こ
で
河
童
は
、
片
腕
を
返
し
て
も
ら
う
礼
に
、
切
ら
れ

た
腕
を
元
通
り
に
つ
な
ぐ
秘
術
・
秘
法
を
、
さ
ら
に
、
骨
接
ぎ
以

外
に
金
創
（
刀
・
槍
・
鎌
な
ど
で
の
怪
我
）
の
薬
、
軟
膏
な
ど
の

医
薬
の
製
法
を
伝
授
し
て
い
る
。

実
在
の
人
物
が
河
童
に
骨
接
ぎ
の
秘
法
を
習
っ
た
と
伝
わ
る
話

も
あ
る
。

織
豊
時
代
の
鷹
取
秀
次
を
実
質
上
の
始
祖
と
す
る
鷹
取
家
は
金

創
治
療
の
名
門
で
あ
る
。
延
宝
八
（
一
六
六
〇
）
年
項
の
書
物
は
、

「
筑
前
医
師
鷹
取
養
巴
（
一
七
世
紀
後
半
の
人
物
）
が
切
断
さ
れ

た
腕
を
継
ぎ
、
元
の
よ
う
に
治
し
た
」
と
書
い
て
お
り
32
、
こ
の

内
容
が
「
厠
で
奥
方
の
尻
を
撫
で
て
腕
を
切
ら
れ
た
河
童
が
、
腕

を
返
し
て
も
ら
っ
た
礼
に
、
鷹
取
運
松
庵
（
養
巴
は
世
襲
名
）
に

骨
接
ぎ
の
法
を
伝
授
し
た
」
と
セ
ク
ハ
ラ
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
厠
で
女
性
の
尻
を
撫
で
て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、
塩
入
63
に
よ

る
と
、
新
潟
県
か
ら
九
州
福
岡
県
に
至
る
日
本
海
側
に
偏
っ
て
お

よ
そ
一
五
話
あ
り
、
特
に
新
潟
県
に
四
話
、
長
野
県
に
五
話
が
集

中
し
て
い
る
。

天
竜
川
で
の
河
童
の
妙
薬
は
、

川
奉
行
三
代
目
の
中
村
道
民
（
新

六
）
に
伝
え
ら
れ
た
痛
風
の
薬
（
商

品
名
「
加
減
湯
」）で
あ
る
。
近
年
、

昭
和
初
期
ま
で
製
造
・
販
売
さ
れ

て
い
た
「
加
減
湯
」
の
実
物
が
中

村
家
で
見
つ
か
っ
た
。
薬
は
薬
草

成
分
を
浸
み
込
ま
せ
た
キ
ハ
ダ
の

枝
を
切
り
刻
み
、
日
本
酒
で
煎
じ

て
痛
風
の
患
部
に
塗
っ
た
り
飲
ん

だ
り
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
薬
の
製
法
は
門
外
不
出
で
あ
る
80
。

河
童
の
妙
薬
ア
イ
ス
（
阿
伊
寿
）
は
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
潟
県
内
の
妙
薬
ア
イ
ス
33
は
、
無
名
異
（
酸
化
鉄
を

含
有
す
る
赤
土
）・
黄
檗
（
キ
ハ
ダ
の
樹
皮
）・
揚
梅
皮
（
ヤ
マ
モ

モ
の
樹
皮
）
等
で
、こ
れ
を
酢
と
水
を
調
合
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

猫
山
宮
尾
病
院
（
新
潟
市
中
央
区
）
で
は
、
近
年
ま
で
河
童
か

ら
伝
授
さ
れ
た
「
打
ち
身
・
く
じ
き
」
の
良
薬
「
猫
山
あ
い
す
」

の
湿
布
薬
が
処
方
さ
れ
て
お
り
、
深
緑
色
の
粉
末
を
水
や
酢
で
溶

い
て
耳
た
ぶ
ぐ
ら
い
の
硬
さ
に
な
る
ま
で
練
っ
た
後
、
和
紙
に
の
ば

し
て
患
部
に
張
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
打
撲
傷
の
場
合
は
、「
黄
桜

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
よ
る
と
、
は
こ
べ
（
朝
し
ら
げ
）、
草
庭
常
（
草

接
骨
木
）
等
で
造
る
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
1
）「
成
分
が
あ
る
程
度
分
か
る
薬
」

①
悪
さ
を
し
て
取
ら
れ
た
腕
を
返
し
て
も
ら
っ
た
揖
斐
郡
徳
山

村
本
郷
の
河
童
は
、
十
六
サ
サ
ギ
（
サ
サ
ゲ
と
も
言
う
）・
ネ
ム

の
木
の
皮
（
合
歓
皮
）・
鹿
の
角
・
そ
の
他
五
種
類
を
混
ぜ
合
わ

せ
て
黒
焼
き
に
し
て
飲
む
と
病
気
や
怪
我
に
効
く
妙
薬
を
伝
授
し

118
、②
郡
上
市
の
浄
福
寺
（
明
宝
小
川
）
の
住
職
は
秘
伝
の
七
種

の
草
に
い
わ
ゆ
る
百
草
を
加
え
て
炭
状
に
煮
詰
め
、
こ
の
粉
末
に

鹿
の
骨
の
粉
と
河
童
か
ら
貰
っ
た
金
の
玉
（
イ
シ
サ
ン
ゴ
目
の
珊

瑚
）
を
削
っ
た
粉
を
入
れ
て
作
る
ア
イ
ス
と
苦
楝
皮
（
落
葉
高
木

セ
ン
ダ
ン
の
樹
皮
）・
海
人
草
（
海
藻
）・
甘
草
等
を
調
合
す
る
喘

息
湯
と
を
伝
授
さ
れ
た
295
。
な
お
、
郡
上
市
に
は
骨
接
ぎ
秘
薬
も

伝
え
ら
れ
て
お
り
、③
八
幡
町
亀
尾
島
で
は
ア
イ
ス
草
と
巻
貝
の
蜷

を
調
合
し
て
腕
の
接
合
に
用
い
237
、④
大
和
町
神
路
の「
ご
り
ん
淵
」

（
現
在
は
流
れ
が
変
わ
り
淵
が

浅
く
な
っ
た
）
の
河
童
は
蜷
の

身
を
切
れ
た
腕
に
付
け
て
接

合
す
る
術
を
教
え
た
301
。
ま

た
、⑤
飛
騨
市
神
岡
町
の
河
童

は
南
天
の
木
と
み
こ
し
花
（
ゲ

ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
）
や
オ
オ
バ

コ
の
根
を
混
ぜ
て
飲
む
風
邪

薬
（
河
童
丸
）
を
伝
授
し

て
い
る
39
。

（
2
）「
各
種
の
治
療
薬
」

河
童
か
ら
伝
授
さ
れ
た

薬
で
殿
様
や
姫
君
を
治
療

し
た
話
と
し
て
、⑥
河
童
は

懲
ら
し
め
を
許
し
て
く
れ
た

医
者
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

春
日
美
束
）
に
秘
伝
の
薬

を
伝
授
し
、
大
垣
の
殿
様
の
病
気
が
完
治
し
118
、
ま
た
同
様
に
、

⑦
粕
川
の
上
流
部
で
河
童
か
ら
貰
っ
た
本
と
薬
で
医
者
に
な
り
、

近
江
の
殿
様
の
姫
を
治
し
て
い
る
224
。

「
キ
ズ
・
虫
下
し
薬
」
と
し
て
、⑧
竜
宮
に
通
じ
る
鶉
ヶ
池
（
本

巣
市
十
四
条
）
の
年
老
い
た
河
童
は
水
神
様
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
た
が
、
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
た
小
河
童
は
馬
医
者
に
懲
ら
し
め

ら
れ
て
許
さ
れ
、
母
河
童
は
馬
医
者
へ
の
お
礼
に
傷
薬
の
製
法
を

伝
授
し
た
。
ま
た
、
河
童
の
家
族
が
池
か
ら
引
っ
越
す
時
も
「
虫

下
し
」
の
妙
薬
を
伝
授
さ
れ
、
こ
の
薬
は
明
治
時
代
に
官
許
虫
下

し
の
免
許
も
あ
っ
た
69
。

高
山
市
内
に
は
火
傷
の
薬
が
伝
わ
っ
て
い
る
。⑨
馬
を
宮
川
（
高

山
市
国
府
町
）
に
引
き
づ
り
込
も
う
と
し
た
河
童
が
許
さ
れ
た
お

礼
に
「
が
お
ろ
薬
（
火
傷
の
薬
）」
の
製
法
を
教
え
59
、⑩
高
山
市

荘
川
町
古
川
の
井
口
家
に
は
、
河
童
が
伝
授
し
た
火
傷
の
薬
が
あ

る
252
。

高
山
市
に
は
馬
の
肝
な
ど
を
盗
ろ
う
と
し
て
逆
に
馬
に
引
っ
張

ら
れ
て
来
た
河
童
が
許
さ
れ
た
礼
と
し
て
、⑪
国
府
町
宮
地
で
は
、

「
す
ば
こ
」（
手
首
の
痛
む
病
）
の
薬
を
伝
授
さ
れ
59
、⑫
丹
生
川

町
瓜
田
で
は
、
歯
痛
の
妙
薬
を
教
え
た
92
。
さ
ら
に
、⑬
同
じ
瓜

田
の
倉
屋
家
で
は
、
河
童
か
ら
針
と
「
バ
ヒ
フ
」（
ジ
フ
テ
リ
ア
）

に
罹
っ
た
人
の
喉
を
撫
ぜ
る
と
治
る
蛇
の
鱗
一
枚
が
入
っ
た
袋
を

貰
っ
て
い
る
104
。
ま
た
、⑭
荘
川
町
赤
谷
の
権
四
朗
家
伝
と
し
て
、

河
童
が
お
礼
に
デ
キ
モ
ノ
の
薬
を
伝
授
し
て
お
り
、
大
正
ま
で
注

文
が
あ
っ
た
252
。

骨
接
ぎ
薬
は
、⑮
一
宮
市
浅
井
町
の
接
骨
医
は
河
童
相
伝
の
秘

薬
を
持
ち
、
難
し
い
患
者
が
来
た
時
に
は
そ
の
家
の
池
を
一
巡
す

る
と
河
童
が
出
て
き
て
処
方
を
伝
授
し
た
29
。⑯
本
巣
市
山
口
の

豊
先
淵
で
は
、
鎌
（
河
童
は
金
物
を
嫌
う
）
を
取
り
除
い
た
馬
医

者
の
谷
村
家
が
馬
の
治
療
法
を
伝
授
さ
れ
51
、⑰
同
じ
豊
先
淵
で

河
童
の
住
ま
い
の
入
り
口
に
引
っ
か
か
っ
た
馬
鍬
を
取
り
除
い
た
小

森
家
が
、
梅
毒
薬
の
製
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
51
。

下
流
域
で
は
、⑱
羽
島
郡
笠
松
町
の
池
（
笠
松
駅
の
東
北
で
、

埋
立
ら
れ
た
）
の
主
の
祟
り
（
見
る
と
寝
付
く
、
糸
や
網
を
取
ら

れ
る
）
が
あ
り
、
主
は
河
童
か
ス
ッ
ポ
ン
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
主

に
餅
を
供
え
る
と
歯
痛
が
止
ま
る
、
と
伝
わ
っ
た
223
。

5‒

2
　
魚
で
お
礼
　

魚
の
名
前
は
、岩
魚
や
ヤ
マ
メ
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、多
く
は
単
に「
魚
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

木
曽
川
で
は
、①
恵
那
峡（
中
津
川
市
付
知
町
大
起
）で
合
流
す

る
右
支
川
付
知
川
の
あ
し
げ
淵
で
は
、客
の
数
だ
け
ヤ
マ
メ
を
籠
に

入
れ
て
い
た
が
、籠
を
掛
け
る
鍵
を
鹿
の
角
に
替
え
た
ら
魚
が
届

か
な
く
な
り
81
、②
揖
斐
川
の
旧
徳
山
村
櫨
原
で
は
瓢
箪
を
貰
っ

た
礼
51
に
、③
娘
に
化
け
た
揖

斐
川
町
徳
山
の
河
童
は
悪
戯

を
し
な
い
証
文
と
共
に
魚
を

届
け
262
、④
揖
斐
峡
の
揖
斐

川
町
乙
原
で
は
川
木（
流
木
）

に
化
け
て
い
た
河
童
が
魚
を

届
け
54
、⑤
揖
斐
川
左
支
川

の
根
尾
川
の
根
尾
板
所
で
は
、

猿
に
化
け
て
撃
た
れ
た
河
童

を
弔
う
火
を
仲
間
の
河
童
が

貰
っ
た
礼
に
、魚
を
届
け
る
と

共
に
洪
水
災
害
に
遭
わ
な
い

と
予
言
し
て
い
る
270
。

河
童
は
金
物
が
嫌
い
な
の

で
、⑥
揖
斐
川
町
岡
島
の「
山

西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
橋

側
の
淵
）に
棲
む
河
童
は
沈
ん

で
い
る
馬
鍬
を
若
者
に
取
っ
て

も
ら
っ
た
礼
に
悪
さ
を
し
な
い

と
誓
い
、魚
を
届
け
て
い
る

11
。
な
お
、
後
に
述
べ
る

「
5‒

4
水
害
伝
説
」に
⑤
と

類
似
の
話
が
③
に
、⑥
と
同
じ

所
の
他
の
河
童
が
①
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、長
良
川
流
域
内
で
は
魚
で
の
お
礼
は
一
話
も
無
く
、飛
騨

市
で
は
、⑦
飛
騨
市
神
岡
町
伏
方
で
は
捕
ま
っ
た
子
河
童
の
親
が

礼
に
魚
を
届
け
51
、⑧
古
川
町
で
は
魚
を
入
れ
て
く
る
桶
を
大
き

く
し
た
ら
来
な
く
な
り
109
、ま
た
⑨
同
じ
く
古
川
町
で
礼
に
ア
ジ

カ（
竹
・
藁
や
葦
等
で
編
ん
だ
籠
・
ざ
る
の
類
）に
魚
を
持
っ
て
き
た

109
。⑩
河
合
町
中
沢
上
で
は
秘
伝
を
伝
え
る
代
わ
り
に
魚
を
毎
日

木
の
枝
に
魚
を
ぶ
ら
下
げ
に
来
た
が
、木
の
枝
を
金
物
に
し
た
ら

魚
が
来
な
く
な
り
51
、⑪
河
合
町
保
の
庄
次
郎
淵（（
梨
ヶ
瀬
地

区
。現
在
は
下
小
島
ダ
ム
に
沈
む
）で
庄
次
郎
の
馬
を
引
こ
う
と
し

て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、許
さ
れ

て
礼
に
魚
を
運
ん
だ
が
、鉤
を

金
属
に
し
た
ら
来
な
く
な
っ

た
102
。

高
山
市
で
は
、⑫
高
山
市

国
府
町
今
の「
蔵
が
渕
」で

は
、神
岡
町
伏
方
で
の
桶
の
代

わ
り
に
魚
を
入
れ
て
来
る
桝

を
大
き
く
し
た
ら
来
な
く
な

り
59
、
⑬
神
岡
町
の「
蛇
の

淵
」（
高
原
川
）の
瓜
を
盗
っ
て

捕
ま
っ
た
河
童
は
、⑩
の
河
合

町
と
同
様
、秘
伝
を
教
え
る
代
わ
り
に
毎
日
魚
を
運
ん
で
い
る
51
。

⑭
上
宝
町
本
郷
の
鳴
滝
で
は
馬
に
取
り
付
い
て
許
さ
れ
た
礼
に

「
し
ょ
う
け（
ザ
ル
）」に
岩
魚
を
入
れ
て
毎
日
届
け
14
、⑮
清
見
町

池
本
で
は
馬
を
川
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
河
童
が
来
客
の
度
に

ヤ
マ
メ
を
届
け
51
、⑯
荘
川
町
猿
丸
の
滝
ヶ
淵（
荘
川
中
学
側
）に

棲
ん
で
い
た
河
童
は
、馬
を
川
に
引
き
入
れ
損
ね
て
許
さ
れ
、河
童

が
魚
を
持
っ
て
き
て
い
た
が
、包
丁
に
驚
い
て
来
な
く
な
っ
た
252
。な

お
、⑰
猿
丸
の
河
童
の
後
日
談
と
し
て
、河
童
が
坊
さ
ん
に
化
け
て

魚
を
届
け
る
家
で
団
子
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
が
、若
者
が
流
し

た
魚
を
捕
る
毒
薬
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
252
。ま
た
、⑱
石
浦
町
飯

山
地
区
の
宮
川
の「
青
ド
ン
渕
」

（「
ど
ん
」は
語
意
を
強
調
す
る
語

で
あ
る
）に
棲
む
親
分
河
童
・
勘

助
は
、馬
に
悪
さ
を
し
な
い
と
証

文
も
書
い
て
ア
ジ
カ（
カ
ゴ
）に

魚
を
入
れ
て
届
け
て
い
た
が
、ア

ジ
カ
の
紐
を
新
し
い
紐
を
取
り

換
え
た
ら
魚
が
届
か
な
く
な
っ

た
7
。

河
童
で
は
な
く
、竜
神
も
礼
を
し
、⑲
旅
人
に
親
切
な
老
夫
婦
の

も
と
へ
双
六
の
淵（
竜
神
淵
。高
山
市
上
宝
町
双
六
）の
竜
神
様
が

娘
に
化
け
機
織
り
の
手
伝
い
に
来
た
が
、帰
っ
て
行
く
化
け
た
竜
神

を
見
た
た
め
、借
り
た
礼
に
く
れ
て
い
た
岩
魚
や
鱒
も
無
く
な
り
、

道
具
を
借
り
に
来
な
く
な
っ
た
。そ
こ
で
、老
夫
婦
は
竜
神
が
消
え

た
双
六
の
淵
は
山
向
こ
う
の
岩
井
戸（
地
名
）の「
へ
そ
穴
」に
繋

が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、老
夫
婦
は「
へ
そ
穴
」へ
供
物

（
野
菜
や
米
が
無
い
の
で
種
籾
）を
供
え
る
と
、竜
神
は
許
し
て
双

六
の
淵
に
籾
殻
だ
け
浮
い
て
来
た
14
。

5‒

3
　
詫
び
証
文
と
椀
貸
し
　

捕
ま
っ
た
河
童
が
詫
び
証
文
を
書
い
て
い
る
。

①
郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
で
は
今
後
津
保
川
に
来
な
い
と
証

文
を
書
き
51
、②
関
市
武
芸
川
町
谷
口
の
宇
多
院
橋
上
の
岩
淵
で

岡島橋上流の「山西のそこなし淵」

猿丸の滝ヶ淵

あしげ淵

林道を降りた橋の側の鳴滝

は
水
難
除
け
の
手
形
を
岩
に

彫
っ
て
い
る
。な
お
、掘
っ
た
手
形

は
い
つ
の
間
に
か
消
え
、今
は
水

難
供
養
の
観
音
様
が
祀
ら
れ
て

い
る
126
。③
岐
阜
市
中
鶉
の
了
福

寺
で
は
河
童
に
娘
用
の
綿
帽
子

を
与
え
た
ら
、綿
畑
を
荒
ら
さ
な

い
証
文
を
届
け
た
45
。

ま
た
、証
文
に
は
至
ら
な
い
が

河
童
は「
約
束
」も
し
て
お
り
、④

揖
斐
川
町
の
鎌
曽（
西
平
ダ
ム
下

流
三
〇
〇
m
左
岸
の「
鎌
曽
バ
ス

停
」）の
す
ぐ
上
流
の
勘
七
ブ
チ

に
棲
む
河
童
は
、揖
斐
川
町
の

「
山
西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
山

の
淵
）の
河
童
11
と
同
じ
く
、川

底
の
馬
鍬
を
拾
い
上
げ
て
も
ら
っ

た
礼
に
、今
後
人
間
の
ノ
コ
を
取

ら
な
い
と
庄
屋
に
約
束
を
し
て

い
る
11
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷

汲
長
瀬（
旧
下
長
瀬
）の
人
が
捕

ま
え
た
河
童
が
命
乞
い
し
た
の

で
、元
舟
場
近
く
の
松
が
枯
れ
る
ま
で
、下
長
瀬
の
子
の「
ノ
コ
」を

引
か
な
い
よ
う
に
約
束
さ
せ
て
逃
が
し
た
。明
治
中
頃
ま
で「
松
が

枯
れ
ず
」、子
供
達
は
水
遊
び
を
し
た
260
。⑥
落
合
淵（
岐
阜
市
則

松
）の
捕
ま
っ
た
河
童
は
田
植
え
を
手
伝
い
、約
束
の
印
に
松
を
植

え
て
い
る
51
。な
お
、⑦「
た
ろ
べ
の
滝（
九
号
）」136
で
は
、空
腹
の
河

童
が
た
ろ
べ
の
滝（
揖
斐
川
町
西
横
山
。道
が
荒
れ
て
今
は
行
け
な

い
）の
水
を
干
上
が
ら
せ
な
い
約
束
を
し
て
瓜
を
分
け
て
貰
っ
て
い

る
。河

童
に
よ
る
椀
貸
し
は
、①
若
宮
八
幡
宮
の
森
の
淵（
高
山
市
石

浦
町
八
幡
宮
の
奥
の
淵
）で
は
馬
に
つ
い
て
き
た
河
童
が
許
さ
れ
て

淵
で
椀
を
貸
し
101
、②
郡
上
市

白
鳥
町
中
津
屋
で
は
捕
ま
っ

て
許
さ
れ
た
河
童
が
来
客
時

に
椀
を
貸
し
て
い
る
51
が
、上

記
二
話
と
も
、最
後
の
結
末
は

「
椀
貸
し
伝
説
」と
同
様
で
、

約
束
を
破
っ
た
り
壊
し
た
た

め
、以
後
椀
は
貸
さ
れ
な
く

な
っ
た
。さ
ら
に
、③
白
鳥
町

中
津
屋
の
河
童
は
、馬
を
引
き

込
み
損
ね
た
河
童
が
許
さ
れ

て
以
来
、頼
ま
れ
る
と
農
機
具

を
用
意
し
た
52
。

5‒

4
　
水
害
予
報
　

①
揖
斐
川
町
で
は
岡
島
山
の
淵（
岡
島
橋
上
流
右
岸
側
）で
怪

我
を
し
た
子
河
童
の
手
当
て
を
し
た
ら
、河
童
の
家
族
が
洪
水
発

生
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
47
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合（
下
ヶ

流
）で
も
河
童
が
大
水
の
発
生
を
知
ら
せ
て
い
る
224
。ま
た
、③
本

巣
市
根
尾
西
板
谷（
板
所
か
ら
北
に
約
一・
五
㎞
）で
は
子
河
童
の

供
養
に
火
を
貸
し
た
家
が
そ
れ
以
後
に
害
を
免
れ
て
い
る
270
。

6
．引
き
込
み

引
き
込
み
は
、
人
や
家
畜
の
引
き
込
み
、
蜘
蛛
に
よ
る
引
き
込

み
、
す
っ
ぽ
ん
の
三
つ
で
あ
る
。

6‒

1
　
河
童
が
人
や
家
畜
を
引
き
込
む
　

①
木
曽
郡
木
曽
町
読
書

三
留
野
で
盆
の
一
六
日
に
川

へ
行
く
と
引
き
ず
り
込
ま
れ

266
、②
木
曽
町
福
島
伊
谷
で

は
カ
ワ
ナ
ン
バ
（
河
童
）
に

引
き
込
ま
れ
る
と
伝
わ
っ
て

い
る
266
。③
山
県
市
瀬
見
の

瀬
見
峡
に
架
か
る
瀬
見
橋

（
一
九
二
八
年
以
前
は
木
橋

で
、
初
代
瀬
見
橋
は
江
戸

中
期
）
で
オ
カ
ッ
パ
頭
の
お

化
け
が
橋
か
ら
人
を
突
き

落
し
た
が
、
遭
遇
し
た
村
人
が
和
歌
を
詠
ん
で
か
ら
出
な
く
な
っ

た
124
。④
小
駄
良
の
原
（
郡
上
市
八
幡
町
初
音
）
で
淵
に
引
き
込

ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
助
か
っ
た
21
。

⑤
関
市
板
取
杉
原
で
は
夜

に
浅
瀬
を
渡
っ
て
い
て
川
に
引

き
込
ま
れ
89
、
ま
た
、⑥
板

取
保
木
口
の
神
明
淵
へ
竜
宮

城
の
入
り
口
を
探
し
に
潜
っ
た

若
者
も
引
き
込
ま
れ
て
、
共

に
亡
く
な
っ
て
い
る
89
。⑦
関

市
下
之
保
の
清
兵
衛
は
夢
で
、

淵
（
清
兵
衛
淵
）
に
住
ん
で

い
る
ド
チ
ロ
ン
ベ
が
人
間
の
食

物
を
望
ん
だ
の
で
、
毎
朝
に

ぎ
り
め
し
を
川
岸
の
草
む
ら

の
上
に
置
い
た
。
そ
の
礼
に
、

内
緒
で
魚
が
取
れ
る
場
所
を

教
え
て
く
れ
た
が
、
ド
チ
ロ

ン
ベ
と
の
約
束
を
破
っ
て
人
に

そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
清
兵

衛
は
淵
の
中
へ
誘
わ
れ
て
消

え
て
し
ま
っ
た
126
。⑧
大
松
の

渕
（
関
市
洞
戸
市
場
の
街
道

で
通
行
人
を
引
き
込
む
の
で
、

お
坊
さ
ん
が
犠
牲
者
と
同
数

の
八
八
体
の
仏
像
を
造
り
経

を
挙
げ
た
ら
治
ま
っ
た
283
。

⑨
揖
斐
川
町
久
瀬
（
現
西

津
汲
）
で
は
胡
瓜
を
食
べ
て

泳
ぎ
に
行
く
と
引
き
込
ま
れ

る
と
言
い
238
、⑩
久
瀬
の
キ
ヨ

ジ
ブ
チ
（
小
津
川
沿
い
）
で

は
猿
に
化
け
た
河
童
が
引
き

込
む
と
言
わ
れ
238
、⑪
揖
斐
川

町
東
津
汲
の
小
津
川
橋
辺
り

の
河
原
と
な
っ
た
破
堤
地
に

河
童
に
狙
わ
れ
た
漁
師
が
逃

げ
込
ん
で
助
か
っ
た
54
。
な
お
、⑫
人
で
は
な
く
小
牛
の
「
し
り
こ

だ
ま
（
尻
子
玉
）」
が
揖
斐
川
町
日
坂
の
岩
屋
坂
脇
の
川
の
淵
で

河
童
兄
弟
に
抜
か
れ
て
い
る
54
。

⑬
郡
上
市
の
源
田
で
は
、
杭
に
化
け
た
河
童
が
馬
を
引
き
ず
り

込
み
52
、⑭
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
河
童
と
力
比
べ
を
し
た
釣

り
人
が
負
け
て
川
に
引
き
込
ま
れ
53
、⑮
関
市
小
瀬
で
は
仏
飯
を

食
べ
る
と
河
童
の
災
難
を
除
け
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏

飯
を
食
べ
ず
に
川
へ
行
き
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
71
。

下
流
部
の
愛
西
市
赤
目
町
で
は
⑯
河
童
が
娘
に
化
け
て
い
る
こ

と
を
明
か
さ
な
い
約
束
を
破
っ
た
村
人
は
、
佐
屋
川
で
足
を
逆
さ

に
し
て
死
ん
で
い
た
273
。

6‒

2
　
河
童
が
蜘
蛛
に
化
け
て
木
を
川
に
引
き
込
む
　

蜘
蛛
が
朝
に
巣
を
張
る
と
天
気
が
良
く
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
蜘
蛛
に
は
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

①
ホ
オ
ノ
キ
淵
（
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
）
で
、
蜘
蛛
に
化
け

た
河
童
が
ホ
オ
ノ
キ
（
朴
の
木
）
に
糸
を
巻
き
つ
け
て
木
を
川
に

引
き
ず
り
込
み
252
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合
（
上
ヶ
流
）
で
は
柳

の
木
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
224
。
な
お
、③
揖
斐
川
町
春
日

美
束
で
は
蜘
蛛
に
化
け
て
悪
い
事
ば
か
り
し
て
い
た
河
童
が
許
さ

れ
、
以
後
、
悪
河
童
が
来
た
ら
教
え
る
と
約
束
し
た
28
。

④
揖
斐
川
町
で
は
釣
り
人
の
足
に
つ
い
た
糸
を
付
け
替
え
た
柳
が

278
、
さ
ら
に
⑤
椿
ヶ
渕
（
不
破
郡
垂
井
町
梅
谷
）
で
は
足
に
つ
い

た
糸
を
付
け
替
え
た
椿
の
木
47
が
川
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
。

6‒

3
　
ス
ッ
ポ
ン
に
よ
る
引
き
込
み

下
流
部
に
な
る
と
、河
童
の
姿
は
下
流
部
で
よ
く
見
か
け
る
ス
ッ

ポ
ン
に
替
わ
っ
て
く
る
。

①
海
津
市
海
津
町
で
は
高
須
藩
主
松
平
義
行
の
馬
が
池
に
引

き
ず
り
込
ま
れ
て
ス
ッ
ポ
ン
に
食
べ
ら
れ
221
、②
桑
名
市
で
は
津
島

祭
り
が
近
づ
く
と
、
ド
チ
（
ス
ッ
ポ
ン
）
が
子
供
を
さ
ら
っ
て
津

島
さ
ん
に
人
身
御
供
す
る
55
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。

7
．そ
の
他

そ
の
他
は
、
住
処
、
悪
戯
、
生
き
肝
、
雨
乞
い
の
四
つ
で
あ
る
。

7‒

1
　
住
処

河
童
が
見
つ
か
っ
た
場
所
や
住
処
は
、①
揖
斐
川
町
乙
原
の
「
と

ど
ろ
き
の
滝
」
は
河
童
が
住
ん
で
い
る
と
伝
わ
り
、
村
人
は
滝
に

近
づ
か
な
か
っ
た
54
。②
科
洞
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）
の
科
池
近

く
で
声
を
掛
け
て
来
た
子
供
の
足
跡
に
水
か
き
が
付
い
て
い
た
。

以
来
、
科
池
の
「
の
し
（
主
）」
が
お
る
と
言
わ
れ
た
209
。③
関
市

板
取
の
大
谷
に
棲
む
河
童
と
出
会
い
逃
げ
帰
っ
て
来
た
89
。
ま
た
、

④
大
洪
水
の
時
に
、
板
取
の
は
か
り
岩
の
上
に
河
童
を
見
か
け
た

が
、
あ
る
い
は
川
獺
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
89
。

な
お
、
子
供
の
形
で
は
な
く
ス
ッ
ポ
ン
（
ド
チ
）
の
形
を
し
た

河
童
が
、⑤「
水
神
様
の
淵
」（
可
児
市
下
恵
土
）
か
ら
若
者
に
化

け
て
酒
を
買
い
に
来
た
が
、
跡
を
つ
け
た
男
は
熱
を
出
し
、
化
け

た
ド
チ
は
、
悪
さ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兼
山
城
主
の
家
臣
森

武
蔵
が
ド
チ
を
退
治
し
た
の
で
、
男
の
熱
も
下
が
り
、
そ
の
淵
を

武
蔵
ヶ
淵
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
35
。
な
お
、『
可
児
町
史
通
史
編
』

で
は
怪
物
退
治
と
酒
を
買
い
に
来
る
話
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
。

大
井
ダ
ム
（
中
津
川
市
蛭
川
）
が
出
来
る
以
前
、⑥
池
島
（
ダ

ム
湖
に
沈
ん
だ
奥
渡
渡
船

場
下
流
の
中
州
）
と
呼
ば

れ
る
地
の
大
き
な
池
に
河

童
が
棲
み
、
こ
の
池
は
中

津
川
市
坂
下
の
旗
巻
渕

（
竜
宮
の
姫
の
機
織
り
伝

説
の
淵
）
と
繋
が
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
108
。

高
山
市
荘
川
町
で
は
、

⑦
十
王
堂
の
淵
・
新
淵
に

は
多
く
の
河
童
が
棲
ん
で

い
た
252
。
郡
上
市
明
宝
気

良
の
奥
の
青
木
の
川
で
、⑧

河
童
と
相
撲
を
し
た
人
も
お
り
、
河
童
が
岩
の
上
に
寝
て
い
た

295
。⑨
郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
の
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
（
北

濃
駅
の
西
端
千
田
野
上
が
り
口
横
の
山
側
の
池
）
に
浮
い
た
布
を

拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
与
太
郎
が
池
に
沈
ん
だ
。
池
の
淵
に
は
河

童
が
棲
む
と
恐
れ
ら
れ
た
247
。

な
お
、
泉
鏡
花
の
「
歌
行
燈
」
に
、⑩
桑
名
市
紺
屋
町
辺
り
で

外
堀
の
水
を
打
つ
バ
ア
ン
と
い
う
音
が
聞
こ
え
た
。
こ
れ
を
「
カ

ワ
ウ
ソ
の
釣
瓶
落
と
し
」
と
言
っ
た
と
、
載
っ
て
い
る
55
。

ま
た
、
淵
が
深
淵
や
竜
宮
と
繋
が
っ
て
い
る
話
と
し
て
、⑪
郡

上
市
美
並
町
の
坂
山
の
森
の
淵
に
は
人
を
引
き
込
む
河
童
が
棲
ん

で
お
り
、
淵
に
南
蛮
黍
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
を
流
す
と
勝
原
の
淵

に
浮
か
ん
だ
287
。
一
方
、⑫
関
市
洞
戸
尾
倉
の
「
ガ
ワ
イ
ロ
渕
」
の

乙
女
岩
（
河
童
が
乙
女

に
化
け
て
座
っ
て
い
た
岩
）

に
、
旧
暦
六
月
一
六
日
に

竜
宮
の
乙
姫
が
遊
び
に
来

る
の
で
河
童
が
集
ま
る
か

ら
、川
遊
び
は
し
な
い
283
。

7‒

2
　
悪
戯

①
悪
戯
河
童
は
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
の
号
嶋
岩
の
淵
に
馬
を

取
り
込
も
う
と
し
た
が
、
逆
に
馬
に
淵
か
ら
引
き
出
さ
れ
51
、②

山
県
市
片
原
の
厚
谷
に
架
か
る
橋
か
ら
子
供
に
化
け
た
河
童
に
川

に
落
と
さ
れ
そ
う
に
な
り
124
、③
山
県
市
日
永
で
は
子
ど
も
に
化

け
て
大
人
を
引
き
ず
り
込
み
損
な
い
刀
で
切
ら
れ
て
い
る
51
。

④
揖
斐
川
町
西
津
汲
で
は
川
木
（
流
木
）
に
化
け
54
、⑤
揖
斐

川
町
三
倉
で
は
飛
鳥
川
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
河
童
が
混
じ
っ
て

い
た
54
。⑥
揖
斐
川
町
戸
入
（
旧
徳
山
村
）
で
は
相
撲
を
取
り

84
、⑦
揖
斐
川
町
塚
（
旧
徳
山
村
）
で
は
、
悪
さ
を
す
る
河
童
が

突
然
脇
差
で
切
付
け
ら
れ
た
が
、
脇
差
は
草
鞋
の
紐
を
切
っ
て
穢

れ
て
い
た
の
で
、
河
童
は
切
ら
れ
ず
に
逃
げ
延
び
た
84
。

⑧
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
力
自
慢
の
男
が
大
洞
川
の
悪
戯

河
童
を
退
治
し
53
、⑨
下
呂
市
金
山
町
の
高
橋
で
は
悪
戯
河
童
を

弁
財
天
が
封
じ
込
め
て
い
る
34
。
さ
ら
に
、⑩
安
八
郡
安
八
町
今
ヶ

渕
の
中
須
川
の
河
童
は
草
刈
り
の
手
伝
い
に
来
て
草
を
散
ら
か
し

た
り
4
、⑪
安
八
町
南
今
ヶ
淵
で
は
、
女
の
子
に
化
け
て
遊
び
を

誘
い
に
来
た
河
童
4
も
い
る
。

河
童
に
も
、
悪
さ
を
す
る
も
の
、
仲
良
く
し
た
が
る
も
の
、
何

も
関
わ
り
を
持
た
ず
に
そ
っ
と
し
て
い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
居
た

よ
う
で
あ
る
。

7‒

3
　
生
き
肝

高
山
市
で
は
、①
丹
生
川
町
小
野
の
小
野
橋
下
で
、
乙
姫
の
病

を
治
す
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
猿
を
騙
し
た
が
、
失
敗
し
て
ア

ケ
ビ
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
269
。②
荘
川
町
新
淵
で
は
乙
姫
の
た
め

に
河
童
で
は
な
く
亀
が
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
し
て
失
敗
し

72
、③
荘
川
町
牛
丸
で
は
、
乙
姫
様
へ
は
猿
の
生
き
肝
で
は
な
く

馬
の
生
き
肝
を
取
り
損
ね
た
河
童
が
毎
日
ア
ジ
メ
泥
鰌
を
三
升
ず

つ
持
っ
て
き
た
が
、「
気
を
遣
わ
な
く
て
も
良
い
」
と
言
う
と
、
届

か
な
く
な
っ
た
67
。

④
郡
上
市
明
宝
の
井
尻
洞
で
も
、
乙
姫
の
た
め
に
猿
の
生
き
肝

を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
皿
の
水
が
無
く
な
り
捕
ま
っ
て
い
る
295
。

7‒

4
　
雨
乞
い

中
津
川
市
山
口
の
川
原
田
で
は
、①
悪
戯
河
童
が
行
者
に
よ
っ

て
石
に
さ
れ
、
石
河
童
の
頭
の
水
が
無
く
な
る
と
、
水
を
欲
し
が
っ

て
雨
が
降
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
300
。

8
．お
わ
り
に

『
遠
野
物
語
』
に
よ
っ
て
、
河
童
は
岩
手
県
遠
野
市
が
有
名
で

あ
る
が
、
岐
阜
県
と
木
曽
三
川
流
域
に
も
河
童
伝
説
が
多
数
あ

り
、
今
回
調
査
不
足
で
あ
る
木
曽
川
上
流
域
（
長
野
県
側
）
の

分
を
加
え
る
と
、
河
童
伝
説
は
軽
く
一
〇
〇
話
を
超
え
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
章
で
は
個
々
の
河
童
伝
説
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

各
種
の
河
童
伝
説
を
通
し
て
、
川
へ
の
畏
敬
と
愛
着
を
持
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
こ
の
原
稿
は
、
K
I
S
S
O
九
八
号
「
河
童
伝
説
」（
水

に
ま
つ
わ
る
民
話
か
ら
）
を
修
正
・
加
筆
い
た
し
ま
し
た 

（
福
島

晃
子
記
） 
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
6
章
　
河
童
伝
説

漁
し
て
い
た
が
、河
童
に
与
え
る
胡
瓜
の
替
わ
り
に
石
を
投
げ
い
れ
、

河
童
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

河
童
と
胡
瓜
の
関
係
を
、中
村
32
は
、享
保
元（
一
七
一
六
）年
刊

の
書
籍
に
河
童
が「
瓜
・
茄
を
盗
る
」記
述
が
最
初
に
見
ら
れ
る
が

「
胡
瓜
」は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、一
七
七
〇
年
代
に
な
っ
て「
胡
瓜

や
甜
瓜
を
盗
み
」と
初
め
て「
胡
瓜
」が
記
さ
れ
て
い
る
、と
述
べ
て
い

る
。さ
ら
に
、河
童
が
胡
瓜
を
好
き
だ
と
明
記
し
た
の
は
享
和
三（
一

八
〇
三
）年
刊
辺
り
の
書
籍
が
古
い
ほ
う
で
あ
ろ
う
、と
結
論
し
て

い
る
。つ
ま
り
、十
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
河
童
は
胡
瓜
が
好
物
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

4
．河
童
伝
説
の
分
布

選
定
し
た
河
童
伝
説
を
、お
礼
、引
き
込
み
、そ
の
他
に
ジ
ャ
ン
ル

分
け
を
行
っ
た
。

2
．河
童
の
由
来
と
姿

河
童
の
由
来
説
は
、渡
来
説
と
人
形
化
生
説
の
二
種
類
が
あ
る

30
。熊

本
県
八
代
市
の
球
磨
川
河
口
の「
河
童
渡
来
の
碑
」に
よ
る
と
、

仁
徳
天
皇
時
代（
三
一
三
〜
三
九
九
）に
中
国
か
ら
九
千
匹
の
河
童

が
揚
子
江（
長
江
）を
下
り
、黄
海
を
経
て
八
代
に
上
陸
し
た
と
あ

る
。人

形
化
生
説
で
よ
く
知
ら
れ
た
藁
人
形
説
は
熊
本
の
天
草
島
伝

承
で
、左
甚
五
郎
が
命
を
吹
き
込
ん
だ
藁
人
形
の
手
伝
い
で
工
事
が

よ
う
や
く
竣
工
し
た
。壊
さ
れ
て
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
藁
は
、「
こ

れ
か
ら
は
何
を
食
え
ば
よ
い
か
」と
甚
五
郎
に
尋
ね
る
と
、「
人
の
尻

で
も
喰
ら
え
」と
答
え
た
。そ
こ
で
、藁
人
形
は
河
童
に
化
け
て
肛
門

に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
尻
子
玉
を
狙
う
と
い
う
。青
森
県
八
戸
市
で

は
甚
五
郎
が
寸
法
を
間
違
え
て
、貫（
柱
と
柱
と
を
横
に
貫
い
て
連

ね
る
材
）を
通
し
た
ま
ま
川
に
捨
て
、こ
の
木
屑
が
河
童
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、河
童
の
腕
は
引
っ
張
ら
れ
た
腕
が
伸
び
、片
方
の
腕
が

縮
む
の
で
あ
る
。

河
童
の
原
型
で
あ
る
水
霊
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
想
像
上
の
動
物

と
地
方
で
の
呼
び
名
を
、大
野
31
の
分
類
か
ら
見
て
お
こ
う
。

（
1
）虬（
蛟
竜
）:
古
代
は「
み
つ
ち
」で
、水
霊
・
水
神
の
意
。水

中
に
棲
み
、蛇
に
似
た
形
を
し
、，角
・
四
肢
を
も
ち
、毒
気
を
吐
い
て

人
を
害
す
る
と
い
う
想
像
上
の
動
物
。青
森
の
メ
ド
チ
・
メ
ド
ツ
、岩

手
の
メ
ッ
ト
ウ
チ
、能
登
・
加
賀
の
ミ
ズ
シ
。

（
2
）水
神
:
佐
渡
の
シ
イ
ジ
ン
、長
野
の
セ
イ
ジ
ン
、新
潟
の
ス
ジ

ン
コ
、鹿
児
島
の
ス
ジ
ン
ド
ン
・
ミ
ズ
シ
ン
・
ミ
ッ
ツ
ド
ン
。

（
3
）水
虎
:
中
国
の
水
虎
は
、三
・
四
歳
の
児
童
の
よ
う
で
脛
が

長
く
、総
身
鱗
甲
に
覆
わ
れ
、普
段
は
水
中
に
潜
り
、虎
の
頭
部
に

似
た
膝
頭
だ
け
を
水
上
に
浮
か
べ
て
い
る
。水
虎
が
日
本
で
は
河
童

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。津
軽
の
シ
ッ
コ
サ
マ・
オ
シ
ッ
コ
サ
マ
。

（
4
）川
の
童
か
ら
:
関
東
・
甲
信
・
東
海
地
方
な
ど
の
カ
ワ
ッ
パ
、

九
州
・
種
子
島
・
屋
久
島
の
ガ
ラ
ッ
パ
、長
野
・
岐
阜
・
愛
知
の
カ
ワ
ラ

ン
ベ
等
多
く
あ
る
。

（
5
）他
に
、（
4
）以
外
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
主
な
名
前
だ
け

を
列
挙
す
る
と
、「
川
の
子
」か
ら
生
じ
た
島
根
・
兵
庫
・
鳥
取
・
大
分

の
カ
ワ
コ
等
、「
川
の
小
坊
主
・
小
僧
・
小
法
師
」か
ら
生
じ
た
静
岡
・

長
野
・
三
重
野
の
カ
ワ（
ラ
）コ
ゾ
ウ
、三
重
の
カ
ワ
コ
ボ
シ
ヤ
・
カ
ン

コ
ロ
ボ
シ
等
、さ
ら
に「
川
の
太
郎
」か
ら
生
じ
た
和
歌
山
・
近
江
・
九

州
の
カ
ワ
タ
ロ
ウ
、岐
阜
の
カ
ワ
ヤ
ロ
ウ
等
が
あ
る
。

ま
た
、実
在
動
物
で
分
類
す
る
と
、（
1
）「
亀
・
ス
ッ
ポ
ン
」か
ら
、

岐
阜
の
ド
チ
・
ド
チ
ガ
メ
・
ド
チ
ロ
ベ
、（
2
）「
川
獺
」か
ら
、佐
渡
・
愛

媛
の
カ
ワ
エ
ソ
、島
根
・
広
島
の
カ
ワ
ソ
、（
3
）猿
か
ら
、静
岡
の
カ
ワ

ザ
ル
、広
島
の
フ
チ
ザ
ル
、（
4
）鳥
か
ら
、日
向
の
ヒ
ョ
ー
ス
ベ
等
で

あ
る
。

つ
ま
り
、水

霊
の
イ
メ
ー
ジ

は
、蛇
・
亀
・
川

獺
・
人
（
少

童
）・
猿
・
鳥
と

ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、一
定
の

形
を
な
さ
な
か
っ
た
。

石
川
74
は
、水
霊
の
形
状
は

徐
々
に
幼
児
の
形
に
収
斂
し

て
、小
童
の
形
を
し
た
も
の
の
呼

び
名
カ
ワ
ッ
パ
・
カ
ワ
ラ
ン
ベ
等

か
ら
、河
童
に
転
じ
た
と
考
え
、

さ
ら
に
、河
童
が
だ
ん
だ
ん
通

用
語
に
な
る
に
つ
れ
、そ
の
形
状

も
統
一
化
さ
れ
、上
述
し
た「
水

虎
」の
形
状
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
、と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、石
上
117
は
水
霊
が
河
童
に
収
斂
し
た
原
因
と
し
て
、安

定
し
た
江
戸
時
代
の
楽
し
み
と
し
て
、文
人
・
画
家
に
よ
る「
怪
談

会
」の
催
し
や
絵
巻
作
成
の
隆
盛
が
一
役
買
っ
た
と
考
え
て
い
る
。さ

ら
に
現
在
、河
童
の
イ
メ
ー
ジ
は
清
水
昆
や
小
島
功
ら
の
漫
画
に

よ
っ
て
可
愛
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

3
．河
童
と
胡
瓜

河
童
は
祇
園
の
お
使
い
で
あ
り
、河
童
の
好
物
は
胡
瓜
だ
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。ま
ず
は
、京
の
祇
園
社（
八
坂
神
社
）と
胡
瓜

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

祇
園
の
社
紋
は
胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ

は
間
違
い
で
あ
る
。織
田
信
長
が
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、

京
都
･
感
神
院（
現
八
坂
神
社
）に
寄
進
し
た
御
輿
の
紋
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る
祗
園
の
神
紋
は「
木
瓜
紋
」で
あ
り
、胡
瓜
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、こ
の「
木
瓜
」は「
き
う

り
」と
も
読
め
る
か
ら
、「
木

瓜
」が「
胡
瓜
」に
変
じ
た
の
で

あ
る
30
。

博
多
人
は
、祗
園
の
神
紋

が
、胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
畏

れ
多
い
と
、祭
り
期
間
中
、胡

瓜
を
口
に
せ
ず
、サ
ラ
ダ
に

入
っ
て
い
て
も
つ
ま
み
出
す
、と
言
わ
れ
て
い
る
。似
た
話
は
海
津
市
平

田
町
土
倉
に
も
あ
る
。揖
斐
川
堤
防
沿
い
に
あ
る
氏
神
須
賀
神
社
の

定
紋
が
胡
瓜
の
切
り
口
に
酷
似
し
て
い
る
た
め
、土
倉
の
人
々
は
胡

瓜
を
絶
対
口
に
し
な
か
っ
た

107
の
で
あ
る
。同
様
に
、大
垣

市
静
里
町（
徳
光
）の
白
髭

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
牛
頭

天
王
の
模
様
も
胡
瓜
の
切
り

口
に
似
て
い
る
の
で
、昭
和

三
〇（
一
九
五
五
）年
頃
ま
で

栽
培
も
食
べ
も
し
な
か
っ
た

16
。な
お
、「
よ
す
け
と
カ
ッ

パ（
八
一
号
）」110（
瑞
浪
市
釜

戸
町
の
土
岐
川
）で
は
、胡
瓜

を
川
に
投
げ
入
れ
て
魚
を
大

5
．河
童
か
ら
の
お
礼

5‒

1
　
伝
授
さ
れ
た
治
療
法

「
わ
る
さ
」
に
失
敗
し
た
河
童
は
、
た
い
て
い
片
腕
を
切
り
取
ら

れ
た
。
そ
こ
で
河
童
は
、
片
腕
を
返
し
て
も
ら
う
礼
に
、
切
ら
れ

た
腕
を
元
通
り
に
つ
な
ぐ
秘
術
・
秘
法
を
、
さ
ら
に
、
骨
接
ぎ
以

外
に
金
創
（
刀
・
槍
・
鎌
な
ど
で
の
怪
我
）
の
薬
、
軟
膏
な
ど
の

医
薬
の
製
法
を
伝
授
し
て
い
る
。

実
在
の
人
物
が
河
童
に
骨
接
ぎ
の
秘
法
を
習
っ
た
と
伝
わ
る
話

も
あ
る
。

織
豊
時
代
の
鷹
取
秀
次
を
実
質
上
の
始
祖
と
す
る
鷹
取
家
は
金

創
治
療
の
名
門
で
あ
る
。
延
宝
八
（
一
六
六
〇
）
年
項
の
書
物
は
、

「
筑
前
医
師
鷹
取
養
巴
（
一
七
世
紀
後
半
の
人
物
）
が
切
断
さ
れ

た
腕
を
継
ぎ
、
元
の
よ
う
に
治
し
た
」
と
書
い
て
お
り
32
、
こ
の

内
容
が
「
厠
で
奥
方
の
尻
を
撫
で
て
腕
を
切
ら
れ
た
河
童
が
、
腕

を
返
し
て
も
ら
っ
た
礼
に
、
鷹
取
運
松
庵
（
養
巴
は
世
襲
名
）
に

骨
接
ぎ
の
法
を
伝
授
し
た
」
と
セ
ク
ハ
ラ
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
厠
で
女
性
の
尻
を
撫
で
て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、
塩
入
63
に
よ

る
と
、
新
潟
県
か
ら
九
州
福
岡
県
に
至
る
日
本
海
側
に
偏
っ
て
お

よ
そ
一
五
話
あ
り
、
特
に
新
潟
県
に
四
話
、
長
野
県
に
五
話
が
集

中
し
て
い
る
。

天
竜
川
で
の
河
童
の
妙
薬
は
、

川
奉
行
三
代
目
の
中
村
道
民
（
新

六
）
に
伝
え
ら
れ
た
痛
風
の
薬
（
商

品
名
「
加
減
湯
」）で
あ
る
。
近
年
、

昭
和
初
期
ま
で
製
造
・
販
売
さ
れ

て
い
た
「
加
減
湯
」
の
実
物
が
中

村
家
で
見
つ
か
っ
た
。
薬
は
薬
草

成
分
を
浸
み
込
ま
せ
た
キ
ハ
ダ
の

枝
を
切
り
刻
み
、
日
本
酒
で
煎
じ

て
痛
風
の
患
部
に
塗
っ
た
り
飲
ん

だ
り
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
薬
の
製
法
は
門
外
不
出
で
あ
る
80
。

河
童
の
妙
薬
ア
イ
ス
（
阿
伊
寿
）
は
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
潟
県
内
の
妙
薬
ア
イ
ス
33
は
、
無
名
異
（
酸
化
鉄
を

含
有
す
る
赤
土
）・
黄
檗
（
キ
ハ
ダ
の
樹
皮
）・
揚
梅
皮
（
ヤ
マ
モ

モ
の
樹
皮
）
等
で
、こ
れ
を
酢
と
水
を
調
合
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

猫
山
宮
尾
病
院
（
新
潟
市
中
央
区
）
で
は
、
近
年
ま
で
河
童
か

ら
伝
授
さ
れ
た
「
打
ち
身
・
く
じ
き
」
の
良
薬
「
猫
山
あ
い
す
」

の
湿
布
薬
が
処
方
さ
れ
て
お
り
、
深
緑
色
の
粉
末
を
水
や
酢
で
溶

い
て
耳
た
ぶ
ぐ
ら
い
の
硬
さ
に
な
る
ま
で
練
っ
た
後
、
和
紙
に
の
ば

し
て
患
部
に
張
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
打
撲
傷
の
場
合
は
、「
黄
桜

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
よ
る
と
、
は
こ
べ
（
朝
し
ら
げ
）、
草
庭
常
（
草

接
骨
木
）
等
で
造
る
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
1
）「
成
分
が
あ
る
程
度
分
か
る
薬
」

①
悪
さ
を
し
て
取
ら
れ
た
腕
を
返
し
て
も
ら
っ
た
揖
斐
郡
徳
山

村
本
郷
の
河
童
は
、
十
六
サ
サ
ギ
（
サ
サ
ゲ
と
も
言
う
）・
ネ
ム

の
木
の
皮
（
合
歓
皮
）・
鹿
の
角
・
そ
の
他
五
種
類
を
混
ぜ
合
わ

せ
て
黒
焼
き
に
し
て
飲
む
と
病
気
や
怪
我
に
効
く
妙
薬
を
伝
授
し

118
、②
郡
上
市
の
浄
福
寺
（
明
宝
小
川
）
の
住
職
は
秘
伝
の
七
種

の
草
に
い
わ
ゆ
る
百
草
を
加
え
て
炭
状
に
煮
詰
め
、
こ
の
粉
末
に

鹿
の
骨
の
粉
と
河
童
か
ら
貰
っ
た
金
の
玉
（
イ
シ
サ
ン
ゴ
目
の
珊

瑚
）
を
削
っ
た
粉
を
入
れ
て
作
る
ア
イ
ス
と
苦
楝
皮
（
落
葉
高
木

セ
ン
ダ
ン
の
樹
皮
）・
海
人
草
（
海
藻
）・
甘
草
等
を
調
合
す
る
喘

息
湯
と
を
伝
授
さ
れ
た
295
。
な
お
、
郡
上
市
に
は
骨
接
ぎ
秘
薬
も

伝
え
ら
れ
て
お
り
、③
八
幡
町
亀
尾
島
で
は
ア
イ
ス
草
と
巻
貝
の
蜷

を
調
合
し
て
腕
の
接
合
に
用
い
237
、④
大
和
町
神
路
の「
ご
り
ん
淵
」

（
現
在
は
流
れ
が
変
わ
り
淵
が

浅
く
な
っ
た
）
の
河
童
は
蜷
の

身
を
切
れ
た
腕
に
付
け
て
接

合
す
る
術
を
教
え
た
301
。
ま

た
、⑤
飛
騨
市
神
岡
町
の
河
童

は
南
天
の
木
と
み
こ
し
花
（
ゲ

ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
）
や
オ
オ
バ

コ
の
根
を
混
ぜ
て
飲
む
風
邪

薬
（
河
童
丸
）
を
伝
授
し

て
い
る
39
。

（
2
）「
各
種
の
治
療
薬
」

河
童
か
ら
伝
授
さ
れ
た

薬
で
殿
様
や
姫
君
を
治
療

し
た
話
と
し
て
、⑥
河
童
は

懲
ら
し
め
を
許
し
て
く
れ
た

医
者
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

春
日
美
束
）
に
秘
伝
の
薬

を
伝
授
し
、
大
垣
の
殿
様
の
病
気
が
完
治
し
118
、
ま
た
同
様
に
、

⑦
粕
川
の
上
流
部
で
河
童
か
ら
貰
っ
た
本
と
薬
で
医
者
に
な
り
、

近
江
の
殿
様
の
姫
を
治
し
て
い
る
224
。

「
キ
ズ
・
虫
下
し
薬
」
と
し
て
、⑧
竜
宮
に
通
じ
る
鶉
ヶ
池
（
本

巣
市
十
四
条
）
の
年
老
い
た
河
童
は
水
神
様
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
た
が
、
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
た
小
河
童
は
馬
医
者
に
懲
ら
し
め

ら
れ
て
許
さ
れ
、
母
河
童
は
馬
医
者
へ
の
お
礼
に
傷
薬
の
製
法
を

伝
授
し
た
。
ま
た
、
河
童
の
家
族
が
池
か
ら
引
っ
越
す
時
も
「
虫

下
し
」
の
妙
薬
を
伝
授
さ
れ
、
こ
の
薬
は
明
治
時
代
に
官
許
虫
下

し
の
免
許
も
あ
っ
た
69
。

高
山
市
内
に
は
火
傷
の
薬
が
伝
わ
っ
て
い
る
。⑨
馬
を
宮
川
（
高

山
市
国
府
町
）
に
引
き
づ
り
込
も
う
と
し
た
河
童
が
許
さ
れ
た
お

礼
に
「
が
お
ろ
薬
（
火
傷
の
薬
）」
の
製
法
を
教
え
59
、⑩
高
山
市

荘
川
町
古
川
の
井
口
家
に
は
、
河
童
が
伝
授
し
た
火
傷
の
薬
が
あ

る
252
。

高
山
市
に
は
馬
の
肝
な
ど
を
盗
ろ
う
と
し
て
逆
に
馬
に
引
っ
張

ら
れ
て
来
た
河
童
が
許
さ
れ
た
礼
と
し
て
、⑪
国
府
町
宮
地
で
は
、

「
す
ば
こ
」（
手
首
の
痛
む
病
）
の
薬
を
伝
授
さ
れ
59
、⑫
丹
生
川

町
瓜
田
で
は
、
歯
痛
の
妙
薬
を
教
え
た
92
。
さ
ら
に
、⑬
同
じ
瓜

田
の
倉
屋
家
で
は
、
河
童
か
ら
針
と
「
バ
ヒ
フ
」（
ジ
フ
テ
リ
ア
）

に
罹
っ
た
人
の
喉
を
撫
ぜ
る
と
治
る
蛇
の
鱗
一
枚
が
入
っ
た
袋
を

貰
っ
て
い
る
104
。
ま
た
、⑭
荘
川
町
赤
谷
の
権
四
朗
家
伝
と
し
て
、

河
童
が
お
礼
に
デ
キ
モ
ノ
の
薬
を
伝
授
し
て
お
り
、
大
正
ま
で
注

文
が
あ
っ
た
252
。

骨
接
ぎ
薬
は
、⑮
一
宮
市
浅
井
町
の
接
骨
医
は
河
童
相
伝
の
秘

薬
を
持
ち
、
難
し
い
患
者
が
来
た
時
に
は
そ
の
家
の
池
を
一
巡
す

る
と
河
童
が
出
て
き
て
処
方
を
伝
授
し
た
29
。⑯
本
巣
市
山
口
の

豊
先
淵
で
は
、
鎌
（
河
童
は
金
物
を
嫌
う
）
を
取
り
除
い
た
馬
医

者
の
谷
村
家
が
馬
の
治
療
法
を
伝
授
さ
れ
51
、⑰
同
じ
豊
先
淵
で

河
童
の
住
ま
い
の
入
り
口
に
引
っ
か
か
っ
た
馬
鍬
を
取
り
除
い
た
小

森
家
が
、
梅
毒
薬
の
製
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
51
。

下
流
域
で
は
、⑱
羽
島
郡
笠
松
町
の
池
（
笠
松
駅
の
東
北
で
、

埋
立
ら
れ
た
）
の
主
の
祟
り
（
見
る
と
寝
付
く
、
糸
や
網
を
取
ら

れ
る
）
が
あ
り
、
主
は
河
童
か
ス
ッ
ポ
ン
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
主

に
餅
を
供
え
る
と
歯
痛
が
止
ま
る
、
と
伝
わ
っ
た
223
。

5‒

2
　
魚
で
お
礼
　

魚
の
名
前
は
、岩
魚
や
ヤ
マ
メ
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、多
く
は
単
に「
魚
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

木
曽
川
で
は
、①
恵
那
峡（
中
津
川
市
付
知
町
大
起
）で
合
流
す

る
右
支
川
付
知
川
の
あ
し
げ
淵
で
は
、客
の
数
だ
け
ヤ
マ
メ
を
籠
に

入
れ
て
い
た
が
、籠
を
掛
け
る
鍵
を
鹿
の
角
に
替
え
た
ら
魚
が
届

か
な
く
な
り
81
、②
揖
斐
川
の
旧
徳
山
村
櫨
原
で
は
瓢
箪
を
貰
っ

た
礼
51
に
、③
娘
に
化
け
た
揖

斐
川
町
徳
山
の
河
童
は
悪
戯

を
し
な
い
証
文
と
共
に
魚
を

届
け
262
、④
揖
斐
峡
の
揖
斐

川
町
乙
原
で
は
川
木（
流
木
）

に
化
け
て
い
た
河
童
が
魚
を

届
け
54
、⑤
揖
斐
川
左
支
川

の
根
尾
川
の
根
尾
板
所
で
は
、

猿
に
化
け
て
撃
た
れ
た
河
童

を
弔
う
火
を
仲
間
の
河
童
が

貰
っ
た
礼
に
、魚
を
届
け
る
と

共
に
洪
水
災
害
に
遭
わ
な
い

と
予
言
し
て
い
る
270
。

河
童
は
金
物
が
嫌
い
な
の

で
、⑥
揖
斐
川
町
岡
島
の「
山

西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
橋

側
の
淵
）に
棲
む
河
童
は
沈
ん

で
い
る
馬
鍬
を
若
者
に
取
っ
て

も
ら
っ
た
礼
に
悪
さ
を
し
な
い

と
誓
い
、魚
を
届
け
て
い
る

11
。
な
お
、
後
に
述
べ
る

「
5‒

4
水
害
伝
説
」に
⑤
と

類
似
の
話
が
③
に
、⑥
と
同
じ

所
の
他
の
河
童
が
①
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、長
良
川
流
域
内
で
は
魚
で
の
お
礼
は
一
話
も
無
く
、飛
騨

市
で
は
、⑦
飛
騨
市
神
岡
町
伏
方
で
は
捕
ま
っ
た
子
河
童
の
親
が

礼
に
魚
を
届
け
51
、⑧
古
川
町
で
は
魚
を
入
れ
て
く
る
桶
を
大
き

く
し
た
ら
来
な
く
な
り
109
、ま
た
⑨
同
じ
く
古
川
町
で
礼
に
ア
ジ

カ（
竹
・
藁
や
葦
等
で
編
ん
だ
籠
・
ざ
る
の
類
）に
魚
を
持
っ
て
き
た

109
。⑩
河
合
町
中
沢
上
で
は
秘
伝
を
伝
え
る
代
わ
り
に
魚
を
毎
日

木
の
枝
に
魚
を
ぶ
ら
下
げ
に
来
た
が
、木
の
枝
を
金
物
に
し
た
ら

魚
が
来
な
く
な
り
51
、⑪
河
合
町
保
の
庄
次
郎
淵（（
梨
ヶ
瀬
地

区
。現
在
は
下
小
島
ダ
ム
に
沈
む
）で
庄
次
郎
の
馬
を
引
こ
う
と
し

て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、許
さ
れ

て
礼
に
魚
を
運
ん
だ
が
、鉤
を

金
属
に
し
た
ら
来
な
く
な
っ

た
102
。

高
山
市
で
は
、⑫
高
山
市

国
府
町
今
の「
蔵
が
渕
」で

は
、神
岡
町
伏
方
で
の
桶
の
代

わ
り
に
魚
を
入
れ
て
来
る
桝

を
大
き
く
し
た
ら
来
な
く
な

り
59
、
⑬
神
岡
町
の「
蛇
の

淵
」（
高
原
川
）の
瓜
を
盗
っ
て

捕
ま
っ
た
河
童
は
、⑩
の
河
合

町
と
同
様
、秘
伝
を
教
え
る
代
わ
り
に
毎
日
魚
を
運
ん
で
い
る
51
。

⑭
上
宝
町
本
郷
の
鳴
滝
で
は
馬
に
取
り
付
い
て
許
さ
れ
た
礼
に

「
し
ょ
う
け（
ザ
ル
）」に
岩
魚
を
入
れ
て
毎
日
届
け
14
、⑮
清
見
町

池
本
で
は
馬
を
川
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
河
童
が
来
客
の
度
に

ヤ
マ
メ
を
届
け
51
、⑯
荘
川
町
猿
丸
の
滝
ヶ
淵（
荘
川
中
学
側
）に

棲
ん
で
い
た
河
童
は
、馬
を
川
に
引
き
入
れ
損
ね
て
許
さ
れ
、河
童

が
魚
を
持
っ
て
き
て
い
た
が
、包
丁
に
驚
い
て
来
な
く
な
っ
た
252
。な

お
、⑰
猿
丸
の
河
童
の
後
日
談
と
し
て
、河
童
が
坊
さ
ん
に
化
け
て

魚
を
届
け
る
家
で
団
子
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
が
、若
者
が
流
し

た
魚
を
捕
る
毒
薬
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
252
。ま
た
、⑱
石
浦
町
飯

山
地
区
の
宮
川
の「
青
ド
ン
渕
」

（「
ど
ん
」は
語
意
を
強
調
す
る
語

で
あ
る
）に
棲
む
親
分
河
童
・
勘

助
は
、馬
に
悪
さ
を
し
な
い
と
証

文
も
書
い
て
ア
ジ
カ（
カ
ゴ
）に

魚
を
入
れ
て
届
け
て
い
た
が
、ア

ジ
カ
の
紐
を
新
し
い
紐
を
取
り

換
え
た
ら
魚
が
届
か
な
く
な
っ

た
7
。

河
童
で
は
な
く
、竜
神
も
礼
を
し
、⑲
旅
人
に
親
切
な
老
夫
婦
の

も
と
へ
双
六
の
淵（
竜
神
淵
。高
山
市
上
宝
町
双
六
）の
竜
神
様
が

娘
に
化
け
機
織
り
の
手
伝
い
に
来
た
が
、帰
っ
て
行
く
化
け
た
竜
神

を
見
た
た
め
、借
り
た
礼
に
く
れ
て
い
た
岩
魚
や
鱒
も
無
く
な
り
、

道
具
を
借
り
に
来
な
く
な
っ
た
。そ
こ
で
、老
夫
婦
は
竜
神
が
消
え

た
双
六
の
淵
は
山
向
こ
う
の
岩
井
戸（
地
名
）の「
へ
そ
穴
」に
繋

が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、老
夫
婦
は「
へ
そ
穴
」へ
供
物

（
野
菜
や
米
が
無
い
の
で
種
籾
）を
供
え
る
と
、竜
神
は
許
し
て
双

六
の
淵
に
籾
殻
だ
け
浮
い
て
来
た
14
。

5‒

3
　
詫
び
証
文
と
椀
貸
し
　

捕
ま
っ
た
河
童
が
詫
び
証
文
を
書
い
て
い
る
。

①
郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
で
は
今
後
津
保
川
に
来
な
い
と
証

文
を
書
き
51
、②
関
市
武
芸
川
町
谷
口
の
宇
多
院
橋
上
の
岩
淵
で

新桜橋左岸袂にある水難供養の観音様

は
水
難
除
け
の
手
形
を
岩
に

彫
っ
て
い
る
。な
お
、掘
っ
た
手
形

は
い
つ
の
間
に
か
消
え
、今
は
水

難
供
養
の
観
音
様
が
祀
ら
れ
て

い
る
126
。③
岐
阜
市
中
鶉
の
了
福

寺
で
は
河
童
に
娘
用
の
綿
帽
子

を
与
え
た
ら
、綿
畑
を
荒
ら
さ
な

い
証
文
を
届
け
た
45
。

ま
た
、証
文
に
は
至
ら
な
い
が

河
童
は「
約
束
」も
し
て
お
り
、④

揖
斐
川
町
の
鎌
曽（
西
平
ダ
ム
下

流
三
〇
〇
m
左
岸
の「
鎌
曽
バ
ス

停
」）の
す
ぐ
上
流
の
勘
七
ブ
チ

に
棲
む
河
童
は
、揖
斐
川
町
の

「
山
西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
山

の
淵
）の
河
童
11
と
同
じ
く
、川

底
の
馬
鍬
を
拾
い
上
げ
て
も
ら
っ

た
礼
に
、今
後
人
間
の
ノ
コ
を
取

ら
な
い
と
庄
屋
に
約
束
を
し
て

い
る
11
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷

汲
長
瀬（
旧
下
長
瀬
）の
人
が
捕

ま
え
た
河
童
が
命
乞
い
し
た
の

で
、元
舟
場
近
く
の
松
が
枯
れ
る
ま
で
、下
長
瀬
の
子
の「
ノ
コ
」を

引
か
な
い
よ
う
に
約
束
さ
せ
て
逃
が
し
た
。明
治
中
頃
ま
で「
松
が

枯
れ
ず
」、子
供
達
は
水
遊
び
を
し
た
260
。⑥
落
合
淵（
岐
阜
市
則

松
）の
捕
ま
っ
た
河
童
は
田
植
え
を
手
伝
い
、約
束
の
印
に
松
を
植

え
て
い
る
51
。な
お
、⑦「
た
ろ
べ
の
滝（
九
号
）」136
で
は
、空
腹
の
河

童
が
た
ろ
べ
の
滝（
揖
斐
川
町
西
横
山
。道
が
荒
れ
て
今
は
行
け
な

い
）の
水
を
干
上
が
ら
せ
な
い
約
束
を
し
て
瓜
を
分
け
て
貰
っ
て
い

る
。河

童
に
よ
る
椀
貸
し
は
、①
若
宮
八
幡
宮
の
森
の
淵（
高
山
市
石

浦
町
八
幡
宮
の
奥
の
淵
）で
は
馬
に
つ
い
て
き
た
河
童
が
許
さ
れ
て

淵
で
椀
を
貸
し
101
、②
郡
上
市

白
鳥
町
中
津
屋
で
は
捕
ま
っ

て
許
さ
れ
た
河
童
が
来
客
時

に
椀
を
貸
し
て
い
る
51
が
、上

記
二
話
と
も
、最
後
の
結
末
は

「
椀
貸
し
伝
説
」と
同
様
で
、

約
束
を
破
っ
た
り
壊
し
た
た

め
、以
後
椀
は
貸
さ
れ
な
く

な
っ
た
。さ
ら
に
、③
白
鳥
町

中
津
屋
の
河
童
は
、馬
を
引
き

込
み
損
ね
た
河
童
が
許
さ
れ

て
以
来
、頼
ま
れ
る
と
農
機
具

を
用
意
し
た
52
。

5‒

4
　
水
害
予
報
　

①
揖
斐
川
町
で
は
岡
島
山
の
淵（
岡
島
橋
上
流
右
岸
側
）で
怪

我
を
し
た
子
河
童
の
手
当
て
を
し
た
ら
、河
童
の
家
族
が
洪
水
発

生
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
47
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合（
下
ヶ

流
）で
も
河
童
が
大
水
の
発
生
を
知
ら
せ
て
い
る
224
。ま
た
、③
本

巣
市
根
尾
西
板
谷（
板
所
か
ら
北
に
約
一・
五
㎞
）で
は
子
河
童
の

供
養
に
火
を
貸
し
た
家
が
そ
れ
以
後
に
害
を
免
れ
て
い
る
270
。

6
．引
き
込
み

引
き
込
み
は
、
人
や
家
畜
の
引
き
込
み
、
蜘
蛛
に
よ
る
引
き
込

み
、
す
っ
ぽ
ん
の
三
つ
で
あ
る
。

6‒

1
　
河
童
が
人
や
家
畜
を
引
き
込
む
　

①
木
曽
郡
木
曽
町
読
書

三
留
野
で
盆
の
一
六
日
に
川

へ
行
く
と
引
き
ず
り
込
ま
れ

266
、②
木
曽
町
福
島
伊
谷
で

は
カ
ワ
ナ
ン
バ
（
河
童
）
に

引
き
込
ま
れ
る
と
伝
わ
っ
て

い
る
266
。③
山
県
市
瀬
見
の

瀬
見
峡
に
架
か
る
瀬
見
橋

（
一
九
二
八
年
以
前
は
木
橋

で
、
初
代
瀬
見
橋
は
江
戸

中
期
）
で
オ
カ
ッ
パ
頭
の
お

化
け
が
橋
か
ら
人
を
突
き

落
し
た
が
、
遭
遇
し
た
村
人
が
和
歌
を
詠
ん
で
か
ら
出
な
く
な
っ

た
124
。④
小
駄
良
の
原
（
郡
上
市
八
幡
町
初
音
）
で
淵
に
引
き
込

ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
助
か
っ
た
21
。

⑤
関
市
板
取
杉
原
で
は
夜

に
浅
瀬
を
渡
っ
て
い
て
川
に
引

き
込
ま
れ
89
、
ま
た
、⑥
板

取
保
木
口
の
神
明
淵
へ
竜
宮

城
の
入
り
口
を
探
し
に
潜
っ
た

若
者
も
引
き
込
ま
れ
て
、
共

に
亡
く
な
っ
て
い
る
89
。⑦
関

市
下
之
保
の
清
兵
衛
は
夢
で
、

淵
（
清
兵
衛
淵
）
に
住
ん
で

い
る
ド
チ
ロ
ン
ベ
が
人
間
の
食

物
を
望
ん
だ
の
で
、
毎
朝
に

ぎ
り
め
し
を
川
岸
の
草
む
ら

の
上
に
置
い
た
。
そ
の
礼
に
、

内
緒
で
魚
が
取
れ
る
場
所
を

教
え
て
く
れ
た
が
、
ド
チ
ロ

ン
ベ
と
の
約
束
を
破
っ
て
人
に

そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
清
兵

衛
は
淵
の
中
へ
誘
わ
れ
て
消

え
て
し
ま
っ
た
126
。⑧
大
松
の

渕
（
関
市
洞
戸
市
場
の
街
道

で
通
行
人
を
引
き
込
む
の
で
、

お
坊
さ
ん
が
犠
牲
者
と
同
数

の
八
八
体
の
仏
像
を
造
り
経

を
挙
げ
た
ら
治
ま
っ
た
283
。

⑨
揖
斐
川
町
久
瀬
（
現
西

津
汲
）
で
は
胡
瓜
を
食
べ
て

泳
ぎ
に
行
く
と
引
き
込
ま
れ

る
と
言
い
238
、⑩
久
瀬
の
キ
ヨ

ジ
ブ
チ
（
小
津
川
沿
い
）
で

は
猿
に
化
け
た
河
童
が
引
き

込
む
と
言
わ
れ
238
、⑪
揖
斐
川

町
東
津
汲
の
小
津
川
橋
辺
り

の
河
原
と
な
っ
た
破
堤
地
に

河
童
に
狙
わ
れ
た
漁
師
が
逃

げ
込
ん
で
助
か
っ
た
54
。
な
お
、⑫
人
で
は
な
く
小
牛
の
「
し
り
こ

だ
ま
（
尻
子
玉
）」
が
揖
斐
川
町
日
坂
の
岩
屋
坂
脇
の
川
の
淵
で

河
童
兄
弟
に
抜
か
れ
て
い
る
54
。

⑬
郡
上
市
の
源
田
で
は
、
杭
に
化
け
た
河
童
が
馬
を
引
き
ず
り

込
み
52
、⑭
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
河
童
と
力
比
べ
を
し
た
釣

り
人
が
負
け
て
川
に
引
き
込
ま
れ
53
、⑮
関
市
小
瀬
で
は
仏
飯
を

食
べ
る
と
河
童
の
災
難
を
除
け
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏

飯
を
食
べ
ず
に
川
へ
行
き
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
71
。

下
流
部
の
愛
西
市
赤
目
町
で
は
⑯
河
童
が
娘
に
化
け
て
い
る
こ

と
を
明
か
さ
な
い
約
束
を
破
っ
た
村
人
は
、
佐
屋
川
で
足
を
逆
さ

に
し
て
死
ん
で
い
た
273
。

6‒

2
　
河
童
が
蜘
蛛
に
化
け
て
木
を
川
に
引
き
込
む
　

蜘
蛛
が
朝
に
巣
を
張
る
と
天
気
が
良
く
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
蜘
蛛
に
は
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

①
ホ
オ
ノ
キ
淵
（
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
）
で
、
蜘
蛛
に
化
け

た
河
童
が
ホ
オ
ノ
キ
（
朴
の
木
）
に
糸
を
巻
き
つ
け
て
木
を
川
に

引
き
ず
り
込
み
252
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合
（
上
ヶ
流
）
で
は
柳

の
木
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
224
。
な
お
、③
揖
斐
川
町
春
日

美
束
で
は
蜘
蛛
に
化
け
て
悪
い
事
ば
か
り
し
て
い
た
河
童
が
許
さ

れ
、
以
後
、
悪
河
童
が
来
た
ら
教
え
る
と
約
束
し
た
28
。

④
揖
斐
川
町
で
は
釣
り
人
の
足
に
つ
い
た
糸
を
付
け
替
え
た
柳
が

278
、
さ
ら
に
⑤
椿
ヶ
渕
（
不
破
郡
垂
井
町
梅
谷
）
で
は
足
に
つ
い

た
糸
を
付
け
替
え
た
椿
の
木
47
が
川
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
。

6‒

3
　
ス
ッ
ポ
ン
に
よ
る
引
き
込
み

下
流
部
に
な
る
と
、河
童
の
姿
は
下
流
部
で
よ
く
見
か
け
る
ス
ッ

ポ
ン
に
替
わ
っ
て
く
る
。

①
海
津
市
海
津
町
で
は
高
須
藩
主
松
平
義
行
の
馬
が
池
に
引

き
ず
り
込
ま
れ
て
ス
ッ
ポ
ン
に
食
べ
ら
れ
221
、②
桑
名
市
で
は
津
島

祭
り
が
近
づ
く
と
、
ド
チ
（
ス
ッ
ポ
ン
）
が
子
供
を
さ
ら
っ
て
津

島
さ
ん
に
人
身
御
供
す
る
55
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。

7
．そ
の
他

そ
の
他
は
、
住
処
、
悪
戯
、
生
き
肝
、
雨
乞
い
の
四
つ
で
あ
る
。

7‒

1
　
住
処

河
童
が
見
つ
か
っ
た
場
所
や
住
処
は
、①
揖
斐
川
町
乙
原
の
「
と

ど
ろ
き
の
滝
」
は
河
童
が
住
ん
で
い
る
と
伝
わ
り
、
村
人
は
滝
に

近
づ
か
な
か
っ
た
54
。②
科
洞
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）
の
科
池
近

く
で
声
を
掛
け
て
来
た
子
供
の
足
跡
に
水
か
き
が
付
い
て
い
た
。

以
来
、
科
池
の
「
の
し
（
主
）」
が
お
る
と
言
わ
れ
た
209
。③
関
市

板
取
の
大
谷
に
棲
む
河
童
と
出
会
い
逃
げ
帰
っ
て
来
た
89
。
ま
た
、

④
大
洪
水
の
時
に
、
板
取
の
は
か
り
岩
の
上
に
河
童
を
見
か
け
た

が
、
あ
る
い
は
川
獺
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
89
。

な
お
、
子
供
の
形
で
は
な
く
ス
ッ
ポ
ン
（
ド
チ
）
の
形
を
し
た

河
童
が
、⑤「
水
神
様
の
淵
」（
可
児
市
下
恵
土
）
か
ら
若
者
に
化

け
て
酒
を
買
い
に
来
た
が
、
跡
を
つ
け
た
男
は
熱
を
出
し
、
化
け

た
ド
チ
は
、
悪
さ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兼
山
城
主
の
家
臣
森

武
蔵
が
ド
チ
を
退
治
し
た
の
で
、
男
の
熱
も
下
が
り
、
そ
の
淵
を

武
蔵
ヶ
淵
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
35
。
な
お
、『
可
児
町
史
通
史
編
』

で
は
怪
物
退
治
と
酒
を
買
い
に
来
る
話
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
。

大
井
ダ
ム
（
中
津
川
市
蛭
川
）
が
出
来
る
以
前
、⑥
池
島
（
ダ

ム
湖
に
沈
ん
だ
奥
渡
渡
船

場
下
流
の
中
州
）
と
呼
ば

れ
る
地
の
大
き
な
池
に
河

童
が
棲
み
、
こ
の
池
は
中

津
川
市
坂
下
の
旗
巻
渕

（
竜
宮
の
姫
の
機
織
り
伝

説
の
淵
）
と
繋
が
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
108
。

高
山
市
荘
川
町
で
は
、

⑦
十
王
堂
の
淵
・
新
淵
に

は
多
く
の
河
童
が
棲
ん
で

い
た
252
。
郡
上
市
明
宝
気

良
の
奥
の
青
木
の
川
で
、⑧

河
童
と
相
撲
を
し
た
人
も
お
り
、
河
童
が
岩
の
上
に
寝
て
い
た

295
。⑨
郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
の
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
（
北

濃
駅
の
西
端
千
田
野
上
が
り
口
横
の
山
側
の
池
）
に
浮
い
た
布
を

拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
与
太
郎
が
池
に
沈
ん
だ
。
池
の
淵
に
は
河

童
が
棲
む
と
恐
れ
ら
れ
た
247
。

な
お
、
泉
鏡
花
の
「
歌
行
燈
」
に
、⑩
桑
名
市
紺
屋
町
辺
り
で

外
堀
の
水
を
打
つ
バ
ア
ン
と
い
う
音
が
聞
こ
え
た
。
こ
れ
を
「
カ

ワ
ウ
ソ
の
釣
瓶
落
と
し
」
と
言
っ
た
と
、
載
っ
て
い
る
55
。

ま
た
、
淵
が
深
淵
や
竜
宮
と
繋
が
っ
て
い
る
話
と
し
て
、⑪
郡

上
市
美
並
町
の
坂
山
の
森
の
淵
に
は
人
を
引
き
込
む
河
童
が
棲
ん

で
お
り
、
淵
に
南
蛮
黍
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
を
流
す
と
勝
原
の
淵

に
浮
か
ん
だ
287
。
一
方
、⑫
関
市
洞
戸
尾
倉
の
「
ガ
ワ
イ
ロ
渕
」
の

岐阜市則松の「からかさ松公園」たろべの滝（『藤橋村史上巻』より）

神埼川に架かる瀬見橋を上流から望む清兵衛淵

乙
女
岩
（
河
童
が
乙
女

に
化
け
て
座
っ
て
い
た
岩
）

に
、
旧
暦
六
月
一
六
日
に

竜
宮
の
乙
姫
が
遊
び
に
来

る
の
で
河
童
が
集
ま
る
か

ら
、川
遊
び
は
し
な
い
283
。

7‒

2
　
悪
戯

①
悪
戯
河
童
は
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
の
号
嶋
岩
の
淵
に
馬
を

取
り
込
も
う
と
し
た
が
、
逆
に
馬
に
淵
か
ら
引
き
出
さ
れ
51
、②

山
県
市
片
原
の
厚
谷
に
架
か
る
橋
か
ら
子
供
に
化
け
た
河
童
に
川

に
落
と
さ
れ
そ
う
に
な
り
124
、③
山
県
市
日
永
で
は
子
ど
も
に
化

け
て
大
人
を
引
き
ず
り
込
み
損
な
い
刀
で
切
ら
れ
て
い
る
51
。

④
揖
斐
川
町
西
津
汲
で
は
川
木
（
流
木
）
に
化
け
54
、⑤
揖
斐

川
町
三
倉
で
は
飛
鳥
川
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
河
童
が
混
じ
っ
て

い
た
54
。⑥
揖
斐
川
町
戸
入
（
旧
徳
山
村
）
で
は
相
撲
を
取
り

84
、⑦
揖
斐
川
町
塚
（
旧
徳
山
村
）
で
は
、
悪
さ
を
す
る
河
童
が

突
然
脇
差
で
切
付
け
ら
れ
た
が
、
脇
差
は
草
鞋
の
紐
を
切
っ
て
穢

れ
て
い
た
の
で
、
河
童
は
切
ら
れ
ず
に
逃
げ
延
び
た
84
。

⑧
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
力
自
慢
の
男
が
大
洞
川
の
悪
戯

河
童
を
退
治
し
53
、⑨
下
呂
市
金
山
町
の
高
橋
で
は
悪
戯
河
童
を

弁
財
天
が
封
じ
込
め
て
い
る
34
。
さ
ら
に
、⑩
安
八
郡
安
八
町
今
ヶ

渕
の
中
須
川
の
河
童
は
草
刈
り
の
手
伝
い
に
来
て
草
を
散
ら
か
し

た
り
4
、⑪
安
八
町
南
今
ヶ
淵
で
は
、
女
の
子
に
化
け
て
遊
び
を

誘
い
に
来
た
河
童
4
も
い
る
。

河
童
に
も
、
悪
さ
を
す
る
も
の
、
仲
良
く
し
た
が
る
も
の
、
何

も
関
わ
り
を
持
た
ず
に
そ
っ
と
し
て
い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
居
た

よ
う
で
あ
る
。

7‒

3
　
生
き
肝

高
山
市
で
は
、①
丹
生
川
町
小
野
の
小
野
橋
下
で
、
乙
姫
の
病

を
治
す
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
猿
を
騙
し
た
が
、
失
敗
し
て
ア

ケ
ビ
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
269
。②
荘
川
町
新
淵
で
は
乙
姫
の
た
め

に
河
童
で
は
な
く
亀
が
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
し
て
失
敗
し

72
、③
荘
川
町
牛
丸
で
は
、
乙
姫
様
へ
は
猿
の
生
き
肝
で
は
な
く

馬
の
生
き
肝
を
取
り
損
ね
た
河
童
が
毎
日
ア
ジ
メ
泥
鰌
を
三
升
ず

つ
持
っ
て
き
た
が
、「
気
を
遣
わ
な
く
て
も
良
い
」
と
言
う
と
、
届

か
な
く
な
っ
た
67
。

④
郡
上
市
明
宝
の
井
尻
洞
で
も
、
乙
姫
の
た
め
に
猿
の
生
き
肝

を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
皿
の
水
が
無
く
な
り
捕
ま
っ
て
い
る
295
。

7‒

4
　
雨
乞
い

中
津
川
市
山
口
の
川
原
田
で
は
、①
悪
戯
河
童
が
行
者
に
よ
っ

て
石
に
さ
れ
、
石
河
童
の
頭
の
水
が
無
く
な
る
と
、
水
を
欲
し
が
っ

て
雨
が
降
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
300
。

8
．お
わ
り
に

『
遠
野
物
語
』
に
よ
っ
て
、
河
童
は
岩
手
県
遠
野
市
が
有
名
で

あ
る
が
、
岐
阜
県
と
木
曽
三
川
流
域
に
も
河
童
伝
説
が
多
数
あ

り
、
今
回
調
査
不
足
で
あ
る
木
曽
川
上
流
域
（
長
野
県
側
）
の

分
を
加
え
る
と
、
河
童
伝
説
は
軽
く
一
〇
〇
話
を
超
え
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
章
で
は
個
々
の
河
童
伝
説
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

各
種
の
河
童
伝
説
を
通
し
て
、
川
へ
の
畏
敬
と
愛
着
を
持
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
こ
の
原
稿
は
、
K
I
S
S
O
九
八
号
「
河
童
伝
説
」（
水

に
ま
つ
わ
る
民
話
か
ら
）
を
修
正
・
加
筆
い
た
し
ま
し
た 

（
福
島

晃
子
記
） 

。
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92

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

漁
し
て
い
た
が
、河
童
に
与
え
る
胡
瓜
の
替
わ
り
に
石
を
投
げ
い
れ
、

河
童
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

河
童
と
胡
瓜
の
関
係
を
、中
村
32
は
、享
保
元（
一
七
一
六
）年
刊

の
書
籍
に
河
童
が「
瓜
・
茄
を
盗
る
」記
述
が
最
初
に
見
ら
れ
る
が

「
胡
瓜
」は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、一
七
七
〇
年
代
に
な
っ
て「
胡
瓜

や
甜
瓜
を
盗
み
」と
初
め
て「
胡
瓜
」が
記
さ
れ
て
い
る
、と
述
べ
て
い

る
。さ
ら
に
、河
童
が
胡
瓜
を
好
き
だ
と
明
記
し
た
の
は
享
和
三（
一

八
〇
三
）年
刊
辺
り
の
書
籍
が
古
い
ほ
う
で
あ
ろ
う
、と
結
論
し
て

い
る
。つ
ま
り
、十
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
河
童
は
胡
瓜
が
好
物
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

4
．河
童
伝
説
の
分
布

選
定
し
た
河
童
伝
説
を
、お
礼
、引
き
込
み
、そ
の
他
に
ジ
ャ
ン
ル

分
け
を
行
っ
た
。

2
．河
童
の
由
来
と
姿

河
童
の
由
来
説
は
、渡
来
説
と
人
形
化
生
説
の
二
種
類
が
あ
る

30
。熊

本
県
八
代
市
の
球
磨
川
河
口
の「
河
童
渡
来
の
碑
」に
よ
る
と
、

仁
徳
天
皇
時
代（
三
一
三
〜
三
九
九
）に
中
国
か
ら
九
千
匹
の
河
童

が
揚
子
江（
長
江
）を
下
り
、黄
海
を
経
て
八
代
に
上
陸
し
た
と
あ

る
。人

形
化
生
説
で
よ
く
知
ら
れ
た
藁
人
形
説
は
熊
本
の
天
草
島
伝

承
で
、左
甚
五
郎
が
命
を
吹
き
込
ん
だ
藁
人
形
の
手
伝
い
で
工
事
が

よ
う
や
く
竣
工
し
た
。壊
さ
れ
て
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
藁
は
、「
こ

れ
か
ら
は
何
を
食
え
ば
よ
い
か
」と
甚
五
郎
に
尋
ね
る
と
、「
人
の
尻

で
も
喰
ら
え
」と
答
え
た
。そ
こ
で
、藁
人
形
は
河
童
に
化
け
て
肛
門

に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
尻
子
玉
を
狙
う
と
い
う
。青
森
県
八
戸
市
で

は
甚
五
郎
が
寸
法
を
間
違
え
て
、貫（
柱
と
柱
と
を
横
に
貫
い
て
連

ね
る
材
）を
通
し
た
ま
ま
川
に
捨
て
、こ
の
木
屑
が
河
童
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、河
童
の
腕
は
引
っ
張
ら
れ
た
腕
が
伸
び
、片
方
の
腕
が

縮
む
の
で
あ
る
。

河
童
の
原
型
で
あ
る
水
霊
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
想
像
上
の
動
物

と
地
方
で
の
呼
び
名
を
、大
野
31
の
分
類
か
ら
見
て
お
こ
う
。

（
1
）虬（
蛟
竜
）:
古
代
は「
み
つ
ち
」で
、水
霊
・
水
神
の
意
。水

中
に
棲
み
、蛇
に
似
た
形
を
し
、，角
・
四
肢
を
も
ち
、毒
気
を
吐
い
て

人
を
害
す
る
と
い
う
想
像
上
の
動
物
。青
森
の
メ
ド
チ
・
メ
ド
ツ
、岩

手
の
メ
ッ
ト
ウ
チ
、能
登
・
加
賀
の
ミ
ズ
シ
。

（
2
）水
神
:
佐
渡
の
シ
イ
ジ
ン
、長
野
の
セ
イ
ジ
ン
、新
潟
の
ス
ジ

ン
コ
、鹿
児
島
の
ス
ジ
ン
ド
ン
・
ミ
ズ
シ
ン
・
ミ
ッ
ツ
ド
ン
。

（
3
）水
虎
:
中
国
の
水
虎
は
、三
・
四
歳
の
児
童
の
よ
う
で
脛
が

長
く
、総
身
鱗
甲
に
覆
わ
れ
、普
段
は
水
中
に
潜
り
、虎
の
頭
部
に

似
た
膝
頭
だ
け
を
水
上
に
浮
か
べ
て
い
る
。水
虎
が
日
本
で
は
河
童

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。津
軽
の
シ
ッ
コ
サ
マ・
オ
シ
ッ
コ
サ
マ
。

（
4
）川
の
童
か
ら
:
関
東
・
甲
信
・
東
海
地
方
な
ど
の
カ
ワ
ッ
パ
、

九
州
・
種
子
島
・
屋
久
島
の
ガ
ラ
ッ
パ
、長
野
・
岐
阜
・
愛
知
の
カ
ワ
ラ

ン
ベ
等
多
く
あ
る
。

（
5
）他
に
、（
4
）以
外
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
主
な
名
前
だ
け

を
列
挙
す
る
と
、「
川
の
子
」か
ら
生
じ
た
島
根
・
兵
庫
・
鳥
取
・
大
分

の
カ
ワ
コ
等
、「
川
の
小
坊
主
・
小
僧
・
小
法
師
」か
ら
生
じ
た
静
岡
・

長
野
・
三
重
野
の
カ
ワ（
ラ
）コ
ゾ
ウ
、三
重
の
カ
ワ
コ
ボ
シ
ヤ
・
カ
ン

コ
ロ
ボ
シ
等
、さ
ら
に「
川
の
太
郎
」か
ら
生
じ
た
和
歌
山
・
近
江
・
九

州
の
カ
ワ
タ
ロ
ウ
、岐
阜
の
カ
ワ
ヤ
ロ
ウ
等
が
あ
る
。

ま
た
、実
在
動
物
で
分
類
す
る
と
、（
1
）「
亀
・
ス
ッ
ポ
ン
」か
ら
、

岐
阜
の
ド
チ
・
ド
チ
ガ
メ
・
ド
チ
ロ
ベ
、（
2
）「
川
獺
」か
ら
、佐
渡
・
愛

媛
の
カ
ワ
エ
ソ
、島
根
・
広
島
の
カ
ワ
ソ
、（
3
）猿
か
ら
、静
岡
の
カ
ワ

ザ
ル
、広
島
の
フ
チ
ザ
ル
、（
4
）鳥
か
ら
、日
向
の
ヒ
ョ
ー
ス
ベ
等
で

あ
る
。

つ
ま
り
、水

霊
の
イ
メ
ー
ジ

は
、蛇
・
亀
・
川

獺
・
人
（
少

童
）・
猿
・
鳥
と

ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、一
定
の

形
を
な
さ
な
か
っ
た
。

石
川
74
は
、水
霊
の
形
状
は

徐
々
に
幼
児
の
形
に
収
斂
し

て
、小
童
の
形
を
し
た
も
の
の
呼

び
名
カ
ワ
ッ
パ
・
カ
ワ
ラ
ン
ベ
等

か
ら
、河
童
に
転
じ
た
と
考
え
、

さ
ら
に
、河
童
が
だ
ん
だ
ん
通

用
語
に
な
る
に
つ
れ
、そ
の
形
状

も
統
一
化
さ
れ
、上
述
し
た「
水

虎
」の
形
状
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
、と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、石
上
117
は
水
霊
が
河
童
に
収
斂
し
た
原
因
と
し
て
、安

定
し
た
江
戸
時
代
の
楽
し
み
と
し
て
、文
人
・
画
家
に
よ
る「
怪
談

会
」の
催
し
や
絵
巻
作
成
の
隆
盛
が
一
役
買
っ
た
と
考
え
て
い
る
。さ

ら
に
現
在
、河
童
の
イ
メ
ー
ジ
は
清
水
昆
や
小
島
功
ら
の
漫
画
に

よ
っ
て
可
愛
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

3
．河
童
と
胡
瓜

河
童
は
祇
園
の
お
使
い
で
あ
り
、河
童
の
好
物
は
胡
瓜
だ
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。ま
ず
は
、京
の
祇
園
社（
八
坂
神
社
）と
胡
瓜

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

祇
園
の
社
紋
は
胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ

は
間
違
い
で
あ
る
。織
田
信
長
が
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、

京
都
･
感
神
院（
現
八
坂
神
社
）に
寄
進
し
た
御
輿
の
紋
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る
祗
園
の
神
紋
は「
木
瓜
紋
」で
あ
り
、胡
瓜
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、こ
の「
木
瓜
」は「
き
う

り
」と
も
読
め
る
か
ら
、「
木

瓜
」が「
胡
瓜
」に
変
じ
た
の
で

あ
る
30
。

博
多
人
は
、祗
園
の
神
紋

が
、胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
畏

れ
多
い
と
、祭
り
期
間
中
、胡

瓜
を
口
に
せ
ず
、サ
ラ
ダ
に

入
っ
て
い
て
も
つ
ま
み
出
す
、と
言
わ
れ
て
い
る
。似
た
話
は
海
津
市
平

田
町
土
倉
に
も
あ
る
。揖
斐
川
堤
防
沿
い
に
あ
る
氏
神
須
賀
神
社
の

定
紋
が
胡
瓜
の
切
り
口
に
酷
似
し
て
い
る
た
め
、土
倉
の
人
々
は
胡

瓜
を
絶
対
口
に
し
な
か
っ
た

107
の
で
あ
る
。同
様
に
、大
垣

市
静
里
町（
徳
光
）の
白
髭

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
牛
頭

天
王
の
模
様
も
胡
瓜
の
切
り

口
に
似
て
い
る
の
で
、昭
和

三
〇（
一
九
五
五
）年
頃
ま
で

栽
培
も
食
べ
も
し
な
か
っ
た

16
。な
お
、「
よ
す
け
と
カ
ッ

パ（
八
一
号
）」110（
瑞
浪
市
釜

戸
町
の
土
岐
川
）で
は
、胡
瓜

を
川
に
投
げ
入
れ
て
魚
を
大

5
．河
童
か
ら
の
お
礼

5‒

1
　
伝
授
さ
れ
た
治
療
法

「
わ
る
さ
」
に
失
敗
し
た
河
童
は
、
た
い
て
い
片
腕
を
切
り
取
ら

れ
た
。
そ
こ
で
河
童
は
、
片
腕
を
返
し
て
も
ら
う
礼
に
、
切
ら
れ

た
腕
を
元
通
り
に
つ
な
ぐ
秘
術
・
秘
法
を
、
さ
ら
に
、
骨
接
ぎ
以

外
に
金
創
（
刀
・
槍
・
鎌
な
ど
で
の
怪
我
）
の
薬
、
軟
膏
な
ど
の

医
薬
の
製
法
を
伝
授
し
て
い
る
。

実
在
の
人
物
が
河
童
に
骨
接
ぎ
の
秘
法
を
習
っ
た
と
伝
わ
る
話

も
あ
る
。

織
豊
時
代
の
鷹
取
秀
次
を
実
質
上
の
始
祖
と
す
る
鷹
取
家
は
金

創
治
療
の
名
門
で
あ
る
。
延
宝
八
（
一
六
六
〇
）
年
項
の
書
物
は
、

「
筑
前
医
師
鷹
取
養
巴
（
一
七
世
紀
後
半
の
人
物
）
が
切
断
さ
れ

た
腕
を
継
ぎ
、
元
の
よ
う
に
治
し
た
」
と
書
い
て
お
り
32
、
こ
の

内
容
が
「
厠
で
奥
方
の
尻
を
撫
で
て
腕
を
切
ら
れ
た
河
童
が
、
腕

を
返
し
て
も
ら
っ
た
礼
に
、
鷹
取
運
松
庵
（
養
巴
は
世
襲
名
）
に

骨
接
ぎ
の
法
を
伝
授
し
た
」
と
セ
ク
ハ
ラ
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
厠
で
女
性
の
尻
を
撫
で
て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、
塩
入
63
に
よ

る
と
、
新
潟
県
か
ら
九
州
福
岡
県
に
至
る
日
本
海
側
に
偏
っ
て
お

よ
そ
一
五
話
あ
り
、
特
に
新
潟
県
に
四
話
、
長
野
県
に
五
話
が
集

中
し
て
い
る
。

天
竜
川
で
の
河
童
の
妙
薬
は
、

川
奉
行
三
代
目
の
中
村
道
民
（
新

六
）
に
伝
え
ら
れ
た
痛
風
の
薬
（
商

品
名
「
加
減
湯
」）で
あ
る
。
近
年
、

昭
和
初
期
ま
で
製
造
・
販
売
さ
れ

て
い
た
「
加
減
湯
」
の
実
物
が
中

村
家
で
見
つ
か
っ
た
。
薬
は
薬
草

成
分
を
浸
み
込
ま
せ
た
キ
ハ
ダ
の

枝
を
切
り
刻
み
、
日
本
酒
で
煎
じ

て
痛
風
の
患
部
に
塗
っ
た
り
飲
ん

だ
り
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
薬
の
製
法
は
門
外
不
出
で
あ
る
80
。

河
童
の
妙
薬
ア
イ
ス
（
阿
伊
寿
）
は
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
潟
県
内
の
妙
薬
ア
イ
ス
33
は
、
無
名
異
（
酸
化
鉄
を

含
有
す
る
赤
土
）・
黄
檗
（
キ
ハ
ダ
の
樹
皮
）・
揚
梅
皮
（
ヤ
マ
モ

モ
の
樹
皮
）
等
で
、こ
れ
を
酢
と
水
を
調
合
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

猫
山
宮
尾
病
院
（
新
潟
市
中
央
区
）
で
は
、
近
年
ま
で
河
童
か

ら
伝
授
さ
れ
た
「
打
ち
身
・
く
じ
き
」
の
良
薬
「
猫
山
あ
い
す
」

の
湿
布
薬
が
処
方
さ
れ
て
お
り
、
深
緑
色
の
粉
末
を
水
や
酢
で
溶

い
て
耳
た
ぶ
ぐ
ら
い
の
硬
さ
に
な
る
ま
で
練
っ
た
後
、
和
紙
に
の
ば

し
て
患
部
に
張
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
打
撲
傷
の
場
合
は
、「
黄
桜

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
よ
る
と
、
は
こ
べ
（
朝
し
ら
げ
）、
草
庭
常
（
草

接
骨
木
）
等
で
造
る
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
1
）「
成
分
が
あ
る
程
度
分
か
る
薬
」

①
悪
さ
を
し
て
取
ら
れ
た
腕
を
返
し
て
も
ら
っ
た
揖
斐
郡
徳
山

村
本
郷
の
河
童
は
、
十
六
サ
サ
ギ
（
サ
サ
ゲ
と
も
言
う
）・
ネ
ム

の
木
の
皮
（
合
歓
皮
）・
鹿
の
角
・
そ
の
他
五
種
類
を
混
ぜ
合
わ

せ
て
黒
焼
き
に
し
て
飲
む
と
病
気
や
怪
我
に
効
く
妙
薬
を
伝
授
し

118
、②
郡
上
市
の
浄
福
寺
（
明
宝
小
川
）
の
住
職
は
秘
伝
の
七
種

の
草
に
い
わ
ゆ
る
百
草
を
加
え
て
炭
状
に
煮
詰
め
、
こ
の
粉
末
に

鹿
の
骨
の
粉
と
河
童
か
ら
貰
っ
た
金
の
玉
（
イ
シ
サ
ン
ゴ
目
の
珊

瑚
）
を
削
っ
た
粉
を
入
れ
て
作
る
ア
イ
ス
と
苦
楝
皮
（
落
葉
高
木

セ
ン
ダ
ン
の
樹
皮
）・
海
人
草
（
海
藻
）・
甘
草
等
を
調
合
す
る
喘

息
湯
と
を
伝
授
さ
れ
た
295
。
な
お
、
郡
上
市
に
は
骨
接
ぎ
秘
薬
も

伝
え
ら
れ
て
お
り
、③
八
幡
町
亀
尾
島
で
は
ア
イ
ス
草
と
巻
貝
の
蜷

を
調
合
し
て
腕
の
接
合
に
用
い
237
、④
大
和
町
神
路
の「
ご
り
ん
淵
」

（
現
在
は
流
れ
が
変
わ
り
淵
が

浅
く
な
っ
た
）
の
河
童
は
蜷
の

身
を
切
れ
た
腕
に
付
け
て
接

合
す
る
術
を
教
え
た
301
。
ま

た
、⑤
飛
騨
市
神
岡
町
の
河
童

は
南
天
の
木
と
み
こ
し
花
（
ゲ

ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
）
や
オ
オ
バ

コ
の
根
を
混
ぜ
て
飲
む
風
邪

薬
（
河
童
丸
）
を
伝
授
し

て
い
る
39
。

（
2
）「
各
種
の
治
療
薬
」

河
童
か
ら
伝
授
さ
れ
た

薬
で
殿
様
や
姫
君
を
治
療

し
た
話
と
し
て
、⑥
河
童
は

懲
ら
し
め
を
許
し
て
く
れ
た

医
者
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

春
日
美
束
）
に
秘
伝
の
薬

を
伝
授
し
、
大
垣
の
殿
様
の
病
気
が
完
治
し
118
、
ま
た
同
様
に
、

⑦
粕
川
の
上
流
部
で
河
童
か
ら
貰
っ
た
本
と
薬
で
医
者
に
な
り
、

近
江
の
殿
様
の
姫
を
治
し
て
い
る
224
。

「
キ
ズ
・
虫
下
し
薬
」
と
し
て
、⑧
竜
宮
に
通
じ
る
鶉
ヶ
池
（
本

巣
市
十
四
条
）
の
年
老
い
た
河
童
は
水
神
様
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
た
が
、
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
た
小
河
童
は
馬
医
者
に
懲
ら
し
め

ら
れ
て
許
さ
れ
、
母
河
童
は
馬
医
者
へ
の
お
礼
に
傷
薬
の
製
法
を

伝
授
し
た
。
ま
た
、
河
童
の
家
族
が
池
か
ら
引
っ
越
す
時
も
「
虫

下
し
」
の
妙
薬
を
伝
授
さ
れ
、
こ
の
薬
は
明
治
時
代
に
官
許
虫
下

し
の
免
許
も
あ
っ
た
69
。

高
山
市
内
に
は
火
傷
の
薬
が
伝
わ
っ
て
い
る
。⑨
馬
を
宮
川
（
高

山
市
国
府
町
）
に
引
き
づ
り
込
も
う
と
し
た
河
童
が
許
さ
れ
た
お

礼
に
「
が
お
ろ
薬
（
火
傷
の
薬
）」
の
製
法
を
教
え
59
、⑩
高
山
市

荘
川
町
古
川
の
井
口
家
に
は
、
河
童
が
伝
授
し
た
火
傷
の
薬
が
あ

る
252
。

高
山
市
に
は
馬
の
肝
な
ど
を
盗
ろ
う
と
し
て
逆
に
馬
に
引
っ
張

ら
れ
て
来
た
河
童
が
許
さ
れ
た
礼
と
し
て
、⑪
国
府
町
宮
地
で
は
、

「
す
ば
こ
」（
手
首
の
痛
む
病
）
の
薬
を
伝
授
さ
れ
59
、⑫
丹
生
川

町
瓜
田
で
は
、
歯
痛
の
妙
薬
を
教
え
た
92
。
さ
ら
に
、⑬
同
じ
瓜

田
の
倉
屋
家
で
は
、
河
童
か
ら
針
と
「
バ
ヒ
フ
」（
ジ
フ
テ
リ
ア
）

に
罹
っ
た
人
の
喉
を
撫
ぜ
る
と
治
る
蛇
の
鱗
一
枚
が
入
っ
た
袋
を

貰
っ
て
い
る
104
。
ま
た
、⑭
荘
川
町
赤
谷
の
権
四
朗
家
伝
と
し
て
、

河
童
が
お
礼
に
デ
キ
モ
ノ
の
薬
を
伝
授
し
て
お
り
、
大
正
ま
で
注

文
が
あ
っ
た
252
。

骨
接
ぎ
薬
は
、⑮
一
宮
市
浅
井
町
の
接
骨
医
は
河
童
相
伝
の
秘

薬
を
持
ち
、
難
し
い
患
者
が
来
た
時
に
は
そ
の
家
の
池
を
一
巡
す

る
と
河
童
が
出
て
き
て
処
方
を
伝
授
し
た
29
。⑯
本
巣
市
山
口
の

豊
先
淵
で
は
、
鎌
（
河
童
は
金
物
を
嫌
う
）
を
取
り
除
い
た
馬
医

者
の
谷
村
家
が
馬
の
治
療
法
を
伝
授
さ
れ
51
、⑰
同
じ
豊
先
淵
で

河
童
の
住
ま
い
の
入
り
口
に
引
っ
か
か
っ
た
馬
鍬
を
取
り
除
い
た
小

森
家
が
、
梅
毒
薬
の
製
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
51
。

下
流
域
で
は
、⑱
羽
島
郡
笠
松
町
の
池
（
笠
松
駅
の
東
北
で
、

埋
立
ら
れ
た
）
の
主
の
祟
り
（
見
る
と
寝
付
く
、
糸
や
網
を
取
ら

れ
る
）
が
あ
り
、
主
は
河
童
か
ス
ッ
ポ
ン
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
主

に
餅
を
供
え
る
と
歯
痛
が
止
ま
る
、
と
伝
わ
っ
た
223
。

5‒

2
　
魚
で
お
礼
　

魚
の
名
前
は
、岩
魚
や
ヤ
マ
メ
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、多
く
は
単
に「
魚
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

木
曽
川
で
は
、①
恵
那
峡（
中
津
川
市
付
知
町
大
起
）で
合
流
す

る
右
支
川
付
知
川
の
あ
し
げ
淵
で
は
、客
の
数
だ
け
ヤ
マ
メ
を
籠
に

入
れ
て
い
た
が
、籠
を
掛
け
る
鍵
を
鹿
の
角
に
替
え
た
ら
魚
が
届

か
な
く
な
り
81
、②
揖
斐
川
の
旧
徳
山
村
櫨
原
で
は
瓢
箪
を
貰
っ

た
礼
51
に
、③
娘
に
化
け
た
揖

斐
川
町
徳
山
の
河
童
は
悪
戯

を
し
な
い
証
文
と
共
に
魚
を

届
け
262
、④
揖
斐
峡
の
揖
斐

川
町
乙
原
で
は
川
木（
流
木
）

に
化
け
て
い
た
河
童
が
魚
を

届
け
54
、⑤
揖
斐
川
左
支
川

の
根
尾
川
の
根
尾
板
所
で
は
、

猿
に
化
け
て
撃
た
れ
た
河
童

を
弔
う
火
を
仲
間
の
河
童
が

貰
っ
た
礼
に
、魚
を
届
け
る
と

共
に
洪
水
災
害
に
遭
わ
な
い

と
予
言
し
て
い
る
270
。

河
童
は
金
物
が
嫌
い
な
の

で
、⑥
揖
斐
川
町
岡
島
の「
山

西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
橋

側
の
淵
）に
棲
む
河
童
は
沈
ん

で
い
る
馬
鍬
を
若
者
に
取
っ
て

も
ら
っ
た
礼
に
悪
さ
を
し
な
い

と
誓
い
、魚
を
届
け
て
い
る

11
。
な
お
、
後
に
述
べ
る

「
5‒

4
水
害
伝
説
」に
⑤
と

類
似
の
話
が
③
に
、⑥
と
同
じ

所
の
他
の
河
童
が
①
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、長
良
川
流
域
内
で
は
魚
で
の
お
礼
は
一
話
も
無
く
、飛
騨

市
で
は
、⑦
飛
騨
市
神
岡
町
伏
方
で
は
捕
ま
っ
た
子
河
童
の
親
が

礼
に
魚
を
届
け
51
、⑧
古
川
町
で
は
魚
を
入
れ
て
く
る
桶
を
大
き

く
し
た
ら
来
な
く
な
り
109
、ま
た
⑨
同
じ
く
古
川
町
で
礼
に
ア
ジ

カ（
竹
・
藁
や
葦
等
で
編
ん
だ
籠
・
ざ
る
の
類
）に
魚
を
持
っ
て
き
た

109
。⑩
河
合
町
中
沢
上
で
は
秘
伝
を
伝
え
る
代
わ
り
に
魚
を
毎
日

木
の
枝
に
魚
を
ぶ
ら
下
げ
に
来
た
が
、木
の
枝
を
金
物
に
し
た
ら

魚
が
来
な
く
な
り
51
、⑪
河
合
町
保
の
庄
次
郎
淵（（
梨
ヶ
瀬
地

区
。現
在
は
下
小
島
ダ
ム
に
沈
む
）で
庄
次
郎
の
馬
を
引
こ
う
と
し

て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、許
さ
れ

て
礼
に
魚
を
運
ん
だ
が
、鉤
を

金
属
に
し
た
ら
来
な
く
な
っ

た
102
。

高
山
市
で
は
、⑫
高
山
市

国
府
町
今
の「
蔵
が
渕
」で

は
、神
岡
町
伏
方
で
の
桶
の
代

わ
り
に
魚
を
入
れ
て
来
る
桝

を
大
き
く
し
た
ら
来
な
く
な

り
59
、
⑬
神
岡
町
の「
蛇
の

淵
」（
高
原
川
）の
瓜
を
盗
っ
て

捕
ま
っ
た
河
童
は
、⑩
の
河
合

町
と
同
様
、秘
伝
を
教
え
る
代
わ
り
に
毎
日
魚
を
運
ん
で
い
る
51
。

⑭
上
宝
町
本
郷
の
鳴
滝
で
は
馬
に
取
り
付
い
て
許
さ
れ
た
礼
に

「
し
ょ
う
け（
ザ
ル
）」に
岩
魚
を
入
れ
て
毎
日
届
け
14
、⑮
清
見
町

池
本
で
は
馬
を
川
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
河
童
が
来
客
の
度
に

ヤ
マ
メ
を
届
け
51
、⑯
荘
川
町
猿
丸
の
滝
ヶ
淵（
荘
川
中
学
側
）に

棲
ん
で
い
た
河
童
は
、馬
を
川
に
引
き
入
れ
損
ね
て
許
さ
れ
、河
童

が
魚
を
持
っ
て
き
て
い
た
が
、包
丁
に
驚
い
て
来
な
く
な
っ
た
252
。な

お
、⑰
猿
丸
の
河
童
の
後
日
談
と
し
て
、河
童
が
坊
さ
ん
に
化
け
て

魚
を
届
け
る
家
で
団
子
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
が
、若
者
が
流
し

た
魚
を
捕
る
毒
薬
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
252
。ま
た
、⑱
石
浦
町
飯

山
地
区
の
宮
川
の「
青
ド
ン
渕
」

（「
ど
ん
」は
語
意
を
強
調
す
る
語

で
あ
る
）に
棲
む
親
分
河
童
・
勘

助
は
、馬
に
悪
さ
を
し
な
い
と
証

文
も
書
い
て
ア
ジ
カ（
カ
ゴ
）に

魚
を
入
れ
て
届
け
て
い
た
が
、ア

ジ
カ
の
紐
を
新
し
い
紐
を
取
り

換
え
た
ら
魚
が
届
か
な
く
な
っ

た
7
。

河
童
で
は
な
く
、竜
神
も
礼
を
し
、⑲
旅
人
に
親
切
な
老
夫
婦
の

も
と
へ
双
六
の
淵（
竜
神
淵
。高
山
市
上
宝
町
双
六
）の
竜
神
様
が

娘
に
化
け
機
織
り
の
手
伝
い
に
来
た
が
、帰
っ
て
行
く
化
け
た
竜
神

を
見
た
た
め
、借
り
た
礼
に
く
れ
て
い
た
岩
魚
や
鱒
も
無
く
な
り
、

道
具
を
借
り
に
来
な
く
な
っ
た
。そ
こ
で
、老
夫
婦
は
竜
神
が
消
え

た
双
六
の
淵
は
山
向
こ
う
の
岩
井
戸（
地
名
）の「
へ
そ
穴
」に
繋

が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、老
夫
婦
は「
へ
そ
穴
」へ
供
物

（
野
菜
や
米
が
無
い
の
で
種
籾
）を
供
え
る
と
、竜
神
は
許
し
て
双

六
の
淵
に
籾
殻
だ
け
浮
い
て
来
た
14
。

5‒

3
　
詫
び
証
文
と
椀
貸
し
　

捕
ま
っ
た
河
童
が
詫
び
証
文
を
書
い
て
い
る
。

①
郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
で
は
今
後
津
保
川
に
来
な
い
と
証

文
を
書
き
51
、②
関
市
武
芸
川
町
谷
口
の
宇
多
院
橋
上
の
岩
淵
で

は
水
難
除
け
の
手
形
を
岩
に

彫
っ
て
い
る
。な
お
、掘
っ
た
手
形

は
い
つ
の
間
に
か
消
え
、今
は
水

難
供
養
の
観
音
様
が
祀
ら
れ
て

い
る
126
。③
岐
阜
市
中
鶉
の
了
福

寺
で
は
河
童
に
娘
用
の
綿
帽
子

を
与
え
た
ら
、綿
畑
を
荒
ら
さ
な

い
証
文
を
届
け
た
45
。

ま
た
、証
文
に
は
至
ら
な
い
が

河
童
は「
約
束
」も
し
て
お
り
、④

揖
斐
川
町
の
鎌
曽（
西
平
ダ
ム
下

流
三
〇
〇
m
左
岸
の「
鎌
曽
バ
ス

停
」）の
す
ぐ
上
流
の
勘
七
ブ
チ

に
棲
む
河
童
は
、揖
斐
川
町
の

「
山
西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
山

の
淵
）の
河
童
11
と
同
じ
く
、川

底
の
馬
鍬
を
拾
い
上
げ
て
も
ら
っ

た
礼
に
、今
後
人
間
の
ノ
コ
を
取

ら
な
い
と
庄
屋
に
約
束
を
し
て

い
る
11
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷

汲
長
瀬（
旧
下
長
瀬
）の
人
が
捕

ま
え
た
河
童
が
命
乞
い
し
た
の

で
、元
舟
場
近
く
の
松
が
枯
れ
る
ま
で
、下
長
瀬
の
子
の「
ノ
コ
」を

引
か
な
い
よ
う
に
約
束
さ
せ
て
逃
が
し
た
。明
治
中
頃
ま
で「
松
が

枯
れ
ず
」、子
供
達
は
水
遊
び
を
し
た
260
。⑥
落
合
淵（
岐
阜
市
則

松
）の
捕
ま
っ
た
河
童
は
田
植
え
を
手
伝
い
、約
束
の
印
に
松
を
植

え
て
い
る
51
。な
お
、⑦「
た
ろ
べ
の
滝（
九
号
）」136
で
は
、空
腹
の
河

童
が
た
ろ
べ
の
滝（
揖
斐
川
町
西
横
山
。道
が
荒
れ
て
今
は
行
け
な

い
）の
水
を
干
上
が
ら
せ
な
い
約
束
を
し
て
瓜
を
分
け
て
貰
っ
て
い

る
。河

童
に
よ
る
椀
貸
し
は
、①
若
宮
八
幡
宮
の
森
の
淵（
高
山
市
石

浦
町
八
幡
宮
の
奥
の
淵
）で
は
馬
に
つ
い
て
き
た
河
童
が
許
さ
れ
て

淵
で
椀
を
貸
し
101
、②
郡
上
市

白
鳥
町
中
津
屋
で
は
捕
ま
っ

て
許
さ
れ
た
河
童
が
来
客
時

に
椀
を
貸
し
て
い
る
51
が
、上

記
二
話
と
も
、最
後
の
結
末
は

「
椀
貸
し
伝
説
」と
同
様
で
、

約
束
を
破
っ
た
り
壊
し
た
た

め
、以
後
椀
は
貸
さ
れ
な
く

な
っ
た
。さ
ら
に
、③
白
鳥
町

中
津
屋
の
河
童
は
、馬
を
引
き

込
み
損
ね
た
河
童
が
許
さ
れ

て
以
来
、頼
ま
れ
る
と
農
機
具

を
用
意
し
た
52
。

5‒

4
　
水
害
予
報
　

①
揖
斐
川
町
で
は
岡
島
山
の
淵（
岡
島
橋
上
流
右
岸
側
）で
怪

我
を
し
た
子
河
童
の
手
当
て
を
し
た
ら
、河
童
の
家
族
が
洪
水
発

生
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
47
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合（
下
ヶ

流
）で
も
河
童
が
大
水
の
発
生
を
知
ら
せ
て
い
る
224
。ま
た
、③
本

巣
市
根
尾
西
板
谷（
板
所
か
ら
北
に
約
一・
五
㎞
）で
は
子
河
童
の

供
養
に
火
を
貸
し
た
家
が
そ
れ
以
後
に
害
を
免
れ
て
い
る
270
。

6
．引
き
込
み

引
き
込
み
は
、
人
や
家
畜
の
引
き
込
み
、
蜘
蛛
に
よ
る
引
き
込

み
、
す
っ
ぽ
ん
の
三
つ
で
あ
る
。

6‒

1
　
河
童
が
人
や
家
畜
を
引
き
込
む
　

①
木
曽
郡
木
曽
町
読
書

三
留
野
で
盆
の
一
六
日
に
川

へ
行
く
と
引
き
ず
り
込
ま
れ

266
、②
木
曽
町
福
島
伊
谷
で

は
カ
ワ
ナ
ン
バ
（
河
童
）
に

引
き
込
ま
れ
る
と
伝
わ
っ
て

い
る
266
。③
山
県
市
瀬
見
の

瀬
見
峡
に
架
か
る
瀬
見
橋

（
一
九
二
八
年
以
前
は
木
橋

で
、
初
代
瀬
見
橋
は
江
戸

中
期
）
で
オ
カ
ッ
パ
頭
の
お

化
け
が
橋
か
ら
人
を
突
き

落
し
た
が
、
遭
遇
し
た
村
人
が
和
歌
を
詠
ん
で
か
ら
出
な
く
な
っ

た
124
。④
小
駄
良
の
原
（
郡
上
市
八
幡
町
初
音
）
で
淵
に
引
き
込

ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
助
か
っ
た
21
。

⑤
関
市
板
取
杉
原
で
は
夜

に
浅
瀬
を
渡
っ
て
い
て
川
に
引

き
込
ま
れ
89
、
ま
た
、⑥
板

取
保
木
口
の
神
明
淵
へ
竜
宮

城
の
入
り
口
を
探
し
に
潜
っ
た

若
者
も
引
き
込
ま
れ
て
、
共

に
亡
く
な
っ
て
い
る
89
。⑦
関

市
下
之
保
の
清
兵
衛
は
夢
で
、

淵
（
清
兵
衛
淵
）
に
住
ん
で

い
る
ド
チ
ロ
ン
ベ
が
人
間
の
食

物
を
望
ん
だ
の
で
、
毎
朝
に

ぎ
り
め
し
を
川
岸
の
草
む
ら

の
上
に
置
い
た
。
そ
の
礼
に
、

内
緒
で
魚
が
取
れ
る
場
所
を

教
え
て
く
れ
た
が
、
ド
チ
ロ

ン
ベ
と
の
約
束
を
破
っ
て
人
に

そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
清
兵

衛
は
淵
の
中
へ
誘
わ
れ
て
消

え
て
し
ま
っ
た
126
。⑧
大
松
の

渕
（
関
市
洞
戸
市
場
の
街
道

で
通
行
人
を
引
き
込
む
の
で
、

お
坊
さ
ん
が
犠
牲
者
と
同
数

の
八
八
体
の
仏
像
を
造
り
経

を
挙
げ
た
ら
治
ま
っ
た
283
。

⑨
揖
斐
川
町
久
瀬
（
現
西

津
汲
）
で
は
胡
瓜
を
食
べ
て

泳
ぎ
に
行
く
と
引
き
込
ま
れ

る
と
言
い
238
、⑩
久
瀬
の
キ
ヨ

ジ
ブ
チ
（
小
津
川
沿
い
）
で

は
猿
に
化
け
た
河
童
が
引
き

込
む
と
言
わ
れ
238
、⑪
揖
斐
川

町
東
津
汲
の
小
津
川
橋
辺
り

の
河
原
と
な
っ
た
破
堤
地
に

河
童
に
狙
わ
れ
た
漁
師
が
逃

げ
込
ん
で
助
か
っ
た
54
。
な
お
、⑫
人
で
は
な
く
小
牛
の
「
し
り
こ

だ
ま
（
尻
子
玉
）」
が
揖
斐
川
町
日
坂
の
岩
屋
坂
脇
の
川
の
淵
で

河
童
兄
弟
に
抜
か
れ
て
い
る
54
。

⑬
郡
上
市
の
源
田
で
は
、
杭
に
化
け
た
河
童
が
馬
を
引
き
ず
り

込
み
52
、⑭
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
河
童
と
力
比
べ
を
し
た
釣

り
人
が
負
け
て
川
に
引
き
込
ま
れ
53
、⑮
関
市
小
瀬
で
は
仏
飯
を

食
べ
る
と
河
童
の
災
難
を
除
け
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏

飯
を
食
べ
ず
に
川
へ
行
き
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
71
。

下
流
部
の
愛
西
市
赤
目
町
で
は
⑯
河
童
が
娘
に
化
け
て
い
る
こ

と
を
明
か
さ
な
い
約
束
を
破
っ
た
村
人
は
、
佐
屋
川
で
足
を
逆
さ

に
し
て
死
ん
で
い
た
273
。

6‒

2
　
河
童
が
蜘
蛛
に
化
け
て
木
を
川
に
引
き
込
む
　

蜘
蛛
が
朝
に
巣
を
張
る
と
天
気
が
良
く
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
蜘
蛛
に
は
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

①
ホ
オ
ノ
キ
淵
（
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
）
で
、
蜘
蛛
に
化
け

た
河
童
が
ホ
オ
ノ
キ
（
朴
の
木
）
に
糸
を
巻
き
つ
け
て
木
を
川
に

引
き
ず
り
込
み
252
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合
（
上
ヶ
流
）
で
は
柳

の
木
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
224
。
な
お
、③
揖
斐
川
町
春
日

美
束
で
は
蜘
蛛
に
化
け
て
悪
い
事
ば
か
り
し
て
い
た
河
童
が
許
さ

れ
、
以
後
、
悪
河
童
が
来
た
ら
教
え
る
と
約
束
し
た
28
。

④
揖
斐
川
町
で
は
釣
り
人
の
足
に
つ
い
た
糸
を
付
け
替
え
た
柳
が

278
、
さ
ら
に
⑤
椿
ヶ
渕
（
不
破
郡
垂
井
町
梅
谷
）
で
は
足
に
つ
い

た
糸
を
付
け
替
え
た
椿
の
木
47
が
川
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
。

6‒

3
　
ス
ッ
ポ
ン
に
よ
る
引
き
込
み

下
流
部
に
な
る
と
、河
童
の
姿
は
下
流
部
で
よ
く
見
か
け
る
ス
ッ

ポ
ン
に
替
わ
っ
て
く
る
。

①
海
津
市
海
津
町
で
は
高
須
藩
主
松
平
義
行
の
馬
が
池
に
引

き
ず
り
込
ま
れ
て
ス
ッ
ポ
ン
に
食
べ
ら
れ
221
、②
桑
名
市
で
は
津
島

祭
り
が
近
づ
く
と
、
ド
チ
（
ス
ッ
ポ
ン
）
が
子
供
を
さ
ら
っ
て
津

島
さ
ん
に
人
身
御
供
す
る
55
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。

7
．そ
の
他

そ
の
他
は
、
住
処
、
悪
戯
、
生
き
肝
、
雨
乞
い
の
四
つ
で
あ
る
。

7‒

1
　
住
処

河
童
が
見
つ
か
っ
た
場
所
や
住
処
は
、①
揖
斐
川
町
乙
原
の
「
と

ど
ろ
き
の
滝
」
は
河
童
が
住
ん
で
い
る
と
伝
わ
り
、
村
人
は
滝
に

近
づ
か
な
か
っ
た
54
。②
科
洞
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）
の
科
池
近

く
で
声
を
掛
け
て
来
た
子
供
の
足
跡
に
水
か
き
が
付
い
て
い
た
。

以
来
、
科
池
の
「
の
し
（
主
）」
が
お
る
と
言
わ
れ
た
209
。③
関
市

板
取
の
大
谷
に
棲
む
河
童
と
出
会
い
逃
げ
帰
っ
て
来
た
89
。
ま
た
、

④
大
洪
水
の
時
に
、
板
取
の
は
か
り
岩
の
上
に
河
童
を
見
か
け
た

が
、
あ
る
い
は
川
獺
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
89
。

な
お
、
子
供
の
形
で
は
な
く
ス
ッ
ポ
ン
（
ド
チ
）
の
形
を
し
た

河
童
が
、⑤「
水
神
様
の
淵
」（
可
児
市
下
恵
土
）
か
ら
若
者
に
化

け
て
酒
を
買
い
に
来
た
が
、
跡
を
つ
け
た
男
は
熱
を
出
し
、
化
け

た
ド
チ
は
、
悪
さ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兼
山
城
主
の
家
臣
森

武
蔵
が
ド
チ
を
退
治
し
た
の
で
、
男
の
熱
も
下
が
り
、
そ
の
淵
を

武
蔵
ヶ
淵
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
35
。
な
お
、『
可
児
町
史
通
史
編
』

で
は
怪
物
退
治
と
酒
を
買
い
に
来
る
話
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
。

大
井
ダ
ム
（
中
津
川
市
蛭
川
）
が
出
来
る
以
前
、⑥
池
島
（
ダ

ム
湖
に
沈
ん
だ
奥
渡
渡
船

場
下
流
の
中
州
）
と
呼
ば

れ
る
地
の
大
き
な
池
に
河

童
が
棲
み
、
こ
の
池
は
中

津
川
市
坂
下
の
旗
巻
渕

（
竜
宮
の
姫
の
機
織
り
伝

説
の
淵
）
と
繋
が
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
108
。

高
山
市
荘
川
町
で
は
、

⑦
十
王
堂
の
淵
・
新
淵
に

は
多
く
の
河
童
が
棲
ん
で

い
た
252
。
郡
上
市
明
宝
気

良
の
奥
の
青
木
の
川
で
、⑧

河
童
と
相
撲
を
し
た
人
も
お
り
、
河
童
が
岩
の
上
に
寝
て
い
た

295
。⑨
郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
の
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
（
北

濃
駅
の
西
端
千
田
野
上
が
り
口
横
の
山
側
の
池
）
に
浮
い
た
布
を

拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
与
太
郎
が
池
に
沈
ん
だ
。
池
の
淵
に
は
河

童
が
棲
む
と
恐
れ
ら
れ
た
247
。

な
お
、
泉
鏡
花
の
「
歌
行
燈
」
に
、⑩
桑
名
市
紺
屋
町
辺
り
で

外
堀
の
水
を
打
つ
バ
ア
ン
と
い
う
音
が
聞
こ
え
た
。
こ
れ
を
「
カ

ワ
ウ
ソ
の
釣
瓶
落
と
し
」
と
言
っ
た
と
、
載
っ
て
い
る
55
。

ま
た
、
淵
が
深
淵
や
竜
宮
と
繋
が
っ
て
い
る
話
と
し
て
、⑪
郡

上
市
美
並
町
の
坂
山
の
森
の
淵
に
は
人
を
引
き
込
む
河
童
が
棲
ん

で
お
り
、
淵
に
南
蛮
黍
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
を
流
す
と
勝
原
の
淵

に
浮
か
ん
だ
287
。
一
方
、⑫
関
市
洞
戸
尾
倉
の
「
ガ
ワ
イ
ロ
渕
」
の

大松の淵小津川橋（高知川）下流の揖斐川との合流部

中津川市坂下の旗巻渕（弁天橋の下流）

乙
女
岩
（
河
童
が
乙
女

に
化
け
て
座
っ
て
い
た
岩
）

に
、
旧
暦
六
月
一
六
日
に

竜
宮
の
乙
姫
が
遊
び
に
来

る
の
で
河
童
が
集
ま
る
か

ら
、川
遊
び
は
し
な
い
283
。

7‒

2
　
悪
戯

①
悪
戯
河
童
は
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
の
号
嶋
岩
の
淵
に
馬
を

取
り
込
も
う
と
し
た
が
、
逆
に
馬
に
淵
か
ら
引
き
出
さ
れ
51
、②

山
県
市
片
原
の
厚
谷
に
架
か
る
橋
か
ら
子
供
に
化
け
た
河
童
に
川

に
落
と
さ
れ
そ
う
に
な
り
124
、③
山
県
市
日
永
で
は
子
ど
も
に
化

け
て
大
人
を
引
き
ず
り
込
み
損
な
い
刀
で
切
ら
れ
て
い
る
51
。

④
揖
斐
川
町
西
津
汲
で
は
川
木
（
流
木
）
に
化
け
54
、⑤
揖
斐

川
町
三
倉
で
は
飛
鳥
川
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
河
童
が
混
じ
っ
て

い
た
54
。⑥
揖
斐
川
町
戸
入
（
旧
徳
山
村
）
で
は
相
撲
を
取
り

84
、⑦
揖
斐
川
町
塚
（
旧
徳
山
村
）
で
は
、
悪
さ
を
す
る
河
童
が

突
然
脇
差
で
切
付
け
ら
れ
た
が
、
脇
差
は
草
鞋
の
紐
を
切
っ
て
穢

れ
て
い
た
の
で
、
河
童
は
切
ら
れ
ず
に
逃
げ
延
び
た
84
。

⑧
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
力
自
慢
の
男
が
大
洞
川
の
悪
戯

河
童
を
退
治
し
53
、⑨
下
呂
市
金
山
町
の
高
橋
で
は
悪
戯
河
童
を

弁
財
天
が
封
じ
込
め
て
い
る
34
。
さ
ら
に
、⑩
安
八
郡
安
八
町
今
ヶ

渕
の
中
須
川
の
河
童
は
草
刈
り
の
手
伝
い
に
来
て
草
を
散
ら
か
し

た
り
4
、⑪
安
八
町
南
今
ヶ
淵
で
は
、
女
の
子
に
化
け
て
遊
び
を

誘
い
に
来
た
河
童
4
も
い
る
。

河
童
に
も
、
悪
さ
を
す
る
も
の
、
仲
良
く
し
た
が
る
も
の
、
何

も
関
わ
り
を
持
た
ず
に
そ
っ
と
し
て
い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
居
た

よ
う
で
あ
る
。

7‒

3
　
生
き
肝

高
山
市
で
は
、①
丹
生
川
町
小
野
の
小
野
橋
下
で
、
乙
姫
の
病

を
治
す
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
猿
を
騙
し
た
が
、
失
敗
し
て
ア

ケ
ビ
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
269
。②
荘
川
町
新
淵
で
は
乙
姫
の
た
め

に
河
童
で
は
な
く
亀
が
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
し
て
失
敗
し

72
、③
荘
川
町
牛
丸
で
は
、
乙
姫
様
へ
は
猿
の
生
き
肝
で
は
な
く

馬
の
生
き
肝
を
取
り
損
ね
た
河
童
が
毎
日
ア
ジ
メ
泥
鰌
を
三
升
ず

つ
持
っ
て
き
た
が
、「
気
を
遣
わ
な
く
て
も
良
い
」
と
言
う
と
、
届

か
な
く
な
っ
た
67
。

④
郡
上
市
明
宝
の
井
尻
洞
で
も
、
乙
姫
の
た
め
に
猿
の
生
き
肝

を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
皿
の
水
が
無
く
な
り
捕
ま
っ
て
い
る
295
。

7‒

4
　
雨
乞
い

中
津
川
市
山
口
の
川
原
田
で
は
、①
悪
戯
河
童
が
行
者
に
よ
っ

て
石
に
さ
れ
、
石
河
童
の
頭
の
水
が
無
く
な
る
と
、
水
を
欲
し
が
っ

て
雨
が
降
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
300
。

8
．お
わ
り
に

『
遠
野
物
語
』
に
よ
っ
て
、
河
童
は
岩
手
県
遠
野
市
が
有
名
で

あ
る
が
、
岐
阜
県
と
木
曽
三
川
流
域
に
も
河
童
伝
説
が
多
数
あ

り
、
今
回
調
査
不
足
で
あ
る
木
曽
川
上
流
域
（
長
野
県
側
）
の

分
を
加
え
る
と
、
河
童
伝
説
は
軽
く
一
〇
〇
話
を
超
え
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
章
で
は
個
々
の
河
童
伝
説
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

各
種
の
河
童
伝
説
を
通
し
て
、
川
へ
の
畏
敬
と
愛
着
を
持
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
こ
の
原
稿
は
、
K
I
S
S
O
九
八
号
「
河
童
伝
説
」（
水

に
ま
つ
わ
る
民
話
か
ら
）
を
修
正
・
加
筆
い
た
し
ま
し
た 

（
福
島

晃
子
記
） 

。
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93

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
6
章
　
河
童
伝
説

漁
し
て
い
た
が
、河
童
に
与
え
る
胡
瓜
の
替
わ
り
に
石
を
投
げ
い
れ
、

河
童
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

河
童
と
胡
瓜
の
関
係
を
、中
村
32
は
、享
保
元（
一
七
一
六
）年
刊

の
書
籍
に
河
童
が「
瓜
・
茄
を
盗
る
」記
述
が
最
初
に
見
ら
れ
る
が

「
胡
瓜
」は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、一
七
七
〇
年
代
に
な
っ
て「
胡
瓜

や
甜
瓜
を
盗
み
」と
初
め
て「
胡
瓜
」が
記
さ
れ
て
い
る
、と
述
べ
て
い

る
。さ
ら
に
、河
童
が
胡
瓜
を
好
き
だ
と
明
記
し
た
の
は
享
和
三（
一

八
〇
三
）年
刊
辺
り
の
書
籍
が
古
い
ほ
う
で
あ
ろ
う
、と
結
論
し
て

い
る
。つ
ま
り
、十
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
河
童
は
胡
瓜
が
好
物
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

4
．河
童
伝
説
の
分
布

選
定
し
た
河
童
伝
説
を
、お
礼
、引
き
込
み
、そ
の
他
に
ジ
ャ
ン
ル

分
け
を
行
っ
た
。

2
．河
童
の
由
来
と
姿

河
童
の
由
来
説
は
、渡
来
説
と
人
形
化
生
説
の
二
種
類
が
あ
る

30
。熊

本
県
八
代
市
の
球
磨
川
河
口
の「
河
童
渡
来
の
碑
」に
よ
る
と
、

仁
徳
天
皇
時
代（
三
一
三
〜
三
九
九
）に
中
国
か
ら
九
千
匹
の
河
童

が
揚
子
江（
長
江
）を
下
り
、黄
海
を
経
て
八
代
に
上
陸
し
た
と
あ

る
。人

形
化
生
説
で
よ
く
知
ら
れ
た
藁
人
形
説
は
熊
本
の
天
草
島
伝

承
で
、左
甚
五
郎
が
命
を
吹
き
込
ん
だ
藁
人
形
の
手
伝
い
で
工
事
が

よ
う
や
く
竣
工
し
た
。壊
さ
れ
て
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
藁
は
、「
こ

れ
か
ら
は
何
を
食
え
ば
よ
い
か
」と
甚
五
郎
に
尋
ね
る
と
、「
人
の
尻

で
も
喰
ら
え
」と
答
え
た
。そ
こ
で
、藁
人
形
は
河
童
に
化
け
て
肛
門

に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
尻
子
玉
を
狙
う
と
い
う
。青
森
県
八
戸
市
で

は
甚
五
郎
が
寸
法
を
間
違
え
て
、貫（
柱
と
柱
と
を
横
に
貫
い
て
連

ね
る
材
）を
通
し
た
ま
ま
川
に
捨
て
、こ
の
木
屑
が
河
童
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、河
童
の
腕
は
引
っ
張
ら
れ
た
腕
が
伸
び
、片
方
の
腕
が

縮
む
の
で
あ
る
。

河
童
の
原
型
で
あ
る
水
霊
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
想
像
上
の
動
物

と
地
方
で
の
呼
び
名
を
、大
野
31
の
分
類
か
ら
見
て
お
こ
う
。

（
1
）虬（
蛟
竜
）:
古
代
は「
み
つ
ち
」で
、水
霊
・
水
神
の
意
。水

中
に
棲
み
、蛇
に
似
た
形
を
し
、，角
・
四
肢
を
も
ち
、毒
気
を
吐
い
て

人
を
害
す
る
と
い
う
想
像
上
の
動
物
。青
森
の
メ
ド
チ
・
メ
ド
ツ
、岩

手
の
メ
ッ
ト
ウ
チ
、能
登
・
加
賀
の
ミ
ズ
シ
。

（
2
）水
神
:
佐
渡
の
シ
イ
ジ
ン
、長
野
の
セ
イ
ジ
ン
、新
潟
の
ス
ジ

ン
コ
、鹿
児
島
の
ス
ジ
ン
ド
ン
・
ミ
ズ
シ
ン
・
ミ
ッ
ツ
ド
ン
。

（
3
）水
虎
:
中
国
の
水
虎
は
、三
・
四
歳
の
児
童
の
よ
う
で
脛
が

長
く
、総
身
鱗
甲
に
覆
わ
れ
、普
段
は
水
中
に
潜
り
、虎
の
頭
部
に

似
た
膝
頭
だ
け
を
水
上
に
浮
か
べ
て
い
る
。水
虎
が
日
本
で
は
河
童

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。津
軽
の
シ
ッ
コ
サ
マ・
オ
シ
ッ
コ
サ
マ
。

（
4
）川
の
童
か
ら
:
関
東
・
甲
信
・
東
海
地
方
な
ど
の
カ
ワ
ッ
パ
、

九
州
・
種
子
島
・
屋
久
島
の
ガ
ラ
ッ
パ
、長
野
・
岐
阜
・
愛
知
の
カ
ワ
ラ

ン
ベ
等
多
く
あ
る
。

（
5
）他
に
、（
4
）以
外
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
主
な
名
前
だ
け

を
列
挙
す
る
と
、「
川
の
子
」か
ら
生
じ
た
島
根
・
兵
庫
・
鳥
取
・
大
分

の
カ
ワ
コ
等
、「
川
の
小
坊
主
・
小
僧
・
小
法
師
」か
ら
生
じ
た
静
岡
・

長
野
・
三
重
野
の
カ
ワ（
ラ
）コ
ゾ
ウ
、三
重
の
カ
ワ
コ
ボ
シ
ヤ
・
カ
ン

コ
ロ
ボ
シ
等
、さ
ら
に「
川
の
太
郎
」か
ら
生
じ
た
和
歌
山
・
近
江
・
九

州
の
カ
ワ
タ
ロ
ウ
、岐
阜
の
カ
ワ
ヤ
ロ
ウ
等
が
あ
る
。

ま
た
、実
在
動
物
で
分
類
す
る
と
、（
1
）「
亀
・
ス
ッ
ポ
ン
」か
ら
、

岐
阜
の
ド
チ
・
ド
チ
ガ
メ
・
ド
チ
ロ
ベ
、（
2
）「
川
獺
」か
ら
、佐
渡
・
愛

媛
の
カ
ワ
エ
ソ
、島
根
・
広
島
の
カ
ワ
ソ
、（
3
）猿
か
ら
、静
岡
の
カ
ワ

ザ
ル
、広
島
の
フ
チ
ザ
ル
、（
4
）鳥
か
ら
、日
向
の
ヒ
ョ
ー
ス
ベ
等
で

あ
る
。

つ
ま
り
、水

霊
の
イ
メ
ー
ジ

は
、蛇
・
亀
・
川

獺
・
人
（
少

童
）・
猿
・
鳥
と

ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、一
定
の

形
を
な
さ
な
か
っ
た
。

石
川
74
は
、水
霊
の
形
状
は

徐
々
に
幼
児
の
形
に
収
斂
し

て
、小
童
の
形
を
し
た
も
の
の
呼

び
名
カ
ワ
ッ
パ
・
カ
ワ
ラ
ン
ベ
等

か
ら
、河
童
に
転
じ
た
と
考
え
、

さ
ら
に
、河
童
が
だ
ん
だ
ん
通

用
語
に
な
る
に
つ
れ
、そ
の
形
状

も
統
一
化
さ
れ
、上
述
し
た「
水

虎
」の
形
状
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
、と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、石
上
117
は
水
霊
が
河
童
に
収
斂
し
た
原
因
と
し
て
、安

定
し
た
江
戸
時
代
の
楽
し
み
と
し
て
、文
人
・
画
家
に
よ
る「
怪
談

会
」の
催
し
や
絵
巻
作
成
の
隆
盛
が
一
役
買
っ
た
と
考
え
て
い
る
。さ

ら
に
現
在
、河
童
の
イ
メ
ー
ジ
は
清
水
昆
や
小
島
功
ら
の
漫
画
に

よ
っ
て
可
愛
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

3
．河
童
と
胡
瓜

河
童
は
祇
園
の
お
使
い
で
あ
り
、河
童
の
好
物
は
胡
瓜
だ
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。ま
ず
は
、京
の
祇
園
社（
八
坂
神
社
）と
胡
瓜

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

祇
園
の
社
紋
は
胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ

は
間
違
い
で
あ
る
。織
田
信
長
が
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、

京
都
･
感
神
院（
現
八
坂
神
社
）に
寄
進
し
た
御
輿
の
紋
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る
祗
園
の
神
紋
は「
木
瓜
紋
」で
あ
り
、胡
瓜
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、こ
の「
木
瓜
」は「
き
う

り
」と
も
読
め
る
か
ら
、「
木

瓜
」が「
胡
瓜
」に
変
じ
た
の
で

あ
る
30
。

博
多
人
は
、祗
園
の
神
紋

が
、胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
畏

れ
多
い
と
、祭
り
期
間
中
、胡

瓜
を
口
に
せ
ず
、サ
ラ
ダ
に

入
っ
て
い
て
も
つ
ま
み
出
す
、と
言
わ
れ
て
い
る
。似
た
話
は
海
津
市
平

田
町
土
倉
に
も
あ
る
。揖
斐
川
堤
防
沿
い
に
あ
る
氏
神
須
賀
神
社
の

定
紋
が
胡
瓜
の
切
り
口
に
酷
似
し
て
い
る
た
め
、土
倉
の
人
々
は
胡

瓜
を
絶
対
口
に
し
な
か
っ
た

107
の
で
あ
る
。同
様
に
、大
垣

市
静
里
町（
徳
光
）の
白
髭

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
牛
頭

天
王
の
模
様
も
胡
瓜
の
切
り

口
に
似
て
い
る
の
で
、昭
和

三
〇（
一
九
五
五
）年
頃
ま
で

栽
培
も
食
べ
も
し
な
か
っ
た

16
。な
お
、「
よ
す
け
と
カ
ッ

パ（
八
一
号
）」110（
瑞
浪
市
釜

戸
町
の
土
岐
川
）で
は
、胡
瓜

を
川
に
投
げ
入
れ
て
魚
を
大

5
．河
童
か
ら
の
お
礼

5‒

1
　
伝
授
さ
れ
た
治
療
法

「
わ
る
さ
」
に
失
敗
し
た
河
童
は
、
た
い
て
い
片
腕
を
切
り
取
ら

れ
た
。
そ
こ
で
河
童
は
、
片
腕
を
返
し
て
も
ら
う
礼
に
、
切
ら
れ

た
腕
を
元
通
り
に
つ
な
ぐ
秘
術
・
秘
法
を
、
さ
ら
に
、
骨
接
ぎ
以

外
に
金
創
（
刀
・
槍
・
鎌
な
ど
で
の
怪
我
）
の
薬
、
軟
膏
な
ど
の

医
薬
の
製
法
を
伝
授
し
て
い
る
。

実
在
の
人
物
が
河
童
に
骨
接
ぎ
の
秘
法
を
習
っ
た
と
伝
わ
る
話

も
あ
る
。

織
豊
時
代
の
鷹
取
秀
次
を
実
質
上
の
始
祖
と
す
る
鷹
取
家
は
金

創
治
療
の
名
門
で
あ
る
。
延
宝
八
（
一
六
六
〇
）
年
項
の
書
物
は
、

「
筑
前
医
師
鷹
取
養
巴
（
一
七
世
紀
後
半
の
人
物
）
が
切
断
さ
れ

た
腕
を
継
ぎ
、
元
の
よ
う
に
治
し
た
」
と
書
い
て
お
り
32
、
こ
の

内
容
が
「
厠
で
奥
方
の
尻
を
撫
で
て
腕
を
切
ら
れ
た
河
童
が
、
腕

を
返
し
て
も
ら
っ
た
礼
に
、
鷹
取
運
松
庵
（
養
巴
は
世
襲
名
）
に

骨
接
ぎ
の
法
を
伝
授
し
た
」
と
セ
ク
ハ
ラ
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
厠
で
女
性
の
尻
を
撫
で
て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、
塩
入
63
に
よ

る
と
、
新
潟
県
か
ら
九
州
福
岡
県
に
至
る
日
本
海
側
に
偏
っ
て
お

よ
そ
一
五
話
あ
り
、
特
に
新
潟
県
に
四
話
、
長
野
県
に
五
話
が
集

中
し
て
い
る
。

天
竜
川
で
の
河
童
の
妙
薬
は
、

川
奉
行
三
代
目
の
中
村
道
民
（
新

六
）
に
伝
え
ら
れ
た
痛
風
の
薬
（
商

品
名
「
加
減
湯
」）で
あ
る
。
近
年
、

昭
和
初
期
ま
で
製
造
・
販
売
さ
れ

て
い
た
「
加
減
湯
」
の
実
物
が
中

村
家
で
見
つ
か
っ
た
。
薬
は
薬
草

成
分
を
浸
み
込
ま
せ
た
キ
ハ
ダ
の

枝
を
切
り
刻
み
、
日
本
酒
で
煎
じ

て
痛
風
の
患
部
に
塗
っ
た
り
飲
ん

だ
り
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
薬
の
製
法
は
門
外
不
出
で
あ
る
80
。

河
童
の
妙
薬
ア
イ
ス
（
阿
伊
寿
）
は
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
潟
県
内
の
妙
薬
ア
イ
ス
33
は
、
無
名
異
（
酸
化
鉄
を

含
有
す
る
赤
土
）・
黄
檗
（
キ
ハ
ダ
の
樹
皮
）・
揚
梅
皮
（
ヤ
マ
モ

モ
の
樹
皮
）
等
で
、こ
れ
を
酢
と
水
を
調
合
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

猫
山
宮
尾
病
院
（
新
潟
市
中
央
区
）
で
は
、
近
年
ま
で
河
童
か

ら
伝
授
さ
れ
た
「
打
ち
身
・
く
じ
き
」
の
良
薬
「
猫
山
あ
い
す
」

の
湿
布
薬
が
処
方
さ
れ
て
お
り
、
深
緑
色
の
粉
末
を
水
や
酢
で
溶

い
て
耳
た
ぶ
ぐ
ら
い
の
硬
さ
に
な
る
ま
で
練
っ
た
後
、
和
紙
に
の
ば

し
て
患
部
に
張
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
打
撲
傷
の
場
合
は
、「
黄
桜

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
よ
る
と
、
は
こ
べ
（
朝
し
ら
げ
）、
草
庭
常
（
草

接
骨
木
）
等
で
造
る
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
1
）「
成
分
が
あ
る
程
度
分
か
る
薬
」

①
悪
さ
を
し
て
取
ら
れ
た
腕
を
返
し
て
も
ら
っ
た
揖
斐
郡
徳
山

村
本
郷
の
河
童
は
、
十
六
サ
サ
ギ
（
サ
サ
ゲ
と
も
言
う
）・
ネ
ム

の
木
の
皮
（
合
歓
皮
）・
鹿
の
角
・
そ
の
他
五
種
類
を
混
ぜ
合
わ

せ
て
黒
焼
き
に
し
て
飲
む
と
病
気
や
怪
我
に
効
く
妙
薬
を
伝
授
し

118
、②
郡
上
市
の
浄
福
寺
（
明
宝
小
川
）
の
住
職
は
秘
伝
の
七
種

の
草
に
い
わ
ゆ
る
百
草
を
加
え
て
炭
状
に
煮
詰
め
、
こ
の
粉
末
に

鹿
の
骨
の
粉
と
河
童
か
ら
貰
っ
た
金
の
玉
（
イ
シ
サ
ン
ゴ
目
の
珊

瑚
）
を
削
っ
た
粉
を
入
れ
て
作
る
ア
イ
ス
と
苦
楝
皮
（
落
葉
高
木

セ
ン
ダ
ン
の
樹
皮
）・
海
人
草
（
海
藻
）・
甘
草
等
を
調
合
す
る
喘

息
湯
と
を
伝
授
さ
れ
た
295
。
な
お
、
郡
上
市
に
は
骨
接
ぎ
秘
薬
も

伝
え
ら
れ
て
お
り
、③
八
幡
町
亀
尾
島
で
は
ア
イ
ス
草
と
巻
貝
の
蜷

を
調
合
し
て
腕
の
接
合
に
用
い
237
、④
大
和
町
神
路
の「
ご
り
ん
淵
」

（
現
在
は
流
れ
が
変
わ
り
淵
が

浅
く
な
っ
た
）
の
河
童
は
蜷
の

身
を
切
れ
た
腕
に
付
け
て
接

合
す
る
術
を
教
え
た
301
。
ま

た
、⑤
飛
騨
市
神
岡
町
の
河
童

は
南
天
の
木
と
み
こ
し
花
（
ゲ

ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
）
や
オ
オ
バ

コ
の
根
を
混
ぜ
て
飲
む
風
邪

薬
（
河
童
丸
）
を
伝
授
し

て
い
る
39
。

（
2
）「
各
種
の
治
療
薬
」

河
童
か
ら
伝
授
さ
れ
た

薬
で
殿
様
や
姫
君
を
治
療

し
た
話
と
し
て
、⑥
河
童
は

懲
ら
し
め
を
許
し
て
く
れ
た

医
者
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

春
日
美
束
）
に
秘
伝
の
薬

を
伝
授
し
、
大
垣
の
殿
様
の
病
気
が
完
治
し
118
、
ま
た
同
様
に
、

⑦
粕
川
の
上
流
部
で
河
童
か
ら
貰
っ
た
本
と
薬
で
医
者
に
な
り
、

近
江
の
殿
様
の
姫
を
治
し
て
い
る
224
。

「
キ
ズ
・
虫
下
し
薬
」
と
し
て
、⑧
竜
宮
に
通
じ
る
鶉
ヶ
池
（
本

巣
市
十
四
条
）
の
年
老
い
た
河
童
は
水
神
様
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
た
が
、
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
た
小
河
童
は
馬
医
者
に
懲
ら
し
め

ら
れ
て
許
さ
れ
、
母
河
童
は
馬
医
者
へ
の
お
礼
に
傷
薬
の
製
法
を

伝
授
し
た
。
ま
た
、
河
童
の
家
族
が
池
か
ら
引
っ
越
す
時
も
「
虫

下
し
」
の
妙
薬
を
伝
授
さ
れ
、
こ
の
薬
は
明
治
時
代
に
官
許
虫
下

し
の
免
許
も
あ
っ
た
69
。

高
山
市
内
に
は
火
傷
の
薬
が
伝
わ
っ
て
い
る
。⑨
馬
を
宮
川
（
高

山
市
国
府
町
）
に
引
き
づ
り
込
も
う
と
し
た
河
童
が
許
さ
れ
た
お

礼
に
「
が
お
ろ
薬
（
火
傷
の
薬
）」
の
製
法
を
教
え
59
、⑩
高
山
市

荘
川
町
古
川
の
井
口
家
に
は
、
河
童
が
伝
授
し
た
火
傷
の
薬
が
あ

る
252
。

高
山
市
に
は
馬
の
肝
な
ど
を
盗
ろ
う
と
し
て
逆
に
馬
に
引
っ
張

ら
れ
て
来
た
河
童
が
許
さ
れ
た
礼
と
し
て
、⑪
国
府
町
宮
地
で
は
、

「
す
ば
こ
」（
手
首
の
痛
む
病
）
の
薬
を
伝
授
さ
れ
59
、⑫
丹
生
川

町
瓜
田
で
は
、
歯
痛
の
妙
薬
を
教
え
た
92
。
さ
ら
に
、⑬
同
じ
瓜

田
の
倉
屋
家
で
は
、
河
童
か
ら
針
と
「
バ
ヒ
フ
」（
ジ
フ
テ
リ
ア
）

に
罹
っ
た
人
の
喉
を
撫
ぜ
る
と
治
る
蛇
の
鱗
一
枚
が
入
っ
た
袋
を

貰
っ
て
い
る
104
。
ま
た
、⑭
荘
川
町
赤
谷
の
権
四
朗
家
伝
と
し
て
、

河
童
が
お
礼
に
デ
キ
モ
ノ
の
薬
を
伝
授
し
て
お
り
、
大
正
ま
で
注

文
が
あ
っ
た
252
。

骨
接
ぎ
薬
は
、⑮
一
宮
市
浅
井
町
の
接
骨
医
は
河
童
相
伝
の
秘

薬
を
持
ち
、
難
し
い
患
者
が
来
た
時
に
は
そ
の
家
の
池
を
一
巡
す

る
と
河
童
が
出
て
き
て
処
方
を
伝
授
し
た
29
。⑯
本
巣
市
山
口
の

豊
先
淵
で
は
、
鎌
（
河
童
は
金
物
を
嫌
う
）
を
取
り
除
い
た
馬
医

者
の
谷
村
家
が
馬
の
治
療
法
を
伝
授
さ
れ
51
、⑰
同
じ
豊
先
淵
で

河
童
の
住
ま
い
の
入
り
口
に
引
っ
か
か
っ
た
馬
鍬
を
取
り
除
い
た
小

森
家
が
、
梅
毒
薬
の
製
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
51
。

下
流
域
で
は
、⑱
羽
島
郡
笠
松
町
の
池
（
笠
松
駅
の
東
北
で
、

埋
立
ら
れ
た
）
の
主
の
祟
り
（
見
る
と
寝
付
く
、
糸
や
網
を
取
ら

れ
る
）
が
あ
り
、
主
は
河
童
か
ス
ッ
ポ
ン
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
主

に
餅
を
供
え
る
と
歯
痛
が
止
ま
る
、
と
伝
わ
っ
た
223
。

5‒

2
　
魚
で
お
礼
　

魚
の
名
前
は
、岩
魚
や
ヤ
マ
メ
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、多
く
は
単
に「
魚
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

木
曽
川
で
は
、①
恵
那
峡（
中
津
川
市
付
知
町
大
起
）で
合
流
す

る
右
支
川
付
知
川
の
あ
し
げ
淵
で
は
、客
の
数
だ
け
ヤ
マ
メ
を
籠
に

入
れ
て
い
た
が
、籠
を
掛
け
る
鍵
を
鹿
の
角
に
替
え
た
ら
魚
が
届

か
な
く
な
り
81
、②
揖
斐
川
の
旧
徳
山
村
櫨
原
で
は
瓢
箪
を
貰
っ

た
礼
51
に
、③
娘
に
化
け
た
揖

斐
川
町
徳
山
の
河
童
は
悪
戯

を
し
な
い
証
文
と
共
に
魚
を

届
け
262
、④
揖
斐
峡
の
揖
斐

川
町
乙
原
で
は
川
木（
流
木
）

に
化
け
て
い
た
河
童
が
魚
を

届
け
54
、⑤
揖
斐
川
左
支
川

の
根
尾
川
の
根
尾
板
所
で
は
、

猿
に
化
け
て
撃
た
れ
た
河
童

を
弔
う
火
を
仲
間
の
河
童
が

貰
っ
た
礼
に
、魚
を
届
け
る
と

共
に
洪
水
災
害
に
遭
わ
な
い

と
予
言
し
て
い
る
270
。

河
童
は
金
物
が
嫌
い
な
の

で
、⑥
揖
斐
川
町
岡
島
の「
山

西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
橋

側
の
淵
）に
棲
む
河
童
は
沈
ん

で
い
る
馬
鍬
を
若
者
に
取
っ
て

も
ら
っ
た
礼
に
悪
さ
を
し
な
い

と
誓
い
、魚
を
届
け
て
い
る

11
。
な
お
、
後
に
述
べ
る

「
5‒

4
水
害
伝
説
」に
⑤
と

類
似
の
話
が
③
に
、⑥
と
同
じ

所
の
他
の
河
童
が
①
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、長
良
川
流
域
内
で
は
魚
で
の
お
礼
は
一
話
も
無
く
、飛
騨

市
で
は
、⑦
飛
騨
市
神
岡
町
伏
方
で
は
捕
ま
っ
た
子
河
童
の
親
が

礼
に
魚
を
届
け
51
、⑧
古
川
町
で
は
魚
を
入
れ
て
く
る
桶
を
大
き

く
し
た
ら
来
な
く
な
り
109
、ま
た
⑨
同
じ
く
古
川
町
で
礼
に
ア
ジ

カ（
竹
・
藁
や
葦
等
で
編
ん
だ
籠
・
ざ
る
の
類
）に
魚
を
持
っ
て
き
た

109
。⑩
河
合
町
中
沢
上
で
は
秘
伝
を
伝
え
る
代
わ
り
に
魚
を
毎
日

木
の
枝
に
魚
を
ぶ
ら
下
げ
に
来
た
が
、木
の
枝
を
金
物
に
し
た
ら

魚
が
来
な
く
な
り
51
、⑪
河
合
町
保
の
庄
次
郎
淵（（
梨
ヶ
瀬
地

区
。現
在
は
下
小
島
ダ
ム
に
沈
む
）で
庄
次
郎
の
馬
を
引
こ
う
と
し

て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、許
さ
れ

て
礼
に
魚
を
運
ん
だ
が
、鉤
を

金
属
に
し
た
ら
来
な
く
な
っ

た
102
。

高
山
市
で
は
、⑫
高
山
市

国
府
町
今
の「
蔵
が
渕
」で

は
、神
岡
町
伏
方
で
の
桶
の
代

わ
り
に
魚
を
入
れ
て
来
る
桝

を
大
き
く
し
た
ら
来
な
く
な

り
59
、
⑬
神
岡
町
の「
蛇
の

淵
」（
高
原
川
）の
瓜
を
盗
っ
て

捕
ま
っ
た
河
童
は
、⑩
の
河
合

町
と
同
様
、秘
伝
を
教
え
る
代
わ
り
に
毎
日
魚
を
運
ん
で
い
る
51
。

⑭
上
宝
町
本
郷
の
鳴
滝
で
は
馬
に
取
り
付
い
て
許
さ
れ
た
礼
に

「
し
ょ
う
け（
ザ
ル
）」に
岩
魚
を
入
れ
て
毎
日
届
け
14
、⑮
清
見
町

池
本
で
は
馬
を
川
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
河
童
が
来
客
の
度
に

ヤ
マ
メ
を
届
け
51
、⑯
荘
川
町
猿
丸
の
滝
ヶ
淵（
荘
川
中
学
側
）に

棲
ん
で
い
た
河
童
は
、馬
を
川
に
引
き
入
れ
損
ね
て
許
さ
れ
、河
童

が
魚
を
持
っ
て
き
て
い
た
が
、包
丁
に
驚
い
て
来
な
く
な
っ
た
252
。な

お
、⑰
猿
丸
の
河
童
の
後
日
談
と
し
て
、河
童
が
坊
さ
ん
に
化
け
て

魚
を
届
け
る
家
で
団
子
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
が
、若
者
が
流
し

た
魚
を
捕
る
毒
薬
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
252
。ま
た
、⑱
石
浦
町
飯

山
地
区
の
宮
川
の「
青
ド
ン
渕
」

（「
ど
ん
」は
語
意
を
強
調
す
る
語

で
あ
る
）に
棲
む
親
分
河
童
・
勘

助
は
、馬
に
悪
さ
を
し
な
い
と
証

文
も
書
い
て
ア
ジ
カ（
カ
ゴ
）に

魚
を
入
れ
て
届
け
て
い
た
が
、ア

ジ
カ
の
紐
を
新
し
い
紐
を
取
り

換
え
た
ら
魚
が
届
か
な
く
な
っ

た
7
。

河
童
で
は
な
く
、竜
神
も
礼
を
し
、⑲
旅
人
に
親
切
な
老
夫
婦
の

も
と
へ
双
六
の
淵（
竜
神
淵
。高
山
市
上
宝
町
双
六
）の
竜
神
様
が

娘
に
化
け
機
織
り
の
手
伝
い
に
来
た
が
、帰
っ
て
行
く
化
け
た
竜
神

を
見
た
た
め
、借
り
た
礼
に
く
れ
て
い
た
岩
魚
や
鱒
も
無
く
な
り
、

道
具
を
借
り
に
来
な
く
な
っ
た
。そ
こ
で
、老
夫
婦
は
竜
神
が
消
え

た
双
六
の
淵
は
山
向
こ
う
の
岩
井
戸（
地
名
）の「
へ
そ
穴
」に
繋

が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、老
夫
婦
は「
へ
そ
穴
」へ
供
物

（
野
菜
や
米
が
無
い
の
で
種
籾
）を
供
え
る
と
、竜
神
は
許
し
て
双

六
の
淵
に
籾
殻
だ
け
浮
い
て
来
た
14
。

5‒

3
　
詫
び
証
文
と
椀
貸
し
　

捕
ま
っ
た
河
童
が
詫
び
証
文
を
書
い
て
い
る
。

①
郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
で
は
今
後
津
保
川
に
来
な
い
と
証

文
を
書
き
51
、②
関
市
武
芸
川
町
谷
口
の
宇
多
院
橋
上
の
岩
淵
で

上流から望む「ガワイロ渕」（右岸側の河原の大きな乙姫岩から昔は川に
飛び込んだ、と古老は言った。）

は
水
難
除
け
の
手
形
を
岩
に

彫
っ
て
い
る
。な
お
、掘
っ
た
手
形

は
い
つ
の
間
に
か
消
え
、今
は
水

難
供
養
の
観
音
様
が
祀
ら
れ
て

い
る
126
。③
岐
阜
市
中
鶉
の
了
福

寺
で
は
河
童
に
娘
用
の
綿
帽
子

を
与
え
た
ら
、綿
畑
を
荒
ら
さ
な

い
証
文
を
届
け
た
45
。

ま
た
、証
文
に
は
至
ら
な
い
が

河
童
は「
約
束
」も
し
て
お
り
、④

揖
斐
川
町
の
鎌
曽（
西
平
ダ
ム
下

流
三
〇
〇
m
左
岸
の「
鎌
曽
バ
ス

停
」）の
す
ぐ
上
流
の
勘
七
ブ
チ

に
棲
む
河
童
は
、揖
斐
川
町
の

「
山
西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
山

の
淵
）の
河
童
11
と
同
じ
く
、川

底
の
馬
鍬
を
拾
い
上
げ
て
も
ら
っ

た
礼
に
、今
後
人
間
の
ノ
コ
を
取

ら
な
い
と
庄
屋
に
約
束
を
し
て

い
る
11
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷

汲
長
瀬（
旧
下
長
瀬
）の
人
が
捕

ま
え
た
河
童
が
命
乞
い
し
た
の

で
、元
舟
場
近
く
の
松
が
枯
れ
る
ま
で
、下
長
瀬
の
子
の「
ノ
コ
」を

引
か
な
い
よ
う
に
約
束
さ
せ
て
逃
が
し
た
。明
治
中
頃
ま
で「
松
が

枯
れ
ず
」、子
供
達
は
水
遊
び
を
し
た
260
。⑥
落
合
淵（
岐
阜
市
則

松
）の
捕
ま
っ
た
河
童
は
田
植
え
を
手
伝
い
、約
束
の
印
に
松
を
植

え
て
い
る
51
。な
お
、⑦「
た
ろ
べ
の
滝（
九
号
）」136
で
は
、空
腹
の
河

童
が
た
ろ
べ
の
滝（
揖
斐
川
町
西
横
山
。道
が
荒
れ
て
今
は
行
け
な

い
）の
水
を
干
上
が
ら
せ
な
い
約
束
を
し
て
瓜
を
分
け
て
貰
っ
て
い

る
。河

童
に
よ
る
椀
貸
し
は
、①
若
宮
八
幡
宮
の
森
の
淵（
高
山
市
石

浦
町
八
幡
宮
の
奥
の
淵
）で
は
馬
に
つ
い
て
き
た
河
童
が
許
さ
れ
て

淵
で
椀
を
貸
し
101
、②
郡
上
市

白
鳥
町
中
津
屋
で
は
捕
ま
っ

て
許
さ
れ
た
河
童
が
来
客
時

に
椀
を
貸
し
て
い
る
51
が
、上

記
二
話
と
も
、最
後
の
結
末
は

「
椀
貸
し
伝
説
」と
同
様
で
、

約
束
を
破
っ
た
り
壊
し
た
た

め
、以
後
椀
は
貸
さ
れ
な
く

な
っ
た
。さ
ら
に
、③
白
鳥
町

中
津
屋
の
河
童
は
、馬
を
引
き

込
み
損
ね
た
河
童
が
許
さ
れ

て
以
来
、頼
ま
れ
る
と
農
機
具

を
用
意
し
た
52
。

5‒

4
　
水
害
予
報
　

①
揖
斐
川
町
で
は
岡
島
山
の
淵（
岡
島
橋
上
流
右
岸
側
）で
怪

我
を
し
た
子
河
童
の
手
当
て
を
し
た
ら
、河
童
の
家
族
が
洪
水
発

生
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
47
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合（
下
ヶ

流
）で
も
河
童
が
大
水
の
発
生
を
知
ら
せ
て
い
る
224
。ま
た
、③
本

巣
市
根
尾
西
板
谷（
板
所
か
ら
北
に
約
一・
五
㎞
）で
は
子
河
童
の

供
養
に
火
を
貸
し
た
家
が
そ
れ
以
後
に
害
を
免
れ
て
い
る
270
。

6
．引
き
込
み

引
き
込
み
は
、
人
や
家
畜
の
引
き
込
み
、
蜘
蛛
に
よ
る
引
き
込

み
、
す
っ
ぽ
ん
の
三
つ
で
あ
る
。

6‒

1
　
河
童
が
人
や
家
畜
を
引
き
込
む
　

①
木
曽
郡
木
曽
町
読
書

三
留
野
で
盆
の
一
六
日
に
川

へ
行
く
と
引
き
ず
り
込
ま
れ

266
、②
木
曽
町
福
島
伊
谷
で

は
カ
ワ
ナ
ン
バ
（
河
童
）
に

引
き
込
ま
れ
る
と
伝
わ
っ
て

い
る
266
。③
山
県
市
瀬
見
の

瀬
見
峡
に
架
か
る
瀬
見
橋

（
一
九
二
八
年
以
前
は
木
橋

で
、
初
代
瀬
見
橋
は
江
戸

中
期
）
で
オ
カ
ッ
パ
頭
の
お

化
け
が
橋
か
ら
人
を
突
き

落
し
た
が
、
遭
遇
し
た
村
人
が
和
歌
を
詠
ん
で
か
ら
出
な
く
な
っ

た
124
。④
小
駄
良
の
原
（
郡
上
市
八
幡
町
初
音
）
で
淵
に
引
き
込

ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
助
か
っ
た
21
。

⑤
関
市
板
取
杉
原
で
は
夜

に
浅
瀬
を
渡
っ
て
い
て
川
に
引

き
込
ま
れ
89
、
ま
た
、⑥
板

取
保
木
口
の
神
明
淵
へ
竜
宮

城
の
入
り
口
を
探
し
に
潜
っ
た

若
者
も
引
き
込
ま
れ
て
、
共

に
亡
く
な
っ
て
い
る
89
。⑦
関

市
下
之
保
の
清
兵
衛
は
夢
で
、

淵
（
清
兵
衛
淵
）
に
住
ん
で

い
る
ド
チ
ロ
ン
ベ
が
人
間
の
食

物
を
望
ん
だ
の
で
、
毎
朝
に

ぎ
り
め
し
を
川
岸
の
草
む
ら

の
上
に
置
い
た
。
そ
の
礼
に
、

内
緒
で
魚
が
取
れ
る
場
所
を

教
え
て
く
れ
た
が
、
ド
チ
ロ

ン
ベ
と
の
約
束
を
破
っ
て
人
に

そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
清
兵

衛
は
淵
の
中
へ
誘
わ
れ
て
消

え
て
し
ま
っ
た
126
。⑧
大
松
の

渕
（
関
市
洞
戸
市
場
の
街
道

で
通
行
人
を
引
き
込
む
の
で
、

お
坊
さ
ん
が
犠
牲
者
と
同
数

の
八
八
体
の
仏
像
を
造
り
経

を
挙
げ
た
ら
治
ま
っ
た
283
。

⑨
揖
斐
川
町
久
瀬
（
現
西

津
汲
）
で
は
胡
瓜
を
食
べ
て

泳
ぎ
に
行
く
と
引
き
込
ま
れ

る
と
言
い
238
、⑩
久
瀬
の
キ
ヨ

ジ
ブ
チ
（
小
津
川
沿
い
）
で

は
猿
に
化
け
た
河
童
が
引
き

込
む
と
言
わ
れ
238
、⑪
揖
斐
川

町
東
津
汲
の
小
津
川
橋
辺
り

の
河
原
と
な
っ
た
破
堤
地
に

河
童
に
狙
わ
れ
た
漁
師
が
逃

げ
込
ん
で
助
か
っ
た
54
。
な
お
、⑫
人
で
は
な
く
小
牛
の
「
し
り
こ

だ
ま
（
尻
子
玉
）」
が
揖
斐
川
町
日
坂
の
岩
屋
坂
脇
の
川
の
淵
で

河
童
兄
弟
に
抜
か
れ
て
い
る
54
。

⑬
郡
上
市
の
源
田
で
は
、
杭
に
化
け
た
河
童
が
馬
を
引
き
ず
り

込
み
52
、⑭
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
河
童
と
力
比
べ
を
し
た
釣

り
人
が
負
け
て
川
に
引
き
込
ま
れ
53
、⑮
関
市
小
瀬
で
は
仏
飯
を

食
べ
る
と
河
童
の
災
難
を
除
け
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏

飯
を
食
べ
ず
に
川
へ
行
き
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
71
。

下
流
部
の
愛
西
市
赤
目
町
で
は
⑯
河
童
が
娘
に
化
け
て
い
る
こ

と
を
明
か
さ
な
い
約
束
を
破
っ
た
村
人
は
、
佐
屋
川
で
足
を
逆
さ

に
し
て
死
ん
で
い
た
273
。

6‒

2
　
河
童
が
蜘
蛛
に
化
け
て
木
を
川
に
引
き
込
む
　

蜘
蛛
が
朝
に
巣
を
張
る
と
天
気
が
良
く
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
蜘
蛛
に
は
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

①
ホ
オ
ノ
キ
淵
（
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
）
で
、
蜘
蛛
に
化
け

た
河
童
が
ホ
オ
ノ
キ
（
朴
の
木
）
に
糸
を
巻
き
つ
け
て
木
を
川
に

引
き
ず
り
込
み
252
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合
（
上
ヶ
流
）
で
は
柳

の
木
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
224
。
な
お
、③
揖
斐
川
町
春
日

美
束
で
は
蜘
蛛
に
化
け
て
悪
い
事
ば
か
り
し
て
い
た
河
童
が
許
さ

れ
、
以
後
、
悪
河
童
が
来
た
ら
教
え
る
と
約
束
し
た
28
。

④
揖
斐
川
町
で
は
釣
り
人
の
足
に
つ
い
た
糸
を
付
け
替
え
た
柳
が

278
、
さ
ら
に
⑤
椿
ヶ
渕
（
不
破
郡
垂
井
町
梅
谷
）
で
は
足
に
つ
い

た
糸
を
付
け
替
え
た
椿
の
木
47
が
川
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
。

6‒

3
　
ス
ッ
ポ
ン
に
よ
る
引
き
込
み

下
流
部
に
な
る
と
、河
童
の
姿
は
下
流
部
で
よ
く
見
か
け
る
ス
ッ

ポ
ン
に
替
わ
っ
て
く
る
。

①
海
津
市
海
津
町
で
は
高
須
藩
主
松
平
義
行
の
馬
が
池
に
引

き
ず
り
込
ま
れ
て
ス
ッ
ポ
ン
に
食
べ
ら
れ
221
、②
桑
名
市
で
は
津
島

祭
り
が
近
づ
く
と
、
ド
チ
（
ス
ッ
ポ
ン
）
が
子
供
を
さ
ら
っ
て
津

島
さ
ん
に
人
身
御
供
す
る
55
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。

7
．そ
の
他

そ
の
他
は
、
住
処
、
悪
戯
、
生
き
肝
、
雨
乞
い
の
四
つ
で
あ
る
。

7‒

1
　
住
処

河
童
が
見
つ
か
っ
た
場
所
や
住
処
は
、①
揖
斐
川
町
乙
原
の
「
と

ど
ろ
き
の
滝
」
は
河
童
が
住
ん
で
い
る
と
伝
わ
り
、
村
人
は
滝
に

近
づ
か
な
か
っ
た
54
。②
科
洞
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）
の
科
池
近

く
で
声
を
掛
け
て
来
た
子
供
の
足
跡
に
水
か
き
が
付
い
て
い
た
。

以
来
、
科
池
の
「
の
し
（
主
）」
が
お
る
と
言
わ
れ
た
209
。③
関
市

板
取
の
大
谷
に
棲
む
河
童
と
出
会
い
逃
げ
帰
っ
て
来
た
89
。
ま
た
、

④
大
洪
水
の
時
に
、
板
取
の
は
か
り
岩
の
上
に
河
童
を
見
か
け
た

が
、
あ
る
い
は
川
獺
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
89
。

な
お
、
子
供
の
形
で
は
な
く
ス
ッ
ポ
ン
（
ド
チ
）
の
形
を
し
た

河
童
が
、⑤「
水
神
様
の
淵
」（
可
児
市
下
恵
土
）
か
ら
若
者
に
化

け
て
酒
を
買
い
に
来
た
が
、
跡
を
つ
け
た
男
は
熱
を
出
し
、
化
け

た
ド
チ
は
、
悪
さ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兼
山
城
主
の
家
臣
森

武
蔵
が
ド
チ
を
退
治
し
た
の
で
、
男
の
熱
も
下
が
り
、
そ
の
淵
を

武
蔵
ヶ
淵
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
35
。
な
お
、『
可
児
町
史
通
史
編
』

で
は
怪
物
退
治
と
酒
を
買
い
に
来
る
話
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
。

大
井
ダ
ム
（
中
津
川
市
蛭
川
）
が
出
来
る
以
前
、⑥
池
島
（
ダ

ム
湖
に
沈
ん
だ
奥
渡
渡
船

場
下
流
の
中
州
）
と
呼
ば

れ
る
地
の
大
き
な
池
に
河

童
が
棲
み
、
こ
の
池
は
中

津
川
市
坂
下
の
旗
巻
渕

（
竜
宮
の
姫
の
機
織
り
伝

説
の
淵
）
と
繋
が
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
108
。

高
山
市
荘
川
町
で
は
、

⑦
十
王
堂
の
淵
・
新
淵
に

は
多
く
の
河
童
が
棲
ん
で

い
た
252
。
郡
上
市
明
宝
気

良
の
奥
の
青
木
の
川
で
、⑧

河
童
と
相
撲
を
し
た
人
も
お
り
、
河
童
が
岩
の
上
に
寝
て
い
た

295
。⑨
郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
の
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
（
北

濃
駅
の
西
端
千
田
野
上
が
り
口
横
の
山
側
の
池
）
に
浮
い
た
布
を

拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
与
太
郎
が
池
に
沈
ん
だ
。
池
の
淵
に
は
河

童
が
棲
む
と
恐
れ
ら
れ
た
247
。

な
お
、
泉
鏡
花
の
「
歌
行
燈
」
に
、⑩
桑
名
市
紺
屋
町
辺
り
で

外
堀
の
水
を
打
つ
バ
ア
ン
と
い
う
音
が
聞
こ
え
た
。
こ
れ
を
「
カ

ワ
ウ
ソ
の
釣
瓶
落
と
し
」
と
言
っ
た
と
、
載
っ
て
い
る
55
。

ま
た
、
淵
が
深
淵
や
竜
宮
と
繋
が
っ
て
い
る
話
と
し
て
、⑪
郡

上
市
美
並
町
の
坂
山
の
森
の
淵
に
は
人
を
引
き
込
む
河
童
が
棲
ん

で
お
り
、
淵
に
南
蛮
黍
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
を
流
す
と
勝
原
の
淵

に
浮
か
ん
だ
287
。
一
方
、⑫
関
市
洞
戸
尾
倉
の
「
ガ
ワ
イ
ロ
渕
」
の

乙
女
岩
（
河
童
が
乙
女

に
化
け
て
座
っ
て
い
た
岩
）

に
、
旧
暦
六
月
一
六
日
に

竜
宮
の
乙
姫
が
遊
び
に
来

る
の
で
河
童
が
集
ま
る
か

ら
、川
遊
び
は
し
な
い
283
。

7‒

2
　
悪
戯

①
悪
戯
河
童
は
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
の
号
嶋
岩
の
淵
に
馬
を

取
り
込
も
う
と
し
た
が
、
逆
に
馬
に
淵
か
ら
引
き
出
さ
れ
51
、②

山
県
市
片
原
の
厚
谷
に
架
か
る
橋
か
ら
子
供
に
化
け
た
河
童
に
川

に
落
と
さ
れ
そ
う
に
な
り
124
、③
山
県
市
日
永
で
は
子
ど
も
に
化

け
て
大
人
を
引
き
ず
り
込
み
損
な
い
刀
で
切
ら
れ
て
い
る
51
。

④
揖
斐
川
町
西
津
汲
で
は
川
木
（
流
木
）
に
化
け
54
、⑤
揖
斐

川
町
三
倉
で
は
飛
鳥
川
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
河
童
が
混
じ
っ
て

い
た
54
。⑥
揖
斐
川
町
戸
入
（
旧
徳
山
村
）
で
は
相
撲
を
取
り

84
、⑦
揖
斐
川
町
塚
（
旧
徳
山
村
）
で
は
、
悪
さ
を
す
る
河
童
が

突
然
脇
差
で
切
付
け
ら
れ
た
が
、
脇
差
は
草
鞋
の
紐
を
切
っ
て
穢

れ
て
い
た
の
で
、
河
童
は
切
ら
れ
ず
に
逃
げ
延
び
た
84
。

⑧
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
力
自
慢
の
男
が
大
洞
川
の
悪
戯

河
童
を
退
治
し
53
、⑨
下
呂
市
金
山
町
の
高
橋
で
は
悪
戯
河
童
を

弁
財
天
が
封
じ
込
め
て
い
る
34
。
さ
ら
に
、⑩
安
八
郡
安
八
町
今
ヶ

渕
の
中
須
川
の
河
童
は
草
刈
り
の
手
伝
い
に
来
て
草
を
散
ら
か
し

た
り
4
、⑪
安
八
町
南
今
ヶ
淵
で
は
、
女
の
子
に
化
け
て
遊
び
を

誘
い
に
来
た
河
童
4
も
い
る
。

河
童
に
も
、
悪
さ
を
す
る
も
の
、
仲
良
く
し
た
が
る
も
の
、
何

も
関
わ
り
を
持
た
ず
に
そ
っ
と
し
て
い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
居
た

よ
う
で
あ
る
。

7‒

3
　
生
き
肝

高
山
市
で
は
、①
丹
生
川
町
小
野
の
小
野
橋
下
で
、
乙
姫
の
病

を
治
す
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
猿
を
騙
し
た
が
、
失
敗
し
て
ア

ケ
ビ
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
269
。②
荘
川
町
新
淵
で
は
乙
姫
の
た
め

に
河
童
で
は
な
く
亀
が
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
し
て
失
敗
し

72
、③
荘
川
町
牛
丸
で
は
、
乙
姫
様
へ
は
猿
の
生
き
肝
で
は
な
く

馬
の
生
き
肝
を
取
り
損
ね
た
河
童
が
毎
日
ア
ジ
メ
泥
鰌
を
三
升
ず

つ
持
っ
て
き
た
が
、「
気
を
遣
わ
な
く
て
も
良
い
」
と
言
う
と
、
届

か
な
く
な
っ
た
67
。

④
郡
上
市
明
宝
の
井
尻
洞
で
も
、
乙
姫
の
た
め
に
猿
の
生
き
肝

を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
皿
の
水
が
無
く
な
り
捕
ま
っ
て
い
る
295
。

7‒

4
　
雨
乞
い

中
津
川
市
山
口
の
川
原
田
で
は
、①
悪
戯
河
童
が
行
者
に
よ
っ

て
石
に
さ
れ
、
石
河
童
の
頭
の
水
が
無
く
な
る
と
、
水
を
欲
し
が
っ

て
雨
が
降
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
300
。

8
．お
わ
り
に

『
遠
野
物
語
』
に
よ
っ
て
、
河
童
は
岩
手
県
遠
野
市
が
有
名
で

あ
る
が
、
岐
阜
県
と
木
曽
三
川
流
域
に
も
河
童
伝
説
が
多
数
あ

り
、
今
回
調
査
不
足
で
あ
る
木
曽
川
上
流
域
（
長
野
県
側
）
の

分
を
加
え
る
と
、
河
童
伝
説
は
軽
く
一
〇
〇
話
を
超
え
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
章
で
は
個
々
の
河
童
伝
説
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

各
種
の
河
童
伝
説
を
通
し
て
、
川
へ
の
畏
敬
と
愛
着
を
持
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
こ
の
原
稿
は
、
K
I
S
S
O
九
八
号
「
河
童
伝
説
」（
水

に
ま
つ
わ
る
民
話
か
ら
）
を
修
正
・
加
筆
い
た
し
ま
し
た 

（
福
島

晃
子
記
） 

。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

1
．各
地
に
漂
着
し
た
神
仏

1‒

1
　
木
曽
川

1‒
2
　
長
良
川

1‒
3
　
揖
斐
川

1‒

4
　
K
I
S
S
O
の
流
れ
仏
一二
編

2
．ヤ
ロ
カ
の
大
水
伝
説

2‒

1
　「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」の
洪
水

2‒

2
　「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」で
流
れ
て
き
た
仏
像

2‒

3
　
廃
仏
毀
釈
に
よ
る
仏

3
．川
立
ち
地
蔵
と
三
体
の
橋
杭
笑
地
蔵

3‒

1
　
明
台
寺
の
地
蔵

3‒

2
　
一乗
寺
と
慈
恩
寺
の
地
蔵

3‒

3
　
谷
汲
山
の
地
蔵

contents 第
7
章
　
流
れ
仏
伝
説

長谷寺。楼門の左右に一対の焦げた仁王像が祀られている。

東白川村神土上親田の神明神社

十王橋袂の地蔵さま

（
1
）「
飛
騨
川
筋
」

②
下
呂
市
萩
原
町
尾
崎
の
赤
坂
谷
に
祀
ら
れ
て
い
た
お
地
蔵

（
十
一
面
観
音
）
が
洪
水
で
流
さ
れ
た
が
、
長
い
年
月
後
に
川
原
で

見
つ
か
り
、
盛
大
に
祀
ら
れ
た
。
今
も
山
之
口
街
道
の
道
脇
に
残
っ

て
い
る
97
。③
戦
で
黒
焦
げ
に
な
っ
た
玉
龍
寺
（
下
呂
市
金
山
町
中

切
）
の
仁
王
様
が
、
自
ら
飛
騨
川
を
三
〇
㎞
以
上
も
遡
り
、
小
坂

村
の
長
谷
寺
（
下
呂
市
小
坂
町
小
坂
）
前
の
淵
に
着
き
、
小
太
郎

に
よ
っ
て
寺
に
祀
ら
れ
た
97
。④
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
の
夏
の

洪
水
で
、
下
呂
町
上
小
川
か
ら
地
蔵
が
「
武
儀
郡
の
お
う
り
の
ま

き
」
迄
流
さ
れ
た
。
小
川
と
武
儀
の
両
方
の
村
人
の
夢
枕
に
現
れ
、

地
蔵
は
上
小
川
に
連
れ
戻
さ
れ
、
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
た
。
な
お
、

こ
の
地
蔵
は
加
子
母
小
郷
の
お
地
蔵
様
と
同
じ
作
者
が
同
じ
木
か

ら
造
っ
た
兄
妹
地
蔵
で
あ
る
240
。

飛
騨
川
左
支
川
の
白
川
筋
で
、⑤
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
八

月
に
大
洪
水
が
発
生
し
た
。
そ
の
翌
日
、
岩
（
社
岩
。
通
称
弥
次

郎
岩
）
の
上
に
あ
っ
た
座
像
に
似
た
石
（
高
一
尺
、
幅
五
・
六
寸
）

を
持
ち
帰
り
、
井
戸
神
と
し
て
祀
っ
た
。
数
年
後
夢
枕
で
、
こ
の

石
は
天
照
大
神
で
、
し
か
る
べ
き
地
に
祀
る
よ
う
に
言
わ
れ
、
神

明
神
社
（
加
茂
郡
東
白
川
村
神
土
上
親
田
）
に
合
祀
し
た
274
。

1
．各
地
に
漂
着
し
た
神
仏

　
　
　
1‒

1
　
木
曽
川
　

①
慶
応
三（
一
八
六
七
）

年
の
洪
水
で
十
王
堂
に
祀

ら
れ
て
い
た
地
蔵
が
流
さ

れ
た
が
、七
五
年
後
に
川
下

の
石
の
間
か
ら
見
つ
か
り
、

十
王
橋（
木
曽
郡
上
松
町

上
町
）袂
に
祀
ら
れ
た
202
。

（
2
）「
本
流
筋
」

美
濃
加
茂
市
で
は
、⑥

木
曽
川
の
大
水
が
右
岸
側

の
村
を
襲
う
の
を
憐
れ
ん

だ
地
蔵
が
閉
じ
て
い
た
目

を
見
開
き
、
左
岸
の
可
児

市
土
田
側
を
に
ら
み
、
洪

水
か
ら
美
濃
加
茂
市
深
田

側
が
救
わ
れ
た
。
こ
の「
に

ら
み
地
蔵
」は
芳
春
寺（
深

田
町
）
の
門
前
に
立
っ
て

い
る
288
。⑦
観
音
様
が
夢

枕
に
現
れ
、
木
曽
川
の
松

が
瀬
の
川
底
に
い
る
こ
と

を
告
げ
た
。
川
底
か
ら
見

つ
か
っ
た
観
音
様
（
滝
場

観
音
）
を
祐
泉
寺
（
美
濃

加
茂
市
太
田
本
町
）
の
境

内
に
祀
っ
た
。
一
説
に
は
、

寺
の
下
の
マ
キ
（
渦
が
巻

い
て
い
る
所
）
に
沈
ん
で

光
を
放
っ
て
い
た
と
も
言

う
288
。⑧
観
音
様
を
祀
っ

た
観
音
堂
（
美
濃
加
茂
市

蜂
屋
町
上
蜂
屋
）
が
大
水

で
流
さ
れ
た
が
、
土
の
中

か
ら
輝
く
観
音
様
が
見
つ
か
り
、
お
堂
が
再
建
さ
れ
た
。
そ
の
時

小
豆
御
飯
を
焚
い
て
供
え
た
の
で
、
今
も
お
堂
前
の
小
豆
の
よ
う

な
小
石
の
入
っ
た
岩
は
そ
の
名
残
で
あ
る
288
。⑨
大
池
（
苧
ヶ
瀬
池
。

各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
）
の
底
が
見
え
る
程
減
っ
た
時
、
子
供

の
夢
枕
で
仏
が
池
浚
い
を
す
る
よ
う
に
言
う
。
す
る
と
、
池
の
水

は
戻
り
、
池
の
泥
か
ら
仏
像
（
観
音
菩
薩
）
が
出
て
き
た
222
。

芳春寺の「にらみ地蔵」観音様（滝場観音）

堤
防
が
整
備
さ
れ
る
以
前
、人
々
は
洪
水
の
脅
威
に
お
び
え
、家

族
や
田
畑
を
濁
流
か
ら
守
る
果
て
し
な
い
努
力
が
な
さ
れ
て
来
た
。

こ
こ
で
は
、洪
水
に
よ
っ
て
流
さ
れ
て
来
た
各
地
の
神
仏
を
概
観
し

よ
う
。

漁
し
て
い
た
が
、河
童
に
与
え
る
胡
瓜
の
替
わ
り
に
石
を
投
げ
い
れ
、

河
童
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

河
童
と
胡
瓜
の
関
係
を
、中
村
32
は
、享
保
元（
一
七
一
六
）年
刊

の
書
籍
に
河
童
が「
瓜
・
茄
を
盗
る
」記
述
が
最
初
に
見
ら
れ
る
が

「
胡
瓜
」は
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
、一
七
七
〇
年
代
に
な
っ
て「
胡
瓜

や
甜
瓜
を
盗
み
」と
初
め
て「
胡
瓜
」が
記
さ
れ
て
い
る
、と
述
べ
て
い

る
。さ
ら
に
、河
童
が
胡
瓜
を
好
き
だ
と
明
記
し
た
の
は
享
和
三（
一

八
〇
三
）年
刊
辺
り
の
書
籍
が
古
い
ほ
う
で
あ
ろ
う
、と
結
論
し
て

い
る
。つ
ま
り
、十
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
河
童
は
胡
瓜
が
好
物
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

4
．河
童
伝
説
の
分
布

選
定
し
た
河
童
伝
説
を
、お
礼
、引
き
込
み
、そ
の
他
に
ジ
ャ
ン
ル

分
け
を
行
っ
た
。

2
．河
童
の
由
来
と
姿

河
童
の
由
来
説
は
、渡
来
説
と
人
形
化
生
説
の
二
種
類
が
あ
る

30
。熊

本
県
八
代
市
の
球
磨
川
河
口
の「
河
童
渡
来
の
碑
」に
よ
る
と
、

仁
徳
天
皇
時
代（
三
一
三
〜
三
九
九
）に
中
国
か
ら
九
千
匹
の
河
童

が
揚
子
江（
長
江
）を
下
り
、黄
海
を
経
て
八
代
に
上
陸
し
た
と
あ

る
。人

形
化
生
説
で
よ
く
知
ら
れ
た
藁
人
形
説
は
熊
本
の
天
草
島
伝

承
で
、左
甚
五
郎
が
命
を
吹
き
込
ん
だ
藁
人
形
の
手
伝
い
で
工
事
が

よ
う
や
く
竣
工
し
た
。壊
さ
れ
て
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
藁
は
、「
こ

れ
か
ら
は
何
を
食
え
ば
よ
い
か
」と
甚
五
郎
に
尋
ね
る
と
、「
人
の
尻

で
も
喰
ら
え
」と
答
え
た
。そ
こ
で
、藁
人
形
は
河
童
に
化
け
て
肛
門

に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
尻
子
玉
を
狙
う
と
い
う
。青
森
県
八
戸
市
で

は
甚
五
郎
が
寸
法
を
間
違
え
て
、貫（
柱
と
柱
と
を
横
に
貫
い
て
連

ね
る
材
）を
通
し
た
ま
ま
川
に
捨
て
、こ
の
木
屑
が
河
童
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、河
童
の
腕
は
引
っ
張
ら
れ
た
腕
が
伸
び
、片
方
の
腕
が

縮
む
の
で
あ
る
。

河
童
の
原
型
で
あ
る
水
霊
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
想
像
上
の
動
物

と
地
方
で
の
呼
び
名
を
、大
野
31
の
分
類
か
ら
見
て
お
こ
う
。

（
1
）虬（
蛟
竜
）:
古
代
は「
み
つ
ち
」で
、水
霊
・
水
神
の
意
。水

中
に
棲
み
、蛇
に
似
た
形
を
し
、，角
・
四
肢
を
も
ち
、毒
気
を
吐
い
て

人
を
害
す
る
と
い
う
想
像
上
の
動
物
。青
森
の
メ
ド
チ
・
メ
ド
ツ
、岩

手
の
メ
ッ
ト
ウ
チ
、能
登
・
加
賀
の
ミ
ズ
シ
。

（
2
）水
神
:
佐
渡
の
シ
イ
ジ
ン
、長
野
の
セ
イ
ジ
ン
、新
潟
の
ス
ジ

ン
コ
、鹿
児
島
の
ス
ジ
ン
ド
ン
・
ミ
ズ
シ
ン
・
ミ
ッ
ツ
ド
ン
。

（
3
）水
虎
:
中
国
の
水
虎
は
、三
・
四
歳
の
児
童
の
よ
う
で
脛
が

長
く
、総
身
鱗
甲
に
覆
わ
れ
、普
段
は
水
中
に
潜
り
、虎
の
頭
部
に

似
た
膝
頭
だ
け
を
水
上
に
浮
か
べ
て
い
る
。水
虎
が
日
本
で
は
河
童

の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た
。津
軽
の
シ
ッ
コ
サ
マ・
オ
シ
ッ
コ
サ
マ
。

（
4
）川
の
童
か
ら
:
関
東
・
甲
信
・
東
海
地
方
な
ど
の
カ
ワ
ッ
パ
、

九
州
・
種
子
島
・
屋
久
島
の
ガ
ラ
ッ
パ
、長
野
・
岐
阜
・
愛
知
の
カ
ワ
ラ

ン
ベ
等
多
く
あ
る
。

（
5
）他
に
、（
4
）以
外
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
の
主
な
名
前
だ
け

を
列
挙
す
る
と
、「
川
の
子
」か
ら
生
じ
た
島
根
・
兵
庫
・
鳥
取
・
大
分

の
カ
ワ
コ
等
、「
川
の
小
坊
主
・
小
僧
・
小
法
師
」か
ら
生
じ
た
静
岡
・

長
野
・
三
重
野
の
カ
ワ（
ラ
）コ
ゾ
ウ
、三
重
の
カ
ワ
コ
ボ
シ
ヤ
・
カ
ン

コ
ロ
ボ
シ
等
、さ
ら
に「
川
の
太
郎
」か
ら
生
じ
た
和
歌
山
・
近
江
・
九

州
の
カ
ワ
タ
ロ
ウ
、岐
阜
の
カ
ワ
ヤ
ロ
ウ
等
が
あ
る
。

ま
た
、実
在
動
物
で
分
類
す
る
と
、（
1
）「
亀
・
ス
ッ
ポ
ン
」か
ら
、

岐
阜
の
ド
チ
・
ド
チ
ガ
メ
・
ド
チ
ロ
ベ
、（
2
）「
川
獺
」か
ら
、佐
渡
・
愛

媛
の
カ
ワ
エ
ソ
、島
根
・
広
島
の
カ
ワ
ソ
、（
3
）猿
か
ら
、静
岡
の
カ
ワ

ザ
ル
、広
島
の
フ
チ
ザ
ル
、（
4
）鳥
か
ら
、日
向
の
ヒ
ョ
ー
ス
ベ
等
で

あ
る
。

つ
ま
り
、水

霊
の
イ
メ
ー
ジ

は
、蛇
・
亀
・
川

獺
・
人
（
少

童
）・
猿
・
鳥
と

ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、一
定
の

形
を
な
さ
な
か
っ
た
。

石
川
74
は
、水
霊
の
形
状
は

徐
々
に
幼
児
の
形
に
収
斂
し

て
、小
童
の
形
を
し
た
も
の
の
呼

び
名
カ
ワ
ッ
パ
・
カ
ワ
ラ
ン
ベ
等

か
ら
、河
童
に
転
じ
た
と
考
え
、

さ
ら
に
、河
童
が
だ
ん
だ
ん
通

用
語
に
な
る
に
つ
れ
、そ
の
形
状

も
統
一
化
さ
れ
、上
述
し
た「
水

虎
」の
形
状
を
取
る
よ
う
に
な
っ

た
、と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、石
上
117
は
水
霊
が
河
童
に
収
斂
し
た
原
因
と
し
て
、安

定
し
た
江
戸
時
代
の
楽
し
み
と
し
て
、文
人
・
画
家
に
よ
る「
怪
談

会
」の
催
し
や
絵
巻
作
成
の
隆
盛
が
一
役
買
っ
た
と
考
え
て
い
る
。さ

ら
に
現
在
、河
童
の
イ
メ
ー
ジ
は
清
水
昆
や
小
島
功
ら
の
漫
画
に

よ
っ
て
可
愛
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

3
．河
童
と
胡
瓜

河
童
は
祇
園
の
お
使
い
で
あ
り
、河
童
の
好
物
は
胡
瓜
だ
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。ま
ず
は
、京
の
祇
園
社（
八
坂
神
社
）と
胡
瓜

に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

祇
園
の
社
紋
は
胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ

は
間
違
い
で
あ
る
。織
田
信
長
が
天
正
年
間（
一
五
七
三
〜
九
一
）に
、

京
都
･
感
神
院（
現
八
坂
神
社
）に
寄
進
し
た
御
輿
の
紋
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る
祗
園
の
神
紋
は「
木
瓜
紋
」で
あ
り
、胡
瓜
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、こ
の「
木
瓜
」は「
き
う

り
」と
も
読
め
る
か
ら
、「
木

瓜
」が「
胡
瓜
」に
変
じ
た
の
で

あ
る
30
。

博
多
人
は
、祗
園
の
神
紋

が
、胡
瓜
の
切
り
口
に
似
て
畏

れ
多
い
と
、祭
り
期
間
中
、胡

瓜
を
口
に
せ
ず
、サ
ラ
ダ
に

入
っ
て
い
て
も
つ
ま
み
出
す
、と
言
わ
れ
て
い
る
。似
た
話
は
海
津
市
平

田
町
土
倉
に
も
あ
る
。揖
斐
川
堤
防
沿
い
に
あ
る
氏
神
須
賀
神
社
の

定
紋
が
胡
瓜
の
切
り
口
に
酷
似
し
て
い
る
た
め
、土
倉
の
人
々
は
胡

瓜
を
絶
対
口
に
し
な
か
っ
た

107
の
で
あ
る
。同
様
に
、大
垣

市
静
里
町（
徳
光
）の
白
髭

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
牛
頭

天
王
の
模
様
も
胡
瓜
の
切
り

口
に
似
て
い
る
の
で
、昭
和

三
〇（
一
九
五
五
）年
頃
ま
で

栽
培
も
食
べ
も
し
な
か
っ
た

16
。な
お
、「
よ
す
け
と
カ
ッ

パ（
八
一
号
）」110（
瑞
浪
市
釜

戸
町
の
土
岐
川
）で
は
、胡
瓜

を
川
に
投
げ
入
れ
て
魚
を
大

5
．河
童
か
ら
の
お
礼

5‒

1
　
伝
授
さ
れ
た
治
療
法

「
わ
る
さ
」
に
失
敗
し
た
河
童
は
、
た
い
て
い
片
腕
を
切
り
取
ら

れ
た
。
そ
こ
で
河
童
は
、
片
腕
を
返
し
て
も
ら
う
礼
に
、
切
ら
れ

た
腕
を
元
通
り
に
つ
な
ぐ
秘
術
・
秘
法
を
、
さ
ら
に
、
骨
接
ぎ
以

外
に
金
創
（
刀
・
槍
・
鎌
な
ど
で
の
怪
我
）
の
薬
、
軟
膏
な
ど
の

医
薬
の
製
法
を
伝
授
し
て
い
る
。

実
在
の
人
物
が
河
童
に
骨
接
ぎ
の
秘
法
を
習
っ
た
と
伝
わ
る
話

も
あ
る
。

織
豊
時
代
の
鷹
取
秀
次
を
実
質
上
の
始
祖
と
す
る
鷹
取
家
は
金

創
治
療
の
名
門
で
あ
る
。
延
宝
八
（
一
六
六
〇
）
年
項
の
書
物
は
、

「
筑
前
医
師
鷹
取
養
巴
（
一
七
世
紀
後
半
の
人
物
）
が
切
断
さ
れ

た
腕
を
継
ぎ
、
元
の
よ
う
に
治
し
た
」
と
書
い
て
お
り
32
、
こ
の

内
容
が
「
厠
で
奥
方
の
尻
を
撫
で
て
腕
を
切
ら
れ
た
河
童
が
、
腕

を
返
し
て
も
ら
っ
た
礼
に
、
鷹
取
運
松
庵
（
養
巴
は
世
襲
名
）
に

骨
接
ぎ
の
法
を
伝
授
し
た
」
と
セ
ク
ハ
ラ
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
厠
で
女
性
の
尻
を
撫
で
て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、
塩
入
63
に
よ

る
と
、
新
潟
県
か
ら
九
州
福
岡
県
に
至
る
日
本
海
側
に
偏
っ
て
お

よ
そ
一
五
話
あ
り
、
特
に
新
潟
県
に
四
話
、
長
野
県
に
五
話
が
集

中
し
て
い
る
。

天
竜
川
で
の
河
童
の
妙
薬
は
、

川
奉
行
三
代
目
の
中
村
道
民
（
新

六
）
に
伝
え
ら
れ
た
痛
風
の
薬
（
商

品
名
「
加
減
湯
」）で
あ
る
。
近
年
、

昭
和
初
期
ま
で
製
造
・
販
売
さ
れ

て
い
た
「
加
減
湯
」
の
実
物
が
中

村
家
で
見
つ
か
っ
た
。
薬
は
薬
草

成
分
を
浸
み
込
ま
せ
た
キ
ハ
ダ
の

枝
を
切
り
刻
み
、
日
本
酒
で
煎
じ

て
痛
風
の
患
部
に
塗
っ
た
り
飲
ん

だ
り
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
薬
の
製
法
は
門
外
不
出
で
あ
る
80
。

河
童
の
妙
薬
ア
イ
ス
（
阿
伊
寿
）
は
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
新
潟
県
内
の
妙
薬
ア
イ
ス
33
は
、
無
名
異
（
酸
化
鉄
を

含
有
す
る
赤
土
）・
黄
檗
（
キ
ハ
ダ
の
樹
皮
）・
揚
梅
皮
（
ヤ
マ
モ

モ
の
樹
皮
）
等
で
、こ
れ
を
酢
と
水
を
調
合
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

猫
山
宮
尾
病
院
（
新
潟
市
中
央
区
）
で
は
、
近
年
ま
で
河
童
か

ら
伝
授
さ
れ
た
「
打
ち
身
・
く
じ
き
」
の
良
薬
「
猫
山
あ
い
す
」

の
湿
布
薬
が
処
方
さ
れ
て
お
り
、
深
緑
色
の
粉
末
を
水
や
酢
で
溶

い
て
耳
た
ぶ
ぐ
ら
い
の
硬
さ
に
な
る
ま
で
練
っ
た
後
、
和
紙
に
の
ば

し
て
患
部
に
張
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
打
撲
傷
の
場
合
は
、「
黄
桜

ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
よ
る
と
、
は
こ
べ
（
朝
し
ら
げ
）、
草
庭
常
（
草

接
骨
木
）
等
で
造
る
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
1
）「
成
分
が
あ
る
程
度
分
か
る
薬
」

①
悪
さ
を
し
て
取
ら
れ
た
腕
を
返
し
て
も
ら
っ
た
揖
斐
郡
徳
山

村
本
郷
の
河
童
は
、
十
六
サ
サ
ギ
（
サ
サ
ゲ
と
も
言
う
）・
ネ
ム

の
木
の
皮
（
合
歓
皮
）・
鹿
の
角
・
そ
の
他
五
種
類
を
混
ぜ
合
わ

せ
て
黒
焼
き
に
し
て
飲
む
と
病
気
や
怪
我
に
効
く
妙
薬
を
伝
授
し

118
、②
郡
上
市
の
浄
福
寺
（
明
宝
小
川
）
の
住
職
は
秘
伝
の
七
種

の
草
に
い
わ
ゆ
る
百
草
を
加
え
て
炭
状
に
煮
詰
め
、
こ
の
粉
末
に

鹿
の
骨
の
粉
と
河
童
か
ら
貰
っ
た
金
の
玉
（
イ
シ
サ
ン
ゴ
目
の
珊

瑚
）
を
削
っ
た
粉
を
入
れ
て
作
る
ア
イ
ス
と
苦
楝
皮
（
落
葉
高
木

セ
ン
ダ
ン
の
樹
皮
）・
海
人
草
（
海
藻
）・
甘
草
等
を
調
合
す
る
喘

息
湯
と
を
伝
授
さ
れ
た
295
。
な
お
、
郡
上
市
に
は
骨
接
ぎ
秘
薬
も

伝
え
ら
れ
て
お
り
、③
八
幡
町
亀
尾
島
で
は
ア
イ
ス
草
と
巻
貝
の
蜷

を
調
合
し
て
腕
の
接
合
に
用
い
237
、④
大
和
町
神
路
の「
ご
り
ん
淵
」

（
現
在
は
流
れ
が
変
わ
り
淵
が

浅
く
な
っ
た
）
の
河
童
は
蜷
の

身
を
切
れ
た
腕
に
付
け
て
接

合
す
る
術
を
教
え
た
301
。
ま

た
、⑤
飛
騨
市
神
岡
町
の
河
童

は
南
天
の
木
と
み
こ
し
花
（
ゲ

ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
）
や
オ
オ
バ

コ
の
根
を
混
ぜ
て
飲
む
風
邪

薬
（
河
童
丸
）
を
伝
授
し

て
い
る
39
。

（
2
）「
各
種
の
治
療
薬
」

河
童
か
ら
伝
授
さ
れ
た

薬
で
殿
様
や
姫
君
を
治
療

し
た
話
と
し
て
、⑥
河
童
は

懲
ら
し
め
を
許
し
て
く
れ
た

医
者
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

春
日
美
束
）
に
秘
伝
の
薬

を
伝
授
し
、
大
垣
の
殿
様
の
病
気
が
完
治
し
118
、
ま
た
同
様
に
、

⑦
粕
川
の
上
流
部
で
河
童
か
ら
貰
っ
た
本
と
薬
で
医
者
に
な
り
、

近
江
の
殿
様
の
姫
を
治
し
て
い
る
224
。

「
キ
ズ
・
虫
下
し
薬
」
と
し
て
、⑧
竜
宮
に
通
じ
る
鶉
ヶ
池
（
本

巣
市
十
四
条
）
の
年
老
い
た
河
童
は
水
神
様
の
よ
う
に
親
し
ま
れ

て
い
た
が
、
悪
ふ
ざ
け
が
過
ぎ
た
小
河
童
は
馬
医
者
に
懲
ら
し
め

ら
れ
て
許
さ
れ
、
母
河
童
は
馬
医
者
へ
の
お
礼
に
傷
薬
の
製
法
を

伝
授
し
た
。
ま
た
、
河
童
の
家
族
が
池
か
ら
引
っ
越
す
時
も
「
虫

下
し
」
の
妙
薬
を
伝
授
さ
れ
、
こ
の
薬
は
明
治
時
代
に
官
許
虫
下

し
の
免
許
も
あ
っ
た
69
。

高
山
市
内
に
は
火
傷
の
薬
が
伝
わ
っ
て
い
る
。⑨
馬
を
宮
川
（
高

山
市
国
府
町
）
に
引
き
づ
り
込
も
う
と
し
た
河
童
が
許
さ
れ
た
お

礼
に
「
が
お
ろ
薬
（
火
傷
の
薬
）」
の
製
法
を
教
え
59
、⑩
高
山
市

荘
川
町
古
川
の
井
口
家
に
は
、
河
童
が
伝
授
し
た
火
傷
の
薬
が
あ

る
252
。

高
山
市
に
は
馬
の
肝
な
ど
を
盗
ろ
う
と
し
て
逆
に
馬
に
引
っ
張

ら
れ
て
来
た
河
童
が
許
さ
れ
た
礼
と
し
て
、⑪
国
府
町
宮
地
で
は
、

「
す
ば
こ
」（
手
首
の
痛
む
病
）
の
薬
を
伝
授
さ
れ
59
、⑫
丹
生
川

町
瓜
田
で
は
、
歯
痛
の
妙
薬
を
教
え
た
92
。
さ
ら
に
、⑬
同
じ
瓜

田
の
倉
屋
家
で
は
、
河
童
か
ら
針
と
「
バ
ヒ
フ
」（
ジ
フ
テ
リ
ア
）

に
罹
っ
た
人
の
喉
を
撫
ぜ
る
と
治
る
蛇
の
鱗
一
枚
が
入
っ
た
袋
を

貰
っ
て
い
る
104
。
ま
た
、⑭
荘
川
町
赤
谷
の
権
四
朗
家
伝
と
し
て
、

河
童
が
お
礼
に
デ
キ
モ
ノ
の
薬
を
伝
授
し
て
お
り
、
大
正
ま
で
注

文
が
あ
っ
た
252
。

骨
接
ぎ
薬
は
、⑮
一
宮
市
浅
井
町
の
接
骨
医
は
河
童
相
伝
の
秘

薬
を
持
ち
、
難
し
い
患
者
が
来
た
時
に
は
そ
の
家
の
池
を
一
巡
す

る
と
河
童
が
出
て
き
て
処
方
を
伝
授
し
た
29
。⑯
本
巣
市
山
口
の

豊
先
淵
で
は
、
鎌
（
河
童
は
金
物
を
嫌
う
）
を
取
り
除
い
た
馬
医

者
の
谷
村
家
が
馬
の
治
療
法
を
伝
授
さ
れ
51
、⑰
同
じ
豊
先
淵
で

河
童
の
住
ま
い
の
入
り
口
に
引
っ
か
か
っ
た
馬
鍬
を
取
り
除
い
た
小

森
家
が
、
梅
毒
薬
の
製
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
51
。

下
流
域
で
は
、⑱
羽
島
郡
笠
松
町
の
池
（
笠
松
駅
の
東
北
で
、

埋
立
ら
れ
た
）
の
主
の
祟
り
（
見
る
と
寝
付
く
、
糸
や
網
を
取
ら

れ
る
）
が
あ
り
、
主
は
河
童
か
ス
ッ
ポ
ン
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
主

に
餅
を
供
え
る
と
歯
痛
が
止
ま
る
、
と
伝
わ
っ
た
223
。

5‒

2
　
魚
で
お
礼
　

魚
の
名
前
は
、岩
魚
や
ヤ
マ
メ
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る

が
、多
く
は
単
に「
魚
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

木
曽
川
で
は
、①
恵
那
峡（
中
津
川
市
付
知
町
大
起
）で
合
流
す

る
右
支
川
付
知
川
の
あ
し
げ
淵
で
は
、客
の
数
だ
け
ヤ
マ
メ
を
籠
に

入
れ
て
い
た
が
、籠
を
掛
け
る
鍵
を
鹿
の
角
に
替
え
た
ら
魚
が
届

か
な
く
な
り
81
、②
揖
斐
川
の
旧
徳
山
村
櫨
原
で
は
瓢
箪
を
貰
っ

た
礼
51
に
、③
娘
に
化
け
た
揖

斐
川
町
徳
山
の
河
童
は
悪
戯

を
し
な
い
証
文
と
共
に
魚
を

届
け
262
、④
揖
斐
峡
の
揖
斐

川
町
乙
原
で
は
川
木（
流
木
）

に
化
け
て
い
た
河
童
が
魚
を

届
け
54
、⑤
揖
斐
川
左
支
川

の
根
尾
川
の
根
尾
板
所
で
は
、

猿
に
化
け
て
撃
た
れ
た
河
童

を
弔
う
火
を
仲
間
の
河
童
が

貰
っ
た
礼
に
、魚
を
届
け
る
と

共
に
洪
水
災
害
に
遭
わ
な
い

と
予
言
し
て
い
る
270
。

河
童
は
金
物
が
嫌
い
な
の

で
、⑥
揖
斐
川
町
岡
島
の「
山

西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
橋

側
の
淵
）に
棲
む
河
童
は
沈
ん

で
い
る
馬
鍬
を
若
者
に
取
っ
て

も
ら
っ
た
礼
に
悪
さ
を
し
な
い

と
誓
い
、魚
を
届
け
て
い
る

11
。
な
お
、
後
に
述
べ
る

「
5‒

4
水
害
伝
説
」に
⑤
と

類
似
の
話
が
③
に
、⑥
と
同
じ

所
の
他
の
河
童
が
①
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、長
良
川
流
域
内
で
は
魚
で
の
お
礼
は
一
話
も
無
く
、飛
騨

市
で
は
、⑦
飛
騨
市
神
岡
町
伏
方
で
は
捕
ま
っ
た
子
河
童
の
親
が

礼
に
魚
を
届
け
51
、⑧
古
川
町
で
は
魚
を
入
れ
て
く
る
桶
を
大
き

く
し
た
ら
来
な
く
な
り
109
、ま
た
⑨
同
じ
く
古
川
町
で
礼
に
ア
ジ

カ（
竹
・
藁
や
葦
等
で
編
ん
だ
籠
・
ざ
る
の
類
）に
魚
を
持
っ
て
き
た

109
。⑩
河
合
町
中
沢
上
で
は
秘
伝
を
伝
え
る
代
わ
り
に
魚
を
毎
日

木
の
枝
に
魚
を
ぶ
ら
下
げ
に
来
た
が
、木
の
枝
を
金
物
に
し
た
ら

魚
が
来
な
く
な
り
51
、⑪
河
合
町
保
の
庄
次
郎
淵（（
梨
ヶ
瀬
地

区
。現
在
は
下
小
島
ダ
ム
に
沈
む
）で
庄
次
郎
の
馬
を
引
こ
う
と
し

て
捕
ま
っ
た
河
童
は
、許
さ
れ

て
礼
に
魚
を
運
ん
だ
が
、鉤
を

金
属
に
し
た
ら
来
な
く
な
っ

た
102
。

高
山
市
で
は
、⑫
高
山
市

国
府
町
今
の「
蔵
が
渕
」で

は
、神
岡
町
伏
方
で
の
桶
の
代

わ
り
に
魚
を
入
れ
て
来
る
桝

を
大
き
く
し
た
ら
来
な
く
な

り
59
、
⑬
神
岡
町
の「
蛇
の

淵
」（
高
原
川
）の
瓜
を
盗
っ
て

捕
ま
っ
た
河
童
は
、⑩
の
河
合

町
と
同
様
、秘
伝
を
教
え
る
代
わ
り
に
毎
日
魚
を
運
ん
で
い
る
51
。

⑭
上
宝
町
本
郷
の
鳴
滝
で
は
馬
に
取
り
付
い
て
許
さ
れ
た
礼
に

「
し
ょ
う
け（
ザ
ル
）」に
岩
魚
を
入
れ
て
毎
日
届
け
14
、⑮
清
見
町

池
本
で
は
馬
を
川
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
河
童
が
来
客
の
度
に

ヤ
マ
メ
を
届
け
51
、⑯
荘
川
町
猿
丸
の
滝
ヶ
淵（
荘
川
中
学
側
）に

棲
ん
で
い
た
河
童
は
、馬
を
川
に
引
き
入
れ
損
ね
て
許
さ
れ
、河
童

が
魚
を
持
っ
て
き
て
い
た
が
、包
丁
に
驚
い
て
来
な
く
な
っ
た
252
。な

お
、⑰
猿
丸
の
河
童
の
後
日
談
と
し
て
、河
童
が
坊
さ
ん
に
化
け
て

魚
を
届
け
る
家
で
団
子
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
が
、若
者
が
流
し

た
魚
を
捕
る
毒
薬
で
死
ん
で
し

ま
っ
た
252
。ま
た
、⑱
石
浦
町
飯

山
地
区
の
宮
川
の「
青
ド
ン
渕
」

（「
ど
ん
」は
語
意
を
強
調
す
る
語

で
あ
る
）に
棲
む
親
分
河
童
・
勘

助
は
、馬
に
悪
さ
を
し
な
い
と
証

文
も
書
い
て
ア
ジ
カ（
カ
ゴ
）に

魚
を
入
れ
て
届
け
て
い
た
が
、ア

ジ
カ
の
紐
を
新
し
い
紐
を
取
り

換
え
た
ら
魚
が
届
か
な
く
な
っ

た
7
。

河
童
で
は
な
く
、竜
神
も
礼
を
し
、⑲
旅
人
に
親
切
な
老
夫
婦
の

も
と
へ
双
六
の
淵（
竜
神
淵
。高
山
市
上
宝
町
双
六
）の
竜
神
様
が

娘
に
化
け
機
織
り
の
手
伝
い
に
来
た
が
、帰
っ
て
行
く
化
け
た
竜
神

を
見
た
た
め
、借
り
た
礼
に
く
れ
て
い
た
岩
魚
や
鱒
も
無
く
な
り
、

道
具
を
借
り
に
来
な
く
な
っ
た
。そ
こ
で
、老
夫
婦
は
竜
神
が
消
え

た
双
六
の
淵
は
山
向
こ
う
の
岩
井
戸（
地
名
）の「
へ
そ
穴
」に
繋

が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、老
夫
婦
は「
へ
そ
穴
」へ
供
物

（
野
菜
や
米
が
無
い
の
で
種
籾
）を
供
え
る
と
、竜
神
は
許
し
て
双

六
の
淵
に
籾
殻
だ
け
浮
い
て
来
た
14
。

5‒

3
　
詫
び
証
文
と
椀
貸
し
　

捕
ま
っ
た
河
童
が
詫
び
証
文
を
書
い
て
い
る
。

①
郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
で
は
今
後
津
保
川
に
来
な
い
と
証

文
を
書
き
51
、②
関
市
武
芸
川
町
谷
口
の
宇
多
院
橋
上
の
岩
淵
で

は
水
難
除
け
の
手
形
を
岩
に

彫
っ
て
い
る
。な
お
、掘
っ
た
手
形

は
い
つ
の
間
に
か
消
え
、今
は
水

難
供
養
の
観
音
様
が
祀
ら
れ
て

い
る
126
。③
岐
阜
市
中
鶉
の
了
福

寺
で
は
河
童
に
娘
用
の
綿
帽
子

を
与
え
た
ら
、綿
畑
を
荒
ら
さ
な

い
証
文
を
届
け
た
45
。

ま
た
、証
文
に
は
至
ら
な
い
が

河
童
は「
約
束
」も
し
て
お
り
、④

揖
斐
川
町
の
鎌
曽（
西
平
ダ
ム
下

流
三
〇
〇
m
左
岸
の「
鎌
曽
バ
ス

停
」）の
す
ぐ
上
流
の
勘
七
ブ
チ

に
棲
む
河
童
は
、揖
斐
川
町
の

「
山
西
の
そ
こ
な
し
淵
」（
岡
島
山

の
淵
）の
河
童
11
と
同
じ
く
、川

底
の
馬
鍬
を
拾
い
上
げ
て
も
ら
っ

た
礼
に
、今
後
人
間
の
ノ
コ
を
取

ら
な
い
と
庄
屋
に
約
束
を
し
て

い
る
11
。⑤
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷

汲
長
瀬（
旧
下
長
瀬
）の
人
が
捕

ま
え
た
河
童
が
命
乞
い
し
た
の

で
、元
舟
場
近
く
の
松
が
枯
れ
る
ま
で
、下
長
瀬
の
子
の「
ノ
コ
」を

引
か
な
い
よ
う
に
約
束
さ
せ
て
逃
が
し
た
。明
治
中
頃
ま
で「
松
が

枯
れ
ず
」、子
供
達
は
水
遊
び
を
し
た
260
。⑥
落
合
淵（
岐
阜
市
則

松
）の
捕
ま
っ
た
河
童
は
田
植
え
を
手
伝
い
、約
束
の
印
に
松
を
植

え
て
い
る
51
。な
お
、⑦「
た
ろ
べ
の
滝（
九
号
）」136
で
は
、空
腹
の
河

童
が
た
ろ
べ
の
滝（
揖
斐
川
町
西
横
山
。道
が
荒
れ
て
今
は
行
け
な

い
）の
水
を
干
上
が
ら
せ
な
い
約
束
を
し
て
瓜
を
分
け
て
貰
っ
て
い

る
。河

童
に
よ
る
椀
貸
し
は
、①
若
宮
八
幡
宮
の
森
の
淵（
高
山
市
石

浦
町
八
幡
宮
の
奥
の
淵
）で
は
馬
に
つ
い
て
き
た
河
童
が
許
さ
れ
て

淵
で
椀
を
貸
し
101
、②
郡
上
市

白
鳥
町
中
津
屋
で
は
捕
ま
っ

て
許
さ
れ
た
河
童
が
来
客
時

に
椀
を
貸
し
て
い
る
51
が
、上

記
二
話
と
も
、最
後
の
結
末
は

「
椀
貸
し
伝
説
」と
同
様
で
、

約
束
を
破
っ
た
り
壊
し
た
た

め
、以
後
椀
は
貸
さ
れ
な
く

な
っ
た
。さ
ら
に
、③
白
鳥
町

中
津
屋
の
河
童
は
、馬
を
引
き

込
み
損
ね
た
河
童
が
許
さ
れ

て
以
来
、頼
ま
れ
る
と
農
機
具

を
用
意
し
た
52
。

5‒

4
　
水
害
予
報
　

①
揖
斐
川
町
で
は
岡
島
山
の
淵（
岡
島
橋
上
流
右
岸
側
）で
怪

我
を
し
た
子
河
童
の
手
当
て
を
し
た
ら
、河
童
の
家
族
が
洪
水
発

生
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
47
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合（
下
ヶ

流
）で
も
河
童
が
大
水
の
発
生
を
知
ら
せ
て
い
る
224
。ま
た
、③
本

巣
市
根
尾
西
板
谷（
板
所
か
ら
北
に
約
一・
五
㎞
）で
は
子
河
童
の

供
養
に
火
を
貸
し
た
家
が
そ
れ
以
後
に
害
を
免
れ
て
い
る
270
。

6
．引
き
込
み

引
き
込
み
は
、
人
や
家
畜
の
引
き
込
み
、
蜘
蛛
に
よ
る
引
き
込

み
、
す
っ
ぽ
ん
の
三
つ
で
あ
る
。

6‒

1
　
河
童
が
人
や
家
畜
を
引
き
込
む
　

①
木
曽
郡
木
曽
町
読
書

三
留
野
で
盆
の
一
六
日
に
川

へ
行
く
と
引
き
ず
り
込
ま
れ

266
、②
木
曽
町
福
島
伊
谷
で

は
カ
ワ
ナ
ン
バ
（
河
童
）
に

引
き
込
ま
れ
る
と
伝
わ
っ
て

い
る
266
。③
山
県
市
瀬
見
の

瀬
見
峡
に
架
か
る
瀬
見
橋

（
一
九
二
八
年
以
前
は
木
橋

で
、
初
代
瀬
見
橋
は
江
戸

中
期
）
で
オ
カ
ッ
パ
頭
の
お

化
け
が
橋
か
ら
人
を
突
き

落
し
た
が
、
遭
遇
し
た
村
人
が
和
歌
を
詠
ん
で
か
ら
出
な
く
な
っ

た
124
。④
小
駄
良
の
原
（
郡
上
市
八
幡
町
初
音
）
で
淵
に
引
き
込

ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
助
か
っ
た
21
。

⑤
関
市
板
取
杉
原
で
は
夜

に
浅
瀬
を
渡
っ
て
い
て
川
に
引

き
込
ま
れ
89
、
ま
た
、⑥
板

取
保
木
口
の
神
明
淵
へ
竜
宮

城
の
入
り
口
を
探
し
に
潜
っ
た

若
者
も
引
き
込
ま
れ
て
、
共

に
亡
く
な
っ
て
い
る
89
。⑦
関

市
下
之
保
の
清
兵
衛
は
夢
で
、

淵
（
清
兵
衛
淵
）
に
住
ん
で

い
る
ド
チ
ロ
ン
ベ
が
人
間
の
食

物
を
望
ん
だ
の
で
、
毎
朝
に

ぎ
り
め
し
を
川
岸
の
草
む
ら

の
上
に
置
い
た
。
そ
の
礼
に
、

内
緒
で
魚
が
取
れ
る
場
所
を

教
え
て
く
れ
た
が
、
ド
チ
ロ

ン
ベ
と
の
約
束
を
破
っ
て
人
に

そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
清
兵

衛
は
淵
の
中
へ
誘
わ
れ
て
消

え
て
し
ま
っ
た
126
。⑧
大
松
の

渕
（
関
市
洞
戸
市
場
の
街
道

で
通
行
人
を
引
き
込
む
の
で
、

お
坊
さ
ん
が
犠
牲
者
と
同
数

の
八
八
体
の
仏
像
を
造
り
経

を
挙
げ
た
ら
治
ま
っ
た
283
。

⑨
揖
斐
川
町
久
瀬
（
現
西

津
汲
）
で
は
胡
瓜
を
食
べ
て

泳
ぎ
に
行
く
と
引
き
込
ま
れ

る
と
言
い
238
、⑩
久
瀬
の
キ
ヨ

ジ
ブ
チ
（
小
津
川
沿
い
）
で

は
猿
に
化
け
た
河
童
が
引
き

込
む
と
言
わ
れ
238
、⑪
揖
斐
川

町
東
津
汲
の
小
津
川
橋
辺
り

の
河
原
と
な
っ
た
破
堤
地
に

河
童
に
狙
わ
れ
た
漁
師
が
逃

げ
込
ん
で
助
か
っ
た
54
。
な
お
、⑫
人
で
は
な
く
小
牛
の
「
し
り
こ

だ
ま
（
尻
子
玉
）」
が
揖
斐
川
町
日
坂
の
岩
屋
坂
脇
の
川
の
淵
で

河
童
兄
弟
に
抜
か
れ
て
い
る
54
。

⑬
郡
上
市
の
源
田
で
は
、
杭
に
化
け
た
河
童
が
馬
を
引
き
ず
り

込
み
52
、⑭
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
河
童
と
力
比
べ
を
し
た
釣

り
人
が
負
け
て
川
に
引
き
込
ま
れ
53
、⑮
関
市
小
瀬
で
は
仏
飯
を

食
べ
る
と
河
童
の
災
難
を
除
け
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏

飯
を
食
べ
ず
に
川
へ
行
き
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
71
。

下
流
部
の
愛
西
市
赤
目
町
で
は
⑯
河
童
が
娘
に
化
け
て
い
る
こ

と
を
明
か
さ
な
い
約
束
を
破
っ
た
村
人
は
、
佐
屋
川
で
足
を
逆
さ

に
し
て
死
ん
で
い
た
273
。

6‒

2
　
河
童
が
蜘
蛛
に
化
け
て
木
を
川
に
引
き
込
む
　

蜘
蛛
が
朝
に
巣
を
張
る
と
天
気
が
良
く
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
蜘
蛛
に
は
霊
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

①
ホ
オ
ノ
キ
淵
（
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
）
で
、
蜘
蛛
に
化
け

た
河
童
が
ホ
オ
ノ
キ
（
朴
の
木
）
に
糸
を
巻
き
つ
け
て
木
を
川
に

引
き
ず
り
込
み
252
、②
揖
斐
川
町
春
日
六
合
（
上
ヶ
流
）
で
は
柳

の
木
が
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
224
。
な
お
、③
揖
斐
川
町
春
日

美
束
で
は
蜘
蛛
に
化
け
て
悪
い
事
ば
か
り
し
て
い
た
河
童
が
許
さ

れ
、
以
後
、
悪
河
童
が
来
た
ら
教
え
る
と
約
束
し
た
28
。

④
揖
斐
川
町
で
は
釣
り
人
の
足
に
つ
い
た
糸
を
付
け
替
え
た
柳
が

278
、
さ
ら
に
⑤
椿
ヶ
渕
（
不
破
郡
垂
井
町
梅
谷
）
で
は
足
に
つ
い

た
糸
を
付
け
替
え
た
椿
の
木
47
が
川
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
る
。

6‒

3
　
ス
ッ
ポ
ン
に
よ
る
引
き
込
み

下
流
部
に
な
る
と
、河
童
の
姿
は
下
流
部
で
よ
く
見
か
け
る
ス
ッ

ポ
ン
に
替
わ
っ
て
く
る
。

①
海
津
市
海
津
町
で
は
高
須
藩
主
松
平
義
行
の
馬
が
池
に
引

き
ず
り
込
ま
れ
て
ス
ッ
ポ
ン
に
食
べ
ら
れ
221
、②
桑
名
市
で
は
津
島

祭
り
が
近
づ
く
と
、
ド
チ
（
ス
ッ
ポ
ン
）
が
子
供
を
さ
ら
っ
て
津

島
さ
ん
に
人
身
御
供
す
る
55
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。

7
．そ
の
他

そ
の
他
は
、
住
処
、
悪
戯
、
生
き
肝
、
雨
乞
い
の
四
つ
で
あ
る
。

7‒

1
　
住
処

河
童
が
見
つ
か
っ
た
場
所
や
住
処
は
、①
揖
斐
川
町
乙
原
の
「
と

ど
ろ
き
の
滝
」
は
河
童
が
住
ん
で
い
る
と
伝
わ
り
、
村
人
は
滝
に

近
づ
か
な
か
っ
た
54
。②
科
洞
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
）
の
科
池
近

く
で
声
を
掛
け
て
来
た
子
供
の
足
跡
に
水
か
き
が
付
い
て
い
た
。

以
来
、
科
池
の
「
の
し
（
主
）」
が
お
る
と
言
わ
れ
た
209
。③
関
市

板
取
の
大
谷
に
棲
む
河
童
と
出
会
い
逃
げ
帰
っ
て
来
た
89
。
ま
た
、

④
大
洪
水
の
時
に
、
板
取
の
は
か
り
岩
の
上
に
河
童
を
見
か
け
た

が
、
あ
る
い
は
川
獺
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
89
。

な
お
、
子
供
の
形
で
は
な
く
ス
ッ
ポ
ン
（
ド
チ
）
の
形
を
し
た

河
童
が
、⑤「
水
神
様
の
淵
」（
可
児
市
下
恵
土
）
か
ら
若
者
に
化

け
て
酒
を
買
い
に
来
た
が
、
跡
を
つ
け
た
男
は
熱
を
出
し
、
化
け

た
ド
チ
は
、
悪
さ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兼
山
城
主
の
家
臣
森

武
蔵
が
ド
チ
を
退
治
し
た
の
で
、
男
の
熱
も
下
が
り
、
そ
の
淵
を

武
蔵
ヶ
淵
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
35
。
な
お
、『
可
児
町
史
通
史
編
』

で
は
怪
物
退
治
と
酒
を
買
い
に
来
る
話
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
。

大
井
ダ
ム
（
中
津
川
市
蛭
川
）
が
出
来
る
以
前
、⑥
池
島
（
ダ

ム
湖
に
沈
ん
だ
奥
渡
渡
船

場
下
流
の
中
州
）
と
呼
ば

れ
る
地
の
大
き
な
池
に
河

童
が
棲
み
、
こ
の
池
は
中

津
川
市
坂
下
の
旗
巻
渕

（
竜
宮
の
姫
の
機
織
り
伝

説
の
淵
）
と
繋
が
っ
て
い

る
と
言
わ
れ
た
108
。

高
山
市
荘
川
町
で
は
、

⑦
十
王
堂
の
淵
・
新
淵
に

は
多
く
の
河
童
が
棲
ん
で

い
た
252
。
郡
上
市
明
宝
気

良
の
奥
の
青
木
の
川
で
、⑧

河
童
と
相
撲
を
し
た
人
も
お
り
、
河
童
が
岩
の
上
に
寝
て
い
た

295
。⑨
郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
の
今
は
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
（
北

濃
駅
の
西
端
千
田
野
上
が
り
口
横
の
山
側
の
池
）
に
浮
い
た
布
を

拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
与
太
郎
が
池
に
沈
ん
だ
。
池
の
淵
に
は
河

童
が
棲
む
と
恐
れ
ら
れ
た
247
。

な
お
、
泉
鏡
花
の
「
歌
行
燈
」
に
、⑩
桑
名
市
紺
屋
町
辺
り
で

外
堀
の
水
を
打
つ
バ
ア
ン
と
い
う
音
が
聞
こ
え
た
。
こ
れ
を
「
カ

ワ
ウ
ソ
の
釣
瓶
落
と
し
」
と
言
っ
た
と
、
載
っ
て
い
る
55
。

ま
た
、
淵
が
深
淵
や
竜
宮
と
繋
が
っ
て
い
る
話
と
し
て
、⑪
郡

上
市
美
並
町
の
坂
山
の
森
の
淵
に
は
人
を
引
き
込
む
河
童
が
棲
ん

で
お
り
、
淵
に
南
蛮
黍
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
を
流
す
と
勝
原
の
淵

に
浮
か
ん
だ
287
。
一
方
、⑫
関
市
洞
戸
尾
倉
の
「
ガ
ワ
イ
ロ
渕
」
の

乙
女
岩
（
河
童
が
乙
女

に
化
け
て
座
っ
て
い
た
岩
）

に
、
旧
暦
六
月
一
六
日
に

竜
宮
の
乙
姫
が
遊
び
に
来

る
の
で
河
童
が
集
ま
る
か

ら
、川
遊
び
は
し
な
い
283
。

7‒

2
　
悪
戯

①
悪
戯
河
童
は
高
山
市
荘
川
町
猿
丸
の
号
嶋
岩
の
淵
に
馬
を

取
り
込
も
う
と
し
た
が
、
逆
に
馬
に
淵
か
ら
引
き
出
さ
れ
51
、②

山
県
市
片
原
の
厚
谷
に
架
か
る
橋
か
ら
子
供
に
化
け
た
河
童
に
川

に
落
と
さ
れ
そ
う
に
な
り
124
、③
山
県
市
日
永
で
は
子
ど
も
に
化

け
て
大
人
を
引
き
ず
り
込
み
損
な
い
刀
で
切
ら
れ
て
い
る
51
。

④
揖
斐
川
町
西
津
汲
で
は
川
木
（
流
木
）
に
化
け
54
、⑤
揖
斐

川
町
三
倉
で
は
飛
鳥
川
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
河
童
が
混
じ
っ
て

い
た
54
。⑥
揖
斐
川
町
戸
入
（
旧
徳
山
村
）
で
は
相
撲
を
取
り

84
、⑦
揖
斐
川
町
塚
（
旧
徳
山
村
）
で
は
、
悪
さ
を
す
る
河
童
が

突
然
脇
差
で
切
付
け
ら
れ
た
が
、
脇
差
は
草
鞋
の
紐
を
切
っ
て
穢

れ
て
い
た
の
で
、
河
童
は
切
ら
れ
ず
に
逃
げ
延
び
た
84
。

⑧
郡
上
市
八
幡
町
市
島
で
は
力
自
慢
の
男
が
大
洞
川
の
悪
戯

河
童
を
退
治
し
53
、⑨
下
呂
市
金
山
町
の
高
橋
で
は
悪
戯
河
童
を

弁
財
天
が
封
じ
込
め
て
い
る
34
。
さ
ら
に
、⑩
安
八
郡
安
八
町
今
ヶ

渕
の
中
須
川
の
河
童
は
草
刈
り
の
手
伝
い
に
来
て
草
を
散
ら
か
し

た
り
4
、⑪
安
八
町
南
今
ヶ
淵
で
は
、
女
の
子
に
化
け
て
遊
び
を

誘
い
に
来
た
河
童
4
も
い
る
。

河
童
に
も
、
悪
さ
を
す
る
も
の
、
仲
良
く
し
た
が
る
も
の
、
何

も
関
わ
り
を
持
た
ず
に
そ
っ
と
し
て
い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
居
た

よ
う
で
あ
る
。

7‒

3
　
生
き
肝

高
山
市
で
は
、①
丹
生
川
町
小
野
の
小
野
橋
下
で
、
乙
姫
の
病

を
治
す
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
猿
を
騙
し
た
が
、
失
敗
し
て
ア

ケ
ビ
を
投
げ
つ
け
ら
れ
た
269
。②
荘
川
町
新
淵
で
は
乙
姫
の
た
め

に
河
童
で
は
な
く
亀
が
猿
の
生
き
肝
を
取
ろ
う
と
し
て
失
敗
し

72
、③
荘
川
町
牛
丸
で
は
、
乙
姫
様
へ
は
猿
の
生
き
肝
で
は
な
く

馬
の
生
き
肝
を
取
り
損
ね
た
河
童
が
毎
日
ア
ジ
メ
泥
鰌
を
三
升
ず

つ
持
っ
て
き
た
が
、「
気
を
遣
わ
な
く
て
も
良
い
」
と
言
う
と
、
届

か
な
く
な
っ
た
67
。

④
郡
上
市
明
宝
の
井
尻
洞
で
も
、
乙
姫
の
た
め
に
猿
の
生
き
肝

を
取
ろ
う
と
し
た
が
、
皿
の
水
が
無
く
な
り
捕
ま
っ
て
い
る
295
。

7‒

4
　
雨
乞
い

中
津
川
市
山
口
の
川
原
田
で
は
、①
悪
戯
河
童
が
行
者
に
よ
っ

て
石
に
さ
れ
、
石
河
童
の
頭
の
水
が
無
く
な
る
と
、
水
を
欲
し
が
っ

て
雨
が
降
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
300
。

8
．お
わ
り
に

『
遠
野
物
語
』
に
よ
っ
て
、
河
童
は
岩
手
県
遠
野
市
が
有
名
で

あ
る
が
、
岐
阜
県
と
木
曽
三
川
流
域
に
も
河
童
伝
説
が
多
数
あ

り
、
今
回
調
査
不
足
で
あ
る
木
曽
川
上
流
域
（
長
野
県
側
）
の

分
を
加
え
る
と
、
河
童
伝
説
は
軽
く
一
〇
〇
話
を
超
え
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
章
で
は
個
々
の
河
童
伝
説
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

各
種
の
河
童
伝
説
を
通
し
て
、
川
へ
の
畏
敬
と
愛
着
を
持
っ
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
こ
の
原
稿
は
、
K
I
S
S
O
九
八
号
「
河
童
伝
説
」（
水

に
ま
つ
わ
る
民
話
か
ら
）
を
修
正
・
加
筆
い
た
し
ま
し
た 

（
福
島

晃
子
記
） 

。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
7
章
　
流
れ
仏
伝
説

地図データ©2017 Google、ZENRIN     利用規約

（
2
）「
本
川
沿
い
」

天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
八
月
に
発
生
し
た
木
曽
川
の
天
正

洪
水
は
、
古
木
曽
川
河
道
を
現
河
道
に
大
き
く
変
え
た
洪
水
で
あ

り
、
天
正
洪
水
で
流
れ
着
い
た
以
下
の
二
つ
の
神
様
は
、
元
の
村
へ

は
帰
ら
ず
、
漂
着
地
で
祀
ら
れ
て
い
る
。③
天
正
一
四
年
の
洪
水
で
、

羽
島
市
福
寿
町
間
島
か
ら
こ
の
地
に
神
社
が
流
れ
着
い
た
。
元
々

の
地
の
人
々
が
釣
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
動
か
な
く
て
神
明
神
社

（
羽
島
市
江
吉
良
町
）
で
祀
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
121
。
ま
た
、④
同

洪
水
で
、
神
社
が
愛
知
県
稲
沢
市
か
ら
こ
の
地
に
流
れ
着
い
た
。

元
の
地
の
人
々
が
釣
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
動
か
な
く
て
神
明
神

社
（
羽
島
市
堀
津
町
須
賀
中
屋
敷
）
で
祀
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
121
。

羽
島
市
で
は
、⑤
医
師
で
あ
っ
た
不
破
家
（
羽
島
市
不
破
一
色
）

の
者
に
、
仏
様
か
ら
迎
え
を
願
う
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
そ
の

仏
様
（
薬
師
様
）
を
長
良
川
の
河
原
で
相
撲
に
興
じ
て
い
る
子
供

た
ち
の
中
で
見
つ
け
、
薬
師
堂
に
祀
っ
た
。
戦
前
ま
で
は
、
毎
年

旧
暦
の
一
〇
月
一
四
日
に
、
相
撲
大
会
が
行
わ
れ
た
115
。

犀
川
沿
い
で
、⑥
犀
川
の
洪
水
が
引
い
た
後
に
、
川
底
に
沈
ん
で

い
た
地
蔵
に
犀
川
沿
い（
現
在
は
柿
畑
）に
お
堂（
瑞
穂
市
十
八
条
）

を
造
り
、
今
も
地
域
の
人
が
祀
っ
て
い
る
70
。

（
3
）「
右
支
川
武
儀
川
」

⑦
洪
水
の
後
、
川
底
で
お
不
動
さ
ま
を
見
つ
け
て
、
網
を
入
れ

て
引
き
上
げ
（
地
名
「
網
掛
」
の
由
来
）、
道
端
に
祀
っ
た
。
大

日
大
聖
不
動
明
王
（
山
県
市
富
永
）
が
そ
の
時
の
お
不
動
様
と
言

わ
れ
て
い
る
124
。⑧
山
県
市
青
波
の
大
桑
城
の
裏
に
あ
っ
た
集
落

は
、
城
と
共
に
焼
き
討
ち
に
遭
っ
た
。
そ
の
後
川
原
で
子
ど
も
が

石
仏
で
遊
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け

て
神
社
に
安
置
し
た
が
、
浮
き

袋
代
わ
り
に
し
て
い
た
木
仏
像

も
御
堂
を
建
て
て
安
置
し
た
124
。

⑨
河
原
で
子
供
が
流
れ
て
来
た

木
像
を
見
つ
け
た
。
川
上
で
流

れ
た
村
が
な
い
か
探
す
が
分
か

ら
ず
、
祟
り
を
恐
れ
て
一
度
は

川
に
流
す
が
戻
っ
て
来
た
。
子

供
と
遊
ぶ
の
が
好
き
な
仏
像
な

の
で
広
場
に
大
日
堂
（
関
市
武
芸
川
町
小
知
野
）
を
建
て
て
祀
っ

た
126
。
な
お
、
大
日
堂
は
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
一
一
月
の
真

夜
中
の
火
災
で
焼
失
し
、
焼
け
焦
げ
た
仏
像
は
お
堂
に
向
か
っ
て

左
側
に
祀
っ
て
あ
る
。⑩
岐
阜
市
三
輪
の
真
長
寺
の
南
側
を
流
れ
る

武
儀
川
で
、
天
文
三
（
一
五
三
五
）
年
九
月
の
洪
水
（
中
屋
切
れ
）

で
流
さ
れ
て
い
る
約
四
m
の
木
の
仏
像
が
救
い
出
さ
れ
た
。
こ
の
仏

像
は
「
釈
迦
如
来
坐
像
」
と
呼
ば
れ
、
真
長
寺
の
正
面
に
祀
ら
れ

て
い
る
46
。

（
4
）「
伊
自
良
川
の
左
支
川
鳥
羽
川
」

⑪
岐
阜
市
椿
洞
の
上
山
の
子
安
堂
か
ら
流
れ
て
来
た
「
首
の
な

い
子
安
地
蔵
様
」（
夜
泣
き
地
蔵
）
が
橋
の
土
台
の
石
垣
に
使
わ

れ
て
い
た
。
橋
の
下
の
地
蔵
に
気
づ
く
前
か
ら
、
こ
の
橋
に
来
る
と

子
供
の
夜
泣
き
が
止
ん
だ
り
、
川
に
落
ち
た
子
が
助
か
っ
た
り
し

（
3
）「
左
支
川
可
児
川
」

⑩
普
済
寺
（
可
児
市
石
森
）
の
仏
像
は
、
可
児
川
の
洪
水
で
光

な
が
ら
流
れ
て
き
た
流
木
で
造
っ
た
薬
師
如
来
（
高
さ
八
一
㎝
）

で
あ
る
228
。⑪
大
水
の
後
に
川
底
で
光
っ
て
い
た
石
地
蔵
（
神
明
の

弘
法
様
）
を
引
き
上
げ
、
現
在
、
弘
法
堂
（
可
児
市
今
渡
）
に

祀
ら
れ
て
い
る

228
。⑫
可
児
川

岸
の
湯
の
沸
い

て
い
る
場
所

（
可
児
市
塩
）

の
観
音
様
は
、

大
水
で
伊
勢
の

白
子
（
鈴
鹿

（
4
）「
本
川
沿
い
」

⑬
柏
森
神
社
（
丹
羽
郡
扶
桑
町
柏
森
）
の
拝
殿
右
に
祀
ら
れ
て

い
る
津
島
様
は
、
ツ
シ
橋
（
場
所
不

明
だ
が
、
木
曽
川
の
分
派
川
一
の
枝

川
の
分
流
に
架
け
ら
れ
た
橋
）
に
津

島
の
社
祠
が
流
れ
着
い
た
、
あ
る
い

は
ツ
シ
橋
に
も
と
も
と
津
島
様
が
祀

ら
れ
て
い
た
と
の
伝
承
が
あ
る
279
。

⑭
木
曽
川
が
八
叉
に
流
れ
て
い
る
頃

の
洪
水
で
、妙
見
菩
薩
が
法
蓮
寺
（
一

宮
市
木
曽
川
町
黒
田
勘
治
西
）
か

ら
東
の
地
に
流
れ
着
き
、
祀
ら
れ
た

233
。
ご
開
帳
は
年
に
二
回
で
あ
る
。

⑮
毎
年
二
月
一
七
日
に
そ
の
年
の
作
物
の
出
来
栄
え
を
占
う
「
か

ゆ
つ
け
祭
り
」
で
知
ら
れ
る
森
地
区
の
貴
船
神
社
（
羽
島
市
正
木

町
森
）
は
、
昔
は
正
木
町
曲
利
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
毎
年
の
大

洪
水
で
森
地
区
ま
で
流
さ
れ
、
あ
る
年
か
ら
森
の
神
社
と
な
っ
た
115
。

旧
八
開
村
（
現
愛
西
市
）
は
、
明
治
改
修
以
前
は
長
良
川
を

併
呑
し
た
木
曽
川
に
西
側
を
、
廃
川
と
な
っ
た
佐
屋
川
に
東
側
を

挟
ま
れ
た
地
で
あ
り
、
木
曽
川
と
佐
屋
川
の
洪
水
に
よ
っ
て
神
様

や
仏
様
が
多
く
漂
着
し
て
い
る
。

⑯
愛
西
市
二
子
町
新
田
の
地
蔵
さ
ん
は
佐
屋
川
の
大
洪
水
の
際

に
流
れ
着
い
た
と
伝
わ
り
273
、⑰
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
の
木
曽

川
の
洪
水
で
は
、
流
れ
て
き
た
木
彫
り
の
薬
師
（
横
流
れ
し
た
薬

師
）
を
給
父
町
北
部
の
長
念
寺
の
住
職
が
拾
い
祀
っ
た
273
。

⑱
愛
西
市
鵜
多
須
の
「
ム
ク
リ
宮
」
は
下
神
明
と
も
言
わ
れ
て

お
り
、
貞
亨
三
（
一
六
八
六
）

年
佐
屋
川
の
出
水
時
に
流
れ
て

き
た
神
霊
を
祀
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
273
。
ま
た
、⑲
愛
西
市

川
北
町
の
川
北
神
社
は
、
慶
安

年
間
（
一
六
四
八
〜
五
一
）
の

洪
水
で
佐
屋
川
用
水
の
東
堤
防

上
で
恵
比
須
ヶ
森
か
ら
北
東
に

位
置
す
る
中
島
郡
祖
父
江
町
中

普済寺

神明の弘法様（錦江閣）

柏森神社の津島様

法蓮寺の妙見堂に祀られている妙見菩薩

正木町の貴船神社長念寺

1‒

2
　
長
良
川
　

天
正
一
四（
一
五
八
六
）年
の
洪
水
以
前
、長
良
川
は
墨
俣
付
近

で
木
曽
川
に
合
流
し
て
い
た
た
め
か
、木
曽
三
川
の
中
で
は
一
番
に

流
れ
仏
が
少
な
い
。

（
1
）「
飛
騨
市
の
宮
川
と
高
原
川
」

①
久
安
年
間
（
一
一
四
五
〜
五
〇
）
に
宮
川
の
淵
（
掛
の
淵
）
に

光
る
物
が
あ
り
、
村
人
（
飛
騨
市
河
合
町
角
川
）
に
「
淵
に
沈
ん

で
い
る
私
を
救
っ
て
欲
し
い
」
と
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
網
に
金

色
の
仏
像
と
半
鐘
や
乙
姫
の
髪
等
が
入
っ
た
小
箱
が
掛
っ
た
。
仏

像
は
村
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
い
つ
し
か
忘
れ
ら
れ
夢
の
お
告
げ
に

よ
り
越
中
の
寺
に
移
り
、
半
鐘
も
、
日
光
の
ど
こ
か
へ
移
っ
た
102
。

②
高
原
川
の
淵
で
網
に
掛
っ
た
菩

薩
様
は
、
飛
騨
の
代
官
の
奥
様
が

大
原
騒
動
（
一
七
七
一
〜
八
八
）

に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
袖
を

引
い
て
高
山
へ
の
旅
立
ち
を
止
め

た
。
こ
の
「
袖
引
き
地
蔵
」
は
正

眼
寺
（
飛
騨
市
神
岡
町
西
漆
山
）

の
お
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
39
。
こ

の
地
蔵
様
は
三
〇
年
に
一
回
の
御

開
帳
で
あ
る
。

・●は、本川沿いよりも飛騨川沿いに多い。
・●は、上流域では本川沿いよりも支川に多い。
なお、飛騨市の宮川と高原川も同じ記号を
使用。

・●は、見事に川沿いに分布している。
・●は、大桑村須原（88号）以外、木曽川と
長良川の中流域に集中。

　

●
●
●
●
■

木曽川1-1
長良川 1-2
揖斐川 1-3
ヤロカの大水2-2
橋杭笑地蔵3.

分　類 記号

牧
へ
流
さ
れ
、
中
牧
で
祀
ら
れ
て
い
た
伝
承
が
あ
る
273
。

日
光
川
で
は
、⑳
愛
西
市
勝
幡
町
大
御
堂
に
昔
あ
っ
た
観
音
堂
は

洪
水
で
流
さ
れ
、
仏
像
は
蟹
江
に
漂
着
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
243
。

庄
内
川
で
は
、㉑
大
洪
水
時
に
、
鎮
座
し
た
薬
師
如
来
は
流
出

し
不
明
に
な
っ
た
が
、
円
盛
寺
（
名
古
屋
市
中
川
区
前
田
西
町
：

旧
富
田
村
前
田
）
側
に
池
が
出
来
、
あ
る
主
が
棲
む
よ
う
に
な
り
、

池
の
水
は
決
し
て
枯
れ
な
い
1
。

河
口
部
で
は
、㉒
堤
が
切
れ
て
出
来
た
澪
で
釣
り
を
し
て
い
る
と

不
思
議
な
音
が
聞
こ
え
た
。
潜
る
と
平
鍬
の
先
が
あ
っ
た
。
持
ち

帰
り
、
大
宝
神
社
（
海
部
郡
飛
島
村
大
宝
）
境
内
に
御
鍬
社
と

し
て
祀
ら
れ
た
263
。

た
。
昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
洪
水
で
橋
も
ろ
共
流
失
し
た
が
、

五
〇
ｍ
程
下
流
で
見
つ
か
り
、
橋
（
戸
石
川
に
架
か
る
団
地
と
つ

な
ぐ
小
橋
）
の
下
に
祀
り
直
さ
れ
た
46
。

長
良
川
の
右
支
川
伊
自
良
川
で
、⑫
貴
船
神
社
（
岐
阜
市
木
田
）

の
社
と
ご
本
尊
が
洪
水
で
流
さ
れ
た
。
氏
子
総
代
の
夢
枕
に
ご
本
尊

が
現
れ
、竹
薮
か
ら
石
の
ご
本
尊
を
掘
り
出
し
、祀
り
な
お
さ
れ
た
46
。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

（
2
）「
本
川
沿
い
」

天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
八
月
に
発
生
し
た
木
曽
川
の
天
正

洪
水
は
、
古
木
曽
川
河
道
を
現
河
道
に
大
き
く
変
え
た
洪
水
で
あ

り
、
天
正
洪
水
で
流
れ
着
い
た
以
下
の
二
つ
の
神
様
は
、
元
の
村
へ

は
帰
ら
ず
、
漂
着
地
で
祀
ら
れ
て
い
る
。③
天
正
一
四
年
の
洪
水
で
、

羽
島
市
福
寿
町
間
島
か
ら
こ
の
地
に
神
社
が
流
れ
着
い
た
。
元
々

の
地
の
人
々
が
釣
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
動
か
な
く
て
神
明
神
社

（
羽
島
市
江
吉
良
町
）
で
祀
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
121
。
ま
た
、④
同

洪
水
で
、
神
社
が
愛
知
県
稲
沢
市
か
ら
こ
の
地
に
流
れ
着
い
た
。

元
の
地
の
人
々
が
釣
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
動
か
な
く
て
神
明
神

社
（
羽
島
市
堀
津
町
須
賀
中
屋
敷
）
で
祀
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
121
。

羽
島
市
で
は
、⑤
医
師
で
あ
っ
た
不
破
家
（
羽
島
市
不
破
一
色
）

の
者
に
、
仏
様
か
ら
迎
え
を
願
う
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
そ
の

仏
様
（
薬
師
様
）
を
長
良
川
の
河
原
で
相
撲
に
興
じ
て
い
る
子
供

た
ち
の
中
で
見
つ
け
、
薬
師
堂
に
祀
っ
た
。
戦
前
ま
で
は
、
毎
年

旧
暦
の
一
〇
月
一
四
日
に
、
相
撲
大
会
が
行
わ
れ
た
115
。

犀
川
沿
い
で
、⑥
犀
川
の
洪
水
が
引
い
た
後
に
、
川
底
に
沈
ん
で

い
た
地
蔵
に
犀
川
沿
い（
現
在
は
柿
畑
）に
お
堂（
瑞
穂
市
十
八
条
）

を
造
り
、
今
も
地
域
の
人
が
祀
っ
て
い
る
70
。

（
3
）「
右
支
川
武
儀
川
」

⑦
洪
水
の
後
、
川
底
で
お
不
動
さ
ま
を
見
つ
け
て
、
網
を
入
れ

て
引
き
上
げ
（
地
名
「
網
掛
」
の
由
来
）、
道
端
に
祀
っ
た
。
大

日
大
聖
不
動
明
王
（
山
県
市
富
永
）
が
そ
の
時
の
お
不
動
様
と
言

わ
れ
て
い
る
124
。⑧
山
県
市
青
波
の
大
桑
城
の
裏
に
あ
っ
た
集
落

は
、
城
と
共
に
焼
き
討
ち
に
遭
っ
た
。
そ
の
後
川
原
で
子
ど
も
が

石
仏
で
遊
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け

て
神
社
に
安
置
し
た
が
、
浮
き

袋
代
わ
り
に
し
て
い
た
木
仏
像

も
御
堂
を
建
て
て
安
置
し
た
124
。

⑨
河
原
で
子
供
が
流
れ
て
来
た

木
像
を
見
つ
け
た
。
川
上
で
流

れ
た
村
が
な
い
か
探
す
が
分
か

ら
ず
、
祟
り
を
恐
れ
て
一
度
は

川
に
流
す
が
戻
っ
て
来
た
。
子

供
と
遊
ぶ
の
が
好
き
な
仏
像
な

の
で
広
場
に
大
日
堂
（
関
市
武
芸
川
町
小
知
野
）
を
建
て
て
祀
っ

た
126
。
な
お
、
大
日
堂
は
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
一
一
月
の
真

夜
中
の
火
災
で
焼
失
し
、
焼
け
焦
げ
た
仏
像
は
お
堂
に
向
か
っ
て

左
側
に
祀
っ
て
あ
る
。⑩
岐
阜
市
三
輪
の
真
長
寺
の
南
側
を
流
れ
る

武
儀
川
で
、
天
文
三
（
一
五
三
五
）
年
九
月
の
洪
水
（
中
屋
切
れ
）

で
流
さ
れ
て
い
る
約
四
m
の
木
の
仏
像
が
救
い
出
さ
れ
た
。
こ
の
仏

像
は
「
釈
迦
如
来
坐
像
」
と
呼
ば
れ
、
真
長
寺
の
正
面
に
祀
ら
れ

て
い
る
46
。

（
4
）「
伊
自
良
川
の
左
支
川
鳥
羽
川
」

⑪
岐
阜
市
椿
洞
の
上
山
の
子
安
堂
か
ら
流
れ
て
来
た
「
首
の
な

い
子
安
地
蔵
様
」（
夜
泣
き
地
蔵
）
が
橋
の
土
台
の
石
垣
に
使
わ

れ
て
い
た
。
橋
の
下
の
地
蔵
に
気
づ
く
前
か
ら
、
こ
の
橋
に
来
る
と

子
供
の
夜
泣
き
が
止
ん
だ
り
、
川
に
落
ち
た
子
が
助
か
っ
た
り
し

（
4
）「
本
川
沿
い
」

⑬
柏
森
神
社
（
丹
羽
郡
扶
桑
町
柏
森
）
の
拝
殿
右
に
祀
ら
れ
て

い
る
津
島
様
は
、
ツ
シ
橋
（
場
所
不

明
だ
が
、
木
曽
川
の
分
派
川
一
の
枝

川
の
分
流
に
架
け
ら
れ
た
橋
）
に
津

島
の
社
祠
が
流
れ
着
い
た
、
あ
る
い

は
ツ
シ
橋
に
も
と
も
と
津
島
様
が
祀

ら
れ
て
い
た
と
の
伝
承
が
あ
る
279
。

⑭
木
曽
川
が
八
叉
に
流
れ
て
い
る
頃

の
洪
水
で
、妙
見
菩
薩
が
法
蓮
寺
（
一

宮
市
木
曽
川
町
黒
田
勘
治
西
）
か

ら
東
の
地
に
流
れ
着
き
、
祀
ら
れ
た

233
。
ご
開
帳
は
年
に
二
回
で
あ
る
。

⑮
毎
年
二
月
一
七
日
に
そ
の
年
の
作
物
の
出
来
栄
え
を
占
う
「
か

ゆ
つ
け
祭
り
」
で
知
ら
れ
る
森
地
区
の
貴
船
神
社
（
羽
島
市
正
木

町
森
）
は
、
昔
は
正
木
町
曲
利
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
毎
年
の
大

洪
水
で
森
地
区
ま
で
流
さ
れ
、
あ
る
年
か
ら
森
の
神
社
と
な
っ
た
115
。

旧
八
開
村
（
現
愛
西
市
）
は
、
明
治
改
修
以
前
は
長
良
川
を

併
呑
し
た
木
曽
川
に
西
側
を
、
廃
川
と
な
っ
た
佐
屋
川
に
東
側
を

挟
ま
れ
た
地
で
あ
り
、
木
曽
川
と
佐
屋
川
の
洪
水
に
よ
っ
て
神
様

や
仏
様
が
多
く
漂
着
し
て
い
る
。

⑯
愛
西
市
二
子
町
新
田
の
地
蔵
さ
ん
は
佐
屋
川
の
大
洪
水
の
際

に
流
れ
着
い
た
と
伝
わ
り
273
、⑰
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
の
木
曽

川
の
洪
水
で
は
、
流
れ
て
き
た
木
彫
り
の
薬
師
（
横
流
れ
し
た
薬

師
）
を
給
父
町
北
部
の
長
念
寺
の
住
職
が
拾
い
祀
っ
た
273
。

⑱
愛
西
市
鵜
多
須
の
「
ム
ク
リ
宮
」
は
下
神
明
と
も
言
わ
れ
て

お
り
、
貞
亨
三
（
一
六
八
六
）

年
佐
屋
川
の
出
水
時
に
流
れ
て

き
た
神
霊
を
祀
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
273
。
ま
た
、⑲
愛
西
市

川
北
町
の
川
北
神
社
は
、
慶
安

年
間
（
一
六
四
八
〜
五
一
）
の

洪
水
で
佐
屋
川
用
水
の
東
堤
防

上
で
恵
比
須
ヶ
森
か
ら
北
東
に

位
置
す
る
中
島
郡
祖
父
江
町
中

1‒

2
　
長
良
川
　

天
正
一
四（
一
五
八
六
）年
の
洪
水
以
前
、長
良
川
は
墨
俣
付
近

で
木
曽
川
に
合
流
し
て
い
た
た
め
か
、木
曽
三
川
の
中
で
は
一
番
に

流
れ
仏
が
少
な
い
。

（
1
）「
飛
騨
市
の
宮
川
と
高
原
川
」

①
久
安
年
間
（
一
一
四
五
〜
五
〇
）
に
宮
川
の
淵
（
掛
の
淵
）
に

光
る
物
が
あ
り
、
村
人
（
飛
騨
市
河
合
町
角
川
）
に
「
淵
に
沈
ん

で
い
る
私
を
救
っ
て
欲
し
い
」
と
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
網
に
金

色
の
仏
像
と
半
鐘
や
乙
姫
の
髪
等
が
入
っ
た
小
箱
が
掛
っ
た
。
仏

像
は
村
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
い
つ
し
か
忘
れ
ら
れ
夢
の
お
告
げ
に

よ
り
越
中
の
寺
に
移
り
、
半
鐘
も
、
日
光
の
ど
こ
か
へ
移
っ
た
102
。

②
高
原
川
の
淵
で
網
に
掛
っ
た
菩

薩
様
は
、
飛
騨
の
代
官
の
奥
様
が

大
原
騒
動
（
一
七
七
一
〜
八
八
）

に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
袖
を

引
い
て
高
山
へ
の
旅
立
ち
を
止
め

た
。
こ
の
「
袖
引
き
地
蔵
」
は
正

眼
寺
（
飛
騨
市
神
岡
町
西
漆
山
）

の
お
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
39
。
こ

の
地
蔵
様
は
三
〇
年
に
一
回
の
御

開
帳
で
あ
る
。

現在は無住の正眼寺

掘津町の神明社

柿畑の中の流れ地蔵

富永の大日大聖不動明王

関市武芸川町の大日堂

真長寺の「釈迦如来坐像」

牧
へ
流
さ
れ
、
中
牧
で
祀
ら
れ
て
い
た
伝
承
が
あ
る
273
。

日
光
川
で
は
、⑳
愛
西
市
勝
幡
町
大
御
堂
に
昔
あ
っ
た
観
音
堂
は

洪
水
で
流
さ
れ
、
仏
像
は
蟹
江
に
漂
着
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
243
。

庄
内
川
で
は
、㉑
大
洪
水
時
に
、
鎮
座
し
た
薬
師
如
来
は
流
出

し
不
明
に
な
っ
た
が
、
円
盛
寺
（
名
古
屋
市
中
川
区
前
田
西
町
：

旧
富
田
村
前
田
）
側
に
池
が
出
来
、
あ
る
主
が
棲
む
よ
う
に
な
り
、

池
の
水
は
決
し
て
枯
れ
な
い
1
。

河
口
部
で
は
、㉒
堤
が
切
れ
て
出
来
た
澪
で
釣
り
を
し
て
い
る
と

不
思
議
な
音
が
聞
こ
え
た
。
潜
る
と
平
鍬
の
先
が
あ
っ
た
。
持
ち

帰
り
、
大
宝
神
社
（
海
部
郡
飛
島
村
大
宝
）
境
内
に
御
鍬
社
と

し
て
祀
ら
れ
た
263
。

た
。
昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
洪
水
で
橋
も
ろ
共
流
失
し
た
が
、

五
〇
ｍ
程
下
流
で
見
つ
か
り
、
橋
（
戸
石
川
に
架
か
る
団
地
と
つ

な
ぐ
小
橋
）
の
下
に
祀
り
直
さ
れ
た
46
。

長
良
川
の
右
支
川
伊
自
良
川
で
、⑫
貴
船
神
社
（
岐
阜
市
木
田
）

の
社
と
ご
本
尊
が
洪
水
で
流
さ
れ
た
。
氏
子
総
代
の
夢
枕
に
ご
本
尊

が
現
れ
、竹
薮
か
ら
石
の
ご
本
尊
を
掘
り
出
し
、祀
り
な
お
さ
れ
た
46
。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
7
章
　
流
れ
仏
伝
説

（
2
）「
本
川
沿
い
」

天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
八
月
に
発
生
し
た
木
曽
川
の
天
正

洪
水
は
、
古
木
曽
川
河
道
を
現
河
道
に
大
き
く
変
え
た
洪
水
で
あ

り
、
天
正
洪
水
で
流
れ
着
い
た
以
下
の
二
つ
の
神
様
は
、
元
の
村
へ

は
帰
ら
ず
、
漂
着
地
で
祀
ら
れ
て
い
る
。③
天
正
一
四
年
の
洪
水
で
、

羽
島
市
福
寿
町
間
島
か
ら
こ
の
地
に
神
社
が
流
れ
着
い
た
。
元
々

の
地
の
人
々
が
釣
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
動
か
な
く
て
神
明
神
社

（
羽
島
市
江
吉
良
町
）
で
祀
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
121
。
ま
た
、④
同

洪
水
で
、
神
社
が
愛
知
県
稲
沢
市
か
ら
こ
の
地
に
流
れ
着
い
た
。

元
の
地
の
人
々
が
釣
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
動
か
な
く
て
神
明
神

社
（
羽
島
市
堀
津
町
須
賀
中
屋
敷
）
で
祀
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
121
。

羽
島
市
で
は
、⑤
医
師
で
あ
っ
た
不
破
家
（
羽
島
市
不
破
一
色
）

の
者
に
、
仏
様
か
ら
迎
え
を
願
う
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
そ
の

仏
様
（
薬
師
様
）
を
長
良
川
の
河
原
で
相
撲
に
興
じ
て
い
る
子
供

た
ち
の
中
で
見
つ
け
、
薬
師
堂
に
祀
っ
た
。
戦
前
ま
で
は
、
毎
年

旧
暦
の
一
〇
月
一
四
日
に
、
相
撲
大
会
が
行
わ
れ
た
115
。

犀
川
沿
い
で
、⑥
犀
川
の
洪
水
が
引
い
た
後
に
、
川
底
に
沈
ん
で

い
た
地
蔵
に
犀
川
沿
い（
現
在
は
柿
畑
）に
お
堂（
瑞
穂
市
十
八
条
）

を
造
り
、
今
も
地
域
の
人
が
祀
っ
て
い
る
70
。

（
3
）「
右
支
川
武
儀
川
」

⑦
洪
水
の
後
、
川
底
で
お
不
動
さ
ま
を
見
つ
け
て
、
網
を
入
れ

て
引
き
上
げ
（
地
名
「
網
掛
」
の
由
来
）、
道
端
に
祀
っ
た
。
大

日
大
聖
不
動
明
王
（
山
県
市
富
永
）
が
そ
の
時
の
お
不
動
様
と
言

わ
れ
て
い
る
124
。⑧
山
県
市
青
波
の
大
桑
城
の
裏
に
あ
っ
た
集
落

は
、
城
と
共
に
焼
き
討
ち
に
遭
っ
た
。
そ
の
後
川
原
で
子
ど
も
が

石
仏
で
遊
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け

て
神
社
に
安
置
し
た
が
、
浮
き

袋
代
わ
り
に
し
て
い
た
木
仏
像

も
御
堂
を
建
て
て
安
置
し
た
124
。

⑨
河
原
で
子
供
が
流
れ
て
来
た

木
像
を
見
つ
け
た
。
川
上
で
流

れ
た
村
が
な
い
か
探
す
が
分
か

ら
ず
、
祟
り
を
恐
れ
て
一
度
は

川
に
流
す
が
戻
っ
て
来
た
。
子

供
と
遊
ぶ
の
が
好
き
な
仏
像
な

の
で
広
場
に
大
日
堂
（
関
市
武
芸
川
町
小
知
野
）
を
建
て
て
祀
っ

た
126
。
な
お
、
大
日
堂
は
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
一
一
月
の
真

夜
中
の
火
災
で
焼
失
し
、
焼
け
焦
げ
た
仏
像
は
お
堂
に
向
か
っ
て

左
側
に
祀
っ
て
あ
る
。⑩
岐
阜
市
三
輪
の
真
長
寺
の
南
側
を
流
れ
る

武
儀
川
で
、
天
文
三
（
一
五
三
五
）
年
九
月
の
洪
水
（
中
屋
切
れ
）

で
流
さ
れ
て
い
る
約
四
m
の
木
の
仏
像
が
救
い
出
さ
れ
た
。
こ
の
仏

像
は
「
釈
迦
如
来
坐
像
」
と
呼
ば
れ
、
真
長
寺
の
正
面
に
祀
ら
れ

て
い
る
46
。

（
4
）「
伊
自
良
川
の
左
支
川
鳥
羽
川
」

⑪
岐
阜
市
椿
洞
の
上
山
の
子
安
堂
か
ら
流
れ
て
来
た
「
首
の
な

い
子
安
地
蔵
様
」（
夜
泣
き
地
蔵
）
が
橋
の
土
台
の
石
垣
に
使
わ

れ
て
い
た
。
橋
の
下
の
地
蔵
に
気
づ
く
前
か
ら
、
こ
の
橋
に
来
る
と

子
供
の
夜
泣
き
が
止
ん
だ
り
、
川
に
落
ち
た
子
が
助
か
っ
た
り
し

1‒

2
　
長
良
川
　

天
正
一
四（
一
五
八
六
）年
の
洪
水
以
前
、長
良
川
は
墨
俣
付
近

で
木
曽
川
に
合
流
し
て
い
た
た
め
か
、木
曽
三
川
の
中
で
は
一
番
に

流
れ
仏
が
少
な
い
。

（
1
）「
飛
騨
市
の
宮
川
と
高
原
川
」

①
久
安
年
間
（
一
一
四
五
〜
五
〇
）
に
宮
川
の
淵
（
掛
の
淵
）
に

光
る
物
が
あ
り
、
村
人
（
飛
騨
市
河
合
町
角
川
）
に
「
淵
に
沈
ん

で
い
る
私
を
救
っ
て
欲
し
い
」
と
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
網
に
金

色
の
仏
像
と
半
鐘
や
乙
姫
の
髪
等
が
入
っ
た
小
箱
が
掛
っ
た
。
仏

像
は
村
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
い
つ
し
か
忘
れ
ら
れ
夢
の
お
告
げ
に

よ
り
越
中
の
寺
に
移
り
、
半
鐘
も
、
日
光
の
ど
こ
か
へ
移
っ
た
102
。

②
高
原
川
の
淵
で
網
に
掛
っ
た
菩

薩
様
は
、
飛
騨
の
代
官
の
奥
様
が

大
原
騒
動
（
一
七
七
一
〜
八
八
）

に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
袖
を

引
い
て
高
山
へ
の
旅
立
ち
を
止
め

た
。
こ
の
「
袖
引
き
地
蔵
」
は
正

眼
寺
（
飛
騨
市
神
岡
町
西
漆
山
）

の
お
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
39
。
こ

の
地
蔵
様
は
三
〇
年
に
一
回
の
御

開
帳
で
あ
る
。

橋の下に祀られた
「首の無い子安地蔵」

岐阜市木田の貴船神社

1‒

3
　
揖
斐
川

　
　
　

（
1
）「
右
支
川
の
坂
内
川
」

①
七
軒
よ
り
数
が
増
え
る
と
火
事
が
発
生
し
て
軒
数
の
増
え
る

事
の
無
い
村
（
今
は
無
い
）
で
、
神
様
が
村
を
守
っ
て
く
れ
な
い

と
川
に
流
し
た
。
そ
の
神
様
は
坂
本
の
岩
（
神
ヶ
岩
）
ま
で
流
れ

着
い
た
の
で
、
坂
本
の
五
社
神
社
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
坂
本
）

に
祀
ら
れ
た
60
。

（
2
）「
本
流
筋
」

②
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲
樒
平
で
古
老
が
流
木
の
中
か
ら
見

つ
け
た
仏
像
を
井
戸
の
横
に
祀
っ
た
（
他
の
井
戸
は
枯
れ
て
も
こ
の

「
ハ
マ
の
井
戸
」
は
枯
れ
な
い
）。
そ
の
後
、
村
の
氏
神
さ
ま
（
津

島
神
社
）
に
移
し
て
安
置
し
54
、③
揖
斐
川
の
川
底
で
首
か
ら
上

の
無
い
お
地
蔵
さ
ま
を
見
つ
け
、
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
岡
島
の
渡

船
場
に
祀
っ
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
首
か
ら
上
も
立
派
に
な
り
祀

ら
れ
て
い
る
11
。

（
3
）「
右
支
川
粕
川
と
左
支
川
根
尾
川
」

④
長
者
平
（
揖
斐
川
町
春
日
美
束
）
の
神
様
が
揖
斐
郡
揖
斐

川
町
黒
田
の
河
原
に
埋
ま
っ
た
。
黒
田
の
人
々
は
木
彫
り
の
ご
神

体
を
掘
り
出
し
て
黒
田
の
お
宮
に
祀
っ
た
12
。

揖
斐
郡
大
野
町
は
西
を
揖
斐
川
に
、
東
を
根
尾
川
に
挟
ま
れ
て

お
り
、
多
く
の
仏
が
流
れ
着
い
て
い
る
。⑤
根
尾
川
の
川
原
（
揖
斐

郡
大
野
町
稲
富
、
旧
三
田
畑
）
で
石
の
お
地
蔵
を
見
つ
け
て
、
堤

防
の
上
に
お
堂
を
建
て
た
。
こ
の
地
蔵
は
子
供
の
よ
だ
れ
に
効
い

た
の
で
「
よ
だ
れ
止
め
地
蔵
」、
ま
た
雨
も
降
ら
し
て
く
れ
る
の
で

「
水
く
れ
地
蔵
」
と
も
呼
ば
れ
た
18
。⑥
大
野
町
本
庄
の
尼
寺
（
智

量
院
）
の
薬
師
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
大
き
さ
約
七
㎝
前
後
の
薬
師

如
来
は
、
本
庄
の
超
安
寺
付
近
の
水
田
で
約
四
〇
〇
年
前
に
見
つ

か
っ
た
も
の
で
あ
る
131
。
ま
た
、⑦
大
野
町
に
は
二
つ
の
白
山
権
現

が
享
禄
三 （
一
五
三
〇
）
年
の
藪
川
（
現
根
尾
川
）
洪
水
で
流
れ

着
い
て
お
り
217
、
一
つ
は
稲
富
更
地
の
「
姫
宮
神
社
」
に
祀
ら
れ
、

下座倉の神明神社

大野町下磯の八幡神社に合祀された白山神社

姫宮神社

智量院

他
の
一
体
は
、⑧
白
山
権
現
様 （
通
称
「
権
現
さ
ん
」）
が
昭
和
二

七
（
一
九
五
二
）
年
に
八
幡
神
社
（
揖
斐
郡
大
野
町
下
磯
）
に
合

祀
さ
れ
て
い
る
131
。⑨
本
巣
市
政
田
の
お
堂
の
地
蔵
は
天
保
一
四

（
一
八
四
三
）
年
の
洪
水
で
流
さ
れ
、明
治
の
用
水
路
改
修
工
事
（
政

田
川
）
の
時
に
掘
り
出
さ
れ
た
。
和
尚
の
夢
枕
に
立
ち
、
探
し
て

く
れ
た
ら
夜
泣
き
や
病
気
を
救
う
と
言
っ
た
69
。
さ
ら
に
、⑩
根

尾
川
が
揖
斐
川
に
合
流
す
る
下
座
倉
圦
口
の
神
明
神
社
の
境
内
社

の
八
幡
神
社
は
、
大
水
で
社
殿
が
下
流
の
村
に
漂
着
し
た
が
、
元

の
場
所
に
帰
り
た
い
と
の
お
告
げ
で
戻
っ
て
き
た
217
。

（
4
）「
本
川
筋
」

西
を
揖
斐
川
に
東
を
長
良
川
に
挟
ま
れ
た
岐
阜
県
安
八
郡
は
、

神
様
や
仏
様
、
さ
ら
に
釣
鐘
も

流
さ
れ
て
き
て
い
る
。

⑪
揖
斐
川
左
岸
側
に
位
置
す

る
安
八
町
牧
の
伊
富
神
社
は
四

社
が
合
祀
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内

の
一
社
は
現
瑞
穂
市
か
ら
流
れ
着

い
て
い
る
4
。
ま
た
、⑫
安
八
町

の
牧
小
学
校
（
安
八
郡
安
八
町
）

玄
関
脇
に
祀
ら
れ
て
い
る
金
毘
羅

さ
ん
は
、
小
学
校
の
西
を
流
れ
る

揖
斐
川
上
流
か
ら
現
小
学
校
近

く
の
淵
に
流
れ
着
い
た
。
川
上
の

村
か
ら
探
し
に
来
て
戻
っ
た
が
、

夢
枕
で
牧
に
戻
し
て
欲
し
い
と
言

わ
れ
、
牧
に
祀
ら
れ
た
4
。

⑬
洪
水
で
寺
の
地
蔵
さ
ま
と

金
の
ち
ゃ
ぼ
が
流
さ
れ
、大
池（
昭

和
七
年
埋
立
）
が
出
来
た
。
あ

る
時
、池
で
網
に
地
蔵
が
掛
か
り
、

祀
り
直
さ
れ
た
。
地
蔵
（
安
八

牧小学校玄関側の金毘羅さん 伊富神社

郡
安
八
町
善
光
）
は
病
が
治
る

不
思
議
な
力
が
あ
っ
た
4
。⑭
安

八
郡
神
戸
町
横
井
の
地
蔵
堂
の

地
蔵
さ
ん
は
、
享
禄
三
（
一
五
三

〇
）
年
の
洪
水
で
、
横
井
地
区

の
北
側
の
池
田
村
か
ら
横
井
地

区
に
流
さ
れ
、
現
在
の
お
堂
は
昭

和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
に
再

建
さ
れ
た
119
。

さ
ら
に
流
れ
て
き
た
釣
鐘
も
あ

る
。⑮
今
か
ら
二
七
〇
年
以
上
前

の
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜
三

五
）、
揖
斐
川
の
洪
水
で
、
釣
鐘
が
安
八
郡
神
戸
町
加
納
の
地
に

流
れ
着
い
た
。
流
れ
着
い
た
鐘
は
戦
時
の
供
出
で
無
く
な
り
、
村

社
諏
訪
神
社
東
南
隅
の
釣
鐘
は
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）
年
に
浄

財
で
新
た
に
作
ら
れ
た
二
代
目
で
あ
る
119
。

⑯
西
海
松
（
現
輪
之
内
町
松
内
）
の
揖
斐
川
堤
防
上
に
あ
っ
た

八
幡
神
社
が
洪
水
で
流
さ
れ
て
、
輪
之
内
町
本
郷
（
正
八
幡
宮
）

に
祀
ら
れ
た
。
源
義
朝
は
野
間
に
向
か
う
途
中
、
源
家
再
興
を
祈

願
し
た
304
。（
11
章
の
1
．
源
義
朝
の
三
川
下
流
域
で
の
行
程
を

参
照
）⑰
池
（
北
野
の
石
仏
池
。
養
老
郡
養
老
町
）
を
浚
え
た
ら

石
仏
で
出
て
き
て
、
そ
の
石
仏
を
細
工
し
よ
う
と
し
た
人
に
熱
が

出
た
。
以
来
子
供
の
病
気
の
際
に
地
蔵
を
拝
む
132
。

⑱
徳
蓮
寺
（
桑
名
市
下
野
代
）
が
洪
水
で
流
さ
れ
た
後
、
あ
る

田
が
光
っ
て
お
り
、そ
こ
か
ら
本
尊
の
虚
空
蔵
菩
薩
が
現
れ
、田（
光

田
と
呼
ば
れ
た
）
に
は
本
尊
を
守
る
よ
う
に
鰻
（
虚
空
蔵
菩
薩
の

使
い
）
や
鯰
が
沢
山
い
た
259
。⑲
古
敷
村
（
桑
名
市
多
度
町
平
古

古
敷
）
の
茶
木
原
の
池
（
今
は
池
は
無
い
が
、
大
正
一
三
年
に
碑

を
建
立
）
が
光
っ
て
い
た
の
で
、
網
を
入
れ
る
と
蓮
如
聖
人
の
画

像
が
上
が
っ
た
。
祀
ろ
う
と
す
る
と
、
上
流
の
永
寿
寺
を
望
ま
れ

た
の
で
そ
ち
ら
で
祀
ら
れ
た
259
。⑳
天
和
元
（
一
六
八
一
）
年
、

漁
師
の
舟
に
流
宮
が
流
れ
着
き
、
桑
名
市
太
一
丸
の
人
々
は
堤
の

上
に
祀
っ
た
。
こ
れ
が
太
一
丸
神
明
社
の
縁
起
で
あ
り
、
明
治
四
一

（
一
九
〇
八
）
年
に
他
の
神
社
と
共
に
北
桑
名
総
社
（
三
重
県
桑

名
市
堤
原
）
に
合
祀
さ
れ
た
55
。

㉑
大
福
田
寺
（
桑
名
市
大
字
東

方
）
の
本
尊
は
、建
仁
年
間
（
一

二
〇
一
〜
〇
三
）、
桑
名
赤
須

賀
の
浜
辺
で
網
に
掛
か
っ
た
香

木
か
ら
彫
っ
た
長
さ
四
尺
七
寸

（
一
四
〇
㎝
）
の
阿
弥
陀
仏
で
あ

る
55
。

支
川
で
、㉒
南
宮
神
社
（
不
破

郡
垂
井
町
）
に
祀
ら
れ
て
い
た
小

栗
栖
の
神
が
、
養
老
郡
養
老
町

室
原
に
流
れ
着
い
た
。
戻
そ
う

と
し
た
が
神
の
希
望
で
こ
の
地
で

小
栗
栖
神
社
と
し
て
祀
っ
た
302
。

な
お
、㉓
小
栗
栖
神
社
に
神
様
を

祀
っ
た
際
、
境
内
の
池
に
棲
ん
で

い
た
守
り
神
の
大
蛇
が
昇
天
し

て
、
小
栗
栖
の
神
様
と
入
れ
替

わ
っ
た
302
。

支
川
の
杭
瀬
川
で
、㉔
杭
瀬
川

左
岸
の
大
外
羽
神
社
（
大
垣
市

上
笠
字
村
前
）
鎮
座
の
由
来
は

種
々
伝
え
ら
れ
、「
洪
水
の
時
他
よ
り
流
れ
来
り
給
ひ
て
此
処
に

神
意
に
依
り
永
久
に
留
ま
り
給
ふ
こ
と
と
な
れ
り
」
等
の
説
も
あ

る
16
。

た
。
昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
洪
水
で
橋
も
ろ
共
流
失
し
た
が
、

五
〇
ｍ
程
下
流
で
見
つ
か
り
、
橋
（
戸
石
川
に
架
か
る
団
地
と
つ

な
ぐ
小
橋
）
の
下
に
祀
り
直
さ
れ
た
46
。

長
良
川
の
右
支
川
伊
自
良
川
で
、⑫
貴
船
神
社
（
岐
阜
市
木
田
）

の
社
と
ご
本
尊
が
洪
水
で
流
さ
れ
た
。
氏
子
総
代
の
夢
枕
に
ご
本
尊

が
現
れ
、竹
薮
か
ら
石
の
ご
本
尊
を
掘
り
出
し
、祀
り
な
お
さ
れ
た
46
。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

（
2
）「
本
川
沿
い
」

天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
八
月
に
発
生
し
た
木
曽
川
の
天
正

洪
水
は
、
古
木
曽
川
河
道
を
現
河
道
に
大
き
く
変
え
た
洪
水
で
あ

り
、
天
正
洪
水
で
流
れ
着
い
た
以
下
の
二
つ
の
神
様
は
、
元
の
村
へ

は
帰
ら
ず
、
漂
着
地
で
祀
ら
れ
て
い
る
。③
天
正
一
四
年
の
洪
水
で
、

羽
島
市
福
寿
町
間
島
か
ら
こ
の
地
に
神
社
が
流
れ
着
い
た
。
元
々

の
地
の
人
々
が
釣
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
動
か
な
く
て
神
明
神
社

（
羽
島
市
江
吉
良
町
）
で
祀
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
121
。
ま
た
、④
同

洪
水
で
、
神
社
が
愛
知
県
稲
沢
市
か
ら
こ
の
地
に
流
れ
着
い
た
。

元
の
地
の
人
々
が
釣
っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
が
、
動
か
な
く
て
神
明
神

社
（
羽
島
市
堀
津
町
須
賀
中
屋
敷
）
で
祀
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
121
。

羽
島
市
で
は
、⑤
医
師
で
あ
っ
た
不
破
家
（
羽
島
市
不
破
一
色
）

の
者
に
、
仏
様
か
ら
迎
え
を
願
う
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
そ
の

仏
様
（
薬
師
様
）
を
長
良
川
の
河
原
で
相
撲
に
興
じ
て
い
る
子
供

た
ち
の
中
で
見
つ
け
、
薬
師
堂
に
祀
っ
た
。
戦
前
ま
で
は
、
毎
年

旧
暦
の
一
〇
月
一
四
日
に
、
相
撲
大
会
が
行
わ
れ
た
115
。

犀
川
沿
い
で
、⑥
犀
川
の
洪
水
が
引
い
た
後
に
、
川
底
に
沈
ん
で

い
た
地
蔵
に
犀
川
沿
い（
現
在
は
柿
畑
）に
お
堂（
瑞
穂
市
十
八
条
）

を
造
り
、
今
も
地
域
の
人
が
祀
っ
て
い
る
70
。

（
3
）「
右
支
川
武
儀
川
」

⑦
洪
水
の
後
、
川
底
で
お
不
動
さ
ま
を
見
つ
け
て
、
網
を
入
れ

て
引
き
上
げ
（
地
名
「
網
掛
」
の
由
来
）、
道
端
に
祀
っ
た
。
大

日
大
聖
不
動
明
王
（
山
県
市
富
永
）
が
そ
の
時
の
お
不
動
様
と
言

わ
れ
て
い
る
124
。⑧
山
県
市
青
波
の
大
桑
城
の
裏
に
あ
っ
た
集
落

は
、
城
と
共
に
焼
き
討
ち
に
遭
っ
た
。
そ
の
後
川
原
で
子
ど
も
が

石
仏
で
遊
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け

て
神
社
に
安
置
し
た
が
、
浮
き

袋
代
わ
り
に
し
て
い
た
木
仏
像

も
御
堂
を
建
て
て
安
置
し
た
124
。

⑨
河
原
で
子
供
が
流
れ
て
来
た

木
像
を
見
つ
け
た
。
川
上
で
流

れ
た
村
が
な
い
か
探
す
が
分
か

ら
ず
、
祟
り
を
恐
れ
て
一
度
は

川
に
流
す
が
戻
っ
て
来
た
。
子

供
と
遊
ぶ
の
が
好
き
な
仏
像
な

の
で
広
場
に
大
日
堂
（
関
市
武
芸
川
町
小
知
野
）
を
建
て
て
祀
っ

た
126
。
な
お
、
大
日
堂
は
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
一
一
月
の
真

夜
中
の
火
災
で
焼
失
し
、
焼
け
焦
げ
た
仏
像
は
お
堂
に
向
か
っ
て

左
側
に
祀
っ
て
あ
る
。⑩
岐
阜
市
三
輪
の
真
長
寺
の
南
側
を
流
れ
る

武
儀
川
で
、
天
文
三
（
一
五
三
五
）
年
九
月
の
洪
水
（
中
屋
切
れ
）

で
流
さ
れ
て
い
る
約
四
m
の
木
の
仏
像
が
救
い
出
さ
れ
た
。
こ
の
仏

像
は
「
釈
迦
如
来
坐
像
」
と
呼
ば
れ
、
真
長
寺
の
正
面
に
祀
ら
れ

て
い
る
46
。

（
4
）「
伊
自
良
川
の
左
支
川
鳥
羽
川
」

⑪
岐
阜
市
椿
洞
の
上
山
の
子
安
堂
か
ら
流
れ
て
来
た
「
首
の
な

い
子
安
地
蔵
様
」（
夜
泣
き
地
蔵
）
が
橋
の
土
台
の
石
垣
に
使
わ

れ
て
い
た
。
橋
の
下
の
地
蔵
に
気
づ
く
前
か
ら
、
こ
の
橋
に
来
る
と

子
供
の
夜
泣
き
が
止
ん
だ
り
、
川
に
落
ち
た
子
が
助
か
っ
た
り
し

1‒

2
　
長
良
川
　

天
正
一
四（
一
五
八
六
）年
の
洪
水
以
前
、長
良
川
は
墨
俣
付
近

で
木
曽
川
に
合
流
し
て
い
た
た
め
か
、木
曽
三
川
の
中
で
は
一
番
に

流
れ
仏
が
少
な
い
。

（
1
）「
飛
騨
市
の
宮
川
と
高
原
川
」

①
久
安
年
間
（
一
一
四
五
〜
五
〇
）
に
宮
川
の
淵
（
掛
の
淵
）
に

光
る
物
が
あ
り
、
村
人
（
飛
騨
市
河
合
町
角
川
）
に
「
淵
に
沈
ん

で
い
る
私
を
救
っ
て
欲
し
い
」
と
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
網
に
金

色
の
仏
像
と
半
鐘
や
乙
姫
の
髪
等
が
入
っ
た
小
箱
が
掛
っ
た
。
仏

像
は
村
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
い
つ
し
か
忘
れ
ら
れ
夢
の
お
告
げ
に

よ
り
越
中
の
寺
に
移
り
、
半
鐘
も
、
日
光
の
ど
こ
か
へ
移
っ
た
102
。

②
高
原
川
の
淵
で
網
に
掛
っ
た
菩

薩
様
は
、
飛
騨
の
代
官
の
奥
様
が

大
原
騒
動
（
一
七
七
一
〜
八
八
）

に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
袖
を

引
い
て
高
山
へ
の
旅
立
ち
を
止
め

た
。
こ
の
「
袖
引
き
地
蔵
」
は
正

眼
寺
（
飛
騨
市
神
岡
町
西
漆
山
）

の
お
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
39
。
こ

の
地
蔵
様
は
三
〇
年
に
一
回
の
御

開
帳
で
あ
る
。

（
2
）「
本
流
筋
」

②
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲
樒
平
で
古
老
が
流
木
の
中
か
ら
見

つ
け
た
仏
像
を
井
戸
の
横
に
祀
っ
た
（
他
の
井
戸
は
枯
れ
て
も
こ
の

「
ハ
マ
の
井
戸
」
は
枯
れ
な
い
）。
そ
の
後
、
村
の
氏
神
さ
ま
（
津

島
神
社
）
に
移
し
て
安
置
し
54
、③
揖
斐
川
の
川
底
で
首
か
ら
上

の
無
い
お
地
蔵
さ
ま
を
見
つ
け
、
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
岡
島
の
渡

船
場
に
祀
っ
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
首
か
ら
上
も
立
派
に
な
り
祀

ら
れ
て
い
る
11
。

（
3
）「
右
支
川
粕
川
と
左
支
川
根
尾
川
」

④
長
者
平
（
揖
斐
川
町
春
日
美
束
）
の
神
様
が
揖
斐
郡
揖
斐

川
町
黒
田
の
河
原
に
埋
ま
っ
た
。
黒
田
の
人
々
は
木
彫
り
の
ご
神

体
を
掘
り
出
し
て
黒
田
の
お
宮
に
祀
っ
た
12
。

揖
斐
郡
大
野
町
は
西
を
揖
斐
川
に
、
東
を
根
尾
川
に
挟
ま
れ
て

お
り
、
多
く
の
仏
が
流
れ
着
い
て
い
る
。⑤
根
尾
川
の
川
原
（
揖
斐

郡
大
野
町
稲
富
、
旧
三
田
畑
）
で
石
の
お
地
蔵
を
見
つ
け
て
、
堤

防
の
上
に
お
堂
を
建
て
た
。
こ
の
地
蔵
は
子
供
の
よ
だ
れ
に
効
い

た
の
で
「
よ
だ
れ
止
め
地
蔵
」、
ま
た
雨
も
降
ら
し
て
く
れ
る
の
で

「
水
く
れ
地
蔵
」
と
も
呼
ば
れ
た
18
。⑥
大
野
町
本
庄
の
尼
寺
（
智

量
院
）
の
薬
師
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
大
き
さ
約
七
㎝
前
後
の
薬
師

如
来
は
、
本
庄
の
超
安
寺
付
近
の
水
田
で
約
四
〇
〇
年
前
に
見
つ

か
っ
た
も
の
で
あ
る
131
。
ま
た
、⑦
大
野
町
に
は
二
つ
の
白
山
権
現

が
享
禄
三 （
一
五
三
〇
）
年
の
藪
川
（
現
根
尾
川
）
洪
水
で
流
れ

着
い
て
お
り
217
、
一
つ
は
稲
富
更
地
の
「
姫
宮
神
社
」
に
祀
ら
れ
、

他
の
一
体
は
、⑧
白
山
権
現
様 （
通
称
「
権
現
さ
ん
」）
が
昭
和
二

七
（
一
九
五
二
）
年
に
八
幡
神
社
（
揖
斐
郡
大
野
町
下
磯
）
に
合

祀
さ
れ
て
い
る
131
。⑨
本
巣
市
政
田
の
お
堂
の
地
蔵
は
天
保
一
四

（
一
八
四
三
）
年
の
洪
水
で
流
さ
れ
、明
治
の
用
水
路
改
修
工
事
（
政

田
川
）
の
時
に
掘
り
出
さ
れ
た
。
和
尚
の
夢
枕
に
立
ち
、
探
し
て

く
れ
た
ら
夜
泣
き
や
病
気
を
救
う
と
言
っ
た
69
。
さ
ら
に
、⑩
根

尾
川
が
揖
斐
川
に
合
流
す
る
下
座
倉
圦
口
の
神
明
神
社
の
境
内
社

の
八
幡
神
社
は
、
大
水
で
社
殿
が
下
流
の
村
に
漂
着
し
た
が
、
元

の
場
所
に
帰
り
た
い
と
の
お
告
げ
で
戻
っ
て
き
た
217
。

（
4
）「
本
川
筋
」

西
を
揖
斐
川
に
東
を
長
良
川
に
挟
ま
れ
た
岐
阜
県
安
八
郡
は
、

神
様
や
仏
様
、
さ
ら
に
釣
鐘
も

流
さ
れ
て
き
て
い
る
。

⑪
揖
斐
川
左
岸
側
に
位
置
す

る
安
八
町
牧
の
伊
富
神
社
は
四

社
が
合
祀
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内

の
一
社
は
現
瑞
穂
市
か
ら
流
れ
着

い
て
い
る
4
。
ま
た
、⑫
安
八
町

の
牧
小
学
校
（
安
八
郡
安
八
町
）

玄
関
脇
に
祀
ら
れ
て
い
る
金
毘
羅

さ
ん
は
、
小
学
校
の
西
を
流
れ
る

揖
斐
川
上
流
か
ら
現
小
学
校
近

く
の
淵
に
流
れ
着
い
た
。
川
上
の

村
か
ら
探
し
に
来
て
戻
っ
た
が
、

夢
枕
で
牧
に
戻
し
て
欲
し
い
と
言

わ
れ
、
牧
に
祀
ら
れ
た
4
。

⑬
洪
水
で
寺
の
地
蔵
さ
ま
と

金
の
ち
ゃ
ぼ
が
流
さ
れ
、大
池（
昭

和
七
年
埋
立
）
が
出
来
た
。
あ

る
時
、池
で
網
に
地
蔵
が
掛
か
り
、

祀
り
直
さ
れ
た
。
地
蔵
（
安
八

郡
安
八
町
善
光
）
は
病
が
治
る

不
思
議
な
力
が
あ
っ
た
4
。⑭
安

八
郡
神
戸
町
横
井
の
地
蔵
堂
の

地
蔵
さ
ん
は
、
享
禄
三
（
一
五
三

〇
）
年
の
洪
水
で
、
横
井
地
区

の
北
側
の
池
田
村
か
ら
横
井
地

区
に
流
さ
れ
、
現
在
の
お
堂
は
昭

和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
に
再

建
さ
れ
た
119
。

さ
ら
に
流
れ
て
き
た
釣
鐘
も
あ

る
。⑮
今
か
ら
二
七
〇
年
以
上
前

の
享
保
年
間
（
一
七
一
六
〜
三

五
）、
揖
斐
川
の
洪
水
で
、
釣
鐘
が
安
八
郡
神
戸
町
加
納
の
地
に

流
れ
着
い
た
。
流
れ
着
い
た
鐘
は
戦
時
の
供
出
で
無
く
な
り
、
村

社
諏
訪
神
社
東
南
隅
の
釣
鐘
は
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）
年
に
浄

財
で
新
た
に
作
ら
れ
た
二
代
目
で
あ
る
119
。

⑯
西
海
松
（
現
輪
之
内
町
松
内
）
の
揖
斐
川
堤
防
上
に
あ
っ
た

八
幡
神
社
が
洪
水
で
流
さ
れ
て
、
輪
之
内
町
本
郷
（
正
八
幡
宮
）

に
祀
ら
れ
た
。
源
義
朝
は
野
間
に
向
か
う
途
中
、
源
家
再
興
を
祈

願
し
た
304
。（
11
章
の
1
．
源
義
朝
の
三
川
下
流
域
で
の
行
程
を

参
照
）⑰
池
（
北
野
の
石
仏
池
。
養
老
郡
養
老
町
）
を
浚
え
た
ら

石
仏
で
出
て
き
て
、
そ
の
石
仏
を
細
工
し
よ
う
と
し
た
人
に
熱
が

出
た
。
以
来
子
供
の
病
気
の
際
に
地
蔵
を
拝
む
132
。

⑱
徳
蓮
寺
（
桑
名
市
下
野
代
）
が
洪
水
で
流
さ
れ
た
後
、
あ
る

田
が
光
っ
て
お
り
、そ
こ
か
ら
本
尊
の
虚
空
蔵
菩
薩
が
現
れ
、田（
光

田
と
呼
ば
れ
た
）
に
は
本
尊
を
守
る
よ
う
に
鰻
（
虚
空
蔵
菩
薩
の

使
い
）
や
鯰
が
沢
山
い
た
259
。⑲
古
敷
村
（
桑
名
市
多
度
町
平
古

古
敷
）
の
茶
木
原
の
池
（
今
は
池
は
無
い
が
、
大
正
一
三
年
に
碑

を
建
立
）
が
光
っ
て
い
た
の
で
、
網
を
入
れ
る
と
蓮
如
聖
人
の
画

像
が
上
が
っ
た
。
祀
ろ
う
と
す
る
と
、
上
流
の
永
寿
寺
を
望
ま
れ

た
の
で
そ
ち
ら
で
祀
ら
れ
た
259
。⑳
天
和
元
（
一
六
八
一
）
年
、

漁
師
の
舟
に
流
宮
が
流
れ
着
き
、
桑
名
市
太
一
丸
の
人
々
は
堤
の

上
に
祀
っ
た
。
こ
れ
が
太
一
丸
神
明
社
の
縁
起
で
あ
り
、
明
治
四
一

（
一
九
〇
八
）
年
に
他
の
神
社
と
共
に
北
桑
名
総
社
（
三
重
県
桑

名
市
堤
原
）
に
合
祀
さ
れ
た
55
。

㉑
大
福
田
寺
（
桑
名
市
大
字
東

方
）
の
本
尊
は
、建
仁
年
間
（
一

二
〇
一
〜
〇
三
）、
桑
名
赤
須

賀
の
浜
辺
で
網
に
掛
か
っ
た
香

木
か
ら
彫
っ
た
長
さ
四
尺
七
寸

（
一
四
〇
㎝
）
の
阿
弥
陀
仏
で
あ

る
55
。

支
川
で
、㉒
南
宮
神
社
（
不
破

郡
垂
井
町
）
に
祀
ら
れ
て
い
た
小

栗
栖
の
神
が
、
養
老
郡
養
老
町

室
原
に
流
れ
着
い
た
。
戻
そ
う

と
し
た
が
神
の
希
望
で
こ
の
地
で

小
栗
栖
神
社
と
し
て
祀
っ
た
302
。

な
お
、㉓
小
栗
栖
神
社
に
神
様
を

祀
っ
た
際
、
境
内
の
池
に
棲
ん
で

い
た
守
り
神
の
大
蛇
が
昇
天
し

て
、
小
栗
栖
の
神
様
と
入
れ
替

わ
っ
た
302
。

支
川
の
杭
瀬
川
で
、㉔
杭
瀬
川

左
岸
の
大
外
羽
神
社
（
大
垣
市

上
笠
字
村
前
）
鎮
座
の
由
来
は

種
々
伝
え
ら
れ
、「
洪
水
の
時
他
よ
り
流
れ
来
り
給
ひ
て
此
処
に

神
意
に
依
り
永
久
に
留
ま
り
給
ふ
こ
と
と
な
れ
り
」
等
の
説
も
あ

る
16
。

流れ着いた二代目釣り鐘

小栗栖神社大外羽神社

1‒

4
　
K
I
S
S
O
の
流
れ
仏
一二
編
　

海
津
市
海
津
町
札
野
一
色
の
「
山
の
神
（
八
号
）」
23
は
、
お

宮
さ
ん
が
流
れ
着
き
、
一
度
は
戻
す
も
同
じ
神
様
が
二
度
も
漂
着

し
た
の
で
、
村
人
は
「
山
の
神
」
と
し
て
豊
作
を
祈
願
し
、「
遠

浅
神
明
神
社
と
大
蛇
（
四
三
号
）」
265
の
遠
浅
神
明
神
社
（
長
島

町
西
外
面
、
小
田
江
神
崎
神
社
を
指
す
）
は
、
天
文
一
三
（
一
五

四
四
）
年
の
揖
斐
川
の
洪
水
で
漂
着
し
た
流
れ
宮
を
村
人
が
勧
進

し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

「
鎮
守
さ
ま
の
竹
や
ぶ
と
清
水（
四
七
号
）」23
は
、揖
斐
川
右
岸

側
の
南
濃
町
庭
田
村
の
鎮
守
さ
ま
が
何
度
も
流
さ
れ
た
末
に
左
岸

側
の
梶
屋
に
着
い
て
い
る
。

「
光
明
寺
流
れ（
六
六
号
）」279
は
、山
那
切
れ
の
時
に
、山
那
神

社（
扶
桑
町
山
那
）の
お
社
が
一
宮
の
光
明
寺
に
流
れ
着
い
た
話
で

あ
り
。多
須
代
官
所
跡
付
近
の
鵜
多
須
町
上
中
山
の
薬
師
堂
で
は

「
流
れ
て
き
た
お
薬
師
さ
ま（
八
二
号
）」273
が
鵜
多
須
の
中
山
二

七
軒
で
祭
祀
さ
れ
て
い
る
。

木
曽
川
の
左
支
川
可
児
川
で
は
、舟
で
流
さ
れ
て
可
児
市
広
見

に
流
れ
着
い
た「
船
着
き
観
音（
五
八
号
）」35
が
祀
ら
れ
、揖
斐
川

の
洪
水
で
漂
着
し
た
大
日
堂
の
大
石
が
祀
ら
れ
て
い
た
が
、河
川

改
修
で
残
さ
れ
た
大
石「
大
日
石（
七
〇
号
）」259
が
祟
り
を
起
こ

す
た
め
、桑
名
市
多
度
町
南
之
郷
の
お
寺
に
移
動
さ
れ
た
。

「
神
明
さ
ん
と
洪
水（
七
七
号
）」119
は
、揖
斐
川
町
外
津
汲
か
ら

流
れ
着
い
た
神
様
を
外
津
汲
の
人
々
が
迎
え
に
来
た
が
、「
こ
こ
が

良
い
」と
動
か
な
か
っ
た
の
で
祀
ら
れ
、大
正
九（
一
九
二
〇
）年
に

白
山
神
社（
安
八
郡
神
戸
町
田
字
中
島
）の
西
に
移
っ
た
。

河
口
近
く
で
は
、弥
富
市
小
島
町
の「
小
島
が
気
に
入
っ
た
お
地

蔵
さ
ま（
七
三
号
）」130
は
、漂
着
し
た
お
地
蔵
様
で
は
な
い
が
、対

岸
か
ら
盗
ま
れ
た
地
蔵
が
元
の
村
へ
帰
ら
な
い
話
で
、漂
着
し
た

仏
が
元
の
村
へ
帰
ら
な
い
話
と
類
似
し
て
い
る
。

網
に
か
か
っ
た
仏
様
二
編
は
、長
島
町
の「
西
川
の
八
幡
さ
ま

（
九
四
号
）」264
は
、漁
師
の
網
に
か
か
っ
た
青
紅
色
の
石
を
祀
っ
て

八
幡
宮
と
し
、鍋
田
干
拓
地
の「
八
穂
地
蔵（
二
五
号
）」297
は
、安

政
の
大
地
震
の
翌
安
政
二（
一
八
五
五
）年
に
発
生
し
た
暴
風
雨
と

高
潮
で
流
失
し
た
お
地
蔵
さ
ん
が
、明
治
八（
一
八
七
五
）年
漁
師

の
網
に
か
か
り
、地
蔵
堂
を
建
立
し
て
祀
っ
た
。

な
お
、明
治
改
修
で
廃
川
と
な
っ
た
大
榑
川
沿
い
の
旧
輪
中
堤

上
に
永
正
二（
一
五
〇
五
）年
創
建
さ
れ
た
神
明
神
社（
輪
之
内
町

上
大
榑
四
郷
）で
、「
増
水
」を
連
想
さ
せ
る「
ぞ
う
す
い
祭（
二
一

号
）」134
が
七
月
の
海
の
記
念
日
に
行
わ
れ
て
お
り
、高
さ
約
五
m

の
神
社
境
内
は
、破
堤
時
に
村
人
が
避
難
す
る
助
命
壇
の
役
割
を

果
た
し
て
い
た
。

た
。
昭
和
五
一（
一
九
七
六
）年
の
洪
水
で
橋
も
ろ
共
流
失
し
た
が
、

五
〇
ｍ
程
下
流
で
見
つ
か
り
、
橋
（
戸
石
川
に
架
か
る
団
地
と
つ

な
ぐ
小
橋
）
の
下
に
祀
り
直
さ
れ
た
46
。

長
良
川
の
右
支
川
伊
自
良
川
で
、⑫
貴
船
神
社
（
岐
阜
市
木
田
）

の
社
と
ご
本
尊
が
洪
水
で
流
さ
れ
た
。
氏
子
総
代
の
夢
枕
に
ご
本
尊

が
現
れ
、竹
薮
か
ら
石
の
ご
本
尊
を
掘
り
出
し
、祀
り
な
お
さ
れ
た
46
。
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第
7
章
　
流
れ
仏
伝
説

の
規
模
に
次
ぐ
わ
が
国
二
番
目
の
溜
池
で
あ
る
。

入
鹿
池
は
、
村
の
世
話
役
・
六
人
衆
が
入
鹿
村
か
ら
流
れ
出

る
川
を
堰
き
止
め
る
溜
池
築
造
、
灌
漑
開
発
を
尾
張
藩
に
願
い
、

尾
張
藩
の
直
営
で
着
工
一
年
後
の
寛
永
一
〇（
一
六
三
三
）
年
に
完

成
し
た
。
川
の
締
め
切
り
（
銚
子
の
口
）
は
、
頑
丈
な
底
面
の
基

礎
の
上
に
長
さ
一
七
五
ｍ
、
高
さ
二
六
ｍ
の
大
堤
防
（
百
間
堤
、

河
内
堤
）
で
あ
る
。

明
治
元
（
慶
応
四
＝
一
八
六
八
）
年
四
月
終
わ
り
頃
か
ら
の
大

雨
に
堤
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
五
月
一
三
日
百
間
堤
が
切
れ
、

入
鹿
池
一
杯
に
貯
ま
っ
た
水
は
下
流
に
溢
れ
、
多
大
な
被
害
を
出

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
治
元
年
の「
入
鹿
切
れ
」
と
呼
び
、「
ヤ

ロ
カ
ヤ
ロ
カ
」
と
声
が
聞
こ
え
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

被
害
は
、
死
者
九
四
一
人
、
負
傷
者
一
四
七
一
人
、
被
害
に
あ
っ

た
村
一
二
三
村
、
建
物
へ
の
被
害
は
流
失
家
屋
八
〇
七
戸
、
浸
水

家
屋
一
一
七
〇
九
戸
で
あ
っ
た
。

「
入
鹿
切
れ
〜
天
に
昇
っ
た
二
頭
の
馬
（
一
〇
号
）」
10
は
、
入

鹿
池
の
堤
が
切
れ
た
時
を
物
語
っ
て
い
る
。

2‒
2
　「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」で
流
れ
て
き
た
仏
像
　

①
右
岸
側
の
伊
木
山
に
激
突
し
た
木
曽
川
の
濁
流
は
左
岸
側

丹
羽
郡
扶
桑
町
の
山
那
や
小
淵
の
堤
防
を
幾
度
と
な
く
破
壊
し

た
。「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
伝
説
が
扶
桑
町
小
淵
や
江
南
市
般
若
町

辺
り
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
上
般
若
村
や
岩
手
村
（
小
渕
字
中
島
）

が
い
つ
の
洪
水
か
不
明
だ
が
、
流
さ
れ
て
無
く
な
っ
た
280
。②
貞
享

四
（
一
六
八
七
）
年
八
月
二
六
日
の
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
で
、
木

曽
川
を
流
れ
て
き
た
「
や
ろ
か
大
神
」
が
吉
野
神
社
（
犬
山
市

犬
山
西
古
券
に
祀
ら
れ
て
お
り
208
、「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
（
一
八
号
）」

231
は
こ
の
時
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。

③
道
音
寺
（
江
南
市
大
字
五
明
）
の
高
さ
八
〇
㎝
の
木
造
聖

観
音
菩
薩
像
（
江
南
市
指
定
文
化
財
）
は
、
室
町
風
の
木
造
で
、

彩
色
も
ほ
と
ん
ど
落
ち
、
頭
部
の
破
損
や
腰
下
で
の
虫
食
い
が
多

い
241
。④
地
蔵
山
公
園
（
江
南
市
布
袋
町
）
の
弘
法
堂
に
祀
ら
れ

て
い
た
地
蔵
菩
薩
は
「
ヤ
ロ
カ

の
大
水
」
の
時
に
流
れ
着
い
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
大
正

五
（
一
九
一
六
）
年
の
火
災
で

焼
け
た
の
で
、
土
管
に
入
れ
て

埋
め
、
大
正
八
年
に
そ
の
上
に

新
た
に
地
蔵
堂
（
小
折
の
松

岩
寺
が
管
理
）
を
建
て
、
石

の
地
蔵
菩
薩
が
祀
ら
れ
て
い
る

282
。
な
お
、⑤「
男
岩
・
女
岩（
八

八
号
）」
17
は
、
川
漁
師
の
殺

生
を
止
め
る
た
め
、
ヤ
ロ
カ
仕
立
て
で
、
水
神
が
谷
川
の
淵
を
土

石
流
で
埋
め
た
話
で
あ
る
。

2
．ヤ
ロ
カ
の
大
水
伝
説

「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
は
、
豪
雨
の
中
「
ヤ
ロ
カ
、
ヤ
ロ
カ
」
と
何

処
か
ら
か
聞
こ
え
る
声
に
、
水
防
作
業
を
し
て
い
る
村
人
が
そ
の

声
に
苛
立
っ
て
「
よ
こ
さ
ば
よ
こ
せ
!
」
と
言
っ
た
途
端
、
濁
流
が

そ
の
地
に
押
し
寄
せ
て
く
る
話
で
、
美
濃
加
茂
市
太
田
町
288
や
丹

羽
郡
扶
桑
町
な
ど
木
曽
川
沿
い
の
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
各
地
に
伝
わ
る
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
伝
説
は
、
そ
の

地
域
を
襲
っ
た
多
く
の
洪
水
の
恐
怖
が
語
り
継
が
れ
た
も
の
で
あ

り
、
特
定
の
洪
水
を
指
し
た
も
の
で
は
な
い
。

2‒

1
　「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」の
洪
水
　

（
1
）「
慶
安
三（
一六
五
〇
）年
九
月
一・二
日
の
洪
水
」

「
寅
年
の
洪
水
」、「
枝
広
の
洪
水
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
の
洪
水

の
記
録
に
、「
去
朔
日
伊
勢
、
尾
張
、
美
濃
洪
水
大
垣
水
退
三
日
、

流
死
千
七
百
人
、
桑
名
五
万
石
余
流
失
、
死
人
二
百
三
人
、
内

四
十
人
余
助
命
、
尾
州
損
毛
二
十
万
石
、
凡
六
十
年
来
未
曽
有

之
洪
水
也
」
と
あ
る
。

な
お
、
寛
政
一
〇（
一
七
九
八
）
年
四
月
八
日
の
洪
水
は
、「
枝

広
の
洪
水
」
よ
り
も
水
位
が
六
尺
（
一
・
八
m
）
高
い
前
代
未
聞

の
洪
水
で
あ
っ
た
が
、「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
は
呼
称
さ
れ
て
い
な

い
231
。

（
2
）「
貞
享
四（
一六
八
七
）年
八
月
二
六
日
の
洪
水
」

貞
享
四（
一
六
八
七
）年
六
月
と
八
月
に
は
加
茂
郡
取
組
村（
坂

祝
町
）
の
中
山
道
に
ま
で
木
曽
川
の
水
が
溢
れ
る
洪
水
が
発
生
し

た
49
。
こ
の
内
、
八
月
二
六
日
の
洪
水
で
、
木
曽
川
で
家
屋
一
九

四
戸
流
失
、
死
者
一
七
人
を
出
し
、
こ
の
洪
水
を
扶
桑
町
小
淵
に

伝
わ
る
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
言
い
伝
え
て
い
る
231
。

（
3
）「
明
治
元（
一八
六
八
）年
の
入
鹿
切
れ
」

愛
知
県
犬
山
町
（
犬
山
市
）
の
入
鹿
池
は
香
川
県
の
満
濃
池

やろか大神の三神を祀る吉野神社地蔵山公園の地蔵堂のお地蔵さん

江南市大字五明道音寺

2‒

3
　
廃
仏
毀
釈
に
よ
る
仏
　

木
曽
川
右
岸
の
笠
松
町
中
野
の
お
堂
に
石
造
の
六
地
蔵
尊
が
祀

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
六
地
蔵
は
明
治
初
期
に
発
生
し
た
洪
水
後
、

河
原
で
見
つ
け
ら
れ
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
に
お
堂
を
建

て
て
祀
ら
れ
た
。
こ
の
地
蔵
は
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
加
茂

郡
東
白
川
村
越
原
の
人
達
が
祀
っ
て
い
た
こ
と
が
台
座
に
刻
ま
れ

た
文
字
よ
り
判
明
し
、
明
治
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
の
時
、

舟
か
筏
に
乗
せ
て
、
こ
っ
そ
り
と
川
へ
流
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
東
白
川
村
役
場
正
面
に

建
っ
て
い
る
「
四
つ
割
の
南
無
阿
弥

陀
仏
碑
」（
東
白
川
村
指
定
史
跡
）

は
、
六
地
蔵
尊
と
同
様
に
、
明
治

三
（
一
八
七
〇
）
年
の
苗
木
藩
に

よ
る
廃
仏
毀
釈
の
凄
ま
じ
さ
を
今

に
伝
え
て
い
る
。

天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
現

上
伊
那
郡
高
遠
町
の
石
工
伝
蔵
が

彫
っ
た
こ
の
名
号
碑
は
、
後
の
時
代

で
の
復
元
を
期
し

た
の
か
、
伝
蔵
の

手
に
よ
っ
て
節
理
に

従
い
四
つ
に
割
ら

れ
、
昭
和
一
〇（
一

九
三
五
）
年
に
四

つ
の
石
片
が
集
め
ら

れ
て
再
建
さ
れ
た
。

　
　
　
　 

ど
う
お
ん
じ

                                        

は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

お
つ
ば
ら
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2‒

3
　
廃
仏
毀
釈
に
よ
る
仏
　

木
曽
川
右
岸
の
笠
松
町
中
野
の
お
堂
に
石
造
の
六
地
蔵
尊
が
祀

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
六
地
蔵
は
明
治
初
期
に
発
生
し
た
洪
水
後
、

河
原
で
見
つ
け
ら
れ
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
に
お
堂
を
建

て
て
祀
ら
れ
た
。
こ
の
地
蔵
は
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
加
茂

郡
東
白
川
村
越
原
の
人
達
が
祀
っ
て
い
た
こ
と
が
台
座
に
刻
ま
れ

た
文
字
よ
り
判
明
し
、
明
治
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
の
時
、

舟
か
筏
に
乗
せ
て
、
こ
っ
そ
り
と
川
へ
流
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
東
白
川
村
役
場
正
面
に

建
っ
て
い
る
「
四
つ
割
の
南
無
阿
弥

陀
仏
碑
」（
東
白
川
村
指
定
史
跡
）

は
、
六
地
蔵
尊
と
同
様
に
、
明
治

三
（
一
八
七
〇
）
年
の
苗
木
藩
に

よ
る
廃
仏
毀
釈
の
凄
ま
じ
さ
を
今

に
伝
え
て
い
る
。

天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
現

上
伊
那
郡
高
遠
町
の
石
工
伝
蔵
が

彫
っ
た
こ
の
名
号
碑
は
、
後
の
時
代

で
の
復
元
を
期
し

た
の
か
、
伝
蔵
の

手
に
よ
っ
て
節
理
に

従
い
四
つ
に
割
ら

れ
、
昭
和
一
〇（
一

九
三
五
）
年
に
四

つ
の
石
片
が
集
め
ら

れ
て
再
建
さ
れ
た
。

笠松町中野の六地蔵尊のお堂村役場正面の「四つ割の
南無阿弥陀仏碑」

橋杭笑地蔵（『橋杭笑地蔵尊を訪ねて』
墨俣町郷土史研究会より）

3‒

1
　
明
台
寺
の
地
蔵
　

①
大
垣
市
墨
俣
町
の
明
台
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る
地
蔵
の
名
前

の
由
来
に
つ
い
て
は
250
、
京
都
か
ら
関
東
へ
下
向
の
勅
使
が
、
村

人
か
ら
橋
杭
か
ら
作
っ
た
地
蔵
の
霊
験
を
聞
き
、「
朽
残
る
真
砂

の
下
の
橋
は
し
ら　

又
道
か
え
て
人
わ
た
す
な
り
」
と
歌
を
謡
っ

た
。
こ
れ
を
聞
い
た
地
蔵
が
微
笑
ん
だ
の
で
、
以
来
橋
杭
笑
地
蔵

と
言
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
橋
杭
笑
地
蔵
は
四
〇
年

に
一
回
の
御
開
帳
で
あ
る
。

3
．川
立
ち
地
蔵
と
三
体
の
橋
杭
笑
地
蔵

「
川
立
ち
地
蔵
の
不
思
議
な
夢
（
三
号
）」
137
は
、
地
蔵
が
常
に

水
に
浸
か
る
地
に
祀
ら
れ
て
、
洪
水
で
溺
死
し
た
人
々
の
後
生
を

願
っ
て
い
る
話
で
あ
る
。

橋
杭
か
ら
造
ら
れ
た
橋
杭
笑
地
蔵
は
、
墨
俣
町
の
明
台
寺
（「
橋

杭
笑
地
蔵
（
二
七
号
）」
250
）、
羽
島
市
小
熊
町
の
一
乗
寺
さ
ら
に

揖
斐
川
町
谷
汲
徳
積
の
谷
汲
山
華
厳
寺
の
三
ヶ
所
に
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
お
地
蔵
さ
ん
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

な
お
、
よ
く
似
た
話
と
し
て
京
都
府
八
幡
市
橋
本
平
野
山
の
講

田
寺
に
は
、
淀
川
の
架
橋
時
に
人
柱
と
な
っ
た
父
親
の
菩
提
を
弔

う
た
め
、
尼
と
な
っ
た
娘
が
朽
ち
た
橋
の
杭
で
彫
っ
て
供
養
し
た
地

蔵
尊
が
「
笑
地
蔵
」
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

墨俣川合戦の絵（部分、一乗寺蔵）

3‒

3
　
谷
汲
山
の
地
蔵
　

③
西
国
第
三
十
三
満
願
霊
場
の
谷
汲
山
華
厳
寺
（
揖
斐
川
町

谷
汲
）
の
客
殿
内
仏
の
本
尊
が
「
笑
地
蔵
尊
」
で
あ
る
。
以
前
に

発
行
さ
れ
た
「
谷
汲
山
の
し
お
り
」
に
「
笑
地
蔵
尊
」
が
載
っ
て

い
た
が
、
し

お
り
は
現
在

発
行
さ
れ
て

い
な
い
。

3‒

2
　
一 

乗
寺
と
慈
恩
寺
の
地
蔵
　

②
羽
島
市
小
熊
町
の
一
乗
寺
は

弘
仁
一
〇（
八
一
九
）
年
弘
法
大

師
（
空
海
）
の
開
基
で
、
大
師

自
ら
橋
杭
で
延
命
地
蔵
菩
薩
を

彫
り
、
大
垣
市
墨
俣
町
の
明
台

寺
と
同
じ
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

養
和
元
（
一
一
八
一
）
年
の
源

平
墨
俣
川
の
合
戦
で
、
右
岸
墨

俣
側
の
平
氏
と
対
岸
一
乗
寺
付

近
の
源
氏
が
戦
っ
た
。
こ
の
戦
い

の
最
中
、
僧
が
橋
杭
笑
地
蔵
を
持
っ
て
逃
げ
る
姿
が
絵
（
一
乗
寺

蔵
）
に
描
か
れ
て
い
る
。

時
を
経
て
、
こ
の
菩
薩
を
信
仰
し
た
源
頼
朝
は
二
度
に
わ
た
っ

て
一
乗
寺
本
堂
を
建
築
し
、
信
長
は
永
禄
一
一
（
一
五
六
八
）
年

に
こ
の
地
蔵
を
慈
恩
寺
（
岐
阜
市
大
門
町
）
に
移
し
、
地
名
を
羽

島
と
同
じ
小
熊
町
と
し
た
。

な
お
、
一
時
衰
え
た
一
乗
寺
を
万
治
元
（
一
六
五
八
）
年
に
江

西
和
尚
が
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
と
し
て
開
山
し
、
慈
覚
大
師

が
彫
っ
た
地
蔵
菩
薩
を
祀
っ
て
い
る
。

慈恩寺の橋杭笑地蔵谷汲の笑地蔵
(『橋杭笑地蔵尊を訪ねて』より)
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第
8
章
　
治
山
治
水
利
水
伝
説

ま
る
と
伝
わ
る
。
一
方
、
席
田

側
で
は
、
水
争
い
に
悩
ん
だ
幕

府
は
両
代
表
者
の
ど
ち
ら
か
が

早
く
火
柱
に
抱
き
付
い
た
方
が

用
水
六
割
の
権
利
を
得
る
と

し
、
席
田
の
小
右
衛
門
が
い
ち

早
く
火
柱
に
抱
き
付
き
、
席

田
が
六
割
と
な
っ
た
、
と
伝

わ
っ
て
い
る
。

争
い
事
を
神
の
意
志
に
よ
っ

て
判
定
す
る
手
段
に
盟
神
探

湯
が
行
わ
れ
た
。
当
事
者
が
神
に
宣
誓
（
盟
神
）
し
た
後
、
熱

湯
の
入
っ
た
釜
の
中
の
石
を
探
っ
て
（
探
湯
）、
火
傷
を
せ
ず
に
石

を
取
り
出
し
た
者
を
正
し
い
と
し
た
。

①
江
戸
時
代
、
揖
斐
川
左
岸
の
衣
斐
用
水
路
が
右
岸
側
の
池

田
側
の
取
水
路
と
取
水
量
で
も
め
た
際
、
衣
斐
用
水
側
の
名
主

三
間
忠
蔵
が
盟
神
探
湯
を
行
い
、
熱
湯
か
ら
一
振
り
の
斧
を
取
り

出
し
、
こ
の
時
以
来
、「
取
水
量
は
折
半
」
の
約
束
は
守
ら
れ
た
。

こ
の
時
の
火
傷
で
死
ん
だ
忠
蔵
は
、
井
神
様
（
揖
斐
郡
大
野
町
南

領
家
の
実
相
院
西
側
）
に
祀
ら
れ
た
が
、
一
説
に
は
責
任
を
と
っ

て
切
腹
し
た
217
と
も
伝
わ
る
。

3‒

3
　
用
水
路
の
伝
説
　

用
水
路
は
各
地
に
数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
用
水
路
建
設

に
関
す
る
伝
説
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

①
下
呂
市
小
坂
町
大
島
の
五
右
衛
門
は
洞
谷
の
水
を
利
用
し
て

用
水
路
（
五
右
衛
門
用
水
路
）
を
造
っ
た
が
、
吝
嗇
な
た
め
に
年

貢
を
納
め
ず
役
人
に
捕
ま
り
、
家
も
絶
え
た
が
、
今
も
屋
敷
跡
は

五
右
衛
門
屋
敷
の
名
を
残
し
、
用
水
路
は
多
く
の
田
を
養
っ
て
い
る

218
。②
日
照
り
や
洪
水
に
苦
し
む
村
（
土
岐
市
駄
知
町
南
山
）
の

た
め
に
、
今
井
金
兵
衛
が
三
つ
の
溜
池
築
造
を
計
画
し
た
。
村
人

と
三
つ
の
池
を
完
成
さ
せ
、
現
在
も
「
三
の
池
」
が
残
っ
て
い
る

童
か
す
っ
ぽ
ん
）が
住
む
笠
松
駅

（
羽
島
郡
笠
松
町
西
金
池
町
）の

東
北
の
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
は
、

一
三
〇
〇
年
前
の
洪
水
で
出
来

た
が
、慶
応
三（
一
八
六
七
）年
五

月
の
洪
水
で
切
れ
て
大
池（
三
一

〇
〇
㎡
）と
な
っ
た
223
。

⑤
昔
、
武
儀
川
と
長
良
が
岐

阜
市
三
輪
で
合
流
し
西
へ
流
れ

て
い
た
が
、天
文
三
（
一
五
三
四
）

年
に
中
屋
の
堤
防
が
切
れ
流
路

変
わ
っ
た
。
こ
の
時
、
死
者
一
二

〇
〇
〇
人
で
牛
馬
二
〇
〇
〇
頭

が
流
さ
れ
た
46
。⑥
御
囲
い
堤
の

出
来
る
前
、
山
那
（
扶
桑
町
山

那
地
区
）
の
堤
防
は
度
々
切
れ

た
（
山
那
切
れ
）
280
。

長
良
橋
下
流
右
岸
堤
防
沿
い

に
祀
ら
れ
て
い
る
岐
阜
市
早
田

東
町
の
水
難
厄
除
け
の
「
除
水

延
命
地
蔵
尊
」
は
、⑦
川
底
で

光
る
石
を
拾
い
上
げ
、
馬
場
堤

（
現
在
地
）
に
安
置
し
た
。
明

治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
の
大

洪
水
で
、
壊
れ
よ
う
と
す
る
堤
を
こ
の
石
が
防
ぎ
、
破
堤
し
な
っ

た
118
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2‒

2
　
K
I
S
S
O
の
堤
防
の
伝
説
七
編
　

「
燈
明
さ
ん
祭
り
（
一
号
）」
23
は
、
燈
明
が
切
れ
か
け
た
堤
防

の
隙
間
に
落
ち
て
破
堤
を
免
れ
た
話
で
、
破
堤
を
村
人
に
予
告
し

た
「
蛇
池
と
一
本
松
（
一
四
号
）」
205
は
、「
入
方
の
お
墓
か
ら
一

五
〇
m
北
に
堤
防
が
あ
り
、
そ
の
そ
ば
の
大
き
な
松
に
ツ
ツ
ジ
の

葉
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
通
っ
た
ら
、
九

月
に
堤
防
が
切
れ
、
松
の
木
は
池
の
中
に
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
蛇

害
し
な
い
よ
う
に「
仕
事
を
し

て
い
る
振
り
を
し
た
」の
で
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
人
を
小

田
井
人
足
と
言
う
248
。③
木

曽
川
が
江
南
市
草
井
で
切
れ

た
時
に
出
来
た
池（
江
南
市

小
杁
町
鴨
ケ
池
）に
尾
の
切

れ
た
大
蛇
が
棲
ん
で
い
る
と

言
わ
れ
て
い
た
。こ
の
池（
鴨

ケ
池
）の
蛙
が
老
婆
の
身
な
り

を
馬
鹿
に
し
た
241
。④
主（
河

3
．用
水
路

　
　3‒

1
　
慣
行
慣
例
水
利
権
　

水
利
権
は
公
水
、
と
く
に

河
川
か
ら
の
水
を
潅
漑
・
発

電
・
上
水
道
な
ど
の
た
め
に

継
続
的
、
独
占
的
に
使
用
す

る
権
利
で
、
行
政
官
庁
に
申

請
し
て
許
可
を
得
る
水
利
権

と
、
慣
行
と
し
て
昔
か
ら
濯

漑
用
水
等
に
使
用
し
て
き
た

慣
行
水
利
権
と
が
あ
る
。

慣
行
水
利
権
は
「
優
先
劣

後
」
と
言
わ
れ
、
先
に
沢
や

谷
か
ら
取
水
し
た
人
や
村
に

権
利
が
発
生
し
、
後
発
の
人
や
村
は
先
の
権
利
を
侵
さ
な
い
範
囲

内
で
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。

用
水
路
の
水
に
は
、
集
落
の
単
位
で
開
発
し
た
村
人
が
無
償
で

使
え
る
用
水
と
、
個
人
が
開
発
し
た
用
水
に
使
用
者
が
水
代
金

を
支
払
う
用
水
と
が
あ
っ
た
。
元
々
水
利
権
は
領
主
に
帰
属
し
て

お
り
、
個
人
の
開
削
費
用
を
回
収
す
る
た
め
に
無
制
限
で
な
い
水

代
金
の
徴
収
が
認
め
ら
れ
た
が
、
永
遠
に
そ
の
権
利
が
保
障
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
年
と
共
に
、
村
人
全
員
が
所
有
す
る
水
利
権

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
例
も
多
々
あ
る
。

3‒

2
　
水
利
権
に
ま
つ
わ
る「
神
の
審
判
」　

本
巣
市
山
口
で
根
尾
川
を
水
源
と
す
る
席
田
と
真
桑
の
両
用
水

路
は
室
町
時
代
頃
か
ら
水
利
権
で
も
め
て
き
て
、
寛
永
一
八
（
一

六
四
一
）
年
に
席
田
六
対
真
桑
四
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に

対
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
真
桑
人
形
浄
瑠
璃
は
、
江
戸

表
へ
私
財
を
費
や
し
て
出
向
い
た
庄
屋
福
田
源
七
郎
に
感
謝
し

て
、
村
人
が
上
演
し
た
操
り
人
形
芝
居
「
義
農
源
七
郎
」
に
始

池
と
呼
ん
で
お
祭
り
が
あ
っ
た
」
と
の
『
安
八
町
史
』
か
ら
の
創

作
で
あ
ろ
う
。

水
争
い
を
記
し
た
「
か
き
上
げ
堤
と
半
兵
衛
ど
ん
（
一
六
号
）」

121
の
か
き
上
げ
堤
は
、
羽
島
市
正
木
町
曲
利
の
交
差
点
付
近
で
あ

り
、
交
差
点
側
の
堤
外
神
社
と
も
呼
ば
れ
る
貴
船
神
社
の
南
約
一

〇
〇
m
に
貴
布
禰
神
社
（
堤
内
神
社
）
が
あ
る
。
な
お
、
正
木

町
の
輪
中
堤
は
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）
年
代
初
頭
に
取
り
壊
さ

れ
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。

「
猿
尾
の
つ
つ
み
（
二
二
号
）」
27
は
、
岡
田
将
監
善
同
が
笠
松

の
木
曽
川
右
岸
に
設
け
た
将
監
猿
尾
の
謂
れ
を
述
べ
て
お
り
、「
観

音
寺
の
和
尚
の
祈
祷
（
五
五
号
）」
277
は
、
大
き
く
流
路
を
変
え

た
天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
以
前
の
古
木
曽
川
が
勝
村
（
現
海

津
市
平
田
町
勝
賀
）
地
点
で
洪
水
を
頻
発
し
て
お
り
、
大
榑
荘

勝
村
観
音
寺
が
何
時
頃
廃
絶
し
た
か
不
明
で
、
そ
の
寺
跡
ら
し

き
も
の
も
皆
無
で
あ
る
が
、「
僧
宥
恵
が
堤
に
入
眼
し
た
の
で
堤

防
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
」
と
記
す
『
平
田
町
史
』
を
昔
話
風

に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、以
下
の
二
編
は
堤
防
と
余
り
関
係
な
い
が
、「
川
繋
が
り
」

で
こ
こ
に
入
れ
た
。

「
衣
掛
の
三
角
石
（
七
五
号
）」
286
は
、
岩
が
点
在
す
る
王
滝

川
の
三
角
形
の
岩
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
例
え
ば
関
ヶ
原
町

青
坂
神
社
に
あ
る
家
康
の
腰
掛
石
や
八
百
津
町
大
仙
寺
に
あ
る

宮
本
武
蔵
の
座
禅
石
の
よ
う
に
各
地
に
各
種
の
岩
が
散
在
し
て

い
る
。

「
お
富
・
与
十
松
の
夫
婦
松
（
九
一
号
）」
61
は
、
今
は
運
休

に
な
っ
た
木
曽
川
ラ
イ
ン
下
り
の
奇
岩
に
付
け
ら
れ
た
名
の
由

来
で
あ
る
。
な
お
、お
富
と
与
十
松
の
よ
く
似
た
話
と
し
て
、「
お

富
岩
」
1
に
、
落
魄
し
た
栗
栖
村
の
名
主
の
娘
お
富
は
、
恋
人
の

与
曽
松
に
助
け
ら
れ
て
嫌
な
侍
か
ら
逃
げ
る
途
中
、
二
人
と
も
木

曽
川
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
伝
説
の
よ
う
に

お
富
の
声
に
魅
せ
ら
れ
て
船
が
難
破
す
る
た
め
、
寂
光
上
人
が
供

養
し
て
唱
声
も
無
く
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

娘
が
蛇
に
呑
ま
れ
た
の
で
、
親
が
鉄
砲
の
名
人
に
助
け
を
求
め
、

名
人
は
鉄
砲
で
大
蛇
を
撃
っ
た
。
尾
根
か
ら
の
水
は
数
日
赤
く
染

ま
り
、数
日
後
に
大
蛇
は
大
雨
を
降
ら
せ
て
木
曽
山
方
面
に
逃
げ
、

地
名
が
蛇
抜
け
と
な
っ
た
274
。

⑪
小
屋
ヶ
谷
（
大
垣
市
上
石
津
町
住
鹿
）
奥
の
池
に
、
山
に

千
年
、里
に
千
年
、海
に
千
年
棲
む
と
天
に
昇
る
と
言
わ
れ
る
「
ホ

ラ
貝
」
注
）
が
住
ん
で
い
て
、
あ
る
時
、
池
を
破
り
、
濁
流
に
乗
っ

て
海
に
出
た
37
。

注
）『
久
瀬
村
史
』は
、「
ホ
ラ
貝
は
、全
国
的
に
伝
説
に
現
れ
る
が
、

何
を
意
味
す
る
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
村
内
各
地
の

石
灰
岩
に
含
ま
れ
る
古
生
代
の
化
石
で
、
現
在
の
ホ
ラ
貝
に
似
た

生
物
・
ベ
レ
ロ
フ
ォ
ン
が
こ
の
伝
説
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

大
ほ
ら
貝
が
三
田
倉
山
の
谷
を
下
っ
た
「
大
ほ
ら
貝
と
白
抜
け

（
六
八
号
）」
54
と
全
く
同
じ
話
と
し
て
、
揖
斐
川
右
岸
側
の
三

田
倉
か
ら
左
岸
側
へ
約
四
㎞
離
れ
た
小
津
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

小
津
）
の
ホ
ラ
ン
谷
で
も
、⑫
大
き
な
ホ
ラ
貝
が
住
ん
で
い
た
。

あ
る
日
、
山
崩
れ
が
起
き
て
ホ
ラ
貝
は
海
に
帰
っ
た
238
、
と
伝
え

て
い
る
。

2
．堤
防

田
畑
や
生
命
財
産
を
守
る
堤
防
や
貴
重
な
灌
漑
用
水
を
供
給

す
る
用
水
路
は
、人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
施
設
で
あ
る
。

2‒

1
　
堤
防
伝
説

①
盗
ん
だ
物
を
貧
乏
な
人
に
分
け
与
え
る
義
賊（
巳
之
助
）が

阿
木
川
の
榎（
恵
那
市
大
井
町
）に
縛
ら
れ
て
死
ん
だ
が
、祟
り
で

川
が
荒
れ
る
の
で
社
を
造
り
祀
っ
た
。堤
防
の
工
事
で
も
榎
を
切
ら

れ
ず
残
し
た
118
。②
小
田
井
村（
名
古
屋
市
西
区
小
田
井
）の
人
々

は
、し
ば
し
ば
庄
内
川
左
岸
側
の
名
古
屋
城
を
守
る
た
め
に
、右
岸

側
の
自
村
の
堤
防
を
切
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
。そ
こ
で
、自
村
を

大
蛇
は
山
に
千
年
、海
に
千
年（
海
山
千
年
）修
行
す
る
と
、昇
天

し
て
竜
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、山
か
ら
海
へ
大
蛇
が
移
動
す

る
際
に
発
生
す
る
土
石
流
を「
蛇
抜
け
」と
名
付
け
た
よ
う
で
あ
る
。

本
章
の
第
一
節
で
蛇
抜
け
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、第
二
節
で
人
々

の
暮
ら
し
を
守
っ
た
堤
防
、第
三
節
で
用
水
路
に
関
す
る
伝
説
に
触

れ
よ
う
。

1
．蛇
抜
け

木
曽
郡
南
木
曽
町
は
花
崗
岩
地
帯
で
あ
る
。表
層
部
の
花
崗
岩

は
、温
度
変
化
や
地
下
水
の
浸
透
な
ど
物
理
的
・
科
学
的
な
作
用

で
風
化
が
進
行
し
、砂
状
に
な
り
や
す
い
。こ
う
し
て
砂
状
と
な
っ

た
風
化
花
崗
岩
は「
真
砂
土
」と
呼
ば
れ
、粘
着
力
が
弱
く
、水
分

を
含
ん
で
飽
和
状
態
に
な
る
と
斜
面
の
崩
壊
が
発
生
し
や
す
い
。

南
木
曽
町
に
は
七
ヶ
所
に「
蛇
抜
け
」の
名
が
つ
い
た
沢
が
あ
り
、

多
く
の
蛇
抜
け（
土
石
流
）が
発
生
し
た
こ
と
を
現
し
て
い
る
。

南
木
曽
の
土
石
流
の
例
と
し
て
、与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

と
悲
し
め
る
乙
女
の
像
に
つ
い
て
触
れ
る
。

1‒

1
　
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

国
道
一
九
号
で
南
木
曽
商
店
街
を
通
り
抜
け
、
木
曽
川
左
岸
の

支
川
・
与
川
に
沿
っ
て
急
坂
を
登
る
と
す
ぐ
の
与
川
発
電
所
の
側

に
「
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
」
が
祀
っ
て
あ
る
。

弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
五
月
二
七
日
、
尾
張
藩
の
用
材
を

伐
採
中
だ
っ
た
与
川
中
野
沢
で
大
蛇
抜
け
（
山
津
波
、
土
石
流
）

が
発
生
し
た
。
杣
小
屋
三
棟
、
日
庸
小
屋
四
棟
、
会
所
一
棟
が
一

瞬
に
し
て
山
津
波
に
呑
み
込
ま
れ
、
杣
や
日
傭
九
五
人
（
一
一
四

人
、
一
〇
六
人
と
も
伝
わ
る
）
が
流
さ
れ
た
。

こ
の
犠
牲
者
た
ち
は
、
お
も
に
近
郷
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
尾

張
藩
は
約
四
〇
両
で

石
地
蔵
を
建
て
、
弘

化
二
年
二
月
二
六
・

二
七
日
に
供
養
費
と

し
て
約
三
〇
両
を
費

や
し
て
い
る
。

こ
の
災
害
は
、
尾

張
藩
の
強
引
な
木
材
伐
採
が
山
の
保
水
力
と
耐
浸
食
性
を
低
下

さ
せ
た
結
果
、
豪
雨
に
よ
っ
て
土
石
流
が
発
生
し
た
こ
と
を
今
に

伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
災
害
も
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
し
て
木
曽
川
流
域
で
語
り

継
が
れ
て
い
る
が
、「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
仕
立
て
の
他
に
、「
白
蛇

の
お
告
げ
（
三
五
号
）」
38
の
よ
う
に
「
白
蛇
」
や
あ
る
い
は
「
白

髭
の
老
人
」
が
土
石
流
発
生
を
告
げ
る
話
、
さ
ら
に
、
与
川
か
ら

木
材
を
伐
り
出
し
て
い
る
と
、
夜
中
に
大
水
が
出
る
と
声
が
聞
こ

え
た
が
、
無
視
し
て
い
た
ら
大
水
が
出
た
。
こ
れ
は
、
イ
ケ
ジ
キ

の
沼
の
蛇
が
抜
け
た
か
ら
で
、
杣
人
が
大
勢
死
ん
だ
の
で
、
地
蔵

が
祀
ら
れ
た
266
、
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
1
）「
与
川
の
地
蔵
以
前
」

笹
本
86
に
よ
る
と
、
勘
定
吟
味
役
で
旗
本
の
川
路
聖
謨
は
、

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
四
月
、
焼
失
し
た
江
戸
城
西
の
丸
の

再
建
の
た
め
、
尾
張
領
の
裏
木
曽
の
井
出
小
路
山
（
一
八
〇
六

m
）
で
尾
張
藩
が
献
納
す
る
木
材
の
伐
採
指
揮
を
執
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
伐
採
地
で
蛇
抜
け
や
火
災
な
ど
各
種
の
異
変
が
生
じ
た

た
め
、
天
保
一
一
年
に
川
路
は
自
費
一
〇
両
を
費
や
し
て
高
さ
八

〇
㎝
程
の
地
蔵
を
建
立
し
て
い
る
。

さ
ら
に
将
軍
家
慶
の
命
を
受
け
、
天
保
一
〇
年
三
月
に
亡
く
な
っ

た
第
一
一
代
尾
張
藩
主
徳
川

斉
温
の
跡
を
継
い
だ
斉
荘
も

山
の
神
に
祟
ら
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
た
尾
張
藩
は
、
同

一
四
年
に
中
津
川
市
に
護
山

神
社
を
創
建
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
弘
化
元
年
の
与

川
の
蛇
抜
け
に
際
し
、
尾
張

藩
は
藩
主
ら
に
井
出
小
路
山

で
の
伐
採
時
の
よ
う
な
異
変

が
及
ば
な
い
こ
と
を
願
い
、

地
蔵
を
建
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

1‒

2
　
伊
勢
小
屋
沢
の
蛇
抜
け

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
七
月
、
読
書
中
学
校
（
南
木
曽
町
）

の
上
の
伊
勢
小
屋
沢
か
ら
発
生
し
た
土
石
流
は
、
職
員
住
宅
に
い

た
同
校
長
の
幼
い
長
男
・
長

女
と
他
の
教
諭
の
妻
の
命
を

奪
っ
た
65
。

こ
の
災
害
で
亡
く
な
っ
た

幼
い
兄
弟
を
慰
め
る
「
悲
し

め
る
乙
女
の
像‒

蛇
抜
け
の

碑‒

」
の
台
座
に
は
、
土
石

流
発
生
に
つ
い
て
の
言
い
伝

え
（
俚
諺
）
が
刻
み
こ
ま
れ

て
い
る
。

「
白
い
雨
が
降
る
と
ぬ
け
る
／
尾
先　

谷
口　

宮
の
前
／
雨
に

風
が
加
わ
る
と
危
な
い
／
長
雨
後　

谷
の
水
が
急
に
止
ま
っ
た
ら

ぬ
け
る
／
蛇
ぬ
け
の
水
は
黒
い
／
蛇
ぬ
け
の
前
に
は
き
な
臭
い
匂

い
が
す
る
」

こ
れ
ら
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
白
い
雨
」
は
水
し
ぶ
き
で
辺
り
一
面
白
っ
ぽ
く
な
り
、
視
界
が

悪
く
な
る
五
〇
〜
八
〇
mm
の
雨
で
あ
る
。「
尾
先  

谷
口
」
つ
ま
り

尾
根
の
先
や
谷
の
出
口
は
、
古
く
か
ら
土
石
流
が
襲
い
や
す
い
と

こ
ろ
。「
宮
の
前
」
は
土
石
流
に
は
関
係
な
く
、
お
宮
の
前
に
家

を
建
て
る
と
、
お
祭
な
ど
の
際
に
多
く
の
知
り
合
い
が
家
に
寄
る

の
で
費
用
が
掛
か
る
と
洒
落
て
述
べ
て
い
る
。「
谷
の
水
が
急
に
止

ま
っ
た
ら
ぬ
け
る
」
は
、
土
石
や
流
木
が
渓
流
や
沢
を
塞
い
で
一

時
的
に
水
が
止
ま
る
が
、
止
め
ら
れ
た
水
が
増
加
す
る
と
土
石
や

流
木
に
よ
る
堰
が
破
壊
さ
れ
、
土
石
流
が
発
生
す
る
。「
蛇
ぬ
け

の
水
は
黒
い
」
は
、
多
量
の
土
砂
が
流
水
と
と
も
に
流
下
す
る
か

ら
黒
く
な
る
。「
き
な
臭
い
匂
い
が
す
る
」
は
、
岩
石
と
一
緒
に
流

木
が
流
出
す
る
際
、
摩
擦
で
生
じ
る
発
熱
現
象
を
表
し
て
い
る
。

1‒

3
　
蛇
抜
け
伝
説

各
地
の
蛇
抜
け
に
ま
つ
わ
る
話
を
見
て
い
こ
う
。

①
大
蛇
は
海
に
千
年
、
山
に
千
年
修
行
す
る
と
、
昇
天
し
て

竜
に
な
る
。
駒
ヶ
岳
（
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
）
の
雄
雌
二
匹
の
大

蛇
が
昇
天
す
る
た
め
、
駒
ヶ
岳
の
一
角
を
蛇
抜
け
し
て
滑
川
を
下

り
、
さ
ら
に
木
曽
川
を
下
っ
て
天
に
昇
天
し
た
202
。②
大
蛇
が
木

曽
川
を
下
っ
て
海
で
の
修
行
を
望
む
が
、
蛙
が
邪
魔
を
す
る
の
で
、

洪
水
に
し
て
蛙
（
蛙
石
。
木
曽
郡
上
松
町
正
島
町
）
の
目
を
晦

ま
し
て
か
ら
海
へ
出
た
202
。

③
柏
原
の
釜
ヶ
洞
（
飛
騨
市
神
岡
町
柏
原
）
の
頂
上
辺
り
の
池

に
棲
む
大
蛇
が
、
池
の
堰
を
切
っ
て
柏
原
に
洪
水
を
起
し
て
山
を

下
り
、
富
山
の
海
へ
出
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
水

月
庵
（
柏
原
）
の
千
手
観
音
が
村
の
男
を
使
い
大
蛇
を
退
治
し
た
。

そ
の
時
焼
き
殺
し
た
の
で
、
そ
こ
の
石
は
焦
げ
て
い
る
39
。④
池
が

原
（
洞
谷
川
の
源
）
に
住
む
大
蛇
は
、
蛇
淵
（
飛
騨
市
宮
川
町

塩
屋
地
内
）
と
行
き
来
し
て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
地
震
で
通
路
が

塞
が
っ
た
の
で
、
場
所
を
移
す
こ
と
に
し
た
。
大
蛇
は
、
洞
村
（
宮

川
町
洞
）
で
は
娘
の
姿
で
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
が
、
大
蛇
の
姿

与川渡しのお地蔵様 南木曽で7ヶ所の「蛇抜け」名の沢

護山神社

を
見
た
宿
の
亭
主
に
、
宮
川
か
ら
海
へ
行
く
予
定
を
話
し
た
。
翌

朝
、宮
川
の
氾
濫
と
と
も
に
大
蛇
は
消
え
た
。
蛇
淵
は
大
正
三
（
一

九
一
四
）
年
八
月
の
洪
水
で
面
影
は
無
く
な
っ
た
102
。

⑤
黒
ぶ
ち
（
高
山
市
上

宝
村
町
双
六
）
に
棲
む
雌

の
大
蛇
が
恋
を
し
て
、
雄

の
い
る
池
ノ
尾
山
（
上
宝

町
金
木
戸
）へ
蛇
抜
け（
移

動
）
し
た
が
っ
て
い
た
が
、

両
全
寺
（
飛
騨
市
神
岡

町
麻
生
野
）
に
来
た
高
僧

が
娘
に
化
け
た
蛇
に
蛇
抜

け
を
止
め
る
よ
う
に
説
得

し
た
。
翌
日
、
大
蛇
の
死

体
が
川
に
浮
い
て
い
た
39
。

⑥
日
和
田
集
落
（
高
山
市
高
根
町
）
中
央
の
湿
地
帯
に
竜
神
の

化
身
の
白
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
大
雨
の
時
、土
抜
け（
蛇
抜
け
）

し
た
。
次
の
雨
の
時
、
修
行
を
積
ん
だ
行
者
が
、「
抜
け
な
い
」

よ
う
に
災
い
除
け
の
逆
杭
を
打
っ
た
の
で
、
以
来
、
抜
け
な
く
な
っ

た
256
。⑦
蛇
抜
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
）
の
大
き
な
池
に
鴨

が
い
た
。
殿
さ
ま
が
百
姓
に
捕
ま
え
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
う
る

さ
い
の
で
堤
を
切
り
、
蛇
が
抜
け
て
水
が
無
く
な
っ
た
と
言
っ
た

269
。⑧
大
丹
生
池
（
高
山
市
丹
生
川
町
久
手
）
の
主
の
大
蛇
に
子

が
増
え
、
海
に
下
る
必
要
が
生
じ
た
。
日
本
海
側
な
ら
、
高
原

川
が
大
洪
水
で
本
郷
平
（
高
山
市
上
宝
町
本
郷
）
ま
で
水
に
浸

か
り
、
八
賀
方
面
だ
と
、
丹
生
川
が
洪
水
と
な
り
、
千
光
寺
（
高

山
市
丹
生
川
町
下
保
）
ま
で
水
に
浸
か
る
、と
噂
し
て
恐
れ
た
104
。

⑨
海
・
川
・
山
で
各
千
年
修
行
し
た
竜
が
平
沢
山
（
郡
上
市

明
宝
寒
水
）
の
ヌ
ケ
ド
か
ら
昇
天
（
蛇
抜
け
）
す
る
時
に
、
姿
を

見
せ
る
代
わ
り
に
鱗
を
一
枚
置
い
て
い
っ
た
295
。

⑩
神
土
西
洞
（
加
茂
郡
東
白
川
村
）
の
本
洞
の
「
池
ガ
尾
」

と
い
う
尾
根
に
昔
池
が
あ
り
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
時
、
山
で

83
。③
鎌
倉
時
代（
一
一
八
五
〜
一
三
三
三
）に
、兄
弟
は
釜
沢
川（
中

津
川
市
落
合
釜
沢
）
の
取
水
口
か
ら
中
津
川
市
落
合
の
集
落
ま
で

二
本
の
用
水
路
を
掘
り
、
兄
は
過
労
で
斃
れ
、
弟
は
水
路
完
成
時

に
地
頭
に
よ
っ
て
ど
こ
か
へ
連
れ
去
ら
れ
た
。
そ
の
用
水
は
兄
の
井
・

弟
の
井
（
中
用
水
の
基
礎
）
と
呼
ば
れ
た
219
。④
山
県
市
の
相
原

で
開
墾
を
始
め
た
一
族
の
た
め
に
、
修
行
者
が
灌
漑
用
水
（
野
久

尾
用
水
）
を
通
す
隧
道
工
事
を
指
揮
し
、
難
工
事
の
末
に
約
四

〇
間
（
七
五
m
）
の
隧
道
が
完
成
し
た
124
。

3‒

4
　
K
I
S
S
O
の
用
水
路
二
編
　
　

「
深
瀬
用
水
と
水
争
い
（
一
三
号
）」
214
は
、
深
瀬
（
恵
那
市
三

郷
町
佐
々
良
木
）
と
そ
の
上
流
の
上
平
の
集
落
間
発
生
し
た
水

争
い
で
、「
弥
太
郎
用
水
（
四
一
号
）」
37
は
、
弥
太
郎
（
大
垣
市

上
石
津
西
山
）
が
用
水
を
築
き
水
不
足
を
解
消
し
た
が
、
猪
害

に
よ
る
三
年
の
無
年
貢
金
を
横
領
し
、
村
を
追
い
出
さ
れ
た
が
、

死
後
許
さ
れ
裏
山
に
葬
ら
れ
た
話
で
あ
る
。
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102

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

column
﹇
か
わ
ず
石
﹈

　
か
わ
ず
石
は
出
水
規

模
を
予
測
す
る
水
計
石

で
あ
っ
た
。

　
大
雨
が
降
る
と
、増

水
す
る
川
面
と
水
に
浸

か
る
か
わ
ず
石
を
見
比

べ
、こ
れ
か
ら
や
っ
て
来

る
洪
水
の
規
模
を
予
測

し
た
。　
堤
防
が
不
備

な
頃
、か
わ
ず
石
が
水

中
に
没
す
る
と
、正
島
一

帯
も
水
没
し
た
。

ま
る
と
伝
わ
る
。
一
方
、
席
田

側
で
は
、
水
争
い
に
悩
ん
だ
幕

府
は
両
代
表
者
の
ど
ち
ら
か
が

早
く
火
柱
に
抱
き
付
い
た
方
が

用
水
六
割
の
権
利
を
得
る
と

し
、
席
田
の
小
右
衛
門
が
い
ち

早
く
火
柱
に
抱
き
付
き
、
席

田
が
六
割
と
な
っ
た
、
と
伝

わ
っ
て
い
る
。

争
い
事
を
神
の
意
志
に
よ
っ

て
判
定
す
る
手
段
に
盟
神
探

湯
が
行
わ
れ
た
。
当
事
者
が
神
に
宣
誓
（
盟
神
）
し
た
後
、
熱

湯
の
入
っ
た
釜
の
中
の
石
を
探
っ
て
（
探
湯
）、
火
傷
を
せ
ず
に
石

を
取
り
出
し
た
者
を
正
し
い
と
し
た
。

①
江
戸
時
代
、
揖
斐
川
左
岸
の
衣
斐
用
水
路
が
右
岸
側
の
池

田
側
の
取
水
路
と
取
水
量
で
も
め
た
際
、
衣
斐
用
水
側
の
名
主

三
間
忠
蔵
が
盟
神
探
湯
を
行
い
、
熱
湯
か
ら
一
振
り
の
斧
を
取
り

出
し
、
こ
の
時
以
来
、「
取
水
量
は
折
半
」
の
約
束
は
守
ら
れ
た
。

こ
の
時
の
火
傷
で
死
ん
だ
忠
蔵
は
、
井
神
様
（
揖
斐
郡
大
野
町
南

領
家
の
実
相
院
西
側
）
に
祀
ら
れ
た
が
、
一
説
に
は
責
任
を
と
っ

て
切
腹
し
た
217
と
も
伝
わ
る
。

3‒

3
　
用
水
路
の
伝
説
　

用
水
路
は
各
地
に
数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
用
水
路
建
設

に
関
す
る
伝
説
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

①
下
呂
市
小
坂
町
大
島
の
五
右
衛
門
は
洞
谷
の
水
を
利
用
し
て

用
水
路
（
五
右
衛
門
用
水
路
）
を
造
っ
た
が
、
吝
嗇
な
た
め
に
年

貢
を
納
め
ず
役
人
に
捕
ま
り
、
家
も
絶
え
た
が
、
今
も
屋
敷
跡
は

五
右
衛
門
屋
敷
の
名
を
残
し
、
用
水
路
は
多
く
の
田
を
養
っ
て
い
る

218
。②
日
照
り
や
洪
水
に
苦
し
む
村
（
土
岐
市
駄
知
町
南
山
）
の

た
め
に
、
今
井
金
兵
衛
が
三
つ
の
溜
池
築
造
を
計
画
し
た
。
村
人

と
三
つ
の
池
を
完
成
さ
せ
、
現
在
も
「
三
の
池
」
が
残
っ
て
い
る

童
か
す
っ
ぽ
ん
）が
住
む
笠
松
駅

（
羽
島
郡
笠
松
町
西
金
池
町
）の

東
北
の
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
は
、

一
三
〇
〇
年
前
の
洪
水
で
出
来

た
が
、慶
応
三（
一
八
六
七
）年
五

月
の
洪
水
で
切
れ
て
大
池（
三
一

〇
〇
㎡
）と
な
っ
た
223
。

⑤
昔
、
武
儀
川
と
長
良
が
岐

阜
市
三
輪
で
合
流
し
西
へ
流
れ

て
い
た
が
、天
文
三
（
一
五
三
四
）

年
に
中
屋
の
堤
防
が
切
れ
流
路

変
わ
っ
た
。
こ
の
時
、
死
者
一
二

〇
〇
〇
人
で
牛
馬
二
〇
〇
〇
頭

が
流
さ
れ
た
46
。⑥
御
囲
い
堤
の

出
来
る
前
、
山
那
（
扶
桑
町
山

那
地
区
）
の
堤
防
は
度
々
切
れ

た
（
山
那
切
れ
）
280
。

長
良
橋
下
流
右
岸
堤
防
沿
い

に
祀
ら
れ
て
い
る
岐
阜
市
早
田

東
町
の
水
難
厄
除
け
の
「
除
水

延
命
地
蔵
尊
」
は
、⑦
川
底
で

光
る
石
を
拾
い
上
げ
、
馬
場
堤

（
現
在
地
）
に
安
置
し
た
。
明

治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
の
大

洪
水
で
、
壊
れ
よ
う
と
す
る
堤
を
こ
の
石
が
防
ぎ
、
破
堤
し
な
っ

た
118
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2‒

2
　
K
I
S
S
O
の
堤
防
の
伝
説
七
編
　

「
燈
明
さ
ん
祭
り
（
一
号
）」
23
は
、
燈
明
が
切
れ
か
け
た
堤
防

の
隙
間
に
落
ち
て
破
堤
を
免
れ
た
話
で
、
破
堤
を
村
人
に
予
告
し

た
「
蛇
池
と
一
本
松
（
一
四
号
）」
205
は
、「
入
方
の
お
墓
か
ら
一

五
〇
m
北
に
堤
防
が
あ
り
、
そ
の
そ
ば
の
大
き
な
松
に
ツ
ツ
ジ
の

葉
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
通
っ
た
ら
、
九

月
に
堤
防
が
切
れ
、
松
の
木
は
池
の
中
に
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
蛇

害
し
な
い
よ
う
に「
仕
事
を
し

て
い
る
振
り
を
し
た
」の
で
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
人
を
小

田
井
人
足
と
言
う
248
。③
木

曽
川
が
江
南
市
草
井
で
切
れ

た
時
に
出
来
た
池（
江
南
市

小
杁
町
鴨
ケ
池
）に
尾
の
切

れ
た
大
蛇
が
棲
ん
で
い
る
と

言
わ
れ
て
い
た
。こ
の
池（
鴨

ケ
池
）の
蛙
が
老
婆
の
身
な
り

を
馬
鹿
に
し
た
241
。④
主（
河

3
．用
水
路

　
　3‒

1
　
慣
行
慣
例
水
利
権
　

水
利
権
は
公
水
、
と
く
に

河
川
か
ら
の
水
を
潅
漑
・
発

電
・
上
水
道
な
ど
の
た
め
に

継
続
的
、
独
占
的
に
使
用
す

る
権
利
で
、
行
政
官
庁
に
申

請
し
て
許
可
を
得
る
水
利
権

と
、
慣
行
と
し
て
昔
か
ら
濯

漑
用
水
等
に
使
用
し
て
き
た

慣
行
水
利
権
と
が
あ
る
。

慣
行
水
利
権
は
「
優
先
劣

後
」
と
言
わ
れ
、
先
に
沢
や

谷
か
ら
取
水
し
た
人
や
村
に

権
利
が
発
生
し
、
後
発
の
人
や
村
は
先
の
権
利
を
侵
さ
な
い
範
囲

内
で
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。

用
水
路
の
水
に
は
、
集
落
の
単
位
で
開
発
し
た
村
人
が
無
償
で

使
え
る
用
水
と
、
個
人
が
開
発
し
た
用
水
に
使
用
者
が
水
代
金

を
支
払
う
用
水
と
が
あ
っ
た
。
元
々
水
利
権
は
領
主
に
帰
属
し
て

お
り
、
個
人
の
開
削
費
用
を
回
収
す
る
た
め
に
無
制
限
で
な
い
水

代
金
の
徴
収
が
認
め
ら
れ
た
が
、
永
遠
に
そ
の
権
利
が
保
障
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
年
と
共
に
、
村
人
全
員
が
所
有
す
る
水
利
権

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
例
も
多
々
あ
る
。

3‒

2
　
水
利
権
に
ま
つ
わ
る「
神
の
審
判
」　

本
巣
市
山
口
で
根
尾
川
を
水
源
と
す
る
席
田
と
真
桑
の
両
用
水

路
は
室
町
時
代
頃
か
ら
水
利
権
で
も
め
て
き
て
、
寛
永
一
八
（
一

六
四
一
）
年
に
席
田
六
対
真
桑
四
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に

対
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
真
桑
人
形
浄
瑠
璃
は
、
江
戸

表
へ
私
財
を
費
や
し
て
出
向
い
た
庄
屋
福
田
源
七
郎
に
感
謝
し

て
、
村
人
が
上
演
し
た
操
り
人
形
芝
居
「
義
農
源
七
郎
」
に
始

池
と
呼
ん
で
お
祭
り
が
あ
っ
た
」
と
の
『
安
八
町
史
』
か
ら
の
創

作
で
あ
ろ
う
。

水
争
い
を
記
し
た
「
か
き
上
げ
堤
と
半
兵
衛
ど
ん
（
一
六
号
）」

121
の
か
き
上
げ
堤
は
、
羽
島
市
正
木
町
曲
利
の
交
差
点
付
近
で
あ

り
、
交
差
点
側
の
堤
外
神
社
と
も
呼
ば
れ
る
貴
船
神
社
の
南
約
一

〇
〇
m
に
貴
布
禰
神
社
（
堤
内
神
社
）
が
あ
る
。
な
お
、
正
木

町
の
輪
中
堤
は
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）
年
代
初
頭
に
取
り
壊
さ

れ
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。

「
猿
尾
の
つ
つ
み
（
二
二
号
）」
27
は
、
岡
田
将
監
善
同
が
笠
松

の
木
曽
川
右
岸
に
設
け
た
将
監
猿
尾
の
謂
れ
を
述
べ
て
お
り
、「
観

音
寺
の
和
尚
の
祈
祷
（
五
五
号
）」
277
は
、
大
き
く
流
路
を
変
え

た
天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
以
前
の
古
木
曽
川
が
勝
村
（
現
海

津
市
平
田
町
勝
賀
）
地
点
で
洪
水
を
頻
発
し
て
お
り
、
大
榑
荘

勝
村
観
音
寺
が
何
時
頃
廃
絶
し
た
か
不
明
で
、
そ
の
寺
跡
ら
し

き
も
の
も
皆
無
で
あ
る
が
、「
僧
宥
恵
が
堤
に
入
眼
し
た
の
で
堤

防
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
」
と
記
す
『
平
田
町
史
』
を
昔
話
風

に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、以
下
の
二
編
は
堤
防
と
余
り
関
係
な
い
が
、「
川
繋
が
り
」

で
こ
こ
に
入
れ
た
。

「
衣
掛
の
三
角
石
（
七
五
号
）」
286
は
、
岩
が
点
在
す
る
王
滝

川
の
三
角
形
の
岩
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
例
え
ば
関
ヶ
原
町

青
坂
神
社
に
あ
る
家
康
の
腰
掛
石
や
八
百
津
町
大
仙
寺
に
あ
る

宮
本
武
蔵
の
座
禅
石
の
よ
う
に
各
地
に
各
種
の
岩
が
散
在
し
て

い
る
。

「
お
富
・
与
十
松
の
夫
婦
松
（
九
一
号
）」
61
は
、
今
は
運
休

に
な
っ
た
木
曽
川
ラ
イ
ン
下
り
の
奇
岩
に
付
け
ら
れ
た
名
の
由

来
で
あ
る
。
な
お
、お
富
と
与
十
松
の
よ
く
似
た
話
と
し
て
、「
お

富
岩
」
1
に
、
落
魄
し
た
栗
栖
村
の
名
主
の
娘
お
富
は
、
恋
人
の

与
曽
松
に
助
け
ら
れ
て
嫌
な
侍
か
ら
逃
げ
る
途
中
、
二
人
と
も
木

曽
川
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
伝
説
の
よ
う
に

お
富
の
声
に
魅
せ
ら
れ
て
船
が
難
破
す
る
た
め
、
寂
光
上
人
が
供

養
し
て
唱
声
も
無
く
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

娘
が
蛇
に
呑
ま
れ
た
の
で
、
親
が
鉄
砲
の
名
人
に
助
け
を
求
め
、

名
人
は
鉄
砲
で
大
蛇
を
撃
っ
た
。
尾
根
か
ら
の
水
は
数
日
赤
く
染

ま
り
、数
日
後
に
大
蛇
は
大
雨
を
降
ら
せ
て
木
曽
山
方
面
に
逃
げ
、

地
名
が
蛇
抜
け
と
な
っ
た
274
。

⑪
小
屋
ヶ
谷
（
大
垣
市
上
石
津
町
住
鹿
）
奥
の
池
に
、
山
に

千
年
、里
に
千
年
、海
に
千
年
棲
む
と
天
に
昇
る
と
言
わ
れ
る
「
ホ

ラ
貝
」
注
）
が
住
ん
で
い
て
、
あ
る
時
、
池
を
破
り
、
濁
流
に
乗
っ

て
海
に
出
た
37
。

注
）『
久
瀬
村
史
』は
、「
ホ
ラ
貝
は
、全
国
的
に
伝
説
に
現
れ
る
が
、

何
を
意
味
す
る
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
村
内
各
地
の

石
灰
岩
に
含
ま
れ
る
古
生
代
の
化
石
で
、
現
在
の
ホ
ラ
貝
に
似
た

生
物
・
ベ
レ
ロ
フ
ォ
ン
が
こ
の
伝
説
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

大
ほ
ら
貝
が
三
田
倉
山
の
谷
を
下
っ
た
「
大
ほ
ら
貝
と
白
抜
け

（
六
八
号
）」
54
と
全
く
同
じ
話
と
し
て
、
揖
斐
川
右
岸
側
の
三

田
倉
か
ら
左
岸
側
へ
約
四
㎞
離
れ
た
小
津
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

小
津
）
の
ホ
ラ
ン
谷
で
も
、⑫
大
き
な
ホ
ラ
貝
が
住
ん
で
い
た
。

あ
る
日
、
山
崩
れ
が
起
き
て
ホ
ラ
貝
は
海
に
帰
っ
た
238
、
と
伝
え

て
い
る
。

2
．堤
防

田
畑
や
生
命
財
産
を
守
る
堤
防
や
貴
重
な
灌
漑
用
水
を
供
給

す
る
用
水
路
は
、人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
施
設
で
あ
る
。

2‒

1
　
堤
防
伝
説

①
盗
ん
だ
物
を
貧
乏
な
人
に
分
け
与
え
る
義
賊（
巳
之
助
）が

阿
木
川
の
榎（
恵
那
市
大
井
町
）に
縛
ら
れ
て
死
ん
だ
が
、祟
り
で

川
が
荒
れ
る
の
で
社
を
造
り
祀
っ
た
。堤
防
の
工
事
で
も
榎
を
切
ら

れ
ず
残
し
た
118
。②
小
田
井
村（
名
古
屋
市
西
区
小
田
井
）の
人
々

は
、し
ば
し
ば
庄
内
川
左
岸
側
の
名
古
屋
城
を
守
る
た
め
に
、右
岸

側
の
自
村
の
堤
防
を
切
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
。そ
こ
で
、自
村
を

大
蛇
は
山
に
千
年
、海
に
千
年（
海
山
千
年
）修
行
す
る
と
、昇
天

し
て
竜
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、山
か
ら
海
へ
大
蛇
が
移
動
す

る
際
に
発
生
す
る
土
石
流
を「
蛇
抜
け
」と
名
付
け
た
よ
う
で
あ
る
。

本
章
の
第
一
節
で
蛇
抜
け
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、第
二
節
で
人
々

の
暮
ら
し
を
守
っ
た
堤
防
、第
三
節
で
用
水
路
に
関
す
る
伝
説
に
触

れ
よ
う
。

1
．蛇
抜
け

木
曽
郡
南
木
曽
町
は
花
崗
岩
地
帯
で
あ
る
。表
層
部
の
花
崗
岩

は
、温
度
変
化
や
地
下
水
の
浸
透
な
ど
物
理
的
・
科
学
的
な
作
用

で
風
化
が
進
行
し
、砂
状
に
な
り
や
す
い
。こ
う
し
て
砂
状
と
な
っ

た
風
化
花
崗
岩
は「
真
砂
土
」と
呼
ば
れ
、粘
着
力
が
弱
く
、水
分

を
含
ん
で
飽
和
状
態
に
な
る
と
斜
面
の
崩
壊
が
発
生
し
や
す
い
。

南
木
曽
町
に
は
七
ヶ
所
に「
蛇
抜
け
」の
名
が
つ
い
た
沢
が
あ
り
、

多
く
の
蛇
抜
け（
土
石
流
）が
発
生
し
た
こ
と
を
現
し
て
い
る
。

南
木
曽
の
土
石
流
の
例
と
し
て
、与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

と
悲
し
め
る
乙
女
の
像
に
つ
い
て
触
れ
る
。

1‒

1
　
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

国
道
一
九
号
で
南
木
曽
商
店
街
を
通
り
抜
け
、
木
曽
川
左
岸
の

支
川
・
与
川
に
沿
っ
て
急
坂
を
登
る
と
す
ぐ
の
与
川
発
電
所
の
側

に
「
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
」
が
祀
っ
て
あ
る
。

弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
五
月
二
七
日
、
尾
張
藩
の
用
材
を

伐
採
中
だ
っ
た
与
川
中
野
沢
で
大
蛇
抜
け
（
山
津
波
、
土
石
流
）

が
発
生
し
た
。
杣
小
屋
三
棟
、
日
庸
小
屋
四
棟
、
会
所
一
棟
が
一

瞬
に
し
て
山
津
波
に
呑
み
込
ま
れ
、
杣
や
日
傭
九
五
人
（
一
一
四

人
、
一
〇
六
人
と
も
伝
わ
る
）
が
流
さ
れ
た
。

こ
の
犠
牲
者
た
ち
は
、
お
も
に
近
郷
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
尾

張
藩
は
約
四
〇
両
で

石
地
蔵
を
建
て
、
弘

化
二
年
二
月
二
六
・

二
七
日
に
供
養
費
と

し
て
約
三
〇
両
を
費

や
し
て
い
る
。

こ
の
災
害
は
、
尾

張
藩
の
強
引
な
木
材
伐
採
が
山
の
保
水
力
と
耐
浸
食
性
を
低
下

さ
せ
た
結
果
、
豪
雨
に
よ
っ
て
土
石
流
が
発
生
し
た
こ
と
を
今
に

伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
災
害
も
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
し
て
木
曽
川
流
域
で
語
り

継
が
れ
て
い
る
が
、「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
仕
立
て
の
他
に
、「
白
蛇

の
お
告
げ
（
三
五
号
）」
38
の
よ
う
に
「
白
蛇
」
や
あ
る
い
は
「
白

髭
の
老
人
」
が
土
石
流
発
生
を
告
げ
る
話
、
さ
ら
に
、
与
川
か
ら

木
材
を
伐
り
出
し
て
い
る
と
、
夜
中
に
大
水
が
出
る
と
声
が
聞
こ

え
た
が
、
無
視
し
て
い
た
ら
大
水
が
出
た
。
こ
れ
は
、
イ
ケ
ジ
キ

の
沼
の
蛇
が
抜
け
た
か
ら
で
、
杣
人
が
大
勢
死
ん
だ
の
で
、
地
蔵

が
祀
ら
れ
た
266
、
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
1
）「
与
川
の
地
蔵
以
前
」

笹
本
86
に
よ
る
と
、
勘
定
吟
味
役
で
旗
本
の
川
路
聖
謨
は
、

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
四
月
、
焼
失
し
た
江
戸
城
西
の
丸
の

再
建
の
た
め
、
尾
張
領
の
裏
木
曽
の
井
出
小
路
山
（
一
八
〇
六

m
）
で
尾
張
藩
が
献
納
す
る
木
材
の
伐
採
指
揮
を
執
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
伐
採
地
で
蛇
抜
け
や
火
災
な
ど
各
種
の
異
変
が
生
じ
た

た
め
、
天
保
一
一
年
に
川
路
は
自
費
一
〇
両
を
費
や
し
て
高
さ
八

〇
㎝
程
の
地
蔵
を
建
立
し
て
い
る
。

さ
ら
に
将
軍
家
慶
の
命
を
受
け
、
天
保
一
〇
年
三
月
に
亡
く
な
っ

た
第
一
一
代
尾
張
藩
主
徳
川

斉
温
の
跡
を
継
い
だ
斉
荘
も

山
の
神
に
祟
ら
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
た
尾
張
藩
は
、
同

一
四
年
に
中
津
川
市
に
護
山

神
社
を
創
建
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
弘
化
元
年
の
与

川
の
蛇
抜
け
に
際
し
、
尾
張

藩
は
藩
主
ら
に
井
出
小
路
山

で
の
伐
採
時
の
よ
う
な
異
変

が
及
ば
な
い
こ
と
を
願
い
、

地
蔵
を
建
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

1‒

2
　
伊
勢
小
屋
沢
の
蛇
抜
け

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
七
月
、
読
書
中
学
校
（
南
木
曽
町
）

の
上
の
伊
勢
小
屋
沢
か
ら
発
生
し
た
土
石
流
は
、
職
員
住
宅
に
い

た
同
校
長
の
幼
い
長
男
・
長

女
と
他
の
教
諭
の
妻
の
命
を

奪
っ
た
65
。

こ
の
災
害
で
亡
く
な
っ
た

幼
い
兄
弟
を
慰
め
る
「
悲
し

め
る
乙
女
の
像‒

蛇
抜
け
の

碑‒

」
の
台
座
に
は
、
土
石

流
発
生
に
つ
い
て
の
言
い
伝

え
（
俚
諺
）
が
刻
み
こ
ま
れ

て
い
る
。

「
白
い
雨
が
降
る
と
ぬ
け
る
／
尾
先　

谷
口　

宮
の
前
／
雨
に

風
が
加
わ
る
と
危
な
い
／
長
雨
後　

谷
の
水
が
急
に
止
ま
っ
た
ら

ぬ
け
る
／
蛇
ぬ
け
の
水
は
黒
い
／
蛇
ぬ
け
の
前
に
は
き
な
臭
い
匂

い
が
す
る
」

こ
れ
ら
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
白
い
雨
」
は
水
し
ぶ
き
で
辺
り
一
面
白
っ
ぽ
く
な
り
、
視
界
が

悪
く
な
る
五
〇
〜
八
〇
mm
の
雨
で
あ
る
。「
尾
先  

谷
口
」
つ
ま
り

尾
根
の
先
や
谷
の
出
口
は
、
古
く
か
ら
土
石
流
が
襲
い
や
す
い
と

こ
ろ
。「
宮
の
前
」
は
土
石
流
に
は
関
係
な
く
、
お
宮
の
前
に
家

を
建
て
る
と
、
お
祭
な
ど
の
際
に
多
く
の
知
り
合
い
が
家
に
寄
る

の
で
費
用
が
掛
か
る
と
洒
落
て
述
べ
て
い
る
。「
谷
の
水
が
急
に
止

ま
っ
た
ら
ぬ
け
る
」
は
、
土
石
や
流
木
が
渓
流
や
沢
を
塞
い
で
一

時
的
に
水
が
止
ま
る
が
、
止
め
ら
れ
た
水
が
増
加
す
る
と
土
石
や

流
木
に
よ
る
堰
が
破
壊
さ
れ
、
土
石
流
が
発
生
す
る
。「
蛇
ぬ
け

の
水
は
黒
い
」
は
、
多
量
の
土
砂
が
流
水
と
と
も
に
流
下
す
る
か

ら
黒
く
な
る
。「
き
な
臭
い
匂
い
が
す
る
」
は
、
岩
石
と
一
緒
に
流

木
が
流
出
す
る
際
、
摩
擦
で
生
じ
る
発
熱
現
象
を
表
し
て
い
る
。

1‒

3
　
蛇
抜
け
伝
説

各
地
の
蛇
抜
け
に
ま
つ
わ
る
話
を
見
て
い
こ
う
。

①
大
蛇
は
海
に
千
年
、
山
に
千
年
修
行
す
る
と
、
昇
天
し
て

竜
に
な
る
。
駒
ヶ
岳
（
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
）
の
雄
雌
二
匹
の
大

蛇
が
昇
天
す
る
た
め
、
駒
ヶ
岳
の
一
角
を
蛇
抜
け
し
て
滑
川
を
下

り
、
さ
ら
に
木
曽
川
を
下
っ
て
天
に
昇
天
し
た
202
。②
大
蛇
が
木

曽
川
を
下
っ
て
海
で
の
修
行
を
望
む
が
、
蛙
が
邪
魔
を
す
る
の
で
、

洪
水
に
し
て
蛙
（
蛙
石
。
木
曽
郡
上
松
町
正
島
町
）
の
目
を
晦

ま
し
て
か
ら
海
へ
出
た
202
。

③
柏
原
の
釜
ヶ
洞
（
飛
騨
市
神
岡
町
柏
原
）
の
頂
上
辺
り
の
池

に
棲
む
大
蛇
が
、
池
の
堰
を
切
っ
て
柏
原
に
洪
水
を
起
し
て
山
を

下
り
、
富
山
の
海
へ
出
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
水

月
庵
（
柏
原
）
の
千
手
観
音
が
村
の
男
を
使
い
大
蛇
を
退
治
し
た
。

そ
の
時
焼
き
殺
し
た
の
で
、
そ
こ
の
石
は
焦
げ
て
い
る
39
。④
池
が

原
（
洞
谷
川
の
源
）
に
住
む
大
蛇
は
、
蛇
淵
（
飛
騨
市
宮
川
町

塩
屋
地
内
）
と
行
き
来
し
て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
地
震
で
通
路
が

塞
が
っ
た
の
で
、
場
所
を
移
す
こ
と
に
し
た
。
大
蛇
は
、
洞
村
（
宮

川
町
洞
）
で
は
娘
の
姿
で
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
が
、
大
蛇
の
姿

悲しめる乙女の像 -蛇抜けの碑-

蛙岩

を
見
た
宿
の
亭
主
に
、
宮
川
か
ら
海
へ
行
く
予
定
を
話
し
た
。
翌

朝
、宮
川
の
氾
濫
と
と
も
に
大
蛇
は
消
え
た
。
蛇
淵
は
大
正
三
（
一

九
一
四
）
年
八
月
の
洪
水
で
面
影
は
無
く
な
っ
た
102
。

⑤
黒
ぶ
ち
（
高
山
市
上

宝
村
町
双
六
）
に
棲
む
雌

の
大
蛇
が
恋
を
し
て
、
雄

の
い
る
池
ノ
尾
山
（
上
宝

町
金
木
戸
）へ
蛇
抜
け（
移

動
）
し
た
が
っ
て
い
た
が
、

両
全
寺
（
飛
騨
市
神
岡

町
麻
生
野
）
に
来
た
高
僧

が
娘
に
化
け
た
蛇
に
蛇
抜

け
を
止
め
る
よ
う
に
説
得

し
た
。
翌
日
、
大
蛇
の
死

体
が
川
に
浮
い
て
い
た
39
。

⑥
日
和
田
集
落
（
高
山
市
高
根
町
）
中
央
の
湿
地
帯
に
竜
神
の

化
身
の
白
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
大
雨
の
時
、土
抜
け（
蛇
抜
け
）

し
た
。
次
の
雨
の
時
、
修
行
を
積
ん
だ
行
者
が
、「
抜
け
な
い
」

よ
う
に
災
い
除
け
の
逆
杭
を
打
っ
た
の
で
、
以
来
、
抜
け
な
く
な
っ

た
256
。⑦
蛇
抜
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
）
の
大
き
な
池
に
鴨

が
い
た
。
殿
さ
ま
が
百
姓
に
捕
ま
え
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
う
る

さ
い
の
で
堤
を
切
り
、
蛇
が
抜
け
て
水
が
無
く
な
っ
た
と
言
っ
た

269
。⑧
大
丹
生
池
（
高
山
市
丹
生
川
町
久
手
）
の
主
の
大
蛇
に
子

が
増
え
、
海
に
下
る
必
要
が
生
じ
た
。
日
本
海
側
な
ら
、
高
原

川
が
大
洪
水
で
本
郷
平
（
高
山
市
上
宝
町
本
郷
）
ま
で
水
に
浸

か
り
、
八
賀
方
面
だ
と
、
丹
生
川
が
洪
水
と
な
り
、
千
光
寺
（
高

山
市
丹
生
川
町
下
保
）
ま
で
水
に
浸
か
る
、と
噂
し
て
恐
れ
た
104
。

⑨
海
・
川
・
山
で
各
千
年
修
行
し
た
竜
が
平
沢
山
（
郡
上
市

明
宝
寒
水
）
の
ヌ
ケ
ド
か
ら
昇
天
（
蛇
抜
け
）
す
る
時
に
、
姿
を

見
せ
る
代
わ
り
に
鱗
を
一
枚
置
い
て
い
っ
た
295
。

⑩
神
土
西
洞
（
加
茂
郡
東
白
川
村
）
の
本
洞
の
「
池
ガ
尾
」

と
い
う
尾
根
に
昔
池
が
あ
り
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
時
、
山
で

83
。③
鎌
倉
時
代（
一
一
八
五
〜
一
三
三
三
）に
、兄
弟
は
釜
沢
川（
中

津
川
市
落
合
釜
沢
）
の
取
水
口
か
ら
中
津
川
市
落
合
の
集
落
ま
で

二
本
の
用
水
路
を
掘
り
、
兄
は
過
労
で
斃
れ
、
弟
は
水
路
完
成
時

に
地
頭
に
よ
っ
て
ど
こ
か
へ
連
れ
去
ら
れ
た
。
そ
の
用
水
は
兄
の
井
・

弟
の
井
（
中
用
水
の
基
礎
）
と
呼
ば
れ
た
219
。④
山
県
市
の
相
原

で
開
墾
を
始
め
た
一
族
の
た
め
に
、
修
行
者
が
灌
漑
用
水
（
野
久

尾
用
水
）
を
通
す
隧
道
工
事
を
指
揮
し
、
難
工
事
の
末
に
約
四

〇
間
（
七
五
m
）
の
隧
道
が
完
成
し
た
124
。

3‒

4
　
K
I
S
S
O
の
用
水
路
二
編
　
　

「
深
瀬
用
水
と
水
争
い
（
一
三
号
）」
214
は
、
深
瀬
（
恵
那
市
三

郷
町
佐
々
良
木
）
と
そ
の
上
流
の
上
平
の
集
落
間
発
生
し
た
水

争
い
で
、「
弥
太
郎
用
水
（
四
一
号
）」
37
は
、
弥
太
郎
（
大
垣
市

上
石
津
西
山
）
が
用
水
を
築
き
水
不
足
を
解
消
し
た
が
、
猪
害

に
よ
る
三
年
の
無
年
貢
金
を
横
領
し
、
村
を
追
い
出
さ
れ
た
が
、

死
後
許
さ
れ
裏
山
に
葬
ら
れ
た
話
で
あ
る
。

●
●
●
●
■

与川渡し1-1
蛇抜け 1-2
堤防 2-1
水利権 3-2
用水路 3-3

分　類 記号 ・●は、地点を明示。
・●は、高山・飛騨市に集中し、揖斐川筋では
蛇ではなく「ホラ貝」が抜けている。

・●は、揖斐・長良川沿いよりも木曽川本川沿
いに多い。

・●地点を明示。
・■は、三川の支川や谷川沿いに造られている。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
8
章
　
治
山
治
水
利
水
伝
説

column
﹇
中
屋
切
れ
﹈

　
天
文
三（
一
五
三
四1

）年
九
月
の
大
洪
水
は「
天
文
の
洪

水
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。濁
流
は
山
県
郡
中
屋
村（
現
岐
阜

市
三
輪
中
屋
）か
ら
陸
地
を
押
し
切
り（
中
屋
切
れ
）、関

市
の
戸
田
村
や
保
戸
島
を
貫
流
し
て
、岐
阜
市
芥
見
で
津

保
川
と
合
流
。そ
の
後
、岐
阜
市
長
良
を
流
れ
、早
田
馬
場

の
取
水
口
を
破
壊
し
て
岐
阜
市
木
田
に
流
れ
込
む「
新

川
」と
な
り
、伊
自
良
川
と
合
流
し
た
の
で
あ
る
。こ
の
と

き
で
き
た
新
川
が
、「
井
川
」と
呼
ば
れ
た
今
の
長
良
川
本

流
で
、こ
の
新
川
出
現
以
前
に
、現
長
良
橋
か
ら
西
流
し
て

い
た
川
が「
古
川
」で
、こ
の
洪
水
で
長
良
川
は
北
の
古
川

と
南
の
井
川
の
二
本
に
な
っ
た
。

﹇
山
那
切
れ
﹈

　
南
西
方
向
に
流
れ
て
き
た
木
曽
川
が
犬
山
西
部
付
近

か
ら
西
向
き
に
流
れ
を
変
え
る
た
め
、湾
曲
部
の
外
側
に

あ
た
る
扶
桑
町
山
那
や
小
淵
一
帯
は
流
れ
が
強
く
あ
た
り

堤
防
が
決
壊
し
や
す
い
場
所
で
、宝
亀
六（
七
七
五
）年
、

木
曽
川
の
河
道
が
変
わ
っ
た
天
正
一
四（
一
五
八
五
）年
の
洪

水
、慶
長
元（
一
五
九
六
）年
、お
囲
堤
の
築
造
の
要
因
と
言

わ
れ
る
慶
長
一
二（
一
六
〇
七
）年
の
洪
水
な
ど
が
あ
る
。　

　
扶
桑
町
山
那
地
区
に
は「
山
那
切
れ
」と
呼
ば
れ
る
堤

防
決
壊
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

ま
る
と
伝
わ
る
。
一
方
、
席
田

側
で
は
、
水
争
い
に
悩
ん
だ
幕

府
は
両
代
表
者
の
ど
ち
ら
か
が

早
く
火
柱
に
抱
き
付
い
た
方
が

用
水
六
割
の
権
利
を
得
る
と

し
、
席
田
の
小
右
衛
門
が
い
ち

早
く
火
柱
に
抱
き
付
き
、
席

田
が
六
割
と
な
っ
た
、
と
伝

わ
っ
て
い
る
。

争
い
事
を
神
の
意
志
に
よ
っ

て
判
定
す
る
手
段
に
盟
神
探

湯
が
行
わ
れ
た
。
当
事
者
が
神
に
宣
誓
（
盟
神
）
し
た
後
、
熱

湯
の
入
っ
た
釜
の
中
の
石
を
探
っ
て
（
探
湯
）、
火
傷
を
せ
ず
に
石

を
取
り
出
し
た
者
を
正
し
い
と
し
た
。

①
江
戸
時
代
、
揖
斐
川
左
岸
の
衣
斐
用
水
路
が
右
岸
側
の
池

田
側
の
取
水
路
と
取
水
量
で
も
め
た
際
、
衣
斐
用
水
側
の
名
主

三
間
忠
蔵
が
盟
神
探
湯
を
行
い
、
熱
湯
か
ら
一
振
り
の
斧
を
取
り

出
し
、
こ
の
時
以
来
、「
取
水
量
は
折
半
」
の
約
束
は
守
ら
れ
た
。

こ
の
時
の
火
傷
で
死
ん
だ
忠
蔵
は
、
井
神
様
（
揖
斐
郡
大
野
町
南

領
家
の
実
相
院
西
側
）
に
祀
ら
れ
た
が
、
一
説
に
は
責
任
を
と
っ

て
切
腹
し
た
217
と
も
伝
わ
る
。

3‒

3
　
用
水
路
の
伝
説
　

用
水
路
は
各
地
に
数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
用
水
路
建
設

に
関
す
る
伝
説
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

①
下
呂
市
小
坂
町
大
島
の
五
右
衛
門
は
洞
谷
の
水
を
利
用
し
て

用
水
路
（
五
右
衛
門
用
水
路
）
を
造
っ
た
が
、
吝
嗇
な
た
め
に
年

貢
を
納
め
ず
役
人
に
捕
ま
り
、
家
も
絶
え
た
が
、
今
も
屋
敷
跡
は

五
右
衛
門
屋
敷
の
名
を
残
し
、
用
水
路
は
多
く
の
田
を
養
っ
て
い
る

218
。②
日
照
り
や
洪
水
に
苦
し
む
村
（
土
岐
市
駄
知
町
南
山
）
の

た
め
に
、
今
井
金
兵
衛
が
三
つ
の
溜
池
築
造
を
計
画
し
た
。
村
人

と
三
つ
の
池
を
完
成
さ
せ
、
現
在
も
「
三
の
池
」
が
残
っ
て
い
る

童
か
す
っ
ぽ
ん
）が
住
む
笠
松
駅

（
羽
島
郡
笠
松
町
西
金
池
町
）の

東
北
の
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
は
、

一
三
〇
〇
年
前
の
洪
水
で
出
来

た
が
、慶
応
三（
一
八
六
七
）年
五

月
の
洪
水
で
切
れ
て
大
池（
三
一

〇
〇
㎡
）と
な
っ
た
223
。

⑤
昔
、
武
儀
川
と
長
良
が
岐

阜
市
三
輪
で
合
流
し
西
へ
流
れ

て
い
た
が
、天
文
三
（
一
五
三
四
）

年
に
中
屋
の
堤
防
が
切
れ
流
路

変
わ
っ
た
。
こ
の
時
、
死
者
一
二

〇
〇
〇
人
で
牛
馬
二
〇
〇
〇
頭

が
流
さ
れ
た
46
。⑥
御
囲
い
堤
の

出
来
る
前
、
山
那
（
扶
桑
町
山

那
地
区
）
の
堤
防
は
度
々
切
れ

た
（
山
那
切
れ
）
280
。

長
良
橋
下
流
右
岸
堤
防
沿
い

に
祀
ら
れ
て
い
る
岐
阜
市
早
田

東
町
の
水
難
厄
除
け
の
「
除
水

延
命
地
蔵
尊
」
は
、⑦
川
底
で

光
る
石
を
拾
い
上
げ
、
馬
場
堤

（
現
在
地
）
に
安
置
し
た
。
明

治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
の
大

洪
水
で
、
壊
れ
よ
う
と
す
る
堤
を
こ
の
石
が
防
ぎ
、
破
堤
し
な
っ

た
118
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2‒

2
　
K
I
S
S
O
の
堤
防
の
伝
説
七
編
　

「
燈
明
さ
ん
祭
り
（
一
号
）」
23
は
、
燈
明
が
切
れ
か
け
た
堤
防

の
隙
間
に
落
ち
て
破
堤
を
免
れ
た
話
で
、
破
堤
を
村
人
に
予
告
し

た
「
蛇
池
と
一
本
松
（
一
四
号
）」
205
は
、「
入
方
の
お
墓
か
ら
一

五
〇
m
北
に
堤
防
が
あ
り
、
そ
の
そ
ば
の
大
き
な
松
に
ツ
ツ
ジ
の

葉
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
通
っ
た
ら
、
九

月
に
堤
防
が
切
れ
、
松
の
木
は
池
の
中
に
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
蛇

害
し
な
い
よ
う
に「
仕
事
を
し

て
い
る
振
り
を
し
た
」の
で
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
人
を
小

田
井
人
足
と
言
う
248
。③
木

曽
川
が
江
南
市
草
井
で
切
れ

た
時
に
出
来
た
池（
江
南
市

小
杁
町
鴨
ケ
池
）に
尾
の
切

れ
た
大
蛇
が
棲
ん
で
い
る
と

言
わ
れ
て
い
た
。こ
の
池（
鴨

ケ
池
）の
蛙
が
老
婆
の
身
な
り

を
馬
鹿
に
し
た
241
。④
主（
河

3
．用
水
路

　
　3‒

1
　
慣
行
慣
例
水
利
権
　

水
利
権
は
公
水
、
と
く
に

河
川
か
ら
の
水
を
潅
漑
・
発

電
・
上
水
道
な
ど
の
た
め
に

継
続
的
、
独
占
的
に
使
用
す

る
権
利
で
、
行
政
官
庁
に
申

請
し
て
許
可
を
得
る
水
利
権

と
、
慣
行
と
し
て
昔
か
ら
濯

漑
用
水
等
に
使
用
し
て
き
た

慣
行
水
利
権
と
が
あ
る
。

慣
行
水
利
権
は
「
優
先
劣

後
」
と
言
わ
れ
、
先
に
沢
や

谷
か
ら
取
水
し
た
人
や
村
に

権
利
が
発
生
し
、
後
発
の
人
や
村
は
先
の
権
利
を
侵
さ
な
い
範
囲

内
で
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。

用
水
路
の
水
に
は
、
集
落
の
単
位
で
開
発
し
た
村
人
が
無
償
で

使
え
る
用
水
と
、
個
人
が
開
発
し
た
用
水
に
使
用
者
が
水
代
金

を
支
払
う
用
水
と
が
あ
っ
た
。
元
々
水
利
権
は
領
主
に
帰
属
し
て

お
り
、
個
人
の
開
削
費
用
を
回
収
す
る
た
め
に
無
制
限
で
な
い
水

代
金
の
徴
収
が
認
め
ら
れ
た
が
、
永
遠
に
そ
の
権
利
が
保
障
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
年
と
共
に
、
村
人
全
員
が
所
有
す
る
水
利
権

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
例
も
多
々
あ
る
。

3‒

2
　
水
利
権
に
ま
つ
わ
る「
神
の
審
判
」　

本
巣
市
山
口
で
根
尾
川
を
水
源
と
す
る
席
田
と
真
桑
の
両
用
水

路
は
室
町
時
代
頃
か
ら
水
利
権
で
も
め
て
き
て
、
寛
永
一
八
（
一

六
四
一
）
年
に
席
田
六
対
真
桑
四
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に

対
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
真
桑
人
形
浄
瑠
璃
は
、
江
戸

表
へ
私
財
を
費
や
し
て
出
向
い
た
庄
屋
福
田
源
七
郎
に
感
謝
し

て
、
村
人
が
上
演
し
た
操
り
人
形
芝
居
「
義
農
源
七
郎
」
に
始

池
と
呼
ん
で
お
祭
り
が
あ
っ
た
」
と
の
『
安
八
町
史
』
か
ら
の
創

作
で
あ
ろ
う
。

水
争
い
を
記
し
た
「
か
き
上
げ
堤
と
半
兵
衛
ど
ん
（
一
六
号
）」

121
の
か
き
上
げ
堤
は
、
羽
島
市
正
木
町
曲
利
の
交
差
点
付
近
で
あ

り
、
交
差
点
側
の
堤
外
神
社
と
も
呼
ば
れ
る
貴
船
神
社
の
南
約
一

〇
〇
m
に
貴
布
禰
神
社
（
堤
内
神
社
）
が
あ
る
。
な
お
、
正
木

町
の
輪
中
堤
は
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）
年
代
初
頭
に
取
り
壊
さ

れ
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。

「
猿
尾
の
つ
つ
み
（
二
二
号
）」
27
は
、
岡
田
将
監
善
同
が
笠
松

の
木
曽
川
右
岸
に
設
け
た
将
監
猿
尾
の
謂
れ
を
述
べ
て
お
り
、「
観

音
寺
の
和
尚
の
祈
祷
（
五
五
号
）」
277
は
、
大
き
く
流
路
を
変
え

た
天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
以
前
の
古
木
曽
川
が
勝
村
（
現
海

津
市
平
田
町
勝
賀
）
地
点
で
洪
水
を
頻
発
し
て
お
り
、
大
榑
荘

勝
村
観
音
寺
が
何
時
頃
廃
絶
し
た
か
不
明
で
、
そ
の
寺
跡
ら
し

き
も
の
も
皆
無
で
あ
る
が
、「
僧
宥
恵
が
堤
に
入
眼
し
た
の
で
堤

防
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
」
と
記
す
『
平
田
町
史
』
を
昔
話
風

に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、以
下
の
二
編
は
堤
防
と
余
り
関
係
な
い
が
、「
川
繋
が
り
」

で
こ
こ
に
入
れ
た
。

「
衣
掛
の
三
角
石
（
七
五
号
）」
286
は
、
岩
が
点
在
す
る
王
滝

川
の
三
角
形
の
岩
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
例
え
ば
関
ヶ
原
町

青
坂
神
社
に
あ
る
家
康
の
腰
掛
石
や
八
百
津
町
大
仙
寺
に
あ
る

宮
本
武
蔵
の
座
禅
石
の
よ
う
に
各
地
に
各
種
の
岩
が
散
在
し
て

い
る
。

「
お
富
・
与
十
松
の
夫
婦
松
（
九
一
号
）」
61
は
、
今
は
運
休

に
な
っ
た
木
曽
川
ラ
イ
ン
下
り
の
奇
岩
に
付
け
ら
れ
た
名
の
由

来
で
あ
る
。
な
お
、お
富
と
与
十
松
の
よ
く
似
た
話
と
し
て
、「
お

富
岩
」
1
に
、
落
魄
し
た
栗
栖
村
の
名
主
の
娘
お
富
は
、
恋
人
の

与
曽
松
に
助
け
ら
れ
て
嫌
な
侍
か
ら
逃
げ
る
途
中
、
二
人
と
も
木

曽
川
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
伝
説
の
よ
う
に

お
富
の
声
に
魅
せ
ら
れ
て
船
が
難
破
す
る
た
め
、
寂
光
上
人
が
供

養
し
て
唱
声
も
無
く
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

娘
が
蛇
に
呑
ま
れ
た
の
で
、
親
が
鉄
砲
の
名
人
に
助
け
を
求
め
、

名
人
は
鉄
砲
で
大
蛇
を
撃
っ
た
。
尾
根
か
ら
の
水
は
数
日
赤
く
染

ま
り
、数
日
後
に
大
蛇
は
大
雨
を
降
ら
せ
て
木
曽
山
方
面
に
逃
げ
、

地
名
が
蛇
抜
け
と
な
っ
た
274
。

⑪
小
屋
ヶ
谷
（
大
垣
市
上
石
津
町
住
鹿
）
奥
の
池
に
、
山
に

千
年
、里
に
千
年
、海
に
千
年
棲
む
と
天
に
昇
る
と
言
わ
れ
る
「
ホ

ラ
貝
」
注
）
が
住
ん
で
い
て
、
あ
る
時
、
池
を
破
り
、
濁
流
に
乗
っ

て
海
に
出
た
37
。

注
）『
久
瀬
村
史
』は
、「
ホ
ラ
貝
は
、全
国
的
に
伝
説
に
現
れ
る
が
、

何
を
意
味
す
る
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
村
内
各
地
の

石
灰
岩
に
含
ま
れ
る
古
生
代
の
化
石
で
、
現
在
の
ホ
ラ
貝
に
似
た

生
物
・
ベ
レ
ロ
フ
ォ
ン
が
こ
の
伝
説
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

大
ほ
ら
貝
が
三
田
倉
山
の
谷
を
下
っ
た
「
大
ほ
ら
貝
と
白
抜
け

（
六
八
号
）」
54
と
全
く
同
じ
話
と
し
て
、
揖
斐
川
右
岸
側
の
三

田
倉
か
ら
左
岸
側
へ
約
四
㎞
離
れ
た
小
津
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

小
津
）
の
ホ
ラ
ン
谷
で
も
、⑫
大
き
な
ホ
ラ
貝
が
住
ん
で
い
た
。

あ
る
日
、
山
崩
れ
が
起
き
て
ホ
ラ
貝
は
海
に
帰
っ
た
238
、
と
伝
え

て
い
る
。

2
．堤
防

田
畑
や
生
命
財
産
を
守
る
堤
防
や
貴
重
な
灌
漑
用
水
を
供
給

す
る
用
水
路
は
、人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
施
設
で
あ
る
。

2‒

1
　
堤
防
伝
説

①
盗
ん
だ
物
を
貧
乏
な
人
に
分
け
与
え
る
義
賊（
巳
之
助
）が

阿
木
川
の
榎（
恵
那
市
大
井
町
）に
縛
ら
れ
て
死
ん
だ
が
、祟
り
で

川
が
荒
れ
る
の
で
社
を
造
り
祀
っ
た
。堤
防
の
工
事
で
も
榎
を
切
ら

れ
ず
残
し
た
118
。②
小
田
井
村（
名
古
屋
市
西
区
小
田
井
）の
人
々

は
、し
ば
し
ば
庄
内
川
左
岸
側
の
名
古
屋
城
を
守
る
た
め
に
、右
岸

側
の
自
村
の
堤
防
を
切
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
。そ
こ
で
、自
村
を

大
蛇
は
山
に
千
年
、海
に
千
年（
海
山
千
年
）修
行
す
る
と
、昇
天

し
て
竜
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、山
か
ら
海
へ
大
蛇
が
移
動
す

る
際
に
発
生
す
る
土
石
流
を「
蛇
抜
け
」と
名
付
け
た
よ
う
で
あ
る
。

本
章
の
第
一
節
で
蛇
抜
け
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、第
二
節
で
人
々

の
暮
ら
し
を
守
っ
た
堤
防
、第
三
節
で
用
水
路
に
関
す
る
伝
説
に
触

れ
よ
う
。

1
．蛇
抜
け

木
曽
郡
南
木
曽
町
は
花
崗
岩
地
帯
で
あ
る
。表
層
部
の
花
崗
岩

は
、温
度
変
化
や
地
下
水
の
浸
透
な
ど
物
理
的
・
科
学
的
な
作
用

で
風
化
が
進
行
し
、砂
状
に
な
り
や
す
い
。こ
う
し
て
砂
状
と
な
っ

た
風
化
花
崗
岩
は「
真
砂
土
」と
呼
ば
れ
、粘
着
力
が
弱
く
、水
分

を
含
ん
で
飽
和
状
態
に
な
る
と
斜
面
の
崩
壊
が
発
生
し
や
す
い
。

南
木
曽
町
に
は
七
ヶ
所
に「
蛇
抜
け
」の
名
が
つ
い
た
沢
が
あ
り
、

多
く
の
蛇
抜
け（
土
石
流
）が
発
生
し
た
こ
と
を
現
し
て
い
る
。

南
木
曽
の
土
石
流
の
例
と
し
て
、与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

と
悲
し
め
る
乙
女
の
像
に
つ
い
て
触
れ
る
。

1‒

1
　
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

国
道
一
九
号
で
南
木
曽
商
店
街
を
通
り
抜
け
、
木
曽
川
左
岸
の

支
川
・
与
川
に
沿
っ
て
急
坂
を
登
る
と
す
ぐ
の
与
川
発
電
所
の
側

に
「
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
」
が
祀
っ
て
あ
る
。

弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
五
月
二
七
日
、
尾
張
藩
の
用
材
を

伐
採
中
だ
っ
た
与
川
中
野
沢
で
大
蛇
抜
け
（
山
津
波
、
土
石
流
）

が
発
生
し
た
。
杣
小
屋
三
棟
、
日
庸
小
屋
四
棟
、
会
所
一
棟
が
一

瞬
に
し
て
山
津
波
に
呑
み
込
ま
れ
、
杣
や
日
傭
九
五
人
（
一
一
四

人
、
一
〇
六
人
と
も
伝
わ
る
）
が
流
さ
れ
た
。

こ
の
犠
牲
者
た
ち
は
、
お
も
に
近
郷
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
尾

張
藩
は
約
四
〇
両
で

石
地
蔵
を
建
て
、
弘

化
二
年
二
月
二
六
・

二
七
日
に
供
養
費
と

し
て
約
三
〇
両
を
費

や
し
て
い
る
。

こ
の
災
害
は
、
尾

張
藩
の
強
引
な
木
材
伐
採
が
山
の
保
水
力
と
耐
浸
食
性
を
低
下

さ
せ
た
結
果
、
豪
雨
に
よ
っ
て
土
石
流
が
発
生
し
た
こ
と
を
今
に

伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
災
害
も
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
し
て
木
曽
川
流
域
で
語
り

継
が
れ
て
い
る
が
、「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
仕
立
て
の
他
に
、「
白
蛇

の
お
告
げ
（
三
五
号
）」
38
の
よ
う
に
「
白
蛇
」
や
あ
る
い
は
「
白

髭
の
老
人
」
が
土
石
流
発
生
を
告
げ
る
話
、
さ
ら
に
、
与
川
か
ら

木
材
を
伐
り
出
し
て
い
る
と
、
夜
中
に
大
水
が
出
る
と
声
が
聞
こ

え
た
が
、
無
視
し
て
い
た
ら
大
水
が
出
た
。
こ
れ
は
、
イ
ケ
ジ
キ

の
沼
の
蛇
が
抜
け
た
か
ら
で
、
杣
人
が
大
勢
死
ん
だ
の
で
、
地
蔵

が
祀
ら
れ
た
266
、
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
1
）「
与
川
の
地
蔵
以
前
」

笹
本
86
に
よ
る
と
、
勘
定
吟
味
役
で
旗
本
の
川
路
聖
謨
は
、

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
四
月
、
焼
失
し
た
江
戸
城
西
の
丸
の

再
建
の
た
め
、
尾
張
領
の
裏
木
曽
の
井
出
小
路
山
（
一
八
〇
六

m
）
で
尾
張
藩
が
献
納
す
る
木
材
の
伐
採
指
揮
を
執
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
伐
採
地
で
蛇
抜
け
や
火
災
な
ど
各
種
の
異
変
が
生
じ
た

た
め
、
天
保
一
一
年
に
川
路
は
自
費
一
〇
両
を
費
や
し
て
高
さ
八

〇
㎝
程
の
地
蔵
を
建
立
し
て
い
る
。

さ
ら
に
将
軍
家
慶
の
命
を
受
け
、
天
保
一
〇
年
三
月
に
亡
く
な
っ

た
第
一
一
代
尾
張
藩
主
徳
川

斉
温
の
跡
を
継
い
だ
斉
荘
も

山
の
神
に
祟
ら
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
た
尾
張
藩
は
、
同

一
四
年
に
中
津
川
市
に
護
山

神
社
を
創
建
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
弘
化
元
年
の
与

川
の
蛇
抜
け
に
際
し
、
尾
張

藩
は
藩
主
ら
に
井
出
小
路
山

で
の
伐
採
時
の
よ
う
な
異
変

が
及
ば
な
い
こ
と
を
願
い
、

地
蔵
を
建
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

1‒

2
　
伊
勢
小
屋
沢
の
蛇
抜
け

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
七
月
、
読
書
中
学
校
（
南
木
曽
町
）

の
上
の
伊
勢
小
屋
沢
か
ら
発
生
し
た
土
石
流
は
、
職
員
住
宅
に
い

た
同
校
長
の
幼
い
長
男
・
長

女
と
他
の
教
諭
の
妻
の
命
を

奪
っ
た
65
。

こ
の
災
害
で
亡
く
な
っ
た

幼
い
兄
弟
を
慰
め
る
「
悲
し

め
る
乙
女
の
像‒

蛇
抜
け
の

碑‒

」
の
台
座
に
は
、
土
石

流
発
生
に
つ
い
て
の
言
い
伝

え
（
俚
諺
）
が
刻
み
こ
ま
れ

て
い
る
。

「
白
い
雨
が
降
る
と
ぬ
け
る
／
尾
先　

谷
口　

宮
の
前
／
雨
に

風
が
加
わ
る
と
危
な
い
／
長
雨
後　

谷
の
水
が
急
に
止
ま
っ
た
ら

ぬ
け
る
／
蛇
ぬ
け
の
水
は
黒
い
／
蛇
ぬ
け
の
前
に
は
き
な
臭
い
匂

い
が
す
る
」

こ
れ
ら
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
白
い
雨
」
は
水
し
ぶ
き
で
辺
り
一
面
白
っ
ぽ
く
な
り
、
視
界
が

悪
く
な
る
五
〇
〜
八
〇
mm
の
雨
で
あ
る
。「
尾
先  

谷
口
」
つ
ま
り

尾
根
の
先
や
谷
の
出
口
は
、
古
く
か
ら
土
石
流
が
襲
い
や
す
い
と

こ
ろ
。「
宮
の
前
」
は
土
石
流
に
は
関
係
な
く
、
お
宮
の
前
に
家

を
建
て
る
と
、
お
祭
な
ど
の
際
に
多
く
の
知
り
合
い
が
家
に
寄
る

の
で
費
用
が
掛
か
る
と
洒
落
て
述
べ
て
い
る
。「
谷
の
水
が
急
に
止

ま
っ
た
ら
ぬ
け
る
」
は
、
土
石
や
流
木
が
渓
流
や
沢
を
塞
い
で
一

時
的
に
水
が
止
ま
る
が
、
止
め
ら
れ
た
水
が
増
加
す
る
と
土
石
や

流
木
に
よ
る
堰
が
破
壊
さ
れ
、
土
石
流
が
発
生
す
る
。「
蛇
ぬ
け

の
水
は
黒
い
」
は
、
多
量
の
土
砂
が
流
水
と
と
も
に
流
下
す
る
か

ら
黒
く
な
る
。「
き
な
臭
い
匂
い
が
す
る
」
は
、
岩
石
と
一
緒
に
流

木
が
流
出
す
る
際
、
摩
擦
で
生
じ
る
発
熱
現
象
を
表
し
て
い
る
。

1‒

3
　
蛇
抜
け
伝
説

各
地
の
蛇
抜
け
に
ま
つ
わ
る
話
を
見
て
い
こ
う
。

①
大
蛇
は
海
に
千
年
、
山
に
千
年
修
行
す
る
と
、
昇
天
し
て

竜
に
な
る
。
駒
ヶ
岳
（
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
）
の
雄
雌
二
匹
の
大

蛇
が
昇
天
す
る
た
め
、
駒
ヶ
岳
の
一
角
を
蛇
抜
け
し
て
滑
川
を
下

り
、
さ
ら
に
木
曽
川
を
下
っ
て
天
に
昇
天
し
た
202
。②
大
蛇
が
木

曽
川
を
下
っ
て
海
で
の
修
行
を
望
む
が
、
蛙
が
邪
魔
を
す
る
の
で
、

洪
水
に
し
て
蛙
（
蛙
石
。
木
曽
郡
上
松
町
正
島
町
）
の
目
を
晦

ま
し
て
か
ら
海
へ
出
た
202
。

③
柏
原
の
釜
ヶ
洞
（
飛
騨
市
神
岡
町
柏
原
）
の
頂
上
辺
り
の
池

に
棲
む
大
蛇
が
、
池
の
堰
を
切
っ
て
柏
原
に
洪
水
を
起
し
て
山
を

下
り
、
富
山
の
海
へ
出
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
水

月
庵
（
柏
原
）
の
千
手
観
音
が
村
の
男
を
使
い
大
蛇
を
退
治
し
た
。

そ
の
時
焼
き
殺
し
た
の
で
、
そ
こ
の
石
は
焦
げ
て
い
る
39
。④
池
が

原
（
洞
谷
川
の
源
）
に
住
む
大
蛇
は
、
蛇
淵
（
飛
騨
市
宮
川
町

塩
屋
地
内
）
と
行
き
来
し
て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
地
震
で
通
路
が

塞
が
っ
た
の
で
、
場
所
を
移
す
こ
と
に
し
た
。
大
蛇
は
、
洞
村
（
宮

川
町
洞
）
で
は
娘
の
姿
で
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
が
、
大
蛇
の
姿

巳之助の社

を
見
た
宿
の
亭
主
に
、
宮
川
か
ら
海
へ
行
く
予
定
を
話
し
た
。
翌

朝
、宮
川
の
氾
濫
と
と
も
に
大
蛇
は
消
え
た
。
蛇
淵
は
大
正
三
（
一

九
一
四
）
年
八
月
の
洪
水
で
面
影
は
無
く
な
っ
た
102
。

⑤
黒
ぶ
ち
（
高
山
市
上

宝
村
町
双
六
）
に
棲
む
雌

の
大
蛇
が
恋
を
し
て
、
雄

の
い
る
池
ノ
尾
山
（
上
宝

町
金
木
戸
）へ
蛇
抜
け（
移

動
）
し
た
が
っ
て
い
た
が
、

両
全
寺
（
飛
騨
市
神
岡

町
麻
生
野
）
に
来
た
高
僧

が
娘
に
化
け
た
蛇
に
蛇
抜

け
を
止
め
る
よ
う
に
説
得

し
た
。
翌
日
、
大
蛇
の
死

体
が
川
に
浮
い
て
い
た
39
。

⑥
日
和
田
集
落
（
高
山
市
高
根
町
）
中
央
の
湿
地
帯
に
竜
神
の

化
身
の
白
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
大
雨
の
時
、土
抜
け（
蛇
抜
け
）

し
た
。
次
の
雨
の
時
、
修
行
を
積
ん
だ
行
者
が
、「
抜
け
な
い
」

よ
う
に
災
い
除
け
の
逆
杭
を
打
っ
た
の
で
、
以
来
、
抜
け
な
く
な
っ

た
256
。⑦
蛇
抜
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
）
の
大
き
な
池
に
鴨

が
い
た
。
殿
さ
ま
が
百
姓
に
捕
ま
え
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
う
る

さ
い
の
で
堤
を
切
り
、
蛇
が
抜
け
て
水
が
無
く
な
っ
た
と
言
っ
た

269
。⑧
大
丹
生
池
（
高
山
市
丹
生
川
町
久
手
）
の
主
の
大
蛇
に
子

が
増
え
、
海
に
下
る
必
要
が
生
じ
た
。
日
本
海
側
な
ら
、
高
原

川
が
大
洪
水
で
本
郷
平
（
高
山
市
上
宝
町
本
郷
）
ま
で
水
に
浸

か
り
、
八
賀
方
面
だ
と
、
丹
生
川
が
洪
水
と
な
り
、
千
光
寺
（
高

山
市
丹
生
川
町
下
保
）
ま
で
水
に
浸
か
る
、と
噂
し
て
恐
れ
た
104
。

⑨
海
・
川
・
山
で
各
千
年
修
行
し
た
竜
が
平
沢
山
（
郡
上
市

明
宝
寒
水
）
の
ヌ
ケ
ド
か
ら
昇
天
（
蛇
抜
け
）
す
る
時
に
、
姿
を

見
せ
る
代
わ
り
に
鱗
を
一
枚
置
い
て
い
っ
た
295
。

⑩
神
土
西
洞
（
加
茂
郡
東
白
川
村
）
の
本
洞
の
「
池
ガ
尾
」

と
い
う
尾
根
に
昔
池
が
あ
り
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
時
、
山
で

両全寺

83
。③
鎌
倉
時
代（
一
一
八
五
〜
一
三
三
三
）に
、兄
弟
は
釜
沢
川（
中

津
川
市
落
合
釜
沢
）
の
取
水
口
か
ら
中
津
川
市
落
合
の
集
落
ま
で

二
本
の
用
水
路
を
掘
り
、
兄
は
過
労
で
斃
れ
、
弟
は
水
路
完
成
時

に
地
頭
に
よ
っ
て
ど
こ
か
へ
連
れ
去
ら
れ
た
。
そ
の
用
水
は
兄
の
井
・

弟
の
井
（
中
用
水
の
基
礎
）
と
呼
ば
れ
た
219
。④
山
県
市
の
相
原

で
開
墾
を
始
め
た
一
族
の
た
め
に
、
修
行
者
が
灌
漑
用
水
（
野
久

尾
用
水
）
を
通
す
隧
道
工
事
を
指
揮
し
、
難
工
事
の
末
に
約
四

〇
間
（
七
五
m
）
の
隧
道
が
完
成
し
た
124
。

3‒

4
　
K
I
S
S
O
の
用
水
路
二
編
　
　

「
深
瀬
用
水
と
水
争
い
（
一
三
号
）」
214
は
、
深
瀬
（
恵
那
市
三

郷
町
佐
々
良
木
）
と
そ
の
上
流
の
上
平
の
集
落
間
発
生
し
た
水

争
い
で
、「
弥
太
郎
用
水
（
四
一
号
）」
37
は
、
弥
太
郎
（
大
垣
市

上
石
津
西
山
）
が
用
水
を
築
き
水
不
足
を
解
消
し
た
が
、
猪
害

に
よ
る
三
年
の
無
年
貢
金
を
横
領
し
、
村
を
追
い
出
さ
れ
た
が
、

死
後
許
さ
れ
裏
山
に
葬
ら
れ
た
話
で
あ
る
。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

ま
る
と
伝
わ
る
。
一
方
、
席
田

側
で
は
、
水
争
い
に
悩
ん
だ
幕

府
は
両
代
表
者
の
ど
ち
ら
か
が

早
く
火
柱
に
抱
き
付
い
た
方
が

用
水
六
割
の
権
利
を
得
る
と

し
、
席
田
の
小
右
衛
門
が
い
ち

早
く
火
柱
に
抱
き
付
き
、
席

田
が
六
割
と
な
っ
た
、
と
伝

わ
っ
て
い
る
。

争
い
事
を
神
の
意
志
に
よ
っ

て
判
定
す
る
手
段
に
盟
神
探

湯
が
行
わ
れ
た
。
当
事
者
が
神
に
宣
誓
（
盟
神
）
し
た
後
、
熱

湯
の
入
っ
た
釜
の
中
の
石
を
探
っ
て
（
探
湯
）、
火
傷
を
せ
ず
に
石

を
取
り
出
し
た
者
を
正
し
い
と
し
た
。

①
江
戸
時
代
、
揖
斐
川
左
岸
の
衣
斐
用
水
路
が
右
岸
側
の
池

田
側
の
取
水
路
と
取
水
量
で
も
め
た
際
、
衣
斐
用
水
側
の
名
主

三
間
忠
蔵
が
盟
神
探
湯
を
行
い
、
熱
湯
か
ら
一
振
り
の
斧
を
取
り

出
し
、
こ
の
時
以
来
、「
取
水
量
は
折
半
」
の
約
束
は
守
ら
れ
た
。

こ
の
時
の
火
傷
で
死
ん
だ
忠
蔵
は
、
井
神
様
（
揖
斐
郡
大
野
町
南

領
家
の
実
相
院
西
側
）
に
祀
ら
れ
た
が
、
一
説
に
は
責
任
を
と
っ

て
切
腹
し
た
217
と
も
伝
わ
る
。

3‒

3
　
用
水
路
の
伝
説
　

用
水
路
は
各
地
に
数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
用
水
路
建
設

に
関
す
る
伝
説
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

①
下
呂
市
小
坂
町
大
島
の
五
右
衛
門
は
洞
谷
の
水
を
利
用
し
て

用
水
路
（
五
右
衛
門
用
水
路
）
を
造
っ
た
が
、
吝
嗇
な
た
め
に
年

貢
を
納
め
ず
役
人
に
捕
ま
り
、
家
も
絶
え
た
が
、
今
も
屋
敷
跡
は

五
右
衛
門
屋
敷
の
名
を
残
し
、
用
水
路
は
多
く
の
田
を
養
っ
て
い
る

218
。②
日
照
り
や
洪
水
に
苦
し
む
村
（
土
岐
市
駄
知
町
南
山
）
の

た
め
に
、
今
井
金
兵
衛
が
三
つ
の
溜
池
築
造
を
計
画
し
た
。
村
人

と
三
つ
の
池
を
完
成
さ
せ
、
現
在
も
「
三
の
池
」
が
残
っ
て
い
る

童
か
す
っ
ぽ
ん
）が
住
む
笠
松
駅

（
羽
島
郡
笠
松
町
西
金
池
町
）の

東
北
の
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
は
、

一
三
〇
〇
年
前
の
洪
水
で
出
来

た
が
、慶
応
三（
一
八
六
七
）年
五

月
の
洪
水
で
切
れ
て
大
池（
三
一

〇
〇
㎡
）と
な
っ
た
223
。

⑤
昔
、
武
儀
川
と
長
良
が
岐

阜
市
三
輪
で
合
流
し
西
へ
流
れ

て
い
た
が
、天
文
三
（
一
五
三
四
）

年
に
中
屋
の
堤
防
が
切
れ
流
路

変
わ
っ
た
。
こ
の
時
、
死
者
一
二

〇
〇
〇
人
で
牛
馬
二
〇
〇
〇
頭

が
流
さ
れ
た
46
。⑥
御
囲
い
堤
の

出
来
る
前
、
山
那
（
扶
桑
町
山

那
地
区
）
の
堤
防
は
度
々
切
れ

た
（
山
那
切
れ
）
280
。

長
良
橋
下
流
右
岸
堤
防
沿
い

に
祀
ら
れ
て
い
る
岐
阜
市
早
田

東
町
の
水
難
厄
除
け
の
「
除
水

延
命
地
蔵
尊
」
は
、⑦
川
底
で

光
る
石
を
拾
い
上
げ
、
馬
場
堤

（
現
在
地
）
に
安
置
し
た
。
明

治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
の
大

洪
水
で
、
壊
れ
よ
う
と
す
る
堤
を
こ
の
石
が
防
ぎ
、
破
堤
し
な
っ

た
118
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2‒

2
　
K
I
S
S
O
の
堤
防
の
伝
説
七
編
　

「
燈
明
さ
ん
祭
り
（
一
号
）」
23
は
、
燈
明
が
切
れ
か
け
た
堤
防

の
隙
間
に
落
ち
て
破
堤
を
免
れ
た
話
で
、
破
堤
を
村
人
に
予
告
し

た
「
蛇
池
と
一
本
松
（
一
四
号
）」
205
は
、「
入
方
の
お
墓
か
ら
一

五
〇
m
北
に
堤
防
が
あ
り
、
そ
の
そ
ば
の
大
き
な
松
に
ツ
ツ
ジ
の

葉
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
通
っ
た
ら
、
九

月
に
堤
防
が
切
れ
、
松
の
木
は
池
の
中
に
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
蛇

害
し
な
い
よ
う
に「
仕
事
を
し

て
い
る
振
り
を
し
た
」の
で
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
人
を
小

田
井
人
足
と
言
う
248
。③
木

曽
川
が
江
南
市
草
井
で
切
れ

た
時
に
出
来
た
池（
江
南
市

小
杁
町
鴨
ケ
池
）に
尾
の
切

れ
た
大
蛇
が
棲
ん
で
い
る
と

言
わ
れ
て
い
た
。こ
の
池（
鴨

ケ
池
）の
蛙
が
老
婆
の
身
な
り

を
馬
鹿
に
し
た
241
。④
主（
河

3
．用
水
路

　
　3‒

1
　
慣
行
慣
例
水
利
権
　

水
利
権
は
公
水
、
と
く
に

河
川
か
ら
の
水
を
潅
漑
・
発

電
・
上
水
道
な
ど
の
た
め
に

継
続
的
、
独
占
的
に
使
用
す

る
権
利
で
、
行
政
官
庁
に
申

請
し
て
許
可
を
得
る
水
利
権

と
、
慣
行
と
し
て
昔
か
ら
濯

漑
用
水
等
に
使
用
し
て
き
た

慣
行
水
利
権
と
が
あ
る
。

慣
行
水
利
権
は
「
優
先
劣

後
」
と
言
わ
れ
、
先
に
沢
や

谷
か
ら
取
水
し
た
人
や
村
に

権
利
が
発
生
し
、
後
発
の
人
や
村
は
先
の
権
利
を
侵
さ
な
い
範
囲

内
で
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。

用
水
路
の
水
に
は
、
集
落
の
単
位
で
開
発
し
た
村
人
が
無
償
で

使
え
る
用
水
と
、
個
人
が
開
発
し
た
用
水
に
使
用
者
が
水
代
金

を
支
払
う
用
水
と
が
あ
っ
た
。
元
々
水
利
権
は
領
主
に
帰
属
し
て

お
り
、
個
人
の
開
削
費
用
を
回
収
す
る
た
め
に
無
制
限
で
な
い
水

代
金
の
徴
収
が
認
め
ら
れ
た
が
、
永
遠
に
そ
の
権
利
が
保
障
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
年
と
共
に
、
村
人
全
員
が
所
有
す
る
水
利
権

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
例
も
多
々
あ
る
。

3‒

2
　
水
利
権
に
ま
つ
わ
る「
神
の
審
判
」　

本
巣
市
山
口
で
根
尾
川
を
水
源
と
す
る
席
田
と
真
桑
の
両
用
水

路
は
室
町
時
代
頃
か
ら
水
利
権
で
も
め
て
き
て
、
寛
永
一
八
（
一

六
四
一
）
年
に
席
田
六
対
真
桑
四
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に

対
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
真
桑
人
形
浄
瑠
璃
は
、
江
戸

表
へ
私
財
を
費
や
し
て
出
向
い
た
庄
屋
福
田
源
七
郎
に
感
謝
し

て
、
村
人
が
上
演
し
た
操
り
人
形
芝
居
「
義
農
源
七
郎
」
に
始

池
と
呼
ん
で
お
祭
り
が
あ
っ
た
」
と
の
『
安
八
町
史
』
か
ら
の
創

作
で
あ
ろ
う
。

水
争
い
を
記
し
た
「
か
き
上
げ
堤
と
半
兵
衛
ど
ん
（
一
六
号
）」

121
の
か
き
上
げ
堤
は
、
羽
島
市
正
木
町
曲
利
の
交
差
点
付
近
で
あ

り
、
交
差
点
側
の
堤
外
神
社
と
も
呼
ば
れ
る
貴
船
神
社
の
南
約
一

〇
〇
m
に
貴
布
禰
神
社
（
堤
内
神
社
）
が
あ
る
。
な
お
、
正
木

町
の
輪
中
堤
は
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）
年
代
初
頭
に
取
り
壊
さ

れ
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。

「
猿
尾
の
つ
つ
み
（
二
二
号
）」
27
は
、
岡
田
将
監
善
同
が
笠
松

の
木
曽
川
右
岸
に
設
け
た
将
監
猿
尾
の
謂
れ
を
述
べ
て
お
り
、「
観

音
寺
の
和
尚
の
祈
祷
（
五
五
号
）」
277
は
、
大
き
く
流
路
を
変
え

た
天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
以
前
の
古
木
曽
川
が
勝
村
（
現
海

津
市
平
田
町
勝
賀
）
地
点
で
洪
水
を
頻
発
し
て
お
り
、
大
榑
荘

勝
村
観
音
寺
が
何
時
頃
廃
絶
し
た
か
不
明
で
、
そ
の
寺
跡
ら
し

き
も
の
も
皆
無
で
あ
る
が
、「
僧
宥
恵
が
堤
に
入
眼
し
た
の
で
堤

防
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
」
と
記
す
『
平
田
町
史
』
を
昔
話
風

に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、以
下
の
二
編
は
堤
防
と
余
り
関
係
な
い
が
、「
川
繋
が
り
」

で
こ
こ
に
入
れ
た
。

「
衣
掛
の
三
角
石
（
七
五
号
）」
286
は
、
岩
が
点
在
す
る
王
滝

川
の
三
角
形
の
岩
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
例
え
ば
関
ヶ
原
町

青
坂
神
社
に
あ
る
家
康
の
腰
掛
石
や
八
百
津
町
大
仙
寺
に
あ
る

宮
本
武
蔵
の
座
禅
石
の
よ
う
に
各
地
に
各
種
の
岩
が
散
在
し
て

い
る
。

「
お
富
・
与
十
松
の
夫
婦
松
（
九
一
号
）」
61
は
、
今
は
運
休

に
な
っ
た
木
曽
川
ラ
イ
ン
下
り
の
奇
岩
に
付
け
ら
れ
た
名
の
由

来
で
あ
る
。
な
お
、お
富
と
与
十
松
の
よ
く
似
た
話
と
し
て
、「
お

富
岩
」
1
に
、
落
魄
し
た
栗
栖
村
の
名
主
の
娘
お
富
は
、
恋
人
の

与
曽
松
に
助
け
ら
れ
て
嫌
な
侍
か
ら
逃
げ
る
途
中
、
二
人
と
も
木

曽
川
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
伝
説
の
よ
う
に

お
富
の
声
に
魅
せ
ら
れ
て
船
が
難
破
す
る
た
め
、
寂
光
上
人
が
供

養
し
て
唱
声
も
無
く
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

娘
が
蛇
に
呑
ま
れ
た
の
で
、
親
が
鉄
砲
の
名
人
に
助
け
を
求
め
、

名
人
は
鉄
砲
で
大
蛇
を
撃
っ
た
。
尾
根
か
ら
の
水
は
数
日
赤
く
染

ま
り
、数
日
後
に
大
蛇
は
大
雨
を
降
ら
せ
て
木
曽
山
方
面
に
逃
げ
、

地
名
が
蛇
抜
け
と
な
っ
た
274
。

⑪
小
屋
ヶ
谷
（
大
垣
市
上
石
津
町
住
鹿
）
奥
の
池
に
、
山
に

千
年
、里
に
千
年
、海
に
千
年
棲
む
と
天
に
昇
る
と
言
わ
れ
る
「
ホ

ラ
貝
」
注
）
が
住
ん
で
い
て
、
あ
る
時
、
池
を
破
り
、
濁
流
に
乗
っ

て
海
に
出
た
37
。

注
）『
久
瀬
村
史
』は
、「
ホ
ラ
貝
は
、全
国
的
に
伝
説
に
現
れ
る
が
、

何
を
意
味
す
る
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
村
内
各
地
の

石
灰
岩
に
含
ま
れ
る
古
生
代
の
化
石
で
、
現
在
の
ホ
ラ
貝
に
似
た

生
物
・
ベ
レ
ロ
フ
ォ
ン
が
こ
の
伝
説
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

大
ほ
ら
貝
が
三
田
倉
山
の
谷
を
下
っ
た
「
大
ほ
ら
貝
と
白
抜
け

（
六
八
号
）」
54
と
全
く
同
じ
話
と
し
て
、
揖
斐
川
右
岸
側
の
三

田
倉
か
ら
左
岸
側
へ
約
四
㎞
離
れ
た
小
津
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

小
津
）
の
ホ
ラ
ン
谷
で
も
、⑫
大
き
な
ホ
ラ
貝
が
住
ん
で
い
た
。

あ
る
日
、
山
崩
れ
が
起
き
て
ホ
ラ
貝
は
海
に
帰
っ
た
238
、
と
伝
え

て
い
る
。

2
．堤
防

田
畑
や
生
命
財
産
を
守
る
堤
防
や
貴
重
な
灌
漑
用
水
を
供
給

す
る
用
水
路
は
、人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
施
設
で
あ
る
。

2‒

1
　
堤
防
伝
説

①
盗
ん
だ
物
を
貧
乏
な
人
に
分
け
与
え
る
義
賊（
巳
之
助
）が

阿
木
川
の
榎（
恵
那
市
大
井
町
）に
縛
ら
れ
て
死
ん
だ
が
、祟
り
で

川
が
荒
れ
る
の
で
社
を
造
り
祀
っ
た
。堤
防
の
工
事
で
も
榎
を
切
ら

れ
ず
残
し
た
118
。②
小
田
井
村（
名
古
屋
市
西
区
小
田
井
）の
人
々

は
、し
ば
し
ば
庄
内
川
左
岸
側
の
名
古
屋
城
を
守
る
た
め
に
、右
岸

側
の
自
村
の
堤
防
を
切
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
。そ
こ
で
、自
村
を

大
蛇
は
山
に
千
年
、海
に
千
年（
海
山
千
年
）修
行
す
る
と
、昇
天

し
て
竜
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、山
か
ら
海
へ
大
蛇
が
移
動
す

る
際
に
発
生
す
る
土
石
流
を「
蛇
抜
け
」と
名
付
け
た
よ
う
で
あ
る
。

本
章
の
第
一
節
で
蛇
抜
け
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、第
二
節
で
人
々

の
暮
ら
し
を
守
っ
た
堤
防
、第
三
節
で
用
水
路
に
関
す
る
伝
説
に
触

れ
よ
う
。

1
．蛇
抜
け

木
曽
郡
南
木
曽
町
は
花
崗
岩
地
帯
で
あ
る
。表
層
部
の
花
崗
岩

は
、温
度
変
化
や
地
下
水
の
浸
透
な
ど
物
理
的
・
科
学
的
な
作
用

で
風
化
が
進
行
し
、砂
状
に
な
り
や
す
い
。こ
う
し
て
砂
状
と
な
っ

た
風
化
花
崗
岩
は「
真
砂
土
」と
呼
ば
れ
、粘
着
力
が
弱
く
、水
分

を
含
ん
で
飽
和
状
態
に
な
る
と
斜
面
の
崩
壊
が
発
生
し
や
す
い
。

南
木
曽
町
に
は
七
ヶ
所
に「
蛇
抜
け
」の
名
が
つ
い
た
沢
が
あ
り
、

多
く
の
蛇
抜
け（
土
石
流
）が
発
生
し
た
こ
と
を
現
し
て
い
る
。

南
木
曽
の
土
石
流
の
例
と
し
て
、与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

と
悲
し
め
る
乙
女
の
像
に
つ
い
て
触
れ
る
。

1‒

1
　
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

国
道
一
九
号
で
南
木
曽
商
店
街
を
通
り
抜
け
、
木
曽
川
左
岸
の

支
川
・
与
川
に
沿
っ
て
急
坂
を
登
る
と
す
ぐ
の
与
川
発
電
所
の
側

に
「
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
」
が
祀
っ
て
あ
る
。

弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
五
月
二
七
日
、
尾
張
藩
の
用
材
を

伐
採
中
だ
っ
た
与
川
中
野
沢
で
大
蛇
抜
け
（
山
津
波
、
土
石
流
）

が
発
生
し
た
。
杣
小
屋
三
棟
、
日
庸
小
屋
四
棟
、
会
所
一
棟
が
一

瞬
に
し
て
山
津
波
に
呑
み
込
ま
れ
、
杣
や
日
傭
九
五
人
（
一
一
四

人
、
一
〇
六
人
と
も
伝
わ
る
）
が
流
さ
れ
た
。

こ
の
犠
牲
者
た
ち
は
、
お
も
に
近
郷
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
尾

張
藩
は
約
四
〇
両
で

石
地
蔵
を
建
て
、
弘

化
二
年
二
月
二
六
・

二
七
日
に
供
養
費
と

し
て
約
三
〇
両
を
費

や
し
て
い
る
。

こ
の
災
害
は
、
尾

張
藩
の
強
引
な
木
材
伐
採
が
山
の
保
水
力
と
耐
浸
食
性
を
低
下

さ
せ
た
結
果
、
豪
雨
に
よ
っ
て
土
石
流
が
発
生
し
た
こ
と
を
今
に

伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
災
害
も
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
し
て
木
曽
川
流
域
で
語
り

継
が
れ
て
い
る
が
、「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
仕
立
て
の
他
に
、「
白
蛇

の
お
告
げ
（
三
五
号
）」
38
の
よ
う
に
「
白
蛇
」
や
あ
る
い
は
「
白

髭
の
老
人
」
が
土
石
流
発
生
を
告
げ
る
話
、
さ
ら
に
、
与
川
か
ら

木
材
を
伐
り
出
し
て
い
る
と
、
夜
中
に
大
水
が
出
る
と
声
が
聞
こ

え
た
が
、
無
視
し
て
い
た
ら
大
水
が
出
た
。
こ
れ
は
、
イ
ケ
ジ
キ

の
沼
の
蛇
が
抜
け
た
か
ら
で
、
杣
人
が
大
勢
死
ん
だ
の
で
、
地
蔵

が
祀
ら
れ
た
266
、
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
1
）「
与
川
の
地
蔵
以
前
」

笹
本
86
に
よ
る
と
、
勘
定
吟
味
役
で
旗
本
の
川
路
聖
謨
は
、

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
四
月
、
焼
失
し
た
江
戸
城
西
の
丸
の

再
建
の
た
め
、
尾
張
領
の
裏
木
曽
の
井
出
小
路
山
（
一
八
〇
六

m
）
で
尾
張
藩
が
献
納
す
る
木
材
の
伐
採
指
揮
を
執
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
伐
採
地
で
蛇
抜
け
や
火
災
な
ど
各
種
の
異
変
が
生
じ
た

た
め
、
天
保
一
一
年
に
川
路
は
自
費
一
〇
両
を
費
や
し
て
高
さ
八

〇
㎝
程
の
地
蔵
を
建
立
し
て
い
る
。

さ
ら
に
将
軍
家
慶
の
命
を
受
け
、
天
保
一
〇
年
三
月
に
亡
く
な
っ

た
第
一
一
代
尾
張
藩
主
徳
川

斉
温
の
跡
を
継
い
だ
斉
荘
も

山
の
神
に
祟
ら
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
た
尾
張
藩
は
、
同

一
四
年
に
中
津
川
市
に
護
山

神
社
を
創
建
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
弘
化
元
年
の
与

川
の
蛇
抜
け
に
際
し
、
尾
張

藩
は
藩
主
ら
に
井
出
小
路
山

で
の
伐
採
時
の
よ
う
な
異
変

が
及
ば
な
い
こ
と
を
願
い
、

地
蔵
を
建
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

1‒

2
　
伊
勢
小
屋
沢
の
蛇
抜
け

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
七
月
、
読
書
中
学
校
（
南
木
曽
町
）

の
上
の
伊
勢
小
屋
沢
か
ら
発
生
し
た
土
石
流
は
、
職
員
住
宅
に
い

た
同
校
長
の
幼
い
長
男
・
長

女
と
他
の
教
諭
の
妻
の
命
を

奪
っ
た
65
。

こ
の
災
害
で
亡
く
な
っ
た

幼
い
兄
弟
を
慰
め
る
「
悲
し

め
る
乙
女
の
像‒

蛇
抜
け
の

碑‒

」
の
台
座
に
は
、
土
石

流
発
生
に
つ
い
て
の
言
い
伝

え
（
俚
諺
）
が
刻
み
こ
ま
れ

て
い
る
。

「
白
い
雨
が
降
る
と
ぬ
け
る
／
尾
先　

谷
口　

宮
の
前
／
雨
に

風
が
加
わ
る
と
危
な
い
／
長
雨
後　

谷
の
水
が
急
に
止
ま
っ
た
ら

ぬ
け
る
／
蛇
ぬ
け
の
水
は
黒
い
／
蛇
ぬ
け
の
前
に
は
き
な
臭
い
匂

い
が
す
る
」

こ
れ
ら
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
白
い
雨
」
は
水
し
ぶ
き
で
辺
り
一
面
白
っ
ぽ
く
な
り
、
視
界
が

悪
く
な
る
五
〇
〜
八
〇
mm
の
雨
で
あ
る
。「
尾
先  

谷
口
」
つ
ま
り

尾
根
の
先
や
谷
の
出
口
は
、
古
く
か
ら
土
石
流
が
襲
い
や
す
い
と

こ
ろ
。「
宮
の
前
」
は
土
石
流
に
は
関
係
な
く
、
お
宮
の
前
に
家

を
建
て
る
と
、
お
祭
な
ど
の
際
に
多
く
の
知
り
合
い
が
家
に
寄
る

の
で
費
用
が
掛
か
る
と
洒
落
て
述
べ
て
い
る
。「
谷
の
水
が
急
に
止

ま
っ
た
ら
ぬ
け
る
」
は
、
土
石
や
流
木
が
渓
流
や
沢
を
塞
い
で
一

時
的
に
水
が
止
ま
る
が
、
止
め
ら
れ
た
水
が
増
加
す
る
と
土
石
や

流
木
に
よ
る
堰
が
破
壊
さ
れ
、
土
石
流
が
発
生
す
る
。「
蛇
ぬ
け

の
水
は
黒
い
」
は
、
多
量
の
土
砂
が
流
水
と
と
も
に
流
下
す
る
か

ら
黒
く
な
る
。「
き
な
臭
い
匂
い
が
す
る
」
は
、
岩
石
と
一
緒
に
流

木
が
流
出
す
る
際
、
摩
擦
で
生
じ
る
発
熱
現
象
を
表
し
て
い
る
。

1‒

3
　
蛇
抜
け
伝
説

各
地
の
蛇
抜
け
に
ま
つ
わ
る
話
を
見
て
い
こ
う
。

①
大
蛇
は
海
に
千
年
、
山
に
千
年
修
行
す
る
と
、
昇
天
し
て

竜
に
な
る
。
駒
ヶ
岳
（
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
）
の
雄
雌
二
匹
の
大

蛇
が
昇
天
す
る
た
め
、
駒
ヶ
岳
の
一
角
を
蛇
抜
け
し
て
滑
川
を
下

り
、
さ
ら
に
木
曽
川
を
下
っ
て
天
に
昇
天
し
た
202
。②
大
蛇
が
木

曽
川
を
下
っ
て
海
で
の
修
行
を
望
む
が
、
蛙
が
邪
魔
を
す
る
の
で
、

洪
水
に
し
て
蛙
（
蛙
石
。
木
曽
郡
上
松
町
正
島
町
）
の
目
を
晦

ま
し
て
か
ら
海
へ
出
た
202
。

③
柏
原
の
釜
ヶ
洞
（
飛
騨
市
神
岡
町
柏
原
）
の
頂
上
辺
り
の
池

に
棲
む
大
蛇
が
、
池
の
堰
を
切
っ
て
柏
原
に
洪
水
を
起
し
て
山
を

下
り
、
富
山
の
海
へ
出
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
水

月
庵
（
柏
原
）
の
千
手
観
音
が
村
の
男
を
使
い
大
蛇
を
退
治
し
た
。

そ
の
時
焼
き
殺
し
た
の
で
、
そ
こ
の
石
は
焦
げ
て
い
る
39
。④
池
が

原
（
洞
谷
川
の
源
）
に
住
む
大
蛇
は
、
蛇
淵
（
飛
騨
市
宮
川
町

塩
屋
地
内
）
と
行
き
来
し
て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
地
震
で
通
路
が

塞
が
っ
た
の
で
、
場
所
を
移
す
こ
と
に
し
た
。
大
蛇
は
、
洞
村
（
宮

川
町
洞
）
で
は
娘
の
姿
で
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
が
、
大
蛇
の
姿

3本の長良川。（「長良川デジタル百科事典」より）除水延命地蔵尊

門扉が6対4に開いている席田・真桑用水の
山口の取水池

を
見
た
宿
の
亭
主
に
、
宮
川
か
ら
海
へ
行
く
予
定
を
話
し
た
。
翌

朝
、宮
川
の
氾
濫
と
と
も
に
大
蛇
は
消
え
た
。
蛇
淵
は
大
正
三
（
一

九
一
四
）
年
八
月
の
洪
水
で
面
影
は
無
く
な
っ
た
102
。

⑤
黒
ぶ
ち
（
高
山
市
上

宝
村
町
双
六
）
に
棲
む
雌

の
大
蛇
が
恋
を
し
て
、
雄

の
い
る
池
ノ
尾
山
（
上
宝

町
金
木
戸
）へ
蛇
抜
け（
移

動
）
し
た
が
っ
て
い
た
が
、

両
全
寺
（
飛
騨
市
神
岡

町
麻
生
野
）
に
来
た
高
僧

が
娘
に
化
け
た
蛇
に
蛇
抜

け
を
止
め
る
よ
う
に
説
得

し
た
。
翌
日
、
大
蛇
の
死

体
が
川
に
浮
い
て
い
た
39
。

⑥
日
和
田
集
落
（
高
山
市
高
根
町
）
中
央
の
湿
地
帯
に
竜
神
の

化
身
の
白
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
大
雨
の
時
、土
抜
け（
蛇
抜
け
）

し
た
。
次
の
雨
の
時
、
修
行
を
積
ん
だ
行
者
が
、「
抜
け
な
い
」

よ
う
に
災
い
除
け
の
逆
杭
を
打
っ
た
の
で
、
以
来
、
抜
け
な
く
な
っ

た
256
。⑦
蛇
抜
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
）
の
大
き
な
池
に
鴨

が
い
た
。
殿
さ
ま
が
百
姓
に
捕
ま
え
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
う
る

さ
い
の
で
堤
を
切
り
、
蛇
が
抜
け
て
水
が
無
く
な
っ
た
と
言
っ
た

269
。⑧
大
丹
生
池
（
高
山
市
丹
生
川
町
久
手
）
の
主
の
大
蛇
に
子

が
増
え
、
海
に
下
る
必
要
が
生
じ
た
。
日
本
海
側
な
ら
、
高
原

川
が
大
洪
水
で
本
郷
平
（
高
山
市
上
宝
町
本
郷
）
ま
で
水
に
浸

か
り
、
八
賀
方
面
だ
と
、
丹
生
川
が
洪
水
と
な
り
、
千
光
寺
（
高

山
市
丹
生
川
町
下
保
）
ま
で
水
に
浸
か
る
、と
噂
し
て
恐
れ
た
104
。

⑨
海
・
川
・
山
で
各
千
年
修
行
し
た
竜
が
平
沢
山
（
郡
上
市

明
宝
寒
水
）
の
ヌ
ケ
ド
か
ら
昇
天
（
蛇
抜
け
）
す
る
時
に
、
姿
を

見
せ
る
代
わ
り
に
鱗
を
一
枚
置
い
て
い
っ
た
295
。

⑩
神
土
西
洞
（
加
茂
郡
東
白
川
村
）
の
本
洞
の
「
池
ガ
尾
」

と
い
う
尾
根
に
昔
池
が
あ
り
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
時
、
山
で

83
。③
鎌
倉
時
代（
一
一
八
五
〜
一
三
三
三
）に
、兄
弟
は
釜
沢
川（
中

津
川
市
落
合
釜
沢
）
の
取
水
口
か
ら
中
津
川
市
落
合
の
集
落
ま
で

二
本
の
用
水
路
を
掘
り
、
兄
は
過
労
で
斃
れ
、
弟
は
水
路
完
成
時

に
地
頭
に
よ
っ
て
ど
こ
か
へ
連
れ
去
ら
れ
た
。
そ
の
用
水
は
兄
の
井
・

弟
の
井
（
中
用
水
の
基
礎
）
と
呼
ば
れ
た
219
。④
山
県
市
の
相
原

で
開
墾
を
始
め
た
一
族
の
た
め
に
、
修
行
者
が
灌
漑
用
水
（
野
久

尾
用
水
）
を
通
す
隧
道
工
事
を
指
揮
し
、
難
工
事
の
末
に
約
四

〇
間
（
七
五
m
）
の
隧
道
が
完
成
し
た
124
。

3‒

4
　
K
I
S
S
O
の
用
水
路
二
編
　
　

「
深
瀬
用
水
と
水
争
い
（
一
三
号
）」
214
は
、
深
瀬
（
恵
那
市
三

郷
町
佐
々
良
木
）
と
そ
の
上
流
の
上
平
の
集
落
間
発
生
し
た
水

争
い
で
、「
弥
太
郎
用
水
（
四
一
号
）」
37
は
、
弥
太
郎
（
大
垣
市

上
石
津
西
山
）
が
用
水
を
築
き
水
不
足
を
解
消
し
た
が
、
猪
害

に
よ
る
三
年
の
無
年
貢
金
を
横
領
し
、
村
を
追
い
出
さ
れ
た
が
、

死
後
許
さ
れ
裏
山
に
葬
ら
れ
た
話
で
あ
る
。
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105

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
8
章
　
治
山
治
水
利
水
伝
説

我
に
返
え
り
、「
口
ゆ
え
に
父
は
長
良
の
人
柱　

雉
も
鳴
か
ず
ば

撃
た
れ
ま
い
」
と
言
っ
た
42
。
本
堂
寺
（
大
垣
市
上
石
津
町
馬
瀬
）

に
舛
屋
伊
兵
衛
顕
彰
碑
が
あ
る
。

「
雉
も
鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
ま
い
」
と
言
う
喩
は
、
南
北
朝
（
一

三
三
六
〜
九
二
）
中
期
に
成
立
し
た
『
神
道
集
』
に
、
淀
川
に

架
け
る
長
柄
橋
に
苦
労
し
て
い
る
時
、
人
柱
に
適
し
た
人
物
の
特

徴
を
述
べ
た
男
が
ま
さ
に
そ
の
服
装
を
し
て
お
り
、
人
柱
に
さ
れ

た
。
悲
し
ん
だ
妻
は
「
物
言
へ
ば
父
は
長
柄
の
橋
柱　

鳴
か
ず
ば

雉
も
捉
え
ざ
ら
ま
し
」
と
い
う
歌
を
残
し
て
淀
川
に
身
を
投
じ
た
」

と
書
か
れ
て
い
る
。

内
容
は
同
じ
で
、
長
柄
橋
が
長
良
橋
（
岐
阜
市
長
良
）
に
代

わ
り
、⑮
物
を
言
わ
な
い
お
嫁
さ
ん
に
訳
を
尋
ね
る
と　
「
長
良
橋

の
た
め
に
人
柱
を
」
と
言
っ
た
父
が
人
柱
と
な
り
、
父
が
「
雉
も

鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
ま
い
。
余
分
な
こ
と
は
喋
ら
な
い
よ
う
に
」
と

言
わ
れ
た
と
話
し
た
60
。

ま
る
と
伝
わ
る
。
一
方
、
席
田

側
で
は
、
水
争
い
に
悩
ん
だ
幕

府
は
両
代
表
者
の
ど
ち
ら
か
が

早
く
火
柱
に
抱
き
付
い
た
方
が

用
水
六
割
の
権
利
を
得
る
と

し
、
席
田
の
小
右
衛
門
が
い
ち

早
く
火
柱
に
抱
き
付
き
、
席

田
が
六
割
と
な
っ
た
、
と
伝

わ
っ
て
い
る
。

争
い
事
を
神
の
意
志
に
よ
っ

て
判
定
す
る
手
段
に
盟
神
探

湯
が
行
わ
れ
た
。
当
事
者
が
神
に
宣
誓
（
盟
神
）
し
た
後
、
熱

湯
の
入
っ
た
釜
の
中
の
石
を
探
っ
て
（
探
湯
）、
火
傷
を
せ
ず
に
石

を
取
り
出
し
た
者
を
正
し
い
と
し
た
。

①
江
戸
時
代
、
揖
斐
川
左
岸
の
衣
斐
用
水
路
が
右
岸
側
の
池

田
側
の
取
水
路
と
取
水
量
で
も
め
た
際
、
衣
斐
用
水
側
の
名
主

三
間
忠
蔵
が
盟
神
探
湯
を
行
い
、
熱
湯
か
ら
一
振
り
の
斧
を
取
り

出
し
、
こ
の
時
以
来
、「
取
水
量
は
折
半
」
の
約
束
は
守
ら
れ
た
。

こ
の
時
の
火
傷
で
死
ん
だ
忠
蔵
は
、
井
神
様
（
揖
斐
郡
大
野
町
南

領
家
の
実
相
院
西
側
）
に
祀
ら
れ
た
が
、
一
説
に
は
責
任
を
と
っ

て
切
腹
し
た
217
と
も
伝
わ
る
。

3‒

3
　
用
水
路
の
伝
説
　

用
水
路
は
各
地
に
数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
用
水
路
建
設

に
関
す
る
伝
説
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

①
下
呂
市
小
坂
町
大
島
の
五
右
衛
門
は
洞
谷
の
水
を
利
用
し
て

用
水
路
（
五
右
衛
門
用
水
路
）
を
造
っ
た
が
、
吝
嗇
な
た
め
に
年

貢
を
納
め
ず
役
人
に
捕
ま
り
、
家
も
絶
え
た
が
、
今
も
屋
敷
跡
は

五
右
衛
門
屋
敷
の
名
を
残
し
、
用
水
路
は
多
く
の
田
を
養
っ
て
い
る

218
。②
日
照
り
や
洪
水
に
苦
し
む
村
（
土
岐
市
駄
知
町
南
山
）
の

た
め
に
、
今
井
金
兵
衛
が
三
つ
の
溜
池
築
造
を
計
画
し
た
。
村
人

と
三
つ
の
池
を
完
成
さ
せ
、
現
在
も
「
三
の
池
」
が
残
っ
て
い
る

童
か
す
っ
ぽ
ん
）が
住
む
笠
松
駅

（
羽
島
郡
笠
松
町
西
金
池
町
）の

東
北
の
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
は
、

一
三
〇
〇
年
前
の
洪
水
で
出
来

た
が
、慶
応
三（
一
八
六
七
）年
五

月
の
洪
水
で
切
れ
て
大
池（
三
一

〇
〇
㎡
）と
な
っ
た
223
。

⑤
昔
、
武
儀
川
と
長
良
が
岐

阜
市
三
輪
で
合
流
し
西
へ
流
れ

て
い
た
が
、天
文
三
（
一
五
三
四
）

年
に
中
屋
の
堤
防
が
切
れ
流
路

変
わ
っ
た
。
こ
の
時
、
死
者
一
二

〇
〇
〇
人
で
牛
馬
二
〇
〇
〇
頭

が
流
さ
れ
た
46
。⑥
御
囲
い
堤
の

出
来
る
前
、
山
那
（
扶
桑
町
山

那
地
区
）
の
堤
防
は
度
々
切
れ

た
（
山
那
切
れ
）
280
。

長
良
橋
下
流
右
岸
堤
防
沿
い

に
祀
ら
れ
て
い
る
岐
阜
市
早
田

東
町
の
水
難
厄
除
け
の
「
除
水

延
命
地
蔵
尊
」
は
、⑦
川
底
で

光
る
石
を
拾
い
上
げ
、
馬
場
堤

（
現
在
地
）
に
安
置
し
た
。
明

治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
の
大

洪
水
で
、
壊
れ
よ
う
と
す
る
堤
を
こ
の
石
が
防
ぎ
、
破
堤
し
な
っ

た
118
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2‒

2
　
K
I
S
S
O
の
堤
防
の
伝
説
七
編
　

「
燈
明
さ
ん
祭
り
（
一
号
）」
23
は
、
燈
明
が
切
れ
か
け
た
堤
防

の
隙
間
に
落
ち
て
破
堤
を
免
れ
た
話
で
、
破
堤
を
村
人
に
予
告
し

た
「
蛇
池
と
一
本
松
（
一
四
号
）」
205
は
、「
入
方
の
お
墓
か
ら
一

五
〇
m
北
に
堤
防
が
あ
り
、
そ
の
そ
ば
の
大
き
な
松
に
ツ
ツ
ジ
の

葉
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
通
っ
た
ら
、
九

月
に
堤
防
が
切
れ
、
松
の
木
は
池
の
中
に
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
蛇

害
し
な
い
よ
う
に「
仕
事
を
し

て
い
る
振
り
を
し
た
」の
で
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
人
を
小

田
井
人
足
と
言
う
248
。③
木

曽
川
が
江
南
市
草
井
で
切
れ

た
時
に
出
来
た
池（
江
南
市

小
杁
町
鴨
ケ
池
）に
尾
の
切

れ
た
大
蛇
が
棲
ん
で
い
る
と

言
わ
れ
て
い
た
。こ
の
池（
鴨

ケ
池
）の
蛙
が
老
婆
の
身
な
り

を
馬
鹿
に
し
た
241
。④
主（
河

3
．用
水
路

　
　3‒

1
　
慣
行
慣
例
水
利
権
　

水
利
権
は
公
水
、
と
く
に

河
川
か
ら
の
水
を
潅
漑
・
発

電
・
上
水
道
な
ど
の
た
め
に

継
続
的
、
独
占
的
に
使
用
す

る
権
利
で
、
行
政
官
庁
に
申

請
し
て
許
可
を
得
る
水
利
権

と
、
慣
行
と
し
て
昔
か
ら
濯

漑
用
水
等
に
使
用
し
て
き
た

慣
行
水
利
権
と
が
あ
る
。

慣
行
水
利
権
は
「
優
先
劣

後
」
と
言
わ
れ
、
先
に
沢
や

谷
か
ら
取
水
し
た
人
や
村
に

権
利
が
発
生
し
、
後
発
の
人
や
村
は
先
の
権
利
を
侵
さ
な
い
範
囲

内
で
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。

用
水
路
の
水
に
は
、
集
落
の
単
位
で
開
発
し
た
村
人
が
無
償
で

使
え
る
用
水
と
、
個
人
が
開
発
し
た
用
水
に
使
用
者
が
水
代
金

を
支
払
う
用
水
と
が
あ
っ
た
。
元
々
水
利
権
は
領
主
に
帰
属
し
て

お
り
、
個
人
の
開
削
費
用
を
回
収
す
る
た
め
に
無
制
限
で
な
い
水

代
金
の
徴
収
が
認
め
ら
れ
た
が
、
永
遠
に
そ
の
権
利
が
保
障
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
年
と
共
に
、
村
人
全
員
が
所
有
す
る
水
利
権

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
例
も
多
々
あ
る
。

3‒

2
　
水
利
権
に
ま
つ
わ
る「
神
の
審
判
」　

本
巣
市
山
口
で
根
尾
川
を
水
源
と
す
る
席
田
と
真
桑
の
両
用
水

路
は
室
町
時
代
頃
か
ら
水
利
権
で
も
め
て
き
て
、
寛
永
一
八
（
一

六
四
一
）
年
に
席
田
六
対
真
桑
四
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に

対
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
真
桑
人
形
浄
瑠
璃
は
、
江
戸

表
へ
私
財
を
費
や
し
て
出
向
い
た
庄
屋
福
田
源
七
郎
に
感
謝
し

て
、
村
人
が
上
演
し
た
操
り
人
形
芝
居
「
義
農
源
七
郎
」
に
始

池
と
呼
ん
で
お
祭
り
が
あ
っ
た
」
と
の
『
安
八
町
史
』
か
ら
の
創

作
で
あ
ろ
う
。

水
争
い
を
記
し
た
「
か
き
上
げ
堤
と
半
兵
衛
ど
ん
（
一
六
号
）」

121
の
か
き
上
げ
堤
は
、
羽
島
市
正
木
町
曲
利
の
交
差
点
付
近
で
あ

り
、
交
差
点
側
の
堤
外
神
社
と
も
呼
ば
れ
る
貴
船
神
社
の
南
約
一

〇
〇
m
に
貴
布
禰
神
社
（
堤
内
神
社
）
が
あ
る
。
な
お
、
正
木

町
の
輪
中
堤
は
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）
年
代
初
頭
に
取
り
壊
さ

れ
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。

「
猿
尾
の
つ
つ
み
（
二
二
号
）」
27
は
、
岡
田
将
監
善
同
が
笠
松

の
木
曽
川
右
岸
に
設
け
た
将
監
猿
尾
の
謂
れ
を
述
べ
て
お
り
、「
観

音
寺
の
和
尚
の
祈
祷
（
五
五
号
）」
277
は
、
大
き
く
流
路
を
変
え

た
天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
以
前
の
古
木
曽
川
が
勝
村
（
現
海

津
市
平
田
町
勝
賀
）
地
点
で
洪
水
を
頻
発
し
て
お
り
、
大
榑
荘

勝
村
観
音
寺
が
何
時
頃
廃
絶
し
た
か
不
明
で
、
そ
の
寺
跡
ら
し

き
も
の
も
皆
無
で
あ
る
が
、「
僧
宥
恵
が
堤
に
入
眼
し
た
の
で
堤

防
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
」
と
記
す
『
平
田
町
史
』
を
昔
話
風

に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、以
下
の
二
編
は
堤
防
と
余
り
関
係
な
い
が
、「
川
繋
が
り
」

で
こ
こ
に
入
れ
た
。

「
衣
掛
の
三
角
石
（
七
五
号
）」
286
は
、
岩
が
点
在
す
る
王
滝

川
の
三
角
形
の
岩
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
例
え
ば
関
ヶ
原
町

青
坂
神
社
に
あ
る
家
康
の
腰
掛
石
や
八
百
津
町
大
仙
寺
に
あ
る

宮
本
武
蔵
の
座
禅
石
の
よ
う
に
各
地
に
各
種
の
岩
が
散
在
し
て

い
る
。

「
お
富
・
与
十
松
の
夫
婦
松
（
九
一
号
）」
61
は
、
今
は
運
休

に
な
っ
た
木
曽
川
ラ
イ
ン
下
り
の
奇
岩
に
付
け
ら
れ
た
名
の
由

来
で
あ
る
。
な
お
、お
富
と
与
十
松
の
よ
く
似
た
話
と
し
て
、「
お

富
岩
」
1
に
、
落
魄
し
た
栗
栖
村
の
名
主
の
娘
お
富
は
、
恋
人
の

与
曽
松
に
助
け
ら
れ
て
嫌
な
侍
か
ら
逃
げ
る
途
中
、
二
人
と
も
木

曽
川
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
伝
説
の
よ
う
に

お
富
の
声
に
魅
せ
ら
れ
て
船
が
難
破
す
る
た
め
、
寂
光
上
人
が
供

養
し
て
唱
声
も
無
く
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

娘
が
蛇
に
呑
ま
れ
た
の
で
、
親
が
鉄
砲
の
名
人
に
助
け
を
求
め
、

名
人
は
鉄
砲
で
大
蛇
を
撃
っ
た
。
尾
根
か
ら
の
水
は
数
日
赤
く
染

ま
り
、数
日
後
に
大
蛇
は
大
雨
を
降
ら
せ
て
木
曽
山
方
面
に
逃
げ
、

地
名
が
蛇
抜
け
と
な
っ
た
274
。

⑪
小
屋
ヶ
谷
（
大
垣
市
上
石
津
町
住
鹿
）
奥
の
池
に
、
山
に

千
年
、里
に
千
年
、海
に
千
年
棲
む
と
天
に
昇
る
と
言
わ
れ
る
「
ホ

ラ
貝
」
注
）
が
住
ん
で
い
て
、
あ
る
時
、
池
を
破
り
、
濁
流
に
乗
っ

て
海
に
出
た
37
。

注
）『
久
瀬
村
史
』は
、「
ホ
ラ
貝
は
、全
国
的
に
伝
説
に
現
れ
る
が
、

何
を
意
味
す
る
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
村
内
各
地
の

石
灰
岩
に
含
ま
れ
る
古
生
代
の
化
石
で
、
現
在
の
ホ
ラ
貝
に
似
た

生
物
・
ベ
レ
ロ
フ
ォ
ン
が
こ
の
伝
説
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

大
ほ
ら
貝
が
三
田
倉
山
の
谷
を
下
っ
た
「
大
ほ
ら
貝
と
白
抜
け

（
六
八
号
）」
54
と
全
く
同
じ
話
と
し
て
、
揖
斐
川
右
岸
側
の
三

田
倉
か
ら
左
岸
側
へ
約
四
㎞
離
れ
た
小
津
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

小
津
）
の
ホ
ラ
ン
谷
で
も
、⑫
大
き
な
ホ
ラ
貝
が
住
ん
で
い
た
。

あ
る
日
、
山
崩
れ
が
起
き
て
ホ
ラ
貝
は
海
に
帰
っ
た
238
、
と
伝
え

て
い
る
。

2
．堤
防

田
畑
や
生
命
財
産
を
守
る
堤
防
や
貴
重
な
灌
漑
用
水
を
供
給

す
る
用
水
路
は
、人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
施
設
で
あ
る
。

2‒

1
　
堤
防
伝
説

①
盗
ん
だ
物
を
貧
乏
な
人
に
分
け
与
え
る
義
賊（
巳
之
助
）が

阿
木
川
の
榎（
恵
那
市
大
井
町
）に
縛
ら
れ
て
死
ん
だ
が
、祟
り
で

川
が
荒
れ
る
の
で
社
を
造
り
祀
っ
た
。堤
防
の
工
事
で
も
榎
を
切
ら

れ
ず
残
し
た
118
。②
小
田
井
村（
名
古
屋
市
西
区
小
田
井
）の
人
々

は
、し
ば
し
ば
庄
内
川
左
岸
側
の
名
古
屋
城
を
守
る
た
め
に
、右
岸

側
の
自
村
の
堤
防
を
切
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
。そ
こ
で
、自
村
を

大
蛇
は
山
に
千
年
、海
に
千
年（
海
山
千
年
）修
行
す
る
と
、昇
天

し
て
竜
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、山
か
ら
海
へ
大
蛇
が
移
動
す

る
際
に
発
生
す
る
土
石
流
を「
蛇
抜
け
」と
名
付
け
た
よ
う
で
あ
る
。

本
章
の
第
一
節
で
蛇
抜
け
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、第
二
節
で
人
々

の
暮
ら
し
を
守
っ
た
堤
防
、第
三
節
で
用
水
路
に
関
す
る
伝
説
に
触

れ
よ
う
。

1
．蛇
抜
け

木
曽
郡
南
木
曽
町
は
花
崗
岩
地
帯
で
あ
る
。表
層
部
の
花
崗
岩

は
、温
度
変
化
や
地
下
水
の
浸
透
な
ど
物
理
的
・
科
学
的
な
作
用

で
風
化
が
進
行
し
、砂
状
に
な
り
や
す
い
。こ
う
し
て
砂
状
と
な
っ

た
風
化
花
崗
岩
は「
真
砂
土
」と
呼
ば
れ
、粘
着
力
が
弱
く
、水
分

を
含
ん
で
飽
和
状
態
に
な
る
と
斜
面
の
崩
壊
が
発
生
し
や
す
い
。

南
木
曽
町
に
は
七
ヶ
所
に「
蛇
抜
け
」の
名
が
つ
い
た
沢
が
あ
り
、

多
く
の
蛇
抜
け（
土
石
流
）が
発
生
し
た
こ
と
を
現
し
て
い
る
。

南
木
曽
の
土
石
流
の
例
と
し
て
、与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

と
悲
し
め
る
乙
女
の
像
に
つ
い
て
触
れ
る
。

1‒

1
　
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

国
道
一
九
号
で
南
木
曽
商
店
街
を
通
り
抜
け
、
木
曽
川
左
岸
の

支
川
・
与
川
に
沿
っ
て
急
坂
を
登
る
と
す
ぐ
の
与
川
発
電
所
の
側

に
「
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
」
が
祀
っ
て
あ
る
。

弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
五
月
二
七
日
、
尾
張
藩
の
用
材
を

伐
採
中
だ
っ
た
与
川
中
野
沢
で
大
蛇
抜
け
（
山
津
波
、
土
石
流
）

が
発
生
し
た
。
杣
小
屋
三
棟
、
日
庸
小
屋
四
棟
、
会
所
一
棟
が
一

瞬
に
し
て
山
津
波
に
呑
み
込
ま
れ
、
杣
や
日
傭
九
五
人
（
一
一
四

人
、
一
〇
六
人
と
も
伝
わ
る
）
が
流
さ
れ
た
。

こ
の
犠
牲
者
た
ち
は
、
お
も
に
近
郷
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
尾

張
藩
は
約
四
〇
両
で

石
地
蔵
を
建
て
、
弘

化
二
年
二
月
二
六
・

二
七
日
に
供
養
費
と

し
て
約
三
〇
両
を
費

や
し
て
い
る
。

こ
の
災
害
は
、
尾

張
藩
の
強
引
な
木
材
伐
採
が
山
の
保
水
力
と
耐
浸
食
性
を
低
下

さ
せ
た
結
果
、
豪
雨
に
よ
っ
て
土
石
流
が
発
生
し
た
こ
と
を
今
に

伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
災
害
も
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
し
て
木
曽
川
流
域
で
語
り

継
が
れ
て
い
る
が
、「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
仕
立
て
の
他
に
、「
白
蛇

の
お
告
げ
（
三
五
号
）」
38
の
よ
う
に
「
白
蛇
」
や
あ
る
い
は
「
白

髭
の
老
人
」
が
土
石
流
発
生
を
告
げ
る
話
、
さ
ら
に
、
与
川
か
ら

木
材
を
伐
り
出
し
て
い
る
と
、
夜
中
に
大
水
が
出
る
と
声
が
聞
こ

え
た
が
、
無
視
し
て
い
た
ら
大
水
が
出
た
。
こ
れ
は
、
イ
ケ
ジ
キ

の
沼
の
蛇
が
抜
け
た
か
ら
で
、
杣
人
が
大
勢
死
ん
だ
の
で
、
地
蔵

が
祀
ら
れ
た
266
、
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
1
）「
与
川
の
地
蔵
以
前
」

笹
本
86
に
よ
る
と
、
勘
定
吟
味
役
で
旗
本
の
川
路
聖
謨
は
、

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
四
月
、
焼
失
し
た
江
戸
城
西
の
丸
の

再
建
の
た
め
、
尾
張
領
の
裏
木
曽
の
井
出
小
路
山
（
一
八
〇
六

m
）
で
尾
張
藩
が
献
納
す
る
木
材
の
伐
採
指
揮
を
執
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
伐
採
地
で
蛇
抜
け
や
火
災
な
ど
各
種
の
異
変
が
生
じ
た

た
め
、
天
保
一
一
年
に
川
路
は
自
費
一
〇
両
を
費
や
し
て
高
さ
八

〇
㎝
程
の
地
蔵
を
建
立
し
て
い
る
。

さ
ら
に
将
軍
家
慶
の
命
を
受
け
、
天
保
一
〇
年
三
月
に
亡
く
な
っ

た
第
一
一
代
尾
張
藩
主
徳
川

斉
温
の
跡
を
継
い
だ
斉
荘
も

山
の
神
に
祟
ら
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
た
尾
張
藩
は
、
同

一
四
年
に
中
津
川
市
に
護
山

神
社
を
創
建
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
弘
化
元
年
の
与

川
の
蛇
抜
け
に
際
し
、
尾
張

藩
は
藩
主
ら
に
井
出
小
路
山

で
の
伐
採
時
の
よ
う
な
異
変

が
及
ば
な
い
こ
と
を
願
い
、

地
蔵
を
建
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

1‒

2
　
伊
勢
小
屋
沢
の
蛇
抜
け

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
七
月
、
読
書
中
学
校
（
南
木
曽
町
）

の
上
の
伊
勢
小
屋
沢
か
ら
発
生
し
た
土
石
流
は
、
職
員
住
宅
に
い

た
同
校
長
の
幼
い
長
男
・
長

女
と
他
の
教
諭
の
妻
の
命
を

奪
っ
た
65
。

こ
の
災
害
で
亡
く
な
っ
た

幼
い
兄
弟
を
慰
め
る
「
悲
し

め
る
乙
女
の
像‒

蛇
抜
け
の

碑‒

」
の
台
座
に
は
、
土
石

流
発
生
に
つ
い
て
の
言
い
伝

え
（
俚
諺
）
が
刻
み
こ
ま
れ

て
い
る
。

「
白
い
雨
が
降
る
と
ぬ
け
る
／
尾
先　

谷
口　

宮
の
前
／
雨
に

風
が
加
わ
る
と
危
な
い
／
長
雨
後　

谷
の
水
が
急
に
止
ま
っ
た
ら

ぬ
け
る
／
蛇
ぬ
け
の
水
は
黒
い
／
蛇
ぬ
け
の
前
に
は
き
な
臭
い
匂

い
が
す
る
」

こ
れ
ら
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
白
い
雨
」
は
水
し
ぶ
き
で
辺
り
一
面
白
っ
ぽ
く
な
り
、
視
界
が

悪
く
な
る
五
〇
〜
八
〇
mm
の
雨
で
あ
る
。「
尾
先  

谷
口
」
つ
ま
り

尾
根
の
先
や
谷
の
出
口
は
、
古
く
か
ら
土
石
流
が
襲
い
や
す
い
と

こ
ろ
。「
宮
の
前
」
は
土
石
流
に
は
関
係
な
く
、
お
宮
の
前
に
家

を
建
て
る
と
、
お
祭
な
ど
の
際
に
多
く
の
知
り
合
い
が
家
に
寄
る

の
で
費
用
が
掛
か
る
と
洒
落
て
述
べ
て
い
る
。「
谷
の
水
が
急
に
止

ま
っ
た
ら
ぬ
け
る
」
は
、
土
石
や
流
木
が
渓
流
や
沢
を
塞
い
で
一

時
的
に
水
が
止
ま
る
が
、
止
め
ら
れ
た
水
が
増
加
す
る
と
土
石
や

流
木
に
よ
る
堰
が
破
壊
さ
れ
、
土
石
流
が
発
生
す
る
。「
蛇
ぬ
け

の
水
は
黒
い
」
は
、
多
量
の
土
砂
が
流
水
と
と
も
に
流
下
す
る
か

ら
黒
く
な
る
。「
き
な
臭
い
匂
い
が
す
る
」
は
、
岩
石
と
一
緒
に
流

木
が
流
出
す
る
際
、
摩
擦
で
生
じ
る
発
熱
現
象
を
表
し
て
い
る
。

1‒

3
　
蛇
抜
け
伝
説

各
地
の
蛇
抜
け
に
ま
つ
わ
る
話
を
見
て
い
こ
う
。

①
大
蛇
は
海
に
千
年
、
山
に
千
年
修
行
す
る
と
、
昇
天
し
て

竜
に
な
る
。
駒
ヶ
岳
（
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
）
の
雄
雌
二
匹
の
大

蛇
が
昇
天
す
る
た
め
、
駒
ヶ
岳
の
一
角
を
蛇
抜
け
し
て
滑
川
を
下

り
、
さ
ら
に
木
曽
川
を
下
っ
て
天
に
昇
天
し
た
202
。②
大
蛇
が
木

曽
川
を
下
っ
て
海
で
の
修
行
を
望
む
が
、
蛙
が
邪
魔
を
す
る
の
で
、

洪
水
に
し
て
蛙
（
蛙
石
。
木
曽
郡
上
松
町
正
島
町
）
の
目
を
晦

ま
し
て
か
ら
海
へ
出
た
202
。

③
柏
原
の
釜
ヶ
洞
（
飛
騨
市
神
岡
町
柏
原
）
の
頂
上
辺
り
の
池

に
棲
む
大
蛇
が
、
池
の
堰
を
切
っ
て
柏
原
に
洪
水
を
起
し
て
山
を

下
り
、
富
山
の
海
へ
出
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
水

月
庵
（
柏
原
）
の
千
手
観
音
が
村
の
男
を
使
い
大
蛇
を
退
治
し
た
。

そ
の
時
焼
き
殺
し
た
の
で
、
そ
こ
の
石
は
焦
げ
て
い
る
39
。④
池
が

原
（
洞
谷
川
の
源
）
に
住
む
大
蛇
は
、
蛇
淵
（
飛
騨
市
宮
川
町

塩
屋
地
内
）
と
行
き
来
し
て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
地
震
で
通
路
が

塞
が
っ
た
の
で
、
場
所
を
移
す
こ
と
に
し
た
。
大
蛇
は
、
洞
村
（
宮

川
町
洞
）
で
は
娘
の
姿
で
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
が
、
大
蛇
の
姿

忠蔵を祀る井神様

を
見
た
宿
の
亭
主
に
、
宮
川
か
ら
海
へ
行
く
予
定
を
話
し
た
。
翌

朝
、宮
川
の
氾
濫
と
と
も
に
大
蛇
は
消
え
た
。
蛇
淵
は
大
正
三
（
一

九
一
四
）
年
八
月
の
洪
水
で
面
影
は
無
く
な
っ
た
102
。

⑤
黒
ぶ
ち
（
高
山
市
上

宝
村
町
双
六
）
に
棲
む
雌

の
大
蛇
が
恋
を
し
て
、
雄

の
い
る
池
ノ
尾
山
（
上
宝

町
金
木
戸
）へ
蛇
抜
け（
移

動
）
し
た
が
っ
て
い
た
が
、

両
全
寺
（
飛
騨
市
神
岡

町
麻
生
野
）
に
来
た
高
僧

が
娘
に
化
け
た
蛇
に
蛇
抜

け
を
止
め
る
よ
う
に
説
得

し
た
。
翌
日
、
大
蛇
の
死

体
が
川
に
浮
い
て
い
た
39
。

⑥
日
和
田
集
落
（
高
山
市
高
根
町
）
中
央
の
湿
地
帯
に
竜
神
の

化
身
の
白
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
大
雨
の
時
、土
抜
け（
蛇
抜
け
）

し
た
。
次
の
雨
の
時
、
修
行
を
積
ん
だ
行
者
が
、「
抜
け
な
い
」

よ
う
に
災
い
除
け
の
逆
杭
を
打
っ
た
の
で
、
以
来
、
抜
け
な
く
な
っ

た
256
。⑦
蛇
抜
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
）
の
大
き
な
池
に
鴨

が
い
た
。
殿
さ
ま
が
百
姓
に
捕
ま
え
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
う
る

さ
い
の
で
堤
を
切
り
、
蛇
が
抜
け
て
水
が
無
く
な
っ
た
と
言
っ
た

269
。⑧
大
丹
生
池
（
高
山
市
丹
生
川
町
久
手
）
の
主
の
大
蛇
に
子

が
増
え
、
海
に
下
る
必
要
が
生
じ
た
。
日
本
海
側
な
ら
、
高
原

川
が
大
洪
水
で
本
郷
平
（
高
山
市
上
宝
町
本
郷
）
ま
で
水
に
浸

か
り
、
八
賀
方
面
だ
と
、
丹
生
川
が
洪
水
と
な
り
、
千
光
寺
（
高

山
市
丹
生
川
町
下
保
）
ま
で
水
に
浸
か
る
、と
噂
し
て
恐
れ
た
104
。

⑨
海
・
川
・
山
で
各
千
年
修
行
し
た
竜
が
平
沢
山
（
郡
上
市

明
宝
寒
水
）
の
ヌ
ケ
ド
か
ら
昇
天
（
蛇
抜
け
）
す
る
時
に
、
姿
を

見
せ
る
代
わ
り
に
鱗
を
一
枚
置
い
て
い
っ
た
295
。

⑩
神
土
西
洞
（
加
茂
郡
東
白
川
村
）
の
本
洞
の
「
池
ガ
尾
」

と
い
う
尾
根
に
昔
池
が
あ
り
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
時
、
山
で

83
。③
鎌
倉
時
代（
一
一
八
五
〜
一
三
三
三
）に
、兄
弟
は
釜
沢
川（
中

津
川
市
落
合
釜
沢
）
の
取
水
口
か
ら
中
津
川
市
落
合
の
集
落
ま
で

二
本
の
用
水
路
を
掘
り
、
兄
は
過
労
で
斃
れ
、
弟
は
水
路
完
成
時

に
地
頭
に
よ
っ
て
ど
こ
か
へ
連
れ
去
ら
れ
た
。
そ
の
用
水
は
兄
の
井
・

弟
の
井
（
中
用
水
の
基
礎
）
と
呼
ば
れ
た
219
。④
山
県
市
の
相
原

で
開
墾
を
始
め
た
一
族
の
た
め
に
、
修
行
者
が
灌
漑
用
水
（
野
久

尾
用
水
）
を
通
す
隧
道
工
事
を
指
揮
し
、
難
工
事
の
末
に
約
四

〇
間
（
七
五
m
）
の
隧
道
が
完
成
し
た
124
。

3‒
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S
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水
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「
深
瀬
用
水
と
水
争
い
（
一
三
号
）」
214
は
、
深
瀬
（
恵
那
市
三

郷
町
佐
々
良
木
）
と
そ
の
上
流
の
上
平
の
集
落
間
発
生
し
た
水

争
い
で
、「
弥
太
郎
用
水
（
四
一
号
）」
37
は
、
弥
太
郎
（
大
垣
市

上
石
津
西
山
）
が
用
水
を
築
き
水
不
足
を
解
消
し
た
が
、
猪
害

に
よ
る
三
年
の
無
年
貢
金
を
横
領
し
、
村
を
追
い
出
さ
れ
た
が
、

死
後
許
さ
れ
裏
山
に
葬
ら
れ
た
話
で
あ
る
。

1‒

3
　
築
堤
で
の
人
柱
　

①
荒
城
川
（
高
山
市
国
府
町
鶴
巣
）
の
取
水
口
（
井
の
口
の
堰
）

の
修
築
は
難
工
事
で
、
村
の
重
役
六
人
の
内
一
人
が
人
柱
に
な
る
こ

と
に
決
ま
る
が
、
一
七
歳
の
若
者
（
藤
十
郎
）
が
替
わ
っ
て
人
柱
に

な
り
、
取
水
口
が
完
成
し
た
100
。②
各
務
原
市
前
渡
は
木
曽
川
の
洪

水
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
、
川
の
主
が
庄
屋
に
三
人
の
娘
を
人
柱
に

差
し
出
せ
と
言
っ
た
。
泣
く
泣
く
人
柱
を
た
て
る
と
堤
防
が
切
れ
な

く
な
っ
た
25
。③
慶
長
一
五
（
一

六
一
〇
）
年
決
壊
し
た
加
賀
野

井
村
の
堤
防
か
ら
の
濁
流
を
止

め
る
た
め
、
定
七
が
石
を
満
載

し
た
舟
と
共
に
濁
流
に
沈
み
、

被
害
を
小
さ
く
し
た
「
定
七
の

宮
」。
な
お
一
宮
市
立
朝
日
西
小

学
校
付
近
（
一
宮
市
上
祖
父
江

字
高
須
賀
）
は
こ
の
破
堤
で
長

さ
一
㎞
程
の
砂
山
・
高
須
賀
山

が
出
来
上
が
っ
た
5
。④
宮
田
の

神
明
裏
の
二
重
堤
防
（
江
南
市
宮
田
神
明
町
）
の
修
築
の
時
、
六

部
（
巡
礼
僧
、
修
験
者
、
托
鉢
僧
）
を
捕
え
て
人
柱
に
し
た
。
進

ん
で
の
身
代
り
か
も
し
れ
な
い
241
。⑤
忠
兵
衛
が
私
財
を
投
げ
打
っ

て
猿
尾
（
忠
兵
衛
猿
尾
。
江
南

市
鹿
子
島
町
）
を
構
築
し
た
が
、

濁
流
に
破
壊
さ
れ
る
の
で
、
忠
兵

衛
が
人
柱
に
な
る
と
、
破
壊
さ
れ

な
く
な
っ
た
1
。⑥
一
宮
市
浅
井
町

極
楽
寺
（
地
名
）
で
は
六
助
が
人

柱
に
な
り
、
今
の
八
幡
神
社
（
極

楽
寺
郷
内
）
を
祀
る
も
と
と
な
っ

た
231
。⑦
一
宮
市
北
方
大
日
の
弥

八
大
明
神
も
人
柱
伝
説
を
伝
え
て

い
る
231
。

⑧
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年

の
美
濃
大
洪
水
（
寅
の
洪
水
。

ヤ
ロ
カ
の
大
水
）
で
決
壊
し
た

霞
間
ヶ
谷
（
揖
斐
郡
池
田
町
藤

代
）
の
右
岸
側
の
復
旧
工
事
の

際
、
若
者
（
市
助
）
が
現
れ
、

承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
に
谷

の
破
堤
地
に
石
堤
を
完
成
さ
せ

た
。
し
か
し
大
垣
藩
は
対
岸
の

尾
張
藩
に
気
が
ね
し
て
注
意
を

行
い
、
若
者
は
皆
に
申
し
訳
な

い
と
滝
壺
に
身
を
投
げ
た
。
石

堤
は
村
を
守
り
、
市
助
宮
と
い
う
祠
を
建
て
た
206
。

ま
た
、
破
堤
に
関
し
て
、⑨
盲
目
の
男
を
呂
久
の
渡
（
小
簾
紅

園
、
瑞
穂
市
呂
久
）
に
立
た
せ　

増
水
を
知
ら
せ
る
太
鼓
を
敲

か
せ
た
。
村
人
は
助
か
っ
た
が
そ
の
男
は
太
鼓
を
抱
い
た
遺
体
で

上
が
っ
た
118
。⑩
村
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
た
お
婆
さ
ん
が
、

太
鼓
で
洪
水
の
見
張
り
を
し
た
。
太
鼓
の
激
し
い
音
で
、
破
堤
を

知
っ
た
村
人
は
逃
げ
、
お
婆
さ
ん
の
家
の
跡
に
大
き
な
池
（
大
垣

市
大
島
町
）
が
出
来
た
。
そ
の
後
、
雨
が
降
り
そ
う
に
な
る
と
、

池
の
水
が
濁
り
太
鼓
の
音
が
し
た
が
、
埋
め
立
て
ら
れ
た
16
。

⑪
庄
内
川
の
氾
濫
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
村
は
、
明
応
三
（
一

四
九
四
）
年
に
一
五
歳
の
少
女
を
人
柱
と
し
て
、
箱
に
入
れ
て
川

底
に
沈
め
た
。
少
女
の
た
め
に
、
薬
師
如
来
を
現
地
に
安
置
し
、

江
戸
時
代
中
頃
に
観
音
寺（
春
日
井
市
松
河
戸
町
）に
移
し
た
225
。

宝
暦
治
水
に
関
す
る
築
堤
伝
説
と
し
て
、⑫
大
藪
洗
堰
工
事

（
安
八
郡
輪
之
内
町
大
薮
）
に
際
し
て
籠
作
り
名
人
徳
兵
衛
が
籠

作
り
を
引
き
受
け
た
が
、
薩
摩
に
手
助
け
し
た
罪
に
問
わ
れ
、
父

は
自
害
し
、
娘
お
房
も
大
榑
川
に
飛
び
込
ん
で
死
ん
だ
303
。⑬
円

楽
寺
（
輪
之
内
町
大
藪
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
舛
屋
伊
兵
衛
は
大
榑

川
の
難
工
事
が
進
捗
す
る
よ
う
に
自
ら
大
榑
川
の
人
柱
と
な
っ
た

112
。⑭
舛
屋
伊
兵
衛
の
娘
お
里
は
、
父
が
人
柱
に
な
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
、
お
里
は
言
葉
が
出
な
く
な
っ
た
。
あ
る
日
、
雉
の
声
で
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川
と
水
に
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る
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contents 第
9
章
　
人
柱
伝
説

我
に
返
え
り
、「
口
ゆ
え
に
父
は
長
良
の
人
柱　

雉
も
鳴
か
ず
ば

撃
た
れ
ま
い
」
と
言
っ
た
42
。
本
堂
寺
（
大
垣
市
上
石
津
町
馬
瀬
）

に
舛
屋
伊
兵
衛
顕
彰
碑
が
あ
る
。

「
雉
も
鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
ま
い
」
と
言
う
喩
は
、
南
北
朝
（
一

三
三
六
〜
九
二
）
中
期
に
成
立
し
た
『
神
道
集
』
に
、
淀
川
に

架
け
る
長
柄
橋
に
苦
労
し
て
い
る
時
、
人
柱
に
適
し
た
人
物
の
特

徴
を
述
べ
た
男
が
ま
さ
に
そ
の
服
装
を
し
て
お
り
、
人
柱
に
さ
れ

た
。
悲
し
ん
だ
妻
は
「
物
言
へ
ば
父
は
長
柄
の
橋
柱　

鳴
か
ず
ば

雉
も
捉
え
ざ
ら
ま
し
」
と
い
う
歌
を
残
し
て
淀
川
に
身
を
投
じ
た
」

と
書
か
れ
て
い
る
。

内
容
は
同
じ
で
、
長
柄
橋
が
長
良
橋
（
岐
阜
市
長
良
）
に
代

わ
り
、⑮
物
を
言
わ
な
い
お
嫁
さ
ん
に
訳
を
尋
ね
る
と　
「
長
良
橋

の
た
め
に
人
柱
を
」
と
言
っ
た
父
が
人
柱
と
な
り
、
父
が
「
雉
も

鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
ま
い
。
余
分
な
こ
と
は
喋
ら
な
い
よ
う
に
」
と

言
わ
れ
た
と
話
し
た
60
。

ま
る
と
伝
わ
る
。
一
方
、
席
田

側
で
は
、
水
争
い
に
悩
ん
だ
幕

府
は
両
代
表
者
の
ど
ち
ら
か
が

早
く
火
柱
に
抱
き
付
い
た
方
が

用
水
六
割
の
権
利
を
得
る
と

し
、
席
田
の
小
右
衛
門
が
い
ち

早
く
火
柱
に
抱
き
付
き
、
席

田
が
六
割
と
な
っ
た
、
と
伝

わ
っ
て
い
る
。

争
い
事
を
神
の
意
志
に
よ
っ

て
判
定
す
る
手
段
に
盟
神
探

湯
が
行
わ
れ
た
。
当
事
者
が
神
に
宣
誓
（
盟
神
）
し
た
後
、
熱

湯
の
入
っ
た
釜
の
中
の
石
を
探
っ
て
（
探
湯
）、
火
傷
を
せ
ず
に
石

を
取
り
出
し
た
者
を
正
し
い
と
し
た
。

①
江
戸
時
代
、
揖
斐
川
左
岸
の
衣
斐
用
水
路
が
右
岸
側
の
池

田
側
の
取
水
路
と
取
水
量
で
も
め
た
際
、
衣
斐
用
水
側
の
名
主

三
間
忠
蔵
が
盟
神
探
湯
を
行
い
、
熱
湯
か
ら
一
振
り
の
斧
を
取
り

出
し
、
こ
の
時
以
来
、「
取
水
量
は
折
半
」
の
約
束
は
守
ら
れ
た
。

こ
の
時
の
火
傷
で
死
ん
だ
忠
蔵
は
、
井
神
様
（
揖
斐
郡
大
野
町
南

領
家
の
実
相
院
西
側
）
に
祀
ら
れ
た
が
、
一
説
に
は
責
任
を
と
っ

て
切
腹
し
た
217
と
も
伝
わ
る
。

3‒

3
　
用
水
路
の
伝
説
　

用
水
路
は
各
地
に
数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
用
水
路
建
設

に
関
す
る
伝
説
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

①
下
呂
市
小
坂
町
大
島
の
五
右
衛
門
は
洞
谷
の
水
を
利
用
し
て

用
水
路
（
五
右
衛
門
用
水
路
）
を
造
っ
た
が
、
吝
嗇
な
た
め
に
年

貢
を
納
め
ず
役
人
に
捕
ま
り
、
家
も
絶
え
た
が
、
今
も
屋
敷
跡
は

五
右
衛
門
屋
敷
の
名
を
残
し
、
用
水
路
は
多
く
の
田
を
養
っ
て
い
る

218
。②
日
照
り
や
洪
水
に
苦
し
む
村
（
土
岐
市
駄
知
町
南
山
）
の

た
め
に
、
今
井
金
兵
衛
が
三
つ
の
溜
池
築
造
を
計
画
し
た
。
村
人

と
三
つ
の
池
を
完
成
さ
せ
、
現
在
も
「
三
の
池
」
が
残
っ
て
い
る

童
か
す
っ
ぽ
ん
）が
住
む
笠
松
駅

（
羽
島
郡
笠
松
町
西
金
池
町
）の

東
北
の
埋
め
立
て
ら
れ
た
池
は
、

一
三
〇
〇
年
前
の
洪
水
で
出
来

た
が
、慶
応
三（
一
八
六
七
）年
五

月
の
洪
水
で
切
れ
て
大
池（
三
一

〇
〇
㎡
）と
な
っ
た
223
。

⑤
昔
、
武
儀
川
と
長
良
が
岐

阜
市
三
輪
で
合
流
し
西
へ
流
れ

て
い
た
が
、天
文
三
（
一
五
三
四
）

年
に
中
屋
の
堤
防
が
切
れ
流
路

変
わ
っ
た
。
こ
の
時
、
死
者
一
二

〇
〇
〇
人
で
牛
馬
二
〇
〇
〇
頭

が
流
さ
れ
た
46
。⑥
御
囲
い
堤
の

出
来
る
前
、
山
那
（
扶
桑
町
山

那
地
区
）
の
堤
防
は
度
々
切
れ

た
（
山
那
切
れ
）
280
。

長
良
橋
下
流
右
岸
堤
防
沿
い

に
祀
ら
れ
て
い
る
岐
阜
市
早
田

東
町
の
水
難
厄
除
け
の
「
除
水

延
命
地
蔵
尊
」
は
、⑦
川
底
で

光
る
石
を
拾
い
上
げ
、
馬
場
堤

（
現
在
地
）
に
安
置
し
た
。
明

治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
の
大

洪
水
で
、
壊
れ
よ
う
と
す
る
堤
を
こ
の
石
が
防
ぎ
、
破
堤
し
な
っ

た
118
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

2‒

2
　
K
I
S
S
O
の
堤
防
の
伝
説
七
編
　

「
燈
明
さ
ん
祭
り
（
一
号
）」
23
は
、
燈
明
が
切
れ
か
け
た
堤
防

の
隙
間
に
落
ち
て
破
堤
を
免
れ
た
話
で
、
破
堤
を
村
人
に
予
告
し

た
「
蛇
池
と
一
本
松
（
一
四
号
）」
205
は
、「
入
方
の
お
墓
か
ら
一

五
〇
m
北
に
堤
防
が
あ
り
、
そ
の
そ
ば
の
大
き
な
松
に
ツ
ツ
ジ
の

葉
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
通
っ
た
ら
、
九

月
に
堤
防
が
切
れ
、
松
の
木
は
池
の
中
に
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
蛇

害
し
な
い
よ
う
に「
仕
事
を
し

て
い
る
振
り
を
し
た
」の
で
、

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
す
る
人
を
小

田
井
人
足
と
言
う
248
。③
木

曽
川
が
江
南
市
草
井
で
切
れ

た
時
に
出
来
た
池（
江
南
市

小
杁
町
鴨
ケ
池
）に
尾
の
切

れ
た
大
蛇
が
棲
ん
で
い
る
と

言
わ
れ
て
い
た
。こ
の
池（
鴨

ケ
池
）の
蛙
が
老
婆
の
身
な
り

を
馬
鹿
に
し
た
241
。④
主（
河

3
．用
水
路

　
　3‒

1
　
慣
行
慣
例
水
利
権
　

水
利
権
は
公
水
、
と
く
に

河
川
か
ら
の
水
を
潅
漑
・
発

電
・
上
水
道
な
ど
の
た
め
に

継
続
的
、
独
占
的
に
使
用
す

る
権
利
で
、
行
政
官
庁
に
申

請
し
て
許
可
を
得
る
水
利
権

と
、
慣
行
と
し
て
昔
か
ら
濯

漑
用
水
等
に
使
用
し
て
き
た

慣
行
水
利
権
と
が
あ
る
。

慣
行
水
利
権
は
「
優
先
劣

後
」
と
言
わ
れ
、
先
に
沢
や

谷
か
ら
取
水
し
た
人
や
村
に

権
利
が
発
生
し
、
後
発
の
人
や
村
は
先
の
権
利
を
侵
さ
な
い
範
囲

内
で
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。

用
水
路
の
水
に
は
、
集
落
の
単
位
で
開
発
し
た
村
人
が
無
償
で

使
え
る
用
水
と
、
個
人
が
開
発
し
た
用
水
に
使
用
者
が
水
代
金

を
支
払
う
用
水
と
が
あ
っ
た
。
元
々
水
利
権
は
領
主
に
帰
属
し
て

お
り
、
個
人
の
開
削
費
用
を
回
収
す
る
た
め
に
無
制
限
で
な
い
水

代
金
の
徴
収
が
認
め
ら
れ
た
が
、
永
遠
に
そ
の
権
利
が
保
障
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
年
と
共
に
、
村
人
全
員
が
所
有
す
る
水
利
権

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
例
も
多
々
あ
る
。

3‒

2
　
水
利
権
に
ま
つ
わ
る「
神
の
審
判
」　

本
巣
市
山
口
で
根
尾
川
を
水
源
と
す
る
席
田
と
真
桑
の
両
用
水

路
は
室
町
時
代
頃
か
ら
水
利
権
で
も
め
て
き
て
、
寛
永
一
八
（
一

六
四
一
）
年
に
席
田
六
対
真
桑
四
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に

対
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
真
桑
人
形
浄
瑠
璃
は
、
江
戸

表
へ
私
財
を
費
や
し
て
出
向
い
た
庄
屋
福
田
源
七
郎
に
感
謝
し

て
、
村
人
が
上
演
し
た
操
り
人
形
芝
居
「
義
農
源
七
郎
」
に
始

池
と
呼
ん
で
お
祭
り
が
あ
っ
た
」
と
の
『
安
八
町
史
』
か
ら
の
創

作
で
あ
ろ
う
。

水
争
い
を
記
し
た
「
か
き
上
げ
堤
と
半
兵
衛
ど
ん
（
一
六
号
）」

121
の
か
き
上
げ
堤
は
、
羽
島
市
正
木
町
曲
利
の
交
差
点
付
近
で
あ

り
、
交
差
点
側
の
堤
外
神
社
と
も
呼
ば
れ
る
貴
船
神
社
の
南
約
一

〇
〇
m
に
貴
布
禰
神
社
（
堤
内
神
社
）
が
あ
る
。
な
お
、
正
木

町
の
輪
中
堤
は
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）
年
代
初
頭
に
取
り
壊
さ

れ
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。

「
猿
尾
の
つ
つ
み
（
二
二
号
）」
27
は
、
岡
田
将
監
善
同
が
笠
松

の
木
曽
川
右
岸
に
設
け
た
将
監
猿
尾
の
謂
れ
を
述
べ
て
お
り
、「
観

音
寺
の
和
尚
の
祈
祷
（
五
五
号
）」
277
は
、
大
き
く
流
路
を
変
え

た
天
正
一
四
（
一
五
八
六
）
年
以
前
の
古
木
曽
川
が
勝
村
（
現
海

津
市
平
田
町
勝
賀
）
地
点
で
洪
水
を
頻
発
し
て
お
り
、
大
榑
荘

勝
村
観
音
寺
が
何
時
頃
廃
絶
し
た
か
不
明
で
、
そ
の
寺
跡
ら
し

き
も
の
も
皆
無
で
あ
る
が
、「
僧
宥
恵
が
堤
に
入
眼
し
た
の
で
堤

防
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
」
と
記
す
『
平
田
町
史
』
を
昔
話
風

に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、以
下
の
二
編
は
堤
防
と
余
り
関
係
な
い
が
、「
川
繋
が
り
」

で
こ
こ
に
入
れ
た
。

「
衣
掛
の
三
角
石
（
七
五
号
）」
286
は
、
岩
が
点
在
す
る
王
滝

川
の
三
角
形
の
岩
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
例
え
ば
関
ヶ
原
町

青
坂
神
社
に
あ
る
家
康
の
腰
掛
石
や
八
百
津
町
大
仙
寺
に
あ
る

宮
本
武
蔵
の
座
禅
石
の
よ
う
に
各
地
に
各
種
の
岩
が
散
在
し
て

い
る
。

「
お
富
・
与
十
松
の
夫
婦
松
（
九
一
号
）」
61
は
、
今
は
運
休

に
な
っ
た
木
曽
川
ラ
イ
ン
下
り
の
奇
岩
に
付
け
ら
れ
た
名
の
由

来
で
あ
る
。
な
お
、お
富
と
与
十
松
の
よ
く
似
た
話
と
し
て
、「
お

富
岩
」
1
に
、
落
魄
し
た
栗
栖
村
の
名
主
の
娘
お
富
は
、
恋
人
の

与
曽
松
に
助
け
ら
れ
て
嫌
な
侍
か
ら
逃
げ
る
途
中
、
二
人
と
も
木

曽
川
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
伝
説
の
よ
う
に

お
富
の
声
に
魅
せ
ら
れ
て
船
が
難
破
す
る
た
め
、
寂
光
上
人
が
供

養
し
て
唱
声
も
無
く
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

娘
が
蛇
に
呑
ま
れ
た
の
で
、
親
が
鉄
砲
の
名
人
に
助
け
を
求
め
、

名
人
は
鉄
砲
で
大
蛇
を
撃
っ
た
。
尾
根
か
ら
の
水
は
数
日
赤
く
染

ま
り
、数
日
後
に
大
蛇
は
大
雨
を
降
ら
せ
て
木
曽
山
方
面
に
逃
げ
、

地
名
が
蛇
抜
け
と
な
っ
た
274
。

⑪
小
屋
ヶ
谷
（
大
垣
市
上
石
津
町
住
鹿
）
奥
の
池
に
、
山
に

千
年
、里
に
千
年
、海
に
千
年
棲
む
と
天
に
昇
る
と
言
わ
れ
る
「
ホ

ラ
貝
」
注
）
が
住
ん
で
い
て
、
あ
る
時
、
池
を
破
り
、
濁
流
に
乗
っ

て
海
に
出
た
37
。

注
）『
久
瀬
村
史
』は
、「
ホ
ラ
貝
は
、全
国
的
に
伝
説
に
現
れ
る
が
、

何
を
意
味
す
る
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
村
内
各
地
の

石
灰
岩
に
含
ま
れ
る
古
生
代
の
化
石
で
、
現
在
の
ホ
ラ
貝
に
似
た

生
物
・
ベ
レ
ロ
フ
ォ
ン
が
こ
の
伝
説
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

大
ほ
ら
貝
が
三
田
倉
山
の
谷
を
下
っ
た
「
大
ほ
ら
貝
と
白
抜
け

（
六
八
号
）」
54
と
全
く
同
じ
話
と
し
て
、
揖
斐
川
右
岸
側
の
三

田
倉
か
ら
左
岸
側
へ
約
四
㎞
離
れ
た
小
津
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町

小
津
）
の
ホ
ラ
ン
谷
で
も
、⑫
大
き
な
ホ
ラ
貝
が
住
ん
で
い
た
。

あ
る
日
、
山
崩
れ
が
起
き
て
ホ
ラ
貝
は
海
に
帰
っ
た
238
、
と
伝
え

て
い
る
。

2
．堤
防

田
畑
や
生
命
財
産
を
守
る
堤
防
や
貴
重
な
灌
漑
用
水
を
供
給

す
る
用
水
路
は
、人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
施
設
で
あ
る
。

2‒

1
　
堤
防
伝
説

①
盗
ん
だ
物
を
貧
乏
な
人
に
分
け
与
え
る
義
賊（
巳
之
助
）が

阿
木
川
の
榎（
恵
那
市
大
井
町
）に
縛
ら
れ
て
死
ん
だ
が
、祟
り
で

川
が
荒
れ
る
の
で
社
を
造
り
祀
っ
た
。堤
防
の
工
事
で
も
榎
を
切
ら

れ
ず
残
し
た
118
。②
小
田
井
村（
名
古
屋
市
西
区
小
田
井
）の
人
々

は
、し
ば
し
ば
庄
内
川
左
岸
側
の
名
古
屋
城
を
守
る
た
め
に
、右
岸

側
の
自
村
の
堤
防
を
切
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
。そ
こ
で
、自
村
を

大
蛇
は
山
に
千
年
、海
に
千
年（
海
山
千
年
）修
行
す
る
と
、昇
天

し
て
竜
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、山
か
ら
海
へ
大
蛇
が
移
動
す

る
際
に
発
生
す
る
土
石
流
を「
蛇
抜
け
」と
名
付
け
た
よ
う
で
あ
る
。

本
章
の
第
一
節
で
蛇
抜
け
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、第
二
節
で
人
々

の
暮
ら
し
を
守
っ
た
堤
防
、第
三
節
で
用
水
路
に
関
す
る
伝
説
に
触

れ
よ
う
。

1
．蛇
抜
け

木
曽
郡
南
木
曽
町
は
花
崗
岩
地
帯
で
あ
る
。表
層
部
の
花
崗
岩

は
、温
度
変
化
や
地
下
水
の
浸
透
な
ど
物
理
的
・
科
学
的
な
作
用

で
風
化
が
進
行
し
、砂
状
に
な
り
や
す
い
。こ
う
し
て
砂
状
と
な
っ

た
風
化
花
崗
岩
は「
真
砂
土
」と
呼
ば
れ
、粘
着
力
が
弱
く
、水
分

を
含
ん
で
飽
和
状
態
に
な
る
と
斜
面
の
崩
壊
が
発
生
し
や
す
い
。

南
木
曽
町
に
は
七
ヶ
所
に「
蛇
抜
け
」の
名
が
つ
い
た
沢
が
あ
り
、

多
く
の
蛇
抜
け（
土
石
流
）が
発
生
し
た
こ
と
を
現
し
て
い
る
。

南
木
曽
の
土
石
流
の
例
と
し
て
、与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

と
悲
し
め
る
乙
女
の
像
に
つ
い
て
触
れ
る
。

1‒

1
　
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
伝
説

国
道
一
九
号
で
南
木
曽
商
店
街
を
通
り
抜
け
、
木
曽
川
左
岸
の

支
川
・
与
川
に
沿
っ
て
急
坂
を
登
る
と
す
ぐ
の
与
川
発
電
所
の
側

に
「
与
川
渡
し
の
お
地
蔵
様
」
が
祀
っ
て
あ
る
。

弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
五
月
二
七
日
、
尾
張
藩
の
用
材
を

伐
採
中
だ
っ
た
与
川
中
野
沢
で
大
蛇
抜
け
（
山
津
波
、
土
石
流
）

が
発
生
し
た
。
杣
小
屋
三
棟
、
日
庸
小
屋
四
棟
、
会
所
一
棟
が
一

瞬
に
し
て
山
津
波
に
呑
み
込
ま
れ
、
杣
や
日
傭
九
五
人
（
一
一
四

人
、
一
〇
六
人
と
も
伝
わ
る
）
が
流
さ
れ
た
。

こ
の
犠
牲
者
た
ち
は
、
お
も
に
近
郷
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
尾

張
藩
は
約
四
〇
両
で

石
地
蔵
を
建
て
、
弘

化
二
年
二
月
二
六
・

二
七
日
に
供
養
費
と

し
て
約
三
〇
両
を
費

や
し
て
い
る
。

こ
の
災
害
は
、
尾

張
藩
の
強
引
な
木
材
伐
採
が
山
の
保
水
力
と
耐
浸
食
性
を
低
下

さ
せ
た
結
果
、
豪
雨
に
よ
っ
て
土
石
流
が
発
生
し
た
こ
と
を
今
に

伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
災
害
も
「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
と
し
て
木
曽
川
流
域
で
語
り

継
が
れ
て
い
る
が
、「
ヤ
ロ
カ
の
大
水
」
仕
立
て
の
他
に
、「
白
蛇

の
お
告
げ
（
三
五
号
）」
38
の
よ
う
に
「
白
蛇
」
や
あ
る
い
は
「
白

髭
の
老
人
」
が
土
石
流
発
生
を
告
げ
る
話
、
さ
ら
に
、
与
川
か
ら

木
材
を
伐
り
出
し
て
い
る
と
、
夜
中
に
大
水
が
出
る
と
声
が
聞
こ

え
た
が
、
無
視
し
て
い
た
ら
大
水
が
出
た
。
こ
れ
は
、
イ
ケ
ジ
キ

の
沼
の
蛇
が
抜
け
た
か
ら
で
、
杣
人
が
大
勢
死
ん
だ
の
で
、
地
蔵

が
祀
ら
れ
た
266
、
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
1
）「
与
川
の
地
蔵
以
前
」

笹
本
86
に
よ
る
と
、
勘
定
吟
味
役
で
旗
本
の
川
路
聖
謨
は
、

天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
四
月
、
焼
失
し
た
江
戸
城
西
の
丸
の

再
建
の
た
め
、
尾
張
領
の
裏
木
曽
の
井
出
小
路
山
（
一
八
〇
六

m
）
で
尾
張
藩
が
献
納
す
る
木
材
の
伐
採
指
揮
を
執
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
伐
採
地
で
蛇
抜
け
や
火
災
な
ど
各
種
の
異
変
が
生
じ
た

た
め
、
天
保
一
一
年
に
川
路
は
自
費
一
〇
両
を
費
や
し
て
高
さ
八

〇
㎝
程
の
地
蔵
を
建
立
し
て
い
る
。

さ
ら
に
将
軍
家
慶
の
命
を
受
け
、
天
保
一
〇
年
三
月
に
亡
く
な
っ

た
第
一
一
代
尾
張
藩
主
徳
川

斉
温
の
跡
を
継
い
だ
斉
荘
も

山
の
神
に
祟
ら
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
た
尾
張
藩
は
、
同

一
四
年
に
中
津
川
市
に
護
山

神
社
を
創
建
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
弘
化
元
年
の
与

川
の
蛇
抜
け
に
際
し
、
尾
張

藩
は
藩
主
ら
に
井
出
小
路
山

で
の
伐
採
時
の
よ
う
な
異
変

が
及
ば
な
い
こ
と
を
願
い
、

地
蔵
を
建
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

1‒

2
　
伊
勢
小
屋
沢
の
蛇
抜
け

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
七
月
、
読
書
中
学
校
（
南
木
曽
町
）

の
上
の
伊
勢
小
屋
沢
か
ら
発
生
し
た
土
石
流
は
、
職
員
住
宅
に
い

た
同
校
長
の
幼
い
長
男
・
長

女
と
他
の
教
諭
の
妻
の
命
を

奪
っ
た
65
。

こ
の
災
害
で
亡
く
な
っ
た

幼
い
兄
弟
を
慰
め
る
「
悲
し

め
る
乙
女
の
像‒

蛇
抜
け
の

碑‒

」
の
台
座
に
は
、
土
石

流
発
生
に
つ
い
て
の
言
い
伝

え
（
俚
諺
）
が
刻
み
こ
ま
れ

て
い
る
。

「
白
い
雨
が
降
る
と
ぬ
け
る
／
尾
先　

谷
口　

宮
の
前
／
雨
に

風
が
加
わ
る
と
危
な
い
／
長
雨
後　

谷
の
水
が
急
に
止
ま
っ
た
ら

ぬ
け
る
／
蛇
ぬ
け
の
水
は
黒
い
／
蛇
ぬ
け
の
前
に
は
き
な
臭
い
匂

い
が
す
る
」

こ
れ
ら
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
白
い
雨
」
は
水
し
ぶ
き
で
辺
り
一
面
白
っ
ぽ
く
な
り
、
視
界
が

悪
く
な
る
五
〇
〜
八
〇
mm
の
雨
で
あ
る
。「
尾
先  

谷
口
」
つ
ま
り

尾
根
の
先
や
谷
の
出
口
は
、
古
く
か
ら
土
石
流
が
襲
い
や
す
い
と

こ
ろ
。「
宮
の
前
」
は
土
石
流
に
は
関
係
な
く
、
お
宮
の
前
に
家

を
建
て
る
と
、
お
祭
な
ど
の
際
に
多
く
の
知
り
合
い
が
家
に
寄
る

の
で
費
用
が
掛
か
る
と
洒
落
て
述
べ
て
い
る
。「
谷
の
水
が
急
に
止

ま
っ
た
ら
ぬ
け
る
」
は
、
土
石
や
流
木
が
渓
流
や
沢
を
塞
い
で
一

時
的
に
水
が
止
ま
る
が
、
止
め
ら
れ
た
水
が
増
加
す
る
と
土
石
や

流
木
に
よ
る
堰
が
破
壊
さ
れ
、
土
石
流
が
発
生
す
る
。「
蛇
ぬ
け

の
水
は
黒
い
」
は
、
多
量
の
土
砂
が
流
水
と
と
も
に
流
下
す
る
か

ら
黒
く
な
る
。「
き
な
臭
い
匂
い
が
す
る
」
は
、
岩
石
と
一
緒
に
流

木
が
流
出
す
る
際
、
摩
擦
で
生
じ
る
発
熱
現
象
を
表
し
て
い
る
。

1‒

3
　
蛇
抜
け
伝
説

各
地
の
蛇
抜
け
に
ま
つ
わ
る
話
を
見
て
い
こ
う
。

①
大
蛇
は
海
に
千
年
、
山
に
千
年
修
行
す
る
と
、
昇
天
し
て

竜
に
な
る
。
駒
ヶ
岳
（
木
曽
郡
上
松
町
荻
原
）
の
雄
雌
二
匹
の
大

蛇
が
昇
天
す
る
た
め
、
駒
ヶ
岳
の
一
角
を
蛇
抜
け
し
て
滑
川
を
下

り
、
さ
ら
に
木
曽
川
を
下
っ
て
天
に
昇
天
し
た
202
。②
大
蛇
が
木

曽
川
を
下
っ
て
海
で
の
修
行
を
望
む
が
、
蛙
が
邪
魔
を
す
る
の
で
、

洪
水
に
し
て
蛙
（
蛙
石
。
木
曽
郡
上
松
町
正
島
町
）
の
目
を
晦

ま
し
て
か
ら
海
へ
出
た
202
。

③
柏
原
の
釜
ヶ
洞
（
飛
騨
市
神
岡
町
柏
原
）
の
頂
上
辺
り
の
池

に
棲
む
大
蛇
が
、
池
の
堰
を
切
っ
て
柏
原
に
洪
水
を
起
し
て
山
を

下
り
、
富
山
の
海
へ
出
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
を
察
知
し
た
水

月
庵
（
柏
原
）
の
千
手
観
音
が
村
の
男
を
使
い
大
蛇
を
退
治
し
た
。

そ
の
時
焼
き
殺
し
た
の
で
、
そ
こ
の
石
は
焦
げ
て
い
る
39
。④
池
が

原
（
洞
谷
川
の
源
）
に
住
む
大
蛇
は
、
蛇
淵
（
飛
騨
市
宮
川
町

塩
屋
地
内
）
と
行
き
来
し
て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
地
震
で
通
路
が

塞
が
っ
た
の
で
、
場
所
を
移
す
こ
と
に
し
た
。
大
蛇
は
、
洞
村
（
宮

川
町
洞
）
で
は
娘
の
姿
で
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
が
、
大
蛇
の
姿

を
見
た
宿
の
亭
主
に
、
宮
川
か
ら
海
へ
行
く
予
定
を
話
し
た
。
翌

朝
、宮
川
の
氾
濫
と
と
も
に
大
蛇
は
消
え
た
。
蛇
淵
は
大
正
三
（
一

九
一
四
）
年
八
月
の
洪
水
で
面
影
は
無
く
な
っ
た
102
。

⑤
黒
ぶ
ち
（
高
山
市
上

宝
村
町
双
六
）
に
棲
む
雌

の
大
蛇
が
恋
を
し
て
、
雄

の
い
る
池
ノ
尾
山
（
上
宝

町
金
木
戸
）へ
蛇
抜
け（
移

動
）
し
た
が
っ
て
い
た
が
、

両
全
寺
（
飛
騨
市
神
岡

町
麻
生
野
）
に
来
た
高
僧

が
娘
に
化
け
た
蛇
に
蛇
抜

け
を
止
め
る
よ
う
に
説
得

し
た
。
翌
日
、
大
蛇
の
死

体
が
川
に
浮
い
て
い
た
39
。

⑥
日
和
田
集
落
（
高
山
市
高
根
町
）
中
央
の
湿
地
帯
に
竜
神
の

化
身
の
白
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
大
雨
の
時
、土
抜
け（
蛇
抜
け
）

し
た
。
次
の
雨
の
時
、
修
行
を
積
ん
だ
行
者
が
、「
抜
け
な
い
」

よ
う
に
災
い
除
け
の
逆
杭
を
打
っ
た
の
で
、
以
来
、
抜
け
な
く
な
っ

た
256
。⑦
蛇
抜
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
）
の
大
き
な
池
に
鴨

が
い
た
。
殿
さ
ま
が
百
姓
に
捕
ま
え
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
う
る

さ
い
の
で
堤
を
切
り
、
蛇
が
抜
け
て
水
が
無
く
な
っ
た
と
言
っ
た

269
。⑧
大
丹
生
池
（
高
山
市
丹
生
川
町
久
手
）
の
主
の
大
蛇
に
子

が
増
え
、
海
に
下
る
必
要
が
生
じ
た
。
日
本
海
側
な
ら
、
高
原

川
が
大
洪
水
で
本
郷
平
（
高
山
市
上
宝
町
本
郷
）
ま
で
水
に
浸

か
り
、
八
賀
方
面
だ
と
、
丹
生
川
が
洪
水
と
な
り
、
千
光
寺
（
高

山
市
丹
生
川
町
下
保
）
ま
で
水
に
浸
か
る
、と
噂
し
て
恐
れ
た
104
。

⑨
海
・
川
・
山
で
各
千
年
修
行
し
た
竜
が
平
沢
山
（
郡
上
市

明
宝
寒
水
）
の
ヌ
ケ
ド
か
ら
昇
天
（
蛇
抜
け
）
す
る
時
に
、
姿
を

見
せ
る
代
わ
り
に
鱗
を
一
枚
置
い
て
い
っ
た
295
。

⑩
神
土
西
洞
（
加
茂
郡
東
白
川
村
）
の
本
洞
の
「
池
ガ
尾
」

と
い
う
尾
根
に
昔
池
が
あ
り
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
あ
る
時
、
山
で

83
。③
鎌
倉
時
代（
一
一
八
五
〜
一
三
三
三
）に
、兄
弟
は
釜
沢
川（
中

津
川
市
落
合
釜
沢
）
の
取
水
口
か
ら
中
津
川
市
落
合
の
集
落
ま
で

二
本
の
用
水
路
を
掘
り
、
兄
は
過
労
で
斃
れ
、
弟
は
水
路
完
成
時

に
地
頭
に
よ
っ
て
ど
こ
か
へ
連
れ
去
ら
れ
た
。
そ
の
用
水
は
兄
の
井
・

弟
の
井
（
中
用
水
の
基
礎
）
と
呼
ば
れ
た
219
。④
山
県
市
の
相
原

で
開
墾
を
始
め
た
一
族
の
た
め
に
、
修
行
者
が
灌
漑
用
水
（
野
久

尾
用
水
）
を
通
す
隧
道
工
事
を
指
揮
し
、
難
工
事
の
末
に
約
四

〇
間
（
七
五
m
）
の
隧
道
が
完
成
し
た
124
。

3‒

4
　
K
I
S
S
O
の
用
水
路
二
編
　
　

「
深
瀬
用
水
と
水
争
い
（
一
三
号
）」
214
は
、
深
瀬
（
恵
那
市
三

郷
町
佐
々
良
木
）
と
そ
の
上
流
の
上
平
の
集
落
間
発
生
し
た
水

争
い
で
、「
弥
太
郎
用
水
（
四
一
号
）」
37
は
、
弥
太
郎
（
大
垣
市

上
石
津
西
山
）
が
用
水
を
築
き
水
不
足
を
解
消
し
た
が
、
猪
害

に
よ
る
三
年
の
無
年
貢
金
を
横
領
し
、
村
を
追
い
出
さ
れ
た
が
、

死
後
許
さ
れ
裏
山
に
葬
ら
れ
た
話
で
あ
る
。

1
．人
柱

河
神
に
人
身
を
捧
げ
た
伝
説
は
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』の
茨
田
堤
伝
説
で
は
、仁
徳
天
皇
は
工
事
難
所
の

二
ヶ
所
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、夢
に
現
れ
た「
河
神
に
祀
る
生

贄
」と
し
て
河
内
の
人
・
茨
田
連
衫
子
と
武
蔵
の
人
・
強
頸
の
二
人

を
選
ん
だ
。衫
子
は
機
智
に
よ
っ
て
死
を
免
れ
、強
頸
は
泣
き
悲
し

み
な
が
ら
入
水
し
て
堤
防
工
事
が
完
成
し
た
。

現
在
の
寝
屋
川
市
太
間
が「
衫
子
の
断
間（
切
れ
所
）」、大
阪
市

旭
区
千
林
が「
強
頸
の
断

間
」に
当
た
る
と
す
る
伝

承
が
あ
る
。京
阪
電
車
大

和
田
駅
の
東
北
に
あ
る
堤

根
神
社
の
本
殿
の
裏
に

は
、茨
田
堤
の
跡
と
推
定

さ
れ
る
堤
防
の
一
部
が
現

存
し
て
い
る
。

六
車
106
は
上
記
の
茨

田
堤
伝
説
な
ど「
記
紀
」

の
編
纂
さ
れ
た
時
代
に

は
、人
を
川
に
埋
め
る
行

為
は
河
神
の
祟
り
を
鎮
め

日本最古の築堤「茨田堤」（堤根神社HPより）

る
た
め
の
供
養
で
あ
り
、「
人
柱
」と
い
う
語
彙
は
用
い
ら
れ
な
か
っ

た
と
述
べ
て
い
る
。

笹
本
79
は
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、災
害
は
神
が
も
た
ら
す

も
の
で
あ
る
か
ら
、そ
の
神
の
意
に
従
っ
て
神
を
祀
り
鎮
め
る
と
い

う
供
応
に
、神
に
選
ば
れ
た
人
間（
稚
児
・
娘
や
宗
教
者
、横
継
ぎ

が
当
っ
た
着
物
を
着
て
い
る
な
ど
特
別
な
印
を
持
つ
者
）が
人
柱
に

な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。な
お
、六
車
は
中
世
以
降
の
伝
説
で
は
川

を
支
配
し
て
い
る
神
の
存
在
が
薄
く
な
り
、普
請
の
責
任
者
や
庄

屋
、言
い
出
し
た
人
物
が
進
ん
で
人
柱
に
な
る
こ
と
は
、神
に
選
ば

れ
た
も
の
と
言
う
意
識
で
は
な
く
、主
体
的
な
自
己
犠
牲
で
あ
り
、

構
造
物
の
土
台
と
し
て
埋
め
ら
れ
た「
人
柱
」が
構
造
物
の
守
り
神

と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

1‒

1
　
築
城
で
の
人
柱
　

①
遠
藤
常
友
（
一
六

二
八
〜
七
六
）
の
時
代
、

郡
上
八
幡
城
（
郡
上
市

八
幡
町
柳
町
）
の
天
守

台
の
石
垣
に
神
路
村 

（
郡
上
市
大
和
町
神
路
）

の
お
よ
し
が
人
柱
に
さ

れ
、
娘
の
泣
き
声
が
聞
こ
え
た

118
。
ま
た
一
説
に
は
、
常
友
は
籠

だ
け
埋
め
、
娘
を
和
良
方
面
に

逃
が
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

お
よ
し
は
善
光
寺
（
八
幡
町
柳

町
）
と
秋
葉
三
尺
坊
（
八
幡
町

柳
町
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
人
柱
で
は
な
い
が
、
八

幡
城
の
修
理
の
際
、②
九
〇
貫（
約

三
四
〇
㎏
）
余
り
の
石
を
背
負
っ

て
城
山
の
坂
を
登
る
赤
髭
作
兵
衛

郡上八幡城善光寺のおよし観音堂
(守城院釋芳證大姉位)

（
大
和
町
剣
の
力
持
ち
）
を
立
た
せ
た
ま
ま
、
奉
行
が
石
に
褒
辞

を
書
き
、
作
兵
衛
は
力
尽
き
倒
れ
た
。
そ
の
石
は
今
も
城
山
に
あ

る
301
。

③
応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
七
）、
篠
脇
城
城
主
が
郡

上
市
白
鳥
町
二
日
町
下
田
に
山
城
を
築
く
際
、
城
下
の
清
ら
か

な
娘
と
立
派
な
男
を
人
柱
に
し
た
。
二
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
桧

が
城
跡
に
茂
っ
て
い
る
247
。④
天
正
七
（
一
五
七
二
）
年
の
松
倉
城

（
高
山
市
西
之
一
色
町
）
の
築
城
時
、
農
家
の
一
二
・
三
歳
の
娘

小
糸
が
人
柱
に
さ
れ
た
102
。⑤
大
垣
城
（
大
垣
市
郭
町
）
の
天
守

閣
築
造
の
際
、
年
老
い
た
山
伏
（
あ
る
い
は
旅
の
六
部
）
を
土
壁

の
中
に
生
埋
め
に
し
た
16
。

1‒

2
　
架
橋
の
人
柱
　

①
木
曽
郡
王
滝
村
崩
越
の
貧
し
い
娘
が
小
豆
を
盗
ん
だ
罰
に
人

柱
と
し
て
、
大
岩
橋
（
王
滝
村
下
条
）
の
工
事
前
に
あ
っ
た
大
岩

の
穴
に
埋
め
ら
れ
た
266
。②
堀
川
に
架
か
る
七
つ
の
橋
の
中
で
最
も

海
に
近
い
尾
頭
橋
（
名
古
屋
市
中
川
区
）
が
頻
繁
に
水
害
被
害

に
遭
う
た
め
、
旅
僧
が
水
神
様
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め
に
自
ら
人

柱
に
な
っ
て
い
る
。
金
山

駅
南
の
畑
中
地
蔵
（
熱

田
区
花
町
一
丁
目
）
の

敷
地
内
に
、「
七
橋
供
養

碑
」
が
保
存
さ
れ
て
い

る
113
。

畑中地蔵敷地内の「七橋供養碑」

1‒

3
　
築
堤
で
の
人
柱
　

①
荒
城
川
（
高
山
市
国
府
町
鶴
巣
）
の
取
水
口
（
井
の
口
の
堰
）

の
修
築
は
難
工
事
で
、
村
の
重
役
六
人
の
内
一
人
が
人
柱
に
な
る
こ

と
に
決
ま
る
が
、
一
七
歳
の
若
者
（
藤
十
郎
）
が
替
わ
っ
て
人
柱
に

な
り
、
取
水
口
が
完
成
し
た
100
。②
各
務
原
市
前
渡
は
木
曽
川
の
洪

水
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
、
川
の
主
が
庄
屋
に
三
人
の
娘
を
人
柱
に

差
し
出
せ
と
言
っ
た
。
泣
く
泣
く
人
柱
を
た
て
る
と
堤
防
が
切
れ
な

く
な
っ
た
25
。③
慶
長
一
五
（
一

六
一
〇
）
年
決
壊
し
た
加
賀
野

井
村
の
堤
防
か
ら
の
濁
流
を
止

め
る
た
め
、
定
七
が
石
を
満
載

し
た
舟
と
共
に
濁
流
に
沈
み
、

被
害
を
小
さ
く
し
た
「
定
七
の

宮
」。
な
お
一
宮
市
立
朝
日
西
小

学
校
付
近
（
一
宮
市
上
祖
父
江

字
高
須
賀
）
は
こ
の
破
堤
で
長

さ
一
㎞
程
の
砂
山
・
高
須
賀
山

が
出
来
上
が
っ
た
5
。④
宮
田
の

神
明
裏
の
二
重
堤
防
（
江
南
市
宮
田
神
明
町
）
の
修
築
の
時
、
六

部
（
巡
礼
僧
、
修
験
者
、
托
鉢
僧
）
を
捕
え
て
人
柱
に
し
た
。
進

ん
で
の
身
代
り
か
も
し
れ
な
い
241
。⑤
忠
兵
衛
が
私
財
を
投
げ
打
っ

て
猿
尾
（
忠
兵
衛
猿
尾
。
江
南

市
鹿
子
島
町
）
を
構
築
し
た
が
、

濁
流
に
破
壊
さ
れ
る
の
で
、
忠
兵

衛
が
人
柱
に
な
る
と
、
破
壊
さ
れ

な
く
な
っ
た
1
。⑥
一
宮
市
浅
井
町

極
楽
寺
（
地
名
）
で
は
六
助
が
人

柱
に
な
り
、
今
の
八
幡
神
社
（
極

楽
寺
郷
内
）
を
祀
る
も
と
と
な
っ

た
231
。⑦
一
宮
市
北
方
大
日
の
弥

八
大
明
神
も
人
柱
伝
説
を
伝
え
て

い
る
231
。

⑧
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年

の
美
濃
大
洪
水
（
寅
の
洪
水
。

ヤ
ロ
カ
の
大
水
）
で
決
壊
し
た

霞
間
ヶ
谷
（
揖
斐
郡
池
田
町
藤

代
）
の
右
岸
側
の
復
旧
工
事
の

際
、
若
者
（
市
助
）
が
現
れ
、

承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
に
谷

の
破
堤
地
に
石
堤
を
完
成
さ
せ

た
。
し
か
し
大
垣
藩
は
対
岸
の

尾
張
藩
に
気
が
ね
し
て
注
意
を

行
い
、
若
者
は
皆
に
申
し
訳
な

い
と
滝
壺
に
身
を
投
げ
た
。
石

堤
は
村
を
守
り
、
市
助
宮
と
い
う
祠
を
建
て
た
206
。

ま
た
、
破
堤
に
関
し
て
、⑨
盲
目
の
男
を
呂
久
の
渡
（
小
簾
紅

園
、
瑞
穂
市
呂
久
）
に
立
た
せ　

増
水
を
知
ら
せ
る
太
鼓
を
敲

か
せ
た
。
村
人
は
助
か
っ
た
が
そ
の
男
は
太
鼓
を
抱
い
た
遺
体
で

上
が
っ
た
118
。⑩
村
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
た
お
婆
さ
ん
が
、

太
鼓
で
洪
水
の
見
張
り
を
し
た
。
太
鼓
の
激
し
い
音
で
、
破
堤
を

知
っ
た
村
人
は
逃
げ
、
お
婆
さ
ん
の
家
の
跡
に
大
き
な
池
（
大
垣

市
大
島
町
）
が
出
来
た
。
そ
の
後
、
雨
が
降
り
そ
う
に
な
る
と
、

池
の
水
が
濁
り
太
鼓
の
音
が
し
た
が
、
埋
め
立
て
ら
れ
た
16
。

⑪
庄
内
川
の
氾
濫
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
村
は
、
明
応
三
（
一

四
九
四
）
年
に
一
五
歳
の
少
女
を
人
柱
と
し
て
、
箱
に
入
れ
て
川

底
に
沈
め
た
。
少
女
の
た
め
に
、
薬
師
如
来
を
現
地
に
安
置
し
、

江
戸
時
代
中
頃
に
観
音
寺（
春
日
井
市
松
河
戸
町
）に
移
し
た
225
。

宝
暦
治
水
に
関
す
る
築
堤
伝
説
と
し
て
、⑫
大
藪
洗
堰
工
事

（
安
八
郡
輪
之
内
町
大
薮
）
に
際
し
て
籠
作
り
名
人
徳
兵
衛
が
籠

作
り
を
引
き
受
け
た
が
、
薩
摩
に
手
助
け
し
た
罪
に
問
わ
れ
、
父

は
自
害
し
、
娘
お
房
も
大
榑
川
に
飛
び
込
ん
で
死
ん
だ
303
。⑬
円

楽
寺
（
輪
之
内
町
大
藪
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
舛
屋
伊
兵
衛
は
大
榑

川
の
難
工
事
が
進
捗
す
る
よ
う
に
自
ら
大
榑
川
の
人
柱
と
な
っ
た

112
。⑭
舛
屋
伊
兵
衛
の
娘
お
里
は
、
父
が
人
柱
に
な
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
、
お
里
は
言
葉
が
出
な
く
な
っ
た
。
あ
る
日
、
雉
の
声
で
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
9
章
　
人
柱
伝
説
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我
に
返
え
り
、「
口
ゆ
え
に
父
は
長
良
の
人
柱　

雉
も
鳴
か
ず
ば

撃
た
れ
ま
い
」
と
言
っ
た
42
。
本
堂
寺
（
大
垣
市
上
石
津
町
馬
瀬
）

に
舛
屋
伊
兵
衛
顕
彰
碑
が
あ
る
。

「
雉
も
鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
ま
い
」
と
言
う
喩
は
、
南
北
朝
（
一

三
三
六
〜
九
二
）
中
期
に
成
立
し
た
『
神
道
集
』
に
、
淀
川
に

架
け
る
長
柄
橋
に
苦
労
し
て
い
る
時
、
人
柱
に
適
し
た
人
物
の
特

徴
を
述
べ
た
男
が
ま
さ
に
そ
の
服
装
を
し
て
お
り
、
人
柱
に
さ
れ

た
。
悲
し
ん
だ
妻
は
「
物
言
へ
ば
父
は
長
柄
の
橋
柱　

鳴
か
ず
ば

雉
も
捉
え
ざ
ら
ま
し
」
と
い
う
歌
を
残
し
て
淀
川
に
身
を
投
じ
た
」

と
書
か
れ
て
い
る
。

内
容
は
同
じ
で
、
長
柄
橋
が
長
良
橋
（
岐
阜
市
長
良
）
に
代

わ
り
、⑮
物
を
言
わ
な
い
お
嫁
さ
ん
に
訳
を
尋
ね
る
と　
「
長
良
橋

の
た
め
に
人
柱
を
」
と
言
っ
た
父
が
人
柱
と
な
り
、
父
が
「
雉
も

鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
ま
い
。
余
分
な
こ
と
は
喋
ら
な
い
よ
う
に
」
と

言
わ
れ
た
と
話
し
た
60
。

1‒

3
　
築
堤
で
の
人
柱
　

①
荒
城
川
（
高
山
市
国
府
町
鶴
巣
）
の
取
水
口
（
井
の
口
の
堰
）

の
修
築
は
難
工
事
で
、
村
の
重
役
六
人
の
内
一
人
が
人
柱
に
な
る
こ

と
に
決
ま
る
が
、
一
七
歳
の
若
者
（
藤
十
郎
）
が
替
わ
っ
て
人
柱
に

な
り
、
取
水
口
が
完
成
し
た
100
。②
各
務
原
市
前
渡
は
木
曽
川
の
洪

水
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
、
川
の
主
が
庄
屋
に
三
人
の
娘
を
人
柱
に

差
し
出
せ
と
言
っ
た
。
泣
く
泣
く
人
柱
を
た
て
る
と
堤
防
が
切
れ
な

く
な
っ
た
25
。③
慶
長
一
五
（
一

六
一
〇
）
年
決
壊
し
た
加
賀
野

井
村
の
堤
防
か
ら
の
濁
流
を
止

め
る
た
め
、
定
七
が
石
を
満
載

し
た
舟
と
共
に
濁
流
に
沈
み
、

被
害
を
小
さ
く
し
た
「
定
七
の

宮
」。
な
お
一
宮
市
立
朝
日
西
小

学
校
付
近
（
一
宮
市
上
祖
父
江

字
高
須
賀
）
は
こ
の
破
堤
で
長

さ
一
㎞
程
の
砂
山
・
高
須
賀
山

が
出
来
上
が
っ
た
5
。④
宮
田
の

神
明
裏
の
二
重
堤
防
（
江
南
市
宮
田
神
明
町
）
の
修
築
の
時
、
六

部
（
巡
礼
僧
、
修
験
者
、
托
鉢
僧
）
を
捕
え
て
人
柱
に
し
た
。
進

人柱藤十郎の碑

ん
で
の
身
代
り
か
も
し
れ
な
い
241
。⑤
忠
兵
衛
が
私
財
を
投
げ
打
っ

て
猿
尾
（
忠
兵
衛
猿
尾
。
江
南

市
鹿
子
島
町
）
を
構
築
し
た
が
、

濁
流
に
破
壊
さ
れ
る
の
で
、
忠
兵

衛
が
人
柱
に
な
る
と
、
破
壊
さ
れ

な
く
な
っ
た
1
。⑥
一
宮
市
浅
井
町

極
楽
寺
（
地
名
）
で
は
六
助
が
人

柱
に
な
り
、
今
の
八
幡
神
社
（
極

楽
寺
郷
内
）
を
祀
る
も
と
と
な
っ

た
231
。⑦
一
宮
市
北
方
大
日
の
弥

八
大
明
神
も
人
柱
伝
説
を
伝
え
て

い
る
231
。

⑧
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年

の
美
濃
大
洪
水
（
寅
の
洪
水
。

ヤ
ロ
カ
の
大
水
）
で
決
壊
し
た

霞
間
ヶ
谷
（
揖
斐
郡
池
田
町
藤

代
）
の
右
岸
側
の
復
旧
工
事
の

際
、
若
者
（
市
助
）
が
現
れ
、

承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
に
谷

の
破
堤
地
に
石
堤
を
完
成
さ
せ

た
。
し
か
し
大
垣
藩
は
対
岸
の

尾
張
藩
に
気
が
ね
し
て
注
意
を

行
い
、
若
者
は
皆
に
申
し
訳
な

い
と
滝
壺
に
身
を
投
げ
た
。
石

堤
は
村
を
守
り
、
市
助
宮
と
い
う
祠
を
建
て
た
206
。

ま
た
、
破
堤
に
関
し
て
、⑨
盲
目
の
男
を
呂
久
の
渡
（
小
簾
紅

園
、
瑞
穂
市
呂
久
）
に
立
た
せ　

増
水
を
知
ら
せ
る
太
鼓
を
敲

か
せ
た
。
村
人
は
助
か
っ
た
が
そ
の
男
は
太
鼓
を
抱
い
た
遺
体
で

上
が
っ
た
118
。⑩
村
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
た
お
婆
さ
ん
が
、

太
鼓
で
洪
水
の
見
張
り
を
し
た
。
太
鼓
の
激
し
い
音
で
、
破
堤
を

知
っ
た
村
人
は
逃
げ
、
お
婆
さ
ん
の
家
の
跡
に
大
き
な
池
（
大
垣

市
大
島
町
）
が
出
来
た
。
そ
の
後
、
雨
が
降
り
そ
う
に
な
る
と
、

池
の
水
が
濁
り
太
鼓
の
音
が
し
た
が
、
埋
め
立
て
ら
れ
た
16
。

⑪
庄
内
川
の
氾
濫
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
村
は
、
明
応
三
（
一

四
九
四
）
年
に
一
五
歳
の
少
女
を
人
柱
と
し
て
、
箱
に
入
れ
て
川

底
に
沈
め
た
。
少
女
の
た
め
に
、
薬
師
如
来
を
現
地
に
安
置
し
、

江
戸
時
代
中
頃
に
観
音
寺（
春
日
井
市
松
河
戸
町
）に
移
し
た
225
。

宝
暦
治
水
に
関
す
る
築
堤
伝
説
と
し
て
、⑫
大
藪
洗
堰
工
事

（
安
八
郡
輪
之
内
町
大
薮
）
に
際
し
て
籠
作
り
名
人
徳
兵
衛
が
籠

作
り
を
引
き
受
け
た
が
、
薩
摩
に
手
助
け
し
た
罪
に
問
わ
れ
、
父

は
自
害
し
、
娘
お
房
も
大
榑
川
に
飛
び
込
ん
で
死
ん
だ
303
。⑬
円

楽
寺
（
輪
之
内
町
大
藪
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
舛
屋
伊
兵
衛
は
大
榑

川
の
難
工
事
が
進
捗
す
る
よ
う
に
自
ら
大
榑
川
の
人
柱
と
な
っ
た

112
。⑭
舛
屋
伊
兵
衛
の
娘
お
里
は
、
父
が
人
柱
に
な
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
、
お
里
は
言
葉
が
出
な
く
な
っ
た
。
あ
る
日
、
雉
の
声
で

朝日西小学校前の緩い坂道

市助宮

●
●
●
●

築城1-1
架橋 1-2
築堤 1-3
生贄 2.

分　類 記号 ・●は、木曽川筋では見られない。
・●は、サンプル数が2例と極めて少ない。
・●は、三川中流域から下流域に集中し、木曽
川筋に多い。

・●は、飛騨市宮川町の類話（4例）が重なっ
ている。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

我
に
返
え
り
、「
口
ゆ
え
に
父
は
長
良
の
人
柱　

雉
も
鳴
か
ず
ば

撃
た
れ
ま
い
」
と
言
っ
た
42
。
本
堂
寺
（
大
垣
市
上
石
津
町
馬
瀬
）

に
舛
屋
伊
兵
衛
顕
彰
碑
が
あ
る
。

「
雉
も
鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
ま
い
」
と
言
う
喩
は
、
南
北
朝
（
一

三
三
六
〜
九
二
）
中
期
に
成
立
し
た
『
神
道
集
』
に
、
淀
川
に

架
け
る
長
柄
橋
に
苦
労
し
て
い
る
時
、
人
柱
に
適
し
た
人
物
の
特

徴
を
述
べ
た
男
が
ま
さ
に
そ
の
服
装
を
し
て
お
り
、
人
柱
に
さ
れ

た
。
悲
し
ん
だ
妻
は
「
物
言
へ
ば
父
は
長
柄
の
橋
柱　

鳴
か
ず
ば

雉
も
捉
え
ざ
ら
ま
し
」
と
い
う
歌
を
残
し
て
淀
川
に
身
を
投
じ
た
」

と
書
か
れ
て
い
る
。

内
容
は
同
じ
で
、
長
柄
橋
が
長
良
橋
（
岐
阜
市
長
良
）
に
代

わ
り
、⑮
物
を
言
わ
な
い
お
嫁
さ
ん
に
訳
を
尋
ね
る
と　
「
長
良
橋

の
た
め
に
人
柱
を
」
と
言
っ
た
父
が
人
柱
と
な
り
、
父
が
「
雉
も

鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
ま
い
。
余
分
な
こ
と
は
喋
ら
な
い
よ
う
に
」
と

言
わ
れ
た
と
話
し
た
60
。

1‒

3
　
築
堤
で
の
人
柱
　

①
荒
城
川
（
高
山
市
国
府
町
鶴
巣
）
の
取
水
口
（
井
の
口
の
堰
）

の
修
築
は
難
工
事
で
、
村
の
重
役
六
人
の
内
一
人
が
人
柱
に
な
る
こ

と
に
決
ま
る
が
、
一
七
歳
の
若
者
（
藤
十
郎
）
が
替
わ
っ
て
人
柱
に

な
り
、
取
水
口
が
完
成
し
た
100
。②
各
務
原
市
前
渡
は
木
曽
川
の
洪

水
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
、
川
の
主
が
庄
屋
に
三
人
の
娘
を
人
柱
に

差
し
出
せ
と
言
っ
た
。
泣
く
泣
く
人
柱
を
た
て
る
と
堤
防
が
切
れ
な

く
な
っ
た
25
。③
慶
長
一
五
（
一

六
一
〇
）
年
決
壊
し
た
加
賀
野

井
村
の
堤
防
か
ら
の
濁
流
を
止

め
る
た
め
、
定
七
が
石
を
満
載

し
た
舟
と
共
に
濁
流
に
沈
み
、

被
害
を
小
さ
く
し
た
「
定
七
の

宮
」。
な
お
一
宮
市
立
朝
日
西
小

学
校
付
近
（
一
宮
市
上
祖
父
江

字
高
須
賀
）
は
こ
の
破
堤
で
長

さ
一
㎞
程
の
砂
山
・
高
須
賀
山

が
出
来
上
が
っ
た
5
。④
宮
田
の

神
明
裏
の
二
重
堤
防
（
江
南
市
宮
田
神
明
町
）
の
修
築
の
時
、
六

部
（
巡
礼
僧
、
修
験
者
、
托
鉢
僧
）
を
捕
え
て
人
柱
に
し
た
。
進

ん
で
の
身
代
り
か
も
し
れ
な
い
241
。⑤
忠
兵
衛
が
私
財
を
投
げ
打
っ

て
猿
尾
（
忠
兵
衛
猿
尾
。
江
南

市
鹿
子
島
町
）
を
構
築
し
た
が
、

濁
流
に
破
壊
さ
れ
る
の
で
、
忠
兵

衛
が
人
柱
に
な
る
と
、
破
壊
さ
れ

な
く
な
っ
た
1
。⑥
一
宮
市
浅
井
町

極
楽
寺
（
地
名
）
で
は
六
助
が
人

柱
に
な
り
、
今
の
八
幡
神
社
（
極

楽
寺
郷
内
）
を
祀
る
も
と
と
な
っ

た
231
。⑦
一
宮
市
北
方
大
日
の
弥

八
大
明
神
も
人
柱
伝
説
を
伝
え
て

い
る
231
。

⑧
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）
年

の
美
濃
大
洪
水
（
寅
の
洪
水
。

ヤ
ロ
カ
の
大
水
）
で
決
壊
し
た

霞
間
ヶ
谷
（
揖
斐
郡
池
田
町
藤

代
）
の
右
岸
側
の
復
旧
工
事
の

際
、
若
者
（
市
助
）
が
現
れ
、

承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
に
谷

の
破
堤
地
に
石
堤
を
完
成
さ
せ

た
。
し
か
し
大
垣
藩
は
対
岸
の

尾
張
藩
に
気
が
ね
し
て
注
意
を

行
い
、
若
者
は
皆
に
申
し
訳
な

い
と
滝
壺
に
身
を
投
げ
た
。
石

堤
は
村
を
守
り
、
市
助
宮
と
い
う
祠
を
建
て
た
206
。

ま
た
、
破
堤
に
関
し
て
、⑨
盲
目
の
男
を
呂
久
の
渡
（
小
簾
紅

園
、
瑞
穂
市
呂
久
）
に
立
た
せ　

増
水
を
知
ら
せ
る
太
鼓
を
敲

か
せ
た
。
村
人
は
助
か
っ
た
が
そ
の
男
は
太
鼓
を
抱
い
た
遺
体
で

上
が
っ
た
118
。⑩
村
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
た
お
婆
さ
ん
が
、

太
鼓
で
洪
水
の
見
張
り
を
し
た
。
太
鼓
の
激
し
い
音
で
、
破
堤
を

知
っ
た
村
人
は
逃
げ
、
お
婆
さ
ん
の
家
の
跡
に
大
き
な
池
（
大
垣

市
大
島
町
）
が
出
来
た
。
そ
の
後
、
雨
が
降
り
そ
う
に
な
る
と
、

池
の
水
が
濁
り
太
鼓
の
音
が
し
た
が
、
埋
め
立
て
ら
れ
た
16
。

⑪
庄
内
川
の
氾
濫
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
村
は
、
明
応
三
（
一

四
九
四
）
年
に
一
五
歳
の
少
女
を
人
柱
と
し
て
、
箱
に
入
れ
て
川

底
に
沈
め
た
。
少
女
の
た
め
に
、
薬
師
如
来
を
現
地
に
安
置
し
、

江
戸
時
代
中
頃
に
観
音
寺（
春
日
井
市
松
河
戸
町
）に
移
し
た
225
。

宝
暦
治
水
に
関
す
る
築
堤
伝
説
と
し
て
、⑫
大
藪
洗
堰
工
事

（
安
八
郡
輪
之
内
町
大
薮
）
に
際
し
て
籠
作
り
名
人
徳
兵
衛
が
籠

作
り
を
引
き
受
け
た
が
、
薩
摩
に
手
助
け
し
た
罪
に
問
わ
れ
、
父

は
自
害
し
、
娘
お
房
も
大
榑
川
に
飛
び
込
ん
で
死
ん
だ
303
。⑬
円

楽
寺
（
輪
之
内
町
大
藪
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
舛
屋
伊
兵
衛
は
大
榑

川
の
難
工
事
が
進
捗
す
る
よ
う
に
自
ら
大
榑
川
の
人
柱
と
な
っ
た

112
。⑭
舛
屋
伊
兵
衛
の
娘
お
里
は
、
父
が
人
柱
に
な
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
、
お
里
は
言
葉
が
出
な
く
な
っ
た
。
あ
る
日
、
雉
の
声
で

2
．生
贄

追
わ
れ
て
逃
げ
る
際
、
女
の

恨
み
が
帯
に
の
り
移
り
、
つ
い
に

生
贄
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

①
西
忍
（
飛
騨
市
宮
川
町
）

の
城
主
の
妻
は
、
年
貢
の
厳
し

い
取
り
立
て
に
怒
っ
た
村
人
に

危
険
を
察
し
、
帯
に
呪
い
を
架

け
て
埋
め
て
逃
げ
た
が
殺
さ
れ

た
（
一
説
で
は
、
帯
が
解
け
て

大
蛇
と
な
り「
あ
わ
ら
の
池
」に
飛
び
込
み
、池
は
年
々
大
き
く（
約

一
〇
ha
）
な
っ
た
102
）。
埋
ま
っ
て
い
た
呪
い
の
帯
は
大
蛇
と
な
り
、

毎
年
生
贄
を
望
ん
だ
。
針
を
蒟
蒻
に
仕
込
ん
だ
娘
は
大
蛇
に
食
べ

ら
れ
た
が
、
針
が
大
蛇
に
刺
さ
っ
て
死
ん
だ
47
。②
大
き
な
池
の
大

蛇
は
毎
年
一
六
歳
の
娘
を
生
贄
に
望
ん
だ
。
娘
は
針
を
仕
込
ん
だ

蒟
蒻
を
大
蛇
に
食
わ
せ
て
退
治
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
人
身
御
供
に

さ
れ
た
娘
た
ち
の
冥
福
を
祈
っ
て
観
音
寺
（
宮
川
町
西
忍
。
現
在

昭和11年に建てられた元「あわらの池」前の
「人身御供池遺跡」の碑

無
住
）
で
一
年
お
き
に
春
の
彼
岸
に
犠
牲
者
の
供
養
を
し
て
い
る

290
。
さ
ら
に
後
日
談
と
し
て
、③
あ
る
人
が
観
音
寺
に
泊
ま
っ
た
と

き
、白
衣
妙
齢
の
夫
人
が
部
屋
（
現
在
本
堂
の
一
部
に
改
築
）に
入
っ

て
き
て
、
無
言
・
無
表
情
に
そ
の
人
の
顔
を
眺
め
た
後
、
静
か
に

立
ち
去
っ
た
。
犠
牲
に
な
っ
た
娘
た
ち
の
霊
が
集
ま
る
と
噂
し
合
っ

た
290
。
ま
た
、④
西
忍
に
伝
わ
る
「
お
と
め
供
養
」
の
一
説
と
し
て
、

観
音
寺
の
開
祖
の
高
僧
が
こ
の
地
で
加
持
祈
祷
す
る
と
、
大
蛇
が

堤
を
壊
し
、
神
通
川
へ
抜
け
た
。
そ
の
跡
が
今
も
池
か
ら
川
ま
で

一
条
の
凹
地
と
し
て
残
っ
て
い
る
102
と
も
言
う
。

他
の
生
贄
伝
説
と
し
て
、⑤
毎
年
一
人
の
娘
が
池
に
住
む
大
蛇
の

生
贄
に
さ
れ
た
。
日
本
武
尊
が
伊
吹
山
か
ら
の
帰
り
に
こ
の
事
を

知
り
、
大
蛇
を
退
治
し
た
ら
村
が
祟
ら
れ
た
の
で
、
神
霊
神
社
（
御

霊
神
社
、
海
津
市
平
田
町
者
結
）
に
祀
っ
た
。
な
お
、
海
津
町
松

之
木
、
同
瀬
古
、
同
成
戸
に
も
同
じ
蛇
に
祟
ら
れ
た
た
め
、
同
一

祭
神
で
同
名
神
社
が
あ
る
96
。

生
贄
で
は
な
い
が
、
帯
に
女
性
の
恨
み
が
籠
り
大
蛇
と
な
っ
た

話
も
あ
る
。

⑥
武
者
の
一
団
の
奥
方
が
、
恨
み
を
も
っ
て
帯
を
投
げ
る
と
大
蛇

に
な
り
、
一
帯
が
大
き
な
池
と
な
っ
た
（
帯
が
平
。
下
呂
市
萩
原

町
古
関
）。
日
照
り
の
際
に
、
こ
の
池
の
水
を
引
く
工
事
を
し
た
と

こ
ろ
、
大
蛇
は
怒
り
池
底
よ
り
益
田
川
（
現
飛
騨
川
）
の
淵
（
蛇

魔
が
渕
、
今
は
ち
ゃ
が
ま
渕
）
ま
で
抜
け
て
い
っ
た
97
。⑦
烏
峰
城

（
金
山
城
。
可
児
市
兼
山
字
古
城
山
）
城
主
が
謀
殺
さ
れ
、
寵
愛

の
女
が
城
の
井
戸
に
黒
い

帯
を
締
め
て
身
投
げ
し

た
。
そ
の
後
、
黒
蛇
が
現

れ
た
の
で
、
天
守
の
あ
っ

た
場
所
に
鳥
竜
神
社
を

祀
っ
た
227
が
、
現
在
は
芝

生
広
場
ト
イ
レ
西
側
に

移
っ
て
い
る
。

烏龍神社

3
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I
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柱
伝
説
四
編

「
お
く
わ
様
伝
説
（
六
号
）」
46
は
、
岐
阜
市
長
良
雄
総
の
娘
お

く
わ
が
、
村
人
に
望
ま
れ
て
長
良
川
堤
防
の
人
柱
と
な
っ
た
話
で
、

長
良
雄
総
地
区
の
桜
堤
に
祠
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

「
大
池
の
人
柱
（
一
一
号
）」
23
は
、
文
化
一
二
（
一
八
一
五
）
年

六
月
二
八
日
に
破
堤
し
た
長
良
川
の
大
榑
川
へ
の
分
流
点
勝
村
（
平

田
町
勝
賀
）
の
修
復
工
事
は
容
易
で
は
な
く
、
つ
い
に
伊
藤
佐
平
次

は
自
ら
人
柱
に
な
り
、
そ
の
後
工
事
は
完
成
し
た
。
村
人
は
伊
藤

を
祀
る
小
祠
若
宮
神
社
を
建
て
崇
め
た
。
昭
和
に
な
っ
て
伊
藤
に
関

す
る
資
料
が
見
つ
か
り
、
昭
和
一
四 （
一
九
三
九
）
年
一
〇
月
に
遺

徳
碑
を
神
明
神
社
に
建
て
た
。

な
お
、
大
池
に
つ
い
て
は
、①
子
供
が
行
方
不
明
と
な
り
、
短
刀

を
持
っ
て
大
池
（
海
津
市
平
田
町
勝
賀
）
に
潜
り
、
短
刀
を
振
り

回
す
と
、
竜
は
刀
を
嫌
う
の
で
、
池
の
底
に
埋
ま
っ
た
子
供
は
水
面

に
持
ち
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
刀
は
白
竜
神
社
に
祀
ら
れ
た
47
。

今
か
ら
四
〇
年
ほ
ど
前
に
大
池
の
埋
立
の
話
を
し
て
い
る
と
、②

夢
枕
に
竜
神
が
現
れ
、「
三
代
の
主
が
棲
ん
で
い
る
の
で
、
狭
く
な
っ

た
の
で
こ
れ
以
上
狭
く
す
る
な
」
と
言
い
、埋
め
立
て
は
中
止
に
な
っ

た
47
。

ま
た
、③
大
池
を
埋
め
立
て
よ
う
と
す
る
と
嵐
が
起
る
の
で
、
怒

り
を
鎮
め
る
た
め
に
畔
に
社
を
建
て
た
。
後
に
、
国
か
ら
村
の
社
を

ま
と
め
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
、
合
祀
し
た
が
、
大
池
の
神
白
蛇
が

元
の
場
所
に
戻
り
た
い
と
村
人
に
祟
っ
た
の
で
、
元
に
戻
す
と
収
ま
っ

た
107
。
な
お
、
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
の
安
八
水
害
の
後
、
国

の
事
業
で
大
池
は
半
分
埋
め
立
て
ら
れ
た
。

「
与
三
の
火
（
四
八
号
）」
22
は
、
お
囲
堤
建
設
に
際
し
て
の
小

信
川
築
止
難
工
事
を
見
た
念
仏
行
者
与
三
兵
衛
が
慶
長
一
六
（
一
六

一
一
）
年
盆
の
最
中
に
起
の
濁
流
に
人
柱
と
し
て
沈
ん
だ
話
で
あ
る
。

な
お
、「
石
引
神
社
と
大
垣
城
の
長
刀
石
（
一
二
号
）」
16
は
、

人
柱
伝
説
で
は
な
い
が
「
城
の
築
造
」
に
関
わ
る
の
で
本
章
に
入
れ

た
。
内
容
は
、
赤
坂
で
切
り
出
し
た
巨
石
で
大
垣
城
の
石
垣
を
造

る
際
、
大
垣
城
藩
主
松
平
定
綱
が
長
刀
の
鞘
を
払
っ
て
叱
咤
激
励

し
、
無
事
「
長
刀
岩
」
を
大
垣
城
に
運
ん
で
い
る
。
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
10
章
　
魚
と
獣
の
伝
説

が
違
い
道
に
迷
っ
た
。
夜
明
け
に
北
村（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）

の
お
寺
の
奥
で
、
川
獺
に
化
か
さ
れ
た
と
気
が
つ
い
た
60
。⑤
上
ヶ

瀬
か
ら
狐
塚
辺
り
は
、
寂
し
い
所
。
籠
一
杯
の
鰯
を
買
い
込
ん
で

広
瀬
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）
に
戻
る
途
中
、
上
ヶ
瀬
で
大

勢
の
人
夫
に
鰯
を
売
り
、
札
を

も
ら
う
。
夜
明
け
に
札
は
椿
の

葉
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

川
獺
に
や
ら
れ
た
60
。

3‒

3
　
K
I
S
S
O
の
狐
三
編
　

「
い
た
ず
ら
き
つ
ね
の
お
話
（
二
四
号
）」
257
は
、
小
茂
井
（
愛

西
市
小
茂
井
町
）
の
女
ぎ
つ
ね
と
葛
木
（
愛
西
市
葛
木
町
）
の
渡

し
に
住
む
腹
ペ
コ
ぎ
つ
ね
の
二
話
で
あ
る
。

「
キ
ツ
ネ
の
ひ
っ
こ
し
（
五
九
号
）」
234
は
、
木
曽
岬
町
の
船
頭

の
所
に
、
綺
麗
な
女
が
舟
を
頼
み
に
来
た
。
引
き
受
け
て
言
わ
れ

た
場
所
に
着
く
と
、
大
勢
の
狐
が
舟
か
ら
飛
び
降
り
た
。
着
い
た

先
は
「
ツ
タ
ゴ
ウ
リ
」（
今
の
知
多
半
島
の
ど
こ
か
）
で
、
舟
賃

は
木
の
葉
で
あ
っ
た
。
お
金
が
木
の
葉
で
あ
っ
た
話
は
各
地
に
多

く
あ
る
。

「
孫
太
郎
狐
と
尾
白
狐
（
八
五
号
）」
232
は
、
雌
雄
の
狐
が
仲

良
く
暮
ら
し
て
い
た
。
雄
が
弁
財
天
に
心
を
移
し
て
不
仲
に
な
っ

た
が
、弁
財
天
に
諭
さ
れ
仲
良
く
な
っ
た
。
な
お
、「
岩
は
沈
ん
だ
」

が
、
弁
財
天
社
は
川
辺
ダ
ム
上
流
約
四
〇
〇
m
左
岸
の
川
岸
に

移
転
し
て
い
る
。

本
章
第
一
、
二
節
で
は
、
谷
川
の
魚
（
主
に
岩
魚
）
や
主
に
下

流
部
で
伝
わ
っ
た
片
目
の
魚
な
ど
の
伝
説
に
触
れ
、
第
三
節
で
、

狐
等
の
獣
に
関
す
る
伝
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

1
．岩
魚

サ
ケ
目
サ
ケ
科
イ
ワ
ナ
属
の
イ
ワ
ナ
（
岩
魚
）
は
、
年
間
を
通

じ
て
水
温
一
五
度
以
下
の
深
山
幽
谷
に
棲
み
、
総
じ
て
獰
猛
か
つ

雑
食
性
で
、
山
椒
魚
や
鼠
さ
ら
に
蛇
す
ら
飲
み
込
む
事
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
イ
ワ
ナ
は
、「
谷
の
精
霊
」
と
か
「
渓
流
の
王
者
」「
幻

の
怪
魚
」「
神
秘
の
美
魚
」

と
い
っ
た
様
々
な
形
容
詞
で

飾
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

全
国
各
地
に
神
秘
と
幻
に

包
ま
れ
た
伝
説
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

高
山
市
丹
生
川
町
で
は
大

型
の
イ
ワ
ナ
が
い
た
た
め
、
イ
ワ
ナ
を
一
本
、
二
本
と
数
え
た
269
。

飛
騨
で
は
、
魚
に
似
た
笹
（
笹
魚
）
が
稀
に
生
じ
、
三
月
〜
四

月
に
動
き
出
し
て
川
に
落
ち
、イ
ワ
ナ
に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
に
『
飛
州
志
』
を
編
集
し
た
高
山
第

七
代
代
官
長
谷
川
忠
崇
は
、
笹
魚
が
イ
ワ
ナ
に
な
る
の
か
焼
い
て

匂
い
を
嗅
ぎ
、
笹
魚
は
、
蠅
（
笹
魚
玉
蠅
）
が
笹
の
側
芽
に
卵
を

産
ん
で
発
生
す
る
笹
の
病
気
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ワ
ナ
に
な

る
笹
魚
は
高
山
市
丹
生
川
町
の
十
二
ヶ
岳
（
一
三
二
六
m
）
や
平

湯
方
面
に
沢
山
あ
る
269
。

1‒

1
　
岩
魚
と
団
子
　

中
津
川
市
付
知
町
や
下
呂
市
辺
り
で
は
ヤ
マ
ト
岩
魚
を
「
ソ
ウ

タ
ケ
」
と
呼
び
、
大
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
団
子
や
粥
等
を
振

舞
わ
れ
る
伝
説
に
因
み
、
大
イ
ワ
ナ
を
ソ
ウ
タ
ケ
坊
主
と
も
呼
ん

で
い
る
。
以
下
に
、
旅
僧
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

①
木
曽
郡
王
滝
村
滝
越
の
一
軒
家
に
宿
を
乞
う
た
旅
僧
は
麦
粥

で
も
て
な
さ
れ
た
。
翌
朝
、
氷
瀬
の
淵
で
死
ん
だ
大
イ
ワ
ナ
が
見

つ
か
り
、
腹
か
ら
の
麦
粥
で
旅
僧
だ
と
分
か
っ
た
51
。②
高
山
市
国

府
町
瓜
巣
で
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
た
大
イ
ワ
ナ
が
御
飯
を
何
度
か

も
ら
い
に
来
た
の
で
、
毒
入
り
団
子
を
持
た
せ
る
と
、
翌
日
淵
に

大
イ
ワ
ナ
が
浮
い
て
い
た
59
。③
高
山
市
久
々
野
町
久
須
母
の
集

落
に
、
お
坊
の
姿
で
養
蚕
の
神
様
に
お
供
え
す
る
初
午
の
団
子
を

食
べ
た
イ
ワ
ナ
が
棲
む
淵
（
団
子
淵
）
が
あ
っ
た
101
。④
横
尾
集

落
（
高
山
市
丹
生
川
町
折
敷
地
）
の
人
々
が
滝
壺
（
同
心
滝
）

の
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
相
談
を
し
て
い
る
と
、
同
心
和
尚
と
名
乗
る

僧
が
イ
ワ
ナ
を
捕
ら
な
い
よ
う
に
諌
め
た
。
翌
日
大
岩
魚
が
捕
れ
、

腹
か
ら
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
粟
飯
が
出
て
き
た
269
。⑤
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
に
岩
魚
の
干
物
を
も
ら
っ
て
出
汁
に
し
て
団
子
汁
食
べ

た
。
翌
日
、淵（
化
淵
。
郡
上
市
明
宝
小
川
）で
大
き
な
岩
魚
を
釣
っ

た
ら
腹
か
ら
団
子
が
出
て
き
た
295
。⑥
下
呂
市
小
坂
町
大
島
で
、

旅
僧
に
初
午
団
子
を
振
舞
っ
た
後
、
あ
と
を
つ
け
る
と
谷
下
の
淵

で
見
失
う
。
翌
日
淵
に
大
イ
ワ
ナ
が
浮
か
ん
で
い
て
、
腹
か
ら
団

子
が
出
て
来
た
218
。

場
所
は
不
明
だ
が
、
飛
騨
の
伝
え
話
と
し
て
、⑦
お
坊
が
飛
騨

の
山
深
い
地
の
宿
に
現
れ
、
宿
泊
客
に
イ
ワ
ナ
釣
り
を
止
め
る
よ

う
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
翌
日
大
き
な
岩
魚
が
釣
り
上
げ
る
と
、

腹
か
ら
お
坊
が
食
べ
た
五
平
餅
が
出
て
き
た
108
。⑧
関
市
板
取
三

洞
で
、
旅
僧
に
小
麦
の
団
子
を
振
舞
い
、
さ
ら
に
、
川
で
大
き
な

イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
の
で
振
舞
お
う
と
し
た
ら
、
旅
僧
は
い
な
く
な

り
、
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
先
ほ
ど
の
団
子
が
出
て
き
た
8
。

1‒

2
　
毒
汁（「
ね
」）流
し
　

植
物
か
ら
作
る
毒
汁（「
ね
」）

を
流
す
漁
法
を
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
が
諌
め
て
い
る
。

①
木
曽
郡
上
松
町
小
川
焼

笹
の
淵
で
、
毒
汁
で
魚
を
捕

る
計
画
を
し
て
い
る
と
、
旅

僧
が
止
め
た
が
言
う
こ
と
を

聞
か
ず
、
捕
ま
え
た
イ
ワ
ナ

が
僧
だ
と
分
か
る
202
。②
笹
魚

が
イ
ワ
ナ
に
な
っ
た
と
伝
わ
る

釜
ヶ
淵
（
高
山
市
丹
生
川
町

岩
井
谷
）
の
大
イ
ワ
ナ
を
「
ね
」
で
捕
る
相
談
を
諌
め
た
僧
が
団

子
を
貰
っ
た
。
忠
告
を
聞
か
ず
に
漁
を
し
て
捕
っ
た
大
イ
ワ
ナ
の

腹
か
ら
、
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
269
。
ま
た
、③
岩

井
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
の
奥
丹
生
川
）
で
は
、
五
月
五
日
の

端
午
の
節
句
の
笹
餅
を
食
べ
た
旅
僧
が
イ
ワ
ナ
で
あ
っ
た
か
ら
、

端
午
の
節
句
に
笹
餅
を
作
ら
な
い
51
。④
虚
無
僧
に
団
子
を
振

舞
っ
た
後
、
山
椒
の
葉
と
ク
ル
ミ
を
混
ぜ
て
練
っ
た
毒
薬
を
布
淵

（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）
に
流
し
て
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
と
、
腹
か
ら

振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
来
た
53
。
な
お
、⑤
布
淵
の
岩
魚
を
食
べ

た
人
々
に
祟
り
が
あ
っ
た
と
も
言
う
295
。⑥
伊
妙
谷
の
釜
淵
（
郡

上
市
明
宝
気
良
）
の
主
の
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
来
て
、
山
椒

る
と
、
お
坊
が
現
れ
、
止
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
約
束
し
た
。
し
か

し
約
束
を
破
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
お
腹
に
お
坊
が
食
べ
た
飯

が
入
っ
て
い
た
81
。⑨「
ね
」（
山
椒
と
灰
の
ア
ク
汁
で
つ
く
っ
た
毒

薬
）
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
坊
主
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
が
現

れ
て
止
め
た
。
翌
日
、
磯
ン
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
山
手
）

の
奥
の
淵
（
坊
主
淵
）
で
捕
れ
た
大
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
前
日
の
食

事
が
出
て
き
た
262
。⑩
小
曽
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
杉
原
）
の

淵
で
大
イ
ワ
ナ
を
と
る
「
ね
」
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
僧

が
現
れ
て
諌
め
た
。
し
か
し
行
う
と
、
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
腹
か

ら
昨
日
振
舞
っ
た
小
豆
飯
が
出
て
き
た
。
こ
の
淵
は
災
害
の
度
に

崖
崩
れ
す
る
278
。

イ
ワ
ナ
で
は
な
く
ウ
ナ
ギ
の
場
合
も
あ
り
、⑪
揖
斐
郡
揖
斐
川

町
坂
内
広
瀬
（
旧
北
村
）
で
「
ね
」
を
流
す
前
夜
、
武
士
が
酒

と
赤
飯
を
御
馳
走
に
な
り
な
が
ら
、「
ね
」
を
淵
に
流
さ
な
い
で

そ
の
下
の
瀬
か
ら
流
す
よ
う
に
諌
め
た
。
聞
か
ず
に
「
ね
」
を
淵

の
皮
の
毒
団
子
で
イ
ワ
ナ
を
捕

ま
え
る
の
を
止
め
る
よ
う
に
諌

め
た
が
、
止
め
ず
に
漁
に
行
っ

た
ら
、
大
き
な
イ
ワ
ナ
の
腹
か

ら
振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
き
た

295
。⑦
漁
師
が
青
ど
ん
淵
（
ダ
ン

ゴ
淵
ま
た
は
入
道
淵
。
下
呂
市

萩
原
町
山
之
口
カ
ジ
ヤ
谷
）
で

の
漁
（
毒
液
「
ね
」
流
し
）
の

準
備
を
し
て
い
る
と
坊
主
が
現

れ
、
漁
を
止
め
る
よ
う
に
諌
め

た
が
、
漁
に
出
た
。
す
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
そ
の
腹
か
ら
は

坊
主
に
や
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
97
。

⑧
付
知
峡
（
中
津
川
市
付
知
町
）
の
奥
で
馬
酔
木
（
葉
は
有

毒
で
春
す
ず
ら
ん
に
似
た
花
を
開
く
）
を
流
し
て
魚
を
捕
っ
て
い

か
ら
入
れ
て
捕
れ
た
大
ウ
ナ
ギ
の
腹
か
ら
昨
日
の
お
赤
飯
が
出
て

き
た
。
そ
れ
以
降
、
淵
か
ら
の
用
水
は
使
え
な
く
な
っ
た
244
。

な
お
、
イ
ワ
ナ
や
住
職
、
さ
ら
に
神
様
が
魚
取
り
を
諌
め
る
話

も
あ
る
。⑫
身
重
の
妻
と
の
殺
生
し
な
い
約
束
を
妻
の
留
守
中
に

破
り
、
大
洞
山
（
一
三
四
九
m
）
か
ら
飛
騨
市
神
岡
町
割
石
に

注
ぐ
霧
茂
谷
で
イ
ワ
ナ
を
沢
山
捕
っ
て
き
て
食
べ
た
。
す
る
と
イ

ワ
ナ
が
妻
に
化
け
て
や
っ
て
来
て
、
そ
の
こ
と
を
責
め
た
の
で
残
り

の
イ
ワ
ナ
を
逃
が
し
た
104
。⑬
御
嵩
町
小
和
沢
に
あ
っ
た
西
宝
寺

（
現
在
正
願
寺
﹇
可
児
郡
御
嵩
町
中
切
﹈
に
引
っ
越
し
）
の
小
僧

は
魚
採
り
（
殺
生
）
が
好
き
で
、
困
っ
た
和
尚
は
小
和
沢
の
川
に

魚
が
棲
ま
な
い
よ
う
に
呪
文
を
唱
え
た
の
で
、
小
和
沢
の
川
に
は

魚
が
い
な
く
な
っ
た
62
。⑭
鹿
が
池
（
高
山
市
清
見
町
牧
ケ
洞
（
ま

き
が
ほ
ら
））
の
小
魚
を
摂
ら
な
い
よ
う
に
神
様
が
鹿
に
言
い
聞

か
せ
、
そ
れ
以
降
、
神
様
の
小
魚
を
取
る
人
も
い
な
く
な
っ
た
96
。

2
．他
の
魚

2‒

1
　
大
き
な
魚

①
大
イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
吉
兵
衛
（
木
曽
郡
木
曽
町
開
田
高
原
末

川
小
野
原
）
は
家
に
着
く
と
、
持
っ
て
き
た
イ
ワ
ナ
は
姿
が
無
く
、

吉
兵
衛
は
熱
を
出
し
て
死
ん
だ
。
こ
の
淵
を
吉
兵
衛
淵
と
名
付
け

た
220
。②
山
県
市
葛
原
の
庄
屋
の
家
に
将
棋
の
腕
の
立
つ
若
者
が
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
な
り
や
の
淵
」
の
川
干
し
（
川
を
堰
き
止
め

て
魚
を
捕
る
）
を
若
者
が
反
対
し
た
が
行
う
と
、
大
ア
マ
ゴ
が
見

つ
か
り
、
祟
り
を
恐
れ
て
山
に
埋
め
た
。
そ
れ
以
来
若
者
の
姿
が

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
124
。

③
土
岐
川
の
「
ワ
ン
ゴ
の
セ
ト
ガ
淵
」（
瑞
浪
市
和
合
町
）
と

呼
ば
れ
る
場
所
に
、
大
鯉
の
主
が
棲
ん
で
い
た
。
大
鯉
は
淵
に
落

ち
た
子
ど
も
を
乗
せ
て
現
れ
、子
ど
も
は
助
か
っ
た
110
。④
下
池（
海

津
市
南
濃
町
）
の
干
拓
第
三
工
事
の
際
に
、
池
を
浚
う
と
大
き
な

鯉
（
約
一
五
㎏
）
が
出
た
の
で
、
あ
る
家
の
池
に
放
し
た
が
翌
日

に
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
池
の
主
だ
と
囁
か
れ
た
267
。⑤
下
大
榑
新

田
の
江
川
が
大
榑
川
に
流
れ
込
む
辺
り
（
安
八
郡
輪
之
内
町
）
で
、

漁
師
が
投
網
を
す
る
と
、
大
榑
川
の
主
の
「
赤
じ
じ
」（
年
を
経

た
大
緋
鯉
）
に
、
こ
の
淵
で
投
網
を
し
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

嫌
だ
と
反
抗
す
る
と
祟
り
で
死
ん
だ
304
。

さ
ら
に
、
捕
ま
っ
た
大
き
な
魚
が
仲
間
に
呼
び
戻
さ
れ
て
い
る
。

⑥
愛
西
市
立
田
町
（
下
立
田
村
）
の
池
で
漁
師
が
大
鯰
を
釣
り

上
げ
る
と
、
池
か
ら
「
お
こ
ま
」
と
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
、
釣
り
上

げ
た
鯰
が
オ
ー
イ
と
返
事
を
し
た
。
ビ
ク
を
開
け
る
と
返
事
を
し

な
が
ら
他
の
鯰
の
い
る
池
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
池
を
お
こ
ま
が

池
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
の
話
で
は
、
立
田
村
戸
倉
の
鵜
戸

川
沿
い
の
鯰
渕
に
「
お
こ
ま
鯰
」
が
い
た
と
も
言
う
257
。

さ
ら
に
、
鯰
で
は
な
く
ア
マ
ゴ
も
返
事
に
応
え
て
い
る
。

⑦
山
県
市
谷
合
の
奥
瀬
見
を
流
れ
る
神
崎
川
の
淵
で
大
ア
マ
ゴ

を
捕
ま
え
、
食
べ
よ
う
と
焼
い
て
い
る
と
、「
九
郎
こ
ー
い
」
と
呼

ぶ
声
に
応
じ
て
大
ア
マ
ゴ
は
神
崎
川
へ
戻
っ
て
行
き
、
そ
の
家
は
祟

り
で
途
絶
え
、
そ
の
後
も
恐
ろ
し
い
思
い
を
し
た
目
撃
者
な
ど
に

よ
り
、
そ
の
淵
（
九
朗
淵
）
に
近
づ
く
事
を
禁
じ
ら
れ
た
124
。

⑧
揖
斐
川
町
外
津
汲
の
内
谷
の
大
岩
（
筏
は
り
だ
し
岩
）
の
淵

に
大
山
椒
魚
が
棲
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
漁
師
が
捕
ま
え
た
が
、
ま

た
川
に
戻
し
た
。
三
年
程
後
に
子
ど
も
が
溺
れ
た
の
は
、
淵
の
主

の
大
山
椒
魚
の
せ
い
か
河
童
の
せ
い
か
分
か
ら
な
い
54
。⑨
安
八
郡

輪
之
内
町
本
戸
の
「
大
正
池
」
で
大
鯰
を
取
っ
た
村
人
は
「
大
正

池
の
主
」（「
片
目
の
魚
」
の

⑤
参
照
）
で
あ
っ
た
と
気
づ

き
、
漁
師
を
止
め
た
134
。

返
事
だ
け
で
は
な
く
、
化

け
る
魚
も
い
る
。⑩
四
十
八
滝

（
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
）

の
イ
ワ
ナ
は
、
釣
り
人
が
来

る
と
木
の
葉
に
化
け
101
、⑪
恵

那
市
三
郷
町
佐
々
良
木
の
和

尚
様
が
話
相
手
が
い
な
く
寂

し
が
っ
て
い
る
と
、
不
動
淵
の

鯉
が
じ
っ
さ
ま
に
化
け
て
毎

晩
や
っ
て
き
て
談
笑
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
食
事
で
味
噌
を
食
べ
た

翌
日
、
淵
に
口
に
味
噌
が
付
い
た
鯉
が
浮
い
て
い
た
の
で
、
和
尚

が
供
養
し
た
214
。

2‒

2
　
片
目
と
神
の
使
い
の
魚

片
目
の
伝
説
は
全
国
的
に
極
め
て
多
く
、
片
目
の
神
（
例
え
ば

多
度
神
社
の
天
目
一
箇
神
）、
地
蔵
観
音
、
牛
・
蛇
・
守
宮
・
鴨
・
鶉
・

蛙
・
河
鹿
な
ど
の
他
、
魚
で
は
鮭
・
泥
鰌
・
鰻
・
鮒
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、①
古
井
神
社
（
美
濃
加
茂
市
古
井
町
）
の
神
様
が
泣
い
て

い
る
赤
ん
坊
を
見
よ
う
と
し
て
笹
の
葉
で
目
を
突
き
、
以
来
、
笹

が
茂
っ
て
い
る
家
で
生
ま
れ
る
赤
子
の
片
目
を
小
さ
く
し
た
288
と
伝

わ
る
よ
う
に
、
人
間
も
片
目
の
多
い
村
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
由

緒
を
も
っ
て
い
る
。

柳
田
は
「
片
目
の
魚
」
94
で
、
目
の
悪
い
人
が
東
京
都
杉
並
区

の
お
寺
の
池
に
放
し
た
魚
が
片
目
に
な
り
、
甲
府
の
武
田
家
城
跡

の
堀
の
泥
鰌
は
山
本
勘
助
に
似
て
片
目
で
、
群
馬
県
富
岡
市
の
神

社
の
泉
か
ら
流
れ
出
る
水
に
棲
む
鰻
も
片
目
で
あ
る
、
等
と
多
く

の
片
目
に
関
す
る
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

さ
ら
に
柳
田
は
、
行
基
や
徳
の
あ
る
僧
が
無
理
強
い
さ
れ
て
魚

を
少
し
口
に
し
た
後
、
吐
き
出
し
た
一
片
ず
つ
が
片
目
の
魚
と
な

り
、
ま
た
、
片
目
を
矢
で
討
た
れ
て
戦
っ
た
豪
傑
が
目
を
洗
っ
た

池
の
魚
や
イ
モ
リ
が
片
目
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

柳
田
は
片
目
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
当
り
前
に
二
つ
目
を

持
っ
た
者
よ
り
も
、
片
目
に
な
っ
た
者
の
方
が
、
一
段
と
神
に
親
し

く
仕
え
る
こ
と
が
で
き
、
神
に
お
供
え
す
る
魚
と
普
通
の
も
の
と

を
区
別
す
る
為
に
、
片
目
の
魚
に
し
た
」
と
考
え
た
。

②
下
呂
市
萩
原
町
大
ヶ
洞
の
谷
川
の
淵
（
ヨ
キ
淵
）
に
あ
っ
た

松
の
大
木
を
切
り
倒
そ
う
と
し
た
片
目
の
杣
が
、
淵
に
ヨ
キ
を
落

と
し
、
拾
お
う
と
し
た
が
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
淵
で
目
撃

さ
れ
た
大
イ
ワ
ナ
は
、
片
目
だ
っ
た
97
。③
古
賀
ヶ
池
（
小
島
山
の

頂
上
。
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
）
付
近
（
サ
ル
谷
）
の
ア
マ
ゴ
は
、

猟
師
が
犬
を
飲
み
込
ん
だ
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
血
が
飛
び

散
り
、
片
目
に
な
っ

た
238
。④
桑
名
市
江

場
の
若
宮
神
社
内
の

鏡
ヶ
池
に
、
片
目
の

魚
が
住
む
55
。⑤
安
八

郡
輪
之
内
町
本
戸
の

吉
野
神
社
の
東
側
の

池
（
大
正
池
）
付
近

の
寺
の
隻
眼
の
住
職
は
囲
碁
が
好
き
で
、
洪
水
で
中
村
川
の
堤
が

「
切
れ
た
」
知
ら
せ
を
、碁
相
手
を
も
て
な
す
「
う
ど
ん
が
切
れ
た
」

と
間
違
え
、
洪
水
に
飲
み
込
ま
れ
て
出
来
た
池
の
主
と
な
り
、
こ

の
池
に
棲
む
フ
ナ
は
全
て
片
目
だ
っ
た
304
。

神
の
使
い
と
し
て
、
稲
荷
神
社
の
狐
、
春
日
神
社
の
鹿
、
八
幡

神
社
の
鳩
さ
ら
に
は
毘
沙
門
天
の
百
足
等
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

鰻
も
神
の
使
い
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
三
十
六
歌
仙
の
一
人
・
藤
原
高
光
（
九
四
〇
？
〜
九
九
四
？
）

が
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
使
い
で
あ
る
鰻
の
道
案
内
で
、
粥
川
（
郡
上

市
美
並
町
）
源
流
部
の
瓢
ヶ
岳
（
一
一
六
三
m
）
に
住
む
牛
に
似

た
姿
の
鬼
を
退
治
し
た
。
鬼
退
治
後
、
高
光
は
都
に
帰
る
と
き
、

鰻
は
虚
空
蔵
菩
薩
の
お
使
い
だ
か
ら
大
切
に
し
な
さ
い
と
村
人
に

言
い
聞
か
せ
た
237
。

ま
た
、
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ
ウ
も
神

の
使
い
を
し
て
い
る
。⑦
座
禅
修

行
中
の
僧
侶
が
宮
川
の
音
に
煩
わ

さ
れ
る
の
で
、一
宮
水
無
神
社
（
高

山
市
一
之
宮
町
）
の
神
様
が
川
の

音
を
静
か
に
す
る
よ
う
に
ア
ジ
メ

ド
ジ
ョ
ウ
に
命
じ
た
。
ア
ジ
メ
ド

ジ
ョ
ウ
は
水
無
神
社
前
の
川
の
流

れ
を
砂
の
下
に
潜
ら
せ
、
河
原
の

よ
う
に
し
た
。
こ
の
土
地
の
人
は

神
の
使
い
と
し
て
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ

ウ
は
食
べ
な
い
120
。

乙
姫
様
の
召
使
い
の
大
蛇
も
い
た
。⑧
加
賀
の
白
山
か
ら
お
姫

様
が
二
匹
の
大
蛇
を
お
伴
に
飛
来
し
て
、
御
殿
山
（
美
濃
加
茂
市

三
和
町
と
七
宗
町
神
渕
の
境
）
で
里
人
を
守
ら
れ
た
。
山
の
西
の

高
野
洞
を
流
れ
る
谷
川
の
口
蛇
淵
・
奥
蛇
淵
の
二
つ
の
滝
に
、
お

伴
の
二
匹
の
大
蛇
が
棲
む
。
ま
た
、
姫
は
山
の
西
裏
側
（
関
市
下

之
保
）
の
乙
女
滝
で
身
を
清
め
た
と
言
う
288
。

2‒

3
　
そ
の
他

①
徳
山
ダ
ム
上
流
の
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
塚
で
、
ヤ
マ
メ
や
イ
ワ

ナ
を
大
量
に
釣
っ
た
ら
、「
ま
あ
、
よ
い
か
ァ
!
」
と
岩
下
か
ら
声

が
し
た
85
。②
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
（
旧
徳
山
村
塚
）
で
、
道
の
端

を
歩
い
て
い
る
と
蓑
に
何
か
が
喰
い
つ
き
、
切
り
は
ら
う
と
大
イ
ワ

ナ
だ
っ
た
262
。③
一
宮
市
浅
井
町
東
浅
井
の
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る

時
、
村
人
の
夢
枕
に
鯉
が
現
れ
、
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
の
で
そ

ち
ら
の
池
に
置
い
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
見

知
ら
ぬ
男
が
火
の
玉
に
な
っ
て
池
に
飛
び
込
ん
だ
。
浅
井
の
池
に

は
主
が
い
る
1
。④
小
さ
な
お
社
の
前
の
清
水
の
湧
く
池
が
養
老
線

路
沿
い
（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）
の
田
ん
ぼ
の
中
の
小
さ
な
森
に

あ
る
。
そ
こ
の
魚
を
取
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
者

が
掟
を
破
り
、
捕
っ
た
魚
は
蛇
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
23
。

な
お
、「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
と
極
め
て
類
似
し
た
話

と
し
て
、⑤
古
河
城
主
が
飛
騨

匠
（
甚
兵
衛
）
に
命
じ
て
造

ら
せ
た
火
災
防
止
の
鯉
の
彫

刻
を
五
社
明
神
（
飛
騨
市
古

川
町
高
野
）
の
社
殿
に
奉
納

し
た
が
、
鯉
が
宮
川
の
水
を

呼
び
寄
せ
、
次
第
に
川
が
五

社
明
神
に
接
近
す
る
た
め
、

甚
兵
衛
を
探
し
た
が
、
甚
兵

衛
は
次
の
仕
事
で
越
後
へ
旅

立
ち
、
出
羽
で
亡
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
102
。

2‒

4
　
K
I
S
S
O
の
魚
伝
説
五
編

①「
杣
ヶ
池
の
恋
物
語
（
三
二
号
）」
220
は
、
娘
が
恋
し
い
樵
に

合
う
た
め
イ
ワ
ナ
に
化
け
た
話
で
あ
る
が
、
娘
が
蛇
体
の
寝
姿
を

見
ら
れ
た
の
で
、
主
人
か
ら
池
を
貰
っ
て
身
を
隠
し
た
51
と
も
伝

わ
っ
て
い
る
。

「
平
群
池
の
不
思
議
な
伝
説
（
三
九
号
）」
55
は
、
捕
っ
て
は
い

け
な
い
池
で
大
鯰
を
捕
っ
た
が
、
漁
師
は
池
か
ら
の
呼
び
か
け
に

返
事
を
し
た
大
鯰
に
驚
き
、
池
に
鯰
を
返
し
た
が
、
漁
師
は
死
亡

し
た
。

「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
は
、
神
社
の
ひ
さ
し
に
掘
っ
た

鯉
の
出
来
栄
え
が
良
く
て
川
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
、
彫
っ
た
矢
を

鯉
に
向
け
て
、
川
が
神
社
に
近
づ
か
な
く
し
た
。

「
平
瀬
池
の
大
金
魚（
九
八
号
）」257
は
、平
瀬
池（
愛
西
市
森
川
）

で
夜
漁
を
し
て
い
る
と
、
大
き
な
金
魚
が
出
た
。
見
た
者
は
し
ば

ら
く
寝
込
ん
だ
。
な
お
、
平
瀬
池
の
埋
め
立
て
は
、
遊
水
地
と
し

て
機
能
し
た
池
沼
が
排
水
機
場
の
新
設
と
と
も
に
不
必
要
と
な
っ

た
た
め
、「
立
田
地
区
補
助
干
拓
事
業
」
と
し
て
昭
和
二
六
（
一

九
五
一
）
年
一
〇
月
〜
同
三
五
年
三
月
終
了
予
定
で
木
曽
川
で
の

浚
渫
・
堆
積
土
砂
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
。

「
池
の
鯉
を
助
け
た
和
尚
さ
ん
（
九
九
号
）」
87
は
、
酒
癖
の
悪

い
主
人
が
下
僕
の
肩
を
酔
っ
て
切
っ
た
が
、
観
音
様
が
身
代
わ
り

に
な
っ
た「
身
代
わ
り
観
音
」と
、若
者
が
寺
付
近
の
池
の
鯉
を
捕
っ

て
食
べ
よ
う
と
し
た
の
で
、
住
職
が
鯉
を
落
ち
葉
に
代
え
て
助
け

た
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

3
．獣
の
話

　
　
　
3‒

1
　
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
　

キ
ツ
ネ
の
語
源
に
つ
い
て
、『
日
本
霊
異
記
』
は
欽
明
天
皇
（
五

〇
九
?
〜
五
七
一
）
の
時
代
、
美
濃
国
大
野
郡
の
キ
ツ
ネ
が
「
異

類
婚
姻
」
で
子
を
産
ん
だ
が
、
犬
に
吠
え
ら
れ
て
狐
と
分
か
っ
て

か
ら
も
、
夫
の
所
へ
「
…
い
つ
で
も
来
つ
寝
…
」
た
の
で
、
岐
都

禰
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
平
安
時
代
の
陰
陽
師
阿
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）

は
、
信
太
の
森
（
現
大
阪
府
和
泉
市
）
の
白
狐
が
葛
の
葉
姫
に
化

け
て
安
部
保
名
と
も
う
け
た
一
子
で
、
白
狐
は
正
体
を
知
ら
れ
て

古
巣
に
帰
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
狐
と
稲
荷
神
と
の
関
係
は
、
当
て
字
に
よ
る
結
果
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
素
戔
嗚
尊
の
子
供
で
穀
物
の
神
で
あ
る
宇
迦
之

御
魂
神
の
別
名
・
御
饌
津
神
は
稲
荷
神
社
の
祭
神
で
あ
り
、
キ
ツ

ネ
の
古
名
「
ケ
ツ
」
か
ら
、「
み
け
つ
」
に
「
三
狐
神
」
と
当
て

字
を
行
い
、
や
が
て
狐
は
稲
荷
神
の
使
い
、
又
は
眷
属
に
収
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、狐
は
穀
物
を
食
い
荒
ら
す
鼠
を
捕
食
し
、

さ
ら
に
体
色
や
尻
尾
の
形
が
実
っ
た
稲
穂
に
似
て
お
り
、「
三
狐

神
」
は
上
手
い
当
て
字
で
あ
る
。

3‒

2
　
獣
が
化
け
た
話
　

①
舟
か
ら
投
網
で
漁
を
す
る
漁

師
は
毎
夜
、
み
ぞ
川
と
呼
ば
れ
る

五
色
岩
付
近
の
入
江
（
加
茂
郡
坂

祝
町
）
に
繋
が
れ
た
舟
の
舳
先
に

座
る
黒
ん
坊
と
言
葉
を
交
わ
す
よ

う
に
な
っ
た
。
冬
に
狸
の
死
骸
を

見
つ
け
た
後
、
黒
ん
坊
と
会
う
こ

と
は
な
く
、
狸
を
弔
っ
て
や
っ
た

61
。②
尾
張
で
の
「
ご
馳
走
よ
ば

れ
」
で
小
杁
（
江
南
市
小
杁
町
）

か
ら
小
綱
（
川
島
小
綱
町
）
へ
小

杁
の
渡
し
で
帰
る
際
、
小
綱
の
水
神
様
の
茂
み
の
キ
ツ
ネ
に
料
理

を
置
い
て
く
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
キ
ツ
ネ
は
船
頭
に

化
け
て
小
杁
に
迎
え
に
来
て
く
れ
た
り
も
し
た
。
堤
防
沿
い
に
あ
っ

た
水
神
様
は
、
神
明
神
社
南
か
ら
岐
阜
県
消
防
学
校
の
南
端
の

堤
防
側
に
山
の
神
と
共
に
移
さ
れ
て
い
る
40
。③
牛
子
渡
し
（
別

名
松
倉
渡
し
。
各
務
原
市
川
島
松
倉
町
）
の
船
頭
が
夜
中
に
、

若
い
娘
を
舟
に
乗
せ
た
。
そ
の
後
娘
は
、
夜
毎
来
て
は
船
頭
の
小

屋
で
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
来
て
寝
る
」
か
ら
「
き
つ
ね
」
と
い

う
名
が
付
い
た
と
も
い
わ
れ
る
40
。④
夜
中
に
橋
を
渡
る
と
意
識

伊妙・見座林道開始点から約800m上流の比較的大きな淵
（釜淵ではない）

『斐太後風土記』の笹魚の説明。
（ネットから）
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

地図データ©2017 Google、ZENRIN     利用規約

が
違
い
道
に
迷
っ
た
。
夜
明
け
に
北
村（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）

の
お
寺
の
奥
で
、
川
獺
に
化
か
さ
れ
た
と
気
が
つ
い
た
60
。⑤
上
ヶ

瀬
か
ら
狐
塚
辺
り
は
、
寂
し
い
所
。
籠
一
杯
の
鰯
を
買
い
込
ん
で

広
瀬
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）
に
戻
る
途
中
、
上
ヶ
瀬
で
大

勢
の
人
夫
に
鰯
を
売
り
、
札
を

も
ら
う
。
夜
明
け
に
札
は
椿
の

葉
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

川
獺
に
や
ら
れ
た
60
。

3‒

3
　
K
I
S
S
O
の
狐
三
編
　

「
い
た
ず
ら
き
つ
ね
の
お
話
（
二
四
号
）」
257
は
、
小
茂
井
（
愛

西
市
小
茂
井
町
）
の
女
ぎ
つ
ね
と
葛
木
（
愛
西
市
葛
木
町
）
の
渡

し
に
住
む
腹
ペ
コ
ぎ
つ
ね
の
二
話
で
あ
る
。

「
キ
ツ
ネ
の
ひ
っ
こ
し
（
五
九
号
）」
234
は
、
木
曽
岬
町
の
船
頭

の
所
に
、
綺
麗
な
女
が
舟
を
頼
み
に
来
た
。
引
き
受
け
て
言
わ
れ

た
場
所
に
着
く
と
、
大
勢
の
狐
が
舟
か
ら
飛
び
降
り
た
。
着
い
た

先
は
「
ツ
タ
ゴ
ウ
リ
」（
今
の
知
多
半
島
の
ど
こ
か
）
で
、
舟
賃

は
木
の
葉
で
あ
っ
た
。
お
金
が
木
の
葉
で
あ
っ
た
話
は
各
地
に
多

く
あ
る
。

「
孫
太
郎
狐
と
尾
白
狐
（
八
五
号
）」
232
は
、
雌
雄
の
狐
が
仲

良
く
暮
ら
し
て
い
た
。
雄
が
弁
財
天
に
心
を
移
し
て
不
仲
に
な
っ

た
が
、弁
財
天
に
諭
さ
れ
仲
良
く
な
っ
た
。
な
お
、「
岩
は
沈
ん
だ
」

が
、
弁
財
天
社
は
川
辺
ダ
ム
上
流
約
四
〇
〇
m
左
岸
の
川
岸
に

移
転
し
て
い
る
。

本
章
第
一
、
二
節
で
は
、
谷
川
の
魚
（
主
に
岩
魚
）
や
主
に
下

流
部
で
伝
わ
っ
た
片
目
の
魚
な
ど
の
伝
説
に
触
れ
、
第
三
節
で
、

狐
等
の
獣
に
関
す
る
伝
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

1
．岩
魚

サ
ケ
目
サ
ケ
科
イ
ワ
ナ
属
の
イ
ワ
ナ
（
岩
魚
）
は
、
年
間
を
通

じ
て
水
温
一
五
度
以
下
の
深
山
幽
谷
に
棲
み
、
総
じ
て
獰
猛
か
つ

雑
食
性
で
、
山
椒
魚
や
鼠
さ
ら
に
蛇
す
ら
飲
み
込
む
事
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
イ
ワ
ナ
は
、「
谷
の
精
霊
」
と
か
「
渓
流
の
王
者
」「
幻

の
怪
魚
」「
神
秘
の
美
魚
」

と
い
っ
た
様
々
な
形
容
詞
で

飾
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

全
国
各
地
に
神
秘
と
幻
に

包
ま
れ
た
伝
説
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

高
山
市
丹
生
川
町
で
は
大

型
の
イ
ワ
ナ
が
い
た
た
め
、
イ
ワ
ナ
を
一
本
、
二
本
と
数
え
た
269
。

飛
騨
で
は
、
魚
に
似
た
笹
（
笹
魚
）
が
稀
に
生
じ
、
三
月
〜
四

月
に
動
き
出
し
て
川
に
落
ち
、イ
ワ
ナ
に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
に
『
飛
州
志
』
を
編
集
し
た
高
山
第

七
代
代
官
長
谷
川
忠
崇
は
、
笹
魚
が
イ
ワ
ナ
に
な
る
の
か
焼
い
て

匂
い
を
嗅
ぎ
、
笹
魚
は
、
蠅
（
笹
魚
玉
蠅
）
が
笹
の
側
芽
に
卵
を

産
ん
で
発
生
す
る
笹
の
病
気
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ワ
ナ
に
な

る
笹
魚
は
高
山
市
丹
生
川
町
の
十
二
ヶ
岳
（
一
三
二
六
m
）
や
平

湯
方
面
に
沢
山
あ
る
269
。

1‒

1
　
岩
魚
と
団
子
　

中
津
川
市
付
知
町
や
下
呂
市
辺
り
で
は
ヤ
マ
ト
岩
魚
を
「
ソ
ウ

タ
ケ
」
と
呼
び
、
大
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
団
子
や
粥
等
を
振

舞
わ
れ
る
伝
説
に
因
み
、
大
イ
ワ
ナ
を
ソ
ウ
タ
ケ
坊
主
と
も
呼
ん

で
い
る
。
以
下
に
、
旅
僧
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

①
木
曽
郡
王
滝
村
滝
越
の
一
軒
家
に
宿
を
乞
う
た
旅
僧
は
麦
粥

で
も
て
な
さ
れ
た
。
翌
朝
、
氷
瀬
の
淵
で
死
ん
だ
大
イ
ワ
ナ
が
見

つ
か
り
、
腹
か
ら
の
麦
粥
で
旅
僧
だ
と
分
か
っ
た
51
。②
高
山
市
国

府
町
瓜
巣
で
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
た
大
イ
ワ
ナ
が
御
飯
を
何
度
か

も
ら
い
に
来
た
の
で
、
毒
入
り
団
子
を
持
た
せ
る
と
、
翌
日
淵
に

大
イ
ワ
ナ
が
浮
い
て
い
た
59
。③
高
山
市
久
々
野
町
久
須
母
の
集

落
に
、
お
坊
の
姿
で
養
蚕
の
神
様
に
お
供
え
す
る
初
午
の
団
子
を

食
べ
た
イ
ワ
ナ
が
棲
む
淵
（
団
子
淵
）
が
あ
っ
た
101
。④
横
尾
集

落
（
高
山
市
丹
生
川
町
折
敷
地
）
の
人
々
が
滝
壺
（
同
心
滝
）

の
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
相
談
を
し
て
い
る
と
、
同
心
和
尚
と
名
乗
る

僧
が
イ
ワ
ナ
を
捕
ら
な
い
よ
う
に
諌
め
た
。
翌
日
大
岩
魚
が
捕
れ
、

腹
か
ら
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
粟
飯
が
出
て
き
た
269
。⑤
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
に
岩
魚
の
干
物
を
も
ら
っ
て
出
汁
に
し
て
団
子
汁
食
べ

た
。
翌
日
、淵（
化
淵
。
郡
上
市
明
宝
小
川
）で
大
き
な
岩
魚
を
釣
っ

た
ら
腹
か
ら
団
子
が
出
て
き
た
295
。⑥
下
呂
市
小
坂
町
大
島
で
、

旅
僧
に
初
午
団
子
を
振
舞
っ
た
後
、
あ
と
を
つ
け
る
と
谷
下
の
淵

で
見
失
う
。
翌
日
淵
に
大
イ
ワ
ナ
が
浮
か
ん
で
い
て
、
腹
か
ら
団

子
が
出
て
来
た
218
。

場
所
は
不
明
だ
が
、
飛
騨
の
伝
え
話
と
し
て
、⑦
お
坊
が
飛
騨

の
山
深
い
地
の
宿
に
現
れ
、
宿
泊
客
に
イ
ワ
ナ
釣
り
を
止
め
る
よ

う
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
翌
日
大
き
な
岩
魚
が
釣
り
上
げ
る
と
、

腹
か
ら
お
坊
が
食
べ
た
五
平
餅
が
出
て
き
た
108
。⑧
関
市
板
取
三

洞
で
、
旅
僧
に
小
麦
の
団
子
を
振
舞
い
、
さ
ら
に
、
川
で
大
き
な

イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
の
で
振
舞
お
う
と
し
た
ら
、
旅
僧
は
い
な
く
な

り
、
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
先
ほ
ど
の
団
子
が
出
て
き
た
8
。

1‒

2
　
毒
汁（「
ね
」）流
し
　

植
物
か
ら
作
る
毒
汁（「
ね
」）

を
流
す
漁
法
を
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
が
諌
め
て
い
る
。

①
木
曽
郡
上
松
町
小
川
焼

笹
の
淵
で
、
毒
汁
で
魚
を
捕

る
計
画
を
し
て
い
る
と
、
旅

僧
が
止
め
た
が
言
う
こ
と
を

聞
か
ず
、
捕
ま
え
た
イ
ワ
ナ

が
僧
だ
と
分
か
る
202
。②
笹
魚

が
イ
ワ
ナ
に
な
っ
た
と
伝
わ
る

釜
ヶ
淵
（
高
山
市
丹
生
川
町

岩
井
谷
）
の
大
イ
ワ
ナ
を
「
ね
」
で
捕
る
相
談
を
諌
め
た
僧
が
団

子
を
貰
っ
た
。
忠
告
を
聞
か
ず
に
漁
を
し
て
捕
っ
た
大
イ
ワ
ナ
の

腹
か
ら
、
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
269
。
ま
た
、③
岩

井
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
の
奥
丹
生
川
）
で
は
、
五
月
五
日
の

端
午
の
節
句
の
笹
餅
を
食
べ
た
旅
僧
が
イ
ワ
ナ
で
あ
っ
た
か
ら
、

端
午
の
節
句
に
笹
餅
を
作
ら
な
い
51
。④
虚
無
僧
に
団
子
を
振

舞
っ
た
後
、
山
椒
の
葉
と
ク
ル
ミ
を
混
ぜ
て
練
っ
た
毒
薬
を
布
淵

（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）
に
流
し
て
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
と
、
腹
か
ら

振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
来
た
53
。
な
お
、⑤
布
淵
の
岩
魚
を
食
べ

た
人
々
に
祟
り
が
あ
っ
た
と
も
言
う
295
。⑥
伊
妙
谷
の
釜
淵
（
郡

上
市
明
宝
気
良
）
の
主
の
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
来
て
、
山
椒

る
と
、
お
坊
が
現
れ
、
止
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
約
束
し
た
。
し
か

し
約
束
を
破
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
お
腹
に
お
坊
が
食
べ
た
飯

が
入
っ
て
い
た
81
。⑨「
ね
」（
山
椒
と
灰
の
ア
ク
汁
で
つ
く
っ
た
毒

薬
）
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
坊
主
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
が
現

れ
て
止
め
た
。
翌
日
、
磯
ン
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
山
手
）

の
奥
の
淵
（
坊
主
淵
）
で
捕
れ
た
大
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
前
日
の
食

事
が
出
て
き
た
262
。⑩
小
曽
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
杉
原
）
の

淵
で
大
イ
ワ
ナ
を
と
る
「
ね
」
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
僧

が
現
れ
て
諌
め
た
。
し
か
し
行
う
と
、
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
腹
か

ら
昨
日
振
舞
っ
た
小
豆
飯
が
出
て
き
た
。
こ
の
淵
は
災
害
の
度
に

崖
崩
れ
す
る
278
。

イ
ワ
ナ
で
は
な
く
ウ
ナ
ギ
の
場
合
も
あ
り
、⑪
揖
斐
郡
揖
斐
川

町
坂
内
広
瀬
（
旧
北
村
）
で
「
ね
」
を
流
す
前
夜
、
武
士
が
酒

と
赤
飯
を
御
馳
走
に
な
り
な
が
ら
、「
ね
」
を
淵
に
流
さ
な
い
で

そ
の
下
の
瀬
か
ら
流
す
よ
う
に
諌
め
た
。
聞
か
ず
に
「
ね
」
を
淵

の
皮
の
毒
団
子
で
イ
ワ
ナ
を
捕

ま
え
る
の
を
止
め
る
よ
う
に
諌

め
た
が
、
止
め
ず
に
漁
に
行
っ

た
ら
、
大
き
な
イ
ワ
ナ
の
腹
か

ら
振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
き
た

295
。⑦
漁
師
が
青
ど
ん
淵
（
ダ
ン

ゴ
淵
ま
た
は
入
道
淵
。
下
呂
市

萩
原
町
山
之
口
カ
ジ
ヤ
谷
）
で

の
漁
（
毒
液
「
ね
」
流
し
）
の

準
備
を
し
て
い
る
と
坊
主
が
現

れ
、
漁
を
止
め
る
よ
う
に
諌
め

た
が
、
漁
に
出
た
。
す
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
そ
の
腹
か
ら
は

坊
主
に
や
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
97
。

⑧
付
知
峡
（
中
津
川
市
付
知
町
）
の
奥
で
馬
酔
木
（
葉
は
有

毒
で
春
す
ず
ら
ん
に
似
た
花
を
開
く
）
を
流
し
て
魚
を
捕
っ
て
い

か
ら
入
れ
て
捕
れ
た
大
ウ
ナ
ギ
の
腹
か
ら
昨
日
の
お
赤
飯
が
出
て

き
た
。
そ
れ
以
降
、
淵
か
ら
の
用
水
は
使
え
な
く
な
っ
た
244
。

な
お
、
イ
ワ
ナ
や
住
職
、
さ
ら
に
神
様
が
魚
取
り
を
諌
め
る
話

も
あ
る
。⑫
身
重
の
妻
と
の
殺
生
し
な
い
約
束
を
妻
の
留
守
中
に

破
り
、
大
洞
山
（
一
三
四
九
m
）
か
ら
飛
騨
市
神
岡
町
割
石
に

注
ぐ
霧
茂
谷
で
イ
ワ
ナ
を
沢
山
捕
っ
て
き
て
食
べ
た
。
す
る
と
イ

ワ
ナ
が
妻
に
化
け
て
や
っ
て
来
て
、
そ
の
こ
と
を
責
め
た
の
で
残
り

の
イ
ワ
ナ
を
逃
が
し
た
104
。⑬
御
嵩
町
小
和
沢
に
あ
っ
た
西
宝
寺

（
現
在
正
願
寺
﹇
可
児
郡
御
嵩
町
中
切
﹈
に
引
っ
越
し
）
の
小
僧

は
魚
採
り
（
殺
生
）
が
好
き
で
、
困
っ
た
和
尚
は
小
和
沢
の
川
に

魚
が
棲
ま
な
い
よ
う
に
呪
文
を
唱
え
た
の
で
、
小
和
沢
の
川
に
は

魚
が
い
な
く
な
っ
た
62
。⑭
鹿
が
池
（
高
山
市
清
見
町
牧
ケ
洞
（
ま

き
が
ほ
ら
））
の
小
魚
を
摂
ら
な
い
よ
う
に
神
様
が
鹿
に
言
い
聞

か
せ
、
そ
れ
以
降
、
神
様
の
小
魚
を
取
る
人
も
い
な
く
な
っ
た
96
。

2
．他
の
魚

2‒

1
　
大
き
な
魚

①
大
イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
吉
兵
衛
（
木
曽
郡
木
曽
町
開
田
高
原
末

川
小
野
原
）
は
家
に
着
く
と
、
持
っ
て
き
た
イ
ワ
ナ
は
姿
が
無
く
、

吉
兵
衛
は
熱
を
出
し
て
死
ん
だ
。
こ
の
淵
を
吉
兵
衛
淵
と
名
付
け

た
220
。②
山
県
市
葛
原
の
庄
屋
の
家
に
将
棋
の
腕
の
立
つ
若
者
が
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
な
り
や
の
淵
」
の
川
干
し
（
川
を
堰
き
止
め

て
魚
を
捕
る
）
を
若
者
が
反
対
し
た
が
行
う
と
、
大
ア
マ
ゴ
が
見

つ
か
り
、
祟
り
を
恐
れ
て
山
に
埋
め
た
。
そ
れ
以
来
若
者
の
姿
が

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
124
。

③
土
岐
川
の
「
ワ
ン
ゴ
の
セ
ト
ガ
淵
」（
瑞
浪
市
和
合
町
）
と

呼
ば
れ
る
場
所
に
、
大
鯉
の
主
が
棲
ん
で
い
た
。
大
鯉
は
淵
に
落

ち
た
子
ど
も
を
乗
せ
て
現
れ
、子
ど
も
は
助
か
っ
た
110
。④
下
池（
海

津
市
南
濃
町
）
の
干
拓
第
三
工
事
の
際
に
、
池
を
浚
う
と
大
き
な

鯉
（
約
一
五
㎏
）
が
出
た
の
で
、
あ
る
家
の
池
に
放
し
た
が
翌
日

に
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
池
の
主
だ
と
囁
か
れ
た
267
。⑤
下
大
榑
新

田
の
江
川
が
大
榑
川
に
流
れ
込
む
辺
り
（
安
八
郡
輪
之
内
町
）
で
、

漁
師
が
投
網
を
す
る
と
、
大
榑
川
の
主
の
「
赤
じ
じ
」（
年
を
経

た
大
緋
鯉
）
に
、
こ
の
淵
で
投
網
を
し
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

嫌
だ
と
反
抗
す
る
と
祟
り
で
死
ん
だ
304
。

さ
ら
に
、
捕
ま
っ
た
大
き
な
魚
が
仲
間
に
呼
び
戻
さ
れ
て
い
る
。

⑥
愛
西
市
立
田
町
（
下
立
田
村
）
の
池
で
漁
師
が
大
鯰
を
釣
り

上
げ
る
と
、
池
か
ら
「
お
こ
ま
」
と
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
、
釣
り
上

げ
た
鯰
が
オ
ー
イ
と
返
事
を
し
た
。
ビ
ク
を
開
け
る
と
返
事
を
し

な
が
ら
他
の
鯰
の
い
る
池
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
池
を
お
こ
ま
が

池
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
の
話
で
は
、
立
田
村
戸
倉
の
鵜
戸

川
沿
い
の
鯰
渕
に
「
お
こ
ま
鯰
」
が
い
た
と
も
言
う
257
。

さ
ら
に
、
鯰
で
は
な
く
ア
マ
ゴ
も
返
事
に
応
え
て
い
る
。

⑦
山
県
市
谷
合
の
奥
瀬
見
を
流
れ
る
神
崎
川
の
淵
で
大
ア
マ
ゴ

を
捕
ま
え
、
食
べ
よ
う
と
焼
い
て
い
る
と
、「
九
郎
こ
ー
い
」
と
呼

ぶ
声
に
応
じ
て
大
ア
マ
ゴ
は
神
崎
川
へ
戻
っ
て
行
き
、
そ
の
家
は
祟

り
で
途
絶
え
、
そ
の
後
も
恐
ろ
し
い
思
い
を
し
た
目
撃
者
な
ど
に

よ
り
、
そ
の
淵
（
九
朗
淵
）
に
近
づ
く
事
を
禁
じ
ら
れ
た
124
。

⑧
揖
斐
川
町
外
津
汲
の
内
谷
の
大
岩
（
筏
は
り
だ
し
岩
）
の
淵

に
大
山
椒
魚
が
棲
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
漁
師
が
捕
ま
え
た
が
、
ま

た
川
に
戻
し
た
。
三
年
程
後
に
子
ど
も
が
溺
れ
た
の
は
、
淵
の
主

の
大
山
椒
魚
の
せ
い
か
河
童
の
せ
い
か
分
か
ら
な
い
54
。⑨
安
八
郡

輪
之
内
町
本
戸
の
「
大
正
池
」
で
大
鯰
を
取
っ
た
村
人
は
「
大
正

池
の
主
」（「
片
目
の
魚
」
の

⑤
参
照
）
で
あ
っ
た
と
気
づ

き
、
漁
師
を
止
め
た
134
。

返
事
だ
け
で
は
な
く
、
化

け
る
魚
も
い
る
。⑩
四
十
八
滝

（
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
）

の
イ
ワ
ナ
は
、
釣
り
人
が
来

る
と
木
の
葉
に
化
け
101
、⑪
恵

那
市
三
郷
町
佐
々
良
木
の
和

尚
様
が
話
相
手
が
い
な
く
寂

し
が
っ
て
い
る
と
、
不
動
淵
の

鯉
が
じ
っ
さ
ま
に
化
け
て
毎

晩
や
っ
て
き
て
談
笑
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
食
事
で
味
噌
を
食
べ
た

翌
日
、
淵
に
口
に
味
噌
が
付
い
た
鯉
が
浮
い
て
い
た
の
で
、
和
尚

が
供
養
し
た
214
。

2‒

2
　
片
目
と
神
の
使
い
の
魚

片
目
の
伝
説
は
全
国
的
に
極
め
て
多
く
、
片
目
の
神
（
例
え
ば

多
度
神
社
の
天
目
一
箇
神
）、
地
蔵
観
音
、
牛
・
蛇
・
守
宮
・
鴨
・
鶉
・

蛙
・
河
鹿
な
ど
の
他
、
魚
で
は
鮭
・
泥
鰌
・
鰻
・
鮒
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、①
古
井
神
社
（
美
濃
加
茂
市
古
井
町
）
の
神
様
が
泣
い
て

い
る
赤
ん
坊
を
見
よ
う
と
し
て
笹
の
葉
で
目
を
突
き
、
以
来
、
笹

が
茂
っ
て
い
る
家
で
生
ま
れ
る
赤
子
の
片
目
を
小
さ
く
し
た
288
と
伝

わ
る
よ
う
に
、
人
間
も
片
目
の
多
い
村
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
由

緒
を
も
っ
て
い
る
。

柳
田
は
「
片
目
の
魚
」
94
で
、
目
の
悪
い
人
が
東
京
都
杉
並
区

の
お
寺
の
池
に
放
し
た
魚
が
片
目
に
な
り
、
甲
府
の
武
田
家
城
跡

の
堀
の
泥
鰌
は
山
本
勘
助
に
似
て
片
目
で
、
群
馬
県
富
岡
市
の
神

社
の
泉
か
ら
流
れ
出
る
水
に
棲
む
鰻
も
片
目
で
あ
る
、
等
と
多
く

の
片
目
に
関
す
る
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

さ
ら
に
柳
田
は
、
行
基
や
徳
の
あ
る
僧
が
無
理
強
い
さ
れ
て
魚

を
少
し
口
に
し
た
後
、
吐
き
出
し
た
一
片
ず
つ
が
片
目
の
魚
と
な

り
、
ま
た
、
片
目
を
矢
で
討
た
れ
て
戦
っ
た
豪
傑
が
目
を
洗
っ
た

池
の
魚
や
イ
モ
リ
が
片
目
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

柳
田
は
片
目
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
当
り
前
に
二
つ
目
を

持
っ
た
者
よ
り
も
、
片
目
に
な
っ
た
者
の
方
が
、
一
段
と
神
に
親
し

く
仕
え
る
こ
と
が
で
き
、
神
に
お
供
え
す
る
魚
と
普
通
の
も
の
と

を
区
別
す
る
為
に
、
片
目
の
魚
に
し
た
」
と
考
え
た
。

②
下
呂
市
萩
原
町
大
ヶ
洞
の
谷
川
の
淵
（
ヨ
キ
淵
）
に
あ
っ
た

松
の
大
木
を
切
り
倒
そ
う
と
し
た
片
目
の
杣
が
、
淵
に
ヨ
キ
を
落

と
し
、
拾
お
う
と
し
た
が
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
淵
で
目
撃

さ
れ
た
大
イ
ワ
ナ
は
、
片
目
だ
っ
た
97
。③
古
賀
ヶ
池
（
小
島
山
の

頂
上
。
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
）
付
近
（
サ
ル
谷
）
の
ア
マ
ゴ
は
、

猟
師
が
犬
を
飲
み
込
ん
だ
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
血
が
飛
び

散
り
、
片
目
に
な
っ

た
238
。④
桑
名
市
江

場
の
若
宮
神
社
内
の

鏡
ヶ
池
に
、
片
目
の

魚
が
住
む
55
。⑤
安
八

郡
輪
之
内
町
本
戸
の

吉
野
神
社
の
東
側
の

池
（
大
正
池
）
付
近

の
寺
の
隻
眼
の
住
職
は
囲
碁
が
好
き
で
、
洪
水
で
中
村
川
の
堤
が

「
切
れ
た
」
知
ら
せ
を
、碁
相
手
を
も
て
な
す
「
う
ど
ん
が
切
れ
た
」

と
間
違
え
、
洪
水
に
飲
み
込
ま
れ
て
出
来
た
池
の
主
と
な
り
、
こ

の
池
に
棲
む
フ
ナ
は
全
て
片
目
だ
っ
た
304
。

神
の
使
い
と
し
て
、
稲
荷
神
社
の
狐
、
春
日
神
社
の
鹿
、
八
幡

神
社
の
鳩
さ
ら
に
は
毘
沙
門
天
の
百
足
等
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

鰻
も
神
の
使
い
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
三
十
六
歌
仙
の
一
人
・
藤
原
高
光
（
九
四
〇
？
〜
九
九
四
？
）

が
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
使
い
で
あ
る
鰻
の
道
案
内
で
、
粥
川
（
郡
上

市
美
並
町
）
源
流
部
の
瓢
ヶ
岳
（
一
一
六
三
m
）
に
住
む
牛
に
似

た
姿
の
鬼
を
退
治
し
た
。
鬼
退
治
後
、
高
光
は
都
に
帰
る
と
き
、

鰻
は
虚
空
蔵
菩
薩
の
お
使
い
だ
か
ら
大
切
に
し
な
さ
い
と
村
人
に

言
い
聞
か
せ
た
237
。

ま
た
、
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ
ウ
も
神

の
使
い
を
し
て
い
る
。⑦
座
禅
修

行
中
の
僧
侶
が
宮
川
の
音
に
煩
わ

さ
れ
る
の
で
、一
宮
水
無
神
社
（
高

山
市
一
之
宮
町
）
の
神
様
が
川
の

音
を
静
か
に
す
る
よ
う
に
ア
ジ
メ

ド
ジ
ョ
ウ
に
命
じ
た
。
ア
ジ
メ
ド

ジ
ョ
ウ
は
水
無
神
社
前
の
川
の
流

れ
を
砂
の
下
に
潜
ら
せ
、
河
原
の

よ
う
に
し
た
。
こ
の
土
地
の
人
は

神
の
使
い
と
し
て
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ

ウ
は
食
べ
な
い
120
。

乙
姫
様
の
召
使
い
の
大
蛇
も
い
た
。⑧
加
賀
の
白
山
か
ら
お
姫

様
が
二
匹
の
大
蛇
を
お
伴
に
飛
来
し
て
、
御
殿
山
（
美
濃
加
茂
市

三
和
町
と
七
宗
町
神
渕
の
境
）
で
里
人
を
守
ら
れ
た
。
山
の
西
の

高
野
洞
を
流
れ
る
谷
川
の
口
蛇
淵
・
奥
蛇
淵
の
二
つ
の
滝
に
、
お

伴
の
二
匹
の
大
蛇
が
棲
む
。
ま
た
、
姫
は
山
の
西
裏
側
（
関
市
下

之
保
）
の
乙
女
滝
で
身
を
清
め
た
と
言
う
288
。

2‒

3
　
そ
の
他

①
徳
山
ダ
ム
上
流
の
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
塚
で
、
ヤ
マ
メ
や
イ
ワ

ナ
を
大
量
に
釣
っ
た
ら
、「
ま
あ
、
よ
い
か
ァ
!
」
と
岩
下
か
ら
声

が
し
た
85
。②
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
（
旧
徳
山
村
塚
）
で
、
道
の
端

を
歩
い
て
い
る
と
蓑
に
何
か
が
喰
い
つ
き
、
切
り
は
ら
う
と
大
イ
ワ

ナ
だ
っ
た
262
。③
一
宮
市
浅
井
町
東
浅
井
の
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る

時
、
村
人
の
夢
枕
に
鯉
が
現
れ
、
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
の
で
そ

ち
ら
の
池
に
置
い
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
見

知
ら
ぬ
男
が
火
の
玉
に
な
っ
て
池
に
飛
び
込
ん
だ
。
浅
井
の
池
に

は
主
が
い
る
1
。④
小
さ
な
お
社
の
前
の
清
水
の
湧
く
池
が
養
老
線

路
沿
い
（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）
の
田
ん
ぼ
の
中
の
小
さ
な
森
に

あ
る
。
そ
こ
の
魚
を
取
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
者

が
掟
を
破
り
、
捕
っ
た
魚
は
蛇
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
23
。

な
お
、「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
と
極
め
て
類
似
し
た
話

と
し
て
、⑤
古
河
城
主
が
飛
騨

匠
（
甚
兵
衛
）
に
命
じ
て
造

ら
せ
た
火
災
防
止
の
鯉
の
彫

刻
を
五
社
明
神
（
飛
騨
市
古

川
町
高
野
）
の
社
殿
に
奉
納

し
た
が
、
鯉
が
宮
川
の
水
を

呼
び
寄
せ
、
次
第
に
川
が
五

社
明
神
に
接
近
す
る
た
め
、

甚
兵
衛
を
探
し
た
が
、
甚
兵

衛
は
次
の
仕
事
で
越
後
へ
旅

立
ち
、
出
羽
で
亡
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
102
。

2‒

4
　
K
I
S
S
O
の
魚
伝
説
五
編

①「
杣
ヶ
池
の
恋
物
語
（
三
二
号
）」
220
は
、
娘
が
恋
し
い
樵
に

合
う
た
め
イ
ワ
ナ
に
化
け
た
話
で
あ
る
が
、
娘
が
蛇
体
の
寝
姿
を

見
ら
れ
た
の
で
、
主
人
か
ら
池
を
貰
っ
て
身
を
隠
し
た
51
と
も
伝

わ
っ
て
い
る
。

「
平
群
池
の
不
思
議
な
伝
説
（
三
九
号
）」
55
は
、
捕
っ
て
は
い

け
な
い
池
で
大
鯰
を
捕
っ
た
が
、
漁
師
は
池
か
ら
の
呼
び
か
け
に

返
事
を
し
た
大
鯰
に
驚
き
、
池
に
鯰
を
返
し
た
が
、
漁
師
は
死
亡

し
た
。

「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
は
、
神
社
の
ひ
さ
し
に
掘
っ
た

鯉
の
出
来
栄
え
が
良
く
て
川
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
、
彫
っ
た
矢
を

鯉
に
向
け
て
、
川
が
神
社
に
近
づ
か
な
く
し
た
。

「
平
瀬
池
の
大
金
魚（
九
八
号
）」257
は
、平
瀬
池（
愛
西
市
森
川
）

で
夜
漁
を
し
て
い
る
と
、
大
き
な
金
魚
が
出
た
。
見
た
者
は
し
ば

ら
く
寝
込
ん
だ
。
な
お
、
平
瀬
池
の
埋
め
立
て
は
、
遊
水
地
と
し

て
機
能
し
た
池
沼
が
排
水
機
場
の
新
設
と
と
も
に
不
必
要
と
な
っ

た
た
め
、「
立
田
地
区
補
助
干
拓
事
業
」
と
し
て
昭
和
二
六
（
一

九
五
一
）
年
一
〇
月
〜
同
三
五
年
三
月
終
了
予
定
で
木
曽
川
で
の

浚
渫
・
堆
積
土
砂
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
。

「
池
の
鯉
を
助
け
た
和
尚
さ
ん
（
九
九
号
）」
87
は
、
酒
癖
の
悪

い
主
人
が
下
僕
の
肩
を
酔
っ
て
切
っ
た
が
、
観
音
様
が
身
代
わ
り

に
な
っ
た「
身
代
わ
り
観
音
」と
、若
者
が
寺
付
近
の
池
の
鯉
を
捕
っ

て
食
べ
よ
う
と
し
た
の
で
、
住
職
が
鯉
を
落
ち
葉
に
代
え
て
助
け

た
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

3
．獣
の
話

　
　
　
3‒

1
　
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
　

キ
ツ
ネ
の
語
源
に
つ
い
て
、『
日
本
霊
異
記
』
は
欽
明
天
皇
（
五

〇
九
?
〜
五
七
一
）
の
時
代
、
美
濃
国
大
野
郡
の
キ
ツ
ネ
が
「
異

類
婚
姻
」
で
子
を
産
ん
だ
が
、
犬
に
吠
え
ら
れ
て
狐
と
分
か
っ
て

か
ら
も
、
夫
の
所
へ
「
…
い
つ
で
も
来
つ
寝
…
」
た
の
で
、
岐
都

禰
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
平
安
時
代
の
陰
陽
師
阿
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）

は
、
信
太
の
森
（
現
大
阪
府
和
泉
市
）
の
白
狐
が
葛
の
葉
姫
に
化

け
て
安
部
保
名
と
も
う
け
た
一
子
で
、
白
狐
は
正
体
を
知
ら
れ
て

古
巣
に
帰
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
狐
と
稲
荷
神
と
の
関
係
は
、
当
て
字
に
よ
る
結
果
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
素
戔
嗚
尊
の
子
供
で
穀
物
の
神
で
あ
る
宇
迦
之

御
魂
神
の
別
名
・
御
饌
津
神
は
稲
荷
神
社
の
祭
神
で
あ
り
、
キ
ツ

ネ
の
古
名
「
ケ
ツ
」
か
ら
、「
み
け
つ
」
に
「
三
狐
神
」
と
当
て

字
を
行
い
、
や
が
て
狐
は
稲
荷
神
の
使
い
、
又
は
眷
属
に
収
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、狐
は
穀
物
を
食
い
荒
ら
す
鼠
を
捕
食
し
、

さ
ら
に
体
色
や
尻
尾
の
形
が
実
っ
た
稲
穂
に
似
て
お
り
、「
三
狐

神
」
は
上
手
い
当
て
字
で
あ
る
。

3‒

2
　
獣
が
化
け
た
話
　

①
舟
か
ら
投
網
で
漁
を
す
る
漁

師
は
毎
夜
、
み
ぞ
川
と
呼
ば
れ
る

五
色
岩
付
近
の
入
江
（
加
茂
郡
坂

祝
町
）
に
繋
が
れ
た
舟
の
舳
先
に

座
る
黒
ん
坊
と
言
葉
を
交
わ
す
よ

う
に
な
っ
た
。
冬
に
狸
の
死
骸
を

見
つ
け
た
後
、
黒
ん
坊
と
会
う
こ

と
は
な
く
、
狸
を
弔
っ
て
や
っ
た

61
。②
尾
張
で
の
「
ご
馳
走
よ
ば

れ
」
で
小
杁
（
江
南
市
小
杁
町
）

か
ら
小
綱
（
川
島
小
綱
町
）
へ
小

杁
の
渡
し
で
帰
る
際
、
小
綱
の
水
神
様
の
茂
み
の
キ
ツ
ネ
に
料
理

を
置
い
て
く
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
キ
ツ
ネ
は
船
頭
に

化
け
て
小
杁
に
迎
え
に
来
て
く
れ
た
り
も
し
た
。
堤
防
沿
い
に
あ
っ

た
水
神
様
は
、
神
明
神
社
南
か
ら
岐
阜
県
消
防
学
校
の
南
端
の

堤
防
側
に
山
の
神
と
共
に
移
さ
れ
て
い
る
40
。③
牛
子
渡
し
（
別

名
松
倉
渡
し
。
各
務
原
市
川
島
松
倉
町
）
の
船
頭
が
夜
中
に
、

若
い
娘
を
舟
に
乗
せ
た
。
そ
の
後
娘
は
、
夜
毎
来
て
は
船
頭
の
小

屋
で
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
来
て
寝
る
」
か
ら
「
き
つ
ね
」
と
い

う
名
が
付
い
た
と
も
い
わ
れ
る
40
。④
夜
中
に
橋
を
渡
る
と
意
識
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
10
章
　
魚
と
獣
の
伝
説

が
違
い
道
に
迷
っ
た
。
夜
明
け
に
北
村（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）

の
お
寺
の
奥
で
、
川
獺
に
化
か
さ
れ
た
と
気
が
つ
い
た
60
。⑤
上
ヶ

瀬
か
ら
狐
塚
辺
り
は
、
寂
し
い
所
。
籠
一
杯
の
鰯
を
買
い
込
ん
で

広
瀬
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）
に
戻
る
途
中
、
上
ヶ
瀬
で
大

勢
の
人
夫
に
鰯
を
売
り
、
札
を

も
ら
う
。
夜
明
け
に
札
は
椿
の

葉
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

川
獺
に
や
ら
れ
た
60
。

3‒

3
　
K
I
S
S
O
の
狐
三
編
　

「
い
た
ず
ら
き
つ
ね
の
お
話
（
二
四
号
）」
257
は
、
小
茂
井
（
愛

西
市
小
茂
井
町
）
の
女
ぎ
つ
ね
と
葛
木
（
愛
西
市
葛
木
町
）
の
渡

し
に
住
む
腹
ペ
コ
ぎ
つ
ね
の
二
話
で
あ
る
。

「
キ
ツ
ネ
の
ひ
っ
こ
し
（
五
九
号
）」
234
は
、
木
曽
岬
町
の
船
頭

の
所
に
、
綺
麗
な
女
が
舟
を
頼
み
に
来
た
。
引
き
受
け
て
言
わ
れ

た
場
所
に
着
く
と
、
大
勢
の
狐
が
舟
か
ら
飛
び
降
り
た
。
着
い
た

先
は
「
ツ
タ
ゴ
ウ
リ
」（
今
の
知
多
半
島
の
ど
こ
か
）
で
、
舟
賃

は
木
の
葉
で
あ
っ
た
。
お
金
が
木
の
葉
で
あ
っ
た
話
は
各
地
に
多

く
あ
る
。

「
孫
太
郎
狐
と
尾
白
狐
（
八
五
号
）」
232
は
、
雌
雄
の
狐
が
仲

良
く
暮
ら
し
て
い
た
。
雄
が
弁
財
天
に
心
を
移
し
て
不
仲
に
な
っ

た
が
、弁
財
天
に
諭
さ
れ
仲
良
く
な
っ
た
。
な
お
、「
岩
は
沈
ん
だ
」

が
、
弁
財
天
社
は
川
辺
ダ
ム
上
流
約
四
〇
〇
m
左
岸
の
川
岸
に

移
転
し
て
い
る
。

本
章
第
一
、
二
節
で
は
、
谷
川
の
魚
（
主
に
岩
魚
）
や
主
に
下

流
部
で
伝
わ
っ
た
片
目
の
魚
な
ど
の
伝
説
に
触
れ
、
第
三
節
で
、

狐
等
の
獣
に
関
す
る
伝
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

1
．岩
魚

サ
ケ
目
サ
ケ
科
イ
ワ
ナ
属
の
イ
ワ
ナ
（
岩
魚
）
は
、
年
間
を
通

じ
て
水
温
一
五
度
以
下
の
深
山
幽
谷
に
棲
み
、
総
じ
て
獰
猛
か
つ

雑
食
性
で
、
山
椒
魚
や
鼠
さ
ら
に
蛇
す
ら
飲
み
込
む
事
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
イ
ワ
ナ
は
、「
谷
の
精
霊
」
と
か
「
渓
流
の
王
者
」「
幻

の
怪
魚
」「
神
秘
の
美
魚
」

と
い
っ
た
様
々
な
形
容
詞
で

飾
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

全
国
各
地
に
神
秘
と
幻
に

包
ま
れ
た
伝
説
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

高
山
市
丹
生
川
町
で
は
大

型
の
イ
ワ
ナ
が
い
た
た
め
、
イ
ワ
ナ
を
一
本
、
二
本
と
数
え
た
269
。

飛
騨
で
は
、
魚
に
似
た
笹
（
笹
魚
）
が
稀
に
生
じ
、
三
月
〜
四

月
に
動
き
出
し
て
川
に
落
ち
、イ
ワ
ナ
に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
に
『
飛
州
志
』
を
編
集
し
た
高
山
第

七
代
代
官
長
谷
川
忠
崇
は
、
笹
魚
が
イ
ワ
ナ
に
な
る
の
か
焼
い
て

匂
い
を
嗅
ぎ
、
笹
魚
は
、
蠅
（
笹
魚
玉
蠅
）
が
笹
の
側
芽
に
卵
を

産
ん
で
発
生
す
る
笹
の
病
気
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ワ
ナ
に
な

る
笹
魚
は
高
山
市
丹
生
川
町
の
十
二
ヶ
岳
（
一
三
二
六
m
）
や
平

湯
方
面
に
沢
山
あ
る
269
。

1‒

1
　
岩
魚
と
団
子
　

中
津
川
市
付
知
町
や
下
呂
市
辺
り
で
は
ヤ
マ
ト
岩
魚
を
「
ソ
ウ

タ
ケ
」
と
呼
び
、
大
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
団
子
や
粥
等
を
振

舞
わ
れ
る
伝
説
に
因
み
、
大
イ
ワ
ナ
を
ソ
ウ
タ
ケ
坊
主
と
も
呼
ん

で
い
る
。
以
下
に
、
旅
僧
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

①
木
曽
郡
王
滝
村
滝
越
の
一
軒
家
に
宿
を
乞
う
た
旅
僧
は
麦
粥

で
も
て
な
さ
れ
た
。
翌
朝
、
氷
瀬
の
淵
で
死
ん
だ
大
イ
ワ
ナ
が
見

つ
か
り
、
腹
か
ら
の
麦
粥
で
旅
僧
だ
と
分
か
っ
た
51
。②
高
山
市
国

府
町
瓜
巣
で
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
た
大
イ
ワ
ナ
が
御
飯
を
何
度
か

も
ら
い
に
来
た
の
で
、
毒
入
り
団
子
を
持
た
せ
る
と
、
翌
日
淵
に

大
イ
ワ
ナ
が
浮
い
て
い
た
59
。③
高
山
市
久
々
野
町
久
須
母
の
集

落
に
、
お
坊
の
姿
で
養
蚕
の
神
様
に
お
供
え
す
る
初
午
の
団
子
を

食
べ
た
イ
ワ
ナ
が
棲
む
淵
（
団
子
淵
）
が
あ
っ
た
101
。④
横
尾
集

落
（
高
山
市
丹
生
川
町
折
敷
地
）
の
人
々
が
滝
壺
（
同
心
滝
）

の
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
相
談
を
し
て
い
る
と
、
同
心
和
尚
と
名
乗
る

僧
が
イ
ワ
ナ
を
捕
ら
な
い
よ
う
に
諌
め
た
。
翌
日
大
岩
魚
が
捕
れ
、

腹
か
ら
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
粟
飯
が
出
て
き
た
269
。⑤
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
に
岩
魚
の
干
物
を
も
ら
っ
て
出
汁
に
し
て
団
子
汁
食
べ

た
。
翌
日
、淵（
化
淵
。
郡
上
市
明
宝
小
川
）で
大
き
な
岩
魚
を
釣
っ

た
ら
腹
か
ら
団
子
が
出
て
き
た
295
。⑥
下
呂
市
小
坂
町
大
島
で
、

旅
僧
に
初
午
団
子
を
振
舞
っ
た
後
、
あ
と
を
つ
け
る
と
谷
下
の
淵

で
見
失
う
。
翌
日
淵
に
大
イ
ワ
ナ
が
浮
か
ん
で
い
て
、
腹
か
ら
団

子
が
出
て
来
た
218
。

場
所
は
不
明
だ
が
、
飛
騨
の
伝
え
話
と
し
て
、⑦
お
坊
が
飛
騨

の
山
深
い
地
の
宿
に
現
れ
、
宿
泊
客
に
イ
ワ
ナ
釣
り
を
止
め
る
よ

う
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
翌
日
大
き
な
岩
魚
が
釣
り
上
げ
る
と
、

腹
か
ら
お
坊
が
食
べ
た
五
平
餅
が
出
て
き
た
108
。⑧
関
市
板
取
三

洞
で
、
旅
僧
に
小
麦
の
団
子
を
振
舞
い
、
さ
ら
に
、
川
で
大
き
な

イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
の
で
振
舞
お
う
と
し
た
ら
、
旅
僧
は
い
な
く
な

り
、
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
先
ほ
ど
の
団
子
が
出
て
き
た
8
。

1‒

2
　
毒
汁（「
ね
」）流
し
　

植
物
か
ら
作
る
毒
汁（「
ね
」）

を
流
す
漁
法
を
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
が
諌
め
て
い
る
。

①
木
曽
郡
上
松
町
小
川
焼

笹
の
淵
で
、
毒
汁
で
魚
を
捕

る
計
画
を
し
て
い
る
と
、
旅

僧
が
止
め
た
が
言
う
こ
と
を

聞
か
ず
、
捕
ま
え
た
イ
ワ
ナ

が
僧
だ
と
分
か
る
202
。②
笹
魚

が
イ
ワ
ナ
に
な
っ
た
と
伝
わ
る

釜
ヶ
淵
（
高
山
市
丹
生
川
町

岩
井
谷
）
の
大
イ
ワ
ナ
を
「
ね
」
で
捕
る
相
談
を
諌
め
た
僧
が
団

子
を
貰
っ
た
。
忠
告
を
聞
か
ず
に
漁
を
し
て
捕
っ
た
大
イ
ワ
ナ
の

腹
か
ら
、
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
269
。
ま
た
、③
岩

井
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
の
奥
丹
生
川
）
で
は
、
五
月
五
日
の

端
午
の
節
句
の
笹
餅
を
食
べ
た
旅
僧
が
イ
ワ
ナ
で
あ
っ
た
か
ら
、

端
午
の
節
句
に
笹
餅
を
作
ら
な
い
51
。④
虚
無
僧
に
団
子
を
振

舞
っ
た
後
、
山
椒
の
葉
と
ク
ル
ミ
を
混
ぜ
て
練
っ
た
毒
薬
を
布
淵

（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）
に
流
し
て
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
と
、
腹
か
ら

振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
来
た
53
。
な
お
、⑤
布
淵
の
岩
魚
を
食
べ

た
人
々
に
祟
り
が
あ
っ
た
と
も
言
う
295
。⑥
伊
妙
谷
の
釜
淵
（
郡

上
市
明
宝
気
良
）
の
主
の
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
来
て
、
山
椒

る
と
、
お
坊
が
現
れ
、
止
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
約
束
し
た
。
し
か

し
約
束
を
破
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
お
腹
に
お
坊
が
食
べ
た
飯

が
入
っ
て
い
た
81
。⑨「
ね
」（
山
椒
と
灰
の
ア
ク
汁
で
つ
く
っ
た
毒

薬
）
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
坊
主
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
が
現

れ
て
止
め
た
。
翌
日
、
磯
ン
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
山
手
）

の
奥
の
淵
（
坊
主
淵
）
で
捕
れ
た
大
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
前
日
の
食

事
が
出
て
き
た
262
。⑩
小
曽
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
杉
原
）
の

淵
で
大
イ
ワ
ナ
を
と
る
「
ね
」
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
僧

が
現
れ
て
諌
め
た
。
し
か
し
行
う
と
、
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
腹
か

ら
昨
日
振
舞
っ
た
小
豆
飯
が
出
て
き
た
。
こ
の
淵
は
災
害
の
度
に

崖
崩
れ
す
る
278
。

イ
ワ
ナ
で
は
な
く
ウ
ナ
ギ
の
場
合
も
あ
り
、⑪
揖
斐
郡
揖
斐
川

町
坂
内
広
瀬
（
旧
北
村
）
で
「
ね
」
を
流
す
前
夜
、
武
士
が
酒

と
赤
飯
を
御
馳
走
に
な
り
な
が
ら
、「
ね
」
を
淵
に
流
さ
な
い
で

そ
の
下
の
瀬
か
ら
流
す
よ
う
に
諌
め
た
。
聞
か
ず
に
「
ね
」
を
淵

の
皮
の
毒
団
子
で
イ
ワ
ナ
を
捕

ま
え
る
の
を
止
め
る
よ
う
に
諌

め
た
が
、
止
め
ず
に
漁
に
行
っ

た
ら
、
大
き
な
イ
ワ
ナ
の
腹
か

ら
振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
き
た

295
。⑦
漁
師
が
青
ど
ん
淵
（
ダ
ン

ゴ
淵
ま
た
は
入
道
淵
。
下
呂
市

萩
原
町
山
之
口
カ
ジ
ヤ
谷
）
で

の
漁
（
毒
液
「
ね
」
流
し
）
の

準
備
を
し
て
い
る
と
坊
主
が
現

れ
、
漁
を
止
め
る
よ
う
に
諌
め

た
が
、
漁
に
出
た
。
す
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
そ
の
腹
か
ら
は

坊
主
に
や
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
97
。

⑧
付
知
峡
（
中
津
川
市
付
知
町
）
の
奥
で
馬
酔
木
（
葉
は
有

毒
で
春
す
ず
ら
ん
に
似
た
花
を
開
く
）
を
流
し
て
魚
を
捕
っ
て
い

か
ら
入
れ
て
捕
れ
た
大
ウ
ナ
ギ
の
腹
か
ら
昨
日
の
お
赤
飯
が
出
て

き
た
。
そ
れ
以
降
、
淵
か
ら
の
用
水
は
使
え
な
く
な
っ
た
244
。

な
お
、
イ
ワ
ナ
や
住
職
、
さ
ら
に
神
様
が
魚
取
り
を
諌
め
る
話

も
あ
る
。⑫
身
重
の
妻
と
の
殺
生
し
な
い
約
束
を
妻
の
留
守
中
に

破
り
、
大
洞
山
（
一
三
四
九
m
）
か
ら
飛
騨
市
神
岡
町
割
石
に

注
ぐ
霧
茂
谷
で
イ
ワ
ナ
を
沢
山
捕
っ
て
き
て
食
べ
た
。
す
る
と
イ

ワ
ナ
が
妻
に
化
け
て
や
っ
て
来
て
、
そ
の
こ
と
を
責
め
た
の
で
残
り

の
イ
ワ
ナ
を
逃
が
し
た
104
。⑬
御
嵩
町
小
和
沢
に
あ
っ
た
西
宝
寺

（
現
在
正
願
寺
﹇
可
児
郡
御
嵩
町
中
切
﹈
に
引
っ
越
し
）
の
小
僧

は
魚
採
り
（
殺
生
）
が
好
き
で
、
困
っ
た
和
尚
は
小
和
沢
の
川
に

魚
が
棲
ま
な
い
よ
う
に
呪
文
を
唱
え
た
の
で
、
小
和
沢
の
川
に
は

魚
が
い
な
く
な
っ
た
62
。⑭
鹿
が
池
（
高
山
市
清
見
町
牧
ケ
洞
（
ま

き
が
ほ
ら
））
の
小
魚
を
摂
ら
な
い
よ
う
に
神
様
が
鹿
に
言
い
聞

か
せ
、
そ
れ
以
降
、
神
様
の
小
魚
を
取
る
人
も
い
な
く
な
っ
た
96
。

2
．他
の
魚

2‒

1
　
大
き
な
魚

①
大
イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
吉
兵
衛
（
木
曽
郡
木
曽
町
開
田
高
原
末

川
小
野
原
）
は
家
に
着
く
と
、
持
っ
て
き
た
イ
ワ
ナ
は
姿
が
無
く
、

吉
兵
衛
は
熱
を
出
し
て
死
ん
だ
。
こ
の
淵
を
吉
兵
衛
淵
と
名
付
け

た
220
。②
山
県
市
葛
原
の
庄
屋
の
家
に
将
棋
の
腕
の
立
つ
若
者
が
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
な
り
や
の
淵
」
の
川
干
し
（
川
を
堰
き
止
め

て
魚
を
捕
る
）
を
若
者
が
反
対
し
た
が
行
う
と
、
大
ア
マ
ゴ
が
見

つ
か
り
、
祟
り
を
恐
れ
て
山
に
埋
め
た
。
そ
れ
以
来
若
者
の
姿
が

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
124
。

③
土
岐
川
の
「
ワ
ン
ゴ
の
セ
ト
ガ
淵
」（
瑞
浪
市
和
合
町
）
と

呼
ば
れ
る
場
所
に
、
大
鯉
の
主
が
棲
ん
で
い
た
。
大
鯉
は
淵
に
落

ち
た
子
ど
も
を
乗
せ
て
現
れ
、子
ど
も
は
助
か
っ
た
110
。④
下
池（
海

津
市
南
濃
町
）
の
干
拓
第
三
工
事
の
際
に
、
池
を
浚
う
と
大
き
な

鯉
（
約
一
五
㎏
）
が
出
た
の
で
、
あ
る
家
の
池
に
放
し
た
が
翌
日

に
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
池
の
主
だ
と
囁
か
れ
た
267
。⑤
下
大
榑
新

田
の
江
川
が
大
榑
川
に
流
れ
込
む
辺
り
（
安
八
郡
輪
之
内
町
）
で
、

漁
師
が
投
網
を
す
る
と
、
大
榑
川
の
主
の
「
赤
じ
じ
」（
年
を
経

た
大
緋
鯉
）
に
、
こ
の
淵
で
投
網
を
し
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

嫌
だ
と
反
抗
す
る
と
祟
り
で
死
ん
だ
304
。

さ
ら
に
、
捕
ま
っ
た
大
き
な
魚
が
仲
間
に
呼
び
戻
さ
れ
て
い
る
。

⑥
愛
西
市
立
田
町
（
下
立
田
村
）
の
池
で
漁
師
が
大
鯰
を
釣
り

上
げ
る
と
、
池
か
ら
「
お
こ
ま
」
と
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
、
釣
り
上

げ
た
鯰
が
オ
ー
イ
と
返
事
を
し
た
。
ビ
ク
を
開
け
る
と
返
事
を
し

な
が
ら
他
の
鯰
の
い
る
池
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
池
を
お
こ
ま
が

池
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
の
話
で
は
、
立
田
村
戸
倉
の
鵜
戸

川
沿
い
の
鯰
渕
に
「
お
こ
ま
鯰
」
が
い
た
と
も
言
う
257
。

さ
ら
に
、
鯰
で
は
な
く
ア
マ
ゴ
も
返
事
に
応
え
て
い
る
。

⑦
山
県
市
谷
合
の
奥
瀬
見
を
流
れ
る
神
崎
川
の
淵
で
大
ア
マ
ゴ

を
捕
ま
え
、
食
べ
よ
う
と
焼
い
て
い
る
と
、「
九
郎
こ
ー
い
」
と
呼

ぶ
声
に
応
じ
て
大
ア
マ
ゴ
は
神
崎
川
へ
戻
っ
て
行
き
、
そ
の
家
は
祟

り
で
途
絶
え
、
そ
の
後
も
恐
ろ
し
い
思
い
を
し
た
目
撃
者
な
ど
に

よ
り
、
そ
の
淵
（
九
朗
淵
）
に
近
づ
く
事
を
禁
じ
ら
れ
た
124
。

⑧
揖
斐
川
町
外
津
汲
の
内
谷
の
大
岩
（
筏
は
り
だ
し
岩
）
の
淵

に
大
山
椒
魚
が
棲
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
漁
師
が
捕
ま
え
た
が
、
ま

た
川
に
戻
し
た
。
三
年
程
後
に
子
ど
も
が
溺
れ
た
の
は
、
淵
の
主

の
大
山
椒
魚
の
せ
い
か
河
童
の
せ
い
か
分
か
ら
な
い
54
。⑨
安
八
郡

輪
之
内
町
本
戸
の
「
大
正
池
」
で
大
鯰
を
取
っ
た
村
人
は
「
大
正

池
の
主
」（「
片
目
の
魚
」
の

⑤
参
照
）
で
あ
っ
た
と
気
づ

き
、
漁
師
を
止
め
た
134
。

返
事
だ
け
で
は
な
く
、
化

け
る
魚
も
い
る
。⑩
四
十
八
滝

（
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
）

の
イ
ワ
ナ
は
、
釣
り
人
が
来

る
と
木
の
葉
に
化
け
101
、⑪
恵

那
市
三
郷
町
佐
々
良
木
の
和

尚
様
が
話
相
手
が
い
な
く
寂

し
が
っ
て
い
る
と
、
不
動
淵
の

鯉
が
じ
っ
さ
ま
に
化
け
て
毎

晩
や
っ
て
き
て
談
笑
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
食
事
で
味
噌
を
食
べ
た

翌
日
、
淵
に
口
に
味
噌
が
付
い
た
鯉
が
浮
い
て
い
た
の
で
、
和
尚

が
供
養
し
た
214
。

2‒

2
　
片
目
と
神
の
使
い
の
魚

片
目
の
伝
説
は
全
国
的
に
極
め
て
多
く
、
片
目
の
神
（
例
え
ば

多
度
神
社
の
天
目
一
箇
神
）、
地
蔵
観
音
、
牛
・
蛇
・
守
宮
・
鴨
・
鶉
・

蛙
・
河
鹿
な
ど
の
他
、
魚
で
は
鮭
・
泥
鰌
・
鰻
・
鮒
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、①
古
井
神
社
（
美
濃
加
茂
市
古
井
町
）
の
神
様
が
泣
い
て

い
る
赤
ん
坊
を
見
よ
う
と
し
て
笹
の
葉
で
目
を
突
き
、
以
来
、
笹

が
茂
っ
て
い
る
家
で
生
ま
れ
る
赤
子
の
片
目
を
小
さ
く
し
た
288
と
伝

わ
る
よ
う
に
、
人
間
も
片
目
の
多
い
村
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
由

緒
を
も
っ
て
い
る
。

柳
田
は
「
片
目
の
魚
」
94
で
、
目
の
悪
い
人
が
東
京
都
杉
並
区

の
お
寺
の
池
に
放
し
た
魚
が
片
目
に
な
り
、
甲
府
の
武
田
家
城
跡

の
堀
の
泥
鰌
は
山
本
勘
助
に
似
て
片
目
で
、
群
馬
県
富
岡
市
の
神

社
の
泉
か
ら
流
れ
出
る
水
に
棲
む
鰻
も
片
目
で
あ
る
、
等
と
多
く

の
片
目
に
関
す
る
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

さ
ら
に
柳
田
は
、
行
基
や
徳
の
あ
る
僧
が
無
理
強
い
さ
れ
て
魚

を
少
し
口
に
し
た
後
、
吐
き
出
し
た
一
片
ず
つ
が
片
目
の
魚
と
な

り
、
ま
た
、
片
目
を
矢
で
討
た
れ
て
戦
っ
た
豪
傑
が
目
を
洗
っ
た

池
の
魚
や
イ
モ
リ
が
片
目
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

柳
田
は
片
目
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
当
り
前
に
二
つ
目
を

持
っ
た
者
よ
り
も
、
片
目
に
な
っ
た
者
の
方
が
、
一
段
と
神
に
親
し

く
仕
え
る
こ
と
が
で
き
、
神
に
お
供
え
す
る
魚
と
普
通
の
も
の
と

を
区
別
す
る
為
に
、
片
目
の
魚
に
し
た
」
と
考
え
た
。

②
下
呂
市
萩
原
町
大
ヶ
洞
の
谷
川
の
淵
（
ヨ
キ
淵
）
に
あ
っ
た

松
の
大
木
を
切
り
倒
そ
う
と
し
た
片
目
の
杣
が
、
淵
に
ヨ
キ
を
落

と
し
、
拾
お
う
と
し
た
が
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
淵
で
目
撃

さ
れ
た
大
イ
ワ
ナ
は
、
片
目
だ
っ
た
97
。③
古
賀
ヶ
池
（
小
島
山
の

頂
上
。
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
）
付
近
（
サ
ル
谷
）
の
ア
マ
ゴ
は
、

猟
師
が
犬
を
飲
み
込
ん
だ
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
血
が
飛
び

散
り
、
片
目
に
な
っ

た
238
。④
桑
名
市
江

場
の
若
宮
神
社
内
の

鏡
ヶ
池
に
、
片
目
の

魚
が
住
む
55
。⑤
安
八

郡
輪
之
内
町
本
戸
の

吉
野
神
社
の
東
側
の

池
（
大
正
池
）
付
近

の
寺
の
隻
眼
の
住
職
は
囲
碁
が
好
き
で
、
洪
水
で
中
村
川
の
堤
が

「
切
れ
た
」
知
ら
せ
を
、碁
相
手
を
も
て
な
す
「
う
ど
ん
が
切
れ
た
」

と
間
違
え
、
洪
水
に
飲
み
込
ま
れ
て
出
来
た
池
の
主
と
な
り
、
こ

の
池
に
棲
む
フ
ナ
は
全
て
片
目
だ
っ
た
304
。

神
の
使
い
と
し
て
、
稲
荷
神
社
の
狐
、
春
日
神
社
の
鹿
、
八
幡

神
社
の
鳩
さ
ら
に
は
毘
沙
門
天
の
百
足
等
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

鰻
も
神
の
使
い
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
三
十
六
歌
仙
の
一
人
・
藤
原
高
光
（
九
四
〇
？
〜
九
九
四
？
）

が
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
使
い
で
あ
る
鰻
の
道
案
内
で
、
粥
川
（
郡
上

市
美
並
町
）
源
流
部
の
瓢
ヶ
岳
（
一
一
六
三
m
）
に
住
む
牛
に
似

た
姿
の
鬼
を
退
治
し
た
。
鬼
退
治
後
、
高
光
は
都
に
帰
る
と
き
、

鰻
は
虚
空
蔵
菩
薩
の
お
使
い
だ
か
ら
大
切
に
し
な
さ
い
と
村
人
に

言
い
聞
か
せ
た
237
。

ま
た
、
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ
ウ
も
神

の
使
い
を
し
て
い
る
。⑦
座
禅
修

行
中
の
僧
侶
が
宮
川
の
音
に
煩
わ

さ
れ
る
の
で
、一
宮
水
無
神
社
（
高

山
市
一
之
宮
町
）
の
神
様
が
川
の

音
を
静
か
に
す
る
よ
う
に
ア
ジ
メ

ド
ジ
ョ
ウ
に
命
じ
た
。
ア
ジ
メ
ド

ジ
ョ
ウ
は
水
無
神
社
前
の
川
の
流

れ
を
砂
の
下
に
潜
ら
せ
、
河
原
の

よ
う
に
し
た
。
こ
の
土
地
の
人
は

神
の
使
い
と
し
て
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ

ウ
は
食
べ
な
い
120
。

乙
姫
様
の
召
使
い
の
大
蛇
も
い
た
。⑧
加
賀
の
白
山
か
ら
お
姫

様
が
二
匹
の
大
蛇
を
お
伴
に
飛
来
し
て
、
御
殿
山
（
美
濃
加
茂
市

三
和
町
と
七
宗
町
神
渕
の
境
）
で
里
人
を
守
ら
れ
た
。
山
の
西
の

高
野
洞
を
流
れ
る
谷
川
の
口
蛇
淵
・
奥
蛇
淵
の
二
つ
の
滝
に
、
お

伴
の
二
匹
の
大
蛇
が
棲
む
。
ま
た
、
姫
は
山
の
西
裏
側
（
関
市
下

之
保
）
の
乙
女
滝
で
身
を
清
め
た
と
言
う
288
。

2‒

3
　
そ
の
他

①
徳
山
ダ
ム
上
流
の
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
塚
で
、
ヤ
マ
メ
や
イ
ワ

ナ
を
大
量
に
釣
っ
た
ら
、「
ま
あ
、
よ
い
か
ァ
!
」
と
岩
下
か
ら
声

が
し
た
85
。②
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
（
旧
徳
山
村
塚
）
で
、
道
の
端

を
歩
い
て
い
る
と
蓑
に
何
か
が
喰
い
つ
き
、
切
り
は
ら
う
と
大
イ
ワ

ナ
だ
っ
た
262
。③
一
宮
市
浅
井
町
東
浅
井
の
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る

時
、
村
人
の
夢
枕
に
鯉
が
現
れ
、
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
の
で
そ

ち
ら
の
池
に
置
い
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
見

知
ら
ぬ
男
が
火
の
玉
に
な
っ
て
池
に
飛
び
込
ん
だ
。
浅
井
の
池
に

は
主
が
い
る
1
。④
小
さ
な
お
社
の
前
の
清
水
の
湧
く
池
が
養
老
線

路
沿
い
（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）
の
田
ん
ぼ
の
中
の
小
さ
な
森
に

あ
る
。
そ
こ
の
魚
を
取
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
者

が
掟
を
破
り
、
捕
っ
た
魚
は
蛇
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
23
。

な
お
、「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
と
極
め
て
類
似
し
た
話

と
し
て
、⑤
古
河
城
主
が
飛
騨

匠
（
甚
兵
衛
）
に
命
じ
て
造

ら
せ
た
火
災
防
止
の
鯉
の
彫

刻
を
五
社
明
神
（
飛
騨
市
古

川
町
高
野
）
の
社
殿
に
奉
納

し
た
が
、
鯉
が
宮
川
の
水
を

呼
び
寄
せ
、
次
第
に
川
が
五

社
明
神
に
接
近
す
る
た
め
、

甚
兵
衛
を
探
し
た
が
、
甚
兵

衛
は
次
の
仕
事
で
越
後
へ
旅

立
ち
、
出
羽
で
亡
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
102
。

2‒

4
　
K
I
S
S
O
の
魚
伝
説
五
編

①「
杣
ヶ
池
の
恋
物
語
（
三
二
号
）」
220
は
、
娘
が
恋
し
い
樵
に

合
う
た
め
イ
ワ
ナ
に
化
け
た
話
で
あ
る
が
、
娘
が
蛇
体
の
寝
姿
を

見
ら
れ
た
の
で
、
主
人
か
ら
池
を
貰
っ
て
身
を
隠
し
た
51
と
も
伝

わ
っ
て
い
る
。

「
平
群
池
の
不
思
議
な
伝
説
（
三
九
号
）」
55
は
、
捕
っ
て
は
い

け
な
い
池
で
大
鯰
を
捕
っ
た
が
、
漁
師
は
池
か
ら
の
呼
び
か
け
に

返
事
を
し
た
大
鯰
に
驚
き
、
池
に
鯰
を
返
し
た
が
、
漁
師
は
死
亡

し
た
。

「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
は
、
神
社
の
ひ
さ
し
に
掘
っ
た

鯉
の
出
来
栄
え
が
良
く
て
川
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
、
彫
っ
た
矢
を

鯉
に
向
け
て
、
川
が
神
社
に
近
づ
か
な
く
し
た
。

「
平
瀬
池
の
大
金
魚（
九
八
号
）」257
は
、平
瀬
池（
愛
西
市
森
川
）

で
夜
漁
を
し
て
い
る
と
、
大
き
な
金
魚
が
出
た
。
見
た
者
は
し
ば

ら
く
寝
込
ん
だ
。
な
お
、
平
瀬
池
の
埋
め
立
て
は
、
遊
水
地
と
し

て
機
能
し
た
池
沼
が
排
水
機
場
の
新
設
と
と
も
に
不
必
要
と
な
っ

た
た
め
、「
立
田
地
区
補
助
干
拓
事
業
」
と
し
て
昭
和
二
六
（
一

九
五
一
）
年
一
〇
月
〜
同
三
五
年
三
月
終
了
予
定
で
木
曽
川
で
の

浚
渫
・
堆
積
土
砂
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
。

「
池
の
鯉
を
助
け
た
和
尚
さ
ん
（
九
九
号
）」
87
は
、
酒
癖
の
悪

い
主
人
が
下
僕
の
肩
を
酔
っ
て
切
っ
た
が
、
観
音
様
が
身
代
わ
り

に
な
っ
た「
身
代
わ
り
観
音
」と
、若
者
が
寺
付
近
の
池
の
鯉
を
捕
っ

て
食
べ
よ
う
と
し
た
の
で
、
住
職
が
鯉
を
落
ち
葉
に
代
え
て
助
け

た
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

3
．獣
の
話

　
　
　
3‒

1
　
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
　

キ
ツ
ネ
の
語
源
に
つ
い
て
、『
日
本
霊
異
記
』
は
欽
明
天
皇
（
五

〇
九
?
〜
五
七
一
）
の
時
代
、
美
濃
国
大
野
郡
の
キ
ツ
ネ
が
「
異

類
婚
姻
」
で
子
を
産
ん
だ
が
、
犬
に
吠
え
ら
れ
て
狐
と
分
か
っ
て

か
ら
も
、
夫
の
所
へ
「
…
い
つ
で
も
来
つ
寝
…
」
た
の
で
、
岐
都

禰
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
平
安
時
代
の
陰
陽
師
阿
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）

は
、
信
太
の
森
（
現
大
阪
府
和
泉
市
）
の
白
狐
が
葛
の
葉
姫
に
化

け
て
安
部
保
名
と
も
う
け
た
一
子
で
、
白
狐
は
正
体
を
知
ら
れ
て

古
巣
に
帰
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
狐
と
稲
荷
神
と
の
関
係
は
、
当
て
字
に
よ
る
結
果
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
素
戔
嗚
尊
の
子
供
で
穀
物
の
神
で
あ
る
宇
迦
之

御
魂
神
の
別
名
・
御
饌
津
神
は
稲
荷
神
社
の
祭
神
で
あ
り
、
キ
ツ

ネ
の
古
名
「
ケ
ツ
」
か
ら
、「
み
け
つ
」
に
「
三
狐
神
」
と
当
て

字
を
行
い
、
や
が
て
狐
は
稲
荷
神
の
使
い
、
又
は
眷
属
に
収
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、狐
は
穀
物
を
食
い
荒
ら
す
鼠
を
捕
食
し
、

さ
ら
に
体
色
や
尻
尾
の
形
が
実
っ
た
稲
穂
に
似
て
お
り
、「
三
狐

神
」
は
上
手
い
当
て
字
で
あ
る
。

3‒

2
　
獣
が
化
け
た
話
　

①
舟
か
ら
投
網
で
漁
を
す
る
漁

師
は
毎
夜
、
み
ぞ
川
と
呼
ば
れ
る

五
色
岩
付
近
の
入
江
（
加
茂
郡
坂

祝
町
）
に
繋
が
れ
た
舟
の
舳
先
に

座
る
黒
ん
坊
と
言
葉
を
交
わ
す
よ

う
に
な
っ
た
。
冬
に
狸
の
死
骸
を

見
つ
け
た
後
、
黒
ん
坊
と
会
う
こ

と
は
な
く
、
狸
を
弔
っ
て
や
っ
た

61
。②
尾
張
で
の
「
ご
馳
走
よ
ば

れ
」
で
小
杁
（
江
南
市
小
杁
町
）

か
ら
小
綱
（
川
島
小
綱
町
）
へ
小

杁
の
渡
し
で
帰
る
際
、
小
綱
の
水
神
様
の
茂
み
の
キ
ツ
ネ
に
料
理

を
置
い
て
く
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
キ
ツ
ネ
は
船
頭
に

化
け
て
小
杁
に
迎
え
に
来
て
く
れ
た
り
も
し
た
。
堤
防
沿
い
に
あ
っ

た
水
神
様
は
、
神
明
神
社
南
か
ら
岐
阜
県
消
防
学
校
の
南
端
の

堤
防
側
に
山
の
神
と
共
に
移
さ
れ
て
い
る
40
。③
牛
子
渡
し
（
別

名
松
倉
渡
し
。
各
務
原
市
川
島
松
倉
町
）
の
船
頭
が
夜
中
に
、

若
い
娘
を
舟
に
乗
せ
た
。
そ
の
後
娘
は
、
夜
毎
来
て
は
船
頭
の
小

屋
で
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
来
て
寝
る
」
か
ら
「
き
つ
ね
」
と
い

う
名
が
付
い
た
と
も
い
わ
れ
る
40
。④
夜
中
に
橋
を
渡
る
と
意
識

宇津江四十八滝（魚返滝）

お釜に群がる粥川の鰻
（「美並ふるさと館」蔵）

「小川宏ショー」に出演した瓢ヶ岳の鬼の首（念興寺蔵）
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112

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

が
違
い
道
に
迷
っ
た
。
夜
明
け
に
北
村（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）

の
お
寺
の
奥
で
、
川
獺
に
化
か
さ
れ
た
と
気
が
つ
い
た
60
。⑤
上
ヶ

瀬
か
ら
狐
塚
辺
り
は
、
寂
し
い
所
。
籠
一
杯
の
鰯
を
買
い
込
ん
で

広
瀬
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）
に
戻
る
途
中
、
上
ヶ
瀬
で
大

勢
の
人
夫
に
鰯
を
売
り
、
札
を

も
ら
う
。
夜
明
け
に
札
は
椿
の

葉
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

川
獺
に
や
ら
れ
た
60
。

3‒

3
　
K
I
S
S
O
の
狐
三
編
　

「
い
た
ず
ら
き
つ
ね
の
お
話
（
二
四
号
）」
257
は
、
小
茂
井
（
愛

西
市
小
茂
井
町
）
の
女
ぎ
つ
ね
と
葛
木
（
愛
西
市
葛
木
町
）
の
渡

し
に
住
む
腹
ペ
コ
ぎ
つ
ね
の
二
話
で
あ
る
。

「
キ
ツ
ネ
の
ひ
っ
こ
し
（
五
九
号
）」
234
は
、
木
曽
岬
町
の
船
頭

の
所
に
、
綺
麗
な
女
が
舟
を
頼
み
に
来
た
。
引
き
受
け
て
言
わ
れ

た
場
所
に
着
く
と
、
大
勢
の
狐
が
舟
か
ら
飛
び
降
り
た
。
着
い
た

先
は
「
ツ
タ
ゴ
ウ
リ
」（
今
の
知
多
半
島
の
ど
こ
か
）
で
、
舟
賃

は
木
の
葉
で
あ
っ
た
。
お
金
が
木
の
葉
で
あ
っ
た
話
は
各
地
に
多

く
あ
る
。

「
孫
太
郎
狐
と
尾
白
狐
（
八
五
号
）」
232
は
、
雌
雄
の
狐
が
仲

良
く
暮
ら
し
て
い
た
。
雄
が
弁
財
天
に
心
を
移
し
て
不
仲
に
な
っ

た
が
、弁
財
天
に
諭
さ
れ
仲
良
く
な
っ
た
。
な
お
、「
岩
は
沈
ん
だ
」

が
、
弁
財
天
社
は
川
辺
ダ
ム
上
流
約
四
〇
〇
m
左
岸
の
川
岸
に

移
転
し
て
い
る
。

本
章
第
一
、
二
節
で
は
、
谷
川
の
魚
（
主
に
岩
魚
）
や
主
に
下

流
部
で
伝
わ
っ
た
片
目
の
魚
な
ど
の
伝
説
に
触
れ
、
第
三
節
で
、

狐
等
の
獣
に
関
す
る
伝
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

1
．岩
魚

サ
ケ
目
サ
ケ
科
イ
ワ
ナ
属
の
イ
ワ
ナ
（
岩
魚
）
は
、
年
間
を
通

じ
て
水
温
一
五
度
以
下
の
深
山
幽
谷
に
棲
み
、
総
じ
て
獰
猛
か
つ

雑
食
性
で
、
山
椒
魚
や
鼠
さ
ら
に
蛇
す
ら
飲
み
込
む
事
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
イ
ワ
ナ
は
、「
谷
の
精
霊
」
と
か
「
渓
流
の
王
者
」「
幻

の
怪
魚
」「
神
秘
の
美
魚
」

と
い
っ
た
様
々
な
形
容
詞
で

飾
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

全
国
各
地
に
神
秘
と
幻
に

包
ま
れ
た
伝
説
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

高
山
市
丹
生
川
町
で
は
大

型
の
イ
ワ
ナ
が
い
た
た
め
、
イ
ワ
ナ
を
一
本
、
二
本
と
数
え
た
269
。

飛
騨
で
は
、
魚
に
似
た
笹
（
笹
魚
）
が
稀
に
生
じ
、
三
月
〜
四

月
に
動
き
出
し
て
川
に
落
ち
、イ
ワ
ナ
に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
に
『
飛
州
志
』
を
編
集
し
た
高
山
第

七
代
代
官
長
谷
川
忠
崇
は
、
笹
魚
が
イ
ワ
ナ
に
な
る
の
か
焼
い
て

匂
い
を
嗅
ぎ
、
笹
魚
は
、
蠅
（
笹
魚
玉
蠅
）
が
笹
の
側
芽
に
卵
を

産
ん
で
発
生
す
る
笹
の
病
気
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ワ
ナ
に
な

る
笹
魚
は
高
山
市
丹
生
川
町
の
十
二
ヶ
岳
（
一
三
二
六
m
）
や
平

湯
方
面
に
沢
山
あ
る
269
。

1‒

1
　
岩
魚
と
団
子
　

中
津
川
市
付
知
町
や
下
呂
市
辺
り
で
は
ヤ
マ
ト
岩
魚
を
「
ソ
ウ

タ
ケ
」
と
呼
び
、
大
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
団
子
や
粥
等
を
振

舞
わ
れ
る
伝
説
に
因
み
、
大
イ
ワ
ナ
を
ソ
ウ
タ
ケ
坊
主
と
も
呼
ん

で
い
る
。
以
下
に
、
旅
僧
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

①
木
曽
郡
王
滝
村
滝
越
の
一
軒
家
に
宿
を
乞
う
た
旅
僧
は
麦
粥

で
も
て
な
さ
れ
た
。
翌
朝
、
氷
瀬
の
淵
で
死
ん
だ
大
イ
ワ
ナ
が
見

つ
か
り
、
腹
か
ら
の
麦
粥
で
旅
僧
だ
と
分
か
っ
た
51
。②
高
山
市
国

府
町
瓜
巣
で
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
た
大
イ
ワ
ナ
が
御
飯
を
何
度
か

も
ら
い
に
来
た
の
で
、
毒
入
り
団
子
を
持
た
せ
る
と
、
翌
日
淵
に

大
イ
ワ
ナ
が
浮
い
て
い
た
59
。③
高
山
市
久
々
野
町
久
須
母
の
集

落
に
、
お
坊
の
姿
で
養
蚕
の
神
様
に
お
供
え
す
る
初
午
の
団
子
を

食
べ
た
イ
ワ
ナ
が
棲
む
淵
（
団
子
淵
）
が
あ
っ
た
101
。④
横
尾
集

落
（
高
山
市
丹
生
川
町
折
敷
地
）
の
人
々
が
滝
壺
（
同
心
滝
）

の
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
相
談
を
し
て
い
る
と
、
同
心
和
尚
と
名
乗
る

僧
が
イ
ワ
ナ
を
捕
ら
な
い
よ
う
に
諌
め
た
。
翌
日
大
岩
魚
が
捕
れ
、

腹
か
ら
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
粟
飯
が
出
て
き
た
269
。⑤
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
に
岩
魚
の
干
物
を
も
ら
っ
て
出
汁
に
し
て
団
子
汁
食
べ

た
。
翌
日
、淵（
化
淵
。
郡
上
市
明
宝
小
川
）で
大
き
な
岩
魚
を
釣
っ

た
ら
腹
か
ら
団
子
が
出
て
き
た
295
。⑥
下
呂
市
小
坂
町
大
島
で
、

旅
僧
に
初
午
団
子
を
振
舞
っ
た
後
、
あ
と
を
つ
け
る
と
谷
下
の
淵

で
見
失
う
。
翌
日
淵
に
大
イ
ワ
ナ
が
浮
か
ん
で
い
て
、
腹
か
ら
団

子
が
出
て
来
た
218
。

場
所
は
不
明
だ
が
、
飛
騨
の
伝
え
話
と
し
て
、⑦
お
坊
が
飛
騨

の
山
深
い
地
の
宿
に
現
れ
、
宿
泊
客
に
イ
ワ
ナ
釣
り
を
止
め
る
よ

う
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
翌
日
大
き
な
岩
魚
が
釣
り
上
げ
る
と
、

腹
か
ら
お
坊
が
食
べ
た
五
平
餅
が
出
て
き
た
108
。⑧
関
市
板
取
三

洞
で
、
旅
僧
に
小
麦
の
団
子
を
振
舞
い
、
さ
ら
に
、
川
で
大
き
な

イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
の
で
振
舞
お
う
と
し
た
ら
、
旅
僧
は
い
な
く
な

り
、
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
先
ほ
ど
の
団
子
が
出
て
き
た
8
。

1‒

2
　
毒
汁（「
ね
」）流
し
　

植
物
か
ら
作
る
毒
汁（「
ね
」）

を
流
す
漁
法
を
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
が
諌
め
て
い
る
。

①
木
曽
郡
上
松
町
小
川
焼

笹
の
淵
で
、
毒
汁
で
魚
を
捕

る
計
画
を
し
て
い
る
と
、
旅

僧
が
止
め
た
が
言
う
こ
と
を

聞
か
ず
、
捕
ま
え
た
イ
ワ
ナ

が
僧
だ
と
分
か
る
202
。②
笹
魚

が
イ
ワ
ナ
に
な
っ
た
と
伝
わ
る

釜
ヶ
淵
（
高
山
市
丹
生
川
町

岩
井
谷
）
の
大
イ
ワ
ナ
を
「
ね
」
で
捕
る
相
談
を
諌
め
た
僧
が
団

子
を
貰
っ
た
。
忠
告
を
聞
か
ず
に
漁
を
し
て
捕
っ
た
大
イ
ワ
ナ
の

腹
か
ら
、
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
269
。
ま
た
、③
岩

井
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
の
奥
丹
生
川
）
で
は
、
五
月
五
日
の

端
午
の
節
句
の
笹
餅
を
食
べ
た
旅
僧
が
イ
ワ
ナ
で
あ
っ
た
か
ら
、

端
午
の
節
句
に
笹
餅
を
作
ら
な
い
51
。④
虚
無
僧
に
団
子
を
振

舞
っ
た
後
、
山
椒
の
葉
と
ク
ル
ミ
を
混
ぜ
て
練
っ
た
毒
薬
を
布
淵

（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）
に
流
し
て
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
と
、
腹
か
ら

振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
来
た
53
。
な
お
、⑤
布
淵
の
岩
魚
を
食
べ

た
人
々
に
祟
り
が
あ
っ
た
と
も
言
う
295
。⑥
伊
妙
谷
の
釜
淵
（
郡

上
市
明
宝
気
良
）
の
主
の
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
来
て
、
山
椒

る
と
、
お
坊
が
現
れ
、
止
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
約
束
し
た
。
し
か

し
約
束
を
破
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
お
腹
に
お
坊
が
食
べ
た
飯

が
入
っ
て
い
た
81
。⑨「
ね
」（
山
椒
と
灰
の
ア
ク
汁
で
つ
く
っ
た
毒

薬
）
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
坊
主
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
が
現

れ
て
止
め
た
。
翌
日
、
磯
ン
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
山
手
）

の
奥
の
淵
（
坊
主
淵
）
で
捕
れ
た
大
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
前
日
の
食

事
が
出
て
き
た
262
。⑩
小
曽
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
杉
原
）
の

淵
で
大
イ
ワ
ナ
を
と
る
「
ね
」
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
僧

が
現
れ
て
諌
め
た
。
し
か
し
行
う
と
、
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
腹
か

ら
昨
日
振
舞
っ
た
小
豆
飯
が
出
て
き
た
。
こ
の
淵
は
災
害
の
度
に

崖
崩
れ
す
る
278
。

イ
ワ
ナ
で
は
な
く
ウ
ナ
ギ
の
場
合
も
あ
り
、⑪
揖
斐
郡
揖
斐
川

町
坂
内
広
瀬
（
旧
北
村
）
で
「
ね
」
を
流
す
前
夜
、
武
士
が
酒

と
赤
飯
を
御
馳
走
に
な
り
な
が
ら
、「
ね
」
を
淵
に
流
さ
な
い
で

そ
の
下
の
瀬
か
ら
流
す
よ
う
に
諌
め
た
。
聞
か
ず
に
「
ね
」
を
淵

の
皮
の
毒
団
子
で
イ
ワ
ナ
を
捕

ま
え
る
の
を
止
め
る
よ
う
に
諌

め
た
が
、
止
め
ず
に
漁
に
行
っ

た
ら
、
大
き
な
イ
ワ
ナ
の
腹
か

ら
振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
き
た

295
。⑦
漁
師
が
青
ど
ん
淵
（
ダ
ン

ゴ
淵
ま
た
は
入
道
淵
。
下
呂
市

萩
原
町
山
之
口
カ
ジ
ヤ
谷
）
で

の
漁
（
毒
液
「
ね
」
流
し
）
の

準
備
を
し
て
い
る
と
坊
主
が
現

れ
、
漁
を
止
め
る
よ
う
に
諌
め

た
が
、
漁
に
出
た
。
す
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
そ
の
腹
か
ら
は

坊
主
に
や
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
97
。

⑧
付
知
峡
（
中
津
川
市
付
知
町
）
の
奥
で
馬
酔
木
（
葉
は
有

毒
で
春
す
ず
ら
ん
に
似
た
花
を
開
く
）
を
流
し
て
魚
を
捕
っ
て
い

か
ら
入
れ
て
捕
れ
た
大
ウ
ナ
ギ
の
腹
か
ら
昨
日
の
お
赤
飯
が
出
て

き
た
。
そ
れ
以
降
、
淵
か
ら
の
用
水
は
使
え
な
く
な
っ
た
244
。

な
お
、
イ
ワ
ナ
や
住
職
、
さ
ら
に
神
様
が
魚
取
り
を
諌
め
る
話

も
あ
る
。⑫
身
重
の
妻
と
の
殺
生
し
な
い
約
束
を
妻
の
留
守
中
に

破
り
、
大
洞
山
（
一
三
四
九
m
）
か
ら
飛
騨
市
神
岡
町
割
石
に

注
ぐ
霧
茂
谷
で
イ
ワ
ナ
を
沢
山
捕
っ
て
き
て
食
べ
た
。
す
る
と
イ

ワ
ナ
が
妻
に
化
け
て
や
っ
て
来
て
、
そ
の
こ
と
を
責
め
た
の
で
残
り

の
イ
ワ
ナ
を
逃
が
し
た
104
。⑬
御
嵩
町
小
和
沢
に
あ
っ
た
西
宝
寺

（
現
在
正
願
寺
﹇
可
児
郡
御
嵩
町
中
切
﹈
に
引
っ
越
し
）
の
小
僧

は
魚
採
り
（
殺
生
）
が
好
き
で
、
困
っ
た
和
尚
は
小
和
沢
の
川
に

魚
が
棲
ま
な
い
よ
う
に
呪
文
を
唱
え
た
の
で
、
小
和
沢
の
川
に
は

魚
が
い
な
く
な
っ
た
62
。⑭
鹿
が
池
（
高
山
市
清
見
町
牧
ケ
洞
（
ま

き
が
ほ
ら
））
の
小
魚
を
摂
ら
な
い
よ
う
に
神
様
が
鹿
に
言
い
聞

か
せ
、
そ
れ
以
降
、
神
様
の
小
魚
を
取
る
人
も
い
な
く
な
っ
た
96
。

2
．他
の
魚

2‒

1
　
大
き
な
魚

①
大
イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
吉
兵
衛
（
木
曽
郡
木
曽
町
開
田
高
原
末

川
小
野
原
）
は
家
に
着
く
と
、
持
っ
て
き
た
イ
ワ
ナ
は
姿
が
無
く
、

吉
兵
衛
は
熱
を
出
し
て
死
ん
だ
。
こ
の
淵
を
吉
兵
衛
淵
と
名
付
け

た
220
。②
山
県
市
葛
原
の
庄
屋
の
家
に
将
棋
の
腕
の
立
つ
若
者
が
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
な
り
や
の
淵
」
の
川
干
し
（
川
を
堰
き
止
め

て
魚
を
捕
る
）
を
若
者
が
反
対
し
た
が
行
う
と
、
大
ア
マ
ゴ
が
見

つ
か
り
、
祟
り
を
恐
れ
て
山
に
埋
め
た
。
そ
れ
以
来
若
者
の
姿
が

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
124
。

③
土
岐
川
の
「
ワ
ン
ゴ
の
セ
ト
ガ
淵
」（
瑞
浪
市
和
合
町
）
と

呼
ば
れ
る
場
所
に
、
大
鯉
の
主
が
棲
ん
で
い
た
。
大
鯉
は
淵
に
落

ち
た
子
ど
も
を
乗
せ
て
現
れ
、子
ど
も
は
助
か
っ
た
110
。④
下
池（
海

津
市
南
濃
町
）
の
干
拓
第
三
工
事
の
際
に
、
池
を
浚
う
と
大
き
な

鯉
（
約
一
五
㎏
）
が
出
た
の
で
、
あ
る
家
の
池
に
放
し
た
が
翌
日

に
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
池
の
主
だ
と
囁
か
れ
た
267
。⑤
下
大
榑
新

田
の
江
川
が
大
榑
川
に
流
れ
込
む
辺
り
（
安
八
郡
輪
之
内
町
）
で
、

漁
師
が
投
網
を
す
る
と
、
大
榑
川
の
主
の
「
赤
じ
じ
」（
年
を
経

た
大
緋
鯉
）
に
、
こ
の
淵
で
投
網
を
し
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

嫌
だ
と
反
抗
す
る
と
祟
り
で
死
ん
だ
304
。

さ
ら
に
、
捕
ま
っ
た
大
き
な
魚
が
仲
間
に
呼
び
戻
さ
れ
て
い
る
。

⑥
愛
西
市
立
田
町
（
下
立
田
村
）
の
池
で
漁
師
が
大
鯰
を
釣
り

上
げ
る
と
、
池
か
ら
「
お
こ
ま
」
と
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
、
釣
り
上

げ
た
鯰
が
オ
ー
イ
と
返
事
を
し
た
。
ビ
ク
を
開
け
る
と
返
事
を
し

な
が
ら
他
の
鯰
の
い
る
池
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
池
を
お
こ
ま
が

池
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
の
話
で
は
、
立
田
村
戸
倉
の
鵜
戸

川
沿
い
の
鯰
渕
に
「
お
こ
ま
鯰
」
が
い
た
と
も
言
う
257
。

さ
ら
に
、
鯰
で
は
な
く
ア
マ
ゴ
も
返
事
に
応
え
て
い
る
。

⑦
山
県
市
谷
合
の
奥
瀬
見
を
流
れ
る
神
崎
川
の
淵
で
大
ア
マ
ゴ

を
捕
ま
え
、
食
べ
よ
う
と
焼
い
て
い
る
と
、「
九
郎
こ
ー
い
」
と
呼

ぶ
声
に
応
じ
て
大
ア
マ
ゴ
は
神
崎
川
へ
戻
っ
て
行
き
、
そ
の
家
は
祟

り
で
途
絶
え
、
そ
の
後
も
恐
ろ
し
い
思
い
を
し
た
目
撃
者
な
ど
に

よ
り
、
そ
の
淵
（
九
朗
淵
）
に
近
づ
く
事
を
禁
じ
ら
れ
た
124
。

⑧
揖
斐
川
町
外
津
汲
の
内
谷
の
大
岩
（
筏
は
り
だ
し
岩
）
の
淵

に
大
山
椒
魚
が
棲
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
漁
師
が
捕
ま
え
た
が
、
ま

た
川
に
戻
し
た
。
三
年
程
後
に
子
ど
も
が
溺
れ
た
の
は
、
淵
の
主

の
大
山
椒
魚
の
せ
い
か
河
童
の
せ
い
か
分
か
ら
な
い
54
。⑨
安
八
郡

輪
之
内
町
本
戸
の
「
大
正
池
」
で
大
鯰
を
取
っ
た
村
人
は
「
大
正

池
の
主
」（「
片
目
の
魚
」
の

⑤
参
照
）
で
あ
っ
た
と
気
づ

き
、
漁
師
を
止
め
た
134
。

返
事
だ
け
で
は
な
く
、
化

け
る
魚
も
い
る
。⑩
四
十
八
滝

（
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
）

の
イ
ワ
ナ
は
、
釣
り
人
が
来

る
と
木
の
葉
に
化
け
101
、⑪
恵

那
市
三
郷
町
佐
々
良
木
の
和

尚
様
が
話
相
手
が
い
な
く
寂

し
が
っ
て
い
る
と
、
不
動
淵
の

鯉
が
じ
っ
さ
ま
に
化
け
て
毎

晩
や
っ
て
き
て
談
笑
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
食
事
で
味
噌
を
食
べ
た

翌
日
、
淵
に
口
に
味
噌
が
付
い
た
鯉
が
浮
い
て
い
た
の
で
、
和
尚

が
供
養
し
た
214
。

2‒

2
　
片
目
と
神
の
使
い
の
魚

片
目
の
伝
説
は
全
国
的
に
極
め
て
多
く
、
片
目
の
神
（
例
え
ば

多
度
神
社
の
天
目
一
箇
神
）、
地
蔵
観
音
、
牛
・
蛇
・
守
宮
・
鴨
・
鶉
・

蛙
・
河
鹿
な
ど
の
他
、
魚
で
は
鮭
・
泥
鰌
・
鰻
・
鮒
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、①
古
井
神
社
（
美
濃
加
茂
市
古
井
町
）
の
神
様
が
泣
い
て

い
る
赤
ん
坊
を
見
よ
う
と
し
て
笹
の
葉
で
目
を
突
き
、
以
来
、
笹

が
茂
っ
て
い
る
家
で
生
ま
れ
る
赤
子
の
片
目
を
小
さ
く
し
た
288
と
伝

わ
る
よ
う
に
、
人
間
も
片
目
の
多
い
村
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
由

緒
を
も
っ
て
い
る
。

柳
田
は
「
片
目
の
魚
」
94
で
、
目
の
悪
い
人
が
東
京
都
杉
並
区

の
お
寺
の
池
に
放
し
た
魚
が
片
目
に
な
り
、
甲
府
の
武
田
家
城
跡

の
堀
の
泥
鰌
は
山
本
勘
助
に
似
て
片
目
で
、
群
馬
県
富
岡
市
の
神

社
の
泉
か
ら
流
れ
出
る
水
に
棲
む
鰻
も
片
目
で
あ
る
、
等
と
多
く

の
片
目
に
関
す
る
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

さ
ら
に
柳
田
は
、
行
基
や
徳
の
あ
る
僧
が
無
理
強
い
さ
れ
て
魚

を
少
し
口
に
し
た
後
、
吐
き
出
し
た
一
片
ず
つ
が
片
目
の
魚
と
な

り
、
ま
た
、
片
目
を
矢
で
討
た
れ
て
戦
っ
た
豪
傑
が
目
を
洗
っ
た

池
の
魚
や
イ
モ
リ
が
片
目
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

柳
田
は
片
目
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
当
り
前
に
二
つ
目
を

持
っ
た
者
よ
り
も
、
片
目
に
な
っ
た
者
の
方
が
、
一
段
と
神
に
親
し

く
仕
え
る
こ
と
が
で
き
、
神
に
お
供
え
す
る
魚
と
普
通
の
も
の
と

を
区
別
す
る
為
に
、
片
目
の
魚
に
し
た
」
と
考
え
た
。

②
下
呂
市
萩
原
町
大
ヶ
洞
の
谷
川
の
淵
（
ヨ
キ
淵
）
に
あ
っ
た

松
の
大
木
を
切
り
倒
そ
う
と
し
た
片
目
の
杣
が
、
淵
に
ヨ
キ
を
落

と
し
、
拾
お
う
と
し
た
が
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
淵
で
目
撃

さ
れ
た
大
イ
ワ
ナ
は
、
片
目
だ
っ
た
97
。③
古
賀
ヶ
池
（
小
島
山
の

頂
上
。
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
）
付
近
（
サ
ル
谷
）
の
ア
マ
ゴ
は
、

猟
師
が
犬
を
飲
み
込
ん
だ
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
血
が
飛
び

散
り
、
片
目
に
な
っ

た
238
。④
桑
名
市
江

場
の
若
宮
神
社
内
の

鏡
ヶ
池
に
、
片
目
の

魚
が
住
む
55
。⑤
安
八

郡
輪
之
内
町
本
戸
の

吉
野
神
社
の
東
側
の

池
（
大
正
池
）
付
近

の
寺
の
隻
眼
の
住
職
は
囲
碁
が
好
き
で
、
洪
水
で
中
村
川
の
堤
が

「
切
れ
た
」
知
ら
せ
を
、碁
相
手
を
も
て
な
す
「
う
ど
ん
が
切
れ
た
」

と
間
違
え
、
洪
水
に
飲
み
込
ま
れ
て
出
来
た
池
の
主
と
な
り
、
こ

の
池
に
棲
む
フ
ナ
は
全
て
片
目
だ
っ
た
304
。

神
の
使
い
と
し
て
、
稲
荷
神
社
の
狐
、
春
日
神
社
の
鹿
、
八
幡

神
社
の
鳩
さ
ら
に
は
毘
沙
門
天
の
百
足
等
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

鰻
も
神
の
使
い
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
三
十
六
歌
仙
の
一
人
・
藤
原
高
光
（
九
四
〇
？
〜
九
九
四
？
）

が
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
使
い
で
あ
る
鰻
の
道
案
内
で
、
粥
川
（
郡
上

市
美
並
町
）
源
流
部
の
瓢
ヶ
岳
（
一
一
六
三
m
）
に
住
む
牛
に
似

た
姿
の
鬼
を
退
治
し
た
。
鬼
退
治
後
、
高
光
は
都
に
帰
る
と
き
、

鰻
は
虚
空
蔵
菩
薩
の
お
使
い
だ
か
ら
大
切
に
し
な
さ
い
と
村
人
に

言
い
聞
か
せ
た
237
。

ま
た
、
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ
ウ
も
神

の
使
い
を
し
て
い
る
。⑦
座
禅
修

行
中
の
僧
侶
が
宮
川
の
音
に
煩
わ

さ
れ
る
の
で
、一
宮
水
無
神
社
（
高

山
市
一
之
宮
町
）
の
神
様
が
川
の

音
を
静
か
に
す
る
よ
う
に
ア
ジ
メ

ド
ジ
ョ
ウ
に
命
じ
た
。
ア
ジ
メ
ド

ジ
ョ
ウ
は
水
無
神
社
前
の
川
の
流

れ
を
砂
の
下
に
潜
ら
せ
、
河
原
の

よ
う
に
し
た
。
こ
の
土
地
の
人
は

神
の
使
い
と
し
て
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ

ウ
は
食
べ
な
い
120
。

乙
姫
様
の
召
使
い
の
大
蛇
も
い
た
。⑧
加
賀
の
白
山
か
ら
お
姫

様
が
二
匹
の
大
蛇
を
お
伴
に
飛
来
し
て
、
御
殿
山
（
美
濃
加
茂
市

三
和
町
と
七
宗
町
神
渕
の
境
）
で
里
人
を
守
ら
れ
た
。
山
の
西
の

高
野
洞
を
流
れ
る
谷
川
の
口
蛇
淵
・
奥
蛇
淵
の
二
つ
の
滝
に
、
お

伴
の
二
匹
の
大
蛇
が
棲
む
。
ま
た
、
姫
は
山
の
西
裏
側
（
関
市
下

之
保
）
の
乙
女
滝
で
身
を
清
め
た
と
言
う
288
。

2‒

3
　
そ
の
他

①
徳
山
ダ
ム
上
流
の
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
塚
で
、
ヤ
マ
メ
や
イ
ワ

ナ
を
大
量
に
釣
っ
た
ら
、「
ま
あ
、
よ
い
か
ァ
!
」
と
岩
下
か
ら
声

が
し
た
85
。②
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
（
旧
徳
山
村
塚
）
で
、
道
の
端

を
歩
い
て
い
る
と
蓑
に
何
か
が
喰
い
つ
き
、
切
り
は
ら
う
と
大
イ
ワ

ナ
だ
っ
た
262
。③
一
宮
市
浅
井
町
東
浅
井
の
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る

時
、
村
人
の
夢
枕
に
鯉
が
現
れ
、
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
の
で
そ

ち
ら
の
池
に
置
い
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
見

知
ら
ぬ
男
が
火
の
玉
に
な
っ
て
池
に
飛
び
込
ん
だ
。
浅
井
の
池
に

は
主
が
い
る
1
。④
小
さ
な
お
社
の
前
の
清
水
の
湧
く
池
が
養
老
線

路
沿
い
（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）
の
田
ん
ぼ
の
中
の
小
さ
な
森
に

あ
る
。
そ
こ
の
魚
を
取
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
者

が
掟
を
破
り
、
捕
っ
た
魚
は
蛇
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
23
。

な
お
、「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
と
極
め
て
類
似
し
た
話

と
し
て
、⑤
古
河
城
主
が
飛
騨

匠
（
甚
兵
衛
）
に
命
じ
て
造

ら
せ
た
火
災
防
止
の
鯉
の
彫

刻
を
五
社
明
神
（
飛
騨
市
古

川
町
高
野
）
の
社
殿
に
奉
納

し
た
が
、
鯉
が
宮
川
の
水
を

呼
び
寄
せ
、
次
第
に
川
が
五

社
明
神
に
接
近
す
る
た
め
、

甚
兵
衛
を
探
し
た
が
、
甚
兵

衛
は
次
の
仕
事
で
越
後
へ
旅

立
ち
、
出
羽
で
亡
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
102
。

2‒

4
　
K
I
S
S
O
の
魚
伝
説
五
編

①「
杣
ヶ
池
の
恋
物
語
（
三
二
号
）」
220
は
、
娘
が
恋
し
い
樵
に

合
う
た
め
イ
ワ
ナ
に
化
け
た
話
で
あ
る
が
、
娘
が
蛇
体
の
寝
姿
を

見
ら
れ
た
の
で
、
主
人
か
ら
池
を
貰
っ
て
身
を
隠
し
た
51
と
も
伝

わ
っ
て
い
る
。

「
平
群
池
の
不
思
議
な
伝
説
（
三
九
号
）」
55
は
、
捕
っ
て
は
い

け
な
い
池
で
大
鯰
を
捕
っ
た
が
、
漁
師
は
池
か
ら
の
呼
び
か
け
に

返
事
を
し
た
大
鯰
に
驚
き
、
池
に
鯰
を
返
し
た
が
、
漁
師
は
死
亡

し
た
。

「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
は
、
神
社
の
ひ
さ
し
に
掘
っ
た

鯉
の
出
来
栄
え
が
良
く
て
川
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
、
彫
っ
た
矢
を

鯉
に
向
け
て
、
川
が
神
社
に
近
づ
か
な
く
し
た
。

「
平
瀬
池
の
大
金
魚（
九
八
号
）」257
は
、平
瀬
池（
愛
西
市
森
川
）

で
夜
漁
を
し
て
い
る
と
、
大
き
な
金
魚
が
出
た
。
見
た
者
は
し
ば

ら
く
寝
込
ん
だ
。
な
お
、
平
瀬
池
の
埋
め
立
て
は
、
遊
水
地
と
し

て
機
能
し
た
池
沼
が
排
水
機
場
の
新
設
と
と
も
に
不
必
要
と
な
っ

た
た
め
、「
立
田
地
区
補
助
干
拓
事
業
」
と
し
て
昭
和
二
六
（
一

九
五
一
）
年
一
〇
月
〜
同
三
五
年
三
月
終
了
予
定
で
木
曽
川
で
の

浚
渫
・
堆
積
土
砂
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
。

「
池
の
鯉
を
助
け
た
和
尚
さ
ん
（
九
九
号
）」
87
は
、
酒
癖
の
悪

い
主
人
が
下
僕
の
肩
を
酔
っ
て
切
っ
た
が
、
観
音
様
が
身
代
わ
り

に
な
っ
た「
身
代
わ
り
観
音
」と
、若
者
が
寺
付
近
の
池
の
鯉
を
捕
っ

て
食
べ
よ
う
と
し
た
の
で
、
住
職
が
鯉
を
落
ち
葉
に
代
え
て
助
け

た
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

3
．獣
の
話

　
　
　
3‒

1
　
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
　

キ
ツ
ネ
の
語
源
に
つ
い
て
、『
日
本
霊
異
記
』
は
欽
明
天
皇
（
五

〇
九
?
〜
五
七
一
）
の
時
代
、
美
濃
国
大
野
郡
の
キ
ツ
ネ
が
「
異

類
婚
姻
」
で
子
を
産
ん
だ
が
、
犬
に
吠
え
ら
れ
て
狐
と
分
か
っ
て

か
ら
も
、
夫
の
所
へ
「
…
い
つ
で
も
来
つ
寝
…
」
た
の
で
、
岐
都

禰
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
平
安
時
代
の
陰
陽
師
阿
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）

は
、
信
太
の
森
（
現
大
阪
府
和
泉
市
）
の
白
狐
が
葛
の
葉
姫
に
化

け
て
安
部
保
名
と
も
う
け
た
一
子
で
、
白
狐
は
正
体
を
知
ら
れ
て

古
巣
に
帰
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
狐
と
稲
荷
神
と
の
関
係
は
、
当
て
字
に
よ
る
結
果
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
素
戔
嗚
尊
の
子
供
で
穀
物
の
神
で
あ
る
宇
迦
之

御
魂
神
の
別
名
・
御
饌
津
神
は
稲
荷
神
社
の
祭
神
で
あ
り
、
キ
ツ

ネ
の
古
名
「
ケ
ツ
」
か
ら
、「
み
け
つ
」
に
「
三
狐
神
」
と
当
て

字
を
行
い
、
や
が
て
狐
は
稲
荷
神
の
使
い
、
又
は
眷
属
に
収
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、狐
は
穀
物
を
食
い
荒
ら
す
鼠
を
捕
食
し
、

さ
ら
に
体
色
や
尻
尾
の
形
が
実
っ
た
稲
穂
に
似
て
お
り
、「
三
狐

神
」
は
上
手
い
当
て
字
で
あ
る
。

3‒

2
　
獣
が
化
け
た
話
　

①
舟
か
ら
投
網
で
漁
を
す
る
漁

師
は
毎
夜
、
み
ぞ
川
と
呼
ば
れ
る

五
色
岩
付
近
の
入
江
（
加
茂
郡
坂

祝
町
）
に
繋
が
れ
た
舟
の
舳
先
に

座
る
黒
ん
坊
と
言
葉
を
交
わ
す
よ

う
に
な
っ
た
。
冬
に
狸
の
死
骸
を

見
つ
け
た
後
、
黒
ん
坊
と
会
う
こ

と
は
な
く
、
狸
を
弔
っ
て
や
っ
た

61
。②
尾
張
で
の
「
ご
馳
走
よ
ば

れ
」
で
小
杁
（
江
南
市
小
杁
町
）

か
ら
小
綱
（
川
島
小
綱
町
）
へ
小

杁
の
渡
し
で
帰
る
際
、
小
綱
の
水
神
様
の
茂
み
の
キ
ツ
ネ
に
料
理

を
置
い
て
く
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
キ
ツ
ネ
は
船
頭
に

化
け
て
小
杁
に
迎
え
に
来
て
く
れ
た
り
も
し
た
。
堤
防
沿
い
に
あ
っ

た
水
神
様
は
、
神
明
神
社
南
か
ら
岐
阜
県
消
防
学
校
の
南
端
の

堤
防
側
に
山
の
神
と
共
に
移
さ
れ
て
い
る
40
。③
牛
子
渡
し
（
別

名
松
倉
渡
し
。
各
務
原
市
川
島
松
倉
町
）
の
船
頭
が
夜
中
に
、

若
い
娘
を
舟
に
乗
せ
た
。
そ
の
後
娘
は
、
夜
毎
来
て
は
船
頭
の
小

屋
で
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
来
て
寝
る
」
か
ら
「
き
つ
ね
」
と
い

う
名
が
付
い
た
と
も
い
わ
れ
る
40
。④
夜
中
に
橋
を
渡
る
と
意
識

五社明神

木曽川ライン下りの五色岩付近
（「東北芸術工科大学・東北文化研究センター、アーカイブス」より）
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
10
章
　
魚
と
獣
の
伝
説

が
違
い
道
に
迷
っ
た
。
夜
明
け
に
北
村（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）

の
お
寺
の
奥
で
、
川
獺
に
化
か
さ
れ
た
と
気
が
つ
い
た
60
。⑤
上
ヶ

瀬
か
ら
狐
塚
辺
り
は
、
寂
し
い
所
。
籠
一
杯
の
鰯
を
買
い
込
ん
で

広
瀬
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）
に
戻
る
途
中
、
上
ヶ
瀬
で
大

勢
の
人
夫
に
鰯
を
売
り
、
札
を

も
ら
う
。
夜
明
け
に
札
は
椿
の

葉
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

川
獺
に
や
ら
れ
た
60
。

3‒

3
　
K
I
S
S
O
の
狐
三
編
　

「
い
た
ず
ら
き
つ
ね
の
お
話
（
二
四
号
）」
257
は
、
小
茂
井
（
愛

西
市
小
茂
井
町
）
の
女
ぎ
つ
ね
と
葛
木
（
愛
西
市
葛
木
町
）
の
渡

し
に
住
む
腹
ペ
コ
ぎ
つ
ね
の
二
話
で
あ
る
。

「
キ
ツ
ネ
の
ひ
っ
こ
し
（
五
九
号
）」
234
は
、
木
曽
岬
町
の
船
頭

の
所
に
、
綺
麗
な
女
が
舟
を
頼
み
に
来
た
。
引
き
受
け
て
言
わ
れ

た
場
所
に
着
く
と
、
大
勢
の
狐
が
舟
か
ら
飛
び
降
り
た
。
着
い
た

先
は
「
ツ
タ
ゴ
ウ
リ
」（
今
の
知
多
半
島
の
ど
こ
か
）
で
、
舟
賃

は
木
の
葉
で
あ
っ
た
。
お
金
が
木
の
葉
で
あ
っ
た
話
は
各
地
に
多

く
あ
る
。

「
孫
太
郎
狐
と
尾
白
狐
（
八
五
号
）」
232
は
、
雌
雄
の
狐
が
仲

良
く
暮
ら
し
て
い
た
。
雄
が
弁
財
天
に
心
を
移
し
て
不
仲
に
な
っ

た
が
、弁
財
天
に
諭
さ
れ
仲
良
く
な
っ
た
。
な
お
、「
岩
は
沈
ん
だ
」

が
、
弁
財
天
社
は
川
辺
ダ
ム
上
流
約
四
〇
〇
m
左
岸
の
川
岸
に

移
転
し
て
い
る
。

本
章
第
一
、
二
節
で
は
、
谷
川
の
魚
（
主
に
岩
魚
）
や
主
に
下

流
部
で
伝
わ
っ
た
片
目
の
魚
な
ど
の
伝
説
に
触
れ
、
第
三
節
で
、

狐
等
の
獣
に
関
す
る
伝
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

1
．岩
魚

サ
ケ
目
サ
ケ
科
イ
ワ
ナ
属
の
イ
ワ
ナ
（
岩
魚
）
は
、
年
間
を
通

じ
て
水
温
一
五
度
以
下
の
深
山
幽
谷
に
棲
み
、
総
じ
て
獰
猛
か
つ

雑
食
性
で
、
山
椒
魚
や
鼠
さ
ら
に
蛇
す
ら
飲
み
込
む
事
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
イ
ワ
ナ
は
、「
谷
の
精
霊
」
と
か
「
渓
流
の
王
者
」「
幻

の
怪
魚
」「
神
秘
の
美
魚
」

と
い
っ
た
様
々
な
形
容
詞
で

飾
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

全
国
各
地
に
神
秘
と
幻
に

包
ま
れ
た
伝
説
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

高
山
市
丹
生
川
町
で
は
大

型
の
イ
ワ
ナ
が
い
た
た
め
、
イ
ワ
ナ
を
一
本
、
二
本
と
数
え
た
269
。

飛
騨
で
は
、
魚
に
似
た
笹
（
笹
魚
）
が
稀
に
生
じ
、
三
月
〜
四

月
に
動
き
出
し
て
川
に
落
ち
、イ
ワ
ナ
に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
に
『
飛
州
志
』
を
編
集
し
た
高
山
第

七
代
代
官
長
谷
川
忠
崇
は
、
笹
魚
が
イ
ワ
ナ
に
な
る
の
か
焼
い
て

匂
い
を
嗅
ぎ
、
笹
魚
は
、
蠅
（
笹
魚
玉
蠅
）
が
笹
の
側
芽
に
卵
を

産
ん
で
発
生
す
る
笹
の
病
気
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ワ
ナ
に
な

る
笹
魚
は
高
山
市
丹
生
川
町
の
十
二
ヶ
岳
（
一
三
二
六
m
）
や
平

湯
方
面
に
沢
山
あ
る
269
。

1‒

1
　
岩
魚
と
団
子
　

中
津
川
市
付
知
町
や
下
呂
市
辺
り
で
は
ヤ
マ
ト
岩
魚
を
「
ソ
ウ

タ
ケ
」
と
呼
び
、
大
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
団
子
や
粥
等
を
振

舞
わ
れ
る
伝
説
に
因
み
、
大
イ
ワ
ナ
を
ソ
ウ
タ
ケ
坊
主
と
も
呼
ん

で
い
る
。
以
下
に
、
旅
僧
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

①
木
曽
郡
王
滝
村
滝
越
の
一
軒
家
に
宿
を
乞
う
た
旅
僧
は
麦
粥

で
も
て
な
さ
れ
た
。
翌
朝
、
氷
瀬
の
淵
で
死
ん
だ
大
イ
ワ
ナ
が
見

つ
か
り
、
腹
か
ら
の
麦
粥
で
旅
僧
だ
と
分
か
っ
た
51
。②
高
山
市
国

府
町
瓜
巣
で
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
た
大
イ
ワ
ナ
が
御
飯
を
何
度
か

も
ら
い
に
来
た
の
で
、
毒
入
り
団
子
を
持
た
せ
る
と
、
翌
日
淵
に

大
イ
ワ
ナ
が
浮
い
て
い
た
59
。③
高
山
市
久
々
野
町
久
須
母
の
集

落
に
、
お
坊
の
姿
で
養
蚕
の
神
様
に
お
供
え
す
る
初
午
の
団
子
を

食
べ
た
イ
ワ
ナ
が
棲
む
淵
（
団
子
淵
）
が
あ
っ
た
101
。④
横
尾
集

落
（
高
山
市
丹
生
川
町
折
敷
地
）
の
人
々
が
滝
壺
（
同
心
滝
）

の
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
相
談
を
し
て
い
る
と
、
同
心
和
尚
と
名
乗
る

僧
が
イ
ワ
ナ
を
捕
ら
な
い
よ
う
に
諌
め
た
。
翌
日
大
岩
魚
が
捕
れ
、

腹
か
ら
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
粟
飯
が
出
て
き
た
269
。⑤
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
に
岩
魚
の
干
物
を
も
ら
っ
て
出
汁
に
し
て
団
子
汁
食
べ

た
。
翌
日
、淵（
化
淵
。
郡
上
市
明
宝
小
川
）で
大
き
な
岩
魚
を
釣
っ

た
ら
腹
か
ら
団
子
が
出
て
き
た
295
。⑥
下
呂
市
小
坂
町
大
島
で
、

旅
僧
に
初
午
団
子
を
振
舞
っ
た
後
、
あ
と
を
つ
け
る
と
谷
下
の
淵

で
見
失
う
。
翌
日
淵
に
大
イ
ワ
ナ
が
浮
か
ん
で
い
て
、
腹
か
ら
団

子
が
出
て
来
た
218
。

場
所
は
不
明
だ
が
、
飛
騨
の
伝
え
話
と
し
て
、⑦
お
坊
が
飛
騨

の
山
深
い
地
の
宿
に
現
れ
、
宿
泊
客
に
イ
ワ
ナ
釣
り
を
止
め
る
よ

う
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
翌
日
大
き
な
岩
魚
が
釣
り
上
げ
る
と
、

腹
か
ら
お
坊
が
食
べ
た
五
平
餅
が
出
て
き
た
108
。⑧
関
市
板
取
三

洞
で
、
旅
僧
に
小
麦
の
団
子
を
振
舞
い
、
さ
ら
に
、
川
で
大
き
な

イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
の
で
振
舞
お
う
と
し
た
ら
、
旅
僧
は
い
な
く
な

り
、
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
先
ほ
ど
の
団
子
が
出
て
き
た
8
。

1‒

2
　
毒
汁（「
ね
」）流
し
　

植
物
か
ら
作
る
毒
汁（「
ね
」）

を
流
す
漁
法
を
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
が
諌
め
て
い
る
。

①
木
曽
郡
上
松
町
小
川
焼

笹
の
淵
で
、
毒
汁
で
魚
を
捕

る
計
画
を
し
て
い
る
と
、
旅

僧
が
止
め
た
が
言
う
こ
と
を

聞
か
ず
、
捕
ま
え
た
イ
ワ
ナ

が
僧
だ
と
分
か
る
202
。②
笹
魚

が
イ
ワ
ナ
に
な
っ
た
と
伝
わ
る

釜
ヶ
淵
（
高
山
市
丹
生
川
町

岩
井
谷
）
の
大
イ
ワ
ナ
を
「
ね
」
で
捕
る
相
談
を
諌
め
た
僧
が
団

子
を
貰
っ
た
。
忠
告
を
聞
か
ず
に
漁
を
し
て
捕
っ
た
大
イ
ワ
ナ
の

腹
か
ら
、
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
269
。
ま
た
、③
岩

井
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
の
奥
丹
生
川
）
で
は
、
五
月
五
日
の

端
午
の
節
句
の
笹
餅
を
食
べ
た
旅
僧
が
イ
ワ
ナ
で
あ
っ
た
か
ら
、

端
午
の
節
句
に
笹
餅
を
作
ら
な
い
51
。④
虚
無
僧
に
団
子
を
振

舞
っ
た
後
、
山
椒
の
葉
と
ク
ル
ミ
を
混
ぜ
て
練
っ
た
毒
薬
を
布
淵

（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）
に
流
し
て
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
と
、
腹
か
ら

振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
来
た
53
。
な
お
、⑤
布
淵
の
岩
魚
を
食
べ

た
人
々
に
祟
り
が
あ
っ
た
と
も
言
う
295
。⑥
伊
妙
谷
の
釜
淵
（
郡

上
市
明
宝
気
良
）
の
主
の
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
来
て
、
山
椒

る
と
、
お
坊
が
現
れ
、
止
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
約
束
し
た
。
し
か

し
約
束
を
破
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
お
腹
に
お
坊
が
食
べ
た
飯

が
入
っ
て
い
た
81
。⑨「
ね
」（
山
椒
と
灰
の
ア
ク
汁
で
つ
く
っ
た
毒

薬
）
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
坊
主
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
が
現

れ
て
止
め
た
。
翌
日
、
磯
ン
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
山
手
）

の
奥
の
淵
（
坊
主
淵
）
で
捕
れ
た
大
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
前
日
の
食

事
が
出
て
き
た
262
。⑩
小
曽
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
杉
原
）
の

淵
で
大
イ
ワ
ナ
を
と
る
「
ね
」
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
僧

が
現
れ
て
諌
め
た
。
し
か
し
行
う
と
、
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
腹
か

ら
昨
日
振
舞
っ
た
小
豆
飯
が
出
て
き
た
。
こ
の
淵
は
災
害
の
度
に

崖
崩
れ
す
る
278
。

イ
ワ
ナ
で
は
な
く
ウ
ナ
ギ
の
場
合
も
あ
り
、⑪
揖
斐
郡
揖
斐
川

町
坂
内
広
瀬
（
旧
北
村
）
で
「
ね
」
を
流
す
前
夜
、
武
士
が
酒

と
赤
飯
を
御
馳
走
に
な
り
な
が
ら
、「
ね
」
を
淵
に
流
さ
な
い
で

そ
の
下
の
瀬
か
ら
流
す
よ
う
に
諌
め
た
。
聞
か
ず
に
「
ね
」
を
淵

の
皮
の
毒
団
子
で
イ
ワ
ナ
を
捕

ま
え
る
の
を
止
め
る
よ
う
に
諌

め
た
が
、
止
め
ず
に
漁
に
行
っ

た
ら
、
大
き
な
イ
ワ
ナ
の
腹
か

ら
振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
き
た

295
。⑦
漁
師
が
青
ど
ん
淵
（
ダ
ン

ゴ
淵
ま
た
は
入
道
淵
。
下
呂
市

萩
原
町
山
之
口
カ
ジ
ヤ
谷
）
で

の
漁
（
毒
液
「
ね
」
流
し
）
の

準
備
を
し
て
い
る
と
坊
主
が
現

れ
、
漁
を
止
め
る
よ
う
に
諌
め

た
が
、
漁
に
出
た
。
す
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
そ
の
腹
か
ら
は

坊
主
に
や
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
97
。

⑧
付
知
峡
（
中
津
川
市
付
知
町
）
の
奥
で
馬
酔
木
（
葉
は
有

毒
で
春
す
ず
ら
ん
に
似
た
花
を
開
く
）
を
流
し
て
魚
を
捕
っ
て
い

か
ら
入
れ
て
捕
れ
た
大
ウ
ナ
ギ
の
腹
か
ら
昨
日
の
お
赤
飯
が
出
て

き
た
。
そ
れ
以
降
、
淵
か
ら
の
用
水
は
使
え
な
く
な
っ
た
244
。

な
お
、
イ
ワ
ナ
や
住
職
、
さ
ら
に
神
様
が
魚
取
り
を
諌
め
る
話

も
あ
る
。⑫
身
重
の
妻
と
の
殺
生
し
な
い
約
束
を
妻
の
留
守
中
に

破
り
、
大
洞
山
（
一
三
四
九
m
）
か
ら
飛
騨
市
神
岡
町
割
石
に

注
ぐ
霧
茂
谷
で
イ
ワ
ナ
を
沢
山
捕
っ
て
き
て
食
べ
た
。
す
る
と
イ

ワ
ナ
が
妻
に
化
け
て
や
っ
て
来
て
、
そ
の
こ
と
を
責
め
た
の
で
残
り

の
イ
ワ
ナ
を
逃
が
し
た
104
。⑬
御
嵩
町
小
和
沢
に
あ
っ
た
西
宝
寺

（
現
在
正
願
寺
﹇
可
児
郡
御
嵩
町
中
切
﹈
に
引
っ
越
し
）
の
小
僧

は
魚
採
り
（
殺
生
）
が
好
き
で
、
困
っ
た
和
尚
は
小
和
沢
の
川
に

魚
が
棲
ま
な
い
よ
う
に
呪
文
を
唱
え
た
の
で
、
小
和
沢
の
川
に
は

魚
が
い
な
く
な
っ
た
62
。⑭
鹿
が
池
（
高
山
市
清
見
町
牧
ケ
洞
（
ま

き
が
ほ
ら
））
の
小
魚
を
摂
ら
な
い
よ
う
に
神
様
が
鹿
に
言
い
聞

か
せ
、
そ
れ
以
降
、
神
様
の
小
魚
を
取
る
人
も
い
な
く
な
っ
た
96
。

2
．他
の
魚

2‒

1
　
大
き
な
魚

①
大
イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
吉
兵
衛
（
木
曽
郡
木
曽
町
開
田
高
原
末

川
小
野
原
）
は
家
に
着
く
と
、
持
っ
て
き
た
イ
ワ
ナ
は
姿
が
無
く
、

吉
兵
衛
は
熱
を
出
し
て
死
ん
だ
。
こ
の
淵
を
吉
兵
衛
淵
と
名
付
け

た
220
。②
山
県
市
葛
原
の
庄
屋
の
家
に
将
棋
の
腕
の
立
つ
若
者
が
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
な
り
や
の
淵
」
の
川
干
し
（
川
を
堰
き
止
め

て
魚
を
捕
る
）
を
若
者
が
反
対
し
た
が
行
う
と
、
大
ア
マ
ゴ
が
見

つ
か
り
、
祟
り
を
恐
れ
て
山
に
埋
め
た
。
そ
れ
以
来
若
者
の
姿
が

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
124
。

③
土
岐
川
の
「
ワ
ン
ゴ
の
セ
ト
ガ
淵
」（
瑞
浪
市
和
合
町
）
と

呼
ば
れ
る
場
所
に
、
大
鯉
の
主
が
棲
ん
で
い
た
。
大
鯉
は
淵
に
落

ち
た
子
ど
も
を
乗
せ
て
現
れ
、子
ど
も
は
助
か
っ
た
110
。④
下
池（
海

津
市
南
濃
町
）
の
干
拓
第
三
工
事
の
際
に
、
池
を
浚
う
と
大
き
な

鯉
（
約
一
五
㎏
）
が
出
た
の
で
、
あ
る
家
の
池
に
放
し
た
が
翌
日

に
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
池
の
主
だ
と
囁
か
れ
た
267
。⑤
下
大
榑
新

田
の
江
川
が
大
榑
川
に
流
れ
込
む
辺
り
（
安
八
郡
輪
之
内
町
）
で
、

漁
師
が
投
網
を
す
る
と
、
大
榑
川
の
主
の
「
赤
じ
じ
」（
年
を
経

た
大
緋
鯉
）
に
、
こ
の
淵
で
投
網
を
し
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

嫌
だ
と
反
抗
す
る
と
祟
り
で
死
ん
だ
304
。

さ
ら
に
、
捕
ま
っ
た
大
き
な
魚
が
仲
間
に
呼
び
戻
さ
れ
て
い
る
。

⑥
愛
西
市
立
田
町
（
下
立
田
村
）
の
池
で
漁
師
が
大
鯰
を
釣
り

上
げ
る
と
、
池
か
ら
「
お
こ
ま
」
と
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
、
釣
り
上

げ
た
鯰
が
オ
ー
イ
と
返
事
を
し
た
。
ビ
ク
を
開
け
る
と
返
事
を
し

な
が
ら
他
の
鯰
の
い
る
池
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
池
を
お
こ
ま
が

池
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
の
話
で
は
、
立
田
村
戸
倉
の
鵜
戸

川
沿
い
の
鯰
渕
に
「
お
こ
ま
鯰
」
が
い
た
と
も
言
う
257
。

さ
ら
に
、
鯰
で
は
な
く
ア
マ
ゴ
も
返
事
に
応
え
て
い
る
。

⑦
山
県
市
谷
合
の
奥
瀬
見
を
流
れ
る
神
崎
川
の
淵
で
大
ア
マ
ゴ

を
捕
ま
え
、
食
べ
よ
う
と
焼
い
て
い
る
と
、「
九
郎
こ
ー
い
」
と
呼

ぶ
声
に
応
じ
て
大
ア
マ
ゴ
は
神
崎
川
へ
戻
っ
て
行
き
、
そ
の
家
は
祟

り
で
途
絶
え
、
そ
の
後
も
恐
ろ
し
い
思
い
を
し
た
目
撃
者
な
ど
に

よ
り
、
そ
の
淵
（
九
朗
淵
）
に
近
づ
く
事
を
禁
じ
ら
れ
た
124
。

⑧
揖
斐
川
町
外
津
汲
の
内
谷
の
大
岩
（
筏
は
り
だ
し
岩
）
の
淵

に
大
山
椒
魚
が
棲
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
漁
師
が
捕
ま
え
た
が
、
ま

た
川
に
戻
し
た
。
三
年
程
後
に
子
ど
も
が
溺
れ
た
の
は
、
淵
の
主

の
大
山
椒
魚
の
せ
い
か
河
童
の
せ
い
か
分
か
ら
な
い
54
。⑨
安
八
郡

輪
之
内
町
本
戸
の
「
大
正
池
」
で
大
鯰
を
取
っ
た
村
人
は
「
大
正

池
の
主
」（「
片
目
の
魚
」
の

⑤
参
照
）
で
あ
っ
た
と
気
づ

き
、
漁
師
を
止
め
た
134
。

返
事
だ
け
で
は
な
く
、
化

け
る
魚
も
い
る
。⑩
四
十
八
滝

（
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
）

の
イ
ワ
ナ
は
、
釣
り
人
が
来

る
と
木
の
葉
に
化
け
101
、⑪
恵

那
市
三
郷
町
佐
々
良
木
の
和

尚
様
が
話
相
手
が
い
な
く
寂

し
が
っ
て
い
る
と
、
不
動
淵
の

鯉
が
じ
っ
さ
ま
に
化
け
て
毎

晩
や
っ
て
き
て
談
笑
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
食
事
で
味
噌
を
食
べ
た

翌
日
、
淵
に
口
に
味
噌
が
付
い
た
鯉
が
浮
い
て
い
た
の
で
、
和
尚

が
供
養
し
た
214
。

2‒

2
　
片
目
と
神
の
使
い
の
魚

片
目
の
伝
説
は
全
国
的
に
極
め
て
多
く
、
片
目
の
神
（
例
え
ば

多
度
神
社
の
天
目
一
箇
神
）、
地
蔵
観
音
、
牛
・
蛇
・
守
宮
・
鴨
・
鶉
・

蛙
・
河
鹿
な
ど
の
他
、
魚
で
は
鮭
・
泥
鰌
・
鰻
・
鮒
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、①
古
井
神
社
（
美
濃
加
茂
市
古
井
町
）
の
神
様
が
泣
い
て

い
る
赤
ん
坊
を
見
よ
う
と
し
て
笹
の
葉
で
目
を
突
き
、
以
来
、
笹

が
茂
っ
て
い
る
家
で
生
ま
れ
る
赤
子
の
片
目
を
小
さ
く
し
た
288
と
伝

わ
る
よ
う
に
、
人
間
も
片
目
の
多
い
村
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
由

緒
を
も
っ
て
い
る
。

柳
田
は
「
片
目
の
魚
」
94
で
、
目
の
悪
い
人
が
東
京
都
杉
並
区

の
お
寺
の
池
に
放
し
た
魚
が
片
目
に
な
り
、
甲
府
の
武
田
家
城
跡

の
堀
の
泥
鰌
は
山
本
勘
助
に
似
て
片
目
で
、
群
馬
県
富
岡
市
の
神

社
の
泉
か
ら
流
れ
出
る
水
に
棲
む
鰻
も
片
目
で
あ
る
、
等
と
多
く

の
片
目
に
関
す
る
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

さ
ら
に
柳
田
は
、
行
基
や
徳
の
あ
る
僧
が
無
理
強
い
さ
れ
て
魚

を
少
し
口
に
し
た
後
、
吐
き
出
し
た
一
片
ず
つ
が
片
目
の
魚
と
な

り
、
ま
た
、
片
目
を
矢
で
討
た
れ
て
戦
っ
た
豪
傑
が
目
を
洗
っ
た

池
の
魚
や
イ
モ
リ
が
片
目
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

柳
田
は
片
目
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
当
り
前
に
二
つ
目
を

持
っ
た
者
よ
り
も
、
片
目
に
な
っ
た
者
の
方
が
、
一
段
と
神
に
親
し

く
仕
え
る
こ
と
が
で
き
、
神
に
お
供
え
す
る
魚
と
普
通
の
も
の
と

を
区
別
す
る
為
に
、
片
目
の
魚
に
し
た
」
と
考
え
た
。

②
下
呂
市
萩
原
町
大
ヶ
洞
の
谷
川
の
淵
（
ヨ
キ
淵
）
に
あ
っ
た

松
の
大
木
を
切
り
倒
そ
う
と
し
た
片
目
の
杣
が
、
淵
に
ヨ
キ
を
落

と
し
、
拾
お
う
と
し
た
が
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
淵
で
目
撃

さ
れ
た
大
イ
ワ
ナ
は
、
片
目
だ
っ
た
97
。③
古
賀
ヶ
池
（
小
島
山
の

頂
上
。
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
）
付
近
（
サ
ル
谷
）
の
ア
マ
ゴ
は
、

猟
師
が
犬
を
飲
み
込
ん
だ
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
血
が
飛
び

散
り
、
片
目
に
な
っ

た
238
。④
桑
名
市
江

場
の
若
宮
神
社
内
の

鏡
ヶ
池
に
、
片
目
の

魚
が
住
む
55
。⑤
安
八

郡
輪
之
内
町
本
戸
の

吉
野
神
社
の
東
側
の

池
（
大
正
池
）
付
近

の
寺
の
隻
眼
の
住
職
は
囲
碁
が
好
き
で
、
洪
水
で
中
村
川
の
堤
が

「
切
れ
た
」
知
ら
せ
を
、碁
相
手
を
も
て
な
す
「
う
ど
ん
が
切
れ
た
」

と
間
違
え
、
洪
水
に
飲
み
込
ま
れ
て
出
来
た
池
の
主
と
な
り
、
こ

の
池
に
棲
む
フ
ナ
は
全
て
片
目
だ
っ
た
304
。

神
の
使
い
と
し
て
、
稲
荷
神
社
の
狐
、
春
日
神
社
の
鹿
、
八
幡

神
社
の
鳩
さ
ら
に
は
毘
沙
門
天
の
百
足
等
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

鰻
も
神
の
使
い
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
三
十
六
歌
仙
の
一
人
・
藤
原
高
光
（
九
四
〇
？
〜
九
九
四
？
）

が
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
使
い
で
あ
る
鰻
の
道
案
内
で
、
粥
川
（
郡
上

市
美
並
町
）
源
流
部
の
瓢
ヶ
岳
（
一
一
六
三
m
）
に
住
む
牛
に
似

た
姿
の
鬼
を
退
治
し
た
。
鬼
退
治
後
、
高
光
は
都
に
帰
る
と
き
、

鰻
は
虚
空
蔵
菩
薩
の
お
使
い
だ
か
ら
大
切
に
し
な
さ
い
と
村
人
に

言
い
聞
か
せ
た
237
。

ま
た
、
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ
ウ
も
神

の
使
い
を
し
て
い
る
。⑦
座
禅
修

行
中
の
僧
侶
が
宮
川
の
音
に
煩
わ

さ
れ
る
の
で
、一
宮
水
無
神
社
（
高

山
市
一
之
宮
町
）
の
神
様
が
川
の

音
を
静
か
に
す
る
よ
う
に
ア
ジ
メ

ド
ジ
ョ
ウ
に
命
じ
た
。
ア
ジ
メ
ド

ジ
ョ
ウ
は
水
無
神
社
前
の
川
の
流

れ
を
砂
の
下
に
潜
ら
せ
、
河
原
の

よ
う
に
し
た
。
こ
の
土
地
の
人
は

神
の
使
い
と
し
て
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ

ウ
は
食
べ
な
い
120
。

乙
姫
様
の
召
使
い
の
大
蛇
も
い
た
。⑧
加
賀
の
白
山
か
ら
お
姫

様
が
二
匹
の
大
蛇
を
お
伴
に
飛
来
し
て
、
御
殿
山
（
美
濃
加
茂
市

三
和
町
と
七
宗
町
神
渕
の
境
）
で
里
人
を
守
ら
れ
た
。
山
の
西
の

高
野
洞
を
流
れ
る
谷
川
の
口
蛇
淵
・
奥
蛇
淵
の
二
つ
の
滝
に
、
お

伴
の
二
匹
の
大
蛇
が
棲
む
。
ま
た
、
姫
は
山
の
西
裏
側
（
関
市
下

之
保
）
の
乙
女
滝
で
身
を
清
め
た
と
言
う
288
。

2‒

3
　
そ
の
他

①
徳
山
ダ
ム
上
流
の
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
塚
で
、
ヤ
マ
メ
や
イ
ワ

ナ
を
大
量
に
釣
っ
た
ら
、「
ま
あ
、
よ
い
か
ァ
!
」
と
岩
下
か
ら
声

が
し
た
85
。②
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
（
旧
徳
山
村
塚
）
で
、
道
の
端

を
歩
い
て
い
る
と
蓑
に
何
か
が
喰
い
つ
き
、
切
り
は
ら
う
と
大
イ
ワ

ナ
だ
っ
た
262
。③
一
宮
市
浅
井
町
東
浅
井
の
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る

時
、
村
人
の
夢
枕
に
鯉
が
現
れ
、
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
の
で
そ

ち
ら
の
池
に
置
い
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
見

知
ら
ぬ
男
が
火
の
玉
に
な
っ
て
池
に
飛
び
込
ん
だ
。
浅
井
の
池
に

は
主
が
い
る
1
。④
小
さ
な
お
社
の
前
の
清
水
の
湧
く
池
が
養
老
線

路
沿
い
（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）
の
田
ん
ぼ
の
中
の
小
さ
な
森
に

あ
る
。
そ
こ
の
魚
を
取
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
者

が
掟
を
破
り
、
捕
っ
た
魚
は
蛇
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
23
。

な
お
、「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
と
極
め
て
類
似
し
た
話

と
し
て
、⑤
古
河
城
主
が
飛
騨

匠
（
甚
兵
衛
）
に
命
じ
て
造

ら
せ
た
火
災
防
止
の
鯉
の
彫

刻
を
五
社
明
神
（
飛
騨
市
古

川
町
高
野
）
の
社
殿
に
奉
納

し
た
が
、
鯉
が
宮
川
の
水
を

呼
び
寄
せ
、
次
第
に
川
が
五

社
明
神
に
接
近
す
る
た
め
、

甚
兵
衛
を
探
し
た
が
、
甚
兵

衛
は
次
の
仕
事
で
越
後
へ
旅

立
ち
、
出
羽
で
亡
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
102
。

2‒

4
　
K
I
S
S
O
の
魚
伝
説
五
編

①「
杣
ヶ
池
の
恋
物
語
（
三
二
号
）」
220
は
、
娘
が
恋
し
い
樵
に

合
う
た
め
イ
ワ
ナ
に
化
け
た
話
で
あ
る
が
、
娘
が
蛇
体
の
寝
姿
を

見
ら
れ
た
の
で
、
主
人
か
ら
池
を
貰
っ
て
身
を
隠
し
た
51
と
も
伝

わ
っ
て
い
る
。

「
平
群
池
の
不
思
議
な
伝
説
（
三
九
号
）」
55
は
、
捕
っ
て
は
い

け
な
い
池
で
大
鯰
を
捕
っ
た
が
、
漁
師
は
池
か
ら
の
呼
び
か
け
に

返
事
を
し
た
大
鯰
に
驚
き
、
池
に
鯰
を
返
し
た
が
、
漁
師
は
死
亡

し
た
。

「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
は
、
神
社
の
ひ
さ
し
に
掘
っ
た

鯉
の
出
来
栄
え
が
良
く
て
川
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
、
彫
っ
た
矢
を

鯉
に
向
け
て
、
川
が
神
社
に
近
づ
か
な
く
し
た
。

「
平
瀬
池
の
大
金
魚（
九
八
号
）」257
は
、平
瀬
池（
愛
西
市
森
川
）

で
夜
漁
を
し
て
い
る
と
、
大
き
な
金
魚
が
出
た
。
見
た
者
は
し
ば

ら
く
寝
込
ん
だ
。
な
お
、
平
瀬
池
の
埋
め
立
て
は
、
遊
水
地
と
し

て
機
能
し
た
池
沼
が
排
水
機
場
の
新
設
と
と
も
に
不
必
要
と
な
っ

た
た
め
、「
立
田
地
区
補
助
干
拓
事
業
」
と
し
て
昭
和
二
六
（
一

九
五
一
）
年
一
〇
月
〜
同
三
五
年
三
月
終
了
予
定
で
木
曽
川
で
の

浚
渫
・
堆
積
土
砂
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
。

「
池
の
鯉
を
助
け
た
和
尚
さ
ん
（
九
九
号
）」
87
は
、
酒
癖
の
悪

い
主
人
が
下
僕
の
肩
を
酔
っ
て
切
っ
た
が
、
観
音
様
が
身
代
わ
り

に
な
っ
た「
身
代
わ
り
観
音
」と
、若
者
が
寺
付
近
の
池
の
鯉
を
捕
っ

て
食
べ
よ
う
と
し
た
の
で
、
住
職
が
鯉
を
落
ち
葉
に
代
え
て
助
け

た
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

3
．獣
の
話

　
　
　
3‒

1
　
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
　

キ
ツ
ネ
の
語
源
に
つ
い
て
、『
日
本
霊
異
記
』
は
欽
明
天
皇
（
五

〇
九
?
〜
五
七
一
）
の
時
代
、
美
濃
国
大
野
郡
の
キ
ツ
ネ
が
「
異

類
婚
姻
」
で
子
を
産
ん
だ
が
、
犬
に
吠
え
ら
れ
て
狐
と
分
か
っ
て

か
ら
も
、
夫
の
所
へ
「
…
い
つ
で
も
来
つ
寝
…
」
た
の
で
、
岐
都

禰
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
平
安
時
代
の
陰
陽
師
阿
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）

は
、
信
太
の
森
（
現
大
阪
府
和
泉
市
）
の
白
狐
が
葛
の
葉
姫
に
化

け
て
安
部
保
名
と
も
う
け
た
一
子
で
、
白
狐
は
正
体
を
知
ら
れ
て

古
巣
に
帰
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
狐
と
稲
荷
神
と
の
関
係
は
、
当
て
字
に
よ
る
結
果
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
素
戔
嗚
尊
の
子
供
で
穀
物
の
神
で
あ
る
宇
迦
之

御
魂
神
の
別
名
・
御
饌
津
神
は
稲
荷
神
社
の
祭
神
で
あ
り
、
キ
ツ

ネ
の
古
名
「
ケ
ツ
」
か
ら
、「
み
け
つ
」
に
「
三
狐
神
」
と
当
て

字
を
行
い
、
や
が
て
狐
は
稲
荷
神
の
使
い
、
又
は
眷
属
に
収
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、狐
は
穀
物
を
食
い
荒
ら
す
鼠
を
捕
食
し
、

さ
ら
に
体
色
や
尻
尾
の
形
が
実
っ
た
稲
穂
に
似
て
お
り
、「
三
狐

神
」
は
上
手
い
当
て
字
で
あ
る
。

3‒

2
　
獣
が
化
け
た
話
　

①
舟
か
ら
投
網
で
漁
を
す
る
漁

師
は
毎
夜
、
み
ぞ
川
と
呼
ば
れ
る

五
色
岩
付
近
の
入
江
（
加
茂
郡
坂

祝
町
）
に
繋
が
れ
た
舟
の
舳
先
に

座
る
黒
ん
坊
と
言
葉
を
交
わ
す
よ

う
に
な
っ
た
。
冬
に
狸
の
死
骸
を

見
つ
け
た
後
、
黒
ん
坊
と
会
う
こ

と
は
な
く
、
狸
を
弔
っ
て
や
っ
た

61
。②
尾
張
で
の
「
ご
馳
走
よ
ば

れ
」
で
小
杁
（
江
南
市
小
杁
町
）

か
ら
小
綱
（
川
島
小
綱
町
）
へ
小

杁
の
渡
し
で
帰
る
際
、
小
綱
の
水
神
様
の
茂
み
の
キ
ツ
ネ
に
料
理

を
置
い
て
く
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
キ
ツ
ネ
は
船
頭
に

化
け
て
小
杁
に
迎
え
に
来
て
く
れ
た
り
も
し
た
。
堤
防
沿
い
に
あ
っ

た
水
神
様
は
、
神
明
神
社
南
か
ら
岐
阜
県
消
防
学
校
の
南
端
の

堤
防
側
に
山
の
神
と
共
に
移
さ
れ
て
い
る
40
。③
牛
子
渡
し
（
別

名
松
倉
渡
し
。
各
務
原
市
川
島
松
倉
町
）
の
船
頭
が
夜
中
に
、

若
い
娘
を
舟
に
乗
せ
た
。
そ
の
後
娘
は
、
夜
毎
来
て
は
船
頭
の
小

屋
で
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
来
て
寝
る
」
か
ら
「
き
つ
ね
」
と
い

う
名
が
付
い
た
と
も
い
わ
れ
る
40
。④
夜
中
に
橋
を
渡
る
と
意
識

神明神社から移動した水神

法面に残る牛子渡しの常夜灯

に
爺
様
と
婆
様
が
住
ん
で
い
た
。

川
で
洗
濯
を
し
て
い
る
と
、
桃
の

実
を
握
っ
た
男
の
子
が
流
れ
て
来

た
。
桃
太
郎
は
大
き
く
な
り
、

可
児
川
の
鬼
が
島
の
藤
六
と
い
う

盗
賊
の
頭
を
退
治
し
た
25
。③
木

曽
川
の
中
州
（
一
志
岐
島
）
に

住
み
つ
く
鬼
を
、
対
岸
の
犬
山

栗
栖
の
桃
太
郎
が
退
治
し
た
。

鬼
と
戦
っ
た
取
組
（
坂
祝
町
）、

勝
っ
た
所
を
勝
山
、
戦
勝
を
祝
う
酒
倉
（
坂
祝
町
）、
祝
杯
を
挙

げ
た
酒
（
坂
）
祝
、宝
を
積
ん
だ
宝
積
寺
（
加
茂
郡
坂
祝
町
取
組
）

な
ど
地
名
が
多
く
あ
る
61
。

木
曽
川
左
支
川
の
可
児
川
に
、④
岩
礁
の
岩
が
沢
山
あ
り
、
鬼

が
棲
ん
だ
鬼
ケ
島
（
可
児
市
塩
字
中
島
）
が
あ
っ
た
。
旅
人
の
生

き
血
を
吸
っ
た
の
で
赤
い
石
や
、
鬼
の
足
跡
、
鬼
ケ
洞
、
古
井
戸

も
残
っ
て
い
た
と
い
う
228
。
な
お
、
桃
太
郎
神
社
か
ら
約
一
八
㎞

程
上
流
の
飛
騨
川
の
、⑤
加
茂
郡
川
辺
町
の
至
る
所
に
、
洗
濯
岩

（
桃
を
拾
っ
た
場
所
）、
鬼
門
、
犬
塚
、
猿
ケ
鼻
、
夜
泣
き
坂
等
の
、

桃
太
郎
伝
説
ゆ
か
り
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
232
。

ま
た
、
揖
斐
川
左
支
川
の
根
尾
川
沿
い
で
も
、⑥
川
で
河
童
を

助
け
た
恩
返
し
に
、
年
寄
り
夫
婦
は
桃
の
古
株
と
子
宝
石
を
貰
い
、

子
ど
も
（
桃
太
郎
）
を
授
か
っ
た
。
桃
太
郎
は
、
地
獄
谷
に
住
み

つ
い
た
鬼
（
大
蛇
）
を
退
治
し
た
。
子
宝
石
は
、
薬
師
堂
（
本
巣

市
文
殊
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
128
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

鬼
退
治
か
ら
帰
っ
て
き
た
桃
太
郎
は
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
と

暮
ら
し
、
二
人
が
天
寿
を
全
う
す
る
と
桃
山
（
栗
栖
）
に
入
っ
て

行
き
、
姿
を
隠
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、⑦
鬼
退
治
か
ら
帰
っ
た

桃
太
郎
は
親
類
の
婆
様
を
訪
ね
て
鬼
ヶ
島
の
話
を
し
て
い
る
と
、

婆
様
が
鬼
に
変
わ
り
、
桃
太
郎
は
逃
げ
て
武
並
神
社
（
恵
那
市
大

井
町
）
の
杉
の
木
に
登
り
コ
ブ
と
な
っ
た
。
そ
の
木
は
伊
勢
湾
台
風

で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
214
。

現
在
も
続
い
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
「
ね
じ
柳
の
故
事
」
と
し
て
尾

張
名
所
図
会
に
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、⑤
義
朝
が
箸
と
し
て
使
用

し
た
柳
の
枝
は
、
枝
先
を
下
に
挿
さ
れ
た
の
で
ね
じ
れ
て
根
付
き
、

大
木
と
な
っ
た
が
、
明
治
改
修
時
に
川
底
に
沈
ん
だ
。⑥
立
田
大

橋
下
流
木
曽
川
右
岸
の
東
海
広
場
南
端
に
「
故
事
ね
じ
柳
跡
の
碑
」

が
あ
る
。

義
朝
達
は
以
上
の
よ
う
に
昼
食
あ
る
い
は
朝
食
を
摂
っ
た
後
、⑦

現
弥
富
市
荷
之
上
町
柴
ケ
森
の
荷
之
上
八
幡
神
社
で
、
身
を
隠
し

て
き
た
芝
（
荷
）
を
舟
か
ら
岸
に
上
げ
て
休
憩
し
た
た
め
、「
荷

之
上
」
と
付
い
た
よ
う
で
あ
る
3
。

そ
の
後
、⑧
島
（
陸
路
）
伝
い
に
進
み
海
の
見
え
る
所
に
出
た
。

こ
こ
が
現
蟹
江
町
大
字
西
之
森
で
あ
り
源
氏
と
小
字
名
が
付
き
、

現
海
部
郡
蟹
江
町
学
戸
七
丁
目
に
源
氏
塚
が
あ
る
3
。

2
．伝
説
で
彩
ら
れ
た
小
川
の
姫
様

赤
沢
美
林
（
木
曽
郡
上
松
町
小
川
入
国
有
林
）
内
の
姫
宮
神

社
は
木
曽
谷
御
料
林
内
で
唯
一
の
神
社
で
あ
る
。
帝
室
林
野
局
か

ら
祭
祀
料
が
下
賜
さ
れ
、
一
〇
月
一
五
日
の
祭
礼
の
日
に
は
、
全

山
の
労
働
者
が
神
社
に
集
ま
り
、
草
相
撲
大
会
な
ど
盛
大
な
祭
り

が
催
さ
れ
た
。
今
は
営
林
関
係
の
人
び
と
が
中
心
に
な
っ
て
祈
願

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
神
社
は
、
姫
淵
の
真
上
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
渡
り
二
〇
〇

m
ほ
ど
入
っ
た
地
点
で
、
桧
づ
く

り
の
鳥
居
の
後
ろ
に
二
m
四
方
の

祠
が
あ
る
。

明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
六

月
二
七
日
、明
治
天
皇
巡
行
の
際
、

御
料
林
当
時
に
木
曽
郡
上
松
町
の

高
倉
神
社
に
あ
っ
た
姫
宮
神
社

に
、
勅
使
が
訪
れ
て
参
詣
し
た
と

記
録
に
あ
る
。
現
在
の
神
社
は
、

帝
室
林
野
局
が
大
正
一
〇（
一
九
二

一
）
年
一
〇
月
に
こ
の
麝
香
沢
の
地
に
遷
宮
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

姫
宮
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
は
、
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年

に
平
氏
追
討
の
令
旨
を
全
国
の
源
氏
に
発
し
た
以
仁
王
（
一
一
五

〇
〜
八
〇
。
後
白
河
天
皇
の
皇
子
）の
娘
で
あ
る
と
伝
わ
り
、①「
小

川
入
の
姫
淵
悲
話
（
六
二
号
）」
202
は
、美
濃
国
に
逃
れ
た
父
を
追
っ

て
、
弟
と
共
に
美
濃
国
へ
向
か
っ
て
い
た
道
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

姫
淵
で
身
を
投
じ
る
前
の
出
来
事
と
し
て
、②
小
川
を
目
指
し
て

逃
げ
て
き
た
源
氏
の
姫
が
上
松
町
荻
原
大
字
立
町
の
あ
る
家
で
余

り
に
も
喉
が
渇
き
、
仏
様
の
器
の
中
の
水
を
呑
み
、
小
川
へ
逃
げ

る
手
助
け
を
し
て
も
ら
っ
た
。
以
後
、
こ
の
家
は
「
仏
器
」
の
苗

字
と
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
202
。

な
お
、姫
宮
に
祀
ら
れ
た
人
物
と
し
て
、③
天
正
一
二（
一
五
八
四
）

年
五
月
、
木
曽
義
昌
（
一
五
四
〇
〜
九
五
）
に
殺
さ
れ
た
上
松
に

住
む
家
臣
萩
原
主
水
の
一
五
歳
の
娘
は
高
倉
へ
逃
げ
た
が
、
そ
の

地
の
村
人
は
娘
を
匿
わ
ず
、
敵
に
見
つ
か
っ
た
娘
は
淵
に
身
を
投
げ

た
。
こ
の
淵
が
後
に
姫
淵
と
呼
ば
れ
、
村
人
は
祠
を
建
て
た
202
と

伝
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、④
武
田
側
の
秋
山
信
友
（
一
五
二
九
〜
七
五
）
に
嫁
い

だ
信
長
の
叔
母
が
、
信
長
に
敗
れ
た
た
め
夫
と
共
に
処
刑
さ
れ
た
。

信
友
の
生
き
残
っ
た
姫
は
美
人
に
成
長
し
た
が
、
強
引
に
結
婚
を

迫
る
人
物
か
ら
逃
れ
て
淵
に
飛
び
込
み
亡
く
な
っ
た
202
と
、
他
の

言
い
伝
え
で
は
、⑤
信
長
か
ら
逃
げ
て
木
曽
駒
ヶ
根
村
で
隠
れ
住
み

年
頃
と
な
っ
た
姫
は
、
村
の
金
持
ち
の
息
子
に
結
婚
を
迫
ら
れ
、

川
の
淵
に
身
を
投
げ
た
。
こ
の
地
に
は
小
さ
な
社
が
建
て
ら
れ
、

姫
淵
と
名
付
け
ら
れ
た
13
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、⑥
織
田
信
長
の
息
子
の
一
人
が
姫
君
を
伴
っ
て
逃
げ
延

び
て
来
た
。
息
子
は
傷
が
ひ
ど
く
て
つ
い
に
亡
く
な
っ
た
が
、
姫
は

村
人
の
助
け
を
借
り
て
、
上
松
小
川
の
上
流
の
姫
淵
ま
で
逃
げ
た
。

し
か
し
、
つ
い
に
逃
げ
切
れ
ず
に
、
そ
の
淵
に
身
を
投
じ
た
の
で
、

姫
を
偲
ん
で
二
の
宮
大
権
現
と
し
て
二
子
持 （
木
曽
郡
王
滝
村
二

子
持
）
の
淵
に

祀
っ
た
266
、と
伝
っ

て
い
る
。

な
お
、「
姫
宮

伝
説
」
に
類
似
し

た
別
の
姫
君
の
伝

説
と
し
て
、⑦
萩

原
の
人
は
、
後
難

を
恐
れ
て
追
手
に
追
わ
れ
て
い
る

お
姫
様
が
助
け
ず
小
判
だ
け
取
り

上
げ
、
追
手
に
姫
の
逃
げ
た
方
向

を
教
え
た
。
姫
は
隠
れ
て
い
た
滝

（
隠
れ
滝
。
上
松
町
萩
原
）
に
身

を
投
げ
、
そ
れ
以
来
悪
い
病
気
が

流
行
す
る
の
で
、
滝
の
上
に
姫
の

宮
神
社
を
祀
っ
た
202
。

一
方
、「
一
つ
灯
伝
説
」
が
姫
宮

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
の
弟
若

宮
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
若
宮
は
父
以
仁
王
が
木
曽
郡
木
曽
町
福
島
御
室
へ
移
っ
た
後

に
も
西
小
川
の
高
倉
に
住
み
、
亡
く
な
っ
て
高
倉
で
塚
に
葬
ら
れ
、

そ
の
近
く
に
若
宮
大
明
神
（
高
倉
神
社
）
が
祀
ら
れ
た
。
ど
ん
な

風
雨
の
夜
で
も
西
小
川
の
谷
で
は
一
点
の
灯
が
煌
々
と
輝
い
て
い
た

が
、
明
治
二
〇
年
頃
に
こ
の
塚
を
掘
り
起
こ
し
て
か
ら
、
一
つ
灯
は

光
ら
な
く
な
っ
た
202
。

3
．浦
島
太
郎
伝
説

全
国
に
広
く
流
布
し
て
い
る
浦
島
太
郎
伝
説
は
、奈
良
時
代
（
七

一
〇
〜
七
九
四
）
の
終
わ
り
頃
に
成
立
し
た
『
万
葉
集
』
に
そ
の

原
型
と
も
言
え
る
話
が
載
っ
て
お
り
、
室
町
時
代
（
一
三
三
六
〜
一

五
七
三
）
に
成
立
し
た
『
御
伽
草
子
』
に
は
、「
報
恩
」
を
構
成

要
素
と
し
た
現
在
の
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

中
世
以
前
、
浦
島
太
郎
は
水
江
浦
嶋
子
（
男
性
）
を
略
し
て
浦

島
子
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
浦
島
太
郎
は
、
横
浜
市
の
慶
雲
寺
、
京

都
府
伊
根
町
の
浦
島
（
宇
良
）
神
社
や
丹
後
市
網
野
町
の
網
野
神

社
、
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
の
紫
雲
出
山
を
は
じ
め
、
福
島
県
か

ら
鹿
児
島
・
沖
縄
県
ま
で
各
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

中
部
地
区
で
は
、
知
多
半
島
の
知
多
郡
武
豊
町
大
字
富
貴
の
知

里
付
神
社
の
社
宝
が
乙
姫
か
ら
贈
ら
れ
た
「
あ
け
ず
の
箱
」
で
境

内
に
浦
島
神
社
が
あ
り
、
付
近
に
は
浦
之
嶋
や
竜
宮
の
地
名
も
残
っ

て
い
る
。
ま
た
、
木
曽
川
右
岸
の
岐
阜
県
各
務
原
市
前
渡
の
市
杵

島
神
社
が
、
浦
島
太
郎
が
開
け
た
玉
手
箱
の
伝
説
の
発
祥
地
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
の
寝
覚
ノ
床
で
は
、①
竜
宮
城
か
ら
帰
っ

た
浦
島
太
郎
が
魚
釣
り
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、
玉
手
箱
を
開
け

て
老
人
と
な
り
、
釣
り
竿
や
硯
を
残
し
て
行
方
知
れ
ず
と
な
り
、
臨

川
寺
（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）
は
太
郎
が
竜
宮
か
ら
も
ら
っ
て
き
た

弁
財
天
の
像
を
祀
っ
て
い
る
202
。ま
た
、②
寝
覚
ノ
床
の
側
の
見
帰（
上

松
町
小
川
見
帰
）
の
村
人
が
讃
岐
で
、
大
き
な
川
の
縁
に
祀
っ
て
あ

る
「
浦
島
大
明
神
」
神
社
の
禰
宜
た
ち
を
木
曽
の
寝
覚
ノ
床
に
連

れ
て
来
た
ら
、「
こ
れ
こ
そ
本
当
の
浦
島
太
郎
の
跡
」
だ
と
感
激
し
た
。

な
お
、
一
人
の
禰
宜
は

寝
覚
ノ
床
の
大
岩
に
座

り
込
ん
で
い
た
の
で
、

浦
島
太
郎
の
亡
霊
が
古

郷
を
懐
か
し
み
に
来
た

と
云
わ
れ
た
202
。

③「
竜
宮
乙
姫
岩
の

伝
説（
五
六
号
）」300
は
、

中
津
川
山
口
の
辺
り
が

竜
宮
の
入
り
口
で
、
乙

姫
が
寝
覚
ノ
床
か
ら
鉄

砲
水
で
流
さ
れ
て
来
た
浦
島
太
郎
を
助
け
、
二
人
は
仲
良
く
暮
ら

し
た
が
、
太
郎
が
寝
覚
ノ
床
に
帰
る
と
き
、
お
土
産
に
玉
手
箱
を

受
け
取
り
、こ
の
玉
手
箱
を
開
け
て
太
郎
は
白
髪
の
老
人
に
な
っ
た
。

浦
島
太
郎
の
魚
釣
り
に
酷
似
し
た
話
と
し
て
、④
寛
正
（
一
四
六

〇
〜
六
五
）
の
頃
、
明
で
医
学
を
学
ん
だ
現
埼
玉
県
川
越
の
河
越

三
喜
と
い
う
人
が
木
曽
の
地
に
来
て
、
寝
覚
ノ
床
で
魚
釣
り
を
毎

日
し
て
い
た
。三
度
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
が
三
度
戻
っ
て
来
た
の
で
、

三
帰
翁
と
呼
ば
れ
た
の
が
見
帰
と
な
っ
た
202
。

ま
た
飛
騨
市
で
は
、⑤
河
童
伝
説
の﹇
5‒

2
魚
で
お
礼
﹈の
⑪
で
、

河
童
か
ら
魚
の
礼
を
受
け
取
っ
た
庄
次
郎
は
、深
い
淵
（
庄
次
郎
淵
、

飛
騨
市
河
合
町
保
の
淵
で
下
小
鳥
ダ
ム
に
沈
ん
だ
）
に
入
り
込
み
、

竜
宮
で
乙
姫
様
に
遭
っ
た
が
、
浦
島
太
郎
の
二
の
舞
に
な
ら
ぬ
よ

う
に
、
竜
宮
で
造
っ
た
草
履
の
片
方
だ
け
を
持
っ
て
家
に
帰
っ
て
来

た
。
ま
た
、
こ
の
淵
は
雨
乞
い
淵
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
102
。

4
．桃
太
郎
伝
説

桃
は
邪
気
を
祓
い
不
老
不
死
の
力
を
与
え
る
霊
薬
で
あ
る
果
実

と
さ
れ
、
黄
泉
の
国
の
伊
耶
那
美
命
を
見
て
逃
げ
出
し
た
伊
耶
那

岐
命
が
追
っ
手
に
桃
の
実
を
投
げ
て
逃
げ
延
び
、
伊
耶
那
岐
命
は

桃
に
大
神
実
命
と
名
付
け
て
い
る
。

桃
太
郎
の
名
は
、こ
の
「
桃
」
に
元
気
な
長
男
の
意
味
を
持
つ
「
太

郎
」
が
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
、
各
地
に
桃
太
郎
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
る
。

岡
山
県
の
桃
太
郎
の
モ
デ
ル
は
第
七
代
孝
霊
天
皇
の
第
三
皇
子

吉
備
津
彦
命
で
、
鬼
城
山
（
総
社
市
奥
坂
）
に
棲
む
朝
鮮
半
島
の

百
済
か
ら
来
た
鬼
（
温
羅
）
を
退
治
し
、
香
川
県
の
桃
太
郎
の
モ

デ
ル
は
吉
備
津
彦
命
の
弟
雅
武
彦
命
で
、
高
松
港
の
沖
約
三
㎞
の

瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
女
木
島
に
棲
む
鬼
（
海
賊
）
を
退
治
し
た
。

な
お
、
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
は
孝
霊
天
皇
の
宮
黒
田
庵
戸

宮
が
在
っ
た
地
で
、
吉
備
津
彦
命
は
こ
の
地
で
成
長
し
た
と
推
測

さ
れ
る
た
め
、
こ
の
地
を
桃
太
郎
発
祥
の
地
と
伝
え
て
い
る
。
さ

ら
に
、
中
津
川
市
加
子
母
万
賀
の
桃
太
郎
神
社
は
平
成
二
（
一
九

九
〇
）
年
に
創
建
さ
れ
た
神
社
で
、
境
内
の
案
内
板
に
、
五
二
八

年
に
祀
ら
れ
た
と
伝
わ
る
「
大
鹿
童
子
神
」
は
子
供
の
守
り
神
で
、

桃
太
郎
の
由
来
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

犬
山
の
桃
太
郎
は
、①
犬
山
市
栗
栖
の
桃
山
に
子
供
神
社
が
あ

り
、
霊
験
灼
か
で
あ
っ
た
の
で
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
五
月

に
約
一
㎞
下
流
の
現
在
地
に
遷
座
し
、
桃
太
郎
神
社
（
栗
栖
古
屋

敷
）
と
し
た
208
。②
犬
山
市
栗
栖
古
屋
敷
（
桃
太
郎
神
社
の
場
所
）

1
．源
義
朝
の
三
川
下
流
域
で
の
行
程

平
治
元
（
一
一
五
九
）
年
一
二
月
二
七
日
、
京
都
六
条
河
原
で

の
戦
に
敗
れ
た
義
朝
主
従
八
騎
は
東
国
を
目
指
し
て
落
ち
て
行
っ

た
。
途
中
、
三
男
頼
朝
一
三
歳
は
一
行
に
は
ぐ
れ
、
次
男
朝
長
一

六
歳
は
矢
傷
を
受
け
て
い
た
。

到
着
し
た
美
濃
国
青
墓
宿
（
大
垣
市
青
墓
町
）
の
長
者
・
大
炊

の
娘
延
寿
と
義
朝
は
夜
叉
姫
を
も
う
け
て
い
た
。

義
朝
の
長
男
義
平
一
九
歳
は
味
方
を
集
め
る
た
め
北
国
に
向
か

い
、
怪
我
を
し
て
い
た
次
男
朝
長
は
捕
ら
わ
れ
る
の
を
嫌
い
義
朝

に
討
た
れ
、
兼
遠
の
弟
で
鷲
巣
村
（
養
老
群
養
老
町
鷲
巣
）
に
い

た
鷲
巣
玄
光
が
案
内
役
と
な
り
、
義
朝
主
従
は
尾
張
国
内
海
の
長

田
忠
宗
（
忠
致
）
の
家
に
向
か
う
た
め
、赤
坂
湊
か
ら
舟
で
下
っ
た
。

①
養
老
町
飯
ノ
木
に
着
い
た
義
朝
は
、
農
夫
清
吉
に
頼
ん
で
昼

食
を
摂
っ
た
。
そ
の
と
き
義
朝
は

側
に
生
え
て
い
た
ヨ
シ
を
切
っ
て

箸
と
し
て
使
用
し
、
食
べ
終
わ
っ

て
ヨ
シ
を
逆
さ
ま
に
し
て
土
に
挿

し
た
132
。
こ
の
ヨ
シ
は
繁
茂
し
、

飯
ノ
木
集
落
の
東
方
に
「
葦
塚
」

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
現
養
老

郡
養
老
町
明
徳
の
源
氏
橋
の
近
く

に
移
さ
れ
、
今
は
無
く
な
っ
た
。

な
お
、農
夫
清
吉
は
義
朝
か
ら「
伊

最
後
に
、
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
ウ
リ
姫
の
話
を
紹
介
し
よ
う
。⑧

関
市
板
取
で
、
川
で
拾
っ
た
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
女
の
子
（
ウ
リ

姫
小
女
郎
）
を
老
夫
婦
は
大
切
に
育
て
た
。
天
の
邪
鬼
は
ウ
リ
姫

に
化
け
た
が
殿
さ
ま
へ
の
輿
入
れ
の
時
に
見
つ
か
り
、
ウ
リ
姫
は
お

殿
様
の
御
嫁
に
な
っ
た
8

5
．K
I
S
S
O
の
三
編

「
七
里
の
渡
し
に
咲
い
た
千
姫
ロ
マ
ン
（
2
号
）」
55
は
、
徳
川

二
代
将
軍
秀
忠
の
長
女
千
姫
と
本
多
忠
勝
の
孫
・
忠
刻
の
ロ
マ
ン

に
触
れ
て
お
り
、「
千
姫
折
鶴
行
列
」
が
毎
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
て

い
る
。

「
葦
原
で
命
を
救
わ
れ
た
願
証
寺
の
幼
子
（
五
号
）」
264
は
、
長

島
城
陥
落
の
日
に
討
死
し
た
願
証
寺
五
世
の
顕
忍
の
弟
准
恵
（
顕

恵
）
二
歳
が
川
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
な
お
、
准
恵
は

後
に
近
江
国
日
野
に
願
證
寺
を
興
し
た

「
祖
父
江
の
竿
鷹
（
三
〇
号
）」
303
は
、
棹
で
鷹
を
操
る
術
「
横

井
家
の
棹
鷹
」
を
考
案
し
た
尾
張
藩
鷹
匠
頭
・
横
井
家
の
祖
の
話

で
あ
り
10
、『
竿
鷹
は　

空
に
あ
が
れ
り　

廣
口
の　

川
の
う
（
浮
）

き
鴨　

こ
ゝ
ろ
ゆ
る
す
な
』（『
尾
張
名
所
図
会
』）
と
あ
る
広
口

池
（
広
口
川
）
一
帯
は
横
井
家
の
お
鷹
場
で
あ
っ
た
。

藤
」
の
姓
と
短
刀
一
振
り
を
受
け

取
っ
た
。

そ
の
後
、
義
朝
主
従
は
源
氏

橋
の
袂
で
大
き
い
舟
に
乗
り
換

え
、
柴
の
中
に
隠
れ
て
津
屋
川
を

下
っ
た
。

②「
頼
朝
公
楊
枝
柳
の
碑
（
九

〇
号
）」
23
は
、
義
朝
が
尾
張
の

野
間
へ
落
ち
行
く
途
中
の
現
海
津

町
西
小
島
で
、
朝
食
の
箸
に
用
い

た
揖
斐
川
の
柳
の
枝
が
根
付
い
た

と
伝
わ
る
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明

治
改
修
で
取
り
払
わ
れ
、
改
修
工

事
で
移
転
し
た
海
津
市
西
小
島
の

水
谷
家
庭
先
に
「
義
朝
公
楊
枝
柳
」

の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
、
根

付
い
た
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明
治
改
修
後
に
西
小
島
か
ら
南
へ
一

㎞
弱
下
っ
た
稲
山
（
柳
港
）
の
「
村
社
八
幡
神
社
」
に
移
さ
れ
た

が
枯
渇
し
、「
義
朝
公
楊
枝
柳
」
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

③
海
津
橋
東
か
ら
南
東
に
約
一
㎞
の
海
津
町
沼
新
田
で
は
、
昼
食

時
に
食
べ
た
梅
干
し
を
植
え
、
大
き
な
梅
の
木
と
な
っ
た
。
こ
の

古
木
は
惜
し
く
も
水
害
で
枯
れ
死
し
た
が
、
代
わ
り
の
梅
が
老
樹

と
な
り
、
安
立
家
の
庭
に
は
「
源

頼
朝
実
割
梅
の
碑
」
が
建
っ
て
い

る
221
。

夜
明
け
に
上
立
田
（
現
在
は
木

曽
川
の
川
底
） 

辺
り
に
来
た
時
258
、

④
頼
朝
一
行
に
粥
を
ご
馳
走
し
た

藤
右
衛
門
と
三
右
衛
門
は
、
礼
と

し
て
御
粥
藤
右
衛
門
、
小
粥
三
右

衛
門
と
苗
字
を
も
ら
い
、
御
粥
家

は
幕
末
に
絶
え
た
が
、
小
粥
家
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

か
わ
う
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

じ
ょ
う
が

  

せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

こ
　
も
　
い

column
﹇
三
本
の
長
良
川
﹈

　

天
文
三(

一
五
三
四)

年
九
月
の「
天
文
の
洪
水
」に
よ
っ
て
、現
長

良
川
本
流(

岐
阜
の
古
名「
井
ノ
口
」に
倣
っ
た
の
か
井
川
と
呼
称)

の
新
川
が
現
長
良
橋
下
流
で
、西
流
し
て
い
た
古
川
の
南
側
に
出

現
し
た
。

　

な
お
、天
文
三
年
以
前
の
長
良
川（
古
川
）の
河
道
に
つ
い
て
は
、

「
岐
阜
市
中
屋
か
ら
西
流
し
て
山
県
市
高
富
、梅
原
を
経
て
伊
自

良
川
へ
流
下
し
て
い
た
」と
伝
わ
る
。し
か
し
、山
県
市
梅
原
は
小

分
水
嶺
を
な
し
、長
良
川
本
流
が
流
下
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ

ず
、多
少
の
変
遷
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、天
文
三
年
以
前
の
長
良
川

は
、関
市
千
疋
・
岐
阜
市
上
芥
見
・
長
良
を
結
ぶ
現
長
良
川
流
路

を
取
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
「
天
文
の
洪
水
」か
ら
約
八
〇
年
後
の
慶
長
一
六(

一
六
一一
）年
の

洪
水
で
、長
良
橋
右
岸
側
の
崇
福
寺(

岐
阜
市
長
良
福
光
。快
川
和

尚
が
住
職
を
務
め
、信
長
の
菩
提
寺)

前
に
流
れ
込
み
、古
古
川
が

出
現
し
た
。こ
れ
で
、長
良
橋
下
流
で
長
良
川
は
、一
番
北
に
古
古

川
、次
に
古
川
、一
番
南
に
井
川(

現
長
良
川)

の
三
本
に
分
か
れ
た
。

﹇
絵
図
か
ら
の
流
れ
の
状
況
﹈

①
元
禄
五(

一
六
九
二)

年
の
絵
図:

崇
福
寺
前
の
古
古
川
は
七
・
八

割
の
水
が
流
れ
る

川
幅
で
、井
川
は

二
・
三
割
の
水
が
流

れ
る
川
幅
。通
常
、

古
川
は
流
水
が
無

か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

②
享
和
三(

一
八
〇

三)

年
の
絵
図:

井

川
を
絵
図
で
「
今

の
大
川
」
と
記
し

て
い
る
。

　

つ
ま
り
長
良
川
の

本
流
は
、天
文
三(

一

五
三
四)

年
以
前
は

古
川
、そ
の
後
は
現

長
良
川
の
井
川
で
、

慶
長
一
六(

一
六
一一
）年
か
ら
は
古
古
川
が
本
流
と
な
っ
た
。な
お
、

享
和
三(

一
八
〇
三)

年
頃
に
は
古
古
川
は
本
流
の
役
目
を
終
え
、

現
長
良
川
の
井
川
が
本
流
に
返
り
咲
い
た
よ
う
で
あ
る
。

﹇
古
川
と
古
古
川
の
締
切
﹈

　

長
良
橋
下
流
右
岸
側
は
、古
古
川
と
古
川
が
流
れ
、北
東
か
ら

鳥
羽
川
と
伊
自
良
川
が
南
西
に
、板
谷
川
が
南
に
流
れ
て
い
る
通

称「
川
北
」と
呼
ば
れ
る
輪
中
地
帯
で
あ
っ
た
。

　

川
北
地
域
は
、江
戸
時
代
中
頃
か
ら
毎
年
の
よ
う
に
水
害
に

襲
わ
れ
、そ
の
元
凶
で
あ
る
古
古
川
と
古
川
の
締
切
を
幕
府
に
願

い
出
て
い
た
が
、明
治
の
時
代
を
迎
え
た
。

　

大
正
一
〇(

一
九
二
一)

年
か
ら
木
曽
川
上
流
改
修
工
事
が
開
始

し
、昭
和
八(

一
八
三
三)

年
か
ら
長
良
川
改
修
工
事
が
開
始
し
た
。

﹇
長
良
川
上
流
改
修
記
念
碑
﹈

　

長
良
橋
下
流
右
岸
堤
防
上
の
長
良
川
上
流
改
修
記
念
碑
に

は
、長
良
川
古
川
・
古
古
川
分
派
口
締
切
り
に
関
す
る
略
記
が
記

さ
れ
て
お
り
、記
念
碑
頂
上
の
直
径
1.2
m
、厚
さ
60
㎝
の
御
影
石

は
、人
柱
の
古
例
に
代
わ
る
鎮
石
を
こ
の
地
に
沈
め
た
も
の
の
模

型
で
あ
る
。

古古川古古川

古川古川

(

井 

川)
(

井 

川)

長
良
川
改
修
工
事
の
項
目

長
良
川
・
古
川
合
流
点(

寺
田
へ)

付
け
替
え

長
良
川
右
岸
堤
の
引
堤

長
良
川
左
岸
特
殊
堤

長
良
古
川
・
古
古
川
の
分
派
口
締
切

長
良
古
川
・
古
古
川
・
古
川
吐
口
変
更
と
締
切

改
修
期
間

昭
和
九
年
〜
一
五
年
八
月

昭
和
九
年
〜
一
四
年

昭
和
一 

一
年
〜
一
五
年

昭
和
一
四
年
〜
一
八
年

昭
和
二
六
年

(

『
木
曽
三
川
に
生
き
る
』よ
り)

古
い
堤
防
と
新
し
い
堤
防（『
わ
た
し
た
ち
の
岐
阜
市
』よ
り
） 
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川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

が
違
い
道
に
迷
っ
た
。
夜
明
け
に
北
村（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）

の
お
寺
の
奥
で
、
川
獺
に
化
か
さ
れ
た
と
気
が
つ
い
た
60
。⑤
上
ヶ

瀬
か
ら
狐
塚
辺
り
は
、
寂
し
い
所
。
籠
一
杯
の
鰯
を
買
い
込
ん
で

広
瀬
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
）
に
戻
る
途
中
、
上
ヶ
瀬
で
大

勢
の
人
夫
に
鰯
を
売
り
、
札
を

も
ら
う
。
夜
明
け
に
札
は
椿
の

葉
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

川
獺
に
や
ら
れ
た
60
。

3‒

3
　
K
I
S
S
O
の
狐
三
編
　

「
い
た
ず
ら
き
つ
ね
の
お
話
（
二
四
号
）」
257
は
、
小
茂
井
（
愛

西
市
小
茂
井
町
）
の
女
ぎ
つ
ね
と
葛
木
（
愛
西
市
葛
木
町
）
の
渡

し
に
住
む
腹
ペ
コ
ぎ
つ
ね
の
二
話
で
あ
る
。

「
キ
ツ
ネ
の
ひ
っ
こ
し
（
五
九
号
）」
234
は
、
木
曽
岬
町
の
船
頭

の
所
に
、
綺
麗
な
女
が
舟
を
頼
み
に
来
た
。
引
き
受
け
て
言
わ
れ

た
場
所
に
着
く
と
、
大
勢
の
狐
が
舟
か
ら
飛
び
降
り
た
。
着
い
た

先
は
「
ツ
タ
ゴ
ウ
リ
」（
今
の
知
多
半
島
の
ど
こ
か
）
で
、
舟
賃

は
木
の
葉
で
あ
っ
た
。
お
金
が
木
の
葉
で
あ
っ
た
話
は
各
地
に
多

く
あ
る
。

「
孫
太
郎
狐
と
尾
白
狐
（
八
五
号
）」
232
は
、
雌
雄
の
狐
が
仲

良
く
暮
ら
し
て
い
た
。
雄
が
弁
財
天
に
心
を
移
し
て
不
仲
に
な
っ

た
が
、弁
財
天
に
諭
さ
れ
仲
良
く
な
っ
た
。
な
お
、「
岩
は
沈
ん
だ
」

が
、
弁
財
天
社
は
川
辺
ダ
ム
上
流
約
四
〇
〇
m
左
岸
の
川
岸
に

移
転
し
て
い
る
。

本
章
第
一
、
二
節
で
は
、
谷
川
の
魚
（
主
に
岩
魚
）
や
主
に
下

流
部
で
伝
わ
っ
た
片
目
の
魚
な
ど
の
伝
説
に
触
れ
、
第
三
節
で
、

狐
等
の
獣
に
関
す
る
伝
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

1
．岩
魚

サ
ケ
目
サ
ケ
科
イ
ワ
ナ
属
の
イ
ワ
ナ
（
岩
魚
）
は
、
年
間
を
通

じ
て
水
温
一
五
度
以
下
の
深
山
幽
谷
に
棲
み
、
総
じ
て
獰
猛
か
つ

雑
食
性
で
、
山
椒
魚
や
鼠
さ
ら
に
蛇
す
ら
飲
み
込
む
事
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
イ
ワ
ナ
は
、「
谷
の
精
霊
」
と
か
「
渓
流
の
王
者
」「
幻

の
怪
魚
」「
神
秘
の
美
魚
」

と
い
っ
た
様
々
な
形
容
詞
で

飾
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

全
国
各
地
に
神
秘
と
幻
に

包
ま
れ
た
伝
説
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

高
山
市
丹
生
川
町
で
は
大

型
の
イ
ワ
ナ
が
い
た
た
め
、
イ
ワ
ナ
を
一
本
、
二
本
と
数
え
た
269
。

飛
騨
で
は
、
魚
に
似
た
笹
（
笹
魚
）
が
稀
に
生
じ
、
三
月
〜
四

月
に
動
き
出
し
て
川
に
落
ち
、イ
ワ
ナ
に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
に
『
飛
州
志
』
を
編
集
し
た
高
山
第

七
代
代
官
長
谷
川
忠
崇
は
、
笹
魚
が
イ
ワ
ナ
に
な
る
の
か
焼
い
て

匂
い
を
嗅
ぎ
、
笹
魚
は
、
蠅
（
笹
魚
玉
蠅
）
が
笹
の
側
芽
に
卵
を

産
ん
で
発
生
す
る
笹
の
病
気
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ワ
ナ
に
な

る
笹
魚
は
高
山
市
丹
生
川
町
の
十
二
ヶ
岳
（
一
三
二
六
m
）
や
平

湯
方
面
に
沢
山
あ
る
269
。

1‒

1
　
岩
魚
と
団
子
　

中
津
川
市
付
知
町
や
下
呂
市
辺
り
で
は
ヤ
マ
ト
岩
魚
を
「
ソ
ウ

タ
ケ
」
と
呼
び
、
大
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
団
子
や
粥
等
を
振

舞
わ
れ
る
伝
説
に
因
み
、
大
イ
ワ
ナ
を
ソ
ウ
タ
ケ
坊
主
と
も
呼
ん

で
い
る
。
以
下
に
、
旅
僧
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

①
木
曽
郡
王
滝
村
滝
越
の
一
軒
家
に
宿
を
乞
う
た
旅
僧
は
麦
粥

で
も
て
な
さ
れ
た
。
翌
朝
、
氷
瀬
の
淵
で
死
ん
だ
大
イ
ワ
ナ
が
見

つ
か
り
、
腹
か
ら
の
麦
粥
で
旅
僧
だ
と
分
か
っ
た
51
。②
高
山
市
国

府
町
瓜
巣
で
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
た
大
イ
ワ
ナ
が
御
飯
を
何
度
か

も
ら
い
に
来
た
の
で
、
毒
入
り
団
子
を
持
た
せ
る
と
、
翌
日
淵
に

大
イ
ワ
ナ
が
浮
い
て
い
た
59
。③
高
山
市
久
々
野
町
久
須
母
の
集

落
に
、
お
坊
の
姿
で
養
蚕
の
神
様
に
お
供
え
す
る
初
午
の
団
子
を

食
べ
た
イ
ワ
ナ
が
棲
む
淵
（
団
子
淵
）
が
あ
っ
た
101
。④
横
尾
集

落
（
高
山
市
丹
生
川
町
折
敷
地
）
の
人
々
が
滝
壺
（
同
心
滝
）

の
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
相
談
を
し
て
い
る
と
、
同
心
和
尚
と
名
乗
る

僧
が
イ
ワ
ナ
を
捕
ら
な
い
よ
う
に
諌
め
た
。
翌
日
大
岩
魚
が
捕
れ
、

腹
か
ら
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
粟
飯
が
出
て
き
た
269
。⑤
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
に
岩
魚
の
干
物
を
も
ら
っ
て
出
汁
に
し
て
団
子
汁
食
べ

た
。
翌
日
、淵（
化
淵
。
郡
上
市
明
宝
小
川
）で
大
き
な
岩
魚
を
釣
っ

た
ら
腹
か
ら
団
子
が
出
て
き
た
295
。⑥
下
呂
市
小
坂
町
大
島
で
、

旅
僧
に
初
午
団
子
を
振
舞
っ
た
後
、
あ
と
を
つ
け
る
と
谷
下
の
淵

で
見
失
う
。
翌
日
淵
に
大
イ
ワ
ナ
が
浮
か
ん
で
い
て
、
腹
か
ら
団

子
が
出
て
来
た
218
。

場
所
は
不
明
だ
が
、
飛
騨
の
伝
え
話
と
し
て
、⑦
お
坊
が
飛
騨

の
山
深
い
地
の
宿
に
現
れ
、
宿
泊
客
に
イ
ワ
ナ
釣
り
を
止
め
る
よ

う
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
翌
日
大
き
な
岩
魚
が
釣
り
上
げ
る
と
、

腹
か
ら
お
坊
が
食
べ
た
五
平
餅
が
出
て
き
た
108
。⑧
関
市
板
取
三

洞
で
、
旅
僧
に
小
麦
の
団
子
を
振
舞
い
、
さ
ら
に
、
川
で
大
き
な

イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
の
で
振
舞
お
う
と
し
た
ら
、
旅
僧
は
い
な
く
な

り
、
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
先
ほ
ど
の
団
子
が
出
て
き
た
8
。

1‒

2
　
毒
汁（「
ね
」）流
し
　

植
物
か
ら
作
る
毒
汁（「
ね
」）

を
流
す
漁
法
を
旅
僧
に
化
け

た
イ
ワ
ナ
が
諌
め
て
い
る
。

①
木
曽
郡
上
松
町
小
川
焼

笹
の
淵
で
、
毒
汁
で
魚
を
捕

る
計
画
を
し
て
い
る
と
、
旅

僧
が
止
め
た
が
言
う
こ
と
を

聞
か
ず
、
捕
ま
え
た
イ
ワ
ナ

が
僧
だ
と
分
か
る
202
。②
笹
魚

が
イ
ワ
ナ
に
な
っ
た
と
伝
わ
る

釜
ヶ
淵
（
高
山
市
丹
生
川
町

岩
井
谷
）
の
大
イ
ワ
ナ
を
「
ね
」
で
捕
る
相
談
を
諌
め
た
僧
が
団

子
を
貰
っ
た
。
忠
告
を
聞
か
ず
に
漁
を
し
て
捕
っ
た
大
イ
ワ
ナ
の

腹
か
ら
、
昨
日
ふ
る
ま
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
269
。
ま
た
、③
岩

井
谷
（
高
山
市
丹
生
川
町
の
奥
丹
生
川
）
で
は
、
五
月
五
日
の

端
午
の
節
句
の
笹
餅
を
食
べ
た
旅
僧
が
イ
ワ
ナ
で
あ
っ
た
か
ら
、

端
午
の
節
句
に
笹
餅
を
作
ら
な
い
51
。④
虚
無
僧
に
団
子
を
振

舞
っ
た
後
、
山
椒
の
葉
と
ク
ル
ミ
を
混
ぜ
て
練
っ
た
毒
薬
を
布
淵

（
郡
上
市
明
宝
寒
水
）
に
流
し
て
大
イ
ワ
ナ
を
捕
る
と
、
腹
か
ら

振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
来
た
53
。
な
お
、⑤
布
淵
の
岩
魚
を
食
べ

た
人
々
に
祟
り
が
あ
っ
た
と
も
言
う
295
。⑥
伊
妙
谷
の
釜
淵
（
郡

上
市
明
宝
気
良
）
の
主
の
イ
ワ
ナ
が
旅
僧
に
化
け
て
来
て
、
山
椒

る
と
、
お
坊
が
現
れ
、
止
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
約
束
し
た
。
し
か

し
約
束
を
破
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
お
腹
に
お
坊
が
食
べ
た
飯

が
入
っ
て
い
た
81
。⑨「
ね
」（
山
椒
と
灰
の
ア
ク
汁
で
つ
く
っ
た
毒

薬
）
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
坊
主
に
化
け
た
イ
ワ
ナ
が
現

れ
て
止
め
た
。
翌
日
、
磯
ン
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山
山
手
）

の
奥
の
淵
（
坊
主
淵
）
で
捕
れ
た
大
イ
ワ
ナ
の
腹
か
ら
前
日
の
食

事
が
出
て
き
た
262
。⑩
小
曽
谷
（
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
杉
原
）
の

淵
で
大
イ
ワ
ナ
を
と
る
「
ね
」
流
し
の
相
談
を
し
て
い
る
と
、
僧

が
現
れ
て
諌
め
た
。
し
か
し
行
う
と
、
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
腹
か

ら
昨
日
振
舞
っ
た
小
豆
飯
が
出
て
き
た
。
こ
の
淵
は
災
害
の
度
に

崖
崩
れ
す
る
278
。

イ
ワ
ナ
で
は
な
く
ウ
ナ
ギ
の
場
合
も
あ
り
、⑪
揖
斐
郡
揖
斐
川

町
坂
内
広
瀬
（
旧
北
村
）
で
「
ね
」
を
流
す
前
夜
、
武
士
が
酒

と
赤
飯
を
御
馳
走
に
な
り
な
が
ら
、「
ね
」
を
淵
に
流
さ
な
い
で

そ
の
下
の
瀬
か
ら
流
す
よ
う
に
諌
め
た
。
聞
か
ず
に
「
ね
」
を
淵

の
皮
の
毒
団
子
で
イ
ワ
ナ
を
捕

ま
え
る
の
を
止
め
る
よ
う
に
諌

め
た
が
、
止
め
ず
に
漁
に
行
っ

た
ら
、
大
き
な
イ
ワ
ナ
の
腹
か

ら
振
舞
っ
た
団
子
が
出
て
き
た

295
。⑦
漁
師
が
青
ど
ん
淵
（
ダ
ン

ゴ
淵
ま
た
は
入
道
淵
。
下
呂
市

萩
原
町
山
之
口
カ
ジ
ヤ
谷
）
で

の
漁
（
毒
液
「
ね
」
流
し
）
の

準
備
を
し
て
い
る
と
坊
主
が
現

れ
、
漁
を
止
め
る
よ
う
に
諌
め

た
が
、
漁
に
出
た
。
す
る
と
大
イ
ワ
ナ
が
捕
れ
、
そ
の
腹
か
ら
は

坊
主
に
や
っ
た
団
子
が
出
て
き
た
97
。

⑧
付
知
峡
（
中
津
川
市
付
知
町
）
の
奥
で
馬
酔
木
（
葉
は
有

毒
で
春
す
ず
ら
ん
に
似
た
花
を
開
く
）
を
流
し
て
魚
を
捕
っ
て
い

か
ら
入
れ
て
捕
れ
た
大
ウ
ナ
ギ
の
腹
か
ら
昨
日
の
お
赤
飯
が
出
て

き
た
。
そ
れ
以
降
、
淵
か
ら
の
用
水
は
使
え
な
く
な
っ
た
244
。

な
お
、
イ
ワ
ナ
や
住
職
、
さ
ら
に
神
様
が
魚
取
り
を
諌
め
る
話

も
あ
る
。⑫
身
重
の
妻
と
の
殺
生
し
な
い
約
束
を
妻
の
留
守
中
に

破
り
、
大
洞
山
（
一
三
四
九
m
）
か
ら
飛
騨
市
神
岡
町
割
石
に

注
ぐ
霧
茂
谷
で
イ
ワ
ナ
を
沢
山
捕
っ
て
き
て
食
べ
た
。
す
る
と
イ

ワ
ナ
が
妻
に
化
け
て
や
っ
て
来
て
、
そ
の
こ
と
を
責
め
た
の
で
残
り

の
イ
ワ
ナ
を
逃
が
し
た
104
。⑬
御
嵩
町
小
和
沢
に
あ
っ
た
西
宝
寺

（
現
在
正
願
寺
﹇
可
児
郡
御
嵩
町
中
切
﹈
に
引
っ
越
し
）
の
小
僧

は
魚
採
り
（
殺
生
）
が
好
き
で
、
困
っ
た
和
尚
は
小
和
沢
の
川
に

魚
が
棲
ま
な
い
よ
う
に
呪
文
を
唱
え
た
の
で
、
小
和
沢
の
川
に
は

魚
が
い
な
く
な
っ
た
62
。⑭
鹿
が
池
（
高
山
市
清
見
町
牧
ケ
洞
（
ま

き
が
ほ
ら
））
の
小
魚
を
摂
ら
な
い
よ
う
に
神
様
が
鹿
に
言
い
聞

か
せ
、
そ
れ
以
降
、
神
様
の
小
魚
を
取
る
人
も
い
な
く
な
っ
た
96
。

2
．他
の
魚

2‒

1
　
大
き
な
魚

①
大
イ
ワ
ナ
を
捕
っ
た
吉
兵
衛
（
木
曽
郡
木
曽
町
開
田
高
原
末

川
小
野
原
）
は
家
に
着
く
と
、
持
っ
て
き
た
イ
ワ
ナ
は
姿
が
無
く
、

吉
兵
衛
は
熱
を
出
し
て
死
ん
だ
。
こ
の
淵
を
吉
兵
衛
淵
と
名
付
け

た
220
。②
山
県
市
葛
原
の
庄
屋
の
家
に
将
棋
の
腕
の
立
つ
若
者
が
来

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
な
り
や
の
淵
」
の
川
干
し
（
川
を
堰
き
止
め

て
魚
を
捕
る
）
を
若
者
が
反
対
し
た
が
行
う
と
、
大
ア
マ
ゴ
が
見

つ
か
り
、
祟
り
を
恐
れ
て
山
に
埋
め
た
。
そ
れ
以
来
若
者
の
姿
が

見
ら
れ
な
く
な
っ
た
124
。

③
土
岐
川
の
「
ワ
ン
ゴ
の
セ
ト
ガ
淵
」（
瑞
浪
市
和
合
町
）
と

呼
ば
れ
る
場
所
に
、
大
鯉
の
主
が
棲
ん
で
い
た
。
大
鯉
は
淵
に
落

ち
た
子
ど
も
を
乗
せ
て
現
れ
、子
ど
も
は
助
か
っ
た
110
。④
下
池（
海

津
市
南
濃
町
）
の
干
拓
第
三
工
事
の
際
に
、
池
を
浚
う
と
大
き
な

鯉
（
約
一
五
㎏
）
が
出
た
の
で
、
あ
る
家
の
池
に
放
し
た
が
翌
日

に
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
池
の
主
だ
と
囁
か
れ
た
267
。⑤
下
大
榑
新

田
の
江
川
が
大
榑
川
に
流
れ
込
む
辺
り
（
安
八
郡
輪
之
内
町
）
で
、

漁
師
が
投
網
を
す
る
と
、
大
榑
川
の
主
の
「
赤
じ
じ
」（
年
を
経

た
大
緋
鯉
）
に
、
こ
の
淵
で
投
網
を
し
な
い
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

嫌
だ
と
反
抗
す
る
と
祟
り
で
死
ん
だ
304
。

さ
ら
に
、
捕
ま
っ
た
大
き
な
魚
が
仲
間
に
呼
び
戻
さ
れ
て
い
る
。

⑥
愛
西
市
立
田
町
（
下
立
田
村
）
の
池
で
漁
師
が
大
鯰
を
釣
り

上
げ
る
と
、
池
か
ら
「
お
こ
ま
」
と
呼
ぶ
声
が
聞
こ
え
、
釣
り
上

げ
た
鯰
が
オ
ー
イ
と
返
事
を
し
た
。
ビ
ク
を
開
け
る
と
返
事
を
し

な
が
ら
他
の
鯰
の
い
る
池
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
池
を
お
こ
ま
が

池
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
の
話
で
は
、
立
田
村
戸
倉
の
鵜
戸

川
沿
い
の
鯰
渕
に
「
お
こ
ま
鯰
」
が
い
た
と
も
言
う
257
。

さ
ら
に
、
鯰
で
は
な
く
ア
マ
ゴ
も
返
事
に
応
え
て
い
る
。

⑦
山
県
市
谷
合
の
奥
瀬
見
を
流
れ
る
神
崎
川
の
淵
で
大
ア
マ
ゴ

を
捕
ま
え
、
食
べ
よ
う
と
焼
い
て
い
る
と
、「
九
郎
こ
ー
い
」
と
呼

ぶ
声
に
応
じ
て
大
ア
マ
ゴ
は
神
崎
川
へ
戻
っ
て
行
き
、
そ
の
家
は
祟

り
で
途
絶
え
、
そ
の
後
も
恐
ろ
し
い
思
い
を
し
た
目
撃
者
な
ど
に

よ
り
、
そ
の
淵
（
九
朗
淵
）
に
近
づ
く
事
を
禁
じ
ら
れ
た
124
。

⑧
揖
斐
川
町
外
津
汲
の
内
谷
の
大
岩
（
筏
は
り
だ
し
岩
）
の
淵

に
大
山
椒
魚
が
棲
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
漁
師
が
捕
ま
え
た
が
、
ま

た
川
に
戻
し
た
。
三
年
程
後
に
子
ど
も
が
溺
れ
た
の
は
、
淵
の
主

の
大
山
椒
魚
の
せ
い
か
河
童
の
せ
い
か
分
か
ら
な
い
54
。⑨
安
八
郡

輪
之
内
町
本
戸
の
「
大
正
池
」
で
大
鯰
を
取
っ
た
村
人
は
「
大
正

池
の
主
」（「
片
目
の
魚
」
の

⑤
参
照
）
で
あ
っ
た
と
気
づ

き
、
漁
師
を
止
め
た
134
。

返
事
だ
け
で
は
な
く
、
化

け
る
魚
も
い
る
。⑩
四
十
八
滝

（
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
）

の
イ
ワ
ナ
は
、
釣
り
人
が
来

る
と
木
の
葉
に
化
け
101
、⑪
恵

那
市
三
郷
町
佐
々
良
木
の
和

尚
様
が
話
相
手
が
い
な
く
寂

し
が
っ
て
い
る
と
、
不
動
淵
の

鯉
が
じ
っ
さ
ま
に
化
け
て
毎

晩
や
っ
て
き
て
談
笑
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
食
事
で
味
噌
を
食
べ
た

翌
日
、
淵
に
口
に
味
噌
が
付
い
た
鯉
が
浮
い
て
い
た
の
で
、
和
尚

が
供
養
し
た
214
。

2‒

2
　
片
目
と
神
の
使
い
の
魚

片
目
の
伝
説
は
全
国
的
に
極
め
て
多
く
、
片
目
の
神
（
例
え
ば

多
度
神
社
の
天
目
一
箇
神
）、
地
蔵
観
音
、
牛
・
蛇
・
守
宮
・
鴨
・
鶉
・

蛙
・
河
鹿
な
ど
の
他
、
魚
で
は
鮭
・
泥
鰌
・
鰻
・
鮒
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、①
古
井
神
社
（
美
濃
加
茂
市
古
井
町
）
の
神
様
が
泣
い
て

い
る
赤
ん
坊
を
見
よ
う
と
し
て
笹
の
葉
で
目
を
突
き
、
以
来
、
笹

が
茂
っ
て
い
る
家
で
生
ま
れ
る
赤
子
の
片
目
を
小
さ
く
し
た
288
と
伝

わ
る
よ
う
に
、
人
間
も
片
目
の
多
い
村
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
由

緒
を
も
っ
て
い
る
。

柳
田
は
「
片
目
の
魚
」
94
で
、
目
の
悪
い
人
が
東
京
都
杉
並
区

の
お
寺
の
池
に
放
し
た
魚
が
片
目
に
な
り
、
甲
府
の
武
田
家
城
跡

の
堀
の
泥
鰌
は
山
本
勘
助
に
似
て
片
目
で
、
群
馬
県
富
岡
市
の
神

社
の
泉
か
ら
流
れ
出
る
水
に
棲
む
鰻
も
片
目
で
あ
る
、
等
と
多
く

の
片
目
に
関
す
る
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

さ
ら
に
柳
田
は
、
行
基
や
徳
の
あ
る
僧
が
無
理
強
い
さ
れ
て
魚

を
少
し
口
に
し
た
後
、
吐
き
出
し
た
一
片
ず
つ
が
片
目
の
魚
と
な

り
、
ま
た
、
片
目
を
矢
で
討
た
れ
て
戦
っ
た
豪
傑
が
目
を
洗
っ
た

池
の
魚
や
イ
モ
リ
が
片
目
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

柳
田
は
片
目
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
当
り
前
に
二
つ
目
を

持
っ
た
者
よ
り
も
、
片
目
に
な
っ
た
者
の
方
が
、
一
段
と
神
に
親
し

く
仕
え
る
こ
と
が
で
き
、
神
に
お
供
え
す
る
魚
と
普
通
の
も
の
と

を
区
別
す
る
為
に
、
片
目
の
魚
に
し
た
」
と
考
え
た
。

②
下
呂
市
萩
原
町
大
ヶ
洞
の
谷
川
の
淵
（
ヨ
キ
淵
）
に
あ
っ
た

松
の
大
木
を
切
り
倒
そ
う
と
し
た
片
目
の
杣
が
、
淵
に
ヨ
キ
を
落

と
し
、
拾
お
う
と
し
た
が
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
淵
で
目
撃

さ
れ
た
大
イ
ワ
ナ
は
、
片
目
だ
っ
た
97
。③
古
賀
ヶ
池
（
小
島
山
の

頂
上
。
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
）
付
近
（
サ
ル
谷
）
の
ア
マ
ゴ
は
、

猟
師
が
犬
を
飲
み
込
ん
だ
大
蛇
の
片
目
を
撃
ち
抜
い
た
血
が
飛
び

散
り
、
片
目
に
な
っ

た
238
。④
桑
名
市
江

場
の
若
宮
神
社
内
の

鏡
ヶ
池
に
、
片
目
の

魚
が
住
む
55
。⑤
安
八

郡
輪
之
内
町
本
戸
の

吉
野
神
社
の
東
側
の

池
（
大
正
池
）
付
近

の
寺
の
隻
眼
の
住
職
は
囲
碁
が
好
き
で
、
洪
水
で
中
村
川
の
堤
が

「
切
れ
た
」
知
ら
せ
を
、碁
相
手
を
も
て
な
す
「
う
ど
ん
が
切
れ
た
」

と
間
違
え
、
洪
水
に
飲
み
込
ま
れ
て
出
来
た
池
の
主
と
な
り
、
こ

の
池
に
棲
む
フ
ナ
は
全
て
片
目
だ
っ
た
304
。

神
の
使
い
と
し
て
、
稲
荷
神
社
の
狐
、
春
日
神
社
の
鹿
、
八
幡

神
社
の
鳩
さ
ら
に
は
毘
沙
門
天
の
百
足
等
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

鰻
も
神
の
使
い
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

⑥
三
十
六
歌
仙
の
一
人
・
藤
原
高
光
（
九
四
〇
？
〜
九
九
四
？
）

が
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
使
い
で
あ
る
鰻
の
道
案
内
で
、
粥
川
（
郡
上

市
美
並
町
）
源
流
部
の
瓢
ヶ
岳
（
一
一
六
三
m
）
に
住
む
牛
に
似

た
姿
の
鬼
を
退
治
し
た
。
鬼
退
治
後
、
高
光
は
都
に
帰
る
と
き
、

鰻
は
虚
空
蔵
菩
薩
の
お
使
い
だ
か
ら
大
切
に
し
な
さ
い
と
村
人
に

言
い
聞
か
せ
た
237
。

ま
た
、
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ
ウ
も
神

の
使
い
を
し
て
い
る
。⑦
座
禅
修

行
中
の
僧
侶
が
宮
川
の
音
に
煩
わ

さ
れ
る
の
で
、一
宮
水
無
神
社
（
高

山
市
一
之
宮
町
）
の
神
様
が
川
の

音
を
静
か
に
す
る
よ
う
に
ア
ジ
メ

ド
ジ
ョ
ウ
に
命
じ
た
。
ア
ジ
メ
ド

ジ
ョ
ウ
は
水
無
神
社
前
の
川
の
流

れ
を
砂
の
下
に
潜
ら
せ
、
河
原
の

よ
う
に
し
た
。
こ
の
土
地
の
人
は

神
の
使
い
と
し
て
ア
ジ
メ
ド
ジ
ョ

ウ
は
食
べ
な
い
120
。

乙
姫
様
の
召
使
い
の
大
蛇
も
い
た
。⑧
加
賀
の
白
山
か
ら
お
姫

様
が
二
匹
の
大
蛇
を
お
伴
に
飛
来
し
て
、
御
殿
山
（
美
濃
加
茂
市

三
和
町
と
七
宗
町
神
渕
の
境
）
で
里
人
を
守
ら
れ
た
。
山
の
西
の

高
野
洞
を
流
れ
る
谷
川
の
口
蛇
淵
・
奥
蛇
淵
の
二
つ
の
滝
に
、
お

伴
の
二
匹
の
大
蛇
が
棲
む
。
ま
た
、
姫
は
山
の
西
裏
側
（
関
市
下

之
保
）
の
乙
女
滝
で
身
を
清
め
た
と
言
う
288
。

2‒

3
　
そ
の
他

①
徳
山
ダ
ム
上
流
の
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
塚
で
、
ヤ
マ
メ
や
イ
ワ

ナ
を
大
量
に
釣
っ
た
ら
、「
ま
あ
、
よ
い
か
ァ
!
」
と
岩
下
か
ら
声

が
し
た
85
。②
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
（
旧
徳
山
村
塚
）
で
、
道
の
端

を
歩
い
て
い
る
と
蓑
に
何
か
が
喰
い
つ
き
、
切
り
は
ら
う
と
大
イ
ワ

ナ
だ
っ
た
262
。③
一
宮
市
浅
井
町
東
浅
井
の
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る

時
、
村
人
の
夢
枕
に
鯉
が
現
れ
、
池
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
の
で
そ

ち
ら
の
池
に
置
い
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
見

知
ら
ぬ
男
が
火
の
玉
に
な
っ
て
池
に
飛
び
込
ん
だ
。
浅
井
の
池
に

は
主
が
い
る
1
。④
小
さ
な
お
社
の
前
の
清
水
の
湧
く
池
が
養
老
線

路
沿
い
（
海
津
市
南
濃
町
徳
田
）
の
田
ん
ぼ
の
中
の
小
さ
な
森
に

あ
る
。
そ
こ
の
魚
を
取
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
者

が
掟
を
破
り
、
捕
っ
た
魚
は
蛇
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
23
。

な
お
、「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
と
極
め
て
類
似
し
た
話

と
し
て
、⑤
古
河
城
主
が
飛
騨

匠
（
甚
兵
衛
）
に
命
じ
て
造

ら
せ
た
火
災
防
止
の
鯉
の
彫

刻
を
五
社
明
神
（
飛
騨
市
古

川
町
高
野
）
の
社
殿
に
奉
納

し
た
が
、
鯉
が
宮
川
の
水
を

呼
び
寄
せ
、
次
第
に
川
が
五

社
明
神
に
接
近
す
る
た
め
、

甚
兵
衛
を
探
し
た
が
、
甚
兵

衛
は
次
の
仕
事
で
越
後
へ
旅

立
ち
、
出
羽
で
亡
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
判
明
し
た
102
。

2‒

4
　
K
I
S
S
O
の
魚
伝
説
五
編

①「
杣
ヶ
池
の
恋
物
語
（
三
二
号
）」
220
は
、
娘
が
恋
し
い
樵
に

合
う
た
め
イ
ワ
ナ
に
化
け
た
話
で
あ
る
が
、
娘
が
蛇
体
の
寝
姿
を

見
ら
れ
た
の
で
、
主
人
か
ら
池
を
貰
っ
て
身
を
隠
し
た
51
と
も
伝

わ
っ
て
い
る
。

「
平
群
池
の
不
思
議
な
伝
説
（
三
九
号
）」
55
は
、
捕
っ
て
は
い

け
な
い
池
で
大
鯰
を
捕
っ
た
が
、
漁
師
は
池
か
ら
の
呼
び
か
け
に

返
事
を
し
た
大
鯰
に
驚
き
、
池
に
鯰
を
返
し
た
が
、
漁
師
は
死
亡

し
た
。

「
水
よ
ぶ
コ
イ
（
六
七
巻
）」
97
は
、
神
社
の
ひ
さ
し
に
掘
っ
た

鯉
の
出
来
栄
え
が
良
く
て
川
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
、
彫
っ
た
矢
を

鯉
に
向
け
て
、
川
が
神
社
に
近
づ
か
な
く
し
た
。

「
平
瀬
池
の
大
金
魚（
九
八
号
）」257
は
、平
瀬
池（
愛
西
市
森
川
）

で
夜
漁
を
し
て
い
る
と
、
大
き
な
金
魚
が
出
た
。
見
た
者
は
し
ば

ら
く
寝
込
ん
だ
。
な
お
、
平
瀬
池
の
埋
め
立
て
は
、
遊
水
地
と
し

て
機
能
し
た
池
沼
が
排
水
機
場
の
新
設
と
と
も
に
不
必
要
と
な
っ

た
た
め
、「
立
田
地
区
補
助
干
拓
事
業
」
と
し
て
昭
和
二
六
（
一

九
五
一
）
年
一
〇
月
〜
同
三
五
年
三
月
終
了
予
定
で
木
曽
川
で
の

浚
渫
・
堆
積
土
砂
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
。

「
池
の
鯉
を
助
け
た
和
尚
さ
ん
（
九
九
号
）」
87
は
、
酒
癖
の
悪

い
主
人
が
下
僕
の
肩
を
酔
っ
て
切
っ
た
が
、
観
音
様
が
身
代
わ
り

に
な
っ
た「
身
代
わ
り
観
音
」と
、若
者
が
寺
付
近
の
池
の
鯉
を
捕
っ

て
食
べ
よ
う
と
し
た
の
で
、
住
職
が
鯉
を
落
ち
葉
に
代
え
て
助
け

た
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

3
．獣
の
話

　
　
　
3‒

1
　
キ
ツ
ネ
に
つ
い
て
　

キ
ツ
ネ
の
語
源
に
つ
い
て
、『
日
本
霊
異
記
』
は
欽
明
天
皇
（
五

〇
九
?
〜
五
七
一
）
の
時
代
、
美
濃
国
大
野
郡
の
キ
ツ
ネ
が
「
異

類
婚
姻
」
で
子
を
産
ん
だ
が
、
犬
に
吠
え
ら
れ
て
狐
と
分
か
っ
て

か
ら
も
、
夫
の
所
へ
「
…
い
つ
で
も
来
つ
寝
…
」
た
の
で
、
岐
都

禰
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
平
安
時
代
の
陰
陽
師
阿
部
晴
明
（
九
二
一
〜
一
〇
〇
五
）

は
、
信
太
の
森
（
現
大
阪
府
和
泉
市
）
の
白
狐
が
葛
の
葉
姫
に
化

け
て
安
部
保
名
と
も
う
け
た
一
子
で
、
白
狐
は
正
体
を
知
ら
れ
て

古
巣
に
帰
っ
た
、
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
狐
と
稲
荷
神
と
の
関
係
は
、
当
て
字
に
よ
る
結
果
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
素
戔
嗚
尊
の
子
供
で
穀
物
の
神
で
あ
る
宇
迦
之

御
魂
神
の
別
名
・
御
饌
津
神
は
稲
荷
神
社
の
祭
神
で
あ
り
、
キ
ツ

ネ
の
古
名
「
ケ
ツ
」
か
ら
、「
み
け
つ
」
に
「
三
狐
神
」
と
当
て

字
を
行
い
、
や
が
て
狐
は
稲
荷
神
の
使
い
、
又
は
眷
属
に
収
ま
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、狐
は
穀
物
を
食
い
荒
ら
す
鼠
を
捕
食
し
、

さ
ら
に
体
色
や
尻
尾
の
形
が
実
っ
た
稲
穂
に
似
て
お
り
、「
三
狐

神
」
は
上
手
い
当
て
字
で
あ
る
。

3‒

2
　
獣
が
化
け
た
話
　

①
舟
か
ら
投
網
で
漁
を
す
る
漁

師
は
毎
夜
、
み
ぞ
川
と
呼
ば
れ
る

五
色
岩
付
近
の
入
江
（
加
茂
郡
坂

祝
町
）
に
繋
が
れ
た
舟
の
舳
先
に

座
る
黒
ん
坊
と
言
葉
を
交
わ
す
よ

う
に
な
っ
た
。
冬
に
狸
の
死
骸
を

見
つ
け
た
後
、
黒
ん
坊
と
会
う
こ

と
は
な
く
、
狸
を
弔
っ
て
や
っ
た

61
。②
尾
張
で
の
「
ご
馳
走
よ
ば

れ
」
で
小
杁
（
江
南
市
小
杁
町
）

か
ら
小
綱
（
川
島
小
綱
町
）
へ
小

杁
の
渡
し
で
帰
る
際
、
小
綱
の
水
神
様
の
茂
み
の
キ
ツ
ネ
に
料
理

を
置
い
て
く
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
キ
ツ
ネ
は
船
頭
に

化
け
て
小
杁
に
迎
え
に
来
て
く
れ
た
り
も
し
た
。
堤
防
沿
い
に
あ
っ

た
水
神
様
は
、
神
明
神
社
南
か
ら
岐
阜
県
消
防
学
校
の
南
端
の

堤
防
側
に
山
の
神
と
共
に
移
さ
れ
て
い
る
40
。③
牛
子
渡
し
（
別

名
松
倉
渡
し
。
各
務
原
市
川
島
松
倉
町
）
の
船
頭
が
夜
中
に
、

若
い
娘
を
舟
に
乗
せ
た
。
そ
の
後
娘
は
、
夜
毎
来
て
は
船
頭
の
小

屋
で
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
来
て
寝
る
」
か
ら
「
き
つ
ね
」
と
い

う
名
が
付
い
た
と
も
い
わ
れ
る
40
。④
夜
中
に
橋
を
渡
る
と
意
識

に
爺
様
と
婆
様
が
住
ん
で
い
た
。

川
で
洗
濯
を
し
て
い
る
と
、
桃
の

実
を
握
っ
た
男
の
子
が
流
れ
て
来

た
。
桃
太
郎
は
大
き
く
な
り
、

可
児
川
の
鬼
が
島
の
藤
六
と
い
う

盗
賊
の
頭
を
退
治
し
た
25
。③
木

曽
川
の
中
州
（
一
志
岐
島
）
に

住
み
つ
く
鬼
を
、
対
岸
の
犬
山

栗
栖
の
桃
太
郎
が
退
治
し
た
。

鬼
と
戦
っ
た
取
組
（
坂
祝
町
）、

勝
っ
た
所
を
勝
山
、
戦
勝
を
祝
う
酒
倉
（
坂
祝
町
）、
祝
杯
を
挙

げ
た
酒
（
坂
）
祝
、宝
を
積
ん
だ
宝
積
寺
（
加
茂
郡
坂
祝
町
取
組
）

な
ど
地
名
が
多
く
あ
る
61
。

木
曽
川
左
支
川
の
可
児
川
に
、④
岩
礁
の
岩
が
沢
山
あ
り
、
鬼

が
棲
ん
だ
鬼
ケ
島
（
可
児
市
塩
字
中
島
）
が
あ
っ
た
。
旅
人
の
生

き
血
を
吸
っ
た
の
で
赤
い
石
や
、
鬼
の
足
跡
、
鬼
ケ
洞
、
古
井
戸

も
残
っ
て
い
た
と
い
う
228
。
な
お
、
桃
太
郎
神
社
か
ら
約
一
八
㎞

程
上
流
の
飛
騨
川
の
、⑤
加
茂
郡
川
辺
町
の
至
る
所
に
、
洗
濯
岩

（
桃
を
拾
っ
た
場
所
）、
鬼
門
、
犬
塚
、
猿
ケ
鼻
、
夜
泣
き
坂
等
の
、

桃
太
郎
伝
説
ゆ
か
り
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
232
。

ま
た
、
揖
斐
川
左
支
川
の
根
尾
川
沿
い
で
も
、⑥
川
で
河
童
を

助
け
た
恩
返
し
に
、
年
寄
り
夫
婦
は
桃
の
古
株
と
子
宝
石
を
貰
い
、

子
ど
も
（
桃
太
郎
）
を
授
か
っ
た
。
桃
太
郎
は
、
地
獄
谷
に
住
み

つ
い
た
鬼
（
大
蛇
）
を
退
治
し
た
。
子
宝
石
は
、
薬
師
堂
（
本
巣

市
文
殊
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
128
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

鬼
退
治
か
ら
帰
っ
て
き
た
桃
太
郎
は
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
と

暮
ら
し
、
二
人
が
天
寿
を
全
う
す
る
と
桃
山
（
栗
栖
）
に
入
っ
て

行
き
、
姿
を
隠
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、⑦
鬼
退
治
か
ら
帰
っ
た

桃
太
郎
は
親
類
の
婆
様
を
訪
ね
て
鬼
ヶ
島
の
話
を
し
て
い
る
と
、

婆
様
が
鬼
に
変
わ
り
、
桃
太
郎
は
逃
げ
て
武
並
神
社
（
恵
那
市
大

井
町
）
の
杉
の
木
に
登
り
コ
ブ
と
な
っ
た
。
そ
の
木
は
伊
勢
湾
台
風

で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
214
。

現
在
も
続
い
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
「
ね
じ
柳
の
故
事
」
と
し
て
尾

張
名
所
図
会
に
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、⑤
義
朝
が
箸
と
し
て
使
用

し
た
柳
の
枝
は
、
枝
先
を
下
に
挿
さ
れ
た
の
で
ね
じ
れ
て
根
付
き
、

大
木
と
な
っ
た
が
、
明
治
改
修
時
に
川
底
に
沈
ん
だ
。⑥
立
田
大

橋
下
流
木
曽
川
右
岸
の
東
海
広
場
南
端
に
「
故
事
ね
じ
柳
跡
の
碑
」

が
あ
る
。

義
朝
達
は
以
上
の
よ
う
に
昼
食
あ
る
い
は
朝
食
を
摂
っ
た
後
、⑦

現
弥
富
市
荷
之
上
町
柴
ケ
森
の
荷
之
上
八
幡
神
社
で
、
身
を
隠
し

て
き
た
芝
（
荷
）
を
舟
か
ら
岸
に
上
げ
て
休
憩
し
た
た
め
、「
荷

之
上
」
と
付
い
た
よ
う
で
あ
る
3
。

そ
の
後
、⑧
島
（
陸
路
）
伝
い
に
進
み
海
の
見
え
る
所
に
出
た
。

こ
こ
が
現
蟹
江
町
大
字
西
之
森
で
あ
り
源
氏
と
小
字
名
が
付
き
、

現
海
部
郡
蟹
江
町
学
戸
七
丁
目
に
源
氏
塚
が
あ
る
3
。

2
．伝
説
で
彩
ら
れ
た
小
川
の
姫
様

赤
沢
美
林
（
木
曽
郡
上
松
町
小
川
入
国
有
林
）
内
の
姫
宮
神

社
は
木
曽
谷
御
料
林
内
で
唯
一
の
神
社
で
あ
る
。
帝
室
林
野
局
か

ら
祭
祀
料
が
下
賜
さ
れ
、
一
〇
月
一
五
日
の
祭
礼
の
日
に
は
、
全

山
の
労
働
者
が
神
社
に
集
ま
り
、
草
相
撲
大
会
な
ど
盛
大
な
祭
り

が
催
さ
れ
た
。
今
は
営
林
関
係
の
人
び
と
が
中
心
に
な
っ
て
祈
願

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
神
社
は
、
姫
淵
の
真
上
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
渡
り
二
〇
〇

m
ほ
ど
入
っ
た
地
点
で
、
桧
づ
く

り
の
鳥
居
の
後
ろ
に
二
m
四
方
の

祠
が
あ
る
。

明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
六

月
二
七
日
、明
治
天
皇
巡
行
の
際
、

御
料
林
当
時
に
木
曽
郡
上
松
町
の

高
倉
神
社
に
あ
っ
た
姫
宮
神
社

に
、
勅
使
が
訪
れ
て
参
詣
し
た
と

記
録
に
あ
る
。
現
在
の
神
社
は
、

帝
室
林
野
局
が
大
正
一
〇（
一
九
二

一
）
年
一
〇
月
に
こ
の
麝
香
沢
の
地
に
遷
宮
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

姫
宮
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
は
、
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年

に
平
氏
追
討
の
令
旨
を
全
国
の
源
氏
に
発
し
た
以
仁
王
（
一
一
五

〇
〜
八
〇
。
後
白
河
天
皇
の
皇
子
）の
娘
で
あ
る
と
伝
わ
り
、①「
小

川
入
の
姫
淵
悲
話
（
六
二
号
）」
202
は
、美
濃
国
に
逃
れ
た
父
を
追
っ

て
、
弟
と
共
に
美
濃
国
へ
向
か
っ
て
い
た
道
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

姫
淵
で
身
を
投
じ
る
前
の
出
来
事
と
し
て
、②
小
川
を
目
指
し
て

逃
げ
て
き
た
源
氏
の
姫
が
上
松
町
荻
原
大
字
立
町
の
あ
る
家
で
余

り
に
も
喉
が
渇
き
、
仏
様
の
器
の
中
の
水
を
呑
み
、
小
川
へ
逃
げ

る
手
助
け
を
し
て
も
ら
っ
た
。
以
後
、
こ
の
家
は
「
仏
器
」
の
苗

字
と
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
202
。

な
お
、姫
宮
に
祀
ら
れ
た
人
物
と
し
て
、③
天
正
一
二（
一
五
八
四
）

年
五
月
、
木
曽
義
昌
（
一
五
四
〇
〜
九
五
）
に
殺
さ
れ
た
上
松
に

住
む
家
臣
萩
原
主
水
の
一
五
歳
の
娘
は
高
倉
へ
逃
げ
た
が
、
そ
の

地
の
村
人
は
娘
を
匿
わ
ず
、
敵
に
見
つ
か
っ
た
娘
は
淵
に
身
を
投
げ

た
。
こ
の
淵
が
後
に
姫
淵
と
呼
ば
れ
、
村
人
は
祠
を
建
て
た
202
と

伝
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、④
武
田
側
の
秋
山
信
友
（
一
五
二
九
〜
七
五
）
に
嫁
い

だ
信
長
の
叔
母
が
、
信
長
に
敗
れ
た
た
め
夫
と
共
に
処
刑
さ
れ
た
。

信
友
の
生
き
残
っ
た
姫
は
美
人
に
成
長
し
た
が
、
強
引
に
結
婚
を

迫
る
人
物
か
ら
逃
れ
て
淵
に
飛
び
込
み
亡
く
な
っ
た
202
と
、
他
の

言
い
伝
え
で
は
、⑤
信
長
か
ら
逃
げ
て
木
曽
駒
ヶ
根
村
で
隠
れ
住
み

年
頃
と
な
っ
た
姫
は
、
村
の
金
持
ち
の
息
子
に
結
婚
を
迫
ら
れ
、

川
の
淵
に
身
を
投
げ
た
。
こ
の
地
に
は
小
さ
な
社
が
建
て
ら
れ
、

姫
淵
と
名
付
け
ら
れ
た
13
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、⑥
織
田
信
長
の
息
子
の
一
人
が
姫
君
を
伴
っ
て
逃
げ
延

び
て
来
た
。
息
子
は
傷
が
ひ
ど
く
て
つ
い
に
亡
く
な
っ
た
が
、
姫
は

村
人
の
助
け
を
借
り
て
、
上
松
小
川
の
上
流
の
姫
淵
ま
で
逃
げ
た
。

し
か
し
、
つ
い
に
逃
げ
切
れ
ず
に
、
そ
の
淵
に
身
を
投
じ
た
の
で
、

姫
を
偲
ん
で
二
の
宮
大
権
現
と
し
て
二
子
持 （
木
曽
郡
王
滝
村
二

子
持
）
の
淵
に

祀
っ
た
266
、と
伝
っ

て
い
る
。

な
お
、「
姫
宮

伝
説
」
に
類
似
し

た
別
の
姫
君
の
伝

説
と
し
て
、⑦
萩

原
の
人
は
、
後
難

を
恐
れ
て
追
手
に
追
わ
れ
て
い
る

お
姫
様
が
助
け
ず
小
判
だ
け
取
り

上
げ
、
追
手
に
姫
の
逃
げ
た
方
向

を
教
え
た
。
姫
は
隠
れ
て
い
た
滝

（
隠
れ
滝
。
上
松
町
萩
原
）
に
身

を
投
げ
、
そ
れ
以
来
悪
い
病
気
が

流
行
す
る
の
で
、
滝
の
上
に
姫
の

宮
神
社
を
祀
っ
た
202
。

一
方
、「
一
つ
灯
伝
説
」
が
姫
宮

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
の
弟
若

宮
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
若
宮
は
父
以
仁
王
が
木
曽
郡
木
曽
町
福
島
御
室
へ
移
っ
た
後

に
も
西
小
川
の
高
倉
に
住
み
、
亡
く
な
っ
て
高
倉
で
塚
に
葬
ら
れ
、

そ
の
近
く
に
若
宮
大
明
神
（
高
倉
神
社
）
が
祀
ら
れ
た
。
ど
ん
な

風
雨
の
夜
で
も
西
小
川
の
谷
で
は
一
点
の
灯
が
煌
々
と
輝
い
て
い
た

が
、
明
治
二
〇
年
頃
に
こ
の
塚
を
掘
り
起
こ
し
て
か
ら
、
一
つ
灯
は

光
ら
な
く
な
っ
た
202
。

3
．浦
島
太
郎
伝
説

全
国
に
広
く
流
布
し
て
い
る
浦
島
太
郎
伝
説
は
、奈
良
時
代
（
七

一
〇
〜
七
九
四
）
の
終
わ
り
頃
に
成
立
し
た
『
万
葉
集
』
に
そ
の

原
型
と
も
言
え
る
話
が
載
っ
て
お
り
、
室
町
時
代
（
一
三
三
六
〜
一

五
七
三
）
に
成
立
し
た
『
御
伽
草
子
』
に
は
、「
報
恩
」
を
構
成

要
素
と
し
た
現
在
の
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

中
世
以
前
、
浦
島
太
郎
は
水
江
浦
嶋
子
（
男
性
）
を
略
し
て
浦

島
子
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
浦
島
太
郎
は
、
横
浜
市
の
慶
雲
寺
、
京

都
府
伊
根
町
の
浦
島
（
宇
良
）
神
社
や
丹
後
市
網
野
町
の
網
野
神

社
、
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
の
紫
雲
出
山
を
は
じ
め
、
福
島
県
か

ら
鹿
児
島
・
沖
縄
県
ま
で
各
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

中
部
地
区
で
は
、
知
多
半
島
の
知
多
郡
武
豊
町
大
字
富
貴
の
知

里
付
神
社
の
社
宝
が
乙
姫
か
ら
贈
ら
れ
た
「
あ
け
ず
の
箱
」
で
境

内
に
浦
島
神
社
が
あ
り
、
付
近
に
は
浦
之
嶋
や
竜
宮
の
地
名
も
残
っ

て
い
る
。
ま
た
、
木
曽
川
右
岸
の
岐
阜
県
各
務
原
市
前
渡
の
市
杵

島
神
社
が
、
浦
島
太
郎
が
開
け
た
玉
手
箱
の
伝
説
の
発
祥
地
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
の
寝
覚
ノ
床
で
は
、①
竜
宮
城
か
ら
帰
っ

た
浦
島
太
郎
が
魚
釣
り
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、
玉
手
箱
を
開
け

て
老
人
と
な
り
、
釣
り
竿
や
硯
を
残
し
て
行
方
知
れ
ず
と
な
り
、
臨

川
寺
（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）
は
太
郎
が
竜
宮
か
ら
も
ら
っ
て
き
た

弁
財
天
の
像
を
祀
っ
て
い
る
202
。ま
た
、②
寝
覚
ノ
床
の
側
の
見
帰（
上

松
町
小
川
見
帰
）
の
村
人
が
讃
岐
で
、
大
き
な
川
の
縁
に
祀
っ
て
あ

る
「
浦
島
大
明
神
」
神
社
の
禰
宜
た
ち
を
木
曽
の
寝
覚
ノ
床
に
連

れ
て
来
た
ら
、「
こ
れ
こ
そ
本
当
の
浦
島
太
郎
の
跡
」
だ
と
感
激
し
た
。

な
お
、
一
人
の
禰
宜
は

寝
覚
ノ
床
の
大
岩
に
座

り
込
ん
で
い
た
の
で
、

浦
島
太
郎
の
亡
霊
が
古

郷
を
懐
か
し
み
に
来
た

と
云
わ
れ
た
202
。

③「
竜
宮
乙
姫
岩
の

伝
説（
五
六
号
）」300
は
、

中
津
川
山
口
の
辺
り
が

竜
宮
の
入
り
口
で
、
乙

姫
が
寝
覚
ノ
床
か
ら
鉄

砲
水
で
流
さ
れ
て
来
た
浦
島
太
郎
を
助
け
、
二
人
は
仲
良
く
暮
ら

し
た
が
、
太
郎
が
寝
覚
ノ
床
に
帰
る
と
き
、
お
土
産
に
玉
手
箱
を

受
け
取
り
、こ
の
玉
手
箱
を
開
け
て
太
郎
は
白
髪
の
老
人
に
な
っ
た
。

浦
島
太
郎
の
魚
釣
り
に
酷
似
し
た
話
と
し
て
、④
寛
正
（
一
四
六

〇
〜
六
五
）
の
頃
、
明
で
医
学
を
学
ん
だ
現
埼
玉
県
川
越
の
河
越

三
喜
と
い
う
人
が
木
曽
の
地
に
来
て
、
寝
覚
ノ
床
で
魚
釣
り
を
毎

日
し
て
い
た
。三
度
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
が
三
度
戻
っ
て
来
た
の
で
、

三
帰
翁
と
呼
ば
れ
た
の
が
見
帰
と
な
っ
た
202
。

ま
た
飛
騨
市
で
は
、⑤
河
童
伝
説
の﹇
5‒

2
魚
で
お
礼
﹈の
⑪
で
、

河
童
か
ら
魚
の
礼
を
受
け
取
っ
た
庄
次
郎
は
、深
い
淵
（
庄
次
郎
淵
、

飛
騨
市
河
合
町
保
の
淵
で
下
小
鳥
ダ
ム
に
沈
ん
だ
）
に
入
り
込
み
、

竜
宮
で
乙
姫
様
に
遭
っ
た
が
、
浦
島
太
郎
の
二
の
舞
に
な
ら
ぬ
よ

う
に
、
竜
宮
で
造
っ
た
草
履
の
片
方
だ
け
を
持
っ
て
家
に
帰
っ
て
来

た
。
ま
た
、
こ
の
淵
は
雨
乞
い
淵
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
102
。

4
．桃
太
郎
伝
説

桃
は
邪
気
を
祓
い
不
老
不
死
の
力
を
与
え
る
霊
薬
で
あ
る
果
実

と
さ
れ
、
黄
泉
の
国
の
伊
耶
那
美
命
を
見
て
逃
げ
出
し
た
伊
耶
那

岐
命
が
追
っ
手
に
桃
の
実
を
投
げ
て
逃
げ
延
び
、
伊
耶
那
岐
命
は

桃
に
大
神
実
命
と
名
付
け
て
い
る
。

桃
太
郎
の
名
は
、こ
の
「
桃
」
に
元
気
な
長
男
の
意
味
を
持
つ
「
太

郎
」
が
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
、
各
地
に
桃
太
郎
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
る
。

岡
山
県
の
桃
太
郎
の
モ
デ
ル
は
第
七
代
孝
霊
天
皇
の
第
三
皇
子

吉
備
津
彦
命
で
、
鬼
城
山
（
総
社
市
奥
坂
）
に
棲
む
朝
鮮
半
島
の

百
済
か
ら
来
た
鬼
（
温
羅
）
を
退
治
し
、
香
川
県
の
桃
太
郎
の
モ

デ
ル
は
吉
備
津
彦
命
の
弟
雅
武
彦
命
で
、
高
松
港
の
沖
約
三
㎞
の

瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
女
木
島
に
棲
む
鬼
（
海
賊
）
を
退
治
し
た
。

な
お
、
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
は
孝
霊
天
皇
の
宮
黒
田
庵
戸

宮
が
在
っ
た
地
で
、
吉
備
津
彦
命
は
こ
の
地
で
成
長
し
た
と
推
測

さ
れ
る
た
め
、
こ
の
地
を
桃
太
郎
発
祥
の
地
と
伝
え
て
い
る
。
さ

ら
に
、
中
津
川
市
加
子
母
万
賀
の
桃
太
郎
神
社
は
平
成
二
（
一
九

九
〇
）
年
に
創
建
さ
れ
た
神
社
で
、
境
内
の
案
内
板
に
、
五
二
八

年
に
祀
ら
れ
た
と
伝
わ
る
「
大
鹿
童
子
神
」
は
子
供
の
守
り
神
で
、

桃
太
郎
の
由
来
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

犬
山
の
桃
太
郎
は
、①
犬
山
市
栗
栖
の
桃
山
に
子
供
神
社
が
あ

り
、
霊
験
灼
か
で
あ
っ
た
の
で
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
五
月

に
約
一
㎞
下
流
の
現
在
地
に
遷
座
し
、
桃
太
郎
神
社
（
栗
栖
古
屋

敷
）
と
し
た
208
。②
犬
山
市
栗
栖
古
屋
敷
（
桃
太
郎
神
社
の
場
所
）

1
．源
義
朝
の
三
川
下
流
域
で
の
行
程

平
治
元
（
一
一
五
九
）
年
一
二
月
二
七
日
、
京
都
六
条
河
原
で

の
戦
に
敗
れ
た
義
朝
主
従
八
騎
は
東
国
を
目
指
し
て
落
ち
て
行
っ

た
。
途
中
、
三
男
頼
朝
一
三
歳
は
一
行
に
は
ぐ
れ
、
次
男
朝
長
一

六
歳
は
矢
傷
を
受
け
て
い
た
。

到
着
し
た
美
濃
国
青
墓
宿
（
大
垣
市
青
墓
町
）
の
長
者
・
大
炊

の
娘
延
寿
と
義
朝
は
夜
叉
姫
を
も
う
け
て
い
た
。

義
朝
の
長
男
義
平
一
九
歳
は
味
方
を
集
め
る
た
め
北
国
に
向
か

い
、
怪
我
を
し
て
い
た
次
男
朝
長
は
捕
ら
わ
れ
る
の
を
嫌
い
義
朝

に
討
た
れ
、
兼
遠
の
弟
で
鷲
巣
村
（
養
老
群
養
老
町
鷲
巣
）
に
い

た
鷲
巣
玄
光
が
案
内
役
と
な
り
、
義
朝
主
従
は
尾
張
国
内
海
の
長

田
忠
宗
（
忠
致
）
の
家
に
向
か
う
た
め
、赤
坂
湊
か
ら
舟
で
下
っ
た
。

①
養
老
町
飯
ノ
木
に
着
い
た
義
朝
は
、
農
夫
清
吉
に
頼
ん
で
昼

食
を
摂
っ
た
。
そ
の
と
き
義
朝
は

側
に
生
え
て
い
た
ヨ
シ
を
切
っ
て

箸
と
し
て
使
用
し
、
食
べ
終
わ
っ

て
ヨ
シ
を
逆
さ
ま
に
し
て
土
に
挿

し
た
132
。
こ
の
ヨ
シ
は
繁
茂
し
、

飯
ノ
木
集
落
の
東
方
に
「
葦
塚
」

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
現
養
老

郡
養
老
町
明
徳
の
源
氏
橋
の
近
く

に
移
さ
れ
、
今
は
無
く
な
っ
た
。

な
お
、農
夫
清
吉
は
義
朝
か
ら「
伊

最
後
に
、
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
ウ
リ
姫
の
話
を
紹
介
し
よ
う
。⑧

関
市
板
取
で
、
川
で
拾
っ
た
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
女
の
子
（
ウ
リ

姫
小
女
郎
）
を
老
夫
婦
は
大
切
に
育
て
た
。
天
の
邪
鬼
は
ウ
リ
姫

に
化
け
た
が
殿
さ
ま
へ
の
輿
入
れ
の
時
に
見
つ
か
り
、
ウ
リ
姫
は
お

殿
様
の
御
嫁
に
な
っ
た
8

5
．K
I
S
S
O
の
三
編

「
七
里
の
渡
し
に
咲
い
た
千
姫
ロ
マ
ン
（
2
号
）」
55
は
、
徳
川

二
代
将
軍
秀
忠
の
長
女
千
姫
と
本
多
忠
勝
の
孫
・
忠
刻
の
ロ
マ
ン

に
触
れ
て
お
り
、「
千
姫
折
鶴
行
列
」
が
毎
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
て

い
る
。

「
葦
原
で
命
を
救
わ
れ
た
願
証
寺
の
幼
子
（
五
号
）」
264
は
、
長

島
城
陥
落
の
日
に
討
死
し
た
願
証
寺
五
世
の
顕
忍
の
弟
准
恵
（
顕

恵
）
二
歳
が
川
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
な
お
、
准
恵
は

後
に
近
江
国
日
野
に
願
證
寺
を
興
し
た

「
祖
父
江
の
竿
鷹
（
三
〇
号
）」
303
は
、
棹
で
鷹
を
操
る
術
「
横

井
家
の
棹
鷹
」
を
考
案
し
た
尾
張
藩
鷹
匠
頭
・
横
井
家
の
祖
の
話

で
あ
り
10
、『
竿
鷹
は　

空
に
あ
が
れ
り　

廣
口
の　

川
の
う
（
浮
）

き
鴨　

こ
ゝ
ろ
ゆ
る
す
な
』（『
尾
張
名
所
図
会
』）
と
あ
る
広
口

池
（
広
口
川
）
一
帯
は
横
井
家
の
お
鷹
場
で
あ
っ
た
。

藤
」
の
姓
と
短
刀
一
振
り
を
受
け

取
っ
た
。

そ
の
後
、
義
朝
主
従
は
源
氏

橋
の
袂
で
大
き
い
舟
に
乗
り
換

え
、
柴
の
中
に
隠
れ
て
津
屋
川
を

下
っ
た
。

②「
頼
朝
公
楊
枝
柳
の
碑
（
九

〇
号
）」
23
は
、
義
朝
が
尾
張
の

野
間
へ
落
ち
行
く
途
中
の
現
海
津

町
西
小
島
で
、
朝
食
の
箸
に
用
い

た
揖
斐
川
の
柳
の
枝
が
根
付
い
た

と
伝
わ
る
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明

治
改
修
で
取
り
払
わ
れ
、
改
修
工

事
で
移
転
し
た
海
津
市
西
小
島
の

水
谷
家
庭
先
に
「
義
朝
公
楊
枝
柳
」

の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
、
根

付
い
た
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明
治
改
修
後
に
西
小
島
か
ら
南
へ
一

㎞
弱
下
っ
た
稲
山
（
柳
港
）
の
「
村
社
八
幡
神
社
」
に
移
さ
れ
た

が
枯
渇
し
、「
義
朝
公
楊
枝
柳
」
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

③
海
津
橋
東
か
ら
南
東
に
約
一
㎞
の
海
津
町
沼
新
田
で
は
、
昼
食

時
に
食
べ
た
梅
干
し
を
植
え
、
大
き
な
梅
の
木
と
な
っ
た
。
こ
の

古
木
は
惜
し
く
も
水
害
で
枯
れ
死
し
た
が
、
代
わ
り
の
梅
が
老
樹

と
な
り
、
安
立
家
の
庭
に
は
「
源

頼
朝
実
割
梅
の
碑
」
が
建
っ
て
い

る
221
。

夜
明
け
に
上
立
田
（
現
在
は
木

曽
川
の
川
底
） 

辺
り
に
来
た
時
258
、

④
頼
朝
一
行
に
粥
を
ご
馳
走
し
た

藤
右
衛
門
と
三
右
衛
門
は
、
礼
と

し
て
御
粥
藤
右
衛
門
、
小
粥
三
右

衛
門
と
苗
字
を
も
ら
い
、
御
粥
家

は
幕
末
に
絶
え
た
が
、
小
粥
家
は

「笹りんどう紋」が彫られた源氏橋

「頼朝公楊枝柳の碑」八幡神社の「楊枝柳の碑」「源頼朝実割梅の碑」

「ねじ柳の故事」（『新編立田村史』より）

「故事ねじ柳跡の碑」

1
．源
義
朝
の
三
川
下
流
域
で
の
行
程

2
．伝
説
で
彩
ら
れ
た
小
川
の
姫
様

3
．浦
島
太
郎
伝
説

4
．桃
太
郎
伝
説

5
．K
I
S
S
O
の
三
編
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に
爺
様
と
婆
様
が
住
ん
で
い
た
。

川
で
洗
濯
を
し
て
い
る
と
、
桃
の

実
を
握
っ
た
男
の
子
が
流
れ
て
来

た
。
桃
太
郎
は
大
き
く
な
り
、

可
児
川
の
鬼
が
島
の
藤
六
と
い
う

盗
賊
の
頭
を
退
治
し
た
25
。③
木

曽
川
の
中
州
（
一
志
岐
島
）
に

住
み
つ
く
鬼
を
、
対
岸
の
犬
山

栗
栖
の
桃
太
郎
が
退
治
し
た
。

鬼
と
戦
っ
た
取
組
（
坂
祝
町
）、

勝
っ
た
所
を
勝
山
、
戦
勝
を
祝
う
酒
倉
（
坂
祝
町
）、
祝
杯
を
挙

げ
た
酒
（
坂
）
祝
、宝
を
積
ん
だ
宝
積
寺
（
加
茂
郡
坂
祝
町
取
組
）

な
ど
地
名
が
多
く
あ
る
61
。

木
曽
川
左
支
川
の
可
児
川
に
、④
岩
礁
の
岩
が
沢
山
あ
り
、
鬼

が
棲
ん
だ
鬼
ケ
島
（
可
児
市
塩
字
中
島
）
が
あ
っ
た
。
旅
人
の
生

き
血
を
吸
っ
た
の
で
赤
い
石
や
、
鬼
の
足
跡
、
鬼
ケ
洞
、
古
井
戸

も
残
っ
て
い
た
と
い
う
228
。
な
お
、
桃
太
郎
神
社
か
ら
約
一
八
㎞

程
上
流
の
飛
騨
川
の
、⑤
加
茂
郡
川
辺
町
の
至
る
所
に
、
洗
濯
岩

（
桃
を
拾
っ
た
場
所
）、
鬼
門
、
犬
塚
、
猿
ケ
鼻
、
夜
泣
き
坂
等
の
、

桃
太
郎
伝
説
ゆ
か
り
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
232
。

ま
た
、
揖
斐
川
左
支
川
の
根
尾
川
沿
い
で
も
、⑥
川
で
河
童
を

助
け
た
恩
返
し
に
、
年
寄
り
夫
婦
は
桃
の
古
株
と
子
宝
石
を
貰
い
、

子
ど
も
（
桃
太
郎
）
を
授
か
っ
た
。
桃
太
郎
は
、
地
獄
谷
に
住
み

つ
い
た
鬼
（
大
蛇
）
を
退
治
し
た
。
子
宝
石
は
、
薬
師
堂
（
本
巣

市
文
殊
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
128
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

鬼
退
治
か
ら
帰
っ
て
き
た
桃
太
郎
は
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
と

暮
ら
し
、
二
人
が
天
寿
を
全
う
す
る
と
桃
山
（
栗
栖
）
に
入
っ
て

行
き
、
姿
を
隠
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、⑦
鬼
退
治
か
ら
帰
っ
た

桃
太
郎
は
親
類
の
婆
様
を
訪
ね
て
鬼
ヶ
島
の
話
を
し
て
い
る
と
、

婆
様
が
鬼
に
変
わ
り
、
桃
太
郎
は
逃
げ
て
武
並
神
社
（
恵
那
市
大

井
町
）
の
杉
の
木
に
登
り
コ
ブ
と
な
っ
た
。
そ
の
木
は
伊
勢
湾
台
風

で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
214
。

現
在
も
続
い
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
「
ね
じ
柳
の
故
事
」
と
し
て
尾

張
名
所
図
会
に
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、⑤
義
朝
が
箸
と
し
て
使
用

し
た
柳
の
枝
は
、
枝
先
を
下
に
挿
さ
れ
た
の
で
ね
じ
れ
て
根
付
き
、

大
木
と
な
っ
た
が
、
明
治
改
修
時
に
川
底
に
沈
ん
だ
。⑥
立
田
大

橋
下
流
木
曽
川
右
岸
の
東
海
広
場
南
端
に
「
故
事
ね
じ
柳
跡
の
碑
」

が
あ
る
。

義
朝
達
は
以
上
の
よ
う
に
昼
食
あ
る
い
は
朝
食
を
摂
っ
た
後
、⑦

現
弥
富
市
荷
之
上
町
柴
ケ
森
の
荷
之
上
八
幡
神
社
で
、
身
を
隠
し

て
き
た
芝
（
荷
）
を
舟
か
ら
岸
に
上
げ
て
休
憩
し
た
た
め
、「
荷

之
上
」
と
付
い
た
よ
う
で
あ
る
3
。

そ
の
後
、⑧
島
（
陸
路
）
伝
い
に
進
み
海
の
見
え
る
所
に
出
た
。

こ
こ
が
現
蟹
江
町
大
字
西
之
森
で
あ
り
源
氏
と
小
字
名
が
付
き
、

現
海
部
郡
蟹
江
町
学
戸
七
丁
目
に
源
氏
塚
が
あ
る
3
。

2
．伝
説
で
彩
ら
れ
た
小
川
の
姫
様

赤
沢
美
林
（
木
曽
郡
上
松
町
小
川
入
国
有
林
）
内
の
姫
宮
神

社
は
木
曽
谷
御
料
林
内
で
唯
一
の
神
社
で
あ
る
。
帝
室
林
野
局
か

ら
祭
祀
料
が
下
賜
さ
れ
、
一
〇
月
一
五
日
の
祭
礼
の
日
に
は
、
全

山
の
労
働
者
が
神
社
に
集
ま
り
、
草
相
撲
大
会
な
ど
盛
大
な
祭
り

が
催
さ
れ
た
。
今
は
営
林
関
係
の
人
び
と
が
中
心
に
な
っ
て
祈
願

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
神
社
は
、
姫
淵
の
真
上
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
渡
り
二
〇
〇

m
ほ
ど
入
っ
た
地
点
で
、
桧
づ
く

り
の
鳥
居
の
後
ろ
に
二
m
四
方
の

祠
が
あ
る
。

明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
六

月
二
七
日
、明
治
天
皇
巡
行
の
際
、

御
料
林
当
時
に
木
曽
郡
上
松
町
の

高
倉
神
社
に
あ
っ
た
姫
宮
神
社

に
、
勅
使
が
訪
れ
て
参
詣
し
た
と

記
録
に
あ
る
。
現
在
の
神
社
は
、

帝
室
林
野
局
が
大
正
一
〇（
一
九
二

一
）
年
一
〇
月
に
こ
の
麝
香
沢
の
地
に
遷
宮
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

姫
宮
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
は
、
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年

に
平
氏
追
討
の
令
旨
を
全
国
の
源
氏
に
発
し
た
以
仁
王
（
一
一
五

〇
〜
八
〇
。
後
白
河
天
皇
の
皇
子
）の
娘
で
あ
る
と
伝
わ
り
、①「
小

川
入
の
姫
淵
悲
話
（
六
二
号
）」
202
は
、美
濃
国
に
逃
れ
た
父
を
追
っ

て
、
弟
と
共
に
美
濃
国
へ
向
か
っ
て
い
た
道
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

姫
淵
で
身
を
投
じ
る
前
の
出
来
事
と
し
て
、②
小
川
を
目
指
し
て

逃
げ
て
き
た
源
氏
の
姫
が
上
松
町
荻
原
大
字
立
町
の
あ
る
家
で
余

り
に
も
喉
が
渇
き
、
仏
様
の
器
の
中
の
水
を
呑
み
、
小
川
へ
逃
げ

る
手
助
け
を
し
て
も
ら
っ
た
。
以
後
、
こ
の
家
は
「
仏
器
」
の
苗

字
と
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
202
。

な
お
、姫
宮
に
祀
ら
れ
た
人
物
と
し
て
、③
天
正
一
二（
一
五
八
四
）

年
五
月
、
木
曽
義
昌
（
一
五
四
〇
〜
九
五
）
に
殺
さ
れ
た
上
松
に

住
む
家
臣
萩
原
主
水
の
一
五
歳
の
娘
は
高
倉
へ
逃
げ
た
が
、
そ
の

地
の
村
人
は
娘
を
匿
わ
ず
、
敵
に
見
つ
か
っ
た
娘
は
淵
に
身
を
投
げ

た
。
こ
の
淵
が
後
に
姫
淵
と
呼
ば
れ
、
村
人
は
祠
を
建
て
た
202
と

伝
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、④
武
田
側
の
秋
山
信
友
（
一
五
二
九
〜
七
五
）
に
嫁
い

だ
信
長
の
叔
母
が
、
信
長
に
敗
れ
た
た
め
夫
と
共
に
処
刑
さ
れ
た
。

信
友
の
生
き
残
っ
た
姫
は
美
人
に
成
長
し
た
が
、
強
引
に
結
婚
を

迫
る
人
物
か
ら
逃
れ
て
淵
に
飛
び
込
み
亡
く
な
っ
た
202
と
、
他
の

言
い
伝
え
で
は
、⑤
信
長
か
ら
逃
げ
て
木
曽
駒
ヶ
根
村
で
隠
れ
住
み

年
頃
と
な
っ
た
姫
は
、
村
の
金
持
ち
の
息
子
に
結
婚
を
迫
ら
れ
、

川
の
淵
に
身
を
投
げ
た
。
こ
の
地
に
は
小
さ
な
社
が
建
て
ら
れ
、

姫
淵
と
名
付
け
ら
れ
た
13
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、⑥
織
田
信
長
の
息
子
の
一
人
が
姫
君
を
伴
っ
て
逃
げ
延

び
て
来
た
。
息
子
は
傷
が
ひ
ど
く
て
つ
い
に
亡
く
な
っ
た
が
、
姫
は

村
人
の
助
け
を
借
り
て
、
上
松
小
川
の
上
流
の
姫
淵
ま
で
逃
げ
た
。

し
か
し
、
つ
い
に
逃
げ
切
れ
ず
に
、
そ
の
淵
に
身
を
投
じ
た
の
で
、

姫
を
偲
ん
で
二
の
宮
大
権
現
と
し
て
二
子
持 （
木
曽
郡
王
滝
村
二

子
持
）
の
淵
に

祀
っ
た
266
、と
伝
っ

て
い
る
。

な
お
、「
姫
宮

伝
説
」
に
類
似
し

た
別
の
姫
君
の
伝

説
と
し
て
、⑦
萩

原
の
人
は
、
後
難

を
恐
れ
て
追
手
に
追
わ
れ
て
い
る

お
姫
様
が
助
け
ず
小
判
だ
け
取
り

上
げ
、
追
手
に
姫
の
逃
げ
た
方
向

を
教
え
た
。
姫
は
隠
れ
て
い
た
滝

（
隠
れ
滝
。
上
松
町
萩
原
）
に
身

を
投
げ
、
そ
れ
以
来
悪
い
病
気
が

流
行
す
る
の
で
、
滝
の
上
に
姫
の

宮
神
社
を
祀
っ
た
202
。

一
方
、「
一
つ
灯
伝
説
」
が
姫
宮

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
の
弟
若

宮
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
若
宮
は
父
以
仁
王
が
木
曽
郡
木
曽
町
福
島
御
室
へ
移
っ
た
後

に
も
西
小
川
の
高
倉
に
住
み
、
亡
く
な
っ
て
高
倉
で
塚
に
葬
ら
れ
、

そ
の
近
く
に
若
宮
大
明
神
（
高
倉
神
社
）
が
祀
ら
れ
た
。
ど
ん
な

風
雨
の
夜
で
も
西
小
川
の
谷
で
は
一
点
の
灯
が
煌
々
と
輝
い
て
い
た

が
、
明
治
二
〇
年
頃
に
こ
の
塚
を
掘
り
起
こ
し
て
か
ら
、
一
つ
灯
は

光
ら
な
く
な
っ
た
202
。

3
．浦
島
太
郎
伝
説

全
国
に
広
く
流
布
し
て
い
る
浦
島
太
郎
伝
説
は
、奈
良
時
代
（
七

一
〇
〜
七
九
四
）
の
終
わ
り
頃
に
成
立
し
た
『
万
葉
集
』
に
そ
の

原
型
と
も
言
え
る
話
が
載
っ
て
お
り
、
室
町
時
代
（
一
三
三
六
〜
一

五
七
三
）
に
成
立
し
た
『
御
伽
草
子
』
に
は
、「
報
恩
」
を
構
成

要
素
と
し
た
現
在
の
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

中
世
以
前
、
浦
島
太
郎
は
水
江
浦
嶋
子
（
男
性
）
を
略
し
て
浦

島
子
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
浦
島
太
郎
は
、
横
浜
市
の
慶
雲
寺
、
京

都
府
伊
根
町
の
浦
島
（
宇
良
）
神
社
や
丹
後
市
網
野
町
の
網
野
神

社
、
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
の
紫
雲
出
山
を
は
じ
め
、
福
島
県
か

ら
鹿
児
島
・
沖
縄
県
ま
で
各
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

中
部
地
区
で
は
、
知
多
半
島
の
知
多
郡
武
豊
町
大
字
富
貴
の
知

里
付
神
社
の
社
宝
が
乙
姫
か
ら
贈
ら
れ
た
「
あ
け
ず
の
箱
」
で
境

内
に
浦
島
神
社
が
あ
り
、
付
近
に
は
浦
之
嶋
や
竜
宮
の
地
名
も
残
っ

て
い
る
。
ま
た
、
木
曽
川
右
岸
の
岐
阜
県
各
務
原
市
前
渡
の
市
杵

島
神
社
が
、
浦
島
太
郎
が
開
け
た
玉
手
箱
の
伝
説
の
発
祥
地
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
の
寝
覚
ノ
床
で
は
、①
竜
宮
城
か
ら
帰
っ

た
浦
島
太
郎
が
魚
釣
り
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、
玉
手
箱
を
開
け

て
老
人
と
な
り
、
釣
り
竿
や
硯
を
残
し
て
行
方
知
れ
ず
と
な
り
、
臨

川
寺
（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）
は
太
郎
が
竜
宮
か
ら
も
ら
っ
て
き
た

弁
財
天
の
像
を
祀
っ
て
い
る
202
。ま
た
、②
寝
覚
ノ
床
の
側
の
見
帰（
上

松
町
小
川
見
帰
）
の
村
人
が
讃
岐
で
、
大
き
な
川
の
縁
に
祀
っ
て
あ

る
「
浦
島
大
明
神
」
神
社
の
禰
宜
た
ち
を
木
曽
の
寝
覚
ノ
床
に
連

れ
て
来
た
ら
、「
こ
れ
こ
そ
本
当
の
浦
島
太
郎
の
跡
」
だ
と
感
激
し
た
。

な
お
、
一
人
の
禰
宜
は

寝
覚
ノ
床
の
大
岩
に
座

り
込
ん
で
い
た
の
で
、

浦
島
太
郎
の
亡
霊
が
古

郷
を
懐
か
し
み
に
来
た

と
云
わ
れ
た
202
。

③「
竜
宮
乙
姫
岩
の

伝
説（
五
六
号
）」300
は
、

中
津
川
山
口
の
辺
り
が

竜
宮
の
入
り
口
で
、
乙

姫
が
寝
覚
ノ
床
か
ら
鉄

砲
水
で
流
さ
れ
て
来
た
浦
島
太
郎
を
助
け
、
二
人
は
仲
良
く
暮
ら

し
た
が
、
太
郎
が
寝
覚
ノ
床
に
帰
る
と
き
、
お
土
産
に
玉
手
箱
を

受
け
取
り
、こ
の
玉
手
箱
を
開
け
て
太
郎
は
白
髪
の
老
人
に
な
っ
た
。

浦
島
太
郎
の
魚
釣
り
に
酷
似
し
た
話
と
し
て
、④
寛
正
（
一
四
六

〇
〜
六
五
）
の
頃
、
明
で
医
学
を
学
ん
だ
現
埼
玉
県
川
越
の
河
越

三
喜
と
い
う
人
が
木
曽
の
地
に
来
て
、
寝
覚
ノ
床
で
魚
釣
り
を
毎

日
し
て
い
た
。三
度
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
が
三
度
戻
っ
て
来
た
の
で
、

三
帰
翁
と
呼
ば
れ
た
の
が
見
帰
と
な
っ
た
202
。

ま
た
飛
騨
市
で
は
、⑤
河
童
伝
説
の﹇
5‒

2
魚
で
お
礼
﹈の
⑪
で
、

河
童
か
ら
魚
の
礼
を
受
け
取
っ
た
庄
次
郎
は
、深
い
淵
（
庄
次
郎
淵
、

飛
騨
市
河
合
町
保
の
淵
で
下
小
鳥
ダ
ム
に
沈
ん
だ
）
に
入
り
込
み
、

竜
宮
で
乙
姫
様
に
遭
っ
た
が
、
浦
島
太
郎
の
二
の
舞
に
な
ら
ぬ
よ

う
に
、
竜
宮
で
造
っ
た
草
履
の
片
方
だ
け
を
持
っ
て
家
に
帰
っ
て
来

た
。
ま
た
、
こ
の
淵
は
雨
乞
い
淵
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
102
。

4
．桃
太
郎
伝
説

桃
は
邪
気
を
祓
い
不
老
不
死
の
力
を
与
え
る
霊
薬
で
あ
る
果
実

と
さ
れ
、
黄
泉
の
国
の
伊
耶
那
美
命
を
見
て
逃
げ
出
し
た
伊
耶
那

岐
命
が
追
っ
手
に
桃
の
実
を
投
げ
て
逃
げ
延
び
、
伊
耶
那
岐
命
は

桃
に
大
神
実
命
と
名
付
け
て
い
る
。

桃
太
郎
の
名
は
、こ
の
「
桃
」
に
元
気
な
長
男
の
意
味
を
持
つ
「
太

郎
」
が
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
、
各
地
に
桃
太
郎
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
る
。

岡
山
県
の
桃
太
郎
の
モ
デ
ル
は
第
七
代
孝
霊
天
皇
の
第
三
皇
子

吉
備
津
彦
命
で
、
鬼
城
山
（
総
社
市
奥
坂
）
に
棲
む
朝
鮮
半
島
の

百
済
か
ら
来
た
鬼
（
温
羅
）
を
退
治
し
、
香
川
県
の
桃
太
郎
の
モ

デ
ル
は
吉
備
津
彦
命
の
弟
雅
武
彦
命
で
、
高
松
港
の
沖
約
三
㎞
の

瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
女
木
島
に
棲
む
鬼
（
海
賊
）
を
退
治
し
た
。

な
お
、
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
は
孝
霊
天
皇
の
宮
黒
田
庵
戸

宮
が
在
っ
た
地
で
、
吉
備
津
彦
命
は
こ
の
地
で
成
長
し
た
と
推
測

さ
れ
る
た
め
、
こ
の
地
を
桃
太
郎
発
祥
の
地
と
伝
え
て
い
る
。
さ

ら
に
、
中
津
川
市
加
子
母
万
賀
の
桃
太
郎
神
社
は
平
成
二
（
一
九

九
〇
）
年
に
創
建
さ
れ
た
神
社
で
、
境
内
の
案
内
板
に
、
五
二
八

年
に
祀
ら
れ
た
と
伝
わ
る
「
大
鹿
童
子
神
」
は
子
供
の
守
り
神
で
、

桃
太
郎
の
由
来
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

犬
山
の
桃
太
郎
は
、①
犬
山
市
栗
栖
の
桃
山
に
子
供
神
社
が
あ

り
、
霊
験
灼
か
で
あ
っ
た
の
で
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
五
月

に
約
一
㎞
下
流
の
現
在
地
に
遷
座
し
、
桃
太
郎
神
社
（
栗
栖
古
屋

敷
）
と
し
た
208
。②
犬
山
市
栗
栖
古
屋
敷
（
桃
太
郎
神
社
の
場
所
）

1
．源
義
朝
の
三
川
下
流
域
で
の
行
程

平
治
元
（
一
一
五
九
）
年
一
二
月
二
七
日
、
京
都
六
条
河
原
で

の
戦
に
敗
れ
た
義
朝
主
従
八
騎
は
東
国
を
目
指
し
て
落
ち
て
行
っ

た
。
途
中
、
三
男
頼
朝
一
三
歳
は
一
行
に
は
ぐ
れ
、
次
男
朝
長
一

六
歳
は
矢
傷
を
受
け
て
い
た
。

到
着
し
た
美
濃
国
青
墓
宿
（
大
垣
市
青
墓
町
）
の
長
者
・
大
炊

の
娘
延
寿
と
義
朝
は
夜
叉
姫
を
も
う
け
て
い
た
。

義
朝
の
長
男
義
平
一
九
歳
は
味
方
を
集
め
る
た
め
北
国
に
向
か

い
、
怪
我
を
し
て
い
た
次
男
朝
長
は
捕
ら
わ
れ
る
の
を
嫌
い
義
朝

に
討
た
れ
、
兼
遠
の
弟
で
鷲
巣
村
（
養
老
群
養
老
町
鷲
巣
）
に
い

た
鷲
巣
玄
光
が
案
内
役
と
な
り
、
義
朝
主
従
は
尾
張
国
内
海
の
長

田
忠
宗
（
忠
致
）
の
家
に
向
か
う
た
め
、赤
坂
湊
か
ら
舟
で
下
っ
た
。

①
養
老
町
飯
ノ
木
に
着
い
た
義
朝
は
、
農
夫
清
吉
に
頼
ん
で
昼

食
を
摂
っ
た
。
そ
の
と
き
義
朝
は

側
に
生
え
て
い
た
ヨ
シ
を
切
っ
て

箸
と
し
て
使
用
し
、
食
べ
終
わ
っ

て
ヨ
シ
を
逆
さ
ま
に
し
て
土
に
挿

し
た
132
。
こ
の
ヨ
シ
は
繁
茂
し
、

飯
ノ
木
集
落
の
東
方
に
「
葦
塚
」

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
現
養
老

郡
養
老
町
明
徳
の
源
氏
橋
の
近
く

に
移
さ
れ
、
今
は
無
く
な
っ
た
。

な
お
、農
夫
清
吉
は
義
朝
か
ら「
伊

最
後
に
、
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
ウ
リ
姫
の
話
を
紹
介
し
よ
う
。⑧

関
市
板
取
で
、
川
で
拾
っ
た
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
女
の
子
（
ウ
リ

姫
小
女
郎
）
を
老
夫
婦
は
大
切
に
育
て
た
。
天
の
邪
鬼
は
ウ
リ
姫

に
化
け
た
が
殿
さ
ま
へ
の
輿
入
れ
の
時
に
見
つ
か
り
、
ウ
リ
姫
は
お

殿
様
の
御
嫁
に
な
っ
た
8

5
．K
I
S
S
O
の
三
編

「
七
里
の
渡
し
に
咲
い
た
千
姫
ロ
マ
ン
（
2
号
）」
55
は
、
徳
川

二
代
将
軍
秀
忠
の
長
女
千
姫
と
本
多
忠
勝
の
孫
・
忠
刻
の
ロ
マ
ン

に
触
れ
て
お
り
、「
千
姫
折
鶴
行
列
」
が
毎
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
て

い
る
。

「
葦
原
で
命
を
救
わ
れ
た
願
証
寺
の
幼
子
（
五
号
）」
264
は
、
長

島
城
陥
落
の
日
に
討
死
し
た
願
証
寺
五
世
の
顕
忍
の
弟
准
恵
（
顕

恵
）
二
歳
が
川
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
な
お
、
准
恵
は

後
に
近
江
国
日
野
に
願
證
寺
を
興
し
た

「
祖
父
江
の
竿
鷹
（
三
〇
号
）」
303
は
、
棹
で
鷹
を
操
る
術
「
横

井
家
の
棹
鷹
」
を
考
案
し
た
尾
張
藩
鷹
匠
頭
・
横
井
家
の
祖
の
話

で
あ
り
10
、『
竿
鷹
は　

空
に
あ
が
れ
り　

廣
口
の　

川
の
う
（
浮
）

き
鴨　

こ
ゝ
ろ
ゆ
る
す
な
』（『
尾
張
名
所
図
会
』）
と
あ
る
広
口

池
（
広
口
川
）
一
帯
は
横
井
家
の
お
鷹
場
で
あ
っ
た
。

藤
」
の
姓
と
短
刀
一
振
り
を
受
け

取
っ
た
。

そ
の
後
、
義
朝
主
従
は
源
氏

橋
の
袂
で
大
き
い
舟
に
乗
り
換

え
、
柴
の
中
に
隠
れ
て
津
屋
川
を

下
っ
た
。

②「
頼
朝
公
楊
枝
柳
の
碑
（
九

〇
号
）」
23
は
、
義
朝
が
尾
張
の

野
間
へ
落
ち
行
く
途
中
の
現
海
津

町
西
小
島
で
、
朝
食
の
箸
に
用
い

た
揖
斐
川
の
柳
の
枝
が
根
付
い
た

と
伝
わ
る
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明

治
改
修
で
取
り
払
わ
れ
、
改
修
工

事
で
移
転
し
た
海
津
市
西
小
島
の

水
谷
家
庭
先
に
「
義
朝
公
楊
枝
柳
」

の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
、
根

付
い
た
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明
治
改
修
後
に
西
小
島
か
ら
南
へ
一

㎞
弱
下
っ
た
稲
山
（
柳
港
）
の
「
村
社
八
幡
神
社
」
に
移
さ
れ
た

が
枯
渇
し
、「
義
朝
公
楊
枝
柳
」
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

③
海
津
橋
東
か
ら
南
東
に
約
一
㎞
の
海
津
町
沼
新
田
で
は
、
昼
食

時
に
食
べ
た
梅
干
し
を
植
え
、
大
き
な
梅
の
木
と
な
っ
た
。
こ
の

古
木
は
惜
し
く
も
水
害
で
枯
れ
死
し
た
が
、
代
わ
り
の
梅
が
老
樹

と
な
り
、
安
立
家
の
庭
に
は
「
源

頼
朝
実
割
梅
の
碑
」
が
建
っ
て
い

る
221
。

夜
明
け
に
上
立
田
（
現
在
は
木

曽
川
の
川
底
） 

辺
り
に
来
た
時
258
、

④
頼
朝
一
行
に
粥
を
ご
馳
走
し
た

藤
右
衛
門
と
三
右
衛
門
は
、
礼
と

し
て
御
粥
藤
右
衛
門
、
小
粥
三
右

衛
門
と
苗
字
を
も
ら
い
、
御
粥
家

は
幕
末
に
絶
え
た
が
、
小
粥
家
は

姫宮神社

遠く中央アルプスを望む高倉神社 隠れ滝

115

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

●
●
●
●
■

源義朝1.
小川の姫様2.
浦島太郎 3.
桃太郎 4.
KISSO5.

分　類 記号 ・●は、義朝らの行程が分かる。
・●は、8話の内 4話が上松で重なっている。
・●は、飛騨市河合町以外は木曽川筋である。
・●は、関市の瓜姫以外は、東西方向に分布。
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に
爺
様
と
婆
様
が
住
ん
で
い
た
。

川
で
洗
濯
を
し
て
い
る
と
、
桃
の

実
を
握
っ
た
男
の
子
が
流
れ
て
来

た
。
桃
太
郎
は
大
き
く
な
り
、

可
児
川
の
鬼
が
島
の
藤
六
と
い
う

盗
賊
の
頭
を
退
治
し
た
25
。③
木

曽
川
の
中
州
（
一
志
岐
島
）
に

住
み
つ
く
鬼
を
、
対
岸
の
犬
山

栗
栖
の
桃
太
郎
が
退
治
し
た
。

鬼
と
戦
っ
た
取
組
（
坂
祝
町
）、

勝
っ
た
所
を
勝
山
、
戦
勝
を
祝
う
酒
倉
（
坂
祝
町
）、
祝
杯
を
挙

げ
た
酒
（
坂
）
祝
、宝
を
積
ん
だ
宝
積
寺
（
加
茂
郡
坂
祝
町
取
組
）

な
ど
地
名
が
多
く
あ
る
61
。

木
曽
川
左
支
川
の
可
児
川
に
、④
岩
礁
の
岩
が
沢
山
あ
り
、
鬼

が
棲
ん
だ
鬼
ケ
島
（
可
児
市
塩
字
中
島
）
が
あ
っ
た
。
旅
人
の
生

き
血
を
吸
っ
た
の
で
赤
い
石
や
、
鬼
の
足
跡
、
鬼
ケ
洞
、
古
井
戸

も
残
っ
て
い
た
と
い
う
228
。
な
お
、
桃
太
郎
神
社
か
ら
約
一
八
㎞

程
上
流
の
飛
騨
川
の
、⑤
加
茂
郡
川
辺
町
の
至
る
所
に
、
洗
濯
岩

（
桃
を
拾
っ
た
場
所
）、
鬼
門
、
犬
塚
、
猿
ケ
鼻
、
夜
泣
き
坂
等
の
、

桃
太
郎
伝
説
ゆ
か
り
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
232
。

ま
た
、
揖
斐
川
左
支
川
の
根
尾
川
沿
い
で
も
、⑥
川
で
河
童
を

助
け
た
恩
返
し
に
、
年
寄
り
夫
婦
は
桃
の
古
株
と
子
宝
石
を
貰
い
、

子
ど
も
（
桃
太
郎
）
を
授
か
っ
た
。
桃
太
郎
は
、
地
獄
谷
に
住
み

つ
い
た
鬼
（
大
蛇
）
を
退
治
し
た
。
子
宝
石
は
、
薬
師
堂
（
本
巣

市
文
殊
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
128
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

鬼
退
治
か
ら
帰
っ
て
き
た
桃
太
郎
は
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
と

暮
ら
し
、
二
人
が
天
寿
を
全
う
す
る
と
桃
山
（
栗
栖
）
に
入
っ
て

行
き
、
姿
を
隠
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、⑦
鬼
退
治
か
ら
帰
っ
た

桃
太
郎
は
親
類
の
婆
様
を
訪
ね
て
鬼
ヶ
島
の
話
を
し
て
い
る
と
、

婆
様
が
鬼
に
変
わ
り
、
桃
太
郎
は
逃
げ
て
武
並
神
社
（
恵
那
市
大

井
町
）
の
杉
の
木
に
登
り
コ
ブ
と
な
っ
た
。
そ
の
木
は
伊
勢
湾
台
風

で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
214
。

現
在
も
続
い
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
「
ね
じ
柳
の
故
事
」
と
し
て
尾

張
名
所
図
会
に
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、⑤
義
朝
が
箸
と
し
て
使
用

し
た
柳
の
枝
は
、
枝
先
を
下
に
挿
さ
れ
た
の
で
ね
じ
れ
て
根
付
き
、

大
木
と
な
っ
た
が
、
明
治
改
修
時
に
川
底
に
沈
ん
だ
。⑥
立
田
大

橋
下
流
木
曽
川
右
岸
の
東
海
広
場
南
端
に
「
故
事
ね
じ
柳
跡
の
碑
」

が
あ
る
。

義
朝
達
は
以
上
の
よ
う
に
昼
食
あ
る
い
は
朝
食
を
摂
っ
た
後
、⑦

現
弥
富
市
荷
之
上
町
柴
ケ
森
の
荷
之
上
八
幡
神
社
で
、
身
を
隠
し

て
き
た
芝
（
荷
）
を
舟
か
ら
岸
に
上
げ
て
休
憩
し
た
た
め
、「
荷

之
上
」
と
付
い
た
よ
う
で
あ
る
3
。

そ
の
後
、⑧
島
（
陸
路
）
伝
い
に
進
み
海
の
見
え
る
所
に
出
た
。

こ
こ
が
現
蟹
江
町
大
字
西
之
森
で
あ
り
源
氏
と
小
字
名
が
付
き
、

現
海
部
郡
蟹
江
町
学
戸
七
丁
目
に
源
氏
塚
が
あ
る
3
。

2
．伝
説
で
彩
ら
れ
た
小
川
の
姫
様

赤
沢
美
林
（
木
曽
郡
上
松
町
小
川
入
国
有
林
）
内
の
姫
宮
神

社
は
木
曽
谷
御
料
林
内
で
唯
一
の
神
社
で
あ
る
。
帝
室
林
野
局
か

ら
祭
祀
料
が
下
賜
さ
れ
、
一
〇
月
一
五
日
の
祭
礼
の
日
に
は
、
全

山
の
労
働
者
が
神
社
に
集
ま
り
、
草
相
撲
大
会
な
ど
盛
大
な
祭
り

が
催
さ
れ
た
。
今
は
営
林
関
係
の
人
び
と
が
中
心
に
な
っ
て
祈
願

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
神
社
は
、
姫
淵
の
真
上
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
渡
り
二
〇
〇

m
ほ
ど
入
っ
た
地
点
で
、
桧
づ
く

り
の
鳥
居
の
後
ろ
に
二
m
四
方
の

祠
が
あ
る
。

明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
六

月
二
七
日
、明
治
天
皇
巡
行
の
際
、

御
料
林
当
時
に
木
曽
郡
上
松
町
の

高
倉
神
社
に
あ
っ
た
姫
宮
神
社

に
、
勅
使
が
訪
れ
て
参
詣
し
た
と

記
録
に
あ
る
。
現
在
の
神
社
は
、

帝
室
林
野
局
が
大
正
一
〇（
一
九
二

一
）
年
一
〇
月
に
こ
の
麝
香
沢
の
地
に
遷
宮
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

姫
宮
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
は
、
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年

に
平
氏
追
討
の
令
旨
を
全
国
の
源
氏
に
発
し
た
以
仁
王
（
一
一
五

〇
〜
八
〇
。
後
白
河
天
皇
の
皇
子
）の
娘
で
あ
る
と
伝
わ
り
、①「
小

川
入
の
姫
淵
悲
話
（
六
二
号
）」
202
は
、美
濃
国
に
逃
れ
た
父
を
追
っ

て
、
弟
と
共
に
美
濃
国
へ
向
か
っ
て
い
た
道
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

姫
淵
で
身
を
投
じ
る
前
の
出
来
事
と
し
て
、②
小
川
を
目
指
し
て

逃
げ
て
き
た
源
氏
の
姫
が
上
松
町
荻
原
大
字
立
町
の
あ
る
家
で
余

り
に
も
喉
が
渇
き
、
仏
様
の
器
の
中
の
水
を
呑
み
、
小
川
へ
逃
げ

る
手
助
け
を
し
て
も
ら
っ
た
。
以
後
、
こ
の
家
は
「
仏
器
」
の
苗

字
と
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
202
。

な
お
、姫
宮
に
祀
ら
れ
た
人
物
と
し
て
、③
天
正
一
二（
一
五
八
四
）

年
五
月
、
木
曽
義
昌
（
一
五
四
〇
〜
九
五
）
に
殺
さ
れ
た
上
松
に

住
む
家
臣
萩
原
主
水
の
一
五
歳
の
娘
は
高
倉
へ
逃
げ
た
が
、
そ
の

地
の
村
人
は
娘
を
匿
わ
ず
、
敵
に
見
つ
か
っ
た
娘
は
淵
に
身
を
投
げ

た
。
こ
の
淵
が
後
に
姫
淵
と
呼
ば
れ
、
村
人
は
祠
を
建
て
た
202
と

伝
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、④
武
田
側
の
秋
山
信
友
（
一
五
二
九
〜
七
五
）
に
嫁
い

だ
信
長
の
叔
母
が
、
信
長
に
敗
れ
た
た
め
夫
と
共
に
処
刑
さ
れ
た
。

信
友
の
生
き
残
っ
た
姫
は
美
人
に
成
長
し
た
が
、
強
引
に
結
婚
を

迫
る
人
物
か
ら
逃
れ
て
淵
に
飛
び
込
み
亡
く
な
っ
た
202
と
、
他
の

言
い
伝
え
で
は
、⑤
信
長
か
ら
逃
げ
て
木
曽
駒
ヶ
根
村
で
隠
れ
住
み

年
頃
と
な
っ
た
姫
は
、
村
の
金
持
ち
の
息
子
に
結
婚
を
迫
ら
れ
、

川
の
淵
に
身
を
投
げ
た
。
こ
の
地
に
は
小
さ
な
社
が
建
て
ら
れ
、

姫
淵
と
名
付
け
ら
れ
た
13
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、⑥
織
田
信
長
の
息
子
の
一
人
が
姫
君
を
伴
っ
て
逃
げ
延

び
て
来
た
。
息
子
は
傷
が
ひ
ど
く
て
つ
い
に
亡
く
な
っ
た
が
、
姫
は

村
人
の
助
け
を
借
り
て
、
上
松
小
川
の
上
流
の
姫
淵
ま
で
逃
げ
た
。

し
か
し
、
つ
い
に
逃
げ
切
れ
ず
に
、
そ
の
淵
に
身
を
投
じ
た
の
で
、

姫
を
偲
ん
で
二
の
宮
大
権
現
と
し
て
二
子
持 （
木
曽
郡
王
滝
村
二

子
持
）
の
淵
に

祀
っ
た
266
、と
伝
っ

て
い
る
。

な
お
、「
姫
宮

伝
説
」
に
類
似
し

た
別
の
姫
君
の
伝

説
と
し
て
、⑦
萩

原
の
人
は
、
後
難

を
恐
れ
て
追
手
に
追
わ
れ
て
い
る

お
姫
様
が
助
け
ず
小
判
だ
け
取
り

上
げ
、
追
手
に
姫
の
逃
げ
た
方
向

を
教
え
た
。
姫
は
隠
れ
て
い
た
滝

（
隠
れ
滝
。
上
松
町
萩
原
）
に
身

を
投
げ
、
そ
れ
以
来
悪
い
病
気
が

流
行
す
る
の
で
、
滝
の
上
に
姫
の

宮
神
社
を
祀
っ
た
202
。

一
方
、「
一
つ
灯
伝
説
」
が
姫
宮

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
の
弟
若

宮
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
若
宮
は
父
以
仁
王
が
木
曽
郡
木
曽
町
福
島
御
室
へ
移
っ
た
後

に
も
西
小
川
の
高
倉
に
住
み
、
亡
く
な
っ
て
高
倉
で
塚
に
葬
ら
れ
、

そ
の
近
く
に
若
宮
大
明
神
（
高
倉
神
社
）
が
祀
ら
れ
た
。
ど
ん
な

風
雨
の
夜
で
も
西
小
川
の
谷
で
は
一
点
の
灯
が
煌
々
と
輝
い
て
い
た

が
、
明
治
二
〇
年
頃
に
こ
の
塚
を
掘
り
起
こ
し
て
か
ら
、
一
つ
灯
は

光
ら
な
く
な
っ
た
202
。

3
．浦
島
太
郎
伝
説

全
国
に
広
く
流
布
し
て
い
る
浦
島
太
郎
伝
説
は
、奈
良
時
代
（
七

一
〇
〜
七
九
四
）
の
終
わ
り
頃
に
成
立
し
た
『
万
葉
集
』
に
そ
の

原
型
と
も
言
え
る
話
が
載
っ
て
お
り
、
室
町
時
代
（
一
三
三
六
〜
一

五
七
三
）
に
成
立
し
た
『
御
伽
草
子
』
に
は
、「
報
恩
」
を
構
成

要
素
と
し
た
現
在
の
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

中
世
以
前
、
浦
島
太
郎
は
水
江
浦
嶋
子
（
男
性
）
を
略
し
て
浦

島
子
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
浦
島
太
郎
は
、
横
浜
市
の
慶
雲
寺
、
京

都
府
伊
根
町
の
浦
島
（
宇
良
）
神
社
や
丹
後
市
網
野
町
の
網
野
神

社
、
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
の
紫
雲
出
山
を
は
じ
め
、
福
島
県
か

ら
鹿
児
島
・
沖
縄
県
ま
で
各
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

中
部
地
区
で
は
、
知
多
半
島
の
知
多
郡
武
豊
町
大
字
富
貴
の
知

里
付
神
社
の
社
宝
が
乙
姫
か
ら
贈
ら
れ
た
「
あ
け
ず
の
箱
」
で
境

内
に
浦
島
神
社
が
あ
り
、
付
近
に
は
浦
之
嶋
や
竜
宮
の
地
名
も
残
っ

て
い
る
。
ま
た
、
木
曽
川
右
岸
の
岐
阜
県
各
務
原
市
前
渡
の
市
杵

島
神
社
が
、
浦
島
太
郎
が
開
け
た
玉
手
箱
の
伝
説
の
発
祥
地
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
の
寝
覚
ノ
床
で
は
、①
竜
宮
城
か
ら
帰
っ

た
浦
島
太
郎
が
魚
釣
り
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、
玉
手
箱
を
開
け

て
老
人
と
な
り
、
釣
り
竿
や
硯
を
残
し
て
行
方
知
れ
ず
と
な
り
、
臨

川
寺
（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）
は
太
郎
が
竜
宮
か
ら
も
ら
っ
て
き
た

弁
財
天
の
像
を
祀
っ
て
い
る
202
。ま
た
、②
寝
覚
ノ
床
の
側
の
見
帰（
上

松
町
小
川
見
帰
）
の
村
人
が
讃
岐
で
、
大
き
な
川
の
縁
に
祀
っ
て
あ

る
「
浦
島
大
明
神
」
神
社
の
禰
宜
た
ち
を
木
曽
の
寝
覚
ノ
床
に
連

れ
て
来
た
ら
、「
こ
れ
こ
そ
本
当
の
浦
島
太
郎
の
跡
」
だ
と
感
激
し
た
。

な
お
、
一
人
の
禰
宜
は

寝
覚
ノ
床
の
大
岩
に
座

り
込
ん
で
い
た
の
で
、

浦
島
太
郎
の
亡
霊
が
古

郷
を
懐
か
し
み
に
来
た

と
云
わ
れ
た
202
。

③「
竜
宮
乙
姫
岩
の

伝
説（
五
六
号
）」300
は
、

中
津
川
山
口
の
辺
り
が

竜
宮
の
入
り
口
で
、
乙

姫
が
寝
覚
ノ
床
か
ら
鉄

砲
水
で
流
さ
れ
て
来
た
浦
島
太
郎
を
助
け
、
二
人
は
仲
良
く
暮
ら

し
た
が
、
太
郎
が
寝
覚
ノ
床
に
帰
る
と
き
、
お
土
産
に
玉
手
箱
を

受
け
取
り
、こ
の
玉
手
箱
を
開
け
て
太
郎
は
白
髪
の
老
人
に
な
っ
た
。

浦
島
太
郎
の
魚
釣
り
に
酷
似
し
た
話
と
し
て
、④
寛
正
（
一
四
六

〇
〜
六
五
）
の
頃
、
明
で
医
学
を
学
ん
だ
現
埼
玉
県
川
越
の
河
越

三
喜
と
い
う
人
が
木
曽
の
地
に
来
て
、
寝
覚
ノ
床
で
魚
釣
り
を
毎

日
し
て
い
た
。三
度
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
が
三
度
戻
っ
て
来
た
の
で
、

三
帰
翁
と
呼
ば
れ
た
の
が
見
帰
と
な
っ
た
202
。

ま
た
飛
騨
市
で
は
、⑤
河
童
伝
説
の﹇
5‒
2
魚
で
お
礼
﹈の
⑪
で
、

河
童
か
ら
魚
の
礼
を
受
け
取
っ
た
庄
次
郎
は
、深
い
淵
（
庄
次
郎
淵
、

飛
騨
市
河
合
町
保
の
淵
で
下
小
鳥
ダ
ム
に
沈
ん
だ
）
に
入
り
込
み
、

竜
宮
で
乙
姫
様
に
遭
っ
た
が
、
浦
島
太
郎
の
二
の
舞
に
な
ら
ぬ
よ

う
に
、
竜
宮
で
造
っ
た
草
履
の
片
方
だ
け
を
持
っ
て
家
に
帰
っ
て
来

た
。
ま
た
、
こ
の
淵
は
雨
乞
い
淵
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
102
。

4
．桃
太
郎
伝
説

桃
は
邪
気
を
祓
い
不
老
不
死
の
力
を
与
え
る
霊
薬
で
あ
る
果
実

と
さ
れ
、
黄
泉
の
国
の
伊
耶
那
美
命
を
見
て
逃
げ
出
し
た
伊
耶
那

岐
命
が
追
っ
手
に
桃
の
実
を
投
げ
て
逃
げ
延
び
、
伊
耶
那
岐
命
は

桃
に
大
神
実
命
と
名
付
け
て
い
る
。

桃
太
郎
の
名
は
、こ
の
「
桃
」
に
元
気
な
長
男
の
意
味
を
持
つ
「
太

郎
」
が
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
、
各
地
に
桃
太
郎
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
る
。

岡
山
県
の
桃
太
郎
の
モ
デ
ル
は
第
七
代
孝
霊
天
皇
の
第
三
皇
子

吉
備
津
彦
命
で
、
鬼
城
山
（
総
社
市
奥
坂
）
に
棲
む
朝
鮮
半
島
の

百
済
か
ら
来
た
鬼
（
温
羅
）
を
退
治
し
、
香
川
県
の
桃
太
郎
の
モ

デ
ル
は
吉
備
津
彦
命
の
弟
雅
武
彦
命
で
、
高
松
港
の
沖
約
三
㎞
の

瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
女
木
島
に
棲
む
鬼
（
海
賊
）
を
退
治
し
た
。

な
お
、
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
は
孝
霊
天
皇
の
宮
黒
田
庵
戸

宮
が
在
っ
た
地
で
、
吉
備
津
彦
命
は
こ
の
地
で
成
長
し
た
と
推
測

さ
れ
る
た
め
、
こ
の
地
を
桃
太
郎
発
祥
の
地
と
伝
え
て
い
る
。
さ

ら
に
、
中
津
川
市
加
子
母
万
賀
の
桃
太
郎
神
社
は
平
成
二
（
一
九

九
〇
）
年
に
創
建
さ
れ
た
神
社
で
、
境
内
の
案
内
板
に
、
五
二
八

年
に
祀
ら
れ
た
と
伝
わ
る
「
大
鹿
童
子
神
」
は
子
供
の
守
り
神
で
、

桃
太
郎
の
由
来
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

犬
山
の
桃
太
郎
は
、①
犬
山
市
栗
栖
の
桃
山
に
子
供
神
社
が
あ

り
、
霊
験
灼
か
で
あ
っ
た
の
で
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
五
月

に
約
一
㎞
下
流
の
現
在
地
に
遷
座
し
、
桃
太
郎
神
社
（
栗
栖
古
屋

敷
）
と
し
た
208
。②
犬
山
市
栗
栖
古
屋
敷
（
桃
太
郎
神
社
の
場
所
）

1
．源
義
朝
の
三
川
下
流
域
で
の
行
程

平
治
元
（
一
一
五
九
）
年
一
二
月
二
七
日
、
京
都
六
条
河
原
で

の
戦
に
敗
れ
た
義
朝
主
従
八
騎
は
東
国
を
目
指
し
て
落
ち
て
行
っ

た
。
途
中
、
三
男
頼
朝
一
三
歳
は
一
行
に
は
ぐ
れ
、
次
男
朝
長
一

六
歳
は
矢
傷
を
受
け
て
い
た
。

到
着
し
た
美
濃
国
青
墓
宿
（
大
垣
市
青
墓
町
）
の
長
者
・
大
炊

の
娘
延
寿
と
義
朝
は
夜
叉
姫
を
も
う
け
て
い
た
。

義
朝
の
長
男
義
平
一
九
歳
は
味
方
を
集
め
る
た
め
北
国
に
向
か

い
、
怪
我
を
し
て
い
た
次
男
朝
長
は
捕
ら
わ
れ
る
の
を
嫌
い
義
朝

に
討
た
れ
、
兼
遠
の
弟
で
鷲
巣
村
（
養
老
群
養
老
町
鷲
巣
）
に
い

た
鷲
巣
玄
光
が
案
内
役
と
な
り
、
義
朝
主
従
は
尾
張
国
内
海
の
長

田
忠
宗
（
忠
致
）
の
家
に
向
か
う
た
め
、赤
坂
湊
か
ら
舟
で
下
っ
た
。

①
養
老
町
飯
ノ
木
に
着
い
た
義
朝
は
、
農
夫
清
吉
に
頼
ん
で
昼

食
を
摂
っ
た
。
そ
の
と
き
義
朝
は

側
に
生
え
て
い
た
ヨ
シ
を
切
っ
て

箸
と
し
て
使
用
し
、
食
べ
終
わ
っ

て
ヨ
シ
を
逆
さ
ま
に
し
て
土
に
挿

し
た
132
。
こ
の
ヨ
シ
は
繁
茂
し
、

飯
ノ
木
集
落
の
東
方
に
「
葦
塚
」

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
現
養
老

郡
養
老
町
明
徳
の
源
氏
橋
の
近
く

に
移
さ
れ
、
今
は
無
く
な
っ
た
。

な
お
、農
夫
清
吉
は
義
朝
か
ら「
伊

最
後
に
、
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
ウ
リ
姫
の
話
を
紹
介
し
よ
う
。⑧

関
市
板
取
で
、
川
で
拾
っ
た
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
女
の
子
（
ウ
リ

姫
小
女
郎
）
を
老
夫
婦
は
大
切
に
育
て
た
。
天
の
邪
鬼
は
ウ
リ
姫

に
化
け
た
が
殿
さ
ま
へ
の
輿
入
れ
の
時
に
見
つ
か
り
、
ウ
リ
姫
は
お

殿
様
の
御
嫁
に
な
っ
た
8

5
．K
I
S
S
O
の
三
編

「
七
里
の
渡
し
に
咲
い
た
千
姫
ロ
マ
ン
（
2
号
）」
55
は
、
徳
川

二
代
将
軍
秀
忠
の
長
女
千
姫
と
本
多
忠
勝
の
孫
・
忠
刻
の
ロ
マ
ン

に
触
れ
て
お
り
、「
千
姫
折
鶴
行
列
」
が
毎
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
て

い
る
。

「
葦
原
で
命
を
救
わ
れ
た
願
証
寺
の
幼
子
（
五
号
）」
264
は
、
長

島
城
陥
落
の
日
に
討
死
し
た
願
証
寺
五
世
の
顕
忍
の
弟
准
恵
（
顕

恵
）
二
歳
が
川
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
な
お
、
准
恵
は

後
に
近
江
国
日
野
に
願
證
寺
を
興
し
た

「
祖
父
江
の
竿
鷹
（
三
〇
号
）」
303
は
、
棹
で
鷹
を
操
る
術
「
横

井
家
の
棹
鷹
」
を
考
案
し
た
尾
張
藩
鷹
匠
頭
・
横
井
家
の
祖
の
話

で
あ
り
10
、『
竿
鷹
は　

空
に
あ
が
れ
り　

廣
口
の　

川
の
う
（
浮
）

き
鴨　

こ
ゝ
ろ
ゆ
る
す
な
』（『
尾
張
名
所
図
会
』）
と
あ
る
広
口

池
（
広
口
川
）
一
帯
は
横
井
家
の
お
鷹
場
で
あ
っ
た
。

藤
」
の
姓
と
短
刀
一
振
り
を
受
け

取
っ
た
。

そ
の
後
、
義
朝
主
従
は
源
氏

橋
の
袂
で
大
き
い
舟
に
乗
り
換

え
、
柴
の
中
に
隠
れ
て
津
屋
川
を

下
っ
た
。

②「
頼
朝
公
楊
枝
柳
の
碑
（
九

〇
号
）」
23
は
、
義
朝
が
尾
張
の

野
間
へ
落
ち
行
く
途
中
の
現
海
津

町
西
小
島
で
、
朝
食
の
箸
に
用
い

た
揖
斐
川
の
柳
の
枝
が
根
付
い
た

と
伝
わ
る
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明

治
改
修
で
取
り
払
わ
れ
、
改
修
工

事
で
移
転
し
た
海
津
市
西
小
島
の

水
谷
家
庭
先
に
「
義
朝
公
楊
枝
柳
」

の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
、
根

付
い
た
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明
治
改
修
後
に
西
小
島
か
ら
南
へ
一

㎞
弱
下
っ
た
稲
山
（
柳
港
）
の
「
村
社
八
幡
神
社
」
に
移
さ
れ
た

が
枯
渇
し
、「
義
朝
公
楊
枝
柳
」
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

③
海
津
橋
東
か
ら
南
東
に
約
一
㎞
の
海
津
町
沼
新
田
で
は
、
昼
食

時
に
食
べ
た
梅
干
し
を
植
え
、
大
き
な
梅
の
木
と
な
っ
た
。
こ
の

古
木
は
惜
し
く
も
水
害
で
枯
れ
死
し
た
が
、
代
わ
り
の
梅
が
老
樹

と
な
り
、
安
立
家
の
庭
に
は
「
源

頼
朝
実
割
梅
の
碑
」
が
建
っ
て
い

る
221
。

夜
明
け
に
上
立
田
（
現
在
は
木

曽
川
の
川
底
） 

辺
り
に
来
た
時
258
、

④
頼
朝
一
行
に
粥
を
ご
馳
走
し
た

藤
右
衛
門
と
三
右
衛
門
は
、
礼
と

し
て
御
粥
藤
右
衛
門
、
小
粥
三
右

衛
門
と
苗
字
を
も
ら
い
、
御
粥
家

は
幕
末
に
絶
え
た
が
、
小
粥
家
は

市杵島神社

寝覚ノ床乙姫大橋の欄干のブロンズ像

加子母の桃太郎神社

桃太郎神社
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と
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に
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に
爺
様
と
婆
様
が
住
ん
で
い
た
。

川
で
洗
濯
を
し
て
い
る
と
、
桃
の

実
を
握
っ
た
男
の
子
が
流
れ
て
来

た
。
桃
太
郎
は
大
き
く
な
り
、

可
児
川
の
鬼
が
島
の
藤
六
と
い
う

盗
賊
の
頭
を
退
治
し
た
25
。③
木

曽
川
の
中
州
（
一
志
岐
島
）
に

住
み
つ
く
鬼
を
、
対
岸
の
犬
山

栗
栖
の
桃
太
郎
が
退
治
し
た
。

鬼
と
戦
っ
た
取
組
（
坂
祝
町
）、

勝
っ
た
所
を
勝
山
、
戦
勝
を
祝
う
酒
倉
（
坂
祝
町
）、
祝
杯
を
挙

げ
た
酒
（
坂
）
祝
、宝
を
積
ん
だ
宝
積
寺
（
加
茂
郡
坂
祝
町
取
組
）

な
ど
地
名
が
多
く
あ
る
61
。

木
曽
川
左
支
川
の
可
児
川
に
、④
岩
礁
の
岩
が
沢
山
あ
り
、
鬼

が
棲
ん
だ
鬼
ケ
島
（
可
児
市
塩
字
中
島
）
が
あ
っ
た
。
旅
人
の
生

き
血
を
吸
っ
た
の
で
赤
い
石
や
、
鬼
の
足
跡
、
鬼
ケ
洞
、
古
井
戸

も
残
っ
て
い
た
と
い
う
228
。
な
お
、
桃
太
郎
神
社
か
ら
約
一
八
㎞

程
上
流
の
飛
騨
川
の
、⑤
加
茂
郡
川
辺
町
の
至
る
所
に
、
洗
濯
岩

（
桃
を
拾
っ
た
場
所
）、
鬼
門
、
犬
塚
、
猿
ケ
鼻
、
夜
泣
き
坂
等
の
、

桃
太
郎
伝
説
ゆ
か
り
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
232
。

ま
た
、
揖
斐
川
左
支
川
の
根
尾
川
沿
い
で
も
、⑥
川
で
河
童
を

助
け
た
恩
返
し
に
、
年
寄
り
夫
婦
は
桃
の
古
株
と
子
宝
石
を
貰
い
、

子
ど
も
（
桃
太
郎
）
を
授
か
っ
た
。
桃
太
郎
は
、
地
獄
谷
に
住
み

つ
い
た
鬼
（
大
蛇
）
を
退
治
し
た
。
子
宝
石
は
、
薬
師
堂
（
本
巣

市
文
殊
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
128
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

鬼
退
治
か
ら
帰
っ
て
き
た
桃
太
郎
は
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
と

暮
ら
し
、
二
人
が
天
寿
を
全
う
す
る
と
桃
山
（
栗
栖
）
に
入
っ
て

行
き
、
姿
を
隠
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、⑦
鬼
退
治
か
ら
帰
っ
た

桃
太
郎
は
親
類
の
婆
様
を
訪
ね
て
鬼
ヶ
島
の
話
を
し
て
い
る
と
、

婆
様
が
鬼
に
変
わ
り
、
桃
太
郎
は
逃
げ
て
武
並
神
社
（
恵
那
市
大

井
町
）
の
杉
の
木
に
登
り
コ
ブ
と
な
っ
た
。
そ
の
木
は
伊
勢
湾
台
風

で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
214
。

現
在
も
続
い
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
「
ね
じ
柳
の
故
事
」
と
し
て
尾

張
名
所
図
会
に
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、⑤
義
朝
が
箸
と
し
て
使
用

し
た
柳
の
枝
は
、
枝
先
を
下
に
挿
さ
れ
た
の
で
ね
じ
れ
て
根
付
き
、

大
木
と
な
っ
た
が
、
明
治
改
修
時
に
川
底
に
沈
ん
だ
。⑥
立
田
大

橋
下
流
木
曽
川
右
岸
の
東
海
広
場
南
端
に
「
故
事
ね
じ
柳
跡
の
碑
」

が
あ
る
。

義
朝
達
は
以
上
の
よ
う
に
昼
食
あ
る
い
は
朝
食
を
摂
っ
た
後
、⑦

現
弥
富
市
荷
之
上
町
柴
ケ
森
の
荷
之
上
八
幡
神
社
で
、
身
を
隠
し

て
き
た
芝
（
荷
）
を
舟
か
ら
岸
に
上
げ
て
休
憩
し
た
た
め
、「
荷

之
上
」
と
付
い
た
よ
う
で
あ
る
3
。

そ
の
後
、⑧
島
（
陸
路
）
伝
い
に
進
み
海
の
見
え
る
所
に
出
た
。

こ
こ
が
現
蟹
江
町
大
字
西
之
森
で
あ
り
源
氏
と
小
字
名
が
付
き
、

現
海
部
郡
蟹
江
町
学
戸
七
丁
目
に
源
氏
塚
が
あ
る
3
。

2
．伝
説
で
彩
ら
れ
た
小
川
の
姫
様

赤
沢
美
林
（
木
曽
郡
上
松
町
小
川
入
国
有
林
）
内
の
姫
宮
神

社
は
木
曽
谷
御
料
林
内
で
唯
一
の
神
社
で
あ
る
。
帝
室
林
野
局
か

ら
祭
祀
料
が
下
賜
さ
れ
、
一
〇
月
一
五
日
の
祭
礼
の
日
に
は
、
全

山
の
労
働
者
が
神
社
に
集
ま
り
、
草
相
撲
大
会
な
ど
盛
大
な
祭
り

が
催
さ
れ
た
。
今
は
営
林
関
係
の
人
び
と
が
中
心
に
な
っ
て
祈
願

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
神
社
は
、
姫
淵
の
真
上
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
渡
り
二
〇
〇

m
ほ
ど
入
っ
た
地
点
で
、
桧
づ
く

り
の
鳥
居
の
後
ろ
に
二
m
四
方
の

祠
が
あ
る
。

明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
六

月
二
七
日
、明
治
天
皇
巡
行
の
際
、

御
料
林
当
時
に
木
曽
郡
上
松
町
の

高
倉
神
社
に
あ
っ
た
姫
宮
神
社

に
、
勅
使
が
訪
れ
て
参
詣
し
た
と

記
録
に
あ
る
。
現
在
の
神
社
は
、

帝
室
林
野
局
が
大
正
一
〇（
一
九
二

一
）
年
一
〇
月
に
こ
の
麝
香
沢
の
地
に
遷
宮
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

姫
宮
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
は
、
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年

に
平
氏
追
討
の
令
旨
を
全
国
の
源
氏
に
発
し
た
以
仁
王
（
一
一
五

〇
〜
八
〇
。
後
白
河
天
皇
の
皇
子
）の
娘
で
あ
る
と
伝
わ
り
、①「
小

川
入
の
姫
淵
悲
話
（
六
二
号
）」
202
は
、美
濃
国
に
逃
れ
た
父
を
追
っ

て
、
弟
と
共
に
美
濃
国
へ
向
か
っ
て
い
た
道
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

姫
淵
で
身
を
投
じ
る
前
の
出
来
事
と
し
て
、②
小
川
を
目
指
し
て

逃
げ
て
き
た
源
氏
の
姫
が
上
松
町
荻
原
大
字
立
町
の
あ
る
家
で
余

り
に
も
喉
が
渇
き
、
仏
様
の
器
の
中
の
水
を
呑
み
、
小
川
へ
逃
げ

る
手
助
け
を
し
て
も
ら
っ
た
。
以
後
、
こ
の
家
は
「
仏
器
」
の
苗

字
と
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
202
。

な
お
、姫
宮
に
祀
ら
れ
た
人
物
と
し
て
、③
天
正
一
二（
一
五
八
四
）

年
五
月
、
木
曽
義
昌
（
一
五
四
〇
〜
九
五
）
に
殺
さ
れ
た
上
松
に

住
む
家
臣
萩
原
主
水
の
一
五
歳
の
娘
は
高
倉
へ
逃
げ
た
が
、
そ
の

地
の
村
人
は
娘
を
匿
わ
ず
、
敵
に
見
つ
か
っ
た
娘
は
淵
に
身
を
投
げ

た
。
こ
の
淵
が
後
に
姫
淵
と
呼
ば
れ
、
村
人
は
祠
を
建
て
た
202
と

伝
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、④
武
田
側
の
秋
山
信
友
（
一
五
二
九
〜
七
五
）
に
嫁
い

だ
信
長
の
叔
母
が
、
信
長
に
敗
れ
た
た
め
夫
と
共
に
処
刑
さ
れ
た
。

信
友
の
生
き
残
っ
た
姫
は
美
人
に
成
長
し
た
が
、
強
引
に
結
婚
を

迫
る
人
物
か
ら
逃
れ
て
淵
に
飛
び
込
み
亡
く
な
っ
た
202
と
、
他
の

言
い
伝
え
で
は
、⑤
信
長
か
ら
逃
げ
て
木
曽
駒
ヶ
根
村
で
隠
れ
住
み

年
頃
と
な
っ
た
姫
は
、
村
の
金
持
ち
の
息
子
に
結
婚
を
迫
ら
れ
、

川
の
淵
に
身
を
投
げ
た
。
こ
の
地
に
は
小
さ
な
社
が
建
て
ら
れ
、

姫
淵
と
名
付
け
ら
れ
た
13
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、⑥
織
田
信
長
の
息
子
の
一
人
が
姫
君
を
伴
っ
て
逃
げ
延

び
て
来
た
。
息
子
は
傷
が
ひ
ど
く
て
つ
い
に
亡
く
な
っ
た
が
、
姫
は

村
人
の
助
け
を
借
り
て
、
上
松
小
川
の
上
流
の
姫
淵
ま
で
逃
げ
た
。

し
か
し
、
つ
い
に
逃
げ
切
れ
ず
に
、
そ
の
淵
に
身
を
投
じ
た
の
で
、

姫
を
偲
ん
で
二
の
宮
大
権
現
と
し
て
二
子
持 （
木
曽
郡
王
滝
村
二

子
持
）
の
淵
に

祀
っ
た
266
、と
伝
っ

て
い
る
。

な
お
、「
姫
宮

伝
説
」
に
類
似
し

た
別
の
姫
君
の
伝

説
と
し
て
、⑦
萩

原
の
人
は
、
後
難

を
恐
れ
て
追
手
に
追
わ
れ
て
い
る

お
姫
様
が
助
け
ず
小
判
だ
け
取
り

上
げ
、
追
手
に
姫
の
逃
げ
た
方
向

を
教
え
た
。
姫
は
隠
れ
て
い
た
滝

（
隠
れ
滝
。
上
松
町
萩
原
）
に
身

を
投
げ
、
そ
れ
以
来
悪
い
病
気
が

流
行
す
る
の
で
、
滝
の
上
に
姫
の

宮
神
社
を
祀
っ
た
202
。

一
方
、「
一
つ
灯
伝
説
」
が
姫
宮

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
の
弟
若

宮
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
若
宮
は
父
以
仁
王
が
木
曽
郡
木
曽
町
福
島
御
室
へ
移
っ
た
後

に
も
西
小
川
の
高
倉
に
住
み
、
亡
く
な
っ
て
高
倉
で
塚
に
葬
ら
れ
、

そ
の
近
く
に
若
宮
大
明
神
（
高
倉
神
社
）
が
祀
ら
れ
た
。
ど
ん
な

風
雨
の
夜
で
も
西
小
川
の
谷
で
は
一
点
の
灯
が
煌
々
と
輝
い
て
い
た

が
、
明
治
二
〇
年
頃
に
こ
の
塚
を
掘
り
起
こ
し
て
か
ら
、
一
つ
灯
は

光
ら
な
く
な
っ
た
202
。

3
．浦
島
太
郎
伝
説

全
国
に
広
く
流
布
し
て
い
る
浦
島
太
郎
伝
説
は
、奈
良
時
代
（
七

一
〇
〜
七
九
四
）
の
終
わ
り
頃
に
成
立
し
た
『
万
葉
集
』
に
そ
の

原
型
と
も
言
え
る
話
が
載
っ
て
お
り
、
室
町
時
代
（
一
三
三
六
〜
一

五
七
三
）
に
成
立
し
た
『
御
伽
草
子
』
に
は
、「
報
恩
」
を
構
成

要
素
と
し
た
現
在
の
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

中
世
以
前
、
浦
島
太
郎
は
水
江
浦
嶋
子
（
男
性
）
を
略
し
て
浦

島
子
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
浦
島
太
郎
は
、
横
浜
市
の
慶
雲
寺
、
京

都
府
伊
根
町
の
浦
島
（
宇
良
）
神
社
や
丹
後
市
網
野
町
の
網
野
神

社
、
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
の
紫
雲
出
山
を
は
じ
め
、
福
島
県
か

ら
鹿
児
島
・
沖
縄
県
ま
で
各
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

中
部
地
区
で
は
、
知
多
半
島
の
知
多
郡
武
豊
町
大
字
富
貴
の
知

里
付
神
社
の
社
宝
が
乙
姫
か
ら
贈
ら
れ
た
「
あ
け
ず
の
箱
」
で
境

内
に
浦
島
神
社
が
あ
り
、
付
近
に
は
浦
之
嶋
や
竜
宮
の
地
名
も
残
っ

て
い
る
。
ま
た
、
木
曽
川
右
岸
の
岐
阜
県
各
務
原
市
前
渡
の
市
杵

島
神
社
が
、
浦
島
太
郎
が
開
け
た
玉
手
箱
の
伝
説
の
発
祥
地
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
の
寝
覚
ノ
床
で
は
、①
竜
宮
城
か
ら
帰
っ

た
浦
島
太
郎
が
魚
釣
り
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、
玉
手
箱
を
開
け

て
老
人
と
な
り
、
釣
り
竿
や
硯
を
残
し
て
行
方
知
れ
ず
と
な
り
、
臨

川
寺
（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）
は
太
郎
が
竜
宮
か
ら
も
ら
っ
て
き
た

弁
財
天
の
像
を
祀
っ
て
い
る
202
。ま
た
、②
寝
覚
ノ
床
の
側
の
見
帰（
上

松
町
小
川
見
帰
）
の
村
人
が
讃
岐
で
、
大
き
な
川
の
縁
に
祀
っ
て
あ

る
「
浦
島
大
明
神
」
神
社
の
禰
宜
た
ち
を
木
曽
の
寝
覚
ノ
床
に
連

れ
て
来
た
ら
、「
こ
れ
こ
そ
本
当
の
浦
島
太
郎
の
跡
」
だ
と
感
激
し
た
。

な
お
、
一
人
の
禰
宜
は

寝
覚
ノ
床
の
大
岩
に
座

り
込
ん
で
い
た
の
で
、

浦
島
太
郎
の
亡
霊
が
古

郷
を
懐
か
し
み
に
来
た

と
云
わ
れ
た
202
。

③「
竜
宮
乙
姫
岩
の

伝
説（
五
六
号
）」300
は
、

中
津
川
山
口
の
辺
り
が

竜
宮
の
入
り
口
で
、
乙

姫
が
寝
覚
ノ
床
か
ら
鉄

砲
水
で
流
さ
れ
て
来
た
浦
島
太
郎
を
助
け
、
二
人
は
仲
良
く
暮
ら

し
た
が
、
太
郎
が
寝
覚
ノ
床
に
帰
る
と
き
、
お
土
産
に
玉
手
箱
を

受
け
取
り
、こ
の
玉
手
箱
を
開
け
て
太
郎
は
白
髪
の
老
人
に
な
っ
た
。

浦
島
太
郎
の
魚
釣
り
に
酷
似
し
た
話
と
し
て
、④
寛
正
（
一
四
六

〇
〜
六
五
）
の
頃
、
明
で
医
学
を
学
ん
だ
現
埼
玉
県
川
越
の
河
越

三
喜
と
い
う
人
が
木
曽
の
地
に
来
て
、
寝
覚
ノ
床
で
魚
釣
り
を
毎

日
し
て
い
た
。三
度
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
が
三
度
戻
っ
て
来
た
の
で
、

三
帰
翁
と
呼
ば
れ
た
の
が
見
帰
と
な
っ
た
202
。

ま
た
飛
騨
市
で
は
、⑤
河
童
伝
説
の﹇
5‒

2
魚
で
お
礼
﹈の
⑪
で
、

河
童
か
ら
魚
の
礼
を
受
け
取
っ
た
庄
次
郎
は
、深
い
淵
（
庄
次
郎
淵
、

飛
騨
市
河
合
町
保
の
淵
で
下
小
鳥
ダ
ム
に
沈
ん
だ
）
に
入
り
込
み
、

竜
宮
で
乙
姫
様
に
遭
っ
た
が
、
浦
島
太
郎
の
二
の
舞
に
な
ら
ぬ
よ

う
に
、
竜
宮
で
造
っ
た
草
履
の
片
方
だ
け
を
持
っ
て
家
に
帰
っ
て
来

た
。
ま
た
、
こ
の
淵
は
雨
乞
い
淵
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
102
。

4
．桃
太
郎
伝
説

桃
は
邪
気
を
祓
い
不
老
不
死
の
力
を
与
え
る
霊
薬
で
あ
る
果
実

と
さ
れ
、
黄
泉
の
国
の
伊
耶
那
美
命
を
見
て
逃
げ
出
し
た
伊
耶
那

岐
命
が
追
っ
手
に
桃
の
実
を
投
げ
て
逃
げ
延
び
、
伊
耶
那
岐
命
は

桃
に
大
神
実
命
と
名
付
け
て
い
る
。

桃
太
郎
の
名
は
、こ
の
「
桃
」
に
元
気
な
長
男
の
意
味
を
持
つ
「
太

郎
」
が
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
、
各
地
に
桃
太
郎
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
る
。

岡
山
県
の
桃
太
郎
の
モ
デ
ル
は
第
七
代
孝
霊
天
皇
の
第
三
皇
子

吉
備
津
彦
命
で
、
鬼
城
山
（
総
社
市
奥
坂
）
に
棲
む
朝
鮮
半
島
の

百
済
か
ら
来
た
鬼
（
温
羅
）
を
退
治
し
、
香
川
県
の
桃
太
郎
の
モ

デ
ル
は
吉
備
津
彦
命
の
弟
雅
武
彦
命
で
、
高
松
港
の
沖
約
三
㎞
の

瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
女
木
島
に
棲
む
鬼
（
海
賊
）
を
退
治
し
た
。

な
お
、
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
は
孝
霊
天
皇
の
宮
黒
田
庵
戸

宮
が
在
っ
た
地
で
、
吉
備
津
彦
命
は
こ
の
地
で
成
長
し
た
と
推
測

さ
れ
る
た
め
、
こ
の
地
を
桃
太
郎
発
祥
の
地
と
伝
え
て
い
る
。
さ

ら
に
、
中
津
川
市
加
子
母
万
賀
の
桃
太
郎
神
社
は
平
成
二
（
一
九

九
〇
）
年
に
創
建
さ
れ
た
神
社
で
、
境
内
の
案
内
板
に
、
五
二
八

年
に
祀
ら
れ
た
と
伝
わ
る
「
大
鹿
童
子
神
」
は
子
供
の
守
り
神
で
、

桃
太
郎
の
由
来
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

犬
山
の
桃
太
郎
は
、①
犬
山
市
栗
栖
の
桃
山
に
子
供
神
社
が
あ

り
、
霊
験
灼
か
で
あ
っ
た
の
で
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
五
月

に
約
一
㎞
下
流
の
現
在
地
に
遷
座
し
、
桃
太
郎
神
社
（
栗
栖
古
屋

敷
）
と
し
た
208
。②
犬
山
市
栗
栖
古
屋
敷
（
桃
太
郎
神
社
の
場
所
）

1
．源
義
朝
の
三
川
下
流
域
で
の
行
程

平
治
元
（
一
一
五
九
）
年
一
二
月
二
七
日
、
京
都
六
条
河
原
で

の
戦
に
敗
れ
た
義
朝
主
従
八
騎
は
東
国
を
目
指
し
て
落
ち
て
行
っ

た
。
途
中
、
三
男
頼
朝
一
三
歳
は
一
行
に
は
ぐ
れ
、
次
男
朝
長
一

六
歳
は
矢
傷
を
受
け
て
い
た
。

到
着
し
た
美
濃
国
青
墓
宿
（
大
垣
市
青
墓
町
）
の
長
者
・
大
炊

の
娘
延
寿
と
義
朝
は
夜
叉
姫
を
も
う
け
て
い
た
。

義
朝
の
長
男
義
平
一
九
歳
は
味
方
を
集
め
る
た
め
北
国
に
向
か

い
、
怪
我
を
し
て
い
た
次
男
朝
長
は
捕
ら
わ
れ
る
の
を
嫌
い
義
朝

に
討
た
れ
、
兼
遠
の
弟
で
鷲
巣
村
（
養
老
群
養
老
町
鷲
巣
）
に
い

た
鷲
巣
玄
光
が
案
内
役
と
な
り
、
義
朝
主
従
は
尾
張
国
内
海
の
長

田
忠
宗
（
忠
致
）
の
家
に
向
か
う
た
め
、赤
坂
湊
か
ら
舟
で
下
っ
た
。

①
養
老
町
飯
ノ
木
に
着
い
た
義
朝
は
、
農
夫
清
吉
に
頼
ん
で
昼

食
を
摂
っ
た
。
そ
の
と
き
義
朝
は

側
に
生
え
て
い
た
ヨ
シ
を
切
っ
て

箸
と
し
て
使
用
し
、
食
べ
終
わ
っ

て
ヨ
シ
を
逆
さ
ま
に
し
て
土
に
挿

し
た
132
。
こ
の
ヨ
シ
は
繁
茂
し
、

飯
ノ
木
集
落
の
東
方
に
「
葦
塚
」

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
現
養
老

郡
養
老
町
明
徳
の
源
氏
橋
の
近
く

に
移
さ
れ
、
今
は
無
く
な
っ
た
。

な
お
、農
夫
清
吉
は
義
朝
か
ら「
伊

最
後
に
、
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
ウ
リ
姫
の
話
を
紹
介
し
よ
う
。⑧

関
市
板
取
で
、
川
で
拾
っ
た
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
女
の
子
（
ウ
リ

姫
小
女
郎
）
を
老
夫
婦
は
大
切
に
育
て
た
。
天
の
邪
鬼
は
ウ
リ
姫

に
化
け
た
が
殿
さ
ま
へ
の
輿
入
れ
の
時
に
見
つ
か
り
、
ウ
リ
姫
は
お

殿
様
の
御
嫁
に
な
っ
た
8

5
．K
I
S
S
O
の
三
編

「
七
里
の
渡
し
に
咲
い
た
千
姫
ロ
マ
ン
（
2
号
）」
55
は
、
徳
川

二
代
将
軍
秀
忠
の
長
女
千
姫
と
本
多
忠
勝
の
孫
・
忠
刻
の
ロ
マ
ン

に
触
れ
て
お
り
、「
千
姫
折
鶴
行
列
」
が
毎
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
て

い
る
。

「
葦
原
で
命
を
救
わ
れ
た
願
証
寺
の
幼
子
（
五
号
）」
264
は
、
長

島
城
陥
落
の
日
に
討
死
し
た
願
証
寺
五
世
の
顕
忍
の
弟
准
恵
（
顕

恵
）
二
歳
が
川
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
な
お
、
准
恵
は

後
に
近
江
国
日
野
に
願
證
寺
を
興
し
た

「
祖
父
江
の
竿
鷹
（
三
〇
号
）」
303
は
、
棹
で
鷹
を
操
る
術
「
横

井
家
の
棹
鷹
」
を
考
案
し
た
尾
張
藩
鷹
匠
頭
・
横
井
家
の
祖
の
話

で
あ
り
10
、『
竿
鷹
は　

空
に
あ
が
れ
り　

廣
口
の　

川
の
う
（
浮
）

き
鴨　

こ
ゝ
ろ
ゆ
る
す
な
』（『
尾
張
名
所
図
会
』）
と
あ
る
広
口

池
（
広
口
川
）
一
帯
は
横
井
家
の
お
鷹
場
で
あ
っ
た
。

藤
」
の
姓
と
短
刀
一
振
り
を
受
け

取
っ
た
。

そ
の
後
、
義
朝
主
従
は
源
氏

橋
の
袂
で
大
き
い
舟
に
乗
り
換

え
、
柴
の
中
に
隠
れ
て
津
屋
川
を

下
っ
た
。

②「
頼
朝
公
楊
枝
柳
の
碑
（
九

〇
号
）」
23
は
、
義
朝
が
尾
張
の

野
間
へ
落
ち
行
く
途
中
の
現
海
津

町
西
小
島
で
、
朝
食
の
箸
に
用
い

た
揖
斐
川
の
柳
の
枝
が
根
付
い
た

と
伝
わ
る
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明

治
改
修
で
取
り
払
わ
れ
、
改
修
工

事
で
移
転
し
た
海
津
市
西
小
島
の

水
谷
家
庭
先
に
「
義
朝
公
楊
枝
柳
」

の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
、
根

付
い
た
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明
治
改
修
後
に
西
小
島
か
ら
南
へ
一

㎞
弱
下
っ
た
稲
山
（
柳
港
）
の
「
村
社
八
幡
神
社
」
に
移
さ
れ
た

が
枯
渇
し
、「
義
朝
公
楊
枝
柳
」
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

③
海
津
橋
東
か
ら
南
東
に
約
一
㎞
の
海
津
町
沼
新
田
で
は
、
昼
食

時
に
食
べ
た
梅
干
し
を
植
え
、
大
き
な
梅
の
木
と
な
っ
た
。
こ
の

古
木
は
惜
し
く
も
水
害
で
枯
れ
死
し
た
が
、
代
わ
り
の
梅
が
老
樹

と
な
り
、
安
立
家
の
庭
に
は
「
源

頼
朝
実
割
梅
の
碑
」
が
建
っ
て
い

る
221
。

夜
明
け
に
上
立
田
（
現
在
は
木

曽
川
の
川
底
） 

辺
り
に
来
た
時
258
、

④
頼
朝
一
行
に
粥
を
ご
馳
走
し
た

藤
右
衛
門
と
三
右
衛
門
は
、
礼
と

し
て
御
粥
藤
右
衛
門
、
小
粥
三
右

衛
門
と
苗
字
を
も
ら
い
、
御
粥
家

は
幕
末
に
絶
え
た
が
、
小
粥
家
は

可児川の鬼ヶ島

117

川
と
水
に
関
わ
る
伝
説

第
11
章
　
歴
史
上
の
人
物
伝
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　     

と
り
く
み      

さ
か
ほ
ぎ
ち
ょ
う   

                                 

か
つ
や
ま                                          

さ
か
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

ほ
う
し
ゃ
く
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

あ
ま        

じ
ゃ
く

                                                                                                                                 

た
だ
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
ん
え
　
　 

け
ん

 

え

                                  

さ
お
た
か



に
爺
様
と
婆
様
が
住
ん
で
い
た
。

川
で
洗
濯
を
し
て
い
る
と
、
桃
の

実
を
握
っ
た
男
の
子
が
流
れ
て
来

た
。
桃
太
郎
は
大
き
く
な
り
、

可
児
川
の
鬼
が
島
の
藤
六
と
い
う

盗
賊
の
頭
を
退
治
し
た
25
。③
木

曽
川
の
中
州
（
一
志
岐
島
）
に

住
み
つ
く
鬼
を
、
対
岸
の
犬
山

栗
栖
の
桃
太
郎
が
退
治
し
た
。

鬼
と
戦
っ
た
取
組
（
坂
祝
町
）、

勝
っ
た
所
を
勝
山
、
戦
勝
を
祝
う
酒
倉
（
坂
祝
町
）、
祝
杯
を
挙

げ
た
酒
（
坂
）
祝
、宝
を
積
ん
だ
宝
積
寺
（
加
茂
郡
坂
祝
町
取
組
）

な
ど
地
名
が
多
く
あ
る
61
。

木
曽
川
左
支
川
の
可
児
川
に
、④
岩
礁
の
岩
が
沢
山
あ
り
、
鬼

が
棲
ん
だ
鬼
ケ
島
（
可
児
市
塩
字
中
島
）
が
あ
っ
た
。
旅
人
の
生

き
血
を
吸
っ
た
の
で
赤
い
石
や
、
鬼
の
足
跡
、
鬼
ケ
洞
、
古
井
戸

も
残
っ
て
い
た
と
い
う
228
。
な
お
、
桃
太
郎
神
社
か
ら
約
一
八
㎞

程
上
流
の
飛
騨
川
の
、⑤
加
茂
郡
川
辺
町
の
至
る
所
に
、
洗
濯
岩

（
桃
を
拾
っ
た
場
所
）、
鬼
門
、
犬
塚
、
猿
ケ
鼻
、
夜
泣
き
坂
等
の
、

桃
太
郎
伝
説
ゆ
か
り
の
地
名
が
残
っ
て
い
る
232
。

ま
た
、
揖
斐
川
左
支
川
の
根
尾
川
沿
い
で
も
、⑥
川
で
河
童
を

助
け
た
恩
返
し
に
、
年
寄
り
夫
婦
は
桃
の
古
株
と
子
宝
石
を
貰
い
、

子
ど
も
（
桃
太
郎
）
を
授
か
っ
た
。
桃
太
郎
は
、
地
獄
谷
に
住
み

つ
い
た
鬼
（
大
蛇
）
を
退
治
し
た
。
子
宝
石
は
、
薬
師
堂
（
本
巣

市
文
殊
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
128
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

鬼
退
治
か
ら
帰
っ
て
き
た
桃
太
郎
は
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
と

暮
ら
し
、
二
人
が
天
寿
を
全
う
す
る
と
桃
山
（
栗
栖
）
に
入
っ
て

行
き
、
姿
を
隠
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、⑦
鬼
退
治
か
ら
帰
っ
た

桃
太
郎
は
親
類
の
婆
様
を
訪
ね
て
鬼
ヶ
島
の
話
を
し
て
い
る
と
、

婆
様
が
鬼
に
変
わ
り
、
桃
太
郎
は
逃
げ
て
武
並
神
社
（
恵
那
市
大

井
町
）
の
杉
の
木
に
登
り
コ
ブ
と
な
っ
た
。
そ
の
木
は
伊
勢
湾
台
風

で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
214
。

現
在
も
続
い
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
「
ね
じ
柳
の
故
事
」
と
し
て
尾

張
名
所
図
会
に
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、⑤
義
朝
が
箸
と
し
て
使
用

し
た
柳
の
枝
は
、
枝
先
を
下
に
挿
さ
れ
た
の
で
ね
じ
れ
て
根
付
き
、

大
木
と
な
っ
た
が
、
明
治
改
修
時
に
川
底
に
沈
ん
だ
。⑥
立
田
大

橋
下
流
木
曽
川
右
岸
の
東
海
広
場
南
端
に
「
故
事
ね
じ
柳
跡
の
碑
」

が
あ
る
。

義
朝
達
は
以
上
の
よ
う
に
昼
食
あ
る
い
は
朝
食
を
摂
っ
た
後
、⑦

現
弥
富
市
荷
之
上
町
柴
ケ
森
の
荷
之
上
八
幡
神
社
で
、
身
を
隠
し

て
き
た
芝
（
荷
）
を
舟
か
ら
岸
に
上
げ
て
休
憩
し
た
た
め
、「
荷

之
上
」
と
付
い
た
よ
う
で
あ
る
3
。

そ
の
後
、⑧
島
（
陸
路
）
伝
い
に
進
み
海
の
見
え
る
所
に
出
た
。

こ
こ
が
現
蟹
江
町
大
字
西
之
森
で
あ
り
源
氏
と
小
字
名
が
付
き
、

現
海
部
郡
蟹
江
町
学
戸
七
丁
目
に
源
氏
塚
が
あ
る
3
。

2
．伝
説
で
彩
ら
れ
た
小
川
の
姫
様

赤
沢
美
林
（
木
曽
郡
上
松
町
小
川
入
国
有
林
）
内
の
姫
宮
神

社
は
木
曽
谷
御
料
林
内
で
唯
一
の
神
社
で
あ
る
。
帝
室
林
野
局
か

ら
祭
祀
料
が
下
賜
さ
れ
、
一
〇
月
一
五
日
の
祭
礼
の
日
に
は
、
全

山
の
労
働
者
が
神
社
に
集
ま
り
、
草
相
撲
大
会
な
ど
盛
大
な
祭
り

が
催
さ
れ
た
。
今
は
営
林
関
係
の
人
び
と
が
中
心
に
な
っ
て
祈
願

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
神
社
は
、
姫
淵
の
真
上
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
渡
り
二
〇
〇

m
ほ
ど
入
っ
た
地
点
で
、
桧
づ
く

り
の
鳥
居
の
後
ろ
に
二
m
四
方
の

祠
が
あ
る
。

明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
六

月
二
七
日
、明
治
天
皇
巡
行
の
際
、

御
料
林
当
時
に
木
曽
郡
上
松
町
の

高
倉
神
社
に
あ
っ
た
姫
宮
神
社

に
、
勅
使
が
訪
れ
て
参
詣
し
た
と

記
録
に
あ
る
。
現
在
の
神
社
は
、

帝
室
林
野
局
が
大
正
一
〇（
一
九
二

一
）
年
一
〇
月
に
こ
の
麝
香
沢
の
地
に
遷
宮
し
た
も
の
だ
と
い
う
。

姫
宮
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
は
、
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年

に
平
氏
追
討
の
令
旨
を
全
国
の
源
氏
に
発
し
た
以
仁
王
（
一
一
五

〇
〜
八
〇
。
後
白
河
天
皇
の
皇
子
）の
娘
で
あ
る
と
伝
わ
り
、①「
小

川
入
の
姫
淵
悲
話
（
六
二
号
）」
202
は
、美
濃
国
に
逃
れ
た
父
を
追
っ

て
、
弟
と
共
に
美
濃
国
へ
向
か
っ
て
い
た
道
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

姫
淵
で
身
を
投
じ
る
前
の
出
来
事
と
し
て
、②
小
川
を
目
指
し
て

逃
げ
て
き
た
源
氏
の
姫
が
上
松
町
荻
原
大
字
立
町
の
あ
る
家
で
余

り
に
も
喉
が
渇
き
、
仏
様
の
器
の
中
の
水
を
呑
み
、
小
川
へ
逃
げ

る
手
助
け
を
し
て
も
ら
っ
た
。
以
後
、
こ
の
家
は
「
仏
器
」
の
苗

字
と
な
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
202
。

な
お
、姫
宮
に
祀
ら
れ
た
人
物
と
し
て
、③
天
正
一
二（
一
五
八
四
）

年
五
月
、
木
曽
義
昌
（
一
五
四
〇
〜
九
五
）
に
殺
さ
れ
た
上
松
に

住
む
家
臣
萩
原
主
水
の
一
五
歳
の
娘
は
高
倉
へ
逃
げ
た
が
、
そ
の

地
の
村
人
は
娘
を
匿
わ
ず
、
敵
に
見
つ
か
っ
た
娘
は
淵
に
身
を
投
げ

た
。
こ
の
淵
が
後
に
姫
淵
と
呼
ば
れ
、
村
人
は
祠
を
建
て
た
202
と

伝
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、④
武
田
側
の
秋
山
信
友
（
一
五
二
九
〜
七
五
）
に
嫁
い

だ
信
長
の
叔
母
が
、
信
長
に
敗
れ
た
た
め
夫
と
共
に
処
刑
さ
れ
た
。

信
友
の
生
き
残
っ
た
姫
は
美
人
に
成
長
し
た
が
、
強
引
に
結
婚
を

迫
る
人
物
か
ら
逃
れ
て
淵
に
飛
び
込
み
亡
く
な
っ
た
202
と
、
他
の

言
い
伝
え
で
は
、⑤
信
長
か
ら
逃
げ
て
木
曽
駒
ヶ
根
村
で
隠
れ
住
み

年
頃
と
な
っ
た
姫
は
、
村
の
金
持
ち
の
息
子
に
結
婚
を
迫
ら
れ
、

川
の
淵
に
身
を
投
げ
た
。
こ
の
地
に
は
小
さ
な
社
が
建
て
ら
れ
、

姫
淵
と
名
付
け
ら
れ
た
13
と
、
伝
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、⑥
織
田
信
長
の
息
子
の
一
人
が
姫
君
を
伴
っ
て
逃
げ
延

び
て
来
た
。
息
子
は
傷
が
ひ
ど
く
て
つ
い
に
亡
く
な
っ
た
が
、
姫
は

村
人
の
助
け
を
借
り
て
、
上
松
小
川
の
上
流
の
姫
淵
ま
で
逃
げ
た
。

し
か
し
、
つ
い
に
逃
げ
切
れ
ず
に
、
そ
の
淵
に
身
を
投
じ
た
の
で
、

姫
を
偲
ん
で
二
の
宮
大
権
現
と
し
て
二
子
持 （
木
曽
郡
王
滝
村
二

子
持
）
の
淵
に

祀
っ
た
266
、と
伝
っ

て
い
る
。

な
お
、「
姫
宮

伝
説
」
に
類
似
し

た
別
の
姫
君
の
伝

説
と
し
て
、⑦
萩

原
の
人
は
、
後
難

を
恐
れ
て
追
手
に
追
わ
れ
て
い
る

お
姫
様
が
助
け
ず
小
判
だ
け
取
り

上
げ
、
追
手
に
姫
の
逃
げ
た
方
向

を
教
え
た
。
姫
は
隠
れ
て
い
た
滝

（
隠
れ
滝
。
上
松
町
萩
原
）
に
身

を
投
げ
、
そ
れ
以
来
悪
い
病
気
が

流
行
す
る
の
で
、
滝
の
上
に
姫
の

宮
神
社
を
祀
っ
た
202
。

一
方
、「
一
つ
灯
伝
説
」
が
姫
宮

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
姫
の
弟
若

宮
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

⑧
若
宮
は
父
以
仁
王
が
木
曽
郡
木
曽
町
福
島
御
室
へ
移
っ
た
後

に
も
西
小
川
の
高
倉
に
住
み
、
亡
く
な
っ
て
高
倉
で
塚
に
葬
ら
れ
、

そ
の
近
く
に
若
宮
大
明
神
（
高
倉
神
社
）
が
祀
ら
れ
た
。
ど
ん
な

風
雨
の
夜
で
も
西
小
川
の
谷
で
は
一
点
の
灯
が
煌
々
と
輝
い
て
い
た

が
、
明
治
二
〇
年
頃
に
こ
の
塚
を
掘
り
起
こ
し
て
か
ら
、
一
つ
灯
は

光
ら
な
く
な
っ
た
202
。

3
．浦
島
太
郎
伝
説

全
国
に
広
く
流
布
し
て
い
る
浦
島
太
郎
伝
説
は
、奈
良
時
代
（
七

一
〇
〜
七
九
四
）
の
終
わ
り
頃
に
成
立
し
た
『
万
葉
集
』
に
そ
の

原
型
と
も
言
え
る
話
が
載
っ
て
お
り
、
室
町
時
代
（
一
三
三
六
〜
一

五
七
三
）
に
成
立
し
た
『
御
伽
草
子
』
に
は
、「
報
恩
」
を
構
成

要
素
と
し
た
現
在
の
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

中
世
以
前
、
浦
島
太
郎
は
水
江
浦
嶋
子
（
男
性
）
を
略
し
て
浦

島
子
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
浦
島
太
郎
は
、
横
浜
市
の
慶
雲
寺
、
京

都
府
伊
根
町
の
浦
島
（
宇
良
）
神
社
や
丹
後
市
網
野
町
の
網
野
神

社
、
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
の
紫
雲
出
山
を
は
じ
め
、
福
島
県
か

ら
鹿
児
島
・
沖
縄
県
ま
で
各
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
。

中
部
地
区
で
は
、
知
多
半
島
の
知
多
郡
武
豊
町
大
字
富
貴
の
知

里
付
神
社
の
社
宝
が
乙
姫
か
ら
贈
ら
れ
た
「
あ
け
ず
の
箱
」
で
境

内
に
浦
島
神
社
が
あ
り
、
付
近
に
は
浦
之
嶋
や
竜
宮
の
地
名
も
残
っ

て
い
る
。
ま
た
、
木
曽
川
右
岸
の
岐
阜
県
各
務
原
市
前
渡
の
市
杵

島
神
社
が
、
浦
島
太
郎
が
開
け
た
玉
手
箱
の
伝
説
の
発
祥
地
で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
の
寝
覚
ノ
床
で
は
、①
竜
宮
城
か
ら
帰
っ

た
浦
島
太
郎
が
魚
釣
り
で
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、
玉
手
箱
を
開
け

て
老
人
と
な
り
、
釣
り
竿
や
硯
を
残
し
て
行
方
知
れ
ず
と
な
り
、
臨

川
寺
（
木
曽
郡
上
松
町
上
松
）
は
太
郎
が
竜
宮
か
ら
も
ら
っ
て
き
た

弁
財
天
の
像
を
祀
っ
て
い
る
202
。ま
た
、②
寝
覚
ノ
床
の
側
の
見
帰（
上

松
町
小
川
見
帰
）
の
村
人
が
讃
岐
で
、
大
き
な
川
の
縁
に
祀
っ
て
あ

る
「
浦
島
大
明
神
」
神
社
の
禰
宜
た
ち
を
木
曽
の
寝
覚
ノ
床
に
連

れ
て
来
た
ら
、「
こ
れ
こ
そ
本
当
の
浦
島
太
郎
の
跡
」
だ
と
感
激
し
た
。

な
お
、
一
人
の
禰
宜
は

寝
覚
ノ
床
の
大
岩
に
座

り
込
ん
で
い
た
の
で
、

浦
島
太
郎
の
亡
霊
が
古

郷
を
懐
か
し
み
に
来
た

と
云
わ
れ
た
202
。

③「
竜
宮
乙
姫
岩
の

伝
説（
五
六
号
）」300
は
、

中
津
川
山
口
の
辺
り
が

竜
宮
の
入
り
口
で
、
乙

姫
が
寝
覚
ノ
床
か
ら
鉄

砲
水
で
流
さ
れ
て
来
た
浦
島
太
郎
を
助
け
、
二
人
は
仲
良
く
暮
ら

し
た
が
、
太
郎
が
寝
覚
ノ
床
に
帰
る
と
き
、
お
土
産
に
玉
手
箱
を

受
け
取
り
、こ
の
玉
手
箱
を
開
け
て
太
郎
は
白
髪
の
老
人
に
な
っ
た
。

浦
島
太
郎
の
魚
釣
り
に
酷
似
し
た
話
と
し
て
、④
寛
正
（
一
四
六

〇
〜
六
五
）
の
頃
、
明
で
医
学
を
学
ん
だ
現
埼
玉
県
川
越
の
河
越

三
喜
と
い
う
人
が
木
曽
の
地
に
来
て
、
寝
覚
ノ
床
で
魚
釣
り
を
毎

日
し
て
い
た
。三
度
家
に
帰
ろ
う
と
す
る
が
三
度
戻
っ
て
来
た
の
で
、

三
帰
翁
と
呼
ば
れ
た
の
が
見
帰
と
な
っ
た
202
。

ま
た
飛
騨
市
で
は
、⑤
河
童
伝
説
の﹇
5‒

2
魚
で
お
礼
﹈の
⑪
で
、

河
童
か
ら
魚
の
礼
を
受
け
取
っ
た
庄
次
郎
は
、深
い
淵
（
庄
次
郎
淵
、

飛
騨
市
河
合
町
保
の
淵
で
下
小
鳥
ダ
ム
に
沈
ん
だ
）
に
入
り
込
み
、

竜
宮
で
乙
姫
様
に
遭
っ
た
が
、
浦
島
太
郎
の
二
の
舞
に
な
ら
ぬ
よ

う
に
、
竜
宮
で
造
っ
た
草
履
の
片
方
だ
け
を
持
っ
て
家
に
帰
っ
て
来

た
。
ま
た
、
こ
の
淵
は
雨
乞
い
淵
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
102
。

4
．桃
太
郎
伝
説

桃
は
邪
気
を
祓
い
不
老
不
死
の
力
を
与
え
る
霊
薬
で
あ
る
果
実

と
さ
れ
、
黄
泉
の
国
の
伊
耶
那
美
命
を
見
て
逃
げ
出
し
た
伊
耶
那

岐
命
が
追
っ
手
に
桃
の
実
を
投
げ
て
逃
げ
延
び
、
伊
耶
那
岐
命
は

桃
に
大
神
実
命
と
名
付
け
て
い
る
。

桃
太
郎
の
名
は
、こ
の
「
桃
」
に
元
気
な
長
男
の
意
味
を
持
つ
「
太

郎
」
が
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
、
各
地
に
桃
太
郎
伝
説
が
伝
わ
っ

て
い
る
。

岡
山
県
の
桃
太
郎
の
モ
デ
ル
は
第
七
代
孝
霊
天
皇
の
第
三
皇
子

吉
備
津
彦
命
で
、
鬼
城
山
（
総
社
市
奥
坂
）
に
棲
む
朝
鮮
半
島
の

百
済
か
ら
来
た
鬼
（
温
羅
）
を
退
治
し
、
香
川
県
の
桃
太
郎
の
モ

デ
ル
は
吉
備
津
彦
命
の
弟
雅
武
彦
命
で
、
高
松
港
の
沖
約
三
㎞
の

瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
女
木
島
に
棲
む
鬼
（
海
賊
）
を
退
治
し
た
。

な
お
、
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
は
孝
霊
天
皇
の
宮
黒
田
庵
戸

宮
が
在
っ
た
地
で
、
吉
備
津
彦
命
は
こ
の
地
で
成
長
し
た
と
推
測

さ
れ
る
た
め
、
こ
の
地
を
桃
太
郎
発
祥
の
地
と
伝
え
て
い
る
。
さ

ら
に
、
中
津
川
市
加
子
母
万
賀
の
桃
太
郎
神
社
は
平
成
二
（
一
九

九
〇
）
年
に
創
建
さ
れ
た
神
社
で
、
境
内
の
案
内
板
に
、
五
二
八

年
に
祀
ら
れ
た
と
伝
わ
る
「
大
鹿
童
子
神
」
は
子
供
の
守
り
神
で
、

桃
太
郎
の
由
来
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

犬
山
の
桃
太
郎
は
、①
犬
山
市
栗
栖
の
桃
山
に
子
供
神
社
が
あ

り
、
霊
験
灼
か
で
あ
っ
た
の
で
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
五
月

に
約
一
㎞
下
流
の
現
在
地
に
遷
座
し
、
桃
太
郎
神
社
（
栗
栖
古
屋

敷
）
と
し
た
208
。②
犬
山
市
栗
栖
古
屋
敷
（
桃
太
郎
神
社
の
場
所
）

1
．源
義
朝
の
三
川
下
流
域
で
の
行
程

平
治
元
（
一
一
五
九
）
年
一
二
月
二
七
日
、
京
都
六
条
河
原
で

の
戦
に
敗
れ
た
義
朝
主
従
八
騎
は
東
国
を
目
指
し
て
落
ち
て
行
っ

た
。
途
中
、
三
男
頼
朝
一
三
歳
は
一
行
に
は
ぐ
れ
、
次
男
朝
長
一

六
歳
は
矢
傷
を
受
け
て
い
た
。

到
着
し
た
美
濃
国
青
墓
宿
（
大
垣
市
青
墓
町
）
の
長
者
・
大
炊

の
娘
延
寿
と
義
朝
は
夜
叉
姫
を
も
う
け
て
い
た
。

義
朝
の
長
男
義
平
一
九
歳
は
味
方
を
集
め
る
た
め
北
国
に
向
か

い
、
怪
我
を
し
て
い
た
次
男
朝
長
は
捕
ら
わ
れ
る
の
を
嫌
い
義
朝

に
討
た
れ
、
兼
遠
の
弟
で
鷲
巣
村
（
養
老
群
養
老
町
鷲
巣
）
に
い

た
鷲
巣
玄
光
が
案
内
役
と
な
り
、
義
朝
主
従
は
尾
張
国
内
海
の
長

田
忠
宗
（
忠
致
）
の
家
に
向
か
う
た
め
、赤
坂
湊
か
ら
舟
で
下
っ
た
。

①
養
老
町
飯
ノ
木
に
着
い
た
義
朝
は
、
農
夫
清
吉
に
頼
ん
で
昼

食
を
摂
っ
た
。
そ
の
と
き
義
朝
は

側
に
生
え
て
い
た
ヨ
シ
を
切
っ
て

箸
と
し
て
使
用
し
、
食
べ
終
わ
っ

て
ヨ
シ
を
逆
さ
ま
に
し
て
土
に
挿

し
た
132
。
こ
の
ヨ
シ
は
繁
茂
し
、

飯
ノ
木
集
落
の
東
方
に
「
葦
塚
」

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
現
養
老

郡
養
老
町
明
徳
の
源
氏
橋
の
近
く

に
移
さ
れ
、
今
は
無
く
な
っ
た
。

な
お
、農
夫
清
吉
は
義
朝
か
ら「
伊

最
後
に
、
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
ウ
リ
姫
の
話
を
紹
介
し
よ
う
。⑧

関
市
板
取
で
、
川
で
拾
っ
た
ウ
リ
か
ら
生
ま
れ
た
女
の
子
（
ウ
リ

姫
小
女
郎
）
を
老
夫
婦
は
大
切
に
育
て
た
。
天
の
邪
鬼
は
ウ
リ
姫

に
化
け
た
が
殿
さ
ま
へ
の
輿
入
れ
の
時
に
見
つ
か
り
、
ウ
リ
姫
は
お

殿
様
の
御
嫁
に
な
っ
た
8

5
．K
I
S
S
O
の
三
編

「
七
里
の
渡
し
に
咲
い
た
千
姫
ロ
マ
ン
（
2
号
）」
55
は
、
徳
川

二
代
将
軍
秀
忠
の
長
女
千
姫
と
本
多
忠
勝
の
孫
・
忠
刻
の
ロ
マ
ン

に
触
れ
て
お
り
、「
千
姫
折
鶴
行
列
」
が
毎
年
一
〇
月
に
行
わ
れ
て

い
る
。

「
葦
原
で
命
を
救
わ
れ
た
願
証
寺
の
幼
子
（
五
号
）」
264
は
、
長

島
城
陥
落
の
日
に
討
死
し
た
願
証
寺
五
世
の
顕
忍
の
弟
准
恵
（
顕

恵
）
二
歳
が
川
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
な
お
、
准
恵
は

後
に
近
江
国
日
野
に
願
證
寺
を
興
し
た

「
祖
父
江
の
竿
鷹
（
三
〇
号
）」
303
は
、
棹
で
鷹
を
操
る
術
「
横

井
家
の
棹
鷹
」
を
考
案
し
た
尾
張
藩
鷹
匠
頭
・
横
井
家
の
祖
の
話

で
あ
り
10
、『
竿
鷹
は　

空
に
あ
が
れ
り　

廣
口
の　

川
の
う
（
浮
）

き
鴨　

こ
ゝ
ろ
ゆ
る
す
な
』（『
尾
張
名
所
図
会
』）
と
あ
る
広
口

池
（
広
口
川
）
一
帯
は
横
井
家
の
お
鷹
場
で
あ
っ
た
。

藤
」
の
姓
と
短
刀
一
振
り
を
受
け

取
っ
た
。

そ
の
後
、
義
朝
主
従
は
源
氏

橋
の
袂
で
大
き
い
舟
に
乗
り
換

え
、
柴
の
中
に
隠
れ
て
津
屋
川
を

下
っ
た
。

②「
頼
朝
公
楊
枝
柳
の
碑
（
九

〇
号
）」
23
は
、
義
朝
が
尾
張
の

野
間
へ
落
ち
行
く
途
中
の
現
海
津

町
西
小
島
で
、
朝
食
の
箸
に
用
い

た
揖
斐
川
の
柳
の
枝
が
根
付
い
た

と
伝
わ
る
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明

治
改
修
で
取
り
払
わ
れ
、
改
修
工

事
で
移
転
し
た
海
津
市
西
小
島
の

水
谷
家
庭
先
に
「
義
朝
公
楊
枝
柳
」

の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
、
根

付
い
た
「
義
朝
楊
枝
柳
」
が
明
治
改
修
後
に
西
小
島
か
ら
南
へ
一

㎞
弱
下
っ
た
稲
山
（
柳
港
）
の
「
村
社
八
幡
神
社
」
に
移
さ
れ
た

が
枯
渇
し
、「
義
朝
公
楊
枝
柳
」
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

③
海
津
橋
東
か
ら
南
東
に
約
一
㎞
の
海
津
町
沼
新
田
で
は
、
昼
食

時
に
食
べ
た
梅
干
し
を
植
え
、
大
き
な
梅
の
木
と
な
っ
た
。
こ
の

古
木
は
惜
し
く
も
水
害
で
枯
れ
死
し
た
が
、
代
わ
り
の
梅
が
老
樹

と
な
り
、
安
立
家
の
庭
に
は
「
源

頼
朝
実
割
梅
の
碑
」
が
建
っ
て
い

る
221
。

夜
明
け
に
上
立
田
（
現
在
は
木

曽
川
の
川
底
） 

辺
り
に
来
た
時
258
、

④
頼
朝
一
行
に
粥
を
ご
馳
走
し
た

藤
右
衛
門
と
三
右
衛
門
は
、
礼
と

し
て
御
粥
藤
右
衛
門
、
小
粥
三
右

衛
門
と
苗
字
を
も
ら
い
、
御
粥
家

は
幕
末
に
絶
え
た
が
、
小
粥
家
は

118

038 私たちが調べた木曾の伝説　

長野県木曽西高地歴部　1980

039 神岡のむかし話　吉城郡神岡町　1980

040 かわしまの民話　川島町ふるさと史料館　1994

041 木曽歴史と民俗を訪ねて」

木曽教育会郷土館委員会　1968

042 木曽三川治水秘史 - 薩摩義士報恩記　伊藤光好　1996

043 木曽のでんせつ　生駒勘七　　1989

044 岐南東むかしものがたり　南谷茂樹　1977

045 読みがたり岐阜のむかし話　

岐阜児童文学研究会　2004

046 岐阜のつたえ話Ⅰ～Ⅵ　

岐阜教育文化振興事業団　1995 ～ 02

047 わたしたちの岐阜の伝説　後藤時男　1990

048 岐阜県の温泉の分布と特徴　

温泉科学第 52 巻　寺尾宏　2002

049 岐阜県災異誌　岐阜県地方気象台編　1965

050 岐阜県の民話　今村廣　1981

051 岐阜県の傅説　吉岡勲　1955

052 郡上のむかしむかし　木島泉　1975

053 郡上の昔話・昔の話　高田明美　1991

054 久瀬のむかし話上・下　

揖斐郡久瀬村教育委員会　1998

055 桑名の伝説・昔話　近藤杢、平岡潤　1976

056 美濃神戸ふるさと百話第３集　神戸教育委員会　1996

057 広報各務原　2009 年 10月15日

058 弘法水の水文科学的研究　

立正大学博士論文　河野忠　2002

059 国府のむかし話　町教育委員会　1984

060 坂内のむかし語り　坂内村　2004

061さかぼぎのむかし話　町教育委員会　1982

062じっさまから聞いた話 　岐阜県御嵩町　1995

063 信濃の河童　

上田女子短期大学紀要 19 巻　塩入秀敏　1966

064 下野のむかし話　土岐安信　1985

065じゃぬけ―伊勢小屋沢その後の 45 年   南木曽町   1999

066 十二支の話題辞典　加藤迪男　1996

067 荘川村の民話世間話編　荘川村教育委員会　1993

068 ふるさと白川第 4 号　白川町中央公民館　1981

069 真正のむかしの話　真正読書会　1992

070 すなみ百話　巣南町役場　1992

071 関のむかし話 3　旭小ＰＴＡ図書委員会　1988

072 荘川村の民話昔話編　荘川村教育委員会　1993

001 愛知県伝説集　郷土研究社　1937

002 穴馬とおくみののいろりの夜はなし　三島とよ子　1971

003これでわかる海部の歴史　黒田剛司　2011

004 安八のつたえ話　安八町教育委員会　2014

005 生き贄 - 歴史の礎となった犠牲哀話 -　立松弘　1994

006 池辺のむかし話　池辺小学校ＰＴＡ　1991

007 石浦の民話　八反長兵衛　1996

008 板取むかし話 ( 第一・二集 )

 板取村教育委員会　1982・84

009 稲沢のむかしばなし( 追録２)

 むかしばなし編集委員会　2009

010 犬山こぼれ話　市橋鐸　1967

011 いび川のむかし話　揖斐川町教育委員会　1986

012 揖斐川　揖斐郡教育会　1979

013 いわむら昔ばなし余談

いわむら街まちづくり実行委員会 1996

014 かみたからの昔ばなし　吉城郡上宝村　1983

015 王権と社会 - 朝廷官人・真継家文書の世界 -　

名大付属図書館　2007

016 大垣のむかし話 100 話　大垣市文化財協会　1983

017 大桑村の歴史と民話　志波秀夫 1978

018 大野のむかし話　大野町教育委員会 1998

019 奥美濃よもやま話 (1 ～ 5 巻 )　金子貞二　1976

020 小坂のむかし話　益田郡小坂町 1980

021 小駄良の民話　八幡町立川合小学校 1973

022 尾張の民話　小島勝彦　1981

023 海津のむかし話　編集委員会 1987

024 かかみがはらのむかし話　

各務原市小学校国語同好会　1978

025 続かかみがはらのむかし話　

かかみがはら民話同好会　1983

026 かさはらの昔話　町誌編纂委員会　1983

027 かさまつの「昔むかし」　　町文化財保護協会　1979

028 春日のむかし話　村教育委員会　1991

029 河童の世界　石川純一郎　1985

030 河童考　飯田道夫　1993

031 河童の研究　大野桂　1994

032 河童の日本史　宮田登　1966

033 河童の手と秘伝の妙薬　新潟文化物語　HP

034 金山町のむかしの話　編集委員会 1987

035 可児のむかし話　町教育委員会　1980

036ものがたり可児の百年　町教育委員会　1982

037 上石津ふる里噺　町教育委員会　1983

一般書籍文献番号
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114まいばら水文化　米原市編　2012

115 続正木の民話　羽島市立正木小学校　1984

116 ふるさとの届けもの―伝えたい三重のおはなし―　

三重県生活部　2002

117 水の伝承　石上七鞘　1979

118 美濃の民話 ( 第一・二集 )　赤座憲久 1973・77

119 美濃神戸ふるさと百話　町教育委員会　1977

120 美濃と飛騨のむかし話続　岐阜県小中学校長会　1970

121 美濃国羽島市の伝説と史談 ( 前編 )　並河晴夫　1977

122 美濃市のむかし話　美濃市読書サークル協議会　1977

123 美濃白川に於ける雨乞いの習俗　

美濃民俗 99 号　高井健　1975

124 美山の民話 ( 第一・二集 )　町教育委員会　1991・94

125 武儀町のむかし話　町読書サークル協議会　2003

126 武芸川のむかし話　町むかし話編集委員会　1994

127 本巣郡昔ばなし―ふるさとの伝記―　

本巣郡文化財審議会　1984

128 文殊のむかし話　松村秋男　2003

129 夜叉が池 -その伝承と恵沢　村教育委員会　1987

130 踏青夜話 ( やとみ昔ばなし)　 彦坂・大島　1991

131 大野町の民話と伝承百話　町教育委員会　1998

132 のびゆく養老町　町教育委員会　1984

133 龍の研究　龍谷大学文学紀要　八木あゆ美　2005

134 ふるさと輪之内　片野知二　1989

135 椀貸し伝説再考   京大人文学報 80 号   川村清志   1997

136 現地の看板

137 KISSO53 号（創作話）

073 大師信仰と日本人　

和歌森編『弘法大師空海』　宮田登　1984

074 別冊太陽日本の妖怪　石川純一郎　1987

075たじみの昔話　たじみ児童文学の会　1977

076 谷汲村の昔ばなし横蔵編　仲井正夫　1988

077 垂井のむかし話　町教育委員会　1984

078 近世知多地方の雨乞い

知多半島の歴史と現在 17 号　　松下孜　2013

079 中世的世界から近世的世界へ　笹本正治　1993

080 中日新聞　新信濃の国第 2 部　中日新聞　2014

081 付知の民話　付知町教育委員会　1986

082 東海の伝説　田中重弥　1973

083 土岐の昔ばなし　土岐青年会議所　1977

084とく山のむかし話　徳山小学校　1970

085 続とくやま　徳山小学校　1972

086 土石流災害と伝承　笹本正治　2007

087 富加の故事記　安藤剛　2007

088とみかのむかしむかし　富加町教育委員会　2005

089 虎杖夜話　武儀郡板取村教育委員会　1976

090 なかつがわのむかしばなし弐～四 恵峰学園   2004 ～ 06

091 中津川のむかし話　中津川青年会議所　1984

092日本昔話通観巻 13 巻　稲田・小沢　1980

093日本幻獣図説　湯本豪一　2005

094日本神話伝説集　柳田国男　1998

095日本の伝説 - 大師講の由来 -　柳田国男　1977

096 濃飛史譚　平塚正雄　　1967

097 萩原のむかし話　益田郡萩原町　1978

098 はしま市のむかし話   羽島市子ども会育成協議会   1981

099 東美濃の民話・唄・遊びと年中行事　坪井善治　2004

100 飛騨の伝説　小島千代蔵　1986

101 飛騨口碑伝説　小鷹ふさ　1986

102 飛騨の史話と伝説　土田吉左衛門　1962

103 飛騨乃清美　大野郡福与小学校　1940

104 ひだびと　第１～１０巻　飛騨考古土俗学会　1979

105 飛騨の民話　江馬三枝子　1958

106 人柱と祟り　科研報告書　六車由美　2007

107 ひらたのむかし話と文化財　平田町教育委員会　2000

108 蛭川村の伝説　蛭川村教育委員会　1977

109 古川のむかしの話　吉城郡古川町　1987

110 ふるさと瑞浪　足立利六　1977

111 ふる里高鷲 辛夷の記　上村彰隆編 　1999

112 宝暦治水濁流の人柱　広報わのうち　1984

113 堀川沿革誌　愛知県郷土資料刊行会　2000
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253ぎふ早田郷土誌　早田郷土誌編纂委員会　1970
254 高鷲村史　高鷲村役場　1982
255 高富町史通史編　高富町　1980
256 高根村史　高根村　1984
257 立田村史　立田村　1965 
258 新編立田村誌通史編　立田村　1996
259 多度町史　民俗　多度町　2000
260 谷汲村史　谷汲村　1977
261 垂井町史通史編　垂井町　1969
262 徳山村史　徳山村　1986
263 飛島村史通史編　飛島村　2000
264 長島風土記　金森勝　2000
265 長島町誌上巻　長島町　1978
266 長野県史民俗編第 3 巻　長野県　1990
267 南濃町史通史編　海津郡南濃町　1982
268 西春町史民俗編 2　西春町役場　1984
269 丹生川村史民俗編　丹生川村　1998
270 根尾村史　根尾村　1980
271 萩原町史　萩原町　1962
272 羽島市史第三巻　羽島市　1971
273 八開村史民俗編　八開村　1994
274 新修東白川村誌通史編　加茂郡東白川村　1982
275 七宝町史通史編　七宝町　1993
276日義村誌民俗編　日義村　1998
277 平田町史上巻　平田町　1964
278 藤橋村史下巻　藤橋村　1982
279 扶桑町史　扶桑町　1976
280 扶桑町史下巻　扶桑町　1998
281 不破郡史下巻　不破郡教育會　1927
282 町史布袋町大観　村瀬鼎五郎　1934
283 洞戸村史上巻　洞戸村　1988
284 岐阜県益田郡　益田郡役所　1916
285 御嵩町史　可児郡御嵩町　1959
286 三岳村誌上巻　三岳村　1987
287 美並村史通史編下巻　美並村　1984
288 美濃加茂市史民俗編　美濃加茂市　1978
289 美濃市史通史編上巻　美濃市　1979
290 宮川村誌通史編下巻　宮川村　1981
291 美山町史通史編　美山町　1975
292 宮村史　通史編二　宮村　2004
293 明方村史通史編下巻　明方村　1993
294 武儀町史　武儀町　1992
295 明宝村史通史編下巻　明宝村　1993
296 本巣町史通史編　本巣町　1975
297 弥富町誌　弥富町　1994
298 柳津町史　佐波編　柳津町 1972
299 山県郡志　山縣教育會　1918
300 山口村誌下巻　山口村　1995
301 大和町史通史編下巻　大和町　1988
302 養老町史通史編下巻　養老町　1978
303 輪之内町史　輪之内町　1981

201 明智町誌　明智町役場　1975
202 上松町誌民俗編　町誌編纂委員会　2000
203 朝日村誌　村誌編纂委員会　1956
204 朝日村誌第 5 巻　村史編纂委員会　2005
205 安八町史通史編　安八町　1975
206 池田町史通史編　池田町　1978
207 伊自良誌　伊自良村教育委員会　1973
208 犬山市史別巻　犬山市教育委員会　1985
209 揖斐川町史通史編　揖斐川町　1971
210 揖斐郡志　揖斐郡教育曾　1924
211 岩倉町史下巻　岩倉市　1985
212 岩村町史　岩村町役場　1982
213 恵那郡志　恵那郡教育会　1926
214 恵那市史　恵那の昔ばなしとうた　恵那市　1974
215 大垣市史　民俗編　大垣市　2008
216 大口町史　丹羽郡大口町役場　1982
217 大野町史通史編　揖斐郡大野町　1985
218 岐阜県小坂町誌　小坂町　1965
219 落合郷土誌　郷土誌編集員会　1970
220 開田村誌上巻　開田村　1980
221 海津町史民俗編　海津町　1972
222 各務原史考古・民俗編　各務原市　1985
223 笠松町史下巻　笠松町　1957
224 春日村史下巻　春日村　1983
225 春日井市史　春日井市　1973
226 金山町誌　益田郡金山町　1976
227 兼山町史　兼山町　1972
228 可児町史通史編　可児町　1980
229 新修上石津町史　上石津町　2004
230 神岡町史通史編Ⅰ　飛騨市　2009
231 川島町史通史編　羽島郡川島町　1982
232 川辺町史通史編　加茂郡川辺町　1996
233 木曽川町史　木曽川町　1981
234 木曽岬村史改訂版　木曽岬町役場　1998
235 木祖村誌民俗編　木祖村　1998
236 大野郡九々野村史　九々野村役場　1957
237 郡上八幡町史下巻　郡上八幡役場　1961
238 久瀬村誌　揖斐郡久瀬村　1973
239 桑原町誌　桑原町　1994
240 下呂町誌　下呂町　1974
241 江南市史　資料一・四　江南市　1975・83
242 国府町史民俗編　国府町　2010
243 佐織町史通史編　佐織町役場　1989
244 坂内村誌民俗編　坂内村　1988
245 十四山村史民俗編　十四山村　1999
246 白川町誌　加茂郡白川村　1968
247 白鳥町史通史編下巻　白鳥町 1977
248 新川町史　新川町　1955
249 真正町史　真正町　1975
250 墨俣町史　　墨俣町　1984
251 関ヶ原町史通史編別巻　関ヶ原町　1993
252 荘川村史下巻　荘川村　1975

市町村史文献番号



おわりに　
　今回、多くの昔話を新たな気持ちで読む機会を持ち、子供の頃、夕食後のちゃぶ
台を兄と囲みつつ、母から「お茶壺道中」の歌を習ったり、地域の昔話に興奮した
ことを思い出した。
　日常生活にテレビが入り込み、さらに、多くのパソコンゲーム等が氾濫する現
在、多くの日々新たな情報に取り囲まれ、古くから言い伝えられてきた昔話等を家
族で話し合う穏やかな団らんの時間も少なくなったように感じられる。
　父母に言われた「ヘソを取りに来る雷さん」や餓鬼大将に言い聞かされた「カッ
パに気をつけろ」との忠告も遠い彼方に去ったような気がしていた。しかし、各地
で「雷やカッパ」伝説等の地を探していると、地元の人が「俺の車の後に付いて来
い」と連れて行って下さった。
　案内して頂いた川や淵で、地元の人が「今は土砂が溜まり浅くなった」と、残念
そうに話をしてくれたが、それらの川や淵は幼い日の水遊びを鮮明に思い起こさせ
る力をまだ持っており、さらに、多くの人々の心に「雷さん」や「カッパ」が生き
続けていることを知った。
　昔話は決して荒唐無稽な話ではなく、地域の人々の素朴な生活の一端を「雷や
カッパ」さらに「弘法大師や竜」等を介して今に伝えてくれるものであろう。
　語り継がれてきた昔話の地が河川整備等によって大きくその状況を変えた場合も
あったが、例えば、「主伝説」や「椀貸し伝説」が語られる滝の岩が阿弥陀さんに
似ているので、集落の若者が「阿弥陀の滝」と新たに名付けているように、新たな
伝説も生まれつつあるようにも感じた。
　この冊子は、「水にまつわる昔話」を中心に整理した。この冊子によって、川と
水への先人の関わり方の一端でも皆様に伝わることを、また、今後も川や水にまつ
わる昔話が次世代の子供たちに伝わることを願っています。

大同大学名誉教授
　久保田　稔

ぬし
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