
地

球

第
十
四
笹

第
六
幼

望

八

三
八

各
村
は
於

い
て
通
常
を
指
導
者
を
得
て
特
は
努
力
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
し

い
｡

郷
士
頚
木
は

1
市
町
相
を
単
位
と
す
べ
き
も
大
都
市

に
於

い
て
は

二

二
撃
置
む
以
っ
て

1
単
位
と
す
べ
き

で
あ
る
｡
例

へ
ば
京
都

市
は
於

い
て
は
鴨
川
以
東
の
勝

景
区
域
､
中
火
の
商
業
国
威
'
西
方
及
び
南
方
の
工
業

置
域
は
何
れ
も
地
州
的
環
境
の
著
し
-
興
る
所
で
あ
る

か
ら
P
之
を
各
々
に
分
け
る
ベ
dlJは
勿
論
各
地
嵩
む
史

は
三
二
二
に
分
割
し
て
郷
士
寵
本
を
作
る
こ
と
が
最
も

よ
い
と
皿
ふ
｡
例

へ
ば
東
側
に
花
梅
岩
の
･=1-
を
以
か
へ

其
の
大
草
が
石
工
な
る
北
白
川
と
P
有
壁
暦
の
川
悪
に

寺
院
の
み
が
立
ち
並
び
之
に
よ
っ
て
居
食
す
る
兼
山
山

麓
の
住
民
と
は
白
か
ら
其
の
環
境
と
自
己
と
の
踊
係
が

著
し
-
異
る
か
ら
で
あ
る
｡
此
の
如
-
小
地
隈
は
分
け

て
郷
土
笥
本
を
編
み

一
食
官
貫
と
し
聞
版
二
三
緒
を
挿

入
す
る
も
初
版
千
部
と
す
れ
ば
恐
ら
-
三
'
四
十
磯
の

費
用
h
l以
っ
て
出
版
し
得
る
と
恩
は
れ
る
0
之
を
三
七

四
年
毎
は
改
版
p
次
第
は
精
選
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば

其
の
環
境
に
新
開
拓
に
封
す
る
効
果
は
甚
大
な
る
も
の

で
あ
ら
う
○

賓
に

一
団
の
興
隆
は

一
村

i
町

一
冊
興
隆
の
金
鰭
の

結
果
に
外
在
ら
氾
も
の
で
あ
る
か
ら
､
此
の
如
き
方
法

も
果
た
以
っ
て
十
年
或
は
二
十
年
後
園
家
を
興

隆
せ
し

ひ
べ

き
有
力
を
る

1
方
法
た
る
を
矢
は
伯
｡
又
た
此
の

編
纂
は
各
郷
士
に
あ
る
小
学
校
職
員
諸
士
の
有
効
ほ
し

で
手
頃
を
る
仕
事
と
恩
は
れ
る
.

伊
賀
盆
地
に
於
け
る
基
地
の
地
理
的
考
察

辻

井

浩

太

郎

二
､
遜
地

の
僻
祁

三
､
分

補

記
､
地
瀕

的
考
案

四
､
史
的
考
察
の

(
疏



S
.
緒

言

鈴
鹿
､
布
引
雨
山
脈
と
笠
置
山
塊
と
は
囲
ま
れ
た
伊

賀
盆
地
は
そ
の
地
形
に
封
膿
し
て
特
色
あ
る
人
文
鹿
観

を
樺
山
も
つ
て
ゐ
る
｡

例

へ
ば
古
雅
新
地
の
制
限
を
受
け
で
p
食
粗
問
返
と

人
口
間
膜
と
は
蛋
大
在
塵
活
問
題
で
あ
っ
た
｡
堕
胎
は

曾
っ
て
普
ね
-
行
は
れ
で
'
人
口
統
制
と
な
-
､
弼
食

は
食
粗
調
節
と
な
っ
て
､
其
習
慣
は
今
日
荷
蛮
-
残
っ

て
ゐ
る
｡
盆
地
の
周
縁
は
可
在
-
の
高
地
ま
で
耕
作
し

て
重
税
に
臆
じ
光
跡
が
あ
-
.
道
路
は
故
意
に
迂
廻
さ

せ
て
耕
地
の
増
加
を
計
っ
て
ゐ
る
の
が
見
受
け
ら
れ
る

土
地
の
制
約
が
'
人
板
壁
活
の
ど
の
鮎
ま
で
及
ん
で

ゐ
る
か
む
見
る
た
め
の

1
の
例
と
し
て
愛
に
伊
賀
に
於

け
る
墓
地
は
梱
れ
tJみ
た
｡

基
地
は
宋
弥
研
究
の

-I
部
と
し
て
考
察
さ
る
べ

き
で

あ
ら
う
｡
殊
に
皿
先
崇
邦
の
束
ん
ぜ
ら
れ
る
我
観
で
は

を
の
仲
濃
度
ど
決
し
て
無
意
味
で
あ
る
評
は
な

い
.
而

し
て
此
虞
に
捉

へ
凍
っ
た
伊
賀
盆
地
で
は
､
其
の
棟
置

構
造
が
.
歴
史
的
は
意
味
が
あ
る
ば
か
-
で
な
-
'
曾

仰
封
先
地
に
於
け
､る
翁
地
の
地
桝
的
考
察

乃
地
叩
的
の
影
響
と
も
受
け
で
ゐ
る
と
信
ず
る
の
で
あ

る
D基

地
に
閥
す
る
土
俗
的
及
び
腰
虹
的
方
面
の
考
察
で

夜
-
､
地
相
的
考
察
を
蛋
-
織
る
本
稿
は
'
鼻
の
基
地

の
特
朝
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
な
-
､
叉
比
の
方
面

の
古

い
詑
錬
り
無

い
た
め
に
､
考
察
の
不
充
分
､
猫
断

の
鮎
も
あ
ら
う
が
､
特
に
其
の
地
鞭
的
環
境
と
の
関
係

を
別
に
し
わ

い
と
m
心
ふ
｡

〓
'
基
地
の
特
相

木
盆
地
基
地
の
特
相
は
大
部
分
'

1
朱
藤
に
基
地
が

二
ヶ
所
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡

一
つ
は
屍
鰭
を
班
葬
す
る

基
地
で
､
他
の

一
つ
は
'
霧
を
祭
る
蓋
石
の
あ
る
魔
で

あ
る
｡
此
の
二
つ
の
基
地
が

1
組
の
基
地
と
な
つ
ノ｣
ゐ

る
か
ら
､
何
れ
の
家
も
二
種
の
基
地
を
共
有
す
る
こ
と

に
な
る
｡
即
ち
埋
葬
地
と
基
地
と
で
あ
る
｡

)

サ
ン
ヤ
イ

仏

和

葬

地

屍
鰻
を
埋
葬
す
る
北
ハ同
基
地
で
'
サ
ン
マ
イ

(
三
昧

兜
語

"
S
am
a
d
h
i"
｢
三
勝
地
｣
｢
三
摩
捉
｣
か
ら
｡
基
地

の
乙
と
)
と
呼
ん
で
ゐ
る
0

望

九

三

九



地

球

.

第
十
四
谷

宗
派
の
如
何
は
舶
せ
ず
火
葬
は
極
め
て
稀
で
あ
る
.0

サ

ン
p･
イ

理

非

地

で
は
屍
憎
む
理
非
し
た
上
に
基
石
を
建
て
ず
､

簡
駐
在
東
棟
を
立
て
て
､
斬
-
の
間
の
日
印
と
す
る
は

過
ぎ
な

い
｡
此
の
備
置
な
本
棟
芸
へ
も
立
て
を

い
場
令

が
多

い
｡
普
通
の
基
地
の
や
う
に
家
に
よ
っ
て
歯
割
を

乾
け
な

い
か
ら
.
或
る
年
数
を
揮
過
す
れ
ば
､
甲
家
の

屍
鰻
の
上
に

､
乙
家
の

む
埋
葬
す
る
｡
即
ち
土
地
の
狭

い
7J
範
は
比
較
的
+;
-
蛾
め
た
虞
か
ら
順
次
掘
っ
て
埋

葬
す
る
｡

而
し
て
此
の
棚
輩
地
の
位
置
は
多
く
集
群
を
離
れ
､

中
に
は

一
粁
か
ら
二
肝
も
遠

い
も
の
が
あ
る
｡

㈲

蹴

酢

ハ
カ
.ハ

基

地

に

は
遺

骨
も
靴
葬
せ
ず
は
､
唯
基
石
の
み
む
建

て
る
｡
pJ
机
を

rT
カ
バ
'
叉
は
セ
キ
ト
ク
㌦
､
或
は
セ

キ
ト
ク
rrrt
lフ
と
呼
ぶ
､
石
塔
嬰
､
石
塔
原
､
石
塔
場
の

意
味
で
'
蓋
石
の
乙
と
を
石
塔
と

い
ふ
｡

此
鹿
は
家
々
に
よ
っ
て
置
劃
さ
れ
p
多
-
は
寺
院
の

境
内
或
は
そ
の
附
近
で
､
栄
塔
内
は
あ
る
を
普
通
と
し

衆
落
外
は
設
け
る
場
合
と
経
も
､
甚
し
-
は
遠
ざ
か
ら

節
大
助

四
四
〇

四

〇

老

い
○

ハ.カ
.ハ

地
方

の
人
の
基
地
と
し
て
尊
敬
す
る
の
は
此
の
基

地

で
あ
っ
て
､
前
の
肥

新

肘

は
封
L
で
は
割
合
に
冷
淡
で

あ
る
O

nrh川一
持

『
ラ
ン
ト
バ
』
在
る
基

地
と
の
利
典
鮎

伊
勢
の
櫛
m
川
上
流
の
山
間
栄
落
､
飯
南
郡
波
瀬
柑

森
村
の

一
部
.
及
び
志
摩
餌
の

!,
部
.
披
切
町
､
庶
路

イ
ジカ

村
の
石

館

を
ど
は
何
れ
も
土
地
の
制
約
を
受
け
る
山
村

或
は
岬
の
漁
村
で
あ
る
が
､
伊
賀
の
墓
地
に
よ
-
似
た

も
の
で
あ
る
O

を
rJ
で
は
埋
葬
地
と
墓
地
と
は
別
は
な
っ
て
ゐ
る
が

埋
葬
地
は
家
令
に
置
劃
さ
れ
､
そ
乙
に
共
石
79
建
て
て

そ
し
て
是
等
の
埋
葬
地
は
何
れ
,P
t
朱
路
か
ら
離
れ
て

ゐ
る
た
め
､
緊
辞
の
内
に
あ
る
寺
院
の
境
内
か
､
そ
の

附
近
に
､
各
月
と
も
夫
々
墓
石
･虹
建
て
て
'
ラ
ン
-
メ

と
呼
ぶ
｡
ガ
ン
ト
バ
と
呼
ぶ
乙
と
も
あ
る
が
､.
.フ
ン
が

ダ
ン
と
批
つ
LJ
も
の
で
､『
卵
塔
婆
』
好
悪
嫌
ら
し
い
6

つ
ま
-
此
の
地
方
け三

ヶ
所
は
墓
石
を
建
て
る
の
で
あ

サ
ン
マ
イ

っ
て
､
伊
賀
の

埋

葬

地

に
基
石
を
鍵
で
ぬ
鮎
と
著
し

い

相
違
が
あ
る
｡



以
上
の
特
殊
を
様
式
の
他
に
'
稀
で
は
あ
る
が
'
火

葬
し
た
場
合
は
遺
骨
の
上
に
盛
石
を
建
て
る
し
､
土
葬

し
た
上
に
基

布
を
た
で
る
普
通
の
基
地
も
あ
る
｡

以
下
こ
の
種
の
も
の
を
『
普
通
の
基
地
』
と
託
す
｡

三
､
分

布

第

一
園
は
前
記
の
特
相
を
持
つ
村
の
分
布
を
伊
賀
を

中
心
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

第

一
間

基
地
の

特

利
の
分
布

£ 競 当 - あ る 村

カ バ と別 のもの ば か t)の村

ハ
F
II
ハ

と
部
H
と

メ

伊
究
故
地

に
於
け
る
謎
地

の
地
靴
的
考
挺

1 サンマ イ
のもの書
サンマイ
尊さirlの基地ば か りの 町 村
未調査

2

cc
4

分
布
状
態
は
'
伊
賀
を
中
心
は
'
四
周
は
近
江

｡
山

城

?
大
和

･
伊
勢
の
山
間
部
に
及
び
､
特
に
伊
賀
と
境

を
按
す
る
地
に
著
し
-
'
そ
れ
が
丘
陵
地
'
平
地
と
在

る
ほ
随
以
漸
次
無
-
在
る
｡
調
査
の
不
充
分
と
回
答
は

接
し
老

い
村
が
多

い
た
め
に
判
然
た
る
分
布
聖
不
す
rJ

と
が
出
凍
紀
が
'
大
健
に
於
で
'
此
の
特
朝
は
管
見
に

-
つ
れ
ば
此
の
地
方
の
山
地
減
摩
の
も
の
で
あ
っ
て
'
伊

賀
盆
地
だ
け
は
可
な
り
の
卒
坦
部
に
も
見
ら
れ
る
｡
盆

地
中
で
普
通
基
地
ば
か
-
の
底
は
'
上
野

･
名
張
の
市

術
地
及
び
そ
の
按
縛
村
落
の
み
で
あ
る
?i

第
二
間
の
伊
賀
は
於
け
る
分
布
を
見
る
と
､
山
間
部

に
此
の
特
朝
が
著
し
-
目
立
ち
'
普
通
基
地
は
上
野
小

盆
地
､
名
張
小
盆
地
の
軍
規
部
に
多

い
｡

此
の
盆
地
で
は
'
明
治
初
年
ま
で
は
､
普
通
の
基
地

は
非
常
は
少
な
-
､
殊
に
山
間
部
で
は
殆
ル
ビ
兄
常
ら

な
か
っ
た
79
の
ら
し
く
'
そ
の
後
基
地
整
排
が
あ
っ
て

サ
ン
マ
イ

ハカ
バ

埋

葬

地

を
眉
し
､
基

地

を
瞭
張
す
る
か
'
新
し
-
墓
地

を
設
け
て
普
通
の
基
地
と
し
た
肘
が
あ
る
0
間
中
⑳
印

ア
オ

が
そ
れ
で
あ
る
｡
園
中
A
を
附
し
た
る
阿

保

町
を
ど
は

四
四
]

四
一



地

第
二
回

球

伊

賀
盆

地
に
於
け

る
基
地

の特祁

･･-
･
町村
非

第
十
四
令
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此
の

過

渡

時

代

に

あ

る
も
の

で

'

1
宋

蕗

に

甘
い
型

と

新
し
い
型
と
む
各
々
一
つ
宛
揮
っ
て
ゐ
る
｡

四
､
史
的
考
察
の
J
端

伊
賀
に
踊
す
る
古
文
沓
中
に
墓
地
に
就
い
て
の
記
載

が
見
皆
ら
老

い
の
で
､
確
薯
で
在

5,が
'
墓
碑
老
ど
か

第
六
水

沼

lT

四

こ

ら
察
し
で
､

足
利
時
代
ま
で
は
､
各
部
火
葬
ほ
し
た
ら

し
-
､
魔
々
ほ
菅
の
火
葬
場
の
跡
が
発
見
さ
れ
る
｡

其
の
火
葬
が
何
の
押
由
で
各
部
土
葬
に
夜
つ
ね
か
t

rJ
れ
ほ
就
い
て
も
記
録
が
且
つ
か
ら
粕
た
め
列
然
し
を

い
｡喜

田
博
士
に
ょ
る
と
古
代
は
醐
敦
で
あ
っ
て
､
屍
鰭

なL号がら

は
『
死

骸

』

で
あ
る
か
ら
､
山
か
谷
に
捨
て
た
も
の
で
､沸

教
停
凍
以
後
『
死

骸
』
は
裁
板

㌢

在
っ
た
｡
此
の
宗
教

なき
がら

的
思
想
は
'捨
て
る
習
慣
を
改
め
､屍
h
=)あ
っ
-
埋
葬
し

て
､
墓
樫
を
立
て
る
横
は
tqt･6
つ
ね
.
此
の
古
い
型
が
伊
賀

を
中
心
と
し

て機
っ
て
ゐ
る
の
で
は
在
か
ら
う
か
と
｡

サ
ン
ヤ
イ

現
に
此
の
盆
地
で
は
､
埋

葬

地

に
土
葬
す
る
轟
を

『

ヽ
ヽ
ヽ

ス
チ

ル
』
と
云
ふ
｡
勿
論
捨
て
る
意
味
で
､
着
の
説
が

今

で
は
唯
言
葉
の
上
に
磯
っ
て
ゐ
る
79
の
と
息
は
れ
る

那
,

嘉

精
細
的
ほ
も
･
配

軒

肘

は
飴
-
食
敬
さ
れ
ず

ほ
あ
る
の
は
『
捨
て
る
』
と
云
ふ
言
栗
は
粕
皆
の
内
容
を

持
っ
て
ゐ
る
79
の
と
恩
ふ
.

古
代
捨
て
た
ほ
せ
よ
'
簡
単
は
葬
っ
た
托
せ
よ
､
そ

れ
が
あ
っ
-
土
葬
n
れ
る
や
う
に
在
っ
た
も
の
が
､
そ



の
後
各
部
火
葬
と
在
か
P
後
攻
ね
土
葬
に
遭
っ
た
宗
教

的
'
土
俗
的
.
歴
史
的
糊
由
は
私
に
は
わ
か
ら
夜

い
.

同
じ
近
畿
の
他
の
地
方
で
､
古
代
の
型
が
､
新
し

い

普
通
の
墓
地
に
塵
っ
て
失
っ
た
の
は
'
伊
賀
む
中
心
と

し
て
.
而
旦
父
通
線
の
末
梢
部
た
る
'
此
の
地
方
の
山

間
部
の
み
に
.
古

い
型
が
磯
っ
て
ゐ
る
の
は
､
何
の
拙

由
か
p
私
は
此
の
班
由
の

-1
つ
と
し
て
地
排
的
ほ
考
察

節

し
て
み
た
い
｡

五
'
地
理
的
考
察

サン
マ
イ

す
べ
て
の
埋

葬

地

は
来
港
の
外
に
あ
る
｡
を
の
様
式

は
三
つ
と
な
る
｡

)
サ
ン
マ
イ

仏埋
葬

地

の
三
様
式

nrhu
イ
衆
群
よ
上
向
盛

へ
持
っ
て
行
く
も
の

(

第
三
閲
は
盆
地
の
北
部
上
野
断
暦
崖
附
近
で

こシ
ジ
ヨウ

あ
る
が
'
両

便

の

如
-
三
〇
〇
米
近
-
の
高
地

ま
で
持
っ
て
行
-
も
の
が
あ
る
｡
此
の
宋
蕗
は

山
北
C
光
内
外
で
あ
る
｡

此
の
様
式
が
最
も
多

い
｡

ヤ
ガ
･-

川

榊

は

p
先
年
俸
姓
病
流
行
し
て
.
火
葬
と

仰
幻
盆
地
に
於
け
る
遊
地
の
地
租
的
考
案



地

球

節
十
川
魯

在
か
遺
骨
を
埋
葬
し
て
.
そ
の
上
に
墓
石
か)如

て
る
普
通
の
基
地
と
な
-7/

そ
の
後
引
頂
き
火

葬
と
し
て
ゐ
る
.

~ヽ′ロ
祭
落
よ
-
砥
塵
は
持
っ
て
行
-
も
の

nlu

川
に
油
ふ
来
港
に
多

い
｡
節
三
岡
の
大
谷
.

節
六
舵

欝

凹

四
g
I

･イ

ジ
z}

印

代

'

外
山
'
佐
那
具
'

第
四
園
の
頗
瀬
､
出

後
を
ど
川
原
へ
持
っ
て
行
-
0

ー
れH】

rl
埋
葬
地
が
二
つ
以
上
で
基
地
が

一
つ
の
も
の

(

ホウ
ジ
ロ

サ
ント
イ

第
四
間
の
喰

代

は
宗
派
に
よ
っ
て
5

'赤

地

を

ハカ
バ

別
ほ
し
.
A
は
縄
嘉
.
B
は
輿
嘉
で
､
基

組

は

一
つ
｡

宗
派
に
関
係
な
-
二
つ
以
上
の
埋
葬
地
に
封

し
て
'
基
地
が

一
つ
し
か
を

5'も
の
が
あ
る
｡

第
四
岡
の
高
山
､
第
三
間
の
大
谷
'
塚
脇
､
川

西
､
居
附
な
ど
そ
の

1
例
で
､
丸
柱
村
の
膏
羽

は
四
つ
で
'
基
地
が

一
つ
.

■HrLHl
e!.而

鹿

家
毎
に
同
割
を
設
け
を

い
埋
葬
地
は
狭

い
｡

ね
と

へ
固
割
を
取
っ
て
も
其
虞
に
蛾
葬
し
な

い

基
地
も
亦
銚

い
.

盆
地
の
南
部
の
山
間
に
は
'
二
十
時
内
外
の

理
非
坤
や
基
地
が
'
人
口
三
宵
人
飴
･Jl
の
朱
蕗

は
封
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
か
ら
.
人
口
や
面
積

に
此
し
て
何
轟
に
も
皆
ら
粕
｡



H
rr
n
uSZ

地

刑
的
考
察

=LhS
葬
地
も
基
地
も
多
-
は
耕
地
に
な
ら
内
地
計
選
ぶ

た
め
と
.
人
情
の
常
と
し
て
､
死
を
嫌
以
尻
と
遠
ざ
け

た
い
と
の
珊
由
で
'
普
通

の宋
蕗
で
見
る
や
う
に
埋
葬

地
は
祭
路
を
離
れ
る
.

此
の
盆
地
は
川
聴
衆
群
が
多
-
'
そ
れ
よ
上
向
底
は

耕
地
と
し
て
ば
､
傾
斜
と
湛
跳
水
取
乱
か
ら
不
通
皆
で

あ
る
｡
大
部
分
の
桝
葬
地
が
衆
落
よ
-
'
高
虞
は
あ
る

の
は
平
地
の
耕
地
に
制
限
ru
れ
た
粘
基
で
あ
る
｡

谷
に
滑
ふ
栗
渉
で
は
､
川
原
に
荒
苑
地
が
あ
れ
ば
其

鷹
は
設
け
る
｡
川
悪
党
渉
で
は
'
前
に
川
原
の
な

い
限

･a
下
へ
は
持
っ
て
行
か
ぬ
｡
低

い
虞
は
全
部
立
派
を
耕

地
と
在
る
か
ら
で
あ
る
｡

理
非
地
が
二
つ
以
上
で
'
基
地
を

11
っ
と
す
る
の
は

ハカ
バ

衆
静
内
か
p
そ
の
近
-
ほ
設
け
夜
け
れ
ば
在
ら
ぬ
基

地

の
面
積
の
大
F
J-
な
る
の
む
恐
れ
た
馬
で
あ
る
.

遠
-
離
れ
克
郎
葬
地
は
参
詣
す
る
は
不
便
で
あ
る
｡

rJ
オ1
む
近
-
ほ
設
け
て
普
通
の
基
地
と
す
る
に
は
､
自

然
両
種
が
大
き
-
な
り
新
地
が
減
少
す
る
｡
栄
落
内
に

仰
飢
盆
地
に
於
け
る
就
地
の
地
租
的
老
翁

設
け
る
に
は
､
狭
-
て
79
よ
い
墓
石
の
み
の
も
の
と
在

る
｡
rJ
れ
も
薮
の
蔭
や
新
地
と
し
て
慨
低
の
少
な

5,度

h
t選
ん
で
ゐ
る
｡
叉
耕
地
内
に
あ
る
普
通
の
基
地
も
同

じ
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
｡

土
地
の
制
約
計
)受
け
て
巳
む
を
程
ず
､
自
分
の
衆
落

附
近
に
最
後
の
安
息
所
を
得
ら
れ
な

い
の
は
人
情
と
し

て
悲
し
い
事
で
あ
ら
う
'
誰
し
も
山
の
上
や
噂
水
す
れ

ば
水
の
浸
た
る
川
原
の
埋
葬
地
よ
-
も
､
朝
夕
勤
行
の

葦
の
聞
え
る
寺
院
の
側
の
基
地
に
埋
葬
さ
れ
る
轟
を
欲

す
る
に
速
以
夜

い
が
､
基
地
が
狭
い
か
ら
そ
れ
も
不
可

能
で
あ
る
｡

こ
れ
は
府
中
相
の

一
ノ
宮
､
新
居
村
の
西
山
を
ど
の

ハ

カ
..,

基

地

で
は
'
寺

へ
多
額
の
金
を
寄
附
す
れ
ば
'
狭

い
基

地

へ
も
糊
葬
し
て
薯

へ
る
事
や
､
柘
植
村
の
下
柘
植
で

は
寺
院
の
敷
地
と
基
地
と
を
寄
附
し
た
'
柘
植
喜
平

(

徳
川
初
期
)
の

l
家
だ
け
は
､
そ
の
後
永
代
寺
院
内
の

ハカ
バ

基

地

に
埋
葬
さ
れ
る
革
な
ど
か
ら
考

へ
ら
れ
る
｡

フ
ノ

南
部
の
岡
津
村
の
衆
垣
'
羽
根
､
醐
屋
､

布

鐘

な
ど

の
山
間
栄
蕗
で
は
､
埋
葬
地
を
各
宋
蕗
に

1
つ
宛
共
有

漂

五

四
五



地

托

解
十
川
怨

し
.
墓
地
は
基
合
せ
ず
､
各
自
の
所
有
地
の
畑
の

一
隅

に
墓
地
だ
け
を
魂
て
る
｡
此
の
模
式
は
､
伊
賀
以
外
の

地
方
に
も
見
ら
れ
る
が
､
比
の
場
合
埋
葬
地
だ
け
を
別

に
共
有
し
て
ゐ
る
か
､
此
の
鮎
訓
密
が
進
ん
で
ゐ
覆
い
｡

.

rJ
れ
は
土
地
の
制
約
の
ほ
か
に
､
家
が
遠
-
離
れ
て
散

在
し
て
ゐ
る
馬
と
瓜
ふ
が
､
そ
れ
以
外
歴
史
的
'
土
俗

的
に
5
.由
の
春
す
る
79
の
ほ
忍
ば
れ
る
｡

以
上
私
は
我
が
居
住
地
た
る
伊
賀
附
走
の
基
地
に
封

新

謬

田

本

地

学

論

鰐
大
紋

仰
望

四
六

し
て
浅
薄
を
観
察
と
考
察
と

む致
し
ま
し
た
が
､
他
の

地
域
や
歴
史
的
乃
至
土
俗
的
方
面
に
関
し
て
は
御
指
導

を
港
願
以
し
ま
す
｡

(附
記
)
以
上
の
如
き
基
地
の
形
式
は
倣
和
珍
ら
し
い
も
の
と
附
-
｡

愛
知
噺
八
名
部
下
川
村
(故
橋
市
附
近
)
に
此
の
形
式
が
あ
る
と
の
番

で
照
骨
し
た
が
回
答

が
な

い
O
恐
ら
-
他
の
地
方

に
も
あ
る
も
の
と

息
ふ
O
そ
の
地
理
的
及
び
そ
の
ほ
か
の
理
巾
に
つ
き
御
指
壕
を
賜
り

た

い
｡
(克
)

文

集

(
七
)

ラ
イ

マ
ン
-

日
本
油
田
調
査
第
二
年
報

(

≡

)

経
済
事
情

利
益
が
槍
す
様
に
す
る
罫
は
主
と
し
て

油
非
は
付
九三
二
百
固
以
内
の
平
均
費
用
で
愚
井
す
る
乙

と
は
係
っ
て
屠
る
｡(
費
用
を
減
ず
る
に
は

一
般
に
油
井

聖

二
宮
沢
以
内
に
す

る
と
か
或
は
採
光
又
は
其
の
他
の

風
邪
む
改
良
し
て
'
以
て
今
よ
わ
も
も
つ
と
急
速
に
且

っ
安
概
に
仕
事
す
る
に
あ
る
｡)
叉
は
盤
井
を
轟
然
不
成

功
に
終
ら
せ
る
場
令

を
少
を
-
す
る
こ
と
､
叉
は
三
十

五
箇
月
間

一
日
二
ガ
ロ
ン
牛
(
六
升
四
倉
)
よ
-
79
多

い

平
均
産
額
h=)捗
る
乙
と
､
叉
は
精
油
は
際
し
て
轟
に
推

計
し
た
費
用
よ
わ
も
少
夜
-
す
る
rJ
と
､
又
は
石
油
の

倍
か
こ
こ
圃
三
十
磯
よ
-
も
高
-
で
衰
る
乙
と
は
係
っ
て

ゐ
る
｡
我
等
の
希
ふ
朗
は
p
我
等
の
調
査
と
地
問
と
は

よ
っ
て
確
か
に
含
油
層
の
露
頭
と
其
の
位
置
を
表
示
し

其
の
薦
め
に
盆
-
不
成
功
を
油
井
の
数
を
減
ず
る
乙
と


