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牧

苦

楽

一
p
序

本
稿
は
華
者
が
昭
和
九
年
十
月
近
江
閥
姉
川
上
流
地
域
に
試
み
た
貸
地
踏
査
に
ょ
る
閲
見
を
根
幹
と
し
て
そ
の
後

は
知
-,h
碍
た
文
献
上
の
知
識
を
参
考
と
し
て
纏
め
た
も
の
で
あ
る
｡

(1)

姉
川
の
如
何
な
る
地
鮎
か
ら
を
を
の
上
流
と
栴
す
べ
き
か
'
こ
れ
を
厳
密
を
る
意
味
に
於
い
て
決
定
す
る
乙
と
は

本
稿
の
日
的
で
は
な
い
.
唯
'
霜
で
は
姉
川
が
伊
吹
山
西
南
密
に
於
い
て
川
渡
線
を
離
れ
卒
地
に
入
る
地
鮎
7
-
山

向
の
部
を
以

て暇
-
ほ
姉
川
上
流
と
種
す
る
に
過
ぎ
な

い
｡
而
し
て
伊
吹
村
大
字
上
野
は
乙
の
意
味
に
於
け
る
姉
川

の
上
流
に
も
属
し
な
い
が
本
稿
に
於
い
て
そ
れ
は
言
及
す
る
の
は
別
に
他
意
あ
る
謬
で
は
な
い
.
金
魚
聾
者
の
便
宜

的
取
政
に
係
る
｡
寵
者
串
に
こ
れ
を
前
と
せ
ら
れ
よ
0

本
稿
は
筆
者
が
地
排
論
叢
第
三
韓
は
敬
表
し
た

｢
愛
知
川
上
流
の
柑
々
｣
の
姉
妹
荒
を
覆
す
も
の
で
あ
る
｡
さ
れ

ば
本
稿
に
於

い
て
発
着
の
意
図
す
る
所
が
何
で
あ
る
か
夜
ど
は
就
い
て
は
讃
者
は
串
に
石
拙
稿
を
褒
着
せ
ら
れ
A
rJ

と
を
御
願
払
す
る
｡
そ
し
て
以
下
直
ち
に
下
流
よ
～,L上
流
に
向
払
を
の
柑
々
の
特
異
夜
事
情
を
叙
越
し
て
ゆ
-
rJ
と

と
し
庇
い
｡
讃
者
は
陸
地
測
畳
部
五
寓
分

一
地
形
間

｢
長
潰
｣
｢
横
山
｣

の
雨
間
幅
を
参
看
し
っ
ゝ
1
葡
せ
ら
れ
A
rJ

姉
川
上
流
の
村
々

二一
7

1
三
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.i
印

伊
吹
相
手
上
野
で
は
幾
を
主
と
し
､
山
は
コ
エ
ク
サ
を
探
る
位
で
あ
る
｡
材
木
も
少
し
は
あ
る
が
大
し
た
乙
と
は

な
く
炭
焼
は
行
は
れ
な

い
｡
農
と
し
て
は
畑
に
は
桑
'
甘
薯
､
大
豆
､
小
豆
な
ど
を
作
上

田
に
は
裏
作
と
し
て
莱

様
､
大
変
'
小
歩
を
作
る
｡
耕
作
に
は
牛
を
使
役
す
る
が
牛
は
,H
と
し
て
但
馬
牛
で
あ
わ
丹
後
牛
も
多
-
丹
波
牛
も

少
し
は
居
る
｡
三
歳
乃
至
四
歳
で
凍
る
の
で
あ
っ
て

一
年
牛
乃
至
二
年
置
-
｡
坂
田
､
浅
井
､
伊
香
方
面
の
博
鼻
が

搾
れ
て
凍
る
の
で
あ
る
｡
二
官
固
乃
至
時
に
は
三
百
図
79
置

い
て
行
-
こ
と
が
あ
る
.
ま
ね
毎
年
八
､
九
七
十
二
月

七
衣

ソ
り

の
三
度
伊
香
郡
木
ノ
本
に
年
の
市
が
あ
っ
て
出
す
｡
此
虞
の
運
搬
具
と
し
て
は
背

紋

p
桟

夜

ど
の
特
異
夜
も
の
が
あ

シ
バ

る
0
柴
や
革
を

.
運
搬
す
る
の
に
用
以
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
近
年
伊
吹
山
の
ス
キ
ー
が
盛
ん
に
在
っ
て
冬
季

ス
キ
ー
客

の
た
め
に
'
四
.
五
軒
の
宿
屋
が
用
凍
て
ゐ
る
が
､
何
れ
79
宿
屋
専
門
で
あ
る
｡
豪
が
減
ず
る
と

い
ふ
程
の
乙
と
は

(tl)

無

い
.
唯
息
子
な
ど
が
都
督

へ
出
て
行
-
ば
か
少
で
あ
る
｡
氏
細
は
三
宮
細
杜
で
あ
る
.

伊
吹
村
伊
吹
に
は
家
が
官
軒
ば
か
与

あ
る
.
盤
が
主
で
あ
る
が
石
灰
を
と
っ
た
ヵ
(
石
衣
竃

1
基
あ
･a
)
山
稼
ぎ
を

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ
ヽ

し
光
ら
,在
ど
も
す
る
｡
ホ
ソ
の
木
や
ク
ヌ
ギ
や
孜
ど
を
制
水
に
し
て
椿
で
持
っ
て
出
た
･elセ
ク
で
負
っ
て
出
た
み
し

て
長
演
方
面
に
貿
る
の
で
あ
る
｡
ま
ね
伊
吹
村
産
業
組
各
で
伊
吹
官
軍
在
る
薬
草
紅
作
っ
て
ゐ
る
.
織
悶
信
長
が
伊

吹
山
中
方
五
十
町
歩
の
地
に
宣
教
師
を
し
三

二
千
種
の
薬
草
を
植
ゑ
し
め
次
の
に
初
る
と
言
は
れ
る
79
の
で
現
今
で

も
何
p
重
在
る
79
の
百
三
四
十
種
が
と
れ
る
の
む
副
業
的
ほ
刈
っ
て
乾
し
て
袋
に
辞
め
て
普
通
LTTT匁
五
践
位
で
大
阪



(93)

方
面
に
増
す
の
で
あ
る
｡
ま
ね
伊
吹
に
は
敬
電
所
が
あ
ヵ
'
以
前
は
こ
れ
で
大
部
金
が
落
ち
充
が
今
は
晋
の
夢
で
あ

る

0(4
)

太
平
寺
は
高

い
段
丘
乃
至
は
山
麓
面
上
に
あ
る
特
異
な
来
港
で
あ
る
｡
家
は
十
六
軒
あ
る
が
皆
ん
夜
住
ま
は
れ
て

ゐ
る
｡
蓮
が
主
で
あ
る
が
'
田
は
栄
藤
立
地
の
平
坦
面
上
に
は
な
-
官
五
六
十
米
も
の
下
方
に
あ
る
の
で
あ
っ
tJ
其

魔

へ
作
少
に
降
る
｡
米
は
幾
分
は
眉
ふ
が
略
食
ふ
放
け
は
と
れ
飴
少
多
-
買
ふ
家
は
先
づ
あ
る
ま
霊

山
稼
ぎ
も
す

る
が
制
水
が
主
で
炭
焼
は
少
-
そ
れ
も

二

二
軒
が
副
業
的
は
や
る
の
で
ま
し
て
炭
焼
商
巽
の
人
と
て
は
覆

い
｡耕
作

に
は
牛
を
使
役
す
る
が
車
は
太
平
寺
に
六
頭
居
る
｡
牝
牛
の
み
で
近
在
の
博
算
が
搾
れ
て
凍
る
の
で
あ
る
｡
多
く
は

四
.
五
歳
で
凍
る
の
で
あ
っ
て
位
払
よ
い
も
の
な
ら
二
'
三
年
置
-
.
交
換
に
は
博
勢
が
金
を
置

い
て
行
-
rJ
と
7P

あ
わ
五
分
々
々
の
乙
と
も
あ
-1
要
す
る
に
車
に
よ
る
｡
衆
落
立
地
の
附
近
及
び
を
れ
よ
-
上
の
方
に
畑
が
あ
り
で
人

参
'
大
赦
'
束
'
葱
､
隼
穿
､
紫
蘇
そ
の
他
の
野
某
や
蕃
変
や
桑
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
｡
多
-
は
自
家
用
で
あ
る
が
p

+
>
lt,>

少
し
は
人
参
や
井
野
や
希
容
や
敬
川

甲

や
長
盛
方
南
や
ほ
嚢
-,hは
行
-
｡
殊
は
人
参
を
多
-
東
る
｡
春
鷺
も
若
干
は

や
る
の
で
桑
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
宋
蕗
立
地
の
下
に
も
田
の
外
に
畑
が
あ
ヶ
桑
も
若
干
作
ら
れ
で
ゐ
る
の

む
見
る
｡
家
は
二
軒
だ
け
死
に
絶
え

て減
じ
た
が
そ
の
代
-
二
軒
だ
け
分
家
が
殖
え
ね
の
で
結
局
十
六
軒
で
､
人
間

は
外

へ
出
る
も
の
も
あ
る
が
中

へ
入
る
も
の
も
あ
ヵ
人
数
に
大
し
た
婁
-
は
覆

い
.
大
抵
男
は
山
仕
事
は
従
事

し
､

ま
た
近
年
は
砂
防
工
事
に
出
､伊
吹
の
石
衣
掘
-
ほ
屍
は
れ
る
も
の
も
若
干
は
あ
-
､
女
は
畑
を
や
つ
y
ゐ
る
O
長

5

タ
オ
ケ

拭

柄

(

肥
料
桶
)
を
背
板
で
負
S
上
の
畑
に
上
っ
て
宿
-
女
の
姿
に
同
僚
を
禁
じ
得
な

い
と
共
に
視
聴
し
-
も
な
る
｡

雫
は
昨
年
は
屋
鵜
ま
で
迂
し
た
が
普
通
は

一
尺
内
外
で
あ
る
.
此
塵
の
冬
は
相
歯
嚢

い
と
瓜
は
れ
る
が
固
煉
鍵
は
此

抑
川
上
淡
の
村
々

芸

t
五
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ヒラ

フ身

の
村
に
は
登
然
見
ら
れ
な
い
｡
併
し
風
呂
は
前
の

開

き

か
ら
入
っ
て
そ
れ
を
閉
め
上
か
ら
板
の

蓋

を
被
る
式
の
所
謂

地
獄
風
呂
で
あ
っ
て
此
所
の
冬
の
塞
き
を
物
語
る
や
う
で
も
あ
る
｡

太
平
寺
在
る
村
名
は
嘗
て
其
魔
に
相
静
夜
寺
の
存
在
し
た
乙
と
を
物
語
る
が
'
寺
は
今
は
太
平
寺
に
は

一
軒
も
在

上

菅
の
寺
は
郡
内
大
原
村
の
於
ケ
晴
に
移
っ
た
と
云
ふ
｡
梅
郷
寺
は
上
野
は
臭
素
の
寺
が
三
ケ
寺
あ
る
｡
(兼
二
､

(5
)

四

二蝿
榊
は
衆
落
立
地
の
上
に
あ
ヵ
､
御
醐
鰭
は
猿
だ
と
云
は
れ
'
四
月
八
日
が
祭
･C,で
家
々
餅
を
作
み
伊
吹
か
ら
紳

(伝)

主
が
馨
っ

て就
詞
を
上
げ
る
.
以
前
は
九
月
十
七
日
今
は
十
月

一
日
が
歌
祭
与
で
赤
飯
を
上
げ
る
｡
村
に
は
多
少
の

チイ
シ
ユプ
ン

出
稼
ぎ
が
あ
る
が
山
の
油
は
な
い
.
春
p
山
の
講
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
｡
山
の
講
に
は

亭

主

分

が

寄
与
醐
さ
せ
に
紳

酒
を
上
げ
酒
を
飲
む
位
で
あ
る
｡
但
し
､

一
年
中
山
へ
入
込
む
故
そ
の
日
は
山
の
碑
に
休
ん
で
貰
以
山
に
は
入
ら
ず

山
の
榊
を
祭
る
の
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
併
し
何
虞
が
山
の
碑
と
い
ふ
乙
と
7P
を
-
､
山
の
細
の
森
と
い
っ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

た
79
の
7P
夜
-
､
ま
滋
七
五
三
を
張
っ
た
山
の
榊
の
木
夜
ど
い
ふ
も
の
79
な
い
.
荷
は

一
月
八
日
に
は
オ
コ
ナ
ヒ
が

あ
ら
氏
細
に
紳
酒
や
大
鋸
餅
を
ど
を
上
げ
氏
子
等
が
参
拝
す
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ

ー

ヽ
ヽ

珍
ら
し
い
も
の
で
は
山
に
バ
イ
茸
と
5,
ふ
の
が
出
て
7
種
の
風
味
を
有
し
､
土
俗
晶
で
は
義
を
シ
ナ
の
度
で
編
ん

ヽ
ヽ

だ
砥
石
入
れ
の
テ
ゴ
夜
ど
が
法
意
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
.

荷
､
太
中
寺
の
来
港
で
は
家
々
は
南
は
面
せ
ず
西
南
に
而
し
て
ゐ
る
｡
如
何
在
る
鹿
由
に
ょ
る
か
不
明
で
あ
る
｡

或
以
は
此
慶
に
は
嘗
て
比
叡
山
の
末
寺
の
や
う
攻
寄
で
も
あ
っ
て
そ
れ
が
比
叡
山
の
方
角
を
望
ん
で
ゐ
ね
紺
係
か
ら

(7
)

で
は
を
い
か
夜
ど
と
考
へ
る
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
取
が
賓
際
は
此
所
の
寺
は
畢
富
来
で
あ
っ
た
｡
或
弘
は
革
に
土



地
の
傾
斜
の
関
係
は
よ
る
か
｡

第

]
版
第

一
岡
は
上
野
と
伊
吹
と
の
間
か
ら
温
か
は
太
平
寺
の
栄
蕗
を
望
ん
だ
と
こ
ろ
堅
不
す
｡
遠
景
伊
吹
の
崩

れ
の
叶
っ
て
右
の
平
坦
面
上
に
見
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡

太
平
寺

よ
-
小
泉
に
至
る
道
路
の
両
側
､
伊
吹
山
の
崩
れ
の
下
の
崩
落
静
上
の
畑
に
は
老
桑
が
植
ゑ
ら
れ
を
の
間

作
と
し
て
甘
薯
や
大
豆
や
小
豆
や
碗
豆
や
が
棉
ゑ
ら
れ
て
ゐ
る
.
ま
ね
桐
畑
の
中
に
希
歩
を
植
ゑ
ね
部
分
な
ど
も
あ

わ
'
要
す
る
に
石
灰
岩
の
が
ら
-

し
ね
崩
落
暦
の
上
の
乙
と
で
あ
る
か
ら
新
作
は
決
し
て
基
約
的
で
は
覆

い
｡

小
泉
に
は
家
が
二
十
軒
と
言
は
れ
る
が
賓
際
は
十
七
'
八
軒
で
あ
る
と
も
言
ふ
｡
菅
は
三
十
二
､
三
軒
7g
あ
っ
た

の
が
減
じ
た
の
で
あ
る
｡

百
姓
が
主
で
山
は
柴
ぐ
ら
ゐ
で
あ
ゎ
､
木
は
鈍
-
在
っ
た
｡
炭
焼
も
少
し
し
か
行
は
れ
覆

い
｡
山
は
自
分
帝
も
あ

-
'
村
特
も
あ
る

｡
田は
裏
作
も
招
来
ぬ
rJ
と
は
な

い
が
引
合
は
覆

い
の
で
飴
力
行
は
れ
を

い
｡
米
は
食
ふ
丈
け
は

あ
み
1
杯
々
々
で
あ
る
.

ヤ
ワヴ

(8
)

氏
榊
は
村
政

谷

王

醐
社

で

蕃
三
月
九
日
と
八
朔
即
ち
潜
八
月

一
日
と
が
祭
で
あ
る
｡
醐
主
は
伊
吹
か
ら
凍
る
｡
寺

(1･.)

は
兼
本
願
寺
派
｡
山
の
糾
と
で
は
夜
-
､
山
の
講
も
な

い
.

雪
は
普
通
二
尺
位
降

身
.
昨
年
は
六
八
も
降
っ
た
｡

(川
)

大
久
保

には
家
が
九
十
軒
あ
る
｡
或
S
は
官
肺
と
79
7言
ふ
が
家
は
減
る
方
だ
と
言
ふ
O
蓮
が
主
で
あ
る
が
茨
を
焼

ク
ロズ
,-

-
79
の
も
あ
る
0
農
の
間
に
焼
-
の
で
あ
る
｡
出
は
偶
人
拝
も
柑
拝
も
あ
る
｡
炭
は

黒

炭

で
自
動
車
で
出
す
乙
と
も

あ
る
が
多
-
は
荷
車
で
人
が
引

い
て
出
す
の
で
あ
る
｡
畑
に
は
若
干
の
栗
を
作
-
(兼
は
餅
に
鴨
-
)桑
を
作
み
養
驚

姉
川
上
流
の
村
々

芯

1
七
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1
八

(
ll

)

も
少
し
は
行
ふ
｡

ま
た
伊
吹
の
塾
革
h
lと
つ
て
大
阪
方
面

へ
宵
匁
五
銀
-
ら
ゐ
で
送
る
も
の
79
あ

ヵ

､

ま
ね
村
内
で

.i)
I:I.ド

天

篭

城

を
織
る
家
も
あ
る
｡
相
の
上
端
で
水
力
む
利
用
し
て
製
材
を
す
る
も
の
も
あ
る
が
(杉
､
松
材
)固
よ
-
小
規

模
の
も
の
で
あ
る
｡

(i.)

(1
)

拭
榊
は
八
幡
醐
配
で
､
寺
は
異
議
大
谷
派
の
も
の
が
ニ
ケ
寺
あ
る
｡
款
尭
ru
A
は
あ
る
が
山
の
榊
は
な

い
｡

ユキ
.ハカ
マ

ヽ
P

乙
の
村
で
は
男
79
女
も
讐

袴

を

は
-
.
晋
は
ヌ

ノ
(
価
)
で
作
っ
た
が
今
は
多
-
は
木
桶
を
買
っ
て
作
る
O
此
の
地

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

方
で
は
カ
ル
サ
ン
､

ク
ッ
ツ
ケ
な
ど
と
は
箱
せ
ず
ユ
キ
rJrl
ヵ
マ
と

い
ふ
｡

大
久
保
ま
で
が
坂
田
郡
伊
吹
村
の
う
ち
で
あ
る
が
､
要
す
る
に
伊
吹
柑
全
階
四
百
五
十
月
の
う
ち
米
の
足
み
る
の

は
二
宮
五
十
月
ば
か
少
で
あ
と
の
二
百
月
ば
か
-
は
米
が
不
足
で
あ
う
､
そ
れ
h
.主
と
し
て
山
稼
ぎ
で
補
っ
て
ゐ
る

も
の
と
言
へ
る
｡

pJ
乙
で

一
つ
近
江
樹
輿
地
志
略
は
載
せ
る
昔
の
旅
行
記
を
引
用
し
て
此
の
地
は
於
け
る
古
今
の
鼻
連
を
知
る
よ
す

が
と
79
し
よ
う
.

大
卒
寺
に
上
る
'
寺
の
門
机
に
去
る
｡
寺
王
手
D
塊
に
本
盤
あ
り
｡
靭
骨
を
安
粧
す
｡
重
首
･.iJS
､
門
前

の
水
家
二
十
八
ば
か
り
｡
(
桝
赫
第
本
に
は
二

十
ば
か
り
t
と
あ
り
)
大
中
寄
付
と
い
ふ
｡
両
州
の
み
に
し
て
;目
地
な
し
｡
大
山
の
中
腹
故
九
五
の
矢
も
掠
範
は
な
は
だ
し
-
地
脈
を
つ
ら
ず
｡

こ
の

カ
キ
リ

上
の
太
平
に
務
歩
を
帖
.
土
地
鵬
悦
に
し
て
民
米
に
あ
ま
る
｡
性
峡
甚
如
な
り
｡
出
の
誼
を
中
よ
り
仕
切
て
､
隔
年
に
地
を
休
せ
て
碓
-
｡
湖
水
の
舟

ク
ウ
T;ク

カ
ヤ
シ
シ

よ
り
超
-
望
ぼ
'
肺
凧
に
色
紙
を
う
つ
た
る
が
如
し
O
寺

の
南
北
の
中
と
い
ふ

染

谷

あ

=
,｡
給

半
を
1
し
'
熊
狼
の
狐
軟
を
怖
れ
て
炭
に
佃
を
魅
て
廟

と
も
い
ふ
｡
寺
中
の
串
頭
を
小
の
路
と
い
ふ
｡
･..1i:殿
よ
り
凹
を
臨
ぼ
'
湖
水
限
下
に
見
下
す
.
夫
よ
り
下
て
北
に
向
ひ
長
尾
寺
に
東
る
｡(
小
牧
靴
'
大

久
保
に
あ
り
)
小
利
泉
､
大
久
保
､
枚
紋
な
ど

い
ふ
｡
仙
雄
よ
り
牛
塙
の
紐
ふ
大
抵
な
り
｡
治
の
両
分
み
な
山
州
な
り
O
氷
の
方
は
伊
吹

の
山
砂
利
と

;･1_.･･'.+

い
ふ
.
牧
盤
高
梓
よ
り
刈
草
に
跨
､
姉
川
の
梓
孤
ま
で

一
文
字
に
下
る

目

撃

の

Rll
な
り
｡

こ
の
日
石
を
放
て
石
次
と
な
す
O
.小
糸
の
宵
批
巡
上
を
奉
て



渚
的
に
出
す
｡
員

の
石
衣
は
こ
の
内
よ

り
SHる
｡

iS
衣
磁

二
日
あ
り
､
骨

に

一
升

か
州
中
大
に
牽
｡
(
中
略

)こ
の
迦
伊
吹

の
紳
北
に
あ
た
る
｡

総
の
強

欲

の
米
冬
の
比
よ
り
析
蜜
軒
を
う
づ
み

墜
永川
を
兆
ぐ
O
菅

に
夜

の
判
る
.i)
と
を
そ
-
t
H
の
碁

こ
と
は

や
し
'
抑
塞
食

油
桝
の
比
布
々
の
雪
約
､
摺

山

の
葱
は

る
を
知
る
｡
聯
助

一
時
に
数
盆
し
､
梯
梅
桃

李
北
の
関
る
こ
と
只

.1
時
な
ガ
0
と
り
は
き
磯
多
野
州
税
吸
た
り
｡
(
近
江
絢
剣
地
恕
略
'
怨
之

八
十

T
'
毅
相
即
節
尤
)

I.1(I

大
久
保
よ
み
下
奴
並
に
至
る
間
で
.
薯
楓
か
ら
下

へ

馬
車
で
汲
む
搬
出
す
る
人
に
食
ふ
｡
こ
れ
に
よ
る
と
膏
硯
の

E･･力.I..･.ニ

炭
は
凡
て
を
の
南
方
七
動
力
峠
を
越
し
て

岡

谷

か
ら
養
琉
方
面
に
出
る
と
は
取
ら
夜
S
の
で
あ
る
｡
乙
の
FJ
と
は
牛

に
就
S,
宅
旦

苗
へ
る
｡
筆
者
は
板
並
の
人
達
が
数
人
兼
華
野
村
の
郷
川
谷
で
産
れ
た
仔
牛
十
教
頭
を
迫
っ
て
上
野
は

出
る
の
は
上
野
伊
吹
間
で
食
っ
死
の
で
あ
る
0

(
比
の
う
ち
の
二
人
は
翌
日
岡
谷
か
ら
七
弛
み
樺
を
越
え
て
腐
っ
て

衆
力
.
筆
者
は
時
速
で
帯
び
そ
の
二
人
は
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
)

(‖
)

下
綬

並
には
今
家
が
四
十
三
軒
あ
る
｡
四
十
五
肝
で
あ
っ
た
乙
と
も
あ
あ
'
四
十

一
､
二
軒
で
あ
っ
溌
乙
と
も
あ

る
が
非
常
は
減
じ
た
方
で
も
な
い
0

近
年
'

一
､
二
肝
減
じ
た
の
み
で
あ
る
0

此
塵
は
農
三
分
は
～;
七
分
で
'
山
は
自
分
持
ち
が
少
-
部
落
持
ち
が
多
S
の
で
あ
る
が
山
で
は
数
を
焼

き
ま
た
新

を
作
る
CJ
巌
は
漂
浪
で
あ
る
が
へ
竃
は
塞
来
電
で
.
大
正
式
な
ど
は
面
倒
が
多

い
割
合
に
効
能
は
少
い
と
土
地
の
人

達
は
言
っ
て
ゐ
る
O
光
源
遺
線

へ
は
殆
尤
ど
出
ruず
小
嚢
で
長
洛
方
面

へ
出
す
方
が
多
い
｡
杉
皮
を
ど
も
と
れ
る
が

大
し
た
fJ
と
は
夜
レ
0

(;
;I

畑
に
は
老
桑
が
多
-
養
驚
も
少
し
は
宥
は
れ
る

｡
-

悪
食
天
盈
級
を
織
る
家
が

.i
､
二
野
は
あ
る
｡

紬
州
上
淡

め
舶

々

品

1
九



地

球

節

二
十
三
令

弟

一
班

二
〇

二
〇

辛
.(コウ

氏
伸
は
村
政
八
坂
紳
政
で
春
は
四
月
六
日
.
秋
は
哲
九
月

一
日
が
怨
で
あ
る
.
出
の
細
は
な

い
が
出
講
は

あ
-
､

ヽ
ヽ
ヽ

哲
三
月
九
日
家
々
餅
や
紳
酒
を
あ
げ
川
稼
ぎ
を
休
む
｡
ま
た
野
紳
祭
と

い
ふ
の
が
あ
わ
普
通
ノ
ガ
ミ
く

と

5'
以
壁

ri

(1
)

(捕
)

際
野
軸
が
あ
る
の
で
は
覆

い
が
代
伸
の
小
怨
で
湯
の
花
を
上
げ
る
O
寺
は

-L
軒
､
晃
宗
東
本
願
寺
派
｡

こ
の
相
で
も
人
々
は
雪
袴
を
は
い
て
ゐ
る
｡

ま
ね
川
に
は
川
の
芋
を
産
す
る
ら
し
-
､
そ
れ
を
土
産
に
上
野
の
方

へ
出
る
人
に
筆
者
は
拍
食
っ
た
の
で
あ
る
｡

凹
の
耕
作
に
は
牛
を
使
役
す
る
｡
下
蚊
並
に
は
牛
が
十
頭
-
ら
ゐ
居
る
が
､
凡

て牝
牛
で
あ
る
.

rJ
れ
は
仔
牛
を

と
る
た
め
で
79
あ
る
｡
大
鰭
此
の
姉
川
の
谷
で
は
牝
井
し
か
飼
は
ず
p
郡
農
骨
の
種
牛
が
音
観
に
居
で
そ
れ
は
か
け

は
行
-
の
で
あ
る
｡
下
板
並
か
ら
甲
津
原
に
至
る
末
輩
野
村
の
姉
川
谷
で
年
々
百
頭
-
ら
ゐ
の
仔
牛
が
産
れ
る
｡
今

年
の
八
月
頃
に
は

一
頭
七
'
八
十
回
で
褒
れ
た
｡
昨
十
八
日
の
晶
詐
食
で
は
宵
固
乃
至
官
給
回
状
旦
現
れ
た
｡
但
し

牡
牛
の
仔
は
牛
値
で
あ
る
｡
鹿
骨

で
襲
っ
て
英
れ
る
の
t
Jあ
る
が
'今
で
は
そ
れ
が
待
て
ず
､
博
鼻
に
襲
っ
て
仕
舞
ふ

rJ
と
が
多

い
｡
今
年
は
十
月
十
八
日
東
浅
井
郡
畜
産
組
合
､
基
準
野
村
生
産
組
合
の
主
催
で
小
学
校
庭
で
仔
牛
の
晶

詐
骨
が
あ
っ
た
｡
前
述
の
板
並
か
ら
仔
牛
を
連
れ
て
上
野

へ
栗
-
に
出
た
人
と

い
ふ
の
は
乙
の
晶
詐
骨
で
買
っ
た
人

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

上
板
並
に
は
家
が
九
十
二
､
三
野
あ
る
0
家
は
蝕
む
減
じ
老

い
｡

蓮
七
分
に
山
三
分
で
あ
る
が
米
は
不
足
で
新
や
炭
や
制
水
等
室
川只
っ
て
光
雲

月
払
締
る
の
で
あ
る
｡
円
の
耕
作
に

は
牛
を
使
役
す
る
が
上
板
並
に
は
車
が
四
十
頭
居
る
｡
牝
ば
か
-
で
仔
牛
を
と
る
の
も
ま
ね
そ
の
飼
育
の

一
目
的
で

ヽ
ヽ

あ
る
P
親
牛
は
三
歳
位

誉
衆
力
玉
.
六
年
は
使
ふ
｡
博
鼻
が
交
換
に
凍
る
の
で
あ
る
｡
附
に
は
ま
ね
多
く
牛
の
コ
エ



を
入
れ
る
｡
米
は
凡
て

円で
操
作
し
て
も
み
は
し
て
か
ら
家
に
捧
掘
る
の
で
あ
る
｡
79
み
は
か
ま
す
に
入
れ
背
板
で

コ
ビ
ル

ヽ

背
つ
ね
り
井
の
背
に
つ
け
た
-
し
て
運
搬
す
る
｡
収
穫
時
は
相
は
殆
ん
ど
無
人
で
童
の
押
皆
も
小
童

(
四
時
頃
の
マ

ヽ

ヽ
ヽ

ヤ
)
も
相
で
食
S
子
供
な
ど
屯
田
で
遊
び
大
人
は
唯
収
穫
に
の
み
飴
念
が
夜
5,｡
桝
菅
は
テ
ゴ
ほ
入
れ
て
ゐ
る
｡
テ

ガ
マ

ゴ
ほ
は
色
々
あ
る
が
蒲
を
糸
で
編
ん
で
作
っ
た
も
の
な
ど
は
上
等
を
の
で
あ
ら
う
｡
背
板
で
も
の
を
負
っ
て
ゐ
て
休

ヽ
ヽ
ヽ

む
時
に
は
ネ
ブ
エ
で
荷
を
支

へ
る
｡
働
-
人
は
男
も
女
も
雪
袴
を
つ
け
て
ゐ
る
｡
雪
袴
は
多
-
は
木
綿
製
で
あ
る
が

ヽ
ヽ

を
の
木
綿
に
も
冬
仕
事
に
家
で
織
っ
た
も
の
が
多

い
の
で
あ
る
｡
光
も
き
れ
は
長
盛
方
面
か
ら
男
ふ
人
も
多

い
｡

両
は
次
と
新
と
が
ま
で
材
木
は
少
な

い
｡
前
者
は
長
洛
方
面
に
出
す

｡
炭
焼
竃
か
ら
煙
の
立
つ
の
が
通
･etす
が
-

に
も
見
え
る
｡

天
鴛
城
を
織
る
家
も
若
干
あ
る
O
製
品
は
長
砥
京
都
方
面

へ
糾
す
の
で
あ
る
｡

(1.;.)

氏
榊
は
春
日
醐
牡
で
春
四
月
十
三
日
､
楽
大
鼓
で
祭
を
す
る
｡
帥
主
は
上
粧
並
に
ゐ
る
｡
(
甲
津
原
ま
で
行
-
)A

(I
)

月
十
五
日
境
野
醐
祭
が
あ
-,h湯
の
花
を
上
げ
る
｡
寺
は
東
本
願
寺
派
｡

雪
は
相
常
降
る
ら
し
-
雪
止
め
社
有
す
る
家
が
見
ら
れ
る
｡

ま
た
蚊
並
で
は
大
抵
の
家
に
固
鹿
袖
が
あ
る
.

上
板
並
の
足
ケ
俣
川
桁
を
渡
る
と
准
竃
所
が
あ
る
｡

音
硯
に
は
豪
が
八
十
五
､
六
軒
あ
る
が
う
ち
1
.
五
軒
は
他
に
出
で
ゐ
る
｡
菅
は
宵
酢
あ
っ
た
の

だと
言
ふ
｡
多

-
は
長
潰
や
大
阪
方
面
に
Fl‥l
ね
の
で
あ
る
｡
農
八
分
に
山
二
分
､
戎
S
は
捷
六
分
に
山
四
分
と
も
言
ふ

.
田は
五
十

町
野
ば
か
-
め
-
音
硯
で
食
ふ
丈
け
の
米
は
と
れ
る
の
み
な
ら
ず
､
飴
-
を
奥
や
西
や
下

へ
或
る
｡
(
米
を
摘
く
の
は

r{ヰ
シi

多
-
は
水

車

で

ガ
ッ
タ
リ
は
殆
ル
ビ
見
ら
れ
な

い
O)
酉

へ
は
車
が
通
.ij
を

い
の
で
肩
で
出
す
｡
蓮
に
歩
を
作
る
も
の
も

姉
川
上
流
の
朴
々

三

二
山



地

球

弟
二
十
三
谷

節

一
雛

三

二
二

あ
る
が
萎
作
を
す
る
と
翌
年
の
米
作
が
面
白
-
な

い
の
で
飴
-
行
は
れ
在

い

｡
田の
耕
作
に
は
牛
を
使
役
す
る
が
吉

ヽ

ヽ
ヽ

城
ほ
は
牛
が
三
十
頚
ば
か
-
屠
る
｡
凡
て
牝
隼
で
家
で
飼
ふ
｡
牛
小
屋
を
ク
マ
ヤ
と
冨
ふ
｡
親
牛
は
博
鼻
が
木
之
本

り
リ

カ
ケ

蓮
か
ら
件
れ
で
凍
る
も
の
で
普
通
三
蔵
化
で
架
へ
五
､
六
年
も
置
-
｡
尤
も

流

が
感
け
れ
ば
換

へ
る
｡
郡
鹿
骨
の

種

ウ
シ

牛

が

一
頭
音
硯
は
居
-
そ
れ
に
か
け
で
仲
井
を
と
る
｡
隼
二
回
､
七
月
と
十
月
と
は
品
評
合
が
あ
っ
て
郡
鹿
骨
を
ど

カヤ〆
サ

ヽ
ヽ
ヽ

ほ
衰
る
｡
七
､
八
十
頭
も
曇
れ
る
年
が
あ
る
｡
牛
に
は
革
の
あ
る
頃
は

萱

草

や

マ
マ
コ
夜
ど
を
輿

へ
る
｡

マ

マ

コ

は

金
平
糖
準
の
こ
と
で
刺
が
あ
る
の
で
腹
母
が

マ
マ
コ
の
尻
を
拭

い
た
と

い
ふ
の
で
か
-
俗
解
す
る
の
で
あ
る
｡
田
の

潤
は
潤
木
に
か
け
て
乾
し
て
ゐ
る
所
79
あ
る
が
､
そ
の
ま
J
m
の
面
は
逆
さ
は
立
て
て
乾
し
て
ゐ
る
朗
も
多

い
｡
ま

ね
畑
に
は
桑
殊
は
老
桑
が
多
-
養
茸
も
行
は
れ
る
ら
し
い
｡

山
は
材
木
と
炭
焼
と
で
あ
る
.
山
の
斜
面
の
杉
を
切
っ

てゐ
る
所
が
見
ら
れ
ま
ね
泉
燦
の
寵
も
見
え
､
(首
班
よ
-

岡
谷
に
覚
る
間
の
山
の
斜
面
の
も
の
夜
ど
は
最
も
地
の
利
を
得
た
も
の
で
あ
ら
う
｡)
小
規
模
の
異
材
が
あ
っ

て種
木

を
.
東
軍
野
村
は
唯

7
頭
と
い
ふ
馬
で
春
照
の
方
に
出
す
人
に
も
骨
ふ
｡
ま
ね
新
教
も
班
す
｡
泉
､
材
木
'
新
は
下

へ
も
.
山
越
え
で
酉

へ
75,出
す
｡

(

岡
谷
か
ら
峠
を
越
し
て
首
班

へ
掘
る
母
と
娘
と
は
泉
俵
を
負
っ
て
ゐ
ね
)

音
硯
に
は
ま
ね
天
鴛
城
を
織
る
衆
が
四
肝
ば
か
-
あ
る
｡
製
晶
は
枚
並
か
ら
長
渚
方
面

へ
出
す
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ

野
外
の
鼻
働
ほ
は
此
の
土
地
の
人
も
雪
袴
を
着
け
る
｡
そ
れ
に
は
自
家
製
の
ヌ
ノ
.(施
)
を
用
以
る
も
の
79
秒
-
覆

ヽ
ヽ

ヂ
バ女

バ･h

ヽ
ヽ

い
｡

ヌ
ノ
は
地
磯
で
織
る
方
が
織
り
易

い
｡

(
カ
ミ
機
は
立
っ
て
織
る
)
ま
た
円
の
仕
事
夜
ど
ほ
は
手
に

コ
テ
を
着
け

る
〇

･I
ヅ
ゴ

ヤ

住
居
は
閥
し

ては
母
屋
に
封
し
て
隠
居
の
あ
る
家
が
あ
ヵ
､
洗
場
と
し
て
屋
外
は
別
に

水

小

屋

を
有
す
る
も
の
が



多

い
｡
共
産
か
ら
風
呂
水
を
汲
ん
だ
-
を
rJ
で
洗
面
を
し
た
-
､
炊
事
の
も
の
を
洗
っ
た
-
す
る
の
で
あ
る
｡
飲
用

に
は
別
に
浄
水
を
山
か
ら
引

い
て
ゐ
る
｡
そ
の
浄
水
が
水
小
屋
に
導
か
れ
る
こ
と
が
多

い
｡

ま

た
大
抵
の
家
に
は
三

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

八
四
万
位
の
囲
姫
神
が
切
ら
れ
て
居

-
､
中
に
カ
ナ
ゴ
を
置

き
上
か
ら
は
ア
マ
が
か
か
る
｡

(5
)

ィ

ヤ
マ
Tlウ

氏
朝
は
村
政
菅
野
碑
政
で
'
四
月
三
日
(新
)
が
怨
で
あ
る
｡
(

紳
主
も
居
る
｡
)

山
の
榊
も
野
細
も
在

5,｡

山

講

は

晋

か
ら
あ
つ
ね
が
今
は
H
も
定
ま
ら
ぬ
や
う
に
在
っ
て
ゐ
る
｡
ま
た
沖
ノ
島
'
白
石
'
竹
生
島
な
ど
の
島
々
は
飾
ら
れ

た
琵
琶
湖
を
隔
て
で
造
か
に
比
良
の
連
峰
ま
で
望
み
縛
る
七
廻
峠
に
も

一
小
間
が
あ
る
が
'

乙
れ
は
峠
の
気
分
を

一

(c,S)

骨
狼
厚
な
ら
し
め
る
事
向
明
榊
の
頻
で
あ
ら
う
｡
寺
は
臭
素
束
本
願
寺
派
｡

富
楓
か
ら
奥
で
は
山
と
農
と
が
五
分
々
々
と
な
る
｡

Jノ′

苫
硯
か
ら
甲
賀

へ
の
道
で
､
背
板
に
数
を
負
以
そ
の
上
に
綿
製
の
テ
ゴ
に
非
常
を
入
れ
た
の
む
載
せ
ね
等
袴
を
は

い
た
二
人
の
女
に
骨
ふ
｡
甲
津
原
か
ら
下
っ
て
来
た
の
で
炭
を
岡
谷
ま
で
出
す
の
で
あ
る
と
言
ふ
｡
こ
こ
ま
で
は
下

り
が
多

い
が
音
硯
か
ら
四

一
三
米
の
峠
を
越
rb
ね
ば
在
ら
な

い
｡
大
抵
を
背
鼻
で
は
覆

い
と
恩
ふ
.
炭
は
何
賓
儀
と

定
め
て
は
居
ず
岡
谷
で
か
け
で
華
ふ
の
で
あ
る
と

い
ふ
両
人
の
純
朴
讃
｡
鋸
-
に
は
日
用
晶
や
俵
な
ど
を
持
っ
て
締

る
の
で
あ
る
と
言
ふ
.
炭
は
欠
張
韻
炭
で
あ
る
｡

田
に
は
相
木
も
あ
る
が
潤
は
大
塊
の
ま
ま
穂
を
上
に
し
て
E:
の
面
に
乾
か
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
抄
-
な

い
｡
.

I:
巽
に
は
家
が
四四
十
肝
ほ
ど
あ
る
｡
五
十
軒
と
言
ふ
が
賓
際
は
そ
れ
程
は
な
-
四
十
軒
飲
み
と

い
ふ
と
こ
ろ
で
あ

る
｡
米
は
足
ら
伯
方
で
不
足
の
分
は
音
硯
や
下
革
野
村
の
方
か
ら
買
ふ
｡
新
作
に
は
牛
を
使
役
す
る
が
甲
賀
に
は
車

は
大
所
し
か
屠
在

い
｡
牝
牛
の
み
で
あ
る
｡
炭
を
出
す
が
普
通
は
四
貰
億
で
岡
谷
､
鍛
冶
屋
の
方
に
出
す
｡
吸
出
し

姉
川
上
流
の
村
々

三

二
三



地

球

解

二
十
三
食

餌

.1
紳

7
7畑

二
四

据
わ

の
女
数
人
は
食
っ
た
が
鹿
-
の
荷
は
多
-
は
容
で
僅
か
に
俵
を
帝
顕
る
も
の
が
あ
る
は
過
ぎ
覆

い
.
桑
畑
79
若

干
は
あ
る
か
ら
拳
饗
も
布
は
れ
る
も
の
ら
し
い
｡

シ
Eiヤ
マ

({
.
)

豪
に
は
信
州
や
飛
輝
な
ど
で
見
る
式
の
坂
寄
の
軒
の
購

い
も
の
が
多

い
.(
そ
し
で
氏
細
は

白

山

醐
牡

と

い
ふ
か
ら

fJ
の
村
の
或
る
部
分
は
中
央
高
地
方
耐
か
ら
入
っ
た
人
々
か
ら

在
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
を
ど
と

想
像
も
せ
ら
れ

る
)
ま
ね
飲
酢
水
を
山
か
ら
引
い
て
鉛
管
で
姉
川
の
谷
の
中
量
を
横
ぎ
カ
波
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
.
雪
は
朋
常
深
い

シ
バ
べ
ヤ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ら
し
-
板
葺
の
家
に
は
雪
止
め
を
施
し
て
ゐ
る
｡園
蛙
社
は
家
毎
に
あ
う
､
を
の
柴
部
屋
は
近

い
席
を
ヒ
-
ダ
キ
ド
コ

と
言
ふ
と

い
ふ
｡

氏
油
は
上
述
の
白
山
刺
就
で
あ
る
が
山
の
神
は
別
は
な

い
｡
否
白
山
翻
私
自
身
が
山
の
軸
で
は
老

い
か
｡
山
の
講

(%n

は
覆

い
.

氏
碑
の
所
に
寺
が
あ
る
が
宗
旨
は
東
本
願
寺
派
で
あ
る
｡

マガタ
ニ(.a.･.
)

曲

谷

に

は

家
が
五
十
粁
ば
か
ら
あ
る
｡
菅
は
七
十
軒
も
あ
っ
た
が
今
は
五
十
軒
が
切
れ
ま
あ
四
十
五
､
六
軒
と

い

ふ
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
｡

米
は
や
つ
と
足
み
る
程
度
で
あ
る
.
肘
の
耕
作
に
は
牛
を
使
役
す
る
が
車
は
牝
牛
ば
か
･Jl
で
あ
る
｡
曲
谷
は
十
五

頭
ば
か
ら
居
る
.
丹
後
牛
が
主
で
三
歳
位
で
来
る
が
使
S
よ
け
れ
ば
十
年
も
置
-
｡
尤
も
駄
目
な
ら
ば
直
ぐ
出
す
｡

#
･･J

耕
作
だ
け
ほ
で
夜
-
政

を

ど
を
運
搬
す
る
に
も
牛
を
使
っ
て
ゐ
る
者
が
あ
る
｡
北
も
親
も
背
板
で
運
'ぶ
も
の
が
多

い
O

飴
分
の
兼
は
甲
賀
の
方
は
薯
る
｡

(

米
は
重
-
水
車
で
鴇
-
)惑
作
は
行
は
夜

S
｡

五
月
初

め
に
種
を
蒔
p
,六
月
初
め

に
植
付
け
十
月

一
杯
で
収
穫
を
終
る
｡
(
職
を
乾
す
ほ
は
潤
木
を
用
ひ
て
ゐ
る
)
そ
し
て
そ
の
後
隼
を
使
っ
て
田
を
起

す
の
で
あ
る
｡
そ
の
問
に
養
麓
も
や
み
ま
た
山
行
き
を
す
る
が

(杉
材
を
現
場
で
は
つ
っ
て
置

5,
で
上
草
野
の
方

へ



揖
す
と
い
ふ
人
の
聾
働
を
も
風
発
)
十
二
月
の
碁
か
ら
は
殆
尤
ど
遊
び
で
あ
る
｡
養
欝
で
は
藤
鷺
と
夏
茸
と
を
や
る

が
夏
鷺
が
主
で
春
鷺
を
飼
ふ
も
の
は
少
い
｡
桑
は
老
桑
が
多

い
｡

山
は
鼠
と
薪
と
で
あ
る
が
を
れ
は
前
蓮
の
如
-
幾
補
間
に
稼
ぐ
の
で
あ
き
､
各
は
雪
が
操
-
普
通
五
､
六
尺
か
ら

八
八
､
昨
年
は

一
丈
か
ら

一
丈
五
八
は
7P
蓮
し
た
位
で
あ
る
か
ら
山
行
は
出
水
ず
､
各
は
殆
尤
ど
遊
び
で
あ
る
0
(
蘇

ヽ
ヽ

々
失
弧
-
国
雄
塊
を
有
す
る
)
女
は
鈷
練
の
糸
む
買
っ
て
凍
て
家
で
よ
き
を
か
け
布
に
織
っ
て
雪
袴
な
ど
を
作
み
'

男
は
草
履
夜
ど
を
作
る
の
み
で
粂
-
遊
び
で
あ
る
0
艶
は
岡
谷
方
南

へ
出
す
｡
杉
の
丸
太
が
切
ら
れ
広
や
塵
は
引
か

れ
た
も
の
を
若
干
見
る
が
こ
れ
は
日
下
晋
概
は
新
築
中
の
役
場
の
建
築
は
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
き
'
諏
之
そ
の
山

部
は
厳
並
の
人
が
潜
動
磯
を
搾
っ
て
凍
て

挽
5'
溌
も
の
怒
り
で
あ
ヵ
'
曲
谷
に
は
山
村
の
要
素
が
濃
厚
で
は
覆
い
｡

新
は
革
で
少
し
は
出
す
ら
し
い
｡
新
が
村
の
下
鼎
は
貯

へ
ら
れ
荷
車
が
教
養
澄
か
れ
で
ゐ
瀬
切
で
あ
る
｡

(加
)

(班
)

氏
榊
は
白
山
利
敵
で
朝
皆
立
派
夜
和
動
で
あ
る
O

四
月
二
十
三
H
が
祭
で
あ
る
｡
山
の
緬
は
二
ヶ
所
は
あ
る
｡
天

7>r々
七ナ

綱
と
も
天
満
宮
と
も
云
払
洞
が
あ
る
O
十
月
七
日
が
費
で
翻
主
は
参
っ
て
業
払
､
整

餅

を

鳴

い
て
上
げ
そ
の
他
帥
酒

や
そ
の
時
の
珍
ら
し
い
も
の
を
ど
む
も
上
げ
る
O
そ
の
日
は
山
は
人
ら
覆
い
の
は
音
か
ら
の
定
め
で
あ
る
0
ま
ね
九

月
二
十
三
托
か
に
山
の
講
が
あ
る
と
い
ふ
｡
野
碑
と
い
ふ
の
も
あ
る
と
｡
併
し
天
鯛
(
天
満
宮
)
は
あ
る
が
山
の
鯛
は

51取
t:

な
い
､
山
の
講
も
夜
-
野
碑
も
覆
い
と
言
ふ
人
も
あ
っ
た
｡

寺
は
東
本
願
寺
派
｡

ヽ
ヽ
ヽ

土
俗
晶
に
は
静
穏
を
拾
っ

て入
れ
る
ド
ン
べ
と
柄
す
る
舘
を
ど
の
特
選
葱

も
の
が
あ
る
.

猪
垣
は
泰
然
存
在
し
夜
い

｡
か
か
る
班
簡
で
あ
る
が
猪
は
飴
･&
班
沿
ら
し
い
｡
山
は
捉
5,本
が
無
い
か
ら
で
は
怒

い
か
と
恩
ふ
0

姉
川
上
流
の
村
々

]

1瓦

二
五



ー
地

球

第

二
十
三
各

節

T.
統

宗

二
六

曲
谷
か
ら
上
流
甲
津
原

へ
の
道
で
地
磐
が
花
園
岩
は
な
-
'
下
流
の
古
生
暦
の
土
地
よ
む
は
何
か
し
ら
明
る
い
減

じ
教
典

へ
る
や
う
に
瓜
は
れ
る
｡

(ST.)

甲
津
原
に
は
家
が
六
十
斬
ば
か
ゎ
あ
る
｡
五
ー
六
年
前
ほ
は
八
十
軒
も
あ
っ
な
の
が
迫
々
に
減
じ
た
の
で
あ
る
｡

愛
知
郡

へ
出
た
家
が
二
二

二
斬
あ
わ
他
は
多
-
は
長
潜
方
面
に
出
な
の
で
あ
る
､
京
阪

へ
出
た
者
は
少
い
｡
盤
が
主

で
山
は
副
で
あ
る
｡

米
は
甲
津
原
で
食
ふ
だ
け
は
と
れ
る
｡
田
の
耕
作
に
は
牛
を
使
役
す
る
が
､牛
は
甲
津
原
に
二
十
頭
ば
か
-
居
る
｡

牝
牛
ば
か
み
で
あ
る
｡
二
7p
四
歳
で
博
静
が
件
れ
て
凍
る
の
で
あ
る
｡
此
所
で
pJ
L
ら

へ
る
も
の
も
居
る
｡
丹
後
牛

に
次
ぐ

い
い
年
だ
と
云
は
れ
る
｡
車
に
は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
草
を
境
は
せ
冬
は
藁
を
典

へ
る
.
田
の
肥
料
と
し

フ

ウ
マヤ
ゴ
エ

ヽ
ヽ
ヽ

次
シ
.'～

･h
グ
サ

て
は
義
を
牛
に
踏
ま
せ
た
厩
肥
(牛
小
屋
を
ウ
マ
ヤ
と

い
ふ
)
や
春
木
の
芽
を
刈
っ
て
作
っ
た
閃
光
や
旧
軍
や
む
入
れ

る
｡
田
虫
は
政
も
い
い
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
0
金
肥
を
施
す
や
う
な
rJ
と
は
滅
多
は
な

い
｡
田
柴
的
草
が
厩
肥
と
典
は

入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
rJ
れ
が
肥
料
の
主
を
7P
の
で
あ
る
｡
打

の
面
に
田
柴
を
置
き
そ
れ
は
土
を
被
せ
か
け
ね
の

ヽ
ヽ

な
ど
が
見
ら
れ
る
｡

一
反
の
収
穫
高
は
四
'
五
億
(
四
斗
俵
)と

5,
ふ
と
FJ
ろ
で
あ
る
.
潤
は

'1
サ
で
乾
し
粗
を
fJ
い

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

た
後
の
義
は
ス
ス
キ
棒
に
す
す

い
で
置
-
｡
斑
は
モ
ミ
カ
チ
キ
涼
で
か
つ
て
臼
で
引

き
玄
米
は

ガ
ッ
タ
リ
式
の
カ
ラ

ヽ
ヽ

ヽ

ク
ス
で
掲
-
｡

ガ
ッ
タ

リ
式
の
カ
ラ
ク
ス
と
は
ミ
(箕
の
意
な
ら
尤
)と
栴
す
る
木
を
到
っ
て
作
っ
た
水
受
け
に
水
が

一
杯
に
在
る
と

ガ
ッ
タ

ク
と
落
ち
て
.

を
の
軸
の
反
封
側
の
杵
で
米
が
鳴
け
る
や
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
ゐ
る
も
の

ヒ
ナ
カ

で
.
日
中
に

一
斗
夜
中
に

一
斗
都
各

一
日
に
二
斗
即
ち
牛
倣
鴫
け
る
｡
カ
ラ
ク
ス
は
私
有
の
も
の
で
そ
れ
を
所
有
し

ヌカ

夜

い
も
の
は
他
人
の
そ
れ
で
鴨
か
し
て
葉
以
糠

を

舶

へ
た
-
手
間
で
返
し
た
か
す
る
｡

誓
,､
カ
チ
キ
ネ
で
叔
を
か
つ



ヽ
ヽ

の
は
潤
が
南
部
種
で
掬
に
ヒ
ゲ
が
あ
る
の
で
其
れ
を
騰
落
せ
し
め
る
た
め
で
あ
る
｡
三
十
年
79
以
前
は
猪
が
出
て
田

を
荒
し
た
の
で
洛
と
し
穴
計
斥

つ
ね
が
十
数
年
凍
猪
は
出
ず
猪
垣
の
必
要
も
覆

い
.
昨
年
漸
-

一
頭
だ
け
出
て
獲
ら

れ
た
｡

田
の
畦
に
桑
を
植
ゑ
て
ゐ
る
所
す
ら
あ
わ
'
ま
ね
畑
に
は
老
桑
が
多
-
､
以
前
は
養
荒
75'盛
ん
で
あ
っ
允
が
近
年

は
殆
ん
ど
や
ら
ぬ
｡

山
は
炭
焼
が
主
で
あ
る
｡
新
や
劃
木
は
自
家
用
に
と
る
に
止
る
｡
何
し
ろ
土
地
が
不
便
で
あ
る
の
で
引
合
は
な

い

の
で
あ
る
｡
炭
は
若
干
他
所

へ
も
出
す
o
此
所
か
ら
鍛
冶
屋
ま
で
三
旦
で
あ
る
が
男
は
十
賞
健
二
俵
'
女
は
同

山
俵

を
背
紋
で
負
ひ
'
ま
た
そ
の
外
に
牛
に
二
億
を
つ
け
て
出
す
の
で
あ
る
｡
据
わ
に
は
酒
や
腹
在
ど
の
日
用
晶
を
持
っ

て
躍
る
｡
米
を
揮
っ
て
踊
る
rJ
と
は
無

5,.

(
兼
は
足
-
る
か
ら
)
1
竃
.
小
さ
い
の
で
LTTT賞
'
大

き
い
の
け
な
る
と

カ
ゼ
アナ

三
宮
賞
焼
け
る
｡
併
し

蒜
岨
十
四
'
五
日
は
か
か
る
｡
煙
が
出
る
の
が
三
助
'
そ
れ
で

風

穴

を

塞
ぐ
と
鹿
が
出
夜
-

在
り
､
炭
が
出
凍
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
か
ら
三
助
置
-
､
熱
-
て
中
に
入
れ
老

い
か
ら
で
あ
る
.
竃
は
大
抵
は
三

宵
賞
の
竃
で
あ
る
｡
ru
で
を
の
汲
聖

二
里
障
っ
た
岡
谷
に
出
す
の
で
あ
る
が
運
搬
に

一
口
か
か
る
0
そ
し

て岡
谷
で

シ
モ

正
賞
二
官
日
が

.i
園
で
あ
る
.
村
の

下

の
入
口
の
速
に
天
地
版
元
営
造
の
小
屋
に
茨
を
貯

へ
ま
ね
そ
の
外
に
薪
を
置

い
て
あ
る
の
を
見
ね
が
'
移
出
運
搬
の
便
利
の
た
め
を
考

へ
た
の
で
あ
ら
う
｡

ヽ

静
働
に
は
欠
脹
-
雪
袴
を
用
払
て
ゐ
る
｡
雪
は
普
通
で
四
七
五
尺
､
昨
年
は

山
女
も
積
っ
た
が
'
雪
の
時
に
は

ワ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

ラ
グ
ッ
を
用
ひ
る
｡

(

採
集
藤
本
第

一
髄
)
こ
れ
は
足
袋
を
穿

い
カ
ま
ま
で
穿
-
rJ
と
が
出
来
る
｡
大
雪
に
は
藁
の
ス

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ク
べ
を
入
れ
カ
フ
ミ
コ
ミ
(
採
集
標
本
第
二
批
)
を
穿

き
そ
の
下
に
カ
ン
ジ
キ
を
か
け
る
D
今
は
義
教
で
な

い
ゴ
ム
靴

鮎
川
上
流
の
村
々

義

二
七



地

球

節

二
十
三
懇

節

l
班

天

二
八

七女

に
サ
ン
ジ
キ
を
か
け
る
も
の
軒
居
る
｡
フ
ミ
n
ミ
を
作
る
の
は

一
日
手
間
で
あ
る
｡
迎
搬
典
と
し
て
は

背
板が
用
以

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

TElれ
て
ゐ
る
が
'
そ
の
下
に
は
セ
ナ
ク
チ

(俗
に
コ
'P,
ン
と
呼
ぶ
)
と
称
す
る
小
判
形
の
韮
灘
の
背
中
皆
で
AJあ

て

る
｡
男
は
背
坂
で
炭
を
二
億
､
女
は
同

1
億
を
辺
地
す
る
の
で
あ
る
が

(
四
人
の
男
三
人
の
女
が
甲
托
原
か
ら
甲
架

ま
で
運
ぶ
の
は
骨
つ
カ
)
粗
衣
ど
も
ま
ね
背
紋
で
餌
閑
か
ら
家
へ
荘
斑
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
他
村
人
の
安
川
晶
で

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

･タ>

土
俗
的
夜
19
の
ほ
テ
ゴ
や
ゼ
ゼ

へ
ゴ
夜
ど
が
あ
る
｡
テ
ゴ
は
管

芸

.ど
h
.入
れ
る
に
用
以
'
ゼ
ゼ
へ
ゴ
.は
発

給
以
や

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

落
籍
拾
以
に
用
払
る
｡
ま
ね
山
稼
業
で
は
マ
ッ
チ
JI～

火
打
の
方
が
便
利
故
､
煙
草
を
喫
む
人
は
､
イ
ン
ド
ク
に
煙

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

半
を
入
れ
ホ
ク
チ
イ
レ
に
ホ
ク
チ
を
入
れ
'
ヒ
ク
チ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

カ
ネ
と
ヒ
ウ
ラ
イ
シ
と
を
持
っ
て
ゐ
る
｡

冬
が
避
い
の
で
家
々
国
塩
裡
を
切
っ
て
居
身
t
も
{

ヽ

ね
風
呂
は
所
謂
地
獄
風
呂
で
あ
る
｡
囲
嘘
裡
は
ユ

ヽ

･

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

タ
と
い
以
'
ブ
シ
の
下
在
る
ナ
シ
モ
ノ
よ
み
ア
†ヽ
ゾ ルヽヽ

ヽ

ヽ
ヽ

ル
に
Y

ァ
マ
を
吊
卓
ア
マ
の
下
の
雌
の
中
に
は
三
本

.
ヽ
ヽ
ヽ

足
の
カ
ナ
ゴ
が
置
か
れ
そ
の
上
に
茶
釜
を
ど
が
か
け

ヽ
ヽ
ヽ

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
側
を
る
新
入
れ
は
キ
ト

ヤ

ヽ
ヽ
ヽ

と
言
ふ
｡
亭
主
の
店
は
ヨ
n
ザ
で
あ
さ
､
そ
れ
か
ら

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

向
つ
て
左
が
ク
チ
ジ
B
､
向
つ
て
右
が
ヒ
ク
キ
ジ
ワ

ヽ
ヽ
ヽ

正
面
が

n
ジ
廿
で
あ
る
.
(柿
間
節

1
問
参
照
)

.



(P.)

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

氏
朝
は
天
満
神
社
(
天
神
さ
ん
)
で
あ
る
が
'
山
の
神
も
野
柵
も
覆
い
?
唯
メ
ソ
ド
ン
サ
ン
(
ノ
ン
サ
ヤ
.)と
い
ふ
紳

ヽ
ヽ

さ
ん
が
あ
る
｡
両
党
さ
ん
の
意
で
あ
ら
う
｡
氏
神
の
森
の
中
に
氏
榊
と
は
別
の
桐
と
し
て
布
す
る
｡
能
の
両
が
九
鰻

あ
る
の
が
神
階
で
あ
る
と
言
は
れ

態

今
は
新
四
月
十
五
日
の
氏
帝-I
の
祭
が
同
時
に
両
党
の
怨

史
で
あ
る
が
･
以
前

カキ
モ/

偲
..メ
ソ
祭
と
て
湖
心
祭
が
あ
タ
'
翻
酒
や
餅
夜
ど
を
上
げ
た
も
の
で
あ
る
.
平
物
の

軸

物

が

焼
け
た
の
で
洩
鰭
は
明

(

か

で

忍
ぶ

'
毎

晩
の
時
々
の
両
七
姉
川
の
川
原
に
持
っ
て
行
き
御
幣
で
水
を
か
け
る
と
岡
を
下
さ
る
あ
ら
た
か
な

′′

紳
磯
で
華
甘
宣

還

れ
.意

td
.
ま
ね
此
の
屈
は
晋
御
所
か
ら
周
っ
た
む
の
で
こ
れ
AJ被
っ
て
踊
っ
た
み
す
る
と
火

英
に
在
宣

誓

れ
に
細
れ
る
と
病
鼠
に
在
る
,
四
月
十
吾

毒

炎
評
か
で
夜
i

!)
)に

火
淡
が
あ
っ
た
の
で
,J
i
を

●
J.

′

小
:ハ
ヒ
込
を

そ
の
一月
N
.祭
と
定
跡
ね
の
で
あ
る
｡
此
.町
土
坤
で
は
草
地
は
柿
で
お
る
が
､
皐
魅
の
i
,き
rJ
の
田
を

川
原
に
出
し
竹
払
.綾
に
称
幣
賢

け
を
れ
で
水
を
旨

か
叶
谷
七
両
が
降
.苓

今
.e
老
人
は
1
回
さ
う
い
ふ
rJ
i
J
の

･㌔

(31
)

あ
っ
q
TJ
t
軒
覚
も
t
Jg
る
f
J皇

ロ
つ
七

ゐ
る
｡
藩

政
異
宗
で
あ
幸

せ
た
称

町
入
口
に
は
小
さ
を
石
地
減
を
潤
っ

て
ゐ
各
.7

m

.

･
.此
9
村
､は
姉
川
最
上
流
の
.村
'
塊
草
野
の
谷
汲

奥
の
部
落
で
あ
っ
Y
磯
問
藁
泊
と
の
交
渉
は
絶
無
で
は
夜
い
｡
節

･･1
･乙
の
村
は
.美
濃
の
木
地
屋
が
入
っ
て
開
い
た
も
の
だ
と
言
は
心
て
必
鳶

今
此
の
村
に
木
地
屋
は
一
軒
も
な
い
.那

美
濃
の
坂
本
に
は
今
.も
何
軒
か
あ
?
.
木
地
屋
の
末
孫
で
あ
う
か
ら
系
図
は
い
い
と
村
人
は
自
慢
に
す
う

曲
谷
の

.(
,
I

J

_

ヽ
ヽ
ヽ

人
が
上
流
か
ム
木
の
.コ
サ
⊥フ
の
流
れ
七
･衣
.～
.の
を
見
て
上
流
に
人
が
居
る
rJ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
と
言
は
れ
V
.ゐ

d;Z1カ

る
｡

.
そ
ん
夜
関
係
が
あ
る
.為
ば
か
与
で
も
あ
る
e
i
5,が
'
今
で
も
美
濃
の

諸

家

'
日
坂
､
戯
渦
の
方
と
も
嬢
組
み
し

I(嫁
に

行
Y
.方
が
多
い
や
う
で
あ
る
)
諸
家
や
成
瀬
の
鍛
治
屋
か
ら
鎌
､
ヨ
キ
'
ナ
ク
夜
ど
の
匁
物
を
買
っ
た
み
'

姉
川
上
流
の
封
々

完

二
九



地

球

･;-i
.二
十
‥T.怨

節

..蚊

I

t..U

;.

;C
)

ま
た
そ
れ
を
そ
ち
ら

へ
修
純
に
出
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
.
光
も
嫁
と
-
は
多
-
は
村
内
で
祁
は
れ
'
ま
た
下
と
の

舶
係
も
あ
る
rJ
と
は
.‥.l=
ふ
ま
で
79
な
い
｡

ヽ
ヽ
ヽ

伸
し
何
れ
に
し
て
も
此
所
で
は
;.+i.3
を
迷
ふ
こ
と
を

マ
ガ
フ
と
言

っ
た
少
な
ど
す
る
く
ら
わ
で
､
そ
rJ
に
は
+;
凪
な

何
物
か
が
死
身
､
人
帖
も
純
朴
そ
の
も
の
､
食
わ
裏
も
蚊
帖
を
婆
し
な

い
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
､
誠
は
気
錐
の
.よ
い

別
天
地
を
な
し
て
ゐ
る
.
唯
'
乙
rJ
か
ら
仙
界
に
〓
る
の
に
r,
へ
小
rJ
い
な

が
ら
79
一
つ
の
峠
を
越
さ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
'
関
谷
に
Hi
る
に
は
虹
に
四

一
三
火
の
け
な
-
念
な
峠
を
越
r,た
け
it
ば
な
ら
ず
､

美

濃
に
;
る
に
も
勿
論
閥

境
の
帖
を
越
rJな
け
れ
ば
な

ら
ず
'
二
十
m
79
の
淡
を
釣

っ
て
そ

ん
な
坂
h

l越
rJな
け

れ
ば
LJ
ら
舶
付
人
の
芳
墨
を
1

璽
す
る
と

き
は
誠
に
偏
の

鳩

の
嘘
を

禁
じ
柑
な
い
の
で
あ

る
0第

二
岡
は
;-
柁
+以
下
流
の

谷
を
奥
に
向
ひ
械
影
し
わ
も

の
で
あ
-

(
栗
洋
は
榊
の
右

側
の
-;
の
･==.:を
知
っ
た
速
に



立

地
す

る

)

箪

三
園

は
甲

捧

原

宋
静

の

下
流

ま

わ
･全

教

落

款
蛍

凡

ガ

と

こ
ろ

で

あ

み
P
(
衆

落

単

数

の
背

教

の
森

は
氏

碑

の
森

で

あ

る
)

第

l
版

第

二
間

は

甲

津

原

衆

渉

は
放

け

る
代

表

的

の
民

歳

(
萱

罫

)
を

ポ
す

亀

の
で

あ

る
｡

三
p
概

括

結

論

的

な

栖

婿

は

凡

一TJ
r
J
れ

,>･1後

日

に

;I;S

る

こ
と

L
J
し

た

い
C)
(
昭
利
九
年三
十
二
月
九
日
里

1)

註

G
)軸
路
焔

蕊
容
下
に

姉
川

河
仙
水
仙
川
船
.ii
ノ
墾
=mj
ノ
榊
上
川
十.
ル
ユ
へ
柳
川
卜
J.:～;

ト
三
川
付
'-J=
二
九
ユ

JJ
九

-1
..

先
登

湖
滋
､
鮮
十
八
'
教
糾
郷
報
に

仙
川

相
加
'.･=
川
=.Z
よ
り
山

て
;-
津
LEj
肋
,.術
よ
り
人
久
代
の
:I;
を

総
て
..hl
J(

上
れ
る
r)

㊥
近
江
幽
坂
田

邪
恋
t
T
啓
二

二
六

C)～
三
六

一
茶
に
.

尉
縦
式
之

紳
批
'
髭
廠
光
琳
の

創
立な
り
と
梯
ふ
､
祭
紳
大
川
咋

倉
､
認
依
新
緑
､大
鞘
滋
糾
な
n
､部

t
fiニ
之
宵
か

.i
横
磯
と
継

へ
た

り
'
杜
仲
に
紀
小
川
熊
山
二
仲
を
捌
t.I:
せ
L
と
37.け
､

.I

..配
に
iE
へ

･S
収
山
中
に
1.
の
i:･=､
二
の
･:=･1'
二
の
･::I:も
=･
L,J
.:1･.=
朴
は
八
二
の
･:;･=

な
り
･･iJ付
･･.7
.
祭
相
川
Jj
十
川
'

と
あ
る
｡
静
し
-
は
粟
托
榊
鮮
象
湖
の
こ
と
9
榊
は
此
の
卿
か
締
め

姉

川

上
流

の

射

線

こ
と
に
就
い
て
は
H
州
=
t
T
i:F
'
門
川
七
-
読

.<
九
'･;
畢
;･㌫

こ
と
｡

Pi
e
r･牝
川
･=
･･雛
榊
に
.<
い
て
は
､
比
7㍍
iJ
M
i･<:
芯
'中
程
'(
大
前
二
叫
)

六
八
八
-
六
九
C
)斑
に
詳
し
い
紀
適
が
あ
る
ひ

ま
た同
番
､
中
谷
､

九
二
九

-
九
三
三
双
に
は
穂
川
時
代
柄
鰐
の
名
物
と
し
て
鵜
原
､
容

照
の
伊
吹
文
を
挙
げ
苛
か
暁
光
臆
窪
翠
を
以
て
袈
せ
L
に
象
る
､
淀

は
膳

収
納
の
名
産
に
し

て

､
膿
収
支
の
超
脱
分
明
な
ら
ざ
れ
ど
も
準

滋
朝

の
城
よ
り
非
銘
あ
申
し
が
如
し
'
祁
城
は
潰
牧
山
問
滴
の
鶴
腰

な
れ
ば
終
に
此
粕
の
名
物
と
な
り
た
る
な
り
､
粂
盛
常
時
は
文
岸
十

蔑
称
を
鮎
ね
､
紡
氾
名
物
や
に
放
て
も
殊
に
著
名
な
-,n
f
堺
翰
雑
新

後
紡
波
の
人

影
紹
え
業
を
停
め
し
も
の
多
-
今
は
概

数

廃
位
双

一
軒

敷
布
せ
り
し｢
北
機
脇
挟
殺
の
春
1-粥
帥窮
に
も
名
物
伊
吹
父
を
繋
ぎ
L
も

壮
庸
路
の
交

感
は
中
軸
超
の
叔
幾
な
る
に
比
す
.Lt
-
も
あ
ら
ざ
れ
ば

容
洞
.･.粥
の
伊
吹
文
は
和
独
桁
の
如
-
蟹
名
な
ち
ぎ
り
重
し
と
潜
っ
て

ゐ
る
｡
榊
､

辞
し
-

は
閑
静
､
九
二
九
-
九
望

叫…双
参
照

の
こ
と
｡

奮
た
渉
侭
ふハ
準
滋
月
払
川
端
碑
の
授
燕

ijiが
伊
吹
に
教
的
し
擁
翠
の

梯
施
淋
盤
に
敢

っ
た
こ
と
に
就

い
て
も
約
諾
､
中
谷
､
九
七
二
～
九

:...一

二

.i



鞄

や

竺

一
十
TTT怨

七
三
貢
に
詳
し
い
記
適
が
あ
る
｡
(
一
行
は
五
月
十
四
日
太
平
寺

に

】

泊
し
て
お
る
'.
ま
た
克
保
三
年
四
月
に
も
そ
の
一
人
が
英
軍
検

分
と

し
て
伊
吹
に
登
山
し
て
ゐ
る
｡
)

l

j
古

い
記
事
と
し
て
は
潮
路
銘
誌
啓
上
'
伊
耐
犬
山
の
樵
に

.

.今
伊
吹

lL.縄
々
古
跡
ア
リ
(
中
略
)
此
外
串
等
不
知
故
入
山

恰

獅

英

霊

蒜

霊

丁突

板
蓑

石

塞

ノ
物
産
ア
還

芸

ハ

カ
ク
ト

サ
シ
モ
ク
サ

.L
谷
殊

lT
股
ル
ト
モ
云

と
あ
り
､
湖
路
銀
誌
巻
上
に

.
柏
原

′坂
田
郡
五
十
三
次
ノ
牒
路
伊
吹
蓬
文
尾
且
窮
ノ
名
有

同
'
巻
下
に

春
芳

警

警

衣
･
莞

蓬
蒜

穿

詣

Sh
H
.
芸

道

躍
路
也

と
あ
り
､
琵
琶
湖
志
'
筋
十
八
'
坂
E
郡
部
に

相
原

伊
吹
山
に
て
製
す
る
伊
の
蓬
文
借
地
よ
り
専
ら
安
川
す

.

女

t
括
現

三
の
官
と
も
云
上
野
の
郷
主
茶
所
に
あ
り
此
速
よ
り

上
の
方
は
王
位
殊
に
把
て
珍
し
き
薬
草
の
る
い
生
る
と
云

と
あ
る
.･
(
春
鰯
の
こ
と
に
就
い
て
は
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
)

6
)伊
■吹
の
紳

虻
に
関
し
て
は
妃
江
坂
田
警

小
に

＼
.

伊
夫
岐
紳
証
､
郷
放
､
伊
吹
村
大
字
伊
吹
鎮
座
'
延
書
式
内
坂
E

郡
五
段
の
)
､
名
紳
小
'
祭
神
に
つ
き
て
は
諸
詮
あ
れ
ど
も
対
速
比

古
命
の
子
多
々
美
此
古
命
な
る
+(
し
,.
.]
託
に
気
吹
男
命
'
天
之
吹

.男
命
な
F
jJ)
･
近
江
輿
地
志
略
に
は
素

謹
略
啓
と
ナ
･
中
古
以
後
戯

一吹
四
大
寺
の
倍
恩
赦
の
別
常
と
し
て
政
務
七
草
り
伊
犬
岐
火
事
既
と

.

妨

一
班

T.;71

三二

耕
し
､
.云
々

と
あ
る
｡
押
し
-
は
同
郡
'
下
容
､
TT三

六
-
7]三

七
打
参
照
の
こ

と
○湖

路
鏑
龍
啓
上
に
は

脚
吹
大
明
紳
地
主
正

7
位
八
岐
蛇
カ
所
苑
地
仰
夫
伐
脚
か
之

･

と
あ
る
｡

ま
た
近
江
脚
数
E
邪
志
'
下
巻
'
三

五

-
三

二
ハ
許
に
上
水
ば

無
終
批
款
非
紳
批
'
祭
神
火
産
環
押
､
勅
甜

年
月
不
評
､
叔
柿
祉
別

ヽ

ヽ

剤
紳
批
'
恭
紳
大
山
印
紳
又
は
鼠
吹
枇
紳
'
勅
甜
年
月
不
評
t
と
小

ふ
の
が
伊
吹
村
大
字
伊
吹
に
あ
る
｡

仰
'
寺
の
こ
と
に
就
い
て
は
同
番
'
下
怨
円
四
七
-
五
五
九
許
多

.=S
の
こ
と

,

◎
太
平
寺
の
山
柿
に
就

い
て
は
湖
路
錯
塩
怨
中
に

ヽ
ヽ
ヽ

太
平
等

.
叔
E:
郡
伊
吹
山
箆
立
血
心
院
王
子
苑
部
卵
呼
止
親
王
五

辻
･:･1=竹
ク
出
仕
地
也
大
卒
撃

1
後
脱
仰
天
血
餅
五
ノ
満
･L
.茸
へ
.A
Lハ

誤
レ

リ

ト
勅
功
記

11
枚
ス

と
あ
り
､
近
江
閥
輿
地
志
略
､
容
之
八
十

】
､
城
川
邦
節
正
に

･火
水
･深
田
等

伊
吹
山
下
に
あ
り
｡
伊
吹
円
ケ
帝
の
中
に
し
て
三

珠
沙
円
安
押
上
人
の
開
基
に
し
て
'
光
七
大
エー
の
御
桝
寺
な
り
.
姥

血
九
成
午
の
年
三
月
組
立
す
｡
寺
中
三
跡
あ
り
｡
中
之
跡
'
関
城
功

舟
郊
坊
並
な
り
.
今
大
卒
寺
と
い
ふ
｡

と
あ
る
｡

◎
故
m
邦
滋
､
下
怨
'
三
〇
六
許
に
は



村
祉
太
平
神
社
､
祭
神
猿
的
彦
命
､
勧
請
年
月
不
詳
'

と
あ
る
'
近
江
図
輿
地
志
略
'
巻
之
八
十

一
､
坂
口
郡
第
五
に
､

.

名
超
擢
現
牡

太
平
詫
固
守
の
界
内
に
あ
り
｡
す
な
は
ち
三
疎
沙

丁

門

倍
速
(宕
本
に
は
蓬
と
あ
り
)
の
丑
子
名
超
東
予
を
祭
伊
に
し
て
太

平
護
国
寺
の
鎮
守
と
す
.

と
あ
る
の
は
こ
れ
.に
常
る
か
｡

J

㊥
寺
の
こ
と
に
就

い
て
は
坂
H
郡
志
'
下
容
'
四
四
七
-
五
五
九
託
に

詳
し
い
記
述
が
あ
る
'

㊥
近
江
国
教
内
部
志
､
下
笹
'
三
〇
六
東
に

_･
村
祉
各
王
印
祉
'
祭
神
少
産

名
命
､
御
前
年
月
､
光
治
二
年
三
月

九
日

と
あ
る
｡

㊥
寺
の
こ
と
に
就

い
て
は
坂
田
部
志
'
下
巻
'
田
四
七
-
五
五
九
冗
参

ノ
照
の
こ
と
｡

⑳
潮
路
銘
誌
笹
中
に

大
久
保

北
坂
内
部
在
伊
吹
村
北
放
免

図
堺
迄
二
皿
中
国
堺
n
ヮ

美
濃
千
疋
迄
十
八
丁
有

と
あ
る
｡

⑳
薬
草
の
こ
.J
J
に
就
い
て
は
詫
㊥
参
照
の
こ
と
｡

⑳
近
江
国
教
内
部
志
､
下
巻
､
三
〇
六
式
に

,

村
杜
若
官
八
幡
神
社
､姦

紳
菅
田
別
&
.
勘
軍

雄
琴
雷
-
戊
年

と
あ
る
｡
何
'
同
軍

三

大
貢
に
は
大
久
保
に
鉄
路
す
る
無
格
社
と

し
て
三
島
神
政
と
七
紅
神
社
と
を
挙
げ
物
論
年
月
は
北
ハに
不
詳
'
祭

姉
川
上
流
の
村
々

･

神
は
前
者
は
大
山
紙
命
､
後
者
は
大
山
咋
命
と
し
て
ゐ
る
｡

⑩
寺
の
こ
と
に
就

i
て
は
同
額
四
円
七
-
五
五
九
訳
参
附
の
こ
と
.

㊥
糊
路
鋪
認
容
上
に

枚
北

伐
非
邦
加
弟
射~
口
川
ス
谷
水
h.琴

ア
曽

･1
ナ
リ
上
下
田
村

也

･

と
あ
る
｡

⑬
火
縄
井
部
怨
讐

]Tt
五
〇
七
訳
に
上
れ
.ば
村
維

八
枚
紳
紀
は
称
稲
や

粥
天
王
･
然
紳
黙
F
i'噛

榊
で
あ
り
､
仰
､
跡
珊
五

二

元

に
上
れ
ば

下
枚
北
･:+
並
界
に
佃
柿
弛
､
長
谷
紳
祉
'
粥
稲
長
谷
収
骨
'
缶
印
伊

非
諦
辞
と
い
ふ
の
が
あ
る
｡

⑯
北
緯
非
邪
恋
に
t
.下
税
政
'
非
力
寺
'
閃
苑
躍
長
八
年
と
い
心
の
が

こ
れ
に
常
る
で
あ
ら
･つ
｡

㊥
就
縛
井
部
華

聖

二
.
五
〇
七
託
に
ょ
れ
は
'
村
祉
非
日
紳
紀
､
然

神
大
巳
非
命
｡
佃
は
同
功

'
五

一
二
訳
に
上
れ
ば
上
棟
北
中
英
川
虫

･に
無
格
牡
､
白
山
帥
祉
'
粥
榊
n
I11
欄
叫
､
然
珊
白
瓜
比
e
･命
と
い

ふ
の
が
あ
る
｡

⑩
光
授
非
邪
恋
に
上
牧
放
､
満
仲
寺

､

関
北
大
正
十
五
年
と
あ
る
の
が

こ
れ
に
滞
る
で
あ
ら
う
｡

⑩
光
浅
井
郡
漣
､
聖

二
'
五
〇
六
kI
に
iJ
れ
ば
､
村
批
'
曽
野
紳
虻
､

祭
朝
潮
純
綿
航
辞
､
紙
恕
槌
綿
｡

･

6

北
緯
井
部
志
に
､
曽
杓
'
光
束
寺
'
閃
光
朋
墜

二
年
と
あ
id
の
が
こ

れ
に
滞
る
で
あ
ら
う
｡

㊧
北
伐
非
邪
恋
'
埜

こ
､
五
〇
六
東
に
よ
れ
ば
､
村
祉
白
山
恥
批
'
部

.
三

三
三

.



地

球

節
二
十
三
春

科
内
:山
桃
現
'
祭
神
伊
非
小
舟
｡

⑳
光
雄
非
羽-i
恵
に
､
;-
賀
､
粕
行
寺
'
脚
数
永
正
二
咋
と
あ
る
の
が
こ

れ
に
常
る
で
あ
ら
う
｡

㊨
軸
路
銘
認
容
ql
に

ヤ
カ
々
lr

=;
谷

増
井
郷

と
あ
り
､
近
江
閥
奥
地
志
略
谷
之
八
十
六
､
碓
井
郡
解
三
に

曲
谷
村

曽
批
判.
ノ
北

二
木
｡
石
工
多
位

ス
｡

と
あ
る
｡

㊨
靴
㊥
参
悦
の
こ
と
.

㊨
氷
結
非
郡
諒
'
容
三
､
五

一
二
京
に
よ
る
と
､
曲
谷
､
催
告
糾
軌
､

祭
糾
底
侍
甥
命
'
中
侍
男
命
､
東
館
劫
命
と
い
ふ
の
と
､
曲
谷
字
天

榊
ノ
森
､
天
満
糾
批
'
籍
桝
天
柵
杜
､
祭
神
菅
原
導

出
､
(
一
散
)
大

夫
路
盤
朋
と

い
ふ
の
と
知
柿
虻
が
こ
批
あ
る
.
こ
れ
を
指
す
の
で
あ

ら
う
｡

⑳
光
雄
非
郵
志
に
､
=;
谷
'
阿
襲
寺
'
開
基
明
地
三
年
と
あ
る
の
が
こ

れ
に
解
る
で
あ
ら
う
0

㊥
測
路
銘
茶
各
上
に

叩
維
原

津
井
郷
水
社
是
英
地
絡
家
工

出

ル
泣
有

と
あ
る
｡

⑳
加
味
井
部
志
'
容
三
､
五

一
二
京
に
よ
れ
ば
そ
の
仙
に
3-
排
流
早
宮

谷
山
前
に
軸
柿
敢
春
日
榊
虻
､
沓
耕
糾
明
批
'
祭
柵
葉
議
場
命
､
天

兄
座
板
命
と
い
ふ
の
が
あ
る
｡

⑳
妃
江
囲
輿
地
志
略
､
巻
之
八
十
六
､
姥
井
部
節
三
に

節

一
班

孟

三
四

甲
緋
原
村

相
称
'
美
浪
士
肪
潮
兵
船
秀
吉
の
壮
瞥
を
御
俳
巾
此

地
に
雑
､
聯
御
居
住
猿
楽
能
あ
り
L
と
て
'
今
に
卸
戎
跡
と
云
虎
あ

り
.
個
所
八
あ
り
｡
古
は
十
あ
り
L
を
'
翁
の
恨
而
こ
美
波
閉
脚
が

原

へ
か
り
と
る
と
い
(
リ
'
此
村
火
災
の
時
此
佃
両
と
も
悉
や
け
ず

と
云
｡
髄
大
夫
郷
伽
太
夫
と
云
者
今
に
任
す
o

と
あ
る
｡

併
し
'
光
蝶
井
郡
悲
'
容
武
､
六
五

一
頁
に
は
､

妃
江
輿
地
志
略
'
八
十
六

｢
此
地
に
如
し
は
尿
な
れ
ど
､｢
轡
御
併

任
L
は
設
な
り
O
こ
の
地
も
と
春
日
の
衆
人
搬
壮
(
枯
略
)
流
の
大
夫

の
低

み
し
賢

し
て
･
鎧

棚

.慕

年
間
に
雷

ま
で
､
子
雷

警･

し
て
･
そ
の
伐
を

讐

た

れ

は

競

.
警

ぎ
て
後
､
若

氏

等
が
肪
淑
よ
り
の
蹄
企
こ
こ
に

一
泊
せ
し

時

舞
紫
の
大
夫
等
狭
米
を

杭
じ
て
'
そ
の
放
愁
を
慰
め
し
な
ら
ん

と
官
っ
て
ゐ
る
.'

⑳
光
雄
井
部
埴
'
魯

夢
'
(
昭
利
二
年
)
六
六
九
貫
に
は

掌
保
六
年
五
月
二
十
三
日
未
到
甲
緋
原
村
角
左
街
門
の
家
よ
り
火

を
失
す
'
折
し
も
南
風
烈
し
-
大
火
に
及
び
帝･-.
堅

一字
寺
院

一
事
人

家
九
十
六
戸
を
磨
失
し
中
平
割
に
至
り
て
鉄
火
す
､
刺
す
併
人
家
位

に
三
十
五
戸
な
-
L
と
い
ふ
｡
.S
E
馴

と
い
ふ
記
鶴
が
あ
る
｡

㊧
水
域
井
部
志
に
'
甲
沖
原
､
行
徳
等
､
開
基
永
正
二
年
と
あ
る
の
が

こ
れ
に
解
る
で
あ
ら
う
｡


