
歴
史
と
民
俗
文
化
の
ふ
る
さ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山
口
市
徳
地
の
語
り
部
・
赤
木
森
さ
ん
大
い
に
語
る

（
二
）

安安

冒渓渓
薯曇
乾貴曳遊

国 囚
日子日地

は
じ
め
に

 
二
〇
〇
五
年
一
一
月
三
〇
日
、
山
口
市
徳
地
の
郷
土
史
・
民
俗
研
究
家
の
赤
木

森
（
あ
か
ぎ
・
は
や
し
）
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
ご
病
気
の
た
め
、
入
退

院
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
も
、
寒
く
な
る
前
に
、
家
の
ま
わ
り
の
こ
と
を
片
付
け

て
お
き
た
い
、
あ
と
は
、
家
に
入
っ
て
書
い
た
物
の
仕
上
げ
を
し
た
い
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
、
家
の
へ
い
の
修
理
や
ペ
ン
キ
の
塗
り
直
し
な
ど
を
し
て
お
ら
れ
た
と
の

こ
と
で
す
。

 
し
か
し
、
再
入
院
か
ら
わ
ず
か
一
週
間
ほ
ど
で
、
赤
木
さ
ん
は
逝
っ
て
し
ま
わ

れ
ま
し
た
。
徳
地
の
伝
承
を
語
り
始
め
る
と
、
六
時
間
や
八
時
間
ぐ
ら
い
は
休
み

な
く
話
が
続
く
と
い
う
希
有
な
語
り
部
で
あ
ら
れ
た
だ
け
に
、
惜
し
ま
れ
て
な
り

ま
せ
ん
。
ま
だ
ま
だ
書
き
残
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
を
多
く
持
っ
て
お
ら
れ
た

方
で
も
あ
り
ま
し
た
。
奥
様
か
ら
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
段
ボ
ー
ル
箱
に
何

杯
も
の
原
稿
を
書
い
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

 
私
ど
も
が
赤
木
さ
ん
か
ら
直
接
に
お
聞
き
し
た
、
自
然
や
動
物
に
つ
い
て
の
言

い
伝
え
、
重
三
上
人
の
足
跡
を
た
ど
る
巡
検
の
記
録
に
加
え
て
、
書
き
残
さ
れ
た

原
稿
や
下
書
き
の
一
部
を
ご
紹
介
し
て
、
郷
土
の
偉
大
な
語
り
部
を
偲
び
た
い
と

思
い
ま
す
（
写
真
1
）
。

 
昨
年
こ
の
紀
要
に
発
表
し
た
前
編
や
、
二
〇
〇
四
年
に
発
表
し
た
『
や
ま
ぐ
ち

は
日
本
こ
（
弦
書
房
）
と
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

 
徳
地
で
は
、
二
〇
〇
六
年
の
秋
、
「
徳
地
づ
く
り
達
人
塾
」
と
い
う
地
域
興
し

の
た
め
の
と
り
く
み
の
中
で
、
役
場
（
現
在
の
総
合
支
所
）
の
あ
る
堀
地
区
の
北

の
、
小
調
祖
（
お
ご
そ
）
地
区
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
い
、
地
域
の
文
化

財
を
書
き
入
れ
た
、
わ
か
り
や
す
い
カ
ラ
ー
案
内
図
を
作
成
し
ま
し
た

（
『
け
叶
O
…
＼
＼
け
O
屏
二
瓢
一
・
」
弓
）
。
赤
木
さ
ん
の
語
り
の
中
に
は
、
小
古
祖
の
伝
承
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
地
図
と
伝
承
を
セ
ッ
ト
に
し
て
作
成
し
て
い
く
と
い
う
取
り
組
み

が
今
後
で
き
れ
ば
、
他
地
域
と
の
交
流
の
た
め
に
、
地
域
の
伝
承
を
生
か
す
道
の

ひ
と
つ
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

第
一
部
 
赤
木
さ
ん
と
訪
ね
る
徳
地
の
歴
史

 
「
徳
地
の
歴
史
を
訪
ね
た
い
の
な
ら
三
日
は
か
か
り
ま
す
」
と
赤
木
さ
ん
に
い

わ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
四
年
二
月
二
九
日
置
二
回
目
の
訪
問
で
は
赤
木
さ
ん
は
私
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ど
も
を
車
に
乗
せ
て
く
だ
さ
り
、
ご
自
身
で
運
転
し
な
が
ら
て
い
ね
い
に
案
内
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
以
下
は
そ
の
訪
問
記
で
あ
る
。

堀
あ
た
り
は
交
通
の
要
所

 
役
場
の
あ
る
、
堀
の
こ
の
へ
ん
は
、
島
地
川
の
本
流
と
佐
波
川
の
本
流
が
で
あ

う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
に
は
要
害
岳
が
あ
り
、
あ
た
り
に
亀
の
甲
の
よ
う
に
山
々

が
連
な
っ
て
い
て
、
そ
の
一
画
に
観
音
堂
が
あ
り
ま
し
た
。

 
こ
こ
は
、
灘
南
・
周
北
の
道
、
石
州
か
ら
来
て
荷
卸
し
峠
を
経
て
長
門
へ
の
道

が
交
わ
る
、
へ
そ
の
よ
う
な
場
所
で
す
。
つ
ま
り
、
軍
事
的
に
ど
こ
に
も
↓
日
で

兵
を
移
動
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
兵
を
動
か
し
て
も
、
山
陽
の
よ
う
に

め
だ
つ
こ
と
も
な
い
し
。
佐
波
川
沿
い
に
上
流
に
た
ど
り
ま
し
ょ
う
。

 
こ
こ
に
あ
っ
た
の
が
、
川
が
湾
曲
し
て
取
り
残
さ
れ
た
大
き
な
三
日
月
々
で
す
。

私
が
社
協
（
社
会
福
祉
協
議
会
）
に
い
た
と
き
、
空
中
写
真
を
と
ら
せ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

才
契
の
集
落
に
て

 
こ
こ
は
、
調
達
（
さ
い
ち
ぎ
り
）
で
す
。
も
と
も
と
才
谷
と
い
う
村
だ
っ
た
ん

で
す
が
、
重
源
上
人
が
東
大
寺
再
建
に
使
う
材
木
を
流
す
た
め
に
、
川
を
付
け
替

え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
本
村
か
ら
ち
ぎ
れ
た
の
で
、
こ
う
い
う
名
前
に
な
っ
た

ん
で
す
よ
。
当
時
は
十
二
軒
の
村
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

 
こ
こ
の
よ
う
に
、
川
が
大
き
く
曲
が
っ
て
い
る
場
所
で
は
、
川
を
せ
き
止
め
て

水
位
を
上
げ
る
た
め
の
ダ
ム
で
あ
る
関
水
（
せ
き
み
ず
）
も
、
た
く
さ
ん
つ
く
ら

な
い
と
木
が
流
せ
ま
せ
ん
。
普
通
の
集
落
は
、
ひ
と
つ
か
せ
い
ぜ
い
二
つ
の
関
水

が
担
当
で
す
が
、
こ
こ
密
契
は
川
の
曲
が
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
関
が
せ
ま
い

間
隔
で
並
ん
で
い
ま
す
。
だ
か
ら
た
く
さ
ん
の
仕
事
を
担
当
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
の

分
負
担
も
大
き
か
っ
た
ん
で
す
。
ま
た
、
全
国
か
ら
労
働
者
が
来
て
い
た
の
で
す

が
、
関
の
め
ん
ど
う
を
見
る
の
に
底
面
だ
け
は
地
元
の
人
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

才
契
の
お
祭
り
は
八
百
二
十
年
続
い
て
き
た

 
こ
こ
で
、
年
に
二
回
、
春
と
秋
の
彼
岸
に
祭
を
や
り
ま
す
。
こ
の
村
で
ト
ウ
ヤ

を
決
め
て
、
山
の
お
堂
か
ら
弘
法
大
師
さ
ん
を
家
に
連
れ
て
帰
ら
れ
て
家
で
お
祭

り
を
し
ま
す
。
そ
の
日
は
、
山
で
直
径
十
五
セ
ン
チ
以
上
も
あ
る
大
き
な
竹
を
切

っ
て
き
て
、
竹
筒
を
抜
い
て
長
さ
七
寸
、
太
さ
三
寸
ほ
ど
の
も
の
に
寿
司
を
つ
め

た
「
か
っ
ぽ
寿
司
」
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
、
各
戸
に
二
本
ず
つ
振
る
舞
い
ま
す
。

み
ん
な
で
一
戸
あ
た
り
米
一
升
を
炊
い
て
げ
ん
こ
つ
ぐ
ら
い
の
ま
ん
丸
い
お
に
ぎ

り
も
握
り
ま
す
。
」
そ
れ
を
食
べ
て
か
ら
お
祭
り
し
、
お
念
仏
し
て
か
ら
山
に
送
り

返
し
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
量
を
今
の
人
は
食
べ
切
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
昔
は
食
べ

る
人
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
来
年
（
二
〇
〇
五
年
間
が
重
源
上
人
の
没
後
八
百
年

祭
で
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
入
百
二
十
年
は
た
っ
た
祭
り
で
す
。

三
谷
の
木
地
屋
の
石
垣

 
支
流
の
三
谷
川
で
す
。
三
谷
と
い
う
村
は
重
源
さ
ん
の
用
材
伐
り
出
し
の
拠
点

で
し
た
。
雨
が
降
る
と
土
石
流
が
発
生
し
て
川
が
浅
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は

「
布
団
を
川
に
干
す
所
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
伏
流
に
な
っ
て
い
て
水
は
地

下
水
に
な
り
は
る
か
下
の
方
を
流
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

 
こ
こ
の
棚
田
の
石
組
み
は
な
ん
と
も
い
え
ず
美
し
い
で
し
ょ
う
（
写
真
2
、
石

垣
と
聖
岩
）
。
こ
の
積
み
方
は
歴
史
的
に
は
古
く
、
横
組
み
と
か
こ
ば
積
み
と
か

言
い
、
す
ば
ら
し
い
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
棚
田
が
崩
れ
た
ら
人
家
も
崩
れ
ま

す
。
人
も
死
に
ま
す
。
で
す
か
ら
「
絶
対
に
」
崩
れ
て
は
い
け
な
い
、
崩
れ
な
い

技
術
で
す
。
石
垣
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
ダ
ム
の
役
目
を
し
て
い
ま
す
。
菅
笠
を
と

り
あ
げ
た
ら
、
そ
の
下
に
田
が
三
枚
あ
っ
た
と
か
、
赤
虫
を
お
こ
し
た
ら
、
そ
の

下
に
田
が
何
心
あ
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
た
と
え
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
ほ
ど
、
小

さ
い
棚
田
が
多
い
ん
で
す
。
小
さ
な
田
に
水
路
を
つ
け
た
ら
稲
を
植
え
る
面
積
が
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な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
暗
渠
に
し
て
あ
る
と
い
う
す
ご
い
技
術

な
ん
で
す
。
桃
の
木
の
こ
こ
ら
辺
な
ん
か
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
の
に
、
そ
れ

を
文
化
材
に
も
し
な
い
で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
補
修
し
た
り
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。

時
代
が
下
が
る
と
棚
田
の
石
垣
が
横
に
長
い
石
を
重
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

す
。
こ
れ
は
、
牛
や
馬
に
ひ
か
せ
る
鋤
の
先
が
木
で
で
き
て
い
た
か
ら
、
石
に
ひ

っ
か
か
っ
て
そ
れ
が
折
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
し
た
。

 
棚
田
は
小
さ
い
方
が
い
い
の
で
す
。
水
が
な
い
年
に
は
い
く
つ
か
の
田
を
犠
牲

に
し
て
ひ
と
つ
の
田
を
つ
く
れ
ば
狭
い
田
で
米
が
つ
く
れ
ま
す
。
い
ま
の
よ
う
に

や
た
ら
広
い
田
に
し
て
し
ま
う
と
、
水
が
な
い
年
に
は
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

国
木
の
板
落
と
し

 
三
谷
川
の
さ
ら
に
支
流
の
北
谷
川
を
奥
へ
と
た
ど
っ
て
き
ま
す
と
、
こ
こ
か
ら

見
え
て
い
る
斜
面
の
あ
の
一
角
は
木
が
生
え
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
ろ
く

ろ
で
用
材
を
次
々
と
引
き
ず
り
出
し
た
た
め
に
今
で
も
木
が
生
え
て
き
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
写
真
を
撮
る
と
き
は
、
雪
が
残
っ
て
い
る
時
が
い
い
で
す
よ
。
そ
こ
だ
け

真
っ
白
く
な
る
の
で
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
あ
と
で
あ
の
向
こ
う
側
へ
回
り
ま
し
ょ

・
つ
。

仏
峠
か
ら
ろ
く
ろ
が
浴
へ

 
仏
峠
（
ほ
と
け
だ
お
）
と
読
み
ま
す
（
写
真
3
）
。
こ
こ
か
ら
向
こ
う
は
島
根

県
に
な
る
ん
で
す
。
「
昭
和
四
十
三
年
林
道
開
通
」
と
い
う
石
碑
が
建
っ
て
い
ま

す
。 

仏
宗
の
徳
地
よ
り
に
は
佐
波
川
の
源
流
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
銀
マ
ス
と
い

う
昔
の
鱒
が
い
る
は
ず
で
す
（
写
真
4
）
。

 
左
岸
の
け
わ
し
い
四
郎
谷
。
こ
れ
は
別
名
往
生
谷
と
も
い
い
、
年
寄
り
を
捨
て

た
と
こ
ろ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
突
き
落
と
す
ん
で
す
。
何
度
も
あ
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
一
度
か
二
度
と
思
い
ま
す
が
。
お
い
て
帰
れ
ば
お
年
寄
り
の
方
が
早

く
も
ど
つ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

 
ろ
く
ろ
が
浴
（
え
き
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
大
村
益
次
郎
が
四
境
戦
争
の
と

き
に
砲
台
を
す
え
た
と
こ
ろ
で
す
。

五
月
五
日
に
は
由
緒
あ
る
お
祭
り
が
一
一
か
所
で
あ
り
ま
す

 
五
月
五
日
に
は
、
梶
畑
の
袈
裟
岩
の
お
祭
り
と
、
月
輪
寺
で
お
祭
り
が
あ
り
ま

す
。
お
客
さ
ん
が
全
国
か
ら
来
ら
れ
ま
す
（
写
真
5
）
。
角
角
さ
ん
の
師
の
法
然

さ
ん
が
岡
山
な
の
で
、
岡
山
か
ら
の
訪
問
者
も
多
い
で
す
。
梶
畑
は
い
ま
三
軒
し

か
な
い
の
に
、
そ
の
日
は
人
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。
五
月
五
日
の
袈
裟
岩
様

の
お
祭
り
に
は
、
こ
ち
ら
で
お
む
す
び
を
つ
く
っ
て
接
待
を
し
ま
す
。
も
う
二
十

二
年
ほ
ど
前
に
な
り
ま
す
が
、
手
桶
に
山
の
幸
の
お
ご
ち
そ
う
を
盛
っ
て
だ
さ
れ

た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

 
滑
も
家
が
減
り
ま
し
た
。
一
人
暮
ら
し
の
人
が
最
近
二
人
亡
く
な
り
ま
し
た
。

梶
畑
の
人
た
ち
は
、
高
齢
な
の
に
、
桃
の
木
へ
行
く
道
を
三
軒
で
訂
し
て
い
ま
す
。

道
の
草
刈
り
が
大
変
で
す
。
私
も
草
刈
機
を
持
っ
て
刈
り
に
行
き
ま
す
。
昔
の
者

は
銭
を
も
ろ
う
て
や
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
何
か
や
っ
た
ら
金
に
か
え
る
と
い

う
の
は
う
れ
し
ゅ
う
な
い
ん
で
す
。
皆
が
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
る
方
が
よ
ほ
ど
う
れ

し
い
。
若
い
衆
は
勤
労
奉
仕
す
る
も
の
だ
っ
た
で
す
か
ら
。

七
は
ぎ
の
着
物

 
徳
地
で
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
も
う
ま
く
育
た
な
い
こ
と
が
続
く
と
、
一
度

こ
の
子
を
捨
て
て
、
拾
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
を
す
る
と
育
つ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
時
に
、
近
所
の
七
軒
の
家
か
ら
も
ら
っ
た
ハ
ン
カ
チ
ほ
ど
の
大
き
さ

の
布
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
つ
く
っ
た
着
物
を
着
せ
て
捨
て
る
ん
で
す
。
梶
畑
の
女
性

が
、
自
分
は
そ
う
し
て
拾
わ
れ
た
と
い
う
経
験
を
し
て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
と
捨
て

ら
れ
た
と
き
に
来
て
い
た
ナ
ナ
ハ
ギ
の
着
物
を
現
に
も
っ
て
お
ら
れ
る
ん
で
す

よ
。
あ
と
で
、
お
話
を
う
か
が
い
に
行
き
ま
し
ょ
う
（
写
真
6
）
。
捨
て
る
と
き
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は
、
山
の
神
さ
ん
の
前
に
捨
て
る
ん
で
す
。
古
い
家
で
、
山
の
中
に
小
さ
な
ほ
こ

ら
が
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
う
ち
あ
わ
せ
し
て
お
い
て
、
す
ぐ
に
拾
っ
て
も

ら
う
ん
で
す
。

重
源
さ
ん
が
泊
ま
っ
た
家

 
こ
の
近
く
に
、
重
源
さ
ん
が
泊
ま
ら
れ
た
と
い
う
古
い
家
が
あ
り
ま
し
た
。
柱

間
が
広
か
っ
た
り
狭
か
っ
た
り
す
る
面
白
い
造
り
の
家
で
し
た
が
、
惜
し
い
こ
と

に
火
事
で
焼
け
ま
し
た
。
お
世
話
に
な
っ
た
か
ら
と
い
う
の
で
、
重
源
さ
ん
が
お

経
を
三
巻
置
い
て
い
か
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
火
事
の
時
に
も
救
い
出
し
て
、

今
は
防
府
に
出
て
お
ら
れ
る
か
ら
そ
ち
ら
に
持
っ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

 
梶
畑
の
家
も
百
二
十
年
余
り
た
つ
て
い
ま
す
が
、
雨
漏
り
さ
え
せ
ん
け
れ
ば
あ

と
百
年
ぐ
ら
い
は
も
ち
ま
す
。
で
も
、
茅
葺
き
だ
し
、
家
の
守
り
に
は
困
る
で
す

ね
。 

材
木
を
出
し
た
と
き
の
太
い
ロ
ー
プ
が
梶
畑
の
ア
マ
に
あ
げ
て
あ
り
ま
し
た
か

ら
い
た
だ
い
て
、
今
は
重
源
の
郷
の
文
化
伝
承
館
に
あ
り
ま
す
。
あ
あ
い
う
も
の

も
放
っ
て
お
く
と
骨
董
屋
が
と
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。

三
本
杉
の
下
で

 
ノ
シ
デ
と
リ
ョ
ウ
ブ
の
合
体
木
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ヤ
マ
ノ
カ
ミ
サ
マ

と
地
元
で
は
呼
ん
で
い
ま
す
。
今
で
は
大
き
な
木
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

も
と
も
と
、
高
齢
の
重
源
上
人
の
手
す
り
と
し
て
細
い
木
を
ね
じ
っ
て
、
編
み
あ

わ
せ
た
も
の
が
も
と
で
す
。
（
写
真
7
）

 
重
源
上
人
は
、
聖
で
し
た
か
ら
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
、
日
本
中
の
情
報
を

あ
つ
め
て
い
ま
し
た
。
岸
氏
の
系
統
で
も
あ
り
ま
す
。
岸
氏
と
い
う
の
は
、
飛
鳥

の
朝
廷
の
食
糧
供
給
の
担
当
者
だ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
岸
氏
の
財
力
を
も
っ
て
し

て
は
じ
め
て
重
源
上
人
は
、
三
度
も
中
国
に
わ
た
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
し
ょ

・
つ
。

 
重
源
上
人
は
、
出
家
し
て
醍
醐
寺
を
修
理
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
村
上
源
氏
の

菩
提
寺
で
す
か
ら
、
瀬
戸
内
海
で
海
賊
に
木
材
を
横
取
り
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
村

上
水
軍
に
も
た
の
ん
だ
ん
で
す
よ
。

 
重
源
上
人
は
、
神
戸
港
、
芦
屋
港
、
明
石
港
の
港
の
改
修
を
み
な
や
っ
て
い
ま

す
。 

年
に
何
回
か
、
気
候
の
い
い
と
き
に
瀬
戸
内
海
を
筏
で
横
断
す
る
わ
け
で
す
。

瀬
戸
に
は
船
が
沈
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
改
修
に
、
山
で
使
っ
た
の
と
匹
敵
す
る

予
算
を
か
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

 
重
源
は
栄
西
と
仲
が
よ
く
、
悪
遊
が
博
多
の
筑
前
に
誓
願
寺
を
つ
く
っ
た
と
き
、

す
で
に
周
防
杣
が
九
十
一
本
の
木
を
き
り
だ
し
て
い
ま
す
。
重
三
さ
ん
は
そ
の
こ

と
が
ち
ゃ
ん
と
頭
の
中
に
あ
る
ん
で
す
。

 
当
時
、
伊
勢
神
宮
の
森
を
使
お
う
と
思
っ
た
ら
、
神
宮
で
必
要
と
断
ら
れ
ま
し

た
け
れ
ど
、
実
は
材
が
小
さ
か
っ
た
ん
で
す
。
人
脈
を
思
う
よ
う
に
つ
か
う
こ
と

が
で
き
た
人
で
し
花
 
 
 
 
 
 
 
＋

 
陳
和
卿
（
チ
ン
ナ
ケ
イ
）
と
い
う
外
国
人
が
港
に
は
い
っ
た
の
を
察
知
し
て
、

大
仏
の
首
の
も
げ
た
の
を
な
お
す
こ
と
を
依
頼
す
る
と
か
。
高
野
山
に
い
て
も
た

ち
ま
ち
情
報
が
入
っ
て
く
る
の
は
、
聖
集
団
を
掌
握
し
て
い
た
重
源
さ
ん
の
力
で

し
ょ
、
つ
。

 
奥
州
の
金
で
鍍
金
す
る
た
め
の
使
者
を
引
き
受
け
た
の
が
西
行
で
す
。
そ
れ
で

も
い
ち
お
う
頼
朝
に
あ
っ
て
、
承
諾
を
得
て
い
ま
す
。

 
重
源
上
人
は
大
勧
進
で
す
か
ら
、
な
ん
で
も
で
き
ま
す
。
す
べ
て
の
資
源
が
使

え
る
わ
け
で
す
。
自
分
の
給
料
が
な
い
だ
け
で
す
。
五
戸
か
ら
ひ
と
り
ず
つ
毎
日

出
る
と
い
う
形
で
労
働
力
も
集
め
ま
し
た
。
東
大
寺
の
再
建
と
い
う
国
家
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

 
頼
朝
と
し
て
は
、
平
家
を
倒
し
た
と
こ
ろ
で
し
た
か
ら
、
東
大
寺
の
落
成
で
平

家
の
世
の
終
わ
り
を
天
下
に
し
ら
し
め
た
い
、
と
い
う
下
心
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
、
後
白
河
上
皇
に
協
力
し
ま
し
た
。
頼
朝
と
仲
の
悪
か
っ
た
奥
州
平
泉
の
金
も



山口市徳地の語り部・赤木森さん大いに語る口歴史と民俗文化のふるさと

西
行
法
師
が
間
に
は
い
っ
て
う
ま
く
利
用
し
て
い
ま
す
。

 
1
袈
裟
岩
様
の
所
に
あ
っ
た
七
百
年
忌
の
卒
塔
婆
に
は
「
俊
乗
坊
」
と
書
か

れ
て
あ
り
ま
し
た
が
。

 
俊
乗
房
、
以
前
は
「
坊
」
の
字
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
東
大
寺
に
問
い
合
わ

せ
た
ら
、
研
究
室
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
コ
房
」
を
使
う
と
教
え
ら
れ
て
、
徳

地
で
は
こ
れ
に
統
一
し
ま
し
た
。

 
袈
裟
岩
さ
ま
の
祭
で
は
、
俊
乗
と
い
う
言
葉
さ
え
遠
慮
し
て
コ
房
上
人
様
」
と

呼
び
ま
す
。

木
の
伐
り
出
し
が
完
了
し
た
場
所

 
ソ
ウ
ノ
セ
と
い
う
場
所
で
つ
い
に
木
の
伐
り
出
し
作
業
が
終
了
し
ま
し
た
。
綱

も
滑
車
も
そ
こ
へ
置
い
た
。
私
の
お
や
じ
は
そ
の
滑
車
を
も
ら
っ
て
き
て
、
一
輪

車
を
二
つ
三
つ
つ
く
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
一
輪
車
は
田
の
畦
な
ん
か
で
も
自
由
に

使
え
る
と
い
っ
て
人
気
が
あ
り
、
家
に
あ
る
こ
と
は
め
つ
た
に
な
か
っ
た
で
す
。

太
い
綱
は
そ
の
ま
ま
腐
り
ま
し
た
。
愛
宕
さ
ん
と
い
う
家
の
畑
で
、
こ
れ
が
、
伐

採
が
上
徳
地
か
ら
始
ま
っ
て
下
徳
地
で
お
わ
っ
た
と
い
う
印
で
す
。

 
ロ
ー
プ
の
原
料
の
麻
苧
が
不
作
で
、
頼
朝
と
後
白
河
上
皇
が
全
国
に
よ
び
か
け

て
よ
う
や
く
確
保
し
て
つ
く
っ
た
ロ
ー
プ
だ
っ
た
ん
で
す
。

第
二
部
徳
地
の
民
俗
あ
れ
こ
れ

新
年
の
祝
い
方

 
新
年
に
若
水
を
汲
む
と
き
は
、
二
尺
降
り
て
三
勺
半
汲
み
ま
す
。
お
金
が
上
へ

向
い
て
流
れ
て
い
る
と
い
う
か
ら
。
若
水
は
父
が
汲
み
ま
し
た
。

 
門
松
も
串
地
区
で
は
フ
ク
ラ
シ
（
和
名
ソ
ヨ
ゴ
）
を
飾
り
ま
す
。
ふ
っ
く
ら
と

し
た
お
い
い
し
い
お
米
が
と
れ
ま
す
よ
う
に
、
と
い
う
願
い
で
す
。
滑
で
は
ク
リ

を
飾
り
、
ク
リ
の
よ
う
に
お
い
し
い
お
米
を
と
い
い
ま
す
。

 
滑
で
は
正
月
の
若
水
汲
み
の
時
に
ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
を
折
っ
て
き
て
、
芽
の
つ
き
ぐ

あ
い
で
そ
の
年
の
天
候
を
予
想
し
て
、
包
物
を
植
え
る
か
、
遅
物
を
植
え
る
か
を

決
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
串
で
は
雪
の
融
け
ぐ
あ
い
を
見
て
そ
の
年

の
作
付
け
を
決
め
て
い
ま
す
。
正
月
の
二
日
に
は
そ
の
年
の
作
付
け
の
準
備
を
考

え
始
め
ま
す
。

 
二
日
は
仕
事
始
め
と
し
て
男
は
牛
の
縄
を
な
っ
た
り
し
ま
し
た
。

タ
ラ
の
木
の
こ
と

 
節
分
に
は
、
い
わ
し
の
頭
と
髪
の
毛
を
や
い
て
、
ダ
ラ
（
和
名
タ
ラ
）
を
た
て

て
…
…
。
ダ
ラ
の
木
の
芽
は
、
そ
の
下
に
立
っ
て
拍
手
し
た
ら
落
ち
る
で
す
よ
。

小
古
祖
の
人
は
だ
い
て
い
そ
う
し
て
い
ま
す
。
一
緒
に
い
っ
た
の
が
、
神
社
の
太

夫
さ
ん
じ
ゃ
っ
た
か
ら
拍
手
が
う
ま
い
か
と
思
っ
た
ら
、
そ
う
で
な
い
ん
で
す
。

あ
れ
だ
け
と
げ
が
あ
・
た
贔
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
ょ
㌔
と
・
う
が
最
近
の
町
＋

の
人
は
、
す
っ
か
り
切
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
す
る
と
せ
っ
か
く
の
タ
ラ
の
木
が

枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

 
町
の
人
は
ダ
ラ
だ
け
で
な
く
、
フ
キ
で
も
ワ
ラ
ビ
で
も
ゼ
ン
マ
イ
で
も
皆
採
っ

て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
、
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
私
は
ダ
ラ
を
植
え

ま
し
た
。

 
ダ
ラ
を
ヘ
ビ
よ
け
に
鶏
小
屋
に
入
れ
ま
す
。
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
が
入
っ
て
き
て
、

鶏
の
首
に
ま
き
つ
い
て
殺
し
ま
す
か
ら
。
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
を
ダ
ラ
で
追
い
払
っ

た
ん
で
す
。
す
る
と
来
な
か
っ
た
で
す
。

水
争
い

 
田
は
上
流
か
ら
順
番
に
植
え
て
こ
な
い
と
、
水
漏
れ
が
し
て
水
が
下
の
田
ま
で

来
ま
せ
ん
。
こ
れ
ば
か
り
は
、
金
が
あ
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
道
理
で
す
。

 
下
の
者
が
自
分
の
田
に
入
れ
よ
う
と
水
を
堰
い
て
も
、
上
の
田
の
主
が
植
え
ん
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と
干
（
ひ
）
る
い
ね
。
そ
し
て
、
水
争
い
し
て
口
論
す
る
間
で
も
、
鍬
を
あ
て
て

水
を
堰
い
て
お
か
ん
と
と
い
い
ま
す
。

 
干
ば
つ
の
ひ
ど
い
年
に
は
佐
波
川
の
本
流
で
も
淵
に
し
か
水
が
な
い
よ
う
な
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
一
本
の
ロ
ー
ソ
ク
の
火
が
点
い
て
い
る
間
だ
け
、
そ
れ
が
消

え
る
ま
で
だ
け
水
を
あ
て
る
と
い
う
水
の
配
り
方
も
あ
り
ま
し
た
。
守
谷
の
村
で

は
水
争
い
か
ら
大
喧
嘩
に
な
っ
て
、
役
人
が
そ
れ
を
整
理
し
て
水
を
配
る
よ
う
に

す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

産
ま
ず
が
竹

 
嫁
に
来
て
子
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
村
の

人
口
が
減
っ
て
村
が
建
た
ん
よ
う
に
な
る
か
ら
「
ふ
（
運
）
」
が
悪
い
と
い
う
ん

で
す
。
こ
れ
は
、
家
に
舞
い
ち
ゃ
い
け
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
嫁
は
、

居
り
場
を
変
え
て
く
れ
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
す
ぐ
に

生
ま
れ
な
く
て
も
五
年
や
七
年
は
待
つ
わ
け
で
す
が
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
上
流
の

家
の
嫁
は
下
流
の
方
に
小
屋
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
そ
こ
で
寝
起
き
し
ま
す
。
そ

う
い
う
女
は
山
に
竹
を
植
え
る
と
い
う
こ
と
を
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
「
産
ま

ず
が
竹
」
と
言
い
ま
す
。
傾
斜
地
の
土
砂
崩
れ
の
所
に
竹
を
植
え
さ
せ
る
ん
で
す
。

太
さ
一
寸
く
ら
い
の
細
い
竹
で
も
、
根
っ
こ
が
大
き
い
か
ら
、
米
の
一
俵
よ
り
も

重
い
ん
で
す
。
こ
れ
を
植
え
る
日
は
旧
の
七
月
二
十
何
日
と
決
ま
っ
て
い
て
、
今

の
八
月
で
す
か
ら
一
番
暑
い
と
き
で
す
。
掘
る
の
は
人
に
や
っ
て
も
ら
っ
て
も
、

植
え
る
の
は
自
分
で
や
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
女
手
で
そ
ん
な
苦
労
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
を
見
る
に
忍
び
ん
か
ら
こ
の
日
は
山
に
い
く
な
、
と
父
が
い
い
よ
っ
た

で
す
よ
。

摸
捨
て
の
話

 
食
う
に
困
っ
て
、
凶
作
の
年
に
年
寄
り
を
す
て
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る

村
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
す
。
あ
る
年
二
年
も
三
年
も
水
害
や
干
ば
つ
が
続
い
て
、

と
う
と
う
年
寄
り
を
捨
て
ん
と
ど
う
に
も
な
ら
ん
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
該
当
者

が
二
人
、
ど
ち
ら
も
女
性
で
し
た
。
雨
露
を
防
ぐ
だ
け
の
小
屋
を
人
が
山
の
中
に

建
て
て
く
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
片
方
が
金
持
ち
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
、
そ
の
人
が
も

う
片
方
が
貧
乏
な
の
を
知
っ
て
、
「
あ
の
貧
乏
人
の
ば
あ
さ
ま
と
一
緒
で
は
い
や

で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
て
ジ
ラ
（
わ
が
ま
ま
）
を
い
う
た
。
そ
れ
で
別
々
に
捨

て
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の
ば
あ
さ
ま
は
、
深
谷
と
三
谷
の
境
界
に
捨
て
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

 
も
う
ひ
と
り
は
、
気
の
い
い
人
で
「
は
あ
、
私
は
こ
の
年
で
す
か
ら
ど
こ
で
も

結
構
で
あ
り
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
か
ら
、
タ
カ
ノ
ス
山
の
山
の
上
の
景
色
の
い

い
、
山
々
が
み
と
お
せ
る
所
に
捨
て
ま
し
た
。
捨
て
る
と
き
に
は
、
二
、
三
日
は

食
べ
る
ほ
ど
は
お
に
ぎ
り
を
持
た
せ
る
ん
で
す
。
こ
の
人
の
家
は
貧
乏
で
苦
労
し

て
い
る
か
ら
、
よ
う
で
き
た
嫁
さ
ん
が
お
っ
て
、
少
し
で
も
ひ
も
じ
く
な
い
よ
う

に
と
枕
の
中
ヘ
ソ
バ
や
ダ
イ
ズ
の
粉
を
入
れ
て
持
た
せ
る
計
画
で
し
た
。
歯
磨
き

粉
や
鏡
も
持
た
せ
た
ん
で
す
重
日
あ
せ
っ
て
粉
の
も
の
を
詰
め
る
の
を
要
脚
れ
普

て
、
蕎
麦
な
ど
を
丸
の
ま
ま
入
れ
て
渡
し
た
そ
う
で
す
。
山
の
上
に
あ
が
っ
て
み

る
と
、
岩
の
問
に
草
が
ま
だ
青
々
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
石
の
間
を

せ
せ
り
よ
っ
た
ら
、
き
ち
き
ち
水
が
出
て
き
て
、
一
日
に
バ
ケ
ツ
一
杯
ぐ
ら
い
た

ま
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
へ
蕎
麦
を
蒔
け
ば
小
さ
い
畑
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

鏡
を
の
ぞ
い
て
い
た
ら
、
鷹
が
大
き
な
ウ
サ
ギ
を
つ
か
ん
で
通
り
か
か
っ
た
所
へ

鏡
の
光
が
目
に
入
っ
た
ん
で
し
ょ
う
、
大
き
な
ウ
サ
ギ
を
落
と
し
て
く
れ
ま
し

た
。 

ジ
ラ
を
い
う
た
や
ね
こ
い
（
面
倒
な
）
方
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
食
べ
物
が
す

ぐ
な
く
な
っ
て
、
も
う
一
人
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ
へ
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
、
畑
も
あ
る
、
ウ
サ
ギ
も
あ
る
と
い
う
て
、
二
人
で
喜
ん
で
大
声
で
歌

を
歌
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
見
に
来
た
若
い
者
た
ち
は
、
年
寄
り
の
知
恵
に
驚
い

て
連
れ
て
も
ど
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
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栗
と
焼
き
米

 
昔
は
営
林
署
に
届
け
て
国
有
林
の
中
で
山
栗
を
拾
っ
て
、
こ
れ
を
干
し
て
か
ら

は
た
い
た
も
の
を
三
つ
に
分
け
ま
し
た
。
丸
太
（
丸
の
ま
ま
）
と
半
分
と
小
さ
く

砕
け
た
も
の
で
す
。
栗
の
丸
太
は
と
っ
て
お
い
て
、
割
り
栗
か
ら
食
べ
ま
し
た
。

昔
は
悪
い
も
の
か
ら
、
古
い
も
の
か
ら
食
べ
た
ん
で
す
ね
。
小
さ
く
砕
け
た
の
は

ヒ
ラ
イ
コ
メ
と
あ
わ
せ
て
ち
ょ
っ
と
煮
る
と
お
い
し
く
な
り
ま
す
。
こ
の
ヒ
ラ
イ

コ
メ
と
割
り
栗
の
ミ
ッ
ク
ス
せ
た
の
を
ご
飯
の
上
に
た
ら
っ
と
か
け
て
食
べ
た

ら
、
香
ば
し
く
も
あ
る
、
甘
く
も
な
っ
て
お
い
し
い
で
す
。

 
ヒ
ラ
イ
コ
メ
の
食
べ
方
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
食
べ
に
く
い
か
ら
、
お
茶
を
か
け

て
、
親
ら
は
塩
味
で
。
子
ど
も
は
砂
糖
味
。
お
茶
を
か
け
て
な
ん
ど
か
お
茶
を
飲

む
と
や
が
て
米
も
ふ
や
け
る
の
で
そ
れ
を
食
べ
る
ん
で
す
。

米
を
ケ
シ
ネ
と
い
う

 
羽
釜
が
な
い
昔
は
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
鍋
で
は
ご
飯
が
あ
ま
り
う
ま
く

炊
け
ま
せ
ん
。
羽
釜
が
で
き
て
、
あ
れ
は
一
種
の
圧
力
釜
で
す
か
ら
、
ご
飯
が
お

い
し
く
な
っ
た
ん
で
す
。

 
親
父
は
、
米
を
「
ケ
シ
ネ
」
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
ケ
、
と
い
う
の
は
、
万
葉

に
も
出
て
く
る
食
器
「
御
器
」
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
弁
当
箱
を
「
ご
け
」
と
か

「
ご
き
」
と
か
言
い
ま
し
た
か
ら
。

小
米
餅

 
米
は
供
出
・
販
売
し
た
あ
と
、
一
年
分
の
保
有
米
を
保
存
し
ま
す
。
良
い
米
は

出
し
ま
す
か
ら
、
し
い
な
や
割
米
な
ど
の
、
飾
い
か
ら
こ
ぼ
れ
た
小
米
が
の
こ
り

ま
す
。
こ
れ
を
捨
て
る
よ
り
は
な
ん
と
か
し
て
食
べ
ら
れ
れ
ば
い
い
と
考
え
る
ん

で
す
。
米
を
食
べ
る
と
い
っ
て
も
ま
つ
白
く
炊
い
た
ご
飯
ば
か
り
で
は
な
い
ん
で

す
よ
。
小
米
は
小
米
餅
に
し
て
食
べ
ま
し
た
。
白
米
の
ち
ゃ
ん
と
し
た
餅
を
食
べ

る
機
会
が
少
な
く
、
小
米
餅
が
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

 
ま
ず
小
米
を
炊
い
た
ら
、
こ
れ
を
掲
い
て
長
い
形
に
ま
る
め
て
藁
を
敷
い
た
上

に
お
い
て
、
大
き
さ
は
直
径
七
、
八
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
で
し
た
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
大

根
を
切
る
よ
う
な
感
じ
で
、
二
～
三
セ
ン
チ
の
厚
さ
に
切
っ
て
並
べ
ま
す
。
小
米

餅
は
、
色
が
黒
っ
ぽ
い
し
、
冷
え
る
と
す
ぐ
堅
く
な
っ
て
あ
ま
り
お
い
し
い
も
の

で
は
な
い
ん
で
す
。

醤
油
は
贅
沢
品

 
稲
と
麦
の
二
毛
作
を
し
て
い
ま
し
た
。
私
が
小
さ
い
頃
は
味
噌
・
醤
油
は
家
で

作
っ
て
い
ま
し
た
。
醤
油
は
で
も
お
正
月
く
ら
い
し
か
使
わ
な
か
っ
た
で
す
ね
。

あ
と
は
味
噌
で
味
つ
け
を
し
て
い
ま
し
た
。
た
ま
に
醤
油
が
出
る
と
、
「
こ
れ
は

醤
油
か
」
と
い
っ
て
喜
ぶ
ほ
ど
醤
油
は
使
わ
な
か
っ
た
で
す
ね
。
や
っ
こ
豆
腐
だ

け
は
醤
油
で
な
い
と
ね
。
塩
は
徳
地
で
は
自
給
で
き
な
い
の
で
買
っ
て
き
て
い
ま

し
た
。

赤
土
入
り
の
団
子
を
食
べ
ま
し
た

 
古
い
茅
葺
き
の
家
な
ん
か
に
は
、
リ
ョ
ー
ボ
（
標
準
和
名
リ
ョ
ウ
ブ
）
の
新
芽

を
と
っ
て
蒸
し
た
も
の
が
保
存
し
て
あ
り
ま
し
た
。
俵
に
入
れ
て
天
井
に
あ
げ
て

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
食
べ
物
が
な
い
時
に
、
赤
土
の
団
子
に
し
て
食
べ
ま
し

た
。
採
る
の
は
お
茶
の
季
節
と
同
じ
頃
で
す
。
こ
の
葉
が
蒸
さ
れ
て
や
わ
ら
か
く

な
っ
て
い
る
の
を
莚
の
上
で
小
さ
く
刻
み
ま
す
。
そ
れ
を
揉
ん
で
干
し
て
、
干
し

上
が
っ
た
ら
カ
マ
ス
に
入
れ
て
、
茅
葺
き
の
家
の
い
ろ
り
の
上
あ
た
り
の
乾
燥
す

る
と
こ
ろ
に
上
げ
て
置
き
ま
し
た
。
赤
土
を
山
か
ら
取
っ
て
き
て
盟
の
中
で
水
と

混
ぜ
る
と
泥
が
沈
み
ま
す
。
こ
の
泥
を
使
う
ん
で
す
。
か
た
く
り
粉
を
と
る
の
と

同
じ
で
す
。
味
噌
を
入
れ
て
こ
れ
を
コ
ウ
セ
ン
の
よ
う
に
掻
い
て
、
莚
の
上
の
刻

ん
だ
り
ョ
ー
ボ
を
入
れ
て
団
子
の
形
に
丸
め
て
焼
い
て
食
べ
ま
す
。
炊
け
ば
土
臭

い
か
ら
な
か
な
か
食
べ
に
く
い
ん
で
、
そ
れ
で
焼
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
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お
茶
は
自
家
製

 
お
茶
も
家
で
一
年
分
の
お
茶
を
造
り
ま
し
た
。
時
季
が
来
る
と
、
仕
事
を
休
ん

で
お
茶
造
り
に
専
念
し
ま
す
。
始
め
は
芽
茶
、
八
十
八
夜
の
あ
と
は
番
茶
を
と
り
、

最
後
は
木
を
切
っ
て
ま
で
し
て
造
り
ま
し
た
。
大
家
族
な
ら
二
日
も
三
日
も
か
か

り
ま
す
よ
。
朝
摘
ん
だ
ら
午
後
乾
か
し
ま
す
。
取
っ
た
ら
夕
方
ま
で
に
は
処
分
し

な
い
と
、
春
一
番
も
吹
い
て
散
っ
て
逃
げ
ま
す
。
「
日
常
茶
飯
事
」
と
い
い
ま
す

が
、
お
茶
と
い
う
も
の
は
必
需
品
で
す
か
ら
。

昔
の
ひ
と
は
た
く
さ
ん
食
べ
た

 
昔
の
人
は
食
べ
る
も
の
は
今
よ
り
よ
け
い
食
べ
て
い
ま
し
た
よ
。
朝
、
餅
を
食

べ
る
と
す
る
と
、
ゆ
が
い
て
黄
粉
で
も
つ
け
て
若
い
人
は
十
個
も
た
べ
ま
し
た
。

一
家
族
も
十
人
ぐ
ら
い
い
ま
し
た
か
ら
、
一
人
五
個
と
し
て
も
、
五
十
個
で
し
ょ

う
。
大
量
の
餅
は
、
焼
く
よ
り
ゆ
が
く
の
が
速
い
で
す
。
一
斗
桝
に
入
れ
て
、
表

に
出
し
て
あ
る
の
を
若
い
人
が
一
斗
桝
を
使
っ
て
白
い
の
何
個
、
黒
い
の
何
個
と

決
め
て
入
れ
て
台
所
ま
で
持
っ
て
く
る
ん
で
す
。

紙
す
き
時
季
は
「
日
七
食

 
紙
漉
き
の
家
で
は
日
に
七
回
は
食
べ
た
も
の
で
す
。
腹
に
も
た
れ
る
も
の
を
食

べ
て
い
て
は
仕
事
に
な
ら
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
朝
、
起
き
た
ら
ま
ず
牛
馬
に
餌

を
食
べ
さ
せ
ま
す
。
あ
れ
ら
は
食
べ
る
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
か
ら
。
そ
れ
か

ら
ま
ず
一
口
食
べ
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
冷
え
た
ご
飯
に
お
茶
を
か
け
た
ほ
ど
の

も
の
を
、
茶
碗
の
尻
に
入
れ
て
ひ
と
す
す
り
、
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
で
す
。
夏

な
ら
暗
い
う
ち
か
ら
、
女
は
食
事
の
し
か
け
、
男
は
田
の
水
ま
わ
り
を
し
ま
す
。

牛
馬
の
草
刈
り
は
、
涼
し
い
う
ち
に
一
荷
刈
る
の
が
仕
事
で
す
。
水
回
り
で
あ
れ

ば
、
田
に
は
手
ぶ
ら
で
行
く
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
肥
料
な
ど

持
っ
て
い
き
ま
す
。
と
に
か
く
田
圃
に
は
一
日
に
何
回
で
も
暇
さ
え
あ
れ
ば
行
き

ま
す
。
一
度
行
け
ば
何
か
仕
事
が
あ
り
、
時
間
も
か
か
る
ん
で
す
が
、
帰
っ
て
き

て
朝
ご
飯
を
食
べ
ま
す
。
お
か
ゆ
を
た
く
あ
ん
一
切
れ
で
ぐ
る
ぐ
る
回
し
て
食
べ

る
よ
う
な
こ
と
で
す
。
十
時
に
お
茶
。
十
二
時
に
お
昼
ご
飯
。
そ
の
後
昼
寝
を
し

ま
す
。
そ
し
て
寝
起
き
茶
と
し
て
何
か
食
べ
て
、
こ
ん
ど
は
三
時
。
そ
れ
か
ら
夕

ご
飯
。
そ
し
て
夜
の
十
二
時
ま
で
残
業
と
い
う
か
、
夜
の
仕
事
が
あ
る
ん
で
す
。

こ
こ
で
夜
食
を
ち
ょ
っ
と
食
べ
ま
す
が
、
こ
れ
が
七
回
目
に
な
る
で
し
ょ
う
。

カ
ニ
が
お
い
し
い

 
ち
か
ご
ろ
の
若
い
人
は
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
や
ら
の
ま
ず
い
も
の
を
た
べ
て
い
ま

す
よ
。
そ
こ
へ
い
く
と
、
例
え
ば
カ
ニ
の
つ
ぶ
し
た
も
の
の
汁
。
こ
れ
は
う
ま
す

ぎ
て
、
三
杯
飲
ん
だ
ら
、
長
寝
ら
れ
ま
せ
ん
。
カ
ニ
に
し
て
も
ウ
サ
ギ
に
し
て
も
、

肉
ほ
ど
は
さ
っ
と
取
っ
て
食
べ
る
ほ
う
に
ま
わ
し
て
、
あ
と
は
肉
を
少
々
残
し
て

付
け
た
骨
や
殻
を
臼
で
老
い
て
粉
々
に
し
ま
す
。
そ
れ
に
味
噌
を
入
れ
て
汁
に
し

た
り
、
団
子
に
し
て
お
つ
ゆ
に
い
れ
た
り
、
煎
餅
に
し
て
焼
く
、
こ
ん
な
風
に
し

て
全
部
捨
て
な
い
で
食
べ
る
も
の
で
し
た
。

 
カ
ニ
は
高
菜
を
入
れ
て
煮
さ
え
す
れ
ば
う
ま
い
で
す
。
冬
の
寒
い
時
は
こ
れ
に

限
り
ま
す
。

 
カ
ニ
は
年
中
と
れ
ま
す
。
桜
が
咲
く
こ
ろ
は
あ
ま
り
お
い
し
く
な
い
で
す
が
、

こ
の
こ
ろ
は
川
の
水
量
が
上
が
っ
て
き
て
一
番
獲
れ
る
。
雨
が
降
っ
て
水
が
増
え

る
こ
ろ
、
長
さ
一
間
あ
る
カ
ニ
モ
ジ
を
手
で
も
っ
て
い
っ
て
、
川
の
瀬
に
置
い
て

兄
貴
と
二
人
で
め
い
め
い
一
か
点
ず
つ
押
さ
え
る
ん
で
す
。
川
を
せ
く
ひ
ま
も
な

い
ほ
ど
次
々
に
カ
ニ
が
入
り
ま
す
。
十
五
分
上
に
の
っ
ち
ょ
る
と
カ
ニ
が
五
十
枚

く
ら
い
は
い
つ
ち
ょ
る
。
そ
の
時
に
は
、
四
斗
樽
に
三
杯
と
れ
た
で
す
。
一
杯
に

四
百
枚
入
り
ま
す
か
ら
す
ご
い
数
で
す
。
京
都
・
大
阪
の
料
亭
に
出
す
の
で
し
ょ

う
、
一
枚
十
円
で
買
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

柿
や
麦
と
話
す

 
よ
そ
の
柿
を
も
い
で
も
、
誰
も
い
な
く
て
も
「
ひ
と
つ
も
ら
い
ま
す
」
と
い
う
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て
か
ら
、
取
る
よ
う
に
、
と
い
う
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

 
麦
誉
め
と
い
う
の
も
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
。
稔
っ
た
麦
を
誉
め
る
ん
で
す
。
と

な
り
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
蓑
を
さ
か
し
（
裏
返
し
V
に
着
て
、
麦
田
に
入
る
ん
で

す
。
異
装
と
い
い
ま
す
か
ね
、
見
ら
れ
た
か
っ
こ
う
じ
ゃ
な
い
、
異
様
な
姿
で
す
。

そ
し
て
、
「
こ
れ
の
麦
は
よ
う
で
き
た
。
ヨ
コ
ロ
（
横
槌
、
槌
の
子
）
の
よ
う
な

穂
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
ん
で
す
。
「
こ
れ
の
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
家
の
と

い
う
意
味
で
す
。

担
い
棒

 
担
い
棒
。
麦
を
担
ぐ
た
め
の
も
の
は
、
杉
で
ず
ん
ど
う
の
形
を
し
て
い
ま
す
。

太
く
て
軽
い
の
で
肩
が
痛
く
な
い
。
荷
が
ま
わ
ら
な
い
。
滑
り
や
す
い
。
で
も
、

塩
や
豆
腐
や
煮
干
し
屋
さ
ん
は
、
重
い
も
の
で
す
か
ら
、
担
い
棒
が
し
な
ら
な
い

と
担
ぐ
の
が
え
ら
い
と
い
い
ま
す
。

 
米
を
運
ぶ
に
は
、
エ
ゴ
の
木
。
ビ
ワ
の
木
は
し
な
や
か
で
丈
夫
で
い
い
ん
で
す

が
、
な
ぜ
か
ビ
ワ
を
使
う
の
は
い
や
が
り
ま
す
ね
。

売
れ
る
木
と
薪
に
も
な
ら
な
い
木

 
山
へ
行
っ
た
ら
、
杖
に
す
る
木
も
考
え
て
取
っ
て
き
て
お
れ
ば
、
売
れ
た
も
の

で
す
。
マ
エ
ジ
ョ
ー
ノ
ー
（
ち
ょ
う
な
）
な
ん
か
の
曲
が
っ
た
木
は
、
探
す
の
が

大
変
で
す
か
ら
、
特
に
よ
く
売
れ
ま
し
た
。

 
正
月
餅
の
餅
米
を
う
む
す
（
蒸
す
）
の
に
、
ハ
イ
ノ
キ
を
切
っ
て
き
て
お
や
じ

に
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
火
力
が
な
い
し
、
灰
が
火
葬
場
の
灰
に
に
て
い

ま
す
。
ま
っ
す
ぐ
な
木
で
荷
造
り
も
ら
く
な
ん
で
す
が
、
薪
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

マ
ム
シ
・
青
大
将
・
槌
の
子

 
そ
れ
か
ら
、
山
で
葛
を
裂
く
な
と
い
い
ま
す
。
あ
れ
を
裂
く
音
で
マ
ム
シ
が
出

て
来
る
ん
で
す
。
一
匹
出
た
ら
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出
て
き
ま
す
よ
。
一
番
多
い
時
は
、

一
人
で
二
十
何
匹
と
っ
た
と
い
い
ま
す
。

 
マ
ム
シ
を
恐
れ
な
い
人
が
い
ま
す
。
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
ら
、
お
と
な
し
く
し

て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
力
の
あ
る
人
を
「
藤
原
性
（
ふ
じ
わ
ら
し
ょ
う
）
」

と
い
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
が
い
た
と
い
う
ん
で
す
。
藤
原
性
の
人
は
、
左
の
耳

た
ぶ
に
小
さ
い
穴
が
あ
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
が
百
人
に
一
人
は
い
る
も
の

で
す
。
私
の
知
り
合
い
で
も
、
毎
日
青
大
将
を
可
愛
が
る
人
が
い
ま
し
た
。
大
き

な
青
大
将
が
き
た
ら
、
「
お
お
来
た
か
」
と
い
う
て
、
引
き
寄
せ
て
な
で
て
や
る

と
丸
く
な
る
の
で
、
卵
の
黄
身
を
飲
ま
せ
て
や
っ
て
い
ま
し
た
。

 
そ
の
人
は
、
山
歩
き
が
好
き
で
、
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
を
植
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
下

に
モ
グ
ラ
が
穴
を
掘
っ
て
困
っ
た
の
で
、
そ
れ
へ
石
油
ス
ト
ー
ブ
を
洗
っ
た
石
油

を
入
れ
て
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
、
槌
の
子
蛇
が
で
て
き
ま
し

た
。
出
て
き
た
と
き
は
、
太
さ
一
寸
も
な
い
、
二
尺
あ
ま
り
の
も
の
で
、
な
ん
と

い
う
こ
と
も
な
い
蛇
で
し
た
が
、
こ
の
蛇
は
、
驚
く
と
太
く
な
る
ん
で
す
。
頭
と

し
つ
ぼ
を
残
し
て
、
小
さ
い
・
・
プ
ぐ
ら
い
の
太
さ
に
な
呈
し
発
馬
に
黒
い
＋

模
様
が
あ
っ
て
。
狸
猛
で
す
よ
。
縁
側
に
お
い
て
あ
る
カ
メ
ラ
を
と
ろ
う
と
思
う

の
に
、
恐
ろ
し
く
て
目
を
離
せ
な
い
ん
で
す
。
槌
の
子
蛇
は
、
藤
原
性
の
人
で
も

お
そ
ろ
し
が
つ
た
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
。
私
は
、
声
を
出
し
て
板
塀
の
向
こ
う
の
女

性
達
を
呼
ん
で
見
せ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
引
谷
あ
た
り
で
も
、
枝
打
ち
を
し
て
い

た
女
性
が
自
分
も
見
た
と
か
い
う
て
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。

金
鳶
と
白
雑

 
金
色
の
鳶
が
出
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
徳
地
で
は
鳶
は
棟
に
止
ま
ろ
う
と
す
る

と
、
止
ま
ら
せ
な
い
よ
う
に
長
い
竿
で
追
う
ん
で
す
が
、
田
に
人
糞
を
ま
く
と
、

そ
れ
に
鳶
が
集
ま
っ
て
来
る
ん
で
す
。
そ
の
時
は
、
ぴ
か
っ
と
光
り
、
屋
根
や
物

干
し
の
影
が
地
面
に
写
る
く
ら
い
ま
ぶ
し
か
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な

に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
て
い
ま
し
た
が
。

1
（
安
渓
量
地
）
神
武
天
皇
の
金
色
の
鳶
は
有
名
で
す
が
、
母
が
子
ど
も
の
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こ
ろ
習
っ
た
と
い
っ
て
教
え
て
く
れ
た

す
。
（
歌
う
）

「
金
野
勲
章
の
歌
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま

 
、
御
弓
の
は
ず
に
 
金
色
の
鳶

 
 
輝
く
光
 
き
ら
き
ら
 
ぴ
か
ぴ
か

 
 
ま
な
ご
眩
み
て
 
逃
げ
ゆ
く
悪
者

二
、
昔
の
塾
生
も
そ
の
ま
ま

 
 
胸
の
勲
章
 
き
ら
き
ら
 
ぴ
か
ぴ
か

 
 
誉
れ
輝
く
 
日
本
軍
人

 
大
正
時
代
、
徳
地
で
白
い
雑
が
見
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
大
化
六
年
に
、

穴
門
国
（
あ
な
と
の
く
に
、
後
の
長
門
国
）
か
ら
献
上
さ
れ
た
白
錐
に
よ
っ
て
、

年
号
を
換
え
た
と
日
本
書
紀
に
載
っ
て
い
る
く
ら
い
、
こ
れ
は
め
で
た
い
こ
と
だ

と
い
う
の
で
、
生
け
捕
り
に
し
て
天
皇
陛
下
に
献
上
し
よ
う
と
、
在
郷
軍
人
た
ち

が
が
ん
ば
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
結
局
、
捕
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
こ
か

ら
追
わ
れ
て
藤
永
さ
ん
と
い
う
鉄
砲
撃
ち
が
撃
っ
て
捕
っ
て
い
た
ん
で
す
。
床
の

間
に
白
い
長
い
羽
が
飾
っ
て
あ
っ
た
の
を
私
は
見
ま
し
た
。

狼
の
道
案
内

 
「
送
り
オ
オ
カ
ミ
」
と
い
う
た
ら
叱
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
北
谷
川
の

あ
た
り
は
オ
オ
カ
ミ
の
多
い
所
で
し
た
。
ま
た
オ
オ
カ
ミ
を
大
切
に
す
る
所
で
も

あ
り
ま
す
。
オ
オ
カ
ミ
が
道
案
内
を
し
て
く
れ
れ
ば
心
強
い
ん
で
す
。
と
く
に
雪

道
に
黒
い
姿
は
よ
く
見
え
て
あ
り
が
た
い
で
す
。
オ
オ
カ
ミ
と
い
う
の
は
セ
イ
が

い
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
人
間
が
お
し
っ
こ
す
る
の
を
ま
つ
ち
ょ
る
ん
で
す
ね
。

壷
に
す
る
お
し
っ
こ
で
も
、
待
っ
て
い
て
喜
ん
で
な
め
に
来
ま
す
。
醤
油
や
味
噌

の
汁
の
余
っ
た
の
が
好
き
で
、
待
っ
て
い
る
と
も
い
い
ま
す
。
料
理
の
余
っ
た
と

こ
ろ
と
か
塩
魚
の
頭
な
ん
か
も
ほ
し
が
り
よ
っ
た
も
の
で
す
。
狼
が
明
治
の
「
コ

レ
ラ
」
で
お
お
か
た
死
ん
だ
あ
と
に
も
昭
和
の
は
じ
め
ま
で
オ
オ
カ
ミ
は
何
度
も

出
た
と
、
昭
和
の
始
め
ま
で
木
挽
き
を
し
て
山
で
働
い
た
私
の
お
や
じ
が
い
い
よ

っ
た
で
す
。

か
っ
ぱ
の
教
え
た
膏
薬

 
か
つ
ば
は
鉄
や
銅
を
き
ら
う
ん
で
し
ょ
う
。
ま
ぐ
わ
が
穴
に
ひ
っ
か
か
っ
て
動

け
な
く
っ
て
、
助
け
て
も
ら
っ
た
お
礼
に
教
え
た
の
が
、
膏
薬
の
作
り
方
で
す
。

三
谷
の
膏
薬
、
湯
野
の
膏
薬
は
、
か
っ
ぱ
に
な
ら
っ
た
も
の
と
い
い
ま
す
。

第
三
部
赤
木
森
さ
ん
の
原
稿
か
ら

 
こ
れ
は
、
赤
木
森
さ
ん
の
残
さ
れ
た
原
稿
の
ほ
ん
の
一
部
で
す
。
元
原
稿
か
ら

の
入
力
に
あ
た
っ
て
は
、
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
学
生
の
中
島
美
帆
さ
ん

の
お
力
を
か
-
ま
し
た
．
ま
た
、
曲
筆
第
二
部
と
の
覆
も
あ
-
ま
す
が
、
＋

巡
検
の
部
分
な
の
で
、
残
し
ま
し
た
。

杣
の
家
に
生
れ
て

 
親
父
も
祖
父
も
、
と
も
に
杣
（
そ
ま
）
で
あ
り
ま
し
た
。

 
杣
と
云
っ
て
も
木
挽
で
し
た
か
ら
他
に
伐
り
杣
と
い
う
大
木
を
伐
り
倒
す
杣
、

は
つ
り
杣
と
い
う
伐
り
杣
の
倒
し
た
木
の
枝
や
根
な
ど
伐
り
取
っ
て
一
本
の
素
材

に
す
る
杣
や
、
出
し
杣
と
云
っ
て
山
か
ら
河
端
ま
で
運
送
す
る
杣
。
流
し
杣
と
云

っ
て
川
流
し
す
る
杣
な
ど
み
ん
な
杣
と
呼
び
、
海
で
ア
ワ
ビ
や
サ
ザ
エ
な
ど
を
取

る
海
女
に
対
し
て
山
暮
で
働
く
人
を
杣
と
云
っ
た
の
で
す
。

 
親
父
は
家
に
居
る
と
き
は
（
特
に
積
雪
で
仕
事
が
出
来
な
い
冬
季
）
よ
く
色
々

な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
小
鳥
や
兎
な
ど
捕
る
仕
掛
け
、
川
魚
を
と
る
仕

掛
け
や
方
法
な
ど
、
地
方
の
子
供
の
掛
る
と
り
方
と
は
違
う
猟
法
・
漁
法
で
し
た
。

親
父
た
ち
は
何
人
か
一
組
で
山
に
入
り
小
屋
の
生
活
を
し
な
が
ら
何
日
も
家
に
帰
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っ
て
来
ま
せ
ん
。
仕
事
で
滑
山
に
入
っ
た
と
き
は
さ
す
が
に
大
き
な
木
材
で
、
火

薬
を
仕
掛
け
て
二
つ
割
り
、
四
ツ
割
り
に
し
て
木
挽
作
業
に
入
る
の
だ
と
云
っ
て

い
ま
し
た
。
俗
に
四
里
八
丁
（
四
方
）
と
云
わ
れ
る
滑
国
有
林
は
藩
制
時
代
は
、

毛
利
氏
の
御
立
山
と
し
て
奉
行
が
置
か
れ
厳
重
な
保
護
管
理
が
行
な
わ
れ
た
も
の

だ
け
に
、
森
林
鉄
道
も
置
か
れ
た
も
の
で
す
。

川
の
ほ
と
り
で

 
私
の
家
は
佐
波
川
の
す
ぐ
傍
で
し
た
。
家
の
前
は
町
通
り
で
私
の
家
は
裏
道
に

当
る
二
軒
家
の
一
軒
で
し
た
。

 
す
ぐ
裏
を
明
神
淵
と
云
う
佐
波
川
で
一
、
二
の
大
き
な
淵
で
し
た
。
そ
の
淵
の

入
口
は
初
国
坊
と
よ
ぶ
淵
で
、
治
承
の
乱
で
消
失
し
た
東
大
寺
再
建
の
用
材
を
伐

出
し
こ
の
川
を
運
送
し
た
と
き
、
現
場
で
指
揮
し
て
い
た
初
仲
坊
の
筏
が
こ
の
淵

の
岩
に
激
突
し
て
溺
死
し
た
と
い
う
こ
と
で
坊
さ
ん
の
名
前
で
よ
ば
れ
て
い
る
淵

の
一
つ
で
す
。
こ
の
明
神
淵
に
は
昔
か
ら
大
き
な
橋
は
な
く
、
橋
桁
も
な
い
と
き

は
み
ん
な
瀬
を
歩
い
て
渡
り
ま
し
た
。
従
っ
て
田
植
の
時
期
な
ど
女
性
が
渡
る
こ

と
も
多
く
、
一
人
で
渡
る
の
で
溺
れ
て
も
助
け
を
よ
ぶ
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
の
で

た
く
さ
ん
の
人
が
毎
年
の
よ
う
に
死
ん
だ
の
で
す
。
そ
の
た
め
明
神
を
祀
っ
た
と

云
わ
れ
て
い
ま
す
が
 
こ
れ
が
ど
こ
に
建
て
ら
れ
た
の
か
解
ら
ず
、
私
の
親
父
が

い
っ
か
小
社
を
屋
敷
内
に
建
て
て
祀
り
ま
し
た
。

 
昭
和
二
十
六
年
七
月
遅
キ
ジ
や
台
風
で
、
佐
波
川
沿
岸
は
大
被
害
を
う
け
、
私

の
家
も
明
神
社
も
流
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
と
で
河
原
と
な
っ
た
そ
の
あ
た
り

か
ら
明
神
社
の
神
体
ら
し
い
土
人
形
の
カ
ケ
ラ
を
拾
っ
て
、
現
在
私
の
屋
敷
に
祀

っ
て
お
り
ま
す
。

 
明
神
淵
の
板
橋
は
長
さ
五
～
六
メ
ー
ト
ル
。
厚
さ
六
～
七
セ
ン
チ
。
幅
三
十
～

四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
桧
の
板
を
渡
し
た
だ
け
の
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
架
渡

し
て
そ
の
継
目
に
は
橋
床
と
い
う
水
面
上
一
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
高
さ
に
設
定
し

て
全
ニ
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
輪
を
竹
で
つ
く
り
、
ち
ょ
う
ど
丸
い
桶
状
の
枠
を
川

の
中
に
置
い
て
中
に
石
を
積
め
こ
ん
で
お
く
橋
台
に
あ
た
る
も
の
で
す
。
こ
れ
を

数
基
造
っ
て
等
間
隔
に
瀬
に
並
べ
て
板
橋
を
渡
す
の
で
す
。

 
川
が
増
水
し
た
と
き
は
こ
の
板
橋
を
引
い
て
土
手
に
あ
げ
流
さ
れ
な
い
よ
う
に

し
ま
す
。
こ
の
橋
床
は
増
水
の
度
に
流
失
す
る
の
で
そ
の
復
旧
に
は
町
内
会
や
、

橋
の
利
用
者
、
こ
の
橋
を
渡
る
田
畠
の
持
主
や
山
主
な
ど
の
関
係
者
が
出
会
仕
事

で
行
な
い
、
殆
ん
ど
一
日
中
か
か
る
作
業
で
す
。

 
こ
の
橋
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
間
は
何
も
田
畑
の
作
業
が
出
来
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
出
来
る
だ
け
橋
を
流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。
村
の
人
四
～
五
名
を

組
と
し
た
氏
名
を
書
い
た
橋
引
板
の
送
り
廻
し
で
橋
を
引
い
て
い
た
の
で
す
。
こ

の
橋
を
あ
ま
り
利
用
し
な
い
町
の
人
た
ち
は
、
少
し
雨
が
降
り
始
め
た
り
夕
方
に

で
も
な
る
と
、
夜
中
の
橋
引
き
は
大
変
な
の
で
ま
だ
明
る
い
う
ち
に
引
い
て
し
ま

い
、
田
や
畠
や
山
に
行
っ
て
い
る
人
は
帰
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

う
し
た
問
題
か
ら
親
父
が
「
わ
し
の
家
が
一
番
川
に
近
い
の
じ
ゃ
か
ら
、
増
水
し

て
媛
が
流
れ
る
寸
前
に
は
俺
が
責
任
を
持
っ
て
橋
を
裂
か
ら
」
と
い
・
て
、
＋

出
来
る
だ
け
日
中
や
田
植
、
収
穫
の
時
期
な
ど
大
勢
の
人
た
ち
が
利
用
す
る
頃
は

特
に
橋
を
置
く
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

 
終
戦
後
の
食
糧
難
の
時
代
、
こ
の
明
神
淵
の
丘
に
県
立
農
林
学
校
が
出
来
て
、

こ
の
板
橋
を
利
用
す
る
人
が
急
に
多
く
な
り
ま
し
た
。

 
板
橋
は
厚
さ
六
～
七
セ
ン
チ
で
幅
は
三
十
セ
ン
チ
か
四
十
セ
ン
チ
弱
で
長
さ
は

五
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
瀬
の
中
に
木
を
竹
で
編
ん
だ
も
の
を
立

て
、
そ
の
中
に
石
を
積
ん
で
橋
床
と
云
う
塚
を
五
メ
ー
ト
ル
お
き
ぐ
ら
い
に
据
え

て
、
こ
れ
に
橋
を
渡
す
の
で
す
。
ふ
つ
う
橋
か
ら
水
面
ま
で
一
メ
ー
ト
ル
位
の
高

さ
で
す
か
ら
少
し
増
水
す
る
と
す
ぐ
に
流
れ
る
の
で
す
。

 
重
い
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
持
っ
た
人
。
若
い
女
性
な
ど
怖
く
て
橋
が
渡
れ
な
い
の
で

す
。
「
目
を
つ
む
り
な
さ
い
。
あ
と
は
私
が
後
か
ら
首
筋
の
と
こ
ろ
を
つ
か
ま
え

て
い
る
か
ら
」
と
云
っ
て
も
上
下
に
揺
れ
る
狭
い
橋
板
は
足
が
す
く
ん
で
歩
け
な

い
の
で
す
。
人
は
見
る
な
と
云
っ
て
も
目
の
前
の
流
れ
を
見
て
し
ま
う
の
で
自
分
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の
体
が
流
れ
に
逆
ら
っ
て
倒
れ
る
の
で
す
。
板
橋
の
上
で
横
に
向
い
て
立
ち
止
ま

ら
れ
る
と
二
人
の
体
重
で
橋
は
大
き
く
ゆ
れ
、
水
面
近
く
ま
で
た
ゆ
み
、
前
に
回

っ
て
背
負
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
大
声
で
泣
か
れ
出
し
た
ら
 
も
う
本

当
に
こ
ち
ら
が
泣
き
た
い
ぐ
ら
い
で
す
。

 
中
で
も
私
が
一
番
困
っ
た
の
は
、
農
林
学
校
の
校
長
さ
ん
は
横
綱
の
よ
う
な
大

き
な
体
格
で
立
派
な
口
馨
を
は
や
し
た
人
で
し
た
が
、
終
列
車
で
着
い
た
か
ら
夜

中
に
こ
う
な
っ
た
、
暗
い
か
ら
橋
を
渡
し
て
呉
れ
と
い
わ
れ
ま
す
。
負
っ
て
渡
る

に
渡
れ
な
い
事
は
な
い
が
橋
が
も
っ
か
、
折
れ
ば
し
な
い
か
と
云
う
こ
と
が
心
配

で
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
先
生
は
体
の
割
に
肝
玉
が
小
さ
く
て
ど
う
し
て
も
体
が

震
え
て
渡
れ
な
い
の
で
す
。
押
し
て
も
引
い
て
も
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

上
、
狭
い
板
橋
で
前
を
向
か
ず
に
横
向
き
に
な
っ
て
い
る
か
ら
余
計
動
き
が
と
れ

な
い
の
で
す
。
仕
方
が
な
い
の
で
背
負
う
こ
と
に
し
ま
し
た
が
狭
い
橋
の
上
で
は

身
体
を
入
れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
長
い
竹
竿
で
私
の
身
体
を
支
え
な
が

ら
や
っ
と
身
を
か
わ
し
て
前
方
に
廻
り
背
負
っ
て
渡
り
ま
し
た
。
重
い
体
重
で
橋

は
大
き
く
水
面
に
し
な
り
、
橋
は
ビ
リ
ビ
リ
と
音
を
立
て
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
何

よ
り
も
困
っ
た
の
は
提
灯
で
す
。
柄
を
口
に
く
わ
え
て
い
る
と
力
が
沸
い
て
こ
な

い
よ
う
な
気
が
す
る
し
、
横
か
ら
の
提
灯
の
明
り
は
大
き
な
妨
げ
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
橋
渡
し
は
ど
う
や
ら
終
わ
り
ま
し
た
が
、
家
に
戻
っ
て
熱
い
風
呂
に
浸

っ
て
は
じ
め
て
震
え
が
止
ま
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

 
何
人
か
で
渡
る
と
き
は
溺
れ
て
も
誰
か
助
け
を
呼
ん
で
く
れ
ま
す
が
、
一
人
の

と
き
は
そ
の
ま
ま
流
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
で
も
親
父
が
家
に
居
た
と
き

「
俺
は
今
ま
で
で
十
回
河
に
入
っ
て
十
一
人
助
け
た
。
そ
れ
は
子
供
を
背
負
っ
た

女
の
子
が
い
た
か
ら
だ
」
と
云
っ
て
表
彰
さ
れ
た
こ
と
を
自
慢
し
て
い
ま
し
た
。

あ
れ
か
ら
も
数
人
は
助
け
ま
し
た
し
私
も
二
回
程
助
け
ま
し
た
。
そ
し
て
長
兄
も

次
兄
も
何
回
か
は
救
助
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
人
達
は
盆
正
月
、
結
婚
式
な
ど

餅
を
つ
い
て
持
っ
て
来
た
り
、
親
戚
以
上
の
付
き
合
い
を
深
め
ま
し
た
。
そ
し
て

親
父
の
葬
儀
に
は
わ
ざ
わ
ざ
遠
路
を
参
列
し
て
呉
れ
る
な
ど
何
か
報
い
ら
れ
た
と

い
う
温
か
い
も
の
を
感
じ
て
い
ま
す
。

才
契
の
言
な
し
正
月

 
小
古
祖
村
の
才
契
は
大
き
な
お
腹
を
突
出
し
た
よ
う
に
佐
波
川
の
流
れ
に
沿
っ

た
小
集
落
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
を
通
過
す
る
の
に
四
箇
所
も
の
関
水
が
あ
る

の
で
す
。

 
或
る
年
も
お
し
迫
っ
た
年
の
暮
、
重
厚
上
人
は
自
ら
こ
の
村
を
廻
っ
て
河
流
し

の
手
伝
い
を
要
請
さ
れ
ま
し
た
。
ど
こ
の
家
で
も
私
の
家
は
今
か
ら
正
月
餅
を
、

私
の
家
は
こ
れ
か
ら
輪
飾
り
を
、
私
の
家
で
は
こ
れ
か
ら
門
松
を
と
正
月
迎
え
の

準
備
に
忙
し
く
関
水
の
出
仕
を
断
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
上
人
は
「
今
年
正
月

の
餅
を
食
べ
な
く
て
も
、
輪
飾
り
が
無
く
て
も
、
そ
れ
で
不
吉
な
こ
と
が
起
こ
る

よ
う
な
こ
と
は
無
い
よ
う
に
私
が
祈
祷
し
て
あ
げ
る
」
と
い
う
こ
と
で
村
人
た
ち

は
柱
流
し
を
手
伝
い
ま
し
た
。
上
人
は
「
こ
の
東
大
寺
柱
は
一
年
に
何
度
か
の
季

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【

節
の
風
や
、
潮
の
流
れ
に
乗
っ
て
送
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
つ
で
も
送
出
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

が
で
き
る
よ
う
準
備
す
る
も
の
だ
。
」
と
説
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

 
あ
れ
か
ら
何
百
年
た
っ
た
今
日
ま
で
こ
の
村
で
は
重
源
さ
ん
と
の
約
束
を
固
く

守
り
続
け
お
正
月
に
は
餅
を
掲
か
ず
、
門
松
、
輪
飾
り
を
し
な
い
家
が
あ
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
そ
こ
は
し
た
た
か
な
住
民
の
知
恵
で
、
よ
そ
で
餅
を
掲
げ
ば
良
い
の

で
あ
っ
て
特
別
な
不
自
由
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

 
こ
の
村
は
深
谷
川
な
ど
か
ら
伐
出
さ
れ
た
木
材
の
貯
木
場
で
あ
り
、
木
屋
番
所

の
番
人
夫
婦
の
墓
が
あ
り
ま
す
（
写
真
8
）
。
寝
小
便
に
悩
む
親
が
お
参
り
し
ま

す
。
理
由
は
木
屋
番
こ
そ
夜
を
徹
し
て
見
張
り
す
る
の
で
寝
小
便
の
心
配
は
な
い

か
ら
と
い
う
の
で
す
。

山
ロ
県
の
へ
そ

 
私
が
住
ん
で
い
る
徳
地
町
は
山
口
県
の
真
ん
中
に
あ
た
る
の
で
「
山
口
県
の
膀
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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徳
地
町
を
流
れ
る
佐
波
川
は
北
は
石
州
（
島
根
県
）
柿
木
村
、
西
は
長
州
（
山

口
県
）
の
阿
武
、
南
は
周
防
（
山
口
県
）
の
徳
地
町
で
防
、
長
、
石
の
境
界
を
三

州
峠
、
三
国
峠
と
よ
び
現
在
地
図
の
上
で
は
仏
峠
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
仏
峠

の
川
上
を
源
流
と
す
る
佐
波
川
は
途
中
で
堀
（
徳
地
町
の
中
心
地
）
の
尾
蔵
川
で

．
東
流
の
島
地
川
と
合
流
し
防
府
の
海
に
達
す
る
延
長
五
十
六
キ
ロ
、
山
口
県
第
二

の
大
河
で
す
。

 
こ
の
佐
波
川
を
中
心
に
古
代
か
ら
石
見
益
田
に
至
る
街
道
が
あ
り
、
明
治
か
ら

大
正
に
か
け
て
防
府
と
石
見
益
田
の
連
絡
す
る
頭
文
字
を
表
し
て
防
禦
鉄
道
が
計

画
さ
れ
ま
し
た
が
、
資
金
不
足
と
か
で
結
局
堀
ま
で
開
通
し
あ
と
は
バ
ス
路
線
と

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
堀
か
ら
東
へ
徳
山
、
富
田
な
ど
調
製
地
方
と
山
口
、
萩
へ

の
周
北
道
が
交
差
す
る
こ
と
で
こ
の
石
州
と
の
交
通
は
大
い
に
便
利
と
な
り
陰
、

陽
道
と
し
て
の
文
化
交
流
が
活
発
化
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
末
期
に
は
防
府
か

ら
の
佐
波
川
通
船
、
島
地
川
か
ら
周
南
の
通
船
事
業
も
藩
の
直
営
事
業
と
し
て
行

な
わ
れ
た
の
で
す
。

 
ま
た
こ
の
佐
波
川
上
流
地
域
に
は
毛
利
藩
主
の
廻
国
道
で
あ
る
山
代
街
道
が
開

か
れ
、
縦
貫
・
横
断
、
が
更
に
改
良
さ
れ
た
の
で
す
。
文
字
通
り
山
口
県
の
膀
と

な
っ
た
の
で
す
。

 
こ
の
古
代
か
ら
の
陰
陽
の
文
化
経
済
の
交
流
の
道
は
塩
の
道
で
も
あ
り
ま
し

た
。
大
正
の
初
期
ま
で
は
見
ら
れ
た
塩
買
い
の
人
馬
の
隊
列
は
、
今
で
も
年
寄
り

た
ち
の
語
り
ぐ
さ
に
な
っ
て
い
る
一
大
風
物
詩
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
塩
は
石
州
の

人
に
限
ら
ず
 
阿
武
部
、
徳
地
町
の
各
村
と
も
同
じ
日
に
合
同
の
塩
買
い
に
出
か

け
る
の
で
、
こ
れ
を
見
送
る
人
、
指
揮
を
と
る
人
な
ど
お
び
た
だ
し
い
人
馬
の
列

が
次
々
と
各
地
で
合
流
し
、
松
明
・
提
灯
を
か
か
げ
て
延
々
と
街
道
を
更
新
す
る

光
景
は
、
今
で
も
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
と
古
老
の
話
で
し
た
。

 
塩
は
、
子
供
が
生
ま
れ
た
と
き
は
塩
売
り
の
商
人
に
名
を
付
け
て
貰
っ
た
ら
丈

夫
に
育
つ
と
か
、
宿
賃
も
無
料
だ
っ
た
と
か
申
し
て
、
そ
の
商
人
ま
で
も
特
別
視

さ
れ
た
よ
う
で
す
。

 
こ
う
し
て
仏
峠
は
三
州
の
国
境
と
云
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
お
び
た
だ
し
い

生
活
物
資
の
運
送
賃
の
支
払
い
が
行
な
わ
れ
る
の
で
峠
の
広
場
は
大
い
に
賑
わ
っ

た
と
云
う
こ
と
で
す
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
隣
人
同
士
の
よ
う
な
付
き
合
い
も
多

い
こ
と
か
ら
、
明
治
維
新
の
長
州
討
伐
で
、
四
境
戦
争
、
石
州
口
砲
台
な
ど
が
攻

撃
さ
れ
た
と
き
も
 
あ
ま
り
大
き
な
戦
と
は
な
ら
ず
に
不
幸
中
の
幸
い
に
終
わ
っ

た
こ
と
は
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

重
源
上
人
の
徳
地
杣
入
り

 
文
治
二
年
（
＝
入
六
年
）
四
月
十
日
、
重
源
上
人
の
希
望
し
た
周
防
国
が
東

大
寺
造
営
自
国
に
当
て
ら
れ
当
事
の
周
防
国
社
（
現
代
防
府
市
）
に
下
関
、
国
勢

の
管
理
を
引
継
ぐ
と
同
時
に
十
八
日
に
は
国
樹
の
役
人
を
は
じ
め
宋
人
陳
和
卿
、

番
匠
の
物
部
鳥
里
、
桜
島
国
母
ら
を
引
連
れ
て
佐
波
川
を
さ
か
の
ぼ
り
上
流
の
地

で
杣
始
め
の
式
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
・
の
日
を
期
し
実
屯
下
の
三
徳
地
の
広
大
な
杣
山
の
各
地
で
東
大
＋

寺
造
影
用
木
伐
の
採
取
事
業
が
本
格
化
し
た
の
で
す
。

 
『
東
大
寺
造
立
供
養
記
』
に
、
「
柱
の
長
さ
は
九
丈
～
十
丈
、
或
い
は
七
～
八

丈
（
二
一
メ
ー
ト
ル
～
三
十
メ
ー
ト
ル
）
、
口
径
は
五
尺
四
～
五
寸
（
一
・
六
メ

ー
ト
ル
）
こ
れ
に
垂
幕
（
ろ
く
ろ
）
二
帳
を
使
い
人
夫
七
十
人
で
柱
を
押
し
大
綱

を
引
く
な
り
、
綱
の
長
さ
五
十
丈
（
百
五
十
メ
ー
ト
ル
）
綱
の
口
径
六
寸
（
十
八

セ
ン
チ
）
こ
の
綱
二
筋
を
柱
の
元
末
（
両
端
）
に
附
し
て
引
く
。
も
し
輔
輔
が
な

か
り
せ
ば
即
ち
千
人
を
し
て
こ
れ
を
引
か
し
む
。
然
る
の
間
、
或
い
は
数
十
丈
の

渓
を
埋
め
て
苦
難
を
平
げ
、
或
い
は
高
大
な
盤
石
を
砕
い
て
山
路
を
開
く
と
し
、

大
木
あ
る
と
も
好
木
は
得
難
く
 
数
百
本
を
切
る
と
錐
も
わ
ず
か
に
十
～
十
二
本

を
得
る
の
所
以
は
樹
木
の
空
損
、
節
や
枝
が
多
く
難
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
し

て
松
中
よ
り
大
河
に
出
ず
、
名
を
佐
波
川
と
い
う
、
木
津
よ
り
海
に
至
る
ま
で
七

里
、
水
浅
き
故
に
柱
芯
下
せ
ず
、
よ
っ
て
川
を
関
て
水
を
湛
え
る
な
り
。
七
里
の

間
、
新
た
に
河
を
掘
り
江
海
に
通
ず
。
（
現
代
の
天
満
宮
裏
山
新
幹
線
下
か
・
迫
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戸
・
天
満
宮
前
を
流
れ
る
佐
波
川
を
新
橋
～
泥
江
～
河
口
の
直
線
に
）
。
四
月
上

旬
よ
り
七
月
上
旬
に
至
り
関
水
の
間
、
手
足
燗
壊
し
、
身
力
悉
く
つ
い
え
尽
く
し

お
わ
ん
ぬ
（
こ
の
沿
養
施
設
と
し
て
各
地
に
石
風
呂
を
設
け
る
）
。
そ
し
て
杣
中

に
三
百
町
の
（
木
引
峠
な
ど
）
林
道
を
設
け
る
こ
と
、
国
酒
の
藤
葛
が
払
底
し
筏

組
み
が
出
来
な
い
事
、
木
津
の
水
が
浅
く
三
四
艘
を
柱
の
元
末
（
両
端
）
に
付
け

て
浮
か
せ
る
な
ど
工
夫
な
ど
の
妙
術
を
尽
く
し
」
と
、
と
記
し
て
い
ま
す
。

 
こ
う
し
た
当
事
の
徳
地
杣
の
事
業
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
録
さ
れ
た
も
の
は
多

く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
堀
村
地
名
の
考
に
「
こ
の
村
に
二
つ
の
大
河
あ
り
。
東
を

島
地
川
、
西
を
本
川
、
佐
波
川
と
よ
び
、
尾
手
製
に
て
出
会
う
。
そ
し
て
こ
の
両

岸
に
は
古
木
、
大
木
が
枝
を
差
し
交
し
て
繁
茂
し
て
空
を
見
る
こ
と
あ
た
は
ず
、

両
川
の
源
に
朝
発
つ
雲
こ
こ
に
て
出
会
う
」
と
し
て
後
に
出
雲
合
社
、
出
雲
村
な

ど
と
呼
ば
れ
る
村
名
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
古
く
か
ら
防
府
～
石
見
を
結

ぶ
石
州
街
道
が
佐
波
川
に
沿
い
、
福
川
な
ど
碧
南
か
ら
山
口
、
萩
を
結
ぶ
街
道
交

差
の
地
点
で
徳
地
の
玄
関
口
に
当
る
と
こ
ろ
で
す
。
従
っ
て
こ
こ
に
は
三
坂
・
周

防
二
の
宮
の
名
社
、
重
器
上
人
が
慕
う
行
基
菩
薩
の
開
い
た
西
方
寺
、
西
に
は
天

武
天
皇
勅
願
望
と
い
わ
れ
る
周
防
国
警
留
孫
山
金
徳
寺
、
東
方
に
は
る
か
に
聖
徳

太
子
創
建
の
清
涼
時
の
霊
峰
が
望
ま
れ
 
今
、
合
流
す
る
瀞
荘
た
る
大
河
は
こ
れ

今
か
ら
始
ま
る
東
大
寺
木
材
運
送
の
基
地
と
し
て
心
強
い
も
の
に
至
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

東
大
寺
柱
の
峠
越
し

 
「
三
谷
三
里
は
四
里
く
さ
い
」
と
も
い
わ
れ
る
三
谷
村
は
三
谷
川
を
中
心
に
ひ

ら
け
た
村
で
、
そ
の
険
し
い
東
西
の
山
の
中
腹
に
ま
で
丹
念
に
築
き
あ
げ
ら
れ
た

三
谷
の
石
垣
の
棚
田
は
有
名
で
す
。

 
こ
の
村
の
奥
谷
か
ら
梶
畑
へ
越
す
奥
谷
峠
は
通
称
一
升
峠
と
よ
ば
れ
↓
升
ほ
ど

の
焙
豆
を
食
べ
な
が
ら
こ
の
峠
を
越
し
た
と
こ
ろ
が
ら
の
名
と
い
い
ま
す
。

 
治
承
四
（
＝
八
六
）
年
十
二
月
平
家
の
南
都
の
焼
き
討
ち
で
焼
失
し
た
東
大

寺
再
興
の
た
め
に
勧
進
俊
乗
房
字
源
上
人
が
大
仏
殿
の
橋
柱
を
梶
畑
か
ら
伐
出
し

た
と
き
、
大
き
な
ろ
く
ろ
二
台
と
一
本
の
長
さ
が
百
五
十
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
大
綱

二
本
を
使
っ
て
梶
畑
の
鼻
柱
を
こ
の
峠
の
頂
上
に
引
き
上
げ
て
、
そ
こ
か
ら
三
谷

川
に
落
と
し
、
そ
の
前
に
落
と
さ
れ
た
大
柱
の
力
を
利
用
し
て
他
の
大
柱
を
次
々

と
引
き
上
げ
る
と
云
う
、
い
わ
ば
つ
る
べ
式
と
も
云
え
る
雄
大
な
構
想
を
実
現
さ

れ
た
場
所
で
す
。
し
か
し
こ
の
大
事
業
の
す
べ
て
が
順
風
満
帆
と
は
行
か
な
か
っ

た
と
い
い
ま
す
。

 
三
谷
川
側
の
山
麓
に
築
か
れ
た
木
材
の
激
突
を
防
ぐ
た
め
の
大
き
な
土
の
山

に
、
最
初
に
落
と
し
た
試
木
は
九
尺
あ
ま
り
も
こ
れ
に
突
き
さ
さ
っ
た
と
い
う
し
、

或
る
日
軽
率
の
具
合
が
悪
く
日
没
に
か
か
っ
た
と
き
、
重
源
上
人
は
一
人
こ
の
峠

に
立
ち
、
沈
む
夕
日
を
扇
で
招
き
あ
げ
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
峠
で
伐

ら
れ
た
苗
木
の
杉
の
大
株
か
ら
は
宗
主
も
の
芽
が
吹
き
出
し
て
、
い
く
ら
伐
っ
て

も
枯
れ
ず
、
こ
れ
に
困
っ
た
村
人
は
こ
の
大
株
に
火
を
焚
い
て
枯
ら
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
玄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＋

 
ま
た
三
谷
村
の
古
老
の
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
今
で
も
木
材
の
長
さ
を
○
丈
○
尺

の
単
位
で
呼
ぶ
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
こ
で
は
重
源
上
人
が
東
大
寺
柱
を
峠
越
し
さ

せ
た
と
き
出
た
犠
牲
者
の
数
で
い
う
の
だ
そ
う
で
す
。

 
重
源
上
人
は
杣
事
業
の
安
全
と
成
功
を
祈
願
し
て
各
地
の
拠
点
と
な
っ
た
地
方

で
も
伐
初
め
、
飯
の
ま
つ
り
、
そ
し
て
三
島
神
社
（
森
林
安
菩
薩
）
の
忍
受
な
ど

を
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

 
引
谷
村
で
は
飯
の
山
で
、
船
路
村
の
大
月
で
は
百
杯
岩
と
呼
ば
れ
る
大
岩
で
多

く
の
椀
形
の
窪
み
の
あ
る
岩
に
粥
を
盛
ら
れ
た
と
い
い
、
当
事
す
で
に
六
十
歳
半

ば
を
越
え
ら
れ
た
上
人
の
牛
や
馬
を
つ
な
が
れ
た
と
云
う
牛
立
て
岩
、
馬
立
て
岩

が
ど
の
よ
う
な
険
し
い
場
所
に
も
存
在
し
ま
す
。
ま
た
、
急
坂
を
登
ら
れ
る
と
き

足
が
滑
ら
な
い
よ
う
に
道
の
左
右
の
小
さ
な
木
を
縄
状
に
想
っ
た
も
の
を
手
繰
り

な
が
ら
登
っ
た
と
云
う
異
種
同
株
の
大
木
が
山
の
神
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
編
者
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
 
算
8
”
＼
＼
曽
昌
評
Φ
こ
b
）
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写真2 三谷の石垣と聖岩（ひじりいわ） 写真1 重三上人の足跡を示す赤木森さん
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写真3 仏峠にて

写真6 七はぎの着物

写真7 三本杉 写真4 仏峠周辺の森

写真8 小古祖の「みょうと岩」 写真5 梶畑の袈裟岩様
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Exploration into the Local History and Folklore of Tokuji， Yamaguchi：

              Oral Traditions by Mr． AKAGI Hayashi （2）

                                 Yuj i ANKEI

                         （Yamaguchi Prefectural University）

                               Takako ANKEI

                      （Yamaguchi University， Part-time lecturer）

   Mr． AKAGI Hayashi， an eminent storyteller of Tokuji， passed away on the 30'h of

November 2005． This article introduces his narratives recorded in 2004 about the local history

and folkloric traditions in Tokuj i District， northern Yamaguchi City．

   Part 1 is a record of our visit to locations of historical interests， guided by Mr． Akagi． He

showed us the places where Saint Chogen （1121-1206） performed his Herculean work to

collect timber to reconstruct Todaiji Temple in Nara．

   Part 2 deals with the folklore of Tokuj i： festivals， daily food， and encounters with mythical

or extinct creatures， a golden kite， a white pheasant， serpents， and wolves．

   Part 3 is an extract of Mr． Akagi's manuscripts． We have chosen his biographical

writings． He was raised in a family of soma or professional forest workers， who felled trees，

sawed wood， and made rafts to flow down the Saba River． His house is located on the

riverbank， and his family members have voluntarily undertaken the task of looking after

passengers， who crossed the． big river on a narrow wo6den bridge． They are proud of the

result that they have saved dozens of human lives from drowning．

                                 （Yuj i ANKEI， anthropologist， Takako ANKEI， ecologist）
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