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「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」

吉
崎
・
福
井
紀
行
（
一
）　

■

吉
崎
御
坊
を
訪
ね
る

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
学
会
秋
季
年
会
が

福
井
市
で
開
催
さ
れ
た
の
で
、
参
加
か
た
が
た
吉
崎
御
坊
を
訪
ね
ま
し
た
。

二
十
年
ほ
ど
前
に
東
尋
坊
を
訪
ね
た
と
き
に
、
時
間
の
都
合
で
吉
崎
御
坊
に

寄
れ
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
は
ぜ
ひ
と
計
画
し
ま
し
た
。
神
奈
川
県
か
ら
新

幹
線
と
J
R
を
乗
り
継
い
で
芦
原
温
泉
駅
に
着
い
た
の
が
午
前
十
時
過
ぎ
。

バ
ス
の
便
が
悪
い
の
で
、
タ
ク
シ
ー
で
「
吉
崎
御
坊
跡
」
に
向
か
い
ま
し
た
。

■

　よ
め嫁　
　お
ど
し
威　
の
伝
説

途
中
に
、
　よ
め
お
ど
し

嫁
威　
と
い
う
地
名
が
あ
り
ま
す
。
蓮
如
上
人
の
威
徳
を
称
揚

す
る
嫁
威
伝
説
の
舞
台
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
岐
阜
県
養
老
町
の
室
原
文
楽

「
蓮
如
上
人
一
代
記
　よ
め
お
ど
し

嫁
威　
の
場
」
や
佐
渡
の
人
形
浄
瑠
璃
「
　よ
め
お
ど
し
に
く
つ
き
の
め
ん

嫁
威
肉
付
面　
」

の
も
と
に
な
り
ま
し
た
。
八
幡
神
社
の
鳥
居
脇
に
、
旧
金
津
町
商
工
会
が
立

て
た
説
明
板
「
嫁
お
ど
し
谷
」
が
あ
る
の
で
、
写
真
を
載
せ
ま
す
。

後
述
す
る
吉
崎
御
坊
　が
ん
け
い
じ

願
慶
寺　
に
　く
だ
ん
件　
の
面
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
ら
す

じ
は
、

　　しん真　　せい正　　

　よ

め嫁　
　お

ど
し威　
　に

く肉　
　つ

き
の附　
　め

ん面　
　え

ん縁　
　ぎ起　

（
願
慶
寺
）

文
明
年
中
（
一
四
七
〇
年
頃
）
に
、
蓮
如
上
人
が
吉
崎
に
滞
在

さ
れ
て
い
た
こ
ろ
の
話
。
近
く
の
　じ
ゅ
う
ら
く

十
楽　
村
の
農
民
に
　よ

そ

じ

与
三
次　
と
い

嫁
威
谷
の
説
明
板

う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
妻
　き
よ清　
と
子
供
二
人
、
母
親
と
暮
ら
し
て
い

た
が
、
与
三
次
と
子
供
二
人
が
病
気
で
相
つ
い
で
亡
く
な
っ
た
。

清
は
悲
嘆
に
く
れ
、
未
来
は
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
の
な
い
浄
土
で

共
に
楽
し
み
を
受
け
よ
う
と
、
蓮
如
上
人
に
帰
依
し
て
、
昼
は
百

姓
仕
事
を
こ
な
し
な
が
ら
、
夜
毎
に
吉
崎
へ
　も
う詣　
で
た
。
こ
れ
が
姑

に
は
気
に
入
ら
ず
、
な
ん
と
か
吉
崎
参
り
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
画

策
し
た
が
か
な
わ
ず
、
最
後
に
は
、
先
祖
代
々
伝
え
て
き
た
鬼
の

面
を
か
ぶ
っ
て
、
途
中
の
　ひ
と
け

人
気　
の
な
い
恐
ろ
し
げ
な
谷
で
待
ち
伏

せ
し
て
　お
ど威　
そ
う
と
考
え
た
。
そ
う
と
は
知
ら
ず
、
清
は
念
仏
を
唱

え
な
が
ら
、
こ
の
谷
を
通
り
か
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
鬼
の
面
を
か
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ぶ
っ
た
姑
が
白
山
神
社
の
使
い
と
称
し
て
白
装
束
で
突
然
に
踊
り

で
る
。
清
は
、
恐
ろ
し
か
っ
た
が
、
日
ご
ろ
念
仏
に
帰
依
し
て
い

る
身
、「
食
べ
る
な
ら
食
べ
て
み
よ
。
　こ
ん
ご
う

金
剛　
の
　た他　
　り
き力　
の
　し
ん信　
は
決
し

て
食
べ
ら
れ
な
い
」
と
い
い
、
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
通
り
過
ぎ
、

吉
崎
に
参
っ
た
。
姑
は
家
に
戻
り
、
鬼
の
面
を
は
ず
そ
う
と
し
た

が
、
顔
の
皮
に
張
り
付
い
て
と
れ
な
い
。
嫁
に
あ
わ
す
顔
が
な
い

と
、
自
害
し
よ
う
と
す
る
が
手
足
が
し
び
れ
て
動
か
な
い
。
そ

う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
嫁
の
清
が
戻
っ
て
き
て
、
事
の
次
第
を
聞

き
、「
ど
ん
な
も
の
も
　あ阿　
　み弥　
　だ陀　
　ぶ
つ仏　
を
頼
み
念
仏
を
唱
え
れ
ば
仏
に

な
る
」
と
蓮
如
上
人
か
ら
伺
っ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
に
念
仏
な
さ

い
と
姑
に
勧
め
る
。
姑
も
、
は
じ
め
て
嫁
の
い
う
こ
と
を
聞
き
、

念
仏
を
唱
え
る
と
面
は
す
ぐ
さ
ま
に
落
ち
、
手
足
も
も
と
に
戻
っ

た
。
さ
し
も
の
姑
も
　か
い改　
　げ悔　
の
心
を
起
こ
し
て
、
吉
崎
へ
参
り
、
嫁

姑
と
も
に
熱
心
な
信
者
と
な
っ
た
。
件
の
面
は
、
蓮
如
上
人
に
差

し
上
げ
た
が
、
の
ち
に
願
慶
寺
の
開
基
　ゆ
う
ね
ん
ぼ
う

祐
念
坊　
に
下
賜
さ
れ
て
、

こ
の
願
慶
寺
に
残
っ
た
。
現
場
の
谷
は
、
　よ
め
お
ど
し
の
た
に

嫁
威
谷　
と
名
づ
け
て

後
世
へ
の
　い
ま
し
め

誡　
と
し
た
。

念
仏
の
教
え
を
広
め
る
た
め
に
、
よ
く
で
き
た
話
。「
係
累
が
三
人
も
亡

く
な
る
と
い
う
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
不
幸
」、「
嫁
・
姑
の
確
執
」、「
異
界

の
鬼
」、「
貴
人
に
よ
る
奇
跡
」、「
地
名
譚
」
な
ど
、
講
話
に
最
適
な
要
素
を

兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ご
く
ご
く
近
く
の
吉
崎
御
坊
吉
崎
寺
に
も
別
の
　に
く
つ
き
の
め
ん

肉
付
面　
が

残
っ
て
い
ま
す
。
吉
崎
寺
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
、
願
慶
寺
は
真
宗
大
谷

派
で
す
。
ど
ち
ら
の
派
で
も
、
念
仏
を
広
め
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
講

話
の
好
材
料
が
必
要
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

地
酒
に
「
嫁
お
ど
し
」
と
い
う
酒
が
あ
る
と
き
き
、
吉
崎
御
坊
跡
の
　お御　
　や
ま山　

を
下
っ
た
あ
と
で
、
醸
造
元
の
古
鍛
治
屋
・
吉
田
酒
店
の
店
を
訪
ね
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
休
み
ら
し
く
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
下
り
て
お
り
、
入
手
で
き
な
か
っ
た

の
は
残
念
で
す
。
た
だ
し
、
無
収
穫
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
醸
造
樽
を
模

し
た
味
の
あ
る
看
板
が
目
に
つ
き
ま
し
た
の
で
、
写
真
を
載
せ
ま
し
ょ
う
。

銘
酒
「
嫁
お
ど
し
」
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吉
崎
御
坊
付
近
略
図

■

吉
崎
御
坊
跡

タ
ク
シ
ー
で
吉
崎
御
坊
跡
の
駐
車
場
に
着
く
と
、「
　お御　
　や
ま山　
」
と
呼
ば
れ
る

小
高
い
丘
の
上
で
、
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
た
こ
じ
ん
ま
り
し
た
広
場
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
タ
ク
シ
ー
を
帰
す
と
、
ほ
か
に
人
影
は
見
え
ず
、
寂
し
い

か
ぎ
り
。
有
名
な
観
光
地
の
よ
う
に
、
混
雑
し
て
も
興
ざ
め
で
す
が
、
一
人

き
り
と
い
う
の
も
調
子
が
で
な
い
も
の
。
こ
の
広
場
の
周
辺
部
に
は
、
石
の

柵
で
囲
ん
だ
遺
物
や
石
碑
が
、
説
明
板
と
と
も
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
説

明
板
は
比
較
的
新
し
い
け
れ
ど
も
、
墨
の
色
が
消
え
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
ど
う
も
最
近
は
手
を
入
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

広
場
の
南
側
、
中
央
近
く
に
、
本
堂
跡
を
示
す
石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。

先
頭
部
分
が
よ
く
読
め
な
い
が
、
　つ
の
が
き

角
書　
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
無
理
や
り

に
判
読
す
る
と
、「
　蓮如上人　
御
在
世
本
堂
跡
」
と
彫
っ
て
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

吉
崎
御
坊
本
堂
跡
の
碑

吉
崎
御
坊
の
は
じ
め
は
、
蓮
如
上
人
が
文
明
三
年
〔
一
四
七
一
〕
に
、
天

台
宗
延
暦
寺
の
迫
害
を
逃
れ
て
、
滋
賀
県
大
津
か
ら
移
っ
て
き
た
と
き
で

す
。
と
き
に
、
蓮
如
上
人
五
十
七
歳
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
蓮
如
上
人
が
文

明
五
年
〔
一
四
七
三
〕
九
月
に
発
し
た
御
ふ
み
（
第
一
帖
八
）
に
よ
っ
て
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次
に
、
少
し
だ
け
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

　ぶ
ん
め
い
だ
い
さ
む

文
明
弟
三　
、
　そ初　
　か夏　
　じ
や
う
じ
ゆ
ん

上
旬　
の
こ
ろ
よ
り
、
　が
う
し
う

江
州　
　し
が
の
こ
ほ
り

志
賀
郡　
　お
お大　
　つ津　
、
　み三　

　ゐ井　
　で
ら寺　
　み
な
み
南　
　べ
ち
し
よ

別
所　
　へ
ん辺　
よ
り
、
な
に
と
な
く
、
　ふ不　
　と図　
し
の
び
い
で
て
、

　え
ち
ぜ
ん

越
前　
・
　か加　
　が賀　
、
　し
よ諸　
　し
よ所　
を
　け
い経　
　ぐ
わ
い
回　
せ
し
め
を
は
り
ぬ
。
よ
て
、
　た
う
ご
く

当
国　

　ほ
そ細　
　ろ呂　
　ぎ
の宜　
　が
う
の
う
ち

郷
内　
、
　よ
し
ざ
き

吉
崎　
と
い
ふ
こ
の
　ざ
い
し
よ

在
所　
、
す
ぐ
れ
て
お
も
し
ろ
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き
あ
い
だ
、
　ね
ん
ら
い

年
来　
　こ虎　
　ら
う狼　
の
す
み
か
な
れ
し
こ
の
　さ
む
ち
う

山
中　
を
ひ
き
た
い

ら
げ
て
、
　し
ち
ぐ
わ
ち

七
月　
　に
じ
ふ
し
ち
に
ち

廿
七
日　
よ
り
か
た
の
ご
と
く
　ゐ
ち一　
　う宇　
を
　こ
ん建　
　り
う立　
し
て
、

　き
の
ふ

昨
日　
　け今　
　ふ日　
と
す
ぎ
ゆ
く
ほ
ど
に
、
は
や
　さ
む
ね
ん

三
年　
の
　し
ゆ
ん
じ
う

春
秋　
は
を
く
り
け

り
。（
後
略
）

『
御
ふ
み
』、
蓮
如
、
文
明
・
明
応
期
〔
一
四
七
〇
年
頃
〕

東
洋
文
庫
三
四
五
『
御
ふ
み
』
出
雲
路
修
校
注
、
平
凡
社
、
一
九
七
八

三
井
寺
南
別
所
と
は
、
三
井
寺
（
　お
ん
じ
ょ
う
じ

園
城
寺　
）
の
庇
護
の
も
と
に
建
立
し
た

顕
証
寺
の
こ
と
。「
よ
て
」
は
「
よ
っ
て
」
の
小
書
き
の
「
っ
」
を
省
い
た

表
記
。
現
代
語
訳
を
示
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

（
現
代
語
訳
）

文
明
三
年
〔
一
四
七
一
〕、
初
夏
（
四
月
）
上
旬
の
こ
ろ
か
ら
、

近
江
の
国
志
賀
郡
大
津
の
三
井
寺
南
別
所
（
顕
証
寺
）
か
ら
、
と

り
た
て
て
用
も
な
く
、
急
に
逃
れ
で
て
、
越
前
・
加
賀
の
い
ろ
い

ろ
な
場
所
を
め
ぐ
り
歩
い
て
来
た
。
そ
の
果
て
に
、
こ
の
国
の
細

呂
木
の
郷
の
う
ち
、
吉
崎
と
い
う
在
所
が
、
景
色
が
よ
く
興
味
を

引
い
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
虎
や
狼
が
す
む
よ
う
な
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
こ
の
山
中
を
切
り
開
い
て
、
一
宇
を
建
立
し
て
、
昨
日

今
日
と
過
ご
し
て
、
は
や
三
年
の
年
月
を
送
っ
て
来
た
。（
後
略
）

こ
の
あ
と
、
吉
崎
へ
信
者
が
集
ま
る
こ
と
を
禁
じ
た
文
面
が
続
き
、
加
賀
の

守
護
で
あ
る
富
樫
政
親
な
ど
か
ら
敵
視
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
蓮
如
が
吉
崎
を
退
去
し
た
の
は
文
明
七
年
〔
一
四
七
五
〕
で
す
か

ら
、
吉
崎
滞
在
は
わ
ず
か
四
年
で
す
が
、
こ
の
間
吉
崎
に
は
、
多
屋
（
参
詣

信
者
の
宿
泊
所
）
な
ど
が
立
ち
並
び
、
寺
内
町
が
形
成
さ
れ
、
お
お
い
に
発

展
し
ま
し
た
。

吉
崎
の
発
展
の
有
様
は
、
文
明
五
年
〔
一
四
七
三
〕
八
月
十
二
日
付
御
ふ

み
（
第
一
帖
七
）
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
吉
崎
の
繁
盛
の
う
わ
さ
を
聞

き
、「
女
性
の
身
で
信
心
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
知
り
た
い
」
と

し
て
、
吉
崎
に
詣
で
た
女
性
連
れ
が
述
べ
た
こ
と
の
伝
聞
で
す
。

（
前
略
）
そ
も
そ
も
こ
の
こ
ろ
　よ
し
ざ
き

吉
崎　
の
　さ
む
じ
や
う

山
上　
に
、
　ゐ
ち一　
　う宇　
の
　ば
う
じ
や

坊
舎　

を
た
て
ら
れ
て
、
　ご
ん言　
　ご語　
　だ
う道　
　だ
ん断　
お
も
し
ろ
き
　ざ
い
し
よ

在
所　
か
な
、
と
ま
う
し

　さ
ふ
ら
ふ

候　
。
な
か
に
も
、
こ
と
に
、
　か加　
　が賀　
・
　え
ち
ち
う

越
中　
・
　の能　
　と登　
・
　え
ち越　
　ご後　
・
　し
な信　

　の濃　
・
　で出　
　は羽　
・
　あ
ふ
し
う

奥
州　
、
　し
ち七　
　かヶ　
　こ
く国　
よ
り
、
か
の
　も
ん門　
　か下　
　ぢ
う中　
、
こ
の
　た
う
ざ
む

当
山　
へ
、

　だ
う
ぞ
く
な
む
に
よ

道
俗
男
女　
、
　さ
む
け
い

参
詣　
を
い
た
し
、
　ぐ
ん
じ
ふ

群
集　
せ
し
む
る
よ
し
、
そ
の
き
こ

え
か
く
れ
な
し
。
こ
れ
、
　ま
つ
だ
い

末
代　
の
　ふ不　
　し思　
　ぎ議　
な
り
。
た
だ
ご
と
と
も

お
ぼ
え
は
ん
べ
ら
ず
。（
後
略
）

『
御
ふ
み
』、
蓮
如
、
文
明
・
明
応
期
〔
一
四
七
〇
年
頃
〕

東
洋
文
庫
三
四
五
『
御
ふ
み
』
出
雲
路
修
校
注
、
平
凡
社
、
一
九
七
八

（
現
代
語
訳
）

そ
も
そ
も
、
こ
の
ご
ろ
吉
崎
の
山
上
に
一
宇
の
寺
を
建
立
さ
れ

ま
し
た
が
、
こ
と
ば
で
言
い
あ
ら
わ
せ
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
場

所
で
あ
る
と
う
わ
さ
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、
加
賀
・
越

中
・
能
登
・
越
後
・
信
濃
・
出
羽
・
奥
州
の
七
カ
国
か
ら
、
門
下

の
も
の
み
な
、
僧
・
俗
・
男
・
女
を
問
わ
ず
、
こ
の
寺
へ
参
詣

し
、
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ひ
ろ
く
世
間
に
知
ら
れ
た
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
、
末
世
の
不
思
議
で
、
た
だ
ご
と
と
も
お
も
え

ま
せ
ん
。
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御
ふ
み
（
第
一
帖
七
）
で
は
、
こ
の
う
し
ろ
に
、
女
性
の
往
生
に
つ
い
て

も
、
男
性
と
へ
だ
て
が
な
い
と
す
る
文
章
が
続
き
、「
　い
ち
こ
う

一
向　
に
　み弥　
　だ陀　
を
た
の

み
ま
い
ら
せ
て
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
、
　ゐ
ち
ね
む

一
念　
に
、
わ
が
　わ
う
じ
や
う

往
生　
は
　に
よ
ら
い

如
来　
の
か
た

よ
り
　お
ん御　
た
す
け
あ
り
、
と
　し
ん信　
じ
た
て
ま
つ
り
て
、」
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
が

勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
女
性
も
往
生
で
き
る
と
い
う
考
え
が
、
当
時
の
女
性

に
と
っ
て
魅
力
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
　よ
め嫁　
　お
ど
し
威　
の
伝
説
も
、
登
場
人
物
が
女
性

で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
吉
崎
の
発
展
が
、
富
樫
政
親
の
警
戒
を
呼
び
起
こ
し
た
わ
け

で
す
。
文
明
五
年
〔
一
四
七
三
〕
九
月
付
の
御
ふ
み
（
第
一
帖
八
）
は
、
信

者
の
突
き
上
げ
と
対
地
頭
の
板
ば
さ
み
に
な
っ
た
蓮
如
の
き
わ
ど
い
舵
取
り

が
滲
ん
だ
文
面
で
す
。
富
樫
政
親
・
幸
千
代
の
家
督
争
い
（
文
明
六
年
〔
一

四
七
四
〕）
で
は
、
吉
崎
御
坊
に
よ
っ
た
蓮
如
は
政
親
と
同
盟
を
結
び
ま
す
。

家
督
争
い
に
勝
利
し
た
政
親
は
、
吉
崎
御
坊
の
勢
力
が
邪
魔
に
な
り
、
結
局

は
相
対
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
御
ふ
み
の
文
面
で
も
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
蓮
如
の
意
向
は
政
親
と
戦
わ
ず
に
穏
便
に
と
い
う
も
の
で
し
た

が
、
そ
れ
を
無
視
し
た
　し
も
つ
ま
れ
ん
そ
う

下
間
蓮
崇　
が
信
者
を
あ
お
っ
て
、
富
樫
政
親
と
一
戦

を
交
え
ま
す
。
し
か
し
、
結
果
は
敗
戦
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
戦
乱
が
収
ま
ら

な
い
と
、
文
明
七
年
〔
一
四
七
五
〕
に
蓮
如
上
人
が
吉
崎
を
退
去
し
ま
す
。

信
頼
し
て
い
た
従
者
の
下
間
蓮
崇
が
自
分
の
意
向
を
無
視
し
た
と
考
え
た
蓮

如
は
、
蓮
崇
を
破
門
し
、
死
の
直
前
ま
で
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

長
享
二
年
〔
一
四
八
八
年
〕
に
富
樫
政
親
が
一
揆
側
に
討
ち
取
ら
れ
て
か

ら
、
蓮
如
の
三
人
の
息
子
（
松
岡
寺
住
持
蓮
綱
、
光
教
寺
住
持
蓮
誓
、
本

泉
寺
住
持
蓮
悟
）
が
加
賀
一
国
を
実
質
支
配
し
ま
し
た
。
そ
の
の
ち
、
加
賀

の
一
向
一
揆
に
よ
る
支
配
は
、
長
享
二
年
〔
一
四
八
八
年
〕
頃
〜
天
正
八
年

〔
一
五
八
〇
〕。
戦
国
時
代
を
通
じ
て
、
約
百
年
間
続
い
た
わ
け
で
す
。

吉
崎
御
坊
本
堂
跡
碑
の
東
隣
に
は
、
高
村
光
雲
作
の
蓮
如
上
人
像
が
直
立

し
て
い
ま
す
。
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
余
り
の
巨
大
な
像
で
、
周
り
を
見
回
す
よ

う
に
立
っ
て
い
る
様
は
、
気
力
と
体
力
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
、

乱
世
を
駆
け
抜
け
た
偉
丈
夫
は
か
く
あ
り
な
ん
と
思
え
ま
す
。

蓮
如
上
人
像

吉
崎
御
坊
本
堂
跡
碑
の
西
隣
に
は
、「
蓮
如
上
人
の
腰
か
け
石
」
が
あ
り

ま
す
。
吉
崎
御
坊
が
で
き
た
と
き
の
絵
図
に
、
蓮
如
上
人
が
石
に
腰
を
か
け

て
、
弟
子
二
人
と
と
も
に
、
対
岸
の
鹿
島
の
あ
た
り
の
景
色
を
眺
め
て
い
る

図
柄
が
あ
り
、
そ
の
石
が
「
蓮
如
上
人
の
腰
か
け
石
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
た

も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
少
し
離
れ
て
、「
蓮
如
上
人
の
御
手
植
御
花
松
」

と
い
う
、
古
い
切
り
株
が
東
屋
を
し
つ
ら
え
て
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。

広
場
の
東
北
隅
に
、
本
光
坊
了
顕
の
墓
が
立
っ
て
い
ま
す
。
本
光
坊
了
顕

は
、
文
明
六
年
〔
一
四
七
四
〕
に
吉
崎
御
坊
が
火
災
に
あ
っ
た
と
き
に
、
蓮

如
上
人
が
机
上
に
忘
れ
た
、
親
鸞
聖
人
直
筆
の
『
　
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

教
行
信
証　
』
六
巻
の
う



番外一 吉崎・福井紀行（一） 6

蓮
如
上
人
腰
か
け
石

蓮
如
上
人
御
手
植
御
花
松

ち
信
の
巻
を
、
持
ち
出
す
た
め
に
火
中
に
入
っ
た
人
物
。
火
中
に
入
っ
た
も

の
の
、
猛
火
で
持
ち
出
せ
ぬ
の
を
悟
っ
て
、
割
腹
し
て
腹
の
中
に
収
め
て
守

り
、
そ
の
ま
ま
焼
死
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
説
明
板
に
よ
れ
ば
、
西

本
願
寺
に
残
る
『
教
行
信
証
』
信
の
巻
が
そ
れ
で
、「
腹
ご
も
り
の
聖
教
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
御
山
を
お
り
た
北
側
、
春
日
神
社
の
近
く
に
、「
本
光

坊
旧
地
」
の
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。

■

加
賀
千
代
女
の
吉
崎
紀
行

「
蓮
如
上
人
の
御
手
植
御
花
松
」
と
「
本
光
坊
了
顕
の
墓
」
に
挟
ま
れ

た
位
置
に
、
加
賀
千
代
女
の
す
み
れ
草
の
句
碑
「
う
つ
む
ゐ
た
處
か
臺
や
菫

本
光
坊
了
顕
の
墓

本
光
坊
旧
地
の
碑

草
」
が
あ
り
ま
す
。

す
み
れ
草
の
句
は
、
千
代
女
の
『
吉
崎
紀
行
』
に
載
っ
て
い
て
、
宝
暦
一

二
年
〔
一
七
六
二
〕、
六
十
歳
の
と
き
に
吉
崎
ま
で
旅
し
た
と
き
の
作
で
す
。

皆
森
禮
子
『
江
戸
期
お
ん
な
考
』
第
十
号
、「
加
賀
千
代
女
「
吉
崎
紀
行
」
の

足
跡
を
追
っ
て
」、
一
〇
三
〜
一
一
〇
（
一
九
九
九
）
に
、
金
沢
市
立
図
書

館
蔵
の
『
吉
崎
紀
行
』
の
全
文
（
中
本
恕
堂
に
よ
る
）
が
収
録
さ
れ
て
い
ま

す
。
詞
書
と
と
も
に
「
す
み
れ
草
」
の
句
を
次
に
引
用
し
ま
す
。

け
ふ
と
い
ふ
け
ふ
は
じ
め
て
吉
崎
も
ふ
で
け
る
。
そ
の
嬉
し
さ

有
り
か
た
さ
の
あ
ま
り
、
ま
づ
御
場
よ
り
拝
し
た
て
ま
つ
り
て

う
つ
む
い
た
　と
こ所　
が
　う
て
な台　
や
す
み
れ
草

千

代

『
吉
崎
紀
行
』
宝
暦
一
二
年
〔
一
七
六
二
〕

御
場
は
「
ご
じ
ょ
う
」
と
読
む
の
で
し
ょ
う
か
。
浄
土
真
宗
の
特
別
な
用

語
か
と
お
も
い
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
具
体
的
な
こ
と
は
不
明
。
あ
る
い

は
、「
道
場
」
の
こ
と
か
と
も
推
測
で
き
ま
す
。
崩
し
方
に
よ
っ
て
は
、「
場
」
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加
賀
千
代
女
の
す
み
れ
草
の
句
碑

と
「
坊
」
は
似
て
き
ま
す
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
「
御
坊
」
の
こ
と
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
千
代
女
の
頃
に
は
、「
吉
崎

•　御
•　坊
」
と
は
、
呼
ば
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
な
お
、
願
慶
寺
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
詞
書
は
、
次
の
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

け
ふ
と
い
ふ
け
ふ
は
じ
め
て
吉
崎
の
御
忌
に
も
う
で
け
る

嬉
し
さ
有
難
の
あ
ま
り
ま
ず
御
院
に
拝
し
た
て
ま
つ
り
て

季
題
は
「
す
み
れ
草
」
で
春
。「
阿
弥
陀
仏
の
尊
像
を
拝
ん
で
う
つ
む
く

と
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
が
尊
像
の
台
座
で
、
か
た
わ
ら
の
鉢
に
す
み
れ
草
が
植

わ
っ
て
い
た
」
と
い
う
情
景
で
し
ょ
う
か
。
鉢
が
台
の
上
に
お
い
て
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、「
山
上
の
吉
崎
御
坊
の
碑
を
拝
ん
で
う
つ

む
く
と
、
碑
の
台
座
の
か
た
わ
ら
に
、
す
み
れ
草
が
ひ
そ
や
か
に
咲
い
て
い

た
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　か加　
　が賀　
　ち千　
　よ代　
　じ
ょ女　
（
　ま
つ
と
う

松
任　
千
代
女
、
元
禄
一
六
年
〔
一
七
〇
三
〕
〜
安
永
四
年

〔
一
七
七
五
〕）
に
つ
い
て
は
、『
近
世
畸
人
伝
』（
伴
蒿
蹊
、
寛
政
二
年
〔
一

七
九
〇
〕）
に
記
載
が
あ
り
、「
句
の
さ
ま
す
べ
て
女
流
の
趣
あ
り
て
つ
よ
か

ら
ず
」
と
評
し
て
い
ま
す
。

朝
が
ほ
や
地
に
さ
く
こ
と
を
あ
ぶ
な
が
り

千

代

あ
さ
が
お
に
つ
る
べ
と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水

千

代

『
近
世
畸
人
伝
』
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
サ
イ
ト
で
デ
ィ

ジ
タ
ル
化
し
た
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
n
i
c
h
i
b
u
n
.
a
c
.
j
p
/
g
r
a
p
h
i
c
v
e
r
s
i
o
n
/
d
b
a
s
e
/
k
i
j
i
n
d
e
n
.
h
t
m
l

御
山
か
ら
の
眺
望
は
、『
御
ふ
み
』
の
時
代
か
ら
五
五
〇
年
近
く
経
っ
て

も
変
わ
ら
ず
、
今
も
絶
品
で
す
。
写
真
で
み
る
よ
う
に
、
北
潟
湖
に
鹿
島
の

森
が
影
を
落
と
し
、
そ
の
向
こ
う
に
日
本
海
が
見
え
ま
す
。

こ
こ
か
ら
の
眺
望
を
め
で
た
と
お
ぼ
し
き
句
が
『
吉
崎
紀
行
』
に
載
っ
て

い
ま
す
。

鹿
嶌う

ぐ
い
す
の
ど
ち
ら
が
鳴
く
ぞ
水
の
影

千

代

「
す
み
れ
草
」
の
碑
の
か
た
わ
ら
の
説
明
板
に
よ
る
と
、
詞
書
は
「
山
上

よ
り
鹿
島
の
森
を
な
が
め
」
と
な
っ
て
い
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
ほ
う
が
、

山
上
か
ら
の
実
景
（
写
真
で
示
し
た
よ
う
な
景
色
）
を
見
た
上
で
作
句
し
て

い
る
こ
と
を
、
よ
り
的
確
に
示
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
実
景
を
み
た
上
で
判
断
す
る
と
、
多
分
次
の
よ
う
な
意
味
に
な

る
で
し
ょ
う
。「
鹿
島
の
森
が
、
北
潟
湖
に
映
っ
て
い
る
。
鶯
の
声
が
、
実

際
の
鹿
島
の
森
か
ら
聞
こ
え
る
の
か
、
湖
に
映
っ
た
森
か
ら
聞
こ
え
て
く
る

の
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
、
湖
面
が
静
か
で
見
と
れ
る
ほ
ど
の
景
色
だ
。」
こ

の
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
と
、
視
覚
で
の
見
事
さ
を
、
聴
覚
に
お
き
か
え
た

趣
向
が
、
意
外
性
を
生
ん
で
い
る
と
言
え
ま
す
。
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吉
崎
御
坊
跡
の
御
山
よ
り
鹿
島
を
望
む

鹿
島
の
森
か
ら
狭
い
水
路
（
石
川
県
と
福
井
県
の
県
境
で
、
大
聖
寺
川
に

通
じ
、
す
ぐ
に
日
本
海
に
注
ぎ
ま
す
）
を
隔
て
た
対
岸
は
、
浜
坂
の
集
落

で
、
丘
を
隔
て
て
日
本
海
に
通
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
丘
は
現
在
は
ゴ
ル
フ

場
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
海
側
の
松
林
の
中
に
、
歌
枕
と
し
て
有
名
な

「
　し
お汐　
　こ
し越　
の
松
」
が
あ
り
ま
す
。
筆
者
は
時
間
が
な
く
て
、
汐
越
の
松
を
訪
ね

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
残
念
だ
っ
た
の
で
す
が
、
千
代
女
の
『
吉
崎

紀
行
』
に
も
、
次
の
句
が
載
っ
て
い
ま
す
。

汐
越
を
み
や
り
て

　し
お汐　
　こ
し越　
の
松
や
小
蝶
は
中
も
ど
り

千

代

と
り
あ
え
ず
、「
湖
を
渡
っ
て
、
歌
枕
で
有
名
な
　し
お汐　
　こ
し越　
の
松
に
ゆ
く
途
中

で
、
小
さ
な
蝶
が
力
尽
き
て
も
ど
っ
て
き
た
。
同
様
に
、
吉
崎
を
訪
ね
る
の

が
精
一
杯
で
、
西
行
・
芭
蕉
の
跡
を
訪
ね
ら
れ
な
い
の
は
残
念
」
と
解
釈
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。
千
代
女
も
、
芭
蕉
翁
が
訪
ね
た
跡
を
し
の
ん
で
、
渡
し

舟
で
対
岸
に
渡
り
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
く
汐
越
の
松
を
訪
ね
ら

れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
、
千
代
女
な
ら
小
蝶
に
た
と
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う

が
、
太
め
の
筆
者
は
何
者
に
も
た
と
え
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

■

願
慶
寺
、
東
別
院
、
西
別
院

吉
崎
御
坊
跡
の
広
場
の
北
端
に
、「
吉
崎
御
坊
跡
」
の
標
柱
が
立
っ
て
い

ま
す
。
通
常
の
参
詣
と
は
逆
に
、
こ
こ
か
ら
参
道
を
　く
だ下　
り
ま
す
。
あ
わ
ら
市

コ
ミ
ュ
ー
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
バ
ス
の
停
留
所
か
ら
登
り

ま
す
の
で
、
逆
に
標
柱
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
参
道
の
終
点
で
す
。

参
道
を
下
る
途
中
で
、
雉
と
お
ぼ
し
き
鳥
が
二
羽
、
斜
面
か
ら
突
然
に
飛

び
立
ち
ま
し
た
。
そ
の
日
は
、
そ
れ
ま
で
に
誰
も
登
る
人
が
い
な
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
白
い
雉
な
ら
吉
兆
で
す
が
、
色
は
白
で
は
な
か
っ
た
の
は
確
か

で
す
。
参
道
は
、
願
慶
寺
の
前
を
経
て
、
東
別
院
（
真
宗
大
谷
派
吉
崎
別

院
）
と
西
別
院
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
吉
崎
別
院
）
の
間
を
通
る
狭
い
階
段

で
、
参
道
を
下
り
き
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、「
旧
御
本
堂
跡
登
り
道
」
の
道
標

が
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
参
道
は
、
吉
崎
御
坊
の
創
建
当
時
か
ら
、
こ
の
位

置
に
こ
の
ま
ま
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
当
時
の
絵
図
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

通
常
の
順
路
の
登
り
口
に
下
り
た
と
こ
ろ
で
、仕
切
り
な
お
し
。ま
ず
、「
旧
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吉
崎
御
坊
跡
の
標
柱

吉
崎
御
坊
登
り
口

御
本
堂
跡
登
り
道
」の
道
標
の
と
こ
ろ
か
ら
、参
道
を
登
っ
て
突
き
当
た
る
と
、

そ
こ
が
願
慶
寺
で
す
。
こ
の
寺
に
は
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
「
　よ
め
お
ど
し
に
く
つ
き
の
め
ん

嫁
威
肉
付
面　
」

と
称
す
る
鬼
面
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
願
慶
寺
は
、
真
宗
大
谷
派
に
属
し

て
お
り
、
地
続
き
で
、
東
別
院
に
ゆ
け
ま
す
。

太
鼓
楼
の
立
つ
建
物
は
、
宝
物
館
と
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
、
毎
年
の

蓮
如
上
人
　ご御　
　え
い影　
道
中
の
際
に
使
わ
れ
る
輿
が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
御
影
道

中
と
は
、
毎
年
蓮
如
忌
に
、
四
月
一
七
日
よ
り
四
月
二
三
日
ま
で
を
費
や

し
て
、
蓮
如
上
人
の
画
幅
（
御
影
）
を
リ
ヤ
カ
ー
に
し
つ
ら
え
た
駕
籠
に

乗
せ
て
、
京
都
の
東
本
願
寺
か
ら
琵
琶
湖
西
岸
を
経
て
吉
崎
ま
で
徒
歩
で
運

び
（
御
下
向
）、
東
別
院
で
十
日
間
の
御
忌
法
要
を
お
こ
な
う
と
い
う
行
事

で
す
。
宝
暦
二
年
〔
一
七
五
二
〕
に
始
ま
り
、
今
年
で
三
二
五
回
目
。
こ
の

蓮
如
上
人
御
影
は
、
も
と
も
と
願
慶
寺
に
伝
わ
っ
た
の
を
本
山
の
東
本
願
寺

願
慶
寺

東
別
院

に
納
め
た
も
の
で
、
こ
の
行
事
は
い
わ
ば
里
帰
り
に
あ
た
り
ま
す
。
吉
崎
に

着
い
た
御
影
は
、
宝
物
殿
に
あ
る
輿
に
移
し
替
え
て
、
東
別
院
の
本
堂
ま
で

担
ぎ
上
げ
ら
れ
ま
す
。
法
要
の
あ
と
、
帰
路
（
御
上
洛
）
は
琵
琶
湖
東
岸
を

経
由
し
て
、
京
都
ま
で
戻
り
ま
す
。

「
旧
御
本
堂
跡
登
り
道
」
を
は
さ
ん
で
西
側
に
は
西
別
院
（
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
吉
崎
別
院
）
が
あ
り
ま
す
。
写
真
は
、
西
別
院
の
東
門
を
間
近
か
に

撮
っ
た
も
の
と
、
東
別
院
の
北
門
を
左
に
入
れ
て
撮
っ
た
も
の
で
す
。
本
堂

は
、
寛
政
九
年
〔
一
七
九
七
〕
に
再
建
さ
れ
た
も
の
。
本
堂
内
は
、
極
彩
色

の
彫
刻
で
飾
ら
れ
、「
慧
光
常
照
」
の
扁
額
を
掲
げ
た
中
央
に
本
尊
の
阿
弥

陀
如
来
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

駐
車
場
に
面
し
た
北
門
は
、
念
力
門
と
称
し
て
、
あ
わ
ら
市
指
定
建
造

物
。
西
本
願
寺
に
あ
っ
た
豊
臣
秀
吉
寄
進
の
門
を
、
昭
和
二
四
年
〔
一
九
四
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西
別
院

西
別
院
（
正
面
奥
）
と
東
別
院
（
左
）

九
〕
に
京
都
か
ら
荷
車
で
人
力
で
運
び
、
移
築
し
た
も
の
で
す
。
駐
車
場

に
停
ま
っ
た
あ
わ
ら
市
コ
ミ
ュ
ー
ニ
テ
ィ
バ
ス
も
写
し
て
お
き
ま
し
た
。
な

お
、
こ
こ
は
、
J
R
芦
原
温
泉
駅
行
の
バ
ス
が
出
る
停
留
所
で
、
J
R
大

聖
寺
駅
行
の
バ
ス
の
停
留
所
は
、
す
こ
し
離
れ
た
石
川
県
側
に
あ
り
ま
す
。

バ
ス
停
の
時
刻
表
で
、
バ
ス
が
一
二
時
五
二
分
に
出
発
す
る
こ
と
を
確
か

め
て
か
ら
（
な
に
し
ろ
バ
ス
の
本
数
が
少
な
く
、
タ
ク
シ
ー
も
あ
り
ま
せ

ん
）、
蓮
如
上
人
記
念
館
に
向
か
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
平
成
一
〇
年
よ
り

本
願
寺
文
化
興
隆
財
団
が
経
営
し
て
お
り
、
展
示
室
で
あ
る
蓮
如
館
・
七
不

思
議
館
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
庭
園
か
ら
な
り
た
っ
て
い
ま
す
。
庭
園
は
、
北

潟
湖
の
湖
畔
を
占
め
て
い
て
、
鹿
島
の
森
が
間
近
か
に
見
ら
れ
ま
す
。

閑
話
休
題
。
記
念
館
の
内
容
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
す
が
、
本
願
寺
文

化
興
隆
財
団
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
旧
名
の
本
願
寺
維
持
財
団
と
記
載
）
と

西
別
院
北
門
（
念
力
門
）

駐
車
場
に
停
車
中
の
バ
ス

真
宗
大
谷
派
や
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
と
の
関
係
が
わ
か
り
に
く
く
、
と
ま
ど

い
ま
し
た
。
ど
う
も
、
吉
崎
の
蓮
如
上
人
の
旧
跡
に
、
拠
点
を
も
つ
と
い
う

こ
と
が
浄
土
真
宗
の
各
派
に
と
っ
て
、
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
よ
う

で
す
。

■

芭
蕉
と
吉
崎

芭
蕉
が
お
く
の
ほ
そ
道
の
旅
で
吉
崎
を
訪
れ
た
の
は
、
元
禄
二
年
〔
一
六

八
九
〕
八
月
上
旬
の
こ
と
で
し
た
。
西
行
の
歌
で
知
ら
れ
る
歌
枕
の
　し
ほ
こ
し

汐
越　
の

松
を
訪
ね
る
た
め
で
す
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
か
ら
、
該
当
の
箇
所
を
次
に

引
用
し
ま
す
。
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蓮
如
上
人
記
念
館
の
庭
よ
り
鹿
島
を
望
む

越
前
の
　さ
か
ひ
境　
、　よ
し
ざ
き

吉
崎　
の
　い
り入　
　え江　
を
船
を
　さ
を
さ
棹　
し
て
、　し
ほ
こ
し

汐
越　
の
松
を
　た
づ尋　
ぬ
。

　よ
も終　
　す
が
ら宵　
　あ
ら
し
嵐　
に
波
を
は
こ
ば
せ
て

月
を
た
れ
た
る
汐
越
の
松

西
行

　こ
の此　
一
首
に
て
数
景
　つ
き尽　
た
り
。
も
し
　い
ち
べ
ん

一
弁　
を
　く
は
ふ
加　
る
も
の
は
、
無
用
の

指
を
　た
つ立　
る
が
ご
と
し
。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
芭
蕉
、
元
禄
一
五
年
〔
一
七
〇
二
〕

『
芭
蕉
奥
お
く
の
ほ
そ
道
』
萩
原
恭
男
校
注
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
（
一
九
九
一
）

（
現
代
語
訳
）

越
前
と
の
国
境
、
吉
崎
の
入
江
を
船
で
渡
っ
て
、
歌
枕
の
　し
ほ
こ
し

汐
越　

の
松
を
訪
ね
た
。
西
行
の
歌
に
、「
一
晩
中
、
嵐
が
吹
い
て
波
が

松
に
か
か
り
、
松
の
葉
に
垂
れ
た
水
滴
に
月
が
映
っ
て
い
る
。
汐

越
の
松
と
は
よ
く
い
っ
た
も
の
だ
」
と
あ
る
。
こ
の
一
首
で
、
ど

ん
な
景
色
も
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
え
一
言
加
え
る

の
は
、
役
に
立
た
な
い
六
本
目
の
指
を
加
え
る
の
に
等
し
い
こ

と
だ
。

た
だ
し
、
　さ
り
ゅ
う
あ
ん

蓑
笠
庵　
　り梨　
　い
ち一　
の
『
　お
く
の
ほ
そ
み
ち
す
が
ご
も
し
ょ
う

奥
細
道
菅
菰
抄　
』（
右
記
岩
波
文
庫
に
併
録
）

に
は
、「
こ
の
歌
は
、
西
行
の
も
の
で
は
な
く
、
吉
崎
近
辺
で
は
、
蓮
如
上

人
の
作
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
芭
蕉
が
西
行
の
歌
を
引
く
だ
け
で
、
汐
越
の
松
を
題
材
に
俳

句
を
作
ら
な
か
っ
た
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
な
に
か
裏
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
は
、
ス
リ
ラ
ー
小
説
の
読
み
す
ぎ
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
念
の
た
め
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
読
み
直
し
て
み
ま
し
た
。
秋

田
の
　き
さ
か
た

象
潟　
を
訪
ね
た
箇
所
に
、

秋
田
に
か
よ
ふ
道
　は
る
か
遥　
に
、
海
　き
た北　
に
か
ま
　（
へ
）
え　
て
、
浪
　う
ち打　
　い入　
る
所
を

　し
ほ汐　
こ
し
と
　い
ふ云　
。

と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
、
象
潟
を
松
島
に
比
べ
て
説
明
し
た
あ
と
、
次
の
俳
句

が
続
き
ま
す
。

象
潟
や
雨
に
　せ
い西　
　し施　
が
ね
ぶ
の
花

芭

蕉



番外一 吉崎・福井紀行（一） 12

　し
ほ汐　
　こ
し越　
や
　つ
る鶴　
は
ぎ
ぬ
れ
て
海
涼
し

芭

蕉

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
芭
蕉
、
元
禄
一
五
年
〔
一
七
〇
二
〕

『
芭
蕉
奥
お
く
の
ほ
そ
道
』
萩
原
恭
男
校
注
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
（
一
九
九
一
）

「
　せ
い西　
　し施　
」
は
、
中
国
春
秋
時
代
に
呉
王
　ふ夫　
　さ差　
に
国
を
傾
け
さ
せ
た
美
人
。

「
　つ
る鶴　
は
ぎ
」
は
　つ
る
は
ぎ

鶴
脛　
。「
　し
ほ汐　
　こ
し越　
」
は
、『
　お
く
の
ほ
そ
み
ち
す
が
ご
も
し
ょ
う

奥
細
道
菅
菰
抄　
』
に
よ
る
と
、「
日
本

海
か
ら
、
象
潟
へ
、
汐
の
行
き
来
す
る
川
で
、
汐
越
橋
と
い
う
橋
が
架
か
っ

て
い
て
、
両
岸
の
集
落
を
汐
越
町
と
い
い
、
秋
田
へ
の
往
還
の
宿
場
町
で
あ

る
」
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
に
か
ほ
市
象
潟
町
一
丁
目
塩
越
〜

五
丁
目
塩
越
、
大
塩
越
な
ど
と
し
て
、
そ
の
名
を
留
め
て
い
ま
す
。『
菅
菰

抄
』
で
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、「
汐
越
町
の
庄
官
の
も
と
に
芭
蕉
直
筆
の

　こ
し腰　
た
け
や
　つ
る鶴　
は
ぎ
ぬ
れ
て
海
涼
し

芭

蕉

と
揮
毫
し
た
短
冊
が
残
り
、
汐
越
川
に
あ
っ
た
「
腰
だ
け
」（「
　こ
し
だ
け

腰
丈　
」
ま
た

は
「
　こ
し
だ
け

腰
長　
」）
の
浅
瀬
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
と
言
い
伝
え
て
い
る
」
と
、
注
釈

し
て
い
ま
す
（
今
も
、
腰
丈
橋
が
象
潟
町
に
あ
る
そ
う
で
す
）。
ま
た
、『
曾

良
日
記
』
に
付
随
し
て
い
る
俳
諧
書
留
（『
芭
蕉
奥
お
く
の
ほ
そ
道
』
萩
原

恭
男
校
注
、
岩
波
文
庫
に
併
録
）
の
中
に
も
、「
腰
長
汐
」
と
題
し
て
、
初

五
文
字
が
「
腰
た
け
や
」
と
な
っ
た
句
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
芭
蕉
は
、
こ
の
「
腰
だ
け
や
」
と
い
う
初
五
文
字
を
「
汐
越

や
」
に
変
え
て
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
と

の
句
は
、「
　こ
し腰　
」
と
「
　は
ぎ脛　
」、「
　た
け竹　
」
と
「
　は
ぎ萩　
」
が
対
応
し
て
、
趣
向
と
し
て

お
も
し
ろ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
更
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

こ
こ
か
ら
は
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
ま
す
。
も
と
も
と
「
腰
だ
け
や
」
と

し
て
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
書
き
す
す
め
て
、
吉
崎
の
汐
越
の
松
ま
で
来

た
と
き
に
、
ど
う
し
て
も
西
行
の
歌
を
挿
入
し
た
い
の
で
、
自
分
の
句
を
載

せ
な
い
と
い
う
原
稿
を
作
っ
た
と
考
え
ま
し
ょ
う
。
推
敲
の
段
に
な
っ
て
、

や
は
り
「
汐
越
の
松
」
と
い
う
歌
枕
を
詠
ん
だ
句
も
挿
入
し
た
く
な
っ
た
と

し
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
ど
う
す
る
か
。

吉
崎
の
項
を
、「
無
用
の
指
を
　た
つ立　
る
が
ご
と
し
」
と
荘
子
を
引

い
て
格
好
良
く
き
め
た
と
こ
ろ
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
た
い
。
読
み

直
し
て
み
る
と
、
象
潟
の
汐
越
で
詠
ん
だ
「
腰
だ
け
や
」
の
句
が

あ
る
。
こ
の
五
文
字
を
「
汐
越
や
」
に
変
え
れ
ば
、
場
所
は
違
う

が
、
歌
枕
の
汐
越
を
詠
み
こ
む
こ
と
が
で
き
る
。
松
に
鶴
は
つ
き

物
だ
か
ら
、
ま
あ
許
さ
れ
る
。

と
、
考
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
か
く
し
て
、
象
潟
の
句
の
あ
と

に
汐
越
の
句
を
配
置
し
た
最
終
稿
が
完
成
し
た
と
。
天
才
芭
蕉
の
思
考
を
、

凡
才
が
た
ど
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
気
ま
ま
な
文
章
ゆ
え
、
ま

あ
こ
の
く
ら
い
の
逸
脱
は
ゆ
る
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
つ
い
で
に
、
汐
越
の

松
を
詠
み
こ
ん
で
、
芭
蕉
の
句
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
作
っ
た
の
で
ご
披
露
し
ま

し
ょ
う
。

　し
ほ汐　
　こ
し越　
の
　ま
つ松　
　は
ぎ萩　
濡
れ
て
月
高
し

艸
蟲
齋

月
つ
な
が
り
で
、
西
行
の
汐
越
の
歌
と
も
関
連
が
つ
き
ま
し
た
。
芭
蕉
の

　い
ち
ぶ
り

市
振　
で
の
句
に

　ひ
と
つ
一　
　や家　
に
遊
女
も
　ね寐　
た
り
萩
と
月

芭

蕉

と
あ
り
ま
す
か
ら
、
萩
と
月
の
つ
な
が
り
も
つ
い
て
い
ま
す
。

芭
蕉
は
、
吉
崎
を
訪
ね
た
の
に
、
吉
崎
御
坊
を
訪
ね
て
い
な
い
の
は
、
多

分
、
宗
派
が
違
う
と
い
う
の
が
も
っ
と
も
妥
当
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
さ
ら

に
は
、
芭
蕉
が
吉
崎
を
経
由
し
て
汐
越
の
松
を
訪
ね
た
元
禄
二
年
〔
一
六

八
九
〕
に
は
、
吉
崎
御
坊
が
道
場
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
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た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
千
代
女
が
吉
崎
を
訪
ね
た
宝
暦
一
二
年

〔
一
七
六
二
〕
に
は
、
今
日
「
蓮
如
上
人
御
影
道
中
」
と
呼
ば
れ
る
行
事
が

す
で
に
始
ま
っ
て
い
て
（
宝
暦
二
年
〔
一
七
五
二
〕
よ
り
）、
千
代
女
は
真

宗
の
信
者
で
し
た
か
ら
、『
吉
崎
紀
行
』
は
こ
れ
に
参
列
す
る
た
め
の
旅
行

で
す
。
多
分
、
吉
崎
が
蓮
如
上
人
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
始
め

た
の
は
こ
の
こ
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

『
　お
く
の
ほ
そ
み
ち
す
が
ご
も
し
ょ
う

奥
細
道
菅
菰
抄　
』
で
は
、
吉
崎
を
紹
介
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。吉

崎
は
、
大
聖
寺
と
細
呂
木
の
宿
と
の
間
、
往
還
よ
り
西
な

り
。
立
花
の
茶
店
の
　か
た
は
ら

傍　
を
、
西
に
　い
り入　
て
、
南
へ
　ゆ
く
こ
と

行
事　
十
五
町
ば

か
り
、
加
賀
、
越
前
の
境
に
あ
る
人
家
に
て
、
北
を
加
賀
吉
崎
と

　い
ひ云　
、
南
を
越
前
よ
し
ざ
き
と
　い
ふ云　
。（
後
略
）

『
奥
細
道
菅
菰
抄
』
蓑
笠
庵
梨
一
、
安
永
七
年
〔
一
七
七
八
〕

『
芭
蕉
奥
お
く
の
ほ
そ
道
』
萩
原
恭
男
校
注
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
（
一
九
九
一
）

こ
の
記
載
の
あ
と
、
越
前
吉
崎
に
は
、
吉
崎
の
御
堂
と
い
う
一
向
宗
東
西
の

道
場
（
こ
の
記
載
で
み
る
限
り
、『
菅
菰
抄
』
の
書
か
れ
た
十
八
世
紀
後
半

に
は
、
ま
だ
「
吉
崎
御
坊
」
と
い
う
名
称
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
）
が
あ

り
、
南
の
山
を
蓮
如
山
と
い
い
、
花
　ビ
ン瓶　
の
松
（「
蓮
如
上
人
御
手
植
の
御
花

松
」
に
相
当
）
と
い
う
名
木
が
あ
る
な
ど
の
記
載
が
あ
り
、
汐
越
の
松
に
つ

い
て
も
そ
の
所
在
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
引
用
文
に
あ
る
「
加
賀
吉
崎
」
と
「
越
前
吉
崎
」
が
、
今
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
気
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
国
道
三
〇
五
号
線
を
歩
い
て
み

ま
し
た
。
す
る
と
、
亀
甲
に
「
舌
鼓
」
と
い
う
看
板
の
か
か
っ
た
石
塚
醤
油

店
の
先
に
、
誂
え
向
き
の
道
標
を
見
つ
け
ま
し
た
。

石
川
県
加
賀
市
吉
崎
と
福
井
県
あ
わ
ら
市
吉
崎
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ま
ず
石
川
県
加
賀
市
の
道
標(

写
真
右)

。
石
川
県
加
賀
市
の
吉
崎
で
あ
る

証
拠
は
、
写
真
で
は
見
に
く
い
が
、
奥
の
信
号
の
表
示
が
「
吉
崎
」
に
な
っ

て
い
ま
す
。
信
号
の
手
前
の
右
手
に
見
え
る
寺
は
、
石
川
県
加
賀
市
吉
崎
の

名
願
寺
で
す
。
こ
の
門
前
に
あ
る
三
叉
路
（
鹿
島
の
森
と
塩
屋
町
へ
の
一
一

七
号
線
の
分
岐
点
）
を
示
す
道
標
の
柱
に
も
「
加
賀
市
吉
崎
町
」
の
表
示
板

が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
写
真
手
前
右
側
に
裏
側
に
な
っ
て
い
る
道
標
が
福
井
県
あ
わ
ら
市
の

道
標
で
す
。
振
り
向
い
て
、
こ
れ
を
表
側
か
ら
撮
っ
た
も
の
が
紙
面
左
側
の

写
真
で
す
。
福
井
県
あ
わ
ら
市
の
吉
崎
で
あ
る
の
は
、
左
側
の
支
持
柱
の
住

所
表
示
が
「
あ
わ
ら
市
吉
崎
二
丁
目
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
わ
か
り
ま
す
。

紙
面
左
右
に
示
し
た
二
つ
の
道
標
の
真
ん
中
が
石
川
県
（
加
賀
）
と
福
井
県

（
越
前
）
と
の
県
境
と
い
う
わ
け
で
す
。
確
か
に
、
現
在
で
も
『
菅
菰
抄
』
に

記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
に
、
吉
崎
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

北
潟
湖
と
風
車

宿
を
福
井
に
と
っ
た
の
で
、
一
二
時
五
二
分
発
の
バ
ス
で
吉
崎
を
あ
と
に

し
、
J
R
芦
原
温
泉
駅
ま
で
戻
り
ま
し
た
。
三
時
間
弱
の
あ
わ
た
だ
し
い

訪
問
で
し
た
が
、
大
体
予
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
は
め
ぐ
り
ま
し
た
。
帰
り
の

バ
ス
の
中
か
ら
、
風
力
発
電
の
風
車
の
列
が
見
え
ま
し
た
の
で
、
写
真
に
撮

り
ま
し
た
。
風
車
の
列
を
見
て
、
東
北
大
地
震
の
津
波
に
よ
る
原
子
力
発
電

所
の
事
故
を
連
想
し
、
福
井
県
の
若
狭
地
方
は
、
日
本
一
の
原
発
密
集
地
で

あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
事
故
の
連
鎖
が
お
こ
ら
な
け
れ
ば
よ
い
が

と
、
憂
鬱
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
。
蓮
如
上
人
の
時
代
か
ら
五
百
年
余
り
の

年
月
が
経
っ
た
今
は
、
同
様
の
混
乱
の
時
代
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

時
代
の
閉
塞
感
と
将
来
へ
の
不
安
が
、
原
発
事
故
を
契
機
に
と
め
ど
も
な
く

広
が
っ
て
い
ま
す
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
そ
の

か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て
京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看

板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所

(h
ttp

:/
/
x
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m

tex
.co

m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」(

番
外
一)
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