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津
島
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■

新
玉
津
島
神
社

松
原
室
町
の
十
字
路
の
西
南
か
ど
に
、
仁
丹
の
町
名
看
板
「
松
原
通
室
町

西
入
中
野
之
町
」
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
こ
こ
を
出
発
点
に
し
ま
し
ょ
う
。

　ま
つ
ば
ら
ど
お
り

松
原
通　

　む
ろ
ま
ち

室
町　
　に
し
い
る

西
入　

　な
か
の
の
ち
ょ
う

中
野
之
町　
1©

第
2
回
と
同
じ
く
、
今
回
も
ま
ず
和
菓
子
か
ら
。
松
原
室
町
の
四
辻
を

東
に
は
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
老
舗
の
和
菓
子
屋
「
　す
え
と
み

末
富　
」（
松
原
通
室
町
東

入
ル
玉
津
島
町
）
が
あ
り
ま
す
。
創
業
は
、
明
治
二
六
年
〔
一
八
九
三
年
〕。

上
生
菓
子
や
干
菓
子
の
ほ
か
に
、「
野
菜
煎
餅
」（
玉
子
煎
餅
に
蓮
根
や
木
の

芽
な
ど
を
薄
く
し
て
焼
き
込
ん
だ
も
の
）
や
「
う
す
べ
に
」（
薄
い
麩
焼
き

の
間
に
、
ほ
ん
の
り
甘
い
梅
肉
を
挟
ん
だ
も
の
）
が
名
物
。

末
富
主
人
の
山
口
富
蔵
さ
ん
の
話
（
朝
日
新
聞
京
都
総
局
・
朝
日
京
都
会

「
語
る
」
シ
リ
ー
ズ
第
十
回
）
に
よ
る
と
、
上
生
菓
子
に
は
銘
が
つ
い
て
お

り
、
こ
の
銘
を
考
え
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
だ
と
い
い
ま
す
。
上
生
菓
子

仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
室
町
通
の
松
原
か
ら
五
条
ま
で
）

の
銘
は
、
季
節
感
を
だ
す
た
め
の
仕
掛
け
で
、
古
歌
な
ど
を
踏
ま
え
る
こ
と

が
多
く
、
た
と
え
ば
、
初
夏
の
こ
ろ
に
は
、
山
吹
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
黄
色
の

菓
子
に
、
銘
「
玉
川
」
と
付
け
る
と
い
う
よ
う
な
具
合
で
す
。
こ
の
銘
は
、

山
吹
の
名
所
と
し
て
歌
枕
に
な
っ
て
い
る
「
井
出
の
玉
川
」
を
踏
ま
え
た
も

の
で
、
次
に
示
す
藤
原
俊
成
の
歌
に
よ
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

駒
と
め
て
な
を
水
か
は
ん
山
吹
の

は
な
の
露
そ
ふ
井
手
の
玉
川

新
古
今
和
歌
集
巻
第
二
・
春
歌
下
・
一
五
九
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こ
の
和
歌
の
　ぬ
し主　
藤
原
俊
成
は
、
店
の
所
在
地
の
玉
津
島
町
に
ふ
さ
わ
し

い
。
と
い
う
の
は
、
玉
津
島
町
の
由
来
と
な
っ
た
　に
い
た
ま
つ
し
ま
じ
ん
じ
ゃ

新
玉
津
島
神
社　
（
松
原
通

烏
丸
西
入
ル
玉
津
島
町
）
は
、
つ
い
鼻
の
先
。
こ
の
　
や
し
ろ社　
は
、
藤
原
俊
成
が
紀

州
和
歌
山
の
玉
津
嶋
神
社
の
祭
神
　そ
と
お
り
ひ
め
の
み
こ
と

衣
通
姫
尊　
（「
そ
と
お
し
ひ
め
」
と
も

い
う
）
を
　か
ん
じ
ょ
う

勧
請　
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
社
殿
は
、
狭
い
参

道
を
は
い
っ
た
場
所
に
、
西
向
き
に
建
っ
て
い
ま
す
。
ビ
ル
と
駐
車
場
の
間

の
窮
屈
な
地
所
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
社
殿
全
景
を
写
せ
な
い

の
で
苦
労
し
て
撮
っ
た
写
真
か
ら
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
。

本
シ
リ
ー
ズ
第
2
回
で
、
住
吉
神
社
と
人
丸
神
社
に
つ
い
て
触
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ
で
、
俊
成
が
勧
請
し
た
と
い
わ
れ
る
和
歌
三
神
が
す
べ
て
揃
っ

た
わ
け
で
す
。

藤
原
俊
成
が
、
　に
い
た
ま
つ
し
ま
じ
ん
じ
ゃ

新
玉
津
島
神
社　
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
分
祀
し
た
玉
津
島
神

社
。
そ
の
祭
神
の
衣
通
姫
に
ま
つ
わ
る
話
を
、
い
ろ
い
ろ
と
集
め
て
み
ま

し
ょ
う
。
虚
実
な
い
ま
ぜ
た
伝
承
で
す
が
、
お
も
わ
ぬ
方
向
に
話
が
進
み

ま
す
。

■

衣
通
姫
、
玉
津
島
神
社
の
祭
神
と
な
る

紀
州
の
玉
津
島
神
社
（
和
歌
山
県
和
歌
山
市
和
歌
浦
）
と
は
、
歌
枕
と
し
て

名
高
い
和
歌
の
浦
に
鎮
座
す
る
神
社
で
、
祭
神
は
、
　わ
か
ひ
る
め
の
み
こ
と

稚
日
女
尊　
〔
　た
ま
つ
し
ま
ひ
め

玉
津
島
姫　
〕、

　お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

息
長
足
姫
尊　
〔
　じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う

神
功
皇
后　
〕、
お
よ
び
　そ
と
お
り
ひ
め
の
み
こ
と

衣
通
姫
尊　
。『
日
本
書
紀
』
に
よ

る
と
、
衣
通
姫
は
、
允
恭
天
皇
の
側
室
。
衣
か
ら
美
し
さ
が
透
き
通
る
よ
う

な
美
人
で
あ
っ
た
と
い
い
、
允
恭
天
皇
の
皇
子
軽
皇
子
と
の
恋
が
伝
え
れ
ら

て
い
ま
す
。
　そ
と
お
り
ひ
め

衣
通
姫　
が
神
格
化
さ
れ
、
も
と
も
と
の
　た
ま
つ
し
ま
ひ
め

玉
津
島
姫　
と
同
一
視
さ

新
玉
津
島
神
社
の
社
殿

れ
て
、
和
歌
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

紀
州
の
玉
津
島
神
社
の
由
来
に
よ
る
と
、
病
気
の
光
孝
天
皇
（
天
皇
在

位
、
八
八
四
〜
八
八
七
。
仁
和
の
帝
、
小
松
の
帝
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
夢
に
、

衣
通
姫
が
あ
ら
わ
れ
て
、

た
ち
か
え
り
ま
た
も
此
の
世
に
跡
た
れ
む

名
も
お
も
し
ろ
き
和
歌
の
浦
波

と
詠
ん
だ
の
で
、
仁
和
三
年
〔
八
八
七
年
〕
に
勅
命
に
よ
り
衣
通
姫
を
玉
津



57 ■ 本居宣長の玉勝間では、祭神は神功皇后？

島
神
社
に
合
祀
し
た
と
伝
え
ま
す
。
光
孝
天
皇
の
勅
願
所
と
し
て
、
住
吉
神

社
、
人
丸
神
社
と
と
も
に
和
歌
三
神
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で

に
第
2
回
で
紹
介
し
た
と
お
り
で
す
。
こ
の
玉
津
島
神
社
の
由
来
を
信
ず

る
と
す
れ
ば
、
玉
津
島
神
社
が
和
歌
三
神
の
一
柱
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
光

孝
天
皇
の
勅
願
所
と
な
っ
た
八
八
〇
年
代
以
降
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
、
寄
り
道
。
光
孝
天
皇
は
、
五
十
五
歳
で
即
位
。
即
位
ま
で
、
た

だ
の
皇
子
と
し
て
す
ご
し
ま
し
た
。
そ
の
延
長
で
、
自
ら
ま
さ
な
ご
と
（
こ

こ
で
は
、
料
理
）
を
し
た
こ
と
が
徒
然
草
第
一
七
六
段
に
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

　く
ろ
ど

黒
戸　
は
、
　こ
ま
つ
の
み
か
ど

小
松
御
門　
位
に
つ
か
せ
給
ひ
て
、
昔
た
だ
人
に
お
は

し
ま
し
し
時
、
ま
さ
な
事
さ
せ
給
ひ
し
を
忘
れ
給
は
で
、
常
に
営

ま
せ
給
ひ
け
る
　ま間　
な
り
。
　み
か
ま
ぎ

御
薪　
に
す
す
け
た
れ
ば
、
黒
戸
と
い
ふ

と
ぞ
。『

方
丈
記
徒
然
草
』
岩
波
古
典
文
学
大
系
。
西
尾
實
校
注
〔
一
九
五
七
〕

た
だ
し
、
振
り
が
な
、
送
り
が
な
を
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
方
で
、
歌
人
と
し
て
す
ぐ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、

仁
和
の
み
か
ど
み
こ
に
お
ま
し
ま
し
け
る
時
に
、
人
に
わ
か
な
た
ま

ひ
け
る
御
う
た

君
が
た
め
春
の
野
に
出
で
て
若
菜
つ
む

わ
が
衣
手
に
雪
は
ふ
り
つ
つ

古
今
和
歌
集
巻
第
一
・
春
歌
上
・
二
一

こ
の
歌
は
、
百
人
一
首
に
採
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ご
存
じ
の
と
お
り
。
自
ら

料
理
を
し
た
と
い
う
こ
と
を
お
も
い
お
こ
す
か
ど
う
か
で
、
こ
の
歌
の
含
蓄

も
変
わ
っ
て
く
る
気
が
い
た
し
ま
す
。
仁
和
の
元
号
で
お
も
い
だ
し
ま
し
た

が
、
御
室
仁
和
寺
は
、
光
孝
天
皇
が
仁
和
二
年
〔
八
八
六
年
〕
に
着
工
し
た

も
の
。
完
成
を
み
ず
に
逝
去
し
た
あ
と
、
仁
和
四
年
そ
の
子
の
宇
多
天
皇
が

完
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
宇
多
天
皇
の
ブ
レ
イ
ン
が
菅
原
道
真
や
紀
長
谷
雄

で
、
第
2
回
や
第
4
回
の
話
に
つ
な
が
る
わ
け
で
、
寄
り
道
を
し
た
　ゆ
え
ん

所
以　

で
す
。

玉
津
島
神
社
は
、
和
歌
の
浦
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
和
歌
の
（
浦
の
）
神
。

当
初
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
語
呂
合
わ
せ
か
ら
、
和
歌
の
神
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
、「
実
」
を
与
え
る
た
め
に
、
和
歌

に
秀
で
て
い
る
と
い
う
伝
承
の
あ
っ
た
衣
通
姫
を
合
祀
し
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
伝
承
は
、
紀
貫
之
が
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
で
衣
通
姫

を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
古
今
和
歌
集
』
を
編
纂
し
た
と
き
（
九

〇
五
年
）
に
は
、
す
で
に
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
、
光
孝
天
皇
の
勅
願
所
云
々
（
八
八
〇
年
代
）
と
も
合
致
し
ま
す
。

■

本
居
宣
長
の
玉
勝
間
で
は
、
祭
神
は
神
功
皇
后
？

玉
津
島
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
の
考
察
が
、
　も
と
お
り
の
り
な
が

本
居
宣
長　
〔
一
七
三
〇
〜
一

八
〇
一
〕
の
『
玉
勝
間
』
九
の
巻
・
二
二
（『
本
居
宣
長
』、
吉
川
幸
次
郎
、

佐
竹
照
広
、
日
野
龍
夫
校
注
、
日
本
思
想
体
系
四
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
七

八
）
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
論
は
、
玉
津
島
神
社
の
祭
神
は
神
功
皇
后
で
あ

る
と
い
う
も
の
（『
今
按
名
蹟
考
』〔
岩
橋
秀
栄
〕
の
説
を
引
用
す
る
と
い
う

形
で
す
が
）。

い
わ
く
、「
玉
津
島
神
社
を
和
歌
の
神
と
す
る
の
は
、
和
歌
の
浦
に
あ
る

か
ら
で
あ
っ
て
、
祭
神
が
神
功
皇
后
で
あ
る
の
と
矛
盾
し
な
い
（
私
見
で
す

が
、
こ
れ
は
、
祭
神
が
だ
れ
で
あ
っ
て
も
よ
い
こ
と
で
す
ね
）。
　わ
か
ひ
る
め
の
み
こ
と

稚
日
女
尊　
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を
祭
神
と
す
る
の
は
、
和
歌
の
浦
と
の
語
呂
合
わ
せ
に
す
ぎ
な
い
（
玉
津
島

神
社
を
和
歌
の
神
と
す
る
の
は
、
和
歌
の
浦
の
語
呂
合
わ
せ
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
か
し
ら
？

こ
れ
は
、
わ
た
し
め
の
茶
々
）。
住
吉
神
社
は
四
座

で
あ
る
が
、
も
と
は
三
座
で
、
第
四
座
は
津
守
国
基
が
、
玉
津
島
明
神
、
即

ち
衣
通
姫
を
の
ち
に
加
え
た
も
の
と
い
う
が
、
こ
れ
は
俗
説
。
第
四
社
と
し

て
加
え
た
の
は
、
玉
津
島
神
功
皇
后
で
あ
っ
て
、
和
歌
の
神
と
す
る
の
に
衣

通
姫
を
も
っ
て
く
る
必
要
は
な
い
。
第
四
社
の
祭
神
を
、
衣
通
姫
で
あ
る
と

い
う
の
は
世
間
の
妄
説
で
誤
っ
て
い
る
。
　た
ま
づ
し
ま

玉
津
島　
（「
津
」
は
「
づ
」
と
濁

る
）
は
、
　
た
ま
い
づ
る

玉
出　
島
で
あ
り
、
神
功
皇
后
が
新
羅
出
兵
の
折
、
玉
を
得
た
地

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。」
岩
橋
秀
栄
の
説
を

引
い
た
と
し
て
、
ざ
っ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
て
お
り
ま
す
。
あ
く

ま
で
引
用
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
宣
長
が
こ
の
説
に
賛
同
し
て
い

る
の
か
ど
う
か
は
、
文
面
だ
け
か
ら
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
が
、
長
々

を
引
用
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
賛
同
し
て
い
る
と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

住
吉
大
社
第
四
社
の
祭
神
は
、
現
在
、
神
功
皇
后
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

そ
こ
だ
け
を
取
り
出
す
と
、
玉
勝
間
所
載
の
説
は
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
み

え
ま
す
。
多
分
、
津
守
国
基
が
住
吉
神
社
に
第
四
社
を
加
え
た
と
き
に
考
え

た
こ
と
と
同
じ
だ
と
、
わ
た
し
は
そ
う
に
ら
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
表

向
き
は
、
第
四
社
の
祭
神
を
神
功
皇
后
と
し
、「
玉
津
島
姫
＝
神
功
皇
后
だ

か
ら
、
玉
津
島
姫
を
祀
っ
た
こ
と
に
な
り
、
住
吉
神
社
は
、
和
歌
の
神
で
あ

る
」
と
、
津
守
国
基
は
い
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
玉
勝
間
所
載
の
説
は
、

津
守
国
基
が
住
吉
神
社
を
和
歌
の
神
に
す
る
た
め
に
弄
し
た
（
と
推
定
さ
れ

る
）
術
中
に
は
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

時
系
列
で
い
え
ば
、「
玉
津
島
神
社
の
社
伝→

住
吉
神
社
第
四
社
の
社

伝
」
で
あ
る
の
に
、
玉
勝
間
所
載
の
説
は
、
逆
転
さ
せ
て
「
住
吉
神
社
第
四

社
の
社
伝→

玉
津
島
神
社
の
社
伝
」
と
い
う
論
理
で
す
か
ら
、
形
式
的
に

い
っ
て
も
お
か
し
い
。
玉
津
島
神
社
の
社
伝
で
は
、
稚
日
女
尊
が
も
と
も
と

の
祭
神
で
、
神
功
皇
后
は
あ
と
か
ら
祀
っ
た
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
玉
勝
間
所

載
の
説
は
社
伝
を
無
視
し
て
お
り
強
引
で
す
。

さ
ら
に
し
つ
こ
い
こ
と
を
承
知
で
付
け
加
え
る
と
、
玉
津
島
明
神
（
稚
日

女
尊
・
神
功
皇
后
・
衣
通
姫
）−

（
稚
日
女
尊
・
衣
通
姫)

=

玉
津
島
明

神
（
神
功
皇
后
）
の
引
き
算
で
残
っ
た
玉
津
島
明
神
（
神
功
皇
后
）
が
和
歌

の
神
を
代
表
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
む
し
ろ
、
玉
津
島
明
神
（
稚
日

女
尊
・
衣
通
姫
）
の
ほ
う
が
、
和
歌
の
神
を
代
表
し
て
い
ま
す
ね
。
素
直
に

考
え
れ
ば
、
こ
ん
な
引
き
算
を
せ
ず
に
、
住
吉
大
社
第
四
座
の
祭
神
を
神
功

皇
后
で
な
く
、
玉
津
島
姫
（
稚
日
女
尊
・
神
功
皇
后
・
衣
通
姫
）
と
す
れ
ば

よ
か
っ
た
と
お
も
う
の
で
す
が
、
な
ぜ
そ
う
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

大
き
な
疑
問
と
し
て
残
り
ま
す
。

■

再
び
、
和
歌
三
神—

ち
ょ
っ
と
し
た
思
考
実
験

『
都
名
所
図
会
』
に
は
、
新
玉
津
島
神
社
の
境
内
の
鳥
瞰
図
が
載
っ
て
い

ま
す
。
現
在
の
狭
い
境
内
と
は
、
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
広
い
境
内

で
、
お
そ
ら
く
は
住
吉
明
神
に
ち
な
ん
だ
「
住
吉
松
」
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

次
の
和
歌
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
住
吉
明
神
と
い
え
ば
松
が
つ
き
も
の
。

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

住
吉
の
岸
の
ひ
め
松
人
な
ら
ば

い
く
世
か
　へ経　
し
と
と
は
ま
し
も
の
を
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古
今
和
歌
集
巻
第
十
七
・
雑
歌
上
・
九
〇
六

恵
慶
法
師

我
と
は
ば
神
代
の
こ
と
も
こ
た
へ
な
む

む
か
し
を
し
れ
る
住
吉
の
松

拾
遺
和
歌
集
巻
第
十
・
神
楽
歌
・
五
九
〇

『
都
名
所
図
会
』
が
刊
行
さ
れ
た
江
戸
時
代
に
は
、
和
歌
三
神
は
定
着
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
新
玉
津
島
神
社
の
境
内
の
「
住
吉
松
」
は
、

あ
き
ら
か
に
和
歌
三
神
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

和
歌
三
神
の
話
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
一
度
、
ど
っ
ぷ
り
と
無
駄

話
。
繰
り
返
し
の
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
与
太
話
ゆ
え
、
ご
容
赦
の
ほ
ど
。

第
2
回
で
山
部
赤
人
を
住
吉
明
神
の
代
わ
り
に
加
え
て
、
人
丸
明
神
、
赤

人
明
神
、
玉
津
島
明
神
を
　に
い新　
和
歌
三
神
と
す
る
案
を
で
っ
ち
あ
げ
ま
し
た
。

こ
の
案
だ
と
人
丸
明
神—

明
石
の
浦
、
赤
人
明
神—
和
歌
の
浦
、
玉
津
島
明

神—

和
歌
の
浦
と
な
っ
て
、
和
歌
の
浦
が
二
重
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
、

さ
す
が
に
具
合
が
わ
る
い
の
で
、
第
2
回
で
も
、
い
ろ
い
ろ
と
　ご
た
く

御
託　
を
並

べ
ま
し
た
。

今
回
は
さ
ら
に
腰
を
す
え
て
、
山
部
赤
人
を
衣
通
姫
の
代
わ
り
に
和
歌
三

神
と
す
る
こ
と
を
吟
味
し
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
人
丸
明
神
、
住
吉
明
神
、

赤
人
明
神
と
い
う
案
で
す
。
万
葉
集
に
あ
る
「
潟
を
無
み
」
の
歌
は
、
山
部

赤
人
が
和
歌
の
浦
を
詠
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
候
補
者
と
し
て
は
最
有
力
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
す
れ
ば
、
人
丸
明
神—

明
石
の
浦
、
住
吉
明
神—

住

之
江
の
浦
、
赤
人
明
神—

和
歌
の
浦
と
い
う
よ
う
に
対
応
し
て
、
実
に
具
合

が
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
案
だ
と
、
第
2
回
で
述
べ
た
よ
う
に
、
あ

ら
た
に
赤
人
神
社
を
創
建
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
男
性
で
あ

る
山
部
赤
人
を
、
女
系
の
祭
神
で
あ
る
玉
津
島
神
社
に
合
祀
す
る
こ
と
は
は

ば
か
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

玉
津
島
明
神
は
、
も
と
も
と
和
歌
の
浦
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
和
歌
の
神
が
和
歌
の
浦
の
語
呂
合
わ
せ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
む
し
ろ
、

そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
）、
は
ず
す
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
こ
で
、
女
性

と
い
う
理
由
で
、
衣
通
姫
を
合
祀
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。「
名
」

は
語
呂
あ
わ
せ
で
、「
実
」
は
『
古
今
集
』
に
歌
の
載
っ
て
い
る
衣
通
姫
の

合
祀
で
、
名
実
と
も
に
整
え
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
、
馬
鹿
馬
鹿
し

い
と
お
も
え
て
も
、
あ
え
て
思
考
実
験
を
お
こ
な
う
と
、
事
態
が
は
っ
き
り

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
赤
人
さ
ん
も
残
念
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

和
歌
三
神
に
つ
い
て
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
の
ご
と
く
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
御
託

を
並
べ
て
き
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
整
理
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
理
科
系

の
思
考
パ
タ
ー
ン
か
ら
い
い
ま
す
と
、
和
歌
三
神
を
考
え
る
こ
と
は
、
神

社—

景
勝
の
浦—

祭
神
（
歌
人
）
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
る
と
い
う
問
題
に

帰
着
し
ま
す
。
こ
の
際
、
神
社—

景
勝
の
浦
を
固
定
す
る
と
い
う
前
提
条

件
を
付
け
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
丸
（
柿
本
）
神
社—

明
石
の
浦
、
住
吉
神

社—

住
之
江
の
浦
、
玉
津
島
神
社—

和
歌
の
浦
は
固
定
で
す
。
さ
ら
に
、
人

丸
（
柿
本
）
神
社—

明
石
の
浦—

柿
本
人
麻
呂
、
玉
津
島
神
社—

和
歌
の

浦—

衣
通
姫
の
組
み
合
わ
せ
は
異
論
の
な
い
も
の
と
し
て
、
従
来
の
組
み
合

わ
せ
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
問
題
は
、
住
吉
神
社—

住
之
江
の
浦
に

組
み
合
わ
せ
る
祭
神
（
歌
人
）
で
す
。
津
守
国
基
が
、
衣
通
姫
（⇐⇒

玉
津

島
姫⇐⇒

神
功
皇
后
と
い
う
図
式
）
を
合
祀
す
る
と
い
う
、
一
見
苦
し
紛

れ
と
み
え
る
が
よ
く
考
え
た
や
り
方
で
（
ち
ょ
っ
と
失
礼
か
な
）、
住
吉
明

神
を
和
歌
の
神
に
仕
立
て
た
こ
と
は
、
第
2
回
で
述
べ
、
今
回
で
も
し
つ

こ
く
説
明
し
た
と
お
り
で
す
。
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ど
う
せ
な
ら
、
毒
を
く
ら
わ
ば
皿
ま
で
と
も
う
し
ま
す
。
一
歩
ふ
み
だ
し

た
か
ら
に
は
、
百
歩
も
同
じ
こ
と
、
住
之
江
を
詠
ん
だ
歌
人
を
祭
り
上
げ
た

ら
ど
う
か
。
探
し
て
み
る
と
あ
る
も
の
で
、
　あ
か
ひ
と

赤
人　
で
な
く
　く
ろ
ひ
と

黒
人　
。高

市
黒
人

　す
み
の
え

住
吉　
の
　え

な

つ

得
名
津　
に
た
ち
て
見
渡
せ
ば
　

　む

こ

武
庫　
の
　
と
ま
り
泊　
ゆ
出
づ
る
船
人

『
万
葉
集
』
三
・
二
八
三
（『
万
葉
集
注
釈
』
巻
三
、
普
及
版

澤
潟
久
孝
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
）

そ
こ
で
、
わ
た
く
し
め
が
愚
案
し
ま
す
に
、
住
吉
明
神
に
　た
け
ち
の
く
ろ
ひ
と

高
市
黒
人　
を
祀
っ

た
ら
ど
う
か
と
い
う
、
荒
唐
無
稽
な
提
案
で
す
。
つ
ま
り
、
人
丸
（
柿
本
）

神
社—

明
石
の
浦—

柿
本
人
麻
呂
、
玉
津
島
神
社—

和
歌
の
浦—

衣
通
姫
、

住
吉
神
社—

住
之
江
の
浦—

高
市
黒
人
の
組
み
合
わ
せ
。
第
四
座
と
し
て
無

理
な
ら
、
た
と
え
ば
摂
社
と
し
て
祀
る
な
ど
の
便
法
は
あ
る
は
ず
と
も
お
も

い
ま
す
が
、「
和
歌
の
神
」
と
い
う
に
は
、
主
神
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る

祭
神
で
な
け
れ
ば
、
根
拠
が
弱
い
と
お
叱
り
を
う
け
そ
う
で
、
こ
の
案
も
今

一
つ
で
す
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
に
一
言
、
高

市
黒
人
に
つ
い
て
言
及
し
て
あ
っ
た
ら
、
よ
か
っ
た
の
に
。

■

衣
通
姫
と
草
子
洗
小
町

玉
津
島
神
社
の
祭
神
「
衣
通
姫
」
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
で
、
小

野
小
町
の
歌
を
説
明
す
る
た
め
に
引
か
れ
て
い
ま
す
。

を
の
の
小
町
は
い
に
し
へ
の
そ
と
お
り
ひ
め
の
　
な
が
れ流　
な
り
、
あ
わ

れ
な
る
よ
う
に
て
つ
よ
か
ら
ず
、
い
は
ば
、
よ
き
を
う
な
の
な
や

め
る
所
あ
る
に
に
た
り
。

こ
の
説
明
は
歌
の
姿
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
の
に
、
い
つ
の
ま
に
か
容
姿
の

こ
と
に
す
り
か
え
ら
れ
て
、
小
野
小
町
も
衣
通
姫
と
同
様
に
美
人
で
あ
る
と

い
う
通
説
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

能
の
『
　そ
う
し
あ
ら
い
こ
ま
ち

草
子
洗
小
町　
』
は
、
仮
名
序
の
こ
の
部
分
を
最
大
限
に
踏
ま
え
た

詞
章
に
な
っ
て
い
ま
す
。
紀
貫
之
が
　は
ん
じ
ゃ

判
者　
と
な
っ
て
、
小
野
小
町
と
大
伴
黒

主
の
二
人
が
対
決
し
ま
す
。
ま
ず
、
小
野
小
町
が

　す
い
へ
ん

水
辺　
の
草

蒔
か
な
く
に
何
を
種
と
て
浮
き
草
の

波
は
う
ね
う
ね
生
い
茂
る
ら
ん

と
詠
み
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
黒
主
は
、
こ
れ
は
す
で
に
古
歌
に
あ
る
と

難
じ
ま
す
。
実
は
、
黒
主
は
、
小
町
の
屋
敷
に
忍
び
込
ん
で
、
こ
の
歌
を
す

で
に
盗
み
聞
い
て
お
り
、
手
許
の
草
子
に
上
書
き
し
て
お
り
ま
す
。
小
野
小

町
は
、
必
死
に
抗
弁
い
た
し
ま
す
。

先
代
の
昔
は
そ
も
知
ら
ず
。
既
に
衣
通
姫
こ
の
道
の
　す
た廃　
ら
ん
事

を
歎
き
、
和
歌
の
　う
ら浦　
　わ曲　
に
跡
を
垂
れ
給
ひ
、
玉
津
島
の
明
神
よ
り

こ
の
方
、
み
な
こ
の
道
を
　
た
し
な
嗜　
む
な
り
。
そ
れ
に
今
の
歌
を
古
歌
と

　お
ほ仰　
せ
候
は
、
古
今
万
葉
の
勅
選
に
て
候
か
。
又
は
家
の
集
に
て
あ

る
や
ら
ん
。
作
者
は
誰
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
。
　く
わ委　
し
く
仰
せ
候
へ
。

こ
の
部
分
は
、「
和
歌
の
　う
ら浦　
　わ曲　
に
跡
を
垂
れ
給
ひ
」
の
句
で
わ
か
る
よ
う
に
、

玉
津
島
神
社
の
由
来
の
と
こ
ろ
で
あ
げ
た
伝
説
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
お

わ
か
り
で
し
ょ
う
。
黒
主
は
、
証
拠
を
捏
造
済
み
な
の
で
、
さ
ら
に
攻
め

ま
す
。
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御
身
は
衣
通
姫
の
　り
う流　
な
れ
ば
、
あ
は
れ
む
歌
に
て
強
か
ら
ね

ば
、
古
歌
を
盗
む
は
道
理
な
り
。

こ
れ
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
を
踏
ま
え
た
も
の
。
小
町
は
、
黒
主

が
証
拠
に
出
し
た
草
子
を
み
て
、
墨
の
色
が
違
う
こ
と
を
見
抜
き
、
草
子
を

洗
う
こ
と
を
求
め
ま
す
。
す
る
と
、
黒
主
が
書
き
込
ん
だ
と
こ
ろ
が
、
水
に

流
れ
て
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

あ
り
が
た
や
、
出
雲
住
吉
玉
津
島
人
丸
赤
人
の
御
恵
み
か
と
伏

し
拝
み
、
喜
び
て
龍
顔
に
さ
し
上
げ
た
り
や
。

こ
こ
に
は
、
和
歌
の
神
が
ず
ら
ず
ら
と
列
挙
さ
れ
て
お
り
ま
す
。「
龍
顔
に
」

と
は
、「
天
皇
の
目
前
に
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
。
そ
し
て
、
天
皇
の
と
り
な

し
に
よ
り
、
小
町
と
黒
主
が
和
解
す
る
と
い
う
筋
書
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

『
草
子
洗
小
町
』
で
は
、
大
伴
黒
主
〔
生
没
年
不
詳
、
六
歌
仙
の
一
人
〕

は
、
損
な
役
回
り
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、『
後
撰
和
歌
集
』
に
玉
津
島
を
詠

い
込
ん
だ
和
歌
が
残
っ
て
い
ま
す
。

題
し
ら
ず

く
ろ
ぬ
し

玉
津
島
ふ
か
き
入
り
江
を
こ
ぐ
舟
の

う
き
た
る
恋
も
わ
れ
は
す
る
か
な

後
撰
和
歌
集
巻
第
十
一
・
恋
歌
三
・
七
六
八

■

衣
通
姫
と
関
寺
小
町

能
の
『
　せ
き
で
ら
こ
ま
ち

関
寺
小
町　
』
は
、
百
歳
の
小
野
小
町
が
昔
を
し
の
び
落
魄
を
歎
く

話
で
す
。
昔
を
し
の
ぶ
場
面
の
か
な
り
の
部
分
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮

名
序
を
典
拠
と
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
ワ
キ
の
関
寺
の
僧
が
、「
わ
が
背
子
」

の
歌
（
仮
名
序
。
第
2
回
で
紹
介
）
の
作
者
を
問
う
と
、
シ
テ
の
老
女
（
実

は
、
落
魄
し
た
小
野
小
町
）
は
、「
衣
通
姫
の
歌
だ
」
と
正
し
く
答
え
ま
す
。

そ
の
問
答
の
あ
と
、
僧
は
、「
近
年
聞
こ
え
た
る
小
野
の
小
町
こ
そ
、
衣
通

姫
の
　り
う流　
と
は
　
う
け
た
ま
は

承　
り
た
れ
」
と
前
置
き
し
て
、
小
野
小
町
の
歌
を
紹
介
し
ま

す
。
老
女
は
次
第
に
顔
を
伏
せ
な
が
ら
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
顔
を
上
げ

て
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
事
情
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

文
屋
の
や
す
ひ
で
が
三
河
の
　ぞ
う掾　
に
成
り
て
、
あ
が
た
見
に
は
え
い
で

立
た
じ
や
と
い
ひ
や
れ
り
け
る
返
事
に
よ
め
る

小
野
小
町

侘
ぬ
れ
ば
身
を
浮
草
の
根
を
た
え
て

さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
ん
と
ぞ
思
ふ

古
今
和
歌
集
巻
第
十
八
・
雑
歌
下
・
九
三
八

老
女
が
小
町
の
　は
て果　
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
僧
は
、
七
夕
の
手
向
け
の
遊
び
に

誘
い
ま
す
。
童
女
の
舞
に
誘
わ
れ
て
、
小
町
も
舞
う
と
い
う
あ
ら
す
じ
。
こ

の
歌
は
、
小
野
小
町
の
代
表
的
な
歌
と
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序

に
も
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

■

文
芸
作
品
の
中
の
衣
通
姫

最
近
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
便
利
に
な
っ
て
、
著
作
権
の
切
れ
た
文
芸

作
品
が
、「
青
空
文
庫
」(http://w

w
w

.aozora.gr.jp/)

か
ら
デ
ィ
ジ
タ

ル
デ
ー
タ
と
し
て
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
検
索
エ

ン
ジ
ン
「
青
空
鯰
」(http://nishinari.or.jp/nam

azu.cgi)

に
よ
っ
て
、

全
文
検
索
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
文
芸
作
品
の
中
か
ら
「
衣
通
姫
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を
ふ
く
む
も
の
」
を
検
索
す
る
と
い
う
よ
う
な
芸
当
も
軽
々
と
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
た
い
世
の
中
に
な
っ
た
も
の
で
、
こ
こ
ま
で
築
き

上
げ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
様
に
感
謝
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
実
際
に
検
索

を
や
っ
て
み
ま
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
手
短
に
述
べ
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

樋
口
一
葉
『
十
三
夜
』
か
ら
、
主
人
公
の
幼
馴
染
の
述
懐
、
車
夫
と
な
っ

た
顛
末
を
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

人
は
顏
の
好
い
女
房
を
持
た
せ
た
ら
足
が
止
ま
る
か
、
子
が

生
れ
た
ら
氣
が
改
ま
る
か
と
も
思
ふ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
な
れ

ど
、
た
と
へ
小
町
と
　せ
い
し

西
施　
と
手
を
引
い
て
來
て
、
　そ
と
ほ
り
ひ
め

衣
通
姫　
が
舞

を
舞
つ
て
見
せ
て
呉
れ
て
も
私
の
放
蕩
は
直
ら
ぬ
事
に
極
め
て

置
い
た
を
、
何
で
乳
く
さ
い
子
供
の
顏
見
て
發
心
が
出
來
ま
せ

う
、
遊
ん
で
遊
ん
で
遊
び
拔
い
て
、
呑
ん
で
呑
ん
で
呑
み
盡
し

て
、
家
も
稼
業
も
そ
つ
ち
除
け
に
箸
一
本
も
た
ぬ
や
う
に
成
つ
た

は
　さ
き
を
と
ゝ
し

一
昨
々
年　
、
お
袋
は
田
舍
へ
嫁
入
つ
た
姉
の
處
に
引
取
つ
て
貰

ひ
ま
す
る
し
、
女
房
は
子
を
つ
け
て
　さ

と

實
家　
へ
戻
し
た
ま
ゝ
　い
ん
し
ん

音
信　
不

通
、（
後
略
）

樋
口
一
葉
『
十
三
夜
』（
青
空
文
庫
よ
り
引
用
）

小
町
、
西
施
、
衣
通
姫
と
く
れ
ば
、
美
人
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
。
西
施
は
中
国

の
美
人
、
松
尾
芭
蕉
の
『
お
く
の
細
道
』
に
も
で
て
ま
い
り
ま
す
。

松
島
は
笑
ふ
が
ご
と
く
、
象
潟
は
う
ら
む
が
ご
と
し
。
寂
し
さ
に
悲

し
み
を
く
は
え
て
、
　ち
せ
い

地
勢　
魂
を
な
や
ま
す
に
似
た
り
。

　き
さ
が
た

象
潟　
や
雨
に
　せ
い
し

西
施　
が
ね
ぶ
の
花

松
尾
芭
蕉
『
お
く
の
細
道
』
萩
原
恭
男
校
注

（
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
）

わ
た
し
な
ら
、
小
町
と
西
施
が
手
を
引
い
て
く
れ
ば
、
き
っ
と
妥
協
し
て
し

ま
い
ま
す
。
衣
通
姫
が
舞
を
舞
つ
て
見
せ
て
く
れ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
メ
ロ
メ

ロ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
、「
呑
ん
で
呑
ん
で
呑
み
盡
し
て
」
の
と

こ
ろ
は
、
河
島
英
伍
の
歌
「
酒
と
　
な
み
だ
泪　
と
男
と
女
」
を
思
い
出
し
ま
す
ね
。
何

度
か
カ
ラ
オ
ケ
で
挑
戦
し
ま
し
た
が
、
こ
の
サ
ビ
の
部
分
が
高
音
な
の
で
、

た
い
が
い
音
を
は
ず
し
て
し
ま
い
ま
す
。

岡
本
　き
ど
う

綺
堂　
の
伝
奇
小
説
『
　た
ま
も

玉
藻　
の
　ま
え前　
』
に
も
、
衣
通
姫
が
で
て
き
ま
す
。

　あ
べ
の

安
倍　
　や
す
ち
か

泰
親　
（
安
倍
晴
明
の
子
孫
）
と
玉
藻
の
前
（
狐
の
化
身
）
と
の
祈
祷
合

戦
の
場
面
。
今
回
の
お
で
ま
し
は
、
光
明
皇
后
と
衣
通
姫
。

玉
藻
は
そ
の
無
智
を
あ
ざ
け
る
よ
う
に
、
唇
に
薄
い
笑
み
を
う

か
べ
た
。「
播
磨
守
殿
と
も
あ
る
べ
き
お
人
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と

を
御
存
じ
な
い
か
。
そ
の
む
か
し
の
　
こ
う
み
ょ
う

光
明　
皇
后
、
　そ
と
お
り

衣
通　
姫
、
こ
れ

ら
の
尊
き
人
び
と
を
、
お
身
は
人
間
に
あ
ら
ず
と
見
ら
る
る
か
。

但
し
は
魔
性
の
者
と
申
さ
る
る
か
」
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
現
実
に

不
思
議
を
見
せ
た
の
で
は
な
い
と
泰
親
は
言
っ
た
。「
前
者
は
そ

の
徳
の
輝
き
を
仰
い
で
光
明
と
申
し
た
の
で
あ
る
。
　こ
う
し
ゃ

後
者　
は
そ
の

肌
の
清
ら
か
な
の
を
形
容
し
て
衣
通
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
い
か

な
る
尊
い
人
間
で
も
、
身
の
内
か
ら
光
り
を
放
っ
て
夜
を
昼
に
す

る
な
ど
と
い
う
た
め
し
の
あ
る
べ
き
筈
が
な
い
。
も
し
こ
の
世
に

そ
の
よ
う
な
人
間
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
陀
の
　ご
ん
げ

権
化　
か
、

但
し
は
妖
魔
の
　け
し
ょ
う

化
生　
で
あ
る
」
と
、
彼
は
鋭
く
言
い
切
っ
た
。

岡
本
綺
堂
『
玉
藻
の
前
』（
青
空
文
庫
よ
り
引
用
）

与
謝
野
晶
子
の
詩
に
も
衣
通
姫
が
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。
題
が
、「
衣
通
姫
」
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に
な
っ
て
い
て
、
伝
承
を
踏
ま
え
て
、「
衣
を
通
し
て
」
と
詠
っ
て
い
ま
す
。

衣
通
姫
　
（
今
井
鑷
子
女
の
新
舞
踊
の
た
め
に
作
る
。）

（
前
略
）

心
う
れ
し
く
躍
る
な
り
、

身
に
余
り
た
る
我
が
恋
は

君
知
ら
し
め
せ
、
忍
び
か
ね
、

　き
ぬ衣　
を
通
し
て
光
る
と
も
。

(

後
略)

與
謝
野
晶
子
『
晶
子
詩
篇
全
集
拾
遺
』（
青
空
文
庫
よ
り
引
用
）

ち
な
み
に
、
こ
の
詩
は
、
昭
和
七
年
〔
一
九
三
二
年
〕
の
作
で
す
。
文
芸
作

品
を
通
じ
て
眺
め
る
と
、
衣
通
姫
は
時
代
を
超
え
た
、「
超
」
美
人
で
す
ね
。

■

北
村
季
吟
先
生
遺
蹟
の
碑

本
家
の
玉
津
島
神
社
と
そ
の
祭
神
衣
通
姫
に
つ
い
て
、
長
々
を
話
し
て
き

ま
し
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
そ
ろ
そ
ろ
、
新
玉
津
島
神
社
に
戻
り
ま
し
ょ

う
。
次
に
示
す
写
真
は
、
新
玉
津
島
神
社
を
松
原
通
か
ら
撮
っ
た
も
の
で

す
。
左
側
（
東
側
）
の
駐
車
場
の
奥
に
、
社
殿
の
北
側
側
面
が
見
え
ま
す
。

鳥
居
の
左
脇
に
は
、「
　き
た
む
ら

北
村　
　き
ぎ
ん

季
吟　
先
生
遺
蹟
」
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

北
村
季
吟
〔
一
六
二
四
〜
一
七
〇
五
〕
は
、
新
玉
津
島
神
社
の
社
司
と

し
て
一
時
期
（
一
六
八
二
〜
一
六
八
九
）
を
過
ご
し
た
の
ち
、
江
戸
幕
府

の
歌
学
方
に
な
り
ま
し
た
。
季
吟
は
、
多
く
の
古
典
の
注
釈
書
を
刊
行
し
て

お
り
、
古
典
を
一
般
に
普
及
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
業

績
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
ざ
っ
と
書
き
あ
げ
る
と
、『
大
和
物
語
抄
』〔
一
六
五

新
玉
津
島
神
社
（
社
殿
の
北
側
側
面
が
駐
車
場
奥
に
み
え
る
）
と

北
村
季
吟
先
生
遺
蹟
の
碑
（
鳥
居
の
向
か
っ
て
左
脇
）
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三
、
承
応
二
年
〕、『
土
佐
日
記
抄
』〔
一
六
六
一
、
寛
文
元
年
〕、『
徒
然
草

文
段
抄
』〔
一
六
六
七
年
、
寛
文
七
年
〕、
源
氏
物
語
の
注
釈
書
『
湖
月
抄
』

〔
一
六
七
三
年
、
延
宝
元
年
〕、
枕
草
子
の
注
釈
書
『
春
曙
抄
』〔
一
六
七
四

年
、
延
宝
二
年
〕、『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』〔
一
六
八
〇
、
延
宝
八
年
〕、『
万

葉
拾
穂
抄
』〔
一
六
八
六
、
貞
享
三
年
〕
な
ど
。
列
挙
す
る
と
わ
か
る
よ
う

に
、
一
人
で
完
成
し
た
と
は
思
え
な
い
く
ら
い
多
数
で
、
そ
の
精
力
的
な
活

動
に
は
脱
帽
い
た
し
ま
す
。

主
筋
の
藤
堂
蝉
吟
が
北
村
季
吟
の
弟
子
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
、
松
尾
芭
蕉

〔
一
六
四
四
〜
一
六
九
八
〕
も
季
吟
に
師
事
。
一
六
七
四
年
〔
延
宝
二
年
〕
に

季
吟
よ
り
、
連
歌
俳
諧
の
秘
伝
書
『
　う
も
れ
ぎ

埋
木　
』
の
伝
授
を
受
け
、
し
ば
ら
く
し

て
、
江
戸
に
て
俳
諧
宗
匠
と
し
て
独
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■

新
玉
津
島
神
社
の
再
興

『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
巻
一
に
は
、「
　わ
か
ど
こ
ろ

和
歌
所　
」
と
い
う
項
が
設
け
て
あ
っ

て
、
新
玉
津
島
神
社
の
由
来
を
補
足
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
北
村
季
吟
が

新
玉
津
島
神
社
の
社
司
を
し
て
い
た
と
き
に
書
い
た
『
社
記
』
の
抜
粋
で
す
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
藤
原
俊
成
の
屋
敷
が
五
条
室
町
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
と

い
う
の
は
『
　て
つ
し
ょ
き

徹
書
記　
の
物
語
』
に
出
て
お
り
、
こ
の
地
に
、
室
町
幕
府
初
代

の
足
利
　た
か
う
じ

尊
氏　
〔
等
持
院
殿
、
一
三
〇
六
〜
一
三
五
八
〕
が
霊
夢
に
よ
っ
て
、

新
玉
津
島
神
社
を
再
興
し
た
と
、
　
ぎ
ょ
う
け
ん

堯
憲　
（
堯
孝
の
弟
子
、
堯
孝
は
堯
尋
の
子
）

の
『
深
秘
抄
』
に
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
話
を
裏
付
け
る
話
と
し
て
、
第
三

代
足
利
　よ
し
み
つ

義
満　
〔
鹿
苑
院
殿
、
一
三
五
八
〜
一
四
〇
八
〕
と
別
当
職
に
あ
っ
た

　
ぎ
ょ
う
じ
ん

堯
尋　
の
贈
答
歌
が
あ
る
と
、『
深
秘
抄
』
は
伝
え
て
い
ま
す
。権

大
僧
都
堯
尋

我
ま
で
は
　み

よ

三
代　
に
つ
か
へ
て
玉
津
島

か
ひ
あ
る
神
の
ひ
か
り
を
ぞ
見
る

鹿
苑
院
殿
御
返
し

わ
れ
も
ま
た
三
代
人
も
み
よ
り
て
馴
れ
来
つ
つ

と
も
に
ぞ
み
が
く
玉
津
島
姫

二
条
派
の
歌
学
を
受
け
継
い
で
来
た
頓
阿
・
経
賢
・
堯
尋
の
三
代
、
室
町
幕

府
の
尊
氏
・
義
詮
・
義
満
の
三
代
が
、
相
携
え
て
、
新
玉
津
島
神
社
を
盛
り

立
て
て
き
た
と
詠
っ
て
い
ま
す
。

五
条
室
町
の
地
は
、
　に
じ
ょ
う

二
条　
　た
め
あ
き
ら

為
明　
が
手
に
入
れ
、
　じ
ょ
う
じ

貞
治　
二
年
〔
一
三
六
二

年
〕
に
『
新
拾
遺
和
歌
集
』（
一
三
六
四
年
成
立
、
二
条
為
明
・
頓
阿
の
撰
）

勅
撰
の
命
が
下
っ
た
と
き
に
、
和
歌
所
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

（『
　
し
ゅ
う
が
い
し
ょ
う

拾
芥
抄　
』）。
こ
の
撰
進
は
、
室
町
幕
府
第
二
代
足
利
　
よ
し
あ
き
ら

義
詮　
〔
宝
筐
院
殿
、

一
三
三
〇
〜
一
三
六
七
〕
の
執
奏
に
よ
る
も
の
で
、
完
成
後
貞
治
六
年
〔
一

三
六
六
年
〕
に
は
、
新
玉
津
島
神
社
の
　
う
た
あ
わ
せ

歌
合　
を
催
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の
歌

合
の
際
に
、
新
玉
津
島
神
社
の
再
興
を
示
唆
し
た
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
、『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
の
引
用
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
正
徹
の
『
徹
書
記
物
語
』、
堯
憲
の
『
和
歌
深
秘
抄
』、
洞

院
公
賢
（
伝
）『
拾
芥
抄
』
に
つ
い
て
は
、
も
と
の
記
載
を
参
照
で
き
な
か
っ

た
の
で
、
上
記
は
『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
の
「
和
歌
所
」
の
記
載
の
受
け
売

り
で
す
。
こ
の
記
載
を
踏
ま
え
る
と
、
二
条
為
明
が
和
歌
所
を
屋
敷
内
に
開

い
た
と
き
に
、
等
持
院
殿
の
霊
夢
云
々
を
持
ち
出
し
て
、
足
利
義
詮
と
相
計

り
、
新
玉
津
島
神
社
を
再
興
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
に
は
、
季
吟
が
六
十
歳
の
と
き
に
新
玉
津
島
神
社

に
住
み
始
め
る
と
い
う
の
で
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、
次
の
歌
が
『
社
記
』
か
ら
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引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

季
吟

お
も
は
ず
よ
　む

そ

六
十　
じ
の
春
の
　お
い老　
の
波

玉
津
島
ね
に
身
を
よ
せ
ん
と
は

こ
の
歌
か
ら
は
、
新
玉
津
島
神
社
の
社
司
に
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
さ

て
も
う
一
仕
事
と
、
仕
切
り
な
お
し
を
し
た
季
吟
の
姿
が
お
も
い
浮
か
び
ま

す
。
つ
い
で
に
申
せ
ば
、「
　む

そ

じ

六
十
路　
」
と
聞
く
と
、
わ
が
身
に
引
き
寄
せ
て

考
え
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
　
よ
わ
い
齢　
　ろ
く
じ
ゅ
う

六
十　
に
も
な
り
ま
す
と
体
力
が
衰
え
が
目

に
見
え
て
き
ま
す
の
で
、
な
に
か
目
先
の
こ
と
が
変
わ
っ
た
の
に
か
こ
つ
け

て
、
気
力
だ
け
で
も
奮
い
立
た
せ
よ
う
と
い
う
気
持
に
な
る
も
の
で
す
。

■

本
居
宣
長
と
新
玉
津
島
神
社

北
村
季
吟
の
死
後
は
、
弟
子
の
森
河
　あ
き
た
だ

章
尹　
〔
一
六
七
〇
〜
一
七
六
二
〕
が
、

新
玉
津
島
神
社
の
社
司
を
継
い
で
い
ま
す
。
森
河
章
尹
の
最
晩
年
に
、
一
時

期
、
本
居
宣
長
が
師
事
し
て
い
ま
す
（
師
事
と
い
う
ほ
ど
か
た
く
る
し
く
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）。

本
居
宣
長
は
、
若
い
こ
ろ
、
　ほ
り
け
い
ざ
ん

堀
景
山　
〔
一
六
八
八
〜
一
七
五
七
〕
な
ど
に

師
事
し
て
、
儒
学
・
医
学
を
修
め
て
お
り
ま
し
た
。
寄
寓
し
て
い
た
堀
景
山

宅
の
跡
に
「
本
居
宣
長
先
生
修
学
之
地
」
の
碑
（
室
町
通
綾
小
路
西
入
善
長

寺
町
）
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
宣
長
の
『
在
京
日
記
』（http://w

w
w

.

norinagakinenkan.
com

/
nenpu)

に
よ
れ
ば
、
そ
の
か
た
わ
ら
、
宝
暦

二
年
十
月
十
三
日
〔
一
七
五
二
年
十
一
月
十
八
日
〕
か
ら
新
玉
津
島
神
社
の

和
歌
　つ
き
な
み

月
次　
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
宝
暦
三
年
六
月
十
三
日
〔
一
七
五

三
年
七
月
十
三
日
〕
ま
で
、
毎
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
る
会
に
、
病
欠
は
あ

る
も
の
も
出
席
し
て
い
ま
す
。
堀
景
山
宅
と
新
玉
津
島
神
社
が
ご
く
近
い
の

で
、
気
軽
に
参
加
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
新

玉
津
島
神
社
が
知
的
な
「
和
歌
サ
ロ
ン
」
と
い
う
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
勝
手
な
想
像
で
す
。

■

亀
山
稲
荷
神
社

こ
こ
で
、
松
原
通
を
町
名
看
板
1©
よ
り
も
西
へ
戻
っ
て
、
　か
め
や
ま
い
な
り
じ
ん
じ
ゃ

亀
山
稲
荷
神
社　

（
松
原
通
室
町
西
入
北
側
中
野
之
町
）
を
訪
ね
ま
し
ょ
う
。
こ
の
神
社
は
、
亀

山
藩(

亀
岡
藩)

京
都
松
原
邸
の
鎮
守
で
あ
っ
た
　し
ら
た
き

白
滝　
大
明
神
と
　か
げ
つ

花
月　
大
明

神
と
を
合
祀
し
た
神
社
で
す
。

今
は
、
ビ
ル
の
谷
間
の
路
地
に
赤
い
鳥
居
が
並
ん
で
い
る
の
が
目
を
引
き

ま
す
。
写
真
で
見
る
と
お
り
、
文
字
ど
お
り
ビ
ル
の
谷
間
で
、
異
次
元
に
も

ぐ
り
こ
む
入
口
の
よ
う
な
風
情
。
京
都
な
ら
で
は
の
情
景
で
す
。
鳥
居
を
く

ぐ
っ
て
路
地
の
奥
に
は
い
る
と
す
こ
し
広
く
な
っ
て
、
成
徳
中
学
校
（
今
年

か
ら
下
京
中
学
校
に
併
合
廃
校
に
な
り
ま
し
た
の
で
元
の
成
徳
中
学
校
）
の

南
側
の
塀
を
背
に
し
て
、
亀
山
稲
荷
の
社
が
建
っ
て
い
ま
す
。
右
脇
に
両
祭

神
の
名
を
刻
ん
だ
石
碑
が
建
っ
て
い
る
こ
と
が
、
写
真
で
わ
か
り
ま
す
。

亀
山
稲
荷
神
社
へ
の
入
口
、
松
原
通
に
面
し
て
、「
丹
波
国
亀
山
藩
京
屋

敷
跡
」
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
駒
札
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
、
亀
山
藩

松
平
氏
は
譜
代
大
名
と
し
て
、
京
都
火
消
役
と
し
て
重
責
を
果
た
し
て
い
ま

し
た
。
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亀
山
稲
荷
神
社
の
門
前
と
丹
波
国
亀
山
藩
京
屋
敷
跡
の
碑

亀
山
稲
荷
神
社
の
社
殿

■

俊

成

社

烏
丸
通
松
原
下
ル
東
側
俊
成
町
に
　
と
し
な
り
の
や
し
ろ

俊
成
社　
が
あ
り
ま
す
。
藤
原
俊
成
の

邸
宅
跡
に
、
の
ち
の
人
が
俊
成
の
霊
を
祭
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ビ
ジ

ネ
ス
街
の
一
角
に
あ
る
こ
じ
ん
ま
り
し
た
お
社
で
す
。
た
だ
し
、
藤
原
俊
成

の
五
条
第
址
が
こ
の
あ
た
り
と
い
う
史
料
は
な
い
ら
し
い
。
町
名
の
俊
成
町

は
、
後
世
、
伝
承
を
も
と
に
付
け
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
確
実
な
の
は
、

五
条
京
極
第
で
、
息
子
の
藤
原
定
家
の
『
明
月
記
』
に
、
左
京
五
条
四
坊
十

三
町
（
今
の
寺
町
通
、
麩
屋
町
、
高
辻
通
、
松
原
通
で
囲
ま
れ
た
一
角
）
に

あ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
俊
成
社
の
伝
承
を
尊
重

し
て
、
俊
成
町
の
あ
た
り
に
邸
宅
が
あ
っ
た
と
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

『
都
名
所
図
会
』
巻
二
に
は
、
　し
ゅ
ん
ぜ
い
き
ょ
う
の
や
し
ろ

俊
成
卿
の
社　
と
し
て
、「
松
原
通
　
か
ら
す
ま
る

烏
丸　

の
南
、
　じ
ん
か

人
家　
の
　
う
し
ろ
後　
に
あ
り
。
　ま
つ祭　
る
所
五
條
三
位
　
し
ゆ
ん
ぜ
い
き
や
う

俊
成
卿　
の
　れ
い霊　
な
り
。
か
の

　
き
や
う卿　
の
　た
く
ち

宅
地　
な
り
と
ぞ
」
と
記
載
し
た
う
え
で
、
新
古
今
の
歌
を
引
用
し
て
い

ま
す
。

千
載
集
え
ら
び
は
べ
り
け
る
時
、

ふ
る
き
人
々
の
歌
を
見

て

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

行
末
は
我
を
も
し
の
ぶ
人
や
あ
ら
ん

む
か
し
を
思
ふ
心
な
ら
ひ
に

新
古
今
和
歌
集
巻
第
十
八
・
雑
歌
下
・
一
八
四
五

『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
巻
一
に
は
、
こ
の
記
載
を
補
う
形
で
、
　し
ゅ
ん
ぜ
い
き
ょ
う
の
や
し
ろ

俊
成
卿
社　

の
鳥
瞰
図
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
江
戸
時
代
の
様
子
と
比
較
す
る
た
め

に
、
引
用
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
図
で
は
、
た
し
か
に
、
人
家
の
う
し
ろ
に
あ

り
ま
す
が
、
現
在
は
、
表
通
り
の
烏
丸
通
に
面
し
て
、
む
き
だ
し
に
な
っ
て

い
ま
す
。『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
大
き
さ
か
ら
判
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俊
成
社
の
社
殿

『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
巻
之
一
俊
成
卿
社
の
図
。

（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
よ

り
引
用
）

断
す
る
と
、
社
の
大
き
さ
は
、
現
在
の
俊
成
社
と
同
程
度
で
す
。

■

俊
成
と
忠
度

『
平
家
物
語
』
巻
第
七
に
、
　
た
い
ら
の
た
だ
の
り

平
忠
度　
が
、
五
条
の
　さ
ん
み

三
位　
俊
成
の
卿
の
宿
所

を
訪
ね
て
、
自
分
の
歌
の
勅
撰
集
へ
の
採
録
を
嘆
願
し
て
去
っ
て
ゆ
く
場
面

が
あ
り
ま
す
。
も
う
ほ
と
ん
ど
死
語
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
無
賃
乗
車
の
こ

と
を
　さ
つ
ま
の
か
み

薩
摩
守　
と
い
い
ま
す
。
失
礼
な
話
で
す
が
、
そ
の
薩
摩
守
　た
だ
の
り

忠
度　
で
す
。

薩
摩
守
、
兜
の
緒
を
し
め
、
馬
の
腹
帯
を
か
た
め
、
う
ち
乗
っ

て
、
西
を
さ
し
て
歩
ま
せ
行
く
。
三
位
は
る
ば
る
と
見
送
り
て
立

た
れ
た
る
と
こ
ろ
に
、
薩
摩
守
の
声
と
お
ぼ
し
く
て
、「
前
途
ほ

ど
遠
し
、
思
ひ
を
　が
ん
ざ
ん

雁
山　
の
　
ゆ
ふ
べ夕　
の
雲
に
　は馳　
す
」
と
高
ら
か
に
う
ち
詠

じ
給
へ
ば
、
三
位
こ
れ
を
聞
い
て
、
涙
を
お
さ
へ
て
入
り
給
ふ
。

げ
に
も
、
世
し
ず
ま
っ
て
、
勅
撰
あ
り
。『
千
載
集
』
こ
れ
な
り
。

そ
の
中
に
忠
度
の
歌
一
首
い
れ
ら
れ
た
り
。「
こ
こ
ろ
ざ
し
切
な

り
し
か
ば
、
あ
ま
た
も
入
れ
ば
や
」
と
思
は
れ
け
れ
ど
も
、
　
ち
ょ
っ
か
ん

勅
勘　

の
人
な
れ
ば
、
名
字
は
あ
ら
は
さ
ず
「
読
人
知
ら
ず
」
と
入
れ
ら

れ
け
る
。

平
家
琵
琶
に
の
せ
て
語
れ
ば
、
さ
ぞ
か
し
名
調
子
で
し
ょ
う
。
俊
成
は
、
こ

の
約
束
を
守
り
、
よ
み
人
し
ら
ず
と
し
て
で
す
が
、
次
の
一
首
を
採
用
し
て

い
ま
す
。

故
郷
花
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
け
る

よ
み
人
し
ら
ず

さ
ざ
波
や
し
が
の
都
は
あ
れ
に
し
を

昔
な
が
ら
の
山
ざ
く
ら
か
な
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千
載
和
歌
集
巻
第
一
・
春
歌
上
・
六
六

引
用
し
た
平
家
物
語
に
「
前
途
ほ
ど
遠
し
」
云
々
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
六
三
二
番
に
あ
る
江
相
公
〔
大
江
朝
綱
〕
の
　ぼ
っ
か
い
し

渤
海
使　

の
送
る
と
き
の
名
句
で
す
。
対
句
に
な
っ
て
い
る
後
半
が
略
さ
れ
て
い
ま
す

が
、『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
後
半
も
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
引
用
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

江
相
公

　前　
　途　
　程　
　シ遠　
　　　
　ス馳
二
　
　
お
も
ひ
ヲ
思　
　於　
　が
ん雁　
　ざ
ん山　
　之　
　ゆ
ふ
べ
ノ

暮　
　ニ雲
一
　

　こ
う後　
　か
い会　
　ご期　
　カ
ナ
リ

遙　
　　　
　
う
る
ほ
ス
霑
二
　
　え
い
ヲ
纓　
　於　
　こ
う鴻　
　ろ臚　
　之　
　
あ
か
つ
き
ノ
暁　
　な
み
だ
ニ

涙
一
　和

漢
朗
詠
集
・
六
三
二

後
半
の
「
　え
い纓　
を
　こ
う
ろ

鴻
臚　
」
云
々
の
「
纓
〔
冠
の
紐
〕」
を
、
さ
り
げ
な
く
「
兜

の
緒
」
と
対
に
し
て
効
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
は
絵
に
な
る
名
場
面
で
す
の
で
、
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
ま
す
。
能
の
『
俊
成
忠
度
』
で
は
、
シ
テ
の
忠
度
の
霊
が
あ
ら
わ
れ

て
、「
さ
て
も
千
載
集
に
一
首
の
歌
を
入
れ
さ
せ
給
ふ
御
志
は
嬉
し
け
れ
ど

も
読
人
知
ら
ず
と
書
か
れ
し
事
心
に
か
か
り
候
。」
と
嘆
き
、
ツ
レ
の
俊
成

が
応
え
て
、「
　
も
っ
と尤　
も
そ
れ
は
さ
る
事
な
れ
ど
も
、
朝
敵
の
御
名
を
顕
さ
ん
は

世
の
　
は
ば
か
憚　
り
な
り
。
よ
し
や
こ
の
歌
あ
る
な
ら
ば
、
御
名
は
隠
れ
よ
も
あ
ら

じ
。
御
心
や
す
く
思
し
召
せ
」
と
慰
め
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
小
さ
な

お
社
に
、
こ
れ
だ
け
の
由
緒
が
あ
る
の
は
、
京
都
な
ら
で
は
と
い
う
と
こ
ろ

で
す
。

■

漢
字
資
料
館

日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
が
漢
字
文
化
の
情
報
拠
点
を
目
差
し
て
、
二
〇

〇
〇
年
〔
平
成
十
二
年
〕
に
開
設
し
た
資
料
館
で
、
烏
丸
通
松
原
下
ル
西

側
に
あ
り
ま
す
。
漢
字
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
展
示
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す

が
、
中
で
も
「
西
安
　ぱ
い
り
ん

碑
林　
博
物
館
」
の
拓
本
の
展
示
が
お
も
し
ろ
い
。
行
書

の
手
本
と
し
て
有
名
な
　お
う
ぎ
し

王
羲
之　
の
「
三
蔵
聖
教
序
碑
」
の
拓
本
な
ど
が
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
も
、
一
度
、
西
安
の
碑
林
博
物
館
を
訪
ね
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
現
地
で
は
、
重
刻
し
た
碑
を
拓
本
に
し
て
、
冊
子
と
し
て

販
売
し
て
い
ま
し
た
。
漢
字
資
料
館
で
は
、
　が
と
う

瓦
当　
（
軒
丸
瓦
の
先
端
の
模

様
）
の
拓
本
を
体
験
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。

■

な
つ
か
し
き
チ
ン
チ
ン
電
車

烏
丸
万
寿
寺
西
北
の
隅
に
あ
る
北
阪
ビ
ル
の
中
に
、
懐
か
し
い
チ
ン
チ
ン

電
車
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
掲
載
し
た
写
真
は
、
ガ
ラ
ス
越
し
で
、
天
気

が
よ
か
っ
た
の
で
、
ま
わ
り
の
風
景
が
写
り
こ
ん
で
い
て
、
わ
か
り
に
く
い

の
で
す
が
、
よ
く
み
る
と
行
先
表
示
が
「
北
野
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

か
っ
て
は
、
京
都
駅
か
ら
、
西
洞
院
通
、
四
条
通
、
堀
川
通
、
北
野
商

店
街
を
通
っ
て
、
北
野
天
満
宮
ま
で
走
っ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
も
子
供
の

頃
、
京
都
を
訪
ね
た
折
に
、
一
度
乗
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
狭
軌
の
う

え
に
車
台
が
一
つ
な
の
で
、
前
後
の
揺
れ
（
ピ
ッ
チ
ン
グ
）
が
激
し
か
っ
た

の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
梅
小
路
公
園
で
は
、
チ
ン
チ
ン
電
車
の

動
態
保
存
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
蒸
気
機
関
車
の
動
態
保
存
も
し
て
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チ
ン
チ
ン
電
車
の
静
態
保
存

い
ま
す
の
で
、
一
度
訪
ね
る
価
値
が
あ
り
ま
す
。

■

安
政
の
大
火

チ
ン
チ
ン
電
車
の
あ
っ
た
烏
丸
万
寿
寺
の
十
字
路
か
ら
、
西
に
室
町
ま
で

戻
る
と
、
町
名
看
板
「
萬
壽
寺
通
室
町
東
入
御
供
石
町
」
2©
が
あ
り
ま
す
。

町
名
の
中
の
　ご
く
い
し

御
供
石　
と
は
、
　ご
く
う

御
供　
（「
ご
く
」
と
も
。
神
様
へ
の
供
え
物
）
を

さ
さ
げ
る
た
め
の
石
の
台
の
こ
と
。
祇
園
祭
の
際
、
こ
の
町
内
か
ら
、
御
旅

所
に
御
供
を
さ
さ
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

京
都
の
大
火
に
つ
い
て
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
第
1
回
に
の
べ
ま
し
た
が
、

こ
の
ほ
か
に
も
大
火
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
町
名
看
板
2©
の
あ

る
御
供
石
町
は
、
一
八
五
八
年
〔
安
政
五
年
〕
に
、
大
火
の
火
元
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
大
火
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
の
か
わ
ら
版
の
『
京
都
大
火
極

　ま
ん
じ
ゅ
じ
ど
お
り

萬
壽
寺
通　

　む
ろ
ま
ち

室
町　
　ひ
が
し
い
る

東
入　

　ご
く
い
し
ち
ょ
う

御
供
石
町　
2©

本
し
ら
べ
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
（
句
読
点
付
与
。
振

り
が
な
は
現
代
遣
り
が
な
）。

六
月
四
日
　う
ま午　
の
中
刻
、
　し
も
す
わ
ち
ょ
う

下
諏
訪
丁　
万
寿
寺
西
側
ろ
う
じ
よ
り
出

火
。
折
節
、
西
北
風
つ
よ
く
東
南
へ
火
移
り
、
東
ハ
柳
馬
場
南
側

よ
り
　
ひ
が
し
ろ
く
じ
ょ
う

東
六
条　
へ
と
び
火
い
た
し
、
室
町
ま
で
。
七
ツ
こ
ろ
よ
り

風
か
ハ
り
、
東
北
風
に
　あ
い
な
り

相
成　
、
西
ハ
新
町
通
り
松
原
よ
り
、
南
ハ

七
条
　ま
で迄　
。
室
町
は
万
寿
寺
上
ル
　
と
こ
ろ
処　
よ
り
七
条
ま
で
。
烏
丸
、
右
同

断
。
東
洞
院
、
松
原
通
り
下
ル
処
よ
り
七
条
迄
の
間
の
町
。
高

倉
、
右
同
断
。
下
寺
町
南
側
、
寺
々
　の
こ
ら
ず

不
残　
焼
失
。
　そ
れ夫　
よ
り
七
条
新

地
土
手
丁
、
上
之
口
辺
。
東
六
条
御
境
内
　の
こ
ら
ず

不
残　
　ご御　
類
焼
。
　き
こ
く

枳
穀　
御

殿
、
東
ハ
高
瀬
川
辺
ま
で
。
　ゆ
ぎ
ょ
う
じ

遊
行
寺　
も
焼
失
　
つ
か
ま
つ
り
そ
う
ろ
う

仕

候　
。
　
よ
う
や
く
漸　
四
日

夜
　い
ぬ戌　
の
刻
ニ
、
火
　
し
ず
ま
り
鎮　
り
　
も
う
し
そ
う
ろ
う

申
候　
。
六
月
五
日
朝
　
し
た
て
び
ん

仕
便　
。

小
野
秀
雄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〔
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学
環
・
学
際
情
報

学
部
〕『
京
都
大
火
極
本
し
ら
べ
』〔
火
事
No.

54
〕

火
元
の
「
下
諏
訪
丁
万
寿
寺
西
側
」
は
、
基
準
の
十
字
路
の
取
り
方
が
違

う
だ
け
で
、
町
名
看
板
2©
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
で
す
。
文
中
、「
東
六
条
」
と

は
、
東
本
願
寺
の
こ
と
。「
　き
こ
く

枳
穀　
御
殿
」
は
、
枳
穀
邸
（
渉
成
園
）
の
こ
と
。
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「
遊
行
寺
」
は
、
正
式
に
は
金
光
寺
と
い
い
、
七
条
道
場
と
も
呼
ば
れ
た
時

宗
の
寺
。
当
時
は
七
条
通
の
南
側
（
枳
穀
邸
の
南
方
）
に
あ
り
ま
し
た
が
、

今
は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
名
看
板
2©
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
万
寿
寺
通
を
東
に
歩
く
と
、
同
じ

御
供
石
町
の
町
内
に
、「
日
本
語
語
源
研
究
会
」
の
看
板
が
目
に
つ
き
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
ま
す
と
、
関
連
学
会
と
し
て
「
京
都
地
名
研
究

会
」(http://chim

ei.hp.infoseek.co.jp/)

に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
こ

の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
仁
丹
の
町
名
看
板
に
書
い
て
あ
る
町
名
の
由
来
を
云
々

し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
ん
ざ
ら
関
係
が
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
ね
。
京
都
を

歩
き
回
る
と
、
不
思
議
な
く
ら
い
に
、
い
ろ
い
ろ
に
つ
な
が
り
が
で
て
き

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
y
m

tex
.co

m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」（
第
5
回
）2007/12/26

c©
2007

藤
田
眞
作http://xym

tex.com


