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第
一
章
　
木

の

部

部の第一章木

e
　
三

本

樫
（
西
島
）

　
明
治
の
中
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
南
部
警
察
署
の
巡
査
が
、
犯
人
を
護
送

し
て
鰍
沢
検
事
局
を
目
ざ
し
て
歩
い
て
行
っ
た
。

　
か
に
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
や
き

　
蟹
谷
を
過
ぎ
て
ま
も
な
く
、
そ
の
犯
人
は
突
然
三
本
樫
付
近
の
が
け
か
ら
、

富
士
川
に
投
身
自
殺
し
た
。
不
意
を
つ
か
れ
た
巡
査
も
手
首
に
結
ん
で
い
た
手

縄
に
引
き
ず
ら
れ
、
道
づ
れ
に
な
っ
た
と
い
う
。
（
『
西
島
の
今
昔
』
）

　
こ
の
名
木
の
三
本
樫
は
、
昭
和
四
二
年
の
夏
、
国
道
五
二
号
線
の
道
路
拡
幅

工
事
の
た
め
、
切
り
取
ら
れ
る
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。

　
な
お
、
三
本
樫
の
下
の
西
島
の
田
用
水
取
り
入
れ
口
は
嘉
永
・
安
政
年
間
に

や
さ
き

岩
崎
か
ら
次
第
に
上
流
へ
の
ば
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
数
年
前
揚
水
ポ

ン
プ
が
施
設
さ
れ
て
か
ら
は
、
こ
の
取
り
入
れ
口
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

⇔
お
ど
れ
木
（
西
島
）

　
江
戸
時
代
も
末
期
の
こ
ろ
と
い
わ
れ
る
。
御
目
付
巡
見
の
節
富
士
川
を
舟
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
や
き

下
り
西
島
地
内
に
近
づ
く
と
、
西
岸
に
み
ご
と
な
棒
の
大
木
が
目
に
と
ま
っ

た
。
役
人
は
船
頭
に
、
　
「
あ
の
木
は
何
と
申
す
木
か
。
」
と
問
う
た
。
さ
お
さ

す
こ
と
に
余
念
が
な
か
っ
た
船
頭
は
、
「
お
ど
れ
の
木
で
ご
ざ
る
？
」
と
鄭
重

に
問
い
返
し
た
。
す
る
と
御
目
付
億
、
「
さ
よ
う
か
、
お
ど
れ
ぎ
と
申
す
か
。
」

と
早
合
点
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
　
『
お
ど
れ
木
』
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。
　
『
甲
斐
の
手
振
』
　
（
江
戸
の
人
・
宮
本
定
正
著
）
の
中
に
も
「
当
国
に

も
お
ど
れ
と
い
ふ
木
二
本
あ
り
と
。
」
と
同
類
伝
説
に
ふ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
み

　
江
戸
時
代
は
幕
府
の
巡
見
使
や
、
代
官
役
人
の
検
見
の
場
合
、
鰍
沢
か
ら
身

延
間
は
富
士
川
の
下
り
舟
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
間
の
河
内
路

は
蟹
谷
・
日
下
り
・
早
川
渡
し
と
険
路
難
所
が
多
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
ぶ
れ

　
延
享
三
（
一
七
四
六
）
年
「
大
御
巡
見
様
御
先
触
写
」
　
（
西
島
区
蔵
）
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
く
だ
　
　
　
　
と
ま
り
　
　
　
　
　
　
　
の
ぽ

て
も
、
「
鰍
沢
よ
り
御
船
二
而
御
下
り
身
延
泊
」
と
あ
り
、
上
り
に
陸
路
を
利

用
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
旧
村
に
の
こ
る
巡
見
使
先
触
れ
を
み
て
も
同
様
で
、
お

ど
れ
木
も
こ
の
よ
う
な
古
事
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
檸

の
大
木
は
、
明
治
初
年
に
鴨
狩
の
材
木
屋
が
買
い
と
り
、
手
打
沢
の
酒
屋
（
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
り

沢
正
之
助
宅
）
に
売
り
、
家
の
梁
に
使
わ
れ
た
と
い
う
。

　
　
白
越
道
裏
の
松
（
西
島
）

　
　
　
　
こ
し
ど
う

　
西
島
の
越
道
は
、
往
時
岩
間
と
の
渡
し
場
で
、
こ
こ
に
船
着
場
が
あ
っ
た
と

こ
ろ
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
越
道
裏
に
は
樹
齢
三
〇
〇
年
に
も
な
る
松
の
大
木
が

あ
り
、
こ
の
木
に
舟
を
つ
な
い
だ
と
い
う
。
明
治
初
年
に
落
雷
の
た
め
枯
れ

た
が
、
大
木
の
跡
は
昭
和
の
初
め
ま
で
残
っ
て
い
た
。
　
（
『
西
島
の
今
昔
』
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か
ど
　
　
　
　
　
あ
ざ

沢
喜
一
）
同
じ
く
西
島
に
馬
門
と
い
う
字
名
が
あ
る
。
柳
田
国
男
は
、
マ
ヵ
ド
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は
、
ア
イ
ヌ
語
の
マ
カ
（
開
く
・
開
け
た
る
）
と
、
ト
（
湖
水
）
の
二
語
か
ら

な
る
こ
と
ば
で
水
の
引
い
た
湿
地
を
意
味
す
る
処
が
多
い
と
い
う
が
、
甲
斐
の

水
害
の
歴
史
は
古
く
、
天
長
二
（
八
二
五
）
年
か
ら
明
治
四
三
年
の
お
よ
そ
一

千
年
間
に
八
四
回
の
大
水
害
記
事
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
び
に
富
士
川
の

川
筋
も
幾
度
と
な
く
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
越
道
の
地
名
は
、
手
打
沢
に
通
ず
る
旧
峠
道
の
お
墓
付
近
ま
で
の
広
範
囲
に

わ
た
る
も
の
だ
が
、
夜
子
沢
に
も
大
子
山
へ
峠
越
え
の
地
点
に
「
越
道
」
が
あ

り
、
ま
た
県
内
の
山
中
の
各
地
に
見
ら
れ
る
地
名
で
、
本
来
峠
道
を
さ
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
な
ど
　
　
ご
う
ど

と
ば
で
あ
る
。
渡
場
は
船
渡
・
川
渡
の
地
名
で
残
さ
れ
て
い
る
。

　
四
年
越
の
松
（
切
石
）

　
　
じ
ん
り
ゆ
う
ざ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
こ
し

切
石
の
深
立
山
善
妙
寺
の
境
内
に
、
　
『
年
越
の
松
』
が
あ
る
。

日
蓮
聖
人
が
、
布
教
の
途
次
、
切
石
の
善
妙
寺
に
泊
ま
ら
れ
た
と
き
の
こ
と

年越の松（切石・善妙寺）

で
あ
る
。
そ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
立
春
の
前
夜
、
つ
ま
り
節
分
の
日
で
あ
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え

で
、
聖
人
手
ず
か
ら
節
分
会
の
豆
ま
き
を
な
さ
れ
、
近
隣
の
参
詣
の
多
数
の
善

男
善
女
は
良
い
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

　
そ
の
と
き
聖
人
は
、
境
内
の
中
央
に
記
念
の
松
を
お
手
植
え
に
な
っ
た
の

で
、
こ
の
松
を
、
年
越
し
の
日
に
植
え
た
松
、
つ
ま
り
『
年
越
の
松
』
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
聖
人
が
つ
い
て
き
た
松
葉
杖
を
境
内
に
突
き
刺
L
て
お
い
た
も
の
が

成
長
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
松
は
下
山
・
上
沢
寺
の
『
さ
か
さ
い
ち
ょ
う
』

と
同
じ
く
、
枝
が
下
に
伸
び
た
さ
か
さ
松
で
あ
っ
た
と
も
古
老
は
い
う
。

　
こ
れ
が
巨
木
と
な
っ
て
惜
し
く
も
大
正
一
四
年
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

そ
の
切
株
の
上
に
、
当
山
嗣
法
日
証
上
人
（
第
一
八
代
）
の
書
に
な
る
「
宗
祖

大
士
越
年
之
霊
松
」
の
木
碑
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
二
代
目
の
松
も
す
で
に
大

木
と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
境
内
に
は
数
百
年
の
杉
の
巨
木
三
本
が
あ
っ
た
が
、
老
木
の
た
め
末
枯

れ
し
て
、
風
雨
に
あ
え
ば
本
堂
に
倒
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
の
で
、
明
治
八
年
八

月
、
開
運
橋
の
掛
け
替
え
の
際
、
時
の
県
令
（
知
事
）
藤
村
紫
朗
に
願
い
出

　
　
　
　
な
げ
わ
た
し
ぎ

て
、
橋
梁
の
投
渡
木
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
当
時
の
古
文
献
に
残
さ
れ
て

い
る
。
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第
二
章
　
石

の

部

部の第二章石

　
　
e
　
信
玄
の
洗
濯
石
と
白
山
権
現
（
寺
沢
）

　
　
　
　
が
ん
ぎ

　
寺
沢
の
雁
木
・
通
称
権
現
さ
ん
の
富
士
川
に
臨
む
崖
下
に
、
信
玄
の
洗
濯

石
、
ま
た
の
名
を
手
洗
石
と
も
呼
ぶ
一
枚
岩
が
あ
る
。

　
頭
上
は
菅
沼
城
吐
で
あ
る
が
、
戦
国
・
武
田
氏
の
頃
は
の
ろ
し
台
で
も
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
う

た
。
こ
の
の
ろ
し
台
の
信
玄
の
戎
兵
が
、
常
々
崖
道
を
下
っ
て
洗
濯
し
た
処

と
伝
え
て
い
る
。
城
山
に
通
じ
て
い
た
崖
道
は
昭
和
四
一
年
、
国
道
拡
幅
工
事

の
際
惜
し
く
も
削
り
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
ま
た
、
信
玄
が
身
延
攻
略
の
帰
路
戦
塵
を
洗
い
落
し
た
処
と
も
伝
え
る
。

　
昭
和
四
年
、
月
見
橋
が
架
け
ら
れ
て
か
ら
河
身
は
対
岸
に
移
り
、
洗
濯
石
は

川
底
に
か
く
れ
、
そ
の
上
に
昭
和
四
一
年
、
国
道
拡
幅
の
際
の
廃
土
に
よ
っ
て

完
全
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
昭
和
初
期
ま
で
は
本
瀬
は
こ
の
権
現
さ
ん
の

崖
下
を
洗
い
、
洗
濯
石
は
川
瀬
に
一
き
わ
突
き
出
て
い
た
。

　
ま
た
、
菅
沼
城
吐
に
至
る
崖
道
の
登
り
口
に
は
白
山
権
現
が
祭
ら
れ
て
い
た

が
、
こ
れ
は
信
玄
が
身
延
攻
略
の
帰
路
歯
痛
を
も
よ
お
し
祈
願
し
た
と
こ
ろ
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
さ
ん

ゆ
し
た
と
こ
ろ
と
伝
え
ら
れ
、
白
山
は
歯
苦
山
だ
と
い
う
。
以
来
歯
痛
止
め
の

　
　
　
　
　
よ
う
じ

神
と
し
て
、
揚
子
の
す
だ
れ
を
あ
ん
で
献
納
し
て
拝
め
ば
霊
験
あ
ら
た
か
だ
っ

た
と
い
う
。
ま
た
こ
の
下
の
国
道
を
婦
人
が
歩
く
と
母
乳
が
出
な
く
な
る
と
い

う
の
で
、
は
っ
て
歩
い
た
り
、
お
む
つ
を
頭
に
の
せ
て
往
来
し
た
と
も
い
う
。

　
　
口
切
石
の
い
わ
れ
（
切
石
）

　
身
延
町
大
野
山
本
遠
寺
に
は
、
通
称
お
ま
ん
様
（
徳
川
家
康
の
側
室
で
紀
州

藩
主
頼
宣
卿
の
母
堂
）
の
石
塔
が
あ
る
が
、
石
塔
の
石
材
を
一
宮
町
の
旧
石
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
が

か
ら
富
士
川
を
い
か
だ
で
運
ん
だ
と
き
、
切
石
の
は
ず
れ
日
下
り
付
近
で
一
つ

川
へ
落
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
切
石
の
地
名
が
う
ま
れ
た
と
い
う
。
本
遠
寺
の
石

塔
は
み
か
げ
石
で
一
宮
町
か
ら
運
ん
だ
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
切
石
の

地
名
の
起
こ
り
は
さ
ら
に
古
い
。
　
（
第
二
編
第
一
章
参
照
）

㊧
夜
子
沢
石
工
（
夜
子
沢
）

　
往
古
か
ら
、
　
『
下
山
大
工
に
夜
子
沢
石
工
』
は
、
甲
斐
の
国
中
に
知
ら
れ
て

い
た
。

　
夜
子
沢
石
工
の
祖
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
武
田
の
祖
源
義
光
の
四
代
の
子
孫
、
武
田
信
光
公
の
治
承
年
中
（
お
よ
そ
七

〇
〇
年
前
）
、
頼
朝
が
平
家
追
討
の
折
、
武
田
一
族
の
一
条
次
郎
忠
頼
公
が
こ

れ
に
加
勢
し
て
出
馬
し
た
。
平
家
の
軍
が
水
鳥
の
と
び
た
つ
音
に
驚
い
た
と
い

う
有
名
な
富
士
川
の
戦
い
（
治
承
四
年
）
の
時
で
あ
る
。

　
忠
頼
公
は
駿
州
往
還
の
軍
路
の
整
備
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
時
夜
子

　
　
　
　
ひ
さ
が
り
　
　
　
　
　
　
　
き
り
つ
け

沢
地
内
の
日
下
道
の
岩
道
・
切
付
道
の
御
用
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
が
夜
子
沢
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と
う
り
よ
う

村
の
塾
梁
で
あ
り
、
こ
の
塾
梁
こ
そ
夜
子
沢
村
石
工
の
元
祖
で
あ
っ
た
と
い

う
。
以
来
夜
子
沢
の
石
工
は
武
田
家
代
々
の
御
用
を
相
続
し
、
ま
た
甲
府
築
城

　
　
　
　
う
つ
の
や

の
際
は
、
宇
都
谷
石
工
（
双
葉
町
）
一
五
人
、
夜
子
沢
石
工
五
人
が
塾
梁
を
勤

め
、
感
状
を
授
与
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
一
時
衰
微
し
た
が
、
安
永
年
中

（
お
よ
そ
二
〇
〇
年
前
）
に
は
忠
治
郎
と
い
う
塾
梁
が
甲
府
城
の
修
理
を
仰
せ

付
け
ら
れ
、
そ
の
忠
勤
の
御
ほ
う
び
と
し
て
白
銀
五
枚
と
感
状
を
授
け
ら
れ
た

こ
と
は
史
実
と
さ
れ
、
こ
の
忠
治
郎
を
夜
子
沢
石
工
の
中
興
の
祖
と
し
て
来
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

　
夜
子
沢
は
昔
か
ら
石
工
講
が
あ
っ
て
、
毎
年
正
月
六
日
に
は
同
業
者
が
集
ま

っ
て
、
酒
を
く
み
か
わ
し
て
一
夜
を
楽
し
く
過
ご
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
え

　
こ
の
石
工
講
に
は
、
信
州
の
伊
那
、
す
な
わ
ち
飯
田
市
の
隣
鼎
町
に
切
石
と

い
う
石
工
町
が
あ
る
が
、
こ
こ
の
石
工
た
ち
も
参
加
し
た
。
昔
は
早
川
往
還
を

　
　
み
さ
と

経
て
三
里
か
ら
南
ア
ル
プ
ス
峠
を
越
え
て
伊
那
谷
と
往
来
し
て
い
た
も
の
で
、

三
里
ま
で
一
三
里
、
三
里
か
ら
峠
越
え
七
里
、
計
二
〇
里
の
道
程
で
あ
っ
た
。

　
明
治
一
一
年
に
、
中
富
・
早
川
両
町
の
旧
村
が
協
議
し
て
、
三
里
か
ら
飯
田

に
通
ず
る
伊
那
街
道
の
開
削
を
、
長
野
・
山
梨
両
県
庁
に
陳
情
（
土
木
交
通
篇

参
照
）
し
て
い
る
よ
う
に
、
南
ア
ル
プ
ス
を
背
に
し
て
相
接
す
る
両
地
区
の
交

易
は
古
来
深
い
も
の
が
あ
り
、
伊
那
谷
に
は
宮
木
・
田
原
・
打
沢
・
八
日
市
場

・
権
現
山
・
毛
無
山
・
ヒ
ヨ
ウ
峠
な
ど
本
町
お
よ
び
近
郷
と
同
類
地
名
も
多

い
。

㊨
弥
次
右
衛
門
石
（
飯
富
）

　
富
士
川
の
舟
運
は
徳
川
家
康
の
慶
長
一
七
年
（
お
よ
そ
三
六
〇
年
ま
え
）

す
み
の
く
ら
り
よ
う
い

角
倉
了
以
に
よ
っ
て
開
削
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
大
雨
洪
水
に
よ
っ
て
河
身
が

お
り
お
り
変
わ
り
、
危
険
の
個
所
も
ふ
え
、
破
船
や
溺
死
の
不
祥
事
は
絶
え
な

か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
　
　
　
ば
く
ち

　
な
か
で
も
、
天
神
が
滝
（
箱
原
）
馬
の
面
石
・
博
突
石
（
切
石
の
東
・
下
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ず
み
　
　
　
あ
ず
き

原
の
境
）
屏
風
岩
（
宮
木
）
鼠
石
・
小
豆
石
（
万
沢
・
十
島
間
）
銚
子
の
口
・

む
じ
な

絡
滝
（
芝
川
）
な
ど
一
二
の
難
所
は
、
船
頭
の
恐
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
。

　
享
保
中
（
お
よ
そ
二
五
五
年
ま
え
）
飯
富
に
古
屋
弥
次
右
衛
門
と
い
う
人
が

い
た
。
武
田
の
重
臣
・
飯
富
兵
部
虎
昌
の
子
孫
と
い
わ
れ
、
弥
次
右
衛
門
は
富

士
川
の
水
難
の
不
祥
事
を
見
か
ね
て
、
私
費
を
投
じ
て
前
記
の
難
所
の
岩
石
を

切
り
、
浅
瀬
を
さ
ら
い
開
削
工
事
を
行
な
っ
た
の
で
、
以
来
破
船
も
少
な
く
水

難
者
を
く
い
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
少
し
ば
か
り
の
困

難
な
石
が
あ
れ
ば
、
甲
州
の
人
々
は
「
弥
次
右
衛
門
石
」
と
称
し
て
、
そ
の
輝

か
し
い
功
績
を
口
碑
に
語
り
伝
え
た
の
で
あ
る
。

　
弥
次
右
衛
門
は
富
士
川
舟
運
中
興
の
祖
で
あ
る
ば
か
り
か
、
甲
州
の
笹
子
峠

や
鶴
瀬
・
勝
沼
の
私
道
も
開
削
し
、
早
川
渡
船
に
も
功
績
が
あ
っ
た
。

　
　
㊨
　
天
神
が
滝
遭
難
手
毬
う
た

　
　
　
て
ま
り

　
次
の
手
毬
う
た
は
、
文
政
年
間
（
お
よ
そ
一
四
〇
年
ま
え
）
身
延
も
う
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ら
ざ
わ

途
中
天
神
が
滝
で
遭
難
し
た
荊
沢
（
甲
西
町
）
の
二
人
娘
を
う
た
っ
た
も
の

で
、
墓
石
は
今
も
箱
原
に
あ
る
と
い
う
。

　
所
は
甲
州
荊
沢
宿
よ
、
音
に
聞
え
し
湊
屋
さ
ん
の
、
二
人
娘
の
あ
る
そ
の
中

を
、
こ
と
し
や
よ
い
年
豊
年
ど
し
よ
、
身
延
参
詣
や
る
で
は
な
い
か
、
い
う
と

娘
は
嬉
し
く
思
い
、
向
う
隣
の
仕
立
屋
さ
ん
に
、
さ
あ
さ
仕
立
を
お
頼
み
申

　
　
　
　
し
た
く

す
、
姉
の
仕
度
は
木
綿
の
小
袖
、
妹
の
仕
度
は
ち
り
め
ん
づ
く
し
、
帯
は
当
世

筑
前
博
多
、
三
重
と
回
し
て
矢
の
字
と
し
め
て
、
足
袋
は
白
足
袋
八
つ
緒
の
雪
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駄
、
さ
あ
さ
や
る
か
ら

お
た
の
み
申
す
、
そ
れ

じ
ゃ
父
さ
ん
い
っ
て
参

り
ま
す
、
さ
あ
さ
か
あ

さ
ん
い
っ
て
参
り
ま

　
　
　
　
　
　
ふ
た
お
や

す
。
早
く
帰
れ
と
両
親

さ
ん
が
、
は
い
と
い
っ

た
は
妹
の
お
菊
、
と
り

の
鳴
く
時
家
ぶ
ん
だ
し

て
、
お
日
の
さ
す
と
き

　
　
　
し
ゆ
く

や
鰍
沢
の
宿
よ
、
二
軒

茶
屋
に
て
ち
ょ
と
腰
か

け
て
、
お
舟
で
行
こ
う

　
お
か
ぢ

か
陸
地
で
行
こ
う
か
、

陸
地
い
や
い
や
お
舟
で

行
こ
う
、
舟
の
ね
だ
ん

は
い
く
ら
と
聞
け
ば
、

下り船をまつ（鰍沢河岸・明治の中ごろ）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
負
け
申
し
て
百
二
十
五
匁
、
さ
あ
さ
ゆ
く
か
ら
お
た

の
み
申
す
、
舟
は
新
し
船
頭
さ
ん
は
若
L
、
一
里
半
ば
か
そ
ろ
そ
ろ
行
っ
て
、

こ
こ
は
ど
こ
よ
と
船
頭
さ
ん
に
聞
け
ば
、
こ
こ
は
あ
ぶ
な
い
天
神
ケ
滝
よ
、
止

め
て
下
さ
い
の
う
船
頭
さ
ん
、
百
や
二
百
じ
ゃ
相
止
め
ら
れ
ん
、
い
う
と
間
も

な
く
お
舟
が
割
れ
て
、
姉
は
流
れ
る
妹
は
沈
む
、
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
二
人
は
共

よ
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
手
を
合
わ
す
、
川
の
端
え
と
お
石
塔
立
て
て
、
帯
を

　
　
　
　
と
う
ば

と
か
し
て
塔
婆
と
あ
げ
て
赤
い
か
ん
ざ
し
線
香
と
あ
げ
る
、
石
を
拾
っ
て
お
丸

と
あ
げ
て
、
砂
利
を
つ
か
ん
で
お
米
と
あ
げ
る
、
男
通
ら
ば
白
ぶ
き
あ
げ
て
、

女
通
ら
ば
花
ぶ
き
上
げ
る
、

　
精
進
妙
行
信
女

　
珠
献
妙
受
信
女

　
　
　
　
　
　
こ
う
り

ち
ょ
い
と
百
っ
そ
行
李
の
数
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第十編　口碑と伝説

o

第
三
章
　
交
　
通

里

塚
（
西
島
）

の

部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ざ

　
西
島
に
一
里
塚
と
い
う
字
名
が
あ
る
。
い
ま
の
プ
ー
ル
付
近
を
い
う
。
一
里

塚
は
昔
街
道
の
両
側
に
一
里
ご
と
に
土
の
塚
を
つ
く
り
、
多
く
は
そ
の
う
え
に

え
の
き

榎
を
植
え
て
旅
の
目
じ
る
し
に
し
た
所
で
あ
る
。

　
西
島
の
一
里
塚
が
、
い
つ
ご
ろ
造
ら
れ
た
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
し
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
き
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
わ
ぎ

一
里
塚
も
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
身
延
町
波
木
井
に
、
一
里
松
・
一
里
柏
木
の

あ
ざ

字
名
が
残
っ
て
い
る
。
身
延
山
三
門
か
ら
こ
の
一
里
松
・
一
里
柏
木
・
杉
山
部

落
を
通
っ
て
下
山
に
出
る
道
は
、
裏
参
道
と
呼
ば
れ
、
昔
身
延
山
参
り
は
お
も

に
こ
の
近
道
を
往
来
し
、
ま
た
河
内
路
を
「
身
延
街
道
」
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら

　
　
　
　
　
　
く
に
な
か

も
、
お
そ
ら
く
国
中
の
身
延
参
詣
客
の
便
宜
の
た
め
造
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
ほ
か
県
内
に
は
南
部
町
・
敷
島
町
中
下
条
・
芦
川
村
新
居
原
の
三

か
所
に
、
　
「
一
里
塚
」
の
字
名
が
残
っ
て
い
る
。

⇔
両
越
の
渡
（
西
島
）

　
昔
は
、
五
開
の
箱
原
以
南
を
西
河
内
領
、
対
岸
の
鹿
島
以
南
を
東
河
内
領
と

　
　
　
　
　
　
　
　
と
つ
さ
か

い
っ
た
。
そ
の
箱
原
の
砥
坂
（
天
神
が
滝
の
下
流
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
富
士
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
す
ほ
　
　
や
さ
き

の
渡
船
が
あ
っ
て
岩
問
宿
に
逓
送
し
、
再
び
楠
甫
と
岩
崎
（
月
見
橋
下
流
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
こ
し
　
わ
た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
ひ

間
に
も
渡
し
場
が
あ
り
、
二
の
二
つ
の
渡
し
場
を
両
越
の
渡
と
呼
ん
だ
。
口
碑

（
長
く
世
人
の
口
に
伝
わ
り
石
碑
に
刻
ん
だ
と
同
様
の
言
い
伝
え
）
に
、

　
　
唐
く
に
の
渡
し
な
ら
ね
ど
も
ろ
こ
し
は

　
　
　
　
　
こ
お
り

　
　
　
こ
ま
の
郡
に
行
ぎ
か
へ
る
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ま
ご
お
り

　
と
歌
わ
れ
て
ぎ
た
。
西
河
内
領
は
巨
摩
郡
と
も
称
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う

に
よ
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
国
志
は
い
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
河
内
領
主
穴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
め

山
信
君
（
梅
雪
）
が
よ
ん
だ
と
も
、
ま
た
そ
の
夫
人
の
賢
性
院
（
信
玄
の
女
）
が

よ
ん
だ
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

日
　
め

が
　
ね
　
橋
（
西
島
）

　
通
称
め
が
ね
橋
は
、
堤
沢
か
ら
元
県
道
を
横
断
し
て
架
橋
し
た
も
の
で
、
幕

末
に
西
島
の
西
町
に
入
婿
し
た
通
称
建
松
こ
と
佐
野
松
左
衛
門
の
設
計
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　
明
治
初
年
、
役
場
か
ら
依
頼
さ
れ
て
大
き
な
角
石
で
め
が
ね
形
に
造
っ
た
も

　
　
り
ゆ
う
ぱ
ん
こ
ぎ
よ
　
　
　
　
し
よ
か
つ
り
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ん
り
ゆ
う
ど
い

の
で
、
竜
幡
虎
据
と
い
う
諸
葛
亮
の
名
言
に
因
ん
で
蜷
竜
樋
と
も
よ
ば
れ
て
き

た
が
、
明
治
四
〇
年
の
水
害
で
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
次
デ
の
写
真
は
明
治
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
じ
よ
う

七
年
こ
ろ
の
青
原
院
献
額
の
一
部
で
あ
る
。
当
時
、
堤
沢
は
天
井
川
だ
っ
た
た

め
、
こ
の
め
が
ね
橋
の
箱
ど
い
か
ら
県
道
を
ま
た
い
で
水
を
落
と
し
た
も
の
で
、

駿
州
往
還
の
一
大
名
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
九
年
、
笠
井
嘉
一
村
長
時

代
、
天
井
川
の
土
を
削
っ
て
水
田
に
う
め
、
沢
奥
か
ら
現
在
の
昭
和
川
に
回
水
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青原院本堂献額のめがね橋

　
工
事
を
施
工
し
、
以
後
押
出
水
の
水
難
を
除
く
こ
と
が
で
き
た
。

角
石
は
現
在
小
学
校
の
ス
タ
ン
ド
に
使
わ
れ
て
い
る
。

四
　
甲
斐
の
土
橋
乙
女
茶
屋
（
手
打
沢
）

め
が
ね
橋
の

　
西
島
か
ら
手
打
沢
部
落
に
通
ず
る
旧
道
に
、
沢
の
出
口
が
あ
っ
て
土
橋
が
か

け
ら
れ
て
い
た
。
現
在
の
深
沢
弘
宅
の
前
に
あ
た
る
。
そ
し
て
近
く
に
は
明
治

初
年
こ
ろ
茶
屋
が
あ
っ
た
。
現
在
の
望
月
義
寛
宅
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち
は
し
　
お
と
め

　
こ
こ
を
「
甲
斐
の
土
橋
・
乙
女
茶
屋
」
と
呼
ん
で
、
身
延
街
道
の
参
詣
客

や
、
富
士
川
水
運
の
船
頭
や
お
客
の
休
息
場
所
と
し
て
、
ま
た
旅
銭
の
両
替
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
な
か

も
取
り
扱
う
茶
屋
と
し
て
国
中
ま
で
有
名
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
や
き
　
　
　
ぜ
に
ば
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
み
ち

　
当
時
、
乙
女
茶
屋
で
使
っ
て
い
た
樫
製
の
銭
箱
は
、
現
在
西
島
・
中
道
の
望

月
徳
広
の
屋
敷
神
の
台
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
　
（
『
西
島
の
今
此
昌
）

　
当
時
の
県
道
は
、
昭
和
一
〇
年
九
月
の
水
害
で
沿
道
ぞ
い
の
人
家
と
共
に
欠

壊
流
失
し
た
が
、
今
も
そ
の
一
部
を
と
ど
め
昔
を
懐
古
さ
せ
て
く
れ
る
。

㊨
　
揚

町
（
西
島
）

　
西
島
の
揚
町
は
現
在
の
揚
げ
店
の
下
通
り
で
、
岩
間
よ
り
富
士
川
を
横
切
り

舟
で
荷
物
を
陸
揚
げ
し
た
こ
と
か
ら
、
揚
と
名
付
け
た
と
の
伝
読
が
あ
る
。

　
富
士
川
の
流
れ
が
、
こ
の
地
点
で
交
通
は
船
舶
に
よ
っ
て
い
た
。

　
室
町
時
代
に
現
在
の
揚
町
部
落
が
で
き
た
も
の
で
、
そ
の
時
の
郷
士
は
西
島

時
忠
公
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
（
『
西
島
の
今
昔
』
深
沢
喜
一
著
）

1483



第十編　口碑と伝説

第
四
章
　
地
　
名

の

部

　
　
O
墾
田
千
軒
（
久
成
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
た

　
久
成
部
落
を
北
上
し
て
、
も
み
そ
部
落
に
至
る
途
中
に
墾
田
と
い
う
地
名
が

あ
る
。
年
代
は
よ
く
わ
か
ら
ぬ
が
（
少
な
く
と
も
三
〇
〇
年
前
）
そ
こ
に
大
ぎ

な
部
落
が
あ
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
、
称
し
て
墾
田
千
軒
と
い
う
。

　
あ
る
年
豪
雨
に
よ
る
山
津
波
に
会
い
、
部
落
は
押
し
流
さ
れ
田
畑
は
一
面
の

河
原
と
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
い
ま
も
こ
こ
は
砂
礫
土
で
荒
廃
そ
の
ま
ま

の
所
が
あ
り
、
墾
田
の
入
り
口
に
は
か
っ
て
の
寺
の
石
塔
が
残
っ
て
い
る
。

　
大
塩
の
和
平
・
吉
屋
部
落
は
こ
の
墾
田
わ
か
れ
だ
と
古
老
は
伝
え
、
ま
た
平

須
・
手
打
沢
・
中
野
（
寺
沢
）
に
も
移
住
し
た
と
い
う
。

　
墾
田
と
は
焼
畑
の
方
言
（
国
志
）
で
あ
る
が
、
一
説
に
墾
田
は
金
田
で
、
そ

　
　
　
か
ね
い
ば

の
昔
は
金
鋳
場
、
ま
た
は
金
山
衆
の
屋
敷
跡
と
も
伝
え
る
。
墾
田
の
塚
原
と
呼

　
　
　
　
　
　
か
ね
づ
か
　
か
ね
や
ご
じ
ん

ぶ
所
は
、
昔
の
金
塚
（
金
屋
護
神
）
の
跡
だ
と
も
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
も
じ
や
　
　
　
　
あ
ざ

　
流
失
し
て
移
住
し
た
と
い
う
手
打
沢
に
鋳
物
師
屋
の
小
字
が
あ
り
、
中
野
に

か
な
や
ま

金
山
様
と
呼
ぶ
屋
敷
神
が
あ
り
、
ま
た
、
次
の
平
須
・
幡
野
カ
所
蔵
の
寛
永
一

七
年
の
古
文
書
も
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
兵
左
衛
門
・
角

左
衛
門
・
助
之
丞
・
伝
左
衛
門
・
伝
兵
衛
の
五
名
連
印
に
よ
る
奉
行
所
宛
の

「
乍
レ
恐
書
上
」
状
に
よ
る
と
、
こ
の
五
名
は
甲
州
黒
川
（
塩
山
市
）
秩
父
股

の
沢
（
埼
玉
県
・
奥
秩
父
）
市
川
金
山
・
中
山
金
山
（
下
部
町
中
山
金
山
・
別

称
・
湯
の
奥
千
軒
）
等
、
武
田
時
代
か
ら
慶
長
年
間
に
か
け
て
、
戦
乱
の
た
び

に
御
用
金
採
掘
の
朱
印
状
を
下
付
さ
れ
た
旨
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
墾
田
千
軒
が
こ
れ
ら
金
山
衆
の
屋
敷
跡
だ
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
下
部
町
中
山
金
山
の
採
掘
に
た
ず
さ
わ
っ
た
た
め
、
こ
の
付

近
の
先
祖
は
下
部
の
湯
治
は
無
料
だ
っ
た
と
も
い
い
つ
た
え
て
い
る
。

　
近
く
は
、
明
治
二
八
年
三
月
、
曙
村
佐
野
幸
作
、
大
須
成
村
秋
山
助
蔵
両
名

に
よ
る
南
巨
摩
郡
長
・
富
田
正
義
宛
の
、
「
金
試
掘
願
」
文
書
（
矢
細
工
・
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ざ

野
三
郎
蔵
）
に
よ
る
と
、
富
士
見
山
官
有
地
字
水
上
・
長
根
の
三
七
万
坪
を

「
右
の
箇
所
に
於
て
金
鉱
含
有
致
し
候
見
込
み
に
付
き
」
試
掘
を
申
請
し
て
い

る
の
も
、
こ
れ
ら
伝
説
に
基
づ
く
許
可
願
出
書
と
思
わ
れ
る
。

◎
　
お
な
つ

が
れ
（
梨
子
）

　
曙
地
区
の
梨
子
部
落
（
戸
数
一
一
戸
）
か
ら
さ
ら
に
約
三
〇
〇
焼
ぐ
ら
い
登

っ
た
旧
早
川
往
還
筋
に
、
　
「
お
な
つ
が
れ
」
と
い
う
地
名
が
あ
る
。

　
諸
地
方
に
見
ら
れ
る
夏
枯
の
地
名
の
転
乱
で
あ
る
が
、
古
老
は
お
な
つ
は
女

性
の
名
前
で
あ
る
と
い
う
。
が
れ
は
が
け
・
崩
壊
地
を
い
う
方
言
で
あ
る
。

　
言
い
伝
え
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
の
あ
た
り
に
若
い
炭
焼
き
が
い
た
。
か
せ
ぎ
も
の
の
上
に
男
っ
ぷ
り
も
よ

い
の
で
、
地
域
は
も
と
よ
り
、
近
隣
の
娘
た
ち
に
も
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
。
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第四章地名の部
　
　
　
　
？
つ
ら
さ
わ

中
で
も
葛
籠
沢
（
六
郷
町
）
の
娘
お
夏
は
、
こ
の
若
者
に
ぞ
っ
こ
ん
ほ
れ
こ

ん
で
遠
い
夜
道
を
せ
っ
せ
と
通
っ
た
。
月
の
晩
は
月
を
た
よ
り
に
、
闇
の
晩
は

か
す
か
に
見
え
る
炭
焼
き
の
火
を
目
ざ
し
て
ー
。

　
若
い
炭
焼
ぎ
の
男
も
、
娘
の
来
る
の
を
待
ち
わ
び
て
、
楽
し
い
逢
瀬
を
重
ね

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
夜
ご
と
夜
ご
と
に
訪
れ
る
娘
の
情

の
深
さ
に
、
若
者
は
次
第
に
恐
れ
を
な
し
、
や
が
て
そ
れ
が
も
し
や
も
の
の
け

に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
疑
い
は
日

ま
し
に
濃
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
と
う
と
う
若
者
は
あ
る
日
、
娘
の
通
う
が
け
ふ
ち
の
小
さ
な
土
橋
の
橋
げ
た

を
切
断
し
て
お
い
て
、
上
を
通
る
と
橋
が
く
ず
れ
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
に
し
て

お
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
、
今
夜
も
ま
た
炭
焼
き
の
火
を
た
よ
り
に
、
こ
の
橋
の

上
に
さ
し
か
か
っ
た
お
夏
は
、
哀
れ
深
い
谷
に
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
落
ち
て
い
っ

た
。
こ
う
し
て
こ
の
あ
た
り
を
、
「
お
な
つ
が
れ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

㊧
手
打
沢
の
名
称
（
手
打
沢
）

　
手
打
沢
で
は
、
夏
の
ひ
で
り
の
た
め
、
幾
年
か
凶
作
が
続
い
て
住
民
が
苦
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
だ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
み

ん
で
い
た
。
あ
る
年
市
川
代
官
所
の
手
代
が
、
作
柄
の
検
見
に
来
た
。
ひ
と
り

の
百
姓
が
偽
り
の
申
告
を
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
山
の
沢
で
お
手
討
ち

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
こ
を
手
打
沢
と
呼
び
、
後
に

そ
れ
が
部
落
の
名
称
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
ま
た
一
説
に
は
、
あ
る
重
要
な
相
談
が
ま
と
ま
り
、
そ
こ
で
取
り
引
き
の
交

渉
が
成
立
し
た
印
に
、
手
締
め
の
手
打
ち
を
し
た
か
ら
、
山
の
沢
を
こ
の
よ
う

に
呼
ん
だ
と
も
伝
え
て
い
る
。
　
（
第
二
編
第
一
章
を
あ
わ
せ
参
照
）

⑳
大
塩
の
い
わ
れ
（
大
塩
）

　
四
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
甲
州
に
と
っ
て
塩
は
尊
か
っ
た
。
武
田
信
玄
は
常
に

塩
の
貯
蔵
に
意
を
払
い
、
非
常
の
場
合
に
備
え
て
い
た
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
。

　
西
河
内
領
に
残
る
塩
の
地
名
に
、
大
塩
・
塩
之
上
・
草
塩
・
波
木
井
塩
沢
・

南
部
塩
沢
等
が
あ
り
、
東
河
内
領
に
岩
間
塩
之
沢
・
帯
金
塩
の
沢
・
北
川
の
長

塩
・
三
沢
の
御
塩
入
（
御
所
入
と
も
御
初
入
と
も
書
く
）
等
が
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
駿
河
か
ら
運
び
あ
げ
た
塩
の
貯
蔵
所
で
あ
っ
た
と
い

う
。
伝
説
に
は
必
ず
眼
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
記
念
物
が
残
っ
て
い
る
も
の
だ

が
、
大
塩
の
場
合
こ
こ
が
塩
の
貯
蔵
所
だ
っ
た
と
い
う
場
所
の
確
認
は
な
い
と

こ
ろ
か
ら
、
よ
そ
か
ら
持
ち
運
ば
れ
た
共
通
伝
説
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、
山
に
囲
ま
れ
た
河
内
地
方
に
多
い
こ
れ
ら
の
塩
地
名
を
解
釈
す

る
場
合
、
江
戸
時
代
の
古
絵
図
に
「
支
尾
の
沢
」
の
宛
字
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
お

か
ら
、
た
と
え
ば
大
塩
は
、
富
士
見
山
の
支
尾
（
分
嶺
）
に
あ
る
部
落
と
い
う

意
味
に
も
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
湧
泉
と
塩
地
名
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
第
二
編
第
一
章
地
名
の
歴
史
で
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
㊨
兵
部
平
（
飯
富
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
よ
う
ぶ
だ
い
ら

　
飯
富
の
烏
森
山
の
西
側
に
平
ら
な
所
が
あ
り
、
こ
こ
を
「
兵
部
平
」
と
呼
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぶ
ひ
よ
う
ぶ

で
い
る
。
兵
部
と
は
「
つ
わ
も
の
の
つ
か
さ
」
の
意
味
と
も
い
い
、
飯
富
兵
部

し
よ
う
ゆ
う

少
輔
虎
昌
の
居
処
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
兵
部
平
は
「
勝
負
平
」
と
も
い
う
が
、
昔
飯
富
の
豪
族
が
合
戦
を
し
て
こ
の

台
地
で
勝
負
を
決
し
た
所
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
し
ょ
ー
ぶ
ん
て
ー
ら
の

松
」
と
い
っ
て
、
三
本
の
松
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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第十編　口碑と伝説

　
兵
部
平
を
下
っ
た
傾
斜
地
に
は
、
大
ぎ
な
石
が
あ
り
、
そ
の
字
名
を
「
大

石
」
と
い
う
。
昔
豪
族
が
そ
の
大
石
の
下
に
財
宝
を
隠
し
た
と
い
う
し
、
馬
の

ひ
づ
め
の
跡
が
あ
る
と
も
い
う
。
　
（
「
第
二
編
第
一
章
地
名
の
成
り
立
ち
」
を

あ
わ
せ
参
照
）

丙
飯
富
の
地
名
（
飯
富
）

　
早
川
町
の
奈
良
田
は
、
平
家
の
落
武
者
の
住
み
つ
い
た
所
と
も
、
ま
た
孝
謙

天
皇
の
住
ま
わ
れ
た
地
と
も
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
孝
謙
天
皇
は
、
こ
の
土
地
を
皇
居
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
城
京
と
同
じ

「
奈
良
だ
。
」
す
な
わ
ち
奈
良
田
と
名
づ
け
た
と
言
わ
れ
る
。

　
あ
る
時
天
皇
が
病
気
に
な
ら
れ
た
。
そ
こ
で
奈
良
田
か
ら
の
使
者
と
、
都
の

奈
良
か
ら
の
使
者
が
ち
ょ
う
ど
飯
富
の
地
点
で
出
会
っ
た
。
そ
こ
で
両
者
が
互

い
に
、
　
「
私
が
お
ぶ
（
負
う
）
」
す
な
わ
ち
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

飯
富
（
お
ぶ
）
の
地
名
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。

　
ま
た
い
う
。
孝
謙
天
皇
が
奈
良
田
で
崩
御
さ
れ
、
妾
、
の
こ
と
を
使
者
が
奈
良

の
都
に
伝
え
る
た
め
飯
富
ま
で
下
る
と
、
天
皇
へ
の
諸
国
の
貢
物
が
届
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
奈
良
田
の
使
者
が
天
皇
は
す
で
に
崩
御
さ
れ
た
こ
と

を
伝
え
た
の
で
、
民
衆
は
そ
の
貢
物
を
奪
い
合
い
、
に
わ
か
に
富
貴
と
な
っ

た
。
そ
こ
か
ら
飯
富
の
地
名
が
生
ま
れ
た
と
も
い
う
。
　
（
『
甲
陽
随
筆
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ふ
げ
ん
た

　
あ
る
い
は
ま
た
、
鎌
倉
の
時
代
に
飯
富
源
太
宗
長
の
領
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
、
飯
富
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
「
第
二
編
第
一
章
」

を
あ
わ
せ
参
照
）
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第
五
章
　
社
　
寺

の

B立
口

第五章社寺の部

　
　
O
　
大
聖
寺
不
動
明
王
（
八
日
市
場
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
み
つ

　
大
聖
寺
の
本
尊
不
動
明
王
は
、
加
賀
美
遠
光
の
建
立
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ん
り

　
遠
光
は
京
都
の
宮
中
に
仕
え
、
弓
の
達
人
で
禁
裏
に
出
没
す
る
魔
物
「
ヌ
エ
」

を
射
落
と
し
、
雲
上
の
覚
え
め
で
た
く
、
何
な
り
と
所
望
せ
よ
と
の
仰
せ
で
、

宮
中
清
涼
殿
に
安
置
す
る
弘
法
大
師
の
一
刀
三
礼
の
名
作
、
大
聖
不
動
明
王
を

賜
わ
り
、
嘉
永
元
（
二
六
九
）
年
正
月
、
供
に
か
つ
が
せ
て
帰
国
、
富
士
川

べ
り
を
上
り
、
加
賀
美
の
荘
（
若
草
町
）
に
帰
る
べ
く
通
り
か
か
っ
た
の
が
八
日

市
場
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
下
り
に
さ
し
か
か
る
や
、
一
天
に
わ
か
に
か
き
曇

り
、
胸
苦
し
さ
に
襲
わ
れ
る
と
（
日
蝕
で
あ
ろ
う
と
い
う
）
童
子
忽
然
と
し
て

現
わ
れ
、
こ
の
近
く
に
甲
斐
源
氏
の
開
基
し
た
大
聖
寺
が
あ
る
。
不
動
明
王
は

そ
こ
に
安
置
せ
よ
と
言
っ
て
消
え
た
の
で
、
さ
っ
そ
く
ひ
き
か
え
し
て
奉
納
し

た
と
こ
ろ
、
天
日
再
び
嬉
々
と
し
て
現
わ
れ
た
と
い
う
。

　
そ
の
日
没
の
闇
に
似
て
い
た
の
で
、
付
近
一
帯
を
日
下
り
、
ま
た
そ
の
地
を

不
動
平
、
ま
た
明
王
を
安
置
し
た
岩
を
不
動
岩
（
旧
田
原
渡
船
場
付
近
）
と
い

っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
と
う

　
遠
光
は
夜
子
沢
村
境
の
間
遠
峠
を
「
的
」
に
し
て
弓
を
引
き
、
手
打
沢
の

「
ま
ち
ア
」
（
町
屋
）
で
先
手
が
待
ち
、
手
打
沢
で
拍
手
の
礼
を
行
な
い
、
蟹

谷
の
見
返
り
の
滝
で
洗
身
遙
拝
し
た
と
い
う
。

　
不
動
様
は
雷
が
お
き
ら
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
が
鬼
門
除
け
と
な

り
、
八
日
市
場
に
は
絶
対
に
落
雷
が
な
い
と
信
ず
る
よ
う
に
も
な
っ
た
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

⇔
　
問

答

堀
（
西
島
）

　
西
島
の
安
楽
山
広
禅
院
の
門
前
に
堀
が
あ
り
、
近
く
に
は
檀
家
の
笠
井
久
吉

の
祖
先
が
住
ん
で
い
た
。
笠
井
久
吉
の
祖
先
は
た
い
そ
う
博
識
者
で
あ
っ
た
と

い
う
。

　
あ
る
時
、
旅
僧
が
広
禅
院
を
訪
れ
よ
う
と
す
る
の
に
出
会
っ
た
。
禅
僧
は
挨

拶
代
り
に
問
答
を
す
る
こ
と
を
心
得
て
い
る
の
で
、
い
き
な
り
旅
僧
に
詰
問
し

た
と
こ
ろ
、
檀
家
に
こ
の
よ
う
な
知
者
が
い
る
か
ら
に
は
、
住
職
は
さ
ぞ
か
し

名
僧
に
ち
が
い
な
い
と
、
あ
わ
て
て
そ
の
ま
ま
逃
げ
帰
ろ
う
と
し
て
門
前
の
堀

に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
時
の
住
職
が
こ
の
堀
を
名
づ
け
て
問
答
堀
と

呼
ん
だ
こ
と
か
ら
地
名
に
な
っ
た
と
い
う
。
　
（
『
西
島
の
今
昔
』
）

⇔
　
法
印
様
火
伏
せ
の
祈
禧
（
西
島
）

　
通
称
法
印
様
と
は
、
西
島
の
西
町
の
望
月
幸
兵
衛
の
弟
の
こ
と
で
、
若
い
こ

ろ
紙
す
ぎ
工
と
し
て
、
駿
河
国
松
野
方
面
に
出
か
せ
ぎ
に
行
っ
た
。

法
印
（
僧
正
に
相
当
す
る
僧
位
）
と
な
る
た
め
、
東
海
道
の
遠
江
国
秋
葉
山
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で
、
三
か
年
修
業
し
て
加
持
祈
疇
を
覚
え
た
。

　
特
に
火
伏
せ
の
祈
疇
、
す
な
わ
ち
仏
に
祈
っ
て
火
難
を
防
ぐ
こ
と
に
秀
で
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
ろ
う

い
た
。
西
島
に
帰
っ
て
か
ら
も
厳
冬
に
水
浴
・
参
籠
（
お
こ
も
り
）
な
ど
の
寒

行
を
勤
め
、
ま
た
説
経
修
業
を
つ
み
重
ね
、
西
島
は
も
と
よ
り
三
沢
（
下
部
町
）

方
面
ま
で
火
伏
せ
の
祈
薦
を
し
、
ま
た
早
朝
巡
業
を
し
て
一
里
塚
に
あ
る
釜
屋

　
た
き
び

の
焚
火
に
あ
た
る
を
常
と
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
あ
る
紙
屋
の
主
人
が
紙
の
原
料
を
煮
な
が
ら
、

　
「
法
印
様
、
あ
な
た
の
祈
薦
な
ど
き
ぎ
っ
こ
な
い
よ
」
と
か
ら
か
っ
た
と
こ

ろ
、
法
印
様
は
原
料
の
か
ま
ど
に
向
か
っ
て
呪
文
を
唱
え
て
帰
っ
た
。
そ
の
後

紙
屋
の
主
人
は
、
半
日
た
い
て
も
い
っ
こ
う
に
原
料
が
煮
え
な
い
の
に
ほ
と
ほ

と
困
り
果
て
、
こ
れ
は
法
印
様
の
火
伏
せ
の
祈
薦
の
た
た
り
と
悟
り
、
す
ぐ
謝

罪
し
て
火
伏
せ
の
印
を
解
い
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
『
西
島
の

今
昔
』
）

内
秋
葉
権
現
（
下
田
原
）

　
下
田
原
の
秋
葉
権
現
は
、
火
伏
せ
の
神
と
し
て
、
明
治
の
初
期
か
ら
近
隣
近

郷
の
人
の
信
仰
を
集
め
、
遠
州
秋
葉
山
と
の
ゆ
か
り
も
深
く
、
む
し
ろ
秋
葉
山

の
御
本
体
を
移
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
古
老
は
言
い
伝
え
て
い
る
。

　
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
三
河
の
国
は
鎌
倉
時
代
か
ら
仏
教
の
盛
ん
な
土
地
だ

っ
た
の
で
、
農
家
の
長
男
は
家
業
を
つ
い
で
、
財
産
の
多
く
を
寺
に
寄
付
し
、

二
、
三
男
は
僧
侶
を
希
望
す
る
か
、
三
河
漫
才
と
な
っ
て
三
人
一
組
で
諸
国
を

興
行
し
て
回
る
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
。

　
黒
染
の
衣
に
身
を
ま
と
う
て
出
家
し
た
周
閑
和
尚
は
、
諸
国
を
遍
歴
修
業
す

る
途
中
、
遠
州
秋
葉
山
に
参
詣
し
、
浜
名
湖
辺
ま
で
た
ど
り
着
く
と
、
ふ
と
湖

上
に
浮
か
ぶ
一
体
の
仏
像
ら
し
い
も
の
を
見
つ
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
ば

　
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
顔
は
烏
の
く
ち
ば
し
、
か
ら
だ
は
河
童
の
よ
う
す
を

し
た
、
い
わ
ば
烏
と
河
童
の
か
け
合
わ
せ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
か
ぬ
づ
ち
の
み
こ
と

　
秋
葉
山
に
参
詣
す
る
だ
れ
も
が
気
づ
く
こ
と
は
、
祭
神
は
火
の
神
培
尊
で

あ
る
が
、
総
門
の
左
に
は
大
天
狗
、
右
に
は
小
天
狗
が
厳
と
し
て
控
え
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
烏
と
河
童
の
か
け
合
わ
せ
の
仏
像
は
、
こ
の
総
門
の
右
の
小
天

狗
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
っ
て
、
い
っ
さ
い
の
物
は
因
と
縁
と
に
よ
っ
て
生
滅

す
る
も
の
と
考
え
、
そ
の
仏
像
を
た
い
せ
つ
に
身
に
つ
け
て
浜
松
・
静
岡
と
托

鉢
を
続
け
、
岩
淵
辺
に
た
ど
り
着
い
た
。

　
そ
の
時
川
上
の
広
々
と
開
け
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
富
士
川
を
上
っ
て
八

日
市
場
ま
で
来
る
と
、
当
時
の
田
原
の
河
原
町
が
目
に
は
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
河
原
町
は
、
富
士
川
の
名
だ
た
る
船
付
場
で
、
船
宿
が
立
ち
な
ら
び
呉
服
や

雑
貨
等
何
で
も
ま
に
あ
い
、
数
十
そ
う
の
舟
は
い
つ
も
停
泊
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
ひ
が
し

　
周
閑
和
尚
は
渡
し
舟
で
こ
こ
を
渡
り
、
ひ
と
ま
ず
小
屋
を
下
田
原
大
東
の
東

の
竹
や
ぶ
に
建
て
、
た
い
せ
つ
に
携
え
て
き
た
仏
像
を
こ
こ
に
祭
り
、
西
方
庵

と
称
し
た
。
遠
州
秋
葉
山
に
参
詣
し
た
者
が
、
ま
さ
し
く
秋
葉
山
の
御
本
尊
に

違
い
な
い
と
口
々
に
広
め
た
の
で
、
年
ご
と
に
参
詣
者
が
多
く
な
っ
た
と
い

う
o

　
　
う
え
む
き

　
当
時
上
向
の
向
旭
院
（
曹
洞
宗
）
は
、
一
二
世
の
沢
木
東
明
と
称
す
る
和
尚

が
住
職
で
あ
っ
た
。
沢
木
東
明
和
尚
は
週
閑
和
尚
と
同
じ
三
河
生
ま
れ
の
思
い

が
け
な
い
縁
に
よ
っ
て
、
地
主
や
名
主
と
も
相
談
の
上
、
上
向
に
移
す
こ
と
を

決
め
た
の
で
あ
る
。

　
向
旭
院
の
西
方
の
小
高
い
地
に
、
三
個
の
と
び
ら
を
持
つ
寺
の
楼
門
の
三
門

と
、
四
面
の
わ
ら
屋
根
の
御
堂
を
建
て
、
二
戸
一
六
日
を
参
詣
の
日
と
し
て
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（下田原）秋葉権現

　
年
移
り
星
変
わ
っ
て
、
向
旭
院
は
い
ま
は
廃
寺
同
様
と
な
り

し
た
が
、
こ
ん
も
り
茂
る
松
林
は
太
平
洋
戦
争
の
供
出
の
材
と
な
り

度
の
参
詣
も
、
現
代
の
世
相
か
ら
崇
拝
の
念
も
薄
く
な
り

が
ら
区
長
の
責
任
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
昔
の
名
残
り
を
と
ど
め
て
い
る
の
み

で
あ
る
。

㊨
花
火
祭
り
（
平
須
）

秋
葉
権
現
の
礎
を
築
い
た

の
で
あ
る
。

　
仏
像
を
こ
こ
に
移
し
て

か
ら
も
、
一
日
と
し
て
参

詣
者
の
絶
え
る
時
が
な
か

っ
た
と
古
老
は
い
う
。
信

心
深
い
者
は
お
百
度
参
り

を
し
、
そ
の
お
百
度
参
り

の
道
は
、
い
ま
も
な
お
名

残
り
を
と
ど
め
て
い
る
と

い
う
。

　
権
現
と
は
仮
に
本
仏
が

衆
生
教
化
の
た
め
仏
・
菩

薩
・
変
化
な
ど
の
身
を
こ

の
世
に
現
わ
す
こ
と
で
あ

る
。　

　
　
　
、
お
堂
は
改
築

　
　
　
　
　
　
、
年
に
一

　
　
、
今
は
さ
さ
や
か
な

平
須
の
妙
光
寺
の
境
内
に
大
き
な
い
ち
ょ
う
の
木
が
あ
る
。
は
し
ご
を
か
け

て
登
る
と
そ
れ
か
ら
上
は
ら
く
に
登
れ
、
約
二
〇
桝
ぐ
ら
い
の
所
に
し
め
な
わ

が
あ
る
。
八
月
一
五
日
に
大
天
狗
・
小
天
狗
（
大
花
火
・
小
花
火
）
を
し
め
な

わ
の
所
で
あ
げ
た
と
い
う
。

　
昔
、
平
須
部
落
に
大
火
事
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
以
来
火
伏
せ
祭
り
、
つ

ま
り
仏
に
祈
っ
て
火
難
を
防
ぐ
こ
と
を
始
め
、
大
天
狗
・
小
天
狗
、
す
な
わ
ち

大
花
火
・
小
花
火
に
よ
り
火
を
伏
せ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

　
平
須
の
部
落
民
は
、
こ
ぞ
っ
て
大
天
狗
・
小
天
狗
の
花
火
を
献
納
し
た
と
い

い
、
い
ま
も
こ
の
花
火
祭
り
は
続
い
て
い
る
。

因
火
伏
せ
の
神
（
切
石
）

　
切
石
の
善
妙
寺
の
境
内
に
は
、
稲
荷
大
明
神
の
ほ
こ
ら
が
祭
ら
れ
て
お
り
、

通
称
火
伏
せ
の
神
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
む
か
し
切
石
は
幾
た
び
か
の
大
火
に
あ
い
な
が
ら
、
そ
の
つ
ど
稲
荷
大
明
神

の
近
辺
が
類
焼
を
ま
ぬ
が
れ
た
の
は
、
こ
の
火
伏
せ
の
神
の
お
か
げ
だ
と
古
老

は
云
い
伝
え
、
二
月
二
四
日
の
稲
荷
大
明
神
の
祭
り
に
は
、
い
ま
で
も
切
石
の

と
し
よ
り
は
参
詣
を
怠
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
じ
ゆ
く

　
切
石
に
残
る
大
火
の
記
録
を
み
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
り
、
比
較
的
下
宿

が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
う
ま
れ
た
伝
説
で
あ
ろ
う
。

・
文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
旧
二
月
二
一
日
夜
、
中
宿
に
出
火
一
四
軒
焼
失
。

・
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
旧
五
月
、
麦
刈
り
の
農
繁
期
に
下
宿
に
昼
火
事

　
（
午
前
一
一
時
半
出
火
）
一
一
軒
が
焼
失
。
こ
の
火
事
は
善
妙
寺
の
隣
家
ま

　
で
類
焼
し
て
鎮
火
し
て
い
る
。

・
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
旧
四
月
、
中
宿
・
上
宿
の
う
ち
三
四
軒
が
大
焼

　
し
、
一
八
四
人
が
被
災
す
る
。
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す
く
い
て
あ
て

．
明
治
三
年
旧
二
月
二
二
日
、
上
宿
八
軒
全
焼
、
類
焼
御
救
手
当
一
八
両

　
余
。．

明
治
七
年
三
月
一
二
日
午
前
一
時
、
中
宿
に
出
火
、
中
・
上
宿
一
五
軒
焼
失
。

　
　
　
㈹
権
　
現
　
塚
（
宮
木
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
や

　
昔
、
戦
国
時
代
に
落
武
者
が
宮
木
の
有
家
の
某
家
に
夜
半
に
た
ど
り
着
い
て

戸
を
た
た
い
た
。
主
人
が
出
て
見
る
と
、
よ
ろ
い
は
ち
ぎ
れ
、
し
か
も
身
に
深

傷
を
負
っ
て
い
る
。

　
落
武
者
は
主
人
に
、
「
追
手
に
追
跡
さ
れ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
身
を
か
く
ま

っ
て
ほ
し
い
。
」
と
言
っ
た
。
主
人
は
後
難
を
恐
れ
て
当
惑
し
た
が
、
深
傷
を

負
っ
た
身
を
哀
れ
に
思
い
、
「
し
ば
ら
く
の
間
な
ら
、
か
く
ま
っ
て
あ
げ
よ

う
。
」
と
家
の
中
へ
入
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
幾
日
か
過
ぎ
た
。
あ
る
夜
の
こ
と
、
落
武
者
は
主
人
に
向
か
っ
て

「
し
ば
ら
く
と
の
約
束
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
幾
日
も
い
た
わ
っ
て
も

ら
い
か
た
じ
け
な
い
。
拙
者
は
深
傷
を
負
っ
た
身
、
い
ま
こ
こ
を
出
て
も
い
ず

れ
追
手
に
捕
え
ら
れ
る
か
、
野
倒
れ
す
る
か
で
あ
る
。
ぜ
ひ
生
き
な
が
ら
こ
の

地
に
う
ず
め
て
も
ら
い
た
い
。
幸
い
に
こ
の
家
の
仏
壇
に
鈴
が
あ
る
が
、
そ
れ

を
拙
者
に
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
言
っ
た
。

　
主
人
は
、
「
生
き
埋
め
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
　
　
。
し
か
し
追
手
の
者

に
い
つ
か
は
捕
え
ら
れ
る
身
と
あ
ら
ば
、
あ
な
た
の
頼
み
を
む
げ
に
こ
ば
む
わ

け
に
も
ま
い
ら
ぬ
し
ー
ー
。
」
と
落
武
者
に
鈴
を
渡
し
て
う
ず
め
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

　
落
武
者
は
、
「
穴
の
中
へ
は
い
っ
て
も
鈴
を
振
る
。
鈴
の
音
が
絶
え
た
ら
、

我
が
息
が
絶
え
果
て
た
時
な
の
で
、
哀
れ
み
の
心
が
起
き
た
ら
、
線
香
の
一
本

も
立
て
て
、
冥
福
を
祈
っ
て
も
ら
い
た
い
。
」
と
言
っ
た
。

　
主
人
は
、
落
武
者
を
穴
の
中
に
竹
を
立
て
て
生
き
埋
め
に
し
た
。
鈴
の
音
は

竹
筒
伝
い
に
三
日
三
晩
聞
こ
え
た
が
、
四
日
目
に
は
耳
を
あ
て
て
も
聞
え
な
か

っ
た
。

　
主
人
は
、
石
碑
を
立
て
て
落
武
者
の
冥
福
を
祈
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

は
お
参
り
す
る
人
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
　
＠
清
正
公
の
座
像
（
大
塩
）

　
現
在
、
大
塩
の
青
年
会

館
に
安
置
さ
れ
て
い
る
加

藤
清
正
公
の
座
像
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
な
言
い

伝
え
が
あ
る
。

　
清
正
公
の
座
像
は
、
肥

後
の
細
川
公
の
家
臣
で
あ

る
井
上
弥
一
郎
が
、
彫
刻

に
す
ぐ
れ
て
い
る
家
来
の

新
蔵
に
命
じ
て
彫
刻
さ

せ
、
安
政
二
年
三
月
に
で

き
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
い
く
さ

後
に
こ
の
座
像
は
軍
の
神

と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
い

た
。　

大
塩
村
の
長
百
姓
を
勤

加藤清正公座像（大塩青年会館蔵）
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め
た
依
田
定
八
（
依
田
左
門
家
の
四
代
前
）
は
、
井
上
弥
一
郎
と
親
交
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
座
像
を
要
望
し
た
と
こ
ろ
快
諾
を
得
た
。
そ
こ
で
定
八
は

と
も
が
ら

輩
四
人
を
つ
れ
て
福
岡
ま
で
引
き
取
り
に
出
か
け
、
そ
の
四
人
が
こ
も
ご
も

清
正
公
の
座
像
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
座
像
は
定
八
の
座
敷
に
安
置
し
、
朝
夕
こ
れ
を
祭
っ
た
。
晩
年
に
至
り
私
有

す
る
こ
と
は
も
っ
た
い
な
い
と
薬
王
寺
の
住
職
と
相
談
し
た
う
え
、
寺
に
納
め

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
六
月
二
四
日
、
薬
王
寺
に
納
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
輿
に
載
せ
て
搬
入
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
日
は
大
塩
部
落
の
善
男
善
女
が
す
べ
て
大
行
列
に
参
加

し
、
輿
が
薬
王
寺
に
着
い
て
も
、
う
し
ろ
は
定
八
の
庭
に
い
た
ほ
ど
盛
大
な
も

の
だ
っ
た
と
い
う
。

　
座
像
は
し
ば
ら
く
本
堂
に
安
置
し
て
お
い
た
が
、
後
に
あ
ぐ
ら
窪
の
地
に
大

き
な
堂
を
建
立
し
て
そ
こ
に
移
し
た
。
納
入
し
た
六
月
二
四
日
を
祭
日
と
定

め
、
代
々
の
住
職
は
祭
日
に
依
田
家
の
家
族
を
招
待
し
て
も
て
な
し
た
と
い

う
。　

な
お
住
職
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
祭
日
に
は
臼
抜
き
（
大
ま
す
一
升
の

か
が
み
餅
）
を
供
え
続
け
て
来
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

　
定
八
は
長
百
姓
や
名
主
を
勤
め
、
郡
中
総
代
も
数
回
に
わ
た
っ
て
勤
め
、
市

川
代
官
所
が
火
災
の
時
は
ま
っ
先
に
駆
け
つ
け
御
見
舞
申
し
上
げ
、
そ
の
際
両

側
が
少
し
焼
け
た
日
蓮
上
人
の
真
筆
を
下
付
さ
れ
た
と
い
い
、
同
家
で
は
た
い

せ
つ
に
保
存
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
大
塩
・
柳
川
間
、
大
塩
・
手
打
沢
間
、
大
塩
・
山
王
間
の
道
路
開
削

に
大
き
な
尽
力
を
は
ら
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
ブ
ゆ

岩
石
長
蔵
光
来
（
平
須
）

　
光
来
と
は
、
他
人
の
来
訪
に
対
し
て
い
う
敬
語
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
な
た

　
安
永
の
こ
ろ
（
お
よ
そ
二
〇
〇
年
前
）
夜
子
沢
の
日
向
部
落
の
望
月
家
に
生

ま
れ
た
長
蔵
は
、
寛
政
年
間
に
平
須
の
幡
野
家
に
婿
入
り
し
た
。

　
こ
の
長
蔵
は
人
並
み
す
ぐ
れ
た
大
男
で
、
力
量
に
す
ぐ
れ
、
相
撲
の
名
称
を

岩
石
と
呼
ん
だ
。
当
時
江
戸
の
勧
進
相
撲
（
木
戸
銭
を
と
っ
て
興
行
す
る
相

撲
）
を
鰍
沢
の
富
士
川
河
原
で
巡
回
興
行
し
た
と
き
、
飛
び
入
り
相
撲
を
と
り

勧
進
元
力
士
を
投
げ
殺
し
、
そ
の
ま
ま
富
士
川
に
飛
び
込
み
、
死
を
装
っ
て
天

神
が
滝
ま
で
泳
ぎ
通
し
て
、
危
く
難
を
の
が
れ
た
と
い
う
。

　
ま
た
、
身
延
西
谷
の
御
草
庵
跡
の
岐
路
に
あ
る
大
石
を
ま
っ
二
つ
に
割
っ
た

と
も
い
う
。
そ
の
時
こ
の
大
石
か
ら
は
血
が
ほ
と
ば
し
り
出
た
と
い
う
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
平
須
の
道
祖
神
の
建
立
の
と
き
、
そ
の
台
石
八
十
貫
を
夜
子

沢
河
原
か
ら
、
一
里
余
の
山
道
を
大
力
に
任
せ
て
背
負
い
あ
げ
た
。
い
ま
幡
野

の
分
家
屋
敷
の
一
角
に
あ
る
。

　
こ
の
長
蔵
に
は
息
子
が
数
人
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
豪
力
ぞ
ろ
い
で
数
々
の
伝

説
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
ひ
と
り
が
鏡
中
条
の
長
遠
寺
の
日
遍
上
人
（
三
二

世
住
職
）
だ
っ
た
と
い
う
。
長
蔵
は
息
子
の
日
逓
上
人
が
朝
夕
打
ち
鳴
ら
し
て

い
た
大
釣
鐘
を
、
あ
る
夜
ひ
そ
か
に
取
り
は
ず
し
て
困
ら
せ
て
見
よ
う
と
茶
目

ぶ
り
を
発
揮
し
た
。
と
こ
ろ
が
息
子
の
住
職
も
親
譲
り
の
大
力
を
生
か
し
て
わ

け
も
な
く
も
と
ど
お
り
つ
り
揚
げ
て
、
時
報
の
鐘
を
平
常
ど
お
り
つ
き
鳴
ら

し
、
親
の
長
蔵
を
驚
か
せ
た
と
い
う
。

　
長
蔵
は
晩
年
身
延
山
の
日
量
上
人
の
弟
子
と
し
て
仏
門
に
は
い
り
、
下
山
の

本
国
寺
の
中
興
の
祖
と
も
伝
え
ら
れ
た
。
法
名
は
善
長
法
要
日
昌
法
師
と
し

　
　
ま
ん
だ
ら

て
、
曼
陀
羅
や
石
碑
等
に
そ
の
経
歴
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
天
保
二
年
五
月
二

七
日
没
し
た
。
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㊦
　
行

者
　
屋
　
敷
（
平
須
）

　
南
沢
は
、
平
須
部
落
と
矢
細
工
部
落
の
境
に
あ
っ
て
、
夜
子
沢
川
の
上
流
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
せ

あ
る
。
そ
の
源
は
高
さ
四
〇
層
の
大
滝
の
「
糸
瀬
の
滝
」
に
な
っ
て
い
る
。糸瀬の滝

　
こ
の
大
滝
で
平
須
の
神
宮
寺
と
い
う
人
が
、
行
者
屋
敷
に
住
ん
で
数
十
年

間
、
部
落
民
の
繁
栄
と
幸
福
を
祈
り
続
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
行
者
屋
敷
は
行
者
堂
と
も
い
わ
れ
、
山
伏
や
苦
行
僧
の
こ
も
る
堂
舎
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
行
者
は
苦
行
の
数
十
年
間
、
富
士
見
山
の
野
生
の
植
物
を
食
べ

て
祈
疇
を
続
け
た
。
晩
年
住
職
と
し
て
長
遠
寺
に
は
い
っ
た
と
い
う
。
現
在
も

長
者
屋
敷
跡
が
あ
り
、
そ
ば
に
不
動
明
王
の
石
碑
が
あ
る
。

㊧
　
御
崎
大
明
神
の
由
来
（
平
須
）

平
須
部
落
の
入
り
口
に
部
落
の
鎮
守
神
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
御
崎
大
明
神
と

　
　
き
よ
う
ほ
う

い
っ
て
享
保
の
こ
ろ
（
二
五
〇
年
前
）
に
五
人
の
六
部
（
行
脚
僧
）
を
祀
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
六
部
と
は
、
六
十
六
部
の
略
で
、
六
十
六
部
の
法
華
経
を
書
写
し
、
六
十
六

か
所
の
霊
場
を
巡
礼
奉
納
す
る
行
脚
僧
を
い
っ
た
。

　
享
保
の
こ
ろ
、
ど
こ
か
ら
か
五
人
の
六
部
が
寺
沢
川
に
沿
っ
て
平
須
部
落
に

の
ぼ
っ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
部
落
の
入
り
口
ま
で
来
る
と
、
ど
う
し
た
こ
と
か

次
々
に
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
息
も
絶
え
絶
え
に
道
行
く
人
た
ち
に
助
け
を
求
め

た
が
見
知
ら
ぬ
僧
と
て
、
だ
れ
ひ
と
り
助
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
一
日
一

晩
苦
し
ん
だ
五
人
の
六
部
た
ち
は
、
夜
明
け
と
共
に
冷
た
く
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
数
日
後
、
部
落
に
熱
病
が
発
生
し
、
死
者
は
日
ご
と
に
ふ
え
て
い

っ
た
。
だ
れ
い
う
と
な
く
六
部
の
た
た
り
だ
と
う
わ
さ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
幡
野
源
七
と
い
う
本
家
と
、
そ
の
分
家
の
三
名
が
発
起
人
と
な
っ

て
六
部
の
霊
を
慰
め
る
こ
と
に
し
た
。
本
家
の
東
北
方
角
に
表
鬼
門
の
所
有
地

　
　
　
　
　
　
こ
も
り
ど
う

の
あ
る
と
こ
ろ
に
籠
堂
（
閉
じ
籠
っ
て
仏
・
菩
薩
に
読
経
祈
念
す
る
所
）
、
屋

敷
の
西
南
方
角
の
入
り
口
の
森
に
、
表
裏
鬼
門
除
け
で
あ
る
鎮
守
様
、
す
な
わ

ち
災
を
免
が
れ
る
た
め
に
鬼
門
の
方
角
に
神
を
祭
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て

新
し
く
三
名
が
加
わ
り
、
部
落
民
と
共
に
正
月
吉
日
に
は
盛
大
な
お
祭
り
を
行

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
享
保
五
年
、
恐
怖
の
熱
病
も
夢
の
よ
う
に
消
え
去
り
、
部
落
に
は
再
び
平
和

が
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

　
表
裏
鬼
門
除
け
の
御
崎
大
明
神
は
、
縁
結
び
の
神
・
安
産
の
神
・
子
ど
も
の

夜
泣
き
を
止
め
る
神
等
、
御
利
益
が
あ
っ
て
参
詣
す
る
老
若
男
女
が
跡
を
絶
た

な
か
っ
た
。
の
ぼ
り
旗
を
奉
納
す
る
者
、
わ
ら
じ
の
片
方
を
納
め
大
願
成
就
す
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れ
ば
ま
た
片
方
を
納
め
る
者
な
ど
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
御
崎
大
明
神
は
毎
年
七
月
二
五
日
と
一
〇
月
二
五
日
を
縁
日
と
定
め
、
盛
大

な
お
祭
り
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。

　
五
人
の
六
部
の
墓
二
体
は
、
坂
の
上
・
家
の
下
の
畑
に
、
他
の
三
体
は
石
畑

坂
の
道
路
わ
き
に
う
ず
め
て
つ
か
を
つ
く
っ
た
と
い
う
。
さ
き
の
二
体
の
つ
か

は
土
地
所
有
者
以
外
の
人
た
ち
が
少
し
で
も
手
を
触
れ
よ
う
も
の
な
ら
、
た
ち

　
　
は
し
か

ま
ち
麻
疹
が
出
て
発
熱
に
苦
し
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

㊧
　
紫
雲
山
の
天
狗
様
（
矢
細
工
）

　
安
政
年
間
（
お
よ
そ
一
二
〇
年
前
）
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
矢
細
工
部
落
に
疫

病
が
発
生
し
、
部
落
民
が
苦
境
に
陥
っ
て
い
る
こ
ろ
、
富
士
見
山
の
周
辺
に
は

紫
雲
が
漂
い
、
無
気
味
な
光
を
放
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
こ
れ
を
当
時
の
福
寿
院
の
住
職
が
見
て
、
部
落
民
に
、
「
村
民
の
疫
病
の
苦

し
み
は
、
富
士
見
山
の
周
辺
に
疫
病
神
が
い
て
、
あ
の
よ
う
に
怒
り
嘆
い
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
早
く
神
様
を
ご
供
養
し
て
お
慰
め
し
な
さ
い
。
」
と
い
わ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
っ
そ
く
、
部
落
民
は
福
寿
院
の
住
職
と
共
に
富
士
見
山
に
登
山
し
、
部
落

を
あ
げ
て
大
祭
典
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
数
日
を
経
ず
し
て
不
気
味
な

紫
雲
は
消
え
去
り
、
部
落
の
疫
病
も
治
ま
り
、
そ
の
年
の
作
物
も
豊
作
と
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
矢
細
工
の
部
落
民
は
福
寿
院
の
住
職
と
話
し
合
う
中
で
、
「
富
士
見
山
の
周

辺
の
神
を
天
狗
神
と
名
づ
け
、
富
士
見
山
の
山
名
を
紫
雲
山
と
称
し
た
い
。
」

　
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
後
は
、
旧
七
月
一
七
日
を
祭
典
日
と
し
て
盛
大

に
お
祭
り
を
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
と
い
う
。

　
そ
の
後
天
狗
様
に
お
参
り
す
る
人
は
、
年
ご
と
に
多
く
な
っ
た
と
伝
え
ら

れ
、
現
在
も
八
月
一
七
日
を
祭
典
日
と
し
て
、
部
落
を
あ
げ
て
お
祭
り
を
つ
づ

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
疫
病
と
い
う
の
は
天
然
痘
、
チ
ブ
ス
等
の
伝
染
病
の
こ
と
で
、
当
時
は
こ
れ

ら
の
病
気
を
「
神
や
み
」
と
い
っ
て
す
べ
て
神
様
が
病
気
に
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
と
信
じ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
が
発
生
す
る
と
「
疫
病
神
送
り
」
を
し
た
も
の

で
あ
る
。㊧

　
飛
び
上
る
観
音
堂
（
遅
沢
）

　
古
長
谷
村
に
は
、
建
村
の
こ
ろ
ま
だ
寺
が
な
か
っ
た
の
で
、
常
獄
寺
を
新
し

く
建
立
し
、
下
山
村
の
竜
雲
寺
の
末
寺
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
た
ま

　
と
こ
ろ
が
寺
を
建
て
た
も
の
の
、
御
本
尊
様
が
な
く
て
は
御
霊
が
は
い
ら
な

い
と
い
う
の
で
、
村
人
は
相
談
し
て
本
寺
で
あ
る
下
山
の
竜
雲
寺
の
末
寺
長
谷

寺
が
あ
る
の
で
、
そ
の
寺
の
観
音
様
を
譲
り
受
け
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
竜
雲
寺
の
住
職
に
、
「
あ
の
長
谷
寺
の
観
音
様
は
、
わ
た
し
の

竜
雲
寺
の
隠
居
寺
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
観
音
様
を
譲
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
」
と
断
わ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
や
む
な
く
帰
っ
て
来
る
途
中
、
遅
沢
ま
で
来
て
一
服
し
な
が
ら
ふ
と
後
方
を

見
る
と
、
美
し
い
観
音
堂
が
見
え
た
。
近
づ
い
て
開
い
て
見
る
と
中
に
美
し
い

観
音
様
が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
観
音
様
を
御
本
尊
に
し
よ
う
と
相
談

が
ま
と
ま
り
、
持
ち
帰
っ
て
常
獄
寺
に
安
置
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
遅
沢
村
で
は
、
い
つ
の
ま
に
か
観
音
様
が
見
え
な
く
な
っ
た
の

で
、
ほ
う
ぼ
う
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
古
長
谷
村
の
常
獄
寺
に
安
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
檀
家
や
村
民
と
交
渉
し
た
と
こ
ろ
、
古
長
谷
村
の
人
た
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ち
は
、
「
観
音
様
を
つ
れ
て
行
く
な
ら
そ
れ
で
も
よ
い
。
何
も
観
音
様
を
我
々

が
盗
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
観
音
様
が
常
獄
寺
の
ほ
う
が
住
み
よ
い
と
い
っ
て

飛
び
上
が
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
、
連
れ
て
行
っ
て
も
ま
た
飛
び
上
が
る
か
も
知

れ
な
い
。
」
と
い
っ
た
の
で
、
　
「
常
獄
寺
に
ま
た
飛
び
上
が
っ
て
来
た
の
で

は
、
は
て
し
が
つ
か
な
い
。
観
音
様
の
背
中
へ
、
　
『
遅
沢
村
よ
り
飛
び
上
る
』

と
書
い
て
後
世
に
残
す
こ
と
に
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
話
が
つ
い
て
帰
っ
て

来
た
と
い
う
。

　
現
在
、
観
音
様
の
背
中
に
そ
の
こ
と
ば
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
遅
沢
の
古
老

は
い
う
。㊨

蛇
森
の
ほ
こ
ら
（
石
畑
）

　
昔
、
石
畑
地
内
の
向
川
山
の
ふ
も
と
に
大
蛇
が
住
ん
で
い
た
。
部
落
の
人
た

ち
も
大
蛇
の
一
部
を
見
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
全
容
を
見
た
も
の
は
だ
れ

も
な
か
っ
た
。

　
蛇
は
竜
と
な
っ
て
昇
天
す
る
ま
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
苦
行
を
す
る
と
い
う
。

　
水
中
に
千
年
、
岩
の
上
に
千
年
、
人
家
に
三
日
間
、
姿
を
他
の
動
物
に
発
見

さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
修
行
し
、
初
め
て
昇
天
で
き
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
蛇
石
（
神
金
・
勝
山
）
蛇
池
（
勝
沼
）
蛇
休
場
（
鳴
沢
）
等
蛇
に
ち
な
ん
だ

地
名
は
県
内
各
地
に
も
多
い
。

　
あ
る
日
、
七
兵
衛
と
い
う
農
夫
が
草
刈
り
に
こ
の
向
川
山
の
ふ
も
と
に
登
っ

た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
道
ば
た
の
大
岩
を
こ
の
大
蛇
が
七
巻
き
半
ま
き
つ
け
て

い
た
の
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
岩
の
上
で
の
修
行
に
か
か
ろ
う
と
し
た
大
蛇

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
七
兵
衛
は
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
と
ん
ち
ゃ
く
な
く
、
い
つ
も
部
落
の
者
を
悩

ま
す
大
蛇
の
こ
と
と
て
、
と
ぎ
す
ま
し
た
鎌
を
思
い
切
り
振
る
っ
て
切
り
殺
し

て
し
ま
っ
た
。
七
兵
衛
は
家
に
帰
る
と
、
と
り
つ
か
れ
た
よ
う
に
そ
の
日
か
ら

床
に
臥
し
て
し
ま
っ
た
。
切
り
殺
さ
れ
た
大
蛇
の
血
は
、
幾
日
も
石
畑
の
川
を

赤
く
染
め
て
流
れ
た
と
い
う
。

　
諸
国
を
托
鉢
し
て
帰
っ
て
き
た
村
の
住
持
が
こ
の
話
を
聞
い
て
、
そ
の
大
蛇

の
霊
を
慰
め
よ
う
と
説
経
数
日
、
七
巻
き
半
ま
い
た
大
石
の
上
に
ほ
こ
ら
を
刻

ん
で
こ
れ
を
祭
っ
た
。
そ
の
後
、
七
兵
衛
も
床
か
ら
起
き
て
平
常
ど
お
り
働
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
大
石
は
部
落
の
上
流
二
〇
〇
厨
ぐ
ら
い
の
所
、
す
な
わ
ち
向
山
川
の
ふ

も
と
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
四
年
の
台
風
の
時
、
土
砂
に
埋
没
し
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
部
落
の
人
た
ち
は
み
な
聞
き
伝
え
で
、
そ
の
大
石
を
知
ら
な
い
も

の
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
な
お
、
ほ
こ
ら
は
石
畑
の
川
ば
た
の
た
め
、
ず
っ
と
以
前
に
向
山
川
の
中
腹

へ
移
し
た
と
い
う
。
　
（
現
在
望
月
広
所
有
地
）

　
　
　
　
　
　
　
う
ま

　
毎
年
初
め
て
の
午
の
日
に
、
こ
の
祭
り
を
川
久
保
忠
市
宅
で
継
続
し
、
雪
の

あ
る
時
は
雪
を
か
き
分
け
て
、
こ
の
蛇
森
の
ほ
こ
ら
に
赤
飯
を
さ
さ
げ
に
行
く

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

歯
む
じ
な
と
犬
（
大
塩
）

　
昔
、
鎌
倉
の
建
長
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
あ
る
名
僧
が
、
布
教
の
た
め
諸
国
を

托
鉢
し
た
。
た
ま
た
ま
大
塩
の
法
永
寺
に
立
ち
寄
り
、
村
人
に
説
法
し
た
と
き

の
こ
と
で
あ
る
。
建
長
寺
の
住
職
と
も
あ
ろ
う
名
僧
が
来
る
に
つ
い
て
は
、
道

さ
き
ざ
き
の
犬
は
み
ん
な
つ
な
い
で
お
く
よ
う
お
ふ
れ
が
だ
さ
れ
た
。

　
住
職
は
法
永
寺
で
昼
食
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
給
仕
は
い
ら
ぬ
か
ら
と
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い
っ
て
村
人
を
全
部
堂
外
へ
出
さ
せ
た
。
不
思
議
に
思
っ
た
村
人
が
、
堂
の
締

ま
り
戸
の
ふ
し
穴
か
ら
中
を
の
ぞ
い
て
見
る
と
、
住
職
は
お
膳
に
料
理
を
ぶ
ち

ま
け
て
、
四
つ
ん
ば
い
に
な
っ
て
、
口
先
だ
け
で
食
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
托
鉢
先
き
で
、
こ
の
建
長
寺
の
庄
職
が
、
つ
な
が
れ
て
い
な
い
犬
に

か
み
殺
さ
れ
た
の
で
、
土
地
の
村
人
た
ち
が
こ
も
を
か
け
て
お
い
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
が
む
じ
な
の
死
が
い
に
変
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
同
様
の
伝
説
は
切
石
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

　
　
㊨
う
ば
神
様
（
宮
木
）

　
　
　
　
い
　
ど
　
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ば

　
宮
木
の
井
戸
田
の
山
の
ふ
も
と
に
姥
神
様
が
祭
っ
て
あ
る
。

　
昔
あ
る
お
ば
あ
さ
ん
が
、
せ
き
の
た
め
た
い
へ
ん
苦
し
ん
だ
。
そ
し
て
、

「
こ
ん
な
苦
し
み
は
自
分
ひ
と
り
で
た
く
さ
ん
だ
。
自
分
が
も
し
死
ん
だ
ら
う

ば
神
と
し
て
祭
っ
て
、
せ
ぎ
で
悩
む
人
々
は
、
真
綿
を
ひ
と
か
け
ら
持
っ
て
来

て
、
わ
た
し
の
首
に
巻
い
て
ほ
し
い
。
そ
の
代
わ
り
に
わ
た
し
の
首
に
巻
い
て

あ
る
真
綿
を
首
に
巻
け
ば
せ
き
が
な
お
る
。
」
と
遺
言
し
て
死
ん
で
し
ま
っ

た
。　

以
来
、
せ
ぎ
に
苦
し
む
人
は
、
真
綿
を
う
ば
神
様
の
首
に
巻
き
、
う
ば
神
様

の
真
綿
と
交
換
し
た
。
せ
ぎ
が
治
れ
ば
新
し
い
真
綿
を
お
礼
と
し
て
、
う
ば
神

様
の
首
に
巻
い
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
戦
前
は
年
に
一
度
お
祭
り
を
し

た
が
、
戦
後
い
つ
と
は
な
く
と
だ
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

㊨
　
か
し
ゃ
ば
あ
さ
ん
（
大
塩
）

　
こ
の
話
は
、
百
歳
以
上
に
な
る
古
老
が
生
存
中
言
い
伝
え
た
話
で
あ
る
が
、

年
代
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。

　
大
塩
に
ひ
と
り
の
お
ば
あ
さ
ん
が
い
た
。
非
常
に
勝
気
な
上
に
、
理
屈
も
達

者
で
、
い
い
か
げ
ん
な
男
な
ど
寄
せ
つ
げ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
お
ば
あ
さ
ん
が
死
ん
だ
。
葬
式
の
日
に
墓
地
近
く
ま
で
行
く
と
、
無
気

味
な
生
暖
か
い
風
が
吹
い
て
来
た
か
と
思
う
と
、
一
天
に
わ
か
に
か
き
曇
っ
て

豪
雨
が
襲
っ
た
。
見
る
と
か
し
ゃ
が
現
わ
れ
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
、

そ
の
死
体
を
い
ず
れ
へ
と
も
な
く
持
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
姿
が
消
え
る

と
同
時
に
、
天
気
は
再
び
晴
れ
渡
っ
て
来
た
。

　
か
し
ゃ
と
は
一
体
何
物
で
あ
る
か
は
墓
地
へ
行
っ
た
人
た
ち
は
話
し
て
く
れ

な
か
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
お
ば
あ
さ
ん
を
、
か
し
ゃ
ば
あ
さ
ん
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
当
時
は
死
人
を
葬
る
に
は
、
死
体
に
む
し
ろ
を
か
け
て
墓
地
に
運
ん
だ
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
納
棺
と
い
う
の
は
こ
の
変
事
が
あ
っ
て
か
ら
以
後
行
な
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
か
し
ゃ
ば
あ
さ
ん
の
石
碑
は
、
現
在
の
依
田
左
門
宅
の
墓
地
に
あ
る
と

い
わ
れ
、
他
の
石
碑
と
こ
と
な
っ
た
色
の
石
を
用
い
て
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い

う
。

㈹
　
子
授
け
神
の
弁
天
堂
（
中
山
）

　
中
山
の
宝
珠
院
境
内
の
弁
天
堂
は
、
子
授
け
神
と
し
て
近
在
に
有
名
で
あ
っ

た
。
子
な
し
夫
婦
が
毎
年
一
月
二
一
日
の
例
祭
前
に
申
し
込
む
と
、
青
年
団
員

が
餅
米
で
ヘ
ビ
を
つ
く
っ
た
り
、
男
子
の
「
器
」
を
申
し
込
み
数
だ
け
つ
く
っ

て
供
え
る
。
弁
天
様
は
霊
験
あ
ら
た
か
に
夫
婦
間
に
子
ど
も
を
授
け
る
と
い

う
。
ヘ
ビ
は
生
命
を
生
む
地
母
神
の
使
老
と
考
え
ら
れ
、
縄
文
中
期
の
土
器
な

ど
に
は
・
て
れ
を
か
た
ど
っ
た
隆
起
紋
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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G
⇒
行
人
の
墓
（
切
石
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
よ
う
に
ん

　
切
石
赤
山
神
社
の
石
段
の
横
に
、
行
人
の
墓
が
あ
っ
た
。
石
段
を
修
理
す
る

と
き
と
り
除
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
昔
、
行
人
の
夫
婦
が
ど
こ
か
ら
か
訪
れ
こ
の
赤
山
神
社
に
住
み
着
く
よ
う
に

な
っ
た
が
、
行
人
は
病
弱
の
た
め
病
床
に
ふ
し
て
い
た
。
そ
こ
で
村
の
若
者
が

夜
な
夜
な
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
も
な
く
行
人
が
病
死
す
る
と
、

行
人
の
つ
れ
は
、
粟
を
ば
ら
ま
い
て
、
「
こ
の
粟
つ
ぶ
の
数
ほ
ど
に
の
ろ
い
あ

れ
」
と
唱
え
て
、
い
ず
か
た
と
も
な
く
立
ち
さ
っ
た
と
い
う
。
行
人
の
墓
は
そ

の
供
養
の
た
め
立
て
ら
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
赤
山
神
社
の
祭
神
の
一
つ
は
、
お
天
神
様
で
あ
り
、
　
『
宗
教
と
民
俗
』
編
に

も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
怨
恨
ば
ら
い
の
神
と
も
称
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

生
ま
れ
た
伝
説
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
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e
　
く

つ
わ
虫
（
飯
富
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
武
田
信
玄
が
身
延
を
攻
め
た
と
き
、
飯
富
に
陣
を
と
っ
て
評
議
を
凝
ら
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
「
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
」
と
刀
の
つ
ば
合
わ
せ
の
よ
う
な
音
が
し

た
。　

急
い
で
外
に
出
て
み
る
と
、
く
つ
わ
虫
の
う
る
さ
い
鳴
き
声
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
信
玄
は
早
川
を
境
に
大
声
一
喝
「
こ
ち
ら
へ
来
る
な
H
」
と
叫
ん
だ

と
い
う
。
そ
れ
以
来
今
日
に
至
る
も
く
つ
わ
虫
は
下
山
に
住
む
が
、
飯
富
に
は

住
ま
な
く
な
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
な
伝
説
は
、
下
山
・
大
城
に
も
あ
る
が
、
下
山
の
場
合
は
、
武
田

の
軍
勢
が
会
議
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
く
つ
わ
虫
が
あ
ま
り
う
る
さ
く
鳴
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
い

た
め
、
そ
れ
を
怒
っ
た
と
こ
ろ
、
下
山
燧
道
の
流
れ
て
い
る
唐
沢
と
い
う
沢
か

ら
北
側
に
は
く
つ
わ
虫
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
穴
山
八
幡
の
神
様

が
く
つ
わ
虫
を
た
い
へ
ん
嫌
っ
た
た
め
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
大
城
の
場
合
は
、
遠
藤
伊
勢
守
が
あ
る
夜
学
問
を
し
て
い
る
と
、
く
つ

わ
虫
が
う
る
さ
い
の
で
怒
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
以
来
大
城
に
は
く
つ
わ
虫
が
い

な
く
な
っ
た
と
い
う
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
く
つ
わ
虫
の
、
つ
ば
合
わ
せ
に
も
似
た
鳴
き
声
か
ら
、
戦
乱
、
争
乱
を
い
み

き
ら
っ
た
民
衆
の
ね
が
い
か
ら
生
ま
れ
た
伝
説
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⇔
　
古
猫
の
踊
り
（
大
塩
）

　
上
大
塩
の
西
の
入
り
（
西
の
里
）
に
古
猫
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
こ
っ
そ
り
と

人
間
に
化
け
て
は
、
踊
り
を
踊
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
く
ざ
え
も
ん

　
こ
れ
を
当
時
の
家
主
、
佐
野
杢
左
衛
門
が
知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
野
ら

か
ら
帰
っ
て
来
て
、
流
し
台
の
様
子
を
そ
っ
と
の
ぞ
い
た
。
古
猫
は
人
間
に
化

け
、
手
ぬ
ぐ
い
を
か
ぶ
っ
て
、
釜
の
ふ
た
を
た
た
き
な
が
ら
、
　
「
早
く
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
も
く
ぐ
ビ

と
（
踊
ら
に
ゃ
）
杢
左
が
来
る
ぞ
。
」
と
く
り
か
え
し
歌
っ
て
は
踊
っ
た
。

　
杢
左
衛
門
が
猫
の
名
前
を
呼
ぶ
と
、
た
ち
ま
ち
猫
の
姿
に
も
ど
り
、
ニ
ャ
：

ソ
と
な
い
て
返
事
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
現
在
世
帯
主
は
佐
野
泉
さ
ん
で
あ
る
。

㊧
無
宿
者
の
騒
乱
（
切
石
）

　
こ
れ
は
天
保
三
年
（
お
よ
そ
一
四
〇
年
前
）
の
村
方
文
書
に
基
づ
く
実
話
で

あ
る
。
当
時
の
駿
州
往
還
の
旅
が
決
し
て
安
全
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
一
事
件
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ん
ぷ

　
江
戸
神
田
の
菓
子
店
の
奉
公
人
に
章
三
郎
と
い
う
若
者
が
い
た
。
駿
府
安
倍

川
町
の
七
兵
衛
が
抱
え
る
遊
女
・
九
重
を
誘
い
出
し
、
二
人
は
申
し
合
わ
せ
て

駿
州
往
還
を
駆
け
落
ち
し
た
。
若
者
は
大
小
二
本
を
帯
刀
し
て
武
士
を
装
い
、
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む
し
ゆ
く

駈
け
落
ち
の
途
次
、
無
宿
者
共
に
出
あ
い
、
大
小
の
刀
や
荷
物
を
は
ぎ
と
ら

れ
、
切
石
宿
に
た
ど
り
つ
き
、
名
主
宅
へ
救
い
を
求
め
た
。
名
主
は
ふ
び
ん
に

思
い
長
百
姓
を
よ
せ
て
相
談
の
結
果
、
遊
女
・
九
重
は
安
倍
川
町
の
抱
え
主
へ

　
　
　
　
　
び
ん
ぎ

引
渡
す
べ
く
便
宜
を
し
、
そ
の
間
両
人
を
名
主
宅
へ
か
く
ま
っ
て
や
る
こ
と
に

し
た
。

　
と
こ
ろ
が
風
の
便
り
に
前
記
無
宿
共
が
、
遊
女
・
九
重
を
奪
い
取
り
に
く
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
村
番
人
竜
兵
衛
、
八
日
市
場
村
兵
蔵
ほ
か
一
人
の
屈

強
者
三
人
を
頼
み
夜
番
さ
せ
た
が
、
そ
の
夜
無
宿
者
八
・
九
人
は
長
脇
差
を
帯

び
、
あ
る
い
は
鉄
砲
を
携
え
て
名
主
宅
に
踏
み
込
ん
で
狼
籍
を
は
た
ら
い
た
。

　
は
じ
め
軽
々
ひ
き
う
け
た
守
衛
三
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
深
傷
を
負
い
、
そ
の
一

人
は
そ
の
傷
が
も
と
で
死
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ん
み

　
こ
の
騒
乱
の
不
祥
事
の
た
め
、
市
川
代
官
の
吟
味
に
よ
っ
て
、
町
人
章
三
郎

は
軽
追
放
の
罪
に
、
切
石
村
役
人
は
無
宿
者
を
取
り
に
が
し
て
し
ま
っ
た
落
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
つ
と

度
を
問
わ
れ
、
名
主
は
過
料
銭
三
貫
文
、
長
百
姓
た
ち
は
「
急
度
御
叱
り
」
に

処
せ
ら
れ
る
災
難
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
旅
立
ち
に
、
家
族
と
水
盃
を
交
わ
し
た
風
習
も
決
し
て
単
な
る
儀
礼

で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
事
件
を
通
し
て
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
江
戸
時
代
の
み
な
ら
ず
、
明
治
初
期
に
も
い
え
た
こ
と
で
、
つ

ぎ
の
鰍
沢
町
遠
藤
家
の
文
書
に
も
そ
の
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
旅
行
ヒ
ス
ト
ー
ル
持
参
之
義
御
伺
（
訳
文
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
巨
摩
郡
第
三
十
一
区
　
区
長
　
遠
藤
　
聡
知

右
申
上
ゲ
奉
リ
候
、
他
国
旅
行
ノ
節
、
兼
テ
御
届
済
ミ
番
号
御
打
渡
シ
相
成
候

用
心
銃
ヒ
ス
ー
ル
夢
讐
参
之
致
シ
、
互
危
急
ノ
外
霧
禦
仕
－
度
ク

候
ハ
、
駿
州
地
二
於
テ
ハ
近
時
モ
兇
器
持
ノ
賊
ノ
為
二
殺
害
致
サ
レ
候
者
モ
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ド

之
趣
承
リ
及
ビ
恐
催
此
事
二
御
座
候
、
拠
テ
彼
地
杯
へ
旅
行
之
節
ハ
其
身
保
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

ノ
為
右
銃
持
参
致
シ
候
而
宜
敷
ク
御
座
候
哉
、
此
段
伺
ヒ
奉
リ
候
　
以
上

　
明
治
八
年
七
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
右
　
遠
藤
　
聡
知

県
令
藤
村
紫
朗
殿
代
理
　
山
梨
県
参
事
　
富
岡
敬
明
殿
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