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岩
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と
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岩
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は
じ
め
に

特
定
の
地
が
人
々
の
畏
敬
や
崇
敬
の
念
を
集
め
る
宗
教
的
場
と
し
て
成
立
し
て
く
る
上
で
、
そ
の
地
の
景
観
的
特
徴
が
及
ぼ
す
影
響
の
度
合
い
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
本
稿

は
、
坂
東
三
十
三
所
観
音
霊
場
第
十
番
と
し
て
知
ら
れ
る
東
松
山
市
大
字
岩
殿
に
所
在
す
る
通
称
「
岩
殿
観
音
」
を
取
り
上
げ
１
、
こ
こ
に
宗
教
的
場
が
成
立
し
て
き
た
前

提
条
件
と
し
て
の
こ
の
地
の
自
然
景
観
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
手
が
か
り
と
な
る
の
は
「
岩
殿
」
の
語
の
意
味
・
由
来
で
、
そ
れ
が

こ
の
岩
殿
山
の
山
容
・
景
観
に
由
来
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

寺
社
の
縁
起
な
ど
で
は
、
宗
教
的
権
威
を
造
り
出
す
た
め
に
、
実
在
・
架
空
を
問
わ
ず
有
名
・
無
名
の
人
物
の
故
事
な
ど
そ
の
地
を
め
ぐ
る
人
的
・
社
会
的
由
緒
が
語
ら

れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
意
味
も
無
視
で
き
な
い
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
後
に
そ
の
地
を
占
め
た
寺
社
な
ど
の
縁
起
創
作
に
当
っ
て
捏
造
さ
れ
た
濫
觴
説
話
に
す
ぎ
な
い
場
合

も
多
く
、
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
特
定
の
信
仰
が
成
立
し
て
き
た
理
由
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
重
要
で

あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
課
題
と
し
て
い
る
の
は
そ
こ
に
特
定
の
宗
教
が
成
立
し
て
来
る
に
先
立
つ
問
題
で
、
何
故
そ
の
地
が
宗
教
的
場
と
な
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
宗
教
的
場
成
立
の
始
源
を
め
ぐ
る
課
題
に
お
い
て
は
、
そ
の
地
の
自
然
的
特
色
や
景
観
等
、
自
然
条
件
に
起
因
し
て
生
じ
る
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
当
該
の
岩
殿
山
信
仰
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
課
題
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
確
実
な
史
料
的
根
拠
を
見
出
せ
な
い
鎌
倉
時
代
以
前
の
岩
殿
山
信
仰
を
展
望
す

る
こ
と
に
も
、
ま
た
こ
の
地
に
仏
教
的
解
釈
が
成
立
し
て
く
る
以
前
の
言
わ
ば
元
始
岩
殿
山
信
仰
に
ま
で
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
に
も
な
る
と
考
え
て
い
る
。
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ま
ず
、
東
松
山
市
大
字
岩
殿
に
あ
る
坂
東
三
十
三
所
観
音
霊
場
第
十
番
と
さ
れ
て
い
る
通
称
「
岩
殿
観
音
」「
岩
殿
山
」
に
お
け
る
「
岩
殿
」
の
名
称
の
確
実
な
使
用
例
が

い
つ
頃
ま
で
遡
り
う
る
か
、
ふ
れ
て
お
こ
う
。
こ
こ
は
、
現
在
の
坂
東
三
十
三
所
観
音
の
案
内
書
な
ど
で
は
「
巌
殿
山
正
法
寺
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
２

、
こ
の
場

合
「
巌
殿
山
」
は
山
号
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
正
法
寺
」
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
別
当
寺
と
し
て
こ
の
地
を
代
表
し
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
巌
殿
山
正
法

寺
」
の
名
称
は
中
世
の
確
実
な
史
料
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
鎌
倉
期
の
史
料
で
確
認
で
き
る
の
は
「
岩
殿
寺
」
の
呼
称
で
あ
る
。
岩
殿
観
音
の
境
内
に
あ
っ

た
「
正
嘉
元
年
丁
巳
八
月
彼
岸
第
三
」
の
日
付
け
の
あ
る
古
碑
に
は
「
岩
殿
寺　

衆
徒
敬
白
」
と
あ
り
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
四
月
九
日
正
法
寺
鐘
銘
に
も
「
岩
殿
寺
」

と
あ
る
３
。
こ
こ
で
は
「
岩
殿
」
は
山
号
で
は
な
く
寺
号
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
次
に
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
岩
殿
合
戦
に
関
す
る
軍
忠
状
４
か
ら
「
武
州
岩
波
（
殿
）

山
御
合
戦
」（
貞
治
二
年
十
月
「
中
村
貞
行
軍
忠
状
写
」）・「
石
殿
山
属
当
御
手
候
」（
貞
治
二
年
十
一
月
「
畑
野
常
全
軍
忠
状
」）
と
あ
っ
て
、
岩
（
石
）
殿
山
の
名
称
が
確

認
で
き
る
。
ま
た
住
人
が
自
分
（
達
）
の
住
所
を
指
す
場
合
の
言
い
方
と
し
て
南
北
朝
期
以
来
「
比
企
の
岩
殿
」
の
語
の
使
用
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
も
続

い
て
い
る
。
山
号
に
つ
い
て
は
鎌
倉
期
に
禅
宗
寺
院
で
使
い
始
め
る
と
さ
れ
て
い
る
が
５

、
こ
の
地
で
は

鎌
倉
期
に
ま
だ
山
号
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
寺
号
「
岩
殿
寺
」
使
用
の
前
提
に
は
、

既
に
鎌
倉
期
に
は
「
岩
殿
」
或
は
「
岩
殿
山
」
の
地
名
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、「
岩
殿
」
地
名
成

立
は
さ
ら
に
以
前
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
地
に
宗
教
的
場
が
成
立
し
て
き
た
の
は
、
こ
の
山
塊
の
在
り
方
と
、
そ
の
主
峰
と
も
い
え
る
岩
殿

山
の
山
容
・
景
観
が
周
囲
の
諸
地
域
か
ら
特
別
視
さ
れ
る
条
件
を
成
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
か
ら
と
考
え

ら
れ
る
。
岩
殿
観
音
の
所
在
す
る
地
域
は
、
行
政
区
域
上
で
は
、
か
つ
て
の
比
企
郡
岩
殿
村
に
あ
た
り
現

在
は
東
松
山
市
大
字
岩
殿
と
な
っ
て
い
る
が
、
地
形
学
上
の
概
念
と
し
て
の
「
岩
殿
丘
陵
」
の
範
囲
に
照

ら
し
て
み
る
と
、
そ
の
一
部
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
岩
殿
地
域
は
地
形
学
上
の

地
域
区
分
と
し
て
は
岩
殿
丘
陵
（
比
企
南
丘
陵
と
も
い
う
）
東
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
６
。
こ
の
地
は
、

北
側
・
南
側
の
低
地
或
い
は
東
側
の
台
地
に
立
地
す
る
村
々
か
ら
見
る
と
高
く
な
っ
て
お
り
、
山
塊
の
よ

う
に
見
え
る
。
特
に
北
側
の
都
幾
川
低
地
や
南
側
に
あ
る
越
辺
川
低
地
の
方
と
は
標
高
差
が
明
瞭
で
、
一

段
と
高
く
見
え
山
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
た
く
さ
ん
の
谷
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
地
域

全
体
に
対
し
て
特
に
九つ

十く

九も

谷
と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
湧
き
出
し
た
水
を
集
め
南
流
し
て
外

部
に
流
れ
出
る
川
は
九
十
九
川
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
か
ら
特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
明
治
末
・
大
正
初
年
頃
に
都
幾
川
低
地

〈図１〉　『武蔵野話』所載　苦林村の方から見た岩殿山
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に
立
地
す
る
下
唐
子
で
幼
少
期
を
過
ご
し
た
児
童
文
学
者
打
木
村
治
（
一
九
〇
四
年
生
れ
）
が
そ
の
経
験
を
踏
ま
え
て
著
述
し
た
『
天
の
園
』
か
ら
も
窺
え
る
７

。
主
人
公
は
岩

殿
丘
陵
の
北
側
都
幾
川
低
地
の
下
唐
子
に
住
む
河
北
保
少
年
で
、
そ
の
小
学
校
一
年
か
ら
川
越
中
学
受
験
ま
で
の
六
年
間
の
物
語
で
あ
る
が
、
こ
の
地
が
悪
龍
退
治
伝
説
の

あ
る
深
山
幽
谷
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
地
形
的
特
徴
は
、
周
囲
か
ら
こ
の
地
域
を
特
別
視
す
る
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
地
に
信
仰
対
象
が
見
出
さ
れ
、
宗
教
的
場
が
成
立
し
て
き
た
前
提
条
件
を
な
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
、
近
世
以
前
こ
の
山
塊
の
中
の
幾
つ
か
の
場
所
に
山
岳
仏
教
的
解
釈
に
よ
る
幾
つ
も
の
信
仰
対
象
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
き
た
が
８
、
特
に
基
軸
と
な
る
岩
殿
観
音
信
仰
設
定
の
由
来
は
そ
の
中
の
主
峰
と
意
識
さ
れ
て
い
た
岩
殿
山
（
現
在
「
物
見
山
」
と
さ
れ
る
）
に
あ
り
、「
岩
殿
」
名
称
も

こ
の
山
の
景
観
的
特
徴
か
ら
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
岩
殿
山
の
右
手
奥
（
参
道
側
か
ら
見
て
）
に
あ
る
〝
大
峯
の
台
〟（「
台
」
は
、〝
だ
い
〟
ま
た
は
〝
う
て
な
〟
と
読
む
）
と
呼
ば
れ
た
峰
は
標
高
一
三
九
メ
ー
ト
ル
あ
っ
て

岩
殿
山
よ
り
も
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高
く
９
、
か
つ
て
は
こ
の
地
域
の
修
験
者
達
の
国
峯
修
行
の
場
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
岩
殿
山
（
物
見
山
）
が
こ
の
山
塊
の
主
峰
と
見
な

さ
れ
て
い
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
山
塊
の
主
峰
に
ふ
さ
わ
し
い
威
容
を
備
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
地
名
が
付
け
ら
れ
た
の
も
こ
の
山
容
・
景
観
に
由

来
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
地
が
宗
教
的
場
所
と
な
っ
た
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
章
「
岩
殿
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て

（
一
）　「
岩
殿
」
の
語
源
に
関
す
る
諸
説

こ
の
地
の
通
称
「
岩
殿
観
音
」
に
お
け
る
「
岩
殿
」
の
語
は
本
来
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
著
作
の
中
に
こ
の
点
を
論
じ
る
記
述
を

探
し
て
も
、
管
見
の
限
り
で
は
正
面
か
ら
十
分
な
形
で
説
明
し
て
き
た
も
の
を
見
出
す
の
は
難
し
い
が
、
近
世
の
縁
起
・
紀
行
文
等
に
あ
る
程
度
言
及
し
た
も
の
を
み
る
こ

と
は
で
き
る
。
そ
れ
ら
と
現
在
の
景
観
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
三
説
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
）
本
堂
を
始
め
と
す
る
諸
建
築
物
と
門
前
町
の
所
在
す
る
町
域
全
体
が

岩
山
の
中
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
立
地
環
境
等
の
特
徴
に
由
来
す
る
と
す
る
説
。
Ｂ
）
本
堂
の
あ
る
敷
地
は
岩
山
を
削
っ
て
造
成
さ
れ
た
も
の
で
、
本
堂
背
後
三
方
を

垂
直
な
岩
壁
が
取
り
囲
む
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
景
観
に
由
来
す
る
と
す
る
説
。
Ｃ
）
本
堂
の
背
後
左
方
に
聳
え
る
岩
殿
山
（
現
在
の
物
見
山
）
の
山
容
や
景
観
に
由

来
す
る
と
す
る
説
。

Ａ
・
Ｂ
両
説
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
津
田
大
浄
（
十
方
庵
敬
順
）
の
『
遊
歴
雑
記
』（
五
編
十
五
冊
、
文
化
九
年
～
文
政
十
一
年
）10

中
に
「
比
企
郡
岩
殿
の
観
世

音
」
の
項
目
で
残
さ
れ
て
い
る
次
の
記
録
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
読
点
は
磯
貝
）。
こ
の
著
作
の
「
初
篇
上
」
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
の
こ
と
な

の
で
、
彼
が
訪
れ
た
の
は
そ
れ
よ
り
前
の
こ
と
と
な
る
。

ま
ず
、
東
松
山
市
大
字
岩
殿
に
あ
る
坂
東
三
十
三
所
観
音
霊
場
第
十
番
と
さ
れ
て
い
る
通
称
「
岩
殿
観
音
」「
岩
殿
山
」
に
お
け
る
「
岩
殿
」
の
名
称
の
確
実
な
使
用
例
が

い
つ
頃
ま
で
遡
り
う
る
か
、
ふ
れ
て
お
こ
う
。
こ
こ
は
、
現
在
の
坂
東
三
十
三
所
観
音
の
案
内
書
な
ど
で
は
「
巌
殿
山
正
法
寺
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
２

、
こ
の
場

合
「
巌
殿
山
」
は
山
号
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
正
法
寺
」
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
別
当
寺
と
し
て
こ
の
地
を
代
表
し
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
巌
殿
山
正
法

寺
」
の
名
称
は
中
世
の
確
実
な
史
料
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
鎌
倉
期
の
史
料
で
確
認
で
き
る
の
は
「
岩
殿
寺
」
の
呼
称
で
あ
る
。
岩
殿
観
音
の
境
内
に
あ
っ

た
「
正
嘉
元
年
丁
巳
八
月
彼
岸
第
三
」
の
日
付
け
の
あ
る
古
碑
に
は
「
岩
殿
寺　

衆
徒
敬
白
」
と
あ
り
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
四
月
九
日
正
法
寺
鐘
銘
に
も
「
岩
殿
寺
」

と
あ
る
３
。
こ
こ
で
は
「
岩
殿
」
は
山
号
で
は
な
く
寺
号
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
次
に
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
岩
殿
合
戦
に
関
す
る
軍
忠
状
４
か
ら
「
武
州
岩
波
（
殿
）

山
御
合
戦
」（
貞
治
二
年
十
月
「
中
村
貞
行
軍
忠
状
写
」）・「
石
殿
山
属
当
御
手
候
」（
貞
治
二
年
十
一
月
「
畑
野
常
全
軍
忠
状
」）
と
あ
っ
て
、
岩
（
石
）
殿
山
の
名
称
が
確

認
で
き
る
。
ま
た
住
人
が
自
分
（
達
）
の
住
所
を
指
す
場
合
の
言
い
方
と
し
て
南
北
朝
期
以
来
「
比
企
の
岩
殿
」
の
語
の
使
用
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
も
続

い
て
い
る
。
山
号
に
つ
い
て
は
鎌
倉
期
に
禅
宗
寺
院
で
使
い
始
め
る
と
さ
れ
て
い
る
が
５

、
こ
の
地
で
は

鎌
倉
期
に
ま
だ
山
号
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
寺
号
「
岩
殿
寺
」
使
用
の
前
提
に
は
、

既
に
鎌
倉
期
に
は
「
岩
殿
」
或
は
「
岩
殿
山
」
の
地
名
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、「
岩
殿
」
地
名
成

立
は
さ
ら
に
以
前
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
地
に
宗
教
的
場
が
成
立
し
て
き
た
の
は
、
こ
の
山
塊
の
在
り
方
と
、
そ
の
主
峰
と
も
い
え
る
岩
殿

山
の
山
容
・
景
観
が
周
囲
の
諸
地
域
か
ら
特
別
視
さ
れ
る
条
件
を
成
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
か
ら
と
考
え

ら
れ
る
。
岩
殿
観
音
の
所
在
す
る
地
域
は
、
行
政
区
域
上
で
は
、
か
つ
て
の
比
企
郡
岩
殿
村
に
あ
た
り
現

在
は
東
松
山
市
大
字
岩
殿
と
な
っ
て
い
る
が
、
地
形
学
上
の
概
念
と
し
て
の
「
岩
殿
丘
陵
」
の
範
囲
に
照

ら
し
て
み
る
と
、
そ
の
一
部
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
岩
殿
地
域
は
地
形
学
上
の

地
域
区
分
と
し
て
は
岩
殿
丘
陵
（
比
企
南
丘
陵
と
も
い
う
）
東
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
６
。
こ
の
地
は
、

北
側
・
南
側
の
低
地
或
い
は
東
側
の
台
地
に
立
地
す
る
村
々
か
ら
見
る
と
高
く
な
っ
て
お
り
、
山
塊
の
よ

う
に
見
え
る
。
特
に
北
側
の
都
幾
川
低
地
や
南
側
に
あ
る
越
辺
川
低
地
の
方
と
は
標
高
差
が
明
瞭
で
、
一

段
と
高
く
見
え
山
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
た
く
さ
ん
の
谷
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
地
域

全
体
に
対
し
て
特
に
九つ

十く

九も

谷
と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
湧
き
出
し
た
水
を
集
め
南
流
し
て
外

部
に
流
れ
出
る
川
は
九
十
九
川
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
か
ら
特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
明
治
末
・
大
正
初
年
頃
に
都
幾
川
低
地

〈図１〉　『武蔵野話』所載　苦林村の方から見た岩殿山
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「
…
是
よ
り
い
よ
ゝ
ゝ
右
へ
付
て
爪
先
さ
が
り
に
山
の
裾
を
行
事
凡
半
道
に
し
て
千
日
堂
の
ま
へ
に
至
る
、
是
よ
り
左
へ
僅
に
し
て
岩
殿
の
町
口
た
り
、
爰
よ
り
観
音
前
石

坂
際
ま
で
三
町　

そ
の
間
両
側
に
ハ
家
居
立
な
ら
び
、
な
お
町
の
半
を
過
て
よ
り
泊
店
あ
り
、
酒
食
を
ひ
さ
く
家
あ
り
て
肆
店
す
く
な
か
ら
ず
、
旅
店
ハ
門
前
に
五
六
軒
粒

だ
ち
し
、
中
に
も
石
坂
下
左
り
側
な
る
橘
屋
文
蔵
と
か
や
、
家
居
よ
し
と
聞
伝
え
て
そ
の
家
に
旅
泊
せ
り
、
…
頓
て
二
階
に
憩
ひ
窓
さ
し
覗
け
バ
、
東
の
方
の
ミ
打
は
れ
、

南
西
北
の
三
方
ハ
必
至
と
山
つ
ら
な
り
、
洞
中
に
入
る
が
如
き
袋
谷
の
思
ひ
そ
せ
ら
る
」

「
一　

此
土
地
一
体
に
ミ
な
巌
石
た
り
、
む
か
し
ハ
岩
に
て
や
あ
り
け
ん
岩
殿
と
称
せ
り
、
さ
れ
ば
町
の
入
口
よ
り
爪
先
あ
が
り
に
観
音
の
方
次
第
に
高
く
、
坂
際
ま
で
ハ

弐
丈
余
も
自
然
に
登
る
べ
し
、
既
に
観
音
の
山
と
い
ふ
ハ
、
南
西
北
の
三
方
ハ
石
山
の
高
さ
四
五
丈
も
あ
ら
ん
必
至
と
囲
ひ
、
僅
に
南
方
の
山
間
に
の
ミ
月
の
輪
等
へ
通
ふ

間
道
あ
り
て
、
三
方
は
く
る
り
と
取
ま
ハ
し
、
石
山
の
懐
ろ
に
い
る
が
如
し
、
岩
殿
と
号
け
し
も
む
へ
な
る
哉
、
扨
観
音
堂
ハ
山
上
に
東
面
し
て
、
六
間
四
面
石
坂
二
重
に

し
て
八
十
五
階
あ
り
、
此
土
地
ハ
地
輪
よ
り
天
然
の
石
山
に
し
て
土
砂
少
な
し
と
雖
、
年
古
し
諸
木
ハ
岩
頭
に
根
を
か
ら
ミ
、
或
ハ
根
あ
が
り
の
如
く
成
木
し
、
枝
を
た
ハ

め
垂
茂
せ
し
風
情
は
作
る
と
も
い
か
で
及
ば
ん
、
樹
々
の
枝
振
の
絶
妙
又
類
ひ
な
し
、
既
に
石
段
を
登
り
尽
し
、
数
十
歩
に
し
て
観
音
堂
に
い
た
る
、
…
…
」

彼
は
、
参
道
左
側
奥
石
坂
下
（
階
段
下
）
に
あ
る
橘
屋
に
宿
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
二
階
か
ら
覗
い
て
、
参
道
入
口
か
ら
観
音
堂
下
ま
で
の
東
方
向
の
み
が
開
け
残
り
の

南
西
北
の
三
方
が
山
、
と
い
う
地
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
印
象
を
深
く
し
て
こ
の
地
を
「
洞
中
」
と
か
「
袋
谷
」
と
か
の
語
で
表
現
し
て
い
る
。「
此
土
地
一
体
に
ミ
な
巌

石
た
り
、
む
か
し
ハ
岩
に
て
や
あ
り
け
ん
、
岩
殿
と
称
せ
り
」
と
の
記
述
は
、
こ
の
地
が
も
と
岩
（
山
）
で
あ
っ
た
所
が
切
り
開
か
れ
て
出
来
た
も
の
で
、
岩
殿
の
呼
称
も

そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
地
を
訪
れ
た
時
に
発
せ
ら
た
感
想
的
な
意
見
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
厳
密
な
定

義
と
し
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
Ａ
説
を
述
べ
た
も
の
と
み
て
お
こ
う
。
こ
の
説
は
漠
然
と
こ
の
地
域
一
帯
が
元
は
巌
石
で
あ
っ
た
所
を
切
り
開
い
た

も
の
で
あ
る
と
見
て
の
上
で
の
感
想
的
意
見
で
あ
る
が
、「
岩
殿
」
の
語
は
も
っ
と
限
定
さ
れ
た
所
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
後
述
す
る
。

次
に
、「
既
に
観
音
の
山
と
い
ふ
ハ
、
南
西
北
の
三
方
ハ
石
山
の
高
さ
四
五
丈
も
あ
ら
ん
必
至
と
囲
ひ
、
僅
に
南
方
の
山
間
に
の
ミ
月
の
輪
等
へ
通
ふ
間
道
あ
り
て
、
三
方

は
く
る
り
と
取
ま
ハ
し
、
石
山
の
懐
ろ
に
い
る
が
如
し
、
岩
殿
と
号
け
し
も
む
へ
な
る
哉
、」
の
記
述
は
、
観
音
堂
の
敷
地
が
、
南
西
北
の
三
方
が
高
さ
四
五
丈
も
あ
る
石
壁

に
囲
ま
れ
て
い
る
姿
を
現
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
三
方
は
く
る
り
と
取
ま
ハ
し
、
石
山
の
懐
ろ
に
い
る
が
如
し
、
岩
殿
と
号
け
し
も

む
へ
な
る
哉
」
と
述
べ
て
い
る
点
も
、
厳
密
な
定
義
と
し
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
岩
殿
」
の
語
が
成
立
し
た
理
由
に
及
ん
だ
も
の
と
受
け
取
れ
る
の
で
、
一
応

Ｂ
説
と
し
て
挙
げ
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
三
方
が
石
山
に
囲
ま
れ
、
石
山
の
懐
に
懐
か
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所
で
あ
る
こ
と
が
岩
殿
の
語
が
付
け
ら
れ
た
理
由
で
は
な
い

か
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
厳
密
な
論
議
の
俎
上
で
の
説
で
は
な
く
、
当
地
に
訪
れ
た
時
の
感
想
的
な
も
の
と
し
て
書
き
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

十
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
「
岩
殿
」
の
語
源
に
つ
い
て
の
理
解
の
一
つ
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
な
お
、「
岩
殿
」
の
語
の
由
来
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
は
な

い
が
、
次
の
記
述
は
岩
殿
山
の
山
容
・
景
観
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
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「
一　

本
堂
の
後
ろ
山
ハ
い
よ
ゝ
ゝ
高
き
巌
石
に
て
、
屏
風
を
立
し
如
き
数
丈
の
絶
嶮
な
り
、
此
頂
上
よ
り
登
臨
す
れ
バ
、
秩
父
の
山
々
程
近
く
波
濤
の
如
く
西
南
に
つ
ら

な
り
、
唯
四
望
皓
然
と
し
て
目
に
障
る
も
の
な
く
絶
景
又
類
ひ
な
し
、
東
南
の
方
幽
に
丸
く
白
く
見
ゆ
る
ハ
品
川
の
海
と
な
ん
、
頓
て
絶
壁
を
下
り
土
瓶
取
出
し
一
煎
（
前

火
）
せ
ば
や
と
、
先
清
水
手
に
掬
し
こ
こ
ろ
見
る
に
白
く
濁
り
、
一
煎
し
見
る
に
茶
の
好
味
を
失
ふ
、
此
土
地
一
円
井
戸
な
く
水
に
乏
し　

…
…
」

こ
の
「
本
堂
の
後
ろ
山
」
と
し
て
説
明
に
及
ん
で
い
る
山
こ
そ
岩
殿
山
の
こ
と
で
、「
い
よ
ゝ
ゝ
高
き
巌
石
に
て
、
屏
風
を
立
し
如
き
数
丈
の
絶
嶮
な
り
」
と
い
う
山
容
、

ま
た
そ
こ
か
ら
の
眺
望
を
述
べ
て
い
る
点
は
、「
岩
殿
」
の
地
名
の
理
由
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
所
を
伝
え

る
記
述
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
津
田
大
浄
は
、
こ
の
「
高
き
巌
石
」「
屏
風
を
立
し
如
き
数
丈
の
絶
嶮
な
り
」
と
い
う
山
容
を
「
岩
殿
」
の
語
源
に
関
わ
る

も
の
と
し
て
提
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
が
訪
れ
た
十
九
世
紀
前
期
に
は
ま
だ
こ
の
景
観
的
特
徴
が
よ
く
残
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
山
容
こ
そ
「
岩
殿
」

の
語
が
付
け
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
こ
と
は
（
Ｃ
説
）、
後
述
の
如
く
で
あ
る
。

Ｂ
説
は
、
現
在
の
本
堂
の
あ
る
敷
地
が
岩
山
を
削
っ
て
造
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
景
観
に
着
目
し
た
説
で
あ
る
。
今
日
で
も
、
岩
殿
観
音

を
訪
れ
る
と
岩
山
を
削
っ
て
本
堂
の
あ
る
敷
地
（
＝
堂
敷
）
が
造
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
そ
の
本
堂
背
後
を
取
り
巻
く
垂
直
に
切
り
立
っ
た
岩
肌
の
景
観
に
は

迫
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
或
い
は
「
岩
殿
」
の
意
味
も
そ
こ
か
ら
来
た
の
で
は
と
思
え
て
く
る
の
は
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
成
り
立
た
な

い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
削
平
作
業
に
よ
っ
て
現
在
の
敷
地
が
造
成
さ
れ
た
の
は
十
八
世
紀
後
半
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
天
明

六
年
（
一
七
八
六
）
四
月
二
十
日
に
こ
の
地
を
訪
れ
た
江
戸
の
国
学
者
奈
佐
勝か
つ

皐た
か

の
旅
日
記
『
山
吹
日
記
』11

か
ら
知
り
う
る
。

「
仏
殿
い
と
久
し
く
盛
（
成
）
て
朽
損
し
た
り
と
て
造
立
の
く
は
た
て
有
て
匠
人
ら
あ
ま
た
あ
つ
ま
れ
り
。
堂
の
前
は
深
き
谷
に
て
あ
り
し
を
、
そ
の
む
き
を
あ
ら
た
め
て

坂
路
の
ま
む
か
ひ
に
せ
む
と
思
へ
と
、
山
き
は
せ
ま
り
て
さ
は
成
か
た
け
れ
ば
、
南
の
方
な
る
石
山
の
高
さ
三
丈
余
り
の
程
を
き
り
崩
し
て
平
ら
か
に
な
し
た
る
に
、
谷
は

そ
の
切
く
つ
に
埋
れ
て
す
へ
て
一
つ
ら
に
こ
そ
成
に
た
れ
。
そ
れ
に
い
と
け
ふ
（
う
）
の
こ
と
こ
そ
あ
れ
。
い
は
ほ
を
切
崩
し
た
る
い
と
も
し
も
の
か
た
よ
り
い
た
ら
貝
の

三
つ
四
つ
な
む
出
た
る
は
け
に
は
か
り
し
る
ま
し
き
こ
と
か
な
。
此
わ
た
り
よ
り
海
に
は
こ
よ
な
く
遠
き
か
う
へ
、
か
ゝ
る
大
磐
石
の
う
ち
に
こ
も
れ
り
け
る
こ
と
か
へ
す

か
へ
す
も
い
と
あ
や
し
き
事
そ
か
し
。
い
か
に
そ
や
窮
理
の
学
者
の
説
こ
そ
聞
か
ま
ほ
し
け
れ
。」

こ
れ
に
よ
る
と
、
以
前
の
本
堂
は
石
階
段
か
ら
登
っ
て
く
る
方
向
に
向
い
て
な
く
、
こ
れ
よ
り
少
し
前
に
な
さ
れ
た
造
成
工
事
で
敷
地
を
広
く
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
階
段

を
登
っ
て
き
た
方
向
に
本
堂
正
面
を
向
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
工
事
こ
そ
現
在
の
状
態
・
景
観
を
造
り
出
し
た
も
の
で
、
岩
山
を
切
り
崩
し
、

そ
の
工
事
で
出
た
岩
石
・
土
砂
を
谷
間
に
埋
め
て
現
在
の
よ
う
な
広
さ
を
持
つ
敷
地
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
本
堂
背
後
の
迫
力
が
あ
っ
て
危
険
で
も
あ
る
切
り

立
っ
た
岩
肌
は
基
本
的
に
こ
の
工
事
の
結
果
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
以
前
の
本
堂
が
ど
ち
ら
を
向
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
ま
で
言
及
は
な
い
が
、
既
に
明

ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
こ
の
地
は
、
鎌
倉
初
頭
比
企
判
官
の
館
が
あ
っ
た
高
本
山
か
ら
ほ
ぼ
真
南
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
館
か
ら
南
に
伸
び
て
こ
の
地
に
通
じ
る
参
道

に
正
対
し
て
い
た
（
す
な
わ
ち
北
対
し
て
い
た
）
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
工
事
と
そ
の
後
の
本
堂
再
建
に
よ
っ
て
現
在
の
よ
う
な
北
東
に
正
対
す
る
形
（
今
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の
参
道
は
南
西
に
向
か
う
形
に
な
っ
て
い
る
）
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
奈
佐
勝
皐
が
訪
れ
た
天
明
六
年
四
月
二
十
日
に
あ
っ
て
は
、
敷
地
の
造
成
は
ほ
ぼ
成
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
朽
損
し
た
仏
殿
に
替
わ
る
建
物
を
建
て
よ

う
と
し
て
「
匠
人
ら
」
が
あ
ま
た
集
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
前
に
本
堂
の
敷
地
が
狭
か
っ
た
た
め
に
岩
山
を
切
り
崩
し
そ
の
切
り
屑
で
谷
を
埋
め
る

作
業
が
な
さ
れ
そ
れ
は
一
応
完
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
工
事
が
一
応
完
成
し
た
の
は
彼
が
訪
れ
た
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
か
ら
み
て
以
前
の
こ
と
な
の
で
、
そ

の
工
事
に
着
手
し
た
の
は
も
っ
と
前
の
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
完
成
時
期
は
天
明
六
年
四
月
二
十
日
よ
り
前
で
は
あ
る
が
そ
う
遠
く
は
な
い
と
思
わ
れ
、
天
明
年
間
に

入
っ
て
か
ら
で
あ
る
可
能
性
は
高
く
な
る
。
工
事
着
手
時
期
は
天
明
初
年
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
少
し
前
で
あ
る
可
能
性
も
残
る
が
、
大
局
的
に
見
て
、
天
明
年
間
を
大
き
く

遡
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
前
述
の
様
に
「
岩
殿
」
の
地
名
は
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
の
「
岩
殿
寺
」
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
認
で
き
、
平
安
時
代
あ
る
い
は
さ
ら
に
古
く

遡
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、「
岩
殿
」
の
語
源
を
、
岸
壁
を
削
り
だ
す
造
成
工
事
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
景
観
に
求
め
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
巌
を
切
崩
し
た
中
か
ら
「
い
た
ら
貝
」
の
化
石
が
三
・
四
つ
出
て
き
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
江
戸
の
国
学
者
奈
佐
勝
皐
は
、
こ
の
地
が
海

か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
貝
の
化
石
が
「
大
磐
石
」
の
中
に
籠
っ
て
い
た
こ
と
を
「
か
へ
す
か
へ
す
も
い
と
あ
や
し
き
事
そ
か
し
」
と
不
思
議
が
り
、

「
窮
理
の
学
者
の
説
こ
そ
聞
か
ま
ほ
し
け
れ
」
と
述
べ
て
い
る
。
現
在
は
こ
の
分
野
の
研
究
が
進
み
、
岩
殿
丘
陵
の
地
質
に
関
す
る
「
窮
理
の
学
者
の
説
」
を
聞
く
こ
と
が
出

来
る
。
筆
者
は
こ
の
岩
殿
丘
陵
の
一
角
葛
袋
に
あ
る
「
東
松
山
市
化
石
と
自
然
の
体
験
館
」
で
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た 
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。
こ
の
辺
り
一
帯
の
地
層
は
都
幾
川
層
群
と
云

い
、
今
か
ら
一
五
〇
〇
万
年
前
か
ら
一
〇
〇
〇
万
年
前
に
海
底
で
で
き
た
地
層
か
ら
な
り
、
古
い
順
に
神
戸
層
、
根
岸
層
、
将
軍
沢
層
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
上
に
鳩
山
層
・

今
宿
層
が
の
っ
て
い
る
こ
と
（
さ
ら
に
神
戸
層
の
下
に
は
荒
川
層
が
あ
る
が
そ
の
間
は
不
整
合
だ
と
の
こ
と
）、
貝
化
石
の
出
土
し
た
層
は
根
岸
層
（
一
五
〇
〇
万
年
前
～

一
二
五
〇
万
年
前
）
か
将
軍
沢
層
（
一
二
五
〇
万
年
前
～
一
一
〇
〇
万
年
前
）
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。

Ｃ
説
と
し
て
は
、
亮
盛
編
集
『
坂
東
三
十
三
所
觀
音
靈
場
記
巻
之
四
』
の
第
十
番
の
「
武
蔵
国
比
企
巌
殿
」
の
記
述
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る 

13

。
こ
の
書
が
発
行
さ
れ

た
の
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
年
の
こ
と
な
の
で
、
編
者
亮
盛
が
こ
の
地
を
訪
れ
史
料
採
集
し
た
の
は
そ
れ
以
前
の
こ
と
と
な
り
前
述
の
紀
行
文
二
つ
よ
り
は
古
い
。

縁
起
中
の
次
の
説
話
の
成
立
は
さ
ら
に
十
八
世
紀
前
半
に
遡
り
う
る
。

「
△
第
十
番
武
蔵
國
比
企
岩
殿

岩
殿
開
山
因
由
○
比
企
郡
岩
殿
山
正
法
寺
ハ
。
舊
神
仙
遊
栖
ノ
地
ニ
シ
テ
。
遠
ク
塵
境
ヲ
阻
チ
。
玄
ニ
人
跡
ヲ
絶
ノ
幽
洞
ナ
リ
。
壘
岩
壁
立
シ
テ
四
望
樓
閣
ノ
如
ナ
レ
バ
。

土
人
稱
シ
テ
岩
殿
山
ト
云
。
常
ニ
奇
雲
山
ノ
頂
ヲ
覆
ヒ
。
時
ニ
靈
光
艸
林
ヲ
照
ス
。
有
信
ノ
者
ハ
稀
ニ
音
楽
ヲ
聞
。
又
遙
ニ
諸
天
薩
埵
ノ
影
向
ヲ
拝
ス
。
一
時
精
行
ノ
道

人
來
リ
。
老
若
男
女
ヲ
教
導
シ
テ
。
四
月
ヨ
リ
七
月
迄
ノ
間
。
心
ニ
信
テ
一
七
・
二
七
ノ
日
ヲ
限
リ
。
沐
浴
潔
齋
シ
テ
此
ノ
山
ニ
登
リ
。
年
中
ノ
災
厄
ヲ
祓
フ
ノ
事
ト
ス
。

此
ノ
善
行
終
ニ
土
地
ノ
例
式
ト
成
ヌ
。
是
レ
岩
殿
登
陟
ノ
權
與
な
り
。
今
寶
前
ニ
於
テ
長
日
行
法
ノ
外
ニ
。
毎
歳
一
夏
ノ
間
除
厄
ノ
祈
禱
ㇳ
稱
シ
テ
。
一
百
座
ノ
觀
音
供
養
法
ヲ
修
ス
ル
コ

ト
ア
リ
。
是
ソ
ノ
古
代
ノ
餘
風
ナ
リ
ト
云
。」
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文
章
全
体
と
し
て
は
こ
の
地
を
権
威
づ
け
荘
厳
化
す
る
た
め
の
過
剰
な
表
現
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
「
常
ニ
奇
雲
山
ノ
頂
ヲ
覆
ヒ
、
時
ニ
靈
光
艸
林
ヲ
照
ス
。
有
信
ノ
者

ハ
稀
ニ
音
楽
ヲ
聞
。
又
遙
ニ
諸
天
薩
埵
ノ
影
向
ヲ
拝
ス
。」
な
ど
の
表
現
は
架
空
・
仮
想
の
話
と
い
っ
た
方
が
良
い
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
が
、「
壘
岩
壁
立
シ
テ
四
望
樓
閣

ノ
如
ナ
レ
バ
。
土
人
稱
シ
テ
岩
殿
山
ト
云
」
と
い
う
部
分
は
、
荘
厳
化
さ
れ
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
山
容
や
景
観
上
の
事
実
を
踏
ま
え
て
岩
殿
山
の
名
称
の
由
来
に

及
ん
だ
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
地
の
人
々
が
「
岩
殿
山
」
と
い
う
呼
称
を
付
け
た
理
由
と
し
て
「
壘
岩
壁
立
シ
テ
四
望
樓
閣
ノ
如
」
し
と
い
う
景
観
上

の
特
徴
＝
山
容
を
挙
げ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
縁
起
成
立
期
は
既
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
十
八
世
紀
前
半
頃
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
記
述
は
さ
ら
に
古
く
か
ら
伝

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
の
記
述
が
Ａ
・
Ｂ
に
比
べ
て
少
な
く
と
も
半
世
紀
或
は
も
っ
と
古
い
景
観
・
山
容
の
実
態
を
反
映
し
て

い
る
可
能
性
は
高
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
岩
殿
山
」
の
名
称
も
そ
の
よ
う
な
山
容
・
景
観
上
の
特
徴
が
、〝
岩
の
楼
閣
〟
或
い
は
〝
岩
の
高
殿
〟、〝
岩
の
御
殿
〟
な
ど
に
譬

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
岩
殿
山
の
「
屏
風
を
立
て
た
」
よ
う
な
「
高
き
巌
石
」
が
造
り
出
す
山
容
が
「
岩

殿
」
の
語
源
だ
と
考
え
る
Ｃ
説
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
点
は
他
地
域
の
「
岩
殿
」
の
語
の
つ
く
場
所
の
地
名
に
も
共
通
す
る
景
観
的
特
徴
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
で
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
以
下
、
他
地
域
の
「
岩
殿
山
」
の
事
例
を
挙
げ
て
そ
れ
ら
全
体
に
共
通
す
る
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
二
章
　
他
地
域
の
「
岩
殿
」
の
名
称
が
つ
く
事
例
か
ら

「
岩
殿
」
が
つ
く
地
名
は
こ
の
比
企
の
岩
殿
だ
け
で
は
な
く
、
別
な
所
に
も
残
っ
て
い
る
。
現
在
の
所
、
武
蔵
国
で
は
比
企
郡
だ
け
で
な
く
、
横
見
郡
と
高
麗
郡
（
秩
父
市

と
の
境
近
く
で
、
か
つ
て
は
秩
父
郡
所
属
の
時
期
も
あ
っ
た
）
の
二
箇
所
、
相
模
国
三
浦
郡
の
一
ヵ
所
、
甲
斐
国
都
留
郡
の
一
ヵ
所
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く

と
も
武
蔵
・
相
模
・
甲
斐
な
ど
で
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、「
岩
殿
」
の
語
が
垂
直
に
切
り
立
っ
た
岩
壁
が
造
り
出
す
山
容
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が

よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

（
一
）　
武
蔵
国
の
事
例
二
つ

現
在
の
と
こ
ろ
、
武
蔵
国
の
事
例
を
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
武
蔵
国
に
つ
い
て
は
、
今
の
所
「
比
企
の
岩
殿
」
以
外
に
吉
見
の
岩
殿
山
安
楽
寺
と
高
麗
郡
（
か

つ
て
は
秩
父
郡
に
属
し
た
こ
と
も
あ
る
）
の
吾
那
郷
の
岩
殿
観
音
の
、
二
つ
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
三
つ
と
も
共
通
し
て
観
音
の
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
、
か
つ

て
は
「
岩
殿
観
音
」
と
同
じ
呼
称
で
周
辺
に
知
ら
れ
て
い
た
。

（
Ａ
）　

坂
東
三
十
三
所
第
十
一
番
横
見
郡
吉
見
郷
の
岩
殿
山
安
樂
寺
：　

比
企
の
岩
殿
観
音
に
次
い
で
第
十
一
番
札
所
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
横
見
郡
吉
見
郷
の
吉
見
観

音
は
岩
殿
山
安
樂
寺
の
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
山
号
に
「
岩
殿
山
」
の
名
称
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
比
企
の
岩
殿
観
音
と
同
じ
く
、
こ
こ
に
も
か
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つ
て
は
「
岩
殿
山
」
が
存
在
し
、
そ
れ
が
こ
の
地
を
宗
教
的
場
所
と
す
る
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
沙
門
亮
盛
編
輯
『
坂
東
三
十
三
所
觀
音
靈
場
記
巻
之

四
』
は
、
こ
の
吉
見
観
音
に
つ
い
て
二
要
素
の
濫
觴
説
話
を
伝
え
て
い
る 
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。

一
つ
は
近
郷
の
開
発
領
主
吉
見
兵
庫
介
に
つ
い
て
の
伝
承
で
、
彼
が
故
あ
っ
て
北
国
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
り
、
先
祖
よ
り
持
仏
堂
に
安
置
し
て
き
た
聖
観
音
像
も
持
っ

て
行
こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
像
が
頻
り
に
重
く
な
っ
て
、
数
百
人
の
力
で
も
動
か
ず
、
せ
ん
方
無
く
、
こ
れ
を
石
槨
に
入
れ
「
山
の
腰
の
岩
窟
」
に
納
置
し
た
と
い
う
。
そ

の
た
め
吉
見
の
里
人
等
は
「
当
寺
の
本
尊
を
氏
神
と
（
し
て
）
崇
仰
す
」
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
聖
観
音
を
入
れ
た
「
石
槨
」
と
そ
れ
を
納
置
し
た
「
岩
窟
」

の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
観
音
像
を
氏
神
と
し
て
祭
っ
た
と
い
う
の
は
こ
の
地
の
神
仏
習
合
の
形
と
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

も
う
一
つ
は
坂
上
田
村
麻
呂
の
蝦
夷
征
討
事
業
に
絡
め
た
観
音
信
仰
説
話
で
あ
る
。
桓
武
帝
か
ら
蝦
夷
征
討
の
た
め
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
「
田
村
丸
」
が
洛
東
清

水
寺
に
詣
で
て
「
逆
徒
退
治
の
擁
護
を
祈
り
」「
東
海
の
驛
路
に
進
発
し
」
た
が
、
道
中
に
お
い
て
は
「
驛
中
観
世
音
の
在
す
所
に
て
は
、
必
ず
馬
を
駐
て
拜
念
し
」
て
き
た

と
い
う
。
武
蔵
国
に
入
り
、
晩
夏
（
六
月
）
中
旬
に
至
り
比
企
か
ら
吉
見
に
い
く
途
次
夜
と
な
り
、
そ
の
夜
の
夢
に
「
老
比
丘
」
の
姿
を
か
り
た
観
音
が
現
れ
、「
汝
夷
賊
退

治
ノ
大
義
ニ
關ア
ヅ
カリ

。
我
ヲ
念
ズ
ル
コ
ト
ノ
切
ナ
レ
バ
。
我
軍
營
ヲ
衞
リ
大
功
ヲ
立
シ
メ
ン
。
必
ズ
思
慮
ヲ
勞

ス
ル
コ
ト
勿
レ
ト
。」
と
の
「
瑞
夢
」
を
得
た
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
の
話
は
比
企
の
岩
殿
観
音
の
説
話
の
影
響

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
六
月
中
旬
と
し
て
い
る
点
は
比
企
の
岩
殿
に
お
け
る
悪
龍
退
治
説
話
に
合
わ
せ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
悪
龍
退
治
の
話
そ
の
も
の
は
な
い
。
こ
の
後
は
独
自
の
展
開
と
な
っ
て
い
く
。
明

け
て
勇
ん
で
駒
に
鞭
打
ち
吉
見
の
方
ヘ
發
向
し
、
観
世
音
の
霊
地
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
の
地
は
、「
深
ク
荊

棘
ニ
蓁
リ
鳥
獣
ノ
栖
處
」、
或
は
「
毒
蛇
・
野
干
ノ
竄
處
」
と
な
っ
て
、
里
人
の
中
で
も
誰
も
見
た
者
は
い
な

か
っ
た
と
い
う
。
将
軍
田
村
麻
呂
の
軍
勢
は
、「
鐘
鼓
」
を
鳴
ら
し
て
荊
棘
の
中
に
踏
み
入
り
、
異
香
薫
ず
る

所
を
辿
っ
て
石
扉
を
鎖
し
た
岩
洞
の
入
口
を
見
つ
け
た
。
こ
れ
を
押
し
開
こ
う
と
し
た
が
「
金
輪
よ
り
衝
出

た
る
が
如
く
」
全
く
開
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
田
村
麻
呂
が
「
そ
の
岩
戸
に
立
ち
向
い
、
至
心
に
大
悲
者

を
念
じ
奉
」
っ
た
と
こ
ろ
、
倏
ち
山
林
は
震
動
し
岩
戸
は
自
ら
開
き
、
中
に
聖
観
世
音
が
光
明
を
放
っ
て
立

っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
像
は
「
昔
行
基
大
士
遊
化
シ
テ
吉
見
氏
ニ
造
與
シ
像
也
」
と
あ
る
。
そ
の
「
尊
容

ノ
光
彩
庸
工
ノ
及
ブ
所
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
い
う
こ
と
で
、「
貴
賤
感
涙
ヲ
流
シ
。
序
ヲ
亂
シ
テ
競
拜
」
し
た
。

そ
の
後
、
将
軍
は
奥
州
に
向
け
て
出
陣
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
に
お
い
て
は
、
茨
が
生
い
茂
っ
た
岩
山
の
中
に
、
入
口
が
岩
戸
で
閉
ざ
さ
れ
た
岩
洞
が
あ
っ
て
、
そ

の
中
に
聖
観
音
像
が
立
っ
て
い
た
と
い
う
話
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
話
創
作
当
時
に
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う

〈図２〉　『川越・松山の記』所載
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な
設
定
が
可
能
な
景
観
が
残
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
茨
が
生
い
茂
っ
た
岩
山
」、
聖
観
音
像
が
立
っ
て
い
た
「
石
扉
を
鎖
し
た
岩
洞
」
と
そ
の
入
り
口
の

「
岩
戸
」
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
に
つ
い
て
は
「
吉
見
岩
殿
山
略
縁
起
」15

が
伝
え
る
別
の
説
話
も
あ
る
。
粗
筋
は
亮
盛
編
『
坂
東
三
十
三
所
觀
音
靈
場
記
巻
之

四
』
の
吉
見
観
音
二
つ
の
濫
觴
説
話
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
別
の
表
現
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
行
基
が
観
音
像
を
彫
刻
し
て
「
巖
窟
に
納
め
、
盤
石
を
も
つ
て
扉

と
な
し
給
ふ
」
と
あ
っ
て
「
巖
窟
」、
扉
と
し
て
の
「
盤
石
」
が
見
え
る
。
次
は
田
村
麻
呂
ら
が
茨
を
薙
ぎ
払
い
当
地
に
至
っ
た
時
の
話
で
あ
る
。

「（
田
村
麻
呂
が
）
群
士
郷
民
を
率
ひ
荊
棘
を
薙
開
き
林
中
に
入
る
、
行
事
遙
に
し
て
一
つ
の
幽
地
あ
り
、
石
を
疊
ん
で
殿
を
造
り
、
盤
石
を
も
つ
て
扉
と
な
せ
り
、
異
香

四
方
に
薫
ず
、
將
軍
士
卒
を
し
て
扉
を
除
か
し
む
る
に
搖
動
す
る
事
あ
た
は
ず
、
爾
時
將
軍
一
心
に
大
悲
の
本
誓
を
念
じ
、
又
諸
人
に
示
し
て
名
號
を
稱
せ
し
む
卽
ち
自
ら

扉
を
擧
る
に
其
輕
き
事
毛
髪
の
ご
と
く
、
忽
ち
開
け
て
光
明
赫
々
た
り
、
普
く
林
中
の
常
闇
を
照
す
、
こ
の
時
岩
戸
山
安
樂
寺
の
號
を
得
た
り
、
且
て
尊
容
を
贍
仰
し
畢
て
、

夷
賊
誅
罸
の
後
殿
經
営
す
べ
し
と
誓
ひ
、
速
に
東
征
に
趣
く
」

こ
こ
に
「
石
を
疊
ん
で
殿
を
造
り
、
盤
石
を
も
つ
て
扉
と
な
せ
り
」
と
あ
る
の
は
、「
岩
殿
」
の
語
の
由
来
に
つ
い
て
、
そ
の
景
観
が
「
石
を
畳
ん
で
殿
を
造
っ
た
」
よ
う

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
も
の
、
と
の
想
定
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
こ
の
岩
山
の
山
容

が
幾
つ
か
の
岩
を
立
て
か
け
る
よ
う
に
し
て
周
り
を
囲
む
よ
う
な
形
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
比
企
の
岩
殿
山
の
景
観
と
同
じ
表
現
で
あ
る
。
比
企
の
岩
殿
の
縁
起
に
似
た
表
現
で
そ
の
影
響
を
感
じ

る
が
、
一
定
の
事
実
を
反
映
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
立
て
か
け
た
岩
の
一
つ
を
入
口
の
扉
と
見
な
せ
ば

「
岩
戸
」
と
い
う
表
現
も
あ
り
う
る
。

（
Ｂ
）　

我
野
本
村
の
岩
殿
山
瑞
巖
寺
：　

西
武
池
袋
線
の
先
、
秩
父
線
の
吾
野
駅
か
ら
西
方
に
入
っ
た
所
に

も
、
か
つ
て
「
岩
殿
観
音
」
が
あ
っ
た
。
こ
こ
は
坂
東
三
十
三
所
中
に
も
秩
父
三
十
四
所
中
に
も
数
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
か
つ
て
は
近
隣
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
栄
え
た
時
期
も
あ
っ
た
。
所
属
す
る
行
政
区
域

と
し
て
は
、
高
麗
郡
に
属
し
た
り
秩
父
郡
に
属
し
た
り
と
変
化
し
て
き
た
が
、
現
在
は
埼
玉
県
飯
能
市
に
属

す
る
。
鶴
磯
樵
夫
（
斎
藤
鶴
磯
）
著
『
武
蔵
野
話
』 16

は
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
発
行
で
十
九
世
紀
初

頭
頃
の
有
り
方
を
伝
え
る
が
、
秩
父
郡
の
冒
頭
に
挙
げ
次
の
如
く
記
録
し
て
い
る
。

「
秩
父
郡

秩
父
郡
我
野
本
郷
の
山
中
を
八
九
町
躋
て
岩
殿
の
觀
音
あ
り
、
大
飛
閣
岩
頭
に
聳
え
、
そ
の
景
色
い
は
ん

か
た
な
し
。
閣
の
背
に
洞
窟
あ
り
、
入
口
横
二
間
餘
竪
三
間
餘
に
し
て
奥
行
五
間
程
あ
り
。
そ
の
中
に
石
碑

二
枚
あ
り
、
長
さ
五
尺
餘
幅
一
尺
一
寸
厚
さ
二
寸
に
た
ら
ざ
る
靑
石
に
て
文
有
、
其
一
枚
は

つ
て
は
「
岩
殿
山
」
が
存
在
し
、
そ
れ
が
こ
の
地
を
宗
教
的
場
所
と
す
る
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
沙
門
亮
盛
編
輯
『
坂
東
三
十
三
所
觀
音
靈
場
記
巻
之

四
』
は
、
こ
の
吉
見
観
音
に
つ
い
て
二
要
素
の
濫
觴
説
話
を
伝
え
て
い
る 

14

。

一
つ
は
近
郷
の
開
発
領
主
吉
見
兵
庫
介
に
つ
い
て
の
伝
承
で
、
彼
が
故
あ
っ
て
北
国
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
り
、
先
祖
よ
り
持
仏
堂
に
安
置
し
て
き
た
聖
観
音
像
も
持
っ

て
行
こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
像
が
頻
り
に
重
く
な
っ
て
、
数
百
人
の
力
で
も
動
か
ず
、
せ
ん
方
無
く
、
こ
れ
を
石
槨
に
入
れ
「
山
の
腰
の
岩
窟
」
に
納
置
し
た
と
い
う
。
そ

の
た
め
吉
見
の
里
人
等
は
「
当
寺
の
本
尊
を
氏
神
と
（
し
て
）
崇
仰
す
」
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
聖
観
音
を
入
れ
た
「
石
槨
」
と
そ
れ
を
納
置
し
た
「
岩
窟
」

の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
観
音
像
を
氏
神
と
し
て
祭
っ
た
と
い
う
の
は
こ
の
地
の
神
仏
習
合
の
形
と
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

も
う
一
つ
は
坂
上
田
村
麻
呂
の
蝦
夷
征
討
事
業
に
絡
め
た
観
音
信
仰
説
話
で
あ
る
。
桓
武
帝
か
ら
蝦
夷
征
討
の
た
め
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
「
田
村
丸
」
が
洛
東
清

水
寺
に
詣
で
て
「
逆
徒
退
治
の
擁
護
を
祈
り
」「
東
海
の
驛
路
に
進
発
し
」
た
が
、
道
中
に
お
い
て
は
「
驛
中
観
世
音
の
在
す
所
に
て
は
、
必
ず
馬
を
駐
て
拜
念
し
」
て
き
た

と
い
う
。
武
蔵
国
に
入
り
、
晩
夏
（
六
月
）
中
旬
に
至
り
比
企
か
ら
吉
見
に
い
く
途
次
夜
と
な
り
、
そ
の
夜
の
夢
に
「
老
比
丘
」
の
姿
を
か
り
た
観
音
が
現
れ
、「
汝
夷
賊
退

治
ノ
大
義
ニ
關ア
ヅ
カリ
。
我
ヲ
念
ズ
ル
コ
ト
ノ
切
ナ
レ
バ
。
我
軍
營
ヲ
衞
リ
大
功
ヲ
立
シ
メ
ン
。
必
ズ
思
慮
ヲ
勞

ス
ル
コ
ト
勿
レ
ト
。」
と
の
「
瑞
夢
」
を
得
た
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
の
話
は
比
企
の
岩
殿
観
音
の
説
話
の
影
響

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
六
月
中
旬
と
し
て
い
る
点
は
比
企
の
岩
殿
に
お
け
る
悪
龍
退
治
説
話
に
合
わ
せ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
悪
龍
退
治
の
話
そ
の
も
の
は
な
い
。
こ
の
後
は
独
自
の
展
開
と
な
っ
て
い
く
。
明

け
て
勇
ん
で
駒
に
鞭
打
ち
吉
見
の
方
ヘ
發
向
し
、
観
世
音
の
霊
地
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
の
地
は
、「
深
ク
荊

棘
ニ
蓁
リ
鳥
獣
ノ
栖
處
」、
或
は
「
毒
蛇
・
野
干
ノ
竄
處
」
と
な
っ
て
、
里
人
の
中
で
も
誰
も
見
た
者
は
い
な

か
っ
た
と
い
う
。
将
軍
田
村
麻
呂
の
軍
勢
は
、「
鐘
鼓
」
を
鳴
ら
し
て
荊
棘
の
中
に
踏
み
入
り
、
異
香
薫
ず
る

所
を
辿
っ
て
石
扉
を
鎖
し
た
岩
洞
の
入
口
を
見
つ
け
た
。
こ
れ
を
押
し
開
こ
う
と
し
た
が
「
金
輪
よ
り
衝
出

た
る
が
如
く
」
全
く
開
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
田
村
麻
呂
が
「
そ
の
岩
戸
に
立
ち
向
い
、
至
心
に
大
悲
者

を
念
じ
奉
」
っ
た
と
こ
ろ
、
倏
ち
山
林
は
震
動
し
岩
戸
は
自
ら
開
き
、
中
に
聖
観
世
音
が
光
明
を
放
っ
て
立

っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
像
は
「
昔
行
基
大
士
遊
化
シ
テ
吉
見
氏
ニ
造
與
シ
像
也
」
と
あ
る
。
そ
の
「
尊
容

ノ
光
彩
庸
工
ノ
及
ブ
所
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
い
う
こ
と
で
、「
貴
賤
感
涙
ヲ
流
シ
。
序
ヲ
亂
シ
テ
競
拜
」
し
た
。

そ
の
後
、
将
軍
は
奥
州
に
向
け
て
出
陣
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
に
お
い
て
は
、
茨
が
生
い
茂
っ
た
岩
山
の
中
に
、
入
口
が
岩
戸
で
閉
ざ
さ
れ
た
岩
洞
が
あ
っ
て
、
そ

の
中
に
聖
観
音
像
が
立
っ
て
い
た
と
い
う
話
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
話
創
作
当
時
に
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う

〈図３〉　『武蔵野話』所載図
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武
州
高
麗
郡
我
那　

岩
殿
山
瑞
巖
禪
寺

　

當
寺
大
旦
那　
　
　

小
野
高
忠

ま
た
そ
の
一
枚
は

當
時
者
ハ
天
性
岩
窟
自
然
ノ
寳
石
、
因
三
テ
行
基
菩
薩
手
二
─
刻
ス
ル
ニ
十
一
面
尊
像
ヲ
一
、
自
ヨ
リ
三
安
二
─
置
セ
シ
此
靈
地
ニ
一
、
以
來
六
百
五
十
歳
、
始
テ
立
二
此

石
門
ヲ
一
。
其
結
縁
ノ
者
數
百
人
、
具
ニ
記
二
ス
名
字
ヲ
一
。
納
二
ム

寳
殿
ニ
一
。
大
悲
照
覧
悉
ク
在
リ
二
此
偈
ニ
一

具
一
切
功
徳
慈
眼
視
衆
生
福
聚
海
旡
量
是
故
應
頂
禮

　

文
和
五
年
丙
申
二
月
十
八
日　
　

願
主　

北
丘
元
灯

右
の
ご
と
く
石
碑
に
あ
る
を
見
て
も
、
此
地
を
古
は
我
那
と
い
ひ
し
を
い
つ
の
比
よ
り
我
野
と
文
字
を
改
め
し
や
。
鎌
倉
大
草
子
に
「
嘉
吉
の
比
吾
那
次
郎
と
い
へ
る
人
」

も
此
地
の
所
産
の
人
な
る
べ
し
、
郡
も
今
は
秩
父
郡
に
て
瑞
巖
禪
寺
も
慶
長
の
後
眞
言
宗
と
な
り
同
郡
高
山
の
常
樂
院
の
末
寺
と
な
り
觀
音
院
と
い
へ
り
、
同
所
坂
石
村
に

曹
洞
宗
に
て
岡
部
山
忠
澄
庵
と
て
圭
出
三
石
を
賜
は
る
寺
あ
り
本
尊
は
地
蔵
尊
に
て
龕
の
寄
附
は
岡
部
内
記
忠
壽
と
あ
り
、
土
人
の
話
に
岡
部
六
彌
太
の
舊
跡
の
よ
し
い
ひ

傳
ふ
れ
ど
も
古
證
文
も
な
け
れ
ば
そ
の
い
は
れ
委
き
事
は
し
れ
ず
と
い
ふ
。
然
れ
ど
も
文
和
の
比
小
野
高
忠
な
ど
碑
に
あ
る
を
見
て
は
岡
部
氏
の
舊
跡
な
る
べ
し
。」

「
大
飛
閣
岩
頭
に
聳
え
、
そ
の
景
色
い
は
ん
か
た
な
し
」
と
い
う
記
述
は
、「
岩
殿
」
の
名
称
が
、
岩
頭
が
大
い
な
る
楼
閣
に
譬
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
山
容
を
示
し

て
い
た
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
と
い
う
理
由
を
示
す
所
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
「
閣
の
背
に
洞
窟
あ
り
、
入
口
横
二
間
餘
竪
三
間
餘
に
し
て
奥
行
五
間
程
あ
り
」
と
洞

窟
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。「
靑
石
」
の
「
石
碑
二
枚
」
に
つ
い
て
は
今
日
い
う
所
の
板
石
塔
婆
（
板
碑
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
の
文
和
五
年
（
一
三
五
六
）

丙
申
二
月
十
八
日
付
の
「
願
主　

北
（
比
カ
）
丘
元
灯
」
の
文
章
か
ら
は
、
行
基
菩
薩
が
十
一
面
観
音
像
を
手
刻
し
て
か
ら
こ
の
文
和
五
年
ま
で
「
六
百
五
十
歳
」
経
つ
が

自
分
を
含
め
数
百
人
が
こ
の
「
石
門
」
に
立
っ
て
「
結
縁
」
し
「
具
さ
に
名
字
を
記
」
し
た
も
の
を
「
寳
殿
」
に
納
め
た
こ
と
の
感
激
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
の
景

観
が
「
天
性
岩
窟
自
然
ノ
寳
石
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
は
「
岩
殿
」
の
語
が
使
用
さ
れ
た
由
来
を
語
る
所
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
場
所
を
「
石
門
」
と
も
記
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
「
い
わ
と
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
云
う
「
寳
殿
」
と
は
自
然
石
の
こ
と
か
、
或
は
構
築
物
の
事
か
。

ま
た
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』（
八
）17
「
秩
父
郡
阪
元
村
」
の
項
目
の
中
に
も
記
述
が
あ
る
。
阪
元
村
に
つ
い
て
、「
武
光
庄
高
麗
郡
領
上
我
野
郷
ニ
屬
ス
」
と
あ
る
。

「
我
野
」
が
つ
く
語
と
し
て
こ
の
地
を
流
れ
る
高
麗
川
の
上
流
の
「
我
野
川
」、
文
殊
院
に
つ
い
て
割
注
で
「
我
野
山
寶
積
坊
法
藏
寺
ト
號
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
川
の
名
と

山
の
名
と
し
て
も
見
出
せ
る
。
句
読
点
を
補
う
。

「
阪
元
村
ハ
郡
ノ
東
ニ
ア
リ
。
武
光
庄
高
麗
郡
領
上
我
野
郷
ニ
屬
ス
。」。「
岩
殿
山
幷
瀧　
観
音
院
ノ
條
ニ
出
ス
。」。「
觀
音
院　
村
ノ
東
雙
木
組
ニ
ア
リ
。
阪
石
町
分
ヨ
リ
東
向
南
折

シ
テ
巖
石
嶮
岨
ノ
路
ヲ
登
ル
コ
ト
七
八
町
經
、
些
ハ
カ
リ
ノ
平
地
ニ
ア
リ
。
此
山
ヲ
岩
殿
ト
云
。
仍
テ
此
寺
を
岩
殿
山
瑞
巌
寺
ト
號
ス
。
往
古
ハ
禅
宗
ナ
リ
シ
カ
、
慶
長
年
間
ヨ
リ
改
宗
シ
テ
新
義
眞
言
宗

ト
ナ
リ
、
高
山
村
常
楽
院
末
ト
ナ
ル
。
古
刹
ニ
シ
テ
ソ
ノ
興
廢
詳
ナ
ラ
ス
。
イ
ツ
ノ
頃
ヨ
リ
カ
住
僧
モ
ナ
ク
自
ラ
頽
敗
シ
テ
、
今
ハ
客
殿
一
宇
四
壁
ナ
ク
空
ク
タ
テ
ル
ノ
ミ
。
寺
務
ハ
本
寺
ニ
テ
兼
帶
セ
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リ
。」。「
觀
音
堂　
コ
レ
モ
岩
殿
ノ
觀
音
ト
テ
、ソ
ノ
名
一
郡
ニ
著
ル
シ
ク
近
郷
ニ
聞
フ
ル
勝
景
ノ
地
ナ
リ
。
堂
ハ
盤
巖
ニ
ヨ
リ
テ
造
レ
リ
。
所
謂
棧
閣
ト
云
ヘ
キ
モ
ノ
カ
、
三
間
半
ニ
四
間
半
十
一
面
觀

音
ヲ
安
ス
。
木
ノ
立
像
、
長
二
尺
四
寸
行
基
ノ
作
厨
子
ニ
入
ル
。
外
ニ
十
一
面
觀
音
一
、
體
ハ
觀
音
院
ノ
本
尊
ナ
リ
ト
テ
此
堂
中
ニ
置
ケ
リ
。
又
コ
ノ
堂
ニ
大
般
若
經
ヲ
藏
ス
。
土
人
コ
レ
ヲ
小
野
篁
ノ
書

ナ
リ
ト
云
ヘ
ト
左
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。」。「
岩
窟　
堂
後
ニ
ア
リ
。
此
邊
ス
ヘ
テ
巖
々
タ
ル
盤
岩
ニ
テ
、
ソ
ノ
中
ニ
自
然
ノ
穴
窟
ア
リ
。
土
人
コ
レ
ヲ
サ
シ
テ
岩
殿
ト
云
ヒ
シ
ヨ
リ
、
卽
チ
コ
ノ
山
ヲ
稱
シ
テ
岩

殿
ト
ハ
呼
ヘ
ル
ナ
リ
。
按
ニ
往
古
ハ
觀
音
ヲ
コ
ヽ
ニ
安
セ
シ
ヲ
後
年
ニ
今
ノ
堂
ヲ
造
營
シ
テ
移
セ
シ
モ
ノ
ト
思
ハ
ル
ヽ
ナ
リ
。
穴
口
高
サ
二
三
間
幅
二
間
許
、
奥
行
七
間
許
漸
ク
狭
ク
幽
邃
ナ
リ
。
其
中
程

ニ
石
龕
ア
リ
。
縦
三
尺
横
二
尺
高
五
尺
許
、
石
板
ヲ
モ
テ
造
リ
、
其
前
ニ
石
門
ト
稱
シ
同
ク
石
板
ヲ
モ
テ
門
ノ
形
ヲ
ナ
ス
。
其
中
文
ヲ
刻
ス
ル
モ
ノ
一
枚
ア
リ
。
其
文
ニ
曰
、（
略
）」

「
觀
音
院
」
に
つ
い
て
の
割
注
に
「
村
ノ
東
雙
木
組
ニ
ア
リ
。
阪
石
町
分
ヨ
リ
東
向
南
折
シ
テ
巖
石
嶮
岨
ノ
路
ヲ
登
ル
コ
ト
七
八
町
經
、
些
ハ
カ
リ
ノ
平
地
ニ
ア
リ
。
此
山

ヲ
岩
殿
ト
云
。
仍
テ
此
寺
を
岩
殿
山
瑞
巌
寺
ト
號
ス
。」
と
あ
る
。「
往
古
ハ
禅
宗
」
で
あ
っ
た
が
「
慶
長
年
間
ヨ
リ
改
宗
シ
テ
新
義
眞
言
宗
ト
ナ
リ
、
高
山
村
常
楽
院
末
ト

ナ
ル
。」
と
あ
る
。「
古
刹
」
で
あ
っ
た
が
、「
イ
ツ
ノ
頃
ヨ
リ
カ
住
僧
モ
ナ
ク
自
ラ
頽
敗
シ
テ
」、『
風
土
記
稿
』
編
さ
ん
時
の
今
は
「
客
殿
一
宇
四
壁
ナ
ク
空
ク
タ
テ
ル
ノ

ミ
」
と
言
う
状
態
で
、
寺
務
は
「
本
寺
ニ
テ
兼
帶
」
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

こ
の
巌
石
険
阻
の
山
の
名
を
「
岩
殿
」
と
言
い
、
そ
の
寺
の
名
が
「
岩
殿
山
瑞
巌
寺
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。「
觀
音
堂
」
に
つ
い
て
の
割
注
に
、「
コ
レ
モ
岩
殿
ノ
觀

音
ト
テ
、
ソ
ノ
名
一
郡
ニ
著
ル
シ
ク
近
郷
ニ
聞
フ
ル
勝
景
ノ
地
ナ
リ
。」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
も
「
岩
殿
ノ
観
音
」
の
名
で
こ
の
郡
一
帯
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
「
勝
景
ノ
地
」
で

あ
っ
た
と
い
う
。
観
音
堂
は
「
盤
巖
」
の
上
に
載
る
形
で
作
ら
れ
て
お
り
、
所
謂
「
棧
閣
」
で
あ
っ
た
。
三
間
半
に
四
間
半
の
造
り
で
木
製
十
一
面
観
音
の
立
像
を
安
置
し

て
い
た
と
い
う
。
堂
の
後
ろ
に
は
「
岩
窟
」
が
あ
り
、
そ
の
割
注
に
「
此
邊
ス
ヘ
テ
巖
々
タ
ル
盤
岩
ニ
テ
、
ソ
ノ
中
ニ
自
然
ノ
穴
窟
ア
リ
。
土
人
コ
レ
ヲ
サ
シ
テ
岩
殿
ト
云

ヒ
シ
ヨ
リ
、
卽
チ
コ
ノ
山
ヲ
稱
シ
テ
岩
殿
ト
ハ
呼
ヘ
ル
ナ
リ
。」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
所
の
者
の
説
と
し
て
「
岩
殿
」
呼
称
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
辺
り
一
帯
が

「
巖
々
タ
ル
盤
岩
」
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
中
に
「
自
然
ノ
穴
窟
」
が
あ
る
こ
と
の
、
二
つ
の
事
実
を
並
べ
た
上
で
「
土
人
コ
レ
ヲ
サ
シ
テ
岩
殿
ト
云
ヒ
シ
ヨ
リ
、
卽
チ
コ
ノ
山

ヲ
稱
シ
テ
岩
殿
ト
ハ
呼
ヘ
ル
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
い
方
に
よ
る
と
、
岩
山
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
中
の
洞
窟
が
あ
る
こ
と
の
二
つ
の
う
ち
、
洞
窟
が
あ
る
こ
と
を

重
視
し
て
「
岩
殿
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
し
こ
の
『
風
土
記
稿
』
調
査
時
の
十
九
世
紀
前
期
に
は
観
音
信
仰
も
衰
え
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
地
元
の
人
の

説
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
が
本
来
の
あ
り
方
を
ど
の
程
度
反
映
し
て
い
る
の
問
題
が
残
る
。

『
風
土
記
稿
』
挿
図
に
お
い
て
「
鬼
岩
」
の
左
側
に
聳
え
る
の
が
岩
殿
山
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
左
下
の
建
物
が
観
音
堂
で
あ
ろ
う
。
こ
の
図
か
ら
頂
上
近
く
が
岸
壁
に
取
り

囲
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
姿
を
読
み
取
れ
、
や
は
り
本
来
は
こ
の
山
容
に
由
来
し
て
「
岩
殿
」
が
つ
い
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
意
味
を
岩
の
御
殿
と
と
る
場

合
、
大
局
的
に
は
同
じ
趣
旨
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
二
）　
武
蔵
国
以
外
の
事
例

（
Ａ
）　

相
模
国
三
浦
郡
久
野
谷
郷
の
海
前
山
岩
殿
寺
：　

相
模
国
に
は
、
坂
東
三
十
三
所
観
音
霊
場
の
札
所
は
第
一
か
ら
第
八
ま
で
あ
っ
て
、
関
八
州
中
と
最
も
多
く
存
在
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す
る
が
、
そ
の
中
で
「
岩
殿
」
の
文
字
を
伝
え
る
の
は
第
二
番
目
に
数
え
ら
れ
て
い
る
「
岩が
ん

殿で
ん

寺じ

」
で
あ
る
。
こ
の
寺
に
つ
い
て
の
縁
起
と
し
て
亮
盛
に
よ
っ
て
明
和

八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
三
十
三
所
坂
東
観
音
霊
場
記
』
所
載 

18
「
第
二
番　

同
国
岩
殿
寺
」
の
記
事
か
ら
、
そ
の
地
名
が
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
理
由
の
根
拠
を
推
測

す
る
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
な
部
分
を
拾
う
。

ま
ず
大
和
の
長
谷
寺
の
開
山
本
願
徳
道
上
人
が
登
場
し
、
こ
の
地
に
着
目
し
た
き
っ
か
け
が
述
べ
ら
れ
る
。
由
比
ガ
浜
を
挟
ん
だ
対
岸
に
あ
る
霊
山
が
崎
で
の
修
行

中
に
巽
の
方
を
眺
望
し
た
と
こ
ろ
、「
空
中
に
は
彩
雲
た
な
び
き
、
地
よ
り
は
光
気
の
雲
中
に
衝
き
入
る
」
を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
さ
れ
る
。「
一
里
余
の
山
谷
を

過
ぎ
て
」
そ
こ
ま
で
行
脚
し
て
く
る
と
、「
聳
然
た
る
奇
峰
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
場
所
の
景
観
は
「
三
方
は
自
然
に
岩
そ
ば
だ
ち
て
屏
風
の
如
く
、
一
方
は
海
門
遥
か
に

扉と
ぼ
そを
ひ
ら
き
、
近
く
は
三
浦
三
崎
の
津
に
臨
み
、
遠
く
は
南
海
渺
焉
と
し
て
目
力
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
す
」
と
い
う
有
様
で
、「
そ
の
中
央
の
地
は
石
平
か
に
し
て
苔こ

苺け

の

な
め
ら
か
な
る
を
踏
む
」
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
三
方
そ
ば
だ
て
る
岩
壁
に
響
き
て
、
ど
こ

と
な
く
岩
壁
光
明
赫
奕
と
し
て
、
十
一
面
観
世
音
影
向
」
し
た
と
い
う
。
こ
の
場
所
は
比
企
の
岩
殿
と
同

じ
く
岩
壁
に
囲
ま
れ
た
絶
景
の
地
で
周
り
は
三
方
が
そ
ば
だ
っ
て
い
た
と
い
う
。「
岩
殿
」の
名
称
は
そ
の

よ
う
な
山
容
に
対
し
て
付
け
ら
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
編
者
亮
盛
も

「
岩
殿
は
札
所
の
内
に
三
箇
所
あ
り
。
今
こ
ゝ
は
三
浦
の
岩
殿
な
り
。」（224

頁
）
と
記
す
よ
う
に
、
坂
東

三
十
三
所
の
中
に
「
岩
殿
」
の
名
称
が
つ
く
札
所
が
三
つ
（
相
模
の
三
浦
・
武
蔵
比
企
・
横
見
の
三
つ
の

「
岩
殿
観
音
」）
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

（
Ｂ
）　

甲
斐
国
都
留
郡
の
岩
殿
山
（
現
在
の
山
梨
県
大
月
市
賑
岡
町
）
：　

中
央
線
大
月
駅
の
北
東
側
に

も
岩
殿
山
が
あ
る
。
そ
の
地
は
桂
川
の
北
岸
、
葛
野
川
の
西
岸
に
位
置
し
、
両
川
が
合
流
す
る
間
に
挟
ま

れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
武
田
勝
頼
滅
亡
時
の
小
山
田
氏
の
居
城
＝
岩
殿
（
山
）

城
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
も
岩
壁
が
露
頭
し
て
い
て
大
月
駅
ホ
ー
ム
か
ら
や
や
後
方
に
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
つ
東
京
側
の
猿
橋
駅
か
ら
も
す
こ
し
離
れ
て
は
い
る
が
前
方
右
側
に
見
え
、
岩
壁
が
曝
さ
れ

直
立
す
る
姿
は
こ
ち
ら
の
方
が
典
型
的
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
岩
石
の
風
化
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
部
分
的
に
植
物
に
覆
わ
れ
な
が
ら
も
、
垂
直
に
近
い
岸
壁
に
囲
ま
れ
て
い
る
岩
山
の
姿
は
今
日
で
も

明
瞭
で
あ
る
。
山
麓
に
は
、
中
世
、
岩
殿
山
円
通
寺
が
あ
っ
て
「
観
音
堂
、
三
重
塔
の
規
模
が
大
き
く
、

多
く
の
房
舎
も
存
在
し
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
地
に
は
既
に
十
世
紀
前
半
に
は
寺
塔
が
建
て
ら
れ
て

い
た
と
い
う 
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。
観
音
堂
の
存
在
か
ら
中
世
に
は
観
音
信
仰
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
思
い
浮
か
ぶ

〈図４〉　『相中留恩記畧』所載　相州久野山村岩殿観音の図
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が
、
現
在
の
所
「
岩
殿
観
音
」
と
し
て
周
囲
か
ら
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
証
拠
と
な
る
史
料
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
文
明
十
九
年
（
一
四
八
七
）
正
月
に
、
京
都
の
聖
護
院
門
跡

道
興
准
后
が
訪
れ
た
時
の
こ
と
を
伝
え
る
『
廻
国
雑
記
』20

の
記
事
で
あ
る
。「
か
く
甲
州
に
い
た
り
ぬ
、

岩
殿
の
明
神
と
申
て
霊
社
ま
し
ま
し
け
り
、
参
詣
し
て
歌
よ
み
て
奉
る
、
あ
ひ
か
た
き
此
岩
と
の
ヽ
神
や

し
る
世
々
に
朽
せ
ぬ
契
あ
り
と
は
」。
こ
れ
は
道
興
が
武
蔵
国
か
ら
甲
斐
国
に
入
っ
て
き
た
時
の
記
事
だ

が
、
こ
こ
に
は
観
音
信
仰
の
記
述
は
な
く
、「
岩
殿
の
明
神
」
と
い
う
「
霊
社
」
が
あ
っ
て
人
々
の
信
仰
を

集
め
て
い
た
と
い
う
事
実
の
み
記
録
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
参
詣
し
て
詠
ん
だ
「
あ
ひ
か
た
き
此
岩
と
の
ヽ

神
や
し
る
世
々
に
朽
せ
ぬ
契
あ
り
と
は
」
の
和
歌
で
も
、「
岩
と
の
の
神
」
と
神
の
存
在
だ
け
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
月
市
の
岩
殿
山
は
、
文
明
年
間
に
お
い
て
、
仏
教
的
な
観
音
そ
の
他
諸
仏
の

霊
地
と
し
て
で
は
な
く
、「
岩
殿
明
神
」と
い
う
神
へ
の
信
仰
の
地
と
し
て
近
辺
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。「
明
神
」
と
い
う
表
現
は
、
一
般
的
に
神
へ
の
尊
称
で
あ
る
が
、
特
に
中
世
に
な

っ
て
吉
田
神
道
成
立
に
よ
っ
て
全
国
的
に
普
及
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
一
貫
し
て「
岩
殿
明
神
」

と
い
う
言
わ
れ
方
を
し
て
い
た
と
ま
で
断
言
で
き
な
い
が
、
文
明
十
九
年
に
こ
の
地
を
指
す
特
定
の
地
域

名
「
岩
殿
」
に
「
明
神
」
の
語
が
付
し
て
呼
ば
れ
て
い
た
事
実
は
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
古
来
こ
の
岩
殿

の
地
に
存
在
す
る
神
へ
の
信
仰
が
、
仏
教
上
の
諸
仏
を
観
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
廃
れ
ず
に
存
続

し
、
こ
の
時
期
に
は
む
し
ろ
よ
り
太
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
系
譜
上
は
仏
教

以
前
の
、
自
然
物
で
あ
る
こ
の
岩
壁
・
山
容
の
神
々
し
さ
に
神
を
観
念
し
崇
め
て
い
た
時
代
か
ら
の
系
譜

を
引
い
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
山
の
岩
壁
の
神
々
し
さ
が
こ
の
地
を
特
別
視
さ
せ
た
も
の
で
、
か
つ
て
は
そ
の
よ
う
な
景
観
を
備
え
た
こ
の
岩
山

自
体
が
神
体
で
在
っ
た
時
期
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
月
市
の
「
岩
殿
明
神
」
は
「
岩
殿
山
」
の
よ
り
古
い
神
へ
の
信
仰
形
態
を
提
示
し
て
い

る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

す
る
が
、
そ
の
中
で
「
岩
殿
」
の
文
字
を
伝
え
る
の
は
第
二
番
目
に
数
え
ら
れ
て
い
る
「
岩が
ん

殿で
ん

寺じ

」
で
あ
る
。
こ
の
寺
に
つ
い
て
の
縁
起
と
し
て
亮
盛
に
よ
っ
て
明
和

八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
三
十
三
所
坂
東
観
音
霊
場
記
』
所
載 
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「
第
二
番　

同
国
岩
殿
寺
」
の
記
事
か
ら
、
そ
の
地
名
が
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
理
由
の
根
拠
を
推
測

す
る
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
な
部
分
を
拾
う
。

ま
ず
大
和
の
長
谷
寺
の
開
山
本
願
徳
道
上
人
が
登
場
し
、
こ
の
地
に
着
目
し
た
き
っ
か
け
が
述
べ
ら
れ
る
。
由
比
ガ
浜
を
挟
ん
だ
対
岸
に
あ
る
霊
山
が
崎
で
の
修
行

中
に
巽
の
方
を
眺
望
し
た
と
こ
ろ
、「
空
中
に
は
彩
雲
た
な
び
き
、
地
よ
り
は
光
気
の
雲
中
に
衝
き
入
る
」
を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
さ
れ
る
。「
一
里
余
の
山
谷
を

過
ぎ
て
」
そ
こ
ま
で
行
脚
し
て
く
る
と
、「
聳
然
た
る
奇
峰
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
場
所
の
景
観
は
「
三
方
は
自
然
に
岩
そ
ば
だ
ち
て
屏
風
の
如
く
、
一
方
は
海
門
遥
か
に

扉と
ぼ
そを
ひ
ら
き
、
近
く
は
三
浦
三
崎
の
津
に
臨
み
、
遠
く
は
南
海
渺
焉
と
し
て
目
力
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
す
」
と
い
う
有
様
で
、「
そ
の
中
央
の
地
は
石
平
か
に
し
て
苔こ

苺け

の

な
め
ら
か
な
る
を
踏
む
」
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
三
方
そ
ば
だ
て
る
岩
壁
に
響
き
て
、
ど
こ

と
な
く
岩
壁
光
明
赫
奕
と
し
て
、
十
一
面
観
世
音
影
向
」
し
た
と
い
う
。
こ
の
場
所
は
比
企
の
岩
殿
と
同

じ
く
岩
壁
に
囲
ま
れ
た
絶
景
の
地
で
周
り
は
三
方
が
そ
ば
だ
っ
て
い
た
と
い
う
。「
岩
殿
」の
名
称
は
そ
の

よ
う
な
山
容
に
対
し
て
付
け
ら
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
編
者
亮
盛
も

「
岩
殿
は
札
所
の
内
に
三
箇
所
あ
り
。
今
こ
ゝ
は
三
浦
の
岩
殿
な
り
。」（224

頁
）
と
記
す
よ
う
に
、
坂
東

三
十
三
所
の
中
に
「
岩
殿
」
の
名
称
が
つ
く
札
所
が
三
つ
（
相
模
の
三
浦
・
武
蔵
比
企
・
横
見
の
三
つ
の

「
岩
殿
観
音
」）
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

（
Ｂ
）　

甲
斐
国
都
留
郡
の
岩
殿
山
（
現
在
の
山
梨
県
大
月
市
賑
岡
町
）
：　

中
央
線
大
月
駅
の
北
東
側
に

も
岩
殿
山
が
あ
る
。
そ
の
地
は
桂
川
の
北
岸
、
葛
野
川
の
西
岸
に
位
置
し
、
両
川
が
合
流
す
る
間
に
挟
ま

れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
武
田
勝
頼
滅
亡
時
の
小
山
田
氏
の
居
城
＝
岩
殿
（
山
）

城
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
も
岩
壁
が
露
頭
し
て
い
て
大
月
駅
ホ
ー
ム
か
ら
や
や
後
方
に
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
つ
東
京
側
の
猿
橋
駅
か
ら
も
す
こ
し
離
れ
て
は
い
る
が
前
方
右
側
に
見
え
、
岩
壁
が
曝
さ
れ

直
立
す
る
姿
は
こ
ち
ら
の
方
が
典
型
的
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
岩
石
の
風
化
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
部
分
的
に
植
物
に
覆
わ
れ
な
が
ら
も
、
垂
直
に
近
い
岸
壁
に
囲
ま
れ
て
い
る
岩
山
の
姿
は
今
日
で
も

明
瞭
で
あ
る
。
山
麓
に
は
、
中
世
、
岩
殿
山
円
通
寺
が
あ
っ
て
「
観
音
堂
、
三
重
塔
の
規
模
が
大
き
く
、

多
く
の
房
舎
も
存
在
し
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
地
に
は
既
に
十
世
紀
前
半
に
は
寺
塔
が
建
て
ら
れ
て

い
た
と
い
う 
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。
観
音
堂
の
存
在
か
ら
中
世
に
は
観
音
信
仰
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
思
い
浮
か
ぶ

大月市の岩殿山（大月駅から撮影）
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む
す
び
に

以
上
、
岩
殿
山
に
お
け
る
「
岩
殿
」
の
名
が
付
け
ら
れ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
武
蔵
国
で
は
比
企
郡
の
岩
殿
だ
け
で
な
く
横
見
郡
吉
見
の
岩
殿
、
秩
父
郡
吾
野

の
岩
殿
（
か
つ
て
は
高
麗
郡
に
属
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
）、
相
模
国
三
浦
郡
の
岩
殿
、
甲
斐
国
都
留
郡
の
岩
殿
な
ど
の
事
例
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る

特
徴
と
し
て
山
体
上
部
に
岩
壁
が
露
頭
し
て
畳
を
立
て
か
け
た
よ
う
に
屹
立
し
た
山
容
を
成
し
て
お
り
、
そ
れ
が
周
囲
か
ら
望
見
し
う
る
景
観
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
板
状
に
な
っ
た
岩
壁
は
、
角
度
に
よ
っ
て
は
太
陽
の
光
を
反
射
し
て
輝
い
て
見
え
る
場
所
も
あ
っ
て
、
神
々
し
さ
を
増
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
近
辺
か
ら
畏
敬
・
崇
敬
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
景
観
は
、
仏
教
的
解
釈
が
な
さ
れ
る
以
前
か
ら
何
ら
か
の
宗
教
的
雰
囲
気
を
呼
び
起
こ
す
場
所
と

し
て
近
隣
か
ら
尊
ば
れ
て
き
た
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
何
ら
か
の
神
的
存
在
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
所
は
、
仏
教
の
普
及
拡
大
と
と
も
に
何
ら
か
の
仏
・
菩
薩
が
坐
す
霊
場

と
さ
れ
て
い
く
場
合
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
特
に
観
音
菩
薩
信
仰
に
お
い
て
は
三
十
三
観
音
の
内

に
岩
山
を
そ
の
住
処
と
す
る
岩
戸
観
音
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

宋
か
ら
入
っ
て
き
た
観
音
菩
薩
像
を
描
く
絵
画
に
も
岩
山
に
顕
現
し
た
観
音
菩
薩
像
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

中
国
の
観
音
菩
薩
信
仰
を
背
景
に
し
て
日
本
で
も
普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
武
蔵
国
の
比
企
の
岩

殿
・
吉
見
の
岩
殿
・
吾
野
の
岩
殿
、
相
模
国
三
浦
郡
の
岩
殿
な
ど
は
観
音
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
甲
斐
国
都
留
郡
の
「
岩
殿
明
神
」
の
よ
う
に
十
五
世
紀
に
お
い
て
も
神
を
祀
る
「
霊

社
」
と
し
て
崇
敬
を
集
め
た
所
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
古
来
か
ら
直
接
的
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
断

言
で
き
ず
、
再
拡
大
し
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
仏
教
以
前
の
神
へ
の
信
仰
に
つ
な

が
る
も
の
と
し
て
、
よ
り
古
い
宗
教
的
性
格
を
伝
え
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

露
頭
し
た
岩
が
、
神
が
降
臨
し
て
鎮
座
す
る
場
所
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
有
名

な
事
例
は
奈
良
県
の
三
輪
山
に
散
在
す
る
磐
座
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
写
真
な
ど
で
知
ら
れ
る
多
く

は
斜
面
に
分
布
し
て
い
る
岩
塊
で
そ
の
横
を
歩
い
て
行
け
る
も
の
で
、
垂
直
に
岸
壁
が
露
頭
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
（
筆
者
の
知
ら
な
い
垂
直
の
岩
壁
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
）。
比
企
の
岩
殿
の
場
合
は
、
基
本

的
に
縦
の
側
面
に
岩
壁
が
露
頭
し
て
い
る
点
で
相
違
を
感
じ
る
が
、
三
輪
山
の
よ
う
に
山
全
体
が
神
体
と

〈図５〉　埼玉県立博物館『比企岩殿観音とその門前町』から
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見
な
さ
れ
て
い
た
時
代
の
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
世
紀
頃
か
ら
九
世
紀
頃
ま
で
続
い
た
祭
祀
遺
跡
・
遺
物
が
確
認
さ
れ
て
お
り
世
界
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
こ
と
で
有
名
な
沖
ノ
島
（
福
岡
県
宗
像
市
に
属
し
て
い
る
が
本
土
か
ら
約
六
〇
キ
ロ
の
玄
界
灘
に
あ
る
）
は
垂
直
に
切
り
立
っ
た
岩
壁
の
露
頭
が
続
き
、
い
か
に

も
神
が
降
臨
し
て
鎮
座
す
る
場
所
と
み
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
を
備
え
て
い
る
。
沖
ノ
島
の
場
合
こ
の
岩
壁
が
連
続
し
て
並
ん
で
い
て
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
の
に
対
し

て
、
比
企
の
岩
殿
山
の
場
合
は
一
つ
の
岩
山
に
過
ぎ
な
い
点
で
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
場
所
に
神
性
が
認
識
さ
れ
る
と
い
う
点
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の

よ
う
な
岩
壁
は
各
地
に
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
信
仰
の
中
心
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
岩
の
字
を
冠
し
た
地
名
と
し
て
、
岩
殿
観
音
だ
け
で
な
く

岩
戸
観
音
・
岩
室
観
音
・
岩
屋
観
音
・
白
岩
観
音
な
ど
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
観
音
名
と
結
び
つ
い
て
な
い
が
、
そ
の
他
岩
櫃
等
の
名
称
も
あ
り
、
か
つ
て
は
観
音
霊
場
で
あ

っ
た
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
呼
称
が
ど
の
範
囲
に
拡
が
っ
て
い
た
の
か
、
地
域
に
よ
っ
て
違
う
名
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る
の

は
今
後
の
課
題
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。

比
企
郡
の
岩
殿
山
塊
の
中
に
こ
の
よ
う
な
岩
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
主
峰
が
屹
立
し
て
い
る
景
観
は
、
近
辺
か
ら
崇
敬
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

今
日
そ
の
よ
う
な
景
観
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
は
維
持
さ
れ
て
い
た
そ
の
よ
う
な
景
観
が
、
現
在
ま
で
に
生
じ
た
諸
事
情
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
比
企
の
岩
殿
の
場
合
に
つ
い
て
歴
史
的
景
観
が
喪
失
さ
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
考
え
る
。

ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
岩
壁
の
姿
を
い
つ
頃
ま
で
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

文
献
史
料
と
し
て
は
前
述
の
「
壘
た
か
き
い
わ
を岩

壁
立
シ
テ
四
望
樓
閣
ノ
如
ナ
レ
バ
、
土
人
稱
シ
テ
岩
殿
山
ト
云
」

の
記
事
を
伝
え
る
『
坂
東
三
十
三
所
観
音
霊
場
記
』「
第
十
番
武
蔵
国
比
企
岩
殿
縁
起
」
が
刊
行
さ
れ
た
の

は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
だ
が
、
そ
の
内
容
は
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
末
頃
に
は
成
立
し
て
い
た
と

さ
れ
る
の
で
、
調
査
し
た
の
は
そ
れ
以
前
一
七
六
〇
年
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
、「
本
堂
の
後
ろ

山
ハ
い
よ
ゝ
ゝ
高
き
巌
石
に
て
、
屏
風
を
立
し
如
き
数
丈
の
絶
嶮
な
り
」
の
記
事
を
伝
え
る
津
田
大
浄
が

『
遊
歴
雑
記
』
を
刊
行
し
た
の
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
の
こ
と
な
の
で
、
こ
の
地
を
訪
れ
た
の
は
そ
れ

以
前
の
こ
と
と
な
る
。
十
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
頃
に
は
、
こ
の
景
観
を
確
認
で
き
た
こ
と

に
な
る
。

絵
画
資
料
と
し
て
は
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
岩
殿
村
の
記
事
所
載
の
付
図
と
『
坂
東
第
十
番
武
蔵

国
比
企
郡
岩
殿
山
之
図
』（
埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
岩
殿
の
正
法
寺
が
原
版
と
と
も
に
所
蔵
す
る
）を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
の
編
纂
事
業
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
頃
始
ま
り
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）

に
幕
府
に
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
地
調
査
は
一
八
一
〇
年
代
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
絵
図
作
成
時
期

〈図６〉　 埼玉県立博物館『比企岩殿観音とその門前町』
所収「坂東第十番武蔵国比企郡岩殿山の図」から
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は
、「
文
政
～
天
保
前
半
期
頃
」
＝
一
八
三
〇
年
前
後
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
は
二
つ
の
山
が
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
樹
木
が
生
い
茂
っ
て
い
る
よ
う
で
岩

壁
は
表
現
さ
れ
て
な
い
。
後
者
で
は
岩
殿
山
の
位
置
が
実
際
よ
り
右
に
ず
れ
て
い
る
。
岩
壁
に
つ
い
て
は
頂
上
近
く
に
表
現
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し

な
い
。
両
絵
図
か
ら
は
、
周
り
か
ら
屹
立
す
る
山
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、「
屏
風
を
立
し
如
き
数
丈
の
絶
嶮
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
切
り
立
っ
た
岩
壁
そ
の
も
の

が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
付
図
で
見
る
と
、
か
な
り
の
草
木
類
が
表
面
を
覆
っ
て
い
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
切
り
立
っ
た
岩
壁
を
見

ら
れ
る
場
所
も
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
周
囲
か
ら
屹
立
し
た
山
の
姿
は
健
全
で
あ
っ
た
が
（
実
際
は
す
べ
て
の
場
所
か
ら
見
え
た
わ
け
で
は
な

く
観
音
堂
側
の
特
定
場
所
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
）、
岩
壁
の
岩
肌
は
か
な
り
の
場
所
で
植
物
類
の
繁
茂
に
妨
げ
ら
れ
て
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

今
日
で
は
、
観
音
側
か
ら
山
容
も
岩
肌
も
全
く
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
自
然
的
要
因
と
人
為
的
社
会
的
要
因
と
に
分
け
て

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
自
然
的
要
因
と
し
て
は
、
岩
の
風
化
に
よ
っ
て
太
陽
を
反
射
し
て
光
り
輝
く
岩
肌
が
喪
失
し
た
可
能
性
や
蔦
や
そ
の
他
草
木
類
の
繁
茂
な
ど
に

よ
っ
て
表
面
が
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
一
般
的
に
想
定
で
き
る
。
こ
の
自
然
要
因
に
つ
い
て
も
人
為
的
要
因
と
切
り
離
せ
な
い
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
岩
壁
へ
の
信

仰
が
薄
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
草
木
類
の
繁
茂
を
防
ぐ
努
力
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
元
の
修
験
者
達
の
国
峯
修
行
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
既
に

明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
彼
ら
の
活
動
が
沈
滞
、
停
止
し
た
こ
と
が
影
響
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
明
治
政
府
は
修
験
道
（
修
験
宗
）
を
禁
止
し
て

お
り
、
こ
の
地
の
修
験
者
達
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
岩
壁
保
持
の
努
力
も
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。

人
為
的
社
会
的
要
因
は
場
合
に
よ
っ
て
様
々
だ
が
、
明
治
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
に
こ
の
地
に
生
じ
た
大
要
因
と
し
て
、
高
坂
駅
か
ら
こ
の
山
塊
の
中
を
突
っ
切
っ
て
鳩

山
町
に
通
ず
る
バ
ス
道
路
が
で
き
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
山
の
前
面
に
橋
が
架
け
ら
れ
た
た
め
（
日
の
出
屋
の
辺
り
）、
樹
木
繁
茂
と
相
俟

っ
て
参
道
や
本
堂
の
あ
る
方
か
ら
こ
の
山
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
バ
ス
道
路
は
、
現
在
の
こ
ど
も
動
物
公
園
入
口
に
差
し
掛
か
る
手
前
辺
り
か

ら
坂
道
と
な
っ
て
尾
根
を
通
る
形
で
山
中
に
入
っ
て
い
く
。
こ
の
工
事
の
た
め
尾
根
筋
に
百
前
後
な
ら
ん
で
い
た
一
三
六
三
年
の
岩
殿
合
戦
の
官
軍
側
の
死
者
を
祀
っ
た

「
旗
塚
」
の
殆
ど
が
取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
道
路
は
、
大
東
文
化
大
学
の
間
を
抜
け
て
鳩
山
町
方
面
行
き
の
バ
ス
停
留
所
「
大
東
文
化
大
学
前
」
の
直
前
辺
り
か
ら

左
側
に
児
沢
の
谷
を
見
下
ろ
す
形
に
な
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
日
の
出
屋
の
辺
り
か
ら
谷
の
上
に
架
け
ら
れ
た
橋
の
上
を
通
る
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
、

バ
ス
に
乗
っ
て
行
く
時
は
勿
論
、
徒
歩
で
行
く
時
も
こ
の
道
路
が
谷
間
の
上
に
出
来
て
い
る
こ
と
は
全
く
感
じ
取
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
バ
ス
道
路
が
両
側
の
山
の

部
分
に
接
続
す
る
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
近
世
の
絵
図
に
見
ら
れ
る
山
容
は
丁
度
こ
の
辺
り
で
、
そ
れ
を
遮
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
の
橋
の
下
に
は
現
在
で
も
岩
肌
が
露
頭
し
て
い
る
場
所
が
隠
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
希
望
を
も
っ
た
。
幸
い
、
こ
の
道
路
側
か
ら
岩
殿
観
音
堂
の
あ
る

敷
地
に
下
る
階
段
が
あ
る
の
で
、
或
は
そ
こ
に
い
け
ば
橋
の
下
に
露
頭
部
分
が
僅
か
に
残
っ
て
い
る
の
を
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
現
地
に
何
度
も
行
っ
て
み
た
。

し
か
し
階
段
か
ら
は
全
く
見
え
ず
、
傍
ま
で
行
こ
う
と
思
っ
た
が
、
浸
み
だ
し
た
水
で
池
が
出
来
て
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
（
絵
図
に
あ
る
「
あ
か
（
閼
伽
）
の
井
」

か
）。
結
局
、
山
肌
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
残
る
は
橋
よ
り
高
い
部
分
で
、
そ
こ
に
山
肌
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
や
は
り
こ
れ
も
不
可
能
な
状
況
で
あ
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る
。
土
に
覆
わ
れ
る
か
、
山
肌
保
護
の
た
め
な
の
か
コ
ン
ク
リ
ー
ト
枠
で
覆
わ
れ
る
か
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
各
枠
内
に
は
土
が
あ
り
植

物
が
生
え
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
い
つ
か
崖
下
の
池
の
向
こ
う
側
を
発
掘
で
き
た
ら
何
ら
か
の
祭
祀
跡
や
遺
物
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
淡
い
希
望
を
持
っ
て
は
い

る
。

注1
、『
東
松
山
市
の
歴
史
』
上
巻
（
昭
和
六
十
年
三
月
）。
岩
殿
山
に
関
す
る
拙
稿
と
し
て
次
が
あ
る
。
ａ
「
武
蔵
国
比
企
岩
殿
山
縁
起
の
基
礎
的
考
察
」（
大
東
文
化
大
学
人

文
科
学
研
究
所
紀
要
『
人
文
科
学
』〔
以
下
同
じ
〕
第
十
四
号
二
〇
〇
九
年
三
月
）。
ｂ
「
岩
殿
山
麓
阿
弥
陀
堂
の
歴
史
的
考
察
」（『
人
文
科
学
』
第
十
五
号
二
〇
一
〇
年

三
月
）。
ｃ
「『
坂
東
第
十
番
武
蔵
国
比
企
郡
岩
殿
山
之
図
』
記
載
「
比
企
判
官
旧
地
」
に
つ
い
て
」（『
人
文
科
学
』
第
十
六
号
、
二
〇
一
一
年
）。
ｄ
「
岩
殿
・
南
新
井
の

旗
塚
に
つ
い
て
」（『
人
文
科
学
』
第
十
八
号
、
二
〇
一
三
年
）。
ｅ
「
岩
殿
・
南
新
井
の
「
堀
カ
ネ
ノ
池
」
と
「
判
官
塚
」」（『
人
文
科
学
』
第
十
九
号
、
二
〇
一
四
年
）。

ｆ
「
岩
殿
・
重
観
山
と
住
観
房
に
つ
い
て
」（『
人
文
科
学
』
第
二
十
号
、
二
〇
一
五
年
）。ｇ
「
岩
殿
山
両
縁
起
・
濫
觴
説
話
に
み
る
岩
殿
山
諸
信
仰
の
系
譜
」（『
人
文
科

学
』
第
二
十
一
号
、
二
〇
一
六
年
）。
ｈ
「
中
近
世
移
行
期
の
岩
殿
観
音
」（
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
人
文
科
学
』
第
二
二
号
、
二
〇
一
七
年
）。
ｉ
「
鎌
倉
公

方
の
閉
じ
込
め
る
城
」（『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
五
十
六
号
〈
人
文
科
学
〉
二
〇
一
八
年
）。

2
、
例
え
ば
、
坂
東
札
所
霊
場
会
編
『
坂
東
三
十
三
所
観
音
巡
礼
』（
一
九
八
七
年
四
月
、
朱
鷺
書
房
）、『
百
観
音
札
所
巡
礼
』（
昭
和
六
十
三
年
七
月
、
佼
成
出
版
社
）
等
。

3
、
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
八
月
に
「
岩
殿
寺
衆
徒
」
ら
が
「
當
寺
前
別
當
左
金
吾
禪
門
覺
西
」
の
菩
提
を
訪
う
た
め
に
建
立
し
た
板
碑
は
「
正
嘉
元
年
丁
巳
八
月
彼
岸

第
三　

岩
殿
寺　

衆
徒
敬
白
」
と
あ
っ
て
、
當
寺
前
別
當
左
金
吾
禪
門
覺
西
」
の
「
出
離
生
死
頓
證
大
菩
提
」
の
た
め
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
元
亨
二
年
（
一
三
二
一
）

卯
月
九
日
に
岩
殿
寺
に
寄
進
さ
れ
た
梵
鐘
銘
文
に
は
「
貫
主
覺
阿
沙
彌
」
ら
が
「
武
州
比
企
郡
岩
殿
寺
」
に
「
三
尺
八
寸
鐘
一
口
」
を
寄
進
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

4
、『
東
松
山
市
史
資
料
編
第
二
巻
』
参
照
。

5
、
中
国
風
の
山
号
に
つ
い
て
は
、
平
安
末
期
京
都
の
嵯
峨
清
凉
寺
が
五
台
山
と
名
付
け
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
に
禅
宗
寺
院
が
五
山
の
制
に
基
づ
い
て
山
号
を
つ
け
、
そ
の
後

広
が
っ
た
と
さ
れ
る
。
中
村
元
『
広
説
佛
教
語
大
事
典
上
巻
』（
平
成
十
三
年
六
月
二
十
一
日
、
第
一
刷
、
東
京
書
籍
株
式
会
社
）、『
岩
波
仏
教
辞
典
』（
一
九
八
九
年
十
二

月
第
一
版
）、
そ
の
他
。

6
、『
新
編
埼
玉
県
史
別
編
3
自
然
』（
昭
和
六
十
一
年
三
月
埼
玉
県
発
行
）
四
〇
頁
の
一
覧
表
に
よ
る
と
、
物
見
山
丘
陵
は
、
上
部
に
「
物
見
山
礫
層
」（
第
四
紀
・
前
期
洪

積
世
）、
そ
の
下
に
「
都
幾
川
層
群
」（
新
第
三
紀
・
中
新
世
・
中
後
期
）、「
上
唐
子
層
」（
新
第
三
紀
・
前
中
期
）
の
三
つ
の
地
層
分
布
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

7
、
打
木
村
治
『
天
の
園
』（
第
一
～
六
部
、
初
版
は
昭
和
四
十
七
年
六
月
実
業
之
日
本
社
か
ら
出
版
、
偕
成
社
文
庫
に
よ
る
）。

8
、
注
1
拙
稿
「
岩
殿
山
両
縁
起
・
濫
觴
説
話
に
み
る
岩
殿
山
諸
信
仰
の
系
譜
」（『
人
文
科
学
』
第
21
号
）。

は
、「
文
政
～
天
保
前
半
期
頃
」
＝
一
八
三
〇
年
前
後
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
は
二
つ
の
山
が
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
樹
木
が
生
い
茂
っ
て
い
る
よ
う
で
岩

壁
は
表
現
さ
れ
て
な
い
。
後
者
で
は
岩
殿
山
の
位
置
が
実
際
よ
り
右
に
ず
れ
て
い
る
。
岩
壁
に
つ
い
て
は
頂
上
近
く
に
表
現
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し

な
い
。
両
絵
図
か
ら
は
、
周
り
か
ら
屹
立
す
る
山
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、「
屏
風
を
立
し
如
き
数
丈
の
絶
嶮
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
切
り
立
っ
た
岩
壁
そ
の
も
の

が
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
付
図
で
見
る
と
、
か
な
り
の
草
木
類
が
表
面
を
覆
っ
て
い
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
切
り
立
っ
た
岩
壁
を
見

ら
れ
る
場
所
も
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
周
囲
か
ら
屹
立
し
た
山
の
姿
は
健
全
で
あ
っ
た
が
（
実
際
は
す
べ
て
の
場
所
か
ら
見
え
た
わ
け
で
は
な

く
観
音
堂
側
の
特
定
場
所
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
）、
岩
壁
の
岩
肌
は
か
な
り
の
場
所
で
植
物
類
の
繁
茂
に
妨
げ
ら
れ
て
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

今
日
で
は
、
観
音
側
か
ら
山
容
も
岩
肌
も
全
く
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
自
然
的
要
因
と
人
為
的
社
会
的
要
因
と
に
分
け
て

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
自
然
的
要
因
と
し
て
は
、
岩
の
風
化
に
よ
っ
て
太
陽
を
反
射
し
て
光
り
輝
く
岩
肌
が
喪
失
し
た
可
能
性
や
蔦
や
そ
の
他
草
木
類
の
繁
茂
な
ど
に

よ
っ
て
表
面
が
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
一
般
的
に
想
定
で
き
る
。
こ
の
自
然
要
因
に
つ
い
て
も
人
為
的
要
因
と
切
り
離
せ
な
い
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
岩
壁
へ
の
信

仰
が
薄
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
草
木
類
の
繁
茂
を
防
ぐ
努
力
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
元
の
修
験
者
達
の
国
峯
修
行
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
既
に

明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
彼
ら
の
活
動
が
沈
滞
、
停
止
し
た
こ
と
が
影
響
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
明
治
政
府
は
修
験
道
（
修
験
宗
）
を
禁
止
し
て

お
り
、
こ
の
地
の
修
験
者
達
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
岩
壁
保
持
の
努
力
も
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。

人
為
的
社
会
的
要
因
は
場
合
に
よ
っ
て
様
々
だ
が
、
明
治
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
に
こ
の
地
に
生
じ
た
大
要
因
と
し
て
、
高
坂
駅
か
ら
こ
の
山
塊
の
中
を
突
っ
切
っ
て
鳩

山
町
に
通
ず
る
バ
ス
道
路
が
で
き
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
山
の
前
面
に
橋
が
架
け
ら
れ
た
た
め
（
日
の
出
屋
の
辺
り
）、
樹
木
繁
茂
と
相
俟

っ
て
参
道
や
本
堂
の
あ
る
方
か
ら
こ
の
山
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
バ
ス
道
路
は
、
現
在
の
こ
ど
も
動
物
公
園
入
口
に
差
し
掛
か
る
手
前
辺
り
か

ら
坂
道
と
な
っ
て
尾
根
を
通
る
形
で
山
中
に
入
っ
て
い
く
。
こ
の
工
事
の
た
め
尾
根
筋
に
百
前
後
な
ら
ん
で
い
た
一
三
六
三
年
の
岩
殿
合
戦
の
官
軍
側
の
死
者
を
祀
っ
た

「
旗
塚
」
の
殆
ど
が
取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
道
路
は
、
大
東
文
化
大
学
の
間
を
抜
け
て
鳩
山
町
方
面
行
き
の
バ
ス
停
留
所
「
大
東
文
化
大
学
前
」
の
直
前
辺
り
か
ら

左
側
に
児
沢
の
谷
を
見
下
ろ
す
形
に
な
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
日
の
出
屋
の
辺
り
か
ら
谷
の
上
に
架
け
ら
れ
た
橋
の
上
を
通
る
事
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
、

バ
ス
に
乗
っ
て
行
く
時
は
勿
論
、
徒
歩
で
行
く
時
も
こ
の
道
路
が
谷
間
の
上
に
出
来
て
い
る
こ
と
は
全
く
感
じ
取
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
バ
ス
道
路
が
両
側
の
山
の

部
分
に
接
続
す
る
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
近
世
の
絵
図
に
見
ら
れ
る
山
容
は
丁
度
こ
の
辺
り
で
、
そ
れ
を
遮
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
の
橋
の
下
に
は
現
在
で
も
岩
肌
が
露
頭
し
て
い
る
場
所
が
隠
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
希
望
を
も
っ
た
。
幸
い
、
こ
の
道
路
側
か
ら
岩
殿
観
音
堂
の
あ
る

敷
地
に
下
る
階
段
が
あ
る
の
で
、
或
は
そ
こ
に
い
け
ば
橋
の
下
に
露
頭
部
分
が
僅
か
に
残
っ
て
い
る
の
を
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
現
地
に
何
度
も
行
っ
て
み
た
。

し
か
し
階
段
か
ら
は
全
く
見
え
ず
、
傍
ま
で
行
こ
う
と
思
っ
た
が
、
浸
み
だ
し
た
水
で
池
が
出
来
て
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
い
（
絵
図
に
あ
る
「
あ
か
（
閼
伽
）
の
井
」

か
）。
結
局
、
山
肌
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
残
る
は
橋
よ
り
高
い
部
分
で
、
そ
こ
に
山
肌
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
や
は
り
こ
れ
も
不
可
能
な
状
況
で
あ
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9
、
国
土
地
理
院
発
行
「
越
生
」
二
五
〇
〇
〇
分
の
一
地
形
図
（
昭
和
三
二
年
測
量
、
昭
和
五
二
年
第
二
回
改
測
、
平
成
十
一
年
修
正
測
量
、
平
成
十
二
年
八
月
一
日
発
行
）

で
は
そ
の
嶺
に
は
名
称
は
な
く
一
三
九
ｍ
と
あ
り
、
物
見
山
は
一
三
五
ｍ
と
な
っ
て
い
る
。
参
謀
本
部
陸
軍
部
測
量
局
発
行
（
明
治
一
七
年
測
量
、
明
治
二
〇
年
製
版
）

「
菅
谷
村
」
二
〇
〇
〇
〇
分
の
一
地
形
図
で
は
そ
の
嶺
の
標
高
は
記
さ
れ
ず
、
物
見
山
は
一
三
六
・
二
ｍ
と
な
っ
て
い
る
。

10
、
津
田
大
浄
（
十
方
庵
敬
順
）『
遊
歴
雑
記
』（
五
編
十
五
冊
、
文
化
九
年
～
文
政
十
一
年
（
初
篇
上
五
十
七
、『
新
編
埼
玉
県
史
、
資
料
編
一
〇
、
近
世
一
地
誌
』）
八
七
九

頁
以
下
に
よ
る
。

11
、
奈
佐
勝
皐
『
山
吹
日
記
』（『
群
馬
県
史
料
集
第
六
巻
日
記
篇
Ⅱ
』
萩
原
進
、
解
説
）。

12
、
東
松
山
市
教
育
委
員
会
発
行
『
東
松
山
の
化
石
図
鑑　

探
そ
う
！
葛
袋
の
一
五
〇
〇
万
年
前
の
サ
メ
の
歯
化
石
』（
東
松
山
市
葛
袋
地
区
化
石
利
活
用
検
討
委
員
会
調
査

部
会
編
集
、
栗
原
行
人
・
藤
井
孝
二
・
水
原
猛
・
原
田
吉
樹
執
筆
、
平
成
二
八
年
四
月
改
訂
）。「
東
松
山
市
化
石
と
自
然
の
体
験
館
」
で
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
。

13
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
刊
行
『
坂
東
三
十
三
所
観
音
霊
場
記
』
巻
之
四
の
「
第
十
番
武
蔵
国
比
企
岩
殿
縁
起
」
の
記
事
（
四
〇
七
頁
～
）。
著
作
の
由
来
を
述
べ
た｢

坂
東
観
音
霊
場
記
大
成
縁
由｣

は
「
時
明
和
第
三
竜
集
丙
戌
冬
十
二
月
廿
一
日
」
と
の
日
付
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
年
）
末
頃
に
は
成
立
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
真
言
宗
の
僧
亮
盛
が
当
時
の
坂
東
三
十
三
所
観
音
霊
場
の
各
札
所
を
巡
っ
て
、
各
寺
の
縁
起
類
な
ど
の
資
料
を
収
集
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。

金
指
正
三
校
註
『
西
国
坂
東
観
音
霊
場
記
』（
青
蛙
房
、
初
版
昭
和
四
八
年
二
月
、
新
装
版
平
成
十
九
年
五
月
）
と
『
続
豊
山
全
書
』
二
十
（
昭
和
五
十
年
五
月
、
續
豊
山

全
書
刊
行
會
発
行
）
に
採
録
。

14
、
注
13
『
坂
東
三
十
三
所
観
音
霊
場
記
』
巻
之
四
に
よ
る
。

15
、『
さ
い
た
ま
叢
書
第
三
』
所
収
「
吉
見
岩
殿
山
略
縁
起
」（
昭
和
四
年
六
月
、
埼
玉
県
史
編
纂
事
務
所
、
柴
田
常
恵
・
稲
村
坦
元
編
輯
、
三
明
社
発
行
）。

16
、
斎
藤
鶴
磯
著
『
武
蔵
野
話
』（
前
編
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）、
続
編
文
政
十
年
）（
昭
和
四
十
五
年
一
月
有
峰
書
店
刊
に
よ
る
）
一
五
三
～
五
八
頁
。

17
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』（
八
）「
秩
父
郡
阪
元
村
」（
歴
史
図
書
社
昭
和
四
四
年
一
一
月
）。

18
、
注
13
『
坂
東
三
十
三
所
観
音
霊
場
記
』
巻
之
四
に
よ
る
。

19
、『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
・
山
梨
県
地
名
大
辞
典
』（
昭
和
五
九
年
十
月
角
川
書
店
）
参
照
。

20
、
道
興
准
后
『
廻
国
雑
記
』（『
群
書
類
従
』
巻
一
八
）。

（
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
七
日
受
理
）




