




三
尾
郷
土
讀
本

御
村
は
小
さ
い
御
國
で
す
。
三
尾
は
小
さ
い
日
本
で
す
。
小
さ
い
日
本
の
本
當
の
姿
が
わ
か
ら
な
い
で
、

ど
う
し
て
大
き
な
日
本
の
姿
が
わ
か
り
ま
せ
う
。

先
づ
御
村
の
姿
を
見
つ
め
な
さ
い
、
見
な
ほ
し
な
さ
い
。
本
書
は
そ
の
た
め
の
鏡
で
す
、
永
遠
の
鏡
で

す
。

鏡
に
照
ら
し
た
御
村
、
そ
こ
に
は
美
し
い
善
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
は
よ
り
美
し
く
、
よ
り
善

く
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
醜
い
悪
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
は
速
に
矯
め
な
ほ
さ
ね
ば
な
り
ま
せ

ぬ
。
そ
の
た
め
に
本
書
が
い
く
ら
か
で
も
皆
様
の
御
役
に
立
ち
ま
す
れ
ば
…
…
…
と
念
じ
つ
ゝ

昭
和
十
一
年
仲
秋

(

一

九

三

六

年

)

三

尾

黌

に

て

識

崎

山

勇
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一
、
わ
た
し
く
た
ち
の
學
び
舎

明
治
大
帝
が
お
ご
そ
か
に
仰
せ
出
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
全
國
津
々
浦
々
ど
こ
の
村
へ
行
つ
て
も
學
問
を
し
な
い
家
の
な
い
や
う
に
、
ど
こ
の
家
へ
行
つ
て
も
學
問

ぜ
ん
こ
く

の
し
な
い
人
の
な
い
や
う
に
。

と
、
そ
れ
は
、
明
治
五
年
の
こ
と
で
あ
ま
し
た
。

(

一

八

七

二

年

)

か
う
仰
せ
出
さ
れ
た
大
御
心
を
畏
み
小
學
・
中
學
・
大
學
な
ど
の
學
校
が
だ
ん

建
て
ら
れ
る
や
う
に
な
り
ま

く

し
た
。
わ
た
く
し
た
ち
の
村
で
も
、
よ
そ
に
負
け
て
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
明
治
九
年
七
月
二
十
三
日
に
龍
王
神
社

(

一

八

七

六

年

)

の
長
床
を
借
り
て
學
び
舎
を
開
き

「
久
米
山
小
學
校
」
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
神
主
平
井
壽
麿
さ
ん
が
先

、

な
が
と
こ

く

め

さ

ん

か
ん
ぬ
し
ひ
ら
い
ほ
ぎ
ま
ろ

生
と
し
て
里
の
子
を
教
へ
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
里
の
子
等
と
い
ふ
の
は
、
つ
ま
り
わ
た
く
し
た
ち
の
お

父
や

祖

ぢ

い

お
父
さ
ん
た
ち
で
、
そ
の
頃
は
お

母
さ
ん
や
お
母
さ
ん
た
ち
は
、
ほ
ん
の
四
五
人

祖

と
う

ば

あ

か
あ

ぐ
ら
ゐ
し
か
顔
を
見
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
も
年
と
と
も
に
兒
童
が
增
し
て
來
ま
し
た
の
で
、
今
の
役
場
の
近
く
で
民

家
を
借
受
け
て
移
り
、
明
治
十
五
年
に
は
新
に
校
舎
を
建
て
、
仝
十
九
年
に
は
「
三

(

一

八

八

二

年

)
(

一

八

八

六

年

)

尾
村
尋
常
小
学
校
」
と
名
を
か
へ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
明
治
十
七
年
に
は
學

校
の
成
績
が
す
ぐ
れ
て
よ
ろ
し
い
と
て
文
部
省
か
ら
大

な
御
褒
美
を
戴
き
ま
し

層

た
。
そ
の
後
明
治
三
十
八
年
に
は
じ
め
て
高
等
科
を
置
い
て
「
三
尾
尋
常
高
等
小
学

校
」
と
よ
ば
れ
明
治
四
十
二
年
に
は
校
舎
を
改
築
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
だ
ん

兒
童
數
が
增
し
て
來
ま
し
た
の
で
、
大
正
十
二
年
に
見
晴
ら
し
の
よ
い
、
ゆ
つ

く

(

一

九

二

三

年

)

た
り
と
し
た
今
の
土
地
に
立
派
な
校
舎
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
十
一
年
に
は
學
校
衛
生
に
關
す
る
施
設
が
飛
び
ぬ
け
て
よ
ろ
し
い
と
て
再
び

(

一

九

三

六

年

)

文
部
省
か
ら
選
奬
さ
れ
る
光
榮
を
擔
ひ
ま
し
た
。



創
立
以
ら
ゐ
校
長
と
な
ら
れ
た
先
生
は
平
井
壽
麿
・
水
谷
竹
之
助
・
假
谷
虎
楠
・
川
角
清
次
郎
・
米
谷
卯
之
助
・

濱
中
寅
松
・
千
原
英
三
・
宮
下

巖

・
庄
司
良
三
郎
・
龜
井
龜
之
助
・
山
本
啓
藏
・
大
江
新
助
・
鈴
木
友
一
の
諸
先
生

い
は
ほ

で
あ
り
ま
す
。
只
今
校
地
は
一
二
二
〇
坪
・
建
物
は
二
八
七
・
三
二
坪
・
學
級
數
は
八
つ
、
先
生
方
は
九
人
、
兒
童

は
三
二
七
人
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。

三
尾
靑
年
學
校
は
明
治
四
十
一
年
に
創
立
、
先
生
方
は
八
人
、
生
徒
は
六
一
人
あ
り
ま
す
。

二
，
龍

王

神

社

松
の
大
木
に
榕
樹
の
絡
み
つ
い
た
景
觀

ま
あ
何
と
い
ふ
珍
し
く
す
ば
ら
し
い

！

か
ら

眺
め
で
せ
う
。
松
は
宿
を
貸
し
ま
し
た
。
榕
樹
は
宿
を
借
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
の

に
榕
樹
は
い
つ
の
ま
に
か
母
樹
を
倒
し
て
取
つ
て
代
ら
う
と
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ

が
私
た
ち
の
氏
神
さ
ま
龍
王
神
社
の
參
道
に
立
つ
て
ゐ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

よ
そ
の
人
が
り
を
ん
さ
ん
と
申
上
げ
る
村

龍
王
神

は
小
三
尾
の
海
岸
龍
王

社
社

崎
の
森
々
と
繁
つ
た
林
の
中
に
鎭
り
ま
し
、
畏
く
も
大
前
に
は
わ
が
國
で
も
稀
だ

と
い
ふ
の
で
縣
の
天
然
記
念
物
と
な
つ
て
ゐ
る
大
榕
樹
が
柏
槇
の
老
樹
を
圍
ん
で

森
の
や
う
に
繁
つ
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
柏
槇
も
ま
た
廂
を
か
し
て
母
屋
を
と
れ
た
形

で
、
か
は
い
さ
う
な
も
の
で
す
。
が
南
側
の
日
當
た
り
の
よ
い
崖
に
は
多
く
の
自

生
柏
槇
が
勢
よ
く
生
ひ
立
つ
て
ゐ
ま
す
。

こ
の
御

は
御
本
殿
に
豐
玉
彦
神
・
猿
田
彦
神
の
二
柱
を
御
祀
り
し
、
そ
の
左

社

社
社

社

側
に
大
己
貴
神

、
右
側
に
惠
美
須
神

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
境
内
の
八
幡
神

は
逢
母
八
幡
さ
ま
と
し
て
有
名
な
お
宮
様
を
明
治
の
末
頃
に
こ
こ
へ
御
遷
し
申
上

げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
御
本
殿
奉
祀
の
猿
田
彦
神
は
そ
の
頃
日
御
崎
に
鎭
座
の
御
神

か
ら
合
祀
し
た
も
の
で
、
そ

社



の
御
﨑
神

は
、
大
永
の
頃
に
和
田
浦
の
御
﨑
神

(

今
の
鄕

)

か
ら
日
御
崎
へ
勸
請
し
た
の
で
し
た
。

社
社

社

さ
て
當

の
主
祭
神
豐
玉
彦
神
は
海
の
上
を
守
り
、
漁
業
を
守
つ
て
下
さ
る
神
様
と
し
て
昔
か
ら
尊
崇
さ
れ
、
ま

社
た
水
に
縁
故
あ
る
神
様
と
し
て
旱
天
に
は
雨
請
の
百
姓
た
ち
が
熱
禱
を
捧
げ
る
例
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
い
つ
頃
こ

こ
へ
御
祀
り
申
上
げ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
今
殘
つ
て
い
る
棟
札
の
う
ち
元
和
三
年(

紀
元
二
二
七
七
年)

の
分
が

(

一

六

一

七

年

)

一
番
古
く
、
そ
の
年
そ
の
年
改
築
さ
れ
た
こ
と
は
わ
か
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
こ
と
は
一
向
わ
か
り
ま
せ

ん
。
元
和
の
棟
札
に
は
「
紀
州
海
郡
三
尾
莊
龍
王
宮
造
宮
棟
上
、
本
願
唐
子
中
栖
源
兵
衛
、
三
尾
村
西
理
右
衛
門
、

本
願
比
井
内
川
孫
左
衛
門
、
三
尾
村
中
村
孫
右
衛
門
、
神
子
彌
市
女
、
神
主
孫
市
郎
、
大
工
湯
羅
藤
原
嘉
三
郎
、
天

田
藤
原
三
郎
兵
衛
」
等
の
文
字
が
見
え
て
ゐ
ま
す
。
面
白
い
の
は
海
郡
と
あ
る
こ
と
で
あ
ま
郡
と
讀
む
の
で
す
が
、

そ
の
頃
勝
手
に
あ
ま
郡
と
い
つ
て
ゐ
た
の
か
、
本
當
に
海
部
郡
に
屬
し
て
ゐ
た
の
か
、
は
つ
き
り
し
ま
せ
ん
。
今
の

由
良
衣
奈
白
崎
あ
た
り
ま
で
は
海
部
郡
の
領
域
の
及
ん
で
ゐ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
こ
の
邊
ま
で
海
部
郡
だ
つ
た
か

ど
う
か
は
、
ど
う
も
は
つ
き
り
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
唐
子
中
栖
源
兵
衛
は
も
と
湯
川
家
に
屬
し
た
豪
族
で
そ
の
頃

ぞ
く

は
醫
師
を
し
て
ゐ
ま
し
た
。
比
井
の
内
川
氏
、
三
尾
の
西
氏
中
村
氏
共
に
そ
の
頃
の
勢
力
家
で
し
た
。
そ
し
て
神
主

と
し
て
孫
市
郎
と
い
ふ
人
が
奉
仕
し
て
ゐ
ま
し
た
が
慶
安
三
年(

紀
元
二
三
一
〇
年)

の
分
に
な
る
と
、
同
じ
く
紀
州

(

一

六

五

〇

年

)

海
郡
と
あ
り

「
願
主
和
田
村
五
郎
太
夫
本
願
三
尾
浦
玄
哲
、
西
理
兵
衛
、
大
工
藤
原
吉
左
衛
門
、
小
工
三
郎
兵
衛
」

、

社

な
ど
と
あ
り
、
こ
ん
ど
は
和
田
の
五
郎
太
夫
と
い
ふ
人
が
願
主
に
な
つ
て
ゐ
る
所
を
見
ま
す
と
、
あ
の
頃
に
は
當

を
崇
敬
す
る
人
が
比
井
方
面
に
も
あ
り
、
和
田
方
面
に
も
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
玄
哲
と
い
ふ
の
は

法
善
寺
の
初
代
住
職
で
、
同
寺
の
山
號
を
龍
谷
山
と
い
つ
て
ゐ
る
所
か
ら
考
へ
る
と
、
そ
の
頃
は
神
佛
混
淆
で
、

法
善
寺
が
龍
王
神

の
宮
寺
で
、
玄
哲
は
い
は
ゆ
る

僧
と
な
つ
て

務
に
關
與
し
て
ゐ
れ
ば
こ
そ
棟
札
に
ま
で

社
社

社

ほ

ふ

ぜ

ん

じ

其
の
名
を
記
入
し
た
も
の
、
こ
の
棟
札
も
多
分
玄
哲
が
書
い
た
も
の
で
せ
う
。
更
に
想
像
を
加
へ
る
と
、
こ
の
玄
哲

は
海
部
郡
の
ど
こ
か
の
出
身
で

こ
の
邊
を
も
海
部
郡
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん

そ
の
後
寶
永
七
年

、

。

(

一

七

一

〇

年

)

頃(

紀
元
二
三
七
〇
頃)

山
下
氏
の

先
八
郎
左
衛
門
と
い
ふ
人
が
神
主
に
な
り
代
々
世
襲
し
て
明
治
初
年
の
山
下
仙

祖
(

一

八

六

八

年

)

太
郎
と
い
ふ
人
に
及
び
罷
め
ま
し
た
。
そ
の
後
任
は
比
井
王
子
神
社
の
平
井
壽
麿
と
い
ふ
人
が
兼
務
し
、
同
二
十
年

今
の
奥
山
靜
雄
氏
就
職
、
勤
續
今
日
に
及
ん
で
を
ら
れ
ま
す
。



御
祭
典
は
大
陰
暦
十
一
月
の
初
申
酉
の
日
で
和
田
御
﨑
神
社
と
同
日
で
あ
つ
た
が
太
陽
暦
と
な
り
十
月
十
七
日
と

な
り
ま
し
た
。
祭
式
は
往
古
よ
り
神
前
式
の
み
で
あ
り
ま
す
。

龍
王
崎
に
は
高
さ
五
間
幅
二
間
奥
行
一
間
半
ほ
ど
の
賎
が
窟
と
い
ふ
洞
窟
が
あ
り
、
村
人
は
カ
ン
カ
ラ
礁
と
呼
ん

で
ゐ
ま
す
。

三
、
逢

母

神
功
皇
后
の
新
羅
征
伐
。
そ
れ
は
國
史
に
輝
く
雄
々
し
く
も
涙
ぐ
ま
し
い
御
偉
業
で
、
紀
州
出
身
の
武
内
宿
禰
が

御
伴
を
申
上
げ
て
大
功
を
立
て
た
こ
と
は
、
私
共
と
し
て
嬉
し
く
も
心
強
い
次
第

と
も

で
あ
り
ま
す
。

皇
后
に
は
御
目
的
を
達
し
た
ま
う
て
九
州
へ
御
凱
旋
に
な
り
、
そ
こ
で
譽
田
別

皇
子(

後
の
應
神
天
皇)

を
御
生
み
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
が
、
た
ま

都
の
方
で
忍

く

熊
王
等
の
叛
亂
が
起
り
ま
し
た
の
で
、
武
内
を
し
て
新
皇
子
を
懐
い
て
四
國
沖
か

ら
紀
州
に
向
は
し
め
、
御
躬
ら
は
軍
を
率
ゐ
て
瀬
戸
内
海
か
ら
御
東
征
な
さ
い
ま

し
た
。

や
が
て
武
内
は
皇
子
を
奉
じ
て
わ
が
日
高
の
大
引
浦
に
上
陸
し
、
衣
奈
の
行
宮

お
ほ
び
き

に
御
案
内
申
上
げ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
皇
后
は
忍
熊
王
の
勢
が
強

い
の
で
一
先
づ
武
内
の
郷
國
紀
伊
に
御
下
り
に
な
つ
て
更
に
御
軍
備
を
な
さ
ら
う

と
今
の
大
阪
あ
た
り
か
ら
御
船
で
隣
村
阿
尾
へ
御
着
に
な
り
鉾
突
崎
に
御
上
陸
の

ほ
こ
つ
き

上
、
わ
が
三
尾
へ
御
出
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
承
つ
た
武
内
は
衣
奈

か
ら
皇
子
を
懐
い
て
こ
ち
ら
へ
參
り
、
今
の
逢
母
の
邊
で
御
母
宮
と
皇
子
が
御
對

お

ひ

ぼ

面
に
な
つ
た
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

さ
う
い
ふ
畏
い
お
ゆ
か
り
の
あ
る
わ
が
三
尾
の
里
で
は
御
聖
蹟
を
慕
ひ
ま
ゐ
ら
せ
て
後
に
逢
母
八
幡
神

と
し
て

社



御
祀
り
申
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
御

は
今
の
役
場
の
と
こ
ろ
に
鎭
座
し
て
ゐ
ま
し
た
が
明
治
に
な
つ
て
龍
王
神

の

社
社

境
内
へ
御
遷
し
申
上
げ
ま
し
た
。
隣
村
産
湯
で
は
御
産
湯
を
差
上
げ
た
と
申
傳
へ
、
産
湯
の
七
つ
井
戸
と
い
ふ
の
が

あ
つ
た
さ
う
で
す
が
、
今
は
そ
の
中
の
一
つ
だ
け
が
古
い
榕
樹
の
か
げ
に
殘
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
も
東
山

手
に
産
湯
八
幡
神

と
申
す
立
派
な
御

が
あ
り
ま
す
。

社
社

さ
て
皇
后
に
は
皇
子
と
御
會
ひ
に
な
つ
て
か
ら
更
に
武
内
と
軍
の
御
評
定
が
お
出
來
に
な
る
と
共
に
比
井
に
軍
の

浦
か
ら
勇
ま
し
う
御
船
出
遊
ば
さ
れ
、
武
内
の
郷
里
を
經
て
紀
川
筋
の
小
竹
宮
に
入
ら
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

し

ぬ

の

み

や

間
も
な
く
右
の
叛
亂
は
鎭
り
ま
す
。

四
、
三

穂

の

石

室

み

ほ

い

は

や

追
思
碑
の
辻
か
ら
南
に
當
る
小
高
い
丘
を
越
え
て
崖
づ
た
ひ
に
後
磯
と
い
ふ
荒
磯
に
下
り
、
奇
岩
怪
石
の
こ
ろ
が

つ
て
ゐ
る
中
を
少
し
く
行
き
ま
す
と
、
俗
に
久
米
窟
と
い
つ
て
ゐ
る
大
き
な
巖
窟
が
あ
り
ま
す
。
奥
行
十
五
六
間
、

ぞ
く

幅
四
五
間
、
高
さ
入
口
で
五
六
間
、
内
部
で
七
八
間
乃
至
十
二
三
間
も
あ
り
ま
せ
う
。
萬
葉
集
に

は
た
す
す
き
久
米
の
若
子
が
い
ま
し
け
る

く

め

わ

く

お



三
穂
の
石
室
は
見
れ
ど
あ
か
ぬ
か
も(

巻
三)

い

は

や

常
磐
な
す
石
室
は
今
も
あ
り
け
れ
ど

住
み
け
る
人
ぞ
常
な
か
り
け
る(

仝)
と
い
ふ
博
通
法
師
の
歌
を
載
せ
、
ま
た
作
者
の
わ
か
ら
な
い

か
ざ
は
や
の
美
保
の
浦
廻
の
白
躑
躅

み

ほ

う

ら

み

見
れ
ど
も
さ
ぶ
し
な
き
人
思
へ
ば

み
つ
く
し
久
米
の
若
子
が
い
觸
り
け
む

磯
の
草
根
の
か
れ
ま
く
惜
し
も

か

や

ね

と
い
ふ
歌
も
出
て
ゐ
ま
す
。
三
穂
・
美
保
は
即
ち
今
の
三
尾
で
、
こ
の
窟
こ
そ
常

磐
な
す
三
穂
の
石
室
の
跡
だ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
古
く
は
紀
伊
名
所
圖
繪
に
考
證

め

い

し

よ

づ

ゑ

さ
れ
、
近
く
は
京
都
帝
國
大
學
の
澤
潟
先
生
、
和
歌
山
縣
女
子
師
範
學
校
の
日
比

野
先
生
も
同
じ
御
意
見
で
あ
ま
す
。
紀
州
に
は
他
に
三
尾
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
せ
ん
し
、
ま
た
こ
ん
な
大
き
な
巖
窟
も
見
當
り
ま
せ
ん
か
ら
三
穂
の
石
室
は
、

や
は
り
、
こ
れ
に
ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
久
米
の
若
子
と
申
す
御
方
に
つ
い
て
は
貴
い
御
身
分
の
御
方
だ
つ
た
ら
う
と
想
像
さ
れ
る
だ
け
で
何
分
今

か
ら
千
餘
年
の
昔
の
事
で
す
か
ら
、
一
向
は
つ
き
り
し
ま
せ
ん
。
は
じ
め
の
歌
に
「
い
ま
し
け
る
」
と
い
ふ
敬
語
を

用
ひ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
貴
顯
の
御
方
か
と
も
想
は
れ
ま
す
が
、
第
二
の
歌
及
第
四
の
歌
に
「
住
み
け
る
」

だ
の
「
い
觸
り
け
む
」
だ
の
と
あ
る
の
を
見
ま
す
と
、
さ
う
で
無
さ
さ
う
に
も
見
え
、
と
ん
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た

だ
三
穂
の
石
室
が
こ
れ
だ
ろ
う
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
、
古
今
の
學
者
の
意
見
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
に
し

て
も
こ
ん
な
不
便
な
片
田
舎
に
忍
ん
で
御
出
で
に
な
つ
た
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
御
不
自
由
・
御
窮
屈
で
い
ら
し
た
こ

と
で
せ
う
。



五
、
法

善

寺

ほ

ふ

ぜ

ん

じ

小
三
尾
の
法
善
寺
は
山
號
を
龍
谷
山
と
い
ひ
、
佛
教
と
し
て
の
宗
派
は
淨
土
宗
鎭
西
派
で
、
京
都
知
恩
院
の
末
寺

ほ

ふ

ぜ

ん

じ

ち

ん

ぜ

い

は

に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
も
と
こ
こ
に
眞
言
宗
の
小
さ
な
庵
が
あ
つ
て
善
阿
彌
と
い
ふ

人
が
住
つ
て
ゐ
た
と
い
ひ
つ
た
へ
て
ゐ
ま
す
が
、
い
つ
の
事
か
は
つ
き
り
わ
か
り

ま
せ
ん
。
先
づ
戰
國
時
代
の
末
頃
と
見
て
大
し
た
ま
ち
が
ひ
が
あ
り
ま
す
ま
い
。

今
も
境
内
の
隅
の
方
に
苔
む
し
た
古
い
小
さ
い
五
輪
塔
の
殘
つ
て
ゐ
る
の
を
見
か

け
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
う
。
あ
れ
が
眞
言
宗
時
代
の
名
殘
で
す
。
さ
う
し
た
小
さ

な
庵
が
淨
土
宗
に
か
は
つ
て
今
の
や
う
な
佛
堂
が
建
て
ら
れ
た
の
は
江
戸
時
代
に

な
つ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
今
か
ら
三
百
年
ぐ
ら
ゐ

遡

れ
ま
せ
う
、
玄
哲
と
い
ふ

さ
か
の
ぼ

坊
さ
ん
が
改
宗
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
ず
つ
と
其
の
法
系
を
つ
た
へ
今

の
住
職
岡
本
鳳
堂
師
は
第
十
九
代
目
に
當
ら
れ
ま
す
。

今
の
本
堂
や
庫
裏
は
文
化
の
末
頃
か
ら
文
政
の
初
め
頃
へ
か
け
て
第
十
二
代
愍

成
和
尚
の
時
に
改
築
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
頃
檀
中
の
人
た
ち
は
多
く
關
東
の

九
十
九
里
濱
方
面
へ
出
漁
し
て
盛
に
活
動
し
て
ゐ
ま
し
た
の
で
其
の
篤
志
の
喜
捨

祖

に
よ
つ
て
、
あ
の
頃
と
し
て
は
意
外
に
立
派
な
普
請
が
出
來
ま
し
た
。
私
共
の

先
は
こ
ん
な
風
に
鎖
國
の
世
に
あ
つ
て
も
郷
里
で
小
さ
く
な
つ
て
ゐ
る
や
う
な
こ

と
を
せ
ず
、
奮
つ
て
海
洋
上
に
乘
り
出
し
遠
く
東
國
の
水
産
界
に
雄
飛
し
ま
し
た
。
而
も
他
郷
に
あ
つ
て
も
故
郷
を

忘
れ
ず
、
氏
神
を
忘
れ
ず

先
の
御
墓
の
あ
る
寺
を
忘
れ
ず
、
事
あ
る
ご
と
に
誠
心
を
捧
げ
勞
力
を
捧
げ
費
用
を
捧

祖

げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
お
寺
の
御
本
尊
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
阿
彌
陀
如
來
で
、
別
に
聖
徳
太
子
の
御
刻
み
に
な
つ
た
と
傳
へ
ら
れ

て
ゐ
る
御
丈
五
尺
の
藥
師
如
來
木
像
が
安
置
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。



境
内
の
廣
さ
は
凡
そ
三
百
五
十
坪
、
檀
家
は
百
三
十
餘
戸
あ
り
ま
す
。

六
、
國
の
た
め
世
の
た
め
人
の
た
め

私
た
ち
が
毎
日
々
々
誠
心
を
こ
め
て
一
生
懸
命
に
め
い

の
務
め
を
勵
む
こ
と
は
一
身
一
家
を
支
へ
る
と
共
に

く

國
の
他
世
の
た
め
人
の
た
め
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
か
う
し
て
安
ら
か
に
暮
す
と
の
出
來

る
の
は
誰
の
御
蔭
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
、
進
ん
で
國
の
た
め
世
の
た
め
人
の
た
め
に
身
分
相
應
に
働
か

う
と
い
ふ
覺
悟
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
一
旦
緩
急
の
あ
る
場
合
に
は
勿
論
身
命
を
捧
げ
て
御
奉
公
申
上

げ
る
こ
と
は
日
本
國
民
と
し
て
の
榮
あ
る

務

で
あ
り
ま
す
。

は
え

つ
と
め

私
た
ち
の
先
輩
は
或
は
郷
里
に
あ
つ
て
、
或
は
他
郷
に
あ
つ
て
、
或
は
外
国
に
あ
つ
て
、
み
な
眞
面
目
に
熱
心
に

活
動
し
て
を
ら
れ
ま
す
と
と
も
に
明
治
以
來
の
國
難
に
當
つ
て
は
御
徴
に
よ
つ
て
國
防
の
第
一
線
に
立
ち
砲
烟
彈
雨

お

め

し

の
中
を
馳
驅
し
て
め
ざ
ま
し
く
奮
戰
せ
ら
れ
た
方
も
大
勢
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
名
譽
の
戰
死
を
遂
げ
て
光
榮
あ

る
護
國
の
鬼
と
な
ら
れ
た
方
も
あ
り
、
ま
た
錦
を
飾
つ
て
め
で
た
く
凱
旋
さ
れ
た
方
も
あ
り
、
私
た
ち
の
心
か
ら
畏

敬

し
感
謝
す
る
所
で
あ
り
ま
す
。
今
そ
れ
ら
の
方
々
の
數
を
擧
げ
ま
す
と

出

征

者

戰
病
死
者

西

南

役

一

一

日

清

戰

爭

一
一

一

北

清

事

變

四

〇

日

露

戰

爭

一
九

〇

清
國
革
命
事
變

〇

〇

日

獨

戰

爭

一

一



滿

洲

事

變

三

〇

計

三
九

三

と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
戰
病
死
者
は
悉
く
別
格
官
幣

靖
國
神

に
合
祀
さ
る
る
の
榮
與
に
預
り
、
畏
く
も
御
歴
代

社
社

天
皇
陛
下
の
御
親
詣
を
忝
う
し
て
を
る
の
で
あ
り
ま
す
。
村
で
も
亦
忠
魂
碑
を
建
て
て
年
々
嚴
に
御
祭
を
い
た
し

ま
す
。

そ
れ
か
ら
私
た
ち
の
先
輩
は
地
方
公
共
の
た
め
に
も
事
あ
る
毎
に
或
は
勞
力
を

捧
げ
或
は
資
財
を
寄
せ
て
公
益
を
廣
め
世
務
を
開
く
こ
と
及
び
博
愛
衆
に
及
す
こ

し

ざ

い

と
に
熱
心
で
あ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
こ
の
村
の
學
校
も

寺
も
そ
の
他
の
團
體
も

社

大
層
立
派
に
な
り
、
道
路
・
橋
梁
そ
の
他
の
施
設
も
だ
ん

改
善
さ
れ
て
ま
ゐ

く

り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
石
碑
に
建
て
ら
れ
て
永
久
に
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
事
蹟
を

調
べ
て
み
ま
す
と
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

年
代
順
に
申
し
ま
し
て
、
先
づ
小
山
甚
藏
翁
で
あ
り
ま
す
。
翁
は
舊
藩
時
代
に

庄
屋
を
勤
め
、
明
治
の
初
に
は
戸
長
を
勤
め
ら
れ
ま
し
た
が
兼
ね
て
農
商
の
業
を

營
み
、
公
共
の
事
に
い
ろ

と
骨
を
折
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
後
の
世
の
た
め
水

く

源
を
養
う
て
置
き
た
い
と
い
ふ
深
い
考
か
ら
明
治
八
年
に
澤
山
の
お
金
を
出
し
て

(

一

八

七

五

年
)

。

、

大
山
谷
池
の
堤
を
増
築
さ
れ
ま
し
た

そ
れ
で
水
が
よ
け
い
に
溜
る
や
う
に
な
り

ぞ
う
ち
く

今
ま
で
灌
漑
に
困
つ
て
い
た
逢
母
の
山
田
は
旱
害
か
ら
完
全
に
免
れ
た
ば
か
り
か

新
に
拓
地
墾
田
が
進
み
、
お
米
が
澤
山
と
れ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
御
蔭
で
村

民
は
永
く
そ
の
恩
惠
に
浴
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
で
明
治
三
十
八
年
、
時
の
村
長
稲
葉
直
十
郎
さ
ん
を
始
め
七
十
人

(

一

九

〇

五

年
)

の
人
々
が
協

力
し
て
追
思
碑
を
小
三
尾
の
沿
道
に
建
て
ま
し
た
。

け
ふ
り
よ
く

つ

ゐ

し

ひ

次
に
工
野
儀
平
翁
で
あ
り
ま
す
が
、
翁
は
明
治
二
十
年
、
三
十
四
歳
の
と
き
、
た
つ
た
一
人
で
晩
香
坡
に
渡
り
頻

く

の

ぎ

へ

い

(

一

八

八

七

年

)



り
に
郷
里
の
人
々
を
招
い
て
い
ろ

親
切
に
面
倒
を
見
て
く
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
本
當
に
義
俠
的
な
立
派
な
方

く

で
あ
り
ま
す
。
か
う
し
て
翁
は
在
米
二
十
五
年
に
及
び
ま
し
た
が
、
自
身
は
大
に
富
を
得
る
と
い
ふ
所
ま
で
は
行
き

。

。

ま
せ
ん
で
し
た

し
か
し
三
尾
か
ら
行
つ
た
人
た
ち
で
翁
の
お
蔭
で
成
功
し
た
人
は
數
知
れ
ぬ
ほ
ど
大
勢
あ
り
ま
す

お
ほ
ぜ
い

今
や
當
村
民
の
半
ば
以
上
は
彼
地
で
働
い
て
ゐ
て
、
我
が
郷
が
だ
ん

豐
か
な
村
に
な
り
安
樂
に
く
ら
し
て
行
く

く

こ
と
の
出
來
る
の
は
全
く
草
分
け
と
し
て
の
翁
の
賜
で
あ
り
ま
す
。

萬
谷
徳
松
氏
は
幼
に
し
て
大
阪
御
堂
筋
の
履
物
商
の
丁
稚
奉
公
を
勤
め
後
自
分
で
履
物
商
を
營
み
刻
苦
勉
勵
し
巨

萬
の
富
を
つ
く
り
大
に
成
功
し
た
方
で
、
明
治
三
十
五
年
に
金
壹
千
圓
を
投
じ
て
本
村
大
三
尾
、
小
三
尾
の
堺
に
當

(

一

九

〇

二

年

)

る
橋
の
川
に
龍
王
橋
を
架
設
し
て
一
般
交
通
の
利
便
を
圖
り
ま
し
た
。

？

？

萬
谷
徳
松
氏
の
妹
に
當
る
高
橋
ワ
キ
さ
ん
は
大
阪
高
橋
製
帽
株
式
會

長
高
橋
富
三
郎
氏
に
稼
し
賢
婦
の
聞
え
高

社

ま
ん
た
に
と
く
ま
つ

く
其
夫
高
橋
富
三
郎
氏
は
。
巨
費
を
以
て
明
治
四
十
二
年
三
尾
比
井
街
道
城
峠
の
切
下
道
路
を
改
修
し
て
一
般
交
通

(

一

九

〇

九

年

)

の
便
を
圖
つ
た
の
は
よ
く
人
の
知
つ
て
居
る
と
こ
ろ
で
現
在
、
村
の
忠
魂
碑
の
傍
に
記
念
碑
が
あ
つ
て
同
氏
の
徳
を

永
久
に
稱
へ
て
ゐ
ま
す
。

七
、
中

出

磨
き
立
て
た
盆
石
そ
つ
く
り
の
大
岩
礁
中
出

「
本
當
に
よ
く
出
來
て
ゐ
な
あ
」
と
誰
も
が
い
ふ
。
繪
筆
も
及
ば

、

ず
、
手
工
で
も
な
か

…
…
…
文
筆
で
は
勿
論
…
…
…

朝

に
あ
れ
を
望
み
、

夕

に
あ
れ
を
眺
め
て
は
、
浦
人
は

く

あ
し
た

ゆ
う
べ

礁
上
に
お
祀
り
し
て
ゐ
る
辨
財
天
さ
ま
を
遙
拜
し
ま
す
。
浦
の
守
り
の
島
で
あ
る
が
故
に
昔
の
人
が
辨
財
天
さ
ま
を

べ

ざ

い

て

ん

べ

ざ

い

て

ん

齋
き
祀
つ
た
の
で
せ
う
。
幾
百
千
と
も
數
知
れ
ぬ
鷗
が
い
つ
も
群
れ
遊
ん
で
ゐ
る
の
で
、
天
鳥
の
下
る
島
と
い
ふ
意

あ
ま
ど
り

味
で
あ
ま
と
り
島
と
も
い
ひ
、
古
書
に
は
海
人
の

漁

り
の
島
と
い
ふ
意
味
で
蜑
取
島
と
充
て
日
本
水
路
誌(

海
軍
で

す
な
と

こ
し
ら
へ
た
本)

に
も
さ
う
書
ひ
て
ゐ
ま
す
。

、

、

島
は
大
三
尾
海
岸
か
ら
約
三
町
の
浦
口
に
あ
つ
て
露
出
し
た
四
つ
の
岩
礁
か
ら
成
り
立
ち

周
圍
が
三
町
餘
あ
り



。

、

そ
の
一
番
大
き
な
礁
の
絶
頂
は
高
さ
二
十
四
米
あ
り
ま
す

い
は
ゆ
る
三
尾
の
海
人
の
作
業
の
本
據
と
な
つ
て
ゐ
て

旅
行
家
北
尾
さ
ん
の
近
畿
景
觀
と
い
ふ
本
の
中
に
も

三
尾
の
濱
邊
に
出
て
蜑
取
島
の
見
え
る
と
こ
ろ
ま
で
來
る
と
一
隻
の
漁
船
が
し

き
り
に
網
を
あ
げ
て
ゐ
る
の
が
見
え
た
。
傍
を
通
る
柴
刈
の
少
年
に
聞
く
と
、
え

び
を
と
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
答
へ
た
。

私
は
岩
角
に
腰
を
お
ろ
し
て
プ
リ
ズ
ム
を
眼
に
あ
て
た
。
そ
し
て
そ
の
邊
の
海

面
に
浮
き
沈
み
す
る
不
思
議
な
も
の
を
見
た
。
四
邊
は
も
う
す
つ
か
り
黄
昏
れ
て

ゐ
る
の
に
、
人
と
す
れ
ば
何
を
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。

あ
れ
は
何
に
か
と
少
年
に
聞
く
と
、

…
…
…
テ
ン
グ
サ
採
つ
て
る
の
だ
と
、

答
へ
た
。

蜑
取
島
の
海
洋
に
向
つ
た
南
側
は
鳥
の
糞
で
一
面
に
白
く
な
つ
て
ゐ
る
。
冬
に

な
る
と
鵜
が
來
と
見
え
る
。

。

そ
の
岩
の
前
で
不
思
議
な
女
の
裸
體
が
魚
の
や
う
に
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
し
た

、

「

、

」

と
あ
り

西
清
右
衛
門
翁
の
覺
書
に

南
紀
三
尾
海
士
は
御
國
主
よ
り
御
免
狀
頂
戴
仕

本
朝
最
初
の
者
に
御
座
候

と
も
あ
り
ま
す
。
二
人
三
人
と
組
に
な
つ
て
海
に
潜
り
こ
み

鮑

や
海
藻
な
ど
を
穫
る
も
の
で
す
が
、
三
尾
の
海
人
は

も
ぐ

あ
わ
び

と

昔
か
ら
名
高
く
漁
事
の
外
、
必
要
に
應
じ
て
は
何
の
探
海
作
業
に
も
十
尋
も
二
十
尋
も
深
く
潜
つ
て
め
ざ
ま
し
い
働

ひ
ろ

ひ
ろ

き
を
し
ま
す
。

こ
の
島
は
ま
た
磯
釣
の
名
所
に
も
な
つ
て
ゐ
て
晴
れ
た
日
な
ど
四
方
の
太
公
望
が
押
渡
り
日
ね
も
す
綸
を
垂
れ
て

浮
子
と
睨
つ
く
ら
を
し
ま
す
。

う

き辨
財
天
さ
ま
の
お
祭
は
七
月
の
十
七
日
で
、
こ
の
日
は
村
の
人
た
ち
が
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
舟
で
島
に
渡
り
、
日

頃
の
深
い
御
恩
を
拜
謝
し
て
恭
し
く
大
前
に
額
き
ま
す
。



八
、
光

明

寺

わ
が
紀
州
へ
淨
土
眞
宗
の
教
が
擴
ま
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
戰
國
時
代
の
あ
の
騒
が
し
い
最
中
、
本
願
寺
第
八
世せ

蓮

如

上

人
が
説
教
に
御
出
に
な
つ
て
か
ら
の
こ
と
だ
と
い
は
れ
て
を
り
ま
す
。
上
人
が
紀
州
に
御
出
に
な
る
と
、
い

れ
ん
に
よ
し
よ
う
に
ん

つ
も
名
草
郡
の
永

穂

權

守
と
い
ふ
豪
族
の
う
ち
へ
立
寄
ら
れ
ま
し
た
。
權
守
は

を
ん
お
の
お
ん
の
か
み

が
う
ぞ
く

上
人
の
直
弟
子
の
う
ち
で
も
一
ば
ん
と
し
つ
か
り
し
た
人
物
で
し
た
。

そ
の
權
守
と
は
大
層
親
し
い
友
だ
ち
に
三
輪
正
寛
と
い
ふ
士
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
さ
ひ
ろ

そ
の

先
は
大
和
の
人
で
し
た
が
正
寛
は
播
磨
の
姫
路
で
育
ち
、
大
き
く
な
つ
て

祖

か
ら
は
立
派
な

士

に
な
り
ま
し
た
。
後
に
わ
け
が
あ
つ
て
浪
人
と
な
り
、
紀
州

さ
む
ら
ひ

牟
婁
郡
鉛
山
で
採
鑛
業
を
營
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
往
復
の
途
す
が
ら
い
つ

か
な
や
ま

も
權
守
の
家
に
立
寄
つ
て
は
、
眞
宗
の
話
や
蓮
如
上
人
の
御
噂
を
聞
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
そ
の
勸
め
に
よ
つ
て
遂
に
鉛
山
の
自
家
を
寺
と
し
、
長
子(

道
願)

を
僧
と

し
ま
し
た
。

道
願
あ
る
と
き
京
に
上
る
と
て
權
守
の
家
に
泊
つ
た
と
こ
ろ
、
三
尾
浦
か
ら
こ

こ
に
奉
公
に
來
て
ゐ
る
も
の
が
あ
り
「
私
の
郷
里
三
尾
で
も
だ
ん

蓮
如
上
人

く

の
御
導
き
に
よ
つ
て
眞
宗
に
歸
依
す
る
も
の
が
多
く
な
り
ま
し
た
か
ら
ど
う
ぞ
三

き

え

尾
へ
御
出
に
な
つ
て
お
寺
を
御
開
き
下
さ
い
ま
せ
」
と
賴
み
ま
し
た

「
さ
う
か
、

。

そ
れ
で
は
家
へ
歸
つ
て
父
と
も
よ
く
相
談
し
て
み
よ
う
」
と

い
つ
て
別
れ
ま
し
た
が
、
ま
も
な
く
三
尾
の
門
徒
の

人
た
ち
が
打
連
れ
て
鉛
山
ま
で
賴
み
に
ま
ゐ
り
ま
し
た
。

あ
ま
り
の
熱
心
さ
に
道
願
も
今
は
辭
す
る
に
由
な
く
、
遂
に
鉛
山
の
寺
や
田
畑
な
ど
を
捨
て
て
三
尾
に
移
り
、
眞

桶
狹
間
役

宗
の
庵
を
開
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
永
禄
六
年

の
こ
と
で
、
實
に
海
南
山
・
清

淨

院
・
光

明

寺
の
お
こ

(

一

五

六

三

年

)

し
よ
う
じ
や
う
ゐ
ん

く
わ
う
み
や
う
じ

か
ら
三
年
後

り
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
次
の
代(

住
持
道
淨)

天
正
十
四
年
に
火
事
に
遭
う
て
全
焼
し
、
移
轉
再
建
し
ま
し
た
が

(

一

五

八

六

年

)



享
保
九
年
に
至
り
、(

住
持
權
律
師
圓
了)

更
に
今
の
と
こ
ろ
へ
移
轉
改
築
し
ま
し
た
。(

舊
位
置
は
、
は
つ
き
り
わ
か

(

一

七

二

四

年

)

り
ま
せ
ん
が
、
今
、
坊
の
谷
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
や
う
で
す)

こ
の
時
關
東
方
面
へ
出
稼
し
て
ゐ
た
村
の
人
た
ち

ぼ
う

た
に

は
燃
ゆ
る
が
如
き
愛
郷
崇

の
誠
心
と
佛
恩
報
謝
の
一
念
か
ら
奮
つ
て
そ
の
資
金
を
捧
げ
立
派
な
本
堂
が
出
來
ま
し

祖
た
が
時
移
る
と
共
に
だ
ん

朽
廢
し
ま
し
た
の
で
大
正
七
年
か
ら
改
築
の
計
畫
を
進
め
、
昭
和
四
年
三
月
起
工
、

く

(

一

九

一

八

年

)
(

一

九

二

九

年

)

翌
五
年
七
月
現
在
の
本
堂
が
見
事
に
完
成
し
ま
し
た
。
こ
の
度
は
ア
メ
リ
カ
へ
行
つ
て
ゐ
る
人
た
ち
も

志
を
つ
い

祖

で
澤
山
の
淨
財
を
喜
捨
し
ま
し
た
の
で
、
工
事
は
善
を
つ
く
し
美
を
つ
く
す
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在

ぜ
ん

の
境
内
は
約
三
百
坪
檀
家
は
約
二
百
三
十
戸
で
す
。

け
い
だ
い

だ

ん

か

住
職
は
初
世
道
願
か
ら
三
輪
家
代
々
相
承
け
て
今
の
了
聽
師
は
第
十
四
世
に
當
ら
れ
ま
す
。
そ
の
歴
代
の
う
ち
第

十
世
圓
達
は
窓
臥
と
號
し
和
歌
を
好
ん
で
大
阪
の
歌
人
尾
崎
雅
嘉
の
門
に
入
り
、
精
進
す
る
こ
と
多
年
随
分
す
ぐ
れ

た
詠
を
の
こ
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
わ
が
日
高
地
方
で
は
實
に
最
初
の
歌
人
で
し
た
。

西
行
法
師
い
は
く
、
和
歌
は
こ
れ
禪

定
の
修

行
な
り
と
。
げ
に
も
心
を
一
所
に
制
せ
ず
し
て
は
、
か
つ
て

ぜ
ん
ぢ
や
う

し
ゆ
ぎ
や
う

よ
ま
れ
ぬ
業
な
る
べ
し
。
散
亂
の
心
を
止
る
事
、
此
み
ち
に
す
ぐ
へ
か
ら
す
と
ふ
る
き
ふ
み
に
書
き
の
こ
し

け
る
を
思
ひ
出
で
て

わ
が
心
言
葉
の
花
に
さ
き
い
で
て

う
き
世
の
風
に
ち
り
も
み
だ
れ
ず

妙
願
寺(

志
賀)

に
詣
で
し
時
あ
つ
さ
の
あ
ま
り
井
の
水
を
む
す
び
て

を
の
づ
か
ら
心
も
涼
し
こ
の
寺
の

あ
か
井
の
み
づ
を
汲
み
や
か
は
し
て

網

引

浪
か
ぜ
も
し
づ
け
き
三
尾
の
朝
和
に

あ
び
き
せ
ん
と
や
あ
こ
の
呼
ぶ
こ
ゑ

母
の
形
見
に
殘
る
鏡
を
見
て
よ
め
る

折
々
に
見
て
は
な
げ
き
の
ま
す
か
が
み

を
り
を
り



か
げ
た
え
は
て
し
人
を
し
た
ひ
て

糸

櫻

く
り
か
へ
し
又
も
き
て
見
む
絲
さ
く
ら

ふ

き

な

み

だ

し

そ

春

の

山

風

九
、
日

御

崎

あ
れ
火
が
見
え
る
、

白

い

火

が
。

く
る

ま
は
る
、

く白

い

火

が
。

あ

つ

燈

臺

だ
、

日

御

崎

だ
。

闇
夜
に
提
灯
と
い
ふ
諺
が
あ
り
ま
す
が
、
闇
夜
の
航
海
者
に
と
つ
て
は
燈
臺
の
火
ほ
ど
、
な
つ
か
し
く
う
れ
し
い

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
け
て
難
所
と
い
は
れ
る
海
上
に
あ
つ
て
は
燈
臺
の
火
を
見
つ
け
た
ほ
ど
有
難
く
賴
も
し
い

な
ん
じ
よ

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

風
早
の
三
穂
の
浦
廻
を
こ
ぐ
舟
の

か
ざ
は
や

み

ほ

う

ら

み

船
人
と
よ
む
浪
立
つ
ら
し
も

ふ
ね
び
と



と
古
歌
に
も
た
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
わ
が
日
御
崎
沖
は
熊
野
の
潮
岬
と
竝
び
稱

せ
ら
れ
る
有
名
な
難
所
で
す
。
そ
れ
に
御
崎
は
外
洋
に
向
つ
て
遠
く
突
き
出
て
ゐ

て
紀
伊
水
道
と
紀
州
灘
の
限
界
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
の
で
國
防
上
か
ら
い
つ
で
も
大

切
な
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
學
校
か
ら
御
崎
へ
は
、
人
家
の
間
を
縫
う
て
先
づ
濱
に
出
で
、
眞
砂
路
を

ま

さ

お

じ

し
ば
ら
く
參
り
ま
す
と
、
や
が
て
山
に
か
か
り
ま
す
。
今
は
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス

に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
路
し
る
べ
も
出
來
て
ゐ
ま
す
が
、
以
前
は
め
つ
た
に
行
く
人

も
な
く
、
は
じ
め
て
の
人
は
よ
く
道
に
迷
つ
た
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
文
字
通
り

の
急
阪
を
攀
じ
登
り
ま
す
と
見
は

ら
し
の
よ
い
崖
づ
た
ひ

の
路

に
出

ま
す
。

が
け

雜
木
林
と
い
ふ
よ
り
草
山
と
い
つ
た
方
が
よ
い
と
思
は
れ
る
南
受
の
山
腹
な
の
で

ざ
ふ
き
ば
や
し

冬
で
も
ハ
イ
カ
ー
の
額
に
汗
が
に
じ
む
ほ
ど
、
ぽ
か

と
暖
い
日
が
つ
づ
き
ま

く

す
。
し
か
し
一
朝
海
が
荒
れ
て
白
浪
が
立
つ
て
来
ま
す
と
強
い

風
が
ぴ
ゆ
う

く

と
吹
き
ま
す
。
そ
れ
が
ま
た
御
崎
の
端
へ
行
く
ほ
ど
強
く
、
風
早
の
三
穂
と

く

呼
ば
れ
る
や
う
に
な
つ
た
わ
け
で
す
。

日
の
御
崎
船
す
ぎ
ゆ
か
ば
い
さ
さ
か
の

眞
風
も
あ
ら
ぶ
る
紀
伊
の
海
原

(
中
村
憲
吉)

ま

じ

近
世
に
あ
つ
て
は
、
紀
州
藩
か
ら
こ
こ
に
狼
烟
臺
及
び
遠
見
番
所
を
置
か
れ
、
番
所
で
は
い
つ
も
番
人
が
詰
め
切

ろ
う
え
ん
だ
い

ゑ
ん
け
ん
ば
ん
し
よ

つ

つ
て
沖
を
行
き
か
ふ
船
舶
を
見
張
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
し
て
怪
し
い
船
と
見
た
ら
飛
脚
を
以
て
和
歌
山
へ
注
進
し
ま

し
た
。
狼
烟
は
不
意
の
出
來
事
を
次
の
村
へ
傳
へ
た
り
、
近
く
の
地
士
を
召
集
す
る
場
合
に
用
ひ
る
合
圖
で
、
肥
松

を
焚
く
の
で
す
が
、
そ
の
煙
が
よ
く
上
る
や
う
に
と
て
山
路
地
方
か
ら
狼
の
糞
を
取
寄
せ
て
交
ぜ
て
焚
く
こ
と
に
な

近
頃
の
調
べ
に
よ
る
と
狼
と
い
ふ
も
の
は
日
本
内
地
に
は
な
い
、

つ
て
ゐ
ま
し
た
。

番
所
か
ら
飛
脚
が
駈
出
し
た
こ
と
は
、
時

今
ま
で
狼
だ
と
い
つ
た
の
は
、
み
な
や
ま
い
ぬ
だ
と
の
こ
と
で
す

と
し
て
な
い
こ
と
は
か
つ
た
が
狼
烟
を
實
際
に
上
げ
た
こ
と
は
殆
ど
な
か
つ
た
や
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
番
所
や
狼
烟



、

、

。

臺
の
跡
は

明
治
に
な
つ
て
燈
臺
や
望
樓
を
建
て
る
と
き
に
地
均
し
工
事
を
し
た
の
で

わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た

ぢ

な

ら

海
軍
望
樓
は
燈
臺
の
背
後
の
山
上
に
、
明
治
二
十
七
年
創
立
大
正
十
年

(

一

八

九

四

年

)
(

一
九
二
一
年)

廃
止
と
な
り
、
今
は
朽
ち
は
て
た
建
物
だ
け
が
殘
つ
て
ゐ
ま
す
。

日
御
崎
燈
臺
は
明
治
二
十
八
年
一
月
即
ち
日
清
戰
役
の
最
中
に
出
來
上
り
ま
し
た
。
そ
の
位
置
は
正
し
く
い
ふ
と

(

一

八

九

五

年

)

北
緯
三
十
三
度
五
十
三
分
・
東
經
百
三
十
五
度
三
分
三
十
秒
の
地
點
に
あ
つ
て
、
水
面
か
ら
の
高
さ
七
十
九
米
、
基

ほ

く

ゐ

と
う
け
い

礎
か
ら
の
高
さ
十
一
米
、
鐵
骨
造
、
圓
形
白
塗
で
、
三
十
五
萬
燭
光
、
回
轉
白
色
の
電
燈
は
三
十
秒
毎
に
一
閃

光
を

せ
ん
く
わ
う

放
ち
、
そ
の
光
達
距
離
は
四
十
二
粁
六
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。

く
わ
う
た
つ
き
よ
り

遠
方
の
廻

轉

燈
が
動
き
つ
ゝ

を
ち
か
た

く
わ
い
て
ん
と
う

大
き
く
向
け
來
る
そ
の
光
は
や

わ
が
船
に
御
崎
の
崖
の
そ
ば
だ
ち
の

き
し

あ
ま
り
近
け
ば
い
や
高
く
見
ゆ

(

川
田
順)

と
見
れ
ば
山
の
端
に
ぼ
つ
ね
ん
と
立
つ
て
ゐ
る
寂
し
そ
う
な
燈
臺
で
あ
り
ま
す
が
構
内
に
入
つ
て
見
ま
す
と
、
美

し
い
芝
生
を
め
ぐ
ら
し
て
塵
一
つ
留
め
ぬ
す
が

し
さ
、
靜
で
は
あ
る
が
そ
れ
で
ゐ
て
明
る
朗
ら
か
で
、
各
階
各

く

ち
り

室
隅
か
ら
隅
ま
で
掃
除
が
行
届
い
て
、
わ
た
く
し
た
ち
の
き
た
な
い
足
で
上
る
の
が
恐
れ
多
い
く
ら
ゐ
で
す
。
か
う

し
た
中
に
あ
つ
て
も
見
張
所
に
勤
め
る
方
は
四
六
時
中
休
む
暇
も
な
い
忙
し
さ
で
望
遠
鏡
に
し
が
み
つ
い
て
近
海
の

ば
う
ゑ
ん

界
に
目
を
配
つ
て
ゐ
ま
す
。

視

沖
を
通
る
船
は
必
ず
燈
臺
に
向
つ
て
敬
意
を
表
す
る
信
號
を
掲
げ
ま
す
。
す
る
と
こ
ち
ら
か
ら
見
張
所
の
檣
頭
高

く
す
る

と
信
號
を
掲
げ
る
例
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。

く

旅
行
家
北
尾
さ
ん
の
言
は
れ
た
や
う
に
本
當
に
燈
臺
こ
そ
は
暗
夜
に
於
け
る
船
の
羅
針
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
海

を
眺
め
る
大
き
な
陸
の
眼
で
も
あ
り
ま
す
。

日
御
崎
秋
の
日
和
を
來
て
み
れ
ば
旗
あ
げ
つ
つ
も
大
船
わ
た
る

日
御
崎
い
つ
來
て
見
て
も
あ
か
ぬ
か
な
海
の
姿
も
山
の
け
し
き
も

あ
ざ
や
か
に
伊
島
は
は
れ
て
浮
か
ぶ
か
な
紀
の
海
遠
く
秋
の
午
後
を
ば

(

田
端
憲
之
助)



崎
の
北
二
町
ば
か
り
に
あ
る
岩
を
大
倉
碆
と
い
ひ
高
さ
二
十
米
。
比
井
崎
村
阿
尾
に
屬
し
、
日
高
郡
の
極
西
で
あ

ば
え

り
ま
す
。
ま
た
崎
の
南
に
は

屈

岩(

或
は
鏡
岩
と
も
書
き
ま
す)

が
あ
り
、
高
さ
二
十
九
米
、
人
の
拜
屈
す
る
恰
好
を

か
が
み

か
つ
こ
う

し
て
ゐ
ま
す
。
或
は
朝
日
の
光
が
此
の
岩
に
映
じ
て
鏡
の
や
う
で
あ
る
か
ら
鏡
岩
と
い
ふ
の
だ
と
も
傳
へ
ら
れ
て
ゐ

ま
す
。
鏡
岩
の
前
面
に
は
烏
帽
子
岩
と
い
ふ
の
が
あ
り
高
さ
二
米
、
周
四
米
ぐ
ら
ゐ
で
、
昔
か
ら
御
崎
明
神
が
此
の

岩
の
上
で
御
遊
び
に
な
る
か
ら
觸
れ
る
と
神
罰
を
蒙
る
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
ま
た
鏡
岩
か
ら
東
方
三
町
ば
か
り

の
と
こ
ろ
に
徳
本
上
人
の
念
佛
窟
と
い
ふ
洞
窟
が
あ
り
ま
す
。

一
〇
、
猪

土

手

日
御
崎
の
北
、
比
井
崎
村
阿
尾
の
海
岸
か
ら
三
尾
・
和
田
の
村
界
論
爭
山
あ
た
り
へ
か
け
て
、
山
を
越
え
谷
を
わ

た
り
幅
・
高
さ
各
々
四
尺
ぐ
ら
ゐ
に
傾
斜
面
を
切
り
、
或
所
で
は
溝
に
な
つ
て
水
の
流
れ
落
ち
る
の
に
便
利
な
や
う

に
し
た
か
と
思
は
れ
、
或
所
で
は
こ
ち
ら
の
谷
か
ら
あ
ち
ら
の
谷
へ
連
續
し
、
蜿
蜒
と
し
て
つ
ら
な
る
こ
と
五
十
餘

れ
ん
ぞ
く

町
に
及
ぶ
大
土
木
工
事
が
あ
り
ま
す
。
土
地
で
は
こ
れ
を
猪
土
手
と
呼
び
、
猪
鹿
の
害
を
防
ぐ
た
め
に
つ
く
ら
れ
た

し

し

ど

て

ち
よ
ろ
く

も
の
ら
し
い
と
い
つ
て
ゐ
ま
す
。
勿
論
谷
の
底
で
は
切
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
細
か
に
調
べ
て
み
る
と
凡
そ
四
つ
の
猪
土

手
が
連
絡
を
保
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

先
ず
西
の
方
か
ら
順
に
擧
げ
る
と
第
一
に
阿
尾
の
猪
土
手
と
い
つ
て
ゐ
る
も
の
、
こ
れ
は
阿
尾
の
小
代
海
岸
か
ら

こ

し

ろ

登
つ
て
火
葬
場
の
入
口
を
過
ぎ
、
大
多
寶
塔
山(

お
ほ
た
こ
ど
や
ま
と
い
つ
て
ゐ
ま
す)

の
頂
上
に
近
い
と
こ
ろ
を
め

三
尾
で
は
産
湯
阪

ぐ
つ
て
仝
大
字
の
清
水
谷
に
下
る
も
の
で
、
長
さ
拾
餘
町
に
及
ん
で
ゐ
ま
す
。
次
に
三
尾
坂

の
猪
土

と
い
つ
て
ゐ
ま
す

手
と
い
ふ
も
の
、
こ
れ
は
阿
尾
の
小
代
・
城
山
附
近
の
密
林
か
ら
登
り
、
い
は
ゆ
る
三
尾
阪
峠
を
經
て
三
尾
村
白
谷

こ

し

ろ

池
に
下
り
ま
す
。
次
に
は
大
形
山
の
猪
土
手
と
い
ふ
も
の
、
こ
れ
は
三
尾
坂
の
猪
土
手
に
連
絡
し
て
白
谷
池
對
岸
か

お
ほ
か
た

ら
登
り
、
大
三
尾
の
背
後
に
聳
ゆ
る
大
形
山(

二
六
四
米)

の
頂
上
に
近
い
所
を
切
り
割
つ
て
坊
の
谷
に
下
り
ま
す
。

そ
の
白
谷
か
ら
登
る
と
こ
ろ
は
草
山
で
あ
つ
て
土
手
が
露
出
し
て
ゐ
ま
す
か
ら
遠
方
か
ら
で
も
望
見
す
る
こ
と
が
出



來
ま
す
。
棒
の
谷
側
は
雜
木
に
遮
ら
れ
て
見
え
ま
せ
ん
が
、
こ
の
校
庭
か
ら
仰
ぎ
見
る
一
本
松
、
あ
れ
の
傍
を
通
つ

ざ

う

き

て
ゐ
ま
す
。
第
四
は
こ
の
學
校
の
奥
す
な
は
ち
大
山
谷
奥
か
ら
海
抜
凡
そ
二
百
米
の
と
こ
ろ
を
越
え
て
磯
邊
の
奥
す

な
は
ち
論
爭
附
近
に
下
る
も
の
で
、
大
山
谷
側
は
大
形
山
か
ら
指
呼
す
る
こ
と
が
出
來
る
が
磯
邊
側
は
密
林
に
か
く

れ
て
、
ど
こ
か
ら
も
見
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
大
山
谷
の
猪
土
手
と
い
ひ
ま
す
。

さ
て
こ
ん
な
も
の
を
、
い
つ
の
時
代
に
、
何
の
目
的
で
、
誰
が
、
ど
う
し
て
つ
く
つ
た
も
の
で
せ
う
か
。
も
と
よ

深
さ
と
い
つ
て
も

り
工
作
と
い
つ
て
も
簡
單
な
も
の
で
、
た
だ
山
の
傾
斜
面
を
平
均
四
尺
の
高
さ

に
切
つ
た
だ
け

こ
う
さ
く

け
い
し
や
め
ん

差
支
え
あ
り
ま
せ
ん

で
、
自
然
石
は
多
少
利
用
さ
れ
た
痕
が
あ
り
ま
す
が
、
石
材
は
殆
ど
用
ひ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
が
面
白
い
の
は
第
二
と
第

し

ぜ

ん

せ
き

せ
き
ざ
い

三
と
が
完
全
に
聯
絡
し
、
第
一
と
第
二
、
第
三
と
第
四
も
何
れ
も
相
呼
應
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
、
四
ヶ
所
相
互

さ

う

お

に
聯

絡
し
て
ゐ
や
う
に
見
ら
れ
る
點
で
あ
り
ま
す
。
里
傳
に
よ
り
ま
す
と
、
猪
鹿
の
害
を
防
ぐ
た
め
に
拵
へ
た
の
だ

れ
ん
く
わ
ん

ら
う
と
の
こ
と
で
す
が
。
そ
の
構
成
か
ら
見
て
、
こ
ん
な
も
の
が
ど
う
し
て
防
備
の
や
く
に
た
ち
ま
せ
う
か
。
ま
た

ば

う

び

そ
の
規
模
か
ら
見
て
、
こ
ん
な
大
袈
裟
な
も
の
が
ど
う
し
て
必
要
が
あ
り
ま
せ
う
。
江
戸
時
代
の
初
頃
ま
で
は
阿
尾

き

ぼ

お

ほ

げ

さ

に
八
町
歩
、
三
尾
に
三
十
町
そ
こ

の
耕
地
が
あ
つ
た
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
猪
鹿
防
備
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
も
の

く

が
い
り
ま
せ
う
。

、

。

然
ら
ば
或
人
た
ち
の
い
ふ
チ
ヤ
シ
即
ち
ア
イ
ヌ
の
城
塞
だ
つ
た
と
い
ふ
説

こ
れ
ま
た
容
易
に
首
肯
出
來
ま
せ
ん

城
塞
と
い
ふ
か
ら
に
は
外
敵
を
防
禦
す
る
に
足
る
設
備
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
が
猪
土
手
に
は
ど
こ
に
も
そ

の
や
う
な
形
跡
が
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
の
み
な
ら
ず
チ
ヤ
シ
だ
と
す
る
と
、
も
つ
と

規
模
の
小
さ
い
、
そ
れ
で

く

ゐ
て
も
つ
と
こ
み
入
つ
た
施
設
…
…
…
少
な
く
と
も
壘
と
か
濠
と
か
い
ふ
や
う
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た

チ
ヤ
シ
に
相
伴
ふ
と
こ
ろ
の
竪
穴
と
か
貝
塚
と
か
い
ふ
や
う
な
も
の
も
少
し
は
あ
る
筈
で
す
が
、
こ
の
邊
に
は
そ
ん

た
て
あ
な

か
い
つ
か

な
も
の
は
一
切
見
當
た
り
ま
せ
ん
。
何
に
し
て
も
か
う
無
造
作
な
簡
單
な
工
作
で
、
し
か
も
開
放
的
で
あ
つ
て
み
ま

ざ

う

さ

す
と
チ
ヤ
シ
な
ど
と
は
思
は
れ
ま
せ
ん
。

猪
土
手
で
も
な
く
、
チ
ヤ
シ
で
も
な
い
と
す
る
と
、
果
し
て
何
で
せ
う
か
。
そ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
、
ど
う
も
謎
で

な
ぞ

あ
り
ま
す
。
假
説
と
し
て
は
何
か
神
聖
な
行
事(

祭
祀
な
ど)

の
遺
跡
で
は
な
か
ら
う
か
と
見
る
靈
域
説
、
牧
場
の
遺

ゐ

せ

き

れ
い
ゐ
き



跡
と
見
る
と
牧
場
説
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
面
白
い
の
は
徳
川
初
世(

南
龍
公
あ
た
り)

の
狩
獵
場
だ
つ

し

ゆ

れ

ふ

ば

。

、

、

た
ら
う
と
見
る
説
で
あ
り
ま
す

白
崎
村
の
海
鹿
島
は
あ
し
か
の
禁
獵
區

神
谷
が
猪
の
禁
獵
區
で
あ
つ
た
や
う
に

あ

し

か

か

み

や

こ
れ
も
猪
鹿
か
何
か
の
大
規
模
な
禁
獵
區
だ
つ
た
ら
う
と
い
ふ
の
で
す
。
猪
鹿
の
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
こ
ん
な
も

の
は
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
が
、
積
極
的
に
獵

獲
す
る
場
合
に
は
或
程
度
ま
で
猪
鹿
の
遁
走
を
妨
げ
目
的
達
成
の

れ
ふ
く
わ
く

一
助
と
な
り
得
た
ら
う
と
い
ふ
の
で
す
。
こ
の
事
に
就
い
て
は
こ
れ
か
ら
の
學
者
の
深
い
研
究
に
待
た
ね
ば
な
り
ま

す
ま
い
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
謎
の
猪
土
手
が
わ
が
郷
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
面
白
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

な
ぞ

一
一
、
徳

本

上

人

何
が
恐
し
い
と
い
つ
て
も
一
心
不
亂
・
一
生
懸
命
の
力
ほ
ど
恐
し
い
も
の
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
が
徳
本
上

人
は
、
そ
の
貴
い
行

實
に
於
て
御
示
し
下
さ
つ
て
ゐ
ま
す
。

ぎ
や
う
じ
つ

上
人
は
わ
が
日
高
が
生
ん
だ
近
世
の
有
名
な
念
佛
行
者
で
、
こ
こ
か
ら
東
北
へ
山
一
つ
隔
て
た
隣
村
志
賀
谷
・

久
志
の
田
伏
家
に
呱
々
の
聲
を
あ
げ
、
俗

名
を
十
助
と
申
さ
れ
ま
し
た
。
一
體
こ
の
西
口
地
方
か
ら
志
賀
谷
へ
懸
け

く

し

こ

こ

ぞ
く
み
や
う

て
は
昔
か
ら
佛
教
が
盛
で
、
特
に
上
人
の
御
家
は
畠
山
氏
の
後
裔
と
し
て
信
仰
の
家
と
い
は
れ
る
ほ
ど
熱
心
で
あ
り

ま
し
た
。
こ
こ
に
徳
本
上
人
の
や
う
な
念
佛
行
者
が
あ
ら
は
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
决
し
て
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ぐ
う
ぜ
ん

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
念
佛
を
稱
へ
た
と
い
ふ
上
人
は
、
も
と
よ
り
竹
馬
や
鬼
ご
と
の
や
う
な
事
を
好
ま
ず
、
念

佛
を
慕
ふ
手
ぶ
り
身
ぶ
り
は
幼

戯
の
う
ち
に
も
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
家
が
貧
し
か
つ
た
た
め
に
少
年
の
頃
か
ら

を
さ
な
あ
そ
び

田
井(

松
原
村)

の
油
屋
へ
奉
公
に
參
り
ま
し
た
が
、
一
生
懸
命
念
佛
を
稱
え
つ
ゝ
仕
事
に
精
出
し
ま
し
た
。
靑
年
に

な
つ
て
家
に
歸
り
ま
し
た
が
山
へ
行
つ
て
も
田
畑
に
出
て
も
少
し
も
念
佛
を
忘
れ
ず
、
ま
た
大
庄
屋
さ
ん
か
ら
戴
い

た
父
母
狀
を
大
切
に
し
て
孝
養
を
怠
ら
ず
、
兄
弟
や
隣
人
に
對
し
て
も
親
切
で
、
見
ず
知
ら
ず
の
巡
禮
の
人
た
ち
に

も
夜
業
に
つ
く
つ
た
草
鞋
を
贈
つ
た
り
、
番
茶
を
供
養
し
た
り
し
ま
し
た
。

や

げ

ふ

わ

ら

じ

名
は

十
九
歳
の
と
き
、
お
父
さ
ん

が
重
い
病
氣
に
か
か
り
ま
し
た
の
で
、
我
が
命
に
か
へ
て
も
…
…
…
念
じ
な
が

三
太
夫



ら
和
歌
山
城
下
ま
で
靈
薬
を
求
め
に
參
り
ま
し
た
。
薬
が
き
れ
る
と
、
や
が
て
ま
た
買
ひ
に
走
り
ま
し
た
。
そ
れ
に

は
第
一
お
金
の
調
達
に
苦
勞
し
な
が
ら
早
暁
に
久
志
の
家
を
出
て
十

七

曲
山
を
越
え
、
更
に
幾
つ
も
の
嶮
阪
を
越
え

じ
ふ
し
ち
ま
が
り

て
十
餘
里
を
駆
足
で
往
復
し
、
夕
方
に
は
歸
つ
て
來
て
、
か
ひ

し
く
看
護
す
る
の
で
し
た
。
か
く
す
る
こ
と
一

く

か
け
あ
し

月
に
十
幾
度
に
も
及
び
ま
し
た
が
、
お
父
さ
ん
は
遂
に
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

湯
川
村

そ
れ
か
ら
は
一
人
の
お
母
さ
ん
に
仕
へ
佛
道
修
行
に
精
進
し
ま
た
が
、
二
十
七
歳
の
時
往

生
寺

の

わ
う
じ
や
う

財
部

小
浦
の

丹
生
村

大
圓
和
尚

を
師
と
し
て
得
度
式
を
擧
げ
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
大
瀧
川

月
照
寺
に
行
つ
て
住
持
大
良
和
尚

だ
い
え
ん
を
し
や
う

と

く

ど

し

き

人

山
野

と
と
も
に
三
十
日
間
の
別
行
を
は
じ
め
た
と
こ
ろ
、
和
尚
は
や
が
て
「
も
う
か
な
は
ぬ
」
と
て
中
止
し
ま
し
た
が
上

人
は
立
派
に
そ
れ
を
果
た
し
ま
し
た
。

こ
の
第
一
試
練
に
堪
へ
て
成
功
し
た
上
人
は
、
二
十
九
歳
の
早
春
、
往
生
寺
を
辭
し
て
千
津
川(

矢
田
村)

落
合
谷

し

れ

ん

せ

ん

づ

が

は

の
草
庵
に
入
り
、
薄
衣
少
食
一
心
不
亂
の
修
行
を
は
じ
め
ま
し
た
。
す
な
は
ち
毎
日
夜
半
に
起
き
て
念
佛
を
稱
へ
な

が
ら
水
垢
離
を
と
る
こ
と
一
日
に
七
度
、
そ
し
て
そ
の
間
は
一
心
に
禮
拜
を
す
る
の
で
す
が
そ
れ
も
五
體
投
地
と
い

み

づ

お

り

ら
ゐ
は
い

つ
て
、
佛
教
で
の
最
敬
禮
を
、
は
じ
め
は
一
日
に
三
千
禮
か
ら
五
千
禮
、
後
に
は
七
千
禮
か
ら
一
万
禮
に
も
及
ん
だ

ら
い

ら
い

ら
い

ら
い

と
い
ひ
ま
す
。
そ
れ
を
三
十
四
歳
の
時
ま
で
六
年
間
つ
づ
け
た
の
で
、
身
體
も
精
神
も
全
く
生
れ
變
つ
た
や
う
な
上

人
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
千
津
川
を
去
つ
て
萩
原(

東
内
原
村)
大
河
谷
の
庵
に
移
り
、
こ
れ
か
ら
は
自
分
も
修
行
し
つ
つ
大
勢
の
人

お

こ

有
田
郡

々
を
教
へ
導
く
こ
と
に
骨
を
折
ら
れ
三
十
六
歳
の
と
き
に
は
塩
津(

海
草
郡)

谷
山
の
庵
に
、
そ
の
翌
年
須
谷

天

す

が

い

宮
原
村

神
山
の
庵
に
移
り
ま
し
た
。
師
走
の
寒
空
に
頂
の
巖
上
か
ら
夜
通
し
響
い
て
來
る
鐘
の
音
を
聞
く
と
、
道
行
く
人
も

し

は

す

さ
む
そ
ら

ね

覺
え
ず
襟
を
正
し
た
と
い
ひ
ま
す
。
こ
ゝ
に
修
行
中
の
寛
政
八
年(

三
十
九
歳)

の
秋
、
久
し
ぶ
り
で
故
郷
志
賀
に
歸

(

一

七

九

六

年
)

り
、
年
よ
つ
た
母
君
を
慰
め
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
我
が
日
御
崎
の
窟

御
崎
の
下
、
鏡
岩
か
ら
東
へ
三
町
餘
の
と
こ
ろ
に
あ
つ
て
、
高
さ
一
間
半
、
幅
二
間
、
奥
行
き
一
間
半
ぐ
ら
ゐ

に
立
籠
り
、
二
十
一
日
間
別
時
念
佛
を
修
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
よ
り
先
寛
政
六
年
七
月
十
二
日
の
夜
、
海
が
荒
れ

(

一

七

九

四

年

)



て
御
崎
沖
で
難
破
船
が
あ
り
、
乘
組
の
人
々
が
多
く
溺
死
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
い
ろ

不
思
議
な

く

こ
と
も
起
つ
て
來
ま
し
た
の
で
、
そ
の
氣
の
毒
な
人
々
の
亡
靈
を
弔
つ
て
や
り
た
い
と
て
、
斯
く
は
窟
籠
り
を
さ
れ

た
の
で
、
そ
の
後
こ
の
窟
を
誰
い
ふ
と
な
く
上
人
窟
又
は
念
佛
窟
と
呼
ん
で
尊
ん
で
ゐ
ま
す
。

上
人
は
そ
の
後
寛
政
十
年(

四
十
一
歳)

の
頃
高
野
か
ら
河
内
攝
津
方
面
を
修
行
し
て
廻
ら
れ
た
が
、
ど
こ
へ
行
つ

(

一

七

九

八

年

)

て
も
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
忘
れ
ず
、
毎
朝
故
山
の
方
に
向
つ
て
禮
拜
を
缼
か
さ
な
か
つ
た
が
、
住
吉
の
庵
に
居
る
と

き
に
は
、
お
母
さ
ん
を
志
賀
か
ら
迎
へ
て
、
い
ろ

い
た
は
り
な
が
ら
大
阪
京
都
あ
た
り
の
靈
地
を
巡
拜
さ
せ
て

く

あ
げ
ま
し
た
。

さ
う
し
て
ゐ
る
う
ち
に
紀
州
の
殿
さ
ま
か
ら
郷
國
に
歸
つ
て
大
勢
の
人
々
を
教
化
し
て
ほ
し
い
と
仰
せ
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
ま
た
須
谷
に
歸
つ
た
と
こ
ろ
殿
さ
ま
か
ら
庵
を
建
て
て
下
さ
つ
た
の
で
、
懇
命
辭
み
が
た
く
、
當
分
そ

こ
に
留
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

四
十
四
歳
の
と
き
、
上
人
は
宿
願
を
果
す
た
め
に
郷
國
紀
伊
を
去
つ
て
全
國
修
行
の
途
に
上
り
ま
し
た
。
そ
れ
か

ぜ
ん
こ
く

ら
の
足
跡
は
近
畿
か
ら
東
海
東
山
北
陸
三
道
に
及
び
、
文
政
元
年
六
十
一
歳
で
江
戸
小
石
川
の
一
行
院
で
な
く
な
ら

(

一

八

一

八

年

)

れ
る
ま
で
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
々
を
化
導
せ
ら
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
り
ま
す
。
右
の
一
行
院
は
紀
州
の

殿
さ
ま
か
ら
建
て
て
下
さ
つ
た
も
の
で
す
が
、
和
歌
山
の
無
量
光
寺
、
志
賀
の
淨
安
寺(

誕
生
院)

も
上
人
が
な
く
な

ら
れ
て
後
、
殿
さ
ま
か
ら
の
仰
せ
で
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
誕
生
院
の
下
、
記
念
碑
の
立
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ

が
上
人
の
誕
生
の
地
。
そ
の
家
は
そ
の
頃
の
ま
ま
今
長
樂
寺
の
前
に
移
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

上
人
御
説
教
の
一
章

古
人
曰
く
、
臨
終
は
平
生
に
あ
り
、
平
生
ま
た
臨
終
な
り
と
。
味
ふ
べ
き
ぢ
や
。
い
つ
も
け
ふ
は
大
晦
日
で
あ
る

と
思
う
て
家
業
に
精
出
す
こ
と
ぢ
や
。
さ
う
し
た
ら
本
當
の
大
晦
日
に
は
安
心
し
て
年
を
送
る
こ
と
が
出
來
る
。
一

年
の
大
晦
日
さ
へ
常
か
ら
用
意
し
た
な
か
つ
た
ら
狼
狽
す
る
こ
と
が
あ
ら
う
ぞ
。
ま
し
て
人
間
一
生
の
大
晦
日
の
臨

ら
う
ば
い

終
に
於
て
は
な
ほ
さ
ら
の
こ
と
ぢ
や
。
う
か

す
る
な
、
平
生
の
用
心
が
何
よ
り
大
切
ぢ
や
。

く

一
ね
ん
は
六
六
三
百
六
十
を
南
無
阿
彌
陀
仏
の
大
晦
日
な
り



一
二
、
私

た

ち

の

村

(上)

日
高
郡
に
は
町
や
村
が
三
十
七
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
の
三
尾
村
は
そ
の
一
つ
で
、
郡
内
で
一
番
の
西
の
端
に
あ

り
ま
す

北
は
比
井
崎
村
産
湯

東
は
和
田
村
本
ノ
脇
と
山
で
界
し

南
は
ひ
ろ

と
し
た
紀
州
灘(

太
平
洋)

に
臨

。

、

、

ぐ

の
ぞ

み
、
西
は
比
井
崎
村
阿
尾
と
山
を
界
と
し
て

隣

合
つ
て
ゐ
ま
す
。
す
な
は
ち
北
東
西
の
三
方
は
二
百
米
内
外
の
山
を

と
な
り

負
ひ
、
南
は
海
に
面
し
て
、
東
西
に
長
く
、
南
北
に
短
く
、
北
に
高
く
南
に
低
く
、
西
部
に
少
し
ば
か
り
の
平
地
が

あ
る
外
は
大
抵
山
ま
た
は
山
を
開
い
た
畑
や
田
で
あ
り
ま
す
。
村
の
中
央
に
大
山

谷
川(

端
の
川
と
も)
い
ふ
溪
流
が
あ
り
、
小
三
尾
と
大
三
尾
と
を
界
し
ま
す
が
長

は
し

さ
二
粁
に
も
足
り
ま
せ
ん
。

村
の
面
積
は
四
・
九
〇
五
方
粁
で
郡
全
體(

九
五
四
・
六
〇
五
方
粁)

の
百
九
十

分
の
一
、
ま
た
一
町
村
平
均
の
二
五
・
八
〇
〇
方
粁
に
比
べ
て
も
遙
に
狹
く
、
郡

内
に
於
け
る
面
積
の
順
位
は
三
十
四
番
目
で
隣
村
和
田
村
よ
り
も
狹
く
、
當
村
よ

り
狹
い
町
村
と
い
へ
ば
藤
田
・
御
坊
・
松
原
の
三
つ
だ
け
で
、
こ
れ
ら
の
村
は
二

十
五
も
寄
ら
ね
ば
一
番
の
龍
神(

約
一
二
四
・
方
粁)

に
は
か
な
ひ
ま
せ
ん
。
こ
の

面
積
を
段
別
で
表
し
ま
す
と
、
地
目
か
ら
見
て

山
林

三
一
三
町
七
段

田

五
〇
町
七
段

畑

一
〇
町
六
反

宅
地

二
六
六
三
九
坪

な
つ
て
ゐ
ま
す
。

戸
口
は
昭
和
十
年
の
国
勢
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
世
帶
數
四
百
十
五
に
對
し
、

(

一

九

三

五

年

)

現
住
人
口
千
四
百
八
十
二
で
、
前
者
は
郡
全
体
の
二
萬
一
千
二
百
に
對
し
約
五
十

一
分
の
一
、
一
町
村
平
均
の
五
百
七
十
三
に
も
及
び
ま
せ
ん
。
後
者
は
郡
全
体
の
十
萬
六
百
五
十
に
對
し
、
六
十
七

分
の
一
、
一
町
村
平
均
の
二
千
七
百
二
十
に
對
し
て
は
二
分
の
一
強
に
過
ぎ
ず
、
人
口
の
順
位
で
は
郡
内
で
三
十
一



番
目
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
世
帶
數
に
於
て
當
村
と
略
々
相
等
し
い
矢
田
・
東
内
原
・
志
賀
等
に
は
、
そ
れ

二
千

く

内
外
の
現
住
人
口
を
有
す
る
に
比
べ
て
當
村
が
一
千
五
百
も
達
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
遠
く
海
を
越
え
て
ア
メ
リ

カ
大
陸
に
活
躍
し
つ
ゝ
あ
る
人
が
多
い
結
果
に
外
な
ら
ず
、
い
は
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
村
の
ア
メ
リ
カ
村
た
る
所
以
の
も

の
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
本
籍
人
口
と
い
つ
て
村
役
場
の
戸
籍
簿
に
載
つ
て
ゐ
る
人
口
は
三
千

人
か
ら
あ
り
ま
す
の
に
、
其
の
約
半
數
の
千
四
百
六
十
人
が
あ
ち
ら
に
入
つ
て
ゐ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
郷
里

に
殘
つ
て
ゐ
る
人
た
ち
は
多
く
は
老
人
や
女
子
供
た
ち
で
、
主
と
し
て
漁
業
及
び
農
耕
に
從
事
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
の

漁
獲
物
と
し
て
は
鰛
・
鯖
・
龍
蝦
・
鮑
・
海
蘿
・
荒
布
等
で
、
就
中
鰛
は
昔
か
ら
三
尾
う
る
め
と
稱
し
て
世
に
知
ら

れ
「
三
尾
の
う
る
め
に
若
野
の
卵
、
野
口
牛
蒡
に
、
和
佐
大
根
」
と
歌
は
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
で
あ
り
ま
す
。

今
私
た
ち
の
村
の
生
産
額(

昭
和
九
年
度
の
分)

を
隣
村
と
比
較
し
て
み
ま
す
と

(

一

九

三

四

年

)

三

尾

村

比

井

崎

村

和

田

村

總

額

五
三
、
四
〇
〇
圓

二
三
二
、
五
〇
〇
圓

一
四
六
、
二
〇
〇
圓

農

産

二
六
、
〇
〇
〇

八
一
、
七
〇
〇

一
一
八
、
八
〇
〇

水

産

二
四
、
四
〇
〇

一
四
五
、
二
〇
〇

二
四
、
二
〇
〇

畜
・
林
・
鑛
産
は
略

十
年
度
現
住
人
口

一
、
四
八
〇
人

二
、
四
八
〇
人

一
、
八
五
〇
人

と
な
り
隣
村
に
比
し
て
、
よ
ほ
ど
劣
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
の
代
り
海
外
に
出
稼
し
て
年
々
莫
大
な
お
金
を
送
つ
て
來

ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
勘
定
に
入
れ
た
ら
却
つ
て
隣
村
よ
り
も
優
勢
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。

が
、
わ
た
く
し
た
ち
の
村
と
し
て
は
、
活
路
を
海
外
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
土
地
が
狹
く
耕
地
が
少
な
い
こ
と

は
、
な
さ
け
な
い
が
事
實
で
す
。
即
ち
耕
地
總
反
別
は
六
二
町
ぐ
ら
ゐ
、
内
米
の
作
付
に
適
す
る
田
は
五
十
町
歩
内

外
、
麥
の
栽
培
は
七
、
八
町
歩
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
米
は
豐
作
で
も
年
に
一
千
石
内
外
、
麥
は
百
石
内
外
し

か
と
れ
ず
、
農
を
業
と
す
る
戸
數
は
四
十
五
六
戸
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
養
蠶
の
如
き
多
い
年
で
三
十
戸
ぐ
ら
い
飼



育
し
ま
す
が
収
繭
は
百
數
十
貫
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
、
知
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
他
の
副
業
と
は
殆
ど
言
ふ
に
足
る
も

の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
海
外
に
雄
飛
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
絶
對
必
要
と
な
つ
て
ま
ゐ
り
ま
す
。

ぜ
つ
た
い

氣
候
は
温
暖
で
、
寒
さ
暑
さ
も
き
び
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
夏
の
土
用
も
凌
ぎ
易
く
、
冬
は
大
寒
に
入
つ
て
も
積
雪

を
見
る
こ
と
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
四
季
を
通
じ
て
風
が
強
く

。
わ
け
て
冬
は
甚
だ
し
い
こ
と
が
特
色
で
あ

、

か
ぜ

り
ま
す
。
そ
れ
を
證
明
す
る
數
字
を
擧
げ
て
み
ま
す
と
、
日
御
崎
の
全
年
平
均
氣
温
は
一
五
・
三
度
で
上
山
路
の
一

ぜ
ん
ね
ん

六
・
二
度
よ
り
低
く
、
各
月
平
均
氣
温
の
内
八
月
の
分
を
見
る
と
、
日
御
崎
は
二
五
・
四
度
で
、
上
山
路
の
二
七
・

五
度
よ
り
低
く
山
間
地
方
よ
り
凉
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
最
低
氣
温
を
見
る
と
、
日
御
崎(

二
月)

の
五
・

六
度
に
對
し
、
上
山
路(

一
月)

は
五
・
五
度
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。
即
ち
こ
の
邊
は
山
間
地
方
に
比
し
寒
暑
の
差
が
著

し
く
な
い
、
人
間
の
生
活
に
適
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
風
の
強
い
こ
と
は
名
物
の
一
つ
に
な
つ

て
ゐ
て
全
年
平
均
風
力
が
和
歌
山
市
の
三
・
一
米
に
比
し
日
御
崎
で
は
八
米
を
示
し
て
ゐ
ま
す
。
日
御
崎
で
風
の
一

番
強
い
の
は
二
月
で
一
〇
・
九
米
、
一
月
及
十
二
月
之
に
次
い
で
共
に
一
〇
・
五
、
一
ば
ん
弱
い
の
は
八
月
で
四
・

八
米
、
七
月
は
四
・
九
米
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
次
に
降
雨
量
は
年
平
均
上
山
路
で
は
三
千
粍
を
超
え
、
船
津
で
は
二

、

、

、

。

千
四
百
粍

御
坊
で
は
一
千
八
百
粍
と
な
り

日
御
崎
で
は
一
千
六
百
九
十
四
粍
で

雨
は
少
な
い
方
で
あ
り
ま
す

一
三
、
私

た

ち

の

村

(下)

風
早
の
三
穂
と
呼
ば
れ
て
私
た
ち
の
村
は
日
高
郡
内
で
も
最
も
早
く
開
け
た
と
こ
ろ
で
、
今
の
日
高
平
野
あ
た
り

が
未
だ
海
で
あ
っ
た
頃
か
ら
こ
の
邊
に
は
も
う
人
が
住
ひ
を
し
て
ゐ
ま
し
た
。
地
圖
を
あ
け
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
日

本
海
に
面
し
た
出
雲
の
大

に
近
く
日
御
崎
と
い
ふ
岬
角
が
あ
り
、
そ
の
東
に
美
保
と
い
ふ
地
名
が
あ
り
ま
す
。
こ

社

の
事
か
ら
考
へ
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
の

先
は
古
く
出
雲
方
面
か
ら
移
住
し
て
來
た
ら
し
く
、
傳
統
的
に
海
に
慣
れ

祖

海
に
親
し
み
、
遠
く
大
洋
上
に
乘
出
し
て
活
動
發
展
す
る
所
の
進
取
的
氣
象
に
富
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
そ
れ
で
神
功
皇

后
の
征
羅
の
役
に
も
勇
敢
な
る
こ
の
地
方
の
人
た
ち
が
多
く
從
軍
し
、
そ
の
後
も
事
あ
る
毎
に
め
ざ
ま
し
い
働
き
を



し
ま
し
た
。
そ
し
て
昔
か
ら
漁
業
に
長
じ
航
海
に
秀
で
「
わ
し
の
兄
さ
ん
御
崎
の
沖
で
潮
に
も
ま
れ
て
鰹
つ
る
」
な

ど
は
朝
飯
前
の
事
、
關
東
九
十
九
里
濱
の
漁
業
開
發
は
實
に
私
た
ち
の

先
に
よ
つ
て
な
さ
れ
ま
し
た
。
即
ち
數
百

祖
年
前
か
ら
當
地
方
の
人
々
は
東
國
方
面
に
出
動
し
て
幾
多
有
利
な
漁
業
權
を
掌
握
し
、
ま
た
進
歩
し
た
漁
法
を
あ
の

ぜ
ん

邊
の
人
た
ち
に
傳
へ
ま
し
た
。
か
う
い
ふ
氣
象
は
明
治
開
國
の
機
運
に
育
ま
れ
て
ど
し

ア
メ
リ
カ
へ
ア
メ
リ
カ

く

へ
と
志
し
、
そ
れ
が
「
連
れ
も
て
行
こ
ら
い

」
と
皆
仲
よ
く
手
を
携
へ
て
參
り
ま
し
た
。
そ
し
て
ど
こ
へ
行
つ

く

て
も
念
頭
常
に
皇
國
を
忘
れ
ず
、
郷
里
を
忘
れ
ず
、
大
に
神
佛
を
尊
び
、
大
に

先
を
敬
ひ
、
大
に
母
校
を
愛
し
て

祖

一
生
懸
命
に
や
る
の
が
三
尾
人
の
長
所
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
も
よ
く
こ
の
美
風
を
見
習
ひ
父
祖
の
志
を
繼
い
で
、

よ
き
日
本
人
と
な
り
、
皇
國
の
榮
と
故
郷
の
幸
を
は
か
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

み

く

に

は
え

ふ
る
さ
と

さ
ち

三
尾
と
い
ふ
土
地
は
古
い
が
三
尾
村
と
い
ふ
村
は
明
治
二
十
二
年

(

一

八

八

九

年

)

四
月
に
町
村
制
と
い
ふ
國
法
に
基
い
て
組
織
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
い

は
ゆ
る
自
治
團
體
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
御
上
の
御
世
話
に
な
ら
い

で
自
分
た
ち
の
村
は
自
分
た
ち
の
協
力
に
よ
つ
て
う
ま
く
治
め
て
行

か
う
と
い
ふ
仕
組
な
の
で
、
村
長
助
役
収
入
役
の
三
役
を
選
ん
で
事く

務
を
と
つ
て
戴
く
と
共
に
十
二
人
の
村
會
議
員
を
選
ん
で
い
ろ

相
談
に

與

つ
て
戴
く
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
三
尾
村
長
と

あ
づ
か

し
て
は
稲
葉
直
十
郎
さ
ん
が
明
治
二
十
二
年
か
ら
同
四
十
二
年
ま
で

(

一

八

八

九

年

)
二
十
一
ヶ
年
の
長
い
間
勤
續
せ
ら
れ
、
次
に
千
原
英
三
さ
ん
が
明
治

き
ん
ぞ
く

四
十
三
年
か
ら
大
正
二
年
ま
で
、
小
山
申
一
郎
さ
ん
が
大
正
三
年
か

(

一

九

一

三

年

)

ら
同
六
年
ま
で
、
吉
田
富
達
さ
ん
が
大
正
六
年
か
ら
大
正
十
四
年
ま

と
み
さ
と

で
、
増
田
隆

さ
ん
が
大
正
十
四
年
か
ら
昭
和
四
年
ま
で
、
濱
村
定
吉
さ
ん
が
昭
和
五
年
か
ら
昭
和
九
年
ま
で
、
吉

祐
(

一

九

二

五

年

)
(

一

九

二

九

年

)

田
富
達
さ
ん
が
再
び
昭
和
九
年
か
ら
御
勤
め
下
さ
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
事
務
を
執
る
所
が
即
ち
三
尾
村
役
場
で
あ
り

ま
す
。

村
に
は
村
役
場
の
外
、
公
共
の
機
關
と
し
て
三
尾
郵
便
局(

明
治
四
十
四
年
七
月
二
十
一
日
開
局
、
今
の
局
長
は
小

(

一

九

一

一

年
)



山
久
雄
さ
ん)

三
尾
村
巡
査
駐
在
所(

明
治
三
十
四
年
四
月
十
九
日
に
創
設)

三
尾
信
用
組
合(

昭
和
二
年
一
月
十
一
日

(

一

九

〇

一

年

)
(

一

九

二

七

年

)

創
設)

日
御
崎
燈
臺(

明
治
二
十
八
年
一
月
二
十
五
日
創
立)

等
が
あ
り
ま
す
。

(

一

八

九

五

年

)

人
々
の
交
通
及
び
物
資
の
運
輸
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昔
は
主
と
し
て
海
路
を
利
用
し
舟
の
便
に
よ
つ
た
た

め
に
、
陸
上
交
通
機
關
は
最
近
ま
で
あ
ま
り
に
惠
ま
れ
ず
、
他
町
村
に
比
し
て
よ
ほ
ど
見
劣
り
が
し
ま
す
。
即
ち
東

し
て
和
田
松
原
か
ら
御
坊
に
通
ず
る
三
尾
街
道
も
近
年
漸
く
あ
の
崖
道
を
改
修
し
て
自
動
車
が
辛
う
じ
て
通
れ
る
位

に
成
り
ま
し
た
が
比
井
崎
村
阿
尾
・
産
湯
方
面
へ
は
昔
と
あ
ま
り
ち
が
は
ぬ
阪
路
を
越
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
し
日
御

崎
へ
は
勿
論
昔
の
ま
ま
の
羊
腸
た
る
山
路
を
攀
ぢ
登
る
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
動
車
は
南
海
自
動
車
會
社
が
近
年
御

坊
驛
三
尾
間
の
定
期
運
轉
を
行
ひ
、
之
を
利
用
す
る
人
が
非
常
に
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
尾
街
道
の
改
修
以

來
自
轉
車
乘
用
者
が
め
つ
き
り
増
加
し
現
在
村
内
の
自
轉
車
數
一
一
三
臺
に
達
し
て
ゐ
ま
す
。
將
來
御
坊
臨
港
鐵
道

が
當
方
面
へ
延
び
て
來
る
や
う
に
で
も
な
れ
ば
當
村
の
交
通
の
劃
期
的
に
至
便
に
な
り
ま
す
が
、
私
ど
も
自
身
と
し

て
も
大
に
交
通
道
徳
を
重
ん
じ
て
事
故
を
起
さ
な
い
や
う
に
氣
を
つ
け
る
と
共
に
、
協
力
し
て
こ
の
村
の
交
通
機
關

を
更
に
ま
す

改
善
す
る
や
う
に
努
力
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

く
か
い
ぜ
ん

ど
り
よ
く

一
四
、
三
尾
村
漁
業
株
式
會
社

三
尾
村
漁
業
株
式
會
社
は
大
正
十
四
年
九
月
十
日
に
創
設
さ
れ
ま
し
て
、
資
本
金
二
十
萬
圓
拂
込
金
十
八
萬
圓(

一

(

一

九

二

五

年

)

株
四
十
五
圓
四
千
株)

と
云
ふ
堂
々
た
る
會
社
で
現
代
の

長
は
田
中
三
吉
氏
で
あ
り
ま
す
。
大
正
十
五
年
二
月
八

社

日
出
初
式
を
擧
げ
、
純
米
国
式
巾
着
網
で
日
ノ
岬
を
中
心
に
操
業
し
た
處
本
邦
と
米
國
と
の
潮
流
關
係
や
海
底
の
變

化
の
爲
漁
獲
皆
無
で
あ
つ
た
の
で
縣
水
産
課
の
紹
介
に
よ
り
仙
臺
、
塩
釜
方
面
の

察
を
な
し
仝
地
方
の
巾

着

網

視

き
ん
ち
や
く
あ
み

を
模
倣
し
た
と
こ
ろ
大
に
前
途
の
曙
光
を
認
め
、
更
に
朝
鮮
方
面
の

察
を
な
し
、
仙
臺
式
に
朝
鮮
式
巾
着
網
を
加

視

味
し
た
の
で
漁
獲
も
多
く
な
つ
て
益
々
事
業
を
擴
張
し
、
千
葉
、
茨
城
、
福
島
、
宮
城
、
魚
津
、
朝
鮮
方
面
へ
も
出

漁
し
盛
ん
に
活
躍
し
て
い
ま
す
。



一
五
、
近
村
名
所
舊
跡
巡
り

逢
母

磯
邊

本
の
脇

も
と

わ
き

春
の
海
日
ね
も
す
の
た
り

か
な
と
い
ふ
な
ご
や
か
な
趣
も
よ
い
が
、
疾
風
起
つ
て
怒
濤
岩
を
嚙
み
巨
船
を
弄

く

は

や

て

ぶ
こ
と
木
の
葉
の
如
き
も
の
す
ご
い
眺
も
ま
た
な
か

に
戰
鬪
的
で
あ
り
男
性
的
で
あ
つ
て
面
白
い
で
す
。
そ
れ

く

、

。

を
磯
邊
の
ほ
と
り
三
尾
街
道
を
歩
き
な
が
ら
見
る
の
も
よ
い
が

そ
の
上
の
山
上
か
ら
見
下
せ
ば
一
層
面
白
い
で
す

日
高
松
原

和
田
村
本
脇
か
ら
仝
村
和
田
・
松
原
村
吉
原
・
田
井
を
經
て
濱
瀬
に
至
る
長
汀
凡
そ
四
千
五
百
米
、
そ
こ
に
幅
五

百
米
海
抜
十
米
内
外
の
砂
丘
上
に
、
巨
人
の
長

髯
を
思
は
せ
る
よ
う
な
大
保
安

き
よ
じ
ん

ち
を
う
ぜ
ん

林(

い
は
ゆ
る
日
高
松
原)

が
あ
り
ま
す
。
反
別
に
し
て
約
百
町
歩
。
官

地

民

木

く
わ
ん
み
ち
み
ん
ぼ
く

と
い
つ
て
土
地
は
官
地
、
樹
は
地
方
の
も
の
で
、
中
に
は
周
一
丈
を
超
え
る
老
松

も
あ
り
、
吉
原
に
は
南
龍
松
と
て
並
松(
周
七
八
尺)

も
あ
り
ま
す
。
も
と
は
大
抵

日
高
平
野
の
住
民
た
ち
が
小
苗
を
持
寄
つ
て
潮
風
除
に
植
込
ん
だ
も
の
、
日
高
平

よ
け

う

ゑ

こ

野
万
頃
の
沃
田
に
と
つ
て
は
正
に
生
命
線
で
あ
り
、
景

觀
と
し
て
も
紀
伊
半
島

ば
ん
け
い

け
い
く
わ
ん

無
双
の
松
原
で
あ
り
ま
す
。

木
の
間
も
る
夕
日
の
光
あ
か

と

く

日
高
松
原
冬
に
入
る
か
な

(

田
端
憲
之
助)

西

川

東
内
原
村
の
奥
鹿
瀬
山
中
か
ら
流
れ
出
て
西
内
原
村
を
經
、
志
賀
川
を
併
せ
、

し
し
が
せ

和
田
・
松
原
二
村
を
經
て
日
高
川
口
に
注
ぐ
も
の
で
流
程
三
里
半
ば
か
り
あ
り
、

昔
か
ら
水
害
で
名
高
い
川
で
し
た
が
昭
和
八
年
か
ら
縣
の
事
業
と
し
て
工
費
五
十

(

一

九

四

三

年

)



三
萬
圓
を
投
じ
て
大
改
修
工
事
を
起
し
十
一
年
九
月
に
至
つ
て
出
來
上
り
ま
し
た
。
工
事
區
域
は
西
川
で
五
千
三
百

米
志
賀
川
で
千
百
米
、
使
役
人
夫
延
人
員
二
十
萬
人
、
川
床
擴
張
の
た
め
潰
れ
た
土
地
が
約
十
二
三
町
に
及
び
ま
し

た
。
實
に
日
高
郡
で
は
空
前
の
大
土
工
で
あ
り
ま
す
。

御
坊
町

本
願
寺
御
坊(

日
高
別
院)

の
門
前
町
と
日
高
川
口
の
港
街
が
發
達
し
て
こ
の
町
が
出
來
上
り
ま
し
た
。

人
口
一
萬
四
千
六
百
餘
、
日
高
郡
で
の
政
治
・
經
濟
・
産
業
・
教
育
・
宗
教
等
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
中
心
と
な
つ
て

け
い
ざ
い

ゐ
ま
す
。

御
坊
驛

「
松
も
な
い
の
に
小
松
原
、
御
坊
に
な
い
の
に
御
坊
驛
」
と
歌
は
れ
て
ゐ
ま
す
や
う
に
、
紀
勢
西
線
御
坊
驛
は
、

名
は
御
坊
驛
で
も
實
は
御
坊
町
内
で
は
な
く
、
湯
川
村
小
松
原
に
あ
つ
て
御
坊
町
へ
は
、
そ
こ
か
ら
臨
港
鐵
道
で
連

絡
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
あ
つ
可
笑
し
い
な
あ
、
あ
の
驛
の
札
に
ご
ぼ
う
と
あ
り
ま
す
が
あ
れ
は
ご
ば
う
で
な
け
れ
ば

△

▲

な
り
ま
せ
ぬ
。

驛
の
北
に
仰
ぐ
山
頂
が
湯
川
家
の
龜
山
城
址
で
政
春
直
光
直
春
等
の
古
英
雄
が
、
あ
そ
こ
で
紀
南
三
郡
を
睥
睨
し

へ
い
げ
い

た
も
の
で
す
が
、
天
正
十
三
年(

紀
元
二
二
四
五
年)

豐
臣
勢
の
南
征
に
抗
し
兼
ね
て
落
城
し
ま
し
た
。

(

一

五

八

五

年

)

驛
の
東
南
子
安
の
森
に
は
湯
川
神

が
あ
り
、
木
花
咲
耶
姫
を
御
祀
り
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
境
域
も
湯
川
氏
全
盛

社

時
代
の
廷
内
で
、
今
よ
り
木
立
も
繁
く
壕
も
大
き
く
、
競
馬
場
や
両
側
の
並
木
な
ど
立
派
な
も
の
で
し
た
。

か
げ
凉
し
な
ほ
木
高
か
れ
小
松
原

宗

祇

宗
祇
は
有
田
郡
の
出
身
で
、
湯
川
政
春
と
連
歌
で
近
づ
き
に
な
り
、
か
つ
て
こ
こ
へ
遊
び
に
來
た
こ
と
が
あ
つ
た

や
う
で
す
。
神

の
北
に
あ
る
歌
仙
堂
と
い
ふ
地
名
は
そ
の
名
殘
を
留
め
た
も
の
だ
さ
う
で
す
。

社

(

矢
田
村
鐘
巻)

道

成

寺

だ
う
じ
ゃ
う
じ
驛
は
な
か

馴
み
に
く
い
で
せ
う
。
驛
か
ら
北
に
見
る
森
の
中
に
三
重
の
塔
の
さ
き
が
み
え
ま

く

せ
う
、
あ
れ
が
道
成
寺
で
す

「
此
處
か
ら
鐘
巻
十
八
町
、
六
十
二
段
の
階
を
、
上
り
つ
め
た
ら
仁
王
さ
ん
、
左
に

。

唐
金
手
水
鉢
、
右
に
三
階
塔
の
堂
」
と
い
ふ
そ
の
塔
で
す
。
い
い
で
せ
う
。



寺
は
文
武
天
皇
の
大
寶
元
年(

紀
元
一
三
六
一
年)

勅
願
に
よ
つ
て
紀
道
成
が
建
て
、
皇
城
鎭
護
の
た
め
御
本
尊
を

(

七

〇

一

年

)

北

面

し

て

安

置

し

ま

つ

つ

た

と

傳

へ

ら

れ

て

ゐ

ま

す

。

即

ち

後

堂

の

本

尊

で

す

。

寺

に

は

前

堂

の

御

本

尊

う
し
ろ
だ
う

ほ
ん
ぞ
ん

千
手
觀
世
音
像
を
は
い
じ
め
十
餘
軀
の
佛
像
、
本
堂
仁
王
門
等
の
建
物
及
び
道
成
寺
縁
起
繪
巻
等
の
國
寶
が
あ
り
、

せ
ん
じ
ゆ
く
わ
ん
ぜ
お
ん

え

ま

き

遠
近
か
ら
參
詣
す
る
人
が
絶
え
ま
せ
ん
。
境
内
三
千
五
百
餘
坪
、
山
號
天
音
山
は
勅
願
云
々
の
故
事
に
因
み
、
院
號

ち
な

千
手
院
は
御
本
尊
の
靈
佛
に
因
ん
だ
も
の
で
す
。

晩
鐘
の
旅
僧
追
ひ
ゆ
く
枯
野
か
な

言
水

お
ん
ず
い

陽
炎
や
そ
の
石
段
の
六
十
二

塊

亭

く
わ
い
て
い

松
井
大
佐
表
忠
碑

和
佐
驛
下
車
、
東
南
へ
數
町
、
開
山
光

性

寺
の
裏
山
に
あ
り
ま
す
。
大
佐
名
は
清
助
、
丹
生
村
松
瀬
の
出
身
で
夙

く
わ
う
し
や
う
じ

に
軍
籍
に
入
り
我
が
國
の
生
命
線
と
し
て
の
滿
蒙
の
調
査
と
開
發
に
貴
い
一
生
を
捧
げ
遂
に
護
國
の
鬼
と
な
ら
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
山
か
ら
見
る
南
方
千
曳
山
の
麓
に
は
陸
奥
宗
光
の
父
伊
達
千
廣
の
詠

う
ご
き
な
き
わ
が
君
が
代
の
た
め
し
に
は

千
曳
の
山
ぞ
ひ
く
べ
か
り
け
る

ち

び

き

○

を
彫
り
つ
け
た
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
を
建
て
た
の
は
丹
生
村
江
川
の
人
瀬
見
善
水
と
い
ふ
幕
末
の

よ

し

を

偉
人
で
し
た
。

ゐ

じ

ん由

良

墜

道

紀
勢
鐵
道
が
通
じ
て
か
ら
墜
道
と
い
ふ
も
の
が
澤
山
に
出
來
ま
し
た
が
紀
南
地
方
で
の
墜
道
の
は
じ
ま
り
は
、
西

内
原
村
池
田
か
ら
由
良
村
阿
戸
へ
越
え
る
「
由
良
洞
」
で
、
實
に
明
治
二
十
一
年
頃
に
出
來
た
も
の
で
す
。

(
)

興

国

寺

き
い
ゆ
ら
驛
下
車
、
す
ぐ
大
門
址
に
つ
き
ま
す
。
明
治
二
十
一
年
の
暴
風
で
倒
れ
る
ま
で
は
再
興
後
の
大
門
が
あ

り
、
關

南

第
一
禪
林
の
額
が
か
か
つ
て
ゐ
た
の
で
す
が
、
さ
び
れ
た
も
の
で
す
。
四
方
の
山
は
荒
れ
る
し
、
田
畑
は

く
わ
ん
な
ん
だ
い

ぜ
ん
り
ん

開
か
れ
、
人
家
は
建
ち
竝
ん
で
、
昔
の
面
影
は
殆
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。



寺
は
、
は
じ
め
安
貞
元
年(

紀
元
一
八
八
七
年)

高
野
の
僧
願
性(

實
は
關
東
武
士
葛

山
五
郎
景
倫)

が
そ
の
故
の
主

(

一

二

二

七

年

)

か
つ
ら
や
ま

ろ
う
か
げ
と
も

君
源
實
朝
を
弔
ふ
た
め
に
建
立
し
、
鷲
峰
山
西
方
寺
と
號
し
、
眞
言
宗
を
奉
じ
て
ゐ
ま
し
た
、
そ
の
後
三
十
年
ほ
ど

じ
ゆ
ほ
う
さ
ん
さ
い
ほ
う
じ

た
つ
て
正
嘉
二
年
入
宋
僧
覺
心(

法
燈
國
師)

を
迎
へ
て
臨
済
宗
に
改
め
ま
し
た
。

(

一

二

五

八

年

)

じ
ゆ
そ
う

か
く
し
ん

ほ
つ
と
う

り
ん
ざ
い

國
師
は
信
州
松
本
の
近
く
で
御
生
れ
に
な
り
、
夙
に
佛
門
に
入
つ
て
奈
良
・
高
野
・
京
都
・
鎌
倉
を
は
じ
め
各
地

を
廻
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
遂
に
え
ら
い
御
師
匠
さ
ん
に
め
ぐ
り
會
ふ
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
、
願
性
か
ら
學
資

の
助
け
を
得
て
四
十
三
歳
で
入
宋
、
四
十
八
歳
で
歸
朝
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
支
那
の
名
山
靈
區
を
尋
ね
て
各
地
を

じ
ゆ
そ
う

遍
參
せ
ら
れ
、
最
後
に
杭
州
の
靈
洞
山
護
國
寺
に
無
門
和
尚
に
謁
し
、
そ
こ
で
一
ぺ
ん
に
悟
を
開
か
れ
ま
し
た
。
歸

へ
ん
ざ
ん

朝
の
後
一
旦
高
野
に
登
つ
て
禪

定

院
の
首
座
と
な
ら
れ
、
五
十
二
歳
の
と
き
西
方
寺
に
入
つ
て
禪
刹
に
改
め
る
と
共

せ
ん
ぢ
や
う
ゐ
ん

し

ゆ

ざ

ぜ
ん
さ
つ

に
其
の
開
山
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
紀
南
地
方
に
だ
ん

臨
濟
宗
が
擴
ま
り
、
國
師
の
徳
を
慕
う
て
方
々
か
ら
由
良
へ
參
る
も
の
が
日
に

く

日
に
多
く
な
り
ま
し
た
。
六
十
歳
の
と
き
、
故
郷
に
た
だ
一
人
で
居
ら
れ
る
お
母
さ
ん
の
身
の
上
を
案
じ
、
わ
ざ

信
州
へ
連
れ
に
歸
つ
て
手
を
ひ
き
後
を
押
し
つ
ゝ
熊
野
詣
の
案
内
を
濟
ま
せ
、
そ
れ
か
ら
門
前
に
庵
を
つ
く
つ

くて
孝
養
を
つ
く
さ
れ
ま
し
た
。
翌
年
お
母
さ
ん
が
な
く
な
ら
れ
て
か
ら
は
九
十
二
歳
の
御
臨
終
ま
で
毎
日
は
だ
し
で

御
墓
參
り
を
缼
か
し
た
こ
と
が
な
か
つ
た
と
い
ふ
ほ
ど
親
思
ひ
で
あ
ら
れ
ま
し
た
。

國
師
の
御
聲
名
が
海
内
に
高
ま
る
と
共
に
執
權
北
條
氏
は
ぜ
ひ
と
も
關
東
へ

請

じ
よ
う
と
い
ろ

手
を
尽
く
し

く

し
よ
う

ま
し
た
。
そ
し
て
或
時
鎌
倉
の
壽
福
寺
へ
と
御
勸
め
し
ま
し
た
が
國
師
は
固
く
辭
退
さ
れ
ま
し
た
。
皇
室
か
ら
も
た

び

御
召
を
蒙
り
畏
く
も
龜
山
上
皇
、
後
宇
多
天
皇
の
御
前
で
御
説
法
申
上
げ
る
と
い
ふ
光
榮
を
擔
ひ
、
京
極
女

く
院
か
ら
は
一
針
三
禮
の
法
衣
を
賜
は
る
ほ
ど
御
帰
依
を
忝
う
し
ま
し
た
。
そ
し
て
永
仁
六
年
九
十
二
歳
で
な
く
な
ら

し
ん

ら
い

ほ

ふ

え

き

え

(

一

二

九

八

年

)

れ
ま
し
た
が
、
龜
山
法
皇
法
燈
禪
師
と
賜
ひ
、
後
醍
醐
天
皇
は
重
ね
て
法
燈
圓
明
國
師
と

諡

し
給
ひ
、
後
村
上
天

ほ

つ

と

う

ぜ

ん

し

を
く
り
な

皇
興
国
元
年(

國
師
が
な
く
な
ら
れ
て
四
十
二
年
後)

興
國
寺
の
號
を
賜
は
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
世
が
亂
れ
て
か
ら
寺
は
大
層
衰
へ
ま
し
た
が
、
近
世
に
な
つ
て
や
つ
と
今
の
や
う
な
お
寺
に
建
て
直
し
ま

し
た
。
境
内
一
千
三
百
餘
坪
、
現
住
職
堀
雲
巖
師
は
當
世
稀
に
見
る
高
僧
で
あ
ら
れ
ま
す
。





あ

と

が

き

こ
の
「
三
尾
郷
土
讀
本
」
は
和
田
尋
常
小
学
校
の
「
郷
土
史
讀
本
」
と
一
緒
に
郷
土
史
関
係
を
集
め

た
処
に
収
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
今
ま
で
こ
の
本
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
も
、
父
が
所
蔵
し
て

い
た
こ
と
も
全
然
知
ら
な
か
っ
た
。
尋
常
高
等
小
學
学
校
が
発
行
し
た
「
読
本
」
で
あ
る
通
り
、
当

時
の
付
近
の
村
で
編
集
さ
れ
た
「
村
史

・

村
誌
」
と
は
一
寸
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。

」

「

ま
た
今
観
光
案
内
な
ど
で
は
「
海
猫
島
」
と
な
っ
て
い
る
島
が
「
中
出
」
に
な
っ
て
い
た
り(

然
し

日
本
水
路
誌
で
も
国
土
地
理
院
の
電
子
地
図
で
も
蜑
取
島
と
な
っ
て
い
る)

「
煙
樹
ヶ
浜
」
が
「
日

、

高
松
原
」
と
な
っ
て
い
る

「
煙
樹
ヶ
浜
」
の
名
の
由
来
は
画
家
の
近
藤
浩
一
郎
氏
が
名
付
け
の
親
だ

。

そ
う
だ
。
同
じ
昭
和
十
一
年
に
発
行
の
「
郷
土
史
讀
本
」(

和
田
尋
常
高
等
小
學
校
発
行)

で
は
煙
樹
浜

(

一

九

三

六

年

)

と
な
っ
て
い
る
。

平
成
二
十
三(

二
〇
一
一)

年
五
月
二
十
八
日(

土)

清
水

章
博


