
章
観
光
参
照
)
。

　
な
お
、
柳
津
町
の
遠
い
祖
先
が
水
神
信
仰
に

(特
に
弁
天
)
熱
心
で
あ

っ
た

こ
と
は
、
只
見
川
、
銀
山
川
の
合
流
点

に
定
住
し
た
た
め
、
水
神

の
荒
魂
鎮
め

と
し
た
信
仰
史
と
し
て
貴
重
な
価
値
あ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
六
道
図
絵
が
あ

る
。
極
彩
色
で
縦

一
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

一
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
上
段
に

九
品
の
極
楽
浄
土
絵
を
下
段
に
は
地
嶽

の
苦
難
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
絵
図
は
真
言
宗
時
代
の
教
誨
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
奥
之
院
に
は
慈
悲
に
ま
つ
わ
る
史
実
が
あ
る
。
天
正
十
七
年
会
津
芦
名

氏
を
伊
達
政
宗
が
討
伐
し
た
と
き
、
瀧
谷
の
山
ノ
内
俊
次
が
逃
げ
て
こ
こ
に
隠

し
て
ほ
し
い
と
願

っ
た
。
時
の
住
持
が
心
よ
く
か
く
ま

っ
て
く
れ
た
と
い
う
。

こ
の
俊
次
は
源
頼
朝
に
よ

っ
て
横
田
城

に
封
ぜ
ら
れ
た
山
ノ
内
経
俊
の
十
八
世

の
子
孫

で
、
横

田
城

の
陥

れ
ら
れ
た
時
は
、
僅
か
十
三
才
で
あ

っ
た
。
こ
の

人
こ
そ
や
が
て
偉
才
横
田
三
友
の
父

で
、
母
は
若
松
の
町
検
断
倉
田
為
実
の
二

女
徳
子
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
み
仏

の
慈
悲
が
な
か

っ
た
ら
、
会
津
の
学
問
史

や
会
津
藩
教
学
を
書
き
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
と
も
い
わ
れ
る
ほ

ど
の
碩
学
者
な
の
で
あ
る
。

　
本
堂
の
中
央
に
あ
る
明
星
天
子
の
厨
子
は
手
の
こ
ん
だ
構
造
で
あ
る
。
入
母

屋
造
り
の
二
重
扇
垂
木
、
柱
貫
を
加

え
た
禅
宗
様
式
の
も
の
で
あ
る
。
棟
札
が

な
い
の
で
い
つ
の
時
代
か
は
不
明
で
あ

る
が
、

一
部
破
損
し
て
い
る
の
で
近
く

修
補
す
る
予
定
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
寛
延
三
年

(
一
七
五
〇
)
虚
席
和
尚
は
、

萬
霊
塔
を
奥
之
院
に
建
て
る
た
め
、
人
夫
三
十
余
人
で
巨
石
を
石
階
下
ま
で
運

ん
だ
が
、
急
坂
で
登
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ

っ
た
。
そ
の
と
き
住
持
は
前
を
皆

に
、
後
を
た
だ

一
人
で
か
つ
ぎ
引
上
げ
た
の
で
、
和
尚
を
三
十
五
人
力
と
嘆
賞

し
た
と
い
う
。

.

　
昭
和
四
十
四
年
こ
こ
の
弁
天
堂
保
存
の
た
め
、
火
災
防
火
用
と
し
て
二
基
の

放
栓
及
び
自
動
警
報
器

・
避
雷
針
塔
を
施
設
し
万
全
を
期
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
、
奥
之
院
歴
代
住
職
名
を
記
す
。

　
第

一
世

敬
翁
長
老
禅
師

大
正
六
年
十
二
月
二
十
三
日

　
第
二
世

正
堂
玄
順
禅
師
　
昭
和
三
十
五
年
三
月
五
日

　
第
三
世

敬
宗
昭
道
　

　
　

(現
住
)

　
　
初
代
以
前
の
当
院
住
職
は
、
古
例
に
依
り
円
蔵
寺
及
び
興
徳
寺
よ
り
当
院

　
　

に
隠
居
転
住
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
第
四
節
　

わ
が
町
の
修
験
道

　

わ
が
町
に
は
法
院
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
家
は
四
戸
あ
る
。
こ
の
家
に
は

修
験
道
を
修
め
た
法
印

(山
伏
)
が
い
て
、
北
田
家
の
よ
う
に
祈
祷
所
を
別
棟

に
つ
く

っ
た
り
、
船
木
家
の
よ
う
に
特
に
本
社
を
遥
拝
す
る
独
特

の
遥
拝
所
を

持

っ
た
り
、
ま
た
石
坂
の
岩
渕
家
や
南
田
代

の
小
野
家
の
よ
う
に
、
東
北
法
院

通
形
の
奥
座
敷
正
面
の
入
口
を
玄
関
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
信
者

の
出
入
す
る
よ

う
な
構
造
と
し
、
入
室
す
る
と
直
ち
に
正
面
に
法
印

の
尊
信
仏
の
大
日
如
来
か
、

不
動
尊
像
が
祭
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
o
こ
の
建
物
を
法
院
と
称
し
、
本
山

の
元
寺
か
ら
法
印
の
名
称
を
許
可
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
住
み
庶
民
の

祈
祷
を
す
る
人
を
法
印
と
尊
称
し
、
我
等
と
は
異

っ
た
法
力
を
持

っ
た
祈
祷
師



な
の
で
あ
る
。
法
印
に
な
る
に
は
、
浄
衣
と
い
う
白
衣
を

つ
け
、
兜
巾
を
頭
に

つ
け
脛
衣
に
白
足
袋
を
は
き
草
蛙
を

つ
け
た
極
め
て
さ
っ
ぱ
り
し
た
姿
と
し
た
。

こ
れ
は
彼
等
が
本
来
の
仕
事
で
あ
る
山
登
り
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
ス
タ
イ
ル
で

あ

っ
て
、
古
く
か
ら
神
聖
視
さ
れ
た
山
岳
信
仰
を
身
を
以

っ
て
廻
峯
し
、
身
心

を
き
よ
め
時
に
は
山
中

の
堂
舎
や
宿
坊
に
泊
り
こ
み
、
読
経
や
加
持
祈
祷
に
つ

と
め
た
り
、
野
外
に
三
角
形
に
積

み
上
げ
た
護
摩
木
を
炊
い
て
、
イ
ラ
タ
カ
数

珠
を
も
み
も
み
真
言
を
唱
え
る
。

こ
う
し
て
主
と
し
て
真
言
密
教
に
も
と
づ
く

さ
ま
ざ
ま
の
精
進
を
、
山
全
体
を
道
場
と
し
な
が
ら
行
じ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

庶
民
の
も
た
な
い
法
力
を
身
に
つ
け
、
人
間
と
し
て
悟
道
の
境
地
に
入

っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
呪
術
的
な
作
法
、
い
わ
ゆ
る
加
持
祈
祷
の
霊
験
が
す
こ

ぶ
る
あ
ら
た
か
な
よ
う
に
な

っ
た
。

　
こ
の
山
の
修
業
に
よ

っ
て
、
並

々
な
ら
ぬ
呪
力
を
そ
な
え
、
人
間
わ
ざ
で
な

い
こ
と
を
な
し
得
る
人
で
は
な
い
か
と
尊
ば
れ
も
し
た
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
神

主
の
姿
を
す
る
人
も
あ
り
、
自
分

た
ち
の
家
に
病
人
が
出
る
、
怪
我
人
が
出
る
、

或
い
は
こ
と
ご
と
に
不
運
に
見
舞
わ
れ
て
、
さ
っ
ぱ
り
取
り
返
し
が
つ
か
な
い

よ
う
な
悲
境
に
泣
く
こ
と
が
起
こ

っ
て
く
る
と
法
印
を
迎
え
て
、
そ
の
災
が
何

に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
し
て
貰
い
、
そ
の
災
の
も
と
を
断
ち

切
り
調

伏
す
る
祈
祷
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
薄
気
味
悪
い
け
れ
ど
も
、
偉
い

人
な
ん
だ
と
い
う
印
象
が
人
々
の
間
に
久
し
く
流
れ
て
い
た
。
法
印
は
こ
う
し

て
庶
民
か
ら
仰
が
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
精

魂
を
こ
め
て
不
幸
を
救
う
よ

う
に
し
た
た
め
で
あ
る
。

　
法
印
を
統
御
す
る
本
山
は
二
ケ
所
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
本
山
派
と
当
山
派
で

あ
る
。
本
山
派
は
近
江
国
の
園
城
寺

(
三
井
寺
)
の
末

の
聖
護
院
で
あ
り
、
天

台
宗
系
に
属
し
、
当
山
派
は
真
言
宗
系
の
醍
醐
寺
の
三
宝
院
に
帰
属
し
て
い
た
。

こ
の
ほ
か
、
こ
う
し
た
大
き
な
派
に
属
さ
な
い
も
の
に
は
富
士
講
と
称
す
る
富
士
垢

離
山
伏
、
そ
し
て
出
羽
国
の
羽
黒
山
系

の
山
伏
法
印
な
ど
が
あ
る
。
護
摩
木
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さい
とヶ　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　さい
とう

焚
く
と
き
も
、
本
山
派
は
採
灯
護
摩
と
称
し
、
当
山
派
で
は
柴
燈
護
摩
と
書
く

こ
と
に
し
て
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
信
者
が
多
く
出
来
る
と
、
本
山
派
の
法
印
は
妻
帯
を
禁

じ
て
、
女
人
禁
制
の
札
を
山
の
入
口
に
掲
げ
る
か
と
思
う
と
、
当
山
派
の
よ
う

に
妻
帯
を
許
す
と
い
う
の
も
あ
る
。
法
印
は
ま
た
信
者
が
多
く
な
る
と
、
頭
陀

を

つ
け
、
笈
の
中
に
祈
祷
札
や
諸
板
木
や
印
を
入
れ
て
負
い
、
遠
い
と
こ
ろ
ま

で
行

っ
て
札
を
く
ば
る
こ
と
を
し
た
。
そ
し
て
そ
の
奉
加
銭
に
よ

っ
て
生
活
を

続
け
て
行

っ
た
。
こ
の
信
者
を
法
印
が
仮
り
に

一
時
と
ま
り
す
む
の
で
仮
住
と

称
し
、
あ
と
で
同
音
の
霞
に
あ
て
字
し
た
り
し
た
。
「山
伏
は
霞
を
食

っ
て
生
き

て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
「仮
住
」
と
お
き
か
え
る
と
そ
の
意
味
が
よ
く
理
解
出

来
る
と
思
う
。
会
津
で
の
霊
山
は
磐
梯
山
、
飯
豊
山
、
そ
し
て
明
神
ケ
岳

(会

津
高
田
町
)
、
飯
谷
山

(わ
が
町
)
が
古
く
か
ら
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
わ
が
町
の
法
印
は
、
さ
き
ほ
ど
の
ど
ち
ら
に
属
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
。

　

船
木
家
は
残
さ
れ
た
古
文
書
に
よ
る
と
、
本
山
派
で
あ

っ
た
。
聖
護
院
か
ら

の
達
書
が
現
存
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
他
も
本
山
派
で
な
か

っ
た
か
と

思
わ
れ
る
が
、
四
ッ
谷
九
九
明
に
い
た
山
形
県
出
身

の
法
印
佐
藤
義

一
は
、
そ

の
板
木
か
ら
み
て
羽
黒
山
系
に
属
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。



　
い
ま
左
に
各
家
々
の
法
印
家
を
概
説
し
て
お
く
。

①
船
木
家

(龍
蔵
庵
)

　
も
と
は
舟
木
と
書
き
、
明
治
五
年
新
戸
籍
の
届
出
に
は
船
木
と
し
た
。
本
山

派
で
あ
る
の
は
前
記
の
通
り
で
、
飯
谷
明
神
を
祭

っ
た
康
安
元
年
(
一
三
六

一)

以
来
、
明
治
五
年

(
一
八
七
二
)
九
月
十
五
日
の
太
政
官
布
告
に
よ
る
法
印
廃

止
ま
で
、
お
よ
そ
十
何
代
五
百
十

一
年
間
続
い
て
き
た
。
そ
し
て
特
記
す
べ
き

疱
瘡
軽
安
祈
祷
、
雨
よ
ば
り
祈
祷
そ
の
他
の
庶
民
の
苦
悩
調
伏
に
努
力
さ
れ
た
。

そ
の
ほ
か
い
わ
ゆ
る
氏
子
の
息
災
繁
栄
、
五
穀
豊
穣
を
祈
祷
さ
れ
、
時
に
は
「御

シ
ン
メ
イ
サ
マ
L
に
よ
る
祈
祷
も
さ
れ

た
と
思
う
。
現
在
こ
の
「オ
シ
ラ
サ
マ
L

夫
婦
二
体
の
神
が
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
岩
渕
家

(石
坂
)

　
石
坂
集
落
に
行
く
と

「法
印
坂
」
と
通
称
さ
れ
る
坂
道
が
、
こ
の
集
落
の
最

高
の
地
の
法
印
だ

っ
た
岩
渕
家
に
通
じ

て
い
る
。
岩
渕
家
は
や
は
り
明
治
五
年

の
太
政
官
布
告
に
よ

っ
て
法
印
を
廃
し

た
と
思
う
。
現
在
は
仏
壇
に
昔
の
人
々

の
祈
り
を
こ
め
た
仏
像
の
智
奉
印
本
尊
大
日
如
来
像
と
不
動
尊
像
が
遺
さ
れ
て

い
て
、
ど
ち
ら
も
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
像
で
あ
る
が
他
の
家
に
は
祭
ら
れ

て
い
な
い
も
の
で
、
そ
の
証
を
語

っ
て
く
れ
た
。
こ
の
法
印
に
関
す
る
文
書
は

幾
度
か
の
災
害
と
長
い
年
月
の
間
に
失

っ
て
し
ま

っ
た
。
文
化
五
年
の
書
上
帳

に
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
最
も
大
き
い
中
心
仏
と
し
た
の
は
、
七
十

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
玉
眼
嵌
入
寄
木
造
り
、
極
彩
色
に
彫
成
さ
れ
た
不
動
尊
で
あ

っ
た
。
こ
の
不
動
尊
は
、
昭
和
二
十
三
年
九
月
二
十
九
日
、
石
坂
の
新
築
鎮
守

飯
盛
神
社
遷
宮
の
と
き
に
、
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
現
在
は
神
社
内
に
祭
ら
れ
て

あ
る
。
こ
の
不
動
尊
は
こ
れ
か
ら
の
ち
、
長
く
こ
の
石
坂
の
人
々
の
信
仰
を
う

け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

③
北
田
家

(安
久
津
)

　
閻
魔
像
の
立
派
な
本
尊
で
あ

っ
た
閻
魔
寺
の
地
に
あ
る
。
も
と
山
伏
か
ら
神

官
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
龍
蔵
庵
の
船
木
家
の
文
書
に
よ
る
と
、
明
治
五
年
の
布
告
後
の
法
印
(
神
官
)

は
北
田
家
に
護

っ
た
と
あ
る
。
こ
の
と
き
法
印
を
神
官
と
し
て
、
船
木
家
の
管

掌
し
て
い
た
神
社
の
す
べ
て
を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
閻
魔
堂
内
に
は
不

動
尊
像
も
祭
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
実
に

一
・
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
兜
践
毘
沙

門
天
像
も
あ
る
の
で
、
ま
さ
し
く
法
印
の
歴
史
を
表
わ
し
て
い
る
o
ま
た
こ
の

堂
内
に
は
、
実
に
多
く
の
板
木
が
保
蔵
さ
れ
て
あ
る
。
飯
谷
大
明
神
を
は
じ
め
、

当
時
管
轄
し
て
い
た
各
神
社
の
祈
祷
神
札
や
護
符
の
板
木
で
、
北
田
家
の
歴
史

を
示
す
貴
重
な
文
化
財
、
家
宝
な
の
で
あ
る
。
こ
の
仏
像
、
板
木
は
永
く
保
存

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

〔舟
木
家
〕

　
舟
木
光
景

(飯
谷
大
明
神
創
祀
)
ー
光
政

(初
代
神
主
)
…
直
信
ー
直
次
ー

　
直
重
ー
直
光
ー
直
春
ー
直
則
ー
直
明

④
小
野
家

(南
田
代
)

　
南
田
代
の
南
傾
斜
の

一
番
高
い
場
所
に
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
法
院

構
そ
の
ま

ま
の
造
り
が
現
存
し
て
い
る
。
法
印
尊
信
の
中
心
仏
不
動
尊
像
の

一
木
彫
り
が

あ
る
。
護
摩
火
と
線
香
に
煤
け
て
い
か
に
も
古
さ
を
示
す
か
お
り
が
す
る
。
護

摩
用
具
や
、
不
動
尊
、
大
日
如
来
の
当
時
を
物
語
る
掛
図
も
保
存
さ
れ
、
祈
祷



用
具
も
揃

っ
て
い
る
。
惜
し
い
こ
と

に
、
何
れ
の
家
に
も

「イ
ラ
タ
カ
数
珠
」

は
失
わ
れ
て
い
て
惜
し
い
こ
と
で
あ

る
。

　
小
野
家
も
法
院
に
関
す

る
文
書

類
は
残
存
し

て
い
な

い
。
し
か
し
村
南

の
畑
地
に
は
、
元
文
二
年

(
一
七
三
七
)
銘
の
権
大
僧
都
の
墓
石
が
あ
る
。
小

野
家
の
先
祖
と
し
て
、
毎
年
の
墓
参
供
養
を
怠
り
な
く
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
や
は
り
こ
の
人
も
法
印
で
あ

っ
た
。
ま
た
最
後
の
法
印
で
あ

っ
た
小
野
元

良
法
印
は
、
「自
分
の
没
後
の
墓
は
、
飯
豊
山

の
見
え
る
村
北
の
こ
の
丘
に
せ
よ
L

と
遺
言
さ
れ
、
遺
族
は
そ
の
場
所
に
埋
葬
し
、
墓
碑
は
飯
豊
山
に
正
面
を
む
け

て
建
立
し
た
。

〔小
野
家
〕

　
秀
種

(
天
文
十
五
年
没
)
…
元
量
ー
伝
経
-
元
良
(こ
の
人
で
法
印
お
わ
る
)

　
ー
勘
次
郎
ー
友
二
ー
武
良

(現
主
)

⑤
佐
藤
義

一
法
印
　
　
　
　
(四
ツ
谷
九
九
明
、
不
動
瀧
下
)

　
九
九
明
に
不
動
瀧
が
あ
り
、
そ
こ
に
不
動
堂
が
あ

っ
た
。
明
治
初
期
に
こ
の

堂
に
住
み
つ
き
、
瀧
と
不
動
尊
を
信
仰
し
て
、
そ
の
周
辺
の
民
家
を
歩
き
、
当

時
の
東
川
村
四
ツ
谷
を
所
謂

霞
と
し
て
、
繭
の
豊
か
な
収
繭
、
五
穀
豊
穣
、
そ

し
て
無
病
息
災
、
厄
病
除
け
、
安
産
祈
願
、
病
魔
退
散
、
山
入
安
全
祈
願
の
祈

祷
札
や
護
符
を
配
っ
て
生
活
し
て
い
た
。
い
つ
か
こ
の
修
験
の
法
印
は
、
九
九

明
近
く
の
四
ッ
谷
沢
中
の
菊
地
氏
出

の
婦
人
を
妻
と
し
て
生
活
を
続
け
て
い
た
。

法
力
の
強
い
、
そ
し
て
ど
こ
と
な
く
格
調
の
高
い
人
柄
で
、
煩
い
悩
む
人
々
の

救
済
に
真
剣
な
祈
祷
も
し
、
よ
く
霞
か
ら
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
ど
こ
の
人
か
も

全
く
わ
か
ら
ず
、
法
印
独
得
の
服
装
に
古
い
笈
を
背
負

っ
て
細
く
け
わ
し
い
山

道
を
巡

っ
た
法
印
で
あ
る
。
の
ち
に
不
動
院
か
ら
高
森
に
佗
住
い
の
家
を
建
て

て
、
当
時
、
山
の
孤
島
の
よ
う
な
高
森
の
青
年
三
～
四
名
に
漢
学
を
教
え
、
菊

地
長
三
氏
の
祖
父
は
五
年
間
位
の
冬
季
学
習
の
師
で
あ

っ
た
と
い
う
。
老
後
は

妻
に
も
先
だ
た
れ
、
淋
し
い
生
活
を
し
て
い
た
の
で
、
師
弟

の
関
係
も
篤
か

っ

た
た
め
、
菊
地
長
三
氏
宅
の
人
に
み
と
ら
れ
て
一
生
を
終
わ
っ
た
。
こ
の
法
印
の

墓
も
高
森
に
あ
り
、
ま
た
笈
も
菊
地
長
三
氏
宅
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。

　
先
日
こ
れ
を
調
査
す
る
と
、
祈
祷
札
用
印
が
十
個
と
旅
日
記
二
冊
が
入
っ
て

お
り
、
仏
像
は
な
か

っ
た
。
旅
日
記
は
こ
の
当
時
の
巡
回
し
た
村
々
の
こ
と
を

記
し
た
も
の
で
、
貴
重
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
旅
日
記
の
最
後
に

書
い
て
あ
る
も
の
か
ら
推
察
す
る
と
、
山
形
県
米
沢
市
に
生
ま
れ
た
方
ら
し
く
、

士
族
で
あ
り
、
そ
の
札
に
法
印
の
姿
を
表
わ
し
た
の
を
み
る
と
、
羽
黒
系
修
験

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
左
に
記
し
て
お
く
。

　
山
形
県
羽
前
国
米
沢
市
龍
町
字
外
之
内
二
二
六

　
　
　
士
族

・
俗
名
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
義

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
田
教
信

　

当
時
福
島
県
岩
代
国
大
沼
郡
四
ツ
谷
村
不
動
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
　
信
海

(法
印
の
名
で
あ
ろ
う
)

　
　
　

嘉
永
五
年

(
一
九
五
三
)
六
月
二
十
六
日
生
　
行
歳
四
十
八
才

と
み
え
て
い
る
。

　

こ
の
人
は
子
供
も
な
か

っ
た
の
で
、

一
代
で
絶
え
て
し
ま

っ
た
。
深
い
身
の

上
の
事
情
等
は

一
切
不
明
な
の
で
あ
る
。

　

現
在
も
、
九
九
明
に
は
瀧
と
朽
ち
か
け
た
不
動
院
が
あ

っ
た
が
、
先
年
の
豪



雪
で
倒
壊
し
、
そ
の
礎
石
の
み
が
七
～
八
個
そ
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
の
み
で

あ
る
。

　
　
　
　
第

五

節

　

新

興

宗

教

・
天

理

教

　
　
新

　

興
　

宗
　

教

　
終
戦
後
の
混
迷
期
に
人
心
の
浮
揺
し

て
い
た
と
き
、
こ
の
生
け
る
人
々
の
心

に
希
望
と
勇
気
を
持
た
せ
る
た
め
、
仏
教
を
中
核
と
し
た
新
興
宗
教
が
お
こ
っ

て
き
た
。
既
成
宗
教
の
僧
侶
た
ち
は
、
過
去
に
お
い
て
死
人
の
葬
と
成
仏
を
与

え
る
祈
念
が
中
核
で
、
生
け
る
人
の
苦
悩
の
救
い
は
、
説
教
と
か
説
法
と
か
を

一
年
に

一
、
二
回
行
う
位
で
あ
り
、
仏

に
関
す
る
儀
式
や
話
題
は
死
と
い
う
こ

と
と
短
絡
し
て
い
て
、
縁
起
が
悪
い
と

一
し
ゅ
う
さ
れ
て
、
真
の
人
間

へ
の
め

ざ
め

へ
の
活
動
は
積
極
的
と
は
い
え
な
か

っ
た
。
宗
教
の
到
達
点
は
、
「人
の
心

を
自
分
の
心
と
し
」
、
「自
分
の
心
を
人

に
知

っ
て
貰
う
L
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
連
帯
感
と
相

互
扶
助
に
あ
る
。
こ
こ
に
指
導
の
視
点

を
あ
て
て
、
生
け
る
人
々
の
指
導
に
活

発
な
、
そ
し
て
め
ざ
ま
し
い
活
動
を
創

始
し
た
の
が
新
興
宗
教
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
創
価
学
会
と
立
正

校
成
会
は
最
も
町
民
に
知
ら
れ
て
、
信
仰
者
が
加
入
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の

宗
教
団
体
の
信
者
が
、
ど
ん
な
風
に
散
在
し
て
い
る
か
も
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
か

ら
な
い
。
幸
福
を
求
め
る
信
仰
で
、
家
庭
に
信
仰
の
悲
劇
の
お
こ
ら
な
い
よ
う

に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
現
在
こ
の
町
誌
編
集
の
段
階
で
は
、
資
料
も
不
明
な
の
で
詳
記
す
る
こ
と
を

避
け
る
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
既
成
宗
教
に
し
ろ
、
新
興
宗
教
に
し
ろ
、
現
世

の
生
き
方
を
美
し
く
し
、
心
に
聖
所
を
も

っ
て
倖
を

つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
努

力
し
た
ら
、
わ
が
町
も
も

っ
と
も

っ
と
住
み
よ
い
町
に
な
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

町
民
憲
章
の
第
三
項
の

「親
切
を

つ
く
し
、
明
る
い
町
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
」

は
こ
こ

へ
も
関
連
を
も

っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　
　
天
　

　

理
　
　

教

　
奈
良
県
天
理
市
に
本
部
を
置
き
、
神
道
教
派
十
三
派
中
の
最
も
盛
大
な
教
派

で
あ
る
。
有
名
な
教
祖
は
中
山
美
支
女

の
創
始
し
た
教
派
で
、
現
在
は
天
理
大

学
も
あ

っ
て
、
こ
こ
の
図
書
館
の
蔵
書
は
全
国
的
に
著
名
で
あ
る
。
教
祖
中
山

美
支
は
、
寛
政
十
年

(
一
七
九
八
)
大
和
国
山
辺
郡
朝
和
村
に
生
れ
た
。
僅
か

十
三
才
で
中
山
某
に
嫁
し
た
が
、
四
十

一
才

の
盛
年
の
と
き
、
長
男
の
病
気
中

偶
然
に
神
霊
異
変
を
感
じ
た
。
所
謂
神
が
か
り
と
な
り
、
そ
れ
こ
そ
種

々
の
困

難
と
戦

っ
て
、
信
仰
の
宣
伝
に
東
奔
西
走
し
た
。
し
か
し
美
支
女
の
こ
の
天
理

教
は
、
世
人
の
誤
解
を
招
く
点
が
多
か

っ
た
の
で
、
罪
に
問
わ
れ
て
入
獄
二
十

回
に
及
ん
だ
が
、
少
し
も
挫
折
す
る
こ
と
な
く
布
教
に
努
力
し
、
将
来
の
発
展

を
祈
り
な
が
ら
明
治
二
十
年
九
十
才
の
高
齢
で
没
し
た
。
明
治
十
八
年
に
は
、

天
理
教
と
し
て
神
道
事
務
局
管
下
に
入
れ
ら
れ
公
認
さ
れ
た
。
同
四
十

一
年
に

は
、
美
支
女
の
願

っ
て
い
た
神
道

一
派
と
し
て
独
立
を
認
可
さ
れ
て
い
る
。

　
美
支
女
死
後
は
、
孫
の
新
治
郎
が
後
を
嗣
ぎ
、
更
に
そ
の
後
の
信
者
の
増
加

に
よ
り
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
祭
神
と
し
て
は
、
天
理
大
神
と
申
す
国
常
立



尊
以
下
十
神
で
あ
る
。
信
者
と
し
て

こ
の
神
を
礼
拝
し
、
祈
り
を
こ
め
る
と
、

罪
を
清
め
幸
福
な
生
活
に
栄
え
、
悩

み
を
払

っ
て
く
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
美
支
女
の
創
作
し
た
十
二
下
り
と
称
す
る
神
楽
歌
の
中
に
詠
み
こ
ま

れ
、
信
徒
た
ち
は
常
に
こ
の
神
楽
歌
を
諷
誦

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
神
意
を
う

け
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。
(神
楽
歌
は
省
く
)

　
こ
の
天
理
教
信
者
も
わ
が
町
に
も
若
干
住
ん
で
い
ら
れ
る
。
た
だ
し
他
の
宗

教
と
異
な
り
信
仰
者
は
極
少
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
信
仰
心
の
篤

さ
は
驚
く
べ
き
程
の
熱
心
で
あ
る
。
現
世
に
お
い
て
生
き
て
ゆ
く
た
め

の
諸
々

の
苦
悩

の
持
つ
人
、
ま
た
持
た
ぬ
と
も
よ
り
幸
せ
を
求
め
よ
う
と
の
深
い
思
索

の
信
仰

に
入
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
柳
津
町
が
例
外
で
な
い
。
こ
の
信
仰

者
は
ど
こ
も
ま

っ
た
く
同
じ
で
あ

る
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
信
仰
を
改
め
る
こ

と
も
し
な
い
。
特
に
平
易
で
理
解
し
易
く
、
感
動
的
な
歌
詞
が
深
く
心
に
響
い

て
い
く
こ
と
が
、
そ
の
改
宗
し
な
い
原
因
で
あ
る
と
思
う
。

c
あ
る
入
信
者
の
話
に
よ
る
と
、

三
十
五
年
も
以
前
か
ら
信
じ
、
そ
の
動
機
は

家
を
遠
く
離
れ
て
、
独
り
労
働
し
疲

れ
て
帰

っ
て
来
て
夕
食
を
す
ま
し
、
人
間

問
題
を
熟
考
し
て
い
る
う
ち
に
、
人
生
の
指
針
、
生
き
る
目
あ
て
、
そ
し
て
家

族
と
の
睦
し
い
共
同
連
体
感
を
考
え
て
、
天
理
の
神
の
訓
を
遵
奉
し
よ
う
と
し

た
と
い
う
。
天
理
教
の
信
者
は
曼
陀
羅
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
神
を
家
の
中

に
祭

っ
て
い
る
。
ま
た
祭
日
は
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、
或
日
を
毎
月
祭
日
と
し

て
種
々
の
お
供
を
し
て
、
神
の
在
す
が
如
く
に
奉
斎
す
る
。

　
ま
た
、
春
秋
に
は
大
祭
日
を
設
け
、
特
に
鄭
重
に
奉
斎
し
て
い
る
。
こ
の
拝

礼
の
様
子
を
み
る
と
、
ま
こ
と
に
誠
心
の
こ
も

っ
た
真
面
目
な
信
仰
で
あ
る
こ

と
に
、
ど
ん
な
人
で
も
心
う
た
れ
る
姿
で
あ
る
。

　
わ
が
町
の
信
者
戸
数
は
十
戸
に
み
た
な
い
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の

信
仰
者
は
二
戸
で
あ
る
。

　
　
　

西
山
　
　
中
島
　
正
行
　
　
　
　
親
教
会

　
　
　
　
　
　
　
中
島
　
忠
男
　
　
　
　
会
津
坂
下
布
教
所

　
　
　

柳
津
　
　
樋
　
テ
ツ
　
　
　
　

　

〃

　
　
　
　
〃　
　

片
桐
タ
キ
イ
　
　
　
　
　

〃

　
　
　
　
〃　
　

渡
部
　
吉
次


