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序

松
浦
武
四
郎
と
い
う
人
物
を
一
面
的
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
世
後
期
の
蝦
夷
地
事
情
に
精
通
し
、
蝦
夷

地
を
改
称
す
る
に
当
た
っ
て
「
北
加
伊
道
」
の
道
名
を
提
唱
し
た
〝
北
海
道
の
名
付
け
親
〟
と
し
て
の
一
面
が
と
り

わ
け
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
時
に
体
制
批
判
を
も
含
む
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
や
紀
行
文
を
執
筆
し
、
そ
れ

ら
の
多
く
を
上
梓
し
た
記
者
・
作
家
お
よ
び
出
版
人
と
し
て
の
側
面
、
ま
た
、
古
物
の
蒐
集
に
い
そ
し
ん
だ
当
代
有

数
の
好
古
家
と
し
て
の
側
面
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
十
代
の
頃
か
ら
七
十
一
歳
で
生
涯
を
閉
じ
る
そ
の
直
前
ま

で
、
全
国
各
地
、
い
や
そ
の
域
外
ま
で
も
ひ
た
す
ら
に
歩
き
続
け
た
〝
旅
の
巨
人
〟
と
し
て
の
側
面
を
見
過
ご
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
多
様
な
事
績
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
で
、
旅
こ
そ
が
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
武
四
郎
の
旅
は
、
そ
の
時
々
で
目
的
も
立
場
も
様
々
で
あ
る
。
あ
る
時
は
家
出
の
た
め
、
あ
る
時
は
志

士
と
し
て
の
使
命
感
か
ら
、
ま
た
あ
る
時
は
幕
吏
と
し
て
の
役
目
を
負
っ
て
。
た
だ
し
、
目
的
は
と
も
あ
れ
、
何
よ

り
旅
と
い
う
動
機
が
な
け
れ
ば
、
蝦
夷
地
・
北
海
道
と
の
接
点
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
を
題
材
に
し
た
出
版

事
業
を
手
が
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
全
国
の
古
物
を
得
る
機
会
に
恵
ま
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
さ

に
、
松
浦
武
四
郎
と
い
う
〝
巨
人
〟
の
中
核
を
な
す
の
が
、
旅
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〝
旅
の
巨
人
〟
松
浦
武
四
郎
が
四
国
遍
路
の
旅
に
出
た
の
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）、
十
九
歳
の
時
。
彼
の

旅
人
生
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
か
な
り
早
い
段
階
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
明
確
な
目
的
の
な
い
、
諸
国
放
浪
の
旅
の
一
環

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
遍
路
旅
の
詳
細
は
、
数
年
後
に
武
四
郎
自
身
が
『
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
』（
生
前
は

未
刊
）
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
で
、
後
世
の
我
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
数
年
を
経
て
の
執
筆
を
可
能
に
し
た



の
が
、
旅
先
で
書
き
留
め
た
精
細
な
記
録
で
あ
る
。
卓
越
し
た
洞
察
力
に
加
え
、
見
聞
し
た
事
柄
を
即
座
に
文
章
や

絵
に
表
現
す
る
能
力
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
業
績
で
あ
る
。
十
代
の
旅
に
お
い
て
早
く
も
見
ら
れ
る
、
矢
立
（
携
帯

用
筆
記
具
）
と
野
帳
（
小
型
帳
簿
）
を
携
え
て
道
中
の
事
象
を
鋭
く
洞
察
す
る
武
四
郎
の
旅
の
ス
タ
イ
ル
は
、
後
に

蝦
夷
地
探
査
に
お
い
て
真
価
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
作
家
と
し
て
の
原
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
書
は
、『
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
』
か
ら
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
作
家
松
浦
武
四
郎
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
た
著

者
が
、
フ
ォ
ロ
ワ
ー
と
し
て
同
じ
道
を
歩
き
、
そ
れ
に
現
代
的
解
釈
を
加
え
た
意
欲
作
で
あ
る
。
武
四
郎
の
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
を
追
っ
た
、
時
代
を
超
え
た
第
二
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
で
も
い
う
べ
き
か
。
武
四
郎
の
精
神
は
、
旅
先

で
あ
る
こ
こ
四
国
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

歴
史
は
現
在
を
問
え
る
か
、
歴
史
は
未
来
を
向
け
る
か
。
こ
の
普
遍
的
な
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。
歴
史
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
種
の
追
体
験
を
伴
う
。
武
四
郎
の
時
代
か
ら
、
四
国
霊
場
は
ほ
と
ん
ど
当

時
の
ま
ま
に
残
さ
れ
、
歴
史
に
根
付
い
た
四
国
遍
路
の
文
化
も
遍
路
道
と
と
も
に
今
に
伝
わ
り
、
そ
し
て
人
々
の
遍

路
旅
へ
の
思
い
も
形
を
変
え
つ
つ
連
綿
と
続
い
て
い
る
。
先
人
の
軌
跡
を
た
ど
っ
て
旅
す
る
こ
と
は
、
机
上
で
歴
史

を
学
ぶ
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
真
の
追
体
験
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
先
人
の
営
為
を
通
じ
て
、
現
在
を
問
い
、
そ
の
先

に
あ
る
未
来
を
見
通
す
と
い
う
、
歴
史
が
有
す
る
大
き
な
可
能
性
だ
ろ
う
。
本
書
が
、
そ
の
試
金
石
と
し
て
、
読
ま

れ
、
評
価
さ
れ
、
受
け
継
が
れ
る
こ
と
を
望
む
。

　
令
和
三
年
七
月
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331
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367
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■ 
は
じ
め
に
　
四
国
を
「
歩
く
」
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　

今
宵
し
も
夢
に
も
み
つ
る
故
里
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胡
井
志
の
里
に
草
枕
し
て

今
か
ら
、
二
百
五
十
年
前
。
土
佐
の
歌
人
・
川
村
与
惣
太
が
二
十
六
番
札
所
西
寺
（
金
剛
頂
寺
）
の
別
当

職
を
辞
し
て
土
佐
一
国
の
辺
地
紀
行
の
旅
に
出
た
の
が
五
十
二
歳
だ
っ
た
。
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

隠
居
の
身
と
し
て
土
佐
一
国
を
吟
遊
し
た
い
と
い
う
の
が
本
来
の
願
い
と
考
え
る
。
東
は
甲
浦
か
ら
西
は

松
尾
坂
ま
で
く
ま
な
く
見
聞
し
、
折
々
の
歌
が
詠
ま
れ
た
紀
行
歌
集
が
『
土
佐
一
覧
記
』
で
あ
る
。
当
時
の

滝
や
古
城
跡
の
名
所
の
ほ
か
川
や
山
、
集
落
の
地
名
が
五
百
五
十
八
カ
所
に
わ
た
り
記
さ
れ
、
安
永
の
「
土

佐
風
土
記
」
と
も
い
え
る
。
こ
の
『
土
佐
一
覧
記
』
を
広
く
世
に
知
ら
し
め
た
の
が
山
本
武
雄
（
室
戸
市
在

住
）
で
あ
る
。
山
本
は
『
校
注
土
佐
一
覧
記
』
を
出
版
す
る
に
あ
た
り
「
は
じ
め
に
」
と
し
て
、
歌
碑
を
写

真
に
載
せ
、
旧
大
正
町
に
は
三
つ
の
与
惣
太
の
歌
を
石
に
刻
ん
で
い
る
と
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
同

町
江
師
に
あ
る
右
の
歌
碑
で
あ
る
。

「
胡
井
志
」
と
は
江
師
の
対
岸
に
あ
た
り
、
私
が
生
ま
れ
た
四
万
十
町
小
石
で
あ
る
。
実
家
の
す
ぐ
下
に

あ
っ
た
茶
堂
で
「
草
枕
」
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
与
惣
太
の
歌
を
訪
ね
歩
く
旅
を
し
た
の
が
六
十
の
春
だ
っ
た
。

人
生
百
歳
時
代
を
迎
え
、
リ
タ
イ
ア
組
に
は
「
一
身
ニ
シ
テ
二
生
ヲ
経
ル
」
が
大
き
な
命
題
で
あ
る
。
稼

ぎ
は
な
い
が
十
分
な
時
間
だ
け
は
あ
る
。
与
惣
太
が
詠
ん
だ
五
百
五
十
八
カ
所
の
地
名
・
地
物
の
一
つ
一
つ

を
訪
ね
歩
い
た
。
海
岸
沿
い
は
も
と
よ
り
野
根
山
街
道
や
香
美
郡
の
塩
の
道
も
歩
い
た
。

そ
ん
な
折
に
松
浦
武
四
郎
の
一
冊
の
本
に
出
合
っ
た
。
吉
田
武
三
『
松
浦
武
四
郎
著
作
集
』
に
所
収
さ
れ

て
い
る
「
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
」
は
武
四
郎
、
十
九
歳
の
時
に
四
国
遍
路
を
し
た
記
録
で
あ
る
。
残
り
の
命

四
十
年
を
地
名
と
民
俗
を
紡
い
で
み
よ
う
と
決
意
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。

い
ま
や
退
職
者
の
通
過
儀
礼
と
も
な
っ
た
四
国
遍
路
で
あ
る
が
、
歩
く
こ
と
は
大
好
き
で
あ
る
。
一
日
に

三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
歩
く
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
も
苦
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
四
十
日
続
け
た
ら
四

国
遍
路
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
と
は
い
っ
て
も
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
行
程
の
と
き
は
つ
ら
か
っ

た
。
そ
れ
で
も
右
足
を
一
歩
送
れ
ば
左
足
が
前
に
進
む
。
段
差
の
あ
る
歩
道
に
ぶ
つ
ぶ
つ
と
呪
文
の
い
ち
ゃ

も
ん
を
つ
け
る
。
路
傍
の
人
に
声
を
か
け
る
と
元
気
を
い
た
だ
く
。

そ
う
こ
う
す
る
と
宿
に
は
着
く
し
、
一
日
の
疲
れ
を
風
呂
に
入
り
夕
食
と
お
酒
で
癒
し
て
く
れ
る
。「
歩

く
修
行
」
と
は
こ
の
苦
楽
の
振
り
子
な
の
だ
。

動
物
と
植
物
の
違
い
の
一
つ
に
「
前
進
運
動
」
が
あ
る
と
い
う
。
植
物
は
地
面
に
植
わ
っ
て
雨
な
ど
の
環

境
の
好
転
を
じ
っ
と
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
が
、
動
物
は
よ
り
よ
い
環
境
を
求
め
て
移
動
す
る
。
そ
の
手
段
と

し
て
の
前
進
運
動
器
官
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
効
率
的
な
移
動
方
法
が
「
歩
く
」
こ
と
。
そ
れ
は

「
這
う
」
と
い
う
四
足
歩
行
か
ら
直
立
二
足
歩
行
に
進
化
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
ヒ
ト
は
「
自
由
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な
手
」
を
獲
得
し
、
さ
ら
に
人
に
進
化
す
る
な
か
で
他
の
道
具
を
つ
く
り
、
狩
猟
と
栽
培
に
よ
り
生
活
空
間

を
大
き
く
変
容
さ
せ
、
多
く
の
文
化
的
遺
産
を
創
造
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

姫
路
市
山
田
町
に
「
歩あ

る
き
だ

行
田
」
と
い
う
小
字
が
あ
る
。
ア
ル
キ
と
い
う
の
は
村
（
大
字
）
の
寄
り
合
い
な

ど
の
行
事
を
村
人
に
触
れ
歩
く
役
目
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
ア
ル
キ
の
費
用
を
ま
か
な
う
た
め
に
あ
て
が
わ

れ
た
田
が
歩
行
田
で
あ
る
。
長
崎
県
壱
岐
島
に
は
「
触フ

レ

」
と
い
う
村
の
下
を
構
成
す
る
小
区
画
（
組
と
か

班
と
い
っ
た
回
覧
板
を
回
す
範
囲
）
が
あ
る
。
こ
の
ア
ル
キ
や
触
は
人
と
人
と
の
共
同
体
を
育
む
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
域
で
あ
る
。

こ
の
「
歩
く
」
と
い
う
移
動
手
段
は
、
足
に
変
わ
る
「
車
」
な
ど
の
発
明
に
よ
り
退
化
の
一
途
を
た
ど
る

こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
身
体
的
な
歩
行
能
力
の
退
化
だ
け
で
な
く
、
対
面
す
る
人
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
五
感
に
よ
る
情
報
収
集
能
力
を
も
退
化
さ
せ
て
い
っ
た
。

「
歩
く
巨
人
」
松
浦
武
四
郎
の
す
ご
さ
は
こ
の
情
報
収
集
能
力
と
記
録
に
あ
る
。
そ
の
ま
ね
ご
と
と
し
て

武
四
郎
の
た
ど
っ
た
四
国
の
二
百
年
後
の
世
界
を
検
証
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
今
回
の
四
国
遍
路
の
旅
で
あ

る
。人

類
が
初
め
て
経
験
す
る
コ
ロ
ナ
禍
で
の
ヘ
ン
ロ
で
あ
る
。
移
動
に
対
す
る
不
安
と
迷
惑
の
両
面
か
ら
の

困
難
が
あ
っ
た
。
い
く
ぶ
ん
躊
躇
し
た
が
年
齢
か
ら
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
、
当
初
は
春
の
計
画
で

あ
っ
た
の
を
秋
に
変
更
し
出
立
と
な
っ
た
。
こ
の
記
録
は
、
武
四
郎
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
主
テ
ー
マ
で

あ
る
が
、
四
国
遍
路
と
し
て
の
所
作
も
そ
れ
な
り
に
整
え
、
地
名
と
民
俗
の
に
わ
か
探
求
者
と
し
て
楽
し
く

歩
い
た
記
録
を
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
。
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■ 
本
の
構
成
　
何
を
記
録
し
た
か

こ
こ
の
本
の
構
成
は
、「
は
じ
め
に
」
で
四
国
遍
路
の
い
き
さ
つ
を
述
べ
、「
旅
す
る
巨
人
・
松
浦
武
四

郎
」
の
章
で
は
武
四
郎
の
人
と
な
り
を
紹
介
し
『
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
』
の
概
略
を
説
明
す
る
。
続
い
て

「
コ
ロ
ナ
時
代
の
四
国
遍
路
」
と
題
し
て
江
戸
末
期
に
歩
い
た
武
四
郎
の
四
国
遍
路
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し

て
い
っ
た
か
、
明
治
初
頭
の
神
仏
分
離
令
が
日
本
人
の
信
仰
に
ど
う
変
化
を
も
た
ら
し
た
か
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
。

今
回
の
三
十
九
日
の
四
国
遍
路
を
「
活
動
日
記
」
と
し
て
日
め
く
り
で
章
立
て
。
コ
ロ
ナ
時
代
の
考
現
学

と
し
て
歩
い
た
汗
の
イ
ン
ク
で
あ
ぶ
り
だ
し
の
よ
う
に
寄
せ
書
き
し
て
み
た
。
ま
た
、
そ
の
日
に
訪
ね
た
札

所
の
所
感
も
加
え
て
み
た
。
そ
の
次
に
、「
武
四
郎
の
軌
跡
」
と
題
し
て
そ
の
日
歩
い
た
武
四
郎
の
記
録
な

ど
を
ま
と
め
、
印
象
に
残
っ
た
地
名
・
地
物
を
考
え
て
み
た
。

ま
た
、
参
考
と
な
る
参
考
図
書
・
地
図
・
宿
泊
先
行
程
一
覧
を
「
付
録
」
と
し
て
掲
載
し
、
加
え
て
時
系

列
で
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
地
名
や
印
象
に
残
る
用
語
に
つ
い
て
「
索
引
」
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
ペ
ー
ジ
の
余
白
に
は
、
コ
ラ
ム
「
地
名
ア
ラ
カ
ル
ト
」
と
友
人
の
「
佐
々
木
愚
草
の
川
柳
集
」
か

ら
コ
ロ
ナ
時
代
の
写
し
絵
と
し
て
数
首
を
引
用
し
、
勝
手
な
解
釈
を
添
え
る
こ
と
と
し
た
。
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活
動
日
記

「
活
動
日
記
」
は
、
そ
の
一
日
の
行
程
と
歩
い
た
距
離
と
時
間
と
そ
の
ロ
グ
を
示
し
、
令
和
の
時
代
に
お
け
る

へ
ん
ろ
の
道
し
る
べ
と
な
る
よ
う
個
人
的
な
思
い
で
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
の
日
に
訪
ね
た
札
所
を

項
立
て
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
会
』
か
ら
御
詠
歌
、
本
尊
等
の
概
略
を
引
用
し
、
澄
禅
の

『
四
国
辺
路
日
記
』（
一
六
五
三
）
や
真
念
の
『
四
国
徧
禮
道
指
南
』（
一
六
八
七
）
や
寂
本
の
『
四
国
徧
礼
霊
場
記
』

（
一
六
八
九
）
と
武
四
郎
の
『
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
』（
一
八
三
六
）
に
書
か
れ
て
い
る
札
所
の
概
説
並
び
に
各
県
の

地
誌
を
織
り
交
ぜ
て
そ
の
変
遷
を
探
り
、
熊
野
信
仰
の
痕
跡
を
訪
ね
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
歩
き
遍
路
を
し
て
み

た
い
人
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
歩
く
道
具
や
遍
路
道
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
本
で
は
武
四
郎
の
歩
い
た
道
を
説
明
す
る
場
合
「
へ
ん
ろ
道
」
と
表
記
す
る
が
、
時
に
「
ヘ
ン
ロ
道
」
と

「
遍
路
道
」
に
使
い
分
け
る
。
山
道
な
ど
今
も
使
用
さ
れ
て
い
る
歩
き
遍
路
の
道
を
「
ヘ
ン
ロ
道
」、
車
道
（
歩
道
を

含
む
）
が
併
用
さ
れ
て
い
る
道
を
「
遍
路
道
」
と
し
た
。

武
四
郎
の
軌
跡

武
四
郎
は
江
戸
末
期
の
郷
村
の
地
名
、
札
所
、
へ
ん
ろ
道
沿
線
の
山
や
坂
や
川
な
ど
の
地
物
、
名
所
旧
跡
の
項
を

立
て
て
、
そ
の
説
明
を
分
か
ち
書
き
で
記
し
て
い
る
。

札
所
に
つ
い
て
は
そ
の
縁
起
や
御
詠
歌
、
本
尊
は
も
と
よ
り
、
境
内
の
本
堂
を
は
じ
め
と
し
た
堂
宇
の
配
置
を
絵

図
と
と
も
に
示
し
、
ま
た
郷
村
に
つ
い
て
は
人
家
の
構
成
や
産
業
、
何
を
食
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
暮
ら
し
の
日
常

も
切
り
取
り
、
説
明
し
て
い
る
。
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こ
の
「
武
四
郎
の
軌
跡
」
で
は
、
武
四
郎
が
項
に
起
こ
し
た
郷
村
の
地
名
を
現
在
の
市
町
村
単
位
で
ま
と
め
て
列

記
し
、
そ
の
変
遷
し
た
行
政
区
等
の
地
名
（
郷
村
の
多
く
は
現
在
の
大
字
に
な
っ
て
い
る
）
を
括
弧
書
き
で
示
し
た
。

武
四
郎
が
歩
い
た
へ
ん
ろ
道
に
つ
い
て
は
、
江
戸
初
期
の
澄
禅
や
真
念
の
歩
い
た
道
と
の
変
化
も
含
め
紹
介
し
、

現
在
と
の
比
較
も
試
み
て
み
た
。
そ
の
概
説
の
後
に
、
地
域
的
に
特
徴
の
あ
る
小
地
名
な
ど
に
つ
い
て
項
を
立
て
て

説
明
し
て
み
た
。
武
四
郎
の
よ
う
な
ス
ケ
ッ
チ
は
不
得
手
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
名
を
入
れ
込
ん
だ
写
真
を
添
え
て

み
た
。

遍路橋（松山市久米町）

電力柱オヘンロ（西条市小松町）

へんろ石バス停（南国市下末松）
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■ 
旅
す
る
巨
人
・
松
浦
武
四
郎

こ
の
章
で
は
、
松
浦
武
四
郎
の
人
と
な
り
を
簡
単
に
紹
介
し
、
四
国
遍
路
の
記
録
集
で
あ
る
『
四
国
遍
路

道
中
雑
誌
』
に
至
る
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
す
る
。

松
浦
武
四
郎
の
生
き
方

松
浦
武
四
郎
は
、
文
化
十
五
年
（
一
八
一
八
）
二
月
六
日
、
伊
勢
詣
の
街
道
筋
で
あ
る
伊
勢
国
一
志
郡
須
川
村

（
現
在
の
松
坂
市
小
野
江
町
）
で
生
ま
れ
た
。
江
戸
末
期
の
当
時
、「
お
蔭
参
り
」
の
伊
勢
詣
に
は
五
百
万
人
も
の
旅

人
が
全
国
か
ら
訪
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
多
く
の
旅
人
の
姿
や
お
国
言
葉
を
見
聞
き
し
て
育
っ
た
武
四
郎
は
、
遠
い
世

界
に
夢
馳
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
武
四
郎
が
初
め
て
旅
し
た
の
は
十
六
歳
。
そ
れ
も
江
戸
へ
の
家
出
だ
っ
た
。
親
に
連
れ
戻
さ
れ
る
の
だ

が
、
帰
り
は
中
仙
道
を
通
り
戸
隠
山
も
登
山
し
て
い
る
。
次
の
年
、
親
の
許
し
を
得
て
一
両
の
路
銀
を
渡
さ
れ
旅
に

出
た
の
が
十
七
歳
。
遊
歴
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
近
畿
・
中
部
・
関
東
・
東
北
・
四
国
・
本
州
と
駆
け
巡
り
富
士
山

に
も
登
頂
し
て
い
る
。
四
国
の
札
所
を
巡
っ
た
の
は
十
九
歳
の
時
だ
っ
た
。「
一
小
冊
を
懐
に
し
て
日
々
の
順
路
、

村
名
、
里
程
を
し
る
し
」
て
四
国
遍
路
を
通
し
打
ち
し
、《
歩
く
・
見
る
・
聞
く
・
記
録
す
る
・
本
に
す
る
》
と
い

う
旅
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
。
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探
検
家
・
松
浦
武
四
郎
の
名
を
有
名
に
し
た
の
は
「
北
海
道
の
名
付
け
親
」
で
あ
る
。

北
海
道
に
改
称
さ
れ
て
百
五
十
年
の
節
目
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
「
永
遠
の
ニ
シ
パ
～
北
海
道
と
名
付
け
た
男
　
松
浦

武
四
郎
（
大
石
静
作
・
松
本
潤
主
演
）」
が
放
映
さ
れ
た
。
明
治
新
政
府
の
役
人
で
も
な
い
武
四
郎
が
、
未
開
の
蝦

夷
地
を
六
度
に
わ
た
り
踏
査
し
て
見
聞
と
野
帳
を
も
と
に
ま
と
め
た
膨
大
な
著
書
と
地
図
。
ア
イ
ヌ
語
を
習
得
し
ア

イ
ヌ
の
人
と
の
交
流
の
中
で
そ
の
土
地
の
名
前
や
暮
ら
し
や
文
化
を
日
常
の
細
部
に
わ
た
っ
て
描
写
し
た
本
が
『
石

狩
日
誌
』
な
ど
。
地
域
ご
と
に
絵
師
に
よ
る
図
を
入
れ
読
み
や
す
い
工
夫
を
加
え
刊
行
し
た
。
圧
政
に
苦
し
む
ア
イ

ヌ
の
実
情
を
『
近
世
蝦
夷
人
物
誌
』
で
世
間
を
喚
起
し
、
蝦
夷
地
が
ど
こ
に
あ
る
か
子
ど
も
に
も
分
か
る
よ
う
『
絵

双
六
』
を
発
刊
す
る
な
ど
「
伝
え
る
技
術
」
も
卓
越
し
て
い
る
。
ま
さ
に
「
歩
く
記
録
装
置
」
と
も
い
え
る
武
四
郎

で
あ
る
。

あ
だ
名
・
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
・
ペ
ン
ネ
ー
ム

探
検
家
、
北
海
道
の
名
付
け
親
、
歩
く
巨
人
、
歩
く
記
録
装
置
と
さ
ま
ざ
ま
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
付
け
ら
れ

て
い
る
。
旅
と
記
録
、
モ
ノ
の
収
集
に
生
き
た
武
四
郎
で
あ
る
が
、
人
と
な
り
が
分
か
る
こ
の
他
の
肩
書
・
ニ
ッ
ク

ネ
ー
ム
を
年
代
に
そ
っ
て
紹
介
す
る
１

。
ま
た
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
も
武
四
郎
の
年
代
に
応
じ
て
違
う
の
で
武
四
郎
の
心

の
変
化
を
読
み
取
る
う
え
で
面
白
い
。
詳
し
く
は
大
山
晋
吾
が
「
志
士
松
浦
武
四
郎
の
人
間
像
―
特
に
署
名
の
変
化

を
通
じ
て
（『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
松
浦
武
四
郎
・
北
へ
の
視
角
』
一
九
九
〇
年
所
収
）」
に
書
い
て
い
る
の
で
読
ん
で
い

た
だ
き
た
い
。

家
出
少
年
　
家
出
を
し
た
の
が
十
五
歳
。「
私
わ
江
戸
、
京
、
大
坂
、
長
崎
、
唐
ま
た
は
天
竺
へ
で
も
行
き
候
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か
」
と
の
家
出
の
手
紙
が
松
浦
武
四
郎
記
念
館
（
松
阪
市
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
家
出
の
真
相
は
武
四
郎

の
師
匠
平
松
楽
斎
先
生
の
火
事
頭
巾
を
古
道
具
屋
に
売
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
家
出
は
一
カ
月
で
連
れ
戻
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
江
戸
で
篆
刻
の
技
術
を
身
に
つ
け
た
と
い

う
こ
と
で
、
今
後
を
見
通
し
た
し
た
た
か
さ
も
あ
る
。

篆
刻
家
　
こ
の
篆
刻
の
技
術
は
玄
人
は
だ
し
で
若
い
頃
は
旅
の
路
銀
稼
ぎ
に
も
な
っ
た
と
い
う
。
旅
先
の
収

入
源
ば
か
り
か
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
手
段
と
し
て
も
生
か
さ
れ
た
よ
う
だ
。
弘
化
三
年

（
一
八
四
六
）
二
度
目
の
蝦
夷
地
調
査
の
お
り
江
差
で
儒
学
者
頼
山
陽
の
三
男
・
頼
三
樹
三
郎
と
出
会
い
、

互
い
が
得
意
と
す
る
詩
と
篆
刻
の
技
を
競
い
合
っ
た
作
品
が
「
一
日
百
印
百
歌
」
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

手
八
丁
脚
八
丁
・
鉄
の
脚
を
持
つ
男
　
武
四
郎
も
一
日
に
二
十
里
歩
く
と
豪
語
し
て
い
る
が
、
当
時
の
武
士

の
ナ
ン
バ
歩
き
と
い
い
、
現
代
と
違
う
歩
き
方
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
手
八
丁
口
八
丁
な
ら
ぬ
「
脚
八

丁
」
と
表
現
さ
れ
た
り
、「
鉄
の
脚
を
持
つ
男
」
と
評
さ
れ
る
の
は
誰
も
が
武
四
郎
の
脚
を
認
め
て
い
た
こ

と
だ
ろ
う
。

古
銭
蒐
集
家
　
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
の
秘
蔵
品
の
目
録
に
「
紅
毛
銭
二
種
　
津
　
松
浦
武
四
郎
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
少
年
（
十
五
歳
）
の
時
か
ら
の
趣
味
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
の
新
聞
記
事

に
北
野
天
満
宮
へ
神
鏡
を
奉
納
し
た
「
古
銭
蒐
集
家
松
浦
武
四
郎
翁
」
と
あ
る
。
当
時
四
十
八
歳
で
六
回

の
蝦
夷
地
調
査
を
終
え
出
版
に
い
そ
し
む
時
期
で
あ
っ
た
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
古
銭
愛
好
家
の

「
古
銭
番
付
」
に
「
前
頭
二
十
九
枚
目
　
江
戸
　
下
谷
　
多
氣
志
楼
」
と
あ
る
。
こ
の
後
す
ぐ
の
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
に
函
館
府
判
事
に
任
じ
ら
れ
る
。
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函
館
府
判
事
・
従
五
位
下
　
六
回
目
の
蝦
夷
地
調
査
を
終
え
た
あ
と
、
出
版
に
い
そ
し
ん
で
い
た
武
四
郎
に
明

治
新
政
府
の
大
久
保
利
通
か
ら
御
召
状
が
あ
り
上
洛
し
た
の
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、
武
四
郎
五
十
一

歳
の
時
。
辞
令
は
「
任
徴
士
箱
館
府
判
事
・
叙
従
五
位
下
」。

馬
角
斎
　
箱
館
府
判
事
か
ら
開
拓
判
官
に
昇
進
す
る
が
、
賄
賂
が
横
行
す
る
政
治
や
、
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
圧

政
に
嫌
気
が
差
し
辞
表
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
辞
職
す
る
際
に
使
っ
た
雅
号
が
「
馬
角
斎
」。
中
国
の
史

記
で
は
「
馬
の
角
」
は
あ
り
え
な
い
こ
と
の
た
と
え
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
が
、「
ば
か
く
さ
い
」
と
読
め

ば
武
四
郎
の
蝦
夷
政
策
に
対
す
る
批
判
と
も
読
め
る
。
こ
の
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
を
節
目
に
「
蝦
夷
の

旅
」
を
封
印
し
た
よ
う
に
思
え
る
。

古
物
収
集
家
。
好
古
家
　
大
森
貝
塚
を
発
掘
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
の
日
記
に
「
か
な
り
有
名
な
古
物

蒐
集
家
松
浦
武
四
郎
を
訪
問
し
た
と
こ
ろ
が
、
非
常
に
親
切
に
迎
え
て
く
れ
た
。
主
と
し
て
コ
ン
マ
形
の
石

で
あ
る
勾
玉
…
…
」
と
『
週
刊
武
四
郎
・
第
六
号
（
発
行
松
坂
市
）』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
年
代
確
認
の
た

め
モ
ー
ス
の
『
日
本
そ
の
日
そ
の
日
』
を
見
た
が
、「
古
物
蒐
集
家
松
浦
武
四
郎
を
訪
問
し
た
」
と
い
う
段

を
探
し
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
二
度
目
の
来
日
と
な
る
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
年
以
降
の
こ

と
か
。
晩
年
、
全
国
各
地
の
有
名
な
神
社
仏
閣
、
い
わ
れ
の
あ
る
珍
し
い
古
木
片
を
集
め
て
「
一
畳
敷
」
の

書
斎
を
作
っ
た
。
紀
州
熊
野
本
宮
大
社
誠
證
殿
扉
、
肥
後
熊
本
城
瓦
釘
、
安
芸
厳
島
海
中
大
鳥
居
根
・
楠
、

山
城
嵐
山
渡
月
橋
々
桁
・
松
、
出
雲
大
社
本
殿
床
板
・
檜
、
日
蓮
上
人
七
色
桜
の
枯
木
、
駿
河
久
能
山
五
重

塔
縁
板
・
檜
な
ど
そ
の
数
九
十
。
こ
れ
も
『
木
片
勧
進
』
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
寄
進

者
・
出
所
・
寸
法
・
い
わ
れ
等
を
記
し
、
絵
図
に
は
「
一
畳
敷
」
の
使
用
場
所
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
一
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畳
敷
」
は
神
田
五
軒
町
か
ら
国
際
基
督
教
大
学
の
泰
山
荘
に
移
築
さ
れ
て
現
存
す
る
。
毎
年
学
園
祭
で
公
開

さ
れ
る
と
い
う
か
ら
行
っ
て
み
た
い
も
の
だ
。
古
物
蒐
集
は
武
四
郎
の
生
涯
の
真
骨
頂
で
も
あ
る
。

イ
ヤ
ミ
老
人
・
乞
食
松
浦
　
武
四
郎
は
出
版
や
『
武
四
郎
涅
槃
図
』
の
作
成
に
当
た
っ
て
当
時
活
躍
し
た
絵

師
・
河
鍋
暁
斎
に
描
い
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
彼
の
絵
日
記
に
「
イ
ヤ
ミ
老
人
」
と
似
顔
絵
の
横
に
添
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
古
物
コ
レ
ク
タ
ー
の
間
で
は
「
乞
食
松
浦
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
欲
し
い

も
の
が
あ
れ
ば
な
ん
で
も
「
く
れ
く
れ
」
と
相
手
が
根
負
け
す
る
ま
で
ね
だ
る
こ
と
に
よ
る
。
お
し
ゃ
べ
り

で
、
収
集
癖
の
老
人
と
い
う
と
こ
ろ
か
。
た
だ
し
、
集
め
た
モ
ノ
や
記
録
、
古
物
品
の
整
理
術
は
天
下
一
品

で
あ
っ
た
。
武
四
郎
没
後
に
松
浦
家
か
ら
旧
三
雲
町
に
寄
贈
さ
れ
、「
松
浦
武
四
郎
記
念
館
（
松
阪
市
）」
に

保
存
さ
れ
て
い
る
モ
ノ
の
う
ち
、
千
五
百
五
点
が
国
の
重
要
文
化
財
と
い
う
。

北
海
翁
・
北
海
道
人
　
尾
形
乾
山
の
名
を
継
ぐ
名
工
・
三
浦
乾
也
（
武
四
郎
の
義
兄
）
が
焼
い
て
河
鍋
暁
斎
が

彩
色
を
し
た
焼
物
「
妙
楽
菩
薩
」
の
箱
書
に
「
北
海
翁
」
と
あ
る
。
自
身
も
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
ご
ろ

の
署
名
に
「
北
海
道
人
　
松
浦
弘
」
と
書
い
て
い
た
と
き
も
あ
り
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム

だ
ろ
う
。
晩
年
の
『
木
片
勧
進
』
に
も
北
海
翁
・
北
海
道
人
の
名
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
万
人
も
納
得
す
る

一
番
の
ふ
さ
わ
し
い
名
と
い
え
る
。

天
下
の
奇
男
児
・
奇
人
な
り
　
松
浦
武
四
郎
は
「
蝦
夷
通
の
志
士
」
と
し
て
天
下
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
こ
ろ
多

く
の
有
名
人
が
武
四
郎
を
訪
ね
て
い
た
よ
う
で
水
戸
藩
の
思
想
家
・
藤
田
東
湖
は
「
松
浦
武
四
郎
　
天
下
の

奇
男
児
也
」
と
記
し
て
い
る
。
吉
田
松
陰
も
「
奇
人
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。

餐さ
ん
ご
う
と
う
き
ょ

煎
豆
居
　
臨
終
最
期
の
言
葉
が
「
も
う
好
物
の
炒
り
豆
を
腹
い
っ
ぱ
い
食
え
ん
の
う
」。
歯
も
な
い
武
四
郎
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が
若
い
頃
か
ら
の
大
好
物
で
あ
っ
た
炒
り
豆
が
い
ま
わ
の
際
の
言
葉
と
な
っ
た
。「
餐
煎
豆
居
」
は
数
あ
る

号
の
一
つ
。
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
二
月
四
日
脳
溢
血
と
な
り
同
月
十
日
東
京
神
田
五
軒
町
の
自
宅

で
逝
去
。
七
十
一
歳
。
墓
所
は
東
京
の
駒
込
・
染
井
霊
園
に
あ
る
。

『
松
浦
武
四
郎
紀
行
集
』
を
編
集
し
た
吉
田
武
三
は
「
探
検
家
で
あ
り
、
登
山
家
で
あ
り
、
地
理
学
者
で
あ
り
、

国
士
で
あ
り
、
画
家
で
あ
り
、
考
古
学
者
で
あ
り
、
蒐
集
家
で
あ
り
、
大
著
述
家
で
あ
り
、
開
拓
判
官
で
あ
り
…
…

等
々
の
、
多
角
多
面
的
な
そ
の
生
涯
を
貫
き
通
し
て
い
た
も
の
は
、
近
世
に
お
い
て
の
数
少
な
い
大
旅
行
家
で
あ

り
、
そ
こ
に
本
領
が
あ
り
、
本
来
の
面
目
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
名
を
持
つ
武
四
郎
だ
が
、
ま
と
め
れ
ば
「
ど
こ
に
で
も
出
向
き
誰
と
も
仲
良
く
な
れ
る
話

す
力
・
聞
く
力
」
と
「
記
録
し
て
整
理
す
る
ま
め
さ
」
が
備
わ
っ
た
「
旅
す
る
巨
人
」
だ
と
思
う
。

こ
の
本
の
扉
ペ
ー
ジ
に
載
せ
て
い
る
地
図
は
『
東
西
蝦
夷
山
川
地
理
取
調
図
』
十
六
枚
の
う
ち
の
一
枚
の
一
部
で

あ
る
。
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
第
一
回
目
の
蝦
夷
地
調
査
に
よ
り
完
成
さ
せ
た
根
室
半
島
、
風
蓮
湖
、
野
付
半

島
の
地
図
で
あ
る
。
沿
海
部
は
伊
能
忠
敬
や
間
宮
林
蔵
の
地
図
を
利
用
し
て
内
陸
部
の
川
や
地
名
を
記
録
し
た
の
が

武
四
郎
の
手
法
で
あ
る
。
武
四
郎
は
忠
敬
の
よ
う
な
測
量
士
で
は
な
い
。
コ
ン
パ
ス
は
持
ち
歩
い
た
が
現
地
を
つ

ぶ
さ
に
見
て
記
録
す
る
探
検
家
で
あ
る
。
六
回
の
蝦
夷
地
調
査
を
行
い
、
百
五
十
一
冊
の
調
査
記
録
を
作
成
し
、

九
千
八
百
も
の
ア
イ
ヌ
語
の
地
名
を
ま
と
め
地
図
を
完
成
さ
せ
た
、
ま
さ
に
旅
す
る
巨
人
で
あ
る
。

そ
の
膨
大
な
記
録
の
一
つ
が
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
四
国
八
十
八
ヶ
所
お
遍
路
参
り
の
記
録
『
四
国
遍
路
道

中
雑
誌
』
で
あ
る
。
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■ 
四
国
遍
路
道
中
雑
誌

四
国
遍
路
道
中
雑
誌
と
は

松
浦
武
四
郎
が
親
の
許
し
を
得
て
諸
国
遊
行
の
旅
に
出
た
の
が
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
九
月
九
日
、
十
七
歳
の

時
で
あ
る
。
こ
の
年
に
備
前
か
ら
讃
岐
、
阿
波
、
淡
路
と
四
国
に
一
度
わ
た
っ
て
い
る
。
次
の
年
（
十
八
歳
）
に

高
野
山
か
ら
北
陸
、
飛
騨
、
信
州
、
江
戸
、
日
光
、
仙
台
、
水
戸
、
熊
野
路
、
阿
波
、
讃
岐
と
歩
い
た
の
ち
に
八

栗
山
（
高
松
市
牟
礼
町
）
で
越
年
と
な
っ
て
い
る
。
翌
年
十
九
歳
に
四
国
霊
場
を
歩
い
た
記
録
が
後
の
弘
化
元
年

（
一
八
四
四
）
武
四
郎
二
十
七
歳
の
時
に
発
表
し
た
『
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
（
以
下
『
道
中
雑
誌
』
と
略
す
）』
で

あ
る
。
前
年
に
『
西
海
雑
誌
』
を
発
表
し
て
い
る
が
旅
の
記
録
と
し
て
は
『
西
海
雑
誌
』
の
前
の
記
録
と
言
え
る

（『
飛
騨
紀
行
』
が
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
）。

『
道
中
雑
誌
』
は
巻
之
一
（
は
じ
め
に
・
丸
亀
七
十
八
番
道
場
寺
～
阿
波
二
十
三
番
薬
王
寺
）、
巻
之
二
（
土
佐

二
十
四
番
最
御
崎
寺
～
讃
岐
分
六
十
六
番
雲
辺
寺
・
予
州
分
付
録
と
し
て
大
三
島
）、
巻
之
三
（
讃
岐
六
十
七
番
大

興
寺
～
讃
岐
七
十
七
番
道
隆
寺
・
附
録
と
し
て
箸
蔵
寺
・
剣
山
）
の
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

巻
之
一
の
書
名
の
あ
と
に
「
五
十
瀬
松
浦
弘
著
」
と
あ
る
。
武
四
郎
は
年
代
に
応
じ
て
多
く
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を

持
っ
て
い
る
が
、「
五
十
瀬
松
浦
弘
」「
五
十
瀬
雲
津
松
浦
弘
」
の
署
名
は
二
十
歳
代
の
こ
ろ
の
作
品
に
多
く
使
用
さ

れ
て
い
る
。
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文
章
の
ス
タ
イ
ル
は
、
札
所
や
奥
の
院
な
ど
で
項
を
起
こ
し
、
地
名
・
地
物
を
見
出
し
語
に
し
て
、
そ
の
説
明
文

を
二
行
に
分
か
ち
書
き
と
し
て
い
る
。
札
所
な
ど
は
俯
瞰
し
た
図
絵
を
描
き
、
堂
宇
な
ど
に
は
名
称
も
付
記
し
て
い

る
。
野
帳
に
順
路
、
村
名
、
里
程
を
記
し
、
そ
の
土
地
の
人
々
の
話
か
ら
暮
ら
し
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
。
地
名
の

順
序
な
ど
相
違
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
今
風
の
「
裏
取
り
」
取
材
は
無
理
な
話
で
、
歩
く
だ
け
で
も
し
ん
ど
い
旅

で
、
こ
の
よ
う
な
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
で
き
る
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
る
。

四
国
遊
行
の
順
路

『
道
中
雑
誌
』
で
は
四
国
の
上
陸
地
が
「
丸
亀
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
武
四
郎
の
自
伝
で
は
「
撫
養
（
鳴
門
市
）」

と
な
っ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
か
。

『
道
中
雑
誌
』
に
は
、

天
保
七
年
丙
申
の
年
余
十
九
歳
な
り
山
陽
之
地
ニ
遊
歴
し
、
播
備
之
両
州
を
経
て
下
津
井
の
湊
（
備
中
の

国
児
島
郡
人
家
千
餘
軒
）
に
船
を
求
て
（
海
上
七
り
、
船
賃
七
十
二
文
、
毎
夜
出
船
有
）
渡
海
し
（
中
略
）

丸
亀
、
是
よ
り
多
度
津
弐
り
。

と
あ
り
、
船
で
丸
亀
に
渡
り
、
弘
法
大
師
の
源
と
な
る
善
通
寺
へ
は
行
か
ず
に
、
ま
ず
象
頭
山
（
金
毘
羅
さ
ん
）

に
参
詣
し
、
そ
れ
か
ら
七
十
八
番
札
所
道
場
寺
（
道
隆
寺
）
か
ら
順
打
ち
す
る
書
き
方
で
あ
る
。

一
方
、『
新
版
　
松
浦
武
四
郎
自
伝
』
に
よ
る
と
、
二
度
四
国
を
訪
ね
て
い
る
。

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
十
月
　
坂
地
を
出
て
播
州
地
よ
り
備
前
を
過
て
讃
岐
（
丸
亀
）
に
到
り
、
東
讃
基

の
浦
（
碁
浦
）
を
過
て
阿
州
に
至
り
、
十
二
月
淡
路
に
越
是
を
一
周
し
て
紀
州
和
田
に
渡
り
（
中
略
）
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天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
和
田
よ
り
阿
州
撫
養
（
鳴
門
市
）
に
渡
り
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
の
霊
地
を
探
ら
ん

為
、
爰
よ
り
讃
岐
国
八
栗
山
の
麓
□
□
村
と
云
に
到
り
て
越
年
す
。
十
九
歳
の
時
（
　
　  

）
に
、
再
び
阿

州
に
出
て
、
坂
東
霊
山
寺
よ
り
順
次
拝
之
二
十
番
札
所
鶴
山
の
奥
の
院
、
灌
頂
ヶ
滝
、
黒
滝
寺
、
一
つ
と
し

て
是
を
余
す
な
く
、
三
月
土
佐
に
入
り
、
四
月
伊
予
国
五
十
七
番
札
所
横
峰
寺
奥
の
院
な
る
石
鎚
山
に
上

る
。
時
に
五
月
二
十
五
日
、
実
に
是
予
が
望
足
り
と
言
つ
と
思
は
る
。
巡
拝
相
終
て
讃
岐
国
金
毘
羅
よ
り
山

越
し
て
阿
州
な
る
箸
蔵
寺
に
上
り
、
祖
谷
山
に
越
、
怒
竃
、
鳴
滝
、
七
段
滝
を
過
て
剣
山
に
上
る
。
六
月

十
七
日
爰
に
到
る
や
鎚
岳
を
南
西
に
見
、
焼
山
寺
岳
を
東
に
見
ゆ
、
当
春
焼
山
寺
に
上
る
や
（
中
略
）
翌

十
八
日
朝
山
回
り
し
て
ま
た
祖
谷
に
下
り
、
其
よ
り
撫
養
に
出
、
又
紀
州
和
田
に
渡
り
…
…

一
度
目
は
備
前
か
ら
讃
岐
（
丸
亀
）
に
入
り
東
に
回
り
碁
の
浦
か
ら
阿
州
に
入
り
淡
路
に
渡
り
、
二
度
目
は
阿
波

の
撫
養
に
渡
り
讃
岐
の
八
栗
山
麓
の
村
で
年
を
越
し
四
国
遍
路
を
順
打
ち
で
回
っ
て
い
る
。

『
道
中
雑
誌
』
は
武
四
郎
が
四
国
遊
行
の
八
年
後
に
書
か
れ
た
も
の
。「
巻
中
月
日
の
こ
と
は
是
ま
た
贅
物
た
り

し
か
ば
し
る
さ
ず
。
只
簡
な
ら
ん
こ
と
を
主
と
す
れ
ば
な
る
べ
し
。」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
度
の
四
国
の
旅

を
合
わ
せ
て
書
い
た
こ
と
か
ら
、
月
日
を
書
き
込
む
と
混
乱
す
る
た
め
省
略
し
た
も
の
と
思
え
る
。
例
外
と
し
て
月

日
が
入
っ
て
い
る
の
が
四
カ
所
。
こ
の
月
日
が
記
さ
れ
た
地
名
か
ら
概
略
の
流
れ
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
例
外
と
な
る
の
が
、
土
佐
の
国
分
川
付
近
の
気
候
が
あ
ま
り
に
温
暖
で
あ
る
た
め
「
三
月
廿
日
前
　
そ
の
気

こ
う
は
畿
内
辺
の
五
月
此
之
や
う
ニ
覚
え
た
り
」
と
記
し
、
石
鎚
山
や
剣
山
は
修
験
道
の
山
で
あ
る
た
め
山
開
き
の

日
し
か
入
山
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
便
宜
を
図
る
た
め
「
五
月
廿
八
日
豫
州
石
槌
山
に
登
り
、
六
月
十
二
日
箸

蔵
寺
へ
」「
剣
山
　
六
月
十
六
日
夜
よ
り
十
八
日
迄
」
と
記
し
た
都
合
四
カ
所
の
み
で
あ
る
。

天
保
七

丙
申
年
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『
道
中
雑
誌
』
の
「
巻
之
一
」
の
書
き
初
め
の
文
脈
の
不
自
然
さ
は
、
二
度
の
四
国
の
旅
を
ま
と
め
て
書
い
た
こ

と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
度
目
目
は
二
カ
月
弱
の
四
国
滞
在
で
あ
る
。
金
毘
羅
詣
り
と
弘
法
大
師
の
誕
生
と

修
行
の
場
で
あ
る
七
十
五
番
札
所
善
通
寺
を
は
じ
め
と
し
た
讃
岐
巡
り
が
主
目
的
で
、
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
り
に
向

け
て
、
四
国
遍
路
名
所
図
絵
の
蒐
集
な
ど
四
国
遍
路
の
事
前
調
査
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
え
る
。
二
度
目
は
八
栗

山
（
讃
岐
）
で
正
月
を
迎
え
順
打
ち
で
四
国
を
回
り
、
六
十
六
番
札
所
雲
辺
寺
で
二
年
併
せ
て
の
結
願
と
し
、
箸
蔵

寺
、
剣
山
へ
と
脚
を
延
ば
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
野
帳
の
原
本
を
見
れ
ば
判
読
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

松
浦
武
四
郎
の
遍
路
姿

『
道
中
雑
誌
』
の
冒
頭
に
は
莎
（
菅
）
笠
、
札
梜
（
挟
）、
杖
、
納
札
な
ど
遍
路
に
お
い
て
用
意
す
る
も
の
を
示

し
、
そ
れ
ぞ
れ
細
か
く
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
菅
笠
に
は
「
四
句
之
文
、
国
所
姓
名
同
行
何
人
、
又
一
人
な
ら
ば

二
人
と
書
く
」。
納
札
は
「
札
所
、
接
待
所
、
宿
屋
等
に
此
札
一
枚
づ
つ
皆
置
く
こ
と
。
七
度
回
り
し
も
の
は
赤
紙

札
、
十
四
度
よ
り
青
紙
札
、
廿
一
度
よ
り
上
は
皆
文
字
な
し
の
白
札
」
と
当
時
の
四
国
遍
路
を
回
っ
た
回
数
で
納
札

の
色
を
表
す
し
き
た
り
を
書
い
て
い
る
。

ま
た
、「
一
手
一
銭
の
功
徳
を
う
け
て
廻
る
も
の
を
上
遍
路
と
云
ひ
、
左
も
せ
で
廻
る
も
の
を
中
遍
路
と
號

な
づ
け

、
合

力
を
連
是
ニ
荷
物
を
負
ハ
セ
て
歩
行
を
下
遍
路
と
云
る
也
」
と
遍
路
に
格
を
設
け
て
い
る
が
、
武
四
郎
は
自
身
を
中

遍
路
と
い
っ
て
い
る
。

四
国
遍
路
に
は
切
手
（
通
行
証
文
）
が
必
要
で
「
往
来
を
書
認し

た
ゝめ

も
う
ふ
こ
と
也
。
右
之
代
銭
八
十
五
文
也
」
と

あ
る
。
落
語
の
演
目
『
時
そ
ば
』
で
は
蕎
麦
一
杯
が
十
六
文
（
ワ
ン
コ
イ
ン
五
百
円
く
ら
い
）
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
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ら
二
千
五
百
円
く
ら
い
と
な
る
。
五
年
間
有
効
パ
ス
ポ
ー
ト
の
手
数
料
が
六
千
円
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
相

当
の
額
と
い
う
こ
と
か
。

『
道
中
雑
誌
』
は
「
民
俗
調
査
報
告
書
」

武
四
郎
が
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
憧
れ
た
外
の
景
色
。
各
地
の
名
所
図
会
を
読
み
な
が
ら
、
松
坂
の
町
筋
を
通
り
過
ぎ

る
人
の
よ
も
や
ま
話
を
耳
学
問
と
し
て
夢
馳
せ
た
世
界
。
駆
り
立
て
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
「
知
の
蒐
集
」
へ
の
無
限
の

興
味
に
他
な
ら
な
い
。
四
国
遍
路
で
あ
る
が
ゆ
え
に
札
所
の
設
え
か
ら
奥
の
院
や
名
所
旧
跡
、
遍
路
道
や
宿
の
情
報

と
い
っ
た
「
遍
路
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
的
な
役
割
を
主
に
担
っ
て
い
る
が
、
訪
ね
る
土
地
の
生
業
や
食
習
慣
な
ど
を
観

察
し
記
録
す
る
「
民
俗
調
査
」
も
行
っ
て
い
る
か
ら
驚
き
だ
。
例
え
ば
十
二
番
札
所
焼
山
寺
を
下
り
て
廣
野
村
（
徳

島
県
神
山
町
阿
野
広
野
）
に
さ
し
か
か
っ
た
こ
ろ
「
此
辺
道
の
傍
に
竹
を
立
是
に
わ
ら
じ
を
く
く
り
付
、
銭
の
丸
を

四
ツ
、
五
ツ
位
ヅ
ツ
書
て
直
段
を
し
ら
し
う
り
置
。
ま
た
重
箱
ニ
蓬
餅
を
入
道
の
は
た
に
う
り
置
。
昔
し
よ
り
是
を

一
ツ
と
し
て
盗
去
り
し
も
の
な
し
と
云
伝
ふ
也
」
と
今
で
い
う
良
心
市
の
原
型
の
よ
う
な
商
い
を
記
し
て
い
る
。
ま

た
土
佐
・
お
さ
き
村
（
室
戸
市
佐
喜
浜
町
尾
崎
集
落
）
で
は
干
し
芋
や
イ
タ
ド
リ
を
食
用
に
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い

た
の
だ
ろ
う
「
此
辺
多
く
甘い

も藷
を
作
る
。
皆
切
彫
ミ
て
干
お
き
是
を
夏
分
よ
り
、
ま
た
来
秋
迄
の
喰
と
す
。
米
は
到

而
少
し
。
ま
た
此
辺
り
に
而
虎
杖
を
と
り
来
り
て
喰
。
其
餘
山
野
に
有
る
と
あ
ら
ゆ
る
艸
を
も
ち
来
り
喰
よ
し
也
。

虎
杖
は
塩
に
つ
け
置
き
た
る
は
随
分
よ
き
も
の
也
。」
と
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
も
遍
路
へ
の
商
い
の
様
子
を
「
道
ニ
姥
、
媳か

ゝ

ど
も
出
て
、
御
遍
路
様
着
も
の
の
う
り
も
の
は
無
か

〳
〵
か
と
尋
居
る
也
。
皆
四
国
へ
ん
ろ
ど
も
春
よ
り
夏
に
か
か
り
て
暖
気
に
な
る
に
し
た
が
ひ
、
無
用
の
着
類
を
う
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る
故
ニ
在
中
よ
り
街
道
す
じ
え
来
り
て
皆
着
類
を
う
れ
う
れ
と

す
す
む
」
と
記
し
て
い
る
。
歩
き
遍
路
は
軽
量
化
が
一
番
。
暖

か
く
な
れ
ば
重
た
い
冬
着
は
荷
物
に
な
る
だ
け
で
、
路
端
の
古

着
商
い
で
こ
と
を
済
ま
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
今
で
は
宅
急
便

で
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
。

武
四
郎
は
土
佐
の
食
習
慣
に
つ
い
て
、
干
し
芋
、
イ
タ
ド
リ

の
塩
漬
け
、
カ
ニ
味
噌
、
煮
キ
ビ
、
は
っ
た
い
粉
な
ど
を
紹
介

し
、
伊
予
国
境
の
松
尾
峠
で
「
以
上
土
州
分
也
。
札
数
十
六

番
、
里
程
五
十
丁
里
、
九
十
四
里
半
。
米
穀
他
国
よ
り
高
直
に

し
而
甚
難
所
也
。」
と
土
佐
路
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

『
道
中
雑
誌
』
に
は
札
所
の
概
要
の
ほ
か
三
百
九
十
七
の
郷

村
を
項
立
て
し
て
い
る
。
属
性
別
に
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

松
浦
武
四
郎
の
歩
き
方

鉄
の
脚
を
持
つ
男
と
い
わ
れ
る
武
四
郎
だ
が
「
一
日
二
十
里

歩
い
た
」
と
豪
語
す
る
。

武
四
郎
が
少
年
時
代
に
竹た

け
が
わ
ち
く
さ
い

川
竹
斎
に
「
神
足
歩
行
術
」
と

徳島県 高知県 愛媛県 香川県 合計

札 所 23 15 27 23 88ケ寺

遍 路 道
57･0 94･5 119･5 34･5 305･5里

222･3 368･6 466･1 134･6 1191･5ｋ

城 下 村 浦 72 134 147 44 397カ所

川 11 21 5 1 38河川

坂 9 24 13 0 46

止 宿 12 18 18 4 52

茶 店 10 20 17 6 53

茶 堂 7 15 19 4 45

茶 屋 3 2 0 3 8

渡 船 1 16 0 0 17

絵 図 15 10 9 11 45

『道中雑誌』の県別属性
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い
う
速
歩
術
を
学
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
参
考
に
は
な
ら
な
い
と
思
う

が
、
こ
れ
が
面
白
い
。

一
、
歩
き
方
　
初
の
一
里
は
ゆ
る
ゆ
る
と
歩
み
、
気
が
丹た

ん
で
ん田
に

落
付
き
、
体
中
の
凝
が
解
け
て
足
が
軽
く
な
っ
て
か
ら
速
歩

に
移
る
。

一
、
山
地
と
平
地
　
山
登
り
の
時
は
足
先
三
尺
を
見
詰
め
て
歩

く
。
遠
く
や
左
右
を
見
る
の
は
禁
物
、
平
地
も
同
様
で
小
腰

小
刻
み
に
歩
く
こ
と
。

一
、
掛
声
　
サ
サ
サ
ザ
ザ
ザ
、
オ
イ
ト
シ
ョ
、
登
り
道
の
時
は

マ
ダ
マ
ダ
マ
ダ
マ
ダ
、
之
れ
以
外
の
掛
声
は
一
切
相
成
ら
ず
。　

と
、
こ
の
ほ
か
に
も
細
か
く
書
か
れ
て
い
る
。「
初
の
一
里
（
四

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
は
ゆ
る
ゆ
る
と
歩
き
気
が
丹
田
に
落
付
き
」
は
科

学
的
で
あ
り
感
心
す
る
が
、
現
代
人
は
こ
の
一
里
で
リ
タ
イ
ア
す
る
人
が
多
い
の
で
は
。
坂
本
龍
馬
の
歩
行
距
離
も

し
か
り
で
、
現
代
の
歩
行
と
は
違
っ
た
技
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
を
測
っ
た
伊
能
忠
敬
は
三
万
五
千
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
を
歩
い
た
と
い
う
。
幕
末
を
駆
け
た
坂
本
龍
馬
は
四
万
六
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
歩
い
た
と
い
う
。

歩
く
巨
人
で
あ
る
松
浦
武
四
郎
は
何
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
歩
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
武
四
郎
の
健
脚
ぶ
り
は
老
い
て
も

衰
え
を
知
ら
ず
、
六
十
八
歳
に
は
大
台
ケ
原
を
三
回
も
踏
破
し
て
い
る
。
十
八
歳
で
富
士
山
を
登
頂
し
て
い
る
が

七
十
歳
に
な
っ
た
折
に
も
富
士
山
を
登
っ
て
い
る
。

『NAGI』特集・松浦武四郎の歩き方から複写
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旅
姿
と
記
録
の
道
具

武
四
郎
を
「
歩
く
記
録
装
置
」
と
い
っ
た
が
、
持
ち
歩
く
の
は
矢
立
と
野
帳
で
あ
る
。

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）、
幕
府
の
役
人
と
し
て
樺
太
に
向
か
う
武
四
郎
（
当
時
三
十
九
歳
）
が
旅
の
準
備
に
つ

い
て
送
っ
た
書
状
に
次
の
「
持
ち
物
メ
モ
」
が
あ
る
。

一
、
装
束
は
半
纏
・
股
引
・
下
着
・
綿
服
、
羽
織
な
し
、
笠
・
三
尺
手
拭
・
足
袋
・
桐
油
類
、
草
鞋
は
腰

に
銘
々
附
く
べ
し

一
、
夜
具
は
不
要
ゆ
え
、
綿
入
れ
一
枚
ず
つ
用
意
す
べ
し

一
、
茶
碗
一
つ
・
箸
一
膳
銘
々
懐
中
す
べ
し

一
、
杖
は
勝
手
次
第

一
、
小
鍋
三
・
や
か
ん
一
つ
用
意
す
べ
し

加
え
て
、
蝋
燭
・
火
口
・
鉄
砲
・
鉈
・
文
房
具
・
薬
を
挙
げ
「
無
用

の
品
、
一
切
持
越
べ
か
ら
ざ
る
事
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
行

十
八
人
の
調
査
団
な
の
で
四
国
遍
路
と
は
趣
は
違
う
が
、
軽
快
な
旅
支

度
と
し
て
「
無
用
の
品
」
を
持
ち
込
ま
ず
は
、
登
山
ザ
ッ
ク
の
パ
ッ
キ

ン
グ
に
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

矢
立
と
野
帳
で
書
い
た
記
録
を
持
ち
運
ぶ
の
は
大
変
で
あ
る
。
武
四

郎
は
お
伊
勢
参
り
に
向
か
う
人
を
探
し
当
て
て
は
手
紙
や
野
帳
な
ど
を

実
家
に
送
り
届
け
る
よ
う
依
頼
し
た
よ
う
で
あ
る
。「
持
参
し
た
こ
の
者
を
一
泊
さ
せ
る
よ
う
に
」
と
書
状
に
し
た 武四郎の野帳と矢立
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た
め
、
運
賃
代
わ
り
に
し
た
と
の
こ
と
だ
。

今
で
は
、
矢
立
と
野
帳
は
ｉ 

Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
と
な
り
、
よ
り
軽
量
に
な
っ
た
。

私
が
歩
い
た
毎
日
の
記
録
は
、
武
四
郎
の
現
代
版
と
し
て
、
登
山
ア
プ
リ
『
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
』
の
「
活
動
日
記
」
に

公
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
次
の
〈https://yam

ap･com
/users/279155

〉
サ
イ
ト
で
全
行
程
の
ル
ー
ト
と
写
真
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
に
は
低
登
山
か
ら
北
ア
ル
プ
ス
、
ロ
ン
グ
ト
レ
イ
ル
、
遍
路
道
な
ど
全
国
の
登
山
情
報
（
地
図
や
写

真
）
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
標
準
的
な
歩
き
遍
路
道
も
二
十
枚
の
地
図
で
ル
ー
ト
の
確
認
が
で
き
る
。
オ
フ
ラ
イ
ン

の
山
中
で
も
現
在
地
が
確
認
で
き
る
優
れ
も
の
で
あ
る
。
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
の
「
活
動
日
記
」
へ
の
記
録
は
、
一
日
の
遍

路
を
終
え
風
呂
に
入
り
、
食
事
の
前
後
の
時
間
で
書
き
ま
と
め
た
ス
ケ
ッ
チ
的
な
「
備
忘
録
」
で
あ
る
。

記
録
の
道
具
は
、
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
を
搭
載
す
る
『
ｉ 

Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
11
』
の
他
に
、
ロ
グ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て

『A
ppleW

atch

』
の
「
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
」
ア
プ
リ
を
利
用
し
た
。
加
え
て
四
万
十
町
が
健
康
増
進
の
た
め
町
民
に

無
償
貸
与
し
て
い
る
『
健
康
運
動
量
計
（M

izuno

）』
も
持
参
し
た
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
に
は
、
遍
路
の

費
用
を
確
認
す
る
た
め
簡
便
な
『
家
計
簿
』
ア
プ
リ
も
入
れ
た
。
支
出
か
ら
記
憶
が
よ
み
が
え
る
の
で
記
録
の
道
具

と
し
て
ぜ
ひ
お
勧
め
す
る
。
こ
の
本
の
付
録
に
四
国
遍
路
の
行
程
と
距
離
な
ど
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
歩
き
遍
路
の

参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

今
回
の
ザ
ッ
ク
の
中
身
（
秋
遍
路
）

服
装
　
ベ
ー
ス
レ
イ
ヤ
ー
（
半
袖
と
長
袖
）、
ボ
ト
ム
ス
（
伸
縮
ロ
ン
グ
パ
ン
ツ
と
ハ
ー
フ
パ
ン
ツ
）、
薄
手
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フ
リ
ー
ス
一
枚
、
ソ
フ
ト
シ
ェ
ル
上
下
各
一
枚
、
手
袋
一
双
、

バ
ケ
ッ
ト
ハ
ッ
ト
一
枚

下
着
等
　
速
乾
性
ト
ラ
ン
ク
ス
二
枚
　
厚
手
ソ
ッ
ク
ス
二
枚
、

薄
手
タ
オ
ル
一
枚

雨
具
　
レ
イ
ン
ウ
ェ
ア
ー
（
ゴ
ア
テ
ッ
ク
ス
）、
ス
パ
ッ
ツ

靴
　
サ
ロ
モ
ン
・
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
ス
ピ
ー
ド
ク
ロ
ス
４

ワ
イ
ド

衛
生
用
品
等
　
マ
ス
ク
、
除
菌
ウ
ェ
ッ
ト
チ
ッ
シ
ュ
、
底
マ
メ

テ
ー
プ
、
テ
ー
ピ
ン
グ
テ
ー
プ
、
長
時
間
持
続
型
保
護
ク
リ
ー

ム
、
サ
ン
グ
ラ
ス
、
日
焼
け
止
め
ク
リ
ー
ム

記
録
用
品
　
ｉ 

Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
11
、
ア
ッ
プ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
３

地
図
　
四
国
遍
路
ひ
と
り
歩
き
同
行
二
人
〔
地
図
編
〕（
へ
ん
ろ
み
ち
保
存
協
力
会
編
・
第
十
一
版
）

行
動
食
　
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
塩
飴
、
エ
ナ
ジ
ー
バ
ー

そ
の
他
　
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
タ
ン
（créer

）、
モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
、
キ
ー
ボ
ー
ド
（
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ー
ス
）

遍
路
用
品
　
頭
侘
袋
、
納
経
帳
、
経
本
、
珠
数
、
納
札
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
錫
杖

歩
き
遍
路
の
時
期

武
四
郎
は
、
一
度
目
は
十
一
月
の
概
ね
一
カ
月
間
、
そ
の
翌
年
の
正
月
か
ら
六
月
下
旬
の
六
カ
月
間
、
都
合
七
カ ザックと錫杖とマスク（コンビニ）
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月
の
四
国
遍
路
で
あ
る
。

た
だ
、
四
国
遍
路
も
札
所
巡
り
で
は
な
く
、
奥
の
院
を
必
ず
詣
で
、
石
鎚
山
や
剣
山
の
修
験
登
山
、
大
三
島
詣
で

や
金
毘
羅
詣
で
な
ど
も
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
相
当
な
期
間
が
必
要
と
な
る
。

一
般
的
な
遍
路
は
、
や
は
り
一
番
の
シ
ー
ズ
ン
と
な
る
「
春
遍
路
」
と
い
え
よ
う
。
昭
和
五
十
三
年
か
ら
平
成
十

年
ま
で
の
統
計
に
よ
る
と
、
最
も
多
い
の
が
四
月
、
次
い
で
五
月
、
三
月
と
な
る
。
春
三
カ
月
で
全
体
の
四
十
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
る
と
い
う
。
梅
雨
時
期
を
避
け
た
、
桜
開
花
の
絶
好
の
季
節
。
一
般
的
に
は
年
度
の
節
目
で
あ
り
、

人
生
の
節
目
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
天
候
の
安
定
す
る
十
月
も
三
月
に
次
い
で
多
い
。
秋
シ
ー
ズ
ン

は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
２

。
た
だ
し
、
年
度
別
に
見
る
と
春
遍
路
は
減
少
傾
向
で
秋
遍
路
が
徐
々
に
増
え
て
い

る
。
遍
路
の
移
動
手
段
の
変
化
、
徒
歩
や
団
体
バ
ス
か
ら
少
人
数
の
自
家
用
車
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
、
繁
忙
期
を
避

け
た
時
期
を
選
ぶ
よ
う
に
な
り
、
季
節
の
平
準
化
に
な
っ
た
の
も
の
だ
ろ
う
。

歩
き
遍
路
の
費
用

武
四
郎
は
、
渡
船
の
費
用
は
記
し
て
い
る
が
、
一
番
の
支
出
と
な
る
宿
泊
に
つ
い
て
は
「
止
宿
す
る
に
よ
ろ
し
」

と
だ
け
で
、
詳
し
い
記
述
は
な
い
。

歩
き
遍
路
で
は
「
止
宿
す
る
」
場
所
の
確
保
が
一
大
事
で
あ
る
。
テ
ン
ト
、
寝
袋
を
利
用
す
れ
ば
泊
ま
る
場
所
の

事
前
予
約
も
必
要
な
く
一
日
の
歩
行
距
離
も
適
度
に
調
整
が
で
き
る
。
た
だ
、
ザ
ッ
ク
の
重
さ
が
コ
ン
ロ
、
食
糧
を

含
む
と
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
程
度
は
重
く
な
る
。
若
け
れ
ば
テ
ン
ト
泊
と
遍
路
宿
の
組
み
合
わ
せ
も
あ
る
が
、
ザ
ッ
ク

の
軽
量
化
を
優
先
さ
せ
全
泊
有
料
宿
泊
所
に
し
た
。
有
料
宿
泊
所
も
、「
宿
坊
」「
遍
路
宿
」「
民
宿
」「
農
家
民
宿
」
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「
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」「
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
」「
ホ
テ
ル
」「
旅
館
」
と
多
種
多
様
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
当
然
な
が

ら
宿
泊
費
用
は
か
さ
む
こ
と
に
な
る
。
結
果
的
に
、
遍
路
費
用
の
総
額
は
、
三
十
五
万
円
と
な
り
、
そ
の
内
訳
は
、

宿
泊
費
二
十
四
万
円
（
酒
代
含
む
）、
食
費
五
万
円
（
コ
ー
ヒ
ー
含
む
）、
納
経
賽
銭
等
五
万
円
、
雑
費
一
万
円
で
あ

る
。
ち
ょ
う
ど
、
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
が
始
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
都
市
部
で
の
宿
泊
で
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
宿
泊
先
は
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
掲
載
の
「
宿
泊
施
設
一
覧
表
」
を
参
考
に
し
て
、
原
則
、
前
日
の
午
前
中
ま
で
に

予
約
を
入
れ
た
。
宿
泊
先
、
日
行
程
の
距
離
、
時
間
、
歩
数
の
デ
ー
タ
は
巻
末
の
付
録
に
掲
載
し
た
。

タ
ビ
は
タ
マ
ワ
ル
（
物
乞
い
）

柳
田
国
男
は
「
タ
ビ
と
い
う
日
本
語
は
、
或
は
タ
マ
ワ
ル
と
語
源
が
一
つ
で
、
人
の
給
与
を
あ
て
に
し
て
歩
く
点

が
、
物
乞
い
な
ど
と
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
英
語
な
ど
の
ジ
ャ
ー
ニ
ー
は
「
そ
の
日
暮
ら
し
」
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
ト
ラ
ベ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
労
苦
と
い
う
字
と
本
一
つ
の
言
葉
ら
し
い
３

」
と
述
べ
て
い
る
。

柳
田
の
少
年
時
代
の
読
書
歴
や
移
住
歴
は
精
神
と
身
体
の
漂
泊
か
ら
「
旅
」
を
か
た
ち
づ
く
り
、
文
献
史
学
と
民

俗
学
、
漂
泊
と
定
着
、
官
僚
と
し
て
の
身
分
と
無
名
の
人
々
な
ど
両
極
の
振
幅
を
膨
大
な
文
字
に
記
録
し
て
い
っ

た
。
特
に
諸
国
を
歩
く
山
伏
、
比
丘
尼
、
六
部
衆
や
旅
芸
人
、
木
地
師
な
ど
漂
泊
す
る
も
の
へ
の
共
感
す
る
と
こ
ろ

は
武
四
郎
に
似
て
い
る
。
柳
田
の
著
作
集
を
見
て
み
る
と
、
武
四
郎
に
つ
い
て
『
石
神
問
答
』
所
収
の
山
中
共
古
と

の
書
簡
に
二
カ
所
出
て
く
る
が
詳
し
い
記
述
は
な
い
。

高
野
聖
で
あ
っ
た
真
念
も
「
頭
陀
」
と
自
称
し
修
行
と
し
て
の
物
乞
い
巡
礼
を
数
十
回
行
っ
て
い
る
。
頭
陀
袋

は
、
お
遍
路
さ
ん
が
肩
に
か
け
る
同
行
二
人
の
文
字
が
刻
ま
れ
た
布
製
の
袋
で
あ
る
。
頭
陀
は
捨
て
る
・
落
と
す
を
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意
味
す
る
梵
語
で
、
衣
食
住
に
関
す
る
欲
望
を
払
い
、
修
行
す
る
意
味
を
持
つ
。
こ
の
頭
陀
に
つ
い
て
武
四
郎
は
、

頭
陀
の
旅
を
「
上
遍
路
」、
合
力
を
連
是
に
荷
物
を
負
わ
せ
て
歩
行
を
「
下
遍
路
」
と
名
付
け
、
自
ら
を
「
中
遍
路
」

だ
と
い
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
旅
は
宿
と
食
が
楽
し
み
で
あ
る
。
妻
に
遍
路
費
用
を
物
乞
い
し
、
武
四
郎
の
ま
ね
を
し
て

「
中
遍
路
」
の
旅
と
な
っ
た
。

-  39 -  

四国遍路道中雑誌



■ 
コ
ロ
ナ
時
代
の
四
国
遍
路
　
四
国
遍
路
の
移
ろ
い

四
国
遍
路
の
変
容

『
今
昔
物
語
』
に
「
今
は
昔
、
仏
の
道
を
行
ひ
け
る
僧
三
人
と
も
な
ひ
て
、
四
国
の
辺
地
と
云
ふ
は
伊
予
、
讃

岐
、
阿
波
、
土
佐
の
海
辺
の
廻
り
な
り
」
と
あ
る
。
当
時
の
辺
地
修
行
者
は
海
や
山
を
巡
り
各
所
の
霊
験
所
を
参
っ

て
厳
し
い
修
行
の
旅
を
重
ね
、「
日
暮
れ
に
け
れ
ば
、
人
の
家
に
借
り
宿
り
む
」
と
寺
院
（
旦
過
・
布
施
屋
）
や
善

根
宿
等
の
一
定
の
援
助
を
期
待
し
て
い
た
。
一
方
で
仏
教
本
来
の
教
え
と
し
て
「
乞
食
の
中
に
こ
そ
、
古
も
今
も
仏

菩
薩
の
化
身
は
在
す
」
と
乞
食
修
行
を
す
る
高
僧
も
い
た
。

　
こ
の
四
国
の
旅
人
と
し
て
西
行
、
澄
禅
、
真
念
、
伊
能
忠
敬
、
松
浦
武
四
郎
な
ど
が
旅
の
記
録
を
留
め
て
い
る
。

諸
国
を
め
ぐ
る
漂
泊
の
旅
と
と
も
に
多
く
の
和
歌
を
残
し
た
西
行
（
一
一
一
八−

一
一
九
〇
）
。
中
四
国
を
旅
し
た

の
は
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
で
弘
法
大
師
の
遺
跡
巡
礼
も
兼
ね
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
澄
禅
は
承
応
二
年
（
一
六

五
三
）
に
四
国
遍
路
を
行
い
本
格
的
な
文
献
資
料
と
し
て
最
古
と
い
え
る
『
四
国
遍
路
日
記
』
を
著
し
た
。
こ
の
な

か
に
「
〝
世
間
流
布
ノ
日
記
〟
に
は
、
「
札
所
八
十
八
か
所
、
道
四
百
八
十
八
里
、
河
四
百
八
十
八
瀬
、
坂
四
百
八

十
八
坂
」
と
あ
る
。
私
は
、
「
阿
波
六
十
里
半
一
町
、
土
佐
八
十
六
里
、
伊
予
百
二
十
里
五
町
、
讃
岐
三
十
七
里
九

町
、
合
わ
せ
て
二
百
九
十
五
里
四
十
町
で
あ
る
」
と
言
お
う
。
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
『
世
間
流
布
ノ
日
記
』

を
参
考
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、
寺
の
縁
起
だ
け
で
な
く
寺
の
現
況
、
村
の
暮
ら
し
ぶ
り
な
ど
の
記
述
も
あ
る
。
貞
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享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
出
版
さ
れ
た
『
四し

こ
く
へ
ん
ろ
み
ち
し
る
べ

國
徧
禮
道
指
南
』
は
最
古
の
遍
路
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
い
わ
れ
る
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
、
そ
の
作
者
が
真
念
で
あ
る
。
四
国
遍
路
で
は
な
い
が
伊
能
忠
敬
（
一
七
四
五−

一
八
一
八
）
は
セ
カ
ン

ド
ラ
イ
フ
と
し
て
日
本
を
歩
き
尽
く
し
て
日
本
地
図
を
完
成
さ
せ
た
。
十
七
年
間
で
三
万
五
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、

四
千
万
歩
で
あ
る
。
四
国
を
調
査
し
た
の
が
第
六
次
測
量
（
文
化
五
年
・
一
八
〇
八
）
で
、
土
佐
藩
は
そ
の
年
の
四

月
十
九
日
（
新
暦
五
月
十
四
日
・
甲
浦
）
か
ら
六
月
二
十
六
日
（
新
暦
七
月
十
九
日
・
宿
毛
・
深
浦
）
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
愚
直
な
旅
人
の
生
き
方
は
松
浦
武
四
郎
（
一
八
一
八−

一
八
八
八
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
伊

能
忠
敬
の
没
年
が
武
四
郎
の
生
年
で
あ
る
。
加
え
て
寂
本
の
『
四
国
徧
礼
霊
場
記
』
を
読
め
ば
、
江
戸
初
期
に
お
け

る
開
花
期
の
四
国
遍
路
か
ら
江
戸
末
期
の
四
国
遍
路
の
様
子
を
比
較
し
な
が
ら
、
遍
路
の
変
容
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

旅
は
日
常
と
非
日
常
の
境
界
に
あ
る
。
巡
礼
は
「
聖
地
」
へ
の
一
時
回
帰
で
あ
り
、
時
に
日
常
か
ら
解
き
放
さ
れ

た
快
楽
性
も
伴
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
聖
地
巡
礼
は
「
定
着
」
か
ら
自
由
と
な
る
免
罪
符
で
も
あ
り
、
と
り
わ
け
移

動
そ
の
も
の
が
大
切
な
「
修
行
」
の
一
つ
に
も
な
る
。
メ
ッ
カ
巡
礼
、
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ

ス
テ
ラ
、
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
サ
へ
向
か
う
五
体
投
地
、
お
伊
勢
参
り
、
熊
野
詣
な
ど
多
様
な
巡
礼
が
世
界
各
地
に
あ

る
。
世
界
の
巡
礼
は
そ
れ
を
可
能
と
す
る
宿
泊
・
道
路
・
治
安
な
ど
周
辺
の
社
会
資
本
の
充
実
が
図
ら
れ
、
巡
礼
者

が
文
化
や
情
報
の
伝
道
師
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
辺
地
巡
礼
行
為
で
は
あ
る
が
四
国
を
廻
行
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
の
が
四
国
遍
路
で
あ
る
。

「
ヘ
ン
ロ
」
の
意
味
を
表
す
言
葉
に
は
辺
地
、
辺
路
、
徧
禮
が
あ
り
高
知
県
な
ど
で
は
ヘ
ン
ド
（
辺
土
）
と
も
呼

ば
れ
る
。
世
界
遺
産
「
熊
野
参
詣
道
」
に
小
辺
路
（
高
野
山
～
熊
野
三
山
）、
中
辺
路
（
田
辺
～
熊
野
三
山
）、
大
辺
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路
（
田
辺
～
串
本
～
熊
野
三
山
）
が
あ
る
。「
辺
」
は
物
の
は
し
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
を
意
味
し
、「
地
・
路
」

は
そ
の
極
楽
浄
土
に
見
立
て
た
苦
難
と
悦
楽
の
修
行
の
場
で
あ
り
、「
辺
地
・
辺
土
」
は
巡
礼
の
道
に
修
験
の
重
み

を
お
い
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
真
念
は
あ
え
て
「
徧
禮
」
の
字
を
当
て
て
い
る
が
「
徧
禮
」
の
意
図
に
つ
い
て
稲
田
道

彦
は
『
全
訳
注
四
國
徧
禮
道
指
南
』
で
「〝
徧
〟
は
広
く
ゆ
き
わ
た
る
と
か
、
あ
ま
ね
く
と
い
う
意
味
で
、
遍
と
同

じ
意
味
で
あ
る
。〝
禮
〟
は
、
た
ん
な
る
道
で
は
な
く
、
人
と
し
て
生
き
る
道
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
路
が

人
の
通
行
す
る
道
を
示
す
の
に
対
し
て
、
禮
の
字
を
使
っ
た
と
い
う
こ
と
は
〝
へ
ん
ろ
〟
と
い
う
行
為
に
人
の
道
を

求
め
る
修
行
者
と
い
う
意
味
を
込
め
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。

江
戸
期
に
入
り
政
治
的
安
定
が
確
立
さ
れ
る
と
四
国
遍
路
は
大
き
く
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
修
行
僧
の
辺
地

か
ら
民
衆
の
遍
路
へ
と
変
化
す
る
節
目
で
も
あ
っ
た
。
伊
勢
詣
や
熊
野
詣
の
よ
う
に
強
固
な
庶
民
信
仰
の
支
え
か

ら
、
真
念
の
遍
路
ガ
イ
ド
本
の
発
行
な
ど
に
よ
り
、
徐
々
に
遍
路
道
や
宿
な
ど
移
動
に
伴
う
社
会
的
基
盤
の
整
備
が

進
み
、
遍
路
が
一
般
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
江
戸
期
の
最
終
章
が
、
武
四
郎
の
四
国
遍
路
の
記
録
で
あ
る
。

あ
れ
か
ら
二
百
年
、
車
社
会
の
到
来
は
四
国
遍
路
の
一
般
化
、
大
衆
化
と
と
も
に
、
修
行
か
ら
汎
用
的
な
観
光
へ

と
進
化
し
、
現
在
の
四
国
遍
路
の
興
隆
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

今
で
は
「
四
国
八
十
八
箇
所
霊
場
と
遍
路
道
を
世
界
文
化
遺
産
に
」
と
観
光
か
ら
一
段
階
高
み
を
目
指
す
新
た
な

展
開
へ
と
進
ん
で
い
る
。
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神
仏
分
離
令
に
よ
る
変
容

空
海
が
四
十
二
歳
の
厄
年
（
八
一
五
）
に
現
在
の
四
国
霊
場
八
十
八
ヶ
所
を
開
創
し
た
と
い
う
の
は
史
実
で
は
な

い
。
空
海
入
定
後
に
弘
法
大
師
信
仰
が
高
ま
り
、
空
海
誕
生
地
（
讃
岐
）、
四
国
で
修
行
し
悟
り
を
開
い
た
と
い
っ

た
こ
と
か
ら
信
仰
の
中
で
「
四
国
」
が
注
目
さ
れ
た
。
加
え
て
「
四
国
辺
地
」
を
修
行
す
る
聖

ひ
じ
り

、
修
験
の
山
伏
な
ど

複
層
的
な
要
素
が
数
百
年
の
歴
史
の
中
で
四
国
遍
路
の
祖
型
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
四
十
三
番
札
所
明
石
寺
の

熊
野
曼
荼
羅
図
は
熊
野
神
だ
け
で
な
く
役
行
者
や
弘
法
大
師
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
ま
た
、
六
十
七
番
札
所
大

興
寺
（
小
松
尾
寺
）
は
真
言
天
台
二
宗
の
兼
学
寺
院
（
本
堂
の
右
に
天
台
大
師
堂
、
左
に
弘
法
大
師
堂
、
そ
の
左
に

熊
野
神
社
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
の
弘
法
大
師
座
像
の
胎
内
墨
書
に
「
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
大
願
主
勝
覚
生
年

四
十
五
山
林
斗
藪
修
行
者
金
剛
仏
子
」
と
あ
り
、
弘
法
大
師
信
仰
と
熊
野
信
仰
の
習
合
が
見
ら
れ
る
証
左
で
あ
る
。

江
戸
期
の
真
念
が
当
時
の
巡
礼
の
作
法
で
あ
る
紙
札
の
奉
納
に
つ
い
て
「
其
札
所
本
尊
大
師
　
太
神
宮
　
鎮
守
惣

し
て
日
本
大
小
神
祇
　
天
子
　
将
軍
…
…
」
と
『
四
國
徧
禮
道
指
南
』
で
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
千
年
を
超

え
る
神
仏
習
合
の
歴
史
を
変
容
す
る
大
き
な
事
件
が
「
神
仏
分
離
令
」
で
あ
っ
た
。

武
四
郎
の
四
国
遍
路
の
後
、
明
治
の
宗
教
維
新
と
も
い
え
る
「
神
仏
分
離
令
」
は
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
る
変
節
点
と
な
っ
た
。
札
所
で
あ
っ
た
神
社
か
ら
別
当
寺
が
分
離
さ
れ
新
た
な
札
所
と
な
っ

た
も
の
の
、
寺
領
を
失
い
寺
の
運
営
が
で
き
な
く
な
っ
て
廃
寺
と
な
る
札
所
が
続
出
し
た
。
僧
籍
を
捨
て
て
神
官

に
な
っ
た
者
も
い
た
。
そ
の
暗
雲
は
昭
和
の
中
期
ま
で
続
い
た
と
い
う
。
例
え
ば
土
佐
の
一
ノ
宮
（
三
十
番
札
所
）

や
伊
予
の
一
ノ
宮
（
六
十
二
番
札
所
）
は
別
当
寺
や
神
宮
寺
が
廃
寺
と
な
り
、
土
佐
一
ノ
宮
は
本
尊
や
大
師
像
を

二
十
九
番
札
所
国
分
寺
に
移
し
、
伊
予
一
ノ
宮
は
六
十
一
番
札
所
香
園
寺
が
納
経
を
代
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
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の
混
沌
期
を
示
す
も
の
が
当
時
の
納
経
帳
に
記
さ
れ
た
札
所
名
で
あ
る
。

『
え
ひ
め
の
記
憶
４

』
は
「
廃
仏
毀
釈
と
札
所
」
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
な
か
で
も
高
知
県
（
藩
）

は
き
わ
め
て
強
力
な
廃
仏
毀
釈
の
政
策
が
展
開
さ
れ
た
。
高
知
県
内
の
寺
院
総
数
六
百
十
五
の
う
ち
四
百
三
十
九
が

廃
寺
に
な
っ
た
と
い
う
実
に
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
す
さ
ま
じ
い
廃
仏
意
図
を
持
っ
て
い
た
。
四
国
八
十
八
ヶ

所
霊
場
の
う
ち
、
土
佐
十
六
カ
寺
中
、
津
照
寺
、
大
日
寺
、
善
楽
寺
、
種
間
寺
、
清
滝
寺
、
岩
本
寺
、
延
光
寺
の
七

カ
寺
か
ら
廃
寺
届
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
他
の
寺
院
に
つ
い
て
も
実
質
的
に
廃
寺
に
近
い
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
ら
寺
院
の
名
称
が
順
次
復
活
し
て
い
く
の
は
明
治
十
年
代
以
降
で
あ
り
、
例
え
ば
雪
蹊
寺
は
明
治
十
二
年
、
種
間

寺
・
清
滝
寺
は
明
治
十
三
年
に
再
興
さ
れ
、
遅
れ
て
岩
本
寺
も
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
年
）
に
は
一
応
の
復
興

が
な
さ
れ
た
と
あ
る
。
高
群
逸
枝
の
『
娘
巡
礼
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
岩
本
寺
が
明
治
十
八
、九
年
頃
に

八
幡
浜
の
吉
蔵
寺
に
三
千
五
百
円
で
売
却
さ
れ
た
話
と
符
合
す
る
。
三
十
番
札
所
一
宮
の
別
当
寺
が
廃
寺
と
な
り
そ

の
混
乱
が
解
決
さ
れ
た
の
は
平
成
六
年
と
い
う
か
ら
高
知
藩
の
社
寺
係
・
北
川
茂
長
の
罪
は
重
た
い
。
ど
う
し
て
高

知
県
の
廃
仏
毀
釈
が
激
し
か
っ
た
の
か
、
寺
院
や
僧
侶
に
対
す
る
恨
み
反
感
が
強
か
っ
た
の
か
、
北
川
茂
長
の
行
動

の
基
層
に
マ
グ
マ
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
神
仏
分
離
の
政
治
的
背
景
は
、
王
政
復
古
に
あ
り
、
白
村
江
の
戦
い
（
六
六
三
）
に
お
け
る
倭
国
連
合
国

家
の
敗
戦
後
、「
ヤ
マ
ト
王
権
」
の
正
統
性
の
た
め
神
話
伝
承
を
源
と
し
て
「
大
王
」
か
ら
「
天
皇
」
へ
変
容
し
て

い
っ
た
こ
と
に
似
て
い
る
。
一
つ
は
内
的
な
統
制
と
し
て
、
士
農
工
商
の
身
分
制
度
に
変
わ
る
現
人
神
と
臣
民
と
い

う
新
し
い
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
あ
り
、
二
つ
は
外
的
か
ら
の
防
御
と
し
て
の
「
富
国
強
兵
」
の
統
一
さ
れ
た
国
づ
く
り

と
し
て
藩
主
か
ら
天
皇
に
変
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
思
想
的
な
基
底
に
あ
る
神
仏
信
仰
の
変
容
。
つ
ま
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り
、
個
人
と
し
て
の
信
仰
で
あ
る
仏
・
寺
院
で
は
な
く
、
儀
式
と
し
て
の
権
威
信
仰
を
全
体
で
受
容
す
る
神
社
で
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
天
皇
家
に
お
い
て
も
葬
儀
方
法
を
仏
式
か
ら
神
式
に
変
え
る
な
ど
徹
底
さ

た
。
戦
後
に
お
い
て
国
家
神
道
は
解
体
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
コ
ア
な
部
分
は
今
も
「
神
社
本
庁
」
と
し
て
引
き
継

が
れ
て
い
る
。

神
仏
分
離
に
よ
っ
て
、
札
所
は
明
治
の
混
乱
は
あ
っ
た
も
の
の
、
結
果
的
に
は
そ
の
後
の
四
国
遍
路
の
興
隆
を
迎

え
た
。
そ
の
中
で
神
仏
習
合
の
歴
史
を
消
去
し
、
弘
法
大
師
信
仰
の
み
が
今
日
の
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
を
培
っ
て

き
た
と
い
う
物
語
に
変
容
し
て
い
っ
た
。
覆
水
盆
に
返
ら
ず
は
札
所
側
の
意
思
だ
ろ
う
が
、
神
仏
分
離
も
百
五
十
年

以
上
昔
の
話
で
、
国
民
も
こ
ん
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

宗
教
と
政
治
の
変
容

四
国
遍
路
の
起
源
は
、
山
林
斗
藪
の
修
行
か
ら
海
辺
を
回
る
辺
地
修
行
と
な
り
、
四
国
辺
路
の
修
行
が
四
国
遍
路

に
形
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
四
国
巡
礼
は
、
空
海
や
同
行
二
人
の
僧
遍
路
だ
け
で
な
く
熊
野
の
御

師
、
高
野
聖
、
比
丘
尼
、
山
伏
、
六
部
な
ど
多
く
の
修
験
・
修
行
の
場
と
し
て
培
わ
れ
て
き
た
宗
教
遍
歴
の
結
実
で

あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
神
仏
習
合
の
歴
史
的
背
景
か
ら
実
に
寛
容
な
宗
教
風
土
が
日
本
人
の
基
底
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
日
本
人
の
寛
容
な
宗
教
風
土
は
仏
教
や
神
道
の
教
義
を
理
解
す
る
も
の
で
は
な

い
。
神
も
仏
も
合
わ
せ
て
、
前
世
の
悪
行
か
ら
解
放
さ
れ
、
現
世
の
利
益
の
達
成
を
願
い
、
来
世
に
極
楽
の
世
界
を

期
待
す
る
「
装
置
と
し
て
の
寺
社
」
に
手
を
合
わ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
試
し
に
産
土
神
社
に
詣
で
る
人
に
「
祭
神
は

何
か
」
と
問
う
て
も
全
員
が
「
知
ら
ん
」
と
い
う
だ
ろ
う
。
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そ
の
よ
う
な
日
本
人
の
宗
教
観
に
変
容
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
が
時
の
権
力
者
で
あ
る
天
皇
・
朝
廷
・
豪
族
・
大

名
・
幕
府
な
ど
の
政
治
勢
力
で
、
と
き
に
弾
圧
で
あ
り
庇
護
で
持
っ
て
支
配
し
て
き
た
。

四
国
遍
路
も
江
戸
期
に
な
り
政
治
が
安
定
す
る
こ
と
で
開
花
期
を
迎
え
た
。
徳
島
藩
は
駅
路
寺
を
設
け
、
澄
禅
は

土
佐
藩
の
領
主
権
力
の
援
助
が
厚
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
遍
路
か
ら
「
鬼
の
土
佐
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
遍
路
規
制

令
が
出
さ
れ
た
の
も
遍
路
が
多
く
な
っ
た
こ
と
の
証
し
で
も
あ
る
。
遍
路
の
通
過
に
当
た
っ
て
の
切
手
（
往
来
手

形
）
は
土
佐
藩
が
一
番
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
、
武
四
郎
も
「
当
国
に
而
は
其
泊
り
泊
り
に
而
村
長
の
印
形
を
と
り
行

也
。
何
月
何
日
此
処
泊
り
と
皆
書
て
印
形
を
押
出
す
。
若
此
印
形
を
失
念
す
る
時
は
、
先
へ
行
て
一
宿
た
り
と
も
宿

か
す
人
な
し
。
又
木
賃
宿
に
而
も
ゆ
る
さ
ず
。
ま
た
庄
屋
よ
り
の
さ
し
宿
に
而
も
中
々
出
来
が
た
し
。
遍
路
の
衆
よ

く
心
得
べ
き
こ
と
な
り
。」
と
土
佐
藩
の
遍
路
取
り
締
ま
り
が
厳
し
い
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。
特
に
冬
の
遍
路
者

は
温
暖
な
土
佐
路
に
多
く
足
を
運
ん
だ
こ
と
か
ら
「
密
規
制
」
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
、
明
治
政
府
の
一
つ
の
太
政
官
布
に
よ
り
簡
単
に
人
心
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。「
明
治
維
新
百
五
十
年
」

は
、
四
国
遍
路
の
世
界
に
お
い
て
も
、
神
仏
習
合
の
歴
史
を
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

寺
は
こ
の
神
仏
分
離
令
（
廃
仏
毀
釈
）
に
よ
り
こ
れ
ま
で
の
藩
の
庇
護
（
村
人
管
理
の
檀
家
制
度
）
か
ら
離
れ
、

寺
領
や
僧
籍
身
分
を
失
い
、
郷
村
（
現
在
の
大
字
区
域
）
に
あ
っ
た
寺
庵
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
土
佐
の
廃
仏
毀

釈
の
嵐
は
特
に
ひ
ど
か
っ
た
が
、
淘
汰
さ
れ
な
が
ら
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
た
の
が
現
在
の
葬
式
仏
教
と
揶
揄
さ
れ

る
寺
で
あ
る
。
一
方
、
神
社
は
国
家
神
道
と
し
て
非
宗
教
化
の
も
と
に
祭
祀
儀
礼
を
重
ん
ず
る
「
形
式
集
団
」
と

な
っ
た
。
各
集
落
の
産
土
神
社
と
し
て
、
そ
の
多
く
は
神
社
本
庁
の
包
括
宗
教
法
人
と
し
て
旧
郷
社
（
明
治
二
十
二

年
の
市
町
村
単
位
）
の
管
理
の
も
と
に
維
持
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
神
社
が
、
限
界
集
落
や
消
滅
集
落
の
下
で
風
前
の
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灯
火
と
な
っ
て
い
る
。「
明
治
維
新
百
五
十
年
」
の
神
社
本
庁
（
も
と
神
宮
教
会
）
の
統
制
は
、
宗
教
が
本
来
的
に

持
つ
想
像
力
を
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
国
家
神
道
は
終
戦
を
迎
え
て
も
な
お
戦
争
責
任
の
総
括
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
贖
罪
は
キ
リ
ス
ト
教
の

み
な
ら
ず
信
仰
の
基
底
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
国
家
神
道
は
戦
争
へ
の
罪
に
対
す
る
贖
罪
が
信
仰
の
根
本
を

否
定
と
す
る
と
考
え
る
の
か
頑
な
に
拒
ん
で
い
る
。
ド
イ
ツ
の
ヴ
ァ
イ
ン
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
は
「
あ
の
過
去
に
対

し
て
眼
を
閉
ざ
す
者
は
、
結
局
は
現
在
に
対
し
て
も
盲
目
と
な
り
ま
す
。
い
や
し
く
も
非
人
間
的
な
出
来
事
を
想
起

し
よ
う
と
し
な
い
者
は
、
新
た
な
感
染
の
危
機
に
対
し
て
再
び
抵
抗
力
が
弱
く
な
り
ま
す
。」
と
第
二
次
世
界
大
戦

終
結
の
四
十
周
年
記
念
日
（
五
月
四
日
）
の
演
説
で
述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
国
民
全
員
が
「
罪
責
の
あ
る
な
し
に
か

か
わ
ら
ず
、
老
幼
を
問
わ
ず
、
あ
の
過
去
を
我
と
我
が
身
に
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
る
覚
悟
。

日
本
会
議
は
「
英
霊
の
尊
い
犠
牲
」
を
無
に
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
全
否
定
す
る
。
こ
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
、

国
民
の
「
宗
教
」
へ
の
忌
避
感
情
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
え
る
。

戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）、
伊
勢
神
宮
を
本
宗
と
す
る
神
社
本
庁
が
設
立
さ
れ
る
。
全
国
八
万
神
社

の
教
義
の
固
定
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
っ
そ
う
形
式
集
団
と
し
て
の
形
を
強
め
て
い
っ
た
。
そ
の
国
家
神
道

の
「
埋
れ
火
」
は
終
戦
か
ら
半
世
紀
を
経
て
、
靖
国
・
神
社
本
庁
を
中
心
と
し
た
宗
教
関
係
者
が
多
く
参
加
す
る
日

本
会
議
が
設
立
さ
れ
、
政
財
界
の
面
々
が
加
入
す
る
日
本
最
大
の
保
守
勢
力
と
な
っ
た
。

国
家
に
利
用
さ
れ
る
宗
教
は
必
ず
衰
退
す
る
こ
と
は
歴
史
の
実
証
で
も
あ
る
。

こ
の
政
治
と
四
国
遍
路
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ぬ
き
市
へ
ん
ろ
資
料
館
の
片
桐
館
長
は
「
四
国
遍
路
に
政
治
が
か

か
わ
る
と
あ
ま
り
い
い
こ
と
が
な
い
。
阿
波
藩
に
し
て
も
土
佐
藩
に
し
て
も
そ
う
だ
っ
た
。
四
国
遍
路
の
世
界
遺
産
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登
録
に
し
て
も
政
治
や
行
政
が
先
に
出
過
ぎ
る
と
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
。」
と
お
灸
を
す
え
て
い
た
。

国
分
寺
の
栄
枯
盛
衰
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
国
家
の
庇
護
よ
り
民
衆
が
堂
宇
を
支
え
る
「
万
人
講
」
の
よ
う

な
支
持
基
盤
が
末
永
く
維
持
さ
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

山
の
暮
ら
し
の
変
容

日
本
の
歴
史
は
山
と
太
陽
か
ら
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
縄
文
以
前
か
ら
人
々
が
畏
敬
し
て
大
き
な
力
を
感
じ
る
存

在
と
し
て
山
が
あ
り
、
多
く
の
実
り
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
と
き
に
信
仰
の
対
象
と
し
て
神
々
の
森
と
な
り
、
と
き

に
狩
猟
な
ど
に
伴
う
移
動
に
は
ラ
ウ
ン
ド
マ
ー
ク
と
も
な
り
、
必
要
に
応
じ
て
山
の
名
前
を
付
し
て
き
た
。

山
の
名
称
に
つ
い
て
松
尾
俊
郎
は
『
地
名
の
探
求
』
で
「
山
の
名
称
は
、
地
名
の
う
ち
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
地
名

学
分
野
に
お
い
て
た
い
へ
ん
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
山
に
因
む
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
は
、
人
間
生
活
の
広
い
領

域
に
わ
た
っ
て
か
か
わ
り
あ
い
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
山
谷
か
ら
き
た
名
や
祀
ら
れ
た
神
仏
の
名
か
ら
き
た
も
の
、

そ
こ
の
地
域
名
と
の
関
連
、
水
源
地
と
し
て
の
役
割
、
境
界
的
性
格
を
示
す
も
の
、
ま
た
山
そ
の
も
の
を
さ
す
名
称

の
多
様
性
、
山
名
の
分
布
か
ら
見
た
地
域
的
差
異
、
交
通
路
に
関
す
る
も
の
、
動
植
物
の
関
係
、
気
象
現
象
と
の
か

か
わ
り
、
あ
る
い
は
語
源
的
に
外
来
語
と
の
関
係
を
考
え
る
上
に
も
、
山
名
は
特
異
の
対
象
と
も
な
り
、
そ
の
地
名

的
性
格
は
複
雑
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

武
四
郎
も
最
期
の
棲
み
家
を
大
台
ケ
原
に
求
め
た
よ
う
に
、
山
に
対
し
て
の
憧
憬
は
強
く
、
生
涯
に
お
い
て
数
多

く
の
山
に
登
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
暮
ら
し
と
し
て
の
山
で
は
な
く
、
信
仰
の
よ
う
な
畏
敬
の
対
象
で
あ
り
、
聖
な
る

領
域
に
入
る
探
検
心
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

-  48 -  



百
年
前
ま
で
は
山
の
暮
ら
し
の
移
動
は
当
然
な
が
ら
「
歩
く
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
山
並
み
の
鞍
部
を
越
え
な
が
ら

移
動
を
し
て
い
た
。
そ
の
峠
は
村
の
境
で
も
あ
り
、
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
村
か
ら
離
れ

て
は
い
け
な
い
掟
で
あ
り
、
村
へ
の
「
定
着
」
は
年
貢
を
納
め
る
装
置
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
困
窮
し
た
農
民

は
、
年
貢
課
役
の
減
免
一
揆
や
強
訴
を
起
こ
し
、
最
終
手
段
と
し
て
「
逃

ち
ょ
う
さ
ん散

」
と
い
う
荘
園
外
・
村
外
に
逃
亡
す
る

手
段
を
取
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
逃
散
の
こ
と
を
「
山
林
に
交
わ
る
」「
山
野
に
入
る
」「
山
上
り
」「
山
籠
り
」

な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
今
で
い
う
同ど

う
め
い
ひ
ぎ
ょ
う

盟
罷
業
（
ス
ト
ラ
イ
キ
）
の
形
態
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
逃
散
す
る
先
が
村
外
で

あ
り
山
林
で
あ
っ
た
か
。

そ
れ
は
、
山
が
神
聖
な
場
所
で
あ
り
、
治
外
法
権
と
な
る
領
域
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
木
地
師
が
奥
山
の
八

合
目
以
上
の
利
用
権
限
を
持
っ
て
い
た
の
も
統
治
権
力
が
及
ば
な
い
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ

の
奥
山
も
木
材
を
供
給
す
る
場
所
と
し
て
価
値
が
高
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
奥
山
と
な
る
御
留
山
（
藩
有
林
）
の
木

材
は
土
佐
藩
の
時
代
か
ら
幕
府
へ
の
献
上
品
・
都
市
へ
の
商
品
と
し
て
供
給
さ
れ
、
そ
の
資
源
保
護
の
た
め
に
輪
伐

法
を
制
定
し
、
植
林
政
策
も
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
江
戸
期
以
来
の
藩
の
林
業
政
策
は
、
今
の
持
続
可
能
な
循
環
型
社

会
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
奥
山
と
区
分
さ
れ
た
里
山
は
、
村
人
の
衣
食
住
に
関
わ
る
暮
ら
し
に
必
要
な
素
材
を
供
給
す
る
場
所
で

あ
っ
た
。
江
戸
期
に
入
り
椎
茸
仕
成
り
、
木
炭
仕
成
り
、
楮
三
椏
仕
成
り
と
い
っ
た
奥
山
の
利
用
許
可
も
含
め
多
様

な
商
品
経
済
が
持
ち
込
ま
れ
た
。「
山
の
畑
」
は
自
然
の
生
産
物
も
蜂
蜜
、
椿
油
、
ハ
ゼ
の
実
、
鹿
猪
獣
の
毛
皮
、

山
菜
、
杉
皮
、
蔓
な
ど
な
ん
で
も
商
品
に
な
り
、
行
商
人
が
買
い
付
け
に
も
来
た
。
こ
の
他
者
と
の
分
業
の
交
換
に

よ
っ
て
成
立
す
る
山
の
暮
ら
し
は
、
農
地
に
定
着
す
る
村
里
と
は
違
っ
た
活
動
領
域
が
広
く
な
り
、
新
し
い
技
術
が
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導
入
さ
れ
、
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
の
よ
う
な
山
の
暮
ら
し
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
逆
に
自
由
な
気
質
を
備
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

米
中
心
の
経
済
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
豊
か
な
「
山
の
畑
」
で
あ
っ
て
も
租
税
徴
収
の
対
象
と
は
な
ら

ず
、
余
剰
価
値
の
蓄
積
も
多
く
進
ん
だ
の
だ
ろ
う
、
山
深
い
遍
路
道
筋
の
神
社
仏
閣
は
思
い
の
ほ
か
立
派
で
あ
る
。

土
佐
の
山
間
、
本
川
郷
（
吾
川
郡
い
の
町
寺
川
）
の
焼
畑
や
狩
猟
な
ど
当
時
の
生
活
や
習
慣
を
よ
く
物
語
る
『
寺

川
郷
談
』
と
い
う
江
戸
中
期
の
古
文
書
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に

昔
は
土
佐
に
も
あ
ら
ず
、
伊
予
へ
も
つ
か
ず
。
河
水
は
悉
く
阿
州
へ
流
る
と
い
へ
ど
も
、
阿
波
へ
も
属
せ

ず
。
筒
井
・
和
田
・
伊
東
・
山
中
・
竹
崎
の
五
党
、
此
郷
を
各
分
ち
て
司
る
と
な
ん

と
あ
り
、
当
時
の
為
政
者
に
と
っ
て
山
の
生
産
性
な
ど
に
関
心
は
少
な
く
、
国
境
の
村
と
し
て
の
位
置
づ
け
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
関
心
の
な
い
山
間
が
戦
後
に
な
っ
て
大
き
く
変
容
し
た
。
戦
後
復
興
に
伴
う
木
材
需
要
に
対
応
し
た
供
給

の
場
と
し
て
、
森
林
軌
道
が
敷
設
さ
れ
、
チ
ェ
ン
ソ
ー
が
導
入
さ
れ
た
。
高
知
営
林
局
の
稼
ぎ
頭
が
魚
梁
瀬
営
林
署

で
、
西
の
雄
が
大
正
営
林
署
で
あ
っ
た
。
一
九
六
四
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
前
後
が
木
材
供
給
の
ピ
ー
ク
で
、
そ

の
頃
の
大
正
町
役
場
が
五
十
人
前
後
で
あ
っ
た
職
員
だ
が
大
正
営
林
署
に
は
臨
雇
さ
ん
を
含
め
二
百
人
近
い
職
員
で

あ
っ
た
。
そ
の
国
有
林
は
伐
り
つ
く
し
、
そ
の
後
の
植
林
も
終
え
て
、
今
で
は
営
林
署
（
森
林
管
理
署
）
も
廃
止
と

な
り
数
名
の
担
当
区
職
員
し
か
い
な
い
惨
憺
た
る
状
況
で
あ
る
。

山
間
の
ヘ
ン
ロ
道
を
歩
く
と
廃
屋
や
廃
屋
に
覆
い
か
ぶ
る
ク
ス
バ
カ
ズ
ラ
の
杜
、
集
落
の
墓
標
の
よ
う
な
鳥
居
。

屋
地
に
植
林
さ
れ
た
木
の
大
き
さ
が
い
つ
の
時
代
の
「
亡
所
」
で
あ
る
か
を
証
明
す
る
。
こ
の
千
年
を
超
え
る
山
の
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暮
ら
し
の
始
ま
り
は
「
逃
散
」
で
あ
り
「
平
家
落
人
」
で
あ
り
「
朱
」
の
採
掘
で
あ
り
、「
木
地
師
」「
鉦
打
」「
山

伏
」
な
ど
流
浪
の
民
の
定
着
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。「
亡
所
」
と
な
っ
た
の
は
こ
こ
数
十
年
の
こ
と
で
あ
る
。
今
で

も
高
齢
者
が
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
里
を
守
っ
て
い
る
が
、
あ
と
五
十
年
で
そ
の
記
憶
す
ら
忘
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

確
か
に
「
ポ
ツ
ン
と
一
軒
家
」
が
人
気
番
組
と
な
っ
て
い
る
が
、
憧
れ
だ
け
で
は
豊
か
な
「
山
の
畑
」
で
の
暮
ら

し
を
再
建
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ポ
ツ
ン
で
は
、
山
で
暮
ら
す
技
術
の
伝
承
す
ら
で
き
な
い
。
一
定
の
集
落
機
能

が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
山
の
暮
ら
し
は
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

焼
山
寺
の
麓
の
神
山
町
で
は
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
「
二
拠
点
居
住
」
政
策
も
積
極
的
に
進
め
て
い
る
が
、
都
市
型

労
働
の
補
完
で
あ
っ
て
、
山
林
を
育
て
山
の
畑
で
働
く
者
が
増
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
焼
山
寺
を
下
っ
た
衛
門
三
郎

の
「
杖
杉
庵
」
で
老
婦
人
に
出
会
い
山
の
暮
ら
し
を
お
聞
き
し
た
。
息
子
二
人
を
医
学
部
へ
、
娘
一
人
を
高
知
女
子

大
に
や
っ
た
と
い
う
。
当
時
、
ひ
と
山
の
百
年
生
の
立
木
を
売
れ
ば
大
学
奨
学
資
金
に
は
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、

子
ど
も
は
山
を
離
れ
、
そ
の
後
の
山
林
が
育
つ
に
は
百
年
か
か
っ
て
し
ま
う
。

山
で
暮
ら
せ
る
と
は
、
山
で
の
稼
ぎ
が
十
分
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

歩
き
遍
路
は
、
山
の
暮
ら
し
の
変
容
を
五
感
で
見
て
聞
い
て
体
感
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

信
仰
の
対
象
と
な
る
「
森
（
盛
り
）」
と
、
暮
ら
し
の
場
と
な
る
「
林
（
生
え
る
）」
が
合
わ
せ
持
っ
て
四
国
遍
路

は
成
り
立
っ
て
い
る
。

山さ
ん
り
ん林

斗と

藪そ
う

す
る
熊
野
や
石
鎚
の
修
験
、
札
所
の
奥
の
院
で
籠
山
行
を
す
る
修
行
僧
、
作
善
廻
行
す
る
高
野
聖
。
こ

の
遊
行
す
る
人
々
が
来
世
の
安
堵
を
民
に
も
た
ら
し
、
現
世
の
利
益
で
あ
る
モ
ノ
づ
く
り
技
術
も
伝
播
す
る
主
体
と

な
っ
て
い
た
。
そ
の
遊
行
す
る
人
々
を
支
え
る
村
が
あ
る
こ
と
で
相
互
に
成
り
立
つ
千
年
の
暮
ら
し
で
あ
っ
た
。「
林
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（
生
え
る
）」
と
い
う
人
工
林
は
山
の
民
が
育
て
な
い
と
ク
ス
バ
カ
ズ
ラ
の
「
森
（
盛
り
）」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

四
国
遍
路
の
世
界
文
化
遺
産
に
向
け
た
「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
の
証
明
」
の
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
弘
法

大
師
信
仰
の
巡
礼
者
と
遍
路
道
だ
け
に
焦
点
が
向
け
ら
て
い
る
。
澄
禅
や
寂
本
も
記
す
よ
う
に
明
治
以
前
の
神
仏
習

合
の
多
様
な
宗
教
者
が
守
り
発
展
さ
せ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
四
国
の
地
形
・
風
土
・
景
観
・
無
形

の
文
化
な
ど
複
層
的
な
価
値
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
の
四
国
遍
路
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
弘
法
大
師

も
修
行
の
地
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
海
の
信
仰
、
山
の
信
仰
の
四
国
の
行
場
を
め
ぐ
り
、
悟
り
を
開
眼
し
た
の
で
あ
る
。

「
四
国
遍
路
」
は
、
辺
地
を
行
場
と
し
て
海
と
山
を
回
遊
す
る
多
様
な
階
層
の
庶
民
信
仰
と
、
そ
れ
を
支
え
る

「
辺
境
＝
山
国
」
に
暮
ら
す
人
々
の
相
乗
作
用
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
。「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
の
証

明
」
の
作
業
に
当
た
っ
て
は
、
山
の
暮
ら
し
を
考
え
る
無
形
の
文
化
運
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
ま

た
、「
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
会
」
に
あ
っ
て
は
、
弘
法
大
師
信
仰
の
世
界
だ
け
で
な
い
四
国
遍
路
を
支
え
る
周
辺

が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
だ
。
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地名アラカルト①

－数える地名－

　モノを数えることは、有史以来繰り返されて

きた暮らしの中で使われてきたしぐさである。

目の前にあるものを数えるときは指を使わない

が、過去の記憶から思い浮かべて数えるとき

は、自然と指を折るしぐさになるのではない

か。その時、あなたは指を折りますか、それと

も立てますか。古代の数え方は、左手の握った

指を親指から一本ずつ立てたという。このと

き、言葉に出すのが数詞である▼日本語の数詞

には「ひ、ふ、み」の古語と、その後移入され

た「イチ、ニイ、サン」の漢語がある▼このよ

うな数詞は地名にも表れる。高知県の小字のう

ち「イチノ谷」が 59 ヶ所、「ニノ谷」が６ヶ

所。「イチノ又」が 30 ヶ所、「ニノ又」が 11 ヶ

所となる。ただ、「イチ」の場合、数詞ではなく

「市」の漢字が当てられている小字「市ノ又」が

14 ヶ所も所在する。この地名群の中に長宗我部

地検帳のホノギとして記された中世以前からの

「イチ」地名が多く比定される。ホノギの脇書き

に給地として「佾給」、「イチヤシキ　佾ゐ」と

あることから、イチ地名は巫女をあらわす「佾」

であることがわかる。地名を漢字で理解すると

土地の歴史景観を誤って読み解くことになる。

また、「ヒノ谷」も 85 ヶ所ある。暮らしにおけ

る水利用の「樋ノ谷」が大部分だろうが、古語

としての数詞「ひ・ノ谷」かもしれない。

-  53 -  

 コロナ時代の四国遍路　四国遍路の移ろい



四
国
遍
路
　
一
日
目
（
四
万
十
町
～
37
～
黒
潮
町
）

高
知
県
高
岡
郡
四
万
十
町
茂
串
町
（
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
）

　
〜
　
三
二･

六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
八
時
間
二
三
分

高
知
県
幡
多
郡
黒
潮
町
上
川
口
（
民
宿
み
や
こ
）

活
動
日
記

三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
か
ら
三
十
八
番
札
所
金
剛
福
寺
へ
向
か
う
途

中
、
黒
潮
町
上
川
口
（
民
宿
み
や
こ
）
で
泊
と
な
っ
た
。
四
国
遍
路
の

な
か
で
も
札
所
間
の
距
離
が
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
長
く
、
健
脚
で
二

泊
三
日
の
行
程
と
な
る
。

今
回
の
旅
の
主
題
は
「
松
浦
武
四
郎
の
軌
跡
を
た
ど
る
」
で
あ
る
。

松
浦
武
四
郎
は
十
六
歳
で
江
戸
に
旅
立
ち
連
れ
戻
さ
れ
た
。
故
郷
の

松
坂
は
年
間
五
百
万
人
と
も
い
わ
れ
る
伊
勢
詣
で
賑
わ
う
所
。
幼
少
か

ら
往
来
す
る
全
国
の
旅
人
の
話
を
そ
ば
耳
立
て
、
い
つ
か
そ
の
地
を
訪

ね
た
い
思
い
に
駆
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
十
八
歳
で
西
国
の
旅
に
出
て

四
国
に
立
ち
寄
っ
た
の
が
江
戸
末
期
の
一
八
三
六
年
頃
。
四
国
遍
路
の

旅
を
し
た
武
四
郎
の
記
録
『
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
（
以
下
「
武
四
郎
」

と
引
用
す
る
場
合
は
こ
の
「
道
中
雑
誌
」
を
い
う
）』
は
吉
田
武
三
編

37番札所岩本寺本堂の天井絵（四万十町窪川）

四
国
遍
路  

一
日
目
（
四
万
十
町
～
37
～
黒
潮
町
）
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『
松
浦
武
四
郎
紀
行
集
・
中
（
冨
山
房
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
地
名
を
た
ど
る
旅
レ
ポ
ー
ト
を
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
の
「
活
動
日
記
」（〈https://yam

ap･com
/users/279155

〉）

と
し
て
毎
日
報
告
し
た
が
、
そ
れ
を
再
編
集
し
た
も
の
が
四
国
遍
路
三
十
九
日
の
日
め
く
り
「
活
動
日
記
」
で
あ

る
。
武
四
郎
の
記
録
し
た
地
名
の
今
を
訪
ね
る
「
令
和
の
考
現
学
」
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
に
掲
載
す
る
写
真
は
武
四
郎
が
記
録
し
た
地
名
を
入
れ
込
ん
だ
風
景
。
地
名
と
風
土
が
少
し
は
見
え

て
く
る
そ
の
日
の
印
象
的
な
一
枚
の
絵
と
し
た
。

こ
の
「
活
動
日
記
」
で
は
、「
歩
く
」
こ
と
を
楽
し
む
個
人
的
な
メ
モ
と
、
歩
い
た
道
の
ロ
グ
と
写
真
を
持
っ
て

道
案
内
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
路
地
裏
を
覗
い
た
り
バ
ス
停
の
表
示
板
を
写
真
に
撮
る
な
ど
不
審
者
に
間
違

わ
れ
た
ら
い
け
な
い
の
で
ヘ
ン
ロ
姿
の
装
束
で
手
に
は
錫
杖
を
持
っ
た
。
錫
杖
は
山
道
で
の
熊
鈴
が
わ
り
で
も
あ

る
。
と
は
い
え
、
札
所
を
参
拝
し
知
人
の
病
気
平
癒
な
ど
の
祈
念
も
し
っ
か
り
行
う
。

初
日
は
「
歩
く
こ
と
の
慣
ら
し
」
と
思
っ
て
い
た
が
、
結
果
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
道
程
と
な
っ
た
。

朝
、
自
宅
か
ら
妻
の
運
転
で
岩
本
寺
へ
向
か
う
。
三
十
分
の
間
、
コ
ロ
ナ
対
応
の
注
意
点
を
コ
ン
コ
ン
と
言
い
聞

か
さ
れ
た
。
五
社
（
高
岡
神
社
）
か
ら
の
出
発
に
し
よ
う
か
と
悩
ん
だ
が
納
経
帳
な
ど
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
直
接

岩
本
寺
に
向
か
っ
た
。
初
め
て
の
遍
路
の
所
作
で
あ
る
。
山
門
で
一
礼
し
、
手
水
口
に
向
か
っ
た
が
コ
ロ
ナ
の
時
代

は
消
毒
ス
プ
レ
ー
。
岩
本
寺
は
非
接
触
型
の
自
動
で
噴
霧
さ
れ
る
優
れ
も
の
だ
っ
た
。
鐘
・
ろ
う
そ
く
・
線
香
も
省

略
し
、
本
堂
前
で
一
礼
し
て
ま
ず
お
賽
銭
を
百
円
。
五
円
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
足
し
て
お
賽
銭
箱
に
入
れ
る
。
作
法
は

先
に
読
経
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
ろ
う
そ
く
・
線
香
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
お
賽
銭
を
先
に
し
た
。
鰐
口
を
鳴
ら

し
、
御
本
尊
御
真
言
を
書
い
て
い
る
所
に
進
み
、
不
慣
れ
な
棒
読
み
三
回
。
山
本
洋
Ｄ
ｒ
の
病
気
平
癒
、
母
の
三
回
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忌
追
善
供
養
、
百
歳
ま
で
健
康
に
妻
と
も
ど
も
生
き
る
決
意
表
明
を
し
た
後
に
、
ま
っ
さ
ら
な
経
本
の
般
若
心
経
を

た
ど
た
ど
し
く
読
経
と
な
る
。
大
師
堂
で
は
、
読
経
を
し
て
歩
き
遍
路
の
決
意
表
明
を
す
る
。
そ
の
後
に
納
経
所
に

向
か
う
と
い
う
手
抜
き
遍
路
の
作
法
で
あ
る
。
納
経
所
に
寺
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
あ
れ
ば
境
内
の
配
置
図
な
ど
必
要

な
所
を
写
真
に
撮
る
。
納
経
所
が
す
い
て
い
れ
ば
御
朱
印
を
い
た
だ
く
人
に
思
い
つ
く
質
問
を
簡
便
に
す
る
。
遍
路

の
所
作
が
す
ん
で
か
ら
境
内
の
調
査
と
な
る
。
岩
本
寺
は
本
堂
の
天
井
絵
が
有
名
で
あ
る
。
高
田
屋
嘉
兵
衛
の
ヘ
ン

ロ
石
も
あ
る
。
境
内
を
散
策
し
て
次
に
向
か
う
。
こ
ん
な
流
れ
が
札
所
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
と
な
っ
た
。

五
社
か
ら
岩
本
寺
へ
の
へ
ん
ろ
道
は
、
四
万
十
川
に
架
る
橋
を
渡
っ
て
右
に
曲
が
り
堀
切
を
抜
け
る
と
窪
川
中
学

校
に
さ
し
か
か
る
。
こ
こ
か
ら
学
園
通
り
を
東
に
向
か
い
窪
川
高
校
を
過
ぎ
た
頃
に
左
側
に
旧
道
の
側
道
が
あ
る
。

そ
れ
を
進
む
と
四
国
電
力
窪
川
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー
の
三
差
路
と
な
る
。
左
側
に
ヘ
ン
ロ
石
が
あ
る
三
差
路
を
右
折

し
て
琴
平
町
筋
を
ま
っ
す
ぐ
進
む
と
岩
本
寺
で
あ
る
。
門
前
通
り
に
は
古
い
商
店
が
軒
を
連
ね
る
。「
水
口
」
の
芋

天
や
、
ラ
ー
メ
ン
の
「
駒
鳥
」「
田
辺
ベ
ー
カ
リ
ー
」
の
メ
ロ
ン
パ
ン
、
コ
ー
ヒ
ー
の
「
純
」、
和
菓
子
の
「
松
鶴

堂
」、
旬
の
柑
橘
類
を
そ
ろ
え
る
「
ま
る
い
」
な
ど
遍
路
の
道
草
が
楽
し
め
る
。

岩
本
寺
を
半
時
間
く
ら
い
で
納
め
、
遠
い
足
摺
へ
の
道
と
な
る
。
町
筋
を
抜
け
国
道
五
十
六
号
線
を
南
に
進
む
。

昨
年
、
四
国
遍
路
の
練
習
に
足
摺
ま
で
は
歩
い
た
道
な
の
で
迷
う
こ
と
は
な
い
が
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
（
歩
き
遍
路
の

必
携
冊
子
『
四
国
遍
路
ひ
と
り
歩
き
同
行
二
人
　
地
図
編
』
の
こ
と
）
の
遍
路
道
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
金
上

野
の
高
知
自
動
車
道
四
万
十
町
東
Ｉ
Ｃ
入
口
を
過
ぎ
る
と
一
気
に
車
の
量
が
少
な
く
な
る
。
上
り
道
を
進
む
と
「
カ

ロ
ウ
ト
峠
」。
県
下
に
多
い
カ
ロ
ウ
ト
地
名
だ
が
信
仰
地
名
・
葬
送
地
名
の
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
緩
や
か
な
峠
が

「
五
在
所
ノ
峯
」
の
窪
川
側
の
登
り
口
と
な
る
。
東
の
横
倉
山
（
越
知
町
）
と
と
も
に
古
来
よ
り
土
佐
修
験
の
山
と
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し
て
有
名
で
、
頂
上
付
近
に
は
修
験
場
の
跡
も
あ
り
、
麓
に
は
山
伏
野
・
ミ
コ
ノ
川
と
い
っ
た
小
字
地
名
も
刻
ん
で

い
る
。
山
名
の
由
来
は
、
山
頂
か
ら
五
つ
の
在
所
（
人
里
）
を
見
渡
せ
る
峰
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
五
在
所
と

は
地
元
の
五
社
、
五
羽
の
瑞
鳥
伝
説
、
仁
井
田
五
人
衆
の
領
地
を
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
地
元
の
別
名
に
降
在

所
山
と
い
う
の
も
あ
る
。
信
州
の
上
高
地
が
神
降
地
か
ら
転
訛
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
由
来
は
同
じ
と
い
え
る
。

少
し
下
れ
ば
峰
ノ
上
集
落
。
こ
こ
か
ら
国
道
を
離
れ
ヘ
ン
ロ
道
と
な
る
。
こ
こ
は
郡
境
で
道
番
所
の
跡
も
あ
り
、

石
畳
で
設
え
た
旧
往
還
道
で
あ
る
。
こ
の
ヘ
ン
ロ
道
ら
し
い
片
坂
は
そ
の
名
の
と
お
り
下
る
だ
け
の
坂
で
あ
る
。
澄

禅
が
江
戸
初
期
の
四
国
遍
路
を
記
録
し
た
『
四
国
辺
路
日
記
（
以
下
「
澄
禅
」
と
引
用
す
る
場
合
は
こ
の
「
四
国

辺
路
日
記
」
を
い
う
）』
に
は
「
窪
川
を
出
、
片
坂
を
越
え
る
。
東
か
ら
西
へ
は
登
る
感
じ
も
な
く
峠
ま
で
上
が
っ

て
い
く
。
下
り
は
つ
る
べ
落
と
し
の
よ
う
な
急
な
坂
で
あ
る
。」
と
片
・
坂
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
実

際
、
海
岸
の
中
土
佐
町
か
ら
「
添
え
蚯
蚓
」
か
「
大
坂
」
の
へ
ん
ろ
道
を
一
気
に
上
り
つ
め
る
と
「
七
子
峠
（
標
高

二
九
〇
メ
ー
ト
ル
）」
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
高
南
台
地
（
窪
川
台
地
）
の
平
坦
な
道
を
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
途
中

に
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
が
あ
る
）
進
ん
で
郡
境
の
片
坂
で
あ
る
。
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
歩
け
ば
き
つ
い
登
り
は

す
っ
か
り
忘
れ
て
片
坂
と
思
う
の
だ
ろ
う
。

下
る
と
市
野
瀬
、
そ
こ
か
ら
程
な
く
橘
川
と
な
る
。
平
成
の
合
併
で
旧
大
方
町
に
も
橘
川
の
大
字
が
あ
る
た
め
佐

賀
橘
川
と
変
更
さ
れ
た
。
振
り
向
く
と
五
在
所
ノ
峯
の
山
容
が
火
打
の
よ
う
に
美
し
い
。
こ
の
橘
川
で
初
め
て
の
お

接
待
を
受
け
る
。「
ち
ょ
っ
と
休
ん
で
い
か
ん
か
よ
」
と
の
誘
い
で
庭
に
入
る
と
冷
た
い
飲
み
物
、
あ
っ
た
か
い
飲

み
物
、
ち
ょ
っ
と
し
た
食
べ
物
を
用
意
し
て
あ
る
。
小
型
冷
蔵
庫
に
入
っ
て
い
た
ト
マ
ト
ジ
ュ
ー
ス
を
い
た
だ
い

た
。
Ｉ
タ
ー
ン
で
こ
こ
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。
そ
れ
以
上
詳
し
く
は
聞
け
な
い
よ
う
な
の
で
礼
を
述
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べ
て
お
い
と
ま
し
た
。

拳
ノ
川
に
は
ヘ
ン
ロ
小
屋
十
三
号
が
あ
る
。
そ
の
隣
に
は
「
土
佐
佐
賀
温
泉
こ
ぶ
し
の
さ
と
」
が
あ
り
、
こ
ち
ら

で
昼
食
と
し
た
。
国
道
五
十
六
号
線
の
上
り
は
、
こ
の
黒
潮
拳
ノ
川
Ｉ
Ｃ
入
口
か
ら
高
知
に
向
か
う
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ま
で
少
な
か
っ
た
車
の
通
行
が
一
気
に
増
す
こ
と
に
な
る
。
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
国
道
を
離

れ
伊
与
木
川
を
右
岸
に
渡
り
町
道
を
進
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
国
道
に
足
を
進
め
た
。
ヘ
ン
ロ
道
で

あ
る
熊
井
隧
道
は
自
動
車
専
用
道
の
工
事
に
よ
り
通
行
止
め
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
国
道
を
藤
縄
へ
と
迂

回
し
た
。

「
熊
井
隧
道
」
は
明
治
三
十
八
年
に
建
設
さ
れ
た
自
然
石
と
レ
ン
ガ
の

隧
道
で
お
遍
路
さ
ん
人
気
の
ト
ン
ネ
ル
で
あ
る
。「
ト
ン
ネ
ル
と
い
う
も

の
は
入
口
は
大
き
い
が
出
口
は
小
さ
い
も
の
ぢ
ゃ
の
う
」
と
言
っ
た
人
が

い
る
と
い
う
が
、
今
で
は
お
遍
路
さ
ん
し
か
利
用
し
な
い
静
か
な
土
木
遺

産
の
遍
路
道
ト
ン
ネ
ル
だ
。
高
群
逸
枝
が
熊
井
の
ト
ン
ネ
ル
を
歩
い
た
の

は
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
八
月
三
日
。「
単
調
な
道
に
ト
ン
ネ
ル
と
い

う
一
つ
の
変
化
が
あ
る
事
は
愉
快
で
あ
る
。
足
の
痛
さ
も
一
時
忘
れ
た
。

声
を
出
す
と
ガ
ン
と
響
く
」
と
少
女
の
よ
う
に
大
は
し
ゃ
ぎ
し
て
歌
を
歌

い
大
声
を
出
し
て
ト
ン
ネ
ル
の
反
響
を
楽
し
ん
で
い
る
。

佐
賀
の
町
に
着
い
た
の
は
十
四
時
を
過
ぎ
て
い
た
。
明
治
以
前
は
佐
賀

の
下
馬
地
か
ら
山
越
え
で
伊
田
に
抜
け
て
い
た
よ
う
だ
が
、
イ
エ
ロ
ー

熊井隧道 （明治38年竣工） 

-  58 -  



ブ
ッ
ク
に
も
表
示
は
な
く
、
武
四
郎
の
歩
い
た
海
岸
通
り
を
進
ん
だ
。
こ
の
佐
賀
は
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
の
津
波

予
測
が
最
大
で
「
三
四･

四
メ
ー
ト
ル
」
だ
と
公
表
さ
れ
た
地
域
。
町
な
か
に
は
二
十
二
メ
ー
ト
ル
の
津
波
避
難
タ

ワ
ー
が
そ
び
え
て
い
る
。
こ
こ
佐
賀
か
ら
足
摺
ま
で
海
岸
に
沿
っ
た
遍
路
道
が
続
く
。

宿
の
「
民
宿
み
や
こ
」
に
着
い
た
の
は
十
七
時
を
回
っ
て
い
た
。
遅
く
て
も
十
六
時
に
は
宿
に
着
く
と
い
う
目
標

が
道
草
を
く
い
す
ぎ
て
初
日
か
ら
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宿
は
夕
食
の
準
備
が
で
き
な
い
と
の
こ
と
で
、
す
ぐ
に

友
人
に
連
絡
。
今
日
二
度
目
の
お
接
待
は
夕
食
で
あ
る
。
友
人
山
沖
幸
喜
の
お
接
待
を
「
居
酒
屋
ぽ
こ
ぺ
ん
」
で
受

け
た
。
旅
の
出
立
に
当
た
り
頭
を
丸
め
て
み
た
が
、
今
風
の
「
二
ブ
ロ
ッ
ク
ボ
ウ
ズ
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん

な
坊
主
モ
ド
キ
も
般
若
湯
を
や
り
過
ぎ
て
初
日
か
ら
先
祖
返
り
の
酒
飲
み
坊
主
。「
南
」
と
「
久
保
田
」
を
ご
馳
走

に
な
っ
た
。
肴
も
実
に
美
味
し
か
っ
た
。

岩
本
寺
（
第
三
十
七
番
札
所 

藤ふ
じ
い
さ
ん

井
山 
五ご

ち智
院い

ん 

岩い
わ
も
と
じ

本
寺
）

御
詠
歌
：
六
つ
の
ち
り
五
つ
の
社
あ
ら
わ
し
て
　
ふ
か
き
仁
井
田
の
神
の
た
の
し
み

宗
　
派
：
真
言
宗
智
山
派
　
本
尊
：
不
動
明
王
・
観
世
音
菩
薩
・
阿
弥
陀
如
来
・
薬
師
如
来
・
地
蔵
菩
薩

開
　
基
：
行
基
菩
薩
（
寺
伝
）

創
　
建
：
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）（
寺
伝
）　
　
所
在
：
高
岡
郡
四
万
十
町
茂
串
町

五
社
の
別
当
寺
　
五
社
（
仁
井
田
神
社
・
高
岡
神
社
）
の
別
当
寺
と
し
て
天
長
三
年
（
八
二
六
）
に
建
立
さ
れ
た

福
円
満
寺
（
廃
寺
）
の
後
身
と
し
て
役
割
を
担
っ
た
の
が
岩
本
坊
。
岩
本
坊
は
五
社
か
ら
足
摺
の
金
剛
福
寺
へ
向

か
う
宿
坊
と
し
て
い
た
が
、
十
六
世
紀
末
に
焼
失
し
再
興
さ
れ
岩
本
寺
と
な
っ
た
。
ま
た
、
川
の
増
水
で
五
社
に
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詣
で
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
岩
本
坊
が
仮
の
札
所
と
な
っ
て
い
た

よ
う
だ
。
高
野
山
の
学
僧
・
寂
本
が
元
禄
年
間
に
著
し
た
『
四
国
徧
礼
霊

場
記
（
以
下
「
寂
本
」
と
引
用
す
る
場
合
は
こ
の
「
霊
場
記
」
を
い
う
）』

に
「
仁
井
田
五
社
の
別
当
は
岩
本
寺
と
い
う
。
社
か
ら
十
町
余
り
離
れ
た

久
保
川
の
町
に
そ
の
寺
が
あ
る
」
と
あ
る
。
江
戸
期
に
な
る
と
京
都
の
仁

和
寺
末
寺
と
な
り
仁
井
田
郷
、
窪
川
郷
の
神
社
は
全
て
当
寺
の
管
掌
下
に

あ
っ
た
と
い
う
。
明
治
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

に
は
岩
本
寺
も
廃
寺
と
な
っ
た
。
高
群
逸
枝
の
『
娘
巡
礼
記
』（
朝
日
選

書
、
八
四
ペ
ー
ジ
）
に
は
、
八
幡
浜
の
大
黒
山
吉
蔵
寺
に
三
千
五
百
円
で

本
尊
と
納
経
の
版
を
売
却
。
札
所
番
号
が
遠
く
離
れ
る
こ
と
か
ら
混
乱
も

あ
り
、
後
日
、
買
い
戻
さ
れ
元
に
戻
っ
た
と
、
当
時
の
い
き
さ
つ
に
つ
い

て
書
か
れ
て
い
る
。

岩
本
寺
だ
け
で
は
な
い
が
、
札
所
も
そ
れ
ぞ
れ
深
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
群
は
「
寺

（
岩
本
寺
）
を
出
て
坂
（
呼
坂
）
を
上
り
暑
さ
に
苦
し
み
な
が
ら
仁
井
田
村
平
串
と
い
ふ
村
落
の
宿
屋
に
泊
ま
る
」

と
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
高
岡
郡
四
万
十
町

37番札所岩本寺（四万十町茂串町）
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久
保
川
村
（
窪
川
）
お
ほ
さ
き
（
窪
川
字
岡
崎
）
古
市
川
（
吉
見
川
）
坂
（
カ
ロ
ウ
ト
坂
）
峯
の
う
へ

村
（
峰
ノ
上
）
か
た
坂
（
片
坂
）

■
高
知
県
幡
多
郡
黒
潮
町

　
一
ノ
瀬
村
（
市
野
瀬
）
立
花
川
村
（
佐
賀
橘
川
）
こ
ぶ
し
の
川
村
（
拳
ノ
川
）
か
い
な
村
（
荷
稲
）
こ

く
ろ
の
川
（
小
黒
ノ
川
）
ふ
バ
わ
ら
村
（
不
破
原
）
熊
井
村
（
熊
井
）
駒
越
坂
（
不
明
）
藤
縄
村
（
藤

縄
）
獅
子
石
村
（
佐
賀
・
白
石
集
落
）
中
津
の
村
（
佐
賀
・
中
角
集
落
）
佐
賀
浦
町
（
佐
賀
）
い
よ
き
谷

（
伊
与
木
川
）
白
濱
町
（
白
浜
）
な
だ
ミ
ね
坂
（
灘
坂
）
い
だ
村
（
伊
田
）
い
が
わ
村
（
有
井
川
）
川
口

村
（
上
川
口
）

へ
ん
ろ
宿

高
野
聖
で
あ
っ
た
真
念
が
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
書
い
た
遍
路
案
内
本
『
四
国
徧
禮
道
指
南
（
以
下
「
真

念
」
と
引
用
す
る
場
合
は
こ
の
「
道
指
南
」
を
い
う
）』
に
「
〇
く
ぼ
川
村
　
此
町
し
も
も
と
七
郎
兵
衛
宿
を
か
し

善
根
な
す
人
あ
り
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
中
期
に
は
、
善
根
宿
も
遍
路
道
沿
い
に
構
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
武
四
郎
は
「
久
保
川
村
」
を
「
少
し
の
町
也
。
止
宿
す
る
ニ
よ
し
」
と
書
く
。
三
十
六
番
札
所

青
龍
寺
か
ら
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
十
八
番
札
所
金
剛
福
寺
ま
で
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
長
い
へ
ん
ろ
道
の
中
間

の
町
と
な
る
窪
川
で
ゆ
る
り
と
滞
在
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
、
武
四
郎
は
「
止
宿
す
る
に
よ
し
」
と
は
書
い
て
い

る
が
、
ど
こ
に
泊
ま
っ
た
か
の
記
載
は
な
く
宿
の
事
情
も
不
明
で
あ
る
。

岩
本
寺
周
辺
に
は
、
旅
館
か
ら
ホ
テ
ル
ま
で
何
軒
も
あ
る
が
、
近
年
「
美
馬
旅
館
は
な
れ
　
木
の
ホ
テ
ル
」
が
で

-  61 -  

四国遍路　一日目（四万十町～ 37 ～黒潮町）



き
た
。
そ
れ
は
京
都
の
町
家
風
の
洒
落
た
木
の
ホ
テ
ル
だ
が
、
バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
風
の
遍
路
に
は
似
合
わ
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
歩
き
遍
路
は
、
岩
本
寺
の
宿
坊
を
利
用
す
る
の
が
便
利
で
、
境
内
の
離
れ
に
は
無
賃
の
宿
坊
も
あ
る
。

岩
本
寺
か
ら
逆
打
ち
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
ロ
ッ
ジ
旅
籠
屋
・
四
万
十
店
」、
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
西
の

仁
井
田
に
は
「
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
四
〇
〇
一
〇
」
も
あ
る
。

遍
路
に
と
っ
て
宿
は
一
番
の
心
配
事
で
あ
る
。
一
応
、
朝
七
時
頃
に
出
立
し
て
夕
方
四
時
前
に
は
宿
に
着
く
日
程

で
、
休
憩
も
入
れ
て
一
時
間
に
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
計
算
し
、
次
の
宿
泊
地
を
決
め
る
の
だ
が
、
ち
ょ
う
ど

の
具
合
で
宿
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
天
気
や
坂
の
高
低
に
よ
り
歩
く
時
間
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
歩

き
遍
路
の
情
報
交
換
で
得
る
「
泊
ま
っ
て
み
た
い
遍
路
宿
」
に
泊
ま
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
日
の
体
調
や
行
程

を
見
極
め
て
宿
の
予
約
を
入
れ
る
の
だ
が
、
遅
す
ぎ
て
は
満
室
で
泊
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
宿
の
食

事
の
準
備
に
迷
惑
も
か
け
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
あ
ん
ば
い
で
、
目
標
は
、
前
日
の
昼
前
に
予
約
を
入
れ
る
こ
と
に
し

た
。
宿
は
、
広
い
風
呂
・
洋
式
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト
・
Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
・
二
食
付
き
の
六
時
か
ら
朝
食
の
四
項
目
が
個
人
的

な
選
択
基
準
で
あ
る
。

こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
界
「
坂
と
峠
」

坂
や
峠
は
歩
く
の
に
は
難
渋
す
る
が
、
ま
だ
見
ぬ
向
こ
う
の
世
界
に
は
期
待
を
寄
せ
て
し
ま
う
。
車
社
会
と
な

り
、
新
し
い
道
や
ト
ン
ネ
ル
が
造
ら
れ
、
今
で
は
忘
れ
去
ら
れ
た
峠
で
あ
る
。
坂
は
そ
の
道
す
が
ら
の
思
い
を
巡
ら

す
夢
の
途
中
。
峠
に
は
決
ま
っ
て
地
蔵
が
す
え
ら
れ
て
お
り
、
新
し
い
風
が
吹
く
。
こ
の
世
と
あ
の
世
、
世
俗
と
修

験
、
日
常
と
非
日
常
。
そ
の
空
間
を
仕
切
る
結
界
の
地
物
が
峠
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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そ
の
往
来
の
峠
は
山
の
尾
根
の
た
わ
ん
だ
鞍
部
を
さ
す
が
、
四
万
十
町
で
は
「
タ
オ
」「
ト
ー
」
と
呼
ぶ
。
小
字

で
見
れ
ば
「
越
・
腰
・
串
（
コ
エ
・
コ
シ
・
ク
シ
）」
も
多
く
、
こ
れ
も
鞍
部
を
さ
す
地
名
だ
ろ
う
。

武
四
郎
は
道
中
雑
誌
で
四
十
六
カ
所
の
坂
を
記
し
、
そ
の
う
ち
三
十
六
カ
所
に
坂
の
名
称
を
付
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
高
岡
郡
と
幡
多
郡
の
境
界
と
な
る
片
坂
が
あ
る
が
、
武
四
郎
は
「
片
坂
　
下
り
て
」
と
の
み
の
書
き
よ
う
で

あ
る
。

『
大
方
町
史
』
の
遍
路
道
の
変
遷
の
項
に
「
佐
賀
の
藤
縄
か
ら
山
越
え
で
米
原
に
入
り
、
ニ
ガ
キ
坂
を
下
っ
て
蜷

川
を
経
て
浮
津
に
入
る
近
道
（
伊
与
木
近
道
）
が
あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
佐
賀
の
郷
土
史
家
・
野
坂
さ
ん
が

「
こ
の
伊
与
木
近
道
を
通
る
人
は
三
分
の
一
く
ら
い
か
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
澄
禅
、
真
念
、
寂
本
、
武
四
郎
な
ど

の
遍
路
道
程
を
見
て
も
だ
れ
も
こ
の
道
を
記
し
て
い
な
い
。
六
部
、
聖
、
木
地
師
、
修
験
、
マ
タ
ギ
、
か
っ
た
い
と

い
っ
た
特
定
の
者
が
利
用
す
る
「
か
く
れ
道
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。

真
念
や
寛
政
の
名
所
絵
図
に
は
「
く
ま
井
村
」「
く
ま
こ
え
坂
（
武
四
郎
は
駒
越
坂
と
あ
る
）」「
し
ら
い
し
」「
中

つ
の
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
江
戸
期
も
現
在
も
こ
の
ル
ー
ト
が
通
常
の
へ
ん
ろ
道
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

行
路
病
者

山
本
和
加
子
の
『
四
国
遍
路
の
民
衆
史
』
に
病
人
遍
路
の
話
が
あ
る
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
こ
と
、
越

前
か
ら
き
た
亀
吉
と
い
う
遍
路
が
橘
村
で
病
気
と
な
り
五
日
後
に
死
亡
。
そ
の
養
生
と
死
亡
の
手
続
き
に
合
計
銀

四
十
一
匁
か
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
費
用
を
一
村
で
は
ま
か
な
い
き
れ
な
い
た
め
幡
多
郡
役
所
は
仁
井
田
郷
、
上
山

郷
、
下
山
郷
の
沿
道
各
村
に
費
用
分
担
さ
せ
一
件
落
着
と
な
っ
た
と
い
う
。
著
者
は
橘
村
を
伊
与
喜
郷
（
幡
多
郡
黒

-  63 -  

四国遍路　一日目（四万十町～ 37 ～黒潮町）



潮
町
）
の
橘
川
村
と
し
て
い
る
が
、
下
山
郷
（
四
万
十
市
西
土
佐
橘
）
の
橘
村
の
こ
と
で
あ
る
。
土
佐
藩
の
法
制
史

史
料
集
『
憲
章
簿
』
の
第
五
巻
遍
路
之
部
に
「
於
橘
村
病
死
辺
路
作
配
取
扱
之
事
（
四
七
八
ペ
ー
ジ
）」
に
そ
の
顛

末
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
あ
の
当
時
で
も
「
行
き
倒
れ
」
者
の
援
助
は
村
の
役
割
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
遍

路
道
沿
い
の
村
に
と
っ
て
は
大
変
迷
惑
な
話
で
も
あ
る
。
今
で
も
「
行
路
人
」
に
対
し
て
の
援
助
は
村
（
市
町
村
）

の
役
割
と
な
っ
て
い
る
の
は
昔
か
ら
の
慣
行
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
『
憲
章
簿
』
に
は
江
戸
期
に
お
け
る
土
佐

藩
の
遍
路
事
情
が
分
か
る
古
文
書
六
十
七
件
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

消
え
た
白
田
川
村

武
四
郎
が
歩
い
て
い
る
こ
ろ
に
は
な
い
明
治
の
町
村
合
併
で
で
き
た
合
成
村
名
。
こ
の
明
治
の
合
併
で
武
四
郎
が

記
録
し
た
地
名
の
多
く
は
大
字
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）、
幡
多
郡
上
川
口
村
、
伊
田
村
、

白
浜
村
、
有
井
川
村
、
蜷
川
村
が
合
併
し
て
生
ま
れ
た
自
治
体
名
称
で
旧
村
名
の
一
字
を
と
り
白
田
川
と
名
づ
け
ら

れ
た
。
大
方
町
に
合
併
後
も
白
田
川
中
学
校
の
名
は
残
っ
た
が
学
校
統
合
に
よ
り
今
は
消
え
た
地
名
と
な
っ
た
。
旧

校
庭
は
防
災
用
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
発
着
場
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
の
合
併
で
こ
の
よ
う
な
合
成
地
名
が
多
く
生
ま
れ
そ
し
て
消
え
て
い
っ
た
。
土
佐
郡
宗
安
寺
村
、
行
川
村
、

針
原
村
、
成
山
村
、
槇
村
、
上
里
村
、
葛
山
村
、
去
坂
村
、
横
矢
村
、
竹
ヶ
奈
路
村
、
領
家
村
、
唐
岩
村
、
小
山

村
、
梅
ノ
木
村
、
増
原
村
、
中
追
村
の
十
六
カ
村
を
「
十
六
村
」
と
し
た
。
こ
の
山
道
の
往
来
で
ま
と
ま
っ
て
い
た

山
の
村
は
、
大
正
・
昭
和
と
車
社
会
の
到
来
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
交
通
の
便
利
な
里
の
町
に
合
併
さ
れ
て
い
っ
た
。

明
治
の
合
併
で
極
め
付
き
の
自
治
体
名
称
は
「
清
哲
村
」。
山
梨
県
巨
摩
郡
水
上
村
・
青
木
村
・
折
居
村
・
樋
口
村
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が
合
併
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
漢
字
の
部
首
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
っ
た
も
の
あ
る
。

平
成
の
合
併
は
自
治
体
名
称
を
イ
メ
ー
ジ
戦
略
に
利
用
し
た
命
名
が
多
く
み
ら
れ
る
。
四
万
十
町
、
黒
潮
町
、

四
万
十
市
も
そ
の
一
つ
だ
ろ
う
。「
南
セ
ン
ト
レ
ア
市
」
も
こ
の
最
た
る
も
の
だ
が
住
民
の
反
発
で
、
合
併
そ
の
も

の
も
頓
挫
し
た
結
果
と
な
っ
た
。

地名アラカルト②

－山の暮らし・焼畑－

　民族文化映像研究所の姫田忠義所長が、自

ら撮影した記録映画「椿山ー焼畑に生きる

（1997/ 高知県）」を携えて大正中央公民館に

やってきたのは 20 年位前であった。それ以

降「粥川風土記（2005/ 岐阜県）」「シシリム

カのほとりで（1996/ 北海道）」「奥会津の木

地師（1976/ 福島県）」なども上映された。上

映会の呼びかけ人はいつも無手無冠酒造の山

本紀子さんで、映画鑑賞の後、姫田所長を囲

んでの座談会は恒例となっていた▼姫田氏が

亡くなったのは 2013 年 7 月 29 日、84 歳であっ

た。日本各地に残る基層文化と狩猟や焼畑、

川漁などの山の生業を映像におさめた氏の作

品群は 150 本を超える▼この「椿山」は、石

鎚山系の南方、池川町を流れる土居川の上流

域の急峻な渓谷の斜面にある。当時は戸数 30

戸ほどの小集落。この椿山の焼畑を中心とし

た一年の生活と集落の人々の生きざまを 4 年

間にわたって記録した民俗映像である。日本

での焼畑は終焉している。これが最後の焼畑

記録映像であろうが、姫田氏はこのほかにも

「西米良の焼畑（1985/ 宮崎県）」「奈良田の焼

畑（1986/ 山梨県）」「茂庭の焼畑（1992/ 福島

県）」「竹の焼畑（2001/ 鹿児島県）」の焼畑作

品がある。もう消えた焼畑の暮らしが語る世

界
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四
国
遍
路
　
二
日
目
（
黒
潮
町
～
土
佐
清
水
市
）

高
知
県
幡
多
郡
黒
潮
町
上
川
口
（
民
宿
み
や
こ
）

　
〜
　
三
五･

四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
四
六
分

高
知
県
土
佐
清
水
市
大
岐
（
民
宿
大
岐
の
浜
）

活
動
日
記

三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
か
ら
三
十
八
番
札
所
金
剛
福
寺
へ
向
か
う
二

日
目
は
、
黒
潮
町
上
川
口
の
「
民
宿
み
や
こ
」
か
ら
土
佐
清
水
市
の

「
民
宿
大
岐
の
浜
」
ま
で
。
コ
ロ
ナ
禍
で
四
万
十
川
渡
し
や
土
佐
清
水

市
下
ノ
加
江
の
安
く
て
泊
ま
れ
る
人
気
宿
（
ロ
ッ
ジ
カ
メ
リ
ア
）
な
ど

休
止
中
で
あ
っ
た
。

「
民
宿
み
や
こ
」
は
サ
ー
フ
ァ
ー
の
宿
で
も
あ
る
。
宿
の
下
の
入
野

海
岸
か
ら
平
野
海
岸
ま
で
の
海
岸
線
は
サ
ー
フ
ァ
ー
の
聖
地
。
こ
の
入

野
海
岸
か
ら
は
こ
れ
か
ら
の
道
の
り
が
遠
く
足
摺
岬
ま
で
見
え
る
。
今

日
の
波
乗
り
ポ
イ
ン
ト
は
田
野
浦
海
岸
の
波
が
よ
か
っ
た
よ
う
だ
。

サ
ー
フ
ァ
ー
仲
間
が
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
多
く
群
れ
て
い
た
。

こ
の
黒
潮
町
は
南
海
ト
ラ
フ
地
震
で
想
定
津
波
「
三
四･

四
メ
ー
ト

ル
」
が
公
表
さ
れ
た
所
。
入
野
松
原
に
あ
る
賀
茂
神
社
に
は
津
波
の
自

徳右衛門の道標（黒潮町入野松原）

四
国
遍
路  

二
日
目
（
黒
潮
町
～
土
佐
清
水
市
）
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然
災
害
伝
承
碑
が
二
つ
も
あ
っ
た
。
隣
の
大
方
あ
か
つ
き
館
付
近
で
徳
右
衛
門
の
標
石
を
偶
然
に
も
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
た
。

昨
日
の
お
礼
か
た
が
た
、
黒
潮
町
出
口
の
山
沖
宅
を
訪
ね
、
重
ね
て
コ
ー
ヒ
ー
の
お
接
待
を
求
め
た
。
次
に
、
双ふ

た

海み

、
竹
島
へ
と
向
か
う
。
双
海
で
面
白
い
電
力
柱
を
見
か
け
た
。
電
柱
に
は
表
示
板
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
電
力
板

は
「
イ
ヤ
（
伊
屋
）」、
電
信
板
が
「
双
海
」
で
あ
る
。
昭
和
の
合
併
で
伊
屋
が
大
方
町
か
ら
中
村
市
に
配
置
分
合
さ

れ
た
と
き
、
伊
屋
か
ら
双
海
に
地
名
を
改
称
し
た
。
つ
ま
り
、
電
力
が
敷
設
さ
れ
た
と
き
は
伊
屋
で
、
昭
和
の
配
置

分
合
後
に
電
話
線
が
張
ら
れ
た
こ
と
か
ら
双
海
と
な
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
電
柱
の
ル
ー
ト
は
、
昔
の

往
来
を
示
す
痕
跡
に
も
な
り
、
電
柱
表
示
板
の
「
地
名
」
は
多
く
の
歴
史
を
持
つ
、
有
力
な
情
報
源
と
な
る
。
歩
く

と
き
電
柱
を
常
に
見
て
確
認
す
る
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
て
い
る
。

四
万
十
川
の
渡
し
が
運
行
さ
れ
て
い
れ
ば
平
野
海
岸
を
通
っ
て
下
田
港
を
の
ぞ
い
て
み
た
か
っ
た
が
コ
ロ
ナ
で
営

業
中
止
と
い
う
。
こ
こ
ら
当
た
り
は
思
い
出
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
る
所
だ
。
高
校
一
年
生
の
夏
休
み
同
級
生
で

平
野
海
岸
へ
遊
び
に
行
っ
た
と
き
、
女
子
生
徒
の
水
着
姿
が
眩
し
か
っ
た
こ
と
、
江
戸
ア
ケ
ミ
５

と
毎
週
土
曜
日
に

映
画
『
祭
り
の
準
備
』
の
舞
台
と
な
っ
た
下
田
の
港
ま
で
走
っ
て
い
っ
た
こ
と
。
途
中
、
鍋
島
で
は
町
田
恭
子
さ
ん

ち
の
前
で
ち
ょ
こ
ん
と
頭
を
下
げ
「
お
や
す
み
」
と
言
っ
た
こ
と
。
下
田
の
川
港
か
ら
浜
提
の
町
並
み
を
越
え
る
と

土
佐
湾
に
面
し
た
小
さ
な
砂
利
の
海
岸
と
な
る
。
そ
の
軽
や
か
な
潮
騒
の
音
が
大
好
き
だ
っ
た
。
五
十
年
た
て
ば
大

き
く
様
変
わ
り
で
、、
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
や
温
泉
も
あ
る
観
光
地
と
な
っ
て
い
る
。

竹
島
の
フ
ァ
ミ
マ
で
四
国
銀
行
の
現
金
引
落
と
コ
ン
ビ
ニ
昼
食
と
な
っ
た
。
大
阪
か
ら
遍
路
に
来
て
い
る
岩
本
青

年
と
コ
ン
ビ
ニ
脇
の
遍
路
接
待
コ
ー
ナ
ー
で
出
会
っ
た
。
二
日
目
に
し
て
初
め
て
の
歩
き
遍
路
で
あ
る
。
三
十
八
番
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札
所
金
剛
福
寺
ま
で
の
区
切
り
打
ち
と
の
こ
と
。
そ
の
後
、
三
度
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。

四
万
十
川
の
河
口
の
大
橋
を
渡
り
、
間
崎
の
へ
ん
ろ
休
憩
所
で
一
休
し
、
津
蔵
渕
か
ら
伊
豆
田
峠
へ
と
至
る
。
国

道
三
二
一
号
線
の
旧
道
に
入
り
、
峠
の
下
付
近
か
ら
へ
ん
ろ
道
の
山
道
と
な
る
。
峠
越
え
は
先
日
か
ら
の
大
雨
で
少

し
荒
れ
て
い
た
。

ヘ
ン
ロ
道
は
、
地
元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
が
手
入
れ
を
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
だ
れ
が
管
理
者
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。
伊
豆
田
峠
に
は
遍
路
自
ら
も
手
入
れ
が
で
き
る
よ
う
刈
り
込
み
バ
サ
ミ
を
置
い
て
い
た
。
こ
の
取
り
組

み
に
よ
り
一
定
整
備
は
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
地
元
の
人
に
甘
え
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
。
歩
き
や
す
い
ヘ
ン

ロ
道
を
維
持
す
る
に
は
遍
路
自
ら
の
「
お
勤
め
」
も
必
要
だ
。
枯
枝
や
草
を
払
い
、
浮
き
石
を
整
え
る
。
そ
ん
な

ち
ょ
っ
と
し
た
積
み
重
ね
が
歩
き
や
す
い
ヘ
ン
ロ
道
と
な
る
。
遍
路
が
通
る
ほ
ど
に
ヘ
ン
ロ
道
は
踏
み
な
ら
さ
れ

整
っ
て
い
く
が
、
今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
め
っ
き
り
遍
路
姿
が
見
え
な
い
。

歩
き
遍
路
は
互
い
に
遍
路
道
情
報
を
交
換
す
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
山
越
え
の
室
津
へ
の
ヘ
ン
ロ
道
を
思
案
し
て

い
た
ら
「
ま
む
し
が
お
る
ぞ
。
そ
こ
か
ら
窪
津
に
向
か
う
ヘ
ン
ロ
道
は
や
め
た
方
が
え
え
ぜ
」
と
教
え
て
い
た
だ
い

た
。
持
参
の
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
に
は
載
っ
て
な
い
が
、
現
地
に
は
案
内
標
識
が
あ
り
、
外
国
人
用
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

に
は
こ
の
ル
ー
ト
が
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
刊
本
は
改
訂
が
遅
く
、
や
は
り
ク
チ
コ
ミ
の
伝
播
が
早
く
確
か
な

情
報
だ
。

今
日
は
、
思
っ
て
い
た
よ
り
時
間
が
か
か
り
「
民
宿
大
岐
の
浜
」
に
着
い
た
の
は
十
八
時
前
と
な
っ
た
。

登
山
と
同
じ
よ
う
に
午
後
三
時
か
ら
四
時
に
は
宿
に
着
く
行
程
に
し
よ
う
。
宿
で
は
新
潟
と
福
岡
の
遍
路
お
じ
さ

ん
と
一
緒
に
な
り
、
同
年
代
の
よ
し
み
か
、
小
声
な
が
ら
も
話
が
弾
ん
だ
。
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そ
れ
と
、
二
日
目
で
感
じ
た
遍
路
の
所
作
。

一
つ
目
は
、
洗
濯
。
遍
路
旅
は
自
ら
洗
濯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遍
路
宿
は
必
ず
洗
濯
機
と
乾
燥
機
が
備
え
ら

れ
て
い
る
。
宿
に
よ
っ
て
は
無
料
で
洗
濯
を
し
て
い
た
だ
く
所
も
あ
る
が
、
無
料
で
自
ら
す
る
所
や
百
円
か
ら
三
百

円
の
使
用
料
を
払
う
宿
も
あ
る
。
今
頃
は
厚
手
の
服
で
な
け
れ
ば
洗
濯
・
脱
水
・
部
屋
干
し
だ
け
で
朝
に
は
乾
燥
し

て
い
る
の
で
乾
燥
機
は
必
要
な
い
と
い
え
る
。

二
つ
目
は
、
金
剛
杖
や
錫
杖
の
取
り
扱
い
。
宿
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
、
女
将
さ
ん
が
錫
杖
の
も
と
を
き
れ
い
に

洗
っ
て
く
れ
る
所
も
あ
れ
ば
、
何
も
気
に
し
て
い
な
い
所
も
あ
る
。
基
本
は
自
ら
が
き
れ
い
に
洗
っ
て
床
の
間
で
休

ん
で
い
た
だ
く
の
が
ル
ー
ル
か
な
と
思
う
。

三
つ
目
は
、
足
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
。「
民
宿
大
岐
の
浜
」
の
お
風
呂
に
は
足
の
ア
イ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
張
り
紙
が

掲
示
さ
れ
て
い
た
。「
足
先
・
く
る
ぶ
し
、
ふ
く
ら
は
ぎ
、
膝
に
十
秒
間
冷
水
を
か
け
る
こ
と
」
と
イ
ラ
ス
ト
入
り

で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
毎
日
冷
水
ア
イ
シ
ン
グ
は
続
け
た
。
そ
れ
と
、
水
ぶ
く
れ
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
、

毎
朝
「
皮
膚
保
護
ク
リ
ー
ム
」
を
塗
り
、
ち
ょ
と
違
和
感
を
覚
え
た
ら
「
底
マ
メ
テ
ー
プ
」
を
張
っ
た
。
歩
き
遍
路

に
は
足
が
命
で
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
幡
多
郡
黒
潮
町

　
う
き
つ
村
（
浮
鞭
・
浮
津
集
落
）
ふ
き
上
川
（
吹
上
川
・
加
持
川
）
い
の
り
村
（
入
野
）
か
せ
ぎ
川
（
蛎
瀬

川
）
た
の
浦
（
田
野
浦
）
出
口
村
（
出
口
）
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■
高
知
県
四
万
十
市

 

高
し
ま
村
（
竹
島
）
四
萬
十
川
（
四
万
十
川
）
さ
ね
崎
村
（
実
崎
）
ま
さ
き
村
（
間
崎
）
つ
く
ら
ふ
ち
村

（
津
蔵
渕
）
い
つ
た
坂
（
伊
豆
田
坂
）

■
高
知
県
土
佐
清
水
市

　
小
川
（
市
野
瀬
川
）
一
ノ
瀬
村
（
下
ノ
加
江
・
市
野
瀬
集
落
）
眞
念
庵
（
真
念
庵
）
市
の
野
村
（
下
ノ
加

江
・
市
野
々
集
落
）
お
が
た
村
（
下
ノ
加
江
・
小
方
集
落
）
貝
掛
村
（
鍵
掛
）
く
も
も
村
（
久
百
々
）
お
ふ

さ
村
（
大
岐
）

江
戸
初
期
に
澄
禅
が
記
録
し
た
『
四
国
辺
路
日
記
』
や
寛
政
の
名
所
図
会
も
同
じ
海
岸
ル
ー
ト
で
あ
る
。
武
四
郎

は
「
ふ
き
上
川
」
を
渡
り
「
い
の
り
村
（
入
野
）」
か
ら
「
か
せ
ぎ
川
（
蛎
瀬
川
）」
を
ま
た
渡
り
「
た
の
浦
」「
出

口
村
」
か
ら
「
高
し
ま
村
」
に
出
て
「
四
萬
十
川
」
を
渡
っ
て
い
る
。

吹
上
と
い
う
海
風
の
チ
カ
ラ

吹
上
は
、
風
の
吹
き
上
げ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
高
み
の
あ
る
自
然
堤
防
な
ど
の
地
形
語
彙
で
あ
る
。
天
皇
の
住

ま
い
が
吹
上
御
所
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
う
い
っ
た
高
み
を
吹
上
と
い
う
意
味
は
理
解
し
て
い
た
。
こ
の
川
は
吹
上

川
で
な
く
加
持
川
と
思
っ
て
い
た
が
、
真
念
も
「
ふ
き
あ
け
川
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
近
世
以
前
か
ら
の
地
名

で
あ
る
。
国
土
地
理
院
地
形
図
に
は
「
吹
上
川
」
と
、
加
持
川
と
湊
川
の
合
流
地
点
の
河
口
部
に
示
し
て
い
る
が
、

高
知
県
河
川
調
書
に
は
加
持
川
も
湊
川
も
合
流
点
は
海
と
な
っ
て
お
り
「
吹
上
川
」
の
河
川
は
な
い
。
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高
島
か
竹
島
か

武
四
郎
の
「
四
万
十
川
之
図
」
に
「
高
嶋
村
」
と
対
岸
に
「
サ
子
サ
キ
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
竹
島
村
の
誤
記
か

と
思
い
き
や
澄
禅
や
真
念
に
も
「
高
島
ノ
渡
」「
た
か
し
ま
村
」
と
あ
る
。
長
宗
我
部
地
検
帳
に
も
高
島
村
は
な
く

竹
島
村
で
あ
る
。
た
だ
同
時
期
の
慶
長
二
年
の
『
秦
氏
政
事
記
』
に
は
「
井
沢
・
高
島
・
鍋
島
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
竹
島
村
の
枝
村
と
し
て
高
島
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
寛
政
の
名
所
図
会
に
「
高
島
村
是
よ
り
十
五
丁
行
竹
島

村
」
と
あ
る
。

川
と
渡
し

武
四
郎
は
「
船
せ
ん
壱
人
前
廿
四
文
よ
り
大
水
の
せ
つ
は
百
文
位
ま
で
と
な
る
な
り
。」
と
四
万
十
川
の
渡
船
賃

を
二
十
四
文
、
大
水
の
時
は
四
倍
と
記
す
。
高
知
は
東
西
に
長
く
背
面
に
四
国
山
地
の
山
並
み
を
控
え
て
い
る
こ
と

か
ら
河
川
が
多
く
、
遍
路
に
と
っ
て
川
を
渡
る
土
佐
路
は
大
変
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

武
四
郎
が
項
を
立
て
た
「
川
」
は
高
知
県
が
一
番
多
く
二
十
一
カ
所
、
徳
島
は
そ
の
半
分
の
十
一
カ
所
、
愛
媛
五

カ
所
、
香
川
一
カ
所
で
あ
る
。

武
四
郎
は
土
佐
路
の
船
渡
賃
に
つ
い
て
「
川
（
浦
戸
の
渡
し
）
渡
し
せ
ん
壱
人
前
三
文
」「
ニ
淀
川
　
船
せ
ん
廿

六
文
」「
横
浪
　
船
せ
ん
代
廿
四
文
よ
り
八
十
文
位
の
乗
合
ニ
而
行
事
な
り
。
然
し
壱
人
弐
人
ニ
而
は
そ
ん
な
り
」

「
午
の
背
川
（
宿
毛
・
松
田
川
）　
壱
人
前
船
せ
ん
十
弐
文
ヅ
ツ
渡
る
」
と
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。

武
四
郎
は
徳
島
の
渡
船
事
情
に
つ
い
て
、
徳
島
の
遍
路
を
終
え
た
感
想
に
「
実
ニ
川
々
は
皆
無
銭
に
し
而
あ
り
が

た
き
国
政
と
ぞ
思
わ
れ
た
り
け
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
徳
島
藩
は
遍
路
を
大
切
に
す
る
国
柄
で
あ
ろ
う
。
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澄
禅
も
「
山
海
野
沢
も
多
い
。
こ
と
に
川
が
多
い
の
で
行
路
に
苦
労
す
る
。」
と
記
し
、
土
佐
の
川
は
「
大
河

（
野
根
川
）、
田
野
の
大
河
（
奈
半
利
川
）、
安
田
川
、
言
云
川
（
物
部
川
）、
眠
り
川
（
国
分
川
）、
大
河
（
浦
戸

湾
）、
新
居
戸
ノ
渡
リ
（
仁
淀
川
）、
横
浪
三
里
（
浦
ノ
内
湾
）、
平
節
の
川
（
仁
井
田
川
）、
大
河
（
四
万
十
川
の
上

流
域
）、
大
谷
川
（
伊
与
木
川
）、
有
井
川
、
高
島
ノ
渡
（
四
万
十
川
の
河
口
）」
を
挙
げ
て
い
る
。

蟹
味
噌

武
四
郎
は
「
ま
さ
き
村
」
に
一
宿
し
て
「
宿
の
子
供
等
浜
の
津
蟹
を
多
く
と
り
来
り
、
其
夜
糠
を
つ
き
是
ニ
塩
を

少
し
接
え
其
の
蟹
を
つ
き
込
み
而
置
を
見
た
り
。
其
名
を
聞
し
か
ば
蟹
味
噌
と
申
よ
し
答
え
た
り
」
と
カ
ニ
味
噌
の

作
り
方
を
書
い
て
い
る
。
五
十
年
前
は
ど
こ
の
家
に
も
唐
臼
が
あ
り
カ
ニ
味
噌
は
も
ち
ろ
ん
コ
ン
ニ
ャ
ク
づ
く
り
、

穀
物
の
脱
穀
を
シ
ー
ソ
ー
遊
び
の
代
わ
り
に
手
伝
わ
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
カ
ニ
味
噌
、
武
四
郎
の
嗜
好
に
は
合
わ

な
か
っ
た
み
た
い
だ
が
、
年
が
寄
っ
て
酒
で
も
飲
み
出
し
た
ら
ま
た
違
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
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愚草の川柳集②選

「花いちもんめ」

2012 / 秋

花の値段か花いちもんめ

人の値段や花いちもんめ

原発かかえて花いちもんめ

ふるさと畳んで花いちもんめ

※「花いちもんめ」は子ども遊びの歌。「買っ

てうれしい花一匁」「まけーてうれしい花一匁」

となるが、地方によって歌詞が変化するのが面

白い。「花」は少女売りの隠語▽最終ページの

連歌４首、愚草は貧しい農村の人身売買「花」

を「原発」に投影したのだろう

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
三
日
目
（
土
佐
清
水
市
～
38
～
土
佐
清
水
市
）

高
知
県
土
佐
清
水
市
大
岐
（
民
宿
大
岐
の
浜
）

　
〜
　
三
六･

六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
三
六
分

高
知
県
土
佐
清
水
市
大
岐
（
民
宿
大
岐
の
浜
）

活
動
日
記

　
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
か
ら
三
十
八
番
札
所
金
剛
福
寺
へ
向
か
う

途
中
の
三
日
目
。

土
佐
清
水
市
の
「
民
宿
大
岐
の
浜
」
に
連
泊
し
て
、
金
剛
福
寺
の

「
打
ち
戻
り
」
を
行
う
。
宿
の
女
将
は
、
足
摺
岬
の
西
海
岸
を
回
っ

て
、
帰
り
を
東
海
岸
の
ル
ー
ト
に
し
た
ら
日
差
し
を
遮
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
い
い
よ
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。
往
復
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
近

い
行
程
が
不
安
で
最
短
の
東
海
岸
の
往
復
と
し
た
。
松
浦
武
四
郎
も
そ

の
道
を
選
択
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

早
朝
の
大
岐
の
浜
を
歩
く
。
不
思
議
に
サ
ー
フ
ァ
ー
の
影
が
見
え
な

い
。
足
跡
の
な
い
砂
浜
を
ゆ
っ
く
り
と
歩
く
。
途
中
、
幡
陽
小
学
校
の

児
童
と
「
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
」
の
話
を
し
な
が
ら
同
じ
道
を
進
む
。
以
布

利
に
は
大
阪
海
遊
館
の
研
究
所
が
あ
り
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
セ
ン
タ
ー
が

浜辺のへんろ道（土佐清水市大岐）

四
国
遍
路  

三
日
目
（
土
佐
清
水
市
～
38
～
土
佐
清
水
市
）
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あ
る
。
楽
し
み
に
し
て
い
た
が
開
館
前
の
時
間
帯
で
あ
き
ら
め
、
以
布
利
漁
港
の
こ
こ
か
ら
海
岸
ル
ー
ト
の
遍
路
道

を
選
ん
だ
。
曲
が
り
く
ね
っ
た
県
道
二
十
七
号
線
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
す
る
ヘ
ン
ロ
道
で
、
地
元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

グ
ル
ー
プ
「
あ
し
ず
り
遍
路
道
保
存
会
（
会
長
弘
田
之
彦
）」
が
整
備
し
て
復
原
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
。

土
佐
清
水
市
は
地
域
自
治
組
織
の
長
（
区
長
・
常
会
長
・
自
治
会
長
）
が
事
務
す
る
場
と
し
て
「
〇
〇
区
長
場
」

を
設
け
て
い
る
。
以
布
利
に
も
あ
っ
た
が
写
真
は
土
佐
清
水
市
津
呂
の
津
呂
区
長
場
で
あ
る
。
道
筋
で
地
域
内
の
有

線
放
送
を
耳
に
し
た
が
区
長
場
か
ら
放
送
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
区
長
場
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
か
気
に

な
っ
た
が
足
を
先
に
進
め
た
。
窪
津
の
手
前
で
英
語
版
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に

あ
る
遍
路
道
の
案
内
板
に
出
く
わ
し
た
。「
こ
こ
は
行
っ
て
は
い
け
な
い
」

と
の
ア
ド
バ
イ
ス
だ
っ
た
の
で
整
備
さ
れ
た
県
道
の
歩
道
を
波
の
音
を
聞

き
な
が
ら
足
を
速
め
た
。
振
り
返
る
と
遠
く
に
大
岐
の
浜
の
白
亜
の
ホ
テ

ル
や
伊
の
岬
が
見
え
る
。

昼
前
に
足
摺
岬
に
到
着
。
足
摺
岬
観
光
案
内
所
で
は
観
光
協
会
の
浜
田

さ
ん
に
松
浦
武
四
郎
が
こ
の
地
で
刻
ん
だ
名
だ
た
る
見
ど
こ
ろ
の
変
遷
を

伺
っ
た
。
札
所
前
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
う
ど
ん
を
注
文
し
、
宿
で
頂
い
た
お

接
待
お
に
ぎ
り
と
と
も
に
許
し
を
得
て
い
た
だ
い
た
。

田
宮
虎
彦
の
『
足
摺
岬
』
で
有
名
に
な
っ
た
こ
の
地
。
中
村
高
校
時

代
、
同
級
生
の
妹
と
二
人
で
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
岡
村
善

樹
の
妹
だ
っ
た
か
は
記
憶
に
な
い
。
バ
ス
は
海
沿
い
の
狭
い
県
道
を
進

土佐清水市津呂の区長場
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み
、
そ
の
た
び
に
肩
が
触
れ
合
う
戸
惑
い
。
岬
に
着
く
と
二
人
で
手
を
つ
な
ぐ
わ
け
で
も
な
く
椿
の
ト
ン
ネ
ル
を
抜

け
る
。
そ
こ
に
は
眩
し
い
青
い
海
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
つ
い
ぞ
話
し
た
こ
と
も
会
っ
た
こ
と
も
な
い
不

思
議
な
関
係
で
あ
る
。
そ
ん
な
少
年
も
高
齢
者
遍
路
と
な
っ
て
追
憶
の
貝
殻
を
耳
に
当
て
る
。
聞
こ
え
て
く
る
波
濤

は
今
も
変
わ
ら
な
い
。

ゆ
っ
た
り
と
し
た
昼
休
み
を
過
ご
し
、
こ
れ
か
ら
復
路
で
あ
る
。
歩
き
遍
路
の
「
打
ち
戻
り
」
で
は
、
同
宿
の
二

人
に
あ
っ
た
。
一
日
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
と
決
め
て
ゆ
っ
く
り
の
道
中
を
楽
し
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。
今
日

は
別
々
の
宿
で
は
あ
る
が
伊
佐
で
泊
ま
る
と
い
っ
て
い
た
。
往
路
で
は
見
落
と
し
た
景
観
に
「
幡
多
郡
上
灘
村
役
場

之
跡
」
の
石
碑
が
あ
っ
た
。
足
摺
半
島
の
東
海
岸
を
村
域
と
す
る
明
治
期
の
村
で
あ
る
。

宿
の
手
前
、
大
岐
の
浜
の
サ
ー
フ
ァ
ー
は
さ
す
が
に
に
多
い
。「
西
武
大
岐
の
浜
を
開
発
」
の
大
ニ
ュ
ー
ス
は
も

う
三
十
年
く
ら
い
前
の
こ
と
だ
っ
た
か
。
今
も
変
わ
ら
ぬ
人
気
で
あ
る
。
今
日
は
土
曜
日
。
サ
ー
フ
ァ
ー
だ
け
で
な

く
バ
イ
ク
も
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
も
い
っ
ぱ
い
。
足
摺
観
光
も
だ
い
ぶ
お
客
が
モ
ン
テ
き
た
か
な
。

金
剛
福
寺
（
第
三
十
八
番
札
所 

蹉さ

だ跎
山さ

ん 

補ふ

だ陀
洛ら

く
い
ん院 

金こ
ん
ご
う
ふ
く
じ

剛
福
寺
）

御
詠
歌
：
ふ
だ
ら
く
や
こ
こ
は
岬
の
船
の
さ
を
　
と
る
も
す
つ
る
も
法
の
蹉
跎
山

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
三
面
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）　
　
所
在
：
土
佐
清
水
市
足
摺
岬

も
う
一
つ
の
空
と
海
・
辺
路
の
端
サ
ダ
は
足
摺
修
験
の
道
場
　
金
剛
福
寺
の
山
号
は
「
蹉
跎
山
」。「
蹉
跎
」
は
辞

書
的
に
は
地
団
駄
を
踏
む
意
味
だ
ろ
う
が
、
こ
の
蹉
跎
山
の
説
明
で
は
こ
の
地
が
難
所
だ
か
ら
つ
ま
づ
く
意
味
の
字
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を
当
て
た
と
あ
る
。
地
名
に
は
愛
媛
県
の
佐
田
岬
、
大
隅
半
島
の
佐
多
岬
な
ど
が
あ
り
、
古
い
言
葉
で
地
形
的
な
突

出
物
を
「
サ
ダ
」
は
意
味
し
て
い
る
。
猿
田
彦
は
御
神
幸
の
と
き
に
鼻
高
面
を
か
ぶ
り
先
頭
を
切
る
案
内
役
で
、
鼻

が
突
き
出
て
先
に
行
く
者
の
サ
ダ
か
ら
来
た
も
の
と
い
う
。
当
地
の
蹉さ

だ跎
岬
は
大
隅
の
佐
多
岬
と
区
別
す
る
た
め
ア

シ
ズ
リ
と
読
ま
せ
足
摺
岬
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

金
剛
福
寺
に
つ
い
て
は
、
享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
に
土
佐
に
下
向
し
た
住
持
尊
海
が
一
条
房
家
の
願
い
に
よ
り

書
か
れ
た
と
い
う
有
名
な
『
蹉
跎
山
縁
起
』
が
あ
る
。
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
す
る
と
「
古

老
傳
曰
往
昔
金
峯
上
人
（
役
行
者
）
住
寺
時
、
天
魔
常
ニ
障
碍
ヲ
ナ
ス
上

人
一
指
ヲ
ア
ケ
テ
降
伏
シ
給
シ
カ
ハ
諸
魔
悲
歎
蹉
跎
セ
シ
ム
故
ニ
月
輪
山

ヲ
■
改
テ
蹉
跎
山
ト
号
ス
ト
云
ヘ
リ
」
と
あ
る
。
金
峰
上
人
（
役
行
者
）

が
山
号
を
蹉
跎
山
に
改
め
た
と
あ
る
が
、
澄
禅
の
『
四
国
辺
路
日
記
』
で

は
金
峰
上
人
が
大
師
に
変
わ
っ
て
い
る
。
江
戸
期
初
期
か
ら
遍
路
の
一
般

化
が
始
ま
り
、
弘
法
大
師
信
仰
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
。

海
の
断
崖
近
く
に
あ
る
「
一
夜
建
立
の
華
表
（
鳥
居
）」
は
大
師
が
紀

州
・
熊
野
権
現
を
遥
拝
す
る
た
め
に
一
夜
で
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
ど
う
い
う
訳
か
今
は
「
一
夜
建
立
な
ら
ず
の
華
表
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
澄
禅
は
「
鎮
守
熊
野
権
現
社
、
西
ニ
薬
師
堂
、
役
行
者
堂
」
と
、
寂

本
は
「
愛
染
堂
、
薬
師
堂
、
役
乃
行
者
、
大
師
堂
、
檐
ニ
接
鎮
守
熊
野
権

現
」
と
、
武
四
郎
も
「
清
水
権
現
、
足
推
権
現
、
四
社
権
現
」
と
記
し
て

38番札所金剛福寺（土佐清水市足摺岬）
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い
る
。

足
摺
は
補
陀
落
渡
海
の
地
。
空
海
だ
け
で
な
く
古
来
よ
り
役
行
者
を
は
じ
め
と
し
た
修
験
者
、
熊
野
修
験
道
の
山

伏
な
ど
詣
で
た
は
ず
な
の
に
、
明
治
の
神
仏
分
離
に
よ
り
札
所
の
多
く
は
弘
法
大
師
の
歴
史
し
か
語
ら
な
く
な
っ

た
。
納
経
所
で
「
熊
野
神
社
と
の
関
係
を
」
と
お
聞
き
し
た
ら
「
そ
ん
な
の
関
係
な
い
」
と
小
島
よ
し
お
風
の
つ
れ

な
い
返
事
だ
っ
た
。
境
内
に
は
本
堂
か
ら
大
師
堂
に
向
か
う
途
中
「
当
山
鎮
守
　
権
現
堂
」
の
表
示
が
あ
り
、
扁
額

に
は
熊
野
三
所
権
現
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
熊
野
信
仰
と
は
大
き
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
寺
も
承
知
の
は
ず
だ
。「
上

山
郷
の
熊
野
神
社
の
仏
像
も
明
治
の
廃
仏
毀
釈
で
こ
こ
金
剛
福
寺
に
移
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
こ
に
あ

る
で
し
ょ
う
か
」
と
お
聞
き
し
た
か
っ
た
。

奥
の
院
は
「
白
山
権
現
」。
足
摺
の
修
験
は
、
足
摺
山
奥
ノ
院
白
皇
権
現
の
別
当
で
あ
る
か
ら
、
真
言
宗
系
の
当

山
派
と
考
え
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
と
広
江
清
は
『
近
世
土
佐
の
修
験
』
で
述
べ
て
い
る
。
修
験
に
は
当
山
派
（
真

言
宗
系
三
宝
院
・
金
峯
山
を
拠
点
）
と
本
山
派
（
天
台
宗
系
聖
護
院
・
熊
野
三
山
を
拠
点
）
に
分
か
れ
る
が
、
土
佐

の
当
山
派
の
拠
点
は
寺
山
・
南
光
院
（
三
十
九
番
札
所
延
光
寺
奥
の
院
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
足
摺
修
験
は
当
山
派

で
あ
る
も
の
の
南
光
院
系
と
違
っ
た
流
れ
と
い
え
よ
う
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
土
佐
清
水
市

　
お
ほ
さ
村
（
大
岐
）
い
ふ
り
村
（
以
布
利
）
久
保
津
浦
（
窪
津
）
大
た
に
村
（
大
谷
）
三
十
八
番
札
所

蹉
陀
山
補
陀
落
院
金
剛
福
寺
（
三
十
八
番
札
所
金
剛
福
寺
）
い
さ
村
（
足
摺
岬
・
伊
佐
）
お
ふ
さ
村
（
大
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岐
）

武
四
郎
は
「
ま
さ
き
村
」
に
泊
ま
っ
た
と
あ
る
が
次
の
宿
泊
先
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
一
日
二
十
里
の
脚
を
持
つ

男
で
あ
る
が
足
摺
岬
は
「
無
双
の
霊
地
」。
足
摺
の
七
不
思
議
や
十
二
不
思
議
を
調
査
す
る
な
ど
ゆ
っ
く
り
と
逗
留

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
是
よ
り
足
摺
山
へ
七
り
。
お
月
え
か
け
る
時
は
荷
物
を
持
行
な
れ
ど
も
、
篠
山
へ
か
け
る
時
は
此
庵
へ
荷
物
を

置
是
迄
打
も
ど
り
也
。」
と
述
べ
て
い
る
。
真
念
は
「
但
初
遍
路
は
さ
さ
山
へ
か
く
る
と
い
ひ
つ
た
ふ
」
と
初
遍
路

は
篠
山
へ
向
か
う
も
の
と
し
て
い
る
。
武
四
郎
は
「
お
月
（
守
月
山
南
照
寺
・
月
山
神
社
）」
の
記
述
は
し
て
い
る

が
道
中
の
地
名
を
記
録
し
て
い
な
い
の
で
、
初
遍
路
の
身
、
ど
こ
か
で
打
ち
戻
り
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

椿
は
春
を
告
げ
る
花

武
四
郎
は
三
十
八
番
霊
場
の
足
摺
岬
に
き
て
「
一
山
椿
の
ミ
」
と
い
う
。
土
佐
国
分
寺
を
た
ど
る
こ
ろ
が
「
余
が

此
処
を
通
り
し
は
三
月
廿
日
前
な
り
し
が
（
中
略
）
其
気
こ
う
は
畿
内
辺
の
五
月
此
之
や
う
ニ
覚
え
た
り
。」
と
あ

る
。
新
暦
で
い
え
ば
天
保
七
年
三
月
二
十
日
は
一
八
三
六
年
五
月
五
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
四
郎
の
「
一
山
椿
の

ミ
」
は
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
椿
の
花
が
散
っ
た
あ
と
の
こ
と
だ
ろ
う
。

椿
は
春
の
喜
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
花
。
特
に
雪
国
の
人
に
と
っ
て
は
真
っ
白
な
雪
の
中
か
ら
春
を
告
げ
る
花

と
し
て
植
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
各
地
に
八
百
年
も
生
き
た
と
い
う
八
百
比
丘
尼
伝
説
が
あ
る
。「
村
人
が
異

人
の
贈
り
物
を
食
べ
ず
に
捨
て
て
、
一
人
の
女
性
が
贈
り
物
（
お
も
に
人
魚
の
肉
）
を
食
べ
て
長
寿
を
得
た
」
と
い

う
小
浜
の
伝
承
譚
。
長
寿
を
得
た
比
丘
尼
が
全
国
を
旅
し
て
作
善
（
善
行
）
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
各
地
に
八
百
比
丘
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尼
伝
説
と
な
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
作
善
の
一
つ
が
椿
を
植
え
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
椿
が
自
生
す
る
の

は
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
、
山
東
半
島
だ
け
の
固
有
種
で
あ
り
、
オ
ペ
ラ
「
椿
姫
」
は
十
八
世
紀
に
西
洋
に
渡
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

長
命
の
八
百
比
丘
尼
が
椿
を
植
え
た
よ
う
に
古
来
か
ら
椿
は
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
。
足
摺
は
補
陀
落
渡
海
の
地
、

五
体
投
地
の
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
俗
世
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
永
遠
の
命
を
椿
に
託
し
た
八
百
比
丘
尼
の
作
善
か

も
し
れ
な
い
。

ツ
バ
キ
の
語
源
に
つ
い
て
は
深
津
正
の
『
植
物
和
名
の
語
源
探
求
』
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は

「
朝
鮮
語
で
椿
を
表
す
冬
柏
の
古
音“T

su-Pak”

（
ツ
ー
パ
ク
）
が“T

su-Baki”

（
ツ
バ
キ
）
と
転
じ
た
も
の
（
与

謝
野
鉄
幹
）」
の
説
を
挙
げ
て
、
日
本
と
朝
鮮
の
交
渉
の
歴
史
か
ら
重
要
な
油
源
植
物
と
し
て
利
用
法
が
伝
来
す
る

と
と
も
に
そ
の
名
も
伝
播
し
た
も
の
と
朝
鮮
語
説
を
支
持
し
て
い
る
。

ぜ
ひ
、
春
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
投
身
す
る
こ
と
な
く
、
椿
の
ト
ン
ネ
ル
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
も
の
だ
。

亀
と
補
陀
落
渡
海

武
四
郎
は
「
七
不
思
議
。
寺
僧
出
て
海
岸
に
望
て
お
亀
様
お
亀
様
と
呼
に
連
て
、
大
小
の
亀
多
く
浮
ミ
出
其
声
に

応
じ
て
岸
下
に
集
る
。（
中
略
）
是
補
陀
落
山
へ
の
使
者
也
と
云
ニ
。」
と
補
陀
落
渡
海
と
亀
の
話
を
記
録
し
て
い
る
。

補
陀
落
渡
海
で
最
も
有
名
な
の
は
那
智
勝
浦
で
あ
り
土
佐
の
室
戸
岬
と
こ
の
足
摺
岬
で
あ
る
。

山
本
ひ
ろ
子
は
『
変
成
譜
』
で
「
亀
が
海
中
の
仙
郷
＝
蓬
莱
山
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
中
国
発
祥
の
神
仙
思
想

の
影
響
に
よ
る
。
亀
は
尾
か
ら
油
を
出
す
の
で
御
在
所
を
〝
油
戸
〟
と
い
う
。」
と
述
べ
る
。
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四
万
十
町
大
正
の
旧
郷
社
熊
野
神
社
の
神
宮
寺
で
あ
る
長
楽
寺
の
山
号
は
「
宝
亀
山
」
で
、
四
万
十
川
と
梼
原
川

の
合
流
点
に
蛇
行
残
丘
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
名
が
「
亀
の
森
」
で
あ
る
。
こ
の
亀
の
森
の
尾
と
な
る
所
が
ウ

ロ
グ
チ
で
、
熊
野
神
社
の
鎮
守
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
熊
野
本
宮
大
社
の
鎮
座
地
の
景
観
を
記
憶
し
て
い
る
も
の

が
、
海
の
道
を
渡
り
こ
の
山
深
い
地
・
上
山
郷
に
た
ど
り
着
き
熊
野
神
社
を
勧
請
６

し
た
の
だ
ろ
う
。

浦
島
太
郎
伝
説
は
丹
後
地
方
が
本
家
の
よ
う
だ
が
、
香
川
県
荘
内
半
島
に
も
浦
島
太
郎
に
ま
つ
わ
る
地
名
と
し
て

「
生
里
（
浦
島
太
郎
の
誕
生
地
）」「
箱
（
太
郎
が
箱
を
開
け
た
場
所
」「
紫
雲
出
山
（
玉
手
箱
か
ら
出
た
煙
が
紫
の
雲

と
な
っ
た
）」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
荘
内
半
島
の
桜
は
そ
れ
は
み
ご
と
で
ぜ
ひ
訪
ね
て
い
た
だ
き
た
い
。
海
岸

寺
、
善
通
寺
に
も
近
く
補
陀
落
渡
海
や
熊
野
信
仰
と
の
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
。

「
打
ち
戻
り
」
は
歩
き
遍
路
の
ご
褒
美

四
国
遍
路
で
打
ち
戻
り
し
た
ら
楽
な
所
が
あ
る
。
武
四
郎
は
次
の
よ
う
に
案
内
し
て
い
る
。

三
十
八
番
札
所
金
剛
福
寺
　「
篠
山
へ
か
け
る
時
は
此
庵
（
真
念
庵
）
へ
荷
物
を
置
是
迄
打
も
ど
り
也
」

四
十
番
札
所
観
自
在
寺
　
　「
篠
山
へ
か
く
る
人
は
此
村
（
広
見
）
ニ
荷
物
を
置
而
観
自
在
へ
札
を
納
、」

四
十
五
番
札
所
岩
屋
寺
　
　「
村
内
（
下
畑
野
川
）
ニ
住
吉
の
社
并
ニ
薬
師
堂
ま
た
閻
魔
堂
等
有
。
過
て
左

右
へ
道
有
。
右
の
方
岩
屋
寺
山
に
六
十
五
丁
。
こ
の
閻
魔
堂
ニ
荷
物
を
置
て

是
ま
で
打
ち
も
ど
る
也
。」
※
い
や
し
の
宿
八
丁
坂
は
打
ち
戻
り
用
の
無
料
コ

イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
有
。

六
十
番
札
所
横
峰
寺
　
　
　
※
打
ち
戻
り
ル
ー
ト
で
は
な
い
が
香
園
寺
周
辺
に
荷
物
を
置
け
ば
軽
装
と
な
る
。
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八
十
二
番
札
所
根
香
寺
　
　
※
白
峰
寺
と
根
香
寺
の
へ
ん
ろ
道
三
叉
路
に
「
一
九
丁
打
ち
も
ど
り
」
の
標

石
。
天
皇
寺
か
ら
白
峯
寺
、
根
香
寺
、
国
分
寺
の
流
れ
で
根
香
寺
が
打
ち
戻

り
と
な
る
。

二
十
七
番
札
所
神
峯
寺
　
　「
扨
此
庵
（
唐
浜
）
ニ
荷
物
を
預
け
て
此
処
ニ
打
も
ど
る
也
」

三
十
五
番
札
所
清
瀧
寺
　
　「
此
町
（
高
岡
）
ニ
荷
物
を
置
て
卅
五
番
札
所
に
行
。
又
此
処
迄
打
ち
も
ど
り

て
来
る
」

三
十
六
番
札
所
青
龍
寺
　
　「
此
処
（
宇
佐
）
ま
で
打
も
ど
り
也
」
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愚草の川柳集⑤選

「鳴々蛙」

2014 / 春

鳴々蛙　鳴嚢のせわしけれ

夢々蛙　ジムドリビリアの碑を捜し

うし蛙　ねむる地霊の鼾かな

平伏沼　かわずの聖地被曝して

※「平伏沼」は注記に福島県川内村にあり、モリ

アオガエルの繁殖地とある。母校中村高校の校歌

作詞者が福島の草野心平で「蛙の詩人」と呼ばれ

た。「雲うつす四万十の青・・」とあるが校歌に

は蛙はでてこない▽高知新聞が高知県立大学の焚

書事件をつたえる。「灰まで焼け」の天野記者が、

大正中津川に住む佐々木泰（愚草）を訪ねた記事

を読んで、福島から東日本大震災の４年前に移住

したことを初めて知った。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
四
日
目
（
土
佐
清
水
市
～
三
原
村
）

高
知
県
土
佐
清
水
市
大
岐
（
民
宿
大
岐
の
浜
）

　
〜
　
二
一･

四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
七
時
間
五
〇
分

高
知
県
幡
多
郡
三
原
村
上
長
谷
（
農
家
民
宿
今
ち
ゃ
ん
）

活
動
日
記

三
十
八
番
札
所
金
剛
福
寺
の
「
打
ち
戻
り
」
の
宿
「
民
宿
大
岐
の

浜
」
か
ら
三
十
九
番
札
所
延
光
寺
へ
向
か
う
途
中
、
三
原
村
の
農
家
民

宿
「
今
ち
ゃ
ん
」
で
泊
。
こ
れ
ま
で
一
日
に
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
近
く

歩
い
た
の
で
今
日
は
中
休
み
だ
。

新
築
と
な
っ
た
眞
念
庵
と
伊
豆
田
神
社
に
寄
り
、
市
野
瀬
の
沖
上
区

長
さ
ん
に
話
を
伺
う
。
区
長
は
退
職
教
員
で
私
と
同
年
代
。
区
長
の
他

集
落
協
定
の
責
任
者
な
ど
地
区
活
動
を
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
よ

う
で
、
伊
豆
田
神
社
の
祭
事
を
維
持
す
る
苦
労
を
お
聞
き
し
た
。
実

は
、
代
々
伊
豆
田
神
社
の
宮
司
の
家
系
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
。
元
の
神

社
は
伊
豆
田
峠
の
旧
往
還
道
か
ら
市
野
瀬
に
下
っ
た
所
に
あ
っ
た
が
、

大
風
で
社
が
現
在
地
に
飛
来
。
神
さ
ん
が
お
気
に
入
り
と
考
え
、
そ
の

地
に
再
興
し
た
と
い
う
。
延
喜
式
土
佐
国
二
十
一
社
の
一
つ
だ
け
あ
っ

農家民宿今ちゃん（三原村上長谷）

四
国
遍
路  

四
日
目
（
土
佐
清
水
市
～
三
原
村
）
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て
小
さ
い
社
な
が
ら
百
段
の
天
上
か
ら
霊
気
を
感
じ
る
チ
カ
ラ
が
あ
っ
た
。
市
野
瀬
川
を
遡
上
し
成
川
を
通
過
す
る

と
三
原
村
の
成
山
に
入
る
。

三
原
村
は
結
構
な
田
畑
の
広
が
り
を
見
せ
る
集
落
で
、
道
路
も
圃
場
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。
平
成
の
合
併
に
も
く

み
せ
ず
自
立
で
生
き
残
っ
た
小
さ
な
村
で
あ
る
。
そ
の
三
原
村
の
農
家
民
宿
「
今
ち
ゃ
ん
」
が
今
晩
の
宿
。

宿
に
入
っ
た
の
が
四
時
前
だ
っ
た
の
に
、
ウ
ェ
ル
カ
ム
コ
ー
ヒ
ー
に
酒
蒸
し
の
栗
の
デ
ザ
ー
ト
で
迎
え
て
く
れ

た
。
す
ぐ
さ
ま
薪
風
呂
に
酒
糟
袋
入
の
お
風
呂
の
二
重
奏
。
湯
上
が
り
の
ビ
ー
ル
は
五
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
で
三
百

円
。
そ
の
間
、
自
動
洗
濯
機
が
静
か
に
お
洗
濯
し
て
く
れ
る
。
こ
の
広
さ
を
独
り
占
め
し
て
、
こ
の
後
の
夕
食
と
三

原
村
名
物
の
ド
ブ
ロ
ク
が
続
く
と
思
っ
た
ら
、
ビ
ー
ル
の
進
み
を
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
支
払
い
の
と
き
に
「
ド
ブ
ロ
ク
は
サ
ー
ビ
ス
で
す
」
と
の
こ
と
。
七
百
二
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
を
一
本
飲
み
干
し

て
申
し
訳
な
い
気
持
ち
だ
。

修
行
の
身
で
あ
る
お
遍
路
に
は
来
て
も
ら
い
た
く
な
い
よ
う
な
、
泣
い
て
喜
ぶ
宿
だ
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
土
佐
清
水
市
　

　
お
ほ
さ
村
（
大
岐
）

■
高
知
県
幡
多
郡
三
原
村

　
山
村
（
成
山
）
狼
打
村
（
狼
内
）
長
田
村
（
上
長
谷
）

武
四
郎
は
市
野
瀬
（
真
念
庵
）
へ
「
打
ち
戻
り
」
し
て
「
山
村
（
成
山
）」「
狼
打
村
（
狼
内
）」「
長
田
村
（
上
長

-  85 -  

四国遍路　四日目（土佐清水市～三原村）



谷
）」
と
三
原
村
へ
進
ん
で
い
る
。
山
村
は
「
三
原
村
成
山
」
の
こ
と
か
。
成
山
か
ら
山
越
の
へ
ん
ろ
道
を
た
ど
る

と
狼
内
へ
と
下
り
立
つ
。

シ
シ
垣

武
四
郎
は
シ
シ
垣
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
三
原
村
の
成
山
か
ら
狼
内
へ
向
か
う
山
越
え
の
へ
ん
ろ
道
に

今
で
も
使
っ
て
い
る
よ
う
な
立
派
な
シ
シ
垣
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
人
も
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
石

積
み
は
大
変
な
作
業
だ
。
今
で
は
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
の
有
害
鳥
獣
柵
や
ネ
ッ
ト
が
万
里
の
長
城
の
よ
う
に
張
り
巡
ら

さ
れ
て
い
る
。
シ
カ
は
弓
矢
を
作
る
こ
と
を
覚
え
た
有
史
以
来
の
獲
物
で
、
シ
カ
も
住
め
な
い
社
会
は
「
あ
る
べ
き

姿
」
で
は
な
い
。
昭
和
三
十
年
代
に
は
石
油
燃
料
へ
の
転
換
に
よ
り
木
炭
や
薪
燃
料
が
必
要
な
く
な
り
、
平
成
前
後

に
は
杉
ヒ
ノ
キ
の
材
価
も
暴
落
し
椎
茸
栽
培
も
海
外
産
の
進
出
に
よ
り
意
欲
を
失
い
、
山
の
暮
ら
し
で
生
計
を
立
て

る
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
。
人
工
林
を
間
伐
す
る
余
力
は
な
く
、
椎
林
は
放
置
さ
れ
、
う
っ
そ
う
と
し
た
林
内
に

は
下
草
は
育
た
な
い
。
食
べ
る
も
の
を
失
っ
た
シ
カ
は
人
工
林
の
樹
皮
を
食
み
、
里
に
下
り
て
野
菜
を
食
い
荒
ら
す

こ
と
に
な
る
。
山
林
を
放
置
す
れ
ば
土
佐
の
暖
温
帯
で
は
、
植
生
の
遷
移
か
ら
陰
樹
の
主
役
で
あ
る
椎
林
が
極
相
と

な
る
。
地
球
の
持
続
可
能
な
社
会
は
、
こ
の
極
相
に
至
る
前
の
状
態
、
人
の
手
を
加
え
た
里
山
林
、
加
え
る
こ
と
で

暮
ら
し
が
成
り
立
つ
人
工
林
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
害
鳥
獣
柵
の
設
置
は
当
面
の
対
処
療
法
で
し
か
な
い
。

経
済
成
長
と
天
然
資
源
の
利
用
や
環
境
指
標
を
連
動
さ
せ
る
取
り
組
み
、
生
産
と
所
得
の
連
動
を
切
り
離
す
取
り
組

み
こ
そ
地
球
の
持
続
可
能
な
社
会
と
い
え
る
。
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シ
カ
の
耳
は
奨
励
金

こ
の
ネ
ッ
ト
に
シ
カ
が
絡
ん
で
い
た
場
合
、
獲
っ
て
食
べ
て
い
い
か
。
答
え
は
狩
猟
区
域
で
猟
期
中
な
ら
ば
合

法
。
鷹
狩
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
自
由
狩
猟
と
呼
ば
れ
狩
猟
免
許
（
銃
・
わ
な
）
は
い
ら
な
い
そ
う
だ
。
解
体
も
家
畜

な
ら
法
律
で
規
制
さ
れ
て
い
る
が
猟
で
と
っ
た
シ
カ
は
許
可
も
資
格
も
必
要
な
い
と
の
こ
と
だ
７

（
猟
期
外
な
ら
ば

勝
手
に
殺
し
て
は
い
け
な
い
）。

こ
の
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
を
有
害
駆
除
と
し
て
捕
獲
し
た
場
合
に
は
奨
励
金
が
出
る
。
自
治
体
に
よ
っ
て
も
違
う
が

イ
ノ
シ
シ
の
場
合
一
万
五
千
円
前
後
と
な
る
。
捕
獲
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
個
体
に
捕
獲
し
た
日
付
を
入
れ

処
理
し
た
証
拠
写
真
や
尻
尾
や
耳
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
猟
師
は
イ
ノ
シ
シ
の
耳
は
山
の
神
に
捧

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
習
俗
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
山
の
神
に
叱
ら
れ
て
し
ま
う
。

長
谷
は
「
な
が
た
に
」
か
「
は
せ
」
か

武
四
郎
が
長
田
村
と
記
し
て
い
る
の
は
上
長
谷
の
こ
と
だ
ろ
う
。『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
に
も
「
三
原
郷
上
永
谷

地
検
帳
」
と
あ
る
。

長
谷
の
漢
字
を
ハ
セ
と
読
む
か
ナ
ガ
タ
ニ
・
チ
ョ
ウ
コ
ク
と
読
む
か
い
つ
も
悩
ん
で
し
ま
う
。

芸
西
村
西
分
の
西
端
、
香
南
市
夜
須
町
に
接
す
る
所
が
「
長
谷
地
区
（
ナ
ガ
タ
ニ
）」
で
、
旧
村
名
と
し
て
「
長

谷
寺
村
（
ハ
セ
デ
ラ
ム
ラ
）」
が
あ
り
、
そ
の
南
の
海
岸
部
を
「
長
谷
寄
（
ハ
セ
ヨ
リ
）」
と
い
い
長
谷
寄
地
蔵
堂
が

あ
る
。『
芸
西
村
史
』
に
は
香
南
市
夜
須
町
羽
尾
に
あ
る
長
谷
寺
（
チ
ョ
ウ
コ
ク
ジ
）
に
、
八
百
年
前
「
長
谷
」
と

呼
ば
れ
る
地
に
あ
っ
た
が
大
竜
巻
で
羽
尾
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
と
い
う
伝
え
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
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『
和
名
抄
』
に
「
長
谷
　
波
都
勢
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
読
み
と
し
て
は
ハ
セ
だ
ろ
う
が
、
他
の
文
書
に
は
「
泊ハ

瀬セ

」「
初ハ

ツ
セ瀬

」
の
漢
字
も
当
て
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
長
谷
」
の
漢
字
と
な
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

『
地
名
用
語
語
源
辞
典
』
に
は
「
①
大
和
の
長
谷
寺
の
伝
播
地
名
か
②
ハ
セ
（
挾
）
で
山
や
川
に
挟
ま
れ
た
地
形

特
に
二
又
谷
や
道
路
の
分
れ
る
分
岐
点
。
古
く
か
ら
日
本
人
は
二
股
分
岐
点
を
神
聖
視
す
る
風
習
が
あ
っ
た
。」
と

あ
る
。

ま
た
、『
民
俗
地
名
語
彙
辞
典
』
に
ハ
セ
に
つ
い
て
「
村
の
近
く
の
山
の
中
で
谷
間
が
森
巌
幽
霊
邃
な
雰
囲
気
に

満
ち
た
所
に
人
の
死
者
を
葬
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
墓
所
の
あ
る
所
を
ハ
セ
、
オ
ハ
ッ
セ
と
い
う
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
姥
捨
伝
説
の
オ
バ
ス
テ
は
、
葬
る
場
所
の
谷
合
を
オ
ハ
ッ
セ
・
ハ
セ
と
い
う
意
味
が
理
解
で
き

な
く
な
り
、
オ
ハ
ッ
セ
・
ハ
セ
が
オ
ハ
ス
テ
、
姨
捨
に
転
訛
し
て
い
っ
た
も
の
と
い
う
。

姨
捨
に
関
連
す
る
地
名
に
「
ウ
バ
ガ
フ
ト
コ
ロ
（
姥
ヶ
懐
）」
が
あ
り
全
国
に
分
布
す
る
。
四
万
十
町
日
野
地
の

「
優
婆
浮
図
所
」
は
、
地
区
の
葬
後
の
共
同
墓
地
で
「
う
ば
が
ふ
つ
く
ろ
」
と
呼
ば
れ
た
。
亡
く
な
っ
た
人
を
習
俗

に
従
っ
て
野
捨
て
は
す
る
が
、
弔
う
場
所
と
考
え
て
き
た
と
い
う
。
梵
語
で
「
優
婆
」
は
信
徒
の
こ
と
で
、「
浮
図
」

は
浮
屠
と
も
書
き
、
死
せ
る
人
の
こ
と
。
つ
ま
り
、「
優う

ば婆
」
の
「
浮ふ

つ図
」
の
「
所

と
こ
ろ

」
の
信
徒
の
亡
き
骸
を
埋
葬
す

る
所
が
転
訛
し
て
、「
う
ば
が
ふ
つ
と
こ
ろ
」
が
「
う
ば
が
ふ
と
こ
ろ
」
と
な
っ
た
の
か
。
中
山
太
郎
は
「
自
然
の

風
を
防
ぎ 

南
に
面
し
て
日
当
た
り
が
良
く
乳
母
の
懐
に
い
る
よ
う
な
地
所
」
と
い
う
な
ど
諸
説
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
地
名
は
あ
ぶ
り
だ
し
の
よ
う
な
も
の
で
、
周
辺
の
景
観
や
地
名
、
古
文
書
、
伝
承
を
合
わ
せ

持
っ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
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愚草の川柳集⑥選

「水馬」

2014 / 秋

水馬　おのが時計を回しおり

あとになりさきになりして影遍路

かの戦　兵士鼠のしっぽ咬み

※みずすましは自分の立ち位置をどうやっては

かっているのだろうか▽愚草は遍路旅の体験者な

のだろう。夕暮れに今夜の宿を探しあて野辺の道

を歩き廻る。前に後ろにと影はまわり、ときに踏

みそうにもなる。影を見て自分というものが生き

ているとわかる▽インキュベーター（孵卵器）で

育ったオテンキオンブオバケにはわからないだろ

うな▽「かの戦」はインパール作戦か。兵站を整

えないで戦いを強いる参謀、補給を大切にしない

最大の失敗。小田実はこれを「難死」と呼ぶ。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
五
日
目
（
三
原
村
～
39
～
愛
南
町
）

高
知
県
幡
多
郡
三
原
村
上
長
谷
（
農
家
民
宿
今
ち
ゃ
ん
）

　
〜
　
三
四･

四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
二
九
分

愛
媛
県
南
宇
和
郡
愛
南
町
増
田
（
一
本
松
温
泉
あ
け
ぼ
の
荘
）

活
動
日
記

三
原
村
の
農
家
民
宿
「
今
ち
ゃ
ん
」
に
大
満
足
し
て
い
た
ら
、「
こ

れ
は
お
接
待
の
昼
食
」
と
、
お
に
ぎ
り
二
個
、
バ
ナ
ナ
、
ノ
リ
、
飴

ち
ゃ
ん
と
紙
お
し
ぼ
り
を
い
た
だ
い
た
。
宿
泊
料
六
千
六
百
円
に
は
ド

ブ
ロ
ク
一
本
（
椿
姫
の
伝
説
）
が
つ
い
て
い
る
う
え
に
お
弁
当
の
お
接

待
と
は
、
申
し
訳
な
い
気
持
ち
だ
。

元
気
を
い
た
だ
い
て
、
地
蔵
峠
と
松
尾
坂
の
二
つ
の
峠
越
え
で
、
今

日
の
宿
、
愛
媛
県
愛
南
町
一
本
松
に
向
か
う
。

「
今
ち
ゃ
ん
」
を
出
る
と
す
ぐ
に
真
念
の
ヘ
ン
ロ
石
に
出
合
う
。「
右

へ
ん
ろ
み
ち
、
左
大
ミ
つ
の
と
き
ハ
こ
の
み
ち
よ
し
　
願
主
真
念
　
貞

享
四
丁
卯
（
一
六
八
七
）」
と
あ
る
。
真
念
の
標
石
で
唯
一
年
号
が
刻

ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
を
右
に
進
む
。
江
ノ
村
へ
越
え
る
「
地

蔵
峠
」
は
、
三
原
側
は
舗
装
道
だ
が
峠
か
ら
江
ノ
村
側
は
昔
の
往
還

真念のヘンロ石（中央／三原村上長谷）

四
国
遍
路  

五
日
目
（
三
原
村
～
39
～
愛
南
町
）
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道
。
緩
や
か
な
下
り
は
歩
き
や
す
か
っ
た
。

武
四
郎
は
「
ゑ
の
村
（
江
ノ
村
）」
か
ら
「
い
す
の
川
村
（
磯
ノ
川
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
地
蔵
峠
を
降
り
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
の
遍
路
道
は
中
村
宿
毛
道
路
の
側
道
を
平
田
ま
で
案
内
し
て
い
る
が
、
江

ノ
村
か
ら
中
筋
川
の
左
岸
と
な
る
磯
ノ
川
に
渡
っ
た
。「
有
岡
村
（
有
岡
）」
の
手
前
に
「
焼
米
坂
」
と
あ
る
が
地
元

の
人
に
聞
い
て
も
場
所
の
特
定
が
で
き
な
か
っ
た
。

延
光
寺
に
は
正
午
に
着
き
、
さ
っ
そ
く
お
接
待
の
お
に
ぎ
り
を
い
た
だ
い
た
。
延
光
寺
の
す
ぐ
脇
か
ら
山
越
え
の

へ
ん
ろ
道
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
宿
毛
市
内
を
通
り
過
ぎ
、
愛
南
町
の
一
本
松
ま
で
は
長
い
道
の
り
で
、
今
に
な
っ
て

後
悔
し
っ
ぱ
な
し
で
あ
る
。
こ
こ
は
宿
毛
に
泊
ま
っ
て
、
御
荘
の
四
十
番
札
所
観
自
在
寺
を
打
っ
て
か
ら
一
本
松
付

近
で
泊
ま
れ
ば
、
観
自
在
寺
か
ら
の
三
ル
ー
ト
の
一
つ
「
篠
山
詣
り
」
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。「
月
山
」
に
行
っ

て
な
い
の
で
「
篠
山
詣
り
」
を
選
ぶ
の
は
不
文
律
で
あ
る
と
い
う
。
宿
の
選
択
は
じ
っ
く
り
考
え
て
予
約
を
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
で
宿
の
休
業
が
多
い
の
も
悩
み
の
種
で
あ
る
。

イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
は
宿
毛
市
貝
塚
か
ら
の
山
道
を
「
松
尾
峠
」
の
遍
路
道
と
し
て
案
内
し
て
い
る
が
、
途
中
、
錦

と
小
深
浦
と
大
深
浦
で
集
落
に
一
旦
降
り
る
こ
と
に
な
る
。
宿
毛
市
内
の
一
般
道
を
進
み
大
深
浦
の
番
所
跡
か
ら
登

る
の
が
い
い
よ
う
に
思
う
。

こ
の
松
尾
峠
、
高
知
側
は
勾
配
が
き
つ
く
大
深
浦
の
番
所
か
ら
峠
ま
で
五
十
分
近
く
か
か
る
。
重
要
な
往
還
道
と

し
て
雨
水
に
よ
る
路
面
浸
食
を
防
ぐ
た
め
の
石
畳
の
設
え
も
あ
る
が
、
こ
の
勾
配
で
は
馬
借
往
来
に
は
苦
労
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
反
面
、
愛
媛
側
は
勾
配
が
緩
や
か
で
麓
ま
で
三
十
分
で
降
り
ら
れ
る
。
た
だ
、
柵
の
構
造
物
が
起
点

か
ら
終
点
ま
で
続
く
の
は
、
迷
わ
な
い
が
味
気
な
い
。
松
尾
峠
の
高
知
県
側
で
は
、
遍
路
道
の
調
査
測
量
を
測
量
コ
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ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
行
っ
て
い
た
。
国
土
交
通
省
の
「
四
国
の
み
ち
」
調
査
な
の
か
、
四
国
遍
路
世
界
遺
産
登
録
推
進

協
議
会
が
取
り
組
む
高
知
県
の
調
査
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
き
て
熱
心
に
な
っ
た
の
が
行
政
側
。
当

初
、
四
国
霊
場
の
宗
教
性
か
ら
引
け
て
い
た
が
、
世
界
遺
産
登
録
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
よ
っ
て
一
気
飲
み
す
る
勢
い
だ
。

松
尾
峠
を
越
え
、
愛
媛
に
入
る
と
麓
に
宇
和
島
藩
の
小
山
御
番
所
（
井
戸
跡
）
が
あ
る
。
宇
和
島
藩
の
な
か
で
も

特
に
重
要
視
さ
れ
た
境
目
番
所
で
あ
る
。
近
く
な
る
ほ
ど
遠
く
感
じ
る
夕
の
道
。
一
本
松
で
十
八
時
近
く
に
な
り
、

い
く
ぶ
ん
暗
く
な
っ
た
こ
ろ
で
、
今
夜
の
宿
「
一
本
松
温
泉
あ
け
ぼ
の
荘
」
に
着
い
た
。

延
光
寺
（
第
三
十
九
番
札
所 
赤し

ゃ
っ
き
ざ
ん

亀
山 

寺じ
さ
ん
い
ん

山
院 

延え
ん
こ
う
じ

光
寺
）

御
詠
歌
：
南
無
薬
師
諸
病
悉
除
の
願
こ
め
て
　
詣
る
我
が
身
を
助
け
ま
し
ま
せ

宗
派
：
真
言
宗
智
山
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
神
亀
元
年
（
七
二
四
）　
　
所
在
：
宿
毛
市
平
田
町
中
山

奥
の
院
は
修
験
道
の
当
山
派
の
道
場
　『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
に
は
「
土
佐
幡
多
郡
平
田
村
地
検
帳
」
の
平
田
寺

山
村
と
し
て
「
寺
山
領
」
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ノ
ギ
中
山
に
土
居
（
上
ヤ
シ
キ
）
が
あ
り
、
養
受
坊
、
北
之

坊
、
桜
本
坊
、
本
坊
、
東
林
坊
、
中
之
坊
、
杉
本
坊
の
屋
敷
地
が
み
ら
れ
る
。
堂
宇
と
し
て
二
王
堂
、
薬
師
御
堂

床
、
そ
し
て
権
現
社
の
下
に
王
子
堂
社
・
舞
殿
・
大
師
堂
・
大
日
堂
が
設
え
て
あ
る
。

延
光
寺
に
つ
い
て
澄
禅
は
「
近
所
に
南
光
院
と
い
う
妻
帯
山
伏
」
と
あ
り
、
寂
本
は
「
十
町
ほ
ど
行
く
と
奥
院
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
滝
も
あ
っ
て
俗
塵
を
は
ら
う
か
の
よ
う
な
清
い
美
し
さ
だ
」
と
記
し
て
い
る
。
武
四
郎
は
「
是

（
延
光
寺
）
よ
り
奥
に
奥
の
院
と
云
も
の
有
よ
し
。
魔
境
に
し
て
人
を
や
ら
ず
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
は
る
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か
昔
よ
り
土
佐
西
南
域
に
お
け
る
修
験
道
の
拠
点
道
場
で
あ
っ
た
こ
と
の

面
影
を
残
し
て
い
る
。

こ
の
地
は
、
波
多
国
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
古
代
土
佐
西
南
域
の
中
心
地
で

あ
っ
た
。
す
ぐ
近
く
の
宿
毛
は
天
然
の
良
港
で
あ
る
。
古
代
か
ら
往
来
は

瀬
戸
内
を
渡
り
南
予
経
由
の
海
の
街
道
で
あ
っ
た
。
甘
い
醤
油
、
皿
鉢
料

理
に
タ
ル
ト
を
の
せ
る
、
ト
ー
ス
ト
に
砂
糖
を
ま
ぶ
す
な
ど
、
高
知
で
も

幡
多
は
南
予
文
化
と
の
交
渉
が
色
濃
く
残
る
地
で
あ
る
。

三
十
九
番
札
所
延
光
寺
の
奥
の
院
（
南
光
院
）
は
修
験
道
の
当
山
派
南

光
院
系
の
道
場
で
あ
る
。
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
高
辻
帳
に
よ
る
と

土
佐
の
修
験
の
数
は
本
山
派
（
聖
護
院
）
が
二
百
七
十
八
人
で
、
当
山

派
（
延
光
寺
・
南
光
院
）
が
十
六
人
と
な
っ
て
い
る
。
修
験
道
と
の
関
わ

り
を
納
経
所
で
お
聞
き
し
た
が
分
か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
エ

ロ
ー
ブ
ッ
ク
に
も
奥
の
院
の
記
載
は
な
い
。
こ
の
延
光
寺
の
山
号
は
「
赤
亀
山
」
と
あ
る
。
赤
い
亀
が
境
内
に
あ
る

池
か
ら
い
な
く
な
っ
た
が
、
や
が
て
銅
の
梵
鐘
を
背
負
っ
て
竜
宮
城
か
ら
戻
っ
て
き
た
と
い
う
説
話
が
あ
る
。
浦
島

太
郎
伝
説
と
補
陀
落
渡
海
、
亀
と
票
着
神
、
熊
野
本
宮
大
社
の
亀
な
ど
熊
野
神
社
の
匂
い
の
す
る
札
所
で
あ
る
。
こ

の
銅
の
梵
鐘
、
銘
に
延
喜
十
一
年
（
九
一
一
）
と
あ
る
由
緒
あ
る
も
の
だ
が
、
明
治
初
期
に
は
高
知
県
会
の
開
会
の

合
図
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。 39番札所延光寺（宿毛市平田町）
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武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
幡
多
郡
三
原
村

　
長
田
村
（
上
長
谷
）

■
高
知
県
四
万
十
市

　
ゑ
の
村
（
江
ノ
村
）
川
（
中
筋
川
）
い
す
の
川
村
（
磯
ノ
川
）
有
岡
村
（
有
岡
）

■
高
知
県
宿
毛
市

　
山
田
村
（
山
奈
町
山
田
）
中
村
（
平
田
町
中
山
）
三
十
九
番
赤
龜
山
寺
山
院
延
光
寺
（
三
十
九
番
札
所

延
光
寺
）
お
し
岡
村
（
押
ノ
川
）
和
田
村
（
和
田
）
す
く
も
町
（
宿
毛
市
街
地
）
貝
塚
村
（
貝
塚
）

■
う
か
原
村
（
小
深
浦
）
大
ふ
か
原
村
（
大
深
浦
）
番
所
（
松
尾
坂
番
所
・
大
深
浦
）
松
尾
峠
（
松
尾
峠
）

■
愛
媛
県
愛
南
町

　
小
山
村
（
小
山
）
番
所
（
小
山
番
所
）
廣
ミ
村
（
広
見
）

武
四
郎
は
「
三
十
九
番
赤
亀
山
寺
山
院
延
光
寺
」
に
立
ち
寄
っ
た
後
、「
午
の
背
川
（
松
田
川
）」
を
渡
り
国
境
番

所
を
通
り
「
松
尾
峠
」
を
越
し
て
伊
予
側
の
「
小
山
村
・
番
所
」
に
向
か
っ
た
。

土
佐
の
食
事

武
四
郎
は
「
三
十
九
番
赤
亀
山
寺
山
院
延
光
寺
」
に
立
ち
寄
っ
た
際
「
此
辺
り
皆
蜀
黍
を
喰
と
す
。
其
喰
方
は
是

を
少
し
つ
き
大
釜
に
而
煮
而
ひ
ら
か
し
喰
。
ま
た
引
而
粉
な
に
し
而
も
喰
な
り
。
甘い

も蔗
も
ま
た
多
し
」
と
こ
こ
で
も

土
佐
の
国
は
キ
ビ
や
イ
モ
を
主
食
に
し
て
い
る
と
貧
し
い
土
佐
の
国
を
紹
介
す
る
。
土
佐
の
方
言
で
麦
を
煎
っ
て
粉

-  94 -  



に
ひ
い
た
も
の
を
「
ハ
ッ
タ
イ
コ
」
と
い
う
が
、
昔
食
べ
た
の
は
麦
で
は
な
く
キ
ビ
の
粉
だ
っ
た
気
が
す
る
。
砂
糖

を
入
れ
た
ハ
ッ
タ
イ
コ
を
口
い
っ
ぱ
い
頬
張
る
と
必
ず
む
せ
返
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

か
し
き

武
四
郎
は
「
大
艸
原
村
」
の
段
で
「
此
處
よ
り
又
う
ら
番
所
有
。
土
州
の
内
三
十
日
之
餘
も
か
か
り
し
者
は
此
處

よ
り
ぬ
け
出
る
也
。
人
家
二
三
十
軒
。」
と
切
手
の
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
は
こ
の
裏
番
所
よ
り
出
る
こ
と
と
記
す
。

裏
番
所
と
あ
る
こ
と
か
ら
大
艸
原
村
は
大
深
草
村
で
は
な
い
。
続
い
て
「
大
艸
原
村
」
に
つ
い
て
「
四
月
比
か
し
木

と
云
而
山
の
下
艸
、
下
木
を
か
り
而
田
ニ
踏
込
こ
や
し
ニ
す
る
也
。
其
刈
ニ
行
時
は
何
月
何
日
と
定
り
居
而
其
日
よ

り
皆
刈
初
る
也
。
其
餘
は
か
る
こ
と
を
禁
ず
る
也
。
其
制
到
而
き
び
し
き
も
の
也
。」
と
春
、
山
野
に
あ
る
青
草
・

下
木
を
刈
っ
て
緑
肥
と
し
て
田
に
入
れ
る
「
か
し
き
」
の
様
子
を
書
い
て
い
る
。
ど
の
村
に
も
入
会
地
の
草
刈
り
場

が
あ
っ
て
、
日
に
ち
を
切
っ
て
田
の
緑
肥
、
屋
根
の
萱
場
、
牛
馬
の
飼
料
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
か
し
き
」
に

は
炊か

し

ぐ
の
名
詞
形
で
山
小
屋
や
船
で
の
炊
事
を
い
う
場
合
も
あ
る
。
地
元
で
は
山
仕
事
の
休
憩
場
所
を
「
茶ち

ゃ
ば場

」
と

い
い
、
雨
の
日
は
こ
こ
で
、
カ
ル
イ
や
鍬
の
柄
な
ど
も
の
づ
く
り
を
し
て
い
た
。

番
所土

佐
の
遍
路
の
出
入
口
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
が
東
股
（
甲
浦
）
番
所
と
松
尾
坂
番
所
（
大
深
浦
）
で
あ
る
。

武
四
郎
は
土
佐
の
番
所
と
し
て
「
甲
の
浦
番
所
」「
番
所
（
伏
越
）「
番
所
（
大
深
浦
）」
の
三
カ
所
を
、
真
念
は

土
佐
の
番
所
と
し
て
「
か
ん
の
浦
（
甲
浦
）」「
ふ
し
ご
え
番
所
（
伏
越
）」「
か
う
ち
城
下
（
高
知
）」「
大
ふ
か
原
村
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（
大
深
浦
）」
の
四
カ
所
を
記
し
て
い
る
。

宇
和
島
藩
は
、
隣
藩
土
佐
・
大
洲
と
の
関
係
に
は
特
に
気
を
遣
っ
て
お
り
、
十
三
カ
所
の
境
目
番
所
の
一
つ
が
小

山
番
所
（
小
山
字
茶
堂
）
で
、
松
尾
坂
を
下
り
立
っ
た
所
に
「
番
所
跡
の
井
戸
」
の
表
示
板
が
あ
る
。
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愚草の川柳集⑦選

「鵺」

2015 / 春

おこぼれと　トリクルダウン目に訳し

一本の流しソーメン待つ身かな

日銀の連れション泡と弾けおり

※川柳集のあとがき「三下り半」に、本土ヤマト

ンチュに突き付けた『琉球共和社会憲法』試案前

文に「われわれはもうホトホト愛想がつきた。好

戦国日本よ、好戦的日本国民と権力者共よ、もは

やわれわれは人類廃滅への無理心中の道行きをこ

れ以上共にはできない。」とある。

「沖縄に寄りそう」といいつつ舌を出す素行の悪

さである。愚草は「場違いの不沈空母に熨斗をつ

け」とくくる▽トリクルダウンと流しソーメン。

ぴったり腑に落ちる。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
六
日
目
（
愛
南
町
～
40
～
宇
和
島
市
津
島
町
）

愛
媛
県
南
宇
和
郡
愛
南
町
増
田
（
一
本
松
温
泉
あ
け
ぼ
の
荘
）

　
〜
　
三
七･

九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
一
時
間
五
二
分

愛
媛
県
宇
和
島
市
津
島
町
岩
松
（
三
好
旅
館
）

活
動
日
記

一
本
松
町
の
「
あ
け
ぼ
の
荘
」
か
ら
四
十
番
札
所
観
自
在
寺
へ
、
そ

れ
か
ら
灘
道
の
コ
ー
ス
。
内
海
の
柏
坂
を
登
り
思
案
坂
を
降
る
ロ
ン
グ

ト
レ
イ
ル
で
あ
る
。
結
局
、
朝
七
時
三
十
分
に
出
立
し
津
島
町
岩
松
の

「
三
好
旅
館
」
に
着
い
た
の
は
日
が
と
っ
ぷ
り
暮
れ
た
十
九
時
二
十
分

ご
ろ
。
な
ん
と
半
日
歩
い
た
こ
と
に
な
る
。
六
十
六
歳
の
体
は
軋
ん
で

い
た
。
や
は
り
午
後
の
三
、四
時
に
は
宿
に
入
り
た
い
も
の
だ
。

月
山
に
行
か
な
か
っ
た
の
で
篠
山
詣
を
決
め
て
い
た
が
、
宿
の
都
合

で
「
灘
道
」
と
な
っ
た
。

広
見
台
地
の
朝
は
気
持
ち
よ
く
、
一
本
松
中
学
生
の
挨
拶
を
受
け
な

が
ら
足
を
進
め
た
。
途
中
、
権
大
僧
都
…
…
法
印
の
墓
を
見
つ
け
た
。

紀
州
熊
野
の
神
官
の
家
系
と
な
る
鈴
木
、
義
経
、
河
野
通
信
な
ど
の
名

が
出
て
く
る
か
ら
興
味
を
そ
そ
る
。
鈴
木
の
姓
が
全
国
で
多
い
の
は
、

四
国
遍
路  

六
日
目
（
愛
南
町
～
40
～
宇
和
島
市
津
島
町
）

柏坂登り口（愛南町柏）
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熊
野
の
御お

し師
・
鈴
木
氏
が
熊
野
詣
を
世
話
し
、
各
地
で
熊
野
神
社
を
勧
請
さ
せ
た
経
緯
で
地
元
に
根
付
い
た
も
の
だ

と
い
う
。
こ
の
墓
標
も
そ
の
一
つ
だ
ろ
う
。

「
札
掛
」
を
過
ぎ
る
と
旧
遍
路
道
「
赤
坂
」
の
案
内
が
あ
る
。
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
ル
ー

ト
だ
が
、
迷
う
こ
と
な
く
、
土
の
路
面
も
足
に
優
し
く
歩
き
や
す
か
っ
た
。
赤
坂
は
東
京
の
高
級
ク
ラ
ブ
が
立
ち
並

ぶ
赤
坂
を
思
い
起
こ
す
が
「
赤
根
山
に
の
ぼ
る
坂
」
の
意
味
だ
と
い
う
。
全
国
に
分
布
す
る
地
名
で
あ
る
。
赤
の
付

く
山
は
多
い
の
で
こ
の
地
の
赤
坂
も
そ
の
例
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
赤
土
の
赤
で
あ
り
、
閼あ

か伽
は
梵
語
で
水
の
こ

と
で
あ
り
、
砂
鉄
の
混
じ
っ
た
赤
で
タ
タ
ラ
製
鉄
の
赤
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
は
、
広
見
と
城
辺
を
分
か
つ
高
台
の

脇
を
流
れ
る
惣
川
を
横
切
る
ヘ
ン
ロ
道
で
あ
る
。
登
り
つ
め
る
と
満
倉
の
台
地
「
上
大
道
」
と
な
る
。
大
宮
神
社
脇

の
遍
路
休
憩
所
で
朝
の
光
を
た
っ
ぷ
り
浴
び
て
気
持
ち
よ
く
足
を
休
め
た
。

少
し
進
む
と
「
駄
場
」。
南
予
か
ら
高
知
県
西
部
に
多
い
地
形
地
名
が
「
駄
場
」
で
あ
る
。
私
の
地
元
、
四
万
十

町
大
正
の
酒
蔵
が
、
栗
焼
酎
を
新
開
発
し
た
の
は
三
十
年
近
く
前
の
こ
と
。
名
前
の
募
集
が
あ
り
同
僚
の
岡
本
小
夜

子
さ
ん
が
「
火
振
り
」
で
応
募
し
一
席
と
な
っ
た
。
実
際
は
「
ダ
バ
ダ
火
振
」
で
あ
る
が
爆
発
的
に
ヒ
ッ
ト
。
九
月

に
発
売
さ
れ
た
『
半
沢
直
樹
　
ア
ル
ル
カ
ン
と
道
化
師
』
で
半
沢
直
樹
の
飲
む
酒
が
「
ダ
バ
ダ
火
振
」
で
あ
る
。
作

者
の
池
井
戸
潤
は
、
二
十
五
年
来
、
ダ
バ
ダ
を
愛
飲
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
ダ
バ
ダ
。
人
の
集
ま
る
「
駄
場
」
で

ワ
イ
ワ
イ
楽
し
く
歌
い
踊
る
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
ダ
バ
ダ
」
に
し
た
と
命
名
秘
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

火
振
り
は
四
万
十
川
流
域
の
伝
統
的
鮎
漁
法
で
あ
る
。
先
代
の
山
本
彰
宏
社
長
も
11
Ｐ
Ｍ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
「
シ
ャ

バ
ダ
バ
、
シ
ャ
バ
ダ
バ
、
ダ
バ
ダ
バ
ダ
、
ダ
バ
ダ
バ
ダ
ダ
ー
」
の
世
代
な
の
だ
ろ
う
。

平
成
の
合
併
で
愛
南
町
と
な
っ
た
が
城
辺
と
御
荘
の
境
界
が
分
か
ら
な
い
く
ら
い
町
並
み
が
連
な
っ
て
い
る
。
土
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手
沿
い
の
遍
路
道
を
付
近
の
お
ば
さ
ん
と
話
し
な
が
ら
歩
い
た
。
一
人
遍
路
は
話
す
機
会
が
な
い
こ
と
か
ら
思
わ
ず

喋
り
す
ぎ
た
。

四
十
番
札
所
観
自
在
寺
に
着
く
と
、
地
元
の
小
学
生
が
境
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
写
生
を
し
て
い
た
。

武
四
郎
は
「
是
よ
り
い
な
り
（
龍
光
寺
）
え
道
す
じ
三
所
有
。
灘
道
通
り
拾
三
り
。
大
か
ん
と
う
越
十
三
り
。
篠

山
道
十
四
里
」
と
し
て
、
そ
の
ル
ー
ト
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
ぶ
ん
、
武
四
郎
は
篠
山
道
を
選
択
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
が
、
悩
み
な
が
ら
「
灘
道
」
を
歩
く
こ
と
に
し
た
。

灘
道
の
起
点
で
あ
る
内
海
の
柏
に
着
い
た
の
が
十
五
時
。
秋
の
早
い
夕
暮
れ
に
不
安
を
抱
き
な
が
ら
進
む
と
、
道

沿
い
の
お
ば
さ
ん
に
へ
ん
ろ
道
の
案
内
と
と
も
に
ミ
カ
ン
一
袋
の
「
お
接
待
」
を
い
た
だ
い
た
。
荷
が
重
く
な
る
心

配
が
あ
っ
た
が
、
長
く
し
ん
ど
い
上
り
の
柏
坂
が
一
つ
ま
た
一
つ
と
ミ
カ
ン
を
頬
張
る
こ
と
に
な
っ
た
。
津
島
側
の

峠
に
着
い
た
と
き
に
は
全
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
ミ
カ
ン
に
感
謝
。
お
接
待
に
感
謝
。
柳
水
大
師
堂
に
た
ど
り
着
く

と
も
う
少
し
で
大
師
峰
（
五
〇
二
メ
ー
ト
ル
）
の
横
道
と
な
り
程
な
く
清
水
大
師
堂
と
な
る
。
暮
れ
ゆ
く
宇
和
海
の

光
が
眩
し
い
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
灘
道
は
、
津
島
側
の
「
思
案
坂
」
が
こ
と
の
ほ
か
長
か
っ
た
。

「
思
案
」
は
、
長
崎
の
思
案
橋
が
有
名
だ
が
、
高
知
市
上
町
五
丁
目
に
も
思
案
橋
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
遊
郭
に
行

く
か
い
く
ま
い
か
の
思
案
と
い
う
が
、
こ
こ
灘
道
は
山
の
奥
、
何
を
思
案
し
た
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。

や
っ
と
の
こ
と
、
暗
く
な
る
前
に
上
畑
地
に
降
り
立
つ
と
「
泰
山
」
の
酒
蔵
が
あ
っ
た
。
宿
に
着
い
た
ら
「
ヌ
ル

燗
の
泰
山
」
が
飲
め
る
と
思
う
と
、
あ
と
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
た
。

今
夜
の
宿
「
三
好
旅
館
」
は
一
人
客
。
到
着
が
遅
か
っ
た
た
め
か
玄
関
先
で
女
将
さ
ん
が
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。

食
事
は
豪
華
。「
今
日
は
い
っ
ぱ
い
サ
ー
ビ
ス
し
ま
す
」
と
の
言
葉
ど
お
り
だ
っ
た
。
宇
和
島
市
の
地
域
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
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ト
ラ
ベ
ル
プ
ラ
ス
の
三
千
円
の
応
援
券
付
き
に
は
ぶ
っ
た
ま
げ
た
。
三
千
五
百
円
で
一
泊
二
食
の
宿
代
と
な
る
計
算

だ
。
お
国
の
「
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
」
は
小
さ
な
遍
路
宿
に
関
係
な
い
お
金
持
ち
政
策
。
宇
和
島
市
の
取
り
組
み
は

立
派
だ
。
こ
の
お
金
で
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
に
寄
っ
て
歩
き
遍
路
の
命
「
足
ケ
ア
用
品
」
を
買
お
う
。
六·

三·

三
の

大
人
の
義
務
教
育
を
や
っ
つ
け
、
念
願
の
「
泰
山
」
の
二
合
徳
利
を
ゆ
っ
く
り
と
飲
み
干
し
た
。
酒
は
立
派
な
足
ケ

ア
用
品
だ
。

明
日
こ
そ
宇
和
島
市
内
ま
で
の
短
ル
ー
ト
に
し
て
、
ゆ
っ
く
り
歩
こ
う
。

観
自
在
寺
（
第
四
十
番
札
所 
平へ

い
じ
ょ
う
ざ
ん

城
山 

薬や
く
し
い
ん

師
院 

観か
ん
じ
ざ
い
じ

自
在
寺
）

御
詠
歌
：
心
願
や
自
在
の
春
に
花
咲
き
て
　
浮
世
の
が
れ
て
住
む
や
け
だ
も
の

宗
派
：
真
言
宗
大
覚
寺
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
宇
和
郡
愛
南
町
御
荘
平
城

篠
山
の
奥
の
院
観
世
音
寺
　
観
自
在
寺
の
奥
の
院
は
観
世
音
寺
。
土
伊
国
境
に
あ
る
霊
山
・
篠
山
（
一
〇
六
五

メ
ー
ト
ル
）
に
は
篠
山
神
社
が
あ
り
山
岳
信
仰
の
修
験
の
場
と
し
て
篠
山
権
現
（
寂
本
は
三
所
権
現
と
記
す
）
と
い

わ
れ
た
。
そ
の
神
社
の
下
に
観
世
音
寺
が
あ
っ
た
。

観
自
在
寺
の
寺
名
と
本
尊
の
薬
師
如
来
と
が
不
整
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
わ
る
由
緒
も
疑
わ
し
い
。「
御
荘
」

は
延
暦
寺
の
荘
園
に
よ
る
地
名
で
あ
り
、「
平
城
」
の
地
名
も
含
め
、
南
宇
和
地
方
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
て
い
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
確
証
も
な
い
が
中
世
以
前
は
奥
の
院
で
あ
る
観
世
音
寺
が
札
所
と
し
て
詣
で
て
い
た
が
、
い
つ

し
か
そ
の
名
を
受
け
て
観
自
在
寺
と
し
て
里
に
移
し
、
篠
山
の
観
世
音
寺
を
奥
の
院
と
し
た
の
で
な
い
か
。
五
来
重
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は
奥
の
院
を
詣
で
な
け
れ
ば
札
所
の
歴
史
は
読
め
な
い
と
い
う
が
、
こ
の
寺
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
愛
媛
県
南
宇
和
郡
愛
南
町

　
廣
ミ
村
（
広
見
）
宇
和
お
う
道
村
（
上
大
道
）
じ
や
う
へ
ん
村
（
城
辺
甲
）
平
城
村
（
御
荘
平
城
）

四
十
番
平
城
山
薬
師
院
観
自
在
寺
（
四
十
番
札
所
観
自
在
寺
）
中
須
村
（
御
荘
長
洲
）
す
る
木
村
（
菊

川
）
柏
村
（
柏
）

■
愛
媛
県
宇
和
島
市

　
上
は
た
ち
村
（
津
島
町
上
畑
地
）
下
は
た
ち
村
（
津
島
町
下
畑
地
）
ほ
う
は
ら
村
（
津
島
町
下
畑
地
・

芳
原
集
落
）
阿
弥
陀
堂
（
不
明
）
岩
松
町
（
津
島
町
岩
松
）

※
篠
山
道
（
観
自
在
寺
か
ら
）

　
篠
山
前
札
所
（
愛
南
町
広
見
・
札
掛
）
廣
ミ
村
（
愛
南
町
広
見
）
板
尾
村
（
愛
南
町
増
田
・
板
尾
）
眞

崎
村
（
愛
南
町
正
木
）
は
ら
い
川
（
篠
川
・
板
の
川
）
篠
山
観
世
音
寺
（
跡
）
槇
川
村
（
宇
和
島
市
津
島

町
槇
川
）
み
う
ち
村
（
津
島
町
御
内
）
野
井
村
（
津
島
町
岩
淵
乙
・
野
井
集
落
）

※
中
道
（
観
自
在
寺
か
ら
）

　
中
月
村
（
愛
南
町
御
荘
長
月
）
大
か
ん
と
う
坂
（
愛
南
町
御
荘
長
月
・
大
岩
道
）
さ
う
ず
村
（
愛
南
町

僧
都
）
小
か
ん
と
う
坂
（
愛
南
町
僧
都
・
小
岩
道
）
秀
松
村
（
宇
和
島
市
津
島
町
増
穂
）
岩
淵
村
（
津
島

町
岩
淵
）
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武
四
郎
は
「
お
月
」
を
詣
で
な
か
っ
た
の
で
「
篠
山
道
」
を
通
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
是
よ
り
い
な
り
え

道
す
じ
三
所
有
」
と
し
て
「
灘
道
」「
中
道
」
の
道
程
に
つ
い
て
は
村
名
を
挙
げ
て
記
し
、「
篠
山
越
」
に
つ
い
て
は

地
名
・
地
物
に
段
を
設
け
て
説
明
し
て
い
る
の
で
間
違
い
な
か
ろ
う
。

こ
の
三
径
路
は
い
ず
れ
も
真
念
由
縁
の
満
願
寺
（
宇
和
島
市
津
島
町
）
に
向
か
う
の
だ
が
武
四
郎
は
満
願
寺
の
こ

と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

今
の
歩
き
遍
路
は
ほ
と
ん
ど
が
「
灘
道
」
そ
れ
も
国
道
五
十
六
号
線

を
歩
い
て
い
る
よ
う
だ
。

札
掛広

見
に
「
札ふ

だ
か
け掛

」
の
地
名
が
あ
る
。
こ
の
地
で
篠
山
神
社
（
観
自
在

寺
の
奥
の
院
）
の
お
札
を
置
い
て
遙
拝
す
れ
ば
篠
山
を
打
つ
こ
と
に
な

る
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
の
「
札
掛
」
地
名
で
あ
り
、
ま
た
、
篠
山
ル
ー

ト
の
遍
路
に
と
っ
て
は
四
十
番
札
所
観
自
在
寺
を
打
ち
戻
る
拠
点
と
も

な
る
。
札
立
と
同
じ
よ
う
に
往
来
地
名
で
も
あ
る
。
今
で
こ
そ
納
札
は

紙
で
で
き
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
納
札
は
木
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
と

い
う
か
ら
札
を
掛
け
る
で
あ
る
。

札掛（愛南町広見）
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篠
山『

長
宗
我
部
地
検
帳
』
は
「
伊
与
ト
土
佐
ト
ノ
堺
ノ
事
　
一
　
篠
矢
筈
、
西
ノ
森
ハ
与
州
分
、
東
ノ
森
ハ
土
州
分

也
」
と
あ
り
、『
土
佐
州
郡
志
』
は
「
笹
山
　
在
笹
矢
筈
山
北
、
西
南
予
州
正
木
村
、
東
北
土
州
楠
山
村
也
」
と
記

し
て
い
る
。

土
予
国
境
の
篠
山
（
一
〇
六
五
メ
ー
ト
ル
）
に
神
仏
習
合
の
山
岳
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
篠
山
権
現
（
篠
山
観
世

音
寺
）
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
国
境
の
争
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
寺
中
は
「
東
ノ
森
」
に
あ
る
の
で
土
佐
領
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
観
世
音
寺
の
鐘
銘
に
は
「
与
州
御
荘
篠
山
観
世
音
寺
正
長
二
年
（
一
四
二
九
）」、
鰐
口
に
は
「
与
州
御

庄
篠
山
観
世
音
寺
鰐
口
　
寛
正
七
年
（
一
四
六
六
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
室
町
時
代
に
は
伊
予
の
国
に
属
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
の
神
仏
分
離
で
観
世
音
寺
は
廃
寺
と
な
り
、
篠
山
権
現
は
篠
山
神
社
に
改
称
し
、
篠
山
神
社

は
愛
媛
県
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

植
物
に
は
国
境
の
争
い
は
な
い
。
五
月
に
は
全
山
ア
ケ
ボ
ノ
ツ
ツ
ジ
が
満
開
と
な
る
の
で
春
遍
路
は
篠
山
越
が
お

す
す
め
だ
。

す
る
木
村

武
四
郎
は
「
す
る
木
村
（
摺
木
）」
と
し
て
い
る
が
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
摺
木
の
名
が
火
災
を
呼
び
起

こ
す
の
で
「
菊
川
村
」
と
改
名
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
多
分
に
為
政
者
が
考
え
る
こ
と
、
百
年
近
く
た
っ
て

も
地
元
の
人
は
馴
染
ん
だ
地
名
を
そ
う
や
す
や
す
と
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
証
左
で
も
あ
る
。
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愚草の川柳集⑧選

2016 / 冬

メビュウスの環をひねりて遍路ゆき

星条旗見掛けぬ星が一つ増え

※共感する二句である。四国遍路の動機はいろい

ろあるだろうが編集子は退職者の通過儀礼といっ

たとこか。なかにはこのメビウスの環のようにエ

ンドレスな周廻をする、村を失った者、不治の病

の者など死国ときめて漂泊する者もいた。へんろ

道はかったい道でもあった。メビウスの帯のおも

しろいところは表と裏がないところ▽愚草が日本

を 51 番目の「星」と詠むほど、アメリカにおも

ねっている姿がみえる。祖父の膝で育ったぼう

やは尊大な態度をとる大人になり「云々（でんで

ん）」という。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
七
日
目
（
宇
和
島
市
津
島
町
～
宇
和
島
市
）

愛
媛
県
宇
和
島
市
津
島
町
（
三
好
旅
館
）

　
〜
　
二
一･

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
八
時
間
一
四
分

愛
媛
県
宇
和
島
市
高
串
（
へ
ん
ろ
宿
も
や
い
）

活
動
日
記

　
津
島
町
岩
松
の
「
三
好
旅
館
」
を
女
将
の
見
送
り
で
出
立
。
真
念

ゆ
か
り
の
満
願
寺
に
立
ち
寄
り
、
野
井
坂
を
越
え
宇
和
島
市
内
の
馬
目

木
大
師
に
向
か
い
、
今
日
の
宿
「
へ
ん
ろ
宿
も
や
い
」
と
な
る
。

女
将
も
「
野
井
坂
」
は
不
通
だ
か
ら
国
道
の
松
尾
ト
ン
ネ
ル
を
勧
め

る
。
と
り
あ
え
ず
と
、
篠
山
道
、
中
道
、
灘
道
の
要
と
な
る
満
願
寺
に

向
か
う
。
満
願
寺
の
付
近
の
お
ば
さ
ん
に
「
朝
早
く
か
ら
ご
苦
労
さ

ま
」
と
手
を
合
わ
せ
拝
ま
れ
た
。

野
井
の
里
で
尋
ね
る
と
「
橋
が
な
く
て
も
渡
渉
は
可
能
。
倒
木
も
く

ぐ
れ
ば
行
け
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
の
こ
と
。
小
谷
の
渡
渉
も
難
な
く

こ
な
せ
草
の
茂
み
は
あ
る
が
「
勝
手
に
通
行
可
」
と
い
っ
た
状
況
だ
っ

た
。
ど
う
し
て
長
期
間
通
行
不
可
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
す
る
か
理
解
で
き

な
い
。
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
そ
の
よ
う
な
お
知
ら
せ

真念ゆかりの満願寺（宇和島市岩淵）

四
国
遍
路  

七
日
目
（
宇
和
島
市
津
島
町
～
宇
和
島
市
）
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を
し
て
い
る
が
、「
通
行
不
可
」
の
首
謀
者
は
誰
な
の
か
。
へ
ん
ろ
道
の
管
理
責
任
者
は
誰
な
の
か
。
四
国
遍
路
を

世
界
遺
産
に
と
意
欲
の
あ
る
自
治
体
が
多
い
が
、
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
を
頼
り
に
巡
る
歩
き
遍
路
に
と
っ
て
、
遍
路
道

が
誰
の
も
の
か
知
ら
な
い
が
、
安
心
し
て
歩
き
遍
路
が
で
き
る
「
道
」
で
あ
る
こ
と
を
願
う
。
木
地
師
は
「
木
地
師

の
道
」
が
あ
り
、
お
殿
様
に
は
「
参
勤
交
代
の
道
」
が
あ
り
、
忍
び
に
は
「
そ
の
道
」
が
あ
る
と
い
う
。
札
所
間
の

往
来
に
都
合
が
よ
い
か
ら
、
自
然
と
踏
み
な
ら
さ
れ
て
「
へ
ん
ろ
道
」
と
な
り
、
往
来
の
賑
わ
い
か
ら
茶
店
が
で
き

木
賃
宿
が
生
ま
れ
て
く
る
。「
道
」
は
往
来
の
者
が
育
て
る
生
き
た
道
だ
。

イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
に
記
載
さ
れ
て
い
る
道
が
歩
き
遍
路
の
道
と
は
限
ら
な
い
。
旧
街
道
を
遍
路
道
と
し
て
記
載
さ

れ
て
い
る
が
、
車
の
リ
ス
ク
は
な
い
が
往
来
が
少
な
く
「
コ
ン
ビ
ニ
」
が
な
い
。
ト
イ
レ
や
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
す

る
に
は
不
便
極
ま
り
な
い
。
目
的
に
応
じ
た
歩
き
遍
路
道
を
自
分
な
り
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
必
要
が
あ
る
。

や
や
こ
し
い
話
は
別
に
し
て
、「
野
井
坂
」
は
眞
念
以
前
か
ら
の
歴
史
の
街
道
で
灘
道
、
中
道
、
篠
山
道
を
集
め

た
重
要
な
へ
ん
ろ
道
あ
る
。
ぜ
ひ
整
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
女
将
が
案
内
す
る
と
お
り
津
島
町
岩
松
か
ら
宇
和
島
市

街
地
ま
で
は
「
松
尾
ト
ン
ネ
ル
」
が
近
く
て
早
い
。
が
、
歩
き
遍
路
に
と
っ
て
ト
ン
ネ
ル
は
一
番
の
恐
怖
だ
。
歩
道

が
あ
る
に
し
て
も
轟
音
と
と
も
に
疾
走
す
る
車
は
凶
器
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
宇
和
島
の
市
街
地
に
入
る
。
国
道
五
十
六
号
線
か
ら
山
際
の
旧
道
が
遍
路
道
で
、
宇
和
島

警
察
署
の
裏
を
過
ぎ
る
と
、
程
な
く
「
元
結
掛
」
の
馬
目
木
大
師
で
あ
る
。

い
た
だ
い
た
宇
和
島
市
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
プ
ラ
ス
の
三
千
円
は
銀
天
街
の
薬
局
で
エ
ア
ー
サ
ロ
ン
パ
ス
な
ど

し
っ
か
り
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
時
間
が
あ
っ
た
の
で
Ｊ
Ｒ
宇
和
島
駅
の
横
に
あ
る
宇
和
島
中
央
図
書
館
（
パ

フ
ィ
オ
う
わ
じ
ま
）
で
郷
土
資
料
を
閲
覧
。
そ
の
後
、
市
街
地
の
ぶ
ら
り
散
歩
と
な
っ
た
。
昔
の
往
来
の
痕
跡
を
探
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す
の
は
面
白
い
。
宇
和
島
城
下
の
町
筋
は
不
等
辺
の
五
角
形
、
死
角
を

つ
く
る
町
筋
が
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
と
な
っ
て
い
る
。
さ
す
が
藤
堂
高
虎
の

大
し
た
守
り
だ
。
が
、
ぶ
ら
り
散
歩
で
は
迷
子
に
な
っ
て
し
ま
う
。
和

霊
中
町
の
路
地
裏
を
歩
い
て
い
る
と
古
い
橋
柱
だ
け
残
る
「
ふ
る
か
巳

は
し
」
と
読
め
る
。
す
ぎ
る
と
道
連
橋
の
た
も
と
に
標
石
が
あ
っ
た
。

正
面
の
読
め
る
部
分
が
「（
梵
字
　
大
師
座
像
）
い
な
り
へ
　
二
り
」

左
に
「
徳
右
衛
門
」。
こ
う
い
っ
た
発
見
が
楽
し
い
の
だ
。
も
う
十
五

時
近
く
で
あ
る
。
昼
を
忘
れ
る
く
ら
い
面
白
く
歩
い
て
い
た
。
今
日
の

宿
「
へ
ん
ろ
宿
も
や
い
」
は
宿
泊
の
み
の
三
千
円
。
途
中
、
珈
琲
伝
説

の
ピ
ザ
を
宿
に
持
ち
込
ん
で
遅
い
昼
食
と
な
っ
た
。
今
日
は
一
人
独
占

の
く
つ
ろ
ぎ
の
宿
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
が
き
め
細
や
か
で
清
潔
。
ビ
ー

ル
や
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
、
洗
濯
機
利
用
な
ど
全
て
空
き
瓶
に
百
円
、

二
百
円
と
入
れ
る
セ
ル
フ
方
式
で
あ
る
。
近
く
に
量
販
店
や
食
堂
、
コ

ン
ビ
ニ
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
用
が
足
せ
る
、
使
い
勝
手
も
良
い
最
高
の
宿
だ
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
愛
媛
県
宇
和
島
市

　
岩
松
町
（
津
島
町
岩
松
）
岩
淵
（
津
島
町
岩
淵
）
野
井
村
（
津
島
町
岩
淵
乙
・
野
井
集
落
）
い
わ
い
の 橋柱と徳右衛門の道標（宇和島市和霊町）
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森
村
（
祝
森
）
ひ
え
田
村
（
保
田
）
寄
松
村
（
寄
松
）
宇
和
島
（
宇
和
島
城
下
）
願
成
寺
（
元
結
掛
大
師

堂
）
和
霊
大
明
神
社
（
和
霊
神
社
）
下
村
（
現
・
宇
和
島
市
和
霊
中
町
周
辺
）
な
か
あ
い
だ
村
（
現
・
宇

和
島
市
伊
吹
町
）

武
四
郎
は
野
井
坂
を
通
り
宇
和
島
城
下
に
入
る
。
今
は
国
道
五
十
六
号
線
が
あ
る
た
め
一
般
的
な
遍
路
道
は
こ
の

歩
道
を
進
む
が
、
ト
ン
ネ
ン
ル
が
危
険
と
い
う
こ
と
で
旧
道
の
松
尾
坂
を
選
ぶ
場
合
も
あ
る
。
願
成
寺
、
和
霊
大
明

神
に
立
ち
寄
り
宇
和
島
に
つ
い
て
「
入
口
出
口
ニ
番
所
有
。
両
口
と
も
ニ
土
橋
有
て
よ
ろ
し
き
城
下
也
。
ま
た
海

辺
は
船
着
ニ
而
繁
栄
の
地
な
り
。（
和
霊
神
社
）
境
内
よ
り
西
を
望
め

ば
九
州
并
ニ
当
国
の
島
々
を
一
望
し
、
風
景
筆
紙
ニ
つ
く
し
が
た
し
。」

と
述
べ
る
。

願
成
寺

弘
法
大
師
が
開
基
と
さ
れ
る
願
成
寺
（
四
十
番
札
所
観
自
在
寺
の
奥

の
院
の
一
つ
）
が
宇
和
島
湾
の
九
島
に
あ
っ
た
が
、
海
を
渡
る
不
便
が

あ
る
。
あ
る
僧
が
「
こ
れ
に
納
め
札
を
掛
け
よ
」
と
馬
目
木
（
マ
メ

ギ
・
ウ
バ
メ
ガ
シ
）
の
杖
を
立
て
た
ら
、
や
が
て
根
を
下
ろ
し
大
木
と

な
っ
た
。
あ
る
と
き
、
一
人
の
武
士
が
発
心
し
て
髪
を
落
と
し
、
そ
の

元
結
を
馬
目
木
に
掛
け
仏
道
に
入
っ
た
と
い
う
「
元
結
掛
」
の
地
名
由

来
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
札
掛
」
と
同
じ
よ
う
な
遍
路
地
名
の
一
つ
と
い

馬目木大師（宇和島市元結掛）
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え
よ
う
。
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
に
は
「
馬
目
木
大
師
」
と
あ
り
道
筋
な
の
で
遍
路
は
立
ち
寄
る
所
で
あ
る
。

宇
和
島
は
南
予
の
中
心
地

宇
和
郡
七
万
石
の
領
主
と
し
て
入
府
し
た
藤
堂
高
虎
は
六
年
を
か
け
て
板
島
城
（
現
存
す
る
宇
和
島
城
）
を
築
い

た
。
そ
の
後
、
伊
達
政
宗
の
子
・
秀
宗
が
伊
予
国
に
に
十
万
石
を
賜
っ
た
の
は
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）。
そ
れ

ま
で
板
島
丸
串
城
で
あ
っ
た
の
を
宇
和
島
城
に
、
板
島
も
宇
和
島
に
改
名
し
た
の
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
の
こ

と
で
あ
る
。
宇
和
で
な
く
宇
和
島
と
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
全
宇
和
郡
十
三
万
石
の
政
治
・

経
済
・
文
化
の
中
枢
と
し
て
繁
栄
し
た
南
予
の
中
心
都
市
で
あ
る
。

和
霊
神
社
と
い
う
御
霊
信
仰

武
四
郎
は
「
宇
和
島
和
霊
神
社
」
の
絵
図
を
示
し
「
茶
所
、
神
田
、
社
司
、
二
王
門
、
末
社
、
神
宮
、
絵
馬
堂
、

茶
所
、
大
神
主
、
東
門
、
カ
リ
ラ
〇
、千
代
之
屋
、
宝
庫
、
五
月
堂
、
本
社
、
御
供
所
」
な
ど
と
多
く
の
地
物
名
を

加
え
る
大
社
で
あ
る
。
和
霊
神
社
は
山
家
公
頼
の
御
霊
の
祟
り
を
鎮
め
る
御
霊
信
仰
の
一
つ
。
菅
原
道
真
の
祟
り
を

鎮
め
る
天
満
宮
と
同
じ
で
あ
る
。

伊
達
政
宗
の
忠
臣
山
家
公
頼
は
宇
和
島
領
主
伊
達
秀
宗
の
家
老
と
し
て
宇
和
島
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
程
な
く
桜
田

玄
蕃
ら
が
公
頼
に
異
心
あ
り
と
し
て
斬
殺
。
そ
の
後
領
内
に
は
事
件
の
関
係
者
が
変
死
す
る
こ
と
と
な
り
「
公
頼
の

怨
霊
の
祟
り
」
と
し
て
領
民
は
恐
れ
た
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）、
公
頼
の
三
十
三
回
忌
に
宇
和
島
藩
は
公
頼
の

冤
罪
を
証
明
し
山
頼
和
霊
社
を
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
。
現
在
地
に
遷
宮
し
た
の
は
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
の
こ
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と
で
あ
る
。
公
頼
の
妻
す
み
は
仙
台
に
た
ど
り
つ
き
政
宗
に
こ
と
の
顛
末
を
報
告
。
そ
の
後
公
頼
の
霊
を
弔
う
た
め

宇
和
島
に
向
か
っ
た
が
土
佐
の
仁
井
田
郷
六
反
地
（
現
四
万
十
町
六
反
地
）
で
病
と
な
り
村
人
の
看
護
も
甲
斐
な
く

病
死
。「
幸
霊
様
」
と
呼
び
祠
を
設
け
た
が
す
み
夫
人
一
人
で
は
寂
し
か
ろ
う
と
和
霊
神
社
を
六
反
地
桑
原
山
に
勧

請
し
た
と
い
う
。

創
建
年
か
ら
澄
禅
や
真
念
の
記
録
に
は
和
霊
神
社
の
記
述
が
な
い
が
、
だ
ん
だ
ん
と
四
国
八
十
八
ヶ
所
の
遍
路
、

修
行
僧
な
ど
が
宇
和
島
を
訪
れ
「
和
霊
さ
ま
」
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
幕
末
・
明
治
維
新
期
に
か
け
て
そ
の

信
仰
圏
は
四
国
・
九
州
・
中
国
地
方
一
円
に
拡
大
し
た
と
い
う
。
四
十
一
番
札
所
龍
光
寺
へ
向
か
う
へ
ん
ろ
道
に
あ

る
「
和
霊
さ
ん
」
は
必
ず
祈
願
を
か
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
高
知
県
神
社
明
細
帳
』
に
よ
る
と
高
知
県
に
鎮
座
す
る
和
霊
神
社
は
、
先
の
四
万
十
町
六
反
地
の
他
、
大
豊
町

梶
ケ
内
、
高
知
市
薊
野
、
土
佐
市
西
鴨
地
、
須
崎
市
下
郷
、
津
野
町
白
石
、
四
万
十
市
下
田
の
七
社
あ
る
。

中な
か
い
だ間
村

武
四
郎
は
「
な
か
あ
い
だ
村
」
と
記
す
が
、
中な

か
い
だ
む
ら

間
村
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
難
読
地
名
の
一
つ
で
あ
る
。
宇
和
島
市

街
地
の
東
北
方
面
、
現
在
の
宇
和
島
市
伊
吹
町
周
辺
で
大
型
商
業
店
舗
が
広
が
る
所
で
あ
る
。
遍
路
道
を
進
み
三
間

町
に
入
る
と
同
じ
漢
字
と
読
み
の
「
中な

か
い
だ間

」
の
地
名
が
あ
る
。
宇
和
島
の
中
間
と
区
別
す
る
た
め
三
間
中
間
と
改
め

ら
れ
た
。
現
在
は
宇
和
島
市
と
合
併
し
て
旧
自
治
体
名
を
冠
し
た
た
め
宇
和
島
市
三
間
町
三
間
中
間
と
や
や
こ
し
く

な
っ
て
い
る
。
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四
国
遍
路
　
八
日
目
（
宇
和
島
市
～
41
・
42
・
43
～
西
予
市
宇
和
町
）

愛
媛
県
宇
和
島
市
高
串
（
へ
ん
ろ
宿
も
や
い
）

　
〜
　
二
三･

六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
〇
四
分

愛
媛
県
西
予
市
宇
和
町
卯
之
町
（
ま
つ
ち
や
旅
館
）

活
動
日
記

　
宇
和
島
市
の
「
へ
ん
ろ
宿
も
や
い
」
を
六
時
十
五
分
に
出
立
。

四
十
一
番
札
所
龍
光
寺
、
四
十
二
番
札
所
仏
木
寺
、
四
十
三
番
札
所
明

石
寺
に
向
か
い
、
宇
和
町
の
「
ま
つ
ち
や
旅
館
」
に
泊
ま
る
段
取
り
だ
。

宿
か
ら
光
満
川
と
Ｊ
Ｒ
予
土
線
が
並
行
す
る
県
道
を
上
り
つ
め
る
と

三
間
町
の
「
窓

ま
ど
の
と
う峠

」
と
い
う
峠
に
さ
し
か
か
る
。
朝
か
ら
雲
行
き
が
悪

か
っ
た
が
こ
こ
に
き
て
小
雨
と
な
っ
た
。
歩
き
遍
路
の
準
備
に
靴
の
選

択
に
は
大
い
に
悩
ん
だ
。
歩
き
遍
路
は
登
山
と
は
違
う
。
山
越
え
の
へ

ん
ろ
道
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
八
割
が
平
坦
な
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
で
あ

る
と
い
う
。
秋
遍
路
な
ら
雨
が
あ
っ
て
も
二
、三
日
と
い
っ
た
と
こ
ろ

だ
ろ
う
。
ゴ
ア
テ
ッ
ク
ス
の
ハ
イ
カ
ッ
ト
な
靴
と
な
る
と
重
く
て
軽
快

に
は
歩
け
な
い
。
雨
が
降
れ
ば
靴
に
ポ
リ
袋
で
も
か
ぶ
せ
り
ゃ
い
い
と

割
り
切
っ
て
軽
量
靴
に
し
た
。
使
っ
た
の
は
サ
ロ
モ
ン
の
ト
レ
イ
ル
ラ

徳右衛門の標石（41番札所稲荷山）

四
国
遍
路  

八
日
目
宇
和
島
市
～
41
・
42
・
43
～
西
予
市
宇
和
町
）
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ン
ニ
ン
グ
シ
ュ
ー
ズ
・
ス
ピ
ー
ド
ク
ロ
ス
四
ワ
イ
ド
。
通
常
よ
り
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
サ
イ
ズ
ア
ッ
プ
で
フ
ィ
ッ
ト

感
も
ワ
イ
ド
で
ち
ょ
う
ど
い
い
。
締
め
る
緩
め
る
も
ワ
ン
タ
ッ
チ
な
の
で
平
地
で
は
全
開
放
の
ユ
ル
ユ
ル
、
山
に
さ

し
か
か
れ
ば
キ
ュ
ッ
と
絞
り
込
む
。
靴
底
の
接
触
ブ
ロ
ッ
ク
面
が
狭
い
た
め
摩
耗
が
早
い
の
が
難
点
で
も
あ
る
。
歩

き
だ
し
て
一
週
間
が
過
ぎ
た
が
靴
擦
れ
は
な
く
マ
メ
も
で
き
な
か
っ
た
。
あ
と
は
雨
の
具
合
で
あ
る
。

龍
光
寺
は
地
元
で
は
「
お
稲
荷
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。
明
治
以
前
の
神
仏
習
合
の
名
残
り
と
な
る
鳥
居

を
く
ぐ
り
ま
っ
す
ぐ
進
む
と
、
左
側
が
本
堂
、
右
側
に
は
大
師
堂
と
な
る
。
そ
の
ま
ま
階
段
を
進
め
ば
稲
荷
神
社

で
あ
る
。
石
段
の
途
中
に
徳
右
衛
門
の
標
石
が
あ
る
。
正
面
は
「
四
十
一
番
札
所
稲
荷
山
」、
右
側
面
に
「（
指
さ

し
）
越
智
郡
徳
右
衛
門
」
の
銘
が
あ
る
。
神
仏
分
離
の
前
、
四
国
霊
場
八
十
八
札
所
に
は
神
社
が
札
所
と
な
っ
て

い
た
所
が
多
く
あ
る
。
御
詠
歌
か
ら
読
み
取
れ
ば
、
大
山
祇
神
社
別
宮
（
五
十
五
番
札
所
南
光
坊
）、
石
清
水
八
幡

宮
（
五
十
七
番
札
所
栄
福
寺
）、
一
宮
（
六
十
二
番
札
所
宝
寿
寺
）、
石
鎚
神
社
本
社
（
六
十
四
番
札
所
前
神
寺
）、

琴
弾
八
幡
宮
（
六
十
八
番
札
所
神
恵
院
）、
白
峰
宮
（
七
十
九
番
札
所
天
皇
寺
）、
田
村
神
社
（
八
十
三
番
札
所
一

宮
寺
）、
一
宮
神
社
（
十
三
番
札
所
大
日
寺
）、
一
ノ
宮
（
三
十
番
札
所
善
楽
寺
）、
五
社
（
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
）

な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
大
麻
比
古
神
社
（
一
番
札
所
霊
山
寺
）、
神
峯
神
社
（
二
十
七
番
札
所
神
峯
寺
）
も
そ
れ
ら

し
い
。

龍
光
寺
西
側
の
山
越
え
道
が
仏
木
寺
に
向
か
う
へ
ん
ろ
道
と
な
る
。
程
な
く
仏
木
寺
。
向
い
に
あ
る
熊
野
神
社
傍

か
ら
歯
長
峠
越
え
の
へ
ん
ろ
道
で
あ
る
。
事
前
の
問
い
合
わ
せ
で
は
「
通
行
止
め
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
迂
回
し
て

で
も
行
っ
て
み
よ
う
と
現
地
ま
で
進
む
と
応
急
道
を
設
え
て
い
た
。
通
行
止
め
の
看
板
に
「
可
！
」
の
落
書
き
が

あ
っ
た
通
り
だ
。
こ
れ
が
遍
路
道
だ
ろ
う
か
と
疑
う
ほ
ど
の
急
登
を
這
い
ず
り
上
が
る
と
、
程
な
く
宇
和
海
が
広
が
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る
歯
長
峠
に
着
い
た
。
小
雨
で
風
の
あ
る
日
は
、
か
え
っ
て
山
道
が
楽
で

あ
る
。
木
々
が
風
を
遮
り
、
柔
ら
か
い
落
ち
葉
の
道
は
足
裏
に
優
し
い
の

だ
。
遍
路
道
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
る
の
は
よ
か
れ
と
思
っ
て
の
道
路

普
請
の
「
お
接
待
」
だ
ろ
う
が
「
お
せ
っ
か
い
」
で
あ
る
。
歩
き
遍
路
を

体
験
し
た
人
な
ら
そ
う
だ
と
納
得
す
る
だ
ろ
う
。

峠
を
下
り
、
明
石
寺
に
向
か
う
。
明
石
寺
の
山
門
前
に
茶
店
が
あ
っ
た

の
で
、
立
ち
寄
っ
て
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
で
小
休
止
。
愛
媛
県
歴
史
文
化
博

物
館
に
回
っ
て
調
べ
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
八
日
目
に
し
て
初
め
て
の

雨
。
雨
具
は
付
け
て
い
る
が
、
体
が
濡
れ
て
寒
い
の
だ
。
寺
の
裏
側
の
ヘ

ン
ロ
道
（
四
国
の
み
ち
で
も
あ
る
）
を
宇
和
町
の
「
ま
つ
ち
や
旅
館
」
に

急
い
で
向
か
っ
た
。
十
五
時
三
十
分
着
。
女
将
さ
ん
は
「
雨
で
大
変
や
っ

た
ね
。
服
を
洗
う
の
で
、
風
呂
の
前
に
出
し
と
い
て
」
と
あ
り
が
た
い

サ
ー
ビ
ス
。
そ
の
晩
は
ち
ょ
っ
と
寒
気
が
し
て
暖
房
を
入
れ
て
寝
た
。
今
夜
も
一
人
宿
だ
。

龍
光
寺
（
第
四
十
一
番
札
所 

稲い
な
り
ざ
ん

荷
山 

護ご
こ
く
い
ん

国
院 

龍り
ゅ
う
こ
う
じ

光
寺
）

御
詠
歌
：
こ
の
神
は
三
国
流
布
の
密
教
を
　
守
り
給
わ
む
誓
い
と
ぞ
聞
く

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
宇
和
島
市
三
間
町
戸
雁

へんろ石と送迎庵（歯長峠）

-  114 -  



「
お
い
な
り
さ
ん
」
と
い
う
札
所
　
な
ん
と
も
不
思
議
な
龍
光
寺
の
景
観
だ
。
村
の
鎮
守
へ
向
か
う
よ
う
に
鳥
居

を
く
ぐ
り
石
段
を
上
る
。
札
所
が
龍
光
寺
で
弘
法
大
師
創
建
の
頃
か
ら
神
仏
習
合
の
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
。
地
元
の

人
に
「
お
稲
荷
さ
ん
」
と
い
わ
れ
る
稲
荷
寺
。
明
治
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
階
段
の
一
番
上
の
旧
本
堂
が
稲
荷
神
社

と
な
り
、
そ
の
下
に
本
堂
が
建
立
さ
れ
た
。
い
ま
で
も
本
地
仏
で
あ
る
十
一
面
観
世
音
菩
薩
の
隣
に
弘
法
大
師
勧
請

の
稲
荷
明
神
が
鎮
座
し
て
い
る
。
御
詠
歌
に
も
「
こ
の
神
は
」
と
神
仏
習
合
の
歴
史
を
刻
ん
で
い
る
。

澄
禅
は
「
本
地
十
一
面
観
音
。
田
中
に
あ
る
小
さ
な
社
」
と
簡
潔
に
記
す
の
み
で
あ
る
。
寂
本
は
「
稲
荷
　
此
社

の
鎮
座
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
「
此
神
我
大
師
と
九

州
筑
紫
で
あ
い
、
そ
の
後
紀
州
田
辺
で
あ
っ
た
。
名
を
問
う
と
京
八
条
の

二
階
堂
紫
守
長
者
と
申
す
…
…
」
と
大
師
と
稲
荷
神
と
の
出
会
い
を
述
べ

る
と
と
も
に
、「
近
世
に
な
り
神
道
が
儒
教
の
悪
い
部
分
だ
け
を
習
っ
て

仏
教
を
排
斥
し
、
儒
教
の
鬼
神
を
持
っ
て
き
て
日
本
の
神
を
抹
殺
し
よ
う

と
す
る
儒
者
が
い
る
な
ど
利
己
の
た
め
に
虚
を
弄
し
て
い
る
。」
と
非
難

す
る
。
高
野
山
の
広
範
な
学
識
を
持
つ
寂
本
は
『
四
国
偏
礼
霊
場
記
』
を

著
す
に
当
た
っ
て
「
聖
語
本
説
に
た
が
ひ
又
は
道
理
に
応
ぜ
ざ
る
事
は
と

ら
ず
」「
浮
説
妖
妄
に
わ
た
る
事
は
、
い
ま
の
と
ら
ざ
る
所
な
り
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
稲
荷
の
段
で
寂
本
は
、
儒
家
の
道
理
に
た
が
う
「
愚
人

を
惑
は
す
」
浮
説
の
類
を
強
く
批
判
す
る
。

稲
荷
神
社
は
全
国
に
三
万
社
あ
る
と
い
う
。
赤
い
鳥
居
と
狐
の
狛
犬
の

41番札所龍光寺（宇和島市三間町戸雁）
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イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
稲
荷
神
は
稲
を
象
徴
す
る
穀
物
神
・
農
耕
神
で
、
今
で
は
商
工
も
含
め
日
本
で
最
も
広
く
信
仰
さ

れ
る
稲
荷
神
社
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
坂
で
は
「
け
つ
ね
う
ど
ん
」
と
呼
ぶ
が
、「
ケ
」
は
草
木
の
総
称
、
雑
木

林
の
木
（
キ
）
も
同
じ
で
母
音
交
替
に
よ
る
も
の
で
穀
物
・
食
を
意
味
す
る
。
大
阪
の
方
言
で
田
の
上
の
作
物
の
総

称
を
「
ケ
シ
ョ
ー
」
と
言
う
そ
う
だ
。「
ツ
」
は
助
詞
の
「
の
」。「
ネ
」
は
根
で
先
祖
の
意
味
。
つ
ま
り
稲
荷
神
が

「
け
つ
ね
」
で
も
あ
る
わ
け
で
、
狐
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

仏
木
寺
（
第
四
十
二
番
札
所 

一い
っ
か
ざ
ん

カ
山 

毘び

る盧
舎し

ゃ

那な

院い
ん 

仏ぶ
つ
も
く
じ

木
寺
）

御
詠
歌
：
草
も
木
も
仏
に
な
れ
る
仏
木
寺
　
な
お
頼
も
し
き
鬼
畜
人
天

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
大
日
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
宇
和
島
市
三
間
町
則

消
え
た
熊
野
神
社
　
仏
木
寺
の
縁
起
は
こ
う
で
あ
る
。
大
師
は
牛
を
引
く
老
人
に
出
会
い
、
誘
わ
れ
牛
の
背
に

乗
っ
て
歩
む
と
、
楠
の
大
樹
に
大
師
が
唐
で
投
げ
た
宝
珠
を
発
見
、
そ
の
楠
で
本
尊
大
日
如
来
を
作
像
し
堂
宇
を
創

建
し
た
と
い
う
も
の
。
御
詠
歌
も
そ
の
物
語
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
縁
起
か
ら
、
家
畜
守
護
の
寺
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
大
日
如
来
を
本
尊
と
す
る
札
所
は
、
仏
木
寺
の
ほ
か
六
十
番
札
所
横
峰
寺
、
六
十
一
番
札

所
香
園
寺
、
七
十
二
番
札
所
曼
荼
羅
寺
、
四
番
札
所
大
日
寺
、
二
十
八
番
札
所
大
日
寺
の
六
ヶ
寺
で
あ
る
。

こ
の
本
尊
の
背
面
に
胎
内
仏
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
の
墨
書
が
あ
る
。
胎
内
仏
は
、
修
験
道
に
お
け
る
胎
内
く
ぐ

り
、
笈
に
入
れ
た
小
さ
な
仏
を
各
地
に
運
び
勧
請
す
る
山
伏
を
想
起
す
る
が
素
人
の
考
え
で
あ
ろ
う
か
。

澄
禅
は
「
今
日
（
十
五
日
）
は
鎮
守
権
現
の
祭
礼
日
で
近
在
の
男
女
が
集
ま
り
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
と
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と
も
に
当
時
の
縁
起
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
寂
本
は
「
本
堂
の
右
に
鎮

守
の
熊
野
三
所
権
現
、
弁
才
天
、
地
蔵
堂
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
武

四
郎
は
「
境
内
に
熊
野
社
」
と
記
す
。

現
在
、
境
内
地
に
熊
野
神
社
は
な
い
。
明
治
期
の
神
仏
分
離
令
の
際
に

仏
木
寺
の
向
か
い
の
則
集
落
に
移
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
宮
家
準
は

『
熊
野
修
験
』
に
「
北
宇
和
郡
三
間
町
成な

る
た
え妙

に
建
久
元
年
土
佐
か
ら
勧
請

し
た
熊
野
権
現
が
あ
る
」（
二
五
一
ペ
ー
ジ
）
の
記
述
が
あ
る
。
愛
媛
県

神
社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
三
間
町
の
熊
野
神
社
は
則
集
落
に

鎮
座
す
る
熊
野
神
社
し
か
な
く
、
神
社
由
緒
に
は
「
建
久
元
年
土
佐
国
幡

多
郡
上
山
之
内
田
野
々
村
よ
り
勧
請
さ
れ
た
。」
と
あ
る
。
宮
家
の
い
う

「
土
佐
」
と
は
、
上
山
郷
（
四
万
十
町
大
正
）
の
熊
野
神
社
（
旧
郷
社
・

建
久
元
年
勧
請
）
に
間
違
い
な
い
。
宮
家
は
三
間
町
成
妙
（
宇
和
島
市
三

間
町
則
）
と
し
て
い
る
が
旧
成
妙
村
則
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

宮
家
氏
は
「
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
の
う
ち
十
八
ヶ
寺
が
熊
野
神
社
の
影
響
が
見
え
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

明
石
寺
（
第
四
十
三
番
札
所 

源げ
ん
こ
う
ざ
ん

光
山 

円え
ん
じ
ゅ
い
ん

手
院 

明め
い
せ
き
じ

石
寺
）

御
詠
歌
：
聞
く
な
ら
く
千
手
の
誓
い
ふ
し
ぎ
に
は
　
大
盤
石
も
か
ろ
く
あ
げ
石

宗
派
：
天
台
寺
門
宗
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
円
手
院
正
澄

42番札所仏木寺（宇和島市三間町則）
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創
建
：
六
世
紀
前
半
　
　
所
在
：
西
予
市
宇
和
町
明
石

　

色
こ
い
熊
野
修
験
者
　
澄
禅
は
「
本
尊
千
手
観
音
。
本
堂
は
朽
ち
傾
い
て
本
尊
は
小
さ
い
薬
師
堂
に
。
源
光
山
延

寿
院
。
寺
主
な
く
上
ノ
坊
と
い
う
妻
帯
山
伏
が
住
す
。」
と
記
し
、
寂
本
は
「
右
に
熊
野
十
二
所
権
現
（
中
略
）
白

王
権
現
石
と
い
う
の
が
あ
っ
て
籬
で
囲
っ
て
あ
る
。
こ
の
神
石
に
よ
っ
て
、
寺
を
明
石
と
い
う
。
土
地
の
な
ら
わ
し

で
は
ア
ゲ
イ
シ
と
い
う
そ
う
だ
。
今
こ
こ
を
領
し
て
い
る
人
は
神
主
で
は
な
く
修
験
者
だ
と
い
う
。」
と
書
く
。
二

人
と
も
熊
野
修
験
者
が
寺
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
。

明
石
寺
本
堂
の
横
に
十
二
社
が
一
列
に
並
ん
で
い
る
の
が
熊
野
神
社
。
愛
媛
県
神
社
庁
の
記
録
に
は
聖
武
天
皇
の

天
平
六
年
（
七
三
四
）、
役
行
者
五
世
の
孫
、
寿
元
行
者
が
紀
州
熊
野
か
ら
十
二
社
権
現
を
勧
請
し
十
二
坊
を
建
立

し
鎮
守
社
と
し
た
と
あ
る
。
奥
の
院
は
、
白
皇
神
社
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
愛
媛
県
宇
和
島
市

　
な
か
あ
い
だ
村
（
伊
吹
町
）
ミ
つ
ま
村
（
光
満
）
牟
田
村
（
三
間
町
務
田
）
窓
峠
（
窓
峠
）
務
清
山
常

善
坊
（
不
明
）
と
か
り
村
（
三
間
町
戸
雁
）
四
十
一
番
稲
荷
山
龍
光
寺
（
四
十
一
番
札
所
龍
光
寺
）
成
江

村
（
三
間
町
成
家
）
四
十
二
番
珠
山
佛
木
寺
（
四
十
二
番
札
所
仏
木
寺
）
坂
（
歯
長
峠
）

■
愛
媛
県
西
予
市

　
下
河
村
（
宇
和
町
下
川
）
川
村
（
不
明
）
貝
田
村
（
宇
和
町
皆
田
）
い
な
ん
ぼ
う
村
（
宇
和
町
稲
生
）

明
石
村
（
宇
和
町
明
石
）
四
十
三
番
源
光
山
圓
手
院
明
石
寺
（
四
十
三
番
札
所
明
石
寺
）
宇
の
町
（
宇
和
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町
卯
之
町
）

宇
和
島
城
下
か
ら
は
光
満
川
を
遡
上
し
三
間
台
地
と
な
る
。
四
十
三
番
札
所
明
石
寺
ま
で
数
百
年
変
わ
ら
な
い
へ

ん
ろ
道
。
途
中
に
歯
長
峠
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

組
と
い
う
集
落
名

宇
和
島
市
の
光
満
に
入
る
と
「
江
の
組
」「
日
の
組
」「
中
組
」
と
組
地
名
が
続
く
。
組
と
か
班
は
町
内
会
の
下

部
組
織
（
回
覧
板
を
回
す
範
囲
）
と
し
て
構
成
さ
れ
る
名
称
。
そ
の
意
味
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
宇
和
島
藩
に
は

二
百
十
三
の
郷
村
を
十
組
に
分
け
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
光
満
村
は
城
下
組
に
入
っ
て
い
る
。
国
土
地
理
院

地
形
図
で
は
城
川
町
に
多
く
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
郷
村
の
上
部
区
分
と
い
う
よ
り
、
郷
村
（
現
在
の
大
字
・
町
内

会
）
よ
り
狭
い
集
落
を
組
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

ト
ウ
と
い
う
峠
・
窓
峠

三
間
町
務
田
の
窓

ま
ど
が
と
う峠

（
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
）
か
ら
来
た
道
を
ふ
り
向
く
と
宇
和
島
の
海
で
あ
る
。
あ
と
海
ま
で
七

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
の
に
窓
峠
は
分
水
嶺
。
三
間
川
、
広
見
川
と
名
前
を
変
え
つ
つ
、
四
万
十
川
に
流
れ
込
み
土

佐
湾
へ
と
向
か
う
。
四
万
十
川
が
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
付
近
か
ら
土
佐
湾
ま
で
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
の
に
踵

を
返
し
て
西
の
山
間
へ
と
逆
流
す
る
さ
ま
と
同
じ
だ
。
こ
の
窓
峠
か
ら
三
間
の
台
地
が
広
が
る
。
そ
の
反
対
側
は
景

観
が
ま
る
で
違
う
狭
隘
な
谷
間
が
宇
和
島
へ
と
向
か
う
。
隙
間
の
あ
る
所
か
ら
「
間
（
ま
）・
処
（
と
こ
ろ
）」
が
マ

ド
に
な
り
窓
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。「
と
う
げ
」
で
な
く
「
と
う
」
と
長
音
化
し
、
愛
媛
県
や
高
知
県
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に
広
く
分
布
す
る
。
峠
の
古
い
言
葉
で
あ
る
「
タ
オ
」
は
中
国
地
方
に
多
く
「
垰
」
の
国
字
が
当
て
ら
れ
る
。
山
の

鞍
部
で
あ
る
弛
み
が
転
訛
し
て
タ
オ
と
い
う
が
そ
の
タ
オ
を
越
え
る
こ
と
か
ら
タ
オ
ゴ
エ
。
そ
れ
が
ト
オ
ウ
ゴ
エ
、

ト
ウ
ゲ
に
転
訛
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
四
万
十
町
で
は
桜
峠
を
「
サ
ク
ラ
ン
ト
ー
」
と
い
っ
た
り
「
サ
ク
ラ
ン
タ
オ
」

と
言
っ
た
り
も
す
る
。
ま
た
山
の
鞍
部
を
「
切
（
キ
リ
・
キ
レ
）」「
越
（
コ
シ
・
コ
エ
）」「
串
（
コ
シ
・
ク
シ
）」

と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
。

水
神
の
罔
象
女
が
三
間

『
日
本
書
記
』
の
持
統
天
皇
五
年
（
六
九
一
）
の
条
に
伊
予
国
司
が
「
宇
和
郡
御
馬
山
」
の
白
銀
三
斤
八
両
を
朝

廷
に
献
上
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
「
ミ
マ
」
の
初
見
で
あ
る
。「
三
門
」「
美
萬
」「
美
万
」
の
字
が
当
て
ら
て

の
ち
に
「
三
間
郷
」
と
な
っ
た
も
の
。

『
古
事
記
』
に
あ
る
伊
予
宇
和
別
命
の
祖
が
国
乳
別
命
で
、『
日
本
書
記
』
に
は
国
乳
別
命
は
水
沼
別
の
始
祖
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
三
間
郷
は
国
乳
別
の
末
裔
が
治
め
た
所
と
す
る
の
が
地
名
由
来
の
一
つ
で
あ
る
。

谷
川
健
一
は
『
日
本
書
記
』
に
出
る
多
遅
比
瑞
歯
別
天
皇
（
た
じ
ひ
み
つ
は
の
す
め
ら
み
こ
と
・
反
正
大
王
）
に

注
目
し
て
説
明
す
る
。「
多た

じ

ひ
遅
比
」
は
蝮
の
こ
と
で
、「
瑞み

つ
は歯

」
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
生
え
る
歯
の
こ
と
。
歯
の
長
さ
一

寸
（
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）、
広
さ
二
分
（
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
上
下
等
し
く
整
う
と
あ
る
。
ま
た
、『
古
事
記
』
に

は
「
水
歯
別
命
」
と
表
記
さ
れ
る
。
水
神
の
罔み

つ
は
の
め

象
女
の
ミ
は
水
、
ツ
は
助
詞
で
、
ハ
は
蛇
の
古
語
の
ハ
ハ
に
由
来

し
、
ミ
ツ
ハ
は
水
の
蛇
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

罔
象
女
神
は
水
の
神
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
が
川
身
を
く
ね
ら
せ
る
蛇
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
民
俗
信
仰

-  120 -  



で
は
竜
や
蛇
の
姿
と
な
る
の
が
水
神
で
あ
る
。
水
は
命
の
源
泉
で
あ
り
、「
国
を
治
め
る
者
は
ま
ず
水
を
治
め
る
」

で
あ
る
。
水
の
力
は
宗
教
儀
式
の
「
禊
」
に
も
表
れ
る
。
神
道
の
水
の
祓
、
仏
教
の
垢
離
で
あ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
聖

水
な
ど
水
の
浄
化
力
に
は
チ
カ
ラ
が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
も
早
く
水
に
流
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

「
み
つ
は
の
女
神
」
信
仰
は
筑
紫
か
ら
は
じ
ま
り
九
州
の
海
人
族
が
東
へ
移
動
し
て
阿
波
や
淡
路
で
活
動
す
る
よ

う
に
な
り
水
神
の
罔
象
女
信
仰
も
そ
れ
と
と
も
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
海
人
族
の
到
来
が
こ
の
地
に
「
三
間
」

の
地
名
を
残
し
た
と
論
考
し
て
い
る
。

神
話
の
話
に
な
る
と
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
が
「
歯
」
が
長
い
と

な
る
と
、
こ
こ
か
ら
「
歯
長
峠
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
思

う
し
、
徳
島
の
美
馬
郡
も
同
じ
由
来
か
な
と
思
っ
て
し
ま
う
。

「
ひ
と
う
が
わ
」
と
い
う
難
読
地
名

武
四
郎
は
「
下
河
」
と
記
し
て
い
る
が
正
し
く
は
「
下
川
」
で
読
み

は
「
ひ
と
う
か
わ
」
で
あ
る
。
先
に
「
芳ほ

う

原は
ら

」「
中な

か
い
だ間

」
を
紹
介
し
た

が
、
愛
媛
県
に
も
難
読
地
名
が
多
い
。

慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
の
伊
予
国
知
行
高
郷
村
数
帳
に
は
「
伊
南

坊
村
」
と
あ
る
。
真
念
も
「
い
な
ん
坊
村
」
と
記
す
中
世
以
前
の
地
名

で
あ
る
。
理
由
は
不
明
だ
が
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
稲
生
村
と
改

称
さ
れ
た
。
武
四
郎
が
歩
い
た
の
は
五
十
年
過
ぎ
の
こ
と
だ
が
、
読
み

「下川（ひとうかわ）」のバス停（西予市）
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は
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
稲
生
は
「
い
の
う
」
と
読
む
。
青
森
県
津
軽
地
方
、
名
古
屋
、
三
重
県
鈴

鹿
地
方
に
も
同
じ
「
稲い

の
う生

村
」
が
あ
っ
た
が
、
高
知
県
南
国
市
の
稲
生
は
「
い
な
ぶ
」
と
読
む
。

明
石
さ
ん

武
四
郎
は
「
明
石
村
」
と
記
し
て
い
る
が
「
あ
げ
い
し
む
ら
」
と
読
む
。
寺
の
名
称
は
「
め
い
せ
き
じ
」
だ
が
地

元
で
は
「
あ
げ
い
し
さ
ん
」。
御
詠
歌
に
は
「
き
く
な
ら
く
千
手
不
思
議
の
力
に
て
、
大
盤
石
も
や
す
く
上
げ
石
」

と
あ
り
そ
の
「
上
げ
石
」
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

西
予
市

平
成
の
合
併
で
誕
生
し
た
「
西
予
市
」。
宇
和
海
か
ら
四
国
カ
ル
ス
ト
の
大
野
ヶ
原
ま
で
の
東
西
に
長
い
市
域
と

な
っ
た
。
伊
予
の
西
を
意
味
す
る
名
付
け
だ
ろ
う
。
伊
予
の
西
に
は
違
い
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
宇
和
郡
の

北
を
意
味
す
る
北
宇
和
市
が
な
じ
む
よ
う
に
思
え
る
。
旧
大
洲
市
や
旧
内
子
町
の
郡
域
が
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に

宇
和
郡
か
ら
分
立
し
て
喜
多
郡
と
な
っ
た
。
宇
和
郡
の
北
部
の
意
味
に
佳
字
を
当
て
た
も
の
で
、
従
前
か
ら
宇
和
島

を
中
心
と
し
た
文
化
圏
が
「
宇
和
」
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
東
西
南
北
、
上
中
下
と
い
っ
た
方
角
地
名
は
ど

こ
を
基
準
に
す
る
か
が
歴
史
的
な
認
識
で
あ
る
。
昭
和
の
合
併
で
も
自
治
体
名
称
は
合
併
の
障
壁
で
も
あ
り
い
ろ
ん

な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
が
合
成
地
名
。
西
予
市
を
構
成
す
る
城
川
町
は
公
募
に
よ
る
町
制
施
行
の
名

称
で
、
旧
村
の
土
居
村
の
土
偏
、
魚
成
村
の
成
を
合
わ
せ
て
「
城
」。
旧
高
川
村
・
遊
子
川
村
の
「
川
」
を
合
成
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
丸
く
収
め
る
と
は
こ
う
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
「
城
川
」
も
時
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
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じ
み
と
な
っ
て
い
る
。

地名アラカルト③

－山城のニオイ－

 　「中世の城跡のにおいがプンプンする」と見

定めた山を駆けずり廻るのは窪川の北琴平町在

住の城郭探検家・中川豊氏。多くの城郭のつく

りの形状を踏査する経験知から臭覚・視覚を研

ぎ澄ませたことだろう。これまでの文献資料に

はなかった新発見の城郭を自ら探しあて往時の

景色を思い浮かべるのが楽しみという氏の目は

少年のように輝いている。▼中川氏の野帳を見

せていただいたが、膨大な山城探索の記録で

あった。野帳には、踏査の日、場所、防御施設

等の名称と簡便な要図、目視距離その他のメモ

となっている。そのフィールドは四万十町だけ

でなく四国一円である▼山城探検の注意点は

「山城は防御施設。急峻で道なき道は当然。マダ

ニ、マムシ等の危険もあり、それなりの服装が

大事」とのこと▼ hp『四万十町地名辞典』は高

知県文化財地図情報を Google マップで公開し

ています。山城も。

 

　　　　　　　　　　　 Google マイマップ
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四
国
遍
路
　
九
日
目
（
西
予
市
宇
和
町
～
内
子
町
）

愛
媛
県
西
予
市
宇
和
町
卯
之
町
（
ま
つ
ち
や
旅
館
）

　
〜
　
三
三･

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
二
三
分

愛
媛
県
喜
多
郡
内
子
町
内
子
（
民
宿
シ
ャ
ロ
ン
）

活
動
日
記

　
宇
和
町
の
「
ま
つ
ち
や
旅
館
」
を
七
時
に
出
立
。
鳥
坂
を
越
え
大

洲
に
向
か
い
、
今
日
の
宿
、
内
子
町
の
「
民
宿
シ
ャ
ロ
ン
」
に
台
風

十
四
号
の
雨
風
を
心
配
し
つ
つ
足
を
早
め
る
。

旧
道
は
へ
ん
ろ
道
で
あ
る
と
と
も
に
通
学
路
。
朝
の
一
時
間
の
間

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
に
お
う
む
返
し
の
連
発
。
最
初
は
元
気
を

頂
い
た
が
、
後
半
は
な
お
ざ
り
で
、
宇
和
中
学
校
の
生
徒
も
遅
刻
を
心

配
し
て
急
い
で
い
た
。
中
学
時
代
は
私
と
広
瀬
定
久
、
敷
地
泰
子
の
三

人
が
遅
刻
三
銃
士
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
「
気
を
つ
け
て
行
け
よ
」
と

心
で
エ
ー
ル
を
送
っ
た
。

こ
こ
信
里
に
は
路
傍
の
石
と
花
壇
で
へ
ん
ろ
休
憩
所
を
設
え
て
い

る
。
看
板
に
は
「
ひ
と
や
す
み
一
休
み
」
と
あ
る
。
心
を
癒
す
お
接
待

を
受
け
た
。

お接待の一つ（西予市宇和町信里）

四
国
遍
路  

九
日
目
（
西
予
市
宇
和
町
～
内
子
町
）
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あ
と
す
こ
し
で
宇
和
町
の
最
北
、
鳥と

さ
か坂

と
な
る
。
国
道
か
ら
左
に
分
か
れ
る
と
、
旧
鳥
坂
番
所
を
通
り
ヘ
ン
ロ
道

と
な
る
。
三
十
分
く
ら
い
で
峠
と
な
る
旧
往
還
道
は
、
当
時
の
人
と
モ
ノ
の
往
来
が
多
か
っ
た
と
思
わ
せ
る
緩
や
か

な
勾
配
で
あ
る
。

鳥
坂
が
源
流
点
と
な
る
肱
川
は
、
左
回
り
の
円
を
描
く
よ
う
に
大
洲
に
向
か
う
。
故
に
四
万
十
町
の
「
片
坂
」
の

よ
う
で
、
峠
か
ら
は
長
い
下
り
坂
が
麓
の
大
洲
の
北
只
ま
で
続
く
。

鳥
坂
の
峠
か
ら
長
い
坂
を
下
る
途
中
、
日
天
月
天
様
を
過
ぎ
て
、
野や

さ佐
来ら

い

の
「
札
掛
」
の
バ
ス
停
で
国
道
五
十
六

号
線
に
出
合
う
。
愛
南
町
広
見
の
「
札
掛
」
と
同
じ
地
名
で
あ
る
。
こ

の
「
札
」
地
名
は
各
地
に
あ
る
。
御
触
書
を
張
り
出
す
「
札
場
」
の
札

も
あ
れ
ば
、
国
の
境
界
を
示
す
札
を
立
て
る
「
札
立
（
傍
示
）」
や
、
広

い
採
草
地
で
入
会
料
を
徴
す
る
た
め
に
区
分
す
る
札
を
示
す
「
札
野
」

も
あ
る
。
高
知
県
で
多
く
見
か
け
る
の
は
「
札
場
」
で
あ
る
。

愛
媛
新
聞
の
コ
ラ
ム
『
伊
予
の
地
名
』
に
は
「
野
佐
来
の
札
掛
は
弘

法
大
師
が
こ
の
地
の
悪
病
を
退
散
さ
せ
る
た
め
釈
迦
の
像
を
松
の
枝
に

か
け
て
祈
願
し
た
こ
と
か
ら
と
い
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
お

寺
、
仏
陀
懸
寺
札
掛
大
師
堂
は
峠
を
下
り
札
掛
の
集
落
の
手
前
に
あ
っ

た
。
が
、
荒
廃
著
し
く
、
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
に
掲
載
す
る
の
は
ち
ょ
っ

と
は
ば
か
れ
る
様
相
だ
。

特
養
ホ
ー
ム
札
掛
の
里
か
ら
国
道
五
十
六
号
線
に
入
り
、
ま
っ
す
ぐ

札掛大師堂（大洲市野佐来）
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大
洲
に
足
を
進
め
た
。

大
洲
の
町
は
大
き
い
。
大
洲
城
下
の
観
光
施
設
を
ぶ
ら
り
と
歩
き
、
若
宮
の
商
店
街
を
通
り
抜
け
る
と
周
辺
に
は

大
型
店
舗
が
連
な
っ
て
い
る
。

明
治
の
一
時
期
に
八
幡
浜
に
三
十
七
番
札
所
が
あ
っ
た
と
高
群
逸
枝
の
『
娘
巡
礼
記
』
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
元

の
札
所
は
高
知
の
岩
本
寺
で
、
札
所
番
号
が
遠
く
離
れ
る
こ
と
か
ら
混
乱
も
あ
り
、
後
日
、
買
い
戻
さ
れ
元
に
戻
っ

た
と
い
う
顛
末
だ
。

幾
分
だ
れ
て
き
た
右
足
を
前
に
出
す
と
左
足
が
一
歩
進
む
。
そ
ん
な
繰
り
返
し
で
内
子
に
向
か
う
。
そ
の
途
中
、

国
道
五
十
六
号
線
か
ら
県
道
二
三
〇
号
線
の
昔
の
街
道
筋
に
入
り
、
新
谷
の
帝
京
第
五
高
校
付
近
で
徳
右
衛
門
の
標

石
を
見
つ
け
た
。
正
面
に
「
こ
れ
よ
り
菅
生
山
（
四
十
四
番
札
所
大
宝
寺
）
へ
十
里
」
と
あ
る
。
あ
と
六
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
で
目
的
地
「
民
宿
シ
ャ
ロ
ン
」
だ
。
五
十
崎
の
黒
内
坊
か
ら
山
越
え
の
へ
ん
ろ
道
を
進
み
内
子
運
動
公
園
に
出

た
。
内
子
の
町
並
み
を
楽
し
み
な
が
ら
今
日
の
宿
に
着
い
た
。

「
民
宿
シ
ャ
ロ
ン
」
は
、
宇
和
町
の
ま
つ
ち
や
旅
館
の
女
将
の
紹
介
で
お
世
話
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
宿
で
あ

る
。
整
え
ら
れ
た
宿
は
落
ち
着
い
た
気
持
ち
に
な
れ
る
。
今
日
も
一
人
の
お
客
の
よ
う
で
、
ゆ
る
り
と
風
呂
に
入
っ

た
。
一
階
の
レ
ス
ト
ラ
ン
が
宿
の
食
事
の
場
と
な
る
。
亭
主
の
お
父
さ
ん
に
二
時
間
く
ら
い
に
わ
た
っ
て
お
話
を

伺
っ
た
。
小
学
五
年
生
の
時
、
北
京
で
終
戦
と
な
る
。
父
が
軍
属
で
あ
っ
た
た
め
か
翌
月
に
は
佐
世
保
に
帰
国
で
き

た
と
い
う
。
五
十
崎
と
内
子
の
関
係
、
八
幡
浜
文
化
圏
と
宇
和
島
文
化
圏
の
違
い
な
ど
な
ど
た
く
さ
ん
話
し
て
い
た

だ
い
た
。
ど
う
い
う
わ
け
か
足
の
膝
下
が
赤
く
か
ぶ
れ
て
い
た
。
酒
を
口
に
塗
っ
て
早
く
寝
よ
う
。
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武
四
郎
の
軌
跡

■
愛
媛
県
西
予
市

　
宇
の
町
（
宇
和
町
卯
之
町
）
下
ま
つ
ば
村
（
宇
和
町
下
松
葉
）
上
ま
つ
ば
村
（
宇
和
町
上
松
葉
）
あ
う

江
村
（
宇
和
町
大
江
）
東
た
だ
村
（
宇
和
町
東
多
田
）
番
所
（
大
洲
藩
鳥
坂
口
留
番
所
）
と
さ
か
村
（
宇

和
町
久
保
・
鳥
坂
）

■
愛
媛
県
大
洲
市

　
北
た
だ
村
（
北
只
）
大
洲
（
大
洲
）
下
村
（
中
村
）
若
宮
村
（
若
宮
）
都
夜
の
橋
（
十
夜
ヶ
橋
）
新
屋

町
（
新
谷
）

■
愛
媛
県
喜
多
郡
内
子
町

　
黒
地
村
（
黒
内
坊
）
内
の
こ
村
（
内
子
）

武
四
郎
は
卯
之
町
か
ら
大
洲
藩
に
向
か
う
「
番
所
（
大
洲
藩
鳥
坂
口
留
番
所
）」
に
つ
い
て
「
宇
和
島
領
是
限
り

也
。
番
所
の
手
前
に
茶
店
有
。
こ
の
領
分
廿
一
里
を
七
日
の
内
ニ
通
ら
ざ
る
も
の
は
陸
ヶ
敷
云
也
。」
と
当
時
の
遍

路
ル
ー
ル
を
述
べ
る
。
こ
の
番
所
は
「
と
さ
か
村
」
に
所
在
す
る
大
洲
藩
領
で
あ
る
。
鳥
坂
の
下
流
で
宇
和
島
藩
領

の
正
信
と
な
る
。
鳥
坂
は
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
大
洲
市
か
ら
分
離
し
宇
和
町
（
現
・
西
予
市
）
に
編
入

さ
れ
た
。

鳥
坂喜

多
郡
と
宇
和
郡
の
境
目
に
あ
り
大
洲
藩
は
こ
の
峠
路
に
鳥
坂
番
所
を
置
い
て
宇
和
島
藩
と
の
境
界
警
備
に
当
た
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ら
せ
た
。
澄
禅
も
真
念
も
「
戸
坂
」
の
漢
字
を
当
て
て
い
る
。

鳥
坂
峠
は
全
国
に
見
ら
れ
る
「
鳥
が
越
え
る
鞍
部
」
で
「
鳥
越
」
地
名
と
同
じ
意
味
を
持
つ
。
鳥
は
空
を
飛
ぶ
た

め
に
い
ろ
ん
な
工
夫
を
し
て
い
る
。
食
べ
た
ら
す
ぐ
に
糞
を
排
出
す
る
体
重
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
三
角
の
編
隊
を
組
む

風
抵
抗
と
揚
力
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど
あ
る
が
山
並
み
の
鞍
部
を
通
る
の
も
そ
の
一
つ
。
そ
こ
が
最
適
な
猟
場
と
な
る

た
め
「
鳥
打
場
」「
立
目
」「
マ
ツ
バ
（
松
葉
・
待
場
）」
の
地
名
を
刻
ん
で
い
る
。
高
知
県
の
字
一
覧
に
は
、
鳥
越

が
百
二
十
五
字
、
立
目
が
二
十
七
字
、
鳥
打
場
が
二
十
三
字
、
待
場
が
十
四
字
見
ら
れ
る
。
そ
の
多
く
が
狩
猟
の
最

適
地
の
よ
う
で
あ
る
。

大
洲武

四
郎
は
「
商
戸
多
く
町
繁
花
也
。
町
内
紙
を
多
く
出
し
て
富
む
る
よ
し
。
ま
た
合
羽
を
多
く
製
す
。
ま
た
此
辺

り
蜀
黍
を
多
く
作
り
皆
是
を
喰
ふ
な
り
。」
と
大
洲
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
記
し
て
い
る
。
大
洲
和
紙
は
平
安
時
代
の
書

物
『
延
喜
式
』
に
も
登
場
す
る
歴
史
の
あ
る
紙
で
書
道
半
紙
が
特
に
有
名
と
い
う
。「
合
羽
を
多
く
製
す
」
を
示
す

の
が
浅
草
と
上
野
の
間
に
あ
る
「
合
羽
橋
」。
調
理
・
厨
房
用
品
の
か
っ
ぱ
橋
道
具
街
が
有
名
で
あ
る
。
そ
の
由
来

は
大
洲
藩
の
支
藩
で
あ
っ
た
新
谷
藩
の
下
屋
敷
が
あ
り
、
貧
し
い
藩
の
侍
や
足
軽
が
雨
合
羽
づ
く
り
の
内
職
を
し
た

こ
と
に
あ
る
と
い
う
。

都ツ

ヤ夜
の
橋
（
十
夜
ヶ
橋
）

武
四
郎
は
「
橋
の
傍
ニ
庵
有
。
弘
法
大
師
此
処
ニ
而
野
宿
し
給
ひ
し
と
。
則
其
あ
と
に
一
庵
を
後
世
立
し
も
の
な
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ら
ん
。
惣
而
此
あ
た
り
は
人
気
邪
見
に
し
而
あ
り
し
と
て
、
此
間
廿
一
里

に
は
一
ヶ
所
の
札
所
も
建
立
な
し
給
ハ
ざ
り
し
と
て
、
明
石
よ
り
菅
生
山

迄
廿
一
里
の
間
霊
場
と
て
は
少
し
の
場
所
も
な
し
。
然
る
に
世
う
つ
り
て

当
時
は
此
辺
り
大
ニ
人
気
よ
ろ
し
く
な
り
し
と
か
や
」
と
明
石
寺
か
ら
次

の
菅
生
山
（
大
宝
寺
）
ま
で
札
所
が
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の

地
の
人
の
「
邪
見
」
に
よ
り
宿
を
借
り
ら
れ
な
か
っ
た
弘
法
大
師
に
と
っ

て
一
夜
の
野
宿
が
十
夜
に
も
思
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
起

こ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
都
谷
橋
で
後
の
人
が
十
夜
伝
説

に
結
び
付
け
「
十
夜
ヶ
橋
」
の
漢
字
を
当
て
た
と
い
う
こ
と
だ
。

松
山
自
動
車
道
の
高
架
下
と
大
洲
Ｉ
Ｃ
の
入
口
が
十
夜
ヶ
橋
と
な
る
。

な
ん
と
も
無
粋
な
扱
い
は
、
昔
と
一
緒
で
は
な
い
か
。「
お
大
師
さ
ま
が

寝
て
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
橋
で
は
杖
を
突
か
な
い
習
わ
し
」
と

い
う
が
、
こ
れ
で
は
杖
の
音
は
な
く
て
も
車
の
轟
音
に
飛
び
起
き
て
し
ま
う
。

十夜ヶ橋（大洲市東大洲）
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四
国
遍
路
　
十
日
目
（
内
子
町
～
44
～
久
万
高
原
町
）

愛
媛
県
喜
多
郡
内
子
町
内
子
（
民
宿
シ
ャ
ロ
ン
）

　
〜
　
四
二･

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
一
時
間
〇
一
分

愛
媛
県
上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町
下
畑
野
川
（
い
や
し
の
宿
八
丁
坂
）

活
動
日
記

　
内
子
町
の
「
民
宿
シ
ャ
ロ
ン
」
を
七
時
三
十
分
く
ら
い
に
出
立

し
、
砥
部
町
総
津
で
泊
ま
る
予
定
だ
っ
た
が
、
ど
こ
も
や
ん
わ
り
と
断

ら
れ
、
久
万
高
原
町
の
宿
に
や
っ
と
決
ま
っ
た
。
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

超
え
の
行
程
に
加
え
、
下し

も
さ
か
ば

坂
場
峠
（
五
七
〇
メ
ー
ト
ル
）
と
鵯ひ

わ
だ田

峠

（
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
の
二
つ
の
峠
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
ア
ド
レ
ナ

リ
ン
全
開
で
足
を
早
め
た
。
久
万
高
原
町
に
降
り
付
い
た
の
は
十
六
時

過
ぎ
で
、
十
七
時
前
に
四
十
四
番
札
所
大
宝
寺
を
参
拝
す
る
こ
と
が
で

き
た
。「
い
や
し
の
宿
八
丁
坂
」
に
は
十
九
時
三
十
分
過
ぎ
の
到
着
予

定
と
連
絡
し
て
い
た
が
、
十
八
時
三
十
分
に
は
宿
に
到
着
。
女
将
さ
ん

は
心
配
し
て
玄
関
前
に
立
っ
て
お
ら
れ
た
。
感
謝
で
す
。

今
日
の
長
い
道
の
り
の
途
中
、
内
子
町
大
瀬
を
通
る
。
大
江
健
三
郎

の
生
家
が
あ
る
の
で
立
ち
寄
ろ
う
と
思
っ
た
が
何
の
表
示
も
な
い
。
今

民宿シャロンのレストラン（内子町）

四
国
遍
路  

十
日
目
（
内
子
町
～
44
～
久
万
高
原
町
）
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日
の
出
立
の
前
に
民
宿
の
主
人
に
大
江
の
こ
と
を
尋
ね
た
が
「
帰
省
し
て
も
町
の
イ
ベ
ン
ト
は
何
も
な
い
」
と
の
こ

と
。
街
並
み
は
古
い
商
家
が
並
ぶ
内
子
と
小
田
の
中
間
に
当
た
る
中
心
地
。
街
の
観
光
案
内
地
図
に
も
表
示
は
な

い
。
街
角
で
挨
拶
し
て
も
愛
想
が
な
く
二
、三
回
声
掛
け
し
た
が
同
じ
で
あ
る
。
遍
路
姿
は
あ
や
し
く
な
い
土
地
柄

で
あ
る
は
ず
だ
が
不
思
議
だ
。
松
山
東
高
校
か
ら
東
大
、
学
生
時
代
に
芥
川
賞
、
の
ち
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
と
キ
ャ

リ
ア
が
立
派
す
ぎ
て
地
元
か
ら
遠
い
関
係
と
な
っ
た
の
か
。
高
校
時
代
に
数
冊
読
ん
だ
が
難
し
す
ぎ
て
つ
い
て
い
け

な
い
。
井
上
ひ
さ
し
や
藤
沢
周
平
の
本
が
い
い
。
登
場
人
物
に
心
を
寄
せ
ら
れ
文
体
も
優
し
く
馴
染
み
が
あ
る
。

こ
こ
小
田
川
流
域
は
林
業
の
町
。「
筏
流
し
橋
」
が
あ
っ
た
。
オ
ス
ス
メ
す
る
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
は
な
い
が
橋
名
板

や
親
柱
と
と
も
に
筏
流
し
の
様
子
を
描
い
た
絵
を
入
れ
込
ん
で
い
る
の
は
イ
イ
。

「
突
合
」「
落
合
」
と
川
の
流
れ
の
変
化
と
激
し
さ
を
示
す
地
名
が
見
え
る
。
林
業
の
盛
ん
な
豊
か
な
村
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
、
ど
こ
も
神
社
の
社
殿
が
立
派
な
こ
と
に
驚
く
。
林
業
が
衰
退
し
過
疎
と
な
る
奥
山
集
落
の
神
社
の
維

持
は
大
き
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
砥
部
町
総
津
に
さ
し
か
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
右
折
し

て
臼
杵
に
入
り
二
つ
の
峠
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
。

下
坂
場
峠
の
麓
の
集
落
が
上か

み
う
ね
う
ね

畝
々
。
天
に
昇
る
よ
う
な
畑
を
ウ
ネ
ウ
ネ
と
呼
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
ね
、
と
地
元
の

お
ば
さ
ん
に
問
い
か
け
る
と
「
つ
づ
ら
折
れ
の
道
を
呼
ん
だ
ん
か
も
し
れ
ん
」
と
笑
っ
て
い
た
。「
こ
れ
は
大
角
豆

（
さ
さ
げ
）
や
な
い
で
。
サ
イ
ト
ウ
マ
メ
と
い
う
て
、
ヘ
タ
を
取
ら
ん
で
も
鞘
ご
と
食
べ
れ
る
が
よ
」
と
い
う
。
サ

サ
ゲ
は
美
味
し
ゅ
う
な
い
、
内
子
で
は
小
豆
を
作
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
キ
ビ
ジ
リ
、
イ
モ
ジ
リ
、
ゴ
マ
シ
リ
の
小

字
が
四
国
各
地
に
見
ら
れ
る
。
シ
リ
は
尻
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
が
畑
の
意
味
で
あ
る
。
山
の
て
っ
ぺ
ん
ま
で
石
を

積
み
畠
に
し
、
山
は
焼
畑
で
雑
穀
を
育
て
る
。
山
で
生
き
る
先
祖
の
人
々
は
え
ら
い
。
武
四
郎
も
「
黍
ヲ
食
ス
」
と
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各
地
で
記
録
し
て
い
る
。

二
名
を
過
ぎ
、
二
つ
め
の
鵯
田
峠
に
た
ど
り
着
く
と
ホ
ッ
と
し
た
。

峠
を
下
り
、
久
万
の
町
中
を
進
み
、
大
宝
寺
の
総
門
橋
が
迎
え
て
く
れ
た
。
札
所
に
た
ど
り
着
い
た
の
は
納
経
所

が
閉
ま
る
直
前
の
十
七
時
前
だ
っ
た
。
納
経
所
の
僧
侶
も
用
事
が
あ
る
ら
し
く
「
間
に
合
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
。
ど

う
ぞ
ゆ
っ
く
り
と
ご
参
拝
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
そ
そ
く
さ
と
車
に
乗
ら
れ
た
。

久
万
高
原
町
畑
野
川
の
宿
ま
で
あ
と
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
と
っ
ぷ
り
と
日
は
暮
れ
た
が
、
途
中
八
百
メ
ー
ト
ル
の

歩
道
な
し
の
ト
ン
ネ
ル
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遍
路
の
天
敵
で
あ
る
。
役
に
立
っ
た
の
が
点
滅
機
能
付
き
Ｌ

Ｅ
Ｄ
ラ
ン
タ
ン
。「
一
人
キ
ャ
ン
プ
の
ひ
ろ
し
で
す
」
ご
推
奨
で
、
Ｕ
Ｓ

Ｂ
の
イ
ン
と
ア
ウ
ト
の
モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
機
能
も
あ
る
。
ぜ
ひ
購
入

を
お
勧
め
す
る
イ
ッ
ピ
ン
だ
。
車
が
減
速
と
と
も
に
ス
イ
ス
イ
よ
け
て
く

れ
る
。

「
い
や
し
の
宿
八
丁
坂
」
で
は
美
味
し
い
食
事
を
い
た
だ
い
た
。
地
元

の
酒
を
一
本
付
け
て
く
だ
さ
い
と
お
願
い
す
る
と
「
雪
娘
」
が
き
た
。
昨

年
に
廃
業
し
た
地
元
の
酒
蔵
の
残
り
一
本
と
い
う
。
大
吟
醸
や
純
米
酒
が

も
て
は
や
さ
れ
金
太
郎
飴
の
よ
う
な
「
人
気
の
酒
」
の
宅
急
便
時
代
。
最

高
で
は
な
い
が
最
低
で
も
な
い
こ
ん
な
普
通
の
不
器
用
な
日
本
酒
が
淘
汰

さ
れ
て
い
く
。

部
屋
の
隣
で
は
大
人
数
の
大
宴
会
を
行
っ
て
い
た
。
親
指
を
立
て
グ
ー

地酒「雪娘」（久万高原町の御宿「八丁坂」）
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の
サ
イ
ン
を
宴
会
客
に
送
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
緊
張
が
溶
け
て
し
ま
う
ほ
ど
の
大
声
は
気
持
ち
が
い
い
。
こ
こ
は
コ
ロ

ナ
が
発
症
し
た
高
知
を
バ
イ
キ
ン
マ
ン
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
中
村
時
広
知
事
の
地
元
だ
。

大
寶
寺
（
第
四
十
四
番
札
所 

菅す
ご
う
ざ
ん

生
山 

大だ
い
か
く
い
ん

覚
院 

大だ
い
ほ
う
じ

寶
寺
）

御
詠
歌
：
今
の
世
は
大
悲
の
め
ぐ
み
菅
生
山
　
つ
い
に
は
弥
陀
の
誓
い
を
ぞ
ま
つ

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
明
神
右
京
・
隼
人

創
建
：
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）　
　
所
在
：
上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町
菅
生

菅
生
の
岩
屋
は
山
岳
修
験
の
行
場
　
江
戸
期
以
来
の
遍
路
記
や
標
石
に

は
「
菅
生
山
」
と
記
さ
れ
る
。

澄
禅
は
「
地
元
を
支
配
し
て
い
た
猟
師
が
、
月
輪
の
中
に
十
一
面
観
音

の
尊
像
が
現
れ
そ
れ
を
拝
み
奉
っ
て
一
宇
の
草
堂
を
建
て
安
置
し
た
。

猟
師
は
昇
天
し
て
消
え
た
。
猟
師
を
当
山
の
鎖
守
の
神
と
し
赤
山
権
現

と
な
っ
た
。」
と
縁
起
を
記
し
鎮
守
社
を
赤
山
権
現
と
書
い
て
い
る
。

寂
本
は
同
じ
よ
う
な
説
話
で
は
あ
る
が
昇
天
し
た
猟
師
を
「
高
殿
明

神
」
と
し
て
い
る
。
武
四
郎
は
「
四
十
二
代
此
寺
人
皇
文
武
帝
大
宝
元
年

（
七
〇
一
）
に
建
立
せ
り
。
其
年
号
を
寺
号
と
せ
り
。
ま
た
本
尊
は
生
た

る
菅
の
上
ニ
立
セ
給
ふ
よ
し
ニ
而
山
号
と
せ
り
。」
と
札
所
名
の
説
明
を

記
し
て
い
る
。
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
に
、
弘
法
大
師
が
こ
こ
で
深
い

44番札所大宝寺（久万高原町菅生）
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瞑
想
に
入
り
、
こ
れ
よ
り
山
中
に
入
っ
て
岩
場
を
登
り
奥
の
院
を
創
建
。
こ
れ
が
岩
屋
寺
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
宝
寺
と
岩
屋
寺
を
合
わ
せ
「
菅
生
の
岩
屋
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
古
岩
屋
も
加
え
一
つ

の
行
場
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
寂
本
は
菅
生
に
十
二
の
坊
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
岩
屋
か
ら
石
鎚
に
か
け
て
の
修

験
者
の
拠
点
と
な
っ
た
の
が
こ
の
大
宝
寺
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

寂
本
の
『
四
国
徧
礼
霊
場
記
』
に
は
「
菅
生
図
」
の
絵
図
が
あ
り
、
境
内
の
入
口
付
近
に
「
一
之
王
子
」「
二
王

子
」
の
王
子
社
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
岩
屋
寺
図
」
に
も
「
一
ノ
王
子
」「
二
ノ
王
子
」「
大
那
智
」「
一
ノ
王
子
」
が

あ
り
、
三
坂
峠
の
上
り
途
中
に
も
「
一
ノ
王
子
社
跡
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
熊
野
詣
の
九
十
九
王
子
と
同
じ
く
熊
野

修
験
の
痕
跡
と
い
え
よ
う
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
愛
媛
県
喜
多
郡
内
子
町

　
内
の
こ
村
（
内
子
）
川
（
小
田
川
）
ち
せ
坂
（
知
清
）
む
ら
さ
き
村
（
村
前
）
坂
（
不
明
）
よ
き
村

（
五
百
木
）
合
瀬
村
（
大
瀬
・
中
央
）
川
の
ぼ
り
村
（
川
登
）
む
め
津
村
（
梅
津
）
下
た
ど
村
（
下
田
渡
）

中
た
ど
村
（
中
田
渡
）
上
た
ど
村
（
上
田
渡
）
う
す
き
村
（
臼
杵
）

■
愛
媛
県
上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町

　
二
明
村
（
二
名
）
ひ
わ
だ
坂
（
鵯
田
峠
）
久
間
能
町
（
久
万
）
四
十
四
番
菅
生
山
大
覺
院
大
寶
寺

（
四
十
四
番
札
所
大
寶
寺
）
八
田
の
川
（
下
畑
野
川
）

武
四
郎
は
「
内
の
こ
村
」
と
記
録
し
、
澄
禅
、
真
念
と
も
に
「
う
ち
の
こ
」
と
記
す
よ
う
に
江
戸
期
を
通
じ
て
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「
う
ち
の
こ
」
と
よ
ん
だ
が
、
明
治
に
な
っ
て
「
う
ち
こ
」
に
改
称
す
る
。
こ
こ
か
ら
へ
ん
ろ
道
は
二
つ
の
峠
を
越

え
て
久
間
能
町
（
久
万
）
へ
向
か
う
。

川
の
道

武
四
郎
が
「
川
」
と
記
し
た
の
は
小
田
川
だ
ろ
う
。
こ
の
道
筋
は
林
業
の
村
。
そ
の
木
材
を
搬
出
す
る
た
め
に
重

要
な
の
が
小
田
川
で
あ
る
。
遍
路
に
と
っ
て
は
行
く
手
を
阻
む
障
害
で
は
あ
る
が
筏
等
に
よ
る
流
材
は
最
も
効
果

的
な
方
法
で
あ
っ
た
。
武
四
郎
が
刻
む
「
よ
き
村
（
五
百
木
）」「
合
瀬
村
（
大
瀬
）」「
川
の
ぼ
り
村
」「
た
ど
（
田

渡
）」「
う
す
き
村
（
臼
杵
）」
の
地
名
は
狭
隘
な
山
に
生
き
る
暮
ら
し
を
刻
ん
で
い
る
。

五
百
と
五
十

五
百
木
の
「
五い

お百
」
は
数
の
多
い
こ
と
を
表
す
言
葉
の
一
つ
。「
九
十
九
島
」「
百
も
承
知
」「
千
軒
〇
〇
」
な
ど

も
多
い
さ
ま
を
表
す
。
高
知
県
安
芸
市
に
「
伊い

お

き
尾
木
」、
香
南
市
香
北
町
に
「
五い

お
ろ
い

百
蔵
」
が
あ
る
。
た
だ
し
、
真
念

が
「
い
よ
き
村
」
と
示
す
よ
う
に
読
み
は
「
イ
ヨ
キ
」
で
あ
る
。
地
名
の
理
解
は
漢
字
で
は
な
く
ま
ず
読
み
の
音
韻

で
あ
る
。

イ
ヨ
は
樹
木
が
高
い
さ
ま
、
そ
び
え
る
さ
ま
を
表
す
語
で
一
般
的
に
は
深
い
谷
に
多
い
地
名
。
深
い
谷
を
意
味
す

る
地
名
に
同
類
の
イ
ヤ
（
祖
谷
・
伊
谷
・
伊
屋
・
弥
谷
）
が
あ
る
。
旧
国
名
の
「
伊
予
」
は
愛
媛
県
だ
け
で
な
く
全

国
に
分
布
す
る
の
は
国
名
伝
播
と
い
う
よ
り
イ
ヤ
と
同
じ
意
味
で
人
が
足
を
踏
み
入
れ
る
の
に
も
困
難
な
深
い
谷
奥

の
土
地
を
意
味
す
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
五
百
木
も
小
田
深
山
の
深
い
谷
奥
に
位
置
す
る
。
高
知
県
幡
多
郡
黒
潮
町
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に
「
伊
与
木
・
伊
与
喜
」
が
あ
る
。

付
近
に
「
五
十
崎
」
が
あ
る
。
古
語
の
イ
カ
（
厳
・
重
・
茂
）
シ
か
ら
き
た
地
名
で
、
植
物
の
繁
殖
が
盛
ん
な
さ

ま
、
は
な
は
だ
し
い
地
形
・
大
き
い
地
形
を
さ
す
。
イ
カ
を
大
き
い
・
大
変
な
・
た
く
さ
ん
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る

所
は
伊
香
保
、
伊
賀
、
五
十
沢
な
ど
多
い
。
五
十
七
番
札
所
栄
福
寺
の
麓
に
「
五い

か
な
し

十
嵐
」
が
あ
る
。

田
渡田

を
渡
る
で
は
理
解
で
き
な
い
。
田
は
ハ
タ
（
端
）、
コ
ナ
タ
、
ア
ナ
タ
、
タ
イ
ラ
（
ヒ
ラ
）
の
タ
で
場
所
を
表

す
意
味
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
る
と
川
を
渡
る
所
の
意
味
に
な
る
。
昔
の
遍
路
に
と
っ
て
一
番
の
煩
わ
し
さ
は
川
渡

り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
川
は
往
来
を
阻
む
も
の
で
昔
よ
り
恰
好
な
渡
渉
地
点
に
地
名
を
刻
ん
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
高
知
県
の
小
字
に
「
渡
り
上
り
」
が
五
十
四
カ
所
、「
飛
渡
」
が
二
十
九
カ
所
と
各
地
に
分
布
す
る
。
渡
る
の

は
人
だ
け
で
は
な
く
牛
渡
、
馬
渡
、
猿
渡
、
熊
渡
も
あ
る
。
渡
り
上
り
な
ど
は
長
宗
我
部
地
検
帳
に
も
見
え
る
中
世

以
前
の
往
来
地
名
で
あ
る
。
比
定
さ
れ
る
渡
り
上
り
の
小
字
の
位
置
を
確
認
す
る
と
確
か
に
川
を
渡
っ
て
往
来
す
る

の
に
は
最
適
な
所
で
あ
る
。
黒
潮
町
蜷
川
に
は
「
ヘ
ン
ロ
渡
」
の
小
字
が
あ
る
。

臼
杵字

義
と
お
り
に
読
め
ば
臼
と
杵
で
大
分
県
の
臼
杵
市
と
同
じ
か
と
思
わ
れ
る
が
、
奥
山
の
地
名
な
の
で
「
薄
木

（
ウ
ス
キ
）」
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。『
民
俗
地
名
語
彙
辞
典
』
に
「
ウ
ス
（
薄
）
は
ア
サ
と
同
根
の
語
。
臼
の
字

を
宛
て
る
例
が
多
い
。
臼
谷
は
字
義
通
り
に
解
す
れ
ば
、
臼
の
形
を
し
た
谷
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
浅
谷
の
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意
で
あ
る
。
ウ
ス
は
、
ア
サ
の
母
音
交
替
と
考
え
る
と
ア
サ
ギ
（
浅
木
）
は
フ
シ
の
多
い
雑
木
。
こ
の
よ
う
な
雑

木
林
に
な
っ
て
い
る
所
が
ウ
ス
キ
で
あ
ろ
う
」
と
明
快
に
説
明
す
る
。『
高
知
県
方
言
辞
典
』
に
も
「
木
質
の
や
わ

ら
か
な
雑
木
。
桧
松
杉
な
ど
の
針
葉
樹
以
外
の
雑
木
で
あ
れ
ば
、
た
き
も
の
と
し
て
扱
う
場
合
は
全
て
ア
サ
ギ
で
あ

る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
高
知
県
の
各
地
、
特
に
奥
山
（
御
留
山
）
に
分
布
す
る
。

鵯
田
峠

「
鵯ひ

わ
だ田

峠
」
の
説
明
板
に
主
要
街
道
と
し
て
賑
わ
っ
た
所
で
、
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
は
茶
屋
も
あ
っ
た
。
名
前
の

由
来
は
弘
法
大
師
が
大
洲
か
ら
雨
続
き
で
こ
の
峠
で
や
っ
と
晴
れ
「
日
和
だ
」
と
い
わ
れ
た
の
が
訛
っ
て
「
鵯
田
」

と
な
っ
た
と
あ
る
。
何
で
も
弘
法
大
師
頼
み
で
す
ま
せ
る
悪
い
風
潮
だ
。
澄
禅
は
「
ヒ
ワ
タ
ノ
タ
ウ
」
と
記
し
て
い

る
。
江
戸
前
期
に
は
タ
ウ
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
る
地
名
に
「
ビ
ワ
ク
ビ
」
が
あ
る
。
本
間
雅
彦
が
『
牛
の
来
た
道
』
に
詳
し
く
書
い
て
あ

る
が
、
漢
字
に
当
て
る
と
「
枇
杷
ノ
首
」「
琵
琶
ノ
首
」
な
ど
。
ビ
ワ
が
ミ
ヤ
に
転
訛
し
て
「
宮
首
」
と
な
っ
た
も

の
が
高
知
に
は
特
に
多
い
と
い
う
。
高
知
の
方
言
で
枇
杷
を
ビ
ヤ
と
言
う
こ
と
か
ら
ビ
ヤ
を
冠
し
た
「
ビ
ヤ
ノ
キ
」

「
ビ
ヤ
ガ
タ
ニ
」「
ビ
ヤ
ク
ビ
」「
ビ
ヤ
サ
コ
」「
ビ
ヤ
ノ
コ
」
も
あ
る
。
ビ
ワ
は
牛
の
古
語
で
あ
る
。
ダ
（
ド
）
は
処

を
意
味
す
る
音
で
あ
る
の
で
「
ビ
ワ
タ
」
は
牛
の
牧
場
と
な
る
。
こ
の
地
を
歩
い
て
実
感
す
る
地
形
地
名
・
生
業
地

名
で
あ
る
。
地
元
の
小
字
図
を
見
て
ビ
ワ
・
ビ
ヤ
地
名
を
探
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。　
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四
国
遍
路
　
十
一
日
目
（
久
万
高
原
町
～
45
～
松
山
市
）

愛
媛
県
上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町
下
畑
野
川
（
い
や
し
の
宿
八
丁
坂
）

〜
　
二
八･

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
二
五
分

愛
媛
県
松
山
市
浄
瑠
璃
町
（
長
珍
屋
）

活
動
日
記

久
万
高
原
町
の
「
い
や
し
の
宿
八
丁
坂
」
に
ザ
ッ
ク
を
置
い
て
、
納

経
帳
な
ど
必
需
品
を
頭
陀
袋
に
入
れ
出
立
。
四
十
五
番
札
所
岩
屋
寺
の

打
ち
戻
り
で
あ
る
。
今
日
は
友
人
が
「
お
接
待
」
に
高
知
か
ら
来
る
と

い
う
。
昼
食
を
ゴ
チ
に
な
っ
て
、
四
十
六
番
札
所
浄
瑠
璃
寺
の
門
前
宿

「
長
珍
屋
」
に
向
か
う
。

岩
屋
寺
へ
の
行
き
は
八
丁
坂
の
山
道
、
帰
り
は
県
道
を
歩
い
た
。
ど

ち
ら
も
片
道
一
時
間
四
十
五
分
程
度
だ
が
、
山
道
が
足
に
負
担
が
か
か

ら
な
い
。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
は
ボ
デ
ィ
ー
ブ
ロ
ー
の
よ
う
に
効
い
て
く
る
。

岩
屋
寺
の
山
号
が
「
海
岸
山
」
。
山
深
い
こ
の
札
所
の
山
号
に
海
岸

山
と
刻
む
の
は
辺
地
か
ら
奥
山
へ
山さ

ん
り
ん林

斗と

藪そ
う

す
る
熊
野
や
石
鎚
の
修
験
の

影
響
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
五
来
重
は
『
四
国
遍
路
の

寺
』
で
石
手
寺
か
ら
岩
屋
寺
ま
で
の
ル
ー
ト
を
そ
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

友人の出張お接待（久万高原町）

四
国
遍
路  

十
一
日
目
（
久
万
高
原
町
～
45
～
松
山
市
）
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八
丁
坂
か
ら
の
ヘ
ン
ロ
道
は
逼せ

り
わ
り割

行
場
へ
と
下
り
、
岩
屋
寺
の
山
門
へ
と
続
く
。
立
派
な
山
寺
だ
。

宿
の
「
八
丁
坂
」
で
四
万
十
町
の
林
瑞
穂
・
八
重
夫
婦
が
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
久
万
高
原
町
の
道
の
駅
で
昼
食

の
「
お
接
待
」
を
受
け
た
。
新
高
梨
と
ホ
ッ
ト
コ
ー
ヒ
ー
の
持
参
で
美
味
し
く
ご
馳
走
に
な
っ
た
。

二
人
と
別
れ
た
途
端
に
パ
ワ
ー
ダ
ウ
ン
。
三
坂
峠
ま
で
遠
く
感
じ
た
。「
仰
西
」「
高
殿
宮
」「
本
明
神
」「
横
道
」

と
バ
ス
停
表
示
が
信
仰
の
往
来
を
刻
む
。
三
坂
峠
に
着
い
た
。
坂
と
峠
は
同
じ
地
形
地
名
だ
か
ら
馬
か
ら
落
馬
と

い
っ
た
重
複
表
記
だ
が
、
見
慣
れ
た
せ
い
で
違
和
感
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
足
に
一
番
負
担
と
な
る
下
り
だ
。
途
中
、

一
ノ
王
子
の
跡
に
出
く
わ
す
。
こ
こ
か
ら
石
鎚
ま
で
三
十
三
と
も
九
十
九
と
も
い
わ
れ
る
祈
り
の
場
が
続
く
。
熊
野

詣
の
九
十
九
王
子
社
と
同
じ
だ
。
現
在
は
石
鎚
登
山
道
西
条
側
に
の
み
三
十
三
王
子
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
こ

の
ル
ー
ト
に
は
「
王
子
」
地
名
も
刻
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
、
小
字
を
探
す
こ
と
に
し
よ
う
。

逼
割
禅
定
、
坂
本
屋
、
網
掛
石
と
有
名
ど
こ
ろ
を
見
学
。
振
り
返
る
山
容
は
山
林
斗
藪
に
ピ
ッ
タ
リ
だ
。
橋
が
跨

線
す
る
地
物
の
名
を
橋
名
版
で
見
る
と
「
御
坂
川
」
と
あ
る
。
も
と
は
御
坂
で
三
坂
に
転
訛
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
坂

本
の
桜
地
区
で
先
に
見
え
る
三
角
の
山
は
何
か
と
聞
く
と
「
カ
チ
ヤ
マ
」
と
答
え
た
。
振
り
返
り
見
え
る
「
険
し
い

山
が
ク
ズ
カ
ケ
ノ
ダ
イ
」
と
加
え
た
。
カ
チ
は
火
打
を
打
つ
音
カ
チ
カ
チ
か
ら
き
た
名
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
ダ

イ
は
八
幡
平
の
タ
イ
だ
ろ
う
か
。

麓
に
降
り
立
つ
と
一
遍
上
人
修
行
の
地
と
あ
る
が
、
バ
ス
停
の
表
示
に
は
「
丹
波
」
と
あ
る
。

こ
こ
の
へ
ん
ろ
道
筋
の
人
々
は
遍
路
巡
礼
者
に
声
か
け
を
よ
く
し
て
く
れ
る
。
車
か
ら
「
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す

が
お
接
待
」
と
い
っ
て
坂
本
屋
を
焼
印
し
た
手
作
り
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
を
い
た
だ
い
た
。
遍
路
の
お
接
待
で
有
名

な
「
坂
本
屋
」
の
地
は
血
筋
な
の
だ
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
と
話
を
伺
っ
て
今
夜
の
宿
「
長
珍
屋
」
に
着
い
た
の
は
五
時
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三
十
分
に
な
っ
て
い
た
。

岩
屋
寺
（
第
四
十
五
番
札
所 

海か
い
が
ん
ざ
ん

岸
山 

岩い
わ

屋や

じ寺
）

御
詠
歌
：
大
聖
の
い
の
る
力
の
げ
に
岩
屋
　
石
の
な
か
に
も
極
楽
ぞ
あ
る

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
不
動
明
王
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町
七
鳥

海
岸
山
と
い
う
海
へ
の
約
束
　
五
来
重
は
「
四
国
遍
路
の
札
所
は
海
岸

や
島
に
あ
っ
た
り
、
海
が
見
え
た
り
し
て
、
海
岸
と
な
ん
ら
か
の
関
係
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。」
と
述
べ
る
。
京
か
ら
紀
州
へ
向
か
う

九
十
九
王
子
信
仰
の
大
辺
路
修
行
と
い
っ
た
辺
地
を
め
ぐ
る
海
洋
宗
教
が

山
岳
宗
教
に
変
遷
し
て
い
っ
た
。
ま
さ
に
岩
屋
寺
は
山
岳
宗
教
と
し
て
の

行
場
で
あ
る
。
岩
屋
寺
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
俯
瞰
映
像
が
流
れ
て
い

る
の
で
見
れ
ば
よ
く
そ
の
景
観
が
理
解
で
き
る
。
加
え
て
五
来
重
は
「
寺

峰
と
洞
窟
が
辺
路
修
行
の
行
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
海
岸
山
の
山
号
で
知

る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

澄
禅
は
、
山
を
登
り
切
り
山
頂
か
ら
下
っ
て
「
仙
人
ノ
セ
リ
破
リ
石
」

（
奥
の
院
逼
割
禅
定
・
白
山
権
現
）
か
ら
仁
王
門
を
く
ぐ
り
岩
屋
寺
に
向

か
う
。「
堂
の
う
し
ろ
に
閼
伽
井
。
不
増
不
減
の
水
で
、
こ
れ
を
往
生
岩

45番札所海岸山岩屋寺（久万高原町）
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屋
と
い
う
。」
と
寂
本
は
「
穴
禅
定
」
を
説
明
す
る
。
多
く
の
札
所
の
縁
起
に
よ
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
が
「
不
増

不
減
の
水
」。
つ
ま
り
、
海
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
海
洋
宗
教
の
痕
跡
で
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
愛
媛
県
上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町

　
八
田
の
川
（
下
畑
野
川
）
四
十
五
番
海
岸
山
岩
屋
寺
（
四
十
五
番
札
所
岩
屋
寺
）
八
田
の
川
（
下
畑
野

川
）
坂
（
不
明
）
峠
（
三
坂
峠
）

■
愛
媛
県
松
山
市

　
大
師
堂
（
窪
野
町
）
浄
瑠
璃
寺
村
（
浄
瑠
璃
町
）

武
四
郎
は
八
田
の
川
（
下
畑
野
川
）
の
段
で
「
過
て
左
右
へ
道
有
。
右
の
方
岩
屋
寺
山
に
六
十
五
丁
。
こ
の
閻
魔

堂
ニ
荷
物
を
置
て
是
ま
で
打
ち
も
ど
る
也
。」
と
岩
屋
寺
を
打
ち
戻
り
し
て
三
坂
峠
か
ら
松
山
に
下
っ
て
い
る
。
岩

屋
寺
の
山
号
を
海
岸
山
と
い
う
よ
う
に
、
四
十
七
番
札
所
八
坂
寺
か
ら
岩
屋
寺
、
石
鎚
山
へ
向
か
う
こ
の
ル
ー
ト
は

熊
野
修
験
者
が
修
行
す
る
「
中
辺
路
」
に
当
た
る
と
い
え
る
。
武
四
郎
が
大
宝
寺
の
記
述
に
「
一
ノ
王
子
」「
二
ノ

王
子
」
と
示
す
の
も
そ
の
痕
跡
と
い
え
よ
う
。

熊
野
修
験
の
拝
所
「
一
ノ
王
子
」

三
坂
峠
か
ら
鍋
割
坂
を
中
ほ
ど
下
っ
た
所
に
「
一
ノ
王
子
社
跡
」
の
表
示
板
が
あ
り
、「
中
世
か
ら
近
世
に
か
け

て
石
鎚
信
仰
に
熊
野
信
仰
が
結
び
つ
き
、
こ
こ
か
ら
石
鎚
山
頂
ま
で
の
道
に
王
子
が
続
い
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
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す
。
現
在
は
石
鎚
登
山
西
条
側
に
の
み
三
十
三
王
子
が
残
っ
て
い
ま
す
。」
と
あ
る
。

王
子
は
熊
野
権
現
の
末
社
で
大
坂
・
八
軒
屋
浜
船
着
場
を
起
点
と
し
て
熊
野
古
道
の
紀
伊
路
（
一
六
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）
と
中
辺
路
（
八
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
沿
い
に
九
十
九
の
王
子
社
を
祀
っ
て
い
る
。
紀
伊
路
は
田
辺
か
ら
中
辺

路
と
な
り
、
熊
野
本
宮
大
社
に
向
か
い
、
そ
こ
か
ら
三
つ
の
峠
を
越
え
て
熊
野
那
智
大
社
。
那
智
か
ら
海
に
出
て
熊

野
速
玉
大
社
に
至
る
。
熊
野
詣
は
こ
の
王
子
を
参
詣
し
神
楽
や
舞
を
奉
納
し
な
が
ら
熊
野
三
山
に
向
か
う
。
こ
の
上

皇
か
ら
庶
民
ま
で
「
蟻
の
熊
野
詣
」
と
言
わ
し
め
る
一
大
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
と
な
っ
た
。

歌
人
藤
原
定
家
の
日
記
『
後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
記
』
に
は
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
の
後
鳥
羽
上
皇
の
熊
野
詣
の

様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
熊
野
詣
は
古
代
か
ら
の
「
死
者
の
国
」
と
い
う
山
中
を
他
界
と
す
る
信
仰
が
昇
華
し
た

も
の
で
、「
山
越
え
の
弥
陀
」
は
、
道
中
の
禊
祓
や
山
林
斗
藪
の
苦
行
を
成
し
遂
げ
た
後
に
開
け
る
世
界
で
あ
り
、

浄
土
を
体
感
で
き
る
彼
岸
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
熊
野
詣
は
そ
ん
な
必
ず
一
度
は
来
る
あ
の
世
へ
の
予
行
演

習
で
あ
る
。
後
鳥
羽
上
皇
は
二
十
四
年
間
の
院
政
期
間
に
二
十
八
回
も
熊
野
詣
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
熊
野
詣
の
総

ま
と
め
役
が
熊
野
御
師
で
あ
り
、
各
地
の
修
験
者
（
先
達
・
山
伏
）
が
参
詣
を
案
内
し
て
い
っ
た
。

熊
野
修
験
者
の
行
場
と
な
っ
た
の
が
四
国
辺
地
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
四
十
七
番
札
所
八
坂
寺
か
ら
岩
屋
寺
や
石

鎚
山
へ
の
道
は
山
林
斗
藪
の
苦
行
の
場
と
し
て
多
く
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
こ
の
「
王
子
」
で
あ

り
、
熊
野
に
倣
っ
て
拝
所
と
し
て
の
王
子
を
設
け
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
鍋
割
坂
に
「
一
ノ
王
子
」
と
あ
る
が
そ
の
数
が
九
十
九
カ
所
も
し
く
は
三
十
三
カ
所
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
一

番
と
な
る
と
位
置
的
に
は
不
自
然
で
あ
る
。
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峠
越
え
の
入
口
「
坂
本
」

鍋
割
坂
の
麓
に
あ
る
「
坂
本
」。
坂
の
元
と
字
義
の
と
お
り
の
往
来
地
名
で
「
坂
本
・
坂
元
」
の
地
名
が
あ
れ
ば

山
越
え
の
道
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
坂
本
と
同
じ
意
味
の
地
名
に
「
折
付
」
も
あ
り
、
登
り
口
と
な
る
所
に
「
登

尾
」
の
小
字
も
あ
る
。

こ
の
地
の
坂
本
の
桜
地
区
に
は
、
有
名
な
遍
路
宿
「
坂
本
屋
」
が
あ
る
。
明
治
末
期
に
建
て
ら
れ
た
遍
路
宿
で
あ

る
こ
と
か
ら
武
四
郎
は
利
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
現
在
は
歩
き
遍
路
の
交
流
の
場
、
接
待
所
と
し
て

地
元
の
人
に
運
営
さ
れ
て
い
る
。

タ
ン
ガ
と
風
呂

服
部
英
雄
の
『
地
名
の
歴
史
学
』
に
「
愛
媛
県
に
も
旦
過
地
名
が
す
こ

ぶ
る
多
い
」
と
し
て
明
治
十
六
年
愛
媛
県
字
調
書
の
小
字
か
ら
タ
ン
ガ
地

名
を
上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町
西
明
神
・
丹
花
（
タ
ン
カ
）、
西
予
市
宇
和

町
下
松
葉
・
反
花
（
タ
ン
グ
ワ
）
な
ど
八
例
示
し
「
こ
れ
ら
は
遍
路
道
に

沿
っ
た
も
の
が
多
く
、
ま
た
風
呂
地
名
と
重
な
る
」
と
述
べ
る
。「
旦
過
」

は
、
修
行
僧
が
寺
に
来
て
一
宿
の
後
、
翌
朝
（
旦
）
去
る
こ
と
か
ら
名
づ

け
ら
れ
た
も
の
。
修
行
僧
の
宿
泊
所
・
旦
過
寮
な
ど
の
記
録
が
残
る
。
こ

の
旦
過
を
維
持
す
る
た
め
の
米
を
と
る
田
（
仏
供
田
）
に
、
タ
ン
ガ
、
タ

ン
バ
と
い
う
地
名
が
つ
い
て
い
る
と
東
昇
の
『
愛
媛
県
に
お
け
る
タ
ン
ガ

旦過地名「丹波」（松山市窪野町）
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地
名
と
四
国
遍
路
』
に
書
い
て
あ
っ
た
。
服
部
の
門
下
生
で
あ
る
東
は
丹
波
（
写
真
）
の
事
例
な
ど
を
挙
げ
「
タ
ン

ガ
地
名
は
、
本
来
は
禅
宗
の
修
行
僧
の
旦
過
に
由
来
す
る
も
の
だ
が
四
国
の
事
例
で
は
札
所
付
近
や
街
道
の
要
衝
に

あ
る
こ
と
か
ら
、
交
通
地
名
で
あ
り
、
消
え
て
し
ま
っ
た
道
の
発
見
に
も
つ
な
が
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

寺
の
本
院
と
は
別
に
修
行
僧
が
住
む
所
の
地
名
に
「
別
所
」
が
あ
る
。
五
十
八
番
札
所
仙
遊
寺
の
麓
に
玉
川
町
別

所
の
大
字
が
あ
り
、
そ
の
小
字
に
「
風
呂
ノ
谷
」
が
あ
る
。
聖
や
修
験
者
の
作
善
と
し
て
「
蒸
し
風
呂
」
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
大
い
に
関
連
す
る
地
名
で
あ
る
。

服
部
は
タ
ン
ガ
と
風
呂
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
寺
の
所
在
地
が
「
風
呂
ノ
谷
」
で
あ
る
所
は
私
の
地
元
、

旧
大
正
町
の
下
津
井
（
西
源
寺
）
と
江
師
（
極
楽
寺
跡
）
に
も
あ
る
。
こ
こ
の
郷
社
が
熊
野
神
社
で
あ
る
。
筒
井
功

は
『
風
呂
と
日
本
人
』
で
熊
野
信
仰
と
石
風
呂
に
つ
い
て
東
か
が
わ
市
水
主
に
あ
る
「
水
主
の
石
風
呂
」
の
事
例
を

挙
げ
述
べ
て
い
る
。
地
形
図
で
も
分
か
る
よ
う
に
与
田
川
流
域
に
「
風
呂
」「
那
智
山
」「
本
宮
山
」
が
あ
る
。
Ｎ
Ｈ

Ｋ
番
組
の
「
サ
ン
ド
の
お
風
呂
い
た
だ
き
ま
す
」
も
あ
る
が
、
お
遍
路
に
と
っ
て
宿
と
と
も
に
お
風
呂
接
待
は
作
善

の
際
た
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
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日本死ね‼　本丸めがけ石飛礫

むのたけじ百一歳の鬼骨かな

マスメディア国の器に飼育され

※むのたけじを知ったのは高校時代だった。権

力の報道統制に屈服した責任をとって朝日新聞
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る新聞記者である。愚草も、むのたけじのファン
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四
国
遍
路
　
十
二
日
目
（
松
山
市
～
46
・
47
・
48
・
49
・
50
・
51
～
松
山
市
道
後
）

愛
媛
県
松
山
市
浄
瑠
璃
町
（
長
珍
屋
）

　
〜
　
十
七･

三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
七
時
間
〇
四
分

愛
媛
県
松
山
市
道
後
多
幸
町
（
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
さ
く
ら
）

活
動
日
記

　
浄
瑠
璃
寺
の
門
前
宿
「
長
珍
屋
」
を
六
時
五
十
分
に
出
て
四
十
六

番
札
所
浄
瑠
璃
寺
を
参
拝
。
こ
の
筋
は
札
所
が
四
十
七
番
札
所
八
坂

寺
、
四
十
八
番
札
所
西
林
寺
、
四
十
九
番
札
所
浄
土
寺
、
五
十
番
札
所

繁
多
寺
、
五
十
一
番
札
所
石
手
寺
と
続
く
。
ち
ょ
っ
と
早
く
終
え
て
道

後
温
泉
を
拝
す
る
こ
と
に
す
る
。
近
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
さ
く
ら
を

予
約
し
た
。

こ
こ
か
ら
、
札
所
が
石
手
寺
ま
で
軒
を
連
ね
る
。
途
中
、
遍
路
道
筋

に
四
国
遍
路
開
祖
と
呼
ば
れ
る
衛
門
三
郎
の
「
衛
門
三
郎
札
始
大
師

堂
」
が
あ
る
。
最
初
に
逆
打
ち
し
た
の
が
衛
門
三
郎
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
物
語
。
い
つ
の
間
に
か
、
閏
年
は
逆
打
ち
の
歳
と
な
っ
た
。

西
林
寺
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、
波
賀
部
神
社
が
あ
る
。
も
と
は
墓
辺
神
社

で
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
寛
王
の
遺
骸
を
葬
る
た
め
に
創
建
さ
れ
た
も
の
。

遍路橋（松山市久米窪田町）

四
国
遍
路  

十
二
日
目
（
松
山
市
～
46
・
47
・
48
・
49
・
50
・
51
～
松
山
市
道
後
）
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後
世
、
墓
の
字
を
忌
み
嫌
っ
て
波
賀
部
神
社
と
し
た
由
緒
で
あ
る
。
そ
の
脇
を
流
れ
る
川
が
「
悪
社
川
」。
こ
れ
も

つ
い
で
に
改
名
し
て
も
ら
っ
た
ら
と
願
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

石
手
寺
ま
で
の
へ
ん
ろ
道
に
「
遍
路
橋
」
が
二
カ
所
。
橋
の
四
方
に
は
橋
名
板
が
あ
る
。
自
治
体
の
工
事
発
注
仕

様
書
に
よ
っ
て
異
な
る
が
一
般
的
に
は
、
道
路
起
点
側
か
ら
見
て
左
に
「
漢
字
表
記
の
橋
名
」、
同
じ
く
右
に
「
交

差
す
る
河
川
等
の
名
称
」、
道
路
終
点
側
か
ら
見
て
左
に
「
ひ
ら
が
な
の
橋
名
」、
同
じ
く
右
に
「
竣
工
年
」
と
な
っ

て
い
る
。
橋
柱
の
デ
ザ
イ
ン
、
橋
の
形
の
変
遷
、
橋
名
の
命
名
意
図
、
竣
工
年
に
よ
る
往
来
の
変
化
な
ど
昔
の
景
観

を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
遍
路
橋
」
も
そ
の
名
の
と
お
り
遍
路
往
来
の
賑
わ
い
を
示
す
橋
名
で
あ
る
。

遍
路
橋
を
ま
っ
す
ぐ
北
に
進
む
と
四
十
九
番
札
所
浄
土
寺
。
境
内

に
「
三
密
加
持
」
の
五
輪
塔
が
あ
っ
た
。
世
間
の
「
三
密
回
避
」
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
若
い
頃
「
身
口
意
の
三
業
」
に
つ
い

て
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
身
」
は
美
味
し
い
も
の
を
食
べ

た
い
飲
み
た
い
と
い
う
欲
求
、「
口
」
は
悪
口
陰
口
を
た
た
き
言
葉
で

人
を
欺
き
大
声
で
自
慢
話
を
す
る
こ
と
、「
意
」
は
不
幸
を
願
う
心
、

妬
み
や
恨
む
心
の
犯
罪
。
こ
れ
ら
い
つ
も
酒
場
で
や
っ
て
い
る
こ
と

だ
。
こ
の
「
三
密
回
避
」
す
る
こ
と
で
仏
の
加
護
が
あ
る
の
だ
ろ
う
な

と
勝
手
に
解
釈
す
る
。

こ
こ
辺
り
の
へ
ん
ろ
道
筋
は
稲
刈
り
を
し
て
い
た
。
食
文
化
研
究
家

の
近
藤
日
出
男
が
「
ほ
ん
の
り
と
香
る
稲
を
一
房
そ
そ
り
、
持
ち
帰
っ

49番札所浄土寺の「三密加持」（松山市鷹子町）
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て
育
て
た
こ
と
か
ら
、〝
香
り
米
〟
の
こ
と
を
〝
へ
ん
ど
選
り
〟
と
呼
ば
れ
た
」
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
「
へ
ん
ど

選
り
」
の
選
定
者
が
母
方
の
祖
父
市
川
幾
治
で
あ
る
。
同
郷
の
史
家
伊
与
木
定
は
「
幾
治
選
り
」
と
命
名
し
て
頂
い

た
。
遍
路
は
、
全
国
か
ら
集
ま
り
ま
た
散
ら
ば
る
文
化
の
伝
播
者
で
も
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
歩
き
遍
路
は
心
苦
し
い

が
、「
そ
の
地
の
良
い
と
こ
ろ
を
伝
え
る
伝
道
者
」
で
あ
り
た
い
。

松
山
市
の
東
山
の
麓
を
繁
多
寺
、
石
手
寺
へ
と
進
む
。

石
手
寺
の
広
い
境
内
に
住
職
の
お
勤
め
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
思
っ
た
ら
ス
ピ
ー
カ
ー
だ
っ
た
。
納
経
所
は
お

守
り
な
ど
の
販
売
所
と
一
体
で
あ
る
。
お
客
対
応
の
販
売
を
待
つ
こ
と
は
そ
れ
も
修
行
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
い
が
、

納
経
（
聖
）
と
物
販
（
俗
）
は
分
離
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

石
手
寺
裏
の
道
後
山
の
ヘ
ン
ロ
道
を
た
ど
る
と
伊
佐
爾
波
神
社
に
下
り
た
っ
た
。
今
日
の
宿
「
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル

さ
く
ら
」
は
こ
の
道
後
温
泉
街
の
こ
じ
ん
ま
り
し
た
ホ
テ
ル
で
、
十
四
時
に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
。
早
速
に
道
後
温
泉
に

下
駄
履
き
で
で
か
け
、
帰
り
は
コ
ン
ビ
ニ
で
夕
食
の
準
備
を
し
た
。

歩
き
遍
路
に
と
っ
て
コ
ン
ビ
ニ
は
あ
り
が
た
い
存
在
だ
。
コ
ン
ビ
ニ
コ
ー
ヒ
ー
は
安
く
て
美
味
し
い
。
加
え
て

あ
り
が
た
い
の
が
「
イ
ー
ト
イ
ン
ス
ペ
ー
ス
」。
コ
ロ
ナ
禍
で
閉
じ
て
い
る
所
も
あ
る
が
、
食
べ
物
と
ホ
ッ
ト
コ
ー

ヒ
ー
を
注
文
し
「
お
接
待
で
い
た
だ
い
た
お
に
ぎ
り
を
一
緒
に
食
し
て
い
い
で
す
か
」
と
依
頼
す
る
。
持
ち
込
み
は

厳
禁
な
の
だ
が
お
接
待
の
お
に
ぎ
り
と
い
え
ば
む
げ
に
も
断
れ
な
い
の
だ
ろ
う
、
や
さ
し
く
「
ど
う
ぞ
、
ご
ゆ
っ
く

り
」
と
言
っ
て
く
れ
る
。
ゆ
っ
く
り
食
事
し
て
ト
イ
レ
も
行
っ
て
水
の
補
給
も
す
る
。
セ
ブ
ン 

イ
レ
ブ
ン
で
は
ペ

イ
ペ
イ
の
チ
ャ
ー
ジ
も
で
き
る
。

「
コ
ン
ビ
ニ
は
遍
路
最
強
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
」
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浄
瑠
璃
寺
（
第
四
十
六
番
札
所 

医い
お
う
ざ
ん

王
山 

養よ
う
じ
ゅ
い
ん

珠
院 

浄じ
ょ
う
る
り
じ

瑠
璃
寺
）

御
詠
歌
：
極
楽
の
浄
瑠
璃
世
界
た
く
ら
え
ば
　
受
く
る
苦
楽
は
報
い
な
ら
ま
し

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）　
　
所
在
：
松
山
市
浄
瑠
璃
町

近
所
が
守
る
札
所
　
澄
禅
は
「
本
堂
三
間
四
面
、
本
地
薬
師
如
来
、
日
光
・
月
光
両
菩
薩
、
十
二
神
将
。
昔
は
大

伽
藍
だ
っ
た
が
今
は
衰
微
し
小
さ
い
寺
一
軒
。」
と
記
す
。

『
え
ひ
め
の
記
憶
』
に
は
「
廃
仏
毀
釈
と
札
所
」
の
章
で
、
愛
媛
県
の
札
所
の
困
窮
を
「
浄
瑠
璃
寺
で
は
住
職
が

庫
裏
の
裏
を
畑
に
し
て
芋
な
ど
を
作
り
し
の
い
で
い
た
が
、
と
う
と
う
耐
え
切
れ
ず
出
て
行
っ
て
無
住
に
な
っ
た
た

め
、
檀
家
の
総
代
が
建
物
を
管
理
し
、
葬
式
や
法
事
の
際
に
は
近
所
の
寺
か
ら
僧
侶
に
来
て
も
ら
っ
た
。
遍
路
が
納

経
を
頼
み
に
来
た
時
に
は
、
近
所
に
住
ん
で
い
た
総
代
が
出
て
行
っ
て
朱
印
を
押
し
た
と
い
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。

八
坂
寺
（
第
四
十
七
番
札
所 

熊く
ま
の
ざ
ん

野
山 

妙
み
ょ
う
け
ん
い
ん

見
院 
八や

さ
か
じ

坂
寺
）

御
詠
歌
：
花
を
見
て
歌
詠
む
人
は
八
坂
寺
　
三
仏
じ
ょ
う
の
縁 

と
こ
そ
き
け

宗
派
：
真
言
宗
醍
醐
派
　
　
本
尊
：
阿
弥
陀
如
来
（
伝
恵
心
僧
都
作
）　
　
開
基
：
役
行
者
小
角

創
建
：
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）　
　
所
在
：
松
山
市
浄
瑠
璃
町
八
坂

熊
野
山
は
熊
野
修
験
の
根
本
道
場
　
八
坂
寺
は
山
号
が
「
熊
野
山
」。
熊
野
修
験
の
根
本
道
場
が
あ
っ
た
だ
け
に

本
堂
の
隣
に
今
も
十
二
社
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。「
熊
野
山
」
の
山
号
を
持
つ
札
所
は
石
手
寺
も
そ
う
で
あ
り
、

石
手
寺
、
八
坂
寺
、
菅
生
の
岩
屋
、
石
鎚
山
と
い
っ
た
辺
地
が
熊
野
山
伏
の
山
林
抖
擻
の
行
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
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か
る
。
寛
政
の
名
所
図
絵
、
武
四
郎
と
も
に
、
山
号
を
熊
谷
山
と
示
し
て
い
る
の
は
不
明
。

八
坂
寺
の
開
基
は
修
験
の
祖
役
行
者
小
角
。
毎
年
四
月
二
十
九
日
に
は
全
国
の
修
験
者
が
集
ま
り
、
火
渡
り
の
儀

式
を
行
う
と
い
う
。

澄
禅
は
「
熊
野
権
現
を
勧
請
。
昔
は
三
山
権
現
立
ち
並
ぶ
た
め
二
十
五
間
の
長
床
が
あ
っ
た
。
今
は
小
さ
な
社

だ
。
昔
、
こ
の
国
の
長
者
が
熊
野
権
現
の
露
験
あ
ら
た
か
な
る
こ
と
を
知
り
三
年
続
け
て
参
詣
、
当
国
に
勧
請
。
寺

は
妻
帯
山
伏
が
住
持
。」
と
記
し
、
寂
本
は
「
古
堂
に
吹
く
清
風
も
寂
し
く
、
垣
や
石
段
に
は
蔓
草
が
延
び
ほ
う
だ

い
だ
。」
と
荒
廃
し
た
寺
を
嘆
い
て
い
る
。

西
林
寺
（
第
四
八
番
札
所 

清せ
い
り
ゅ
う
ざ
ん

滝
山 

安あ
ん
よ
う
い
ん

養
院 

西さ
い
り
ん
じ

林
寺
）

御
詠
歌
：
弥
陀
仏
の
世
界
を
た
ず
ね
行
き
た
く
ば
　
西
の
林
の
寺
に
詣
れ
よ

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）　
　
所
在
：
松
山
市
高
井
町

杖
の
淵
と
い
う
命
の
水
　
寂
本
は
「
寺
の
前
に
池
が
あ
り
、
杖
の
淵
と
名
づ
け
て
い
る
。」
と
、
こ
こ
で
も
弘
法

清
水
と
杖
の
伝
説
を
寺
の
縁
起
と
し
て
い
る
。
集
落
の
形
成
に
は
、「
命
の
水
」
を
得
る
た
め
の
水
利
に
恵
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
一
番
の
根
本
で
あ
る
。
寺
の
勧
請
も
、
こ
の
「
閼
伽
井
」
を
確
保
す
る
必
要
か
ら
境
内
地
を
探
す
。
ま

た
、
滝
は
大
地
か
ら
湧
き
出
る
「
聖
水
」
と
し
て
、
修
験
者
は
浄
め
の
行
場
と
し
て
大
切
に
守
っ
て
い
く
。

西
林
寺
の
鎮
守
は
熊
野
三
所
権
現
。
奥
の
院
は
こ
の
「
杖
の
淵
」
で
あ
る
。
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浄
土
寺
（
第
四
十
九
番
札
所 

西さ
い
り
ん
ざ
ん

林
山 

三さ
ん
ぞ
う
い
ん

蔵
院 

浄じ
ょ
う
ど
じ

土
寺
）

御
詠
歌
：
十
悪
の
わ
が
身
を
棄
て
ず
そ
の
ま
ま
に
　
浄
土
の
寺
へ
ま
い
り
こ
そ
す
れ

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
釈
迦
如
来
（
伝
行
基
菩
薩
作
）　
　
開
基
：
恵
明
上
人

創
建
：
天
平
勝
宝
年
間
（
七
四
九
〜
七
五
七
）　
　
所
在
：
松
山
市
鷹
子
町

落
書
き
が
歴
史
を
語
る
　
浄
土
寺
に
入
る
と
子
規
の
句
碑
「
霜
月
の
空
也
は
骨
に
生
き
に
け
る
」
が
あ
る
。
浄
土

寺
に
は
こ
の
空
也
上
人
（
九
〇
三
―
七
二
）
の
像
が
あ
る
。
杖
を
つ
き
鉦
を
叩
き
な
が
ら
行
脚
す
る
「
阿
弥
陀
聖
」

の
姿
で
あ
る
。

浄
土
寺
の
本
堂
厨
子
に
は
遍
路
の
起
こ
り
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
落
書
き
が
あ
る
。
厨
子
の
製
作
は
大
永
二

年
（
一
五
二
二
）。
五
来
重
は
『
四
国
遍
路
の
寺
』
で
こ
の
落
書
き
、「
金
剛
峯
寺
谷
上
惣
識
善
空
、
大
永
八
年
五
月

四
日
」「
金
剛
峯
寺
満
□
同
行
六
人
、
大
永
八
年
五
月
九
日
」「
四
国
辺
路
同
行
四
人
川
内
□
津
住
□
覚
円
廿
二
歳
」

「
三
川
同
行
□
□
遍
路
大
永
五
年
二
月
十
九
日
」「
四
国
中
え
ち
ぜ
ん
の
く
に
一
せ
う
の
ち
う
八
い
さ
の
小
五
郎
」

「
四
国
中
辺
路
□
善
冊
□
辺
路
同
行
五
人
の
う
ち
阿
刕
名
東
住
人
□
大
永
七
年
七
月
六
日
」「
書
写
山
泉
俊
長
盛
□
□

大
永
七
年
七
月
吉
日
、
な
む
大
師
辺
照
金
剛
」
の
七
つ
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

「
同
行
二
人
」
と
は
一
人
遍
路
で
も
お
大
師
さ
ん
と
一
緒
と
い
う
こ
と
の
理
解
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
は
同
行

〇
人
の
数
詞
は
弘
法
大
師
を
含
ん
で
い
な
い
と
五
来
重
は
説
明
す
る
。「
四
国
中
辺
路
」
と
あ
る
が
、
熊
野
で
は
紀

州
田
辺
の
海
岸
か
ら
本
宮
大
社
に
向
か
う
山
道
が
中
辺
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
石
手
寺
か
ら
菅
生
の
岩
屋
、
石
鎚
山
か

ら
土
佐
の
横
倉
山
、
青
龍
寺
へ
と
向
か
う
道
が
四
国
の
中
辺
路
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
辺
路
同
行
五
人
の
う
ち
阿
刕

名
東
住
人
」
も
僧
職
遍
路
か
ら
遍
路
の
一
般
化
（
阿
洲
名
東
郡
住
人
）
に
な
り
つ
つ
あ
る
過
程
を
推
測
す
る
資
料
で
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あ
る
と
述
べ
る
。

こ
う
な
る
と
落
書
き
も
重
要
文
化
財
級
で
あ
る
。

浄
土
寺
の
奥
の
院
は
牛
之
峰
地
蔵
堂
と
い
う
。

繁
多
寺
（
第
五
十
番
札
所 

東
ひ
が
し
や
ま山 

瑠る

り璃
光こ

う
い
ん院 

繁は
ん

多た

じ寺
）

御
詠
歌
：
よ
ろ
ず
こ
そ
繁
多
な
り
と
も
怠
ら
ず
　
諸
病
な
か
れ
と
望
み
祈
れ
よ

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
勝
宝
年
間
（
七
四
九
〜
七
五
七
）　
　
所
在
：
松
山
市
畑
寺
町

か
つ
て
は
六
十
六
坊
の
大
伽
藍
　
澄
禅
は
「
昔
は
律
寺
で
六
十
六
坊
あ
っ
た
と
い
う
が
、
本
堂
、
仁
王
門
は
雨
漏

り
し
、
塔
も
朽
ち
て
心
柱
九
輪
も
傾
き
哀
れ
だ
。」
と
寺
の
衰
退
ぶ
り
を
嘆
く
。
寂
本
は
「
江
戸
時
代
に
な
っ
て
龍

狐
と
い
う
比
丘
が
本
願
と
な
っ
て
堂
舎
を
修
復
し
た
の
が
現
在
の
お
堂
。
護
摩
堂
に
あ
る
本
尊
の
不
動
明
王
は
伝
教

大
師
の
作
。
堂
の
左
方
に
は
鎮
守
の
熊
野
権
現
が
あ
り
、
後
に
は
求
聞
持
堂
が
あ
る
」
と
記
す
。

繁
多
寺
に
は
一
遍
上
人
の
木
像
が
あ
る
と
い
う
が
、
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
一
遍
上
人
の
石
柱
が
あ
る
と
し
か

書
い
て
い
な
い
。

繁
多
寺
の
本
堂
の
左
手
に
鳥
居
が
あ
る
。「
神
仏
混
淆
の
名
残
り
で
す
か
」
と
問
う
と
「
あ
れ
は
鳥
居
で
な
く
歓

喜
天
の
…
…
」
と
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
。
中
興
の
祖
、
竜
狐
が
歓
喜
天
の
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
い
う
。

奥
の
院
は
不
明
だ
が
、
麓
に
繁
多
寺
、
浄
土
寺
、
日
尾
八
幡
な
ど
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
裏
の
山
（
東
山
）
が
行
場

で
あ
り
、
奥
の
院
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
者
が
多
く
集
ま
る
こ
と
か
ら
祈
祷
、
病
気
平
癒
を
願
う
信
者
が
集
ま
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り
、
や
が
て
麓
の
「
畑
の
寺
」
と
し
て
堂
宇
と
な
っ
た
の
が
繁
多
寺
と
思
わ
れ
る
。

石
手
寺
（
第
五
十
一
番
札
所 

熊く
ま
の
ざ
ん

野
山 

虚こ

く空
蔵ぞ

う
い
ん院 

石い
し

手て

じ寺
）

御
詠
歌
：
西
方
を
よ
そ
と
は
見
ま
じ
安
養
の
　
寺
に
詣
り
て
受
く
る
十
楽

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
元
年
（
七
二
九
）　
　
所
在
：
松
山
市
石
手
二
丁
目

熊
野
修
験
か
ら
弘
法
大
師
信
仰
へ
の
分
岐
路
　
石
手
寺
は
「
衛
門
三
郎
伝
説
」
の
石
を
寺
宝
と
す
る
所
で
あ
る
。

衛
門
三
郎
伝
説
は
、
弘
法
大
師
信
仰
に
深
く
関
わ
る
伝
承
で
あ
り
、
と
き
に
、
四
国
遍
路
の
草
分
け
、
逆
打
ち
の

元
祖
と
い
っ
た
説
明
が
一
般
的
で
あ
る
。
伝
説
の
要
素
は
、
①
強
欲
非
道
な
衛
門
三
郎
が
托
鉢
僧
の
鉢
を
八
つ
に
叩

き
割
っ
た
②
衛
門
三
郎
の
子
ど
も
八
人
が
相
次
い
で
亡
く
な
る
③
托
鉢
僧
が
弘
法
大
師
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
④

自
ら
の
振
舞
い
が
不
幸
を
招
い
た
こ
と
を
悟
り
⑤
お
詫
び
を
す
る
た
め
弘
法
大
師
を
追
っ
て
四
国
廻
行
の
旅
に
出
る

⑥
二
十
回
を
重
ね
て
も
会
え
ず
、
逆
打
ち
を
す
る
と
⑦
焼
山
寺
の
近
く
で
病
に
倒
れ
、
や
っ
と
弘
法
大
師
に
出
会
い

懺
悔
す
る
⑧
弘
法
大
師
が
衛
門
三
郎
に
願
い
を
聞
く
と
⑨
来
世
は
国
主
（
河
野
家
）
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
⑩
弘
法

大
師
は
衛
門
三
郎
に
石
を
握
ら
せ
る
⑪
翌
年
、
河
野
家
に
左
手
を
握
り
し
め
た
男
子
誕
生
。
石
に
は
「
衛
門
三
郎
再

来
」
と
あ
る
。

こ
の
伝
説
は
「
弘
法
大
師
信
仰
の
装
置
」
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
伝
説
の
元
と
な
る
も
の
が
、
永
禄
十
年

（
一
五
六
七
）
の
「
石
手
寺
刻
板
（
板
書
）」
で
あ
る
。

天
長
八
年
辛
亥
載
、
浮
穴
郡
江
原
郷
右
衛
門
三
郎
、
求
利
欲
而
富
貴
、
破
悪
逆
而
仏
神
、
故
八
人
男
子
頓
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死
、
自
爾
剃
髪
捨
家
、
順
四
国
辺
路
、
於
阿
州
焼
山
寺
麓
及
病
死
、
一
念
言
望
伊
予
国
司
、
爰
空
海
和
尚
一

寸
八
分
石
切
八
塚
右
衛
門
三
郎
銘
封
左
手
、
経
年
月
生
国
司
息
利
男
子
、
継
家
号
息
方
、
件
石
令
置
当
寺
本

堂
畢

こ
の
板
書
に
は
、
前
段
に
示
し
た
今
に
伝
わ
る
一
般
的
な
衛
門
三
郎
伝
説
に
お
け
る
①
か
ら
⑥
の
前
段
部
分
に
弘

法
大
師
の
姿
は
見
え
な
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
板
書
が
書
か
れ
た
の
が
江
戸
期
以
前
で
ま
だ
四
国
遍
路
が
一

般
化
し
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
が
、
江
戸
期
に
入
り
各
種
の
遍
路
日
誌
な
ど
の
記
録
に
衛
門
三
郎
伝
説
が
出
て
く
る

こ
と
と
な
る
。

澄
禅
の
『
四
国
辺
路
日
記
』
に
は
衛
門
三
郎
伝
説
を
よ
り
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
て
、
今
の
衛
門
三
郎
伝
説
の
手

本
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

寂
本
は
『
四
国
徧
礼
霊
場
記
』
に
衛
門
三
郎
伝
説
に
つ
い
て
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
が
弘
法
大
師
の
鉢
を
八
つ

に
割
っ
た
こ
と
、
弘
法
大
師
に
会
う
た
め
に
遍
路
に
出
た
こ
と
な
ど
の
記
述
は
な
い
。
加
え
て
「
息
方
（
衛
門
三
郎

の
再
生
）
は
当
社
の
権
現
を
崇
敬
し
神
殿
と
拝
殿
を
再
興
さ
せ
、
手
に
握
っ
て
い
た
石
は
宝
殿
に
納
め
て
後
世
に
伝

え
た
。
ま
た
彼
は
熊
野
十
二
所
権
現
を
勧
請
し
た
。
こ
れ
ま
で
安
養
寺
と
し
て
い
た
も
の
を
、
熊
野
山
石
手
寺
に
改

め
た
と
い
う
。」
と
熊
野
権
現
と
の
関
係
性
を
記
し
て
い
る
。
寂
本
の
「
衛
門
三
郎
伝
説
」
は
弘
法
大
師
一
辺
倒
で

は
な
く
、
学
僧
ら
し
く
学
研
的
に
石
手
寺
の
板
書
の
内
容
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
江
戸
期
に
入
り
四
国
遍
路
が
盛
ん
に
な
る
に
従
い
衛
門
三
郎
伝
説
が
「
板
書
」
の
内
容
か
ら
変
容
し

徐
々
に
弘
法
大
師
信
仰
に
圧
倒
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
札
所
に
お
け
る
「
大
師

堂
」
の
有
無
の
推
移
が
そ
の
変
容
を
表
し
て
い
る
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
衛
門
三
郎
の
八
人
の
子
ど
も
を
殺
す
と
い
っ
た
異
様
な
物
語
は
因
果
応
報
の
教
え
と
い
っ
て
も

今
で
は
「
子
殺
し
」
の
怪
奇
潭
で
あ
る
。

こ
の
板
書
の
後
段
に
は
、
弘
法
大
師
と
熊
野
信
仰
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
辛
亥
載
、
創
権
現
宮
拝
殿
新
堂
、
同
四
壬
子
載
三
月
三
日
、
奉
勧
請
熊
野
十
二
社
権

現
、
改
安
養
寺
号
熊
野
山
石
手
寺

こ
の
板
書
の
衛
門
三
郎
伝
説
で
は
石
手
寺
と
寺
名
を
変
え
た
の
は
寛
平
四
年
（
八
九
二
）
と
あ
る
が
、
五
来
重
の

い
う
「
鎌
倉
時
代
」
が
相
当
と
思
え
る
。
平
安
末
期
は
熊
野
別
当
田
辺
湛
増
の
興
隆
す
る
時
代
で
あ
り
、
源
平
合
戦

で
は
、
熊
野
水
軍
、
伊
予
の
河
野
水
軍
が
源
氏
に
援
軍
し
た
。
そ
の
縁
で
熊
野
十
二
所
権
現
を
勧
請
し
、
別
当
寺
と

し
て
石
手
寺
と
し
た
の
が
正
し
い
解
釈
の
よ
う
に
思
え
る
。
も
う
一
つ
の
衛
門
三
郎
伝
説
の
意
図
は
、
熊
野
信
仰
の

由
来
縁
起
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

澄
禅
は
「
札
所
の
本
尊
は
薬
師
。
本
社
は
熊
野
三
所
権
現
で
二
十
余
間
の
長
床
が
あ
る
。
伊
予
に
は
例
の
な
い
大

伽
藍
。
昔
は
熊
野
山
安
養
寺
虚
空
蔵
院
と
い
っ
た
が
、
中
古
よ
り
石
手
寺
と
改
称
し
た
。」
と
述
べ
、
寂
本
は
「
寺

の
草
創
は
元
明
天
皇
の
御
代
、
こ
の
州
の
大
領
玉
興
と
い
う
人
物
が
和
銅
五
年
（
七
一
四
）
に
白
山
権
現
を
勧
請
し

た
と
あ
る
が
、
白
山
権
現
は
養
老
元
年
（
七
一
七
）
に
越
の
泰
澄
が
白
山
に
登
り
持
念
し
て
感
応
し
た
も
の
で
こ
れ

よ
り
先
の
伝
承
は
あ
や
し
い
。」
と
述
べ
る
。
加
え
て
「
息
方
（
衛
門
三
郎
の
再
生
）
は
当
社
の
権
現
を
崇
敬
し
神

殿
と
拝
殿
を
再
興
さ
せ
、
手
に
握
っ
て
い
た
石
は
宝
殿
に
納
め
て
後
世
に
伝
え
た
。
ま
た
彼
は
熊
野
十
二
所
権
現
を

勧
請
し
た
。
こ
れ
ま
で
安
養
寺
と
し
て
い
た
も
の
を
、
熊
野
山
石
手
寺
に
改
め
た
と
い
う
。」
と
熊
野
権
現
と
の
関

係
性
を
記
し
て
い
る
。
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御
詠
歌
は
「
安
養
の
…
…
」
と
安
養
寺
を
詠
ん
で
い
る
。
ど
の
御
詠
歌
も
詠
ま
れ
た
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、

元
札
所
で
あ
っ
た
神
仏
習
合
の
神
社
や
退
転
前
の
寺
名
、
旧
札
所
寺
名
を
記
す
御
詠
歌
は
よ
く
あ
り
、
三
十
番
札
所

善
楽
寺
（
一
ノ
宮
）、
三
十
三
番
札
所
雪
渓
寺
（
高
福
寺
）、
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
（
五
つ
の
社
）
四
十
四
番
札
所

大
宝
寺
（
菅
生
山
）
六
十
七
番
札
所
大
興
寺
（
小
松
尾
寺
）
な
ど
多
数
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
愛
媛
県
松
山
市

　
四
十
六
番
醫
王
山
養
珠
院
浄
瑠
璃
寺
（
四
十
六
番
札
所
浄
瑠
璃
寺
）
八
坂
村
（
浄
瑠
璃
町
）
四
十
七
番

熊
谷
山
妙
見
院
八
坂
寺
（
四
十
七
番
札
所
八
坂
寺
）
大
師
堂
（
衛
門
三
郎
札
始
大
師
堂
）
四
十
八
番
清
涼

山
安
養
院
西
林
寺
（
四
十
八
番
札
所
西
林
寺
）
土
井
村
（
土
居
町
）
鷹
子
村
（
鷹
子
町
）
四
十
九
番
西
林

山
三
蔵
院
浄
土
寺
（
四
十
九
番
札
所
浄
土
寺
）
畑
寺
村
（
畑
寺
）
五
十
番
東
山
瑠
璃
光
院
繁
多
寺
（
五
十

番
札
所
繁
多
寺
）
下
馬
村
（
不
明
）
石
手
寺
村
（
石
手
）
五
十
一
番
熊
野
山
石
手
寺
（
五
十
一
番
札
所
石

手
寺
）
道
後
町
（
道
後
町
）

浄
瑠
璃
寺
か
ら
石
手
寺
、
道
後
温
泉
に
向
け
て
北
上
す
る
へ
ん
ろ
道
。
四
十
六
番
札
所
浄
瑠
璃
寺
か
ら
五
十
一
番

札
所
石
手
寺
ま
で
の
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
間
に
六
つ
の
札
所
が
続
く
。

衛
門
三
郎
の
札
始
大
師
堂

八
坂
寺
を
過
ぎ
て
恵
原
町
に
入
る
と
「
四
国
霊
場
札
始
大
師
堂
」
が
あ
る
。
衛
門
三
郎
は
こ
の
地
・
荏
原
村
（
恵
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原
町
）
に
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
こ
の
地
に
大
師
堂
が
建
立
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

逆
打
ち
を
初
め
て
し
た
人
と
い
わ
れ
る
衛
門
三
郎
。
こ
の
衛
門
三
郎
伝
説
の
最
古
の
記
述
が
「
石
手
寺
刻
板
（
板

書
）」
に
あ
り
、
そ
れ
を
底
本
に
し
て
い
ろ
い
ろ
な
伝
説
が
生
ま
れ
て
い
る
。
板
書
の
説
は
、「
衛
門
三
郎
は
私
利
強

欲
に
し
て
神
仏
の
道
を
破
り
、
そ
の
こ
と
で
八
人
の
子
を
次
々
に
頓
死
す
る
。
罪
責
の
念
に
よ
り
家
を
出
て
四
国
遍

路
を
し
て
つ
い
に
焼
山
寺
の
麓
で
行
き
倒
れ
と
な
る
が
、
国
司
に
な
り
た
い
と
希
望
し
、
弘
法
大
師
が
石
を
握
ら

せ
、
河
野
家
そ
の
石
を
持
っ
た
男
子
が
誕
生
し
、
そ
の
石
が
石
手
寺
に
あ
る
と
い
う
」
で
あ
る
。
因
果
応
報
や
輪
廻

再
生
思
想
、
反
外
見
至
上
主
義
な
ど
仏
教
思
想
の
色
濃
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

石
手
寺
住
職
の
加
藤
俊
生
は
『
巡
礼
遍
路
研
究
・
第
三
号
』
に
「
衛
門
三
郎
信
仰
の
考
察
」
と
題
し
て
青
年
空

海
と
衛
門
三
郎
伝
説
の
類
似
性
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。「
石
手
寺
古
文
書
な
ど
に
は
逆
打
ち
の
記
述
は
な

い
。
順
打
ち
は
自
分
の
修
行
を
表
し
、
逆
打
ち
は
利
他
行
を
表
す
」
と
衛
門
三
郎
逆
打
ち
伝
説
の
疑
義
を
示
し
「
弘

法
大
師
に
会
う
と
い
う
こ
と
は
弘
法
大
師
と
同
じ
発
心
の
境
地
＝
自
他
兼
救
済
の
境
地
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。」

と
未
熟
な
遍
路
の
逆
打
ち
を
勧
め
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

看
板
に
は
「
四
国
霊
場
（
遍
路
開
祖
衛
門
三
郎
）
札
始
大
師
堂
」
と
あ
る
。

道
後
温
泉

日
本
最
古
の
温
泉
と
い
わ
れ
る
の
が
道
後
温
泉
。『
伊
予
国
風
土
記
』
逸
文
に
は
大お

お
な
む
ち
の
み
こ
と

穴
持
命
は
少

す
く
な
び
こ
な
の
み
こ
と

彦
名
命
が
仮
死

状
態
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
れ
を
蘇
生
さ
せ
る
た
め
に
別
府
の
温
泉
か
ら
地
下
の
水
道
を
通
し
て
湯
を
持
っ

て
き
た
、
少
彦
名
命
を
そ
の
湯
の
な
か
に
入
れ
る
と
程
な
く
し
て
回
復
し
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
別
府
の
温
泉
を
泉
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源
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
最
古
で
も
な
い
が
、『
風
土
記
』
逸
文
に
出
る
説
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
古
い
こ
と
に
は
間

違
い
な
い
。

こ
の
「
大
穴
」
が
地
中
の
世
界
を
連
想
さ
せ
、
こ
の
「
あ
な
ぐ
ら
」
の
室む

ろ

が
風ふ

ろ炉
に
転
訛
し
た
よ
う
だ
。
井
原
西

鶴
「
好
色
一
代
男
（
一
六
八
二
）」
の
挿
絵
に
あ
る
の
も
蒸
し
風
呂
で
江
戸
中
前
期
に
は
湯
風
呂
で
は
な
い
。
十
辺

舎
十
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
（
一
八
〇
二
）』
に
あ
る
よ
う
に
、
弥
次
さ
ん
（
弥
次
郎
兵
衛
）
と
喜
多
さ
ん
（
喜

多
八
）
が
小
田
原
宿
で
初
め
て
入
る
五
右
衛
門
風
呂
が
出
て
く
る
の
は
江
戸
の
後
期
の
こ
と
で
あ
る
。

映
画
『
テ
ル
マ
エ
ロ
マ
エ
』
に
あ
る
よ
う
に
戦
傷
者
な
ど
の
湯
治
の
意
味
を
持
つ
温
泉
で
あ
る
が
、
も
と
は
自
ら

の
穢
れ
を
祓
う
浄
め
の
行
為
（
水
垢
離
）
で
あ
り
、
作
善
の
た
め
の
風
呂
接
待
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
の

も
、「
風
呂
ノ
谷
」
の
小
字
の
多
さ
で
あ
る
。
高
知
県
の
小
字
十
一
万
カ
所
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
四
万
十
町
地
名
辞

典
』
は
公
表
し
て
い
る
が
「
風
呂
ノ
谷
」
を
主
と
し
た
フ
ロ
地
名
が
八
十
七
カ
所
出
現
す
る
。
柳
田
国
男
も
『
風
呂

の
起
源
』
で
風
呂
地
名
の
事
例
を
示
し
て
言
及
し
て
い
る
が
、
全
国
に
分
布
す
る
「
風
呂
ノ
谷
」
地
名
に
つ
い
て
は

記
述
が
な
い
。

歩
き
遍
路
に
と
っ
て
風
呂
は
極
楽
で
あ
る
。

武
四
郎
は
道
後
温
泉
に
つ
い
て
「
人
家
三
百
軒
斗
。
湯
の
町
と
云
。
町
中
ニ
湯
壼
三
ヶ
所
有
。
遊
女
有
而
奇
麗
な

る
町
な
り
。
商
戸
多
く
止
宿
す
る
ニ
よ
し
。
温
泉
の
功
能
は
先
第
一
疼

、
疥
癬
、
切
疵
、
其
外
腫
物
類
何
と
云
こ

と
無
よ
ろ
し
き
」
と
記
す
。
湯
壺
が
三
カ
所
か
ら
な
る
と
あ
る
が
、『
愛
媛
面
影
』
に
図
絵
が
あ
り
、
一
乃
湯
は
武

士
・
僧
侶
用
、
二
之
湯
は
婦
人
用
、
三
之
湯
は
庶
民
男
子
用
に
分
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
江
戸
期
に
お
い
て
は
レ

デ
ィ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
五
輪
の
森
会
長
も
驚
き
だ
ろ
う
。
澄
禅
は
三
つ
の
湯
の
他
に
ハ
ン
セ
ン
病
の
者

-  158 -  



が
入
る
湯
が
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
別
の
本
に
は
馬
湯
も
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
た
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の

定
書
に
よ
れ
ば
湯
治
目
的
に
は
宿
泊
を
認
め
な
い
が
遍
路
は
三
泊
ま
で
は
許
さ
れ
る
、
正
体
不
明
の
者
や
病
気
け
が

人
は
養
生
湯
に
入
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
遍
路
は
二
之
湯
・
三
之
湯
を
使
っ
て
よ
ろ
し
い
と
い
っ
た
遍
路
を
癒

す
道
後
温
泉
で
あ
っ
た
。

日
本
人
の
風
呂
好
き
は
江
戸
末
期
の
安
政
四
年
（
一
七
七
五
）
に
来
日
し
た
ツ
ン
ベ
ル
ク
の
『
日
本
紀
行
』
に
も

「
旅
に
あ
る
時
も
、
家
に
い
る
時
も
、
彼
等
は
一
日
と
し
て
体
を
洗
う
の
を
欠
か
し
た
こ
と
が
な
い
。
町
の
み
な
ら

ず
村
落
に
も
公
衆
風
呂
が
あ
る
」
と
あ
り
、
混
浴
と
合
わ
せ
て
日
本
人
の
風
呂
好
き
に
つ
い
て
驚
き
の
目
で
記
録
さ

れ
て
い
る
。
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四
国
遍
路
　
十
三
日
目
（
松
山
市
道
後
～
52
・
53
～
松
山
市
北
条
）

愛
媛
県
松
山
市
道
後
多
幸
町
（
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
さ
く
ら
）

　
〜
　
二
八･

三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
二
八
分

愛
媛
県
松
山
市
北
条
（
カ
フ
ェ
と
御
宿
ま
ほ
ろ
ば
）

活
動
日
記

　
道
後
温
泉
の
近
く
の
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
「
さ
く
ら
」
を
八
時
三
十

分
に
出
立
し
て
愛
媛
県
立
図
書
館
に
向
か
う
。
郷
土
資
料
室
で
愛
媛
の

地
名
、
地
誌
に
関
す
る
書
籍
史
資
料
を
探
し
、
五
十
二
番
札
所
太
山

寺
、
五
十
三
番
札
所
円
明
寺
を
参
拝
し
、
北
条
に
向
か
う
の
が
今
日
の

日
程
。
今
夜
の
宿
は
北
条
の
「
カ
フ
ェ
と
御
宿
ま
ほ
ろ
ば
」。
幸
い
に

も
予
約
が
取
れ
た
楽
し
み
な
宿
で
あ
る
。

図
書
館
の
開
館
が
九
時
四
十
分
と
遅
く
、
十
分
な
調
査
は
で
き
な

か
っ
た
が
、『
伊
予
国
地
理
図
誌
』『
愛
媛
面
影
』『
伊
予
の
地
名
』『
愛

媛
県
に
お
け
る
タ
ン
ガ
地
名
と
四
国
遍
路
』
を
探
し
当
て
、
め
く
り
読

み
し
た
。
服
部
英
雄
の
『
地
名
の
歴
史
学
』
に
も
四
国
の
タ
ン
ガ
地
名

に
つ
い
て
書
い
て
い
た
。
タ
ン
ガ
（
旦
過
）
は
、
修
行
僧
の
宿
泊
施
設

で
あ
る
。
以
前
調
べ
た
際
に
、
高
知
県
に
も
十
一
万
の
小
字
の
中
に
タ

夕焼けの瀬戸内・鹿島（松山市北条）

四
国
遍
路  

十
三
日
目
（
松
山
市
道
後
～
52
・
53
～
松
山
市
北
条
）
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ン
ガ
ン
（
香
美
市
土
佐
山
田
町
植
）、
丹
官
（
南
国
市
廿
枝
）、
壇
願
（
梼
原
町
梼
原
）、
タ
ン
ク
ワ
ン
（
宿
毛
市
小

筑
紫
町
田
ノ
浦
）
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
高
知
県
内
の
古
文
書
で
は
『
手
結
浦
日
抄
』
に
「
往
古
旦
過
寺
有

シ
号
ナ
リ
」
と
香
美
郡
夜
須
郷
に
旦
過
寺
が
あ
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。

昨
日
、
三
坂
峠
の
下
り
道
、
坂
本
地
区
の
桜
集
落
を
過
ぎ
て
「
丹
波
」
の
地
名
が
あ
っ
た
。
石
手
寺
か
ら
八
坂

寺
、
海
岸
山
岩
屋
寺
へ
、
そ
の
後
石
鎚
山
へ
と
熊
野
山
伏
の
山
林
抖
擻
の
修
験
道
が
続
く
。
そ
の
辺ヘ

ジ路
に
タ
ン
ガ
が

あ
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
だ
。
丹
波
も
タ
ン
ガ
の
転
訛
と
思
っ
て
い
た
ら
、
こ
の
『
愛
媛
県
に
お
け
る
タ
ン
ガ
地
名

と
四
国
遍
路
』
に
坂
本
の
丹
波
集
落
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。『
伊
予
の
地
名
』
は
愛
媛
新
聞
連
載
の
コ
ラ
ム
の
切
り

抜
き
帳
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
資
料
は
現
地
に
赴
か
な
い
と
発
見
で
き
な
い
の
で
今
回
は
ち
ょ
う
ど
よ
か
っ
た
。

図
書
館
に
長
居
し
て
い
て
は
北
条
ま
で
た
ど
り
つ
け
な
い
。
堀
之
内
公
園
を
抜
け
て
国
道
一
九
六
号
線
を
北
上
す

る
。
五
十
二
番
札
所
太
山
寺
は
山
門
か
ら
本
坊
、
本
堂
と
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
続
く
大
寺
の
様
相
で
あ
り
、
和
気

の
町
中
に
あ
る
五
十
三
番
札
所
円
明
寺
と
は
装
い
が
異
な
る
。
が
、
奥
の
院
は
隣
合
い
と
い
っ
た
近
い
距
離
だ
と
い

う
。松

山
か
ら
北
条
ま
で
の
本
日
の
行
程
は
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
弱
で
あ
っ
た
が
、
時
間
が
迫
っ
て
普
段
は
時
間
四
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
ペ
ー
ス
を
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
ア
ッ
プ
し
た
。
夕
暮
れ
の
海
岸
通
り
は
山
暮
ら
し
の
私
に
と
っ
て
貴

重
な
体
験
だ
。
気
持
ち
よ
く
足
を
運
び
、
宿
の
到
着
は
ち
ょ
う
ど
十
八
時
に
な
っ
て
い
た
。

「
カ
フ
ェ
と
御
宿
ま
ほ
ろ
ば
」
は
二
組
限
定
の
宿
。
隣
は
三
重
県
伊
賀
市
の
区
切
り
打
ち
の
男
性
遍
路
で
食
事
を

し
な
が
ら
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
間
隔
で
女
将
さ
ん
と
御
主
人
と
四
人
で
小
さ
な
会
話
を
楽
し
ん
だ
。
こ

れ
だ
け
は
加
え
と
こ
。「
御
宿
ま
ほ
ろ
ば
」
が
人
気
な
の
は
、
全
体
が
清
潔
で
整
っ
て
い
る
こ
と
。
陽
子
さ
ん
の
気
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遣
い
、
御
主
人
の
ト
ー
ク
が
噛
み
合
っ
て
、
心
地
よ
く
く
つ
ろ
げ
る
。
力
ま
ず
飾
ら
ず
が
一
番
で
あ
る
。
後
日
、
陽

子
さ
ん
に
お
願
い
し
た
遍
路
宿
の
思
い
の
一
文
を
紹
介
す
る
。

「
カ
フ
ェ
と
御
宿
ま
ほ
ろ
ば
」
雑
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
　
陽
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
仕
事
を
始
め
て
六
年
が
経
ち
ま
し
た
。
ま
ほ
ろ
ば
は
夫
が
勤
め
て
い
た
会
社
を
定
年
退
職
し
た
あ

と
、
敷
地
内
に
あ
っ
た
両
親
、
祖
父
母
の
家
を
取
り
壊
し
建
て
た
も
の
で
す
。
祖
父
母
の
残
し
た
昔
な
が
ら

の
池
を
囲
む
よ
う
に
カ
フ
ェ
と
宿
が
コ
の
字
型
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
店
内
か
ら
は
四
季
折
々
の
移
ろ

い
を
感
じ
な
が
ら
癒
や
し
の
空
間
が
臨
め
ま
す
。
夫
は
定
年
退
職
後
、
職
業
訓
練
校
で
建
築
の
勉
強
を
し
た

り
、
料
理
教
室
に
行
っ
た
り
し
な
が
ら
開
店
に
向
け
て
準
備
を
し
た
よ
う
で
す
が
、
私
は
退
職
後
の
ん
び
り

と
気
ま
ま
に
過
ご
す
予
定
だ
っ
た
の
が
夫
の
計
画
に
巻
き
込
ま
れ
た
形
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
で
は
カ
フ
ェ
と
御
宿
ま
ほ
ろ
ば
を
始
め
た
お
か
げ
で
、
多
く
の
出
会
い
に
恵
ま
れ
、

日
々
の
生
き
が
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
の
著
者
で
あ
る
武
内
様
を
は
じ
め
北
は
北
海
道
網
走
、
南
は

沖
縄
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
に
は
海
外
の
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
夕
食
時
は
、
お
遍
路
さ
ん
た

ち
と
会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
刺
激
を
受
け
た
り
学
ば
せ
て
も
ら
っ
た
り
で
き
る
楽
し
い
時
間
に

な
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
と
の
出
会
い
が
私
達
夫
婦
に
と
っ
て
の
宝
物
で
す
。

古
事
記
の
中
で｢

大
和
は
　
国
の
真
秀
ろ
ば
　
畳
な
づ
く
　
青
垣
山
籠
れ
る
　
倭
し
麗
し｣ 

と
国
を
忍
ん

で
詠
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
の
「
ま
ほ
ろ
ば
」
は
優
れ
て
素
晴
ら
し
い
所
と
い
う
意
味
が
あ
る
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そ
う
で
す
。

ま
ほ
ろ
ば
の
名
前
に
恥
じ
な
い
よ
う
、
お
泊
ま
り
い
た
だ
く
お
遍
路
さ
ん
に
と
っ
て
泊
ま
っ
て
よ
か
っ

た
、
い
い
所
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
心
を
尽
く
し
て
お
も
て
な
し
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

太
山
寺
（
第
五
十
二
番
札
所 

龍
り
ゅ
う
う
ん
ざ
ん

雲
山 

護ご

じ持
院い

ん 

太た
い
さ
ん
じ

山
寺
）

御
詠
歌
：
太
山
へ
の
ぼ
れ
ば
汗
の
い
で
け
れ
ど
　
後
の
世
思

へ
ば
何
の
苦
も
な
し

宗
派
：
真
言
宗
智
山
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩

開
基
：
真
野
長
者

創
建
：
六
世
紀
後
半
　
　
所
在
：
松
山
市
太
山
寺
町

長
者
が
建
て
た
札
所
　
太
山
寺
の
縁
起
は
面
白
い
。
豊
後
の
臼
杵
に

炭
焼
小
五
郎
と
い
う
鞴

ふ
い
ご

の
炭
焼
き
が
い
て
、
神
の
お
告
げ
で
都
の
玉
津

姫
と
結
婚
。
持
参
金
の
小
判
を
「
こ
ん
な
も
の
裏
山
に
な
ん
ぼ
で
も
あ

る
」
と
池
に
投
げ
つ
け
、
金
の
山
に
案
内
し
た
。
以
来
、
運
が
開
け
て

真
野
長
者
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
。
こ
の
真
野
長
者
の
商
い
船
が
暴
風

雨
に
遭
い
観
音
様
に
念
じ
る
と
瀧
雲
山
か
ら
光
が
差
し
込
み
難
を
逃
れ

た
。
そ
の
報
恩
に
「
一
夜
建
立
の
御
堂
」
太
山
寺
を
開
基
し
た
の
で
あ

52番札所太山寺（松山市）
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る
。瀧

雲
山
は
龍
燈
信
仰
を
意
味
す
る
龍
雲
と
思
っ
て
い
た
ら
「
瀧
」
で
あ
っ
た
。
読
み
は
「
リ
ュ
ウ
」
で
あ
る
し
四

国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
「
龍
雲
山
」
と
書
い
て
あ
る
所
が
あ
っ
た
。
太
山
寺
の
山
頂
で
龍
燈

の
火
を
焚
き
海
の
安
全
を
記
念
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
瀧
雲
山
が
地
形
図
に
見
る
経
ヶ
森
で
あ
ろ
う
。
太
山
寺
の
奥
の
院
で
あ
る
。
こ
の
海
を
見
渡
す
山
一
帯
が
山

岳
修
行
を
し
て
龍
灯
の
護
摩
を
焚
き
、
神
秘
的
な
霊
力
を
修
法
し
た
所
だ
。

鞴
は
た
た
ら
製
鉄
を
意
味
し
、
そ
の
燃
料
と
な
る
炭
を
焼
い
た
の
が
小
五
郎
で
あ
る
。

真
野
長
者
（
真
名
野
長
者
）
は
臼
杵
の
摩
崖
仏
を
創
建
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
国
東
半
島
の
姫
島
の
黒
曜
石
が
西

日
本
各
地
の
縄
文
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
る
な
ど
伊
予
と
豊
後
は
古
来
よ
り
交
易
の
盛
ん
な
間
柄
。
海
民
の
交
流
が
い
か

に
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

御
詠
歌
は
真
っ
す
ぐ
な
詠
み
で
、「
い
ま
苦
労
す
る
こ
と
で
後
に
は
い
い
こ
と
あ
る
よ
」
の
歌
の
よ
う
だ
。

円
明
寺
（
第
五
十
三
番
札
所 

須す

が賀
山ざ

ん 

正し
ょ
う
ち
い
ん

智
院 
円え

ん
み
ょ
う
じ

明
寺
）

御
詠
歌
：
来
迎
の
弥
陀
の
光
の
圓
明
寺
　
照
り
そ
ふ
影
は
夜
な
夜
な
の
月

宗
派
：
真
言
宗
智
山
派
　
　
本
尊
：
阿
弥
陀
如
来
（
伝
行
基
菩
薩
作
）　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）　
　
所
在
：
松
山
市
和
気
町

四
国
仲
遍
路
と
同
行
二
人
を
刻
む
納
札
　
円
明
寺
は
街
の
中
に
現
れ
た
て
ら
い
の
な
い
札
所
で
あ
っ
た
。
縁
起
で

は
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
の
開
基
で
当
時
は
、
和
気
浜
の
西
山
と
い
う
海
岸
に
あ
り
「
海
岸
山
・
圓
明
密
寺
」
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と
称
し
た
と
い
う
。「
海
岸
山
」
の
山
号
は
岩
屋
寺
と
同
じ
で
、「
密
寺
」
は
密
教
を
示
し
て
お
り
、
山
号
、
寺
名
、

そ
の
変
遷
か
ら
寺
の
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

円
明
寺
で
有
名
な
の
は
江
戸
時
代
初
期
の
銘
の
あ
る
四
国
霊
場
最
古
（
一
六
五
〇
）
の
銅
板
納
札
で
「
奉
納
四
国

仲
遍
路
同
行
二
人
　
慶
安
三
年
今
月
今
日
　
京
樋
口
平
人
家
次
」
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
期
の
初
め
は
辺
路
と
遍
路
が
混
在
し
て
い
た
時
期
だ
ろ
う
か
。「
仲
遍
路
」
は
熊
野
詣
の
中
辺
路
を
真
似
た

も
の
と
す
れ
ば
、
海
辺
を
廻
行
す
る
辺
地
・
辺
路
か
ら
、
山
林
斗
藪
す
る
山
岳
修
行
道
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
現
在
の
札
所
分
布
を
見
て
も
四
国
西
南
部
は
少
な
く
、
青
龍
寺
か
ら
岩
本
寺
（
五
社
）
ま
で
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
、
岩
本
寺
か
ら
金
剛
福
寺
ま
で
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
離
れ
て
い
る
。
青
龍
寺
か
ら
石
鎚
山
、
岩
屋
寺
、
石
手

寺
、
海
岸
山
円
明
密
寺
の
ル
ー
ト
。
弘
法
大
師
生
誕
の
海
岸
寺
、
我
拝
師
山
、
竜
王
山
、
大
滝
山
、
焼
山
寺
山
、
灌

頂
ヶ
滝
（
慈
眼
寺
）、
鶴
林
寺
、
太
龍
寺
、
室
戸
の
ル
ー
ト
。
そ
の
二
つ
を
結
ぶ
道
が
中
辺
路
で
は
な
い
か
と
想
像

す
る
。

「
同
行
二
人
」
も
こ
の
時
期
に
な
る
と
弘
法
大
師
と
一
緒
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
平
人
家
次
の
一

人
遍
路
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

鎮
守
に
つ
い
て
寂
本
は
「
鎮
守
は
市
杵
島
明
神
だ
。
仁
王
門
の
内
に
池
が
あ
り
、
そ
の
中
の
祠
も
弁
財
天
で
あ

る
。」
と
記
す
。
市
杵
島
姫
（
イ
チ
キ
シ
マ
ヒ
メ
）
は
宗
像
三
女
神
の
一
柱
で
、
神
仏
習
合
の
本
地
仏
は
弁
財
天
に

比
定
さ
れ
る
。
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武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
愛
媛
県
松
山
市

　
道
後
町
（
道
後
町
）
豊
國
山
寶
窟
寺
（
宝
巌
寺
）
松
山
城
（
松
山
城
）
大
山
寺
村
（
太
山
寺
町
）

五
十
二
番
札
所
瀧
雲
山
護
持
院
太
山
寺
（
五
十
二
番
札
所
太
山
寺
）
和
氣
濱
村
（
和
気
町
）
五
十
三
番
須

賀
山
正
智
院
圓
明
寺
（
五
十
三
番
札
所
円
明
寺
）
堀
江
村
（
堀
江
町
）
あ
ハ
い
坂
（
粟
井
坂
）
柳
原
村

（
柳
原
）
北
條
（
北
条
）

武
四
郎
は
松
山
城
か
ら
太
山
寺
ま
で
の
道
の
り
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
が
「
城
の
西
は
海
岸
ニ
し
而
諸
国
の

船
出
入
を
な
し
繁
華
の
地
也
。
過
て
少
し
の
坂
を
越
而
（
太
山
寺
村
）
追
分
。
左
り
三
津
ヶ
浜
道
」
と
あ
る
の
で
松

山
城
の
北
側
を
海
岸
近
く
ま
で
西
進
し
て
三
津
浜
経
由
で
太
山
寺
に
向
か
っ
た
と
思
え
る
。
国
土
地
理
院
地
形
図
に

は
三
津
浜
と
太
山
寺
の
間
に
「
石
風
呂
町
」
の
地
名
が
あ
る
。

伊
予
の
国
名

『
日
本
書
記
』
に
は
「
次
生
伊
豫
之
二
名
嶋
、
此
島
（
伊
予
之
二
名
島
）
者
、
身
一
而
有
面
四
」
と
。
続
い
て

「
面
ご
と
に
名
あ
り
伊
予
国
は
愛え

ひ

め
比
売
と
謂
い
、
讃
岐
国
は
飯い

い

依よ
り

比ひ

こ古
と
謂
い
、
阿
波
国
は
大お

お

宣げ

つ

ひ

め

都
比
売
と
謂
い
、

土
佐
国
は
建た

け
よ
り
わ
け

依
別
と
謂
う
」
と
あ
る
。「
此
島
」
と
は
「
伊
予
の
二
名
島
＝
四
国
」
の
こ
と
で
あ
り
淡
路
島
の
次
、

二
番
目
の
島
生
み
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
の
伊
予
は
四
国
全
体
を
意
味
し
て
い
る
場
合
と
四
つ
の
面
の
一
つ
の
国
と
し
て
の
伊
予
が
あ
る
と
い
う
。

伊
予
地
名
は
国
土
地
理
院
地
図
で
探
し
て
も
千
葉
県
房
総
市
の
「
伊
予
坊
」、
三
重
県
伊
賀
市
の
「
上
野
伊
予
町
」、
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長
野
県
中
野
市
の
「
伊
予
岡
団
地
」、
広
島
市
尾
道
市
の
「
伊
予
兼
」、
高
知
市
春
野
町
の
「
伊
予
川
」
や
土
佐
清
水

市
の
「
伊
予
駄
場
」
な
ど
が
あ
る
。
全
国
に
分
布
す
る
の
は
国
名
伝
播
と
い
う
よ
り
「
イ
ヨ
」
は
「
イ
ヤ
（
祖
谷
）」

の
語
彙
と
同
じ
よ
う
に
人
が
足
を
踏
み
入
れ
る
の
に
も
困
難
な
深
い
谷
奥
の
土
地
を
意
味
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
伊
予
＝
は
山
深
い
足
を
踏
み
入
れ
る
の
も
困
難
な
四
国
を
意
味
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
熊
野
と
同
じ
よ

う
な
修
行
の
地
と
し
て
発
展
し
て
い
た
と
考
え
る
。
今
で
こ
そ
海
岸
地
帯
の
平
野
部
は
市
街
地
と
な
っ
て
い
る
が
大

部
分
は
江
戸
期
か
ら
の
灌
漑
に
よ
る
農
地
開
発
と
干
拓
に
よ
る
新
し
い
景
観
で
あ
ろ
う
。
中
世
以
前
の
他
国
の
人
に

と
っ
て
海
を
渡
る
四
国
は
他
界
で
あ
り
死
霊
の
籠
る
霊
地
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
辺
鄙
な
非
日
常
の
空
間

は
、「
四
国
の
辺
地
」
と
し
て
難
行
苦
行
の
廻
行
修
行
を
す
る
者
に
と
っ
て
最
高
の
道
場
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

坂
東
眞
砂
子
の
小
説
『
死
国
』
が
出
版
さ
れ
た
と
き
タ
イ
ト
ル
に
驚
い
た
が
、
今
で
は
腑
に
落
ち
る
「
死
国
」
で
あ

る
。小

泉
道
の
『
伊
予
の
説
話
資
料
の
研
究
』
が
イ
ヨ
の
地
名
の
語
源
を
探
る
に
は
一
番
分
か
り
や
す
い
。
小
泉
は
イ

ヨ
（
伊
予
）、
エ
ヒ
メ
（
愛
媛
）、
イ
シ
ヅ
チ
（
石
鎚
）
の
地
名
の
語
源
や
諸
問
題
を
古
代
資
料
か
ら
地じ

か
た
も
ん
じ
ょ

方
文
書
ま
で

紹
介
し
つ
つ
、
現
地
を
踏
査
し
て
地
元
の
研
究
者
の
話
を
傾
聴
し
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
研
究
を
援
用
し
つ
つ
、
民

間
語
源
説
的
な
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
検
討
を
加
え
て
い
る
。

小
泉
は
「
イ
ヨ
」
由
来
の
「
出
湯
（
イ
デ
ユ
）」
説
に
つ
い
て
、
道
後
温
泉
の
印
象
が
強
く
そ
の
由
来
に
湯
を
入

れ
た
い
の
だ
ろ
う
が
、
音
韻
の
変
遷
過
程
上
に
疑
問
が
あ
る
と
し
て
、「
動
詞
〝
い
づ
〟」
が
現
代
語
の
〝
で
る
〟
に

な
っ
た
よ
う
に
、
脱
落
す
る
の
は
デ
で
は
な
く
て
狭
母
音
の
イ
の
方
に
な
る
の
が
自
然
。
ま
た
〝
湯
〟
を
ヨ
と
い
っ

た
例
は
上
代
の
資
料
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。」
と
民
間
語
源
説
的
な
域
を
出
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
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ま
た
、
小
泉
は
伊
予
の
万
葉
仮
名
表
記
例
を
古
代
資
料
摘
出
し
、「
伊
豫
」「
伊
余
」「
伊
與
」「
伊
預
」
な
ど
か
ら

ヨ
は
全
て
乙
類
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
上
代
の
日
本
語
に
お
い
て
ア
と
乙
類
オ
の
母
音
交
替
形
は
極

め
て
多
く
、
乙
類
の
ヨ
が
ヤ
と
交
替
し
た
も
の
と
し
て
、
前
述
の
「
イ
ヤ
（
祖
谷
）」
説
を
支
持
し
て
い
る
。
加
え

て
興
味
を
引
い
た
の
は
「
日
本
民
族
の
神
聖
数
と
し
て
無
限
の
数
量
・
程
度
を
意
味
す
る
〝
八
（
ヤ
）〟
に
対
し
、

そ
れ
と
倍
数
関
係
を
な
す
〝
四
（
ヨ
）〟
も
古
く
は
聖
数
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
で
（
中
略
）
七
・
五
・
三
の

陽
数
（
奇
数
・
縁
起
の
良
い
数
）
の
尊
重
は
中
国
伝
来
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
で
は
二
・
四
・
八
な
ど
の

倍
数
関
係
の
数
詞
が
重
ん
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、「
イ
ヨ
の
二
名
島
」
は
「
面
四
つ
」
あ
り
、
次
々
生

ま
れ
る
島
を
合
わ
せ
た
結
果
「
大
八
島
国
」
と
、
二
―
四
―
八
の
展
開
を
面
白
く
示
し
て
い
る
。「
イ
ヨ
（
伊
予
）」

は
、
そ
の
よ
う
な
小
地
名
で
あ
っ
た
も
の
が
国
名
と
な
り
四
国
の
総
称
と
し
て
日
本
書
記
に
刻
ま
れ
た
も
の
と
い
わ

れ
る
。

『
伊
予
国
風
土
記
』
逸
文
に
は
「
御
嶋
（
大
山
祇
神
社
）」「
熊
野
岑
（
今
治
市
）」「
湯
郡
（
道
後
温
泉
）」「
天
山

（
松
山
市
天
山
）」「
ニ
の
木
（
不
明
）」「
湯
桁
之
数
（
不
明
）」
な
ど
の
説
話
が
残
っ
て
い
る
だ
け
だ
が
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
も
小
泉
は
『
日
本
霊
異
記
』
を
引
き
つ
つ
述
べ
て
い
る
の
で
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
小
千
（
越

智
）
と
土
佐
と
の
関
係
、
小
千
玉
澄
（
河
野
始
祖
）
と
仁
井
田
郷
・
五
社
と
の
関
係
、
大
山
祇
神
社
と
五
社
の
大
通

智
勝
仏
の
関
係
な
ど
、
伊
予
と
土
佐
、
な
か
ん
ず
く
四
万
十
町
と
の
関
係
は
大
き
く
、
あ
ら
た
め
て
別
の
機
会
に
調

査
を
進
め
た
い
。

伊
予
の
変
遷
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

七
世
紀
ご
ろ
の
伊
予
は
、
伊い

よ余
（
伊
予
郡
一
帯
）、
怒の

ま麻
（
野
間
郡
）、
久く

め味
（
久
米
郡
）、
小お

ち市
（
越
智
郡
）、
風か

ざ
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早は
や

（
風
早
郡
）
の
五
国
造
。

十
世
紀
の
『
和
名
抄
』
に
は
、「
道
前
」
の
宇
摩
郡
、
新
居
郡
、
周
敷
郡
、
桑
村
郡
、
越
智
郡
、
野
間
郡
、
風
早

郡
、「
道
後
」
の
和
気
郡
、
温
泉
郡
、
久
米
郡
、
浮
穴
郡
、
伊
予
郡
、
喜
多
郡
、
宇
和
郡
の
十
四
郡
。

十
七
世
紀
の
江
戸
幕
藩
体
制
で
は
、、
西
条
藩
、
小
松
藩
、
今
治
藩
、
松
山
藩
、
新
谷
藩
、
大
洲
藩
、
吉
田
藩
、

宇
和
島
藩
の
伊
予
八
藩
。

明
治
維
新
の
廃
藩
置
県
は
大
き
な
離
合
集
散
と
な
っ
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
伊
予
八
藩
が
そ
の
ま
ま

県
名
と
な
っ
た
が
同
年
十
一
月
に
は
松
山
県
と
宇
和
島
県
に
、
翌
年
に
は
松
山
県
が
石
鉄
県
、
宇
和
島
県
が
神
山
県

に
そ
れ
ぞ
れ
名
称
変
更
、
そ
の
翌
年
の
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
は
香
川
県
と
合
併
し
愛
媛
県
と
な
る
（
同
じ
く

一
時
期
、
高
知
県
も
名
東
県
（
徳
島
）
と
合
併
し
高
知
県
と
な
り
四
国
二
県
の
状
態
が
あ
っ
た
）。
明
治
二
十
一
年

（
一
八
八
八
）、
明
治
の
町
村
合
併
の
前
年
に
香
川
県
が
分
立
し
現
在
の
愛
媛
県
と
な
っ
た
。
そ
の
間
、
大
小
区
制
が

導
入
さ
れ
明
治
二
十
二
年
の
町
村
合
併
ま
で
大
混
乱
の
時
期
で
あ
っ
た
。

あ
ハ
い
坂
（
粟
井
坂
）

五
十
三
番
札
所
円
明
寺
か
ら
粟
井
坂
を
通
り
北
条
に
入
る
が
、
昔
、
粟
井
坂
は
難
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
改
良

さ
れ
た
海
岸
沿
い
の
旧
国
道
が
開
通
し
、
今
で
は
国
道
一
九
六
号
の
粟
井
坂
ト
ン
ネ
ル
で
難
な
く
通
過
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
粟
井
坂
は
「
間
ノ
坂
」
で
あ
っ
た
。
旧
松
山
市
側
が
「
道
後
」、
旧
北
条
市
側
が
「
道
前
」
で
あ

る
。
平
成
の
合
併
で
松
山
市
は
北
条
市
ま
で
組
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
昔
の
番
所
は
こ
の
先
の
淺
浪
村
（
浅
海
原
）

に
あ
る
こ
と
か
ら
松
山
藩
と
今
治
藩
の
境
目
と
道
後
・
道
中
の
区
分
と
は
違
う
領
域
と
な
る
。
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四
国
遍
路
　
十
四
日
目
（
松
山
市
北
条
～
54
・
55
・
56
・
57
・
58
～
今
治
市
）

愛
媛
県
松
山
市
北
条
（
カ
フ
ェ
と
御
宿
ま
ほ
ろ
ば
）

　
〜
　
三
八･

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
四
〇
分

愛
媛
県
今
治
市
古
谷
甲
（
仙
遊
寺
宿
坊
）

活
動
日
記

　
北
条
の
宿
「
御
宿
ま
ほ
ろ
ば
」
を
七
時
十
五
分
に
出
立
。
御
主
人

と
女
将
さ
ん
と
も
ど
も
の
見
送
り
を
い
た
だ
い
た
。
今
日
は
五
十
四

番
札
所
延
命
寺
、
五
十
五
番
札
所
南
光
坊
、
五
十
六
番
札
所
泰
山

寺
、
五
十
七
番
札
所
栄
福
寺
、
五
十
八
番
札
所
仙
遊
寺
と
続
き
、
仙

遊
寺
の
宿
坊
で
泊
ま
り
と
な
る
。
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
超
え
の
ロ
ー

ド
で
最
後
の
山
登
り
も
お
ま
け
に
つ
く
。

宿
か
ら
鎌
大
師
を
通
る
山
越
え
の
ヘ
ン
ロ
道
を
間
違
え
た
が
、
そ

れ
は
そ
れ
で
、
朝
の
清
々
し
い
海
岸
を
歩
く
こ
と
が
で
き
た
。
浅あ

さ
な
み海

を
過
ぎ
る
と
今
治
市
菊
間
と
な
る
。
松
山
市
も
北
条
を
合
併
し
、
今

治
市
も
多
く
の
自
治
体
を
合
併
し
広
大
な
市
と
な
っ
た
。
菊
間
の
瓦

製
造
は
有
名
だ
が
、
中
小
の
屋
号
が
肩
を
並
べ
る
。
越
智
の
表
札
も

あ
ち
こ
ち
に
あ
る
。
河
野
氏
の
越
智
一
族
は
高
知
に
も
大
き
な
関
係

陽子さんと耕滋さん（松山市北条）

四
国
遍
路  

十
四
日
目
（
松
山
市
北
条
～
54
・
55
・
56
・
57
・
58
～
今
治
市
）
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が
あ
る
。
そ
ん
な
町
筋
か
ら
巨
大
な
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
。
太
陽
石
油
の
石
油
精
製
基
地
で
あ
る
。
程
な
く
坂
を
上
り
つ

め
る
と
地
下
備
蓄
施
設
が
眼
下
に
見
え
る
。
や
っ
ぱ
り
愛
媛
と
高
知
は
経
済
的
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
ガ
ソ
リ
ン

百
二
十
八
円
╱
リ
ッ
ト
ル
と
は
驚
き
だ
。

朝
食
が
パ
ン
だ
っ
た
か
ら
か
「
ガ
ソ
リ
ン
切
れ
」。
七
時
過
ぎ
か
ら
歩
い
た
の
で
仕
方
な
い
。
十
一
時
に
フ
ァ
ミ

マ
カ
レ
ー
と
な
っ
た
。
米
は
チ
カ
ラ
だ
。

南
光
坊
で
は
同
宿
だ
っ
た
伊
賀
市
の
遍
路
と
長
珍
屋
で
一
緒
だ
っ
た
遍
路
の
南
く
ん
と
で
あ
っ
た
。
遍
路
仲
間
は

今
治
市
の
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ホ
テ
ル
と
い
う
。

南
光
坊
か
ら
泰
山
寺
ま
で
は
今
治
の
市
街
地
を
ま
っ
す
ぐ
南
西
に
進
み
、
栄
福
寺
へ
と
南
下
す
る
。
石
清
水
八
幡

宮
に
寄
っ
て
か
ら
別
当
寺
で
あ
る
栄
福
寺
を
参
拝
す
る
計
画
だ
っ
た
が
、
こ
の
後
仙
遊
寺
へ
の
山
登
り
が
待
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
仙
遊
寺
は
精
進
料
理
で
有
名
な
宿
坊
だ
っ
た
が
、
今
は
食
事
が
な
い
と
の
こ
と
。
四
村
の
ス
ー
パ
ー
で

食
料
を
調
達
し
て
栄
福
寺
に
直
行
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
犬
塚
池
脇
の
山
道
を
仙
遊
寺
へ
と
向
か
っ
た
。
山
門
を
く
ぐ

り
急
な
参
道
を
上
り
仙
遊
寺
の
宿
坊
「
創
心
舎
」
に
着
い
た
。

延
命
寺
（
第
五
十
四
番
札
所 

近ち
か
み
ざ
ん

見
山 

宝ほ
う
し
ょ
う
い
ん

鐘
院 

延え
ん
め
い
じ

命
寺
）

御
詠
歌
：
く
も
り
な
き
鏡
の
縁
と
な
が
む
れ
ば
　
残
さ
ず
影
を
う
つ
す
も
の
か
な

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
不
動
明
王
（
伝
行
基
菩
薩
作
）　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
養
老
四
年
（
七
二
〇
）　
　
所
在
：
今
治
市
阿
方
甲

二
つ
の
円
明
寺
　
弘
法
大
師
が
再
興
し
て
「
不
動
院
円
明
寺
」
と
し
た
。
円え

ん
め
い
じ

明
寺
は
五
十
三
番
札
所
円え

ん
み
ょ
う
じ

明
寺
と
間
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違
う
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
明
治
以
後
「
延
命
寺
」
に
改
め
た
と
い
う
。

延
命
寺
の
山
号
が
近
見
山
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
近
見
山
に
信
仰
と
学
問
の
大
伽
藍
と
し
て
興
隆
し
て
い

た
が
度
々
の
火
災
に
よ
り
堂
塔
を
焼
失
し
、
江
戸
中
期
に
麓
の
現
在
地
に
降
り
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。

本
尊
に
つ
い
て
五
来
重
は
『
四
国
遍
路
の
寺
』
に
「
こ
の
お
寺
の
本
尊
は
宝
冠
の
不
動
明
王
。
山
伏
な
ど
が
〝
大

日
大
聖
不
動
明
王
〟
と
称
え
て
行
を
す
る
の
は
、
大
日
如
来
と
不
動
明
王
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
大
日
如
来
の
宝

冠
を
不
動
明
王
が
か
ぶ
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

御
詠
歌
に
は
寺
名
は
刻
ま
れ
て
い
な
い
が
「
く
も
り
な
き
鏡
の
縁
」
と
詠
っ
て
い
る
。
五
来
重
は
「
薬
師
如
来
を

拝
む
お
寺
で
あ
れ
ば
、
鏡
に
罪
・
穢
れ
・
病
気
を
移
し
て
薬
師
様
に
受
け
取
っ
て
も
ら
っ
て
治
し
て
も
ら
う
と
い
う

こ
と
で
、
病
気
平
癒
の
た
め
に
鏡
を
納
め
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。」
と
し
て
大
伽
藍
時
代
に
薬
師
も

祀
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
理
し
「
そ
れ
が
御
詠
歌
の
鏡
だ
と
す
れ
ば
、
非
常
に
古
い
御
詠
歌
に
な
る
。」
と

述
べ
て
い
る
。
五
来
重
は
さ
ら
に
旧
寺
名
に
つ
い
て
も
「
薬
師
如
来
の
円
と
燈
火
の
明
を
結
ん
で
円
明
寺
で
あ
っ

た
」
と
も
書
い
て
い
る
。

南
光
坊
（
第
五
十
五
番
札
所 

別べ
っ
く
ざ
ん

宮
山 

金こ
ん
ご
う
い
ん

剛
院 

南な
ん
こ
う
ぼ
う

光
坊
）

御
詠
歌
：
こ
の
と
こ
ろ
三
島
に
夢
の
さ
め
ぬ
れ
ば
　
別
宮
と
て
も
同
じ
垂
迹

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
大
通
智
勝
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）　
　
所
在
：
今
治
市
別
宮
町
三
丁
目

南
光
坊
と
岩
本
寺
は
親
戚
　
大
三
島
の
大
山
祇
神
社
の
別
宮
と
し
て
本
地
仏
・
大
通
智
勝
如
来
を
祀
っ
て
い
た
の
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が
南
光
坊
で
あ
る
。

こ
の
関
係
は
高
知
県
四
万
十
町
の
五
社
（
江
戸
時
代
の
札
所
。
当
時
は
仁
井
田
大
明
神
、
現
在
は
高
岡
神
社
で
通

称
五
社
さ
ん
）
と
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
（
当
時
の
岩
本
坊
）
の
関
係
と
類
似
す
る
。
大
山
祇
神
社
は
来
島
海
峡
を

隔
て
、
五
社
は
四
万
十
川
を
隔
て
る
関
係
か
ら
参
拝
者
が
納
経
す
る
利
便
を
考
慮
し
、
交
通
の
便
利
な
宿
坊
を
札
所

と
し
た
。
ま
た
、
五
社
の
勧
請
は
六
世
紀
ご
ろ
伊
予
の
豪
族
・
物
部
姓
越
智
玉
澄
と
言
わ
れ
て
お
り
、
当
時
は
仁
井

田
大
明
神
で
あ
っ
た
。『
南
路
志
』
に
は
五
社
の
中
宮
の
本
地
仏
を
い
つ
か
ら
か
大
通
智
勝
仏
と
し
た
と
書
か
れ
て

い
る
。
大
三
島
神
社
の
本
地
仏
も
大
通
智
勝
仏
で
、
南
光
坊
の
本
尊
も
大
通
智
勝
仏
で
あ
り
八
十
八
札
所
で
た
だ
一

つ
の
本
尊
と
す
る
札
所
で
あ
る
。
か
た
や
岩
本
寺
は
五
社
の
本
地
仏
を
本
尊
と
し
不
動
明
王
、
観
世
音
菩
薩
、
阿
弥

陀
如
来
（
大
通
智
勝
仏
）、
薬
師
如
来
、
地
蔵
菩
薩
を
併
記
し
て
い
る
。

五
来
重
は
『
四
国
遍
路
の
寺
』
で
「
大
三
島
の
も
と
は
、
仁
井
田
（
四
万
十
町
）
の
五
社
だ
と
い
う
伝
承
が
い
つ

か
ら
か
伝
わ
っ
て
い
て
（
中
略
）
も
と
は
仁
井
田
の
ほ
う
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
転
々
と
移
っ
て
大
三
島
に
ま
つ
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
」
と
大
三
島
と
五
社
と
の
関
係
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

越
智
玉
澄
は
伊
予
に
復
帰
し
河
野
一
族
の
祖
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
、
窪
川
台
地
の
開
拓
（
仁
井
田
の
五
人
衆
）

や
津
野
山
開
拓
な
ど
河
野
家
の
子
孫
が
土
佐
に
流
れ
、
そ
の
地
を
開
拓
す
る
と
と
も
に
多
く
の
三
島
神
社
を
勧
請
し

て
い
る
。
玉
澄
伝
説
は
こ
の
地
だ
け
で
な
く
伊
予
三
島
に
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
縁
で
あ
る
。

泰
山
寺
（
第
五
十
六
番
札
所 

金き
ん
り
ん
ざ
ん

輪
山 

勅ち
ょ
く
お
う
い
ん

王
院 

泰た
い
さ
ん
じ

山
寺
）

御
詠
歌
：
み
な
人
の
詣
り
て
や
が
て
泰
山
寺
　
来
世
の
引
導
た
の
み
お
き
つ
つ
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宗
派
：
真
言
宗
単
立
　
　
本
尊
：
地
蔵
菩
薩
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
今
治
市
小
泉

今
も
の
ど
か
な
住
宅
地
の
札
所
　
寂
本
は
「
茆
堂
蕭
条
と
し
て
、
樹

木
お
ほ
し
。
蘺
落
山
華
を
帯
、
野
風
を
の
づ
か
ら
往
来
、
数
家
の
田
村

斜
陽
に
対
す
」
と
漢
詩
の
よ
う
に
朗
々
と
述
べ
て
い
る
。
原
文
が
か
つ

て
の
景
観
を
う
か
が
え
る
と
思
い
引
用
し
た
。
今
で
は
寺
の
周
辺
は
住

宅
街
と
な
っ
て
い
る
が
、
往
古
、
物
寂
し
い
草
ぶ
き
の
お
堂
に
、
数
軒

の
甍
を
連
ね
る
農
家
と
風
に
な
び
く
稲
穂
。
そ
の
向
こ
う
に
は
蒼
社
川

が
流
れ
、
静
か
に
陽
は
落
ち
て
い
く
。
そ
ん
な
情
景
だ
ろ
う
。

泰
山
寺
の
山
号
で
あ
る
「
金
輪
山
」
は
、
か
つ
て
こ
の
山
頂
に
寺
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
奥
の
院
が
石
鉄
山
龍
泉
寺
。
石
鎚

権
現
の
修
験
の
行
場
で
あ
り
、
麓
の
泰
山
寺
で
納
経
を
す
る
所
作
で

あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

栄
福
寺
（
第
五
十
七
番
札
所 

府ふ
と
う
ざ
ん

頭
山 

無む
り
ょ
う
じ
ゅ
い
ん

量
寿
院 

栄え
い
ふ
く
じ

福
寺
）

御
詠
歌
：
こ
の
世
に
は
弓
矢
を
守
る
八
幡
な
り
　
来
世
は
人
を
救
う
弥
陀
仏

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
阿
弥
陀
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
〜
八
二
四
）　
　
所
在
：
今
治
市
玉
川
町
八
幡
甲

村上節太郎撮影「蒼社川のへんろ」

-  174 -  



八
幡
さ
ん
が
札
所
　
澄
禅
、
寂
本
と
も
に
「
八
幡
宮
」
と
記
す
と
お
り
明
治
の
神
仏
分
離
令
ま
で
の
札
所
で
、
本

地
堂
と
し
て
阿
弥
陀
を
祀
る
別
当
寺
が
栄
福
寺
。
山
岳
寺
院
の
多
く
は
神
社
が
中
心
で
そ
の
横
に
本
地
堂
を
建
て
、

そ
の
別
当
は
神
社
を
護
持
し
て
い
く
。
別
当
は
社
僧
で
あ
り
妻
帯
山
伏
で
あ
っ
た
と
い
う
。

八
幡
宮
は
、
海
の
神
で
あ
る
八
幡
神
を
祀
る
、
全
国
で
一
番
多
い
神
社
。
大
分
県
の
宇
佐
八
幡
宮
を
本
宮
と
し
て

い
る
が
、
福
岡
県
の
筥
崎
宮
、
同
じ
く
久
留
米
の
高
良
大
社
、
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
、
鎌
倉
の
鶴
岡
八
幡
宮
な
ど

が
有
名
で
あ
る
。
旧
札
所
の
現
在
の
名
称
は
石
清
水
八
幡
神
社
で
あ
る
。

寂
本
は
「
山
麓
に
弥
陀
堂
を
構
ふ
。
彼
地
（
石
清
水
八
幡
宮
）
の
極
楽
寺
に
異
な
ら
ず
。
牛
王
堂
、
大
塔
の
あ
と

及
び
三
所
に
華
表
（
鳥
居
）
の
あ
と
等
歴
然
た
り
。」
と
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
の
極
楽
寺
と
同
じ
だ
と
述
べ
る
。

寺
に
と
っ
て
奥
の
院
が
歴
史
の
原
点
な
ら
、
神
社
は
御
旅
所
が
そ
の
昔
を
示
す
由
緒
あ
る
所
で
あ
る
が
、
こ
の
八

幡
宮
の
御
旅
所
は
「
四
十
餘
町
東
浜
衣
干
」
に
あ
る
と
寂
本
は
言
う
。
ち
ょ
う
ど
四
百
メ
ー
ト
ル
北
東
の
今
治
市
衣

干
町
に
衣
干
八
幡
神
社
が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
こ
が
元
の
御
旅
所
で
あ
っ
た
所
か
と
思
う
。

仙
遊
寺
（
第
五
十
八
番
札
所 

作さ
れ
い
ざ
ん

礼
山 

千せ
ん
こ
う
い
ん

光
院 
仙せ

ん
ゆ
う
じ

遊
寺
）

御
詠
歌
：
た
ち
よ
り
て
作
礼
の
堂
に
や
す
み
つ
つ
　
六
字
を
唱
え
経
を
読
む
べ
し

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
越
智
守
興

創
建
：
七
世
紀
後
半
　
　
所
在
：
今
治
市
玉
川
町
別
所
甲

風
呂
は
作
善
修
行
　
澄
禅
、
寂
本
と
も
に
「
佐
礼
山
」
と
呼
ぶ
。
武
四
郎
は
「
境
内
小
き
山
の
上
ニ
有
。
頗
る
風

景
よ
ろ
し
き
処
也
」
と
あ
る
。
日
暮
れ
前
に
た
ど
り
着
く
と
燧

ひ
う
ち
な
だ灘

が
真
っ
赤
に
染
ま
っ
て
い
た
。
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仙
遊
寺
の
寺
名
か
ら
仙
人
が
遊
行
す
る
行
場
と
思
っ
て
い
た
。
五
来
重
は
修
験
道
を
四
段
階
に
区
分
し
て
い
る
。

「
原
始
修
験
道
」
は
仏
教
渡
来
以
前
の
日
本
の
山
岳
宗
教
で
、
海
や
山
の
神
を
祀
る
た
め
に
、
洞
窟
に
籠
り
、
滝
に

打
た
れ
、
潮
で
浄
め
、
穢
れ
を
祓
う
こ
と
に
よ
っ
て
ヒ
ョ
ウ
エ
と
い
う
神
の
力
を
得
る
。「
初
期
修
験
道
」
は
神
の

言
葉
が
憑
依
す
る
方
法
に
道
教
・
陰
陽
道
が
加
わ
り
星
や
龍
を
祀
る
よ
う
に
な
る
。「
中
期
修
験
道
」
は
、
役
行
者

の
こ
ろ
か
ら
平
安
時
代
に
成
立
し
た
密
教
を
主
体
と
す
る
三
宝
院
や
聖
護
院
と
い
っ
た
教
団
化
が
進
ん
で
い
っ
た
。

「
後
期
修
験
道
」
は
山
岳
修
行
よ
り
理
論
化
に
重
き
を
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

仏
教
の
色
彩
が
強
く
な
い
時
代
の
修
行
者
を
仙
人
と
い
い
、
中
・
後
期
に
な
る
と
行
者
・
修
験
者
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。

仙
遊
寺
の
縁
起
は
、
天
智
天
皇
勅
願
に
よ
り
越
智
守
興
が
開
山
し
、
初
め
千
光
院
と
い
わ
れ
た
が
、
の
ち
に
阿
坊

仙
人
が
養
老
二
年
（
七
一
八
）
ま
で
参
籠
し
た
こ
と
に
よ
り
寺
名
と
な
っ
た
と
伝
え
る
。
弘
法
大
師
の
加
持
水
が
あ

る
こ
と
か
ら
泉
が
湧
く
所
の
泉
湧
が
転
訛
し
て
寺
名
と
な
っ
た
思
っ
た
が
、
阿
坊
仙
人
の
伝
説
に
よ
る
も
の
と
い

う
。
は
た
し
て
ど
う
か
。

仙
遊
寺
の
所
在
地
が
「
別
所
」
と
あ
る
。
別
所
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
一
つ
は
本
所
に
対
す
る
別
所
で
別
に

立
て
ら
れ
た
所
領
で
別
名
と
も
い
う
。
も
う
一
つ
が
本
寺
と
は
別
に
修
行
僧
が
移
り
住
ん
だ
所
で
別
院
と
も
言
わ
れ

る
。
こ
の
修
行
僧
な
ど
が
住
む
別
所
を
同
時
に
「
風
呂
地
」
と
も
言
う
そ
う
だ
。『
角
川
地
名
大
辞
典
』
の
字
一
覧

を
見
る
と
「
別
所
村
」
に
佐
礼
下
の
小
字
が
あ
り
括
弧
書
き
で
「
風
呂
ノ
谷
」
と
あ
る
。
瀬
戸
内
沿
岸
に
多
い
蒸
し

風
呂
で
あ
ろ
う
。
風
呂
を
作
善
行
と
す
る
高
野
聖
を
想
起
す
る
。
武
四
郎
は
雲
辺
寺
か
ら
下
っ
た
麓
で
「
ヘ
つ
そ
う

村
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
別
所
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

-  176 -  



武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
愛
媛
県
松
山
市

　
北
條
（
北
条
）
か
う
の
坂
（
鴻
之
坂
）
淺
浪
村
（
浅
海
原
）
的
坂
（
窓
坂
）

■
愛
媛
県
今
治
市

　
ひ
ろ
ゐ
あ
げ
坂
（
ひ
ろ
い
あ
げ
坂
・
長
坂
）
き
く
間
村
（
菊
間
町
浜
）
法
佛
山
遍
照
院
（
遍
照
院
）
た

ち
は
坂
（
た
ち
は
坂
）
た
ね
村
（
菊
間
町
種
）
さ
か
た
村
（
菊
間
町
佐
方
）
新
町
（
大
西
町
新
町
）
縣
村

（
阿
方
）
五
十
四
番
近
見
山
寶
鏡
院
延
命
寺
（
五
十
四
番
札
所
延
命
寺
）
別
宮
村
（
別
宮
町
）
五
十
五
番

大
積
山
金
剛
院
光
明
寺
（
五
十
五
番
札
所
南
光
坊
）
ひ
よ
し
村
（
日
吉
町
）
馬
こ
え
村
（
馬
越
町
）
小
い

づ
ミ
村
（
小
泉
）
五
十
六
番
金
剛
山
泰
山
寺
（
五
十
六
番
札
所
泰
山
寺
）
惣
蛇
川
（
蒼
社
川
）
よ
村
（
四

村
）
い
が
な
し
村
（
五
十
嵐
）
五
十
七
番
八
幡
石
清
水
別
當
榮
福
寺
（
五
十
七
番
札
所
栄
福
寺
）
五
十
八

番
佐
禮
山
千
光
院
仙
遊
寺
（
五
十
八
番
札
所
仙
遊
寺
）

武
四
郎
は
北
条
か
ら
浅
浪
村
（
浅
海
原
）
に
入
る
と
「
此
処
ニ
少
し
の
番
屋
有
て
切
手
を
改
む
る
也
」
と
記
す
。

こ
こ
か
ら
的
坂
（
窓
坂
）
を
越
え
て
菊
間
と
な
る
。
ひ
ろ
ゐ
あ
げ
坂
（
ひ
ろ
い
あ
げ
坂
）
と
あ
る
が
菊
間
町
長
坂
の

こ
と
だ
と
思
え
る
が
、
現
在
は
松
山
シ
ー
サ
イ
ド
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
に
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
至

る
ま
で
こ
の
道
が
主
要
街
道
（
今
治
街
道
）
で
あ
り
、
へ
ん
ろ
道
で
も
あ
っ
た
。
今
の
遍
路
道
は
海
岸
沿
い
を
通
る

こ
と
に
な
る
。
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北
条
と
い
う
地
名

『
和
名
抄
（
九
三
一
―
九
三
八
）』
記
載
の
風
早
郡
五
郷
（
粟
井
・
河
野
・
高
田
・
難
波
・
那
賀
）
が
旧
北
条
市

の
領
域
で
あ
る
が
、
郡
名
は
明
治
に
な
っ
て
温
泉
郡
に
編
入
さ
れ
消
え
る
こ
と
に
な
る
。

『
角
川
地
名
大
辞
典
』
に
は
北
条
の
名
は
律
令
時
代
の
条
里
制
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
が
ど
う
だ
ろ
う
。
条
里

制
の
名
残
な
ら
和
名
抄
に
も
出
て
き
そ
う
だ
が
そ
の
地
名
は
な
い
。

条
里
制
と
は
大
化
の
改
新
（
六
四
五
―
七
〇
一
）
に
よ
る
律
令
制
の
も
と
で
行
わ
れ
た
農
村
の
基
本
的
地
割
制

度
。
班
田
農
民
の
口
分
田
を
分
与
す
る
作
業
を
効
率
的
に
行
う
た
め
、
大
区
分
と
し
て
六
町
間
隔
で
正
方
形
に
区

切
っ
た
「
里

こ
ざ
と

」
が
大
区
画
で
、
縦
横
に
区
切
ら
れ
た
里
の
横
列
を
「
条

じ
ょ
う

」、
縦
列
を
「
里り

」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
条
の

北
を
意
味
す
る
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
を
さ
ら
に
区
分
し
た
も
の
が
「
坪つ

ぼ

」
で
あ
り
、
そ
の
基
準
と
な
る
の
が
「
一

ノ
坪
」。
高
知
県
の
小
字
に
「
一
ノ
坪
」
は
二
十
六
カ
所
見
ら
れ
る
ほ
ど
条
理
制
遺
構
の
地
名
と
し
て
多
く
分
布
す

る
。
全
国
に
北
条
地
名
は
あ
る
し
人
名
に
も
あ
る

土
居
聡
朋
が
『
別
冊
歴
史
読
本
・
地
名
を
歩
く
（
二
〇
〇
四
）』
に
「
条
里
制
の
地
名
」
と
し
て
愛
媛
県
風
早
平

野
（
旧
北
条
市
域
）
を
事
例
と
し
て
条
里
景
観
の
復
原
を
試
み
て
い
る
が
北
条
の
地
名
が
条
里
制
の
遺
構
と
は
論
述

し
て
い
な
い
。

ま
た
、
江
戸
末
期
の
地
誌
『
愛
媛
面
影
』
に
は
「
浜
辺
の
一
在
所
な
り
。
河
野
親
孝
こ
こ
に
住
み
け
る
よ
し
。
親

孝
北
條
大
夫
と
称
す
、
因
り
て
此
所
を
北
條
と
云
ふ
と
俚
諺
集
に
み
え
た
り
。」
と
あ
り
、
ま
た
伊
予
国
立
烏
帽
子

城
北
條
重
時
と
北
条
氏
が
出
て
く
る
が
不
確
か
な
記
述
で
あ
る
。

ホ
ウ
ジ
ョ
ウ
、
ホ
ウ
・
ジ
ョ
ウ
で
地
名
の
理
解
を
深
め
て
い
る
が
、
こ
の
地
は
道
中
・
道
後
の
境
目
で
あ
り
、
今
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治
藩
と
松
山
藩
の
国
境
で
あ
る
。
村
界
や
国
境
を
示
す
石
や
山
を
ボ
ウ
ジ
・
ホ
ウ
ジ
（
傍
示
・
傍
士
）
と
い
う
こ
と

か
ら
、
の
ち
に
転
じ
て
所
在
の
ム
ラ
を
ホ
ウ
ジ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
考
え
る
。
高
知
県
に
は
傍
示
ヶ
森

な
ど
「
ホ
ウ
ジ
」
地
名
が
十
八
カ
所
分
布
し
、
小
字
も
香
美
市
な
ど
高
知
県
東
部
に
多
い
。

余
談
で
あ
る
が
方
角
地
名
は
実
に
多
い
。
平
成
の
合
併
で
も
合
併
調
整
と
し
て
同
一
の
大
字
に
つ
い
て
は
旧
自
治

体
名
称
を
接
頭
語
と
し
て
加
え
た
り
、
同
じ
大
字
名
称
に
方
角
を
示
す
字
句
を
冠
し
た
り
し
て
区
分
し
た
。
こ
の
東

西
南
北
を
含
む
小
字
に
つ
い
て
高
知
県
の
小
字
十
一
万
カ
所
を
調
べ
て
み
た
ら
「
南
」
は
二
千
百
十
三
カ
所
、「
北
」

は
同
じ
く
ら
い
の
二
千
四
百
六
十
二
カ
所
で
あ
っ
た
が
、「
東
」
は
三
千
七
百
十
九
カ
所
と
な
り
、「
西
」
は
南
北
の

二
倍
近
い
五
千
百
四
十
六
カ
所
あ
っ
た
。
西
が
な
ぜ
多
い
か
は
こ
れ
か
ら
の
宿
題
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
国
土
地
理

院
地
形
図
（
電
子
国
土
Ｗ
ｅ
ｂ
）
で
検
索
し
た
ら
「
南
」
は
一
万
九
千
七
百
十
七
、「
北
」
は
二
万
八
百
九
十
四
、

「
東
」
は
二
万
八
千
二
百
四
十
、「
西
」
は
二
万
七
千
五
十
二
ヒ
ッ
ト
し
た
。
北
は
北
海
道
を
冠
し
た
地
名
・
地
物
が

あ
り
、
東
は
東
京
を
冠
し
た
地
名
・
地
物
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
正
確
な
数
値
で
は
な
い
が
、
概
ね
同
じ
よ
う
な
傾

向
は
読
み
取
れ
る
。

東
西
が
多
い
の
は
、
暮
ら
し
に
大
切
な
日
照
の
位
置
を
東
西
で
示
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
検
証
を
ま

ち
た
い
。　
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四
国
遍
路
　
十
五
日
目
（
今
治
市
～
59
～
西
条
市
）

愛
媛
県
今
治
市
古
谷
甲
（
仙
遊
寺
宿
坊
）

　
〜
　
二
四･

六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
八
時
間
〇
〇
分

愛
媛
県
西
条
市
三
津
屋
南
（
タ
ー
ミ
ナ
ル
ホ
テ
ル
東
予
）

活
動
日
記

朝
は
仙
遊
寺
の
お
勤
め
か
ら
始
ま
る
。
北
九
州
か
ら
来
た
同
宿
の
人

も
一
緒
だ
。
住
職
の
説
教
を
お
聞
き
し
、
お
寺
の
お
接
待
の
栗
ご
飯
を

い
た
だ
い
た
。
朝
の
納
経
を
す
ま
せ
、
七
時
三
十
分
出
立
。
山
の
下
に

位
置
す
る
五
十
九
番
札
所
国
分
寺
に
向
か
う
。
次
の
六
十
番
札
所
横
峯

寺
は
山
寺
で
あ
る
。
こ
の
打
ち
戻
り
は
無
理
の
た
め
小
松
町
で
宿
を
捜

し
た
が
ど
こ
も
コ
ロ
ナ
禍
で
休
業
中
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
た
な
く

手
前
の
旧
東
予
市
の
壬
生
川
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ホ
テ
ル
東
予
」
に
予
約
を

入
れ
た
。
今
日
は
「
ゆ
っ
た
り
コ
ー
ス
」
だ
。

仙
遊
寺
の
住
職
の
説
教
に
四
国
遍
路
道
の
話
が
あ
っ
た
。
四
国
遍
路

を
世
界
文
化
遺
産
に
す
る
運
動
の
仕
掛
人
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
っ
た
。
世
界
遺
産
の
「
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー

ラ
の
巡
礼
路
」
は
巡
礼
路
と
し
て
保
存
・
活
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ

孫兵ヱ作のバス停（今治市孫兵衛作）

四
国
遍
路  

十
五
日
目
（
今
治
市
～
59
～
西
条
市
）
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が
、
四
国
遍
路
道
は
国
道
か
ら
里
道
、
山
の
私
道
ま
で
さ
ま
ざ
ま
。
管
理
責
任
も
明
確
で
は
な
く
、
地
元
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
、
遍
路
道
保
存
会
、
遍
路
自
ら
も
整
備
す
る
状
況
で
あ
り
、
国
道
の
歩
道
で
す
ら
草
が
生
茂
り
利
用
し
づ
ら

い
よ
う
な
所
も
あ
る
。
四
国
遍
路
は
歩
き
遍
路
の
代
名
詞
で
は
な
い
。
昔
、
箱
車
で
巡
礼
し
た
も
の
も
今
で
は
福
祉

仕
様
車
で
巡
礼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
札
所
を
巡
る
道
は
一
つ
だ
け
で
は
な
い
。
周
辺
の
名
所
旧
跡
を
訪
ね
な
が

ら
、
奥
の
院
の
み
な
ら
ず
神
社
も
参
拝
す
る
。
八
十
八
ヶ
寺
の
宗
派
も
様
々
、
巡
礼
者
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
こ
の

日
本
的
な
「
曖
昧
さ
」
が
四
国
遍
路
の
特
徴
だ
が
ユ
ネ
ス
コ
に
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

仙
遊
寺
か
ら
田
郎
兵
衛
坂
を
下
り
麓
の
新
谷
の
集
落
か
ら
振
り
返
る
と
寺
が
山
の
八
合
目
当
た
り
に
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
国
分
寺
か
ら
山
間
を
抜
け
今
治
か
ら
西
条
（
旧
東
予
市
）
に
入
る
と
こ
ろ
で
「
孫
兵
ヱ
作
」
の
バ
ス
停
を

見
つ
け
た
。
バ
ス
停
の
表
示
板
で
は
「
孫
平
工
作
」
を
「
コ
ウ
サ
ク
」
と
読
ん
で
し
ま
う
。「
作
」
は
焼
畑
地
名
の

特
徴
的
な
一
つ
で
孫
兵
ヱ
の
焼
畑
地
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
進
む
と
「
道
前
育
成
園
」
の
看
板
が
あ
っ

た
。
道
後
温
泉
の
「
道
後
」
と
対
と
な
る
「
道
前
」
で
あ
る
。

不
思
議
な
の
は
六
十
二
番
札
所
宝
寿
寺
の
門
前
に
あ
る
「
伊
予
一
之
宮
」
の
石
柱
で
あ
る
。
伊
予
の
一
ノ
宮
は
大

三
島
に
鎮
座
す
る
「
大
山
祇
神
社
」
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、「
伊
予
一
之
宮
」
と
誇
ら
し
げ
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
大

山
祇
神
社
の
札
所
は
五
十
五
番
札
所
南
光
坊
で
、
こ
こ
の
一
之
宮
神
社
の
祭
神
も
神
紋
も
大
山
祇
神
社
と
は
異
な
る

こ
と
か
ら
、
大
山
祇
神
社
の
遥
拝
所
が
別
の
神
社
と
合
祀
し
て
一
之
宮
と
名
乗
り
、
そ
の
別
当
寺
が
宝
寿
寺
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

十
五
時
三
十
分
に
は
ホ
テ
ル
に
入
る
。
今
日
は
遍
路
「
中
日
」
の
休
暇
だ
。

明
日
は
六
十
番
札
所
横
峰
寺
と
西
条
市
の
六
十
一
番
札
所
香
園
寺
、
六
十
二
番
札
所
宝
寿
寺
、
六
十
三
番
札
所
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吉
祥
寺
、
六
十
四
番
札
所
前
神
寺
と
続
く
。
考
え
て
み
れ
ば
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
が
あ
っ
た
。
あ
と
で
聞
け
ば
こ
の
宿
も
Ｇ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
御
指
定
店
と
の
こ
と
。
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
な
か
っ
た
の
で
電
話
予
約
で
済
ま
せ
た
。
そ
れ
で
も
お
遍
路
割
引

四
百
四
十
円
で
二
食
つ
い
て
七
千
五
百
円
だ
か
ら
歩
き
遍
路
御
用
達
の
宿
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

国
分
寺
（
第
五
十
九
番
札
所 

金こ
ん
こ
う
ざ
ん

光
山 

最
さ
い
し
ょ
う
い
ん

勝
院 

国こ
く
ぶ
ん
じ

分
寺
）

御
詠
歌
：
守
護
の
た
め
建
て
て
あ
が
む
る
国
分
寺
　
い
よ
い
よ
め
ぐ
む
薬
師
な
り
け
り

宗
派
：
真
言
律
宗
　
　
本
尊
：
薬
師
瑠
璃
光
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）　
　
所
在
：
今
治
市
国
分

国
家
守
護
の
大
伽
藍
も
今
で
は
「
ポ
ツ
ン
と
一
軒
寺
」　
寂
本
は
「
此
寺
天
下
国
分
寺
の
例
に
し
て
、
今
茆
堂
矮

陋
に
い
た
る
、
痛
絶
す
べ
し
」
と
述
べ
、
国
分
寺
図
に
は
薬
師
と
春
日
が
並
び
籬
の
外
側
に
新
田
義
助
の
墓
、
反
対

側
に
最
勝
院
が
描
か
れ
て
い
る
。
薬
師
は
小
さ
な
茅
葺
の
お
堂
。
御
詠
歌
の
と
お
り
国
家
守
護
の
た
め
に
建
て
ら
れ

た
国
分
寺
も
民
の
支
援
が
な
け
れ
ば
権
力
者
か
ら
見
放
さ
れ
る
と
と
も
に
衰
退
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
か
つ
て
大
伽

藍
で
あ
っ
た
国
分
寺
も
礎
石
を
残
す
の
み
で
、
そ
の
一
坊
で
あ
っ
た
最
勝
院
が
薬
師
堂
を
本
堂
と
し
て
国
分
寺
の
名

を
維
持
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
愛
媛
県
今
治
市

　
五
十
八
番
佐
禮
山
千
光
院
仙
遊
寺
（
五
十
八
番
札
所
仙
遊
寺
）
新
屋
村
（
新
谷
）
松
木
村
（
松
木
）
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五
十
九
番
金
光
山
最
勝
院
國
分
寺
（
五
十
九
番
札
所
国
分
寺
）
櫻
井
町
（
桜
井
・
石
風
呂
）
長
坂
村
（
長

沢
）

■
愛
媛
県
西
条
市

　
楠
村
（
楠
）
臼
井
山
微
笑
庵
（
御
来
迎
臼
井
水
）
中
村
（
三
芳
・
中
村
）
き
た
し
ん
村
（
新
町
）
た
ん

原
村
（
丹
原
町
丹
原
）
新
田
村
（
不
明
）
生
木
山
正
善
坊
（
生
木
地
蔵
正
善
寺
）
四
尾
山
（
四
尾
山
）
大

戸
町
（
小
松
町
大
頭
）

武
四
郎
は
仙
遊
寺
、
国
分
寺
を
打
っ
て
、
生
木
地
蔵
に
向
か
う
。
真
念
も
「
紫
尾
山
八
幡
　
ふ
も
と
に
大
師
御
作

生
木
の
地
蔵
　
霊
異
を
あ
げ
て
計
が
た
し
」
と
記
し
て
い
る
。
生
き
た
木
に
ホ
ト
ケ
を
彫
る
伝
統
は
奈
良
時
代
に
さ

か
の
ぼ
る
と
い
う
。
日
本
古
来
の
霊
木
・
巨
木
信
仰
と
仏
教
信
仰
が
習
合
し
た
最
初
期
の
形
だ
と
い
う
。
真
念
も

「
生
木
の
地
蔵
」
を
訪
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
一
般
的
な
へ
ん
ろ
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　

桜
井
の
石
風
呂

他
国
の
遍
路
が
、
四
国
の
い
ろ
い
ろ
な
農
業
技
術
や
農
作
物
の
作
り
方
を
習
い
、
学
ん
だ
技
術
や
種
子
が
他
の
地

域
に
広
ま
っ
た
こ
と
は
、
十
二
日
目
の
活
動
日
記
で
、
四
万
十
町
の
香
り
米
に
つ
い
て
述
べ
た
。
逆
に
遍
路
が
新
し

い
技
術
を
伝
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
人
の
移
動
が
あ
れ
ば
文
化
の
伝
播
が
あ
り
、
そ
の
周
り
に
は
新
た

な
商
い
や
接
待
も
始
ま
る
。

四
国
遍
路
は
「
薬
師
信
仰
」
が
強
い
こ
と
は
札
所
の
う
ち
十
九
の
霊
場
の
本
尊
が
薬
師
如
来
で
あ
る
こ
と
か
ら
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
病
気
平
癒
・
無
病
息
災
の
た
め
の
遍
路
が
多
く
、
そ
の
た
め
か
針
や
灸
の
民
間
療
法
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が
作
善
と
し
て
行
わ
れ
、
ま
た
遍
路
へ
の
接
待
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
瀬
戸
内
海
周
辺
に
普
及
し
た

石
風
呂
（
サ
ウ
ナ
）
で
あ
る
。
瀬
戸
内
海
中
心
に
最
盛
期
に
は
数
千
カ
所
あ
っ
た
そ
う
で
、
地
名
と
し
て
そ
の
痕
跡

を
残
し
て
い
る
の
が
、
愛
媛
県
で
は
松
山
市
石
風
呂
町
（
太
山
寺
の
近
所
）
と
松
山
市
北
条
の
石
風
呂
集
落
な
ど
と

と
も
に
こ
の
「
桜
井
の
石
風
呂
」
の
地
名
・
地
物
が
残
る
。

武
四
郎
も
桜
井
町
の
段
で
「
少
し
の
町
家
也
。
農
家
、
商
家
入
接
り
。
繁
華
の
所
な
り
。
ま
た
是
よ
り
し
て
壱
り

斗
浜
ニ
石
風
呂
と
云
も
の
有
。」
と
記
し
て
い
る
。
本
人
は
石
風
呂
に
入
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
桜
井
の
石

風
呂
は
燧
灘
の
海
岸
に
あ
り
岩
に
で
き
た
自
然
の
横
穴
を
利
用
し
た
約
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
の
洞
窟
の
中
で
シ
ダ
を

焼
き
、
そ
の
上
に
海
水
で
浸
し
た
ム
シ
ロ
を
敷
き
つ
め
、
穴
に
こ
も
っ
た
熱
と
蒸
気
で
体
を
温
め
る
温
浴
施
設
で
あ

る
。
平
成
二
十
年
頃
ま
で
夏
場
シ
ー
ズ
ン
に
営
業
し
て
い
た
と
い
う
。

孫
兵
衛
作
と
い
う
開
発
地
名

長
沢
村
の
一
部
で
あ
っ
た
未
開
の
地
・
医
王
山
麓
の
開
拓
に
着
手
し
た
の
が
長
野
孫
兵
衛
、
寛
永
十
五
年

（
一
六
三
八
）
の
こ
と
で
あ
る
。
地
名
は
開
拓
者
の
名
を
冠
し
た
も
の
で
以
来
新
田
村
は
孫
兵
衛
作
村
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
「
〇
〇
作
」
地
名
は
五
十
九
番
札
所
国
分
寺
付
近
に
「
出
作
」、
西
条
市
丹
原
町
に
も
「
安

用
出
作
」「
徳
能
出
作
」
が
あ
る
。「
出
作
（
で
さ
く
・
し
ゅ
っ
さ
く
・
で
づ
く
り
）」
は
古
代
か
ら
中
世
に
か
け

て
、
特
定
の
所
領
の
住
人
が
、
他
の
所
領
な
ど
の
土
地
を
耕
作
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
、
近
世
に
入
っ
て
も
居
住

以
外
の
他
の
村
で
耕
作
す
る
こ
と
を
出
作
と
い
い
、
そ
の
土
地
を
出
作
地
と
呼
ん
だ
。
国
土
地
理
院
地
形
図
で
出
作

を
検
索
し
た
ら
十
三
件
ヒ
ッ
ト
し
そ
の
多
く
は
愛
媛
県
と
香
川
県
に
分
布
す
る
。
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「
出
作
」
も
開
発
地
名
の
一
つ
だ
が
、
時
代
と
と
も
に
特
徴
が
あ
る
の
で
こ
の
村
が
い
つ
の
時
代
に
開
発
さ
れ
た

か
を
地
名
で
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
集
落
名
に
開
拓
の
時
代
を
刻
む
地
名
と
し
て
「
出
作
」
の
ほ
か
、「
一
ノ

坪
」「
新
在
家
」「
今
在
家
」「
新
田
」「
新
開
・
新
改
」「
切
明
」「
開
発
」
な
ど
も
あ
る
。

こ
れ
な
ど
は
、
村
落
が
段
々
と
拡
張
し
て
耕
地
が
不
足
と
な
り
、
未
利
用
地
の
開
拓
に
つ
な
が
っ
た
勢
い
の
あ
る

地
名
で
あ
る
。
そ
ん
な
開
発
地
名
で
は
あ
る
が
今
で
は
勢
い
は
な
い
。
へ
ん
ろ
道
沿
い
に
あ
る
奥
山
の
開
拓
地
は

段
々
の
石
垣
に
棄
村
の
覚
悟
を
示
し
た
植
林
が
時
と
と
も
に
成
長
し
光
を
遮
り
「
忘
所
」
と
な
っ
て
い
る
。
戦
後
に

な
っ
て
、
土
地
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
職
業
の
選
択
も
自
由
と
な
っ
た
。
こ
の
土
地
を
捨
て
る
の
で
は
な
く
希
望
の

あ
る
土
地
に
夢
馳
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

「
〇
〇
作
（
つ
く
り
）」
地
名
は
焼
畑
地
名
の
一
つ
で
あ
る
。
耕
作
者
名
の
語
尾
に
作
を
付
し
て
焼
畑
地
の
占
有

を
表
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
仁
淀
川
町
、
梼
原
町
な
ど
土
佐
の
山
間
に
多
く
あ
る
小
字
名
だ
。
こ
の
焼
畑
地
名
と
思
わ

れ
る
小
字
を
高
知
県
字
一
覧
で
拾
う
と
、「
〇
〇
荒
」
は
二
百
五
十
一
カ
所
、「
〇
〇
作
」
は
五
十
七
カ
所
で
、「
コ

バ
・
コ
ナ
・
コ
ノ
」
が
四
十
八
カ
所
、「
〇
〇
切
」
は
十
二
カ
所
と
な
っ
て
い
る
。「
荒
」
は
嶺
北
地
方
な
ど
高
知
県

中
部
の
山
間
に
多
く
、「
作
」
は
県
下
全
域
に
分
布
し
、「
コ
バ
・
コ
ナ
・
コ
ノ
」
は
大
豊
町
に
多
い
特
徴
が
あ
る
。

道
前
と
道
後

高
縄
半
島
を
境
と
し
て
新
浜
か
ら
西
条
当
た
り
の
平
野
を
「
道
前
平
野
」
だ
と
山
口
恵
一
郎
の
『
地
名
を
考
え

る
』
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
道
前
の
「
道
」
は
南
海
道
の
道
。
当
時
、
中
央
の
都
か
ら
伊
予
の
国
府
の
あ
っ
た
今

治
付
近
が
「
道
前
」
で
、
国
府
を
過
ぎ
て
そ
の
奥
地
に
当
た
る
所
が
「
道
後
」
と
な
る
。
そ
う
い
え
ば
、
伊
予
国
の
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国
分
寺
は
五
十
九
番
札
所
国
分
寺
（
今
治
市
）
に
あ
り
、
伊
予
国
の
国
衙
は
『
和
名
抄
』
に
「
伊
予
国
　
国
府
在
越

智
郡
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
越
智
郡
の
な
か
で
特
定
さ
れ
た
候
補
地
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
伊
予
富
田
駅
近
く
の

「
上
徳
」
説
が
有
力
地
と
さ
れ
て
い
る
。

今
治
平
野
に
至
る
周
桑
平
野
、
新
居
浜
平
野
、
宇
摩
平
野
の
地
域
が
「
道
前
」
の
区
域
で
あ
る
。
た
だ
、
国
土
地

理
院
地
形
図
に
は
西
条
市
丹
原
付
近
に
新
居
浜
平
野
、
道
前
平
野
を
併
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
土
地
理
院
が
昭
和

二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
新
居
浜
平
野
に
統
一
し
て
地
図
上
か
ら
「
道
前
平
野
」「
周
桑
平
野
」
を
消
し
た
が
、
そ

の
後
地
元
の
反
発
が
あ
り
「
道
前
平
野
」
を
加
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
。

ち
な
み
に
、
愛
媛
県
を
三
分
割
し
た
広
域
区
分
で
は
道
前
は
「
東
予
」
に
当
た
る
。
道
後
が
「
中
予
」
で
、
大
洲

（
大
洲
藩
）
か
ら
南
が
「
南
予
」
と
な
る
。
不
思
議
な
の
は
、
越
の
国
の
越
前
、
越
中
、
越
後
で
あ
る
。「
越
」
は
古

代
か
ら
の
地
名
で
あ
る
が
、
七
世
紀
末
に
な
っ
て
越
前
（
コ
シ
ノ
ミ
チ
ノ
ク
チ
）、
加
賀
、
能
登
、
越
中
（
コ
シ
ノ

ミ
チ
ノ
ナ
カ
）、
越
後
（
コ
シ
ノ
ミ
チ
ノ
シ
リ
）
の
五
つ
に
分
割
さ
れ
た
と
い
う
。
越
後
は
そ
の
中
で
も
、
上
越
地

方
、
中
越
地
方
、
下
越
地
方
と
区
分
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
上
方
に
近
い
方
か
ら
上
越
後
、
中
越
後
、
下
越
後

と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
略
し
た
名
称
で
地
域
名
と
な
っ
た
よ
う
だ
。
平
成
の
合
併
で
周
辺
十
三
町
村
を
編
入
し
、
全

国
で
初
め
て
「
地
域
自
治
区
制
度
」
が
導
入
さ
れ
た
所
が
上
越
市
で
あ
る
。
東
京
か
ら
上
越
新
幹
線
で
行
く
の
が
一

番
い
い
か
と
思
い
き
や
、
こ
こ
は
北
陸
新
幹
線
で
上
越
新
幹
線
で
は
な
い
。
上
越
市
を
通
ら
な
い
上
越
新
幹
線
と
は

不
思
議
な
話
だ
が
、
か
ら
く
り
は
起
点
の
上
州
上
野
と
越
後
の
頭
文
字
を
取
っ
た
合
成
名
称
だ
か
ら
と
い
う
。
そ
れ

な
ら
「
新
潟
新
幹
線
」
と
言
え
ば
い
い
も
の
を
と
岡
目
は
考
え
る
が
、
こ
う
な
る
と
群
馬
県
が
許
さ
な
い
だ
ろ
う
。

行
政
関
係
者
な
ど
が
命
名
者
と
な
る
場
合
は
、「
公
平
と
忖
度
」
が
基
準
で
、
前
例
に
倣
い
な
が
ら
結
果
と
し
て
合
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成
地
名
と
な
っ
て
し
ま
う
。

壬に
ゅ
う生
と
入
は
水
銀
鉱
床

「
壬
生
川
」
の
地
名
に
つ
い
て
『
角
川
地
名
大
辞
典
・
愛
媛
県
』
は
「
徳
能
川
・
古
子
川
な
ど
の
入
川
に
由
来

し
、
往
古
は
毎
年
水
害
に
悩
ま
さ
れ
、
火
で
水
を
乾
か
す
意
味
か
ら
丹
生
川
と
改
め
ら
れ
、
そ
の
後
文
和
年
間
に
壬

生
川
と
改
称
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
現
在
の
河
川
名
称
は
大
規
模
改
修
後
に
「
新し

ん
か
わ川

」
と
な
り
、
壬
生
川
は
な

く
な
っ
た
が
地
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
の
「
丹
生
」
は
水
銀
が
含
ま
れ
た
水
銀
鉱
床
（
辰
砂
・
朱
砂
・
丹
砂
）

で
あ
り
、
そ
の
産
地
は
全
国
に
分
布
し
地
名
を
刻
ん
で
い
る
。
松
田
壽
男
は
全
国
三
百
六
十
五
地
点
の
鉱
床
を
調
査

し
て
『
古
代
の
朱
』
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
そ
の
「
丹ニ

フ生
」
系
の
転
訛
に
「
壬
生
」「
入
」
が
あ
る
。
壬
生
は
京
都

の
「
壬み

ぶ
で
ら

生
寺
」「
壬み

ぶ

ぎ

し

生
義
士
伝で

ん

」
と
い
っ
た
よ
う
に
ミ
ブ
と
読
ま
せ
て
い
る
が
壬
は
Ｍ
音
を
持
た
ず
ニ
フ
の
音
と
訓

を
併
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
入
川
が
丹
生
川
に
な
り
壬
生
川
、
新
川
と
名
称
が
変
遷
す
る
こ
と
に
な
る
。
今

の
新
川
の
読
み
を
「
し
ん
か
わ
」
と
し
た
の
は
い
た
だ
け
な
い
。
新
は
ニ
イ
で
あ
り
英
語
で
ニ
ュ
ー
で
も
あ
る
。
地

名
の
音
韻
は
多
少
の
転
訛
は
あ
っ
て
も
連
綿
と
つ
な
い
で
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。
高
知
県
で
は
安
芸
市
入に

ゅ
う
が
う
ち

河
内
も
丹

生
に
関
連
す
る
地
名
と
い
う
。
四
十
六
番
札
所
青
龍
寺
へ
山
越
え
す
る
宇
佐
町
井
尻
に
は
丹
生
神
社
が
あ
る
。

人
名
の
壬み

ぶ生
は
長
野
県
下
伊
那
地
方
に
多
く
百
軒
近
く
あ
り
、
次
い
で
高
知
県
越
知
町
の
十
一
軒
と
な
っ
て
い
る
。
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四
国
遍
路
　
十
六
日
目
（
西
条
市
～
62
・
61
・
60
・
63
・
64
～
西
条
市
）

愛
媛
県
西
条
市
三
津
屋
南
（
タ
ー
ミ
ナ
ル
ホ
テ
ル
東
予
）

　
〜
　
三
九･

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
五
三
分

愛
媛
県
西
条
市
大
町
（
西
条
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
）

活
動
日
記

旧
東
予
市
壬
生
川
の
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ホ
テ
ル
東
予
」
を
七
時
十
五
分

に
出
発
。
六
十
二
番
札
所
宝
寿
寺
、
六
十
一
番
札
所
香
園
寺
、
六
十
番

札
所
横
峰
寺
、
六
十
三
番
札
所
吉
祥
寺
、
六
十
四
番
札
所
前
神
寺
の
順

で
参
拝
し
、
西
条
の
「
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
西
条
」
に
宿
泊
す
る
予

定
で
あ
る
。

遍
路
体
験
本
で
読
ん
だ
小
松
町
の
宝
寿
寺
、
香
園
寺
の
後
に
横
峰
寺

を
「
逆
打
ち
」
す
る
ル
ー
ト
。
そ
の
た
め
に
「
ビ
ジ
ネ
ス
旅
館
小
松
」

に
泊
ま
っ
て
荷
物
を
置
い
て
「
打
ち
戻
り
」
す
る
方
法
で
あ
る
。
た

だ
、「
ビ
ジ
ネ
ス
旅
館
小
松
」
も
「
同
行
民
宿
鈴
」
も
コ
ロ
ナ
休
業
。

Ｊ
Ｒ
小
松
駅
近
く
に
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
は
な
く
、
困
っ
た
と
き
の
コ
ン

ビ
ニ
頼
み
。
目
に
つ
い
た
ロ
ー
ソ
ン
西
条
氷
見
小
松
店
に
飛
び
込
み
、

ホ
ッ
ト
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
し
ザ
ッ
ク
の
一
時
預
か
り
を
依
頼
し
た
が
マ

へんろ道に似合う「過行橋」（西条市小松町）

四
国
遍
路  

十
六
日
目
（
西
条
市
～
62
・
61
・
60
・
63
・
64
～
西
条
市
）
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ニ
ュ
ア
ル
に
な
く
拒
否
さ
れ
た
。
イ
ー
ト
イ
ン
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
あ
れ
こ
れ
考
え
た
。「
そ
れ
で
は
置
き
去

り
」
と
勝
手
に
宣
告
し
、
納
経
帳
な
ど
入
れ
た
頭
陀
袋
の
軽
装
で
、
そ
そ
く
さ
と
飛
び
出
し
た
。

慌
て
た
せ
い
か
香
園
寺
か
ら
白
滝
奥
の
院
の
ル
ー
ト
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
。
登
り
三
時
間
で
、
途
中
に
松
山
の
長

珍
屋
で
同
宿
だ
っ
た
「
へ
ん
ろ
の
南
く
ん
」
に
三
度
目
の
出
会
い
と
な
っ
た
。
昨
日
は
「
湯
の
里
小
町
し
こ
く
や
」

だ
っ
た
と
い
う
。
最
高
の
チ
ョ
イ
ス
で
、
こ
の
宿
な
ら
横
峰
寺
の
出
発
地
と
し
て
最
適
だ
。

横
峰
寺
の
下
り
は
山
門
直
下
の
「
湯
浪
」「
大
頭
」
の
順
打
ち
ル
ー
ト
で
、
コ
ン
ビ
ニ
に
戻
っ
た
の
が
十
五
時
を

過
ぎ
て
い
た
。
ロ
ー
ソ
ン
に
「
置
き
去
り
」
の
断
り
を
入
れ
遅
く
な
っ
た
昼
食
を
イ
ー
ト
イ
ン
。
十
七
時
ま
で
に
前

神
寺
に
行
け
る
よ
う
足
を
早
め
た
。

宿
に
着
い
た
の
は
十
八
時
を
回
っ
て
い
た
。
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
の
た
め
朝
食
付
き
で
四
千
百
四
十
七
円
。
そ
の

上
、
千
円
の
ク
ー
ポ
ン
付
き
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、「
あ
べ
の
す
」（
幡
多
方
言
で
「
安
倍
の
や
つ
」
の
意
味
）
が

嫌
い
で
も
利
用
し
な
い
手
は
な
い
。

横
峯
寺
か
ら
の
下
り
、「
湯ゆ

ー
な
み浪

」
の
手
前
の
電
柱
の
表
示
板
を
見
る
と
「
ヘ
ン
ロ
」
と
あ
っ
た
。
地
名
を
探
す
の

に
有
効
な
方
法
は
「
電
柱
表
示
板
」「
橋
名
版
・
親
柱
」「
バ
ス
停
表
示
板
」
が
三
点
セ
ッ
ト
。
今
日
、
気
に
な
っ
た

地
名
は
「
壬に

う生
川が

わ

」「
過
行
橋
」「
馬
返
谷
」「
山
之
神
橋
」「
氷
見
」「
野
々
市
」「
安あ

ん
ぢ
ゅ
う

知
生
」
な
ど
で
あ
る
。

「
過す

き
ゆ
き行

橋
」
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
が
、
小
松
町
新
屋
敷
の
小
字
で
あ
る
。
単
純
に
読
め
ば
「
通
り
過
ぎ
て
い

く
」
で
あ
る
。
方
丈
記
の
序
文
の
よ
う
な
旅
情
あ
る
古
い
橋
に
想
い
を
は
せ
た
。

西
条
の
町
に
入
る
と
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
太
鼓
の
音
が
す
る
。
こ
こ
、「
西
条
ま
つ
り
」
の
だ
ん
じ
り
や
み
こ
し
は

有
名
で
あ
る
。
今
年
は
コ
ロ
ナ
で
中
止
に
な
っ
た
と
い
っ
て
い
た
が
、
子
ど
も
太
鼓
は
運
行
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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そ
れ
に
し
て
も
だ
ん
じ
り
の
倉
庫
は
公
民
館
と
兼
ね
て
い
て
、
ど
こ
も
立
派
な
も
の
だ
っ
た
。

横
峰
寺
（
第
六
十
番
札
所 

石い
し
づ
ち
さ
ん

鈇
山 

福ふ
く
ち
い
ん

智
院 

横よ
こ
み
ね
じ

峰
寺
）

御
詠
歌
：
た
て
横
に
峰
や
山
辺
に
寺
た
て
て
　
あ
ま
ね
く
人
を
救
ふ
も
の
か
な

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
大
日
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
役
行
者
小
角

創
建
：
白
雉
二
年
（
六
五
一
）　
　
所
在
：
西
条
市
小
松
町
石
鎚
甲

神
仏
分
離
で
混
乱
し
た
札
所
　
武
四
郎
は
「
周
布
郡
ニ
し
而
石
槌
山
の
前
札
也
。
本
社
は
蔵
王
権
現
」
と
記
し
旧

暦
五
月
廿
八
日
に
石
鎚
山
に
詣
で
て
い
る
。
寂
本
は
、
横
峰
寺
の
縁
起
は
石
鎚
の
弥
山
や
前
神
寺
と
同
じ
と
し
「
此

縁
起
、
石
鉄
権
現
の
事
、
役
行
者
の
事
、
幷
に
石
仙
の
事
を
書
た
り
。
其
文
神
奇
孟
波
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
横

峰
寺
を
詣
で
る
な
ら
石
鎚
山
に
登
ら
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
寂
本
の
「
其
文
（
横
峰
寺
の
縁
起
）
神
奇
孟
波
（
で
た
ら
め
）
な
り
」
の
記
述
に
つ
い
て
五
来
重
は
、
寂
本

の
言
う
石
仙
は
上
仙
の
こ
と
で
は
な
い
か
。『
日
本
霊
異
記
』
や
『
文
徳
天
皇
実
録
』
に
も
上
仙
の
こ
と
が
書
い
て

あ
り
縁
起
の
ほ
う
が
む
し
ろ
正
し
い
と
い
う
。

ま
た
、
寂
本
の
横
峰
図
に
は
「
福
智
院
・
遍
路
屋
・
大
日
堂
・
蔵
王
堂
」
が
あ
り
山
上
に
「
石
土
拝
所
」
と
あ

る
。
石
土
は
「
石
・
ツ
・
チ
」
で
「
石
・
の
・
霊
」。
や
は
り
、
奥
の
院
で
あ
る
石
鎚
山
に
登
ら
な
け
れ
ば
横
峰
寺

は
語
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。
石
鎚
山
は
旧
暦
六
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
し
か
登
れ
な
い
の
で
こ
こ
で
遥
拝
す
る
。

武
田
和
昭
は
『
四
国
へ
ん
ろ
の
歴
史
』
で
横
峰
寺
の
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
納
経
帳
を
調
査
し
神

仏
分
離
令
と
廃
仏
毀
釈
の
影
響
に
よ
る
札
所
の
変
遷
を
述
べ
て
い
る
。
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嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
別
当
横
峰
密
寺
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
石
鉄
山
蔵
王
権
現
別
当
横
峯
寺
、
明

治
三
年
（
一
八
七
〇
）
本
尊
阿
弥
陀
如
来
仏
生
山
清
楽
寺
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
豫
州
横
峰
山
、
明
治

九
年
（
一
九
七
六
）
本
尊
阿
弥
陀
如
来
仏
生
山
清
楽
寺
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
本
尊
大
日
如
来
イ

ヨ
元
横
峰
寺
霊
場
大
峯
密
寺
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
本
尊
大
日
如
来
元
横
峰
寺
霊
跡
大
峰
密
寺
、
明

治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
清
楽
寺
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
清
楽
寺
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）

本
尊
無
量
光
如
来
仏
生
山
清
楽
寺
・
四
国
六
十
番
マ
エ
札
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
横
峰
山
、

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
本
尊
無
量
光
如
来
い
よ
清
楽
寺
・
四
国
六
十
番
前
札
、
明
治
三
十
四
年

（
一
九
〇
一
）
本
尊
無
量
光
如
来
与
州
清
楽
寺
・
四
国
六
十
番
前
札
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
横
峰

山
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
本
尊
大
日
如
来
い
よ
横
峰
寺

　
　
　
　
　
　
※
横
峰
寺
と
清
楽
寺
の
関
係
も
詳
し
く
述
べ
ら
れ
神
仏
分
離
の
混
乱
が
伺
え
る
。

明
治
三
年
に
は
新
屋
敷
の
清
楽
寺
が
六
十
番
札
所
を
引
き
受
け
、
横
峰
寺
の
本
尊
は
千
足
村
の
草
庵
へ
安
置
し
、

檀
家
は
香
園
寺
へ
移
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
葬
儀
等
が
香
園
寺
で
は
遠
隔
地
で
不
便
の
た
め
村
民
は
横
峰
寺

再
興
を
出
願
。
明
治
十
三
年
か
ら
大
峰
寺
と
し
て
本
尊
・
檀
家
も
旧
に
復
し
た
。
と
こ
ろ
が
「
元
横
峰
寺
六
十
番
札

所
大
峰
寺
」
の
案
内
板
を
出
し
た
こ
と
か
ら
遍
路
は
混
乱
し
札
所
争
い
と
な
っ
た
。
結
果
、
調
停
に
よ
り
「
六
十
番

札
所
」
は
横
峰
寺
、
清
楽
寺
は
「
六
十
番
前
札
所
」
と
な
っ
た
。
明
治
四
十
二
年
横
峰
社
が
廃
止
と
な
り
建
物
な
ど

が
大
峰
寺
に
譲
渡
さ
れ
、
完
全
に
元
の
横
峰
寺
に
復
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

香
園
寺
（
第
六
十
一
番
札
所 

栴せ
ん
だ
ん
さ
ん

檀
山 

教
き
ょ
う
お
う
い
ん

王
院 

香こ
う
お
ん
じ

園
寺
）
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御
詠
歌
：
後
の
世
を
思
え
ば
詣
れ
香
園
寺
　
と
め
て
止
ま
ら
ぬ
白
滝
の
水

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
大
日
如
来
　
　
開
基
：
聖
徳
太
子

創
建
：
六
世
紀
後
半
　
　
所
在
：
西
条
市
小
松
町
南
川
甲

大
日
が
教
王
、
そ
れ
か
ら
香
園
へ
　
香
園
寺
、
宝
寿
寺
、
吉
祥
寺
、
前
神
寺
の
四
寺
は
わ
ず
か
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
距
離
で
市
街
地
に
連
な
っ
て
い
る
。
順
打
ち
で
は
最
初
の
札
所
と
な
る
が
、
香
園
寺
の
奥
の
院
白
滝
不
動
を
詣
で

そ
こ
か
ら
横
峰
寺
を
逆
打
ち
す
る
人
も
多
い
よ
う
だ
。
そ
の
場
合
は
香
園
寺
周
辺
に
荷
物
を
置
い
て
頭
侘
袋
と
水
だ

け
で
山
の
へ
ん
ろ
道
を
行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

壬
生
川
か
ら
国
道
一
九
五
号
線
に
よ
り
小
松
町
に
入
り
中
山
川
を
渡
る
と
「
大
日
橋
」
が
あ
る
。
縁
起
で
は
聖
徳

太
子
が
こ
の
地
に
本
尊
の
大
日
如
来
を
安
置
し
、
教
王
院
を
創
建
し
た
と
あ
る
。
そ
こ
か
ら
大
日
の
地
名
と
な
り
、

大
日
如
来
を
意
味
す
る
教
王
を
寺
名
と
し
た
も
の
。
そ
の
後
現
在
地
に
移
り
、
教
王
の
音
韻
変
化
に
よ
り
香
園
寺
と

な
っ
た
よ
う
だ
。

御
詠
歌
に
札
所
と
奥
の
院
と
両
方
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
白
滝
で
滝
垢
離
を
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

宝
寿
寺
（
第
六
十
二
番
札
所 

天て
ん
よ
う
ざ
ん

養
山 

観か
ん
お
ん
い
ん

音
院 

宝ほ
う
じ
ゅ
じ

寿
寺
）

御
詠
歌
：
さ
み
だ
れ
の
あ
と
に
出
た
る
玉
の
井
は
　
白
坪
な
る
一
宮
か
わ

宗
派
：
真
言
宗
単
立
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
聖
武
天
皇

創
建
：
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
四
九
）　
　
所
在
：
西
条
市
小
松
町
新
屋
敷
甲

二
つ
目
の
一
国
一
宮
　
宝
寿
寺
の
門
前
に
「
一
国
一
宮
別
当
宝
寿
寺
」
と
誇
ら
し
く
標
石
が
設
え
て
あ
る
。
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古
く
は
河
野
水
軍
の
菩
提
寺
、
大
山
祇
神
社
の
別
当
寺
と
し
て
栄
え
て
い
た
の
が
宝
寿
寺
。
縁
起
に
よ
る
と
伊
予

の
一
の
宮
神
社
が
建
立
さ
れ
そ
の
法
楽
所
（
お
経
を
あ
げ
る
所
）
と
し
て
の
別
当
寺
（
金
剛
宝
寺
）
を
創
建
し
た
の

が
始
ま
り
と
い
う
。
当
時
は
中
山
川
下
流
の
白
坪
（
寺
の
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
北
の
中
山
川
北
岸
）
に
あ
り
そ
こ
に
は

玉
の
井
と
い
う
霊
水
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
伊
予
国
地
理
図
誌
（
東
予
）』
の
周
布
郡
全
図
に
は
現
在
の
所

在
地
で
あ
る
新
屋
敷
の
北
、
中
山
川
の
北
岸
に
「
玉
ノ
江
」「
今
在
家
」
が
あ
る
。
玉
の
井
が
玉
ノ
江
に
転
訛
し
た

よ
う
で
あ
る
が
こ
の
愛
媛
県
最
初
の
地
誌
に
も
何
ら
記
載
が
な
い
。

寂
本
は
つ
れ
な
く
「
惣
て
聞
所
な
り
。
推
て
一
の
宮
と
号
す
。
い
づ
れ
の
神
と
い
ふ
事
し
ら
ず
。」
と
記
す
。

吉
祥
寺
（
第
六
十
三
番
札
所 
密

み
っ
き
ょ
う
ざ
ん

教
山 

胎た
い
ぞ
う
い
ん

蔵
院 

吉き
ち
じ
ょ
う
じ

祥
寺
）

御
詠
歌
：
身
の
中
の
悪
し
き
ひ
ほ
う
を
打
ち
す
て
て
　
み
な
吉
祥
を
の
ぞ
み
い
の
れ
よ

宗
派
：
真
言
宗
東
寺
派
　
　
本
尊
：
毘
沙
聞
天
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
〜
八
二
四
）　
　
所
在
：
西
条
市
氷
見
乙

吉
祥
天
を
祀
ら
ず
に
毘
沙
門
天
を
祀
る
吉
祥
寺
　
吉
祥
寺
と
い
え
ば
若
者
に
人
気
の
町
ジ
ョ
ー
ジ
。
半
世
紀
前
、

大
学
時
代
に
は
首
都
高
を
「
中
央
フ
リ
ー
ウ
ェ
イ
」
に
見
立
て
「
片
手
で
肩
を
抱
い
て
愛
し
て
る
っ
て
言
っ
て
も
き

こ
え
な
い
風
が
強
く
て
　
こ
の
道
は
ま
る
で
滑
走
路
夜
空
に
続
く
」
と
歌
い
な
が
ら
神
田
市
場
の
野
菜
を
乗
せ
て
吉

祥
寺
駅
前
の
八
百
屋
に
向
け
て
突
っ
走
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
都
会
の
眩
し
さ
と
田
舎
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
気
に
な
ら
な

い
自
由
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
若
者
の
街
・
吉
祥
寺
だ
が
、
吉
祥
寺
と
い
う
寺
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
遍
路
の
途
中
で

知
り
あ
っ
た
Ｋ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ
た
。
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こ
こ
伊
予
の
吉
祥
寺
は
、
吉
祥
天
を
祀
る
寺
で
は
な
く
本
尊
は
毘
沙
門
天
で
あ
る
。
仏
教
の
守
護
神
で
あ
る
「
天

部
」
の
一
つ
。
神
様
仏
様
に
は
階
級
は
な
い
も
の
の
役
割
の
区
別
は
あ
る
。

「
仏
」
を
カ
タ
チ
に
す
る
造
像
の
区
分
に
「
如
来
部
」「
菩
薩
部
」「
明
王
部
」「
天
部
」
が
あ
る
。
如
来
は
悟
り

を
開
い
た
者
、
菩
薩
は
悟
り
を
目
指
し
て
修
行
中
の
者
、
明
王
は
民
衆
を
怖
い
形
相
で
教
化
す
る
者
、
天
部
は
仏
・

仏
法
の
守
護
神
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
天
部
に
は
毘
沙
門
天
（
多
聞
天
・
北
の
守
護
神
）・
持
国
天
（
東
の
守
護
神
）・

増
長
天
（
南
の
守
護
神
）・
広
目
天
（
西
の
守
護
神
）
の
四
天
王
や
弁
財
天
、
鬼
子
母
神
、
梵
天
、
帝
釈
天
、
歓
喜

天
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
吉
祥
天
の
母
が
鬼
子
母
神
、
夫
が
毘
沙
門
天
で
あ
る
。

前
神
寺
（
第
六
十
四
番
札
所 
石い

し
づ
ち
さ
ん

鈇
山 

金こ
ん
じ
き
い
ん

色
院 

前ま
え
が
み
じ

神
寺
）

御
詠
歌
：
前
は
神
後
は
仏
極
楽
の
　
よ
ろ
ず
の
罪
を
く
だ
く
い
し
づ
ち

宗
派
：
真
言
宗
石
鈇
派
　
　
本
尊
：
阿
弥
陀
如
来
（
伝
役
行
者
作
）　
　
開
基
：
役
行
者
小
角

創
建
：
七
世
紀
後
半
　
　
所
在
：
西
条
市
洲
之
内
甲

石
鎚
信
仰
の
拠
点
　
前
神
寺
も
奥
の
院
は
石
鎚
山
。
明
治
の
神
仏
分
離
に
よ
り
横
峰
寺
と
同
じ
よ
う
に
、
前
神

寺
、
医
王
院
、
前
上
寺
を
経
て
旧
名
に
復
す
る
の
は
納
経
帳
か
ら
見
て
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
頃
と
武
田
和

昭
は
述
べ
る
。

石
鎚
神
社
は
戦
後
に
な
っ
て
神
社
本
庁
の
包
括
宗
教
団
体
と
な
っ
た
が
、
別
に
、
石
鎚
信
仰
の
神
仏
習
合
の
歴
史

を
踏
ま
え
石
鎚
本
教
を
石
鎚
神
社
の
傘
下
宗
派
と
し
て
創
立
し
て
い
る
。

山
の
神
も
上
宮
、
中
宮
、
下
宮
と
段
々
と
麓
に
下
り
て
く
る
よ
う
に
、
石
鎚
山
頂
に
石
土
大
神
の
本
地
仏
・
蔵
王
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権
現
が
祀
ら
れ
、
石
鎚
登
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
成
就
駅
か
ら
徒
歩
二
十
分
く
ら
い
の
所
に
石
鎚
神
社
中
宮
成
就
社
が
あ

る
。
縁
起
で
は
役
行
者
が
石
鎚
山
を
開
山
し
「
吾
が
願
い
成
就
せ
り
」
と
山
頂
を
見
返
し
改
め
て
遥
拝
し
た
こ
と
か

ら
「
成
就
」
の
地
名
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
五
来
重
は
「
常
住
」
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。『
四
国
遍
路
の
寺
』

に
は
「
石
鎚
山
の
山
頂
は
冬
は
住
め
な
い
の
で
こ
の
中
宮
に
留
守
居
の
坊
さ
ん
が
い
て
読
経
す
る
な
ど
し
て
蔵
王
権

現
を
祀
っ
て
い
た
。
こ
う
い
う
坊
さ
ん
を
常
住
僧
と
呼
ぶ
。
そ
の
場
所
が
す
な
わ
ち
常
住
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

が
中
宮
で
あ
り
奥
前
神
寺
で
あ
っ
た
。

澄
禅
は
「
一
里
ほ
ど
行
っ
て
前
神
寺
と
い
う
札
所
有
。
石
鎚
山
の
里
坊
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
札
を
納
め
る
。」
と

述
べ
、
寂
本
は
「
里
前
神
寺
　
こ
の
寺
は
石
土
山
に
い
つ
も
参
詣
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
所
で
拝
し
て
去
る
た
め
に

あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
武
四
郎
も
「
西
泉
村
　
六
拾
四
番
石
鎚
山
前
神
寺
　
従
六
十
三
番
壱
り
。
此
処
西
條
領
分

也
。
石
槌
山
前
札
所
と
云
也
」
と
書
き
、
こ
の
寺
が
下
宮
で
あ
り
里
前
神
寺
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
愛
媛
県
西
条
市

　
大
戸
町
（
小
松
町
大
頭
）
ゆ
な
ミ
村
（
小
松
町
大
郷
・
湯
浪
集
落
）
ふ
か
ふ
■
村
（
不
明
）
来
迎
の
清

水
（
不
明
）
六
十
番
佛
光
山
福
智
院
横
峯
寺
（
六
十
番
札
所
横
峰
寺
）
遥
拝
所
（
星
ヶ
森
）
千
足
山
村

（
小
松
町
石
鎚
）
御
手
洗
川
（
不
明
）
黒
川
村
（
小
松
町
石
鎚
・
黒
川
谷
）
女
か
へ
し
（
石
鎚
山
三
十
六

王
子
第
十
七
女
人
返
王
子
社
）
追
分
（
石
鎚
山
三
十
六
王
子
第
十
八
杖
立
王
子
社
か
）
奥
前
神
（
奥
前
神

寺
・
前
神
寺
奥
の
院
）
小
松
町
（
小
松
町
新
屋
敷
）
六
十
一
番
栴
檀
山
教
王
院
香
園
寺
（
六
十
一
番
札
所
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香
園
寺
）
六
拾
二
番
一
ノ
宮
天
養
観
音
院
寶
壽
寺
（
六
十
二
番
札
所
宝
寿
寺
）
氷
見
村
（
氷
見
）
六
拾
三

番
密
教
山
胎
蔵
院
吉
祥
寺
（
六
十
三
番
札
所
吉
祥
寺
）
柴
井
（
柴
井
の
泉
）
楢
の
木
村
（
楢
木
）
西
泉

村
（
西
泉
）
六
拾
四
番
石
鎚
山
前
神
寺
（
六
十
四
番
札
所
前
神
寺
）
洲
の
内
村
（
洲
之
内
）
あ
ん
ち
う
村

（
安
知
生
）
川
（
加
茂
川
）
大
町
（
大
町
）
西
條
（
西
条
城
下
・
明
屋
敷
）

武
四
郎
は
大
戸
町
（
小
松
町
大
頭
）
の
段
で
「
町
内
ニ
庵
有
。
此
処
而
横
峯
寺
之
前
札
所
を
納
る
也
。」
と
記

す
。
前
札
所
と
は
清
楽
寺
（
小
松
町
新
宮
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
奥
深
い
横
峰
寺
へ
の
へ
ん
ろ
道
す
が
ら
「
農
家

并
ニ
山
稼
ぎ
に
し
而
到
而
貧
村
也
。」
と
書
く
。
千
足
山
村
で
は
「
人
家
十
七
八
軒
。
山
の
こ
こ
か
し
こ
に
家
居
し

皆
畑
作
り
、
山
稼
の
ミ
也
」
と
山
の
暮
ら
し
を
綴
っ
て
い
る
。

真
念
は
「
ふ
る
ほ
う
村
」、
寛
政
の
四
国
遍
礼
名
所
図
会
で
は
「
深
方
村
」
と
あ
る
が
、
武
四
郎
の
「
ふ
か
ふ
〇

村
」
と
は
ど
こ
だ
ろ
う
。
千
足
山
村
は
横
峰
寺
、
奥
前
神
寺
、
成
就
社
、
石
鎚
山
の
所
在
地
で
あ
る
。
こ
の
村
の
小

字
に
黒
川
、
老
ノ
川
、
大
平
、
土
居
、
戸
石
、
湯
浪
、
虎
杖
な
ど
の
小
字
と
と
も
に
「
古
坊
」
が
あ
る
。
横
峰
寺
の

所
在
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
枝
村
（
集
落
）
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

石
鎚
山

武
四
郎
は
『
自
伝
』
に
「
時
に
五
月
二
十
五
日
、
実
に
是
予
が
望
足
り
と
言
つ
と
思
は
る
。」
と
書
く
ほ
ど
に
石

鎚
登
山
を
望
ん
で
い
た
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
限
定
さ
れ
た
石
鎚
入
山
日
に
つ
い
て
は
第
一
回
目
の
四
国
入
り
の
段
階
で

十
分
に
調
査
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
『
自
伝
』
の
十
九
歳
の
段
に
記
さ
れ
て
い
る
日
付
の
あ
る
記
録
は
、
こ
の
五
月
二
十
五
日
の
ほ
か
、
六
月
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十
七
日
（
剣
山
登
山
）
が
あ
り
登
山
好
き
の
武
四
郎
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

武
四
郎
は
横
峰
寺
か
ら
石
鎚
山
へ
脚
を
の
ば
し
「
ま
た
是
よ
り
奥
院
石
槌
山
ニ
上
る
は
禅
定
と
號
て
、
古
来
よ
り

女
人
を
禁
じ
、
曾
而
六
月
朔
日
よ
り
三
日
ま
で
山
の
口
を
開
き
、（
中
略
）
其
参
詣
之
人
数
は
五
十
日
前
よ
り
別
火

を
喰
、
曾
七
日
前
よ
り
塩
こ
う
り
を
と
る
こ
と
六
十
度
に
し
て
、
大
戸
町
ニ
来
り
こ
り
を
と
り
、
其
夜
此
寺
ニ
而
止

宿
至
し
朝
夕
七
度
の
こ
う
り
を
と
り
、
翌
朝
八
ツ
よ
り
支
度
し
て
上
る
こ
と
也
。」
と
石
鎚
登
山
の
作
法
を
述
べ
、

各
所
で
「
こ
う
り
（
垢
離
）」
を
行
っ
て
い
る
。

西
日
本
一
の
標
高
を
持
ち
日
本
百
名
山
で
も
あ
る
石
鎚
山
（
一
九
八
二
メ
ー
ト
ル
）。
本
来
の
顔
は
修
験
道
信
仰

の
山
で
あ
る
。
七
月
の
シ
ー
ズ
ン
と
も
な
れ
ば
「
六
根
清
浄
」「
お
の
ぼ
り
さ
ん
」「
お
く
だ
り
さ
ん
」
と
行
き
交
う

人
に
掛
け
合
う
声
が
こ
だ
ま
す
る
。
西
条
側
か
ら
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
を
利
用
す
る
「
成
就
社
ル
ー
ト
」、
石
鎚
ス
カ
イ

ラ
イ
ン
や
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ラ
イ
ン
を
走
り
土
小
屋
を
登
り
口
と
す
る
「
土
小
屋
ル
ー
ト
」、
面
河
か
ら
直
登
す
る
「
面
河
渓

谷
ル
ー
ト
」
が
あ
る
。
稜
線
散
歩
を
楽
し
む
な
ら
堂
ヶ
森
登
山
口
か
ら
二
ノ
森
経
由
で
た
ど
る
「
縦
走
ル
ー
ト
」
が

お
す
す
め
だ
。

石
鎚
山
は
『
伊
予
面
影
』
に
「
伊
予
の
高
嶺
」
と
段
を
起
こ
し
書
か
れ
て
い
る
が
、
他
に
も
石
土
山
、
石
鉄
山
、

石
鈇
山
、
石
槌
山
の
別
名
が
時
代
ご
と
に
あ
り
、
一
時
は
愛
媛
県
が
石
鉄
県
と
な
る
ほ
ど
の
名
前
に
チ
カ
ラ
が
あ
る
。

石
鎚
山
へ
の
修
験
の
道
は
「
石
鎚
山
旧
跡
三
十
六
王
子
社
」
と
し
て
年
に
一
度
敢
行
さ
れ
て
い
る
。
王
子
社
を
一

番
か
ら
書
く
と
、
①
福ふ

く

　
②
桧

ひ
の
き

　
③
大お

お

保ほ

き木
　
④
鞘さ

や
か
け掛

　
⑤
細ほ

そ
の野

　
⑥
子こ

や
す
ば

安
場
　
⑦
今い

ま
み
や宮

　
⑧
黒く

ろ
か
わ川

　
⑨
四し

で手
坂ざ

か

⑩
二に

のノ
　
⑪
小あ

ず
き
ぜ
ん
じ
ょ
う

豆
禅
定
　
⑫
今い

ま

　
⑬
雨あ

ま
こ
い乞

　
⑭
花は

な
と
り取

　
⑮
矢や

ぐ
ら倉

　
⑯
山や

ま
ぶ
し伏

　
⑰
女

じ
ょ
に
ん
か
え
し

人
返
　
⑱
杖つ

え
た
て立

　
⑲
鳥と

り
い
さ
か

居
坂
　
⑳

稚ち
ご
の子

宮み
や
す
ず鈴

之の

み

こ
巫
女
　
㉑
大お

お
も
と元

　
㉒
恵え

び

す
比
須
滝た

き

　
㉓
刀

か
た
な
た
て立

　
㉔
御お

鍋な
べ
い
わ岩

屋や

　
㉕
御お

と
う
い
し

塔
石
　
㉖
窟

い
わ
や

の
薬や

く
し師

　
㉗
祈

い
の
り
た
き滝

　
㉘
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八は
っ
ち
ょ
う
さ
か

丁
坂
　
㉙
前

ぜ
ん
じ
ゃ
が
も
り

社
森
　
㉚
大

お
お
つ
る
ぎ剣

　
㉛
小こ

つ
る
ぎ剣

　
㉜
古こ

も
り森

　
㉝
早は

や
た
か鷹

　
㉞
夜

よ
あ
か
し
と
う
げ

明
峠
　
㉟
裏う

ら
ぎ
ょ
う
ば

行
場
　
㊱
天て

ん
ぐ
う
だ
け

狗
嶽
　
と
な
る
。

「
追
分
」
と
い
う
往
来
地
名

本
来
は
牛
馬
を
追
い
、
分
け
る
場
所
を
意
味
し
て
お
り
、
民
謡
「
江
差
追
分
」
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
民
謡
の
元

は
碓
氷
峠
の
馬
子
衆
の
労
働
歌
「
馬
子
歌
」。
そ
れ
が
中
仙
道
追
分
宿
の
座
敷
歌
「
追
分
節
」
と
な
り
全
国
に
伝
播

し
た
も
の
と
い
う
。

今
で
も
新
宿
追
分
（
甲
州
街
道
と
青
梅
街
道
）
な
ど
重
要
な
街
道
が
二
つ
に
分
か
れ
る
所
を
さ
す
地
名
と
し
て
各

地
に
残
る
。
分
岐
点
で
あ
る
点
で
は
「
別
」「
落
出
」「
落
合
」「
出
合
」「
丁
字
路
」「
三
叉
路
」
も
あ
る
が
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
少
し
違
っ
て
く
る
。
四
国
遍
路
で
は
徳
島
県
の
九
番
札
所
法
輪
寺
付
近
に
追
分
の
通
称
地
名
が
あ
る
。
高
知

県
小
字
一
覧
で
検
索
す
る
と
安
田
町
に
「
追
分
ノ
辻
」
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
往
来
を
示
す
地
名
が
小
字
に
は
多
く
刻
ま
れ
て
い
る
。

山
の
往
来
は
鞍
部
を
通
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
「
越
」
地
名
が
多
く
、
高
知
県
の
小
字
一
覧
を
見
る
と
、
鳥

越
（
百
二
十
五
）・
馬
越
（
三
十
一
）・
遅
越
（
二
十
）・
打
越
（
十
五
）・
吹
越
（
十
二
）・
蟹
越
（
六
）・
鹿
越

（
四
）・
猿
越
（
四
）・
熊
越
（
一
）
な
ど
そ
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
橋
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
時
代
は
歩

い
て
川
を
渡
渉
す
る
こ
と
が
主
流
で
あ
り
「
渡
」
の
地
名
と
し
て
渡
瀬
（
七
十
七
）・
渡
り
上
り
（
五
十
四
）・
飛
渡

（
二
十
九
）
が
あ
る
。
平
坦
地
か
ら
山
へ
の
登
り
口
と
な
る
所
は
「
登
尾
（
十
五
）」
や
「
折
付
（
七
十
三
）」
が
あ

る
。
往
来
は
難
渋
で
あ
り
休
む
場
所
と
し
て
刻
ま
れ
る
「
休
場
（
二
百
六
十
四
）」
が
こ
と
さ
ら
多
い
。
見
通
し
が

よ
く
風
も
通
り
一
本
松
が
あ
っ
た
り
し
て
涼
む
の
に
も
よ
い
。
傍
ら
に
は
腰
を
か
け
た
り
笈
を
置
く
の
に
都
合
の
良
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い
路
傍
の
石
も
あ
る
。
近
く
に
は
必
ず
水
飲
み
場
も
設
え
て
あ
る
。
休
場
は
旅
人
の
オ
ア
シ
ス
で
あ
る
。

ま
た
、
山
越
え
の
坂
の
起
点
を
示
す
地
名
と
し
て
「
坂
本
・
坂
元
」
地
名
が
あ
る
が
こ
れ
は
小
字
の
微
細
地
名
と

い
う
よ
り
大
字
と
し
て
集
落
名
を
示
す
場
合
が
多
い
。
国
土
地
理
院
地
形
図
で
検
索
す
る
と
坂
本
が
四
百
二
十
件

ヒ
ッ
ト
す
る
が
、
北
海
道
に
は
一
件
も
な
い
。

好
み
の
往
来
地
名
は
「
枝
折
（
二
十
九
）」。
土
佐
の
山
中
に
は
「
柴
折
さ
ま
（
し
ば
お
り
さ
ま
）」
と
い
う
路
傍

の
神
を
祀
る
習
い
が
あ
る
。
柴
を
折
り
手
向
け
て
道
中
の
安
全
祈
願
、
猟
の
感
謝
を
山
ノ
神
に
さ
さ
げ
る
も
の
で
、

畝
や
峠
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
四
万
十
町
八
千
数
に
は
「
シ
オ
リ
山
」
が
あ
る
。
付
近
に
は
猪
ノ
数
、
猪
ノ
谷
、
耳
切

山
な
ど
狩
猟
に
関
連
す
る
地
名
（
小
字
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
こ
の
「
シ
オ
リ
山
」
は
、
柴
（
シ
キ
ミ
若
し
く
は

榊
）
を
手
向
け
た
「
柴
折
山
（
し
ば
お
り
が
転
訛
し
、
し
お
り
や
ま
）」
と
解
し
た
い
。
同
じ
く
四
万
十
町
米
奥
に

は
山
間
往
来
の
道
標
と
な
る
「
枝
折
山
」
が
あ
る
。
手
向
け
る
た
め
で
な
く
、
単
な
る
枝
を
折
る
こ
と
は
「
道

み
ち
し
る
べ標

」

と
な
る
。
読
み
か
け
の
途
中
を
示
す
「
栞
」
と
同
じ
意
味
だ
ろ
う
。
旅
人
・
西
行
の
歌
に
「
枝し

お
り折

せ
で
な
ほ
山
深
く

分
け
入
ら
む
　
憂
き
こ
と
聞
か
ぬ
所
あ
り
や
と
」
が
あ
る
。
道
標
を
し
な
い
ま
ま
奥
山
に
き
た
が
桃
源
郷
は
あ
る
の

か
し
ら
と
い
っ
た
意
味
だ
ろ
う
か
。
今
で
も
初
め
て
の
山
道
に
入
る
と
き
は
帰
り
の
道
標
と
し
て
「
枝
折
」
を
す
る

習
慣
が
あ
る
。
特
に
分
岐
点
は
同
じ
道
を
帰
る
と
き
に
間
違
う
の
で
無
意
識
に
や
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
、
山
の
ヘ
ン
ロ
道
を
歩
く
と
き
に
迷
う
の
が
分
岐
点
で
あ
る
。
車
道
の
交
通
案
内
は
道
路
管
理
者
が

表
示
板
を
設
置
し
て
い
る
が
、
へ
ん
ろ
道
は
、
時
に
赤
線
と
呼
ば
れ
る
長
狭
物
で
あ
っ
た
り
、
山
林
所
有
者
の
山
道

で
あ
っ
た
り
、
道
路
改
良
に
よ
り
所
有
者
に
了
解
の
も
と
で
暫
定
的
に
設
え
た
道
で
あ
っ
た
り
す
る
。
い
わ
ば
惣
管

理
者
と
い
っ
た
へ
ん
ろ
道
で
、
分
か
れ
の
道
標
は
「
真
念
道
し
る
べ
（
現
存
三
十
七
基
）」「
武
田
徳
右
衛
門
標
石
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（
現
存
百
二
十
六
基
）」「
中
務
茂
兵
衛
標
石
（
現
存
二
百
三
十
七
基
）」
の
よ
う
に
作
善
行
と
し
て
設
え
ら
れ
て
き

た
。
今
で
は
「
へ
ん
ろ
み
ち
保
存
協
力
会
の
札
・
シ
ー
ル
」
が
き
め
細
か
い
道
案
内
を
し
て
い
る
。
地
元
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
表
示
も
元
気
を
い
た
だ
く
道
標
で
あ
る
。　
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愚草の川柳集⑩選

「弔旗」

2016 / 秋

ファシスト　不断着姿で佇まい

ヒロヒトの十字架曳いて暮れ泥む

天皇を盾に巣籠る魑魅魍魎

弔旗垂れ　屍おののく宿痾哉

※私の父は天皇・三波春夫・美空ひばりが三嫌人

だった。国民的歌手に全体主義の臭気を感じ拒否

したのだろう、特攻隊の生き残りだった▽「普段

着姿」でひたひたと迫りくる恐怖は「不断着」で

抵抗しなくてはならない。憲法 12 条　この憲法

が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の

努力によつて、これを保持しなければならない。

「いいね」に騙された、優しくおとなしく従順な

日本人。「いかんろー」ボタンを押そう▽憲法を

弄ぶおぼっちゃまは「宿痾」なんだろうなー。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
十
七
日
目
（
西
条
市
～
四
国
中
央
市
三
島
）

愛
媛
県
西
条
市
大
町
（
西
条
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
）

　
〜
　
三
八･

八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
三
三
分

愛
媛
県
四
国
中
央
市
三
島
朝
日
（
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
マ
イ
ル
ド
）

活
動
日
記

今
日
は
そ
ぼ
ふ
る
雨
の
中
、
ひ
た
す
ら
歩
く
行
程
で
あ
る
。
伊
予
西

条
駅
前
の
「
西
条
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
」
か
ら
伊
予
三
島
の
「
ビ
ジ

ネ
ス
ホ
テ
ル
マ
イ
ル
ド
」
の
概
ね
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

ル
ー
ト
の
多
く
は
旧
街
道
が
遍
路
道
と
な
っ
て
い
る
。
静
か
で
昔
の

町
の
佇
ま
い
が
よ
く
分
か
る
が
、
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト
と
コ
ー
ヒ
ー
を
求

め
る
な
ら
コ
ン
ビ
ニ
だ
が
、
国
道
沿
い
し
か
な
い
の
で
現
代
版
の
茶
屋

を
利
用
す
る
に
は
新
旧
の
道
を
往
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

コ
ン
ビ
ニ
で
一
日
の
行
程
を
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
す
る
習
慣
に
な
っ
た
。

イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
は
重
く
か
さ
ば
る
が
コ
ピ
ー
一
枚
な
ら
ポ
ケ
ッ
ト
に

入
る
か
ら
便
利
だ
。
雨
の
日
は
防
水
の
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
に
入
れ
て
い

る
が
、
取
り
出
し
に
く
く
、「
遍
路
シ
ー
ル
」
頼
み
の
道
探
し
は
見
落

と
し
て
迷
う
こ
と
が
頻
繁
と
な
る
。
土
居
町
上
野
で
は
「
こ
こ
は
ど

四
国
遍
路  

十
七
日
目
（
西
条
市
～
四
国
中
央
市
三
島
）

六地蔵・接待堂跡（西条市飯岡）
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こ
」
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

西
条
か
ら
、
新
居
浜
、
土
居
町
、
豊
岡
町
、
寒
川
町
と
来
た
と
き
、「
従
是
西
　
西
條
領
」
と
あ
っ
た
。
説
明
板

を
見
る
と
、
西
條
領
、
天
領
に
加
え
今
治
領
も
入
り
乱
れ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
寒
川
は
西
條
領
だ
と
い
う
こ
と

だ
。
平
成
の
合
併
で
「
四
国
中
央
市
」
と
気
張
っ
た
自
治
体
名
称
と
な
っ
た
。

今
日
の
宿
「
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
マ
イ
ル
ド
」
の
料
金
は
二
食
＋
ヘ
ン
ロ
用
お
に
ぎ
り
付
で
三
千
四
百
六
十
八
円
。

そ
れ
に
千
円
ク
ー
ポ
ン
も
。
こ
の
ホ
テ
ル
は
常
連
の
大
王
製
紙
の
作
業
員
が
多
く
利
用
し
て
い
た
み
た
い
だ
。
ほ
ん

と
に
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
は
、
か
ま
ん
ろ
う
か
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
愛
媛
県
西
条
市

　
西
條
（
西
条
城
下
・
明
屋
敷
）
福
竹
村
（
福
武
）
上
し
ま
山
村
（
飯
岡
）

■
愛
媛
県
新
居
浜
市

　
は
ん
ぎ
う
村
（
萩
生
）
な
か
村
（
中
村
）
す
ミ
の
村
（
角
野
）
こ
く
り
や
う
村
（
国
領
）
中
野
村
（
船

木
・
長
野
集
落
）

■
愛
媛
県
四
国
中
央
市

　
關
村
（
土
居
町
上
野
・
関
集
落
）
上
野
村
（
土
居
町
上
野
）
ど
い
村
（
土
居
町
土
居
）
中
村
（
土
居
町
中

村
）
小
林
村
（
土
居
町
小
林
）
つ
ね
村
（
土
居
町
津
根
）
野
田
村
（
土
居
町
野
田
）
お
さ
だ
村
（
豊
岡
町

長
田
）
さ
む
川
村
（
寒
川
町
）
ぐ
ぜ
う
村
（
具
定
町
）
中
の
庄
村
（
中
之
庄
町
）
中
曽
根
村
（
中
曽
根
町
）
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武
四
郎
は
西
条
か
ら
浜
通
り
と
し
て
新
居
浜
、
阿
島
村
（
阿
島
大
師
）
を
説
明
す
る
も
大
町
か
ら
福
武
、
上
嶋
村

（
福
武
）
へ
と
法
皇
山
脈
の
麓
を
進
む
。
大
師
堂
や
六
地
蔵
の
接
待
堂
や
金
毘
羅
道
標
も
あ
り
、
さ
ぞ
か
し
遍
路
の

接
待
も
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
沿
道
に
は
自
治
会
ご
と
の
だ
ん
じ
り
や
太
鼓
の
蔵
が
立
派
に
設
え
て
い
る
。

澄
禅
は
「
大
町
よ
り
カ
モ
川
を
渡
っ
て
大
道
」
と
記
し
て
い
る
が
、
柴
谷
宗
叔
は
『
江
戸
初
期
の
四
国
遍
路
』
で
、

金
毘
羅
街
道
は
現
在
の
国
道
十
一
号
線
に
並
行
す
る
旧
街
道
だ
と
比
定
す
る
。
武
四
郎
も
こ
の
旧
街
道
を
六
十
五
番

札
所
三
角
寺
に
向
け
て
ひ
た
す
ら
脚
を
進
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。

「
中
村
」
と
い
う
往
時
の
中
心
を
示
す
村

武
四
郎
の
歩
い
た
こ
の
近
辺
で
も
、
な
か
村
、
中
野
村
、
中
村
、
中
の
庄
村
と
「
中
」
を
当
て
た
村
が
続
く
。

「
中
」
は
あ
る
地
域
の
地
理
的
中
央
を
さ
し
、
三
分
割
し
た
上
中
下
や
南
北
、
東
西
の
組
合
わ
せ
で
使
わ
れ
る
方
角

地
名
で
も
あ
る
。
那
賀
、
那
珂
は
郡
域
の
広
域
地
名
で
常
陸
国
に
仲
国
造
（
茨
城
県
那
珂
郡
。
今
の
、
ひ
た
ち
な
か

市
）、
埼
玉
県
、
福
岡
県
、
香
川
県
に
「
那
珂
」
が
あ
り
、「
那
賀
郡
」
は
静
岡
県
、
和
歌
山
県
、
徳
島
県
、
島
根
県

に
あ
る
。
時
代
と
と
も
に
中
（
那
珂
・
那
賀
）
の
位
置
も
変
わ
る
も
の
の
、
命
名
の
時
期
か
ら
歴
史
の
意
味
が
読
み

解
け
る
地
名
で
あ
る
。

中
村
地
名
は
全
国
に
分
布
す
る
。
高
知
県
四
万
十
市
の
旧
市
名
は
「
中
村
市
」
で
、
郷
村
制
の
中
村
が
町
制
施
行

の
と
き
に
中
町
で
は
語
呂
合
わ
せ
が
悪
い
の
か
中
村
町
と
な
り
、
中
村
市
と
な
っ
た
も
の
。

同
じ
よ
う
な
地
名
に
「
土
居
」
が
あ
る
。
旧
宇
摩
郡
土
居
町
と
あ
る
が
こ
れ
は
地
理
的
中
央
と
い
う
よ
り
政
治
的

な
中
央
の
土
居
（
土
豪
の
屋
敷
）
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
。
県
庁
所
在
地
な
ど
の
住
居
表
示
に
「
丸
の
内
」「
堀
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ノ
内
」
が
よ
く
あ
る
が
こ
れ
も
土
居
と
同
じ
で
曲
輪
の
内
側
を
意
味
す
る
城
の
設
え
で
あ
る
。

愚草の川柳集⑪選

「たぶれしや」

2017 / 夏

たぶれしは瑞穂の国のかかし哉

火刑にしたくなるよな悪女かな

腰紐とダテメガネが閲兵し

おもらしの教育勅語朗唱し

※稲田朋美への川柳。「教育勅語のどこがいけな

いのか」と文科省に聞く稲田防衛相は教育勅語

を読んだことがあるのかと疑う。「常ニ国憲ヲ重

ジ、国法ニ遵ヒ」はあんたが一番遵守しなければ

ならないトコロですよ。「たぶれ」の言葉はべつ

にして、狂気としかおもえない自己弁護士。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
十
八
日
目
（
四
国
中
央
市
三
島
～
65
～
三
好
市
池
田
町
）

愛
媛
県
四
国
中
央
市
三
島
朝
日
（
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
マ
イ
ル
ド
）

　
〜
　
二
〇･

六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
六
時
間
三
六
分

徳
島
県
三
好
市
池
田
町
佐
野
牛
頭
（
民
宿
岡
田
）　
　

活
動
日
記

四
国
中
央
市
の
「
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
マ
イ
ル
ド
」
の
朝
は
静
か
だ
っ

た
。
普
段
は
大
王
製
紙
な
ど
の
工
場
の
関
係
者
で
六
時
か
ら
ご
っ
た
返

す
と
い
う
が
、
今
日
は
日
曜
日
。
一
人
朝
食
を
取
っ
て
七
時
に
は
出
発

し
た
。
池
田
町
佐
野
の
「
民
宿
岡
田
」
に
予
約
し
た
と
こ
ろ
、
同
宿

だ
っ
た
「
へ
ん
ろ
の
南
く
ん
」
は
六
十
五
番
札
所
三
角
寺
か
ら
山
寺
の

六
十
六
番
札
所
雲
辺
寺
と
麓
の
六
十
七
番
札
所
大
興
寺
へ
と
向
か
う
と

い
う
。
南
く
ん
は
横
峰
寺
の
上
り
で
も
偶
然
出
く
わ
し
た
遍
路
仲
間
で

今
回
は
四
度
目
の
遭
遇
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
縁
な
の
で
遍
路
情
報
を
交

換
す
る
た
め
携
帯
電
話
を
登
録
し
た
。
雲
辺
寺
の
麓
の
「
民
宿
青
空

屋
」
で
泊
ま
り
た
か
っ
た
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
長
距
離
の
歩
行
で
無
理

が
た
た
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
宿
と
な
っ
た
。

三
角
寺
か
ら
椿
堂
に
足
を
進
め
る
と
「
平
山
」
集
落
で
土
佐
街
道
の

民宿岡田の錫杖座布団（三好市池田町）

四
国
遍
路  

十
八
日
目
（
四
国
中
央
市
三
島
～
65
～
三
好
市
池
田
町
）
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北
山
越
え
に
出
合
う
。
法
皇
山
脈
の
中
腹
に
広
が
る
往
来
の
拠
点
。
雲
辺
寺
へ
の
遍
路
、
箸
蔵
寺
、
金
比
羅
さ
ん
へ

の
参
詣
者
、
塩
の
行
商
人
、
殿
さ
ん
の
参
勤
交
代
な
ど
往
時
の
賑
わ
い
が
し
の
ば
れ
る
。
も
っ
と
進
む
と
伊
予
と
阿

波
の
国
境
と
な
る
「
境
目
峠
」。
切
り
通
し
の
峠
を
抜
け
左
へ
の
山
道
が
雲
辺
寺
へ
の
へ
ん
ろ
道
と
な
る
が
、
直
進

し
て
池
田
町
佐
野
の
宿
ま
で
い
っ
た
ん
降
り
る
こ
と
に
な
る
。

「
民
宿
岡
田
」
に
は
十
三
時
三
十
分
に
到
着
。
御
主
人
は
「
お
先
に
お
風
呂
を
ど
う
ぞ
」
と
い
い
、
大
き
な
錫
杖

を
洗
っ
て
、
部
屋
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
。
錫
杖
に
は
座
布
団
が
敷
か
れ
て
い
た
。

「
こ
れ
が
、
ヘ
ン
ロ
宿
の
真
骨
頂
だ
」

三
角
寺
（
第
六
十
五
番
札
所 
由ゆ

れ
い
ざ
ん

霊
山 

慈じ
そ
ん
い
ん

尊
院 

三さ
ん
か
く
じ

角
寺
）

御
詠
歌
：
お
そ
ろ
し
や
三
つ
の
角
に
も
い
る
な
ら
ば
　
心
を
ま
ろ
く
慈
悲
を
念
ぜ
よ

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）　
　
所
在
：
四
国
中
央
市
金
田
町
三
角
寺
甲

十
一
面
観
音
と
弘
法
大
師
と
弥
勒
仏
の
三
角
関
係
　
伊
予
最
後
の
霊
場
で
あ
る
。

縁
起
に
は
、「
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
に
弘
法
大
師
が
訪
れ
、
本
尊
の
十
一
面
観
音
像
を
彫
造
し
て
安
置
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
大
師
は
不
動
明
王
像
も
彫
ら
れ
、
三
角
の
護
摩
壇
を
築
い
て
二
十
一
日
間
、
国
家
の
安
泰
と
万
民
の

福
祉
を
祈
念
し
て
「
降
伏
護
摩
の
秘
法
」
を
修
法
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
護
摩
壇
の
跡
が
庫
裡
と
薬
師
堂
の
間
に
あ

る
「
三
角
の
池
」
の
中
の
島
と
し
て
現
存
し
、
寺
院
名
の
由
来
と
も
な
っ
て
い
る
。」
と
あ
る
。

寂
本
は
「
今
弥
勒
堂
を
存
す
。
慈
尊
院
の
名
思
い
ひ
あ
わ
す
。
も
と
阿
弥
陀
堂
、
文
殊
堂
、
護
摩
堂
、
雨
沢
龍
王
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等
、
種
々
の
宮
堂
相
並
ぶ
と
き
こ
え
た
り
。
社
の
前
に
池
有
。
大
師
の
時
、
此
池
よ
り
龍
王
出
て
大
師
御
覧
ぜ
し
と

な
ん
。（
中
略
）
当
寺
の
奥
の
院
は
金
光
山
仙
龍
寺
と
号
す
。
五
十
八
町
道
程
（
中
略
）
南
に
仙
人
堂
有
、
釈
迦
ヶ

岳
に
大
師
修
法
の
岩
窟
有
」
と
書
い
て
い
る
。
寂
本
は
絵
図
で
は
「
竜
王
山
」
と
し
て
い
る
が
こ
こ
で
は
釈
迦
ヶ
岳

と
な
っ
て
い
る
。

三
角
寺
も
往
古
は
「
三
角
関
係
」
だ
っ
た
よ
う
で
、
十
一
面
観
音
像
を
本
尊
と
す
る
三
角
寺
、
弘
法
大
師
を
本
尊

と
す
る
奥
の
院
・
仙
龍
寺
、
弥
勒
仏
を
本
尊
と
す
る
旧
奥
の
院
の
三
つ
巴
だ
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
五
来
重
は
「
旧
奥
の
院
が
も
と
の
遍
路
修
行
の
行
場
で
、
修
験
者
は
仙
人
堂
へ
下
っ
て
滝
行

や
窟
籠
り
を
し
て
い
ま
し
た
。
時
代
が
下
る
と
、
平
石
山
の
峰
を
越
え
て
く
る
遍
路
の
便
を
図
っ
て
、
山
麓
の
弥
勒

菩
薩
を
ま
つ
る
末
寺
の
慈
尊
院
へ
本
尊
十
一
面
観
音
を
下
ろ
し
て
、
三
角
寺
と
し
た
。
行
場
も
仙
人
堂
を
仙
龍
寺
と

し
て
独
立
し
て
、
谷
川
の
上
に
舞
台
造
り
の
十
八
間
の
回
廊
を
建
て
て
宿
坊
化
。
い
ま
仙
龍
寺
の
大
師
は
作
大
師
と

し
て
米
作
の
神
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
水
源
信
仰
が
あ
っ
た
か
ら
。」
と
推
考
す
る
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
愛
媛
県
四
国
中
央
市

　
柏
村
（
下
柏
町
）
瀧
の
宮
村
（
新
居
浜
市
滝
の
宮
町
か
）
長
谷
寺
（
新
長
谷
寺
）
横
尾
村
（
上
柏
町
・

横
尾
集
落
）
六
拾
五
番
由
霊
山
慈
尊
院
三
角
寺
（
六
十
五
番
札
所
三
角
寺
）
金
光
山
遍
照
院
仙
龍
寺
（
奥

の
院
仙
龍
寺
）
金
川
村
（
金
田
町
金
川
）
内
野
村
（
不
明
）
平
山
村
（
平
山
）
は
ん
た
村
（
金
田
町
半

田
）
り
や
う
け
村
（
川
滝
町
領
家
）
國
境
（
境
目
峠
）
邦
地
山
常
福
寺
（
常
福
寺
・
椿
堂
）
十
六
夜
桜
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（
不
明
）
た
い
を
村
（
田
尾
）
ね
ぎ
の
を
村
（
川
滝
町
下
山
・
葱
尾
集
落
）

■
徳
島
県
三
好
市

　
さ
の
村
（
池
田
町
佐
野
）

中
の
庄
村
（
四
国
中
央
市
中
之
庄
頭
王
）
に
通
称
「
へ
ん
ろ
わ
か
れ
」
の
分
岐
路
が
あ
る
。
讃
岐
街
道
は
こ
こ
で

左
側
に
進
み
市
街
地
へ
と
至
る
。
へ
ん
ろ
道
は
真
っ
す
ぐ
進
む
こ
と
に
な
る
。
武
四
郎
は
泊
ま
っ
た
宿
に
つ
い
て
は

詳
し
い
記
載
が
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
の
険
し
い
六
十
五
番
札
所
三
角
寺
や
奥
の
院
仙
龍
寺
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
中
の

庄
村
付
近
で
泊
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
長
谷
寺
」
の
段
に
「
観
音
の
霊
場
有
。
此
処
よ
り
讃
州
の
し
ま
じ
ま

皆
見
え
風
景
よ
ろ
し
き
地
也
。
ま
た
三
備
州
も
手
ニ
と
る
ご
と
く
見
ゆ
る
也
。
牛
頭
天
王
の
宮
并
ニ
薬
師
堂
、
か
ん

お
ん
堂
等
有
。
す
こ
し
行
而
横
尾
村
」
と
あ
る
。
眺
望
の
い
い
所
で
、
本
尊
が
十
一
面
観
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
地
元

で
昔
か
ら
「
観
音
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
る
。
新
四
国
曼
荼
羅
霊
場
八
十
八
ヶ
所
の
第
二
十
七
番
札
所
新
長
谷
寺
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
奈
良
長
谷
寺
の
本
尊
を
像
刻
す
る
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
彫
ら
れ
た
十
一
面
観
音
菩
薩
と
い
う
。
行

基
が
開
山
し
た
観
音
信
仰
の
聖
地
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
六
十
五
番
札
所
三
角
寺
、
奥
の
院
仙
龍
寺

へ
と
進
む
。
武
四
郎
は
常
福
寺
（
椿
堂
）
の
手
前
で
「
国
境
」
と
書
い
て
い
る
が
「
ね
ぎ
の
を
村
」
の
先
が
国
境

（
境
目
峠
）
で
あ
る
。

奥
の
院

五
来
重
は
『
四
国
遍
路
の
寺
』
で
「
四
国
霊
場
は
行
を
す
る
場
所
で
す
。
行
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
師
の
功
徳

を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
判
子
を
集
め
た
か
ら
功
徳
が
あ
る
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。」
と
述
べ
奥
の
院
を
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参
ら
な
い
と
本
来
の
四
国
遍
路
に
は
な
ら
な
い
と
喝
破
し
て
い
る
。
三
角
寺
の
奥
の
院
は
「
仙
龍
寺
」。
四
国
霊
場

全
体
の
総
奥
の
院
と
称
し
て
い
る
。

こ
の
仙
龍
寺
の
所
在
地
は
四
国
中
央
市
新
宮
町
馬
立
で
あ
る
。
こ
の
旧
新
宮
村
の
村
名
由
来
は
大
同
二
年

（
八
〇
七
）
に
紀
伊
国
新
宮
か
ら
熊
野
神
社
を
勧
請
し
た
こ
と
に
よ
る
。『
伊
予
新
宮
鎮
座
熊
野
神
社
由
緒
略
記
』
に

は
「
四
国
第
一
大
霊
験
十
二
社
宮
と
奉
唱
さ
れ
た
。
聖
護
院
（
天
台
修
験
の
本
山
派
）
御
門
跡
帳
面
に
こ
れ
あ
り
。

古
く
は
古こ

み美
村
と
申
す
と
こ
ろ
本
社
を
鎮
祭
。
伊
予
国
は
熊
山
、
阿
波
は
岩
津
限
り
、
土
佐
は
保
木
峰
、
讃
岐
は
こ

と
ご
と
く
皆
氏
子
場
と
し
て
熊
野
宮
の
牛
王
の
神
符
を
配
布
せ
り
」
と
あ
る
。
修
験
道
の
山
で
あ
る
西
の
剣
山
（
徳

島
県
）、
東
の
石
鎚
山
（
愛
媛
県
）
を
つ
な
ぐ
法
皇
山
脈
に
位
置
し
、
四
国
の
総
奥
の
院
と
い
わ
れ
る
仙
龍
寺
や
熊

野
神
社
が
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

武
四
郎
も
こ
の
奥
の
院
に
つ
い
て
「
金
光
山
遍
照
院
仙
龍
寺
　
従
三
角
寺
五
十
六
丁
。
則
三
角
寺
奥
院
と
云
。
阿

州
三
好
郡
也
。
夜
ニ
開
帳
す
る
故
ニ
遍
路
之
衆
皆
此
処
へ
来
り
一
宿
し
而
参
詣
す
。
灯
明
せ
ん
壱
人
前
拾
弐
銅
ヅ
ツ

也
。
本
堂
、
客
殿
皆
千
尋
の
懸
崖
ニ
建
侍
て
風
景
筆
状
な
し
易
か
ら
ず
。」
と
述
べ
る
。

ま
た
、
こ
の
奥
の
院
を
「
阿
州
三
好
郡
也
」
と
記
し
て
い
る
が
、
三
角
寺
の
法
皇
山
脈
を
越
え
て
銅
山
川
に
降
り

た
所
で
、
こ
の
地
は
新
宮
村
（
現
愛
媛
県
四
国
中
央
市
新
宮
馬
立
）
で
あ
る
。
こ
の
銅
山
川
は
幾
分
下
る
と
三
好
市

山
城
町
で
県
境
と
な
り
、
吉
野
川
に
合
流
す
る
こ
と
に
な
る
。
付
近
に
は
三
傍
示
山
（
一
一
五
八
メ
ー
ト
ル
）
が
あ

り
、
名
の
と
お
り
伊
予
、
阿
波
、
土
佐
の
三
国
の
境
を
な
す
山
で
あ
る
。
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平
山へ

ん
ろ
道
が
土
佐
街
道
と
合
流
す
る
地
が
交
通
の
要
所
・
平
山
で
あ
る
。
土
佐
街
道
は
楮
・
三
椏
・
碁
石
茶
な
ど

モ
ノ
を
運
ぶ
主
要
幹
線
で
あ
り
参
勤
交
代
の
道
。
へ
ん
ろ
道
は
金
毘
羅
詣
の
人
々
も
行
き
交
う
た
め
平
山
は
、
か
つ

て
は
宿
屋
（
旅
籠
屋
島
屋
）・
居
酒
屋
・
う
ど
ん
屋
な
ど
が
建
ち
並
び
、
さ
な
が
ら
宿
場
町
の
形
態
を
な
し
て
い
た

と
い
う
。

地名アラカルト④

－忘れられた神田－

　古来より、日常は辛い山や畑や田んぼで

の仕事。神の前に同化する日こそハレであ

り、非日常の米を食することができる。

週休二日でない「月一日の休養日」。それ

が、正月の若水迎えから田打ち正月の儀

式から霜月の収穫祭（新嘗祭）と種籾の聖

別儀式など折々の神事となってきたのだろ

う。私の母は、めでたい日に餅をつき、ぼ

た餅をまるめ、押し寿司をつくった。ここ

という時に米の力を借りずにはおれないの

が日本人なのだろう▼ハレの日に神事を賄

うためにあてがった田が「神田」である。

四万十町宮内には、正月田、五月田、七月

田、彼岸田、七日田、九日田、四時田、燈

明田、祝い田、神道田、説得田、馬附田、

神楽田などの小字が刻まれている▼農業機

械の普及によって共同の結いが廃り、野良

での共食もなくなってきた。土地から豊か

さをいただくのではなく、いかに肥料を施

し、生産性を上げどのように加工をして貨

幣経済の中で勝ち残るか。もはや投資と収

奪と競争の三次産業化した「農」となった

▼「神田」の役割が消えた田はムラ社会が

崩壊するシグナルなのだろうか。
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四
国
遍
路
　
十
九
日
目
（
三
好
市
池
田
町
～
66
・
67
・
68
・
69
～
観
音
寺
市
）

徳
島
県
三
好
市
池
田
町
佐
野
牛
頭
（
民
宿
岡
田
）

　
〜
　
二
九･

三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
四
九
分

香
川
県
観
音
寺
市
本
大
町
（
本
大
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
）

活
動
日
記

池
田
町
佐
野
の
「
民
宿
岡
田
」
を
七
時
十
五
分
に
出
立
。
靴
を
履
こ

う
と
す
る
と
乾
燥
剤
が
入
っ
て
い
た
。
な
ん
と
も
さ
り
げ
な
い
思
い
や

り
。
錫
杖
の
座
布
団
と
い
い
、
お
に
ぎ
り
の
お
接
待
弁
当
と
い
い
、
た

く
さ
ん
チ
カ
ラ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ち
づ
る
さ
ん
の
笑
顔
も
最
高
で
し
た
。

御
主
人
手
作
り
の
地
図
で
六
十
六
番
札
所
雲
辺
寺
へ
向
か
う
。
二
時

間
で
稜
線
に
た
ど
り
着
い
た
が
、
霧
雨
と
な
っ
た
。
気
温
も
今
季
一
番

の
寒
さ
で
雨
具
が
ち
ょ
う
ど
い
い
具
合
と
な
っ
た
。
雲
辺
寺
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
で
も
参
詣
で
き
る
と
あ
っ
て
山
寺
な
が
ら
今
ま
で
に
な
い
参
詣

者
が
い
た
。

「
大
興
寺
ま
で
食
べ
る
所
が
な
い
の
で
青
空
屋
さ
ん
に
昼
食
の
お
願

い
を
し
た
ら
」
と
納
経
所
で
お
助
け
の
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。「
民
宿

青
空
屋
」
も
遍
路
仲
間
で
は
有
名
な
宿
で
あ
る
。
雲
辺
寺
と
大
興
寺
の

66番札所雲辺寺の五百羅漢像（三好市池田町）

四
国
遍
路  

十
九
日
目
（
三
好
市
池
田
町
～
66
・
67
・
68
・
69
～
観
音
寺
市
）
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間
に
あ
り
昼
食
に
寄
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
留
守
風
な
の
で
ス
ル
ー
し
先
を
急
い
だ
。

武
四
郎
が
「
へ
つ
そ
う
村
」
と
し
る
す
地
名
が
小
松
尾
寺
（
大
興
寺
）
の
所
在
す
る
手
前
に
記
さ
れ
て
い
る
。
粟

井
と
か
奥
谷
と
か
の
集
落
は
見
え
る
が
「
へ
つ
そ
う
」
は
見
え
な
か
っ
た
。
白
藤
大
師
堂
で
民
宿
岡
田
の
お
接
待
お

に
ぎ
り
を
い
た
だ
く
。
大
師
堂
の
寄
進
者
石
板
に
「
ヤ
マ
ギ
シ
会
」
の
文
字
を
久
し
ぶ
り
に
目
に
し
た
。
ヤ
マ
ギ
シ

ズ
ム
生
活
実
験
地
が
観
音
寺
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
若
い
頃
、
鶴
見
俊
輔
が
『
思
想
の
科
学
』
誌
上
に
発
表
し
た
ヤ
マ

ギ
シ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
農
業
を
基
盤
と
し
た
山
間
の
共
同
体
に
共
感
し
た
論
考
を
覚
え
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
共
同

体
運
動
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
キ
ブ
ツ
」
も
あ
り
、
学
生
時
代
、
友
人
の
山
沖
幸
喜
が
熱
く
語
っ
て
い
た
。
全
共
闘
時

代
の
蜃
気
楼
の
よ
う
な
遠
い
記
憶
を
懐
か
し
く
思
っ
た
。

六
十
七
番
札
所
大
興
寺
は
雲
辺
寺
か
ら
下
っ
た
麓
の
際
を
い
く
つ
も
の
た
め
池
を
縫
う
よ
う
に
進
む
と
、
杜も

り

の
な

か
に
佇
ん
で
い
た
。
こ
こ
か
ら
三
豊
平
野
の
田
園
を
抜
け
、
観
音
寺
の
市
街
地
へ
と
向
か
う
。

六
十
八
番
札
所
神
恵
院
、
六
十
九
番
札
所
観
音
寺
は
同
じ
仁
王
門
と
納
経
所
を
併
用
し
て
い
る
不
思
議
な
札
所

だ
。
十
七
時
前
に
納
経
を
終
え
、
琴
弾
公
園
が
見
え
る
裏
山
の
琴
弾
山
へ
登
り
た
か
っ
た
が
時
間
が
な
い
。

今
日
の
宿
に
着
い
た
の
は
十
八
時
に
な
っ
て
い
た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
と
ア
パ
ー
ト
が
混
在
し
た
よ
う
な
「
本
大
ビ
ジ

ネ
ス
ホ
テ
ル
」。
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
利
用
で
二
千
七
百
九
十
五
円
と
は
驚
き
だ
。
そ
れ
に
千
円
の
地
域
ク
ー
ポ
ン
も

付
い
て
い
る
。
洗
濯
の
合
い
間
に
、
隣
が
「
大
阪
王
将
」
だ
っ
た
の
で
「
町
中
華
で
飲
ろ
う
ぜ
」
風
の
田
舎
で
は
で

き
な
い
体
験
を
し
て
み
た
。
作
法
は
玉
袋
筋
太
郎
の
真
似
で
、
瓶
ビ
ー
ル
の
大
を
注
文
し
、
喉
を
両
手
で
さ
す
り
気

道
を
確
保
し
、「
六·

三·

三
は
大
人
の
義
務
教
育
」
と
唱
え
て
、
注
い
だ
グ
ラ
ス
を
一
気
に
飲
み
ほ
す
。「
ぷ
あ
ー
」

と
毒
気
を
吐
き
出
す
の
が
生
臭
遍
路
の
修
行
で
あ
る
。「
大
阪
王
将
」
に
は
、
ハ
ー
フ
メ
ニ
ュ
ー
も
各
種
あ
る
の
で
一
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人
遍
路
に
は
最
適
だ
。
コ
ロ
ナ
禍
で
の
酒
場
は
久
し
ぶ
り
で
、
嬉
し
く
な
り
ち
ょ
っ
と
飲
み
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
明

日
の
七
十
番
札
所
本
山
寺
か
ら
七
十
八
番
札
所
郷
照
寺
ま
で
の
ロ
ン
グ
ル
ー
ト
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
二
十
二
時
に
眠
り

に
つ
い
た
。

雲
辺
寺
（
第
六
十
六
番
札
所 

巨き
ょ
ご
う
ざ
ん

鼇
山 

千せ
ん
じ
ゅ
い
ん

手
院 

雲う
ん
ぺ
ん
じ

辺
寺
）

御
詠
歌
：
は
る
ば
る
と
雲
の
ほ
と
り
の
寺
に
来
て
　
月
日
を
今
は
麓
に
ぞ
見
る

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
（
経
尋
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
延
暦
八
年
（
七
八
九
）　
　
所
在
：
徳
島
県
三
好
市
池
田
町
白
地
ノ
ロ
ウ
チ

「
四
国
高
野
」、
今
な
ら
天
空
寺
　
雲
辺
寺
は
四
国
霊
場
の
中
で
一
番
の
九
一
一
メ
ー
ト
ル
の
標
高
に
立
つ
札
所

で
「
四
国
高
野
」
と
呼
ば
れ
る
。

寂
本
は
「
雲
の
中
に
堂
宇
が
立
つ
。
雲
辺
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
の
も
、
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
」
と
い
い
、「
西

に
伊
予
国
、
北
に
中
国
地
方
の
国
々
、
東
南
に
讃
岐
、
阿
波
、
土
佐
の
三
国
が
眺
望
で
き
る
。
四
国
全
土
へ
広
が
り

四
国
坊
と
い
っ
て
四
か
寺
が
あ
っ
た
。
古
来
か
ら
讃
岐
国
の
札
所
に
属
す
」
と
述
べ
、
雲
辺
寺
の
縁
起
や
山
号
の
巨

鼇
山
（
大
亀
）
の
由
縁
を
記
す
。
ま
た
、
寂
本
の
雲
辺
寺
図
に
は
「
千
手
院
・
観
音
・
〇
体
佛
・
御
影
堂
・
五
所
権

現
」
と
あ
る
。

五
来
重
は
、
こ
の
巨
鼇
山
の
山
号
の
「
亀
」
や
、
本
尊
の
千
手
観
音
（
造
形
が
帆
掛
け
船
の
形
）
が
「
海
の
観

音
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
海
洋
信
仰
に
大
師
信
仰
が
加
わ
っ
て
雲
辺
寺
が
創
建
さ
れ
た
と
い
う
。

参
道
脇
の
五
百
羅
漢
五
百
体
の
石
像
群
は
圧
倒
的
な
迫
力
が
あ
る
。
平
成
十
年
か
ら
七
年
越
し
で
寄
進
に
よ
り
設
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え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
自
分
似
の
も
の
、
嫌
い
な
上
司
、
近
所
の
お
ん
ち
ゃ
ん
な
ど
探
し
当
て
る
の
が
楽
し
い
。
た

ぶ
ん
、
立
ち
止
ま
り
見
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。

大
興
寺
（
第
六
十
七
番
札
所 

小こ
ま
つ
お
ざ
ん

松
尾
山 

不ふ
ど
う
こ
う
い
ん

動
光
院 

大だ
い
こ
う
じ

興
寺
）

御
詠
歌
：
植
ゑ
置
き
し
小
松
尾
寺
を
眺
む
れ
ば
　
法
の
教
へ
の
風
ぞ
吹
き
ぬ
る

宗
派
：
真
言
宗
善
通
寺
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
天
平
十
四
年
（
七
四
二
）　
　
所
在
：
香
川
県
三
豊
市
山
本
町
辻

小
松
尾
と
い
う
熊
野
修
験
の
寺
　
六
十
七
番
札
所
大
興
寺
は
熊
野
修
験
の
色
濃
い
札
所
で
あ
り
、
真
言
と
天
台
が

同
居
し
、
本
堂
の
左
が
大
師
堂
で
右
が
天
台
大
師
堂
と
な
っ
て
い
る
。
熊
野
神
社
を
探
し
た
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。

後
で
地
図
を
見
て
み
る
と
本
堂
の
裏
側
に
小
松
尾
地
区
集
会
所
と
熊
野
三
所
権
現
の
社
が
あ
っ
た
。
寺
の
歴
史
の
一

つ
に
熊
野
権
現
を
鎮
守
す
る
神
宮
寺
と
し
て
の
時
代
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
四
国
八
十
八
ヶ
所
は
弘
法
大
師
の
脈
絡

を
中
心
に
縁
起
を
説
明
し
て
い
る
が
、
実
際
は
熊
野
修
験
や
高
野
聖
、
六
部
の
修
行
僧
な
ど
多
様
な
人
々
に
支
え
ら

れ
綿
々
と
繋
が
れ
て
き
た
の
だ
。
本
堂
の
左
側
に
大
師
堂
が
あ
り
、
右
側
に
は
天
台
大
師
堂
が
あ
る
の
も
そ
の
多
様

性
を
示
し
て
い
る
。

熊
野
三
社
信
仰
の
発
祥
と
成
立
に
つ
い
て
は
、
豊
島
修
の
『
熊
野
信
仰
と
修
験
道
』
に
詳
し
い
が
、
要
約
す
る

と
、
熊
野
三
所
権
現
は
那
智
・
速
玉
・
本
宮
の
三
所
を
祀
る
も
の
で
、
那
智
の
主
神
は
熊
野
牟
須
美
大
神
（
伊
弉
冉

尊
・
本
地
仏
は
千
手
観
音
）、
速
玉
の
主
神
は
速
玉
之
男
神
（
伊
弉
諾
尊
・
本
地
仏
薬
師
如
来
）、
本
宮
の
主
神
は
熊

野
家
津
美
御
子
大
神
・
本
地
仏
阿
弥
陀
如
来
）
で
あ
る
。
那
智
と
速
玉
は
「
海
の
熊
野
」
と
呼
ば
れ
紀
州
の
海
岸
線
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と
な
る
大
辺
路
が
「
海
の
修
験
」
と
し
て
の
行
場
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
本
宮
は
「
山
の
熊
野
」
と
呼
ば
れ
田
辺
市
か

ら
本
宮
へ
向
か
う
中
辺
路
が
「
山
の
修
験
」
と
し
て
の
行
場
で
あ
っ
た
と
い
う
。
熊
野
と
吉
野
大
峰
山
を
結
ぶ
大
峰

山
修
行
路
が
十
一
世
紀
初
頭
に
開
か
れ
て
、「
那
智
」
を
中
心
に
成
立
し
た
「
海
の
修
験
」
か
ら
「
山
の
修
験
」
の

「
本
宮
」
に
中
心
が
移
行
し
て
い
っ
た
と
あ
る
。

寂
本
の
小
松
尾
寺
図
に
は
、
熊
野
・
薬
師
・
大
師
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
石
段
の
下
に
大
興
寺
が
描
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
も
熊
野
と
本
地
仏
薬
師
如
来
を
祀
る
社
僧
が
住
む
別
当
寺
が
大
興
寺
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、
真
言
と
天
台
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
初
に
熊
野
修
験
（
聖
護
院
・
本
山
派
）
が
天
台
僧
院
を
創
建

し
、
そ
の
後
弘
法
大
師
信
仰
が
興
隆
す
る
な
か
で
真
言
系
の
修
験
者
（
当
山
派
）
が
四
国
高
野
と
呼
ば
れ
る
雲
辺
寺

に
向
か
う
道
場
拠
点
と
し
て
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

神
恵
院
（
第
六
十
八
番
札
所 

七し
っ
ぽ
う
ざ
ん

宝
山 
神じ

ん
ね
い
ん

恵
院
）

御
詠
歌
：
笛
の
音
も
松
吹
く
風
も
琴
弾
く
も
　
歌
う
も
舞
う
も
法
の
声
々

宗
派
：
真
言
宗
大
覚
寺
派
　
　
本
尊
：
阿
弥
陀
如
来
　
　
開
基
：
日
証
上
人

創
建
：
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）　
　
所
在
：
観
音
寺
市
八
幡
町

二
つ
の
札
所
と
一
つ
の
納
経
所
　
神
恵
院
と
観
音
寺
の
納
経
所
は
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
一
度
に
二
つ
の
札
所
詣

り
が
で
き
る
の
で
、
歩
き
遍
路
は
助
か
っ
た
気
分
に
も
な
る
が
、
そ
れ
な
ら
岩
本
寺
と
金
剛
福
寺
の
間
と
な
る
中
村

（
四
万
十
市
）
に
で
も
札
所
を
譲
っ
た
ら
い
い
の
に
と
も
思
う
。

神
恵
院
は
、
明
治
の
神
仏
分
離
で
琴
弾
八
幡
宮
の
本
地
仏
・
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
し
て
い
た
当
時
の
札
所
・
本
地
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堂
を
廃
寺
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
観
音
寺
が
そ
れ
を
引
き
受
け
た
と
い
う
経
緯
で
あ
る
。

琴
弾
八
幡
宮
を
越
す
と
寛
永
通
宝
の
砂
絵
で
有
名
な
有
明
浜
と
な
る
。
粒
子
の
細
や
か
な
砂
浜
で
踏
め
ば
キ
ュ

キ
ュ
と
音
が
す
る
鳴
き
砂
現
象
の
あ
る
所
を
「
琴
ヶ
浜
」
と
呼
び
、
琴
姫
伝
説
も
語
ら
れ
る
。
全
国
に
二
十
カ
所
は

あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
琴
弾
は
そ
れ
に
由
来
し
た
地
名
だ
ろ
う
。
こ
の
有
明
浜
は
今
で
は
四
国
で
一
番
有
名
な
マ
テ

貝
掘
り
の
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
。

寂
本
の
琴
弾
八
幡
図
に
は
、
琴
弾
山
（
七
宝
山
）
の
高
み
に
本
社
が
あ
り
そ
の
両
脇
に
住
吉
社
と
武
内
社
が
鎮
座

し
、
下
り
な
が
ら
、
若
宮
社
、
天
神
社
、
舞
台
が
あ
り
、
鳥
居
の
両
脇
に
弁
才
天
、
鹿
嶋
社
、
そ
の
隣
に
本
地
堂
、

十
王
堂
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

観
音
寺
（
第
六
十
九
番
札
所 

七し
っ
ぽ
う
ざ
ん

宝
山 
観か

ん
の
ん
じ

音
寺
）

御
詠
歌
：
観
音
の
大
悲
の
力
強
け
れ
ば
　
お
も
き
罪
を
も
引
き
あ
げ
て
た
べ

宗
派
：
真
言
宗
大
覚
寺
派
　
　
本
尊
：
聖
観
音
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
日
証
上
人

創
建
：
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）　
　
所
在
：
観
音
寺
市
八
幡
町

琴
弾
八
幡
宮
の
神
宮
寺
　
琴
弾
八
幡
宮
の
神
宮
寺
と
し
て
宝
光
院
を
建
立
。
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
弘
法
大
師
は

こ
の
寺
の
第
七
世
住
職
と
し
て
入
山
し
、
琴
弾
山
の
中
腹
に
中
金
堂
、
東
金
堂
、
西
金
堂
な
ど
を
建
立
し
、
中
金
堂

に
本
尊
と
す
る
聖
観
音
菩
薩
堂
を
安
置
し
寺
名
を
七
宝
山
観
音
寺
に
改
め
た
と
い
う
。
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武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
徳
島
県
三
好
市

　
さ
の
村
（
池
田
町
佐
野
）
六
拾
六
番
巨
鼇
山
千
手
院
雲
邊
寺
（
六
十
六
番
札
所
雲
辺
寺
）

■
香
川
県
観
音
寺
市

　
へ
つ
そ
う
村
（
粟
井
町
別
所
集
落
）
つ
じ
村
（
山
本
町
辻
）
六
十
七
番
小
松
尾
山
醫
王
院
大
興
寺

（
六
十
七
番
札
所
大
興
寺
）
植
田
村
（
植
田
町
）
七
寶
山
神
照
院
普
門
寺
（
不
明
）
観
音
寺
町
（
観
音
寺

町
）
六
十
八
番
琴
弾
八
幡
宮
（
六
十
八
番
札
所
神
恵
院
）
六
十
九
番
七
寶
山
神
惠
院
観
音
寺
（
六
十
九
番

札
所
観
音
寺
）
生
木
の
不
動
（
生
木
地
蔵
）
か
う
か
村
（
小
岡
）
流
岡
村
（
流
岡
町
）
不
動
瀧
（
不
動

滝
）
吉
岡
村
（
吉
岡
町
）

武
四
郎
は
雲
辺
寺
へ
の
へ
ん
ろ
道
を
さ
の
村
（
池
田
町
佐
野
）
か
ら
の
急
登
を
選
ん
で
い
る
。
六
十
六
番
札
所
雲

辺
寺
は
讃
岐
分
と
し
て
数
え
ら
れ
る
が
、
所
在
は
武
四
郎
が
記
す
「
阿
州
三
好
郡
は
く
ち
村
（
池
田
町
白
地
）」
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
六
十
七
番
札
所
大
興
寺
へ
下
る
道
筋
に
つ
い
て
「
是
よ
り
打
ぬ
け
に
小
松
尾
寺
へ
行
に
下
り
坂
道

よ
ろ
し
。
山
中
山
ワ
サ
ビ
多
し
。
と
る
こ
と
を
堅
く
禁
ず
る
也
。」
と
遍
路
ル
ー
ル
を
述
べ
て
い
る
。
武
四
郎
の
記

す
「
へ
つ
そ
う
村
」。
真
念
は
「
池
ふ
た
つ
有
ふ
た
つ
め
に
し
る
し
石
有
」
と
し
て
次
に
「
べ
つ
そ
う
村
此
間
野
原
」

と
記
し
て
い
る
。
二
つ
の
池
は
粟
井
町
の
新
池
と
岩
鍋
池
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
原
集
落
付
近
と
思
わ
れ
る
。

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』「
香
川
県
の
小
字
一
覧
」
に
粟
井
村
の
段
に
「
別
所
」「
本
荘
」「
向
本
荘
」
の
字
が
あ
る

こ
と
か
ら
「
別
所
」
の
転
訛
か
も
し
れ
な
い
。
別
所
は
寺
に
寄
宿
す
る
聖
な
ど
の
寄
宿
地
。

川
之
江
東
Ｊ
Ｃ
Ｔ
は
四
国
中
央
市
柴
生
町
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
柴
生
村
明
細
帳
に
「
べ
つ
そ
う
（
別
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宗
）」
の
枝
村
が
あ
り
、
柴
生
の
小
字
と
し
て
別
宗
が
あ
る
。
近
く
に
同
じ
地
名
が
あ
る
こ
と
は
共
通
に
意
味
す
る

も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
今
の
段
階
で
は
分
か
ら
な
い
。

生
木
地
蔵

武
四
郎
は
観
音
寺
を
打
っ
た
あ
と
「
生
木
の
不
動
」
を
詣
で
「（
観
音
寺
）
出
而
田
道
三
丁
程
行
而
道
の
傍
に
、

此
仏
像
古
来
よ
り
此
処
ニ
大
な
る
楠
有
し
が
、
去
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
二
月
十
七
日
夜
誰
と
も
し
れ
ず
不
動
の

尊
像
を
半
ニ
彫
た
り
し
と
。」
と
記
し
て
い
る
。
大
野
原
の
生
木
地
蔵
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
観
音
寺
市
指
定
文
化
財

と
な
っ
て
い
る
生
木
地
蔵
の
説
明
に
は
「
当
時
の
住
人
森
安
利
左
衛
門
豊
秀
が
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
一
人

娘
の
病
弱
を
案
じ
彫
り
上
げ
た
も
の
」
と
あ
る
の
で
こ
れ
に
違
い
な
い
。
た
だ
「
観
音
寺
か
ら
三
丁
」
と
か
、
次

が
「
か
う
か
村
（
小
岡
）・
流
岡
村
（
流
岡
町
）」
と
位
置
的
に
は
相
違
し
て
い
る
。
生
木
の
仏
像
も
「
不
動
」
と
し

て
い
る
が
、
不
動
は
仏
法
を
守
ら
な
い
も
の
を
調
伏
す
る
た
め
に
す
さ
ま
じ
い
忿
怒
相
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
地
蔵
は
坊
主
頭
で
豪
華
な
装
飾
品
は
な
く
錫
杖
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
素
朴
で
優
し
い
眼
差
し
。
形
が
全
く
違
う

の
で
武
四
郎
の
記
録
間
違
い
か
と
思
う
。

『
ミ
ス
テ
リ
ー
な
仏
像
』
は
観
音
寺
市
の
「
大
野
原
の
生
木
地
蔵
」
と
四
国
中
央
市
金
生
町
の
「
切
山
の
生
木
地

蔵
」
の
二
体
を
紹
介
し
て
い
る
。
切
山
の
生
木
地
蔵
は
二
代
目
で
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
仏
師
の
荻
田
文

昭
が
造
立
し
た
も
の
。
新
刻
像
は
今
で
も
み
ず
み
ず
し
く
綺
麗
に
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
。
へ
ん
ろ
道
か
ら
少
し
外

れ
て
お
り
時
間
の
都
合
で
寄
れ
な
か
っ
た
が
、
訪
ね
て
み
た
い
生
木
地
蔵
で
あ
る
。
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小
松
尾
寺
と
い
う
「
あ
だ
な
」

武
四
郎
も
「
小
松
尾
寺
」
と
度
々
述
べ
て
い
る
が
、
六
十
七
番
札
所
小
松
尾
山
醫
王
院
大
興
寺
の
通
称
で
あ
る
。

寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
の
記
録
に
「
辻
村
五
一
一
石
余
　
小
松
尾
五
四
石
余
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
辻
村
の
枝
村

と
し
れ
寺
領
周
辺
を
呼
ば
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
澄
禅
は
「
小
松
尾
寺
」、
真
念
は
「
六
十
七
番
小
松
尾
山
」
と
記
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
札
所
を
愛
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
所
は
東
寺
（
二
十
四
番
札
所
最
御
崎
寺
）、
津
寺
（
二
十
五

番
札
所
津
照
寺
）、
西
寺
（
二
十
六
番
札
所
金
剛
頂
寺
）、
足
摺
山
（
三
十
八
番
札
所
金
剛
福
寺
）、
寺
山
（
三
十
九

番
札
所
延
光
寺
）、
稲
荷
（
四
十
一
番
札
所
龍
光
寺
）、
菅
生
山
（
四
十
四
番
札
所
大
宝
寺
）、
佐
礼
山
（
五
十
八
番

札
所
仙
遊
寺
）
が
あ
る
。
へ
ん
ろ
石
も
愛
称
で
刻
ま
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

ち
な
み
に
観
音
寺
は
十
六
番
札
所
観か

ん
お
ん
じ

音
寺
と
六
十
九
番
札
所
観か

ん
の
ん
じ

音
寺
と
二
つ
の
札
所
が
あ
る
が
読
み
が
違
う
。
ま

た
大
日
寺
も
四
番
札
所
大
日
寺
と
十
三
番
札
所
大
日
寺
と
二
十
八
番
札
所
大
日
寺
の
三
ヶ
寺
あ
り
、
国
分
寺
は
十
五

番
札
所
國
分
寺
、
二
十
九
番
札
所
国
分
寺
、
五
十
九
番
札
所
国
分
寺
、
八
十
番
札
所
国
分
寺
と
四
県
全
部
の
国
分
寺

が
札
所
と
な
っ
て
い
る
。

　
読
み
の
間
違
い
や
す
い
札
所
を
個
人
的
に
挙
げ
る
と
、
十
一
番
札
所
藤ふ

じ
い
で
ら

井
寺
、
二
十
四
番
札
所
最ほ

つ
み
さ
き
じ

御
崎
寺
、
二
十

五
番
札
所
津

し
ん
し
ょ
う照

寺じ

、
三
十
二
番
札
所
禅ぜ

ん

師じ

ぶ

じ
峰
寺
、
四
十
三
番
札
所
明め

い
せ
き
じ

石
寺
、
五
十
三
番
札
所
円え

ん
み
ょ
う
じ

明
寺
、
五
十
四
番
札

所
延え

ん
め
い
じ

命
寺
、
六
十
四
番
札
所
前ま

え
が
み
じ

神
寺
、
六
十
五
番
札
所
三さ

ん
か
く
じ

角
寺
、
六
十
八
番
札
所
神じ

ん
ね
い
ん

恵
院
、
七
十
番
札
所
本も

と
や
ま
じ

山
寺
、

七
十
一
番
札
所
弥い

や
だ
に
じ

谷
寺
、
七
十
四
番
札
所
甲こ

う
や
ま
じ

山
寺
、
七
十
六
番
札
所
金こ

ん

倉ぞ
う
じ寺

、
八
十
二
番
札
所
根ね

ご
ろ
じ

香
寺
。
五
十
三
番

札
所
円え

ん
み
ょ
う
じ

明
寺
と
五
十
四
番
札
所
延え

ん
め
い命

寺じ

の
元
の
名
称
は
同
じ
「
圓
名
寺
」
で
あ
っ
た
が
前
後
の
札
所
、
混
同
を
避
け

る
た
め
に
明
治
の
こ
ろ
通
称
の
延
命
寺
を
寺
号
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
寺
を
「
て
ら
」
と
訓
読
み
す
る
の
は
藤
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井
寺
だ
け
で
あ
る
が
、
藤
井
寺
球
場
が
有
名
な
の
で
読
み
間
違
い
は
な
い
よ
う
だ
。
語
尾
に
寺
の
付
か
な
い
札
所

は
、
五
十
五
番
札
所
南
光
坊
、
六
十
八
番
札
所
神
恵
院
の
二
つ
で
あ
る
。

地名アラカルト⑤

－行路の安全を守る岐神－

　

桂井和雄氏は「高知県下の船戸の地名は、かつ

て行路の安全を守る道の神、岐神（ふなと）が

祭られていたことであろう。」と述べ県内の船

戸地名を紹介している（土佐民俗選集Ⅱ「土佐

地名覚え書き」ｐ 259）▼一方で、川は水運の

要であるとともにあちらとこちらを遮るモノで

もあったことから、その遮断性を克服するため

に、「渡し」を設えた。それを地名に刻んだもの

が「渡り上り」である。「船渡」のフナドもある

ことから、舟渡しの場所（戸）を示す「船戸」

もあるだろう▼奥四万十山の暮らし調査団が調

べた高知県下の全小字 116，991 ヶ所に、「船戸・

舟戸地名」が 94 ヶ所、「渡り上り」が 52 ヶ所

刻まれている▼大字若しくは集落名で分布検索

をするのには「電子国土 Web（下記の QR コー

ド）」が便利だ。このサイトで「船戸」を検索す

ると高知県に４ヶ所見えるが、中国、瀬戸内、

九州、高知県幡多地方に分布していないことが

わかる。

　　　　　　　　　　　　　 電子国土 Web
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四
国
遍
路
　
二
十
日
目
（
観
音
寺
市
～
70
・
71
・
72
・
73
・
74
・
75
・
76
・
77
～
坂
出
市
）

香
川
県
観
音
寺
市
本
大
町
（
本
大
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
）

　
〜
　
三
七･

七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
二
八
分

Ｊ
Ｒ
予
讃
線
「
丸
亀
駅
」

香
川
県
坂
出
市
久
米
町
（
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
坂
出
）

活
動
日
記

雲
辺
寺
の
標
高
は
九
一
一
メ
ー
ト
ル
で
札
所
の
中
で
一
番
高
い
所
に

あ
る
。
昨
日
の
そ
の
下
り
が
足
に
ボ
デ
ィ
ブ
ロ
ー
の
よ
う
な
痛
み
を
蓄

え
て
い
る
よ
う
だ
。

　
七
十
番
札
所
本
山
寺
の
近
く
に
あ
る
「
本
大
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
」
を
七

時
前
に
出
立
。
今
日
は
、
本
山
寺
を
皮
切
り
に
、
十
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

歩
い
た
の
ち
五
百
段
を
超
え
る
石
段
を
上
る
七
十
一
番
札
所
弥
谷
寺
が

あ
る
。
そ
こ
か
ら
七
十
二
番
札
所
曼
陀
羅
寺
、
七
十
三
番
札
所
出
釈
迦

寺
、
七
十
四
番
札
所
甲
山
寺
、
七
十
五
番
札
所
善
通
寺
、
七
十
六
番
札

所
金
倉
寺
、
七
十
七
番
札
所
道
隆
寺
、
七
十
八
番
札
所
郷
照
寺
の
九
つ

の
札
所
を
回
る
予
定
で
、
坂
出
に
宿
を
予
約
し
た
。

大
き
な
間
違
い
は
、
距
離
の
歩
行
時
間
だ
け
を
計
算
し
て
、
参
拝
の

四
国
遍
路  

二
十
日
目
（
観
音
寺
市
～
70
・
71
・
72
・
73
・
74
・
75
・
76
・
77
～
坂
出
市
）

70番札所本山寺（三豊市豊中町）
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時
間
を
加
味
し
て
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
道
隆
寺
で
十
七
時
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

昼
飯
抜
き
で
、
保
存
食
の
チ
ー
ズ
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
カ
ロ
リ
ー
バ
ー
を
食
べ
な
が
ら
歩
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
あ
と
三
時
間
歩
く
力
は
な
い
。
道
隆
寺
か
ら
Ｊ
Ｒ
丸
亀
駅
ま
で
歩
き
坂
出
駅
ま
で
電
車
を

利
用
し
て
「
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
坂
出
」
に
到
着
し
た
の
は
十
八
時
三
十
分
を
過
ぎ
て
い
た
。

そ
れ
に
し
て
も
「
歩
道
」
は
、
車
道
の
付
録
。
縁
石
ご
と
に
か
さ
上
げ
さ
れ
た
歩
道
は
段
差
の
連
続
で
疲
れ
て
く

る
と
腹
の
中
に
怒
り
も
た
ま
っ
て
く
る
が
、
我
慢
し
て
歩
く
。
こ
れ
も
修
行
と
い
う
こ
と
か
。
国
道
や
県
道
な
ど

「
道
路
構
造
令
」
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
る
が
、
設
計
思
想
が
車
中
心
の
考
え
な
の
だ
ろ
う
。「
四
国
遍
路
道
を
世
界
遺

産
に
」
の
運
動
も
色
あ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
。

四
国
の
札
所
に
は
長
宗
我
部
軍
の
焼
き
討
ち
の
話
が
至
る
所
に
あ
る
。
天
正
の
兵
火
で
本
山
寺
侵
入
の
際
、
住
職

に
刃
を
か
け
た
と
こ
ろ
脇
仏
の
阿
弥
陀
如
来
の
右
手
か
ら
血
が
流
れ
落
ち
、
驚
い
た
長
宗
我
部
軍
は
退
去
し
本
堂
は

兵
火
を
免
れ
た
と
い
う
。

今
日
参
拝
し
た
八
つ
の
札
所
の
多
く
が
神
仏
習
合
の
痕
跡
を
残
し
て
い
た
。
弥
谷
寺
は
山
全
体
が
修
験
行
場
で
あ

り
霊
山
で
あ
っ
た
。
道
隆
寺
の
大
師
堂
の
裏
側
に
妙
見
宮
が
あ
る
。

明
日
か
ら
は
「
欲
」
の
煩
悩
を
抑
え
た
、
余
裕
の
あ
る
歩
き
方
に
し
よ
う
。

本
山
寺
（
第
七
十
番
札
所 

七し
っ
ぽ
う
ざ
ん

宝
山 

持じ
ほ
う
い
ん

宝
院 

本も
と
や
ま
じ

山
寺
）

御
詠
歌
：
も
と
や
ま
に
誰
か
植
江
け
る
花
な
れ
や
　
春
こ
そ
た
を
れ
た
む
け
に
ぞ
な
る

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
馬
頭
観
音
　
　
開
基
：
弘
法
大
師
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創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
三
豊
市
豊
中
町
本
山
甲

本
当
の
奥
の
院
は
興
隆
寺
跡
　
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
平
城
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
「
長
福
寺
」
を
開
基
し
、
天
正

の
兵
火
で
長
宗
我
部
軍
が
侵
攻
の
後
、「
本
山
寺
」
と
な
っ
た
と
あ
る
。

七
宝
山
の
山
号
は
神
恵
院
、
観
音
寺
と
同
じ
で
あ
る
。

寂
本
の
本
山
寺
図
に
は
、
仁
王
門
と
思
わ
れ
る
所
の
左
側
に
五
所
権
現
が
あ
り
、
正
面
に
観
音
堂
。
そ
の
後
側
に

五
輪
塔
五
基
が
あ
っ
て
そ
の
北
に
籬
を
は
さ
ん
で
持
宝
院
と
な
っ
て
い
る
。

四
国
遍
路
情
報
サ
イ
ト
に
は
七
宝
山
宝
積
院
妙
音
寺
が
奥
の
院
と
し
て
い
る
が
、
五
来
重
は
「
本
山
寺
の
奥
の
院

は
、
も
と
長
福
寺
と
い
っ
た
よ
う
で
す
。
石
切
り
場
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
通
っ
て
本
山
寺
か
ら
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
山
の
中
に
入
る
と
、
寺
の
跡
が
あ
り
ま
す
が
、
参
道
に
は
鎌
倉
時
代
中
。
末
期
当
た
り
の
五
輪
塔
が
た
く
さ
ん

残
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
そ
の
中
で
も
完
全
な
姿
の
五
輪
塔
が
五
、六
基
本
山
寺
の
境
内
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
。
奥

の
院
の
寺
地
に
宝
篋
印
塔
が
二
基
残
っ
て
い
る
。
霊
場
に
行
か
れ
た
ら
、
ま
ず
奥
の
院
を
訪
ね
て
く
だ
さ
い
。
そ
う

す
る
と
そ
の
お
寺
の
本
質
が
よ
く
分
か
る
と
同
時
に
、
四
国
遍
路
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
が

分
か
っ
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
奥
に
入
る
と
滝
が
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
よ
る
と
、
こ
の
当
た
り
に
本
当
の
奥
の
院
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。」
と
奥
の
院
の
位
置
を
「
長
福
寺
跡
」
と
比
定
し
て
い
る
。『
西
讃
府
志
』
に
「
興
隆
寺
　

本
山
寺
ノ
奥
院
ト
云
　
本
尊
薬
師
佛
　
空
海
ノ
作
　
山
頭
ニ
岩
屋
、
求
聞
持
堂
、
及
古
石
塔
数
十
ア
リ
」（
国
立
国

会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
と
あ
り
、「
興
隆
寺
遺
跡
の
石
塔
群
」
は
三
豊
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
の
で
、
本
山
寺
の
奥
の
院
は
興
隆
寺
跡
で
り
、
そ
の
こ
と
を
五
来
重
は
長
福
寺
跡
と
記
述
し
た
の
だ
ろ
う
。

妙
音
寺
は
、
寺
伝
に
よ
る
と
白
鳳
五
年
、
七
世
紀
後
半
に
創
建
さ
れ
た
讃
岐
国
最
古
の
寺
院
と
あ
る
が
、
五
来
重
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の
い
う
奥
の
院
の
役
割
や
海
と
の
関
連
性
か
ら
す
る
と
疑
問
も
残
る
。

本
山
寺
の
本
尊
は
馬
頭
観
音
。
観
音
菩
薩
の
一
尊
で
あ
る
が
、
多
く
の
観
音
が
女
性
的
な
優
し
い
ま
な
ざ
し
と

な
っ
て
い
る
が
馬
頭
観
音
は
目
尻
の
上
が
っ
た
憤
怒
の
形
相
を
し
て
い
る
。「
馬
頭
」
の
名
称
か
ら
馬
に
結
び
つ
い

た
民
間
信
仰
と
な
り
、
荷
運
び
と
し
て
利
用
し
た
馬
の
供
養
塔
と
し
て
街
道
に
馬
頭
観
音
石
仏
が
祀
ら
れ
る
な
ど
日

本
独
特
の
馬
頭
観
音
信
仰
と
な
っ
た
。
へ
ん
ろ
道
に
も
多
く
の
馬
頭
観
音
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
馬
頭
観
音
の
あ

り
か
か
ら
、
往
古
の
街
道
ル
ー
ト
や
馬
捨
場
、
競
馬
場
の
跡
な
ど
を
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
。

弥
谷
寺
（
第
七
十
一
番
札
所 
剣け

ん
ご
ざ
ん

五
山 

千せ
ん
じ
ゅ
い
ん

手
院 

弥い
や
だ
に
じ

谷
寺
）

御
詠
歌
：
あ
く
に
ん
と
ゆ
き
つ
れ
な
ん
も
弥
谷
寺
　
た
だ
か
り
そ
め
も
良
き
と
も
ぞ
よ
き

宗
派
：
真
言
宗
善
通
寺
派
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）　
　
所
在
：
三
豊
市
三
野
町
大
見

こ
れ
ぞ
行
場
の
三
点
セ
ッ
ト
　
石
段
の
脇
に
は
岩
山
が
迫
り
そ
の
岩
壁
に
堂
宇
が
設
え
ら
れ
、
摩
崖
仏
が
そ
の
間

に
点
在
す
る
。
ま
さ
に
行
場
の
よ
う
な
弥
谷
寺
で
あ
る
。
山
岳
修
行
す
る
行
場
は
、
窟
籠
り
す
る
洞
窟
と
険
難
な
行

道
や
垢
離
を
と
り
滝
行
す
る
滝
が
立
地
要
件
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
山
号
か
ら
も
行
場
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
当
然
な
が
ら
弥
谷
山
は
霊
山
で
あ
り
海
に
向
け
龍
神
へ
火
を
焚
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

寂
本
の
弥
谷
寺
図
の
右
半
分
は
無
数
の
五
輪
塔
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
半
分
は
仁
王
門
か
ら
薬
師
窟
、
岩
松
窟
、

千
手
院
、
聞
持
窟
、
鎮
守
、
護
摩
窟
、
二
尊
、
弁
才
天
と
あ
り
途
中
に
は
摩
崖
仏
が
無
数
に
あ
り
、
弥
谷
山
の
最
上

段
に
観
音
堂
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
瀬
戸
内
の
島
々
の
人
が
死
者
供
養
に
来
る
霊
山
で
あ
る
。
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曼
荼
羅
寺
（
第
七
二
番
札
所 

我が

拝は
い

師し

山ざ
ん 

延え
ん
め
い
い
ん

命
院 

曼ま
ん

荼だ

ら

じ
羅
寺
）

御
詠
歌
：
わ
ず
か
に
も
曼
荼
羅
拝
む
人
は
た
だ
　
再
び
三
度
帰
ら
ざ
ら
ま
し

宗
派
：
真
言
宗
善
通
寺
派
　
　
本
尊
：
大
日
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
善
通
寺
市
吉
原
町

我
拝
師
は
「
わ
か
い
ち
」「
若
一
王
子
」　
弥
谷
寺
か
ら
山
中
の
へ
ん
ろ
道
を
抜
け
る
と
東
方
に
ラ
ク
ダ
の
こ
ぶ
の

よ
う
な
我
拝
師
山
の
姿
を
見
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
我
拝
師
山
を
曼
荼
羅
寺
と
出
釈
迦
寺
は
同
じ
山
号
と
す
る
。「
五
岳
山
」
の
一
つ
で
は
あ
る
が
信
仰
の
中
心

と
な
る
行
場
で
あ
る
。
五
来
重
は
西
行
『
山
家
集
』
の
「
そ
の
辺
の
人
は
、
わ
か
い
し
と
ぞ
申
し
な
ら
ひ
た
る
」
を

引
用
し
、「
わ
か
い
し
」
は
辺
路
に
多
い
若
一
王
子
の
こ
と
。
も
と
は
若
一
王
子
が
祀
ら
れ
て
い
て
地
元
で
は
「
わ

か
い
ち
」
と
い
っ
て
い
た
の
を
、
坊
さ
ん
が
弘
法
大
師
に
関
係
づ
け
て
「
我
拝
師
山
」
と
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

平
安
時
代
末
期
か
鎌
倉
時
代
初
期
の
弘
法
大
師
信
仰
か
ら
「
わ
か
い
ち
」
か
ら
「
わ
が
は
い
し
」
に
変
わ
り
、
さ
ら

に
「
我
拝
師
」
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
考
し
て
い
る
。

捨
身
岳
（
捨
身
ヶ
嶽
禅
定
）
と
い
う
別
名
が
あ
る
。
捨
身
は
修
行
の
場
で
あ
り
西
行
も
次
の
歌
の
詞
書
に
「
ま
ん

だ
ら
寺
の
行
道
ど
こ
ろ
へ
の
ぼ
る
は
、
よ
の
大
事
に
て
、
手
を
た
て
た
る
や
う
な
り
。」
と
、
曼
荼
羅
寺
の
行
場
で

あ
る
我
拝
師
山
に
登
っ
て
い
く
の
は
大
変
な
こ
と
で
、
切
り
立
っ
た
崖
の
よ
う
だ
と
描
い
て
い
る
。

　
　
め
ぐ
り
あ
は
む
こ
と
の
契
ぞ
た
の
も
し
き

　
　
　
　
　
き
び
し
き
山
の
誓
見
る
に
も

　
　 

　
　
　
　
　
　 

 
 

西
行
（
岩
波
文
庫
山
家
集
、
一
一
三
ペ
ー
ジ
）
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出
釈
迦
寺
（
第
七
十
三
番
札
所 

我が

拝は
い

師し

山ざ
ん 

求ぐ

聞も
ん

持じ

院い
ん 

出
し
ゅ
っ
し
ゃ釈

迦か

じ寺
）

御
詠
歌
：
迷
い
ぬ
る
六
道
衆
生
救
わ
ん
と
　
尊
き
山
に
出
づ
る
釈
迦
寺

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
釈
迦
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
奈
良
後
期
〜
平
安
時
代
前
期
　
　
所
在
：
善
通
寺
市
吉
原
町

捨
身
と
は
空
に
飛
ぶ
こ
と
　
澄
禅
は
、
曼
荼
羅
寺
に
荷
を
お
い
て
「
出
釋
迦
山
」
に
上
る
と
記
し
、「
近
年
、
堂

を
造
立
し
た
が
暴
風
で
一
夜
で
吹
き
崩
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
は
曼
荼
羅
寺
の
奥
の
院
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
か
ら
二
十
五
年
後
の
四
国
遍
路
を
綴
っ
た
寂
本
は
「
出
釋
迦
寺
」
と
し
て
、
昔
は
塔
が
あ
っ
た
が
、
西
行
の
こ
ろ

に
は
塔
の
礎
石
が
あ
っ
た
と
い
い
、
こ
の
山
は
五
岳
の
一
つ
で
昔
か
ら
堂
も
な
か
っ
た
が
宗
善
入
道
が
追
善
供
養
の

た
め
麓
に
建
立
し
た
そ
う
だ
と
述
べ
て
い
る
。
寺
の
縁
起
で
は
創
建
時
期
を
奈
良
後
期
～
平
安
時
代
前
に
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
か
。

甲
山
寺
（
第
七
十
四
番
札
所 

医い
お
う
ざ
ん

王
山 

多た
ほ
う
い
ん

宝
院 
甲こ

う
や
ま
じ

山
寺
）

御
詠
歌
：
十
二
神
味
方
に
持
て
る
戦
に
は
　
己
と
心
か
ぶ
と
山
か
な

宗
派
：
真
言
宗
善
通
寺
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
平
安
時
代
初
期
　
　
所
在
：
善
通
寺
市
弘
田
町

北
方
の
守
り
神
　
寂
本
は
、
昔
は
大
伽
藍
で
あ
っ
た
が
今
は
荒
涼
と
し
て
い
る
。
盛
衰
は
世
に
数
あ
る
こ
と
と
述

べ
、
甲
山
寺
図
に
は
薬
師
と
多
宝
院
の
堂
宇
と
岩
穴
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
岩
穴
に
は
毘
沙
門
天
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
四
天
王
の
一
つ
で
あ
り
、
北
方
の
守
護
神
で
あ
る
。
善
通
寺
の
北
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を
守
護
す
る
た
め
に
創
建
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

山
号
が
医
王
山
、
御
詠
歌
が
十
二
神
、
本
尊
が
薬
師
、
寺
名
が
甲
（
兜
）
と
く
れ
ば
、
頼
も
し
い
北
方
の
守
り
神

で
あ
る
。

善
通
寺
（
第
七
十
五
番
札
所 

五ご
が
く
ざ
ん

岳
山 

誕
た
ん
じ
ょ
う
い
ん

生
院 

善ぜ
ん
つ
う
じ

通
寺
）

御
詠
歌
：
我
す
ま
ば
よ
も
き
ゑ
は
て
じ
善
通
寺
　
ふ
か
き
ち
か
い
の
法
の
と
も
し
び

宗
派
：
真
言
宗
善
通
寺
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
善
通
寺
市
善
通
寺
町

西
院
と
東
院
の
大
伽
藍
　
寺
名
の
善
通
寺
は
、
弘
法
大
師
の
父
・
佐
伯
の
諱
「
善
通
（
よ
し
み
ち
）」
を
取
っ
て

「
善
通
寺
」
と
号
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
澄
禅
は
「
寺
号
・
院
号
は
大
師
の
舅
・
善
通
と
い
う
造
立
し
た
人
の
名
」

と
書
く
が
大
師
の
舅
も
意
味
不
明
だ
。
五
来
重
は
、
道
長
と
か
田
公
と
い
う
名
前
は
出
て
き
て
も
大
師
伝
の
ど
こ
に

も
善
通
な
る
人
物
は
で
で
こ
な
い
と
い
う
。『
南
海
流
浪
記
』
に
は
「
抑
善
通
之
寺
ハ
大
師
先
祖
ノ
俗
名
ヲ
即
寺
号

ト
為
ス
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
田
善
光
の
善
光
寺
の
よ
う
に
、
や
は
り
先
祖
の
聖
の
名
を
付
け
た
の
だ
ろ
う

と
推
考
す
る
。

山
号
の
五
岳
山
に
つ
い
て
、
寂
本
は
「
五
岳
と
は
香
色
山
、
筆
山
、
出
釈
迦
山
（
我
拝
師
山
）、
中
山
、
火
上
山

の
五
つ
の
峰
」
と
記
し
て
い
る
。

寂
本
の
善
通
寺
図
に
は
、
西
に
進
む
と
観
音
と
十
善
坊
が
あ
り
、
橋
を
渡
っ
て
仁
王
門
ら
し
き
門
を
く
ぐ
る
と
地

蔵
、
天
神
、
経
蔵
が
あ
り
、
左
に
誕
生
院
、
正
面
に
護
摩
堂
と
金
堂
、
大
師
堂
が
あ
る
。
そ
の
裏
に
香
色
山
が
描
か
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れ
て
い
る
。
橋
を
境
に
西
院
と
東
院
に
分
か
れ
て
い
る
。

東
院
は
伽
藍
と
呼
ば
れ
、
西
院
は
誕
生
院
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
四
国
一
の
大
寺
で
あ
る
。

金
倉
寺
（
第
七
十
六
番
札
所 

鶏け
い
そ
く
ざ
ん

足
山 

宝ほ
う
ど
う
い
ん

幢
院 

金こ
ん
ぞ
う
じ

倉
寺
）

御
詠
歌
：
ま
こ
と
に
も
神
仏
僧
を
ひ
ら
く
れ
ば
　
真
言
加
持
の
不
思
議
な
り
け
り

宗
派
：
天
台
寺
門
宗
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
和
気
道
善
　
　

創
建
：
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）　
　
所
在
：
善
通
寺
市
金
蔵
寺
町

天
台
修
験
の
開
祖
・
智
証
大
師
の
道
場
　
武
四
郎
は
「
智
證
大
師
誕
生
之
所
也
と
か
や
。
以
前
は
天
台
の
道
場
な

り
し
が
、
い
つ
と
な
く
真
言
ニ
変
ゼ
し
と
か
や
。
ま
た
寺
を
通
善
寺
（
※
マ
マ
）
と
も
云
る
よ
し
也
」
と
記
す
。

弘
法
大
師
の
姉
が
嫁
い
だ
先
の
和
気
氏
の
氏
寺
で
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
道
善
寺
は
地
名
の
金
倉
庄
に
ち
な

ん
で
金
倉
寺
に
改
め
た
。
姉
の
子
が
円
珍
（
智
証
大
師
）
で
、
弘
法
大
師
の
甥
に
当
た
る
。
円
珍
は
、
弘
仁
五
年

（
八
一
四
）
金
倉
に
生
ま
れ
、
十
五
歳
で
比
叡
山
に
上
り
十
二
年
籠
山
行
を
修
め
、
大
峰
、
葛
城
、
熊
野
三
山
を
回

峰
し
た
。
こ
の
円
教
・
密
教
・
修
験
の
三
道
融
会
を
掲
げ
る
天
台
修
験
（
本
山
派
）
の
開
祖
と
な
っ
た
の
が
智
証
大

師
円
珍
で
あ
る
。

円
珍
は
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
に
唐
に
渡
り
、
帰
国
後
、
延
暦
寺
の
第
五
代
座
主
と
な
っ
た
高
僧
で
あ
る
。
円

珍
死
後
、
比
叡
山
は
慈
覚
大
師
円
仁
の
「
山
門
派
」
が
主
流
派
と
な
り
、
円
珍
門
下
は
園
城
寺
（
三
井
寺
）
に
下
り

「
寺
門
派
」
の
拠
点
と
な
っ
た
。
園
城
寺
は
天
台
別
院
と
も
呼
ば
れ
、
東
大
寺
、
興
福
寺
、
延
暦
寺
と
と
も
に
本
朝

四
箇
大
寺
と
な
っ
た
。
円
珍
は
遣
唐
使
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
唐
で
修
法
し
た
「
入
唐
八
家
」（
最
澄
、
空
海
、
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常
暁
、
円
行
、
円
仁
、
恵
雲
、
円
珍
、
宗
叡
）
に
名
を
連
ね
て
い
る
。

そ
の
関
係
も
あ
っ
て
か
、
園
城
寺
の
荘
園
が
金
倉
庄
と
し
て
こ
の
地
に
あ
り
、
金
倉
寺
に
関
わ
る
『
金
蔵
寺
文

書
』
が
残
っ
て
い
る
。
百
通
以
上
の
古
代
・
中
世
を
物
語
る
貴
重
な
古
文
書
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
経
緯
を
た
ど
っ

た
の
か
は
不
明
だ
が
、
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
高
野
山
・
金
剛
三
昧
院
で
あ
る
。

道
隆
寺
（
第
七
十
七
番
札
所 

桑そ
う
た
ざ
ん

多
山 

明み
ょ
う
お
う
い
ん

王
院 

道ど
う
り
ゅ
う
じ

隆
寺
）

御
詠
歌
：
ね
が
い
を
ば
仏
道
隆
に
入
り
は
て
て
　
菩
提
の
月
を
見
ま
く
ほ
し
さ
に

宗
派
：
真
言
宗
醍
醐
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
和
気
道
隆

創
建
：
和
銅
五
年
（
七
一
二
）　
　
所
在
：
仲
多
度
郡
多
度
津
町
北
鴨
一
丁
目

第
五
世
理
源
大
師
は
真
言
修
験
の
中
興
の
祖
　『
香
川
叢
書
』
の
「
道
隆
寺
温
故
記
」
に
よ
る
と
、
延
暦
二
十
一

年
（
八
〇
二
）
和
気
朝
祐
が
堂
宇
を
建
立
し
、
道
隆
寺
と
号
し
た
。
朝
祐
の
父
が
道
隆
で
、
そ
の
兄
善
通
が
多
度
郡

に
善
通
寺
を
建
て
た
の
を
見
て
、
那
珂
郡
に
建
て
た
と
い
う
。
縁
起
に
よ
る
と
桑
園
の
大
木
で
薬
師
如
来
を
彫
り
堂

宇
を
建
立
し
た
こ
と
か
ら
、
桑
園
乙
長
寺
と
も
桑
多
寺
と
も
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
鎌
倉
期
は
一
時
衰
え
て
い
た
が
、

嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
八
月
、
鴨
庄
下
村
地
頭
沙
弥
本
西
（
堀
江
氏
）
が
田
畠
一
〇
四
町
余
を
寄
進
し
、
僧
円
信

を
助
け
て
伽
藍
を
修
造
し
て
新
た
に
御
影
堂
を
造
る
な
ど
し
て
再
興
、
氏
寺
と
し
た
と
い
う
。
第
三
世
住
職
に
法
光

大
師
、
第
四
世
住
職
に
智
証
大
師
、
第
五
世
住
職
に
理
源
大
師
と
名
だ
た
る
高
僧
が
住
持
を
務
め
た
。
法
光
大
師
は

弘
法
大
師
の
弟
、
真
雅
僧
正
と
い
わ
れ
た
。
智
証
大
師
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
天
台
修
験
の
開
祖
で
本
山
派
修
験
道

で
あ
る
。
理
源
大
師
は
聖
宝
と
名
乗
り
、
役
行
者
没
後
、
百
数
十
年
の
大
峯
山
を
再
開
し
、
修
験
道
の
教
儀
を
確
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立
。
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
京
都
の
東
、
醍
醐
山
に
醍
醐
寺
を
開
創
し
、
真
言
宗
醍
醐
派
の
基
を
固
め
、
真
言
密

教
を
核
と
し
た
当
山
派
修
験
の
総
本
山
と
な
る
。
修
験
道
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
。

道
隆
寺
の
隣
に
鎮
守
妙
見
神
社
が
あ
る
。
弘
法
大
師
信
仰
に
加
え
、
戦
国
期
頃
か
ら
妙
見
信
仰
で
妙
見
社
も
信
仰

を
集
め
た
と
い
う
。
妙
見
は
道
教
に
お
け
る
北
辰
信
仰
（
北
極
星
や
北
斗
七
星
）
で
あ
り
、
北
天
に
あ
っ
て
動
か
な

い
北
極
星
（
北
辰
）
は
宇
宙
を
支
配
す
る
最
高
神
と
さ
れ
た
。
仏
教
の
北
辰
妙
見
菩
薩
、
神
道
で
は
天
御
中
主
神

（
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
）
で
あ
る
。
妙
見
菩
薩
は
、「
妙
な
る
視
力
」
で
、
わ
が
国
で
は
密
教
や
修
験
道
で
重
要
視
さ

れ
て
い
っ
た
。
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
妙
見
は
、
各
地
に
妙
見
山
の
地
名
を
刻
む
と
と
も
に
、
古
来
よ
り
時
を
知
り

方
位
を
測
る
装
置
で
も
あ
っ
た
。
空
海
は
室
戸
岬
で
明
け
の
明
星
が
口
か
ら
体
中
に
入
り
、
宇
宙
と
一
体
と
な
る
悟

り
を
開
い
た
の
で
あ
る
が
、
空
海
も
全
国
を
遊
行
す
る
に
お
い
て
北
極
星
測
量
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
。
森
下
年
晃
は

『
星
の
巫
―
縄
文
の
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
』
で
、
全
国
の
星
地
名
の
分
布
か
ら
、
細
野
、
程
野
、
最
御
崎
寺
と
い
っ
た
星

の
転
訛
し
た
「
ホ
ソ
」「
ホ
ツ
」
地
名
を
含
め
、
縄
文
の
言
葉
、
縄
文
の
方
位
測
量
の
謎
を
解
く
面
白
い
論
考
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

寂
本
の
道
隆
寺
図
に
は
、
明
王
院
か
ら
境
内
に
入
る
と
正
面
に
薬
師
、
そ
の
右
に
妙
見
社
が
あ
り
、
周
辺
は
田
園

と
松
林
が
描
か
れ
る
。
江
戸
期
は
大
師
堂
も
な
く
簡
素
な
寺
社
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
香
川
県
三
豊
市

　
七
十
番
七
寶
山
持
寶
院
本
山
寺
（
七
十
番
札
所
本
山
寺
）
上
寺
村
（
不
明
）
伊
勢
林
村
（
不
明
）
笠
岡
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村
（
豊
中
町
笠
田
笠
岡
）
勝
間
村
（
高
瀬
町
下
勝
間
）
鞁
蓮
華
地
（
不
明
）
新
明
村
（
高
瀬
町
新
名
）
大

見
村
（
三
野
町
大
見
）
七
十
一
番
劔
五
山
千
手
院
弥
谷
寺
（
七
十
一
番
札
所
弥
谷
寺
）

■
香
川
県
善
通
寺
市

　
ひ
と
の
村
（
碑
殿
町
）
ミ
い
の
村
（
三
井
之
江
）
よ
し
原
村
（
吉
原
町
）
七
十
二
番
我
拝
師
山
延
命
院

曼
荼
羅
寺
（
七
十
二
番
札
所
曼
荼
羅
寺
）
七
十
三
番
我
拝
師
山
出
釋
迦
寺
（
七
十
三
番
札
所
出
釈
迦
寺
）

廣
田
村
（
弘
田
町
）
七
十
四
番
醫
王
山
多
寶
院
甲
山
寺
（
七
十
四
番
札
所
甲
山
寺
）
仙
遊
ヶ
原
（
仙
遊

町
）
白
方
村
（
西
白
方
）
海
岸
寺
（
海
岸
寺
）
善
通
寺
町
（
善
通
寺
町
）
懺
悔
橋
（
下
馬
橋
）
七
十
五
番

五
岳
山
誕
生
院
善
通
寺
（
七
十
五
番
札
所
善
通
寺
）
は
つ
か
橋
（
廿
日
橋
）
筆
山
（
筆
ノ
山
）
七
十
六
番

鶏
足
山
寶
幢
院
金
倉
寺
（
七
十
六
番
札
所
金
倉
寺
）
桂
村
（
葛
原
）
加
茂
村
（
北
鴨
）
七
十
七
番
桑
田
山

明
王
院
道
隆
寺
（
七
十
七
番
札
所
道
隆
寺
）
中
津
村
（
中
津
町
）
鹽
合
村
（
塩
屋
町
）
櫂
堀
光
明
庵
（
光

明
庵
・
櫂
堀
の
井
戸
）
丸
亀
（
丸
亀
城
下
）

本
山
寺
を
出
立
し
「
上
寺
村
」「
伊
勢
林
村
」
と
記
し
て
い
る
が
不
明
で
あ
る
。
弥
谷
寺
と
善
通
寺
は
絵
図
も
含

め
詳
細
に
記
録
し
て
お
り
、
我
拝
師
山
の
曼
荼
羅
寺
、
出
釈
迦
寺
や
甲
山
寺
、
海
岸
寺
と
弘
法
大
師
の
誕
生
と
修
行

の
故
地
が
続
く
。
弘
法
大
師
が
修
行
し
た
香
色
山
・
我
拝
師
山
・
筆
山
・
火
上
山
・
中
山
の
五
岳
山
や
屏
風
ヶ
浦
を

紹
介
し
大
師
誕
生
の
系
譜
も
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
歌
の
旅
人
・
西
行
上
人
の
庵
が
二
つ
あ
る
所
で
も
あ
る
。
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下
勝
間
の
宝
塔

武
四
郎
は
勝
間
村
の
段
で
「
道
よ
り
右
の
方
半
丁
斗
田
の
中
図
す
る
ご
と
き
宝
塔
有
。
土
俗
の
云
に
、
越
後
の

国
八
百
比
丘
尼
が
建
し
も
の
也
と
云
伝
ふ
」
と
し
て
絵
図
「
勝
間
村
宝
塔
之
図
」
を
描
い
て
い
る
。
全
国
的
に
も

例
を
見
な
い
異
形
十
三
重
塔
で
あ
る
。
現
在
の
名
称
は
「
威
徳
院
勝
造
寺
層
塔
（
八
百
比
丘
尼
塔
）」
と
言
わ
れ
て

い
る
。
武
四
郎
の
「
勝
間
村
宝
塔
之
図
」
を
読
ん
で
み
る
と
「（
梵
字
？
）
サ
、
ヒ
リ
、
ラ
、
パ
、
ア
ー
　
惣
高
天

大
余
、
裏
ニ
、
天
和
二
戌
年
（
一
六
八
二
）
三
月
六
日
と
彫
刻
〇
〇
…
…
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
地
元
の
解
説
に
は

「
一
層
か
ら
二
層
に
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
三
月
六
日
の
銘
、
塔
身
上
部
の
四
方
に
梵
字
が
刻
ま
れ
る
が
風
化
の

た
め
判
読
は
困
難
。
空
海
の
一
夜
建
立
、
若
狭
国
の
八
百
比
丘
尼
の
建
立
な
ど
を
伝
え
る
が
、
南
北
朝
期
の
戦
乱
で

犠
牲
に
な
っ
た
民
衆
の
供
養
塔
の
説
が
強
い
。
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
丸
亀
藩
主
京
極
高
豊
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ

た
（
石
塔
記
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
て
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。

武
四
郎
は
「
鞁
蓮
華
地
」
の
段
を
宝
塔
の
次
に
起
こ
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
不
明
で
あ
る
。

西
行
の
四
国
旅

奈
良
吉
野
の
「
西
行
庵
」
と
西
行
終
焉
の
地
・
河
内
の
弘
川
寺
の
「
西
行
の
円
塚
」
を
訪
ね
た
の
は
大
阪
が
コ
ロ

ナ
蔓
延
の
真
っ
た
だ
中
の
と
き
で
あ
っ
た
。
山
本
洋
夫
婦
の
随
行
と
し
て
吉
野
の
大
峰
修
験
道
場
・
桜
本
坊
を
参
詣

し
た
後
だ
っ
た
。
吉
野
の
桜
も
弘
川
寺
の
西
行
桜
も
ち
ょ
う
ど
の
見
頃
で
あ
っ
た
が
、
一
週
間
早
い
開
花
の
た
め
か

静
か
な
佇
ま
い
だ
っ
た
。
旅
に
生
涯
を
埋
め
た
西
行
が
生
き
た
平
安
末
期
。
時
代
の
潮
目
と
い
え
る
様
相
で
あ
っ
た
。

藤
原
義
清
（
西
行
）
は
、
摂
関
政
治
の
衰
退
と
白
河
法
皇
の
院
政
、、
武
士
の
台
頭
と
源
平
の
戦
い
、
有
力
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寺
社
領
・
荘
園
の
廃
退
と
僧
兵
化
、
末
法
思
想
に
よ
る
新
宗
教
運
動
、
そ
ん
な
混
沌
と
し
た
時
代
の
元
永
元
年

（
一
一
一
八
）
に
武
家
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
鳥
羽
院
の
下
北
面
武
士
と
し
て
二
十
二
歳
ま
で
奉
仕
し
て
い
た
。

出
家
（
僧
名
・
円
仁
）
し
た
の
が
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
で
、
失
恋
説
が
も
っ
ぱ
ら
の
動
機
で
あ
る
。

「
歌
聖
」
と
も
呼
ば
れ
た
歌
人
・
西
行
で
あ
っ
た
が
、
聖
は
「
高
野
聖
」
の
こ
と
で
あ
る
。
高
野
聖
は
、
僧
籍
の

な
か
で
は
低
い
身
分
と
み
ら
れ
る
が
、
出
家
し
高
野
聖
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
を
背
に
天
下
御
免
の
自
由
往
来

が
保
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
高
野
山
は
も
と
よ
り
奥
州
、
四
国
と
渡
り
歩
い
た
西
行
で
あ
る
が
、
歌
の
名
声
も
あ

り
、
高
野
聖
と
し
て
寺
社
の
勧
請
に
大
い
に
力
を
発
揮
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

四
国
に
来
た
訳
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
弘
法
大
師
の
故
地
を
巡
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
崇
徳
院
の
白
峯

陵
を
詣
で
る
こ
と
で
あ
る
が
、
八
十
一
番
札
所
白
峯
寺
の
段
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

『
山
家
集
』
の
詞
書
に
「
讃
岐
の
国
へ
ま
か
り
て
、
み
の
つ
と
申
す
津
に
つ
き
て
…
…
」「
讃
岐
に
ま
う
で
て
、

松
山
の
津
と
申
す
所
に
、
院
（
崇
徳
）
お
は
し
ま
し
け
む
御
あ
と
た
づ
ね
け
れ
ど
…
…
」「
白
峯
と
申
し
け
る
所

に
、
御
は
か
の
侍
り
け
る
に
ま
ゐ
り
て
」「
曼
荼
羅
寺
の
行
道
ど
こ
ろ
へ
登
る
は
、
世
の
大
事
に
て
…
…
」「
我
拝
師

山
と
そ
の
山
を
ば
申
す
な
り
。
そ
の
辺
り
の
人
は
、
わ
か
は
い
し
と
ぞ
申
し
な
ら
い
た
る
…
…
」「
大
師
の
お
は
し

ま
し
け
る
御
あ
た
り
の
山
に
、
庵
結
び
て
住
み
け
る
に
…
…
」
と
地
名
を
記
し
て
い
る
。

四
国
の
上
陸
地
は
讃
岐
国
の
「
み
の
つ
」
と
あ
る
。
国
土
地
理
院
の
地
形
図
を
読
む
と
荘
内
半
島
か
ら
塩
飽
諸
島

を
望
む
つ
け
根
に
宅
間
港
が
あ
り
、
併
せ
て
「
三
野
津
湾
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
こ
で
あ
ろ
う
。
周
辺
の
刻

ま
れ
た
地
名
を
読
み
取
れ
ば
、
中
世
の
三
野
津
（
津
は
湊
の
意
味
を
持
つ
）
は
現
在
の
宅
間
港
付
近
で
は
な
く
汐

木
山
・
山
条
山
・
葛
ノ
山
の
山
際
ま
で
深
く
入
り
込
ん
で
い
た
所
の
よ
う
で
、
地
形
図
に
は
汐
木
山
、
三
野
町
吉
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津
、
宗
吉
瓦
窯
跡
、
浅
津
、
砂
押
な
ど
海
岸
線
の
地
名
を
刻
ん
で
い
る
。
高
瀬
川
河
口
の
遠
浅
の
海
は
中
世
か
ら
干

拓
が
行
わ
れ
た
と
い
う
か
ら
塩
づ
く
り
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
汐
木
山
は
揚
げ
浜
式
製
塩
法
で
最
後

に
焚
き
上
げ
る
薪
の
採
取
地
と
な
る
の
が
「
塩
木
山
」
で
あ
る
。
香
南
市
香
我
美
町
上
分
に
「
四
沖
」、
高
知
市
春

野
町
甲
殿
に
「
塩
木
谷
」、
須
崎
市
多
ノ
郷
に
「
汐
木
」、
須
崎
市
土
崎
に
「
汐
木
割
」、
須
崎
市
押
岡
に
「
潮
木
」、

四
万
十
町
興
津
に
「
塩
木
山
」
が
あ
り
、
こ
れ
ら
塩
田
の
後
背
地
と
な
る
里
山
で
あ
る
こ
と
か
ら
間
違
い
な
か
ろ
う
。

武
四
郎
は
七
十
二
番
札
所
曼
荼
羅
寺
の
段
で
「
西
行
上
人
寓
居
の
舊
地
」「
笠
か
け
桜
」「
水
茎
の
岡
」。
七
十
五

番
札
所
善
通
寺
の
段
で
「
西
行
庵
」「
西
行
三
本
松
」
と
、
四
カ
所
に
西
行
故
地
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
な
に
ご
と
も
変
は
り
の
み
ゆ
く
世
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
な
じ
か
げ
に
て
す
め
る
月
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
行
（
続
拾
遺
五
九
五
）　
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四
国
遍
路
　
二
十
一
日
目
（
坂
出
市
～
78
・
79
・
80
・
81
・
82
～
高
松
市
）

香
川
県
坂
出
市
久
米
町
（
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
坂
出
）

Ｊ
Ｒ
予
讃
線
「
丸
亀
駅
」

　
〜
　
三
四･

七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
一
時
間
〇
三
分

こ
と
で
ん
バ
ス
「
根
香
口
」

香
川
県
高
松
市
西
の
丸
町
（
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
高
松
駅
前
）

活
動
日
記

　
坂
出
の
宿
を
立
ち
、
昨
日
終
点
の
丸
亀
駅
に
帰
っ
て
歩
き
は
じ
め

る
。
七
十
八
番
札
所
郷
照
寺
、
七
十
九
番
札
所
天
皇
寺
、
八
十
番
札
所

国
分
寺
を
打
っ
て
今
日
は
ゆ
っ
く
り
の
予
定
。
昼
近
く
「
山
下
う
ど
ん

店
」
を
見
つ
け
た
。「
う
ど
ん
県
」
の
香
川
で
初
の
う
ど
ん
と
な
る
。

店
構
え
は
通
り
か
ら
外
れ
た
奥
ま
っ
た
所
な
の
だ
が
多
く
の
客
が
詰
め

掛
け
て
い
る
。
香
川
県
は
う
ど
ん
で
食
費
を
節
約
し
て
そ
の
分
教
育
費

に
回
す
と
い
う
。
そ
の
日
暮
ら
し
の
酒
飲
み
県
と
は
違
い
、
ど
う
り
で

賢
そ
う
な
人
が
多
い
。
う
ど
ん
店
か
ら
小
高
い
坂
を
越
え
た
ら
国
分
寺

と
な
る
。
と
こ
ろ
が
十
三
時
前
に
国
分
寺
の
参
詣
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
つ
い
、
欲
が
出
た
。
明
日
は
雨
の
予
報
も
あ
る
の
で
、
山
寺
の

四
国
遍
路  

二
十
一
日
目
（
坂
出
市
～
78
・
79
・
80
・
81
・
82
～
高
松
市
）

79番札所天皇寺（坂出市）
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八
十
一
番
札
所
白
峯
寺
と
八
十
二
番
札
所
根
香
寺
を
打
つ
こ
と
に
し
た
。
途
中
、
何
度
か
出
会
っ
た
「
へ
ん
ろ
の
南

く
ん
」
に
再
会
。
天
皇
寺
、
白
峯
寺
、
根
香
寺
、
国
分
寺
の
ル
ー
ト
で
今
日
は
国
分
寺
の
宿
と
い
う
。
ギ
リ
ギ
リ
根

香
寺
を
十
七
時
前
で
間
に
合
う
と
の
話
を
い
た
だ
く
。
白
峯
寺
を
ゆ
っ
く
り
見
た
か
っ
た
の
だ
が
時
間
が
な
い
。
根

香
寺
を
十
六
時
四
十
分
と
時
間
内
で
着
い
た
も
の
の
、
下
山
が
大
変
だ
っ
た
。

納
経
所
で
「
Ｊ
Ｒ
鬼
無
駅
ま
で
二
時
間
。
香
西
付
近
の
バ
ス
停
ま
で
一
時
間
。
十
七
時
五
十
二
分
高
松
行
き
が
あ

る
」
と
の
こ
と
。
鬼
無
へ
向
か
っ
た
が
、
武
四
郎
が
香
西
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
踵
を
返
す
。
と
っ
ぷ
り

陽
の
落
ち
た
車
道
を
ラ
イ
ト
で
照
ら
し
ひ
た
す
ら
歩
く
。
バ
ス
停
「
根
香
口
」
で
時
計
を
見
た
ら
十
七
時
五
四
分
。

遅
延
を
期
待
し
て
十
八
時
ま
で
待
っ
た
が
通
っ
た
後
の
よ
う
だ
。
タ
ク

シ
ー
に
電
話
し
て
高
松
駅
の
宿
「
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
高
松
駅
前
」
ま
で
お
願

い
し
た
。
明
日
も
ま
た
「
根
香
口
」
か
ら
の
振
り
出
し
だ
。
短
い
行
程
計

画
が
か
え
っ
て
あ
だ
と
な
り
、
明
日
も
ま
た
昨
日
と
同
じ
後
戻
り
の
遍
路

旅
と
な
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
た
こ
と
か
疲
れ
が
な
い
。
酒
井
阿
闍
梨
の
千

日
回
峰
行
の
よ
う
に
錫
杖
を
鳴
ら
し
な
が
ら
気
張
っ
て
歩
い
た
の
が
良

か
っ
た
の
か
。
土
の
へ
ん
ろ
道
は
足
に
優
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

ホ
テ
ル
で
頂
い
た
千
円
の
地
域
ク
ー
ポ
ン
を
持
っ
て
近
く
の
居
酒
屋

「
六
車
」
で
乾
杯
と
な
っ
た
。

バス停根香口（高松市）
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郷
照
寺
（
第
七
十
八
番
札
所 

仏ぶ
っ
こ
う
ざ
ん

光
山 

広こ
う
と
く
い
ん

徳
院 

郷ご
う
し
ょ
う
じ

照
寺
）

御
詠
歌
：
踊
り
跳
ね
念
仏
申
す
道
場
寺
　
拍
子
を
揃
え
鉦
を
打
つ
な
り

宗
派
：
時
宗
　
　
本
尊
：
阿
弥
陀
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
神
亀
二
年
（
七
二
五
）　
　
所
在
：
綾
歌
郡
宇
多
津
町

四
国
の
玄
関
は
多
様
な
宗
派
の
道
場
　
御
詠
歌
に
「
道
場
寺
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
澄
禅
、
寂
本
と
も
に

道
場
寺
と
記
す
。
寂
本
の
道
場
寺
図
に
は
海
を
背
に
青
ノ
山
を
少
し
上
る
と
鐘
楼
堂
が
あ
り
正
面
に
阿
弥
陀
堂
が
あ

り
、
右
手
に
本
坊
ら
し
き
堂
宇
と
熊
野
社
が
描
か
れ
て
い
る
。

郷
照
寺
と
な
っ
た
の
が
い
つ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
寺
の
縁
起
で
は
、
理
源
大
師
が
こ
の
寺
で
籠
行
の
修
行
を
し

た
り
、『
南
海
流
浪
記
』
の
道
範
阿
闍
梨
が
配
流
先
の
仮
寓
と
な
っ
た
り
、
時
宗
の
一
遍
上
人
の
逗
留
先
で
あ
っ
た

り
と
か
、
四
国
の
玄
関
口
と
し
て
多
く
の
宗
派
が
関
わ
り
、
真
言
・
時
宗
の
法
門
が
伝
わ
る
こ
と
に
な
り
四
国
霊
場

で
も
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。
道
場
寺
の
寺
名
の
由
来
は
一
遍
上
人
が
三
カ
月
間
逗
留
し
融
通
念
仏
の
道
場
を
開
い

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
四
国
霊
場
唯
一
の
時
宗
寺
院
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
遍
の
口
称
念
仏
・
踊
り
念
仏
は
御

詠
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
共
通
す
る
の
が
庚
申
念
仏
で
あ
る
。

本
堂
の
隣
に
は
庚
申
堂
が
あ
る
。
庚
申
信
仰
は
中
国
の
道
教
を
基
に
仏
教
・
密
教
・
神
道
・
修
験
道
や
民
間
習
俗

と
絡
み
合
っ
た
歴
史
と
な
っ
て
庚
申
塔
や
庚
申
堂
が
建
て
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
は
庚
申
信
仰
が
一
番
盛
ん
な
時
期
で

あ
っ
た
と
い
う
。「
話
し
は
庚
申
の
晩
に
す
る
」
と
い
う
俗
言
が
今
に
伝
わ
り
、
庚
申
信
仰
（
庚
申
待
）
は
労
働
の

休
息
日
、
娯
楽
の
一
面
を
持
ち
、
一
夜
を
徹
し
て
楽
し
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
庚
申
講
を
担
っ
て
い
た
の
が
山
伏
・
行

者
の
修
験
者
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
広
江
清
の
『
近
世
土
佐
の
修
験
』
に
土
佐
の
事
例
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
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る
。
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
令
や
修
験
者
の
追
放
令
か
ら
庚
申
塔
は
撤
去
さ
れ
、
一
気
に
庚
申
信
仰
は
衰
退
し
て

い
っ
た
。

庚
申
塔
は
主
要
街
道
沿
い
や
賽
の
神
と
し
て
村
界
に
も
設
置
さ
れ
る
な
ど
「
道
標
」
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
庚

申
塔
を
結
ぶ
と
昔
の
往
来
道
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
、
そ
の
分
布
と
位
置
情
報
を
知
り
た
い
も
の
だ
。

天
皇
寺
（
第
七
十
九
番
札
所 

金き
ん
か
ざ
ん

華
山 

高
こ
う
し
ょ
う
い
ん

照
院 

天て
ん
の
う
じ

皇
寺
）

御
詠
歌
：
十
楽
の
う
き
世
の
中
を
た
づ
ぬ
べ
し
　
天
皇
さ
え
も
さ
す
ら
い
ぞ
す
る

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩
╱
中
興
：
弘
法
大
師

創
建
：
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）　
　
所
在
：
坂
出
市
西
庄
町
天
皇

弘
法
大
師
か
ら
天
皇
さ
ん
へ
　
天
皇
寺
の
縁
起
に
は
、
天
平
年
間
に
当
地
を
訪
れ
た
行
基
が
こ
の
地
で
鉱
石
が
産

出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
カ
ナ
ヤ
マ
ヒ
コ
の
座
す
る
山
と
し
て
山
号
を
金
山
と
し
金
山
中
腹
に
薬
師
如
来
を
本
尊
と
し
た

金
山
摩
尼
珠
院
を
建
立
し
、
神
仏
習
合
の
地
で
あ
る
こ
と
を
現
し
た
。
そ
の
後
、
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
―
八
二
四
）

に
空
海
が
訪
れ
現
在
の
位
置
に
金
華
山
妙
成
就
寺
摩
尼
珠
院
と
し
て
中
興
し
た
と
あ
る
。
そ
の
後
崇
徳
天
皇
が
こ
の

地
で
崩
御
し
御
廟
が
建
て
ら
れ
、
摩
尼
珠
院
が
崇
徳
天
皇
社
の
永
代
別
当
職
に
任
じ
ら
れ
、
神
宮
寺
と
し
て
現
在
の

地
に
移
転
し
た
。
い
つ
の
頃
か
、
札
所
は
「
金
山
権
現
」
か
ら
「
崇
徳
天
皇
社
別
当
寺
妙
成
就
寺
」
と
な
っ
て
い
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
天
皇
寺
」「
天
皇
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
話
の
続
き
は
明
治
の
神
仏
分
離
令

に
よ
り
別
当
寺
妙
成
就
寺
は
廃
寺
。
崇
徳
天
皇
社
は
白
峰
宮
と
な
り
、
初
代
宮
司
に
摩
尼
珠
院
主
が
就
任
し
た
。
明

治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
摩
尼
珠
院
筆
頭
末
寺
の
高
照
院
が
当
地
に
移
り
「
金
華
山
高
照
院
天
皇
寺
」
と
し
て
札

-  239 -  

四国遍路　二十一日目（坂出市～ 78・79・80・81・82 ～高松市）



所
と
な
っ
た
。

こ
の
札
所
の
複
雑
な
歴
史
を
知
る
に
は
、
五
来
重
の
い
う
奥
の
院
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
維
新

の
裏
面
史
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
明
治
天
皇
の
勅
使
一
行
は
崇
徳
上
皇
の
御
霊
を
鎮
魂
す
る
た
め
崇
徳
院
の
京
都
へ
還
御

を
執
り
行
っ
た
。
崇
徳
院
の
怨
霊
伝
説
は
天
皇
家
に
と
っ
て
解
決
す
べ
き
七
百
年
の
課
題
で
あ
っ
た
の
だ
。

武
四
郎
は
、「
七
十
九
番
金
花
山
摩
尼
珠
院
」
と
記
し
て
い
る
が
、
現
在
の
札
所
の
奥
の
院
と
な
っ
て
い
る
。

澄
禅
は
、『
四
国
辺
路
日
記
』
に
、
坂
瀬
（
坂
出
）
と
い
う
塩
屋
の
浜
を
通
っ
て
讃
岐
浜
街
道
の
右
の
山
際
道

を
上
り
「
野
沢
ノ
井
」
と
い
う
十
町
ほ
ど
東
の
山
に
あ
る
金
山
薬
師
か
ら
流
れ
る
泉
が
あ
る
と
し
て
、
霊
験
あ
る

「
八
十
蘇
の
水
」
の
説
話
を
紹
介
し
、
二
町
ほ
ど
で
「
崇
徳
天
皇
」
と
記
す
。

ま
た
澄
禅
は
、
金
山
権
現
と
天
皇
寺
の
経
緯
に
つ
い
て
、

「
崇
徳
天
皇
（
白
峯
宮
）　
世
間
流
布
の
日
記
に
は
崇
徳
天
皇
と
あ
る
が
、
大
師
が
定
め
た
札
所
は
金
山
薬
師
で

あ
る
。
崇
徳
天
皇
崩
御
後
、
玉
体
を
八
十
蘇
の
水
に
何
十
七
日
浸
し
た
そ
の
跡
ゆ
え
に
こ
こ
に
、
宮
を
立
て
源
為

義
・
為
朝
の
影
像
を
守
護
神
と
し
た
。
本
堂
に
十
一
面
観
音
を
安
置
し
ほ
か
に
七
堂
伽
藍
の
数
カ
寺
が
立
つ
。
子
細

を
知
ら
な
い
遍
路
修
行
者
が
、
こ
の
寺
が
繁
栄
し
た
た
め
札
所
と
思
い
込
ん
だ
こ
と
が
始
ま
り
で
、
こ
れ
は
誤
り
」

と
述
べ
て
い
る
。
札
所
は
金
花
山
悉
地
成
就
寺
摩
尼
珠
院
（
金
華
山
摩
尼
珠
院
妙
成
就
寺
）
と
い
い
、
寺
は
退
転
し

俗
家
の
屋
敷
と
な
っ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
柴
谷
宗
叔
は
『
江
戸
期
の
四
国
遍
路
』
に
澄
禅
の
四
国
辺
路
日
記
の

現
代
語
訳
を
載
せ
て
い
る
が
、
摩
尼
珠
院
に
つ
い
て
「
現
在
の
七
十
九
番
奥
の
院
摩
尼
珠
院
は
天
皇
寺
の
南
一
・
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
坂
出
市
西
庄
町
城
山
の
城
山
山
上
近
く
の
滝
の
脇
に
あ
り
本
尊
不
動
明
王
。
明
治
初
年
の
神
仏
分
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離
で
別
当
だ
っ
た
摩
尼
珠
院
が
廃
寺
と
な
り
、
後
に
末
寺
の
高
照
院
を
持
っ
て
き
て
再
興
し
た
。
現
在
、
高
照
院
天

皇
寺
と
い
う
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

寂
本
の
崇
徳
天
皇
図
に
は
、
野
沢
水
、
石
薬
師
、
境
内
に
入
り
崇
徳
、
鎮
守
、
本
堂
、
摩
尼
珠
院
と
あ
る
。

国
分
寺
（
第
八
十
番
札
所 

白
は
く
ぎ
ゅ
う
ざ
ん

牛
山 

千せ
ん
じ
ゅ
い
ん

手
院 

国こ
く
ぶ
ん
じ

分
寺
）

御
詠
歌
：
国
を
分
け
野
山
を
し
の
ぎ
寺
々
に
　
詣
れ
る
人
を
助
け
ま
し
ま
せ

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
行
基

創
建
：
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）　
　
所
在
：
高
松
市
国
分
寺
町
国
分

旧
国
分
寺
遺
構
は
特
別
史
跡
　
四
国
の
国
分
寺
は
四
ヶ
寺
と
も
札
所
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
こ
の
讃
岐
国
分

寺
は
創
建
当
時
の
遺
構
を
よ
く
留
め
て
お
り
国
の
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

寂
本
の
国
分
寺
図
に
は
仁
王
門
ら
し
き
門
を
く
ぐ
り
右
手
に
塔
跡
と
千
手
院
、
円
林
坊
が
あ
り
、
左
手
に
金
堂

跡
、
そ
こ
を
進
む
と
正
面
に
観
音
堂
、
そ
の
右
に
不
増
不
減
水
、
薬
師
堂
、
四
十
余
社
、
春
日
社
（
鎮
守
）
が
あ
る
。

白
峯
寺
（
第
八
十
一
番
札
所 

綾
り
ょ
う
し
ょ
う
ざ
ん

松
山 

洞ど
う
り
ん
い
ん

林
院 

白し
ろ
み
ね
じ

峯
寺
）

御
詠
歌
：
霜
寒
く
露
白
妙
の
寺
の
う
ち
　
御
名
を
称
ふ
る
法
の
声
々

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師
、
智
証
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
坂
出
市
青
海
町

神
と
仏
と
天
皇
を
祀
る
寺
　
仏
と
天
皇
と
神
を
一
堂
に
祀
る
全
国
に
類
の
な
い
寺
院
。
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太
古
か
ら
サ
ヌ
カ
イ
ト
を
産
出
す
る
五
色
台
は
、
当
然
な
が
ら
霊
山
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
や
が
て
辺
路
修
行
者
の

行
場
と
な
り
、
白
峯
大
権
現
を
祀
り
堂
宇
が
設
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
山
頂
で
焚
く
篝
火
は
航
海
安
全
の
海
民

に
感
謝
さ
れ
信
仰
の
山
と
し
て
繁
栄
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
境
内
に
は
神
と
仏
の
習
合
さ
れ
た
堂
宇
が
立
ち
並
び
、

そ
れ
に
崇
徳
院
の
頓
証
寺
殿
、
西
行
腰
掛
石
も
加
わ
る
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
だ
。

寂
本
の
白
峯
寺
図
に
は
大
師
堂
、
千
体
仏
、
経
塚
、
塔
跡
、
薬
師
、
観
音
、
四
柱
の
神
社
、
洞
林
院
、
一
乗
坊
、

真
蔵
院
、
西
行
腰
掛
石
、
御
供
所
、
崇
徳
天
王
、
十
一
面
、
相
模
、
天
皇
御
庿
、
為
義
、
為
朝
、
児
ヶ
嶽
百
余
丈
、

青
海
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
鎮
守
は
蔵
王
権
現
、
奥
の
院
は
山
の
神
で
あ
る
相
模
坊
天
狗
。

根
香
寺
（
第
八
十
二
番
札
所 
青あ

お
み
ね
さ
ん

峰
山 

千せ
ん
じ
ゅ
い
ん

手
院 

根ね
ご
ろ
じ

香
寺
）

御
詠
歌
：
宵
の
間
の
妙
降
る
霜
の
消
え
ぬ
れ
ば
　
後
こ
そ
鉦
の
勤
行
の
声

宗
派
：
天
台
宗
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師
、
智
証
大
師

創
建
：
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
〜
八
二
四
）　
所
在
：
高
松
市
中
山
町

千
手
観
音
は
船
の
帆
柱
　
根
香
寺
の
縁
起
に
、「
五
色
台
の
主
峰
、
青
峰
山
に
佇
ず
む
、
か
つ
て
の
巨
刹
。
五
つ

の
山
に
金
剛
界
曼
荼
羅
の
五
智
如
来
を
感
じ
た
弘
法
大
師
は
、
密
教
修
行
の
地
と
し
青
峰
に
「
花
蔵
院
」
を
建
立

さ
れ
ま
し
た
。
後
に
大
師
の
甥
に
当
た
る
智
証
大
師
が
訪
れ
た
際
、
山
の
鎮
守
で
あ
る
一
之
瀬
明
神
に
出
会
い
、

「
こ
の
地
に
あ
る
毘
沙
門
谷
、
蓮
華
谷
、
後
夜
谷
に
道
場
を
作
り
、
蓮
華
谷
の
木
で
観
音
像
を
作
り
な
さ
い
」
と
い

う
お
告
げ
を
う
け
ま
し
た
。
智
証
大
師
は
蓮
華
谷
の
木
で
千
手
観
音
像
を
彫
造
し
、「
千
手
院
」
を
建
て
安
置
し
ま

し
た
。
こ
の
霊
木
の
切
り
株
か
ら
芳
香
を
放
ち
続
け
た
こ
と
か
ら
「
花
蔵
院
」「
千
手
院
」
を
総
称
し
て
根
香
寺
と
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名
づ
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。」
と
あ
る
。
両
寺
と
も
に
本
尊
が
千
手
観
音
で
、
白
峯
寺
と
兄
弟
み
た
い
な
も
の

だ
。
千
手
観
音
は
像
背
後
に
設
え
た
大
手
、
小
手
が
船
の
帆
柱
の
よ
う
で
あ
る
た
め
海
の
民
に
熱
く
信
仰
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
香
川
県
丸
亀
市

　
丸
亀
（
丸
亀
城
下
）

■
香
川
県
綾
歌
郡
宇
多
津
町

　
宇
多
津
村
（
宇
多
津
町
）
七
十
八
番
佛
光
山
道
場
寺
（
七
十
八
番
札
所
郷
照
寺
）
青
の
山
（
青
ノ
山
）

■
香
川
県
坂
出
市

　
坂
出
村
（
元
町
）
北
西
庄
村
（
西
庄
町
）
七
十
九
番
金
花
山
摩
尼
珠
院
（
七
十
九
番
札
所
高
照
院
天
皇

寺
）
八
十
は
の
清
水
（
八
十
蘇
場
の
清
水
）
城
山
の
社
（
城
山
神
社
）
皷
が
岡
（
鼓
岡
神
社
・
木
の
丸

殿
）
加
茂
村
（
加
茂
町
）

■
香
川
県
高
松
市

　
八
十
番
白
牛
山
千
手
院
国
分
寺
（
八
十
番
札
所
讃
岐
国
分
寺
）
六
妻
山
（
六
ツ
目
山
）
正
花
寺
（
正
花

寺
）

■
香
川
県
綾
歌
郡
綾
川
町

　
国
分
別
当
瀧
宮
龍
燈
院
（
滝
宮
神
社
）
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■
香
川
県
坂
出
市

　
大
や
ぶ
村
（
大
屋
冨
町
）
高
屋
村
（
高
屋
町
）
遍
照
院
（
遍
照
院
松
浦
寺
）
天
皇
社
（
青
海
神
社
・
煙

ノ
宮
）
春
日
の
社
（
春
日
神
社
）
不
動
瀧
（
稚
児
ヶ
滝
）
遍
路
坂
（
へ
ん
ろ
こ
ろ
が
し
）
神
谷
社
（
神
谷

神
社
）
頼
朝
塚
（
不
明
）
湛
空
上
人
塔
（
不
明
）
八
十
一
番
綾
松
山
洞
林
院
白
峯
寺
（
八
十
一
番
札
所
白

峯
寺
）
勅
願
門
（
勅
願
門
）
崇
徳
陵
（
崇
徳
天
皇
白
峯
陵
）　
閼
加
井
（
閼
伽
井
）

■
香
川
県
高
松
市

　
南
是
ヶ
峯
清
水
庵
（
足
尾
大
明
神
）
八
十
二
番
青
峰
山
千
手
院
根
香
寺
（
八
十
二
番
札
所
根
香
寺
）
香

西
浦
（
香
西
西
町
）

武
四
郎
は
七
十
九
番
金
花
山
摩
尼
珠
院
を
詣
で
て
「
此
処
は
則
崇
徳
天
皇
崩
御
ま
し
ま
し
て
棺
に
入
奉
り
、
し
ば

ら
く
こ
こ
え
置
ま
ゐ
ら
せ
し
古
跡
な
り
と
。
寺
ハ
妙
成
寺
と
云
。」
と
記
し
て
い
る
。
遍
路
は
天
皇
寺
で
納
経
を
す

ま
せ
る
だ
け
だ
ろ
う
が
寺
名
の
変
遷
が
複
雑
な
歴
史
を
物
語
っ
て
い
る
。

武
四
郎
の
足
跡
は
複
雑
怪
奇
。
崇
徳
天
皇
の
故
地
・
皷
が
岡
を
訪
ね
る
と
、
讃
岐
の
龍
灯
伝
説
の
地
・
国
分
別
当

瀧
宮
龍
燈
院
（
滝
宮
神
社
）
を
、
踵
を
返
し
て
瀬
戸
内
海
の
大
や
ぶ
村
（
大
屋
富
町
）
に
向
か
う
。
青
年
武
四
郎
な

ら
で
は
の
行
動
力
か
、
二
回
の
四
国
訪
問
を
ま
と
め
た
こ
と
に
よ
る
る
の
か
。

天
皇
と
い
う
寺

普
通
な
ら
「
天
皇
」
文
字
を
冠
す
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
と
思
う
の
だ
が
境
内
正
面
の
大
石
に
「
天
皇
寺
」
と
刻

ん
で
い
る
。
全
国
に
天
皇
を
刻
む
地
名
が
あ
る
が
地
形
図
で
四
国
内
を
探
す
と
次
の
七
カ
所
が
見
ら
れ
る
。
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愛
媛
県
西
条
市
丹
原
町
長
野
の
天
皇
（
牛
頭
天
王
宮
か
ら
き
た
も
の
か
）

愛
媛
県
西
条
市
福
武
の
天
皇
（
崇
徳
上
皇
が
伊
曽
乃
神
社
参
拝
へ
行
幸
し
た
と
き
の
行
宮
・
仮
の
宮
）

香
川
県
高
松
市
林
町
の
天
皇
（
香
川
県
立
図
書
館
か
ら
九
百
メ
ー
ト
ル
北
上
し
た
市
立
林
小
学
校
付
近
）

香
川
県
仲
多
度
郡
ま
ん
の
う
町
四
條
の
天
皇
（
天
皇
集
会
所
が
あ
る
）

徳
島
県
美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
の
天
皇
（
小
字
名
）

高
知
県
香
南
市
夜
須
町
国
光
の
天
皇
集
落
（
池
田
王
、
土
御
門
上
皇
、
尊
良
親
王
な
ど
土
佐
は
遠
流
の
地
）

高
知
県
香
南
市
香
我
美
町
徳
王
子
の
天
皇
（
山
本
幸
男
『
香
我
美
町
の
地
名
考
』
に
安
徳
天
皇
の
行
在
所
）

こ
の
よ
う
に
、
土
佐
は
流る

謫た
く

の
地
と
し
て
土
御
門
上
皇
な
ど
が
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
行
宮
の
故
地
な
ど
を

後
の
人
が
地
名
と
し
た
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
牛
頭
天
王
信
仰
由
来
の
地
名
と
思
え
る
。

徳
川
吉
宗
の
時
代
、「
吉
」
の
字
は
恐
れ
多
い
と
い
う
こ
と
で
「
芳
」
の
字
に
改
称
し
た
例
は
数
あ
る
。
ど
う
し
て

「
天
皇
」
の
字
を
当
て
た
か
は
後
日
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

高
知
県
の
字
一
覧
に
は
天
皇
を
冠
し
た
地
名
が
、「
天
皇
（
安
芸
市
川
北
）」「
天
皇
（
香
南
市
香
北
町
根
須
）」

「
天
皇
（
高
知
市
鏡
狩
山
）」「
天
皇
（
高
知
市
春
野
町
弘
岡
上
）」「
天
皇
（
土
佐
市
家
俊
）」「
天
皇
（
土
佐
市
市

野
々
」「
天
皇
山
（
四
万
十
市
蕨
岡
）」「
天
皇
（
四
万
十
市
西
土
佐
口
屋
内
）」「
天
皇
（
土
佐
清
水
市
宗
呂
）」「
天

皇
（
宿
毛
市
橋
上
町
神
有
）」「
天
皇
山
（
宿
毛
市
橋
上
町
楠
山
）」「
天
皇
山
（
三
原
村
下
切
）」
に
あ
る
。

松
山
の
津

崇
徳
院
が
保
元
の
乱
で
流
罪
と
な
り
、
着
い
た
先
が
「
松
山
の
津
」。
今
の
青
海
川
の
河
口
よ
り
上
流
に
当
た
る
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雌
山
と
雄
山
の
東
麓
付
近
の
入
江
が
「
松
山
の
津
」
で
あ
っ
た
と
説
明
板
が
示
し
て
い
る
。

た
だ
、
松
山
の
津
が
こ
の
位
置
で
あ
る
と
い
う
確
た
る
も
の
は
な
く
、『
保
元
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
な
ど
の

各
種
写
本
や
崇
徳
院
や
西
行
の
和
歌
な
ど
か
ら
比
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
松
山
の
津
や
湊
を
示
す
地
名
は
香
川
県

の
小
字
一
覧
や
国
土
地
理
院
地
形
図
に
も
な
く
、
当
地
の
景
観
を
見
て
も
四
国
一
の
名
港
で
あ
っ
た
痕
跡
は
見
い
だ

せ
な
い
。

	

松
山
の
波
の
け
し
き
は
か
は
ら
じ
を
　
か
た
な
く
君
は
な
り
ま
さ
り
け
り
　
　
西
行

　
　
　
　
　
　（
松
山
の
景
色
は
昔
と
変
わ
ら
な
い
の
に
、
崇
徳
院
は
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
わ
れ
た
）

船
の
停
泊
地
を
表
す
「
み
な
と
」
は
「
水
戸
・
湊
・
港
」
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
み
（
水
）・
な

（
助
詞
・
の
）・
と
（
門
）
が
原
義
で
、
川
水
が
海
に
入
る
所
を
を
さ
し
た
も
の
。
古
代
に
お
い
て
は
川
湊
で
あ
る
。

『
土
佐
日
記
』
に
は
、
土
佐
の
国
府
か
ら
京
へ
帰
る
通
過
地
を
「
大お

お
つ津

」「
浦う

ら
ど戸

」「
大お

お
み
な
と湊

（
候
補
地
多
い
）」「
奈な

は半

の
泊

と
ま
り

（
奈
半
利
）」「
羽は

ね根
」「
室む

ろ
つ津

」「
土と

さ佐
の
泊

と
ま
り

（
鳴
門
市
土
佐
泊
浦
）」「
阿あ

わ波
の
水み

と門
（
鳴
門
海
峡
）」
な
ど
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
み
な
と
」
を
表
す
日
本
語
は
「
津つ

」「
泊

と
ま
り

」「
湊

み
な
と

」「
浦う

ら

」
の
ほ
か
徳
島
に
は
「
岐き

」

が
あ
る
。
基
本
的
に
は
船
が
停
泊
す
る
所
で
あ
る
が
、「
浦
」
は
海
や
湖
が
湾
曲
し
て
陸
地
に
入
り
込
ん
だ
所
を
い

い
、
海
辺
の
村
里
と
な
り
結
果
と
し
て
船
の
出
入
り
も
す
る
場
所
と
な
っ
た
も
の
。

こ
の
船
の
停
泊
地
を
表
す
「
み
な
と
」
の
全
国
分
布
は
、

浦
　
島
嶼
部
、
リ
ア
ス
式
海
岸
を
持
つ
都
道
府
県
に
多
い
。
日
照
地
名
の
裏
を
意
味
す
る
場
合
も
。

津
　
福
岡
県
、
兵
庫
県
な
ど
西
日
本
に
多
く
、
四
国
で
は
高
知
県
が
多
い
。

湊
　
全
国
に
分
布
。
湊
、
古
湊
、
小
湊
、
大
湊
、
湊
町
、
湊
川
な
ど
。
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泊
　
北
海
道
、
新
潟
県
に
多
く
見
ら
れ
る
。
ト
マ
リ
は
ア
イ
ヌ
語
で
は
な
い
。

崇
徳
院
、
七
百
年
の
怨
霊

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
二
十
六
日
、
明
治
天
皇
の
勅
使
一
行
（
大
納
言
中
院
通
富
ら
が
）
が
崇
徳
上
皇
の

御
陵
で
あ
る
白
峯
陵
に
来
て
明
治
天
皇
の
宣
命
（
京
都
白
峯
神
社
へ
の
遷
宮
と
官
軍
に
刃
向
か
う
東
北
賊
徒
の
鎮

定
）
を
述
べ
、
崇
徳
院
の
京
都
へ
還
御
を
執
り
行
っ
た
。
そ
の
日
は
崇
徳
上
皇
の
命
日
（
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）

八
月
二
十
六
日
）
で
も
あ
り
、
七
百
年
を
経
て
崇
徳
院
の
御
霊
を
鎮
魂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
崇
徳
院
の
祟
り
は
菅

原
道
真
、
平
将
門
と
と
も
に
「
三
大
怨
霊
」
と
呼
ば
れ
、
百
年
お
き
に
起
こ
る
崇
徳
院
の
祟
り
は
、
長
州
藩
が
京
都

御
所
に
乱
入
す
る
蛤
御
門
の
変
（
一
八
六
四
）
と
な
っ
た
。
孝
明
天
皇
は
崇
徳
院
の
御
霊
を
京
都
に
戻
し
鎮
魂
す

る
意
思
で
あ
っ
た
が
疱
瘡
で
急
死
（
暗
殺
説
、
存
命
説
も
あ
る
）。
そ
の
遺
志
を
継
ぎ
勅
使
の
派
遣
に
至
っ
た
と
い

う
。
明
治
天
皇
の
即
位
に
一
年
七
カ
月
要
し
た
の
は
こ
の
た
め
だ
と
い
う
。
こ
れ
が
明
治
維
新
の
隠
れ
た
史
実
で
あ

る
。こ

れ
に
よ
り
崇
徳
院
の
祟
り
は
天
皇
家
に
お
い
て
は
鎮
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
将
軍
か
ら
天
皇
に
権
力
は

移
っ
た
も
の
の
「
脱
亜
入
欧
」
の
国
づ
く
り
の
基
軸
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
越
し
方
を
大
き
く
変
え
る
も
の
と

な
っ
た
。
司
馬
遼
太
郎
『
坂
の
上
の
雲
』
の
書
き
出
し
を
長
い
が
引
用
す
る
。

ま
こ
と
に
小
さ
な
国
が
、
開
化
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
小
さ
な
と
い
え
ば
、
明
治
初
年
の
日
本
ほ

ど
小
さ
な
国
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

産
業
と
い
え
ば
農
業
し
か
な
く
、
人
材
と
い
え
ば
三
百
年
の
間
、
読
書
階
級
で
あ
っ
た
旧
士
族
し
か
な
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か
っ
た
。

明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
日
本
人
は
は
じ
め
て
近
代
的
な
「
国
家
」
と
い
う
も
の
を
も
っ
た
。
誰
も
が
「
国

民
」
に
な
っ
た
。
不
慣
れ
な
が
ら
「
国
民
」
に
な
っ
た
日
本
人
た
ち
は
、
日
本
史
上
の
最
初
の
体
験
者
と
し

て
そ
の
新
鮮
さ
に
昂
揚
し
た
。
こ
の
痛
々
し
い
ば
か
り
の
昂
揚
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
段
階
の
歴
史
は

分
か
ら
な
い
。

社
会
の
ど
う
い
う
階
層
の
ど
う
い
う
家
の
子
で
も
、
あ
る
一
定
の
資
格
を
取
る
た
め
に
必
要
な
記
憶
力
と

根
気
さ
え
あ
れ
ば
、
博
士
に
も
官
吏
に
も
軍
人
に
も
教
師
に
も
な
り
え
た
。

こ
の
時
代
の
明
る
さ
は
、
こ
う
い
う
楽
天
主
義
か
ら
来
て
い
る
。

今
か
ら
思
え
ば
実
に
滑
稽
な
こ
と
に
米
と
絹
の
他
に
主
要
産
業
の
な
い
こ
の
国
家
の
連
中
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

先
進
国
と
同
じ
海
軍
を
持
と
う
と
し
た
。
陸
軍
も
同
様
で
あ
る
。
財
政
が
成
り
立
つ
は
ず
は
無
い
。

が
、
と
も
か
く
も
近
代
国
家
を
創
り
上
げ
よ
う
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
維
新
成
立
の
大
目
的
で
あ
っ
た

し
、
維
新
後
の
新
国
民
達
の
「
少
年
の
よ
う
な
希
望
」
で
あ
っ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
「
坂
の
上
の
雲
」
に
久
石
譲
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
曲
「
ス
タ
ン
ド
ア
ロ
ー
ン
」
が
流
れ
る
。「
わ
た

し
は
信
じ
る
　
新
た
な
時
が
め
ぐ
る
　
凛
と
し
て
旅
立
つ
一
朶
の
雲
を
目
指
し
て
」。
曲
も
詩
も
い
い
が
ス
タ
ッ
フ

ロ
ー
ル
に
う
つ
る
雷
鳥
坂
が
未
来
に
飛
ぶ
滑
走
路
の
よ
う
で
「
一
朶
の
雲
」
に
乗
り
移
ろ
う
と
す
る
。
そ
ん
な
明
治

も
日
露
戦
争
を
境
目
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
明
治
か
ら
百
五
十
年
。
勝
ち
組
と
負
け
組
の
分
断
が
一
層

進
み
、
希
望
格
差
の
あ
る
世
界
と
な
っ
た
。
一
周
遅
れ
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
者
に
、「
自
助
」「
共
助
」
を
ス

ス
メ
る
政
治
の
貧
困
で
は
「
少
年
の
よ
う
な
希
望
」
は
生
ま
れ
な
い
。
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こ
の
明
治
維
新
は
近
代
的
な
「
日
本
」
の
始
ま
り
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
「
日
本
」
の
歴
史
を
改
ざ
ん
し
た
始

ま
り
で
も
あ
っ
た
。
一
つ
は
日
本
人
の
定
義
で
あ
り
、
二
つ
は
日
本
の
起
源
で
あ
る
。

網
野
喜
彦
は
『「
日
本
」
と
は
何
か
』
で
「〝
日
本
〟
が
地
名
で
は
な
く
、
特
定
の
時
点
で
、
特
定
の
意
味
を
こ
め

て
、
特
定
の
人
々
の
定
め
た
国
家
の
名
前
―
国
号
で
あ
る
以
上
、
日
本
国
の
成
立
・
出
現
以
前
に
は
、
日
本
も
日
本

国
も
存
在
せ
ず
、
そ
の
国
制
の
外
に
あ
る
人
々
は
日
本
人
で
は
な
い
。」
と
述
べ
、
持
統
朝
の
六
八
九
年
に
施
行
さ

れ
た
飛あ

す
か鳥

浄き
よ
み
は
ら
り
ょ
う

御
原
令
で
、
天
皇
の
称
号
と
と
も
に
、
日
本
と
い
う
国
号
が
公
式
に
認
め
ら
れ
た
と
明
確
に
記
し
て
い

る
。こ

の
江
戸
の
末
期
、
武
四
郎
の
探
検
し
た
「
ア
イ
ヌ
」
は
日
本
国
で
は
な
く
、
日
本
人
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

南
の
琉
球
王
国
も
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
の
「
琉
球
処
分
」
ま
で
は
琉
球
人
で
あ
っ
た
。
江
戸
末
期
の
「
日

本
」
に
は
、
北
海
道
も
沖
縄
も
含
ま
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。
こ
の
明
治
維
新
政
府
は
、
記
紀
の
神
話
を
も
と
に
、
日

本
国
の
成
立
は
、
神
武
朝
の
即
位
の
日
＝
紀
元
節
（
西
暦
紀
元
前
六
六
〇
年
二
月
十
一
日
）
と
し
た
。
こ
の
万
世
一

系
の
皇
国
神
話
は
、
今
も
神
武
天
皇
と
呼
称
す
る
な
ど
、
刷
り
込
み
の
呪
縛
に
息
を
ひ
そ
め
て
生
き
て
い
る
。

歴
史
学
者
は
過
去
の
反
省
に
立
ち
、
明
治
百
五
十
年
の
今
こ
そ
、「
国
家
と
宗
教
の
明
治
維
新
」
を
再
検
証
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
崇
徳
院
の
怨
霊
の
鎮
魂
は
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
。
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四
国
遍
路
　
二
十
二
日
目
（
高
松
市
～
83
～
高
松
市
）

香
川
県
高
松
市
西
の
丸
町
（
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
高
松
駅
前
）

こ
と
で
ん
バ
ス
「
根
香
口
」

　
〜
　
十
九･

八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
六
時
間
一
四
分

香
川
県
高
松
市
林
町
（
サ
ン
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
）

活
動
日
記

　
こ
と
で
ん
バ
ス
停
「
根
香
口
」
か
ら
歩
く
。
市
街
地
の
へ
ん
ろ
道
は

街
角
散
歩
の
よ
う
で
楽
し
い
。

住
宅
街
の
真
ん
中
に
不
釣
り
合
い
な
地
蔵
堂
や
細
い
曲
が
り
く
ね
っ
た

一
本
の
土
道
。
時
に
は
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
間
を
貫
く
へ
ん
ろ
道
も
あ

る
。
店
員
さ
ん
に
こ
の
道
で
す
よ
ね
と
問
う
と
「
面
白
い
で
し
ょ
。
れ
っ

き
と
し
た
へ
ん
ろ
道
。
コ
ー
ン
で
区
切
っ
て
い
る
の
で
す
が
ね
。
自
由
に

店
内
の
ト
イ
レ
を
使
っ
て
休
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
笑
っ
て
話
し
て
い
た
。

小
さ
な
畑
で
落
花
生
を
収
穫
し
て
い
た
。「
昨
日
は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
収

穫
。
え
え
も
ん
は
み
ん
な
に
配
っ
て
、
残
り
も
ん
を
家
で
食
べ
る
。
身
体

が
痛
い
が
こ
れ
が
楽
し
み
」
正
直
も
ん
の
老
婆
で
あ
る
。「
次
の
一
宮
寺

で
、
御
健
勝
を
祈
願
い
た
し
ま
す
」
と
い
っ
て
別
れ
た
。
途
中
、
香
東
川

ホームセンターのへんろ道（高松市成合町）

四
国
遍
路  

二
十
二
日
目
（
高
松
市
～
83
～
高
松
市
）
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を
渡
る
へ
ん
ろ
道
は
沈
下
橋
で
あ
る
。
小
さ
な
丸
い
「
遍
路
道
シ
ー
ル
」
を
頼
り
に
右
に
左
に
と
進
む
。

街
中
の
へ
ん
ろ
道
は
暮
ら
し
に
近
く
、
道
中
談
義
が
弾
み
楽
し
い
。

今
日
は
八
十
三
番
札
所
一

い
ち
の
み
や宮

寺
を
正
午
に
納
経
し
、
隣
の
旧
国
幣
中
社
で
讃
岐
式
内
二
十
四
社
の
一
つ
の
「
田
村

神
社
」
を
参
詣
し
た
。
明
治
の
神
仏
分
離
で
分
け
ら
れ
た
か
と
思
い
き
や
、
近
世
に
な
っ
て
松
平
高
松
藩
主
が
田
村

神
社
か
ら
一
宮
寺
を
分
離
し
札
所
に
し
た
と
い
う
。

た
だ
、
武
四
郎
は
「
八
十
三
番
一
ノ
宮
蓮
花
山
大
寳
院
　
本
社
田
村
大
明
神
　
素
波
久
羅
大
明
神
社
（
略
）
右
の

五
社
を
祭
れ
り
。
又
別
当
所
と
て
神
毫
山
蓮
花
院
…
…
」
と
別
当
寺
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
武
四
郎
は
次
に
田
村
神
社
か
ら
仏
生
山
の
法
然
寺
に
寄
っ
て
い
る
。
高
松
藩
主
の
菩
提
寺
で
あ
る
。

小
雨
も
上
が
り
、
ゆ
っ
く
り
と
散
策
で
き
た
。

昨
日
は
「
山
下
う
ど
ん
店
」、
今
日
は
「
宮
武
う
ど
ん
」。
う
ど
ん
県
は
、
ど
れ
も
製
麺
所
の
隣
の
倉
庫
で
食
べ
る

の
が
ル
ー
ル
な
の
か
。
安
く
て
客
多
密
。
三
分
ル
ー
ル
で
か
き
込
ん
だ
。

こ
こ
か
ら
三
十
分
で
香
川
県
立
図
書
館
と
文
書
館
が
あ
る
。
今
日
の
本
番
は
こ
こ
で
香
川
県
の
史
資
料
を
閲
覧
す

る
こ
と
。
文
書
館
で
香
川
県
の
小
字
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
。「
今
の
段
階
で
は
、
計
画
も
あ

り
ま
せ
ん
」
と
の
こ
と
。
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
職
員
の
小
野
さ
ん
。
な
ま
り
か
ら
「
高
知
の
幡
多
の
出
身
で

す
か
？
　
私
は
小
学
三
年
ま
で
中
村
南
小
学
校
に
通
っ
て
い
ま
し
た
」
と
の
こ
と
。
ゆ
っ
く
り
小
野
さ
ん
と
話
を
し

た
か
っ
た
が
忙
し
そ
う
で
遠
慮
し
た
。

高
知
県
も
公
文
書
館
を
旧
県
立
図
書
館
に
今
年
発
足
し
た
。
十
年
く
ら
い
前
に
松
本
市
文も

ん
じ
ょ
か
ん

書
館
を
訪
ね
た
と
き
、

館
長
が
「
も
ん
じ
ょ
か
ん
と
公
文
書
館
と
は
大
き
く
違
う
。
も
ん
じ
ょ
か
ん
と
文
書
館
（
ぶ
ん
し
ょ
）
と
も
違
う
」
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と
の
こ
と
だ
っ
た
。「
個
人
の
古
文
書
も
取
り
扱
う
の
で
文も

ん
じ
ょ
か
ん

書
館
と
し
た
」
と
い
う
。
五
年
前
に
沖
縄
県
北
谷
町
の

職
員
と
友
達
に
な
っ
た
。
そ
の
町
の
公
文
書
館
は
、
町
民
共
有
の
財
産
を
未
来
に
伝
え
る
た
め
の
施
設
と
し
て
「
中

間
書
庫
（
役
場
職
員
が
使
っ
て
い
る
公
文
書
を
三
～
五
年
経
過
し
た
ら
市
民
も
閲
覧
で
き
る
制
度
）」
を
設
け
て

い
る
最
も
先
進
的
な
施
設
だ
。
四
万
十
町
の
新
た
な
文
化
的
複
合
施
設
で
は
、
中
間
書
庫
機
能
、
文
書
館
（
も
ん

じ
ょ
）
機
能
も
備
え
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

今
日
は
図
書
館
近
く
の
ホ
テ
ル
「
サ
ン
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
」
に
十
六
時
前
に
着
い
た
。
こ
の
ホ
テ
ル
の
所
在
地
が

高
松
市
林
町
の
「
天
皇
」
に
所
在
す
る
宿
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

一
宮
寺
（
第
八
十
三
番
札
所 
神し

ん
ご
う
ざ
ん

毫
山 

大だ
い
ほ
う
い
ん

宝
院 

一い
ち
の
み
や
じ

宮
寺
）

御
詠
歌
：
讃
岐
一
宮
の
御
前
に
仰
ぎ
来
て
　
神
の
心
を
誰
か
し
ら
言
ふ

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
聖
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
義
淵
僧
正

創
建
：
大
宝
年
間
（
七
〇
一
〜
七
〇
四
）　
　
所
在
：
高
松
市
一
宮
町

神
仏
分
離
の
さ
き
が
け
　
創
建
は
大
宝
年
間
と
古
く
当
時
は
「
大
宝
院
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
諸
国
に
一
宮
寺
が

建
立
の
際
に
行
基
菩
薩
が
堂
宇
を
修
復
し
「
神
毫
山
一
宮
寺
」
と
改
名
。
大
同
年
間
に
は
弘
法
大
師
が
訪
れ
伽
藍
を

再
興
し
、
真
言
宗
に
改
宗
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
は
高
松
藩
主
に
よ
っ
て
讃
岐
一
ノ
宮
・
田
村
神
社
の
別
当
職
を
解
か
れ
江

戸
初
期
に
あ
っ
て
神
仏
が
分
離
さ
れ
た
。
御
詠
歌
は
こ
の
江
戸
期
以
前
の
神
仏
習
合
時
代
の
歌
で
あ
る
。

澄
禅
は
「
一
ノ
宮
　
社
壇
も
烏
居
も
南
向
き
、
本
地
正
観
音
」
と
だ
け
記
す
。
寂
本
は
「
蓮
華
山
一
宮
寺
大
宝
院
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神
社
は
寺
の
前
方
、
別
に
屋
敷
を
構
え
て
あ
る
。
左
に
花
の
井
が
あ
る
。
寺
の
本
尊
は
聖
観
音
立
像
。
寺
内
に
は
別

に
稲
荷
社
が
あ
る
」
と
述
べ
、
一
宮
図
に
は
大
宝
院
と
田
村
大
明
神
は
籬
で
仕
切
ら
れ
神
社
本
殿
の
裏
に
花
ノ
井

が
、
大
宝
院
に
は
鐘
楼
と
稲
荷
が
描
か
れ
て
い
る
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
香
川
県
高
松
市

　
香
西
浦
（
香
西
西
町
）
八
十
三
番
一
ノ
宮
蓮
花
山
大
寶
院
（
八
十
三
番
札
所
一
宮
寺
）
神
毫
山
蓮
花
院

（
不
明
）
賜
紫
本
山
佛
生
寺
法
然
寺
（
仏
生
山
来
迎
院
法
然
寺
）
高
松
（
高
松
城
下
）

武
四
郎
は
「
八
十
三
番
一
ノ
宮
蓮
花
山
大
寳
院
　
本
社
田
村
大
明
神
　
素
波
久
羅
大
明
神
社
（
略
）
右
の
五
社
を

祭
れ
り
。
又
別
当
所
と
て
神
毫
山
蓮
花
院
　
本
尊
は
弘
法
大
師
の
作
に
し
て
御
長
三
尺
五
寸
の
聖
観
音
立
像
也
。
傍

ニ
大
師
堂
」
と
記
し
て
い
る
。
別
当
所
と
あ
る
こ
と
か
ら
社
僧
が
一
ノ
宮
を
含
め
統
括
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た

ら
、
江
戸
時
代
に
高
松
藩
主
に
よ
り
田
村
神
社
か
ら
分
け
ら
れ
た
と
い
う
。

続
い
て
、
武
四
郎
は
田
村
神
社
か
ら
仏
生
山
の
法
然
寺
に
寄
っ
て
い
る
。
高
松
藩
主
の
菩
提
寺
で
あ
る
。
た
だ
、

高
松
城
下
に
つ
い
て
は
「
八
千
餘
軒
の
城
下
ニ
而
頗
る
繁
花
の
地
也
。
市
中
寺
院
、
神
社
多
し
。
然
れ
ど
も
し
る
す

に
い
と
ま
な
け
れ
ば
略
す
。」
と
だ
け
記
し
て
い
る
。
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当
国
第
一
の
産
物
は
「
塩
」

武
四
郎
は
丸
亀
の
「
と
き
川
（
土
器
川
）」
の
段
で
「
是
よ
り
東
は
塩
浜
多
し
」、
宇
多
津
村
で
は
「
半
は
農
家
、

漁
家
、
塩
浜
稼
等
也
。（
略
）
此
辺
り
海
辺
は
皆
塩
浜
に
し
て
当
国
第
一
番
之
産
物
也
。」
と
塩
浜
に
つ
い
て
書
い
て

あ
る
。

「
敵
に
塩
を
送
る
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
塩
は
命
の
源
で
あ
る
。
岩
塩
床
か
ら
採
掘
す
る
す
べ
の
な
い
日
本
は
、
全

て
を
海
水
か
ら
の
塩
づ
く
り
と
な
る
。
山
間
で
は
塩
を
確
保
す
る
た
め
「
塩
の
道
」
が
各
地
に
つ
く
ら
れ
た
。
特
に

海
を
持
た
な
い
信
州
長
野
は
千
国
街
道
終
点
に
塩
の
道
の
尻
と
い
う
意
味
の
「
塩
尻
」
地
名
を
刻
ん
だ
。
塩
地
名
は

全
国
に
あ
る
。
地
元
の
小
字
か
ら
探
す
と
、
消
え
た
道
が
復
元
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
高
知
県
香
南
市
で
は
「
塩
の

道
」
を
地
域
資
源
と
し
て
活
用
す
る
取
り
組
み
を
し
て
い
る
。
赤
岡
か
ら
物
部
へ
の
中
世
大
忍
庄
へ
の
往
還
道
で
も

あ
り
、
終
点
と
な
る
物
部
の
山
崎
に
「
塩
集
落
」
が
あ
る
。
そ
の
裏
山
に
は
「
塩
峯
公
士
方
神
社
」
が
あ
り
、
塩
の

道
沿
い
に
は
丁
石
や
馬
頭
観
音
が
佇
み
昔
の
往
来
を
物
語
っ
て
い
る
。
塩
の
道
筋
に
は
「
塩
売
」「
塩
ノ
畝
」「
塩
ノ

峯
筋
」「
塩
」「
塩
里
」「
シ
ヲ
ウ
リ
」
の
小
字
が
あ
る
。

塩
づ
く
り
は
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
。

塩
分
濃
度
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
。
多
雨
多
湿
の
日
本
で
は
天
日
だ
け
で
は
塩
づ
く
り
と
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
塩
の

結
晶
を
作
る
技
術
を
進
化
さ
せ
て
き
た
。

　
　
　
来
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕
な
ぎ
に

　
　
　
　
　	

　	

焼
く
や
藻
塩
の
身
も
こ
が
れ
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

藤
原
定
家
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古
代
の
製
塩
法
は
、
定
家
の
歌
に
も
詠
ま
れ
る
「
藻
塩
焼
き
」
製
法
で
あ
る
。
そ
の
後
江
戸
初
期
に
な
っ
て
気
候

の
安
定
し
た
瀬
戸
内
沿
岸
で
普
及
し
た
の
が
「
入
浜
式
塩
田
」
と
「
平
釜
」
で
、
濃
縮
・
煮
詰
め
の
併
用
法
式
で

あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
の
記
録
と
し
て
澄
禅
の
『
四
国
辺
路
日
記
（
一
六
五
三
）』
が
あ
る
。

澄
禅
は
土
佐
の
入
野
、
田
野
浦
に
来
た
こ
ろ
「
平
ら
な
砂
の
連
な
る
所
。
こ
こ
で
塩
焼
海
士
の
作
業
を
見
る
。
粗

末
な
身
な
り
で
男
女
の
区
別
も
つ
か
な
い
。
女
が
小
さ
い
子
を
脇
に
挟
ん
で
来
て
子
供
を
白
砂
の
上
に
置
い
て
、
入

れ
物
に
水
を
汲
ん
で
柄
の
長
い
柄
杓
で
砂
に
掛
け
染
み
渡
ら
せ
る
様
子
は
、
さ
す
が
に
熟
練
し
た
仕
事
ぶ
り
と
感
心

し
て
し
ま
う
ほ
ど
だ
」
と
江
戸
初
期
の
製
塩
の
様
子
を
記
録
し
て
い
る
。

戦
後
に
な
っ
て
濃
縮
工
程
が
「
流
下
式
塩
田
」
と
な
り
、
入
浜
式
塩
田
の
過
酷
な
作
業
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
五
十
数
年
前
の
小
学
校
の
修
学
旅
行
（
一
九
六
六
）
で
宇
多
津
の
流
下
式
塩
田
を
見
学
し
た
。
一
面
の
孟

宗
竹
を
逆
さ
に
吊
る
し
た
小
屋
組
み
群
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
今
で
は
製
塩
は
化
学
的
な
工
場
生
産
。

宇
多
津
の
塩
田
も
な
く
な
り
、
埋
め
立
て
造
成
に
よ
り
市
街
地
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ぬ
き
浜
街
道
に
は
チ
ェ
ー
ン
店

や
量
販
店
が
ひ
し
め
き
あ
っ
て
い
る
。
遠
く
に
は
四
国
電
力
坂
出
発
電
所
や
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
見
え
、
瀬
戸
大
橋
が

架
っ
て
い
る
。
宇
多
津
は
新
興
の
町
、
転
勤
族
も
多
い
の
か
「
大
東
建
託
」
賃
貸
住
宅
が
一
円
に
広
が
る
。

五
十
年
前
の
「
流
下
式
塩
田
」
は
、
都
市
の
資
金
が
「
流
下
」
し
た
仮
面
の
街
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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四
国
遍
路
　
二
十
三
日
目
（
高
松
市
～
84
・
85
・
86
～
さ
ぬ
き
市
志
度
）

香
川
県
高
松
市
林
町
（
サ
ン
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
）

　
〜
　
二
六･

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
二
〇
分

香
川
県
さ
ぬ
き
市
志
度
（
た
い
や
旅
館
）

活
動
日
記

　
昨
日
か
ら
の
弱
い
雨
が
今
日
も
続
く
。

八
十
四
番
札
所
屋
島
寺
へ
の
ヘ
ン
ロ
道
は
石
畳
の
整
備
さ
れ
た
道
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
足
に
一
番
の
ダ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
そ
の
道
横
の
土
道

を
選
び
な
が
ら
足
を
進
め
た
。
屋
島
寺
は
本
堂
の
隣
が
狸
大
明
神
で
そ

の
隣
が
熊
野
権
現
社
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
太
三
郎
狸
は
日
本
三
名
狸

で
屋
島
の
守
護
神
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

屋
島
は
小
学
校
の
修
学
旅
行
で
か
わ
ら
け
（
素
焼
き
の
皿
）
を
投
げ

た
所
。
栗
林
公
園
に
あ
る
小
さ
な
動
物
園
に
も
行
っ
た
。
今
は
閉
園
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
。
泊
ま
っ
た
と
こ
は
丸
登
美
旅
館
。
五
十
年
ぶ
り

に
泊
ま
ろ
う
か
と
思
っ
た
が
へ
ん
ろ
道
か
ら
外
れ
て
お
り
断
念
し
た
次

第
。
納
経
所
で
「
八
栗
寺
側
の
道
は
雨
で
滑
る
の
で
来
た
道
を
帰
る
よ

う
に
」
と
指
摘
さ
れ
、
足
を
い
た
わ
り
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
下
山
し

84番札所屋島寺境内の狸と熊野権現社（高松市）

四
国
遍
路  

二
十
三
日
目
（
高
松
市
～
84
・
85
・
86
～
さ
ぬ
き
市
志
度
）
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た
。
時
間
も
た
っ
ぷ
り
あ
る
の
で
、
源
平
合
戦
の
地
や
遍
路
道
の
父
と
い
わ
れ
る
眞
念
の
墓
が
あ
る
洲
崎
寺
を
訪
ね

た
。
真
念
は
当
時
の
遍
路
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
「
四
国
遍
路
道
指
南
」
を
書
く
と
と
も
に
札
所
や
へ
ん
ろ
道
の
基
礎
を
つ

く
っ
た
人
で
あ
る
。
へ
ん
ろ
道
の
文
句
を
ぶ
つ
ぶ
つ
い
う
凡
人
も
眞
念
の
前
で
は
感
謝
の
祈
念
を
し
た
。

八
十
五
番
札
所
八
栗
寺
は
歓
喜
天
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
仁
王
門
へ
と
続
く
。
仏
教
の
守
護
神
の
天
部
で
あ
る
の
で
神

仏
習
合
と
は
違
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
五
剣
山
の
名
が
示
す
よ
う
に
山
岳
修
験
の
匂
い
も
す
る
が
、
資
料
も
な
い
の

で
分
か
ら
な
い
。

そ
こ
か
ら
長
い
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
下
り
道
が
ヘ
ン
ロ
道
と
な
り
、
牟
礼
町
か
ら
志
度
町
へ
と
続
く
。
牟
礼
町
は
高

松
市
と
な
り
、
志
度
町
は
さ
ぬ
き
市
と
な
っ
た
。
境
目
が
分
か
ら
な
い
二
つ
の
町
で
は
あ
る
が
、
内
情
は
い
ろ
い
ろ

あ
る
ら
し
い
。

八
十
六
番
札
所
志
度
寺
は
参
道
や
寺
庭
が
雑
然
と
し
い
て
清
心
な
気
持
ち
を
減
退
さ
せ
る
。
ど
こ
が
本
堂
か
大
師

堂
か
も
分
か
ら
な
い
迷
路
で
、
立
派
な
五
重
塔
も
あ
る
の
に
生
い
茂
っ
た
樹
木
の
陰
に
な
っ
て
い
る
。
ガ
ッ
カ
リ
札

所
ワ
ー
ス
ト
３
に
は
入
る
だ
ろ
う
。「
た
い
や
旅
館
」
は
夕
食
が
な
い
の
で
近
く
の
飲
食
店
を
訪
ね
た
。
そ
の
人
に

伺
っ
た
ら
「
住
職
は
お
医
者
と
僧
侶
の
二
足
草
鞋
。
何
を
言
っ
て
も
聞
く
耳
を
持
た
ん
」
と
の
こ
と
。
眞
念
さ
ん
は

ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
。

明
日
は
長
尾
寺
と
大
窪
寺
で
香
川
県
を
修
め
る
こ
と
に
な
る
。

屋
島
寺
（
第
八
十
四
番
札
所 

南な
ん
め
ん
ざ
ん

面
山 

千せ
ん
こ
う
い
ん

光
院 

屋や
し
ま
じ

島
寺
）

御
詠
歌
：
梓
弓
屋
島
の
宮
に
詣
で
つ
つ
　
祈
り
を
か
け
て
勇
む
武
夫
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宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
鑑
真
和
上

創
建
：
天
平
勝
宝
年
間
（
七
四
九
〜
七
五
六
）　
　
所
在
：
高
松
市
屋
島
東
町

熊
野
さ
ん
も
狸
さ
ん
も
　
澄
禅
は
「
開
基
は
鑑
真
和
尚
。
和
尚
来
朝
時
に
こ
の
沖
を
通
っ
た
が
、
南
に
異
様
な
気

配
が
あ
る
と
島
に
船
を
着
け
て
見
て
、
寺
院
を
建
立
す
る
霊
地
と
感
じ
て
北
の
峰
に
寺
を
建
て
た
。
南
面
山
と
号
し

た
。
わ
が
国
の
律
寺
の
最
初
で
あ
る
。」
と
記
す
。

寂
本
の
屋
島
図
は
仁
王
門
を
抜
け
る
と
左
に
千
手
院
、
正
面
に
観
音
堂
と
池
、
右
隣
に
阿
弥
陀
、
釈
迦
、
千
体

仏
、
熊
野
、
荒
神
を
描
い
て
い
る

八
栗
寺
（
第
八
十
五
番
札
所 
五ご

け
ん
ざ
ん

剣
山 

観か
ん
じ
ざ
い
い
ん

自
在
院 

八や
く
り
じ

栗
寺
）

御
詠
歌
：
煩
悩
を
胸
の
智
火
に
て
八
栗
を
ば
　
修
行
者
な
ら
で
誰
か
知
る
べ
き

宗
派
：
真
言
宗
大
覚
寺
派
　
　
本
尊
：
聖
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
天
長
六
年
（
八
二
九
）　
　
所
在
：
高
松
市
牟
礼
町
牟
礼

八
は
聖
数
、
八
国
か
八
栗
か
　
寺
の
縁
起
は
「
天
長
六
年
（
八
二
九
）、
大
師
が
こ
の
山
に
登
り
求
聞
寺
法
を
修

め
た
時
に
、
五
振
り
の
剣
が
天
振
り
注
ぎ
、
山
の
鎮
守
蔵
王
権
現
が
現
れ
た
。
そ
し
て
「
こ
の
山
は
仏
教
相
応
の
霊

地
な
り
」
と
告
げ
ら
れ
た
の
で
、
大
師
は
そ
れ
ら
の
剣
を
山
中
に
埋
め
鎮
護
と
し
大
日
如
来
像
を
刻
み
五
剣
山
と
名

付
け
た
。」
と
あ
る
。
縁
起
は
大
日
如
来
と
あ
る
が
本
尊
は
聖
観
音
で
あ
る
。

こ
の
五
剣
山
に
登
れ
ば
八
か
国
を
見
渡
せ
る
こ
と
か
ら
「
八
国
寺
」
と
称
し
て
い
た
が
、
弘
法
大
師
が
唐
に
留
学

す
る
前
に
入
唐
求
法
の
成
否
を
占
う
た
め
に
八
個
の
焼
き
栗
を
植
え
た
。
無
事
帰
国
し
、
再
び
訪
れ
る
と
、
芽
の
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出
る
は
ず
な
い
焼
き
栗
が
芽
吹
い
て
い
た
。
こ
れ
が
八
国
寺
を
八
栗
寺
へ
改
名
し
た
由
来
で
あ
る
。
古
代
の
日
本

で
「
八
」
は
聖
数
で
あ
る
と
と
も
に
数
が
多
い
意
味
も
持
た
せ
て
い
た
。
八
島
、
八
雲
、
八
咫
烏
、
八
百
八
町
、

八
百
万
な
ど
で
、
八
栗
も
そ
の
一
つ
だ
ろ
う
。
ま
た
、
弘
法
大
師
伝
説
に
三
度
栗
（
岩
本
寺
ほ
か
）、
二
度
栗
、
七

立
栗
と
い
っ
た
栗
の
説
話
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
栗
は
救
荒
食
で
あ
る
と
と
も
に
、
円
空
な
ど
木
食
（
も
く
じ
き
・
草

木
の
み
を
食
べ
る
修
行
）
を
す
る
修
行
僧
の
食
料
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
香
川
県
高
松
市

　
高
松
（
高
松
城
下
）
八
十
四
番
南
面
山
屋
島
寺
（
八
十
四
番
札
所
屋
島
寺
）
む
れ
村
（
市
牟
礼
町
牟
礼
）

佐
藤
継
信
忠
信
の
墓
（
佐
藤
継
信
の
墓
）
駒
た
て
岩
（
駒
立
岩
）
洲
崎
寺
（
眺
海
山
洲
崎
寺
）
八
十
五
番

五
劔
山
千
手
院
八
栗
寺
（
八
十
五
番
札
所
八
栗
寺
）
た
い
村
（
牟
礼
町
牟
礼
・
田
井
集
落
）
大
野
村
（
牟

礼
町
大
町
）

■
香
川
県
さ
ぬ
き
市

　
八
十
六
番
補
陀
落
山
清
浄
光
院
志
度
寺
（
八
十
六
番
札
所
志
度
寺
）

『
新
版
松
浦
武
四
郎
自
伝
』
に
よ
る
と
、
武
四
郎
は
四
国
を
二
度
訪
れ
て
い
る
。
一
度
目
は
備
前
か
ら
讃
岐
（
丸

亀
）
に
入
り
東
に
回
り
碁
の
浦
か
ら
阿
州
に
入
り
淡
路
に
渡
る
。
二
度
目
は
阿
波
の
撫
養
に
入
り
讃
岐
の
八
栗
山
麓

の
村
で
年
を
越
し
、
正
月
か
ら
四
国
遍
路
を
順
打
ち
で
回
っ
て
、
六
月
下
旬
結
願
し
、
箸
蔵
寺
、
剣
山
に
行
っ
て
、

撫
養
か
ら
淡
路
、
紀
州
へ
と
渡
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
度
目
の
祈
願
を
八
栗
寺
で
し
た
の
だ
ろ
う
。
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さ
ぬ
き
市
と
い
う
合
併
地
名

平
成
合
併
後
の
新
高
松
市
は
、
八
栗
寺
の
あ
る
牟
礼
町
も
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
町
、
原
と
町
並
み
は
続

く
。
讃
岐
街
道
が
琴
電
と
交
差
し
て
い
つ
し
か
「
さ
ぬ
き
市
」
に
入
っ
て
い
た
。
平
成
の
合
併
で
は
こ
の
よ
う
な

「
ひ
ら
が
な
自
治
体
」
が
多
く
誕
生
し
た
が
、
さ
ぬ
き
市
も
そ
の
一
つ
。
構
成
す
る
旧
国
名
の
「
讃
岐
」
で
は
お
こ

が
ま
し
く
、
ひ
ら
が
な
の
優
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
。
銀
行
も
し
か
り
で
、
経
営
統
合
の
結
果
吸
収

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
な
く
し
、
お
堅
い
イ
メ
ー
ジ
を
避
け
た
の
か
「
み
ず
ほ
」「
り
そ
な
」
と
な
っ
た
。

以
前
に
も
「
む
つ
市
（
一
九
六
〇
）」「
い
わ
き
市
（
一
九
六
六
）」「
つ
く
ば
市
（
一
九
八
七
）」
な
ど
ひ
ら
が
な

自
治
体
名
称
は
命
名
さ
れ
た
が
、
平
成
の
合
併
で
は
一
気
に
増
え
た
。

明
治
の
合
併
で
は
新
市
町
村
の
命
名
に
当
た
り
「
命
名
指
針
」
が
示
さ
れ
た
。
①
大
町
村
と
小
町
村
が
合
併
す
る

と
き
は
、
大
町
村
名
を
採
用
②
著
名
な
名
称
が
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
を
採
用
③
同
一
規
模
の
町
村
が
合
併

す
る
と
き
は
、
旧
町
村
名
の
一
部
を
そ
れ
ぞ
れ
と
っ
て
折
衷
（
合
成
）
す
る
。
こ
の
明
治
二
十
二
年
の
大
合
併
で

七
万
の
市
町
村
が
一
万
五
千
に
減
少
し
た
。
そ
の
命
名
指
針
べ
つ
の
傾
向
と
し
て
は
①
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
②
が

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
③
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
の
合
併
で
は
命
名
に
つ
い
て
、「
市
町
村
合
併
法
定
協
議
会
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
基
本
編
」
の
「
新
市
町
村

の
名
称
」
の
節
で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
。

「
協
議
の
基
本
項
目
に
お
い
て
最
も
意
見
が
分
か
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
項
目
の
一
つ
で
す
。
（
略
）
特

に
新
設
合
併
の
場
合
、
旧
市
町
村
間
の
メ
ン
ツ
も
絡
ん
で
解
決
困
難
な
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
合
併
協
議
会
で
決
定
し
た
名
称
に
対
し
、
住
民
か
ら
の
反
対
の
声
が
上
が
り
、
合
併
協
議
そ
の
も
の
が
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破
た
ん
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
過
去
の
事
例
で
は
、
紛
糾
し
た
場
合
に
は
協
議
会
自
身
で
判
断
が
つ
か

ず
、
首
長
の
判
断
、
又
は
住
民
の
意
向
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
」

こ
れ
に
よ
り
多
く
の
合
併
協
議
会
は
新
市
町
村
名
称
を
公
募
に
よ
り
意
向
調
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の

手
順
に
お
い
て
も
名
称
決
定
が
合
併
協
議
の
破
た
ん
を
招
く
要
因
と
も
な
る
こ
と
か
ら
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
次
の
文
言

を
加
え
て
い
る
。

「
意
向
調
査
の
際
に
現
在
の
名
称
を
入
れ
る
か
ど
う
か
で
紛
糾
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
現
在
の
名
称
を

入
れ
る
と
、
人
口
規
模
の
最
も
大
き
い
市
町
村
の
名
称
が
選
ば
れ
る
と
い
う
危
倶
が
あ
る
た
め
で
す
（
略
）

具
体
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
関
係
市
町
村
の
名
称
の
一
部
を
単
純
に
合
わ
せ
た
も
の
も
多
か
っ
た
よ

う
で
す
が
、
最
近
は
そ
の
地
域
の
歴
史
・
文
化
や
地
理
的
特
性
、
名
称
の
知
名
度
・
定
着
度
、
住
民
公
募
の

の
結
果
等
か
ら
住
民
の
一
体
感
を
醸
成
し
や
す
く
、
対
外
的
に
も
覚
え
や
す
い
名
称
を
選
択
す
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
す
。
」

こ
の
文
言
が
「
人
口
規
模
の
最
も
大
き
い
市
町
村
の
名
称
が
選
ば
れ
る
危
惧
」
を
回
避
す
る
行
動
と
な
り
「
名
称

の
知
名
度
、
対
外
的
に
も
覚
え
や
す
い
名
称
」
に
よ
る
命
名
へ
と
誘
導
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

高
知
県
の
特
徴
的
な
事
例
は
「
四
万
十
」
で
あ
る
。
土
佐
の
小
京
都
で
有
名
で
あ
っ
た
中
村
市
を
中
心
に
中
村

市
・
佐
賀
町
・
大
方
町
・
西
土
佐
村
の
法
定
合
併
協
議
会
が
「
四
万
十
市
」
の
名
称
を
決
定
し
て
い
た
が
途
中
で
破

た
ん
。
残
る
中
村
市
と
西
土
佐
村
の
構
成
で
合
併
が
決
定
し
、
そ
の
名
称
を
継
承
し
て
四
万
十
市
と
な
っ
た
。
か
た

や
、
四
万
十
川
中
流
域
に
当
た
る
高
岡
郡
窪
川
町
・
幡
多
郡
大
正
町
・
同
郡
十
和
村
の
新
町
名
称
は
公
募
手
続
き
を

踏
ま
え
「
四
万
十
町
」
と
地
理
的
特
性
の
共
通
性
、
名
称
の
知
名
度
、
自
治
体
を
売
り
込
む
戦
略
性
か
ら
決
定
さ
れ
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た
。
結
果
と
し
て
、
隣
り
合
わ
せ
で
市
制
と
町
制
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
二
つ
の
「
四
万
十
」
自
治
体
を
生
む
こ
と

に
な
っ
た
。
中
村
市
の
名
称
は
中
世
以
前
か
ら
の
地
名
で
あ
り
、
高
知
県
西
部
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
自
治
体
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
廃
し
て
ま
で
合
併
を
進
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
増
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
中
村
市
民
は

複
雑
な
思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

吾
川
郡
伊
野
町
の
場
合
も
同
じ
よ
う
な
構
成
町
村
へ
の
配
慮
と
対
立
回
避
か
ら
「
い
の
町
」
に
な
っ
た
も
の
と
思

え
る
。
吾
川
郡
伊
野
町
、
吾
北
村
、
大
川
村
の
法
定
合
併
協
議
会
は
新
町
名
称
を
公
募
し
、
最
多
四
候
補
の
伊
野

町
、
い
の
町
、
新
伊
野
町
、
仁
淀
川
町
を
も
と
に
「
古
く
か
ら
紙
の
町
と
し
て
全
国
的
に
も
名
が
知
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
、
公
募
で
過
半
数
の
支
持
を
得
て
い
る
」
こ
と
か
ら
調
整
方
針
案
を
「
伊
野
町
」
と
し
た
が
、
協
議
の
結
果

「
い
の
町
」
に
決
定
さ
れ
た
。
人
口
規
模
の
最
も
大
き
い
伊
野
町
の
名
称
を
継
承
す
る
も
の
の
他
の
自
治
体
に
配
慮

す
る
方
策
と
し
て
ひ
ら
が
な
読
み
を
自
治
体
名
称
と
し
た
経
緯
で
あ
る
。
同
じ
意
味
か
ら
郡
名
を
ひ
ら
が
な
に
変
え

て
自
治
体
名
称
と
す
る
な
ど
全
国
で
も
ひ
ら
が
な
自
治
体
は
広
が
り
を
見
せ
た
。

ど
う
し
て
「
ひ
ら
が
な
自
治
体
」
が
増
え
た
の
か
。
新
市
町
村
の
名
称
は
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
と
し
て
日
常
的
に

使
わ
れ
継
続
的
に
歴
史
を
刻
ん
で
い
く
対
象
で
あ
る
の
に
、
自
治
体
名
称
が
合
併
を
丸
く
収
め
る
た
め
の
道
具
と
し

て
限
ら
れ
た
期
間
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
生
ま
れ
た
出
生
の
不
運
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
地
名
の
漢
字
二
字
は

『
延
喜
式
』
の
「
凡
諸
国
部
内
郡
里
等
名
、
並
用
二
字
、
必
取
嘉
名
」
以
来
の
不
文
律
と
思
っ
て
い
た
ら
そ
う
で
も

な
い
の
だ
。
平
成
の
合
併
に
当
た
っ
て
地
名
研
究
者
が
新
市
町
村
の
名
称
の
決
定
に
当
た
っ
て
の
提
言
を
し
た
話
を

聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
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日
本
学
術
会
議
の
提
言
「
地
名
は
公
共
財
」

地
名
や
地
物
は
公
共
財
で
あ
る
。
日
本
学
術
会
議
が
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
に
「
地
名
標
準
化
の
現
状
と
課

題
」
を
報
告
し
た
。
日
本
学
術
会
議
の
委
員
の
任
命
拒
否
に
つ
い
て
は
立
憲
主
義
に
反
す
る
暴
挙
と
し
て
話
題
に

な
っ
て
今
も
継
続
し
て
い
る
が
、
日
本
学
術
会
議
の
活
動
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
ア
ナ
ウ
ン
ス
も
さ
れ
て
い
な
い
。
長

い
引
用
に
な
る
が
、
学
術
会
議
の
活
動
を
理
解
す
る
機
会
で
も
あ
り
、
ま
た
地
名
の
あ
り
方
に
つ
い
て
明
確
な
ル
ー

ル
を
示
す
重
要
な
提
言
で
あ
る
た
め
そ
の
要
旨
を
引
用
す
る
。

「
地
名
（
一
部
の
施
設
名
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
れ
を
使
用
す
る
者
又
は
当
事
者
間
で
適
切
に
理

解
さ
れ
れ
ば
使
用
の
目
的
を
達
す
る
場
合
が
多
い
。
一
方
に
お
い
て
、
地
域
の
管
理
、
基
本
図
の
調
製
、
河

川
、
道
路
、
鉄
道
、
駅
、
橋
、
ト
ン
ネ
ル
そ
の
他
公
共
性
の
あ
る
構
造
物
等
の
表
示
等
の
た
め
、
行
政
の
執

行
上
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
こ
の
場
合
は
、
一
定
の
秩
序
の
下
に
使
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
近
年
、

国
際
交
流
、
地
方
創
生
、
観
光
等
の
行
政
課
題
が
重
要
視
さ
れ
る
中
、
地
名
使
用
の
秩
序
の
意
義
は
、
一
層

高
ま
っ
て
い
る
。
地
名
は
地
域
を
成
長
さ
せ
る
た
め
の
、
時
と
空
間
を
繋
ぐ
重
要
な
無
形
文
化
資
産
で
あ
る
。

　
地
名
の
命
名
又
は
改
変
を
行
政
と
し
て
行
う
場
合
、
そ
の
主
体
は
原
則
と
し
て
市
町
村
と
な
る
が
、
住
民

の
意
思
は
当
然
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
問
題
と
し
て
は
、
地
域
住
民
の
範
囲
、
市
町
村
外
の
住
民

の
意
思
、
首
長
及
び
議
会
の
責
任
と
権
限
等
に
か
か
わ
る
難
し
い
問
題
が
あ
り
、
市
町
村
に
よ
る
地
名
の
命

名
又
は
改
変
に
つ
い
て
何
ら
か
の
ル
ー
ル
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
助
言
と
調
整
の
仕
組
み
等
が
あ
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。

地
名
は
本
来
、
国
民
全
体
の
文
化
的
歴
史
的
共
有
財
産
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
が
個
別
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に
命
名
権
を
保
持
し
、
私
企
業
が
駅
名
や
施
設
名
な
ど
地
名
表
記
に
関
わ
る
場
合
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
な

い
。
地
名
表
記
は
漢
字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
・
ロ
ー
マ
字
な
ど
多
様
で
あ
る
が
、
使
用
方
法
に
つ
い
て

の
明
確
な
基
準
を
策
定
す
る
機
関
を
欠
く
た
め
、
教
育
・
文
化
行
政
に
お
い
て
地
名
表
記
が
統
一
さ
れ
て
お

ら
ず
、
教
育
現
場
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　
公
的
な
地
名
に
限
っ
て
も
、
そ
の
命
名
、
改
廃
、
運
用
の
妥
当
性
や
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
の
法
律

は
、
個
別
法
と
し
て
も
基
本
法
と
し
て
も
存
在
し
な
い
。
地
名
に
関
す
る
総
合
的
、
基
本
的
な
法
律
が
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
国
と
し
て
総
合
的
、
基
本
的
な
仕
組
み
も
機
関
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
少
な
く
と
も
公
的
に
使
用
さ
れ
る
地
名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
命
名
、
改
廃
、
運
用
等
に
関
し
、
基
本
理

念
、
手
続
き
、
責
任
の
所
在
等
を
定
め
た
基
本
法
の
制
定
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

①
地
名
標
準
化
の
必
要
性
（
公
的
機
関
に
よ
る
地
名
の
表
現
方
法
等
の
規
範
の
確
立
）

②
地
名
の
統
合
管
理
（
地
名
の
命
名
、
表
記
等
に
関
す
る
国
・
地
方
・
民
間
の
横
断
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

③
地
名
専
門
家
の
育
成
（
地
名
の
適
切
な
助
言
の
で
き
る
専
門
家
の
育
成
と
地
名
収
集
の
促
進
）

④
国
際
的
対
応
の
強
化
（
国
連
地
名
標
準
化
会
議
な
ど
国
際
的
な
学
術
団
体
へ
地
名
専
門
家
を
派
遣
）

⑤
地
名
集
の
作
成
（
国
内
で
使
用
さ
れ
る
地
名
を
標
準
化
し
た
地
名
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
）」

日
本
学
術
会
議
の
提
言
を
手
に
取
る
機
会
が
な
い
の
で
あ
え
て
長
文
と
な
る
が
引
用
し
た
（
下
線
筆
者
）。

高
松
を
歩
く
と
き
に
「
高
松
み
ん
な
の
病
院
」、
善
通
寺
で
は
「
四
国
こ
ど
も
と
お
と
な
の
医
療
セ
ン
タ
ー
」
の

施
設
表
示
板
を
目
に
し
た
。
高
知
県
立
図
書
館
と
高
知
市
民
図
書
館
は
一
緒
に
な
っ
て
「
オ
ー
テ
ピ
ア
高
知
図
書

館
」
と
な
っ
た
。
大
好
き
だ
っ
た
「
市
民
の
図
書
館
」
の
御
影
石
は
オ
ー
テ
ピ
ア
の
片
隅
に
置
か
れ
て
い
た
。
今
も
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新
図
書
館
に
図
書
館
運
営
の
指
針
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
施
策
の
表
れ
で
も
あ
る
。

〇
〇
市
立
図
書
館
、
〇
〇
市
民
図
書
館
、
〇
〇
・
市
民
の
図
書
館
で
は
そ
れ
ぞ
れ
趣
が
違
っ
て
く
る
。
追お

う
て
ま
え

手
前
小
学

校
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
、
仲
間
友
人
を
意
味
す
る
ピ
ア
と
を
組
み
合
わ
せ
オ
ー
テ
ピ
ア
と
地
物
の
特
定
に
覚

え
や
す
く
親
し
み
や
す
い
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
が
十
年
後
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
が
や
た
ら
と
ひ
ら
が
な
を
使
い
、
政
治
家
も
カ
タ
カ
ナ
用
語
で
け
む
に
巻
く
始
末
で
あ
る
。
こ

ん
な
じ
だ
い
に
つ
い
て
い
け
な
く
な
っ
た
の
は
じ
ぶ
ん
の
と
し
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。
エ
ビ
デ
ン
ス
ガ
ナ
イ
カ
ラ
ワ
カ

ラ
ナ
イ
。　
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四
国
遍
路
　
二
十
四
日
目
（
さ
ぬ
き
市
志
度
～
87
・
88
～
さ
ぬ
き
市
多
和
）

香
川
県
さ
ぬ
き
市
志
度
（
た
い
や
旅
館
）

　
〜
　
二
四･

六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
八
時
間
四
七
分

香
川
県
さ
ぬ
き
市
多
和
兼
割
（
八
十
窪
）

活
動
日
記

志
度
の
「
た
い
や
旅
館
」
の
朝
食
を
し
っ
か
り
い
た
だ
い
て
出
立
。

晴
れ
て
は
い
る
が
長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
で
も
少
し
寒
く
感
じ
る
。
昨
日
参

拝
し
た
八
十
六
番
札
所
志
度
寺
の
前
を
通
る
。
山
号
は
補
陀
落
山
で
あ

る
が
、
こ
の
鬱
蒼
と
し
た
木
々
で
は
「
渡
海
」
は
で
き
な
い
。

八
十
七
番
札
所
長
尾
寺
ま
で
は
真
っ
す
ぐ
南
進
す
る
。
す
っ
き
り
し

た
境
内
で
朝
の
お
勤
め
を
す
ま
せ
た
。
宿
を
八
十
八
番
札
所
大
窪
寺
の

脇
に
あ
る
宿
「
八
十
窪
」
に
予
約
し
た
。「
十
三
時
に
は
着
く
わ
よ
」

と
の
こ
と
。
ゆ
っ
く
り
進
む
こ
と
に
し
た
。

さ
ぬ
き
市
前
山
の
前
山
ダ
ム
湖
畔
に
道
の
駅
「
な
が
お
」
と
そ
の
前

に
「
お
へ
ん
ろ
交
流
サ
ロ
ン
」
が
あ
る
。
休
憩
が
て
ら
展
示
物
を
見

て
、「
さ
ぬ
き
市
へ
ん
ろ
資
料
館
」
の
片
桐
孝
浩
館
長
（
文
化
財
保
護

指
導
員
）
に
話
を
う
か
が
っ
た
。
松
浦
武
四
郎
の
道
中
雑
誌
の
記
録
し

珍しい英語表記の橋名版（さぬき市長尾）

四
国
遍
路  

二
十
四
日
目
（
さ
ぬ
き
市
志
度
～
87
・
88
～
さ
ぬ
き
市
多
和
）
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た
地
名
を
た
ど
っ
て
い
る
と
遍
路
の
意
図
を
話
す
と
「
松
浦
武
四
郎
の
話
を
し
た
遍
路
は
あ
な
た
が
初
め
て
」
と
驚

き
、
加
え
て
「
武
四
郎
は
遍
路
の
所
作
を
文
献
で
示
し
た
初
め
て
の
人
で
は
な
い
か
」
と
説
明
を
い
た
だ
い
た
。
志

度
寺
の
話
、
旦
過
と
い
う
遍
路
地
名
の
話
、
高
群
逸
枝
の
娘
巡
礼
記
の
話
な
ど
お
聞
き
し
た
。
他
の
お
遍
路
さ
ん
も

来
場
す
る
の
で
「
詳
し
く
は
メ
ー
ル
で
お
た
ず
ね
し
ま
す
」
と
そ
の
場
を
終
え
た
。

前
山
か
ら
は
「
花
折
山
へ
ん
ろ
道
」
を
歩
く
こ
と
に
し
た
。
峠
越
え
の
山
道
で
汗
は
か
く
が
、
土
道
で
足
に
優

し
い
。
幾
分
登
る
と
お
じ
さ
ん
に
遭
遇
。
こ
の
山
五
町
歩
く
ら
い
の
山
主
と
い
う
。「
こ
れ
が
、
珍
し
く
採
れ
た
ク

リ
シ
メ
ジ
よ
」
と
自
慢
げ
に
差
し
出
し
た
。「
こ
の
一
帯
を
遍
路
の
散
策
で
き
る
場
に
し
た
い
」
と
い
う
。
樫
村

さ
ん
は
九
十
一
歳
で
あ
る
。
志
度
町
の
町
長
を
四
期
や
っ
て
平
成
八
年

（
一
九
九
六
）
に
引
退
し
た
と
の
こ
と
。「
国
の
効
率
化
の
も
と
で
合
併
し

た
が
、
元
気
が
な
く
な
っ
た
」
と
嘆
い
て
い
た
。

大
窪
寺
に
着
い
た
の
は
十
六
時
に
な
っ
て
い
た
。
さ
す
が
に
結
願
寺
な

の
か
全
体
の
空
間
に
元
気
あ
る
。
宿
泊
は
「
八
十
窪
」。
有
名
女
将
の
赤

飯
と
ソ
ー
メ
ン
汁
を
い
た
だ
い
た
。
客
は
四
人
。
東
京
都
、
神
奈
川
、
大

阪
と
コ
ロ
ナ
ビ
ッ
ク
三
の
登
場
で
あ
る
。
逆
打
ち
歩
き
の
人
、
電
動
自
転

車
で
別
格
も
含
め
回
っ
て
る
人
、
十
回
以
上
結
願
し
逆
打
ち
シ
ー
ル
を

貼
っ
て
回
っ
て
い
る
人
。
九
十
歳
超
え
の
女
将
は
、
女
子
初
の
プ
ロ
野
球

ス
カ
ウ
ト
と
な
る
乾
絵
美
さ
ん
の
祖
母
で
あ
る
。
若
女
将
な
ど
と
話
は
弾

ん
だ
。
明
日
の
最
適
な
ル
ー
ト
も
皆
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

樫村さんは元志度町長（さぬき市前山）
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今
日
の
歩
く
距
離
は
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
と
少
な
か
っ
た
が
充
実
し
た
一
日
だ
っ
た
。

長
尾
寺
（
第
八
七
番
札
所 

補ふ

だ陀
落ら

く
さ
ん山 

観か
ん
お
ん
い
ん

音
院 

長な
が

尾お

じ寺
）

御
詠
歌
：
あ
し
び
き
の
山
鳥
の
尾
の
長
尾
寺
　
秋
の
夜
す
が
ら
御
名
を
唱
え
よ

宗
派
：
天
台
宗
　
　
本
尊
：
聖
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
行
基

創
建
：
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）　
　
所
在
：
さ
ぬ
き
市
長
尾
西
六
五
三

東
讃
の
鎮
護
・
讃
岐
七
観
音
の
一
つ
　
所
在
地
が
長
尾
街
道
の
北
、
町
の
中
心
の
字
「
観か

ん
の
ん音

」
に
あ
る
。『
長
尾

町
史
』
に
よ
れ
ば
、
慶
長
の
地
検
帳
、
承
応
の
宗
門
改
帳
に
も
「
観
音
寺
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
字
名
（
ホ
ノ
ギ
）

と
し
て
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。

長
尾
寺
略
縁
起
に
は
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）
行
基
が
開
基
し
聖
観
音
像
を
安
置
、
天
長
二
年
（
八
二
五
）
藤
原

冬
嗣
再
興
と
あ
る
。
境
内
か
ら
奈
良
時
代
の
古
瓦
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
創
建
が
八
世
紀
後
半
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

そ
の
後
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
高
松
藩
主
松
平
頼
常
が
讃
岐
七
観
音
の
一
つ
と
し
、
真
言
宗
を
天
台
宗
に
改

め
宝
蔵
院
（
極
楽
寺
）
か
ら
離
末
さ
せ
て
東
讃
の
鎮
護
と
し
、
寺
名
を
観
音
院
長
尾
寺
と
改
め
た
。

寂
本
の
長
尾
寺
図
に
は
長
尾
街
道
に
町
家
が
連
な
り
茶
屋
も
あ
る
。
仁
王
門
を
く
ぐ
る
と
左
に
本
坊
観
音
院
、
正

面
に
観
音
堂
、
右
側
に
鎮
守
の
天
照
大
神
と
阿
弥
陀
堂
が
描
か
れ
て
い
る
。
天
照
大
神
は
熊
野
で
は
「
若
一
王
子
」

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
補
陀
落
山
の
山
号
と
天
照
大
神
と
観
音
信
仰
を
合
わ
せ
て
み
た
ら
長
尾
寺
は
志
度
寺
か
ら

分
離
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
え
る
。
奥
の
院
は
、
志
度
寺
と
の
間
に
あ
る
玉
泉
寺
。
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大
窪
寺
（
第
八
十
八
番
札
所 

医い
お
う
ざ
ん

王
山 

遍
へ
ん
じ
ょ
う
こ
う
い
ん

照
光
院 

大お
お
く
ぼ
じ

窪
寺
）

御
詠
歌
：
南
無
薬
師
諸
病
な
か
れ
と
願
い
つ
つ
　
詣
れ
る
人
は
大
窪
の
寺

宗
派
：
真
言
宗
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
行
基

創
建
：
養
老
元
年
（
七
一
七
）　
　
所
在
：
さ
ぬ
き
市
多
和
兼
割

法
螺
貝
を
左
手
に
持
つ
薬
師
如
来
　
大
窪
寺
の
本
尊
は
薬
師
如
来
。
薬
師
如
来
は
無
明
の
病
を
直
す
法
薬
を
与
え

る
医
薬
の
仏
と
し
て
、
普
通
な
ら
左
手
に
薬
壺
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
法
螺
貝
で
あ
る
。
澄
禅
は
「
大
師

御
所
持
の
六
尺
ほ
ど
の
鉄
錫
杖
、
同
法
螺
、
同
大
師
御
筆
の
紺
紙
金
泥
の
旧
訳
仁
王
経
が
あ
る
。」
と
記
し
て
い
る

が
、
こ
の
法
螺
貝
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
寺
の
背
後
に
あ
る
女
体
山
の
山
域
を
修
業
の
場
と
し
た
修
験
者
た
ち

の
拠
点
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
法
螺
貝
は
「
天
界
の
音
楽
な
れ
ば
、
一
度
之
を
吹
き
奉
れ
ば
、
其
の
響
き
十
方
世
界
に

周
偏
し
て
、
諸
々
の
不
浄
を
清
め
、
邪
気
を
除
き
、
悪
気
魔
障
立
ち
所
に
降
伏
せ
し
め
奉
る
」
と
い
う
法
具
で
あ

る
。
修
験
道
の
記
憶
を
と
ど
め
る
薬
師
の
像
容
で
あ
る
。

「
医
王
」
を
山
号
、
院
号
に
刻
ん
だ
札
所
は
、
医
王
山
大
窪
寺
の
ほ
か
、
二
十
二
番
札
所
医
王
院
平
等
寺
、

二
十
三
番
札
所
医
王
山
薬
王
寺
、
四
十
六
番
札
所
医
王
山
浄
瑠
璃
寺
、
七
十
四
番
札
所
医
王
山
甲
山
寺
の
五
ヶ
寺
あ

り
、
本
尊
は
い
ず
れ
も
薬
師
如
来
で
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
香
川
県
さ
ぬ
き
市

 

八
十
六
番
補
陀
落
山
清
浄
光
院
志
度
寺
（
八
十
六
番
札
所
志
度
寺
）
奥
院
（
地
蔵
寺
）
な
が
ゆ
く
村
（
志

-  269 -  

四国遍路　二十四日目（さぬき市志度～ 87・88 ～さぬき市多和）



度
・
長
行
集
落
）
ミ
や
に
し
村
（
造
田
宮
西
）
八
十
七
番
補
陀
落
山
観
音
院
長
尾
寺
（
八
十
七
番
札
所

長
尾
寺
）
ま
え
山
村
（
前
山
）
が
く
村
（
さ
ぬ
き
市
多
和
額
北
）
八
十
八
番
医
王
山
遍
照
院
大
窪
寺

（
八
十
八
番
札
所
大
窪
寺
）

武
四
郎
は
志
度
寺
を
過
ぎ
て
「
此
辺
り
砂
糖
を
多
く
作
れ
り
。
是
よ
り
三
十
丁
斗
南
ニ
当
り
て
日
内
山
と
云
山

有
」
と
記
す
。
志
度
寺
か
ら
長
尾
寺
、
大
窪
寺
に
か
け
て
の
へ
ん
ろ
道
は
、
南
下
す
る
一
本
道
で
あ
る
。
前
山
か
ら

二
つ
の
道
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
「
花
折
山
へ
ん
ろ
道
」、
二
つ
は
「
女
体
山
へ
ん
ろ
道
」
で
あ
る
。
女
体
山
は
大

窪
寺
の
奥
の
院
・
胎
蔵
峰
を
経
由
す
る
が
、
武
四
郎
は
額
村
（
多
和
額
）
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
同
じ
よ
う
に
花

折
へ
ん
ろ
道
を
歩
い
た
。

和
三
盆
を
伝
え
た
遍
路

武
四
郎
は
砂
糖
づ
く
り
の
地
と
し
て
志
度
（
さ
ぬ
き
市
）、
撫
養
（
鳴
門
市
撫
養
町
木
津
）、
か
ん
や
け
村
（
上
板

町
神
宅
）、
田
中
村
（
土
成
町
土
成
田
中
）
の
四
地
区
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
辺
り
は
今
で
も
和
三
盆
の
生
産
地

で
、
産
地
を
付
し
た
「
讃
岐
三
盆
白
」「
阿
波
三
盆
」
が
あ
る
。
和
三
盆
は
独
特
の
風
味
と
適
当
な
粘
性
が
あ
る
こ

と
か
ら
各
種
の
和
菓
子
の
原
料
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
砂
糖
で
あ
る
。

サ
ト
ウ
キ
ビ
を
搾
っ
て
そ
糖
汁
を
釜
で
煮
詰
め
、
酒
絞
り
の
よ
う
に
圧
搾
し
、
蜜
を
の
ぞ
い
た
も
の
に
水
を
加
え

な
が
ら
さ
ら
に
五
、六
回
圧
搾
す
る
と
い
う
製
法
で
あ
る
。
こ
の
和
三
盆
の
製
法
を
も
た
ら
し
た
の
は
四
国
遍
路
の

薩
摩
人
・
関
良
助
で
あ
っ
た
。
良
助
は
湊
川
（
東
か
が
わ
市
湊
川
）
で
病
気
と
な
り
村
の
人
に
看
病
さ
れ
九
死
に
一

生
を
得
て
無
事
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
。
土
地
の
医
師
向
山
周
慶
の
恩
義
に
報
い
よ
う
と
、
門
外
不
出
で
あ
っ
た
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サ
ト
ウ
キ
ビ
の
種
を
讃
岐
・
湊
川
に
持
ち
込
ん
で
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
栽
培
と
砂
糖
の
製
造
を
教
え
、
改
良
を
加
え
た

製
法
で
和
三
盆
が
完
成
さ
れ
た
の
が
「
讃
岐
三
盆
白
」
で
あ
っ
た
（
こ
の
伝
承
の
疑
問
視
説
も
あ
る
）。
寛
政
二
年

（
一
七
九
〇
）
に
、
三
盆
糖
を
高
松
藩
主
に
献
上
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
「
阿
波
三
盆
糖
」

は
引
野
村
（
上
板
町
引
野
）
に
住
む
篤
農
家
で
山
伏
で
あ
っ
た
と
い
う
丸
山
徳
弥
（
一
七
五
一
～
一
八
二
六
）
が
九

州
日
向
か
ら
来
た
遍
路
に
「
こ
の
地
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
聞
き
、
苗
入
手
を
決
意
し
日

向
延
岡
へ
渡
っ
て
こ
っ
そ
り
と
持
ち
帰
り
、
独
力
で
栽
培
か
ら
製
造
ま
で
な
し
と
げ
た
と
い
う
。
こ
の
「
砂
糖
製
造

法
伝
授
に
関
す
る
誓
約
書
」
が
安
楽
寺
に
現
在
も
保
管
さ
れ
て
い
る
。

武
四
郎
が
四
国
を
旅
す
る
と
き
に
、
伊
勢
の
話
を
す
る
と
あ
り
が
た
が
っ
て
泊
め
て
く
れ
た
と
い
う
。
遍
路
は
文

化
の
伝
道
師
で
あ
る
と
と
も
に
、
も
の
づ
く
り
の
技
術
や
種
子
や
苗

（
稲
・
麦
・
サ
ト
ウ
キ
ビ
・
ミ
カ
ン
な
ど
）
の
伝
播
の
役
割
も
担
っ

て
い
た
。

香
り
米
・
ヘ
ン
ド
ヨ
リ
・
幾
治
ヨ
リ

高
知
の
食
文
化
史
に
も
詳
し
い
近
藤
日
出
男
の
『
ま
ぼ
ろ
し
の
稲

を
訪
ね
て
』
に
「
仁
井
田
巡
り
自
動
車
唱
歌
」
が
あ
る
。
当
時
の
窪

川
か
ら
仁
井
田
ま
で
の
車
窓
の
風
景
が
映
し
だ
さ
れ
、
仁
井
田
米
・

香
り
米
の
掛
け
合
い
漫
談
に
も
似
た
軽
妙
な
喋
り
も
よ
く
、
仁
井
田

界
隈
の
風
俗
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
唱
歌
に
「
台
地
の
仁
井
田
の

ヘンドヨリの選定者・市川幾治
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ヘ
ン
ド
ヨ
リ
の
ご
飯
と
来
た
ら
、
そ
り
ゃ
あ
、
も
う
美
味
し
う
て
、
あ
ご
を
手
拭
で
吊
っ
て
置
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
香
り
米
の
一
つ
「
ヘ
ン
ド
ヨ
リ
」
に
つ
い
て
近
藤
は
「
こ
の
品
種
は
、
四
国
遍
路

を
巡
る
人
た
ち
が
少
し
ず
つ
各
地
に
持
ち
出
し
て
い
た
よ
う
で
、
私
が
調
査
し
た
こ
ろ
に
は
、
九
州
各
地
、
中
国

地
方
に
も
広
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
ヘ
ン
ド
ヨ
リ
」
を
選
り
す
ぐ
っ
た
人
が
市
川
幾
治

（
四
万
十
町
烏
手
）
で
別
名
「
幾
治
ヨ
リ
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
近
藤
日
出
男
の
『
何
を
食
べ
て
き
た
の
だ
ろ
う
』
に

詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
愛
媛
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
Ｗ
ｅ
ｂ
『
え
ひ
め
の
記
憶
』
に
も
土
佐
の
稲
の
伝
播
に
つ
い

て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
一
読
願
い
た
い
。
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愚草の川柳集⑫選
「はやにえ」

2018 / 冬
枯れ枝に速贄おどる秋の空
とんでれらおちてれらしてオスプレイ
不可逆の少女の像は歩を数え 
化粧剥げ「日本会議」の刺青浮く
ひがらめに希望と言う名の選別機

※「はやにえ」は、モズ類などの「貯食行動」。
近年、貯えた餌の消費がオスの性的な魅力を高め
る効果をもつことが実証された▽「とんでれら」
は蚊取り線香の CM。モスキートとオスプレイの
音遊びが面白い▽「不可逆」は慰安婦問題日韓合
意の「日韓間の慰安婦問題が最終的かつ不可逆
的に解決されることを確認する」▽「希望の党」
も、小池の選別発言で一気に冷め切った。毎日毎
日のコロナ会見で小池の刷り込みが変容する恐ろ
しや。したたかな女帝。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
二
十
五
日
目
（
さ
ぬ
き
市
多
和
～
板
野
町
）

香
川
県
さ
ぬ
き
市
多
和
兼
割
（
八
十
窪
）

〜
　
三
四･

六
キ
ロ
／
九
時
間
三
一
分

徳
島
県
板
野
郡
板
野
町
吹
田
字
平
山
（
旅
人
の
宿
道
し
る
べ
）

活
動
日
記

　
大
窪
寺
の
下
「
八
十
窪
」
を
六
時
三
十
分
に
出
立
。
直
接
、
市
場

町
に
下
る
か
、
そ
れ
と
も
大
坂
越
え
に
す
る
か
悩
み
な
が
ら
足
を
進
め

た
。
宿
は
三
番
金
泉
寺
の
近
く
「
旅
人
の
宿
道
し
る
べ
」
に
決
め
て
い

た
。
三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
超
え
の
ロ
ー
ド
ゆ
え
に
足
に
優
し
い
土
道

の
大
坂
越
え
を
選
択
し
た
。
五
名
ト
ン
ネ
ル
か
ら
讃
岐
と
阿
波
の
境
目

を
過
ぎ
中
尾
峠
の
土
道
を
歩
く
と
、
後
は
車
道
脇
を
白
鳥
か
ら
引
田
へ

と
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
窪
寺
を
過
ぎ
る
と
す
ぐ
に
「
さ
ぬ
き
市
」

か
ら
「
東
か
が
わ
市
」
と
な
る
。
ど
う
い
う
訳
か
、
平
成
の
合
併
で
は

「
ひ
ら
が
な
市
町
村
」
が
増
え
た
が
、
ひ
ら
が
な
表
記
と
す
る
意
図
は

い
ま
だ
に
理
解
で
き
な
い
。

昼
過
ぎ
に
、
や
っ
と
大
坂
越
え
の
「
坂
元
」
に
た
ど
り
着
い
た
。
坂

本
（
坂
元
）
の
多
く
は
峠
越
え
の
麓
の
村
に
付
け
ら
れ
る
往
来
地
名
で

大坂峠（讃岐と阿波の国境）

四
国
遍
路  

二
十
五
日
目
（
さ
ぬ
き
市
多
和
～
板
野
町
）
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あ
る
。
ヘ
ン
ロ
道
を
尋
ね
る
と
老
婆
が
入
り
口
ま
で
先
導
し
て
く
れ
た
。「
私
ら
も
若
い
頃
、
こ
の
道
で
阿
波
に
よ

う
い
っ
た
」
と
い
う
。
次
の
札
所
で
は
老
婆
の
ご
健
勝
を
祈
念
し
な
い
と
い
け
な
い
。

国
境
を
越
え
て
な
お
稜
線
を
快
調
に
登
る
。
阿
波
側
に
な
る
と
こ
れ
が
お
節
介
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
道
と
な
る
。

道
路
管
理
者
に
と
っ
て
は
景
観
と
維
持
補
修
の
楽
さ
か
ら
い
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
硬
さ
が
遍
路
泣
か

せ
の
道
と
な
る
。
概
算
で
数
千
万
円
と
い
う
工
事
費
用
を
土
道
の
ま
ま
草
刈
等
の
維
持
補
修
を
地
元
に
委
託
す
れ
ば

数
十
年
は
や
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
に
。

一
人
ぶ
つ
ぶ
つ
い
い
な
が
ら
大
坂
を
下
り
、
今
日
の
宿
「
旅
人
の
宿
道
し
る
べ
」
に
十
六
時
に
着
い
た
。
今
日
は

無
理
せ
ず
に
ゆ
っ
く
り
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
宿
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
気
に
入
っ
た
。「
旅
人
」
も
い
い
が
、「
道
し
る

べ
」
も
い
い
。
一
泊
二
食
で
四
千
四
百
円
も
驚
き
で
、
た
ぶ
ん
バ
ッ
ク
パ
ッ
カ
ー
の
基
地
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
窓

の
外
は
徳
島
自
動
車
道
。「
ち
ょ
っ
と
う
る
さ
い
の
で
お
ま
け
す
る
」
と
御
主
人
が
い
っ
て
い
た
料
金
な
の
だ
ろ
う
。

明
日
は
一
番
札
所
霊
山
寺
か
ら
乱
れ
打
ち
だ
。

武
四
郎
の
軌
跡

〇
ル
ー
ト
そ
の
一
（
十
番
札
所
切
幡
寺
へ
の
山
道
）

■
香
川
県
さ
ぬ
き
市

　
八
十
八
番
医
王
山
遍
照
院
大
窪
寺
（
八
十
八
番
札
所
大
窪
寺
）

■
香
川
県
東
か
が
わ
市

　
中
野
村
（
五
名
・
長
野
集
落
）
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■
徳
島
県
阿
波
市

　
狸
合
村
（
市
場
町
日
開
谷
為
後
集
落
）
犬
か
け
村
（
市
場
町
大
影
）
境
（
香
川
・
徳
島
県
境
）
ひ
か
ひ

谷
御
番
所
（
市
場
町
日
開
谷
）

〇
ル
ー
ト
そ
の
二
（
一
番
札
所
霊
山
寺
へ
の
浜
辺
道
）

■
香
川
県
さ
ぬ
き
市

　
八
十
八
番
医
王
山
遍
照
院
大
窪
寺
（
八
十
八
番
札
所
大
窪
寺
）

■
香
川
県
東
か
が
わ
市

　
中
野
村
（
五
名
・
長
野
集
落
）
白
鳥
村
（
白
鳥
）
白
鳥
宮
（
白
鳥
神
社
）
引
田
（
引
田
）

■
徳
島
県
鳴
門
市

　
碁
の
浦
（
北
灘
町
碁
浦
）
鬼
の
尾
村
（
北
灘
町
折
野
）
萬
臺
山
鬼
骨
寺
（
鬼
骨
寺
）
撫
養
湊
（
撫
養
町

黒
崎
・
大
桑
島
・
小
桑
島
・
斎
田
・
北
浜
・
南
浜
な
ど
）
岡
崎
（
岡
崎
海
岸
）
里
村
（
里
浦
町
里
浦
）
木

津
上
（
撫
養
町
木
津
）
護
国
山
長
谷
寺
（
長
谷
寺
）
遍
路
霊
場
第
一
番
札
所
竺
和
山
一
乗
院
霊
山
寺
（
一

番
札
所
霊
山
寺
）

〇
ル
ー
ト
そ
の
三
（
三
番
札
所
金
泉
寺
へ
の
逢
坂
越
）

■
香
川
県
さ
ぬ
き
市

　
八
十
八
番
医
王
山
遍
照
院
大
窪
寺
（
八
十
八
番
札
所
大
窪
寺
）

■
香
川
県
東
か
が
わ
市

　
中
野
村
（
五
名
・
長
野
集
落
）
白
鳥
村
（
白
鳥
）
白
鳥
宮
（
白
鳥
神
社
）
引
田
（
引
田
）
逢
坂
越
（
大
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坂
峠
）

■
徳
島
県
東
板
野
郡
板
野
町

　
大
寺
村
（
大
寺
）
第
三
番
亀
光
山
釋
迦
院
金
泉
寺
（
三
番
札
所
金
泉
寺
）

武
四
郎
は
八
十
八
番
札
所
大
窪
寺
か
ら
の
順
路
を
前
述
の
よ
う
に
三
通
り
案
内
し
て
い
る
。

一
つ
目
は
山
道
路
、
二
つ
目
は
浜
辺
路
、
三
つ
目
は
逢
坂
越
で
あ
る
。「
我
は
両
道
と
も
ニ
通
り
た
り
」
と
書
い

て
い
る
。

こ
の
海
辺
路
は
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
十
月
、
武
四
郎
十
七
歳
の
自
伝
に
あ
る
「
備
前
を
過
て
讃
岐
（
丸

亀
）
に
到
り
、
東
讃
碁
の
浦
（
鳴
門
市
北
灘
町
碁
浦
）
を
過
て
阿
州
に
至
り
」
の
順
路
で
あ
る
。
四
国
に
初
め
て

渡
っ
た
武
四
郎
が
、
金
毘
羅
詣
で
と
讃
岐
一
国
打
ち
を
し
て
、
翌
年
の
四
国
遍
路
に
向
け
た
事
前
調
査
を
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
鳴
門
の
記
録
も
こ
の
と
き
に
詳
し
く
書
い
た
も
の
と
思
え
る
。
こ
の
ル
ー
ト
は
高
野
山
正
智
院
の

阿
闍
梨
・
道
範
が
配
流
先
の
讃
岐
を
紀
行
し
た
『
南
海
流
浪
記
』
ル
ー
ト
で
は
な
い
か
。
引
田
、
水
主
、
長
尾
町
、

三
木
町
を
通
る
南
海
道
で
は
な
か
っ
た
か
。
ち
な
み
に
南
海
道
の
讃
岐
の
駅
家
は
、
引ひ

き

田た

駅
、
松ま

つ
も
と本

駅
、
三み

谿た
に

駅
、

河こ
う
ち内

駅
、
甕み

か

井い

駅
、
柞く

に

田た

駅
の
六
駅
で
香
川
県
道
二
号
線
沿
い
と
思
わ
れ
る
が
、
比
定
地
は
数
少
な
い
。

山
道
は
二
度
目
の
四
国
に
渡
っ
た
と
き
に
一
番
札
所
か
ら
十
番
札
所
ま
で
打
っ
て
日
開
谷
番
所
を
越
え
八
十
八
番

札
所
大
窪
寺
を
経
て
八
栗
山
で
年
を
越
し
た
も
よ
う
で
あ
る
。

三
つ
目
の
逢
坂
越
は
「
逢
坂
番
所
よ
り
入
ら
ば
此
寺
（
三
番
札
所
金
泉
寺
）
の
う
ら
に
来
る
」
と
簡
単
な
記
録
の

た
め
こ
の
逢
坂
越
は
通
っ
て
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

「
一
番
よ
り
順
に
札
を
納
め
ん
と
思
ふ
人
は
、
此
村
（
五
名
・
長
野
集
落
）
よ
り
白
鳥
か
引
田
へ
出
其
よ
り
碁
の
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浦
の
番
所
を
入
て
、
阿
州
牟
屋
（
撫
養
）
の
湊
ニ
か
か
り
て
一
番
よ
り
順
ニ
打
て
よ
し
。」
と
道
は
少
し
遠
い
が
眺

望
が
い
い
と
進
め
る
。

徳
島
県
の
小
字
は
「
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
」
で

徳
島
県
は
小
字
の
ポ
リ
ゴ
ン
座
標
値
を
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
に
提
供
し
て
い
る
の
か
、
徳
島
県
域
で
は
小
字
を
調
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
制
定
（
平
成
十
九

年
）
さ
れ
た
の
が
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
。
総
務
省
官
僚
だ
っ
た
飯
泉
知
事
の
肝
い
り
事
業
か
も
し
れ
な

い
。武

四
郎
が
讃
岐
と
阿
波
の
国
境
の
村
と
し
て
「
狸
合
村
」
と
書
い
て
い
る
が
比
定
す
る
地
名
が
な
か
な
か
見
つ
か

ら
な
い
と
き
、
松
浦
武
四
郎
を
研
究
し
て
い
る
兵
庫
県
西
宮
市
の
黒
須
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
が
「
為
後
」

で
あ
る
。
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
で
見
る
と
徳
島
県
阿
波
市
市
場
町
日
開
谷
為
後
と
あ
る
。
そ
れ
も
ポ
リ
ゴ
ン
座
標
値
と

し
て
小
字
の
範
囲
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
小
字
の
集
約
さ
え
で
き
て
い
な
い
状
況
で
「
見
え
る
化
」
ま
で
取
り
組
む

徳
島
県
に
エ
ー
ル
を
送
り
た
い
。
ち
な
み
に
、
四
国
で
は
愛
媛
県
が
個
人
的
に
字
一
覧
を
デ
ー
タ
化
し
て
い
る
と

聞
い
た
が
、
香
川
県
は
ま
と
め
て
い
な
い
と
の
こ
と
。
高
知
県
は
、「
奥
四
万
十
山
の
暮
ら
し
調
査
団
」
が
県
下
全

域
、
十
一
万
の
小
字
を
ま
と
め
て
公
表
し
て
お
り
、
当
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
四
万
十
町
地
名
辞
典
』
で
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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愚草の川柳集⑬選
「ふくべ」
2018 / 夏

忖度の　筆を曲げては蜜を祇め
上を読むひらめひがらめ出世魚
象徴の　鳥は青いか籠の鳥

※ 1947 年 9 月 23 日の米国機密資料が公開。「米
国による沖縄占領を日米両国に利する」という昭
和天皇の見解であった。平成天皇は沖縄を１１回
訪れたのは過去でなく未来でなく「今」を真摯に
向き合い「青い鳥」をささげるシグナルのようで
はある。ただ、慰霊や祈りは被害者への気持ちで
はあるが加害者としての立場はいっそう弱くなっ
ている。オキナワも「琉球処分」の痛みから前に
進めない。平成天皇は上皇とならずに市民となっ
て沖縄被害者、戦争被害国に謝罪すればなおよ
かったのに。
https://www.archives.pref.okinawa.jp/uscar_document/5392

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
二
十
六
日
目
（
板
野
町
～1

・2

・3

・4

・5

・6

・7

・8

・9

・
10
～
吉
野
川
市
）

徳
島
県
板
野
郡
板
野
町
吹
田
字
平
山
（
旅
人
の
宿
道
し
る
べ
）

　
〜
　
三
七･

三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
一
時
間
〇
〇
分

徳
島
県
吉
野
川
市
鴨
島
町
知
恵
島
（
Ｇ
Ｈ
チ
ャ
ン
ネ
ル
カ
ン
）

活
動
日
記

「
旅
人
の
宿
道
し
る
べ
」
の
主
人
が
朝
食
後
に
、
一
番
札
所
霊
山
寺

ま
で
車
で
送
る
と
い
う
。
ル
ー
ル
に
反
す
る
が
十
番
札
所
ま
で
回
る
に

は
日
程
が
き
つ
い
の
で
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
歩
き
を
カ
ッ
ト
し
た
。
一

番
札
所
霊
山
寺
、
二
番
札
所
極
楽
寺
、
三
番
札
所
金
泉
寺
、
四
番
札
所

大
日
寺
、
五
番
札
所
地
蔵
寺
、
六
番
札
所
安
楽
寺
、
七
番
札
所
十
楽

寺
、
八
番
札
所
熊
谷
寺
、
九
番
札
所
法
輪
寺
、
十
番
札
所
切
幡
寺
と
一

気
に
ま
わ
り
十
一
番
札
所
藤
井
寺
の
お
膝
元
、
鴨
島
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

「
チ
ャ
ン
ネ
ル
カ
ン
」
が
今
日
の
宿
で
あ
る
。

大
日
寺
の
へ
ん
ろ
道
で
、
標
石
を
調
査
す
る
三
人
連
れ
に
出
会
っ

た
。
そ
の
一
人
、
徳
島
県
の
職
員
で
埋
蔵
文
化
財
担
当
の
早
渕
さ
ん
に

い
ろ
い
ろ
お
話
を
伺
っ
た
。
昨
日
岩
本
寺
か
ら
金
剛
福
寺
を
調
査
し
て

大
洲
回
り
の
三
百
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
走
っ
た
と
い
う
。
昨
日
会
っ

遍路標石調査（板野町那東）

四
国
遍
路  

二
十
六
日
目
（
板
野
町
～
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７
・
８
・
９
・
10
～
吉
野
川
市
）
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た
さ
ぬ
き
市
へ
ん
ろ
資
料
館
の
片
桐
館
長
は
「
四
国
遍
路
に
行
政
が
絡
む
と
い
い
こ
と
が
な
い
」
と
阿
波
・
蜂
須
賀

と
土
佐
・
山
内
の
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
く
れ
た
。
調
査
は
、
記
録
だ
か
ら
行
政
で
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
声
か
け

し
て
い
ろ
い
ろ
教
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。

六
番
札
所
安
楽
寺
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
と
紀
州
・
熊
野
の
影
響
を
受
け
た
札
所
が
多
く
な
る
。
安
楽
寺
が
所
在
す
る

「
引
野
」
は
和
歌
山
・
日
置
の
荘
園
の
転
訛
だ
ろ
う
。
安
楽
寺
の
北
側
に
熊
野
神
社
が
鎮
座
す
る
。
八
番
札
所
熊
谷

寺
の
「
熊
」
も
熊
野
神
社
に
影
響
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
本
堂
の
横
に
熊
野
神
社
遥
拝
所
の
案
内
が
あ
る
。
熊
ノ
庄
と

い
う
常
会
も
あ
る
。
ぷ
ん
ぷ
ん
熊
野
が
匂
う
。

全
国
三
千
社
の
熊
野
神
社
に
は
そ
れ
ぞ
れ
由
来
は
あ
ろ
う
が
、
四
国
霊

場
と
の
関
係
を
帰
っ
て
じ
っ
く
り
調
べ
よ
う
。

も
う
一
つ
気
に
な
っ
た
の
は
、
長
宗
我
部
元
親
の
四
国
覇
権
に
お
け
る

残
虐
行
為
。
札
所
の
多
く
は
焼
き
討
ち
に
遭
っ
て
い
る
。
お
姫
様
の
塚
に

も
長
宗
我
部
の
兵
に
慚
死
さ
れ
た
と
あ
る
。
四
国
で
お
遍
路
す
る
の
は
高

知
県
民
が
多
い
と
い
う
が
、
懺
悔
の
訪
問
で
も
あ
ろ
う
。

切
幡
寺
を
お
え
、
大
学
の
同
級
生
を
ビ
ッ
ク
リ
訪
問
し
た
。
市
場
町
の

小
さ
な
瀬
尾
石
油
店
の
御
主
人
で
あ
る
。
高
知
よ
り
二
十
円
も
低
く
、
価

格
競
争
で
大
変
だ
と
い
う
。
夜
八
時
ま
で
営
業
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
奥
様
に
店
を
任
せ
て
四
十
年
ぶ
り
の
話
を
し
夕
食
を
ご
馳
走
に
な
り

宿
ま
で
送
っ
て
も
ら
っ
た
。

「高知はボッタクリや」（阿波市市場町ＧＳ）
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一
番
札
所
か
ら
病
気
平
癒
の
お
願
い
す
る
人
が
一
人
増
え
、
山
本
さ
ん
、
高
垣
さ
ん
、
壬
生
さ
ん
、
佐
々
木
さ
ん

の
四
人
と
な
っ
た
。
間
違
い
な
く
届
け
ま
し
た
。

霊
山
寺
（
第
一
番
札
所 

竺じ
く
わ
ざ
ん

和
山 

一
い
ち
じ
ょ
う
い
ん

乗
院 

霊り
ょ
う
ぜ
ん
じ

山
寺
）

御
詠
歌
：
霊
山
の
釈
迦
の
み
前
に
め
ぐ
り
き
て
　
よ
ろ
ず
の
罪
も
消
え
失
せ
に
け
り

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
釈
迦
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）　
　
所
在
：
鳴
門
市
大
麻
町
板
東
塚
鼻

左
手
に
薬
壺
を
持
つ
釈
迦
如
来
　
御
詠
歌
は
「
罪
障
消
滅
」。
一
番
で
四
国
遍
路
の
目
的
を
諭
さ
れ
た
よ
う
だ
。

四
国
霊
場
の
本
尊
は
薬
師
如
来
が
多
く
、
釈
迦
如
来
は
五
ヶ
寺
だ
け
で
あ
る
。
本
尊
は
見
え
な
い
の
で
確
認
は
取

れ
な
い
が
御
影
の
像
容
を
見
る
と
左
手
に
薬
壺
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
薬
師
如
来
で
は
な
い
か
と
思
う
。

釈
迦
如
来
の
像
容
は
「
誕
生
仏
」「
釈
迦
如
来
」「
涅
槃
仏
」
の
三
様
が
あ
る
。
釈
迦
の
誕
生
日
と
さ
れ
る
四
月
八

日
・
花
ま
つ
り
に
は
、
あ
の
天
上
天
下
唯
我
独
尊
の
姿
で
あ
る
「
誕
生
仏
」
に
甘
茶
を
か
け
る
習
俗
が
あ
る
。
よ
く

見
か
け
る
釈
迦
如
来
は
出
家
し
た
比
丘
の
よ
う
な
粗
末
な
衣
一
枚
の
姿
で
螺ら

髪ほ
つ

と
い
う
巻
い
た
髪
の
毛
の
質
素
な
姿

と
白
毫
に
特
徴
が
あ
る
。
三
つ
目
の
涅
槃
仏
は
釈
迦
が
入
滅
す
る
様
子
を
表
し
た
も
の
で
、
手
枕
で
横
た
え
た
姿
で

あ
る
。
北
枕
は
こ
の
姿
を
い
う
。
九
番
札
所
法
輪
寺
の
御
影
が
涅
槃
仏
で
あ
る
。

寂
本
は
霊
山
寺
図
に
本
堂
を
中
心
に
御
影
堂
、
大
日
、
阿
弥
陀
、
天
神
の
堂
宇
を
、
別
枠
に
大
麻
権
現
、
中
宮
明

神
、
西
宮
、
聞
持
堂
を
描
い
て
い
る
。
寂
本
は
「
大
麻
彦
権
現
は
今
こ
の
寺
の
奥
の
院
だ
と
い
う
。
こ
の
神
社
は
阿

波
国
の
一
の
宮
と
な
っ
て
い
る
。」
と
あ
る
。
ま
た
四
国
巡
拝
の
最
初
の
札
所
と
述
べ
つ
つ
、「
道
場
寺
（
七
十
八
番
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札
所
）、
井
戸
寺
（
十
七
番
札
所
）
か
ら
始
拝
す
る
者
も
い
る
。
み
な
路
次
の
都
合
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。」
と
当
時

の
撫
養
か
ら
阿
波
に
入
る
も
の
、
丸
亀
か
ら
讃
岐
に
入
る
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
四
国
上
陸
地
近
く
の
札
所
か
ら
打
ち
始

め
る
と
遍
路
の
実
際
を
話
す
。

極
楽
寺
（
第
二
番
札
所 

日
に
っ
し
ょ
う
ざ
ん

照
山 

無む
り
ょ
う
じ
ゅ
い
ん

量
寿
院 

極ご
く
ら
く
じ

楽
寺
）

御
詠
歌
：
極
楽
の
弥
陀
の
浄
土
へ
行
き
た
く
ば
　
南
無
阿
弥
陀
仏
口
ぐ
せ
に
せ
よ

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
阿
弥
陀
如
来
（
伝
弘
法
大
師
）　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
奈
良
時
代
（
七
一
〇
〜
七
九
三
）　
　
所
在
：
鳴
門
市
大
麻
町
檜
字
段
の
上

霊
山
寺
か
ら
十
分
　
澄
禅
は
「
本
尊
阿
弥
陀
。
退
転
し
て
小
庵
に
堂
守
の
禅
門
」
と
だ
け
記
す
。
寂
本
も
「
物
の

変
わ
る
の
は
世
の
常
の
こ
と
で
、
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
」
と
嘆
い
て
い
る
。

す
ぐ
隣
に
熊
野
神
社
が
あ
る
が
、
寺
の
縁
起
に
は
何
も
な
い
。

金
泉
寺
（
第
三
番
札
所 

亀き
こ
う
ざ
ん

光
山 

釈し
ゃ
か
い
ん

迦
院 

金こ
ん
せ
ん
じ

泉
寺
）

御
詠
歌
：
極
楽
の
宝
の
池
を
思
た
だ
　
黄
金
の
泉
す
み
た
た
え
る

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
釈
迦
如
来
（
伝
行
基
作
）　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）　
　
所
在
：
板
野
郡
板
野
町
大
寺
字
亀
山
下

堂
の
扉
が
板
野
を
分
け
る
　
寂
本
は
「
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
板
東
と
い
い
板
西
と
い
う
両
郡
の
名
は
、
こ
の
堂
が
両

郡
の
境
目
に
あ
り
、
堂
の
扉
の
東
と
西
と
で
郡
を
分
け
た
か
ら
」
と
郡
名
の
由
来
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
「
こ
の
寺
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は
弘
法
大
師
が
開
基
、
金
泉
の
跡
も
あ
る
。
中
古
に
亀
山
法
皇
（
一
二
四
九
―
一
三
〇
五
）
が
勅
願
し
再
興
さ
れ
た

と
あ
る
。
亀
山
法
皇
の
御
廟
も
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

縁
起
は
定
か
で
な
い
が
、
当
初
「
金
光
明
寺
」
と
命
名
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
～
二
四
）

弘
法
大
師
が
日
照
り
に
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
こ
の
地
に
井
戸
を
掘
ら
れ
た
。
こ
の
霊
水
が
「
黄
金
の
井
戸
」

と
さ
れ
、
寺
名
の
「
金
光
明
寺
」
を
「
金
泉
寺
」
に
改
め
た
と
あ
る
。

亀
山
法
皇
は
熊
野
を
厚
く
信
仰
し
て
い
た
こ
と
か
ら
か
周
辺
に
熊
神
社
は
多
い
。

大
日
寺
（
第
四
番
札
所 
黒こ

く
が
ん
ざ
ん

巌
山 

遍
へ
ん
じ
ょ
う
い
ん

照
院 

大だ
い
に
ち
じ

日
寺
）

御
詠
歌
：
な
が
む
れ
ば
月
白
妙
の
夜
半
な
れ
や
　
た
だ
黒
谷
に
す
み
ぞ
め
の
袖

宗
派
：
東
寺
真
言
宗
　
　
本
尊
：
大
日
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
板
野
郡
板
野
町
黒
谷
字
居
内

万
人
講
は
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
　
澄
禅
、
寂
本
と
も
に
「
黒
谷
寺
」
と
記
す
。

澄
禅
は
「
本
尊
大
日
如
来
。
堂
舎
は
零
落
し
て
い
た
の
を
、
地
元
の
杢
兵
衛
と
い
う
無
二
の
信
心
者
で
あ
る
大

富
貴
の
在
家
が
近
年
再
興
し
て
立
派
に
し
た
。」
と
あ
り
、
寂
本
は
「
杢
兵
衛
が
鐘
楼
を
鋳
造
し
時
刻
を
報
じ
た
と

あ
り
、
別
に
遍
照
は
大
日
如
来
で
あ
る
こ
と
か
ら
大
日
寺
と
も
い
う
。」
と
述
べ
、
黒
谷
寺
図
に
は
遍
照
院
、
大
日

堂
、
天
照
大
神
に
鐘
楼
堂
を
描
い
て
い
る
。

五
来
重
は
、
住
持
某
が
「
万
人
講
」
で
大
日
寺
を
復
興
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
作
善
を
す
る
人
が
一
万
人
な
ら
功

徳
は
一
万
人
と
い
う
の
が
万
人
講
の
考
え
方
。
こ
れ
は
共
同
体
で
全
て
事
を
お
こ
な
う
と
い
う
共
同
体
の
原
理
。
大
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衆
の
支
持
に
よ
る
も
の
は
残
っ
て
も
、
国
家
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
は
残
ら
な
い
」
と
政
治
と
宗
教
の
関
係
を

述
べ
る
。
今
で
言
っ
た
ら
お
手
盛
り
補
助
金
事
業
は
失
敗
す
る
が
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
成
功
す
る
と
い

う
こ
と
か
。

地
蔵
寺
（
第
五
番
札
所 

無む
じ
ん
ざ
ん

尽
山 

荘
し
ょ
う
ご
ん
い
ん

厳
院 

地じ
ぞ
う
じ

蔵
寺
）

御
詠
歌
：
六
道
の
能
化
の
地
蔵
大
菩
薩
　
導
き
給
え
こ
の
世
後
の
世

宗
派
：
真
言
宗
御
室
派
　
　
本
尊
：
延
命
地
蔵 

胎
内
仏
・
勝
軍
地
蔵
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）　
　
所
在
：
板
野
郡
板
野
町
羅
漢
字
林
東

地
蔵
菩
薩
よ
り
五
百
羅
漢
が
有
名
　
地
蔵
寺
の
奥
の
院
は
五
百
羅
漢
。
今
で
は
こ
ち
ら
が
有
名
に
な
っ
て
寺
の
所

在
地
も
板
野
町
羅
漢
で
あ
る
。

澄
禅
は
「
昔
は
門
中
に
三
千
坊
、
今
も
七
十
余
か
寺
あ
る
。」
と
述
べ
る

御
詠
歌
の
「
こ
の
世
後
の
世
」
は
、
地
蔵
菩
薩
に
は
現
世
と
来
世
の
利
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
薬
師
如
来
は
現

世
の
病
気
・
災
難
の
救
済
を
、
阿
弥
陀
如
来
は
「
え
え
と
こ
い
け
よ
」
と
来
世
安
穏
の
仏
。
現
当
二
世
の
利
益
が
地

蔵
菩
薩
に
あ
る
の
だ
か
ら
如
来
よ
り
菩
薩
が
偉
い
み
た
い
だ
。

本
尊
に
胎
内
仏
と
あ
る
こ
と
か
ら
熊
野
に
関
係
す
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
寂
本
も
「
熊
野
の
神
が
現
れ
て
霊
木

を
弘
法
大
師
に
」
と
地
蔵
寺
の
縁
起
を
記
し
て
い
る
。

安
楽
寺
（
第
六
番
札
所 

温お
ん
せ
ん
ざ
ん

泉
山 

瑠る

り璃
光こ

う
い
ん院 

安あ
ん
ら
く
じ

楽
寺
）
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御
詠
歌
：
か
り
の
世
に
知
行
争
う
む
や
く
な
り
　
安
楽
国
の
守
護
を
の
ぞ
め
よ

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
板
野
郡
上
板
町
引
野
字
寺
ノ
西
北

「
駅
路
寺
」
は
温
泉
付
き
の
道
の
駅
　
澄
禅
は
「
駅
路
山
浄
土
院
、
本
尊
薬
師
如
来
」
と
だ
け
記
し
、
寂
本
は

「
瑠
璃
山
日
光
院
瑞
雲
寺
　
こ
の
所
に
は
昔
か
ら
温
泉
が
あ
っ
て
、
諸
方
の
病
人
が
久
し
く
浴
治
の
利
を
得
て
い

る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
衆
生
の
苦
を
あ
わ
れ
み
救
済
す
る
も
の
だ
。
た
め
に
弘
法
大
師
は
薬
師
如
来
の
尊
像
を
高
さ

一
尺
三
寸
に
作
り
、
精
舎
伽
藍
を
立
て
安
置
し
た
。
昔
温
泉
が
あ
り
温
泉
山
と
い
っ
た
も
の
だ
が
、
今
は
瑠
璃
山
と

い
う
。
温
泉
は
中
古
に
人
獣
の
屍
を
入
れ
た
こ
と
か
ら
廃
絶
し
た
。
元
は
安
楽
寺
。
太
守
か
ら
寺
領
を
も
ら
い
瑞
雲

寺
に
改
め
ら
れ
た
」
と
書
き
、
瑞
運
寺
図
に
は
薬
師
堂
、
天
照
大
神
と
宿
坊
ら
し
き
施
設
が
描
か
れ
て
い
る
。

現
在
地
よ
り
北
西
の
安
楽
寺
谷
に
弘
法
大
師
が
安
楽
寺
を
創
建
し
た
も
の
で
、
温
泉
が
廃
れ
る
と
と
も
に
寺
も
荒

廃
し
、
駅
路
寺
の
瑞
運
寺
が
で
き
て
か
ら
そ
こ
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
地
の
引
野
は
古

来
「
日
置
の
庄
」
と
呼
ば
れ
た
広
大
な
荘
園
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
熊
野
新
宮
文
書
』
に
阿
波
国
日
置
庄
が
あ
り
、

南
朝
方
の
長
慶
天
皇
か
ら
紀
伊
熊
野
新
宮
に
当
庄
地
頭
職
が
寄
進
さ
れ
た
荘
園
の
よ
う
だ
。
上
板
町
の
七
條
・
鍛
冶

屋
原
・
泉
谷
・
引
野
と
土
成
町
高
尾
周
辺
に
比
定
さ
れ
る
庄
園
で
先
に
述
べ
た
小
字
「
熊
の
庄
」
も
熊
野
の
荘
園
で

あ
っ
た
こ
と
を
刻
ん
だ
地
名
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
置
の
庄
が
転
訛
し
て
「
引
野
」
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
駅
路
寺
」
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
年
）
に
定
め
ら
れ
た
徳
島
藩
蜂
須
賀
家
政
公
が
定
め
た
制
度
。
池
田
か
ら

宍
喰
ま
で
の
主
要
街
道
に
八
ヶ
寺
を
定
め
、
四
国
遍
路
や
旅
人
の
宿
泊
、
茶
湯
接
待
の
施
設
で
あ
る
と
と
も
に
悪

人
・
盗
賊
人
の
取
り
締
ま
り
も
目
的
で
あ
っ
た
。
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十
楽
寺
（
第
七
番
札
所 

光
こ
う
み
ょ
う
ざ
ん

明
山 

蓮れ
ん
げ
い
ん

華
院 

十じ
ゅ
う
ら
く
じ

楽
寺
）
　
　
　

御
詠
歌
：
人
間
の
八
苦
を
早
く
離
れ
な
ば
　
到
ら
ん
方
は
九
品
十
楽

宗
派
：
真
言
宗
単
立
　
　
本
尊
：
阿
弥
陀
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
大
同
年
間
（
八
〇
六
〜
八
一
〇
）　
　
所
在
：
阿
波
市
土
成
町
高
尾
字
法
教
田

阿
弥
陀
は
あ
の
世
の
浄
土
十
楽
　
澄
禅
は
「
十
楽
寺
　
悉
く
退
転
し
、
堂
も
形
ば
か
り
。
本
尊
阿
弥
陀
如
来
は
首

だ
け
。」
と
痛
ま
し
い
ほ
ど
の
寺
の
様
子
で
あ
る
。
寂
本
は
「
こ
の
寺
の
由
来
は
聞
い
て
い
な
い
。
弥
陀
を
安
泰
さ

せ
る
こ
と
を
十
楽
と
い
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
本
尊
を
念
じ
奉
ず
れ
ば
、
こ
こ
よ
り
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
楽
園
が
あ
る

の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
寺
で
あ
る
」
と
澄
禅
か
ら
三
十
五
年
後
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
。
由
来
も
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
首
だ
け
の
本
尊
も
新
し
く
な
り
再
興
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

す
ぐ
近
く
に
は
、
熊
野
神
社
が
小
字
・
熊
の
庄
に
鎮
座
す
る
。

熊
谷
寺
（
第
八
番
札
所 

普ふ
み
ょ
う
ざ
ん

明
山 

真し
ん
こ
う
い
ん

光
院 
熊く

ま
だ
に
じ

谷
寺
）

御
詠
歌
：
薪
と
り
水
く
ま
谷
の
寺
に
き
て
　
難
行
す
る
も
後
の
世
の
た
め

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
阿
波
市
土
成
町
土
成
字
前
田

法
華
持
経
者
の
熊
野
修
験
者
が
開
い
た
寺
　
紀
州
の
熊
野
権
現
が
現
れ
「
末
世
の
衆
生
を
永
く
済
度
せ
よ
」
と
告

げ
ら
れ
、
小
さ
な
金
の
観
世
音
菩
薩
像
を
授
け
、
虚
空
は
る
か
に
去
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
弘
法
大
師
は
そ
の
場
に

お
堂
を
建
て
て
、
千
手
観
音
像
を
彫
造
し
、
そ
の
胎
内
に
金
の
尊
像
を
納
め
て
本
尊
に
さ
れ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
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る
。熊

谷
寺
は
千
手
観
音
と
補
陀
落
信
仰
を
併
せ
持
つ
海
の
見
え
る
お
寺
で
あ
る
。
千
手
観
音
は
海
の
修
験
・
那
智
大

社
の
本
地
仏
で
も
あ
る
。
縁
起
を
含
め
熊
野
神
社
と
関
わ
り
の
深
い
札
所
で
あ
る
。

御
詠
歌
に
つ
い
て
五
来
重
は
「
奈
良
時
代
以
前
か
ら
山
岳
修
行
者
が
法
華
経
を
読
ん
で
い
た
形
跡
が
あ
る
。
法
華

経
を
実
践
す
る
行
者
〝
持
経
者
〟
が
薪
を
担
っ
て
本
尊
の
周
り
を
回
る
「
薪
の
行
道
」
を
す
る
。
そ
れ
が
「
薪
と
り
」

で
あ
り
、
水
を
く
む
か
ら
水
熊
谷
に
な
り
熊
谷
（
寺
名
）
と
な
っ
た
。」
と
説
明
す
る
。
御
詠
歌
に
は
こ
の
よ
う
に

歴
史
が
刻
ま
れ
た
歌
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
寺
の
縁
起
は
弘
法
大
師
を
登
場
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
熊
野

権
現
が
現
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
熊
野
修
験
者
が
小
さ
な
堂
宇
を
開
き
笈
の
中
の
小
さ
な
仏
を
胎
内

仏
と
し
て
安
置
し
た
と
い
う
こ
と
と
思
う
。

法
輪
寺
（
第
九
番
札
所 

正
し
ょ
う
か
く
ざ
ん

覚
山 

菩ぼ
た
い
い
ん

提
院 
法ほ

う
り
ん
じ

輪
寺
）

御
詠
歌
：
大
乗
の
ひ
ほ
う
も
と
が
も
ひ
る
が
え
し
　
転
法
輪
の
縁
と
こ
そ
き
け

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
涅
槃
釈
迦
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
阿
波
市
土
成
町
土
成
字
田
中

珍
し
い
寝
釈
迦
と
難
解
な
御
詠
歌
　
澄
禅
は
「
法
輪
寺
　
本
尊
三
如
来
。
堂
舎
寺
院
悉
く
退
転
し
て
小
さ
い
草
堂

の
み
。」
と
記
す
。
寂
本
は
「
白
虵
山
法
輪
寺
　
こ
の
地
は
山
遠
く
、
田
野
の
中
に
あ
る
。
一
堂
は
か
や
ぶ
き
屋
根

で
、
弘
法
大
師
の
御
作
で
あ
る
釈
迦
如
来
、
一
尺
五
寸
（
四
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。」

と
述
べ
る
。
澄
禅
の
三
如
来
は
誤
記
載
か
。
現
在
の
本
尊
は
寝
釈
迦
と
い
わ
れ
る
涅
槃
釈
迦
如
来
で
四
国
霊
場
で
は
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こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
法
輪
寺
の
涅
槃
仏
は
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

御
詠
歌
は
「
大
乗
の
誹
謗
」「
転
法
輪
」
な
ど
難
し
い
仏
教
用
語
が
出
て
く
る
が
、
小
乗
と
大
乗
は
比
較
の
問
題

で
は
な
い
が
、
大
の
ほ
う
が
立
派
に
見
え
る
の
は
日
本
が
大
乗
仏
教
の
国
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
違
い
は
、
自
分
が

悟
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
他
を
悟
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
小
乗
）、
自
分
が
悟
る
こ
と
は
後
回
し
に
し
て
民

衆
を
悟
ら
せ
て
や
る
（
大
乗
）
の
違
い
で
、
ど
ち
ら
も
正
し
い
。
た
だ
、
寝
釈
迦
の
姿
は
タ
イ
を
思
い
浮
か
べ
小
乗

仏
教
か
と
思
わ
せ
、
御
詠
歌
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
る
。

切
幡
寺
（
第
十
番
札
所 
得と

く
ど
ざ
ん

度
山 

灌
か
ん
じ
ょ
う
い
ん

頂
院 

切き
り
は
た
じ

幡
寺
）

御
詠
歌
：
欲
心
を
た
だ
一
筋
に
切
幡
寺
　
後
の
世
ま
で
の
障
り
と
ぞ
な
る

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
〜
八
二
四
）　
　
所
在
：
阿
波
市
市
場
町
切
幡
字
観
音

水
に
流
す
は
仏
の
寛
容
　
四
国
霊
場
は
、
街
中
よ
り
山
寺
が
そ
れ
ら
し
く
似
合
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
き
て

三
百
三
十
三
段
の
上
り
参
道
は
厳
し
い
。

切
幡
寺
が
い
う
縁
起
は
「
弘
法
大
師
が
機
織
り
の
女
に
着
物
の
ほ
こ
ろ
び
を
繕
う
布
を
所
望
。
女
は
機
に
か
か
っ

て
い
る
布
を
切
っ
て
差
し
上
げ
た
。
女
は
仏
門
に
入
っ
て
（
得
度
灌
頂
）
精
進
し
た
い
と
望
む
と
即
身
成
仏
し
て
千

手
観
音
菩
薩
に
変
身
し
た
」
と
い
う
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
、
得
度
山
・
灌
頂
院
・
切
幡
寺
と
山
号
、
院
号
、
寺
名
が

付
け
ら
れ
た
。
寂
本
の
『
四
国
徧
礼
霊
場
記
』
に
は
「
空
か
ら
五
色
の
幡
一
条
が
降
っ
て
き
て
こ
の
山
に
落
ち
た
。

こ
の
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
、
弘
法
大
師
は
寺
を
建
て
切
幡
寺
と
名
づ
け
た
。」
と
幡
が
降
っ
て
き
た
と
述
べ
る
。
五
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来
重
は
「
水
神
信
仰
は
麻
の
幣
を
立
て
て
神
様
に
上
げ
て
い
た
。
幡
を
あ
げ
る
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
幣
を
あ
げ

る
こ
と
。
布
を
織
る
機
で
は
な
く
て
幡
だ
と
思
う
。
切
幡
寺
に
は
流
水
灌
頂
会
が
あ
る
。」
と
寂
本
の
説
を
補
完
し

て
い
る
。「
流
れ
灌
頂
」
と
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
身
に
着
け
て
い
た
布
の
一
部
を
人
型
に
切
っ
て
加
持
水
に
浸
し

水
を
か
け
て
も
ら
う
儀
式
で
あ
る
。

水
は
や
は
り
清
め
の
装
置
で
、
滝
行
も
墓
に
水
を
か
け
る
の
も
カ
タ
チ
を
示
す
所
作
な
の
だ
。
コ
ロ
ナ
禍
の
手
洗

い
も
重
要
な
所
作
で
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
徳
島
県
鳴
門
市

　
遍
路
霊
場
第
一
番
札
所
竺
和
山
一
乗
院
霊
山
寺
（
一
番
札
所
霊
山
寺
）
大
麻
彦
神
社
（
大
麻
比
古
神
社
）

第
二
番
日
照
山
極
楽
寺
（
二
番
札
所
極
楽
寺
）

■
徳
島
県
板
野
郡
板
野
町

　
河
端
村
（
川
端
）
大
寺
村
（
大
寺
）
第
三
番
亀
光
山
釋
迦
院
金
泉
寺
（
三
番
札
所
金
泉
寺
）
お
か
の
宮
大

師
堂
（
岡
の
宮
）
犬
ふ
し
村
（
犬
伏
）
な
と
う
村
（
那
東
）
第
四
番
黒
岩
山
遍
照
院
大
日
寺
（
四
番
札
所

大
日
寺
）
第
五
番
無
盡
山
荘
厳
院
地
蔵
寺
（
五
番
札
所
地
蔵
寺
）
奥
院
五
百
羅
漢
（
奥
の
院
五
百
羅
漢
）

■
徳
島
県
板
野
郡
上
板
町

　
か
ん
や
け
村
（
神
宅
）
七
條
村
（
七
條
）
ひ
の
き
村
（
引
野
）
第
六
番
温
泉
山
瑞
運
院
安
楽
寺
（
六
番

札
所
安
楽
寺
）
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■
徳
島
県
阿
波
市

　
高
尾
村
（
土
成
町
高
尾
）
第
七
番
光
明
山
十
楽
寺
（
七
番
札
所
十
楽
寺
）
原
田
村
（
土
成
町
吉
田
原
田

市
の
一
）
ど
な
り
村
（
土
成
町
土
成
）
第
八
番
普
明
山
眞
光
院
熊
谷
寺
（
八
番
札
所
熊
谷
寺
）
田
中
村

（
土
成
町
土
成
田
中
）
九
番
正
覺
山
白
蛇
院
法
輪
寺
（
九
番
札
所
法
輪
寺
）
秋
月
村
（
土
成
町
秋
月
）
切

幡
村
（
市
場
町
切
幡
）
小
豆
洗
清
水
（
小
豆
洗
大
師
）
十
番
得
度
山
灌
頂
院
切
幡
寺
（
十
番
札
所
切
幡

寺
）
大
野
島
村
（
市
場
町
大
野
島
）
大
八
島
（
不
明
）
吉
野
川
（
吉
野
川
）

■
徳
島
県
吉
野
川
市

　
麻
植
村
（
お
え
）（
鴨
島
町
西
麻
植
）

吉
野
川
と
い
う
「
四
国
の
い
の
ち
」

武
四
郎
は
吉
野
川
の
段
で
「
阿
州
大
一
番
の
大
川
也
。
川
上
は
土
州
、
豫
州
の
極
山
中
よ
り
来
る
。
永
代
無
銭
渡

し
也
」
と
記
す
。
四
国
で
の
流
路
延
長
は
四
万
十
川
に
次
ぐ
も
の
の
、
流
域
面
積
は
四
国
一
位
で
、「
四
国
三
郎
」

の
異
名
を
持
ち
坂
東
太
郎
（
利
根
川
）、
筑
紫
二
郎
（
筑
後
川
）
と
と
も
に
日
本
三
大
河
川
と
呼
ば
れ
る
。

武
四
郎
は
阿
州
の
川
と
し
て
他
に
、
あ
く
い
川
（
鮎
喰
川
）、
つ
め
た
川
（
冷
田
川
）、
法
花
川
（
法
花
川
）、
か

つ
ら
川
（
勝
浦
川
）、
鶴
瀬
川
（
那
賀
川
）、
さ
か
せ
川
（
福
井
川
）、
く
だ
り
川
（
不
明
）、
母
川
（
母
川
）、
す
き

て
川
（
河
内
川
）
を
記
録
し
て
い
る
。

高
知
新
聞
連
載
コ
ラ
ム
『
土
佐
地
名
往
来
』
に
は
「
吉
野
川
が
初
め
て
文
献
に
現
れ
る
の
は
鎌
倉
時
代
の
初
め
と

の
こ
と
。
そ
の
由
来
に
つ
い
て
一
つ
に
は
〝
川
岸
が
ヨ
シ
に
お
お
わ
れ
て
い
た
〟
か
ら
。
ま
た
一
つ
に
は
川
の
流
域
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に
あ
る
高
越
寺
（
徳
島
県
吉
野
川
市
）
が
奈
良
・
吉
野
山
の
蔵
王
権
現
の
分
身
な
の
で
〝
大
和
と
同
じ
よ
う
に
麓
の

川
を
吉
野
川
と
呼
ん
だ
〟
と
も
伝
え
ら
れ
る
よ
う
だ
。」
と
紹
介
し
て
い
る
。
奈
良
・
吉
野
川
は
『
古
事
記
』
由
来

の
地
名
で
『
万
葉
集
』
に
も
十
六
首
詠
わ
れ
る
ほ
ど
の
名
所
で
あ
る
。
桜
の
吉
野
と
熊
野
は
修
験
の
地
で
も
あ
り
、

全
国
に
伝
播
さ
れ
る
の
も
自
然
と
い
え
る
。

徳
島
と
和
歌
山
の
地
名
関
連
も
不
思
議
で
あ
る
。「
那
賀
郡
・
那
賀
郡
」「
海
部
郡
・
海
部
郡
」「
牟
礼
・
牟
婁
郡
」

「
勝
浦
郡
・
那
智
勝
浦
町
」
な
ど
同
一
地
名
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
阿
波
と
紀
伊
の
歴
史
的
交
渉
の
結
果
と
も
い
え

る
。同

じ
命
名
の
意
図
か
ら
な
の
か
、
吉
野
川
は
全
国
に
分
布
す
る
。

・
床
丹
川
支
流
（
北
海
道
佐
呂
間
町
）・
常
呂
川
支
流
（
北
海
道
北
見
市
）・
名
寄
川
支
流
（
北
海
道
名
寄
市
）・

石
狩
川
支
流
（
北
海
道
深
川
市
）・
馬
淵
川
支
流
（
青
森
県
三
戸
町
）・
最
上
川
支
流
（
山
形
県
南
陽
市
）・
北
上
川

支
流
（
宮
城
県
大
﨑
市
）・
荒
川
支
流
（
埼
玉
県
深
谷
市
）・
紀
の
川
の
上
流
域
名
称
（
奈
良
県
）・
吉
井
川
支
流
（
岡

山
県
美
作
市
）・
四
万
十
川
支
流
（
高
知
県
中
土
佐
町
）・
大
野
川
支
流
（
大
分
市
）・
吉
野
川
（
宮
崎
県
日
向
市
）

吉
野
川
の
上
流
域
に
「
早
明
浦
ダ
ム
」
が
あ
る
。
ダ
ム
の
右
岸
広
場
に
は
「
四
国
の
い
の
ち
」
の
記
念
碑
が
設
え

て
あ
る
。
最
初
は
「
四
国
は
ひ
と
つ
」
の
銘
で
あ
っ
た
が
当
時
の
高
知
県
知
事
溝
渕
増
巳
が
「
水
は
ひ
と
つ
に
な
っ

た
が
、
ほ
か
の
こ
と
は
ま
だ
一
つ
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
し
た
経
緯
が
あ
る
。
徳
島
県
は
洪
水
調
整
に
よ
る
恩
恵
を

受
け
、
香
川
県
は
香
川
用
水
（
分
水
）
と
し
て
生
活
用
水
と
工
業
用
水
の
恩
恵
を
受
け
た
。

香
川
県
で
開
催
さ
れ
る
高
知
県
人
会
で
は
必
ず
知
事
が
出
席
し
、
あ
い
さ
つ
の
冒
頭
に
「
高
知
県
・
早
明
浦
ダ
ム

へ
の
感
謝
」
を
述
べ
る
。
早
明
浦
ダ
ム
の
利
水
配
分
率
は
徳
島
県
四
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
香
川
県
二
十
九
パ
ー
セ
ン
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ト
、
愛
媛
県
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
高
知
県
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
香
川
県
の
感
謝
の
意
図
が
よ
く
分
か
る
が
、
当

時
の
水
を
必
要
と
す
る
環
境
や
政
治
力
学
で
の
配
分
結
果
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
ダ
ム
湖
に
沈
む
村
は
高
知
県
で
あ

る
。
そ
の
「
亡
所
」
が
渇
水
時
期
に
現
れ
て
く
る
。
大
川
村
の
旧
役
場
庁
舎
跡
で
あ
る
。「
亡
所
」
は
何
ら
か
の
理

不
尽
な
力
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
生
活
の
場
で
あ
る
。
そ
の
力
は
時
に
災
害
で
あ
り
戦
争
で
あ
り
国
家
権
力
で

あ
り
、
札
束
の
チ
カ
ラ
で
有
無
を
言
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
亡
所
」
を
人
身
御
供
に
し
て
、
都

市
は
経
済
的
に
栄
え
て
い
っ
た
。

黒
谷
村
と
い
う
「
黒
」

武
四
郎
は
「
四
番
黒
岩
山
遍
照
院
大
日
寺
　
板
野
郡
黒
谷
村
ニ
有
り
」
と
記
し
て
い
る
。

地
名
に
は
色
を
付
し
た
地
名
が
多
い
。
赤
は
「
閼
伽
井
」
の
ア
カ
で
あ
り
、
タ
タ
ラ
製
鉄
の
「
朱
」
の
ア
カ
で
も

あ
る
。
時
代
に
よ
り
色
の
使
わ
れ
方
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
色
地
名
か
ら
地
名
が
本
来
の
持
っ
て
い
る
過
去

の
歴
史
を
読
み
解
く
こ
と
も
で
き
る
。

四
国
霊
場
八
十
八
ヶ
寺
の
山
号
・
院
号
・
寺
名
に
刻
ま
れ
て
い
る
色
を
調
べ
て
み
る
と

白
　
二
十
二
番
白
水
山
医
王
院
平
等
寺
・
八
十
番
白
牛
山
千
手
院
国
分
寺
・
八
十
一
番
綾
松
山
洞
林
院
白
峯
寺

青
　
三
十
六
番
独
鈷
山
伊
舎
那
院
青
龍
寺
・
八
十
二
番
青
峰
山
千
手
院
根
香
寺

黒
　
四
番
黒
巌
山
遍
照
院
大
日
寺

赤
　
三
十
九
番
赤
亀
山
寺
山
院
延
光
寺

わ
ず
か
八
十
八
ヶ
寺
の
資
料
で
は
あ
る
が
「
白
」
が
多
い
の
は
高
貴
な
色
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
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「
青
」
は
、
仲
松
弥
秀
、
谷
川
健
一
、
筒
井
功
が
「
青
の
世
界
」
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
が
ア
オ
・
オ
ー
が
墳
墓

葬
制
の
地
名
だ
と
い
う
。「
黒
」
は
善
意
と
悪
意
の
両
極
の
意
味
を
持
つ
。

四
万
十
町
の
旧
十
和
村
は
、
昭
和
の
合
併
時
に
併
せ
て
大
字
「
黒
川
」
を
「
里
川
」
に
、「
烏
」
を
「
古
城
」
に
、

「
四
手
」
を
「
昭
和
」
に
、「
細
々
」
を
「
河
内
」
に
改
称
し
た
。
黒
、
烏
、
四
（
シ
）
と
い
っ
た
字
を
縁
起
が
悪
い

と
し
て
改
変
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
ど
う
し
て
黒
が
嫌
わ
れ
る
の
か
。

「
黒
」
は
、
人
類
が
最
初
に
獲
得
し
た
色
で
あ
る
。

古
代
か
ら
人
々
は
火
を
燃
や
し
て
暖
を
と
り
、
食
べ
物
を
煮
た
り
焼
い
た
り
し
て
生
活
し
て
き
た
。
火
の
使
用
に

よ
り
煤
が
た
ま
り
、
そ
れ
を
集
め
墨
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
暮
ら
し
の
中
で
発
見
し
た
、
最
も
縁
の
あ
る
色
で

あ
っ
た
し
、「
伝
え
る
道
具
」
と
し
て
利
用
さ
れ
た
色
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
福
田
邦
夫
は
『
色
の
名
前
５
０
７
』

で
「
日
本
語
の
基
本
色
彩
語
と
し
て
真
っ
白
、
真
っ
黒
、
真
っ
赤
、
真
っ
青
と
い
え
る
の
も
基
本
の
四
語
だ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
真
っ
白
い
、
真
っ
黒
い
は
い
え
て
も
真
っ
赤
い
、
真
っ
青
い
、
は
な
い
の
で
、
日
本
語
の
最
も
根
源

的
な
基
本
色
彩
語
は
、
ど
う
や
ら
白
と
黒
の
二
つ
に
な
り
そ
う
だ
。
そ
れ
が
八
世
紀
頃
に
白
、
黒
、
赤
、
青
の
四
語

に
な
り
、
平
安
時
代
に
は
赤
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
黄
色
が
独
立
し
、
さ
ら
に
青
か
ら
緑
が
分
か
れ
、
そ
の
前
後
に
紫

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
成
立
し
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
最
古
の
基
本
色
彩
で
あ
る
「
し
・
ロ
」
と
「
く
・
ロ
」「
ア
・

お
」
と
「
ア
・
か
」
の
音
韻
の
対
に
な
っ
て
お
り
、
ど
れ
も
語
尾
に
「
い
」
を
付
け
れ
ば
形
容
詞
活
用
が
で
き
る
。

「
緑
い
」
と
は
言
え
な
い
の
は
、
色
を
発
見
し
た
歴
史
の
違
い
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
色
を
固
有
地
名
と
し
て

大
地
に
刻
ん
で
き
た
の
が
黒
川
で
あ
り
、
こ
の
地
の
黒
谷
で
あ
る
。

国
土
電
子
Ｗ
ｅ
ｂ
で
基
本
四
色
を
検
索
す
る
と
「
白
地
名
」
が
五
千
百
十
四
カ
所
、「
黒
地
名
」
が
四
千
五
十
カ
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所
、「
赤
地
名
」
が
三
千
七
百
二
十
カ
所
、「
青
地
名
」
が
二
千
六
百
三
十
四
カ
所
、
ヒ
ッ
ト
し
た
。
郵
便
局
な
ど
の

地
物
名
称
も
含
ま
れ
る
の
で
地
名
と
し
て
は
不
確
実
で
は
あ
る
が
大
ま
か
な
理
解
は
で
き
る
。

ま
た
、
高
知
県
の
字
一
覧
で
検
索
す
る
と
「
黒
地
名
」
が
五
百
七
十
九
字
で
黒
岩
106
・
黒
石
70
・
黒
松
54
・
黒
滝

48
・
黒
見
13
、「
白
地
名
」
が
五
百
五
十
一
字
で
白
皇
77
・
白
石
59
・
白
岩
41
・
白
王
28
・
白
滝
28
、「
赤
地
名
」
が

四
百
七
十
字
で
赤
松
62
・
赤
坂
34
・
赤
土
29
・
赤
滝
29
・
赤
石
27
・
赤
岩
16
、「
青
地
名
」
が
百
九
十
二
字
で
青
木

103
と
い
う
結
果
で
、
黒
の
字
を
含
む
字
が
一
番
多
い
こ
と
に
な
る
。

地
図
に
お
い
て
は
色
彩
が
記
号
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
明
治
の
土
地
台
帳
の
字
限
図
に
も
反
映
さ

れ
、
道
は
赤
い
線
、
川
谷
は
青
い
線
で
あ
り
、
神
社
地
は
赤
で
塗
ら
れ
て
い
た
。
国
土
調
査
に
よ
る
集
成
図
で
も
色

分
け
は
踏
襲
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
赤
線
」「
青
線
」
と
い
わ
れ
る
法
定
外
公
共
物
（
長
狭
物
）
の
こ
と
で
あ
る
。
地

図
に
必
要
な
重
要
要
素
は
境
界
で
あ
る
。
慶
長
時
代
こ
ろ
ま
で
の
国
境
・
郡
境
の
色
は
紫
色
で
あ
っ
た
。
境
界
は
聖

域
と
し
て
の
境
で
あ
り
、
聖
性
を
帯
び
た
国
家
的
な
意
味
合
い
か
ら
ふ
さ
わ
し
い
色
と
し
て
紫
が
使
わ
れ
て
い
た

が
、
江
戸
期
以
降
は
黒
に
転
換
さ
れ
た
。
天
皇
か
ら
幕
府
へ
の
権
威
の
移
管
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
の
国
家
的
な
絵
図

に
お
け
る
郡
境
の
色
彩
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
古
地
図
の
制
作
年
代
を
判
断
す
る
目
安
と
な
る
。

黒
田
日
出
男
は
『
境
界
の
中
世
・
象
徴
の
中
世
』
で
「
赤
・
黒
の
対
は
軍
事
的
機
能
を
表
わ
す
色
彩
範
疇
で
あ

り
、
青
・
白
は
王
権
な
い
し
祭
祀
の
色
彩
範
疇
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
白
は
天
皇
の
服
色
、
黒
は
奴
婢
の
服
色

と
し
て
両
極
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
て
き
た
。
　

豊
か
な
色
彩
を
持
つ
黒
も
、
古
代
に
は
身
分
を
表
す
色
と
し
て
は
最
も
低
い
階
位
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
と
な

り
武
士
が
強
さ
や
権
力
を
誇
示
す
る
た
め
鎧
な
ど
に
「
漆
黒
」
の
使
用
が
普
及
し
て
い
っ
た
。
今
の
レ
ク
サ
ス
、
Ｂ
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Ｍ
Ｗ
の
黒
や
ブ
ラ
ッ
ク
カ
ー
ド
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
今
で
も
権
威
の
象
徴
色
と
な
っ
て
い
る
。

今
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
ど
う
だ
ろ
う
。
犯
罪
の
容
疑
が
あ
る
こ
と
を
俗
に
「
ク
ロ
」
と
い
い
、
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
、
ブ

ラ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
黒
の
商
人
な
ど
、
不
正
、
非
合
法
な
経
済
活
動
を
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
黒
」
と
表
現
す
る
。

時
代
と
と
も
に
色
の
持
つ
チ
カ
ラ
は
変
化
し
て
い
る
。
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愚草の川柳集⑭選

「夜とぎ」

2018/ 暮

知の拠点　盲千人　マッチ擦り

おぞましきアラブの春の　夜とぎ哉

転生のほとけ苦界　鬼と化し

逝きゆきて　苦海浄土に生きる　女

※いつも川柳集タイトルの意図を考える編集子だ

が、「夜とぎ」はアラブの春を詠んだ一句しかな

い。北アフリカ、中東では独裁政権から解放され

る民主化運動を「アラブの春」と呼んだが、あれ

から 10 年、宗教と政治と外部干渉の三つ巴戦▽

2018 年もいろいろあったが、愚草が一番許せな

いのは「高知県立大の焚書問題」のようだ▽石牟

礼道子「ゆきゆきて神軍」は天皇にパチンコを発

射した奥崎謙三の映画。「知らぬ存ぜぬは許しま

せん」は愚草に共通するテーマである。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
二
十
七
日
目
（
吉
野
川
市
鴨
島
町
～
11
・
12
～
神
山
町
）

徳
島
県
吉
野
川
市
鴨
島
町
知
恵
島
（
Ｇ
Ｈ
チ
ャ
ン
ネ
ル
カ
ン
）

　
〜
　
二
五･

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
二
一
分

徳
島
県
名
西
郡
神
山
町
阿
野
本
名
（
植
村
旅
館
）

活
動
日
記

鴨
島
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
「
チ
ャ
ン
ネ
ル
カ
ン
」
を
六
時
に
出
立
。
朝

食
と
昼
食
の
段
取
り
を
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
で
す
ま
せ
る
。
十
一
番
札
所

藤
井
寺
で
十
二
番
札
所
焼
山
寺
ま
で
の
行
程
を
聞
く
と
六
時
間
と
の

こ
と
。「
へ
ん
ろ
こ
ろ
が
し
」
が
六
箇
所
あ
る
ら
し
く
し
ょ
っ
ぱ
な
は

「
一
／
六
」
と
あ
っ
た
。
歳
相
応
に
ゆ
っ
く
り
と
足
を
進
め
る
。
途
中

地
元
の
人
に
出
会
い
行
程
を
お
聞
き
す
る
と
「
植
村
旅
館
」
ま
で
行
け

る
と
の
こ
と
。「
十
三
時
に
は
焼
山
寺
に
着
い
て
十
六
時
三
十
分
に
は

植
村
旅
館
に
着
く
よ
」
と
教
え
ら
れ
た
。
途
中
、
二
人
連
れ
の
母
娘
と

後
先
し
な
が
ら
進
み
、
藤
井
寺
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
時
間
、
十
二
時
三
十

分
に
到
着
し
た
。
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
へ
ん
ろ
道
で
は
あ
る
が
、

「
長
戸
庵
」「
柳
水
庵
」「
浄
蓮
庵
」
と
適
度
な
目
標
も
あ
り
、
調
子
よ

く
前
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
。

浄蓮庵の一本杉（神山町下分左右内）

四
国
遍
路  

二
十
七
日
目
（
吉
野
川
市
鴨
島
町
～
11
・
12
～
神
山
町
）
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焼
山
寺
へ
の
へ
ん
ろ
道
は
、
誰
も
が
納
得
す
る
ヘ
ン
ロ
道
の
代
表
格
。
達
成
感
は
格
別
だ
。

同
行
の
人
と
は
、
十
二
番
札
所
焼
山
寺
で
一
緒
に
な
り
会
釈
し
労
を
ね
ぎ
ら
い
言
葉
を
交
わ
し
た
。
遍
路
は
一
人

旅
だ
か
ら
、
知
り
合
っ
て
も
長
い
話
は
御
法
度
。
付
か
ず
離
れ
ず
の
関
係
で
あ
る
。

母
娘
の
二
人
と
は
焼
山
寺
を
下
っ
た
鍋
岩
集
落
で
再
会
し
、
互
い
に
大
き
く
手
を
振
っ
て
別
れ
を
告
げ
た
。
分
か

り
合
う
と
い
う
こ
と
は
こ
う
い
っ
た
「
同
苦
」
な
ん
だ
な
と
感
じ
た
。

下
る
途
中
の
「
杖
杉
庵
」
は
四
国
遍
路
の
礎
を
築
い
た
と
い
わ
れ
る

衛
門
三
郎
の
墓
所
で
あ
る
。
そ
の
下
で
私
道
（
ヘ
ン
ロ
道
）
の
掃
除
を

し
て
い
る
人
に
出
会
い
、
労
い
と
と
も
に
山
の
暮
ら
し
を
尋
ね
た
。

「
今
は
、
ス
ダ
チ
栽
培
と
梅
干
し
生
産
。
他
に
働
き
は
な
い
。
昔
は
木

を
売
っ
て
息
子
娘
を
阪
大
、
徳
大
、
高
知
女
子
大
に
や
る
こ
と
が
で
き

た
。
二
人
は
医
者
に
ナ
ッ
チ
ョ
ル
」
と
い
う
。
こ
こ
は
外
人
さ
ん
が

よ
ー
け
通
る
と
こ
ら
し
く
、
今
は
コ
ロ
ナ
で
静
か
や
と
も
加
え
て
い
っ

た
。
話
が
止
ま
ら
ず
、
区
切
り
を
探
し
な
が
ら
手
を
挙
げ
て
「
お
達
者

で
」
と
別
れ
を
告
げ
た
。

神
山
町
の
「
地じ

ち
ゅ
う中

」
地
区
は
山
の
中
腹
に
広
が
る
集
落
で
あ
る
。
た

ぶ
ん
「
焼
山
寺
寺・

・中
」
の
転
訛
だ
ろ
う
。
こ
の
道
は
い
っ
た
ん
「
鍋
岩
」

集
落
の
下
ま
で
降
り
る
が
再
び
上
り
「
玉
ヶ
峰
」
の
峠
を
越
え
そ
こ
か

ら
天
空
の
集
落
を
「
府
中
」「
宮
分
」「
川
平
」
と
進
み
「
本ほ

ん
み
ょ
う名

」
の
植

山の暮らしで二男一女を大学へ（神山町下分地中）
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村
旅
館
へ
降
り
立
つ
。
山
で
行
程
を
教
え
て
く
れ
た
地
元
の
お
じ
さ
ん
の
言
う
と
お
り
、
到
着
は
十
六
時
三
十
分
で

あ
っ
た
。

昨
日
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
は
外
人
さ
ん
中
心
な
の
か
シ
ャ
ワ
ー
。
植
村
旅
館
は
足
を
伸
ば
せ
る
長
め
の
浴
槽
で
、
つ

い
「
極
楽
～
極
楽
～
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
。

明
日
は
徳
島
市
内
だ
。

藤
井
寺
（
第
十
一
番
札
所 
金こ

ん
ご
う
ざ
ん

剛
山 

一
い
ち
じ
ょ
う
い
ん

乗
院 

藤ふ
じ
い
で
ら

井
寺
）

御
詠
歌
：
色
も
香
も
無
比
中
道
の
藤
井
寺
　
真
如
の
波
の
た
た
ぬ
日
も
な
し

宗
派
：
臨
済
宗
妙
心
寺
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
吉
野
川
市
鴨
島
町
飯
尾

「
天
正
の
兵
火
」
は
二
十
八
ヶ
寺
の
札
所
が
焼
失
　
澄
禅
は
「
藤
井
寺
は
本
堂
東
向
き
、
本
尊
薬
師
如
来
。
景
色

は
素
晴
ら
し
い
。
仁
王
門
は
朽
ち
失
せ
礎
の
み
残
り
、
寺
楼
、
本
堂
の
跡
も
所
々
に
残
っ
て
い
る
。
今
の
堂
は
三
間

四
面
の
草
堂
。
二
天
、
二
菩
薩
、
十
二
神
、
仁
王
な
ど
の
像
は
朽
ち
た
堂
の
隅
に
山
の
ご
と
く
積
み
重
な
る
。
庭
の

傍
に
小
庵
が
あ
り
、
法
師
形
の
者
が
出
て
き
て
仏
像
修
理
の
勧
進
を
と
い
う
の
で
奉
加
し
た
。」
と
記
し
、
荒
廃
し

た
堂
宇
と
聖
勧
進
の
途
上
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）、
長
宗
我
部
の
兵
火
に
よ
り
全
山
を

焼
失
し
た
後
の
状
況
で
あ
っ
た
。
三
十
五
年
後
に
訪
ね
た
寂
本
は
「
寺
の
前
に
は
鐘
楼
が
あ
り
、
傍
ら
に
は
地
蔵
堂

が
あ
る
。
鎮
守
の
祠
も
あ
り
、
寺
の
下
に
は
仁
王
門
も
構
え
て
あ
る
。」
と
再
興
の
様
子
を
書
い
て
い
る
。

天
正
の
兵
火
は
、
源
平
の
合
戦
や
信
長
の
比
叡
山
焼
き
討
ち
と
同
じ
構
図
だ
ろ
う
。
源
平
の
戦
い
に
熊
野
社
の
最
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高
権
力
者
・
別
当
湛
増
が
自
ら
の
僧
兵
（
熊
野
水
軍
）
を
参
戦
さ
せ
勝
利
に
導
い
た
。
熊
野
別
当
は
、
全
国
に
所
領

を
持
つ
荘
園
領
主
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で
あ
り
、
荘
園
所
領
を
結
ぶ
海
上
航
路
の
権
益
も
握
っ
て
い
た
。
軍
事
面
で
は
熊
野
水

軍
の
最
高
司
令
官
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
力
権
益
を
保
持
す
る
た
め
の
僧
兵
と
武
士
集
団
と
の
衝
突
が
比
叡
山
の

焼
き
討
ち
で
あ
り
天
正
の
兵
火
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

天
正
の
兵
火
後
、
七
十
年
も
経
過
し
、
今
な
お
復
興
し
な
い
荒
廃
し
た
札
所
の
数
々
。
長
宗
我
部
も
悪
い
が
、
万

人
講
な
ど
復
興
機
運
が
起
こ
ら
な
い
の
は
民
衆
の
心
か
ら
乖
離
し
て
い
っ
た
寺
院
側
の
驕
り
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
か
ら
焼
山
寺
ま
で
嶮
し
い
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
「
へ
ん
ろ
こ
ろ
が
し
」
と
な
る
。

焼
山
寺
（
第
十
二
番
札
所 

摩ま

ろ廬
山ざ

ん 
正

し
ょ
う
じ
ゅ
い
ん

寿
院 

焼し
ょ
う
さ
ん
じ

山
寺
）

御
詠
歌
：
後
の
世
を
思
え
ば
恭
敬
焼
山
寺
　
死
出
や
三
途
の
難
所
あ
り
と
も

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
虚
空
蔵
菩
薩
　
　
開
基
：
役
行
者
小
角

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
名
西
郡
神
山
町
下
分
字
地
中

地
蔵
と
虚
空
蔵
　
御
詠
歌
の
「
死
出
や
三
途
の
難
所
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
遍
路
難
所
の
一
番
で
あ
る
。
次
は
横

峰
寺
、
雲
辺
寺
、
神
峯
寺
と
い
っ
た
所
を
歩
き
遍
路
は
思
い
起
こ
す
が
、
徳
島
弁
で
は
「
ど
こ
も
な
ん
じ
ょ
な
ん

じ
ょ
」。

澄
禅
は
「
本
尊
虚
空
蔵
菩
薩
。
堂
の
右
に
御
影
堂
。
鎮
守
は
熊
野
権
現
。
奥
の
院
禅
定
と
い
う
秘
所
が
山
上
に
あ

る
。
岩
屋
、
求
聞
持
修
行
の
所
、
赤
井
と
い
う
清
水
、
山
上
（
弥
山
）
に
は
蔵
王
権
現
」
と
記
す
。
寂
本
は
「
鎮

守
は
熱
田
明
神
祠
、
さ
ら
に
左
は
熊
野
権
現
社
と
拝
殿
、
鳥
居
が
あ
る
。（
中
略
）
本
社
（
山
上
）
が
弥み

山せ
ん

権
現
と
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い
う
蔵
王
権
現
を
祀
っ
て
い
る
。」
と
い
う
。
こ
の
弥
山
に
つ
い
て
、
五
来
重
は
「
頂
上
の
こ
と
を
い
う
」
と
述
べ

る
。
仏
教
の
世
界
観
で
中
心
と
な
る
の
が
須
弥
山
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
を
祀
る
中
心
・
山
頂
と
い
う
こ
と
か
。
西

日
本
に
多
く
、
奈
良
吉
野
・
大
峯
奥
駈
道
の
弥
山
、
広
島
宮
島
・
厳
島
神
社
の
弥
山
、
鳥
取
・
大
山
の
弥
山
禅
定
、

愛
媛
・
石
鎚
山
の
弥
山
な
ど
全
て
霊
地
で
あ
る
。

本
尊
の
虚
空
蔵
菩
薩
は
、
空
海
が
室
戸
岬
の
御
厨
人
窟
に
籠
も
っ
て
虚
空
蔵
求
聞
持
法
を
修
し
た
と
い
う
説
話
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
虚
空
蔵
菩
薩
と
は
、
大
地
の
蔵
で
あ
る
地
蔵
菩
薩
と
対
と
な
る
、
字
の
と
お
り
天
上
の
全
て

の
も
の
を
蔵
す
る
こ
と
で
あ
り
「
広
大
な
宇
宙
の
よ
う
な
無
限
の
智
恵
と
慈
悲
を
持
っ
た
菩
薩
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
そ
の
た
め
智
恵
や
知
識
、
記
憶
と
い
っ
た
面
で
の
利
益
を
も
た
ら
す
菩
薩
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
。
四
国
霊

場
で
は
太
龍
寺
と
最
御
崎
寺
の
本
尊
も
虚
空
蔵
菩
薩
で
あ
り
修
行
の
山
寺
で
あ
る
。
明
星
が
虚
空
蔵
菩
薩
の
化
身
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
空
海
の
『
御
遺
告
』
の
「
土
左
ノ
室
生
門
ノ
崎
ニ
寂
暫
ス
。
心
ニ
観
ズ
ル
ニ
、
明
星
口
ニ
入

リ
、
虚
空
蔵
光
明
照
シ
来
リ
テ
、
菩
薩
ノ
威
ヲ
顕
シ
、
仏
法
ノ
無
二
ヲ
現
ズ
。」
の
と
お
り
で
あ
る
。

谷
有
二
の
『
日
本
山
岳
伝
承
の
謎
』
は
太
山
寺
の
段
で
も
紹
介
し
た
が
、
こ
の
「
虚
空
蔵
」
の
ほ
か
、「
逆
川
」

「
金
山
」「
大
同
二
年
」
な
ど
も
金
属
地
名
と
い
う
が
、
こ
の
地
名
が
結
構
、
へ
ん
ろ
道
筋
に
出
合
う
か
ら
不
思
議
だ
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
徳
島
県
吉
野
川
市

　
麻
植
村
（
鴨
島
西
麻
植
）
十
一
番
金
剛
山
藤
井
寺
（
十
一
番
札
所
藤
井
寺
）
長
戸
庵
（
長
戸
庵
）

■
徳
島
県
名
西
郡
神
山
町
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柳
の
水
庵
（
柳
水
庵
）
一
本
杉
の
庵
（
浄
蓮
庵
・
一
本
杉
の
庵
）
そ
う
ち
村
（
下
分
左
右
内
）
十
二
番

摩
盧
山
性
壽
院
焼
山
寺
（
十
二
番
札
所
焼
山
寺
）
杖
杉
庵
（
杖
杉
庵
）
そ
う
ち
村
（
下
分
左
右
内
）
阿
川

村
（
阿
野
地
ノ
平
・
阿
川
集
落
）

十
一
番
札
所
藤
井
寺
か
ら
十
二
番
札
所
焼
山
寺
へ
の
へ
ん
ろ
道
は
第
一
級
の
「
へ
ん
ろ
こ
ろ
が
し
」
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
長
戸
庵
、
柳
水
庵
、
一
本
杉
の
浄
蓮
庵
と
折
々
の
休
む
場
所
（
修
行
の
場
）
が
設
え
て
あ
る
の
で
長
時
間
の

道
の
り
も
し
ん
ど
い
な
が
ら
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
進
む
。
武
四
郎
は
焼
山
寺
へ
の
最
後
の
上
り
を
「
其
坂
十
八
丁
登
る
に

如
何
ニ
も
遍
路
中
第
一
番
と
思
わ
れ
る
」
と
書
く
ほ
ど
だ
急
登
で
あ
る
。

そ
う
ち
村
と
い
う
「
左
右
」
の
話

武
四
郎
は
そ
う
ち
村
（
左
右
内
）
に
つ
い
て
「
山
家
也
。
谷
の
こ
こ
か
し
こ
に
家
居
す
。」
と
記
す
よ
う
に
、
狭

隘
な
左
右
内
谷
の
小
平
地
に
人
家
が
点
在
す
る
集
落
で
あ
る
。
こ
の
左
右
内
谷
の
南
側
、
鮎
喰
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に

左そ
う
や
ま

右
山
が
あ
る
。

左
右
内
で
「
そ
う
ち
」
と
読
む
。「
そ
・
う
ち
」
な
の
か
「
そ
う
・
う
ち
」
な
の
か
判
別
で
き
な
い
が
、
神
山
町

下
分
に
二
つ
の
「
左
右
内
」
と
「
左
右
山
」
の
小
字
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
「
そ
う
」
で
「
さ
ゆ
う
」
と
読
ま
な
い
と

こ
ろ
に
何
か
意
味
す
る
も
の
を
感
じ
る
。
高
知
南
国
Ｉ
Ｃ
付
近
に
も
「
左そ

や

ま
右
山
（
南
国
市
国
分
）」
が
あ
る
。

日
本
語
は
左
と
右
に
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。
高
知
で
は
埋
葬
の
帰
宅
後
に
箕
に
乗
せ
て
あ
る

塩
を
コ
マ
シ
跨
ぎ
し
て
と
っ
て
浄
め
る
が
こ
の
と
き
も
「
左
回
り
」
で
あ
る
。
初
巳
の
正
月
（
そ
の
年
に
亡
く
な
っ

た
人
の
正
月
）
に
飾
る
注
連
縄
の
類
を
「
左
縄
」
に
す
る
の
も
、「
ひ
だ
り
」
を
不
吉
な
も
の
と
し
て
忌
み
嫌
っ
た
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も
の
が
習
俗
と
し
て
残
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
日
常
生
活
の
う
え
で
は
右
を
上
位
（
右
尊
）
と
し
て
、
左
を
「
逆
さ
ご

と
」
と
し
て
忌
ご
と
に
使
わ
れ
て
き
た
。

た
だ
神
の
領
域
と
な
る
と
こ
れ
が
逆
転
し
左
が
上
位
（
左
尊
）
と
な
る
。
神
殿
の
前
に
お
け
る
座
順
は
、
神
か
ら

見
て
、
左
側
が
上
座
。
ま
た
神
饌
（
神
へ
の
供
え
物
）
の
順
序
も
、
中
央
が
最
上
位
だ
が
、
次
の
順
は
神
か
ら
見
て

左
側
と
な
る
。
最
上
位
の
米
を
中
央
に
置
く
場
合
で
も
幾
分
左
に
寄
せ
る
と
い
う
。
神
社
の
注
連
縄
も
左
ナ
イ
で
、

そ
れ
を
飾
る
場
合
も
ナ
イ
始
め
を
神
か
ら
見
て
左
側
に
設
え
る
こ
と
に
な
る
。
社
殿
を
回
る
場
合
も
左
マ
ワ
リ
（
時

計
と
反
対
）、
神
の
前
に
進
む
と
き
は
左
足
を
先
に
出
し
、
退
く
と
き
は
右
足
か
ら
さ
が
る
（
進
左
退
右
）。
神
輿
を

担
ぐ
場
合
も
左
肩
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
ほ
ど
、
神
事
で
は
な
ん
で
も
「
左
」
で
間
違
い
な
か
ろ
う
。

『
字
統
』
に
は
「
右
手
に
祝
祷
の
器
を
持
ち
、
左
手
に
は
呪
具
の
工
を
も
っ
て
神
に
祈
る
こ
と
。
左
右
は
神
事
の

用
語
」
と
か
か
れ
て
い
る
。「
在
我
先
王
之
左
右
、
以
佐
事
上
帝
」
と
あ
る
よ
う
、
左
と
右
の
二
文
字
を
合
わ
せ
て

帝
（
神
）
を
補
佐
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
先
に
左
を
書
く
こ
と
か
ら
順
序
と
し
て
は
左
が
優
位
を
表

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。

古
来
か
ら
左
と
右
に
、「
吉
と
凶
」「
聖
と
俗
」「
正
と
邪
」
の
対
の
意
味
を
持
た
せ
て
き
た
民
俗
の
歴
史
が
あ

る
。
ま
た
、
東
西
南
北
と
い
っ
た
方
角
地
名
は
数
知
れ
ず
あ
る
が
、
左
右
の
方
向
は
ど
こ
を
基
準
と
す
る
か
で
違
っ

て
く
る
の
で
地
名
と
し
て
は
特
定
し
づ
ら
く
命
名
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
左
右
を
刻
ん
だ
地
名
は
意
外
と
少
な

い
。高

知
県
の
大
字
・
小
字
一
覧
で
見
た
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
右
近
、
〇
左
衛
門
と
い
っ
た
名
前
地
名
及
び

左
古
（
サ
コ
）
地
名
を
除
く
）。
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美
市
物
部
町
押
谷
「
サ
ヲ
カ
」、
香
美
市
土
佐
山
田
町
の
大
字
「
佐
岡
」、
南
国
市
の
大
字
「
左
右
山
」、

南
国
市
国
分
「
左
右
山
村
札
場
な
ど
」、
南
国
市
明
見
「
右
坂
山
」、
本
山
町
古
田
「
右
城
」、
本
山
町
寺
家

「
右
城
」、
本
山
町
七
戸
「
右
城
谷
」・「
左
城
」、
高
知
市
土
佐
山
高
川
「
仙
ド
ガ
右
」、
高
知
市
土
佐
山
東

川
「
右
立
」、
高
知
市
弘
岡
「
岡
左
右
」、
土
佐
町
西
石
原
「
左
リ
ガ
谷
」、
四
万
十
町
芳
川
「
右
庵
山
」、

四
万
十
町
下
津
井
「
左
川
口
」、
四
万
十
市
安
並
「
左
ヶ
谷
」、
四
万
十
市
蕨
岡
に
「
右
石
野
山
」
と
「
左
石

野
山
」、
四
万
十
市
に
大
字
「
右
山
」
と
「
佐
岡
」、
宿
毛
市
沖
ノ
島
母
島
「
左
ノ
瀬
山
」

弥
山
と
い
う
霊
山

焼
山
寺
の
「
山
を
焼
く
」
は
龍
燈
信
仰
を
想
起
さ
せ
、
山
上
の
「
弥み

山せ
ん

」
は
修
験
者
の
行
場
で
あ
り
霊
の
宿
る
神

聖
な
所
で
あ
る
。
ど
の
山
も
物
語
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
呼
称
で
歴
史
が
見
え
て
く
る
。

山
を
意
味
す
る
名
称
は
「
山
（
や
ま
・
さ
ん
・
せ
ん
）」
や
「
丸ま

る

」
や
「
森も

り

」
の
他
、「
岳た

け

」「
峰み

ね

」「
駒こ

ま

」「
嵓ぐ

ら

」「
仙せ

ん

」

「
岫
・
久
木
・
釘く

き

」
な
ど
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
山
と
い
え
ば
富
士
山
で
あ
る
。
日
本
の
超
一
流

名
ク
ラ
イ
マ
ー
で
あ
り
地
名
研
究
者
で
あ
る
古
川
純
一
は
『
日
本
超
古
代
地
名
解
』
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
語
で
山
を
フ
チ
と
言
い
、
そ
れ
が
富
士
山
の
語
源
で
あ
る
と
い
う
。
駿
河
国
風
土
記
で
は
福
地
と

書
い
て
フ
ジ
で
あ
る
。
富
士
山
の
「
サ
ン
」
は
山
の
呼
称
と
し
て
は
、
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
新
し
い
呼
び
名

で
あ
る
。
常
陸
国
風
土
記
で
は
「
駿
河
國
の
福
慈
の
岳
に
至
り
」
と
あ
る
。
岳
は
西
ア
ジ
ア
の
ウ
ル
国
の
ウ

ル
語
で
ダ
カ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
が
紀
元
数
千
年
前
に
沖
縄
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
沖
縄
本
島
の
山
の

呼
称
は
岳
が
四
十
で
山
が
四
の
み
で
あ
る
。
対
馬
で
は
岳
は
七
で
山
が
四
十
二
と
な
り
、
佐
渡
ヶ
島
で
は
つ
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い
に
岳
は
〇
に
な
り
、
山
が
四
十
一
、
山さ
ん

が
六
、
峯
が
三
に
な

る
。
山
と
岳
は
日
本
に
渡
来
し
た
時
期
が
こ
と
な
っ
て
い
る
こ

と
の
証
明
で
あ
る
。（
中
略
）
日
本
の
山
の
呼
称
は
古
い
順
に

書
く
と
、
峯ね

、
根ね

、
峯み
ね

、
岳だ
け

、
や
ま
、
山さ
ん

で
あ
る
が
、「
富
士

山
」
に
は
こ
の
全
部
の
呼
称
が
あ
り
、
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て

フ
チ
、
フ
ジ
の
呼
び
名
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

徳
島
で
は
「
丸
」
と
語
尾
に
つ
く
山
が
多
い
。
ラ
グ
ビ
ー
日
本
代
表

の
あ
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
の
し
ぐ
さ
で
有
名
に
な
っ
た
五
郎
丸
と
い
う
山

も
あ
る
。「
森
」
が
語
尾
に
付
く
山
も
愛
媛
県
と
高
知
県
に
多
い
。
マ

ル
も
モ
リ
も
ム
ロ
・
ヒ
ム
ロ
と
い
う
語
と
と
も
に
神
聖
な
樹
林
を
表
し

た
も
の
だ
ろ
う
。
松
尾
俊
郎
は
『
地
名
の
探
求
』
で
「
山
名
の
分
布
か

ら
見
た
地
域
的
差
異
、
交
通
路
に
関
す
る
も
の
、
動
植
物
の
関
係
、
気

象
現
象
と
の
か
か
わ
り
、
あ
る
い
は
語
源
的
に
外
来
語
と
の
関
係
を
考
え
る
上
に
も
、
山
名
は
特
異
の
対
象
と
も
な

り
、
そ
の
地
名
的
性
格
は
複
雑
で
あ
る
」
と
山
国
日
本
の
生
活
を
考
え
る
う
え
で
山
の
持
つ
地
名
の
意
味
を
説
明
し

て
い
る
。

私
の
家
の
裏
山
は
「
吹ふ

き

の
峰と

う

」
と
い
う
が
反
対
側
の
集
落
は
「
ふ
き
の
み
ね
」
と
呼
ぶ
そ
う
だ
。
そ
う
い
え
ば
四

国
で
一
番
山
ら
し
い
秀
麗
な
山
に
「
三さ

ん
れ
い嶺

（
一
八
九
四
メ
ー
ト
ル
）」
が
あ
る
が
、
徳
島
県
側
で
は
「
み
う
ね
」
と

読
み
が
ふ
ら
れ
る
。
土
地
が
変
わ
れ
ば
名
も
変
わ
る
。

稲木と脱穀（焼山寺の麓・鍋岩）
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ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
高
い
山
、
信
仰
の
山
は
別
に
し
て
、
暮
ら
し
の
中
で
山
名
が
使
わ
れ
る
機
会
は
あ
ま
り
な

い
。
薪
材
の
伐
採
や
狩
猟
の
た
め
地
元
の
山
に
入
る
に
し
て
も
、「
梼
谷
の
右
の
山
へ
行
っ
て
く
る
け
ん
ね
」
と
か

「
木こ

や屋
ノん

た
ね谷

か
ら
入
る
」
と
川
谷
の
名
前
で
特
定
す
る
こ
と
が
多
い
。

地名アラカルト⑥

－四万十川－

　四万十川の名称について時系列で各説を示す

と①四万十の流れを集めた／ 1789 天明９年／

宮崎八野右衛門の説②上流の四万川と中流の十

川とを合わせた／ 1858 安政５年／防意軒半開

の説③上流の四万川と下流の渡川とを合わせた

／ 1811 文化 8 年／岡宗泰純の説④アイヌ語シ

マ説／ 1897 明治 30 年／寺石正路の説⑤アイヌ

語シ・マムタ説／ 1928 昭和３年／寺田寅彦の

説⑥アイヌ語シマト説／ 1953 昭和 28 年／建設

省渡川工事事務所の誤写説⑦アイヌ語シマム・

トー説／ 1997 平成９年／大友幸男の説⑧四万

石を十回流す流域山地の流送可能材木数説／

1999 平成 11 年／野本寛一の説⑨四魔（曼）・

渡（十）川の吉田孝世による文学的創作説／

1999 平成 11 年／腰山秀夫の説▼地名は共同で

使用する符号である。地元の人にとっては「大

川」「本川」で十分ことが足りる。『四国徧禮道

指南』の遍路ガイドブックが出版されたのが貞

享４年（1687）であるが、「大河」とだけ書き

四万十川とは記述されていない。▼「四万十

川」の初出文献資料を『土佐物語（1708 宝永

５年）』としているが、同時代の土佐国地誌で

ある『土佐州郡志』を初出とするのが正当と思

う。中村郷中村土居村の段に「渡川　在村西宿

毛往還路源自津野山出與豫州川合是四万十川之

下流過村入下田浦」と記す。
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四
国
遍
路
　
二
十
八
日
目
（
神
山
町
～
13
・
14
・
15
・
16
・
17
～
徳
島
市
）

徳
島
県
名
西
郡
神
山
町
阿
野
本
名
（
植
村
旅
館
）

　
〜
　
三
〇･

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
三
一
分

徳
島
県
徳
島
市
元
町
（
ス
マ
イ
ル
ホ
テ
ル
徳
島
）

活
動
日
記

神
山
町
の
「
植
村
旅
館
」
を
逆
打
ち
遍
路
の
同
宿
者
と
六
時
前
の
朝

食
、
六
時
十
五
分
に
は
出
立
と
な
っ
た
。
ホ
ノ
ル
ル
マ
ラ
ソ
ン
に
も
出

場
し
た
と
い
う
健
脚
者
で
も
藤
井
寺
ま
で
の
ロ
ー
ド
は
心
配
な
の
だ
ろ

う
。
や
は
り
、
東
京
の
人
は
物
静
か
だ
。
納
経
所
で
「
あ
な
た
、
高
知

で
し
ょ
。
明
る
く
喋
る
か
ら
す
ぐ
分
か
る
」
と
言
わ
れ
る
。
喋
る
と
い

う
よ
り
は
愛
想
よ
く
声
を
か
け
る
と
自
己
分
析
。
和
顔
施
、
愛
語
施
は

無
財
の
七
施
の
二
つ
で
あ
る
。

今
日
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
遍
路
道
の
連
続
だ
。

宿
か
ら
三
時
間
歩
い
て
十
三
番
札
所
大
日
寺
。
バ
ス
停
は
「
一
宮
札

所
前
」
と
あ
る
。
阿
波
国
一
之
宮
の
一
宮
神
社
で
は
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣

を
退
治
し
て
い
た
。
総
代
さ
ん
と
は
ス
ズ
メ
バ
チ
談
議
は
し
た
が
肝
心

の
大
日
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
を
忘
れ
た
。
そ
こ
か
ら
、

潜水橋のへんろ道（神山町阿野駒坂）

四
国
遍
路  

二
十
八
日
目
（
神
山
町
～
13
・
14
・
15
・
16
・
17
～
徳
島
市
）
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十
四
番
札
所
常
楽
寺
、
十
五
番
札
所
国
分
寺
、
十
六
番
札
所
観
音
寺
、
十
七
番
札
所
井
戸
寺
と
昼
ま
で
に
終
え
る
こ

と
が
で
き
る
ほ
ど
離
れ
る
こ
と
な
く
札
所
が
続
く
。

今
日
は
徳
島
市
内
で
「
四
国
遍
路
と
徳
島
藩
」
と
い
う
徳
島
城
博
物
館
の
特
別
展
を
参
観
し
た
。
第
一
章
で
弘
法

大
師
信
仰
と
衛
門
三
郎
伝
説
の
展
示
が
あ
っ
た
。
石
手
寺
か
ら
岩
屋
寺
、
石
鎚
山
に
か
け
て
熊
野
信
仰
が
強
い
地
域

で
衛
門
三
郎
の
熊
野
信
仰
が
い
つ
し
か
弘
法
大
師
伝
説
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
記
述
が
あ
っ
た
。
焼
山
寺
下
に
あ
る

「
杖
杉
庵
」
が
衛
門
三
郎
の
墓
所
で
あ
り
そ
の
縁
起
も
書
か
れ
て
い
た
が
、
熊
野
信
仰
、
高
野
聖
な
ど
四
国
遍
路
を

育
て
た
周
辺
の
説
明
は
な
く
「
四
国
遍
路
は
弘
法
大
師
信
仰
」
の
と
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
解
説
し
か
な
い
。
得
て
し

て
こ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
第
二
章
で
蜂
須
賀
藩
主
の
「
駅
路
寺
」
の
展
示
も
あ
っ
た
。
遍
路
の
庇
護
政
策
の
み
の

記
述
で
物
足
り
な
か
っ
た
。
第
五
章
の
旅
す
る
巡
礼
者
と
迎
え
る
地
域
は
、
巡
礼
者
の
数
や
宿
泊
の
方
法
、
へ
ん
ろ

道
と
は
何
か
、
テ
ー
マ
か
ら
期
待
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
展
示
資
料
の
不
足
な
ど
掘
り
起
こ
し
が
足
り
な
い
感
じ
が

し
た
。
松
浦
武
四
郎
の
紹
介
が
あ
っ
た
の
は
評
価
で
き
る
。
巡
礼
者
の
所
作
な
ど
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
の
は
武
四

郎
の
『
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
』
が
初
出
と
思
わ
れ
る
が
、
巡
礼
者
の
所
作
等
に
つ
い
て
の
展
示
は
な
か
っ
た
の
は
惜

し
ま
れ
る
。
徳
島
県
図
書
館
に
行
く
予
定
で
あ
っ
た
が
時
間
切
れ
で
本
日
の
日
程
終
了
。

大
日
寺
（
第
十
三
番
札
所 

大お
お
ぐ
り
ざ
ん

栗
山 

花け
ぞ
う
い
ん

蔵
院 

大だ
い
に
ち
じ

日
寺
）

御
詠
歌
：
阿
波
の
国
一
宮
と
は
ゆ
う
だ
す
き
　
か
け
て
頼
め
や
こ
の
世
の
ち
の
世

宗
派
：
真
言
宗
大
覚
寺
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
徳
島
市
一
宮
町
西
丁
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大
日
寺
は
大
日
如
来
で
は
な
い
神
仏
分
離
の
不
思
議
　
寺
名
か
ら
本
尊
が
大
日
如
来
か
と
思
っ
た
ら
十
一
面
観
音

菩
薩
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
深
い
歴
史
が
あ
っ
た
。

澄
禅
は
「
一
宮
は
松
竹
の
茂
っ
て
い
る
中
に
東
向
き
に
建
つ
。
前
に
五
間
ほ
ど
の
反
り
橋
が
あ
り
、
拝
殿
は
左

右
三
間
。
殿
閣
は
立
派
だ
。
本
地
十
一
面
観
音
。」、
寂
本
は
「
大
栗
山
華
蔵
院
大
日
寺
　
こ
の
寺
は
弘
法
大
師
以
前

の
開
基
の
よ
う
だ
。
大
師
が
こ
こ
に
遊
ば
れ
大
日
如
来
の
像
を
刻
み
安
置
さ
れ
た
か
ら
大
日
寺
と
い
う
。
今
の
本
尊

で
あ
る
十
一
面
観
音
菩
薩
は
一
宮
の
本
地
だ
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
寺
の
奥
の
院
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
か
ら

十
八
町
西
に
あ
り
、
本
尊
は
薬
師
如
来
。
山
上
に
は
滝
権
現
が
あ
り
本
地
は
不
動
明
王
の
石
像
。
花
蔵
院
と
い
う
の

は
、
花
の
谷
・
花
の
蔵
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
」
と
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
寂
本
の
一
の
宮
図
に
は
あ
く
い
川
（
鮎
喰
川
）
に
沿
っ
て
大
日
寺
が
あ
り
、
焼
山
寺
か
ら
の
道
を
隔
て
て
本
社

が
東
向
に
描
か
れ
、
春
日
、
伊
勢
、
八
幡
、
丹
生
の
脇
社
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
御
詠
歌
に
も
「
阿
波
の
国
一
の
宮
」

と
あ
る
が
、
室
町
時
代
以
前
は
こ
こ
が
一
宮
だ
と
い
う
説
も
あ
る
の
で
そ
の
時
代
に
詠
ま
れ
た
歌
な
の
か
。
阿
波
の

一
の
宮
は
大
麻
比
古
神
社
（
別
当
寺
・
霊
山
寺
）
と
思
っ
た
が
、
寂
本
の
真
意
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
奥
の
院
は

十
八
町
（
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
西
に
あ
る
と
い
う
か
ら
、
建
治
寺
（
徳
島
市
入
田
町
金
治
）
の
こ
と
に
間
違
い
な
い
。

武
四
郎
は
「
名
東
郡
一
ノ
宮
村
ニ
在
。
又
寺
号
を
大
日
寺
と
も
云
り
。
別
当
は
花
蔵
院
ニ
而
、
社
家
は
笠
原
丹
後

と
云
て
別
ニ
在
る
也
。」
と
あ
る
。

江
戸
期
は
一
の
宮
神
社
が
札
所
。
本
地
仏
は
十
一
面
観
音
で
あ
る
。
澄
禅
の
時
は
一
ノ
宮
の
一
宮
寺
（
本
地
堂
）

に
本
尊
が
安
置
さ
れ
、
寂
本
の
時
に
大
日
寺
が
里
に
下
り
て
き
て
、
十
一
面
観
音
を
本
尊
と
し
な
が
ら
旧
寺
名
の
大

日
寺
を
引
き
継
ぎ
、
も
と
も
と
寺
に
あ
っ
た
大
日
如
来
は
脇
仏
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
紛
ら
わ
し
い
話
で
あ
る
。

-  310 -  



常
楽
寺
（
第
十
四
番
札
所 

盛せ
い
じ
ゅ
ざ
ん

寿
山 

延え
ん
め
い
い
ん

命
院 

常じ
ょ
う
ら
く
じ

楽
寺
）

御
詠
歌
：
常
楽
の
岸
に
は
い
つ
か
到
ら
ま
し
　
弘
誓
の
船
に
乗
り
お
く
れ
ず
ば

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
弥
勒
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
徳
島
市
国
府
町
延
命

四
国
霊
場
唯
一
の
弥
勒
菩
薩
　
弥
勒
菩
薩
が
本
尊
と
な
る
の
は
四
国
霊
場
で
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。

澄
禅
は
「
本
尊
は
弥
勒
菩
薩
。
こ
こ
も
小
さ
い
草
堂
」
と
だ
け
記
す
。
寂
本
は
「
昔
の
本
堂
は
七
間
四
方
も
あ
っ

た
と
思
え
る
。
今
は
礎
石
が
残
っ
て
い
る
茅
葺
の
家
の
傍
ら
に
一
庵
だ
け
が
あ
る
が
人
は
住
ん
で
い
な
い
」
と
二
人

と
も
衰
退
し
た
寺
の
様
子
を
綴
っ
て
い
る
。
武
四
郎
の
時
代
に
な
る
と
「
境
内
茶
堂
、
茶
店
有
。
又
門
前
ニ
而
止
宿

す
る
ニ
も
よ
し
」
と
四
国
遍
路
の
興
隆
が
う
か
が
え
る
。

隣
が
奥
の
院
で
、
生
き
木
の
地
蔵
が
あ
る
。
五
来
重
は
「
奥
の
院
の
成
立
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
長
尾
寺
な
ど
は
隠

居
寺
を
奥
の
院
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
場
合
は
分
か
ら
な
い
が
（
隣
に
奥
の
院
）
札
所
を
二
カ
所
持
っ
て
い
る
お

賽
銭
も
二
倍
に
な
り
ま
す
か
ら
」
と
手
厳
し
い
意
見
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。

國
分
寺
（
第
十
五
番
札
所 

薬や
く
お
う
ざ
ん

王
山 

金こ
ん
じ
き
い
ん

色
院 

國こ
く
ぶ
ん
じ

分
寺
）

御
詠
歌
：
薄
く
濃
く
わ
け
わ
け
色
を
染
め
ぬ
れ
ば
　
流
転
生
死
の
秋
の
も
み
じ
葉

宗
派
：
曹
洞
宗
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）　
　
所
在
：
徳
島
市
国
府
町
矢
野

国
家
か
ら
離
れ
た
国
分
寺
の
末
路
　
御
詠
歌
は
「
人
生
い
ろ
い
ろ
」
と
、
島
倉
千
代
子
の
歌
の
よ
う
だ
。
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澄
禅
は
「
小
さ
い
草
堂
。
本
尊
は
薬
師
如
来
。
梁
も
棟
も
朽
ち
果
て
仏
像
の
体
も
そ
ろ
っ
て
い
な
い
。」、
寂
本
は

「
国
家
鎮
護
の
た
め
の
教
化
が
な
さ
れ
て
、
さ
ほ
ど
の
年
月
も
経
っ
て
い
な
い
の
に
多
く
の
国
分
寺
は
官
吏
と
か
豪

家
に
よ
っ
て
侵
掠
さ
れ
荒
廃
し
た
。
ず
っ
と
昔
で
も
こ
ん
な
状
態
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
千
年
経
っ
た
現
在
で
は
朽
ち

果
て
、
往
時
の
面
影
が
失
わ
れ
て
い
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
。
今
は
こ
の
地
も
廃
れ
名
ば
か
り
で
あ
る
。
小
堂
一

宇
に
薬
師
如
来
を
安
置
し
、
清
貧
の
高
野
僧
が
ひ
と
り
寂
し
く
住
ん
で
い
る
。
あ
あ
」
と
荒
廃
ぶ
り
を
嘆
い
て
い
る
。

国
分
寺
図
に
も
礎
石
の
残
る
境
内
に
茅
葺
の
庵
と
弥
勒
堂
が
描
か
れ
そ
の
裏
に
塔
跡
と
天
神
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
は
ど
こ
も
繁
華
に
造
営
を
進
め
て
い
る
。
か
た
や
、
田
舎
の
産
土
神
社
は
消
滅
集
落
と
と

も
に
朽
ち
果
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
田
舎
の
お
寺
も
兼
業
で
や
っ
と
本
堂
を
維
持
し
て
い
る
状
態
だ
。
二
極
化
す
る

世
界
は
宗
教
界
に
も
言
え
る
こ
と
だ
。「
欲
望
の
資
本
主
義
」
を
止
揚
す
る
テ
ー
ゼ
を
示
せ
な
い
宗
教
界
は
「
国
分

寺
」
に
似
て
い
る
。

観
音
寺
（
第
十
六
番
札
所 

光こ
う
よ
う
ざ
ん

耀
山 

千せ
ん
じ
ゅ
い
ん

手
院 
観か

ん
お
ん
じ

音
寺
）

御
詠
歌
：
忘
れ
ず
も
導
き
た
ま
え
観
音
寺
　
西
方
世
界
弥
陀
の
浄
土
へ

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）　
　
所
在
：
徳
島
市
国
府
町
観
音
寺

八
十
八
ヶ
所
の
選
考
基
準
は
「
こ
の
指
た
か
れ
」　
こ
こ
は
、
カ
ン
オ
ン
ジ
。
街
の
中
の
小
さ
な
札
所
で
あ
る
。

澄
禅
は
「
本
尊
は
千
手
観
音
。
こ
こ
も
荒
れ
て
い
た
。
小
さ
な
草
堂
も
軒
端
が
朽
ち
て
棟
柱
が
傾
い
て
い
る
。
形

ば
か
り
で
あ
る
。
昔
の
寺
の
跡
と
い
う
畠
の
中
に
大
き
な
石
が
並
ん
で
い
る
。
近
く
の
人
に
、
い
つ
か
ら
こ
の
よ
う
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に
な
っ
た
の
か
と
聞
い
た
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
。
お
堂
は
近
く
の
百
姓
た
ち
が
話
し
合
っ
て
時
々
修
理
す
る
と
い

う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
五
来
重
は
「
村
の
八
幡
宮
の
別
当
寺
」。
こ
こ
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
八
十
八
ヶ
所
を
そ
ろ

え
る
と
き
に
割
り
込
ん
で
き
た
寺
も
あ
る
と
い
う
。
境
内
の
右
肩
に
八
幡
神
社
と
惣
社
大
明
神
を
合
祀
し
た
由
緒
書

き
の
石
碑
が
あ
る
。

井
戸
寺
（
第
十
七
番
札
所 

瑠る

り璃
山ざ

ん 

真し
ん
ぷ
く
い
ん

福
院 

井い

ど

じ
戸
寺
）

御
詠
歌
：
面
影
を
う
つ
し
て
み
れ
ば
井
戸
の
水
　
結
べ
ば
胸
の
あ
か
や
お
ち
な
ん

宗
派
：
真
言
宗
善
通
寺
派
　
　
本
尊
：
七
仏
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
天
武
天
皇

創
建
：
白
鳳
二
年
（
六
七
三
）　
　
所
在
：
徳
島
市
国
府
町
井
戸
北
屋
敷

本
名
は
明
照
寺
　
澄
禅
は
「
井
土
寺
は
堂
舎
が
こ
と
ご
と
く
な
く
な
り
、
昔
の
礎
の
み
残
る
。
二
間
四
面
の
草
堂

が
本
堂
で
あ
る
。
本
尊
薬
師
如
来
。
寺
は
く
ず
家
、
あ
さ
ま
し
い
あ
り
さ
ま
。」
と
記
す
。
札
所
が
続
く
鮎
喰
川
流

域
で
あ
る
が
江
戸
初
期
に
は
こ
と
ご
と
く
荒
廃
し
て
い
る
。

寂
本
も
「
瑠
璃
山
明
照
寺
真
福
院
は
別
名
井
戸
寺
と
呼
ぶ
。
里
の
名
か
ら
来
て
い
る
。
古
い
本
尊
は
胴
体
が
朽
ち

御
首
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
今
の
本
尊
は
大
師
の
御
作
で
座
像
五
尺
。
日
光
月
光
の
脇
士
と
四
天
王
の
像
が
あ
る
。

鎮
守
は
八
幡
社
と
楠
明
神
」
と
述
べ
て
い
る
。

井
戸
寺
に
は
、
七
仏
薬
師
如
来
と
十
一
面
観
音
と
日
光
月
光
菩
薩
と
四
天
王
と
八
幡
神
社
と
楠
明
神
と
多
様
な
神

仏
が
そ
ろ
い
踏
み
し
て
い
る
。
五
来
重
は
飛
鳥
白
鳳
に
建
て
ら
れ
た
古
い
明
照
寺
と
水
神
の
庶
民
信
仰
に
大
師
伝
説

が
加
わ
っ
た
堂
宇
が
で
き
、
い
つ
し
か
一
緒
に
な
っ
た
と
推
考
し
て
い
る
。
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武
四
郎
の
軌
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
徳
島
県
名
西
郡
神
山
町

　
阿
川
村
（
阿
野
地
ノ
平
・
阿
川
集
落
）
廣
野
村
（
阿
野
広
野
）

■
徳
島
市

　
入
田
村
（
入
田
町
）
一
ノ
宮
奥
院
（
建
治
寺
）
観
正
寺
（
観
正
寺
）
十
三
番
大
栗
山
花
蔵
院
一
宮
寺

（
十
三
番
札
所
大
日
寺
）
十
四
番
盛
壽
山
常
楽
寺
（
十
四
番
札
所
常
楽
寺
）
十
五
番
法
養
山
金
色
院
国
分

寺
（
十
五
番
札
所
國
分
寺
）
十
六
番
光
耀
山
千
手
院
観
音
寺
（
十
六
番
札
所
観
音
寺
）
か
う
の
村
（
国
府

町
府
中
）
井
土
寺
村
（
国
府
町
井
戸
）
十
七
番
瑠
璃
山
明
照
寺
眞
福
院
（
十
七
番
札
所
井
戸
寺
）
徳
島

（
徳
島
城
下
）

武
四
郎
が
広
野
村
（
神
山
町
阿
野
広
野
）
を
歩
く
と
き
「
此
辺
道
の
傍
に
竹
を
立
是
に
わ
ら
じ
を
く
く
り
付
け
、

銭
の
丸
を
四
ツ
、
五
ツ
位
ヅ
ツ
書
て
直
段
を
し
ら
し
う
り
置
。
ま
た
重
箱
ニ
蓬
餅
を
入
道
の
は
た
に
う
り
置
。
昔
し

よ
り
是
を
一
ツ
と
し
て
盗
去
り
し
も
の
な
し
と
云
伝
ふ
也
」
と
良
心
市
方
式
の
商
い
を
紹
介
し
、
人
情
純
朴
な
阿

波
、
土
佐
、
南
予
は
良
心
市
方
式
で
も
盗
人
の
心
配
は
な
い
が
、
東
予
か
ら
讃
岐
に
か
け
て
は
「
お
化
け
遍
路
」
が

多
く
て
良
心
市
は
成
り
立
た
な
い
と
感
想
を
述
べ
る
。
江
戸
末
期
に
お
い
て
さ
え
経
済
格
差
が
貧
困
を
生
み
貧
し
さ

が
悪
さ
を
醸
成
す
る
。
そ
ん
な
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
は
今
も
同
じ
と
い
う
こ
と
か
。

令
和
の
時
代
に
な
っ
て
賽
銭
泥
棒
が
多
発
し
て
い
る
と
監
視
カ
メ
ラ
の
映
像
が
ニ
ュ
ー
ス
に
流
れ
る
。
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止
宿
す
る
に
よ
ろ
し

武
四
郎
は
「
止
宿
す
る
に
よ
ろ
し
」
と
各
地
で
宿
を
案
内
す
る
。
本
人
が
泊
ま
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
五
十
六

カ
所
に
書
き
留
め
て
あ
る
。
ま
た
、
茶
堂
、
茶
店
、
茶
屋
、
茶
所
と
使
い
分
け
て
あ
る
が
、
詳
細
の
説
明
は
な
い
。

「
茶
堂
」
に
つ
い
て
、
武
四
郎
は
「
二
王
門
入
て
茶
堂
」「
境
内
ニ
茶
堂
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茶
堂
は

札
所
が
運
営
す
る
無
料
宿
泊
所
で
は
な
い
か
。
十
五
カ
所
で
「
止
宿
す
る
ニ
よ
ろ
し
」
と
茶
堂
を
案
内
す
る
。
四
国

南
西
部
に
多
い
「
お
茶
堂
」
は
、
村
の
大
師
堂
の
役
割
と
と
も
に
遍
路
の
接
待
や
宿
泊
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
と
同
じ
機
能
を
有
す
る
も
の
と
思
え
る
。
今
で
も
境
内
に
あ
る
無
料
宿
泊
所
は
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
な
ど
に

あ
る
。

「
茶
屋
」
は
、
休
憩
場
所
を
提
供
す
る
と
と
も
に
注
文
に
応
じ
て
茶
や
和
菓
子
を
提
供
す
る
。
滞
在
消
費
を
目
的

と
し
て
寺
社
の
門
前
や
峠
や
景
勝
地
に
小
屋
掛
け
風
に
設
え
た
も
の
。
門
前
の
参
拝
客
に
「
一
服
一
銭
」
で
も
て
な

し
た
の
が
始
ま
り
。『
東
海
道
五
拾
三
次
』
に
も
茶
屋
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
は
し

な
い
。
今
の
車
社
会
に
お
け
る
「
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
」
と
い
っ
た
と
こ
か
。

「
茶
店
」
と
記
し
た
所
が
一
番
多
い
。「
門
前
茶
屋
、
茶
店
有
。
止
宿
す
る
ニ
よ
ろ
し
」
と
書
い
て
い
る
が
、
止

宿
す
る
所
が
茶
屋
な
の
か
茶
店
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
三
十
四
カ
所
で
「
茶
店
」
を
示
し
、「
茶
屋
」
は
三
カ
所

だ
け
と
少
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
茶
店
」
は
「
茶
屋
」
の
役
割
と
と
も
に
簡
易
な
宿
泊
場
所
も
提
供
し
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。「
茶
所
」
は
一
カ
所
し
か
記
載
さ
さ
れ
て
い
な
い
。
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四
国
遍
路
　
二
十
九
日
目
（
徳
島
市
～
18
・
19
～
勝
浦
町
）

徳
島
県
徳
島
市
元
町
（
ス
マ
イ
ル
ホ
テ
ル
徳
島
）

　
〜
　
二
八･

九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
八
時
間
四
七
分

徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町
坂
本
（
ふ
れ
あ
い
の
里
さ
か
も
と
）

活
動
日
記

徳
島
市
の
「
ス
マ
イ
ル
ホ
テ
ル
」
を
七
時
十
五
分
に
出
立
。
通
勤
通

学
に
忙
し
い
朝
の
幹
線
道
路
を
南
に
進
む
。
今
日
は
、
十
八
番
札
所
恩

山
寺
、
十
九
番
札
所
立
江
寺
を
参
拝
し
、
明
日
の
山
寺
・
二
十
番
札
所

鶴
林
寺
と
二
十
一
番
札
所
太
龍
寺
を
登
る
た
め
に
麓
の
「
ふ
れ
あ
い
の

里
さ
か
も
と
」
に
宿
を
取
っ
た
。
鶴
林
寺
へ
の
登
り
口
か
ら
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
く
ら
い
離
れ
て
い
る
た
め
送
迎
が
あ
る
と
い
う
。
道
の
駅
で

待
ち
合
わ
せ
、
宿
に
着
い
た
の
は
十
六
時
く
ら
い
だ
っ
た
。

街
中
の
遍
路
道
は
生
活
の
匂
い
が
す
る
。
特
に
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

が
地
域
に
特
徴
が
あ
っ
て
面
白
い
。
香
川
や
徳
島
で
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
を
利
用
で
き
る
者
の
常
会
名
と
世
帯
主
の
氏
名
が
書
か
れ
て
い
る
の

に
は
驚
い
た
。
高
松
市
の
公
営
住
宅
で
は
住
宅
番
号
と
と
も
に
入
居
す

る
世
帯
主
の
氏
名
も
団
地
の
入
口
に
掲
示
し
て
あ
る
。
だ
れ
も
、
異
議

喜田貞吉の銅像（小松島市櫛渕）

四
国
遍
路  

二
十
九
日
目
（
徳
島
市
～
18
・
19
～
勝
浦
町
）
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が
な
い
よ
う
な
の
で
不
思
議
で
あ
る
。

へ
ん
ろ
道
す
が
ら
に
巨
木
や
銅
像
な
ど
に
出
会
う
機
会
が
多
い
。
今
日
の
イ
チ
押
し
は
恩
山
寺
の
山
門
に
あ
る

「
ビ
ラ
ン
ジ
ュ
」
の
巨
木
と
「
喜
田
貞
吉
」
の
銅
像
だ
。
ビ
ラ
ン
ジ
ュ
は
別
名
バ
ク
チ
ノ
キ
、
身
ぐ
る
み
剥
が
さ
れ

赤
肌
を
出
し
て
い
る
様
子
だ
。
喜
田
は
歴
史
学
者
で
『
賤
民
と
は
何
か
』
の
本
を
読
ん
だ
。
差
別
と
被
差
別
の
構
造

を
歴
史
的
に
考
察
し
た
著
書
で
あ
っ
た
。
銅
像
の
説
明
に
小
松
島
市
櫛
渕
の
出
身
と
あ
っ
た
。
恩
山
寺
の
付
近
に
源

義
経
上
陸
の
地
の
碑
が
あ
っ
た
。
大
阪
の
渡
辺
湊
か
ら
出
陣
し
嵐
に
よ
り
こ
の
地
に
つ
き
、
こ
こ
か
ら
屋
島
に
向

か
っ
た
と
い
う
。
田
辺
湛
増
率
い
る
熊
野
水
軍
は
屋
島
の
合
戦
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
こ
の
地
に
は

来
て
な
か
っ
た
か
。

今
日
の
宿
の
坂
本
地
区
に
は
「
慈
眼
寺
」
が
あ
る
。
こ
の
宿
も
気
に
入
っ
た
の
で
ぜ
ひ
再
訪
し
、
慈
眼
寺
と
星
の

不
思
議
を
見
て
感
じ
た
い
。

恩
山
寺
（
第
十
八
番
札
所 

母ぼ
よ
う
ざ
ん

養
山 

宝ほ
う
じ
ゅ
い
ん

樹
院 
恩お

ん
ざ
ん
じ

山
寺
）

御
詠
歌
：
子
を
生
め
る
そ
の
父
母
の
恩
山
寺
　
訪
ら
ひ
が
た
き
こ
と
は
あ
ら
じ
な

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）　
　
所
在
：
小
松
島
市
田
野
町
字
恩
山
寺
谷

花
折
は
祈
り
の
し
る
し
　
寺
の
縁
起
は
「
弘
法
大
師
の
生
母
・
玉
依
御
前
が
讃
岐
の
善
通
寺
か
ら
訪
ね
て
き
た
。

だ
が
、
寺
は
女
人
禁
制
、
大
師
は
山
門
近
く
の
瀧
に
う
た
れ
て
七
日
間
の
秘
法
を
修
し
、
女
人
解
禁
の
祈
願
を
成
就

し
て
母
君
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。」
と
い
う
も
の
。
創
建
当
初
は
大
日
山
福
生
密
巌
寺
で
あ
っ
た
が
、
弘
法
大
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師
に
よ
り
再
興
さ
れ
母
親
を
迎
え
て
寺
名
を
改
め
た
と
い
う
。

恩
山
寺
へ
は
花
折
坂
と
弦
巻
坂
の
二
つ
の
坂
が
あ
る
。
花
折
は
花
や
柴
（
樒
・
榊
）
を
手
向
け
る
こ
と
で
、
そ
れ

以
上
い
け
な
い
結
界
の
場
所
や
路
傍
の
神
で
あ
っ
た
り
す
る
所
に
「
花
折
」「
枝
折
」「
柴
立
」
の
地
名
が
各
地
に
刻

ま
れ
て
い
る
。
信
仰
地
名
で
も
あ
り
、
昔
の
往
来
を
示
す
地
名
で
も
あ
る
。
長
尾
寺
か
ら
大
窪
寺
に
向
か
う
途
中
、

前
山
の
お
へ
ん
ろ
交
流
サ
ロ
ン
か
ら
の
山
越
え
も
「
花
折
山
へ
ん
ろ
道
」
で
あ
る
。

「
ハ
ナ
」
は
突
端
、
岬
を
意
味
す
る
言
葉
で
も
あ
る
。
こ
の
恩
山
寺
の
尾
根
の
ハ
ナ
に
「
源
義
経
上
陸
の
地
」
の

石
碑
が
立
っ
て
お
り
、
す
ぐ
近
く
に
「
弁
慶
の
岩
屋
」
も
あ
る
。
中
世
は
こ
こ
ま
で
海
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
西

の
島
（
今
は
陸
続
き
）
に
恩
山
寺
奥
の
院
・
金
磯
弁
財
天
が
あ
る
。

立
江
寺
（
第
十
九
番
札
所 

橋き
ょ
う
ち
ざ
ん

池
山 
摩ま

に尼
院い

ん 

立た
つ

江え

じ寺
）

御
詠
歌
：
い
つ
か
さ
て
西
の
す
ま
い
の
わ
が
立
江
　
弘
誓
の
舟
に
乗
り
て
い
た
ら
む

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
延
命
地
蔵
菩
薩
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）　
　
所
在
：
小
松
島
市
立
江
町
字
若
松

四
国
第
一
の
「
心
の
関
所
」　
澄
禅
は
「
本
尊
地
蔵
菩
薩
、
庫
裏
は
西
向
き
、
坊
主
は
無
学
だ
が
利
発
で
富
貴
第

一
で
、
破
損
し
た
堂
寺
を
再
興
し
た
と
い
う
。
堂
寺
の
様
子
は
誠
に
無
能
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
景
色
は
立
江
の
名
に

ふ
さ
わ
し
い
。
海
の
入
江
が
こ
こ
ま
で
川
の
よ
う
に
三
里
入
り
込
ん
で
い
る
。」
と
思
い
の
ま
ま
述
べ
る
。
寂
本
の

立
江
寺
図
は
、
立
江
村
の
八
石
橋
を
過
ぎ
て
参
道
が
続
き
、
境
内
に
本
堂
・
大
師
堂
・
本
坊
・
鐘
楼
な
ど
が
描
か
れ

る
。
海
が
立
江
寺
ま
で
入
り
込
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
武
四
郎
は
「
境
内
に
石
の
八
ッ
橋
と
云
も
の
有
」
と
し
て
鎮
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守
熊
野
権
現
を
記
す
。

『
阿
波
志
』
に
よ
る
と
地
蔵
寺
と
も
称
さ
れ
た
よ
う
で
、
蜂
須
賀
家
政
の
入
部
に
伴
い
、
も
と
清
水
谷
（
き
よ

ず
）
に
あ
っ
た
当
寺
を
現
在
地
に
移
し
た
と
あ
る
。
ま
た
『
四
国
霊
験
奇
応
記
』
に
は
「
四
国
第
一
の
御
関
所
な
れ

ば
霊
験
日
々
に
感
応
ま
す
ま
す
盛
ん
に
し
て
恐
れ
ざ
る
者
一
人
も
な
し
、
四
国
七
八
合
も
札
納
て
此
立
江
寺
よ
り
一

寸
も
先
に
行
れ
ず
跡
に
も
ど
る
人
数
多
あ
り
」
と
立
江
寺
が
四
国
霊
場
の
最
大
の
難
所
と
書
か
れ
て
い
る
。
四
国

霊
場
に
は
国
に
一
つ
ず
つ
「
関
所
寺
」
と
さ
れ
る
札
所
が
あ
っ
た
と
い
う
。
阿
波
の
国
は
「
立
江
寺
」、
土
佐
の
国

は
「
神
峯
寺
」、
伊
予
の
国
は
「
横
峰
寺
」、
讃
岐
の
国
は
「
雲
辺
寺
」
で
あ
る
。
通
行
手
形
に
よ
る
関
所
で
は
な
く

邪
悪
な
も
の
は
こ
の
先
に
は
進
め
な
い
と
い
う
「
心
の
関
所
」。
立
江
寺
に
は
江
戸
時
代
、
不
倫
の
末
に
夫
を
殺
し

て
、
不
倫
相
手
と
四
国
遍
路
を
し
た
女
が
本
尊
の
前
で
黒
い
髪
が
逆
立
ち
し
て
一
歩
も
進
め
な
か
っ
た
と
い
う
「
黒

髪
堂
」
の
説
話
が
あ
る
。
心
当
た
り
の
あ
る
方
よ
く
よ
く
注
意
の
こ
と
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
徳
島
市

　
徳
島
（
徳
島
城
下
）
二
軒
屋
村
（
二
軒
屋
町
）
つ
め
た
川
（
冷
田
川
）
法
花
川
（
八
万
町
法
花
）
西
塔

村
（
西
須
賀
町
）

■
徳
島
県
小
松
島
市

　
ゑ
た
村
（
江
田
町
）
し
ほ
村
（
芝
生
町
）
田
野
村
（
田
野
町
）
十
八
番
養
母
山
恩
山
寺
（
十
八
番
札
所

恩
山
寺
）
奥
院
（
金
磯
の
弁
財
天
）
紫
雲
山
釋
迦
庵
（
釋
迦
庵
）
つ
か
ま
き
坂
（
弦
巻
坂
）
立
江
町
（
立
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江
町
）
十
九
番
橋
池
山
地
蔵
院
立
江
寺
（
十
九
番
札
所
立
江
寺
）

■
徳
島
県
阿
南
市

　
中
ノ
庄
（
羽
ノ
浦
町
中
庄
）
寶
珠
山
拳
正
寺
（
拳
正
寺
）

■
徳
島
県
小
松
島
市

　
く
し
ぶ
ち
村
（
櫛
渕
町
）

■
徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町

　
星
寺
（
星
谷
寺
）
星
谷
村
（
大
字
星
谷
）
坂
本
村
（
大
字
坂
本
）
横
瀬
村
（
三
渓
）
か
つ
ら
川
（
勝
浦

川
）
與
川
内
村
（
三
渓
）
坂
本
村
（
大
字
坂
本
）
き
わ
だ
村
（
大
字
坂
本
稲
原
・
黄
檗
集
落
）
灌
頂
ヶ
瀧

（
灌
頂
ヶ
瀧
）
鶴
山
奥
院
（
慈
眼
寺
）

立
江
寺
の
南
に
「
取
星
寺
」
が
あ
る
。
所
在
地
は
羽
ノ
浦
町
明
見
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
妙
見
信
仰
を
刻
ん
だ
地
名

で
あ
る
。
弘
法
大
師
が
太
龍
寺
で
修
行
の
と
き
、
地
上
に
禍
を
も
た
ら
す
妖
星
が
あ
り
、
そ
れ
を
撃
ち
落
と
し
、
納

め
た
所
が
「
取
星
寺
」
で
あ
る
。
ま
た
、
鶴
林
寺
の
麓
の
生
名
の
対
岸
に
「
星
の
岩
屋
」
や
「
星
谷
寺
」
が
あ
る
。

森
下
年
晃
の
『
星
の
巫
』
に
ア
イ
ヌ
語
と
日
本
語
の
共
通
の
祖
語
と
す
る
縄
文
語
と
し
て
の
「
星
」
に
大
き
な
意
味

を
持
つ
と
い
う
。
そ
の
星
・
細
地
名
の
点
の
分
布
か
ら
線
、
面
の
物
語
と
な
る
。

「
星
」
と
い
う
行
場

星
と
い
え
ば
北
極
星
。
漢
名
は
「
北ほ

く
し
ん辰

」
で
、
中
国
で
は
天
空
の
星
座
が
こ
の
星
を
中
心
と
し
て
回
転
す
る
こ
と

か
ら
、
古
来
方
位
を
定
め
る
た
め
に
利
用
さ
れ
、
崇
拝
さ
れ
た
。「
北
辰
」
は
古
く
か
ら
日
本
に
伝
わ
り
和
名
で
は
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「
子ね

の
星ほ

し

」「
一ひ

と

つ
星ぼ

し

」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。

も
う
一
つ
の
星
が
柄
杓
の
形
を
し
た
「
北
斗
」
で
あ
る
。
こ
の
柄
の
方
向
に
よ
っ
て
時
を
計
り
季
節
を
知
る
重
要

な
星
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
占
い
支
配
す
る
も
の
が
司
祭
と
な
り
、
民
を
支
配
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
日
本

で
も
平
安
以
来
、
こ
の
北
極
と
北
斗
を
本
地
と
し
た
妙
見
菩
薩
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
各
地
に
妙
見
堂
が
建
て
ら
れ
た
。

高
知
県
の
小
字
一
覧
で
、「
妙
見
」
を
刻
む
地
名
と
し
て
「
妙
見
山
」「
妙
見
谷
」「
妙
見
田
」「
妙
見
ヤ
シ
キ
」

「
明
見
」「
明
現
」
な
ど
が
七
十
三
カ
所
あ
る
。

『
高
知
県
神
社
明
細
帳
』
に
は
星
神
社
が
百
一
社
あ
る
。
北
川
村
木
積
の
星
神
社
（
旧
郷
社
）
は
「
お
弓
祭
」
が

有
名
で
高
知
県
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
四
万
十
町
十
川
の
星
神
社
の
「
幡
多
神
楽
」
も
高
知
県

無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、『
北
斗
の
拳
』
と
コ
ラ
ボ
し
て
有
名
に
な
っ
た
。
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四
国
遍
路
　
三
十
日
目
（
勝
浦
町
～
20
・
21
・
22
～
阿
南
市
新
野
町
）

徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町
坂
本
（
ふ
れ
あ
い
の
里
さ
か
も
と
）

　
〜
　
二
四･

九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
三
三
分

徳
島
県
阿
南
市
新
野
町
秋
山
（
山
茶
花
）

活
動
日
記

旧
坂
本
小
学
校
を
活
用
し
た
「
ふ
れ
あ
い
の
里
さ
か
も
と
」
の
保
健

室
で
い
い
朝
を
迎
え
た
。
い
つ
も
の
二
杯
飯
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
出

立
。
鶴
林
寺
の
登
り
口
ま
で
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
る
が
車
で
送
っ

て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
。
当
然
甘
え
て
同
宿
の
人
と
送
っ
て
い
た

だ
く
。
途
中
、
横
瀬
で
降
り
て
「
星
谷
」
に
寄
る
こ
と
に
し
た
。
今
日

は
、
二
十
番
札
所
鶴
林
寺
、
二
十
一
番
札
所
太
龍
寺
、
二
十
二
番
札
所

平
等
寺
の
三
ヶ
寺
で
あ
る
が
山
越
え
が
三
つ
あ
る
コ
ー
ス
で
、
宿
は
平

等
寺
か
ら
歩
い
て
八
歩
の
「
民
宿
山
茶
花
」
に
泊
ま
る
予
定
で
あ
る
。

鶴
林
寺
へ
の
登
り
は
、
ゆ
っ
く
り
一
時
間
三
十
分
。
地
元
の
健
康

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
利
用
さ
れ
て
い
る
み
た
い
で
登
り
口
に
は
金
剛
杖
が

置
い
て
あ
る
。
ほ
ぼ
全
コ
ー
ス
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
舗

装
さ
れ
て
い
る
が
一
部
、
土
道
を
選
択
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
い
っ

廃校の宿「ふれあいの里さかもと」

四
国
遍
路  

三
十
日
目
（
勝
浦
町
～
20
・
21
・
22
～
阿
南
市
新
野
町
）
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た
ん
降
り
て
次
の
太
龍
寺
に
向
か
う
の
だ
が
や
は
り
下
り
が
し
ん
ど
い
。
水す

い
い井

橋
を
渡
っ
て
太
龍
寺
へ
の
登
尾
と
な

る
。
上
流
部
に
行
き
着
く
と
消
え
た
集
落
が
あ
っ
た
。
お
宮
が
あ
り
廃
屋
が
あ
り
石
垣
の
段
々
畑
に
は
去
る
者
の
決

意
が
う
か
が
え
る
杉
が
植
え
て
あ
る
。
も
う
五
十
年
前
の
記
憶
だ
ろ
う
。
こ
こ
は
国
指
定
の
史
跡
「
若
杉
山
遺
跡
」

が
あ
る
所
。
数
千
年
暮
ら
し
た
歴
史
を
消
し
去
る
も
の
は
山
で
暮
ら
せ
な
い
政
治
の
貧
困
、
都
市
の
論
理
そ
の
も
の

だ
。
そ
ん
な
苛
立
ち
を
抱
え
な
が
ら
歩
く
ヘ
ン
ロ
で
あ
る
。

太
龍
寺
は
地
内
全
体
に
重
厚
さ
が
漂
う
。
坂
本
の
宿
で
同
宿
し
た
二
人
と
出
会
い
、
昼
の
お
に
ぎ
り
を
一
緒
に
食

べ
た
。
下
り
の
道
を
尋
ね
る
と
「
イ
エ
ロ
ー
ブ
ッ
ク
の
十
一
版
に
は
載
っ
て
な
い
が
、
新
ル
ー
ト
が
あ
る
」
と
の
こ

と
。
新
ル
ー
ト
は
、
登
り
道
か
ら
始
ま
り
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
ら
「
舎
心
ヶ
嶽
」
に
着
い
た
。
修
行
の
弘
法
大
師

が
高
野
山
を
望
む
坐
像
が
あ
る
。
遠
く
徳
島
や
阿
南
、
そ
の
向
こ
う
の
海
も
見
え
る
。
海
が
見
え
る
こ
と
、
海
に
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
、
海
か
ら
見
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
補
陀
落
渡
海
の
要
と
な
る
の
だ
ろ
う
。

下
り
の
道
は
、
そ
の
舎
心
ヶ
嶽
を
巻
い
て
、
太
龍
寺
の
谷
向
か
い
の
稜
線
を
阿
瀬
比
ま
で
下
る
こ
と
に
な
る
。
平

等
寺
に
は
下
り
終
え
て
ま
た
大
根
峠
を
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
等
寺
に
着
い
た
の
は
十
六
時
過
ぎ
だ
っ
た
。

平
等
寺
は
コ
ロ
ナ
禍
に
対
応
し
た
リ
モ
ー
ト
参
拝
で
有
名
な
所
。
ち
ょ
う
ど
、
十
六
時
二
十
分
か
らY

ou T
ube

で
の
ラ
イ
ブ
配
信
を
し
て
い
る
さ
な
か
で
あ
っ
た
。

今
日
の
宿
は
平
等
寺
の
隣
の
「
山
茶
花
の
宿
」
で
あ
る
。
く
つ
ろ
げ
る
宿
と
は
、
こ
の
こ
と
だ
ろ
う
。

今
回
は
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
打
ち
切
り
、
再
開
は
十
一
月
十
七
日
か
ら
十
日
間
の
予
定
で
あ
る
。
宿
の
女
将
さ
ん
に

も
そ
の
こ
と
を
告
げ
錫
杖
を
ひ
と
ま
ず
預
け
て
再
会
を
約
束
し
た
。

四
国
遍
路
の
完
結
ま
で
少
し
の
猶
予
を
。
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鶴
林
寺
（
第
二
十
番
札
所 

霊
り
ゅ
う
じ
ゅ
ざ
ん

鷲
山 

宝ほ
う
じ
ゅ
い
ん

珠
院 

鶴か
く
り
ん
じ

林
寺
）

御
詠
歌
：
し
げ
り
つ
る
鶴
の
林
を
し
る
べ
に
て
　
大
師
ぞ
い
ま
す
地
蔵
帝
釈

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
地
蔵
菩
薩
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）　
　
　
所
在
：
勝
浦
郡
勝
浦
町
生
名
鷲
ヶ
尾

大
師
勧
請
の
鎮
守
熊
野
権
現
　
釈
迦
が
沙
羅
双
樹
の
林
の
中
で
亡
く
な
る
と
沙
羅
の
林
は
鶴
の
よ
う
に
真
っ
白
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
釈
迦
の
涅
槃
を
「
鶴
林
」
と
い
う
。
霊
鷲
山
は
釈
迦
が
最
後
に
説
法
し
た
所
。
な
ん
と
も

あ
り
が
た
い
寺
名
で
あ
る
。
寂
本
の
鶴
林
寺
図
に
は
多
く
の
堂
宇
が
描
か
れ
て
い
る
。
順
に
記
す
と
、
猟
師
墓
、
仁

王
門
、
荒
神
、
八
幡
、
春
日
、
六
地
蔵
、
菩
提
樹
と
あ
っ
て
、
北
宝
院
、
不
動
院
、
愛
染
院
、
宝
積
院
、
東
蔵
院
、

石
室
院
と
坊
が
続
き
、
水
神
、
閼
伽
、
手
水
、
鶴
林
寺
本
坊
、
護
摩
堂
と
な
っ
て
、
こ
こ
か
ら
本
堂
に
向
け
、
鐘
楼

堂
、
鶴
守
神
、
手
水
、
本
堂
、
大
師
堂
が
あ
っ
て
鎮
守
（
熊
野
権
現
社
）、
弁
天
と
な
る
。

鶴
林
寺
、
太
龍
寺
な
ど
、
こ
こ
周
辺
は
弘
法
大
師
に
と
っ
て
も
重
要
な
行
場
で
あ
っ
た
の
か
、
寂
本
も
札
所
だ
け

で
な
く
取
星
寺
、
慈
眼
寺
の
紹
介
も
詳
し
く
し
て
い
る
。
五
来
重
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
初
期
の
四
国
の
辺
路
は
讃

岐
の
我
拝
師
山
か
ら
、
大
滝
山
、
高
越
山
、
焼
山
寺
山
、
灌
頂
ヶ
滝
（
慈
眼
寺
）、
鶴
林
寺
、
太
龍
寺
の
ル
ー
ト
で

あ
っ
た
。
ほ
ぼ
一
直
線
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
直
角
に
南
西
へ
向
か
う
と
室
戸
と
な
る
。
山
林
斗
藪
の
修
行
者
は
星
を

知
り
方
位
を
知
る
す
べ
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

奥
の
院
は
、
慈
眼
寺
で
あ
る
。

太
龍
寺
（
第
二
十
一
番
札
所 

舎し
ゃ
し
ん
ざ
ん

心
山 

常…じ
ょ
う
し
ゅ
う
い
ん

住
院 

太た
い
り
ゅ
う
じ

龍
寺
）
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御
詠
歌
：
太
龍
の
常
に
す
む
ぞ
や
げ
に
岩
屋
　
舎
心
聞
持
は
守
護
の
た
め
な
り

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
虚
空
蔵
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）　
　
　
所
在
：
阿
南
市
加
茂
町
龍
山

身
を
捨
て
る
か
、
心
を
と
ど
め
る
か
　
澄
禅
は
「
大
龍
寺
（
※
マ
マ
）
は
山
号
捨
身
山
、
本
堂
南
向
き
、
本
尊
虚

空
蔵
菩
薩
。
宝
塔
・
御
影
堂
・
求
聞
持
堂
・
鐘
楼
・
鎮
守
社
の
あ
る
大
伽
藍
。
古
木
が
寺
を
囲
み
景
色
の
い
い
天
下

無
双
の
霊
地
」
と
述
べ
る
。
寂
本
は
「
舎
心
山
常
住
院
太
龍
寺
」
と
書
い
て
い
る
。「
捨
身
」
と
「
舎
心
」
と
二
つ

の
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。「
捨
身
」
は
自
分
の
命
を
仏
に
捧
げ
る
こ
と
。「
舎
心
」
は
こ
の
太
龍
寺
の
「
北
舎

心
ヶ
嶽
」
に
来
て
初
め
て
知
っ
た
。『
字
統
』
に
よ
る
と
舎
は
、
祝
祷
を
収
め
る
器
の
上
か
ら
長
い
針
器
で
こ
れ
を

突
き
通
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
呪
能
を
失
う
の
で
捨
て
る
の
意
味
と
な
る
。
す
な
わ
ち
舎
は
捨
の
初
文
と
解
説
す
る
。

ま
た
、
一
方
で
は
祝
祷
の
器
を
破
る
意
か
ら
内
容
を
外
に
宣
べ
る
意
と
な
り
、
お
く
・
や
ど
る
の
意
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
、
と
あ
る
。
捨
て
る
と
と
ど
め
置
く
で
は
正
反
対
の
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
舎
心
」
は
こ
こ
に
立
つ
人
の

心
を
舎と

ど

め
る
と
い
う
意
味
だ
そ
う
だ
。
自
殺
す
る
心
を
と
ど
め
る
の
は
分
か
る
が
、
仏
へ
の
修
行
の
場
と
し
て
は

「
捨
身
」
が
正
し
い
よ
う
に
思
う
。
澄
禅
と
寂
本
の
三
十
五
年
間
で
寺
の
持
つ
意
味
ま
で
変
わ
る
の
か
不
思
議
だ
。

平
等
寺
（
第
二
十
二
番
札
所 

白は
く
す
い
ざ
ん

水
山 

医い
お
う
い
ん

王
院 

平び
ょ
う
ど
う
じ

等
寺
）

御
詠
歌
：
平
等
に
へ
だ
て
の
な
き
と
聞
く
時
は
　
あ
ら
た
の
も
し
き
仏
と
ぞ
み
る

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）　
　
所
在
：
阿
南
市
新
野
町
秋
山
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コ
ロ
ナ
禍
の
リ
モ
ー
ト
参
拝
　
平
等
寺
本
堂
の
ラ
イ
ブ
配
信
や
リ
モ
ー
ト
参
拝
は
有
名
で
あ
る
。
読
経
の
時
間
や

回
数
が
多
い
の
に
も
驚
か
さ
れ
る
。
そ
う
大
き
く
は
な
い
境
内
で
は
お
接
待
も
し
て
い
た
。
本
堂
に
行
く
と
手
を

振
っ
て
し
ま
う
の
は
ラ
イ
ブ
配
信
の
せ
い
だ
。

こ
の
寺
に
は
「
箱
車
（
躄
車
）」
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
平
等
寺
に
は
「
通
夜
堂
」
が
あ
っ
て
長
期
間
滞
在
し
祈

願
で
き
た
と
い
う
。
奉
納
に
当
た
っ
て
本
人
が
書
い
た
由
来
書
き
「
四
週
間
通
夜
し
躄
全
快
」
が
あ
る
。

高
知
縣
土
佐
郡
地
蔵
寺
村
付
の
者
筒
井
林
之
助
（
三
十
三
才
）
は
、
大
正
十
年
五
月
脊
髄
病
と
な
り
病
勢
日

夜
に
重
り
遂
に
躄
と
な
り
、
此
時
日
頃
信
仰
せ
る
弘
法
大
師
に
御
利
益
得
ん
も
の
と
躄
車
を
作
り
、
父
福
次

（
五
十
六
才
）
の
手
厚
き
看
護
を
受
け
つ
ゝ
西
國
順
拝
の
途
に
登
り
、
大
正
十
一
年
十
二
月
十
日
下
旬
當
山

に
参
拝
し
、
四
週
間
程
通
夜
し
日
夜
當
院
主
様
の
御
加
護
を
受
け
て
一
心
に
御
本
尊
様
に
平
癒
を
祈
願
し
て

ゐ
た
所
、
漸
次
に
此
の
痛
み
は
薄
紙
を
剥
ぐ
如
く
和
ら
ぎ
、
両
杖
に
て
歩
行
す
る
事
が
出
来
る
様
に
な
り
、

父
と
共
に
有
難
涙
に
御
禮
を
御
本
尊
様
に
申
し
、
喜
び
の
あ
ま
り
車
を
奉
納
致
し
ま
す
。
大
正
十
二
年
十
月

十
七
日
　
高
知
縣
土
佐
郡
地
蔵
寺
村
　
筒
井
林
之
助
。

箱
車
と
い
え
ば
小
栗
判
官
の
説
話
が
有
名
で
あ
る
。
蘇
生
す
る
た
め
に
箱
車
に
引
か
れ
て
熊
野
の
湯
の
峰
に
向

か
っ
た
。
熊
野
詣
に
お
い
て
湯
垢
離
場
と
し
て
栄
え
た
日
本
最
古
の
湯
「
つ
ぼ
湯
」
で
あ
る
。
小
栗
判
官
説
話
に
ま

つ
わ
る
「
車
塚
」「
力
石
」「
蒔
か
ず
の
稲
」
な
ど
の
故
地
・
地
名
が
熊
野
本
宮
大
社
の
す
ぐ
近
く
に
残
っ
て
い
る
。

こ
こ
平
等
寺
に
も
、
弘
法
大
師
が
護
摩
修
行
を
し
た
と
い
う
「
護
摩
ヶ
谷
（
護
摩
堂
）」、
塔
が
建
っ
て
い
た

「
塔
ヶ
峰
（
愛
宕
神
社
付
近
）」「
蓮
池
（
池
の
跡
）」
な
ど
地
元
の
人
し
か
知
ら
な
い
地
名
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

地
名
は
漢
字
だ
け
で
理
解
す
る
の
は
間
違
い
と
な
る
。
こ
の
寺
の
所
在
地
は
新
野
だ
が
、
古
文
書
で
は
「
荒
田
野
」
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と
な
っ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
後
に
佳
名
に
改
め
た
の
だ
ろ
う
。
平
等
寺
か
ら
へ
ん
ろ
道
を
そ
れ
て
新
野
駅
に
向
か
う
途

中
の
字
名
が
面
白
い
。「
馬
場
」「
入
田
」「
室
ノ
久
保
」「
反
古
田
」「
鉛
ヶ
谷
」「
花
坂
」
と
興
味
の
あ
る
小
字
が
続

く
。
入
田
と
鉛
ヶ
谷
は
入
が
ニ
フ
（
丹
生
）
で
「
赭

ま
そ
ほ

」、
鉛
は
鳥
居
の
朱
と
な
る
「
鉛
丹
」。
反
古
田
は
旦
過
の
費
用

に
充
て
る
仏
供
田
の
一
つ
か
。
地
内
に
は
「
室
姫
神
社
（
室
比
賣
神
社
）」
や
岡
山
城
と
い
う
中
世
の
山
城
も
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町

　
廿
番
靈
鷲
山
寶
樹
院
鶴
林
寺
（
二
十
番
札
所
鶴
林
寺
）

■
徳
島
県
阿
南
市

　
大
井
村
（
大
井
町
）
鶴
瀬
川
（
那
賀
川
）
廿
一
番
舎
心
常
住
院
大
龍
寺
（
二
十
一
番
札
所
太
龍
寺
）
南

の
舎
心
（
舎
心
ヶ
嶽
）
山
口
村
（
不
明
）
あ
せ
び
村
（
阿
瀬
比
町
）
お
お
ね
坂
（
大
根
坂
）
あ
ら
た
村

（
新
野
町
）
廿
二
番
白
水
山
醫
王
院
平
等
寺
（
二
十
二
番
札
所
平
等
寺
）

　
　
　
　
　
※
「
山
口
村
」
は
「
あ
せ
び
村
」
の
次
の
村
で
「
お
お
ね
坂
」
を
通
れ
ば
道
外
れ
と
な
る
。

武
四
郎
は
「
星
寺
」「
慈
眼
寺
」
と
詣
で
て
か
ら
二
十
番
札
所
鶴
林
寺
、
二
十
一
番
札
所
太
龍
寺
へ
と
向
か
う
。

五
来
重
は
『
四
国
遍
路
の
寺
』
で
「
お
そ
ら
く
初
期
の
四
国
の
辺
路
は
、
讃
岐
か
ら
大
窪
寺
を
経
て
阿
波
に
出
る

と
、
藤
井
寺
で
山
に
入
り
、
長
戸
庵
、
柳
水
庵
を
経
て
、
ほ
と
ん
ど
直
線
で
焼
山
寺
山
に
登
っ
た
と
推
定
で
き
ま

す
。
そ
れ
か
ら
東
に
鬼
籠
野
に
下
が
っ
て
、
高
鋒
山
の
旭
ヶ
丸
を
越
え
る
と
鶴
林
寺
の
奥
の
院
で
あ
る
慈
眼
寺
の
洞

窟
に
で
ま
す
」
と
述
べ
、
空
海
が
修
行
を
し
た
「
阿
波
の
辺
地
」
は
藤
井
寺
、
焼
山
寺
、
鶴
林
寺
、
太
龍
寺
、
薬
王
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寺
と
い
う
線
だ
と
い
う
。

「
亡
所
」
と
い
う
捨
て
ら
れ
た
村

白
鳳
地
震
（
六
八
四
年
）
で
は
土
佐
国
の
「
黒
田
郡
」
が
消
え
た
と
い
う
。
戦
争
で
は
米
軍
・
普
天
間
基
地
の
接

収
に
「
オ
キ
ナ
ワ
」
の
一
万
四
千
人
が
追
わ
れ
、
原
発
事
故
で
は
「
フ
ク
シ
マ
」
が
亡
所
と
な
っ
た
。
高
知
県
芸
西

村
に
は
集
団
移
転
の
「
久く

え重
山や

ま

」
が
あ
る
。

「
亡
所
」
は
災
害
や
戦
争
、
支
配
者
の
圧
政
、
政
治
の
貧
困
な
ど
何
ら
か
の
理
不
尽
な
チ
カ
ラ
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ

た
生
活
の
場
で
あ
る
と
『
世
界
』
の
連
載
記
事
「
亡
所
考
（
二
〇
二
一
年
一
月
号
～
）」
は
定
義
す
る
。

亡
所
の
象
徴
の
よ
う
な
久
重
山
。
離
村
し
た
村
人
が
三
十
年
も
続
い
て
同
郷
会
を
開
い
て
い
る
記
憶
の
村
で
あ

る
。
そ
ん
な
亡
所
が
四
国
山
間
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
第
二
の
火
」
が
要
因
と
い
え
る
。
峠

越
え
の
へ
ん
ろ
道
の
傍
ら
に
は
炭
窯
の
廃
墟
を
幾
度
と
な
く
目
に
す
る
。
昭
和
三
十
年
代
の
都
市
ガ
ス
・
Ｌ
Ｐ
ガ
ス

の
普
及
と
い
う
石
油
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
に
よ
り
、
木
炭
需
要
が
激
減
し
た
の
で
あ
っ
た
。
炭
焼
き
で
暮
ら
し
が
成
り

立
た
な
く
な
り
焼
き
子
は
次
々
と
山
を
下
り
て
い
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
過
疎
化
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
四
国
山
間
の

村
々
で
は
十
年
で
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
人
口
減
と
な
っ
た
。
そ
ん
な
過
疎
地
域
に
国
は
「
過
疎
法
」
と
い
う
法
律
で

財
政
支
援
す
る
一
方
で
、
木
材
の
輸
入
自
由
化
と
い
う
第
二
の
仕
打
ち
を
行
っ
た
。
国
産
材
自
給
率
は
激
減
し
、
昭

和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
も
の
が
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
は
四
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
に
は
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
に
落
ち
込
ん
だ
。
セ
イ
ジ
ノ
ヒ
ン
コ
ン
で

生
活
の
場
は
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
。

-  328 -  



二
十
番
札
所
鶴
林
寺
を
下
っ
て
大
井
集
落
か
ら
水
井
集
落
に
渡
り
、

二
十
一
番
札
所
太
龍
寺
へ
の
上
り
道
に
入
る
所
が
若
杉
山
で
あ
る
。
若

杉
山
辰
砂
採
掘
遺
跡
の
説
明
板
が
あ
っ
た
。
辰
砂
は
墳
墓
の
石
室
や
棺

に
塗
ら
れ
る
鮮
や
か
な
赤
色
を
発
す
る
水
銀
朱
で
、
こ
こ
若
杉
山
は
古

墳
時
代
の
採
掘
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
全
国
唯
一
の
遺
跡
で
あ

る
。
松
田
壽
男
の
『
古
代
の
朱
』
に
は
全
国
三
百
六
十
五
地
点
の
水
銀

鉱
床
を
調
査
し
て
辰
砂
を
示
す
「
ニ
フ
（
壬
生
・
入
）」
の
地
名
や
神

社
を
探
し
当
て
て
い
る
。
古
代
か
ら
暮
ら
し
を
つ
な
い
で
き
た
若
杉
山

集
落
も
今
は
「
亡
所
」
で
あ
る
。
集
落
を
去
る
人
は
必
ず
屋
敷
地
に
杉

桧
を
植
え
る
。
も
う
帰
ら
な
い
と
い
う
覚
悟
で
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
風

呂
場
の
セ
メ
ン
ト
跡
や
廃
墟
と
な
っ
た
神
社
は
い
っ
そ
う
「
亡
所
」
を

証
明
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
第
三
の
火
」
は
原
子
力
で
あ
る
。
亡
所
は
「
フ
ク
シ
マ
」
と
カ
タ

カ
ナ
書
き
さ
れ
た
。
広
島
、
長
崎
も
原
爆
で
「
ヒ
ロ
シ
マ
」「
ナ
ガ
サ

キ
」
と
な
っ
た
。
ど
ち
ら
も
い
つ
か
再
生
で
き
る
亡
所
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
を
ど
う
し
て
廃
絶
で
き
な
い
の
か
。

そ
れ
は
過
去
の
秩
序
（
遺
産
）
に
胡
坐
を
か
く
二
世
政
治
家
に
は
で
き
な
い
所
作
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
を
克
服
し
た
ら

「
ノ
ー
モ
ア
」
の
百
万
人
デ
モ
を
金
曜
日
広
場
で
や
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

戦
争
で
の
亡
所
は
「
オ
キ
ナ
ワ
」
だ
ろ
う
。
沖
縄
に
上
陸
し
た
米
軍
は
普
天
間
飛
行
場
建
設
の
た
め
宜
野
湾
な
ど 若杉山遺跡の説明板（阿南市水井町）
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四
つ
の
集
落
を
強
制
接
収
し
、
約
一
万
四
千
人
が
「
亡
所
」
と
な
っ
た
。
本
土
で
は
復
興
政
策
が
図
ら
れ
た
が
沖
縄

は
放
置
状
態
で
「
忘
れ
ら
れ
た
島
」
と
当
時
い
わ
れ
て
い
た
。
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
）
本
土
に
復
帰
し
た
も
の

の
、
五
十
年
後
の
今
で
も
、
全
国
の
米
軍
専
用
施
設
の
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
八
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
が
沖
縄
に
集
中

す
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
東
京
都
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
十
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
）、
北
の
守
り
と
い
わ
れ
る
北
海
道
は
二

パ
ー
セ
ン
ト
（
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
満
た
な
い
。

「
亡
所
」
は
い
つ
の
時
代
も
寄
り
添
う
と
い
う
政
治
家
の
二
枚
舌
に
翻
弄
さ
れ
、
切
り
捨
て
と
抵
抗
の
ベ
ク
ト
ル

が
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
の
よ
う
に
周
回
す
る
。
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愚草の川柳集⑮選

「ひとや」

2019 / 秋

あとのない氷のカベと砂のクイ

千一夜　もしやカショギ氏筆執るや 

寸鉄の一切なりゆき　ヒ首なきや 

ＡＩの指紋ふきとる　碁石哉 

文子の死　ひとや調べるセレナーデ 

※「ひとや」とは何だろう。大正中津川には農家

民宿「はこば」があり、そのおかみさんが客
ひ と こ

子さ

ん。その宿の隠語かなと思いつつ調べてみたら

「獄」の意味という。最終句でわかった。愚草の

世界観、生き方がよくあらわれた川柳集が「ひと

や（獄）」。最終句「文子の死」はさっぱり読めな

い歌だったが、ネットで金子文子とわかった。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
三
十
一
日
目
（
阿
南
市
新
野
町
～
23
～
美
波
町
日
和
佐
）

徳
島
県
阿
南
市
新
野
町
秋
山
（
山
茶
花
）

　
〜
　
二
七･

八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
八
時
間
五
六
分

徳
島
県
海
部
郡
美
波
町
日
和
佐
浦
（
ホ
テ
ル
白
い
灯
台
）

活
動
日
記

十
八
日
ぶ
り
に
Ｊ
Ｒ
牟
岐
線
新
野
駅
に
着
い
た
。
前
回
焼
山
寺
の
麓

で
手
を
振
っ
て
別
れ
た
母
娘
の
二
人
に
す
れ
違
っ
た
。
区
切
り
打
ち
を

し
て
い
る
と
言
っ
て
い
た
の
で
間
違
い
な
い
と
思
う
が
、
互
い
に
マ
ス

ク
を
し
て
い
る
。
一
瞬
で
あ
っ
た
た
め
声
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
後
に
な
っ
て
悔
や
ん
だ
。

平
等
寺
門
前
の
「
民
宿
山
茶
花
」
を
朝
六
時
三
十
分
に
立
ち
、
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
の
道
を
快
調
に
足
を
進
め
た
。
同
宿
の
出
利
葉
さ
ん
は
国
道

五
十
五
号
線
を
選
択
し
先
を
急
ぐ
と
い
う
。
も
う
一
人
の
Ｋ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
Ｏ

さ
ん
は
、
ゆ
っ
く
り
の
出
立
と
い
う
。「
月
夜
」「
鉦
打
」
と
、
久
し
ぶ

り
の
歩
き
を
楽
し
む
。
武
四
郎
は
「
田
井
村
」
を
通
っ
て
い
る
の
で
海

岸
通
り
を
選
ん
だ
。
由
岐
坂
峠
を
越
え
る
と
田
井
の
浜
と
な
る
。

田
井
の
浜
に
は
海
水
浴
シ
ー
ズ
ン
限
定
の
臨
時
駅
が
あ
る
。
降
り
れ

田井の浜臨時駅（美波町田井）

四
国
遍
路  

三
十
一
日
目
（
阿
南
市
新
野
町
～
23
～
美
波
町
日
和
佐
）
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ば
も
う
そ
こ
に
は
海
が
広
が
る
。
当
然
な
が
ら
線
路
は
砂
浜
に
並
行
し
て
走
る
。
程
な
く
木
岐
か
ら
海
岸
の
ウ
バ
メ

ガ
シ
の
魚
つ
き
林
に
沿
っ
た
へ
ん
ろ
道
と
な
る
。
数
時
間
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
歩
く
と
足
先
が
へ
た
っ
て
く
る
が
土
道

は
優
し
く
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
く
れ
る
。

和
顔
施
の
お
接
待
を
受
け
た
の
は
こ
の
「
木
岐
の
へ
ん
ろ
道
（
俳
句
の
道
）」
だ
っ
た
。「
高
知
の
言
葉
が
懐
か
し

い
。
長
男
は
高
知
医
科
大
を
卒
業
し
医
者
と
し
て
高
知
で
勤
務
し
て
い
る
。
次
男
は
難
病
で
先
だ
っ
て
亡
く
な
っ

た
。
遍
路
道
の
整
備
や
お
接
待
を
数
十
年
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
数
十
年
前
に
木
の
納
め
札
を
持
っ
た
高
知
の
遍

路
さ
ん
に
出
会
っ
た
。
再
会
し
た
い
が
名
前
も
聞
か
な
か
っ
た
の
で
探
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
事

情
が
あ
る
も
の
だ
。
次
男
さ
ん
の
追
善
供
養
を
次
の
薬
王
寺
で
す
る
の
で
名
前
は
と
聞
く
と
「
灘
」
だ
と
い
う
。

し
っ
か
り
ご
祈
念
す
る
と
約
束
し
た
。

薬
王
寺
の
手
前
に
「
白
い
灯
台
」
と
い
う
温
泉
ホ
テ
ル
が
あ
っ
た
の
で
コ
ー
ヒ
ー
タ
イ
ム
に
し
た
。
つ
い
で
に

「
泊
ま
れ
ま
す
か
」
と
聞
く
と
、
Ｏ
Ｋ
で
、
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
の
手
続
き
も
し
て
く
れ
る
と
の
こ
と
。
宿
を
予
約

し
荷
物
を
置
い
て
二
十
三
番
札
所
薬
王
寺
へ
の
「
打
ち
戻
り
」
と
な
っ
た
。

薬
王
寺
の
本
堂
の
横
に
鎮
守
社
が
あ
っ
た
。
扁
額
も
な
く
社
名
が
分
か
ら
な
い
。
納
経
所
で
聞
く
と
白
山
大
権
現
と

い
う
。
山
号
は
医
王
院
な
の
で
皆
さ
ん
の
病
気
平
癒
を
し
っ
か
り
ご
祈
念
し
た
。
お
接
待
の
山
茶
花
・
特
大
お
に
ぎ
り
を
参

拝
後
に
い
た
だ
い
た
。
薬
王
寺
の
門
前
は
若
者
の
街
に
な
っ
て
い
た
。
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
、こ
だ
わ
り
の
中
華
そ
ば
屋
、
手
仕

事
の
小
物
屋
、
お
し
ゃ
れ
な
カ
フ
ェ
。
お
じ
さ
ん
は
中
華
そ
ば
屋
に
入
っ
て
お
に
ぎ
り
の
別
腹
と
し
て
小
の
醤
油
中

華
そ
ば
に
し
た
。
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
が
十
五
時
三
十
分
と
い
う
の
で
時
間
調
整
に
美
波
町
図
書
館
に
立
ち
寄
っ
た
。

美
波
町
に
は
「
由
岐
」「
木
岐
」「
牟
岐
」
と
「
岐
」
の
字
が
多
い
。
岐

く
な
ど

の
神
は
悪
霊
が
集
落
に
入
る
の
を
阻
む
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神
、
道
中
安
全
の
神
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
岐き

は
城
の
柵き

で
あ
り
、
海
岸
城
砦
と
し
て
海
部
氏
が
住
む
湊
村
を
意
味
す

る
と
郷
土
資
料
に
書
い
て
あ
っ
た
。

当
日
、
前
日
で
は
宿
の
手
配
が
だ
ん
だ
ん
難
し
く
な
っ
て
き
た
。
先
を
読
ん
だ
早
め
の
予
約
に
切
り
替
え
よ
う
。

明
日
は
人
気
の
宿
で
あ
る
「
は
る
る
亭
」
が
取
れ
た
。
そ
れ
も
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
だ
。
こ
れ
か
ら
長
ー
い
海
岸
線

を
歩
く
こ
と
に
な
る
。
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
締
ま
っ
た
身
体
を
前
に
進
め
よ
う
。
二
十
二
日
に
は
南
国
で
友
人
山
本
洋
に

会
う
予
定
の
た
め
先
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

薬
王
寺
（
第
二
十
三
番
札
所 

医い
お
う
ざ
ん

王
山 

無む
り
ょ
う
じ
ゅ
い
ん

量
寿
院 

薬や
く
お
う
じ

王
寺
）

御
詠
歌
：
皆
人
の
病
み
ぬ
る
年
の
薬
王
寺
　
瑠
璃
の
薬
を
あ
た
え
ま
し
ま
せ

宗
派
：
高
野
山
真
言
宗
　
　
本
尊
：
厄
除
薬
師
如
来
（
伝
弘
法
大
師
作
）　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
神
亀
三
年
（
七
二
六
）　
　
所
在
：
海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
寺
前

一
番
人
気
の
厄
ぬ
け
札
所
　
ひ
と
き
わ
目
に
つ
く
の
が
瑜ゆ

ぎ祇
塔と

う

で
あ
る
。
塔
の
下
の
「
金
亀
」
が
「
世
界
建
立
」

を
表
し
、
塔
の
上
の
五
本
の
相
輪
（
五
峯
）
に
布
さ
れ
た
梵
字
が
、
金
剛
界
三
十
七
尊
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。
薬

王
寺
は
厄
除
け
の
寺
院
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
四
十
二
歳
の
厄
年
で
訪
ね
た
と
き
「
高
知
な
ら
窪
川
に
あ
る
薬
師

寺
が
本
家
で
す
よ
、
な
ぜ
そ
こ
に
詣
で
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た
。
四
国
で
は
東
の
薬
王
寺
、
西
の
薬
師
寺
と
い
わ
れ

る
そ
う
だ
。

澄
禅
は
「
本
尊
薬
師
。
焼
失
し
て
再
建
す
る
人
な
く
仮
設
小
屋
。
仁
王
門
が
焼
け
て
仁
王
は
本
堂
に
あ
る
。
庫
裏

も
南
向
き
、
こ
ち
ら
は
再
興
し
て
立
派
」
と
あ
る
が
、
寂
本
は
「
そ
の
昔
は
寺
院
が
雲
か
ら
抜
き
出
て
い
た
ほ
ど
だ

が
、
火
災
に
遭
っ
て
礎
石
だ
け
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
」
と
述
べ
な
が
ら
、
寂
本
の
薬
王
寺
図
に
は
六
地
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蔵
、
安
養
院
、
南
蔵
院
、
中
之
坊
、
下
之
坊
、
仙
蔵
坊
、
東
坊
、
牛
王
社
、
池
之
坊
、
持
宝
院
、
正
覚
院
、
北
室
、

上
之
坊
、
神
明
院
、
本
坊
が
あ
り
、
仁
王
門
を
上
る
と
本
堂
と
塔
、
鐘
楼
、
大
師
、
鎮
守
が
あ
る
。
周
囲
に
は
、
山

神
、
護
摩
堂
、
愛
宕
社
、
住
吉
社
、
釈
迦
堂
が
あ
り
、
山
上
に
は
求
聞
持
所
、
天
狗
岳
と
な
る
大
伽
藍
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
も
寂
本
は
「
元
の
よ
う
に
広
大
壮
麗
な
も
の
に
な
っ
た
が
、
け
れ
ど
多
く
の
少
宇
は
い
ま
だ
に
復
興
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
」
と
い
う
。
鎮
守
は
白
山
権
現
、
奥
の
院
は
怪
岩
奇
窟
の
玉
厨
子
山
と
紹
介
し
て
い
る
。

武
四
郎
は
こ
れ
と
は
違
っ
て
堂
宇
の
説
明
に
「
大
師
堂
、
二
重
の
塔
、
釈
迦
堂
、
鎮
守
金
毘
羅
、
偸
伽
山
白
山
、

庚
申
堂
」
と
「
奥
院
」
を
記
し
て
い
る
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
徳
島
県
阿
南
市

　
あ
ら
た
村
（
新
野
町
）
廿
二
番
白
水
山
醫
王
院
平
等
寺
（
二
十
二
番
札
所
平
等
寺
）
月
夜
村
（
新
野
町

月
夜
）
三
日
月
庵
（
月
夜
御
水
庵
）
鉦
う
ち
坂
（
鉦
打
坂
）
さ
か
せ
川
（
福
井
川
）
小
野
村
（
福
井
町
小

野
）

■
徳
島
県
美
波
町

　
坂
（
由
岐
坂
）
た
い
村
（
田
井
）
と
ま
こ
え
坂
（
苫
越
坂
）
お
う
坂
（
山
座
峠
）
ひ
わ
さ
た
い
村
（
美

波
町
恵
美
須
浜
田
井
）
お
た
坂
（
不
明
）
く
だ
り
川
（
不
明
）
北
か
わ
ち
村
（
北
河
内
）
日
和
佐
浦
（
日

和
佐
浦
）

武
四
郎
は
、
新
野
か
ら
南
下
し
て
月
夜
に
入
る
。
弘
法
大
師
は
路
傍
の
石
で
一
夜
を
明
か
そ
う
と
す
る
。
錫
杖
で
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清
水
を
湧
か
せ
、
水
底
の
石
に
薬
師
を
刻
み
、
三
日
月
庵
（
月
夜
御
水
庵
）
を
立
て
、
こ
の
地
を
「
月
夜
」
と
名
づ

け
た
。
次
の
坂
瀬
川
で
は
尖
り
の
な
い
蜷
の
大
師
説
話
を
語
る
。
鉦
打
坂
か
ら
小
野
を
通
り
由
岐
坂
か
ら
海
沿
い
に

日
和
佐
に
向
か
う
。

さ
か
せ
川

本
流
の
流
れ
と
逆
に
流
れ
る
川
を
「
逆
川
（
さ
か
さ
か
わ
・
ぎ
ゃ
く
が
わ
・
さ
か
さ
ま
か
わ
）」
と
い
い
全
国
に

分
布
す
る
。
こ
の
「
さ
か
せ
川
」
も
サ
カ
サ
が
転
訛
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
現
在
は
福
井
川
と
河
川
名
称
は
変
わ
っ
て

い
る
が
鉦
打
付
近
の
橋
柱
に
「
さ
か
せ
橋
」
と
刻
ん
で
い
る
。
別
に
逆
川
の

地
形
的
特
色
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
逆
川
」
は
、
タ
タ
ラ
製
鉄
に
関
連
す
る
地
名
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
。

産
業
考
古
学
に
詳
し
い
谷
有
二
の
『
日
本
山
岳
伝
承
の
謎−

山
名
に
さ
ぐ

る
朝
鮮
ル
ー
ツ
と
金
属
文
化−

』、『「
モ
リ
」
地
名
と
金
属
伝
承
』
で
、
全

国
の
タ
タ
ラ
製
鉄
や
鉱
業
の
歴
史
を
調
査
す
る
中
で
タ
タ
ラ
製
鉄
遺
跡
周
辺

に
残
る
関
連
地
名
を
統
計
的
に
ま
と
め
そ
の
論
考
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
地

名
が
「
逆
川
」
で
あ
り
、「
鍛
冶
」「
タ
タ
ラ
」「
フ
イ
ゴ
」「
フ
ク
」「
番
子
」

「
藤
」「
ホ
ト
」「
妙
見
」
な
ど
で
、
複
数
分
布
し
て
い
れ
ば
タ
タ
ラ
製
鉄
関

連
地
名
で
は
な
い
か
と
疑
う
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
に
「
一
つ
目
伝
説
」
が
あ
る
と
書
い
て
い
る
。

さかせ橋（阿南市福井町日の地）
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一
ツ
目
の
神
で
あ
る
天ア

メ
ノ
マ
ヒ
ト
ツ
ノ
カ
ミ

目
一
箇
神
は
鍛
冶
の
神
で
、
鍛
冶
の
神
が
一
つ
目
で
あ
る
神
話
伝
承
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の

キ
ュ
ク
ロ
ー
プ
ス
な
ど
世
界
に
よ
く
あ
る
こ
と
と
い
う
。
燃
え
さ
か
る
火
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
る
職
業
病
と
い
え

ば
笑
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
木
を
道
具
と
し
て
農
耕
に
使
用
し
て
い
た
昔
、
鍛
冶
の
発
達
・
伝
播
に
よ
る
鉄
の
鍬
や
鋤

の
出
現
は
画
期
的
な
産
業
革
命
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
現
在
の
ト
ラ
ク
タ
ー
普
及
以
上
の
農
業
生
産
性
向
上
に
寄

与
し
た
こ
と
は
確
か
で
、
農
耕
に
か
か
る
信
仰
と
し
て
天
目
一
箇
神
（
天
一
）
を
祭
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
い
え

る
。
谷
有
二
は
、
天
目
一
箇
神
は
民
間
信
仰
に
も
息
づ
き
「
ひ
ょ
っ
と
こ
（
火
男
）」「
鎌
倉
権
五
郎
景
政
の
片
目
伝

説
」
な
ど
に
も
関
係
す
る
と
い
う
。『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
の
四
国
四
県
の
字
一
覧
を
見
た
が
正
確
に
採
取
さ

れ
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
っ
た
が
、「
一
ツ
…
…
」
の
他
、「
鍛
冶
」「
タ
タ
ラ
」

「
フ
イ
ゴ
」「
番
子
」「
藤
」「
逆
川
」「
ホ
ト
」「
妙
見
」
な
ど
複
数
分
布
し
て

い
れ
ば
タ
タ
ラ
製
鉄
関
連
地
名
で
は
な
い
か
と
疑
う
こ
と
が
で
き
る
。
妙
見

山
、
虚
空
蔵
山
が
金
属
に
関
わ
る
の
は
、
金
属
鉱
脈
の
見
立
て
技
術
を
身

に
つ
け
た
山
岳
修
験
者
が
全
国
を
移
動
し
て
金
属
の
山
々
に
、
自
分
た
ち
が

信
仰
す
る
妙
見
神
・
虚
空
蔵
神
を
祀
っ
た
た
め
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

四
万
十
町
戸
川
の
小
字
を
調
べ
て
い
た
ら
「
一
ツ
風
呂
」「
鍛
冶
屋
林
」「
ホ

ド
ヲ
子
」「
藤
九
郎
山
」「
古
カ
ヂ
ヤ
」「
ノ
ツ
チ
山
」
と
複
数
あ
っ
た
。
ぜ

ひ
興
味
の
あ
る
地
区
を
調
べ
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

こ
の
「
逆
川
」
に
つ
い
て
は
、
地
形
的
な
逆
さ
川
も
あ
る
と
し
な
が
ら
、

山
形
の
鉱
山
歌
「
タ
タ
ラ
唄
」
の

多々羅橋（徳島市勝占町）
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コ
ラ
ー
　
タ
タ
ラ
吹
け
吹
け
、
吹
け
、
吹
け
タ
タ
ラ

吹
け
ば
吹
く
ほ
ど
　
金
が
わ
く

石
が
流
れ
る
　
木
の
葉
が
沈
む

な
ぜ
か
そ
の
川
　
逆
川

を
紹
介
し
、『
古
事
記
』
の
イ
ザ
ナ
ギ
（
伊
邪
那
岐
）、
イ
ザ
ナ
ミ
（
伊
邪
那
美
）、
カ
グ
ツ
チ
（
火
之
迦
具
土
）、

カ
ナ
ヤ
マ
ヒ
コ
（
金
山
彦
）
の
神
話
か
ら
逆
川
の
語
源
を
導
き
出
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
紹
介
で
き
な
い
が
逆
川
は

興
味
を
そ
そ
る
地
名
で
あ
る
。

つ
い
で
に
「
大
同
二
年
」。
平
安
初
期
の
大
同
年
間
は
八
百
六
年
か
ら
八
百
十
年
の
わ
ず
か
四
年
間
で
は
あ
る

が
、
四
国
霊
場
の
内
、
十
ヶ
寺
の
札
所
の
創
建
年
が
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
で
あ
る
。
土
佐
室
戸
の
三
ヶ
寺
と
禅
師

峰
寺
、
南
予
の
三
ヶ
寺
、
讃
岐
の
善
通
寺
、
曼
荼
羅
寺
、
本
山
寺
で
大
同
年
間
を
含
め
れ
ば
十
二
ヶ
寺
と
な
る
。
柳

田
国
男
は
「
大
同
二
年
や
大
同
年
間
は
、
神
社
の
縁
起
に
は
非
常
に
人
気
の
あ
る
年
号
」
と
あ
る
が
理
由
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
谷
有
二
は
大
同
二
年
伝
承
が
熊
野
・
吉
野
修
験
の
影
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
修
験
者
に
は
鉱
脈
を
探
す

特
殊
な
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
来
重
は
「
大
峰
の
修
験
僧
が
、
金
剛
蔵
王
権
現
と
い
う
仏
教

に
存
在
し
な
い
仏
を
つ
く
り
だ
し
た
理
由
も
、
埋
蔵
す
る
金
属
を
支
配
す
る
王
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
」
と
推
論
し
て
い
る
。

四
国
全
部
の
字
一
覧
で
タ
タ
ラ
製
鉄
関
連
地
名
を
悉
皆
調
査
し
て
鉱
業
地
図
の
レ
イ
ヤ
ー
と
重
ね
れ
ば
新
た
な
発

見
に
つ
な
が
る
。
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鉦
打逆

瀬
川
（
福
井
川
）
を
渡
る
所
が
「
鉦
打
」
集
落
で
あ
る
。
松
山
の
浄
土
寺
に
あ
る
国
の
重
要
文
化
財
「
空
也
上

人
立
像
」
は
、
鹿
の
角
の
杖
を
持
ち
、
唱
え
る
六
字
の
名
号
が
口
か
ら
出
て
お
り
、
鉦

し
ょ
う

を
叩
き
な
が
ら
踊
り
歩
く
、

空
也
そ
の
も
の
の
姿
で
あ
る
。
井
戸
を
掘
り
、
橋
を
架
け
る
作
善
と
と
も
に
諸
国
を
遍
歴
す
る
「
聖
」
で
あ
る
。
こ

こ
の
鉦
打
坂
は
土
佐
街
道
随
一
の
難
所
と
い
わ
れ
山
道
に
行
き
暮
れ
て
病
に
倒
れ
る
遍
路
も
多
い
こ
と
か
ら
鉦
打
薬

師
堂
、
鉦
打
大
師
堂
が
建
立
さ
れ
た
。
遍
路
死
者
を
弔
う
聖
が
定
住
し
た
集
落
を
鉦
打
と
し
て
名
を
刻
ん
だ
の
だ
ろ

う
。

峠
の
鯖
（
生
飯
）

山
師
の
弁
当
は
び
っ
く
り
す
る
く
ら
い
大
き
い
。
箸
で
ス
コ
ッ
プ
の
よ
う
に
す
く
い
口
い
っ
ぱ
い
に
入
れ
、

「
も
っ
そ
う
め
し
の
最
後
の
一
口
は
、
後
ろ
に
投
げ
て
山
の
神
さ
ん
に
あ
げ
て
ダ
レ
に
と
り
つ
か
れ
ん
よ
う
に
す
る
」

と
い
っ
た
。『
大
辞
泉
』
に
は
「
さ
ば
（
生
飯
）　
生
飯
の
唐
音
〝
さ
ん
ぱ
ん
〟
か
ら
と
い
う
。「
散
飯
」「
三
把
」

「
三
飯
」
と
も
書
く
。
食
事
の
と
き
に
自
分
の
食
物
か
ら
取
り
分
け
た
飯
粒
。
屋
根
な
ど
に
置
き
、
鬼
神
・
餓
鬼
に

供
え
、
鳥
獣
に
施
す
も
の
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ど
う
も
鯖
で
は
な
く
て
生
飯
の
よ
う
だ
。
鯖
大
師
の
「
鯖
」
も

「
生
飯
」
な
の
だ
ろ
う
。

牟
岐
は
南
海
道
の
駅
・
武
芸

平
城
宮
か
ら
出
土
し
た
木
簡
に
「
阿
波
国
那
賀
郡
武
藝
驛
」
と
「
阿
波
国
那
賀
郡
薩
麻
驛
」
が
見
え
る
。
薩
麻
驛
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は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
武
藝
驛
は
牟
岐
（
海
部
郡
牟
岐
町
）
で
あ
る
。

こ
の
牟
岐
と
同
じ
よ
う
に
海
部
郡
の
地
名
に
、
志
和
岐
、
由
岐
、
木
岐
、
牟
岐
と
「
岐
」
地
名
が
続
く
。「
キ
」

に
つ
い
て
牟
岐
町
立
図
書
館
で
調
べ
た
ら
①
南
海
道
の
「
武
藝
驛
」
②
室
町
時
代
の
麦
の
里
か
ら
海
産
物
を
献
納
し

た
記
録
に
「
麦
井
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
転
訛
し
て
牟
岐
③
摂
津
国
の
兵
庫
北
関
に
入
関
し
た
船
の
記
録
『
兵
庫
北
関

入
港
納
帳
』
に
「
牟
木
（
麦
井
）」
に
船
籍
を
置
く
船
が
十
四
回
入
港
し
た
記
録
④
牟
は
釈
迦
牟
尼
仏
で
大
き
い
意

味
、
岐
は
港
の
あ
る
村
落
と
い
う
意
味
⑤
戦
国
時
代
、
観
音
山
城
の
城
主
が
牟
岐
大
膳
⑥
「
岐
」
は
城
（
ギ
）
か
ら

き
て
お
り
「
海
に
面
し
た
海
岸
城
塞
の
あ
る
海
部
の
住
む
村
」
の
説
が
あ
り
、
中
世
以
前
に
は
「
牟
岐
」
と
い
う
漢

字
の
地
名
は
出
て
い
な
い
。
牟
岐
浦
（
海
辺
の
村
落
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
と
結
論
付
け
て
い
る
。「
岐
」
の
地

名
が
牟
岐
だ
け
で
な
く
、
徳
島
南
部
の
海
岸
線
に
連
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
海
辺
の
集
落
」
を
意
味
す
る
地
名
の

よ
う
に
思
え
る
。
阿
波
と
紀
州
は
地
名
に
も
多
く
の
類
似
性
を
持
つ
地
域
で
あ
る
。
こ
の
「
キ
」
地
名
が
、
紀
州
で

は
な
い
が
熊
野
（
牟
婁
地
域
）
の
海
岸
沿
線
に
、

市
木
（
南
牟
婁
郡
御
浜
町
）
、
羽
市
木
（
熊
野
市
）
、
遊
木
（
熊
野
市
）
、
二
木
島
（
熊
野
市
）
、
寄
木
神

社
（
熊
野
市
）
、
三
木
里
町
（
尾
鷲
市
）
、
三
木
浦
町
（
尾
鷲
市
）
、
三
木
崎
（
尾
鷲
市
盛
松
）
、
久
鬼
町

（
尾
鷲
市
）
、
久
木
崎
（
尾
鷲
市
）
　
　
※
西
か
ら
海
岸
線
を
国
土
地
理
院
地
図
で
検
索

と
散
見
さ
れ
、
那
賀
郡
（
海
部
郡
）
の
「
岐
」
地
名
と
地
形
的
関
連
性
が
見
ら
れ
る
。
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愚草の川柳集⑯選

「しっぺい」

2020 / 初夏

仇情け　竹箆返しのコロナ哉

温暖化　焼け棒杭にコアラ哉

崖っぷち　軌むグレタの声ひびき

鬼胎児は祖父の股より生まれけん

汚染水　コントロールは先に棄て

※温暖化を止めるのは地球人の役割。モノ言わぬ

コアラといいモノ申すグレタさんといい、悪い大

人ははずかしくなってしまう▽「コントロール」

は、８年前、東京オリンピック誘致の演説で当時

の安倍首相が「The situation is under control」

（福島第一原発の状況はコントロールされている）

と虚偽発言▽嘘を許さない愚草の姿勢は一貫して

おり「川柳」で問い詰めている。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
三
十
二
日
目
（
美
波
町
日
和
佐
～
海
陽
町
）

徳
島
県
海
部
郡
美
波
町
日
和
佐
浦
（
ホ
テ
ル
白
い
灯
台
）

　
〜
　
三
五･

八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
〇
五
分

徳
島
県
海
部
郡
海
陽
町
久
保
（
温
泉
民
宿
は
る
る
亭
）

活
動
日
記

二
十
三
番
札
所
薬
王
寺
を
終
え
、
こ
れ
か
ら
二
日
間
た
だ
歩
く
こ

と
に
専
心
す
る
修
行
で
あ
る
。

宍
喰
の
温
泉
民
宿
「
は
る
る
亭
」
で
温
泉
に
入
っ
て
評
判
の
ご
馳

走
を
い
た
だ
く
。
そ
の
楽
し
み
を
頼
み
に
ひ
た
す
ら
歩
く
。
足
先
が

へ
た
っ
て
く
る
と
温
泉
を
夢
見
つ
つ
一
歩
と
半
歩
を
進
め
る
。

途
中
、
お
接
待
を
受
け
た
。
「
お
金
で
す
み
ま
せ
ん
が
コ
ー
ヒ
ー
で

も
飲
ん
で
休
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
、
手
作
り
の
紙
袋
を
い
た
だ
い

た
。
昨
日
は
無
財
の
和
顔
施
と
お
っ
ち
ゃ
ん
の
飴
ち
ゃ
ん
パ
ッ
ク

だ
っ
た
が
、
現
金
で
五
百
円
も
入
っ
て
い
た
。
名
前
も
聞
か
ず
失
礼

を
し
た
が
、
権
兵
衛
さ
ん
の
奥
さ
ん
と
い
う
こ
と
で
必
ず
ご
報
告
い

た
し
ま
す
。

牟
岐
図
書
館
に
も
立
ち
寄
っ
た
。
図
書
整
理
日
で
休
館
だ
っ
た

お接待袋（海陽町大里）

四
国
遍
路  

三
十
二
日
目
（
美
波
町
日
和
佐
～
海
陽
町
）

-  342 -  



が
、
郷
土
図
書
の
タ
イ
ト
ル
だ
け
で
も
閲
覧
を
と
懇
願
す
る
と
気
持
ち
よ
く
中
に
案
内
さ
れ
た
。
遍
路
姿
は
威
力
が

あ
る
。
帰
り
に
は
大
き
く
手
も
振
っ
て
く
れ
た
。
昨
日
、
美
波
町
図
書
館
で
見
た
『
牟
岐
の
こ
と
ば
地
名
民
俗
』
の

前
ペ
ー
ジ
を
読
み
忘
れ
た
の
で
こ
っ
そ
り
パ
シ
ャ
を
し
た
。
や
は
り
東
洋
町
は
隣
の
ま
ち
。
平
尾
賞
を
受
賞
し
た
地

元
の
歴
史
研
究
家
・
原
田
英
祐
さ
ん
の
書
籍
は
全
部
揃
っ
て
い
た
。

今
日
の
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
近
い
道
程
で
一
番
の
景
観
は
「
那
佐
の
海
」、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
あ
る
長
い
島
を

結
ん
だ
砂
州
と
そ
の
入
り
江
に
浮
か
ぶ
神
の
島
。
牟
岐
の
出
羽
島
も
素
晴
ら
し
い
景
観
だ
。
船
で
渡
ら
な
い
と
い
け

な
い
の
で
今
回
は
断
念
し
た
。
高
知
が
Ｕ
Ｓ
Ａ
（
宇
佐
）
な
ら
こ
ち
ら
は
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
（
那
佐
）。
金
剛
福
寺
の
足
摺

は
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
伊
佐
）
で
高
知
は
Ｔ
Ｏ
Ｓ
Ａ
と
、
Ｓ
Ａ
（
佐
）
が
多
い
の
は
ど
う
し
て
か
。
帰
っ
た
ら
調
べ
よ
う
。

明
日
は
、
民
宿
徳
増
だ
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
徳
島
県
海
部
郡
美
波
町

　
日
和
佐
浦
（
日
和
佐
浦
）
二
十
三
番
醫
王
山
無
量
壽
院
薬
王
寺
（
二
十
三
番
札
所
薬
王
寺
）
奥
院
（
玉

厨
子
山
）

■
徳
島
県
海
部
郡
海
陽
町

　
た
か
そ
ね
村
（
高
園
）
母
川
（
母
川
）
な
き
坂
（
那
佐
・
牟
岐
）
な
き
村
（
那
佐
・
牟
岐
）
宍
喰
浦

（
海
洋
町
宍
喰
浦
）

武
四
郎
の
記
録
は
、
薬
王
寺
の
奥
の
院
（
玉
厨
子
山
）
を
「
…
…
と
云
も
の
有
よ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
聞
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き
書
き
で
本
人
は
行
っ
て
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。「
奥
の
院
」
か
ら
途
中
が
な
く
て
「
た
か
そ
ね
村
」
と
な
っ
て

い
る
。
難
渋
す
る
へ
ん
ろ
道
で
は
あ
る
が
風
光
明
媚
な
「
八
坂
八
浜
」
を
忘
れ
て
い
る
。
絵
図
に
は
「
八
坂
八
浜
」

（
東
か
ら
の
順
路
）
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
絵
図
の
地
名
を
書
き
写
し
た
。

ム
キ
浦
（
牟
岐
）
、
ア
ヲ
坂
（
牟
岐
大
坂
）
、
内
ツ
マ
（
内
妻
）
、
ナ
ロ
口
（
不
明
）
、
シ
タ
坂
（
歯
朶
坂
）
、

松
坂
（
牟
岐
松
坂
）
、
フ
ク
ラ
坂
（
福
良
坂
）
、
行
基
庵
（
行
基
庵
）
、
サ
ハ
セ
村
（
鯖
瀬
）
、
サ
カ
浜

（
不
明
）
、
ハ
キ
坂
（
萩
坂
）
、
カ
ジ
ヤ
坂
（
鍛
冶
屋
坂
）
、
シ
ロ
ツ
ナ
ハ
マ
（
苧
綱
の
浜
）
、
楠
坂
（
楠

坂
）
、
ア
ワ
ノ
村
（
粟
ノ
浦
）
、
イ
セ
■
村
（
伊
勢
田
下
）
、
モ
ウ
ラ
（
三
浦
）
、
ア
サ
カ
ワ
（
浅
川
）
、

カ
リ
ト
坂
（
借
戸
坂
・
か
ら
う
と
坂
）
、
ア
シ
セ
サ
キ
（
網
代
崎
）
　
　
※
太
字
が
「
八
坂
八
浜
」

カ
リ
ト
坂
は
カ
ロ
ウ
ト
坂
　

遠
い
昔
、
カ
ロ
ウ
ト
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
多
分
、
梼
原
の
家
籠
戸
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
内
容
は
よ
く
覚

え
て
い
な
い
。
寒
い
風
が
通
り
抜
け
る
よ
う
な
「
カ
ロ
ー
ト
」
の
音
が
今
も
耳
に
残
っ
て
い
る
。

こ
の
カ
ロ
ウ
ト
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
新
日
本
風
土
記
で
放
映
し
て
い
た
。
尾
瀬
の
福
島
側
の
入
山
口
と
な
る
雪
深
い
奥
山
・

福
島
県
桧
枝
岐
村
で
は
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
三
十
年
代
ま
で
の
風
習
と
し
て
、
ヒ
ノ
キ
で
し
つ
ら
え
た
カ
ロ
ウ
ト

（
唐
櫃
。
実
物
は
脚
が
な
い
）
を
嫁
入
り
に
持
た
せ
、
男
は
成
人
に
な
り
渡
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
カ
ロ
ウ
ト
は
、

普
段
は
衣
装
箱
で
あ
る
が
、
持
ち
主
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
棺
に
な
る
と
の
こ
と
。
冬
場
雪
深
い
こ
の
地
で
は
す

ぐ
に
は
棺
を
し
つ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
事
前
に
備
え
た
知
恵
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
と
も
に
、
人
生

の
終
焉
の
備
え
は
、
臨
終
只
今
の
覚
悟
で
も
あ
り
、
生
き
る
こ
と
へ
の
潔
さ
を
感
じ
る
カ
ロ
ウ
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
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桧
枝
岐
村
の
墓
地
も
雪
か
き
や
墓
堀
り
が
で
き
る
よ
う
道
沿
い
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
貧
村
ゆ
え
僧
侶
も
居

つ
か
な
い
こ
の
村
で
は
、
村
人
が
寄
り
添
い
葬
送
の
儀
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
日
常
的
に
も
道
端
で
祈
り
の
手
向

け
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
全
国
に
分
布
す
る
「
カ
ロ
ウ
ト
」
に
つ
い
て
、
松
永
美
吉
の
『
民
俗
地
名
語
彙
辞
典
』
は
「
カ
ロ
ウ
ト
は
、

カ
レ
（
枯
・
涸
）
と
の
関
係
あ
る
語
で
〝
末
端
〟
を
も
意
味
す
る
。」
と
し
て
桂
井
和
雄
の
説
を
引
用
し
て
い
る
。

桂
井
和
雄
は
『
土
佐
民
俗
選
集
（
二
）』
の
「
土
佐
地
名
覚
え
書
き
」
に
、
高
知
県
内
各
地
の
カ
ロ
ウ
ト
の
地
名

を
示
し
「
現
地
踏
査
に
よ
れ
ば
、
峠
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
勾
配
の
き
わ
め
て
ゆ
る
や
か
な
切
り
通
し
の
道
で

あ
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
た
。
土
佐
市
北
地
の
カ
ロ
ウ
ト
の
遠
望
は
、
カ
メ
ラ
を
通
し
て
の
ぞ
い
て
見
る
と
、
西

日
の
影
が
差
す
そ
の
深
い
切
り
通
し
の
道
は
、
大
き
な
墓
地
穴
の
底
を
連
想
さ
せ
た
。」
と
い
う
。
土
佐
市
の
国
道

五
十
六
号
線
沿
い
に
「
カ
ロ
ト
青
果
」
の
看
板
が
あ
る
。

四
万
十
町
金
上
野
に
あ
る
カ
ロ
ウ
ト
越
は
、
桂
井
氏
の
い
う
切
り
通
し
の
道
で
あ
る
。
望
め
ば
横
倉
山
と
同
じ
土

佐
修
験
の
山
「
五
在
所
」
が
鎮
座
し
、
そ
の
麓
に
は
「
市
野
瀬
」（
イ
チ
の
語
は
神
を
あ
が
め
る
の
意
の
「
斎い

つ

く
」

の
イ
ツ
と
同
じ
語
源
）
が
あ
り
、
峠
と
し
て
の
結
界
の
地
で
も
あ
る
。

峠
の
多
く
は
村
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
悪
霊
や
災
い
が
入
っ
て
く
る
の
を
防
ぎ
、
村
を
出
て
い
く
旅
人
の
安
全
を

守
る
賽
の
神
（
道
祖
神
・
祠
・
石
仏
）
が
祀
ら
れ
た
。

こ
の
世
と
あ
の
世
、
世
俗
と
修
験
、
日
常
と
非
日
常
。
そ
の
空
間
を
仕
切
る
事
物
は
鳥
居
・
注
連
縄
・
暖
簾
・
箕

と
塩
・
躙
り
口
な
ど
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
結
界
の
地
を
聴
覚
化
し
呼
び
継
が
れ
た
の
が
「
カ
ロ
ウ
ト
」
で
は
な
か

ろ
う
か
。
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「
カ
ロ
ウ
ト
」
地
名
に
つ
い
て
、
桂
井
は
「
大
き
な
墓
地
穴
の
底
」
と
表
現
し
、
郷
土
史
家
・
岡
村
憲
治
は
幡
多

地
域
の
事
例
か
ら
「
小
さ
い
内う

と
ち地

」
と
解
釈
し
て
い
る
。
中
世
の
葬
制
の
変
化
に
よ
り
使
わ
れ
な
く
な
り
、「
カ
ラ
」

と
な
っ
た
遺
体
を
納
め
る
空
間
（
納
骨
棺
・
洞
穴
）
の
「
ウ
ト
」
が
、
カ
ラ
ウ
ト
・
カ
ロ
ウ
ト
に
転
訛
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
物
と
し
て
の
棺
も
、
墓
石
の
下
に
設
け
た
石
室
も
、
結
界
で
あ
る
峠
と
し
て
の
空
間
も
、
同
じ
く

カ
ロ
ウ
ト
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

長
宗
我
部
地
検
帳
に
は
県
内
各
地
に
多
く
の
カ
ロ
ウ
ト
地
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
中
世
以
前
の
地
名
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
、
民
俗
研
究
家
の
筒
井
功
は
『
葬
儀
の
民
俗
学
』
や
『「
青
」
の
民
俗
学
』
で
「
日
本
古
代
の
葬
制
は
洞
窟

葬
で
あ
る
。
古
墳
時
代
の
横
穴
葬
、
塚
を
築
く
古
墳
も
要
す
る
に
洞
窟
葬
の
延
長
で
あ
る
。
そ
の
葬
法
は
、
日
本
人

の
宗
教
観
・
他
界
観
の
反
映
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
柳
田
國
男
も
「
石
器
を
使
っ
て
い
た
時
代
の
人
骨
は

出
て
来
る
の
に
、
い
か
な
る
古
い
村
に
も
中
世
以
前
の
墓
場
と
い
う
も
の
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
カ

ロ
ウ
ト
」
は
各
地
の
葬
制
と
洞
窟
や
峠
の
地
形
と
の
関
連
、
青
地
名
と
の
関
係
な
ど
を
現
地
踏
査
す
る
こ
と
に
よ
り

地
名
由
来
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

カ
ロ
ウ
ト
地
名
の
分
布
が
大
川
（
四
万
十
川
、
仁
淀
川
、
物
部
川
な
ど
）
沿
い
に
は
出
現
し
な
い
こ
と
か
ら
葬
制

の
相
関
性
が
一
つ
の
発
見
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

余
談
だ
が
、
唐
櫃
は
、
脚
を
四
、六
本
付
け
た
蓋
の
あ
る
収
納
箱
で
湿
気
か
ら
衣
服
・
書
物
な
ど
を
守
る
役
割
を

担
っ
た
。
こ
れ
と
同
じ
機
能
を
持
つ
「
お
ひ
つ
」
は
蓋
は
あ
る
が
脚
が
な
い
。
今
で
は
炊
く
か
ら
保
温
ま
で
一
体
化

し
た
器
具
を
ジ
ャ
ー
と
呼
ん
で
い
る
が
、
昔
は
炊
い
た
ご
飯
を
「
お
ひ
つ
」
に
移
し
余
分
な
水
分
を
取
る
最
後
の
ひ
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と
手
間
の
調
理
道
具
（
け
っ
し
て
容
器
で
は
な
い
）
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
櫃
で
も
脚
の
な
い
も
の
は
、
倭

や
ま
と
び
つ櫃

と
呼
ぶ
そ
う
だ
。
脚
が
な
い
の
に
唐
の
字
を
当
て
て
い
る
が
、
本
来
は

亡
き
骸
の
カ
ラ
の
櫃
で
「
カ
ラ
ヒ
ツ
」
で
あ
る
。

ま
た
ま
た
、
余
談
だ
が
「
お
ひ
つ
」
も
夏
に
な
る
と
ご
飯
が
す
え
る
の
で
「
そ
う
け
」
に
い
れ
た
。
そ
れ
も
取
っ

手
の
つ
い
た
も
の
で
風
が
通
る
所
に
ひ
っ
か
け
吊
る
し
た
も
の
だ
っ
た
。
秋
に
は
ふ
か
し
芋
を
ど
っ
さ
り
そ
う
け
に

い
れ
て
い
た
。
白
米
の
消
費
を
減
ら
す
た
め
夕
飯
前
に
芋
を
た
ら
ふ
く
食
わ
す
こ
と
が
貧
し
い
家
庭
の
食
料
戦
略

だ
っ
た
。
お
や
つ
の
な
い
戦
後
世
代
は
ま
さ
に
「
一
杯
食
わ
さ
れ
た
」。

箕
も
そ
う
け
も
お
ひ
つ
も
暮
ら
し
か
ら
な
く
な
っ
た
民
の
芸
。
箕
つ
く
り
の
職
と
し
て
の
サ
ン
カ
社
会
が
な
く
な

り
、
つ
く
る
技
が
な
く
な
り
、
す
え
る
と
い
う
味
蕾
も
衰
え
、
箕
を
つ
か
っ
て
ふ
る
い
分
け
る
仕
方
な
ど
、
民
芸
を

失
う
こ
と
が
暮
ら
し
の
知
恵
を
退
化
さ
せ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

生
活
す
る
チ
カ
ラ
の
弱
く
な
っ
た
「
ヒ
ト
」
は
い
つ
し
か
絶
滅
危
惧
種
に
な
る
の
で
は
と
考
え
て
し
ま
う
。

暮
ら
し
の
中
で
「
チ
ン
す
る
」
は
立
派
な
動
詞
に
な
っ
て
い
る
。
食
文
化
の
大
革
命
で
あ
る
。
食
の
素
材
は
自
ら

菜し
ゃ
え
ん
じ
り

園
尻
（
自
宅
の
周
辺
の
畑
）
で
育
て
、
実
を
選
別
し
、
煮
詰
め
、
挽
き
、
干
す
な
ど
の
加
工
を
加
え
、
醸
し
、
蓄

え
、
そ
の
一
部
を
一
夜
の
食
と
す
る
。
そ
れ
ら
の
過
程
を
短
縮
し
た
「
冷
凍
食
品
」
を
チ
ン
す
る
と
、
モ
ノ
の
時
空

が
湯
気
の
中
か
ら
食
卓
に
広
が
る
。
な
ん
と
便
利
な
世
界
に
な
っ
た
も
の
だ
。

人
生
の
最
期
も
チ
ー
ン
と
な
っ
て
火
葬
さ
れ
る
が
、
煙
突
の
先
に
は
そ
の
人
の
歴
史
が
煙
と
な
っ
て
空
に
消
え
て

い
く
の
だ
ろ
う
。
あ
と
三
十
年
先
の
話
と
思
い
た
い
が
。
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四
国
遍
路
　
三
十
三
日
目
（
海
陽
町
～
室
戸
市
佐
喜
浜
町
）

徳
島
県
海
部
郡
海
陽
町
久
保
（
温
泉
民
宿
は
る
る
亭
）

　
〜
　
二
八･

九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
八
時
間
〇
五
分

高
知
県
室
戸
市
佐
喜
浜
町
尾
崎
（
民
宿
徳
増
）

活
動
日
記

今
日
も
歩
く
だ
け
の
遍
路
が
始
ま
る
。

朝
ま
だ
き
雷
と
と
も
に
大
雨
と
な
っ
て
い
た
。
心
配
し
た
通
り
朝
か

ら
雨
で
あ
る
。
美
味
し
い
朝
食
を
い
た
だ
き
、
雨
具
を
整
え
い
ざ
出
立
。

意
気
込
ん
だ
も
の
の
降
っ
た
り
晴
れ
た
り
、
降
り
つ
つ
晴
れ
る
な

ど
決
ま
り
の
悪
い
天
気
で
あ
る
。
十
一
月
下
旬
と
い
う
の
に
気
温
は

二
十
五
℃
く
ら
い
に
な
る
と
い
う
。

宿
か
ら
程
な
く
ホ
テ
ル
リ
ビ
エ
ラ
し
し
く
い
の
前
を
通
る
。
二
十
二

番
札
所
平
等
寺
脇
の
山
茶
花
と
ホ
テ
ル
白
い
灯
台
で
同
宿
と
な
っ
た
遍

路
仲
間
Ｋ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
が
泊
ま
っ
て
い
る
宿
だ
。
こ
こ
も
人
気
の
あ
る
宿

ら
し
い
。
泉
質
が
ぬ
る
っ
と
し
て
肌
に
す
こ
ぶ
る
い
い
み
た
い
だ
。

宍
喰
か
ら
水み

と
こ床

ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
高
知
県
東
洋
町
甲
浦
と
な

る
。
四
年
前
に
も
川
村
与
惣
太
の
和
歌
を
た
ど
っ
て
の
旅
を
し
た
。
甲

仏頂造り（東洋町白浜）

四
国
遍
路  

三
十
三
日
目
（
海
陽
町
～
室
戸
市
佐
喜
浜
町
）
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浦
は
天
然
の
良
港
で
二
股
の
つ
け
根
に
熊
野
神
社
が
鎮
座
す
る
。
狭
い
境
内
に
は
神
社
な
の
に
梵
鐘
が
あ
る
か
ら
珍

し
い
。
旧
道
を
進
ん
だ
の
に
は
訳
が
あ
る
。
仏

ぶ
っ
ち
ょ
う頂

造
り
と
い
う
民
家
様
式
を
見
る
た
め
だ
。
玄
関
の
脇
に
設
え
、
夜

は
雨
戸
、
昼
は
止
金
を
外
し
て
ぬ
れ
縁
と
な
り
、
物
を
売
っ
た
り
手
仕
事
を
し
た
り
、
当
然
な
が
ら
風
通
し
も
良
く

な
る
仕
組
み
。
道
端
で
の
談
義
も
弾
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
甲
浦
地
区
に
は
な
か
っ
た
が
、
白
浜
地
区
に
入
る
と
通
り

の
山
側
に
数
軒
連
な
っ
て
残
っ
て
い
た
。
海
側
は
道
路
拡
張
で
今
風
の
家
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。
家
主
に
お
願
い
し

て
仕
組
み
を
展
開
し
て
も
ら
っ
た
。
写
真
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
と
呼
び
ま
す
か
と
問
う
と
「
知
ら
ん
」
と
一

言
い
っ
て
家
の
中
に
消
え
た
。
数
軒
先
の
奥
さ
ん
に
聞
く
と
「
仏
頂
造
り
と
も
店み

せ

と
も
言
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。
開

放
さ
れ
た
地
域
共
有
の
空
間
。
い
い
財
産
な
の
に
も
っ
た
い
な
い
と
思
っ
た
。

今
日
は
土
曜
日
だ
。
い
っ
ぱ
い
ト
ド
が
泳
ぐ
生
見
海
岸
を
想
像
し
て
い
た
ら
誰
も
い
な
い
。
朝
九
時
は
早
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
野
根
を
過
ぎ
る
と
「
東
映
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
波
濤
」
が
延
々
と
続
く
。
そ
れ
も
半
日
だ
。
景
色
は
少

し
ず
つ
波
濤
か
ら
玉
砂
利
の
潮
騒
へ
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
石
の
乾
い
た
波
音
へ
、
ま
た
波
濤
と
繰
り
返
す
。
山
側
に
車
道
か

ら
一
段
上
が
っ
た
歩
道
が
あ
る
が
、
段
差
が
あ
り
、
グ
レ
ー
チ
ン
グ
が
滑
り
、
側
溝
の
穴
に
錫
杖
が
入
り
込
む
な
ど

実
に
歩
き
に
く
い
。
海
側
を
歩
け
ば
気
も
休
ま
る
が
、
国
土
交
通
省
は
「
安
全
の
た
め
山
側
を
お
歩
き
く
だ
さ
い
」

と
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
。
馬
鹿
野
郎
と
小
声
で
い
っ
て
海
側
を
歩
く
。
振
り
向
く
と
虹
が
後
を
追
っ
て
く
る
。
歩
き
な

が
ら
昼
メ
シ
食
っ
て
る
か
ら
「
虹
さ
ん
お
先
に
ど
う
ぞ
」。

野
根
に
は
別
格
明
徳
寺
（
東
洋
大
師
）
が
あ
る
。
真
言
密
教
と
書
い
て
あ
る
。
寺
に
は
紙
垂
を
巡
ら
し
て
い
る
不

思
議
な
境
内
だ
。
す
ぐ
近
く
に
六
部
堂
が
あ
り
、
こ
の
地
区
の
郷
社
「
野
根
八
幡
宮
」
も
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
「
東
洋
町
」
と
は
気
張
っ
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
だ
。
昭
和
の
合
併
協
議
で
深
夜
に
な
っ
て
決
ま
っ
た
と
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い
う
。
た
だ
し
、
役
場
の
所
在
地
は
野
根
と
甲
浦
が
相
譲
ら
ず
十
五
年
く
ら
い
は
双
方
の
ジ
プ
シ
ー
庁
舎
。
や
っ
と

決
ま
っ
た
の
が
東
洋
町
の
真
ん
中
と
い
う
こ
と
で
「
生
見
」
に
な
っ
た
。
隣
の
地
区
が
「
相
間
」
な
の
に
そ
こ
に
は

な
ら
な
か
っ
た
。

高
知
県
に
は
い
っ
た
ら
お
酒
は
控
え
よ
う
と
決
め
て
い
た
が
、
着
い
た
民
宿
「
徳
増
」
で
風
呂
に
入
り
体
重
計
で

計
っ
た
ら
驚
き
の
七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
。
ま
、
い
い
か
と
、
玉
袋
筋
太
郎
の
マ
ネ
を
し
て
「
六･

三･

三
は
大
人
の

義
務
教
育
」
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
日
は
特
別
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
徳
島
県
海
部
郡
海
陽
町

　
宍
喰
浦
（
海
洋
町
宍
喰
浦
）
御
番
所
（
古
目
番
所
跡
）

■
高
知
県
安
芸
郡
東
洋
町

　
籾
峠
（
古
目
峠
）
番
所
（
東
股
番
所
跡
）
桑
名
将
監
古
城
跡
（
御
殿
跡
）
甲
の
浦
（
甲
浦
）
白
濱
町

（
白
浜
）
す
き
て
川
（
河
内
川
）
い
く
み
坂
（
生
見
坂
）
あ
い
ま
坂
（
相
間
坂
）
野
根
浦
（
野
根
丙
）
大

師
堂
（
東
洋
大
師
・
明
徳
寺
）
藤
越
御
番
所
（
伏
越
番
所
跡
）
ふ
し
こ
え
坂
（
伏
越
坂
）
飛
石
（
飛
び

石
）
は
ね
石
（
跳
ね
石
）
ご
ろ
ご
ろ
石
（
ゴ
ロ
ゴ
ロ
休
憩
所
）

■
高
知
県
室
戸
市

　
法
界
庵
（
佛
海
庵
）
入
木
村
（
佐
喜
浜
町
・
入
木
集
落
）
お
さ
き
村
（
佐
喜
浜
町
・
尾
崎
集
落
）

武
四
郎
は
宍
喰
の
番
所
を
越
し
て
土
佐
国
に
入
る
。
当
時
の
土
佐
の
甲
浦
番
所
に
お
け
る
遍
路
の
扱
い
を
つ
ぶ
さ
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に
書
き
記
し
て
い
る
。
阿
波
と
は
違
っ
て
遍
路
ル
ー
ル
が
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

  

「
甲
の
浦
番
所
と
云
。
則
往
来
手
柄
并
に
船
上
り
切
手
を
改
め
、
此
所
よ
り
入
切
手
と
云
も
の
を
出
す
。
其

よ
り
し
て
当
国
に
而
は
其
泊
り
泊
り
に
而
村
長
の
印
形
を
と
り
行
也
。
何
月
何
日
此
処
泊
り
と
書
て
印
形
を

押
出
す
。
若
此
印
形
を
失
念
す
る
時
は
、
先
へ
行
て
一
宿
た
り
と
も
宿
か
す
人
な
し
。
又
木
賃
宿
に
而
も
ゆ

る
さ
ず
。
ま
た
庄
屋
よ
り
の
さ
し
宿
に
而
も
中
々
出
来
が
た
し
。
遍
路
の
衆
よ
く
心
得
べ
き
こ
と
な
り
。」

強
羅
と
ゴ
ウ
ロ

澄
禅
は
「
野
根
の
町
に
至
る
。
材
木
集
散
す
る
港
町
で
あ
る
。
西
は
大
き
な
山
だ
。
京
都
・
大
阪
に
出
荷
す
る
薪

に
な
る
材
木
を
産
出
す
る
山
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
海
岸
に
は
丸
く
大
き
な
石
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
あ
る
こ
と
か
ら
か
「
ゴ
ロ
ゴ
ロ
石
」
の
地
名
が
あ
る
。
武
四
郎
が

歩
い
た
当
時
は
、
海
か
ら
す
ぐ
に
山
と
な
り
、
山
手
は
断
崖
で
潮
の
引
き
際
を
見
計
ら
っ
て
進
む
し
か
な
く
、
地
名

に
刻
む
ほ
ど
だ
れ
も
が
難
渋
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
谷
合
な
ど
の
石
の
多
い
土
地
。
転
じ
て
そ
の
小
石
の
こ
と
も
ゴ

ロ
・
ゴ
ラ
と
も
い
う
。
ゴ
ウ
ラ
・
ガ
ア
ラ
と
い
う
地
名
と
と
も
に
、
全
国
に
多
い
地
名
。
農
作
業
に
適
さ
な
い
土
地

と
し
て
命
名
し
た
の
だ
ろ
う
（
民
俗
地
名
語
彙
辞
典
）。

箱
根
の
「
強ご

う
ら羅

」
や
北
ア
ル
プ
ス
の
「
野
口
五
郎
岳
（
昔
は
ゴ
ウ
ロ
ウ
岳
と
呼
ば
れ
た
）」
も
同
じ
意
。
沖
縄
で

は
川
の
流
れ
を
ゴ
ウ
ラ
と
呼
び
、
小
石
か
ら
な
る
浜
も
小
浦
と
呼
ぶ
。
川
の
流
れ
が
ゴ
ウ
ゴ
ウ
、
岩
石
が
ゴ
ロ
ゴ

ロ
、
潮
騒
の
コ
ロ
コ
ロ
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
き
た
地
名
だ
ろ
う
か
。

地
名
の
研
究
で
は
柳
田
国
男
の
影
響
が
大
き
く
、
箱
根
の
「
強
羅
」
を
例
に
し
て
岩
石
の
露
出
し
て
い
る
小
地
域
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と
説
明
し
た
こ
と
か
ら
、
解
釈
の
ス
ク
ラ
ム
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
柳
田
國
男
は
「
土
佐
に
は
こ
と

に
ゴ
ウ
ロ
と
い
う
地
名
が
多
い
」
と
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
土
佐
に
ゴ
ウ
ロ
が
多
い
と
い
う
こ
と
か
ら
調
べ
て
み
た
ら
、
原
田
英
祐
の
『
四
国
東
南
部
　
方
言
辞
典
』
に

「
ご
ー
ろ
＝
野
根
別
役
の
小
字
名
、
ゴ
ー
ロ
や
ゴ
ロ
ク
は
昔
の
林
産
物
集
積
加
工
地
に
由
来
す
る
地
名
」
と
あ
っ

た
。
ま
た
、
原
田
は
ゴ
ロ
ク
・
ゴ
ウ
ロ
ク
地
名
に
つ
い
て
、
昔
材
を
搬
出
す
る
榑く

れ

の
寸
法
が
長
さ
二
間
×
幅
厚
五
・

六
寸
が
主
要
な
規
格
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
製
材
地
な
ど
に
こ
の
地
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
従
来
の
地
名
辞
典

に
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
内
容
を
、
地
道
に
歩
い
て
聞
き
取
っ
た
結
論
に
共
感
す
る
。
ゴ
ウ
ロ
・
ゴ
ウ
ロ
ク
地
名
の

高
知
県
下
の
小
字
は
、

　
東
洋
町
野
根
丁
（
ゴ
ウ
ロ
）、
安
芸
市
僧
津
（
ゴ
ウ
ロ
）、
香
南
市
夜
須
町
国
光
（
ゴ
ウ
ロ
ウ
ザ
コ
）、
香

美
市
香
北
町
岩
改
（
上
中
ゴ
ウ
ロ
）、
香
美
市
物
部
町
神
池
（
中
ゴ
ウ
ロ
）、
高
知
市
鏡
葛
山
（
郷
路
）、
仁

淀
川
町
吉
ヶ
成
（
ゴ
ヲ
ロ
）、
津
野
町
芳
生
野
（
郷
呂
）、
津
野
町
北
川
（
ゴ
ヲ
ロ
ク
）、
梼
原
町
上
西
の
川

（
郷
六
）、
四
万
十
町
瀬
里
（
ゴ
ウ
ロ
ヲ
）

安
芸
市
僧
津
は
海
岸
ま
で
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
奥
山
と
は
い
か
な
い
が
、
そ
の
他
は
木
材
産
地
で
あ
る
。
奈
半
利

町
の
コ
ゴ
ロ
ク
廃
寺
跡
の
所
在
地
が
長
宗
我
部
地
検
帳
に
記
録
さ
れ
る
古
五
六
村
と
い
う
こ
と
か
ら
、
高
知
県
下
に

は
小
字
だ
け
で
な
く
微
細
地
名
と
し
て
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

七
十
番
札
所
本
山
寺
の
隣
に
高
良
神
社
が
あ
る
。
五
来
重
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
前
置
き
し
「
高
良
八
幡
は

K
orea

（
朝
鮮
）
か
ら
来
た
可
能
性
が
あ
る
。
福
岡
県
の
久
留
米
の
場
合
は
〝
高
良
八
幡
〟、
炭
鉱
地
帯
の
田
川
に

近
い
八
幡
は
〝
香
春
八
幡
〟
と
称
し
て
い
る
。」
と
述
べ
る
。
確
か
に
高
良
神
社
は
西
日
本
に
多
く
、
グ
ー
グ
ル
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マ
ッ
プ
で
検
索
で
き
る
四
国
内
の
高
良
神
社
は
十
社
あ
る
。『
高
知
県
神
社
明
細
帳
』
に
よ
る
と
高
知
県
内
で
は
、

東
洋
町
河
内
（
高
良
神
社
…
…
高
良
玉
垂
之
命
）、
田
野
町
田
野
（
八
幡
宮
…
…
応
神
天
皇
・
神
功
皇
后
・
高
良
玉

垂
）、
安
田
町
東
島
（
城
八
幡
宮
…
…
応
神
天
皇
・
神
功
皇
后
・
高
良
玉
垂
）、
香
南
市
徳
王
子
（
高
良
神
社
…
…
武

内
宿
祢
）、
四
万
十
市
蕨
岡
（
高
良
神
社
…
…
武
内
宿
祢
）
の
三
社
が
あ
る
。

地名アラカルト⑦

－消えた地名「田野々」－

　田野々は、四万十町発足前の旧大正町役場の

所在地となる大字。中世以前、長宗我部地検帳

にもでてくる由緒ある「田野々村」である。こ

の田野々は、「平成の合併」という地名潰しの大

惨事により『消えた地名』となった▼大正町史

資料編には「田野々村は、中央に丘陵（森駄場）

を残し、旧河道跡に平地が開けた地名であり、

地名の『たのの』は『たなの』がなまり変わっ

た言葉で、段丘のある開き地に由来するといわ

れている」とある▼類似地名として「〇野々」

がある。近くには「神野々（四万十町数家）」、

「市野々（黒潮町）」、「姫野々（津野町）」、「宮

野々（中土佐町）」、「槇野々（中土佐町）」。この

「野々」の前にくる「市（佾）」も「姫」も「宮」

も「槇」も神仏に関連する用語である▼子ども

のころ「のーのーさん」と神様仏様を幼児言葉

で呼んでいた記憶がある。『高知県方言辞典』に

も「のーのー」の項に「【幼】神様・仏様。梼

原・中土佐・窪川」とある。ノノ・ノウノウが

単なる幼児言葉や方言だけでは説明できない古

い言葉のようである▼「タ」は①平の意で、耕

作用地の意に用いられる。②ヘタ（辺）、ハタ

（端）のタ、遠近を表すアナタ、コナタのタがあ

り、場所を表すタがある▼中世、上山郷に入っ

てきた「熊野神社」と関連付けて、「田野々」を

平坦な神領地と理解したい。
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四
国
遍
路
　
三
十
四
日
目
（
室
戸
市
佐
喜
浜
町
～
24
・
25
・
26
～
奈
半
利
町
）

高
知
県
室
戸
市
佐
喜
浜
町
（
民
宿
徳
増
）

　
〜
　
四
五･

三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
二
時
間
二
〇
分

高
知
県
安
芸
郡
奈
半
利
町
（
ホ
テ
ル
な
は
り
）

活
動
日
記

室
戸
市
佐
喜
浜
町
尾
崎
の
民
宿
「
徳
増
」
を
日
の
出
と
と
も
に
出
立

し
、
日
の
入
り
か
ら
二
時
間
後
の
十
九
時
ま
で
の
十
二
時
間
歩
い
た
。

マ
イ
健
康
運
動
量
計
で
六
八
、一
九
一
を
示
し
て
い
る
。
内
子
町
か
ら

久
万
高
原
町
ま
で
歩
い
た
七
一
、一
四
三
に
次
ぐ
記
録
だ
。

民
宿
「
徳
増
」
は
イ
チ
押
し
の
宿
だ
。
夕
食
も
朝
食
も
一
品
ご
と
漬

け
物
に
至
る
ま
で
懇
切
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
る
。「
卵
は
、
土
佐
ジ

ロ
ー
の
室
戸
産
、
焼
き
魚
は
椎
名
漁
港
に
揚
げ
ら
れ
た
…
…
の
一
夜

干
し
、
野
菜
は
自
分
ち
の
畑
の
も
の
、
漬
け
物
は
九
十
八
歳
の
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
漬
け
た
も
の
…
…
」
と
主
人
が
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
説
明
す

る
。
昨
夜
の
金
目
鯛
の
煮
付
け
も
カ
ツ
オ
の
た
た
き
も
、
刺
身
も
、
オ

デ
ン
も
美
味
し
か
っ
た
。
ネ
ッ
ト
予
約
で
も
な
か
っ
た
の
に
、
女
将
さ

ん
の
説
明
で
は
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
の
手
続
き
だ
け
で
な
く
高
知
県
版

三世代民宿・徳増（室戸市佐喜浜町尾崎）

四
国
遍
路  

三
十
四
日
目
（
室
戸
市
佐
喜
浜
町
～
24
・
25
・
26
～
奈
半
利
町
）
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の
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
交
通
費
の
申
請
手
順
ま
で
至
れ
り
尽
く
せ
り
だ
。
そ
の
う
え
に
、
次
の
宿
ま
で
の
ザ
ッ
ク
配
達
サ
ー
ビ

ス
ま
で
し
て
く
れ
る
。
こ
ん
な
楽
を
し
て
い
い
も
の
か
と
考
え
つ
つ
今
日
の
長
行
程
に
即
決
お
願
い
し
た
。

納
経
セ
ッ
ト
の
頭
陀
袋
と
ウ
ェ
ス
ト
ポ
ー
チ
の
軽
装
。
ポ
ー
チ
に
は
ラ
イ
ト
と
冷
や
す
ス
プ
レ
ー
湿
布
を
入
れ
て

軽
々
楽
々
で
足
を
速
め
た
。

御
主
人
が
「
着
替
え
、
雨
具
な
ど
必
要
の
な
い
も
の
を
袋
に
入
れ
て
送
る
こ
と
も
オ
ー
ケ
ー
」
と
言
っ
て
い
た
の

を
聞
き
流
し
た
。
最
御
崎
寺
で
気
が
付
い
た
。
こ
れ
で
は
歩
き
遍
路
と
車
遍
路
の
区
別
が
な
い
。
格
好
だ
け
で
も
軽

い
ザ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
い
た
ら
よ
か
っ
た
と
反
省
。
日
焼
け
止
め
ク
リ
ー
ム
も
忘
れ
た
、
モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
も

忘
れ
た
。
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
の
ロ
グ
が
未
記
録
と
な
る
の
を
恐
れ
機
内
モ
ー
ド
に
し
た
り
、
バ
ッ
テ
リ
ー
節
約
に
は
気
を

揉
ん
だ
。
顔
は
日
焼
け
で
ヒ
リ
ヒ
リ
す
る
。「
ひ
ろ
し
で
キ
ャ
ン
プ
」
ご
指
定
の
ラ
イ
ト
も
ど
こ
ま
で
持
つ
か
心
配

で
エ
コ
使
用
。

そ
れ
で
も
、
不
動
産
速
度
の
時
間
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
歩
き
を
確
保
で
き
た
の
も
、
四
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
歩
け

た
の
も
「
ザ
ッ
ク
配
送
サ
ー
ビ
ス
」
の
お
か
げ
。

明
日
の
朝
、
ど
こ
が
痛
く
な
る
か
は
知
ら
な
い
が
、
奈
半
利
町
の
ホ
テ
ル
で
ゆ
っ
く
り
休
も
う
。

今
回
の
収
穫
は
「
川
村
与
惣
太
の
墓
所
」
に
詣
れ
た
こ
と
だ
。

最
御
崎
寺
（
第
二
十
四
番
札
所 

室む
ろ
と
ざ
ん

戸
山 

明
み
ょ
う
じ
ょ
う
い
ん

星
院 

最ほ
つ
み
さ
き
じ

御
崎
寺
）

御
詠
歌
：
明
星
の
出
で
ぬ
る
方
の
東
寺
　
く
ら
き
迷
い
は
な
ど
か
あ
ら
ま
し

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
虚
空
蔵
菩
薩
　
　
開
基
：
弘
法
大
師
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創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
室
戸
市
室
戸
岬
町

空
と
海
の
景
色
　
最
御
崎
寺
は
境
内
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
。
山
下
の
明
星
石
や
岩
窟
、
愛
満
願
権
現
な
ど
全

体
を
俯
瞰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
一
つ
が
今
の
呼
び
名
で
「
御み

く

ろ

ど

厨
人
窟
」
と
「
神し

ん
め
い
く
つ

明
窟
」
で
あ
る
。

寂
本
は
三
つ
の
窟
屋
を
紹
介
し
て
い
る
が
山
下
の
岩
窟
に
は
如
意
輪
観
音
の
石
像
、
そ
の
東
側
の
大
窟
に
は
愛
満
願

権
現
を
建
立
、
東
窟
に
は
天
照
大
神
の
社
が
あ
る
と
記
す
が
名
前
は
な
い
。
現
在
の
案
内
板
に
は
「
正
面
向
か
っ
て

右
側
の
洞
窟
が
修
行
を
し
て
い
た
と
さ
れ
る
〝
神
明
窟
〟
で
、
左
側
が
生
活
を
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
〝
御
厨
人
窟
〟

で
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
窟
を
通
称
「
み
く
ら
洞
」
も
し
く
は
「
み
く
ろ
洞
」
と
呼
ん
で
い
る
。

寂
本
か
ら
二
十
年
後
、
土
佐
の
地
誌
『
土
佐
州
郡
志
』
に
は
「
観
音
窟
　
如
意
輪
観
音
（
略
）
俗
謂
一
夜
建
立
者

也
」「
御
厨
人
窟
　
在
観
音
窟
東
北
二
町
（
略
）
安
置
権
現
及
明
星
之
像
」「
神
明
窟
　
御
厨
人
窟
北
昔
曰
大
師
勤
行

之
處
後
勧
請
大
神
宮
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
南
路
志
』
に
も
「
北
則
号
御
厨
人
窟
」
と
あ
る
。
寂
本
の
『
四
国
徧
礼

霊
場
記
』
や
『
土
佐
州
郡
志
』
に
お
け
る
窟
屋
の
並
び
は
、
西
か
ら
順
に
並
べ
る
と
観
音
窟
→
御
厨
人
窟
→
神
明
窟

と
な
る
。

五
来
重
は
、
求
聞
持
窟
は
虚
空
蔵
菩
薩
を
祀
る
所
。
御
厨
人
窟
の
隣
の
小
さ
い
と
が
っ
た
洞
窟
が
求
聞
持
窟
だ
と

推
論
す
る
。
つ
ま
り
、
庫
裏
（
御
厨
人
窟
）
→
本
堂
（
求
聞
持
窟
・
本
尊
虚
空
蔵
菩
薩
）
→
鎮
守
海
洋
神
（
神
明

窟
・
天
照
大
神
）
と
す
る
の
が
堂
宇
の
並
び
の
自
然
な
姿
だ
と
い
う
。

「
修
行
者
が
修
行
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
お
供
が
い
り
ま
す
。
お
供
の
人
が
炊
事
を
し
な
い
と
修
行
が
続
け
ら
れ

ま
せ
ん
。
室
戸
岬
の
場
合
は
ど
う
や
ら
二
人
の
従
者
が
い
た
よ
う
で
す
。
高
野
山
で
は
そ
の
二
人
を
愛
慢
・
愛
語
菩

薩
と
し
て
奥
の
院
に
祀
っ
て
き
ま
し
た
。」
と
二
人
の
料
理
番
を
御
厨
人
と
書
い
た
の
が
訛
っ
て
み
く
ろ
洞
と
な
っ
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た
の
だ
と
い
う
。
御
厨
は
神
の
台
所
。
神
に
供
え
る
神
饌
を
用
意
す
る
部
屋
で
あ
る
。

ま
た
、
五
来
重
は
「
最
御
崎
寺
は
、
本
来
は
〝
火
つ
御
崎
寺
〟
で
、
火
を
焚
く
所
。
い
つ
し
か
岬
の
先
端
に
あ
る

寺
と
い
う
意
味
で
〝
最
御
崎
寺
〟
の
字
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
、
弘
法
大
師
の
悟
り
の
根
本
で
あ
る
求

聞
持
、
辺
路
修
行
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
求
聞
持
の
場
所
に
は
、
真
言
を
繰
る
こ
と
、
行
道
を
す
る
こ
と
、
聖
火
を
焚
く
こ
と
、
と
三
つ
の
条
件
が

揃
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
海
を
神
様
と
す
る
と
こ
ろ
の
宗
教
が
行
わ
れ
た
場
所
が
、
こ
の
当
た
り

な
の
で
す
。
こ
れ
が
辺
地
と
い
う
も
の
で
す
。
海
と
陸
の
境
を
修
行
す
る
辺
路
修
行
が
の
ち
に
遍
路
に
な
り

ま
し
た
。
弘
法
大
師
よ
り
先
に
す
で
に
海
洋
宗
教
が
あ
っ
た
。
弘
法
大
師
は
青
年
時
代
に
海
洋
宗
教
の
辺
路

修
行
と
い
う
も
の
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。
特
に
新
し
い
法
と
し
て
求
聞
持
し
な
が
ら
辺
路
修
行
を
し
て
い

ま
す
。
」

四
国
遍
路
の
原
点
と
も
な
る
辺
路
修
行
。
そ
れ
ゆ
え
に
五
来
重
は
昔
の
信
仰
が
残
る
「
奥
の
院
」
を
詣
で
な
け
れ

ば
寺
の
歴
史
が
分
か
ら
な
い
と
く
ど
い
ほ
ど
言
っ
て
い
る
の
だ
。

津
照
寺
（
第
二
十
五
番
札
所 

宝ほ
う
し
ゅ
ざ
ん

珠
山 

真し
ん
ご
ん
い
ん

言
院 

津し
ん
し
ょ
う
じ

照
寺
）

御
詠
歌
：
法
の
舟
入
る
か
出
づ
る
か
こ
の
津
寺
　
迷
ふ
我
身
を
の
せ
て
た
ま
へ
や

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
地
蔵
菩
薩
（
楫
取
地
蔵
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
室
戸
市
室
津

岬
を
回
る
船
人
が
海
上
安
全
祈
願
　
室
戸
の
湊
が
『
土
佐
日
記
』（
九
三
五
）
に
描
か
れ
て
い
る
。「
室
津
の
泊
」
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の
場
所
に
つ
い
て
室
津
か
、
原
池
か
、
津
呂
か
と
論
争
に
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
土
佐
日
記
に
「
檝
取

ら
の
北
風
あ
し
と
い
へ
ば
、
船
い
だ
さ
ず
。
海
賊
追
ひ
く
と
い
ふ
事
絶
え
ず
き
こ
ゆ
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
岬
の
先

は
航
路
と
し
て
も
難
渋
で
、
海
賊
の
危
険
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
二
百
年
後
を
記
し
た
も
の
が
、
平
安
末
期
の
説
話
集
『
今
昔
物
語
集
』（
巻
十
七
・
地
蔵
菩
薩
値
火
難
自
出

堂
語 

第
六
）
で
あ
る
。
こ
こ
に
津
照
寺
（
津
寺
）
の
本
尊
地
蔵
菩
薩
に
関
す
る
霊
験
譚
が
載
っ
て
い
る
。
平
安
時

代
の
地
蔵
信
仰
と
い
う
こ
と
で
四
国
で
は
古
く
て
有
名
な
話
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
冒
頭
に
「
今
ハ
昔
、
土
佐
ノ

国
ニ
室
戸
津
ト
云
フ
所
有
リ
、
其
ノ
所
ニ
一
ノ
草
堂
有
リ
、
津
寺
ト
云
フ
、
其
ノ
堂
ノ
檐
の
き
ノ
木
尻
皆
焦
レ
タ

リ
、
其
ノ
所
ハ
海
ノ
岸
ニ
シ
テ
人
里
遥
ニ
去
テ
難
通
シ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
い
だ
け
で
な
く
東
寺
や
西
寺
に
劣

ら
ず
全
国
に
知
ら
れ
た
寺
で
あ
る
。
こ
の
説
話
の
内
容
は
、
野
火
が
寺
に
移
り
、
小
僧
が
津
村
の
「
火
事
だ
」
と
応

援
を
頼
む
と
村
人
が
参
集
す
る
。
堂
の
前
庭
に
地
蔵
菩
薩
と
毘
沙
門
天
が
立
っ
て
い
た
。
毘
沙
門
天
が
消
し
た
後

だ
っ
た
。
小
僧
は
地
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
。「
不
思
議
な
こ
と
は
あ
る
も
の
だ
」
と
、
こ
れ
か
ら
後
、
津
を
通
り
過
ぎ

る
船
は
こ
の
寺
を
詣
で
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。
こ
こ
で
神
仏
に
お
願
い
す
る
こ
と
は
「
梶
取
」
と
し
て

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
鎮
守
は
妙
見
で
あ
る
。

こ
の
室
津
の
港
は
、
寂
本
の
『
四
国
徧
礼
霊
場
記
』（
一
六
八
九
）
の
「
津
寺
図
」
に
も
同
じ
位
置
に
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
六
十
年
前
、
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
二
代
藩
主
山
内
忠
義
の
願
い
に
よ
り
最
蔵
坊
が
修
築

し
た
も
の
で
、
津
照
寺
の
東
側
に
流
れ
て
い
た
川
を
西
側
に
移
し
、
算さ

ん
よ
う
ば
え

用
礁
を
上
削
す
る
と
い
う
難
工
事
で
、
川
湊

を
堀
り
湊
に
変
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
最
蔵
坊
は
東
寺
（
最
御
崎
寺
）
の
再
興
だ
け
で
な
く
、
津
呂
湊
の
開
削
な

ど
、「
作
善
」
に
よ
り
、
喜
捨
を
募
っ
た
。
こ
の
後
に
、
野
中
兼
山
の
藩
工
事
が
延
べ
百
七
十
万
人
の
人
力
で
行
わ
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れ
る
が
、
最
蔵
坊
の
「
万
人
講
」
こ
そ
歴
史
に
残
す
べ
き
民
の
記
録
で
あ
る
。

金
剛
頂
寺
（
第
二
十
六
番
札
所 

龍り
ゅ
う
ず
ざ
ん

頭
山 

光
こ
う
み
ょ
う
い
ん

明
院 

金こ
ん
ご
う
ち
ょ
う
じ

剛
頂
寺
）

御
詠
歌
：
往
生
に
望
み
を
か
く
る
極
楽
は
　
月
の
か
た
む
く
西
寺
の
空

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
室
戸
市
元
乙

龍
頭
か
龍
燈
か
　
五
来
重
は
寺
名
に
つ
い
て
「
西
寺
（
金
剛
頂
寺
）
の
山
号
は
龍
頭
山
光
明
院
で
す
。
本
当
は
龍

宮
に
捧
げ
る
火
と
い
う
龍

り
ゅ
う
と
う燈

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
龍
燈
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
光
明
院
が
意
味
を
持
つ
か
ら
で

す
。
龍
頭
で
す
と
龍
の
頭
に
な
っ
て
し
ま
し
ま
す
。」
と
延
べ
る
。

金
剛
頂
寺
に
出
て
く
る
の
は
龍
で
な
く
て
天
狗
で
あ
る
。
寂
本
も
こ
の
こ
と
を
、
弘
法
大
師
が
楠
木
の
洞
の
中
に

い
る
天
狗
に
出
会
い
、
修
行
の
邪
魔
を
さ
れ
た
。
大
師
が
不
動
火
界
の
呪
を
唱
え
る
と
退
散
し
た
と
書
い
て
い
る
。

ま
た
、
寂
本
の
西
寺
図
に
は
、
仁
王
門
の
左
に
金
剛
頂
寺
、
茶
堂
が
あ
る
。
階
段
を
上
る
と
右
に
鐘
楼
堂
が
あ
り

正
面
に
本
堂
、
左
に
若
一
、
弁
才
天
、
大
師
堂
が
あ
り
、
本
堂
の
後
ろ
に
鎮
守
十
八
所
を
描
い
て
い
る
。
た
だ
し
、

本
文
で
は
「
本
堂
の
右
に
建
つ
社
は
若
一
王
子
で
、
当
山
の
地
主
神
で
あ
る
。
左
は
十
八
所
で
、
こ
れ
は
王
城
の
上

社
十
八
神
を
勧
請
し
た
も
の
だ
。」
と
な
っ
て
い
る
。
武
四
郎
は
「
鎮
守
熊
野
社
」
と
あ
る
。
地
主
神
と
鎮
守
社
と

は
違
う
の
だ
が
鎮
守
社
は
ど
ち
ら
だ
ろ
う
か
。
奥
の
院
は
元
川
の
最
上
流
域
に
あ
る
式
社
で
あ
っ
た
池
山
神
社
で

あ
っ
た
が
、
奥
山
に
あ
る
こ
と
か
ら
近
年
合
祀
さ
れ
た
と
聞
い
た
。
池
山
神
社
の
由
緒
に
「
金
剛
頂
寺
舊
記
曰
之
当

山
奥
院
也
二
里
餘
而
■
頂
池
…
…
」
と
あ
る
。
祭
神
は
大
海
命
で
宗
像
三
女
神
の
弟
神
と
い
わ
れ
る
珍
し
い
神
で
、
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宗
像
氏
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
創
作
さ
れ
た
神
と
も
い
わ
れ
る
。

最
御
崎
寺
も
そ
う
だ
が
金
剛
頂
寺
も
女
人
禁
制
で
、
修
行
者
し
か
入
れ
な
い
特
別
な
場
所
で
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
室
戸
市

　
お
さ
き
村
（
佐
喜
浜
町
・
尾
崎
集
落
）
か
ふ
か
坂
村
（
室
戸
岬
町
・
鹿
岡
集
落
）
し
な
い
村
（
室
戸
岬

町
・
椎
名
集
落
）
上
ミ
つ
村
（
室
戸
岬
町
・
三
津
上
集
落
）
下
ミ
つ
村
（
室
戸
岬
町
・
三
津
下
集
落
）
ヒ

シ
ャ
ゴ
ハ
イ
石
（
ビ
シ
ャ
ゴ
碆
）
廿
四
番
室
戸
山
明
星
院
最
御
崎
寺
・
東
寺
（
二
十
四
番
札
所
最
御
崎

寺
）
津
呂
浦
（
室
戸
岬
町
・
津
呂
集
落
）
津
浦
（
室
津
）
川
（
室
津
川
）
う
き
つ
浦
（
浮
津
）
道
崎
（
行

当
岬
）
く
ろ
ミ
村
（
吉
良
川
町
乙
・
黒
耳
集
落
※
黒
耳
は
元
の
先
、
吉
良
川
の
手
前
）　
も
と
村
（
元
乙
）

二
十
六
番
龍
頭
山
光
明
院
金
剛
頂
寺
（
二
十
六
番
札
所
金
剛
頂
寺
）
き
ら
川
村
（
吉
良
川
町
甲
）
川
（
西

ノ
川
）
は
ね
浦
（
羽
根
町
乙
）

■
高
知
県
安
芸
郡
奈
半
利
町

　
か
り
や
う
ご
村
（
加
領
郷
）
名
張
浦
（
奈
半
利
）

尾
崎
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
遍
路
道
が
続
く
が
、
そ
れ
で
も
、
朝
日
を
い
た
だ
け
れ
ば
元
気
に
な
る
。
武
四
郎
も
そ

う
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
尾
崎
村
で
、
武
四
郎
は
地
元
の
暮
ら
し
事
情
で
あ
る
干
し
芋
や
虎イ

タ
ド
リ杖

の
作
り
方
・
調
理
方
法
を
説
明
し
、
街

角
で
の
遍
路
に
向
け
た
商
い
な
ど
江
戸
末
期
の
民
俗
の
記
録
も
行
っ
て
い
る
。
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何
を
食
べ
て
き
た
の
だ
ろ
う

武
四
郎
は
「
此
辺
多
く
甘
藷
を
作
る
。
皆
彫
ミ
て
干
お
き
是
を
夏
分
よ
り
、
ま
た
来
秋
迄
の
喰
と
す
る
。
米
は
到

而
少
し
。
ま
た
此
辺
り
に
虎
杖
を
と
り
来
り
て
喰
。
其
餘
山
野
に
有
る
と
あ
ら
ゆ
る
艸
を
も
ち
来
り
喰
よ
し
也
。」

と
土
佐
の
食
料
事
情
を
記
し
て
い
る
。
四
国
遍
路
で
も
山
間
部
で
の
食
事
に
興
味
を
持
っ
て
記
録
し
て
い
る
が
、
と

り
わ
け
土
佐
の
記
述
が
多
い
の
は
米
が
少
な
く
貧
し
い
ゆ
え
に
「
あ
ら
ゆ
る
艸
」
を
食
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
だ

ろ
う
。『
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
』
に
記
し
た
食
べ
物
（
生
産
物
を
含
む
）
を
あ
げ
る
と
、

土
佐
　
甘
藷
・
虎
杖
・
あ
ら
ゆ
る
艸
・
蓬
餅
・
大
角
豆
（
さ
さ
げ
）
・
キ
シ
子
（
二
期
作
目
）
・
津
蟹
（
モ

　
　
　
ズ
ク
ガ
ニ
）
・
蜀
黍
（
キ
ビ
・
と
う
も
ろ
こ
し
）

伊
予
　
蜀
黍
・
塩

讃
岐
　
ワ
サ
ビ
・
塩
・
甘
藷
・
粉
類
・
砂
糖
・
醤
油

阿
波
　
鳴
門
わ
か
め
・
甘
藷
・
粉
類
・
蕎
麦
め
し
・
海
苔
・
青
海
苔

中
世
の
土
佐
一
国
の
地
検
帳
『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
に
は
切
畑
（
焼
畑
・
山
斜
面
の
開
墾
地
）
に
作
付
け
さ
れ
た

作
物
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
村
も
あ
り
、
こ
こ
か
ら
当
時
の
食
糧
事
情
が
垣
間
見
え
る
。
横
川
末
吉
が
「
安
芸
郡

北
川
村
地
検
帳
」
を
集
計
し
た
も
の
に
よ
る
と
、
イ
モ
（
里
芋
・
五
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
）、
ソ
ハ
（
蕎
麦
・
二
十
三

パ
ー
セ
ン
ト
）、
ヒ
エ
（
稗
・
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
）、
ア
ワ
（
粟
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）、
ア
ツ
キ
（
小
豆
・
三
パ
ー
セ

ン
ト
）、
マ
メ
（
大
豆
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）、
サ
サ
ケ
（
大
角
豆
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
な
っ
て
い
る
。
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虎
杖
と
熊
野
信
仰

「
イ
タ
ヅ
リ
」
地
名
は
高
知
県
下
各
地
に
見
え
る
。
イ
タ
ヅ
リ
、
板
取
、
虎
杖
川
、
板
ツ
リ
サ
コ
、
イ
タ
ヅ
リ

谷
、
イ
タ
ヅ
リ
田
、
イ
タ
ヅ
リ
バ
タ
、
イ
タ
ヅ
リ
ハ
ラ
な
ど
山
川
や
田
畑
な
ど
の
接
頭
語
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
。

イ
タ
ヅ
リ
は
土
佐
の
郷
土
料
理
に
使
う
食
用
植
物
「
い
た
ど
り
」
の
高
知
方
言
で
あ
り
、
イ
タ
ン
ポ
（
幼
／
県
下

全
域
）、
イ
タ
ッ
ポ
（
幡
多
）、
イ
タ
ン
コ
（
幼
／
安
芸
・
香
美
）
の
地
域
方
言
が
あ
る
。
暮
ら
し
に
身
近
な
食
用
植

物
で
あ
る
た
め
サ
コ
や
谷
を
付
し
て
自
生
地
を
地
名
化
し
た
も
の
と
思
え
る
が
、
か
た
や
忌
避
さ
れ
た
虎
杖
の
話
も

あ
る
。
虎
杖
を
食
べ
れ
ば
「
七
日
の
穢
」
と
い
う
俗
諺
は
「
熊
野
の
縁
起
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

熊
野
権
現
が
天
竺
か
ら
垂
迹
し
た
由
来
を
描
い
た
絵
巻
『
熊
野
本
地
絵
巻
８

』
に
詞
と
絵
で
詳
し
く
描
か
れ
て
い

る
が
「
虎
杖
と
熊
野
社
」
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
全
体
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
９

。

印
度
ま
か
た
国
の
大
王
に
世
継
ぎ
が
な
い
こ
と
か
ら
後
宮
に
千
人
の
后
を
召
す
。
大
王
は
六
年
目
に
し
て
千
人
目

と
な
る
后
を
五
衰
殿
へ
訪
ね
、
容
顔
美
麗
で
観
音
信
者
で
あ
っ
た
后
は
懐
妊
。
九
百
九
十
九
人
の
后
は
嫉
妬
し
て
大

王
に
讒
奏
し
、
大
王
は
妊
娠
中
の
五
衰
殿
を
山
中
に
遺
棄
す
る
。
王
子
は
死
骸
の
乳
房
を
す
い
虎
狼
に
も
ま
れ
て
成

長
し
王
宮
に
か
え
る
が
王
位
を
捨
て
神
国
日
本
に
飛
来
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
「
熊
野
の
縁
起
」
で
、
大
王
は
本

宮
証
誠
殿
（
熊
野
本
宮
大
社
主
祭
殿
／
家
津
御
子
・
素
戔
嗚
／
阿
弥
陀
如
来
）、
五
衰
殿
は
那
智
の
結
宮
両
所
権
現

（
那
智
大
社
／
夫
須
美
・
伊
邪
那
美
／
千
手
観
音
）、
王
子
は
若
宮
（
若
一
王
子
／
天
照
大
神
／
十
一
面
観
音
）
で
あ

る
と
い
う
。
九
百
九
十
九
人
の
后
は
後
を
追
っ
て
日
本
へ
渡
る
途
中
、
暴
風
で
海
中
に
沈
み
そ
の
霊
が
赤
い
虫
と

な
っ
て
熊
野
の
「
虎
杖
」
に
と
り
つ
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
熊
野
詣
の
途
中
で
虎
杖
に
さ
わ
っ
て
は
い
け
な
い
、
食
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べ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
俗
諺
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
話
は
熊
野
の
御お

し師
や
山
伏
・
修
験
道
・
比
丘
尼
に
よ
っ
て
全
国
に
広
め
ら
れ
熊
野
社
の
勧
請
が
進
む
と
と
も

に
地
名
に
も
刻
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
忌
避
さ
れ
た
虎
杖
が
土
佐
の
食
用
植
物
に
も
な
っ
た
い
き
さ
つ

は
何
か
。
民
俗
地
名
と
し
て
今
後
、
探
求
し
た
い
。

『
四
万
十
町
地
名
辞
典
』
の
高
知
県
の
字
一
覧
に
よ
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

板
の
つ
く
地
名
に
は
ガ
ケ
か
ら
き
た
も
の
（
民
俗
地
名
語
彙
辞
典
）、
イ
タ
は
動
詞
イ
タ
ブ
（
痛
）
の
連
用
形

で
、
物
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
崩
崖
な
ど
の
崩
壊
地
形
・
ガ
ケ
地
か
ら
来
た
地
名
（
地
名
用
語
語
源
辞
典
）
の
場

合
も
あ
る
の
で
現
地
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

　
虎
杖
谷
（
安
芸
市
穴
内
）、
虎
杖
谷
（
南
国
市
才
谷
）、
板
取
（
南
国
市
廿
枝
）、
植
松
板
釣
畑
（
南
国
市
大

埇
）、
板
ツ
リ
迫
（
本
山
町
沢
ヶ
内
）、
虎
杖
サ
コ
（
高
知
市
鏡
大
利
）、
イ
タ
ツ
リ
谷
（
高
知
市
鏡
小
山
）、

イ
タ
ツ
リ
ゴ
チ
ソ
（
仁
淀
川
町
坂
本
）、
虎
杖
サ
コ
（
越
知
町
横
畠
北
）、
虎
杖
原
（
津
野
町
三
間
川
）、
虎

杖
川
（
梼
原
町
上
成
）、
虎
杖
野
（
中
土
佐
町
大
野
見
大
股
）、
虎
杖
谷
（
四
万
十
町
七
里
・
同
町
床
鍋
）、

イ
タ
ド
リ
田
（
四
万
十
町
仁
井
田
）、
板
取
山
（
四
万
十
町
志
和
）、
虎
杖
山
（
黒
潮
町
鈴
）、
板
取
谷
（
黒

潮
町
入
野
）、
虎
杖
山
（
四
万
十
市
下
田
）、
イ
タ
ツ
リ
谷
（
土
佐
清
水
市
立
石
）、
虎
杖
渕
（
土
佐
清
水
市

横
道
）、
イ
タ
ツ
リ
サ
コ
（
三
原
村
亀
ノ
川
）、
虎
杖
カ
ラ
ス
（
宿
毛
市
和
田
）

田
舎
の
暮
ら
し
ぶ
り
・
遍
路
商
い

武
四
郎
は
遍
路
を
お
客
さ
ん
に
し
た
商
い
を
紹
介
し
て
い
る
。「
蓬
餅
を
皆
重
ニ
入
而
道
の
傍
ニ
出
し
、
銭
の
丸
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を
書
き
う
り
置
り
。」
は
蓬
餅
代
金
を
銭
の
絵
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
風
の
良
心
市
方
式
の
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
「
皆
四
国
へ
ん
ろ
ど
も
春
よ
り
夏
に
か
か
り
て
暖
気
に
な
る
に
し
た
が
い
ひ
、
無
用
の
着
類
を
う
る
故
ニ

在
中
よ
り
街
道
す
じ
え
来
り
て
皆
着
類
を
う
れ
う
れ
と
す
す
む
」
は
道
理
に
か
な
っ
た
商
売
で
、「
着
物
の
う
り
も

の
は
な
い
か
よ
」
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
だ
。
歩
き
遍
路
は
少
し
で
も
身
軽
く
し
た
い
も
の
で
、
今
は
宅
急
便
で
自

宅
に
送
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

阿
波
の
阿
野
村
で
も
「
道
の
傍
ら
に
竹
を
立
て
是
に
わ
ら
ん
じ
（
※
マ
マ
）
を
く
く
り
附
、
銭
の
丸
を
四
ツ
、
五

ツ
位
ヅ
ツ
書
て
直
段
を
し
ら
し
う
り
置
。
ま
た
重
箱
ニ
蓬
餅
を
入
道
の
は
た
に
う
り
置
。
昔
し
よ
り
是
を
一
ツ
と
し

て
盗
去
り
し
も
の
な
し
と
云
伝
ふ
也
。
惣
而
阿
波
、
土
佐
よ
り
伊
予
宇
和
島
、
大
洲
領
分
丈
は
人
気
ま
ろ
く
し
て
少

し
も
か
か
る
少
し
の
盗
賊
の
う
れ
ひ
は
な
し
と
。
松
山
、
西
条
辺
か
讃
岐
へ
か
け
て
は
お
化
遍
路
多
く
し
て
か
か
る

こ
と
は
少
し
も
な
し
。」
と
当
時
の
四
国
遍
路
の
地
域
特
性
を
述
べ
、「
お
化
遍
路
」
が
地
域
に
よ
っ
て
は
い
る
こ
と

を
喚
起
し
て
い
る
。
純
朴
・
正
直
と
都
市
化
が
相
反
す
る
の
は
今
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
武
四
郎
が
歩
く
時
代

は
ま
さ
に
「
近
代
」
の
入
口
で
あ
る
。

渡
辺
京
二
の
『
逝
き
し
世
の
面
影
』
は
、
幕
末
・
明
治
の
外
国
人
訪
日
記
録
を
つ
ぶ
さ
に
精
査
し
、
彼
ら
の
目
に

映
っ
た
開
国
以
前
の
日
本
を
知
る
こ
と
で
近
代
と
い
わ
れ
る
日
本
が
何
を
滅
ぼ
し
て
き
た
か
を
問
う
た
本
で
あ
る
。

渡
辺
は
「
滅
ん
だ
古
い
日
本
文
明
の
在
り
し
日
の
姿
を
偲
ぶ
に
は
、
私
た
ち
は
異
邦
人
の
証
言
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
の
祖
先
が
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
記
述
し
な
か
っ
た
こ
と
、
い
や
記
述
以
前
に

自
覚
す
ら
し
な
か
っ
た
自
国
の
文
明
の
特
質
が
、
文
化
人
類
学
の
定
石
通
り
、
異
邦
人
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。」
と
述
べ
、「（
西
洋
の
）
強
固
な
優
越
感
と
先
入
観
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
当
時
の
日
本
文
明
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に
賛
嘆
の
言
葉
を
惜
し
ま
ず
、
進
ん
で
西
欧
文
明
の
反
省
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
」
に
強
い
感
銘
を
受
け
て
い
る
。
当

時
の
日
本
が
歩
も
う
と
し
て
い
た
「
西
欧
化
」
と
「
富
国
強
兵
」
へ
の
道
は
西
欧
が
中
国
に
対
し
て
と
っ
た
行
為
を

強
固
な
教
訓
と
し
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

欧
米
人
の
記
録
で
驚
か
さ
れ
る
の
は
「
暮
ら
し
の
基
本
と
な
る
衣
食
住
の
生
活
の
豊
か
さ
」
の
証
言
で
あ
る
。
私

た
ち
が
教
え
ら
れ
た
江
戸
期
の
封
建
社
会
は
士
農
工
商
の
身
分
制
度
と
悲
惨
な
百
姓
な
ど
土
地
に
縛
ら
れ
た
下
層
民

の
貧
し
い
暮
ら
し
と
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
百
姓
一
揆
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
異
邦
人
の
記
録
は

「
貧
乏
に
つ
き
も
の
の
不
潔
さ
は
な
く
、
彼
ら
の
家
屋
は
必
要
な
だ
け
の
清
潔
さ
を
保
っ
て
い
る
。」「
山
の
上
ま
で

見
事
な
稲
田
が
あ
り
、
海
の
際
ま
で
こ
と
ご
と
く
耕
作
さ
れ
て
い
る
。」「
成
文
化
さ
れ
な
い
法
律
と
無
責
任
な
支
配

者
に
よ
っ
て
奇
妙
に
統
治
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
国
民
の
満
足
そ
う
な
性
格
と
簡
素
な
習
慣
の
面
で

非
常
に
幸
福
な
の
だ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
徳
川
時
代
の
年
貢
は
過
酷
で
時
と
と
も
に
重
圧
的
で
あ
っ
た
と
い
う

通
説
は
全
く
の
誤
り
で
、
時
と
と
も
に
農
民
に
余
剰
が
残
る
よ
う
に
な
っ
た
と
ト
マ
ス
・
Ｃ
・
ス
ミ
ス
は
述
べ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
江
戸
期
の
前
後
に
検
地
さ
れ
た
石
高
は
再
査
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
固
定
し
て
い
る
。

こ
の
固
定
さ
れ
た
石
高
に
対
し
、
農
業
生
産
性
は
絶
え
ず
向
上
し
作
物
の
収
量
も
増
大
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
で
あ
る
。
こ
の
生
産
性
の
向
上
に
よ
り
食
糧
の
輸
入
な
し
に
江
戸
を
含
め
た
都
市
人
口
が
増
大
し
た
。
農
業
人
口

が
増
え
れ
ば
余
剰
は
食
い
つ
ぶ
さ
れ
る
の
に
、
都
市
の
雇
用
（
商
工
業
）
に
吸
収
さ
れ
安
全
弁
と
な
っ
て
い
た
と
い

う
。
こ
の
時
代
と
と
も
に
農
村
の
人
と
モ
ノ
の
余
剰
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
、
江
戸
期
の
文
化
の
高
揚
に
つ
な
が
り
、

江
戸
中
期
の
遍
路
の
発
展
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
。
江
戸
末
期
の
「
お
陰
参
り
」
が
五
百
万
人
。
当
時
の
人
口
が

三
千
万
人
と
し
て
六
人
に
一
人
は
数
カ
月
休
ん
で
伊
勢
に
詣
で
た
こ
と
に
な
る
。
貧
し
く
と
も
悲
惨
な
暮
ら
し
の
イ
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メ
ー
ジ
は
微
塵
も
な
い
。

武
四
郎
は
伊
勢
街
道
の
商
家
の
せ
が
れ
。
江
戸
末
期
の
特
に
田
舎
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
興
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

「
簡
素
と
ゆ
た
か
さ
」「
勤
勉
と
工
夫
」「
平
穏
な
日
常
」
を
異
邦
人
と
同
じ
よ
う
に
切
り
取
っ
て
い
る
。

川
村
与
惣
太

江
戸
時
代
の
安
芸
の
歌
人
・
川
村
与
惣
太
は
、
西
寺
（
金
剛
頂
寺
）
の
別
当
職
を
五
十
二
歳
（
一
七
七
二
）
で
辞

し
、
東
は
甲
浦
よ
り
、
西
は
宿
毛
の
松
尾
坂
ま
で
土
佐
一
国
を
巡
遊
し
『
土
佐
一
覧
記
』
を
著
し
た
。
地
名
や
故
事

と
と
も
に
自
ら
の
五
百
六
十
九
首
の
歌
で
綴
っ
た
「
安
政
の
土
佐
風
土
記
」
と
も
い
え
る
。
土
佐
の
地
誌
で
あ
る

『
土
佐
州
郡
志
』
の
半
世
紀
後
、『
南
路
志
』
の
三
十
八
年
前
の
地
名
を
記
録
し
た
貴
重
な
文
献
史
資
料
で
あ
る
。
与

惣
太
の
歌
碑
五
基
は
室
戸
市
役
所
前
と
南
国
市
十
市
・
石
土
池
と
大
正
に
（
四
万
十
町
大
正
、
同
町
江
師
、
同
町
下

津
井
）
に
あ
る
の
で
機
会
が
あ
れ
ば
訪
ね
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

上
山
　
　
山
里
の
物
さ
び
し
さ
は
ま
柴
焼
く
　
け
ぶ
り
も
雲
に
ま
が
ふ
夕
暮
　
　（
大
正
振
興
局
前
）

胡
井
志
　
今
宵
し
も
夢
に
も
見
つ
る
故
郷
を
　
こ
ひ
し
の
里
に
草
枕
し
て
　
　
　（
江
師
温
泉
）

矢
立
森
　
か
り
人
の
矢
立
の
森
を
分
け
行
け
ば
　
妻
こ
も
る
と
や
鹿
ぞ
鳴
な
る
　（
下
津
井
・
ダ
ム
湖
畔
）

武
四
郎
は
与
惣
太
が
吟
遊
し
た
五
十
年
後
の
土
佐
を
歩
い
た
こ
と
に
な
る
。　
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愚草の川柳集⑰選
「コロナ考」

2020 / 秋
不条理の世に食みでる　コロナ哉
コロナなき真空地帯に　人はなく
国亡びメディア囀る　雲の上
私物化のモノサシ呑んでるヌエ一尾 

※疫病は戦争と飢餓とともに人類の三大災禍とい
われる。そんな災禍に、昔は異形の妖怪「アマビ
エ」で、今「自粛」。どちらも祈り頼み▽呼吸で
きない息苦しい世界を「真空地帯」という。戦後
のベストセラー『真空地帯』。「軍隊＝真空地帯」
でもって、影絵のように日本を浮きあがらせてい
る野間宏の作品。それに共感した愚草▽「ものさ
し」はだれもが共通してものを測る基準。裸の王
さまがモノサシになっている日本。科学者のいな
い政権は小さなマスクを配り、侍従・瓦版も「忖
度」する不思議な国でアリス。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
三
十
五
日
目
（
奈
半
利
町
～
27
～
安
芸
市
穴
内
）

高
知
県
安
芸
郡
奈
半
利
町
（
ホ
テ
ル
な
は
り
）

　
〜
　
二
九･

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
二
五
分

土
佐
く
ろ
し
お
鉄
道
ご
め
ん
・
な
は
り
線
穴
内
駅
（
安
芸
市
穴
内
）

高
知
県
香
南
市
野
市
町
東
野
（
高
知
黒
潮
ホ
テ
ル
）

活
動
日
記

今
日
の
宿
は
野
市
の
「
高
知
黒
潮
ホ
テ
ル
」。
友
人
の
山
本
洋
に
会

う
た
め
に
遍
路
沿
い
で
一
番
近
い
宿
に
し
た
が
、
面
会
の
十
七
時
ま
で

に
は
間
に
合
わ
せ
る
の
は
到
底
無
理
で
、
ご
め
ん
・
な
は
り
線
穴
内
駅

か
ら
ひ
と
ま
ず
列
車
に
乗
る
こ
と
に
し
た
。

二
十
六
番
札
所
神
峯
寺
の
往
復
を
計
算
に
入
れ
て
な
か
っ
た
と
い
う

い
つ
も
の
ミ
ス
テ
イ
ク
。

神
峯
寺
の
麓
の
茶
屋
に
寄
る
と
「
リ
ュ
ッ
ク
は
そ
こ
の
丸
椅
子
に
置

い
と
い
て
」
と
い
う
。
何
か
と
思
え
ば
、
頭
陀
袋
の
軽
装
で
打
ち
戻
り

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
な
の
だ
。
往
復
で
二
時
間
半
の
身
軽
さ
は
筋
斗
雲
に

乗
る
よ
う
で
あ
り
が
た
い
。
出
来
立
て
の
赤
飯
を
買
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
を

注
文
し
た
。

27 番札所神峯寺の仁王門と神峯神社の鳥居

四
国
遍
路  

三
十
五
日
目
（
奈
半
利
町
～
27
～
安
芸
市
穴
内
）
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神
峯
寺
の
仁
王
門
に
並
ん
で
神
峯
神
社
の
鳥
居
が
あ
る
。
明
治
以
前
の
神
仏
習
合
時
代
に
は
神
峯
神
社
が
元
札
所

だ
っ
た
と
い
う
。
奥
の
院
と
も
い
え
る
こ
の
神
社
は
さ
ら
に
四
百
メ
ー
ト
ル
の
石
段
を
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
ん
な
訳
な
の
か
誰
も
神
峯
神
社
を
参
拝
す
る
人
は
い
な
い
。
五
来
重
は
『
四
国
遍
路
の
寺
』
で
「
奥
の
院
を
詣
で

な
く
て
は
札
所
の
本
来
の
由
来
は
分
か
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ど
こ
の
札
所
も
弘
法
大
師
の
由
来
の
記
述
の
み

で
終
わ
っ
て
い
る
。
世
界
が
宗
教
戦
争
（
テ
ロ
）
を
呈
し
て
い
る
今
こ
そ
神
も
仏
も
大
切
に
す
る
普
通
に
い
い
加
減

な
宗
教
観
が
か
え
っ
て
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
寛
容
さ
を
持
っ
て
い
る
の
が
修
験
の
方
た
ち
の

よ
う
に
思
え
る
。

上
の
写
真
は
「
美
丈
夫
」
で
有
名
な
浜
川
酒
造
（
田
野
町
）
の
酒
蔵
。

奈
半
利
か
ら
田
野
に
入
り
国
道
か
ら
旧
道
に
進
む
と
新
町
に
あ
る
。
隣
の

安
田
町
に
は
高
知
の
雄
「
土
佐
鶴
」
酒
造
が
あ
り
、
今
人
気
の
玉
の
井
南

酒
造
場
の
「
南
」
も
あ
る
。
こ
の
小
さ
な
町
に
ビ
ッ
ク
な
酒
蔵
が
続
く
の

だ
。昨

日
の
野
根
八
幡
宮
、
佐
喜
浜
八
幡
宮
、
吉
良
川
の
御
田
八
幡
宮
、
羽

根
八
幡
宮
、
今
日
の
田
野
八
幡
宮
、
安
田
八
幡
宮
、
伊
尾
木
八
幡
宮
、
安

芸
・
東
浜
八
幡
宮
、
新
城
の
城
八
幡
宮
と
、
歩
い
た
遍
路
道
沿
い
の
海
の

街
に
は
八
幡
宮
が
多
い
。
そ
れ
も
海
ま
で
参
道
が
導
か
れ
て
い
る
。
八
幡

さ
ん
は
全
国
に
四
万
四
千
社
あ
る
と
い
う
か
ら
熊
野
系
神
社
の
三
千
社
な

ど
少
な
い
も
の
だ
。

銘酒「美丈夫」（安芸郡田野町）
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今
日
は
久
し
ぶ
り
に
ゆ
っ
く
り
と
山
本
洋
と
話
が
で
き
た
。「
黒
潮
温
泉
」
に
つ
か
り
な
が
ら
、
食
事
も
と
り
少

し
の
お
酒
も
嗜
み
な
が
ら
、
マ
ス
ク
を
つ
け
た
り
外
し
た
り
で
楽
し
ん
だ
。

明
日
は
、
穴
内
に
戻
っ
て
仕
切
り
直
し
だ
。

神
峯
寺
（
第
二
十
七
番
札
所 

竹ち
く
り
ん
ざ
ん

林
山 

地じ
ぞ
う
い
ん

蔵
院 

神こ
う
の
み
ね
じ

峯
寺
）

御
詠
歌
：
み
ほ
と
け
の
恵
み
の
心
神
峯
　
山
も
誓
い
も
髙
き
水
音

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩
（
伝
行
基
作
）　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
天
平
二
年
（
七
三
〇
）　
　
所
在
：
安
芸
郡
安
田
町
唐
浜

燈
明
巌
が
コ
ロ
ナ
で
光
る
　
唐
浜
か
ら
標
高
四
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
車
道
を
縫
う
よ
う
な
へ
ん
ろ
道
を
登
る
と
一
時

間
半
程
度
で
駐
車
場
に
着
く
。
程
な
く
神
峯
寺
の
仁
王
門
と
神
峯
神
社
の
鳥
居
が
並
び
二
つ
に
道
が
分
か
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
が
神
仏
習
合
の
札
所
の
痕
跡
と
な
る
。

『
皆
山
集
』
に
よ
る
と
、
現
在
地
よ
り
北
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ヒ
ワ
ダ
ガ
森
に
あ
っ
た
神
峯
神
社
は
元
和
年
間

（
一
六
一
五
―
二
四
）
に
社
殿
な
ど
が
焼
失
。
そ
の
後
現
在
地
に
再
建
さ
れ
、
廃
寺
と
な
っ
て
い
た
別
当
寺
・
神
峯

寺
の
十
一
面
観
音
を
納
め
た
。
当
時
の
様
子
に
つ
い
て
、
澄
禅
は
「
麓
の
浜
よ
り
一
里
、
早
起
き
し
て
峰
に
登
り

札
を
納
め
る
。
本
堂
三
間
四
面
、
本
尊
十
一
面
観
音
。
寺
は
麓
に
あ
る
。
無
礼
な
僧
で
あ
る
。」
と
書
き
、
寂
本
は

「
一
時
火
災
が
あ
っ
て
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
は
本
堂
と
大
師
堂
、
鎮
守
社
の
み
で
あ
る
。
麓
に
養
心
庵
と
い
う

の
が
あ
り
、
参
詣
す
る
人
は
こ
こ
で
休
憩
す
る
。」
と
記
す
。

神
仏
分
離
前
に
は
、
本
堂
に
十
一
面
観
音
を
祀
り
、
本
殿
を
観
音
堂
と
称
し
て
い
た
。
別
称
、
神し

ん
ぽ
う
じ

峯
寺
。
し
か
し
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険
し
い
山
の
上
の
た
め
神
官
も
社
僧
も
そ
こ
に
は
住
ま
ず
、
四
国
遍
路
も
唐
浜
の
岡
に
あ
っ
た
養
心
庵
を
山
下
の
札

所
と
し
て
遥
拝
し
て
い
た
と
い
う
。
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
で
本
尊
十
一
面
観
音
は
金
剛
頂
寺
へ
移
し
、
寺
号
を
廃

し
て
観
音
堂
を
社
殿
と
し
た
と
い
う
。
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
な
っ
て
神
社
の
下
に
新
た
に
寺
地
を
開
い
て

再
興
し
た
。

神
峯
寺
か
ら
神
峯
神
社
に
向
か
う
人
は
ま
ず
い
な
い
。
石
畳
を
十
五
分
ほ
ど
登
れ
ば
仰
ぐ
よ
う
な
神
峯
神
社
。
現

社
殿
は
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
再
建
さ
れ
た
和
様
と
唐
様
を
取
り
合
せ
た
も
の
で
あ
る
。
近
く
に
「
燈

と
う
み
ょ
う
い
わ

明
巌
」

が
あ
る
。
異
変
が
起
こ
る
前
兆
に
こ
の
岩
が
青
白
く
光
る
と
い
う
。
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
は
ど
う
だ
っ
た
だ

ろ
う
か
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
安
芸
郡
奈
半
利
町

　
名
張
浦
（
奈
半
利
）
川
（
奈
半
利
川
）

■
高
知
県
安
芸
郡
田
野
町

　
た
の
浦
（
田
野
）
よ
き
浦
（
不
明
）

■
高
知
県
安
芸
郡
安
田
町

　
安
田
川
（
安
田
川
）
安
田
浦
（
安
田
）
た
う
の
濱
（
唐
浜
）
二
十
七
番
竹
林
山
神
峯
寺
（
二
十
七
番
札

所
神
峯
寺
）

■
高
知
県
安
芸
市
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お
ふ
山
（
下
山
・
大
山
岬
）
か
う
の
村
（
下
山
・
河
野
集
落
）
い
お
き
村
（
伊
尾
木
）
安
喜
浦
（
安
芸
）

し
ん
せ
う
馬
場
（
穴
内
乙
・
新
城
集
落
）

武
四
郎
は
、
神
峯
寺
へ
詣
で
る
こ
と
に
つ
い
て
「
此
寺
は
申
の
刻
過
る
時
は
上
る
こ
と
ゆ
る
さ
ず
。」
と
記
し
て

い
る
。
神
峯
寺
へ
は
麓
の
唐
浜
か
ら
往
復
三
時
間
と
な
る
こ
と
か
ら
、「
午
後
三
時
」
過
ぎ
た
ら
ダ
メ
と
い
う
。
南

ア
ル
プ
ス
農
鳥
小
屋
の
親
父
さ
ん
だ
け
で
は
な
い
登
山
ル
ー
ル
の
基
本
で
あ
る
。
武
四
郎
は
十
六
歳
で
戸
隠
山
を
登

る
な
ど
、
数
あ
ま
た
の
日
本
の
山
を
登
っ
て
い
る
。
ウ
オ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
を
「
日
本
近
代
登
山
の
父
」
と
呼

ん
で
い
る
が
、
武
四
郎
は
真
の
「
日
本
登
山
の
父
」
で
は
な
い
か
。

イ
シ
イ
モ
と
石
蛤

弘
法
大
師
伝
説
は
武
四
郎
も
数
多
く
紹
介
し
て
い
る
が
、
仏
教
の
教
え
の
「
因
果
応
報
」
に
関
す
る
説
話
と
し

て
、
東
寺
（
最
御
崎
寺
）
の
イ
シ
イ
モ
（
不
喰
芋
）
と
神
峯
寺
の
石
蛤
（
く
わ
づ
貝
）
が
あ
る
。
武
四
郎
は
「
此
処

に
不
喰
芋
と
云
も
の
有
。
其
ゆ
わ
れ
は
此
あ
た
り
に
而
媳
が
芋
を
あ
ら
ひ
居
た
る
を
、
大
師
乞
給
ふ
ニ
奉
ら
ざ
り
し

か
ば
其
芋
皆
か
た
く
な
り
し
と
云
伝
ふ
。
然
し
其
は
と
も
有
此
芋
は
本
艸
綱
目
に
出
た
る
野
芋
の
こ
と
な
る
か
と
思

わ
る
。」
と
し
て
下
の
絵
図
を
示
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
神
峯
寺
の
麓
の
唐
浜
で
取
れ
る
蛤
を
弘
法
大
師
に
接
待

し
な
か
っ
た
た
め
石
の
よ
う
に
固
い
く
わ
ず
の
貝
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
。
土
佐
の
人
は
モ
ノ
を
や
る
の
が
大
好
き

な
気
質
と
思
い
き
や
二
つ
の
説
話
に
出
く
わ
し
驚
い
た
次
第
で
あ
る
。
高
松
市
内
の
へ
ん
ろ
道
で
出
会
っ
た
老
婦
人

を
思
い
出
す
。「
小
さ
い
畑
で
野
菜
を
作
っ
て
、
き
れ
い
な
も
の
は
皆
さ
ん
に
配
っ
て
、
残
り
物
を
食
べ
よ
る
が
よ
」

と
の
こ
と
。
決
し
て
四
国
の
人
は
欲
張
り
で
は
な
い
。
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最御崎寺のイシイモ（『四国遍路道中雑誌』巻之二）
写真提供：松浦武四郎記念館（三重県松阪市）
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四
国
遍
路
　
三
十
六
日
目
（
安
芸
市
穴
内
～
28
・
29
・
30
～
高
知
市
高
須
新
町
）

高
知
県
香
南
市
野
市
町
東
野
（
高
知
黒
潮
ホ
テ
ル
）

土
佐
く
ろ
し
お
鉄
道
ご
め
ん
・
な
は
り
線
穴
内
駅
（
安
芸
市
穴
内
）

　
〜
　
三
八･

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
三
七
分

と
さ
で
ん
交
通
御
免
線
県
立
美
術
館
通
駅
（
高
知
市
高
須
新
町
）

高
知
県
香
南
市
野
市
町
東
野
（
高
知
黒
潮
ホ
テ
ル
）

活
動
日
記

今
日
は
二
十
八
番
札
所
大
日
寺
、
二
十
九
番
札
所
国
分
寺
、
三
十
番
札
所

善
楽
寺
の
三
カ
寺
の
予
定
。

宿
の
高
知
黒
潮
ホ
テ
ル
に
ラ
ン
ド
リ
ー
設
備
が
な
く
手
洗
い
を
し
た
。
バ

ス
ル
ー
ム
の
ロ
ー
プ
は
壊
れ
て
お
り
錫
杖
を
代
用
し
た
。
脱
水
機
が
な
い
た

め
朝
に
な
っ
て
も
乾
い
て
い
な
い
。
仕
方
な
く
連
泊
と
し
た
。
安
芸
の
穴
内

駅
ま
で
列
車
で
戻
り
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
行
程
と
な
る
の
で
ザ
ッ

ク
に
頭
陀
袋
と
少
し
の
物
品
を
入
れ
て
歩
く
こ
と
が
で
き
た
。

今
日
の
ね
ら
い
は
、
香
我
美
町
岸
本
の
「
イ
の
丸
」「
ハ
の
丸
」
な
ど
の

「
丸
地
名
」
の
聞
き
取
り
調
査
と
香
長
平
野
の
条
理
制
の
痕
跡
を
示
す
「
坪
」

地
名
の
所
在
地
の
写
真
を
撮
る
こ
と
。

へんろ石バス停（南国市下末松）

四
国
遍
路  

三
十
六
日
目
（
安
芸
市
穴
内
～
28
・
29
・
30
～
高
知
市
高
須
新
町
）
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岸
本
の
三
十
代
の
女
性
は
「
こ
こ
が
ハ
の
丸
と
い
う
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
使
う
こ
と
は
な
い
。
地
区
名

も
一
区
、
二
区
と
別
れ
て
い
る
」。
八
十
代
の
女
性
は
「
別
か
ら
嫁
に
来
た
の
で
知
ら
な
い
。
こ
こ
が
四
区
と
五
区

の
境
」
と
示
し
て
く
れ
た
。
風
の
強
い
日
で
外
に
出
て
い
る
人
が
い
な
い
の
で
こ
こ
で
諦
め
た
。

大
日
寺
か
ら
国
分
寺
へ
の
途
中
、
松
本
大
師
堂
か
ら
舟
入
川
を
越
し
、
南
国
市
西
山
で
坪
地
名
を
九
十
代
の
女
性

に
聞
く
と
「
野
中
（
兼
山
）
さ
ん
が
開
い
て
く
れ
た
。
一
の
坪
は
確
か
こ
の
向
こ
う
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
先
に
進

む
と
大
将
軍
神
社
の
鳥
居
が
あ
っ
た
。
そ
の
杜
の
向
こ
う
が
上
野
田
の
一
ノ
坪
が
あ
る
所
。
十
七
時
ま
で
に
善
楽
寺

に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
先
を
急
い
だ
。

南
国
市
の
下
末
松
に
「
へ
ん
ろ
石
」
の
バ
ス
停
と
「
へ
ん
ろ
い
し
ま
ん
じ
ゅ
う
」
の
饅
頭
本
舗
の
看
板
を
見
つ
け

た
が
肝
心
の
遍
路
石
が
見
つ
か
ら
な
い
。
地
元
に
根
付
い
た
通
称
地
名
だ
ろ
う
。

国
分
寺
で
は
次
郎
柿
の
お
接
待
を
受
け
た
。
な
ん
ぼ
で
も
持
っ
て
行
け
と
い
う
が
、
空
の
ザ
ッ
ク
に
全
部
入
れ
て

も
し
ょ
う
が
な
い
。
あ
り
が
た
く
一
個
頂
い
た
が
食
べ
る
時
間
が
な
い
。
岡
豊
の
高
知
歴
史
民
俗
資
料
館
前
で
徒
歩

を
断
念
し
タ
ク
シ
ー
に
お
願
い
し
て
善
楽
寺
の
納
経
門
限
に
間
に
合
わ
せ
た
。

明
日
の
行
程
に
合
わ
せ
高
須
の
「
西
村
商
店
」
で
打
ち
止
め
し
夕
食
と
し
た
。
野
市
の
宿
へ
は
と
さ
で
ん
交
通
の

電
車
（
三
百
八
十
円
）
と
タ
ク
シ
ー
（
千
六
百
円
）
を
利
用
し
た
。

今
日
の
良
か
っ
た
こ
と
は
手
結
の
「
お
茶
屋
餅
」
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。
食
べ
な
が
ら
歩
い
て
港
を
見

る
と
跳
ね
橋
が
徐
々
に
上
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。

あ
と
、
三
日
で
家
に
帰
れ
る
。
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大
日
寺
（
第
二
十
八
番
札
所 

法ほ
う
か
い
ざ
ん

界
山 

高
こ
う
し
ょ
う
い
ん

照
院 

大だ
い
に
ち
じ

日
寺
）

御
詠
歌
：
露
霜
と
罪
を
照
ら
せ
る
大
日
寺
　
な
ど
か
歩
み
を
運
ば
ざ
ら
ま
し

宗
派
：
真
言
宗
智
山
派
　
　
本
尊
：
大
日
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）　
　
所
在
：
香
南
市
野
市
町
母
代
寺

か
つ
て
の
大
伽
藍
も
廃
仏
毀
釈
で
廃
寺
　
本
尊
は
平
安
時
代
作
の
金
剛
界
大
日
如
来
。『
南
路
志
』
に
は
「
往
古

は
寺
領
八
百
石
、
寺
数
廿
五
ケ
寺
」
と
あ
り
、
大
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

澄
禅
は
「
こ
こ
も
太
守
が
最
近
修
理
し
た
。
堅
固
で
き
れ
い
な
造
り
で
あ
る
。
庫
裏
は
茅
屋
。
住
職
が
隠
居
し
弟

子
に
寺
を
譲
っ
た
が
弟
子
の
行
跡
、
女
癖
が
悪
い
と
の
評
判
が
立
ち
、
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
が
、
昨
年
夏

に
自
殺
し
た
の
で
隠
居
が
再
住
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
か
、
日
が
暮
れ
た
の
に
宿
泊
を
断
わ
ら
れ
た
。」

と
遠
慮
な
く
書
き
、
寂
本
は
、
本
堂
の
奥
で
大
き
な
楠
で
薬
師
如
来
（
奥
の
院
・
爪
彫
り
薬
師
）
を
彫
り
、
そ
の

傍
ら
か
ら
霊
水
湧
出
と
説
明
し
、「
こ
の
寺
も
昔
は
二
十
五
ヶ
寺
、
寺
領
も
七
、八
百
石
あ
っ
た
。」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
生
木
の
仏
像
は
各
地
に
あ
る
が
大
日
寺
の
奥
の
院
も
こ
れ
に
当
た
る
。

明
治
の
土
佐
の
廃
仏
毀
釈
は
全
国
的
に
も
厳
し
く
大
日
寺
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
武
田
和
昭
は
納
経
帳
の
記
録

か
ら
札
所
の
変
遷
を
研
究
し
て
い
る
が
、『
四
国
へ
ん
ろ
の
歴
史
』
に
廃
仏
毀
釈
の
影
響
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
大
日
寺
も
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
廃
寺
と
な
り
、
残
さ
れ
た
納
経
帳
を
見
る
と
「
明
治
五

年
奉
納
本
尊
大
日
如
来
法
界
山
」
と
あ
る
が
こ
れ
は
二
十
九
番
札
所
国
分
寺
と
同
筆
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
分

寺
が
代
行
し
た
も
の
。
そ
の
後
の
明
治
八
年
納
経
帳
に
は
「
ト
サ
大
日
寺
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
こ
ろ
に
は
旧
態

に
復
し
た
と
推
考
し
て
い
る
。
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国
分
寺
（
第
二
十
九
番
札
所 

摩ま

に尼
山ざ

ん 

宝ほ
う
ぞ
う
い
ん

蔵
院 

国こ
く
ぶ
ん
じ

分
寺
）

御
詠
歌
：
国
を
分
け
宝
を
積
み
て
建
つ
寺
の
　
末
の
世
ま
で
の
利
益
残
せ
り

宗
派
：
真
言
宗
智
山
派
　
　
本
尊
：
千
手
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）　
　
所
在
：
南
国
市
国
分

星
供
の
根
本
道
場
　
寂
本
は
「
今
の
本
尊
は
千
手
観
音
菩
薩
で
、
不
動
明
王
と
毘
沙
門
天
を
脇
士
と
し
て
い
る
。」

と
述
べ
て
い
る
が
「
今
の
本
尊
」
と
い
う
く
だ
り
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
、
五
来
重
も
「
古
代
に
お
い
て
栄
え
た
お

寺
は
み
な
薬
師
如
来
が
本
尊
で
す
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
千
手
観
音
に
な
っ
た
か
」
と
述
べ
、
ど
こ
の
国
分
寺
も
国
家

の
庇
護
が
な
く
な
っ
た
後
、
塔
頭
の
二
、三
ヶ
寺
が
残
る
。
こ
こ
の
国
分
寺
も
そ
の
一
つ
の
寺
で
あ
る
宝
蔵
院
が
国

分
寺
の
名
で
残
っ
て
い
っ
た
。
宝
蔵
院
の
本
尊
が
千
手
観
音
で
あ
っ
た
。
不
動
・
毘
沙
門
の
脇
侍
か
ら
修
験
の
色
が

濃
く
醍
醐
三
宝
院
で
は
な
い
か
と
い
う
。

当
寺
の
縁
起
に
は
そ
の
点
の
記
載
が
な
い
が
、
土
佐
国
分
寺
は
「
星
供
の
根
本
道
場
」
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

　
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）、
弘
法
大
師
四
十
二
歳
の
厄
年
に
四
国
八
十
八
ヶ
所
を
開
か
ん
と
発
願
な
さ
れ
、
浪

華
よ
り
船
出
し
て
土
佐
の
大
津
へ
上
陸
な
さ
れ
た
の
が
恰
も
節
分
の
當
日
で
あ
っ
た
。
遥
か
に
瀧
の
音
が
聞

こ
え
た
の
で
其
處
に
到
着
に
な
り
齊
戒
沐
浴
し
て
心
身
を
清
め
、
勤
念
修
業
遊
ば
さ
る
。
そ
の
時
生
身
の
毘

沙
門
天
王
巖
上
に
出
現
し
給
ふ
。
大
師
其
の
尊
像
を
彫
刻
し
て
、
其
瀧
を
毘
沙
門
の
瀧
と
名
づ
け
當
山
の
奥

之
院
に
指
定
さ
る
。
現
今
の
瀧
本
の
毘
沙
門
堂
が
夫
れ
で
あ
る
。
而
し
て
直
に
當
山
へ
参
拝
な
さ
れ
御
自
身

厄
年
の
危
難
を
免
れ
ん
た
め
、
又
末
世
の
衆
生
の
災
難
を
除
い
て
開
運
幸
福
を
得
る
や
う
に
と
の
思
召
よ
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り
、
八
祖
相
承
星
供
の
秘
法
を
勸
修
遊
ば
さ
れ
た
。
廣
い
日
本
で
大
師
が
四
十
二
歳
の
厄
年
の
節
分
に
星
供

を
勤
修
遊
ば
さ
れ
た
寺
は
、
他
に
は
な
い
の
で
當
山
を
星
供
の
根
本
道
場
と
言
ひ
、
大
師
を
星
供
大
師
と
申

す
の
は
此
の
由
来
に
依
る
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
に
も
明
確
に
書
か
れ
る
と
な
ん
と
も
い
え
な
い
。
奥
の
院
は
毘
沙
門
の
滝
（
南
国
市
岡
豊
町
滝
本
）

善
楽
寺
（
第
三
十
番
札
所 

百ど

ど々

山ざ
ん 

東
と
う
み
ょ
う
い
ん

明
院 

善ぜ
ん
ら
く
じ

楽
寺
）

御
詠
歌
：
人
多
く
た
ち
集
ま
れ
る
一
ノ
宮
　
昔
も
今
も
栄
え
ぬ
る
か
な

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
阿
弥
陀
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
大
同
年
間
（
八
〇
六
〜
八
一
〇
）　
　
所
在
：
高
知
市
一
宮
し
な
ね
二
丁
目

「
し
な
ね
さ
ん
」
の
別
当
寺
　
山
号
が
「
百ど

ど々

山ざ
ん

」。
百
々
は
全
国
に
分
布
す
る
地
名
で
、
水
音
の
轟
く
所
を
い

い
、「
十
（
と
）」
か
け
る
「
十
（
と
）」
で
百
を
表
し
た
も
の
。
ト
オ
ト
オ
、
ド
オ
ド
オ
、
ド
ド
と
転
訛
し
た
の
だ

ろ
う
。
百
だ
け
で
ド
ウ
と
読
む
の
は
四
万
十
市
に
百
笑
（
ド
ウ
メ
キ
）、
百
目
木
（
東
北
地
方
）
に
あ
る
。

土
佐
国
一
ノ
宮
の
高
鴨
大
明
神
（
地
元
で
は
し
な
ね
さ
ん
）
の
別
当
寺
。

澄
禅
は
「
社
僧
に
神
宮
寺
、
観
音
院
の
両
寺
。」
と
あ
る
。
寂
本
は
一
宮
図
に
参
道
の
左
に
神
宮
寺
、
右
に
長
福

寺
（
観
音
院
）
を
描
き
、
本
文
に
は
「
神
宮
寺
の
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
、
脇
士
は
観
音
、
勢
至
菩
薩
の
金
剛
像
」
と

記
し
て
い
る
。

武
田
和
昭
『
四
国
へ
ん
ろ
の
歴
史
』
で
二
つ
の
別
当
寺
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
宝
永
八
年

（
一
七
一
一
）
の
納
経
帳
に
は
「
百
々
山
観
音
院
長
福
寺
」、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
の
納
経
帳
に
は
「
百
々
山
観
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音
院
善
楽
寺
寺
」
と
あ
る
。
善
楽
寺
が
退
転
し
再
興
さ
れ
長
福
寺
と
な
り
再
び
善
楽
寺
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯

だ
。
ま
た
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
の
納
経
帳
に
は
「
一
宮
別
当
神
宮
寺
」
と
「
土
州
一
宮
百
々
山
善
楽
寺
」

の
二
つ
が
あ
り
二
カ
所
で
納
経
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
治
の
神
仏
分
離
に
お
け
る
大
き
な
混
乱
に
つ
い

て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
神
宮
寺
を
善
楽
寺
に
合
併
し
た
が
、
善
楽
寺
も
廃
寺
と
な
り
、
本
尊
は
国
分

寺
に
移
さ
れ
納
経
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
な
り
安
楽
寺
（
高
知
市
洞
ヶ
島
町
）
に

本
尊
を
遷
座
し
札
所
と
な
っ
た
。
昭
和
四
年
に
地
元
の
信
者
が
埼
玉
県
の
東
明
院
の
薬
師
如
来
を
移
し
て
善
楽
寺
を

再
興
し
、
国
分
寺
か
ら
大
師
像
も
移
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
三
十
番
札
所
の
混
迷
が
平
成
六
年
ま
で
続
く
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
。

今
で
こ
そ
平
穏
な
四
国
霊
場
で
は
あ
る
が
、
明
治
の
神
仏
分
離
は
札
所
の
混
乱
ば
か
り
で
な
く
、
札
所
で
あ
っ
た

神
社
も
経
済
的
に
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
明
治
以
降
の
混
乱
期
を
過
ぎ
た
四
国
霊
場
は
、
そ
れ
ま
で
の
修
験
者
や
六

部
、
聖
と
い
っ
た
四
国
遍
路
を
支
え
た
「
サ
ポ
ー
タ
ー
」
ま
で
記
録
か
ら
遠
ざ
け
、
弘
法
大
師
の
修
行
形
態
か
ら
ほ

ど
遠
い
「
弘
法
大
師
信
仰
」
一
辺
倒
に
な
っ
て
い
っ
た
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
安
芸
市

　
し
ん
せ
う
馬
場
（
穴
内
乙
・
新
城
集
落
）
や
な
か
れ
山
（
赤
野
甲
・
八
流
集
落
）

■
高
知
県
安
芸
郡
芸
西
村

　
わ
じ
き
村
（
和
食
）
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■
高
知
県
香
南
市

　
手
井
山
（
夜
須
町
手
結
山
）
手
井
村
（
夜
須
町
手
結
）
ミ
な
と
村
（
夜
須
町
手
結
港
）
や
す
濱
（
夜
須

町
）
き
し
も
と
村
（
香
我
美
町
岸
本
）
赤
岡
村
（
赤
岡
町
）
二
十
八
番
法
界
山
高
照
院
大
日
寺
（
二
十
八

番
札
所
大
日
寺
）
菩
提
寺
村
（
野
市
町
母
代
寺
）
び
や
う
じ
村
（
野
市
町
父
養
寺
）

■
高
知
県
香
美
市

　
も
の
い
川
（
物
部
川
）
と
さ
か
し
ま
村
（
土
佐
山
田
町
戸
板
島
）
い
わ
お
村
（
土
佐
山
田
町
岩
積
）

■
高
知
県
南
国
市

　
松
本
村
（
松
本
）
上
の
だ
村
（
上
野
田
）
は
た
い
た
村
（
廿
枝
）
川
（
国
分
川
）
國
分
村
（
国
分
）

二
十
九
番
護
國
山
國
分
寺
（
二
十
九
番
札
所
国
分
寺
）
川
（
笠
ノ

川
）
坂
（
不
明
）
八
幡
村
（
岡
豊
町
八
幡
）
天
龍
寺
村
（
岡
豊
町

定
林
寺
）
坂
（
逢
坂
）

■
高
知
県
高
知
市

　
一
ノ
宮
村
（
一
宮
）
三
十
番
一
之
宮
百
々
山
神
宮
寺
（
三
十
番
札

所
善
楽
寺
）
本
社
高
加
茂
大
明
神
（
土
佐
神
社
）
阿
曾
う
村
（
薊

野
）
ひ
し
ま
橋
（
比
島
橋
）
垂
水
の
渡
し
（
絶
海
）

武
四
郎
は
手
結
の
餅
の
こ
と
を
書
い
て
い
な
い
が
「
麓
に
茶
屋
あ
り
。」

と
だ
け
は
記
し
て
い
る
。
ニ
ッ
キ
の
香
り
の
あ
る
練
あ
ん
の
真
っ
白
な
モ

チ
。
創
業
二
百
年
近
い
と
い
う
か
ら
お
殿
様
は
も
ち
ろ
ん
武
四
郎
も
食
べ
た

手結のお茶屋餅（香南市夜須町）
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こ
と
だ
ろ
う
。
安
芸
や
室
戸
に
行
く
と
き
は
高
知
東
自
動
車
道
を
利
用
せ
ず
に
こ
の
「
お
茶
屋
餅
」
を
必
ず
買
っ
て

い
る
。
眼
下
の
手
結
港
可
動
橋
は
ち
ょ
う
ど
上
に
あ
げ
ら
れ
て
い
て
船
舶
が
通
っ
て
い
た
。

こ
こ
か
ら
、
岸
本
、
赤
岡
、
大
日
寺
、
廿
枝
、
国
分
寺
へ
の
へ
ん
ろ
道
は
昔
と
同
じ
だ
ろ
う
。
廿
枝
の
手
前
の
末

松
で
は
「
へ
ん
ろ
石
」
の
バ
ス
停
や
「
へ
ん
ろ
い
し
ま
ん
じ
ゅ
う
」
の
看
板
が
あ
っ
た
。
へ
ん
ろ
道
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

も
の
い
川

武
四
郎
は
「
も
の
い
川
」
と
記
す
。
澄
禅
は
「
言
云
川
は
一
言
し
ゃ
べ
る
う
ち
に
洪
水
に
な
る
川
だ
と
い
う
。」

と
、
真
念
は
「
物
部
川
・
も
の
い
か
わ
　
大
水
の
時
は
大
日
寺
ゟ
の
市
町
へ
も
ど
り
舟
わ
た
し
有
」
と
述
べ
、
二
人

と
も
「
も
の
い
か
わ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
寛
政
の
四
国
遍
礼
名
所
図
絵
も
「
物
井
川
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
江

戸
期
に
お
け
る
川
名
は
「
も
の
い
川
」
に
間
違
い
な
い
。

現
在
の
物
部
川
は
「
物
部
郷
」
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
。
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
の
『
続
日
本
紀
』
に
「
土
左

国
人
物
部
…
…
」、
延
暦
二
四
年
（
八
〇
五
）
の
『
日
本
後
紀
』
に
「
香
美
郡
少
領
外
従
六
位
上
物
部
鏡
連
家
主
」

と
あ
り
物
部
郷
の
豪
族
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
淡
路
島
の
洲
本
に
「
物
部
」
の
地
名
が
あ
り
、
平
城
京
か
ら
出
土
し

た
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
の
木
簡
に
「
淡
路
国
津
名
郡
物
部
里
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
物
部
と
い
う
地
名
は
全
国
に

十
七
カ
所
あ
り
「
毛
乃
倍
（
も
の
べ
）」
の
読
み
が
付
さ
れ
て
い
る
。
物
部
は
朝
廷
の
も
と
で
軍
事
や
刑
罰
を
担
当

し
て
い
た
古
代
の
職
業
集
団
で
、「
物
部
の
八
十
氏
（
や
・
そ
・
う
じ
）」
と
呼
ば
れ
て
諸
国
に
分
布
し
て
い
た
。

『
和
名
抄
』
に
は
十
二
の
物
部
郷
が
あ
り
、
国
土
地
理
院
地
形
図
に
は
次
の
大
字
が
あ
る
。
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兵
庫
県
洲
本
市
物
部
、
兵
庫
県
朝
来
市
物
部
、
長
崎
県
壱
岐
市
郷
ノ
浦
町
物
部
本
村
触
、
滋
賀
県
長
浜
市
高

月
町
物
部
、
京
都
府
綾
部
市
物
部
町
、
栃
木
県
真
岡
市
物
井
・
物
部
小
学
校
・
物
部
郵
便
局

土
佐
の
物
部
川
の
経
緯
は
、
次
の
と
お
り
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
頃
に
編
纂
さ
れ
た
『
土
佐
州
郡
志
』
に
は

高
知
龍
馬
空
港
に
近
い
物
部
村
の
段
に
「
物
部
川
　
源
出
韮
生
槇
野
山
流
入
海
鮎
魚
多
舩
而
渉
」
と
あ
り
、
上
流
域

の
村
々
も
「
経
村
入
物
部
川
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
藩
の
統
一
名
称
は
物
部
川
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
享
保

一
九
年
（
一
七
三
四
）
の
『
土
佐
幽
玄
考
』
に
は
「
在
物
部
河
鏡
河
下
流
之
西
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
往
古
よ
り
鏡

川
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
―
一
七
〇
四
）
五
代
藩
主
山
内
豊
房
が
城
下
を
流
れ
る
潮
江
川
・

大
川
・
南
川
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
川
名
を
鏡
川
と
定
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
名
で
あ
っ
た
鏡
野
（
香
美
郡
）
の

鏡
川
を
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
あ
る
。

文
献
史
学
で
は
物
部
川
で
一
件
落
着
だ
ろ
う
が
、
澄
禅
や
真
念
、
武
四
郎
な
ど
旅
人
は
地
元
の
人
に
聞
い
て
川
名

を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
も
の
い
川
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
ど
う
し
て
か
。
栃
木
県
真
岡
市
物
井
に
あ
る
物
部
小

学
校
の
地
名
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
先
に
お
く
こ
と
と
す
る
。

大
き
な
河
川
の
名
前
は
そ
の
区
域
を
利
用
す
る
地
元
の
人
に
と
っ
て
は
川
で
あ
り
大
川
で
あ
り
、
特
定
す
る
必
要

が
な
く
本
川
で
の
暮
ら
し
に
何
の
支
障
も
な
い
。
小
谷
の
名
前
が
細
か
に
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
特
定
す
る
必
要

が
あ
る
か
ら
だ
。
外
来
者
が
流
域
全
域
を
一
つ
の
河
川
名
称
と
す
る
こ
と
で
混
乱
す
る
だ
け
で
あ
る
。

二
期
作
と
い
う
消
え
た
季
語
　

武
四
郎
は
「
は
た
い
た
村
（
南
国
市
廿
枝
）」
で
「
余
が
此
処
を
通
り
し
は
三
月
廿
日
前
な
り
し
が
、
田
お
う
ゆ
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る
処
も
有
。」
と
述
べ
、
禅
師
峰
寺
を
打
っ
て
「
種
﨑
村
」
に
さ
し
か
か
る
と
「
此
当
り
皆
田
う
え
最
中
也
。
此
辺

ニ
而
聞
く
に
此
稲
を
七
月
中
に
刈
取
、
其
株
に
ひ
つ
じ
と
申
生
出
た
る
が
、
又
九
月
下
旬
ニ
は
実
の
る
よ
し
。
青
米

多
く
し
て
よ
ろ
し
か
ざ
れ
ど
も
キ
シ
子
に
皆
遣
ふ
よ
し
。
キ
シ
子
と
申
す
わ
、
自
か
ら
の
家
ニ
而
の
遣
ひ
料
也
。
実

に
肥
沃
に
し
て
富
貴
の
国
な
り
。」
と
二
期
作
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。

土
佐
の
気
候
が
温
暖
だ
と
し
て
「（
天
保
六
年
）
三
月
廿
日
前
」
と
記
録
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
新

暦
換
算
す
る
と
、
一
八
三
五
年
四
月
十
七
日
と
な
る
。
四
月
初
旬
に
田
植
え
を
し
て
七
月
中
に
刈
り
取
り
、
そ
の
後

切
株
に
萌
芽
す
る
二
番
穂
を
「
ひ
つ
じ
（
穭
）」
と
い
い
、
自
家
消
費
米
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
「
キ
シ
子
」
と
呼
ぶ

よ
う
で
あ
る
。
本
来
の
二
期
作
は
同
じ
田
ん
ぼ
で
一
年
に
二
度
稲
を
栽
培
し
収
穫
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二

期
作
で
は
な
い
が
そ
の
さ
き
が
け
の
よ
う
で
あ
る
。『
高
知
県
方
言
辞
典
』
に
は
ヒ
ツ
ジ
も
キ
シ
コ
も
項
を
起
こ
し

て
な
い
が
、
高
岡
郡
津
野
町
辺
り
で
「
き
し
ら
う
」
を
「
同
じ
と
き
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。」
の
意
味
を
持

つ
と
あ
る
か
ら
「
キ
シ
子
」
は
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
二
番
穂
の
小
さ
い
さ
ま
を
表
し
た
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
期
作
稲
が
栽
培
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
藩
政
中
期
。
年
間
二
回
の
米
作
に
よ
り
当
時
の
食
糧
供
給
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
が
、
藩
政
末
期
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
は
種
々
な
事
情
の
た
め
に
香
長
平
野
で
も
絶
滅
に
瀕
し
た

と
い
う
。
一
度
復
活
し
た
も
の
の
、
減
反
政
策
で
大
幅
に
落
ち
込
み
、
今
で
は
、
一
期
作
目
は
新
米
と
し
て
高
い
人

気
で
は
あ
る
が
、
二
期
作
目
は
飼
料
米
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
れ
で
も
、「
二
期
作
」
は
高
知
の
温
暖
な
気
候
を
示
す
春
の
風
物
詩
と
し
て
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
る
。
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四
国
遍
路
　
三
十
七
日
目
（
高
知
市
高
須
新
町
～
31
・
32
・
33
・
34
～
土
佐
市
高
岡
町
）

高
知
県
香
南
市
野
市
町
東
野
（
高
知
黒
潮
ホ
テ
ル
）

と
さ
で
ん
交
通
御
免
線
県
立
美
術
館
通
駅
（
高
知
市
高
須
新
町
）

　
〜
　
三
〇･

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
四
一
分

高
知
県
土
佐
市
高
岡
町
甲
（
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ン
土
佐
）

活
動
日
記

高
知
市
内
の
三
十
一
番
札
所
竹
林
寺
、
三
十
二
番
札
所
禅
師
峰
寺
、

三
十
三
番
札
所
雪
蹊
寺
、
三
十
四
番
札
所
種
間
寺
を
訪
ね
る
。

竹
林
寺
は
高
知
市
街
地
を
流
れ
る
鏡
川
と
浦
戸
湾
が
一
望
で
き
る
五

台
山
に
あ
る
。
中
学
校
の
友
達
、
泰
ち
ゃ
ん
と
初
め
て
デ
ー
ト
し
た
場

所
だ
。
当
時
は
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
が
あ
っ
た
。
今
は
牧
野
植
物
園
も
拡
充

さ
れ
人
気
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
。
へ
ん
ろ
道
は
そ
の
園
内
を
通
り
、
登
り
詰

め
る
と
左
側
が
牧
野
富
太
郎
記
念
館
と
な
る
。
黙
っ
て
入
る
こ
と
も
で

き
る
「
不
思
議
な
お
接
待
」
だ
。
コ
ン
コ
ン
山
の
東
側
を
巻
い
て
南
門

の
右
側
に
遍
路
専
用
の
秘
密
の
出
口
が
あ
る
。
も
う
そ
こ
は
竹
林
寺
だ
。

竹
林
寺
は
い
つ
も
綺
麗
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。
少
し
紅
葉
し
た
石
段

の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
が
清
新
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
。
右
脇
に
日
吉

牧野植物園内のへんろ道（高知市五台山）

四
国
遍
路  

三
十
七
日
目
（
高
知
市
高
須
新
町
～
31
・
32
・
33
・
34
～
土
佐
市
高
岡
町
）
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神
社
の
狛
犬
が
あ
り
、
一
方
は
親
駒
が
子
駒
を
褒
め
る
姿
、
も
う
一
方
は
親
駒
が
子
駒
を
叱
る
姿
と
な
っ
て
い
る
。

五
台
山
の
麓
に
は
夢
窓
疎
石
の
遺
構
と
言
わ
れ
る
「
吸

ぎ
ゅ
う
こ
う江

庵
」
や
吸
江
庵
を
再
興
し
た
高
僧
「
絶た

る
み海

」
の
地
名
も
見
え

る
。五

台
山
か
ら
、
へ
ん
ろ
道
を
南
に
下
る
と
禅
師
峰
寺
と
な
る
。

禅
師
峰
寺
は
太
平
洋
を
広
く
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
海
に
関
係
す
る
人
が
多
く
参
詣
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ち
ょ

う
ど
昼
に
な
っ
た
。
正
午
の
チ
ャ
イ
ム
が
ご
当
地
の
歌
手
な
の
か
演
歌
が
流
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、
浦
戸
湾
を
渡
っ
て
雪
蹊
寺
に
向
か
う
が
、
浦
戸
大
橋
ル
ー
ト
と
渡
船
ル
ー
ト
が
あ
る
。
種
崎
か
ら
長

浜
に
向
か
う
県
営
渡
船
は
一
時
間
に
一
本
（
毎
時
十
分
発
）
し
か
な
い
の
で

時
間
の
都
合
に
よ
る
が
、
へ
ん
ろ
道
で
は
こ
こ
し
か
で
き
な
い
体
験
な
の
で

お
勧
め
し
た
い
。
そ
れ
も
無
料
で
あ
る
。
自
転
車
、
バ
イ
ク
、
徒
歩
の
四
人

が
乗
船
し
て
い
た
。
対
岸
へ
は
も
の
の
五
分
で
着
き
、
雪
蹊
寺
へ
は
十
五
分

だ
。雪

蹊
寺
で
同
年
代
の
遍
路
と
知
り
合
っ
た
。
聞
け
ば
宿
も
土
佐
市
高
岡
の

「
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ン
土
佐
」
と
い
う
。
一
緒
に
宿
ま
で
同
行
と
な
っ
た
。
話
し

な
が
ら
歩
く
の
は
初
め
て
の
体
験
だ
っ
た
。

宿
に
つ
き
、
続
き
の
話
を
近
く
の
居
酒
屋
「
へ
ん
し
も
」
で
深
め
た
。
活

き
の
い
い
魚
が
入
っ
た
時
に
店
を
開
く
と
い
う
こ
だ
わ
り
の
亭
主
で
、
魚
は

最
高
、
土
佐
ジ
ロ
ー
の
メ
ニ
ュ
ー
も
絶
品
で
肝
ニ
ラ
炒
め
や
す
き
焼
き
を
い

海の遍路道（高知市種﨑）
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た
だ
い
た
。

残
り
二
日
の
行
程
で
結
願
と
な
る
。
宿
を
ど
こ
に
す
る
か
思
案
す
る
と
こ
ろ
だ
。

竹
林
寺
（
第
三
十
一
番
札
所
札
所 

五ご
だ
い
さ
ん

台
山 

金こ
ん
じ
き
い
ん

色
院 

竹ち
く
り
ん
じ

林
寺
）

御
詠
歌
：
南
無
文
殊
三
世
）
の
仏
の
母
と
き
く
　
我
も
子
な
れ
ば
乳
こ
そ
ほ
し
け
れ

宗
派
：
真
言
宗
智
山
派
　
　
本
尊
：
文
殊
菩
薩
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
神
亀
元
年
（
七
二
四
）　
　
所
在
：
高
知
市
五
台
山

五
台
山
は
県
民
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
　
五
台
山
は
学
び
と
遊
び
と
祈
り
が
織
り
な
す
県
民
の
聖
地
で
あ
る
。
こ
の
五
台

山
で
象
徴
と
な
る
の
が
竹
林
寺
の
五
重
塔
で
あ
る
。
こ
の
竹
林
寺
へ
の
へ
ん
ろ
道
は
牧
野
植
物
園
の
な
か
を
フ
リ
ー

で
通
り
抜
け
る
秘
密
の
扉
も
あ
る
粋
な
計
ら
い
だ
。
寺
観
は
す
が
し
く
純
信
・
お
馬
が
手
を
取
り
合
っ
て
石
段
を
下

り
て
き
そ
う
な
雰
囲
気
だ
。

澄
禅
は
「
本
尊
文
殊
景
色
が
よ
く
、
五
台
の
語
源
と
な
っ
た
五
つ
の
峰
が
あ
る
。」
と
述
べ
る
。
四
国
霊
場
で
文

殊
菩
薩
が
本
尊
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
寂
本
の
五
台
山
図
は
竹
林
寺
本
坊
の
前
で
、
一
宮
か
ら
の

道
と
城
下
吸
江
道
と
禅
師
峰
寺
道
（
山
中
五
町
）
の
三
本
の
へ
ん
ろ
道
が
交
わ
る
こ
と
に
な
る
。
周
囲
に
は
中
坊
、

北
室
、
東
坊
、
南
坊
、
妙
高
寺
、
大
威
院
の
六
坊
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
仁
王
門
を
く
ぐ
る
と
正
面
に
文
殊
堂
が
あ

り
、
右
に
護
摩
堂
、
左
に
鐘
楼
、
大
師
堂
と
三
重
塔
と
な
る
。
周
辺
に
は
行
基
（
開
山
堂
）、
山
王
権
現
（
鎮
守
）、

経
蔵
、
弁
才
天
、
池
、
奥
の
院
弥
陀
、
宝
篋
印
塔
、
五
輪
塔
が
設
え
て
あ
る
。
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禅
師
峰
寺
（
第
三
十
二
番
札
所 

八は
ち
よ
う
ざ
ん

葉
山 

求ぐ

聞も
ん
じ
い
ん

持
院 

禅ぜ
ん

師じ

ぶ

じ
峰
寺
）

御
詠
歌
：
静
か
な
る
わ
が
み
な
も
と
の
禅
師
峰
寺
　
浮
か
ぶ
心
は
法
の
早
船

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
十
一
面
観
世
音
菩
薩
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
大
同
二
年
（
八
〇
七
）　
　
所
在
：
南
国
市
十
市

海
に
祈
る
禅
定
の
師
　
澄
禅
は
「
禅
寺
峯
師
　
本
尊
十
一
面
観
音
、
仁
玉
門
あ
り
。
天
台
宗
か
ら
真
言
宗
に
転

宗
。
中
興
開
山
を
進
闘
上
人
と
い
う
。」
と
あ
り
、
寂
本
は
「
こ
の
山
を
弘
法
大
師
は
い
た
く
心
を
寄
せ
て
、
天
か

ら
キ
ャ
と
い
う
梵
字
が
降
っ
て
き
た
の
で
そ
の
ま
ま
本
尊
と
し
た
。」
と
記
し
、
奥
の
院
と
号
す
る
竜
穴
が
二
つ
あ

り
、
寺
の
前
に
御
手
洗
と
い
う
大
き
な
池
が
あ
る
と
い
う
。
禅
師
峰
寺
図
に
は
、
海
際
の
高
福
寺
道
（
雪
渓
寺
）
か

ら
山
に
取
り
つ
く
と
左
右
に
本
坊
と
脇
坊
が
あ
り
、
山
を
上
り
途
中
に
仁
王
門
。
そ
れ
を
く
ぐ
り
さ
ら
に
上
る
と
大

き
な
岩
と
本
堂
。
左
に
大
師
堂
、
右
に
鎮
守
が
描
か
れ
て
い
る
。
五
来
重
は
「
こ
の
岩
が
磐
境
（
い
わ
さ
か
）
と
い

う
も
の
。
海
の
神
を
祀
る
場
所
が
辺
路
修
行
者
の
霊
場
に
な
っ
た
と
い
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
囲
む
岩
が
神
域
の

境
で
あ
り
、
磐
境
は
祭
祀
場
で
あ
る
。
古
代
遺
跡
の
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
に
共
通
す
る
基
層
信
仰
だ
ろ
う
。
足
摺
に

あ
る
唐
人
駄
馬
巨
石
群
、
宮
之
浦
岳
の
巨
石
群
な
ど
神
々
の
ま
ま
ご
と
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

雪
蹊
寺
（
第
三
十
三
番
札
所 

高こ
う
ふ
く
ざ
ん

福
山 

幸こ
う
ふ
く
い
ん

福
院 

雪せ
っ
け
い
じ

蹊
寺
）

御
詠
歌
：
旅
の
道
う
え
し
も
今
は
高
福
寺
　
の
ち
の
た
の
し
み
有
明
の
月

宗
派
：
臨
済
宗
妙
心
寺
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
高
知
市
長
浜
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長
宗
我
部
元
親
の
秦
神
社
と
菩
提
寺
　
創
建
当
初
は
「
保
寿
山
高
福
寺
」
で
後
に
「
慶
雲
寺
」
と
改
称
。
長
宗
我

部
地
検
帳
（
天
正
十
六
年
・
一
五
八
八
）
に
は
「
慶
雲
寺
」
と
あ
る
。
長
宗
我
部
元
親
が
臨
済
宗
と
し
て
再
興
し
、

長
宗
我
部
家
の
菩
提
寺
と
し
て
元
親
の
法
号
か
ら
寺
名
を
「
雪
蹊
寺
」
と
し
た
。
寺
名
は
変
遷
す
る
が
御
詠
歌
は
高

福
寺
と
詠
む
。

長
宗
我
部
元
親
没
後
に
訪
れ
た
澄
禅
は
、「
高
福
寺
　
中
古
よ
り
禅
宗
に
な
っ
て
、
本
尊
は
薬
師
如
来
。
前
住
職

は
妙
心
寺
派
の
大
和
尚
で
あ
る
。
保
福
山
雪
蹊
寺
と
い
う
。」
と
記
す
。
ま
た
、
寂
本
は
「
本
尊
は
薬
師
如
来
で
両

脇
士
も
弘
法
大
師
の
作
。
保
寿
山
高
福
寺
　
長
宗
我
部
元
親
が
こ
の
寺
を
菩
提
寺
に
し
た
た
め
、
関
山
派
の
僧
侶
が

住
ん
で
雪
蹊
寺
と
改
め
た
。」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
武
四
郎
は
「
保
寿
山
高
福
寺
」
と
記
す
。

江
戸
期
以
降
「
少
林
山
雪
蹊
寺
」
で
あ
る
は
ず
だ
が
記
録
が
混
在
し
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
か
。
二
人
と
も
旧
寺

名
の
高
福
寺
と
記
す
の
は
、
弘
法
大
師
ゆ
か
り
の
寺
名
を
変
え
る
の
は
許
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
四
国

霊
場
で
臨
済
宗
の
札
所
は
藤
井
寺
と
当
寺
の
二
カ
寺
で
あ
る
。
廃
仏
毀
釈
の
混
乱
の
後
に
も
弘
法
大
師
に
配
慮
し
て

か
、
雪
蹊
寺
み
ず
か
ら
、
少
林
山
か
ら
高
福
山
に
改
め
て
い
る
。
幸
福
院
の
院
号
と
い
い
、
遍
路
に
お
も
ね
っ
た
名

づ
け
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
。

本
尊
は
澄
禅
、
寂
本
と
も
に
、
薬
師
如
来
と
し
て
い
る
が
、
同
じ
江
戸
期
中
期
の
土
佐
一
国
の
地
誌
で
あ
る
『
土

佐
州
郡
志
（
一
七
〇
〇
）』
に
は
「
雪
蹊
寺
　
済
家
僧
住
持
号
保
福
山
本
尊
観
音
（
略
）
高
福
寺
後
改
慶
安
寺
」
と

あ
り
、
江
戸
後
期
の
『
南
路
志
（
一
八
一
五
）』
に
は
「
少
林
山
雪
蹊
寺
　
旧
号
高
福
寺
　
慶
雲
寺
　
高
福
山
　
本

尊
馬
頭
観
音
・
勢
至
」
と
両
地
誌
共
に
本
尊
を
観
音
（
馬
頭
観
音
・
勢
至
菩
薩
）
と
記
し
て
い
る
。
本
尊
の
違
い
は

た
だ
ご
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
い
き
さ
つ
は
い
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
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明
治
の
廃
仏
毀
釈
で
は
、
明
治
初
年
に
廃
寺
と
な
り
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
再
興
が
許
可
さ
れ
た
。
明

治
五
年
の
納
経
帳
に
「
三
十
三
番
奉
納
薬
師
如
来
　
竹
林
寺
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
竹
林
寺
が
納
経
を
代
行
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
明
治
十
六
年
の
納
経
帳
に
は
「
奉
　
医
王
尊
　
雪
蹊
寺
」
と
再
興
さ
れ
て
い
る
。

五
来
重
は
「
種
間
寺
に
あ
る
御
座
大
師
が
雪
蹊
寺
の
奥
の
院
」
と
い
う
が
、
御
座
大
師
は
種
﨑
に
あ
る
。

種
間
寺
（
第
三
十
四
番
札
所 

本も
と
お
ざ
ん

尾
山 

朱
し
ゅ
じ
ゃ
く
い
ん

雀
院 

種た
ね

間ま

じ寺
）

御
詠
歌
：
世
の
中
に
ま
け
る
五
穀
の
た
ね
ま
で
ら
　
深
き
如
来
の
大
悲
な
り
け
り

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
〜
八
二
四
）　
　
所
在
：
高
知
市
春
野
町
秋
山

二
つ
の
縁
起
と
二
つ
の
寺
　
種
間
寺
の
縁
起
で
は
、
用
命
天
皇
の
御
代
（
五
八
五
―
八
七
）、
四
天
王
寺
の
造
営

の
た
め
に
百
済
か
ら
招
か
れ
た
工
匠
や
仏
師
が
、
帰
途
の
航
海
中
、
土
佐
沖
で
暴
風
雨
に
遭
遇
し
秋
山
の
湊
に
寄

港
。
彼
ら
は
海
上
安
全
の
た
め
に
薬
師
如
来
の
像
を
刻
み
、
本
尾
山
の
頂
上
に
祀
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

後
、
山
の
下
に
朱
雀
院
（
庫
裏
）
が
で
き
た
。
本
堂
と
鎮
守
が
上
に
あ
り
麓
が
納
経
所
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
縁
起
は
、
弘
法
大
師
が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
五
穀
の
種
を
ま
い
た
こ
と
か
ら
種
間
寺
と
い
う
寺
名
に

な
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
方
が
有
名
で
あ
る
。

五
来
重
は
、
種
間
寺
と
本
尾
山
薬
師
堂
と
は
別
の
も
の
で
、
後
に
一
緒
に
な
っ
て
本
尊
を
薬
師
如
来
、
寺
名
が
種

間
寺
と
な
っ
た
。
種
間
寺
か
ら
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
海
岸
に
近
い
丘
陵
が
本
尾
山
。
そ
の
南
面
崖
の
下
が
旧
奥
の

院
だ
と
言
う
。
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寂
本
の
種
間
寺
図
は
、
高
福
寺
道
か
ら
清
瀧
寺
道
に
行
く
途
中
、
川
（
新
川
か
）
を
渡
る
と
朱
雀
院
と
弁
財
天

池
。
そ
こ
か
ら
上
り
、
山
頂
に
は
本
堂
と
鎮
守
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
文
に
「
今
の
堂
は
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）

前
藩
主
の
山
内
忠
義
が
昔
の
ご
と
く
に
本
尾
の
山
頂
に
建
て
た
も
の
だ
。
三
代
藩
主
山
内
忠
豊
は
寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）
鎮
守
社
を
再
建
し
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
現
在
の
種
間
寺
の
位
置
で
は
な
い
本
尾
山
に
種
間
寺
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
鎮
守
を
『
高
知
県
神
社
明
細
帳
』
で
調
べ
た
ら
秋
山
字
堂
ノ
西
に
鎮
座
す
る
春
日
神
社
の
由

緒
に
、「
神
社
記
云
本
堂
脇
種
間
寺
鎮
守
春
日
社
勧
請
来
歴
不
相
知
寛
文
九
忠
豊
公
御
建
立
」
と
あ
り
寂
本
の
記
述

と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
種
間
寺
の
移
動
と
と
も
に
現
在
の
当
寺
の
西
上
に
遷
宮
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま

た
『
南
路
志
』
に
は
「
本
尾
山
朱
雀
院
種
間
寺
　
本
尊
文
殊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
の
種
間
寺
は
文
殊
で
、
本
尾

山
朱
雀
院
と
一
緒
に
な
っ
た
と
き
に
薬
師
如
来
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、
南
路
志
に
は
「
龍
池
説
話
」「
白

字
の
般
若
」
な
ど
興
味
の
あ
る
記
述
が
あ
る
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
高
知
市

　
垂
水
の
渡
し
（
絶
海
）
三
十
一
番
五
臺
山
金
色
院
竹
林
寺
（
三
十
一
番
札
所
竹
林
寺
）
川
（
下
田
川
）

下
田
村
（
下
田
）
十
市
村
（
十
市
）
卅
二
番
八
葉
山
求
聞
持
院
禪
師
峯
寺
（
三
十
二
番
札
所
禅
師
峰
寺
）

種
﨑
村
（
種
﨑
）
こ
ざ
町
（
種
﨑
）
川
（
浦
戸
の
渡
し
）
み
ま
せ
浦
（
御
畳
瀬
）
長
濱
村
（
長
浜
）
卅
三

番
保
壽
山
高
福
寺
（
三
十
三
番
札
所
雪
渓
寺
）
坂
（
唐
戸
）
も
ろ
き
村
（
春
野
町
東
諸
木
）
秋
山
村
（
春

野
町
秋
山
）
卅
四
番
種
間
寺
本
尾
山
朱
雀
院
（
三
十
四
番
札
所
種
間
寺
）
守
山
村
（
春
野
町
森
山
）
廣
園
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村
（
春
野
町
弘
岡
）

■
高
知
県
土
佐
市

　
ニ
淀
川
（
仁
淀
川
）
高
岡
町
（
高
岡
）

武
四
郎
は
種
﨑
か
ら
浦
戸
に
渡
る
「
浦
戸
の
渡
し
」
を
「
川
」
と
記
し
て
い
る
。
今
も
遍
路
道
と
し
て
「
海
の

道
」
が
あ
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
当
時
は
「
渡
し
せ
ん
壱
人
前
三
文
」
の
船
賃
が
い
る
が
、
現
在
は
高
知
県
営

渡
船
と
し
て
無
料
で
一
時
間
に
一
本
運
行
さ
れ
て
い
る
。
雪
渓
寺
、
種
間
寺
、
仁
淀
川
へ
と
続
く
へ
ん
ろ
道
は
現

在
も
同
じ
で
あ
る
。
一
番
の
観
光
地
「
桂
浜
」
に
は
立
ち
寄
っ
て
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
代
は
そ
う
有
名
で
も

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
今
で
は
坂
本
龍
馬
の
銅
像
と
同
じ
目
線
で
太
平
洋
の

向
こ
う
を
見
よ
う
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
。
高
知
は
、
な
ん
で
も
龍
馬
頼

み
。
弘
法
大
師
頼
み
の
四
国
霊
場
と
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
同
根
だ
。

四
萬
八
川
と
い
う
仁
淀
川

武
四
郎
は
「
二
淀
川
」
の
段
で
「
舟
渡
し
。
此
川
を
四
萬
八
川
と
も
云
え

り
。
川
源
阿
波
、
讃
岐
、
伊
予
辺
よ
り
来
る
故
に
水
深
く
、
諸
流
落
合
而
く

る
が
ゆ
え
に
四
萬
八
川
と
云
へ
り
。
船
せ
ん
廿
四
文
。」
と
説
明
す
る
が
、

実
際
は
、
大
河
で
は
あ
る
も
の
の
伊
予
国
の
石
鎚
山
系
を
源
と
し
て
土
佐
に

流
れ
る
四
国
第
三
の
川
で
あ
る
。
武
四
郎
は
仁
淀
川
の
別
称
と
し
て
「
四
萬

八
川
」
を
挙
げ
て
い
る
。

雪渓寺からの同行遍路（仁淀川堤防）
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仁
淀
川
の
概
説
と
し
て
、
片
岡
雅
文
の
『
土
佐
地
名
往
来
』（
高
知
新
聞
連
載
コ
ラ
ム
）
を
紹
介
す
る
。
古
く
は

〝
み
わ
が
わ
＝
神
河
〟
と
呼
ん
だ
ら
し
い
。
祭
事
の
神
酒
を
つ
く
る
水
に
こ
の
川
を
使
っ
た
（
土
佐
風
土
記
逸
文
）。

こ
れ
と
は
別
に
「
に
よ
ど
が
わ
」
の
川
名
も
昔
か
ら
あ
っ
た
と
し
て
片
岡
は
二
つ
の
由
来
説
を
述
べ
て
い
る
。
①
贄

殿
川
説
は
、
こ
の
川
で
取
れ
た
鮎
を
朝
廷
へ
献
上
す
る
こ
と
に
よ
る
。「
贄に

え

」
は
天
皇
に
捧
げ
る
魚
や
鳥
の
こ
と
。

「
贄に

え
ど
の殿

」
は
国
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
贄
を
納
め
る
殿
舎
で
、
仁
淀
川
は
鮎
の
名
産
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
贄
殿
川
」
が

転
訛
し
た
も
の
。「
贄
」
地
名
は
各
地
に
散
見
さ
れ
る
。
②
似
淀
川
説
は
、
高
岳
親
王
が
入
唐
の
途
中
、
高
岡
に
立

ち
寄
り
、
山
城
国
の
淀
川
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
「
似
淀
川
」
と
名
付
け
た
と
い
う
も
の
。
片
岡
は
諸
説
あ
る
な
か

で
「
贄
殿
川
」
が
根
拠
は
な
い
も
の
の
妥
当
で
は
な
い
か
と
い
う
。『
土
佐
州
郡
志
』
に
は
「
ニ
淀
川
」
と
記
さ
れ

る
。
山
城
国
で
淀
川
と
は
言
っ
た
と
い
う
の
は
、
淀
川
が
下
流
域
の
川
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
疑
わ
し
い
。
贄
殿
川
に

つ
い
て
『
延
喜
式
』
の
巻
二
十
四
、二
十
五
の
主
計
寮
の
部
（
全
国
の
庸
調
の
割
当
、
全
国
の
特
産
物
が
記
録
）
を

当
た
っ
て
み
た
が
、
土
佐
か
ら
の
献
納
品
に
堅
魚
（
カ
ツ
オ
）
と
と
も
に
年
魚
（
鮎
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

が
、
贄
・
贄
殿
か
ら
仁
淀
川
由
来
の
意
図
を
探
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
全
国
の
「
贄
」
地
名
を
見
て
も
、
長
野

の
「
贄
川
」
は
温
泉
が
あ
っ
た
時
代
は
「
熱
川
」
と
書
か
れ
た
が
、
温
泉
が
枯
れ
て
「
贄
川
」
の
漢
字
を
当
て
た
と

い
う
。
三
重
県
の
「
贄
浦
」
は
伊
勢
神
宮
と
深
い
関
係
に
あ
り
神
饌
の
魚
を
こ
の
地
か
ら
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
。
は

た
し
て
仁
淀
川
の
鮎
が
贄
と
し
て
地
名
に
な
る
ほ
ど
の
由
緒
が
あ
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
し
、
贄
殿
と
の
関
連
性
は

何
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
仁
淀
川
の
研
究
者
に
教
え
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

澄
禅
は
「
新
居
戸
ノ
渡
」
と
記
し
て
い
る
。
新
居
戸
が
二
淀
に
転
訛
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

武
四
郎
の
「
四
萬
八
川
」
説
は
初
め
て
聞
く
が
、「
諸
流
落
合
」
ど
こ
と
な
く
四
万
十
の
支
流
を
集
め
た
と
い
う
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四
万
十
川
の
由
来
に
似
て
い
る
。
武
四
郎
に
川
名
を
聞
か
れ
た
地
元
の
人
が
ひ
ょ
う
き
ん
に
「
四
万
八
川
」
と
い
っ

た
の
か
、
上
流
の
仁
淀
川
第
一
支
上
八
川
の
下
流
だ
か
ら
「
し
も
や
か
わ
」
と
冗
談
で
言
っ
た
の
を
「
四
萬
八
川
」

と
書
き
留
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

地名アラカルト⑧

－ここだけの地名「サイノウ」－

　高知県下の小字「サイノウ」は 51 ヶ所あり

39 ヶ所が四万十町窪川地域に分布する▼川野茂

信は『長宗我部地検帳のホノギについて』でサ

イノウの県下の分布図を示し「サイノウは窪川

台地に集中」と述べる▼境界地名である「サイ

（賽）」と畦道を示す「ノウテ（縄手）」の最終

音のテが消音した「ノウ」の合成音が「サイノ

ウ」で、山寄りの畦道をこのように呼ぶことと

なった。多くは長宗我部地検帳のホノギとして

見られる中世以前からの地名である▼田と山谷

の際、水利の始点の位置にある田として特定し

た名称で呼ばれたのではないか。それが周囲の

ランドマークとなる地形的な特徴や周辺樹木、

耕作者を合成し「坂サイノウ」や「柿サイノ

ウ」、「仲間サイノウ」と地名化▼稲作にとって

境界とは山の神から田の神に変わる時間的な境

界と里山と田の境となる空間的な境界の二面性

がある。千葉徳爾は「ノウテは縄手ではなく、

苗代のノウシロを短縮したノウではないか」と

いう。私も同感する。

 　　　　　　　　　　　Google マイマップ
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四
国
遍
路
　
三
十
八
日
目
（
土
佐
市
高
岡
町
～
35
・
36
～
須
崎
市
安
和
）

高
知
県
土
佐
市
高
岡
町
甲
（
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ン
土
佐
）

　
〜
　
四
〇･

八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
一
〇
時
間
五
〇
分

高
知
県
須
崎
市
安
和
（
民
宿
安
和
の
里
）

活
動
日
記

朝
六
時
の
ま
だ
薄
暗
い
中
、
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ン
土
佐
に
ザ
ッ
ク
を
置
い

た
ま
ま
清
滝
寺
に
向
か
っ
た
。

ラ
イ
ト
を
持
っ
て
く
る
の
を
忘
れ
た
。
急
い
で
歩
く
う
ち
に
汗
ば
ん

で
き
た
。
上
着
を
脱
ぐ
時
に
錫
杖
を
落
と
し
、
金
具
部
分
を
破
損
さ
せ

て
し
ま
っ
た
。
朝
起
き
て
眼
鏡
も
行
方
不
明
で
そ
の
上
に
納
経
代
も
賽

銭
も
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。

ま
、
錫
杖
は
修
理
す
れ
ば
い
い
し
、
眼
鏡
は
ベ
ッ
ト
の
脇
に
で
も
落

ち
て
い
る
だ
ろ
う
し
納
経
は
今
度
来
る
と
き
に
す
れ
ば
い
い
。
な
る
よ

う
に
な
る
さ
は
般
若
心
経
の
エ
ト
ス
と
勝
手
に
解
釈
し
て
い
る
。
そ
う

考
え
る
と
楽
に
な
る
。

少
し
明
る
く
な
っ
た
山
道
の
先
に
チ
ョ
ン
、
チ
ョ
ン
と
動
く
も
の
が

い
る
。
八
咫
烏
の
水
先
案
内
で
は
な
く
、
ジ
ョ
ウ
ビ
タ
キ
の
よ
う
だ
。

横浪三里の渡船 530 円（須崎市浦ノ内）

四
国
遍
路  

三
十
八
日
目
（
土
佐
市
高
岡
町
～
35
・
36
～
須
崎
市
安
和
）
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「
コ
ッ
チ
、
コ
ッ
チ
」
と
鳴
き
な
が
ら
飛
び
跳
ね
る
。
着
け
ば
七
時
前
だ
が
一
人
で
祈
り
を
捧
げ
た
。

気
が
つ
い
た
こ
と
が
、
清
瀧
寺
の
サ
ン
ズ
イ
を
取
る
と
青
龍
寺
に
な
る
こ
と
。
何
か
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

の
で
帰
っ
て
か
ら
調
べ
て
み
よ
う
。
弘
法
大
師
も
こ
の
青
龍
寺
か
ら
石
鎚
山
に
向
か
っ
た
と
い
う
。
青
龍
寺
の
納
経

所
で
「
本
堂
の
隣
に
神
社
が
あ
る
が
、
石
鎚
神
社
か
」
と
問
う
と
白
山
神
社
と
答
え
て
く
れ
た
。

明
日
の
最
終
日
の
た
め
に
宿
を
安
和
の
「
民
宿
安
和
の
里
」
に
し
た
も
の
の
、
塚
地
峠
や
井
の
尻
峠
の
へ
ん
ろ
道

を
選
択
し
た
こ
と
で
大
い
に
時
間
を
食
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
う
え
に
武
四
郎
が
歩
い
た
浦
ノ
内
湾
の
北
側
に
決
め

た
が
、
浦
ノ
内
の
入
江
は
深
く
一
向
に
前
へ
進
ま
な
い
。
こ
れ
で
は
宿
に
着
く
の
が
十
九
時
を
過
ぎ
て
し
ま
う
。
歩

く
の
を
あ
き
ら
め
て
、
須
崎
市
営
巡
航
船
、
タ
ク
シ
ー
、
列
車
を
利
用
し
移
動
し
た
。

巡
航
船
は
三
本
し
か
な
い
が
ち
ょ
う
ど
一
時
間
待
っ
た
ら
十
五
時
五
分
発
（
深
浦
～
横
浪
五
百
三
十
円
）
に
乗
れ

る
。
教
え
て
く
れ
た
お
じ
さ
ん
に
「
退
屈
だ
か
ら
待
つ
間
ト
ギ
を
し
て
」
と
お
願
い
し
い
ろ
い
ろ
と
話
を
伺
っ
た
。

そ
う
い
え
ば
親
戚
の
味
元
栄
三
が
こ
こ
で
タ
イ
の
養
殖
を
し
て
い
る
は
ず
だ
。
聞
く
と
そ
う
だ
と
い
う
。
お
じ
さ
ん

の
名
は
福
本
で
、
こ
こ
ら
に
は
多
い
姓
だ
そ
う
だ
。

タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
た
た
め
に
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
の
軌
跡
（
ロ
グ
）
が
直
線
化
。
最
後
に
し
て
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
と
な
っ
た

が
、
こ
れ
も
楽
し
。
最
後
の
泊
ま
り
と
な
っ
た
宿
で
は
、
一
人
ビ
ー
ル
で
乾
杯
し
た
。

昨
日
、
春
野
町
の
野
菜
農
家
の
お
嬢
さ
ん
が
「
私
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
中
土
佐
の
大
坂
に
お
っ
て
、
お
遍
路
さ
ん

の
休
憩
所
を
や
っ
て
い
る
の
で
寄
っ
て
っ
て
」
と
言
っ
て
い
た
。
大
坂
に
す
る
か
添
え
蚯
蚓
に
す
る
か
、
明
日
の
気

の
向
く
ま
ま
に
し
よ
う
。
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清
瀧
寺
（
第
三
十
五
番
札
所 

醫い
お
う
ざ
ん

王
山 

鏡き
ょ
う
ち
い
ん

池
院 

清き
よ
た
き
じ

瀧
寺
）

御
詠
歌
：
澄
む
水
を
汲
む
は
心
の
清
瀧
寺
　
波
の
花
散
る
岩
の
羽
衣

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
厄
除
薬
師
如
来
　
　
開
基
：
行
基
菩
薩

創
建
：
養
老
七
年
（
七
二
三
）　
　
所
在
：
土
佐
市
高
岡
町
丁

神
仏
習
合
の
清
瀧
寺
　
澄
禅
は
「
清
瀧
寺
醫
王
山
　
本
堂
南
向
き
、
本
尊
薬
師
如
来
。
こ
こ
も
再
興
し
て
立
派
で

あ
る
。
真
言
宗
、
寺
中
に
六
坊
あ
る
。
麓
に
八
幡
宮
が
あ
る
。」
と
述
べ
る
。
寂
本
は
清
瀧
寺
図
に
麓
に
池
と
鏡
智

院
と
鐘
楼
。
仁
王
門
を
く
ぐ
り
石
段
を
上
り
正
面
に
本
堂
、
左
に
弁
財
天
、
大
師
、
真
如
墓
、
右
に
鎮
守
、
カ
ナ
ハ

松
が
描
か
れ
て
い
る
。
武
四
郎
も
「
大
師
堂
、
真
如
親
王
、
鎮
守
熊
野
社
」
と
記
し
て
い
る
。
寂
本
は
真
如
に
つ
い

て
、
大
師
御
影
堂
の
隣
に
真
如
親
王
（
高た

か
お
か
し
ん
の
う

岳
親
王
）
の
墓
（
五
輪
塔
）
が
あ
る
。
真
如
が
入
唐
す
る
と
き
、
し
ば
ら

く
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
。
そ
の
地
を
御
所
の
内
と
名
づ
け
て
い
た
。
唐
・
イ
ン
ド
ま
で
遠
遊
の
た
め
前
も
っ
て
墓

を
築
い
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

『
南
路
志
』
は
「
醫
王
山
境
地
院
清
瀧
寺
」
の
段
で
、
養
老
七
年
行
基
が
伽
藍
於
比
山
に
建
造
し
景
山
密
院
釋
本

寺
と
号
し
た
こ
と
、
弘
法
大
師
が
高
岡
親
王
（
真
如
）
を
供
っ
て
清
滝
寺
に
来
た
こ
と
、
清
瀧
、
鳴
瀧
、
細
瀧
の
三

滝
が
あ
っ
た
こ
と
、
当
山
鎮
守
神
と
し
て
山
城
国
愛
宕
権
現
・
八
幡
宮
を
勧
請
し
た
こ
と
、
こ
の
高
岳
親
王
の
故
に

よ
り
こ
の
地
が
高
岡
と
な
っ
た
、
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
境
内
の
大
師
堂
（
御
影
堂
）
建
立
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

美
作
国
意
伯
と
云
道
心
者
建
立
ツ
云
傳

当
山
旧
記
ニ
も
、
美
作
国
野
介
村
人
当
山
古
寺
床
ニ
暫
住
居
ト
記
有
之
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但
奥
ニ
記
御
影
堂
休
意
棟
札
ニ
ハ
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
休
意
造
立
ト
有
之

然
ニ
右
御
影
堂
ハ
今
之
大
師
堂
之
事
と
云
傳
也
。
右
休
意
、
後
改
意
伯
由
云
傳
。
大
師
堂
奉
作
事

寂
本
が
来
寺
す
る
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。
澄
禅
が
来
寺
し
た
の
が
寂
本
の
二
十
六
年
前
で
こ
の
と
き
は
寺

中
に
六
坊
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
火
災
か
何
か
で
荒
廃
し
た
の
だ
ろ
う
。
美
作
の
意
伯
は
「
当
山
古
寺
床
ニ

暫
住
居
」
し
な
が
ら
御
影
堂
を
作
善
し
た
と
い
う
。
長
い
歴
史
の
な
か
、
寺
の
浮
き
沈
み
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ

る
が
、
高
岡
の
地
名
と
お
な
じ
タ
カ
オ
カ
で
あ
る
こ
と
か
ら
高
岳
親
王
（
真
如
）
の
物
語
を
付
け
く
わ
え
た
の
だ
ろ

う
。『

高
知
県
神
社
明
細
帳
』
の
松
尾
八
幡
宮
（
郷
社
・
高
岡
町
字
八
幡
鎮
座
）
の
由
緒
に
は
真
如
親
王
が
京
都
石
清

水
八
幡
宮
を
勧
請
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
澄
禅
も
「
麓
に
八
幡
宮
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
堂
が
山
上

に
あ
り
、
六
坊
の
一
つ
で
あ
る
麓
の
八
幡
宮
別
当
寺
・
鏡
池
院
が
納
経
所
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
愛
宕
神
社
の

由
緒
に
は
「
神
社
牒
云
清
瀧
寺
境
内
愛
宕
権
現
、
棟
札
文
曰
応
永
廿
二
年
（
一
四
一
五
）
乙
未
九
月
十
九
日
上
棟
清

瀧
寺
宮
殿
願
主
沙
弥
浄
全
。
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
辛
巳
二
月
吉
日
造
立
山
王
権
現
在
大
願
主
対
馬
守
忠
安
公

…
…
」
と
あ
る
。
境
内
の
愛
宕
権
現
や
山
王
権
現
、
麓
の
八
幡
宮
別
当
寺
な
ど
、
こ
こ
も
神
仏
習
合
の
色
濃
い
札
所

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

ど
う
い
っ
た
経
緯
な
の
か
現
在
は
琴
平
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。
東
谷
か
ら
嘉
永
年
中
（
一
八
四
八
―
五
五
）

に
遷
宮
さ
れ
た
と
『
高
知
県
神
社
明
細
帳
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
境
内
の
石
碑
に
は
「
琴
平
神
社
の
創
建
は

三
百
二
十
余
年
前
（
※
一
六
七
〇
年
前
後
）
と
推
定
さ
れ
る
。
神
社
本
殿
は
〝
奉
再
建
山
神
宮
〟
と
あ
る
天
保
二
年

（
一
八
三
一
）
の
棟
札
に
よ
り
こ
の
時
代
の
も
の
と
推
定
」
と
書
か
れ
て
い
る
。『
南
路
志
』、『
高
知
県
神
社
明
細
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帳
』
と
の
齟
齬
が
あ
り
再
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

青
龍
寺
（
第
三
十
六
番
札
所 

独と
っ
こ
う
ざ
ん

鈷
山 

伊い
し
ゃ
な
い
ん

舎
那
院 

青
し
ょ
う
り
ゅ
う
じ

龍
寺
）

御
詠
歌
：
わ
ず
か
な
る
泉
に
す
め
る
青
龍
は
　
仏
法
守
護
の
誓
い
と
ぞ
き
く

宗
派
：
真
言
宗
豊
山
派
　
　
本
尊
：
波
切
不
動
明
王
　
　
開
基
：
弘
法
大
師

創
建
：
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）　
　
所
在
：
土
佐
市
宇
佐
町
竜

独
鈷
飛
来
の
地
は
海
を
渡
る
札
所
　
四
国
遍
路
で
海
を
渡
る
の
は
浦
戸
の
渡
し
と
宇
佐
福
島
か
ら
井
尻
に
向
か
う

こ
の
地
だ
け
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
青
龍
寺
の
縁
起
に
、
弘
法
大
師
が
青
龍
寺
を
創
建
す
る
際
に
、
浦
ノ
内
湾
を
船
で
渡

り
、
お
供
を
し
た
八
人
が
残
っ
て
「
竜
の
渡
し
」
の
船
守
を
近
代
ま
で
営
々
と
伝
え
て
き
た
と
い
う
。
昭
和
四
十
八

年
（
一
九
七
三
）
に
宇
佐
大
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。

青
龍
寺
の
寺
名
の
由
来
は
、
弘
法
大
師
が
入
唐
し
た
と
き
の
師
匠
が
恵
果
和
尚
で
師
匠
の
い
た
寺
が
青
龍
寺
で

あ
っ
た
。
投
げ
た
独
鈷
が
こ
の
地
の
松
に
留
ま
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
。

澄
禅
は
「
青
龍
寺
は
本
堂
東
向
き
、
本
尊
不
動
明
王
。
鎮
守
は
白
山
権
現
。
大
師
開
山
の
折
、
中
国
の
青
龍
寺
に

似
て
い
た
の
で
青
龍
寺
と
し
た
。
獨
鈷
山
伊
遮
那
院
、
如
意
山
光
明
法
寺
道
場
院
、
摩
留
山
赤
木
寺
龍
宝
院
と
多
く

の
名
が
あ
る
。
独
鈷
山
と
い
う
の
は
北
東
に
独
鈷
杵
に
似
た
独
鈷
嶽
が
あ
る
か
ら
。
頂
上
に
不
動
堂
が
あ
っ
た
が
山

火
事
で
焼
失
し
た
。
本
堂
再
興
時
に
太
守
が
小
倉
庄
助
に
命
じ
て
六
尺
ほ
ど
の
不
動
石
像
を
造
り
、
九
尺
四
方
の
石

堂
に
安
置
し
た
。」
と
あ
る
。
赤
木
寺
の
由
緒
も
述
べ
て
い
る
。

澄
禅
は
「
独
鈷
山
」「
如
意
山
」「
摩
留
山
」
の
三
山
を
示
し
、
如
意
山
に
本
堂
が
あ
り
、
本
堂
の
北
東
と
な
る
独
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鈷
山
に
不
動
堂
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
消
去
法
で
察
す
れ
ば
摩
留
山
は
庫
裏
の
裏
山
と
な
る
か
。
た
だ
、
現
在

比
定
さ
れ
る
奥
の
院
は
、
寂
本
の
い
う
「
堂
か
ら
四
町
ほ
ど
西
に
奥
の
院
」
の
所
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西

か
ら
の
順
で
、
如
意
山
に
本
堂
が
あ
り
、
摩
留
山
に
庫
裏
が
あ
り
、
独
鈷
山
に
奥
の
院
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

『
南
路
志
』
に
は
正
保
年
間
（
一
六
四
五
―
四
八
）
に
山
内
忠
義
公
が
本
堂
再
興
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
土
佐
市

　
高
岡
町
（
高
岡
）
卅
五
番
醫
王
山
鏡
智
院
清
瀧
寺
（
三
十
五
番
札
所
清
瀧
寺
）
い
せ
き
村
（
井
関
）
小

川
（
波
介
川
）
つ
か
じ
村
（
塚
地
）
宇
佐
浦
（
宇
佐
町
宇
佐
）
猪
の
尻
浦
（
宇
佐
町
井
尻
）
龍
村
（
竜
）

目
洗
清
水
（
不
明
）
卅
六
番
独
鈷
投
山
伊
舎
那
院
青
龍
寺
（
三
十
六
番
札
所
青
龍
寺
）
宇
佐
坂
（
不
明
）

■
高
知
県
須
崎
市

　
か
う
そ
村
（
浦
ノ
内
塩
間
・
高
祖
集
落
）
し
あ
い
坂
（
浦
ノ
内
塩
間
）
出
見
村
（
浦
ノ
内
出
見
）
出
見

坂
（
出
見
坂
）
た
ち
め
坂
（
立
目
坂
）
た
ち
め
村
（
浦
ノ
内
立
目
摺
木
）
あ
る
く
ま
坂
（
赤
熊
坂
）
さ
せ

う
坂
（
サ
セ
ブ
坂
）
す
る
き
村
（
浦
ノ
内
立
目
摺
木
）
立
石
村
（
不
明
）
ど
う
め
き
坂
（
不
明
）
横
浪

村
（
浦
ノ
内
東
分
・
横
浪
）
奥
浦
村
（
浦
ノ
内
西
分
・
東
分
）
佛
坂
（
仏
坂
）
か
う
田
村
（
神
田
）
と
さ

き
村
（
土
崎
町
）
鳥
越
坂
（
鳥
越
坂
）
今
在
家
（
お
大
師
通
り
）
す
き
川
（
新
荘
川
）
か
ど
や
坂
（
角
谷

坂
）
あ
わ
村
（
安
和
）

塚
地
か
ら
宇
佐
へ
越
え
る
へ
ん
ろ
道
、
井
尻
の
港
か
ら
青
龍
寺
へ
向
か
う
へ
ん
ろ
道
と
、
山
越
え
の
へ
ん
ろ
道
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が
続
く
。
青
龍
寺
へ
は
打
ち
戻
り
が
い
い
と
案
内
し
、「
猪
の
尻
浦
（
井
尻
）
へ
も
ど
り
、
此
処
よ
り
船
を
や
と
い

て
、
横
浪
と
云
へ
船
而
行
も
よ
ろ
し
」
と
浦
ノ
内
湾
を
船
で
西
端
・
横
浪
ま
で
行
く
こ
と
を
紹
介
す
る
が
、
船
賃
が

高
く
、
武
四
郎
は
横
浪
三
里
を
「
土
州
の
八
坂
八
浜
」
と
い
い
、
こ
の
へ
ん
ろ
道
を
歩
い
た
よ
う
だ
。

土
佐
の
八
坂
八
浜

澄
禅
は
「
陸
路
は
三
里
で
あ
る
が
、
難
所
で
あ
る
の
で
昔
よ
り
舟
路
を
利
用
す
る
人
が
多
い
。」
と
い
う
。
こ
の

舟
便
は
「
御
免
の
渡
し
」
と
呼
ば
れ
、
遍
路
本
来
は
歩
く
べ
き
だ
が
、
弘
法
大
師
の
許
可
が
あ
る
と
い
う
。
先
に
述

べ
た
弘
法
大
師
に
お
供
を
し
た
舟
守
八
人
衆
が
権
利
を
独
占
し
て
い
た
と
い
う
。

武
四
郎
の
記
す
「
八
坂
（
ヌ
キ
ナ
シ
機
坂
）」
は
次
の
と
お
り
。

【
武
四
郎
】 

 
 

【
真
念
】

宇
佐
坂 

 

う
さ
坂
（
は
い
か
た
坂
）　 

　
※
宇
佐
福
島
か
ら
坂
本
へ
の
山
越
え
道

し
あ
い
坂 

 

し
あ
い
坂
（
高
祖
坂
）　
　 

　
※
灰
方
か
ら
塩
間
の
高
祖
に
越
え
る
道

出
見
坂 

 

出
見
坂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
千
仏
か
ら
出
見
の
芝
崎
へ
越
え
る
道

た
ち
め
坂 

 

た
ち
め
坂
　
　
　
　
　
　
　
　
※
出
見
の
春
日
か
ら
立
目
へ
越
え
る
道

あ
る
く
ま
坂 

 

あ
か
く
ま
坂
　
　
　
　
　
　
　
※
不
明
。
浦
ノ
内
立
目
摺
木
に
小
字
「
赤
熊
」

さ
せ
う
坂 

 

さ
せ
ぶ
坂
　
　
　
　
　
　
　
　
※
不
明
。
浦
ノ
内
立
目
摺
木
に
小
字
「
サ
セ
ブ
」

 
 

 

た
て
い
し
坂
　
　
　
　
　
　
　
※
不
明

ど
う
め
き
坂 

 

だ
う
め
き
坂
　
　
　
　
　
　
　
※
不
明
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今
在
家

『
土
佐
州
郡
志
』
の
須
崎
村
（
須
崎
市
）
の
段
に
古
市
町
、
職
人
町
、
原
町
、
新
町
、
芝
町
の
五
町
区
が
あ
り
、

洲
﨑
浦
（
須
崎
市
）
段
に
は
の
枝
村
と
し
て
釣
人
町
、
今
在
家
町
と
あ
る
。『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
の
「
土
佐
国
高

岡
郡
津
野
洲
崎
地
検
帳
」
に
は
「
岡
」「
市
」「
浜
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
洲
﨑
浦
が
「
浜
」
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
今

在
家
の
ホ
ノ
ギ
は
な
い
が
、
大
善
寺
領
が
八
筆
あ
る
。
こ
の
大
善
寺
は
、
真
念
が
「
土
さ
き
村
、
と
り
こ
え
坂
、
今

ざ
い
け
村
大
師
堂
」
と
記
す
、
今
在
家
の
大
善
寺
の
大
師
堂
の
こ
と
だ
ろ
う
。

「
今
在
家
」
の
「
在
家
」
は
、
出
家
に
対
し
在
俗
の
ま
ま
仏
道
修
行
す
る
意
味
な
の
だ
が
、
も
う
一
方
で
、
在

郷
、
在
所
と
い
っ
た
、
田
舎
や
村
を
意
味
し
た
り
、
都
市
の
近
郊
を
表
す
場
合
も
あ
る
。
中
世
の
荘
園
、
寺
領
に
お

い
て
宅
地
・
田
畑
、
住
人
を
一
つ
の
単
位
で
年
貢
等
の
賦
課
に
当
た
っ
て
き
た
が
、
そ
の
ま
と
ま
り
の
領
域
が
在
家

で
あ
る
。
そ
の
本
と
な
る
の
が
「
本
在
家
」
で
、
新
た
な
ま
と
ま
り
と
な
っ
た
の
が
「
脇
在
家
」
で
あ
る
。
一
戸
の

発
達
段
階
が
本
家
―
分
家
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
在
家
―
脇
在
家
は
在
家
支
配
が
非
農
民
に
関
し
て
も
向
け
ら
れ
る

な
ど
、
権
力
の
支
配
構
造
、
集
落
形
成
の
発
達
段
階
が
推
定
で
き
る
地
名
群
で
あ
る
。
地
名
と
し
て
は
本
在
家
、
今

在
家
、
新
在
家
、
向
在
家
な
ど
が
あ
る
。

全
国
の
「
今
在
家
村
」
は
二
十
九
カ
村
あ
り
、
四
国
に
は
愛
媛
県
西
条
市
今
在
家
・
愛
媛
県
松
山
市
今
在
家
が

あ
る
。
ま
た
「
新
在
家
村
」
は
二
十
八
カ
村
あ
り
、
四
国
に
は
四
万
十
町
土
居
（
元
新
在
家
村
）
が
あ
る
。
同
じ

四
万
十
町
に
「
本
在
家
」
の
村
が
あ
っ
た
が
明
治
九
年
の
町
村
合
併
で
七
つ
の
村
が
合
併
し
七
里
村
と
な
っ
た
。

『
地
名
用
語
語
源
辞
典
』
で
は
「
今
在
家
」
に
つ
い
て
「
近
世
の
新
田
集
落
を
表
わ
す
地
名
用
語
。
西
日
本
に
多

い
。」
と
あ
る
。
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高
知
県
の
字
一
覧
に
見
ら
れ
る
在
家
関
連
の
小
字
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
今
在
家
　
い
の
町
伊
野
、
い
の
町
小
野
、
佐
川
町
加
茂
、
中
土
佐
町
大
野
見
大
股
、
四
万
十
町
弘
見
、
四
万
十

　
　
　
　
　
町
戸
川
、
四
万
十
市
久
樹
、
大
月
町
樫
ノ
浦
、
大
月
町
口
目
塚
（
今
池
・
い
ま
ざ
い
け
）

　
新
在
家
　
芸
西
村
西
分
甲
、
香
南
市
夜
須
町
夜
須
川
、
高
知
市
鏡
梅
ノ
木
、
高
知
市
春
野
町
森
山
、
い
の
町

　
　
　
　
　
勝
賀
瀬
、
土
佐
市
宇
佐
町
宇
佐
、
土
佐
清
水
市
津
呂
、
宿
毛
市
平
田
町
黒
川

　
須
崎
市
安
和
岡
在
家
　
　
　
須
崎
市
安
和
向
在
家
　
　
　
津
野
町
芳
生
野
乙
尾
在
家

　
四
万
十
市
西
土
佐
津
野
川
カ
ジ
在
家
　
　
　
南
国
市
里
改
田
在
家
田
　
　
　

　
佐
川
町
黒
原
カ
ラ
ザ
イ
ケ
畑
　
　
　
須
崎
市
土
崎
コ
サ
イ
ケ
　
　
　
須
崎
市
浦
ノ
内
西
分
ザ
イ
ケ
田
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愚草の川柳集⑱選
「宿痾」
2021 / 春

文明の宿痾の洞に　人は棲み
二枚舌　宿痾仮病に遣い分け
投資なき資本喪服の　終列車
資本主義　不要不急の置きみやげ 

※世界報道自由度ランキング 67 位では、ほんと
うの日本の姿がみえない。「投資なき資本」もそ
のとおりだ。小泉と平蔵のタッグは法人税率を下
げ、雇用の流動化施策を実施。これで、大企業は
労働分配率を下げ、先行投資や研究開発もせずに
数百兆円の内部留保をためこんだ。日本の科学力
ならコロナワクチンの開発などすぐやるかと思え
ば、技術力、裏技、奥の手なにもない。最高の政
策は「自粛」だのみ、人だのみ。SNSの「いいね」
に変わる「いかんぜよ」をつくってよ。佐々木愚
草はそんな病巣を「宿痾」という。

HP「四万十町地名辞典」引用
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四
国
遍
路
　
三
十
九
日
目
（
須
崎
市
安
和
～
四
万
十
町
茂
串
町
）

高
知
県
須
崎
市
安
和
（
民
宿
安
和
の
里
）

　
〜
　
二
八･

八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
九
時
間
一
二
分

高
知
県
高
岡
郡
四
万
十
町
茂
串
町
（
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
）

活
動
日
記

長
い
道
の
り
も
今
日
が
最
終
日
と
な
る
。
民
宿
「
安
和
の
里
」
の
二

杯
飯
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
満
タ
ン
補
填
。
焼
坂
と
大
坂
の
県
下
で
も
指
折

り
の
険
難
な
二
つ
の
峠
を
越
え
、
七
子
峠
に
や
っ
と
た
ど
り
着
い
た
。

武
四
郎
は
添そ

え
み
み
ず

蚯
蚓
を
歩
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
昨
日
、
高
知
市
春
野
町

西
諸
木
の
ハ
ウ
ス
農
家
の
お
嬢
さ
ん
が
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
中
土
佐
の

大
坂
で
お
接
待
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
の
で
大
坂
の
へ
ん
ろ
道
に
決
め

た
。
添
蚯
蚓
は
中
土
佐
の
市
街
地
か
ら
す
ぐ
山
道
と
な
る
が
、
大
坂
は

奥
深
く
ま
で
平
坦
な
農
道
と
林
道
が
続
き
、
登
り
口
か
ら
一
気
に
急
登

と
な
り
、
小
一
時
間
で
七
子
峠
と
な
る
。

峠
に
は
昨
年
オ
ー
プ
ン
し
た
「
こ
こ
ろ
の
七
子
茶
屋
」
が
あ
る
。
御

主
人
の
山
本
哲
資
先
生
に
頼
ま
れ
た
代
参
に
つ
い
て
「
懇
ろ
に
〇
さ
ん

の
病
気
平
癒
を
祈
念
し
た
」
と
伝
え
、
コ
ー
ヒ
ー
と
ミ
レ
ー
ビ
ス
ケ
ッ

こころの七子茶屋（四万十町床鍋）

四
国
遍
路  

三
十
九
日
目
（
須
崎
市
安
和
～
四
万
十
町
茂
串
町
）
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ト
の
お
接
待
を
受
け
た
。
二
階
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
な
っ
て
お
り
、
四
国
の
数
多
い
接
待
所
を
見
て
き
た
が
確
実
に
一

番
だ
と
思
う
。

い
つ
も
の
町
だ
が
歩
く
と
長
い
道
の
り
と
な
る
。
岩
本
寺
に
着
い
た
の
は
十
六
時
に
な
っ
て
い
た
。
山
門
前
は
サ

イ
ク
リ
ン
グ
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
が
、
境
内
は
も
っ
と
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
空
間

に
変
身
し
て
い
た
。
岩
本
寺
の
ア
ー
ト
は
伝
統
だ
。
岩
本
寺
本
堂
の
格
子
天
井
に
描
か
れ
た
ア
ー
ト
で
、
マ
リ
リ
ン

モ
ン
ロ
ー
が
有
名
だ
。
本
堂
に
は
本
尊
五
仏
が
示
さ
れ
て
い
る
。
明
治
以
前
の
札
所
で
あ
っ
た
「
五
社
」
の
本
地
仏

で
あ
る
。

門
前
の
果
物
屋
さ
ん
の
北
村
さ
ん
に
結
願
を
報
告
し
て
迎
え
の
妻
の
車
に
乗
っ
た
。

我
が
家
は
や
っ
ぱ
り
い
い
な
ー
。

Ｙ
Ｏ
Ｈ
３
、
Ｍ
Ｉ
Ｚ
Ｕ
ほ
か
活
動
日
記
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
。
あ
り
が
と
う
。
今
日
が
最
終
回
で
す
。

関
係
者
に
は
後
日
、
ま
と
め
た
冊
子
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
断
ら
ず
に
お
納
め
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
ま
い

武
四
郎
の
軌
跡

■
高
知
県
須
崎
市

　
あ
わ
村
（
安
和
）
や
け
坂
峠
（
焼
坂
）

■
高
知
県
高
岡
郡
中
土
佐
町

　
く
れ
村
（
久
礼
）
そ
へ
ミ
ミ
坂
（
添
え
蚯
蚓
坂
）

■
高
知
県
高
岡
郡
四
万
十
町
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と
こ
な
べ
村
（
床
鍋
）
か
げ
の
村
（
影
野
）
か
い
の
村
（
替
坂
本
）
六
た
ん
じ
村
（
六
反
地
）
か
ミ
あ

か
村
（
神
有
）
川
井
村
（
平
串
）
う
し
ろ
川
（
仁
井
田
川
）
仁
井
田
村
（
宮
内
）
卅
七
番
五
社
（
高
岡
神

社
・
三
十
七
番
札
所
岩
本
寺
）

武
四
郎
は
遍
路
道
で
は
土
佐
無
双
の
三
大
坂
と
い
わ
れ
る
「
か
ど
や
坂
」「
や
け
坂
峠
」「
そ
へ
ミ
ミ
坂
」
を
越
え

る
こ
と
と
な
る
。「
海
月
庵
跡
」
を
過
ぎ
て
へ
ん
ろ
道
を
下
る
と
「
と
こ
な
べ
村
」
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
は
緩
や
か

な
下
り
の
田
園
の
な
か
を
五
社
に
向
け
て
進
む
。

澄
禅
は
「
カ
ト
ヤ
で
休
憩
し
一
瀬
渡
っ
て
、
カ
ト
ヤ
坂
を
越
え
て
行
く
。
峠
か
ら
見
れ
ば
谷
の
向
か
い
に
焼
坂
と

い
う
十
倍
も
あ
り
そ
う
な
大
き
な
坂
が
あ
る
。
気
落
ち
し
な
が
ら
も
谷
底
へ
下
っ
て
、
土
佐
無
双
の
大
坂
と
さ
れ
る

焼
坂
を
越
え
た
。
上
り
上
っ
て
、
谷
へ
下
っ
て
、
河
を
渡
っ
て
久
礼
。」
と
あ
る
。
久
礼
か
ら
「
南
西
に
行
き
、
一

里
ほ
ど
あ
る
焼
坂
に
劣
ら
ぬ
坂
を
越
え
、
山
の
中
の
野
を
行
き
、
新
田
ノ
五
社
に
向
か
う
。」
と
あ
る
。
久
礼
か
ら

は
「
添
え
蚯
蚓
へ
ん
ろ
道
」
と
「
大
坂
へ
ん
ろ
道
に
」
の
二
手
に
分
か
れ
る
。
澄
禅
は
久
礼
の
常
賢
寺
に
泊
ま
っ
て

「
久
礼
か
ら
南
西
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
常
賢
寺
（
常
賢
寺
址
）
か
ら
長
沢
川
を
遡
上
す
る
南
西
方
向
の
添
え
蚯
蚓

坂
に
向
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

仁
井
田
五
社
と
河
野
玉
澄

武
四
郎
は
五
社
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

卅
七
番
五
社
　
従
青
龍
寺
十
三
り
。
高
岡
郡
仁
井
田
村
ニ
有
。
本
社
は
五
社
明
神
。
其
外
社
内
末
社
多
し
。

別
当
岩
本
院
と
云
て
是
よ
り
十
餘
丁
久
保
川
町
ニ
有
。
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本
堂
　
本
地
阿
弥
陀
如
来
。
薬
師
如
来
。
地
蔵
菩
薩
。
観
世
音
菩
薩
。
不
動
明
王
。
并
て
大
師
堂
。
其
外
堂

舎
多
し
。
扨
川
を
渡
り
も
ど
り
て
十
丁
に
し
て
　
久
保
川

江
戸
後
期
の
四
国
霊
場
三
十
七
番
札
所
が
仁
井
田
五
社
。
地
元
で
は
五
社
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
。

伝
承
に
よ
れ
ば
六
世
紀
ご
ろ
伊
予
の
豪
族
・
越
智
守
興
の
子
・
越
智
玉
澄
が
争
い
か
ら
当
地
に
逃
れ
こ
の
地
を
開

墾
（
新
井
田
・
仁
井
田
）
し
、
仁
井
田
大
明
神
を
勧
請
し
た
。
玉
澄
は
後
に
越
智
氏
の
後
継
者
と
し
て
伊
予
に
帰
り

越
智
二
十
五
代
を
継
ぎ
そ
の
後
「
河か

わ
の野

」
を
名
乗
っ
た
初
代
と
さ
れ
る
。
河
野
氏
の
来
歴
を
記
し
た
『
予
章
記
』
文

書
に
は
、
小
千
益
躬
（
越
智
）
を
祖
先
と
し
子
孫
に
小
千
玉
輿
な
る
人
物
が
お
り
、
名
を
小
千
か
ら
越
智
に
変
え
、

さ
ら
に
河
野
氏
を
名
乗
る
に
至
っ
た
と
あ
る
。

天
智
天
皇
二
年
（
六
六
三
）
の
白
村
江
の
戦
い
（
新
羅
・
唐
×
百
済
・
倭
国
）
に
倭
国
の
越
智
守
興
ら
の
水
軍
が

出
兵
し
、
大
敗
戦
と
な
っ
た
。
こ
の
白
村
江
の
戦
い
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
秩
序
の
到
来
と
な
り
、
大
国
宗
主
・

唐
と
朝
鮮
半
島
の
冊
封
・
新
羅
と
倭
国
の
新
国
家
体
制
づ
く
り
と
な
っ
た
。

白
村
江
の
戦
い
は
、
倭
国
の
連
合
政
権
の
終
わ
り
で
あ
り
、
大
化
の
改
新
（
六
四
五
年
）
？
と
い
わ
れ
る
政
治
変

動
を
含
め
た
前
後
の
半
世
紀
に
わ
た
り
混
乱
は
続
き
、「
日
本
」
と
い
う
新
し
い
国
家
の
体
制
の
建
設
を
模
索
し
、

ヤ
マ
ト
王
朝
へ
の
歴
史
の
一
元
化
の
始
ま
り
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
幕
藩
体
制
を
廃
し
王
政
復
古
と
な
っ
た
明
治

維
新
に
も
似
た
日
本
の
分
水
嶺
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
の
中
で
越
智
玉
澄
が
河
野
玉
澄
に
羽
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
る

が
、
五
社
と
伊
予
・
河
野
の
関
連
も
含
め
、
論
考
を
ま
と
め
て
次
の
機
会
に
発
表
し
た
い
。

河
野
氏
の
家
紋
は
、
大
三
島
神
社
の
神
紋
で
あ
る
「
折
敷
に
揺
れ
三
文
字
」
と
同
じ
で
あ
る
。
津
野
町
や
梼
原
町

に
は
多
く
の
三
島
神
社
が
あ
る
が
、
こ
の
勧
請
も
京
を
追
わ
れ
た
藤
原
経
高
が
伊
予
を
経
て
河
野
氏
の
支
援
に
よ
り
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高
岡
郡
の
津
野
山
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
。
伊
予
と
土
佐
、
特
に
高
岡
郡
と
の
関
係
は
深
い
。

そ
の
後
、
天
平
年
間
（
七
二
九−

七
四
八
）
聖
武
天
皇
の
勅
に
よ
り
行
基
が
仁
井
田
明
神
の
傍
ら
に
天
の
七
星
を

象
徴
し
た
仁
井
田
七
寺
を
建
立
。
そ
の
根
本
寺
が
福
円
満
寺
で
あ
る
。

弘
法
大
師
は
弘
仁
年
間
（
八
一
〇−

八
二
四
）
に
こ
の
地
を
巡
錫
し
、
仁
井
田
明
神
の
御
神
体
を
五
つ
の
社
に
分

け
た
。
　
　
　
※
は
、
旧
窪
川
町
の
地
区
別
の
持
ち
場

①
東
大
宮
（
大
日
本
根
子
彦
太
迩
尊
（
孝
霊
天
皇
）・
本
地
仏
不
動
明
王
像
）
※
松
葉
川

②
今
大
神
宮
（
磯
城
細
姫
命
（
孝
霊
天
皇
の
皇
后
）・
本
地
仏
観
音
菩
薩
像
）
※
仁
井
田

③
中
ノ
宮
（
大
山
祇
命
・
吉
備
彦
狭
嶋
命
・
本
地
仏
阿
弥
陀
如
来
像<

大
通
智
勝
仏>

）
※
街
分

④
今
宮
（
伊
予
二
名
洲
小
千
命
（
河
野
玉
澄
）・
本
地
仏
薬
師
如
来
像
）
※
郷
分
・
立
西

⑤
森
ノ
宮
（
伊
予
天
狭
貫
尊
（
小
知
始
祖
？
）・
本
地
仏
地
蔵
菩
薩
像
）
※
東
又

の
五
社
で
あ
る
。
神
仏
習
合
の
札
所
は
、
神
峯
寺
（
神
峯
神
社
）、
龍
光
寺
（
稲
荷
神
社
）、
栄
福
寺
（
石
清
水
八

幡
神
社
）
な
ど
数
多
く
あ
る
。

五
来
重
は
神
仏
習
合
の
札
所
に
つ
い
て
『
四
国
遍
路
の
寺
』（
下
二
四
五
ペ
ー
ジ
）
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。

　
伊
予
の
名
族
（
河
野
）
の
い
ち
ば
ん
の
先
祖
が
岩
本
寺
の
奥
の
院
で
あ
る
所
の
五
社
に
ま
つ
ら
れ
て
、
し
か

も
、
そ
の
も
と
は
陵
（
み
さ
さ
ぎ
）
で
す
。
こ
こ
は
伊
予
を
支
配
し
た
越
智
氏
の
先
祖
の
陵
だ
と
い
う
こ
と

で
、
非
常
に
重
ん
じ
ら
れ
た
お
宮
で
し
た
（
中
略
）
御
詠
歌
は
〝
六
つ
の
ち
り
五
つ
の
社
あ
ら
わ
し
て
　
ふ

か
き
仁
井
田
の
神
の
た
の
し
み
〟
と
な
っ
て
い
ま
す
。
神
社
が
札
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
歌
と
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し
て
重
要
で
、
六
つ
の
塵
と
い
う
の
は
煩
悩
で
す
。
六
塵
煩
悩
と
い
う
六
種
の
煩
悩
を
五
つ
の
社
が
現
れ
て

和
合
し
た
と
い
う
の
が
和
合
同
塵
（
神
仏
習
合
）

五
社
の
山
の
上
に
あ
る
陵
が
奥
の
院
（
札
所
）
で
あ
り
、
神
社
を
も
っ
て
札
所
と
す
る
と
こ
ろ
が
意
外
に
多
く
、

四
国
の
一
之
宮
は
み
な
札
所
に
な
っ
て
い
る
と
明
治
の
神
仏
分
離
以
前
の
神
社
と
寺
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
続
い

て
、
五
来
重
は
五
社
と
伊
予
・
大
三
島
神
社
の
関
連
に
つ
い
て
も
、『
南
路
志
』（
刊
本
③
三
一
二
ペ
ー
ジ
）
記
載
の

と
お
り
中
宮
の
本
地
仏
が
大
通
智
勝
仏
で
あ
る
と
の
記
述
を
引
用
し
、
大
三
島
神
社
（
伊
予
国
一
之
宮
）
の
南
光
坊

（
五
十
五
番
札
所
）
の
本
地
仏
も
札
所
で
唯
一
大
通
智
勝
仏
を
本
尊
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
三
島
の
も
と
は
仁

井
田
の
五
社
だ
と
い
う
仮
説
を
立
て
関
連
性
を
述
べ
て
い
る
。

澄
禅
は
「
新
田
ノ
五
社
は
南
向
き
に
四
社
並
び
建
ち
、
一
社
は
小
高
い
山
上
に
建
つ
」
と
記
す
。

こ
の
五
社
さ
ん
。
そ
の
宮
司
は
岩
崎
さ
ん
、
宮
守
は
門
前
に
住
む
人
が
河
野
さ
ん
で
あ
る
が
、
歴
史
あ
る
五
社
で

す
ら
神
社
の
社
会
に
あ
っ
て
も
二
極
化
と
過
疎
化
に
よ
る
複
層
的
な
沈
滞
傾
向
は
進
み
、
今
で
は
維
持
す
る
こ
と
す

ら
大
変
な
様
相
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
冬
月
律
の
『
過
疎
地
神
社
の
研
究－

人
口
減
少
社
会
と
神
社
神
道

－

』
に
詳
し
く
四
万
十
町
旧
窪
川
町
の
現
況
に
つ
い
て
実
態
悉
皆
調
査
を
基
に
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た

い
。
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■ 
あ
と
が
き
　

十
六
歳
の
春
。
江
戸
ア
ケ
ミ
と
二
人
で
寝
袋
と
テ
ン
ト
を
ザ
ッ
ク
に
詰
め
て
鳥
取
へ
向
か
っ
た
。
理
由
は
カ
ミ
ュ

の
『
異
邦
人
』
を
読
ん
で
不
条
理
な
砂
漠
を
体
験
し
た
い
。
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
。
身
な
り
は
「
紅
衛
兵
」
と
い
わ
れ

た
中
村
高
校
指
定
の
赤
い
ジ
ャ
ー
ジ
。
そ
れ
も
ア
ケ
ミ
の
ズ
ボ
ン
は
破
れ
て
七
分
に
な
っ
て
い
る
。
誰
が
見
て
も

不
審
者
の
格
好
だ
が
、「
乗
ら
ん
か
よ
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
た
。
安
来
市
で
は
夕
飯
に
風
呂
、
ア
ケ
ミ
の
便
秘
の

マ
ッ
サ
ー
ジ
、
朝
食
に
昼
の
弁
当
と
お
世
話
に
な
っ
た
。
念
願
の
鳥
取
砂
丘
で
「
太
陽
が
眩
し
か
っ
た
か
ら
」
と
い

う
つ
も
り
だ
っ
た
が
小
雨
ま
じ
り
の
曇
天
だ
っ
た
。

中
村
高
校
を
卒
業
す
る
と
き
国
鉄
中
村
駅
で
は
、
映
画
『
祭
り
の
準
備
』
で
原
田
芳
雄
が
し
た
よ
う
に
ア
ケ
ミ
が

大
き
な
し
ぐ
さ
と
大
声
で
万
歳
を
し
て
く
れ
た
。
本
当
は
ア
ケ
ミ
が
こ
の
し
が
ら
み
の
田
舎
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に

し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ア
ケ
ミ
は
明
治
大
学
の
史
学
科
に
進
み
、
有
名
な
ロ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と

な
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
に
事
故
死
と
な
っ
た
。
私
は
、「
趣
味
・
役
場
」
の
普
通
の
暮
ら
し
で
退
職
と
な
っ
た
。

あ
れ
か
ら
十
年
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
や
フ
ク
シ
マ
原
発
事
故
の
災
禍
は
今
の
コ
ロ
ナ
の
衝
撃
に
似

た
混
沌
と
し
た
精
神
の
暴
走
を
感
じ
た
時
だ
っ
た
。
そ
の
三･
一
一
の
シ
ョ
ッ
ク
が
冷
め
や
ら
ぬ
そ
の
月
の
末
日
に

四
万
十
町
役
場
を
退
職
し
た
。

宮
城
県
沖
地
震
の
時
に
役
場
に
入
り
、
東
日
本
大
震
災
で
退
職
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
深
い
え
に
し
で
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す
。
第
二
の
神
の
火
の
危
機
に
な
す
術
も
な
く
暴
走
す
る
さ
ま
は
、
核
の
時
代
の
終
焉
と
と
も
に
都
市
の
論

理
に
よ
る
豊
か
な
時
代
を
考
え
直
す
こ
と
を
予
見
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

大
正
町
か
ら
四
万
十
町
と
な
り
、
昨
年
は
町
の
基
軸
と
な
る
二
つ
の
基
本
条
例
が
制
定
さ
れ
る
な
ど
、
次
の

世
代
に
つ
な
い
で
去
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

退
職
後
は
以
前
か
ら
の
夢
だ
っ
た
、
〇
〇
に
取
り
組
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
〇
〇
が
何
か
は
、
「
新

し
い
わ
た
し
」
の
生
き
方
。

お
世
話
に
な
っ
た
人
へ
の
退
職
あ
い
さ
つ
文
で
あ
る
。
ハ
ガ
キ
に
記
し
た
「
〇
〇
」
の
答
え
を
や
っ
と
お
世
話
に

な
っ
た
方
に
、「
こ
の
本
」
と
と
も
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

町
村
合
併
の
評
価
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
た
だ
喉
に
刺
さ
っ
た
骨
の
よ
う
な
違
和
感
は
今
も
続
く
。
合
併

を
問
う
住
民
投
票
を
二
度
行
い
、
十
三
票
、
三
十
票
と
僅
差
な
が
ら
新
し
い
町
に
期
待
を
寄
せ
た
。

平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
三
月
二
十
日
は
四
万
十
町
発
足
の
日
。
そ
の
時
に
書
い
た
詩
を
添
え
る
。

　
　
　
　
三
月
二
十
日

わ
た
し
た
ち
の
選
択
は

と
ど
ま
る
こ
と
を
し
な
い

時
代
の
与
え
る
機
会
と
と
ら
え
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そ
こ
か
ら
眼
を
と
ざ
す
こ
と
な
く

一
人
ひ
と
り
の
身
に
よ
せ
て

ま
こ
と
を
つ
く
り
あ
げ
る

歴
史
が
そ
の
時
代
に

人
と
し
て
ど
の
よ
う
に
共
に
生
き
て
き
た
か
を

つ
た
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば

山
で
暮
ら
す
こ
と
に
誇
り
を
も
ち

山
と
と
も
に
い
き
る
姿
を

紡
ぎ
、
結
ん
で
、
ひ
き
つ
い
で
い
く

お
お
く
の
思
い
出
を
こ
え
な
が
ら

豊
か
な
「
里
」
の
世
界
で
呼
吸
す
る

そ
こ
に
は

新
し
い

わ
た
し
が

は
じ
ま
る 
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地
名
を
拾
い
は
じ
め
て
十
年
。

そ
の
学
び
の
な
か
で
松
浦
武
四
郎
の
『
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
』
に
出
合
い
、
四
国
遍
路
に
刻
ん
だ
地
名
を
た
ど
る

こ
と
を
決
意
し
た
。
当
初
は
登
山
ア
プ
リ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
に
一
日
の
「
活
動
日
記
」
を
レ
ポ
ー
ト
し
ア
ッ
プ
す
る
だ
け

で
あ
っ
た
が
、
欲
張
っ
て
武
四
郎
の
た
ど
っ
た
四
国
の
二
百
年
後
の
暮
ら
し
を
検
証
し
て
み
よ
う
と
試
み
た
の
が
本

書
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

明
治
百
五
十
年
の
起
点
と
な
る
神
仏
分
離
と
い
う
精
神
の
装
置
の
構
造
変
革
が
ど
う
変
容
し
て
き
た
か
。
四
国
を

歩
い
て
答
え
が
見
え
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
明
治
百
五
十
年
を
考
え
る
機
会
と
な
っ
た
。
西
洋
列
強
に
負
け
な
い
明

治
の
国
づ
く
り
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
日
本
と
い
う
国
は
豊
か
に
な
っ
た
の
か
。「
少
年
の
よ
う
な
希
望
」
を
誰
も
が

描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
明
治
の
妖
怪
が
い
ま
だ
は
び
こ
り
、
四
国
の
山
々
に
は
「
亡
所
」
が
広
が
る
。
コ
ロ

ナ
禍
で
の
「Stay hom

e

」
の
合
唱
は
、
で
き
る
人
、
で
き
な
い
人
、
で
き
え
な
い
人
と
の
格
差
が
一
層
明
確
に
な

り
、「
自
助
」・「
自
粛
」
に
抑
え
ら
れ
た
精
神
は
弱
者
へ
の
暴
力
へ
と
向
か
う
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
と
な
っ
て
い
く
。

と
は
言
っ
て
も
悲
観
は
し
な
い
。
あ
と
三
十
年
は
生
き
て
不
断
の
行
動
の
な
か
で
市
民
の
歴
史
を
紡
い
で
い
く
。

本
書
は
独
り
言
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
六
十
七
年
分
を
ま
と
め
て
み
た
。

三
十
年
早
く
逝
っ
た
江
戸
ア
ケ
ミ
に
本
書
を
捧
げ
た
い
。　
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〇
遍
路
研
究
書

近
藤
喜
博
『
四
国
遍
路
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
）

近
藤
喜
博
『
四
国
遍
路
研
究
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
二
年
）

五
来
重
『
四
国
遍
路
の
寺
　
上
・
下
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）

愛
媛
大
学
『
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
：
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』（
二
〇
〇
七
年
）

柴
谷
宗
叔
『
江
戸
初
期
の
四
国
遍
路－

澄
禅
「
四
国
辺
路
日
記
」
の
道
再
現－

』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
年
）

武
田
和
昭
『
四
国
へ
ん
ろ
の
歴
史－

四
国
辺
路
か
ら
四
国
遍
路
へ－

』（
美
巧
社
、
二
〇
一
六
年
）

〇
遍
路
記
録
・
体
験
記

承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
澄
禅
『
四
國
邊
路
日
記
』、
柴
谷
宗
叔
『
江
戸
初
期
の
四
国
遍
路
』
所
収

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
眞
念
『
四
國
徧
禮
道
指
南
』、
稲
田
道
彦
訳
注
・
講
談
社
学
術
文
庫

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
寂
本
『
四
国
徧
礼
霊
場
記
』、
村
上
護
訳
注
・
教
育
社

寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）『
四
國
遍
禮
名
所
図
會
全
五
巻
』
久
保
武
雄
一
九
七
二
復
刻
版

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
松
浦
武
四
郎
「
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
」『
松
浦
武
四
郎
紀
行
集
中
』
所
収

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
高
群
逸
枝
『
娘
巡
礼
記
』（
朝
日
選
書
、
一
九
七
九
年
）

昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
土
佐
文
雄
『
同
行
二
人
―
四
国
霊
場
へ
ん
ろ
記
―
』
高
知
新
聞
社

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
山
本
和
加
子
『
四
国
遍
路
の
民
衆
史
』
新
人
物
往
来
社

平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
袴
克
明
『
四
国
遍
路
日
誌－
風
土
と
民
俗
史
を
巡
っ
て
歩
ん
だ
四
三
日－

』
梧
桐
書
院

平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
黛
ま
ど
か
『
奇
跡
の
四
国
遍
路
』
中
公
新
書
ラ
ク
レ

〇
遍
路
道
と
道
標
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『
高
知
県
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
第
二
集
　
ヘ
ン
ロ
道
』（
高
知
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
〇
年
）

『
阿
波
遍
路
道
　
雲
辺
寺
道
・
大
興
寺
道
調
査
報
告
書
』（
徳
島
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
七
年
）

小
松
勝
記
『
ヘ
ン
ロ
道
を
辿
る
』（
毎
日
新
聞
高
知
支
局
、
二
〇
〇
七
年
）

小
松
勝
記
『
遍
路
標
石
　
徳
右
衛
門
標
石
特
集
』（
四
国
霊
場
六
番
安
楽
寺
、
二
〇
一
五
年
）

『
企
画
展
「
四
国
へ
ん
ろ
の
旅－

絵
図
・
案
内
記
と
道
標－

」』（
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
、
二
〇
一
二
年
）

〇
遍
路
地
図

宮
﨑
建
樹
『
四
国
遍
路
ひ
と
り
歩
き
同
行
二
人
・
地
図
編
』（
へ
ん
ろ
み
ち
保
存
協
力
会
、
一
九
九
〇
年
）

『
四
国
遍
路
地
図
・
１
〜
４
』（
歴
史
を
歩
く
旅
マ
ッ
プ
シ
リ
ー
ズ
・
東
海
図
版
）

〇
遍
路
解
説
書

頼
富
本
宏
『
四
国
遍
路
と
は
な
に
か
』（
角
川
選
書
、
二
〇
〇
九
年
）

森
正
人
『
四
国
遍
路－

八
十
八
ヶ
所
巡
礼
の
歴
史
と
文
化－

』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年
）

山
折
哲
雄
『
山
折
哲
雄
の
新
・
四
国
遍
路
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
二
〇
一
八
年
）

愛
媛
大
学
四
国
遍
路
・
世
界
の
巡
礼
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
四
国
遍
路
の
世
界
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）

〇
遍
路
資
料

広
江
清
編
『
近
世
土
佐
遍
路
資
料
』（
土
佐
民
俗
学
会
・
土
佐
民
俗
叢
書
三
、一
九
六
六
年
）

『
憲
章
簿
　
第
五
巻
』
遍
路
編
（
高
知
県
立
図
書
館
、
一
九
八
五
年
）

〇
巡
礼
関
連
書

新
城
常
三
『
社
寺
と
交
通－

熊
野
詣
で
と
伊
勢
参
り－

』（
日
本
歴
史
新
書
、
一
九
六
〇
年
）

前
田
卓
『
巡
礼
の
社
会
学
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
一
年
）

佐
藤
久
光
『
遍
路
と
巡
礼
の
社
会
学
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）

門
田
岳
久
『
巡
礼
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
民
族
誌－

消
費
さ
れ
る
宗
教
経
験－
』（
森
話
社
、
二
〇
一
三
年
）
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西
海
賢
二
『
旅
と
祈
り
を
読
む
　
道
中
日
記
の
世
界
』（
臨
川
選
書
、
二
〇
一
四
年
）

〇
宗
教
関
連
書

五
来
重
『
高
野
聖
』（
角
川
選
書
、
一
九
七
五
年
）

宮
家
準
『
熊
野
修
験
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）

〇
松
浦
武
四
郎
関
連
書

吉
田
武
三
編
「
四
国
遍
路
道
中
雑
誌
」『
松
浦
武
四
郎
紀
行
集
　
中
』（
富
山
房
、
一
九
七
五
年
）

松
浦
武
四
郎
研
究
協
議
会
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
松
浦
武
四
郎
」・
北
へ
の
視
角
』（
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
〇
年
）

「
松
浦
武
四
郎
の
歩
き
方
」『
Ｎ
Ａ
Ｇ
Ｉ
第
四
十
七
号
冬
』（
月
兎
社
、
二
〇
一
一
年
）

『
幕
末
の
探
検
家
松
浦
武
四
郎
と
一
畳
敷
』（
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

木
下
博
民
『
青
年
・
松
浦
武
四
郎
の
四
国
遍
路－

宇
和
島
伊
達
藩
領
内
の
見
聞－

』（
風
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
八
年
）

合
田
一
道
『
松
浦
武
四
郎
　
北
の
大
地
に
立
つ
』（
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
七
年
）

笹
木
義
友
編
『
新
版
松
浦
武
四
郎
自
伝
』（
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
）

「
没
後
一
〇
〇
年
記
念
特
輯
」『
松
浦
武
四
郎
研
究
会
会
誌
』（
松
浦
武
四
郎
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）

更
科
源
蔵
『
北
海
道
と
名
づ
け
た
男
　
松
浦
武
四
郎
の
生
涯
』（
淡
交
社
、
二
〇
一
八
年
）

鈴
木
義
昭
『
松
浦
武
四
郎
と
ア
イ
ヌ
の
大
地
』（
ダ
イ
ア
プ
レ
ス
、
二
〇
一
九
年
）

〇
廃
仏
毀
釈
関
連
書

安
丸
良
夫
『
神
々
の
明
治
維
新
―
神
仏
分
離
と
廃
仏
毀
裂
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
九
年
）

神
仏
分
離
百
五
十
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
『
神
仏
分
離
を
問
い
直
す
』（
法
蔵
館
、
二
〇
二
〇
年
）

古
川
順
弘
『
神
と
仏
の
明
治
維
新
』（
洋
泉
社
、
二
〇
一
八
年
）

〇
地
名
関
連
書

松
永
美
吉
『
民
俗
と
地
名 

民
俗
地
名
語
彙
辞
典 

上
・
下
』（
三
一
書
房
・
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成
⑬
⑭
、
一
九
九
四
年
）
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楠
原
佑
介
・
溝
手
理
太
郎
『
地
名
用
語
語
源
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
）

柳
田
国
男
・
倉
田
一
郎
『
分
類
山
村
語
彙
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
）

筒
井
功
『
風
呂
と
日
本
人
』（
文
春
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）

松
田
壽
男
『
古
代
の
朱
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）

〇
高
知
県
関
連
書

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
・
39
高
知
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）

緒
方
綜
哲
編
『
土
佐
州
郡
志
』（
一
七
〇
四
‐
一
七
一
一
・
刊
本
土
佐
史
談
会
）

武
藤
致
和
編
『
南
路
志
』（
一
八
一
三
・
刊
本
高
知
県
立
図
書
館
）

片
岡
雅
文
『
土
佐
地
名
往
来
』（
高
知
新
聞
連
載
コ
ラ
ム
、
二
〇
〇
三
四
月
〜
二
〇
一
九
年
三
月
）

近
藤
日
出
男
『
何
を
食
べ
て
き
た
の
だ
ろ
う
』（
高
知
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
）

〇
愛
媛
県
関
連
書

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
・
38
愛
媛
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
一
年
）

『
伊
予
国
地
理
図
誌
（
中
・
南
予
）』（
伊
予
史
談
会
、
二
〇
〇
九
年
）

『
伊
予
国
地
理
図
誌
（
東
予
）』（
伊
予
史
談
会
、
二
〇
〇
九
年
）

半
井
梧
菴
『
愛
媛
面
影
〈
伊
予
史
談
会
叢
書
第
一
集
〉』（
一
九
八
〇
年
）

小
泉
道
『
伊
予
の
説
話
資
料
の
研
究
』（
大
明
堂
、
一
九
八
〇
年
）

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編
『
古
地
図
で
楽
し
む
伊
予
』（
風
媒
社
、
二
〇
一
八
年
）

堀
内
統
義
『
愛
媛
の
地
名
―
小
さ
き
も
の
へ
の
め
ま
い
―
』（
え
ひ
め
ブ
ッ
ク
ス
21
、
二
〇
〇
〇
年
）

土
井
中
照
『
え
ひ
め
地
名
の
秘
密
』（
ア
ト
ラ
ス
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）

〇
香
川
県
関
連
書

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
・
37
香
川
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）
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大
塚
敏
　
等
編
『
西
讃
府
志
』（
那
珂
多
度
同
志
会
、
一
八
九
八
年
）

阿
闍
梨
・
道
範
『
南
海
流
浪
記
』（
洲
崎
寺
本
、
一
二
五
八
年
）

『
香
川
叢
書
　
全
三
巻
』（
香
川
県
、
一
九
三
九
年
）

〇
徳
島
県
関
連
書

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
・
36
徳
島
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）

『
異
説
阿
波
志
』（
編
者
当
不
明
）

阿
波
藩
編
纂
地
誌
『
阿
波
志
』（
佐
野
山
陰
ほ
か
、
一
八
一
五
年
）

〇
二
百
年
を
読
み
解
く
本

渡
辺
京
二
『
逝
き
し
世
の
面
影
』（
葦
書
房
、
一
九
九
八
年
）

司
馬
遼
太
郎
『
こ
の
国
の
か
た
ち
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
〇
〜
一
九
九
六
年
）

北
條
勝
貴
『
世
界
』「
亡
所
考
」（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
一
月
号
〜
連
載
）

宮
本
常
一
ほ
か
『
日
本
残
酷
物
語
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）

〇
参
考
に
し
た
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト

国
土
地
理
院
電
子
国
土
Ｗ
ｅ
ｂ
〈https://m

aps. gsi. go. jp/

〉

グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
〈https://w

w
w

. google. com
/m

aps/place/

〉

え
ひ
め
の
記
憶
〈https://w

w
w

. i-m
anabi. jp/system

/regionals/regionals/search

〉

四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
会
〈https://88shikokuhenro. jp/

〉

旅
す
る
武
四
郎
〈https://m

oguram
oti. blog. ss-blog. jp/

〉

日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〈https://base1. nijl. ac. jp/~tkoten/

〉

四
万
十
町
地
名
辞
典
〈https://w

w
w

. shim
anto-chim

ei. com
/

〉

登
山
ア
プ
リ
『
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
』
の
「
武
内
文
治
の
活
動
日
記
」〈https://yam

ap. com
/users/279155

〉                                        
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四国遍路宿泊先等行程一覧 
区分 到着地 宿 歩行時間 距離 歩数

１日目 幡多郡黒潮町上川口 民宿みやこ 時間 分
8:23

㎞
32.6 

歩
51,038

２日目 土佐清水市大岐 民宿大岐の浜 10:46 35.4 66,711
３日目 土佐清水市大岐 　　　〃 10:36 36.6 62,902
４日目 幡多郡三原村上長谷 農家民宿今ちゃん 7:50 21.4 36,195
５日目 南宇和郡愛南町増田 一本松温泉あけぼの荘 10:29 34.4 58,541
６日目 宇和島市津島町岩松 三好旅館 11:52 37.9 62,627
７日目 宇和島市高串 へんろ宿もやい 8:14 21.1 38,279
８日目 西予市宇和町卯之町 まつちや旅館 9:04 23.6 41,748
９日目 喜多郡内子町内子 民宿シャロン 9:23 33.2 58,059
10 日目 上浮穴郡久万高原町 いやしの宿八丁坂 11:01 42.1 71,143
11 日目 松山市浄瑠璃町 長珍屋 9:25 28.5 48,016
12 日目 松山市道後多幸町 ビジネスホテルさくら 7:04 17.3 30,625
13 日目 松山市北条 カフェと御宿まほろば 9:28 28.3 42,143
14 日目 今治市古谷甲 仙遊寺宿坊 10:40 38.0 64,232
15 日目 西条市三津屋南 ターミナルホテル東予 8:00 24.6 39,902
16 日目 西条市大町 西条ステーションホテル 10:53 39.0 64,446
17 日目 四国中央市三島朝日 ビジネスホテルマイルド 10:33 38.8 59,061
18 日目 三好市池田町佐野 民宿岡田 6:36 20.6 33,927
19 日目 観音寺市本大町 本大ビジネスホテル 10:49 29.3 57,020
20 日目 坂出市久米町 ホテルニューセンチュリー坂出 10:28 37.7 59,148
21 日目 高松市西の丸町 ハイパーイン高松駅前 11:03 34.7 60,797
22 日目 高松市林町 サンロイヤルホテル 6:14 19.8 36,247
23 日目 さぬき市志度 たいや旅館 9:20 26.1 50,321
24 日目 さぬき市多和兼割 八十窪 8:47 24.6 40,636
25 日目 板野郡板野町吹田 旅人の宿道しるべ 9:31 34.6 54,229
26 日目 吉野川市鴨島町 ゲストハウスチャンネルカン 11:00 37.3 56,970
27 日目 名西郡神山町阿野 植村旅館 10:21 25.2 50,476
28 日目 徳島市元町 スマイルホテル徳島 9:31 30.1 56,252
29 日目 勝浦郡勝浦町坂本 ふれあいの里さかもと 8:47 28.9 51,790
30 日目 阿南市新野町秋山 山茶花 9:33 24.9 46,261
31 日目 海部郡美波町日和佐浦 ホテル白い灯台 8:56 27.8 41,817
32 日目 海部郡海陽町久保 温泉民宿はるる亭 9:05 35.8 54,315
33 日目 室戸市佐喜浜町尾崎 民宿徳増 8:05 28.9 45,104
34 日目 安芸郡奈半利町 ホテルなはり 12:20 45.3 68,191
35 日目 香南市野市町東野 高知黒潮ホテル 9:25 29.5 50,365
36 日目 　　　〃 　　　〃 10:37 38.1 60,400
37 日目 土佐市高岡町甲 ビジネスイン土佐 9:41 30.2 47,825
38 日目 須崎市安和 民宿安和の里 10:50 40.8 44,521
39 日目 高岡郡四万十町茂串町 37 番札所岩本寺（結願） 9:12 28.8 45,915
合　計 373:52 1,211.8 2,008,195
日平均 9:35 31.1 51,492
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【
注
記
】

1
　
河
治
和
香
『
週
刊
武
四
郎
』（
松
阪
市
、第
一
号
～
第
五
十
一
号
）。
武
四
郎
の
人
と
な
り
を
毎
週
連
載
。
ネ
ッ
ト
で
検
索
で
き
る
。

2
　
佐
藤
久
光
『
遍
路
と
巡
礼
の
社
会
学
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
一
七
〇
ペ
ー
ジ
。

3
　
柳
田
国
男
『
定
本
柳
田
國
男
集
　
第
二
十
五
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）「
青
年
と
学
問
」
一
一
〇
ペ
ー
ジ

4
　
愛
媛
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
が
運
営
す
る
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
生
涯
学
習
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
。

　
　〈https://w

w
w

.i-m
anabi.jp/system

/regionals/regionals/search

〉

5
　
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
『
ジ
ャ
ガ
タ
ラ
』
ボ
ー
カ
ル
兼
リ
ー
ダ
ー
。
本
名
江
戸
正
孝
（
一
九
五
三−

一
九
九
〇
）
は
三
十
六
歳
で
事
故
死
。

楽
曲
『
タ
ン
ゴ
』『
も
う
が
ま
ん
で
き
な
い
』『
つ
な
が
っ
た
世
界
』
ほ
か
多
数
、
著
書
『
そ
れ
か
ら
　
江
戸
ア
ケ
ミ
詩
集
』

6
　
奥
四
万
十
山
の
暮
ら
し
調
査
団
『
地
域
資
料
叢
書
19
四
万
十
の
地
名
を
歩
く
』
所
収
「
土
佐
上
山
郷
・
熊
野
神
社
の
勧
請
に
お

け
る
紀
州
熊
野
三
山
と
の
関
連
性
」
を
参
照
。
ｈ
ｐ
「
四
万
十
町
地
名
辞
典
」
で
閲
覧
可 

7
　
千
松
信
也
『
け
も
の
道
の
歩
き
方
』（
リ
ト
ル
モ
ア
、
二
〇
一
五
年
）
七
ペ
ー
ジ

8
　
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
熊
野
本
地
絵
巻
」
参
照

　
　〈https://w

w
w

.suntory.co.jp/sm
a/collection/data/detail?id=644

〉

9
　
五
来
重
『
熊
野
詣
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
一
二
七
ペ
ー
ジ
を
要
約
し
た
。

10
　
高
知
新
聞
の
夕
刊
に
週
一
回
連
載
さ
れ
た
片
岡
雅
文
記
者
の
コ
ラ
ム
。
高
知
県
下
七
三
六
カ
所
の
地
名
が
醸
し
出
す
古
の
景
色

を
文
献
か
ら
読
み
解
き
紹
介
す
る
「
現
代
版
風
土
記
」。
オ
ー
テ
ピ
ア
高
知
図
書
館
の
高
知
新
聞
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
閲
覧
可
能
。
記
事

の
要
約
は
Ｈ
Ｐ
「
四
万
十
町
地
名
辞
典
」
に
掲
載
し
て
い
る
。
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