
ご
あ
い
さ
つ

有
田
市
観
光
協
会

会
長　

橋
　
爪
　
正
　
芳

平
素
は
有
田
市
観
光
協
会
に
対
し
て
多
大
な
る
ご
支
援

を
賜
り
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

有
田
市
観
光
協
会
で
は
、
有
田
市
の
よ
り
良
い
発
展
の
手

段
の
一
つ
と
し
て
、
創
立
60
周
年
を
期
に
観
光
事
業
に
様
々

な
角
度
か
ら
模
索
し
、
取
り
組
み
を
強
く
し
て
い
ま
す
。

２
０
１
６
年
よ
り
「
有
田
市
の
未
来
を
語
る
会
」
と
い

う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
結
成
し
、
有
田
市
の
未
来
の
た

め
に
、
今
な
に
を
す
べ
き
か
日
夜
議
論
を
積
み
重
ね
、
市
内

を
尋
ね
歩
い
て
勉
強
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
こ
の
有
田
市
に
は
約
７
０
０
０
年
前
よ
り

人
類
が
住
み
始
め
、
先
人
た
ち
が
築
き
上
げ
て
き
た
史
跡
、

文
化
遺
産
、
ま
た
海
、
山
、
川
の
自
然
環
境
、
そ
の
恵
み
を

受
け
た
産
業
の
数
々
の
歴
史
な
ど
素
晴
ら
し
い
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
そ
れ
ら
地
域
の
資
源
や
価
値

を
、
内
外
に
広
く
周
知
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
考

え
ま
し
た
。

そ
の
一
環
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
」
の
誇
る
べ
き
姿
を
、
ド

ロ
ー
ン
を
使
っ
た
映
像
で
制
作
い
た
し
ま
し
た
。

＊
現
在
、「
浜
の
う
た
せ
」
の
広
報
用
モ
ニ
タ
ー
で
流
し
て

い
ま
す
。
又
有
田
市
公
式
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ

ル
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

し
か
し
、
先
人
か
ら
語
り
継
が
れ
、
受
け
継
い
で
き
た

有
田
市
の
各
地
域
の
誇
る
べ
き
魅
力
は
映
像
だ
け
で
は
伝
え

き
れ
な
く
、
ペ
ン
の
力
で
も
伝
え
よ
う
と
、
こ
の
小
冊
子
を

発
行
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
特
に
児
童
、
生
徒
を
は

じ
め
と
す
る
市
民
各
位
に
有
田
市
の
成
り
立
ち
や
史
跡
、
文

化
遺
産
、
産
業
史
等
々
か
ら
有
田
市
を
再
認
識
し
て
ご
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
有
田
市
の
観
光
を
発
展
さ
せ

て
い
く
礎
に
な
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す
と
共
に
我
が
郷
土
に

誇
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
広
く
伝
承
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

令
和
４
年
３
月
吉
日
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コラム

01 

人じ
ん

類る
い

最さ
い

初し
ょ

の
有あ

り

田だ

市し

民み
ん

有
田
市
で
最
初
に
人
類
が
住
み
始
め
た
場
所
は
ど
こ

で
し
ょ
う
？
意
外
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
初
島

の
沖
に
浮
か
ぶ
、
今
は
無
人
島
の
地
ノ
島
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

今
か
ら
７
０
０
０
年
ほ
ど
前
、
紀
元
前
５
０
０
０
年

頃
の
縄
文
時
代
に
地
ノ
島
に
住
み
始
め
た
人
々
は
木
の

実
や
魚
な
ど
を
と
っ
て
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
海
の
水

を
煮
詰
め
て
塩
も
作
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。

地
ノ
島
で
は
長
い
間
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
お

そ
ら
く
こ
の
塩
作
り
で
生
計
を
立
て
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。現

在
の
地
ノ
島
は
透
明
度
の
高

さ
が
売
り
の
海
水
浴
場
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
昔
に
こ
こ
で
人
々
が

生
活
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
し
て

み
る
の
は
い
か
が
で
す
か
？

− 4−

地
じ

ノ
の

島
しま

遺
い

跡
せき

出
しゅつ

土
ど

の箱
はこ

式
しき

石
せっ

棺
かん

（初島公民館前に移設されています。）



コラム

残
念
な
が
ら
、
椒
古
墳
と
長
屋
王
と
は
時
代
が
ず
れ

て
い
る
の
で
、
椒
古
墳
に
眠
っ
て
い
る
人
は
長
屋
王
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
宝
物
も

発
掘
さ
れ
る
な
ど
、当
時
の
地
元
の
有
力
者
の
墓
で
あ
っ

た
の
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
椒
古
墳
か
ら
出
た
宝
物
の
中
に
６
枚
の
花

び
ら
の
桜
を
か
た
ど
っ
た
飾
り
が
あ
り
ま
す
。
初
島
中

学
校
の
校
歌
に
も
「
六ろ
く

桜お
う

花か

」
と
し
て
登
場
す
る
ん
で

す
よ
。
普
通
桜
の
花
び
ら
は
５
枚
で
す
が
、
椒
古
墳
の

近
く
の
桜
の
木
に
は
、
た
ま
に
６
枚
の
花
び
ら
を
持
っ

た
桜
の
花
が
咲
く
そ
う
で
す
。
不
思
議
で
す
ね
。

02 

花は
な

び
ら
が
６
枚ま

い

？

む
か
し
む
か
し
、
奈
良
の
都
に
長な
が

屋や

王お
う

と
い
う
人
が

い
ま
し
た
。

長
屋
王
は
天
皇
の
家
系
で
頭
も
良
く
、
次
期
天
皇
は

長
屋
王
だ
と
誰
も
が
思
う
ほ
ど
の
実
力
者
で
し
た
。

し
か
し
、
そ
ん
な
実
力
者
の
陰
で
彼
の
活
躍
を
よ
く

思
わ
な
い
人
が
い
ま
し
た
。
そ
し
て
と
う
と
う
あ
ら
ぬ

疑
い
を
か
け
ら
れ
、
長
屋
王
は
無
念
に
も
死
ん
で
し
ま

い
ま
し
た
。

は
じ
め
長
屋
王
は
四
国
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
が
、
奈

良
や
埋
葬
さ
れ
た
地
で
は
大
火
事
が
あ
っ
た
り
死
の
病

気
が
蔓ま
ん

延え
ん

し
た
り
と
災
害
が
続
き
、
人
々
は
「
長
屋
王

の
た
た
り
だ
」
と
怖
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
四
国
か
ら
、
よ
り
奈
良
に
近
い
紀き
い
の
く
に

伊
国

海あ
ま
ぐ
ん
お
き
の
し
ま

部
郡
奥
嶋
と
い
う
と
こ
ろ
に
埋
葬
し
な
お
さ
れ
た
の

で
す
。
す
る
と
災
害
は
ピ
タ
リ
と
や
ん
だ
と
の
こ
と
で

す
。
そ
の
埋
葬
し
な
お
さ
れ
た
場
所
と
い
う
の
が
今
の

有
田
市
初
島
町
の「
椒は
じ
か
み
こ
ふ
ん

古
墳
」だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

− 5−
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創
建
当
初
か
ら
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
一
筋
の
神
社
は
案

外
珍
し
い
ん
で
す
よ
。

須
佐
神
社
で
は
毎
年
10
月
14
日
に
秋
祭
り
を
す
る
ん

で
す
が
、
こ
れ
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
て
、
お
み
こ

し
を
階
段
か
ら
す
べ
り
お
と
す
わ
、
海
に
放
り
投
げ
る

わ
、
魚
の
タ
イ
を
命
が
け
で
奪
い
合
う
わ
、
そ
れ
は
も

う
荒
々
し
い
祭
な

ん
で
す
。
ぜ
ひ
見

に
行
っ
て
く
だ
さ

い
ね
。

03 

須す

佐さ

神じ
ん

社じ
ゃ

須
佐
神
社
は
保
田
地
区
の
南
に
あ
る
大
き
な
神
社
で

す
。
手
前
に
あ
る
大
鳥
居
が
ひ
と
き
わ
目
立
ち
ま
す
ね
。

こ
の
神
社
は
有
田
地
方
で
は
最
も
古
く
て
し
か
も
格

が
高
い
神
社
で
す
。

神
社
に
関
係
す
る
書
物
の
中
で
、
現
在
残
っ
て
い
る

一
番
古
い
も
の
に
九
二
七
年
に
書
か
れ
た
「
延え
ん

喜ぎ

式し
き

神じ
ん

名み
ょ
う

帳ち
ょ
う

」
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
延
喜
式
神
名

帳
に
有
田
地
方
で
唯
一
こ
の
須
佐
神
社
の
名
前
が
載
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
。
延
喜
式
神
名
帳
に
は
神
社
そ
れ
ぞ

れ
に
「
格
付
け
」
を
し
て
い
ま
す
。
須
佐
神
社
は
上
か

ら
二
番
目
に
高
い
位
が
記
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

須
佐
神
社
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
神
様
は
「
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
」

と
い
い
ま
す
。
日
本
の
神
様
の
元
締
め
の
「
天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
」

の
弟
で
、
日
本
神
話
に
よ
く
出
て
く
る
神
様
で
す
。

実
は
ス
サ
ノ
オ
を
ま
つ
っ
て
い
る
神
社
は
全
国
に
と

て
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。で
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
元
々

京
都
の
祇ぎ

園お
ん

祭ま
つ
り

で
知
ら
れ
て
い
る
神
様
由
来
の
神
社
で
、

− 6−
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04 

円え
ん

満ま
ん

寺じ

円
満
寺
は
宮
原
地
区
に
あ
る
お
寺
で
す
。

一
応
こ
の
寺
が
で
き
た
の
は
鎌
倉
時
代
の
初
め
頃
と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
も
、
こ
こ
の
観
音
様
は
な
ん
と
奈
良
時
代
の
も
の

で
、
木
造
で
は
和
歌
山
県
で
唯
一
の
奈
良
時
代
の
仏
像

な
ん
で
す
よ
！

近
く
の
寺
の
古
墳
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
鏡

が
、
天
皇
家
の
三
種
の
神
器
の
鏡
と
同
じ
タ
イ
プ
の
鏡

な
ん
で
す
（
違
う
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
）。

ど
う
も
今
の
円
満
寺
が
建
て
ら
れ
る
前
か
ら
こ
の
辺

一
帯
は
宗
教
的
に
神
聖
な
場
所
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

− 7−
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る
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
本も
と

宮み
や

と
い
う
ち
い
さ
な
お
宮
が

建
っ
て
い
ま
す
。

最
近
こ
の
お
宮
の
前
に
真
っ
赤
な
鳥
居
が
ど
ん
ど
ん

建
て
ら
れ
て
、
春
に
先
駆
け
て
咲
く
「
河か
わ

津づ

桜ざ
く
ら」

が
植

え
ら
れ
て
い
て
、
イ
ン
ス
タ
映
え
す
る
ス
ポ
ッ
ト
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
山
の
て
っ
ぺ
ん
な
の
で
行
く
の
は

中
々
大
変
で
す
が
、
ぜ
ひ
写
真
を
撮
り
に
行
っ
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

05 

糸い
と

我が

稲い
な

荷り

神じ
ん

社じ
ゃ

糸
我
稲
荷
神
社
は
糸
我
地
区
に
あ
る
神
社
で
す
。
こ

ぢ
ん
ま
り
と
し
た
境
内
に
大
き
な
ク
ス
ノ
キ
が
こ
ん
も

り
と
茂
り
、
そ
の
真
ん
中
に
並
ぶ
真
っ
赤
な
鳥
居
が
印

象
的
な
神
社
で
す
。

日
本
中
に
た
く
さ
ん
あ
る
稲
荷
神
社
、い
わ
ゆ
る
「
お

い
な
り
さ
ん
」
で
す
が
、
そ
の
大
本
が
京
都
の
伏ふ
し

見み

稲

荷
神
社
で
す
。

伏
見
稲
荷
神
社
が
創
建
さ
れ
た
の
が
七
一
一
年
、

糸
我
稲
荷
神
社
が
創
建
さ
れ
た
の
は
社
伝
に
よ
る
と

六
五
二
年
…
何
と
お
い
な
り
さ
ん
の
元
締
め
で
あ
る
伏

見
稲
荷
神
社
よ
り
も
古
い
ん
で
す
。

社
伝
っ
て
自
分
所
の
歴
史
を
書
い
て
い
る
も
の
で
す

か
ら
、
伏
見
稲
荷
よ
り
古
い
と
い
う
の
が
本
当
か
ど
う

か
疑
う
人
も
多
い
で
す
。
で
も
、
伏
見
稲
荷
が
あ
る
場

所
は
、
京
都
の
紀き

伊い

郡ぐ
ん

な
ん
で
す
。
本
当
に
和
歌
山
と

何
か
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

糸
我
稲
荷
の
神
様
が
初
め
て
降
り
立
っ
た
と
言
わ
れ

− 8−
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06 

正し
ょ
う

善ぜ
ん

寺じ

正
善
寺
は
初
島
地
区
に
あ
る
お
寺
で
す
。
今
は
住
職

さ
ん
は
な
く
、
里
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
一

部
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
で
も
地
元
の
方
が
お
参
り
に

や
っ
て
き
ま
す
。

正
善
寺
と
言
え
ば
、「
大だ
い

日に
ち

如に
ょ

来ら
い

」
と
い
う
仏
像
が
有

名
で
、
国
の
重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
日
如

来
と
い
う
仏
様
は
、
宇
宙
そ
の
も
の
を
現
わ
し
て
い
る

仏
様
で
、
忍
者
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
が
特
徴
で
す
（
智ち

拳け
ん

印い
ん

と
言
い
ま
す
）。
ま
た
、
○
○
如
来
と
名
前
に
つ
く
仏

様
は
パ
ン
チ
パ
ー
マ
の
よ
う
な
髪
型
を
し
て
い
る
の
で

す
が
、
大
日
如
来
は
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
て
パ
ン
チ
パ
ー

マ
で
な
い
の
が
特
徴
で
す
。

普
段
こ
の
大
日
如
来
は
正
善
寺
横
の
建
物
に
厳
重
に

保
管
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
有
田
市
文
化
福
祉
セ
ン

タ
ー
に
連
絡
す
れ
ば
鍵
を
開
け
て
く
れ
ま
す
の
で
、
興

味
の
あ
る
人
は
ぜ
ひ
連
絡
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

０
７
３
７
ー
８
２
ー
３
２
２
１

− 9−
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も
湯
浅
一
族
で
貴
志
川
町
あ
た
り
を
治
め
て
い
た
貴
志

氏
で
す
。
現
在
で
も
保
田
さ
ん
と
い
う
姓
は
有
田
に
は

あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
貴
志
（
岸
）
さ
ん
は
よ
く
見

か
け
ま
す
ね
。

07 

湯ゆ

浅あ
さ

党と
う

平
安
時
代
の
終
わ
り
頃
、
貴
族
の
支
配
が
崩
壊
し
、

全
国
に
自
然
発
生
的
に
武
士
団
が
誕
生
し
ま
し
た
。

有
田
地
方
で
最
初
に
力
を
つ
け
た
の
が
湯
浅
党
で
す
。

湯
浅
党
は
名
前
の
と
お
り
、
湯
浅
発
祥
の
一
族
で
、

勢
力
を
伸
ば
し
た
先
々
で
そ
の
土
地
の
名
前
を
名
乗
っ

て
い
き
ま
す
。
最
終
的
に
、
北
は
紀
の
川
筋
、
南
は
本

宮
の
方
ま
で
湯
浅
一
族
は
勢
力
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

有
田
市
で
は
保
田
あ
た
り
で
保
田
氏
、
糸
我
あ
た
り

で
糸
我
氏
と
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
ま
す
。
中
で
も
保
田

氏
は
、
や
が
て
本
家
の
湯
浅
氏
以
上
に
力
を
付
け
て
い

き
ま
す
。

保
田
氏
の
本
拠
地
は
星
尾
で
す
。
星
尾
に
神じ
ん

光こ
う

寺じ

と

い
う
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
当
時
は
星
尾
寺
と
い
う
大
き

な
寺
で
、
京
都
と
の
繋
が
り
も
深
く
、
ま
さ
に
一
大
拠

点
だ
っ
た
ん
で
す
。

保
田
氏
は
南
北
朝
時
代
、
負
け
た
南
朝
側
の
味
方
を

し
て
没
落
し
ま
す
。
代
わ
り
に
や
っ
て
き
た
の
が
こ
れ

− 10−

宗
重

宗
景

宗
弘

宗
良

景
基

景
義

宗
村

盛
綱

盛
平

盛
安

光
重

成
光

光
政

宗
基

宗
尚

宗
明

宗
業

宗
家

宗
泰

宗
氏

宗
親

宗
国

（
湯
浅
氏
）

盛
高

上
覚（
行
慈
）

（
得
田
氏
）

宗
方
（
糸
我
氏
）

（
石
垣
氏
）

（
阿
氐
川
氏
）

宗
光

嫡
女（
崎
山
尼
信
性
）

四
女

明
恵
上
人（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

七
女（
藤
並
十
郎
に
嫁
す
）

（
保
田
氏
）

湯
浅
氏
略
系
図

←
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
！

　
有
田
市
観
光
協
会
公
式
サ
イ
ト
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神じ
ん

（
奈
良
の
春
日
大
社
の
神
様
）
が
現
れ
て
、「
イ
ン
ド

へ
行
く
の
は
や
め
な
さ
い
。」
と
言
わ
れ
、
思
い
止
ま
っ

た
と
の
こ
と
で
す
。
面
白
い
で
す
ね
。

も
し
こ
の
夢
を
見
な
け
れ
ば
、
実
際
に
イ
ン
ド
に
行

き
、
日
本
に
は
帰
っ
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高

い
の
で
、
結
果
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

星
尾
に
は
イ
ン
ド
行
き
を
思
い
止
ま
っ
た
場
所
に
後

の
明
恵
上
人
の
弟
子
が
建
て
た
卒そ

塔と

婆ば

（
石
碑
）
が
建
っ

て
い
ま
す
。
他
に
も
有
田
地
方
の
明
恵
上
人
ゆ
か
り
の

地
に
、
弟
子
が
併
せ
て
８
箇
所
に
石
碑
を
建
て
て
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。

08 

明み
ょ
う

恵え

上し
ょ
う

人に
ん

明
恵
上
人
は
鎌
倉
時
代
に
活
躍
し
た
お
坊
さ
ん
で
、

今
の
有
田
川
町
歓
喜
寺
地
区
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
人
の
偉
い
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ま
で
一
部
の
貴
族

な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た
仏
教
を
、
下
々
の
庶
民
に
広
め

よ
う
と
尽
力
し
た
点
で
す
。

昔
の
仏
教
は
、
人
び
と
の
願
い
を
叶
え
る
だ
け
で
は

な
く
、
教
育
を
行
う
学
校
で
も
あ
り
、
病
気
を
診
て
も

ら
え
る
病
院
で
も
あ
り
、
相
談
所
、
孤
児
院
、
Ｄ
Ｖ
シ
ェ

ル
タ
ー
な
ど
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

わ
け
で
す
が
、
そ
の
礎
を
築
い
た
先
人
の
内
の
一
人
な

ん
で
す
。

明
恵
上
人
は
お
釈
迦
様
を
想
う
あ
ま
り
、
２
回
イ
ン

ド
へ
行
こ
う
と
模
索
し
ま
す
。
そ
の
当
時
イ
ン
ド
へ
行

く
と
い
う
の
は
、
今
で
言
う
月
に
行
く
位
大
変
な
こ
と

で
す
。
そ
れ
を
思
い
止
ま
ら
せ
た
場
所
が
２
回
と
も
有

田
市
内
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
星
尾
地
区
と
宮

原
地
区
に
い
た
明
恵
上
人
は
、
２
回
と
も
夢
に
春か
す

日が

明み
ょ
う

− 11−
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09 

浄じ
ょ
う

妙み
ょ
う

寺じ

浄
妙
寺
は
宮
崎
町
に
あ
る
寺
で
す
。

建
て
ら
れ
た
の
は
平
安
時
代
の
初
め
で
す
が
、
仏
像

や
彫
刻
な
ど
多
く
は
鎌
倉
時
代
の
も
の
で
、
し
か
も
ど

れ
も
当
時
の
最
高
水
準
で
造
ら
れ
た
と
分
か
る
素
晴
ら

し
い
も
の
で
す
。
こ
れ
は
途
中
で
寺
が
京
都
と
繋
が
り

の
あ
る
者
に
支
配
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
お
そ

ら
く
、
湯
浅
氏
・
保
田
氏
と
の
関
係
が
深
く
、
京
都
と

の
パ
イ
プ
を
持
つ
明
恵
上
人
と
も
関
係
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
戦
国
時
代
、
豊
臣
秀
吉
が
全
国
を
統
一
支

配
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
有
田
も
攻
め
ら
れ
、
浄
妙
寺

の
多
く
の
建
物
も
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。も
っ

た
い
な
い
で
す
ね
。

今
は
本
堂
と
多
宝
塔
と
い
う
建
物
が
残
っ
て
い
て
、

そ
れ
ら
は
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
た
ず
ま
い
は
、
凜
と
し
て
い
て
、
一
見
の
価
値
が

あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
見
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。

− 12−
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10 

広こ
う

利り

寺じ

広
利
寺
は
宮
原
町
畑
地
区
の
山
深
い
所
に
あ
る
お
寺

で
す
。

今
は
誰
も
い
な
い
小
さ
な
お
寺
で
す
が
、
こ
こ
の
ご

本
尊
の
十じ
ゅ
う

一い
ち

面め
ん

観か
ん

音の
ん

（
頭
の
上
に
11
の
顔
が
あ
る
観
音

様
の
こ
と
）
が
と
に
か
く
素
晴
ら
し
い
ん
で
す
。
ふ
く

よ
か
で
流
れ
る
よ
う
な
お
姿
は
見
て
い
て
も
飽
き
が
き

ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
、
現
在
、
広
利
寺
に
は
こ
の
観

音
様
は
安
置
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
県
立
博
物
館
に
保
管

さ
れ
て
い
ま
す
。
た
ま
に
展
示
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の

時
は
ぜ
ひ
生
で
見
て
く
だ
さ
い
！

実
は
こ
の
観
音
様
、
元
々
は
大
阪
の
お
寺
に
あ
っ
た

も
の
な
ん
で
す
。
そ
の
大
阪
の
お
寺
が
な
く
な
っ
て
売

り
に
出
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
宮
原
の
宮み
や

本も
と

所し
ょ

右う

衛え

門も
ん

広ひ
ろ

利と
し

さ
ん
と
い
う
人
が
購
入
し
た
の
が
こ
の
十
一
面
観

音
と
い
う
わ
け
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
お
寺
の
名
前

も
宮
本
さ
ん
の
名
前
を
と
っ
て
「
広
利
寺
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

− 13−
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な
わ
け
で
、
本
当
に

神
社
を
建
て
て
神
様

に
し
て
し
ま
っ
た
と

言
う
こ
と
で
す
。
面

白
い
で
す
ね
。

11 

箕み
の

嶋し
ま

神じ
ん

社じ
ゃ

箕
嶋
神
社
は
箕
島
駅
の
近
く
に
あ
る
神
社
で
す
。

元
々
こ
の
辺
は
川か
わ

州す

つ
ま
り
有
田
川
の
川
原
だ
っ
た

所
で
、
木
が
茂
り
「
か
ら
す
の
森
」
と
言
わ
れ
て
い
た

場
所
で
し
た
。

は
じ
め
水み

主ぬ
し

神
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
明
治
時
代

に
箕
嶋
神
社
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

箕
嶋
神
社
の
境
内
に
は
い
く
つ
か
祠ほ
こ
ら

が
あ
っ
て
、様
々

な
神
様
を
ま
つ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
一
つ

に
「
田
中
神
社
」
と
い
う
神
社
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
田
中
神
社
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
神
様
は
、
何
と
、

田
中
善
吉
さ
ん
と
い
う
箕
島
に
実
際
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
方
な
ん
で
す
！

田
中
さ
ん
は
ろ
う
そ
く
の
原
料
を
採
る
た
め
の
ハ
ゼ

ノ
キ
や
さ
つ
ま
い
も
の
苗
を
九
州
か
ら
持
ち
込
む
な
ど
、

地
元
の
産
業
の
振
興
に
力
を
入
れ
た
人
で
す
。

田
中
さ
ん
の
お
か
げ
で
仕
事
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た

人
な
ど
に
と
っ
て
は
、
田
中
さ
ん
は
神
様
の
よ
う
な
人

− 14−
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な
お
姫
様
が
い
ま
し
た
。
あ
ま
り
に
琴
が
上
手
な
の
で
、

ま
だ
幼
い
女
の
子
だ
け
ど
「
中
将
」
と
い
う
位
を
授
け
ら

れ
た
の
で
、
中
将
姫
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

優
し
い
父
、
豊と
よ

成な
り

と
母
、
紫む
ら
さ
き

の
前ま
え

と
暮
ら
す
中
で
、

中
将
姫
は
幸
せ
で
し
た
。

あ
る
日
不
幸
な
こ
と
に
、
母
が
突
然
亡
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
悲
し
み
に
く
れ
る
娘
を
見
て
、
い
た
た
ま
れ
な

く
な
っ
た
豊
成
は
照て
る

夜よ

の
前ま
え

と
い
う
人
と
再
婚
し
ま
す
。

し
か
し
こ
れ
が
完
全
に
裏
目
に
出
て
し
ま
い
ま
す
。

照
夜
の
前
は
何
か
に
付
け
才
能
の
あ
る
中
将
姫
に
嫉

妬
し
、
意
地
悪
を
し
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
豊
成
と
の
間
に
豊と
よ

寿じ
ゅ

丸ま
る

と
い
う
中
将
姫

に
と
っ
て
の
弟
が
生
ま
れ
る
と
、
照
夜
の
前
は
豊
寿
丸

だ
け
を
か
わ
い
が
り
、
今
ま
で
以
上
に
中
将
姫
に
辛
く

当
た
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

豊
成
が
仕
事
で
長
期
間
家
を
空
け
て
い
た
桃
の
節
句

に
と
う
と
う
酷
い
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
照
夜
の
前
は

お
菓
子
に
毒
を
混
ぜ
、
中
将
姫
を
殺
そ
う
と
し
た
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
中
将
姫
が
食
べ
る
は
ず
の
毒
入
り
の
お

菓
子
を
、
あ
ろ
う
こ
と
か
豊
寿
丸
が
食
べ
て
し
ま
い
、

12 

得と
く

生し
ょ
う

寺じ

・
安あ

ん

生し
ょ
う

寺じ

得
生
寺
は
糸
我
町
中
番
に
あ
る
寺
で
す
。

５
月
14
日
に
来ら
い

迎ご
う

会え

式し
き

と
い
う
祭
が
行
わ
れ
ま
す
。

昔
か
ら
「
嫁
を
と
る
な
ら
糸
我
の
会
式
、
婿
が
ほ
し

け
り
ゃ
千
田
の
祭
り
」
と
言
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
糸
我

の
会
式
は
女
の
子
が
主
役
の
祭
で
有
名
な
ん
で
す
。

主
に
地
元
の
女
の
子
達
が
25
菩ぼ

薩さ
つ

と
い
う
仏
様
な
ど

に
扮
し
、
境
内
を
練
り
歩
き
ま
す
。
普
通
の
祭
の
よ
う

に
お
み
こ
し
な
ど
は
な
く
、
厳
か
な
雰
囲
気
の
祭
で
す
。

こ
れ
は
「
中ち
ゅ
う

将じ
ょ
う

姫ひ
め

」
と

い
う
お
姫
様
が
主
人
公

の
物
語
が
元
と
な
っ
て

い
ま
す
。
少
々
長
い
で

す
が
、
そ
の
話
を
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
か
。

む
か
ー
し
む
か
し
、

奈
良
の
都
に
琴
の
上
手

− 15−
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あ
る
将し
ょ
う

鑑げ
ん

に
相
談
し
ま
し
た
。

将
鑑
の
娘
、瀬せ

雲ぐ
も

は
、幼
い
頃
中
将
姫
と
遊
ん
だ
仲
で
、

面
白
い
こ
と
に
、
姫
と
双
子
の
よ
う
に
顔
が
そ
っ
く
り

で
、
二
人
が
並
ん
で
い
る
と
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
か
分
か

ら
な
く
な
る
ほ
ど
で
し
た
。

そ
の
瀬
雲
が
父
と
春
時
の
話
を
盗
み
聞
き
し
て
、
幼

な
じ
み
の
姫
の
危
機
を
知
り
ま
し
た
。
瀬
雲
は
、
姫
と
瓜

二
つ
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
し
ょ
う
か
、
幼
な
じ
み
だ
っ
た

か
ら
で
し
ょ
う
か
、
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
と
今
の
時
代

の
人
な
ら
誰
も
が
思
う
行
動
に
出
ま
す
。「
姫
と
瓜
二
つ

の
私
の
首
を
見
せ
れ
ば
照
夜
の
前
も
だ
ま
さ
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
父
上
、
先
立
つ
不
孝
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。」
と

言
い
、
父
の
前
で
自
ら
の
首
を
斬
り
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

深
い
悲
し
み
と
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
る
将
鑑
と
春
時
。

長
い
長
い
男
二
人
の
嗚お

咽え
つ

。そ
の
後
、長
い
長
い
沈
黙
。

結
局
、
瀬
雲
の
遺
志
を
継
ぎ
、
春
時
は
瀬
雲
の
首
を
照

夜
の
前
に
差
し
出
し
ま
す
。
照
夜
の
前
は
、
も
う
人
間

の
感
情
を
持
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
一
人
惚ほ
う

け
る
し
か
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。

仕
事
か
ら
戻
っ
て
き
た
豊
成
は
、
子
ど
も
が
二
人
と

死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

照
夜
の
前
は
自
分
の
行
い
を
棚

に
上
げ
、
豊
寿
丸
の
死
を
深
く
哀

し
み
、
そ
し
て
最
愛
の
息
子
の
死

の
原
因
は
中
将
姫
が
毒
入
り
の
お

菓
子
を
食
べ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
、

怒
り
狂
い
ま
し
た
。
逆
ギ
レ
と
は

ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
す
。

照
夜
の
前
は
な
り
ふ
り
か
ま
わ

ず
、
伊い

藤と
う

春は
る

時と
き

と
い
う
者
を
刺
客
に
雇
い
、
中
将
姫
を
抹

殺
し
よ
う
と
し
ま
す
。

中
将
姫
は
着
の
身
着
の
ま
ま
、
命
か
ら
が
ら
、
奈
良

か
ら
遠
く
名
も
知
ら
ぬ
里
ま
で
逃
げ
落
ち
ま
し
た
。
里

の
者
に
聞
く
と
こ
こ
は
糸
我
と
い
う
地
の
こ
と
。

一
方
、
刺
客
の
春
時
は
糸
我
の
里
で
中
将
姫
を
見
つ
け

た
も
の
の
、
幼
い
姫
を
ど
う
し
て
も
殺
め
る
こ
と
が
で
き

ず
、
姫
の
着
物
の
端
く
れ
に
自
分
の
血
を
付
け
そ
れ
を
姫

が
死
ん
だ
証
拠
と
い
う
こ
と
に
し
て
奈
良
に
戻
り
ま
す
。

奈
良
に
戻
っ
た
も
の
の
、
こ
の
頼
り
な
い
証
拠
品
で

照
夜
の
前
を
だ
ま
せ
る
自
信
の
無
い
春
時
は
、
親
友
で

− 16−
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（
体
裁
を
整
え
る
た
め
、
脚
色
を
加
え
て
い
ま
す
。）

何
と
悲
し
い
物
語
で
し
ょ
う
。

実
は
こ
の
話
、
元
々
は
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
な
話
だ
っ

た
ん
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
題
材

に
使
わ
れ
、
お
客
さ
ん
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
、

ど
ん
ど
ん
ス
ト
ー
リ
ー
が
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
変
わ
っ

て
い
き
、
今
の
物
語
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

中
将
姫
が
織
り
上
げ
た
と
い
う
伝
説
の
曼
荼
羅
は
、

奈
良
県
葛か
つ
ら

城ぎ

市し

の
当
麻
寺
に
あ
り
ま
す
が
、
得
生
寺
に

も
曼
荼
羅
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

安あ
ん

生し
ょ
う

寺じ

の
子こ

安や
す

地じ

蔵ぞ
う

有
田
東
大
橋
の
南
詰
一
帯
を
地
蔵
堂
と
呼
び
ま
す
。

有
田
み
か
ん
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
こ
の
地
の
名
前
の
由

来
に
な
っ
た
お
地
蔵
様
は
、
元
々
は
安
生
寺
の
仏
様
で

し
た
が
、
安
生
寺
が
廃
寺
と
な
り
、
現
在
近
く
の
得
生

寺
に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

安
産
に
御
利
益
が
あ
る
お
地
蔵
様
で
、
安
生
寺
で
は

秘
仏
（
姿
を
拝
む
こ
と
が
で
き
な
い
）
で
し
た
。

も
な
く
、
た
だ
ぼ
お
っ
と
し
て
い
る
妻
が
い
る
だ
け
の

家
の
有
様
に
呆
然
と
し
ま
す
。

豊
成
も
ま
た
深
い
悲
し
み
と
自
責
の
念
に
か
ら
れ
ま

す
。
春
時
か
ら
娘
は
と
お
く
紀
伊
国
糸
我
と
い
う
地
に

い
る
と
聞
き
、
娘
に
会
い
に
向
か
い
ま
す
。

糸
我
の
雲ひ

雀ば
り

山や
ま

に
身
を
隠
し
て
い
た
中
将
姫
は
、
豊

成
と
再
会
を
は
た
し
ま
す
。

で
も
も
う
実
の
母
に
は
会
え
な
い
。
豊
寿
丸
に
も
会

え
な
い
。
後
か
ら
聞
い
た
け
ど
、
瀬
雲
ま
で
も
う
会
え

な
い
。
中
将
姫
は
他
の
誰
よ
り
も
深
い
悲
し
み
の
淵
に

沈
み
、
自
責
の
念
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
し
て
奈
良
の
当た
い

麻ま

寺で
ら

と
い
う
寺
で
出
家
し
、
ひ
た

す
ら
蓮は
す

の
糸
で
曼ま
ん

荼だ

羅ら

を
織
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。
自

分
の
せ
い
で
命
を
落
と
し
た
大
切
な
人
の
た
め
に
。

そ
し
て
姫
が
29
歳
の
５
月
14
日
、
阿
弥
陀
様
と
25
菩

薩
に
迎
え
入
れ
ら
れ
、お
浄
土
へ
旅
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。

春
時
も
出
家
し
得と
く

生し
ょ
う

と
名
を
改
め
、
妻
を
奈
良
か
ら

呼
び
寄
せ
、
妻
も
出
家
し
妙み
ょ
う

生し
ょ
う

と
名
を
改
め
、
２
人
で

糸
我
の
地
に
小
さ
な
庵
を
結
び
ま
す
。

こ
の
庵
が
後
の
得
生
寺
と
な
っ
た
と
言
う
こ
と
で
す
。

− 17−
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13 

立た
て

神じ
ん

社じ
ゃ

立
神
社
は
野
地
区
に
あ
る
神
社
で
す
。

地
元
で
は
「
た
て
が
み
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。

有
田
川
の
流
れ
が
今
と
違
い
、
ち
ょ
う
ど
立
神
社
に

ぶ
ち
当
り
、
土
を
け
ず
っ
て
淵
（
水
深
の
深
い
と
こ
ろ
）

を
作
り
、
北
の
新
堂
の
方
へ
流
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
川
の
流
れ
を
受
け
止
め
る
よ
う
に
「
立
石
」

と
い
う
岩
が
あ
り
、
こ
れ
が
立
神
社
の
名
前
の
由
来
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

神
社
周
辺
の
社
寺
林

が
、
和
歌
山
県
の
自
然

環
境
保
全
地
域
に
指
定

さ
れ
て
い
て
、
ホ
ル
ト

ノ
キ
、
ス
ダ
ジ
イ
、
バ

ク
チ
ノ
キ
、
ウ
バ
メ
ガ

シ
な
ど
貴
重
な
植
物
群

落
が
見
ら
れ
ま
す
。

− 18−
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と
に
か
く
、
こ
の
横
堤
は
そ
の
後
箕
島
を
水
害
か
ら

守
り
続
け
た
ん
で
す
。

ち
な
み
に
今
の
横
堤
は
７
・
18
水
害
後
に
新
し
く
築

か
れ
た
も
の
で
す
。

14 

望も
ち

月づ
き

太た

左ざ

衛え

門も
ん

有
田
川
の
堤
防
沿
い
を
走
る
国
道
４
８
０
号
は
、
新

堂
の
前
山
家
具
あ
た
り
か
ら
Ｊ
Ａ
箕
島
支
所
あ
た
り
ま

で
、
大
き
く
Ｓ
字
型
に
カ
ー
ブ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
辺
は
「
新
堂
の
横よ
こ

堤づ
つ
み

」
と
呼
ば
れ
、
昔
か
ら
堤

防
が
よ
く
切
れ
て
水
害
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
場
所
で
す
。

江
戸
時
代
、
殿
様
に
頼
ま
れ
こ
の
辺
の
堤
防
の
強
化

を
任
さ
れ
た
の
が
、
望
月
太
左
衛
門
と
い
う
人
で
す
。

太
左
衛
門
は
、
二
度
と
決
壊
し
な
い
よ
う
な
、
頑
丈

な
堤
防
を
作
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
結
果
お
金
を
か
な
り
使
っ
て
し
ま
い
、

な
ん
と
、
太
左
衛
門
は
責
任
を
取
っ
て
家
族
と
共
に
自

殺
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
の
時
代
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
堤
防

を
築
く
と
き
に
、
堤
防
が
う
ま
く
完
成
し
、
末
永
く
機

能
す
る
よ
う
、
人ひ
と

柱ば
し
ら

と
い
っ
て
人
の
命
を
捧
げ
た
の
で

す
。
奇
し
く
も
、
太
左
衛
門
自
身
が
人
柱
と
な
っ
た
形

に
な
っ
た
の
で
す
。

− 19−
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で
取
引
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
ま
さ
し
く
高
級
ス
イ
ー

ツ
で
す
ね
。

実
は
、
有
田
最
初
の
み
か
ん
は
今
の
み
か
ん
と
は
違

う
品
種
で
し
た
。本ほ
ん

み
か
ん
と
か
、小こ

み
か
ん
と
呼
ば
れ
、

一
回
り
小
さ
く
、
タ
ネ
が
あ
り
ま
し
た
。
今
、
主
に
栽

培
さ
れ
て
い
る
温う
ん

州し
ゅ
う

み
か
ん
は
、
江
戸
時
代
に
も
あ
り

ま
し
た
が
、
タ
ネ
が
な
い
の
が
「
子
供
が
で
き
ず
不
吉

だ
」と
嫌
わ
れ
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
な
り
、大
き
く
て
、

タ
ネ
が
な
く
食
べ
や
す
い
温
州
み
か
ん
が
広
ま
っ
て
い

き
ま
し
た
。

15 

有あ
り

田だ

み
か
ん

有
田
市
は
全
国
で
も
有
数
の
み
か
ん
の
産
地
な
の
は
、

こ
れ
を
読
ん
で
い
る
人
は
み
ん
な
知
っ
て
る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
今
の
お
い
し
い
み
か
ん
が
栽
培
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
ま
で
、
い
く
つ
か
の
歴
史
と
謎
が
あ
り
ま
す
。

有
田
に
み
か
ん
が
最
初
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
は
、
い

く
つ
か
説
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
糸
我
を
起
源

と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
最
も
有
名
な
説
が
、

糸
我
の
伊い

藤と
う

孫ま
ご
　
え
　
も
ん

右
衛
門
と
い
う
人
が
今
の
熊
本
県
の
八や

代し
ろ

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
み
か
ん
の
苗
木
を
持
ち
帰
っ
た

と
い
う
説
で
す
。

今
で
も
、
糸
我
に
有
田
最
初
の
み
か
ん
の
木
の
直
系

の
子
孫
が
、
接つ

ぎ
木き

し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。（
県

指
定
文
化
財
）

江
戸
時
代
と
な
り
、
徳
川
頼
宣
が
紀
伊
国
藩
主
に
な

り
ま
し
た
。
頼
宣
は
領
地
内
の
産
業
振
興
に
力
を
入
れ
、

み
か
ん
の
栽
培
も
広
ま
り
ま
し
た
。
当
時
み
か
ん
は
と

て
も
貴
重
で
、
一
籠
半
で
一
両
（
十
万
円
以
上
）
の
値
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一
代
で
築
い
た
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
の
材
木
屋
も
、

早
々
に
閉
め
て
し
ま
い
、
そ
の
後
の
紀
伊
国
屋
文
左
衛

門
の
生
涯
も
様
々
な
説
が
あ
っ
て
よ
く
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。

で
す
が
、
彼
の
振
る
舞
い
は
、
当
時
の
江
戸
っ
子
の

心
に
深
く
刻
ま
れ
、
半
ば
伝
説
と
な
っ
て
今
で
も
人
び

と
の
心
を
揺
り
動
か
し
て
い
ま
す
。

16 

紀き

伊の

国く
に

屋や

文ぶ
ん

左ざ

衛え

門も
ん

「
沖
の
暗
い
の
に
白し
ら

帆ほ

が
見
え
る　

あ
れ
は
紀
伊
国
み

か
ん
船
」

こ
れ
は
地
元
有
田
で
昔
か
ら
唄
わ
れ
て
い
る
、
み
か

ん
摘
み
唄
（
江
島
節
）
の
一
節
で
す
。

江
戸
時
代
の
初
め
、
嵐
の
中
を
紀
伊
国
か
ら
江
戸
へ

み
か
ん
を
運
び
、
大
も
う
け
を
し
た
と
い
う
紀
伊
国
屋

文
左
衛
門
。
そ
の
様
子
を
唄
っ
た
も
の
で
す
。

紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
は
謎
の
多
い
人
で
、
出
身
地
も

色
々
と
説
が
あ
っ
て
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
が
、
誰
も

や
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
や
り
、
こ
こ
し
か
な
い
タ
イ
ミ

ン
グ
で
や
る
と
い
う
商
売
の
天
才
だ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
よ
う
で
す
。

ま
た
、
有
田
み
か
ん
の
名
を
全
国
に
広
め
た
第
一
の

功
労
者
と
言
え
ま
す
。

こ
の
み
か
ん
で
得
た
お
金
で
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
は

材
木
の
商
人
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
色
々
と
ア
イ
デ

ア
を
駆
使
し
て
巨
万
の
富
を
築
い
た
と
い
い
ま
す
。
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い
ま
す
が
、
ど
れ
も
夜
通
し
朝
ま
で
宴
会
を
す
る
点
が

共
通
し
て
い
ま
す
（
だ
か
ら
お
日
待
ち
と
い
う
名
前
な

ん
で
す
）。
矢
櫃
の
お
日
待
ち
は
そ
の
宴
会
が
明
け
た
次

の
日
の
朝
、
頼
宣

の
墓
が
あ
る
下
津

の
長ち
ょ
う

保ほ
う

寺じ

へ
お
参

り
し
、
大
の
甘
党

で
あ
っ
た
頼
宣
の

た
め
に
、
小
豆
を

お
供
え
す
る
点
が

面
白
い
で
す
ね
。

17 

矢や

櫃び
つ

有
田
市
の
一
番
西
に
あ
る
矢
櫃
地
区
。
小
さ
な
入
江

の
背
後
の
急
斜
面
に
ギ
ッ
シ
リ
と
建
物
が
建
っ
て
い
る

そ
の
姿
は
、
ど
こ
か
異
国
情
緒
が
漂
い
ま
す
。

こ
の
矢
櫃
地
区
に
人
が
住
み
始
め
た
の
は
、
江
戸
時

代
、
紀
伊
国
初
代
藩
主
、
徳と
く

川が
わ

頼よ
り

宣の
ぶ

公
が
、
有
田
の
沖

を
怪
し
い
船
な
ど
が
通
っ
た
ら
、
の
ろ
し
を
上
げ
て
和

歌
山
城
へ
知
ら
せ
る
役
割
を
さ
せ
る
た
め
、
今
の
串
本

町
か
ら
夫
婦
二
組
を
連
れ
て
き
た
の
が
初
め
で
す
。
こ

の
夫
婦
二
組
は
役
割
を
与
え
ら
れ
た
代
わ
り
に
、
矢
櫃

の
人
び
と
は
代
々
税
金
を
免
除
さ
れ
て
き
ま
し
た
。（
今

は
も
ち
ろ
ん
払
っ
て
い
ま
す
。）

と
い
う
こ
と
で
、
矢
櫃
の
人
び
と
は
徳
川
頼
宣
の
こ

と
を
大
変
敬
っ
て
き
ま
し
た
。

頼
宣
を
ま
つ
る
「
南な
ん

龍り
ゅ
う

神じ
ん

社じ
ゃ

」
を
建
て
、
正
月
明
け

の
九
日
（
現
在
は
１
月
の
第
２
日
曜
日
）
に
頼
宣
公
を

偲
ぶ
ま
つ
り
「
お
日ひ

待ま

ち
」
を
行
い
ま
す
。

お
日
待
ち
と
い
う
ま
つ
り
は
他
の
地
域
に
も
残
っ
て

− 22−
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糸い
と

我が

王お
う

子じ

熊
野
古
道
沿

い
に
は
○
○
王

子
と
名
前
の
つ

い
た
神
社
や
神

社
跡
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。

王
子
と
言
う
け

れ
ど
別
に
王
子

様
と
は
関
係
あ

り
ま
せ
ん
。
熊

野
古
道
の
ゴ
ー

ル
地
点
、
熊
野

の
神
様
を
親
（
王
）
と

す
る
と
、
こ
の
た
く
さ

ん
の
小
さ
な
神
社
は
い

わ
ば
子
ど
も
（
王
子
）、

と
い
う
こ
と
で
い
つ
し

か
○
○
王
子
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

18 

熊く
ま

野の

古こ

道ど
う

熊
野
古
道
は
熊
野
三
山
（
本
宮
大
社
・
速
玉
大
社
・

那
智
大
社
）
を
ゴ
ー
ル
と
す
る
道
で
、
古
く
か
ら
熊
野

三
山
の
御
利
益
を
求
め
る
人
が
歩
い
た
信
仰
の
道
で
す
。

古
く
は
京
都
の
皇
族
貴
族
が
足
繁
く
参
拝
し
、
後
白
河

上
皇
は
な
ん
と
33
回
も
参
拝
し
て
い
ま
す
。

一
般
庶
民
に
も
広
く
熊
野
詣
（
く
ま
の
も
う
で
）
が

広
ま
っ
た
の
は
室
町
時
代
か
ら
で
、「
蟻あ
り

の
熊
野
詣
」
と

表
現
さ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
人
が
熊
野
を
目
指
し
ま
し
た
。

現
在
も
昔
の
状
態
が
よ
く
残
さ
れ
て
い
て
、
一
部
は

世
界
遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
田
市
も
熊
野
古

道
が
通
っ
て
い
ま
す
。残
念
な
が
ら
世
界
遺
産
に
は
な
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
道
沿
い
に
は
い
く
つ
か
の
史
跡
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
部
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

蕪か
ぶ
ら

坂ざ
か
峠と
う
げ

王お
う
子じ

山や
ま

口ぐ
ち

王お
う

子じ
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ほ
か
、
阿
弥
陀
様
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

伏ふ
し

原は
ら

の
墓

車
も
電
車
も
な

い
昔
、
熊
野
詣
は

過
酷
で
し
た
。
何

日
も
か
け
て
、
い

く
つ
も
峠
を
越
え

て
歩
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
で
す
の

で
、
志
半
ば
で
行

き
倒
れ
に
な
る
人

有
田
市
に
は
こ
の
３
つ
の
王
子
社
が
あ
り
ま
す
。

熊
野
に
詣
で
る
人
々
は
、
道
す
が
ら
こ
の
小
さ
な
神

社
に
参
拝
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
道
中
の
無
事
を

祈
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
王
子
社
に
参
拝
す
る
理
由
と
し
て
は
、

小
さ
な
目
標
設
定
の
意
味
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
小
さ
な
神
社
は
だ
い
た
い
数
㎞
歩
く
ご
と
に
あ
る

の
で
、
一
日
に
何
社
か
参
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
熊
野

と
い
う
大
き
な
目
標
は
歩
い
て
も
歩
い
て
も
中
々
近
づ

い
て
い
る
と
い
う
実
感
が
わ
き
ま
せ
ん
が
、
王
子
社
に

参
る
た
び
に
一
歩
一
歩
着
実
に
進
ん
で
い
る
と
い
う
実

感
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

爪つ
め

書か
き

地じ

蔵ぞ
う

弘
法
大
師
が

岩
に
爪
で
書
い

た
と
言
い
伝
え

ら
れ
て
い
ま

す
。お

地
蔵
様
の

− 24−
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が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
て
亡
く
な
っ
た
人
を

弔
っ
た
の
が
伏
原
の
墓
で
す
。
墓
石
を
見
る
と
、
多
様

な
地
名
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
各
地
か
ら
多
く
の
人
が

熊
野
を
目
指
し
て
い
た
の
が
う
か
が
い
知
れ
ま
す
。

札ふ
だ

場ば

地じ

蔵ぞ
う

・
渡わ
た

し
場ば

宮
原
橋
も
な
い
昔
、
有
田
川
を
渡
る
に
は
船
を
使
っ

て
い
ま
し
た
。

宮
原
橋
と
天
神
さ
ん
の
間
に
渡
し
場
が
あ
り
、
川
が
増

水
な
ど
で
渡
れ
な
い
時
は
、
近
く
の
札
場
地
蔵
に
札
が
立

ち
熊
野
詣
の
人
達
に
知

ら
せ
て
い
ま
し
た
。

一い
ち

里り

塚づ
か

得
生
寺
の
す
ぐ
近
く
に
、
こ
ん
も
り
と
土
が
盛
ら
れ
、

そ
こ
に
松
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
里
塚
と

言
っ
て
、
熊
野
古
道
沿
い
に
一
里
（
約
４
㎞
）
ご
と
に

作
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
今
で
は

ほ
と
ん
ど
残
っ

て
い
な
い
貴
重

な
史
跡
で
す
。
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糸い
と

我が

峠と
う
げ

こ
こ
は
有
田
市
内
の

熊
野
古
道
で
も
一
番
昔

の
雰
囲
気
が
残
さ
れ
て

い
る
所
で
す
。
急
な
峠

を
登
り
や
す
く
す
る
た

め
に
右
に
左
に
何
回
も

折
れ
た
道
は
「
七
曲
が

り
」と
呼
ば
れ
る
所
で
、

こ
の
部
分
は
国
の
史
跡

に
な
っ
て
い
ま
す
。

峠
に
は
か
つ
て
茶
屋
が
あ
り
、
名
物
の
「
み
か
ん
」

な
ど
を
旅
人
に
売
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
峠
を
越
え
る
と
そ
こ
は
湯
浅
町
に
な
り
ま
す
。

※
得
生
寺
・
雲
雀
山
は
Ｐ
15
、
糸
我
稲
荷
神
社
は
Ｐ
８
、

太
刀
宮
・
宮
原
神
社
は
Ｐ
31
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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そ
の
後
、
除
虫
菊
か
ら
ピ
レ
ト
リ
ン
を
う
ま
く
抽
出
す

る
方
法
で
あ
る
と
か
、
い
く
つ
も
の
壁
を
乗
り
越
え
、
と

う
と
う
蚊
取
り
線
香
が
完
成
、販
売
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
二
十
三
年
に
発
明
さ
れ
た
当
初
の
「
棒
状
蚊
取
り
線

香
」
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
仏
壇
で
使
う
線
香
の
よ
う
な
棒

状
の
形
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
と
効
き
目
を
持
続
さ
せ
る

た
め
に
い
く
ら
長
く
し
て
も
40
分
く
ら
い
し
か
持
た
ず
、
ま

た
あ
ま
り
長
い
と
倒
れ
て
火
事
に
な
る
危
険
も
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
と
き
、
英
一
郎
の
妻
ゆ
き
さ
ん
が
、
と
ぐ
ろ
を

巻
い
て
い
る
蛇
を
見
て
ア
ッ
と
思
い
つ
き
、
渦
巻
き
型

の
蚊
取
り
線
香
が
生
ま
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
で
効
き

目
は
７
時
間
も
持
つ
よ
う
に
な
り
、
火
事
に
な
る
危
険

も
ぐ
ん
と
減
り
ま
し
た
。

ゆ
き
さ
ん
、
グ
ッ
ジ
ョ
ブ
で
す
ね
。

明
治
時
代
の
終
わ
り
に
か
け
て
、
有
田
市
内
で
数
社

の
蚊
取
り
線
香
会
社
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
は
有
田
市
内
で
は
、
上
山

英
一
郎
が
設
立
し
た
大
日
本
除
虫
菊

（
キ
ン
チ
ョ
ー
）
と
、
ラ
イ
オ
ン
ケ
ミ

カ
ル
の
二
社
が
製
造
し
て
い
ま
す
。

19 

蚊か

取と

り
線せ

ん

香こ
う

蚊
を
退
治
す
る
時
、
今
は
色
ん
な
方
法
が
あ
り
ま
す

が
、
一
昔
前
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
蚊
取
り
線
香
で
し
た
。

今
で
も
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
だ
と
か
屋
外
で
の
蚊
対
策
に
よ

く
使
わ
れ
ま
す
ね
。

実
は
こ
の
蚊
取
り
線
香
が
生
ま
れ
た
の
は
有
田
市
な

ん
で
す
！

明
治
時
代
に
山
田
原
の
上う
え

山や
ま

英え
い

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
た
ち
が
今

の
渦
巻
き
型
の
蚊
取
り
線
香
を
発
明
し
ま
し
た
。

蚊
取
り
線
香
の
原
材
料
に
使
用
さ
れ
る
の
は
除じ
ょ

虫ち
ゅ
う

菊ぎ
く

と

い
う
白
い
菊
の
よ
う
な
花
で
、
花
の
中
に
多
く
含
ま
れ
る
ピ

レ
ト
リ
ン
と
い
う
成
分
が
蚊
を
退
治
し
て
く
れ
る
ん
で
す
。

上
山
英
一
郎
さ
ん
た
ち
は
、
ま
ず
日
本
に
渡
来
し
て

間
も
な
い
除
虫
菊
を
育
て
る
の
に
大
変
苦
労
し
ま
し
た
。

当
時
誰
も
育
て
方
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
試
行
錯
誤
を

繰
り
返
し
た
ん
で
す
。
幸
い
有
田
の
地
は
雨
が
少
な
く
、

日
本
の
中
で
は
育
て
る
の
に
向
い
て
い
た
の
で
、
や
が

て
除
虫
菊
の
大
量
栽
培
に
成
功
し
ま
す
。
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お
遍
路
さ
ん
は
、
今
で
こ
そ
手
軽
に
車
や
電
車
で
行

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
昔
は
も
ち
ろ
ん
四
国
ま

で
船
で
渡
る
必
要
が
あ
る
し
、
山
あ
り
谷
あ
り
の
険
し

い
道
を
歩
い
て
四
国
を
一
周
す
る
と
い
う
大
変
過
酷
な

も
の
で
し
た
。

そ
こ
で
身
近
な
所
に
お
遍
路
さ
ん
を
模
し
た
八
十
八

箇
所
の
祠
を
作
り
、
仏
像
を
ま
つ
っ
た
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版

が
西
日
本
を
中
心
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
こ

の
愛
宕
山
八
十
八
箇
所
で
す
。

手
軽
に
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
言
え
、今
で
も
中
々

四
国
一
周
は
ハ
ー
ド
ル
が

高
い
で
す
よ
ね
。
愛
宕
山

八
十
八
箇
所
の
仏
像
は
小

さ
い
け
れ
ど
「
お
た
ま
し

い
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る

は
ず
で
す
の
で
、
お
大
師

さ
ん
の
ご
利
益
に
あ
や
か

り
た
い
時
は
是
非
こ
こ
に

参
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

20 

愛あ

宕た
ご

山や
ま

箕
島
駅
の
裏
に
連
な
っ
て
い
る
山
の
う
ち
、鉄
塔
の
建
っ

て
い
る
山
が
愛
宕
山
で
す
。
標
高
１
９
１・７
ｍ
の
山
で
、

箕
島
の
人
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
山
と
な
っ
て
い
ま
す
。

愛
宕
は
「
あ
た
ご
」
と
読
み
、
火
事
除
け
の
神
様
で

あ
る
愛
宕
神
社
が
山
の
中
腹
に
鎮ち
ん

座ざ

し
て
い
ま
す
。

箕
島
郵
便
局
の
角
か
ら
北
へ
進
み
、
愛
宕
山
へ
向
け

て
道
を
登
っ
て
い
く
と
、
石
の
仏
像
を
ま
つ
っ
た
祠ほ
こ
らが

い
く
つ
も
連
な
っ
て
い
る
山
道
に
続
い
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
は
愛
宕
山
八
十
八
箇
所
と
呼
び
、
祠
は
八
十
八

あ
り
ま
す
（
八
十
八
箇
所
目
は
愛
宕
神
社
）。
こ
れ
は
四

国
の
お
遍へ
ん

路ろ

さ
ん
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
で
す
。

お
遍
路
さ
ん
と
は
？

弘
法
大
師
（
空
海
、
お
大
師
様
）
が
四
国
で
修
行
し
た
際
の
ゆ

か
り
の
寺
が
八
十
八
箇
所
あ
り
、
そ
の
寺
を
巡
っ
て
お
参
り
す

る
こ
と
を
遍
路
と
い
い
、
親
し
み
を
込
め
て
お
遍
路
さ
ん
と

言
っ
た
り
し
ま
す
。
お
四
国
さ
ん
と
か
、
四
国
八
十
八
箇
所
と

言
っ
た
り
も
し
ま
す
。
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ん
ば
へ
行
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
当
時
の

人
々
は
、
そ
れ
ま
で
徒
歩
等
で
し
か
行
け
な
か
っ
た
ん

で
す
か
ら
か
な
り
の
進
歩
で
す
。

ち
な
み
に
当
時
の
終
着
駅
、
和
歌
山
市
駅
へ
行
く
の

に
途
中
の
駅
は
た
っ
た
５
つ
！
快
速
並
み
の
駅
数
で
す

ね
。和

歌
山
市　
終
点

和
歌
山
（
今
の
紀
和
駅
）

東
和
歌
山
（
今
の
和
歌
山
駅
）

紀
三
井
寺

日
方
町
（
今
の
海
南
駅
）

加
茂
郷

箕
島

21 

有あ
り

田だ

市し

の
鉄て

つ

道ど
う

有
田
市
に
鉄
道
が
や
っ
て
き
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

一
番
最
初
に
で
き
た
駅
は
箕
島
駅
で
、
１
９
２
４
年

（
大
正
13
年
）
の
事
で
し
た
。

次
の
年
の
１
９
２
５
年
（
大
正
14
年
）
に
は
紀
伊
宮

原
駅
が
で
き
、
と
い
う
風
に
、
当
時
は
、
和
歌
山
方
面

か
ら
南
へ
順
番
に
ど
ん
ど
ん
駅
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
し

た
。遅

れ
る
こ
と
10
数
年
、
初
島
駅
は
１
９
３
８
年
（
昭

和
13
年
）
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

実
は
、
鉄
道
設
置
計
画
で
は
、
下
津
か
ら
峠
を
越
え

宮
原
方
面
へ
通
る
予
定
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
話
を
聞
い
た
箕
島
の
勇
士
達
が
切
腹
も
辞
さ
な

い
覚
悟
で
陳
情
を
重
ね
、
今
の
路
線
と
な
っ
た
そ
う
で

す
。
す
さ
ま
じ
い
で
す
ね
。

箕
島
駅
が
で
き
た
当
初
、
大
阪
方
面
に
行
く
に
は
終

着
駅
の
和
歌
山
市
駅
か
ら
南
海
鉄
道
に
乗
り
換
え
て
な
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22 

東と
う

亜あ

燃ね
ん

料り
ょ
う

初
島
の
海
沿
い
に
広
が
る
大
き
な
タ
ン
ク
と
工
場
。

現
在
は
（
令
和
２
年
６
月
か
ら
）
エ
ネ
オ
ス
株
式
会

社
和
歌
山
製
油
所
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

元
々
は
東
亜
燃
料
工
業
和
歌
山
工
場
と
い
い
、
地
元
で

は
今
で
も「
と
う
ね
ん
」と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

工
場
が
操
業
し
た
の
は
昭
和
16
年
。
第
２
次
世
界
大

戦
で
真し
ん

珠じ
ゅ

湾わ
ん

攻こ
う

撃げ
き

が
な
さ
れ
た
年
で
し
た
。
そ
う
で
す
、

東
燃
の
工
場
は
主
に
軍
用
飛
行
機
の
燃
料
を
生
産
す
る

た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
す
。

や
が
て
日
本
の
本
土
に
連
日
空
襲
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
東
燃
の
工
場
も
３
回
爆
撃
を
受
け
ま
し
た
。

特
に
昭
和
20
年
７
月
28
日
、
Ｂ 

29
の
大
編
隊
の
爆
撃
に

よ
り
、
壊か
い

滅め
つ

し
ま
す
。

戦
争
が
終
わ
り
、
東
燃
は
ア
メ
リ
カ
の
企
業
と
手
を

結
び
再
び
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
和
歌
山
工
場
は
、
今
ま

で
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
、
付
加
価
値
の
高
い
飛
行
機

の
燃
料
や
潤じ
ゅ
ん

滑か
つ

油ゆ

な
ど
を
主
に
生
産
し
て
い
ま
す
。

こ
の
冊
子
の
編
纂
中
で
あ
る
令
和
４
年
１
月
25
日
に
、
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ
㈱

か
ら
令
和
５
年
10
月
を
め
ど
に
和
歌
山
製
油
所
の
操
業
を
停
止
す
る
と
い

う
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
長
年
有
田
市
の
基
盤
産
業
と
し
て
地
域
経
済
に

果
た
し
た
役
割
は
大
き
く
、
和
歌
山
製
油
所
の
操
業
停
止
が
有
田
市
に
与

え
る
影
響
は
は
か
り
知
れ
ま
せ
ん
。

令
和
４
年
３
月
現
在
、
今
後
の
工
場
跡
地
や
雇
用
確
保
等
の
様
々
な
問

題
に
つ
い
て
、
官
民
一
体
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
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春
日
社

そ
も
そ
も
、昔
は
八
幡
社
以
外
に
も
宮
原
に
神
社
が
あ
っ

た
の
で
宮
原
の
宮
は
ど
の
神
社
を
指
し
て
い
る
か
は
は
っ

き
り
し
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
宮
原
神
社
以
外

で
最
も
有
力
な
宮
原
の
「
宮
」
候
補
が
「
春
日
社
」
で
す
。

春
日
社
は
、
鹿
で
有
名
な
奈
良
の
春
日
大
社
の
系
列

神
社
で
す
。
春
日
大
社
は
、
元
々
は
藤
原
一
族
が
自
分

た
ち
一
族
の
た
め
に
作
っ
た
神
社
な
ん
で
す
。
宮
原
は

平
安
時
代
の
昔
、
藤
原
氏
の
関
連
施
設(

勧か
ん

学が
く

院い
ん)

の
持

つ
土
地
で
、
皇
族
が
熊
野
古
道
を
通
る
時
そ
こ
に
立
ち

寄
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
関
連
が
あ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
明
恵
上
人
（
コ
ラ
ム
８
参
照
）
が
宮
原
に
立

ち
寄
っ
た
時
、
春
日
大
社
の
神
様
が
夢
の
中
に
出
て
き

て
、「
イ
ン
ド
に
行
く
の
は
あ
き
ら
め
な
さ
い
」
と
お
告

げ
を
受
け
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も

春
日
社
と
関
連
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

こ
の
よ
う
に
昔
の
逸
話
が
残
っ
て
い
る
春
日
社
で
す

が
、
明
治
時
代
に
神
社
や
寺
が
大
規
模
に
整
理
さ
れ
た

際
、
宮
原
神
社
に
合
併
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
宮
原
神

23 

宮み
や

原は
ら

神じ
ん

社じ
ゃ

、
春か

す

日が

社し
ゃ

、
太た

刀ち
の

宮み
や

宮
原
神
社
っ
て
、
よ
く
考
え
た
ら
変
な
名
前
で
す
。

宮
原
神
社
と
い
う
名
前
は
、
宮
原
に
あ
る
神
社
と
い

う
意
味
で
す
。

宮
原
と
い
う
地
名
は
、お
宮（
宮
原
神
社
）が
あ
る
原
っ

ぱ
と
い
う
意
味
で
す
。

あ
れ
れ
、
ニ
ワ
ト
リ
が
先
か
、
卵
が
先
か
み
た
い
な

事
に
な
っ
て
ま
す
ね
。

実
は
宮
原
神
社
は

昔
別
の
名
前
の
神
社

（
八は
ち

幡ま
ん

社し
ゃ

）
だ
っ
た

ん
で
す
。

明
治
時
代
に
今
の

宮
原
神
社
と
い
う
名

前
に
な
り
ま
し
た
。
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な
ぜ
宮
原
神
社
で
剣
道
の
試
合
を
す
る
の
か
と
い
う

と
、
宮
原
神
社
の
前
身
で
あ
る
八
幡
社
の
神
様
が
、
戦
い

や
勝
負
事
の
際
に
よ
く
参
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
神
様
で
も

あ
る
の
で
す
が
、
境
内
に
太
刀
宮
と
い
う
神
社
が
あ
り
、

必
勝
祈
願
等
で
刀
（
も
ち
ろ
ん
模
擬
刀
で
す
）
を
奉
納
す

る
風
習
が
元
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
太
刀
宮
、
昔
有
田
地
方
を
治
め
て
い
た
宮
崎
一
族

の
一
人
、
宮み
や

崎ざ
き

定さ
だ

直な
が

に
ま
つ
わ
る
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。

昔
、
宮
崎
定
直
が
大
坂
冬
の
陣
に
参
戦
し
た
帰
り
、

蕪か
ぶ
ら

坂ざ
か

峠と
う
げ

（
下
津
と
宮
原
の
境
目
）
を
越
え
た
所
で
、
故

郷
の
風
景
に
安
心
し
た
の
と
、
戦
の
疲
れ
が
た
ま
っ
て

い
た
の
と
で
、（
昔
は
蕪
坂
峠
の
近
く
に
あ
っ
た
）
太
刀

宮
の
前
で
眠
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
間
に
定
直
を

討
ち
取
ろ
う
と
す
る
追
っ
手
が
、
定
直
に
追
い
つ
い
て

し
ま
い
、
眠
る
定
直
を
襲
お
う
と
し
ま
し
た
。

そ
の
間
定
直
は
夢
を
見
て
い
ま
し
た
。
今
の
状
態
と

同
じ
、太
刀
宮
で
寝
て
い
る
夢
で
す
。
夢
の
中
で
も
追
っ

手
に
襲
わ
れ
ま
す
が
、
定
直
は
金
縛
り
に
あ
っ
て
動
け

ま
せ
ん
！
絶
体
絶
命
の
ピ
ン
チ
！
と
、
そ
の
時
、
定
直

社
の
一
角
に
小

さ
な
祠
が
残
っ

て
い
ま
す
。

太
刀
宮

宮
原
神
社
で
は

４
月
に
剣
道
の
奉

納
試
合
が
行
わ
れ

ま
す
。
周
辺
の
剣

道
ク
ラ
ブ
の
子
ど

も
達
が
集
ま
り
神

様
の
前
で
試
合
を

す
る
の
で
す
。
そ

の
せ
い
か
、
宮
原

は
剣
道
が
盛
ん
な

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り

ま
す
。
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は
「
折お
り

継つ
ぎ

丸ま
る

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
太
刀
の
宮
に
奉

納
さ
れ
ま
し
た
。

の
刀
が
勝
手
に
動
き
出
し
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
追
っ
手

を
切
り
倒
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
あ
と
、
刀
が

力
尽
き
た
よ
う
に
動
か
な
く
な
り
、
真
っ
二
つ
に
割
れ

て
し
ま
っ
た
所
で
定
直
は
目
が
覚
め
ま
し
た
。

定
直
が
め
ざ
め
た
後
に
見
た
風
景
は
夢
と
全
く
同
じ

で
し
た
。
切
り
倒
さ
れ
た
追
っ
手
の
死
体
、そ
し
て
真
っ

二
つ
に
折
れ
た
自
分
の
刀
。

そ
こ
で
定
直
は
、
現
実
で
も
刀
に
助
け
て
も
ら
っ
た

と
悟
り
ま
す
。

折
れ
た
刀
を
手
に

取
っ
た
定
直
は
、
何

気
な
く
折
れ
た
場
所

を
合
わ
せ
ま
し
た
。

す
る
と
、
ふ
し
ぎ

な
こ
と
に
折
れ
て
し

ま
っ
た
は
ず
の
刀
の

折
れ
目
が
繋
が
り
、

す
っ
か
り
元
ど
お
り

に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
刀
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再
開
す
る
め
ど
は
今
の
と
こ
ろ
立
っ
て
い
ま
せ
ん
。

24 

鵜う

飼か
い

鵜
飼
と
は
、
鵜う

と
い
う
鳥
を
調
教
し
て
、
夜
に
た
い

ま
つ
の
火
に
寄
っ
て
き
た
魚
（
主
に
鮎
）
を
と
っ
て
こ

さ
せ
る
と
い
う
伝
統
的
な
漁
の
方
法
で
す
。

今
は
休
ん
で
い
ま
す
が
、
有
田
川
で
も
平
成
の
後
半

頃
ま
で
夏
の
風
物
詩
と
し
て
鵜
飼
が
行
わ
れ
、
多
く
の

観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
し
た
。

普
通
、
鵜
飼
は
鵜
匠
（
う
し
ょ
う
）
と
呼
ば
れ
る
鵜

を
あ
や
つ
る
人
が
、
船
に
乗
っ
て
た
く
さ
ん
の
鵜
を
同

時
に
あ
や
つ
っ
て
漁
を
行
う
ん
で
す
が
、
有
田
川
の
鵜

飼
は
、
鵜
匠
が
川
に
直
接
入
っ
て
一
羽
の
鵜
を
あ
や
つ

り
ま
す
。

こ
れ
は
徒か

歩ち

つ
か
い
と
い
う
古
い
方
法
で
、
現
在
こ

の
方
法
が
残
る
の
は
有
田
川
と
山
梨
県
の
笛ふ
え

吹ふ
き

川が
わ

と
い

う
所
の
２
箇
所
し
か
な
い
そ
う
で
す
。

有
田
川
の
鵜
飼
は
、
毎
年
鵜
を
新
た
に
捕
ら
え
、
調

教
し
、
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
る
と
自
然
に
帰
し
て
し
ま
い

ま
す
。
ま
た
、
一
年
中
何
か
し
ら
の
作
業
が
必
要
で
、

− 34−
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宮
崎
町
逢
井
地
区
や
高
田
（
千
田
漁
港
）
で
は
「
八は
っ

角か
く

網あ
み

」
と
い
う
定
置
網
を
使
っ
て
漁
を
行
い
ま
す
。

ク
モ
の
巣
を
ヒ
ン
ト
に
編
み
出
さ
れ
た
と
い
う
八
つ

の
角
が
あ
る
網
を
海
に
し
か
け
て
、
中
に
入
り
込
ん
で

出
ら
れ
な
く
な
っ
た
魚
を
と
り
ま
す
。

と
れ
る
魚
は
様
々
で
す
が
、
魚
に
傷
が
少
な
い
の
が

特
徴
な
の
で
、
と
れ
た
て
を
刺
身
に
し
て
食
す
る
の
が

最
高
で
す
！

25 

漁ぎ
ょ

業ぎ
ょ
う

宮
崎
町
辰
ヶ
浜
の
箕
島
漁
港
は
、太
刀
魚（
タ
チ
ウ
オ
）

の
漁
獲
量
日
本
一
を
誇
り
ま
す
。

太
刀
魚
は
、
そ
の
名
前
の
と
お
り
刀
の
よ
う
に
銀
色

に
輝
く
細
長
い
魚
で
、
ま
た
歯
が
刀
の
よ
う
に
鋭
い
の

で
う
っ
か
り
噛
ま
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。
味
は
淡
泊
で
、
煮
て
も
よ
し
焼
い
て
も
よ
し
、

新
鮮
な
も
の
は
刺
身
に
し
て
も
よ
し
！
食
べ
た
こ
と
な

い
方
は
是
非
ご
賞
味
あ
れ
。

太
刀
魚
は
海
の
底
の
方
に
住
ん
で
い
る
魚
な
の
で
、

底
引
き
網
と
い
う
海
底
の
魚
を
と
る
た
め
の
網
で
漁
を

し
ま
す
。

箕
島
漁
港
で
一
番
目
立
つ
黄
色
の
船
は
、「
う
た
せ
」

と
呼
ば
れ
て
い
て
、
太
刀
魚
等
を
と
る
底
引
き
網
漁
に

使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
「
う
た
せ
」
と
は
、
元
々
は
帆
か
け
船
の

こ
と
で
、
エ
ン
ジ
ン
が
な
か
っ
た
時
代
は
風
の
力
で
網

を
引
い
て
漁
を
し
て
い
ま
し
た
。

− 35−
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
有
田
川
」
に
象
徴
的
に
登
場
す

る
木
、「
人
助
け
の
ビ
ャ
ク
シ
ン
」
は
、
宮
原
町
滝
川
原

の
浄
念
寺
に
実
在
す
る
木
で
す
。

小
説
の
中
で
は
、
明
治
の
水
害
で
流
さ
れ
た
千
代
が
、

こ
の
ビ
ャ
ク
シ
ン
の
木
に
引
っ
掛
か
り
命
拾
い
す
る
の

で
す
が
、
現
実
の
世
界
で
も
こ
の
ビ
ャ
ク
シ
ン
の
木
は

水
害
の
た
び
に
流
さ
れ
た
人
を
引
っ
掛
け
て
助
け
て
き

た
の
で「
人
助
け
の
ビ
ャ
ク
シ
ン
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

あ
と
、
小
説
で
は
小
さ
な
御お

大だ
い

師し

様さ
ま

が
登
場
し
ま
す
。

水
害
で
行
方
不
明

に
な
る
の
で
す
が
、

千
代
が
泥
の
中
か

ら
見
つ
け
出
す
の

で
す
。
こ
れ
も
浄

念
寺
に
実
際
に
存

在
す
る
御
大
師
様

で
す
。

26 

浄じ
ょ
う

念ね
ん

寺じ

と
小し

ょ
う

説せ
つ

「
有あ

り
田だ

川が
わ

」

和
歌
山
県
出
身
の
作
家
、
有あ
り

吉よ
し

佐さ

和わ

子こ

さ
ん
は
、
地

元
和
歌
山
を
題
材
に
し
た
小
説
を
多
く
書
い
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、「
紀
の
川
」「
日
高
川
」「
有
田
川
」
は
俗

に
「
川
も
の
」
と
呼
ば
れ
、
激
動
の
時
代
を
生
き
た
一

人
の
女
性
の
生
き
ざ
ま
を
、
雄
大
で
時
に
厳
し
い
災
害

を
も
た
ら
す
川
の
流
れ
に
な
ぞ
ら
え
、
生
き
生
き
と
描

き
人
気
を
得
ま
し
た
。

「
有
田
川
」
の
主
人
公
、
千ち

代よ

も
明
治
・
大
正
・
昭
和

と
激
動
の
時
代
を
生
き
ま
す
。
そ
し
て
、
明
治
の
水
害

で
２
度
も
流
さ
れ
る
と
い
う
数
奇
な
運
命
を
た
ど
り
ま

す
。
そ
し
て
あ
の
７
・
18
水
害
で
も
・
・
・
詳
し
く
は

読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

昔
の
有
田
弁
が
飛
び
交
う
会
話
。
登
場
人
物
は
架
空

で
す
が
、
有
田
の
地
名
や
祭
り
な
ど
は
実
際
の
も
の
で
、

有
田
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。

図
書
館
に
も
置
い
て
あ
り
ま
す
よ
。
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り
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
て
に
な
ら
な
い
こ
と
が

多
い
の
で
す
。

で
も
、
様
々
な
書
物
を
調
べ
た
り
、
全
国
に
あ
る
似

た
地
名
の
地
形
や
歴
史
を
比
較
し
た
り
す
る
と
、
あ
る

程
度
確
信
を
持
っ
て
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
、
有
田
市
内
の
地
名
の
由
来
を
書
き
ま

す
。
古
い
書
物
に
載
っ
て
い
る
推
測
や
言
い
伝
え
、
そ

し
て
全
国
の
地
名
を
比
較
し
た
末
の
推
測
も
載
せ
て
い

ま
す
。
１
０
０
％
の
正
解
は
な
い
で
す
が
、
参
考
に
し

て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
興
味
の
あ
る
人
は
ぜ
ひ
地
図
を
手
に
調
べ

て
み
て
く
だ
さ
い
。
正
解
が
な
い
か
ら
こ
そ
の
面
白
さ

が
あ
り
ま
す
よ
！

①　
有あ

り

田だ

「
有
田
市
」

「
有
田
」に
は「
有
田
市
」と「
有
田
郡
」が
あ
り
ま
す
が
、

「
有
田
市
」
の
方
は
１
９
５
４
年
、
箕み
の

島し
ま

町
、
保や
す

田だ

村
、

有
田
市
の
地
名

地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
は
、
そ
の
場
所
を
表
す

た
め
に
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
地
名
と
言
い

ま
す
。

住
所
は
、
大
き
な
場
所
を
表
す
地
名
か
ら
順
番
に
小
さ

い
場
所
を
表
す
地
名
が
並
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、
有
田

市
役
所
の
住
所
は
「
和
歌
山
県
有
田
市
箕
島
50
番
地
」
で

す
。
有
田
市
役
所
は
、
和
歌
山
県
の
中
に
あ
る
、
有
田
市

の
中
に
あ
る
、
箕
島
と
い
う
所
の
、
50
と
い
う
番
号(

番

地)

が
振
ら
れ
た
場
所
に
建
っ
て
い
る
と
な
り
ま
す
。

自
分
の
住
ん
で
い
る
家
に
も
住
所
が
あ
っ
て
、
地
名

が
並
ん
で
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
地
名
、
な
ん
で
こ
ん
な

名
前
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
っ
て
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？
実
は
、
最
近
作
ら
れ
た
地
名
を
除
い
て
、
地

名
の
ほ
と
ん
ど
は
な
ぜ
そ
の
名
前
に
な
っ
た
の
か
は
っ

き
り
分
か
り
ま
せ
ん
。

古
い
書
物
に
地
名
の
由ゆ

来ら
い

を
書
い
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
言
い
伝
え
で
あ
っ
た
り
、
推す
い

測そ
く

で
あ
っ
た
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あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
藤
原
乙
牟
漏
は
７
９
０
年
に
亡

く
な
っ
て
い
る
の
で
、
死
後
16
年
も
経
っ
て
浄
妙
寺
が

建
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
怪
し
い
で
す
ね
。
し
か
し
、

こ
の
頃
に
「
あ
て
郡
」
か
ら
「
あ
り
だ
郡
」
に
名
称
変

更
し
た
の
は
事
実
で
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
し
、
天
皇

家
と
有
田
の
間
で
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
け
ど
何
ら
か

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
平
城
天
皇
は
幼
少
期
に
安
殿
皇
子

と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

昔
、
皇
族
な
ど
身
分
の
高
い
家
で
子
供
が
生
ま
れ
た

ら
乳
母
を
付
け
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
乳
母
は

文
字
ど
お
り
実
の
母
親
の
代
わ
り
に
乳
を
与
え
た
り
、

そ
の
子
供
の
教
育
全
般
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ば

育
て
の
親
で
す
。

平
城
天
皇
が
生
ま
れ
た
当
時
、
そ
の
乳
母
の
出
身
地

を
幼
名
に
付
け
る
と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

ル
ー
ル
か
ら
、平
城
天
皇
の
乳
母
が「
あ
て
郡
」出
身
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
？
と
推
測
で
き
ま
す
。

実
際
、
平
城
天
皇
の
次
の
天
皇
、
嵯
峨
天
皇
は
、
幼

宮み
や

原は
ら

村
、
糸い
と

我が

村
と
い
う
４
つ
の
町
村
が
合
併
す
る
と

き
に
、
有
田
郡
と
い
う
地
名
か
ら
名
前
を
採
用
し
「
有

田
町
」
が
誕
生
し
、そ
の
後
「
有
田
市
」
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
初
島
町
が
１
９
６
２
年
に
合
併
し
ま
し
た
。

「
有
田
郡
」

有
田
郡
は
昔
、「
あ
て
郡
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
天
皇
家
に
安あ

殿て

と
い
う
名
の
皇
子
様
が
お
ら

れ
た
の
で
、重
複
を
避
け
る
た
め
、恐
れ
多
い
の
で
、「
あ

て
」
の
地
は
「
あ
り
だ
」
と
名
前
を
変
更
し
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
安
殿
皇
子
は
、
大
人
に
な
り
、

８
０
６
年
に
平へ
い

城ぜ
い

天
皇
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
８
０
６

年
に
「
あ
て
郡
」
は
「
あ
り
だ
郡
」
に
名
前
を
変
更
し

ま
し
た
。
そ
し
て
同
じ
８
０
６
年
、
安
殿
皇
子
の
母
親
、

藤ふ
じ

原わ
ら
の

乙お

牟と

漏む
ろ

が
「
あ
て
郡
」
か
ら
「
あ
り
だ
郡
」
に
名

称
が
変
わ
っ
た
ば
か
り
の
地
の
西
の
端
、
今
の
宮
崎
町

に
浄じ
ょ
う

妙み
ょ
う

寺じ

を
建
て
さ
せ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
あ
て
」
と
い
う
名
前
を
通
じ
た
天
皇
家
と
有

田
の
奇
妙
な
繋
が
り
は
、
事
実
か
ど
う
か
怪
し
い
所
も
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「
あ
て
」
と
言
う
地
名
で
す
が
、
そ
の
由
来
は
分
か
り

ま
せ
ん
し
、元
は
ど
こ
だ
っ
た
か
も
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

万
葉
集
に
「
足あ

代て

過
ぎ
て
糸い
と

鹿か

の
山
の
桜さ
く
ら

花ば
な

散ち

ら
ず

も
あ
ら
な
む
帰
り
来
る
ま
で
」
と
い
う
短
歌
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

「
あ
て
」
を
通
過
し
「
い
と
か
」
つ
ま
り
今
の
糸
我
の

桜
を
見
て
、
帰
り
に
も
散
ら
ん
と
残
っ
と
い
て
欲
し
い

な
と
願
う
歌
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
、「
あ
て
」
と
い

う
所
は
糸
我
の
手
前
に
あ
る
地
名
だ
と
言
う
こ
と
が
分

か
り
ま
す
ね
。
こ
の
短
歌
を
歌
っ
た
人
が
、
奈
良
方
面

か
ら
熊
野
古
道
を
通
り
、
田
辺
方
面
へ
向
か
っ
て
い
る

人
だ
と
仮
定
す
る
と
、「
あ
て
」
の
地
は
、
今
の
宮
原
町

あ
た
り
に
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
推
測
で
き
ま
す
。

つ
ま
り
、「
あ
て
郡
」
は
今
の
宮
原
町
あ
た
り
に
あ
っ

た
「
足あ

代て

」
と
い
う
場
所
か
ら
名
前
を
採
用
し
た
と
推

測
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、「
有
田
市
」
は
「
有
田
郡
」
か
ら

命
名
、「
あ
て
郡
」
は
今
の
有
田
市
内
に
あ
っ
た
「
あ
て
」

か
ら
命
名
、
と
、
１
０
０
０
年
以
上
の
時
を
経
て
地
名

少
時
の
乳
母
が
今
の
愛
媛
県
新
居
浜
市
の
辺
り
の
「
神か
ん

野の

郡
」
と
い
う
所
の
出
身
だ
っ
た
の
で
、
幼
名
を
賀か

美み

能の

親
王
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
有
田
と
同
じ
く
、
恐
れ
多
い
と
言
う
こ
と
で

神
野
郡
は
新に

居い

郡
と
名
前
を
変
え
た
そ
う
で
す
。

で
も
、
そ
う
な
る
と
天
皇
の
乳
母
の
出
身
地
の
地
名

が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
ね
？

実
際
に
そ
う
い
う
声
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
嵯
峨
天
皇
の

賀
美
能
親
王
よ
り
後
に
こ
の
ル
ー
ル
は
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。嵯

峨
天
皇
の
乳
母
、
賀か

美み

能の

宿す
く

禰ね

は
そ
の
後
都
の
要

職
に
就
き
、
退
職
後
、
旧
神
野
郡
、
新
居
郡
と
名
前
が

変
わ
っ
た
ふ
る
さ
と
の
地
に
、
正
法
寺
と
い
う
大
き
な

お
寺
を
建
立
し
た
そ
う
で
す
。

そ
う
な
る
と
有
田
の
浄
妙
寺
も
、
藤
原
乙
牟
漏
が
建

立
し
た
の
で
は
な
く
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
平
城
天
皇
の

乳
母
が
ふ
る
さ
と
に
建
立
し
た
お
寺
な
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
ね
。

ち
な
み
に
嵯
峨
天
皇
の
母
親
も
藤
原
乙
牟
漏
、
つ
ま

り
嵯
峨
天
皇
は
平
城
天
皇
の
弟
で
す
。
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の
は
何
も
有
田
川
に
限
ら
ず
、
紀
の
川
だ
っ
て
日
高
川

だ
っ
て
充
分
に
荒
れ
る
川
で
す
。
特
別
に
有
田
川
が
荒

れ
て
い
た
事
は
無
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
８
０
６
年
に
「
あ
て
郡
」
か
ら
「
あ
り
だ
郡
」

に
名
前
が
変
わ
る
前
か
ら
「
あ
り
だ
」
と
言
う
地
名
の

痕
跡
は
残
っ
て
い
て
、「
あ
て
郡
荒あ
ら

田た

」
と
言
う
村
名
が

出
て
き
ま
す
。

「
荒
い
」「
新
し
い
」
は
同
じ
語
源
で
、
実
際
、
昔
、

新
し
く
作
っ
た
田
ん
ぼ
の
こ
と
を
「
新
田(

あ
ら
た)

」

と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
、「
あ
て
郡
」
の
ど
こ
か

に
あ
っ
た
「
あ
ら
た
村
」
は
新
し
く
田
ん
ぼ
が
作
ら
れ

た
村
だ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
今
で
も
「
新し
ん

町ま
ち

」
と

か
「
泉せ
ん

北ぼ
く

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
」
と
か
、
新
し
く
作
ら
れ
た

町
に
は
新
し
い
と
言
う
意
味
を
込
め
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
名
付
け
ら
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

８
０
６
年
に
「
あ
て
郡
」
の
名
前
を
変
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
き
に
、
こ
の
「
あ
ら
た
村
」
の
名
前
が
採

用
さ
れ
た
。
実
際
、
郡
の
名
前
を
“
あ
ら
た
”
め
る
ん

で
す
か
ら
、
ピ
ッ
タ
リ
の
名
前
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
先

が
巡
っ
て
い
て
面
白
い
な
と
思
い
ま
す
。

「
あ
て
」
の
地
名
の
由
来
は
そ
れ
こ
そ
は
っ
き
り
し
ま

せ
ん
が
、
宮
原
町
に
「
あ
て
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、「
宮

原
町
畑(

Ｈ
Ａ
Ｔ
Ａ)

」
と
「
あ
て(

Ａ
Ｔ
Ｅ)

」
で
発
音

が
近
い
の
で
、宮
原
町
畑
に
由
来
を
求
め
る
人
も
い
ま
す
。

民
俗
学
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
、
柳や
な
ぎ

田た

国く
に

男お

さ
ん
は
、「
当
沢

(

あ
て
り
さ
わ)
」
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
書
き
残
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
柳
田
さ
ん
は
「
あ
て
」
と
は
木
材
の

生
育
の
悪
い
所
を
指
し
、「
当
沢
」
は
日
当
た
り
の
悪
い

場
所
と
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
「
あ
て
」
の
地
は
日
当
た
り
の
悪
い
場
所

を
指
す
ん
で
は
？
と
推
測
で
き
ま
す
が
、宮
原
っ
て
ど
っ

ち
か
っ
て
い
う
と
日
当
た
り
良
い
で
す
し
、
柳
田
さ
ん

の
言
う
こ
と
を
宮
原
の
地
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
の

は
ち
ょ
っ
と
違
和
感
が
残
り
ま
す
。

「
あ
り
だ
」
の
地
名
の
由
来
で
す
が
、
一
般
的
に
、「
有

田
川
が
荒
れ
た
川
だ
か
ら
」
有
田
と
な
っ
た
と
い
う
人

が
多
い
で
す
。
確
か
に
昔
の
人
々
も
有
田
川
の
洪
水
に

苦
し
め
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
、
荒
れ
た
川
な
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く
は
シ
ョ
ウ
ガ
が
た
く
さ
ん
は
え
て
い
た
か
ら
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

で
も
、
私
は
初
島
は
特
別
山
椒
や
シ
ョ
ウ
ガ
が
育
つ

の
に
適
し
た
土
地
と
は
思
い
ま
せ
ん
し
、違
う
由
来
だ
っ

た
と
考
え
て
い
ま
す
。
以
下
推
測
で
す
。

椒
は
元
々
有
田
郡
で
は
な
く
、
海あ

部ま

郡
の
村
で
し
た
。

海
部
郡
は
和
歌
山
市
や
海
南
市
の
海
岸
沿
い
に
広
が
る

地
域
で
、
中
心
地
は
湊み
な
と

村
、
今
の
紀
ノ
川
の
河
口
付
近

で
し
た
。湊
村
か
ら
見
る
と
海
部
郡
の
一
番
遠
く
て
端
っ

こ
の
土
地
、
こ
の
地
を
超
え
る
と
も
う
そ
こ
は
海
部
郡

で
は
な
く
有
田
郡
で
す
。
な
の
で
端
上
（
は
し
か
み
）

村
…
椒
村
と
な
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
全
国
に
橋
上
と
か
階
上
、
波
路
上
、
始

神
な
ど
様
々
な
漢
字
の
「
は
し
か
み
、
は
じ
か
み
」
地

名
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
中
心
地
か
ら
離
れ
て

い
た
り
、
隣
の
地
域
の
境
界
線
近
く
に
あ
っ
た
り
し
ま

す
。

ほ
ど
書
い
た
神
野
郡
か
ら
新
居
郡
の
名
前
変
更
も
「
新
」

の
文
字
が
入
っ
て
ま
す
し
、
新
し
い
名
前
を
付
け
よ
う

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
以
上
が「
有

田
」
の
由
来
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
「
あ
ら
た
村
」
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
で
す
が
、

こ
こ
か
ら
は
全
く
の
私
の
推
測
で
す
。

平
城
天
皇
と
そ
の
乳
母
は
、自
分
た
ち
の
た
め
に
「
あ

て
」
の
地
が
名
前
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
心
が
痛
み
ま
し

た
。
せ
め
て
も
の
つ
ぐ
な
い
に
こ
の
地
に
お
寺
を
建
よ

う
と
考
え
ま
し
た
。「
あ
て
郡
」
で
最
も
寺
を
建
て
る
の

に
適
し
た
場
所
を
探
し
、
行
き
着
い
た
の
が
今
の
宮
崎

町
で
、
平
城
天
皇
が
即
位
し
た
そ
の
年
に
、
浄
妙
寺
を

建
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、そ
こ
は
「
新
田
」
が
広
が
る
地
、

つ
ま
り
、
当
時
「
あ
り
だ
」
と
呼
ば
れ
る
地
で
し
た
。

②　
椒は

じ
か
み

（
初
島
の
昔
の
呼
び
方
）

初
島
地
区
は
、
昔
は
椒
（
は
じ
か
み
）
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
椒
、
つ
ま
り
山
椒
（
さ
ん
し
ょ
う
）
も
し
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ま
せ
ん
。

確
か
に
、友
ヶ
島
の
方
が
浦
の
初
島
よ
り
北
側
に
あ
っ

て
京
都
奈
良
の
人
が
最
初
に
出
会
い
そ
う
な
も
ん
で
す

が
、
当
時
の
人
に
と
っ
て
、
友
ヶ
島
は
淡
路
島
と
同
じ

く
阿
波
（
徳
島
の
こ
と
）
へ
の
ル
ー
ト
、「
阿
波
路
島
」

の
一
つ
だ
っ
た
の
で
、初
島
扱
い
さ
れ
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、伊い

豆ず

に
も
「
初
島
」
と
い
う
島
が
あ
っ
て
、

こ
れ
も
東
京
方
面
か
ら
見
て
初
め
て
出
会
う
位
置
に
あ

る
有
人
島
で
す
。

④　
港み

な
と

町ま
ち

こ
の
地
名
は
わ
ざ
わ
ざ
説
明
し
な
く
て
も
分
か
り
ま

す
よ
ね
。
そ
う
、「
港
町
」
は
港
町
だ
か
ら
港
町
と
呼
ば

れ
て
い
る
ん
で
す
。

た
だ
、
昔
は
「
港
町
」
で
は
な
く
「
北き
た

湊み
な
と

」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。
南
の
方
、
今
の
辰た
つ

ヶが

浜は
ま

も
港
町
な
の

で
「
北
湊
」
で
す
。
江
戸
時
代
に
有
田
み
か
ん
が
全
国

③　
初は

つ

島し
ま

椒
村
が
町
に
昇
格
し
た
と
き
「
初
島
町
」
と
名
前
が

改
め
ら
れ
、
そ
れ
以
来
、
椒
の
地
は
初
島
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
初
島
な
の
か
と
い
う
と
、
地
ノ
島
と
沖
ノ
島
が

「
浦
の
初
島
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
ん
で

す
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
こ
の
二
つ
の
島
が
「
浦
の
初
島
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
？　
以
下
推
測
で
す
。

奈
良
京
都
の
人
々
が
紀き

伊い
の

国く
に

を
訪
れ
て
、
熊く
ま

野の

方
面

に
向
か
う
と
き
、
こ
の
地
ノ
島
・
沖
ノ
島
が
、
最
初
に

出
会
う
有
人
島
な
の
で
「
浦
の
初
島
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

「
浦
の
初
島
」
の
「
浦
」
は
、
漁
業
を
営
む
人
が
住
む

村
と
か
そ
う
い
う
意
味
で
す
。

こ
れ
を
読
ん
だ
人
の
中
に
は
、
和
歌
山
市
に
友
ヶ
島

が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
つ
っ
こ
む
方
が
い
る
か
も
知
れ
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「
巳
（
み
）
の
島
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
推
測
２

箕
島
の
地
は
昔
か
ら
洪
水
に
悩
ま
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
人
々
は
水
の
神
様
を
ま
つ
ろ
う
と
言
う
こ
と
に

な
り
、
川
州
（
か
わ
す
）
と
い
う
所
に
水
主
（
み
ぬ
し
）

神
社
を
ま
つ
り
ま
し
た
。
や
が
て
そ
の
神
社
は
、烏
（
か

ら
す
）
の
森
の
箕
嶋
（
み
の
し
ま
）
神
社
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
、
神
社
周
辺
の
集
落
も
箕
島
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

地
名
の
由
来
が
ど
う
で
あ
れ
、
箕
島
は
水
に
苦
し
め

ら
れ
て
き
た
の
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
全
国

に
船
で
渡
り
歩
く
商
業
の
町
と
し
て
栄
え
て
こ
れ
た
の

も
、
水
の
お
か
げ
と
も
言
え
ま
す
。

だ
か
ら
私
は
、
箕
島
は
「
水
の
神
様
で
あ
る
蛇
の
よ

う
な
形
を
し
た
、
水
に
愛
さ
れ
て
き
た
町
」
な
ん
だ
な

あ
と
思
っ
て
ま
す
。

に
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
北
湊
」
は
み
か
ん
出
荷

の
拠
点
と
し
て
大
い
に
発
展
し
ま
し
た
。

み
か
ん
の
出
荷
が
鉄
道
そ
し
て
ト
ラ
ッ
ク
に
移
り
変

わ
り
、「
北
湊
」
か
ら
み
か
ん
が
出
荷
さ
れ
な
く
な
っ
た

今
で
も
「
港
町
」
の
称
号
は
辰
ヶ
浜
で
は
な
く
港
町
に

与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑤　
箕み

の

島し
ま

官
公
庁
な
ど
が
集
ま
る
有
田
市
の
中
心
地
で
す
が
、

名
前
の
由
来
は
「
昔
箕み
の

の
よ
う
な
形
を
し
た
島
だ
っ
た

か
ら
」
と
か
、「
水
に
苦
し
め
ら
れ
た
島
『
水
の
島
』
だ

か
ら
」
と
か
諸
説
あ
り
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
以
下
推

測
で
す
。

箕
島
は
、
昔
、
山
田
原
か
ら
線
路
近
く
を
東
西
に
流

れ
る
現
在
よ
り
も
川
幅
の
広
か
っ
た
瀬せ

戸と

川が
わ

と
、
有
田

川
に
挟
ま
れ
た
細
長
い
半
島
状
の
地
形
を
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
形
状
が
蛇
の
よ
う
に
細
長
い
島
だ
っ
た
の
で
、
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⑦　
辰た

つ

ヶが

浜は
ま

「
辰
ヶ
浜
」、
小
学
校
名
は
「
田
鶴
」
と
書
き
ま
す
が
、

こ
の
地
名
の
由
来
も
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
昔

こ
の
辺
の
田
ん
ぼ
に
鶴
が
よ
く
舞
い
降
り
た
か
ら
と
い

う
説
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

近
く
の
立
神
社
の
由
来
に
、
昔
は
有
田
川
が
こ
の
神

社
の
岩
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
た
か
ら
そ
の
岩
が
「
立
岩
」

と
呼
ば
れ
、
立
神
社
と
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

河
口
に
は
潮
の
流
れ
に
よ
っ
て
、
川
の
流
れ
を
せ

き
止
め
る
か
の
よ
う
な
細
長
い
砂さ

州す

が
で
き
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。和
歌
山
県
で
は「
和
歌
川（
旧
紀
の
川
）」

「
切
目
川
」「
富
田
川
」「
太
田
川
」「
熊
野
川
」
で
見

ら
れ
ま
す
。（
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
等
で
ぜ
ひ
見
て
み
て

く
だ
さ
い
。）

有
田
川
に
も
明
治
時
代
ま
で
は
こ
の
よ
う
な
砂
州
が

辰
ヶ
浜
か
ら
港
町
方
面
に
伸
び
て
い
ま
し
た
。

辰
ヶ
浜
の
根
元
、
宮
崎
町
保
育
所
の
裏
に
飛ひ

龍り
ゅ
う

神じ
ん

社じ
ゃ

が
あ
り
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
こ
う
推
測
し
ま
す
。

⑥　
宮み

や

崎ざ
き

こ
の
地
名
も
、
わ
ざ
わ
ざ
説
明
し
な
く
て
も
由
来
の

想
像
が
つ
き
ま
す
ね
。

お
宮(
立
神
社
か
須
佐
神
社)

の
先
に
あ
る
土
地
だ
か

ら
で
し
ょ
う
。

昔
は
も
っ
と
広
範
囲
、
有
田
市
の
西
半
分
を
宮
崎
と

呼
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
宮
崎
を
治
め
て
い
た
一
族
が
宮
崎
氏
で
、

今
も
野
地
区
や
新
堂
地
区
に
宮
崎
さ
ん
が
大
勢
住
ん
で

い
ま
す
ね
。

宮
崎
地
区
は
、
海
に
飛
び
出
た
岬
の
よ
う
な
形
を
し

て
い
ま
す
。

22
ペ
ー
ジ
の
話
に
も
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
和

歌
山
藩
の
防
衛
上
重
要
な
土
地
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の

海
に
突
き
出
た
地
形
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
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土
地
が
崖
崩
れ
等
で
崩
壊
し
た
所
を
「
崩あ

岸ず

」
と
呼

ぶ
そ
う
で
す
。

有
田
の
小
豆
島
も
和
歌
山
市
の
小
豆
島
も
川
沿
い
に

あ
っ
て
、
洪
水
等
で
水
か
さ
が
増
す
と
川
の
中
州
の
形

が
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る
よ
う
な
場
所
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
、
川
の
水
で
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
形
が
崩
れ
る
よ
う

な
中
州
の
こ
と
を
「
崩あ

岸ず

島し
ま

」、
つ
ま
り
、
そ
の
中
州
の

あ
る
土
地
一
帯
を
「
小
豆
島
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
香
川
県
の
小
豆
島
は
瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ

島
で
こ
ろ
こ
ろ
形
が
変
わ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
崖
崩
れ
で
で
き
た
扇
状
地
が
多
く
あ
り
、
そ
こ

に
人
が
住
ん
で
い
る
の
で
、
こ
こ
も
「
崩
岸
島
」
が
そ

の
名
の
由
来
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

⑨　
古こ

江え

見み

昔
、
有
田
西
部
の
宮
崎
荘
内
に
、
古
江
見
寺
と
い
う

寺
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
を
古
江
見
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

有
田
川
に
立
ち
は
だ
か
る
龍
の
よ
う
な
形
を
し
た
浜
、

つ
ま
り
「
立
て
が
浜
」
か
ら
「
辰
ヶ
浜
」
と
な
り
ま
し
た
。

昔
の
漁
船
、
う
た
せ
船
は
も
ち
ろ
ん
エ
ン
ジ
ン
は
な

く
風
を
帆
に
受
け
移
動
し
ま
し
た
が
、
天
然
の
防
波
堤

で
あ
る
「
辰
ヶ
浜
」
の
裏
に
停
泊
し
波
を
よ
け
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
夜
の
陸
風
で
出
港
し
、
昼

の
海
風
で
帰
港
す
る
を
繰
り
返
し
て
い
た
ん
で
し
ょ
う

ね
。⑧　

小あ

豆ず

島し
ま

宮
崎
町
の
東
半
分
を
小
豆
島
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま

す
。「
あ
ず
し
ま
」
と
読
み
ま
す
。
和
歌
山
市
に
も
小
豆

島
地
区
が
あ
り
、
読
み
も
「
あ
ず
し
ま
」
で
す
。
香
川

県
に
あ
る
小
豆
島
は「
し
ょ
う
ど
し
ま
」と
読
み
ま
す
が
、

昔
は
「
あ
ず
き
じ
ま
」
と
読
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

ど
の
小
豆
島
も
、
特
段
、
小
豆
（
あ
ず
き
）
の
採
れ

る
土
地
と
い
う
訳
で
も
な
い
で
す
。
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⑩　
野の

・
山や

ま

地ち

野
地
区
と
山
地
地
区
は
い
っ
ぺ
ん
に
行
き
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
山
地
は
江
戸
時
代
の
始
め
に
野
か
ら

独
立
し
て
で
き
た
地
区
な
ん
で
す
。
元
々
は
山
地
も
野

だ
っ
た
ん
で
す
。

野
と
い
う
言
葉
は
平
ら
な
土
地
と
い
う
意
味
を
持
ち

ま
す
が
、
山
の
裾
野
と
い
う
よ
う
に
、
若
干
傾
斜
の
あ

る
土
地
を
言
う
こ
と
が
多
い
で
す
。

確
か
に
、
今
風
力
発
電
の
あ
る
山
あ
た
り
か
ら
、
な

だ
ら
か
な
傾
斜
が
今
の
野
地
区
の
中
心
部
付
近
ま
で
続

い
て
い
ま
す
。

こ
の
野
地
区
に
人
が
増
え
始
め
、
山
地
が
独
立
す
る

の
で
す
が
、
山
地
は
文
字
ど
お
り
山
の
方
の
土
地
な
の

で
、山
地
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

⑪　
新し

ん

堂ど
う

こ
の
地
名
の
由
来
は
、
紀き

伊い

続し
ょ
く

風ふ

土ど

記き

と
い
う
書
物

で
は
な
ぜ
古
江
見
寺
と
い
う
名
前
の
寺
が
で
き
た
の

か
、
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
寺
名
は
重
複
す
る

こ
と
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
国
に
同
じ
名
前
の

寺
は
ど
う
も
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
有
田
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
寺
名
の
可
能
性
大
で
す
。

古
江
見
に
現
在
も
あ
る
安あ
ん

養よ
う

寺じ

と
い
う
寺
は
、
元
々

こ
の
古
江
見
寺
の
お
堂
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ

の
寺
の
古
文
書
に
は
古
江
見
寺
の
名
前
は
出
て
く
る
も

の
の
、
残
念
な
が
ら
古
江
見
の
名
前
の
由
来
ま
で
は
書

か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

以
下
想
像
で
す
。

古
江
見
地
区
の
南
と
東
側
は
山
に
囲
ま
れ
、
北
は
現

在
よ
り
も
川
幅
が
広
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
有
田
川
が
流

れ
て
い
た
の
で
、
昔
の
人
は
古
江
見
寺
・
古
江
見
地
区

に
行
く
の
に
山
か
川
を
越
え
て
い
か
な
い
と
た
ど
り
着

け
な
か
っ
た
。

な
の
で
、「
越
え
水
寺
」も
し
く
は「（
山
を
）越
え
見
寺
」

か
ら
古
江
見
寺
と
い
う
寺
の
名
前
が
生
ま
れ
、
や
が
て

そ
の
周
辺
が
古
江
見
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
？
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は
な
い
も
う
一
つ
の
「
田
原
」
に
も
区
別
の
た
め
「
川

田
原
」
だ
と
か
「
下
田
原
」
だ
と
か
、
一
文
字
足
し
て

い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

同
じ
名
前
の
村
な
ど
を
区
別
す
る
た
め
に
、
ま
た
、

大
き
く
な
っ
た
村
な
ど
を
分
割
す
る
と
き
に
、
頭
に
一

文
字
ず
つ
加
え
て
区
別
す
る
例
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

今
の
串
本
町
の
「
上
田
原
」
と
「
下
田
原
」
な
ど
で
す
。

保
田
地
区
に
拠
点
を
置
い
て
い
た
湯
浅
氏
の
頭
領
の
保

田
氏
が
、
勢
力
を
広
げ
て
清
水
町
に
拠
点
を
置
い
た
一

派
は
「
山
保
田
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
山
田
原
の
お
と

な
り
の
「
下
中
島
」
で
す
。

元
々
は
「
中
島
」
と
い
う
村
で
、有
田
川
町
に
も
「
中

島
」
村
が
あ
り
、
区
別
す
る
た
め
に
明
治
時
代
に
そ
れ

ぞ
れ
「
下
中
島
」
と
「
上
中
島
」
に
な
り
ま
し
た
。

今
で
も
「
下
」
を
付
け
ず
に
「
な
か
し
ま
」
と
呼
ぶ

人
が
い
ま
す
。

昔
は
本
当
に
有
田
川
の
中
に
島
が
あ
っ
た
よ
う
で
、

そ
の
島
の
対
岸
と
思
わ
れ
る
「
西に
し

迎む
か
い」
と
い
う
地
名
が

残
っ
て
い
ま
す
。

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

昔
古
江
見
に
古
江
見
寺
と
い
う
大
き
な
寺
院
が
あ
り

ま
し
た
。
古
江
見
寺
は
い
く
つ
も
の
寺
が
集
ま
っ
て
で

き
て
い
て
、
そ
の
寺
の
一
つ
で
あ
っ
た
観
音
寺
と
い
う

寺
が
新
堂
に
移
転
し
、
新
し
い
お
堂
が
建
て
ら
れ
ま
し

た
。
こ
れ
が
「
新
堂
」
の
由
来
だ
と
し
て
い
ま
す
。
現

在
で
も
観
音
寺(
観
音
堂)

が
新
堂
に
あ
り
ま
す
。

⑫　
山や

ま

田だ

原は
ら

・
下し

も

中な
か

島じ
ま

「
山
田
原
」
も
紀
伊
続
風
土
記
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

北
に
山
を
背
負
っ
た
村
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
田
原
」
は
田
ん
ぼ
が
広
が
る
平
地
の
こ
と
で
、
同
様
の

地
名
が
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
と
区
別
す

る
た
め
に
「
山
」
を
付
け
て
「
山
田
原
」
と
し
た
の
で
し
ょ

う
。実
際
、山
田
原
は
北
だ
け
で
な
く
東
側
に
も
山
が
あ
り
、

山
に
囲
ま
れ
て
い
る
、
守
ら
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
ま
す
。

新
し
い
お
堂
が
建
つ
前
の
新
堂
な
ど
、
近
隣
の
ど
こ

か
に
昔
々
「
田
原
」
と
い
う
地
名
が
あ
っ
て
、
区
別
す

る
た
め
に
「
山
」
を
付
け
た
と
も
推
測
で
き
ま
す
。
今
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⑬　
辻つ

じ

堂ど
う

辻
堂
の
名
前
の
由
来
は
、
辻(

交
差
点)

に
お
堂
が

あ
っ
た
か
ら
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
田
川
に
面
し

て
い
る
せ
い
か
、
水
害
な
ど
で
古
文
書
の
類
は
残
っ
て

お
ら
ず
、
そ
の
お
堂
が
何
と
い
う
名
前
で
、
ど
こ
に
あ
っ

た
か
、
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

辻(

交
差
点)
と
い
う
こ
と
は
、
道
が
２
本
あ
っ
て

交
わ
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
普
通
に
考
え
る
と
、

東
西
の
道
と
南
北
の
道
、
つ
ま
り
、
星
尾
方
面
と
古
江

見
方
面
を
結
ぶ
東
西
の
道
と
、
須
佐
神
社
と
明
神
山
を

結
ぶ
南
北
の
道
だ
と
推
測
で
き
ま
す
。
そ
う
な
る
と
今

の
保
田
郵
便
局
の
辺
り
、
位
置
的
に
称
名
寺
を
「
辻
堂
」

の
候
補
に
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

⑭　
星ほ

し

尾お

一
説
で
は
、
昔
、
山
に
星
が
落
ち
た
、
つ
ま
り
隕
石

が
落
ち
て
き
た
の
で
、
そ
の
山
を
星
山
と
呼
び
、
そ
こ

か
ら
伸
び
る
尾
根
か
ら
「
星
尾
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
星
尾
の
一
宮

神
社
か
ら
ず
っ
と
尾
根
が
伸
び
て
い
て
、
保
田
と
糸
我

の
境
目
を
成
し
て
い
ま
す
。

全
国
に
隕
石
に
ま
つ
わ
る
話
が
残
っ
て
い
て
、
隕
石

が
落
ち
た
地
点
に
「
星
山
」「
星
田
」
な
ど
星
の
付
く
地

名
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
、
星
尾
も
そ

う
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

⑮　
千ち

田だ

紀き

伊い

続し
ょ
く

風ふ

土ど

記き

と
い
う
江
戸
時
代
後
期
に
作
ら
れ
た

書
物
で
は
、「
沃よ
く

野や

広こ
う

平へ
い

」
な
土
地
だ
か
ら
「
千
田
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
沃
野

広
平
」
と
は
水
の
豊
か
な
平
地
と
い
う
意
味
で
、
確
か

に
千
田
は
水
の
豊
か
な
平
地
と
言
え
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
万
葉
集
に

「
あ
ぢ
の
住
む
渚す

沙さ

の
入
江
の
荒あ
り

磯そ

松ま
つ

我わ

を
待
つ
子
ら

は
た
だ
ひ
と
り
の
み
」

「
あ
ぢ
の
棲
む
須す

沙さ

の
入
江
の
隠こ
も

り
沼
の
あ
な
息
づ
か
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し
見
ず
久
に
し
て
」

と
い
う
二
首
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「
す
さ
」

が
有
田
の
須
佐
神
社
周
辺
と
い
う
説
と
、
愛
知
県
の
知

多
半
島
に
あ
る
須
佐
神
社
周
辺
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

面
白
い
こ
と
に
、ど
ち
ら
も「
ち
た・ち
だ
」の「
す
さ
」

な
の
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
二
つ
の
土
地
に
は

何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
関
係
が
な

く
て
も
、
名
前
の
由
来
は
同
じ
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
考
え
る
と
、
有
田
川
の
河
口
に
今
ほ
ど
土
砂
が

た
ま
っ
て
い
な
い
昔
は
、
須
佐
神
社
を
根
元
と
し
て
宮

崎
鼻
ま
で
細
長
い
半
島
の
よ
う
な
地
形
を
成
し
て
い
た

と
し
て
、
知
多
半
島
は
細
長
い
半
島
で
す
し
、
細
長
い

半
島
の
こ
と
を
「
ち
た
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
は
？
と

い
う
仮
説
が
立
て
ら
れ
ま
す
。

⑯　
宮み

や

原は
ら

宮
原
は
、そ
の
ま
ま
、お
宮
の
あ
る
原
っ
ぱ
で
「
宮
原
」

と
な
っ
た
と
見
て
良
い
で
し
ょ
う
。
く
わ
し
く
は
コ
ラ

ム
23
に
書
い
て
る
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

⑰　
宮み

や

原は
ら

町ち
ょ
う

東ひ
が
し

、
宮み

や

原は
ら

町ち
ょ
う

南み
な
み

（
新し

ん

町ま
ち

）、

　
　
糸い

と

我が

町ち
ょ
う

西に
し

こ
れ
ら
の
地
名
は
、そ
れ
ぞ
れ
方
角
の
「
東
」、「
南
」、

「
西
」
の
意
味
で
疑
い
の
余
地
は
な
い
で
す
ね
。
地
域

の
中
心
部
か
ら
見
て
、
そ
の
方
角
に
あ
る
か
ら
そ
の
ま

ま
方
角
が
名
前
に
な
っ
た
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
で

す
。何

か
、
方
角
の
地
名
っ
て
、
裏
を
返
せ
ば
そ
の
地
域

の
中
心
地
で
は
な
い
と
と
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、

そ
う
で
も
な
い
ん
で
す
。
日
本
の
首
都
は
「
東
京
」
で

す
し
、
大
阪
の
繁
華
街
、
梅
田
と
難
波
は
通
称
「
キ
タ
」

と
「
ミ
ナ
ミ
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
ま
ち
と
い
う
の
は
、

始
ま
り
の
地
か
ら
外
側
に
向
か
っ
て
ど
ん
ど
ん
広
が
る

も
の
で
す
か
ら
、
中
心
よ
り
も
外
側
の
方
が
発
展
し
て

い
る
場
合
が
よ
く
あ
る
ん
で
す
。

宮
原
町
東
は
、
逆
に
元
々
は
こ
ち
ら
が
中
心
だ
っ
た

の
で
は
と
思
え
る
ほ
ど
、
円
満
寺
や
春
日
社
な
ど
、
歴

史
的
に
重
要
な
場
所
で
す
。
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糸
我
町
西
は
、
最
近
住
宅
が
多
く
建
っ
て
い
る
印
象

が
あ
り
ま
す
。

「
南
」
は
今
の
宮
原
町
新
町
で
す
。
紀
伊
宮
原
駅
に
は

「
み
な
み
タ
ク
シ
ー
」
と
書
か
れ
た
タ
ク
シ
ー
が
停
ま
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
新
町
」
の
元
々
の
名
前
「
南
」

か
ら
来
て
い
ま
す
。

南
地
区
は
駅
が
で
き
、
商
店
街
も
で
き
、
宮
原
町
の

中
で
も
栄
え
て
き
た
の
で
、昭
和
の
大
合
併
の
時
に
「
新

町
」
と
名
前
を
変
え
ま
し
た
。

⑱　
宮み

や

原は
ら

町ち
ょ
う

畑は
た

奈
良
の
平
城
宮
か
ら
出
土
し
た
木も
っ

簡か
ん

（
木
に
書
か
れ

た
文
書
）
の
一
つ
に

「
紀
伊
国
安
諦
郡
幡
陁
郷
戸
主
秦
人
小
麻
呂
調
塩
三
斗

…
」と

書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

き
の
国
の
あ
て
郡
の
は
た
郷
に
い
る
、
秦
人
（
は
た

び
と
、
渡
来
人
、
外
国
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
人
）
の
小
麻

呂
と
い
う
人
の
税
、
塩
三
斗
…
と
言
う
意
味
で
す
。

こ
の
「
は
た
」
と
言
う
地
名
自
体
渡
来
人
を
思
わ
せ

ま
す
し
、
実
際
「
は
た
」
に
渡
来
人
の
小
麻
呂
さ
ん
と

い
う
人
が
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

「
幡
陁
郷
（
は
た
ご
う
）」
が
宮
原
町
畑
か
ど
う
か
、

分
か
ら
な
い
、
別
の
場
所
だ
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
こ

の
木
簡
に
あ
る
税
が
「
塩
三
斗
」
と
い
う
の
も
、
当
時

は
塩
っ
て
海
水
で
作
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
山
の
中
に

あ
る
宮
原
町
畑
の
住
人
に
対
す
る
税
に
し
て
は
不
自
然

な
所
で
す
ね
。

で
も
、
平
安
時
代
の
初
め
に
書
か
れ
た
、「
日に

本ほ
ん

霊り
ょ
う

異い

記き

」
と
い
う
説
話
・
昔
話
の
類
を
集
め
た
書
物
の
中
に
、

「
海あ

部ま

（
今
の
和
歌
山
市
や
海
南
市
の
海
岸
部
に
広
が

る
地
域
）
と
安あ

諦で

（
今
の
有
田
郡
市
）
を
つ
な
ぐ
山
道

を
玉
坂
と
言
い
、
浜
中
（
今
の
下
津
）
か
ら
真
南
向
い

て
こ
の
玉
坂
を
越
え
れ
ば
秦は
た

の
里
に
た
ど
り
つ
く
」
と

い
っ
た
記
述
が
あ
り
ま
す
。
地
図
を
見
れ
ば
、
秦
の
里

は
も
う
宮
原
町
畑
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、宮
原
町
畑
は「
秦は
た

人び
と（

渡
来
人
）が
棲
む
集
落
」

と
言
う
意
味
で
し
ょ
う
。
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ち
な
み
に
現
在
、
有
田
川
が
∩
型
に
流
れ
て
い
る
田

殿
地
区
で
は
、
山
と
川
が
す
ご
く
近
く
て
、
崖
下
に
川

が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
地
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
須
谷

の
対
岸
の
、
有
田
東
大
橋
か
ら
環
境
セ
ン
タ
ー
に
か
け

て
も
崖
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昔
の
須
谷
は
、
こ

の
よ
う
な
地
形
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
ま
す
。

⑳　
宮み

や

原は
ら

町ち
ょ
う

滝た
き

・
宮み

や

原は
ら

町ち
ょ
う

滝た
き

川が

原は
ら

滝
地
区
は
宮
原
町
の
西
に
あ
る
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た

集
落
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
滝
地
区
の
北
側
の
山
の
中

腹
に
も
集
落
が
あ
る
の
が
見
え
ま
す
。
こ
こ
は
宮
原
町

畑
の
市
原
地
区
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
下
津
か
ら
山
を
越

え
て
宮
原
へ
続
く
道
が
通
っ
て
い
ま
し
た（
54
頁
参
照
）。

こ
の
市
原
か
ら
南
の
滝
地
区
に
向
か
っ
て
小
川
が
流

れ
て
い
て
、
川
沿
い
に
人
が
や
っ
と
通
れ
る
く
ら
い
の

道
も
あ
り
ま
す
。

滝
っ
て
、
今
で
は
垂
直
に
落
ち
る
水
の
流
れ
を
言
い

ま
す
が
、
昔
は
そ
こ
ま
で
は
行
か
な
い
急
流
の
川
で
も

滝
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

⑲　
宮み

や

原は
ら

町ち
ょ
う

須す

谷が
い

須
谷
は
「
す
が
い
」
と
読
み
ま
す
。
由
来
は
は
っ
き

り
し
ま
せ
ん
が
、谷
を
「
や
」
と
読
ん
で
「
須
ヶ
谷
（
す

が
や
）」
か
ら
「
す
が
い
」
に
変
化
し
た
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
た
だ
、「
谷
」
を
「
や
」
と
読
む
の
は
ほ
と
ん
ど

が
関
東
方
面
で
（
渋し
ぶ

谷や

と
か
四よ
つ

谷や

と
か
日ひ

比び

谷や

と
か
）、

関
西
で
は
「
た
に
」
と
読
む
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
、

そ
の
辺
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。

昔
、
須
谷
の
上
流
に
あ
る
、
有
田
川
町
の
田
殿
地
区

辺
り
は
、
有
田
川
が
今
よ
り
も
南
側
を
流
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。
そ
し
て
、
須
谷
の
辺
り
は
今
よ
り
も
北
側
を

流
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
は
Ｕ
字
型
に
流

れ
て
い
る
須
谷
周
辺
の
有
田
川
は
、
昔
は
逆
に
∩
型
に

流
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
か
い
」
と
い
う
地
名
は
、
崖
崩
れ
し
た
所
を
指
す
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
須
谷
は
「
有
田
川
に
削
ら
れ

て
崖
の
よ
う
に
な
っ
た
川
原
の
あ
る
場
所
」
と
い
う
意

味
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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る
と
、
そ
の
道
沿
い
の
町
は
み
ん
な
「
道
」
っ
て
呼
ぶ

の
？
っ
て
話
で
す
よ
ね
。

天
皇
家
が
足
繁
く
熊
野
へ
参
っ
た
平
安
時
代
、
当
然

途
中
で
休
憩
や
宿
泊
を
す
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
位

の
高
い
人
が
休
憩
や
宿
泊
が
で
き
る
施
設
が
熊
野
古
道

沿
い
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
施
設
を
堂ど
う

と

呼
び
、
宮
原
の
道
や
湯
浅
の
道
町
に
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
推
測
し
ま
す
。

㉒　
糸い

と

我が

糸
我
は
、
大
変
古
い
地
名
な
の
で
、
由
来
が
は
っ
き

り
分
か
り
ま
せ
ん
。

糸
我
地
区
の
熊
野
古
道
沿
い
に
「
糸
川
」
と
い
う
、

細
く
て
ま
っ
す
ぐ
な
川
が
流
れ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
「
糸
我
」
に
な
っ
た
と
推
測
し
ま
す
。
金
屋

に
は
「
糸
川
」
地
区
が
あ
っ
て
、こ
こ
に
も
細
く
て
ま
っ

す
ぐ
な
糸
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
日
高
川
町
に
「
伊
藤

川
（
い
と
ご
）」
と
い
う
地
区
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
伊

藤
川
（
い
と
か
わ
）」
が
流
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
市
原
か
ら
滝
地
区
を
流
れ
る
川
は
小
さ
い
け
ど

急
流
な
の
で
、
昔
の
基
準
か
ら
言
え
ば
滝
と
呼
ん
で
も

良
さ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
こ
の
地
区
を
「
滝
」
と
呼
ん

だ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、「
滝
川
原
」
は
「
滝
」
の
前
の
平
ら
な
場
所

だ
か
ら「
滝
ヶ
原（
た
き
が
は
ら
）」で「
滝
川
原
」で
す
。

決
し
て
滝
の
前
の
川
原
（
か
わ
ら
）
で
、「
た
き
が
わ
ら
」

で
な
い
の
が
ミ
ソ
で
す
。

滝
地
区
に
あ
る
寺
は
「
多た

喜き

寺じ

」
と
書
き
ま
す
。
漢

字
は
違
う
け
ど
「
た
き
」
と
読
み
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

同
じ
読
み
で
も
良
い
意
味
の
漢
字
に
置
き
換
え
る
こ
と

が
よ
く
あ
っ
て
、
こ
の
「
滝
・
滝
川
原
」
も
、
喜
び
多

い
こ
と
を
願
っ
て
付
け
ら
れ
た
名
前
な
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。㉑　

宮み
や

原は
ら

町ち
ょ
う

道ど
う

こ
の
地
名
は
、
南
北
に
熊
野
古
道
が
通
っ
て
る
か
ら

「
道
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

湯
浅
町
に
も
熊
野
古
道
沿
い
に
道
町
が
あ
り
ま
す
。

で
も
、
大
き
な
道
が
通
っ
て
る
か
ら
「
道
」
っ
て
な
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で
も
、
こ
の
「
糸
川
→
糸
我
」
説
は
根
拠
が
弱
く
て

自
信
を
持
っ
て
言
え
る
仮
説
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
万
葉

集
の
時
代
に
は
す
で
に
「
い
と
か
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、

「
い
と
か
わ
」
の
「
わ
」
が
な
い
ん
で
す
か
ら
。

も
う
一
つ
仮
説
を
挙
げ
ま
す
。

「
住
処
（
す
み
か
）」
と
か
「
在
処
（
あ
り
か
）」
の
よ

う
に
○
○
の
場
所
と
い
う
意
味
の
「
処
（
か
）」
と
言
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
糸
我
に
当
て
は
め
る
と

「
糸
の
よ
う
に
細
長
い
集
落
」
と
解
釈
で
き
な
く
は
な
い

で
す
。
熊
野
古
道
沿
い
に
家
が
建
ち
始
め
た
の
が
糸
我

の
一
番
初
め
の
姿
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
細
長
い
集
落

と
言
え
そ
う
で
す
。

㉓　
糸い

と

我が

町ち
ょ
う

中な
か

番ば
ん

番
と
言
う
言
葉
は
、
今
で
は
「
順
番
」
と
か
「
番
号
」

と
か
、
並
ん
で
い
る
数
字
の
全
体
、
も
し
く
は
そ
の
中

の
一
つ
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
で

す
が
、
元
来
二
つ
以
上
の
何
か
が
ひ
っ
つ
く
と
い
う
意

味
を
持
っ
て
い
て
、「
蝶
番
（
ち
ょ
う
つ
が
い
）」
な
ど

で
今
で
も
使
わ
れ
て
ま
す
ね
。

昔
、
交
差
点
な
ど
で
見
張
り
役
の
人
を
置
く
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。今
で
も
そ
う
い
う
意
味
で「
門
番
」「
交
番
」

「
番
犬
」
な
ど
使
い
ま
す
ね
。
見
張
り
っ
て
、
ず
っ
と
し

な
く
て
は
意
味
が
な
い
の
で
、
複
数
の
人
が
交
代
で
そ

の
任
務
を
行
う
こ
と
か
ら
、「
番
」
と
言
う
言
葉
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
任
務
に

当
た
る
人
が
ま
と
ま
っ
て
暮
ら
す
集
落
の
こ
と
も
「
番
」

と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

や
が
て
、単
な
る
集
落
に
も「
番
」を
使
う
よ
う
に
な
っ

た
の
で
、「
中
番
」
は
「
中
村
」
ぐ
ら
い
の
意
味
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
中
番
は
熊
野
古
道
沿
い
の
地
区
な
の
で
、
本

来
の
意
味
で
、
熊
野
古
道
を
通
る
人
を
見
張
る
人
が
住

ん
で
い
て
、「
熊
野
古
道
の
真
ん
中
に
位
置
す
る
見
張
り

の
人
が
住
む
地
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。



年表

時　代 西暦・年号 有田市の事柄

縄文時代 紀元前５０００年頃
縄文時代中期

この頃より地ノ島で人々の生活が始まる。
（地ノ島遺跡【コラム０1】）

弥生時代 紀元前1０世紀頃～
３世紀中頃

有田市内各地に人々の生活が広がる。
（津井浜遺跡、宮原奥の谷遺跡、新堂銅鐸、山地銅鐸、山地銅戈、千
田奥の谷遺跡、糸我地蔵堂遺跡など各地に出土品、遺跡が残る。）

古墳時代 

３００年～ 円満寺にある内行花紋鏡が造られる。【コラム 04】

４００～５００年頃 椒古墳【コラム 02】、野丁古墳（箕島２号墳）が造られる。
山田原で発見された画文帯環状乳神獣鏡が造られる。

５００年頃～
有田市内でも多くの古墳が造られる。

（箕島一本松古墳・新堂古墳・山田原表山古墳・宮原古墳・山地古墳・
高田中尾古墳・千田岡崎古墳群・星尾古墳等）

飛鳥時代 ６５２年 白雉３年 糸我稲荷神社創建。【コラム 05】

奈良時代

７1３年 和銅６年 千田神社（須佐神社）創建。【コラム 03】

７２９年 天平元年 長屋王自害。その遺骨を土佐（高知県）より紀伊国海部郡椒村奥ノ島
に移す。【コラム 02】

奈良時代後半 宮原町東 円満寺や宮原町滝 多喜寺の前身に当たる寺院が建てられる。
【コラム 04】、【有田の地名⑳】

平安時代 

８０６年 大同元年

安殿皇子が即位し平城天皇となる。【有田の地名①】
同年、安諦（あて）郡が在田（ありだ）郡に改められる。【有田の地名①】
同年、安殿皇子の母、乙牟漏皇太后の勅願により、唐の僧如宝（阿
波尼僧西阿弥という説もあり）が宮崎町浄妙寺を創建する。【コラム
09】

８０７年 大同２年 古江見寺（今の古江見安養寺 ･ 新堂観音寺 ･宮崎町蓮花寺など）を空
海が創建。【有田の地名⑨、⑪】

８1６年 弘仁７年 宮原神社創建。（当時は八幡社として）【コラム 23】【有田の地名⑯】
８７７年 元慶元年 箕島 常楽寺創建。

９０７年 延喜７年 宇多法皇初めて熊野に参詣。皇族 ･ 貴族の熊野参りが始まる。【コラ
ム18】

９３1– ８ 承平年間 安養院を得生寺と改める。（糸我町中番）
1０６２年 康平５年 初島 正善寺の大日如来が造られる。【コラム 06】
11５1– ４ 仁平年間 糸我町西 仁平寺（真砂寺）草創。
11６５年 永万元年 宮原町須谷 福勝寺が開基される。

11６９年 嘉応元年
田辺別当湛全の弟、定範、野に城を築き宮崎氏を名乗る。 
野 仏願寺創建。
立神社が祀られる。【コラム13】

11６９–７1 嘉応年間 千田 地蔵寺、山田原より現在の地に移設される。

鎌倉時代

鎌倉時代前期 湯浅宗重が岩室城を築城。
11８５年 文治元年 平忠房、湯浅宗重の助勢を受け岩室城に立てこもる。【コラム 07】
11８６年 文治２年 湯浅宗光、保田庄地頭となる。【コラム 07】

1２０３年 建仁３年 明恵上人、星尾の湯浅（保田）宗光屋敷で春日明神の神託を受け天竺
行きを思い止まる。【コラム 08】

1２０４年 元久元年 下中島 地福寺が創建される。
1２３６年 嘉禎２年 明恵上人の弟子喜海、明恵上人紀州八所遺跡卒塔婆建立。【コラム 08】
1２４９– ５６ 建長年間 宮原町畑 広利寺が開基される。【コラム10】

1２６２年 弘長２年 星尾 神光寺（星尾寺）、湯浅（保田）宗業の寄進によって建立される。【コ
ラム 07】

1２８２年 弘安５年 現在の宮原町東 円満寺が創建される。【コラム 04】
1２８８– ９３ 正応年間 糸我町西 延命寺開基。
1３３４–３８ 建武年間 この頃、貴志行兼が辻堂に住み保田庄を支配。【コラム 07】
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時　代 西暦・年号 有田市の事柄

南北朝時代 （室町時代） 
1３４４年 康永３年 明恵八所遺跡の卒塔婆が石造に改められる。【コラム 08】
1３６０年 延文５年 畠山国清、紀伊に侵攻し、湯浅党滅亡。【コラム 07】
1３７５年 天授元年 辻堂 称名寺が建立される。

室町時代

1４０８年 応永1５年 畠山満家、岩室城を改修。【コラム 07】
1４２1年 応永２８年 地頭吹田氏等、初島国主神社を造営。
1４２８年 正長元年 畠山持国、宮原を領して岩室山に城を増築拡大。【コラム 07】
1４２９– ４０ 永享年間 山田原 法華寺が貴志理宗により建立される。

1４７６年 文明８年 下中島 光明寺が開基される。
宮原町滝川原 浄満寺が備前の浪士児島氏により開基される。

1４８８年 長享２年 有田川洪水。これ以後に北原村が川南より川北の須谷に移る。【有田
の地名⑲】

1４９３年 明応２年
有田川洪水。宮原に粟生四社明神の一社が再度漂着。以後宮原庄南
に天神社として祀る。
野 光源寺が宮崎氏によって建立される。

1５０1年 文亀元年 糸我町西 蓮光寺、正了により開基。 

1５０４–２1 永正年間 初島町里 安楽寺開創。
新堂 本光寺が宮崎城主により創建される。

1５０４年 永正元年 初島町里 善福寺開基。
1５０６年 永正３年 宮原町滝川原 浄念寺が開基される。

1５２1– ８ 大永年間 宮原 善国寺が畠山政国によって建立される。
野 本宮寺が宮崎定頼によって開基。

1５２２年 大永２年 宮崎町 法正寺が宮崎二郎（法了）によって開基される。
1５２３年 大永３年 港町 教念寺が中興される。
1５２４年 大永４年 箕島 浄応寺の本尊が造られる。（この頃に建てられたか）
1５３３年 天文２年 宮崎定秋の誓願により宮崎町 蓮華寺が東国尾に再建される。

1５３５年 天文４年 箕嶋神社が祀られる。（当時は水主神社として）【有田の地名⑤】【コラ
ム11】

1５３８年 天文７年 初島町里 光明寺、東山道祐により創建。
1５７２年 元亀３年 港町 極楽寺が建てられる。

安土桃山時代

1５７３年 天正元年 前将軍足利義昭、立神社に流寓する。
1５７４年 天正２年 伊藤孫右衛門、八代より小蜜柑の小木を持ち帰る。【コラム15】
1５７９年 天正７年 湯浅の白樫実房、須佐神社を破却する。【コラム 03】

1５８５年 天正1３年 秀吉紀州征伐。宮崎城、岩室城落城。諸社寺兵火により荒廃する。【コ
ラム 07】

江戸時代

1６０４年 慶長９年 熊野街道に一里塚を築く。糸我一里塚もこの頃築かれたか。【コラム
18】

1６1９–２３ 元和年間
徳川頼宣、茂兵衛 ･ 茂太夫の２夫婦を串本町古座より矢櫃に移住させ
漁業を奨励する。また、郡中に山畑を開墾し、蜜柑の栽培を勧める。【コ
ラム15・17】

1６２４– ４４ 寛永年間 慶長の初め頃より各村に植えられていた蜜柑が次第に増え、この頃に
は大阪、堺、伏見等へ小舟で出荷する。【コラム15】

1６３４年 寛永11年 滝川原村の藤兵衛、初めて４００籠の蜜柑を北湊から江戸に送る。【コ
ラム15】

1６５８年 万治元年 有田川洪水により決壊した新堂横堤を望月太左衛門が苦心の末修築。
【コラム14】

1６６1年 万治４年 初島 天神社が祀られる。（もっと昔からあるかも）
1６８３年 天和３年 初島 国主神社が現在の地に移される。
1６８５年 貞享２年 紀伊国屋文左衛門、風雨を冒して蜜柑を江戸に送る。【コラム16】
1６８９年 元禄２年 星尾 阿弥陀寺が現在の地に移される。
1６９７年 元禄1０年 山地村、野村より分村【有田の地名⑩】

− 65−



年表

時　代 西暦・年号 有田市の事柄
1７０７年 宝永４年 大地震。北湊、辰ヶ浜被害大。
1７1６～３６ 享保年間 港町光禅寺が僧益道によって中興される。

1７２1年 享保６年 この頃から宮崎陶器商人が九州伊万里、有田に進出するなど活動活発
となる。

1７２７年 享保1２年 初島町里 正善寺が金剛寺から名前を改める。【コラム 06】

1７３６年 元文元年 田中善吉、薩摩に行きサツマイモ苗、ハゼノキ苗を持ち帰る。【コラム
11】

1７４５年 延享２年 田中善吉がハゼノキ栽培を各郡に奨励。【コラム11】
1７５２年 宝暦２年 初島町里 心光寺が今の地に移設される。
1７９３年 寛政５年 日根藤六、宮原の堤竣工。

1７９４年 寛政６年 徳本上人、岩室山にて1８０1年 享和元年まで修行。
本居宣長、須佐神社参拝。郷中で歌道を教える。

1８３０– ４４ 天保年間 辰ヶ浜の漁民、打瀬網を始める。【コラム 25】
1８３５年 天保６年 宮原町新町 西法寺が開基創建される。
1８３６年 天保７年 天保の大飢饉。
1８４２年 天保1３年 白井久蔵により、上田和隧道全通。

1８５４年 嘉永７年
　　　　  安政元年

６月と11月に大地震、被害甚大
蜜柑方騒動。紀州藩が販売利益を直接支配しようとしたのに対して、
有田の農民が反発、打ち壊し等を行った。

1８６７年 慶応３年
箕島に田中善吉を祀る田中神社建立。【コラム11】
田中善左衛門、桑苗３万３千本を郡内1８か村に配布するなど養蚕業
を奨励。

明治時代

明治初期 明治維新、廃藩置県により自治体や学校の改編が繰り返される。
神仏分離令により神社と寺が区別される。結果修験道などが衰退する。

1８７３年 明治６年 この頃より各地区に小学校が開設される。
1８７７年 明治1０年 野井で銅鐸発見。

1８８６年 明治1９年 上山英一郎、除虫菊を導入。以後山田原の名士等により除虫菊の増
産が重ねられる。【コラム19】

1８８８年 明治２1年 港町 摩尼寺（赤岩観音）が再興される。

1８８９年 明治２２年 町村制施行により、椒、宮崎、保田、宮原、糸我の５村が誕生。
山地で銅鐸発見。

1８９０年 明治２３年 上山英一郎「棒状蚊取線香」発明
1８９５年 明治２８年 道八幡社、宮原神社と改称。【コラム 23】

1８９６年 明治２９年 名草郡と海部郡が合併、海草郡となる。海部郡椒村は海草郡椒村とな
る。【有田の地名②】

1９０1年 明治３４年 宮崎村に町制施行、箕島町となる。【有田の地名⑤】
1９０２年 明治３５年 上山英一郎、渦巻型蚊取線香を特許出願。【コラム19】

1９０６年 明治３９年
宮崎町 蓮花寺が現在の地に再建される。
この頃より神社合祀が進められ、基本的に神社は一町村につき一つに
まとめられ、多くの神社が失われる。

1９０７年 明治４０年 羽部隆之助、逢井・高田に八角網定置。【コラム 25】
明治末期から大正にかけて、石碑建立が多く成される。

大正時代

1９1６年 大正５年 山地で銅戈６個出土。

1９1８年 大正７年 米騒動。 
「スペイン風邪」流行。死者多数。

1９1９年 大正８年 大日本除虫菊株式会社（金鳥）を始め多くの蚊取り線香の会社が法人
化される。【コラム19】

1９２４年 大正1３年 箕島駅開設。 箕島駅～辰ヶ浜間にバス開通。【コラム 21】
1９２５年 大正1４年 紀伊宮原駅開設。【コラム 21】
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昭和時代

1９２９年 昭和４年 有田川河口沖を震源とする強震（煙突、石灯籠倒壊等）

1９３２年 昭和７年 新堂で銅鐸２口出土。
保田橋、宮原橋開通。

1９３３年 昭和８年 帆打瀬漁船に発動機装着開始。【コラム 25】
1９３４年 昭和９年 室戸台風。校舎倒壊、安諦橋流出、矢櫃 ･ 男浦 ･ 女浦の被害甚大。
1９３８年 昭和1３年 初島駅開設。【コラム 21】

1９４1年 昭和1６年
初島幼稚園開設。
東亜燃料和歌山工場操業開始。【コラム 22】
太平洋戦争勃発。

1９４３年 昭和1８年 寺社の釣鐘等を軍需資材として供出。
大日電線株式会社箕島工場操業。

1９４４年 昭和1９年 戦争激化。空襲、学徒動員、集団疎開、運動場の開墾など。
東南海地震。

1９４５年 昭和２０年 東燃和歌山工場が空襲により全機能を喪失。【コラム 22】
終戦。

1９４６年 昭和２1年 南海大地震。辰ヶ浜に1．５ｍの津波。

1９４７年 昭和２２年
公選町村長選出。
新制中学校開校。箕島中学校、保田中学校、文成中学校、椒（初島）
中学校。

1９４８年 昭和２３年 県立箕島高等学校設置。
農業協同組合設立。

1９４９年 昭和２４年 文成高等女学院開設。
宮原、箕島、保田、糸我公民館開設。

1９５０年 昭和２５年 東燃和歌山工場操業再開。【コラム 22】
箕島病院竣工開業。

1９５２年 昭和２７年 箕島保育所開設。

1９５３年 昭和２８年

椒村、町制施行し初島町となる。【有田の地名②、③】
私立仏徳幼稚園設立。
集中豪雨、有田川堤防寸断、未曾有の大災害。（７．1８水害）【コラム
26】
滝川原にたちばな保育所を開設。

1９５４年 昭和２９年

糸我に私立ひばり幼稚園開設。
有田川洪水。仮堤防決壊。
箕島町 ･ 保田村 ･ 宮原村 ･ 糸我村の４か町村合併、有田町誕生。【有
田の地名①】

1９５５年 昭和３０年
初島町議会、有田町と合併協議。
港町保育所、辰ヶ浜保育所開設。
箕島 太平寺創建。

1９５６年 昭和３1年 有田町市制施行、有田市となる。【有田の地名①】

1９５７年 昭和３２年

新堂堤防工事完工。【コラム14】
有田警察署発足。
長寿荘開所。
市立箕島病院を有田市立病院と改称。

1９５８年 昭和３３年

広報ありだ発刊。
有田保田郵便局現在地に移転。
有田市役所、現在の文化福祉センターの地に移転。
宮崎公民館開設。
保田保育所開設。

1９６０年 昭和３５年 港町公民館開設。
上水道工事完成、給水開始。

1９６２年 昭和３７年
有田市 ･ 初島町合併。
初島に楚都浜幼稚園開設。
初島公民館（有田市役所初島支所併設）竣工。
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1９６３年 昭和３８年

有田市文化協会結成。
有田福島郵便局開設。
安諦橋竣工。
箕島第二小学校矢櫃分校廃止。
有吉佐和子、小説「有田川」発行。【コラム 26】

1９６４年 昭和３９年 宮原保育所開設。

1９６５年 昭和４０年

有田市消防本部設置。有田市消防署開設。
有田市体育協会結成。
吉備町議会、有田市と合併決議。
今の港町公民館竣工。
逢井簡易郵便局開設。

1９６６年 昭和４1年 県議会、有田市 ･ 吉備町合併案否決。

1９６７年 昭和４２年 ウエノ公園設置。

1９６８年 昭和４３年 紀勢本線複線化。【コラム 21】

1９６９年 昭和４４年 紀州有田商工会議所創立。

1９７０年 昭和４５年

大阪万博
和歌山特報創刊。
旧有田市民会館竣工。
箕島高校、第４２回選抜高校野球大会全国優勝。
市民プール、若者広場プール開設。
宮原郵便局、現在地に移転。

1９７1年 昭和４６年

旧消防庁舎竣工。
和歌山黒潮国体開催。有田市はボクシングとホッケーを実施。
うち箕島高校ホッケー男子が優勝
保田農業会館（今の保田公民館）竣工。
箕島中央公民館（今の箕島公民館）竣工。
箕島高校に機械科新設。

1９７２年 昭和４７年 初島保育所開所。

1９７５年 昭和５０年 古江見保育所開所。

1９７６年 昭和５1年 宮原公民館竣工。
糸我保育所開所。

1９７７年 昭和５２年

港小学校開校。
箕島高校、選抜高校野球大会で２度目の全国優勝。
宮崎公民館竣工。
集団コレラ禍。

1９７９年 昭和５４年
箕島高校、選抜高校野球大会で３度目の全国優勝。
箕島高校、史上３度目の春夏連続優勝。
紀文まつり始まる。【コラム16】

1９８０年 昭和５５年 宮原保育所、現在の地に移転。
港町消防化学基地開所。

1９８1年 昭和５６年 かぐの実会館（今の糸我公民館）竣工。
環境センター、及び有田市清掃センター竣工。

1９８２年 昭和５７年 有田勤労者体育センター（今の有田市民体育館）工事開始。

1９８３年 昭和５８年 有田バイパス供用開始。
糸我町西 福生寺創建。

1９８４年 昭和５９年 有田市立病院新館完成。

1９８５年 昭和６０年 市民テニスコート完成。
し尿処理施設クリーンセンター完成。

1９８６年 昭和６1年 養護老人ホーム長寿荘新築移転。

1９８７年 昭和６２年 現在の市役所完成。
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平成時代

1９８９年 平成元年 有田市文化福祉センター、旧有田市図書館、有田市郷土資料館、有
田市みかん資料館開設。

1９９０年 平成２年 箕島保育所完成。
1９９２年 平成４年 男浦埋立地竣工。
1９９３年 平成５年 保田橋北に「日本一有田みかん」のジャンボ壁画完成。

1９９５年 平成７年 阪神淡路大震災発生。
男浦水泳場完成。

1９９６年 平成８年 有田市民球場開場。

1９９７年 平成９年
有田辰ヶ浜郵便局が現在地に移転。
有田東大橋完成。
ふるさとの川総合公園開設。

1９９８年 平成1０年 有田中央大橋完成。

1９９９年 平成11年 旧法務局を改修し、中央地区公民館開設。
くまの古道歴史民俗資料館 ･ くまの古道ふれあい広場完成。

２００1年 平成1３年 有田市福祉館「なごみ」完成。

２００３年 平成1５年
宮原跨線橋開通。
初島公民館改修完了。
有田市 ･ 湯浅町 ･ 広川町合併協議会設置。1年後協議中止。

２００４年 平成1６年 初島中学校新校舎完成。
２０1０年 平成２２年～ 有田市内の学校で耐震補強工事が順次行われる。

２０11年 平成２３年
東日本大震災発生。
文成中学校新校舎完成。
旧有田市民会館解体。

２０1２年 平成２４年 初島保育所と港町保育所を統合し、そとはま保育所開設。
２０1４年 平成２６年 有田市消防本部が旧有田市民会館跡地に移築。
２０1５年 平成２７年 紀の国わかやま国体開催。有田市は軟式野球と近代３種を実施。
２０1７年 平成２９年 有田市民会館新築。 有田市図書館が新有田市民会館２階に移設。

２０1８年 平成３０年 有田市文化福祉センター内の旧有田市図書館跡地に子育て世代活動
支援センター「Ｗａｋｕ Ｗａｋｕ」オープン。

令和時代 

２０２０年 令和２年

新型コロナウイルス流行する。
浜のうたせオープン。
えみくるＡＲＩＤＡ（有田市民水泳場）オープン。
市民劇「有田川」実施。【コラム 26】

２０２1年 令和３年

箕島保育所閉所。
紀の国わかやま総文２０２1開催。有田市は文芸を実施。
紀の国わかやま文化祭２０２1開催。有田市は川柳ほか実施。
市民劇「有田川」再演。【コラム 26】

２０２２年 令和４年 初島中学校閉校。
有田海南道路（仮称）1号橋完成。

２０２４年 令和６年 市内４中学校を統合して有和中学校開校。
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