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一 

小
山
田
村 

  

明
治
天
皇
御
製

・
小
山
田
の
さ
と
の
け
ぶ
り
も
年
々
に
た
ち
そ
う
世
こ
そ
楽
し
け
れ 

小
山
田
と
い
う
の
は
田
舎
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
我
等
の
郷
土
小
山
田
村
は
そ
の
名
に
も
ふ
さ
わ
し
く

平
和
に
、
健
や
か
に
年
々
発
展
し
て
き
ま
し
た
。 

今
で
は
戸
数
七
百
余
、
人
口
三
千
四
百
余
の
大
き
な
村
に
な
っ
て
、
小
山
、
山
田
、
西
山
、
内
山
、
六
名
、

堂
ケ
山
の
六
区
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
東
は
内
部
村
、
四
郷
村
、
西
は
水
沢
村
、
南
は
鈴
鹿
郡
久
間
田
村
、

北
は
桜
村
、
川
島
村
と
隣
あ
っ
て
い
ま
す
が
、
四
日
市

へ
は
三
里
ば
か
り
隔
た
っ
て
い
ま
す
。 

私
ど
も
の
村
は
随
分
山
の
中
で
、
不
便
で
あ
る
が
、
然
し
私
ど
も
に
と
っ
て
は
他
に
二
つ
と
な
い
郷
土
な

の
で
す
。
小
山
田
村
民
の
母
の
地
な
の
で
す
。
村
里
は
林
に
包
ま
れ
、
岡
に
囲
ま
れ
、
川
の
流
れ
に
沿
い

な
ど
、
互
い
に
隔
た
れ
て
い
て
も
各
字
と
も
等
し
く
働
く
に
充
分
な
田
と
畑
、
そ
し
て
山
林
と
を
持

っ
て

い
ま
す
。
そ
う
し
て
村
民
は
田
を
植
え
、
蚕
を
飼
い
，
薪
を
取
り
生
活
に
は
何

一
つ
不
自
由
な
く
暮
ら
す

こ
と
が
出
来
ま
す
。 

私
ど
も
は
こ
う
し
た
静
か
な
、
平
和
な
土
地
に
住
み
慣
れ
て
、
朝
は
丘
の
上
に
太
陽
を
迎
え
、
昼
は
等
し

く
鈴
鹿
の
山
脈
を
仰
ぎ
、
夕
べ
に
は
夕
陽
を
そ
の
後
ろ
に
送

っ
て

一
日
の
感
謝
を
捧
げ
ま
す
。
殊
に
西
に

望
む
高
峰
鎌
ケ
岳
や
野
登
山
は
春
夏
秋
冬
四
季
を
通
じ
て
、
私
ど
も
の
慰
安
で
あ
り
、
又
気
象
台
と
い
う

べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。
春
雨
に
も
夕
立
に
も
秋
晴
れ
に
も
雪
に
も
言
い
知
れ
ぬ
懐
か
し
さ
と
心
安
さ
を
与

え
て
く
れ
ま
す
。
鎌
岳
が
雲
に
か
く
れ
た
と
い
っ
て
は
夕
立
を
案
じ
、
野
登
か
ら
起
こ
っ
た
雷
は
恐
ろ
し

い
と
い
い
、
山
が
時
雨
し
だ
し
た
と
い
っ
て
は
籾
莚
を
収
め
、
全
く
山
を
た
よ
り
の
農
業
に
い
そ
し
む
の

で
す
。 

然
し
、

一
方
考
え
て
、
こ
う
し
た
平
和
な
う
ち
に
、
我
ど
も
の
祖
先
や
先
輩
は
こ
の
小
山
田
を
盛
ん
に
す

る
た
め
に
非
常
な
努
力
を
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
農
業
を
盛
ん
に
し
て
養
蚕
業
、
製
茶
業
等
は
県
下
で
も

名
高
く
、
近
年
は
米
、
麦
の
他
西
瓜
、
瓜
等
の
栽
培
も
盛
ん
に
な
っ
て
多
く
大
都
市

へ
移
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
な
お
、
こ
の
上
色
々
の
副
業
に
も
注
意
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

道
路
も
四
日
市
道
が
大
体
出
来
上
が
り
、
引
き
続
い
て
堂
ケ
山
、
西
山
、
六
名
方
面
の
も
着
々
計
画
を
進

め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
近
く
は
電
話
も
新
し
く
設
け
ら
れ
て
、
村
は
生
気
に
溢
れ
て
い
ま
す
。 

丁
度
今
、
経
済
更
生
の
旗
を
か
か
げ
て
小
山
田
村
の
発
展
に
村
民

一
体
、
努
力
し
て
い
ら
れ
る
時
、
私
ど

も
も
共
に
力
を
合
せ
励
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

      



 
二 
夕
立 

七
月
二
十
七
日
、
午
後
五
時
、
蒸
し
暑
い
。
雨
は
時
々
ぱ
ら
ぱ
ら
と
こ
ぼ
れ
て
く
る
。
南
の
方
は
非
常
に

暗
い
。
雷
が
ご
ろ
ご
ろ
聞
こ
え
て
く
る
。
南
の
方
は
随
分
降

っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
雲
は
見
る
見
る
広

が
っ
て
西
は
野
登
山
を
お
お
い
か
く
し
た
。
書
斎
の
窓
辺
の
青
葉
が
ざ
わ
め
い
て
い
て
、

一
層
も
の
す
ご

い
。
い
よ
い
よ

一
雨
来
そ
う
だ
。 

母
が
田
圃
か
ら
急
ぎ
帰
っ
て
く
る
。
ぴ
か
っ
！
ぱ
り
っ
！
ご
ろ
ご
ろ
ご
ろ
ご
ろ
。
い
よ
い
よ
き
た
。
た
ち

ま
ち
篠
つ
く
大
雨
で
あ
る
。 

カ
ン
ナ
の
高
い
花
が
立
っ
て
い
る
。
向
日
葵
は
首
を
垂
れ
て
い
る
。
僕
は
早
速
着
物
を
脱
ぎ
、
パ
ン
ツ

一

つ
で
、
降
り
し
き
る
雨
中
に
と
び
だ
し
た
。
ピ
シ
ピ
シ
ピ
シ
、
大
粒
の
雨
は
頭
を
打
つ
、
肩
を
打
つ
、
腕

を
う
つ
。
余
り
慌
て
て
腕
時
計
を
は
め
て
い
た
。
手
に
も
足
に
も
皺
が
出
来
て
、
身
体
中
は
忽
鳥
肌
と
な

る
。
僕
は
か
っ
て
軍
艦
扶
桑
に
乗
り
組
ん
で
い
た
時
、
上
官
が

「南
洋
方
面
で
は

一
日
に
必
ず

一
度
は
非

常
な
大
夕
立
が
来
る
。
軍
艦
で
は
こ
れ
を
待
ち
受
け
て
い
て
、
号
令
い
っ
か
、
真
裸
に
な
っ
た
水
兵
達
は

て
ん
で
に
石
鹸
と
手
拭
を
持
っ
て
甲
板

へ
と
飛
び
出
し
て
、
思
う
存
分
熱
帯
の
暑
さ
を
洗
い
流
す
の
だ
。

雨
は
間
も
な
く
止
ん
で
し
ま
う
が
、
中
に
は
ま
だ
身
体
中
真

っ
白
に
石
鹸
の
泡
を
つ
け
て
立
っ
て
い
る
連

中
も
い
る
。
」
と
愉
快
そ
う
に
話
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。 

僕
の
身
体
の
回
り
に
は
大
地
に
ぶ
つ
か
る
雨
が
跳
ね
返
っ
て
く
る
。
約
五
分
雨
は
や
や
小
降
り
に
な
っ
た
。

頭
か
ら
濡
れ
鼠
、
パ
ン
ツ
も
び
し
ょ
濡
れ
だ
。
樋
の
口
か
ら
あ
ふ
れ
出
る
雨
水
に
足
を
洗

っ
て
縁
側
に
立

つ
。
雨
は
や
ん
だ
。
涼
し
い
風
が
吹
い
て
よ
い
心
持
だ
。 

 

三 

西
瓜 

 

今
日
か
ら
夏
休
み
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
朝
の
う
ち
に
学
習
帳
の
記
入
も
終
え
て
、
午
前
中
は
屋
敷
ま
わ

り
の
雑
草
を
と
る
。
昼
飯
を
す
ま
し
て
家
の
者
が
昼
休
み
を
し
て
い
る
暇
に
蝉
を
と
っ
た
り
、
川
遊
び
し

た
り
す
る
の
も
面
白
い
が
、
今
日
は
西
瓜
の
出
荷
を
す
る
日
で
あ
る
。
だ
か
ら
僕
は
西
瓜
畑

へ
行

っ
て
調

べ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
中
で
暑
い
か
ら
と
い
っ
て
止
め
る
の
も
聞
か
ず
に
麦
藁
帽
子
を
か
ぶ
っ

て
家
を
出
た
。
早
速
畑

へ
来
て
見
る
と
丁
度
摘
果
師
が
来
て
い
て
ち
ぎ

っ
て
く
れ
て
い
る
。
僕
は
ま
せ
た

口
ぶ
り
で

「暑
い
の
に
ご
苦
労
さ
ん
」
と
い
い
な
が
ら
進
み
寄
っ
た
。 

摘
果
師
は
良
さ
そ
う
な
西
瓜
を

一
つ
一
つ
鋏
を
入
れ
て
そ
れ
を
返
し
て
は
進
ん
で
い
く
。
僕
も
手
伝
い
な

が
ら

一
体
ど
ん
な
の
を
ち
ぎ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
み
た
。
中
に
は
如
何
に
も
大
き
く
て
充
分
実
の
入
っ

た
ら
し
い
の
で
も
切
ら
ず
に
行
く
。

一
つ
一
つ
と
ら
れ
て
ゆ
く
西
瓜
を
た
た
い
て
み
た
り
、
裏
返
し
て
み

た
り
し
て
考
え
て
み
た
が
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
。 

真
夏
の
太
陽
は
真
上
に
輝
い
て
じ
り
じ
り
と
照
り
つ
け
る
。
む
っ
と
草
い
き
れ
が
す
る
。

一
つ
一
つ
丹
念

に
調
べ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
摘
果
師
の
仕
事
も
な
か
な
か
苦
痛
な
も
の
で
あ
る
。
裏
返
さ
れ
た
西
瓜
は
白

い
、
い
や
、
や
や
黄
色
い
尻
を
見
せ
て
、
い
か
に
も
つ
や
つ
や
し
て
、
は
り
き
っ
た
肌
を
日
に
さ
ら
し
て

い
る
。
今
日
は
二
回
目
で
あ
る
が
第

一
回
の
時
よ
り
も
大
分
に
多
か
っ
た
。
後
で
数
え
て
み
る
と
四
十
七
。



そ
の
上 

、
今
日
の
西
瓜
は
皆

一
寸
大
き
い
。
と
て
も
荷
車

一
台
で
は
出
せ
な
い
だ
ろ
う
。
何
処
も
こ
こ 

も
こ
ん
な
に
沢
山
ち
ぎ
ら
れ
る
の
だ
と
、
今
日
の
出
荷
組
合

へ
は
た
く
さ
ん
集
ま
る
こ
と
だ
ろ
う 

。 四 

川 

 

小
山
田
村
を
流
れ
て
い
る
川
は
鎌
谷
川
，
足
見
川
、
天
白
川
、
内
部
川
で
あ
る
。
内
部
川
は
堂
ケ
山
、
六

名
と
鈴
鹿
郡
久
間
田
村
の
境
界
を
流
れ
て
い
る
川
で
あ
る
。
鎌
谷
川
、
足
見
川
は
内
部
村
で
内
部
川
に
合

流
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
内
部
川
の
支
流
と
言
っ
て
も
よ
い
川
で
あ
る
。 

天
白
川
だ
け
が
小
山
の
井
戸
ノ
窪
に
源
を
発
し
て
内
山
を
過
ぎ
四
郷
を
過
ぎ
て
四
日
市
港

へ
出
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
川
は
小
山
田
村
の
田
地
を
灌
漑
し
て
村
の
富
を
増
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
の
川
も
流
れ
は

余
り
豊
で
な
い
が
、
水
が
不
足
し
て
水
喧
嘩
が
起
こ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
無
く
、
村
は
至
っ
て
平
和

に
暮
ら
し
て
行
け
る
。 

川
は
曲
折
し
て
流
れ
て
い
る
が
、
早
瀬
が
あ
り
、
淵
が
あ
り
し
て
釣
り
も
で
き
る
し
、
泳
ぎ
も
出
来
る
。

夏
は
子
供
の
天
下
で
あ
る
。
子
供
の
世
界
は
川
で
あ
る
。
夏
休
み
の
一
日
、
朝
も
早
く
か
ら
瓶
を
持

っ
て

川

へ
出
か
け
、
そ
こ
こ
こ
の
魚
の
よ
く
集
ま
り
そ
う
な
所
を
見
計
ら
っ
て
瓶
を
か
け
、
大
き
な
魚
小
さ
な

魚
が
集
ま
っ
て
来
る
の
を
待
つ
も
楽
し
み
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
僕
ら
は
夏
の
間
、
川
と
は
仲
良
し

に
な
っ
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
忘
れ
ら
れ
な
い
印
象
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

大
人
に
な
っ
て
も
僕
ら
は
や
は
り
小
山
田
の
子
で
あ
る
。
川
と
言
え
ば
直
ぐ
子
供
の
時
に
遊
ん
だ
川
、
釣

り
を
し
た
川
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
釣
竿
を
肩
に
、
手
に
は
バ
ケ
ツ
か
何
か
を
下
げ
て
出
か

け
た
川
が
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

そ
の
川
の
岸
に
は
女
竹
や
葛
が
い
っ
ぱ
い
に
茂
っ
て
い
る
。
そ
の
は
び
こ
っ
た
葛
の
葉
の
間
か
ら
は
紫
の

花
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
、
い
く
つ
も
水
に
浮
い
て
い
る
。
そ
こ
へ
釣
り
糸
を
垂
れ
る
。
友
達
と
出
か
け
る
の

も
よ
い
が

一
人
で
釣
る
の
も
ま
た
よ
い
。
小
さ
い
諸
子
が
か
か
っ
た
り
、
鮒
が
か
か
っ
た
り
、
た
ま
に
は

大
き
な
鯰
が
か
か
っ
た
り
す
る
。
こ
ん
な
時
に
は
嬉
し
く
て

「竹
谷
の
ど
ん
ぼ
り
は
大
き
な
鯰
が
よ
く
つ

れ
る
、
昨
日
釣
っ
た
の
は

一
尺
位
あ
っ
た
。
」
な
ど
と
学
校

へ
来
て
よ
く
言
い
ふ
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
然

し
、
そ
う
い
つ
も
都
合
よ
く
釣
れ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。 

ど
ん
ど
ん
と
歩
き
回
っ
て
、
や

っ
と
小
さ
な
む
つ
が
二
三
匹
、
心
細
く
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
も
ほ
っ
と

気
が
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
人
家
も
見
え
ね
ば
人
声
も
聞
こ
え
て
来
な
い
。 

あ
た
り
は
崖
も
相
当
に
高
く
森
も
静
か
で
、
耳
を
澄
ま
せ
ば
流
れ
の
音
が

一
層
物
寂
し
く
聞
こ
え
て
く
る
。

も
う
堪
ら
な
く
な
っ
て

一
目
散
駆
け
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
。 

こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、
そ
の
川
が
鎌
谷
川
と
い
う
名
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
鎌
ケ
岳
の
裾
野
か
ら

流
れ
て
来
て
い
る
こ
と
も
、
内
部
川
に
合
流
し
て
伊
勢
湾

へ
注
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
小
山
田
村
に

は
ま
だ
こ
の
他
に
足
見
川
、
天
白
川
等
の
川
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
ず
に
遊
び
ま
わ
っ
た
幼
い
時
の
こ
と

が
何
と
は
な
し
に
懐
か
し
く
な
っ
て
く
る
。 

  



 
五 
小
山
田
城
址 

 

「お
屋
敷
跡
だ
。
あ
そ
こ
に
は
昔
矢
田
監
物
の
城
が
あ
っ
た
の
。
」
と
子
供
の
時
に
聞
い
た
話
は
今
で
も
忘

れ
な
い
。
そ
の
時
分
、
そ
こ
に
へ
べ
の
木
の
実
を
取
り
に
行
っ
た
事
な
ど
も
よ
く
覚
え
て
い
る
。 

そ
こ
に
は
監
物
の
妻
の
石
塔
が
あ
る
の
だ
そ
う
だ
が
、
そ
ん
な
も
の
の
記
憶
は
更
に
の
こ
っ
て
い
な
い
。 

唯
そ
の
へ
べ
の
木
と
い
う
名
が
お
か
し
か
っ
た
の
と
、
そ
の
木
の
実
で
笛
を
こ
し
ら
え
て
ぴ
い
ぴ
い
と
鳴 

ら
し
た
事
だ
け
が
は
っ
き
り
と
思
い
出
さ
れ
る
。 

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
十
年
に
な
る
か
十
五
年
に
な
る
の
か
、
そ
の
後
は
不
思
議
に
も

一
度
も
そ
こ
へ
行
っ

て
見
た
事
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
、
石
塔
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
あ
の
へ
ー
べ
の
木
は
ど
ん
な
に
な

っ
た
だ
ろ
う
と
思
っ
て
行

っ
て
見
た
。
以
前
も
桑
畑
で
あ
っ
た
そ
の
木
の
は
た
は
ち
ょ
っ
と
の
空
地
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
後
そ
の
屋
敷
に
家
が
建

っ
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
い
た
が
、
屋
根
の
上
か
ら
で
も
見

え
る
筈
の
へ
べ
の
木
が
見
え
な
い
。
家
の
西
側
に
廻
っ
て
み
る
と
、
そ
の
直
ぐ
軒
の
下
に
古
い
株
か
ら
で

た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、
所
謂

へ
べ
の
木
が
屋
根
ぐ
ら
い
の
高
さ
に
伸
び
て
二
本
出
て
い
る
。 

な
る
ほ
ど
そ
の
根
元
に
五
輪
塔
が
並
ん
で
い
る
。
身
体
を
か
が
め
て
、
家
と
そ
の
は
び
こ
っ
た
木
と
の
間

を
覗
い
て
み
る
と
六
つ
並
ん
で
い
る
。
然
し
満
足
に
五
つ
重
な
っ
て
五
輪
塔
の
形
を
し
て
い
る
の
は
唯

一

つ
で
、
他
の
は
、
三
つ
か
四
つ
し
か
重
な
っ
て
居
な
い
。
笠
の
部
分
の
如
意
珠
だ
け
が
据
え
て
あ
る
の
も

あ
る
。 

あ
ま
り
の
あ
っ
け
な
さ
に
、
し
ば
ら
く
立
ち
去
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。 

付
い
て
来
た
子
供
が
こ
ん
な
地
蔵
さ
ん
を
見
て
何
を
す
る
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
が
っ
て
い
る
。
「い
や
、
こ

こ
は
矢
田
監
物
の
城
が
会

っ
た
所
で
、
こ
れ
が
監
物
の
妻
の
墓
だ
。
」
と
い
う
と
尚
更
不
思
議
が
っ
て
、
こ

ん
な
所
に
城
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
と
首
を
ひ
ね
っ
て
い
た
。 

へ
ー
べ
の
木
の
繁
り
合

っ
た
、
細
い
葉
の
間
に
は
青
い
実
が
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
る
。
子
供
の
時
取
り
に

き
た
の
は
も
っ
と
赤
く
熟
れ
て
び
よ
び
よ
と
軟
ら
か
で
中
を
押
す
と
硬
い
実
が
出
て
来
た
の
で
あ
っ
た
が
、

ま
だ
硬
そ
う
だ
。 

ど
う
や
ら
、
い
ぬ
が
や
の
木
に
良
く
似
て
い
る
。

へ
ー
べ
の
木
と
い
う
位
だ
か
ら
ひ
ょ
つ
と
す
る
と
こ
れ 

は
平
兵
衛
と
い
う
人
で
も
植
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
近
頃
そ
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
兎
に
角
そ

の
一
枚
を
持
っ
て
帰
っ
て
調
べ
て
見
る
こ
と
に
し
た
。 

早
速
、
植
物
図
鑑
を
出
し
て
念
の
た
め
い
ぬ
が
や
を
引
い
て
見
た
。
葉
も
実
も
よ
く
似
て
い
る
。
何
処
も

違
わ
な
い
。
読
ん
で
見
る
と
、
「
一
名

へ
ぼ
が
や
と
称
し
」
と
書
い
て
あ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
で
分
か
っ
た
。 

へ
ぼ
が
や
を
ヘ
ベ
が
や
と
い
い
、
か
や
を
抜
か
し
へ
べ
と
言
っ
た
の
に
違
い
な
い
。 

 

因
み
に
、
小
山
田
城
址
は
現
村
長
青
山
新
兵
衛
氏
の
東
の
桑
畑
が
そ
れ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る 

    



六 

岡
山 

 

岡
山

へ
登
る
。
茶
畑
の
間
の
道
に
猫
が
ひ
ょ
い
と
首
を
上
げ
て
こ
ち
ら
を
見
た
。
僕
が
歩
い
て
行
く
と

一

目
散
に
頂
上
の
方

へ
走
っ
て
、
直
ぐ
見
え
な
く
な
っ
た
。
涼
し
い
風
が
吹
き
上
が
っ
て
来
る
。
振
り
返
っ 

て
み
る
と
山
田
の
屋
並
が
左

へ
折
れ
る
。
ま
た
、
ひ
ょ
い
と
猫
が
頭
を
上
げ
て
後
向
い
て
立
っ
て
い
る
。 

顔
を
見
た
の
で
、
ま
た
逃
げ
出
し
た
。
ず
ん
ず
ん
上
が
っ
て
行
く
。
上
は
割
合
に
広
く
て
中
々
立
派
な
茶

園
に
な
っ
て
い
る
。
東
側
の
岡
の
中
腹
で
は
二
三
人
の
人
が
草
を
取
っ
て
い
る
の
か
、
か
が
ん
で
い
る
の 

が
見
え
る
。
猫
は
道
を
そ
れ
て
、
茶
の
畝
の
間
か
ら
ま
だ
こ
っ
ち
を
覗
い
て
い
る
。
今
、
こ
の
直
ぐ
下
に

見
え
る
暁
覚
寺
が
昔
は
こ
こ
に
建
っ
て
居
た
ん
だ
そ
う
だ
が
、
今
も
こ
こ
に
建
っ
て
お
れ
ば
ど
ん
な
ん
だ 

ろ
う
。
随
分
夏
で
も
涼
し
い
こ
と
だ
ろ
う
が
、
こ
う
考
え
な
が
ら
山
を
下
り
た 

。 七 

不
動
の
滝 

 

前
か
ら
西
山
に
は
不
動
の
滝
と
い
う
滝
が
あ
る
の
だ
と
い
う
の
は
聞
い
て
知

っ
て
い
た
。
ま
た
あ
る
本
で

も
そ
の
不
動
の
滝
の
こ
と
を
書
い
た
の
を
読
ん
で
み
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
そ
こ
へ
行

っ
て
見

た
の
は
今
日
が
初
め
て
で
あ
る
。
歩
き
な
が
ら
も

「滝
と
言
っ
て
も
、
滝
ら
し
い
滝
で
は
あ
る
ま
い
。
水

も
牛
の
尾
位
で
、
高
く
て
も

一
間
位
で
低
い
の
だ
ろ
う
。
」
と
考
え
続
け
て
い
た
。
西
山
の
東
の
端
で
南
向

い
て
藪
の
方

へ
坂
道
を
下
り
て
行
く
と
、
下
に
川
が
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
鎌
谷
川
の
上
流
で
、
こ
の
川

を
向
山

へ
渡
っ
て
な
お
五
六
丁
も
山
を
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
そ
う
な
。 

田
の
草
取
り
の
人
達
は
頭
を
上
げ
て
浴
衣
が
け
の
僕
ら
を
眺
め
る
。
畦
に
は
そ
の
人
達
の
草
履
が
四
足
並

べ
て
ぬ
い
で
い
る
。
道
の
横
の
、
林
の
中
の
木
に
は
昼
弁
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
風
呂
敷
づ
つ
み
が
ぶ

ら
下
げ
て
あ
る
。
僕
は

「あ
あ
し
て
置
け
ば
蟻
が
寄
ら
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
」
と
思
っ
た
。 

山
と
い
っ
て
も
道
は
手
垣
で
歩
く
の
に
少
し
も
難
儀
は
無
い
。
そ
の
上
、
道
の
草
は
美
し
く
刈
ら
れ
て
い

る
。
林
に
は
最
早
、
桔
梗
が
咲
い
て
い
る
の
が
見
え
る
。
ま
だ
蜩
も
鳴
か
な
い
か
ら
道
は
静
か
で
あ
る
。

僕
ら
は
ま
だ
見
ぬ
滝
の
こ
と
を
色
々
話
し
な
が
ら
歩
い
た
。 

滝
の
落
ち
る
音
ら
し
い
響
き
が
聞
こ
え
て
来
る
。
滝
不
動
の
堂
が
見
え
た
。
思
っ
た
よ
り
大
き
な
堂
で
ま

だ
建
て
た
ば
か
り
の
よ
う
だ
。
滝
は
堂
の
直
ぐ
下
で
そ
こ
か
ら
も
よ
く
見
え
る
。
駆
け
下
り
て
滝
壷

へ
行

く
と
水
は
よ
く
澄
ん
で
底
が
よ
く
見
え
る
。
ふ
と
見
る
と
水
の
底
に
亀
が
い
る
。
大
き
な
亀
だ
。 

「こ
ん
な
所
に
亀
が
」
と
い
っ
て
か
が
み
寄
る
と
亀
は
慌
て
て
深
い
所

へ
逃
げ
て
い
く
。
そ
の
後
に
は
蝉

が
沈
ん
で
い
る
の
が
見
え
る
。
亀
は
水
に
落
ち
た
蝉
を
今
ま
で
食
べ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
澄
み
切
っ
た

水
底
に
は
亀
の
甲
羅
が
見
え
て
い
る
。 

山
の
間
か
ら
湧
き
出
て
く
る
水
は
涼
し
い
滝
風
を
起
こ
し
な
が
ら
落
ち
続
け
て
い
る
。
帰
り
に
も
僕
ら
は

ま
た
滝
の
こ
と
を
色
々
話
し
な
が
ら
歩
い
た
。
そ
の
話
の
中
に
は

「四
日
市
方
面
の
人
が
、
あ
の
滝
不
動

へ
願
を
架
け
に
来
た
り
、
ま
た
冬
の
寒
い
時
に
も
滝
に
打
た
れ
て
苦
行
を
す
る
人
も
あ
る
そ
う
な
」。 

「な
る
ほ
ど
不
動
さ
ん
は
そ
ん
な
に
御
利
益
が
あ
ら
た
か
な
ん
で
す
か
な
あ
」。
と
言
う
よ
う
な
こ
と
も
混

じ
っ
て
い
た
。 



  

八 

村
役
場 

 

昔
幕
末
の
頃
ま
で
は
小
山
、
山
田
、
堂
ケ
山
、
六
名
の
各
村
に
庄
屋
が
あ
っ
て
村
治
を
司
っ
て
い
た
が
、

明
治
維
新
後
各
旧
藩
主
は
藩
知
事
に
な
る
と
同
時
に
庄
屋
は
里
正
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
四
年
七

月
藩
を
廃
し
て
県
が
置
か
れ
、
翌
五
年
に
は
町
村
の
庄
屋
は
廃
せ
ら
れ
戸
長
、
副
戸
長
が
置
か
れ
る
よ
う 

に
な
っ
た
。
後
明
治
十
二
年
に
郡
が
置
か
れ
、
明
治
二
十
二
年
四
月
市
町
村
制
が
実
施
さ
れ
、
村
長
が
置

か
れ
る
ま
で
、
戸
長
、
副
戸
長
の
制
度
が
続
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
山
田
、
小
山
、
堂
ケ
山
、
六

名
の
各
村
を
合
し
て
小
山
田
村
と
改
め
、
村
役
場
を
山
田
区
の
中
央
、
現
今
の
山
田
区
会
議
所
に
置
い
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
明
治
四
十
三
年
四
月
に
な
っ
て
、
学
校
移
転
後
旧
校
舎
の
一
部
を
改
修
し
て
こ
こ 

え
移
転
し
た
の
で
あ
る 

で
は
役
場
で
は
ど
う
い
う
方
が
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
村
長
、
助
役
、
収
入
役
、
書

記
の
人
達
が
そ
れ
ぞ
れ
各
自
受
け
持
ち
の
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
受
け
持
ち
の
仕
事
と
言
う

の
は
普
通
に
庶
務
、
戸
籍
、
兵
事
、
学
務
、
勧
業
、
税
務
、
会
計
等
の
係
り
で
あ
る
。 

 

九 

平
野
新
田 

 

昔
、
知
慧
出
豆
松
平
信
綱
は
安
松
金
衛
門
に
命
じ
て
野
火
止
の
用
水
六
里
の
堀
を
掘
ら
せ
た
と
言
う
が
、

我
が
小
山
田
村
に
も
こ
れ
に
よ
く
似
た
話
が
あ
る
。
西
山
の
東
、

一
帯
の
所
は
見
渡
せ
ば
今
は
青
々
と
し

た

一
面
の
稲
田
で
あ
る
。
こ
の
割
合
に
土
地
が
高
く
、
豊
な
田
畑
を
持
つ
一
帯
の
平
地
を
平
野
新
田
と
言

っ
て
い
る
。
こ
の
平
野
新
田
に
は
人
家
も
あ
り
、
茶
園
も
あ
り
、
桑
園
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
田
地
で
、

西
山
区
の
農
業
は
主
と
し
て
こ
の
平
野
新
田
で
行
わ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。 

そ
の
平
野
新
田
を
湿
ら
せ
、
な
お
余
り
あ
る
と
い
う
用
水
は
人
家
の
間
を
流
れ
流
れ
て
来
る
も
の
で
、
源

は
遠
く
西
山
の
西
方
、
林
中
の
大
沢
の
大
池
で
あ
る
。 

元
来
、
西
山
の
地

一
帯
は
山
田
の
一
部
分
で
は
あ
る
が
、
林
勝
ち
で
人
家
も
無
く
、
土
地
高
く
、
水
利
に

欠
け
、
土
や
せ
て
、
見
る
か
ら
貧
し
い
原
野
で
あ
っ
た
。 

今
よ
り
約
二
百
五
十
年
前
、
京
都
の
平
野
清
左
衛
門
と
い
う
人
が
こ
の
地
に
来
て
、
先
ず
二
町
五
反
の
大

池
を
築
き
、
原
野
を
開
墾
し
て
平
野
新
田
を
開
い
た
。 

池
と
の
間
に
は
約
半
里
に
も
互
し
長
い
堀
を
掘

っ
て
水
を
引
き
、
水
田
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
山
田

の
農
民
が
こ
こ
に
移
住
し
て
、
今
日
の
西
山
が
出
来
た
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
て
、
毎
夏
ど
ん
な
日
照
が
続
い
て
も
池
の
水
が
涸
れ
る
こ
と
は
な
く
、
水
は
用
水
に
あ
ふ
れ
て
、

田
は
よ
く
茂
り
、
年
毎
の
豊
作
を
喜
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。 

今
も
な
お
西
山
区
の
村
民
の
間
に
は
、
当
時
の
苦
心
を
し
の
び
、
功
績
を
讃
え
る
美
談
と
し
て
、
平
野
清

左
衛
門
の
名
が
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

用
水
は
人
家
の
間
を
流
れ
て
は
、
良
き
洗
い
場
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
目
に
見
え
る
事
ば
か



り
で
は
な
い
。
草
は
秀
で
、
作
物
は
良
く
成
長
す
る
。
殊
に
平
野
新
田
と
は
方
角
違
い
の
鎌
谷
川
の
水
が

涸
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
小
割
畑(

鎌
谷
川
流
域)

で
も
こ
の
用
水
に
水
が
あ
る
間
は
決
し
て
田
は
乾
か
な
い
。 

も
し
用
水
に
水
が
無
く
な
れ
ば
こ
れ
ら
の
田
ん
ぼ
は
す
ぐ
乾
上
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
用
水
か
ら
僅
か

に
漏
れ
た
た
り
、
ま
た
地
中
に
し
み
込
ん
で
ゆ
く
水
が
こ
れ
ら
の
田
を
潤
す
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い

る
。 

 

十 

小
山
田
尋
常
高
等
小
学
校 

 

私
ど
も
の
学
校
は
明
治
八
年
に
、
は
じ
め
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
寺
子
屋
と
言
っ
て
主
に
読
、

書
、
算
を
習
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
名
前
も
山
田
学
校
、
小
山
学
校
、
堂
ケ
山
学
校
と
言
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
当
時
は
下
等
小
学
の
教
科
を
授
け
、
修
業
年
度
は
四
箇
年
で
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
十
三
年
三

月
更
に
七
箇
年
と
改
め
ら
れ
、
明
治
十
五
年
八
月
に
は
六
箇
年
と
な
り
、
明
治
二
十
三
年
に
は
こ
れ
を
短

縮
し
て
三
箇
年
と
し
、
山
田
簡
易
授
業
所
、
小
山
簡
易
授
業
所
と
改
め
、
堂
ケ
山
校
は
山
田
簡
易
授
業
所

の
分
教
場
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
時
菰
野
村
に
設
立
せ
ら
れ
た
高
等
小
学
校
の
組
合
に
入
っ
た 

の
で
す
。 

明
治
二
十
四
年
七
月
に
は
各
々
小
山
、
山
田
尋
常
小
学
校
と
改
称
さ
れ
、
修
業
年
限
は
ま
た
四
箇
年
と
な

り
ま
し
た
。
同
年
九
月
、
山
田
尋
常
小
学
校
は
山
田
の
西
端
、
現
在
の
村
役
場
及
び
駐
在
所
の
地
に
新
築

の
校
舎
に
移
り
、
大
い
に
面
目
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
二
年
し
て
尚

一
棟
を
増
築
し
、
堂
ケ
山
分

教
場
を
廃
止
し
ま
し
た
。
こ
の
時
設
置
さ
れ
た
補
習
科
は
明
治
三
十
三
年
四
月
に
廃
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
菰

野
村
他
九
箇
村
小
学
校
組
合
高
等
小
学
校
の
分
教
場
を
置
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
そ
の
翌
年
四

月
に
は
廃
せ
ら
れ
、
小
山
、
山
田
の
二
校
は
合
わ
さ
れ
て
、
同
時
に
高
等
科
を
設
置
し
小
山
田
尋
常
高
等

小
学
校
と
改
称
し
、
五
月
五
日
之
が
開
校
式
を
挙
げ
ま
し
た
。 

そ
れ
よ
り
五
月
五
日
を
本
校
の
開
校
記
念
日
と
し
て
お
り
ま
す
。 

明
治
四
十

一
年
四
月

一
日
よ
り
義
務
年
限
を
六
ケ
年
に
延
長
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
校
舎
狭
隘
の
た

め
、
校
地
を
買
収
し
て
新
築
、
移
転
の
議
を
決
し
同
年
十
月
工
を
起
こ
し
明
治
四
十
三
年
三
月
今
の
学
校

が
竣
工
し
ま
し
た
。
同
時
に
御
真
影
、
奉
安
殿
も
竣
成
し
て
当
時
と
し
て
は
非
常
に
立
派
な
学
校
と
な
り

ま
し
た
。 

現
在
の
一
番
南
と
中
の
校
舎
が
そ
れ
な
の
で
す
。
尚
そ
の
後
大
正
九
年
三
月
に
校
舎

一
棟

（二
教
室
）
、
昭

和
二
年
三
月
に
は
か
ね
て
熱
望
し
て
や
ま
な
か
っ
た
大
講
堂
、
近
く
は
昭
和
七
年
七
月
五
日
校
舎

一
棟

（四

教
室
）
が
増
築
せ
ら
れ
て
誇
る
べ
き
立
派
な
学
校
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
に
は
学
校
の
敷
地
も
拡
張
せ

ら
れ
、
先
生
も
十
四
名
、
児
童
六
百
名
、
年
々
増
加
し
て
ゆ
く
ば
か
り
で
す
。 

こ
れ
が
私
等
の
学
校
で
す
。 

    



 
十

一 
 

表
忠
碑 

 

僕
ら
の
学
校
に
は
僕
ら
日
本
男
児
の
好
き
な
手
本
と
し
て
輝
か
し
い
功
績
を
残
し
て
潔
く
戦
死
あ
る
い
は

病
死
さ
れ
た
人
々
を
記
念
す
る
た
め
の
表
忠
碑
が
建
っ
て
い
る
。 

し
づ
れ
石
を
積
み
重
ね
た
台
座
の
上
の
大
き
な

一
枚
石
の
碑
面
に
は
達
筆
で
表
忠
碑
の
三
字
と
元
帥
公
爵

大
山
巖
書
の
一
行
と
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
裏

へ
ま
わ
っ
て
見
る
と
西
南
役
、
日
清
役
、
日
露
役
で
の
戦
病

者
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
表
忠
碑
が
創
め
て
建
て
ら
れ
た
の
は
大
正
十
年
、
丁
度
僕
が
六
年
生
の
こ

ろ
だ
っ
た
。 

今
そ
の
当
時
の
様
子
を
思
い
出
す
ま
ま
に
書
い
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。 

昨
日
は
小
山
組
、
今
日
は
山
田
組
、
明
日
は
堂
ケ
山
組
と
い
う
よ
う
に
、
何
台
も
の
車
が
毎
日
椿
村
方
面

か
ら
石
を
運
ん
で
帰
っ
た
。
そ
し
て
間
も
な
く
こ
の
校
門
の
前
は
右
も
左
も
沢
山
な
石
が
並
べ
ら
れ
た
。

そ
の
時
分

「
い
よ
い
よ
学
校

へ
表
忠
碑
が
建
つ
こ
と
に
決
っ
た
そ
う
な
」
と
言
う
こ
と
を
聞
い
た
。
こ
の

石
運
び
は
な
か
な
か
難
儀
な
こ
と
で
、

一
台
の
車
に

一
つ
の
石
が
や

っ
と

一
つ
づ
つ
の
せ
ら
れ
て
き
て
、

ま
た
難
儀
を
し
て
降
ろ
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
土
台
が
築
か
れ
、
石
が
積
ま
れ
、
土
が
運
ば
れ
て
そ
の
上
に

表
忠
碑
が
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。 

僕
ら
は
鐘
が
鳴

っ
て
外

へ
出
て
行
く
と
、
太
い
木
を
組
ん
で
、
小
さ
な
万
力
の
力
で
じ
り
じ
り
じ
り
上
げ

ら
れ
て
行
く
大
き
な
石
碑
を
不
思
議
そ
う
に
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
も
の
だ
。 

出
来
上
が
っ
た
表
忠
碑
に
は
白
い
布
が
か
け
ら
れ
た
。
や
が
て
そ
の
除
幕
式
も
す
ん
だ
。
そ
の
後
、
積
み

石
の
間
に
は
さ
つ
き
や
椿
や
、

一
つ
葉
や
、
著
莪
や
、
し
だ
類
や
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
植
え
ら
れ

て
四
季
折
々
の
花
が
咲
く
。
殊
に
春
に
な
る
と
表
忠
碑
を
埋
め
尽
く
し
て
咲
く
櫻
花
こ
そ
武
人
の
誇
り
に

も
似
て
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
眺
め
で
あ
る
。 

僕
ら
は
風
の
日
も
雨
の
日
も
花
の
日
も
登
校
下
校
の
際
に
は
在
り
し
日
の
勇
士
の
面
影
を
し
の
び
護
国
の

鬼
と
な
ら
れ
た
軍
人
の
英
霊
に
し
ば
し
黙
祷
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
。 

            



 
十
二 
矢
田
監
物 

 

小
山
田
村
に
は
矢
田
監
物
が
居
城
を
築
い
て
い
た
こ
と
は
口
碑
に
も
伝
え
ら
れ
、
そ
の
城
跡
と
言
う
所
も

お
屋
敷
跡
と
い
っ
て
今
も
監
物
の
妻
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
五
輪
塔
と
古
木
が
存
し
て
は
い
る
が
詳
し
い
こ

と
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
事
を
暁
覺
寺
住
職
中
沢
見
明
さ
ん
に
お
尋
ね
す
る
と
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
ま
す
。 

「加
富
神
社
記
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
監
物
某
は
丹
波
の
人
、
室
町
十
代
将
軍
足
利
義
晴
の
臣
で
あ

っ
た
。
下
は
上
を
た
し
な
み
、
家
来
は
主
君
に
叛
く
と
い
う
下
克
上
の
乱
世
に
あ
っ
て
、

一
人
足
利
義
晴

に
最
後
ま
で
忠
節
を
は
げ
ん
だ
の
は
こ
の
監
物
で
あ
っ
た
。
家
臣
の
た
め
京
都
を
追
わ
れ
、
義
晴
に
従
っ

て
近
江
に
奔
り
、
天
文
十
九
年
五
月
四
日
近
江
穴
太
山
中
に
於
い
て
主
君
義
晴
の
薨
去
に
会
い
、
つ
ぶ
さ

に
こ
の
世
の
無
常
と
人
情
の
果
敢
な
さ
を
感
じ
た
。
そ
の
後
は
京
都

へ
も
上
が
ら
ず
、
丹
波
に
も
帰
ら
ず
、

他
の
主
に
仕
官
す
る
こ
と
も
無
く
、
義
晴
の
菩
提
を
弔
い
つ
つ
、
各
地
に
放
浪
し
、
終
に
小
山
田
村
に
来

た
の
で
あ
る
。
郷
民
は
こ
の
人
格
者
を
迎
え
て
こ
の
郷
の
押
領
司
と
し
た
。
先
ず
小
山
田
城
を
築
い
て
居

城
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
長
年
の
希
望
で
あ
っ
た
主
君
義
晴
の
祭
祀
の
た
め
、
萬
松
寺
を
建
立
し
、

そ
の
霊
碑
即
ち
萬
松
院
殿
の
尊
儀
を
安
置
し
、
十

一
面
観
音
の
木
造
を
本
尊
と
な
し
、
山
号
を
長
谷
山
と

称
し
、
同
時
に
自
家
の
菩
提
寺
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
」 

当
村
に
萬
松
寺
、
観
音
谷
と
い
う
地
名
の
今
尚
残
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
ら
の
遺
跡
で
あ
る
。 

そ
の
後
の
矢
田
氏
は
二
三
代
の
間
、
小
山
田
に
居
城
し
て
約
四
十
年
間
在
住
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
代
々
矢
田
監
物
と
い
う
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
の
監
物
喜
太
郎
の
時
天
正
十

一
年
正
月
滝
川

一
益

に
破
ら
れ
、
相
従
う
諸
士
七
十
余
人
と
共
に
退
散
し
た
と
言
う
。
こ
の
年
豊
臣
秀
吉
が
滝
川

一
益
征
伐
の

た
め
大
兵
を
率
い
て
伊
勢
に
入
り
諸
道
よ
り

一
益
を
攻
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
先
に

一
益
に
破
ら
れ
た
監

物
等
は
喜
ん
で
秀
吉
軍
に
参
加
し
、
そ
の
後
も
秀
吉
に
随
従
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
正
十
八
年
相

模
小
田
原
に
お
い
て
戦
死
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
の
時
に
従
軍
戦
死
し
た
の

で
あ
ろ
う
。 

現
在
小
山
田
村
に
矢
田
の
姓
が
多
い
の
も
こ
の
矢
田
氏
が
久
し
く
居
城
し
た
と
い
う
関
係
か
ら
、
村
民
の

大
部
分
が
、
後
世
矢
田
の
姓
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

因
み
に
、
矢
田
監
物
の
碑
は
山
田
西
さ
ん
ま
い
に
現
存
し
、
庄
屋
平
尾
四
郎
兵
衛
政
国
の
建
て
た
も
の
で

あ
る
。 

        



 
十
三 
鎌
井
松
石 

 

君
は
三
重
郡
小
山
田
村
の
人
に
し
て
医
を
以
っ
て
正
業
と
す
る
。
性
磊
落
に
し
て
家
事
を
管
せ
ず
。
中
年

に
し
て
本
草
学
を
嗜
み
、
勝
地
旧
跡
の
探
検
を
好
む
。
故
に
毎
年
春
夏
の
交
に
は
植
物
採
取
の
た
め
に
山

間
幽
谷
を
跋
渉
し
秋
冬
の
交
に
は
旧
跡
名
地
等
を
実
地
に
踏
査
し
、
そ
の
来
歴
を
究
め
る
を
以
っ
て
事
と

す
る
。
か
く
す
る
こ
と
殆
ど
四
十
余
年
研
究
上
の
疑
問
は
こ
れ
を
伊
藤
圭
介
、
山
本
亡
羊
、
飯
沼
慾
斎
等

の
諸
氏
に
質
し
、
種
根
を
丹
波
修
治
、
岡
田
正
堅
等
と
交
換
し
百
方
研
究
し
て
以
っ
て
自
ら
楽
あ
り
。 

そ
の
図
記
す
る
所
少
し
と
せ
ず
。
今
そ
の
主
な
る
も
の
を
挙
ぐ
れ
ば
伊
勢
風
土
記
、
三
重
博
物
誌
、
本
草

正
訛
、
千
草
啓
蒙
、
九
重
雑
誌
等
な
り
。 

晩
年
中
風
症
に
罹
り
、
復
研
鑚
の
業
に
従
う
能
は
ざ
る
を
以
っ
て
編
集
の
九
重
雑
誌
は
こ
れ
を
三
重
郡
役

所
に
納
め

（当
時
親
友
伊
東
祐
賢
氏
本
部
に
宰
た
る
を
以
っ
て
な
り
）
そ
の
他
三
重
博
物
誌
十
六
巻
、
本

草
正
訛
三
十
二
巻
、
千
草
啓
蒙
六
帳
は
そ
の
筋
の
命
に
よ
り
て
文
部
省
に
収
め
た
り
。
時
に
明
治
十
六
年

十

一
月
な
り
。
こ
れ
ら
は
皆
君
が
多
年
研
究
の
結
果
に
し
て
学
術
界
に
裨
益
す
る
所
斟
か
ら
ざ
る
を
以
っ

て
翌
十
七
年

一
月
、
時
の
文
部
卿
福
岡
孝
悌
氏
よ
り
賞
詞
を
賜
り
之
に
添
え
て
賞
勲
局
よ
り
銀
杯

一
個
を

下
賜
せ
ら
る
。 

爾
来
宿
痾
益
々
進
み
遂
に
明
治
二
十
四
年
十

一
月
を
以
っ
て
没
せ
り
。
享
年
七
十
七
。
家
に
男
三
子
あ
り
、

兄
を
勇
治
郎
と
い
う
。
別
居
し
て
医
を
営
む
。
次
を
留
之
助
と
い
う
。
多
年
小
学
教
育
に
従
事
せ
し
が
明

治
四
十
四
年
二
月
病
み
て
没
す
。
季
を
鞆
の
丞
と
い
う
。
別
居
し
て
農
桑
を
事
と
す
る
。
共
に
小
山
田
村

に
住
す
。
君
の
官
命
に
よ
り
て
調
査
に
従
事
し
た
る
こ
と
左
の
如
し
。 

 

明
治
五
年
四
月 

澳
国
博
覧
会
に
付
緒
物
品
取
集
御
用
取
扱
申
し
付
け
ら
れ
る

（三
重
県
） 

 
 

 

同
年
十

一
月 

文
部
省
に
於
い
て
地
誌
編
纂
に
付
三
重
県
内
取
調
を
嘱
託
せ
ら
る(

文
部
省) 

 
 

 

六
年
二
月 

鈴
鹿
郡
能
褒
野
古
墳
取
調
を
命
ぜ
ら
る

（神
祇
省
） 

 
 

 

八
年 

上
等
御
雇
申
し
付
け
ら
れ
管
内
薬
品
鉱
石
属
取
調
べ
を
命
ぜ
ら
る

（三
重
県
） 

 
 

 

同
年
十
月 

内
国
勧
業
博
覧
会
御
用
を
命
ぜ
ら
れ

一
志
以
南
志
摩
全
国
天
然
人
工
物
産
取
調
べ
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

命
せ
ら
る

（三
重
県
） 

（備
考
）
右
伝
記
は
三
重
郡
教
育
会
編
纂
三
重
郡
郷
賢
伝
に
よ
る 

付
記 

氏
は
本
草
学
研
究
の
傍
ら
天
保
年
間
よ
り
明
治
初
年
に
至
る
ま
で
殆
ど
五
十
有
余
年
間
付
近
の
子

弟

（小
山
、
西
山
、
山
田
、
堂
ケ
山
、
下
河
内
、
青
木
の
子
弟
常
に
三
十
名
を
下
ら
ず
）
を
集
め
て
読
書

算
を
教
授
せ
り
。
そ
の
間
常
に
身
体
を
以
っ
て
率
い
し
か
ば
里
間
今
に
そ
の
徳
を
仰
が
ざ
る
な
く
、
本
草

学
者
と
し
て
氏
を
知
ら
ざ
る
も
の
あ
る
も
手
習
師
匠
と
し
て
の
氏
を
知
ら
ざ
る
も
の
殆
ど
な
し
。 

     



 
十
四 

花
祭
り 

 

一 

昔
も
昔
三
千
年 

花
咲
き
匂
う
春
八
日 

 
 

ひ
び
き
渡
っ
て

一
声
は 

天
に
も
地
に
も
我

一
人 

  
 

四
月
の
第
二
日
曜
が
来
る
と
山
田
の
子
供
は
こ
ん
な
歌
を
歌
い
な
が
ら
家
を
引
く
の
で
あ
る
。 

 
 

花
御
堂
が
飾
れ
て
い
る
。 

二 

立
派
な
国
に
生
ま
れ
出 

富
も
位
も
あ
り
な
が
ら 

 
 

一
人
お
城
を
抜
け
出
で
て 

山
に
こ
も
り
し
十
二
年 

 

歌
は
楽
隊
と
合
わ
せ
ら
れ
て
愉
快
に
聞
こ
え
て
来
る
。 

 

三 

丸
い
世
界
の
真
ん
中
で 

教
え
の
門
を
打
ち
開
き 

 
 

乾
け
る
人
に
ふ
り
ま
い
た 

甘
露
の
水
は
限
り
な
き 

 

象
の
背
中
の
花
御
堂
は
ゆ
れ
な
が
ら
進
ん
で
行
く
。 

 

四 

何
年
た
っ
て
も
変
わ
ら
ず
に 

咲
い
た
ま
ま
な
る
法
の
花 

 
 

き
れ
い
な

一
つ
を
胸
に
挿
し 

我
ら
も
負
け
ず
に
励
み
ま
す 

 

お
寺
の
御
門
も
近
づ
い
て
き
た
。
手
に
手
に
卍
の
旗
を
振
り
か
ざ
し
て
、
行
列
は
進
む
。 

 

お
寺
は
人
出
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。 

花
祭
り
は
子
供
に
も
大
人
に
も
う
れ
し
い
一
日
で
あ
る
。 

           



 
十
五 
郷
土
の
歌
謡 

  
 

 

子
守
唄 

 

ね
ん
ね
こ
ろ
い
ち
竹
馬
与

一 

竹
を
そ
ろ
え
て
舟
に
つ
む 

  

舟
に
つ
ん
だ
ら
ど
こ
ま
で
い
き
や
る 

行
く
は
た
ん
ぼ
の
橋
の
下 

  

ね
ん
ね
ね
ん
ね
と
寝
る
子
は
か
わ
い 

起
き
て
泣
く
子
は
つ
ら
に
く
い 

  

こ
の
子
泣
く
の
で
病
が
出
た
に 

病
な
お
し
や
れ
元
の
様
に 

  

こ
ん
な
泣
く
子
の
よ
う
守
せ
ん
に 

お
ひ
ま
お
く
れ
よ
だ
ん
な
さ
ん 

  

こ
の
子
な
か
ん
と
も
た
れ
て
寝
た
ら 

四
国
四
国
み
な
め
ぐ
ろ 

  

こ
の
子
よ
う
泣
く
全
体
よ
な
く 

乳
が
足
ら
ん
か
乳
離
れ
か 

  

守
よ
子
守
り
よ
日
暮
れ
は
大
事 

朝
の
寝
起
き
は
ま
だ
大
事 

  

ね
ん
ね
し
な
さ
れ
ま
だ
夜
は
明
け
ぬ 

明
け
や
お
寺
の
鐘
が
鳴
る 

  

ね
ん
ね
ん
ね
ん
ね
泣
く
と 

夜
鷹
が
と
っ
て
ぞ
ね
ん
ね
よ
い
よ 

  

ね
ん
ね
し
な
さ
れ
今
日
二
十
五
日 

あ
す
は
お
ま
え
の
宮
参
り 

  

宮

へ
ま
い
っ
た
ら
な
ん
と
言
う
て
拝
む 

こ
の
子

一
代
ま
め
な
よ
う
に 

  

雨
は
降
る
降
る
着
物
は
ぬ
れ
る 

か
は
い
子
は
泣
く
日
は
く
れ
る 

  

泣
い
て
く
れ
る
な
泣
か
い
で
さ

へ
も 

身
よ
り
心
が
や
つ
れ
る
に 

     



  
 

 
茶
摘
歌 

 

お
茶
を
摘
む
な
ら 

根
茶
か
ら
摘
み
や
れ 

根
茶
は
目
き
く 

葉
も
た
ま
る 

  

お
茶
師
番
頭
さ
ん 

盲
な
ら
よ
か
ろ 

お
茶
の
小
言
が 

の
て
よ
か
ろ
う 

  

お
茶
は
摘
ん
で
も 

茶
節
は
知
ら
ぬ 

こ
ん
で
都
で 

ふ
し
な
ら
お 

  
 

 

田
植
歌 

 

 

五
月
五
日
に
泣
く
子
が
ほ
し
や 

畦
に
腰
か
け
乳
の
ま
す 

  

田
植
す
る
の
も
あ
ま
た
の
人
の 

命
つ
な
ご
と
思
い
や
こ
そ 

  

そ
ろ
い
ま
し
た
ぞ
良
い
と
ん
ど
酒
が 

二
百
二
十
日
の
出
穂
の
よ
に 

  
 

 

臼
す
り
歌 

 

臼
よ
ま
わ
れ
よ 

ど
ん
ど
と
ま
わ
れ 

殿
の
よ
な
べ
は 

今
宵
ば
か 

  

今
年
し
や
世
が
よ
て 

穂
に
穂
が
さ
が
り 

路
の
子
草
も 

米
が
な
る 

  

臼
は
よ
き
臼 

白
子
の
浜
の 

杣
の
木
の
臼 

音
の
よ
さ 

  
 

 

盆
踊
り
の
歌 

 

盆
の
十
四
日
に
踊
ら
ぬ
も
の
は 

ご
け
か
や
も
め
か
親
な
し
か 

  

そ
ろ
た
そ
ろ
た
踊
子
が
そ
ろ
た 

繻
子
の
帯
し
て
浴
衣
き
て 

  

踊
る
も
阿
保
な
ら
見
る
も
阿
保 

同
じ
阿
保
な
ら
踊
ら
ん
せ 

  

踊
り
見
に
来
て
踊
ら
ぬ
も
の
は 

か
ど
が
狭
い
か
恥
ず
か
し
い
か 

  

盆
が
来
た
と
て
何
う
れ
し
か
ろ 

赤
い
べ
は
な
し
帯
は
な
し 

  

踊
子
が
来
た
来
た
庄
屋
ど
ん
の
門

へ 

し
ゅ
す
の
帯
し
て
浴
衣
き
て 

  



  
 

 
お
伊
勢
ま
い
り 

  

伊
勢
は
津
で
も
つ 

津
は
伊
勢
で
も
つ 

尾
張
名
古
屋
は
城
で
も
つ 

  

お
伊
勢
参
り
す
り
や 
転
熊
は
の
こ
せ 

朝
熊
か
づ
け
で
ま
た
ま
い
れ 

  

坂
は
て
る
て
る 

鈴
鹿
は
く
も
る 

お
い
の
土
山
雨
が
降
る 

  

田
舎
そ
だ
ち
の
薮
鶯
が 

は
じ
め
て
お
伊
勢

へ
参
詣
し
て 

  

一
夜
の
宿
も
と
り
か
ね
て 

あ
ち
ら
を
向
い
て
も
宿
は
な
し 

  

こ
ち
ら
を
向
い
て
も
宿
は
な
し 

梅
の
古
木
に
宿
を
と
り 

  

つ
ぼ
み
枕
で
花
ぶ
と
ん 

月
星
な
が
め
て
ほ
け
き
ょ
読
む 

  

め
で
た
め
で
た
が
三
つ
重
な
り
て 

鶴
が
御
門
に
巣
を
か
け
て 

  

十
二
の
卵
を
産
み
そ
ろ
え 

そ
れ
が
雛
に
と
か
い
わ
っ
て 

  

親
子
諸
共
立
つ
時
に
や 

金
の
銚
子
に
黄
金
の
杯 

  

小
判
さ
か
な
で
飲
む
と
き
は 

恵
比
須
大
黒
い
や
く
を
す
る 

  

七
福
人
が
舞
を
す
る 

そ
こ
で
連
中
が
繁
昌
す
る 
 

          



  
 

 
あ
と
が
き 

 

父
の
書
物
を
整
理
し
て
い
た
ら
、
「小
山
田
郷
土
読
本
稿
本
」
と
表
書
の
あ
る
冊
子

（下
書
き
の
つ
づ
り
） 

 

が
出
て
き
た
。
ほ
ぼ
五
十
年
ぶ
り
に
故
郷
で
あ
る
山
田
に
も
ど
り
、
住
む
よ
う
に
な
っ
た
機
会
に
冊
子
を 

 

ひ
ら
き
読
ん
で
み
た
。 

 

な
つ
か
し
い
情
景
や
ら
、
昔
の
く
ら
し
ぶ
り
が
彷
彿
と
想
い
お
こ
さ
れ
、
し
ら
ず
し
ら
ず
に
子
供
時
代
に 

 

ひ
き
も
ど
さ
れ
た
。 

 

昭
和
の
初
期
、
小
山
田
尋
常
高
等
小
学
校
に
奉
職(

昭
和
四
年
三
月
か
ら
二
十
二
年
三
月
ま
で)

し
て
い
た 

 

父

・
竹
内 

弘
は
、
平
和
な
く
ら
し
を
願
い
つ
つ
、
元
気
で
育
ち
ざ
か
り
の
児
童
に
夢
を
い
だ
き
、
子
供 

 

ら
の
副
読
本
の
つ
も
り
で
田
舎
の
情
景
や
ら
歴
史
や
ら
を
ま
と
め
、
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

た
だ
そ
の
後
戦
時
体
制
下
の
教
育
に
な
り
、
日
の
目
を
見
る
こ
と
な
く
お
く
ら
入
り
に
し
て
い
た
も
の
で 

 

あ
ろ
う
。
戦
争
も
お
わ
り
六
十
年

へ
て
、
世
の
中
が
随
分
変
わ
っ
た
が
田
舎
の
よ
さ
は
い
つ
ま
で
も
変
わ 

 

る
こ
と
な
く
あ
り
た
い
も
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
文
章
は
原
稿
に
忠
実
に
清
書
し
た
の
で
、
現
在
の
表
現
と
は
か
な
り
異
な
り
読
み
に
く
い
と
こ
ろ 

 

も
あ
る
が

一
応
ま
と
め
て
み
た
。
付
属
と
し
て
、
郷
土
史
年
表
、
神
社
、
寺
院
に
つ
い
て
も
ま
と
め
ら
れ 

 

て
あ
る
が
割
愛
し
た
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(

竹
内
雅
彰
記) 

      


