
野
次
馬
根
性
の
ゆ
く
え

ど
う
に
も
な
ら
な
い
心
の
苦
し
み
に
耐
え
か
ね
て
、
社
寺
を
片
端
か
ら
訪
ね
て
い

た
三
年
前
の
こ
と
、
あ
る
日
、
枚
方
市
に
あ
る
日
置
神
社
に
議
で
た
。
二
町
歩
と
い

う
神
城
の
広
さ
に
び

っ
く
り
し
な
が
ら
、
鳥
蔵
の
側
に
あ
る
案
内
板
を
読
ん
で
い
た
。

祭
神
は
天
之
御
中
主
神
と
菅
原
道
真
。

惟
喬
規
王
が
渚
の
院
を
中
心
と
し
て
交
野
ケ
原
で
遊
猟
し
絵
え
る
時
、
ご
自
分
の

愛
鷹
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
で
、
日
没
を
借
し
ん
で
、
し
ば
し
日
を
止
め
置

き
給
え
と
、
神
に
祈
願
し
た
と
い
う
伝
承
か
ら
爾
置
神
社
と
い
う
。

と
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
神
社
名
の
出
来
を

一
応
は
素
直
に
受
け
と
り
な
が
ら
も
、
祭

神
が
天
之
御
中
主
神
と
い
う
か
ら
太
陽
祭
杷
の
残
映
と
し
て
、
も
と
も
と
日
置
を
ヘ

キ
と
呼
ん
で
い
た
の
で
は
…
…
と
思

っ
た
。
理
屈
は
さ
て
お
き
、
ご
自
分
の
愛
す
る

鳥
の
た
め
、

「
も
う
少
し
暮
れ
な
い
で
下
さ
い
」
と
神
に
祈
る
温
か
い
お
気
持
ち
の

権
蕎
親
王
と
は
、
さ
て
渚
の
院
と
は
、
と
私
の
野
次
馬
根
性
が
頭
を
も
た
げ
始
め
た
。

微
か
で
も
い
い
か
ら
、
想
像
の
よ
す
が
に
な
り
そ
う
な
事
で
も
手
繰
り
寄
せ
る
こ

と
が
出
来
た
ら
と
、
そ
の
と
き
か
ら
気
の
遠
く
な
り
そ
う
な
詮
索
が
始
ま
っ
た
。

惟
喬
親
王
。
号
を
小
野
宮
、
又
は
水
無
瀬
宮
。

鵞ヨ

谷

操

子

五
五
代
文
徳
天
皇
第

一
皇
子

（
八
四
置
く
八
九
七
）
で
あ
り
、
母
は
従
四
位
下
紀

静
子

（
三
条
院
）
正
霧
位
下
が
絆
離

％
電
で
あ
る
。

親
王
帯
創
年
齢
。　
一
四
議
。

天
安
元
年

（
八
五
七
）

一
五
歳
。

天
安
二
年

（
八
五
八
）
太
宰
権
師
に
任
。

貞
観
五
年

（
八
六
三
）
四
品
太
宰
師
。
弾
正
ヂ
任
。

貞
観
六
年

（
八
六
霧
）
箔
品
弾
正
ヂ
。
常
陸
太
守
。
離
京
。

貞
観
九
年

（八
六
七
）
酉
品
弾
正
ヂ
。
常
陸
ヂ

・
知
徴
。

貞
観

一
四
年

（
八
七
二
）
四
品
弾
正
ヂ
上
野
太
処
弾
正

，
知
数
．

貞
観

一
四
年

（
八
七
二
）
七
月
、
四
晶
守
弾
正
疾
頓
出
家
為
沙
霧
。

貞
観

一
六
年

（
八
七
四
）
九
月
二

一
日
、
清
和
天
皇
か
ら
、
封
戸
百
戸
を
増
給
し
、

衣
鉢
の
費
に
当
て
さ
せ
る
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。

規
正
は
承
和

一
一
年

（
八
四
四
）
、
文
徳
天
皇
と
紀
静
子

（更
衣
）
と
の
間
に
生

ま
れ
た
第

一
皇
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
天
皇
の
限
り
な
い
鐘
愛
を
受
け
て
い
た
。
母
を

同
じ
う
す
る
弟
は
第
二
子
犠
条
親
玉
で
、
第
二
子
推
彦
親
王
の
母
は
滋
野
貞
主
の
女
で

あ
る
。
そ
の
後
、
嘉
祥
三
年

（
八
五
〇
）
に
天
皇
と
藤
原
明
子
と
の
間
に
、
第
四
皇

子
の
惟
仁
が
生
ま
れ
る

（後
の
清
和
天
皇
）
．
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皇
太
子
を
定
め
る
に
あ
た

っ
て
、
文
徳
天
皇
は
惟
喬
親
王
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い

た
の
で
、
当
然
皇
太
子
に
と
当
初

は
思

っ
て
い
た
が
、
惟
仁
親
王
の
背
後

に
控

え
る

良
房
の
こ
と
が
あ

っ
て
決
断
出
来
な
か

っ
た
。
古
代

の
皇
室

で
は
、
次

の
天
皇

に
は

別
に
長
男
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
は
な
か

っ
た
。

立
太
子
を
め
ぐ

っ
て
藤
原
氏
と
紀
氏
と
の
間

に
当
然
競
争
が
起

こ

っ
た
。
文
徳
天

皇
の
母
が
藤
原
良
房
の
妹
と
い
う
関
係
が
あ
る
上

に
、
紀
氏
の
勢
力
は
当
時

の
藤
原

氏
と
は
比

べ
も

の
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
衰
え
始

め
て
い
た
の
で
、
終

に
勢
力
が
も

の
を
言

っ
て
惟
仁
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
。
生
ま
れ
て
僅
か
八
ケ
月
で
あ
る
の
に
。
こ
の

時
惟
喬
は
七
歳
で
あ

っ
た
。

当
時
の
童
謡

に
、

「
大
枝
を
超
え
走
超
え
て
、
騰
が
り
躍
ど
り
超
え
て
、
我
が
護

る
国
に
や
捜
あ
さ
り
食
む
志
岐

や
、
雄
々
伊
志
岐
耶

」
と
う
た
わ
れ
た
と
い
う
。
大

枝
は
二
人
の
兄
を
さ
し
、
惟
仁
を
勢

の
あ
る
鴫

に
な
ぞ
ら
え
、
田
ん
ぼ
の
食
物
も
あ

さ
り
求

め
と

っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
に
、
惟
仁
は
三
人

の
兄
を
こ
え
て
皇
太
子
と
な

っ

た
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

当
時
、
紀
名
虎

の

一
族
は
ど
う
し
て
も
惟
喬
を
立

て
よ
う
と
し
、
僧
真
済
を
し
て

秘
法
を
修
し
て
祈
祷
さ
せ
、
藤
原
氏
は
僧
真
雅
を
惟
仁

の
護
持
僧
と
し
て
祈
ら
せ
た

と
い
う
話
が
あ
る
。
ち
な
み
に
僧
真
済

の
姓
は
紀
氏
で
あ
る
。

ま
た
、
藤
原
良
房
と
紀
名
虎
と
が
、
相
撲
を
と

っ
て
勝
負
を

つ
け
た
と
も
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
な
ん
と
単
純
な
発
想
と
、
私
は
思
わ
ず
苦
笑
し
た
。

「
平
家
物
語
』
や

『
源
平
盛
衰
記
』
に
も
す
さ
ま
じ
い
話
が
あ
る
。

そ
れ
で
も
文
徳
天
皇
は
諦
め
切
れ
ず
、

こ
の
後
も
源
信

（
嵯
峨
天
皇

の
皇
子
）
に

相
談
し
て
い
る
。
信
は
天
皇
を
諌
め
、
惟
仁

に
罪
や
落
ち
度
が
な
け
れ
ば
、

こ
れ
を

廃
す
る
事
が
出
来
な
い
と
奉
し
た
の
で
、
や
っ
と
思
い
と
ど
ま
れ
た
と
い
う
。

外
戚
の
力
の
差
が
惟
喬
の
運
命
を
コ
ロ
ッ
と
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

当
時
の
貴
族
に
と

っ
て
、
天
皇
の
外
戚
と
な
る
こ
と
は
こ
の
上
も
な
い
名
誉
で
あ

っ
た
。
貞
観
八
年

（
八
六
六
）
摂
政
と
な
っ
た
良
房
は
、
人
臣
摂
政
の
初
め
て
の
例

を
作

っ
た
の
だ
。
し
か
し
実
質
的
に
は
、
文
徳
天
皇
の
死
に
よ
っ
て
九
歳
の
惟
仁
が

即
位
し
て
清
和
天
皇
と
な
っ
た
時
点
で
、
も
う
摂
政
で
あ
っ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で

は
な
か
ろ
う

（
こ
の
時
、
惟
喬

一
五
歳
）
。
良
房
に
と
っ
て
は
、
政
治
を
行
う
上
に

奈
良

紀
氏
略

平
室
）

衣
）

衣

・
惟
喬
母
）

麻
呂

…

  ・

宿 男 宇 平
奈 人 佐 安

奮豪法腱
1守 純 の

猪 諸 古 麻
取 人 麻 路

共よ予法
二 姫 ⌒ 庭
代 ⌒ 四
欠 光 代

―

―
集各

木 古
津 佐
魚 美
| |
百 広
継 浜

名    興 皇 |

虎     道 母 貞

…

I V範

最季学冨 蒼 農

籍籠ま夏畢 
釜

天 天 在 ||
皇 皇 原 友 貫
更 更 業 則 之

系
図

そ
の
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も
何
か
と
便
利
に
も
な
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
最
高
の
鰹
み
が
得
ら
れ
た
事
に
な
る
。

天
皇
継
承
筆
頭
候
補
に
あ
り
な
が
ら
、
母
方
が
紀
氏
で
あ
る
た
め
、
天
皇
外
滅
を

固
め
つ
つ
あ

っ
た
藤
原
氏
に
そ
の
運
命
を
は
ば
ま
れ
た
惟
喬
の
哀
し
さ
は
、
最
初
か

ら
政
治
的
欲
望
な
ど
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
う
。
赤
銅
色
に
眺
躍
す
る
断
心
の

持
ち
主
な
ど
で
は
な
く
、
自
然
に
親
し
む
優
し
い
人
柄
で
あ
っ
た
と
私
は
想
像
す
る
。

渚
　
の
　
院

藤
原
氏
の
思
う
ま
ま
に
な
っ
て
ゆ
く
世
の
中
に
無
常
を
感
じ
た
惟
喬
は
、
水
無
瀬

と
渚
の
院
に
別
業

（麗
荘
）
を
設
け
、
花
見
に
鷹
狩
に
と
失
意
を
慰
め
て
い
た
。
私

は
ど
う
し
て
も
渚
の
院
跡
を
こ
の
眼
で
確
か
め
た
く
て
足
を
運
ん
だ
。
京
阪
電
車
の

御
殿
由
駅
で
下
率
し
て
、
編
村
落
の
家
並
に
混

っ
て
新
興
住
宅
が
群
立
し
て
い
る
道

を
十
分
ほ
ど
歩
く
と
、
渚
元
町
の
渚
之
院
会
館
が
あ
る
。
そ
の
裏
手
の
保
育
所
と
の

間
の
、
ご
く
ご
く
狭
い
空
き
地
が
目
指
す
跡
地
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
ク
渚
の
院
鱗

ク

と
刻
ん
だ
八
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
石
碑
が
立

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
後
世
に
建

っ
た
観

音
寺
の
鐘
楼
だ
け
が
ポ
ツ
ン
と
残

っ
て
い
た
。
往
時
を
偲
ぶ
よ
す
が
は
何

一
つ
残

っ

て
い
な
い
。

当
時
、
こ
の
院
に
は
千
本
の
桜
が
そ
れ
ぞ
れ
に
色
を
競
い
、
中
庭
の
梅
も
こ
よ
な

く
美
し
く
、
駒
止
め
松
な
ど
の
名
木
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
相
当
豪
壮
な
別
業
で

あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
頃
淀
川
の
川
巾
は
現
在
よ
り
も
も

っ
と
も

っ
と
広
く
、
こ
の

院
の
真
下
ま
で
水
が
あ
り
、
往
来
す
る
船
が
美
し
く
水
尾
を
見
せ
て
い
た
と
言
う
。

反
対
に
そ
の
淀
篇
か
ら
望
む
と
、
院
の
丘
に
茂
る
樹
々
も
、
え
も
言
わ
れ
ぬ
風
情
を

添
え
て
い
た
と
か
。

陰
湿
な
皇
位
継
承
争
い
に
破
れ
た
推
喬
の
気
持
ち
は
、
こ
の
場
所
で
随
分
救
わ
れ

た
の
で
は
な
い
か
し
ら
と
、
当
時
の
最
色
を
瞼
の
中
で
描
き
想
像
し
て
み
た
。

承
平
五
年

（九
二
五
）
、
紀
貫
之
が
土
佐
国
か
ら
の
帰
途
、
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
帰
京
し
た
時
、
こ
の

一
幅
の
絵
を
想
わ
せ
る
渚
の
院
の
た
た
ず
ま
い
を
上
佐
圏
記

に
描
写
し
て
い
る
。
当
時
、
建
物
は
残

っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
ず

っ
と
後
世
に
観
音
寺
に
改
め
た
の
だ
か
ら
、
荒
れ
て
は
い
て
も
貫
之
が
見
た
時
は
、

建
物
の

一
部
ぐ
ら
い
は
残

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
勝
手
に
想
像
し
て
い
る
。

言
わ
ば
、
自
分
の
先
祖
で
も
あ
る
惟
喬
の
住
ん
だ
家
と
い
う
先
入
観
も
あ
り
、
感
憾

（大
阪
府
枚
方
市
渚
元
跨

『
渚
の
院
址
』
写
真
右
）



も
又
ひ
と
し
お
の
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
素
晴
ら
し
い
環
境
の
中
で
、
惟
喬
と
は
特
に
親
密
な
関
系
に
あ
っ
た
在
原
業

平
や
、
紀
有
常

（惟
喬
の
伯
父
）
や
、
貴
族
や
、
他
の
文
人
達
と
共
に
遊
猟
に
歌
作

り
に
興
じ
た
。

阿
保
親
王
の
子
で
あ
る
在
原
業
平

（平
城
天
皇
の
孫
）
は
、
紀
有
常
の
女
を
妻
と

し
て
い
る
。
父
阿
保
親
王
も
、
兄
行
平
も
配
流
の
憂
き
目
を
経
験
し
て
い
る
。
し
な

奈
良

・
平
安
時
代
の
紀
氏
略
系
図

（
そ
の
二
）

り
の
あ
る
美
意
識
を
生
き
た
武
宮
業
平
も
、
高
貴
な
身
分
で
あ
り
な
が
ら
紀
氏
と
の

繋
が
り
の
あ
る
点

で
は
、
惟
喬
と
境
遇
が
似

て
い
る
。
二
十
歳
も

の
年
下
の
彼
を
敬

愛
し
て
右
馬
頭
と
し
て
よ
く
仕
え
た
心
境
も
理
解
出
来
る
。
そ
し
て
、

世

の
中

に
た
え
て
桜

の
な
か
り
せ
ば

春

の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

と
歌

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世

の
中

に
も
し
桜
が
無
か

っ
た
ら
、
桜

の
花
が
開
く
の

を
今
か
今
か
と
待
ち
遠
し
く
思

っ
た
り
、
又
、
風
や
雨

に
散

っ
て
し
ま
う
の
で
は
、

な
ど
と
気
に
か
け
る
必
要
も
な
い
の
で
春

の
心
は
も

っ
と
の
ん
び
り
す
る
で
あ
ろ
う

と
、
悲
運
の
皇
子
の
胸

の
う
ち
を
桜
花

に
た
と
え
て
詠
ん
だ
も

の
ら
し
い
。

天
　
の
　
川

惟
喬
と
業
平
は
そ
ん
な
わ
け
で
と
て
も
気
が
あ

っ
た
ら
し
く
、
し
ば
し
ば
近
辺
の

交
野
ケ
原

（現
枚
方
市

・
交
野
市
）

へ
遊
猟

に
出
か
け
た
り
、
天
の
川
の
ほ
と
り
で

酒
宴
を
開

い
た
り
、
渚

の
院

で
夜
明
か
し
で
月
見
を
し
た
り
、
酒
を
酌

み
交
わ
し
て

歌
を
詠
ん
だ
り
し
た
。
天

の
川
で
惟
喬
は
、

狩
り
を
し
て
天
の
河
原

に
い
た
る
と

い
ふ

心
を
よ
み
て
盃
は
さ
せ

と
詠
む
と
業
平
は
、

興

道

―
本
道

』
噺
綺

日
』
刹

‐
時
文

在
原
業
平

〓

有常――――［‐‐峰一

藤
原
富
士
麿

藤
原
敏
行 常

康
親
王

惟
喬
親
王
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狩
り
暮
ら
し
　
た
な
ば
た

つ
め

に
宿

か
ら
む

天

の
河
原

に
わ
れ
は
来
に
け
り

と
詠
み
、

野天

ひ
と
と
せ
に
ひ
と
た
び
来
ま
す

君
待
て
ば
宿
か
す
人
も
あ
ら
じ
と
思

ふ

と
有
常
が
返
し
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
夜
、
院

に
帰

っ
て
か
ら
も
月
を
見
な
が
ら

歌
遊
び

に
興
じ
た
二
人
の
こ
と
を

『
伊
勢
物
語
』
八
二
段
は
く
わ
し
く
書

い
て
い
る
。

こ
の
天

の
川
に
は
現
在
、
か
さ
さ
ぎ
橋
、
禁
野
橋
、
天
津
橋
が
か
か

っ
て
い
る
。

天
津
橋

に
は
、
中
央

の
パ
ル
コ
ニ
ー
部

に
高
さ

一
六
七
セ
ン
チ
、
幅

一
二
〇
セ
ン
チ

の
ア
ル
ミ
鋳
物
製

の
板
が
と
り

つ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
光

フ
ァ
イ
パ
ー
を
利
用
し
て
、

天
の
川

・
牽
牛

・
織
姫
等
を
、
自

・
青

。
赤

・
緑
等
さ
ま
ざ
ま
の
色

の
イ
ル
ミ
ネ
ー

シ
ョ
ン
で
照
ら
し
出
し
、

ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
世
界
を
醸

し
出
し
て
い
る
。
当
時

の
惟

喬
始
め
業
平
ら
が
想
像
も
し
得
な
か

っ
た
橋

に
変
身

し
て
い
る
。

林
泰
　
　
　
野

交
野
ケ
原

（現
、
枚
方
市

・
交
野
市
）

の
近
辺

一
帯
を
当
時
は
禁
野
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
天
皇
や
貴
族
達
の
狩
猟
地

で
″

一
般

の
者
入
る
を
禁
ず
る

ク
の
意
味
で
あ
る
。

こ
の
地
を
遊
猟
地

に
し
た
の
は
、
京

に
近

い
こ
と
と
、
水
辺
の
丘
陵
が
起
伏
し
た
風

光
明
媚

で
、
勿
論
、
雉

。
鴨

・
鹿

・
猪
が
多
か

っ
た
た
め
で
あ
る
。
現
在
、
禁
野
と

い
う
地
名
は
そ
の
ま
ま
残

っ
て
い
る
。

鷹
狩

の
起
源
は
五
世
紀

の
仁
徳
朝
で
あ
る
。
そ
の
後
、　
一
時
廃
止
さ
れ
た
り
、
復

活
し
た
り
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
奈
良
時
代
ま
で
は
遊
び
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、

平
安
時
代

に
は
武
道
と
し
て
盛
ん
に
な

っ
た
。
交
野
ケ
原
で
は
垣
武
天
皇

・
嵯
峨
天

皇
な
ど

一
四
回
も
鷹
狩
り
を
楽
し
ん
で
い
る
。
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冬

嗣

平
安
時
代

の
藤
原
氏
の
略
系
図

（仁
明
女
御

。
文
徳
母
）

（文
徳
女
御
）

京
に
居
る
天
皇
や
貴
族
達
が
禁
野

へ
来
る
時
は
、
鳥
羽
で
乗
船
し
、
川
を
下
り
楠

葉

（継
体
天
皇
が
居
ら
れ
た
所
）
か
渚
あ
た
り
で
上
陸
し
て
交
野

へ
入
っ
た
ら
し
い
。

渚
に
別
業
を
持

っ
て
い
た
惟
喬
は
そ
の
点
大
変
便
利
で
あ
っ
た
と
思
う
。
業
平
ら
を

連
れ
て
鷹
狩
に
颯
爽
と
出
か
け
る
ガ
ッ
チ
リ
と
し
て
長
身
の
ハ
ン
サ
ム
な
惟
喬
の
姿

を
、
ひ
と
り
で
瞼
に
画
い
て
み
る
私
で
あ
る
。
犬
を
走
ら
せ
鷹
を
放

っ
て
獲
物
を
追

う
壮
快
な
ス
ポ
ー
ツ
は
、
皇
位
継
承
の
こ
と
な
ど
、
と
っ
く
に
念
頭
を
離
し
て
存
分

に
楽
し
ま
せ
た
に
違
い
な
い
。

雉
　
　
　
塚

親
王
が

い
つ
も
の
よ
う
に
狩
り
を
し
て
遊
ん
で
い
ら
れ
る
と
き
、
三

つ
の
足
を
持

っ
た
自

い
雉
が
飛
ん
で
来

て
、
ど
う

い
う
は
ず
み
に
か
ご
自
分

の
前
で
、
そ
の
命
を

絶

っ
た
の
で
か
わ
い
そ
う
に
思

い
、
薬
師
山

の
頂
上

に
塚
を
造

っ
て
葬

っ
て
や

っ
た

と
い
う
話
が
あ
る
。

そ
の
碑
が
現
在
、
枚
方
市
禁
野
町

の
和
田
寺

に
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
。
野
次
馬
根

性

の
私
は
じ

っ
と
し
て
い
な
い
。

こ
の
寺

の
住
職
は
歴
史

に
く
わ
し
い
人
と
問

い
て

い
た
の
で
、
面
白

い
話
も
聞
か
し
て
も
ら
え
る
も

の
と
楽
し
み
に
出
か
け
た
が
、
そ

の
日
は
運
悪
く
東
京

へ
出
張
と
の
こ
と
で
、
問
題

の
″
三
足
自
雉
霊

″
と
刻
ん
だ
碑

の
み
撮

っ
て
帰

っ
て
来

た
。
裏

の
文
字
は
残
念
な
が
ら
判
読
は
難
し
か

っ
た
。

安
永

二
年

（
一
七
七
三
）

に
書
か
れ
た

『
河
州
交
野
郡
禁
野
村
医
王
山
鎮
守
雉
大

明
神
因
由
記
』
に
よ
れ
ば
、

「
惟
喬
親
王
自
雉
の
霊
を
杷
る
。
雉
大
明
神

の
神
桐
が

建

て
ら
れ
た

」
と
あ
る
。

水
　
無
　
瀬

惟
喬
は
渚

の
院
と
殆
ど
同
時
く
ら

い
に
水
無
瀬
に
離
官
を
持

っ
た
ら
し
い
。
夏
は

京
都

よ
り
も
ず

っ
と
涼
し
く
、
滝
も
あ
り
、
四
季
を
通
じ
て
の
景
観
も
素
晴
ら
し
い

土
地

で
あ

っ
た
と
い
う
。

水
無
瀬
。
こ
の
地
名
は
古
代
か
ら
、
水
生
野

・
水
成
瀬

。
水
無
瀬
と
変

え
て
来

た
。

淀
川

の
流
れ
と
歴
史

の
流
れ
と
が
浮
沈
を
共

に
し
て
来
た
の
だ
ろ
う
。
そ

の
理
由
を

私
な
り
に
想
像
し
て
み
る
。

僧
行
基
が
神
亀
二
年

（
七
二
五
）

に
山
崎
津

（水
無
瀬

に
隣
接
）

に
橋
を
造

っ
て

古 順 良 良   良   良     長
子 子 世 門   相   房     良

I                F‐

~~~~――-1                 「―――――― | I               T―

――――――-1-―~~~~~―
|

利 多 多 明 基 高 遠 国
基 美 賀 子 経 子 経 経
1子 幾 ⌒ ⌒ ⌒ |

兼  子 文 実 清 良
輔 ⌒ ⌒ 徳 父 和 範
1清 文 女 長 女 |

佳 和 徳 御 良 御 綱雅 和 徳

為
V V和

時
|

紫
式
部

陽
成
母
）

母
）

時
平

仲
平

兼
平

忠
平

頼
子

（清
和
女
御
）

佳
珠
子

（清
和
女
御
）

温
子

（宇
多
中
宮
）

穏
子

（
醍
醐
皇
后
）

-39-



い
る
。
恐
ら
く
度
々
の
洪
水
に
苦
し
む
農
民
の
姿
を
見
兼
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後

こ
の
橋
を
中
心
に
し
て
色
々
な
事
件
が
起
き
て
い
る
。
火
事
あ
り
、
秀
吉
と
光
秀
と

の
戦
い
あ
り
、
洪
水
の
た
め
橋
が
落
ち
た
り
、
修
復
し
た
り
で
、
そ
の
都
度
都
度
な

に
か
の
形
で
水
に
異
変
が
起
き
て
こ
の
地
名
を
変
え
て
来
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

天
皇
や
貴
族
達
は
こ
ぞ

っ
て
こ
の
周
辺
の
地
に
副
業
を
建
て
て
い
る
。
天
平
三
年

（
七
二

一
）
に
は
行
基
が
山
崎
院
を
建
て
、
万
事
に
派
手
好
み
の
嵯
峨
天
皇
は
立
派

な
河
陽
難
宮
を
弘
仁
五
年

（
八

一
四
）
に
建
て
て
い
る
。
水
無
瀬
も
遊
猟
の
土
地
で

あ
り
、
交
野
ケ
原
の
中
継
地
で
も
あ

っ
た
た
め
頻
繁
に
こ
こ
を
利
用
し
て
い
る
。
淳

名
天
皇

，
光
仁
天
皇
も
度
々
こ
の
離
官
を
訪
れ
て
い
る
。
少
し
時
代
は
下
る
が
、
後

鳥
羽
上
皇
も
離
宮
を
建
て
て
い
る
。

背
後
に
丘
陵
が
迫
り
、
前
面
に
は
淀
川
添
い
に
低
醐
地
が
広
が
り
、
小
動
物
や
野

鳥
の
宝
庫
と
も
言
え
る
よ
う
な
狩
猟
場
の
水
無
瀬
は
、
都
が
平
安
に
移
さ
れ
た
時
を

機
に
別
業
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
と
も
言
え
る
。
河
陽
離
宮
跡
は
現
離
宮
八
幡
附
近
と

さ
れ
、
後
鳥
羽
上
皇
の
難
宮
跡
地
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
に
、
推
蕎
の
富
跡
は
、

京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
。
大
阪
府
三
島
郡
水
無
瀬
ら
し
い
と
あ
る
の
み
で
、
文
書
に

も
は
っ
き
り
出
て
来
な
い
。

業
を
薫
や
し
た
私
は
自
分
の
足
で
確
か
め
る
し
か
な
い
と
、
思
い
切

っ
て
現
地

へ

赴
い
た
。
大
阪
駅
か
ら
阪
急
電
車
に
乗
り
換
え
水
無
瀬
駅

へ
。
さ
て
、
降
り
立

っ
て

も
ど
っ
ち

へ
向

い
て
歩

い
て
よ
い
や
ら
見
当
も
つ
か
な
い
。
ま
ず
、
駐
在
所
に
飛
び

込
ん
だ
。

「
大
阪
府
立
青
年
の
家
に
歴
史
に
詳
し
い
先
生
が
居
ら
れ
ま
す
か
ら

」
と
、
丁
寧

に
そ
の
位
置
を
教
え
て
く
れ
た
。
青
年
の
家
の
Ｋ
発
生
は
、

「
跡
地
の
碑
は
問

い
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
言
い
な
が
ら
、

『
島
本
町
史
』
そ
の
他
を
繰
り
な
が
ら

時
間
を
か
け
で
調
べ
て
く
れ
た
が
…
…
。
そ
し
て
規
切
に
巽
連
事
項
の
み
を
無
料
で

麟
ピ
ー
し
て
く
れ
た
。

つ
い
で
に

一
つ
東
寄
り
の
大
山
崎
駅
に
も
降
り
て
資
料
館
に
立
ち
寄

っ
た
。
こ
こ

は
中
世
に
秀
吉
と
光
秀
が
戦

っ
た
場
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
種
の
話
な
ら
色
々
の
資

料
が
あ
っ
て
調
べ
ら
れ
る
が
、
こ
と
平
安
初
期
と
な
る
と
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。

こ
こ
の
Ｆ
先
生
も
、

ロ
ビ
ー
に
あ
る
大
地
区
に
点
灯
し
て
い
ろ
い
ろ
説
明
し
て
く
れ

た
。
け
れ
ど
、
嵯
峨
天
皇
に
関
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
足
跡
も
見
え
た
が
、
私
め
の

目
指
す
場
所
は
判
然
と
し
な
い
。
業
平
ら
と
い
つ
も
行
動
を
共
に
し
て
い
た
惟
喬
は
、

水
無
瀬
離
宮
は
景
色
が
よ
い
の
で
こ
こ
で
は
専
ら
歌
を
詠
ん
で
遊
び
、
ほ
と
ん
ど
宿

漁
の
み
に
使

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
嘆
、
山
崎
橋
は
騎
馬
の
ま
ま
渡
る
こ
と
を

禁
止
し
て
い
た
か
ら
、
徒
歩
で
渡
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
舟
で
淀
川
を
渡
り
、
ち
ょ
う

ど
対
岸
に
あ
る
渚
に
上
陸
し
、
交
野
ケ
原
に
遊
猟
に
出
か
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思

”り
。そ

の
頃
、
京
都
の
邸
宅
は
ま
だ
そ
の
ま
ま
で
あ
る
し
、
活
に
は
立
派
な
別
業
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
の
宮
は
さ
し
て
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

だ
か
ら
跡
逸
が
判
然
と
し
な
い
の
で
は
…
…
と
自
分
で
結
論
づ
け
る
外
方
法
は
な
い
。

水
無
瀬
で
数
日

一
緒
に
遊
ん
だ
業
平
は
、
例
の
よ
う
に
惟
喬
を
京
都
ま
で
送

っ
た
。

夕
方
京
都
の
御
殿
で
右
馬
頭
な
る
業
平
に
酒
を
振
る
舞

っ
た
後
、
褒
美
を
や
ろ
う
と

言

っ
て
、
早
く
自
宅

へ
帰
ろ
う
と
思

っ
て
い
る
業
平
を
な
か
な
か
身
辺
か
ら
離
さ
な

か
っ
た
。
そ
の
お
寂
し
そ
う
な
様
子
が
気
に
な
っ
て
業
平
は
次
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
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枕
と
て
草
引
き
結

ぶ
こ
と
も
せ
じ

秋

の
夜
と
だ
に
た
の
ま
れ
な
く
に

今
は
晩
春
で
夜
は
短

い
時
だ
か
ら
、
長

い
夜

の
よ
う
に
ゆ

っ
く
り
出
来
ま
せ
ん
が
、

寝
ず

に

一
晩
中
お
仕
え
し
ま
し

ょ
う
の
意
味
ら
し
い
。

天
安

二
年

（
八
五
八
）
、
父
文
徳
を
失

い
、
貞
観
八
年

（
八
六
六
）

の
二
月

に
生

母
紀
静
子

（名
虎

の
女
）
を
失

っ
て
い
る
。
厚

い
帝
寵
を
受
け
な
が
ら

つ
い
に

一
介

の
更
衣

に
終
わ

っ
た
母
静
子
の
運
命

に
も
、
万
斜
の
涙
を
そ
そ
い
だ
で
あ
ろ
う
。
ち

ょ
う
ど
そ
ん
な
頃
で
は
な
か

っ
た
か
と
想
像
す
る
。
業
平
を
返
し
た
く
な
か

っ
た
寂

し
さ
の
刻
は
。

母
静
子
の
追
善
法
要
を
そ
の
死
後

二
年
、
貞
観

一
〇
年

（
八
六
八
）

に
雲
林
院
で

営
ん
で
い
る
。
雲
林
院

に
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
常
康
親
王
が
当
時
隠
棲
し
て
い
た
。

常
康

の
母
も
紀
氏

の
出

で
、
仁
明
天
皇

の
更
衣
、
惟
喬

の
母
の
姉
で
あ
る
。

水
無
瀬
神
宮

（祭
神
後
鳥
羽
上
皇
）

の
社
務
所
で
聞

い
た
話

に
よ
る
と
、
そ
の
近

く
に
あ
る
粟
辻
神
社
が
惟
喬
親
王
を
杷

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
ぐ
行

っ
て
み
た
け

れ
ど
、
あ
ま
り
に
も
ち

っ
ち

ゃ
な
桐
で
、

こ
れ
は
ど
う
も
眉
唾
も

の
ら
し
い
と
思

っ

た
。
近
く
の
御
所

ケ
池
は
惟
喬

の
御
所
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
だ
と
教

え
て
く
れ
た
が

私
は
こ
れ
も
信
用
し
て
い
な
い
。

小
　
野
　
の
　
里

貞
観

一
四
年

（
八
七
三
）

二
月
、
上
野
守

に
任
ぜ
ら
れ
、
七
月

に
は
四
品
弾
正
ヂ

で
、
病
気
の
た
め
俄
か
に
剃
髪
し
て
出
家
。
そ
し
て
比
叡
山

の
西
麓
で
あ
る
小
野
の

里
に
陰
棲
し
た
。
法
名
を
素
覚
と
い
っ
た
。
惟
喬
時

に
二
九
歳
で
あ

っ
た
。
そ
の
地

名
か
ら
、
小
野
宮
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

貞
観

一
六
年

（
八
七
四
）
九
月
、
清
和
天
皇
が
惟
喬
に
封
戸
百
戸
を
増
額

し
て
衣

鉢

の
費

（生
活
費
）
に
当

て
さ
せ
る
勅
令
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
皇
太
子
争

い

に
勝

っ
て
皇
位
を
継
承
し
た
か
ら
、
気
が
ひ
け
た
た
め
償

い
を
し
た
も
の
と
思
う
。

け
れ
ど
も
惟
喬
は
こ
れ
を
き

っ
ぱ
り
辞
退
し
て
い
る
。
清
和
天
皇
は
又
あ
ら
た
め
て

封
戸
を
受
け
る
よ
う
に
勅
令
を
出

し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
は
明
ら
か
で
な
い
。

右
馬
頭
で
あ

っ
た
業
平
は
あ
る
年

の
冬
、
雪
を
踏

み
分
け
踏
み
分
け
し
な
が
ら
、

や

っ
と
の
思

い
で
こ
の
小
野

の
里
を
訪
れ
た
。
何
年
か
ぶ
り
に
惟
喬
に
会
う
の
で
あ

る
。
静
か
な
山
里
で
親
王
は
寂
し
そ
う
な
も

の
悲
し
い
様
子
で
あ

っ
た
と
か
。
恐
ら

く
死
期
が
近
付

い
て
い
た
頃
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

忘
れ
て
は
夢
か
と
お
も
ふ
思

ふ
き
や

雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
ん
と
は

と
詠
ん
で
号
泣
し
た
と
あ
る
。
惟
喬

の
返
し
歌
は
、

夢
か
と
も
何
か
思
は
む

う
き
世
を
ば
そ
む
か
ざ
り
け
む
ほ
ど
ぞ
く
や
し
き

あ
な
た
は
夢

で
は
な
い
か
と
言

っ
て
い
る
が
、
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
、
今
で
は
私

は
も

っ
と
早
く
出
家
し
た
ら
よ
か

っ
た
と
悔

い
て
い
る
よ
、
と
い
う
意
味
。

渚

の
院

や
水
無
瀬
で
過
ご
し
た
楽
し
い
想

い
出
話

に
華
を
咲
か
せ
た
ら
し
い
が
、

-41-



そ
の
と
き
の
惟
喬
の
気
持
ち
と
し
て
は
、
温
か
い
慈
母
の
懐
に
抱
か
れ
た
よ
う
な
安

ら
か
な
ひ
と
と
き
で
は
な
か
っ
た
か
な
と
思
う
。
楽
し
い
刻
を
過
ご
し
て
い
る
う
ち

に
つ
い
夕
暮
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
公
事
の
あ
る
業
平
は
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
二

人
に
と
っ
て
は
肺
腑
を
え
ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
書
し
い
悲
し
い
別
れ
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。

二
九
歳
で
出
家
し
て
こ
の
地
に
陰
棲
し
て
、
寛
平
九
年

（
八
九
七
）
五
四
歳
で
亡

く
な
る
が
、
惟
喬
に
と

っ
て
ど
ん
な
に
寂
し
く
て
悲
し
い
土
地
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
、

そ
の
心
境
を
推
し
量

っ
て
み
る
時
、
な
に
か
胸
衡
か
れ
る
檬
い
が
あ
る
。

京
都
府
の
地
図
を
広
げ
て
み
る
と
、
小
野
と
い
う
地
基
は
沢
山
あ
る
。
い
ろ
い
ろ

の
資
料
を
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
淮
喬
が
陰
穣
し
て
い
た
小
野
は
、
ど
う
や
ら
現
在

墓
所
の
あ
る
京
都
市
左
京
区
大
原
上
野
町
亀
零
谷
の
辺
り
で
は
な
い
か
と
勝
手
に
結

論
づ
け
た
。

ど
う
し
て
も

一
度
そ
の
墓
に
参
う
た
く
て
、
八
瀬
大
原
行
き
の
バ
ス
に
乗

っ
た
。

野
村
分
か
れ
の
バ
ス
停
を
降
う
た
時
は
、
天
気
予
報
通
り
も
う
ド
シ
ャ
降
り
で
あ
っ

た
。
そ
の
上
傘
も
飛
び
そ
う
な
風
。
足
許
Ｌ
繊
ら
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
た
。
さ
て
、
亀

甲
谷
に
入
る
道
が
分
か
ら
な
い
。
向
こ
う
の
方
に
大
き
い

一
軒
家
を
見

つ
け
て
走

っ

た
走

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
軒

へ
飛
び
込
ん
だ
。
ベ
ル
を
二
三
回
押
し
た
が
応
答
は
な

い
。
し
ば
ら
く
憎
い
雨
足
を
見

つ
め
な
が
ら
不
安
な
刻
を
過
ご
し
て
い
る
と
、
い
き

な
り
玄
関
の
戸
が
開
き
、

「
な
ん
だ
か
人
さ
ん
の
気
配
が
し
て
、
う
ち
に
お
出
や
し
た
お
人
か
と
思
う
て
。
わ

た
し
今
起
き
た
ん
ど
っ
せ
。　
一
人
暮
ら
し
い
う
も
ん
は
呑
気
ど
っ
し
ゃ
ろ
」

と
、
真
新
し
い
割
烹
着
の
似
合
う
上
品
な
女
性
が
顔
を
出
し
た
。
さ
り
げ
な
く
時
計

を
見
る
と
、
十

一
時
を
指
し
て
い
た
。
目
指
す
親
玉
の
墓
を
聞
く
と
、
親
切
丁
寧
に

教
え
て
く
れ
た
。

「
四
月
半
ば
い
う
の
に
、
今
日
は
き
つ
う
寒
う
お
す
な
あ
。
雨
が
上
が
る
ま
で
中

へ

お
入
り
や
し
て
掛
け
て
お
待
ち
や
し
た
ら
ど
う
ど
す
。
見
た
と
お
り
の
汚
い
所
ど

っ

さ
か
い
遠
慮
は
お
へ
ん
え
」

言
葉
に
言
え
、
中

へ
入
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
ろ
い
ろ
話
し
て
い
る
う
ち
に
、
年
齢

は
八
六
歳
、
娘
夫
婦
が
山
科
に
い
る
こ
と
、
こ
の
家

に
は
五
〇
年
も
住
ん
で
い
る
こ

と
等
が
分
か
っ
た
。
と
り
と
め
も
な
い
事
を
話
し
て
い
る
う
ち
に
雨
は
い
や
い
や
な

が
ら
上
が
っ
た
。
お
礼
を
い
っ
て
暇
を
告
げ
る
と
、

「
遠
く
か
ら
お
畠
や
し
て
お
疲
れ
ど
っ
し
ゃ
る
。
お
帰
り
に
も
う

一
遍
寄

っ
て
お
く

れ
や
す
。
熱
い
ク
お
ぶ

″
な
ど
入
れ
ま

っ
さ
か
い
。
身
体
を
湿
め
て
お
帰
り
や
す
。

ほ
ん
ま
に
。
な
あ
あ
ん
さ
ん

」

こ
の
老
婆
の
暖
か
い
京
言
葉
に
は
″
京
の
ぶ
ぶ
漬
け

ク
は
絶
対
に
な
か
っ
た
と
今

も
信
じ
て
い
る
。

四
月
で
こ
の
寒
さ
。
業
平
が
雪
の
中
を
訪
れ
た
時
の
比
叡
お
ろ
し
は
ど
ん
な
に
寒

か
っ
た
だ
ろ
う
。

墓
所
の
石
段
は
相
当
高
く
、
宮
内
庁
の
制
礼
は
遥
か
上
で
あ
る
。
上
り
日
の
側
に

あ
る
曲
椿
の
赤
が
心
な
し
か
う
る
ん
で
見
え
た
の
は
強
ち
雨
の
せ
い
だ
け
で
は
な
か

っ
た
と
思
う
。
そ
の

一
段

一
段
に
足
跡
を
刻
み
つ
け
る
よ
う
に
登

っ
た
。
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
に
杉
の
実
が
落
ち
て
い
て
ソ
ジ
と
拾
わ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
行
き
届
い
た

掃
除
は
私
を
ホ
ッ
と
さ
せ
た
が
、
詣
で
る
人
も
あ
ま
り
な
さ
そ
う
な
五
輪
塔
が
、
何

故
か
寂
し
そ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。
立
ち
去
り
難
い
想
い
で
墓
の
下
に
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（京
都
市
山
科
区
小
野
、
惟
喬
親
王

の
五
輪
塔
　
写
真
左
）

眼
を
や
る
と
、
真
下
は
割
合
広
く
平
坦
な
美
し
い
土
地

で
あ

っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
、

こ
の
場
所

に
御
所
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
ひ
と
り
想
像
遅
し
ゅ

う
し
て
み
た
。
そ
の
真
下

に
と
て
も
美
し
い
北
山
杉
が
見
え
た
。
ま
る
で
緑

の
し
と

ね
か
ら
天
を
衝
く
よ
う
な
本
が
い
き
な
リ

ニ
ョ
キ

ッ
と
生
ま
れ
た
よ
う
で
、

こ
ん
な

行
儀

の
よ
い
植
林
を
見
た
の
は
始
め
て
だ

っ
た
。
よ
ほ
ど
几
帳
面
な
人
の
仕
事
だ
ろ

う
と
嬉
し
く
思

っ
た
。
私
は
時
躇
な
く
こ
れ
を
惟
喬
杉
と
名
付
け
た
。

（惟
喬
杉
　
写
真
左
）

杉
林
越
し
に
広
が
る
ひ
な
び
た
大
原

の
里
は
ヽ
雨

の
せ
い
も
あ

っ
て
ま
る
で
寝

て

い
る
よ
う
な
静
け
さ
で
あ

っ
た
。
雨

に
煙
る
遥
か
向

こ
う
の
連
山
が
、
ま
る
で
墨
絵

の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
、
旅
先

の
私

の
心
を
和
ま
せ
た
。
親
王
も
こ
の
素

晴
ら
し
い
景
色

に
ど
れ
だ
け
心
を
慰
め
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ず

っ
と
北

の
方

に
眼

を
移
す
と
、
金
毘
羅
山
と
翠
黛
山
が
見
え
た
。
ふ
と
建
礼
門
院

の
日
日
に
ま
で
思

い

を
馳
せ
た
ひ
と
と
き
で
あ

っ
た
。



君
　
ケ
　
畑

滋
賀
県
永
源
寺
町
君
ケ
畑
に
は
、
惟
喬
に
関
す
る
大
き
い
伝
説
が
あ
る
。

惟
仁
親
王
に
皇
位
を
譲

っ
て
か
ら
惟
喬
は
世
の
無
常
を
感
じ
、
菩
提
の
道
に
入
る

べ
く
廷
臣
を
連
れ
て
こ
の
地
の
奥
山
の
小
松
畑
と
い
う
所
に
住
み
つ
い
た
。
こ
の
山

中
に
は
大
木
が
多
い
の
で
、
柚
人
に
器
の
木
地
を
伐
ら
せ
て
載
輻
を
発
明
さ
れ
、
盆

・
椀
等
の
作
り
方
を
教
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
小
椋
六
ケ
畑
に
住
む
木
地
師
達

の
祖
神
と
崇
め
ら
れ
た
親
王
に
ま
つ
わ
る
伝
説
の
骨
子
で
あ
る
そ
う
な
。
非
農
耕
民

集
団
に
多
い
権
威
仮
託
の
た
め
の
伝
承
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
思
い
な
が
ら
も
、

こ
の
地
の
伝
説
も
し
っ
か
り
手
繰
り
寄
せ
た
い
気
持
ち
で
、
ま
た
ぞ
ろ
君
ケ
畑
を
訪

れ
る
こ
と
に
決
め
た

（平
成
四
年
五
月
）
。

永
源
寺
町
の
東
北
に
位
置
す
る
こ
の
君
ケ
畑
に
は
、
永
源
寺
役
場
前
か
ら
バ
ス
は

一
日

一
往
復
の
み

（現
在
は
四
往
復
）
と
聞
い
て
、
「
コ
リ
ャ
駄
目

」
と
諦
め
、
息

子
の

一
日
を
束
縛
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

左
に
永
源
寺
ダ
ム
の
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
な
美
し
い
水
の
色
を
愛
で
、
右
に
鈴

鹿
山
脈

（西
麓
）
の
天
を
衝
く
ば
か
り
の
樹
々
を
見
上
げ
、
藁
屋
根
の
多
さ
に
驚
き

つ
つ
も
心
を
和
ま
せ
、
後
部
座
席
の
眼
は
ド
ラ
イ
ブ
気
分
満
点
で
あ
っ
た
。
途
中
、

政
扉
ど

い
う
地
名
を
見

つ
け
、
こ
こ
が
茶
の
産
地
で
有
名
な
土
地
だ
な
と
周
辺
の
茶

畑
を
見
回
し
た
。
守
口
市
か
ら
二
時
間
半
ば
か
り
で
蛭
谷
に
着
い
た
。
そ
こ
に
は
惟

喬
を
杷
る
筒
井
神
社
が
あ
り
、
境
内
に
木
地
師
資
料
館
が
あ
っ
た
。
管
理
人
が
留
守

で
観
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
全
国
の
木
地
師

（
一
五
〇
人
）
が
こ
こ
に
詣

で
て
自
分
の
自
慢
の
作
品
を
置
い
て
ゆ
く
こ
と
を
知

っ
た
。
盆

・
椀

。
こ
け
し
等
の

他
に
、
本
の
薬
研
ま
で
寄
贈
し
て
あ
る
と
か
。

御
池
川
に
沿

っ
て
、
更
に
ク
ネ
ク
ネ
と
曲
り
く
ね

っ
た
山
道
を
西
南
に
走
る
こ
と

一
五
分
。
日
当
て
の
惟
喬
の
墓
所
。
素
晴
ら
し
く
大
き
い
明
神
鳥
居
の
側
に
、
こ
れ

ま
た
大
き
い
石
碑
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、

″
惟
喬
親
王
御
廟
所
筒
井
八
幡
宮
日
本
国
中
軸
輔
師
等
鎮
守

″
と
あ
っ
た
。

そ
の
反
対
側
に
、
惟
喬
親
王
の
大
き
い
座
像
が
あ
っ
て
驚
い
た
。

『
國
史
大
辞
典
』

に
載

っ
て
い
る
親
王
像
よ
り
遥
か
に
美
男
子
で
あ
っ
た
の
で
、
私
め
の
喜
ぶ
ま
い
こ

と
か
。

（惟
喬
親
王
尊
像
　
写
真
右
）
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禁
令

の
箇
条
を
記
し
た
あ
の
制
礼

に
は
宮
内
庁

の
文
字
は
な
く
、

″
滋
賀
県
神
社

庁

ク
と
あ

っ
た
。
菊

の
御
紋
と
桐
の
御
紋

の

つ
い
た
石
の
門
一罪
の
向

こ
う
に
立
派
な

宝
筐
印
塔
が
鎮
座
し
て
い
た
。
そ
の
昔
大
勢

の
本
地
師
達
が

こ
こ
に
集
う
て
仕
事
し

て
い
た
と
い
う

″
千
軒
跡

″
の
碑
も
あ
り
、
御
所

の
跡
地

に
は
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た

鋼
板
屋
根

の
神
社
が
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
蛭
谷
に
あ

っ
た
筒
井
神
社

の
岐
れ
か
な
と

思

っ
た
。
伝
説
は
私

の
中
か
ら
と
う
に
追
い
や
ら
れ
て
、
冷
え
冷
え
と
し
た
山

の
空

気
の
中

に
、
平
安
初
期
を
蘇
ら
せ
た
想
い
で
あ

っ
た
。

蛭
谷
か
ら
東
北

に
二
〇
分
ほ
ど
の
位
置
に
君
ケ
畑
が
あ
る
。
車
を
止
め
る
と
三
人

の
子
供
が
走
り
寄

っ
て
来

て
「
ど
こ

へ
来

た
ん

」
と
聞
く
。
来
客

の
珍
し
い
土
地
ら

し
い
。
指
さ
し
た
校
舎

は
割
合
大
き
く
美
し
か

っ
た
。
現
在
全
校
生
徒
数

た

っ
た
の

五
人
だ
と
い
う
。
そ
の
う
ち
四
人
は
小
椋
姓
、　
一
人
は
瀬
戸
姓
。
後
で
役
場

に
聞

い

た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
三
六
戸
内
十

一
戸
が
小
椋
姓
で
あ

っ
た
。
頼
ん
だ
わ
け
で
は

な
い
が
、
親
切
な
三
人
の
子
供
は
ゾ

ロ
プ

ロ
と
道
案
内
役
を
買

っ
て
く
れ
た
。

″
大
皇
器
地
祖
神
社

″
の
杉

の
大
木
が
先
日
の
台
風
で
半
分
折
れ
た
こ
と
、
茶
畠

を
は
さ
ん
だ
北
側

に
清
和
天
皇

の
勅
令

に
よ
る
宝
医
印
塔
が
あ
る
こ
と
。
そ
の
向
こ

う
に
高
松
御
所
と
呼
ば
れ
て
い
る
金
龍
寺
が
あ
る
事
等
を
説
明
し
て
く
れ
た
。
そ
し

て
子
供
達
は
惟
喬
の
こ
と
を

「
親
王
さ
ん
、
親
王
さ
ん

」
と
言

っ
て
い
た
。

宝
医
印
塔
は
小
高

い
と
こ
ろ
に
あ

っ
て
、
側
に
は
侍
臣

の
も

の
か
小
さ
い
五
輪
塔

が
四

つ
あ

っ
た
。

金
龍
寺
は
平
素
住
職
は
こ
こ
に
住
ま
ず
、
周
辺
の
人
達
が
留
守
居
役
を
買

っ
て
い

て
、
当
日
は
ぐ
る
り
の
草
取
り
を
し
て
い
た
。
こ
の
寺

で
、
私

は
由
緒
書
め
い
た
古

文
書
を
入
手
す
る
こ
と
が
出
来

た
の
で
以
下
紹
介
す
る
。

（滋
賀
県
永
源
寺
町
君
ケ
畑
、
惟
喬
親
王
の
宝
医
印
塔
　
写
真
左
）

木
椀
元
祖
惟
喬
親
王
の
神
号
は
大
皇
大
明
神
。

帝
位

に
望
み
を
な
く
さ
れ
て
、
山
水
を
愛
し
て
ぼ
ん
や
り
暮
ら
し
た
い
と
出
家
さ
れ

た
。
小
野

の
里

に
入
ら
せ
給

い
し
後

に
当
国
小
松
ケ
畠

に
入
御
さ
れ
た
。
御
名
を
算

延

（
一
名
素
覚
）
と
改
め
小
野
宮
、
水
無
瀬
官
と
称
し
奉

っ
た
。
御
詠
歌

に

世
を
い
と
う
愛
智

の
深
山

の
呼
子
鳥

ふ
か
き
心
を
た
れ
か
知
る
ら
ん



自
分
の
こ
れ
か
ら
の
権
居
を
こ
こ
に
決
め
よ
う
と
言
わ
れ
た
の
で
、
柴
の
庵
の
御
殿

を
建
て
て
蔵
皇
殿
と
名
付
け
た
。
当
地
で
は
高
松
の
官
と
崇
め
た
。
そ
こ
で
、
働
の

名
を
君
之
畑
と
改
め
、
郷
を
小
椋
と
言

っ
た
。
溝
和
天
皇
は
親
王

へ
御
領
地
を
附
。

話
し
て
大
皇
大
名
神
と
送
り
盛
を
さ
れ
た
。

あ
る
時
、
本
の
実
が
落
ち
で
そ
の
抜
穀
が
器
に
似
て
い
る
の
を
見
ら
れ
ふ
と
思
い
つ

か
れ
た
。
そ
こ
で
、
大
本
を
切

っ
て
来
る
よ
う
に
近
議

に
命
じ
ら
れ
た
。
精
人
は
天

狗
ケ
谷

（君
ケ
畑
の
北
東
で
鈴
鹿
山
脈
の
ど
真
ん
中
）
に
入
１

大
き
い
椋
の
本
を
切

っ
て
羞
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
親
玉
は
輔
輔
を
発
明
さ
れ
、
持
臣
と
土
地
の
者
に
、
そ

の
輔
轍
を
使
い
な
が
ら
椀
器
の
作
り
方
を
教
示
し
た
。
そ
の
御
教
示
に
従

っ
て
丁
寧

に
本
地
椀
を
作
り
上
げ
て
お
目
に
か
け
る
と
大
変
喜
ば
れ
て
、
そ
の
両
人
に
本
地
椀

作
り
の
長
た
る
べ
き
系
図
を
与
え
た
。　
一
人
は
小
椋
嬉
濃
守
久
長
。
又

一
人
は
小
椋

伯
暫
守
藤
原
光
吉
と
名
付
け
て
御
印
書
を
下
さ
れ
た
。
そ
れ
よ
う
こ
の
地
は
木
地
椀

器
祖
神
の
霊
場
と
な
っ
た
。

元
慶
三
年

（
八
七
九
）
鹿
鳴
き
紅
葉
散
り
ゆ
く
様
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
急
に
悟
り
を

開
か
れ
、
十

一
月
九
日
侍
臣
を
呼
ば
れ
、
「
入
寂
は
こ
の
地
に
定
め
た
故
、
た
と
え

今
日
よ
り
後
余
命
が
あ
っ
て
も
、
今
日
の
こ
の
日
を
自
分
の
命
日
と
せ
よ
」
と
言
わ

れ
た
の
で
、
民
部
卿
は
京
に
上
り
、
そ
の
事
を
清
和
天
皇
に
奏
上
し
た
。
天
皇
は
大
変

名
残
り
を
惜
し
ま
れ
て
、
急
い
で
立
派
な
社
を
建
て
て
、
自
雲
曲
と
号
し
、
遷
宮
し

奉
る
べ
し
と
命
じ
ら
れ
た
。

寛
平
九
年

（
八
九
七
）
二
月
二
十
日
、
五
四
歳
に
て
莞
去

さ
れ
た
。
清
和
天
皇

は

勅
使
を
以
て
宝
塔
を
賜
い
、
御
廟
の
山
を
塔
影
曲
と
改
め
さ
せ
勅
願
寺
御
菩
提
寺
等

を
定
め
ら
れ
た
。
光
仙
山
専
皇
院
、
無
量
山
般
若
院
を
建
て
、
蔵
皇
殿
を
改
め
て
蔵

皇
殿
金
龍
寺
と
改
名
さ
れ
た
。
そ
れ
よ
り
、　
一
月
三
日

。
三
月
二
Ｆ

・
四
月
九
日

・

五
月
二
日

・
六
月
十
五
日

・
九
月
七
自

・
十

一
月
九
日
、　
一
年
に
七
度
神
事
を
行
い

お
祭
り
し
て
い
る
。
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む

つ
か
し
い
文
字
を
要
約
し
て
み
る
と
、
大
体

こ
ん

な

こ
と

が
書

い
て
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
踏

み
込
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
、
あ
な
が
ち
伝
説
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
な
気

も
し
だ
し
た
。流

亡

伝

説

交
野
ケ
原
で
の
遊
猟

の
回
数
が
多

い
だ
け
に
、
枚
方
市

に
は
影
見
池

・
茄
子
作

・

山
長
松
山

・
鷹
塚
山
等
、
地
名

に
ま
で
残

っ
て
い
る
伝
説
も
多

い
。
ま
た
、
三
重
県

員
弁
郡
に
も
伝
説
が
だ
ん
ご
に
か
た
ま

っ
て
残

っ
て
い
る
。
滋
賀
県

の
さ
き
の
君
ケ

畑
を
行
在
所

に
し
て
、
三
重
県
度
会
郡
河
内
村
広

の
御
所
で
莞
じ
ら
れ
た
と

い
う
の

も
あ
る
。
国
内
各
地
を
調

べ
る
と
伝
説

の
数
は
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。
ご
不
幸

で

あ

っ
た
御
霊
を
慰
め
た
い
と
思
う
多
数

の
フ
ァ
ン
が
、
か
く
あ
れ
か
し
と
願

っ
て
こ

う
し
た
伝
説
を
作
り
上
げ

た
の
で
あ
ろ
う
。
親
王
の
優
し
い
色
か
げ
は
即
ち
、
伝
説

を
作
り
上
げ

た
里
人
達
の
美
し
い
こ
こ
ろ
根
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

惟
喬
は
終
生
四
品
で
あ
る
。
何

一
つ
実
務
を
与
え
ら
れ
ず
、
親
王
中

一
番
年
上
で

あ
り
な
が
ら
、
末
席

に
い
た
辛
さ
に
は
、
耐
え
難

い
も

の
が
あ

っ
た
と
思
う
。
父
文

徳
が
始
め
、
皇
太
子
に
と
思

っ
て
い
た
ほ
ど
の
聡
明
な
皇
子
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
三

十
歳

に
手

の
届
く
年
齢
に
な

っ
て
、
な
お
そ
う
し
た
屈
辱

に
耐
え
る
の
は
苦
し
か

っ

た
と
思
う
。
藤
原
氏
と
紀
氏
と

の
勢
力

の
違

い
か
ら
、
そ
の
渦
中

で

一
生
を
翻
弄
さ

れ
た
惟
喬

の
口
惜
し
さ
は
理
解
出
来
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
清
和
か
ら
の
ク
封
戸
百

戸

″
を
断
り
続
け
た
姿
勢
の
中
か
ら
は
男
の
意
地

み
た
い
な
も

の
が
見
え
隠
れ
し
て

誠
に
潔

い
。

な
お
、
ど
の
資
料
か
ら
も
、
彼
の
周
辺
の
女
性

の
話
が
全
然
出

て
こ
な
い
。
そ
の

こ
と
が
不
思
議
で
も
あ
り
、
ま
た
余
計
哀
れ
を
誘
う
の
で
あ
る
。
終
焉
の
土
地
小
野

の
里

（大
原
）

に
今
は
静
か
に
眠
れ
か
し
と
祈
る
の
み
で
あ
る
。

始
め
は
想
像

の
よ
す
が
…
…
で
も
と
軽

い
気
持
ち
で
調

べ
始
め
、
そ
の
う
ち
ど
ん

ど
ん
夢
中

に
な

っ
て
い
く
う
ち
に
深
み
に
は
ま
り
、
最
後

に
は
、

い
っ
そ
ペ
ン
に
し

て
み
よ
う
か
と
大
そ
れ
た
気
持
ち
に
移

っ
て
ゆ
く
、
そ
ん
な
自
分

の
心

の
動
き
に
今

は
呆
れ
て
い
る
。
ま
る
で
イ
ブ

・
モ
ン
タ
ン
の
″
恐
怖

の
報
酬

ク
の
よ
う

に
。
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