
ご
ん
狐
は
な
ぜ
撃
た
れ
た
か

「
権
狐
」・
火
縄
銃
・
中
山
様
を
繫
ぐ
必
然
の
糸

有

田

和

臣

序

１

兵
十
は
な
ぜ
火
縄
銃
を
も
っ
て
い
た
か

農
民
と
害
獣
駆
除
の
歴
史

２

中
山
様
は
な
ぜ
登
場
す
る
か

農
地
拡
大
と
「
御お
林はやし」
の
実
情

３

「
権
狐
」
は
な
ぜ
宝
蔵
倉
の
前
で
語
ら
れ
た
か

中
山
勝
時
と
八
幡
社
・
神
明
社

４

兵
十
は
な
ぜ
矢
勝
川
で
鰻
を
と
る
か

五
郷
社
と
神
明
社
が
暗
示
す
る
対
立
の
悲
劇

結

新
美
南
吉
が
「
ス
パ
ル
タ
ノ
ー
ト
」
に
残
し
た
、「
ご
ん
狐
」

の
元
原
稿
と
思
わ
れ
る
「
権
狐
」
に
は
、
こ
の
物
語
を
語
り
手

の
「
私
」
に
話
し
て
聞
か
せ
て
く
れ
た
「
茂
助
爺
」
の
か
つ
て

の
職
業
、
現
在
の
生
活
状
況
、
話
を
し
た
場
所
の
ほ
か
、
物
語

の
時
代
設
定
、「
中
山
様
と
云
ふ
お
殿
さ
ま
」
が
住
ん
で
い
た

こ
と
な
ど
、
一
見
無
駄
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
物
語
成
立
に
か

か
わ
る
情
報
が
多
数
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
、「
ご
ん

狐
」
で
は
ほ
ぼ
消
去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー

進
行
に
は
無
関
係
と
思
わ
れ
る
情
報
の
う
ち
に
、
悲
劇
的
な
結

末
を
も
つ
こ
の
物
語
の
由
来
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
観
点
か
ら
本
稿
は
、「
権
狐
」
を
主
た
る
対
象
と
し
、
そ

の
成
立
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
理
的
・
歴
史
的
情
報

の
勢
力
図
を
再
構
築
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
ま
た
、
そ
の
勢

力
図
か
ら
読
み
取
り
得
る
物
語
の
陰
翳
を
検
討
し
、
こ
の
物
語

の
理
不
尽
な
幕
切
れ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
探
っ
た
。
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序

「
ご
ん
狐
」
は
昭
和
六
年
、
新
美
南
吉
十
八
歳
の
と
き
書
か
れ
、

「
赤
い
鳥
」
昭
和
七
年
新
年
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
鈴
木
三

重
吉
に
よ
る
修
正
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
元
原
稿
の
も
っ
て
い
た
地
方
色
が
希
薄
化
さ
れ
、「
国
民
の
間

で
広
く
共
有
可
能
な
」
本
文
に
変
容
し
た
こ
と
を
木
村
巧
が
指
摘
し

て
い
る１

）
。

元
原
稿
と
思
わ
れ
る
「
権
狐
」
は
「
赤
い
鳥
に
投
ず
」
と
い
う
但

書
と
と
も
に
、
南
吉
が
多
目
的
に
利
用
し
た
「
ス
パ
ル
タ
ノ
ー
ト
」

に
残
さ
れ
て
い
る
（『
校
訂

新
美
南
吉
全
集
』
第
十
巻
、
一
九
八

一
）。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
当
面
の
原
・
口
述
者
で
あ
る

「
茂
助
爺
」（「
ご
ん
狐
」
で
は
「
茂
平
」）
に
か
か
わ
る
情
報
や
、

口
述
が
行
わ
れ
た
状
況
な
ど
、
物
語
成
立
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
が
「
ご
ん
狐
」
で
は
、
わ
ず
か
に
痕
跡
を
残
す
程
度
に
ま
で
希
薄

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

本
稿
は
、
物
語
の
成
立
背
景
を
色
濃
く
残
存
さ
せ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
「
権
狐
」
を
主
た
る
対
象
と
し
、「
ご
ん
狐
」
へ
の
変
容
以
前

に
こ
の
物
語
が
も
っ
て
い
た
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
の
う
ち
に
、
こ
の
物
語

の
も
つ
理
不
尽
な
悲
劇
性
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
探
る
も
の
で
あ
る
。

作
品
本
文
の
引
用
も
基
本
的
に
「
権
狐
」
か
ら
行
う
。
ま
た
こ
の
場

合
、
作
品
名
と
作
品
中
で
表
記
さ
れ
る
狐
の
名
が
同
じ
「
権
狐
」
と

な
る
の
で
、
両
者
の
混
同
を
避
け
る
た
め
便
宜
的
に
前
者
を
〞「
権

狐
」〝、
後
者
を
〞
ご
ん
狐
〝
と
表
記
す
る
。

１

兵
十
は
な
ぜ
火
縄
銃
を
も
っ
て
い
た
か

農
民
と
害
獣
駆
除
の
歴
史

村
に
住
む
兵
十
が
、
な
ぜ
火
縄
銃
を
も
っ
て
い
た
か
。
そ
も
そ
も

兵
十
の
生
業
は
、
農
業
な
の
か
、
狩
猟
な
の
か
、
そ
の
点
か
ら
検
討

し
た
い
。
新
美
南
吉
の
『
ス
パ
ル
タ
ノ
ー
ト
』
に
残
さ
れ
た
、「
ご

ん
狐
」
の
元
原
稿
と
さ
れ
る
「
権
狐
」
に
は
、
語
り
手
の
「
茂
助

爺
」（「
ご
ん
狐
」
で
は
「
茂
平
と
い
ふ
お
ぢ
い
さ
ん
」
に
変
更
さ
れ

て
い
る
）
が
「
若
い
時
、
猟
師
だ
つ
た
さ
う
で
す
」
と
明
示
さ
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
兵
十
も
ま
た
猟
師
だ
っ
た
と
見
れ
ば
一
応
の
筋
は
通

る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
猟
師
で
な
く
と
も
、
火
縄
銃
を
常
備
す
る

農
民
は
い
た
。

ま
ず
、
物
語
に
書
き
込
ま
れ
た
出
来
事
の
、
設
定
年
代
を
確
認
し

て
お
く
。「
権
狐
」
第
一
節
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

む
か
し
、
徳
川
様
が
世
を
お
治
め
に
な
つ
て
ゐ
ら
れ
た
頃
に
、

中
山
に
、
小
さ
な
お
城
が
あ
つ
て
、
中
山
様
と
云
ふ
お
殿
さ
ま

が
、
少
し
の
家
来
と
住
ん
で
ゐ
ら
れ
ま
し
た
。

右
か
ら
、
江
戸
時
代
の
話
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
ま
た

「
中
山
様
」
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
そ
の
子
孫
が
南
吉
と

深
い
交
流
を
も
っ
た
と
い
う
実
在
の
武
家
で
あ
る
。『
半
田
町
史
』
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に
は
、
宮
津
の
城
主
新
海
淳
尚
が
岩
滑
や
な
べ

に
出
城
を
築
き
、
榊
原
主
殿

に
居
城
さ
せ
て
い
た
の
を
、
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
に
水
野
信

元
が
攻
め
領
地
を
奪
取
し
、
中
山
刑
部
大
輔
を
こ
の
岩
滑
城
に
居
城

さ
せ
た
、
と
記
録
が
あ
る２

）
。
中
山
勝
時
（
刑
部
大
輔
）
は
織
田
信
長

に
仕
え
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
二
日
の
本
能
寺
の
変
に
際

し
、「
京
都
二
条
城
に
於
て
戦
死
す３

）
」
と
伝
え
ら
れ
る
。

南
吉
よ
り
五
歳
年
少
で
、
南
吉
と
直
接
交
流
の
あ
っ
た
中
山
文
夫

に
よ
る
回
想
録４

）
、
お
よ
び
『
半
田
町
史
』
の
記
述
等
に
よ
れ
ば
、
徳

川
家
康
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
中
山
氏
は
江
戸
時
代
に
も
武
家
と
し

て
命
脈
を
保
ち
続
け
た
。
分
家
で
あ
っ
た
文
夫
の
家
は
「
尾
張
藩
に

仕
え
て
代
々
長
沼
流
兵
学
師
範
を
家
芸
と
し
て
い
た
」
が
、
明
治
四

年
の
廃
藩
置
県
で
父
祖
の
地
岩
滑
村
に
帰
田
す
る
。
そ
の
後
、「
武

士
の
商
法
と
か
で
失
敗
し
、
明
治
十
六
年
破
産
し
て
一
家
離
散
」
し

た
も
の
の
、
昭
和
二
年
に
、
文
夫
の
父
元
若
が
、
知
多
郡
大
興
寺
村

で
長
年
勤
め
た
小
学
校
教
員
を
退
職
し
て
岩
滑
に
帰
郷
し
、
南
吉
一

家
と
も
交
流
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。

「
権
狐
」
に
描
か
れ
た
出
来
事
が
徳
川
時
代
す
な
わ
ち
江
戸
時
代

の
い
つ
頃
の
話
か
と
い
う
明
ら
か
な
指
標
は
物
語
中
に
見
い
だ
せ
な

い
。
し
か
し
「
茂
助
爺
」
が
若
い
頃
に
伝
え
聞
く
か
見
聞
き
す
る
か

し
得
た
話
で
、
そ
う
長
く
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
話
で
あ
る
よ
う
な

設
定
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
幕
末
か
ら
さ
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
る
年
代
で

は
な
か
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
、
徳
川
時
代
に
中
山
氏

が
岩
滑
一
帯
を
領
し
た
事
実
と
、
ご
ん
が
火
縄
銃
で
撃
た
れ
た
出
来

事
と
の
間
に
は
、
必
然
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
出
来
事
に
は
、
江
戸
時
代
の
農
村
と
鉄
砲
と
く
に
火
縄
銃
と
の
、

農
地
開
拓
と
害
獣
駆
除
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
繫
が
り
が
背
景
と
し
て

見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

先
の
問
題
に
戻
る
。「
徳
川
様
」
の
時
代
に
村
落
で
火
縄
銃
を
所

持
し
て
い
た
兵
十
の
生
業
は
何
か
。
種
々
の
要
因
を
総
合
す
る
と
、

お
そ
ら
く
狩
猟
を
生
業
と
す
る
猟
師
で
は
な
く
、
農
民
で
あ
っ
た

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
に
お
い
て
も
再
度
言
及
す
る
）。
兵
十
が

も
っ
て
い
た
の
は
、
農
民
に
所
持
と
発
砲
が
許
さ
れ
た
、「
四し
季き
打うち

鉄でっ
砲ぽう
」（
四し
季き
打うち
筒づつ
）
と
呼
ば
れ
る
火
縄
銃
だ
っ
た
。
四
季
打
鉄
砲

は
、
猟
師
の
み
に
所
持
が
許
さ
れ
た
「
猟
師
鉄
砲
」
と
は
別
に
、
農

民
が
、
田
畑
を
荒
ら
す
害
獣
駆
除
の
た
め
に
、
二
月
一
日
か
ら
十
一

月
末
日
ま
で
の
間
、
四
季
を
通
じ
て
使
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
鉄
砲
を

指
す５

）
。
幕
府
の
掟
で
許
さ
れ
た
害
獣
用
の
鉄
砲
は
、
四
季
打
鉄
砲
の

ほ
か
に
も
う
一
つ
、「
二に
季き
打うち
鉄でっ
砲ぽう
」（
二に
季き
打うち
筒づつ
）
と
い
う
も
の
も

あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
四
月
朔
日
よ
り
七
月
晦
日
ま
で
」、
つ
ま
り

初
夏
か
ら
初
秋
ま
で
二
季
だ
け
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
た
鉄
砲
で
、

「
或
秋
の
こ
と
で
し
た
」
と
季
節
の
明
示
が
あ
る
「
権
狐
」
と
は
若

干
な
が
ら
使
用
時
期
が
ず
れ
る
う
え
、
将
軍
の
鷹
を
訓
練
す
る
地
域

の
特
例
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ６

）
。「
権
狐
」
の

舞
台
と
な
っ
た
地
域
は
、
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
。
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塚
本
学
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』（
一
九
八
三７

）
）
は
、
秀
吉
に
よ

る
刀
狩
令
以
来
、
特
に
十
七
世
紀
以
降
の
農
村
に
は
、
武
士
層
が
も

つ
数
を
は
る
か
に
上
回
る
数
の
鉄
砲
所
持
が
常
態
と
し
て
見
ら
れ
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
そ
の
数
が
増
え
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
を
明

ら
か
に
し
た
。
塚
本
は
、
鳥
獣
害
と
戦
い
な
が
ら
農
地
を
開
拓
し
、

耕
作
を
し
続
け
る
た
め
に
は
鉄
砲
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
農
村
の
状
況

を
と
ら
え
、
こ
う
し
た
使
用
目
的
の
鉄
砲
を
「
農
具
と
し
て
の
鉄

砲
」
と
定
義
す
る
。

主
と
し
て
塚
本
の
調
査
に
依
拠
し
な
が
ら
、
鉄
砲
が
農
村
に
ひ
ろ

ま
っ
た
経
緯
を
追
っ
て
み
る
。
ま
ず
、
全
国
規
模
で
行
わ
れ
た
天
正

十
六
年
（
一
五
八
八
）
の
刀
狩
令
の
実
情
と
し
て
、
鉄
砲
は
没
収
武

具
の
う
ち
に
さ
ほ
ど
の
数
量
を
占
め
て
い
な
か
っ
た
と
い
う８

）
。
こ
れ

は
村
に
鉄
砲
が
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
せ
い
で
は
な
く
、「
熊
・
猿
・

鹿
を
取
っ
て
皮
を
上
納
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
鉄
砲
免
許
の
証
文
を

与
え９

）
」
た
り
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
害
獣
防

除
用
等
に
村
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

初
期
徳
川
政
権
の
も
と
で
も
、「
鳥
獣
害
対
策
用
の
鉄
砲
利
用
」

は
幕
府
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
在
村
鉄
砲
の
規
制
自
体
は
、

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
正
月
付
の
、
関
東
の
領
主
・
代
官
を
対
象

と
す
る
「
盗
賊
人
御
穿
鑿
条
々
」
に
始
ま
り
、
こ
れ
以
後
ま
ず
関
東

一
円
に
お
い
て
治
安
改
善
目
的
の
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ
て
い
く
。

さ
ら
に
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
将
軍
職
に
就
い
た
徳
川
綱
吉
の

政
権
下
で
、
鉄
砲
所
持
を
規
制
す
る
た
め
の
「
鉄
砲
改
め
」
が
全
国

規
模
に
拡
大
さ
れ
た
。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
諸
国
鉄
砲
改
め

で
は
、
実
弾
発
射
は
猟
師
の
み
に
許
し
、
鳥
獣
害
を
防
ぐ
に
は
空
砲

だ
け
を
許
す
も
の
と
し
た
。
し
か
し
空
砲
で
の
お
ど
し
で
は
鳥
獣
害

と
く
に
獣
害
に
は
効
果
が
な
く
、
実
情
に
合
わ
な
か
っ
た
た
め
、
元

禄
二
年
（
一
六
八
九
）
六
月
に
は
実
弾
の
発
射
を
条
件
つ
き
で
認
め

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
右
貞
享
四
年
の
諸
国
鉄
砲
改
め
で
把
握
さ
れ
た
在
村
の

鉄
砲
は
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
た
。
例
え
ば
信
濃
（
長
野
県
）
で

は
、「
表
高
七
万
石
の
松
本
藩
が
、
幕
府
の
軍
役
規
定
に
よ
っ
て
用

意
す
べ
き
鉄
砲
数
は
二
〇
〇
挺
」
で
あ
り
、
実
際
の
所
有
数
は
二
三

一
挺
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
藩
領
の
村
々
で
確
認
さ
れ
た
鉄
砲
の

数
は
、
合
わ
せ
て
一
〇
四
〇
挺
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
松
本
領
の

み
に
み
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
各
藩
で
、
在
村
鉄
砲
数
は
軍
用
鉄

砲
の
数
倍
の
数
に
の
ぼ
っ
た
。
十
七
世
紀
末
に
、「
武
士
層
の
も
つ

以
上
の
鉄
砲
が
村
方
に
あ
っ
た10

）
」
わ
け
で
あ
る
。

村
へ
の
鉄
砲
普
及
の
理
由
は
何
か
。
塚
本
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性

を
検
討
し
た
う
え
で
、「
鉄
砲
生
産
者
の
拡
大
」（
民
需
め
あ
て
の
鉄

砲
製
造
家
が
各
地
に
出
現
し
て
い
た
）
と
、
鳥
獣
害
対
策
用
と
し
て

の
「
村
の
鉄
砲
需
要
」
を
主
要
な
理
由
と
結
論
す
る
。「
す
で
に
、

鉄
砲
は
、
鳥
獣
と
戦
っ
て
農
耕
を
い
と
な
む
上
で
不
可
欠
の
用
具
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
少
な
く
な
か
っ
た
」
の
だ
と
い
う
。
農
村
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に
鉄
砲
へ
の
強
い
需
要
が
あ
り
、
供
給
側
も
整
備
さ
れ
て
き
た
た
め
、

多
く
の
鉄
砲
が
「
農
具
」
と
し
て
村
に
購
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
れ
は
ま
た
、「
十
七
世
紀
は
、
新
田
開
発
の
盛
行
期
」
だ
っ
た

こ
と
と
も
併
行
し
て
お
り
、「
山
間
地
、
従
来
の
野
獣
居
住
域
に
耕

地
を
拡
大
し
て
い
く
う
ご
き
は
、
野
獣
と
の
食
料
の
奪
い
あ
い
の
中

で
の
農
耕
を
意
味11

）
」
し
た
。

そ
れ
で
も
綱
吉
政
権
の
も
と
で
鉄
砲
が
強
い
規
制
を
受
け
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
正
月
、
綱
吉
の

死
の
直
後
、
生
類
憐
み
令
は
事
実
上
撤
回
さ
れ
、
四
月
に
は
「
猪
鹿

害
の
と
き
実
弾
発
射
は
伺
い
に
及
ば
ず
、
打
留
め
数
届
も
不
要
、
お

ど
し
鉄
砲
許
可
も
願
い
に
及
ば
ず
、
猟
師
鉄
砲
の
相
続
・
増
減
も
代

官
・
領
主
で
判
断
し
て
よ
い
と
す
る
幕
法12

）
」
が
出
る
。「
諸
国
鉄
砲

改
め
」
が
「
生
類
憐
み
」
と
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

塚
本
に
よ
れ
ば
「
生
類
憐
み
政
策
」
は
、
家
臣
が
主
君
に
対
し
て

あ
る
程
度
の
自
立
性
を
も
ち
な
が
ら
仕
え
る
、
い
ま
だ
武
士
の
間
に

「
美
風
」
と
し
て
残
っ
て
い
た
よ
う
な
自
主
自
立
の
在
郷
士
人
的
要

素
を
払
拭
し
、
主
君
丸
抱
え
の
家
臣
が
温
和
従
順
の
徳
を
も
っ
て
主

君
に
仕
え
る
よ
う
な
文
治
政
治
の
理
想
を
め
ざ
す
た
め
の
政
策
だ
っ

た
。
そ
し
て
、「
諸
国
鉄
砲
改
め
は
そ
の
中
軸
的
な
課
題
を
推
進13

）
」

す
る
も
の
だ
っ
た
。
生
類
憐
み
政
策
を
、
人
よ
り
鳥
獣
を
大
事
に
し

た
政
策
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
。
そ
の
証
拠
に
農
耕
を
妨
げ
る
鳥

獣
を
殺
す
こ
と
自
体
が
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
鉄
砲
の

使
用
を
幕
府
が
把
握
・
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
野
獣
と
の
戦

い
に
お
い
て
も
、
組
織
さ
れ
た
武
力
に
全
面
的
に
依
拠
さ
せ
よ
う
と

す
る14

）
」
と
こ
ろ
に
、
真
の
意
図
が
あ
っ
た
。

た
だ
、
農
村
の
実
情
と
し
て
鉄
砲
は
、
武
器
で
あ
る
と
同
時
に
、

ま
た
農
業
経
営
に
不
可
欠
の
用
具
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
生

類
憐
み
政
策
の
一
環
と
し
て
の
鉄
砲
改
策
は
、
こ
の
点
の
矛
盾
を
解

決
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
農
民
に
よ
る
自
律
的
な
鉄
砲
使
用
に
、
か

な
り
の
程
度
寛
容
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

農
民
（
百
姓
）
と
害
鳥
獣
と
の
戦
い
は
、
以
上
の
よ
う
に
長
い
歴

史
を
持
っ
て
い
る
。
農
民
に
と
っ
て
害
獣
は
、
長
年
の
間
、
そ
の
害

に
苦
し
み
続
け
た
仇
敵
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
り
わ
け
十
六
世
紀
以

降
、「
農
具
と
し
て
の
鉄
砲
」
を
も
っ
て
、
農
民
た
ち
は
作
物
を
鳥

獣
害
か
ら
守
っ
て
き
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、「
い﹅
た﹅
づ﹅
ら﹅
」
と
は
言

え
、
農
作
物
や
家
畜
を
荒
ら
す
害
獣
で
あ
る
狐15

）
（
ご
ん
狐
）
を
、
自

宅
庭
で
見
か
け
た
兵
十
が
撃
つ
の
は
当
然
の
反
射
的
行
為
だ
っ
た
。

長
年
、
歴
史
的
に
仇
敵
同
士
で
あ
り
続
け
た
農
民
と
害
獣
と
の
間

で
、
こ
こ
で
は
兵
十
と
ご
ん
狐
と
の
間
で
、
自
発
的
に
害
獣
で
あ
る

こ
と
を
や
め
た
ご
ん
狐
が
誤
解
に
よ
り
撃
た
れ
る
と
い
う
悲
劇
が
起

こ
っ
た
。
そ
う
し
た
構
図
に
、
こ
の
作
品
の
隠
れ
た
主
題
を
読
み
取

り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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中
山
様
は
な
ぜ
登
場
す
る
か

農
地
拡
大
と
「
御お
林はやし」
の
実
情

害
獣
と
百
姓
と
の
歴
史
的
な
戦
い
を
調
査
し
た
武
井
弘
一
は
、
上

野
国
緑
野
郡
三
波
川
村
（
群
馬
県
藤
岡
市
）
の
記
録
を
例
に
と
り
、

家
綱
政
権
下
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
の
法
令
に
も
と
づ
く
鉄
砲

改
め
に
よ
っ
て
、
村
に
広
ま
っ
て
い
た
鉄
砲
が
登
録
さ
れ
、「
百
姓

の
鉄
砲
は
没
収
さ
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
所
持
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

た16
）

」
際
の
経
緯
を
説
明
す
る
。
百
姓
は
「
鉄
砲
改
め
の
命
令
に
、
た

だ
黙
っ
て
応
じ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
延
宝
四
年
（
一

六
七
六
）
八
月
に
、
名
主
・
伝
左
衛
門
は
代
官
に
次
の
よ
う
な
訴
状

を
出
し
て
い
る
（
仮
名
遣
い
は
武
井
に
よ
る
）。

鹿
・
菟
・
雉
・
鳩
・
そ
の
外
諸
鳥
ど
も
作
物
喰
い
損
じ
申
す
に

付
て
、
鉄
砲
持
ち
申
さ
ず
候
て
は
罷
り
成
ら
ず
候
、
跡
々
も
か

く
の
如
く
御
改
め
御
座
候
て
、
鉄
砲
・
小
道
具
と
も
に
御
取
り

上
げ
遊
ば
さ
れ
候
え
ど
も
、
先
規
の
様
子
御
訴
訟
申
し
上
げ
候

え
ば
、
御
捨
て
遊
ば
さ
れ
鉄
砲
御
預
け
下
さ
れ
候17

）

鳥
獣
に
よ
る
作
物
の
食
害
が
ひ
ど
か
っ
た
こ
と
、
鉄
砲
な
く
し
て

は
そ
の
防
除
が
困
難
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
傾
向
は
、
前
出

塚
本
の
言
う
よ
う
に
耕
地
の
開
拓
・
拡
大
に
と
も
な
っ
て
ま
す
ま
す

大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
関
東
の
場
合
、
耕
地
地
面
積
が
ど
れ
く
ら

い
増
え
た
か
に
つ
い
て
、
武
井
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

一
〇
世
紀
初
め
か
ら
室
町
時
代
ま
で
、
田
畠
の
面
積
は
二
〇
万

町
（
約
二
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
前
後
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

江
戸
中
期
に
は
約
七
〇
万
町
ま
で
飛
躍
的
に
急
増
し
た
。
三
・

五
倍
も
増
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
耕
地
を
広
げ
る
た
め
に

は
、
ど
う
し
て
も
山
を
開
発
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
当
然
な

が
ら
、
本
来
、
そ
こ
は
鳥
や
獣
の
棲
み
か
で
あ
っ
た
が
、
耕
地

と
な
っ
た
こ
と
で
追
わ
れ
て
し
ま
い
、
百
姓
が
暮
ら
す
村
へ
出

没
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
鳥
獣
害
に

百
姓
は
悩
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
家
綱
・
綱
吉
政
権
が
百
姓
に

鉄
砲
使
用
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
こ
う

し
た
自
然
環
境
の
問
題
が
あ
っ
た18

）
。

同
様
の
現
象
は
全
国
的
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
武
井
に

よ
れ
ば
こ
の
た
め
、
鉄
砲
改
め
の
実
施
に
伴
い
、
鉄
砲
の
使
用
許
可

を
求
め
る
農
民
側
か
ら
の
嘆
願
書
が
、
各
時
代
に
多
数
残
さ
れ
る
結

果
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
の
は
、
建
前
と
し
て
は
幕
府
に
召
し
上
げ
ら

れ
た
火
縄
銃
が
、
実
際
に
は
実
用
的
な
害
獣
駆
除
対
策
の
用
具
と
し

て
、
狩
猟
以
外
の
目
的
の
た
め
に
農
家
に
保
有
が
許
さ
れ
て
き
た
、

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
害
獣
駆
除
の
た
め
の
「
四し
季き
打うち
鉄でっ

砲ぽう
」19

）
は
、
村
の
総
意
で
決
ま
っ
た
人
物
に
預
け
ら
れ
、
そ
の
使
用
が

ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
兵
十
が
四
季
打
鉄
砲
の
所
有
を
ま
か
さ
れ
た
人
物

で
あ
っ
た
ら
、
銃
を
所
有
し
て
い
て
も
猟
師
で
は
な
く
、
農
民
で
あ
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る
可
能
性
が
十
分
認
め
ら
れ
る
。
害
獣
の
駆
除
は
必
要
に
応
じ
て
夜

間
に
も
行
わ
れ
た
の
で
、
兵
十
の
よ
う
な
身
軽
な
独
身
者
に
は
依
頼

し
や
す
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
塚
田
の
見
解20

）
に
従
え
ば
、
も
し
も
兵
十
が
猟
師
で
あ
っ
た

な
ら
ば
、
何
が
し
か
の
蔑
視
の
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
周
囲
の
農
民
た
ち
と
は
対
等
な
関
係
を
も
て
な
か
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
村
の
隣
人
た
ち
と
、
親
密
良
好
な
関
係
を
保
っ
て

い
る
ら
し
い
兵
十
の
人
物
像
と
は
合
致
し
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「
村
の
鉄
砲
は
、
百
姓
が
野
獣
の
テ
リ
ト
リ
ー

へ
耕
作
を
広
げ
る
の
に
不
可
欠
の
農
具
と
な
っ
て
い
た
」
事
実
に
違

い
は
な
く
、
幕
末
に
向
か
う
に
し
た
が
っ
て
、「
獣
に
向
け
た
農
具

と
し
て
、
と
く
に
山
村
の
鉄
砲
が
い
っ
そ
う
ふ
え
て
い21

）
」
く
こ
と
に

な
っ
た
。
半
田
市
岩
滑
地
区
も
こ
う
し
た
山
村
に
あ
た
る
の
で
、
こ

の
地
区
の
農
民
に
と
っ
て
も
、
四
季
打
鉄
砲
は
必
要
不
可
欠
な
農
具

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る22

）
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
耕
地
拡
大
に
と
も
な
う
鳥
獣
害
の
増
加
と

は
別
の
、
害
獣
と
農
民
と
の
対
立
を
深
刻
か
つ
複
雑
に
す
る
要
因
が

あ
っ
た
。
江
戸
前
期
に
耕
地
が
飛
躍
的
に
拡
大
さ
れ
た
た
め
に
、
開

発
さ
れ
た
山
林
を
棲
み
家
と
し
て
い
た
鳥
獣
と
の
戦
い
が
激
化
し
た

の
だ
が
、
江
戸
後
期
に
は
、
さ
ほ
ど
耕
地
は
拡
大
し
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
鳥
獣
害
が
増
加
し
て
い
る
事
態
が
見
ら
れ
る
と
武
井

は
言
う
。
し
た
が
っ
て
「
獣
害
が
発
生
す
る
原
因
は
、
耕
地
の
開
発

か
ら
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
」
の
で
、
例
え
ば
関
東
の
場
合
、

「
ど
こ
で
獣
害
が
発
生
し
て
い
た
か
に
注
目
」
し
て
み
る
と
、
百
姓

の
「
隠
し
鉄
砲
」（
多
く
は
鉄
砲
改
め
の
結
果
、
四
季
打
鉄
砲
と
し

て
認
可
さ
れ
た
）
が
多
か
っ
た
の
は
山
間
部
で
あ
る
。

そ
の
山
間
部
の
当
時
の
様
子
を
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
田

中
丘きゅう隅ぐ
が
著
し
た
『
民
間
省
要
』
に
よ
っ
て
見
る
と
、
近
年
、
諸
国

を
見
ま
わ
し
て
も
山
林
が
茂
っ
て
い
る
の
は
「
稀まれ
」
で
、
い
ず
れ
の

国
で
も
古
く
か
ら
の
木
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
寺
社
を
除
け
ば
領
主

が
直
轄
す
る
山
林
で
あ
る
御お
林はやし
の
み
だ23

）
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
江

戸
後
期
に
は
、
山
間
部
が
耕
地
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
乱
伐
に
よ
り
荒
廃
し
て
い
た24

）
」
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
幕
府
は
山
林
を
守
る
た
め
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）

こ
ろ
よ
り
御
林
手て
入いれ
掛がかりを
設
け
、
御
林
に
植
林
活
動
を
す
す
め
た
。

こ
の
頃
の
様
子
を
、
御
林
奉
行
・
材
木
石
奉
行
を
務
め
た
山やま
岡おか
伊い
織おり

が
幕
末
の
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
記
し
た
『
諸
国
聞
見
録25

）
』
に

よ
っ
て
見
れ
ば
、「
上
総
・
下
総
・
安
房
・
常
陸
の
四
カ
国
で
は
檜

が
少
々
、
相
模
国
で
は
松
が
あ
る
の
み
。
上
野
・
下
野
国
で
は
檜
が

茂
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
木
目
は
下
品
で
、
槻つき
や
樅もみ
も
あ
る
が
、
上
材

で
は
な
い
。
武
蔵
国
で
は
秩
父
郡
の
奥
山
に
多
く
の
檜
が
あ
る
が
、

多
摩
郡
に
な
る
と
甲
斐
国
に
近
い
と
こ
ろ
に
少
し
あ
る
だ
け26

）
」
と
い

う
。こ

の
よ
う
に
良
材
が
少
な
い
理
由
を
、
同
じ
く
山
岡
伊
織
の
著
書
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『
諸
木
養
育
録27

）
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
寛
政

期
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
）
に
は
幕
府
か
ら
の
命
で
御
林
に
苗
木

を
植
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
次
第
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。「
毎

年
す
ぐ
に
収
穫
で
き
る
米
と
比
べ
る
と
、
木
を
育
て
る
に
は
数
十
年

も
の
時
間
が
か
か
る
の
で
、
す
ぐ
に
結
果
が
み
え
な
い
。
そ
の
た
め

『
な
ん
と
な
く
怠
り
勝
ち
』
に
な
っ
て
し
ま
い
、
手
入
れ
な
ど
も
行

き
届
か
な
く
な
っ
た
。
も
し
く
は
そ
う
し
て
も
無
益
だ
と
い
っ
て
、

つ
い
に
や
め
て
し
ま
う
者
も
い
る28

）
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ

る
。ま

た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
近
年
は
材
木
の
伐
り
出
し
は
、
事
業
者

が
「
利
潤
の
み
を
追
求
し
て
木
の
伐
採
だ
け
を
お
こ
な
」
い
、
種
木

を
残
す
こ
と
も
し
な
い
。
そ
の
結
果
、
山
は
荒
れ
果
て
て
雑
木
だ
け

と
な
り
、
山
林
が
枯
渇
す
る
。「
木
が
残
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
こ
は
御
林
の
み
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
管
理
が
行
き
届
い
て
い
な

い
た
め
雑
木
林
と
化
し
」
て
い
た
。

鳥
獣
害
の
話
に
も
ど
れ
ば
、
人
里
近
く
で
鳥
獣
が
と
く
に
棲
息
し

て
い
た
の
が
、
武
井
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
右
の
よ
う
に
雑
木
林
化

し
た
「
御
林
」
と
呼
ば
れ
る
保
護
山
林
で
あ
る
。「
定
期
的
な
間
伐

な
ど
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
上
に
、「
百
姓
が
御
林
の
木
を
伐

る
こ
と
は
厳
禁
で
あ
っ
た
」
た
め
、「
雑
木
が
増
え
、
そ
こ
に
雑
木

林
の
深
い
茂
み
を
好
む
獣
も
棲
息
す
る
よ
う
に
」
な
っ
た
。
と
く
に

一
九
世
紀
以
降
の
農
民
と
害
獣
と
の
戦
い
に
は
、「
御
林
」
の
存
在

が
深
く
関
与
し
て
い
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

す
る
と
「
権
狐
」
冒
頭
に
「
中
山
様
と
云
ふ
お
殿
さ
ま
」
に
言
及

が
あ
る
こ
と
に
も
、
必
然
性
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
「
お
殿
さ
ま
」

が
管
理
す
る
「
御
林
」
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
雑
木
林
を
拠
点
に
」

し
て
田
畑
を
「
荒
ら
す
獣
」（
武
井
）、
す
な
わ
ち
五
郷
社
の
あ
る
権

現
山
を
拠
点
と
す
る
ご
ん
狐
の
よ
う
な
、
家
畜
や
農
作
物
に
害
を
な

す
鳥
獣
が
増
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
江
戸
時
代
の
領
主
の
管
理
に
属
し
た
山
林
」
で
あ
っ
た

「
御
林
」
に
も
、
い
く
つ
か
の
形
態
が
あ
る
。「
普
通
に
い
う
御
林

は
、
幕
府
勘
定
奉
行
の
所
管
ま
た
は
御
林
奉
行
の
支
配
に
属
し
、
諸

国
御
林
帳
に
登
録
さ
れ
た
山
林
を
い
い
、
公
儀
林
と
も
呼
ば
れ
」
た
。

全
国
諸
藩
に
も
同
種
の
山
林
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
も
広
義
の
御
林
に

属
す
。
こ
う
し
た
私
領
で
は
「
あ
え
て
御
林
の
称
呼
を
避
」
け
、

「
御
建
（
立
）
山
（
水
戸
・
福
井
・
鳥
取
・
松
江
・
広
島
・
山
口
・

人
吉
諸
藩
）、
御
留
山
（
名
古
屋
・
和
歌
山
・
高
知
諸
藩
）
な
ど
と

称29
）

」
す
藩
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
寺
社
の
境
内
林
な
ど
も
、
領
主
が

管
轄
す
る
、
御
林
に
準
ず
る
存
在
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

神
社
の
社
領
は
、
神
領
と
か
御
供
料
所
と
も
い
わ
れ
、
時
代
や
神

社
に
よ
り
種
類
・
性
格
の
変
遷
・
差
異
が
あ
っ
た
。
徳
川
政
権
時
の

社
領
に
つ
い
て
は
、
豊
臣
秀
吉
が
検
地
を
行
っ
た
際
に
由
緒
あ
る
社

に
知
行
を
給
し
た
方
針
に
従
い
つ
つ
も
、
新
た
に
配
分
し
な
お
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
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幕
府
確
立
後
、
幕
府
か
ら
社
領
安
堵
の
朱
印
状
を
交
付
さ
れ
た

社
領
を
朱
印
領
、
正
式
に
は
朱
印
地
と
い
い
、
国
持
大
名
が
寄

せ
る
黒
印
状
に
よ
る
社
領
を
黒
印
領
（
黒
印
地
）
と
い
い
、
黒

印
領
は
大
名
が
社
領
安
堵
を
行
な
っ
た30

）
。

朱
印
領
は
将
軍
が
直
接
朱
印
状
を
交
付
す
る
大
規
模
な
社
領
を
指

す
の
で
、
地
方
の
小
規
模
な
も
の
は
ほ
ぼ
黒
印
領
に
あ
た
る
。
寺
社

領
の
変
遷
を
調
査
し
た
田
中
秀
和
は
、
弘
前
八
幡
宮
神
主
小
野
家
の

社
務
日
記31

）
を
史
料
と
し
て
、
弘
前
藩
の
寺
社
領
は
黒
印
地
と
除
地
に

大
別
さ
れ
、
朱
印
地
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、「
黒
印
地
は
藩
主

の
寄
進
地
で
、
黒
印
状
を
も
っ
て
給
付
さ
れ
た
知
行
地
で
あ
る
」
こ

と
を
確
認
し
て
い
る32

）
。

こ
う
し
た
例
か
ら
、
五
郷
社
や
、「
私
」
が
「
茂
助
爺
」
か
ら

「
権
狐
」
の
話
を
聞
い
た
若わかい
衆しゅ
蔵ぐら
（
宝ほう
蔵ぞう
倉ぐら
）
の
あ
る
八
幡
神
社

（
中
山
氏
の
寄
進
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
と
の
記
述
が
『
半
田
町

史
』
に
あ
る
）
と
い
っ
た
、
物
語
の
舞
台
と
な
っ
た
神
社
は
、
仮
に

黒
印
地
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、「
除
地
」
と
し
て
領
主
が
管
轄

す
る
よ
う
な
社
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ご
ん
狐
が
棲
ん
で
い

た
と
思
わ
れ
る
権
現
山
は
五
郷
社
の
社
領
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

そ
の
山
林
は
右
の
、
広
義
で
の
御
林
に
あ
た
る
。

御
林
で
は
、
管
理
者
で
あ
る
領
主
が
地
元
民
に
対
し
て
「
下
草
や

枯
枝
の
採
取
を
認
め
て
山
手
・
下
草
銭
名
義
の
軽
租
を
課
し33

）
」
た
り

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
基
本
的
に
は
立
ち
入
り
も
制
限
さ

れ
、
雑
木
の
伐
採
も
禁
じ
ら
れ
た
。
農
民
た
ち
は
、
ご
ん
狐
の
よ
う

な
害
獣
を
追
い
出
す
た
め
に
雑
木
を
伐
り
払
い
た
く
て
も
、
許
可
が

な
く
て
は
自
由
に
そ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

武
井
に
よ
れ
ば
、
こ
の
目
的
で
よ
う
や
く
許
可
を
得
て
御
林
の
雑

木
林
を
伐
り
払
っ
た
事
例
も
あ
る
が
、
そ
の
結
果
追
い
出
さ
れ
た
鳥

獣
が
近
隣
の
別
の
御
林
に
逃
げ
込
み
、
さ
ら
に
問
題
を
大
き
く
し
て

い
る34

）
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
御
林
の
中
に
猪
・
鹿
が
『
多
く
籠
も

り
』、
昼
夜
に
か
か
わ
り
な
く
作
物
を
食
い
荒
ら
す
」
事
態
と
な
り
、

鳥
獣
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
ま
す
ま
す
鉄
砲
が
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て

く
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
続
い
た
江
戸
後
期
の
農
村
で
、
害
獣
を
み

か
け
た
農
民
が
「
四
季
打
鉄
砲
」
を
も
っ
て
い
た
ら
、
す
ぐ
に
発
砲

し
て
も
ま
っ
た
く
自
然
な
こ
と
な
の
だ
。

「
中
山
様
」
は
、
農
民
に
鉄
砲
を
許
し
、
害
獣
の
駆
除
を
支
援
す

る
存
在
で
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
御
林
（
社
領
）
を
管
轄
し
、
そ
の

山
林
の
雑
木
林
を
守
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
棲
む
害
獣
た
ち
を
間
接
的

に
支
援
す
る
存
在
で
も
あ
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
害
獣
と
農
民
た
ち

と
を
互
い
に
仇
敵
同
士
と
し
て
戦
わ
せ
て
い
る
張
本
人
だ
と
も
言
え

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
物
語
の
中
の
対
立
構
造
を
に
ぎ
る
、
実
は

要
の
人
物
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
、
仇
敵
同
士
の

間
で
起
こ
っ
た
誤
解
に
も
と
づ
く
悲
劇
の
意
味
を
、
次
節
以
降
で
さ

ら
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

198



３

「
権
狐
」
は
な
ぜ
宝
蔵
倉
の
前
で
語
ら
れ
た
か

中
山
勝
時
と
八
幡
社
・
神
明
社

物
語
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
「
茂
助
爺
」
か
ら
「
権
狐
」
の

話
を
聞
い
た
の
は
、「
若わかい
衆しゅ
倉ぐら
」
の
前
だ
っ
た
。
こ
の
場
所
で
「
権

狐
」
の
物
語
が
伝
承
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
物
語
の
背
景
に
「
中
山

様
」
の
存
在
が
少
な
か
ら
ぬ
位
置
を
占
め
て
い
る
事
実
を
象
徴
す
る
。

『
校
定

新
美
南
吉
全
集
』
第
十
巻
所
載
の
「
権
狐
」
語
注
（「
若

衆
倉
」
の
項
目35

）
）
は
、
こ
の
若
衆
倉
が
「
宝
蔵
倉
の
こ
と
」
で
あ
る

と
明
記
し
て
い
る
。「
土
地
の
人
は
、『
わ
か
い
し
ゅ
ぐ
ら
』『
ほ
う

ぞ
う
』『
ほ
う
ぞ
う
ぐ
ら
』
と
呼
ん
で
い
た
が
、
ふ
つ
う
は
『
わ
か

い
し
ゅ
ぐ
ら
』
で
と
お
っ
て
い
た
」
と
い
う
。

こ
の
「
宝
蔵
倉
」
に
つ
い
て
『
校
定

新
美
南
吉
全
集
』
第
二
巻

所
載
の
「
久
助
君
の
話
」
語
注
（「
宝
蔵
倉
」
の
項
目36

）
）
は
、「
八
幡

神
社
の
大
鳥
居
の
東
北
に
宝
蔵
倉
と
山
車
庫
が
あ
っ
た
」、「
八
幡
神

社
に
は
約
一
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
広
場
が
あ
り
、
子
ど
も

た
ち
の
あ
そ
び
場
と
な
」
っ
て
い
た
、
と
記
し
て
お
り
、「
権
狐
」

の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
「
よ
く
茂
助
爺
と
遊
」
ん
だ
と
い
う
場

所
は
、
や
は
り
こ
の
、
宝
蔵
倉
の
あ
る
八
幡
神
社
の
境
内
で
あ
っ
た

と
わ
か
る
。

こ
の
八
幡
神
社
、
通
称
岩
滑
八
幡
社
は
い
わ
く
つ
き
で
、
二
つ
の

本
社
を
持
っ
て
い
る
（
そ
の
た
め
狛
犬
も
四
体
並
ん
で
い
る
）。
現

在
の
社
号
は
「
八
幡
社
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
鳥
居
に
は
「
神
明

鳥
居
」
と
あ
る
。『
半
田
町
史
』
は
こ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

中
山
家
の
旧
記
に
拠
れ
ば
、
元
神
明
社
が
本
社
な
り
し
が
、
中

山
勝
時
の
岩
滑
を
領
せ
し
時
伊
勢
神
宮
の
御
師
初
穂
の
徴
収
に

来
れ
る
よ
り
、
中
山
氏
之
を
忌
み
自
ら
一
寄
進
を
以
て
八
幡
社

を
建
設
し
、
以
て
其
初
穂
を
謝
絶
せ
り
、
其
時
森
治
郎
左
衛
門

に
神
官
た
ら
ん
こ
と
を
命
じ
し
に
、
森
氏
之
を
辞
し
榊
原
某
に

命
ず37

）

岩
滑
の
地
を
管
理
・
支
配
し
た
中
山
家
が
、
伊
勢
神
宮
へ
の
初
穂

料
を
避
け
る
た
め
、「
応
神
天
皇
を
は
じ
め
四
柱
の
神
を
祭
る
八
幡

宮
を
勧
請
し
て
八
幡
社
を
建
て
こ
れ
を
氏
神
と
し
」、「
わ
き
に
神
明

宮
を
ま
つ
っ
た38

）
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
森
治
郎
左
衛
門
」
は
中

山
家
の
古
く
か
ら
の
家
臣
で
、
中
山
氏
の
末
裔
中
山
文
夫
に
よ
れ
ば
、

「
森
次ママ
郎
左
衛
門
は
、
岩
滑
村
に
居
城
し
た
中
山
五
郎
左
衛
門
の
家

老
だ
っ
た
」
人
物
で
あ
る
（「
五
郎
左
衛
門
」
は
「
勝
時
」
の
旧
名
）。

中
山
氏
が
岩
滑
に
移
住
し
て
き
た
際
も
、
森
家
と
手
を
携
え
て
や
っ

て
き
た
と
伝
え
ら
れ
る39

）
。「
榊
原
某
」
は
、
岩
滑
城
の
元
の
持
ち
主

だ
っ
た
新
海
氏
の
家
臣
と
し
て
こ
の
城
に
居
城
し
て
い
た
榊
原
一
族

の
一
人
と
見
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
初
穂
料
を
支
払
う
の
を
嫌
い
、
も
と
も
と
あ
っ
た
神

明
社
の
敷
地
内
に
、
別
の
神
社
（
八
幡
社
）
を
新
た
に
建
立
し
、
そ
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ち
ら
を
主
た
る
本
社
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
強
引
な
話
で
あ
る
。

こ
の
中
山
氏
が
、「
中
山
様
と
云
ふ
お
殿
さ
ま
」
の
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。「
中
山
様
」
が
水
野
信
元
（
お
よ
び
水
野
氏
が
同
盟
を
結
ん

で
い
た
織
田
信
長
）
に
仕
え
、「
新
海
氏
」
か
ら
奪
取
し
た
「
岩
滑

城
」
に
居
城
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
は
先
に
述
べ
た
。
そ
の
岩
滑

城
の
あ
っ
た
場
所
が
、
八
幡
社
の
す
ぐ
北
西
に
隣
接
し
南
吉
作
品
に

も
登
場
す
る
「
常
福
院
」
の
あ
た
り
と
さ
れ
る40

）
。
八
幡
社
境
内
に
も
、

城
跡
の
面
影
を
残
し
て
い
る
と
い
う
。

若
衆
蔵
、
つ
ま
り
宝
蔵
倉
の
あ
っ
た
岩
滑
八
幡
社
境
内
は
、「
中

山
様
」
の
御
膝
元
で
あ
り
、
そ
の
居
城
で
あ
る
岩
滑
城
に
隣
接
す
る

場
所
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
場
所
で
聞
い
た
の
が
「
権
狐
」
の
物
語
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
設
定
の
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

生
前
の
南
吉
を
知
っ
て
い
た
大
石
源
三
は
次
の
よ
う
な
事
実
を
紹

介
し
て
い
る
。

祭
礼
も
四
月
の
本
祭
礼
は
八
幡
宮
の
祭
り
、
九
月
の
秋
祭
り
は

神
明
宮
の
祭
り
で
、
一
年
に
二
回
の
祭
礼
神
事
が
行
わ
れ
、
年

末
に
氏
子
に
配
ら
れ
る
お
札
も
「
八
幡
宮
大
麻
」
と
「
天
照
大

神
宮
」
の
二
枚
が
配
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
か
、

岩
滑
の
村
で
は
、
江
戸
時
代
の
末
ご
ろ
か
ら
対
立
や
紛
争
が
多

く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

南
吉
は
、
中
学
生
の
こ
ろ
、
義
烈
組
の
宝
蔵
倉
の
前
で
、
中

山
城
主
の
子
孫
で
あ
る
中
山
文
夫
氏
に
、

「
こ
の
岩
滑
の
村
が
二
派
に
分
か
れ
て
昔
か
ら
争
い
が
絶
え
な

い
の
は
、
お
前
の
先
祖
の
勝
時
が
、
氏
神
さ
ん
の
神
明
社
が
あ

る
の
に
、
八
幡
宮
を
勧
請
し
て
八
幡
社
と
し
て
神
明
社
を
わ
き

に
ま
つ
り
、
氏
神
さ
ん
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
か
ら
だ
」
と
、

語
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す41

）
。

義
烈
組
と
は
、
大
石
に
よ
れ
ば
南
吉
が
属
し
て
い
た
八
幡
社
の
山

車
（
義
烈
組
八
幡
車
）
の
祭
礼
を
担
う
若
衆
組
の
こ
と
で
、
当
時
は

十
五
歳
に
な
る
と
半
強
制
的
に
入
組
さ
せ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

右
の
記
述
か
ら
、
南
吉
と
中
山
城
主
の
子
孫
文
夫
と
の
交
流
、
お
よ

び
南
吉
の
、
年
若
い
頃
か
ら
の
郷
里
の
歴
史
へ
の
関
心
を
、
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、「
権
狐
」
の
時
代
設
定
は
お
そ
ら
く
幕
末
に

近
い
頃
で
あ
る
。
半
田
市
岩
滑
地
区
に
「
対
立
や
紛
争
」
が
増
え
て

来
た
の
も
そ
の
頃
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
符
号
に
何
ら
か
の
意
味

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
岩
滑
八
幡
社
に
ま
つ
わ
る
歴
史

が
、
物
語
の
背
景
と
し
て
重
要
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
。
岩
滑
地
区
の
紛
争
の
始
ま
っ
た
時
期
が
、「
権

狐
」
の
物
語
に
ふ
さ
わ
し
い
舞
台
と
し
て
、
と
く
に
選
ば
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
半
田
町
史
』
の
「
岩
滑
村
八
幡
社
」
の
項
に
は
、「
岩
滑
村
は
、

天
保
以
来
兎
角
紛
擾
多
く
し
て
村
治
の
円
満
を
欠
き
し
と
云
ふ42

）
」
と

あ
り
、
あ
わ
せ
て
紛
争
の
一
例
を
あ
げ
て
い
る
。
天
保
年
間
は
一
八
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三
〇
〜
一
八
四
四
年
な
の
で
、「
江
戸
時
代
の
末
ご
ろ
」
に
あ
た
る
。

町
史
に
記
載
が
あ
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
著
し
い
「
紛
擾
」
の
状
況
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。「
岩
滑
の
村
が
二
派
に
分
か
れ
て
昔
か
ら
争
い
が

絶
え
な
い
」
と
い
う
南
吉
の
発
言
が
さ
す
の
は
、
長
年
続
く
こ
の
村

内
の
争
い
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
町
史
は
、「
土
地
の
境
界
其
他
の
紛
議
」
と
し
て
、「
阿
久
比

村
と
の
水
利
関
係
」
も
あ
げ
て
い
る
。
阿
久
比
村
は
、
南
側
の
岩
滑

村
と
は
東
西
に
走
る
矢
勝
川
を
は
さ
ん
で
北
に
隣
接
す
る
地
域
で
あ

り
、
ご
ん
狐
の
棲
む
五
郷
社
は
こ
こ
に
属
し
て
い
る
。「
英
比
諸
村

就
中
植
、
太
古
根
と
半
田
、
岩
滑
と
は
、
其
悪
水
に
将
た
用
水
に
其

紛
議
あ
る
こ
と
、
古
今
を
通
じ
て
殆
ん
ど
恒
例
の
如
く
な
り
居
れ

り43
）

」
と
あ
る
の
は
、
矢
勝
川
を
は
さ
ん
だ
北
の
阿
久
比
地
域
（
植
、

太
古
根
）
と
南
の
岩
滑
地
域
（
岩
滑
、
半
田
）
が
、
長
年
の
間
水
利

（
汚
水
処
理
と
用
水
）
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
事

実
の
記
述
で
あ
る
。『
半
田
町
史
』
は
さ
ら
に
、
明
治
三
二
年
の
紛

議
に
始
ま
り
、
大
正
三
年
ま
で
の
間
に
起
こ
っ
た
九
件
の
紛
議
の
詳

細
を
、
実
に
七
頁
を
さ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

右
も
ま
た
「
二
派
に
分
か
れ
て
」
の
争
い
に
は
違
い
な
く
、
し
か

も
町
史
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
南
吉
の
生
ま
れ
る
す
こ
し
前
か
ら

誕
生
直
後
に
か
け
て
の
出
来
事
で
あ
る
。
各
紛
争
の
内
容
（
各
村
の

自
己
中
心
的
な
水
利
権
の
主
張
）
か
ら
見
て
、
そ
の
後
も
こ
の
対
立

状
況
は
続
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
郷
里
の
歴
史
に
興
味
を
も
っ
て

い
た
ら
し
い
南
吉
は
、
当
然
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
南
吉
の
言
っ
た
と
い
う
「
二
派
に
分
か
れ
て
」
の

争
い
は
、
岩
滑
村
内
の
争
い
の
み
な
ら
ず
、
少
な
か
ら
ず
こ
の
阿
久

比
と
岩
滑
と
の
争
い
を
含
ん
だ
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
水
脈
争
い
が
い
つ
頃
始
ま
っ
た
か
は
町
史
に
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、「
古
今
を
通
じ
て
」
と
あ
る
の
で
、
明
治
期
以
前
、

す
な
わ
ち
江
戸
時
代
に
ま
で
遡
る
可
能
性
を
十
分
推
測
で
き
る
。

矢
勝
川
の
北
部
、
五
郷
社
の
杜
に
棲
む
ご
ん
狐
と
、
川
の
南
部
、

岩
滑
村
に
住
む
と
思
わ
れ
る
兵
十
（「
権
狐
」
第
四
節
か
ら
、
兵
十

は
「
中
山
様
の
お
城
」
近
辺
で
暮
ら
し
て
い
た
と
わ
か
る
）
と
の

「
紛
議
」
が
描
か
れ
る
「
権
狐
」
に
、
こ
の
地
域
に
住
む
人
々
の
対

立
状
況
が
映
し
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

大
石
に
よ
る
回
想
に
し
た
が
え
ば
、
当
時
の
南
吉
の
認
識
で
は
、

八
幡
社
と
神
明
社
の
対
立
が
「
中
山
様
」
に
由
来
す
る
の
だ
か
ら
、

岩
滑
村
内
の
対
立
も
同
じ
く
「
中
山
様
」
に
由
来
す
る
、
と
い
う
こ

と
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
山
様
の
御
膝
元
で
あ
る
岩
滑
八
幡
社
の

境
内
で
「
権
狐
」
が
口
承
さ
れ
た
と
い
う
設
定
に
は
、
以
上
の
状
況

を
ふ
ま
え
れ
ば
や
は
り
、
何
ら
か
の
必
然
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
岩
滑
村
内
部
、
お
よ
び
阿
久
比
地
区
と
の
間
に
存
在
し
た
対

立
状
況
が
、
岩
滑
の
氏
神
で
あ
る
八
幡
社
と
神
明
社
の
並
立
・
拮
抗

と
関
連
付
け
ら
れ
て
、
南
吉
に
意
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
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つ
ま
り
、「
私
」
が
「
権
狐
」
の
話
を
聞
い
た
八
幡
社
の
若
衆
倉

の
前
と
い
う
場
所
は
、
南
吉
が
岩
滑
地
区
の
「
対
立
や
紛
争
」
を
先

鋭
に
意
識
・
想
起
さ
せ
ら
れ
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。論

者
の
推
測
を
補
強
す
る
事
実
を
さ
ら
に
あ
げ
る
。
ま
ず
こ
の
物

語
の
舞
台
が
も
つ
地
理
状
況
に
目
を
向
け
た
い
。「
権
狐
」
が
、
南

吉
の
生
ま
れ
た
岩
滑
（
現
・
愛
知
県
半
田
市
）
周
辺
の
地
理
を
取
り

入
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
五
郷
社
の
あ
る
権

現
山
や
矢
勝
川
だ
け
の
話
で
は
な
い
。

五
郷
社
周
辺
の
地
理
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
五
郷
社
の
北
側
に

「
東
狐
谷
」・「
西
狐
谷
」
と
い
う
地
名
が
見
つ
か
る
。
さ
ら
に
北
西

の
方
角
に
は
、「
東
鰻
谷
」・「
大
鰻
谷
」・「
西
鰻
谷
」
が
あ
る
。
す

る
と
権
現
山
の
裏
手
に
は
「
狐
」
と
「
鰻
」
が
控
え
て
い
る
こ
と
に

な
る
。「
権
狐
」
に
登
場
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
る

「
狐
」
と
「
鰻
」
は
、
権
現
山
の
周
辺
に
地
名
と
し
て
存
在
す
る
わ

け
で
あ
る
（
図
一
参
照44

）
）。

岩
滑
周
辺
の
土
地
柄
を
知
る
人
が
「
権
狐
」
を
読
む
と
き
、
す
ぐ

に
こ
れ
が
「
五
郷
社
（
権
現
山
）」
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
「
狐
谷
」、

「
鰻
谷
」
の
物
語
だ
、
と
直
感
す
る
は
ず
で
あ
る
。
加
え
て
権
現
山

の
南
の
裾
側
に
流
れ
る
矢
勝
川
と
、
川
の
す
ぐ
南
に
位
置
す
る
岩
滑

城
跡
を
想
起
さ
せ
る
「
中
山
様
」
お
よ
び
八
幡
社
境
内
の
「
若
衆

倉
」
も
登
場
す
る
。
地
域
外
の
者
に
は
な
じ
み
が
薄
い
で
あ
ろ
う
地

【図一】「権狐関係地図」

伝･中山城跡

八幡神社

常福院

矢勝川

新美南吉記念館

五郷社

東狐谷西狐谷

東鰻谷
大鰻谷

西鰻谷
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方
色
を
、
濃
厚
に
盛
り
込
ん
だ
物
語
な
の
だ
。

さ
ら
に
、
実
は
こ
の
、
矢
勝
川
を
は
さ
ん
で
北
側
に
位
置
す
る
五

郷
社
と
、
南
側
に
位
置
す
る
八
幡
社
と
の
関
係
も
ま
た
、
肉
親
同
士

の
対
立
を
暗
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、「
権
狐
」
に
盛
り
込
ま
れ
た

岩
滑
周
辺
の
地
理
関
係
が
、
物
語
成
立
に
と
っ
て
必
然
で
あ
っ
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
具
体
的
に
は
五
郷
社
と
、
八
幡
社
の
隣
に
祀

ら
れ
る
、
元
々
の
本
社
で
あ
っ
た
神
明
社
と
は
、
古
事
記
に
期
さ
れ

た
神
々
の
対
立
を
想
起
さ
せ
る
関
係
に
あ
り
、
そ
の
点
に
、
阿
久
比

と
岩
滑
の
対
立
、
お
よ
び
ご
ん
狐
と
兵
十
の
対
立
と
の
、
相
似
性
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
節
で
続
け
て
こ
れ
を
検
討
す
る
。

４

兵
十
は
な
ぜ
矢
勝
川
で
鰻
を
と
る
か

五
郷
社
と
神
明
社
が
暗
示
す
る
対
立
の
悲
劇

ご
ん
狐
が
棲
む
権
現
山
に
は
「
五
郷
社
（
権
現
神
社
）」
が
あ
り
、

地
元
の
人
々
は
昔
か
ら
「
権
現
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
。
こ

の
五
郷
社
は
「
素
盞
嗚
命
」
を
祭
神
と
し
て
い
る45

）
。
一
方
、
矢
勝
川

を
は
さ
ん
で
南
側
、
八
幡
神
社
の
本
社
と
並
び
祀
ら
れ
て
い
る
「
神

明
社
」
は
、
伊
勢
神
宮
を
総
本
社
と
す
る
神
社
で
あ
り
、「
天
照
大

神
」
を
主
祭
神
と
す
る
。
こ
の
「
素
盞
嗚
命
」
と
「
天
照
大
神
」
は

「
古
事
記
」
中
で
互
い
に
関
係
深
い
二
神
で
あ
る
。

南
吉
の
「
権
狐
」
が
掲
載
さ
れ
た
児
童
向
け
文
芸
誌
『
赤
い
鳥
』

に
、
こ
の
雑
誌
を
主
宰
す
る
鈴
木
三
重
吉
が
、『
古
事
記
』
を
児
童

向
け
に
や
さ
し
く
書
き
直
し
た
物
語
を
連
載
し
て
い
る
（
の
ち
に

『
赤
い
鳥
』
に
投
稿
を
繰
り
返
し
た
南
吉
が
こ
れ
を
読
ん
だ
可
能
性

は
高
い
）。『
古
事
記
物
語
（
上
巻
・
下
巻46

）
）』
と
し
て
赤
い
鳥
社
よ

り
出
版
も
さ
れ
た
。
上
巻
の
最
初
か
ら
二
番
目
に
出
て
く
る
「
天あめ
の

岩いは
屋や
」47

）

の
章
は
、「
須す
佐さ
之の
男をの
命みこと」
と
「
天あま
照てらす
大おほ
神かみ
」
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
扱
っ
て
い
る
。

以
下
に
、「
天あめ
の
岩いは
屋や
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
て
み
る
。
父
伊い

弉ざ
諾なぎの
命みこと
の
命
で
、「
天あま
照てらす
大おほ
神かみ
と
、
二
番
目
の
弟
さ
ま
の
月つき

読
よみの

命みこと」
と
は
、「
そ
れ
〴
〵
大おほ
空ぞら
と
夜よる
の
国くに
と
を
お
治おさ
め
に
な
」
っ
て

い
る
が
、「
二
番ばん
目め
の
お
子こ
様さま
の
須す
佐さ
之の
男をの
命みこと
だ
け
は
」
言
い
つ
け

を
守
ら
ず
、「
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
大おほ
海うみ
を
治おさ
め
よ
う
と
な
さ
ら
な

い
ば
か
り
か
、（
中
略
）
大おほ
き
な
大
人
お
と
な

に
お
な
り
に
な
つ
て
も
、
や

つ
ぱ
り
、
赤あか
ん
坊ばう
の
や
う
に
、
絶
え
ま
も
な
く
わ
ん
〳
〵
わ
ん
〳
〵

お
泣な
き
狂くる
ひ
に
な
つ
て
、
ど
う
に
も
か
う
に
も
手て
の
つ
け
や
う
が
」

な
い
。
伊い
弉ざ
諾なぎの
命みこと
が
と
が
め
る
と
、
須す
佐さ
之の
男をの
命みこと
は
、「
私わたし
は
お

母かあ
さ
ま
の
お
側そば
へ
行ゆ
き
た
い
か
ら
泣な
く
の
で
す
。」
と
答
え
る
。「
お

腹はら
立だ
ち
に
な
」
っ
た
「
伊い
弉ざ
諾なぎの
命みことは
」
は
、「
そ
ん
な
勝かつ
手て
な
子こ
は
、

こ
の
国くに
へ
お
く
訳
に
は
行ゆ
か
な
い
。
ど
こ
へ
な
り
と
出で
て
行ゆ
け
。」

と
仰
おつひやる

。「
そ
れ
で
は
、
お
姉あね
上うえ
さ
ま
に
お
い
と
ま
乞ご
ひ
を
し
て
来

よ
う
。」
と
高たか
天まの
原はら
を
め
ざ
し
て
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、「
世せ
界かい
中ちゆう
が

み
し
〳
〵
と
震ふる
ひ
動うご
」
き
、
天あま
照てらす
大おほ
神かみ
は
「
き
つ
と
私わたし
の
国くに
を
奪うば

ひ
取と
ら
う
と
思おも
つ
て
出で
て
来き
た
に
相さう
違ゐ
な
い
。」
と
思
い
、
武
装
し
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て
待
ち
う
け
る
。
須す
佐さ
之の
男をの
命みことは
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
い
え
、
私わたしは
決けつ
し
て
悪わる
い
こ
と
を
し
に
ま
ゐ
つ
た
の
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
お
父とう
さ
ま
が
、
私わたしの
泣な
い
て
ゐ
る
の
を
御ご
覧らん
に

な
つ
て
、
な
ぜ
泣な
く
か
と
お
咎とが
め
に
な
つ
た
の
で
、
お
母はゝ
上うへ
の

い
ら
つ
し
や
る
と
こ
ろ
へ
行ゆ
き
た
い
か
ら
で
す
と
申まうし上あ
げ
る
と
、

大たい
さ
う
お
怒おこ
り
に
な
つ
て
、
い
き
な
り
出で
て
行い
つ
て
し
ま
へ
と

仰おつしや
る
の
で
、
あ
な
た
に
お
分わか
れ
を
し
に
ま
ゐ
つ
た
の
で
す
」

と
、
お
言
ひ
わ
け
を
な
さ
い
ま
し
た
。

「
女め
神がみ
」
は
「
す
ぐ
に
は
御ご
信しん
用よう
に
な
ら
な
い
」
で
、「
証しよう
拠こ
を

見
せ
よ
。」
と
言
う
。「
命みこと」
は
、「
そ
れ
で
は
お
互たがひ
に
子こ
を
生う
ん
で

あ
か
し
を
立た
て
ま
せ
う
。
生うま
れ
た
子こ
に
よ
つ
て
、
二
人
の
心
の
よ
し

あ
し
が
わ
か
り
ま
す
」
と
応
じ
た
。
こ
の
賭
け
で
天あま
照てらす
大おほ
神かみ
を
納

得
さ
せ
た
須す
佐さ
之の
男をの
命みこと
は
、
図
に
乗
っ
て
暴
れ
出
し
、「
女め
神がみ
が
お

作つく
ら
せ
に
な
つ
て
い
る
田た
の
畔あぜ
を
こ
は
し
た
り
、
溝みぞ
を
埋う
め
た
り
、

し
ま
ひ
に
は
女め
神がみ
が
お
初はつ
穂ほ
を
召め
し
上あが
る
御ご
殿てん
へ
、
う
ん
こ
を
ひ
り

ち
ら
す
と
い
ふ
よ
う
な
、
ひ
ど
ひ
乱らん
暴ばう
」
を
は
た
ら
い
た
。
最
初
、

命みことを
か
ば
っ
て
い
た
女め
神がみ
も
、「
と
う
〳
〵
ゐ
た
ゝ
ま
れ
な
く
お
な

り
に
な
つ
て
、
天あめ
の
岩いは
屋や
と
い
ふ
石いし
室むろ
の
中
へ
お
隠かく
れ
に
な
」
っ
た
。

何
と
か
女
神
を
岩
戸
か
ら
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
神
々
は
、
罰

と
し
て
須す
佐さ
之の
男をの
命みこと
に
「
御ご
身しん
代だい
を
す
つ
か
り
差さし
出だ
さ
せ
、
そ
の

上うへ
に
、
立
派
な
お
髯
も
切
り
取
り
、
手
足
の
爪
ま
で
剥
ぎ
取
つ
て
、

下
界
へ
追
ひ
下
し
」
た
。

以
上
に
、
五
郷
社
と
神
明
社
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
神
で
あ
る
ス
サ
ノ
オ

と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
鈴
木
三
重
吉
著
『
古
事
記
物

語
』
本
文
に
即
し
て
た
ど
っ
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ま
ず
、
父
イ

ザ
ナ
ギ
の
命
令
を
発
端
と
す
る
二
柱
の
神
の
対
立
を
描
い
て
い
る
点

で
、
中
山
城
主
を
介
し
て
の
八
幡
社
と
神
明
社
の
並
立
・
拮
抗
（
同

じ
境
内
で
の
争
い
、
す
な
わ
ち
岩
滑
村
内
で
の
争
い
）
を
思
わ
せ
る
。

さ
ら
に
、
母
を
恋
い
慕
う
ス
サ
ノ
オ
の
、
さ
び
し
さ
に
発
す
る
幼
い

愛
情
の
裏
返
し
と
見
ら
れ
る
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
対
す
る
乱
暴
狼
藉
か

ら
は
、
親
離
れ
し
た
大
人
で
あ
り
な
が
ら
い
た
ず
ら
を
繰
り
返
す
、

孤
独
な
「
ご
ん
狐
」
の
心
情
と
行
為
を
彷
彿
と
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の

点
で
、
幼
く
し
て
実
母
を
亡
く
し
て
い
る
南
吉
に
通
ず
る
と
こ
ろ
も

あ
る
。
ま
た
五
郷
社
と
神
明
社
の
位
置
関
係
に
よ
り
、
北
の
阿
久
比

と
南
の
岩
滑
の
対
立
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
矢
勝
川
を
は
さ
ん
で
南
北
に
対
峙
す
る
五
郷
社
と
神

明
社
（
八
幡
社
）
は
、
物
語
の
重
要
な
舞
台
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
、

神
々
の
間
の
対
立
・
紛
争
を
暗
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
神
様

の
間
の
対
立
構
造
は
、
南
吉
が
住
む
地
域
の
対
立
構
造
を
暗
示
す
る
。

こ
う
し
た
対
立
状
況
へ
の
批
判
意
識
が
、
ご
ん
狐
と
兵
十
と
の
対
立

お
よ
び
そ
れ
に
起
因
す
る
誤
解
と
悲
劇
と
し
て
、「
権
狐
」
の
物
語

に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
。中

山
文
夫
『
私
の
南
吉
覚
書
』
に
よ
る
と
、
中
山
家
が
岩
滑
に
帰
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郷
し
て
一
年
た
っ
た
昭
和
三
年
に
は
、
南
吉
は
中
山
家
に
入
り
浸
り

の
よ
う
に
「
気
楽
に
入
っ
て
来
る
様
に
な
っ
た48

）
」
と
い
う
。
そ
し
て

文
夫
の
母
親
、
し
ゑ
に
、
中
山
家
が
岩
滑
に
帰
郷
す
る
ま
で
暮
ら
し

て
い
た
大
興
寺
村
の
昔
話
や
民
話
の
類
を
し
き
り
と
ね
だ
っ
た
こ
と
、

そ
れ
ら
の
多
く
が
狐
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

そ
の
年
十
月
に
、
し
ゑ
は
岩
滑
村
光
蓮
寺
の
秋
季
永
代
経
の
日
の

た
め
の
出
し
物
を
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
お
軽
勘
平
ノ
段
」
と
決
め
、

光
蓮
寺
で
𥡴
古
し
た
。
出
し
物
は
直
前
に
中
止
に
な
っ
た
が
、
𥡴
古

は「
大
抵
の
村
人
が
観
覧
」し
た
と
い
う
か
ら
、
中
山
家
に
入
り
浸
り

の
南
吉
は
も
ち
ろ
ん
見
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
田
舎
芝
居
の
型
通
り
、

定
九
朗
の
役
は
抜
い
て
、
舅
の
与
一
兵
衛
が
狐
と
間
違
え
ら
れ
て
、

昔
武
士
今
猟
師
の
勘
平
に
火
縄
銃
で
撃
た
れ
る
と
い
う
筋49

）
」
だ
っ
た
。

身
内
を
誤
解
に
よ
り
撃
っ
て
し
ま
う
（
本
来
の
仮
名
手
本
忠
臣
蔵

で
は
、
撃
っ
た
と
勘
違
い
し
て
勘
平
が
自
害
し
て
し
ま
う
が
）「
お

軽
勘
平
ノ
段
」
の
悲
劇
性
も
ま
た
、「
権
狐
」
に
通
ず
る
も
の
を
も

っ
て
い
る
。
南
吉
は
こ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ご
ん
狐
が
撃
た
れ
た
結
末
に
は
、

対
立
す
る
仇
敵
同
士
の
間
で
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
悲
劇
的
な

出
来
事
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
南
吉
の
郷
里
が
か
か
え
て
い

た
暗
い
実
情
を
ま
ざ
ま
ざ
と
想
起
さ
せ
る
と
い
う
、
隠
れ
た
意
図
が

織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
得
る
。

兵
十
が
矢
勝
川
で
鰻
を
と
る
と
こ
ろ
か
ら
、
事
件
は
始
ま
る
。
矢

勝
川
は
、
こ
の
地
域
の
主
要
な
紛
争
の
種
で
あ
っ
た
水
運
に
関
係
す

る
の
み
な
ら
ず
、
矢
勝
川
を
は
さ
ん
で
対
立
す
る
阿
久
比
と
岩
滑
の

境
界
線
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
兵
十
が
鰻
を
と
る
の
は
、
紛
争
の
中

間
点
、
紛
争
の
発
生
点
を
暗
示
す
る
為
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
（
そ
も

そ
も
二
つ
の
地
域
が
伝
統
的
に
水
利
権
を
争
っ
て
い
た
川
で
、
実
際

に
一
村
人
が
勝
手
に
魚
や
鰻
の
漁
が
で
き
る
も
の
か
疑
問
が
も
た
れ

る
）。
物
語
の
、
大
変
象
徴
的
な
出
だ
し
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
ご
ん
狐
が
撃
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
域

を
支
配
す
る
対
立
構
造
の
悲
劇
性
が
、
決
定
的
に
印
象
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

結

南
吉
の
故
郷
で
あ
る
岩
滑
の
、
物
語
の
時
間
で
あ
る
江
戸
時
代
末

期
、
お
よ
び
作
者
南
吉
の
同
時
代
で
あ
る
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か

け
て
の
、
地
理
的
・
歴
史
的
状
況
に
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
ご
ん
狐
」
の
原
型
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
権
狐
」
成
立
の
背
景
、

お
よ
び
そ
れ
が
物
語
に
も
た
ら
し
た
は
ず
の
陰
翳
、
す
な
わ
ち
こ
の

地
域
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
負
の
構
造
の
悲
劇
性
を
抽
出
し
た
。

十
八
歳
の
南
吉
が
、
こ
の
土
地
に
か
か
わ
る
こ
れ
ら
の
地
理
的
・

歴
史
的
要
因
を
ど
こ
ま
で
意
識
し
得
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
生
ま

れ
故
郷
で
得
た
題
材
に
根
差
す
物
語
を
発
想
し
た
時
、
そ
こ
に
こ
の

土
地
に
ま
つ
わ
る
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
が
必
然
的
に
織
り
込
ま
れ
る
結
果
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に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
物
語
の
口
承
者
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
孤
独
な
元
猟
師

「
茂
助
爺
」
が
何
者
で
あ
る
か
、
物
語
中
で
ど
の
よ
う
な
位
相
を
担

う
か
に
つ
い
て
は
、
論
じ
残
し
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注引
用
に
あ
た
り
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
た
。

１
）

木
村
巧
「
新
美
南
吉
『
権
狐
』
論

『
権
狐
』
か
ら
『
ご
ん
狐
』

へ
」（『
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
論
集
』
一
一
一
号
、
一
九
九
九
年
七

月
）

２
）

愛
知
県
知
多
郡
半
田
町
編
『
半
田
町
史
』
一
九
二
六
年
、
四
五
頁

（「
岩
滑
城
」
の
項
）

原
文
は
次
の
通
り
。

天
文
十
二
年
水
野
信
元
兵
を
挙
げ
て
新
海
氏
を
攻
め
領
地
を
奪
取

し
、
岩
滑
城
に
は
中
山
刑
部
大
輔
を
し
て
之
に
居
ら
し
む
。

３
）

同
、
四
六
頁

原
文
は
次
の
通
り
。

又
尾
陽
雑
記
州
府
志
に
は
、
矢
奈
部
の
城
主
中
山
勝
時
は
水
野
右

衛
門
太
夫
忠
政
の
婿
と
為
り
、
五
郎
左
衛
門
と
称
し
刑
部
大
輔
た

り
、
後
ち
織
田
氏
に
仕
へ
天
正
十
年
六
月
二
日
京
都
二
條
城
に
於

て
戦
死
す
と
あ
り
。

４
）

中
山
文
夫
『
私
の
南
吉
覚
書
』
小
栗
大
造
、
二
〇
〇
五
年
（
自
費
出

版
）

５
）

塚
本
学
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
｜
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
平
凡
社
、

一
九
八
三
年
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
年
八
月
、
講
談
社

学
術
文
庫
、
二
〇
一
三
年
二
月
、
八
二
頁

６
）

武
井
弘
一
『
鉄
砲
を
手
放
さ
な
か
っ
た
百
姓
た
ち

刀
狩
り
か
ら
幕

末
ま
で
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）、
一
一
六
頁

７
）

前
掲
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』

８
）

宮
川
満
『
太
閤
検
地
論

第
３
部

基
本
史
料
と
そ
の
解
説
』（
御

茶
の
水
書
房
、
一
九
六
三
年
、『
宮
川
満
著
作
集
６

太
閤
検
地
論

第
３
部
』
第
一
書
房
、
一
九
九
九
年
九
月
）

９
）

前
掲
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』
十
六
頁

10
）

同
、
十
二
頁

11
）

同
、
四
十
頁

12
）

同
、
四
一
頁

13
）

同
、
五
十
頁

14
）

同
、
五
一
頁

15
）

塚
本
が
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』
中
に
あ
げ
る
害
獣
の
一
覧
に
は

「
キ
ツ
ネ
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、「
堤
に
穴
」、「
瓜
、
大
豆
」（
の
食

害
）、「
肥
料
（
鰯
）
喰
う
」（
二
五
四
頁
）
な
ど
の
害
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。「
肥
料
（
鰯
）
喰
う
」
と
は
、「
干ほし
鰯か
等
の
肥
料
を
食
お
う
と
し

て
作
物
の
根
を
掘
り
か
え
す
害
」（
二
五
六
頁
）
を
指
す
。
兵
十
へ
の

罪
滅
ぼ
し
の
た
め
、
ご
ん
狐
が
鰯
を
盗
ん
で
兵
十
の
家
の
中
に
投
げ
込

む
の
は
、
こ
う
し
た
狐
の
習
性
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

16
）

前
掲
『
鉄
砲
を
手
放
さ
な
か
っ
た
百
姓
た
ち
』
三
八
頁

17
）
「
今
度
御
公
儀
様
よ
り
鉄
砲
御
改
之
上
諸
事
小
道
具
共
ニ
御
取
上
ヶ

被
遊
候
ニ
付
而
御
訴
詔
申
上
候
事

先
規
之
通
リ
鉄
炮
御
預
ケ
願
」

（『
群
馬
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録
12

多
野
郡
鬼
石
町

飯
塚
家

文
書
⑵
』
一
〇
一
三
五
、
平
成
六
年
三
月
、
一
〇
九
頁
）

18
）

前
掲
『
鉄
砲
を
手
放
さ
な
か
っ
た
百
姓
た
ち
』
七
二
頁
、
典
拠
は
、

土
木
学
会
編
『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年

19
）
「
威
し
鉄
砲
（
威
し
筒
）」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
空
砲
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で
鳥
獣
を
脅
し
て
追
い
払
う
目
的
の
も
の
で
、
い
つ
頃
、
何
回
使
用
す

る
の
か
を
お
上
に
報
告
す
る
義
務
が
あ
り
、
実
弾
の
装
塡
は
許
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
須
川
薫
雄
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
火
縄
銃
の
威
力
は
か
な
り

の
も
の
で
あ
り
、
五
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
場
所
か
ら
厚
い
鋼
板
も
撃
ち

抜
く
能
力
が
あ
っ
た
。
当
時
の
足
軽
が
身
に
つ
け
て
い
た
具
足
を
撃
つ

実
験
の
結
果
、「
た
と
え
完
全
装
備
の
具
足
を
纏
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

火
縄
銃
が
ま
と
も
に
胴
体
に
命
中
す
れ
ば
撃
た
れ
た
兵
は
ま
ず
助
か
ら

な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
（
須
川
薫
雄
「
威
力
の
実
験

は
た
し
て

鎧
は
鉄
砲
に
対
抗
で
き
た
か
」、『
日
本
の
武
器
兵
器
』
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、

h
ttp
: //w

w
w
.ja
p
a
n
esew

ea
p
o
n
s.co

m
/
h
in
a
w
a
jy
u
/
iry
o
k
u
/

、

二
〇
〇
九
年
）。
至
近
距
離
か
ら
兵
十
に
撃
た
れ
た
ご
ん
が
助
か
る
見

込
み
は
な
い
。

20
）

前
掲
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』（
六
三
頁
）
に
よ
る
。

塚
田
は
、「
幕
法
が
、
猟
師
身
分
を
限
定
す
る
意
図
の
も
と
で
、
猟

師
卑
賤
観
を
と
っ
て
い
る
こ
と
」
に
注
意
を
促
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

元
禄
二
年
六
月
令
（『
令
条
』
四
七
一
｜
七
二
）
が
、
猟
師
以
外

の
も
の
に
よ
る
野
獣
銃
殺
を
条
件
付
き
で
認
め
た
と
き
、
条
件
の

ひ
と
つ
は
、
獣
肉
皮
の
利
用
を
禁
じ
、
埋
め
お
く
こ
と
を
命
じ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
猟
師
だ
け
が
、
獣
肉
皮
利
用
を
許
さ
れ
る
。
そ

れ
は
獣
肉
皮
利
用
者
に
対
す
る
卑
賤
視
と
引
替
え
に
、
か
れ
ら
に

与
え
ら
れ
た
実
利
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

本
来
な
ら
ば
幕
府
が
直
接
管
轄
す
る
べ
き
鉄
砲
を
自
由
に
持
た
せ
る

代
わ
り
に
、
そ
う
し
た
自
由
を
も
つ
猟
師
に
被
賤
視
的
な
位
置
づ
け
を

与
え
る
こ
と
で
、
例
外
性
を
保
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
塚
田
は
次

の
よ
う
に
も
言
い
、
猟
師
で
あ
る
こ
と
に
、
あ
る
種
の
孤
独
が
と
も
な

う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

実
際
に
は
、
庄
屋
ク
ラ
ス
の
も
の
を
ふ
く
ん
で
、
大
量
の
猟
師
鉄

砲
が
登
録
さ
れ
、
幕
府
の
猟
師
身
分
確
定
の
意
図
は
十
分
に
は
達

成
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
専
業
猟
師
が
、
主
家
か
ら
自
立
し

て
村
抱
え
に
な
っ
た
例
を
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
や
は
り
、
賤
視

観
念
を
ま
ぬ
か
れ
な
か
っ
た
面
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

21
）

藤
木
久
志
『
刀
狩
り
｜
武
器
を
封
印
し
た
民
衆
』
岩
波
新
書
、
二
〇

〇
五
年
八
月
、
一
六
九
頁

22
）

前
掲
『
半
田
町
史
』
に
は
、
江
戸
期
を
通
じ
て
継
続
さ
れ
た
、
岩
滑

の
新
田
開
発
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
（
七
九
頁
）。

23
）
「
村
里
百
姓
山
林
の
こ
と
」（
田
中
休
愚
（
丘
隅
）
著
・
村
上
直
校
訂

『
新
訂
民
間
省
要
』
有
隣
堂
、
一
九
九
六
、
七
二
頁
）

24
）

前
掲
『
鉄
砲
を
手
放
さ
な
か
っ
た
百
姓
た
ち
』
二
〇
三
頁

25
）

山
岡
檜
山
（
伊
織
）『
諸
木
聞
見
録

諸
木
養
育
録

三
巻
一
冊
』

東
北
大
学
付
属
図
書
館
狩
野
文
庫
一
九
二
七
六

一

26
）

前
掲
『
鉄
砲
を
手
放
さ
な
か
っ
た
百
姓
た
ち
』（
二
〇
五
頁
）に
よ
る
。

27
）

前
掲
『
諸
木
聞
見
録

諸
木
養
育
録

三
巻
一
冊
』
一
九
二
七
六

一

28
）

前
掲
『
鉄
砲
を
手
放
さ
な
か
っ
た
百
姓
た
ち
』
二
〇
五
頁

原
文
は
次
の
通
り
。

米
穀
の
如
く
早
速
の
験しるしな
け
れ
ば
、
何
と
な
く
怠
り
勝
ち
に
な
り

て
、
手
入
れ
抔など
も
届
き
難
く
、
ま
た
は
無
益
の
よ
う
に
申
し
成
す

族やからも
あ
る
に
や
、
終
に
止や
み
ぬ
る
事
も
あ
り

（
前
掲
『
諸
木
聞
見
録

諸
木
養
育
録

三
巻
一
冊
』
一
九
二
七

六

一
）

前
掲
『
半
田
町
史
』
に
も
、
江
戸
末
期
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、「
山

林
の
伐
採
」
許
可
は
申
請
す
る
も
の
の
、
許
可
さ
れ
た
数
倍
の
数
の
伐

採
を
行
う
者
が
あ
と
を
絶
た
ず
、
山
林
が
枯
渇
し
て
行
っ
た
と
い
う
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「
岩
滑
村
」
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
一
九
六
頁
）。

29
）

所
三
男
「
御
林
」（『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
一

月
）

30
）

中
野
幡
能
「
社
領
」（『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年

十
一
月
）

31
）
『
弘
前
八
幡
宮
古
文
書
』
弘
前
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵

32
）

田
中
秀
和
「
寺
社
領
の
変
遷
と
神
仏
分
離
政
策
の
動
向：

弘
前
藩
を

事
例
に
」（『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
七
九
、
一
九
八
五
年
十
月

33
）

前
掲
「
御
林
」

34
）

前
掲
『
鉄
砲
を
手
放
さ
な
か
っ
た
百
姓
た
ち
』
二
一
〇
頁

35
）
「
若
衆
倉
」（「
権
狐
」
語
注
、『
校
定

新
美
南
吉
全
集
』
第
十
巻
、

大
日
本
図
書
、
一
八
八
一
年
二
月
、
六
七
七
頁
）

36
）
「
宝
蔵
倉
」（「
久
助
君
の
話
」
語
注
、『
校
定

新
美
南
吉
全
集
』
第

二
巻
、
大
日
本
図
書
、
一
八
八
〇
年
六
月
、
一
四
三
頁
）

37
）

前
掲
『
半
田
町
史
』
一
二
五
頁

38
）

大
石
源
三
『

改
訂
版

ご
ん
ぎ
つ
ね
の
ふ
る
さ
と

新
美
南
吉
の

生
涯
』
エ
フ
エ
ー
出
版
、
一
九
九
三
年
四
月
、
十
八
頁

39
）

前
掲
『
私
の
南
吉
覚
書
』
八
頁

な
お
、
文
夫
の
父
本
若
が
小
学
校
教
員
を
退
職
後
、
移
住
し
て
い
た

大
興
寺
村
か
ら
岩
滑
に
帰
郷
し
た
の
も
、
森
氏
一
族
の
強
い
勧
め
に
よ

る
と
い
う
。

40
）

前
掲
『
半
田
町
史
』
四
五
頁
（「
岩
滑
城
」
の
項
）

ま
た
、
中
山
文
夫
『
私
の
南
吉
覚
書
』
は
、
中
山
家
の
家
老
で
あ
っ

た
森
一
族
が
、「
中
山
城
跡
は
岩
滑
小
学
校
の
西
、
岩
滑
新
田
寄
り
に

あ
る
、
と
信
じ
て
い
た
」（
十
四
頁
）
と
伝
え
て
お
り
、
そ
う
で
あ
れ

ば
現
在
の
新
実
南
吉
記
念
館
か
ら
南
に
か
け
て
の
、
木
の
生
い
茂
っ
た

な
だ
ら
か
な
丘
に
な
っ
て
い
る
あ
た
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

『
半
田
町
史
』
中
の
「
中
山
城
跡
」
の
項
を
見
て
も
判
然
と
し
な
い
。

別
宅
の
よ
う
な
も
の
が
こ
こ
に
も
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

41
）

前
掲
『

改
訂
版

ご
ん
ぎ
つ
ね
の
ふ
る
さ
と

新
美
南
吉
の
生
涯
』

十
九
頁

42
）

前
掲
『
半
田
町
史
』
一
〇
八
頁
（「
岩
滑
村
八
幡
社
」
の
項
）

43
）

同
、
百
十
一
頁
（「
阿
久
比
と
の
水
利
関
係
）
の
項
）

44
）
【
図
一
】「
権
狐
関
係
地
図
」
地
図
映
像
はg

o
o
g
le m

a
p

に
よ
る
。

地
名
記
入
は
論
者
に
よ
る
。
あ
わ
せ
て
【
図
二
】
も
参
照
さ
れ
た
い
。

45
）

五
郷
社
の
「
境
内
案
内
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

社
名

五
郷
社

祭
神

素
盞
嗚
命
と
伝
え
ら
る

祭
礼

旧
暦
八
朔

沿
革

往
古
英
比
五
郷
の
総
鎮
守
の
社
と
も
い
わ
れ
、
権
現
社
と

称
し
た
。
天
徳
二
年
（
九
六
三
）
創
建
さ
れ
た
と
い
う
。
最

古
の
記
録
は
暦
応
二
年
（
一
三

四
二
）
と
記
さ
れ
た
棟
札

が
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
神
社
の
ご
神
徳
は
偉
大
に
し
て
、

霊
験
灼
な
る
も
の
が
あ
る
。

46
）

鈴
木
三
重
吉
『
古
事
記
物
語

上
巻
・
下
巻
』
赤
い
鳥
社
、
大
正
九

年
十
一
月
・
十
二
月

な
お
、
本
書
に
つ
い
て
本
学
教
授
坂
井
健
氏
よ
り
示
唆
を
受
け
た
。

47
）

鈴
木
三
重
吉
『
古
事
記
物
語

上
巻
』
赤
い
鳥
社
、
大
正
九
年
十
一

月
、
三
七
頁

48
）

前
掲
『
私
の
南
吉
覚
書
』
二
八
頁

49
）

同
、
三
三
頁

50
）
「
権
狐
」
中
で
は
「
背
戸
川
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
「
矢
勝

川
」
の
こ
と
で
あ
る
と
、『
校
定

新
美
南
吉
全
集
』
第
二
巻
「
耳
」

語
注
（
三
五
八
頁
）
は
明
示
し
て
い
る
。
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【
図
二
】「
昭
和
初
期
の
岩
滑
」、
中
山
文
夫
『
私
の
南
吉
覚
書
』
二
〇
七
頁
（「
◎
畳
屋
」
は
南
吉
生
家
、「
◎
中
山
さ
ん
」
は
中
山
文
夫
宅
）
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