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◆ キーワード　「童子百物がたり」／吉田綱富／鉄砲／鍛冶／鉱山

「
酒
呑
童
子
」
伝
説
と
鉄
砲
・
金
属
産
業
の
信
仰

│
『
童
子
百
物
か
た
り
』
を
中
心
に
│

西 

座　

理 

恵

は
じ
め
に

新
潟
県
は
「
酒
呑
童
子
」
の
伝
説
が
多
く
伝
わ
る
地
域
で
あ
る
。
国
上

寺
に
伝
わ
る
伝
説
で
は
、
弥
彦
神
社
で
大
大
神
楽
を
演
じ
る
美
し
い
稚
児

の
外
道
丸
が
、
女
性
か
ら
も
ら
っ
た
多
く
の
恋
文
の
執
心
か
ら
鬼
に
変
化

し
て
酒
呑
童
子
に
な
る
。
一
方
、『
岩
室
村
史
』（
表
7
）
に
は
、
酒
呑
童

子
の
母
親
が
妊
娠
中
に
禁
忌
と
さ
れ
る
魚
を
食
べ
た
と
あ
る
。『
越
後
野

志
』（
表
15
、
16
、
17
）、『
温
故
の
栞
』（
表
11
、
12
、
13
）
に
は
酒
呑
童

子
と
茨
木
童
子
が
共
に
山
や
岩
窟
を
す
み
家
と
し
て
い
た
、
奇
術
に
長
け

て
い
た
、
奇
怪
な
こ
と
を
好
む
乱
暴
者
で
あ
っ
た
、
酒
呑
童
子
の
生
家
や

童
子
田
と
呼
ば
れ
る
田
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
は
、
新
潟
県
だ
け
で
な
く
岩
手
、

山
形
、
福
島
、
長
野
県
、
北
陸
の
地
域
に
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
分
布
す
る

地
域
に
よ
っ
て
話
の
タ
イ
プ
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。

京
都
府
の
大
江
山
付
近
で
は
、
源
頼
光
の
酒
呑
童
子
退
治
を
中
心
に
し

た
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
、
滋
賀
県
の
伊
吹
山
周
辺
で
は
、
御
伽
草
子
「
伊

吹
童
子
」
で
酒
呑
童
子
の
父
と
さ
れ
る
伊
吹
弥
三
郎
の
伝
説
が
あ
る
。

同
じ
「
酒
呑
童
子
」
に
つ
い
て
語
る
伝
説
で
あ
り
な
が
ら
、
神
楽
を
演

じ
る
艶
や
か
な
美
少
年
か
ら
、
岩
窟
に
住
み
、
奇
術
を
使
い
、
人
肉
を
食

す
童
子
の
話
に
い
た
る
ま
で
、
伝
説
で
表
現
さ
れ
る
「
酒
呑
童
子
」
像
は

様
々
で
あ
る
。
新
潟
県
の
国
上
寺
に
伝
わ
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
に
つ
い

て
は
、
弥
彦
神
社
で
行
わ
れ
る
大
大
神
楽
に
お
い
て
、
国
上
寺
の
山
伏
と

稚
児
が
八
講
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
史
実
を
中
心
に
拙
稿
で
述
べ
た) 1

(

。
本

論
で
は
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
に
関
す
る
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

関
東
か
ら
北
に
伝
播
す
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
の
諸
相
を
三
つ
の
型
に
分

類
し
て
、
話
の
伝
播
状
況
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
吉
田
綱
富
『
童
子
百
物

か
た
り
』
の
歴
史
的
背
景
、
作
品
に
み
ら
れ
る
信
仰
を
も
と
に
山
形
県
と

長
野
県
の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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一
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
の
諸
相

「
酒
呑
童
子
」
伝
説
の
特
徴
は
、
童
子
が
酒
呑
童
子
と
な
っ
た
き
っ
か
け

や
出
生
に
ま
つ
わ
る
話
、
生
来
の
性
質
な
ど
が
、
鬼
退
治
の
話
と
融
合
し

て
語
ら
れ
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、
新
潟
県
国
上
寺
の
「
酒
呑
童
子
絵
解

き
」
で
酒
呑
童
子
の
話
が
語
ら
れ
る
際
に
は
、
書
承
で
有
名
な
酒
呑
童
子

退
治
の
話
と
共
に
外
道
丸
の
伝
説
が
語
ら
れ
た
。（『
国
上
寺
も
の
が
た
り
』

く
が
み
山
国
上
寺
）

新
潟
及
び
北
陸
、
東
北
地
方
に
伝
わ
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
は
全
体
の

話
数
は
多
く
な
い
。
互
い
に
類
似
す
る
話
も
あ
る
が
、
独
自
の
モ
チ
ー
フ

を
含
む
も
の
も
多
く
、
一
話
一
話
が
個
性
的
で
あ
る
。
伝
説
の
分
布
す
る

地
域
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
地
域
的
な
偏
り
が
み
ら
れ
る
。

そ
こ
で
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
を
A
、
B
、
C
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
、

そ
の
内
容
と
特
徴
を
表
に
作
成
し
た
。
分
布
状
況
に
つ
い
て
は
本
論
で
言

及
す
る
。
本
文
中
の
資
料
の
出
典
で
表
中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

重
複
を
避
け
る
た
め
に
表
番
号
を
示
し
て
注
で
の
明
記
を
省
略
す
る
。

1
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
A

書
承
の
「
酒
呑
童
子
」
の
物
語
を
中
心
に
、
御
伽
草
子
の
「
羅
生
門
」、
昔

話
の
「
猿
神
退
治
」「
化
物
寺
」
な
ど
、
他
の
話
と
融
合
す
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
も
の
を
A
タ
イ
プ
と
す
る
。
例
え
ば
、
新
潟
県
柏
崎
の
伝
説
（
表
2
）

で
は
、
昔
話
「
猿
神
退
治
」
で
生
贄
を
食
べ
に
く
る
猿
に
代
わ
っ
て
酒
呑
童

子
が
や
っ
て
く
る
。
そ
の
後
、
侍
に
腕
を
切
り
落
と
さ
れ
て
逃
げ
て
い
く
が
、

後
に
腕
を
取
り
返
し
に
来
る
。
こ
の
話
は
御
伽
草
子
「
羅
生
門
」「
弥
三
郎

婆
」
の
伝
説
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
福
井
県
の
伝
説
（
表
4
）
で
は
、
お
伽
草

子
「
土
蜘
蛛
草
子
」
と
の
融
合
も
見
ら
れ
る
。
A
タ
イ
プ
の
伝
説
で
は
、
書

承
の
物
語
や
昔
話
、
他
の
伝
説
が
重
な
り
合
っ
て
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
と

な
っ
て
い
る
。
A
に
分
類
し
た
伝
説
は
表
中
6
例
で
新
潟
県
内
に
も
2
例
あ

り
、
富
山
、
福
井
、
島
根
県
の
日
本
海
側
と
群
馬
県
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

書
承
の
内
容
と
の
融
合
を
考
慮
す
る
と
、
近
世
期
の
都
市
に
お
け
る
出
版
文

化
が
地
方
の
語
り
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
収
集
し
た
話

の
中
に
一
つ
と
し
て
同
一
の
も
の
が
な
い
こ
と
、
主
に
日
本
海
側
地
域
に
伝

わ
る
点
に
つ
い
て
は
考
察
の
必
要
が
あ
る
が
、
本
論
で
は
書
承
の
影
響
を
指

摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

2
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
B

子
供
時
代
の
酒
呑
童
子
の
性
質
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
、童
子
は
産
ま
れ

た
時
か
ら
話
す
こ
と
が
で
き
た
り
、
歯
や
髪
の
毛
が
あ
っ
て
異
常
出
生
ゆ

え
に
恐
れ
ら
れ
る
。
育
つ
に
従
っ
て
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
悪
童
に
な
り
、

悪
行
ゆ
え
に
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
山
に
捨
て
ら
れ
た
り
、
寺
に
預
け
ら

れ
た
り
す
る
。
そ
の
他
に
も
人
肉
を
食
べ
る
、
酒
を
飲
む
と
全
身
が
赤
く

な
る
等
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
表
で
は
7
、
8
に
酒
を
飲
む
と
全
身
が
赤

く
な
る
、
表
17
で
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
歩
い
て
話
す
な
ど
の
性
質
が
見
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
伝
説
を
B
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
。
お
伽
草
子
「
伊
吹
童
子
」

で
は
伊
吹
弥
三
郎
と
大
野
木
殿
の
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
た
伊
吹
童
子
、「
弁

慶
物
語
」
の
弁
慶
に
も
こ
う
し
た
性
質
が
み
ら
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
主
人
公
は
、
成
長
す
る
と
身
体
が
鉄
か
ら
な
る
鉄
人
へ
と
成

長
す
る
。
伊
吹
弥
三
郎
は
唯
一
の
弱
点
が
脇
の
下
で
あ
り
、
平
将
門
も
眉

間
以
外
は
総
身
が
鉄
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
古
浄
瑠
璃
「
酒
典
童
子
若
壮
）
2
（

」

で
は
、
越
後
の
寺
泊
の
稲
瀬
善
次
俊
綱
の
子
供
で
あ
る
悪
童
丸
は
背
が
高

く
、
髪
は
乱
れ
、
目
は
火
焔
の
よ
う
に
燃
え
て
お
り
、
腕
の
毛
は
針
を
う

え
た
銅
の
よ
う
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
悪
童
丸
は
戸
隠
明
神
の
申

し
子
で
、
黒
鉄
の
大
蛇
が
胎
内
に
宿
っ
て
出
生
し
た
。
母
親
は
懐
妊
の
折
、

五
穀
を
食
さ
ず
に
黒
鉄
を
食
し
て
、
悪
童
丸
は
三
年
三
月
も
胎
内
に
宿
っ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
描
写
も
鉄
人
伝
説
と
の
つ
な
が
り
を
う
か
が
わ
せ

る
も
の
で
あ
る
。

『
鉄
人
伝
説
・
鍛
冶
神
の
身
体
）
3
（

』
で
は
、
こ
の
鉄
人
伝
説
が
金
属
精
錬
と

か
か
わ
り
の
深
い
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　

鉄
や
銅
の
精
錬
に
従
事
し
た
工
人
た
ち
は
、
採
鉱
か
ら
加
工
に
い
た

る
技
術
や
安
泰
の
守
護
神
と
し
て
、
鍛
冶
神
、
天
目
一
箇
神
や
三
宝
荒

神
や
金
屋
子
神
を
信
仰
し
た
。
竜
神
・
竜
蛇
神
な
ど
を
祀
り
、
豊
か
な

水
源
の
恵
み
を
願
う
水
神
へ
の
民
間
の
祈
り
は
、
自
然
界
か
ら
原
材
料

を
採
取
し
た
り
、
精
錬
の
過
程
で
白
熱
化
し
た
火
を
扱
っ
た
り
す
る
工

人
た
ち
に
と
っ
て
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
切
な
日
課
で
あ
っ
た
。

宮
本
正
章
「「
大
江
山
伝
説
」
成
立
考
）
4
（

」
で
は
、
大
江
山
の
西
南
に
あ
る

御
岳
山
の
麓
の
福
知
山
市
に
伝
わ
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
に
つ
い
て
、
書

承
の
酒
呑
童
子
退
治
の
話
と
の
関
連
だ
け
で
な
く
、
銅
鉱
が
あ
っ
て
金
屋
・

山
師
と
よ
ば
れ
る
人
々
が
存
在
し
て
彼
ら
が
鬼
に
た
と
え
ら
れ
た
と
い
う

地
域
的
な
背
景
に
も
言
及
し
て
い
る
。

若
尾
五
男
「
酒
呑
童
子
伝
説
）
5
（

」
で
は
鬼
と
金
工
に
は
つ
な
が
り
が
あ
っ

て
、
酒
呑
童
子
が
切
り
殺
さ
れ
た
と
い
う
旧
七
月
十
五
日
に
は
、
大
江
山

の
麓
で
は
鎌
止
と
い
っ
て
、
一
日
鎌
を
使
用
す
る
こ
と
を
忌
む
慣
わ
し
が

明
治
初
年
ま
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
江
山
に
近
い
三
岳
山

は
、
源
頼
光
が
酒
呑
童
子
退
治
へ
と
赴
く
途
中
に
山
伏
姿
で
登
っ
た
山
で

あ
り
古
い
銅
山
が
あ
っ
て
、
採
訪
の
時
に
鉱
滓
の
か
た
ま
り
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
。

新
潟
の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
と
鉱
山
、
鍛
冶
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

谷
川
健
一
が
「
弥
三
郎
婆
）
6
（

」
に
お
い
て
多
角
的
に
検
証
し
て
い
る
。
新
潟

の
国
上
山
に
伝
わ
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
で
は
、
酒
呑
童
子
は
国
上
寺
の

稚
児
で
、
弥
彦
神
社
の
大
大
神
楽
を
演
じ
る
稚
児
で
あ
る
。
谷
川
は
弥
彦

神
社
の
神
が
片
目
で
あ
る
と
い
う
伝
説
に
注
目
し
、
国
上
寺
の
稚
児
が
弥

彦
の
祭
礼
に
赴
い
た
三
月
十
八
日
に
つ
い
て
、
そ
の
祭
礼
日
が
金
属
や
片

目
の
神
を
祀
る
日
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
伝
説
に
お
い
て
「
弥

三
郎
婆
」
が
鍛
冶
屋
の
母
で
あ
る
こ
と
、
弥
彦
の
神
が
鍛
冶
屋
と
関
係
の

深
い
雷
神
を
折
伏
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
伝
説
の
背
景
に
は
鉱
山
や
鍛
冶

産
業
が
盛
ん
な
地
域
性
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
、
海
路
を
へ
て
越
後
の
寺
泊
の
北
に
上
陸
し
た
鍛
冶
技
術

の
集
団
が
、
弥
彦
山
塊
の
自
然
銅
を
採
掘
し
て
い
た
。
彼
ら
の
奉
斎
す
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る
目
一
つ
の
神
は
雷
神
を
制
圧
す
る
鍛
冶
の
神
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

古
代
に
お
い
て
は
鍛
冶
集
団
は
、
安
産
の
呪
術
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
て

い
た
。
狼
も
ま
た
安
産
の
守
り
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
鍛
冶
屋
の

老
母
と
狼
と
を
同
一
視
す
る
伝
説
が
生
じ
た
。
そ
れ
が
千
匹
狼
の
話
に

ほ
か
な
ら
な
い
が
、
弥
三
郎
婆
の
伝
説
の
原
型
も
そ
こ
に
あ
る
と
私
は

推
測
す
る
。
そ
し
て
弥
三
郎
婆
と
酒
呑
童
子
の
出
生
地
の
む
す
び
つ
き

が
偶
然
で
な
い
と
す
れ
ば
、
酒
呑
童
子
の
物
語
に
も
鍛
冶
の
伝
承
が
反

映
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

7
（

。

鉄
人
と
し
て
「
酒
呑
童
子
」
が
表
現
さ
れ
る
伝
説
は
、
関
東
以
北
で
は
新

潟
県
の
弥
彦
に
集
中
し
て
お
り
、
他
地
域
で
は
岩
室
村
に
も
伝
承
さ
れ
る
。

そ
れ
は
弥
彦
や
岩
室
村
が
、
金
属
の
産
出
や
産
業
に
関
わ
る
地
域
で
あ
る
こ

と
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
弥
彦
村
史
事
典
）
8
（

』
で
は
「
弥
彦
銅

山
一
件
」
で
、
弥
彦
山
の
周
辺
に
石
瀬
、
間
瀬
、
八
前
な
ど
の
銅
山
が
あ
り
、

近
世
期
に
は
そ
の
鉱
脈
の
試
掘
願
い
を
出
し
た
人
々
と
、
鉱
毒
を
恐
れ
た
百

姓
側
及
び
弥
彦
山
を
明
神
の
敷
地
と
考
え
る
弥
彦
神
社
側
と
の
間
で
対
立
が

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
岩
室
村
資
料
館
で
は
地
域
の
産
業
と
し
て

石
瀬
の
三
富
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
鍛
冶
道
具
の
展
示
が
あ
り
、
鞴
、
火
床
、

金
床
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
B
タ
イ
プ
の
伝
説
が
伝
わ
る
地
域
の
自

然
や
産
業
の
実
情
は
、
谷
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
が
鍛

冶
の
伝
承
を
反
映
す
る
論
拠
の
一
つ
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

こ
の
タ
イ
プ
は
表
に
お
い
て
11
例
あ
り
、
新
潟
県
の
弥
彦
の
９
例
、
岩

室
村
、
中
蒲
原
郡
村
松
に
一
例
ず
つ
み
ら
れ
る
。

３
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
C

三
つ
目
に
挙
げ
る
の
は
酒
呑
童
子
が
男
女
の
恋
愛
と
関
わ
る
伝
説
で
、こ

れ
を
C
タ
イ
プ
に
分
類
し
た
。
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

話
に
他
の
伝
説
と
の
融
合
が
み
ら
れ
る
。
B
タ
イ
プ
の
伝
説
が
鬼
子
、
鉄

人
と
い
う
よ
う
な
荒
々
し
い
「
酒
呑
童
子
」
像
を
表
現
す
る
の
に
対
し
て
、

Ｃ
タ
イ
プ
の
「
酒
呑
童
子
」
は
女
性
と
の
関
わ
り
や
、
多
く
の
女
性
か
ら

慕
わ
れ
て
同
性
か
ら
の
嫉
妬
を
う
け
る
、
あ
る
い
は
異
性
を
退
け
よ
う
と

し
て
被
っ
た
面
が
顔
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
て
「
酒
呑
童
子
」
に
な
る
と
い

う
よ
う
に
、
想
い
が
人
を
鬼
に
す
る
様
子
が
表
現
さ
れ
る
。

Ｃ
タ
イ
プ
に
分
類
し
た
伝
説
を
内
容
別
に
三
つ
の
型
に
分
類
し
た
場
合
、

最
も
多
い
の
は
Ｃ
1
の
酒
呑
童
子
が
鬼
に
な
る
き
っ
か
け
に
艶
書
が
介
在

す
る
話
で
あ
る
。
僧
侶
、
稚
児
で
あ
る
酒
呑
童
子
は
美
男
子
で
女
性
に
人

気
が
あ
り
、
多
く
の
艶
書
を
お
く
ら
れ
る
。
そ
の
艶
書
に
こ
め
ら
れ
た
執

心
が
煙
や
炎
に
な
り
、
顔
に
か
か
っ
て
鬼
に
な
る
。
こ
の
話
の
類
話
と
し

て
、「
諸
国
百
物
語
」
の
「
艶
書
の
執
心
、
鬼
と
成
り
し
事）

9
（

」、『
菅
江
真
澄

全
集
』
3
「
す
み
か
の
や
ま）

10
（

」
の
青
森
の
津
軽
の
寺
に
纏
わ
る
怪
異
譚
が

挙
げ
ら
れ
、
ど
ち
ら
の
話
で
も
艶
書
に
執
心
し
た
稚
児
が
鬼
に
な
る
。

Ｃ
2
と
し
た
の
は
、
武
士
や
稚
児
が
仲
間
か
ら
妬
ま
れ
て
顔
に
鬼
の
絵
や

鬼
と
い
う
字
を
か
か
れ
て
鬼
に
な
る
話
で
あ
る
。
新
潟
県
、
柏
崎
市
に
は

「
次
郎
が
淵）

11
（

」
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
女
性
か
ら
人
気
が
あ
る
青
年
、
次
郎

が
仲
間
か
ら
妬
ま
れ
、
川
普
請
の
際
に
突
き
落
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
天
候

が
荒
れ
て
作
物
に
影
響
す
る
た
め
、
川
底
の
次
郎
に
謝
罪
に
い
く
と
、
天
候

が
荒
れ
る
の
は
人
心
が
乱
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
蛇
に
変
じ
て
川
の
主
に



118

な
っ
た
次
郎
は
語
る
。
ま
た
類
似
す
る
話
と
し
て
『
波
多
野
ヨ
ス
ミ
女
昔
話

集
』（
表
22
）
に
「
次
郎
の
砂
利
が
ち
歌
」
が
あ
る
。
両
話
と
も
「
酒
呑
童

子
」
伝
説
の
よ
う
に
、
顔
に
落
書
き
を
さ
れ
て
鬼
に
な
る
描
写
は
な
い
が
、

同
性
の
妬
み
か
ら
異
類
と
な
る
部
分
に
類
似
点
が
み
ら
れ
る
。

Ｃ
3
と
し
た
の
は
、
男
性
が
女
性
を
退
け
よ
う
と
し
て
鬼
面
を
被
っ
た
と

こ
ろ
離
れ
な
く
な
り
、
酒
呑
童
子
に
な
る
話
で
あ
る
。
同
じ
く
女
性
が
異
性

を
退
け
る
た
め
に
鬼
の
面
を
被
る
話
と
し
て
『
牛
方
と
山
姥　

え
び
な
ち
ゃ

う
昔
話
集
』（
表
26
）「
鬼
の
面
」
が
あ
る
。
ま
た
南
方
熊
楠
が
「
磯
崎
に
就

て
）
12
（

」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
信
州
青
木
湖
付
近
の
長
者
の
話
と
し
て
紹
介
す
る
、

四
ツ
谷
の
明
神
様
の
三
つ
の
仮
面
に
関
す
る
伝
説
も
類
話
と
い
え
よ
う
。
こ

の
話
で
は
、
武
士
が
女
性
を
避
け
る
た
め
に
鬼
面
を
被
っ
て
外
れ
な
く
な
り
、

鬼
と
な
っ
て
女
性
を
殺
し
た
。
そ
の
血
が
桜
草
を
染
め
た
の
で
、
花
が
赤
く

な
る
と
い
う
桜
草
の
色
の
由
来
譚
に
な
っ
て
い
る
。

Ｃ
タ
イ
プ
は
表
中
10
例
で
新
潟
県
に
お
い
て
は
国
上
寺
と
北
蒲
原
郡
豊
浦

（
新
発
田
市
）、
五
泉
市
に
み
ら
れ
る
が
、
他
に
岩
手
、
山
形
、
福
島
、
そ
し
て

長
野
県
に
一
例
見
ら
れ
る
。
鉄
人
の
酒
呑
童
子
と
は
か
け
離
れ
た
印
象
を
与

え
る
こ
の
伝
説
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
伝
播
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
酒
呑
童
子
」
伝
説
の
Ｃ
1
タ
イ
プ
に
は
、
酒
呑
童
子
を
退
治
す
る
武
将

が
登
場
す
る
際
、
一
に
頼
光
、
二
に
渡
辺
、
三
に
貞
光
、
四
に
保
昌
、
五

に
金
時
、
六
に
季
武
の
よ
う
に
数
え
歌
の
形
式
を
と
る
例
が
見
ら
れ
る
。

（
表
、
18
、
19
、
20
、
22
、
26
）
こ
れ
は
瞽
女
の
口
説
き
に
見
ら
れ
る
形
式

で
あ
る
。
例
え
ば
「
正
月
祝
い
口
説
」
で
は
、
一
に
、
二
に
、
と
神
仏
の

名
前
を
並
べ
る）

13
（

。
中
で
も
「
酒
呑
童
子
く
ど
き
」（
表
8
）
で
は
「
津
川
の

大
石
沢
で
川
崎
み
さ
を
氏
が
瞽
女
の
語
り
を
忠
実
に
残
し
て
呉
れ
て
い

る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
Ｃ
2
の
類
話
と
し
て
挙
げ
た
「
次
郎
が
淵
」

「
次
郎
の
砂
利
が
ち
歌
」
も
、
瞽
女
の
口
説
き
「
次
郎
さ
口
説
）
14
（

」
に
歌
わ
れ

る
。
Ｃ
3
（
表
26
、
27
）
の
鬼
面
不
離
の
「
酒
呑
童
子
」
に
は
、
瞽
女
歌

と
の
関
わ
り
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
Ｃ
1
、
Ｃ
2
の
伝
説
は
瞽
女
が
伝

播
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

表
Ｃ
3
の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
は
、
表
26
の
山
形
県
白
鷹
町
、
表
27
の

長
野
県
下
水
内
郡
栄
村
の
2
例
で
あ
る
。
酒
呑
童
子
が
仮
面
不
離
モ
チ
ー

フ
と
関
わ
る
理
由
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、
同
じ
系

統
の
伝
説
が
山
形
県
白
鷹
町
と
長
野
県
栄
村
に
み
ら
れ
る
理
由
と
そ
の
背

景
に
つ
い
て
は
、
次
章
か
ら
の
考
察
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
、
吉
田
綱
富
『
童
子
百
物
か
た
り
』
に
つ
い
て

「
酒
呑
童
子
」
伝
説
が
山
形
県
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
資
料
と

し
て
、『
童
子
百
物
か
た
り）

15
（

』
が
あ
る
。『
現
代
語
訳　

童
子
百
物
か
た
り）

16
（

』

「
は
じ
め
に
」
に
よ
る
と
、
吉
田
綱
富
は
米
沢
藩
の
猪
苗
代
組
と
い
う
下
級

藩
士
の
家
に
生
ま
れ
た
が
、
学
識
が
認
め
ら
れ
て
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）

に
藩
校
興
譲
館
の
学
館
役
方
に
任
じ
ら
れ
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に

は
御
馬
廻
組
に
入
っ
て
九
代
米
沢
藩
主
、
上
杉
鷹
山
に
仕
え
た
。

「
五
十　

酒
呑
童
子
の
こ
と
」
は
、
作
者
が
赤
湯
温
泉
で
湯
治
を
し
た
際

に
、
安
摩
坊
の
弥
陀
都
を
招
い
て
三
男
の
八
郎
に
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
を

語
り
聞
か
せ
る
と
い
う
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
赤
湯
温
泉
は
米
沢
駅
か
ら
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白
鷹
町
に
む
か
う
道
程
三
分
の
一
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
。
一
章
に
お
い
て

「
酒
呑
童
子
」
伝
説
を
内
容
別
に
分
類
し
た
が
、
こ
の
伝
説
に
は
頼
光
の
酒

呑
童
子
退
治
の
話
以
外
に
、
僧
た
ち
の
肉
に
噛
み
つ
き
鬼
児
（
お
に
ご
）

と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
と
い
う
B
タ
イ
プ
の
特
徴
、
女
性
か
ら
の
恋
文
の
執

心
で
容
姿
が
変
化
す
る
Ｃ
1
の
特
徴
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
作
者
自
身
が

赴
い
た
砂
子
塚
の
「
童
子
屋
敷
」、
見
聞
し
た
「
童
子
の
柿
の
木
」「
国
上

寺
か
ら
去
る
童
子
」
の
伝
説
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

或
説
に
、
酒
呑
童
子
が
生
国
は
越
後
の
国
の
由
。
新
潟
よ
り
十
里
余
り

西
南
、
八
彦
山
の
南
に
当
て
、
与
板
海
道
山
際
に
、
砂
子
村
と
云
小
村
有

り
。
此
村
の
入
口
西
の
方
に
、
童
子
屋
敷
と
云
て
、
此
屋
鋪
へ
家
作
す
る

者
一
代
切
に
し
て
、
家
作
す
る
者
な
く
荒
屋
敷
也
。
柿
の
古
木
有
り
。
む

か
し
よ
り
童
子
が
柿
と
云
伝
え
、
い
ま
だ
青
柿
の
内
に
、
一
夜
童
子
か
来

り
候
と
て
、
翌
朝
み
れ
ば
、
青
柿
散
〳
〵
に
も
ぎ
落
し
、
木
下
に
青
葉
散

乱
し
て
有
の
由
、
申
伝
候
よ
し
。
童
子
登
山
の
国
上
寺
は
、
八
彦
の
西
南
、

山
の
中
程
に
、
大
杉
立
に
み
ゆ
る
大
寺
に
而
、
勤
寺
の
由
。
童
子
此
寺
を

追
出
さ
れ
、
立
除
時
、
名
残
を
し
さ
に
、
立
戻
り
〳
〵
し
た
る
坂
、
今
に
、

童
子
が
戻
り
坂
と
て
有
り
。
其
外
、
色
々
此
寺
に
童
子
か
由
来
、
形
見
抔

有
の
由
。
予
、
文
化
十
年
十
一
月
中
、
与
板
に
罷
越
候
得
し
。
此
所
を
通

り
け
る
時
、
駕
籠
之
者
、「
是
が
酒
呑
童
子
屋
敷
に
候
」
と
教
し
え
候
。

村
の
入
口
に
而
、
藪
原
の
荒
屋
敷
に
み
え
候
得
し
。
此
砂
子
塚
村
家
数
も

纔
に
而
山
際
な
り
。
鹿
取
村
に
見
え
候
得
し
。

『
現
代
語
訳　

童
子
百
物
か
た
り
』
で
は
、
吉
田
綱
富
が
「
童
子
屋
敷
」

を
見
た
と
い
う
文
化
十
年
十
一
月
の
越
後
与
板
へ
の
訪
問
に
つ
い
て
、『
綱

富
一
代
記
』
か
ら
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

文
化
（
十
）
年
十
一
月
十
七
日
、
九
郎
兵
衛
殿
御
達
ニ
、
越
後
与
板
三

輪
九
郎
右
衛
門
病
死
ニ
付
、
御
尋
御
使
者
被
仰
付
、
同
甘
一
日
出
立
、

無
滞
相
勤
、
閏
十
一
月
十
五
日
帰
着
致
候
得
し
。

但
、
同
心
一
人
、
鑓
持
一
人
、
小
者
一
人
、
上
下
四
人
。
同
心
ニ
佐
藤

孫
次
、
鑓
持
山
崎
蔀
、
小
者
ニ
和
田
名
助
子
留
蔵

こ
こ
か
ら
、
作
者
は
与
板
に
住
む
三
輪
九
郎
右
衛
門
が
亡
く
な
り
、
弔

問
の
使
者
と
し
て
従
者
と
共
に
米
沢
か
ら
越
後
の
与
板
へ
行
き
、
そ
の
帰

路
に
酒
呑
童
子
の
家
を
訪
ね
た
こ
と
が
わ
か
る
。

米
沢
藩
九
代
藩
主
、
上
杉
鷹
山
が
藩
主
に
な
っ
た
頃
、
米
沢
藩
は
窮
乏
状

態
に
あ
っ
た
。『
与
板
町
史　

通
史
編　

上）
17
（

』
に
よ
る
と
与
板
の
豪
商
、
大
阪

屋
三
輪
家
は
鷹
山
の
緊
縮
財
政
政
策
を
財
政
面
で
支
え
た
商
家
で
あ
っ
た
。

米
沢
藩
へ
の
多
額
の
貸
付
に
よ
る
功
績
で
、
三
輪
飛
兵
衛
に
は
天
明
六
年
に
、

扶
持
米
二
五
石
が
給
さ
れ
て
い
る
。
米
沢
藩
が
吉
田
綱
富
を
三
輪
家
の
葬
儀

の
た
め
に
与
板
ま
で
遣
わ
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
米
沢
藩
と
越
後
与
板
と
の
つ
な
が
り
、
与
板
を
本
拠
地
と
す
る

与
板
衆
と
吉
田
綱
富
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
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１
、
米
沢
藩
と
与
板
衆

直
江
兼
続
は
戦
国
大
名
上
杉
家
の
家
臣
で
、
与
板
城
主
直
江
山
城
守
兼

続
と
し
て
知
ら
れ
、
新
潟
県
の
与
板
を
本
拠
地
と
し
て
い
た
。
上
杉
家
は

慶
長
三
年
に
、
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
っ
て
会
津
へ
移
封
と
な
る
。
主
君
で

あ
る
上
杉
景
勝
が
会
津
一
二
〇
万
石
に
転
封
し
た
た
め
、
直
江
兼
続
も

三
〇
万
石
で
米
沢
城
主
と
な
っ
た
。
そ
の
当
時
、
本
拠
地
で
あ
る
与
板
か

ら
家
臣
た
ち
を
伴
い
重
用
し
た）

18
（

。

直
江
兼
続
の
家
臣
は
「
与
板
衆
」
と
よ
ば
れ
、『
与
板
町
史　

上
』
に
も

与
板
衆
が
直
江
兼
続
の
家
臣
団
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
与
板
衆
」
の

構
成
人
員
は
、
戦
国
時
代
か
ら
近
世
期
に
い
た
る
時
代
の
変
遷
の
中
で
変

化
が
み
ら
れ
る
が
、
知
行
地
の
定
納
高
を
ま
と
め
た
「
文
禄
三
年
定
納
員

数
目
録
）
19
（

」、
市
立
米
沢
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
延
宝
五
年
「
先
祖
由
緒
帳　

与
板
組
）
20
（

」
等
の
史
料
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
与
板
で
執
政
中
の

直
江
兼
続
は
、
検
地
や
蔵
入
地
奉
行
、
知
行
宛
行
奉
行
な
ど
財
政
・
外
交
・

軍
事
の
権
限
を
掌
握
し
て
お
り
、
与
板
衆
は
そ
れ
を
担
っ
て
い
た
。
与
板

衆
の
多
く
は
上
杉
家
が
会
津
、
米
沢
へ
と
移
封
す
る
時
に
供
奉
し
て
い
る
。

そ
の
「
与
板
衆
」
に
つ
い
て
、
前
波
善
学
編
『
与
板
史　

こ
ぼ
れ
話）

21
（

』「
与

板
と
米
沢
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

与
板
組
の
多
く
が
武
芸
者
で
あ
り
、
特
に
鉄
砲
関
係
に
重
き
を
置
い
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
直
江
氏
が
与
板
在
城
の
こ
ろ
、
舟
戸
丁

に
鉄
砲
鍛
冶
を
お
い
た
と
云
い
伝
え
ら
れ
る
の
に
照
合
す
る
ら
し
い
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
大
筒
組
、
与
板
鉄
砲
組
を
は
じ
め
、
種
子
島
流
鉄

砲
大
将
丸
田
九
左
エ
門
、
稲
富
流
鉄
砲
大
将
大
熊
美
登
美
は
い
ず
れ
も

与
板
組
で
、
お
の
お
の
古
流
宗
家
と
し
て
門
戸
を
張
っ
て
居
た
。

こ
こ
に
は
与
板
衆
と
鉄
砲
の
流
派
、
鉄
砲
鍛
冶
と
の
関
わ
り
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
与
板
衆
の
史
料
「
先
祖
由
緒
書　

与
板
組
」
に
は
種
子
島
流

鉄
砲
大
将
「
丸
田
九
左
衛
門
」
の
名
が
あ
る
。『
米
沢
市
史 

2
』
）　
22
（

の
「
5 

武
術
と
鉄
砲
」
に
よ
る
と
、
米
沢
藩
に
は
「
稲
富
流
」「
田
付
流
」「
種
子

島
流
」
と
い
う
三
派
の
鉄
砲
術
が
導
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
の
「
種
子

島
流
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　

種
子
島
流
の
祖
は
丸
田
九
左
衛
門
盛
次
で
あ
る
。
信
州
の
出
身
で
、
武

田
氏
の
旧
臣
で
あ
る
。
大
坂
で
片
桐
左
近
少
輔
に
つ
き
種
子
島
流
を
学
ん

だ
。
慶
長
九
年
、
鉄
砲
総
支
配
を
命
じ
ら
れ
、
ま
た
後
述
の
よ
う
に
同
年

白
布
高
湯
で
行
わ
れ
た
鉄
砲
一
〇
〇
〇
挺
張
り
立
て
の
総
監
督
も
兼
帯
し

た
。
寛
永
三
年
、
鉄
砲
足
軽
五
十
人
の
組
頭
と
な
り
、
同
五
年
死
去
し
た
。

こ
こ
に
記
さ
れ
る
種
子
島
流
師
範
の
丸
田
九
左
衛
門
と
吉
田
家
に
つ
い

て
次
に
述
べ
た
い
と
思
う
。

2
、
吉
田
家
と
北
信
濃
の
鉄
砲
衆

『
童
子
百
物
か
た
り
』
に
は
、
吉
田
綱
富
か
ら
五
代
前
の
先
祖
で
あ
る
吉

田
藤
左
衛
門
と
そ
の
弟
の
次
左
衛
門
、
吉
田
一
無
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
み
ら

れ
る
。
第
七
話
で
は
、
藤
左
衛
門
は
会
津
よ
り
引
っ
越
し
て
き
た
者
で
、
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正
保
年
中
に
丸
田
の
三
十
目
筒
の
鉄
砲
の
打
ち
手
と
し
て
大
き
な
功
績
を

建
て
た
た
め
、
代
々
並
み
の
扶
持
よ
り
多
く
も
ら
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い

る
。「
丸
田
」
と
い
う
の
は
、
先
に
挙
げ
た
種
子
島
流
の
丸
田
九
左
衛
門
の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
第
九
話
に
お
い
て
も
、
壮
年
か
ら
一
無
が
丸
田
へ
入

門
し
て
鉄
砲
五
十
目
筒
を
長
年
打
っ
て
き
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
関
係
か
ら
、
吉
田
綱
富
の
先
祖
や
親
戚
が
与
板
衆
の
種
子
島
流
鉄
砲
師

範
の
丸
田
家
に
師
事
し
て
鉄
砲
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
上
杉
御
年
譜
二
十
三
）
23
（

』
で
吉
田
一
無
の
先
祖
を
た
ど
る
と
、
次
左
衛
門
と

い
う
名
前
が
あ
り
、
や
は
り
丸
田
九
左
衛
門
に
師
事
し
て
鉄
砲
を
学
ん
で
い

る
。
こ
の
次
左
衛
門
の
三
代
前
の
「
吉
田
源
左
衛
門
」
は
越
後
の
妻
在
出
身
、

会
津
へ
供
奉
し
た
と
あ
る
。
新
潟
県
の
妻
有
は
、
新
潟
県
南
端
、
長
野
県
と

の
県
境
に
近
い
地
域
を
指
す
。
越
後
国
妻
有
荘
を
め
ぐ
っ
て
は
、
西
川
広
平

「
戦
国
大
名
武
田
家
と
市
河
家
）
24
（

」
に
お
い
て
上
杉
家
と
武
田
家
が
領
地
争
い
を

繰
り
返
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
在
地
の
地
侍
が
上
杉
家
や
武
田
家
の
家

臣
と
な
っ
て
土
地
を
安
堵
さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
家
の
菩
提

寺
は
米
沢
の
常
慶
院
で
あ
る
が
、
常
慶
院
は
長
野
県
下
水
内
郡
栄
村
に
市
川

家
（
市
河
家
）
が
建
立
し
た
寺
院
で
、
上
杉
家
の
移
封
に
従
っ
て
米
沢
に
移
っ

た
。
吉
田
藤
左
衛
門
が
師
事
し
た
と
い
う
丸
田
九
左
衛
門
、
市
川
家
も
武
田

家
か
ら
上
杉
家
の
家
臣
と
な
っ
て
米
沢
へ
供
奉
し
た
北
信
州
出
身
の
武
士
で

あ
っ
た
。
常
慶
院
、
市
河
家
、
そ
し
て
鉄
砲
師
範
の
丸
田
と
の
関
係
を
考
え

る
と
、
吉
田
家
も
同
じ
よ
う
に
北
信
出
身
の
武
士
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

先
に
「
与
板
組
」
に
武
芸
者
や
鉄
砲
関
係
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
指
摘

を
引
用
し
た
が
、
村
石
正
行
「
直
江
兼
続
と
信
濃
侍
）
25
（

」「
三
、
与
板
衆
と
信

濃
侍
」
で
は
、「
兼
続
は
鉄
砲
製
造
に
力
を
注
い
だ
と
い
わ
れ
米
沢
に
鉄
砲

屋
町
を
建
設
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
も
と
で
信
濃
侍

が
火
器
取
扱
を
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
」
と

あ
る
。
村
石
氏
の
論
考
に
よ
る
と
、
北
信
濃
地
域
で
は
上
杉
家
、
武
田
家

が
争
い
を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
天
正
十
年
に
武
田
家
が
滅
び
て
、
本
能

寺
の
変
が
お
こ
る
と
対
抗
勢
力
の
な
く
な
っ
た
北
信
濃
で
は
、
上
杉
家
へ

の
出
仕
が
相
次
い
だ
と
い
う
。
そ
し
て
直
江
兼
続
が
信
濃
の
武
士
を
配
下

に
お
い
て
、
そ
の
火
器
技
術
や
鉱
山
技
術
、
鉄
砲
の
買
い
付
け
ル
ー
ト
を

活
用
し
て
い
た
こ
と
を
書
状
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
井
原
今
朝
男
「
高
井
地
方
の
中
世
史
（
六
）
下）

26
（

」
の
「
5　

北
信

濃
鉄
砲
衆
と
岸
和
田
流
鉄
炮
伝
書
」
で
は
、
長
野
市
七
二
会
地
区
の
守
田

神
社
に
残
さ
れ
て
い
た
岸
和
田
流
鉄
炮
伝
書
が
天
正
年
間
か
ら
元
和
年
間

に
書
か
れ
た
日
本
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
守
田
神
社
が
戦
国
期
に
「
モ
リ

タ
明
神
」
と
記
さ
れ
た
修
験
道
で
あ
っ
た
こ
と
、
江
戸
時
代
初
期
に
兼
続

家
臣
で
与
板
衆
の
尾
崎
孫
十
郎
の
子
孫
が
岸
和
田
流
鉄
炮
伝
書
の
写
し
を

所
有
し
て
お
り
、
修
験
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
北
信
濃
の
修
験
道

と
鉄
砲
が
密
接
な
関
系
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

吉
田
綱
富
が
与
板
に
赴
い
て
酒
呑
童
子
の
屋
敷
を
見
た
り
、
酒
呑
童
子

の
言
い
伝
え
を
『
童
子
百
物
か
た
り
』
に
記
し
た
背
景
に
は
、
常
慶
院
を

菩
提
寺
と
す
る
市
川
（
市
河
）
氏
と
同
じ
く
、
吉
田
家
も
北
信
出
身
で
あ

り
、
与
板
衆
の
鉄
砲
師
範
で
あ
る
丸
田
に
師
事
し
て
い
た
こ
と
、
北
信
州

地
域
の
地
侍
や
修
験
が
鉄
砲
を
扱
う
た
め
の
火
器
や
鉱
山
、
金
属
を
扱
う

技
能
を
備
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
と
関
わ
り
を
も
っ
て
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い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仮
面
不
離
の
モ
チ
ー
フ
を
含
む
Ｃ
３
タ
イ
プ
の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
も

長
野
県
栄
村
の
極
野
（
に
て
の
）
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
栄
村
は
明
治
8
年

の
堺
村
合
併
ま
で
、
旧
志
久
見
村
に
属
す
小
字
で
あ
っ
た
。
志
久
見
郷
は

常
慶
院
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
り
市
川
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
。

ま
た
長
野
県
中
野
市
片
塩
村
の
堀
内
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
『
湯
殿
山

道
中
記
）
27
（

』
で
は
、
そ
の
道
中
に
「
常
慶
院
」「
定
正
院
」
と
共
に
、「
酒
呑

童
が
児
に
上
り
し
寺
也
」
と
し
て
徳
昌
寺
と
い
う
寺
院
が
記
さ
れ
て
い
る
。

上
杉
定
正
の
院
号
を
寺
名
と
し
た
長
岡
市
の
定
正
院
、
直
江
家
の
菩
提
寺

で
あ
る
与
板
町
の
徳
昌
寺
を
訪
ね
た
が
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
と
の
関
わ
り

は
不
明
で
あ
っ
た
。
中
野
市
片
塩
村
の
堀
内
家
は
「
史
料
紹
介
『
湯
殿
山

道
中
記
』」
を
執
筆
し
た
高
木
氏
か
ら
「
裕
福
な
お
百
姓
」
と
う
か
が
っ
て

い
る
。
こ
の
地
域
は
近
世
期
に
幕
領
に
な
る
ま
で
は
、
直
江
兼
続
の
臣
下

で
あ
る
高
梨
頼
親
の
所
領
で
、
高
梨
氏
も
直
江
兼
続
に
鉄
砲
衆
を
斡
旋
し

て
い
た）

28
（

。
徳
昌
寺
は
「
文
禄
三
年
定
納
員
数
目
録
」
で
「
与
板
衆
」
と
記

さ
れ
て
い
る
た
め
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
が
北
信
地
域
で
「
与
板
衆
」
と
共

に
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
史
料
か
ら
、「
酒
呑
童
子
」
伝
説
が
北
信
地
方
の
鉄
砲
、
火
器
、

鉱
山
の
技
能
を
持
つ
人
々
の
間
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。

三
、
風
神
と
鍛
冶

一
章
で
B
タ
イ
プ
に
分
類
し
た
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
の
背
景
に
、
金
属

産
業
や
鍛
冶
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ

の
こ
と
に
関
連
し
て
、「
五
十　

酒
呑
童
子
の
こ
と
」
で
は
、
酒
呑
童
子
が

来
る
と
強
風
が
吹
く
と
い
う
興
味
深
い
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
そ
の
夜
は
、

き
わ
め
て
風
雨
の
強
い
大
風
で
あ
る
と
い
う
。
今
も
秋
の
盛
り
に
大
嵐
が

あ
れ
ば
、「
今
年
も
童
子
が
来
た
」
と
言
っ
て
、
翌
朝
み
る
と
、
青
柿
が
さ

ん
ざ
ん
に
も
ぎ
落
さ
れ
、
木
の
下
に
青
葉
が
散
乱
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、

申
し
伝
え
て
い
る
」
と
い
う
。
鍛
冶
と
大
風
の
関
係
に
つ
い
て
、
谷
川
健

一
は
「
伊
吹
の
弥
三
郎
）
29
（

」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

近
江
の
国
に
も
、
美
濃
尾
張
の
国
に
も
、
つ
と
に
知
ら
れ
て
き
た
伊
吹

山
の
猛
風
は
、
鍛
冶
の
神
の
贈
り
物
で
あ
っ
た
。
私
は
か
つ
て
岐
阜
県
不

破
郡
垂
井
町
に
あ
る
南
宮
神
社
の
宮
司
の
宇
都
宮
さ
ん
に
、
次
の
話
を
き

い
た
こ
と
が
あ
る
。
伊
吹
お
ろ
し
と
呼
ば
れ
る
西
北
風
が
吹
き
ま
く
る
冬

に
は
、
む
か
し
は
た
た
ら
を
風
の
方
に
向
け
て
お
く
と
、
足
で
つ
よ
く
踏

ま
な
い
で
も
、
風
が
炉
に
入
っ
て
炭
を
お
こ
す
こ
と
が
で
き
た
、
と
鋳
物

師
仲
間
で
い
っ
て
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
伊
吹
山
の
周
辺
に
古
代
か
ら

こ
の
風
を
利
用
し
て
銅
や
鉄
を
精
錬
す
る
人
た
ち
が
住
ん
で
い
た
。（
略
）

　

琵
琶
湖
の
ほ
と
り
に
あ
る
草
津
市
の
志
那
の
あ
た
り
で
は
、
北
東
の

風
が
つ
よ
く
吹
く
こ
と
を
「
今
日
は
イ
ブ
ウ
や
」
と
い
う
と
、
地
元
の

人
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
昔
の
近
江
の
人
た
ち
は
、
伊
吹
山
の
強
風

を
弥
三
郎
の
伝
説
に
ひ
っ
か
け
て
、
弥
三
郎
風
と
表
現
し
た
も
の
と
私

は
考
え
る
。
伊
吹
の
弥
三
郎
は
鍛
冶
神
の
化
身
で
あ
り
、
鉄
人
で
あ
っ

た
が
、
た
い
へ
ん
な
乱
暴
者
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
か
ら
、
鍛
冶
に
必
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要
な
伊
吹
山
の
猛
風
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
伊
吹
山
の
猛
風
を
弥
三
郎
風
と
呼
ん
だ
。

農
業
を
営
む
人
々
に
と
っ
て
暴
風
は
大
敵
で
あ
り
、
雨
乞
い
と
共
に
風

封
じ
を
願
う
祭
礼
も
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
銅
や
鉄
の
精
錬
を
営
む

人
々
に
と
っ
て
は
、
大
風
が
恵
と
な
る
一
面
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
鍛
冶
の

神
が
風
を
お
こ
す
と
い
う
言
い
伝
え
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
斎
藤
嘉
吉「
鍛

冶
職
よ
り
聞
い
た
あ
れ
こ
れ）

30
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」「
金
山
講
（
ふ
い
ご
祭
）
に
つ
い
て
」
に
も

「
十
二
月
八
日
の
日
に
降
子
が
天
か
ら
降
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
「
ふ
い
ご
」

を
使
う
、
鍛
冶
、
鋳
物
師
は
、
こ
の
日
に
ふ
い
ご
祭
を
行
な
う
。
又
こ
の

日
に
は
風
が
吹
い
て
荒
れ
る
と
云
」
う
。

第
五
十
話
に
お
い
て
作
者
が
書
き
記
し
た
、
酒
呑
童
子
の
到
来
と
共
に

大
風
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
言
い
伝
え
は
、
近
江
で
吹
い
た
大
風
が
弥
三

郎
風
と
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
、
酒
呑
童
子
と
鍛
冶
神
と
の
関
わ
り
が
示
唆

さ
れ
る
。
ま
た
『
童
子
百
物
か
た
り
』
の
第
二
一
話
「
大
雷
の
こ
と
」、
第

二
二
話
「
狼
の
こ
と
」
に
出
て
く
る
雷
や
狼
も
谷
川
健
一
に
よ
っ
て
鍛
冶

の
伝
承
を
反
映
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

31
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。

四
、『
童
子
百
物
か
た
り
』
の
「
狐
」
む
か
し
と
鍛
冶
の
稲
荷
信
仰

二
章
１
節
で
は
、
吉
田
家
に
鉄
砲
を
扱
う
人
々
が
い
た
こ
と
に
触
れ
て
、

そ
の
種
子
島
流
の
師
匠
が
与
板
衆
の
丸
田
九
左
衛
門
で
あ
り
、
与
板
衆
に

は
鉄
砲
関
係
者
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
与
板
衆
に
は
「
文
禄
三
年
定

納
員
数
目
録
」
に
「
御
鍛
冶
奉
行
集　

一
、百
石　

鉄
砲
屋　

本
五
郎
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
鉄
炮
鍛
冶
が
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。『
米
沢
市
史　

2
』
で
は
、
上
杉
景
勝
が
領
内
舟
井
村
（
北
蒲
原
郡
船
井
村
か
）
で
鉄
砲

を
製
造
し
、
百
挺
鉄
砲
組
も
編
成
し
て
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
に

は
新
発
田
重
家
と
の
戦
闘
の
た
め
に
越
中
か
ら
唐
人
丹
後
守
広
を
招
き
、

鉄
砲
の
早
込
め
の
指
南
に
あ
た
ら
せ
た
と
あ
る
。

新
潟
県
の
与
板
は
金
物
産
業
が
盛
ん
な
土
地
で
、『
与
板
町
史　

上
』
で

は
直
江
景
綱
が
春
日
山
城
下
か
ら
刀
剣
師
を
招
い
た
こ
と
に
始
ま
る
と
あ

る
。
岩
方
と
い
う
場
所
に
は
製
鉄
遺
跡
も
あ
り
、
長
岡
科
学
博
物
館
に
よ

る
と
田
に
作
物
の
な
い
春
先
に
は
そ
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
そ
う
で
あ
る
。

『
与
板
町
史　

民
俗
篇
）
32
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』
の
鍛
冶
の
信
仰
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
稲
荷
信

仰
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
話
が
み
ら
れ
る
。
終
戦
前
は
、
元
旦
の
日
は
鍛
冶
屋

は
休
み
で
あ
っ
た
が
二
日
は
「
起
き
初
め
」
と
い
っ
て
仕
事
始
め
で
あ
っ
た
。

新
し
い
「
起
き
初
め
」
に
造
る
の
は
剣
と
小
さ
い
鎌
で
、
そ
れ
は
稲
荷
の
御

神
体
だ
と
い
う
。
ま
た
鞴
祭
り
も
稲
荷
大
明
神
と
関
係
が
あ
り
、「
十
一
月
八

日
は
本
県
の
金
物
業
者
も
仕
事
を
休
ん
で
鞴
祭
り
を
行
う
。
こ
れ
は
山
城
国

紀
伊
郡
稲
荷
大
明
神
で
行
な
う
火
燈
の
神
事
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
九
年
八
月
に
、
与
板
の
渡
徳
工
業
で
「
ふ
い
ご
祭
り
」
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
話
を
伺
っ
た
。
与
板
の
町
は
、
金
物
産
業
が
歴
史
的
に
盛

ん
で
あ
っ
た
が
金
山
神
社
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
都
野
神
社
に
五
、六
十
年

前
に
金
山
神
社
を
作
っ
て
も
ら
い
、十
一
月
三
日
頃
に
ふ
い
ご
祭
り
を
行
っ

て
い
た
。
そ
の
神
社
は
元
は
船
を
祀
る
神
社
で
あ
っ
た
。
ふ
い
ご
祭
り
を

行
っ
て
い
た
金
山
講
は
平
成
二
十
八
年
に
解
散
し
た
が
、
現
在
で
も
十
一
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月
の
第
一
日
曜
日
に
御
祓
い
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
白
装
束
で
は
が

ね
を
打
っ
た
り
は
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

与
板
町
の
金
山
神
社
の
歴
史
が
新
し
い
の
は
、
与
板
に
お
け
る
金
物
信

仰
の
中
心
が
稲
荷
信
仰
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
与
板
町
史　

上
』
に
は
、
与
板
で
金
物
産
業
を
創
始
し
た
と
伝
わ
る
直
江
家
が
城
山
稲

荷
神
社
（
現
、
与
板
城
跡
）
に
「
包
丁
刀
」
を
奉
納
し
た
と
伝
え
て
い
る

が
、
都
野
神
社
に
あ
る
金
山
神
社
の
脇
に
分
祀
が
祀
ら
れ
て
い
る
。『
与
板

町
史　

民
俗
篇
』
で
は
、
与
板
鍛
冶
の
間
で
稲
荷
信
仰
が
盛
ん
な
理
由
に

つ
い
て
、
鞴
に
狐
の
皮
を
使
用
し
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、「
大
陸
か
ら
伝
来

の
陰
陽
五
行
説
や
十
二
支
な
ど
の
影
響
を
含
ん
だ
原
始
宗
教
の
一
種
で
、

お
そ
ら
く
風
神
信
仰
の
発
達
し
た
も
の
で
な
か
ろ
う
か
」
と
考
察
し
て
、

そ
の
諸
相
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

現
在
、
鍛
冶
関
係
業
者
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
鞴
祭
り
が
御
神
体
と

称
す
る
鉄
製
器
物
の
ほ
か
に
、
神
と
し
て
は
稲
荷
を
祀
っ
て
い
る
理
由
も

こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
み
ち
び
き
だ
せ
る
の
で
あ
る
。「
人
倫
訓
蒙
図

鑑
」（
一
九
六
〇
年
刊
）
に
よ
れ
ば
「
鞴
は
京
童
の
説
に
稲
荷
の
神
が
天

上
よ
り
も
た
ら
し
た
も
の
」
と
言
う
伝
え
も
あ
る
。
寛
延
四
年
発
刊
の

「
江
戸
年
中
行
事
」
に
よ
る
と
「
十
一
月
八
日
鞴
祭
り
こ
の
日
鍛
冶
、
鋳

物
師
、
白
銀
細
工
す
べ
て
鞴
を
使
う
職
人
、
稲
荷
の
神
を
ま
つ
り
、
俗
に

ホ
タ
ケ
と
言
う
。
ホ
タ
ケ
は
火
焼
也
」
と
あ
っ
て
稲
荷
信
仰
に
従
来
い
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
農
業
や
商
業
の
神
と
は
違
っ
た
一
面
が
あ
る
こ
と
を
説

い
て
い
る
。
そ
し
て
五
行
説
や
鉄
冶
金
と
強
く
結
び
つ
く
と
、
出
雲
の
製

鉄
神
、
金
屋
子
神
、
と
な
っ
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う）
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。

こ
の
よ
う
な
鍛
冶
と
稲
荷
信
仰
の
関
係
を
踏
ま
え
る
と
、『
童
子
百
物
か

た
り
』
の
「
一　

金
花
山
常
慶
院
、
狐
の
釡
の
こ
と
」「
二
、
高
玉
村
瑞
龍

院
、
狐
の
こ
と
」
の
二
話
は
、
孫
に
せ
が
ま
れ
て
語
る
「
狐
」
む
か
し
以
上

の
意
味
合
い
を
帯
び
て
く
る
。
こ
の
両
話
で
は
、
世
間
話
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
人
を
だ
ま
す
狐
で
は
な
く
、
神
の
眷
属
と
し
て
狐
が
描
か
れ
て
い
る
。

二
話
の
舞
台
と
な
る
常
慶
院
と
瑞
龍
院
は
末
寺
と
本
寺
の
関
係
に
あ
た
る
。

常
慶
院
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
北
信
濃
出
身
の
市
川
家
、
吉
田
家
の
菩
提

寺
で
、
現
在
は
米
沢
市
と
長
野
県
栄
村
に
あ
る
。
瑞
龍
院
は
山
形
県
白
鷹
町

に
あ
り
、
近
世
期
の
白
鷹
町
は
米
沢
藩
の
所
領
で
あ
っ
た
。
瑞
龍
院
は
「
稲

荷
山　

瑞
龍
院
」
と
称
し
、
朱
の
鳥
居
の
稲
荷
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
現

在
は
無
住
寺
で
あ
る
が
、
そ
の
敷
地
は
大
変
広
大
で
名
刹
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

『
童
子
百
物
か
た
り
』
の
一
話
目
は
、
常
慶
院
の
寺
宝
「
文
福
茶
釡
」
に

由
来
す
る
伝
説
で
あ
る
が
、
常
慶
院
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
「
寺
宝

「
文
福
茶
釡
」
は
、
約
千
数
百
年
前
の
古
代
中
国
製
で
、
貢
物
と
し
て
朝
廷

に
献
上
さ
れ
、
将
軍
家
よ
り
大
名
上
杉
家
に
渡
り
、
謙
信
公
御
愛
用
と
し

て
、
二
代
景
勝
公
の
従
兄
弟
で
あ
る
当
院
九
世
本
悦
和
尚
の
も
と
に
伝
え

ら
れ
た
。」
と
あ
る
。

第
一
話
で
九
代
目
本
悦
和
尚
は
、
弥
八
郎
狐
が
京
都
に
位
を
も
ら
い
に

行
く
時
に
巻
物
を
預
か
る
。
そ
の
間
、
常
慶
院
は
数
々
の
怪
異
に
見
舞
わ

れ
、
巻
物
を
狙
う
輩
に
弓
や
鉄
砲
ま
で
打
ち
込
ま
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら

は
狐
で
あ
り
、
鉄
砲
と
思
っ
た
の
は
小
さ
な
石
つ
ぶ
て
で
あ
っ
た
。
巻
物
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を
守
っ
た
御
礼
に
、
弥
八
郎
狐
は
京
都
の
古
道
具
店
で
見
つ
け
た
釡
を
置

い
て
い
く
。
そ
の
釡
は
神
器
で
、
飯
や
粥
を
炊
い
て
疫
病
や
瘧
の
病
人
に

与
え
る
と
全
快
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
和
尚
は
雨
乞
い
に

優
れ
た
力
を
持
っ
て
お
り
、
市
川
殿
か
ら
出
た
僧
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
狐
の
釡
は
後
に
、
下
長
井
高
玉
村
（
白
鷹
町
）
で
疫
病
が
流
行

し
た
時
に
、
瑞
龍
院
が
釡
を
借
り
て
供
御
を
炊
き
、
疫
病
退
治
の
祈
祷
を

し
て
病
人
に
食
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
著
し
い
効
き
目
が
あ
っ
た
。
ま
た
瑞

龍
院
は
常
慶
院
の
本
寺
で
、
後
に
は
弥
八
郎
狐
の
子
孫
が
瑞
龍
院
の
狐
と

同
居
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
も
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。

常
慶
院
で
は
、
住
職
が
狐
の
釡
の
紙
芝
居
を
語
り
聞
か
せ
て
く
だ
さ
り
、

狐
の
釡
も
拝
見
さ
せ
て
頂
い
た
。
鉄
製
で
あ
る
た
め
底
は
既
に
錆
び
て
い

る
そ
う
で
あ
る
。
本
堂
の
脇
の
部
屋
に
市
川
家
の
代
々
の
位
牌
が
祀
ら
れ

て
い
た
。
印
象
的
で
あ
っ
た
の
は
そ
の
裏
の
部
屋
に
神
棚
が
あ
っ
て
、
伏

見
稲
荷
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

二
話
目
の
高
玉
村
瑞
龍
院
の
狐
の
話
に
も
格
別
な
狐
が
登
場
す
る
。
仕
事

で
高
玉
村
に
訪
れ
た
作
者
は
、
休
憩
の
た
め
に
瑞
龍
院
に
立
ち
寄
る
と
、
住

持
の
代
わ
り
に
三
十
歳
く
ら
い
の
長
老
が
出
迎
え
る
。
作
者
は
こ
の
長
老
を

「
伊
賀
の
国
」
の
者
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
作
者
の
リ
ク
エ
ス
ト
で
瑞
龍

院
の
狐
が
披
露
さ
れ
る
が
、
そ
の
狐
は
「
御
稲
荷
」（
お
と
う
か
）
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
瑞
龍
院
の
狐
は
食
べ
物
を
も
ら
う
順
番
を
守
り
、
食
べ
物
に
不

浄
な
火
が
ま
じ
る
と
食
べ
な
い
。
長
老
が
語
る
に
は
、
飯
炊
き
が
指
を
切
っ

た
手
で
握
っ
た
お
供
え
を
狐
が
拒
否
し
、
火
を
清
め
て
新
た
に
炊
い
て
供
え

る
と
食
べ
た
と
い
う
。
ま
た
瑞
龍
院
は
、
住
職
の
品
行
が
悪
い
と
夜
中
に
枕

返
し
に
あ
っ
て
勤
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
格
別
の
霊
地
で
あ
り
、
末

寺
が
奥
羽
に
五
百
八
も
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
童
子
百
物
か
た
り
』
の
八
、十
、十
三
、十
六
、十
八
、十
九
話
は
、
狐
や

カ
ワ
ウ
ソ
が
人
を
化
か
す
世
間
話
の
よ
う
で
あ
る
が
、
常
慶
院
の
狐
は
人

を
病
か
ら
救
う
鉄
の
釡
を
も
た
ら
し
、
瑞
龍
院
の
狐
は
明
確
に
「
御
稲
荷
」

と
記
さ
れ
て
不
浄
の
も
の
を
食
べ
な
い
高
尚
な
狐
で
あ
る
。
三
十
五
話
で

も
猪
苗
代
衆
が
女
性
に
化
け
た
狐
を
打
と
う
と
す
る
が
、
狐
の
霊
力
で
鉄

砲
の
口
火
が
立
ち
合
わ
ず
、
エ
サ
に
仕
掛
け
た
油
鼠
が
取
ら
れ
て
し
ま
う
。

四
十
五
話
で
は
、
飯
綱
の
法
を
修
め
た
家
系
の
人
が
弘
法
大
師
に
化
け
た

獺
の
い
た
ず
ら
を
見
破
っ
て
い
る
。

『
童
子
百
物
か
た
り
』
を
通
し
て
語
ら
れ
る
「
狐
む
か
し
」
は
子
供
に
語

る
昔
話
、
単
純
な
世
間
話
と
い
う
装
い
の
裏
に
狐
の
霊
力
を
強
調
す
る
側

面
も
み
ら
れ
、
常
慶
院
や
瑞
龍
院
に
伏
見
稲
荷
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
慮
す
る
と
稲
荷
信
仰
と
の
関
わ
り
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
与
板
鍛
冶

を
始
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
直
江
家
が
城
山
稲
荷
神
社
に
奉
納
し
た
包
丁
刀

が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
与
板
町
の
鍛
冶
職
人
は
稲
荷
信
仰
を
重
ん
じ
た
形

跡
が
あ
り
、
本
書
で
描
か
れ
る
「
狐
む
か
し
」
は
、
稲
荷
信
仰
と
金
属
産

業
と
の
関
わ
り
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め

先
行
研
究
に
お
い
て
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
に
は
、
鉱
山
や
鍛
冶
産
業
と
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の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
新
潟
県
の
弥
彦
村
や
岩
室
村
に
み
ら
れ

る
酒
呑
童
子
に
は
鉄
人
の
性
質
が
備
わ
っ
て
い
る
。
一
方
、
新
潟
や
東
北

地
方
に
は
執
心
や
妬
み
と
い
っ
た
心
の
鬼
と
関
わ
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説

が
み
ら
れ
る
。
本
論
で
は
こ
れ
を
Ｃ
タ
イ
プ
に
分
類
し
、
Ｃ
1
、
2
の
話

と
瞽
女
歌
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
Ｃ
3
に
分
類
し
た
仮
面
不

離
譚
を
含
む
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
に
は
、
瞽
女
歌
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ

な
か
っ
た
。

次
に
山
形
県
に
お
け
る
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
を
記
す
『
童
子
百
物
か
た
り
』

の
記
述
を
元
に
考
察
を
試
み
た
。『
童
子
百
物
か
た
り
』
の
作
者
、
吉
田
綱

富
は
自
身
の
家
系
に
鉄
砲
で
賞
与
を
受
け
た
人
物
が
い
た
こ
と
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
。
米
沢
藩
で
鉄
砲
を
扱
っ
た
中
に
は
、
与
板
衆
と
呼
ば
れ
る

人
々
が
多
か
っ
た
が
与
板
出
身
者
に
限
ら
ず
、
火
器
を
取
り
扱
う
北
信
の
武

士
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
。「
文
禄
三
年
定
納
員
数
目
録
」
に
よ
る
と
、
北

信
地
域
の
多
く
の
地
侍
が
与
板
衆
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
人
員
は

元
武
田
の
家
臣
、
所
領
安
堵
の
た
め
に
上
杉
家
と
武
田
家
双
方
と
の
関
わ

り
を
維
持
し
た
地
侍
に
い
た
る
ま
で
様
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
土
地
の
安

堵
や
生
き
残
り
を
か
け
て
、
時
流
を
読
み
つ
つ
主
君
を
選
ぶ
必
要
が
あ
っ

た
。
兵
農
分
離
が
完
遂
さ
れ
る
以
前
の
土
豪
、
農
民
は
農
業
に
従
事
す
る

一
方
で
戦
闘
に
も
の
ぞ
む
と
い
う
未
分
離
な
部
分
が
あ
り
、
土
地
を
中
心

に
共
同
体
の
つ
な
が
り
を
保
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
共

同
体
の
特
性
は
、
鉱
山
や
火
薬
の
調
合
の
知
識
、
鉄
砲
に
関
す
る
技
能
、

材
料
を
得
る
土
地
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
、
金
属
産
業
と
関
係
の
深
い

「
酒
呑
童
子
」
伝
説
は
職
能
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
結
び
つ
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鉄
砲
に
は
修
験
者
も
深
く
関
与
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。C

3
の
仮
面
不
離
を
語
る
二
話
は
山
形
県
と
長
野
県
に
み
ら
れ
、
白
鷹

町
の
瑞
龍
院
と
栄
村
の
常
慶
院
が
本
寺
と
末
寺
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が

考
慮
さ
れ
る
。
栄
村
、
米
沢
、
白
鷹
町
の
系
列
寺
院
に
諸
国
を
行
脚
す
る

僧
侶
や
修
験
者
の
往
来
が
あ
っ
て
、
同
じ
系
統
の
伝
説
が
伝
わ
る
可
能
性

は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
二
話
に
は
仮
面
不
離
モ
チ
ー
フ
の
外
に
金

時
伝
説
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
山
姥
と
金
時
が
登
場
す
る
。
山
姥
伝
説
は

山
の
神
信
仰
と
の
関
係
が
深
い
。
C
3
タ
イ
プ
の
伝
説
は
山
師
の
信
仰
や

山
の
神
を
祀
る
面
神
楽
、
面
風
流
な
ど
の
観
点
か
ら
も
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

注（
1
） 

拙
稿
「
新
潟
の
「
酒
呑
童
子
」
伝
説
―
国
上
寺
に
伝
わ
る
伝
説
を
中
心

に
―
」『
草
莽
の
口
承
文
芸
5
』
二
〇
一
九　

國
學
院
大
學
口
承
文
芸

研
究
会

（
2
） 「
酒
呑
童
子
若
壮
」　

横
山
重
編
『
古
浄
瑠
璃
正
本
集
3
』
一
九
六
四　

角
川
書
店

（
3
） 『
鉄
人
伝
説
・
鍛
冶
神
の
身
体
』
一
九
九
七　

鉄
の
道
文
化
圏　

金
屋

子
神
話
民
俗
館　

特
別
図
録
シ
リ
ー
ズ
2　

引
用
は
五
頁

（
4
） 
宮
本
正
章
「「
大
江
山
伝
説
」
成
立
考
」『
近
畿
民
俗
』
48
一
九
六
九　

近
畿
民
俗
学
会

（
5
） 

若
尾
五
雄
「
鬼
と
金
工
」『
怪
異
の
民
俗
学
4
』
二
〇
〇
〇　

河
出
書

房
新
社
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（
6
） 

谷
川
健
一
「
弥
三
郎
婆
」『
谷
川
健
一
著
作
集
5
』
一
九
八
五　

三
一

書
房

（
7
） （
6
）
同
掲
書
、
三
一
八
〜
九
頁

（
8
） 「
弥
彦
銅
山
一
件
」『
弥
彦
村
史
事
典
』
二
〇
〇
九　
弥
彦
村
教
育
委
員
会

（
9
） 「
艶
書
の
執
心
、
鬼
と
成
り
し
事
」
高
田
衛
校
註
「
諸
国
百
物
語
」『
江

戸
怪
談
集　

下
』
一
九
八
九　

岩
波
文
庫

（
10
） 「
す
み
か
の
や
ま
」『
菅
江
真
澄
全
集
3
』
一
九
七
二　

未
来
社

（
11
） 「
次
郎
が
淵
」
酒
井
薫
風
『
田
尻
村
の
話
』
一
九
七
五　

柏
崎
郷
土
資

料
刊
行
会

（
12
） 

南
方
熊
楠
「
磯
崎
に
就
て
」
中
瀬
喜
陽
編
『
南
方
熊
楠
―
門
弟
へ
の
手

紙
―
上
松
蓊
へ
』
一
九
九
〇　

日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部

（
13
） 

板
垣
俊
一
『
越
後
瞽
女
歌
集
―
研
究
と
資
料
』
二
〇
〇
九　

三
弥
井
書

店　

一
五
一
頁
参
照

（
14
） （
13
）
同
掲
書　

六
六
五
頁

（
15
） 「
童
子
百
物
か
た
り
」
水
野
道
子
編
『
米
沢
地
方
昔
話
集
』
一
九
七
六　

三
弥
井
書
店

（
16
） 

吉
田
綱
富
著
、
水
野
道
子
訳
『
童
子
百
物
か
た
り
』
二
〇
一
九　
七
月
社

（
17
） 『
与
板
町
史　

通
史
編　

上
』
一
九
九
九　

与
板
町
編

（
18
） 『
特
別
展　

直
江
兼
続
』
二
〇
一
八　

米
沢
市
上
杉
博
物
館

（
19
） 「
文
禄
三
年
定
納
員
数
目
録
」
斎
藤
秀
平
著
『
新
潟
県
史　

江
戸
時
代

篇
（
下
）』
一
九
六
四　

野
島
出
版

（
20
） 

木
村
康
裕
「
先
祖
由
緒
書
・
与
板
組
に
つ
い
て
」『
編
集
紀
要　

町
史

よ
い
た
』
第
2
集　

一
九
九
一　

与
板
町
史
編
纂
委
員
会

（
21
） 「
与
板
と
米
沢
」
前
波
善
学
編
『
与
板
史　

こ
ぼ
れ
話
』
一
九
六
二　

与
板
町
教
育
委
員
会

（
22
） 「
5
武
術
と
鉄
砲
」『
米
沢
市
史
2
』
一
九
九
一　

米
沢
市
史
編
さ
ん
委

員
会

（
23
） 『
上
杉
家
御
年
譜
二
十
三
』
一
九
八
六　

米
沢
温
故
会

（
24
） 

西
川
広
平
「
戦
国
大
名
武
田
家
と
市
河
家
」『
信
濃
』
六
〇
巻
一
〇
号　

二
〇
〇
八　

信
濃
史
学
会

（
25
） 

村
石
正
行
「
直
江
兼
続
と
信
濃
侍
」「
三
、
与
板
衆
と
信
濃
侍
」『
信
濃
』

六
〇
巻
一
〇
号　

二
〇
〇
八　

信
濃
史
学
会

（
26
） 

井
原
今
朝
男
「
高
井
地
方
の
中
世
史
（
六
）
戦
国
・
織
豊
期
の
高
井
郡

と
高
梨
・
須
田
氏
の
動
静
」（
下
）」『
須
高
』
七
六
号　

二
〇
一
三　

須
高
郷
土
史
研
究
会

（
27
） 

高
木
元
治
「
史
料
紹
介
『
湯
殿
山
道
中
記
』」『
高
井
』
第
一
九
九
号　

二
〇
一
七　

高
井
地
方
史
研
究
会

（
28
） 

村
石
氏
、
注
（
25
）
論
文
参
照

（
29
） 

谷
川
健
一
「
伊
吹
の
弥
三
郎
」『
谷
川
健
一
著
作
集
5
』
一
九
八
五　

三
一
書
房

（
30
） 

斎
藤
嘉
吉
「
鍛
冶
職
よ
り
聞
い
た
あ
れ
こ
れ
」『
高
志
路
』
二
〇
五
号　

一
九
六
五　

新
潟
県
民
俗
学
会

（
31
） 

谷
川
氏
、
注
（
6
）
論
文
参
照

（
32
） 

与
板
町
編
『
与
板
町
史　

民
俗
篇
』
一
九
九
五　

与
板
町

（
33
） （
32
）
同
掲
書
、
二
四
五
〜
二
五
五
頁

参
考
論
文

水
野
道
子
「
常
慶
院
蔵
『
金
花
山
狐
之
釡
縁
起
』」『
伝
承
文
学
研
究
』
16　

一
九
七
四　

三
弥
井
書
店

 

（
に
し
ざ
・
り
え
／
國
學
院
大
學
博
士
課
程
後
期
）
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表
．「
酒
呑
童
子
」 伝
説
の
話
型
分
類

No

場
所

登
場
人
物

分
類

手
紙

鬼
に
な
る
き
っ
か
け

備
考

資
料

艶
書
の

執
心

顔
に
落
書

き
さ
れ
る
仮
面

不
離

1
新
潟
県
中
蒲
原
郡

横
越
町

頼
光
と
酒
呑
童
子

A

御
伽
草
子
「
羅
生
門
」

『
横
越
の
昔
話
』
横
越
町
編
纂
員
会

二
〇
〇
〇

2
新
潟
県
柏
崎
市
折

居
餅
粮

酒
呑
童
子

A

昔
話
「
猿
神
退
治
」・
御
伽
草
子
「
羅
生
門
」
と
融
合
、
猿
神
退
治
の

物
語
で
生
贄
を
取
り
に
来
る
猿
に
か
わ
っ
て
酒
呑
童
子
が
く
る

真
鍋
真
理
子
『
越
後
黒
姫
の
昔
話
』

一
九
七
三　

三
弥
井
書
店

3
富
山
県
射
水
郡
小

杉
町

酒
顚
童
子

A

親
が
子
供
の
頃
、
人
間
の
形
の
団
子
を
食
べ
さ
せ
て
、
人
を
食
べ
る
よ

う
に
な
る

伊
藤
曙
覧
『
越
中
射
水
の
昔
話
』

一
九
七
一　

三
弥
井
書
店

4
福
井
県
福
井
市
美

山

す
っ
て
ん
童
子

A

人
肉
を
食
す
。
退
治
さ
れ
た
酒
呑
童
子
は
蜘
蛛
の
化
物
と
な
り
、
頼
光

を
襲
う
。
昔
話
「
化
物
寺
」

『
伝
承
文
芸
』9　

奥
越
地
方
昔
話
集　

一
九
七
二　

國
學
院
大
學
民
俗
文
学

研
究
会　

5
群
馬
県
中
之
条
町

六
合
村

大
江
山
酒
呑
童
子

A

鬼
の
前
で
ラ
イ
コ
ウ
が
長
芋
を
食
べ
て
、
人
肉
を
食
べ
る
ふ
り
を
す
る
柾
谷
明
『
吾
妻
郡
昔
話
集
』

一
九
七
九

6
島
根
県
安
来
市
津

田
平

長
者
と
娘
の
間
に

う
ま
れ
た
男
の
子

A

母
親
が
乳
の
飲
み
す
ぎ
で
死
ぬ
。
乱
暴
者
で
追
い
出
さ
れ
る
。
六
部
の

飲
み
残
し
た
お
茶
を
飲
ん
で
懐
妊
し
た
子
供
（
西
行
、
弘
法
大
師
の
伝

説
と
の
融
合
）

「
大
江
山
の
酒
呑
童
子
」

『
島
根
県
安
来
市
民
話
集
』
島
根
大

学
昔
話
研
究
会　

一
九
九
〇

7
新
潟
県
西
蒲
原
郡

岩
室
村
大
字
和
納

酒
顚
童
子

B

戸
隠
に
祈
っ
て
授
か
っ
た
子
、
和
納
に
酒
呑
童
子
屋
敷
が
あ
る

『
岩
室
村
史
』
一
九
七
四　

岩
室
村

史
編
纂
委
員
会　

8
中
蒲
原
郡
村
松
町

酒
顚
童
子

B

酒
呑
童
子
が
植
え
た
欅
が
神
木
に
な
っ
て
、
若
宮
八
幡
を
勧
請
し
た
が
、

社
は
消
失
。
木
は
早
出
川
に
投
げ
入
れ
ら
れ
、
竹
林
と
な
る
。
父
系
、

母
系
と
も
断
絶
し
た

『
温
故
の
栞
』
第
五
編　

国
会
デ
ジ

タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

9
新
潟
県
燕
市
国
上 

清
之
輔

B

〇

現
在
も
砂
子
塚
に
童
子
の
屋
敷
が
残
る

小
林
嵐
潮
「
酒
呑
童
子
」
国
上
寺
蔵

「
酒
呑
童
子
略
縁
起
」
高
志
路
198　

一
九
六
三　

新
潟
民
俗
学
会

10
新
潟
県
西
蒲
原
郡

弥
彦
村

酒
顚
童
子

B

九
頭
竜
権
現
の
申
し
子
、
外
道
丸
は
楞
厳
寺
に
預
け
ら
れ
た
が
そ
の
後

消
息
不
明

中
野
象
吉
『
伝
説
の
越
後
と
佐
渡
』

萬
松
院　

一
九
二
三

11

10
に
同
じ

10
に
同
じ

B

九
頭
竜
権
現
の
申
し
子
。
砂
子
塚
村
南
塚
に
邸
宅
が
あ
り
、
酒
呑
童
子

出
生
の
旧
跡
で
あ
る
、
耕
地
に
す
る
と
奇
怪
が
あ
り
、
老
樹
が
繁
栄
す

る
。
水
田
に
童
子
田
が
あ
る

『
温
故
の
栞
』
第
四
編　

国
会
デ
ジ

タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

12

10
に
同
じ

10
に
同
じ

B

楞
厳
寺
↓
国
上
寺
↓
古
志
郡
軽
井
沢
。
山
内
東
稲
葉
の
窟
に
隠
れ
住
み
、
茨

木
童
子
と
意
気
投
合
す
る
。
童
子
が
使
っ
た
器
物
、
す
み
か
の
洞
窟
、
な
ど

が
残
る

『
温
故
の
栞
』
第
六
編　

国
会
デ
ジ

タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
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13

10
に
同
じ

10
に
同
じ

B

茨
木
童
子
と
共
に
、
古
志
郡
大
平
山
を
す
み
か
と
し
て
横
行
し
、
奇
術

に
長
け
る
、
童
子
の
住
居
は
す
べ
て
岩
窟
で
あ
り
、
真
っ
暗
な
洞
穴
で

あ
る
、
頼
光
一
行
に
退
治
さ
れ
る
（
正
暦
元
年
3
月
21
日
出
立
、
26
日

に
退
散
）

『
温
故
の
栞
』
第
七
編　

国
会
デ
ジ

タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

14

10
に
同
じ

10
に
同
じ

B

雲
上
山
国
上
寺
の
行
法
印
に
給
侍
し
て
い
た
稚
児

橘
崑
崙
茂
世
『
北
越
奇
談
』
一
九
七
八

野
島
出
版

15

10
に
同
じ

10
に
同
じ

B

酒
呑
童
子
は
八
歳
で
久
賀
躬
の
侍
童
と
な
っ
た
が
剛
勇
で
、
奇
怪
な
こ

と
を
好
む
。
衆
に
疎
ま
れ
て
、
国
上
山
中
の
東
稲
葉
の
岩
窟
に
潜
居
し

た

『
越
後
野
志
』（
下
）
一
九
三
六　

越

後
野
志
刊
行
会

16

10
に
同
じ

酒
呑
童
子

B

砂
子
塚
村
に
童
子
屋
敷
と
名
付
け
た
、
田
ん
ぼ
の
中
の
居
宅
の
跡
が
あ
る
。

ま
た
桜
林
村
に
も
あ
る
、
和
納
氏
外
塘
に
は
大
き
な
榎
樹
が
あ
る
。
こ
の

地
に
も
童
子
の
居
住
の
地
と
が
あ
り
、
水
田
に
童
子
田
と
い
う
名
前
が
つ

い
て
い
る
。

15
に
同
じ

17

10
に
同
じ

酒
呑
童
子

B

身
長
八
尺
、
奇
怪
な
こ
と
を
好
み
、
深
い
谷
で
五
穀
を
断
ち
、
キ
ノ
コ

を
た
べ
て
妖
術
修
行
を
し
た

15
に
同
じ

18
山
形
県
小
国
町
大

石
沢

イ
タ
コ
シ
カ
村
の

権
助
の
惣
領

C1

〇

〇

数
え
歌

「
酒
呑
童
子
く
ど
き
」
武
田
正
編

『
飯
豊
山
麓
の
昔
話
』
一
九
七
三　

三
弥
井
書
店

19
福
島
県
南
会
津
郡

南
会
津
町
貝
原

し
か
村
の
権
助
の

倅

C1

〇

〇

手
毬
唄

手
毬
唄
「
酒
呑
童
子
」
石
川
純
一
郎

編
『
会
津
舘
の
む
か
し
話
』

二
〇
〇
〇　

舘
岩
村
教
育
委
員
会

20
右
と
同
じ

下
新
田
の
百
姓
の

与
右
衛
門
の
息
子

C1

〇

〇

御
伽
草
子
「
羅
生
門
」、
数
え
歌

語
り
物
「
酒
呑
童
子
」『
会
津
舘
岩

の
む
か
し
話
』

21
新
潟
県
五
泉
市
矢

津

若
い
お
坊
さ
ん

C1

〇

〇

「
矢
津
の
酒
呑
童
子
②
」『
伝
説
の
国　

む
ら
ま
つ
』
村
松
町
桜
藩
塾　

一
九
九
四

22
新
潟
県
北
蒲
原
郡

豊
浦
町

酒
天
童
子

C1

〇

〇

数
え
歌

「
酒
天
童
子
」
佐
久
間
惇
一
『
波
多

野
ヨ
ス
ミ
女
昔
話
集
』
一
九
八
五
年　

波
多
野
ヨ
ス
ミ
女
昔
話
刊
行
会

23
新
潟
県
燕
市
国
上

酒
呑
童
子

C1

〇

〇

酒
呑
童
子
く
ど
き

『
分
水
町
史
』
Ⅳ
資
料
編
二
〇
〇
三

24
岩
手
県
遠
野
市
土

淵
町
柏
崎

男
振
り
の
い
い
若

い
侍

C2

〇

「
酒
呑
童
子
」
佐
々
木
徳
夫
『
遠
野

の
昔
話
』
一
九
八
五　

桜
楓
社

25
新
潟
県
燕
市
国
上

外
道
丸

C2

〇 

〇

大
大
神
楽
を
舞
う
稚
児

山
田
元
阿
「
酒
呑
童
子
ー
越
後
か
ら

大
江
山
へ
」
一
九
九
四　

考
古
堂

26
山
形
県
白
鷹
町

器
量
の
い
い
男

C3

〇

〇

数
え
歌

「
酒
呑
童
子
」武
田
正
『
牛
方
と
山
姥　

海
老
名
ち
ゃ
う
昔
話
集
』
一
九
七
〇

27
長
野
県
下
水
内
郡

栄
村
極
野

酒
呑
童
子

C3

〇

酒
呑
童
子
の
血
が
ア
ブ
や
ハ
エ
に
な
る

浅
川
欽
一
『
信
濃
の
昔
話
』
第
四　

ス
タ
ジ
オ
ゆ
に
ー
く　

一
九
八
一


