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◆ キーワード　吸い殺し田／江上操座／鎮魂／おどり念仏／日本住血吸虫症

も
う
一
つ
の
虫
追
い

　
 

―
福
岡
県
久
留
米
市
城
島
町
の
平
家
伝
説
―

内 

藤　
浩 

誉

一　
は
じ
め
に

平
安
時
代
末
期
、
西
国
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
源
平
合
戦
で
平
家
一

門
は
敗
れ
た
。
が
、
実
は
落
ち
延
び
て
い
た
と
い
う
「
落
人
伝
説
」
が
各
地

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
や
風
土
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
、
今
も
な
お
語
り
継
が
れ
て

い
る
。
九
州
の
福
岡
県
で
は
、
北
九
州
市
、
宗
像
市
、
糸
島
市
、
筑
後
市
、

み
や
ま
市
、
八
女
市
、
久
留
米
市
、
柳
川
市
、
う
き
は
市
と
広
範
に
点
在
す

る
の
だ
が
、
特
に
久
留
米
市
瀬
下
や
対
岸
の
佐
賀
県
鳥
栖
市
な
ど
筑
後
川
流

域
）
1
（

で
は
、
水
天
宮
を
中
心
と
し
た
安
徳
天
皇
潜
幸
伝
説
、
平
家
武
将
一
行
の

逃
亡
譚
な
ど
が
散
在
し
、
江
戸
時
代
か
ら
の
信
仰
が
確
認
で
き
る
。

今
回
取
り
上
げ
る
の
は
、
福
岡
県
久
留
米
市
城
島
町
の
事
例
で
あ
る
。

郷
土
の
昔
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
お
ど
り
念
仏
」
に
注
目
し
た
の
は
、

登
場
す
る
白
拍
子
・
小
菊
が
発
端
で
あ
っ
た
。
典
型
的
な
語
り
と
し
て
の

平
家
武
将
の
逃
走
譚
、
白
拍
子
が
も
た
ら
し
た
芸
能
「
躍
念
仏
」
で
鎮
魂

す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
現
地
調
査
を
し
て
み
る
と
、
一
見
し
た
平

家
伝
説
よ
り
「
吸
い
殺
し
田
」
と
称
す
る
異
色
な
主
題
が
強
烈
な
印
象
と

し
て
残
っ
た
。
こ
の
伝
説
は
、
昨
今
で
は
こ
れ
自
体
の
所
在
は
薄
れ
つ
つ

あ
り
な
が
ら
、
辛
う
じ
て
昔
話
集
収
載
の
再
話
を
も
っ
て
紹
介
さ
れ
る
傾

向
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
地
元
の
古
い
記
憶
で
足
跡
を
残
す
「
吸
い

殺
し
田
」
に
お
け
る
「
登
場
人
物
が
田
に
埋
め
ら
れ
虫
に
よ
る
吸
血
で
苦

し
み
死
ぬ
」
と
い
う
描
写
で
あ
る
。
こ
の
表
現
が
意
味
す
る
も
の
は
何
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
伝
説
が
生
ま
れ
た
の
は
何
故
な
の
か
。

こ
の
伝
承
の
背
景
と
、
人
々
の
受
容
や
信
仰
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二　
再
話
「
お
ど
り
念
仏
」
と
江
上
繰
座

ま
ず
、郷
土
昔
話
集
『
伝
承
と
想
い
出　
ふ
る
さ
と
城
島
』
収
録
の
「
お

ど
り
念
仏
）
2
（

」
を
紹
介
す
る
。
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
景
清
の
身
代
わ
り
に
な
っ
た
平
太
は
田
に
生
き
埋
め
に
さ
れ
、
虫

に
生
き
血
を
吸
わ
れ
亡
く
な
る
。
六
波
羅
蜜
寺
を
訪
ね
た
白
拍
子
の

小
菊
は
不
思
議
な
夢
を
見
る
の
で
相
談
す
る
と
、
当
地
に
行
く
こ
と

を
勧
め
ら
れ
、
授
け
ら
れ
た
空
也
上
人
の
和
讃
と
魔
除
け
面
・
鈴
を

持
っ
て
筑
紫
の
国
江
上
ま
で
来
る
。
そ
こ
で
「
吸
い
殺
し
田
」
の
噂

を
聞
き
、
父
の
亡
霊
を
慰
め
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
江
上
の
「
お
ど

り
念
仏
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
の
ち
に
（
大
永
年
間
）
こ
の

話
を
聞
い
た
領
主
豊
饒
美
作
入
道
永
源
が
寺
田
三
反
三
畝
を
寄
進
し

西
法
山
九
品
寺
を
建
立
、「
寺
家
趾
」
と
し
て
残
る
。

こ
の
書
を
執
筆
し
た
郷
土
史
家
・
古
賀
智
勝
氏
（
一
九
二
一
年
生
）
に

よ
る
と
、「
お
ど
り
念
仏
」
は
地
元
の
言
い
伝
え
と
し
て
聞
い
た
話
を
再
話

し
た
も
の
だ
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
話
は
前
代
か
ら
継
承

さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
よ
り
は
、
古
賀
氏
自
身
が
述
べ
て
い
る）

3
（

よ
う
に
、

自
分
な
り
の
脚
色
も
加
え
た
「
新
し
い
形
」
の
よ
う
で
あ
る
。
古
賀
氏
と

は
、
氏
が
逝
去
す
る
直
前
の
二
〇
一
四
年
暮
れ
に
直
接
話
を
伺
う
機
会
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
高
齢
で
昔
の
記
憶
が
朧
な
た
め
、
た
だ
「
聞
い
た
話
を

基
に
書
い
た
」
と
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
伝
承
と
脚
色
部
分
と

の
違
い
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
故
に
、
今
と
な
っ
て
は
「
景
清
」
伝
説

や
白
拍
子
に
よ
る
鎮
魂
と
の
関
わ
り
な
ど
、
細
部
に
窺
え
る
平
家
の
落
人

伝
説
が
、
当
地
城
島
に
ど
こ
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
近
隣
に
存
在
し
た
「
景
清
」
に
ま
つ
わ
る
信
仰
を
参
考
に
、
江
戸

時
代
の
地
誌
に
記
載
さ
れ
た
「
九
品
寺
」
や
「
江
上
操
座
と
躍
念
仏
」
に

見
ら
れ
る
「
鎮
魂
」
を
「
吸
い
殺
し
田
」
に
結
び
つ
け
た
と
推
察
す
る
。

白
拍
子
の
登
場
も
『
壇
浦
兜
軍
記
』
に
登
場
す
る
五
条
坂
の
遊
君
（
白
拍

子
）
で
景
清
の
恋
人
だ
っ
た
「
阿
古
屋
」
を
意
識
し
た
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
一
方
、
古
賀
氏
は
、「
江
上
に
は
小
菊
の
墓
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
い

つ
の
ま
に
か
無
く
な
っ
て
い
た
」と
い
う
話
も
し
て
く
だ
さ
っ
た
。「
小
菊
」

と
い
う
女
性
の
真
偽
は
分
か
ら
な
い
の
で
、
ま
っ
た
く
創
作
だ
と
決
め
つ

け
る
に
は
判
断
が
つ
か
な
い
。
吸
い
殺
し
田
伝
承
よ
り
、
鎮
魂
に
焦
点
を

当
て
「
お
ど
り
念
仏
」
を
主
眼
と
し
た
語
り
と
し
て
整
え
て
い
る
印
象
が

窺
え
る
。

城
島
町
江
上
の
旧
家
・
境
家
で
は
、
歌
舞
伎
傀
儡
、
躍
念
仏
を
生
業
と

す
る
江
上
操
座
に
関
わ
る
と
口
伝
さ
れ
る
「
面
と
鈴
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
【
写
真
Ａ
】。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
「
見
る
と
目
が
潰
れ
る
」
と
言
わ
れ
て

い
た
た
め
、
当
主
・
境
毅
氏
（
一
九
四
一
年
生
）
は
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と

を
聞
い
て
こ
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。
実
物
を
拝
見
す
る
と
、
面
は
男
性
的

な
白
尉
（
墨
書
の
髭
あ
り
、
黒
尉
よ
り
若
干
大
き
い
）、
女
性
的
な
黒
尉
の

一
対
で
、
そ
れ
ぞ
れ
縦
約
十
セ
ン
チ
、
横
六
セ
ン
チ
、
顎
部
分
に
は
切
込

み
が
あ
り
動
か
せ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
よ
う
だ
が
、
覗
き
見
る
た

め
の
目
の
穴
は
な
い
の
で
、
人
間

が
着
け
る
と
い
う
よ
り
は
人
形
用

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
普
段
は
、

約
二
五
セ
ン
チ
の
鈴
と
と
も
に
松

鶴
模
様
の
漆
箱
に
納
め
ら
れ
て
い

て
、
一
座
に
関
わ
る
個
人
名
で
あ

ろ
う
、「
奉
寄
進　
明
治
六
癸
酉
年
、

竹
本
村
戸
太
夫
、
豊
澤
仲
七
、
吉

写真A　江上操座の面と鈴（境家所蔵）
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田
三
吉
」
の
墨
書
が
あ
る

布
も
残
っ
て
い
た
【
写
真

Ｂ
】。
口
伝
の
他
に
こ
の
遺

物
か
ら
も
、
人
形
浄
瑠
璃

の
系
統
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

当
初
は
現
代
に
脚
色
さ
れ

た
話
と
し
て
受
け
止
め
た

「
お
ど
り
念
仏
」
に
つ
い
て
、

江
戸
時
代
の
文
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
「
九
品
寺
」
と
今

は
跡
地
と
な
っ
た
そ
の
隣
接

地
に
居
住
す
る
江
上
の
旧
家
・
境
家
に
所
蔵
さ
れ
「
躍
念
仏
」
に
関
わ
る
と

口
伝
さ
れ
る
芸
能
祭
祀
具
「
面
と
鈴
」。
そ
し
て
「
吸
い
殺
し
田
」
に
窺
え

る
非
業
の
死
と
そ
の
症
状
に
、
何
ら
か
の
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
は
決
し
て

無
理
で
は
な
い
と
考
え
る
。
後
述
す
る
吸
い
殺
し
田
に
ま
つ
わ
る
石
仏
を
字

寺
下
の
九
品
寺
跡
に
移
動
さ
せ
た
意
図
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

辺
り
に
芸
能
を
生
業
と
す
る
一
座
・
江
上
操
座
が
存
在
し
た
こ
と
、
つ
ま
り

「
鎮
魂
」
と
の
関
係
は
考
え
る
余
地
が
あ
る
と
思
う
。

資
料
『
筑
後
地
鑑
）
4
（

』
に
は
、
①
江
上
村
に
歌
舞
伎
傀
儡
及
躍
念
仏
を
業
と

す
る
者
が
お
り
、
②
嘉
祝
弔
祭
の
家
に
行
き
、
吉
事
に
は
舞
童
俳
優
を
、
凶

事
に
は
念
仏
諷
経
を
専
行
と
し
た
③
僧
侶
に
擬
し
た
風
貌
か
ら
鉢
扣
・
念
仏

坊
と
呼
ん
だ
④
居
処
は
寺
家
と
名
づ
け
た
⑤
空
也
上
人
の
流
を
汲
む
と
伝
わ

る
⑥
四
方
を
周
流
し
、
鉦
皷
を
打
ち
、
説
経
念
仏
と
号
ず
る
躍
念
仏
を
行
う

⑦
九
月
十
一
日
は
空
也
上
人
往
生
の
日
と
し
て
祭
る
⑧
九
品
寺
（
九
品
宗
）

は
旧
洛
東
六
波
羅
蜜
寺
の
末
流
で
あ
る
、
と
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
資
料

『
筑
後
志
）
5
（

』
や
『
寛
文
十
年
久
留
米
藩
寺
院
開
基
）
6
（

』
で
は
、①
三
潴
郡
江
上
々

村
の
西
法
山
九
品
寺
と
号
す
る
②
江
上
城
の
城
主
・
豊
饒
美
作
入
道
永
源
に

よ
る
草
創
で
、
寺
田
と
し
て
三
反
三
畝
あ
っ
た
が
田
中
吉
政
に
よ
っ
て
没
収

さ
れ
た
③
空
也
上
人
の
流
を
汲
む
九
品
宗
の
徒
が
守
る
④
村
内
の
歌
舞
を
生

業
と
す
る
人
々
の
存
在
を
示
す
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

江
上
繰
座
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
他
か
ら
雇
い
入
れ
て
開
帳
神
事
等
で

芸
を
披
露
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
る
）
7
（

。
三
潴
界
隈
で
は
、
旱
魃
の
年
に
操

芝
居
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で）

8
（

、『
久
留
米
藩
公
用
見
聞
録　
郡
方
下

代
』「
寛
政
十
一
年
」
の
項）

7
（

で
は
、
虫
追
い
を
目
的
に
芝
居
見
世
物
が
催
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

虫
は
、
農
耕
従
事
者
に
と
っ
て
は
大
敵
で
、
作
物
を
守
る
た
め
の
「
虫
追

い
」
は
重
要
な
実
務
作
業
で
あ
り
、
信
仰
に
結
び
つ
く
形
で
発
展
し
た
農
耕

儀
礼
で
あ
る
。
虫
を
払
う
方
法
に
は
い
く
つ
か
あ
り
、
用
水
に
油
を
入
れ
取

り
除
く
方
法
、
蝗
が
大
き
く
な
る
と
夜
分
に
松
明
を
立
て
、
鐘
太
鼓
等
を
打

ち
鳴
ら
す
方
法
（
注
（
7
）「
文
化
六
年
」
の
項
）
な
ど
が
一
般
的
に
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
平
家
方
の
武
将
斎
藤
実
盛
に
由
来
す

る
「
虫
追
い
行
事
」
は
全
国
的
に
有
名
で
、
か
つ
て
松
明
を
か
ざ
し
鐘
・
太

鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
虫
を
脅
し
て
追
い
払
わ
れ
た
と
い
う
が
、
筑
後
地

域
で
も
「
斎
藤
実
盛
が
戦
で
切
株
に
躓
き
転
倒
し
た
た
め
敵
方
手
塚
太
郎
に

討
た
れ
た
、
そ
の
怨
念
で
虫
と
化
し
田
を
食
い
荒
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
」
と

い
う
伝
承
に
基
づ
き
、
斎
藤
実

盛
（
サ
ネ
モ
リ
虫
）
と
手
塚
太

郎
光
盛
（
テ
ッ
カ
ン
タ
ロ
）
の

人
形
を
作
り
芸
能
化
し
た
「
虫

追
い
」
が
行
わ
れ
て
い
た）

9
（

【
写

真
Ｃ
】。
当
地
で
は
他
に
、
資
料

『
久
留
米
藩
公
用
見
聞
録　
郡
方

下
代
』「
延
享
三
年
」
の
項）

7
（

に

「
多
擲
々
咜　
波
羅
跋
題　
那
蛇

婆
提
」
の
十
二
字
を
用
い
た
呪

法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
直
接

除
去
す
る
の
み
で
な
く
、
呪
術

（
民
間
信
仰
）
と
い
う
精
神
性
に
寄
り
添
う
こ
と
で
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
面
白
い
。
ま
た
、「
江
上
村
に
限
り
毎
年
虫
が
入
る
の
で
柳
川
垂
水
村
の

虎
之
亟
と
い
う
者
を
呼
ん
だ
と
こ
ろ
、『
こ
れ
は
当
村
先
城
主
の
祟
り
で
あ
る
』

と
言
う
の
で
墓
を
建
て
た）

8
（

」
と
、
虫
害
の
因
果
に
祟
り
を
想
起
す
る
様
子
が

窺
え
る
の
は
象
徴
的
だ
。

後
述
す
る
が
、
筑
後
川
流
域
で
は
田
に
滞
留
す
る
人
に
「
吸
い
殺
し
田
」

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
が
起
き
て
い
た
。
原
因
不
明
か
つ
異
常
な
症
状

の
、
治
療
方
法
も
分
か
ら
な
い
時
代
、
こ
の
悲
惨
な
現
実
は
、
人
々
に
と
っ

て
大
変
悩
ま
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
故
に
、
苦

痛
を
和
ら
げ
る
た
め
の
切
実
な
祈
願
、
効
果
の
期
待
と
し
て
、
芸
能
に
よ

る
鎮
魂
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
農
事
儀
礼
（
虫
追

い
）
に
お
け
る
祈
願
と
し
て
芝
居
が
興
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
実
態
、「
凶

事
に
は
念
仏
諷
経
を
専
行
と
し
た
」
と
い
う
目
的
に
照
ら
し
た
芸
態
な
ど

と
、「
吸
い
殺
し
田
」
と
い
う
禍
々
し
い
場
所
と
の
親
近
性
は
、
江
上
で
の

繰
座
の
存
在
価
値
を
高
め
た
も
の
と
推
察
す
る
。
操
り
で
の
祭
祀
道
具
を

「
見
る
と
目
が
潰
れ
る
」
と
言
っ
て
安
易
な
持
出
し
を
禁
じ
る
意
図
に
も
、

よ
り
強
い
神
聖
視
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

三　
「
吸
い
殺
し
田
」
伝
承
と
正
体

さ
て
、
今
回
主
眼
と
し
た
い
の
は
、
話
の
核
と
な
る
「
田
に
埋
め
ら
れ

た
登
場
人
物
が
、
虫
に
よ
る
吸
血
で
苦
し
み
死
に
至
る
」
と
い
う
描
写
で

あ
る
。
こ
の
陰
惨
か
つ
異
色
な
表
現
を
伴
う
「
吸
い
殺
し
田
」
の
話
は
、

古
賀
氏
に
よ
る
再
話
と
は
別
の
形
で
、
地
元
江
上
地
区
の
古
老
か
ら
確
認

で
き
た
。
具
体
的
に
聞
い
た
話
を
紹
介
し
よ
う
。

一
つ
は
、「
夫
婦
喧
嘩
の
末
、
縛
り
付
け
ら
れ
動
け
な
く
な
っ
た
女
性
が

蚊
に
吸
わ
れ
て
全
身
真
っ
黒
に
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
大
き
な
堀
の

あ
っ
た
水
門
近
く
の
畦
道
が
該
当
場
所
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
、
語
っ
て

く
れ
た
一
九
二
九
年
生
ま
れ
の
男
性
は
こ
の
話
を
親
か
ら
聞
い
た
と
い
う
。

も
う
一
つ
は
、「
躍
念
仏
の
面
」
を
所
蔵
す
る
境
家
で
聞
い
た
「
悪
さ
を

す
る
人
を
懲
ら
し
め
る
た
め
に
土
中
に
埋
め
た
ら
、
蛭
に
吸
わ
れ
て
呻
き
な

が
ら
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
供
養
の
た
め
地
蔵
が
建
立
さ
れ
た
」
と
い
う
話
で

あ
る
。
こ
の
地
蔵
は
、
元
は
深
田
で
あ
っ
た
小
字
「
横
堀
」
に
立
っ
て
い
た

が
、
一
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
九
品
寺
跡
（
寺
下
）
に
石
仏
を
ま
と
め
る
形
で
移

写真B　所蔵箱に納められていた墨書布
写真C　田主丸町の虫追い行事（2019年 11月）
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さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
今
で
も
、「
九
品
寺

（
廃
寺
）
跡
」
標
柱
の
周
囲
に
あ
る
の
が
確
認

で
き
る
【
写
真
Ｄ
】。
移
動
の
際
、
地
蔵
さ
ん

が
不
安
に
な
る
と
い
け
な
い
の
で
目
隠
し
を

し
た
そ
う
だ
、
と
教
え
ら
れ
た
【
写
真
Ｅ
】。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
再
話
の
「
田
中
の
人
間
が
吸
虫
に
よ
っ
て
死
に

至
る
」
と
い
う
異
様
な
部
分
は
、
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
が
反

映
さ
れ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、「
吸
い
殺
し
田
」
は
、
平
野
部
に
あ

た
る
江
上
上
と
六
町
原
の
境
界
、
宇
田
貫
川
（
農
業
用
水
路
）
脇
に
比
定

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
【
写
真
Ｆ
・
Ｇ
】。
基
盤
整
備
実
施
に
よ
り

現
在
で
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
が
、
か
つ
て
は
深
田
で
特
に
気
を

付
け
ね
ば
な
ら
な
い
場
所
だ
っ
た
と
い
う
。

何
故
「
吸
い
殺
し
田
」
伝
承
は
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
背
景
に
あ
る

因
果
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

虫
と
の
向
き
合
い
方
と
そ
の
対
処
法
に
は
、
風
土
性
が
窺
え
る
。
こ
こ

で
さ
ら
に
着
眼
す
べ
き
こ
と
は
、
害
虫
「
ウ
ン
カ
」
と
は
異
な
る
性
質
か

つ
描
写
、
す
な
わ
ち
吸
血
虫
の
存
在
で
あ
る
。
伝
承
に
表
れ
た
吸
血
の
表

現
か
ら
実
態
を
繙
い
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
再
話
「
お
ど
り
念
仏
」
傍
線
部
の
く
だ
り
は
、
脚
色
さ
れ

た
内
容
と
は
言
え
実
際
に
人
々
が
体
験
し
て
き
た
実
態
が
反
映
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
る
。
ま
た
、
聞
き
取
り
で
も
、
田
に
放
置
さ
れ
吸
血
さ
れ

た
女
性
は
「
全
身
真
っ
黒
に
な
っ
て
」
つ
ま
り
変
色
し
て
死
に
至
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
表
現
に
注
目
し
調
べ
て
み
る
と
、
似
た
特
徴
が
窺
え
る
風
土
病
に

行
き
つ
い
た
。
す
な
わ
ち
、
筑
後
川
流
域
な
ど
全
国
で
も
あ
る
特
定
地
域

で
人
々
を
悩
ま
せ
た
「
日
本
住
血
吸
虫
症
」
で
あ
る
。

地
域
の
死
病
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
「
日
本
住
血
吸
虫
症
」
は
、
住
血
吸

虫
が
引
き
起
こ
す
寄
生
虫
性
の
人
獣
共
通
感
染
症
で
あ
る
。
中
間
宿
主
の

ミ
ヤ
イ
リ
ガ
イ
に
潜
り
込
ん
だ
幼
虫
が
、
感
染
症
を
持
つ
多
数
の
セ
ル
カ

リ
ア
に
な
り
、
人
間
や
動
物
の
皮
膚
か
ら
侵
入
、
血
管
の
中
に
寄
生
す
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
痒
み
、
だ
る
さ
、
水
腫
脹
満
、
肝
硬
変
、
脳
梗
塞
な
ど
、

肝
臓
や
脳
に
重
篤
な
障
害
を
も
た
ら
し
た
。
症
状
と
し
て
は
臨
月
の
よ
う

に
腹
が
膨
れ
、
皮
膚
は
黄
色
が
か
り
、
痩
せ
細
っ
て
皺
が
寄
る
。
必
ず
死

に
至
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
腹
が
大
き
く
な
る
と
死
期
が
近
い
と
さ
れ
た
。

永
ら
く
正
体
不
明
の
病
と
し
て
農
村
部
で
人
々
を
悩
ま
せ
た
こ
の
病
の
解

明
か
ら
撲
滅
ま
で
の
経
緯
は
、『
死
の
貝）

10
（

』
に
詳
細
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

の
で
、
以
下
参
考
に
し
な
が
ら
日
本
住
血
吸
虫
症
に
つ
い
て
述
べ
る
。

日
本
で
は
、
千
葉
、
山
梨
、
広
島
、
福
岡
、
佐
賀
な
ど
特
定
の
地
域
で
散

見
さ
れ
た
が
、
特
に
筑
後
川
流
域
は
顕
著
か
つ
広
範
に
症
状
が
見
ら
れ
た
と

い
う
。
古
文
書
を
繙
く
と
、
滅
亡
直
前
の
武
田
勝
頼
が
水
腫
脹
満
、
通
称

「
腹
っ
ぱ
り
」
の
家
臣
と
の
や
り
と
り
を
記
載
す
る
『
甲
陽
軍
鑑
』

が
記
録
の
始
め
と
さ
れ
、
中
世
に
は
す
で
に
人
々
を
苦
し
め
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
水
腫
脹
満
、
茶
碗
の
か
け
ら
」（
水
腫

脹
満
と
な
っ
た
者
は
茶
碗
の
か
け
ら
と
同
じ
で
役
に
立
た
な
い
）

と
言
わ
れ
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
甲
府
で
「
水
腫
脹
満
の
妙
薬
」

な
る
民
間
薬
が
多
種
売
ら
れ
た
が
治
る
に
は
至
ら
ず
、
そ
の
症

状
の
苦
し
み
や
恐
れ
を
窺
わ
せ
る
俗
謡
や
格
言
が
残
っ
て
い
る
。

例
え
ば
嫁
入
り
す
る
娘
の
悲
運
や
覚
悟
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
実
在

の
地
名
を
組
み
入
れ
な
が
ら
、
甲
府
で
は
「
中
の
割
に
お
嫁
に

行
く
な
ら　
持
た
せ
て
や
る
ぞ
え　
棺
桶
に
経
帷
子
」「
龍
地　

団
子
に
嫁
に
行
く
に
は　
棺
桶
を
背
負
っ
て
い
け
」、
備
後
で
は

「
神
辺
に
行
く
に
は　
棺
桶
を
担
い
で
行
け
」
と
伝
わ
る
。
ま
た

写真D　九品寺（廃寺）跡〔久留米市城島町江上〕

写真E　城島町「浮島・青木・江上校区の文化財マップ」

写真F　宇田貫川（用水路）

写真G　「吸い殺し田」比定地
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病
の
原
因
に
つ
い
て
、甲
府
で
は
飲
料
水
に
毒
が
入
っ
て
い
る
か
ら
と
疑
い
、

「
嫁
に
は
嫌
よ　
野
牛
島
は　
能
蔵
池
の
葦
水
飲
む
辛
さ
よ
」「
故
郷
で
も
嫌

だ　
野
牛
島
の
能
蔵
池　
葦
水
飲
む
辛
さ
よ
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
り
、

「
片
山
病
」
と
呼
ん
で
い
た
備
後
で
は
「
大
昔
、
漆
を
積
ん
だ
船
が
嵐
の
日

に
片
山
の
麓
で
転
覆
し
た
。
そ
の
時
の
漆
の
毒
気
が
今
も
残
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
片
山
病
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
伝
え
に
基
づ
き
発
症
は
「
漆
の
毒
に
当

た
っ
た
か
ら
」と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
古
来
か
ら
重
大
か
つ
深
刻
な
、

原
因
も
治
療
方
法
も
不
明
な
奇
病
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
水
腫
脹
満
の
病

は
、
近
代
に
入
り
世
界
で
最
初
に
日
本
住
血
吸
虫
を
発
見
し
た
桂
田
富
士
郎

博
士
に
よ
っ
て
正
体
が
判
明
す
る
が
、
未
だ
根
治
に
つ
な
が
る
手
が
か
り

―
中
間
宿
主
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
も
あ
る
研
究
者
の
功
績
に
よ
り
光
が
差
し
込
む
。
宮
入

慶
之
助
（
一
八
六
五
〜
一
九
四
六
）
で
あ
る
。
宮
入
は
、
ド
イ
ツ
で
細
菌

学
を
学
ん
だ
後
に
、
日
本
人
の
劣
悪
な
栄
養
状
態
を
改
善
す
る
た
め
寄
生

虫
学
を
専
攻
し
た
。
九
州
帝
国
大
学
（
現
・
九
州
大
学
）
に
赴
任
し
て
い

た
一
九
一
三
年
、
筑
後
川
沿
岸
の
現
地
調
査
と
実
態
把
握
に
乗
り
出
し
、

「
マ
ン
プ
ク
リ
ン
（
久
留
米
で
の
通
称
）」
の
感
染
初
期
に
足
が
か
ぶ
れ
る

「
肥
え
負
け
」
に
つ
い
て
「
長
年
肥
や
し
を
や
っ
て
い
な
い
の
に
水
に
つ
か

る
と
必
ず
肥
え
負
け
す
る
溝
渠
が
あ
り
、『
有
毒
溝
渠
』
と
呼
ば
れ
て
恐
れ

ら
れ
て
い
る
」
と
聞
き
調
べ
た
と
こ
ろ
、
名
も
な
き
巻
貝
を
多
量
に
採
取

し
た
。
発
見
し
た
こ
の
中
間
宿
主
貝
（
ミ
ヤ
イ
リ
ガ
イ
／O

ncom
elania 

hupensis nosophora

）
か
ら
感
染
経
路
を
解
明
、
日
本
住
血
吸
虫
症
の
制

圧
に
導
く
手
が
か
り
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

ミ
ヤ
イ
リ
ガ
イ
が
何
故
日
本
国
内
の
限
定
さ
れ
た
地
域
に
し
か
存
在
し

な
い
の
か
は
判
明
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
だ
が
、
棲
息
地
は
い
ず
れ
も
き

れ
い
な
水
の
場
所
か
つ
洪
水
発
生
地
に
あ
た
り
、
洪
水
が
ミ
ヤ
イ
リ
ガ
イ

の
生
息
地
を
広
げ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
撲
滅
に
向
け
た
対
策
、
す
な
わ
ち

ミ
ヤ
イ
リ
ガ
イ
が
棲
息
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
各
地
で
は
殺
貝
剤

の
使
用
の
他
、
田
畔
（
用
水
路
）
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
溝
渠
化
す
る
な
ど
地

域
環
境
整
備
が
図
ら
れ
、
か
つ
高
密
度
で
生
息
す
る
筑
後
川
と
そ
の
支
流

の
宝
満
川
・
新
宝
満
川
で
は
「
筑
後
大
堰
」
の
造
成
を
行
っ
た
。
結
果
、

筑
後
川
流
域
で
は
一
九
九
〇
年
、
安
全
宣
言
が
出
さ
れ
る
に
至
る
。
世
界

に
先
駆
け
病
の
根
絶
に
尽
力
し
た
宮
入
慶
之
助
の
業
績
は
、
医
療
や
公
衆

衛
生
に
と
っ
て
世
界
的
貢
献
を
果
た
し
た
だ
け
で
な
く
、
居
住
環
境
や
生

業
・
生
活
史
、
生
態
系
・
生
物
学
と
し
て
も
看
過
で
き
な
い
。

久
留
米
市
内
で
住
血
吸
虫
症
に
つ
い
て
伺
っ
て
み
る
と
、
中
年
以
上
の

人
々
は
記
憶
や
聞
き
伝
え
の
話
で
認
知
さ
れ
て
い
た
。
子
供
や
老
人
、
体

力
の
弱
い
時
に
症
状
が
出
て
来
た
り
、
肝
臓
の
病
で
亡
く
な
る
こ
と
が
多

か
っ
た
と
い
う
。
城
島
町
で
も
、
ミ
ヤ
イ
リ
ガ
イ
に
つ
い
て
「
小
指
の
先

ほ
ど
の
小
さ
な
小
巻
貝
で
、
川
辺
や
溝
の
草
の
根
に
つ
い
て
い
た
」
と
教

え
ら
れ
た
。
現
在
で
は
「
皮
膚
か
ら
血
液
に
入
る
と
恐
ろ
し
い
」
と
弊
害

に
つ
い
て
周
知
さ
れ
て
い
る
が
、
原
因
不
明
の
時
代
に
も
川
や
田
に
入
る

こ
と
に
対
し
て
は
強
く
注
意
を
促
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
現
在
素
掘
り
の

水
路
は
な
い
が
、
か
つ
て
筑
後
川
沿
い
で
は
「
素
足
で
田
ん
ぼ
に
入
る
な

と
言
わ
れ
た
が
、長
靴
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
」（
一
九
二
五
年
生
の
男
性
、

鳥
栖
市
下
野
）、「
ち
っ
ご
（
久
留
米
の
俗
称
）
の
人
は
、
子
供
の
頃
は
川

で
泳
ぐ
な
と
言
わ
れ
て
い
た）

11
（

」
と
口
々
に
上
っ
た
と
い
う
。

感
染
回
避
が
意
識
さ
れ
た
一
方
、
筑
後
川
流
域
で
は
か
つ
て
宮
入
貝
に
関

す
る
独
特
な
信
仰
も
見
受
け
ら
れ
た
。
福
岡
県
久
留
米
市
宮
の
陣
の
宝
満
川
河

岸
に
は
、
生
息
最
終
確
認
地
の
記
念
と
し
て
「
宮
入
貝
供
養
碑
」
が
建
つ
【
写

真
Ｈ
】。
人
為
的
に
撲
滅
し
た
貝
の
供
養
を
兼
ね
る
の
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、

隣
接
地
の
字
荒
瀬
に
は
住
血
吸
虫
を
ご
神
体
と
す
る
「
宝
満
宮
」
と
い
う
祠

が
存
在
し
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
は
日
清
戦
争
中
、
地
元
の
若
者
が
徴
兵
検
査

を
免
れ
る
た
め
に
信
仰
し
て
い
た
そ
う
だ
。「
洪
水
直
後
の
水
が
や
や
引
い
た

宝
満
宮
の
周
辺
を
裸
足
で
参
拝
す
れ
ば
、
霊
験
が
得
ら
れ
戦
争
に
行
か
ず
に

済
む
」
と
い
う
迷
信
が
流
行
し
）
12
（

、
成
人
男
性
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
徴
兵

検
査
で
身
体
頑
健
を
示
す
「
甲
種
合
格
者
」
は
出
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る
と
い
う）

13
（

。
宮
入
が
助
手

の
鈴
木
稔
と
と
も
に
中
間

宿
主
を
発
見
す
る
に
至
っ

た
の
も
、
荒
瀬
で
は
日
本

住
血
吸
虫
を
神
と
崇
め
て

い
た
と
い
う
話
を
聞
い
た

の
が
契
機
で
あ
っ
た
。

撲
滅
さ
れ
た
今
で
は
こ

の
信
仰
も
過
去
の
も
の
で
、

筆
者
も
宝
満
宮
を
訪
れ
よ

う
と
し
た
が
、
地
元
の
方

に
尋
ね
て
も
所
在
は
お
ろ

か
存
在
す
ら
知
る
者
は
お
ら
ず
、
風
化
し
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
健
康
長

寿
は
人
間
の
普
遍
的
祈
願
で
あ
る
。
な
ら
ば
こ
そ
、
病
に
罹
る
こ
と
を
願
う

と
い
う
矛
盾
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
な
の
か
。
時
代
に
抗
え
な
い
若

者
が
戦
争
に
お
け
る
一
つ
の
駒
と
な
る
こ
と
を
忌
避
し
よ
う
と
す
る
そ
の
行

為
に
表
れ
た
切
願
を
見
つ
め
て
み
た
い
。
風
土
の
特
有
性
と
結
び
つ
き
受
け

止
め
ら
れ
て
い
た
そ
れ
ら
も
、
振
り
返
る
べ
き
歴
史
の
一
齣
な
の
で
あ
る
。

四　
お
わ
り
に

福
岡
県
久
留
米
市
城
島
町
の
「
吸
い
殺
し
田
」
伝
承
は
、
筑
後
川
流
域

で
の
「
虫
」
と
の
向
き
合
い
方
に
風
土
性
が
窺
え
る
事
例
と
い
え
る
。
全

国
的
な
分
布
を
見
せ
る
害
虫
を
追
い
払
う
農
耕
行
事
「
虫
追
い
祭
」、
稲
を

食
い
荒
ら
す
害
虫
「
ウ
ン
カ
」
と
は
異
な
る
、「
生
き
血
を
吸
わ
れ
苦
し
む
」

と
い
う
伝
承
が
生
成
し
た
背
景
に
は
、
症
状
が
再
話
「
お
ど
り
念
仏
」
の

描
写
に
似
た
風
土
病
「
日
本
住
血
吸
虫
症
」
を
想
定
し
た
。
永
ら
く
原
因

不
明
で
苦
し
ん
だ
そ
の
病
に
「
祟
り
」
を
見
出
し
、
鎮
静
化
に
向
け
て
は

「
躍
念
仏
」
と
い
う
芸
能
が
機
能
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
主
体
と
な
っ
た

操
座
の
存
在
が
当
地
で
は
確
認
で
き
る
。

二
〇
二
〇
年
、
世
界
的
な
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ
（CO

V
ID

-19

）

や
、
大
陸
間
を
飛
来
し
作
物
を
全
滅
に
追
い
込
む
ほ
ど
食
い
荒
ら
し
て
い

る
飛
蝗
問
題
に
、
人
類
は
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
。
自
然
の
猛
威
に
対
し
て

人
間
の
立
ち
向
か
い
方
が
問
わ
れ
る
事
態
で
あ
り
、
新
し
い
価
値
観
に
根

差
し
た
生
き
方
が
求
め
ら
れ
る
中
で
、
過
去
の
感
染
症
や
自
然
災
害
な
ど

写真H　宮入貝供養碑〔久留米市宮の陣〕
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か
ら
改
め
て
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。

地
域
独
特
の
「
吸
い
殺
し
田
」
の
伝
承
は
、
も
は
や
知
る
人
に
限
り
が

あ
る
一
方
で
、
脚
色
を
加
え
た
再
話
が
書
物
に
収
録
さ
れ
た
形
の
平
家
落

人
伝
説
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
伝
説
を
語
る
上
で

の
原
風
景
の
変
化
に
加
え
、
生
物
が
も
た
ら
す
病
に
対
す
る
危
機
感
が
病

の
撲
滅
に
伴
い
薄
れ
、
記
憶
と
信
仰
は
風
化
し
つ
つ
あ
る
。

不
可
思
議
で
奇
異
か
つ
恐
怖
を
呼
び
起
こ
す
自
然
の
異
変
に
対
し
、人
々

は
如
何
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
。
地
域
に
よ
っ
て
歌
で
あ
っ
た
り
物
語

で
あ
っ
た
り
と
方
法
は
異
な
る
が
、
伝
承
に
は
変
わ
ら
な
い
心
情
、
祈
り

が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
知
恵
と
教
訓
の
宝
庫
と
し
て
歴
史
を
俯
瞰
す
る
と
、

今
は
根
絶
で
き
た
病
で
あ
っ
て
も
、
か
つ
て
苦
し
み
の
う
ち
に
乗
り
越
え

よ
う
と
し
た
人
々
の
思
考
や
対
処
方
法
に
注
目
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

今
こ
そ
七
転
八
倒
の
経
験
を
活
か
す
た
め
に
、
埋
も
れ
つ
つ
あ
る
過
去
や

そ
の
伝
承
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
先
人
の
苦
悩
と
努
力

が
籠
め
ら
れ
た
郷
土
史
、
そ
し
て
食
糧
増
産
の
た
め
安
心
し
て
農
業
を
行

え
る
よ
う
日
本
住
血
吸
虫
症
の
克
服
を
第
一
課
題
と
し
て
目
指
し
た
戦
後

を
振
り
返
る
と
き
、「
吸
い
殺
し
田
」
の
悲
劇
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
記
憶

と
し
て
語
り
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

筑
後
川
界
隈
の
平
家
落
人
伝
説
は
、
久
留
米
市
で
は
洗
町
、
荒
木
町
、

大
橋
町
、
京
町
、
草
野
町
、
篠
山
町
、
大
善
寺
町
、
田
主
丸
町
、
長
門

石
町
、
山
本
町
、
瀬
下
町
に
点
在
す
る
。
具
体
的
に
は
、〔
福
岡
県
久
留

米
市
〕【
瀬
下
町
】
に
は
、
按
察
使
局
伊
勢
（
剃
髪
後
は
千
代
）
が
安
徳

帝
と
二
位
殿
を
祀
り
一
門
の
菩
提
を
弔
っ
た
水
天
宮
、
境
内
に
は
千
代

を
祀
る
尼
御
前
神
社
が
鎮
座
す
る
。
こ
の
宮
は
、
元
は
鳥
栖
市
下
野
町

の
鷺
野
ヶ
原
に
あ
っ
た
が
、
洪
水
の
度
に
漂
着
し
た
由
縁
で
移
転
し
た

と
伝
わ
る
。
そ
の
対
岸
の
〔
佐
賀
県
鳥
栖
市
〕【
下
野
町
】
で
は
、
潜
幸

し
崩
御
し
た
安
徳
帝
を
祀
る
下
野
水
天
宮
、
安
徳
帝
の
子
栄
尊
國
師
が

唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
狛
犬
一
対
を
奉
納
し
た
老
松
神
社
、
安
徳
帝
御
陵

の
天
神
社
、
二
位
尼
信
仰
の
薬
師
如
来
を
安
置
す
る
薬
師
堂
、
二
位
の

尼
が
念
仏
三
昧
で
往
生
を
遂
げ
た
通
善
寺
跡
、
平
知
時
や
源
平
戦
没
者

の
墓
、
安
徳
帝
一
行
が
到
着
し
た
「
御
乗
越
」、
潜
幸
地
の
「
宮
屋
敷
」

な
ど
の
地
名
が
残
る
。

（
2
） 「
お
ど
り
念
仏
」

 

　
江
上
の
里
に
「
吸
い
殺
し
田
」
と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
そ

ん
な
恐
ろ
し
い
名
前
が
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
今
か
ら
七
百
年
も
昔
、

源
氏
と
平
家
が
家
門
の
興
亡
を
か
け
て
壇
の
浦
と
い
う
所
で
最
後
の
決
戦

を
し
ま
し
た
。
は
じ
め
は
勝
い
く
さ
だ
っ
た
平
家
も
潮
の
流
れ
に
乗
っ
た

源
氏
の
激
し
い
攻
撃
に
敗
れ
て
哀
れ
に
も
幼
い
安
徳
天
皇
を
始
め
一
族
残

ら
ず
波
に
沈
ん
で
亡
び
ま
し
た
。
平
家
の
陣
中
に
悪
七
兵
衛
景
清
と
い
う

侍
大
将
が
い
ま
し
た
。
全
盛
の
頃
は
都
を
警
備
す
る
重
い
役
目
の
武
将
で

武
勇
の
誉
高
い
豪
傑
で
し
た
。
壇
の
浦
で
大
な
ぎ
な
た
を
振
り
廻
し
て
ま

る
で
鬼
神
の
よ
う
な
奮
戦
を
し
ま
し
た
が
流
れ
矢
に
眼
を
射
ぬ
か
れ
て

ど
っ
と
小
舟
の
中
に
倒
れ
気
を
失
い
ま
し
た
。

 
　
栄
枯
盛
衰
は
世
の
習
と
は
い
え
哀
れ
に
も
は
か
な
い
平
家
の
末
路
を

い
た
む
声
が
こ
こ
江
上
の
里
に
も
囁
か
れ
る
頃
、
有
明
の
海
か
ら
筑
後

川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
筒
江
の
葦
野
に
水
び
た
し
の
小
舟
が
流
れ
つ
き
ま

し
た
。
盲
目
と
な
っ
た
景
清
と
郎
党
の
堺
の
平
太
が
人
目
を
忍
ん
で

乗
っ
て
い
ま
し
た
。
戦
に
勝
っ
た
源
氏
は
平
家
の
落
武
者
を
捕
え
る
た

め
に
那
須
の
大
八
を
大
将
に
大
勢
の
追
手
を
さ
し
む
け
ま
し
た
。
景
清

は
今
は
こ
れ
ま
で
と
覚
悟
を
き
め
て
切
腹
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
郎
党

の
平
太
が
「
こ
の
場
は
私
が
身
が
わ
り
に
な
っ
て
防
ぎ
ま
す
か
ら
こ
れ

を
着
て
逃
げ
て
下
さ
い
。」
と
い
っ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
乞
食
の
着
物
を
さ

し
出
し
、
自
分
が
景
清
の
衣
服
を
き
て
「
平
家
の
侍
大
将
悪
七
兵
衛
景

清
こ
こ
に
在
り
。」
と
叫
ん
で
斬
り
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
の
間
に

景
清
は
杖
を
頼
り
に
日
向
の
国
へ
落
ち
て
い
き
ま
し
た
。
や
が
て
平
太

は
捕
え
ら
れ
て
偽
者
と
わ
か
る
と
怒
っ
た
追
手
は
平
太
を
裸
に
し
て
田

ん
ぼ
に
生
き
埋
に
し
て
立
去
り
ま
し
た
。
生
き
埋
に
さ
れ
た
平
太
の
体

に
は
「
ヒ
ル
」
や
「
ク
チ
ナ
ワ
」
や
「
ヤ
ブ
カ
」
が
生
き
血
を
吸
い
に

む
ら
が
り
ま
し
た
。
平
太
の
苦
し
そ
う
な
う
め
き
声
が
七
日
七
夜
も
お

そ
ろ
し
く
も
恨
め
し
げ
に
聞
こ
え
ま
し
た
。
こ
の
た
ん
ぼ
に
怪
し
い
出

来
事
が
お
き
始
め
た
の
は
そ
れ
か
ら
だ
と
い
い
ま
す
。
田
植
の
娘
さ
ん

が
急
に
大
熱
を
出
し
て
気
狂
に
な
っ
た
り
、
稲
刈
を
し
て
い
た
お
百
姓

が
突
然
雷
に
う
た
れ
て
死
ん
だ
り
、
子
供
が
泥
に
す
べ
っ
て
大
け
が
を

し
た
り
、「
イ
ナ
ゴ
」
の
大
群
が
襲
っ
た
り
、
雨
の
夜
は
鬼
火
が
燃
え

風
の
夜
は
恨
め
し
そ
う
な
う
め
き
声
が
聞
え
た
り
し
ま
し
た
。
村
人
達

は
平
太
の
た
た
り
だ
と
恐
れ
て
亡
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ

供
養
し
ま
し
た
が
き
き
め
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

　
そ
の
頃
京
都
東
山
の
六
波
羅
蜜
寺
を
訪
ね
た
白
拍
子
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
寺
は
空
也
上
人
と
い
う
偉
い
お
坊
さ
ん
が
仏
の
教
を
ひ
ろ
め
る
た

め
に
建
立
さ
れ
た
寺
で
平
家
の
信
仰
が
あ
つ
く
平
家
が
亡
ん
で
か
ら
は

訪
れ
る
人
も
な
く
荒
れ
果
て
て
い
ま
し
た
。
こ
の
白
拍
子
は
堺
の
小
菊

と
い
っ
て
父
は
小
菊
が
幼
い
時
、
主
人
の
供
を
し
て
戦
に
出
た
ま
ま
討

死
し
た
と
聞
か
さ
れ
供
養
の
た
め
お
参
り
し
て
い
た
の
で
す
。
小
菊
は

こ
の
頃
不
思
議
な
夢
を
続
け
て
み
る
の
で
お（マ
マ
）
和
尚
さ
ん
に
尋
ね
て
み
ま

し
た
。
そ
の
夢
は
父
が
生
き
埋
に
さ
れ
て
な
ぶ
り
殺
し
に
あ
っ
て
い
る

夢
で
し
た
。
お
和
（
マ
マ
）尚
さ
ん
は
可
哀
想
に
思
い
筑
紫
に
行
っ
て
父
の
亡
霊

を
な
ぐ
さ
め
て
く
る
が
よ
い
と
言
っ
て
空
也
上
人
の
和
讃
を
教
え
魔
除

け
の
面
と
鈴
を
与
え
ま
し
た
。
小
菊
は
喜（マ
マ
）

こ
ん
で
都
を
あ
と
に
は
る
ば

る
西
海
の
果
筑
紫
の
国
江
上
の
里
に
つ
い
た
時
、
お
そ
ろ
し
い
「
吸
い

殺
し
田
」
の
噂
を
聞
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
夢
に
み
た
父
の
最
後
と
そ
っ

く
り
で
し
た
。
小
菊
は
田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
に
た
っ
て
「
お
父
様
」
と
い
っ

て
泣
き
ま
し
た
。
そ
し
て
涙
な
が
ら
に
面
を
か
ぶ
り
鈴
を
ふ
っ
て
和
讃

を
と
な
え
ま
し
た
。「
三
界
広
け
れ
ど
来
り
留
る
処
な
し
、
四
生
の
形
は

多
け
れ
ど
生
じ
て
死
せ
ざ
る
体
も
な
し
、
三
界
す
べ
て
無
常
な
り
四
生

い
づ
れ
も
幻
花
な
り
」
小
菊
の
と
な
え
る
和
讃
の
声
は
美
し
く
も
又
あ

わ
れ
を
さ
そ
い
案
内
し
て
き
た
村
人
達
は
も
ら
い
泣
を
し
な
が
ら
「
ナ

ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
合
掌
し
ま
し
た
。
小
菊
は
近
く
に
庵
を
む
す
び
髪

を
お
ろ
し
て
尼
に
な
り
ま
し
た
。
不
思
議
な
事
に
そ
れ
か
ら
あ
の
怪
し

い
出
来
事
は
嘘
の
よ
う
に
な
く
な
り
ま
し
た
。
村
の
人
達
は
小
菊
を
仏

様
の
よ
う
に
あ
が
め
、
不
幸
が
あ
っ
た
り
困
っ
た
事
が
起
る
と
小
菊
を

呼
び
ま
し
た
。
白
拍
子
の
小
菊
は
舞
が
上
手
で
し
た
の
で
和
讃
に
舞
の

手
を
ふ
り
つ
け
て
踊
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
評
判
に
な
っ
て
弟
子
に
な
る

人
も
出
来
て
江
上
の
「
お
ど
り
念
仏
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
の
ち
に
（
大
永
年
間
）
豊
饒
美
作
入
道
永
源
と
い
う
領
主
が
こ
の

話
を
き
ゝ
寺
田
三
反
三
畝
を
寄
進
し
て
西
法
山
九
品
寺
を
こ
の
地
に
建

立
し
た
と
記
録
に
あ
り
今
も
な
お
「
寺
家
趾
」
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
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古
賀
智
勝
『
伝
承
と
想
い
出　
ふ
る
さ
と
城
島
』
一
九
七
九　
自
費

出
版

（
3
） 
古
賀
智
勝
「
歴
史
資
料　
江
上
の
踊
り
念
仏
」

 
　
（
前
略
）
江
上
の
踊
り
念
仏
に
つ
い
て
は
、
吸
い
殺
し
田
の
由
来
を
聞

い
た
時
か
ら
、
こ
の
伝
説
・
民
話
を
文
章
に
し
て
残
す
な
ら
、
歴
史
か
ら

見
た
裏
付
け
が
欲
し
い
と
思
っ
た
。
九
品
宗
や
空
也
上
人
の
こ
と
、
豊
饒

美
作
入
道
永
源
の
こ
と
、
念
仏
踊
り
の
動
作
、
な
ど
は
資
料
が
手
に
入
り

易
い
が
、
悪
七
兵
衛
影ママ
清
と
な
る
と
首
を
か
し
げ
た
く
な
っ
た
。
宮
崎
市

の
生
目
八
幡
宮
で
、
壇
の
浦
か
ら
宮
崎
ま
で
の
逃
亡
道
順
を
調
べ
た
が
な

か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
隣
町
大
木
の
八
丁
牟
田
付
近
に
戦
前
ま
で

祈
祷
師
を
し
て
い
た
人
が
影
清
を
祀
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
を
聞
い
て
尋

ね
た
が
、
本
人
は
死
に
家
族
は
行
方
知
ら
ず
だ
っ
た
。
そ
の
頃
、
江
上
氏

に
つ
い
て
調
査
し
て
い
た
の
で
、
平
家
と
の
か
か
わ
り
、
境
・
酒
井
・
坂

井
・
堺
氏
な
ど
の
系
図
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
物
語
を
組
立
て
た
（
伝

説　
お
ど
り
念
仏
）。

 

　

城
島
文
化
協
会
郷
土
文
化
部
『
城
島
む
か
し　

城
島
の
歴
史
・
伝

説
・
民
話
・
随
想
集
』
一
九
九
二

（
4
） 『
筑
後
地
鑑
』

 

一　
同
邑
（
注
：
江
上
村
）
の
舞
妓
傀
儡
及
躍
念
仏

 

　
同
邑
に
歌
舞
伎
傀
儡
及
躍
念
仏
を
業
と
す
る
者
あ
り
。
幾
ど
十
家
に

及
ぶ
。
嘉
祝
弔
祭
の
家
に
行
き
吉
事
に
は
舞
童
俳
優
を
専
と
し
、
人
を

し
て
願
を
解
か
し
む
。
凶
事
に
は
念
仏
諷
経
を
専
と
し
、
人
を
し
て
感

を
起
さ
し
む
。
其
体
凡
俗
に
し
て
、
而
も
或
時
は
衣
冠
を
帯
び
て
、
郷

士
を
形
容
し
、
或
時
は
褊
綴
を
着
て
、
僧
侶
に
準
擬
す
。
故
に
其
居
処

を
名
づ
け
て
寺
家
と
曰
ひ
世
俗
呼
び
て
鉢
扣
と
曰
ひ
、念
仏
坊
と
曰
ふ
。

其
先
を
問
へ
ば
、
伝
へ
言
ふ
、
空
也
上
人
の
流
を
汲
む
も
の
な
り
と
。

元
亨
釈
書
を
按
ず
る
に
、
往
古
七
百
年
前
、
天
慶
の
比
、
上
人
初
め
て

念
仏
を
行
ふ
。
是
よ
り
先
き
世
人
未
だ
念
仏
の
貴
き
を
知
ら
ず
。
上
人

道
俗
を
導
き
て
、
弥
陀
の
宝
号
を
唱
へ
し
め
ん
が
為
に
、
京
師
に
過
ぎ

り
て
市
鄽
に
入
り
貴
賤
男
女
を
招
集
し
て
、
錂
磬
を
撃
ち
、
跳
躍
し
て

弥
陀
を
唱
へ
、
大
念
仏
を
始
め
、
群
集
の
輩
を
し
て
己
に
懐
づ
き
。
人

を
勧
化
し
て
念
仏
に
入
ら
し
む
。
世
俗
之
を
躍
念
仏
と
曰
ふ
。
方
今
童

男
丱
女
の
弥
陀
を
以
て
口
号
と
為
さ
ゞ
る
も
の
な
き
は
、
上
人
の
余
習

な
り
。
其
家
僕
の
者
は
、
四
方
を
周
流
し
、
鉦
皷
を
打
ち
て
、
説
経
念

仏
と
号
じ
、
門
前
に
立
ち
、
戸
外
に
傍
ひ
、
往
生
極
楽
の
口
説
を
な
し

て
、
口
を
⻞籾
し
施
米
を
受
け
て
、
生
涯
を
営
む
も
の
な
り
。
然
し
て
、

九
月
十
一
日
、
上
人
往
生
の
日
を
以
て
之
を
祭
る
。
其
宗
を
九
品
宗
と

曰
ひ
、
其
寺
を
九
品
寺
と
号
ず
。
蓋
し
旧
洛
東
六
波
羅
蜜
寺
の
末
流
な

り
。

 

　
武
藤
直
治
・
大
庭
陸
太
『
校
訂
筑
後
地
誌
叢
書
』
一
九
二
九　
筑
後

遺
籍
刊
行
会

（
5
） 『
筑
後
志
』
巻
三

 

九
品
寺　
三
潴
郡
江
上
川
上
村
に
あ
り
。
西
法
山
と
号
す
。
後
柏
原
帝

の
御
宇
、
天
永
年
中
大
友
の
家
臣
、
豊
饒
美
作
入
道
永
源
草
創
し
、
寺

田
三
反
三
畝
を
附
す
。
田
中
吉
政
、
其
田
を
没
収
せ
り
。
九
品
宗
の
徒

こ
れ
を
守
る
。
此
邑
に
歌
舞
を
業
と
す
る
優
人
の
一
等
あ
り
、
世
に
寺
家
或
は
寺
中
と
称
す
。
其
本
、

九
品
念
仏
の
余
習
に
し
て
、
空
也
上
人
の
流
を
汲
む
者
な
り
。
案
ず
る
に
、
永
源
当
刹

を
草
創
す
る
の
縁
に
因
り
て
、
彼
の
優
児
の
輩
を
爰
に
移

す
も
の
か
。
尚
ほ
金
中
山
浄
同
寺
の
條
下
を
照
考
す
べ
し
。

 
　
杉
山
正
仲
・
小
川
正
格
『
校
訂
筑
後
志
』
一
九
七
四　
久
留
米
郷
土

研
究
会

（
6
） 『
寛
文
十
年
久
留
米
藩
寺
院
開
基
』

　
　
　
【
九
品
宗
】（
一
箇
寺
）　
覚

 

一
寺
社
領
、
公
義
并
何
之
代
よ
り
附
来
候
哉
、
又
は
領
主
よ
り
被
附
置

候
哉
之
事

 

　
三
潴
郡
江
上
々
村
西
法
山
九
品
寺
、
寺
領
三
反
三
畝
、
豊
後
大
友
義

隆
公
御
家
老
豊
暁
美
作
入
道
永
源
御
附
被
成
、
其
後
、
田
中
兵
部
様
御

代
被
召
上
候
由
申
伝
候

 

一
寺
社
古
跡
・
新
地
、
何
之
代
よ
り
開
元
建
立
并
再
興
候
哉
之
事
当
寺

大
永
之
比
、
右
豊
暁
美
作
入
道
永
源
御
建
立
被
成
候
由
申
伝
候
。
当
年

迄
百
四
拾
年
余
罷
成
候
由
申
候
。
其
後
、
従
門
徒
中
、
度
々
再
興
仕
候

 

一
寺
社
祭
礼
之
規
式
并
時
分
之
事

 

当
寺
霜
月
十
五
日
空
也
聖
人
法
事
仕
候
（
中
略
）

 

一
寺
社
仏
体
・
神
体
并
其
寺
内
末
寺
、
是
又
仏
体
・
神
体
之
事

 

当
寺
開
山
空
也
上
人
絵
像
并
本
尊
薬
師
木
像
一
体
、
当
寺
末
寺
無
御
座

候
（
中
略
）

 

　
寛
文
十
年
戌
九
月
十
五
日　
　
　
　
　
三
潴
郡
江
上
々
村
九
品
宗

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
品
寺
生
空

 

　
　
　
稲
次
八
兵
衛
殿

 

　
　
　
有
馬
主
計
殿

 

　
古
賀
正
美
解
読
、
古
賀
幸
雄
編
・
校
訂
『
久
留
米
史
料
叢
書
七　
寛

文
十
年
久
留
米
藩
社
方
開
基
』
一
九
八
一　
久
留
米
郷
土
研
究
会

（
7
） 『
久
留
米
藩
公
用
見
聞
録　
郡
方
下
代
』

 

●
一　
小
見
世
物
義
ハ
以
前
よ
り
開
帳
神
事
等
の
節
相
願
来
候
類
ハ
、

力
武
・
江
上
操
座
等
ニ
て
他
方
よ
り
人
数
雇
入
不
申
、
随
分
手
軽
ニ
相

催
、（
中
略
）

 

　
　
十
一
月
二
日

 

　
右
一
通
寛
政
十
一
未
年
十
一
月
九
日
、
表
方
右
近
様
よ
り
加
藤
喜
兵

衛
殿
へ
御
渡
ニ
ナ
ル
。

 

●
大
目
付
え

 

一　
在
々
に
お
い
て
神
事
祭
礼
の
節
或
ハ
作
り
物
虫
追
風
祭
な
ど
ゝ
名

付
、
芝
居
見
世
物
同
様
の
事
を
催
し
、（
中
略
）

 

　
　
　
　
六
月

 

右
の
通
可
被
相
触
候

 

右
従
公
儀
の
御
触
書　
寛
政
十
一
未
年
七
月
廿
五
日
右
近
様
御
渡
。

 

●
一　
三
潴
郡
江
上
々
村
孫
左
衛
門
掛
へ
同
繰
座
の
も
の
四
五
人
相

雇
、
明
後
十
四
日
天
気
次
第
、
一
日
百
姓
と
も
遊
楽
仕
度
旨
申
出
候
付
、

例
の
通
受
持
中
承
届
の
段
申
渡
候

 

　
　
同
年
（
注
：
寛
政
十
年
）
十
一
月
十
二
日　
　
鵜
飼　
蔀

 

　
　
　
　
吉
田
式
衛
様

 

●
文
化
六
巳
年

 

　
一　
新
庄
組
村
々
田
方
、
当
夏
稀
成
旱
魃
ニ
付
全
干
付
畝
ニ
相
成
、

虫
取
除
不
行
届
先
達
て
降
雨
用
水
も
相
増
候
付
追
々
油
を
入
取
除
候
得

共
、
孰
実
ニ
相
掛
候
付
箒
を
入
存
分
取
除
候
義
も
出
来
不
申
、
無
拠
油

ヲ
入
、
株
毎
ニ
椀
抔
ニ
て
操
掛
取
除
居
候
得
共
、
太
ク
相
成
蝗
除
り
兼
、

近
々
村
々
共
株
腐
相
増
候
間
、
組
方
一
同
夜
分
松
明
を
以
焼
立
見
候
て

相
除
り
候
義
も
可
有
之
、
只
今
の
通
ニ
て
ハ
次
第
ニ
虫
障
り
ニ
て
柄
痛

相
増
可
申
心
遣
ニ
候
間
、
人
別
一
ト
方
角
宛
ニ
一
同
ニ
松
明
ヲ
挑
焼
立

度
候
。
勿
論
用
水
も
外
シ
候
時
候
ニ
候
得
と
も
、
養
水
も
引
受
油
ヲ
入

精
々
取
除
居
候
ヘ
共
除
り
兼
候
間
、
無
拠
右
体
申
出
候
儀
ニ
付
、
両
三

夜
右
の
主
法
を
以
取
除
見
申
度
候
。
併
鐘
太
鼓
等
相
用
ひ
候
義
ニ
て
も

無
之
、
人
々
持
掛
り
の
坪
々
一
同
ニ
松
明
を
振
候
迄
ニ
て
候
得
共
、
大
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勢
組
中
罷
出
、
村
切
同
夜
ニ
取
斗
候
義
ニ
付
願
出
候
由
。
尤
其
の
間
ハ

庄
屋
・
村
役
人
罷
出
才
判
仕
候
義
ニ
候
へ
共
、
大
庄
屋
儀
も
打
廻
、
松

明
の
火
粗
末
等
不
仕
様
気
を
付
ケ
才
判
為
可
申
候
間
、
明
朔
日
よ
り
三

日
の
夜
迄
虫
焼
被
仰
付
被
下
度
旨
願
書
新
庄
大
庄
屋
差
出
候
付
、
早
崎

氏
へ
差
出
候
処
承
届
候
段
被
申
聞
候
付
、
村
々
不
〆
り
の
儀
等
無
之
様

才
判
可
被
致
旨
新
庄
大
庄
屋
へ
書
渡
候
事
。（
中
略
）

 

右
ハ
文
化
六
巳
年
八
月
廿
九
日
上
妻
日
記
書
留
也
。

 

●
延
享
三
子
二
月
上
ノ
間
書
留
ニ
有
り
。

 

　
　
多
擲
々
咜　
波
羅
跋
題　
那
蛇
婆
提

 

右
十
二
字
を
清
き
水
ニ
種
壱
升
入
、
指
ニ
て
二
十
一
遍
書
、
何
石
も
一

ツ
ニ
ま
せ
蒔
候
得
ハ
虫
付
な
し
。
享
保
十
七
子
年
西
国
・
四
国
稲
ニ
虫

付
、
悉
く
喰
か
ら
す
所
多
キ
時
、
安
房
国
ニ
も
虫
付
け
る
に
此
法
を
な

し
け
る
。八
月
ノ
中
な
り
し
に
水
に
書
て
か
け
け
る
に
虫
消
失
せ
し
也
。

右
稲
次
御
氏
御
渡
被
成
候
事
。

 

　
豊
田
丈
助
解
読
『
久
留
米
藩
公
用
見
聞
録　
郡
方
下
代
』
一
九
七
四　

井
上
農
夫

（
8
） 『
石
原
家
記
』

 

●
当
年
大
旱
魃
四
月
廿
三
日
雨
降
己
後
五
月
中
無
雨
六
月
夕
立
少
々
あ

り
三
潴
郡
筋
は
六
月
十
四
日
初
四
月
廿
三
日
よ
り
己
来
に
雨
有
七
月
中

に
二
度
雨
有
八
月
十
一
日
大
雨
土
居
崩
程
の
大
雨
あ
り
堀
々
の
せ
き
歩

行
渡
す
る
故
池
深
む
る
三
潴
筋
古
来
よ
り
堀
池
深
る
程
旱
魃
当
年
始
也

六
月
十
四
日
為
雨
乞
願
成
就
愛
宕
山
神
前
に
て
番
僧
の
家
を
楽
屋
に
し

て
操
芝
居
有
り
分
徳

座

大
夕
立
雷
強
相
止
翌
十
五
日
又
々
致
筈
の
処
久
留

米
其
外
見
物
殊
外
夥
敷
山
上
に
人
居
余
り
程
故
相
止

 

●
江
上
々
村
荒
人
神
祠
建
立
の
事
例
年
江
上
村
の
田
畑
余
村
に
入
組
候

田
畑
も
江
上
村
分
に
限
年
々
虫
入
余
村
決
て
虫
不
入
年
の
江
上
村
分
は

虫
入
に
付
柳
川
垂
水
村
虎
之
亟
と
申
取
出
の
者
を
呼
考
さ
せ
候
虚
是
は

当
村
先
城
主
の
た
ゝ
り
な
り
と
申
出
其
墓
を
吟
味
致
候
処
（
後
略
）

 

　
石
原
為
平
『
石
原
家
記
』
上
巻　
一
九
七
三　
名
著
出
版

（
9
） 

久
留
米
市
田
主
丸
町
で
は
、
伝
承
保
持
の
た
め
に
現
在
で
も
三
年
に
一
度

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
実
施
す
る
。
近
年
で
は
二
〇
一
九
年
に
開
催
さ
れ
た
。

（
10
） 

小
林
照
幸
『
死
の
貝
』
一
九
九
八　
文
藝
春
秋

（
11
）
川
野
和
樹
「
宮
入
館
長
の
熱
い
思
い
」
宮
入
慶
之
助
記
念
館
『
宮
入
慶

之
助
記
念
館
だ
よ
り
』
二
六
号　
二
〇
一
八

（
12
） 『
死
の
貝
』
に
よ
る
と
、
日
本
住
血
吸
虫
症
の
正
体
が
判
明
し
て
か
ら
、

こ
の
霊
験
も
色
あ
せ
宝
満
宮
は
寂
れ
た
と
い
う
。

（
13
） 

宮
入
慶
之
助
記
念
館
『
宮
入
慶
之
助
記
念
館
だ
よ
り
』
一
四
号　

二
〇
一
一

参
考
文
献

塘
普
「
病
原
体
発
見
ま
で
の
歴
史
」
九
州
環
境
管
理
協
会
編
『
筑
後
川
流
域

に
お
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毛
越
寺
延
年
に
お
け
る
深
草
少
将
伝
説
成
立
と
そ
の
独
自
性篠 

原　
順 
子

は
じ
め
に

小
野
小
町
は
、
平
安
時
代
の
歌
人
で
あ
り
多
く
の
伝
説
を
各
地
に
残
す

人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
人
物
像
は
、
小
町
歌
の
十
八
首
の
み
に
あ
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
小
町
伝
説
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
深
草
少
将
伝

説
は
、
明
川
忠
夫
が
、
能
「
通
小
町
」「
卒
都
婆
小
町
」
と
深
い
関
わ
り
が

あ
る
と
指
摘
す
る）

1
（

。

岩
手
県
平
泉
毛
越
寺
に
は
、
一
月
二
十
日
に
「
二
十
日
祭
」
と
い
う
延

年
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
現
在
は
「
卒
都
婆
小
町
」
と
い
う
演
目
は
行
わ
れ

て
い
な
い
が
、
か
つ
て
取
り
行
わ
れ
て
い
た
時
の
詞
章
が
残
っ
て
い
る
。

本
田
安
次
は
、
詞
章
や
所
作
を
克
明
に
聞
き
書
き
し
て
い
る）

2
（

。
そ
の
内
容

を
見
る
と
、
能
「
卒
都
婆
小
町
」
と
能
「
通
小
町
」
を
重
ね
た
よ
う
な
内

容
と
伺
え
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
深
草
少
将
伝
説
は
、
独
特
の
も
の
と
み
ら

れ
る
。
延
年
「
卒
都
婆
小
町
」
と
い
う
演
目
の
詞
章
と
し
て
で
も
こ
こ
に

残
り
引
き
継
が
れ
て
い
く
に
は
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
能
「
通
小
町
」
の
形
成
に
は
三
段
階
が
あ
る
。
申
楽
談
儀
に

よ
る
と）

3
（

Ａ
の
唱
導
僧
が
書
き
、
多
武
峰
で
金
春
権
守
が
演
じ
た
能
「
四
位
少

将
」。
次
に
、
Ｂ
の
観
阿
弥
が
改
作
し
た
能
「
四
位
少
将
」。
そ
し
て
、
Ｃ
の

世
阿
弥
が
そ
れ
を
改
作
し
た
能
「
通
小
町
」
で
あ
る
。
ま
た
、
能
「
卒
都
婆

小
町
」
は
、
能
「
小
町
」
に
、
能
「
四
位
少
将
」
か
ら
百
夜
通
い
の
部
分
が

取
り
込
ま
れ
た
と
、
伊
藤
正
義
は
『
謡
曲
集
』
で
述
べ
て
い
る）

4
（

。
内
山
美
樹

子
が
「〈
通
小
町
〉
と
毛
越
寺
延
年
〈
卒
都
婆
小
町
）
5
（

〉」
で
、
延
年
「
卒
都
婆

小
町
」
は
、
Ａ
か
ら
で
あ
る
と
示
し
、
百
夜
通
い
に
つ
い
て
は
最
初
か
ら
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
執
筆
者
も
、
延
年
「
卒
都
婆
小
町
」

は
、
Ａ
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
百
夜
通
い
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
の
観
阿
弥

改
作
時
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
内
山
と
は
違
う
見
解
を
持
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
深
草
少
将
伝
説
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
伝
説
を
考
察
し
、

平
泉
に
残
る
延
年
「
卒
都
婆
小
町
」
の
中
の
深
草
少
将
伝
説
の
成
立
と
独

自
性
を
見
出
し
た
い
。
そ
し
て
、
京
都
の
伝
説
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
深

草
少
将
伝
説
成
立
へ
の
Ｂ
観
阿
弥
の
関
わ
り
に
向
け
て
の
展
開
に
考
察
を

進
め
た
い
。


