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一 

上
賀
茂
神
社 

 

関
西
の
方
は
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
上
賀
茂
神
社

は
京
都
の
北
に
あ
り
ま
す
。
京
都
駅
か
ら
北
に
約
一
〇
キ

ロ
、
賀
茂
川
の
東
に
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
京
都
市
内
の

北
の
は
ず
れ
に
あ
り
ま
す
。
上
賀
茂
神
社
と
申
し
ま
す
が
、

正
式
の
名
前
は
賀
茂
別
雷
（
わ
け
い
か
づ
ち
）
神
社
と
い

い
ま
す
。
崇
神
天
皇
以
前
の
御
鎮
座
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
実
に
は
い
つ
頃
に
創
建
さ
れ
た
か
よ
く
分
か
っ
て
お

り
ま
せ
ん
。
平
安
京
が
京
都
に
き
ま
す
時
に
、
北
の
守
り

と
し
て
皇
室
の
崇
敬
を
受
け
ま
し
た
。
祭
と
し
て
は
、
京

都
三
大
祭
の
一
つ
の
葵
祭
、
今
年
は
雨
で
上
賀
茂
神
社
ま

で
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
昔
か
ら
の
有
名
な
祭
で
す
。
そ

の
他
、
競
馬
会
、
烏
相
撲
な
ど
の
祭
が
あ
り
ま
す
。
上
賀

茂
神
社
と
下
鴨
神
社
の
関
係
は
、
両
方
を
合
わ
せ
て
上
下

社
、
あ
る
い
は
賀
茂
社
と
総
称
さ
れ
一
つ
の
神
社
と
い
う

扱
い
も
い
た
し
ま
し
た
が
、
現
在
は
別
の
神
社
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
関
連
は
深
い
神
社
で
す
。
上
賀
茂
神
社
の
祭

神
で
あ
る
別
雷
神
の
母
親(

玉
依
姫
命)

と
外
祖
父(

賀
茂

建
角
身
命)

を
祭
神
と
す
る
の
が
下
鴨
神
社
で
す
。 

 

平
成
六(

一
九
九
四)

年
に
上
賀
茂
神
社
は
、
「
古
都
京

都
の
文
化
財
」
と
し
て
京
都
の
一
七
ヶ
所
の
一
つ
と
し
て

世
界
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
下
鴨
神
社
も
そ
の

一
つ
で
す
。
行
か
れ
た
こ
と
の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
一
の
鳥
居
を
入
り
ま
す
と
、
大
き
な
広
場
が
あ
り

日
本
下
水
文
化
研
究
会 

関
西
支
部
総
会
講
演 

水

文

化

と

上

賀

茂

神

社 

京
都
産
業
大
学 

勝
矢
淳
雄 
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ま
す
。
さ
ら

に
進
ん
で
、

二

の

鳥

居

を

入

り

ま

す
と
、
細
殿

と

そ

の

前

に

立

砂

が

あ
り
ま
す
。

古

代

の

神

南
備
（
か
む

な
び
）
信
仰

の

名

残

を

示
す
も
の
で
す
。
こ
の
立
砂
の
天
辺
に
松
葉
が
さ
し
て
あ

り
ま
す
。
こ
れ
が
、
昔
は
柱
を
立
て
た
こ
と
の
名
残
で
す
。

さ
ら
に
進
む
と
、
楼
門
の
前
に
橋
が
二
つ
架
け
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
玉
橋
と
片
岡
橋
で
す
。
そ
の
下
を
流
れ
る
の
が

御
物
忌
川
（
お
も
の
い
み
が
わ
）
で
す
。
楼
門
を
入
り
ま

す
と
本
殿
が
あ
り
ま
す
。 

 

桜
の
頃
に
は
、
大
き
な
紅
白
の
枝
垂
れ
桜
が
き
れ
い
で

す
。
社
務
所
の
前
か
ら
北
を
見
る
と
お
椀
形
を
し
た
神
山

が
見
ら
れ
ま
す
。
ご
神
体
山
で
す
。
こ
こ
に
別
雷
神
が
ご

降
臨
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

二 

名
前
を
変
え
る
川
・
明
神
川 

 

明
神
川
は
場
所
に
よ
っ
て
名
前
を
変
え
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
、
場
所
に
よ
っ
て
川
が
そ
の
名
前
を
変
え
る
と
い

う
の
昔
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
し
た
。
建
設
省
が
一
河
川
、

一
名
前
と
い
う
こ
と
で
統
一
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す

か
ら
、
川
が
場
所
に
よ
っ
て
そ
の
名
前
を
変
え
る
と
い
う

と
今
で
は
珍
し
い
感
じ
を
あ
た
え
ま
す
。
明
神
川
は
、
現

在
は
賀
茂
川
の
志
久
呂
橋
の
下
流
か
ら
水
を
取
り
入
れ

て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
神
社
境
内
に
入
る
ま
で
の
と

こ
ろ
、
鞍
馬
街
道
と
の
交
差
点
、
柊
野
別
れ
ま
で
を
明
神

川
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
神
社
境
内
に
入
り
ま
す
と
御
生

所
（
み
あ
れ
ど
こ
ろ
）
が
あ
り
、
そ
の
横
を
流
れ
ま
す
の

で
御
生
所
川
と
言
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
本
殿

細殿と立砂 
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の
西
を
回
っ
て
御
手
洗
川
と
い
い
ま
す
。
か
つ
て
は
御
手

洗
の
た
め
に
使
っ
た
か
ら
で
す
。
御
手
洗
川
は
橋
殿
の
手

前
で
本
殿
の
前
か
ら
流
れ
て
き
た
御
物
忌
川
と
合
流
し

ま
す
。
御
物
忌
川
は
現
在
ゴ
ル
フ
場
の
中
に
な
っ
て
い
る

蟻
が
池
が
昔
は
大
き
な
池
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
か
ら

の
分
流
で
す
。
橋
殿
を
こ
え
る
と
奈
良
の
小
川
と
な
り
ま

す
。
奈
良
社
の
横
を
流
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

楢
の
小
川
と
も
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
楢
の
木
の

林
が
あ
る
か
ら
で
す
。
神
社
の
方
に
お
聞
き
し
ま
す
と
奈

良
の
小
川
が
正
式
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
藤
原

家
隆
の
歌
で
有
名
な
夏
越
の
祓
が
行
わ
れ
ま
す
。
神
社
境

内
を
出
ま
す
と
ま
た
明
神
川
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
も
内

川
と
か
大
川
と
呼
ば
れ
た
と
も
聞
き
ま
す
が
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
境
内
を
出
て
東
進
す
る
辺
り
か
ら
社
家
町

が
始
ま
り
ま
す
。
社
家
町
は
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
、
い
わ
ゆ
る
伝
建
地
区
に
全
国
で
二
七
番
目
に

選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
明
神
川
で
す
が
、
全
体

を
通
し
て
は
明
神
川
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
本
当
は
そ

れ
ぞ
れ
の
場
所
で
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
を
持
っ
て
お
り
ま

す
。 

 

上
賀
茂
神
社
は
こ
の
よ
う
に
、
川
を
修
景
に
取
り
入
れ

た
神
社
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
こ
れ
は
逆
で
川
の
守
り

と
し
て
神
社
を
置
い
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
今

日
の
話
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。 

(1) 

夏
越
の
祓 

 

奈
良
の
小
川
で
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
に
夏
越
の
祓
が

行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
情
景
を

歌
っ
た
の
が

藤
原
家
隆(

一

一
五
八
～
一

二

三

七

)

の

｢

風

そ

よ

ぐ 

な
ら
の
小
川

の 

夕
暮
れ

は 

み
そ
ぎ

夏越の祓 
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ぞ
夏
の 

し
る
し
な
り
け
る｣

で
す
。
夜
八
時
か
ら
橋
殿

の
上
で
雅
楽
の
演
奏
が
行
わ
れ
、
橋
の
上
か
ら
神
職
の
方

が
そ
れ
ぞ
れ
の
半
年
の
穢
れ
を
移
し
た
紙
の
人
形
（
ひ
と

が
た
）
を
一
枚
ず
つ
奈
良
の
小
川
に
流
し
て
い
か
れ
ま
す
。

篝
火(

か
が
り
び)

が
い
く
つ
も
焚
か
れ
た
川
面
を
人
形

が
流
れ
て
い
く
様
は
な
か
な
か
風
情
の
あ
る
も
の
で
す
。

川
の
あ
る
神
社
で
も
下
鴨
神
社
や
城
南
宮
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
ま
た
や
り
方
が
違
い
ま
す
。 

(2) 
 

曲

水

き
ょ
く
す
い

の
宴 え

ん 

 

水
の
流
れ
に
関
し
て
は
、
平
成
六(

一
九
九
四)

年
に
皇

太
子
殿
下
御
成
婚
な
ど
を
記
念
し
て
、
曲
水
の
宴
が
復
活

し
ま
し
た
。
奈
良
の
小
川
の
分
流
か
ら
取
り
入
れ
た
曲
水

の
流
れ
を
渉
渓
園
に
つ
く
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

古
代
に
朝
廷
で
行
わ
れ
た
年
中
行
事
の
一
つ
で
す
。
曲
水

に
臨
ん
で
、
上
流
か
ら
流
さ
れ
て
く
る
杯
が
自
分
の
前
を

通
り
過
ぎ
な
い
う
ち
に
詩
歌
を
つ
く
り
、
杯
を
と
り
あ
げ

て
酒
を
飲
み
、
次
へ
流
す
と
い
う
優
雅
な
遊
び
で
す
。
も

と
も
と
は
、
中
国
で
晋
の
王
羲
之
が
三
五
三
年
に
蘭
亭
で

こ
の
遊
び
を
し
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今

の
よ
う
に
た
だ
酒
を
飲
ん
で
わ
い
わ
い
騒
い
で
い
る
の

で
は
な
く
て
、
昔
は
こ
の
よ
う
に
優
雅
に
お
酒
を
楽
し
ん

だ
わ
け
で
す
。
今
で
い
え
ば
、
カ
ラ
オ
ケ
と
で
も
言
え
ま

し
ょ
う
か
。 

 

た
だ
、
こ
の
賀
茂
の
曲
水
の
宴
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
残

念
な
こ
と
は
地
元
と
の
結
び
つ
き
が
な
い
こ
と
で
す
。
地

元
で
歌
を
詠
め
る
方
が
お
ら
れ
な
い
か
ら
仕
方
が
な
い

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
現
実
に
こ
の
よ
う
な
曲
水
の
宴
を

し
よ
う
と
思
い
ま
す
と
、
京
都
で
は
冷
泉
家
か
ら
き
て
も

ら
わ
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
何
ら
か
の
地
元
と
の

結
び
つ
き
、
あ
る
い
は
社
会
と
の
接
点
が
ほ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
プ
ロ
の
方
で
な
け
れ
ば
な
か
な
か
で
き
な
い

で
し
ょ
う
が
、
た
と
え
ば
、
和
歌
を
詠
む
新
人
に
も
来
て

も
ら
い
、
新
人
の
登
竜
門
に
で
も
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

今
の
形
で
す
と
、
上
賀
茂
神
社
で
や
ろ
う
と
ど
こ
の
神
社

で
や
ろ
う
と
同
じ
こ
と
の
わ
け
で
す
。
冷
泉
家
が
や
っ
て
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い
る
と
い
う
形
だ
け
な
わ
け
で
す
。
何
か
、
社
会
的
な
価

値
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

実
は
、
上
賀
茂
に
は
和
歌
の
文
化
が
あ
り
ま
し
た
。
江

戸
末
期
で
有
名
な
の
は
賀
茂
季
鷹
で
す
。
現
在
も
季
鷹
の

歌
仙
堂
が
あ
り
ま
す
。
京
都
に
は
三
大
歌
仙
堂
が
あ
り
、

石
川
丈
山
の
修
学
院
の
詩
仙
堂
、
高
台
寺
の
歌
仙
堂
、
こ

の
上
賀
茂
の
季
鷹
の
歌
仙
堂
で
す
。
し
か
し
、
現
在
は
建

物
だ
け
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
創
建
当
時
の
姿
で

残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
和
歌
の
方
の
伝
統
は
失
わ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
こ
の
建
物
も
実
は
危
な
い
状
況
で
何
と
か

保
存
で
き
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か

難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。 

 

三 

明
神
川
と
賀
茂
氏 

(1) 

明
神
川
は
人
工
の
川 

 

都
市
の
小
川
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
埋
め
立
て
ら
れ
て

道
路
に
さ
れ
る
な
ど
し
て
多
く
の
も
の
が
無
く
な
り
ま

し
た
。
川
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
川
の
歴
史
を

知
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
歴
史
を
知
ら
な
い
た
め

に
、
川
が
汚
れ
て
く
る
と
埋
め
て
し
ま
え
と
い
う
形
に
な

っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
明
神
川
自
身
も
、
か
つ
て
暗
渠

に
す
る
計
画
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

明
神
川
を
も
う
少
し
調
べ
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
研

究
を
始
め
た
わ
け
で
す
。
川
を
大
切
に
し
ま
し
よ
う
と
言

い
ま
し
て
も
、
現
実
に
汚
れ
た
川
を
見
た
だ
け
で
は
川
を

大
切
に
し
よ
う
、
川
を
残
し
て
お
こ
う
な
ど
と
い
う
気
持

ち
は
芽
生
え
な
い
わ
け
で
す
。 

 

米
沢
市
の
上
杉
博
物
館
に
国
宝
に
な
っ
て
い
る
上
杉

本
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
が
あ
り
ま
す
狩
野
永
徳
の
作
で
、

天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
織
田
信
長
が
上
杉
謙
信
に
贈

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
洛
中
洛
外
図
の
左
隻
に
、

上
賀
茂
神
社
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
側
の
「
し
け
」
と

書
か
れ
た
屋
敷
の
前
を
橋
が
か
け
ら
れ
た
明
神
川
の
流

れ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
上
賀
茂
の
社
家
町

で
明
神
川
と
い
う
の
は
、
上
杉
本
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
大
切
な
景
色
を
つ
く
り
だ
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し
て
い
る
川
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
最
近
、
上
杉

本
の
実
物
大
の
展
示
を
二
時
間
ほ
ど
見
て
い
ま
し
て
、
こ

れ
が
明
神
川
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
こ
の
流

れ
を
明
神
川
と
指
摘
し
て
い
る
文
献
は
今
ま
で
の
と
こ

ろ
知
り
ま
せ
ん
。 

 

明
神
川
は
社
家
町
を
東
に
流
れ
て
い
ま
す
が
、
明
神
川

を
み
た
時
、
地
形
な
ど
か
ら
み
て
東
に
流
れ
る
の
は
お
か

し
い
と
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
幾
つ
か
の
方
法
で
証
明

し
ま
し
た
が
、
そ
の
内
の
一
つ
だ
け
示
し
ま
す
。
京
都
は
、

昭
和
一
〇
年
に
大
雨
で
鴨
川
が
氾
濫
し
ま
し
た
。
四
〇
幾

つ
の
橋
の
内
、
三
三
の
橋
が
流
さ
れ
ま
し
た
。
出
町
の
と

こ
ろ
で
は
、
葵
橋
や
河
合
橋
が
流
さ
れ
、
三
条
大
橋
も
流

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
大
雨
の
時
に
ど
こ
ま
で
浸
水
し
た
か

を
見
ま
す
と
、
古
く
か
ら
の
地
形
の
通
り
に
段
丘
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
は
浸
水
し
て
い
ず
、
賀
茂
川
や
高
野
川
沿

い
の
河
川
敷
な
ど
の
低
い
と
こ
ろ
が
浸
水
し
て
い
ま
す
。

上
賀
茂
の
社
家
町
で
見
ま
す
と
、
明
神
川
が
神
社
の
境
内

を
流
れ
出
て
南
か
ら
東
に
流
れ
を
変
え
る
と
こ
ろ
の
す

ぐ
東
ま
で
は
浸
水
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
東
は
浸
水

し
て
お
り
ま
せ
ん
。
地
形
図
で
み
る
と
段
丘
に
な
っ
て
い

る
高
い
と
こ
ろ
で
す
。
す
な
わ
ち
、
浸
水
す
る
低
い
所
か

ら
、
浸
水
し
な
い
高
い
段
丘
の
と
こ
ろ
に
自
然
の
川
が
流

れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
す
。
明
神
川
が
人
工
的

に
開
削
さ
れ
た
川
で
あ
る
と
主
張
す
る
一
つ
の
理
由
で

流出する葵橋と河合橋 
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す
。
た
と
え
ば
、
宝
永
二
年(

一
七
〇
五)

の
洛
中
洛
外
絵

図
（
京
都
府
立
資
料
館
蔵
）
を
み
ま
す
と
浸
水
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
賀
茂
川
の
河
川
敷
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
社
家
町
は
浸
水
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
永
年
の
経
験
で
、
当
然
賀
茂
川
が
氾
濫
し
て
も
浸
水

し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
家
を
建
て
て
い
る
わ
け
で
す
。
浸
水

し
な
い
東
の
社
家
町
の
方
向
に
明
神
川
が
自
然
に
流
れ

る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
昨
年
、
上
賀
茂
小
学
校
で
享

保
三
年(

一
七
一
八)

の
古
絵
図
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
神

社
と
市
原
村
と
の
領
地
の
合
意
絵
図
で
、
絵
師
に
よ
っ
て

描
か
れ
た
も
の
で
、
正
確
に
詳
細
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
見
ま
す
と
、
明
神
川
と
賀
茂
川
の
接
続
地
点
に
は

樋
門
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
自
然
の
川
で
し
た
ら
樋
門
で

水
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
明
神
川

が
人
工
の
川
で
あ
る
と
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
寛
政
五
年

（
一
七
九
三
）
の
上
賀
茂
六
郷
井
手
口
之
図
（
梅
辻
家
文

書
）
で
も
、
同
様
に
樋
門
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

(2) 

明
神
川
の
開
削 

 

明
神
川
は
誰
が
、
い
つ
頃
、
何
の
た
め
に
開
削
し
た
の

か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
古
文
書
を
探
し
た
の
で
す
が
、

今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
自
然
の
川
で
あ
れ
ば
文

書
は
な
い
の
が
当
然
で
す
が
、
自
然
の
川
で
あ
る
こ
と
は

今
、
否
定
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
文
書
に
書
き
と
め

ら
れ
る
よ
り
か
も
っ
と
古
い
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
上
賀
茂
の
こ
と
は
、
賀
茂

氏
の
こ
と
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
先
住

民
と
賀
茂
氏
と
の
関
係
の
こ
と
、
上
賀
茂
地
域
に
定
住
し

て
い
く
た
め
に
は
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
な

ど
が
問
題
と
な
り
ま
す
。 

 

「
山
城
国
風
土
記
」
の
逸
文
が
、｢

釈
日
本
記｣

（
卜
部

兼
方
）
に
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
賀
茂
氏
に

つ
い
て
の
伝
承
が
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、

古
い
記
述
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
な
ど
を
ど
う
の
よ
う
に

考
え
る
か
で
す
が
、
私
は
誇
張
し
て
書
か
れ
て
い
て
も
基

本
的
な
内
容
は
信
用
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
最
近
も
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朝
日
新
聞
で
、
皆
既
日
食
に
つ
い
て
の
日
本
書
紀
の
記
述

は
、
計
算
し
直
し
た
と
こ
ろ
実
は
正
し
か
っ
た
と
い
う
記

事
（
平
成
一
五
年(

二
〇
〇
三)

五
月
三
一
日)

が
出
て
い
ま

し
た
。
最
近
の
遺
跡
の
発
掘
調
査
な
ど
で
、
こ
の
よ
う
な

記
紀
で
書
か
れ
て
い
た
記
述
と
一
致
す
る
と
い
う
事
物

の
発
見
、
記
紀
で
書
か
れ
て
い
た
史
実
の
場
所
が
こ
こ
で

あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
が
二
～
三
年
に
一
度
く
ら

い
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

山
城
国
風
土
記
に
は
、
賀
茂
建
角
身
命
が
九
州
の
方
か

ら
来
て
、
大
倭
の
葛
木
山(

大
和
の
葛
城
山)

に
住
み
。
さ

ら
に
、
山
代(

山
城)

の
国
の
岡
田
の
賀
茂
を
経
て
賀
茂
川

を
遡
り
、
久
我
の
国
の
北
山
の
基
（
上
賀
茂
）
に
鎮
ま
っ

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
大
倭
の
葛
木
山
は
、
奈
良
県
御

所
市
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
御
所
市
に
は
鴨
都
波
遺
跡

が
あ
り
、
鴨
都
波
に
は
鴨
都
味
波
八
重
事
代
主
命
神
社
な

ど
三
社
が
あ
り
、
賀
茂
氏
が
大
規
模
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

昭
和
二
八
年(

一
九
五
三)

以
来
、
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
て

お
り
、
弥
生
時
代
の
矢
板
列
、
大
溝
、
護
岸
水
路
の
遺
構

が
多
数
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
然
条
件
に
規
制
さ
れ
な

が
ら
微
高
地
の
裾
野
部
分
に
掘
削
さ
れ
て
い
ま
す
。
賀
茂

氏
が
農
耕
用
水
路
の
建
設
が
で
き
る
農
業
技
術
を
持
っ

て
、
今
の
御
所
市
で
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
集
団
か
ら
新
天
地(

上
賀
茂)

に
移
住
し
た
賀
茂
建

角
身
命
の
一
族
は
、
当
然
、
農
耕
用
水
路
の
建
設
が
で
き

る
農
業
技
術
を
持
っ
た
集
団
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
技
術

を
持
た
ず
に
新
天
地
を
求
め
て
出
て
行
く
こ
と
は
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

一
方
、
上
賀
茂
に
は
賀
茂
氏
が
来
る
以
前
か
ら
、
先
住

民
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
の
が
定
説
で
す
。
社
家
町
の
東

の
方
に
大
田
神
社
な
ど
数
社
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
上

賀
茂
で
も
北
に
山
を
背
負
い
、
南
は
開
け
た
上
賀
茂
の
農

耕
地
帯
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
上
賀
茂
神
社
よ
り
ず
っ
と
良

い
位
置
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
田
神
社
は
先
住
民
の
神
様

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
御
鎮
座
の
年
代
も
わ
か
り
ま
せ

ん
。
上
賀
茂
神
社
と
祭
神
も
異
な
り
、
ま
っ
た
く
関
係
が

な
い
天
鈿
女
命
（
ア
メ
ノ
ウ
ヅ
メ
ノ
ミ
コ
ト
）
で
す
。
天
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照
大
神
が
天
の
岩
戸
に
お
隠
れ
に
な
っ
た
時
、
そ
の
前
で

舞
を
ま
っ
た
神
様
で
す
。 

 
そ
の
よ
う
な
先
住
民
が
い
る
地
域
に
賀
茂
氏
が
新
た

に
定
住
す
る
た
め
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
一
つ
は
、
先
住
民
を
追
い
出
す
こ
と
で
す
。
し

か
し
、
先
住
民
を
追
い
出
し
た
ら
何
を
す
る
か
。
ま
ず
、

先
住
民
の
権
威
の
象
徴
で
あ
る
大
田
神
社
を
一
番
に
破

壊
す
る
は
ず
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
大
田
神
社
を
核

と
し
て
、
先
住
民
が
ま
た
集
ま
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

し
か
し
大
田
神
社
が
賀
茂
氏
に
よ
っ
て
も
尊
重
さ
れ
現

在
ま
で
続
い
て
い
ま
す
か
ら
、
先
住
民
を
追
い
出
し
た
と

は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
賀
茂
氏
は
平
和
的

に
上
賀
茂
地
域
に
入
り
込
み
、
地
域
を
支
配
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
住
民
に
と
っ
て
も
賀
茂
氏

を
地
域
に
受
け
入
れ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
何
か
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
先
住
民
が
賀
茂

氏
を
地
域
に
受
け
入
れ
る
理
由
は
な
い
わ
け
で
す
。
先
住

民
が
、
他
所
か
ら
流
れ
て
き
た
賀
茂
氏
を
わ
ざ
わ
ざ
ど
う

ぞ
ど
う
ぞ
と
受
け
入
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
自

分
達
が
今
ま
で
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
新
た
に
他
所
の

も
の
が
入
っ
て
く
る
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
は
、
プ
ラ
ス

に
な
る
何
か
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

 

上
賀
茂
地
域
は
、
高
野
川
と
賀
茂
川
に
挟
ま
れ
た
三
角

形
の
西
よ
り
の
地
域
に
な
り
ま
す
。
こ
の
三
角
形
の
地
域

は
、
実
は
水
不
足
の
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
特
に
、
東
側
は

水
不
足
の
地
域
で
、
江
戸
時
代
で
も
水
争
い
が
よ
く
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。
西
側
の
と
こ
ろ
は
、
明
神
川
が
あ
る
の

で
水
が
供
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
神
川
が
人
工
の
川
で
あ

る
と
す
る
と
、
明
神
川
の
開
削
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
西
側

の
地
域
は
水
不
足
か
ら
開
放
さ
れ
、
農
耕
地
域
と
し
繁
栄

す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
、
先
住
民
が
賀

茂
氏
を
地
域
に
受
け
入
れ
て
い
く
理
由
で
あ
っ
た
の
で

な
い
か
と
い
え
ま
す
。
明
神
川
が
開
削
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
先
住
民
も
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

技
術
に
優
れ
た
賀
茂
氏
が
結
局
、
上
賀
茂
地
域
を
支
配
し
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て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
明
神
川
を

開
削
す
る
な
ど
の
農
耕
技
術
に
よ
っ
て
、
賀
茂
氏
が
先
住

民
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
上
賀
茂
地
域
の
支
配
者
に
な
っ

た
と
し
ま
す
と
、
今
ま
で
先
住
民
に
代
わ
っ
て
何
故
賀
茂

氏
が
こ
こ
の
支
配
者
に
な
っ
た
の
か
が
謎
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
見
方
を
す
れ
ば
説
明
は
つ
く
わ
け
で
す
。

賀
茂
氏
が
朝
廷
の
水
、
氷
、
薪
炭
を
司
る
主
水
司
（
も
い

と
り
の
つ
か
さ
）
で
あ
っ
た
よ
う
に
水
に
関
連
し
て
の
役

目
を
し
て
い
た
の
も
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
昔
か
ら
水
を
治
め
る
も
の
が
国
を
治
め
る
の
は
、
中

国
の
禹
王
の
伝
説
時
代
か
ら
の
事
実
で
す
か
ら
、
狭
い
地

域
で
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。 

 

(3) 

賀
茂
別
雷
神 

 

山
城
国
風
土
記
に
よ
れ
ば
、
賀
茂
建
角
身
命
は
丹
波
の

神
伊
可
古
夜
日
女
を
娶
り
、
そ
の
生
ま
せ
る
子
、
玉
依
日

賣
、
川
遊
び
を
し
て
い
る
と
き
上
流
よ
り
丹
塗
矢
が
流
れ

来
て
、
こ
れ
を
床
に
飾
り
し
に
、
男
子
を
産
み
き
、
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
男
子
が
後
の
別
雷
神
な
の
で
す
が
、

こ
の
男
子
が
成
人
し
た
時
、
外
祖
父
で
あ
る
賀
茂
建
角
身

命
は
、
八
尋
屋
、
八
戸
扉
、
八
腹
酒
を
つ
く
り
、
神
を
集

め
て
七
日
七
夜
の
宴
を
し
ま
す
。
こ
こ
で
、｢

八｣

は
多
数

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、｢

七｣

は
完
結
し
な
か
っ
た
、
す
な
わ
ち
宴
は
最

後
ま
で
出
来
な
か
っ
た
の
で
八
で
は
な
く
七
と
記
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
宴
の
席
で
、

賀
茂
建
角
身
命
は
男
子
に｢

汝
の
父
と
思
わ
む
人
に
此
の

酒
を
飲
ま
し
め
よ｣

と
言
い
ま
す
。
男
子
は
、
酒
杯
を
奉

げ
て
、
屋
の
甍
を
穿
ち
て
天
に
昇
り
き
、
と
風
土
記
に
記

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

風
土
記
の
こ
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か

で
す
が
、
人
類
三
五
〇
万
年
の
歴
史
で
父
な
く
し
て
子
供

は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
賀
茂
建
角
身
命
は
日
頃

か
ら
玉
依
日
賣
に
男
子(

別
雷
神)

の
父
親
が
誰
か
を
尋

ね
て
い
た
は
ず
で
す
。
一
方
、
孫
の
男
子
は
、
ま
さ
か
の
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時
の
た
め
に
、
母
親
（
玉
依
日
賣
）
か
ら
父
親
の
名
前
を

教
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
指
導
者
で
あ
る
賀
茂
建
角
身
命
の
娘
に
近
づ
け
る
の

は
、
日
頃
か
ら
支
配
者
の
近
く
に
い
る
高
位
の
も
の
と
い

え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
男
子
の
父
親
は
賀
茂
建
角
身
命
と

同
じ
酒
宴
の
輪
の
中
に
い
ま
す
。 

外
祖
父
で
あ
る
賀
茂
建
角
身
命
が
男
子
に
父
親
の
名

前
を
聞
い
た
状
況
を
想
定
す
る
と
次
の
よ
う
な
場
面
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
何
も
起
こ
っ
て
い
な
い
酒
宴
の
席
で
、

父
親
の
名
前
を
聞
い
て
も
答
え
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

何
ら
か
の
異
様
な
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
状
況
を
利
用
し

て
尋
ね
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
酒
宴
も
七
日

目
に
入
り
、
突
然
、
空
が
暗
く
な
り
激
し
い
豪
雨
と
地
面

を
揺
る
が
せ
る
よ
う
な
雷
鳴
が
轟
き
だ
し
ま
し
た
。
普
通

の
子
供
な
ら
怖
が
っ
て
泣
き
叫
ぶ
状
況
で
す
。
こ
の
よ
う

な
時
に
聞
か
れ
れ
ば
、
恐
怖
か
ら
本
当
の
こ
と
を
言
う
と

い
う
の
は
あ
り
う
る
こ
と
で
す
。
脅
し
て
白
状
さ
せ
る
と

い
う
の
は
今
で
も
行
わ
れ
る
常
套
手
段
で
す
。
ち
ょ
う
ど
、

賀
茂
建
角
身
命
が
男
子
に
父
親
の
名
前
を
聞
い
た
時
、
そ

の
屋
に
落
雷
が
落
ち
、
男
子
は
亡
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の

情
景
を
物
語
り
に
す
れ
ば
、
山
城
国
風
土
記
に
な
り
ま
す
。

離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
落
雷
を
み
る
と
魂
が
天
に
昇
る
よ

う
に
見
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

明
神
川
と
別
雷
神
と
の
関
係
を
み
る
と
、
明
神
川
で
農

耕
の
水
が
確
保
さ
れ
、
農
耕
の
安
定
に
よ
る
支
配
体
制
の

確
立
と
繁
栄
が
あ
り
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
孫
（
別
雷
神
）

の
成
人
が
祝
え
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
少
な
く
と
も
賀
茂

氏
が
上
賀
茂
地
域
に
来
て
か
ら
三
十
年
位
は
経
過
し
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
三
十
年
位
経
ち
、
孫
の

年
代
に
な
れ
ば
、
移
住
初
期
の
数
々
の
辛
苦
が
風
化
し
だ

す
時
期
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
、
天
に
昇
っ

た
孫
を
賀
茂
別
雷
神
と
し
て
祀
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
別
雷
神
を
祀
り
だ
し
た
の
は
、

明
神
川
の
開
削
よ
り
後
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
明
神

川
が
あ
り
、
そ
れ
の
守
り
と
し
て
別
雷
神
を
祀
っ
た
と
い

え
ま
す
。
別
雷
神
が
本
来
は
水
を
司
る
農
耕
の
守
り
神
で
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あ
っ
た
こ
と
と
も
一
致
し
ま
す
。 

 (4) 

神
社
本
殿
の
位
置 

 

現
在
の
本
殿
は
、
も
と
も
と
神
山
を
仰
ぐ
遥
拝
殿
と
し

て
建
て
ら
れ
た
の
に
違
い
な
い
、
と
座
田
司
氏
元
宮
司
は

言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
本
殿
の
位
置
か

ら
は
神
山
は
見
え
ま
せ
ん
。
神
山
が
直
接
見
ら
れ
な
く
て

も
良
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
や
は
り
不
自
然
で
す
。
な

ぜ
な
ら
、
西
に
少
し
ず
ら
せ
ば
、
秀
麗
な
神
山
が
真
北
に

見
え
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
賀
茂
川
の
河
川
敷
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
か
つ
て
本
殿
が
出
来
る
ま
で
は

賀
茂
川
の
河
川
敷
で
あ
っ
て
も
、
神
山
が
真
北
に
見
え
る

適
当
な
場
所
で
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
は
と
の

説
も
あ
り
ま
す
。
現
在
の
本
殿
は
、
南
に
す
ぐ
山
が
あ
り

望
ま
し
い
場
所
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
も
っ
と
南
が
開
け
た

場
所
の
方
が
適
当
で
す
。
神
社
の
参
道
と
も
奇
妙
に
ず
れ

て
い
ま
す
し
、
そ
の
ず
れ
も
大
き
い
で
す
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
る
と
、
か
つ
て
は
賀
茂
川
の
河
川
敷
で
あ
っ

て
も
神
山
が
真
北
に
見
え
る
場
所
で
祭
祀
を
お
こ
な
っ

て
い
た
が
、
本
殿
を
つ
く
る
に
当
っ
て
近
く
の
安
全
な
場

所
に
移
動
さ
せ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
ま

っ
た
く
別
の
場
所
で
は
な
く
、
こ
の
近
辺
に
こ
だ
わ
る
の

は
、
賀
茂
川
の
取
り
入
れ
口
か
ら
下
流
ま
で
で
、
明
神
川

の
最
も
弱
点
に
な
っ
て
い
る
場
所
が
現
在
の
本
殿
の
す

ぐ
北
な
の
で
す
。
こ
こ
は
、
東
の
山
か
ら
降
り
下
り
て
く

る
雨
の
流
れ
が
最
も
強
い
場
所
で
、
南
北
に
流
れ
る
明
神

川
は
し
ば
し
ば
崩
壊
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の

す
ぐ
南
の
少
し
小
高
い
と
こ
ろ
に
本
殿
が
あ
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
考
え
ま
す
と
、
確
か
に

現
在
の
本
殿
は
遥
拝
殿
の
意
味
も
当
然
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
明
神
川
の
守
り
と
し
て
本
殿
の
位
置
を
現
在
の

場
所
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 
(5) 
明
神
川
と
社
家
の
遣
水 

 

社
家
（
し
ゃ
け
）
と
い
う
の
は
、
神
社
の
神
職
を
世
襲

制
で
代
々
受
け
つ
い
だ
家
筋
を
い
い
ま
す
。
神
社
に
出
仕
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す
る
社
家
が
あ
っ
て
、
そ
の
神
社
の
神
領
が
あ
り
、
そ
の

神
領
を
小
作
と
し
て
農
家
が
稲
作
を
や
っ
て
い
る
と
い

う
関
係
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
神
社
境
内
を
南
に
出

て
流
れ
る
明
神
川
が
酒
殿
橋
を
過
ぎ
る
と
東
に
流
れ
を

変
え
低
い
尾
根
を
越
え
ま
す
が
、
こ
の
辺
り
に
浸
水
の
危

険
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
社
家
町
が
始
ま
り
ま
す
。
社
家
町

は
遅
く
と
も
一
五
世
紀
中
頃
に
は
形
成
さ
れ
た
と
い
う

の
が
定
説
で
す
。 

社
家
は
こ
の
地
域
に
わ
り
に
広
く
存
在
し
て
い
ま
す

が
、
こ
の
社
家
町
が
始
ま
る
明
神
川
の
南
に
沿
っ
た
こ
こ

の
社
家
だ
け
が
、
遣
水
の
庭
を
屋
敷
の
北
側
に
持
っ
て
い

ま
す
。
遣
水
と
は
水
の
流
れ
で
、
池
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
こ
の
明
神
川
沿
い
の
社
家
以
外
の
社
家
は
、
水
の
流
れ

が
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
池
の
庭
園
を
南
に
持

っ
て
い
ま
す
。
遣
水
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
も

う
少
し
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
日
本
で
は

北
側
に
は
池
や
水
の
流
れ
は
造
ら
な
い
、
池
な
ど
は
基
本

的
に
は
南
側
に
作
る
も
の
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
湿
気
な 

 

社家庭園の鑓水構造 
（やりみず：寝殿造りの庭園などに水を導きいれて流れるようにしたもの） 
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ど
の
問
題
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
明
神
川
沿

い
の
こ
こ
の
社
家
だ
け
、
通
常
で
な
い
造
り
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当
然
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
理
由

が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
こ
の
辺

り
の
社
家
は
明
神
川
の
水
を
管
理(

監
視)

し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
遣
水
で
す
と
、
す
ぐ
に

水
の
異
変
が
わ
か
り
ま
す
。
明
神
川
が
す
ぐ
外
を
流
れ
て

い
る
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今

な
ら
懐
中
電
灯
と
傘
で
家
の
外
で
も
苦
労
な
く
見
る
こ

と
が
出
来
ま
す
が
、
昔
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
風
が
強

け
れ
ば
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
も
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
遣
水
で

あ
れ
ば
、
建
物
の
中
か
ら
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

明
神
川
の
下
流
の
本
郷
地
域
は
、
上
賀
茂
に
と
っ
て
重

要
な
農
耕
地
域
で
す
。
そ
し
て
、
稲
作
へ
の
悪
影
響
は
、

神
社
の
存
立
に
影
響
し
ま
す
。
神
社(

社
家)

と
し
て
、
生

産
の
基
盤
で
あ
る
明
神
川
を
守
る
こ
と
は
大
切
な
事
柄

で
す
。
ま
た
、
明
神
川
の
最
も
弱
点
の
所
の
す
ぐ
南
に
本

殿
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
明
神
川
の
異
変
は
本
殿
の
異
変
に

も
繋
が
る
わ
け
で
す
。
社
家
と
し
て
明
神
川
を
守
ら
な
い
、

あ
る
い
は
管
理(

監
視)

を
し
な
い
の
は
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
で
、
農
家
任
せ
に
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

賀
茂
川
か
ら
の
取
り
入
れ
口
近
く
か
ら
、
蟻
が
池
一
帯
の

水
源
も
神
社
の
境
内
で
す
し
、
明
治
に
な
る
ま
で
は
賀
茂

川
の
源
流
で
あ
る
貴
船
神
社
も
上
賀
茂
神
社
の
摂
社
に

し
て
支
配
し
て
い
ま
し
た
。
明
神
川
あ
る
い
は
水
に
つ
い

て
強
い
関
心
を
持
ち
、
ま
た
実
効
支
配
し
て
い
た
わ
け
で

す
。
こ
の
神
社
、
そ
し
て
そ
の
い
わ
ば
領
主
で
あ
る
社
家

が
明
神
川
を
管
理
し
な
い
の
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な

わ
け
で
す
。 

 

こ
の
考
え
を
水
の
専
門
家
に
話
し
ま
す
と
解
か
る
と

言
っ
て
く
れ
ま
す
。
水
と
言
う
の
は
必
ず
管
理
を
す
る
も

の
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
普
通
の
人
は
首
を
ひ
ね
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
別
の
例
を
出
し
ま
す
。
角
倉
了
以(

一
五
五
四

～
一
六
一
四)

で
す
。
晩
年
は
嵐
山
の
大
悲
閣
に
お
り
ま

し
た
。
こ
こ
は
、
大
堰
川
を
見
下
ろ
す
位
置
に
あ
り
ま
す
。

水
を
見
て
い
た
と
言
う
よ
り
か
、
舟
運
を
見
て
い
た
の
で
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し
ょ
う
が
、
実
務
に
携
わ
ら
な
く
な
っ
て
も
、
決
し
て
人

任
せ
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
高
瀬
川
の
最
上

流
に
あ
る
角
倉
別
邸
で
す
が
、
鴨
川
か
ら
取
り
入
れ
た
水

は
、
ま
ず
こ
こ
を
遣
水
の
流
れ
と
し
て
庭
園
を
流
れ
、
そ

の
後
、
高
瀬
川
の
最
初
、
す
な
わ
ち
一
の
船
入
り
に
な
り

ま
す
。
や
は
り
、
必
ず
水
の
管
理
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。 

 

そ
こ
で
、
こ
こ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
ま
す
と
以
下
の
よ

う
で
す
。 

① 

明
神
川
は
人
工
の
川
で
あ
る
。
地
形
か
ら
み
て
も
、

昭
和
一
〇
年
の
浸
水
状
況
か
ら
み
て
も
水
は
東
に

は
流
れ
な
い
。
古
絵
図
を
見
て
も
、
賀
茂
川
か
ら
の

取
り
入
れ
口
に
は
樋
門
が
あ
り
、
人
工
の
川
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

② 

明
神
川
は
賀
茂
氏
が
造
っ
た
農
耕
用
水
路
で
あ
る
。 

③ 

賀
茂
氏
は
明
神
川
に
よ
っ
て
上
賀
茂
の
支
配
権
を

掌
握
し
た
。 

④ 

明
神
川
の
守
り
と
し
て
天
に
昇
っ
た
別
雷
神
を
祀

っ
た
。 

⑤ 

す
な
わ
ち
、
上
賀
茂
神
社
は
明
神
川
の
守
護
の
た
め

で
あ
っ
た
。 

⑥ 

明
神
川
沿
い
の
社
家
庭
園
の
遣
水
は
明
神
川
の
管

理(

監
視)

の
た
め
で
あ
る
。 

 

(6) 

神
社
の
意
義
の
変
化 

 

何
故
、
こ
の
よ
う
に
今
は
言
わ
な
い
か
に
つ
い
て
は
、

神
社
の
意
義
、
性
格
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
最
初
、
上
賀
茂
神
社
は
賀
茂
氏
の
氏
神

で
、
水
を
司
り
明
神
川
を
守
る
農
耕
神
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
上
賀
茂
神
社
が
平
安
京
遷
都
の
時
、
平
安
京
の
北
の

守
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
朝
廷
か
ら
の
厚
い
崇
敬
を
受

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
賀
茂
氏
を
守
る
神
か
ら
国
を

鎮
護
す
る
神
へ
と
よ
り
大
き
な
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
わ
け
で
す
。
江
戸
時
代
で
は
、
上
賀
茂
神
社
は
朝
廷
、

貴
族
、
武
士
階
級
し
か
お
参
り
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。
庶
民
は
大
田
神
社
に
お
参
り
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
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に
、
国
を
鎮
護
す
る
神
と
な
っ
て
、
か
つ
て
の
賀
茂
氏
の

氏
神
で
水
を
司
り
、
明
神
川
を
守
る
と
い
う
初
期
の
意
味

が
薄
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
護
岸
な
ど
の
農
耕
技
術
の
発

達
は
、
明
神
川
を
守
る
と
い
う
意
味
を
さ
ら
に
減
少
さ
せ

た
と
い
え
ま
す
。
さ
ら
に
明
治
に
な
っ
て
、
神
社
は
上
知

令
で
農
耕
関
係
の
権
利
を
全
て
失
い
、
明
神
川
と
の
利
害

関
係
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
神
社
と
明
神
川
と
の
関
係
が

希
薄
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
明
神
川
は
た
ん
に
本
殿

の
周
囲
を
流
れ
る
神
社
の
修
景
、
あ
る
い
は
葵
祭
の
斎
王

代
の
禊
、
夏
越
の
祓
な
ど
の
祭
の
場
と
し
て
の
意
義
の
み

が
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
神
社
の
祭
事
の
八

割
以
上
は
、
今
も
農
事
に
関
係
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
来
、
神
社
は
明
神
川
の
守
り
、

と
く
に
本
殿
は
明
神
川
の
最
弱
点
部
分
の
守
り
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
わ

け
で
す
。 

 

 

(7) 

上
賀
茂
社
家
町
と
明
神
川 

 

社
家
町
は
今
で
は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、
上
賀
茂
の
社

家
町
は
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
周
辺
地
区
は
京
都
市
界
わ

い
景
観
整
備
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
社
家
町
を
歩

き
ま
す
と
、
明
神
川
は
社
家
町
の
景
観
に
と
っ
て
な
く
て

は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
明
神
川

も
一
時
は
暗

渠
に
す
る
計

画
が
あ
り
ま

し
た
。
昭
和

一
四
年
に
暗

渠
に
し
て
道

路
に
す
る
計

画
が
都
市
計

画
で
決
定
さ

れ
ま
し
た
。

社家町と明神川 
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そ
し
て
、
昭
和
三
十
年
代
に
は
そ
の
実
現
の
要
望
が
あ
り
、

ま
た
一
方
で
反
対
が
あ
り
ま
し
た
。
道
路
の
要
望
は
、
小

学
校
に
通
う
児
童
の
交
通
安
全
か
ら
で
た
も
の
で
す
。
明

神
川
に
接
す
る
藤
木
通
り
は
府
道
に
な
っ
て
お
り
交
通

量
の
多
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
す
。
反
対
は
、
明
神
川
が
農

業
用
水
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
維
持
管
理

の
面
か
ら
の
も
の
で
し
た
。
今
の
文
化
的
な
景
観
を
維
持

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
時

代
も
変
わ
り
、
昨
年(

平
成
一
四
年)
に
、
伝
建
地
区
に
選

定
さ
れ
て
い
る
な
ど
文
化
的
な
地
区
に
つ
て
は
景
観
面

か
ら
と
い
う
理
由
で
、
都
市
計
画
で
の
道
路
計
画
が
廃
止

に
な
り
ま
し
た
。
も
し
、
暗
渠
の
な
っ
て
い
れ
ば
、
明
神

川
沿
い
の
社
家
の
遣
水
も
み
ん
な
無
く
な
っ
て
し
ま
う

と
こ
ろ
で
し
た
。 

何
が
大
切
か
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
し
か
し
、

時
代
の
風
潮
に
流
さ
れ
ず
に
、
文
化
を
文
化
と
し
て
気
づ

く
か
ど
う
か
。
効
率
優
先
を
ど
こ
ま
で
抑
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
。
文
化
の
保
全
・
継
承
の
難
し
さ
が
理
解
で
き

る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

水
や
川
に
つ
い
て
、
我
々
は
過
去
に
ど
の
よ
う
に
対
処

し
て
き
た
で
し
ょ
う
か
。
昭
和
三
十
年
代
頃
か
ら
、
生
活

の
向
上
に
と
も
な
っ
て
、
川
は
生
活
雑
排
水
の
流
入
で
汚

濁
し
だ
し
ま
し
た
。
流
れ
の
停
滞
で
ヘ
ド
ロ
と
悪
臭
が
発

生
し
ま
し
た
。
京
都
で
は
堀
川
が
典
型
的
な
例
で
す
。
苦

情
が
頻
発
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
の
自
動
車
の
普
及
・

便
利
さ
の
追
求
と
相
ま
っ
て
、
川
の
埋
め
立
て
と
道
路
の

拡
幅
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
公
共
下
水
道
の
整
備
な
ど
が
待

て
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
川
を
き
れ
い
に
す
る
と
い
う

本
質
的
な
解
決
を
計
ら
ず
に
、
問
題
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ

て
解
決
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
社
会
の
要
求
で
も
あ
っ
た
わ

け
で
す
。
現
在
、
こ
れ
に
よ
っ
て
何
を
得
て
、
何
を
失
っ

た
の
か
。
ち
ゃ
ん
と
整
理
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考

え
ま
す
。
京
都
で
み
ま
す
と
、
鴨
川
の
西
で
は
、
今
出
川
、

小
川
、
有
栖
川
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
現
在
は
あ
り
ま
せ
ん
。

全
部
埋
め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
勿
論
、
す
べ
て
戦
後

と
言
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
川
と
言
う
の
は
す
ぐ
埋
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め
立
て
ら
れ
る
対
象
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

次
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
賀

茂
川
に
上
賀
茂
名
産
の
ス
グ
キ
の
桶
を
浸
け
て
い
ま
す
。

一
年
間
置
い
て
お
い
て
、
隙
間
の
空
い
た
桶
を
水
に
浸
し

て
隙
間
を
塞
ぐ
わ
け
で
す
。
昭
和
四
四
年
頃
ま
で
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
賀
茂
川
の
水
が
赤
い
色
、
青
い
色
に
染

ま
っ
て
流
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
ん
な
汚
い
水
で
と
言
う

こ
と
に
な
り
や

ら
れ
な
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
公
共
下

水
道
も
整
備
さ

れ
た
こ
と
も
効

果
が
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、

賀
茂
川
の
水
も

徐
々
に
き
れ
い

に
な
り
平
成
九

年
に
再
び
復
活
し
た
の
を
た
ま
た
ま
見
つ
け
ま
し
た
。
バ

ス
に
乗
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
見
つ
け
て
ス
グ
キ
の

桶
が
ま
た
賀
茂
川
に
浸
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
賀
茂

川
も
こ
こ
ま
で
再
び
き
れ
い
に
な
っ
た
と
嬉
し
く
な
り

ま
し
た
。
す
ぐ
に
バ
ス
を
降
り
て
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
地
元
で
話
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
実
は
そ
う
で

は
な
い
の
で
す
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
の
若
い
お

母
さ
ん
方
は
食
べ
物
を
作
る
桶
を
賀
茂
川
に
浸
け
て
非

衛
生
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
非
難
さ
れ
る
と
の
こ
と
で

し
た
。
こ
れ
を
聞
き
ま
し
て
愕
然
と
し
ま
し
た
。
し
か
し

考
え
て
み
ま
す
と
、
私
く
ら
い
の
年
の
も
の
は
、
川
は

元
々
き
れ
い
だ
っ
た
、
そ
れ
が
一
時
汚
れ
た
が
、
再
び
き

れ
い
に
な
っ
て
き
た
、
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

川
が
汚
い
時
に
小
さ
い
時
を
過
ご
し
た
若
い
人
達
は
、
川

は
元
々
汚
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
き
れ
に

に
な
っ
た
け
れ
ど
、
川
は
本
質
的
に
は
汚
い
も
の
、
と
考

え
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
川
も
き
れ
い
に
な
っ
て

よ
い
方
向
に
い
く
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
基
本

賀茂川に漬けられたスグキの桶 
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的
な
考
え
方
の
違
い
も
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
も
認
識

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

賀
茂
川
は
こ
の
よ
う
に
き
れ
い
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
が
、
こ
の
賀
茂
川
か
ら
取
水
し
て
い
る
明
神
川
は
、
常

に
賀
茂
川
よ
り
水
が
汚
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
分
流
式
の

下
水
道
で
、
雨
水
と
汚
水
を
別
け
て
お
り
ま
す
が
、
明
神

川
は
雨
水
管
の
役
割
り
を
し
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
に
は
別
個
に
雨
水
管
は
敷
設
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
露
天
の
生
コ
ン
工
場
が
あ
り
、
夕
方
に
設
備

を
洗
い
ま
す
と
、
そ
の
洗
浄
水
が
側
溝
を
通
じ
て
明
神
川

に
流
れ
込
み
ま
す
。
あ
る
時
に
は
、
セ
メ
ン
ト
の
白
い
跡

が
社
家
町
の
石
垣
に
付
着
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
あ
れ
は
何
で
す
か
と
地
元
の
方
に
聞
か
れ
る
の
で

す
が
、
事
実
を
言
う
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
一
度
、

明
神
川
の
上
流
ま
で
歩
い
て
原
因
が
あ
る
か
み
て
下
さ

い
と
お
話
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
上
流
に
あ
り
ま

す
厩
舎
の
床
洗
浄
で
馬
の
し
尿
な
ど
が
流
れ
込
み
ま
す
。

す
ぐ
下
流
の
方
は
、
夕
方
に
な
る
と
水
が
臭
い
と
言
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
他
、
洗
車
排
水
も
流
れ
込
み
ま
す
。

田
圃
の
泥
も
流
れ
込
み
ま
す
。
農
薬
も
流
れ
込
み
ま
す
。

分
流
式
で
あ
っ
て
も
、
雨
水
管
に
こ
の
よ
う
な
汚
水
が
流

れ
込
む
の
は
下
水
道
の
本
質
的
欠
陥
で
す
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
何
ら
か
の
対
応
が
と
れ
な
い
も
の
な
の
か
。
結

局
は
賀
茂
川
に
入
り
、
汚
濁
源
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
我
々
は
認
識

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

四 

大
田
神
社
と
カ
キ
ツ
バ
タ 

(1) 

大
田
の
沢
の
カ
キ
ツ
バ
タ 

 

上
賀
茂
神
社
の
摂
社
に
大
田
神
社
が
あ
り
ま
す
。
今
は

上
賀
茂
神
社
の
摂
社
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
大
田
神
社

は
元
々
は
、
賀
茂
氏
よ
り
古
く
か
ら
上
賀
茂
に
住
ん
で
お

り
ま
し
た
先
住
民
の
神
様
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
式
内

社
で
格
式
の
高
い
神
社
で
、
そ
の
創
建
の
時
代
も
古
く
て

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
の
大
田
の
沢
に
あ
り
ま
す
カ

キ
ツ
バ
タ
は
、
平
安
時
代
の
歌
人
で
あ
る
藤
原
俊
成
の
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「
神
山
や
大
田
の
沢
の
カ
キ
ツ
バ
タ
ふ
か
き
た
の
み
は

色
に
み
ゆ
ら
む
」
と
い
う
歌
で
有
名
で
す
。
こ
の
カ
キ
ツ

バ
タ
群
落
は
、
昭
和
一
四
年
に
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

我
々
と
カ
キ
ツ
バ
タ
と
の
か
か
わ
り
は
古
く
、
万
葉
集

の
時
代
か
ら
衣
を
紫
に
染
め
る
の
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
大

伴
家
持
は
万
葉
集
で
「
か
き
つ
は
た 

衣
（
き
ぬ
）
に
擦

り
つ
け 

丈
夫
（
ま
す
ら
お
）
の 

着
襲
（
き
そ
）
ひ
猟

す
る 

月
は
来
に
け
り
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
清
少
納
言

（
九
九
六
～
一
〇
〇
一
）
は
「
枕
草
子
」
第
八
十
八
段
で

「
す
べ
て
紫
な
る
は
何
も
何
も
め
で
た
く
こ
そ
あ
れ
、
花

も
糸
も
紙
も
。
紫
の
花
の
中
に
は
、
か
き
つ
ば
た
ぞ
少
し

憎
き
・
・
・
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
謡
曲
「
杜
若
」
は
世

阿
弥
の
作
と
さ
れ
、
寛
正
五
年
（
一
四
六
五
）
に
世
阿
弥

の
甥
の
音
阿
弥
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
ま
し
た
。
「
こ
れ
こ

そ
三
河
の
国
八
橋
と
て
杜
若
の
名
所
に
て
候
へ
、
さ
す
が

に
こ
の
杜
若
は
名
に
負
ふ
花
の
名
所
な
れ
ば
・
・
・
」
で

す
。 

(2) 

伊
勢
物
語
な
ど
の
カ
キ
ツ
バ
タ 

と
く
に
我
々
が
カ
キ
ツ
バ
タ
で
思
い
浮
か
べ
ま
す
の

は
、
そ
の
基
と
な
り
ま
す
伊
勢
物
語
の
第
九
段
で
、
「
も

と
よ
り
と
も
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
、
も
ろ
と
も
に

ゆ
き
け
り
。
み
ち
し
れ
る
人
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
ゆ
き
け

り
。
三
河
の
国
、
八
橋
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
た
り
ぬ
。
そ

こ
（
を
）
や
つ
は
し
と
い
ふ
事
は
、
水
の
く
も
で
に
な
が

れ
わ
か
れ
て
、
木
八
（
つ
）
わ
た
せ
る
に
よ
り
て
な
む
、

八
橋
と
は
い
ゑ
る
。
そ
の
さ
は
（
澤
）
の
ほ
と
り
に
、
木

景
（
か
げ
）
に
を
（
お
）
り
ゐ
て
、
か
れ
い
ゐ
（
ひ
）
く

ひ
け
り
。
そ
の
さ
は
に
、
か
き
つ
ば
た
、
い
と
お
も
し
ろ

く
、
さ
き
た
り
。
そ
れ
を
み
て
、
京
い
と
こ
ひ
し
く
お
ぼ

え
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
あ
る
人
、
「
か
き
つ
ば
た
と
云

（
ふ
）
い
つ
も
じ
（
五
文
字
）
を
、
く
（
句
）
の
か
し
ら

に
す
ゑ
て
、
旅
心
よ
め
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
ひ
と
り
の
人

よ
め
り
。 

 

か
ら
衣 

き
つ
つ
な
れ
に
し 

つ
ま
し
あ
れ
ば 

は

る
ば
る
き
ぬ
る 

た
び
を
し
ぞ
お
も
ふ 
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と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
、
か
れ
い
ゐ
（
ひ
）
の
う
ゑ

（
へ
）
に
な
み
だ
を
（
お
）
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
。
」 

 
三
河
の
国
八
橋
に
来
ま
し
た
ら
、
カ
キ
ツ
バ
タ
が
い
と

お
も
し
ろ
く
咲
い
て
お
り
、
京
を
大
変
恋
し
く
思
っ
た
。

京
都
と
い
う
の
は
カ
キ
ツ
バ
タ
が
あ
ち
こ
ち
に
よ
く
あ

っ
た
の
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。
池

泉
回
遊
式
庭
園

な
ど
で
植
え
ら

れ
て
い
た
の
で

し
よ
う
か
。
こ

の
場
面
は
伊
勢

物

語

図

屏

風

(

大
和
文
華
館

蔵)

な
ど
が
あ

り
ま
す
。 

カ
キ
ツ
バ
タ

を
描
い
た
も
の

で
は
、
尾
形
光
琳
の
「
燕
子
花
（
カ
キ
ツ
バ
タ
）
図
屏
風
」

（
根
津
美
術
館
蔵
）
が
国
宝
に
な
っ
て
お
り
有
名
で
す
。

こ
の
一
部
分
が
取
り
出
さ
れ
た
絵
が
て
よ
く
出
て
き
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
カ
キ
ツ
バ
タ
は
花
だ
け
で
茎
や
葉
が
無

い
も
の
が
あ
り
、
日
本
画
と
い
う
の
は
単
に
自
然
を
写
し

た
も
の
で
は
な
く
、
自
然
を
借
り
て
美
を
表
現
し
た
も
の

と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

カ
キ
ツ
バ
タ
の
花
を
か
た
ち
ど
っ
た
主
菓
子
が
京
都

で
五
月
だ
け
に
販
売
さ
れ
ま
す
。
唐
衣
と
名
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
す
ぐ
に
伊
勢
物
語
を
思
い
浮
か

べ
ら
れ
て
ニ
ッ
コ

リ
さ
れ
る
で
し
よ

う
が
、
わ
か
ら
な

い
方
に
は
何
の
こ

と
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
が
文
化

と
い
う
も
の
で
し

よ
う
。 

尾形光琳「燕子花図屏風」(部分図) 

唐衣 
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(3) 

大
田
の
沢
の
カ
キ
ツ
バ
タ
の
過
去
と
現
状 

 

天
然
記
念
物
で
自
生
地
だ
と
い
う
こ
と
で
、
何
も
し
な

い
で
も
育
つ
と
多
く
の
方
は
思
っ
て
ら
れ
る
と
お
も
う

の
で
す
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
現
在
で
は
、

湧
水
の
水
枯
れ
で
蒲
な
ど
の
野
草
が
繁
茂
し
て
い
ま
す
。

放
っ
て
お
け
ば
カ
キ
ツ
バ
タ
は
負
け
て
し
ま
い
、
数
年
で

カ
キ
ツ
バ
タ
は
無
く
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
昭
和
三
〇

年
頃
に
は
無
く
な
り
か
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
非
常
な

努
力
で
現
在
の
所
ま
で
回
復
し
ま
し
た
。
今
年
は
雨
が
多

か
っ
た
の
で
、
湧
水
も
多
く
池
に
も
水
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
も
三
月
に
野
草
を
全
部
抜
い
て
維
持
し
て
い
ま
す
。

平
成
七
年
の
五
月
で
す
と
、
カ
キ
ツ
バ
タ
の
若
葉
の
間
に

再
び
野
草
が
沢
山
生
え
て
い
ま
す
。
水
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
を
放
置
し
ま
す
と
カ
キ
ツ
バ
タ
は
負
け
て
し
ま
い

ま
す
。
放
っ
て
置
け
ま
せ
ん
の
で
、
水
が
足
り
な
け
れ
ば
、

向
か
い
の
井
戸
か
ら
水
を
も
ら
い
ま
す
。 

何
故
、
池
の
水
が
枯
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い

て
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
池
が
小
さ
く

な
っ
て
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
、
た
と
え
ば
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
古
絵
図

を
見
ま
す
が
、
池
の
大
き
さ
も
形
も
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
そ
う
す
る
と
、
周
辺
環
境
の
変
化
、
特
に
上
流
部
分

の
変
化
が
原
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
上
流
、

周
辺
部
に
住
宅
が
建
っ
た
り
、
道
路
が
舗
装
さ
れ
た
り
、

さ
ら
に
公
共
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
湧

水
や
雨
水
が
流
れ
込
ま
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
地

下
水
位
が
低
下
し
た
。
こ
れ
ら
が
原
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

時
代
が
変
わ
れ
ば
、
荒
野
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
自

然
の
も
の
か
ら
人
が
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
化

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
こ
で
、
下
水
道
で
す
が
、 

① 

下
水
道
は
地
下
水
に
配
慮
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
。 

② 

下
水
道
が
快
適
な
生
活
環
境
の
整
備
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
こ
と
は
事
実
で
す
。 

③ 

し
か
し
一
方
で
、
下
水
道
は
地
域
の
こ
ま
や
か
な
環

境
に
配
慮
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
。
地
域
の
繊
細
な
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環
境
を
破
壊
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
下
水

の
分
断
、
井
戸
枯
れ
、
河
川
の
汚
濁(

合
流
式
下
水

道
の
越
流
堰
か
ら
の
生
活
排
水(

し
尿
な
ど)

の
流

出)
、
河
川
の
水
量
減
少
な
ど
。 

④ 

下
水
道
は
現
代
の
十
字
軍
だ
っ
た
の
か
。 

⑤ 

得
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
が
、
失
っ
た
こ
と
も
大
き

か
っ
た
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

⑥ 

果
た
し
て
こ
れ
は
、
止
む
を
得
な
い
犠
牲
だ
っ
た
の

か
、
無
配
慮
の
犠
牲
だ
っ
た
の
か
。 

⑦ 

地
域
に
や
さ
し
い
下
水
道
は
夢
で
あ
ろ
う
か
。 

 

一
一
月
下
旬
に
な
り
ま
す
と
、
上
賀
茂
の
農
家
は
ス
グ

キ
の
生
産
の
季
節
で
す
。
上
賀
茂
の
特
産
で
あ
る
ス
グ
キ

の
桶
を
洗
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
地
下
水
だ
か
ら
出
来

る
の
で
す
。
水
道
水
で
は
冷
た
く
て
で
き
ま
せ
ん
。
宇
治

上
神
社
に
は
、
宇
治
七
名
水
の
唯
一
残
っ
て
お
り
ま
す
桐

原
水
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
湧
水
で
す
。
こ
の
よ
う
な
湧

水
を
我
々
は
決
し
て
枯
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で

す
。
昭
和
五
六
年
の
東
京
都
の
デ
ー
タ
で
、
少
し
古
い
で

す
が
、
下
水
管
へ
流
入
す
る
地
下
水
の
量
が
、
た
と
え
ば

三
河
島
処
理
区
で
あ
れ
ば
、
汚
水
全
量
の
四
九
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
約
半
分
は
無
駄
に
地
下
水
を
流

入
さ
せ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
汚
し
て
そ
れ
を
再
度
処
理
し
て
き

れ
い
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
な
く
て
も
、
地
下

水
を
無
駄
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、
下
水
道
が

地
下
水
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
知
り

ま
せ
ん
。 

 

下
鴨
の
社
家
の
池
で
す
が
、
昭
和
一
〇
年
以
前
は
足
元

ま
で
水
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
平
成
一
四
年
で
は
地
面

よ
り
六
～
七
ｍ
水
面
が
下
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昭

和
一
〇
年
の
大
雨
に
よ
る
鴨
川
の
氾
濫
か
ら
、
洪
水
対
策

の
た
め
に
鴨
川
を
掘
り
下
げ
た
こ
と
も
原
因
で
す
が
、
下

水
道
な
ど
も
少
な
か
ら
ず
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
下
水
道
を
整
備
し
た
ら
必
ず
地
下

水
位
が
低
く
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
妙
心
寺
の
蟠
桃
院

で
は
、
今
で
も
地
面
か
ら
四
〇
セ
ン
チ
程
度
の
と
こ
ろ
に

水
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
、
地
下
水
位
が
あ
っ
た
の
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で
感
激
し
ま
し
た
。 

 

阪
神
淡
路
大
震
災
で
、
水
が
無
か
っ
た
の
で
燃
え
る
に

ま
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
西
宮
な
ど
は
地
下
水
の
豊

富
な
と
こ
ろ
で
し
た
か
ら
す
ぐ
さ
ま
井
戸
を
開
放
し
て

皆
の
利
用
に
供
し
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
非
常
に
役
立

っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
地
下
水

を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
下
水
道
が
地
下
水
に

配
慮
し
て
く
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
次
第
で
す
。 

 

五 

上
賀
茂
地
域
の
文
化
の
保
全
・
継
承
と 

環
境
保
全
に
向
け
て 

 

最
後
に
、
私
が
上
賀
茂
で
行
っ
て
い
る
活
動
で
す
が
、

そ
の
理
念
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
あ
り
ま
す
。 

① 

地
元
の
人
が
地
元
の
事
物
へ
の
自
覚
と
正
し
い
認

識
を
持
た
な
け
れ
ば
、
地
元
の
文
化
の
保
全
・
継
承

も
環
境
保
全
も
で
き
な
い
。 

② 

さ
ら
に
、
社
会
の
理
解
と
認
識
を
深
め
る
努
力
が
必

要
で
あ
る
。 

③ 

放
っ
て
お
い
て
は
（
無
関
心
で
は
）
、
文
化
も
環
境

も
守
れ
な
い
。 

 
 

そ
こ
で
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
て
い

ま
す
。 

(1) 

明
神
川
の
川
底
低
下
の
修
復 

 

明
神
川
の
川
底
の
低
下
が
石
積
の
崩
壊
を
招
い
た
り
、

遣
水
に
も
ヘ
ド
ロ
が
溜
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
遣
水
に
水

が
流
れ
な
く
な
り
だ
し
ま
し
た
。
早
急
な
修
復
が
必
要
で

し
た
。
し
か
し
、
地
元
に
は
と
く
に
は
動
き
は
無
か
っ
た

の
で
、
平
成
一
〇
年
か
ら
地
元
に
働
き
か
け
て
、
五
年
程

の
期
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
平
成
一
四
年
に
は
毎
日
新
聞

が
川
底
の
修
復
の
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
、
明
神
川
の
保

全
・
整
備
を
訴
え
る
と
い
う
私
の
意
見
を
取
り
上
げ
て
く

れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
も
効
果
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

今
年(
平
成
一
五
年)

の
三
月
に
、
京
都
市
が
砂
利
を
入
れ

て
修
復
し
て
く
れ
ま
し
た
。
地
元
の
こ
と
は
地
元
が
中
心
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に
な
っ
て
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
私

は
あ
く
ま
で
も
お
手
伝
い
だ
と
し
て
行
い
ま
し
た
の
で

時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
誰
か
が
勝
手
に
や
っ
て
く
れ
た

で
は
後
の
保
全
に
繋
が
ら
な
い
か
ら
で
す
。
地
元
の
方
も

喜
ん
で
く
れ
ま
し
て
、
今
回
の
こ
と
で
、
皆
で
協
力
し
て

い
け
ば
物
事
を
実
現
で
き
る
と
い
う
希
望
を
地
元
の
方

に
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
を
今
後
の
地
域
の
活
性
化
・
環
境
保
全
に

つ
な
ぎ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

(2) 

小
学
生
の
社
家
と
明
神
川
の
見
学
会 

 

「
落
書
き
に
泣
く
社
家
の
土
塀
」
と
い
う
記
事
が
京
都

新
聞
に
大
き
く
掲
載
さ
れ
、
社
会
問
題
に
も
な
り
ま
し
た
。

全
て
が
子
供
の
悪
戯
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

子
供
の
悪
戯
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
子
供

た
ち
が
社
家
の
事
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
地
元
に
は
子
供
た
ち
が
悪
戯
を
す
る
と
、
子
供
た
ち

を
排
除
す
る
傾
向
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
子
供
た

ち
を
地
域
に
取
り
込
ん
で
、
社
家
も
見
学
し
、
歴
史
も
知

れ
ば
、
子
供
た
ち
は
自
分
の
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
こ

ろ
に
落
書
き
な
ど
悪
戯
は
し
な
い
し
、
小
さ
い
頃
に
社
家

町
に
つ
い
て
思
い
出
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
将
来

社家と明神川の見学会 
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の
社
家
町
の
環
境
保
全
に
も
繋
が
る
と
考
え
て
は
じ
め

ま
し
た
。
最
初
は
地
元
か
ら
の
反
発
も
あ
り
ま
し
た
が
、

や
っ
と
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
地

域
の
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
に
地
域
の
文
化
を
知
っ
て

も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
を
繰
り
返
し
て
い

ま
す
。 

 

(3) 

社
家
住
宅
の
特
別
公
開 

 

社
家
に
つ
い
て
一
般
社
会
の
理
解
を
得
る
た
め
に
、
昨

年
は
じ
め
て
、
社
家
の
梅
辻
家
（
京
都
市
指
定
文
化
財
）

の
協
力
を
得
て
、
一
日
だ
け
特
別
公
開
を
い
た
し
ま
し
た
。

二
百
年
以
上
経
っ
て
い
る
古
い
家
の
維
持
は
、
実
は
大
変

な
の
で
す
。
見
て
も
ら
う
と
、
こ
の
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

公
開
の
準
備
が
大
変
で
し
た
が
、
約
一
七
〇
人
の
方
に
来

て
い
た
だ
き
好
評
で
し
た
。
地
域
に
新
し
い
動
き
を
作
り

出
す
切
っ
掛
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

  

(4) 

日
本
泳
法
の
小
学
校
で
の
模
範
演
技
の
実
施 

 

上
賀
茂
の
小
池
で
は
、
い
わ
ゆ
る
古
式
泳
法
を
教
え
て

い
ま
す
。
古
式
泳
法
を
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
京
都
で
は

二
ケ
所
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
ん
だ
ん
と
日
本
の
泳
ぎ
が

忘
れ
ら
れ
て
来
て
い
ま
す
が
、
子
供
た
ち
に
色
々
な
泳
ぎ

の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、
日
本
の
文
化
に
つ
い
て

も
体
験
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
じ
め
ま
し
た
。 

 

(5) 

上
賀
茂
の
生
活
と
文
化
の
記
録
づ
く
り 

 

千
三
百 

年
以
上
の
伝
統
が
あ
る
上
賀
茂
地
域
は
、
都

市
化
の
影
響
を
受
け
出
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ

古
い
生
活
習
慣
や
事
物
が
残
っ
て
い
ま
す
。
今
の
う
ち
に
、

そ
れ
ら
の
記
録
を
残
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
の
学
生
が

既
に
少
し
前
の
生
活
を
知
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
危
機
感
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
こ
と
で
す
が
、

学
生
も
結
構
喜
ん
で
記
録
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
。 
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(6) 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催(

上
賀
茂
の
文
化
を
語
る)

 

 
上
賀
茂
は
古
い
地
域
で
す
か
ら
、
色
々
な
伝
統
行
事
を

引
き
継
い
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
も
だ
ん
だ
ん
と
時
代
の
流

れ
で
、
新
し
く
入
っ
て
き
た
人
た
ち
に
は
馴
染
み
の
薄
い

も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
地
元
と
一
緒
に
改
め
て
上

賀
茂
の
文
化
を
見
直
す
た
め
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画

し
ま
し
た
。
今
年
が
最
初
で
、
引
き
続
き
行
い
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
京
都
市
も
水
に
関
し
て
何
も
し
て
い
な
い

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
来
の
公
共
下
水
道
の
欠
陥
を

補
う
た
め
に
、
平
成
一
五
年
に
は
水
共
生
プ
ラ
ン
と
し
て
、

近
年
頻
発
す
る
都
市
型
洪
水
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
に
、

雨
水
の
貯
留
・
浸
透
施
設
の
設
置
な
ど
を
進
め
だ
し
ま
し

た
。
雨
水
の
流
出
抑
制
と
有
効
利
用
に
取
り
組
み
だ
し
て

い
ま
す
。
た
だ
、
昔
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
雨
水
の
地

下
浸
透
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
社
家
に
も
残
さ
れ
て
お

り
、
今
も
現
役
で
す
。
昭
和
一
〇
年
ご
ろ
の
住
宅
で
も
当

り
前
の
こ
と
で
、
側
溝
に
流
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
。
東
京
都
で
は
、
平
成
二
年
か
ら
湧
水
の
保
全
事
業

と
し
て
浸
透
マ
ス
を
使
っ
て
雨
水
の
地
下
浸
透
を
や
っ

て
お
り
ま
す
。
一
方
、
雨
水
の
貯
留
も
行
な
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
御
香
宮
神
社
の
天
水
桶
で
、
い
ざ
と
い

う
と
き
の
た
め
に
水
の
備
え
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
色
々

な
試
み
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
よ
い
事
だ
と
思
い
ま

す
。 水

と
い
う
こ
と
で
、
川
の
源
流
も
訪
ね
て
み
て
く
だ
さ

い
。
水
に
つ
い
て
改
め
て
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
京
都
で
い
え
ば
、
鴨
川
の
源
流
で
あ
る
貴
船
神
社

や
志
明
院
で
す
。
志
明
院
に
は
歌
舞
伎
の
十
八
番
「
鳴
神
」

に
登
場
す
る
有
名
な
飛
龍
の
滝
が
あ
り
ま
す
。
夏
に
行
け

ば
す
ば
ら
し
い
雰
囲
気
を
味
わ
え
ま
す
。
機
会
が
あ
れ
ば
、

是
非
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

水
に
つ
い
て
色
々
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
水
の
あ

り
様
、
水
の
文
化
は
社
会
の
反
映
だ
と
言
え
ま
す
。
言
い

換
え
れ
ば
、
水
は
社
会
を
映
す
鏡
だ
と
言
え
ま
す
。
今
日
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の
こ
う
い
う
機
会
で
水
の
問
題
を
下
水
道
も
含
め
て
考

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

（
二
〇
〇
三
年
七
月
二
〇
日
） 


