
津
軽
弁
 
村

の
笑
い
話
こ
 

「
噛

み

合

わ
ず

」
 

先
日
、
土
手
町
の
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
店
に
、
で
か
け
ま
し
た
。
 

出
て
き
た
の
は
、
眼
鏡
の
よ
く
似
合
う
、
丸
ポ
チ
ャ
の
奥
さ
ん
で
し
た
。
 

「
い
ま
、
セ
ー
ル
中
だ
が
」
私
は
奥
さ
ん
に
尋
ね
ま
し
た
。
 

「
も
う
、
三
年
前
に
終
り
し
た
ね
」
 

「
へ
ば
、
 いま
、
 や
っ
て
ね
え
だ
が
」
 

奥
さ
ん
、
に
ぐ
ら
ど
笑
い
、
 

「
や
っ
て
い
る
よ
、
 週
に
三
回
だ
ば
」
 

（
森
 平
）
 

べ‘ 
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撮輪気 臓編 
「六歌仙」 「春夏秋冬」 等の帯締 

は
な
い
の
か
。
 

組
紐
は
太
古
か
ら

の
尊
い
文
化
の
贈
り
も
の
で
あ
る
。
 

一
本
の
紐
が
な
か
っ

た
な
ら
、
こ
の
地
球
上
に
人
間
は
存
在
し
な
か
っ

た
か
も
知
れ
な
い
、
寒
さ
を
し
の
ぐ
衣
服
も
、
狩
猟
の
道
具
に
、
運
搬
に

組
紐
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
組
紐
を
歴
史
の
彼
方
に

消
え
失
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
我
々
は
あ
く
ま
で
も
大
切
に
こ
の
文
化

を
次
の
世
代
へ
受
け
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 そ
し
て
組
み
続
け
て
ほ

し
い
も
の
で
あ
る
。
 

参
考
資
料
 

ま

ん
だ
ら
 

く
み
ひ
も
塁
陀
羅
、
組
紐
の
歴
史
教
本
等
 

権
現
崎
伝
説
と
お
岩
木
さ
ん
 

j
 

コ
 

ー
三
く一」
ー
ワn・

日
 
，

口
ー
 

E工
ー
二
自
い
 

田
権
現
崎
の
岬
に
て
 

嘉
瀬
奴
橋
三
一

九
号
線
を
出
発
し
、
小
泊
村
下
前
に
着
い
た
時
は
車
の

メ
ー
タ
ー
は
四
ー
ニ
キ
ロ
を
走
っ
た
こ
と
を
表
示
し

て
い
た
。
朝
日
が
築

港
内
に
浮
き
屯
う
漁
船
を
照
ら
し
て
静
で
あ
る
。
 

小
泊
岬
・
海
抜

ー
二
百

二
九
メ
ー
ト
ル
、
断
崖
絶
壁
の
奇
勝
で
、
 一
帯

は
津
軽
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。
頂
上
部
に
龍
飛
権
現
を
肥
る
尾

崎
神
社
が
建
つ
こ
と
か
ら

別
名
・
権
現
崎
と
も
い
う
。
 

今
日
は
こ
の
権
現
崎
の

頂
上
に
登
る
予
定
で
あ
る
が
、
私
は
七
十
四
歳

老
妻
も
六
十
七
歳
老
齢
の

二
人
で
あ
る
。
築
港
の
先
は
徒
歩
に
よ
る
道
で

あ
っ
た
の
が
今
は
立
派
な
舗
装
の
自
動
車
道
に
な
っ
て
い
た
。
 

駐
車
場
は
上
段
と
下
段
の
ニ
ケ

所
に
あ
り
上
の
駐
車
場
に
車
を
止
め
置

き
山
頂
を
目
ざ
し

登
り
始
め
る
。
小
丸
太
で
土
留
さ
れ
た
階
段
を

一
段
・

一
段
と
登
っ

て
行
き
ま
し
た
が
果
て
し
な
く
続
く
。
 

百
昌
ご
と
に
小
標
木
が
立

て
て
あ
る
。
三
百
H
を
示
し
た
小
標
木
の
所
 
 

で
草
花
を
手
に
し
た
、
六
十
歳
程
の
女
の
二
人
連
れ
が
下
山

す
る
の
に
逢

う
。
頂
上
は
ま
だ
遠
い
の
か
と
、
き
き
ま
す
と
、
途
中
よ
り
引
返
し
た
と

の
こ
と
で
あ
る
。
 

樹
木
の
枝
葉
が
道
筋
を
蔽
っ

て
日
陰
続
き
で
あ
り
が
た
か
っ
た
。
飯
詰

出
身
の
老
妻
は
敗
戦
ま
も
な
く
、
青
年
団
の
一
員
と
し

て
金
木
駅
下
車
、
 

金
木
営
林
署

・
貯
木
場
よ
り
軌
道
車
「
ト
ロ
ッ
コ
」
 
に乗
り
、
今
泉
で
下

車
し
、
そ
れ
よ
り
徒
歩
に
よ
り
小
泊
港
の
沿
岸
の
山
道
を
登
り
権
現
崎
頂

上
ま
で
登
っ
た
と
い
う
。
 

日
本
海
と
奇
山
と
の
折
合
う
風
景
あ
り
、
途
中
に
元
海
軍
要
塞
の
砲
台

の
跡
が
見
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
津
軽
海
峡
及
日
本
海
を
通
る
敵
艦
へ

の

備
え
で
旧
軍
国
日
本
の
明
治
ー
昭
和
の
敗
戦
ま
で
続
い
た
要
塞
と
さ
れ

る
。
 

私
は
権
現
崎
に
登
る
の
は
こ
れ
で
四
度
目
で
あ
る
。
戦
時
中
は
中

里
駅

に
下
車
し
て
仲
間
同
志
が
、
何
事
も
戦
地
の
兵
隊
さ
ん
に
く
ら
べ
て
、
歩

け
歩
け
行
軍
の
ま
ね
ご
と
を
す
る
。
 

敗
戦
後
に
嘉
瀬
村
の
某
氏
の
無
蓋
の
貨
物
自
動
車
、
あ
る
い
は
「
稀
車
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組
紐
は
太
古
か
ら
の
尊
い
文
化
の
贈
り
も
の
で
あ
る
。

一
本
の
紐
が
な
か
っ
た
な
ら
、
こ
の
地
球
上
に
人
間
は
存
在
し
な
か
っ

た
か
も
知
れ
な
い
、
寒
さ
を
し
の
ぐ
衣
服
も
、
狩
猟
の
道
具
に
、
運
搬
に

組
紐
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
組
紐
を
歴
史
の
彼
方
に

消
え
失
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
あ
く
ま
で
も
大
切
に
こ
の
文
化

を
次
の
世
代
へ
受
け
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
組
み
続
け
て
ほ

し
い
も
の
で
あ
る
。

参
考
資
料

室
ん
だ
ら

く
み
ひ
も
曼
陀
羅
、
組
紐
の
歴
史
教
本
等

は
な
い
の
か
。

で
草
花
を
手
に
し
た
、
六
十
歳
程
の
女
の
二
人
連
れ
が
下
山
す
る
の
に
逢

仙
権
現
崎
の
岬
に
て

う
。
頂
上
は
ま
だ
遠
い
の
か
と
、
き
き
ま
す
と
、
途
中
よ
り
引
返
し
た
と

嘉
瀬
奴
橋
三
三
九
号
線
を
出
発
し
、
小
泊
村
下
前
に
着
い
た
時
は
車
の
の
こ
と
で
あ
る
。

メ
ー
タ
ー
は
四
十
二
キ
ロ
を
走
っ
た
こ
と
を
表
示
し
て
い
た
。
朝
日
が
築
樹
木
の
枝
葉
が
道
筋
を
蔽
っ
て
日
陰
続
き
で
あ
り
が
た
か
っ
た
。
飯
詰

港
内
に
浮
き
屯
う
漁
船
を
照
ら
し
て
静
で
あ
る
。
出
身
の
老
妻
は
敗
戦
ま
も
な
く
、
青
年
団
の
一
員
と
し
て
金
木
駅
下
車
、

小
泊
岬
・
海
抜
ｌ
二
百
二
九
メ
ー
ト
ル
、
断
崖
絶
壁
の
奇
勝
で
、
一
帯
金
木
営
林
署
・
貯
木
場
よ
り
軌
道
車
「
ト
ロ
ッ
コ
」
に
乗
り
、
今
泉
で
下

は
津
軽
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
頂
上
部
に
龍
飛
権
現
を
祀
る
尾
車
し
、
そ
れ
よ
り
徒
歩
に
よ
り
小
泊
港
の
沿
岸
の
山
道
を
登
り
権
現
崎
頂

崎
神
社
が
建
つ
こ
と
か
ら
別
名
・
権
現
崎
と
も
い
う
。

上
ま
で
登
っ
た
と
い
う
。

今
日
は
こ
の
権
現
崎
の
頂
上
に
登
る
予
定
で
あ
る
が
、
私
は
七
十
四
歳
日
本
海
と
奇
山
と
の
折
合
う
風
景
あ
り
、
途
中
に
元
海
軍
要
塞
の
砲
台

老
妻
も
六
十
七
歳
老
齢
の
二
人
で
あ
る
。
築
港
の
先
は
徒
歩
に
よ
る
道
で
の
跡
が
見
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
津
軽
海
峡
及
日
本
海
を
通
る
敵
艦
へ
の

あ
っ
た
の
が
今
は
立
派
な
舗
装
の
自
動
車
道
に
な
っ
て
い
た
。
備
え
で
旧
軍
国
日
本
の
明
治
－
昭
和
の
敗
戦
ま
で
続
い
た
要
塞
と
さ
れ
る
。

駐
車
場
は
上
段
と
下
段
の
二
ヶ
所
に
あ
り
上
の
駐
車
場
に
車
を
止
め
置
私
は
権
現
崎
に
登
る
の
は
こ
れ
で
四
度
目
で
あ
る
。
戦
時
中
は
中
里
駅

き
山
頂
を
目
ざ
し
登
り
始
め
る
。
小
丸
太
で
土
留
さ
れ
た
階
段
を
一
段
．
に
下
車
し
て
仲
間
同
志
が
、
何
事
も
戦
地
の
兵
隊
さ
ん
に
く
ら
べ
て
、
歩

一
段
と
登
っ
て
行
き
ま
し
た
が
果
て
し
な
く
続
く
。
け
歩
け
行
軍
の
ま
ね
ご
と
を
す
る
。

百
腕
ご
と
に
小
標
木
が
立
て
て
あ
る
。
三
百
腕
を
示
し
た
小
標
木
の
所
敗
戦
後
に
嘉
瀬
村
の
某
氏
の
無
蓋
の
貨
物
自
動
車
、
あ
る
い
は
三
輪
車

、

ユ

津
軽
弁
村
の
笑
い
話
こ

「
噛
み
合
わ
ず
」

先
日
、
土
手
町
の
ク
リ
ー
’
一
ソ
グ
店
に
、
で
か
け
ま
し
た
。

出
て
き
た
の
は
、
眼
鏡
の
よ
く
似
合
う
、
丸
ポ
チ
ャ
の
奥
さ
ん
で
し
た
。

「
い
ま
、
セ
ー
ル
中
だ
が
」
私
は
奥
さ
ん
に
尋
ね
ま
し
た
。

「
も
う
、
三
年
前
に
終
り
し
た
ね
」

「
へ
ば
、
い
ま
、
や
っ
て
ね
え
だ
が
」

奥
さ
ん
、
に
ぐ
ら
ど
笑
い
、

「
や
っ
て
い
る
よ
、
週
に
三
回
だ
ば
」

（
森
平
）

／
Ｌ

権
現
崎
伝
説
と
宙
岩
木
さ
ん

山
中
長
三
郎

「春夏秋冬」等の帯締「六歌仙」

句

一イー －6－



で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
、
今
と
な
っ
て
は
記
憶
は
う
す
れ
て
定
か
で
は
な

い
。

よ
う
や
く
に
し
て
下
前
部
落
を
真
下
に
見
る
曲
り
く
ね
っ
た
急
勾
配
の

崖
畔
の
道
筋
に
来
る
と
、
車
が
古
い
の
か
、
悪
路
の
た
め
な
の
か
、
そ
れ

と
も
、
運
転
手
の
未
熟
の
た
め
な
の
か
、
此
の
先
は
自
動
車
で
行
く
の
は

危
険
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
下
車
歩
く
こ
と
と
な
っ
た
。

当
時
は
権
現
崎
頂
上
に
登
る
に
は
谷
間
の
ご
ろ
ご
ろ
の
岩
石
を
渡
り
歩

き
頂
上
の
岩
崖
の
奇
景
を
見
上
げ
登
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
半
世
紀
前
の
若

者
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。

現
在
は
山
の
中
に
道
筋
が
で
き
道
筋
は
樹
木
の
枝
葉
に
蔽
わ
れ
日
陰
で

あ
る
。
土
留
め
の
階
段
も
で
き
て
い
て
、
半
世
紀
前
に
比
較
す
る
と
大
分

楽
な
道
筋
の
筈
で
あ
る
が
、
老
い
の
二
人
に
は
体
に
こ
た
え
る
坂
道
で
あ
っ

た
。

老
妻
は
も
う
、
疲
労
困
態
し
た
様
子
に
な
り
、
ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
段
々

道
で
あ
る
。
疲
れ
た
妻
に
お
や
つ
・
水
筒
を
渡
し
て
此
の
場
に
体
ま
せ
私

の
帰
り
を
待
つ
こ
と
に
す
る
。

私
は
頂
上
を
目
ざ
し
、
階
段
の
あ
る
坂
道
を
更
に
登
り
行
く
こ
と
四
百

脚
の
小
標
木
と
続
き
、
老
妻
の
こ
と
も
気
に
な
り
な
が
ら
も
前
進
し
て
行

く
と
五
百
脚
の
小
標
木
で
階
段
は
終
る
。

あ
と
は
平
坦
地
の
よ
う
な
道
の
り
で
あ
る
。

走
る
よ
う
な
足
ど
り
で
一
気
に
拝
殿
ま
で
登
り
着
き
神
社
の
拝
礼
も
早
々

に
帰
る
と
、
妻
は
最
後
の
段
ま
で
登
っ
て
き
て
い
た
。
私
は
再
び
頂
上
に

妻
と
共
に
沢
や
樹
木
を
眺
め
な
が
ら
頂
上
ま
で
行
く
小
標
木
は
九
百
脚
で

い
わ
れ
る
。
「
尾
崎
氏
は
徐
福
の
子
孫
と
い
う
伝
文
も
あ
る
。
」

又
紀
州
熊
野
を
始
め
、
富
士
山
麓
な
ど
、
二
千
年
前
の
大
昔
の
徐
福
伝

説
は
本
州
の
各
地
に
点
々
と
伝
え
語
り
継
が
れ
て
あ
る
が
、
最
果
て
の
津

軽
権
現
崎
に
も
、
古
く
か
ら
徐
福
の
上
陸
地
点
と
し
て
半
ば
信
じ
ら
れ
、

中
世
か
ら
近
年
に
か
け
て
海
抜
二
百
二
十
九
脚
も
あ
る
権
現
崎
の
頂
点
に

神
仏
混
滑
の
お
堂
な
り
祠
な
り
が
、
入
れ
代
り
立
ち
代
り
建
立
さ
れ
今
日

に
至
っ
て
い
る
。

明
治
以
降
、
神
社
の
周
辺
で
宝
探
し
の
盗
掘
が
続
け
ら
れ
、
徐
福
の
神

像
・
宝
剣
を
始
め
経
石
等
も
出
土
し
た
と
も
言
わ
れ
る
。

泰
の
始
皇
帝
の
使
者
と
し
て
不
老
不
死
の
霊
薬
を
求
め
て
、
東
海
の
蓬

莱
山
を
め
ざ
し
て
大
船
団
を
仕
立
て
て
船
出
し
た
と
は
、
前
八
世
紀
頃

終
っ
て
い
た
。
展
望
台
に
登
る
と
二
百
二
九
脚
の
断
崖
絶
壁
の
真
下
に
漁

舟
二
’
三
艘
が
小
粒
の
よ
う
に
見
え
る
、
白
い
小
舟
が
浮
い
て
い
る
。

高
所
恐
怖
症
に
近
い
私
に
は
長
居
は
無
用
で
あ
る
。
老
妻
は
周
囲
の
絶

景
を
眺
望
、
大
島
小
島
を
探
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
私
は
早
々
に
下
に

降
り
神
社
の
標
示
板
を
見
る
と
次
の
事
が
書
か
れ
て
い
る
。

「
平
安
時
代
大
同
二
年
（
西
暦
八
○
七
年
）
建
立
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
こ
ろ
修
験
者
の
聖
地
と
し
て
、
山
全
体
が
権
現
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
、

飛
龍
大
権
現
を
協
祭
神
、
脇
士
に
不
老
不
死
の
仙
薬
を
求
め
て
き
た
と
い

う
徐
福
が
、
船
海
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
こ
れ
飛
龍
宮
と
称
し
た
。

明
治
初
年
の
神
仏
分
離
で
祭
神
を
伊
邪
郡
岐
命
・
伊
邪
美
命
と
し
て
、

神
号
を
尾
崎
神
社
と
改
称
す
る
。
」
「
祭
り
日
、
八
月
一
六
日
」

８

⑩
小
泊
権
現
の
伝
説
と
流
着
人

小
泊
崎
の
こ
と
を
権
現
崎
と
よ
ん
で
い
る
。
ど
う
し
て
権
現
崎
と
よ
ぶ

の
か
、
土
地
の
郷
土
史
家
の
話
し
で
は
こ
の
先
端
の
頂
上
に
あ
る
尾
崎
神

社
に
は
、
明
治
十
年
以
前
ま
で
竜
飛
権
現
が
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
う

よ
ば
れ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
竜
飛
権
現
は
い
ま
紀
伊
「
和
歌
山
県
」
の

熊
野
神
社
の
御
神
体
に
な
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

ど
う
し
て
御
神
体
が
移
っ
た
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
竜
飛
権
現
が
飛

ん
で
い
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
昔
、
尾
崎
神
社
の
別
当
尾

崎
坊
は
「
御
神
体
が
、
飛
ん
で
い
っ
た
紀
伊
の
熊
野
神
社
の
格
式
が
上
っ

た
の
で
、
こ
っ
ち
が
本
家
格
な
の
だ
が
、
神
事
を
行
う
と
き
は
こ
ち
ら
か

ら
出
向
い
て
奉
仕
し
た
。
」
と
言
っ
た
と
い
う
、
伝
説
が
の
こ
っ
て
い
る
と

（
縄
文
文
明
）
ｌ
と
史
記
に
書
か
れ
て
い
る
。

又
文
献
で
確
認
で
き
る
と
す
る
鎌
倉
中
期
の
元
の
来
冠
で
神
風
（
殿
風
）

で
押
し
流
さ
れ
た
元
国
の
難
破
船
が
椛
現
崎
、
占
称
、
尾
ノ
崎
に
流
蒜
し

て
い
る
こ
と
。
こ
の
中
国
難
民
達
の
中
か
ら
徐
隔
を
我
々
と
同
様
に
、
流

芯
し
た
の
だ
と
の
語
り
草
が
根
付
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
る
。

徐
編
船
団
の
一
船
な
り
二
船
が
漂
綜
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

現
在
そ
の
当
時
の
遺
作
ら
し
い
徐
福
神
像
と
も
思
わ
れ
る
御
神
体
が
市

浦
村
の
洗
磯
崎
の
神
社
に
奉
ら
れ
て
あ
る
こ
と
。
元
窟
の
鎌
倉
期
の
作
と

見
ら
れ
る
中
国
貴
人
像
（
極
彩
色
）
の
木
像
が
、
小
泊
村
の
旧
家
か
ら
発

見
さ
れ
て
現
存
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

熊
野
水
車
、
伝
説
の
徐
福
信
仰
が
、
中
世
十
三
安
東
水
軍
が
権
現
崎
に

水
軍
の
守
り
神
と
し
て
祀
っ
た
。
（
古
代
史
あ
お
も
り
奈
利
田
浮
城
著
）

二
度
と
訪
れ
も
叶
う
ま
い
老
夫
婦
の
二
人
頂
上
を
下
る
。

下
の
段
の
駐
車
場
に
は
キ
ャ
ニ
オ
ン
ハ
ウ
ス
が
あ
り
小
泊
特
産
、
旬
の

魚
介
が
堪
能
で
き
る
。

ハ
ウ
ス
脇
に
一
艘
の
模
型
船
が
か
ざ
ら
れ
て
あ
り
、
昔
の
安
東
船
か
も

し
れ
な
い
、
私
に
は
舟
の
こ
と
は
無
知
で
あ
る
。

上
の
駐
車
場
に
徐
福
上
陸
伝
説
の
高
さ
三
厩
余
、
幅
四
十
セ
ソ
チ
の
標

木
が
あ
り
、
徐
福
碑
文
Ⅱ
徐
福
は
今
か
ら
二
千
二
百
年
ほ
ど
前
、
中
国
を

一
統
し
た
泰
の
始
皇
帝
に
仕
え
い
て
の
命
令
で
「
日
本
国
」
東
海
島
の
蓬

莱
山
に
あ
る
と
い
う
不
老
不
死
の
仙
薬
を
求
め
て
津
軽
の
権
現
崎
に
上
陸

し
た
」
の
標
木
寄
り
の
日
本
海
上
は
、
細
波
が
紺
碧
色
に
あ
か
る
い
。

こ
こ
か
ら
眺
望
す
る
岩
木
山
は
十
二
単
衣
の
女
人
の
姿
と
な
っ
て
屋
気
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楼
の
よ
う
に
遥
か
南

の
海
上
に
映
え

て
い
た
。
 

だ
が
、
ま
も
な
く
始
皇
帝
は
世
を
去
り
、

同
時
に
徐
福
も
忘
れ
ら

れ
た

存
在
と
な
っ

た
。
 と
こ
ろ
が
、
中
国
で
は
忘
れ
た
は
ず
の
徐
福
は
、

日
本

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
渡
来
伝
説
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

徐
福
が
目
指
し
た
の
は
霊
峰
富
士
と
も
い
わ
れ
、
富
士
吉
田
市
に

は
徐

福
の
墓
が
あ

る
と
い
わ
れ
又
佐
賀
市
に
は
徐
福
の
手
洗
井
戸
も
残
っ

て
い

る
と
い
う
。
な
か
で
も
和
歌
山
県
新
宮
市
に
残
る
徐
福
伝
説
は
名
高
く
、
 

徐
福
が
求
め
た

と
い
う
不
老
不
死
の
薬
草
は
も
と
よ
り
、
蓬
菱
山
ま
で
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 一
部
に
は
徐
福
菱
神
武
天
皇
説

ま
で
あ
る
と
い

う
。
 

西
暦
一
九

八
二
年
に
中
国
で
徐
福
の
出
身
地
が
発
見
さ
れ
、
伝
説
上
の

人
物
か
ら
実
在
の
人
物
と
し

て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
と
、
 

始
皇
帝
の
命
を
受
け

「
神
仙
の
術
を
使
う
人
又
道
教
と
も

い
う
」
方
士

の
徐
福
は
「

史
記
」
で
は
徐
市
と
す
る
。
数
千
人
の
童
男
童
女
お

の
お
の

五
百
人

・
ま
た
は
お
の
お
の
三
千
人
と
五
穀
の
種
と
百
工
を

数
百
隻
の
船

に
分
乗
し

て
東
海
の
島
に
不
老
不
死
の
仙
草
の
育
つ
蓬
菱
山

ま
を
め
ざ
し

て
旅
立
っ
た
の
は
紀
元
前
二
一
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
 こ
こ
に
私
な
り
の
、
 

想
像
を
書
く
の
で
お
許
し
下
さ
い
。
徐
福
の
一
部
こ
の
特
に
権
現
崎
に
上

陸
さ
れ
日
本
海
に
浮
か
ん
で
る
よ
う
に
見
え
る
岩
木
山
秀
麗
な
姿
を
眺
め

て
蓬
英
山
と
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の

一
行
の
内
の
数
人
が
岩
木
山
を
め
ざ
し
て
、
不
老
不
死
の
仙
薬
草

を
探
し
求
め
に
行
き
、
残
っ
た

一
行
も
権
現
崎
で
幾
く
年
月
と
な
く
お
祈

り
す
る
内
に
岬
一
帯
が
聖
地
と
な
る
。
 

岩
木
山
に
行
か
れ
た
一
行
と
は
往
来
は
あ
っ

た
ろ
う
が
仙
薬
草
は
求

め

ら
れ
ず
、
仙
薬
草
が
手
に
入
ら

ぬ
限
り
故
国

（
支
那
）
に
も
帰
る
こ
と
が

叶
わ
ず
。
 

年
が
経
る
と
善
男
善
女
も
老
之
疎
遠
と
な
り
、

岩
木
山
に

住
む
人

々
と

権
現
崎
に
住
む
人

々
に
定
ま
る
。
 

津
軽
一
帯
に
萌
生
す
る
葦

の
根
よ
り

「
又
は
岩
木
山
麓
西
丘
陸
地
は

燃

料
の
赤
松
又
原
料
と
な
る
七
里
長
浜
の
砂
鉄
」
鉄
分
を
取
り

農
器
作
の
形

影
も
あ
り
、
舟
造
り
、
信
仰
・
又
各
技
術
共
に
育
ち
、

の
ち
の
津
軽
王
国

の
基
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 田
舎
館
村
に
垂
柳
遺
跡
の
発
掘
、
 

遺
跡
は
約
二
〇
〇
〇
年
前
弥
生
時
代
の
も
の
で
六
五
六
枚
も
の
整
然

並
ん

だ
水
田
跡
が
発
見

さ
れ
水
田
表
に
弥
生
人

の
足
跡
も
多
数
発
見

さ
れ
る
、
 

稲
作
造
り
の
確
実
と
な
っ
た
頃
に
発
掘
現
場
を
木
立
民
五
郎
、
山
中
正
津
、
 

秋
元
惣
之
進
等
と
共
に
発
掘
中
の
現
場
を
見
学
す
る
。
係
員
の
説
明
で
は

考
古
学
者
等
は
、
弥
生
時
代

の
稲
作
の
遺
跡
が
津
軽
に
現
れ
、
学
者
も
と

ま
ど
い
ぎ
み
で
度
々
こ
の
現
場
に
現
わ
れ
て
頭
を
捻
っ

て
見
学
さ
れ
る
と

い
う
。
 

「
静
岡
県
の
登
呂
遺
跡
の
水
稲
耕
作

・
近
畿
の
稲
作
に

ゃ
や
遅
れ
、
同

じ
弥
生
期
の
、
森
雪
寒
冷
地
の
津
軽
の
稲
作
に
は
学
者
等
も
信
じ
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 

現
在
の
稲
作
の
伝
来
ル
ー
ト
説
は
大
き
く
分
け

て
、
米
の
原
産
地
は

イ

ン
ド
東
部
の
ア
ッ

サ
ム
地
方
か
ら
中
国
南
部
に
か
け
て
の
高
原
地
帯
と
す

る
説
が
有
力
。

こ
こ
か
ら
楊
子
江
沿
い
に
伝
わ
っ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
中
国
の
楊
子
江
の
近
境
よ
り
、
北
方
ル
ー
ト
朝
鮮
半
島

と
南
方
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ル
ー
ト
は
台
湾
や
南
西
諸
島

の
島
伝
い
に
北
上
、
主
に
こ
の
二
つ
の
ル

ー
 

ト
に
よ
り
九
州
の
福
岡
や
長
崎
、
佐
賀
な
ど

の
遺
跡
か
ら
は
水
田
の
跡
や

炭
化
し

た
モ
ミ
が
発
見
さ
れ
、

又
近
畿
地
方
に
も
似
た
よ
う
な
形
跡
が
あ

る
と
い
わ
れ

る
。
 

稲
作
の

日
本
列
島
を
南
九
州
を
北
上
、
冷
寒
地
方
、
津
軽
の
田
舎
館
村

に
至
る
ま
で
の
陸
地
ル
ー
ト
は
進
行
速
度
・
海
上
ル
ー
ト
に
も
又
色
々
と

疑
わ
し

い
と
い
う
考
古
学
者
も
あ

る
。
 

徐
福
一
行
は
始
皇
帝
よ
り
多
額
の
金
品

・
五
穀
の
種

・
稲
の
種
含
む
百

工

・
鉄
器
の
作
る
人
も
含
む
。
数
千
人
の
童
の
男
女
と
共
に
数
百
隻
の
船

に
分
乗
し

て
蓬
英
山
（
日
本
と
思
わ
れ
る
）
に
仙
薬
を
求
め
て
旅
立
っ
た

と
司
馬
遷
の
史
記
「
准
南
衡
山
列
伝
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 

徐
福
一
行
の
船
は
遭
難
に
あ
う
も
日
本
各
沿
岸
地
に
上
陸
の
伝
説
が
あ

り
、
権
現
岬
の
碑
文
の
よ
う
に
徐
福
一
行

の
幾
人
か
上
陸
さ
れ
て
岩
木
山

と
の
ニ
ケ
所
に
住
み
付
き
稲
作
や
葦

の
根
か
ら
微
少
の
鉄
分
を
取
り
鉄
器

も
作
り
、
先
住
民
と
の
共
存
と
な
り
、
文
化

・
文
明
を
津
軽
に
広
げ
た
の

だ
ろ
う
。
 

又
古
代
日
本
の
本
の
中
に
 
「
は
る
か
古
代
に
お
い
て
徐
福
が
八
丈
島
に

上
陸
し

て
王
国
を
開
い
た
と
い

う
説
も
あ
る
。
 

徐
福
が
捜
し
求
め
て
い
た
蓬
葵
の
薬
草
と
い
う
の
は
、
実
は
八
丈
島
特
 

あ
し

た
ぱ
 

産
の
『
明
日
葉
』
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
徐
福
が
上
陸
し
て
国
を
建
て
た

と
い
う
伝
説
は
他
に
も
あ
る
、
ざ
っ
と
あ
げ
て
み
て
も
肥
前
佐
賀
・
安
芸

巌
島

・
尾
張
熱
田
・
秋
田
男
鹿
半
島
な
ど
全
国
に
十
ケ
所
近
く
の
言
い
伝
 

タ
ケ
 

え
に
な
る
。
権
現
崎
の
帰
路
の
途
中
、
雄
の
温
泉
に
浸
り
岩
木
山
を
眺
望
 
 

し
な
が
ら
徐
福
伝
説
を
推
考
す
る
。
温
泉
場
を
出
発
脇
元
の
東
方
向
に

ア

ラ
バ
キ
王
国
時
代
岩
木
山
を
モ
デ

ル
に
築
か
れ
た
と
言

い
伝
え
の
山
が
見

え
る
。
 

車
は
市
浦
村
の
相
内
大
野
福
島
城

・
相
内
高
館
の
唐
川
城
。
又
小
高
森

の
中
に
山
王
坊
跡
の
あ
る
日
吉
神
社
に
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
員
一
行
と
共

に
昭
和
六
十
年
に

参
詣
し
た
こ
と
が
あ
る
山
王
坊
は
い

ま
は
杉
林
の
中
に

小
さ
な
お
堂
が
あ
る
ば
か
り
だ
が
、
鳥
居
が
二
十
幾
つ
参

道
に
立
ち
並
ん

で
い
る
。
 

一
番
手
前
、
日
枝
山
王
鳥
居
で
風
変
り
で
あ
る
「
神
社
寺
院
跡
。
中
世
」
 

こ
の
辺
一
帯
は
津
軽
三
千
坊
の
う
ち
十

三
千
坊
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
境
内
に
は
懸
伝
や
五
輪
塔
の

石
が
見
ら
れ
る
。
 

ふ
る
さ
と
を
探
る
会
の
一
員
と
し
て
訪
れ
た
時
は
道
路
も
悪
く
国
道
ょ

り
入
り
途
中
よ
り
歩
い
た
。
今
は
神
社
前
に
駐
車
場
あ
り
舗
装
路
に

な
っ

て
い
る
。
現
在
は
国
道
添
い
に
も
風
変
り
の
日
枝
山
王
鳥
居
が
建
つ
人

目

に
付
く
山
王
鳥
居
は
、
柱
の
上
に
支
輪
が
あ
り
、
笠
木
の
中
央
に
芯
柱
を

た
て
て
合
掌
形
の
破
風
を
か
け
、
鳥
頭

（
か
ら
す
が
し
ら
）
と
よ
ぶ
反
り

を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
だ
。
 

こ
こ
の
歴
史
を
さ
ぐ
れ
ば
お
そ
ら
く
一
巻
の
本

に
も
な
る
だ
ろ
う
。
 

周
り
の
丘
陵
に
は
堅
穴
郡
が
散
在
し
、

石
器
時
代
の
遺
跡
や

出
土
品
も

発
掘
さ
れ
る
か
ら
、
地
勢
か
ら
み
て
も
先
住
民
族
に
と
っ
て
め
ぐ
ま
れ
た

場
所
で
あ
っ
た
ろ
う
。
 

農
耕
が
発
達
し
な
い
時
代
は
、
山
野
の
狩
猟
と
海
辺
の
漁
携
が
彼
ら
の

生
活
基
盤
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
こ
こ
の
地
勢
が
絶
好
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
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ル
ー
ト
は
台
湾
や
南
西
諸
島
の
島
伝
い
に
北
上
、
主
に
こ
の
二
つ
の
ル
ー

ト
に
よ
り
九
州
の
福
岡
や
長
崎
、
佐
賀
な
ど
の
遺
跡
か
ら
は
水
田
の
跡
や

炭
化
し
た
モ
ミ
が
発
見
さ
れ
、
又
近
畿
地
方
に
も
似
た
よ
う
な
形
跡
が
あ

る
と
い
わ
れ
る
。

稲
作
の
日
本
列
島
を
南
九
州
を
北
上
、
冷
寒
地
方
、
津
峰
の
田
舎
館
村

に
至
る
ま
で
の
陸
地
ル
ー
ト
は
進
行
速
度
・
海
上
ル
ー
ト
に
も
又
色
々
と

疑
わ
し
い
と
い
う
考
古
学
者
も
あ
る
。

徐
福
一
行
は
始
皇
帝
よ
り
多
額
の
金
品
・
五
穀
の
種
・
稲
の
種
含
む
百

工
・
鉄
器
の
作
る
人
も
含
む
。
数
千
人
の
童
の
男
女
と
共
に
数
百
隻
の
船

に
分
乗
し
て
蓬
莱
山
（
日
本
と
思
わ
れ
る
）
に
仙
薬
を
求
め
て
旅
立
っ
た

と
司
馬
遷
の
史
記
「
惟
南
衡
山
列
伝
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

徐
福
一
行
の
船
は
遭
難
に
あ
う
も
日
本
各
沿
岸
地
に
上
陸
の
伝
説
が
あ

り
、
権
現
岬
の
碑
文
の
よ
う
に
徐
福
一
行
の
幾
人
か
上
陸
さ
れ
て
岩
木
山

と
の
二
ケ
所
に
住
み
付
き
稲
作
や
葦
の
根
か
ら
微
少
の
鉄
分
を
取
り
鉄
器

も
作
り
、
先
住
民
と
の
共
存
と
な
り
、
文
化
・
文
明
を
津
軽
に
広
げ
た
の

だ
ろ
う
。

又
古
代
日
本
の
本
の
中
に
「
は
る
か
古
代
に
お
い
て
徐
福
が
八
丈
島
に

上
陸
し
て
王
国
を
開
い
た
と
い
う
説
も
あ
る
。

徐
福
が
捜
し
求
め
て
い
た
蓬
莱
の
薬
草
と
い
う
の
は
、
実
は
八
丈
島
特

あ
し
た
ば

産
の
『
明
日
葉
』
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
徐
福
が
上
陸
し
て
国
を
建
て
た

と
い
う
伝
説
は
他
に
も
あ
る
、
ざ
っ
と
あ
げ
て
み
て
も
肥
前
佐
賀
・
安
芸

巌
島
・
尾
張
熱
田
・
秋
田
男
鹿
半
島
な
ど
全
国
に
十
ヶ
所
近
く
の
言
い
伝

タ
ケ

え
に
な
る
。
権
現
崎
の
帰
路
の
途
中
、
雄
の
温
泉
に
浸
り
岩
木
山
を
眺
望

楼
の
よ
う
に
遙
か
南
の
海
上
に
映
え
て
い
た
。

だ
が
、
ま
も
な
く
始
皇
帝
は
世
を
去
り
、
同
時
に
徐
福
も
忘
れ
ら
れ
た

存
在
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
で
は
忘
れ
た
は
ず
の
徐
福
は
、
日
本

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
渡
来
伝
説
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

徐
福
が
目
指
し
た
の
は
霊
峰
富
士
と
も
い
わ
れ
、
富
士
吉
田
市
に
は
徐

福
の
墓
が
あ
る
と
い
わ
れ
又
佐
賀
市
に
は
徐
福
の
手
洗
井
戸
も
残
っ
て
い

る
と
い
う
。
な
か
で
も
和
歌
山
県
新
宮
市
に
残
る
徐
福
伝
説
は
名
高
く
、

徐
福
が
求
め
た
と
い
う
不
老
不
死
の
薬
草
は
も
と
よ
り
、
蓬
莱
山
ま
で
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
部
に
は
徐
福
莱
神
武
天
皇
説
ま
で
あ
る
と
い

尻
ノ
○

西
暦
一
九
八
二
年
に
中
国
で
徐
福
の
出
身
地
が
発
見
さ
れ
、
伝
説
上
の

人
物
か
ら
実
在
の
人
物
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
と
、

始
皇
帝
の
命
を
受
け
「
神
仙
の
術
を
使
う
人
又
道
教
と
も
い
う
」
方
士

の
徐
福
は
「
史
記
」
で
は
徐
市
と
す
る
。
数
千
人
の
童
男
童
女
お
の
お
の

五
百
人
．
ま
た
は
お
の
お
の
三
千
人
と
五
穀
の
種
と
百
工
を
数
百
隻
の
船

に
分
乗
し
て
東
海
の
島
に
不
老
不
死
の
仙
草
の
育
つ
蓬
莱
山
ま
を
め
ざ
し

て
旅
立
っ
た
の
は
紀
元
前
一
二
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
私
な
り
の
、

想
像

陸
さ

て
蓬そ

を
探

り
す

を
謀
く
の
で
お
許
し
下
さ
い
。
徐
福
の
一
部
こ
の
特
に
権
現
崎
に
上

れ
日
本
海
に
浮
か
ん
で
る
よ
う
に
見
え
る
岩
木
山
秀
麗
な
姿
を
眺
め

莱
山
と
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

の
一
行
の
内
の
数
人
が
岩
木
山
を
め
ざ
し
て
、
不
老
不
死
の
仙
薬
草

し
求
め
に
行
き
、
残
っ
た
一
行
も
権
現
崎
で
幾
く
年
月
と
な
く
お
祈

る
内
に
岬
一
帯
が
聖
地
と
な
る
。

岩
木
山
に
行
か
れ
た
一
行
と
は
往
来
は
あ
っ
た
ろ
う
が
仙
薬
草
は
求
め

ら
れ
ず
、
仙
薬
草
が
手
に
入
ら
ぬ
限
り
故
国
（
支
那
）
に
も
帰
る
こ
と
が

叶
わ
ず
。

年
が
経
る
と
善
男
善
女
も
老
之
疎
遠
と
な
り
、
岩
木
山
に
住
む
人
々
と

権
現
崎
に
住
む
人
々
に
定
ま
る
。

津
軽
一
帯
に
萠
生
す
る
葦
の
根
よ
り
「
又
は
岩
木
山
麓
西
丘
陸
地
は
燃

料
の
赤
松
又
原
料
と
な
る
七
里
長
浜
の
砂
鉄
」
鉄
分
を
取
り
農
器
作
の
形

影
も
あ
り
、
舟
造
り
、
信
仰
・
又
各
技
術
共
に
育
ち
、
の
ち
の
津
軽
王
国

の
基
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
田
舎
館
村
に
垂
柳
遺
跡
の
発
掘
、

遺
跡
は
約
二
○
○
○
年
前
弥
生
時
代
の
も
の
で
六
五
六
枚
も
の
整
然
並
ん

だ
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
水
田
表
に
弥
生
人
の
足
跡
も
多
数
発
見
さ
れ
る
、

稲
作
造
り
の
確
実
と
な
っ
た
頃
に
発
掘
現
場
を
木
立
民
五
郎
、
山
中
正
津
、

秋
元
惣
之
進
等
と
共
に
発
掘
中
の
現
場
を
見
学
す
る
。
係
員
の
説
明
で
は

考
古
学
者
等
は
、
弥
生
時
代
の
稲
作
の
遺
跡
が
津
軽
に
現
れ
、
学
者
も
と

ま
ど
い
ぎ
み
で
度
々
こ
の
現
場
に
現
わ
れ
て
頭
を
捻
っ
て
見
学
さ
れ
る
と

い
う
。「

静
岡
県
の
登
呂
遺
跡
の
水
稲
耕
作
・
近
畿
の
稲
作
に
や
や
遅
れ
、
同

じ
弥
生
期
の
、
森
雪
寒
冷
地
の
津
峰
の
稲
作
に
は
学
者
等
も
信
じ
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

現
在
の
稲
作
の
伝
来
ル
ー
ト
説
は
大
き
く
分
け
て
、
米
の
原
産
地
は
イ

ン
ド
東
部
の
ア
ッ
サ
ム
地
方
か
ら
中
国
南
部
に
か
け
て
の
向
原
地
帯
と
す

る
説
が
有
力
。
こ
こ
か
ら
揚
子
江
沿
い
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
中
国
の
揚
子
江
の
近
境
よ
り
、
北
方
ル
ー
ト
朝
鮮
半
島
と
南
方

し
な
が
ら
徐
福
伝
説
を
推
考
す
る
。
温
泉
場
を
出
発
脇
元
の
東
方
向
に
ア

ラ
バ
キ
王
国
時
代
岩
木
山
を
モ
デ
ル
に
築
か
れ
た
と
言
い
伝
え
の
山
が
見

え
る
。車

は
市
浦
村
の
相
内
大
野
福
島
城
・
相
内
高
館
の
唐
川
城
。
又
小
高
森

の
中
に
山
王
坊
跡
の
あ
る
日
吉
神
社
に
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
員
一
行
と
共

に
昭
和
六
十
年
に
参
詣
し
た
こ
と
が
あ
る
山
王
坊
は
い
ま
は
杉
林
の
中
に

小
さ
な
お
堂
が
あ
る
ば
か
り
だ
が
、
鳥
居
が
二
十
幾
つ
参
道
に
立
ち
並
ん

で
い
る
。

一
番
手
前
、
日
枝
山
王
鳥
居
で
風
変
り
で
あ
る
「
神
社
寺
院
跡
。
中
枇
」

こ
の
辺
一
帯
は
津
軽
三
千
坊
の
う
ち
十
三
千
坊
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
境
内
に
は
懸
伝
や
五
輪
塔
の
石
が
見
ら
れ
る
。

ふ
る
さ
と
を
探
る
会
の
一
員
と
し
て
訪
れ
た
時
は
道
路
も
悪
く
国
道
よ

り
入
り
途
中
よ
り
歩
い
た
。
今
は
神
社
前
に
駐
車
場
あ
り
舗
装
路
に
な
っ

て
い
る
。
現
在
は
国
道
添
い
に
も
風
変
り
の
日
枝
山
王
鳥
居
が
建
つ
人
目

に
付
く
山
王
鳥
居
は
、
柱
の
上
に
支
輪
が
あ
り
、
笠
木
の
中
央
に
芯
柱
を

た
て
て
合
掌
形
の
破
風
を
か
け
、
烏
頭
（
か
ら
す
が
し
ら
）
と
よ
ぶ
反
り

を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
だ
。

こ
こ
の
歴
史
を
さ
ぐ
れ
ば
お
そ
ら
く
一
巻
の
本
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

周
り
の
丘
陵
に
は
堅
穴
郡
が
散
在
し
、
石
器
時
代
の
遺
跡
や
出
土
品
も

発
掘
さ
れ
る
か
ら
、
地
勢
か
ら
み
て
も
先
住
民
族
に
と
っ
て
め
ぐ
ま
れ
た

場
所
で
あ
っ
た
ろ
う
。

農
耕
が
発
達
し
な
い
時
代
は
、
山
野
の
狩
猟
と
海
辺
の
漁
携
が
彼
ら
の

生
活
基
盤
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
こ
こ
の
地
勢
が
絶
好
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ

- 11- -10-

’ 一



る
。
 い
ま
か
ら

八
百
五
十
年
前
の
、
康
和
三
年

（
一
一
〇
一
）
藤
原
秀
栄

が
、
相
内
の
大
野
に

福
島
城
を
築
き
、
海
上
交
通
の
要
港
と
な
っ
た
。
 

そ
の
後
、
藤
原
氏
か
ら
安
東
氏
、
さ
ら
に
南
郡
氏
、
そ
し
て
津
軽
為
信

が
南
部
氏
を
駆
遂
し
て
津
軽
を
統
一
す
る
ま
で
、
い
く
た
び
か
勢
力
の
交

替
が
行
な
わ
れ
た
。
 

し
か
し
今
か
ら
六
百
二
十
三
年
前
の
興
国
元
年

（
一
三
四
〇
）
八
月
、
 

大
津
波
に
よ
っ
て
こ
の
地

一
帯
が
潰
滅
、
福
島
城
下
の
町
と
外
港
十
三
は

陥
没
し

て
大
半
は
湖
底
に
沈
ん
で
し
ま
い
、
城
郭
や
寺
社
は
ほ
と
ん
ど
破

壊
さ
れ

て
、
跡
か
た
も
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
 

だ
が
そ
の
後
、
奥
地
の
良
材
が
積
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ふ
た
た

び
昔
の
活
気
が
よ
み
が
え
っ
た
。
津
軽
藩
で
は
こ
こ
に
奉
行
所
を
お
ぎ
遠

見
番
所
や
藩
の
御
蔵
を
設
け
た
。
 

藩
政
時
代
か
ら
十
三
の
人
々
は
十
三
町
と
称
し
て
い
た
。
合
併
で
市
浦

村
と
な
っ

た
の
で
今
は
部
落
だ
。
 そ
れ
で

「
町
」
か
ら

「
村
」
そ
し

て
 

「
部
落
」
 
に
おち
ぶ
れ
た
と
こ
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
。
（
「流
転
の
歴
史
」
 

よ
り
）
こ
こ
ま
で
は
新
津
軽
風
土
記

・
船
水
清
著
の
一
部
分
抜
粋
。
 

唐
川
城
跡
に
行
き
展
望
台
の
眼
下
界
は
原
野

・
牧
場

・
採
草
地

・
山
王

坊
跡
の
森

・
相
内
部
落
の
家
々
・
福
島
城
の
森

・
大
沼

・
遠
方
に
は
十
三

湖

・
十
三
橋

・
岩
木
さ
ん
と
又
北
に
権
現
崎
、
南
は
七
里
長
浜
も

一
望
で

き
る
名
所
で
あ
る
。
 

奈
良
ー
平
安
時
代
の
築
造
の
跡
と
さ
れ
る
福
島
城
は
国
道
沿
い
に
立
つ

標
木
よ
り
南
に
ち
ょ

っ
と
入
る
と
近
年
築
造
の
楼
の
あ
る
簡
略
な
城
門
、
 

両
側
に
土
塀
と
浅
い
堀
が
あ
る
、
門
を
通
る
と
右
手
に
福
島
城
の
標
木
と
 

地
を
追
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
 江
上
波
夫
博
士
が
昭
和
三
十
年
に

行
っ
た
発

掘
調
査

で
は
、
城
比
の
規
模
は

二
万
五
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
東

北
地
方
最
大
ス
ケ

ー
ル
だ
そ
う
で
あ
る
。
 

遠
く
大
陸
に
ま
で
雄
飛
し
た
海
の
冒
険
者
、
伝
説
の
福
徐
、
縄
文
の
堅

穴
群
、
古
城
跡
・
津
軽
王
国
の

夢
含
む
地
、
聖
俳
人
と
う
た
わ
れ
る
芭
蕉

の
訪
れ
も
叶
え
ら

れ
ぬ
奥
津
軽
の
地
、
岩
木
山
の
秀
姿
を
眺
望
し
、

ふ
る

さ
と
の
俳
人

・
歌
人
・
詩
人
等
よ
傑
作
を
よ
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
 

古
跡
の
福
島
城
を
去
り
、
国
道
三
三
九
号
線
添
い
に
牛
の
放
牧
が
広
が

り
及
び
、
 ト
ー
サ
ム
グ
リ
ー
ン
。ハ
ー
ク
が
平
成
九
年
四
月
、
 道
の
駅
十
三

湖
高
原
と
し

て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
。
 

ベ
コ
 
ツ

ラ
コ
 

牛
の
面
の
八
ロ
で
可
愛
ら
し
い
レ
ス
ト
ラ
ン
が
目
に

つ
く
。
 こ
の
高
原

を
下
る
と
十
三

湖
岸
辺
の
国
道
で
、
今
泉
村
落
に
入
る
。
小
公
園
に
吉
田

松
陰
遊
賞
之
碑
あ
り
、
湖
の
浅
瀬
に
親
子
連
れ
が
は
し
ゃ
ぎ
な
し
て
い
る
。
 

車
の
入
っ
て
い
る
国
道
添
い
の
村
落
も
三
三
九
号
線
も
昔
む
か
し
の
岩

木
川
や
各
河
川
の
土
堤
の
整
備
の
な
い
頃
は
湖
の
水
面
で
あ
り
、
湖
の
広

さ
も
又
彪
大
で
あ
っ

て
「
新
津
軽
風
土
記
」
に
よ
る
と
、
尾
別
の
湯
島
、
 

高
根
の
黒
崎
、
今
泉
の
唐
崎
、
薄
市
の
昆
布
掛
こ
う
し
た
地
名
は
、
以
前

十
三
湖
が
も
っ
と
大
き
か
っ
た
こ
ろ
、
そ
の
湖
岸
の
名
残
り
だ
と
い
う
。
 

福
島
城
跡
に

つ
づ
く
今
泉
や
薄
市
は
古

く
か
ら
栄
え
て
い
た
ら
し
い
。
 

い
ま
金
木

に
あ
る
雲
祥
寺
、
中
里
町
の
弘
法
寺
な
ど

は
延
宝

（
一
六
七

三
）
の
こ
ろ
、
こ
こ
か
ら
移
転
し

て
い
る
。
 

川
倉
の
賓
の
川
原
の
地
蔵
尊
も
今
泉
の
唐
崎
か
ら
享
保
年
間
に
移
っ
た
。
 

こ
こ
の
お
堂
町
と
よ
ぱ
れ
る
と
こ
ろ
に
宝
塔
が
の
こ
っ
て
い
て
、
仏
骨
堂
 

く
も
つ
 

老
木
が
あ
り
、
昔
な
が
ら

の
小
石
の
供
養
塔
に
真
新
し

い
供
物
も
供
え
て

あ
っ
た
。
何
年
か
前
に
訪
れ
た
時
は
老
木
も
大
木
で
あ
り
、
国
指
定
史
跡

・

桧
山
安
東
氏
城
館
跡
・
国
清
寺
跡
と
書
か
れ
た
高
い
標
木
が
建
っ

て
い
た
。
 

城
門
も
堀
も
整
備
さ
れ
変
貌
し
て
い
る
。
 

門
内
は
広
い
原
野
で
あ
る
。
南
に
進
む
と
実
取
遺
跡
（
十
三

湖
と
岩
木

さ
ん
も
望
め

る
。
）
西
に
進
む
と
蛇
石
遺
跡
の
堅
穴

群
、
共
に
縄
文

・
奈

良
・
平
安
期
と
さ
れ
る
。
 

こ
の
倉
庫
の
中
に
古
代
の
生
活
と
い
く
た
の
戦
歴
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
 

市
浦
村
は
何
と
言
っ

て
も
十
三
湖
で
有
名
だ
。
こ
の
湖
は
周
囲
三
一

・

四
キ
ロ
、
面
積
二
〇
・
四
九
平
方
キ
ロ
も
あ
っ
て
大
き
い
が
、
最
大
水
深

で
も
わ
ず
か
三
メ
ー
ト
ル
の
浅
い
湖
で
あ
る
。
 

が
た
 

こ
 

も
と
は
十
三
潟
と
よ
ば
れ
た
が
、
い
つ
か
ら
か
十
三
湖
と
い
う
よ
う
に

な
っ
た
。
中
世
に
は
十
三
湊
と
い
わ
れ
て
日
本
の
カ
三
津
七
湊
ク
の
な
か
に

数
え
ら
れ
、
北
国
第
一
の
港
町
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
古
い
歴
史
を
み
る
と

安
東
氏
の
本
拠
地
、
十
三
湊
を
中
心
と
す
る
津
軽
半
島
に
あ
っ
た
。
 

鎌
倉
末
期
に
は
津
軽
半
島

一
帯
の
支
配
を
確
立
。
正
和
年
間

（
一
三
一

ニ
ー
一
六
）
に
は
福
島
城
を
築
城
す
る
。
 こ
の
城
は

「
あ
た
か
も
秦
の
長

城
を
訪
沸
と
さ
せ
る
」
 
とま
で
言
わ
れ
る
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
。
鎌
倉
室
町
期
に
絶
頂
期
を
迎
え
た
安
東
氏
だ
が
、
大
津
波
に
よ

る
、
十
三
湊
の
潰
滅
と
南
部
藩
の
陸
地
帯
の
攻
め
に
遇
う
。
陸
戦
の
得
意

で
な
い
安
東
水
軍
は
小
泊
の
柴
崎
城
を
最
後
に
松
前
に
敗
走
し
二
度
と
安

東
氏
が
津
軽
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

o
 

そ
し
て
又
南
部
氏
は
天
正
十
二
年

（
一
五
八
五
）
為
信
の
た
め
に
こ
の
 

か
供
養
塔
が
由
緒
あ
る
人
の
墳
墓
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
 

土
器
や
石
器
で
は
深
郷
田
部
落
の
丘
陵
地
か
ら
も
、
た
く
さ
ん
掘
り
出

さ
れ
て
い
る
。
 こ
こ
か
ら
は
縄
文
前
期
の
土
器
が
出

て
県
内
最
古
の
も
の

と
し
て
評
判
に
な
っ
た
。
 い
ま
の
平
坦
地
が
ま
だ
湖
水
で
あ
っ

た
当
時
、
 

こ
の
丘
陵
の
通
り
は
先
住
民
の
居
住
地
帯
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
湖
水
が

深
く
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
は
、
い
ま
で
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
 

そ
れ
か
ら
、
こ
の
小
泊
街
道
は
、
津
軽
三
十
三
霊
場
札
所
の
順
路
で
も

あ
り
十
四
番
は
尾
別
、
十
五
番
は
薄
市
、
今
泉
十

六
、
相
内
十
七
、
小
泊

十
八
と
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
 

津
軽
藩
で
は
慶
長
十
五
年

（
一
六
一
〇
）
に
は
じ
め
て
、
領
内
で
鉄
を

つ
く
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
場
所
は
今
泉
と
東
郡
の
小
国
（
蟹
田
川
上

流
）
の

ニ
カ
所
だ
と

い
う
。
 

そ
れ
か
ら

二
百
五
十
年
後
の
安
政
六
年
（
一
八
五
九

）
に
、
鉄
工
明
珍

重
吉
と
い
う
人
が
再
び
今
泉
で
製
鉄
事
業
を
は
じ
め
て
い
る
。
 

明
珍
重
吉
は
長
崎
で
西
洋
式
製
鉄
法
を
研
究
し
、
今
村
万
次
郎
と
い
う

商
人
が
こ
れ
を
援
助
し
て
、
良
好
な
成
績
を
あ
げ
た
の
で
藩
で
は
そ
の
翌

年
頃
、
用
人
楠
美
庄
司
を
奉
行
に
し
て
事
業
を
拡
張
し
、
明
治
ま
で
つ
づ

け
ら
れ
た
。
 

国
道
よ
り
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
奥
の
、
今
泉
国
有
林
内
の
母
沢
開
拓
地

あ
た
り
で
あ
る
。
 以
前
に
は
所
々
に
鉄
津
が
積
ん
で
あ
り
、
七
里
長
浜
の

砂
鉄
が
原
料
で
あ
っ
て
、
砂
鉄
は
船
で
運
び
、
十
三
湖
か
ら
今
泉
川
を
の

ぼ
っ
て
舟
場
に
揚
げ
、
さ
ら
に
馬
で
運
ん
だ
も
の
。
 

山
に
は
燃
料
の
木
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
条
件
が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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地
を
追
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
江
上
波
夫
博
士
が
昭
和
三
十
年
に
行
っ
た
発
か
供
養
塔
が
由
緒
あ
る
人
の
墳
墓
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

掘
調
査
で
は
、
城
吐
の
規
模
は
二
万
五
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
東
土
器
や
石
器
で
は
深
郷
田
部
落
の
丘
陵
地
か
ら
も
、
た
く
さ
ん
掘
り
出

北
地
方
最
大
ス
ケ
ー
ル
だ
そ
う
で
あ
る
。
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
縄
文
前
期
の
土
器
が
出
て
県
内
最
古
の
も
の

遠
く
大
陸
に
ま
で
雄
飛
し
た
海
の
冒
険
者
、
伝
説
の
福
徐
、
縄
文
の
堅
と
し
て
評
判
に
な
っ
た
。
い
ま
の
平
坦
地
が
ま
だ
湖
水
で
あ
っ
た
当
時
、

穴
群
、
古
城
跡
・
津
軽
王
国
の
夢
含
む
地
、
聖
俳
人
と
う
た
わ
れ
る
芭
蕉
こ
の
丘
陵
の
通
り
は
先
住
民
の
居
住
地
帯
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
湖
水
が

の
訪
れ
も
叶
え
ら
れ
ぬ
奥
津
軽
の
地
、
岩
木
山
の
秀
姿
を
眺
望
し
、
ふ
る
深
く
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
は
、
い
ま
で
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。

さ
と
の
俳
人
・
歌
人
・
詩
人
等
よ
傑
作
を
よ
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
小
泊
街
道
は
、
津
軽
三
十
三
霊
場
札
所
の
順
路
で
も

古
跡
の
福
島
城
を
去
り
、
国
道
三
三
九
号
線
添
い
に
牛
の
放
牧
が
広
が
あ
り
十
四
番
は
尾
別
、
十
五
番
は
薄
市
、
今
泉
十
六
、
相
内
十
七
、
小
泊

り
及
び
、
ト
ー
サ
ム
グ
リ
ー
ソ
パ
ー
ク
が
平
成
九
年
四
月
、
道
の
駅
十
三
十
八
と
つ
づ
く
の
で
あ
る
。

湖
高
原
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
。
津
軽
藩
で
は
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
○
）
に
は
じ
め
て
、
領
内
で
鉄
を

ベ
コ
ツ
｜
フ
コ

牛
の
面
の
八
口
で
可
愛
ら
し
い
レ
ス
ト
ラ
ソ
が
目
に
つ
く
。
こ
の
高
原
つ
く
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
場
所
は
今
泉
と
東
郡
の
小
国
（
齪
田
川
上

を
下
る
と
十
三
湖
岸
辺
の
国
道
で
、
今
泉
村
落
に
入
る
。
小
公
園
に
吉
田
流
）
の
二
カ
所
だ
と
い
う
。

松
陰
遊
賞
之
碑
あ
り
、
湖
の
浅
瀬
に
親
子
連
れ
が
は
し
ゃ
ぎ
な
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
二
百
五
十
年
後
の
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
、
鉄
工
明
珍

車
の
入
っ
て
い
る
国
道
添
い
の
村
落
も
三
三
九
号
線
も
昔
む
か
し
の
岩
重
吉
と
い
う
人
が
再
び
今
泉
で
製
鉄
事
業
を
は
じ
め
て
い
る
。

木
川
や
各
河
川
の
土
堤
の
整
備
の
な
い
頃
は
湖
の
水
面
で
あ
り
、
湖
の
広
明
珍
重
吉
は
長
崎
で
西
洋
式
製
鉄
法
を
研
究
し
、
今
村
万
次
郎
と
い
う

さ
も
又
彪
大
で
あ
っ
て
「
新
津
軽
風
土
記
」
に
よ
る
と
、
尾
別
の
湯
島
、
商
人
が
こ
れ
を
援
助
し
て
、
良
好
な
成
績
を
あ
げ
た
の
で
藩
で
は
そ
の
翌

高
根
の
黒
崎
、
今
泉
の
唐
崎
、
薄
市
の
昆
布
掛
こ
う
し
た
地
名
は
、
以
前
年
頃
、
用
人
楠
美
庄
司
を
奉
行
に
し
て
事
業
を
拡
張
し
、
明
治
ま
で
っ
づ

十
三
湖
が
も
っ
と
大
き
か
っ
た
こ
ろ
、
そ
の
湖
岸
の
名
残
り
だ
と
い
う
。
け
ら
れ
た
。

福
島
城
跡
に
つ
づ
く
今
泉
や
薄
市
は
古
く
か
ら
栄
え
て
い
た
ら
し
い
。
国
道
よ
り
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
奥
の
、
今
泉
国
有
林
内
の
母
沢
開
拓
地

い
ま
金
木
に
あ
る
雲
祥
寺
、
中
里
町
の
弘
法
寺
な
ど
は
延
宝
二
六
七
あ
た
り
で
あ
る
。
以
前
に
は
所
々
に
鉄
津
が
積
ん
で
あ
り
、
七
里
長
浜
の

三
）
の
こ
ろ
、
こ
こ
か
ら
移
転
し
て
い
る
。
砂
鉄
が
原
料
で
あ
っ
て
、
砂
鉄
は
船
で
運
び
、
十
三
湖
か
ら
今
泉
川
を
の

川
倉
の
審
の
川
原
の
地
蔵
尊
も
今
泉
の
唐
崎
か
ら
享
保
年
間
に
移
っ
た
。
ぼ
っ
て
舟
場
に
揚
げ
、
さ
ら
に
馬
で
運
ん
だ
も
の
。

こ
こ
の
お
堂
町
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
宝
塔
が
の
こ
っ
て
い
て
、
仏
骨
堂
山
に
は
燃
料
の
木
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
条
件
が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

る
。
い
ま
か
ら
八
百
五
十
年
前
の
、
康
和
三
年
（
二
○
二
藤
原
秀
栄

が
、
相
内
の
大
野
に
福
島
城
を
築
き
、
海
上
交
通
の
要
港
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
藤
原
氏
か
ら
安
東
氏
、
さ
ら
に
南
郡
氏
、
そ
し
て
津
軽
為
信

が
南
部
氏
を
駆
遂
し
て
津
軽
を
統
一
す
る
ま
で
、
い
く
た
び
か
勢
力
の
交

替
が
行
な
わ
れ
た
。

し
か
し
今
か
ら
六
百
二
十
三
年
前
の
興
国
元
年
二
三
四
○
）
八
月
、

大
津
波
に
よ
っ
て
こ
の
地
一
帯
が
潰
滅
、
福
島
城
下
の
町
と
外
港
十
三
は

陥
没
し
て
大
半
は
湖
底
に
沈
ん
で
し
ま
い
、
城
郭
や
寺
社
は
ほ
と
ん
ど
破

壊
さ
れ
て
、
跡
か
た
も
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

だ
が
そ
の
後
、
奥
地
の
良
材
が
積
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ふ
た
た

び
昔
の
活
気
が
よ
み
が
え
っ
た
。
津
軽
藩
で
は
こ
こ
に
奉
行
所
を
お
き
遠

見
番
所
や
藩
の
御
蔵
を
設
け
た
。

藩
政
時
代
か
ら
十
三
の
人
々
は
十
三
町
と
称
し
て
い
た
。
合
併
で
市
浦

村
と
な
っ
た
の
で
今
は
部
落
だ
。
そ
れ
で
「
町
」
か
ら
「
村
」
そ
し
て

「
部
落
」
に
お
ち
ぶ
れ
た
と
こ
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
。
（
「
流
転
の
歴
史
」

よ
り
）
こ
こ
ま
で
は
新
津
軽
風
土
記
・
船
水
清
著
の
一
部
分
抜
粋
。

唐
川
城
跡
に
行
き
展
望
台
の
眼
下
界
は
原
野
・
牧
場
・
採
草
地
・
山
王

坊
跡
の
森
・
相
内
部
落
の
家
々
・
福
島
城
の
森
・
大
沼
・
遠
方
に
は
十
三

湖
．
十
三
橋
・
岩
木
さ
ん
と
又
北
に
権
現
崎
、
南
は
七
里
長
浜
も
一
望
で

き
る
名
所
で
あ
る
。

奈
良
ｌ
平
安
時
代
の
築
造
の
跡
と
さ
れ
る
福
島
城
は
国
道
沿
い
に
立
つ

標
木
よ
り
南
に
ち
ょ
っ
と
入
る
と
近
年
築
造
の
楼
の
あ
る
簡
略
な
城
門
、

両
側
に
土
塀
と
浅
い
堀
が
あ
る
、
門
を
通
る
と
右
手
に
福
島
城
の
標
木
と

り
く
別
、
つ

老
木
が
あ
り
、
昔
な
が
ら
の
小
石
の
供
養
塔
に
真
新
し
い
供
物
も
供
え
て

あ
っ
た
。
何
年
か
前
に
訪
れ
た
時
は
老
木
も
大
木
で
あ
り
、
国
指
定
史
跡
・

桧
山
安
東
氏
城
館
跡
・
国
清
寺
跡
と
書
か
れ
た
高
い
標
木
が
建
っ
て
い
た
。

城
門
も
堀
も
整
備
さ
れ
変
貌
し
て
い
る
。

門
内
は
広
い
原
野
で
あ
る
。
南
に
進
む
と
実
取
遺
跡
（
十
三
湖
と
岩
木

さ
ん
も
望
め
る
。
）
西
に
進
む
と
蛇
石
遺
跡
の
堅
穴
群
、
共
に
縄
文
・
奈

良
・
平
安
期
と
さ
れ
る
。

こ
の
倉
庫
の
中
に
古
代
の
生
活
と
い
く
た
の
戦
歴
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

市
油
村
は
何
と
言
っ
て
も
十
三
湖
で
有
名
だ
。
こ
の
湖
は
周
囲
三
一
・

四
キ
ロ
、
面
積
二
○
・
四
九
平
方
キ
ロ
も
あ
っ
て
大
き
い
が
、
最
大
水
深

で
も
わ
ず
か
三
メ
ー
ト
ル
の
浅
い
湖
で
あ
る
。

が
た

芦
」

も
と
は
十
三
潟
と
よ
ば
れ
た
が
、
い
つ
か
ら
か
十
三
湖
と
い
う
よ
う
に

と
さ

な
っ
た
。
中
世
に
は
十
三
湊
と
い
わ
れ
て
日
本
の
〃
三
津
七
湊
〃
の
な
か
に

数
え
ら
れ
、
北
国
第
一
の
港
町
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
古
い
歴
史
を
み
る
と

安
東
氏
の
本
拠
地
、
十
三
湊
を
中
心
と
す
る
津
軽
半
島
に
あ
っ
た
。

鎌
倉
末
期
に
は
津
軽
半
島
一
帯
の
支
配
を
確
立
。
正
和
年
間
二
三
一

二
’
一
六
）
に
は
福
島
城
を
築
城
す
る
。
こ
の
城
は
「
あ
た
か
も
秦
の
長

城
を
妨
佛
と
さ
せ
る
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
。
鎌
倉
室
町
期
に
絶
頂
期
を
迎
え
た
安
東
氏
だ
が
、
大
津
波
に
よ

る
、
十
三
湊
の
激
減
と
南
部
藩
の
陸
地
帯
の
攻
め
に
遇
う
。
陸
戦
の
得
意

で
な
い
安
東
水
軍
は
小
泊
の
柴
崎
城
を
最
後
に
松
前
に
敗
走
し
二
度
と
安

東
氏
が
津
軽
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
又
南
部
氏
は
天
正
十
二
年
二
五
八
五
）
為
信
の
た
め
に
こ
の
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日
光
の
神
社
の
け
ば
け
ば
し
さ
と
は
似
て
い
な
い
。

日
光
東
照
宮
は
、
徳
川
初
代
将
軍
、
家
康
の
霊
を
祀
っ
て
い
る
が
岩
木

神
社
は
、
独
裁
者
を
祀
っ
て
は
い
な
い
。
御
神
体
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
お
山
そ
の
も
の
で
あ
り
、
聖
な
る
も
の
の
最
た
る
は
、
山
の

頂
き
を
四
時
間
か
け
て
歩
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
製
鉄
事
業
は
明
治
初
年
ご
ろ
廃
止
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
明

珍
は
弘
前
に
移
っ
て
、
鉄
工
所
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、
土

地
の
人
の
自
慢
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
森
林
鉄
道
だ
。
青
森
大
林
区

署
（
営
林
局
）
が
青
森
ｌ
喜
良
市
間
に
全
国
最
初
の
森
林
鉄
道
を
つ
く
っ

た
。
木
材
運
搬
用
で
あ
る
。

工
事
は
明
治
三
十
九
年
に
は
じ
ま
り
、
同
四
十
二
年
二
九
○
九
）
に

開
通
し
た
。
そ
し
て
青
森
貯
木
場
の
あ
る
沖
館
を
起
点
と
し
内
真
部
、
蟹

田
、
今
泉
、
喜
良
市
村
に
事
務
所
と
停
留
所
が
設
け
ら
れ
た
。

そ
れ
ま
で
は
、
こ
の
森
林
地
帯
の
木
材
は
十
三
港
か
ら
の
船
に
よ
る
輸

送
に
よ
っ
て
い
た
が
や
が
て
鉄
道
に
切
り
替
え
ら
れ
、
十
三
港
が
急
激
に

衰
微
し
た
原
因
の
一
つ
で
も
あ
る
。
当
時
は
五
能
線
も
な
く
大
釈
迦
ま
で

行
か
な
け
れ
ば
汽
車
に
乗
れ
ぬ
時
代
で
あ
っ
た
。
川
部
と
五
所
川
原
間
の

陸
奥
鉄
道
が
開
通
し
た
の
は
大
正
七
年
。

何
し
ろ
住
民
の
ほ
と
ん
ど
が
汽
車
を
見
た
こ
と
が
な
く
大
変
な
さ
わ
ぎ

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

日
本
三
大
ひ
ば
美
林
が
中
山
山
脈
よ
り
薄
れ
、
森
林
鉄
道
も
撤
去
さ
れ

ト
ラ
ッ
ク
の
時
代
と
変
移
す
る
。

車
は
広
域
農
道
の
金
木
川
橋
を
渡
る
と
、
私
の
田
も
見
え
る
、
農
に
生

れ
農
を
も
っ
て
子
を
養
っ
た
者
に
と
っ
て
一
日
た
り
と
も
、
作
田
の
見
回

り
の
お
こ
た
り
は
で
き
な
い
、
三
ヶ
所
の
田
の
見
回
り
を
終
え
眺
望
す
る
、

岩
木
山
の
麓
は
霞
み
、
茜
色
の
空
に
浮
ん
で
い
る
。
人
に
例
え
る
と
よ
そ

行
き
の
装
い
の
姿
で
あ
る
。
岩
木
山
は
農
す
る
者
に
と
っ
て
も
漁
す
る
者

の
天
気
予
想
も
岩
木
山
だ
っ
た
ろ
う
。
朝
夕
の
田
ん
圃
の
往
来
に
は
雲
の

こ
こ
は
八
世
紀
の
末

に
創
設
さ
れ
た
が
、
往

時
と
同
じ
く
現
在
も
、

神
の
家
と
い
う
よ
り
は

道
標
で
あ
り
道
し
る
べ

で
あ
る
。

神
霊
が
ま
ぢ
か
な
と

こ
ろ
に
お
わ
す
の
だ
と

い
う
こ
と
を
、
木
と
草

葺
き
屋
根
の
社
で
示
し

て
い
る
の
だ
。
こ
の
外

人
さ
ん
は
岩
木
山
は
日

光
よ
り
け
つ
こ
う
と
誉

め
て
い
る
よ
う
だ
。
岩

木
山
は
津
軽
の
シ
ソ
ボ

ル
で
あ
る
。
標
高
一
六

二
五
メ
ー
ト
ル
、
津
軽

の
人
々
は
こ
の
山
を
父

さ
い
ぎ
さ
い
ぎ
ど
こ
う
さ
ぎ

『
祭
儀
祭
儀
同
行
斉
儀
、

お
や
主
は
つ
だ
い

御
山
に
初
田
饗
金
剛
堂
さ

な
の
は
い

一
々
名
告
拝
南
無
帰
命
頂
来
』

ｌ
を
唱
え
な
が
ら
山
頂
に
登
り
、

金
剛
堂
の
神
に
「
ハ
ヂ
、
来
た
じ
ゃ
’
」
と
呼
び
告
げ
て
、
御
来
迎
（
日

の
出
）
を
拝
ん
で
山
頂
で
買
い
求
め
て
の
ま
れ
た
お
碗
で
の
熱
い
汁
の
味

は
忘
れ
ら
れ
ぬ
。
当
時
は
ポ
ッ
ト
は
な
く
ビ
ソ
に
水
を
詰
め
込
み
持
参
す

る
。
岩
木
山
も
リ
ゾ
ー
ト
・
ブ
ー
ム
に
乗
り
、
岩
木
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
、
鰺

ケ
沢
ス
キ
ー
場
、
そ
の
他
の
施
設
も
発
展
し
て
い
る
。
六
世
紀
に
岩
木
山

に
噴
煙
あ
り
の
記
録
も
あ
り
、
六
世
紀
以
前
の
石
器
人
、
縄
文
人
、
大
和

に
た
と
え
、
岩
木
川
を
母
に
な
ぞ
ら
え
る
。
そ
し
て
岩
木
山
の
守
り
神
は

神
社
に
あ
る
。
「
岩
木
山
全
体
的
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
が
祀
ら
れ
、

沢
山
の
伝
説
が
あ
り
、
安
寿
と
厨
子
王
の
物
語
り
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、

ご
本
尊
は
山
自
体
に
あ
る
。
拝
殿
、
楼
門
、
本
殿
、
奥
門
は
い
ず
れ
も
国

の
重
要
文
化
財
で
あ
る
。
い
ま
は
岩
木
山
神
社
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
藩

政
時
代
は
岩
木
山
三
所
大
権
現
と
い
い
、
別
当
に
は
岩
木
山
光
明
院
百
沢

寺
を
お
き
神
仏
混
滑
で
、
百
沢
寺
に
は
寺
領
四
百
石
を
与
え
て
い
た
。

し
か
し
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
に
よ
り
、
寺
院
と
神
社
が
わ
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
た
め
、
寺
院
は
廃
さ
れ
、
津
軽
総
鎮
守
、
国
幣
小
社
岩
木
山

神
社
と
改
め
ら
れ
た
。
天
正
十
七
年
二
五
八
五
）
正
月
八
日
の
岩
木
山

大
噴
火
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
建
物
は
壊
れ
現
在
の
物
は
そ
の
後
に
為

信
、
信
枚
、
信
政
と
歴
代
藩
主
が
建
立
、
整
備
さ
れ
て
い
る
。
私
も
岩
木

山
神
社
の
境
内
の
涌
水
で
水
垢
離
を
と
り
夜
中
、
わ
ら
じ
ば
き
で
、

イ
ギ
リ
ス
は
ロ
ソ
ド
ソ
生
ま
れ
の
作
家
ア
ラ
ン
・
ブ
ー
ス
は
岩
木
山
を
、

や
し
る

こ
う
評
し
て
い
る
。
聖
な
る
社
が
置
か
れ
る
背
景
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
申

し
分
の
な
い
場
所
が
あ
ろ
う
か
。

長
い
石
だ
た
み
の
道
の
突
端
に
ひ
っ
そ
り
と
建
つ
社
殿
の
真
う
し
ろ
に
一

は
輝
け
る
巨
大
な
岩
木
山
が
そ
び
え
い
て
る
。
道
は
ま
っ
す
ぐ
で
す
が
す
皿

ぐ
に
登
り
坂
に
な
っ
て
お
り
、
ど
こ
に
い
て
も
、
お
山
の
頂
き
に
目
が
引
一

き
つ
け
ら
れ
る
。
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
も
ゆ
る
や
か
な
曲
線
を
描
く
太
鼓
橋

を
渡
っ
て
も
、
二
列
の
黒
い
ス
ギ
の
巨
木
が
空
を
す
ま
せ
、
山
頂
が
徐
々

に
そ
の
姿
を
没
し
て
い
く
の
に
気
づ
く
。

や
が
て
、
だ
ん
だ
ん
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
社
殿
の
鋼
鉄
を
思
わ
せ
る

灰
色
の
屋
根
に
か
ぶ
る
の
は
雲
ば
か
り
と
な
る
。
格
別
好
ま
し
く
な
っ
た

も
の
が
近
づ
く
に
つ
れ
姿
が
消
し
て
し
ま
う
。
岩
木
山
は
、
今
き
た
道
を

ひ
き
返
し
歩
き
始
め
た
地
点
で
あ
る
門
外
に
立
た
な
い
と
、
ふ
た
た
び
社

殿
の
上
に
そ
び
え
て
く
れ
な
い
。

岩
木
山
は
津
軽
富
士
で
通
っ
て
い
る
よ
う
に
、
岩
木
山
神
社
は
「
北
の

日
光
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
岩
木
山
の
お
ご
そ
か
な
威
厳
が

掛
り
具
合
を
見
て
天
気
の
予
想
を
し
、
今
日
の
仕
事
の
こ
と
明
日
の
予
定

の
仕
事
を
き
め
、
春
の
岩
木
山
の
雪
解
け
の
山
姿
を
見
て
、
農
作
業
も
進

ヤ
マ
セ

め
た
の
で
あ
る
。
東
風
の
吹
き
続
き
の
時
は
中
山
山
脈
に
掛
る
雲
具
合
を

見
て
予
想
す
る
。
農
す
る
者
に
と
っ
て
は
日
常
に
お
い
て
も
山
は
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
あ
り
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
。

⑨
岩
木
さ
ん

意
味
は
神
様
の
御
前
に
、
身
心
を
浄
め

て
参
り
ま
し
た
。
今
年
の
収
穫
を
捧
げ

に
参
り
ま
し
た
。
お
宮
に
一
人
ひ
と
り
、

全
身
全
霊
を
捧
げ
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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