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城
ケ
尾
古
主
塔

旦
ノ
上
、
薬
師
堂
の
か
た
わ
ら
に
「
城
ケ
尾
古
主
塔

願
主

当
村
入
山
分

天
明
元
丑
年
」
と
刻
ま
れ
た
台

座
に
、
お
地
蔵
さ
ん
を
安
置
し
た
、
石
造
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
城
ケ
尾
と
い
う
の
は
、
こ
の
薬
師
堂
の
南
に
あ

る
小
河
山
に
あ
っ
た
小
河
城
の
こ
と
で
あ
る
。
小
河
山
は
、
西
側
に
渦
井
川
、
東
側
が
小
河
谷
に
は
さ
ま
れ
、
剣

の
よ
う
に
と
が
っ
た
尾
根
に
つ
ゞ
く
山
で
、
そ
の
後
方
に
黒
森
山
が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
尾
根
に
小
河
城
が
あ

り
、
戦
国
乱
世
に
い
く
ど
と
な
く
、
敵
味
方
入
り
乱
れ
て
の
戦
い
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
所
で
あ
り
ま
す
。
現
在

で
も
小
河
城
の
麓
に
あ
る
、
兵
糧
蔵
の
跡
と
い
う
所
か
ら
は
、
炭
化
し
た
穀
物
が
採
取
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
小
河
山
は
、
戦
国
時
代
の
戦
死
者
の
亡
霊
が
た
だ
よ
う
山
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
、

あ
が
め
ら
れ
た
山
で
あ
り
ま
す
。
昔
は
日
が
暮
れ
て
小
河
山
か
ら
帰
ら
な
い
人
が
あ
る
と
大
騒
ぎ
に
な
り
、
た
い

て
い
、
大
け
が
を
し
て
い
る
か
、
死
ん
で
い
る
こ
と
が
多
く
、
事
故
の
多
い
山
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
お
地
蔵

様
が
建
て
ら
れ
て
の
ち
は
、
そ
う
い
う
こ
と
も
な
く
な
り
、
薪
炭
や
肥
草
の
採
取
で
き
る
山
と
し
て
大
切
な
山
と

な
り
ま
し
た
。

（
旦
ノ
上

高
塚
三
郎
氏
談
）
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お

種

地

大
生
院
と
中
萩
は
、
小
松
領
で
あ
り
ま
し
た
。
廻
り
は
天
領
と
い

わ
れ
六
ケ
村
あ
り
ま
し
た
。
お
種
地
は
、
日
照
り
に
対
し
て
、
種
を

き
ら
さ
な
い
た
め
で
し
た
。
正
法
寺
あ
た
り
の
山
部
は
湿
気
が
多

く
、
干
ば
つ
の
時
に
も
作
物
が
よ
く
で
き
ま
し
た
。
昔
の
人
の
用
心

深
さ
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

山
吹
谷
・
大
野
山
山
口
か
ら
一
里
余
り

に
、
銚
子
の
滝
か
ら
下
に
山
吹
の
群
生
し
た
所
が
あ
り
ま
す
。
開
花

の
と
き
は
黄
金
の
谷
の
よ
う
で
、
目
を
み
は
る
ば
か
り
で
、
上
手
に

銚
子
の
滝
と
い
っ
て
、
六
、
七
間
の
滝
が
あ
り
ま
す
。
絶
景
で
あ

り
、
最
近
訪
れ
る
人
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

大
生
院
の
山

昔
は

よ
く
山
に
入
っ
て
仕
事
を
し
た
も
の
だ
。
ま
ず
黒
森
山
。
そ
の
右

（
西
）
の
方
に
あ
る
の
が
、
カ
タ
ブ
キ
山
。
三
角
形
が
傾
い
て
い
る

よ
う
な
の
で
カ
タ
ブ
キ
山
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
黒
森
山
の
こ
ち
ら
側
に
あ
る
の
が
、
シ
ヤ
ク
ナ
ゲ
尾
。
シ
ヤ
ク
ナ

ゲ
の
木
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
か
ら
右
手
の
方
に
愛
媛
鉱
山
跡
。
わ
し
ら
が
三
七
歳
頃
ま
で
（
昭
和
十

4

年
代
初
め
）
は
鉱
石
を
出
し
て
い
た
。
そ
の
下
に
、
選
鉱
場
。
こ
こ
の
鉱
石
に
は
硫
化
鉱
が
ま
ざ
っ
て
お
り
、
川

に
は
魚
が
育
ち
に
く
い
。
少
し
下
が
っ
て
、
シ
ャ
エ
ン
の
滝
。
さ
ら
に
ツ
バ
ク
ロ
滝
。
こ
こ
は
暖
か
い
の
で
ツ
バ

メ
が
越
冬
し
た
と
い
う
。
日
当
た
り
の
よ
い
と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
か
ら
東
か
ら
小
さ
な
川
が
合
流
し
た
所
が
、
一
の

瀬
。
一
の
瀬
を
小
さ
な
川
の
方
（
東
南
）
へ
さ
か
の
ぼ
る
と
、
二
の
瀬
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
南
の
方
へ
登
っ
て
行

く
と
大
き
な
ヒ
ノ
キ
の
株
が
あ
っ
て
、
銅
の
露
頭
が
あ
り
、
石
が
く
さ
っ
て
フ
イ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
露
頭
の

所
ま
で
は
ワ
シ
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
が
、
た
い
へ
ん
に
よ
い
露
頭
で
、
別
子
銅
山
か
ら
そ
の
下
あ
た
り
に
ま
で

掘
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
噂
だ
。
二
の
瀬
か
ら
左
（
東
）
側
に
ゆ
く
と
、
ダ
ン
ジ
リ
岩
が
あ
る
。
夫
婦
岩
と
も
い

う
が
、
上
は
平
ら
で
大
き
な
石
だ
。
ワ
シ
も
一
度
石
の
上
に
登
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
で
は
堅
炭
を
焼

い
て
い
た
。
樫
・
ホ
ウ
サ
・
ク
ヌ
ギ
の
木
を
焼
い
て
炭
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
ホ
ウ
サ
と
い
う
の
は
シ
イ
タ
ケ
の

栽
培
に
よ
く
使
う
木
の
こ
と
だ
。
さ
て
、
元
の
二
の
瀬
、
一
の
瀬
に
戻
り
、
そ
こ
か
ら
銚
子
の
滝
へ
と
流
れ
て
い

る
の
を
、
ナ
ベ
ラ
川
と
い
う
。
三
方
を
石
に
囲
ま
れ
、
砂
地
も
な
い
の
で
ナ
ベ
ラ
（
な
め
ら
か
）
川
と
い
う
の
だ

ろ
う
。
銚
子
の
滝
は
お
酒
を
つ
ぐ
ト
ッ
ク
リ
の
口
の
よ
う
な
形
だ
か
ら
、
そ
れ
で
銚
子
の
滝
と
い
う
。
今
は
少
し

ロ
の
所
が
く
ず
れ
て
い
る
が
、
３
０
～
４
０
尺
（
尺
は
３
０
ｃ
ｍ
）
も
あ
る
だ
ろ
う
か
。
銚
子
の
滝
か
ら
東
に
入

っ
た
方
に
は
、
シ
ン
セ
イ
鉱
山
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
松
だ
け
鉱
山
と
も
い
っ
た
が
、
ワ
シ
ら
は
若
い
時
に
は
ネ

コ
車
で
鉱
石
を
下
ま
で
運
ん
だ
。
一
俵
十
六
貫
（
６
０
ｋ
ｇ
）
の
鉱
石
を
一
度
に
二
俵
で
、
一
日
二
回
。
そ
れ
で
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日
に
二
十
八
銭
も
ら
っ
て
い
た
。
ワ
シ
ら
が
十
六
歳
（
大
正
中
頃
）
頃
の
時
だ
。
山
か
ら
下
に
お
ろ
し
た
鉱
石
は
、

大
生
院
か
ら
は
荷
馬
車
で
、
西
条
の
新
浜
ま
で
運
ぶ
人
が
別
に
い
て
一
俵
五
銭
、
一
車
に
五
俵
ほ
ど
積
ん
で
い
た
。

（
大
生
院
栗
林

高
橋
為
談
）

中
萩
・
大
生
院
の
山
間
部
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
、「
ナ
ル
」「
ナ
ロ
」「
ナ
ラ
ス
」
と
い
う
平
坦
地
に
し
た
所
が
あ

る
。
成
る
・
平
と
書
き
、
当
の
鳴
＝
東
平
、
大
多
羅
、
大
平
、
上
の
平
、
が
あ
る
。
大
生
院
に
は
こ
の
地
名
が
大

変
多
い
。
中
ノ
成
、
柿
ノ
成
、
ヒ
ナ
コ
成
、
竹
の
成
、
堂
の
成
、
谷
の
成
、
戸
屋
ノ
鼻
山
神
成
、
中
尾
ケ
成
、
シ

メ
ジ
ノ
成
、
な
ど
で
あ
る
。
秀
吉
の
四
国
征
伐
の
時
、
敗
軍
の
武
士
が
山
に
入
り
、
開
拓
し
て
畑
を
つ
く
り
住
ん

だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
渦
井
川
を
は
さ
ん
で
、
奥
深
く
昔
の
人
々
の
生
活
の
あ
と
が
み
ら
れ
る
。

6

大
生
院
の
水
げ
ん
か

大
生
院
の
真
ん
中
を
流
れ
る
渦
井
川
は
、
徳
川
幕
府
の
藩
政
の
頃
か
ら
「
水
げ
ん
か
」
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
雨
が
多
く
て
水
の
た
く
さ
ん
あ
る
年
は
静
か
で
、
何
事
も
な
い
の

で
す
が
、
干
ば
つ
が
続
く
と
「
せ
き
」
を
破
壊
し
て
流
血
を
み
る
ほ
ど
の

け
ん
か
に
な
り
ま
す
。
昔
、
庄
屋
さ
ん
が
娘
の
嫁
入
り
に
あ
た
っ
て
、
渦

井
の
水
を
つ
け
て
や
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
渦
井
川
の
西
を
流
れ
る

「
鮭
川
」
の
水
を
縁
者
と
な
っ
た
飯
岡
に
流
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
要

す
る
に
持
参
金
の
よ
う
な
も
の
で
、
し
か
も
大
生
院
に
四
分
、
飯
岡
に
六

分
の
水
量
を
流
し
ま
し
た
。
日
照
り
が
続
く
と
、
鮭
川
の
「
旧
堰
」
に
大

勢
の
人
が
集
り
、
鍬
や
鎌
を
持
っ
て
争
い
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
双
方
よ

り
水
頭
が
出

て
水
の
当
分
に
つ
い
て
決
め
、
日
夜
番
人
を
つ
け
て
水
を
分

け
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
現
在
で
は
、
岸
影
の
方
に
も
水
源
地
が
で
き
、
地

下
水
の
利
用
に
と
も
な
っ
て
水
争
い
も
し
だ
い
に
解
消
さ
れ
ま
し
た
。
古

老
の
話
に
よ
れ
ば
、
水
げ
ん
か
は
年
中
行
事
で
、
け
が
を
し
た
り
、
仲
た
が
え
を
し
た
人
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
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そ
う
古
い
話
で
も
な
い
の
に
、
今
は
サ
ク
ラ
の
名
所
と
し
て
人
々
が
集
ま
り
、
花
見
や
餅
投
げ
な
ど
、
世
の
移
り

か
わ
り
を
感
じ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

（
大
生
院

曽
我
部
明
光
談
）

「
大
生
院
」
は
古
く
は
「
往
生
院
」
と
書
き
、
江
戸
中
期
頃
「
大
生
院
村
」
と
か
か
れ
、
小
松
領
と
し
る
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
石
鉄
山
、
往
生
院
、
正
法
寺
の
寺
の
名
か
ら
、
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
生
院
は
、
西
部
、

市
ノ
川
、
早
川
、
大
浜
な
ど
を
ふ
く
ん
で
い
た
が
、
昭
和
三
十
一
年
九
月
西
条
市
に
分
轄
編
入
さ
れ
た
。
仁
徳
天

皇
の
御
代
に
、
多
く
の
秦
氏
が
こ
の
地
に
来
住
し
て
大
い
に
発
展
し
、
こ
の
地
の
豪
族
と
な
っ
た
。
奈
良
朝
末
期

か
ら
、
平
安
初
期
に
か
け
て
こ
の
地
に
正
法
寺
を
創
建
、
当
時
は
七
堂
伽
藍
を
有
す
る
名
刹
で
あ
っ
た
。
秀
吉
の

四
国
征
伐
の
折
、
炎
上
し
て
現
在
の
地
に
再
建
さ
れ
た
。

8

鶴

の

話

昔
は
、
と
い
っ
て
も
、
明
治
の
前
ま
で
こ
の
あ
た
り
に
も
、
ツ
ル
が
た
び
た
び
飛
ん
で
き
て
い
ま
し
た
。
彦
右

エ
門
と
い
う
人
の
「
手
控
」
の
中
に
「
ち
ょ
う
ど
十
二
月
二
六
日
（
天
保
十
一
年
）
に
山
越
え
し
て
き
た
ツ
ル
に
、

ワ
シ
が
と
び
か
ゝ
り
、
ツ
ル
を
つ
か
み
組
み
や
い
を
り
し
所
、
善
作
行
き
か
か
り
侯
て
つ
れ
帰
り
、
庄
屋
所
へ
つ

れ
行
き
、
納
屋
に
置
き
、
番
を
申
し
付
け
侯
所
、
七
ツ
時
お
ち
侯
。」
そ
れ
で
小
松
藩
に
と
ど
け
を
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
ご
ほ
う
び
と
し
て
お
金
を
い
た
だ
い
た
と
、
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ツ
ル
が
長
淵
の
谷
間
に
降
り
て
、
休
ん

で
い
る
の
を
見
か
け
た
人
が
あ
り
ま
し
た
が
、
お
ふ
れ
に
よ
り
、
大
切
に
保
護
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
傷
つ
い

た
ツ
ル
を
助
け
て
、
青
ざ
し
（
昔
の
お
金
）
を
い
た
だ
い
た
と
も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
マ
ツ

の
緑
の
上
を
白
ツ
ル
が
舞
う
姿
を
想
像
す
る
だ
け
で
も
、
胸
お
ど
る
感
じ
で
す
が
、
昔
の
人
々
と
動
物
の
間
に
は
、

ほ
の
ぼ
の
と
し
た
心
の
交
流
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

（
大
生
院

渡
辺
政
雄
談
）
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カ
メ
の
子
を
つ
く

西
条
三
万
石
は
、
お
つ
い
し
ょ
う
で
も
ろ
て

小
松
一
万
石
は
、
槍
の
先
よ

池
普
請
の
時
、
地
面
を
固
め
る
の
に
「
亀
の
子
」（
と
い
っ
て
丸
い
石
に
縄
を
く
く
り
つ
け
、
八
人
位
で
引
っ

ぱ
っ
て
は
持
ち
上
げ
て
、
ド
ス
ン
と
落
と
し
た
。）
を
つ
き
な
が
ら
歌
っ
た
も
の
だ
。

ハ
ー

ヨ
イ
ヨ
イ

ド
ン

ド
ン

ヨ
イ
ヨ
イ

ソ
レ
ヤ
レ

モ
ウ
ヒ
ト
ツ
ソ
レ
ヤ
レ

ド
ン
ド
ン

ま
た
、
家
の
「
地
ぎ
ょ
う
石
」
を
つ

く
時
に
は
「
た
ち
ま
ち
」（
木
で
や
ぐ
ら
を
組
む
）
を
し
て
、「
歌
い
や
」（
近
隣
の
歌
の
じ
ょ
う
ず
な
人
）
を
や

と
っ
て
、
お
酒
を
飲
ん
で
も
ら
い
、
美
声
で
は
や
し
歌
な
ど
を
歌
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
地
ぎ
ょ
う
石
の
所
を
固
め

た
。
今
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
基
礎
工
事
を
す
る
の
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な
く
な
っ
た
。

ト
ン
ド
と
餅

お
正
月
十
五
日

オ
シ
メ
ヲ
ハ
ヤ
ス

ト
ウ
ド
ヤ

サ
ン
キ
チ
ヤ

ア
ズ
キ
餅
ヤ

ハ
ヤ
ス
エ
タ

モ
チ
ノ
カ
ゲ
ハ
今
日
バ
カ
リ

10

現
在
の
よ
う
に
お
米
を
十
分
に
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
、
お
餅
と
い
え
ば
ご
ち
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
お
餅

も
正
月
十
五
日
頃
ま
で
に
は
食
べ
尽
く
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
ト
ン
ド
の
時
に
は
初
め
に
書
い
た
よ
う

に
歌
っ
た
の
で
あ
る
。「
サ
ン
キ
チ
」
と
い
う
の
は
「
左
義
長
」
が
な
ま
っ
た
も
の
ら
し
い
。「
ス
エ
タ
」
と
い
う

の
は
餅
に
カ
ビ
が
つ
い
て
く
さ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

（
大
生
院

栗
林

高
橋
為
談
）

伊
賀
は
ん
の
お
祭
り

「
伊
賀
は
ん
に
な
れ
ば
夏
じ
ゃ
、
お
薬
師
さ
ん
に
な
れ
ば
、
夏
が
終
り
じ
ゃ
。」
毎
年
村
人
は
、
そ
う
い
っ
て
く

ら
し
て
来
ま
し
た
。
大
生
院
上
本
郷
（
本
村
）
に
、
五
輪
の
法
塔
の
あ
る
墓
所
が
あ
り
ま
す
。
毎
年
七
月
、
高
橋

家
の
人
々
が
近
在
か
ら
集
ま
り
、
法
要
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
夜
は
、
花
火
、
夜
店
、
餅
投
げ
な
ど
、
子
供
た
ち

に
と
っ
て
は
楽
し
い
夏
の
始
ま
り
で
、
浴
衣
を
着
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
ま
し
た
。
伊
賀
は
ん
の
敷
地
に
、
樹
齢
、

数
百
年
を
経
た
「
ム
ク
の
木
」
が
大
生
院
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
立
っ
て
い
ま
す
。
村
人
の
喜
び
や
悲
し
み
を
、
静
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か
に
見
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
、
通
り
が
か
り
の
人
も
思
わ
ず
手

を
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。「
高
橋
家
の
中
興
の
祖
は
、
源
十

郎
信
義
と
い
わ
れ
る
方
で
す
。
高
橋
家
は
源
氏
の
一
族
で
、
こ
の

あ
た
り
を
所
領
と
し
て
い
ま
し
た
。
父
、
源
信
光
は
、
往
生
院
村

の
ぶ
よ
し
の
地
に
屋
敷
を
構
え
、
秦
氏
の
女
と
結
婚
し
、
嫁
方
の

姓
を
名
の
り
、
伊
藤
源
十
郎
信
義
と
改
め
ま
し
た
。
信
義
か
ら
三

世
を
経
て
、
光
孝
・
正
次
の
代
に
ふ
た
た
び
高
橋
姓
を
名
の
り
、

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）、
秀
吉
の
四
国
攻
略
の
兵
乱
に
出
陣
し
、
父
と
兄
は
戦
死
し
ま
し
た
。
正
次
は
ひ
そ

か
に
往
生
院
に
帰
り
、
遁
世
し
ま
し
た
が
、
秀
吉
の
死
後
、
家
門
の
由
緒
が
認
め
ら
れ
、
大
生
院
庄
屋
を
拝
命
し
、

武
士
を
や
め
、
農
家
と
な
り
、
善
兵
衛
と
改
め
、
村
を
よ
く
お
さ
め
、
村
人
か
ら
も
尊
敬
さ
れ
ま
し
た
。
元
和
六

年
（
一
六
二
〇
年
六
月
十
九
日
歿
、
伊
賀
は
ん
と
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
し
た
わ
れ
て
い
ま
す
。）（
大
生
院
史

誌
に
よ
る
）
領
主
を
捨
て
、
刀
も
捨
て
た
善
兵
衛
が
「
伊
賀
は
ん
」
と
し
て
村
人
の
心
の
中
に
深
く
生
き
、
今
も

子
供
ら
に
も
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
微
笑
ま
し
い
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
大
生
院

高
橋
寧
夫
談
）
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大
生
院
に
つ
た
わ
る
昔
話

昔
は
こ
の
あ
た
り
の
山
に
も
、
タ
ヌ
キ
が
い
た
と
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
い
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
猟
師
が
、

タ
ヌ
キ
を
つ
か
ま
え
て
帰
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
食
べ
る
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
ろ
、
タ
ヌ
キ
の
毛
皮

は
、
と
て
も
高
く
売
れ
ま
し
た
。
そ
の
毛
皮
は
取
り
ご
ろ
が
大
切
で
し
た
の
で
、
り
ょ
う
し
は
、
タ
ヌ
キ
を
箱
に

入
れ
飼
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
き
ょ
う
は
、
皮
を
取
っ
て
い
い
か
な
、
い
や
い
や
、
も
っ
と
あ
と
で
取
っ
た
ほ

う
が
得
か
な
。」
な
ど
と
、
タ
ヌ
キ
の
目
の
前
で
い
う
の
で
す
。
も
う
タ
ヌ
キ
は
、
生
き
た
心
地
が
し
ま
せ
ん
。

あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
猟
師
は
、「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
毛
皮
を
取
っ
て
い
い
か
な
、
よ
し
、
あ
し
た
皮
を
取
っ
て
や

ろ
う
。」
と
い
い
ま
し
た
。
さ
あ
、
た
い
へ
ん
で
す
。
タ
ヌ
キ
は
、
箱
の
木
を
が
り
が
り
か
じ
っ
て
み
ま
し
た
が
、

箱
は
開
き
ま
せ
ん
。
タ
ヌ
キ
は
、
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
や
が
て
夜
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
タ

ヌ
キ
の
友
だ
ち
が
来
て
、
助
け
て
く
れ
ま
し
た
。
月
日
が
経
っ
て
行
き
ま
し
た
。
り
ょ
う
し
の
家
の
子
供
は
、
ど

う
し
た
わ
け
か
、
ず
ん
ず
ん
気
ち
が
い
に
な
る
の
で
す
。
り
ょ
う
し
は
、
占
い
師
に
、
見
て
も
ら
い
ま
し
た
。
占

い
師
は
、「
こ
れ
は
、
タ
ヌ
キ
の
た
た
り
で
す
ぞ
。」
と
い
い
ま
し
た
。
猟
師
は
、
あ
る
日
、
タ
ヌ
キ
に
あ
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
タ
ヌ
キ
に
た
ず
ね
ま
し
た
。
タ
ヌ
キ
は
い
い
ま
し
た
。「
あ
な
た
は
、
猟
師
だ
か
ら
、
わ
た
し
を
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捕
ら
え
た
の
は
仕
方
が
な
い
。
ま
た
、
私
も
タ
ヌ
キ
だ
か
ら
毛
皮
を
取
ら
れ
て
も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
私
の

目
の
前
で
、
い
つ
も
私
の
毛
皮
を
、
あ
し
た
取
ろ
う
か
、
あ
さ
っ
て
取
ろ
う
か
、
な
ど
い
っ
て
、
私
が
ど
ん
な
に

心
細
い
か
、
ど
ん
な
に
身
の
ち
ぢ
む
思
い
を
し
た
か
、
お
ま
え
さ
ん
に
わ
か
ら
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
、
あ
な
た

の
子
供
に
祟
っ
た
ん
だ
。」
と
い
っ
た
そ
う
で
す
。
り
ょ
う
し
は
、
自
分
の

罪
を
深
く
わ
び
ま
し
た
。

（
大
生
院

中
学
生
談
）

平
成
十
二
年
ご
ろ
境
内
に
迷
い
込
ん
だ
狸
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王
塚
の
話

大
生
院

銀
杏
の
木
（
地
名
）
に
「
王
塚
」
と
い
う
、
古
墳
が
あ
り
ま

す
。
周
り
の
田
畑
に
囲
ま
れ
て
、
高
さ
約
二
メ
ー
ト
ル
、
三
坪
弱
の
石
ぐ

ろ
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
地
域
の
人
々
は
、
王
塚
と
い
う
名
の
よ

う
に
、
皇
族
の
方
の
お
墓
と
思
い
誰
も
手
を
ふ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
治

の
半
ば
頃
、
古
墳
を
掘
っ
た
人
が
い
ま
し
た
が
、
に
わ
か
に
盲
目
と
な
り

そ
の
ま
ゝ
の
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
年
寄
り
の
方
の
話
に
よ
り
ま
す

と
、
太
刀
・
玉
・
埴
輪
の
よ
う
な
も
の
が
出
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
七

〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
て
、
王
神
社
・
妙
見
神
社
・
正
法
寺
と
山
続
き
に

な
っ
て
い
ま
す
。
王
塚
は
、
こ
れ
ら
の
神
社
・
仏
閣
を
建
立
さ
れ
た
方
の

遺
体
を
葬
っ
た
と
も
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

正
法
寺
・
笹
ケ
峰
の
開
祖
、
上
仙
上
人
は
、
皇
子
の
ご
身
分
で
修
験
道
を
お
さ
め
ら
れ
、
こ
の
地
方
一
帯
に
多

く
の
寺
社
を
お
つ
く
り
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
、
王
塚
は
こ
の
皇
子
の
お
墓
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
王
塚
の

す
ぐ
そ
ば
に
、
樹
齢
数
百
年
の
大
イ
チ
ョ
ウ
の
木
が
あ
り
、
い
く
ど
か
の
落
雷
で
原
形
を
と
ど
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
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う
つ
ろ
な
巨
大
な
幹
か
ら
、
新
し
い
枝
が
繁
っ
て
い
ま
す
。
銀
杏
の
木
と
い
う
地
名
も
こ
の
木
か
ら
と
ら
れ
た
も

の
で
し
ょ
う
。
こ
の
あ
た
り
一
帯
は
正
法
寺
の
寺
領
で
、
北
端
に
王
塚
、
南
に
蓮
池
が
あ
り
、
今
も
、
建
倉
・
た

め
池
・
蓮
池
な
ど
田
の
一
枚
一
枚
に
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
正
年
間
、
農
道
を
ひ
ら
く
時
、
多
く
の
土
器

が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
が
、
泥
塔
は
、
愛
媛
県
下
に
も
珍
し
い
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
昔
、
秦
氏
の
一
族
が
正

法
寺
再
建
に
あ
た
り
、
京
都
の
地
形
に
似
た
場
所
に
、
祇
園
社
・
八
幡
社
・
小
野
宮
社
な
ど
を
祀
り
菩
提
寺
と
し

て
、
寺
院
を
建
立
さ
れ
、
七
堂
伽
藍
を
そ
な
え
て
い
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
四
国
征
伐
に
よ
っ
て
、
焼
滅
し
現
在

の
位
置
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
、
王
塚
と
大
イ
チ
ョ
ウ
は
変
わ
り
な
く
世
の
推
移
を
見
守
っ
て
来
ま
し
た
。

王
塚
が
い
い
伝
え
の
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
か
、
ど
う
か
、
今
後
の
発
掘
を
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
大
生
院

大
角
勇
談
）

写
真

田
の
中
の
茂
み
が
正
法
寺
の
築
山
跡
と
言
わ
れ
て
い
る

昔
の
信
仰
「
一
字
一
石
の
塔
」

私
の
家
か
ら
、
百
メ
ー
ト
ル
西
方
の
徳
右
南
門
川
の
堤
防
の
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所
に
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塔
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
字
一
石
の
塔
で
、
昔
の
日

蓮
宗
（
ホ
ッ
ケ
）
の
方
が
信
仰
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
こ
は
、
大
生
院
一
一
六
二
番
地
で
昔
の
藪
畑
の
よ
う
な
所

で
す
。
昭
和
五
十
年
土
木
工
事
に
よ
っ
て
堤
防
改
修
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
掘
り
く
ず
し
て

行
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
出
る
わ
、
出
る
わ
、
工
事
の
人
は
恐
れ
を
な
し
て
寄
り
つ
か
な
い
あ
り
さ
ま
で
す
。

そ
れ
は
、
青
石
（
丸
み
の
あ
る
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
）
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
書
か
れ
、
俵
に
二
十
俵

（
二
ト
ン
車
一
台
分
）
で
加
茂
川
の
マ
サ
ゴ
石
ば
か
り
で
し
た
。
こ
の
地
は
大
角
さ
ん
と
い
う
方
の
土
地
で
御
先

祖
が
信
心
深
く
、
こ
れ
を
祀
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、
昔
の
人
の
信
仰
で
、
車
も
な
く
、
ト
ラ
ッ

ク
も
な
く
、
大
八
車
も
な
く
、
人
々
は
肉
体
を
使
っ
て
、
加
茂
川
か
ら
こ
れ
を
運
び
ま
し
た
。
信
仰
と
奉
仕
の
気

持
ち
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
れ
と
同
じ
も
の
が
銀
杏
ノ
木
の
法
華
堂
の
前
に
二
つ
あ
り
ま
す
。
私
は
日
蓮
宗
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
ま
た
ま
発
掘
に
立
ち
合
い
、
昔
の
人
の
純
粋
な
信
仰
心
に
ふ
れ
、
感
動
し
ま
し
た
。
一
字
一

石
の
塔
に
秘
め
ら
れ
た
願
い
は
、
や
は
り
、
人
々
の
幸
せ
と
、
世
の
平
和
を
願
っ
た
も
の
と
信
じ
ま
す
。

（
大
生
院

渡
辺
政
雄
談
）
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竜
の
谷
の
雨
乞
い

大
生
院
戸
屋
ノ
鼻
の
奥
に
、
竜
の
谷
と
い
わ
れ
る
谷
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
谷

の
近
く
に
は
、
半
田
山
の
古
墳
や
、
土
器
、
布
目
瓦
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。
あ
る
年
、
日
照
り
が
続
き
、
水
が
涸
れ
果
て
た
た
め
、
村
の
人
々
は
万
策

つ
き
、
お
寺
に
集
ま
り
ま
し
た
。
和
尚
さ
ん
は
村
人
の
願
い
を
聞
か
れ
て
、
谷

川
に
登
ら
れ
、
七
日
の
「
行
」
を
さ
れ
ま
し
た
。
満
願
の
日
、
午
後
に
な
っ

て
、
に
わ
か
に
空
が
曇
り
ま
し
た
。
和
尚
さ
ん
は
、
わ
ら
で
作
っ
た
タ
ツ
を
大

空
に
向
か
っ
て
投
げ
上
げ
ま
す
と
、
そ
の
ま
ま
勢
よ
く
飛
び
去
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
大
雨
が
降
り
続
き
、
村
人
は
飢
え
か
ら
救
わ
れ
ま
し
た
。
和
尚
さ
ん
の
「
行
」
さ
れ
た

谷
を
「
タ
ツ
の
谷
」
と
言
い
伝
え
ら
れ
、
谷
の
水
も
絶
え
な
く
流
れ
て
い
ま
す
。
栄
任
和
尚
さ
ん
は
、
天
明
七
年

（
一
七
八
七
）、
仁
和
寺
か
ら
正
法
寺
に
こ
ら
れ
ま
し
た
。
栄
任
和
尚
さ
ん
は
、
仁
和
寺
で
入
堂
さ
れ
、
深
仁
親

王
様
の
お
師
匠
様
で
学
問
・
知
識
の
す
ぐ
れ
た
方
で
し
た
。
そ
れ
で
、
朝
廷
よ
り
昇
殿
（
宮
中
に
上
が
る
こ
と
）、

お
紋
幕
を
ゆ
る
さ
れ
た
お
方
で
し
た
。
正
法
寺
に
こ
ら
れ
て
か
ら
の
ち
、
大
僧
都

孝
賢
師
を
お
使
い
と
し
て
、

御
免
状
四
通
、
金
五
両
を
お
く
ら
れ
ま
し
た
が
、
栄
任
さ
ん
は
、
こ
れ
を
う
け
ら
れ
ず
、
人
々
は
そ
の
徳
を
た
た
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え
て
「
徳
僧
さ
ん
」
と
呼
び
あ
が
め
ま
し
た
。
栄
任
さ
ん
は
「
栄
澄
」
の
号
を
お
く
ら
れ
、
亡
く
な
る
前
に
「
私

の
お
墓
は
丸
く
作
ら
ず
、
角
に
し
な
さ
い
。
こ
の
世
に
と
ど
ま
り
、
苦
し
い
人
々
を
救
い
た
い
。」
と
い
わ
れ
ま

し
た
。
今
も
ま
っ
角
な
石
塔
に
屋
根
を
つ
く
り
、
参
詣
の
人
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
徳
僧
さ
ん
は
、
隠
居

さ
れ
て
岸
影
の
小
庵
に
住
ま
れ
、
子
供
た
ち
に
学
問
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
の
徳
見
堂
で
、
明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
大
生
院
小
学
校
が
徳
見
堂
の
横
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
、
深
い
え
に
し
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
大
生
院

久
技
一
郎
談
）

竜
の
谷
の
近
く
、
戸
屋
ノ
鼻
、
半
田
山
あ
た
り
は
、
い
ろ
い
ろ
の
古

蹟
、
土
器
、
住
居
址
な
ど
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
石
斧
、
つ
ぼ
、
瓦
な

ど
も
完
全
な
形
で
発
見
さ
れ
た
。
最
近
高
速
道
路
の
工
事
に
よ
り
、
新

し
く
縄
文
後
期
頃
の
住
居
跡
が
掘
り
出
さ
れ
、
小
中
学
生
を
は
じ
め
考

古
学
研
究
に
興
味
あ
る
人
々
で
山
が
に
ぎ
わ
っ
た
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、

こ
の
地
一
帯
の
保
存
に
つ
い
て
考
え
る
時
が
き
て
い
る
と
思
う
。
こ
の

あ
た
り
は
「
し
め
じ
が
成
」
と
い
わ
れ
農
耕
の
あ
と
が
み
ら
れ
、
神
社

を
祀
り
昔
の
人
々
の
生
活
の
あ
と
が
し
の
ば
れ
る
。
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お
城
主
様
の
お
話

大
生
院
の
戸
屋
ノ
鼻
に
あ
る
城
山
は
、
今
は
ほ
と
ん
ど
が
墓
地
に
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
頂
上
に
は
サ
ク
ラ
の
花
が
咲
き
、
お
城
主
様
の
「
ほ

こ
ら
」
が
あ
り
ま
す
。「
工
藤
兵
部
裕
重
ノ
居
城
、
天
正
年
間
ニ
亡
ブ
」
と
、

記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
村
人
は
、
落
城
の
時
に
お
姫
様
が
お
城
を
落
ち
の
び

ら
れ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
お
姫
様
の
お
供
を
し
た
の
は
イ
ノ
シ
シ

で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。
村
人
は
、
夜
更
け
て
は
こ
の
あ
た
り
は
、

通
行
せ
ぬ
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
月
の
う
ち
、
一
回
（
十
五
日
）
は
、
お

城
主
様
が
城
山
に
お
帰
り
に
な
る
の
で
、
そ
の
行
列
に
行
き
合
わ
せ
る
と
、
災
難
に
遭
っ
た
り
、
命
を
落
と
す
と

い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
昔
は
、
行
列
の
馬
に
け
ら
れ
た
と
か
、
川
に
落
ち
た
な
ど
い
う
人
も
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

今
は
住
宅
が
立
ち
並
び
、
昔
か
ら
死
人
を
荼
毘
に
し
た
と
こ
ろ
に
も
墓
石
が
立
ち
、
周
り
は
住
宅
で
い
っ
ぱ
い
で

す
。
昭
和
の
二
〇
年
頃
ま
で
は
、
お
葬
式
は
行
列
で
す
る
所
が
多
く
、
綿
の
木
の
間
の
細
い
道
を
、
女
の
人
が
、

白
い
薄
衣
を
頭
か
ら
か
む
り
、
葬
列
に
従
っ
て
ゆ
っ
く
り
山
を
登
っ
て
行
く
様
子
は
、
ま
る
で
お
姫
様
の
行
列
の
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よ
う
で
美
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
安
住
の
地
に
眠
る
魂
が
、
静
か
な
夜
を
願
っ
て
伝
え
た
話
で
し
ょ
う
が
、
今
は

城
山
を
つ
ゝ
む
住
宅
地
の
街
頭
が
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
道
を
照
ら
し
て
い
ま
す
。
盆
、
正
月
の
夕
暮
れ
、
城
山
に

と
も
る
灯
を
、
見
守
っ
て
き
た
先
祖
の
人
々
が
、
子
や
孫
に
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
山
を
守
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

渦
井
川
の
川
止
め

渦
井
川
は
、
奥
深
い
川
の
た
め
時
々
大
水
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

川
止
め
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
お
も
し
ろ
い
話
が
あ
り
ま
し
て
、
川
止
め

に
な
る
と
、
村
の
若
者
た
ち
が
、
話
し
の
主
人
公
と
な
り
ま
し
た
。
丸
裸
で

ふ
ん
ど
し
一
つ
、
旅
人
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
渡
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。
水
の
多
い
と

き
は
、
一
人
を
三
人
ぐ
ら
い
で
渡
し
、
男
も
女
も
子
供
も
、
区
別
が
あ
り
ま

せ
ん
。
若
い
女
の
人
は
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
し
て
お
も
し
ろ
い
風
景
を
た
び

た
び
み
ま
し
た
。
当
時
、
川
の
東
西
に
は
宿
屋
も
な
く
、
十
人
ぐ
ら
い
の
男

の
人
が
渡
し
を
し
て
い
ま
し
た
。
大
生
院
の
川
東
、
川
西
の
間
で
い
ろ
い
ろ
な
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
薬
師
祭
に
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来
て
帰
り
は
大
雨
、
そ
の
ま
ま
正
法
寺
に
泊
り
、
旦
の
上
に
田
植
え
に
行
っ
て
、
川
止
め
と
な
り
一
泊
し
て
し
ま

う
な
ど
、
今
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
光
景
は
、
台
風
の
た
び
に
起
こ
る
の
で
す
か
ら
、
私
た
ち

は
子
供
の
こ
ろ
「
川
止
め
」
と
聞
く
と
、
そ
れ
行
け
、
と
走
っ
た
も
の
で
す
。
水
の
多
い
と
き
は
、
大
人
の
胸
く

ら
い
の
水
の
中
で
の
作
業
で
す
か
ら
、
大
人
の
見
物
も
多
く
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
を
過
ぎ
て
、
大
正
末

期
や
っ
と
木
造
の
橋
が
で
き
、
そ
の
後
、
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
、
現
在
の
十
一
号
線
が
で
き
た
の
で
す
。
渦
井
川
と

は
、
大
水
の
時
「
う
ず
」
を
ま
い
て
流
れ
た
か
ら
と
い
う
人
も
あ
り
、
昔
大
生
院
の
豪
族
で
あ
っ
た
、
秦
氏
の
京

都
の
邸
内
の
井
戸
「
う
す
い
の
井
戸
」
か
ら
と
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
老
人
の
話
で
は
、
昔
は
こ
の
川
は
、

今
よ
り
山
よ
り
を
通
り
、
岸
影
な
ど
も
、
そ
の
岸
辺
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
渦
井
川
の
渡
し
は
、
ミ
ニ
大
井

川
の
光
景
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

（
大
生
院

渡
辺
政
雄
談
）

22

馬
椿
の
花

馬
椿
の
花
小
さ
く
て
、
開
き
き
ら
な
い
少
女
の
よ
う
な
花

渦
井
川
の
上
流
、
ツ
バ
キ
の
大
木
の
群
生
し
た
所

が
あ
る
。
昔
、
荷
役
に
疲
れ
た
馬
が
、
足
を
折
り
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
飼
主
は
悲
し
み
手
厚
く
馬
を
葬
い
、
そ
の

周
り
に
ツ
バ
キ
を
植
え
た
。
年
を
へ
て
ツ
バ
キ
に
花
が
咲
い
て
も
、
普
通
の
ツ
バ
キ
の
よ
う
に
開
き
き
ら
ず
、
飼

主
の
気
持
ち
を
う
っ
た
え
る
よ
う
で
あ
っ
た
．
こ
の
地
を
通
る
人
々
は
こ
の
馬
塚
に
ま
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

※
馬
椿
は
道
を
外
れ
て
川
の
土
手
沿
い
に
あ
り
ま
す
。
写
真
で
は
左
の
梅
林
を
抜
け

て
川
へ
下
り
ま
す
。
道
は
銚
子
の
滝
へ
と
続
く
道
で
す
。


