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は
じ
め
に

　

題
目
を
見
て
ご
推
察
い
た
だ
け
る
と
お
り
、
有
間
皇
子
が
有
間
温
泉
で
生
ま

れ
た
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
お
話
で
す
。

　

古
代
の
皇
子
女
の
呼
称
は
、
そ
の
人
物
を
養
育
し
た
氏
族
の
名
に
基
づ
く

場
合
―
―
高た
け
ち
の市

皇み

こ子
や
額
ぬ
か
た
の
お
お
き
み

田
王
な
ど
―
―
と
、
出
生
地
に
ち
な
む
場
合
―
―

娜な
の
お
お
つ

大
津
（
博
多
湾
）
で
生
ま
れ
た
大
津
皇
子
な
ど
―
―
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ア

リ
マ
姓
の
人
物
は
古
代
文
献
・
史
料
上
に
確
認
さ
れ
な
い
た
め
、
有
間
皇
子
に

つ
い
て
は
後
者
を
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　

の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
有
間
温
泉
は
七
世
紀
代
に
す
で
に
発
見
さ
れ
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
し
、
こ
の
皇
子
と
の
接
点
も
確
実
に
見
出
せ
ま
す
か
ら
、
彼
の
出

生
地
は
神
戸
市
北
区
有
馬
温
泉
と
断
定
し
て
ほ
ぼ
誤
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を

ご
存
知
の
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
た
と
え
ば
有
馬
温
泉
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
見
て
も
そ
の
こ
と
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
知
ら
な

い
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
の
で
、
本
日
の
話
題
に
す
る
所
以
で
す
。

有
間
皇
子
の
自
傷
歌

　

大
津
皇
子
と
有
間
皇
子
は
、
万
葉
集
に
登
場
す
る
人
物
の
う
ち
で
は
一
位
二

位
を
争
う
人
気
者
で
す
。
ど
ち
ら
も
若
く
し
て
亡
く
な
る
、
ま
さ
に
悲
劇
の
主

人
公
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。さ
ま
ざ
ま
な
漫
画
に
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
、

古
典
嫌
い
の
女
子
大
生
で
も
こ
の
ふ
た
り
ぐ
ら
い
は
知
っ
て
い
る
。
和
歌
山
の

海
南
に
あ
る
藤
白
神
社
境
内
に
は
「
有
間
皇
子
神
社
」
と
い
う
祠
が
あ
り
ま
し

て
、
そ
こ
に
置
か
れ
た
ノ
ー
ト
に
は
全
国
か
ら
訪
れ
た
フ
ァ
ン
が
い
ろ
い
ろ
と

思
い
出
を
書
い
て
い
ま
す
。古
代
の
美
し
い
ロ
マ
ン
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

万
葉
集
に
残
し
た
歌
は
わ
ず
か
に
二
首
だ
け
、
い
ず
れ
も
謀
反
事
件
に
関
係
し

有
ありまの
間皇

み こ
子と有間（有馬）温泉
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有
間
皇
子
、
自
ら
傷い
た

み
て
松
が
枝え

を
結
ぶ
歌
二
首

岩い
は
し
ろ代

の 

浜
松
が
枝
を 

引
き
結
び 

ま
幸さ
き

く
あ
ら
ば 

ま
た
か
へ
り
見
む　

（
２
・
一
四
一
）

家
に
あ
れ
ば 

笥け

に
盛
る
飯い
ひ

を 

草
枕 

旅
に
し
あ
れ
ば 

椎し
ひ

の
葉
に
盛
る

（
２
・
一
四
二
）

　

二
首
は
万
葉
集
巻
二
挽
歌
部
の
冒
頭
に
飾
ら
れ
ま
す
。
題
詞
に
「
自
ら
傷
み

て
」
と
あ
る
の
は
、
自
身
の
運
命
を
嘆
い
て
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
、
一
四
一
歌

に
「
岩
代
」
と
い
う
紀
伊
国
の
地
名
が
詠
ま
れ
ま
す
か
ら
、
謀
反
の
罪
に
よ
っ

て
逮
捕
さ
れ
、
斉
明
天
皇
・
中
大
兄
皇
太
子
ら
が
逗
留
中
の
牟
婁
温
泉
（
白

浜
）
に
連
行
さ
れ
る
途
次
の
歌
な
の
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
な
ぜ
「
岩
代
」

で
歌
を
詠
む
の
か
、
な
ぜ
「
松
」
を
結
ぶ
の
か
、
な
ど
考
え
始
め
る
と
わ
か
ら

な
い
こ
と
だ
ら
け
の
二
首
で
す
。
題
詞
に
「
松
が
枝
を
結
ぶ
」
と
あ
り
な
が
ら

一
四
二
歌
に
は
松
が
あ
ら
わ
れ
ず
「
椎
の
葉
」
を
う
た
う
と
い
う
の
も
実
は
奇

妙
な
こ
と
。
こ
う
い
う
作
品
の
宿
命
と
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
当
人
が
詠
ん
だ
も

の
な
の
か
、後
の
人
が
仮
託
し
た
の
か
と
い
う
疑
念
が
拭
え
な
い
も
の
で
す
が
、

い
ま
は
そ
う
い
う
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
第
一
首
は
、
牟
婁
温
泉
に
向
か
う
途
中
に
岩
代
（
現
在
の
み

な
べ
町
）
の
海
岸
で
松
の
枝
を
引
き
結
び
、「
も
し
無
事
だ
っ
た
ら
帰
路
に
こ

れ
を
見
よ
う
」
と
う
た
う
の
で
す
。
第
二
首
は
、
旅
先
ゆ
え
普
段
の
食
器
で
は

な
く
て
椎
の
葉
に
飯
を
盛
る
、
と
不
自
由
な
身
の
上
を
嘆
く
も
の
。「
真
幸
く

あ
ら
ば
」
と
い
う
の
は
「
真
幸
く
」
な
か
っ
た
結
果
を
予
見
し
た
表
現
で
す
か

ら
、「
椎
の
葉
に
盛
る
」
に
は
異
常
な
旅
が
象
徴
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
旅

先
で
あ
っ
て
も
器
ぐ
ら
い
は
携
行
す
る
で
し
ょ
う
、
そ
れ
を
小
さ
な
椎
の
葉
に

飯
を
盛
る
な
ん
で
、ど
こ
か
死
者
へ
の
供
養
を
思
わ
せ
も
し
ま
す
ね
。
先
に「
翳

り
」
と
言
っ
た
の
は
こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
し
て
い
ま
す
。

有
間
皇
子
の
系
譜
と
行
動

　

一
四
三
歌
以
下
後
続
す
る
歌
々
に
は
あ
と
で
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は

有
間
皇
子
の
動
静
を
概
観
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
資
料
１
ペ
ー
ジ
の
系
図
と
年

表
を
併
せ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
日
本
書
紀
孝
徳
天
皇
大
化
元
年
条
に
は
有
間
皇
子

の
出
生
を
記
録
し
て
い
ま
す

　

た
だ
し
、
日
本
書
紀
は
天
皇
即
位
の
時
に
皇
妃
皇
子
女
を
一
括
し
て
載
せ
る

の
が
慣
例
で
、有
間
皇
子
が
大
化
元
年
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

生
母
が
阿あ
べ
の
く
ら
は
し
ま
ろ

倍
倉
梯
麻
呂
の
む
す
め
小お
た
ら
し
ひ
め

足
媛
で
あ
る
こ
と
と
、
孝
徳
天
皇
に
ほ
か

に
子
が
い
な
い
こ
と
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
祖
父
の
阿
倍
倉
梯
麻
呂
は
大
化

元
年
に
左
大
臣
に
上
っ
て
い
て
、
孝
徳
天
皇
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
大
化
の
改
新
を

補
佐
し
た
重
臣
で
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
孝
徳
天
皇
は
皇
極
（
斉
明
）
の
弟
で
す
が
、
皇
極
と
そ
の
夫
・

舒
明
天
皇
と
の
間
に
中
大
兄
・
大
海
人
両
皇
子
が
お
り
、
結
果
を
先
取
り
す
る

な
ら
皇
位
の
正
統
は
そ
ち
ら
に
あ
る
ら
し
い
こ
と
も
要
点
で
す
。有
間
皇
子
は
、

い
ま
ふ
う
に
言
え
ば
、「
微
妙
な
」
立
場
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

九
月
に
、
有
間
皇
子
、
性
ひ
と
と
な
り
さ
と
黠
く
し
て
陽
い
つ
は
り
た
ぶ
れ
狂
す
、
云
々
。
牟む

ろ

の

ゆ

婁
温
湯
に
往
き
、

病
を
療を
さ

む
る
偽ま
ね

し
て
来
ま
ゐ
き
、
国
の
体な

り勢
を
讃
め
て
曰
は
く
、「
纔ひ
た
だ
そ彼
の
地
を
観み

る
の
み
に
、
病
自
づ
か
ら
に
蠲の
ぞ
こ消

り
ぬ
」
と
云
々
い
ふ
。
天
皇
、
聞
し
め
し
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て
悦
び
た
ま
ひ
、
往お
は

し
ま
し
て
観
み
そ
こ
な
は
ささ

む
と
欲
お
も
ほ

す
。

（『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
三
年
条
）

　

斉
明
天
皇
三
年
、
有
間
皇
子
十
八
歳
の
と
き
、
意
図
的
に
狂
人
を
装
い
、
牟

婁
温
泉
に
療
養
に
赴
き
ま
す
。
病
の
ふ
り
を
し
た
の
は
、
微
妙
な
立
場
ゆ
え
で

し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
皇
子
は
、
帰
京
後
病
が
癒
え
た
と
天
皇
に
報
告
し
ま
す
。
こ
の
あ

た
り
の
記
事
は
、「
性
黠
く
し
て
」
と
い
う
書
き
ぶ
り
を
含
め
、
事
実
そ
の
ま

ま
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
解
釈
が
む
ず
か
し
い
で
す
が
、
あ
る
い
は
こ
の
時

に
有
間
皇
子
自
身
が
皇
位
を
狙
う
決
意
を
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
病
気
を
理
由
に
し
な
が
ら
遠
い
牟
婁
に
ま
で
単
身
赴
く
な
ん
で
い
さ
さ

か
理
解
に
苦
し
む
行
為
で
、
ま
た
狂
人
を
貫
く
の
で
は
な
し
に
治
っ
た
と
宣
言

す
る
あ
た
り
が
不
審
で
す
。

　

で
す
が
、
翌
年
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
紀
伊
国
行
幸
の
下
見
を
兼
ね
た

―
―
つ
ま
り
謀
反
実
行
計
画
を
立
て
る
た
め
の
―
―
行
動
と
す
れ
ば
納
得
で
き

る
部
分
が
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
大
化
改
新
に
よ
っ
て
国
内
の
交
通
路
は
整
備

さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
遠
距
離
の
旅
は
可
能
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
自
身
に
加

勢
し
て
く
れ
る
在
地
豪
族
を
募
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
も
想
像
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
背
後
事
情
は
い
ろ
い
ろ
と
あ

り
そ
う
で
す
。

有
間
皇
子
の
計
画

　

斉
明
天
皇
四
年
十
一
月
の
記
事
は
有
名
で
す
。
行
幸
の
た
め
天
皇
不
在
の
都

を
あ
ず
か
っ
て
い
た
蘇
我
赤
兄
が
、
有
間
皇
子
に
斉
明
天
皇
の
政
治
の
批
判
を

語
る
の
で
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
皇
子
は
赤
兄
を
味
方
と
信
じ
込
む
の
で
す
け

れ
ど
、
五
日
に
赤
兄
宅
で
謀
議
を
交
わ
し
て
い
る
最
中
、
夾
脇
が
自
然
に
折
れ

る
と
い
う
不
吉
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
で
打
ち
合
わ
せ
を
中
止
し
帰
宅
し

た
の
ち
、
夜
半
に
赤
兄
が
発
し
た
軍
勢
に
よ
っ
て
皇
子
は
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う

の
で
す
。

　

い
か
に
も
仕
組
ま
れ
た
筋
書
き
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
ね
。
日
本
書
紀
が

多
分
に
虚
構
を
盛
り
込
ん
で
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
真
実
の
ほ
ど
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
五
日
夜
半
に
逮
捕
さ
れ
た
人
物
が
九
日
に
は
牟
婁
温
泉
で
訊
問
を
受
け

る
と
い
う
こ
と
が
物
理
的
に
可
能
な
の
か
ど
う
か
も
疑
問
で
す
。
し
か
し
な
が

ら
、「
或
本
に
云
は
く
」
以
下
の
記
事
は
た
い
そ
う
具
体
的
で
、
正
伝
に
な
い

人
物
や
事
情
も
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
こ
に
書
き
留
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
計
画
―
―
牟
婁
津
の
孤
立
化
作
戦
―
―
が
前
年
の
紀
伊
下
向
の
折

に
は
か
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

有
間
皇
子
と
蘇
我
臣
赤
兄
・
塩
屋
連
小
戈
・
守
君
大
石
・
坂
合
部
連
薬
と
、

短ひ
ね
り
ぶ
み
籍
を
取
り
て
謀
反
け
む
事
を
卜
う
ら
な
ふ
と
い
ふ
。
或
本
に
云
は
く
、
有
間
皇
子

の
曰
く
、「
先
づ
宮
室
を
燔や

き
、五
百
人
を
以
ち
て
、一ひ
と
ひ
ふ
た
や

日
両
夜
牟
津
を
邀
さ
き
さ
り
、

疾と

く
船
ふ
な
い
く
さ師
を
以
ち
て
淡
路
国
を
断
ち
、
牢ひ
と
や圄
の
如
く
な
ら
し
め
ば
、
其
の
事

成
し
易
け
む
」
と
い
ふ
。
或
人
諫
め
て
曰
く
、「
可よ

か
ら
じ
。
計
る
所
は
既

に
然
れ
ど
も
徳
い
さ
ほ
ひ

無
し
。
方い

ま今
し
皇
子
、
年
始
め
て
十
九
、
未
だ
成
ひ
と
と
な
る人
に
及い
た

ら
ず
。
成
人
に
至
り
て
其
の
徳
を
得
べ
し
」
と
い
ふ
。

　

な
る
ほ
ど
白
浜
の
地
は
東
は
山
間
部
で
す
か
ら
逃
げ
道
は
海
し
か
な
い
の

で
、
計
画
ど
お
り
に
事
が
運
ん
だ
ら
成
功
の
可
能
性
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
も
っ
と
も
、
天
候
な
ど
の
諸
条
件
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
計
画
は
い

か
に
も
粗
っ
ぽ
く
杜
撰
で
、
天
皇
・
皇
太
子
に
事
前
に
情
報
が
伝
わ
っ
て
さ
え

い
れ
ば
、計
画
を
未
然
に
阻
止
す
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

日
本
書
紀
に
見
る
有
間
皇
子
事
件

　

３
ペ
ー
ジ
の
表
で
日
本
書
紀
に
記
録
さ
れ
る
事
件
関
係
者
の
動
向
を
見
る

と
、
処
刑
さ
れ
た
の
は
皇
子
を
含
め
て
わ
ず
か
三
名
の
み
、
う
ち
二
人
は
流
罪

に
処
さ
れ
て
い
る
も
の
の
都
か
ら
比
較
的
近
い
土
地
へ
の
配
流
で
あ
り
、
実
際

に
皇
子
に
荷
担
し
た
勢
力
が
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
ま
す
。
坂
合

部
氏
・
塩
屋
氏
は
と
も
に
軍
事
的
氏
族
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
も
の
の
有
力

氏
族
と
は
言
い
が
た
く
、
御
坊
の
南
に
「
塩
屋
」
の
地
名
が
残
る
こ
と
を
も
っ

て
推
測
す
れ
ば
塩
屋
氏
は
在
地
豪
族
出
身
者
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
に
し
て

も
塩
屋
氏
だ
け
が
有
間
皇
子
の
頼
み
の
綱
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
有
間

皇
子
の
母
方
で
あ
る
、
有
力
氏
族
・
阿
倍
氏
が
皇
子
に
荷
担
し
た
と
い
う
記
録

は
あ
り
ま
せ
ん
（
４
ペ
ー
ジ
参
照
）。

限
定
的
な
紀
伊
国
行
幸

　

か
く
し
て
、事
件
の
構
造
は
き
わ
め
て
単
純
で
す
。皇
極
天
皇
二
年
に
起
こ
っ

た
山
背
大
兄
王
殺
害
事
件
、
大
化
元
年
の
古
人
大
兄
皇
子
事
件
（
３
ペ
ー
ジ
）

な
ど
皇
位
継
承
問
題
に
か
ら
む
同
趣
の
事
件
が
前
後
に
頻
発
し
て
お
り
、
有
間

皇
子
も
前
帝
の
長
子
と
い
う
こ
と
で
中
大
兄
と
ほ
ぼ
対
等
の
皇
位
継
承
資
格
を

有
す
る
と
こ
ろ
に
事
件
の
種
が
あ
り
ま
し
た
（
３
ペ
ー
ジ
太
字
部
分
参
照
）。

　

た
し
か
に
単
純
な
事
件
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
紀
伊
国
牟
婁
を
目
的

地
と
す
る
行
幸
は
な
ぜ
か
そ
の
後
継
続
し
ま
せ
ん
。
斉
明
四
年
の
次
に
実
施
さ

れ
た
紀
伊
国
行
幸
は
持
統
四
年
（
六
九
〇
）
で
す
か
ら
、
三
十
二
年
間
も
途
絶

え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
実
は
そ
れ
は
た
い
へ
ん
奇
妙
な
現
象
で
す
。

牟
婁
温
泉
を
目
的
地
と
し
て
斉
明
天
皇
一
行
が
旅
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
当
然
現
地
に
は
離
宮
的
施
設
が
造
営
さ
れ
、
行
幸
途
次
に
行
宮
も
設
営
さ

れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら
が
一
度
き
り
の
利
用
で
は
不
経
済
に
過
ぎ
る
の
で
、
せ

め
て
数
年
に
一
度
ぐ
ら
い
の
頻
度
で
行
幸
が
企
画
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
持
統
四
年
の
次
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）、
そ
の
次
は
聖
武

天
皇
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
と
間
隔
が
空
き
ま
す
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
天

皇
即
位
や
大
宝
令
発
布
な
ど
国
家
的
大
事
の
あ
っ
た
と
き
に
限
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
気
付
き
ま
す
。
紀
伊
国
行
幸
は
た
い
そ
う
特
別
な
、
限
定
的
な
イ
ベ
ン
ト

だ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
大
規
模
の
遠
距
離
行
幸
な
の
で
特
別
に

は
違
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
穿
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
は
じ
め
て
の
紀
伊
国
行

幸
に
お
い
て
有
間
皇
子
謀
反
事
件
が
勃
発
し
た
―
―
国
家
的
危
機
に
直
面
し
た

―
―
と
い
う
苦
い
経
験
・
反
省
が
、
紀
伊
国
行
幸
の
扱
い
を
特
別
化
し
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
事
は
未
遂
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
万
一
有
間
皇
子
の
思
惑
通

り
に
運
ん
で
い
た
ら
国
家
の
転
覆
も
あ
り
え
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の

後
の
紀
伊
国
行
幸
は
徹
底
的
に
万
全
を
期
し
た
、
厳
重
な
警
備
体
制
を
備
え
た

隊
列
が
構
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
大
き
な
出
来
事
の

あ
っ
た
年
に
限
ら
れ
る
、
特
別
な
時
だ
け
に
紀
伊
国
行
幸
が
固
定
さ
れ
る
と
い

う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
考
え
な
い
と
理
解
し
に
く
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

紀
伊
国
行
幸
で
偲
ば
れ
る
有
間
皇
子

　

と
す
れ
ば
、
紀
伊
国
行
幸
が
挙
行
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
有
間
皇
子
事
件
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を
、
有
間
皇
子
そ
の
人
を
、
旅
中
の
宮
廷
び
と
が
想
起
す
る
の
は
必
然
で
あ
り

ま
し
た
。
皇
子
に
よ
る
自
傷
歌
二
首
に
続
け
て
配
置
さ
れ
る
歌
々
は
、
最
後
の

一
四
六
歌
以
外
の
作
歌
時
期
を
明
確
に
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
い
ず
れ
も
大
宝
元

年
の
紀
伊
国
行
幸
に
お
け
る
詠
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

長
忌
寸
奥
麻
呂
、
結
び
松
を
見
て
哀か
な

し
び
咽む
せ

ふ
歌
二
首

岩
代
の 

崖き
し

の
松
が
枝 
結
び
け
む 

人
は
反か
へ

り
て 

ま
た
見
け
む
か
も

（
２
・
一
四
三
）

岩
代
の 

野
中
に
立
て
る 

結
び
松 
心
も
解と

け
ず 

古
い
に
し
へ

思
ほ
ゆ　

未
詳

（
２
・
一
四
四
）

　
　

山
上
臣
憶
良
の
追
和
す
る
歌
一
首

翼
な
す 

あ
り
通
ひ
つ
つ 

見
ら
め
ど
も 

人
こ
そ
知
ら
ね 

松
は
知
る
ら
む

（
２
・
一
四
五
）

右
の
件
の
歌
ど
も
は
、柩
を
挽
く
時
に
作
る
所
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、

歌
の
意
を
准
擬
す
。
故
以
に
挽
歌
の
類
に
載
す
。

　

大
宝
元
年
辛
丑
、
紀
伊
国
に
幸
す
時
に
、
結
び
松
を
見
る
歌
一
首

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌
集
の
中
に
出
づ

後の
ち

見み

む
と 

君
が
結
べ
る 

岩
代
の 

小
松
が
末う
れ

を 

ま
た
見
け
む
か
も

（
２
・
一
四
六
）

巻
九
に
は
大
宝
元
年
の
紀
伊
国
行
幸
関
係
歌
十
三
首
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
長
意
吉
麻
呂
ら
も
こ
の
行
幸
に
供
奉
し
た
の
で
し
ょ
う
。
人
麻
呂
・
憶
良
・

意
吉
麻
呂
は
同
時
代
の
宮
廷
歌
人
と
称
し
う
る
存
在
で
す
。
詠
歌
は
い
ず
れ
も

牟
婁
温
泉
往
還
に
「
結
び
松
」
を
見
て
往
時
を
思
い
追
慕
す
る
と
い
う
も
の
。

事
件
の
本
質
に
触
れ
る
の
で
は
な
く
、
旅
の
途
上
で
落
命
し
た
い
に
し
え
の
皇

子
を
あ
わ
れ
む
と
い
う
趣
旨
で
、
歌
び
と
た
ち
は
一
様
に
往
時
を
偲
び
ま
す
。

岩
代
の
地
は
い
わ
ば「
名
所
」化
し
て
い
る
わ
け
で
、「
松
」は
そ
の
象
徴
と
し
て
、

往
時
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

読
ん
で
み
る
と
、
松
の
印
象
が
各
歌
で
す
こ
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
ね
。「
崖
」
の
松
だ
っ
た
り
「
野
中
」
の
松
だ
っ
た
り
、「
小
松
」

と
言
っ
て
み
た
り
…
。
た
ぶ
ん
、
彼
ら
に
正
確
な
記
憶
や
情
報
が
共
有
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
、
五
十
年
も
昔
の
こ
と
だ
か
ら
、
ど
の

松
を
皇
子
が
結
ん
だ
の
か
な
ん
て
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。「
名
所
」
と
は

そ
う
い
う
も
の
で
、
能
勢
の
「
野
間
の
大
欅
」
ほ
ど
立
派
な
大
木
な
ら
別
で
す

が
、
海
辺
に
松
は
群
生
し
ま
す
か
ら
特
定
は
で
き
っ
こ
な
い
。
現
代
な
ら
ば
無

理
矢
理
に
特
定
し
て
説
明
板
な
ど
立
て
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
ね
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
有
間
皇
子
自
傷
歌
は
、
こ
れ
ら
後
の
人
の
追
和
歌
を
待
っ

て
よ
う
や
く
完
結
し
ま
す
。
有
間
皇
子
自
傷
歌
二
首
に
対
す
る
題
詞
「
松
が
枝

を
結
び
て
」
と
い
う
記
述
は
、
揃
っ
て
「
結
び
松
」
を
う
た
う
こ
れ
ら
追
和
歌

に
基
づ
い
て
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

有
間（
馬
）温
泉
行
幸

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
有
間
皇
子
事
件
と
歌
を
め
ぐ
っ
て
お
話
し
し
て
き
て
、
有

間
皇
子
と
白
浜
温
泉
の
こ
と
に
は
触
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
北
摂
・
有
間
温
泉
と

の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
棚
上
げ
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
は
有
間
温

泉
を
目
的
地
と
す
る
当
時
の
行
幸
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
秋
九
月
の
丁
巳
の
朔
に
し
て
乙
亥
に
、
津
国
の
有あ
り
ま
の
ゆ

間
温
湯
に
幸
い
で
ま

す
。

（『
日
本
書
紀
』
舒
明
天
皇
三
年
九
月
条
）

・
冬
十
月
に
、
有あ
り
ま
の
ゆ
の
み
や

間
温
湯
宮
に
幸
す
。

（『
日
本
書
紀
』
舒
明
天
皇
十
年
十
月
条
）

・
冬
十
月
の
甲
寅
の
朔
に
し
て
甲
子
に
、
天
皇
、
有
間
温
湯
に
幸
す
。
左
右

大
臣
、
群
卿
大
夫
、
従
へ
り
。
十
二
月
の
晦
つ
ご
も
りに

、
天
皇
、
温ゆ
湯
よ
り
還か
へ

り
ま

し
て
、
武む
こ
の
か
り
み
や

庫
行
宮
に
停
と
ど
ま

り
た
ま
ふ
。〔
武
庫
は
、
地
の
名
な
り
〕。

（『
日
本
書
紀
』
孝
徳
天
皇
大
化
三
年
条

　

日
本
書
紀
に
よ
る
最
初
の
有
間
温
泉
行
幸
は
舒
明
天
皇
三
年
（
六
三
一
）
九

月
、
そ
の
次
は
同
十
年
（
六
三
八
）
十
月
。
一
回
目
に
は
「
有
間
温
湯
」
と
の

み
あ
る
と
こ
ろ
が
二
回
目
に
な
る
と
「
有
間
温
湯
宮
」
と
記
さ
れ
ま
す
の
で
、

こ
の
時
期
に
有
間
温
泉
を
目
的
地
と
し
た
行
旅
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
恒
常
的
な

宿
泊
施
設
が
設
け
ら
れ
て
、
王
権
の
直
轄
地
の
扱
い
が
開
始
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
と
推
察
で
き
ま
す
。
日
本
書
紀
が
国
内
の
温
泉
に
つ
い
て
記
す
の
は
こ
れ
が

最
初
、
そ
の
意
味
で
有
間
温
泉
は
日
本
最
古
の
温
泉
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
に
な

り
ま
す
ね
。
当
時
の
同
地
の
温
泉
施
設
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
は
ま
っ
た

く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、「
温
湯
宮
」
に
つ
い
て
は
現
在
の
善
福
寺
（
８
ペ
ー

ジ
地
図
参
照
／
曹
洞
宗
、
行
基
に
よ
る
開
山
と
伝
え
る
寺
で
す
）
前
面
の
山
麓

に
あ
っ
た
と
い
う
伝
え
が
残
っ
て
い
ま
す
。

有
間
温
泉
で
生
ま
れ
た
皇
子

　

さ
て
、
レ
ジ
ュ
メ
に
は
記
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
舒
明
十
年
十
月
の
有
間
温

泉
行
幸
は
、
天
皇
の
飛
鳥
京
帰
還
が
翌
年
正
月
八
日
と
記
さ
れ
ま
す
か
ら
、
か

な
り
長
期
間
に
及
ん
だ
こ
と
を
知
り
ま
す
。
有
間
皇
子
の
誕
生
は
、
処
刑
さ
れ

た
時
の
年
齢
を
十
九
歳
と
記
す
の
に
従
え
ば
舒
明
十
二
年
生
ま
れ
と
な
っ
て
、

一
年
の
食
い
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
薨
去
時
の
年
齢
に
誤
り
が
あ
る
可
能
性
も

皆
無
で
は
な
い
し
、
舒
明
天
皇
帰
還
後
に
も
有
間
皇
子
の
父
・
孝
徳
天
皇
（
当

時
は
軽
皇
子
）
と
母
・
小
足
媛
と
が
温
泉
に
残
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
の
行
幸
と
有
間
皇
子
の
誕
生
と
を
結
び
つ
け

る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
日
本
書
紀
皇
極
天
皇
三

年
条
に
は
軽
皇
子
が
脚
の
病
を
患
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
う

で
あ
れ
ば
温
泉
療
養
を
継
続
・
延
長
す
る
意
味
が
大
い
に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
行
幸
と
は
別
に
再
び
軽
皇
子
夫
妻
が
温
泉
に
向
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も

考
え
ら
れ
て
い
い
。
孝
徳
天
皇
は
即
位
後
大
化
三
年
に
も
大
規
模
な
行
幸
を
仕

立
て
て
有
間
温
泉
に
逗
留
し
ま
す
。
よ
ほ
ど
気
に
入
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
先
に

申
し
ま
し
た
紀
伊
・
牟
婁
温
泉
行
幸
と
ち
が
い
、
こ
う
し
た
頻
度
で
実
施
さ
れ

る
ほ
う
が
は
る
か
に
自
然
な
の
で
す
。

有
間
温
泉
の
創
始

摂
津
国
風
土
記
逸
文
に
も
有
間
温
泉
の
創
始
に
関
す
る
記
事
が
載
り
ま
す
。

摂
津
国
風
土
記
に
曰
ふ
。

有
馬
の
郡
。
ま
た
塩
之
原
山
あ
り
。
こ
の
山
の
近
く
に
塩
の
湯
あ
り
。
こ
の

辺
な
る
に
因
り
て
以
ち
て
名
と
せ
り
。

久く

む

ち
牟
知
川
。

右
は
、
山
に
因
り
て
名
と
せ
り
。
山
は
も
と
功く

ち地
の
山
と
名
づ
く
。
昔
、
難

波
の
長な
が
ら
と
よ
さ
き
の
み
や

楽
豊
前
宮
に
御
あ
め
の
し
た
を
さ
め
た
ま

宇
ひ
し
天
皇
の
世み
よ

、
湯
泉
に
車み

ゆ

き
駕
幸
し
た
ま
は

む
と
し
て
、
行
宮
を
温
泉
に
作
り
た
ま
ひ
き
。
時
に
材き
木
を
久
牟
知
山
に
採

る
。
そ
の
材
木
美う
る
は麗

し
。
こ
こ
に
勅
み
こ
と
の
りし

て
云の

り
た
ま
は
く
、「
し
が
山
は
功

あ
る
山
そ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
因
り
て
功
地
山
と
号な
づ

く
。
俗く
に
ひ
と
つ
ひ

人
弥
に
誤
ち
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て
久
牟
知
山
と
曰
ふ
。
ま
た
曰
り
た
ま
は
く
、「
始
め
て
塩
の
湯
を
見
つ
」

と
云
々
。
土く
に
ひ
と人

云
は
く
、「
時み

よ世
の
号な
名
を
知
ら
ず
。
た
だ
、
嶋
の
大お
ほ
お
み臣

の

時
と
知
れ
る
の
み
」
と
い
ひ
き
。

（『
釈
日
本
紀
』
所
収
「
摂
津
国
風
土
記
逸
文
」）

こ
こ
に
は
、
孝
徳
天
皇
が
温
泉
行
幸
を
予
定
し
て
行
宮
を
建
設
し
よ
う
と
し
、

久
牟
知
山
で
木
材
を
調
達
し
た
と
い
う
記
録
（
伝
説
？
）
が
見
え
て
い
ま
す
。

地
名
の
由
来
は
と
も
か
く
と
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
事
実
を
あ
る

程
度
反
映
し
て
い
る
と
見
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。「
塩
の
湯（
＝
有
間
温
泉
）」

の
発
見
に
つ
い
て
「
嶋
の
大
臣
の
時
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、四
代
に
も
わ
た
っ

て
大
臣
を
務
め
た
人
物
ゆ
え
発
見
時
期
を
絞
り
込
め
な
い
の
で
す
が
、
わ
ざ
わ

ざ
蘇
我
馬
子
の
名
を
書
き
留
め
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
温
泉
開
発
に
蘇
我
氏
の

関
与
が
あ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
有
間
温
泉
が
王
権
に
直
結
す
る
温
泉

地
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
想
定
と
矛
盾
し
ま
せ
ん
。

有
間
行
幸
と
「
武
庫
行
宮
」

　

さ
て
、
先
に
見
た
大
化
三
年
の
行
幸
で
は
「
武
庫
行
宮
」
が
記
録
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
孝
徳
天
皇
に
よ
る
皇
都
は
難
波
長
柄
豊
崎
宮
（
上
町
台
地
上
、
法
円

坂
）
に
置
か
れ
た
の
で
、
有
間
温
泉
か
ら
難
波
に
戻
る
途
中
に
武
庫
行
宮
が
設

置
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
頻
繁
な
行
幸
を
支
え
る
に
は
、
都
と
有
間
温
泉

と
の
間
の
ア
ク
セ
ス
の
確
保
と
、
道
中
の
宿
泊
・
休
息
施
設
、
ま
た
食
糧
供
給

体
制
な
ど
の
確
保
が
必
須
で
す
。
武
庫
行
宮
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
施
設
と
み
ら

れ
ま
す
が
、そ
れ
を
ど
こ
に
比
定
し
う
る
か
、と
い
う
点
に
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
５
ペ
ー
ジ
の
地
図
「
摂
津
国
の
古
代
交
通
路
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

足
利
健
亮
氏
『
日
本
古
代
地
理
研
究
』
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
地
理
学
の
知

見
は
、
難
波
京
か
ら
有
間
温
泉
を
目
指
し
た
計
画
古
道
の
存
在
を
明
ら
か
に
し

ま
し
た
。
地
図
の
右
「
楠
葉
駅
」
か
ら
南
西
に
「
須
磨
駅
」
ま
で
延
び
る
道
は

山
陽
道
で
、
江
戸
時
代
の
西
国
街
道
は
ほ
ぼ
こ
れ
に
重
な
り
、
現
在
の
国
道

一
七
一
号
線
が
踏
襲
し
ま
す
。「
西
国
街
道
」
の
道
路
標
示
を
伊
丹
市
内
や
西

宮
市
内
で
見
か
け
る
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
こ
の
ル
ー
ト
と
「
卍
」

マ
ー
ク
の
と
こ
ろ
で
交
差
し
て
南
東
か
ら
北
西
に
向
か
う
道
路
、
こ
れ
が
難
波

京
か
ら
有
間
温
泉
を
目
指
す
計
画
道
路
で
す
。
道
は
有
間
を
越
え
て
さ
ら
に
山

陽
道
ま
た
山
陰
道
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
見
方
も
近
年
は
有
力
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
点
は
今
日
の
と
こ
ろ
は
擱
く
と
し
て
、「
卍
」
マ
ー
ク
は
み

な
さ
ま
よ
く
ご
存
知
の
昆
陽
寺
を
指
し
ま
す
（
５
ペ
ー
ジ
左
下
写
真
参
照
）。

こ
の
地
点
で
ふ
た
つ
の
道
路
が
交
差
す
る
と
い
う
の
は
と
て
も
お
も
し
ろ
い
示

唆
が
あ
り
ま
す
。
６
ペ
ー
ジ
右
上
下
の
地
図
は
足
利
氏
の
著
書
に
掲
載
さ
れ
た

も
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

北
東
の
Ａ
か
ら
南
西
の
Ｅ
方
向
に
曲
折
し
な
が
ら
通
じ
る
道
は
近
世
の
西
国

街
道
で
あ
る
が
、
大
筋
で
は
古
代
の
山
陽
道
を
踏
襲
す
る
。
こ
の
道
の
著
し

い
曲
折
は
恐
ら
く
古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
間
に
次
第
に
形
成
さ
れ
た
も
の

で
、
原
初
的
に
は
Ａ
―
Ｆ
を
結
ん
だ
直
線
、
あ
る
い
は
Ｂ
―
Ｄ
を
結
ん
だ
直

線
上
に
測
設
さ
れ
た
計
画
古
道
で
あ
っ
た
と
み
て
大
過
な
い
と
考
え
る
。
次

に
、
Ｃ
付
近
か
ら
昆
陽
池
、
瑞
ケ
池
の
西
辺
を
縫
っ
て
北
北
東
向
す
る
道
が

見
え
、
そ
れ
は
川
辺
郡
の
式
内
社
で
あ
る
加
茂
神
社
付
近
を
指
し
て
進
む
よ

う
で
あ
る
。
加
茂
神
社
の
位
置
は
伊
丹
段
丘
面
の
北
東
端
に
当
た
り
、
そ
の

先
へ
直
進
す
れ
ば
猪
名
川
の
谷
を
溯
り
、
長
尾
山
中
の
直
道
に
接
続
す
る
こ

と
に
な
る
。
一
方
、
こ
の
道
に
一
致
す
る
直
線
道
を
逆
に
南
南
西
に
た
ど
れ

ば
東
武
庫
、
西
武
庫
の
古
い
集
落
、
す
な
わ
ち
武
庫
郡
名
の
発
生
地
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
武
庫
郡
の
中
心
を
な
す
地
区
で
あ
っ
た
可
能
性
の
大
き
い
一
帯

に
至
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
Ｃ
―
Ｇ
道
路
の
古
さ
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
直
線
が
昆
陽
池
の
一
角
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
昆
陽

池
の
拡
が
り
に
変
化
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
Ｃ
―
Ｇ
道
路
は
池
の
造
成
に

先
行
し
て
あ
っ
た
と
確
言
で
き
る
。
こ
れ
ら
Ａ
―
Ｆ
古
道
、
Ｃ
―
Ｇ
古
道
を

切
っ
て
南
東
か
ら
北
西
へ
直
進
す
る
Ｈ
―
Ｊ
道
路
が
、
他
の
二
道
よ
り
ず
っ

と
あ
ざ
や
か
な
直
線
を
示
し
て
、
そ
こ
に
あ
る
。

（
足
利
健
亮
『
日
本
古
代
地
理
研
究
』）

昆
陽
寺
の
門
前
あ
た
り
か
ら
南
東
に
向
か
う
道
路
は
現
在
も
―
―
当
時
の
計
画

古
道
と
ま
っ
た
く
一
致
す
る
の
で
は
な
い
も
の
の
―
―
存
在
し
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
（
最
終
ペ
ー
ジ
道
路
地
図
参
照
）。
北
西
に
つ
づ
く
道
も
同
じ
で
す
。
こ

の
道
が
武
庫
川
を
越
え
る
と
そ
こ
は
宝
塚
市
小
林
・
高
司
の
集
落
に
行
き
当
た

り
ま
す
が
、
付
近
に
「
美
幸
町
」
と
か
「
御
所
の
前
」
と
か
い
う
地
名
が
残
っ

て
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
５
ペ
ー
ジ
に
引
用
し
た
『
宝
塚
市
史
』
は
こ
の
地
点
が

「
武
庫
行
宮
」
の
伝
承
地
で
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。

現
在
宝
塚
市
高
司
の
北
に
、
御
幸
道
ま
た
は
御
幸
通
と
よ
ば
れ
る
地
名
が
あ

り
、
ま
た
蔵
人
の
北
部
、
小
林
の
東
側
に
字
御
所
の
前
と
い
う
地
名
が
あ
る
。

こ
の
地
に
祇
園
社
が
あ
る
が
、
こ
の
神
社
付
近
が
そ
れ
で
は
な
い
か
と
い
う

み
か
た
が
あ
り
、
こ
の
付
近
に
は
字
堀
の
内
の
地
名
も
あ
っ
て
、
そ
の
遺
跡

と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
宮
の
所
在
地
は
武
庫
川
の
西
側

で
蔵
人
の
北
部
、
小
林
の
東
、
伊
孑
志
の
南
に
あ
た
る
一
画
で
あ
る
と
推
定

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
孝
徳
天
皇
の
有
馬
行
幸
の
道
す
じ

は
、
都
の
難
波
長
柄
豊
碕
宮
か
ら
、
海
を
渡
っ
て
津
門
（
現
在
の
西
宮
市
内
）

に
至
る
か
、
陸
路
よ
り
津
門
を
経
て
、
蔵
人
の
地
を
通
り
、
伊
孑
志
に
出
て
、

生
瀬
方
面
を
通
っ
て
有
馬
に
向
か
っ
た
と
い
う
み
か
た
が
で
き
、
こ
の
時
代

の
一
つ
の
交
通
路
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（『
宝
塚
市
史
』
第
一
巻
）

　

考
古
学
の
成
果
に
基
づ
く
証
明
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
こ
の
地
で

あ
れ
ば
「
武
庫
行
宮
」
と
称
さ
れ
て
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、
難
波
京
か

ら
有
間
温
泉
に
行
く
中
間
地
点
に
あ
た
っ
て
い
て
、
な
る
ほ
ど
と
い
う
場
所

で
す
。
こ
こ
か
ら
生
瀬
、
船
坂
を
越
え
て
有
間
に
入
る
わ
け
で
す
。

　

万
葉
集
巻
七
に
は
、

し
な
が
鳥 

猪
名
野
を
来
れ
ば 

有
間
山 

夕
霧
立
ち
ぬ 

宿
り
は
な
く
て

（
７
・
一
一
四
〇
「
摂
津
作
」）

と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
旅
人
は
お
そ
ら
く
有
間
温
泉
を
目
指
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
有
間
山
」
を
う
た
う
意
味
が
不
明
に
な

る
か
ら
で
す
。
有
間
温
泉
を
取
り
囲
む
山
が
猪
名
野
付
近
か
ら
見
え
る
は
ず
が

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
山
は
現
在
の
六
甲
山
と
受
け
取
っ
て
ま
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。「
猪
名
野
」
と
い
う
の
は
尼
崎
・
伊
丹
あ
た
り
に
広
が
る
野
な
の
で
、

旅
人
は
き
っ
と
難
波
京
か
ら
有
間
に
向
か
う
先
ほ
ど
の
道
を
辿
っ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
山
陽
道
を
下
る
の
で
は
「
猪
名
野
」
の
中
心
部
を
通
る
こ
と
が
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な
い
。
６
ペ
ー
ジ
の
地
図
で
押
さ
え
る
な
ら
、「
猪
名
寺
跡
」「
御
願
塚
」
の
あ

た
り
を
北
西
に
歩
み
、
そ
し
て
昆
陽
寺
の
交
差
点
に
出
ま
す
。
い
ま
、
国
道

一
七
一
号
線
を
西
に
向
か
っ
て
走
る
と
き
、
昆
陽
寺
を
過
ぎ
て
す
ぐ
に
右
前
方

を
見
や
れ
ば
六
甲
山
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
旅
人
が
見
て
い
る
の
は
そ
の
景
観
だ

と
わ
た
く
し
は
思
い
ま
す
。

　

こ
の
ル
ー
ト
を
行
く
旅
が
そ
れ
な
り
に
頻
繁
だ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
坂
上
郎

女
が
詠
ん
だ
「
尼
理
願
の
死
去
る
こ
と
を
悲
嘆
し
て
作
る
歌
」（
３
・
四
六
〇
～

四
六
一
／
レ
ジ
ュ
メ
７
ペ
ー
ジ
に
引
用
）
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
ま
す
。
坂
上
郎

女
の
母
・
石
川
命
婦
が
病
気
療
養
の
た
め
有
間
温
泉
に
逗
留
中
、
大
伴
家
に
寄

宿
し
て
い
た
新
羅
の
尼
・
理
願
が
亡
く
な
っ
た
。そ
の
葬
儀
全
般
を
母
に
代
わ
っ

て
取
り
仕
切
っ
た
郎
女
が
、
温
泉
の
母
に
宛
て
て
報
告
を
し
た
と
い
う
の
が
こ

の
歌
。「
嘆
き
つ
つ 

我
が
泣
く
涙 

有
間
山 
雲く
も
ゐ居

た
な
び
き 

雨
に
降
り
き
や
」

と
い
う
描
写
か
ら
す
る
と
、
坂
上
郎
女
も
か
つ
て
有
間
温
泉
を
訪
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

摂
津
国
府
の
移
転

　

と
こ
ろ
で
、
時
代
は
降
り
ま
す
が
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
摂
津
国
府
を
移
転

す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
関
係
資
料
は
次
の
と
お
り
で
す
。

乙
酉
に
、
摂
津
国
治
を
江
か
は
の
ほ
と
り
頭
に
遷
す
。

（『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
〔
805
〕
十
一
月
条
）

癸
未
に
、
摂
津
国
治
を
豊
嶋
郡
家
よ
り
南
の
地
に
遷
す
。

（『
日
本
紀
略
』
天
長
二
年
〔
825
〕
四
月
条
）

戊
子
、
摂
津
国
言
さ
く
、
去
る
天
長
二
年
正
月
二
十
一
日
と
承
和
二
年
十
一

月
二
十
五
日
と
の
両
度
の
勅
旨
に
依
り
、
河
辺
郡
為
奈
野
を
定
め
て
国
府
を

遷
し
建
つ
べ
し
。
し
か
し
て
、
今
、
国
弊
れ
民
疲
れ
て
、
役
を
発
す
る
に
堪

え
ず
。
望
み
請
ふ
ら
く
は
、
彼
の
曠
野
に
遷
す
を
停
め
、
す
な
は
ち
鴻
臚
館

を
以
ち
て
国
府
と
為
し
、
且
つ
修
理
を
加
ふ
る
こ
と
を
請
ふ
。
勅
し
て
こ
れ

を
聴
す
。 

（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
一
年
〔
844
〕
十
月
条
）

『
事
典
日
本
古
代
の
道
と
駅
』
に
は
次
の
よ
う
な
解
説
が
あ
り
ま
す
。

摂
津
国
は
も
と
も
と
難
波
京
を
管
理
す
る
摂
津
職
が
国
治
を
兼
帯
し
て
い
た

か
ら
、
職
は
難
波
京
内
に
あ
っ
た
。
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
に
難
波
京
が

廃
さ
れ
て
か
ら
は
、
国
府
を
旧
京
域
内
に
置
く
必
要
は
な
く
な
っ
た
の
で
、

交
通
の
便
の
よ
い
「
江
頭
」
に
遷
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
江
頭
」と
は
難
波
堀
江
の
た
も
と
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
次
に「
豊
嶋
郡
家
」

の
南
に
遷
さ
れ
る
。
こ
れ
は
承
和
十
一
年
に
「
河
辺
郡
為
奈
野
」
に
摂
津
国
府

を
移
転
す
る
計
画
の
準
備
段
階
と
み
て
誤
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
そ

の
計
画
は
民
を
い
た
ず
ら
に
疲
弊
さ
せ
る
と
い
う
理
由
で
中
断
し
、
結
局
難
波

の
鴻
臚
館
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
為
奈
野
（
猪
名
野
）
に
摂
津

国
の
中
心
を
置
く
準
備
は
そ
れ
な
り
に
進
行
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

移
転
候
補
地
に
な
っ
て
い
た
為
奈
野
と
は
、
お
そ
ら
く
新
旧
山
陽
道
駅
路
が

交
差
す
る
交
通
の
要
地
で
あ
る
昆
陽
と
思
わ
れ
、
付
近
に
鴻
池
な
ど
の
地
名

も
残
っ
て
い
る
。 

（『
事
典
日
本
古
代
の
道
と
駅
』）

　

右
の
指
摘
ど
お
り
、伊
丹
市
内
に
「
鴻
池
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
ま
す
。「
こ

う
の
い
け
」
の
「
こ
う
」
は
「
国
府
」
の
転
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
地
に
国
府
移
転
を
計
画
し
た
の
は
、
平
坦
な
地
勢
で
あ
っ
て
都
お
よ
び

難
波
津
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
も
よ
い
と
い
う
こ
と
が
条
件
と
し
て
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
が
、
何
よ
り
も
大
き
な
要
因
は
、
山
陽
道
ル
ー
ト
上
で
あ
り
、
し
か
も

山
陽
道
と
難
波
―
有
間
（
山
陽
道
・
山
陰
道
）
と
の
交
わ
る
ま
さ
に
交
通
の
要

衝
地
で
あ
っ
て
、
し
か
も
昆
陽
寺
の
よ
う
な
施
設
が
設
け
ら
れ
る
先
進
的
な
地

域
で
あ
っ
た
点
に
あ
り
ま
す
。
継
続
利
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
も
の
の
、
ほ
ど
ち
か
い
と
こ
ろ
に
か
つ
て
武
庫
行
宮
と
い
う
王
権
の
施
設
が

営
ま
れ
た
、
と
い
う
の
も
重
要
な
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

有
間
皇
子
と
有
間
温
泉
の
テ
ー
マ
か
ら
は
ま
た
逸
れ
た
格
好
に
な
り
ま
し
た

が
、
皇
子
が
父
孝
徳
天
皇
（
軽
皇
子
）
と
と
も
に
こ
の
道
を
利
用
し
て
難
波
宮

と
有
間
温
泉
と
を
往
還
し
、
武
庫
行
宮
に
も
一
度
な
り
ず
逗
留
し
た
、
と
い
う

想
像
を
お
伝
え
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
伊
丹
で
も
宝
塚
で
も
、
そ
の
こ
と

を
取
り
あ
げ
て
Ｐ
Ｒ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
と
し
て
は
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
も
い
い
よ
う
な
気
も
し

ま
す
。
具
体
的
な
遺
跡
が
残
っ
て
い
な
い
か
ら
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
。

む
す
び

　

有
間
皇
子
は
温
泉
で
生
ま
れ
温
泉
で
一
生
を
終
え
た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な

り
そ
う
で
す
。
彼
が
白
浜
温
泉
を
舞
台
に
謀
反
を
計
画
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
た

想
像
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
幼
児
期
に
温
泉
の
風
土
を
体
験
し
、
温
泉
行
幸
の
警

備
体
制
の
ゆ
る
さ
、
欠
陥
を
知
悉
し
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、

皇
位
奪
回
の
唯
一
の
機
会
を
斉
明
天
皇
牟
婁
温
湯
行
幸
時
に
求
め
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
未
遂
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
盲
点
を

突
い
た
計
画
は
宮
廷
の
人
び
と
を
驚
か
し
恐
れ
さ
せ
、
そ
の
後
の
紀
伊
国
行
幸

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

温
泉
は
「
再
生
」
の
地
で
す
が
、
有
間
皇
子
の
再
生
は
不
成
功
に
終
わ
っ
た

の
で
す
ね
。
結
局
は
古
代
王
権
の
成
熟
過
程
に
お
け
る
犠
牲
者
な
の
で
す
が
、

彼
に
と
っ
て
は
温
泉
で
生
ま
れ
た
こ
と
が
不
幸
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
か
。

　

も
っ
と
も
、
現
代
の
有
間
温
泉
と
白
浜
温
泉
は
ど
ち
ら
も
安
全
・
快
適

（
ち
ょ
っ
と
値
段
は
高
い
け
れ
ど
）
な
す
ば
ら
し
い
リ
ゾ
ー
ト
で
す
。
有
間
皇

子
を
偲
び
が
て
ら
、
久
し
ぶ
り
に
お
出
か
け
に
な
る
の
も
よ
ろ
し
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。


