
吹
田
市
佐
井
寺

風
土
記
こ
ぼ
れ
話
(
二
)

編

集

部

前
の
日
号
で
口
伊
藤
稜
子
さ
ん
よ
り
ご
紹
介
頂
い
た
「
吹
田

市
佐
井
寺
風
土
記
こ
ぼ
れ
話
」
本
文
を
今
後
数
回
に
分
け
て

掲
載
致
し
ま
す
。
な
お
、
却
浅
野
倉
平
さ
ん
に
全
面
的
な
協
力

を
頂
き
ま
し
た
、
掲
載
の
現
況
写
真
と
説
明
は
浅
野
さ
ん
の
ご

提
供
で
執
筆
後
五
十
年
の
時
の
流
れ
を
感
じ
ま
す
。伊
藤
さ
ん
、

浅
野
さ
ん
の
お
二
人
に
は
改
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

「
こ
ぼ
れ
話
」
が
成
る
ま
で

藤
井
久
義

去
る
三
十
三
年
四
月
、
当
市
社
会
教
育
課
主
催
に
よ
る
、
第

一
回
市
民
ハ
イ
キ
ン
グ
行
事
以
来
い
つ
も
参
加
し
て
い
る
。
現

在
は
「
ク
リ
オ
の
会
」
と
改
称
し
た
。

以
後
毎
回
の
遺
蹟
踏
査
の
積
み
重
ね
の
お
陰
で
、
今
日
ま
で

に
図
り
知
れ
な
い
も
の
を
得
て
行
事
は
今
も
な
お
続
い
て
い

る
、
私
は
市
当
局
の
こ
の
企
画
に
対
し
て
深
く
感
謝
し
て
い
る
。

こ
の
参
加
会
員
は
、
当
市
各
地
域
に
捗
っ
て
い
る
の
で
、

主

事
、
中
村
先
生
は
「
各
自
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
残
っ
て
い
る
口

碑
、
伝
説
、
遺
蹟
等
を
三
十
五
年
八
月
末
日
ま
で
に
、
提
出
す

る
よ
う
に
・
・
・
」
と
促
さ
れ
た
の
が
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
、

古
老
達
か
ら
種
々
の
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
偶
然
の
機

会
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
り
、
実
地
に
つ
い
て
調
べ
た
り
、
写
し
た

り
し
て
、
脱
稿
の
す
ん
だ
も
の
か
ら
順
次
先
生
に
手
渡
し
た
。

い
よ
い
よ
書
き
始
め
る
と
、
こ
の
町
に
残
し
て
お
き
た
い
事

柄
が
、
今
ま
で
予
想
も
し
て
お
ら
な
か
っ
た
世
界
が
、
次
か
ら

次
へ
と
現
れ
、
私
の
脳
裏
を
往
き
来
し
て
、
こ
の
ま
ま
放
置
し

て
お
け
ば
、
い
つ
か
は
消
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
史
実
伝
説
を

(
誰
か
ら
も
頼
ま
れ
は
し
な
い
け
れ
ど
)
佐
井
寺
の
将
来
の
た

め
、
住
民
の
方
々
の
た
め
に
、
万
難
を
排
し
て
、
是
非
と
も
書

き
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
・
・
と
心
に
決
め
た
。

暁
町
は
切
っ
た
も
の
の
、
内
容
は
貧
弱
の
上
に
、

二
十
数
項

目
に
分
れ
て
細
切
れ
と
な
り
、
重
複
が
か
な
り
に
目
立
ち
、
間

違
い
も
多
か
ろ
う
と
思
う
の
で
、
ど
う
ぞ
御
叱
正
御
助
言
下
さ

る
こ
と
を
お
待
ち
し
て
い
る
。

当
市
で
も
幾
年
か
前
に
「
郷
土
吹
田
」
を
発
行
さ
れ
、
市
大

助
教
授
、
亘
節
先
生
執
筆
の
郷
土
史
編
は
唯

一
と
も
言
え
る
貴

重
な
文
献
で
は
あ
る
が
、
当
佐
井
寺
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
殆

ど
見
当
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

当
佐
井
寺
地
区
以
外
で
も
、
未
発
見
の
遺
蹟
伝
説
等
は
ま
だ

ま
だ
多
々
あ
る
筈
で
あ
る
、
市
当
局
が
第
二
次
郷
土
史
を
編
纂

さ
れ
る
時
に
は
、
我
々
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
お
扱
み
と
り
願

い
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
こ
の
編
中
か
ら
、
拾
っ
て
頂
け
る
も
の

が
あ
れ
ば
、
検
討
を
加
え
て
頂
い
た
上
で
ご
採
用
下
さ
る
こ
と

を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

次
に
ま
た
私
ご
と
に
な
る
が
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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た
し
か
大
正
六
年
頃
で
あ
っ
た
か
と
思
う
、
前
京
大
教
授
中

村
直
勝
先
生
、
今
は
故
人
と
な
ら
れ
た
、
元
京
大
教
授
魚
澄
惣

五
郎
先
生
、
元
龍
谷
大
学
教
授
粟
野
秀
穂
先
生
(
が
主
幹
と
な

ら
れ
て
)
他
若
干
の
先
生
達
が
、
史
学
地
理
同
好
会
を
結
成
さ

れ
、
南
の
御
堂
さ
ん
で
第

一
回
会
合
を
催
さ
れ
た
時
か
ら
、
毎

月
一
回
の
会
合
と
史
蹟
踏
査
の
会
に
は
欠
か
さ
ず
参
加
し
、
何

も
知
ら
な
か
っ
た
私
に
、
ど
れ
だ
け
実
際
に
即
し
た
知
識
と
、

豊
富
な
体
験
と
を
得
た
か
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
家
計
の
都
合
上
、
数
年
後
に
は
参
加
出
来
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。

私
が
曲
が
り
な
り
に
も
こ
の
「
小
冊
子
を
ま
と
め
て
み
よ
う

.
・
・
」
と
志
す
よ
う
に
な
っ
た
遠
因
も
、
こ
こ
ら
辺
り
に
含

ま
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
「
ク
リ
オ
の
会
」
の
名
称
で
あ
る
が
、
「
ク
リ
オ
」
は

歴
史
を
司
る
女
神
(
ミ
ユ
ウ
ズ
)
で
あ
る
。

「
ク
リ
オ
」
は
九
人
の
姉
妹
の
神
々
の
中
で
、
い
ち
ば
ん
内

気
で
、
し
か
も
創
造
力
に
富
ん
だ
ミ
ュ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
こ
の

名
称
は
、
大
阪
市
大
教
授
理
博
渡
辺
正
先
生
が
名
づ
け
の
親
で

あ
る
。我

々
は
遺
蹟
探
求
を
主
眼
と
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
永
い

間
親
し
ま
れ
て
き
た
「
市
民
ハ
イ
キ
ン
グ
」
は
、
健
康
的
な
明

る
い
名
称
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
誤
解
さ
れ
易
い
と
こ
ろ
も
あ
る

の
で
、
改
名
し
た
こ
と
を
改
め
て
附
記
し
て
お
く
。

(三
九
・
九
・

二
)

そ
の
真
下
(
標
高
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
と
思
う
)
に

小
池
が
あ
る
。
問
題
の
石
碑
が
半
分
に
折
れ
て
、
泥
水
に
埋
も

れ
て
あ
る
の
を
、
数
十
年
も
昔
の
こ
と
、
現
在
は
八
十
才
に
な

ら
れ
る
田
中
作
次
郎
さ
ん
が
泥
さ
ら
え
の
折
に
発
見
さ
れ
た
。

一
体
こ
れ
が
何
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
か
は
判
ら
ぬ
が
、
た
だ

も
の
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
直
感
し
て
、
池
よ
り
引
き
揚
げ
て
、

前
の
山
田
寺
住
職
に
示
し
た
と
こ
ろ
、
「
大
切
な
も
の
を
よ
く

ぞ
持
っ
て
帰
っ
て
く
れ
た
・
・
・
」
と
大
へ
ん
な
喜
び
よ
う
で
あ

っ
た
そ
う
で
あ
る
。
早
速
と
位
置
を
決
め
、
セ
メ
ン
ト
で
継
ぎ

合
わ
せ
て
安
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

当
佐
井
寺
周
辺
は
大
阪
か
ら
至
近
距
離
で
あ
り
、
日
帰
り
行

軍
の
で
き
る
便
利
さ
も
あ
っ
て
か
、
早
く
か
ら
第
四
師
団
の
郊

外
演
習
の
一
部
に
充
て
ら
れ
て
お
っ
た
ら
し
い
。
正
陵
あ
り
、

樹
林
あ
り
、
池
も
多
数
に
散
在
し
、
演
習
地
と
し
て
は
ま
こ
と

に
好
適
地
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

春
と
い
わ
ず
夏
と
い
わ
ず
、
あ
ま
り
に
も
よ
く
利
用
さ
れ
過

ぎ
、
も
う
珍
し
さ
も
通
り
越
し
て
、
村
人
か
ら
も
随
分
と
迷
惑

が
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
田
中
さ
ん
の
若
い
頃

(
四
、
五
十
年
前
)
に
は
、
鞘
重
兵
、
騎
兵
等
が
、
足
繁
く
こ

の
山
田
寺
へ
来
て
は
よ
く
馬
を
つ
な
ぎ
、
時
に
は
鐘
撞
堂
の
四

本
柱
へ
つ
な
ぐ
等
、
村
人
を
し
て
危
倶
の
念
を
抱
か
し
め
た
こ

と
も
度
々
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

あ
る
日
の
昼
休
み
時
の
こ
と
、
隊
長
の
一
中
尉
が
、
今
ま
で

あ
ま
り
誰
に
も
気
附
か
れ
な
か
っ
た
、
こ
の
石
標
に
目
を
止
め

山
田
寺
*
内
「
下
馬
」
門
碑
(
石
碑
)
に
つ
い
て

*
現
在
で
は
「
佐
弁
寺
」
が
一
般
的
で
す
が
、
山
田
大
臣
が

伽
藍
の
建
立
に
功
が
あ
っ
た
た
め
「
山
岡
寺
(
さ
ん
で
ん
じ
ご

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
「
山
田
寺
」
を
使
い
ま
す
。

当
寺
の
正
面
入
口
石
段
を
登
り
つ
め
た
右
側
に
「
下
馬
」
と

刻
ん
だ
約
二
尺
ば
か
り
(
約
六
十
セ
ン
チ
余
)
の
石
標
が
建
っ

て
い
る
二
見
古
い
お
墓
の
よ
う
に
見
え
る
が
そ
う
で
も
な
い
。

形
が
小
さ
く
て
人
々
の
目
に
も
止
ま
り
に
く
く
、
風
化
さ
れ
て

は
い
る
が
、
刻
ま
れ
た
文
字
は
う
す
く
見
え
て
い
る
。

裏
側
に
は
「
応
安
元
年
朝
見
六
所
」
の
八
文
字
が
刻
ま
れ
て

い
る
が
う
す
く
て
見
え
が
た
く
、
茶
鯨
か
ら
水
を
そ
そ
い
で
よ

う
や
く
判
読
出
来
た
始
末
で
あ
る
。

こ
れ
が
い
つ
頃
ど
こ
に
建
て
ら
れ
た
も
の
か
、
ま
た
当
時
の

状
況
等
に
は
な
ん
ら
手
が
か
り
と
な
る
文
書
ら
し
き
も
の
も
な

く
、
詳
し
く
知
る
由
も
な
い
が
、
こ
れ
が
史
家
の
何
ら
か
の
参

考
に
で
も
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

こ
の
碑
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な

一
挿
話
が
あ
る
。

数
十
年
も
前
の
こ
と
、
「
山
の
谷
」
へ
通
ず
る
山
路
の
通
称
「
地

蔵
塚
」
に
三
抱
え
以
上
も
あ
る
大
き
な
松
が
あ
っ
た
、
村
人
は

こ
の
松
を
一
本
松
と
称
え
て
い
た
が
、
惜
し
い
こ
と
に
今
は
朽

ち
て
そ
の
面
影
は
な
い
。
け
れ
ど
今
で
も
こ
の
辺
り
を
ご
本

松
」
と
の
地
名
が
固
有
名
詞
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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て
驚
き
、
早
速
と
向
か
い
側
の
伊
射
奈
岐
神
社
の
馬
場
の
方
へ

全
部
隊
を
移
し
て
し
ま
い
、
村
人
達
を
ホ
ッ
と
さ
せ
た
。

考
え
て
み
れ
ば
、
田
中
さ
ん
が
、
こ
の
騒
が
し
い
馬
の
群
れ

を
、
山
田
寺
か
ら
遠
ざ
け
て
く
れ
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
鐘

撞
堂
の
危
機
を
救
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
も
な
る
。
問
中
さ
ん
は

隠
れ
た
恩
人
の
一
人
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

あ
ら
あ
ら
し
い
気
風
の
持
ち
主
の
多
か
っ
た
当
時
に
も
、
た

と
え
階
級
は
低
く
と
も
文
武
両
道
を
心
得
た
、
情
操
の
豊
か
な

武
人
も
あ
っ
た
こ
と
を
心
強
く
感
じ
ら
れ
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
心

地
が
す
る
と
共
に
、
そ
の
武
人
の
人
柄
の
良
さ
が
よ
く
偲
ば
れ

る。
岸
部
寄
り
の
「
竜
ケ
池
」
を
は
さ
ん
だ
地
域
だ
け
に
限
ら
ず
、

時
に
応
じ
村
中
の
各
所
へ
移
動
し
て
射
と
撃
場
が
設
け
ら
れ
た

ら
し
く
、
勿
論
交
通
は
遮
断
さ
れ
、
危
険
は
除
い
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
時
た
ま
に
は
的
外
れ
の
銃
丸
が
、
ビ
ュ

l
ン
と
頭

の
上
を
か
す
め
、
ヒ
ヤ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
屡
々
あ
っ
た
、

と
元
農
家
の
方
々
が
聴
か
せ
て
く
れ
た
。

現
在
の
神
社
境
内
は
昔
の
兵
士
達
に
代
っ
て
、
時
お
り
吹
田

高
校
生
達
が
、
地
形
の
変
化
に
富
ん
だ
此
所
を
利
用
し
て
、
各

種
の
運
動
の
訓
練
に
励
ん
で
い
る
こ
と
を
よ
く
見
受
け
る
。
何

か
時
代
の
移
り
変
り
を
よ
く
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
機
会
と
し
て
、
今
後
様
々
な
事
柄
を
聴
か
せ
て
も
ら

い
、
今
ま
で
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
、
当
時
の
口
碑
、
伝

説
、
物
語
等
、
一
つ
で
も
沢
山
ま
と
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
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い
る
。

(三
五
・
八
・
九
夜
)

昨
秋
吹
高
に
、
清
田
先
生
を
お
訪
ね
し
た
折
、
拓
本
に
関
し

て
ご
造
詣
の
深
い
羽
田
稔
先
生
の
お
写
し
な
さ
れ
た
の
に
よ
る

シ」年 の
」方戊

には(
当 ハ つ 応 朝
たッち安見
る キ の 元 六
そリえ戊所
うと)申(
で し は 年 口
あなハ(口
るいッ口)

Jキロ宝
右 ftリ)前

い こ 諸 き あ 年 の う 士芦し廿
。と先吹宅るよ正か意手語文日
を 生 田 u こり平。味人ベ V'

字る
さ お の 市 と五二応すのてが
五 願 御 ご だ百十安る刻い
・い研在 け九三元も銘ら申
ー い究住 は十年年のは ι
。 た 下 の 判年)(で、 iさ
ー しさ専 つ前は南あ何ミる
) た る 攻 て で 本 朝 ろ を 申 )

地
蔵
塚
へ
行
く

陽
射
し
の
鈍
い
師
走
の
二
十
三
日
、
汗
の
に
じ
み
出
る
午
後
、

田
中
さ
ん
に
お
願
い
し
て
同
道
し
て
い
た
だ
く
。
先
ず
西
稚
児

(
方
言
で
は
「
に
ち
ご
う
」
と
称
え
て
い
る
)
の
入
口
に
あ
る
、

石
の
道
標
を
左
へ
曲
が
る
。
こ
れ
が
昔
か
ら
片
山
方
面
へ
行
く

道
で
、
道
巾
は
四
尺
(
約
一
メ
ー
ト
ル
半
)
程
、
行
く
こ
と
百

メ
ー
ト
ル
位
で
道
を
右
に
入
る
と
、
道
ら
し
い
道
で
は
な
く
、

熊
笹
が

一
面
に
生
い
茂
っ
て
い
る
。
田
中
さ
ん
は
そ
れ
で
も
平

気
、
さ
す
が
は
幾
十
年
間
歩
き
廻
ら
れ
、
佐
井
寺
の
隅
か
ら
隅

ま
で
知
ら
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
ら
し
く
進
ま
れ
る
け
れ
ど
、
私

は
内
々
不
安
の
思
い
で
つ
い
て
ゆ
く
と
、
早
や
地
蔵
塚
の
頂
上

ド
i
ム
の
真
下
に
さ
さ
や
か
な
池
が
あ
る
。
こ
れ
に
類
似
の
小

池
が
周
辺
に
数
カ
所
も
あ
り
、
み
ん
な
段
々
畑
の
養
い
池
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
池
を
私
は
記
録
に
残
し
て
お
き
た
い
ぽ
っ
か
り
に
、
田

中
さ
ん
に
無
理
を
お
願
い
し
た
次
第
で
あ
る
。

氏
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
池
は
二
十
年
か
三
十
年
目
に
、
一

度
は
泥
さ
ら
え
を
す
る
「
し
き
た
り
」
が
あ
り
当
時
の
仲
間
の

人
々
と
さ
ら
え
た
際
、
泥
中
深
く
に
あ
の
「
下
馬
」
石
が
、

二

つ
に
割
れ
て
沈
ん
で
お
っ
た
の
を
発
見
し
て
、
拾
い
上
げ
て
山

田
寺
ま
で
運
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
数
年
前
田
中
さ
ん
よ
り
聴
か
さ
れ
た
時
か
ら
、

上
は
山
田
寺
鐘
機
、
左
は
下
馬
標
の
刻
銘
部
分
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不
審
に
堪
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
疑
問
は
解
け
な

い
。
約
六
百
年
前
に
建
立
さ
れ
た
こ
の
下
馬
標
が
、
小
高
い
頂

上
、
高
さ
三
十
メ
ー
ト
ル
も
の
小
池
に
、
ど
う
し
て
は
ま
り
込

ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
が
判
ら
な
い
。
後
生
史
家
の
御
研
究
を

期
待
し
て
や
ま
な
い
。

こ
の
地
形
か
ら
判
断
し
て
も
、
碕
井
(
さ
い
)
寺
の
境
域
の
い

か
に
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
推
測
で
き
る
。

こ
の
地
蔵
塚
は
独
立
(
か
孤
立
)
し
た

一
つ
の
丘
で
、
以
前

は
佐
井
寺
所
有
で
あ
っ
た
が
、
「
山
の
谷
」
の
先
代
の
岸
田
氏

に
売
却
、
そ
れ
を

一
昨
年
か
吹
田
市
が
買
収
し
て
、
市
の
上
水

道
貯
水
池
と
し
て
、
現
在
の
ド
l
ム
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

h
qノ
。

通
称
一
本
松
も
こ
の
頂
上
ド
!
ム
の
あ
る
所
に
あ
っ
た
そ
う

で
あ
る
。
数
十
年
前
に
田
中
さ
ん
が
約
二
カ
月
間
、
大
阪
府
技

師
沢
井
さ
ん
の
測
量
助
手
と
し
て
、
毎
日
毎
日
つ
い
て
廻
っ
た

こ
と
等
々
、
話
は
な
か
な
か
っ
き
な
い
。

天
気
の
良
い
日
に
は
大
阪
湾
の
水
が
光
っ
て
白
く
見
え
、
前

面
近
く
に
大
阪
城
天
守
台
、
新
世
界
通
天
閣
も
見
え
、
東
に
は

生
駒
連
山
が
ハ
ツ
キ
リ
と
見
え
る
そ
う
で
あ
る
。
元
和
の
役
に

徳
川
方
の
見
張
所
と
な
っ
た
こ
と
も
肯
け
る
。

つ
い
で
に
地
蔵
塚
の
由
来
に
就
い
て
記
し
て
お
こ
う
。

(
一
)
古
書
に
日
く
、
地
蔵
堂
問
所
に
あ
り
、
昔
こ
の
地
に
光

明
赫
然
た
り
、
こ
れ
を
穿
(
う
が
)
ち
見
る
に
地
蔵
尊
を
得
た

り
、
即
ち
葱
に
安
置
す
、
出
現
の
地
を
今
「
地
蔵
塚
」
と
呼
ぶ
。
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あ
る
一
説
に
日
く
、
(
二
)
大
宇
佐
井
寺
南
方
四
丁
に
あ
り
、

大
字
片
山
を
境
と
す
、
谷
よ
り
聾
え
(
そ
び
)
え
た
る
孤
嶺
な

り
、
昔
古
松

一
株
有
す
、
名
高
き
雅
松
な
り
し
も
今
は
な
し
。

(三
)
由
緒
古
昔
天
平
年
中
、
僧
行
基
佐
井
寺
草
創
の
と
き
、

葱
に
憩
い
た
り
し
が
光
明
赫
然
た
り
、
こ
れ
を
穿
ち
見
る
に
地

蔵
尊
を
得
た
り
、
即
ち
葱
に
舎
堂
を
創
建
し
て
安
置
す
。

そ
の
後
年
歴
不
詳
、
伊
射
奈
岐
神
社
境
内
に
移
し
、
其
跡
を
地

蔵
塚
と
称
す
、
然
し
て
明
治
初
年
伊
射
奈
岐
神
社
よ
り
山
田
(
さ

ん
で
ん
)
寺
本
堂
に
移
す
。

ま
た
中
古
、
慶
長
年
間
、

徳
川
家
康
、
大
坂
夏
、

冬
の
陣
の
際
、
時
々
鷹

狩
り
に
来
た
り
、
議
に

-
一憩
い
た
り
し
を
以
て
俗

に
「
権
現
の
松
」
と
も

い
v

フ
云
々
。

(
三
九
・
七
・

一
九
)

「
に
ち
ご
公
園
」

給
水
塔
を
望
む
。

原
文
に
あ
る
熊
笹
の
繁

る
荒
れ
地
の
面
影
は
全

く
な
い

よ
り

悲
し
く
思
っ
て
い
る
。

我
々
は
伝
説
の
中
か
ら
幾
多
の
貴
重
な
暗
示
を
得
て
教
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
頗
る
多
く
、
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
我
々
の

心
を
温
め
育
み
、
情
操
教
育
の

一
端
を
担
っ
て
く
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
、
と
常
々
考
え
て
い
る
。

即
ち
、
こ
の
心
が
自
分
た
ち
の
住
む
郷
土
愛
を
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
養
い
、
ひ
い
て
は
、
国
を
愛
す
る
よ
う
に
な
る

素
地
を
、
作
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

伝
説
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
難
し
く
科
学
的
に
分
析
し
な
い

で
、
そ
う
っ
と
温
存
し
て
お
い
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

古
老
の
話
に
よ
る
と
、
数
十
年
前
に
村
人
達
の
奉
仕
で
防
火

用
に
も
と
、
池
さ
ら
え
を
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、

三
十
年
前
の

頃
、
池
の
近
く
の
家
に
火
災
が
起
こ
っ
た
時
、
こ
の
池
水
が
大

変
に
よ
く
間
に
合
い
、
近
隣
へ
も
拡
が
ら
ず
に
済
ん
で
く
れ
た

と
の
こ
と
。
現
在
の
池
は
泥
砂
が
た
ま
っ
て
火
急
の
際
に
は
、

殆
ど
用
を
果
た
さ
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
惜
し
い

極
み
で
あ
る
。

眼
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変
わ
り
つ
つ
あ
る
世
相
の
今
日
此
頃
、

た
だ
雑
草
の
茂
る
に
任
せ
、
池
と
い
う
形
体
の
み
が
残
り
、
深

く
刻
み
込
ま
れ
た
、
「
お
か
う
ず
ゐ
池
」
の
六
文
字
の
石
柱
は
、

斜
め
に
傾
き
、
幾
星
霜
を
語
り
顔
に
立
っ
て
い
る
。

(三
七
・
八
・

二
ニ
)

お
か
う
ず
ゐ
池

山
田
寺
の
裏
手
道
を
隔
て
た
、
伊
射
奈
岐
神
社
の
真
下
に
当

た
る
所
に
さ
さ
や
か
な
水
溜
ま
り
が
あ
る
。
幾
世
代
か
以
前
の

こ
と
、
同
寺
の
近
く
に
住
む
主
婦
が
、
或
る
日
ひ
そ
か
に
む
っ

き
(
お
む
つ
の
こ
と
、
ふ
ん
ど
し
の
意
味
も
あ
る
)
を
洗
濯
す

る
と
忽
ち
眼
が
悪
く
な
り
、
主
婦
は
「
こ
れ
は
観
音
様
の
崇
り

で
あ
る
・
・
・
」
と
気
が
つ
き
、
す
ぐ
さ
ま
池
水
を
き
れ
い
に
さ

ら
え
、
観
音
様
に
ひ
れ
伏
し
て
謝
罪
し
、
そ
の
他
種
々
と
手
を

つ
く
し
た
が
な
お
ら
な
い
。
以
後
代
々
の
家
族
も
皆
眼
を
息
つ

て
な
お
ら
な
か
っ
た
・
・
・
と
伝
え
聞
い
て
い
る
。
現
在
は
家
族

皆
死
に
絶
え
て
い
る
と
か
。

こ
の
話
も
た
だ
迷
信
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る

が
、
素
朴
な
村
人
達
の
中
に
は
、
こ
れ
を
信
じ
て
お
ら
る
る
人

も
あ
る
や
に
聞
い
て
い
る
。
が
こ
れ
も
理
由
が
な
い

で
も
な
い
。

そ
も
そ
も
佐
井
寺
の

「お
こ
う
ず
い
池
」
は
、
古
来
眼
病
に

は
よ
く
き
い
て
く
だ
さ
る
ご
本
尊
、
十

一
面
観
世
音
の
池
と
し

て
最
も
神
聖
視
さ
れ
、
村
人
達
の
信
仰
の
対
象
と
も
な
っ
て
い

た
も
の
で
、
こ
の
話
も
宗
教
信
仰
と
結
び
つ
い
た
、

こ
の
土
地

の
伝
説
と
し
て
後
世
に
残
し
て
お
い
て
も
、
決
し
て
差
し
っ
か

え
な
い
も
の
・
・
・
と
思
う。

伝
説
と
い
う
と
、
何
だ
か
根
拠
の
な
い
、
と
る
に
足
り
な
い
、

ば
か
ば
か
し
い
も
の
の
様
に
軽
視
さ
れ
が
ち
の
現
世
相
を
私
は
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現
在
碑
は
真
つ
直
ぐ
に
立
っ
て
い
る
が
、
池
は
完
全
に
干
上
が
り
、

水
仙
が
黄
色
い
花
を
咲
か
せ
て
い
た
。
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佐
井
の
清
水
に
つ
い
て

「
当
時
水
乏
し
け
れ
ば
、
行
基
菩
薩
こ
れ
を
祈
り
給
え
ば
、
霊

水
こ
ん
こ
ん
と
湧
(
わ
)
き
出
し
、
眼
疾
を
濯
(
あ
ら
)
え
ば
、

忽
ち
平
癒
し
て
明
ら
か
な
り
」
(
摂
津
名
所
図
会
よ
り
)

そ
の
場
所
は
、
行
基
山
(
現
在
の
愛
宕
山
)
の
北
方
の
麓
に

あ
り
、
古
く
天
平
年
中
、
僧
行
基
が
佐
井
ケ
原
の
佐
井
寺
を
開

基
の
時
、
山
の
水
乏
し
か
り
し
に
よ
り
、
行
基
の
祈
祷
に
よ
っ

て
、
香
水
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
し
た
と
い
う
。
そ
れ
以
来
「
佐

井
の
清
水
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
今
も
な
お
清
水
絶
え

ず
、
等
々
が
古
書
に
誌
さ
れ
て
い
る
。
昔
は
こ
の
清
水
水
源
も

愛
宕
山
も
、
皆
境
内
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
神
聖
な
る
べ
き
筈
の
浄
域
が
、
柴
や
薪
の
置

き
場
と
な
っ
て
い
た
。
数
年
前
の
春
の
或
る
日
の
こ
と
何
心
な

く
蓋
石
に
耳
を
寄
せ
る
と
、
し
ず
く
の
し
た
た
る
音
が
し
て
、

そ
の
音
色
は
松
虫
鈴
虫
の
声
に
も
優
り
、
ま
た
妙
な
る
天
来
の

楽
の
ご
と
き
、
ひ
び
き
に
も
似
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
、
し
ば

ら
く
は
何
ご
と
も
打
ち
忘
れ
、
じ
っ
と
か
が
ん
で
聞
き
入
っ
て

お
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
知
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
某
氏
は
そ
の

音
を
聴
き法

(
の
り
)

の
世
の
迦
稜
頻
伽

(
か
り
ょ
う
び
ん
が
)

佐
井
寺
境
内
に
あ
る
「
清
め
」
を
す
る
手
水
場
。
こ
の
水
は
、
「
佐

井
の
清
水
」
と
し
て
現
存
す
る
唯
一
の
水
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
汲
ん

で
持
ち
帰
る
人
も
多
い
。

の
鳴
く
声
か

と
詠
ん
で
く
れ
た
。

な
ん
と
わ
が
意
を
得
た
適
切
な
、
現
世
俗
を
超
越
し
た
、
永

遠
に
尽
き
な
い
生
命
力
の
溢
る
る
読
み
方
で
あ
ろ
う
。
満
腔
(
こ

う
)
の
謝
意
を
表
し
て
お
く
。

荒
れ
果
て
て
い
た
こ
の
霊
域
も
、
昨
年
お
寺
の
尽
力
で
修
復

さ
れ
、
元
の
姿
に
か
え
り
清
々
し
く
は
な
っ
た
。
霊
水
も
よ
く

通
る
よ
う
に
は
な
っ
て
く
れ
た
け
れ
ど
、
懐
か
し
い
あ
の
=
し

た
た
り
=
の
幽
玄
な
音
は
、
も
う
聴
か
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

私
を
し
て
悲
し
い
、
も
の
寂
し
い
思
い
に
さ
せ
た
。

そ
の
上
近
頃
土
地
の
人
に
よ
り
、
霊
泉
の
源
で
あ
る
こ
の
山

の
「
横
」
と
「
う
し
ろ
」
と
を
削
り
と
ら
れ
、
哀
れ
な
残
骸
を

見
せ
、
あ
る
い
は
由
緒
あ
る
こ
の
霊
泉
も
渇
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
・
・
・
と
不
安
に
駆
ら
れ
て
い
る
。

つ
い
で
に
言
っ
て
お
こ
う
。
愛
宕
山
山
頂
の
小
調
に
-
配
っ
て

あ
る
の
は
「
日
之
迦
具
土
神
」
で
、
往
古
広
大
で
あ
っ
た
碕
井

寺
の
火
を
守
る
と
共
に
住
民
を
も
守
る
大
切
な
神
様
で
あ
り
、

昔
か
ら
住
民
の
信
仰
の
対
象
物
体
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
行
為
に
対
し
て
私
は
少
し
理
解
で
き
に
く
い
も
の
が

あ
る
。こ

の
愛
宕
山
と
由
緒
と
伝
説
に
富
む
佐
井
の
清
水
を
、
町
の

皆
さ
ん
方
の
協
力
で
、
い
つ
ま
で
も
温
存
だ
け
で
は
な
く
、
顕

彰
に
心
が
け
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
認
め
て
も
ら
え
る
よ
う
、

一
層
の
努
力
を
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
(
三
人
・
五
・
二
八
)

佐
井
の
清
水
の
し
た
た
る
音
は
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向
い
峠
の
お
地
蔵
様

佐
井
寺
か
ら
原
、
岸
部
方
面
へ
の
出
口
の
所
を
、
「
向
か
い

坂
峠
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
頂
点
の
右
側
約
百
坪
(
三
百
三

十
平
方
メ
ー
ト
ル
)
位
の
平
地
(
た
い
ら
ち
)
に
、

一
尺
(
約

三
0
セ
ン
チ
)
に
も
足
り
な
い
小
さ
な
、
十
三
体
の
真
新
し
い

赤
い
前
垂
れ
姿
の
地
蔵
様
が
、

一
列
に
行
儀
よ
く
並
ん
で
い
る
。

村
人
は
こ
れ
を
「
村
の
は
ず
れ
の
お
地
蔵
様
」
と
愛
称
し
、
子

供
達
か
ら
は
特
に
親
し
ま
れ
て
い
た
。

今
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
が
、
昔
は
現
在
の
道
路
面
よ
り
十

尺
(
約
三
メ
ー
ト
ル
)
程
も
高
く
、
道
幅
も
狭
く
て
坂
の
曲
が

る
と
こ
ろ
の
土
手
に
、
大
き
な
栗
の
木
が
繁
っ
て
い
た
。
夏
と

も
な
れ
ば
蝉
時
雨
(
せ
み
し
ぐ
れ
)
賑
や
か
に
、
子
供
達
の
よ

い
遊
び
場
所
だ
け
で
は
な
く
、
道
行
く
人
々
の
良
い
憩
い
の
場

所
で
あ
っ
た
。
秋
の
栗
拾
い
も
、
い
た
ず
ら
っ
子
の
憧
(
あ
こ

が
)
れ
の
的
で
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
な
か
な
か
見
晴
ら
し
の
よ

い
「
村
の
は
ず
れ
の
峠
み
ち
」
に
相
応
(
ふ
さ
わ
)
し
い
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。

今
で
も
お
地
蔵
様
周
辺
の
草
は
き
れ
い
に
刈
ら
れ
、
掃
除
の

よ
く
行
き
届
い
て
い
る
の
が
目
立
つ
。

毎
年
八
月
二
十
四
日
の
地
蔵
盆
会
当
日
の
宵
に
な
る
と
、
有

志
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
、
沢
山
の
可
愛
ら
し
い
提
灯
が
、
吊
り
め

ぐ
ら
さ
れ
て
明
る
く
、
そ
の
や
わ
ら
か
い
光
り
が
、
く
さ
ぐ
さ
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の
お
供
え
も
の
に
映
え
て

一
段
と
美
し
く
、
お
年
寄
り
ゃ
少
年

少
女
を
ま
じ
え
て
に
ぎ
や
か
に
ご
詠
歌
の
回
向
が
始
ま
る
。

こ
の
行
事
は
毎
年
繰
り
返
し
記
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
悲

し
い
物
語
り
め
い
た
秘
話
が
あ
る
。

も
う
幾
十
年
も
前
の
こ
と
、

山
中
某
氏
他
二
、
三
の
方
々
が
、

万
陀
羅
山
の
向
か
い
坂
よ
り
の
、
麓
の
野
菜
畑
を
開
墾
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
鍬
の
先
に
カ
チ
ン
と
当
た
る
も
の
が
あ
り
、
な
お

も
掘
り
下
げ
る
と
、
次
か
ら
次
へ
と
石
塊

(
く
れ
)
が
出
て
き

た
の
で
、
判
ら
な
い
ま
ま
に
、
み
ん
な
で
土
を
き
れ
い
に
落
と

す
と
、
小
さ
な
お
地
蔵
様
だ
っ
た
の
で
お
ど
ろ
き
、
早
速
と
有

志
が
相
談
の
結
果
、
そ
の
近
く
を
地
な
ら
し
し
て

一
列
に
安
置

し
、
懇
ろ
な
回
向
を
勤
め
た
。

と
こ
ろ
が
ど
う
し
た
わ
け
か
、
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た

か
、
こ
の
お
地
蔵
様
を
、
近
距
離
の
現
在
の
位
置
に
移
し
た
。

す
る
と
こ
れ
を
運
ん
だ
方
々
の
内
の

一
人
が
、
死
因
の
判
ら
な

い
ま
ま
に
急
死
さ
れ
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
誰
い
う
と
も
な
く
、
「
地
蔵
さ
ん
を

動
か
し
た
崇
り
」
と
の
噂
の
広
が
り
に
怖
れ
を
な
し
、
村
人
達

が
相
寄
り
回
向
し
て
、
そ
の
霊
を
慰
め
た
と
聞
い
て
い
る
。

そ
れ
以
来
地
蔵
盆
会
の
回
り
来
る
度
毎
に
、
有
志
の
人
々
が

懇
ろ
な
法
要
を
営
み
、
御
詠
歌
の
奉
納
な
ど
今
も
な
お
、
変
わ

り
な
く
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
村
人
達
の
こ
の
優
し

い
心
根
に
、
私
は
い
た
く
心
を
打
た
れ
た
。

こ
の
お
地
蔵
様
の
前
に
面
し
た
道
路
は
、
今
か
ら
数
年
前
に

付

向
い
峠
の
お
地
蔵
様
こ
ぼ
れ
話

加
浅
野
倉
平
さ
ん
に
は
本
稿
編
集
中
に
再
度
現
地
で
調
査
し

て
頂
き
ま
し
た
。
本
文
で
は
約
百
坪
位
の
平
地
(
た
い
ら
ち
)

と
あ
り
ま
す
が
現
在
は
四
十
坪
位
、
お
地
蔵
様
の
後
方
、
原
本

の
写
真
で
は
草
の
茂
っ
た
荒
れ
地
に
見
え
る
部
分
に
は
、
プ
ロ

ッ
ク
塀
が
そ
び
え
、
住
宅
が
建
っ
て
い
ま
す
。

前
ベ
!
ジ
下
部
の
写
真
を
ご
覧
頂
く
と
中
央
に
や
や
「
大
き

め
の
お
地
蔵
様
」
が
あ
り
、
向
か
っ
て
右
側
に
六
体
、
左
側
に

七
体
の
お
地
蔵
様
が
写
っ

て
い
ま
す
。
全
部
で
十
四
体
、
本
文

で
は
十
三
体
と
あ
る
の
に
何
故
?
で
し
ょ
う
か。

下
の
写
真
は
浅
野
さ
ん
が
真
ん
中
の

「大
き
め
の
お
地
蔵
様
」

に
手
を
合
わ
せ
て
拝
ん
だ
上

「ま
え
だ
れ
」
を
外
さ
せ
て
頂
い

て
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
す
。
上
部
の
お
地
蔵
様
の
両
側
に
「
右

吹
田
」
、
「左
き
し
べ」

の
文
字
が

ハ
ツ

キ
リ
と
見
え
ま
す
。

下
部
に
は
ハ

ツ
キ
リ
と
し
ま
せ
ん
が
「
す
い
た
歴
史
散
歩
」

を
参
考
に
す
る
と
享
和
三

2
g
凶
)
年
・
文
化
七
会
巴
。
)
年
の
年

号
と
「
童
子
西
信
」「
教
圃
」
の
二
法
名
が
刻
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
石
造
物
は
道
標
、
お
地
蔵
様
、
そ
れ
に
供
養
塔
を
兼
ね
て

こ
の
辺
り
に
昔
か
ら
あ
っ

た
も
の
の
よ
う
で
す
。

左
右
に
あ
る
合
計
十
三
体
は
本
文
に
あ
る
と
お
り
地
中
か
ら

掘
り
出
さ
れ
て
最
終
的
に
現
在
地
に
安
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。

け
れ
ど
こ
の
さ
さ
や
か
な
美
し
い
行
事
は
、

今
後
幾
世
代
を
経
る
と
も
繰
り
返
し
、
勤
行
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
信
じ
、
こ
こ
ろ
ひ
そ
か

に
念
願
す
る
次
第
で
あ
る
。
(
三
八
・八
・二
五
)
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十
二
メ
ー
ト
ル
(
約
六
間
半
)
幅
に
拡
が
り
、

道
路
面
も
三
尺
(
約

一
メ
ー
ト
ル
)
余
り
切
り

下
げ
ら
れ
て
、
人
、
車
と
も
に
通
行
が
楽
に
な

り
、
や
が
て
は
千
里
ニ
ュ

l
タ
ウ
ン
と
の
連
絡

も
で
き
、
待
望
の
パ
ス

の
往
き
来
の
始
ま
る
日

も
そ
う
遠
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

峠
の
下
り
坂
左
側
の
土
手
に
「
岸
部
O
丁
、

原
O
丁
」
と
刻
み
込
ま
れ
た
道
し
る
べ
が
誰
の

い
た
ず
ら
か
半
ば
頃
か
ら
折
れ
て
、
久
し
く
風

雨
に
さ
ら
さ
れ
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
の
間
に
や

ら
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
、
拓
本
も
採
れ

ず
に
終
っ
た
こ
と
は
、
か
え
す
が
え
す
も
悲
し

い
限
り
で
あ
る
。

近
く
に
は
日
本
最
初
の
名
神
高
速
道
路
も
完

成
し
て
、
去
る
七
月
中
旬
よ
り
開
通
し
、
車
の

往
き
来
も
よ
く
見
え
て
、
世
の
移
り
変
わ
り
の

激
し
さ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

主量主‘ 

4‘-
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考
え
ら
れ
る
の
は
次
の
二
ケ
l
ス
で
す
が
ど
ち
ら
で
し
ょ
う

か
、
現
在
の
所
謎
の
ま
ま
で
す
。

が
あ
っ
て
そ
の
両
隣
に
掘

一
.
先
ず
「
大
き
め
の
お
地
蔵
様
」

り
出
し
た
十
三
体
を
安
置
し
た

二
.
十
三
体
の
お
地
蔵
様
の
聞
に
、
後
世
、
近
辺
に
あ
っ
た
(
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
筋
向
か
い
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
の
記
事
を

み
つ
け
ま
し
た
)
「
大
き
め
の
お
地
蔵
様
」
を
割
り
込
ま
せ
た
。

本
文
で
は
全
く
別
の
『
「
岸
部

O
丁
、
原

O
丁
」
と
刻
み
込

ま
れ
た
道
し
る
べ
』
と
は
あ
っ
て
も
こ
の
「
大
き
め
の
お
地
蔵

様
」
に
つ
い
て
の
記
述
は

一
切
な
く
、
添
え
ら
れ
た
不
明
瞭
な

写
真
で
は
そ
れ
ら
し
き
も
の
は
見
え
ま
せ
ん
。

道
徳
・
供
養
塔
を
兼
ね
た
「
大
き
め
の
お
地
蔵
様
」
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