
吹
田
市
佐
井
寺

風
土
記
こ
ぼ
れ
話
(
四
)

編

集

部

佐
井
寺
よ
り
釈
迦
ケ
池
へ
の
水
路
に
つ
い
て

年
月
が
経
つ
に
つ
れ
て
'
人
口
の
増
え
る
こ
と
は
当
然
な
こ

と
で
、
農
地
も
殖
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
用
水
も
だ
ん
だ
ん

不
足
勝
ち
に
な
る
。
ひ
っ
き
ょ
う
他
所
の
ど
こ
か
ら
か
、
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
池
の
面
積
八
丁
と
聞
い
て
い
る
が
、
岸
部
百
町
歩
?
を
養

う
に
は
な
お
十
分
と
は
い
え
ず
、
土
地
の
高
い
佐
井
寺
村
の
水

を
受
け
る
こ
と
を
考
え
、
白
羽
の
矢
の
的
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

与門
ノ
。

こ
れ
が
い
つ
頃
の
こ
と
か
は
知
ら
な
い
が
、
詳
し
い
こ
と
は
史

学
専
攻
の
諸
先
生
に
、
お
任
せ
す
る
こ
と
に
し
て
、
私
は
先
輩

古
老
の
各
氏
か
ら
聴
か
せ
て
も
ら
っ
た
、
数
々
の
お
話
し
を
記

し
て
み
よ
う。

水
利
の
問
題
が
表
面
に
出
始
め
る
と
、
当
時
の
土
地
土
地
の

有
力
者
達
が
、
我
田
引
水
の
権
利
獲
得
で
争
う
の
は
今
も
昔
も

閉
じ
こ
と
、
味
舌
(
ま
し
た
)
は
市
場
池
、
岸
部
の
方
は
釈
迦

ケ
池
、
と
の
各
有
力
者
達
が
、
淀
藩
に
向
か
っ
て
猛
運
動
を
起

こ
し
た
よ
う
で
あ
る
。
が
、
結
局
は
岸
部
の
方
へ
許
可
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
今
度
は
、
水
路
に
当
る
用
地
買
収
問
題
に
ぶ
つ
つ

か
っ
た
が
、
双
方
円
満
に
借
り
る
こ
と
に
話
が
ま
と
ま
っ
た
。

岸
部
水
利
組
合
か
ら
は
今
に
至
る
も
、
佐
井
寺
の
和
仁
、
坂
本
、

奥
、
前
回
、
そ
の
他
の
土
地
所
有
者
に
対
し
、
借
地
料
を
支
払

っ
て
い
る
ら
し
い
。

こ
の
水
路
の
管
理
人
と
し
て
、
代
々
弓
場
氏
が
携
わ
り
、
そ

の
お
礼
と
し
て
毎
年
米
一
俵
を
、
年
貢
代
り
に
納
め
て
お
っ
た

こ
と
も
聞
い
て
い
る
。
こ
の
水
路
に
沿
う
佐
井
寺
の
耕
作
者
に

対
し
て
も
、
岸
部
村
か
ら
鴨

一
羽
づ
つ
を
、
贈
呈
し
て
お
っ
た

こ
と
も
聞
い
て
い
る
。
春
の
頃
に
な
る
と
岸
部
か
ら
、

二
'
三

十
名
の
人
々
が
当
村

へ
来
て
、
水
門
際
(
ぎ
わ
)
の
溜
ま
り
場

所
の
土
砂
を
さ
ら
え
た
り
、
取
水
口
の
整
備
に
当
た
っ
て
お
っ

た
こ
と
が
、
幾
度
も
私
の
目
に
触
れ
て
い
る
。

こ
の
水
路
の
繰
り
抜
き
(
ト
ン
ネ
ル
)
の
長
さ
は
七

O
関
(
約

一
二
六
メ
ー
ト
ル
)
で
あ
る
。
今
に
し
て
見
れ
ば
、
こ
ん
な
も

の
は
朝
飯
前
の
仕
事
で
あ
る
が
、
数
百
年
前
の
幼
稚
な
技
術
か

ら
推
せ
ば
、
な
か
な
か
の
大
工
事
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
相

当
の
犠
牲
者
も
出
た
こ
と
で
あ
ろ
う。

社
会
情
勢
の
急
変
し
つ
つ
あ
る
現
状
に
お
い
て
は
、
利
用
価

値
も
漸
次
薄
ら
い
で
は
い
る
が
や
が
て
は
吹
田
市
と
し
て
の
古

文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
の
遺
蹟
を
、
保
存
顕

彰
し
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
図
は
、
吹
田
高
校
教
諭
、
清
田
倫
子
先
生
よ
り
拝
借
し

て
写
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
、
原
図
は

一
メ
ー
ト
ル

二
0
セ

ン
チ
ほ
ど
の
尼
大
な
も
の
で
、
先
生
の
彩
筆
に
よ
る
美
し
い
地

図
で
あ
る
。

-77 -



健
埜
守
材
提
リ
板
司
、

長
九
七
捨
市
川
余

湯

割

前

後

長
久
治
団
へ
市
川
余

土
砂
引田
小
法
芽
用
水
入
L
M

九
紋
拾
歩
(
鼻
)
程
表

提
リ
援
キ
〈
打
大
沼
迭
の
溝

九
百
五
捨
市
川
余

前
後
え
弘
信
品
吻

九
百
分
(
枠
)
程

、

活

情

、
、
入
水
引
落
・
し

百
削
草
間

う
・・・

に
、
と
思
う
と
残
念
で
な
ら
な
い
。
当
人
は
「
昔
こ
の

辺
に
お
城
で
も
あ
っ
た
の
か
、
お
寺
お
宮
様
等
の
名
所
も
多
い

が
、
何
故
町
の
人
が
も
っ
と
こ
れ
を
大
切
に
し
な
い
の
か
な
あ
、

不
思
議
で
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
町
の
事
情
の

わ
か
ら
な
い
当
人
と
し
て
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。

「
こ
の
ト
ン
ネ
ル
の
構
造
の
仕
組
み
は
、
今
の
技
術
で
も
難

か
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
首
を
か
し
げ
て
お
っ
た
そ
う

で
あ
る
。

今
後
と
も
研
究
の
価
値
は
大
い
に
あ
り
、
私
の
数
年
前
か
ら
の

提
唱
も
、
決
し
て
無
駄
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
立
証
さ
れ
て

と
て
も
嬉
し
い
。
(
三
九

・
八

・
一
一
)
)

釈
迦
ケ
池
の
後
日
諌

(
一
)

「
雁
と
鴨
」
と
「
窯
跡
」
に
つ
い
て

こ
の
池
の
面
積
は
八
町
歩
、
こ
の
養
い
田
百
町
歩
と
聞
い
て

い
る
が
、
摂
津
名
所
図
会
に
は
三
百
八
十
余
畝
と
あ
る
。
田
畑

も
日
に
日
に
工
場
、
住
宅
に
潰
さ
れ
て
ゆ
き
、
水
の
利
用
価
値

も
だ
ん
だ
ん
と
減
っ
て
き
て
い
る
。

旧
幕
時
代
淀
の
藩
主
稲
葉
氏
が
、
し
ば
し
ば
こ
の
池
へ
招
待

を
受
け
て
鴨
猟
に
来
て
い
る
、
近
郷
の
他
藩
主
達
も
、
淀
の
藩

主
に
招
待
さ
れ
て
よ
く
来
た
ら
し
く
、
村
人
達
も
応
接
に
困
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鴨
は
毎
年
秋
に
な
る
と
、
我
々
が
想
像

す
る
以
上
に
沢
山
や
っ
て
来
る
。
常
時
三
万
羽
以
上
は
棲
ん
で

こ
の
地
図
と
現
地
と
を
再
三
調
べ
た
が
、
長
年
の
聞
に
わ
た

り
、
ま
た
数
年
前
か
ら
の
宅
地
造
成
の
余
波
で
地
形
も
変
わ
り
、

水
路
の
幅
も
半
分
以
上
に
狭
く
な
り
は
し
て
い
る
け
れ
ど
'
ト

ン
ネ
ル
の
内
の
水
路
に
は
、
少
し
浅
く
な
っ
て
い
る
程
度
で
、

余
り
傷
(
い
た
)
ん
だ
り
は
し
て
い
な
い
ら
し
い
。

l
M凶
繰
り
抜
き
ト
y
キ
ル
の
蚊
山
口
、
下
関
が
取
水

u

ー 78

か
つ
て
の
高
速
道
路
工
事
最
中
の
或
る
目
、
こ
の
ト
ン
ネ
ル

の
箇
所
(
取
水
口
)
を
見
て
、
感
心
し
て
お
ら
れ
た
人
の
あ
っ

た
こ
と
を
、

一
年
余
り
も
経
た
或
る
日
に
、
偶
然
私
の
耳
に
入

っ
た
。

私
が
そ
の
直
後
に
聞
い
た
な
ら
ば
、
工
事
事
務
所
を
訪
ね
、

そ
の
技
術
者
か
ら
種
々
と
教
わ
り
、
ま
た
私
の
足
り
な
い
な
が

ら
の
説
明
を
聞
い
て
貰
え
ば
、
納
得
も
し
て
下
さ
っ
た
で
あ
ろ

お
り
「
多
い
時
に
は
五
万
羽
ぐ
ら
い
は
確
実
に
降
り
て
き
て
、

広
い
大
池
(
と
も
い
う
)
も
一
杯
に
詰
ま
る
日
が
、
幾
日
も
幾

日
も
続
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
鴨
猟
を
し
な
が
ら
池
を
監
視
し

て
い
る
人
々
が
、
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
間
違
い
は
あ
る

ま
い
。雁

も
沢
山
こ
の
池
に
渡
っ
て
き
て
、
鴨
の
群
と
仲
良
く
遊
ん

で
い
る
の
が
、
夕
方
に
な
る
と
決
ま
っ
た
よ
う
に
、
鴨
も
群
よ

り
一
足
先
に
、
憂
茶
羅
、
安
寿
、
地
蔵
の
各
山
沿
い
を
飛
ん
で
、

ど
こ
か
の
泥
田
に
餌
を
あ
さ
り
に
、
幾
組
も
幾
組
も
、
編
隊
を

組
ん
で
ゆ
く
有
様
は
美
し
く
、
子
供
達
も
大
喜
び
で
「
雁
々
聞

き
ゃ
れ
(
が
あ
ん
が
ん
き
き
ゃ
れ
)
先
の
奴
に
あ
と
に
な
れ
(
さ

あ
き
の
や
l
つ
あ
あ
と
に
な
れ
)
後
の
や
っ
先
に
な
れ
(
あ
!

と
の
や
l
っ
さ
l
き
に
な
l
れ
)
く
の
字
に
な
れ
(
く
l
の
じ

ー
に
な
!
れ
)
へ
の
字
に
な
れ
(
へ

l
の
じ
に
な
!
れ
)
と
小

守
達
も
交
じ
っ
て
口
々
に
大
声
で
叫
ぶ
と
、
不
思
議
に
も
こ
ち

ら
の
註
文
通
り
に
な
っ
て
く
れ
る
の
で
、
子
供
た
ち
は
ま
た
大

喜
び
で
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
叫
び
つ
づ
け
る
の
で
あ
っ
た
。

重
複
す
る
が
叫
び
声
を
続
け
て
見
ょ
う
。

「が

l
ん
が
ん
き
き
や
1
れ
、
さ
あ
き
の
や
l
つ
あ
!
と
に
な

l
れ
、
あ
!
と
の
や
l
っ
さ
l
き
に
な
l
れ
、
く
!
の
字
に
な

l
れ
、
へ

l
の
字
に
な
l
れ」

鴨
は
毎
日
決
ま
っ
た
よ
う
に
、
雁
の
飛
ぴ
去
っ
た
あ
と
薄
暮

の
こ
ろ
に
、
続
々
と
群
を
な
し
て
低
空
を
飛
ん
で
ゆ
く
。
そ
の

羽
ば
た
き
の
音
は
、
大
げ
さ
な
表
現
で
あ
る
が
、
飛
行
機
低
空
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音
に
も
似
て
ま
こ
と
に
凄
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

夜
明
け
近
く
に
な
る
と、

雁
、
鴨
と
も
に
逆

コ
ー
ス
で
、
釈

迦
ケ
池

へ
斜
め
に
向
か
っ
て
降
り
る
が
、
用
心
深
い
彼
ら
は
何

回
も
何
回
も
、
旋
回
し
て
か
ら
で
な
い
と
降
り
て
来
な
い
。
そ

れ
か
ら
泥
だ
ら
け
の
羽
根
を
洗
っ
て
か
ら
、
直

(
よ
し
)
の
中

へ
潜
り
込
む
な
り
、
各
々
自
分
の
定
め
た
場
所
へ

屯

(
た
む
ろ
)

す
る
。

こ
〉
で
其
の
捕
獲
の
方
法
を
記
し
て
お
こ
う
。
猟
人
は
皆
鑑

札
の
所
持
者
で
あ
り
、
朝
と
夕
方
と
の
二
回
に
網
を
張
っ
て
捕

え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
捕
獲
に
は
二
つ
の
方
法
を
用
い
た
。
一

つ
は
カ
ス

ミ
網
で
、
も
う

一
つ
は
無
双
網
(
む
そ
う
あ
み
)
と

い
・フ
。

前
者
は
沿
岸
の
松
の
大
木
二
ケ
所

へ
、
太
い
竹
竿
を
括
り

つ

け、

池
の
周
囲
数
ケ
所

へ
全
じ
も
の
を
梼
え
て
網
を
張
り
、

他

所

へ
餌
を
漁
り
に
ゆ
く
時
と
、
そ
の
帰
り
と
を
待
っ
て
捕
え
る
。

後
者
は
汀
の
辺
り
の
湿
っ
た
土
の
上
へ
籾
を
蒔
き
、

一
羽
が

降
り
て
く
る
と
安
心
し
て
、

次
か
ら
次
へ
と
食
べ
に
来
る
。
百

羽
位
が
溜
ま
る
と
、
離
れ
た
と
こ
ろ
に
見
張
り
し
て
い
る
猟
人

が
、
力
強
く
一
本
の
綱
を
引
い

て、

一
網
打
尽
式
に
捕
え
て
し

ま
う
と
か
。

こ
の
人
達
は
皆
名
人
で
、
こ
れ
を
唯

一
の
生
活
の
資
と
し
て

い
る
。
当
佐
井
寺
で
も
鴨
の
欲
し
い
時
に
は
、

飼

っ
て
あ
る
の

を
頒
け
て
貰
い
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
佐
井
寺
村
で
も
時
偶

に
は
、

村
中
の
適
当
場
所
で
、
鴨
の
往
き
還
り
に
捕
ら
え
て
い

太
子
を
な
ぐ
っ
た
と
か
。

勿
論
当
方
も
こ
の
人
が
皇
太
子
と
は
知
ら
な
か
っ
た
ら
し

く
、
先
方
も
こ
の
辺
り
が
禁
猟
区
で
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た

の
で
、
通
訳
を
通
じ
て
陳
謝
し
た
が
、
国
際
的
な
大
問
題
と
な

り
、
そ
の
監
視
員
が
自
決
し
た
こ
と
に
し
て
漸
く
解
決
は
し
た

も
の
の
、
当
時
の
わ
が
国
力
か
ら
し
て
、
官
民
と
も
上
を
下
へ

の
大
騒
動
で
あ
っ
た
ろ
う
。

左
に
数
年
前
某
氏
か
ら
写
さ
せ
て
貰
っ
た
も
の
を
、

ま
〉
再
録
し
て
お
こ
う
。

原
文
の

独
乙
皇
太
子
腰
操
け
の
松

ご
名
「
根
上
り
松
」
と
云
い
、
今
は
枯
損
(
こ
そ
ん
)
し
、
其

影
を
止
め
ざ
る
も
、
明
治
十
四
年
今
の
独
乙
廃
帝
カ
イ
ゼ
ル
、
未

だ
皇
太
子
の
期
、
微
行
に
て
来
遊
せ
ら
れ
、
こ
の
松
に
腰
掛
け
を

な
し
、
鴨
池
の
風
景
を
称
し
た
り
。

後
鴨
に
発
砲
し
た
り
と
て
事
件
発
生
、
国
際
間
題
を
惹
起
し
、
直

接
の
関
係
者
は
自
刃
の
形
式
を
取
り
、
関
係
官
吏
の
罷
免
に
よ
り

落
着
せ
り
、
其
和
解
式
は
吉
志
部
神
社
境
内
に
於
い
て
行
わ
れ
、

当
時
の
実
況
を
目
盤
せ
し
古
老
今
尚
生
存
す
、
我
国
明
治
初
年
外

交
史
の
一
頁
を
飾
る
旧
蹟
な
り
」
云
々

こ
れ
も
七
'
八
年
前
の
こ
と
、

一
吹
高
生
が
、
同
池
北
岸
で

時
の
破
片
を
拾
っ
た
こ
と
が
清
田
倫
子
先
生
の
耳
に
入
り
、
他

数
名
の
先
生
と
社
会
科
考
古
学
班
の
生
徒
三
十
名
が
、
吹
田
市
、

た
人
達
も
あ
っ
た
。

そ
れ
な
の
に
最
近
と
云
っ
て
も
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る

が
、
殆
ど
来
な
く
な
り
、
当
節
で
は
時
偶
に
「
か
い
っ
ぷ
り
」

鳴
(
に
ほ
)
が
遊
泳
し
て
詩
情
を
添
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
鴨
群
の
来
な
く
な
っ
た
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と

は
、
吹
田
操
車
場
が
出
来
て
か
ら
は
、
大
き
な
電
球
が
無
数
に

つ
い
て
明
る
く
な
っ
た
の
と
、
操
車
支
持
の
マ

イ
ク
か
ら
の
声

の
に
ぎ
や
か
過
ぎ
る
こ
と
、
紫
金
山
々
麓
に
放
送
局
の
大
鉄
塔

が
建
て
ら
れ
た
こ
と
、物
凄
い
程
に
生
い
繁
っ
て
い
た
池
畔
(ち

は
ん
)
の
大
木
群
も
、
非
常
時
と
い
う
美
名
の
も
と
に、

濫
伐

(
ら
ん
ば
っ
)
の
憂
き
目
に
遭
い
、
現
今
で
は
殆
ど
裸
に
等
し

く
、
そ
の
他
種
々
な
悪
条
件
が
重
な
り
、
鴨
群
の
安
住
場
所
な

く
な
っ
た
こ
と
が
最
大
の
原
因
と
聞
い
て
い
る
。
放
送
局
の
鉄

塔
は
七
'
八
年
前
に
取
り
払
わ
れ
、
現
在
は
エ

ピ
オ
ス
会
社
の

所
有
工
場
敷
地
と
な
っ
て

い
る
。

そ
れ
か
ら
鴨
は
焚
き
火

(
た
き
ぴ
)
の
上
る
の
と
銃
声
が
特

に
嫌
い
ら
し
く
、
こ
の
池
の
周
囲

一
キ
ロ
ぐ
ら
い
で
は
、
絶
対

に
銃
音
を
立
て
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
た

め
に
立
ち
入
り
禁
止
の
標
柱
も
数
ケ
所
に
建
て
て
あ
り
、
当
佐

井
寺
へ
の
入
口
向
井
坂
峠
に
も
建
て
ら
れ
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ

る
。明

治
十
四
年
、
当
時
の
独
逸
皇
太
子
が
東
上
の
途
中
、
鴨
の

猟
場
と
し
て
有
名
な
こ
の
池

へ
遊
び
に
来
ら
れ
、

無
断
で
鴨
を

撃
ち
落
と
し
、
こ
れ
を
知
っ
た
岸
部
の
監
視
員
は
激
昂
し
て
皇

ー 80-

大
阪
府
両
教
育
委
員
会
の
後
援
を
得
て
本
格
的
な
発
掘
に
か
か

っ
た
。
民
間
所
有
地
で
あ
っ
た
た
め
、
思
う
よ
う
に
は
果
た
せ

な
か
っ
た
が
、
完
全
な
土
器
も
若
干
発
見
さ
れ
て
、
相
当
の
成

果
を
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

後
日
丁
度
こ
の
場
所
(
登
り
が
ま
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
)
が
、

名
神
高
速
道
路
の
た
め
潰
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
昨
年
七
月

六
日
、
小
雨
の
パ
ラ
つ
く
変
な
天
気
で
あ
っ
た
が
、
我
々
十
名

程
の
グ
ル
ー
プ
と
共
に
現
地
へ
行
く
と
、
京
大
考
古
学
教
室
か

ら
、
横
山
浩

一
先
生
他
数
名
の
助
手
達
と

一
メ
ー
ト
ル
余
掘
り

下
げ
た
二
つ
の
畑
道
で
、
丹
念
に
破
片
を
集
め
て
お
ら
れ
た
。

ま
た
助
手
と
測
量
し
つ
つ
、
し
き
り
に
製
図
を
し
て
お
ら
れ
る

他
の
先
生
も
見
受
け
た
。

先
生
の
説
明
に
よ
る
と
、

一
千
二
、
三
百
年
前
に
朝
鮮
民
族

が
渡
来
し
、
登
り
窯
(
が
ま
)
製
法
に
よ
る
須
恵
器
を
こ
し
ら

え
て
い
た
。
従
っ
て
温
度
も
千
数
百
度
に
も
上
が
り
、
ロ
ク
ロ

を
使
う
技
術
も
、
こ
の
時
に
初
め
て
使
用
さ
れ
た
と
の
こ
と
。

今
は
既
に
名
神
高
速
道
路
の
敷
地
と
な
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
り
の
、
美
し
い
ア

l
チ
型
の
橋
の
影
を
池
の
面
に
う
つ
し
て

い
る
。

文
化
の
進
む
に
つ
れ
て
、
祖
先
の
遺
し
て
く
れ
た
諸
文
化
財

が
、
惜
し
気
も
な
く
潰
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
寂
し

い
限
り
で
あ
る
。
消
え
て
ゆ
く
も
の
、
次
か
ら
次
へ
と
新
し
く
、

生
ま
れ
出
て
く
る
も
の
等
々
、
新
陳
代
謝
の
激
し
さ
!
世
は
様

々
で
あ
る
。
(
三
十
九
・
八
・

二
十
)
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釈
迦
ケ
池
の
後
日
諌
(
二
)

「
弓
場
」
と
「
笠
松
」
に
つ
い
て

晩
秋
の
或
る
目
、
曇
り
空
の
午
後
、
掃
除
の
よ
く
ゆ
き
と
げ
ふ

い
た
庭
に
、
数
十
年
も
経
た
と
思
わ
れ
る
、
形
状
の
頗
る
よ
ろ

し
い
五
葉
松
、
橘
の
扇
平
形
の
み
が
無
数
に
見
え
る
、
弓
場
氏

宅
を
訪
れ
る
機
会
が
偶
然
に
到
来
し
、
弓
場
老
か
ら
種
々
と
珍

し
い
話
を
聞
か
せ
て
下
さ
っ
た
。

そ
の
裡
の
要
点
の
二
、
三
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

私
は
今
日
迄
に
も
、
弓
場
と
い
う
姓
を
余
り
聞
い
た
こ
と
が

な
い
。
「
こ
の
屋
敷
と
弓
場
の
姓
と
に
、
何
か
関
連
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
」
と
常
々
か
ら
不
審
に
堪
え
な
か
っ
た
の
が
、

今
日
は
か
ら
ず
も
同
氏
よ
り
、
聴
か
せ
て
貰
う
機
会
を
得
た
こ

と
は
、
大
へ
ん
な
倖
せ
で
あ
っ
た
。

今
か
ら
幾
世
代
か
以
前
、
徳
川
幕
府
の
頃
か
ら
、
氏
の
現
在

の
屋
敷
の
辺
り
が
、
武
士
達
の
弓
場
(
ゆ
み
ば
)
で
あ
り
、
此

所
か
ら
約
二
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
土
堤
に
、
的
場
(
標
的
)
が

あ
り
、
そ
の
土
堤
の
上
に
笠
の
形
に
拡
が
っ
た
、
実
に
見
事
な

大
き
な
松
が
あ
っ
た
。

里
人
之
を
「
笠
松
」
と
称
え
て
親
し
ま
れ
、
近
郷
か
ら
の
訪

れ
る
人
々
も
相
当
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
今
は
も
う
偲
び

う
る
何
も
の
も
な
い
。
こ
の
旧
的
場
で
あ
っ
た
土
堤
の
真
下
に
、

井
戸
が
二
つ
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
「
笠
松
の
井
戸
」
と
称
え

ら
れ
て
い
る
。

此
の
ト
ン
ネ
ル
内
の
上
層
部
は
ど
う
し
て
あ
る
か
判
ら
な
い

が
、
両
袖
の
下
に
は
太
い
太
い
松
の
丸
太
の
、
片
面
だ
け
を
削

り
取
っ
て
敷
か
れ
て
あ
り
、
そ
の
下
敷
き
に
は
玉
石
(
た
ま
い

し
)
程
度
の
も
の
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
丸
太

の
上
に
袖
石
が
載
せ
ら
れ
て
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ
で
当
時
か
ら

で
も
余
り
狂
っ
て
い
な
い
ら
し
く
、
当
時
と
し
て
は
偉
大
な
土

木
工
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

数
十
年
前
の
こ
と
、
こ
の
水
路
が
詰
ま
っ
て
池
へ
水
が
来
な

く
な
り
、
岸
部
の
住
民
が
竹
を
継
ぎ
足
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
い

ろ
と
工
夫
を
し
て
や
っ
て
み
た
が
、
何
し
ろ
七

O
間
余
(
約

一

三
0
メ
ー
ト
ル
)
の
長
水
路
の
こ
と
と
て
、
思
う
に
任
せ
ず
困

り
果
て
』
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
奇
人
が
一
策
を
按
じ
、
ト
ン
ネ

ル
の
出
口
十
間
(
約
一
八
メ
ー
ト
ル
)
程
の
上
か
ら
一
メ
ー
ト

ル
程
の
穴
を
開
け
、
用
意
し
て
き
た
「
と
う
ま
る
寵
」
を
、
ゴ

ミ
類
が
上
か
ら
流
れ
い
る
よ
う
に
伏
せ
、
そ
れ
を
何
回
も
根
気

よ
く
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
、
見
事
に
通
水
し
て
皆
の
衆
を
ホ
ツ

と
さ
せ
た
と
云
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。

そ
の
お
陰
で
直
上
の
田
圃
は
、
修
理
不
完
全
の
た
め
ま
た
し

て
も
穴
が
聞
き
、
そ
こ
か
ら
水
が
吸
わ
れ
て
、
大
変
困
っ
て
居

ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
明
る
い
話
も
嘘
で
は
な
い
ら

し
い
。
(
三
八
・
一

一
・
二
二
)

さ
し
も
難
工
事
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
こ
の
繰
り
抜
き
が
果

た
し
て
い
つ
頃
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
り
か
ね
て

そ
れ
か
ら
弓
場
氏
宅
の
真
横
手
に
笠
松
氏
宅
が
あ
る
。
そ
の

辺
り
に
当
時
の
馬
の
つ
な
ぎ
場
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
笠
松
の
姓

も
弓
場
の
姓
も
共
に
明
治
の
初
め
頃
に
こ
の
固
有
名
調
か
ら
、

名
づ
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
肯
け
る
。
こ
れ
で
両
姓
の
出

所
の
謎
も
解
け
た
わ
け
で
あ
る
。
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弓
場
氏
は
数
代
前
か
ら
、
谷
正
ケ
池
(
た
ん
じ
よ
う
が
い
け
)

か
ら
釈
迦
ケ
池
に
通
ず
る
、
水
路
の
樋
の
管
理
の
委
嘱
を
受
け

継
い
で
居
り
、
大
体
春
の
彼
岸
か
ら
秋
の
彼
岸
ま
で
の
期
間
中

の
、
雨
の
降
っ
た
時
に
は
出
来
る
だ
け
、
多
く
の
水
を
池
へ
送

る
と
と
に
決
め
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
毎
年
五
月
頃
?
に
な
る
と
、

岸
部
か
ら
十
数
名
の
農
民
が
泥
諜
え
に
来
る
と
、
い
つ
も
湯
茶

の
接
待
を
し
、
休
憩
も
し
て
貰
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

居
っ
た
が
、
今
で
も
此
所
の
土
地
所
有
者
で
あ
る
、
和
仁
儀

一

氏
宅
に
現
存
す
る
、
こ
の
場
所
の
地
租
減
免
状
に
天
明
年
号
が

記
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
よ
り
以
前
に
完
成
さ
れ
て

居
っ
た
こ
と
が
判
り
、
二
百
余
年
の
月
日
が
経
過
し
て
い
る
こ

と
も
、
ハ
ツ
キ
リ
と
し
て
嬉
し
い
。

釈
迦
ケ
池
と
く
り
抜
き
水
路
(
ト
ン
ネ
ル
)
の
現
況

今
回
も
却
浅
野
倉
平
さ
ん
が
現
地
を
訪
れ
、
沢
山
の
写
真
を

撮
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
風
土
記
こ
ぼ
れ
話
が
書
か
れ
た
昭
和

却
年
代
か
ら
半
世
紀
が
経
ち
、
佐
井
寺
、
岸
部
共
に
田
圃
の
宅

地
化
・
工
場
用
地
化
が
進
み
住
宅
や
マ
ン

シ
ョ
ン
が
建
ち
並

び
、
当
時
の
面
影
は
全
く
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

釈
迦
ケ
池
は
農
業
用
水
池
と
し
て
の
使
命
を
終
え
、
周
囲
の

埋
め
立
て
で
面
積
は
三
分
の

一
に
縮
小
、
池
の
中
央
を
名
神
高

速
道
路
が
走
っ
て
い
ま
す
。
池
の
ま
わ
り
に
は
吹
田
市
立
博
物

館
、
紫
金
山
公
園
が
整
備
さ
れ
、
住
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
公
園
内
に
は
本
文
に
あ
る
窯
跡
が
、
国
指
定
史
跡

吉
志
部
瓦
窯
跡
(
き
し
べ
が
ょ
う
せ
き
)
と
し
て
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。
池
で
は
た
ま
に
釣
り
人
(
禁
止
で
す
)
の
姿
を
見
か
け

て
も
、
鴨
の
姿
は
全
く
な
く
、
野
鳥
を
見
る
の
を
楽
し
み
に
池

の
見
え
る
マ
ン
シ
ョ
ン
を
買
っ
た
人
が
嘆
か
れ
た
そ
う
で
す
。
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く
り
抜
き
水
路
の
両
端
は
様
変
わ
り
し
、
冒
頭
の
写
真
の
場
所

を
想
像
す
る
こ
と
は
全
く
出
来
ま
せ
ん
。

く
り
抜
き
水
路
の
取
水
口
(
佐
井
寺

1
1
お
)

沈
砂
池
(
砂
が
ト
ン
ネ
ル
に
流
れ
込
ま
ぬ
よ
う
一
時
溜
め
て
砂
を
沈

殿
さ
せ
る
池
)
の
跡
が
空
地
と
し
て
残
り
、
説
明
板
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。
ト
ン
ネ
ル
は
埋
め
て
な
い
と
思
う
が
取
水
口
自
体
の
跡
は
ど

こ
に
も
な
い
。

く
り
抜
き
水
路
の
放
出
口
の
あ
っ
た
場
所
(
五
月
が
丘
南
口
)

現
在
は
佐
井
寺
東
公
園
と
な
り
説
明
板
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
か
ら
池
へ
と
続
く
水
路
は
暗
渠
で
残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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