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吹
田
市

佐
井
寺
風
土
記
こ
ぼ
れ
話
会
ハ
)
最
終
回

編

集

部

大
阪
市
の
水
源
地
と
佐
井
寺

今
か
ら
五
十
年
程
前
(
大
正
二
年
頃
編
集
部
注
)
の
こ
と
、

ど
う
い
う
風
の
吹
き
回
し
か
、
丘
陵
の
起
伏
す
る
草
深
い
、

こ
の
佐
井
寺
村
へ
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
阪
府
か
ら
の
委
嘱
で
、
こ
の
佐
井
寺
へ
調
査
に
来
ら
れ
た
、

担
当
技
師
の
名
を
沢
井
と
云
っ
た
。

そ
の
技
師
の
助
手
と
し
て
、
田
中
さ
ん
他
二
名
が
雇
わ
れ
た

が
、
以
下
の
記
述
は
、
田
中
さ
ん
の
お
話
と
、
私
の
感
想
と
を

記
し
た
も
の
で
あ
る
。

沢
井
さ
ん
は
こ
の
丘
陵
地
を
、
約
二
ヶ
月
に
渉
っ
て
実
測
さ

れ
た
と
こ
ろ
、
水
源
地
と
し
て
適
地
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、

地

蔵
塚
を
中
心
と
し
た
、
周
囲
十
二
町
が
そ
れ
に
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
余
剰
の
水
は
全
部
、
農
耕
用
に
提
供
す
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
買
収
交
渉
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
小
作
の
人
々
は
双
手

を
挙
げ
て
賛
成
し
て
く
れ
た
。

と
い
う
の
は
、
当
時
の
日
給
の
相
場
は
二
十
銭
で
あ
っ
た
が
、

も
し
も
こ
の
工
事
に
雇
っ
て
貰
う
と
、
四
十
銭
が
労
賃
と
し
て

支
払
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
な
る
と
困
る

の
は
地
主
達
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
最
後
ま
で
、
地

主
達
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
話
は
挫
折
し
て
了
っ
た
。

そ
の
技
師
沢
井
さ
ん
の
話
に
よ
れ
ば
、
水
は
淀
川
か
ら
で
は

料
水
と
し
て
の
適
不
適
を
論
議
さ
れ
、
も
は
や
供
給
の
限
界
点

に
近
づ
き
つ
』
あ
る
こ
と
を
思
う
時
、
腰
抜
け
ど
も
の
多
か
っ

た
当
時
の
為
政
者
逮
が
、
沢
井
さ
ん
の
案
を
用
い
て
く
れ
て
い

た
な
ら
地
盤
の
沈
下
其
他
水
に
関
す
る
諸
問
題
は
、
あ
る
程
度

は
緩
和
さ
れ
て
、
か
く
も
問
題
に
な

っ
て
居
ら
な
か
っ
た
ろ
う

に
・・・
と
思
う
に
つ
け
て
、
取
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
〉

悔
や
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
た
だ
老
人
の
繰
り
ご
と
な
ど
〉
は
、
恩
わ
れ
た
く
な

'ν 

沢
井
さ
ん
の
遠
大
な
、
百
年
後
の
阪
神
地
区
の
発
展
を
見
抜

い
て
の
、
卓
見
が
挫
折
し
た
』
め
に
、
第
二
案
の
柴
島
が
選
定

採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
か
。

安
寿
山
に
土
器
を
拾
う

今
か
ら
三
年
前
の
夏
の
直
昼
時
、
吹
高
の
清
田
先
生
と
、

小

径
も
判
ら
ぬ
身
丈
程
の
雑
草
を
、
か
き
分
け
、
案
内
の
田
中
さ

ん
に
つ
い
て
安
寿
山
に
登
っ
た
、
こ
の
山
は
山
と
い
う
程
で
も

な
く
、
丘
と
云
っ
て
お
い
た
方
が
適
切
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
須
恵
器
の
破
片
が
、
い
く
ら
で
も
転
が
っ
て
い
る
、

当
時
は
大
体
桃
畑
で
あ
っ
た
が
、
破
片
の
色
も
形
状
も
釈
迦
ケ

池
北
岸
の
、
昇
り
窯
跡
か
ら
出
た
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
。

地
形
も
南
面
し
た
登
り
窯
築
造
に
は
、
最
適
の
傾
斜
地
で
あ

る
こ
と
は
判
っ
た
が
、
小
地
主
群
の
土
地
柄
だ
け
に
、
発
掘
調

査
に
は
相
当
の
困
難
性
が
伴
い
、
役
所
へ
の
調
査
依
頼
の
運
動

な
く
、
遠
く
琵
琶
湖
か
ら
の
用
水
路
を
作
っ
て
、
直
接
に
湖
水

を
引
き
入
れ
、
こ
れ
を
地
蔵
塚
か
ら
大
阪
城
の
天
守
台
へ
送
り
、

そ
れ
か
ら
大
阪
市
内
へ
配
水
す
る
と
い
う
遠
大
な
計
画
で
あ
っ

た
。
こ
の
工
事
の
見
積
も
り
は
、
百
万
円
と
計
上
さ
れ
た
そ
う

で
あ
る
。
今
の
金
に
換
算
す
れ
ば
大
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ

る
日
の
昼
飼
時
に
技
師
が
、
休
憩
場
所
の
愛
宕
山
か
ら
大
阪
城

を
測
量
し
た
と
こ
ろ
、
天
守
台
よ
り
も
当
山
の
方
が
、
十
二
尺

も
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
以
て
当
佐
井
寺
の
高
い
地
域
で
あ

る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

其
時
に
技
師
は
「
百
年
の
後
に
は
大
阪
と
神
戸
と
は
、
必
ず

一
体
に
な
る
・・・
」
と
言
明
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

日
毎
に
殖
え
て
い
く
工
場
、
ピ
ル
等
々
、
無
軌
道
振
り
な
地

下
水
汲
み
土
げ
に
よ
る
、
地
盤
沈
下
を
防
止
す
る
た
め
、
地
下

水
に
代
わ
る
工
業
用
水
の
確
保
利
用
、
阪
神
間
諸
都
市

一
体
化

よ
り
更
に
飛
躍
し
た
、
兵
庫

・
大
阪

・
京
都

・
滋
賀

・
福
井
嶺

南

・
三
重

・
奈
良

・
和
歌
山
を
も
含
め
た
、
近
畿
広
域
圏
化
、

各
高
速
道
路
新
設
と
立
体
化、

等
々
し
き
り
に
昨
今
の
新
聞
を

娠
わ
し
て
い
る
現
況
を
思
う
と
き
、
五
十
数
年
前
も
以
前
に
、

助
手
の
田
中
さ
ん
に
語
ら
れ
た
、
先
見
の
明
あ
る
言
葉
に
は
、

只
々
頭
の
下
が
る
の
み
。

当
時
の
為
政
者
に
し
て
見
れ
ば
、
沢
井
さ
ん
提
案
の
設
計
図

は、

「余
り
に
も
夢
物
語
に
等
し
い
も
の
・

・・
」
く
ら
い
に
し
か

感
じ
て
居
ら
ず
、
誰
も
が
耳
を
籍
さ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

ト
V
品
M近

頃
の
柴
島
水
源
地
附
近
の
汚
染
度
も
甚
し
く
、
府
民
の
飲

も
差
し
控
え
て
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
達
が
な
ぜ
こ
こ

へ
登
っ
て
き
た
か
を
、
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

今
か
ら
数
十
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
、
田
中
さ
ん
ら
当
時
の
若

者
達
数
十
名
が
、

此
の
丘
を
開
墾
し
た
と
こ
ろ
、
須
恵
器
の
破

片
が
ぞ
く
ぞ
く
と
出
て
き
て
、
非
常
に
開
墾
工
事
の
邪
魔
に
な

り
、
た
め
に
開
墾
も
捗
ら
な
い
で
図
っ
た
ら
し
く
、
中
に
は
形

状
の
整
っ
た
も
の
も
若
干
出
て
、
各
人
が
保
存
し
た
け
れ
ど
、

永
い
年
月
の
聞
に
無
関
心
さ
も
手
伝
っ
て
、
邪
魔
も
の
扱
い
視

さ
れ
、
い
っ
と
は
な
し
に
、
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の

が
実
情
ら
し
い
。

と
こ
ろ
が
僅
か
の
聞
に
、
土
地
造
成
ブ
ー
ム
の
余
波
が
、
こ

こ
ら
当
た
り
に
ま
で
も
進
入
し
、
昨
秋
よ
り
ブ
ル
ド

l
ザ
に
よ

り
崩
し
始
め
た
。
気
に
は
か
け
て
居
っ
た
が
、

一
昨
年
来
神
経

痛
に
回
国
さ
れ
、
両
手
足
の
悪
く
不
自
由
な
た
め
、
現
場
へ
ゆ
く

こ
と
が
つ
い
延
び
延
び
に
な
っ
て
い
た
。

昨
年
十
月
末
の
あ
る
日
、
「
窯
跡
が
二
ケ
所
も
出
た
」
と
の

こ
と
を
耳
に
し
た
の
で
驚
き
、
足
の
痛
み
を
こ
ら
え
て
登
っ
て

み
る
と
、
以
前
か
ら
私
の
気
に
懸
け
て
居
っ
た
、
こ
ち
ら
か
ら

見
え
な
い
場
所
で
、
丘
の
中
腹
迄
削
り
と
ら
れ
て
了
っ
て
あ
る

の
に
、
地
団
駄
踏
ん
だ
が
、
あ
と
の
祭
り
で
ど
う
に
も
な
ら
な

黒
灰
層
の
跡
ら
し
い
と
こ
ろ
が
、

一
尺
(
約
三
0
セ
ン
チ
)
程

残
つ
で
あ
っ
た
の
で
、
早
速
と

一
一
塊
を
個
み
だ
し
、
角
の
あ
る

所
で
コ
ツ
ン
コ
ツ
ン
と
当
て
る
と
、
思
い
が
け
な
い
程
完
全
に

近
い
、
食
器
の
蓋
ら
し
い
も
の
が
転
び
出
た
と
き
は
、
た
と
え
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様
の
な
い
嬉
し
さ
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
私
が
腕
ん
で
居
っ
た
こ
と
に
は
、
間
違
い
の
な
か
っ

た
こ
と
が
、
こ
れ
で
立
証
さ
れ
た
事
に
な
る
。

ニ
ケ
所
も
窯
跡
が
出
た
と
の
言
葉
は
、
私
の
調
査
で
破
壊
さ

れ
た
後
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
役
所
へ
届
け
出
て
土
取
り
作

業
中
止
の
申
請
も
不
要
に
な
っ
た
。

第
二
回
目
に
行
っ
た
時
に
は
、
輸
完
全
に
近
い
、
小
壷
ら
し

い
形
状
の
も
の
を
拾
っ
た
。

こ
れ
も
須
恵
器
で
あ
る
が
、
ま
だ
完
成
さ
れ
た
も
の
で
な
く

素
焼
き
に
近
い
も
の
で
、
も
う

一
度
加
工
し
て
、
更
に
高
温
度

に
か
け
て
、
仕
上
げ
る
過
程
の
土
器
で
あ
る
ら
し
い
。

一
昨
年
七
月
六
日
有
志
十
数
名
と
、
釈
迦
ケ
池
北
岸
へ
赴
き
、

京
都
大
学
考
古
学
教
室
の
、
横
山
浩
一
教
授
か
ら
聴
い
た
話
で

は
此
所
か
ら
の
出
土
日
聞
は
、
千
数
百
年
前
に
朝
鮮
民
族
が
大
挙

渡
来
し
、
ロ
ク
ロ
を
使
つ
て
の
須
恵
器
の
、
制
作
に
い
そ
し
ん

だ
も
の
で
、
弥
生
式
土
器
製
法
と
は
、
比
較
に
な
ら
な
い
程
進

歩
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

温
度
も
千
数
百
度
の
熱
に
上
る
、
地
形
を
う
ま
く
利
用
し
た

登
り
窯
を
造
り
、
当
時
と
し
て
は
技
術
的
大
革
新
で
、
幼
稚
な

技
術
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
日
本
人
を
し
て
、
目
を
健
ら
せ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

或
人
は
臼
く
「
此
の
作
品
は
(
私
の
拾
っ
た
品
)
数
百
年

前
位
に
焼
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
・
・
・
」
と
。

蔵
塚
」
等
々
一
連
の

E
陵
は
何
れ
も
、
抹
香
臭
い
名
称
ば
か
り

で
は
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
い
た
く
興
味
を
唆
ら
し
め
ら
れ
、

こ
〉
ろ
の
和
む
地
名
ば
か
り
で
あ
る
。
(
三
八

・
五

・
一
O
)

こ
の
項
も
重
複
の
箇
所
の
あ
る
と
こ
ろ
を
お
詫
び
す
る
。

寺
下
の
八
右
エ
門

か
つ
て
の
山
田
寺
は
、
傑
僧
行
基
の
関
創
と
称
え
ら
れ
、
碕

井
寺
と
も
い
っ
て
僧
坊
六
十
余
の
堂
宇
を
数
え
た
。
草
堂
な
が

ら
当
時
と
し
て
は
豪
壮
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
長
の
年
月

と
、
度
重
な
る
戦
乱
の
余
波
を
受
け
て
灰
尽
と
な
り
、
今
日
の

山
田
寺
は
当
時
の

一
塔
頭
(
た
っ
ち
ゅ
う
)
で
あ
っ
た
。
一
度

は
愛
宕
山
へ
上
っ
て
い
た
ジ
け
ば
当
時
の
規
模
の
如
何
に
尼
大

な
も
の
で
あ
っ
た
か
ジ
窺
え
る
。

「
寺
下
の
八
右
エ
門
」
と
は
、
当
山
田
寺
の
下
の
方
に
住
ん
で

居
ら
れ
た
の
で
、
か
く
は
呼
び
名
を
さ
れ
た
。

或
朝
の
こ
と
、
八
右
エ
門
の
家
人
が
、
門
先
に
人
口
問
卑
し
か

ら
ぬ
落
人
ら
し
い
、
武
人
が
件
っ
て
い
る
の
に
気
が
つ
き
、
不

審
に
思
っ
て
其
の
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
先
ず
食
事
を
与

え
ら
れ
た
い
・
・

・」
と
請
う
。
次
で
「
今
は
世
を
侮
る
故
、
安

全
な
場
所
へ
隠
し
て
欲
し
い

・・
・
」
と
の
要
請
が
あ
っ
た
の
で
、

食
事
が
終
わ
る
や
す
ぐ
に
納
屋
へ
隠
し
、
家
人
ら
は
そ
の
前
で

平
常
通
り
の
縄
な
い
草
履
造
り
等
を
し
て
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
し

た
。

区lはまと寿山て'拾ったものである。

こ
の
方
面
に
あ
ま
り
知
識
を
持
た
な
い
私
に
は
、
何
も
判
ら

な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
当
佐
井
寺
も
古
く
か
ら
人
々
が
、
交
流

し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
考
古
学
上
に
於
て
も
、

民
俗
学
的
見
地
か
ら
も
、
何
ら
か
の
研
究
諜
題
を
残
し
て
く
れ

て
い
る
こ
と
に
、
判
ら
な
い
乍
ら
に
も
大
関
心
と
、
希
望
と
悦

び
と
が
私
の
胸
を
去
来
し
て
い
る
。

題
名
の
「
安
寿
山
」
隣
り
の
「
万
陀
羅
山
」
右
隣
り
の
「
地

や
が
て
夕
刻
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
追
手
の
来
る
様
子
も
な
く
、

落
人
は
家
人
ら
に
丁
寧
に
礼
を
述
べ
「
そ
の
お
礼
の
証
(
し
る

し
)
に
何
か
所
望
が
あ
れ
ば
遠
慮
な
く
申
し
出
る
よ
う
に
・・

・」

と
の
言
葉
に
応
え
、
最
近
当
村
へ
落
人
及
び
強
請
(
ゆ
す
り
)

な
ど
の
悪
と
う
が
、
頻
り
に
出
没
し
、
各
家
々
を
脅
や
か
し
て

困
り
居
る
旨
訴
え
る
と
快
諾
、
早
速
と

一
筆
を
認
め
て
立
ち
去

っ
た
。其

の
う
し
ろ
姿
に
は
御
光
が
射
し
て
お
っ
た
と
か
。
こ
の

一

札
の
お
陰
で
爾
来
、
諸
々
の
輩
の
出
入
り
が
な
く
な
り
、
悩
み

の
種
子
が
ス
ツ
カ
リ
と
消
え
去
り
、
以
後
村
人
達
は
こ
の
落
人

(
家
康
か
)
を
徳
と
し
て
、
な
が
く
慕
っ
て
い
た
と
か
。

貴
重
な
こ
の
文
書
(
も
ん
じ
よ
)
は
後
日
山
田
寺
へ
奉
納
し

た
が
、
以
後
い
つ
の
間
に
や
ら
行
方
不
明
と
な
り
、
種
々
な
噂

や
口
伝
え
に
残
っ
て
い
る
。
或
い
は
某
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る

と
か
の
話
は
耳
に
す
る
が
、
果
た
し
て
ど
こ
迄
が
真
実
で
あ
る

か
は
判
ら
な
い
。

当
時
落
人
に
与
え
た
御
飯
は
麦
飯
で
あ
っ
た
の
で
「
麦
飯
の

八
右
エ
門
」
と
し
て
今
に
口
伝
え
に
残
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に

あ
た
』
か
い
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
伝
説
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
こ
の
土
地
の
古
さ
を
物
語
っ
て
い
る
、
貴
重

な
証
拠
の
一
コ
マ
で
実
に
あ
り
が
た
い
。

「
註
」
当
時
の
農
民
は
殆
ど
全
部
と
云
っ
て
も
い
』
程
、
つ
い

三
四
十
年
前
迄
は
麦
の
混
ぜ
た
も
の
を
常
食
と
し
て
居
っ
た
、

故
に
身
体
は
健
康
で
脚
気
な
ど
に
躍
る
若
者
を
見
な
か
っ
た

が
、
最
近
は
食
生
活
が
変
わ
っ
た
の
で
、
脚
気
に
か
』
る
若
者
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も
若
干
は
あ
る
ら
し
い
。
(
三
八
・
五

・
九
)

山
田
の
荘
と
覚
応
寺
に
つ

い
て

山
田
の
荘
と
は
佐
井
寺
も
含
め
た
広
大
な
土
地
の
こ
と
で
、

そ
の
佐
井
寺
の
民
家
に
は
、
旧
幕
時
代
か
ら
明
治
初
年
頃
に
か

け
て
、
堺
の
覚
応
寺
を
上
寺
(
う
わ
で
ら
)
と
し
て
い
た
も
の

が
六
七
十
軒
も
あ
っ
た
。

同
時
の
住
職
は
戦
国
時
代
の
頃
、
四
国
の
一
地
頭
で
あ
っ
た

が
、
い
づ
れ
の
頃
よ
り
か
、
堺
に
住
む
様
に
な
り
、
後
、
本
願

寺
の
法
主
に
帰
依
し
、
そ
の
後

一
寺
の
住
職
と
な
り
布
教
に
明

け
暮
れ
て
居
っ
た
と
こ
ろ
、
戦
火
に
確
り
其
の
混
乱
の
際
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
書
い
た
御
本
尊
、

一
名
御
神
名
様
(
こ
し
ん

め
い
さ
ま
)
と
称
え
た
も
の
を
紛
失
し
て
了

っ
た
。

落
胆
し
た
和
尚
は
、
方
々
を
訪
ね
あ
ぐ
ん
だ
が
挫
け
ず
、
「
も

し
や
」
と
思
い
直
し
、
当
時
十
軒
ば
か
り
あ
っ
た
大
阪
の
、
古

道
具
屋
を
訪
ね
回
っ
た
と
こ
ろ
、
或
る
日

一
軒
の
古
道
具
屋
の

主
人
か
ら
、
去
る
日
摂
洲
山
田
の
荘
の
お
方
、
が
買
っ
て
下
さ
っ

た
、
と
の
言
葉
に
力
を
得
て
遥
々
と
探
し
求
め
、
山
田
の
荘
、

即
ち
今
の
佐
井
寺
村
へ
、
よ
う
や
く
辿
り
着
い
て
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
そ
の
買
い
主
は
山
田
氏
と
判
り

(
其
の
姓
は
現
在
で
も
続

い
て
い
る
)
和
尚
は
同
家
を
尋
ね
、

一
ぶ
始
終
を
物
語
っ
た
と

こ
ろ
、
主
人
は
非
常
に
感
激
し
、
無
償
に
て
こ
れ
を
手
渡
さ
れ

た
。こ

れ
が
当
佐
井
寺
村
民
と
の
、

つ
な
が
り
が
出
来
た
始
ま
り

収
入
も
殖
え
れ
ば
元
気
も
出
て
、
楽
し
み
も
増
し
て

に
な
り
、

く
る
。

昼
日
中
の
農
作
業
も
終
え
、
タ
飼
に
く
つ
ろ
ぐ
間
も
惜
し
く
、

隣
近
所
の
夫
妻
、
若
人
、
娘
さ
ん
達
が
、
各
々
の
家
に
集
ま
り

遅
く
ま
で
の
作
業
を
つ
ジ
け
、
つ
い
競
争
心
ま
で
手
伝
っ
て
、

少
し
で
も
沢
山
に
能
率
を
上
げ
よ
う
と
励
む
、
け
れ
ど
四
方
山

の
話
に
冗
談
を
交
え
て
の
作
業
故
に
、
疲
れ
も
あ
ま
り
に
こ
た

え
な
い
ら
し
い
。

嬉
し
い
さ
〉
や
き
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
や
が
て
花
も
咲
か

せ
て
実
も
結
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
ん
な
に
甘
い
こ
と
や
、
嬉
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な

い、

「縄
な
い
」
は
楽
し
そ
う
に
見
え
る
が
そ
ん
な
生
や
さ
し

い
も
の
で
は
な
い
、
少
し
精
を
出
す
と
両
掌
の
皮
が
薄
く
な
り
、

血
が
に
じ
み
出
て
来
る
。
二
三
日
休
ん
で
う
す
皮
が
出
来
る
と
、

又
作
業
を
続
け
る
重
労
働
と
な
り
、
楽
し
い
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

「う
ち
の
娘
を
佐
井
寺
へ
は
嫁
に
や
り
た
く
な
い
、
縄
な
い

を
さ
せ
る
の
は
可
哀
想
じ
ゃ

・・・
」
他
村
の
親
御
達
に
し
て
み

れ
ば
、
そ
う
云
わ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
、
他
所
か
ら
嫁
に
来

ら
れ
た
人
達
は
、
馴
れ
な
い
か
ら
人
知
れ
ぬ
苦
し
み
も
あ
っ
た
。

幾
日
か
の
楽
し
い
盆
正
月
の
薮
入
り
も
済
ま
せ
て
、
婚
家
近
く

に
帰
っ
て
く
る
と
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
家
の
内
か
ら
の
人
声
や
、

縄
な
い
の
音
が
耳
に
入
り
、
ま
た
ま
た
辛
い
思
い
を
、
繰
り
返

す
こ
と
の
や
る
せ
な
さ
に
、

一波
を
絞
っ
た
人
達
も
随
分
と
多
か

っ
た
ら
し
い
。

け
れ
ど
も
時
は
移
り
、
機
械
な
え
に
な

っ
て
か
ら
は
、
副
業

で
あ
る
。
そ
の
僧
の
徳
を
慕
う
た
も
の
か
、
忽
ち
に
し
て
六
七

十
軒
が
、
上
寺
と
し
て
仰
い
だ
も
の
ら
し
い
。

当
今
で
は
も
う
其
の
様
な
話
は
聞
か
な
い
、
そ
れ
か
ら
永
い

年
月
が
経
つ
と
と
も
に
、
寺
と
の
つ
な
が
り
も
、
い
っ
と
は
な

し
に
疎
遠
と
な
り
、
噂
も
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
伝
説
は
信
仰
と
結
び
つ
い
た
我
々
の
、
生
活
に
身
近
な

感
を
輿
え
て
く
れ
て
い
る
。

な
か
な
か
興
味
の
あ
る
、
深
く
私
の
心
を
捉
え
た
一
挿
話
と

し
て
、
永
久
に
残
し
て
お
き
た
い
も
の
〉

一
つ
で
あ
る
。

(三
八

・
六

・
十
八
)

歌
人
与
謝
野
晶
子
氏
と
同
寛
氏
、
こ
の
覚
応
寺
の
前
々
?
の

住
職
と
は
、
じ
っ
副
知
の
間
柄
で
二
人
し
て
、
屡
々
こ
の
寺
を
訪

れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
偶
然
な
と
こ
ろ
か
ら
耳
に
し

た
。

(四

0
・
四
)

縄

な

い

全
国
の
各
農
家
で
は
副
業
と
し
て
、
身
近
に
あ
る
葉
こ
そ
は
、

無
尽
蔵
に
等
し
い
好
資
源
、
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
あ
る

ま
い
、
土
地
土
地
に
適
し
た
わ
ら
工
品
と
し
て
生
産
に
励
み
、

各
農
家
の
生
計
を
支
え
る
、
重
大
な
役
割
を
果
し
て
い
る
と
云

え
る
。

わ
が
佐
井
寺
の
各
農
家
に
於
て
も
、
い
つ
の
頃
よ
り
か
縄
な

い
を
始
め
た
、
段
々
と
馴
れ
る
に
従
っ
て
能
率
も
上
が
る
よ
う

と
し
て
の
生
業
(
な
り
は
い
)
も
漸
次
少
く
な
り
、
さ
し
も
の

般
盛
を
極
め
た
純
な
う
人
達
も
、
何
時
と
は
な
し
に
消
え
て
し

ま
い
、
内
々
喜
ん
だ
人
も
あ
り
、
嘆
い
た
人
々
も
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。

而
し
副
業
と
し
て
は
相
当
な
収
入
に
な
り
、
少
な
か
ら
ぬ
産

を
な
し
た
人
も
あ
る
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。

さ
て
其
の
賃
金
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
材

料
の
藁
は
他
か
ら
買
う
と
す
れ
ば
、

一
束
(
い
っ
そ
く
)
(
と

い
え
ば
わ
ら
十
六
把
(
ぱ
)
で

一
括
り
)
で
、

二
銭
か
ら
二
銭

五
厘
が
相
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
四
五
十
年
も
前
の
相
場
で
あ

る
。縄

の
長
さ
は
十
二
間
(
け
ん
)
(
約
二
十
二
メ
ー
ト
ル
)
に
、

な
え
た
も
の
が

一
把
(
い
ち
わ
)
と
い
う
。
そ
れ
を
十
把
寄
せ

た
も
の
を

一
束
と
い
う
。
こ
の
賃
金
が
上
等
で
十
六
銭
、
中
等

十
三
銭
、
下
が
十
二
銭
く
ら
い
で
、
英
の
等
級
の
差
は
、
丁
寧

に
仕
上
が
っ
た
も
の
を
上
等
と
す
る
。

こ
れ
を
よ
く
す
る
人
は
、

一
日
に
三
東
く
ら
い
は
仕
上
げ
る
。

わ
ら
代
を
差
し
引
い
て
も
、
四
十
銭
前
後
の
収
入
と
い
え
ば
、

当
時
と
す
れ
ば
随
分
と
良
い
副
業
と
い
え
る
。

縄
が
な
い
上
が
る
と
、
そ
れ
を
よ
り
か
け
車
に
か
け
て
か
ら
、

縄
の
ヒ
ゲ
を
焼
い
て
み
が
く
。
そ
れ
を

「縄
こ
す
り
」
と
い
う
。

(三
八

・
五

・
二
六
)
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「
銀
板
の
墓
誌
銘
」
|
出
土
品
の
発
見
者

大
和

・
榊
原
氏
宅
訪
問
記
(
和
仁
儀
一
氏
口
述
)

昭
和
三
十
五
年
三
月
十
日
付
、
大
阪
毎
日
新
聞
に
、
大
和
国

天
理
市
岩
屋
在
榊
原
獅
(
た
か
し
)
氏
所
有
の
山
地
(
薮
)
か
ら
、

「
佐
井
寺
僧
道
薬
氏
の
骨
表
」
と
そ
の
中
に
収
め
ら
れ
で
あ
っ

た
「
銀
板
の
墓
誌
銘
」
と
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
全
国
学
界

で
も
珍
し
い
出
土
日
間
で
あ
る
。
と
宣
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

四
月
中
旬
の
丑
(
牛
)
の
祈
祷
の
日
に
、
山
田
寺
住
職
谷
光
倫
師

よ
り
、
そ
の
旨
語
ら
れ
た
の
で
五
月
麦
秋
の
頃
何
心
な
く
訪
ね

た
い
気
持
ち
が
起
こ
り
、
腰
弁
で
九
時
頃
に
我
が
家
を
出
立
、

近
鉄
に
乗
り
天
理
駅
に
下
車
し
て
、
先
ず
天
理
教
本
社
殿
を
礼

拝
し
た
。
(
中
略
)

あ
る
日
当
若
主
人
が
薮
を
掘
り
返
し
て
居
っ
た
と
こ
ろ
、
石

に
当
た
っ
た
の
で
、
其
の
石
義
を
取
り
除
く
と
、
方
形
の
石
で

固
ま
れ
で
あ
り
、
そ
の
中
の
小
石
を
取
り
除
く
と
、
素
焼
き
の

骨
査
が
見
つ
か
り
、
驚
い
て
家
に
帰
り
父
に
告
げ
る
と
、
半
信

半
疑
の
態
た
ら
く
、
誰
か
の
墓
地
で
は
な
い
か
、
等
々
思
い
乍

ら
現
場
へ
戻
り
、
恐
る
恐
る
蓋
を
開
け
る
と
光
る
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
銀
板

一
薬
の
裏
と
表
に
、
毛
彫

り
し
た
墓
誌
銘
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
方
で
は
「
そ
の
様
な
も
の

が
出
る
と
、
家
に
不
祥
事
が
起
こ
る
・
・・
」
と
の
言
い
伝
え
が

あ
る
た
め
、
元
の
通
り
に
収
め
て
内
密
に
し
て
お
い
た
。

と
こ
ろ
が
ふ
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
漏
れ
て
人
か
ら
人
へ
と
伝

わ
り
、
他
所
か
ら
の
道
具
屋
さ
ん
が
見
え
、
ご
く
内
密
で
譲
り

て
居
な
か
っ
た
が
、
墓
誌
銘
と
骨
査
の
出
土
に
よ
り
、
千
二
百

五
十
年
前
の
和
銅
年
間
に
、

た
と
え
草
堂
の
類
い
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
六
十
余
坊
も
存
在
し
て
居
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な

い
ら
し
く
恩
わ
れ
る
。
墓
誌
銘
の
道
楽
師
は
、
当
佐
井
寺
で
修

行
さ
れ
た
僧
か
、
そ
れ
と
も
名
僧
で
当
寺
へ
招
か
れ
、

一
山
の

僧
の
指
導
的
役
割
を
、
果
た
し
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

カ

こ
の
墓
誌
銘
の
お
陰
で
今
迄
唆
昧
模
糊
と
し
た
観
念
か
ら
拭

い
去
ら
れ
、
整
を
並
べ
て
威
容
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

九
%当

時
の
新
聞
(
毎
日
)
に
依
る
と
、
和
銅
七
年
(
七
一

四
)
は
奈

良
選
都
後
五
年
目
、
発
見
の
年
か
ら
数
え
て
一
千
二
百
四
十
五

年
前
で
あ
る
。
此
の
様
に
葬
者
の
墓
に
、
姓
名
、
生
前
の
略
歴

等
を
刻
ん
だ
墓
誌
は
、
鋼
板
、
金
銅
板
、
銅
表
、
瓦
等
に
刻
ん

だ
も
の
が
、
全
国
で
十
四
例
出
さ
れ
て
い
る
が
、
銀
製
の
も
の

は
こ
れ
が
初
め
て
ジ
、
し
か
も
文
中
の
「
佐
井
寺
」
は
奈
良
時

代
の
寺
院
名
に
出
て
来
ず
、

「
大
楢
」
の
姓
も
姓
氏
録
に
も
な

く
、
資
料
上
か
ら
も
大
き
な
研
究
課
題
と
さ
れ
、
考
古
学
界
か

ら
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
云
々
(
三
八

・
六

・
一
O
)

吹
田
市
御
在
住
の
史
学
御
専
攻
の
諸
先
生
、
史
実
や
、
市
の

古
文
化
財
保
存
に
関
心
の
深
い
方
々
、
吹
田
市
の
た
め
に
な
お

詳
し
く
御
研
究
、

御
教
示
垂
れ
給
わ
ん
こ
と
を
乞
う
。

(三
九

・
二

・
こ

受
け
た
い
旨
、
執
劫
に
食
い
下
が
ら
れ
、
「
当
方
も
災
い
の
種

を
無
く
す
る
た
め
に
も
・

・
・」
と
つ

い
釣
り
込
ま
れ
て
、
手
放

す
気
持
ち
が
湧
い
て

一
度
は
手
放
し
た
も
の
ら
し
い
。

や
や
時
を
経
て
、
県
の
古
文
化
財
保
存
委
員
会
?
の
、
人
達

の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
を
、
古
道
具
屋
さ
ん
が
逸
早
く

耳
に
し
、
榊
原
氏
の
も
と
へ
返
還
に
来
た
の
で
、
こ
と
の
重
大

性
を
察
知
し
、
早
速
と
元
の
と
こ
ろ
に
収
蔵
し
た
。
こ
れ
で
噂

の
第
三
国
人
の
手
に
も
渡
ら
ず
に
済
ん
だ
こ
と
は
何
よ
り
の
倖

せ
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)

「出
土
品
は
只
今
東
京
へ
運
ば
れ
、
学
者
仲
間
の
研
究
資
料

と
な
っ
て
お
り
、
(
中
略
ご

「
実
は
先
日
来
県
下

一
円
に
、

H

佐
グ
の
付
い
て
い
る
四
十

数
ケ
所
の
地
名
を
尋
ね
歩
い
た
が
、
何

一つ
確
証
を
得
る
こ
と

が
出
来
ず
、
ガ
ツ
カ
リ
し
て
居
る
時
に
誰
云
う
と
な
し
に
、
「佐

井
寺
の
廃
寺
は
河
内
方
面
に
あ
る
・・・
」
と
の
噂
を
耳
に
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
が
摂
津
に
あ
り
ま
し
た
か

・・・」

と
半
信
半
疑

の
様
子
に
見
受
け
ら
れ
た
が
、
私
の
持
参
し
た
、
佐
井
寺
観
音

由
来
書
と
同
村
史
と
を
見
る
に
及
ん
で
漸
う
納
得
さ
れ
た
ら
し

く
」
(
以
上
和
仁
氏
口
述
終
り
)

こ
の
墓
誌
銘
と
骨
査
は
、
目
下
奈
良
国
立
博
物
館
に
陳
列
さ

れ
て
あ
り
、
過
目
、

山
田
寺
の
谷
光
倫
住
職
が
訪
れ
、
骨
董
の

前
で
懇
ご
ろ
な
回
向
を
さ
れ
た
。

私
も
今
迄
は
、
行
基
開
祖
の
由
緒
あ
る
古
い
寺
で
あ
る
こ
と

は
判
っ
て
い
た
。
ま
た
伝
説
と
事
実
と
、
半
々
位
に
し
か
信
じ

銀

裏/板¥裂
( 

おき
与 し、

なで
らら
白の
きそ
みう
そど
しラ
なや

のく 1:車族
主1- 1
ごぞ l止姓

~ 1，悟大
ふ l之繍

~ I 孫君

佐
井
寺
僧
道
寮
師

和
銅
七
年
続
次
甲
寅
二
月
二
十
六
日
命
絶

ヘ
わ
ど
う
七
ね
ん
町
惜
し
に
や
ど
る
き
の
え
J

r
と
ら
の
二
月
二
十
六
日
い
の
ち
す
ぐ
」

(骨
董
)
「
高
タ
」
ニ

O
セ
シ
チ
「
網
張
」
二
六
セ
y
テ
、
口
径
一
回
セ
シ
チ

(
蓋
付
き
白
須
恵
器
〕

(銀
紙
}
「
長
す
」
一

=
て

五
セ
シ
テ
、

「
輔
」
ニ
ニ
ニ
セ
シ
チ
「
厚
サ
」
ニ
ミ
リ

〈
観
回

延

ベ

板

)

今
回
を
も
ち
ま
し
て
貴
重
な
郷
土
の
記
録
で
あ
る

藤
井
久
義
氏
著

「吹
田
市
佐
井
寺
風
土
記
こ
ぼ
れ
話
」
の
連
載

を
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
本
稿
を
発
掘
、
ご
提
供
頂
き
、

数
々
の
ご
助
言
を
頂
き
ま
し
た
十
五
回
生
伊
藤
綾
子
様
に
改
め

て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

最
後
ま
で
ご
愛
読
頂
き
ま
し
た
会
員
の
皆
様
、

ご
ざ
い
ま
し
た
。
編
集
部

あ
り
が
と
う




