
【
研

究

論

文

】

道

で

結

ば

れ

る

空

間

―

三

野

町

太

刀
野

山

の

伝

説

か

ら

一
　
は
じ
め
に

伝
説
に
つ
い
て
記
述
す
る
と
き
、

そ
の
登
場
人
物
や
動
物
、

場
所
、

そ
の
土
地
で
の

事
件
の
内
容
、

現
在
そ
の
土
地
に
建
て
ら
れ
る
石
造
物
へ
の
解
釈
に
つ
い
て
記
述
さ
れ

る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

教
育
委
員
会
や
地
元
の
同
好
会
な
ど
に
よ
つ
て
、

ほ

説
に
関
係
あ
る
場
所
に
案
内
板
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ

る
伝
説
は
観
光
利
用
さ
れ
、

関
係
す
る
場
所
は
き
れ
い
に
整
地
さ
れ
、

地
元
の
名
所
と

し
て
売
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
う
し
た
活
動
は
、

伝
承
の
一
つ
と
し
て
の
伝
説

を
記
録
し
、

広
く
伝
え
よ
う
と
す
る
目
的
か
ら
で
あ
り
、

伝
説
は
確
固
と
し
た
も
の
と

な
り
、

形
を
ヽ
つ
た
状
態
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
少
し
伝
説
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

ま
ず

「伝
説
」
と
い
う
言
葉
は
、

柳

田
国
男
に
よ
る
と

【四
十
年
ほ
ど
以
前
、

高
木
敏
雄
氏
と
そ
の
友
人
た
ち
が
、
し
き
り

に
こ
の
問
題
を
論
じ
た
陳
に
、

始
め
て
独
逸
語
で
ザ
ア
ゲ
、

仏
聞
西
語
で
レ
ジ
ャ
ン
ド

と
い
う
語
と
ほ
ぼ
近
い
意
味
に
、
こ
の

『
伝
説
』
の
文
字
を
用
い
、

そ
れ
が
ま
た
た
ち

磯

本

宏

紀

ま
う
に
全
国
の
日
言
葉
に
も
な
つ
た
の
で
あ
る
。

」
［柳
田
　
一
九
九
〇
　
一
一
］
と
い

う
用
語
の
起
源
説
明
が
あ
る
。

柳
回
の
定
義
は
、
「第

一
に
は
伝
説
は
こ
れ
を
信
ず
る
」

［柳
口
　
一
九
九
〇
　
一二
五
］
「伝
説
の
中
心
に
は
必
ず
記
念
物
が
あ
る
」
［柳
口
　
一

九
九
〇
　
一二
全

「人
に
解
き
明
か
す
の
に
定
ま
つ
た
形
が
な
い
」
【柳
田
　
一
九
九
〇

三
六
～
三
七
口
と
い
う
三
点
の
指
標
を
提
示
す
る
。

伝
説
を
提
え
る
に
あ
た
つ
て
、

こ
の
指
標
は
、

現
在
ヽ
あ
る
程
度
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
↑
Ｙ

伝
説
の
記
述
は
、

市
町
村
史
や
県
史
な
ど
誌
史
で
も
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ま

た
、

近
世
の
地
誌
に
伝
説
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
も
あ
る
ａ
Ｆ

伝
説
に
関
す
る
市
町
村

史
で
の
記
述
方
法
は
、

大
方
こ
う
し
た
記
述
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
合
、

も
は
や
、

伝

承
と
し
て
の
伝
説
か
ら
は
離
れ
、　

一
つ
の
固
定
し
た
物
語
と
し
て
描
い
て
い
る
観
さ
え

あ
る
。
「順
序
を
立
て
ま
た
年
代
や
人
の
名
を
精
確
に
し
よ
う
と
は
努
め
る
が
、

た
だ
か

く
か
く
の
事
実
が
あ
つ
た
と
言
い
伝
え
る
と
い
う
ま
で
で
止
め
て
い
る
か
ら
、

記
述
は

簡
明
を
極
め
て
、
こ
れ
を
も
て
は
や
す
人
々
の
感
動
は
伝
え
な
い
。

」
［柳
田
　
一
九
九

〇
　
一
一〇
］
と
も
さ
れ
る
。

先
述
の
柳
回
の
定
義
に
よ
る
な
ら
、

第

一
の

「伝
説
は
こ
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れ
を
信
ず
る
」
人
が
お
ら
ず
、

第
二
の

「人
に
解
き
明
か
す
の
に
定
ま
つ
た
形
が
な
い
」

と
い
う
点
は
無
視
さ
れ
た
伝
説
の
記
述
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
う
ろ
ん
、
こ
う
し
た
記
述
に
は
利
点
も
あ
る
。

そ
れ
は
、

伝
説
中
の
モ
チ
ー
フ
を

抽
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
比
較
研
究
の
可
能
性
が
得
ら
れ
る
し
、

ま
た
類
型
論
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
研
究
や
記
述
方
法
を
否
定
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
し
、

そ
れ

自
体
、

十
分
に
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
。

た
だ
、

そ
う
し
た
記
述
法
は
、
そ
の
伝
説
が

一
つ
の
ム
ラ
で
必
ず

一
つ
の
形
態
で
存

在
し
て
い
る
と
い
う
の
が
前
提
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、　

一
つ
の
場
所

へ
の
認
識
が
同
じ

も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

や
は
り
前
提
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、

最
低
限
、　

一
つ
の
ム

ラ
で
は
伝
説
と
い
う
歴
史
情
報
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
、

伝
説
は

共
通
の
上
壌
の
元
で
維
持
さ
れ
、

共
通
認
識
、

共
同
幻
想
の
中
で
変
化
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
前
提
が
成
立
す
る
の
な
ら
、

伝
説
は
ム
ラ
で
共
有
さ
れ
、

そ
の
中
で
の
共
通
認
識
と
し
て
記
述
さ
れ
る
の
も
十
分
に
肯
け
る
。
し
か
し
、

市
町
村

史
等
で
も

一
地
域

一
伝
説
の
枠
を
も
つ
て
記
述
さ
れ
、

資
料
化
、

再
生
産
さ
れ
た
結
果

と
し
て
の
伝
説
は
、

同
一
の
枠
組
み
の
中
で
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

固
定
的

な
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
こ
う
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

実
態
と
し
て
の
伝
説
と
は
異
な
る

も
の
と
な
っ
て
い
て
、

柳
日
の
い
う

「人
々
の
感
動
」
［柳
口
　
一
九
九
〇
　
一
一〇
］
は

読
み
取
り
に
く
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

個
人
個
人
の
解
釈
や
記
述
に
よ
つ
て
変
化
し
続
け
る
伝
説
の
、

そ
の
行
き
着
く
運
命

に
つ
い
て
文
字
化
を
取
り
上
げ
、
Ｆ
」
の
作
業
は
異
話
の
う
ち
の
た
だ
ひ
と
つ
の
採
録
で

あ
っ
た
り
、

編
者
に
よ
る
新
た
な

『
編
集
』
で
あ
っ
た
り
し
て
」
【梅
野
　
一
一〇
〇
〇

二
二
三
］
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

個
々
の
認
識
差
を
明
ら
か
に

て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
が

「編
集
ぞ
ご

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
し
て

も
、

現
在

一
つ
の
共
通
認
識
、

共
通
の
解
釈
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
も
ま
た
確
か
で

あ
る
。

ま
た
、

当
然
あ
る
一
定
の
空
間
に
結
び
つ
け
た
語
り
で
あ
る
た
め
、

語
り
手
の

空
間
認
識
も
反
映
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
以
上
を
階
ま
え
、

伝
説
そ
れ
自
体
を
支
え
る
集
国
が
あ
る
と
い
う
前
提
の

元
で
ｆ
ャ

伝
説
を
共
有
す
る
集
団
に
お
け
る
共
通
認
識
、

ム
ラ
を
越
え
た
空
間
認
識
を

検
証
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
く
。

そ
れ
は
ム
ラ
の
領
域
と
は
異
な
る
範
囲
で
の
空
間
認

識
で
あ
り
、

特
定
の
場
所
に
関
連
す
る
空
間
認
識
で
も
あ
る
。

権
か
に
、

従
来
の
市
町

村
史
や
多
く
の
民
俗
誌
に
利
用
さ
れ
る
指
標
で
は
、

枠
組
み
は
し
ば
し
ば
ム
ラ
合
）
で
あ

る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、

伝
説
が
広
城
に
展
開
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ

の
中
で
は
、

伝
説
支
持
集
団
が
別
に
存
在
す
る
こ
と
も
あ
る
。

情
報
の
共
有
関
係
が
変

化
す
る
こ
と
も
あ
る
。

香
川
県
と
の
県
境
に
も
近
く
、

強
い
交
易
関
係
を
も
つ
た
山
村
、

三
野
町
太
刀
野
山
に
お
け
る
蛇
伝
説
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

¨
一　
三
野
町
太
刀
野
出
に
お
け
る
蛇
伝
説

全
国
的
に
も
比
較
的
広
く
分
布
す
る
伝
説
の
中
に
、

蛇
伝
説
が
あ
る
。

徳
島
県
に
お

い
て
も
、

蛇
伝
説
は
そ
の
事
例
を
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
で
に
市
町
村
史

等
で
調
査
さ
れ
、

報
告
さ
れ
て
い
る
事
例
だ
け
で
も
七
五
の
伝
説
が
確
認
で
き
る
。

い

ず
れ
も
、

池
や
淵
、

滝
な
ど
の
水
辺
と
、

大
木
、

大
岩
を
伝
説
の
場
所
と
す
る
も
の
で

あ
り
、

少
な
く
と
も
、
こ
れ
を
柳
日
の
い
う
と
こ
ろ
の

「記
念
物
↑
ご

と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

こ
の
中
で
、

本
稿
で
は
三
野
町
太
刀
野
山
に
お
け
る
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

当

地
域
は
山
問
地
で
あ
り
、

ま
た

『
三
野
町
訪
Ｌ
３
に
お
い
て
も
、

水
辺
で
の
伝
説
が
掲

載
さ
れ
、

各
地
区
に
お
け
る
伝
説
の
形
態
か
ら
、

相
関
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
予
想
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

ま
ず
、

習
一野
町
誌
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
伝
説
、

二
つ
の
事
例
を
引
用
す
る
。
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事
例
Ａ
　
滝
別
の
竜
６
〉

竜
頭
の
一
の
滝
の
、

底
知
れ
ぬ
深
い
竜
渕
に
、

竜
が
す
ん
で
い
た
。

重
清
墨
に
住
ん

で
い
た
大
牛
が
、

戦
い
を
い
ど
ん
で
き
た
。
こ
の
勝
負
に
竜
は
負
け
て
し
ま
っ
た
。
く

や
し
が
つ
た
竜
は
、

太
刀
野
山
の
人
枚
屏
風
の
淵
の
、

竜
親
分
に
助
け
を
求
め
、

大
牛

を
負
か
し
て
、

再
び
強
者
を
誇
っ
た
。

表 1 三野町太刀野山を中心とした水辺の伝説

期
韓

居住地
区また
は域所

前  家

奉 例 内 客 臨  考
生 年 に 生艇地

A の調嶺

俺

＼
皆 嗅 の一 の通 の  底 抑 れ ぬ株 い 首 調 に  首 かす ん で い た

重荷基に住んでいた大杓 【、戦いをいとんできた。この勝
負に竜は負けてしまった くやしがつた琶直 太刀野山の
人枚扉風の淵の 竜親分に助けを求め 大牛を負かして
再び強書を誇った。

ど は あ

ヽ

、

夕ヽ 要 なべ らの 上 の方 に旭 尿 とい , 犯 名 が あ る。 この 理 は末

きな池の夙にあたるところて この水は三村 0 ,茂野言
勢力 芝生) の渡藤用水であつたと伝えられている。現在
は殆をその面影はないが その近くにおHII陵さんがあっ
て 通への飛込み目裁者が絶えす このため記つてあると
もいわれている。年代は不鮮であるホ 山水のため付近の

谷描いの日畑が満出したらしい 池の摩理も毎年のように
され 付近に死物の露天がたつ程の盛抗であったとも伝え
られている。

野三 聴

フヽ に 'I
べ ら

裕馬摘 よ り約 二丁  Fl円谷 の合 両 尽か ら幻 ること栂 五 ヤ ロ

メー トル の所 に 「人 権な末 らJ と呼 ばれ る埼岩 が あ る。

(中り この岩の上手には もとこの岩にせきとめられて
三反歩ばかりの広さの 「ふちJ ":あった。 (中HF) 伝説に
よると 昔 元の 「ふちJ には雄鞭二匹大蛇がすみ 横岐
の満浅池との間を通つていたとも また加技密官滝キの北
三r にある名康竜頭の滝と 竜のある南乞山の頂上との問
を往乗していたとヽ伝えられているが この大木 からと
こへ行ったか姿を消したという。上釜に嗣があり 番王大
穫現として今も大蛇を同つている

三野Hra

D ′` は な
べ ら

コ内容のょbltに表十ヽまれ立けた草大な着わつヽ 座要求で
表面か精らかな一枚岩に仕上がった その広き二十里くら
いの厚いな末ら石が人打予んだ青観は珍しい存在である
この岩が谷水をさえぎり 末がよどみ調を形作つたがいつ
しか雄緩二匹の大蛇が住みをくようになり、激濃池や18畷
の湾 雨乞山の頂上付IEまで作lBするのでお山の守り神
組神さんの化rrと実められた。この岩が谷水をさえぎり
水力1よどみ淵を形作ったがいつし力堆離二匹の大蛇が住み
岩くようになり 満濃池や韻頭の滝 雨乞山の頂上付近ま
で俳徊するのでお山の守り神 題神さんの化身と崇められ
た

1ノヽ枝な末ちJ
につくし会によ

り立てられた籍
内複に書力,■

る。

1 久非
保

昭和 2

子

男 F 芹ノ久

R

昭和3 0 年代のことだと鯉ほしているが 書段は見かけな
いような亀自で きれいに語飾つた若い女性が通ったのを
見たという人がいるので 井ノ久保中で話題になつた。下
の中屋方面から金庭耀街道を重つてきたのだという 護か
らともなく そのような話が出て ムラ継出でその女性を
捜した。そのよlE は ムラを通過するととには金毘躍街道
を遠過 したが ムラを離れると草むらの中に姿を消して
いつた 見た人の話では その共性の通つた跡 草はなぎ
目され 枯れ来てて そこには虹がわいていr_ その女性
は塩入の釜ヶ淵へと向かつたようだつた

2 巨， 昭和 8

■
性男 Ⅲ屋 機師 の こ とたが 、大 半の方 には 中颯 の死 か い にど八 在 な

らとの関係 は わか ら/r い

白 中屋 昭和 2

千

女l■ 正勤
町

g FR 郷に出て野長仕事をしていたところ 見知らぬ若い色
自の安にが日を通 りかかつた その女性は軽 く会釈を して

そのまま遍 り過ぎ Ⅲ屋か ら山を下つて人権な末らの方ヘ

と向かって下 けていった それから何i か して 若い女性
が人依なべらで身を投げて死んでいた

盛■ 増和 2

軍

女 性 二加 広

町

すいヌにか 笠臣棒百五ど通つ (預いの口霞神とハ“なヘ

FD どの間 を gtってぃた。また あるとさには者が人枚な本

らから現れて 満浪池の方へと向かつて飛んでいった 人

校な末ら近辺に土地 をもつが、昭和 2 2 年 に, 座に捜いて
きたが それ以来今まで 行が出るかもわからf 4 気味な
ので また 石が済 りやすく危険なので 一人でそこへは
行きたくなV、 行 くときは必す人 と行 くよ うにしている

0 片ノ久

景

昭和 2

■

に身 洋 夕人

隈

雨毎 を した接  南が峰 つた そ の rF  フヽ猛 々べ らの指 の上

には小 さな 白蛇 がち ょろち i る と現れ た そ れを滝 の下 で

見つけた人が  「お前の奈はそんなもんじゃないだろ iJ
と言つたら とっと水桂が立ったので 硫てて後も張 り向
ガギ に逃げ出した。

" レ十ほ 摩本
として降高によ
る扶砲水である

とい うことを加

える。

6 コ座 末正14

千

ら1■ T 墜 町具任車 をしていたところ そ こをきれいに看新つた者い

女性がは岐方面に向かって通 りかかつた 何 も言わす に通
り過ぎてい くのだが ムラを外れるとその姿はすぐに消え
て見えなくなって しまった 同 じ金座羅街道を反対か ら
戻つてきた人がその女性を見なかったとい う

7 = 入 招和 Z

軍

は房 Λ唾 項本地いのはすれ、口子の方には筆″聞 という洲があつ
て そこには竜だか庇だか" 標む。″ネを鱗い 鱗 をその

釜ク淵に投げ込んだらなって夕立を降らせ 渋水に した
経″淵にⅢよ水神が離 られ 祭 りも行われるか 塩入では祭
りの際には館を使わない
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事
例
Ｂ
　
池
尻
Ｆ

〉

人
枚
な
べ
ら
の
上
の
方
に
池
尻
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
こ
の
地
は
大
き
な
池
の
尻
に

あ
た
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
水
は
三
村

（加
茂
野
官

・
勢
力

・
芝
生
）
の
濯
滋
用
水
で
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

現
在
は
殆
ど
そ
の
面
影
は
な
い
が
、

そ
の
近
く
に
お
地
蔵

さ
ん
が
あ
つ
て
、

池

へ
の
飛
込
み
自
殺
者
が
絶
え
ず
、
こ
の
た
め
祀
つ
て
あ
る
と
も
い

わ
れ
て
い
る
。

年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
出
水
の
た
め
付
近
の
谷
沿
い
の
回
畑
が
流
出

し
た
ら
し
い
。

池
の
修
理
も
毎
年
の
よ
う
に
さ
れ
、

付
近
に
売
物
の
露
天
が
た
つ
程
の

盛
況
で
あ
つ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

事
例
ｃ
　
Ａ
枚
な
べ
ら
ｆ
）

松
尾
橋
よ
り
約
二
丁
、

河
内
容
の
合
流
点
か
ら
遡
る
こ
と
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所

に

「人
枚
な
ぺ
ら
」
と
呼
ば
れ
る
奇
岩
が
あ
る
。

（中
略
と
，
）

こ
の
岩
の
上
手
に
は
、
も
と
こ
の
岩
に
せ
き
と
め
ら
れ
て
三
反
歩
ば
か
り
の
広
さ
の

「ふ
ち
」
が
あ
つ
た
。

（中
略
▼
コ
）

伝
説
に
よ
る
と
、

音
、

元
の

「ふ
ち
」
に
は
雌
雄
二
匹
大
蛇
が
す
み
、

讃
岐
の
満
濃

池
と
の
間
を
通
っ
て
い
た
と
も
、

ま
た
加
茂
野
官
滝
寺
の
北
三
丁
に
あ
る
名
勝
竜
頭
の

滝
と
、

竜
の
あ
る
雨
乞
山
の
頂
上
と
の
間
を
往
来
し
て
い
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
大
水
ｆ

〉
か
ら
ど
こ
へ
行
っ
た
か
姿
を
消
し
た
と
い
う
。

上
釜
に
祠
が
あ
り
、

竜

王
大
権
現
と
し
て
今
も
大
蛇
を
記
つ
て
い
る
。

以
上

『
三
野
町
誌
』
に
掲
載
さ
れ
る
三
つ
の
事
例
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
事
例
に
お
い

て
も
、

伝
説
を
語
っ
て
い
る
主
体
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
、

事
例
Ａ
で
は
淵

に
、

事
例
Ｂ
で
は
池
の
尻
に
あ
た
る
と
こ
ろ
が
、

そ
し
て
、

事
例
Ｃ
で
は
人
枚
な
べ
ら

と
そ
の
元
の

「ふ
ち
」
が
、

そ
の
伝
説
の
対
象
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う

一
つ
、

文
字
化
さ
れ
た
伝
説
に
つ
い
て
、

人
枚
な
べ
ら
付
近
に
立
て
ら

れ
た
案
内
板
Ｆ

）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

当
然
、

事
例
Ｃ
と
同
じ

「人
枚
な
ぺ
ら
」
を

「記
念
物
」
に
す
る
伝
説
で
あ
る
。

そ
の
伝
説
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

事
例
Ｄ
　
八
枚
な
べ
ら

河
内
容
の
激
流
に
長
年
も
ま
れ
続
け
た
巨
大
な
岩
石
が
、

座
敷
状
で
表
面
が
清
ら
か

な

一
枚
岩
に
仕
上
が
っ
た
。

そ
の
広
さ
二
〇
畳
く
ら
い
の
厚
い
な
ぺ
ら
石
が
人
枚
並
ん

だ
奇
観
は
珍
し
い
存
在
で
あ
る
。

こ
の
岩
が
谷
水
を
さ
え
ぎ
り
、

水
が
よ
ど
み
淵
を
形
作
っ
た
が
い
つ
し
か
雌
雄
二
匹

の
大
蛇
が
住
み
着
く
よ
う
に
な
り
、

満
濃
池
や
龍
頭
の
滝
、

雨
乞
出
の
頂
上
付
近
ま
で

俳
徊
す
る
の
で
お
山
の
守
り
沖
、

龍
神
さ
ん
の
化
身
と
崇
め
ら
れ
た
。

こ
の
事
例
Ｄ
は
、

同
じ

「八
枝
な
べ
ら
」
と
い
う
場
所
を
扱
つ
た
も
の
と
し
て
記
述

さ
れ
た
伝
説
で
あ
る
。

事
例
ｃ
と
事
例
Ｄ
の
大
蛇
の
登
場
す
る
伝
説
を
比
較
し
た
場
合
、

す
ぐ
に
わ
か
る
の
は
、

事
例
Ｄ
に
は

「お
山
の
守
り
神
」
と
い
う
異
な
る
要
素
が
入
っ

て
く
る
こ
と
に
な
る
。

梅
野
の
い
う

「編
集
Ｆ
ど

の
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
。

事
例
そ
れ
ぞ
れ
に
、

相
関
関
係
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
事
例
Ａ
の
竜
は
大
牛

に
敗
れ
た
後
、

事
例
Ｃ
の
人
枚
な
べ
ら
の
竜
親
分
に
助
け
を
求
め
に
出
向
い
た
。　

一
方

で
、

事
例
Ｃ
の
人
枚
な
べ
ら
の
竜
は

「竜
頭
の
滝
と
、

竜
の
あ
る
雨
乞
山
の
頂
上
と
の

間
を
往
来
し
て
い
た
」
と
な
り
、

事
例
Ａ
と
事
例
Ｃ
の
場
合
、

竜
を
中
心
に
据
え
る
な

ら
、

竜
頭
の
滝
の

「竜
」
と
、

八
枚
な
べ
ら
の

「元
の
『
ふ
ち
営

に
い
る

「大
蛇
」
は
、

お
互
い
に
往
来
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、

事
例
Ａ
か
ら
は
、

人
枚
な
ぺ
ら

の

「大
蛇
」
は
、

竜
頭
の

「竜
」
よ
り
も
助
け
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
は
、

優
位

に
立
っ
て
い
る
。

事
例
Ａ
と
事
例
Ｂ
の
間
に
は
、
と
く
に
関
係
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
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事
例
Ｂ
と
事
例
Ｃ
に
お
い
て
は
地
理
的
に
八
枚
な
べ
ら
と
同
じ
水
孫
に
あ
り
、

事
例
二

で
登
場
す
る

「池
尻
」
の
上
流
が
、

事
例
Ｃ
に
お
け
る

「元
の

『
ふ
ち
時
，
）
で
あ
る
。

池
尻
に
は
伝
説
と
し
て
記
述
さ
れ
る
蛇
あ
る
い
は
竜
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

同
じ

水
系
で
も
あ
り
、

後
で
出
て
く
る
事
例
三
に
も
関
係
す
る
た
め
、
こ
こ
で
記
し
て
お
く
。

さ
て
、

三
つ
の
事
例
の
相
関
関
係
は
、　

一
体
何
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、

そ
の
ま
ま
地
域
に
お
け
る
交
流

・
交
易
史
や
移
住
史
、

修
験
者
の
媒
介
等
に
結
び

つ
け
る
の
は
あ
ま
り
に
短
絡
的
で
あ
り
、

十
分
な
根
拠
も
な
い
。
ま
ず
、
問
題
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

個
々
の
話
り
手
に
と
つ
て
の
伝
説
と
、

文
字
化
さ
れ
た
伝
説

は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
の
か
、

そ
し
て
、

そ
の
背
後
に
あ
る
ム
ラ
の
姿
で
あ
り
、

空
間
認
識
が
、

現
在
に
直
接
結
び
つ
く
ム
ラ
の
歴
史
で
あ
り
、

見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の

『
三
野
町
誌
』
で
の
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
伝
説
表
記
だ
け
で
は
、
ム

ラ
に
よ
る
伝
説
の
違
い
、

個
人
的
な
伝
説
に
対
す
る
認
識
の
違
い
、
さ
ら
に
は
空
間
認

識
の
差
異
に
お
い
て
も
、

実
態
に
即
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

〓
一　
語
ら
れ
る
伝
説

語
ら
れ
て
い
る
伝
説
は
、

記
述
さ
れ
る
伝
説
と
は
異
な
る
。　

一
方
で
現
在
、

伝
説
の

話
り
手
は
、

た
と
え
ば
地
元
自
治
体
出
版
の
『
三
野
町
誌
』
、

地
方
紙
の

『
徳
島
新
聞
』
、

地
元
郷
土
史
家
に
よ
る
私
家
版
な
ど
、

必
ず
と
言
っ
て
も
よ
い
程
、

文
章
化
さ
れ
た
も

の
を
限
に
し
て
い
る
。

現
に
、

聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
い
る
際
に
も
、

伝
説
の
語
り

主
か
ら

「フ
一野
町
詰
』
を
見
れ
ば

『
全
部
』
わ
か
る
」
な
ど
と
助
言
を
受
け
る
の
で
あ

る
。　

つ
ま
り
、

現
在
伝
説
の
話
り
手
の
多
く
は
、

何
ら
か
の
形
で
文
章
化
さ
れ
た
伝
説

を
読
み
、

そ
れ
を
自
ら
の
語
り
に
取
り
入
れ
、

伝
え
聞
い
た
記
憶
を
確
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
も
、
「郷
と
誌
そ
の
他
の
書
が
新
た
に
こ
れ
を
筆
録
す
る
場
合
に
も
、

順
序
を
立
て
ま
た
年
代
や
人
の
名
を
精
確
に
し
よ
う
と
は
努
め
る
が
、

た
だ
か
く
か
く

の
事
実
が
あ
っ
た
と
言
い
伝
え
る
と
い
う
ま
で
で
止
め
て
い
る
か
ら
、

記
述
は
簡
明
を

極
め
て
、
こ
れ
を
も
て
は
や
す
人
々
の
感
動
は
伝
え
な
い
。

」
「柳
口
　
一
九
九
〇
　
二

〇
］
つ
ま
り
、　

一
つ
の
伝
説
を
記
述
し
、

固
定
化
す
る
こ
と
は
、

実
際
に
そ
の
地
で
語

ら
れ
、

郵
き
知
る
た
め
の
伝
説
と
は
異
な
る
姿
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
柳
回
は
、
「
つ
ま
り
は
土
地
ご
と
の
伝
説
の
管
理
が
、

す
な
お
な
何
も
知
ら
な

い
故
老
の
手
か
ら
、

少
し
歴
史
を
知
り
、

少
し
推
理
を
す
る
人
の
手

へ
移
つ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

」
［柳
口
　
一
九
九
〇
　
五
九
七
］
と
し
て
、
こ
れ
を

一
九
五
〇
年
の
段
階
で

指
摘
し
て
い
る
。

ま
さ
に
、

現
在
聞
く
こ
と
の
出
来
る
伝
説
と
は
、

そ
う
し
た
も
の
だ

と
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、

事
例
Ａ
～
Ｃ
を
現
時
点
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
こ
ろ

か
ら
検
討
し
た
い
。

な
お
、
こ
こ
に
示
し
た
事
例
に
つ
い
て
も
伝
説
が
創
造
さ
れ
、
「編

集
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
数
も
無
限
に
存
在
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に

拳
げ
た
事
例
が
す
べ
て
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
断
つ
て
お
く
。

ま
た
、

間
き
取
り
調
査

の
際
に
は
、
「人
枚
な
六
ら
」
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
、
と
い
つ
た
形
式
の
質
問
を

し
、

そ
の
話
の
中
で
伝
説
と
判
断
で
き
た
も
の
Ｆ

）
を
事
例
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

先
に
挙
げ
た
指
標
に
よ
る
な
ら
、

以
下
の
事
例
は
、
「人
枚
な
ぺ
ら
」
を

「記
念
物
」
と

す
る
伝
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、

人
枚
な
べ
ら
に
関
す
る
伝
説
の
詳
細
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
人
は
、

金
毘
羅
街
道

ｆ

）
の
通
る
、

井
ノ
久
保
地
区
、

中
屋
地

区
の
二
地
区
の
み
に
い
ら
つ
し
や
り
、

そ
の
ほ
か
の
太
刀
野
山
で
も
上
釜
、

馬
瓶
、

大

平
で
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
か
、

伝
説
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、

内
容
は
知

ら
な
い
と
い
う
方
ば
か
り
で
、

伝
説
の
詳
細
に
つ
い
て
話
す
人
は
い
な
か
っ
た
。

事
例

一　
井
ノ
久
保
地
区
　
昭
和
二
年
生
ま
れ
　
男
性

昭
和
三
〇
年
代
の
こ
と
だ
と
記
憶
さ
れ
る
が
、

普
段
は
見
か
け
な
い
よ
う
な
色
自
で
、
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図 1 金昆羅街道と伝説

(国土地理院発行5 万分の1出形□ 『池田』より作成)

き

れ

い
に
着

飾

っ
た
者

い
女

性

が

通

っ
た

の
を

見

た

と

い
う

人

が

い
る

の

で
、

井

ノ
入

保

中

で
話

題

に

な

っ
た
。

下

の
中

屋

方

面

か
ら

金

昆

羅

街

道

を

登

っ
て
き

た

の
だ

と

い

う
。

誰
か
ら
と
も
な
く
、

そ
の
よ
う
な
話
が
出
て
、

ム
ラ
総
出
で
そ
の
女
性
を
捜
し
た
。

そ
の
女
性
は
、

ム
ラ
を
通
過
す
る
と
き
に
は
金
昆
羅
街
道
を
通
過
し
た
が
、

ム
ラ
を
離
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れ
る
と
草
む
ら
の
中
に
姿
を
消
し
て
い
つ
た
。

見
た
人
の
話
で
は
、

そ
の
女
性
の
通

っ

た
跡
、

草
は
な
ざ
倒
さ
れ
、

枯
れ
果
て
て
、

そ
こ
に
は
虹
が
わ
い
て
い
た
。

そ
の
女
性

は
、

塩
入
の
釜
ケ
淵
に
向
か
っ
た
よ
ヶ
で
あ
る
。

事
例
二
　
中
屋
地
区
　
昭
和
八
年
生
ま
れ

，
男
性

戦
前
の
こ
と
だ
が
、

大
平
の
方
に
は
両
頭
の
蛇
が
い
た
。

人
枚
な
ぺ
ら
と
関
係
あ
る

の
か
わ
か
ら
な
い
。

事
例

二̈
　
中
屋
地
区

〓
昭
和
二
年
生
ま
れ
　
女
性

昼
間
畑
に
出
て
野
良
仕
事
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

見
知
ら
ぬ
若
い
色
自
の
女
性
が
側

を
通
り
か
か
つ
た
。

そ
の
女
性
は
軽
く
会
釈
を
し
て
そ
の
ま
ま
通
り
過
ぎ
、
中
屋
か
ら

山
を
下
つ
て
人
枚
な
ぺ
ら
の
方

へ
と
向
か
つ
て
下
り
て
い
つ
た
。

そ
れ
か
ら
何
口
か
し

て
、

若
い
女
性
が
人
枚
な
べ
ら
で
身
投
げ
し
て
死
ん
で
い
る
の
が
見
つ
か
つ
た
。

そ
の

女
性
は
、
数
日
前
に
通
り
か
か
っ
た
女
性
で
は
な
い
か
と
噂
に
な
つ
た
。

事
例
四
　
中
屋
地
区
「
昭
和
二
年
生
ま
れ

ヽ
女
性

若
い
女
性
が
、

金
毘
羅
街
道
を
通
っ
て
讃
岐
の
満
濃
池
と
八
枝
な
ぺ
ら
と
の
間
を
通

っ
て
い
た
。

ま
た
、

あ
る
と
き
に
は
竜
が
人
枚
な
犬
ら
か
ら
現
れ
て
、

満
濃
池
の
方

ヘ

と
向
か
っ
て
飛
ん
で
い
つ
た
。

人
枚
な
べ
ら
近
辺
に
土
地
を
も
つ
が
、

昭
和
三
二
年
に

中
屋
に
嫁
い
で
き
て
以
来
今
ま
で
、

何
が
出
る
か
も
わ
か
ら
ず
不
気
味
な
の
で
、

ま
た
、

石
が
滑
り
や
す
く
危
険
な
の
で
、　

一
人
で
そ
こ
へ
は
行
き
た
く
な
い
。

行
く
と
き
は
必

す
人
と
行
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

事
例
三
　
井
ノ
久
保
地
区
　
昭
和
二
年
生
ま
れ

・
男
性

雨
乞
を
し
た
後
、

雨
が
降
つ
た
。

そ
の
時
、

八
枚
な
ぺ
ら
の
滝
の
上
に
は
小
さ
な
白

蛇
が
ち
ょ
ろ
ち
よ
ろ
と
現
れ
た
。

そ
れ
を
滝
の
下
で
見
つ
け
た
人
が
、
「お
前
の
姿
は
そ

ん
な
も
ん
じ
や
な
い
だ
ろ
，
」
と
言
っ
た
ら
、
ど
つ
と
水
柱
が
立
っ
た
の
で
、

慌
て
て

後
も
振
り
向
か
ず
に
逃
げ
出
し
た
。

事
例
木
　
中
屋
地
区
　
大
正
一
四
年
生
ま
れ
　
男
性

野
良
仕
事
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

そ
こ
を
き
れ
い
に
着
飾
っ
た
若
い
女
性
が
讃
岐
方

面
に
向
か
っ
て
通
り
か
か
っ
た
。

何
も
言
わ
ず
に
通
り
過
ぎ
て
い
く
の
だ
が
、
ム
ラ
を

外
れ
る
と
そ
の
姿
は
す
ぐ
に
消
え
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
つ
た
。

同
じ
金
毘
羅
街
道

を
反
対
か
ら
戻
っ
て
き
た
人
が
そ
の
女
性
を
見
な
か
つ
た
と
い
う
。

ま
ず
、

す
で
に
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、　

一
つ
と
し
て
全
く
同
じ
伝
説
は
出
て
こ

な
い
。

た
と
え
ば
、

伝
説
中
の
女
性
の
行
き
先
が
塩
入
で
あ
っ
た
り
、

満
濃
池
で
あ
っ

た
り
、

あ
る
い
は
、

人
枚
な
べ
ら
に
向
か
っ
た
り
。

そ
し
て
、　

一
人
の
方
が
複
数
の
話

を
も
ち
、

行
き
先
も
複
数
出
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

こ
こ
で
、

各
事
例
の
共
通
点
に
つ
い
て
あ
げ
て
み
る
。

登
場
す
る
の
が
、

若
い
女
性

も
し
く
は
竜
、
白
蛇
で
あ
り
、

行
き
来
す
る
方
向
は
と
も
か
く
、

人
枚
な
ぺ
ら
が
起
点
、

あ
る
い
は
終
着
点
に
な
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

事
例

一
，
三

・
四
・
五
・
六
が
、

何
者

か
が
ム
ラ
を
通
過
し
た
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。

そ
し
て
、

そ
の
根
拠
に
こ
れ
を
見
た

人
が
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、

語
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、

事
例
四
で
は
、

人
枚
な

べ
ら
で
女
性
が
身
を
投
げ
て
死
ん
で
い
る
し
、

ま
た
事
例
三
で
は

「人
枚
な
ぺ
ら
」
の

方
に
行
く
と
か
、

事
例

一
に
し
て
も

「人
枚
な
ぺ
ら
」
の
方
向
か
ら
女
性
が
や
っ
て
き

た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

「人
被
な
ぺ
ら
」
に
関
す
る
伝
説
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
の
が
、

中
屋
、

井
ノ
久
保

に
限
定
さ
れ
、

同
じ
大
手
太
刀
野
出
で
も
大
平
、

馬
瓶
、

上
釜
で
は

「人
枚
な
べ
ら
」

に
つ
い
て
は
知
つ
て
い
る
人
も
い
る
が
、

伝
説
を
詳
細
に
語
る
こ
と
が
な
い
。

ま
た
、
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事
例
Ａ
で
の
竜
頭
の
滝
と
の
関
係
性
は
、
こ
こ
で
は
出
て
こ
な
い
。
こ
の
点
に
着
日
し

た
い
ｆ

、
中
屋
、

非
ノ
久
保
と
、

他
の
三
地
区
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。こ

こ
で
、　

一
つ
の
道
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

伝
説
の
中
で
登
場
す
る
女
性
、

あ

る
い
は
竜
は
す
べ
て
讃
岐

へ
向
か
う
道
を
通
る
。

そ
し
て
、

部
落
内
を
通
過
し
て
い
く
。

こ
の
道
は
、

三
野
町
方
面
か
ら
護
岐
方
面
へ
向
か
う
金
毘
羅
街
道
と
よ
ば
れ
る
道
の
一

つ
で
あ
り
、

現
在
で
は
自
動
車
で
峠
を
越
え
て
讃
岐
ま
で
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
、

幹
線
道
路
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
自
動
車
連
搬
が
普
及
す

る
以
前
、

昭
和
三
〇
年
頃
ま
で
は
讃
岐
に
通
り
抜
け
る
た
め
の
幹
線
道
路
だ
っ
た
。
当

時
、

煙
車
の
出
荷
が
三
野
町
芝
生
で
あ
る
ほ
か
は
、

出
荷
、

買
い
物
等
は
芝
生
か
塩
入

の
ど
ち
ら
か
に
出
向
い
て
い
た
。
中
屋
、

井
ノ
入
保
方
面
か
ら
も
、

樫
ノ
休
場
と
い
う

峠
を
越
え
て
木
炭ｉ
、

倍
耕
牛
、

竹
材
等
を
運
搬
し
、

現
在
の
香
川
県
仲
南
町
塩
八
へ
と

出
荷
し
て
い
た
。

塩
入
は
当
時
、

馬
喰
が
集
ま
る
借
耕
牛
の
集
散
地
で
あ
り
、

ま
た
、

木
炭
等
の
卸
商
も
集
ま
る
一
大
拠
点
だ
っ
た
。

現
在
二
五
戸
と
減
少
し
て
い
る
が
、

た

と
え
ば
昭
和
二
０
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
は
、

六
〇
戸
の
家
が
あ
つ
た
。
さ
ら

に
、

塩
入
を
抜
け
て
琴
平
へ
も

一
日
で
行
く
こ
と
の
で
き
る
距
離
だ
つ
た
。

実
際
、

事

例
と
し
て
採
用
し
た
伝
説
の
話
し
手
は
、

い
ず
れ
も
生
活
経
験
の
中
で
樫
ノ
休
場
を
越

え
て
歩
い
た
経
験
が
あ
り
、

現
在
使
用
さ
れ
な
い
ル
ー
ト
を
知

っ
て
い
た
。

そ
の
体
験

が
少
な
か
ら
ず
語
り
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
も
ま
た
、

確
か
で
あ
ろ
う
。

実
際
、

昭

和
三
〇
年
代
以
降
に
生
ま
れ
た
人
か
ら
は
、

類
似
の
伝
説
を
聞
く
こ
と
が
出
来
な
か
つ

た
の
だ
か
ら
。

さ
ら
に
は
、

事
例

一
・
三

・
四
の
中
で
女
性
、

蛇
、

竜
な
ど
が
移
動
す
る
。

そ
の
移

動
は
、
「人
枚
な
べ
ら
」
を
起
点
と
し
て
の
金
昆
羅
街
道
沿
い
で
ぁ
り
、

塩
入
の
釜
ヶ
淵

や
満
濃
池
と
結
ぶ
。
し
か
し
、

事
例
Ｃ
・
Ｄ
で
登
場
し
て
く
る
竜
頭
の
滝
、

竜
王
山
は

現
れ
な
い
。

竜
頭
の
滝
や
竜
正
山
と
、
「人
枝
な
ぺ
ら
」
の
伝
説
に
お
け
る
つ
な
が
り
は

聞
く
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。

ま
た
、

そ
の
背
景
に
は
、

竜
頭
の
滝
の
大
手
加
茂
官
滝

′
奥
と
、

太
刀
野
山
井
ノ
久
保
、

中
屋
と
の
日
常
生
活
で
の
交
流
は
、

少
な
か
つ
た
こ

と
が
あ
ザ
ら
れ
る
。

現
に
、

大
正

≡
四
年
生
ま
れ
の
滝
ノ
奥
の
男
性
は
、
「人
枚
な
ぺ
ら
」

と
そ
の
伝
説
を
始
め
て
知
っ
た
の
が
、

昭
和
四
〇
年
代
に
中
屋
の
人
に
案
内
さ
れ
た
時

だ
と
い
う
。

そ
う
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
伝
え
聞
い
た
か
、
と
い
う
よ
り
も
伝
説
を

「編
集
」
す

る
話
し
手
の
生
活
経
験
を
加
味
す
在
必
要
が
で
て
く
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
、

情
報

と
し
て
の
伝
説
変
化
、

ま
た
そ
の
情
報
の
本
質
に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

四
　
伝
説
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
空
間
と
金
毘
羅
街
道

『
三
野
町
諾
』
に
掲
載
さ
れ
た
伝
説
の
事
例
Ｃ
や
、
「人
枚
な
べ
ら
」
の
案
内
板
、

事

例
Ｄ
だ
け
で
も
、

伝
説
に
お
け
る
空
間
展
開
は
明
白
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

三
野
町
側

か
ら
阿
讃
の
峠
を
越
え
る
交
流
関
係
を
裏
付
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
何
を
示
す

の
か
、
ど
う
解
釈
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
碓
で
は
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
話
し
手
が

語
る
伝
説
か
ら
、

空
間
認
識
に
つ
い
て
は
、

ほ
ぼ

一
貫
し
て
ム
ラ
に
留
ま
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

そ
の
一
方
で
、
も
は
や
常
識
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「ム
ラ
を
構
成
し
て
い
た
人
々

が
、

ム
ラ
の
空
間
的
領
域
と
そ
れ
に
根
ざ
し
た
集
団
か
ら
離
脱
し
て
い
く
」
『安
井
　
一
一

〇
〇
二
　
一
〓
一九
～

一
四
〇
］
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ら
、

ム
ラ
社
会
の
崩
壊
の
中
で
、

ム
ラ
の
空
間
的
領
域
を
現
在
か
ら
論
じ
る
こ
と
は
難
し
く
な
つ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、

論
じ
た
と
こ
ろ
で
実
態
に
則
さ
な
い
部
分
的
な
切
り
取
り
に
過
ぎ
な
い
の
も
、

月
知
の
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こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
こ
に
集
落
が
あ
り
、

人
が
生
活
す
る
以
上
、

そ
こ
が
生

活
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、

ム
ラ
を
出
入
り
す
る
こ
と
は
多
い
。
し
た

が
っ
て
、

空
間
的
な
把
握
や
認
識
も
、

外
へ
向
か
う
傾
向
が
強
く
な
る
。

空
間
認
識
も

当
然
、

ム
ラ
の
外
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

伝
説
は

「編
集
」
さ
れ
、

常
に
そ
の
話
り
手
に
よ
る
解
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

柳

口
以
来
の
議
論
で
あ
り
、

前
提
条
件
で
あ
る
。

な
ら
ば
、

そ
の
伝
説
が
誰
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
空
間
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
も
、

話

ら
れ
た
伝
説
を
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

空
間
認
識
の
一
端
は
明
ら
か
に
な
つ
て
く
る
。

こ
こ
で
も
う

一
つ
事
例
を
あ
げ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に

「人
枚
な
べ
ら
」
の
伝
説

の
中
で
は
、

女
性
、

竜
、
自
蛇
が
樫
ノ
休
場
と
い
う
峠
を
越
え
て
讃
岐
に
向
か
う
。

そ

の
向
か
つ
た
先
は
、

塩
入
、

満
濃
池
な
ど
の
地
名
が
登
場
し
て
く
る
。

そ
の
塩
入
に
お

い
て
も
蛇
の
伝
説
を
確
認
で
き
る
の
で
、

事
例
を

一
つ
取
，
上
げ
よ
う
。

事
例
七
　
塩
入
地
区
　
男
性

・
昭
和
二
年
生
ま
れ

塩
入
地
区
の
は
ず
れ
、

山
手
の
方
に
は
釜
ケ
淵
と
い
う
淵
が
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
竜

だ
か
蛇
だ
か
が
棲
む
。

カ
ネ
を
嫌
い
、

鎌
を
そ
の
釜
ヶ
淵
に
投
げ
込
ん
だ
ら
怒
っ
て
タ

立
を
降
ら
せ
、

洪
水
に
し
た
。

釜
ケ
淵
に
は
水
神
が
記
ら
れ
、

祭
り
も
行
わ
れ
る
が
、

塩
入
で
は
祭
り
の
際
に
は
鉦
を
使
わ
な
い
。

塩
入
に
お
け
る
事
例
も
、

太
刀
野
山
各
地
区
同
様
に
多
様
で
あ
る
。

た
だ
問
題
な
の

は
、

事
例
七
に
は
す
で
に
大
刀
野
山
と
の
関
係
性
は
、
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
と
い

う
点
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

話
し
手
自
身
は

「人
枚
な
ぺ
ら
」
で
伝
説
が
存
在
す
る
こ

と
は
認
識
し
て
い
る
。

だ
が
、

そ
れ
と
は
別
に
塩
入
独
自
の
伝
説
を
も
つ
。

伝
説
の
存

在
と
し
て
も
、
「人
枚
な
ぺ
ら
」
か
ら
や
つ
て
き
た
女
性
、

竜
は
こ
こ
で
突
如
姿
を
消
す

こ
と
に
な
る
。

伝
説
と
し
て
は
無
関
係
で
あ
る
。

実
際
、

そ
の
よ
う
な
伝
説
の
話
し
手
は
、
日
常
生
活
の
中
で
は
頻
繁
に
樫
ノ
休
場
を

越
え
て
阿
波
方
面
（
抜
け
る
必
要
は
な
か
つ
た
。

伝
説
は
ム
ラ
の
中
で
完
結
す
る
。
と

す
る
と
、

金
毘
羅
街
道
”
謂
岐
〈
抜
け
る
太
刀
野
山
側
の
ペ
ク
ト
ル
が
讃
岐
に
向
い
、

一
方
の
塩
入
側
か
ら
は
外
に
向
か
わ
な
い
こ
と
に
な
る
ｆ

、

金
毘
羅
街
道
を
通
り
抜
け
た
人
の
動
き
は
、

ム
ラ
の
領
域
を
越
え
た
空
間
移
動
で
も

あ
り
、

生
業
活
動
の
一
つ
で
あ
つ
た
。

話
し
手
が
、

実
際
に
体
験
し
て
き
た
交
通

・
交

易
関
係
に
豪
付
け
ら
れ
、

結
操
、

伝
説
が

「編
集
」
さ
れ
て
い
く
。

そ
う
い
つ
た
意
味

で
も
、

空
間
認
識
は
相
対
的
な
も
の
に
な
る
。

事
例
七
で
は
塩
入
地
区
で
の
認
識
の
一

例
を
、

ま
た
事
例
二
に
お
い
て
も
大
平
地
区
で
は

「人
枚
な
太
ら
」
の
伝
説
に
つ
い
て

は
知
ら
れ
て
は
い
な
い
た
め
、

事
例
か
ら
は
相
関
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
　
お
わ
り
に

三
野
町
太
刀
野
山
を
中
心
に
し
て
、
と
く
に

「八
校
な
べ
ら
」
に
関
す
る
蛇
伝
説
を

め
ぐ
つ
て
、

空
間
認
識
の
相
対
性
と
多
様
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
整
理

す
る
と
、

中
屋
の
領
域
内
に
あ
る

「人
枚
な
べ
ら
」
は
、

金
毘
羅
街
道
沿
い
に
中
屋
、

井
ノ
久
保
と
い
う
二
つ
の
ム
ラ
で
、

伝
説
に
お
い
て
共
通
性
を
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に

対
し
、
こ
の
交
通

・
交
易
関
係
か
ら
外
れ
た
大
平
や
馬
瓶
、

土
釜
な
ど
で
は

「人
枚
な

ぺ
ら
」
に
関
し
て
の
詳
細
は
認
知
さ
れ
ず
、

ま
た
、

阿
波
方
面
か
ら
入
っ
て
く
る
ば
か

り
の
、　

一
方
向
的
な
交
易
関
係
が
成
立
し
て
い
た
塩
入
に
関
し
て
も
、

同
じ
く

「人
枝

な
ぺ
ら
」
と
結
び
つ
い
た
伝
説
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、

空
田
へ
の
認
識
に
お
い
て
は
、

常
に
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、

そ
の
空
間
認
識
の
基
盛
と
な
る
の
が
道
と
い
う
、

ム
ラ
の
債
域
を
塔
ぎ
、

結

ん
で
い
く
、

公
的
な
空
間
と
い
，
こ
と
に
な
る
。

そ
の
場
合
、

現
状
で
は
非
ノ
久
保
、
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中
屋
が
、

事
例
の
伝
説
に
お
い
て
は
話
型
が
多
様
で
は
あ
る
も
の
の
、

取
り
上
げ
ら
れ

る
空
間
と
し
て
は
、

共
通
点
が
あ
る
す

、

す
な
わ
ら
、

伝
説
の
中
で
も
、

登
場
す
る

女
は
な
り
竜
な
り
が
、

金
昆
羅
街
道
に
沿
っ
て
移
動
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

共
通
し
た

空
間
認
識
を
示
し
て
い
て
、　

一
つ
の
伝
説
支
持
集
団
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

伝
説

と
い
う
一
面
に
お
い
て
は
、

共
通
点
と
し
て
の
空
間
認
識
も
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

図
ら
ず
ヽ
、

そ
の
認
識
と
し
て
の
共
通
性
、

頴
似
性
は
、
「ム
ラ
の
空
目
的
領
域
と
そ

れ
に
根
ざ
し
た
集
団
か
ら
離
腕
し
て
い
く
≡
コ
、

と
い
う
指
摘
の
傍
ら
、

空
間
認
識
の

レ
ベ
ル
で
は
依
然
、

少
な
く
と
も
、

伝
説
か
ら
見
る
限
り
、

ム
ラ
の
枠
は
越
え
る
も
の

の
、

空
間
認
識
を
共
有
す
る
と
い
う
、

相
反
す
る
結
論
に
辿
り
着
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、

ム
ラ
社
会
に
お
け
る
空
間
認
識
を
、

伝
説
に
お
い
て
す
べ
て
明
ら
か
に
出
来
た
と
は
思

わ
な
い
ｆ

音

し
か
し
、　

一
つ
の
伝
説
と
い
う
民
俗
事
象
を
通
じ
て
、

生
活
の
場
で
あ

り
、

歴
史
的
に
ム
ラ
の
領
域
で
も
あ
る
空
間
領
域
と
、

現
在
の
生
活
者
の
も
つ
空
間
認

識
に
は
一
定
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
さ
ら
な
る
検
討
の
可
能
性
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注
（
１
）
福
コ
ア
ジ
オ
ほ
か
編
　
一
一〇
〇
〇
　
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
　
吉
川
弘
文
館
の

な
か
で
、

花
部
英
雄

「伝
説
」
は
、

柳
回
國
男
の

『
伝
説
』
か
ら
こ
の
三
点
を
引

用
し
て
伝
説
を
捉
え
る
上
で
便
利
な
指
標
と
す
る
。

（
２
）
た
と
え
ば

『
阿
州
奇
事
雑
話
』
な
ど
が
あ
る
。

新
編
阿
波
叢
書
編
集
委
員
会
編

一
九
七
六

『新
編
阿
波
叢
書
』
歴
史
図
書
社
に
も
収
録
さ
れ
る
が
、

『
新
編
阿
波
叢

書
』
に
よ
る
と
、

そ
の
成
立
は
寛
政
年
間
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
少
な
く
と
も
、

徳
島
県
内
で
の
各
市
町
村
史
に
お
い
て
は
、

す
べ
て
こ
う
し
た

記
述
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

（４
）
梅
野
光
興

「解
釈
の
技
法

，
記
憶
の
技
法
―
高
知
県
大
豊
町
の
蛇
淵
伝
説
」
（小

松
和
彦
編
　
一
一〇
〇
〇
　
『
記
憶
す
る
民
俗
社
会
』
　
人
文
書
院
　
所
収
）
に
よ

る
用
語
説
明
に
つ
い
て
は
、
「伝
示
と
伝
承
を
接
合
し
て
い
く
動
き
の
こ
と
を

『
編

集
』
と
呼
ん
で
み
た
い
。

」
中梅
野
　
一
一〇
〇
〇
　
一
十
一
人
〕
と
す
る
。

（
５
）
た
と
え
ば
、

そ
れ
は
ム
ラ
で
あ
っ
た
り
、

ま
た
ム
ラ
の
中
の
一
部
の
人
で
あ
っ

た
り
、

街
道
沿
い
や
あ
る
川
の
流
域
沿
い
だ
っ
た
り
と
広
域
に
及
ぶ
ケ
ー
ス
も
想

定
で
き
る
。

ま
た
、

極
端
な
例
と
し
て
、

特
定
の
年
齢
集
団
や
片
方
の
性
別
の
み

を
支
持
集
国
と
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

（
６
）

一
般
的
な
意
味
で
使
用
す
る
。

何
度
も
繰
り
返
し
述
六
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
「ム
ラ
」
は
近
世
の
藩
攻
村
や
明
治
以
降
の
町
村
合
併
に
よ
つ
て
成
立
し

た
村
と
は
異
な
り
、

い
わ
ゆ
る
鈴
木
栄
太
郎
の
い
う

「自
然
村
」
を
下
敷
き
に
し

た
概
念
で
、

集
落
、

耕
地
、

山
野
等
の
空
間
的
広
が
り
を
も
つ
社
会
組
織
と
さ
れ

】る
。

（７
）
前
掲
柳
田
国
男

「伝
説
」
の
中
で
の
三
つ
の
指
標
の
内
の
一
つ
。

（
８
）
三
野
町
詰
編
集
委
員
会
編
　
一
九
七
四
　
『
三
野
町
誌
』。

（
９
）
『
三
野
町
誌
』
六

一
頁
。

（
ｍ
）
『
三
野
町
誌
』
二
四
二
頁
。

（
Ｈ
）
『
三
野
町
誌
』
二
六

一
頁
。

（
‐２
）
中
略
部
分
は
、

大
石
小
石
が
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て
い
た
が
、

転
が
り
、

水
に
浸

食
さ
れ
て
ア
バ
タ
面
が
平
ら
に
な
ら
さ
れ
た
と
い
う
説
明
が
書
か
れ
る
。

（
‐３
）
中
略
部
分
は
、
「ふ
ち
」
の
下
流
に
上
山
が
隆
起
し
た
が
、

天
保
期
の
大
水
の
際

に
崩
れ
、

鉄
砲
水
と
な
つ
て
下
流
を
襲
つ
た
と
い
う
洪
水
の
伝
説
が
書
か
れ
る
。

（
‐４
）
中
略
部
分
に
は
、

天
保
年
間
の
大
水
の
際
、

崩
れ
た
と
秒
に
よ
つ
て
淵
が
埋
ま

っ
た
と
記
述
さ
れ
る
。
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（
い
）
案
内
板
の
製
作
責
任
者
は

「三
野
町
　
つ
く
し
会
二
一
」
と
記
さ
れ
る
が
、
こ

の
会
は
地
域
興
し
を
目
的
に
し
て
中
屋
出
身
の
町
会
議
委
員
を
中
心
に
し
て
組
織

さ
れ
、

活
動
す
る
。

（
五
）
梅
野
前
掲
論
文
。

（
‐７
）
上
流
か
ら
長
渕
、

中
淵
、

釜
淵
が
三
つ
連
な
る
が
、
「竜
工
大
権
現
」
が
記
ら
れ

て
い
た
の
は

一
番
下
流
の
釜
淵
で
あ
る
。

現
在
は
こ
の
淵
か
ら
ご
神
体
が
遷
さ
れ
、

こ
の
場
所
に
は
な
い
。

（
‐８
）
前
掲
柳
国
の
二
つ
の
指
標
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
。

（
‐９
）
こ
こ
で
い
う
金
毘
羅
街
道
は
、
中
屋
と
か
ら
発
し
、

井
ノ
久
保
を
通
過
し
、

樫

ノ
休
場
と
い
う
峠
を
越
え
て
讃
岐
の
琴
平
方
面
〈
と
い
た
る
道
で
あ
り
、

常
夜
灯

が
設
置
さ
れ
、

か
つ
て
節
分
の
日
の
夜
に
は
金
毘
羅
由
に
参
る
人
の
た
め
に
、
ム

ラ
の
人
の
手
で
一
晩
中
灯
が
と
も
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
２０
）
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

中
屋
、

井
ノ
久
保
に
は

「人
枚
な
ぺ
ら
」
へ
行
っ
た
こ

と
が
な
い
、
と
か
伝
説
の
詳
細
を
知
ら
な
い
と
か
い
う
人
も
い
る
。

た
だ
、
こ
こ

で
は
ほ
か
の
地
区
に
伝
説
の
詳
細
を
知
る
人
が
い
な
い
、
も
し
く
は
、

聞
い
た
こ

と
も
な
い
と
す
る
点
に
、
こ
こ
で
は
着
目
し
た
。

（
２‐
）
伝
説
と
い
う
事
例
を
通
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
ム
ラ
に
お
け
る
空
間
認
識

は
も
っ
と
多
様
で
あ
り
、

単
純
に
は
判
断
で
き
な
い
が
、

そ
の
中
の
一
要
素
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
伝
説
を
事
例
と
し
た
場
合
、

空
間
認
識
と
、

か
つ
て
の
話
し
手
の
交
易
関
係
が
重
な
っ
て
く
る
。

（
２２
）
こ
の
共
通
点
は
、

地
元
の

「
つ
く
し
会
」
や
二
野
町
を
中
心
と
し
た

「人
枚
な

べ
ら
」
の
観
光
地
化
へ
向
け
た
最
近
の
整
備
事
業
に
よ
る
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。

（
２３
）
前
掲
安
井
論
文
。

（
２４
）
た
と
え
ば
、

市
川
秀
之
は

「山
問
盆
地
村
落
の
空
間
構
成
」
の
中
で
、

村
落
空

間
を

「機
能
空
間
」
「社
会
空
間
」
「認
識
空
間
」
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
応
じ

て
三
分
類
す
る
。

す
な
わ
ち
、

多
様
な
局
面
で
空
間
は
展
開
す
る
こ
と
は
自
明
の

こ
と
で
あ
り
、　

一
要
素
の
み
で
す
べ
て
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
の
は
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。

ち
な
み
に
、

市
川
の
い
う

「認
識
空
間
」
に
関
し
て
は
、

村
落
内
で
の

「宗
教
的
あ
る
い
は
精
神
的
な
面
の
投
影
と
し
て
」
［市
川
　
一
一〇
〇

一　
一二
五
六
『

定
義
す
る
た
め
、

ま
た
、

ム
ラ
の
外
に
向
か
っ
て
の
認
識
は
対
象
圏
外
に
な
っ
て

い
る
。
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三
宅
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九
八
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版

柳
田
園
男
　
一
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岩
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