
井
戸
卒
去
衛
門
の
碩
徳
碑
を
窃
ね
で
⑳

錦
織
玄
秀
の
碑
と
並
ん
で
建
つ
井
戸
公
碑

<
路
傍
に
立
つ
何
も
彫
ら
れ
て
い
な
い
井
戸
公
碑

近
く
の
人
が
花
を
供
え
て
い
た

大

　

田

　

町

　

石

　

　

質

井
戸
平
左
衛
門
公
(
以
下
「
井
戸
　
の
改
宮
本
豊
さ
ん
の
調
査
に
よ
る
と

さ
ん
」
)
の
頒
徳
碑
は
、
川
合
町
吉
永
　
5
3
0
基
あ
る
と
さ
れ
、
宮
本
さ
ん

了

>
錦
織
玄
秀
の
碑
(
左
)
と
並
ん
で
建
て
ら
れ
て

い
る
井
戸
公
碑

は
そ
の
う
ち
4
6
5
基
を
自
身

の
足
で
踏
査
し
て
い
る
。

一
人
の
力
で
こ
こ
ま
で
調
査

さ
れ
た
の
は
偉
大
な
こ
と
で
、

だ
れ
に
も
真
似
の
で
き
な
い
こ

と
だ
が
、
し
か
し
、
一
人
の
カ

に
は
限
界
も
や
は
り
あ
り
、
各

地
で
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人

た
ち
が
調
査
を
進
め
る
と
、
ま

だ
ま
だ
「
新
発
見
」
　
の
碑
が
見

つ
か
る
。
2
年
前
に
当
協
会
で

井
戸
公
の
特
別
展
を
し
、
市
内

の
約
1
0
0
基
の
碑
の
写
真
を

展
示
し
た
と
こ
ろ
、
「
う
ち
の

近
く
に
も
あ
る
」
と
申
し
出
が

あ
っ
た
も
の
も
数
基
あ
る
。
浜

田
市
弥
栄
町
で
も
、
井
戸
公
碑

の
マ
ッ
プ
を
作
る
た
め
に
調
査

し
た
と
こ
ろ
、
宮
本
調
査
で
は

1
7
基
だ
っ
た
も
の
が
2
4
基
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

お
隣
の
美
郷
町
で
は
、
「
銀
山

街
道
を
護
る
会
」
　
の
道
下
良
徹

さ
ん
ら
が
調
べ
て
歩
い
た
。

調
査
は
2
0
1
2
年
の
こ
と
だ
。
そ

の
こ
ろ
、
官
本
さ
ん
の
資
料
が
ま
だ

江
津
市
の
舞
乃
市
に
展
示
し
て
あ
り
、

そ
こ
で
2
2
基
の
頒
徳
碑
を
知
り
、
そ

の
デ
ー
タ
を
元
に
現
地
を
調
査
し
た
。

実
際
に
歩
く
と
、
宮
本
調
査
よ
り
3

基
多
い
2
5
基
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

す
べ
て
の
碑
の
写
真
を
撮
り
、
地
図

に
落
と
し
、
一
覧
表
を
作
成
し
た
。

同
年
了
月
2
3
日
「
井
戸
平
左
衛
門

頒
徳
碑
巡
り
」
　
の
イ
ベ
ン
ト
を
実
施

さ
れ
た
の
で
私
も
参
加
し
た
。

か
な
り
暑
い
日
で
、
午
後
に
は
熱

中
症
気
味
に
な
っ
た
が
、
道
下
さ
ん

は
パ
ワ
フ
ル
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
、

疲
れ
を
知
ら
な
い
人
で
、
最
後
ま
で

ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
で
、
私
た
ち
を
案

内
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

氏
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
「
先
祖

の
命
を
救
っ
て
く
れ
た
井
戸
平
左
衛

門
。
そ
の
徳
に
報
い
、
厳
し
い
財
源

の
中
か
ら
村
を
挙
げ
て
頒
徳
碑
を
建

て
た
先
祖
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
を

思
い
起
こ
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、

(
町
内
の
方
に
も
)
　
今
一
度
近
く
の

頒
徳
碑
を
訪
ね
て
い
た
だ
き
た
い
」

も
っ
と
見
つ
か
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
だ
。

今
更
時
間
を
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
だ
か
ら
こ

そ
、
1
日
も
早
く
、
調
査
を
進

め
な
け
れ
ば
、
と
気
持
ち
だ
け

が
焦
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
美
郷
町

で
特
徴
的
だ
っ
た
の
は
、
井
戸

さ
ん
が
亡
く
な
る
直
前
の
何
日

間
か
、
招
か
れ
て
笠
岡
陣
屋
で

と
書
い
て
い
る
。

そ
の
日
の
道
下
さ
ん
と
の
話
の
中

で
、
最
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は

「
も
っ
と
早
く
に
調
査
す
れ
ば
よ
か
っ

だ
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
探
し
て

歩
き
、
長
老
に
尋
ね
る
と
　
「
自
分
の

親
か
祖
父
は
知
っ
て
い
た
と
思
う

が
」
と
い
う
声
が
何
か
所
か
で
聞
か

れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

実
際
、
案
内
さ
れ
た
う
ち
の
1
基

は
、
何
も
文
字
が
彫
っ
て
な
い
、
た

だ
の
大
き
め
の
石
だ
っ
た
。
「
え
、

こ
れ
で
す
か
?
」
と
聞
く
と
、
「
近
く

の
お
年
寄
り
が
間
違
い
な
い
と
い
う

の
で
、
そ
う
で
す
」
と
言
う
。
何
も

彫
っ
て
な
い
石
で
も
、
口
伝
え
に

「
芋
代
官
の
碑
」
　
と
伝
わ
っ
て
い
た

の
だ
。
そ
ん
な
頒
徳
碑
が
ほ
か
に
も

き
っ
と
あ
る
は
ず
。
も
っ
と
早
く

調
査
を
し
て
い
れ
ば
、
そ
ん
な
碑
が

診
察
し
た
簗
瀬
村
(
現
美
郷
町
)
　
の

医
師
、
錦
織
玄
秀
の
石
碑
と
並
ん
で

建
て
ら
れ
た
頒
徳
碑
が
あ
っ
た
こ
と
。

玄
秀
の
直
系
は
残
っ
て
い
な
い
が
、

縁
者
で
あ
る
庵
原
重
雄
さ
ん
が
大
正

6
年
に
「
錦
織
玄
秀
先
生
之
碑
」
を
、

尾
原
操
軒
さ
ん
が
大
正
1
5
年
に
玄
秀

の
碇
の
隣
に
「
井
戸
明
府
碑
」
を
建

て
た
も
の
だ
。
場
所
は
I
R
梁
瀬
駅

近
く
の
町
道
沿
い
。

ま
た
、
井
戸
さ
ん
の
石
碑
に
か
か

わ
る
祭
り
は
、
道
下
さ
ん
に
よ
れ
ば
、

美
郷
町
内
で
は
ど
こ
も
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
粕
淵
の
浄

土
寺
で
は
毎
年
1
0
月
に
、
芋
ご
は
ん
、

芋
入
り
の
吸
い
物
、
芋
の
天
ぷ
ら
な

ど
を
い
た
だ
き
、
井
戸
さ
ん
の
遺
徳

や
、
食
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
再
認

識
す
る
法
話
を
聞
く
「
芋
法
座
」
が
、

今
で
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。



井
戸
車
左
衛
門
会
の
額
縁
蝉
を
訪
ね
て
⑳
わ
け

邑
南
町
目
貫
の
「
1
9
分
の
1
0
の
理
由
」

前
号
ま
で
に
川
本
町
、
美
郷
町
の

井
戸
公
碑
を
紹
介
し
、
次
は
ど
こ
に

し
よ
う
か
と
、
例
に
よ
っ
て
川
合
町

の
故
宮
本
豊
さ
ん
の
調
査
資
料
に
目

を
通
す
と
、
邑
両
町
に
は
2
8
基
の
井

戸
公
碑
が
あ
っ
た
。

邑
智
郡
邑
南
町
は
瑞
穂
町
、
石
見

町
、
羽
須
美
村
が
平
成
1
6
年
に
合
併

し
て
誕
生
し
た
。
井
戸
公
碑
は
旧
瑞

穂
町
に
9
基
、
旧
石
見
町
に
1
9
基
あ

り
(
以
下
町
名
の
　
「
旧
」
は
省
略
)
、

石
見
町
の
井
戸
公
碑
の
う
ち
、
「
目

貫
(
ひ
ぬ
い
)
」
　
と
い
う
地
域
に
、

何
と
半
数
以
上
の
的
基
も
あ
る
。

ま
ず
、
「
目
貫
」
の
場
所
が
わ
か
ら

な
か
っ
た
の
で
、
地
図
を
見
て
み
た
。

石
見
町
の
北
西
部
に
あ
り
、
大
田
市

の
私
た
ち
が
広
島
に
行
く
に
し
て
も
、

大

　

田

　

町

　

石

ス
キ
1
に
行
く
に
し
て
も
、
通
り
道

で
は
な
い
。
目
貫
が
ど
ん
な
地
域
で
、

な
ぜ
1
0
基
も
の
井
戸
公
碑
が
あ
る
の

か
、
そ
れ
が
今
回
の
テ
ー
マ
だ
。

目
貫
で
は
目
貫
公
民
館
の
鹿
野
好

明
館
長
、
山
崎
武
元
館
長
、
石
見
町

の
石
碑
を
調
べ
て
　
「
い
し
ぶ
み
」
　
に

詳
し
く
ま
と
め
た
メ
ン
バ
ー
の
1
人
、

服
部
忠
司
さ
ん
の
3
人
に
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
。

目
貫
は
県
道
了
号
が
東
西
を
横
断
、

南
北
に
は
高
い
山
が
あ
り
、
目
貫
川

沿
い
に
集
落
が
点
在
す
る
。
今
で
も

平
地
は
あ
ま
り
な
い
が
、
少
な
い
平

地
は
江
戸
時
代
に
製
鉄
で
で
き
た

「
鉄
穴
　
(
か
ん
な
)
　
流
し
」
　
で
で
き

た
も
の
が
多
い
。
江
戸
時
代
、
目
貫

は
製
鉄
で
栄
え
、
石
見
町
の
ほ
か
の

賀
　
　
　
　
　
　
　
了

産
は
和
紙
で
、
津
和
野
藩
は
特
に
目

貫
の
和
紙
を
珍
重
す
る
な
ど
、
か
な

り
の
繁
栄
ぶ
り
だ
っ
た
よ
う
だ
。
面

積
は
石
見
町
の
中
で
は
最
も
広
く
、

人
口
も
、
江
戸
時
代
末
期
に
は
矢
上

に
次
い
で
多
い
1
8
0
1
人
と
い
う

記
録
が
あ
る
。
浜
田
・
川
本
間
の
交

通
の
要
衝
で
も
あ
っ
た
。
約
5
0
0

人
に
減
っ
た
人
口
の
中
で
も
5
つ
の

神
楽
社
中
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
往
時
の
目
貫
の
に
ぎ
わ
い
と

繁
栄
ぶ
り
が
想
像
で
き
る
。

そ
う
し
た
繁
栄
の
中
、
米
づ
く
り

に
は
適
し
て
お
ら
ず
、
サ
ツ
マ
イ
モ

の
お
世
話
に
な
っ
た
と
い
う
意
識
が

あ
っ
た
目
貫
の
人
た
ち
は
、
次
々
に

井
戸
公
碑
を
建
て
て
い
っ
た
の
だ
ろ

う
。
山
崎
さ
ん
は
「
集
落
は
1
4
あ
っ

た
の
で
、
1
0
基
建
っ
て
も
不
思
議
で

>
宝
光
寺
の
「
泰
雲
院
殿
義
岳
良
忠
居
士
」
碑

地
域
も
瑞
穂
町
も

浜
田
藩
だ
っ
た
が
、

目
貫
だ
け
は
津
和

野
藩
に
属
し
、
目

貫
組
と
し
て
代
官

所
も
置
か
れ
て
い

た
と
い
う
。
目
貫

の
も
う
一
つ
の
特

>
散
策
マ
ッ
プ
ひ
ぬ
い
さ
ん
ぽ

は
な
い
」
と
言
う
。
1
6
1
5

年
ま
で
は
銀
山
領
だ
っ
た
と
い

う
語
録
も
あ
り
、
目
貫
の
人
た

ち
の
気
持
ち
の
中
に
、
銀
山
領

に
対
す
る
親
近
感
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

境
内
に
井
戸
公
碑
が
あ
る
宝

光
寺
の
ご
住
職
は
、
目
貫
の
生

ま
れ
で
は
な
く
、
2
0
年
前
か
ら

お
寺
を
守
っ
て
お
り
　
「
ほ
か
か

ら
来
た
か
ら
よ
け
い
に
感
じ
る

が
、
目
貫
に
は
神
仏
を
大
切
に

さ
れ
る
方
が
多
い
」
と
言
う
。

そ
ん
な
目
貫
で
は
、
頒
徳
碑
を

建
て
て
井
戸
さ
ん
と
サ
ツ
マ
イ

モ
に
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
の

は
「
ご
く
自
然
の
こ
と
」
だ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

井
戸
公
碑
は
今
で
も
目
貫
で

は
大
切
に
さ
れ
て
お
り
、
目
貫
公
民

館
が
発
行
し
た
「
散
策
マ
ッ
プ
ひ
ぬ

い
さ
ん
ぽ
」
に
は
井
戸
さ
ん
の
紹
介

記
事
と
、
1
0
基
の
写
真
が
地
図
と
と

も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

ふ
る
さ
と
を
大
切
に
思
う
目
貫
で

は
、
小
学
校
で
も
し
っ
か
り
と
井
戸

さ
ん
の
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

平
成
2
4
年
に
、
当
時
の
4
年
生
2
人

と
担
任
の
先
生
が
作
っ
た
「
目
貫
カ

ル
タ
」
に
も
　
「
江
戸
時
代
い
も
代
官

が
民
す
く
う
」
「
宝
光
寺
い
も
代
官
の

石
ひ
あ
り
」
の
2
枚
が
入
っ
て
い
る
。

宝
光
寺
で
は
今
で
も
毎
年
1
2
月
に

芋
法
事
が
あ
り
、
ほ
か
に
も
井
戸
公

碑
の
供
養
を
毎
年
営
ん
で
い
る
自
治

会
が
2
つ
も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
取

材
に
出
か
け
、
今
号
の
続
編
と
し
て

紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。



井
戸
平
左
衛
門
公
の
額
縁
碑
を
訪
ね
て
⑳

石
工
の
ユ
ニ
ー
ク
な
講
が
残
る
邑
両
町
の
碑

邑
智
郡
邑
南
町
は
瑞
穂
町
、
石
見

町
、
羽
須
美
村
の
3
町
村
が
合
併
し

て
、
平
成
1
6
年
1
0
月
に
誕
生
し
た
。

邑
南
町
に
は
2
8
基
の
井
戸
公
碑
が
あ

り
、
内
訳
は
瑞
穂
町
が
9
基
、
石
見

町
が
1
9
基
で
、
石
見
町
の
1
9
基
の
う

ち
の
1
0
基
が
「
目
貫
」
と
い
う
地
区

に
あ
る
こ
と
を
前
号
で
紹
介
し
た
。

旧
羽
須
美
村
で
は
1
基
も
確
認
さ

れ
て
い
な
い
が
、
広
島
県
に
も
1
基

し
か
な
く
、
島
根
県
で
も
広
島
県
境

の
町
村
で
は
あ
ま
り
建
て
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
「
井
戸
公
伝
説
」
が

伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

大

　

田

　

町

　

石

瑞
穂
町
の
9
基
の
う
ち
、
川
合
町

の
故
官
本
豊
さ
ん
の
資
料
に
よ
る
と
、

1
基
だ
け
「
調
査
中
」
と
さ
れ
て
い

た
た
め
、
邑
南
町
の
田
所
公
民
館
の

吉
川
正
館
長
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

わ
ざ
わ
ざ
現
塊
に
出
向
い
て
調
査
し

て
い
た
だ
き
「
存
在
し
て
い
な
い
」

こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
た
め
現
状

で
は
瑞
穂
町
の
井
戸
公
碑
は
8
基
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

石
見
町
に
比
べ
る
と
少
な
い
の
は

な
ぜ
か
と
考
え
、
い
ろ
い
ろ
な
文
献

を
調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
3
2
年
の
瑞

穂
町
の
誕
生
に
つ
い
て
書
か
れ
た
出

版
物
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
た
。

賀
　
　
　
　
　
　
了

内
に
お
け
る
唯
一
の
米
産
地
で
あ
り

ます」。米
の
産
地
と
い
う
自
負
も
実
績
も

あ
り
、
サ
ツ
マ
イ
モ
に
命
を
助
け
ら

れ
た
と
い
う
実
感
が
そ
れ
ほ
ど
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

8
基
と
い
う
数
は
1
町
村
に
存
在
す

る
数
と
し
て
少
な
い
数
で
は
な
い
。

吉
川
館
長
に
、
特
徴
的
な
碑
を
教

え
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
2
基
を
紹

東
に
入
っ
た
、
馬
野
原
上
集
会
所
の

裏
山
に
あ
る
碑
で
、
裏
山
の
山
頂

(
と
い
っ
て
も
1
分
ほ
ど
登
る
だ
け

だ
が
)
に
詞
と
並
ん
で
建
っ
て
い
る
。

高
さ
4
0
㌢
の
台
石
の
上
に
1
8
0
㌢

の
す
ら
り
と
し
た
自
然
石
の
碑
石
が

乗
り
、
「
井
戸
正
明
君
碑
」
と
彫
ら
れ

て
い
る
。
大
正
3
年
の
建
立
で
　
「
馬

野
原
中
」
と
あ
る
の
で
、
馬
野
原
の

皆
さ
ん
が
力
を
合
わ
せ
て
建
て
た
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
興
味
深
い

の
は
碑
石
の
左
面
。

下
の
方
に
石
工
の
名
が
彫
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
「
石
工
　
矢
上
」
は
徳

利
の
形
で
囲
ま
れ
、
そ
の
口
か
ら
盃

に
注
が
れ
る
酒
の
代
わ
り
に
短
冊
が

あ
り
、
そ
こ
に
　
「
植
田
勘
治
郎
」
と

彫
っ
て
あ
る
。
お
ま
け
に
、
そ
の
上

に
は
詩
の
よ
う
な
も
の
が
彫
ら
れ
て

い
て
、
原
文
で
は
「
酒
さ
い
/
飲
バ

/
み
わ
は
た
か
て
も
/
や
ど
の
可
ゝ

/
志
ち
に
を
く
か
な
/
雲
洲
石
夢
」

と
あ
り
、
現
代
文
に
訳
す
と
「
酒
さ

え
飲
め
れ
ば
、
身
は
裸
で
も
、
妻
を

質
に
置
く
か
な
(
酒
さ
え
飲
め
る
な

ら
、
妻
を
質
に
入
れ
る
よ
)
」
と
い
う

ふ
う
に
読
む
の
だ
ろ
う
か
。

こ
ん
な
こ
と
を
彫
っ
て
、
依
頼
主

の
馬
野
原
の
皆
さ
ん
は
怒
ら
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
り
し
た
。

>
邑
両
町
(
旧
瑞
穂
町
)
上
田
所
の
「
井
戸
君
碑
」

「
わ
が
国
は

古
来
よ
り
瑞
穂

の
国
と
い
わ
れ

日
本
の
美
称
と

さ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
で
、
本
村

ま
た
往
古
神
稲

の
郷
と
称
さ
れ

伊
勢
神
宮
に
献

穀
の
古
事
も
あ

り
、
当
村
は
郡

介
す
る
。
1

基
は
、
上
田

所
上
野
原
の

碑
で
、
国
道

2
6
1
号
の

西
側
に
並
行

し
て
走
る
道

路
沿
い
に
あ

心
の
広
い
井
戸
さ
ん
は
、
空

の
上
か
ら
　
「
ま
あ
よ
い
で
は

な
い
か
」
と
笑
っ
て
お
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。

る
「
井
戸
君
碑
」
。
高
さ
4
8
㌢
の
台
石

の
上
に
乗
せ
ら
れ
た
1
4
0
㌢
の
自

然
石
の
碑
石
に
4
文
字
が
力
強
い
。

明
治
4
4
年
の
建
立
だ
。
文
字
の
彫
り

も
深
く
、
墨
書
な
ら
「
墨
痕
鮮
や
か

な
」
ど
っ
し
り
と
し
た
碑
だ
。

も
う
1
基
は
、
国
道
2
6
1
号
の

馬
野
原
口
か
ら
県
道
1
号
を
約
3
㌔

>
碑
石
の
左
側
の
下
部
に
彫
ら
れ
た
石
工
の
名
前
と
詩
の
よ
う
な
も
の



井
戸
平
左
衛
門
公
の
項
徳
蝉
を
訪
ね
て
⑭

寺
院
と
自
治
会
館
で
続
け
ら
れ
る
芋
法
事

大
田
町
　
石

賀

の

サ

ツ

マ

イ

モ

の

ぶ

つ

切

り

が

2

個

も
入
り
、
番
茶
で
炊
い
て
あ
る
た
め
、

汁
は
茶
色
で
香
ば
し
く
、
お
い
し
く

い
た
だ
い
た
。

2
月
1
 
9
日
に
は
、
自
治
会
内
に
3

前
2
号
で
邑
南
町
の
井
戸
公
碑
を

紹
介
し
、
旧
瑞
穂
町
に
8
基
、
旧
石

見
町
に
1
9
基
あ
り
、
旧
石
見
町
の
中

で
も
、
目
貫
(
ひ
ぬ
い
)
　
に
1
0
基
あ

る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
前
々
回
の
取

材
で
訪
ね
た
目
貫
で
、
芋
法
事
が
今

で
も
あ
る
と
聞
き
、
昨
年
1
2
月
と
今

年
2
月
に
お
参
り

し
て
き
た
。

1
2
月
に
芋
法
事

が
あ
っ
た
の
は
、

境
内
に
井
戸
公
碑

基
の
井
戸
公
碑
が

あ
る
春
日
自
治
会

館
で
芋
法
事
が

あ
っ
た
。
面
積
が

広
い
目
貫
で
は
、

が
あ
る
浄
土
宗
の
宝
光
寺
(
山
本
巨

利
住
職
)
。
「
泰
雲
院
殿
義
岳
良
忠
居

>
重
光
寺
の
芋
法
事
(
昨
年
1
 
2
月
)

士
」
　
の
石
碑
に
は
建
立
年
が
彫

ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
寺
に
は

白
木
の
位
牌
が
あ
り
、
そ
の
裏

面
に
　
「
境
内
石
碑
明
治
廿
八
年

十
月
廿
四
日
建
」
と
墨
書
さ
れ

て
い
る
の
で
、
明
治
2
8
年
に
建

て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
井
戸
公
の
遺
訓
と
肖

像
が
描
か
れ
た
掛
軸
も
あ
る
。

掛
軸
が
あ
る
の
は
珍
し
い
が
、

こ
の
掛
軸
は
軸
装
こ
そ
違
う
が

大
森
町
の
井
戸
神
社
の
掛
軸
と

同
じ
も
の
。
「
贈
従
四
位
井
戸

正
明
翁
肖
像
」
と
あ
る
の
で
、

井
戸
公
に
贈
位
さ
れ
た
明
治
4
3

年
1
 
1
月
以
降
の
も
の
。

肖
像
に
見
覚
え
が
あ
っ
た
の

で
調
べ
て
み
る
と
、
明
治
4
4
年

に
井
戸
神
社
再
建
の
た
め
に
印

刷
さ
れ
た
趣
意
書
「
井
戸
神
社
興
復

企
画
大
計
要
」
に
描
か
れ
て
い
る
も

の
と
同
じ
だ
っ
た
。
趣
意
書
に
は
遺

訓
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

宝
光
寺
の
芋
法
事
は
信
行
奉
仕
に

続
い
て
行
わ
れ
た
。
1
0
持
前
に
約
2
0

人
の
檀
信
徒
さ
ん
が
集
ま
り
、
本
堂

の
中
と
、
境
内
や
石
段
の
清
掃
な
ど

を
て
い
ね
い
に
行
っ
た
。

信
行
奉
仕
が
終
わ
る
と
仏
名
会
を

兼
ね
て
芋
法
事
が
始
ま
り
、
柱
に
井

戸
公
の
掛
軸
を
か
け
、
位
牌
を
仏
壇

の
中
央
に
置
い
て
読
経
が
あ
っ
た
。

法
話
で
は
「
芋
殿
さ
ん
に
今
年
も
無

事
に
終
え
ら
れ
た
こ
と
を
お
伝
え
し

た
」
と
話
さ
れ
た
。

そ
の
後
「
芋
殿
さ
ん
に
報
恩
の
、

芋
が
ゆ
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
」
と
案
内
さ
れ
た
庫
裏
で
、
芋

か
ゆ
、
煮
し
め
、
漬
物
の
お
と
き
を

い
た
だ
い
た
。
芋
か
ゆ
に
は
大
き
め

約
4
0
年
前
に
自
治
会
が
合
併
し
、
現

在
は
5
自
治
会
に
な
っ
て
い
る
。

芋
供
養
は
地
蔵
供
養
を
兼
ね
た
も

の
で
、
毎
年
こ
の
時
期
に
あ
る
。
以

前
は
1
年
間
の
地
域
の
共
同
農
作
業

の
予
定
な
ど
を
決
め
て
い
た
が
、
共

同
作
業
が
な
く
な
っ
た
今
で
も
、
芋

法
事
と
地
蔵
供
養
は
続
け
て
い
る
。

例
年
は
和
室
で
あ
る
が
、
今
年
は
参

加
者
が
2
5
人
と
多
か
っ
た
た
め
、
仏

壇
を
広
間
に
移
動
し
て
行
っ
た
。

仏
壇
に
は
「
泰
雲
院
殿
義
岳
良
忠

居
士
追
善
」
　
の
小
さ
な
塔
婆
が
立
て

か
け
ら
れ
、
お
供
え
に
は
も
ち
ろ
ん

サ
ツ
マ
イ
モ
も
あ
っ
た
。
仏
壇
の
近

く
に
、
宝
光
寺
の
山
本
住
職
持
参
の

井
戸
公
の
掛
軸
が
か
け
ら
れ
、
て
い

ね
い
な
お
経
が
あ
げ
ら
れ
、
地
域
の

1
0
体
の
地
蔵
を
1
体
ず
つ
読
み
上
げ

て
供
養
さ
れ
た
。
法
話
で
は
「
報
恩

謝
徳
」
　
の
こ
と
な
ど
を
話
さ
れ
、
こ

う
し
て
芋
法
事
を
続
け
る
こ
と
が
報

恩
謝
徳
で
あ
る
、
と
話
さ
れ
た
。

法
事
の
後
、
参
列
さ
れ
た
皆
さ
ん

と
短
い
時
間
お
話
し
た
が
、
皆
さ
ん

井
戸
公
碑
の
場
所
を
よ
く
ご
存
じ
で
、

「
と
き
ど
き
花
を
供
え
て
い
ま
す
」

と
話
さ
れ
る
女
性
も
お
ら
れ
た
。

ほ
か
に
も
、
自
治
会
内
に
4
基
の

井
戸
公
碑
が
あ
る
福
原
自
治
会
で
毎

年
8
月
に
地
蔵
盆
を
兼
ね
て
芋
法
事

を
営
ん
で
い
る
。
了
体
あ
る
地
蔵
を

毎
年
1
体
ず
つ
自
治
会
館
に
運
び
込

ん
で
法
事
を
す
る
と
い
い
、
「
神
仏

を
大
切
に
す
る
」
目
貫
の
皆
さ
ん
が
、

井
戸
公
碑
も
当
然
の
よ
う
に
「
神
仏
」

の
中
に
含
め
、
大
切
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た
。



仁摩町馬路
山崎家

井
戸
平
左
衛
門
公
の
碩
徳
碑
を
訪
ね
て
⑳

も
う
一
つ
の
嘩
恩
伝
「
井
戸
賢
哲
乃
客
話
」

江
戸
時
代
に
碁
聖
と
呼
ば
れ
た
本

因
坊
道
策
の
生
家
、
仁
摩
町
馬
路
の

山
崎
家
で
、
先
日
、
ご
当
主
の
山
崎
恵

美
さ
ん
か
ら
興
味
深
い
掛
け
軸
を
見

せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
紹
介
す
る
。

「
井
戸
賢
君
乃
客
記
」
と
書
か
れ
た
、

大
ぶ
り
な
掛
け
軸
で
、
用
紙
い
っ
ぱ

い
に
び
っ
し
り
と
、
達
筆
な
文
字
が

書
き
連
ね
て
あ
る
。
早
速
、
大
田
町

城
山
の
大
場
格
先
生
に
お
願
い
し
て

読
ん
で
い
た
だ
い
た
。

文
字
は
題
名
か
ら
署
名
ま
で
で
6

0
4
字
。
井
戸
公
の
功
績
を
ま
と
め

た
も
の
で
、
末
尾
に
和
歌
も
添
え
ら

れ
て
い
る
。
署
名
は
　
「
西
濃
正
兼
房

僧
純
」
で
、
「
6
4
歳
の
寅
年
に
山
崎
氏

の
寵
に
応
じ
て
」
と
あ
る
o

本
文
は
「
民
を
思
う
優
し
い
井
戸

公
が
南
海
の
僧
か
ら
芋
種
の
話
を
聞

い
て
薩
摩
か
ら
百
斤
の
芋
種
を
得
て

村
里
に
配
分
し
、
一
同
は
構
え
広
め

た
。
享
保
1
7
年
の
秋
に
う
ん
か
が
わ

い
て
大
凶
年
に
な
り
、
井
戸
公
は
年

貢
を
ゆ
る
め
た
り
他
国
に
米
穀
を
求

め
て
民
を
救
っ
た
。
ほ
か
に
も
数
多

く
の
功
績
が
あ
る
が
享
保
1
8
年
5
月

大
田
町
　
石

に
亡
く
な
っ
た
」
と
い
う
内
容
で
、

井
戸
公
の
遺
徳
が
過
不
足
な
く
、
し

か
も
印
象
的
に
書
か
れ
て
い
る
。

最
後
の
和
歌
は
本
人
の
も
の
と
思

わ
れ
「
山
乃
井
の
わ
き
て
め
ぐ
み
の

麓
亮
墾
貢
琵
彊

わ
き
出
る
水
は
恵
み
が
深
く
、
水
を

汲
ん
で
こ
そ
あ
り
が
た
さ
が
わ
か
る

が
、
井
戸
公
も
、
誘
え
る
碑
が
数
多
く

建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
遺
徳
の

深
さ
が
わ
か
る
」
と
い
っ
た
意
味
だ

ろ
う
か
。
井
戸
公
と
、
山
の
井
戸
を
か

け
て
い
る
点
、
頒
徳
碑
の
数
の
多
き

か
ら
遺
徳
の
大
き
さ
が
偲
ば
れ
る
と

し
だ
点
な
ど
、
す
ぼ
ら
し
い
内
容
だ
。

賀
　
　
　
　
了

本
文
を
何
度
か
読
み
返
し
て
、
思

い
出
さ
れ
た
文
献
が
あ
る
。
同
じ
く

醸
鵠
誓
繕
罷
露

徳
を
紹
介
し
た
長
文
で
、
石
見
部
の

寺
院
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
芋
法

事
の
際
に
僧
侶
が
読
み
上
げ
た
も
の
。

「
頒
徳
文
」
「
護
衛
文
」
「
甘
藷
代
官
略

伝
」
な
ど
い
く
つ
か
種
類
が
あ
る
。
囁

恩
伝
に
詳
し
い
浜
田
市
の
河
田
竹
夫

さ
ん
に
よ
る
と
、
芋
法
事
で
陣
恩
伝

が
読
み
上
げ
ら
れ
る
と
「
善
男
善
女

は
涙
を
流
し
て
聴
聞
し
た
」
と
い
う
。

満
行
寺
の
陣
恩
伝
は
約
5
㍍
の
長

い
巻
物
で
、
掛
け
軸
の
香
は
嘩
恩
伝

に
あ
る
印
象
的
な
言
葉
や
言
い
回
し

を
そ
の
ま
ま
流
用
し
な
が
ら
短
く
ま

と
め
た
、
と
い
う
印
象
だ
。

掛
け
軸
を
書
い
た
「
西
濃
正
兼
房

僧
純
」
を
調
べ
て
み
た
。
西
濃
と
は

美
濃
国
の
西
部
で
、
現
在
の
岐
阜
県

南
西
部
。
そ
こ
の
正
衆
房
僧
純
(
せ

い
し
ゅ
う
ぽ
う
そ
う
じ
ゆ
ん
)
と
い

う
僧
が
6
4
歳
の
年
で
寅
年
に
書
い
た

と
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
調
査

で
は
、
僧
純
の
生
存
期
間
は
1
7
9

牡
露
盤
郎
露
等
需

年
に
僧
純
は
数
え
で
6
4
歳
な
の
で
、

こ
の
人
に
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
。

僧
純
は
親
鸞
聖
人
6
0
0
回
忌
の

1
8
6
1
年
に
「
親
鸞
聖
人
霊
瑞
編
」

を
編
さ
ん
し
、
ほ
か
に
「
法
の
通
し

ば
」
　
「
妙
好
人
伝
」
な
ど
の
著
書
も

あ
る
よ
う
だ
。

こ
こ
ま
で
の
調
べ
で
、
こ
の
掛
け

軸
は
西
美
濃
の
正
丞
屏
僧
純
と
い
う

高
僧
が
、
山
崎
家
の
当
主
の
求

め
に
応
え
て
、
井
戸
公
の
功
績

を
書
き
上
げ
た
、
と
わ
か
る
。

だ
が
、
な
ぜ
、
井
戸
公
の
こ
と

を
知
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い

西
美
濃
の
僧
が
馬
路
で
井
戸
公

の
功
績
を
書
い
た
の
か
と
い
う

疑
問
が
残
る
。

以
下
は
私
の
独
断
に
よ
る
推

測だ。

僧
純
は
遊
歴
し
て
馬
路
を
訪
れ
、

山
崎
家
か
満
行
寺
に
長
期
逗
留
し
て

い
た
。
あ
る
い
は
親
鸞
聖
人
霊
瑞
続

編
さ
ん
の
調
査
の
た
め
に
、
全
国
を

歩
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
折
に
、
以
前
か
ら
井
戸
公
に

感
謝
し
、
1
8
3
7
年
に
満
行
寺
で

完
成
し
た
陣
恩
伝
を
高
く
評
価
し
、

芋
法
事
の
と
き
だ
け
で
な
く
、
い
つ

で
も
読
む
こ
と
が
で
き
、
人
に
も
読

ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
山
崎
家

の
ご
当
主
が
、
僧
純
に
執
筆
を
依
頼

した。僧
純
は
「
私
は
井
戸
公
の
こ
と
を

存
じ
上
げ
ま
せ
ん
の
で
無
理
で
す
」

と
断
っ
た
が
、
山
崎
さ
ん
が
「
嘩
恩

伝
か
ら
抜
粋
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
か

ら
」
と
熱
心
に
頼
む
と
、
熱
意
に
負

け
た
僧
純
は
陣
恩
伝
を
何
度
も
熟
読

し
、
掛
け
軸
に
収
ま
る
よ
う
工
夫
し

て
ま
と
め
、
自
分
の
印
象
を
和
歌
に

詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
っ
て

いる。5
㍍
の
巻
物
を
い
つ
も
開
い
て
読

む
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
掛
け
軸
に

な
っ
て
い
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
人
に

井
戸
公
の
遺
徳
を
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
と
、
山
崎
さ
ん
は
喜
ん
だ
の
で

は
な
い
か
。

「
井
戸
賞
君
乃
客
記
」
は
も
う
一
つ

の
「
暗
愚
伝
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。



井
戸
平
左
衛
門
公
の
碩
徳
辞
を
窃
ね
で
⑳

旧
松
江
市
内
に
は
た
だ
1
基
の
井
戸
公
碑

井
戸
公
の
命
日
で
あ
る
5
月
2
6
日

に
近
い
日
曜
日
に
、
毎
年
大
森
町
で

開
か
れ
る
「
井
戸
公
顕
彰
俳
句
大
会
」
。

江
戸
時
代
か
ら
俳
句
が
盛
ん
だ
っ
た

大
森
町
で
、
以
前
も
長
く
続
い
て
い

た
が
一
時
中
断
し
、
再
開
し
て
か
ら

今
年
で
第
0
0
回
と
な
っ
た
。
現
在
は

井
戸
公
顕
彰
俳
句
同
好
会
(
小
沢
牛

跡
会
長
)
が
主
催
し
て
い
る
。

こ
の
大
会
は
当
日
の
午
前
中
大
森

町
内
を
吟
行
し
て
、
昼
ま
で
に
投
句

す
る
の
か
基
本
。
今
年
は
県
内
や
鳥

取
県
か
ら
弘
大
の
参
加
が
あ
っ
た
。

以
前
は
5
0
人
を
超
え
る
参
加
が
あ

り
、
小
沢
会
長
は
　
「
続
け
る
こ
と
が

大

　

田

　

町

　

石

一
番
だ
が
、
も
っ
と
多
く
の
参
加
が

あ
れ
ば
う
れ
し
い
」
と
話
し
て
い
る
。

こ
の
大
会
に
松
江
市
か
ら
1
0
年
以

上
も
参
加
さ
れ
て
い
る
方
を
紹
介
し

て
い
た
だ
い
た
。
お
一
人
は
俳
誌

「
城
」
　
編
集
長
の
足
立
歩
久
さ
ん
。

足
立
さ
ん
は
大
会
の
選
者
で
あ
る
佐

藤
夫
雨
子
さ
ん
と
と
も
に
参
加
す
る

よ
う
に
な
り
、
大
会
参
加
を
契
機
に
、

大
田
町
の
田
中
通
さ
ん
が
著
さ
れ
た

「
芋
代
官
」
　
な
ど
を
読
ん
で
研
究
さ

れ
、
大
会
以
外
に
も
石
見
銀
山
に
何

度
も
足
を
運
ば
れ
て
、
大
久
保
間
歩

に
も
4
回
行
か
れ
た
と
か
。
大
会
で

は
必
ず
井
戸
神
社
を
訪
れ
る
ぼ
か
、

賀

了

宮
本
豊
さ
ん
の
調
べ
に
よ
る
と
、
松

江
市
に
は
3
5
基
の
井
戸
公
碑
が
あ
る

が
、
美
保
関
町
に
1
 
9
基
、
島
根
町
と

八
束
町
に
各
7
基
、
鹿
島
町
に
1
基

あ
っ
て
、
旧
松
江
市
に
は
手
角
町
に

1
基
あ
る
だ
け

だ。
そ
の
手
角
町

に
行
っ
て
み
た
。

松
江
城
か
ら
美

大
森
を
吟
行
さ
れ
る
。

今
年
の
大
会
で
選
者
選
の
特
選
に

選
ば
れ
た
足
立
さ
ん
の
句
。

農
細
ぐ
は
寺
守
る
こ
と
芋
を
挿
す

も
う
お
一
人
は
俳
誌
　
「
白
魚
火

(
し
ら
お
ぴ
)
」
幹
部
同
人
の
森
山
陽

子
(
ま
き
こ
)
さ
ん
。
2
0
年
来
参
加

さ
れ
て
お
り
、
早
世
さ
れ
た
弟
さ
ん

が
大
田
高
校
に
通
わ
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
大
田
や
大
森
に
親
近
感

を
お
持
ち
だ
。
森
山
さ
ん
も
大
会
で

は
必
ず
町
内
を
吟
行
さ
れ
る
と
か
。

森
山
さ
ん
の
句
。

代
官
は
抑
と
な
り
た
り
竹
の
秋

お
二
人
に
、
松
江
で
の
井
戸
公
の

認
知
度
や
、
石
碑
の
存
在
を
聞
い
て

み
た
。
お
二
人
と
も
、
松
江
で
は
井
戸

公
の
認
知
度
は
あ
ま
り
高
く
な
く
、

石
碑
も
わ
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
川
合
町
の
故

保
関
に
向
か
っ

て
走
る
こ
と
約
1
4
㌔
。
石
碑
は
国
道

4
3
1
号
線
沿
い
の
象
田
寺
の
境
内

に
あ
り
、
溶
岩
石
と
思
わ
れ
る
、
穴

が
た
く
さ
ん
開
い
た
台
石
の
上
に
高

さ
9
5
㌢
の
自
然
石
が
乗
り
「
泰
雲
院

殿
」
　
の
4
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

裏
面
に
彫
ら
れ
た
文
字
を
読
む
と

天
保
5
年
(
1
8
3
4
年
)
　
の
建
立

の
よ
う
だ
。
島
根
半
島
の
石
碑
は
天

保
年
間
の
も
の
が
多
く
、
天
保
4
年

か
ら
始
ま
っ
た
天
保
の
飢
饉
の
影
響

が
及
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

在
宅
だ
っ
た
ご
住
職
に
お
話
を
聞

く
と
、
手
角
は
以
前
、
美
保
関
町
だ
っ

た
時
代
が
あ
る
と
い
う
。
島
根
半
島

の
井
戸
公
碑
探
訪
は
今
後
の
宿
題
だ
。

松
江
市
で
は
も
う
一
つ
興
味
深
い

こ
と
が
あ
っ
た
。
八
束
町
の
合
同
会

社
「
大
根
島
研
究
所
」
が
芋
焼
酎
を

発
売
し
た
と
い
う
毎
日
新
聞
の
記
事

を
読
ん
だ
。

そ
の
焼
酎
は
原
料
に
、
焼
き
芋
に

す
る
と
冷
め
て
も
甘
い
安
納
芋
(
種

子
島
原
産
)
を
使
い
、
甘
さ
を
最
大

限
に
引
き
出
す
た
め
、
収
穫
し
て
か

ら
1
か
月
寝
か
せ
て
か
ら
焼
き
芋
に

し
、
さ
ら
に
4
か
月
冷
蔵
保
存
し
て

か
ら
加
工
す
る
と
い
う
。
無
ろ
過
原

酒
で
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
は
3
7
~
3
8

%
。
了
2
0
㍉
㍑
入
り
1
本
が
5
0

0
0
円
(
十
税
)
と
か
な
り
商
い
が
、

芋
の
香
り
高
く
濃
密
な
味
わ
い
だ
。

八
束
町
波
人
に
あ
る
会
社
を
訪

ね
、
代
表
社
員
の
豊
島
美
紀
さ
ん
に

話
を
聞
く
と
、
大
根
島
で
は
昔
か
ら

サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培
が
盛
ん
で
、
火

山
活
動
で
で
き
た
大
根
島
の
黒
ぼ
く

土
に
よ
く
合
っ
て
お
り
、
安
納
芋
の

栽
培
も
難
し
く
な
い
と
い
う
。

焼
酎
の
名
は
、
島
に
二
つ
あ
る
溶

岩
隠
遁
の
一
つ
「
幽
鬼
洞
」
か
ら
「
幽

鬼
」
と
名
付
け
た
。
今
年
製
造
し
た

5
0
0
本
は
、
主
に
島
内
で
の
販
売

だ
が
完
売
間
近
で
、
来
年
は
1
0
0

0
本
を
目
標
に
し
て
い
る
と
い
う
。

残
念
な
が
ら
豊
島
さ
ん
は
井
戸
公

の
こ
と
は
ご
存
じ
な
く
、
お
話
を
し

た
ら
　
「
井
戸
さ
ん
の
こ
と
を
知
っ
て

い
た
ら
、
焼
酎
を
造
る
上
で
、
違
う

物
語
が
で
き
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
」
と
笑
っ
て
い
た
。



井
戸
平
左
衛
門
公
の
煩
徳
蝉
を
窃
ね
で
⑳

井
戸
神
社
に
市
内
の
井
戸
公
碑
の
案
内
板

新
た
に
発
見
さ
れ
た
3
基
を
含
む
1
0
0
基

昨
年
1
 
0
月
、
文
化
協
会
の
斎
藤
寛

副
会
長
が
会
長
を
さ
れ
て
い
る
大
田

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
が
、
大
田
市
内

の
1
0
0
基
の
井
戸
公
碑
の
写
真
と

場
所
を
、
功
績
を
紹
介
し
た
文
章
と

六

　

日

　

町

　

石

と
も
に
1
枚
の
大
型
看
板
に
し
て
、

井
戸
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
。

平
成
2
4
年
に
同
ク
ラ
ブ
が
井
戸
公

碑
の
調
査
を
し
て
マ
ッ
プ
(
冊
子
)

を
作
成
し
た
が
、
そ
の
後
発
見
さ
れ

>
井
戸
神
社
に
設
置
さ
れ
た
大
田
市
内
の
井
戸
公
碑

分
布
マ
ッ
プ
と
大
田
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん

た
も
の
を
追
加
し
て
看

板
に
し
た
も
の
。
そ
の

冊
子
に
は
1
0
2
基
の

碑
が
掲
載
さ
れ
て
い
た

が
、
未
確
認
の
も
の
も

あ
り
、
確
認
さ
れ
て
い

た
の
は
9
7
基
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
私
が
友
人
ら

と
確
認
作
業
を
し
た
が
、

5
基
と
も
確
認
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。

一
方
で
、
平
成
2
5
年

に
文
化
協
会
が
井
戸
公

の
特
別
展
を
開
催
し
た

こ
と
を
契
機
に
、
冊
子

に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い

石
碑
の
情
報
を
い
く
つ

か
教
え
て
い
た
だ
い
て

お
り
、
そ
の
う
ち
、
確

認
で
き
た
も
の
が
温
泉

賀
　
　
　
　
　
　
　
了

津
町
福
光
に
3
基
あ
っ
た
の
で
、
9
7

基
に
3
基
を
加
え
た
結
果
、
ち
ょ
う

ど
1
0
0
基
を
看
板
で
紹
介
で
き
た
。

そ
の
3
基
は
い
ず
れ
も
、
温
泉
津

町
福
光
の
福
富
隆
美
さ
ん
か
ら
教
え

て
い
た
だ
い
た
も
の
だ
。
福
富
さ
ん

か
ら
あ
っ
た
も
の
だ
が
、
私
や
ロ
ー

タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
調
査
は
、
川
合
町

吉
永
の
教
官
本
望
さ
ん
の
調
査
を
元

に
し
て
い
る
た
め
、
官
本
さ
ん
の
資

料
に
な
い
も
の
は
「
新
発
見
」
と
な

る
。
こ
こ
が
、
井
戸
公
碑
調
査
の
難

し
さ
で
あ
り
、
面
白
さ
で
も
あ
る
。

宮
本
さ
ん
の
調
査
は
、
こ
の
稿
で

何
度
か
紹
介
し
た
が
、
あ
く
ま
で
も

宮
本
さ
ん
が
お
一
人
で
、
ご
自
分
の

足
を
運
ん
で
調
査
を
さ
れ
た
も
の
。

た
っ
た
一
人
で
約
5
3
0
基
と
い
う

は
福
光
地
内
の
数
々
の

石
碑
な
ど
を
調
べ
て
お

ら
れ
、
そ
れ
を
大
き
な

地
図
に
落
と
し
た
も
の

が
、
福
渡
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー
に
掲
示
さ
れ

て
い
る
。
看
板
に
追
加

し
て
紹
介
し
た
の
は
、

白
谷
地
区
の
市
道
三
差

路
に
あ
る
　
「
泰
雲
院
殿

義
岳
良
忠
居
士
」
と
、

林
地
区
の
西
田
さ
ん
宅

裏
に
あ
る
　
「
井
明
府
之

碑
」
と
、
浄
光
寺
の
墓

地
の
入
り
口
に
あ
る

「
井
戸
公
之
碑
」
　
の
3

基
だ
(
写
真
左
か
ら
)
。

新
た
に
建
て
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
以
前

石
碑
を
調
べ
上
げ
ら
れ
た
官
本
さ
ん

の
ご
努
力
は
尊
敬
に
値
す
る
が
、
や

は
り
限
界
も
あ
り
、
調
査
漏
れ
が
あ

る
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
。

逆
に
言
え
ば
、
官
本
さ
ん
の
力
の

及
ば
な
か
っ
た
場
所
に
、
ま
だ
ま
だ

井
戸
公
碑
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
が
面
白
い

と
こ
ろ
だ
。

私
が
調
査
を
始
め
て
以
来
、
宮
本

さ
ん
の
資
料
以
外
に
、
大
田
市
内
外

で
約
1
0
基
の
井
戸
公
碑
が
見
つ
か
っ

て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
平
成
2
9
年
末
現
在
で

確
認
さ
れ
た
大
田
市
内
の
井
戸
公
碑

1
0
0
基
が
、
井
戸
神
社
に
看
板
と

し
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
を

見
た
多
く
の
皆
さ
ん
に
井
戸
公
雄
の

存
在
と
、
井
戸
公
の
遺
徳
を
知
っ
て

い
た
だ
く
大
き
な
力
に
な
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
同
ク
ラ
ブ
で
は
、
以

前
発
行
し
た
冊
子
を
手
入
れ
し
て
、

1
0
0
基
版
の
冊
子
を
制
作
さ
れ

る
と
聞
い
た
。
多
く
の
方
に
関
心
を

持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
だ
。

ま
だ
ま
だ
未
知
の
も
の
が
あ
り
そ

う
な
井
戸
公
碑
。
何
年
か
か
る
か
わ

か
ら
な
い
が
、
今
後
は
島
根
県
内
を

確
認
し
て
歩
き
な
が
ら
、
全
体
像
を

調
べ
上
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と

思
っ
て
い
る
。



井
戸
平
左
衛
門
公
の
碩
徳
碑
を
訪
ね
て
⑳

「
七
戸
島
」
の
人
々
を
救
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ

大
田
町
　
石
　
質
　
　
　
　
了

<
益
田
市
高
島
の
「
井
戸
正
明
君
之
碑
」

(
斯
波
健
太
郎
「
高
島
探
検
記
」
よ
り
)

「
益
田
市
の
高
島
に
も
井
戸
公
碑

が
あ
る
ら
し
い
」
と
人
づ
て
に
聞
い

て
、
川
合
町
吉
永
の
教
官
本
堂
さ
ん

の
資
料
を
調
べ
て
み
る
と
、
高
島
の

井
戸
公
碑
は
な
か
っ
た
。
宮
本
さ
ん

の
調
査
が
始
ま
っ
た
の
か
昭
和
5
0
年

で
、
そ
の
同
じ
年
の
3
月
に
高
島
の

島
民
全
員
が
本
土
に
移
住
し
て
無
人

島
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
調
査
が
行

き
届
か
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

>
益
田
市
鎌
手
海
岸
か
ら
の
高
島
遠
望

高
島
は
益
田
市
の
東
の
端
の
沖
合

約
1
2
㌔
に
浮
か
ぶ
島
で
、
東
西
1
㌔
、

南
北
3
0
0
㍍
の
小
島
だ
が
、
「
ま

る
で
鯨
が
波
の
上
に
お
ど
り
あ
が
っ

た
よ
う
に
、
東
西
に
横
た
わ
り
一
段

の
興
味
に
旅
人
の
心
を
そ
そ
る
」
と

い
う
よ
う
に
、
益
田
市
と
浜
田
市
の

境
近
く
の
海
岸
か
ら
よ
く
見
え
る
。

古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
お
り
、
神
話

に
も
　
「
鷹
が
住
ん
で
い
た
島
」
　
と
し

て
そ
の
名
が
み
え
る
。

人
が
住
み
始
め
た
の
は
1
6
世
紀
の

戦
国
時
代
で
　
「
絶
海
の
孤
島
で
、
当

時
敗
残
の
武
士
が
、
深
山
幽
谷
に
の

が
れ
た
と
等
し
く
、
こ
の
上
な
い
絶

好
の
隠
れ
家
だ
っ
た
」
と
い
う
。

こ
の
島
は
周
囲
が
崖
で
、
船
が
着

け
ら
れ
る
場
所
は
1
カ
所
し
か
な
く
、

南
東
の
船
着
き
場
の
近
く
に
集
落
が

あ
っ
た
。
周
囲
の
海
の
豊
か
な
漁
業

資
源
に
恵
ま
れ
た
反
面
、
飲
料
水
は

十
分
に
な
く
、
水
田
は
作
れ
な
か
っ

た
た
め
米
は
本
土
か
ら
買
い
求
め
、

島
で
は
サ
ツ
マ
イ
モ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、

粟
、
稗
な
ど
を
作
っ
て
い
た
。
だ
が

悲
し
い
こ
と
に
多
く
の
人
が
住
む
こ

と
は
で
き
ず
、
「
小
島
な
れ
ば
人
家

数
む
り
に
増
難
く
、
人
類
一
百
数
に

あ
ま
る
時
は
、
食
類
尽
き
怪
奇
発
り

て
、
住
難
き
事
有
り
」
と
し
て
、
人

口
が
増
え
る
の
を
恐
れ
て
い
た
。

「
怪
奇
」
　
と
は
江
戸
時
代
の
正
徳

2
(
1
7
1
2
)
年
の
ネ
ズ
ミ
の
書
の

こ
と
を
指
し
て
お
り
、
そ
の
数
年
前

に
住
み
着
い
た
ネ
ズ
ミ
が
く
ま
な
く

荒
ら
し
回
り
、
作
物
を
食
い
尽
く
し

た
。
こ
の
年
、
島
民
は
本
土
へ
の
移

住
を
求
め
だ
が
許
さ
れ
ず
、
許
可
な

く
全
員
が
逃
げ
出
し
、
藩
主
の
命
に

よ
り
4
家
族
、
1
 
8
人
だ
け
が
島
に

戻
っ
た
と
い
う
。

以
来
、
高
島
で
は
戸
数
を
1
戸
ま

で
と
し
、
島
は
「
七
戸
島
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

実
際
に
は
、
宝
永
了
(
1
了
1
0
)

年
に
は
的
戸
4
7
人
が
住
み
、
ネ
ズ
ミ

被
害
後
も
次
第
に
増
え
て
3
0
人
前
後

で
推
移
し
、
昭
和
4
年
に
は
n
戸

鎚
人
と
な
り
、
昭
和
3
5
年
に
は
坐
戸

1
2
5
人
ま
で
増
え
て
い
る
。
こ
の

間
、
昭
和
2
6
年
に
貯
水
槽
が
で
き
、

同
2
7
年
に
電
気
が
点
い
た
。

人
口
を
制
限
す
る
ほ
ど
、
食
糧
に

敏
感
だ
っ
た
高
島
に
サ
ツ
マ
イ
モ
が

入
っ
た
の
は
天
明
年
間
(
1
1
8
0

年
代
)
以
降
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。

井
戸
さ
ん
が
銀
山
領
に
サ
ツ
マ
イ
モ

を
も
た
ら
し
て
か
ら
約
5
0
年
後
、

や
っ
と
手
に
し
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
、

ど
れ
ほ
ど
高
島
の
人
た
ち
が
喜
ん
だ

こ
と
か
。
そ
の
後
サ
ツ
マ
イ
モ
は

高
島
の
主
要
食
糧
に
ま
で
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
感
謝
し
た
島
民
は
、
集

落
の
上
の
観
音
岩
の
そ
ば
に
井
戸
公

碑
を
建
て
　
「
井
戸
正
明
君
之
碑
」
と

刻
ん
だ
。
島
の
人
た
ち
は
「
お
芋
さ

ん
と
尊
崇
し
て
い
た
」
　
と
い
う
。

高
島
に
渡
っ
て
、
井
戸
公
碑
を

こ
の
目
で
見
た
い
と
思
い
、
益
田

市
役
所
や
高
島
に
近
い
鎌
手
公
民

館
な
ど
で
様
子
を
聞
い
た
。
現
在
、

高
島
周
辺
は
魚
釣
り
に
出
か
け
る

人
が
多
く
、
渡
船
に
乗
せ
て
も
ら

え
ば
上
陸
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
が
、
残
念
な
が
ら
、
今
回
の
原

稿
を
書
く
ま
で
に
は
、
上
陸
は
間

に
合
わ
な
か
っ
た
。

た
だ
、
無
人
島
に
な
っ
た
高
島

を
平
成
H
年
に
訪
ね
て
、
そ
の
様

子
を
本
に
ま
と
め
た
人
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
浜
田
市
の
斯
波
健
太
郎
さ

ん
(
本
名
志
波
健
二
さ
ん
)
　
で
、

「
高
島
探
検
記
」
　
と
し
て
発
刊
さ

れ
て
い
る
。
斯
波
さ
ん
は
高
島
の
豊

か
な
自
然
を
研
究
す
る
た
め
上
陸
し
、

一
人
で
島
中
を
歩
か
れ
た
。
そ
の
本

の
中
に
井
戸
公
碑
の
写
真
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
の
で
、
今
回
は
そ
れ
を
紹

介
す
る
。
近
い
う
ち
に
実
際
に
高
島

を
訪
ね
、
自
分
の
目
で
見
、
写
真
を

撮
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】
鎌
手
村
尋
常
高
等
小
学
校

「
郷
土
誌
」
、
矢
富
熊
一
郎
「
石
見
鎌
手
郷

土
誌
」
、
同
「
高
島
の
難
詰
」
、
同
「
謎
の

高
島
」
、
矢
富
巌
夫
「
解
説
高
島
夜
話
」
、

斯
波
健
太
郎
「
一
局
島
探
検
詫
」
ほ
か



井
戸
平
左
衛
門
会
の
頒
徳
碑
を
窃
ね
で
⑳

隠
岐
島
前
三
島
に
十
六
基
の
井
戸
公
碑

<
西
ノ
島
町
小
向
の
井
戸
公
聴
。
文
字
は

何
も
な
い
が
榊
が
供
え
て
あ
っ
た
。

隠
岐
の
島
の
郎
覇
に
あ
る
井
戸
公

の
頒
徳
碑
1
6
基
の
調
査
に
、
昨
年

H
月
、
3
泊
4
日
の
行
程
で
行
っ
て

き
た
。
そ
の
内
容
を
今
回
と
次
号
の

2
回
で
紹
介
す
る
。

井
戸
公
碑
を
調
査
し
訪
ね
歩
い
た

大
田
市
川
合
町
の
故
宮
本
豊
さ
ん
は
、

平
成
元
年
ま
で
の
調
査
で
5
3
0
基

あ
る
と
調
べ
上
げ
、
そ
の
う
ち
4
6

5
基
を
踏
査
さ
れ
た
。
未
踏
査
が
6
5

基
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
隠
岐
の
島

の
1
6
基
も
そ
の
中
に
入
っ
て
い
た
。

宮
本
さ
ん
の
調
査
で
は
島
後
(
隠

岐
の
島
町
)
は
0
で
、
自
前
の
3
つ
の

島
、
中
ノ
島
(
海
士
町
)
に
2
基
、
西
ノ

大

　

田

　

町

　

石

島
(
西
ノ
島
町
)
に
9
基
、
知
夫
里
島

(
知
夫
村
)
に
5
基
と
な
っ
て
い
た
。

今
回
は
、
で
き
れ
ば
1
回
で
全
部

を
調
べ
た
い
と
思
い
、
3
泊
4
日
と

し
た
。
行
っ
て
み
る
と
、
島
前
に
は

島
と
島
を
結
ぶ
「
内
航
船
」
が
か
な

り
の
便
数
で
運
行
さ
れ
て
い
て
、

島
問
の
移
動
は
楽
に
で
き
た
。

順
調
に
調
査
が
進
ん
だ
の
は
、
お

世
話
に
な
っ
た
各
島
在
住
の
知
人
の

尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
島
で
知
人
の
自
家
用
車

で
案
内
し
て
い
た
だ
き
、
迷
う
こ
と

な
く
全
て
の
井
戸
公
碑
を
難
な
く
調

べ
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
人
で
の
調

賀
　
　
　
　
　
　
　
了

盃
で
は
と
て
も
1
回
で
は
全
部
の
調

査
は
不
可
能
だ
っ
た
。
お
世
話
に
な
っ

た
皆
さ
ん
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

資
料
と
し
て
貴
重
だ
っ
た
の
は
昭

和
5
1
年
に
隠
岐
島
前
教
育
委
員
会
が

発
行
し
た
「
島
前
の
文
化
財
」
。
そ

の
第
6
号
に
宇
野
方
夫
さ
ん
が
「
芋

代
官
碑
」
　
を
寄
稿
し
て
お
り
、
島
前

の
1
6
基
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
4
2
年

前
に
調
査
を
し
て
資
料
を
残
し
て
い

た
人
が
い
た
こ
と
を
喜
ん
だ
。

西
ノ
島
町
、
知
夫
村
で
は
ほ
ぼ
地

域
ご
と
に
建
っ
て
い
る
と
い
う
状
況

だ
っ
た
が
、
3
島
の
中
で
は
農
業
の

盛
ん
な
海
士
町
で
は
、
米
も
比
較
的

よ
く
で
き
て
い
て
、
サ
ツ
マ
イ
モ
で

命
を
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
少
な

か
っ
た
た
め
か
、
最
も
少
な
か
っ
た
。

島
前
の
井
戸
公
碑
調
査
の
印
象
の

第
一
は
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
文
字
が

薄
く
な
っ
て
い
た
り
剥
落
し
て
い
た

り
し
て
、
文
字
を
読
む
の
が
困
難
な

石
碑
が
多
か
っ
た
こ
と
。
建
立
時
期

は
不
明
が
9
基
、
わ
か
る
も
の
で
は

明
治
が
4
基
、
大
正
が
1
基
、
昭
和

に
再
建
さ
れ
た
も
の
が
2
基
で
あ
る
。

明
治
、
大
正
期
の
も
の
も
読
み
に
く

い
も
の
が
多
く
、
隠
岐
の
島
に
は
想

像
以
上
に
風
が
強
く
吹
き
付
け
て
い

る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。
軟
ら
か
い

石
の
も
の
は
早
晩
文
字
が
読
め
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

ま
た
、
集
落
ご
と
に
あ
る
「
お
堂
」

の
敷
地
内
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
も
特
徴
だ
。
お
堂
は
、
現

在
は
集
会
所
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い

る
が
、
た
い
て
い
部
屋
の
奥
に
棚
が

あ
っ
て
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、

祈
祷
所
や
信
仰
礼
拝
、
「
島
参
り
」
と

呼
ぶ
巡
拝
の
接
待
所
に
使
わ
れ
た
と

い
う
。
地
区
の
集
会
所
と
は
別
に
存

在
し
、
中
に
は
改
築
さ
れ
て
新
し
く

な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、
現
在

で
も
地
域
の
皆
さ
ん
の
心
の
よ
り
ど

こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

敷
地
内
の
一
角
に
地
蔵
や
小
さ
な

詞
、
石
碑
が
並
ん
で
い
る
場
所
が
あ

り
、
そ
の
中
に
井
戸
公
碑
も
建
っ
て

い
る
。
知
夫
村
で
は
3
基
が
お
堂
の

横
に
あ
り
　
(
ほ
か
の
2
基
は
神
社
境

内
)
、
西
ノ
島
町
で
は
2
基
が
お
堂

の
横
だ
っ
た
。
単
独
で
建
っ
て
い
る

も
の
も
あ
る
が
、
道
路
沿
い
な
ど
に

地
蔵
や
小
さ
な
詞
、
石
碑
が
並
ん
で

建
っ
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
に

井
戸
公
碑
が
あ
る
こ
と
も
多
い
。

今
回
調
査
し
た
石
碑
は
ど
れ
も
印

象
深
い
が
、
そ
の
中
の
一
つ
は
西
ノ

島
町
の
小
向
に
あ
る
小
さ
な
石
碑
で
、

旧
道
の
坂
道
横
に
、
下
部
を
コ
ン
ク

リ
ー
ト
で
補
強
し
た
土
台
の
上
に

建
っ
て
い
る
。
高
さ
6
6
㌢
の
自
然
石

で
、
最
初
か
ら
全
く
何
も
文
字
が

彫
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
昔
か
ら

井
戸
公
碑
と
伝
え
ら
れ
て
大
切
に

守
ら
れ
て
き
た
井
戸
公
碑
の
原
型
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
調
査
時
も
碑
の
前

の
花
立
て
に
は
榊
が
生
け
て
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
同
じ
く
西
ノ
島
町
の

船
越
に
あ
る
、
船
引
運
河
沿
い
の
道

の
横
に
昭
和
4
6
年
に
再
建
さ
れ
た
も

の
。
総
高
さ
は
7
9
㌢
と
小
さ
い
が
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
土
台
の
上
に
2
段

の
台
石
を
積
ん
で
、
操
と
し
て
建
ち

「
泰
雲
院
議
岳
良
忠
居
士
」
　
と
彫
ら

れ
て
い
る
。
「
船
越
区
　
建
立
」
　
の

文
字
か
ら
は
、
こ
の
地
区
の
皆
さ
ん

が
風
化
し
て
傷
ん
だ
旧
碑
に
心
を
痛

め
、
再
建
を
実
現
さ
せ
た
思
い
の
大

き
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
(
以
下
次
号
)



井
戸
平
左
衛
門
公
の
額
縁
碑
を
訪
ね
て
⑳

隠
岐
の
島
に
多
い
「
神
霊
」
や
「
霊
代
」
の
井
戸
公
碑

<
知
夫
村
大
江
の
「
井
戸
平
左
衛
門
正
明
霊
代
」

前
号
で
は
、
井
戸
公
碑
の
調
査
の

た
め
隠
岐
の
島
に
行
き
、
1
6
基
を
確

認
で
き
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
島
別

に
見
る
と
、
知
夫
里
島
(
知
夫
村
)

に
5
基
、
西
ノ
島
(
西
ノ
島
町
)
に

最
も
多
い
9
基
、
中
ノ
島
(
海
士
町
)

に
2
基
で
、
島
後
(
隠
岐
の
島
町
)

に
は
1
基
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

井
戸
公
碑
に
は
大
き
く
分
類
し
て

3
つ
の
類
型
が
あ
り
、
一
つ
は
井
戸

さ
ん
の
戒
名
「
泰
雲
院
議
岳
良
忠
居

士
」
を
彫
っ
た
「
泰
雲
院
系
」
と
、

井
戸
平
左
衛
門
の
姓
名
な
ど
を
彫
っ

た
「
井
戸
系
」
、
そ
し
て
そ
の
二
つ

に
分
類
さ
れ
な
い
　
「
廣
道
澤
」
な
ど

大

　

田

　

町

　

石

の
文
字
を
彫
っ
た
も
の
だ
。

大
田
市
で
は
「
井
戸
系
」
が
多
い

が
、
浜
田
市
で
は
「
泰
雲
院
系
」
　
が

多
い
な
ど
、
地
域
的
に
特
徴
が
あ
る
。

隠
岐
で
特
徴
的
な
の
は
姓
名
の
後
に

「
神
霊
」
や
「
霊
代
」
の
文
字
が
彫
っ

て
あ
る
石
碑
で
、
1
6
基
中
了
基
も

あ
っ
た
。
ほ
か
の
地
域
で
は
見
ら
れ

な
い
特
徴
だ
。

こ
れ
に
は
、
隠
岐
独
特
の
歴
史
が

関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
隠
岐

に
は
鎌
倉
時
代
の
1
2
2
1
年
に
後

鳥
羽
上
皇
が
、
1
3
3
2
年
に
後
醍

醐
天
皇
が
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
送

ら
れ
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
翌
年

賀
　
　
　
　
　
　
了

隠
岐
を
脱
出
し
て
鎌
倉
幕
府
と
戦
っ

た
が
、
後
鳥
羽
上
皇
は
1
9
年
間
中
ノ

島
で
生
活
し
、
亡
く
な
っ
た
。

隠
岐
の
人
た
ち
は
「
島
流
し
」
「
流

刑
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
、
後
鳥

羽
上
皇
も
後
醍
醐
天
皇
も
　
「
島
に
来

ら
れ
た
」
と
表
現
し
、
今
で
も
近
し

い
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

流
れ
の
中
で
、
明
治
の
初
め
の
　
「
隠

整
調
輔
絆
』
鶉

で
は
大
き
な
住
民
運
動
に
な
っ
た
。

「
い
も
代
官
・
井
戸
平
左
衛
門
」

の
著
者
、
故
石
村
勝
郎
さ
ん
　
(
大
田

市
大
田
町
)
は
著
書
の
中
で
、
島
後

の
井
戸
公
碑
は
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て

す
べ
て
破
壊
さ
れ
、
そ
れ
以
後
に
建

立
ま
た
は
再
建
さ
れ
た
石
碑
に
は
被

害
を
受
け
な
い
よ
う
に
「
泰
雲
院
系
」

を
使
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

書
か
れ
て
い
る
が
、
私
に
は
ど
う
も

そ
う
と
は
思
え
な
い
。

古
く
か
ら
上
皇
や
天
皇
に
親
し
み

を
持
っ
て
い
た
隠
岐
で
は
、
現
在
で

も
神
道
の
人
が
多
い
。
そ
の
た
め
、

井
戸
公
碑
は
宗
教
上
の
建
立
物
で
は

の
は
合
点
が
い
か
な
い
。

た
だ
、
少
な
く
と
も

大
田
市
内
の
井
戸
公
碑

に
は
こ
の
文
字
の
石
碑

は
な
く
、
ま
た
、
井
戸

公
碑
を
4
6
5
基
踏
査

さ
れ
た
教
官
本
堂
さ
ん

の
資
料
に
も
　
「
霊
代
」

「
神
霊
」
と
彫
ら
れ
た
も

な
い
と
理
解
し
な
が
ら
も
、
仏
教
の

戒
名
を
使
わ
ず
、
「
神
」
　
と
し
て
感

謝
の
気
持
ち
を
表
そ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
ノ
島
の
井
戸
公
碑
は
「
井
戸
平

左
工
門
正
明
神
霊
」
、
「
伊
藤
平
左
工

門
神
霊
」
　
で
　
「
伊
藤
」
　
は
伝
承
誤
り

と
思
わ
れ
る
が
、
2
基
と
も
「
神
霊
」

だ
。
西
ノ
島
で
は
見
ら
れ
ず
、
知
夫

豊
島
は
4
基
が
そ
ろ
っ
て
　
「
井
戸
平

左
衛
門
正
明
霊
代
」
。
残
る
1
基
は

最
初
の
文
字
し
か
読
め
な
い
が
「
泰
」

と
あ
る
。

必
ず
し
も
宗
教
上
の
理
由
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
し
、
井
戸
公
碑
は

近
隣
の
石
碑
に
な
ら
っ
て
建
て
る
こ

と
が
多
い
の
で
、
た
ま
た
ま
そ
う

な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
廃
仏
毀

釈
の
影
響
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
島
後

に
最
も
近
い
中
ノ
島
は
理
解
で
き
る

と
し
て
も
、
知
夫
堂
島
と
の
間
に
あ

る
西
ノ
島
に
　
「
神
霊
」
　
の
砥
が
な
い

の
は
な
い
の
で
、
隠
岐
の
井
戸
公
碑

の
特
徴
と
い
え
る
。

さ
て
、
島
後
に
井
戸
公
碑
が
1
基

も
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
石
村
さ

ん
の
見
解
を
、
島
後
の
あ
る
方
に
お

話
し
た
と
こ
ろ
「
廃
仏
毀
釈
が
激
し

か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
何
で
も
か
ん

で
も
壊
し
て
は
い
な
い
。
島
後
は
ほ

か
の
3
島
に
比
べ
昔
か
ら
米
が
よ
く

で
き
て
お
り
、
サ
ツ
マ
イ
モ
に
助
け

ら
れ
た
と
い
う
意
識
が
少
な
か
っ
だ

か
ら
で
は
な
い
か
」
と
言
う
。

そ
れ
に
し
て
も
「
0
」
と
い
う
の

は
残
念
で
、
隠
岐
の
島
町
の
教
育
委

員
会
で
は
、
「
何
か
の
調
査
の
と
き

に
そ
れ
ら
し
き
も
の
が
見
つ
か
っ
た

ら
、
ぜ
ひ
知
ら
せ
て
ほ
し
い
」
　
と
お

願
い
し
て
帰
っ
た
。

新
発
見
の
石
碑
の
調
査
を
口
実

に
、
も
う
一
度
船
に
乗
っ
て
隠
岐
の

島
の
旅
を
楽
し
み
た
い
と
、
連
絡
を

心
待
ち
に
し
て
い
る
。


