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む
な
し
き
自
然

こ
こ
教
卒
､
山
岳
博
物
館
を
訪
れ
る
修
学
旅
行
の

学
校
の
教
が
年
々
ふ
え
で
い
る
｡

今
ま
で
の
お
定
ま
り
の
名
所
旧
跡
め
ぐ
り
の
傾
向

が
次
第
に
敬
遠
さ
れ
､
緑
の
中
へ
'
空
気
の
さ
あ
や

か
を
自
然
の
中
へ
の
コ
ー
ス
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
た

結
果
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
傾
向
そ
の
も
の
は
大
い
に
結
構
な
こ
と
で
あ

る
と
思
う
｡

ま
た
都
会
地
の
学
校
で
は
､
北
ア
山
麓
に
林
間
学

校
用
の
宿
泊
施
設
を
作
り
'
毎
年
一
週
間
か
ら
同
日

く
ら
い
の
日
程
で
生
徒
を
送
り
こ
み
､
自
然
の
中
で

の
生
活
を
楽
し
ま
せ
て
い
.
る
と
こ
ろ
も
あ
る
｡

あ
る
高
校
な
ど
で
は
､
修
学
旅
行
の
コ
ー
ス
選
定

な
ど
も
生
徒
が
中
心
に
在
っ
て
選
び
'
学
校
側
は
そ

れ
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
程
度
で
実
施
し

て
い
る
そ
う
で
あ
る
｡

昔
の
学
校
側
が
用
意
し
た
〝
お
し
さ
せ
コ
ー
ス
〟

の
修
学
旅
行
と
J
J
_
格
段
の
違
い
で
あ
る
｡

さ
て
へ
そ
の
生
徒
が
中
心
に
な
っ
て
選
定
し
た
緑

の
中
を
行
く
コ
ー
ス
に
'
同
行
し
た
関
係
者
に
､
自

然
の
中
で
さ
ぞ
満
足
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
聞
い
て
み

る
と
'
意
に
反
し
て
､
緑
の
中
の
修
学
旅
行
は
間
が

持
て
を
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡

右
を
み
て
も
左
を
み
て
も
緑
､
近
代
的
を
レ
ジ
ャ

ー
機
械
や
場
所
は
ど
こ
を
探
し
で
も
な
い
｡
生
徒
の

大
半
は
自
然
1
-
1
本
や
草
､
昆
虫
を
ど
に
つ
い
て
も

殆
ん
ど
知
識
も
興
味
も
持
っ
て
い
を
い
｡

だ
か
ら
､
い
き
お
い
部
屋
や
バ
ス
の
中
で
ゴ
ロ
ゴ

ロ
し
て
暇
を
持
て
余
し
て
い
る
｡
そ
し
て
た
い
て
い

の
生
徒
が
退
屈
し
て
早
-
帰
り
た
い
と
も
ら
す
と
い

っ
た
｡

付
添
の
教
師
も
い
る
こ
と
は
い
る
が
､
自
然
の
実

物
に
対
す
る
生
徒
の
質
問
に
対
し
'
こ
れ
ま
た
殆
ん

ど
答
え
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
と
も
い
っ
た
｡

白
粥
評
議
_
.
r
b
続
牒
醸
持
崩
江

ア
イ
デ
ア
の
よ
う
に
見
え
る
｡

こ
の
斬
新
な
修
学
旅
行
､
時
代
の
流
れ
の
う
ね
べ

た
け
に
乗
っ
か
っ
た
底
の
浅
い
修
学
旅
行
で
は
振
り

向
か
れ
を
く
在
る
結
果
に
在
ら
な
い
た
ろ
う
か
｡

(
干
葉
彬
司
)
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②
一
若
一
王
子
神
社
流
鏑
馬
考

明
治
維
新
は
､
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
敗
北

後
の
変
動
と
同
じ
く
､
い
ろ
い
ろ
な
面
に
変
革
を
及

や
ぶ
､
さ
]
D

ぼ
し
た
が
､
大
町
市
の
累
年
行
な
っ
て
き
た
流
鏑
馬

行
事
の
よ
う
な
も
の
に
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
よ
う

だ
｡

昔
は
､
仁
科
神
明
宮
の
三
神
主
の
な
か
か
ら
一
騎

仁
科
氏
の
分
れ
で
宮
奉
行
で
あ
っ
た
波
田
見
家
か
ら

一
騎
､
大
町
十
人
衆
を
代
表
し
て
曽
根
原
家
よ
り
一

仁

　

科

　

政

　

視

騎
'
つ
ご
う
三
蹄
が
出
て
､
旧
六
月
十
六
日
に
は
仁

科
神
明
宮
､
翌
十
七
日
に
は
善
一
王
子
神
社
の
そ
れ

ぞ
れ
の
例
祭
に
お
い
て
､
同
じ
親
和
が
流
鏑
馬
を
行

を
い
､
そ
の
間
の
八
キ
ロ
の
道
が
遠
乗
り
さ
れ
て
い

る
｡
そ
の
中
間
の
宿
が
現
在
も
休
み
場
所
と
さ
れ
て

い
る
五
日
町
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
れ
を
維
新
後

上
伸
町
の
伊
藤
重
石
工
門
氏
が
､
射
手
を
一
般
氏
子

か
ら
選
出
す
る
こ
と
を
提
唱
し
､
私
費
を
技
じ
て
津

島
か
ら
何
騎
も
の
流
鏑
馬
の
馬
具
や
衣
裳
等
を
購
入

し
､
各
町
内
に
寄
贈
し
た
と
い
う
｡
(
　
｢
大
町
の
夏

祭
り
｣
よ
り
)
　
一
志
茂
樹
博
士
著
｢
仁
科
神
明
宮

せ

′

∧

ぐ

･

7

-
そ
の
歴
史
と
式
年
遷
宮
｣
に
は
､
文
化
四
年
十
二

や

･

フ

え

″

b

ん

局
(
一
八
〇
七
)
　
に
書
か
れ
た
梯
川
赫
右
工
門
の
手

記
が
引
か
れ
､
そ
れ
に
は
　
｢
以
後
検
板
書
よ
り
の
一

騎
の
代
わ
り
に
神
明
宮
の
鎮
座
地
で
あ
る
宮
本
部
落

の
人
々
の
間
か
ら
､
曽
根
原
家
か
ら
の
一
騎
の
代
わ

り
に
十
人
衆
が
交
代
し
.
て
出
す
こ
と
に
な
っ
た
｣
と

あ
り
､
そ
の
頃
人
選
に
お
け
る
若
干
の
変
わ
り
が
あ

っ
た
も
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
が
維
新
後
､
｢
新
し
-

神
明
宮
に
あ
っ
て
は
､
祭
事
そ
の
他
を
百
数
十
肩
の

氏
子
だ
け
で
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
'
経
済

的
な
事
情
か
ら
こ
の
神
事
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き

ず
'
残
念
な
が
ら
廃
絶
す
る
こ
と
に
し
た
.
]
　
(
前
掲

香
)
そ
の
結
果
､
人
口
も
多
-
商
家
も
抱
え
て
い
る

大
町
の
王
子
神
社
だ
け
で
､
こ
の
神
事
を
つ
づ
け
で

き
た
｡

右
の
よ
う
に
往
昔
と
遭
っ
て
王
子
神
社
だ
け
の
も

の
と
在
り
絶
好
時
か
在
り
の
変
革
が
あ
る
の
で
へ
そ

の
本
来
の
姿
と
心
が
ど
れ
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
る
か
は

疑
問
で
ぁ
る
｡
し
か
し
､
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
附
著
し

こ
･
ん
廿
-
ま
ー

て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
痕
跡
に
注
意
し
､
こ
の
神
事

の
性
格
､
意
義
な
ど
に
つ
い
て
他
地
方
の
例
な
ど
も

引
き
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
｡

t
づ
よ
･
7

ま
ず
'
江
戸
期
に
お
け
る
記
録
に
徴
し
て
も
､
射

手
が
童
子
で
あ
る
こ
と
で
一
貫
し
て
お
り
､
一
つ
物

の
お
も
か
げ
を
残
す
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
｡
一
つ
物

と
S
･
つ
の
.
i
-
 
'
他
に
か
け
が
え
の
な
い
貰
い
物
と
い

う
忌
み
言
葉
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
｡
有
名
を
の
は
京

弼
帥
絹
鱗
鯛
弼
航
,
:
,
語
群
五

･
か
･
ん

千
の
服
装
で
騎
馬
で
神
前
近
-
ま
で
出
､
稚
児
の
お

位
｢
五
位
｣
を
も
ら
う
､
い
れ
ゆ
る
オ
ク
ラ
イ
モ
ラ

イ
の
神
事
の
稚
児
で
あ
る
｡
化
粧
を
さ
せ
､
頬
と
額

ヽ
ま
の
け
や

に
紅
で
星
を
描
-
の
か
例
と
在
っ
て
い
た
｡
熊
野
速

た
ふ
事

玉
大
社
(
新
宮
)
　
の
祭
り
は
､
も
と
九
月
十
五
､
六

日
に
お
こ
な
わ
れ
る
｡
十
六
日
の
御
船
祭
り
は
第
一

殿
結
宮
の
神
俳
雑
穀
枇
霊
を
御
輿
に
移
し
て
行

年
7
人
･
う
ん

鶏
諾
経
緯
同
離
葉
盤
穀
稲
巾

二
枚
を
は
さ
ん
だ
も
の
を
腰
に
さ
し
､
男
に
塀
し
た

女
性
の
人
形
が
神
馬
に
乗
せ
ら
れ
神
旗
の
次
に
渡
る
｡

馬
に
乗
っ
て
行
く
童
子
の
役
が
大
変
な
の
で
嫌
が
る

者
が
多
く
な
っ
て
の
改
装
で
あ
ろ
う
が
､
こ
れ
も
一

つ
物
と
よ
ば
れ
て
い
る
｡
近
江
､
美
濃
､
三
河
､
播

磨
等
で
は
､
頼
朝
と
呼
ん
で
い
る
場
合
が
幾
つ
か
あ

･
ふ
か
い

り
､
頼
朝
に
附
会
さ
れ
て
い
る
が
､
元
来
は
神
の
ヨ

リ
マ
シ
と
い
う
の
の
誤
解
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い

小
さ
を
社
殿
の
飾
り
の
つ
い
た
張
り
笠
を
か
む
っ
て

中
踊
り
を
す
る
稚
児
が
出
る
が
'
こ
れ
も
一
つ
物
と

か

た

こ

し

み
て
よ
-
､
移
動
す
る
時
は
お
供
の
大
人
の
肩
輿
に

乗
る
｡

王
子
神
社
の
｢
イ
タ
イ
ポ
ボ
｣
は
､
こ
の
一
つ
物

の
要
素
が
見
ら
れ
､
ま
ず
顔
を
き
れ
い
に
化
粧
し
､

額
に
星
が
二
つ
か
か
れ
て
い
る
の
も
そ
う
で
あ
る
し

ま
義
塾
唄
に
鳥
や
鳥
の
羽
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の

も
単
な
る
飾
り
の
ご
と
く
退
化
し
て
い
る
が
､
一
つ

物
な
ど
の
神
の
ヨ
リ
マ
シ
が
笠
の
上
や
腰
に
鳥
の
羽

み
て
ぐ
･
･
b

根
や
萱
を
は
さ
ん
で
あ
っ
た
り
､
手
に
幣
を
も
つ
習

い
の
痕
跡
と
い
え
る
｡
さ
ら
に
気
の
つ
-
こ
と
は
､

白
い
絹
の
布
を
体
の
前
と
背
後
に
た
-
さ
ん
着
け
垂

ら
し
て
､
そ
れ
が
赤
い
装
束
に
映
え
て
ま
こ
と
に
清

浄
で
か
つ
美
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
背
後
･
の
も
の
を
ど

欝
肩
掛
け
に
し
､
そ
れ
に
白
布
を
結
び
つ
け
垂
ら

し
て
い
る
｡
こ
れ
も
見
映
え
の
す
る
美
し
い
も
の
に

す
る
た
め
と
い
う
以
外
に
､
そ
の
ヨ
リ
マ
シ
と
し
で

の
神
聖
を
表
示
す
る
伝
承
意
識
が
暗
唱
に
捌
い
て
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
和
歌
山
県
那
黙
諜
報
S

鎮
守
の
祭
に
出
る
一
つ
物
は
､
馬
上
の
童
子
の
か
ぶ

る
菅
笠
に
多
数
の
シ
デ
と
山
鳥
の
尾
羽
が
つ
い
て
い

る
と
い
う
し
､
京
都
府
宇
治
の
六
月
八
日
の
離
宮
明

神
の
大
幣
神
事
に
早
駈
け
を
演
ず
る
騎
手
は
､
山
鳥
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′
-山

の
羽
を
立
て
頭
か
ら
白
紙
の
シ
デ
を
深
深
と
垂
ら
し

て
競
馬
と
一
つ
物
と
の
結
合
を
示
し
て
い
る
と
い
う
｡

結
語
講
評
緯
語
群
隷
霊

驚
即
ち
ま
ち
で
あ
る
が
､
も
と
は
藁
草
履
で
あ

っ
た
も
の
が
手
に
入
れ
に
-
く
在
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
｡
そ
れ
を
足
か
ら
脱
げ
を
い
よ
う
に
白
い
布
紐
で

ゆ
わ
え
で
い
る
｡
し
か
し
､
馬
へ
の
乗
り
降
り
に
は

地
上
に
降
す
こ
と
を
-
抱
き
か
か
え
て
運
ぶ
｡
ヨ
リ

マ
シ
と
し
て
の
童
子
は
､
土
地
に
よ
り
土
フ
マ
ズ
と

も
い
わ
れ
る
よ
う
に
､
履
物
は
は
い
て
い
で
も
地
に

足
を
つ
け
さ
せ
会
い
の
が
常
で
あ
る
｡

神
社
の
境
内
に
入
っ
て
の
胱
覇
の
神
事
を
み
て
み

よ
う
｡
地
上
約
一
･
七
米
､
経
十
二
･
三
陸
も
あ
る

丸
太
を
立
て
､
そ
の
上
範
を
二
つ
に
割
っ
て
横
木
を

拝
み
､
そ
の
上
に
七
枚
の
ハ
ギ
板
が
扇
形
に
挿
し
込

ま
れ
て
い
る
｡
ハ
ギ
板
は
縦
四
十
五
糎
､
幅
十
三
擾

ほ
ど
の
か
な
り
の
大
き
さ
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
周

囲
四
隅
に
立
て
た
杭
に
は
ソ
ヨ
ギ
が
添
え
ら
れ
そ
れ

に
幹
を
下
げ
,
各
杭
の
間
は
シ
メ
綿
が
張
ら
れ
て
い

る
o
諸
方
の
流
鏑
馬
で
も
三
カ
所
と
い
う
の
が
多
い

よ
う
だ
｡
こ
の
的
板
は
か
っ
て
の
山
奉
行
で
あ
っ
た

野
口
の
矢
口
氏
よ
り
高
瀬
川
入
り
の
明
神
山
と
い
う

地
籍
高
い
繰
っ
て
供
過
さ
れ
'
弓
を
射
る
矢
竹
は
八

坂
村
一
之
瀬
の
勝
野
氏
が
供
進
す
る
を
常
と
し
た
と

い
う
｡
共
に
人
里
離
れ
た
清
浄
の
地
か
ら
の
採
取
で

あ
り
､
的
は
西
の
山
か
ら
､
矢
は
東
の
山
か
ら
と
い

う
よ
う
に
一
方
に
偏
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
も
何
ら

か
の
配
慮
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
何
れ
に
せ

よ
古
風
で
厳
し
い
神
祭
り
の
心
が
看
取
さ
れ
る
｡

三
度
廻
っ
た
後
､
三
回
5
.
挨
ご
高
説
綾
三
回
は
的

木
に
さ
し
た
的
板
を
外
し
て
氏
子
惣
代
で
あ
ろ
う
か

役
員
の
人
が
手
に
持
っ
て
､
射
手
が
棒
え
っ
が
え
で

い
る
矢
に
逆
に
近
づ
け
て
当
て
る
｡
元
か
ら
こ
の
よ

う
な
仕
来
り
か
'
中
途
か
ら
の
変
更
で
あ
る
か
ば
わ

か
ら
ぬ
が
､
と
に
か
く
そ
こ
に
は
確
実
に
当
っ
た
と

い
う
姿
を
求
め
て
い
る
｡
幼
い
童
子
が
射
っ
た
矢
は

時
に
ポ
ロ
ッ
と
的
の
前
に
落
ち
た
り
､
的
の
後
に
大

う
ち
わ
を
あ
て
て
射
て
も
あ
ら
ぬ
方
に
飛
ぶ
こ
と
が

あ
る
｡
そ
れ
を
二
度
目
の
三
回
に
お
い
て
確
実
に
当

っ
た
も
の
と
し
て
納
め
る
気
詩
か
ら
出
た
も
の
と
思

わ
れ
る
｡
弓
射
の
神
事
で
は
､
三
度
射
て
終
り
と
す

ヽ
〃
ノ
●
e
●
(
I

る
が
､
十
二
回
､
問
の
年
は
十
三
回
と
い
う
例
が
か

な
り
あ
り
`
六
回
の
赦
け
あ
ま
り
多
-
な
い
よ
う
で

あ
る
｡弓

を
射
る
神
事
に
は
徒
歩
蒜
鴇
)
で
謝
醤
わ
と

騎
馬
で
射
る
の
と
あ
る
が
､
御
備
射
と
か
御
歩
射
と

か
呼
ば
れ
る
徒
歩
の
行
事
は
､
圧
倒
的
に
二
二
月

に
多
く
穂
高
神
社
(
三
月
十
七
日
)
の
そ
れ
の
よ
う

に
三
月
と
い
う
の
は
ご
-
少
な
-
､
-
だ
っ
て
四
月

･
五
月
が
僅
か
に
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
流
鏑
馬
は

三
･
四
･
五
･
九
･
十
･
十
一
の
月
に
広
が
っ
て
お

り
､
い
く
ら
か
秋
に
多
い
と
い
え
る
｡
春
に
集
中
す

る
歩
射
行
事
に
は
年
占
が
多
い
の
で
あ
る
が
､
そ
れ

と
別
に
､
的
に
鬼
の
面
を
描
い
た
り
'
蛇
の
目
を
書

あ

〈

り

ょ

ふ

-

じ

ょ

う

き

ゃ

-

い
て
悪
霊
般
卸
に
よ
る
そ
の
年
の
豊
作
と
倖
せ
を
祈

る
も
の
も
多
い
｡
ビ
シ
ャ
は
中
国
､
四
国
地
方
で
は

百
々
手
と
い
わ
れ
､
二
本
を
一
手
と
し
て
沢
山
射
る

か
ら
と
い
わ
れ
た
り
､
弓
を
桃
の
木
で
作
る
こ
と
に

し
て
い
蒔
瀬
あ
っ
た
り
で
あ
る
が
､
中
に
魔
当
神

事
と
か
破
魔
弓
神
事
と
か
称
し
て
い
る
の
は
明
ら
か

に
こ
の
除
災
の
意
識
の
濃
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
｡
流

鏑
馬
は
こ
の
ビ
シ
ャ
よ
り
そ
れ
ら
の
気
持
旺
嬬
河
で

い
る
と
い
っ
て
も
､
な
か
に
は
鹿
児
島
県
肝
属
郡
高

山
町
新
富
の
四
十
九
所
神
社
の
旧
九
月
十
六
日
の
ヤ

プ
サ
メ
の
よ
う
に
'
少
し
で
も
多
-
当
っ
た
方
が
良

い
と
さ
れ
･
そ
の
年
に
は
豊
作
だ
と
い
っ
て
い
る
所

も
あ
る
｡
王
子
神
社
の
ヤ
ブ
サ
メ
が
ど
う
い
う
意
味

を
担
っ
て
い
る
も
の
か
､
見
よ
う
に
よ
り
年
占
と
も

悪
魔
戯
い
と
も
絡
よ
う
が
､
そ
れ
を
明
ら
か
に
示

す
徴
証
が
無
く
如
何
と
も
い
い
が
た
い
が
'
次
の
よ

う
な
こ
と
は
い
え
る
か
と
思
う
｡

こ
の
ヤ
プ
サ
メ
行
事
の
祭
の
行
な
わ
れ
る
時
期
が

旧
暦
で
六
月
十
六
･
七
日
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
､
こ
の
神
事
を
考
え
る
前
提
と
し

て
考
慮
す
べ
き
担
淀
で
あ
ろ
う
｡
元
来
夏

祭
は
､
京
都
の
舐
園
の
祭
な
ど
を
中
心
に

起
っ
て
き
た
都
会
的
性
格
の
も
の
で
'
存

置
采
の
農
耕
生
活
に
基
づ
-
祭
が
､
二
､
四

沢
九
,
十
月
の
春
秋
に
行
を
わ
れ
る
の
と
は

爾
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
在
来
の
も
の
が

舶
望
ま
し
い
こ
と
を
乞
い
頼
う
性
質
が
あ
る

の
に
対
し
て
､
む
し
ろ
思
わ
し
い
こ
と
を

避
け
払
お
う
と
す
る
意
識
が
強
い
｡
紙
園

は
い
う
ま
で
も
な
く
､
北
野
の
天
神
も
こ

を
あ
げ
る
｡
前
記
し
た
よ
う
に
､
立
て
木
か
ら
外
し

講
棚
諾
謹
靖
撥
雛
評
語
理

経
を
引
く
だ
け
で
魔
を
追
う
も
の
と
す
る
行
事
の
所

も
あ
り
､
王
子
の
も
の
も
弓
矢
と
も
に
神
聖
で
あ
る

点
､
弓
を
射
る
行
事
そ
の
も
の
が
悪
霊
退
却
の
意
を

需
需
講
評
難
離
羅
粥

八
幡
神
社
が
一
日
早
い
七
月
十
五
日
で
あ
る
よ
う
な

例
を
除
い
て
は
極
め
て
少
な
い
よ
う
だ
｡

他
地
方
の
例
を
二
つ
籍
蒋
み
た
い
｡
新
潟
県
佐

渡
島
畑
野
相
乗
野
江
の
加
茂
宮
で
は
､
四
月
十
五
日

の
祭
礼
に
行
事
っ
的
射
神
事
に
出
る
十
才
ま
で
の
童

子
は
イ
テ
と
呼
ば
れ
､
二
十
戸
の
密
か
か
ら
順
次
に

当
た
り
,
あ
た
る
と
イ
テ
ゴ
そ
り
と
い
っ
て
精
進
屋

に
三
日
縛
る
｡
祭
の
日
に
は
馬
の
背
に
乗
っ
て
三
つ

的
を
射
る
｡
呼
び
方
も
大
町
と
同
じ
で
､
か
っ
て
は

か
な
り
斎
戒
の
気
指
が
強
か
っ
た
と
き
-
大
町
の
昔

の
風
儀
を
思
わ
せ
る
o
宮
城
県
涌
谷
町
伍
畿
郡
山
山

社
は
､
二
百
米
の
山
頂
に
あ
る
宮
で
'
こ
こ
の
行
事

は
流
鏑
馬
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
､
実
は
歩
射
で
あ
る
｡

･

て

･

7

り

ょ

山
頂
の
観
音
堂
と
白
山
社
は
､
天
台
宗
の
僧
侶
達
に

守
ら
れ
､
山
岳
仏
教
の
姿
を
も
っ
て
い
る
由
`
そ
の

祭
は
旧
正
月
二
十
五
日
の
夕
方
､
白
山
社
の
傍
で
流す
い

癖
鰐
が
巧
さ

千
鳥
帽
子
姿

れ
る
｡
馬
に
乗
る
お
け
で
は
を
-
'
水

の
五
才
前
後
の
｢
お
ち
ご
磁
｣
が
子
守

れ
と
類
を
同
じ
く
し
､
石
清
水
の
八
幡
も

続
航
羅
撥
羅

い
レ
よ
●
7
ま
ー
や
く

霊
を
､
こ
れ
ら
の
神
の
力
に
よ
っ
て
接
卸

し
､
豊
作
を
招
来
し
ょ
ぅ
と
す
る
も
の
で

諾
琵
縄
,
 
e
･
縮
3
,
 
m
h
s
鯛
師

の
弓
祈
祷
で
あ
る
こ
と
も
考
え
て
よ
い
と

思
う
｡
幼
い
児
が
放
っ
た
矢
が
:
フ
ま
く

e
諸
所
1
つ
が
え
ら
れ
ず
､
馬
の
燐
に
落
ち

る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
､
口
取
り
を

ど
の
供
の
者
は
大
声
に
威
勢
の
よ
い
喚
声

役
｢
と
う
じ
｣
に
つ
き
そ
わ
れ
､
二
人
で
十
二
矢
を

射
る
:
｣
れ
を
別
の
神
事
に
よ
る
オ
ミ
グ
ジ
と
総
合

し
て
､
稲
､
麦
'
豆
､
蚕
､
天
候
の
予
兆
を
割
り
出

す
と
い
う
｡
こ
の
場
合
稚
児
が
射
る
と
い
っ
て
も
､

背
後
に
添
う
｢
と
う
じ
｣
が
手
を
添
え
て
稚
児
の
代

わ
り
に
射
て
や
る
の
で
あ
る
｡
二
十
余
坊
の
僧
侶
が

け
主
.
-

金
棚
の
袈
裟
を
ま
と
っ
て
居
並
び
見
守
る
中
に
厳
粛

に
行
を
お
れ
る
と
い
う
｡

｢
仁
科
神
明
宮
｣
に
引
か
れ
て
い
る
文
化
四
年
の

記
録
｢
宮
本
波
田
見
庄
石
工
門
競
馬
の
一
件
｣
の
競

馬
の
文
字
は
気
に
な
る
｡
元
来
競
馬
は
加
茂
に
お
け

る
そ
れ
の
よ
う
に
､
ク
ラ
ベ
馬
と
か
キ
オ
イ
馬
と
か

呼
ば
れ
､
そ
の
元
は
神
馬
を
献
上
す
べ
-
馬
を
走
ら

せ
て
そ
の
力
を
確
か
め
る
の
が
元
で
､
今
日
も
駈
馬

と
か
走
馬
の
神
事
と
し
て
残
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
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鯖勧請と山

そ
れ
が
一
方
で
は
風
流
の
行
事
と
し
て
､
馬
を
飾
り

た
て
て
そ
の
行
列
を
み
せ
る
も
の
に
な
り
､
一
方
で

は
競
技
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
｡
競
馬
を
文
字

通
り
に
解
釈
す
れ
ば
流
鏑
馬
と
は
異
な
る
よ
う
に
も

と
れ
る
が
､
し
か
し
こ
れ
ら
の
言
葉
は
地
方
地
方
に

よ
っ
て
あ
い
ま
い
在
使
い
方
を
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
山
梨
県
下
吉
田
の
小
室
浅
間
神
社
の
ヤ
プ

サ
メ
祭
に
お
い
で
は
'
氏
子
の
中
か
ら
ク
ジ
ビ
キ
で

選
ば
れ
た
馬
は
ク
ラ
ベ
馬
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ

る
し
､
鹿
児
島
県
高
山
町
新
富
の
四
十
九
所
神
社
の

ヤ
プ
サ
メ
は
前
に
詑
し
た
が
'
牡
馬
と
呼
ば
れ
て
い

る
｡
元
地
方
地
方
の
呼
び
方
で
あ
っ
た
も
の
が
､
次

第
に
流
鏑
馬
と
い
う
一
般
的
を
呼
称
に
在
っ
て
き
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

王
子
神
社
の
流
鏑
馬
に
お
い
て
､
も
う
一
つ
気
の

つ
-
こ
と
は
'
か
在
り
風
流
の
気
味
を
も
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
｡
昔
の
も
の
が
ど
ん
な
行
列
を
組
ん
だ

か
ば
わ
か
ら
な
い
が
現
在
は
紋
付
羽
織
の
人
々
を
前

に
立
て
､
馬
に
は
口
敵
役
､
う
ち
お
役
､
笠
役
'
後

衛
役
､
弓
持
役
､
介
添
役
等
が
笠
を
つ
け
､
わ
ら
じ

を
履
い
て
従
い
大
名
行
列
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
傑
人
の
装
束
の
古
風
を
仕
度
も
人
を
魅
き
つ

け
る
姿
で
あ
る
｡
諸
方
に
は
､
ヤ
ブ
サ
メ
を
と
も
を

ゎ
ず
'
全
-
大
名
行
列
に
毛
細
詰
る
例
も
あ
る
｡

例
え
ば
秋
田
県
の
湯
沢
市
の
愛
宕
神
社
の
八
月
二
十

三
日
午
後
の
大
名
行
列
は
､
美
し
く
化
粧
し
た
少
年

が
稚
児
と
し
て
馬
に
乗
り
'
こ
れ
を
中
乗
り
と
称
し

そ
れ
旺
賦
語
頭
､
押
乗
り
､
十
丁
弓
､
鉄
砲
'
五
丁

弓
､
合
駕
範
､
鷹
匠
､
薬
指
が
つ
き
､
愛
宕
山
か
ら

お
旅
所
で
あ
る
町
内
の
旧
家
の
家
に
向
か
う
と
い
う

が
､
こ
れ
は
明
和
年
間
以
降
の
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
｡

稚
児
は
ト
ノ
サ
ン
と
い
う
由
で
あ
る
が
､
武
家
時
代

を
通
過
す
る
間
に
一
つ
物
が
変
貌
し
た
か
た
ち
で
あ

ろ
う
｡

若
一
王
子
神
社
が
熊
野
那
智
大
社
第
五
殿
の
若
宮

の
祭
神
天
照
大
神
を
勧
請
し
た
も
の
で
あ
り
､
神
明

宮
ま
た
同
神
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
'
か
っ
て
一

日
の
ず
れ
を
も
っ
て
両
者
を
連
結
し
た
祭
礼
を
行
を

い
､
し
か
も
そ
れ
ら
神
祭
の
当
家
と
も
い
う
べ
き
三

家
か
ら
ヨ
リ
マ
シ
と
な
る
童
子
が
出
た
と
い
う
こ
と

は
､
大
町
地
方
の
歴
史
を
も
如
実
に
語
る
床
し
い
古

儀
で
あ
っ
た
｡
前
代
の
射
手
の
装
束
が
､
符
境
を
つ

緋
藷
畿
評
議
難
語

綾
輔
笠
を
か
ぶ
っ
て
騎
馬
し
た
由
で
あ
る
が
､
前
記

四
十
九
所
神
社
の
射
手
も
そ
れ
に
近
い
姿
で
､
た
だ

年
令
が
十
二
才
頃
か
ら
二
十
才
ぐ
ら
い
で
､
額
､
頬

唇
に
紅
を
ざ
し
て
い
る
と
い
う
o
或
は
王
子
､
神
明

雨
宮
の
ヤ
プ
サ
メ
の
昔
は
童
子
と
い
う
が
､
現
在
よ

り
若
干
年
令
に
幅
が
あ
っ
た
の
で
は
を
い
か
と
も
想

像
さ
れ
る
｡

ら

以
上
他
地
方
の
例
も
挙
げ
つ
つ
､
ま
と
ま
り
な
く

若
干
の
考
察
を
し
て
み
た
が
､
最
近
出
版
さ
れ
た
､

宮
尾
し
げ
を
氏
善
｢
日
本
祭
礼
事
典
｣
は
全
国
の
各

神
社
の
祭
礼
の
日
と
行
事
名
を
列
挙
し
て
あ
る
も
の

で
あ
る
が
､
そ
れ
か
ら
ぎ
一
.
と
教
え
て
み
て
も
'
ヤ

プ
サ
メ
と
い
う
神
事
を
も
つ
祭
は
全
国
で
約
九
十
あ

･
も

る
｡
こ
れ
に
洩
れ
て
い
る
も
の
も
あ
ろ
う
し
､
歩
射

を
ヤ
ブ
サ
メ
と
称
し
て
い
る
も
の
も
あ
ろ
う
｡
童
子

が
来
る
か
大
人
が
来
る
か
細
か
を
点
は
わ
か
ら
な
い

が
､
右
の
数
で
あ
る
｡
オ
ビ
シ
ャ
に
い
た
っ
て
は
そ

の
倍
近
く
百
八
十
ぐ
ら
い
ね
こ
を
わ
れ
で
い
る
｡
こ

れ
も
有
名
無
実
に
t
t
t
t
っ
て
い
る
も
の
や
'
中
味
の
変

わ
っ
て
い
る
の
も
あ
り
そ
う
た
が
､
こ
の
教
は
諸
報

告
よ
り
み
て
も
昔
は
も
っ
と
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
｡
流
鏑
馬
は
､
も
と
も
と
神
輿
以
上
に
普
遍
的
で

あ
っ
た
馬
を
神
の
乗
り
物
と
す
る
信
仰
が
あ
り
､
ま

た
弓
肘
に
よ
る
年
占
い
､
庭
酸
い
の
行
事
の
あ
っ
た

農
村
に
､
中
世
に
な
っ
て
武
家
に
盛
ん
に
行
あ
れ
た

流
鏑
馬
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
'
そ
こ
に
ヤ
ブ

サ
メ
と
称
し
つ
つ
内
容
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
因
も
あ

っ
た
｡
王
子
神
社
の
流
鏑
馬
は
､
こ
れ
ら
多
-
の
弓

紺
の
行
事
の
中
に
あ
っ
て
'
一
方
に
単
純
に
伸
び
る

霊演西鰭録

の
で
は
な
く
､
前
記
の
よ
う
に
､
神
の
ヨ

8
.
.
0
か
げ

リ
マ
シ
と
し
で
の
傍
を
残
す
と
と
も
に
､

ゆ
み
ギ
ー
･
と
･
7

薄
れ
て
は
い
る
が
弓
祈
祷
の
性
格
を
併
せ

も
ち
'
し
か
も
､
そ
れ
ら
を
い
か
に
も
夏

祭
ら
し
い
風
流
に
近
い
洗
練
さ
れ
た
美
し

く
楽
し
い
も
の
に
し
て
い
る
点
､
地
方
の

一
小
都
市
の
祭
行
事
と
し
て
は
､
珍
ら
し

い
形
態
と
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
｡
同
時
に
､
こ
れ
が
近
い
時
代
の
移
入

さ

か

の

を
ど
で
は
を
く
､
遡
ぼ
る
ほ
ど
に
厳
し
い

信
仰
紡
擬
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
せ
し

め
る
潮
源
遠
い
も
の
で
あ
り
､
複
雑
な
要

素
を
湛
え
つ
つ
､
一
面
近
畿
の
文
化
に
親

し
か
っ
た
仁
科
氏
文
化
の
一
端
を
示
す
と

こ
ろ
に
も
価
値
が
認
め
ら
れ
る
｡

隣
県
の
岐
阜
県
中
津
川
市
苗
木
の
流
鏑

馬
は
､
ご
く
最
近
ま
で
神
主
と
垂
立
ち
各

一
騎
ず
つ
出
た
も
の
で
あ
る
が
､
今
は
馬

-
が
無
い
た
め
廃
絶
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
苗

木
の
ヤ
ブ
サ
メ
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
運
命

で
あ
ろ
う
｡
大
町
市
の
も
の
が
そ
う
を
ら

を
い
で
､
い
よ
い
よ
盛
ん
で
あ
る
の
は
､

よ
ろ
_
〟

真
に
慶
は
し
い
｡
(
蟻
ガ
崎
高
校
教
諭
)

お
綻
び
　
｢
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
の
全
国
の

飼
育
状
況
に
つ
い
て
㈲
｣
は
都
合
に
よ
り

次
号
に
掲
載
い
た
し
ま
す
｡

博
物
館
だ
よ
り

夏
の
自
然
観
察
会
　
市
内
の
小
学
生
を
対
称
に
開

か
れ
ま
す
｡
今
ま
で
の
学
校
生
活
か
ら
は
な
れ
､
の

び
の
び
し
た
気
特
で
自
然
の
中
に
入
っ
て
観
察
し
ょ

う
と
い
う
も
の
で
､
1
月
3
 
1
日
(
火
)
午
前
9
時
0
0

分
か
ら
午
後
4
時
ま
で
行
な
わ
れ
ま
す
｡

参
加
希
望
者
は
､
市
の
児
童
館
へ
7
月
2
6
日
ま
で

に
申
し
こ
ん
で
下
さ
い
｡

持
物
は
あ
ひ
る
へ
　
お
や
つ
　
(
5
0
円
以
内
)
､
え
ん

ぴ
つ
､
水
と
う
で
す
｡
雨
が
降
っ
た
場
合
に
は
8
月

1
日
に
行
を
い
ま
す
｡
詳
し
い
こ
と
は
博
物
館
か
児

童
館
に
お
た
ず
ね
下
さ
い
｡
目
的
地
は
霊
松
寺
で
す
｡

白
刷
を
み
る
会
　
去
る
5
月
2
4
日
に
木
崎
湖
で
ふ

化
し
た
コ
ブ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
の
ヒ
ナ
と
湖
の
周
辺
の
自

然
を
観
察
す
る
会
が
'
7
月
8
日
に
開
か
れ
ま
し
た
｡

大
町
の
自
然
を
守
る
会
の
会
員
か
ら
幼
稚
園
児
ま

で
の
多
数
が
参
加
し
'
す
っ
か
り
生
長
し
た
と
ナ
が

母
鳥
と
湖
を
泳
ぐ
の
を
間
近
か
に
観
察
し
ま
し
た
｡

中
国
へ
贈
ら
れ
た
太
郎
･
辰
子
の
消
息
　
去
る
4

月
3
日
､
動
物
観
善
大
使
と
し
て
中
国
へ
贈
ら
れ
ま

し
た
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
､
太
郎
･
辰
子
に
つ
い
て
上

野
動
物
園
に
手
紙
が
6
月
中
旬
に
と
ど
き
ま
し
た
｡

北
京
動
物
園
で
は
3
カ
月
-
1
年
間
位
'
園
内
の

検
疫
舎
で
検
疫
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
そ
う

で
す
｡太

郎
･
辰
子
は
別
々
の
検
疫
舎
で
飼
育
さ
れ
て
お

り
､
獣
医
さ
ん
-
名
へ
飼
育
係
1
名
の
2
名
が
担
当

し
て
い
る
そ
う
で
す
｡

一
度
太
郎
と
辰
子
を
一
緒
に
し
た
と
こ
ろ
､
辰
子

が
太
郎
に
追
わ
れ
た
の
で
再
び
単
独
で
飼
育
中
で
あ

る
が
､
検
疫
が
終
り
一
般
公
開
す
る
時
ま
で
に
は
､

一
緒
に
で
き
る
と
思
う
｡
現
在
は
､
飼
育
係
や
与
え

ら
れ
る
飼
料
に
も
馴
れ
て
､
健
康
状
態
は
良
好
で
あ

る
そ
う
で
す
｡
-
上
野
動
物
園
　
中
川
課
長
談
｡
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