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立山のライチョウ(オス)

｢
山
鳴
ら
し
｣

草
璃
　
順
子

そ
の
木
の
名
前
を
知
っ
た
の
は
'
雪
模
様
の
春
浅

い
日
だ
っ
た
｡

｢
ほ
､
つ
･
-
‥
こ
れ
は
　
(
山
鳴
ら
し
)
　
で
す
ね
L

s
さ
ん
は
室
内
に
生
け
て
あ
る
枝
に
目
を
止
め
て

言
っ
た
｡
見
た
と
こ
ろ
何
の
変
哲
も
な
い
枝
｡
と
こ

ろ
が
私
に
は
大
い
に
気
に
な
る
木
だ
っ
た
｡

田
ん
ぼ
を
隔
て
た
隣
り
の
山
に
､
十
教
本
群
生
し

て
い
て
､
ひ
と
き
わ
目
を
ひ
く
｡
荒
れ
る
に
ま
か
せ

た
松
林
の
中
､
そ
の
ー
角
だ
け
は
明
か
る
-
､
す
き

と
お
っ
た
空
気
が
満
ち
て
い
る
よ
う
だ
｡
葉
の
色
や

茂
っ
た
様
子
は
､
ス
ー
ラ
-
の
点
描
画
を
思
わ
せ
る
｡

幹
は
白
樺
の
粉
を
ふ
い
た
白
き
と
違
っ
て
'
し
っ
と

り
と
し
た
白
き
だ
｡
全
体
像
は
細
-
し
な
や
か
で
､

す
ら
っ
と
背
が
高
い
｡
枝
は
ポ
プ
ラ
の
よ
う
に
縦
に

伸
び
て
い
る
｡
い
つ
眺
め
て
も
木
の
ま
わ
り
で
風
が

遊
ん
で
い
る
の
か
､
葉
が
ち
ら
ち
ら
揺
れ
て
見
え
る
｡

そ
こ
は
か
と
な
く
ポ
エ
ム
が
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

賢
治
童
話
の
｢
土
神
と
狐
｣
が
恋
し
た
　
(
樺
の
木
)

の
よ
う
に
､
あ
こ
が
れ
を
抱
か
せ
る
木
だ
っ
た
｡

室
内
の
暖
か
さ
を
春
と
間
違
え
､
冬
眠
か
ら
覚
め

た
の
だ
ろ
う
が
へ
　
赤
褐
色
の
桑
の
実
の
よ
う
な
花
芽

が
現
れ
て
き
た
｡
日
増
し
に
そ
れ
は
ふ
-
ら
ん
で
､

毛
虫
が
這
う
よ
う
に
長
-
伸
び
､
七
､
八
セ
ン
チ
の

不
気
味
な
尾
と
な
っ
て
'
枝
か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
た
｡

硬
-
閉
じ
て
い
た
芽
も
殻
を
ほ
ど
き
'
お
ず
お
ず
と

開
い
て
い
っ
た
｡
丸
み
を
帯
び
た
葉
は
萌
木
色
か
ら
､

爽
や
か
な
緑
に
な
っ
た
｡
粟
裏
は
ネ
ル
の
よ
う
な
手

触
り
で
自
か
っ
た
｡

｢
こ
の
木
に
は
秘
密
が
あ
る
の
で
す
よ
L
 
S
さ
ん

は
悪
戯
っ
ぼ
く
笑
っ
た
｡
｢
葉
が
茂
っ
た
ら
､
木
の

下
に
立
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
｣

そ
れ
か
ら
､
何
度
か
雪
が
降
り
融
け
た
｡
北
斜
面

の
雪
の
地
図
も
次
第
に
小
さ
く
な
り
'
い
つ
の
ま
に

か
消
え
て
い
た
｡
山
肌
に
へ
ば
り
つ
い
て
冬
越
し
て

き
た
木
々
た
ち
も
､
凛
と
枝
を
張
り
､
迎
え
る
季
節

に
生
命
を
凝
ら
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
､
枝
先
に
ま
で

樹
液
が
行
き
わ
た
っ
て
艶
や
か
だ
｡

芳
し
い
緑
こ
ぼ
れ
る
　
(
山
鳴
ら
し
)
　
の
木
の
下
に

立
つ
'
五
月
は
近
い
｡
木
の
秘
密
は
い
つ
か
ま
た
｡

(
麻
績
村
在
住
)
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ど山

し

ゅ

げ

ん

じ

ゃ

近
世
に
お
け
る
安
曇
の
修
験
者

篠
　
崎
　
健
一
郎

日
本
の
原
始
信
仰
の
中
で
も
殊
に
強
か
っ

た
山
岳
信
仰
が
､
仏
教
の
う
ち
の
語
数
と
習

合
し
て
成
立
し
た
修
験
道
と
い
う
一
派
が
あ

り
､
修
験
者
･
川
俣
な
ど
と
よ
ば
れ
る
そ
の

派
の
宗
教
者
た
ち
が
､
諸
国
の
霊
山
を
遍
歴

し
な
が
ら
､
そ
の
験
力
を
市
め
る
た
め
に
修

行
を
つ
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
｡

中
世
以
降
に
な
る
と
へ
向
伏
た
ち
は
地
域
社

会
に
定
住
す
る
傾
向
を
し
だ
い
に
強
め
､
大

名
に
雇
わ
れ
て
戦
勝
祈
願
を
し
た
り
､
諜
報

活
動
に
従
う
者
も
あ
り
､
村
落
に
住
み
民
衆

の
要
望
に
こ
た
え
て
除
災
摘
福
の
祈
祷
な
ど

を
し
て
､
生
活
を
す
る
者
が
多
く
な
っ
た
｡

江
戸
時
代
に
な
る
と
幕
府
は
､
積
極
的
に
か

れ
ら
を
地
域
社
会
に
定
住
さ
せ
る
ほ
か
､
本

山
派
　
(
天
台
宗
系
)
当
山
派
　
(
真
言
宗
)
　
の

い
ず
れ
か
に
所
属
さ
せ
､
組
織
下
に
置
く
と

と
も
に
'
宗
門
改
め
な
ど
に
よ
っ
て
出
伏
た

ち
の
実
態
の
把
握
に
つ
と
め
た
｡
か
れ
ら
の

名
や
活
動
の
あ
り
さ
ま
な
ど
が
､
ど
う
や
ら

見
え
て
く
る
の
は
近
世
文
書
の
中
で
あ
る
が
､

こ
こ
で
は
す
っ
か
り
里
山
伏
と
い
う
も
の
に

な
っ
た
､
近
世
の
安
崇
の
修
験
者
た
ち
の
あ

り
さ
ま
を
の
べ
て
み
た
い
｡

-
"
そ
の
分
布

別
表
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
｡
江
戸
時

代
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
た
る
享
保
一
〇
年
(
一

七
二
五
)
　
の
時
点
に
お
け
る
､
大
町
組
､
松

大
町
市
･
北
安
曇
郡
の
修
験
者
　
(
享
保
一
〇
年
)
　
◎
印
袈
裟
融

川
組
､
池
田
組
の
う
ち
､
現
在
の
大
町
市
と
北
安
曇

郡
に
入
る
村
々
に
住
む
､
修
験
者
-
山
伏
た
ち
の
名

鑑
で
あ
る
｡
本
山
派
二
二
名
､
当
山
派
二
六
名
へ
　
ほ

か
三
名
が
､
本
山
派
は
大
町
の
六
日
町
の
高
麗
院
､

当
山
派
は
美
麻
村
大
塩
中
村
の
医
王
寺
と
大
町
の
永

け

さ

が

し

ち

富
寺
を
袈
裟
頭
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
｡
他

に
富
士
先
達
も
い
た
は
ず
だ
が
､
お
そ
ら
く
在
家
扱

い
な
の
だ
ろ
う
か
'
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
｡

こ
れ
よ
り
前
の
資
料
や
後
代
の
資
料
と
比
較
し
て

み
る
と
､
お
よ
そ
の
山
伏
は
こ
の
職
を
世
襲
し
て
い

る
よ
う
で
､
同
じ
院
号
を
江
戸
時
代
を
通
し
て
続
け

て
い
る
家
が
多
い
が
へ
反
対
に
あ
る
時
期
門
戸
を
張

っ
て
い
て
も
､
し
ば
ら
く
す
る
と
消
え
て
し
ま
う
家

も
あ
り
､
栄
枯
盛
衰
の
あ
る
こ
と
修
験
も
商
家
な
ど

と
同
じ
で
あ
る
｡
ま
た
父
親
と
同
じ
院
号
を
件
も
称

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ

た
ら
し
く
､
そ
こ
で
前
の
名
が
消
え
る
こ
と
も
あ
っ

た
よ
う
だ
ー
∪

こ
の
院
号
と
い
う
も
の
は
'
修
行
成
っ
て
一
人
前

な
れ
ば
よ
う
や
く
名
乗
れ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
､

表
中
に
も
み
え
る
単
価
と
か
藤
本
と
だ
け
菖
い
て
あ

る
者
は
､
ま
だ
弟
子
身
分
で
あ
る
が
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
こ
の
際
と
い
う
称
は
､
い
わ
ば
店
名
の
よ
う
な

も
の
で
､
そ
の
下
に
個
人
名
が
つ
く
｡
例
え
ば
板
取

村
の
当
両
派
宝
重
院
は
宥
快
'
大
町
の
本
川
高
藤
院

は
寛
道
と
い
う
人
で
あ
る
｡
さ
ら
に
文
書
の
士
に
は

あ
ま
り
出
て
来
な
い
が
普
通
の
寺
院
と
同
じ
よ
う
に

山
号
も
あ
っ
た
よ
う
で
､
高
麗
院
は
仁
科
向
､
当
同

派
の
常
法
院
は
蓮
藍
川
と
称
し
て
い
る
｡
ま
た
た
だ

医
王
寺
と
か
永
昌
寺
と
だ
け
称
す
る
も
の
も
あ
る
｡

表
を
み
て
感
ず
る
の
は
へ
　
人
家
の
集
ま
っ
て
い
る

大
町
に
多
く
の
山
伏
の
い
る
の
は
別
格
と
し
て
'
在

郷
で
は
平
坦
部
よ
り
山
間
部
に
多
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
｡
こ
れ
は
推
測
に
な
る
が
､
当
時
山
間
部
の
村
々

の
人
口
戸
数
が
､
平
地
部
に
比
べ
て
む
し
ろ
多
か
っ

た
､
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
人

の
多
い
土
地
の
方
が
､
山
伏
の
仕
事
も
多
い
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
江
戸
時
代
を
通
じ
て
'
時
代
の

下
る
ほ
ど
に
山
伏
の
数
が
､
ふ
え
て
い
く
現
象
も
あ
る
｡

町
や
村
に
普
通
一
般
の
人
び
と
と
軒
を
並
べ
て
住

む
里
山
伏
た
ち
の
家
は
､
自
ら
は
寺
と
称
し
て
い
る

が
､
通
常
い
う
と
こ
ろ
の
寺
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら

ず
､
ま
た
寺
院
風
の
建
物
を
構
え
る
こ
と
も
許
さ
れ

な
い
の
で
､
外
見
は
農
家
な
ど
と
変
わ
り
が
な
い
｡
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館物情ど山

こ
の
道
を
志
そ
う
と
す
る
者
は
､
し
か
る
べ

き
師
匠
に
弟
子
入
り
し
て
修
行
に
励
む
の
で
あ

ろ
う
が
､
た
だ
経
典
を
読
み
な
ら
う
ば
か
り
で

な
く
､
例
え
ば
大
和
の
大
峯
川
と
か
出
羽
三
山

と
か
戸
隠
山
の
よ
う
な
重
用
に
入
っ
て
､
荒
行

を
つ
み
山
霊
の
気
を
う
け
て
､
験
力
を
身
に
つ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
近
帖
に
は
そ

う
し
た
山
伏
本
来
の
､
必
須
と
さ
れ
た
修
行
は

だ
ん
だ
ん
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
で
'

大
本
山
か
ら
山
入
り
を
促
す
警
告
が
し
ば
し
ば

発
せ
ら
れ
て
い
る
｡

2
.
山
伏
の
仕
事

近
也
､
寺
院
に
は
寺
領
が
与
え
ら
れ
､
民
衆

た
だ
屋
内
に
は
荘
厳
さ
れ
た
部
屋
が
あ
り
､
須
弥
地

が
あ
っ
て
不
動
明
王
と
か
蔵
王
権
現
な
ど
の
像
が
安

置
さ
れ
'
し
か
る
べ
き
法
具
も
あ
る
｡
朝
夕
の
勤
行

も
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
｡

主
人
公
の
山
伏
は
普
通
妻
帯
し
て
お
り
､
妻
も
ま

み

二

た
白
衣
の
装
束
を
つ
け
､
巫
子
と
し
て
夫
の
手
助
け

を
す
る
事
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
他
に
老

人
や
子
供
が
い
た
り
､
弟
子
が
同
居
す
る
家
も
あ
り
､

や
や
裕
福
か
と
見
え
る
家
に
は
下
男
や
下
女
が
い
る
｡

ま
た
宗
教
的
な
仕
事
が
い
つ
も
あ
る
と
い
う
も
の
で

も
な
い
よ
う
で
､
か
た
わ
ら
百
姓
を
し
て
い
た
り

中
に
は
馬
を
飼
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
な
か
な
か

大
き
な
自
姓
を
し
て
い
る
者
が
い
る
が
､
あ
る
い
は

先
祖
代
々
山
伏
を
し
て
'
田
畑
を
買
っ
て
い
っ
た
の

か
､
あ
る
い
は
打
姓
が
山
伏
に
な
っ
た
の
か
ど
ち
ら

か
で
あ
ろ
う
｡

は
寺
檀
制
度
に
が
っ
ち
り
と
組
み
こ
ま
れ
て
お

り
､
寺
院
に
と
っ
て
は
世
俗
的
な
憲
味
で
安
泰

至
極
な
時
代
で
あ
っ
た
｡
寺
院
の
位
階
あ
る
僧

侶
た
ち
は
､
た
か
だ
が
と
暮
ら
し
て
お
り
､
民

衆
の
中
に
と
び
こ
ん
で
そ
の
宗
教
的
欲
求
に
応

え
る
と
い
う
､
宗
教
的
活
動
を
す
る
者
は
希
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
｡
そ
の
間
隙
を
埋
め
る
よ
う
な
仕

事
を
､
里
山
伏
た
ち
は
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
｡
か

れ
ら
の
仕
事
は
自
得
･
月
待
･
荒
神
･
庚
申
な
ど
の

祭
の
導
師
､
加
持
祈
祷
'
調
伏
､
恐
き
も
の
落
し
､
ま

じ
な
い
な
ど
の
呪
術
宗
教
的
な
分
野
が
主
だ
が
､
中

に
は
民
間
療
法
的
な
医
療
を
行
な
っ
た
り
､
寺
小
屋

を
開
い
て
村
董
た
ち
に
読
み
葺
き
を
教
え
る
者
も
少

な
く
な
く
､
村
人
の
生
活
相
談
に
の
っ
て
や
っ
た
り
､

と
に
か
く
村
の
知
識
階
級
と
し
て
､
少
し
気
味
悪
が

ら
れ
な
が
ら
も
尊
敬
さ
れ
る
存
在
た
っ
た
の
で
あ
る
｡

か
れ
ら
の
活
動
が
公
文
宮
な
ど
に
記
録
さ
れ
る
こ

か

い

ま

と
は
め
っ
た
に
な
い
の
だ
が
､
古
文
書
の
中
に
垣
間

み
ら
れ
る
そ
の
姿
を
紹
介
し
て
み
よ
う
｡

ま
ず
近
世
直
前
の
天
正
二
二
年
(
一
五
八
五
)
､

松
川
村
川
西
の
大
和
田
明
神
の
神
主
で
あ
っ
た
､
松

と
う
ぷ
ん

川
遺
文
と
い
う
人
が
の
こ
し
た
祈
願
文
で
あ
る
｡

(
大
和
田
泰
文
書
)
そ
の
年
の
正
月
一
五
日
､
か
れ

は
明
神
に
さ
ま
ざ
ま
な
祈
願
の
す
じ
を
述
べ
た
あ
と
､

l

～

;

.

.

.

〟
た
う
年
中
　
御
き
せ
い
と
し
て
､
ま
い
月
ま
い

口
　
ち
忘
や
う
い
ん
頼
申
し
-
後
略
〟

法
華
経
を
読
み
た
て
ま
つ
る
､
と
す
る
｡
そ
の

ち
志
や
う
い
ん
(
智
証
院
?
)
と
は
､
お
そ
ら
く
近

辺
に
住
む
山
伏
で
､
さ
ら
に
は
領
主
大
和
田
氏
に
抱

え
ら
れ
て
い
た
者
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ

に
し
て
も
神
に
祈
願
す
る
心
の
あ
か
し
と
し
て
､
法

こ
ん
二
う

華
経
を
読
む
と
い
う
の
は
､
神
仏
混
清
の
一
現
象
と

し
て
お
も
し
ろ
い
し
､
そ
う
い
う
仕
事
も
山
伏
に
は

あ
っ
た
と
み
え
る
｡

つ
ぎ
は
氾
濫
を
未
然
に
防
い
だ
と
さ
れ
る
戸
隠
山

伏
の
こ
と
で
あ
る
｡

寛
永
一
五
年
(
一
六
三
人
)
大
雨
が
降
っ
て
､
鹿

島
川
の
猫
鼻
付
近
で
山
崩
れ
が
起
き
､
川
を
せ
き
止

め
た
た
め
そ
の
上
流
に
大
き
な
池
が
で
き
た
｡
も
し

そ
こ
が
決
壊
し
て
水
が
い
っ
ぺ
ん
に
流
れ
出
す
よ
う

な
こ
と
に
な
れ
ば
､
下
流
の
村
々
に
大
き
な
被
害
を

及
ぼ
し
か
ね
な
い
｡
そ
こ
で
見
分
役
と
し
て
出
向
い

て
き
て
い
た
二
人
の
港
役
人
は
､
す
ぐ
下
流
の
野
口

村
に
住
む
戸
隠
山
伏
鏡
覚
院
に
命
じ
て
､
水
難
消
滅

の
祈
祷
を
さ
せ
た
｡
そ
こ
で
鏡
覚
院
が
日
夜
祈
念
に

つ
と
め
た
と
こ
ろ
､
お
お
い
に
そ
の
効
験
が
あ
ら
わ

れ
て
､
水
は
人
び
と
の
願
い
ど
お
り
に
少
し
ず
つ
流

れ
出
し
て
い
き
､
潤
っ
た
水
は
す
っ
か
り
な
く
な
っ

た
｡
鋭
覚
院
は
そ
の
功
に
に
よ
り
､
水
野
候
か
ら
戸

隠
様
の
灯
油
田
と
い
う
名
目
で
'
高
三
石
の
土
地
を

与
え
ら
れ
た
｡

戸
隠
の
奥
社
に
祀
ら
れ
る
九
頭
竜
権
現
は
､
水
の

神
で
あ
り
､
こ
の
地
方
の
人
た
ち
は
洪
水
の
と
き
に

か
ん
は
つ

も
早
魅
の
と
き
に
も
､
こ
の
神
の
加
護
を
願
う
の
で
､

折
よ
く
近
く
に
い
た
戸
隠
山
伏
が
そ
の
任
に
あ
た
っ

た
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
事
件
で
鑑
賞
院
自
身
お
お
い

に
面
目
を
施
し
た
ば
か
り
で
な
く
､
同
業
の
山
伏
た

ち
の
株
も
上
が
っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡

つ
ぎ
は
文
政
二
年
(
一
八
二
〇
)
　
に
あ
っ
た
野
平

新
田
村
(
現
八
坂
村
野
乎
)
　
の
件
で
あ
る
｡

こ
の
村
で
は
庄
屋
の
坂
井
七
郎
左
衛
両
方
を
は
じ

め
､
あ
ち
こ
ち
の
家
で
盗
難
が
あ
い
次
ぎ
詮
義
を
し

た
け
れ
ど
も
ま
っ
た
く
犯
人
が
わ
か
ら
な
い
｡
こ
の

し
あ

ま
ま
で
は
む
ら
の
絆
し
も
つ
か
ぬ
と
い
う
こ
と
で
､

困
り
は
て
た
庄
屋
は
じ
め
三
八
人
の
村
人
が
連
名
し

て
'
村
に
住
む
山
伏
地
宝
院
に
､
今
後
盗
難
が
起
こ

ら
ぬ
よ
う
祈
祷
を
依
頼
し
た
｡
こ
れ
は
村
役
だ
と
思

っ
て
ぜ
ひ
引
受
け
て
ほ
し
い
｡
も
し
犯
人
が
わ
か
っ

て
も
そ
の
名
を
お
お
や
け
に
す
る
こ
と
は
し
な
い
し
'

賞
院
様
に
対
し
て
い
さ
さ
か
も
恨
み
を
抱
く
も
の
で

な
い
こ
と
を
背
､
つ
､
と
い
う
依
頼
状
を
書
い
た
の
で

あ
る
｡こ

の
切
な
る
村
人
の
依
頼
に
こ
た
え
た
地
宝
院
が
､

粕
魂
こ
め
て
祈
祷
し
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
が
､
そ

の
結
果
は
ど
う
な
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
｡
ま
あ
何

も
か
も
う
ま
く
解
決
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
こ
う
し
た
祈
願
も
､
村
に
住
む
山
伏
の
職

分
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

3
.
有
明
山
の
信
仰

こ
の
地
方
の
修
験
者
の
活
動
を
物
語
る
に
つ
い
て

は
､
有
明
山
の
信
仰
を
欠
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

松
川
村
の
西
に
準
え
る
有
明
山
(
二
二
四
八
品
)

は
､
北
ア
ル
プ
ス
の
主
脈
の
山
々
か
ら
す
れ
ば
前
山

と
つ
こ
つ

で
あ
る
が
､
そ
の
実
九
た
る
険
阻
な
か
た
ち
や
､
全

山
が
黒
々
と
し
た
樹
木
に
覆
わ
れ
た
山
容
や
､
里
の

み
ん
ま
り

天
候
の
予
兆
を
示
す
こ
と
な
ど
か
ら
､
水
分
の
神
の

鎮
ま
り
ま
す
霊
山
と
し
て
､
ま
た
山
そ
の
も
の
を
神

と
し
て
､
古
代
か
ら
里
人
の
崇
敬
を
あ
つ
め
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
｡
例
の
人
面
大
王
の
説
話
な
ど
も
､

そ
う
し
た
信
仰
の
上
に
作
ら
れ
た
話
で
あ
る
｡
ま
た



④

有明山　(松Iii杓板取より)

館物博ど山

古
く
か
ら
こ
の
山
を
遥
挿
し
た
り
､
祭
祀
を
お
こ
な

と

り

い

や

つ

二

っ
た
松
川
村
の
鳥
居
奴
の
よ
う
な
場
所
も
､
あ
ち

こ
ち
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
原
始
的
な

有
明
同
信
仰
も
､
例
に
も
れ
ず
修
験
道
と
習
合
す
る

こ
と
に
な
る
｡
そ
の
時
代
は
お
よ
そ
鎌
倉
時
代
と
し

て
お
き
た
い
｡

*
･
>
J
(

有
明
向
の
登
山
口
は
､
穂
高
町
の
宮
城
か
ら
入
っ

げ

ー

ー

.

っ

た
黒
川
沢
口
と
､
松
川
村
の
馬
羅
尾
口
で
あ
る
が
､

ま
ず
は
宮
城
か
ら
の
道
が
開
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

宮
城
と
い
う
地
名
自
体
が
､
古
代
か
ら
こ
こ
に
向

を
配
る
富
の
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
が
､
鎌
倉

時
代
に
は
､
山
中
に
お
け
る
修
行
を
本
旨
と
す
る
真

言
宗
の
寺
院
高
同
寺
が
開
か
れ
'
こ
の
事
に
依
拠
し

有
明
同
を
行
場
と
す
る
修
験
者
の
一
群
が
集
ま
る
よ

う
に
な
っ
た
｡
そ
の
寺
の
後
身
が
現
在
の
正
福
吉
で
､

鎌
倉
時
代
後
期
作
の
不
動
明
王
像
を
肥
っ
て
い
る
｡

近
世
に
は
寺
も
山
伏
た
ち
の
活
動
も
衰
微
し
て
し

ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
､
幕
末
の
こ
ろ
有
明
山
を
再

開
山
し
へ
そ
の
信
仰
を
ふ
た
た
び
燃
え
上
が
ら
せ
た

の
が
天
明
行
者
で
あ
る
｡

天
明
行
者
(
弘
化
一
.
一
年
-
明
治
二
二
年
)
　
は
､
現

在
の
堀
金
村
扇
町
の
生
ま
れ
で
あ
る
が
へ
幼
い
時
か

ら
宗
教
的
な
関
心
の
強
い
､
カ
リ
ス
マ
性
を
具
え
た

子
で
あ
っ
た
と
い
い
､
自
然
の
よ
う
に
修
験
道
に
入

っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
羽
黒
山
そ
の
他
で
修
行

を
つ
ん
だ
の
ち
､
有
明
山
信
仰
に
入
り
､
苦
手
の
末

黒
川
沢
口
の
登
山
道
を
ひ
ら
き
へ
　
か
す
か
ず
の
奇
跡

を
あ
ら
わ
し
､
多
く
の
人
が
帰
依
し
た
と
い
う
｡

天
明
行
者
は
宮
城
の
地
に
有
明
山
祭
配
の
里
富
を

設
け
た
が
､
こ
れ
が
現
在
の
有
明
山
神
社
の
前
身
で

あ
り
､
行
者
を
教
祖
と
す
る
有
明
教
の
講
が
､
各
地

に
で
き
て
い
っ
た
｡

芦
聞
川
の
扇
状
地
-
神
戸
原
の
奴
か
ら
有
明
向
に

登
る
道
は
､
い
わ
ば
･
装
参
道
で
あ
る
が
､
こ
こ
が
い

つ
開
か
れ
た
の
か
は
明
か
で
な
い
｡

と

り

い

や

つ

こ

扇
状
地
扇
央
に
あ
る
鳥
居
奴
の
地
は
､
こ
の

向
の
原
始
信
仰
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る
信
仰
遺
跡

で
あ
り
'
そ
の
北
東
に
鎮
座
す
る
有
明
山
祉
　
(
悼

称
有
明
同
権
現
)
　
が
で
き
た
の
は
'
江
戸
時
代
初

期
の
寛
永
一
閃
年
(
一
六
三
七
)
　
で
､
そ
の
事
情

に
つ
い
て
の
伝
承
が
あ
る
｡
そ
の
説
話
に
は
や
は

り
山
伏
ら
し
い
者
の
姿
も
ち
ら
つ
-
の
だ
が
､
鳥

居
奴
や
有
明
両
社
に
山
伏
が
か
か
わ
っ
て
い
た
の

か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
｡

山
伏
と
い
う
も
の
は
､
そ
の
教
義
上
信
仰
の
山

を
開
山
す
る
　
(
初
め
て
登
用
し
登
山
道
を
つ
け

る
)
　
こ
と
が
た
い
へ
ん
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
｡
天

明
行
者
の
ば
あ
い
は
再
開
山
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
が
､
そ
れ
で
も
ゆ
ゆ
し
い
こ
と
と
さ
れ
る
｡

松
川
口
開
山
の
名
誉
は
∴
号
保
六
年
(
一
七
二

一
)
七
月
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
､
板
取
村
の
当

山
山
伏
宝
重
院
宥
快
を
先
達
と
し
､
本
山
山
伏
大

行
院
と
徳
重
院
､
板
取
村
庄
屋
尾
曽
藤
右
衛
門
､
前

庄
屋
高
橋
太
兵
衛
は
じ
め
村
人
た
ち
総
勢
一
七
名
の

一
行
に
与
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に

つ
い
て
は
高
橋
太
兵
衛
の
｢
有
明
山
略
記
｣
と
い
う

手
記
も
残
さ
れ
て
い
る
｡

略
記
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
､
ま
だ
誰
も

行
っ
た
こ
と
の
な
い
コ
ー
ス
を
あ
け
よ
う
と
す
る
か

ら
に
は
､
先
達
は
じ
め
参
加
者
全
員
が
と
き
ど
さ
は

集
ま
っ
て
､
山
を
眺
め
て
コ
ー
ス
に
な
り
そ
う
な
と

こ
ろ
の
見
当
を
つ
け
た
り
､
両
の
も
の
を
取
り
に
行

っ
た
り
､
鉄
砲
射
ち
に
入
っ
た
人
に
尋
ね
た
り
し
て
､

研
究
を
つ
ん
だ
上
で
､
天
候
を
見
す
ま
し
て
決
行
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
途
中
は
難
儀
続
き
で

あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
は
い
る
が
､
お
よ
そ
の
方
向

は
誤
る
こ
と
な
-
､
ち
ゃ
ん
と
山
頂
に
た
ど
り
つ
い

て
い
る
｡
お
そ
ら
く
現
在
の
登
山
道
と
ほ
ぼ
同
じ
通

す
じ
で
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
｡

当
然
信
仰
か
ら
す
る
登
拝
で
あ
っ
て
､
皆
々
の
心

の
も
ち
よ
う
も
現
代
登
山
と
ち
が
､
つ
｡

〝
険
阻
を
し
の
ぎ
漸
々
と
御
前
二
参
り
た
れ
バ
皆
々

目
を
見
合
て
汗
押
ぬ
ぐ
ひ
掌
心
ヲ
合
セ
-
‥

と
高
橋
は
書
き
の
こ
し
て
い
る
｡
そ
し
て
一
行
は
頂

上
で
感
動
あ
ぶ
る
る
〟
通
夜
〟
を
す
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
か
ら
は
時
々
有
明
山
社
の
氏
子
た
ち
が
登
っ

た
と
み
え
'
安
永
～
天
明
の
頃
に
は
奥
宮
も
造
営
さ

れ
た
｡そ

の
時
か
ら
一
〇
五
年
ほ
ど
た
っ
た
文
政
一
〇
年

に
'
音
界
行
者
事
件
が
起
き
た
｡
権
堂
　
(
長
野
市
)

の
当
山
派
山
伏
で
柳
原
寺
音
界
と
い
う
も
の
が
や
っ

て
き
て
､
自
分
が
有
明
山
の
開
山
者
で
あ
る
と
か
へ

さ
ま
ざ
ま
な
虚
偽
の
話
を
申
し
立
て
へ
信
者
を
集
め

て
宗
教
活
動
を
行
っ
た
｡
有
明
山
社
神
主
の
大
和
田

市
止
の
訴
訟
に
よ
り
､
寺
社
奉
行
か
ら
音
界
は
追
放

の
刑
､
そ
れ
に
乗
っ
た
信
者
の
主
な
者
も
処
罰
さ
れ

た
と
い
う
一
件
で
あ
る
｡
よ
く
も
悪
く
も
山
の
信
仰

に
山
伏
が
か
ら
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

4
.
修
験
道
そ
の
後

明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
修
験
道
は
太
政
官
布
告

に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
､
修
験
者
た
ち
は
天
台
･
真
言

の
僧
侶
と
な
っ
た
り
､
土
地
の
神
社
の
神
職
と
な
っ

た
り
帰
農
す
る
者
も
あ
っ
た
が
､
人
び
と
の
要
求
が

あ
る
限
り
は
､
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
仕
事
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
た
て
ま
え
は
と

も
か
く
へ
　
こ
の
地
方
の
方
言
で
ホ
ー
ケ
ン
サ
マ
　
(
法

験
様
?
)
と
呼
ば
れ
た
山
伏
た
ち
が
存
命
の
限
り
は
､

続
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
後
継
者
が
な
い
の

も
時
代
の
お
も
む
く
所
で
､
お
よ
そ
太
平
洋
戦
争
頃

を
境
に
し
て
姿
を
消
し
､
家
の
荘
厳
な
ど
も
取
り
払

わ
れ
て
'
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡
し
か
し
戦
後
に
な
っ
て
修
験
教
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