
7

まえがき

ま
え
が
き

﹁
熊
野
に
は
、
山
の
漂
泊
民
が
よ
く
似
合
う
﹂

そ
の
著
﹃
富
嶽
百
景
﹄
で
﹁
富
士
に
は
、
月
見
草
が
よ
く
似
合
ふ
﹂
と
語
っ
た
太
宰
治
ふ
う
に
言
え
ば
、

そ
う
な
ろ
う
か
。

紀き

伊の

国く
に

は
﹁
木
の
国
﹂
で
も
あ
っ
た
。
太
古
の
火
山
活
動
が
造
っ
た
山
塊
が
海
岸
ま
で
迫
り
、
稲
作
に

適
し
た
平
地
は
少
な
い
。
紀
伊
半
島
の
真
ん
中
に
位
置
す
る
﹁
果は
て
な
し無

山
脈
﹂
の
名
の
通
り
、
深
い
山
々
と

森
林
が
そ
こ
を
奈
良
や
京
都
の
都
か
ら
隔
て
て
き
た
。

熊
野
と
い
う
地
名
は
﹁
ク
マ
﹂
と
﹁
ノ
﹂
か
ら
な
る
。
そ
の
由
来
に
は
諸
説
あ
る
が
、﹁
奥
ま
っ
た
と

こ
ろ
﹂﹁
へ
ん
ぴ
な
と
こ
ろ
﹂
を
意
味
す
る
﹁
隈く
ま

﹂
に
傾
斜
地
を
表
す
﹁
野
﹂
が
付
い
た
地
名
と
い
う
解

釈
が
、
私
の
実
感
で
あ
る
。
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第
一
話　

小
椋
谷
再
訪　
木
地
屋
の
心
の
ふ
る
さ
と

一
　
故
郷
で
ろ
く
ろ
を
回
す
日
々

木
地
屋
︵
木き

地じ

輓び
き

、
木
地
師
、
轆ろ
く

轤ろ

師し

な
ど
と
も
い
う
︶
は
、
山
中
に
暮
ら
し
木
を
刳
り
抜
い
て
椀
や
盆
、

杓
子
な
ど
を
作
る
職
人
を
さ
す
。
江
戸
時
代
が
最
盛
期
で
、
明
治
、
大
正
ま
で
紀
伊
の
森
で
も
活
躍
し
た
。

彼
ら
の
心
の
ふ
る
さ
と
は
﹁
小お
ぐ
ら椋
谷だ

に

﹂、
現
在
の
滋
賀
県
東
近
江
市
の
蛭ひ

る
た
に谷
と
君き

み

ケが

畑は
た

で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
お
い
お
い
述
べ
る
と
し
て
、
こ
の
エ
ッ
セ
ー
を
、
私
が
二
〇
一
九
年
七
月
二
十
九
日
に
小
椋
谷
を

再
訪
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

山
中
の
漂
泊
民
に
は
木き

じ

や
地
屋
︵
木
地
師
︶、
農
具
の
箕み

を
作
っ
た
り
川
魚
を
里
人
に
売
っ
た
り
す
る
サ

ン
カ
、
タ
タ
ラ
を
踏
ん
で
製
鉄
を
す
る
踏た
た
ら鞴
師し

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
紀
伊
・
熊
野
の
山
中
に
多
か
っ

た
の
は
﹁
木
の
国
﹂
に
ふ
さ
わ
し
い
木
地
屋
た
ち
。
す
な
わ
ち
ト
チ
、
ブ
ナ
、
ケ
ヤ
キ
、
ミ
ズ
メ
と
い
っ

た
木
を
刳く

り
抜
い
て
椀わ

ん

や
盆
、
杓し

や
く
し子
な
ど
を
作
っ
た
職
人
だ
。
一
か
所
に
定
住
せ
ず
、
良
木
を
求
め
て
家

族
や
小
グ
ル
ー
プ
で
移
動
し
た
。

彼
ら
が
盛
ん
に
動
き
回
っ
た
の
は
近
世
だ
か
ら
、
も
は
や
山
中
に
分
け
入
っ
て
も
そ
の
姿
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
い
ま
あ
る
の
は
、
古
老
や
祖
父
母
が
耳
に
し
た
話
や
、
墓
石
や
位
牌
な
ど
そ
の
か
す
か
な

痕
跡
だ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
記
録
に
乏
し
く
痕
跡
も
少
な
い
と
な
る
と
、
か
え
っ
て
知
り
た
い
、
息
遣
い
を
感
じ
た
い
と
思

う
の
が
人
情
だ
。
そ
れ
は
去
っ
た
者
た
ち
へ
の
郷
愁
か
も
し
れ
な
い
。

熊
野
に
暮
ら
し
て
十
年
目
。
こ
れ
ま
で
私
は
そ
の
古
代
の
様
相
や
黒
潮
が
運
ん
だ
ロ
マ
ン
を
探
求
し
て

き
た
が
、
ぐ
っ
と
時
計
の
針
を
進
め
て
、
各
地
に
木
地
屋
の
面お
も

影か
げ

を
追
っ
た
。



1011

第一話　小椋谷再訪

名
神
高
速
道
路
を
八
日
市
イ
ン
タ
ー
で
お
り
、
国
道

四
二
一
号
を
東
に
走
る
。
紅
葉
で
有
名
な
永
源
寺
を
過

ぎ
、
政ま
ん

所ど
こ
ろと
い
う
場
所
か
ら
鈴
鹿
山
系
の
山
道
に
入
る
。

愛え

ち知
川
の
支
流
、
御お

池い
け

川
に
沿
っ
た
蛭
谷
、
さ
ら
に
そ

の
奥
の
君
ケ
畑
あ
た
り
を
小
椋
谷
と
呼
ぶ
。
小
椋
昭
二

氏
︵
昭
和
二
十
六
年
生
ま
れ
︶
の
﹁
ろ
く
ろ
工
房　

君き
み

杢も
く

﹂
は
標
高
四
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
君
ケ
畑
に
あ
る
。

小
椋
氏
に
会
う
の
は
こ
れ
で
三
回
目
。
最
初
は
二
〇

〇
六
年
四
月
八
日
で
、
悲
劇
の
主
人
公
た
ち
に
ス
ポ
ッ

ト
を
あ
て
た
新
聞
連
載
に
惟こ
れ
た
か喬
親
王
を
取
り
上
げ
、
彼

が
隠い
ん
せ
い棲
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
小
椋
谷
を
取
材
し
た
と
き

だ
っ
た
。

惟
喬
親
王
は
、
第
五
十
五
代
文
徳
天
皇
の
第
一
皇
子

と
し
て
承
和
十
一
年
︵
八
四
四
年
︶
に
生
ま
れ
た
。
母

は
豪
族
、
紀
氏
の
出
身
だ
っ
た
。
天
皇
は
惟
喬
を
か
わ

い
が
っ
た
が
、
藤
原
氏
の
有
力
者
藤
原
良
房
の
娘
を
母
に
持
つ
義
弟
の
惟こ
れ

仁ひ
と

親
王
︵
後
の
清
和
天
皇
︶
が

皇
太
子
に
な
っ
た
た
め
、
皇
位
継
承
を
逃
し
た
。

惟
喬
親
王
は
各
地
を
転
任
し
、
病
の
た
め
に
出
家
し
て
京
都
・
小
野
の
地
に
住
み
小
野
宮
を
号
し
た
。

寛
平
九
年
︵
八
九
七
年
︶
に
五
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
陵
墓
は
京
都
市
左
京
区
大
原
上
野
町
に
あ
る
が
、

こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
﹁
木
地
屋
の
祖
﹂
と
崇あ
が

め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
日
本
各
地
に
﹁
墓
﹂
が
点

在
す
る
。

二
度
目
の
小
椋
谷
訪
問
は
二
〇
一
二
年
九
月
十
六
日
だ
っ
た
。
こ
の
時
は
蛭
谷
の
出
身
で
、
後
に
東
近

江
市
長
に
な
る
小
椋
正
清
氏
に
現
地
で
偶
然
お
目
に
か
か
っ
た
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
コ
ツ
コ
ツ
、
盆
や
菓
子
器
を
作
っ
て
き
た
小
椋
昭
二
氏
は
二
〇
〇
六
年
当
時
は
五
十

五
歳
、
黒
髪
が
ふ
さ
ふ
さ
し
て
い
た
。
十
三
年
前
と
比
べ
て
髪
に
白
さ
が
目
立
つ
が
、
年
齢
の
経
過
は
お

互
い
様
だ
。

﹁
こ
こ
で
生
ま
れ
、
兄
の
製
材
所
を
手
伝
っ
て
い
た
が
、
二
十
五
年
前
に
こ
の
仕
事
を
始
め
ま
し
た
。

愛
知
県
の
足あ
す
け
ち
よ
う

助
町
に
住
む
職
人
か
ら
数
日
、
手
習
い
し
た
け
れ
ど
ほ
と
ん
ど
自
己
流
。
こ
こ
の
ケ
ヤ
キ
や
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ト
チ
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
岐
阜
県
か
ら
ト
ラ
ッ

ク
で
買
い
付
け
て
い
ま
し
た
が
、
五
年
前
に
心
筋

梗
塞
で
一
時
入
院
し
て
以
来
、
買
い
付
け
に
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
原
木
は
手
持
ち
が
た
く

さ
ん
あ
り
、
そ
の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
が
⋮
⋮
﹂

独
り
暮
ら
し
。
体
を
気
遣
っ
て
の
ん
び
り
や
る
、

と
言
い
な
が
ら
、
前
に
う
か
が
っ
た
頃
と
比
べ
て

ラ
ン
チ
ョ
ン
マ
ッ
ト
、
宝
石
箱
、
う
ち
わ
な
ど
製

品
の
種
類
は
増
え
た
。
東
近
江
市
の
﹁
ふ
る
さ
と

納
税
返
礼
品
﹂
に
も
頼
ま
れ
る
そ
う
だ
。
と
い
っ

て
も
一
点
万
単
位
の
お
値
段
。
た
く
さ
ん
売
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。﹁
収
入
は
し
れ
て
い
る
け
れ
ど

年
金
も
あ
る
し
、
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
れ
ば
い

い
で
す
よ
﹂
と
昭
二
氏
は
い
た
っ
て
欲
が
な
い
。

別
棟
の
作
業
場
に
は
丸
く
木
取
り
を
し
た
材
料
が
う
ず
高
く
積
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
形
で
最
低
五
年
干

し
た
後
、
だ
い
た
い
の
型
を
取
る
荒
削
り
を
し
て
更
に
一
年
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
電
動
の
轆
轤
に
固
定
し
、

先
に
刃
の
つ
い
た
鉄
棒
︵
カ
ン
ナ
︶
で
削
る
。

実
際
の
作
業
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
轆
轤
に
取
り
付
け
た
木
を
正
面
か
ら
削
る
﹁
正
面
輓び
き

﹂
と
横
か
ら

の
﹁
横
輓
﹂
と
い
う
二
種
類
の
や
り
方
が
あ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
が
、
彼
は
﹁
正
面
輓
﹂

で
や
っ
て
き
た
。

こ
こ
で
生
ま
れ
、
木
地
屋
特
有
の
姓
を
持
つ
の
に
﹁
伝
統
を
受
け
継
ぐ
﹂
と
い
っ
た
気
負
い
の
な
い
と

こ
ろ
が
い
い
。﹁
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
人
に
つ
い
て
、
伝
統
の
や
り
方
を
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
堅
苦
し
い
の
は
い
や
で
す
﹂

今
、
十
六
軒
に
二
十
人
ほ
ど
が
暮
ら
す
君
ケ
畑
集
落
に
は
惟
喬
親
王
が
そ
こ
に
住
ん
だ
と
い
う
金
龍
寺

︵
高
松
御
所
︶、
親
王
を
祀
る
大お

お

皇き
み

器き

地じ

祖そ

神
社
︵
旧
大
皇
大
明
神
︶、
そ
し
て
親
王
の
御
陵
が
あ
る
。

小
椋
昭
二
氏
と
別
れ
た
私
は
、
道
を
引
き
返
し
蛭
谷
地
区
の
木
地
師
資
料
館
を
訪
ね
た
。
文
化
の
維
持

保
全
の
た
め
旧
永
源
寺
町
が
一
九
八
一
年
に
建
て
た
施
設
で
、
蛭
谷
の
筒
井
神
社
の
境
内
に
あ
る
。

君ケ畑の作業場で電動轆轤を回す小椋昭二氏
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最
初
の
訪
問
時
に
応
対
し
て
く
れ
た
小
椋
正
美
氏
︵
昭
和
六
年
生
ま
れ
︶
は
資
料
館
の
生
み
の
親
で
、

長
年
そ
の
管
理
に
あ
た
っ
て
き
た
が
、
五
年
ほ
ど
前
に
亡
く
な
っ
た
。
現
在
は
神
社
の
す
ぐ
下
に
実
家
が

あ
り
、
滋
賀
県
豊と
よ
さ
と郷
町
か
ら
と
き
ど
き
里
帰
り
す
る
と
い
う
小
椋
重
則
氏
︵
昭
和
二
十
一
年
生
ま
れ
︶
が

自
治
会
長
の
傍
ら
管
理
を
引
き
受
け
て
い
る
。

﹁
私
の
先
祖
は
筒
井
神
社
の
関
係
者
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
市
長
の
小
椋
正
清
さ
ん
と
は
親
戚
で

す
。
各
地
の
木
地
屋
を
取
り
仕
切
っ
た
筒
井
八
幡
宮
︵
筒
井
神
社
︶
は
も
と
も
と
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
上
っ

た
筒
井
峠
に
あ
り
ま
し
た
。﹃
筒
井
千
軒
﹄
と
い
わ
れ
た
か
ら
、
往
時
は
結
構
に
ぎ
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

い
ま
蛭
谷
は
、
こ
ち
ら
に
移
住
し
て
昭
二
さ
ん
と
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
北
野
清
治
さ
ん
を
除
け
ば
、
常

時
住
ん
で
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
﹂。
重
則
氏
は
少
し
寂
し
そ
う
に
こ
う
語
っ
た
。

筒
井
峠
の
旧
社
地
に
も
惟
喬
親
王
の
御
陵
と
称
す
る
石
塔
が
あ
っ
た
。
小
椋
谷
だ
け
で
二
つ
の
墓
所
。

ほ
か
に
も
﹁
親
王
の
お
墓
﹂
は
各
地
に
数
多
く
あ
る
そ
う
だ
。
信
奉
者
た
ち
は
自
分
た
ち
の
地
に
﹁
お
墓
﹂

を
持
っ
て
こ
な
い
と
気
が
済
ま
な
い
ら
し
い
。

二
階
建
て
の
資
料
館
の
展
示
品
は
な
か
な
か
の
も
の
だ
。

ま
ず
氏う
じ

子こ

駈が
け

帳
。
君
ケ
畑
︵
高
松
御
所
と
大
皇
大
明
神
︶
や
蛭
谷
︵
筒
井
八
幡
宮
と
帰
雲
庵
︶
は
近
世
、

競
っ
て
氏う

じ

子こ

狩が
り

︵
氏
子
駈
︶
を
各
地
に
派
遣
し
た
。
氏
子
料
や
初
穂
料
の
ほ
か
、
烏え

ぼ

し

ぎ

帽
子
着
︵
成
人
式
︶、

直の
う
し衣

途ど

︵
仲
間
入
り
︶、
官か

ん

途ど

成な
り

︵
改
名
す
る
こ
と
︶
の
費
用
な
ど
、
な
ん
の
か
ん
の
と
名
目
を
付
け
て
木

地
屋
か
ら
金
銭
を
集
め
た
。
そ
の
集
金
台
帳
で
あ
る
。

蛭
谷
の
氏
子
駈
帳
は
正
し
よ
う

保ほ
う

四
年
︵
一
六
四
七
年
︶
か
ら
明
治
二
十
六
年
︵
一
八
九
三
年
︶
の
分
が
三
十

四
冊
、
君
ケ
畑
の
氏
子
狩
帳
は
元
禄
七
年
︵
一
六
九
四
年
︶
か
ら
明
治
六
年
︵
一
八
七
三
年
︶
ま
で
の
分
が

五
十
三
冊
残
っ
て
お
り
、
そ
の
一
部
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
氏
子
狩
︵
氏
子
駈
︶
帳
は
﹃
永
源
寺
町
史
﹄

︵
木
地
師
編
上
下
巻
、
二
〇
〇
一
年
︶
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
合
戦
、
災
害
、
火
災
な
ど
で
古
文
書
が
失
わ

れ
る
中
、
貴
重
な
史
料
と
い
え
よ
う
。

木
地
師
資
料
館
で
は
ほ
か
に
、
木
地
屋
の
由
緒
を
示
し
、
ど
こ
で
も
通
行
し
て
よ
い
と
い
う
お
墨
付
き

を
与
え
る
天
皇
の
綸り
ん

旨じ

、
時
の
有
力
者
の
免
許
状
、
往
来
手
形
な
ど
の
展
示
品
も
興
味
深
い
。
こ
と
の
真

偽
は
と
も
か
く
、
筒
井
八
幡
宮
︵
筒
井
公く

文も
ん

所じ
よ

︶
や
高
松
御
所
へ
の
寄
進
の
見
返
り
に
木
地
屋
た
ち
が
も

ら
っ
た
こ
れ
ら
の
文
書
は
彼
ら
の
﹁
パ
ス
ポ
ー
ト
﹂
で
あ
り
﹁
戸
籍
謄
本
﹂
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
多
く
は
、

こ
の
手
の
文
書
に
よ
く
あ
る
よ
う
な
偽
書
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
喜
ん
で
受
け
取
る

人
た
ち
が
お
り
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
通
用
し
た
の
な
ら
意
味
は
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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資
料
館
の
展
示
品
で
私
が
一
番
注
目
し
た
の
は
﹁
手て

輓び

き
ロ
ク
ロ
﹂
で
あ
る
。
木
地
を
端
に
据
え
付
け
た
木

軸
に
縄
が
巻
き
つ
け
ら
れ
、
一
人
が
縄
を
引
い
て
軸
を

回
し
、
も
う
一
人
が
カ
ン
ナ
で
木
地
を
削
っ
て
製
品
に

仕
上
げ
る
。
惟
喬
親
王
が
法
華
経
の
軸
が
回
る
こ
と
か

ら
轆
轤
を
思
い
つ
き
、
里
人
に
伝
授
し
た
と
い
う
伝
承

を
想
起
す
る
素
朴
な
製
品
だ
。

こ
の
手
輓
き
ロ
ク
ロ
は
地
元
の
物
で
は
な
く
、
秋
田

県
雄お

勝が
ち

郡
で
使
わ
れ
て
い
た
と
の
説
明
が
あ
る
。﹁
展

示
の
文
書
は
蛭
谷
の
も
の
で
す
が
、
工
作
の
道
具
類
は

全
国
か
ら
の
奉
納
品
で
す
。
蛭
谷
に
木
地
職
人
は
ほ
と

ん
ど
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂
と
い

う
小
椋
重
則
館
長
の
言
葉
が
耳
に
残
っ
た
。

二
　
利
害
が
合
っ
た
シ
ス
テ
ム

歴
史
に
は
フ
ァ
ク
ト
︵
事
実
︶
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
︵
創
作
︶
が
入
り
組
ん
で
い
る
。
人
び
と
の
祈
り
、

思
惑
、
権け
ん

謀ぼ
う

術じ
ゆ
つ

数す
う

な
ど
が
そ
こ
に
詰
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
時
の
波
に
洗
わ
れ
る
う
ち
に
、
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
が
フ
ァ
ク
ト
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
も
あ
る
。
木
地
屋
の
歴
史
も
例
外
で
は
な
い
。

こ
の
国
に
轆
轤
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
木
地
屋
が
祖
と
仰
ぐ
惟
喬
親
王
で
は
な
く
、
秦は

た

氏
ら
渡
来
人
で

あ
ろ
う
。
奈
良
時
代
の
正
倉
院
文
書
や
律
令
制
度
の
施
行
細
則
で
あ
る
平
安
中
期
の
延え
ん

喜ぎ

式し
き

に
﹁
轆
轤

工
﹂
と
い
う
職
制
が
載
っ
て
い
る
。

轆
轤
を
使
っ
た
製
品
と
し
て
有
名
な
の
は
百
万
塔
だ
。
奈
良
時
代
後
期
、
称
徳
女
帝
の
発ほ
つ
が
ん願

に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
百
万
基
の
小
さ
な
木
製
三
重
塔
で
あ
る
。
平
城
京
周
辺
の
十
大
寺
に
配
ら
れ
た
が
、
残
っ
て
い

る
の
は
法
隆
寺
の
数
万
基
だ
け
。
百
万
塔
は
渡
来
人
の
指
導
の
下
に
大
量
生
産
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

轆
轤
工
は
当
時
の
先
端
技
術
者
だ
っ
た
。
百
万
塔
を
作
っ
た
の
は
朝
廷
お
抱
え
の
集
団
だ
っ
た
よ
う
だ

が
、
ほ
か
に
有
力
社
寺
や
貴
族
に
仕
え
て
い
た
職
人
も
い
た
。
彼
ら
は
律
令
制
度
の
崩
壊
に
よ
っ
て
職
を

木地師資料館に展示されている「手挽きロクロ」
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失
い
、
各
地
に
分
散
し
て
い
っ
た
。

寺
院
建
築
や
百
万
塔
な
ど
に
は
多
く
の
木
材
が
必
要
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
森
林
資
源
の
豊
か
な
と
こ
ろ

に
﹁
山さ
ん

作さ
く

所し
よ

﹂
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
伐
採
、
加
工
、
木
工
な
ど
の
職
人
も
詰
め
て
い
た
だ
ろ
う
。

近
江
国
に
も
い
く
つ
か
﹁
山
作
所
﹂
が
設
け
ら
れ
た
。
社
寺
の
造
営
が
衰
え
れ
ば
彼
ら
の
仕
事
も
少
な
く

な
る
。

各
地
を
丹
念
に
回
っ
た
民
俗
学
者
宮
本
常
一
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
こ
う
記
し
て
い
る
。

［
百
万
塔
の
製
作
に
］
携
わ
っ
た
ろ
く
ろ
工
は
お
よ
そ
四
〇
〇
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
工
人
た
ち
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
も
の
は
奈
良
を
中
心
と
し
た
付
近
の
山
地
で
、

東
大
寺
建こ
ん

立り
ゆ
うに
あ
た
っ
て
は
田
上
山
作
所
、
甲
賀
山
作
所
、
伊
賀
山
作
所
、
田
上
大
石
山
、
高
島
山
、

立
石
山
な
ど
で
木
材
が
と
ら
れ
、
そ
の
木
材
が
そ
の
ま
ま
川
や
湖
を
利
用
し
て
奈
良
に
送
ら
れ
る
も

の
と
、
小
さ
な
細
工
物
は
現
地
で
加
工
し
て
送
ら
れ
る
も
の
と
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
山
作
所

︵
杣そ
ま

︶
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
木
工
の
工
人
た
ち
が
多
く
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
ろ
く
ろ
を

用
い
る
者
も
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

さ
て
律
令
国
家
が
権
威
を
持
ち
、
社
寺
造
営
な
ど
の
事
業
が
相
つ
い
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
間
は
、

そ
う
し
た
工
人
た
ち
が
生
活
を
た
て
る
こ
と
の
仕
事
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
十
一
世
紀
以
降
、
律

令
制
度
が
お
と
ろ
え
る
に
つ
れ
て
政
府
の
力
を
中
心
に
す
る
社
寺
造
営
が
下
火
に
な
っ
て
来
る
と
、

そ
れ
に
伴
う
工
人
た
ち
の
仕
事
も
減
り
、
新
し
い
働
き
場
を
見
つ
け
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
れ
が
、

民
衆
の
必
要
と
す
る
膳
・
盆
・
鉢
・
椀
・
皿
の
よ
う
な
も
の
の
作
成
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

 

︵﹁
木
地
屋
の
漂
泊
﹂、﹃
山
と
日
本
人
﹄
八
坂
書
房
、
二
〇
一
三
年
所
収
︶

 

︵［　

］
は
筆
者
に
よ
る
補
足
・
注
記
。
以
下
同
じ
︶

宮
本
の
推
測
す
る
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
小
椋
谷
周
辺
に
も
轆
轤
工
や
木
工
職
人
が
集
ま
っ
て
来
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
惟
喬
親
王
伝
承
は
そ
れ
に
ど
う
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
貴き

種し
ゆ

流り
ゆ

離う
り

譚た
ん

が
い
つ
ご
ろ
伝
え
ら
れ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
江
戸
時
代
に
蛭
谷
の
筒
井
八
幡

宮
の
神
主
を
務
め
た
大
岩
家
が
親
王
伝
承
や
氏
子
駈
︵
氏
子
狩
︶
制
度
の
宣
伝
、
普
及
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
中
で
も
十
七
世
紀
後
半
の
人
物
で
三
十
三
代
の
大
岩
助
左
衛
門
重

綱
は
智
恵
者
だ
っ
た
。
各
地
の
木
地
屋
た
ち
は
筒
井
八
幡
宮
の
氏
子
で
あ
る
と
し
て
、
彼
ら
を
束
ね
る

﹁
統
制
シ
ス
テ
ム
﹂
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
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大
岩
家
は
そ
の
家
系
図
に
よ
れ
ば
惟
喬
親
王
の
家
臣
、
藤
原
実さ

ね

秀ひ
で

が
小
椋
姓
を
賜
っ
て
蛭
谷
に
住
み
着

き
、
途
中
で
大
岩
姓
に
変
わ
っ
た
。
助
左
衛
門
重
綱
は
﹃
名な

寄よ
せ

﹄﹃
大
岩
助
左
衛
門
日
記
﹄﹃
愛え

智ち
の

太み

山や
ま

草ぐ
さ

﹄
の
三
部
作
に
よ
っ
て
自
説
を
固
め
た
︵
丁よ
う

野の

永
正
著
﹃
永
源
寺
お
ぐ
ら
谷　

木
地
師
慕
情
﹄
サ
ン
ラ
イ

ズ
出
版
、
二
〇
一
八
年
︶。

筒
井
八
幡
宮
で
は
氏
子
た
ち
が
一
年
交
代
で
神
主
を
務
め
て
き
た
が
、
た
び
た
び
の
帰
郷
は
難
し
く
な

っ
て
常
神
主
制
に
変
わ
っ
た
。
木
地
屋
の
歴
史
に
詳
し
い
橋
本
鉄
男
氏
は
﹁
氏
子
狩
の
体シ
ス
テ
ム系
は
、
彼
ら
の

社
会
に
固
有
す
る
宗
教
感
覚
や
特
異
な
連
帯
観
念
を
、
当
時
の
経
済
的
な
情
勢
の
変
化
に
た
く
み
に
調
和

さ
せ
た
、
蛭
谷
側
の
天
才
大
岩
氏
の
企
図
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
ら
し
い
の
で
あ
る
﹂
と
述

べ
て
い
る
︵﹃
木
地
屋
の
移
住
史
﹄
第
一
冊
、
民
俗
文
化
研
究
会
、
一
九
七
〇
年
︶。

と
は
い
え
、
惟
喬
伝
承
も
氏
子
狩
制
度
も
そ
れ
を
喧け

ん
で
ん伝
す
る
小
椋
谷
側
の
利
害
や
意
向
だ
け
で
は
長
続

き
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
皇
族
を
祖
に
持
つ
と
い
う
誇
り
、
各
種
の
お
墨
付
き
文
書
や
通
行
手
形
な
ど
の

効
力
、
同
じ
ル
ー
ツ
を
有
す
る
と
の
連
帯
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
全
国
に
散
っ
た
木
地
屋
た
ち
も
そ

の
言
い
伝
え
を
信
じ
、
シ
ス
テ
ム
を
受
け
入
れ
て
奉
納
金
を
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
連
の
小

椋
谷
伝
承
は
﹁
朝
廷
や
社
寺
お
抱
え
の
木
工
職
人
が
各
地
に
散
っ
た
﹂
と
い
う
フ
ァ
ク
ト
に
﹁
轆
轤
の
技

を
お
教
え
に
な
っ
た
惟
喬
親
王
は
小
椋
谷
で
亡
く
な
っ
た
﹂
な
ど
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
巧
み
に
組
み
合
わ

せ
た
﹁
共
同
幻
想
﹂
だ
っ
た
と
い
え
ま
い
か
。

い
や
過
去
形
で
語
る
の
は
適
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
も
全
国
か
ら
小
椋
、
小
倉
、
大
蔵
姓

の
人
た
ち
が
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て
や
っ
て
く
る
し
、
木
工
、
金
属
加
工
、
塗
物
な
ど
の
関
係
者
も
参
拝
に
来

る
。
そ
の
ロ
マ
ン
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

君
ケ
畑
の
大お
お
き
み皇
大
明
神
︵
現
・
大
皇
器き

地じ

祖そ

神
社
︶
と
曹
洞
宗
の
金
龍
寺
、
蛭
谷
の
筒
井
八
幡
宮
︵
現
・

筒
井
神
社
︶
と
臨
済
宗
の
帰
雲
庵
が
、
そ
れ
ぞ
れ
タ
ッ
グ
を
組
ん
で
盛
ん
に
各
地
に
出
向
い
た
江
戸
中
期

以
降
、
小
椋
谷
は
﹁
木
地
屋
の
里
﹂
と
い
う
よ
り
﹁
木
地
屋
の
元
締
め
の
拠
点
﹂
と
な
っ
た
。
木
地
師
資

料
館
の
小
椋
重
則
館
長
が
﹁
こ
こ
に
木
地
師
が
使
っ
た
道
具
類
は
な
く
、
す
べ
て
全
国
か
ら
の
奉
納
品
で

す
﹂
と
語
っ
た
の
に
は
、
そ
ん
な
背
景
が
あ
り
そ
う
だ
。

小
椋
館
長
と
小
椋
正
清
東
近
江
市
長
の
実
家
は
筒
井
神
社
境
内
の
す
ぐ
下
に
あ
る
。
近
世
は
と
も
に

﹁
元
締
め
側
﹂
の
家
系
だ
ろ
う
。

事
情
は
﹁
生
ま
れ
育
ち
君
ケ
畑
﹂
と
い
う
小
椋
昭
二
氏
も
同
じ
。
彼
の
父
方
は
大
蔵
姓
、
母
方
は
小
椋
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君ケ畑の大皇器地祖神社（上）と金龍寺（下）蛭谷の筒井神社（上）と帰雲庵（下）
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に
行
き
ま
し
た
。
本
道
を
行
く
と
三
里
も
四
里
も
あ
る
遠
い
所
で
も
、
間
道
を
行
く
と
近
い
も
の
で

し
た
。
四
月
と
い
う
の
に
山
々
に
は
ま
だ
雪
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
木
地
屋
の
村
は
随
分
と
あ
り
ま

し
て
、
三
十
位
も
訪
ね
ま
し
た
。
だ
い
た
い
わ
た
く
し
た
ち
の
順
廻
は
近
い
こ
ろ
は
奥
州
へ
行
き
ま

し
た
も
の
で
す
。
先
に
行
っ
た
と
こ
ろ
へ
行
か
な
け
れ
ば
、
自
然
な
じ
み
が
う
す
か
っ
た
か
ら
で
す
。

湯
小
屋
へ
行
き
ま
し
た
ら
、
ち
ょ
う
ど
木
地
輓
き
を
し
て
い
る
家
が
十
五
軒
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
。

お
椀
や
お
盆
を
輓
い
て
い
る
他
は
、
木
地
屋
と
は
い
い
ま
せ
ん
で
し
た
な
。
あ
れ
が
轆
轤
と
い
う
ん

で
す
か
、
随
分
ざ
っ
と
し
た
も
の
で
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
に
木
地
屋
が
無
か
っ
た
の
で
珍

し
か
っ
た
も
の
で
す
。
も
う
一
月
も
行
っ
た
ら
嫌
に
な
り
ま
し
て
な
。
苦
し
か
っ
た
こ
と
と
い
う
て

は
、
も
う
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
木
地
屋
な
ん
ぞ
に
は
な
り
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

帰
っ
て
来
た
ら
、
大
き
な
虱し
ら
みが
襦じ

ゆ

袢ば
ん

に
つ
い
て
い
て
、
母
親
が
び
っ
く
り
し
て
、﹁
奥
州
の
虱
は

色
が
違
う
﹂
と
い
っ
て
笑
っ
て
お
り
ま
し
た
。

方
々
を
廻
っ
て
か
ら
戻
っ
て
勘
定
を
済
ま
せ
た
ら
、
残
り
は
い
く
ら
も
な
か
っ
た
も
ん
で
す
。
だ

い
た
い
志
こ
こ
ろ
ざ
しだ

け
集
め
た
ん
で
す
が
、
そ
の
当
時
で
一
円
く
ら
い
が
多
か
っ
た
も
ん
で
す
。
そ
れ
も

台
帳
に
は
一
円
と
書
か
な
け
れ
ば
他
に
見
栄
が
悪
い
と
い
っ
て
、
実
際
に
は
そ
れ
だ
け
く
れ
な
い
も

の
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

姓
。
母
は
女
ば
か
り
六
人
の
長
女
で
、
逆
に
男
ば
か
り
と
い
う
父
親
が
、
製
材
所
を
し
て
い
た
小
椋
家
に

養
子
に
来
た
。

﹁
我
が
家
は
明
治
二
十
六
年
︵
一
八
九
三
年
︶
に
最
後
の
氏
子
狩
に
奥
州
方
面
に
出
か
け
た
小
椋
亀
次
郎

の
親
戚
筋
で
す
。
彼
は
林
業
家
で
し
た
﹂
と
昭
二
氏
は
語
る
。
つ
ま
り
昭
二
氏
の
祖
先
も
近
世
は
木
地
屋

を
束
ね
る
側
に
所
属
し
て
い
た
よ
う
だ
。
私
は
そ
れ
を
知
る
前
﹁
木
地
屋
の
血
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
感

じ
ま
す
か
﹂
な
ん
て
、
や
や
的
外
れ
の
質
問
を
し
て
し
ま
っ
た
。

橋
本
鉄
男
氏
は
、
明
治
七
年
︵
一
八
七
四
年
︶
に
君
ケ
畑
で
生
ま
れ
た
小
椋
亀
次
郎
翁
が
亡
く
な
る
直

前
︵
当
時
八
十
五
歳
︶
に
貴
重
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
。
そ
の
抜
粋
を
こ
れ
も
﹃
木
地
屋
の
移
住
史
﹄

か
ら
紹
介
し
た
い
。

明
治
二
十
六
年
と
い
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
わ
た
し
が
二
十
才
を
迎
え
た
春
の
事
で
し
た
な
。
十
才
年

長
の
野
瀬
兵
七
ツ
ァ
ン
と
二
人
で
行
き
ま
し
た
。
四
月
五
日
に
立
ち
ま
し
た
。
最
初
は
福
島
県
の
湯

小
屋
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
は
五
、
六
十
戸
の
村
で
し
た
。
あ
の
辺
り
に
は
何
々
小

屋
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
温
泉
が
ま
た
い
た
る
と
こ
ろ
に
湧
い
て
い
ま
し
た
。

白
河
ま
で
汽
車
に
乗
っ
て
行
き
、
そ
こ
か
ら
廻
り
は
じ
め
た
の
で
す
。
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
と
山
越
し



26

高
松
御
所
御
用
の
御
札
を
持
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
持
た
な
い
と
信
用
を
し
て
く
れ
な
か
っ

た
も
の
で
す
。
昔
は
大
き
い
金
の
十
六
菊
の
付
い
た
両
り
よ
う

掛が
け

［
旅
行
用
の
行こ
う

李り

の
一
種
］
を
持
っ
て
行
っ

た
の
で
す
が
、
わ
た
し
ら
の
時
に
は
、
菊
の
紋
が
む
ず
か
し
か
っ
た
の
で
持
っ
て
行
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。普

通
の
宿
に
は
と
ま
れ
ま
せ
ん
の
で
、
普
通
の
宿
に
と
ま
り
た
く
て
う
ず
う
ず
し
ま
し
た
。
木
地

屋
は
山
住
み
で
、
生
活
程
度
が
話
に
な
ら
な
い
く
ら
い
に
低
か
っ
た
も
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
で
は
食

べ
ら
れ
な
か
っ
た
鮭
の
切
り
身
を
よ
ば
れ
て
、
そ
れ
だ
け
は
そ
れ
は
そ
れ
は
う
ま
か
っ
た
こ
と
を
忘

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。


