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田原市博物館館内

崋
山
先
生
と
井
上
竹
逸

早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
准
教
授
　
成
　
澤
　
勝
　
嗣

世
に
「
崋
山
四
天
王
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い
る
。
椿
椿
山
を
筆
頭
と
し
て
、
福

田
半
香
、
山
本
B
谷
、
井
上
竹
逸
の
四
名
の
こ
と
を
い
う
ら
し
い
。
こ
の
中
で
、
今
や

最
も
忘
却
の
彼
方
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
井
上
竹
逸
（
一
八
一
四
〜
八
六
）
で
あ
ろ
う
。

ち
ょ
う
ど
今
、
こ
の
人
の
日
記
類
を
読
み
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
竹
逸
が
崋
山
を

敬
愛
し
て
い
た
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。

竹
逸
は
、
あ
の
刃
傷
松
の
廊
下
事
件
の
と
き
、
浅
野
内
匠
頭
を
抱
き
と
め
た
梶
川
氏

と
い
う
旗
本
の
家
来
で
、
江
戸
の
番
町
に
住
ん
で
い
た
。
崋
山
が
い
る
三
宅
坂
の
田
原
藩
上
屋
敷
か
ら
は
、
ほ
ん
の
わ
ず

か
な
距
離
で
あ
る
。
竹
逸
は
十
七
歳
の
頃
か
ら
崋
山
の
も
と
へ
出
入
り
し
、
や
が
て
絵
を
教
え
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
頃
竹
逸
が
描
い
た
山
水
図
の
習
作
に
、
崋
山
先
生
が
朱
墨
で
添
削
を
加
え
た
も
の
が
、
現
在
も
井
上
家
に
残
さ
れ
て

い
る
（
写
真
）。
図
上
に
「
予
こ
れ
を
造
る
、
崋
山
先
生
こ
の
図
に
応
じ
て
直
す
、
時
に
天
保
甲
午
（
五
年
＝
一
八
三
四
）

の
春
正
月
な
り
」
と
漢
文
で
記
さ
れ
、
竹
逸
二
十
一
歳
、
崋
山
四
十
二
歳
の
師
弟
関
係
を
教
え
て
く
れ
る
。

ま
た
、
竹
逸
が
維
新
後
に
綴
っ
た
文
章
の
中
に
は
、
崋
山
が
絵
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
か
つ
て
崋
山
先
生
に
南
宗
画
、
北
宗
画
と
い
う
宗
派
の
こ
と
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
昔
の
人
の
画
趣
に
よ
っ
て
、
南

宗
と
い
っ
た
り
北
宗
と
名
づ
け
た
り
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
、
自
分
か
ら
称
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
と
言
っ
て
い

た
。
そ
れ
で
は
先
生
の
画
趣
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
、
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
笑
っ
て
い
る
ば
か
り
で
答
え
て
く

れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
で
、
い
か
に
も
幅
広
い
画
法
を
描
き
こ
な
し
て
い
た
崋
山
ら
し
さ
が
う
か
が
え
る
。

崋
山
が
蛮
社
の
獄
で
逮
捕
さ
れ
た
せ
い
か
ら
か
、
竹
逸
は
一
時
絵
を
描
く
情
熱
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
時
期
、
長

崎
奉
行
田
口
加
賀
守
の
お
供
と
し
て
長
崎
へ
行
き
、
高
島
秋
帆
が
推
進
し
て
い
た
西
洋
式
砲
術
を
学
ん
だ
。
こ
れ
も
崋
山
の

薫
陶
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
江
戸
へ
戻
っ
た
竹
逸
は
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
五
月
、
秋
帆
が
幕

閣
の
た
め
に
徳
丸
原
（
現
在
の
板
橋
区
高
島
平
）
で
お
こ
な
っ
た
西
洋
式
砲
術
演
習
に
も
参
加
し
た
。

翌
年
の
十
月
二
十
七
日
、
江
戸
に
い
た
竹
逸
は
崋
山
自
刃
の
報
を
聞
く
。
日
記
に
「
田
口
公
へ
参
ル
、
行
が
け
ニ
清
水

へ
寄
、
華
山
先
生
当
月
十
一
日
ニ
自
殺
セ
し
由
承
る
ニ
付
、
椿
山
へ
寄
、
猶
又
聞
し
ニ

て
、
当
日
、
前
日
迄
何
の
変
も
無
之
所
、
十
一
日
申
之
刻
ニ
物
置
に
而
自
殺
の
由
、
嗚

呼
哀
乎
」
と
あ
る
よ
う
に
、
竹
逸
は
兄
弟
子
の
椿
山
を
訪
ね
て
崋
山
最
期
の
様
子
を
知

っ
た
。
こ
の
頃
す
で
に
絵
か
ら
離
れ
て
い
た
竹
逸
だ
が
、
椿
山
と
の
交
友
は
続
い
て
い

た
の
で
あ
る
。

幕
府
瓦
解
後
、
職
を
失
っ
た
竹
逸
は
、
骨
董
を
売
っ
た
り
七
弦
琴
を
演
奏
し
た
り
し

な
が
ら
七
十
三
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
い
う
時
代
の
変
化
に
呑
み

込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
恰
好
だ
が
、
今
も
田
原
市
博
物
館
で
彼
の
作
品
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
せ
め
て
も
の
救
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。



新
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
が
小
学
校
で

は
平
成
二
十
三
年
度
に
、
中
学
校
で
は
二
十

四
年
度
か
ら
全
面
実
施
さ
れ
ま
す
。
小
学
校

で
、
英
語
の
授
業
が
始
ま
る
こ
と
は
よ
く
話

題
に
な
り
ま
す
が
、
週
１
、
２
時
間
の
授
業

増
と
な
る
よ
う
で
す
。
既
に
当
市
の
学
校
現

場
で
も
一
部
対
応
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
文
部
科
学
省
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
改
訂

で
は
、「
新
し
い
知
識
・
情
報
・
技
術
が
政

治
・
経
済
・
文
化
を
は
じ
め
社
会
の
あ
ら
ゆ

る
領
域
で
の
活
動
の
基
盤
と
し
て
飛
躍
的
に

重
要
性
を
増
す
、
い
わ
ゆ
る
「
知
識
基
盤
社

会
」
の
時
代
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
確
か
な
学
力
、

豊
か
な
心
、
健
や
か
な
体
の
調
和
を
重
視
す

る
「
生
き
る
力
」
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
ま
す

ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。」
と
し
、
小
学

校
社
会
科
の
改
訂
で
重
視
さ
れ
る
こ
と
は

「
児
童
生
徒
が
社
会
的
事
象
に
関
す
る
基
礎

的
・
基
本
的
な
知
識
、
概
念
や
技
能
を
確
実

に
習
得
し
、
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
力
や
課
題

を
探
究
す
る
力
を
身
に
付
け
て
い
く
た
め

に
、
各
学
校
段
階
の
特
質
に
応
じ
て
、
習
得

す
べ
き
知
識
、
概
念
や
技
能
を
明
確
に
す
る

と
と
も
に
、
各
種
の
資
料
を
効
果
的
に
活
用

し
、
社
会
的
事
象
の
意
味
な
ど
を
解
釈
し
た

り
事
象
の
特
色
や
事
象
間
の
関
連
を
説
明
し

た
り
す
る
な
ど
の
言
語
活
動
を
重
視
し
て
い

る
。
さ
ら
に
は
、
我
が
国
の
国
土
や
歴
史
に

対
す
る
愛
情
を
は
ぐ
く
み
、
日
本
人
と
し
て

の
自
覚
を
も
っ
て
国
際
社
会
で
主
体
的
に
生

き
る
と
と
も
に
、
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現

を
目
指
す
な
ど
、
公
共
的
な
事
柄
に
自
ら
参

画
し
て
い
く
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
る
。」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
文
を
見
る
と
、
渡
辺
崋
山

先
生
の
「
田
原
は
武ぶ

を
搆こ

う

じ
、
徳
を
敷
き
天

地
の
間
に
独
立
致

い
た
し

掌
大

し
ょ
う
だ
い

の
地
を
百
世

ひ
ゃ
く
せ
い

に

存
候
様

ぞ
ん
じ
そ
う
ろ
う
よ
う

御
工
夫
第
一
也
何

い
ず
れ

に
て
も
徳
に
之こ

れ

無な

く
て
は
危

あ
や
う

し
」
が
頭
に
浮
か
び
ま
す
。
こ

れ
は
、
一
八
三
八
年
に
田
原
藩
の
家
老
た
ち

に
書
い
た
手
紙
の
一
節
で
す
。

私
が
住
む
野
田
町
も
旧
田
原
町
時
代
の

平
成
十
四
年
三
月
に
『
野
田
史
』
を
刊
行
し
、

平
成
の
大
合
併
直
前
ま
で
の
地
元
の
長
い
歴

史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
本
の
内

容
は
八
章
か
ら
な
り
、
旧
石
器
時
代
か
ら
一

九
五
五
年
の
昭
和
の
大
合
併
、
平
成
ま
で
の

野
田
の
歴
史
を
概
観
で
き
る
、
資
料
的
価
値

も
高
い
も
の
で
す
。
図
書
館
で
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
文
化
財
を
研
究
し
、
学
ん

だ
多
く
の
先
輩
た
ち
が
地
域
に
い
た
お
か
げ

だ
と
も
思
い
ま
す
。
旧
赤
羽
根
町
で
は
田
原

市
へ
の
合
併
後
、『
赤
羽
根
の
古
文
書
』
三

巻
が
発
刊
さ
れ
、
庄
屋
文
書
が
数
多
く
収
蔵

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
渥
美
町
が
合

併
す
る
際
、
多
く
の
地
区
の
地
方
文
書
が
渥

美
郷
土
資
料
館
に
保
管
さ
れ
、
新
市
の
財
産

が
増
え
ま
し
た
。
野
田
市
民
館
に
保
管
さ
れ

た
多
く
の
区
有
文
書
も
『
愛
知
県
史
』
な
ど

の
調
査
が
進
み
、
こ
れ
か
ら
も
散
逸
せ
ず
に

活
用
さ
れ
る
こ
と
は
郷
土
の
誇
り
で
す
。
こ

れ
ま
で
も
三
町
の
町
史
は
も
ち
ろ
ん
、
各
校

区
や
地
区
で
郷
土
の
歴
史
を
ま
と
め
た
書
籍

が
発
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。
田
原
市
と
な
り
、

現
在
は
二
十
の
校
区
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
に
多
く
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら

が
刊
行
さ
れ
て
な
い
地
域
で
も
歴
史
は
必
ず

あ
り
ま
す
。
資
料
の
収
集
や
整
理
に
時
間
が

か
か
り
ま
す
が
、
各
地
域
で
子
ど
も
さ
ん
や

お
孫
さ
ん
と
の
共
通
の
話
題
に
も
な
る
と
思

い
ま
す
。
地
域
の
歴
史
を
学
び
、
子
ど
も
か

ら
親
へ
祖
父
母
を
含
め
た
地
域
全
体
へ
と
い

う
広
が
り
が
こ
れ
か
ら
の
地
域
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。
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田
原
市
指
定
文
化
財
　
風
竹
之
図

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）

絹
本
墨
画

縦
一
一
四
・
〇
㎝
　
横
三
九
・
三
㎝

田
原
市
博
物
館
蔵

風
を
受
け
て
し
な
る
竹
の
風
情
が
よ
く

表
現
さ
れ
、
崋
山
が
数
多
く
描
い
た
竹
の

図
中
で
も
傑
出
し
た
作
品
で
あ
る
。
賛
に

「
便
有
好
風
来
沈
箪
、
更
無
閑
夢
到
瀟
湘

戊
戌
麦
秋
浣
花
後
四
日
寫
為
湊
長
安
先
生

崋
山
渡
邉
登
」
と
あ
り
、
江
戸
の
蘭
法
医

で
あ
っ
た
湊
長
安
（
一
七
八
六
〜
一
八
三

八
）
の
た
め
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
印

に
白
文
長
方
印
の
「
崋
山
」
と
朱
文
方
印

の
「
渡
邉
登
印
」
を
捺
し
て
い
る
。
長
安

は
、
名
を
は
じ
め
義
胤
、
の
ち
重
胤
、
通

称
を
長
安
、
号
を
丹
晴
堂
ま
た
は
丹
晴
堂

主
人
。
奥
州
牡
鹿
郡
湊
村
（
現
在
の
宮
城

県
石
巻
市
湊
）
に
生
ま
れ
、
江
戸
に
出
て
、

吉
田
長
淑
（
一
七
七
九
〜
一
八
二
四
）
か

ら
蘭
方
内
科
を
、
大
槻
玄
沢
（
一
七
五
七

〜
一
八
二
七
）
に
蘭
学
を
学
ん
だ
。
ま
た
、

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
長
崎
に
遊
学
し
、

翌
年
出
島
に
来
た
シ
ー
ボ
ル
ト
（
一
七
九

六
〜
一
八
六
六
）
に
も
学
ん
で
い
る
。
文

政
八
年
に
江
戸
に
帰
り
、石
町
で
開
業
し
、

蘭
方
内
科
医
と
し
て
評
判
と
な
り
、
家
塾

「
丹
晴
堂
」
を
開
い
た
。
天
保
七
年
（
一

八
三
六
）
に
は
親
友
で
あ
り
、
同
じ
く
吉

田
長
淑
に
蘭
方
内
科
を
学
ん
だ
小
関
三
英

（
一
七
八
七
〜
一
八
三
九
）
に
つ
づ
い
て

幕
府
天
文
方
訳
員
と
な
っ
た
。
吉
田
長
淑

門
下
に
は
、
渡
辺
崋
山
・
高
野
長
英
・
鈴

木
春
山
な
ど
も
い
た
。

賛
に
あ
る
沈
箪
は
寝
具
の
こ
と
で
、

「
気
持
ち
の
よ
い
風
の
中
で
寝
て
い
る
と
、

夢
を
み
る
間
も
な
く
、
瀟
湘
（
中
国
湖
南

省
洞
庭
湖
の
南
に
あ
る
瀟
水
と
湘
水
の
合

す
る
地
）
に
い
る
よ
う
に
気
持
ち
よ
い
」

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

「
麦
秋
」
は
、
麦
の
穂
が
実
り
、
収
穫

を
迎
え
る
初
夏
を
指
し
、
こ
の
作
品
が
完

成
し
た
天
保
九
年
六
月
九
日
に
湊
長
安
は

没
し
た
。
こ
の
年
、
崋
山
は
五
月
に
田
原

藩
校
で
使
用
す
る
た
め
の
孔
子
像
や
猛
虎

図
、
六
月
に
は
芸
妓
図
を
描
き
、
八
月
に

は
、
高
久
靄
j
の
門
人
で
、
葛
生
（
現

在
は
栃
木
県
佐
野
市
）
在
住
の
豪
農
で
あ

っ
た
吉
澤
松
堂（
一
七
八
九
〜
一
八
六
六
）

に
も
「
風
竹
図
」
を
送
っ
て
い
る
。
竹
は

文
人
画
が
好
ん
で
描
い
た
代
表
的
な
モ
チ

ー
フ
で
、
写
生
を
基
と
し
た
も
の
も
あ
る

が
、
画
家
と
し
て
の
写
意
を
表
現
す
る
手

段
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
竹
を
解
釈
し
て

い
る
か
を
理
解
で
き
れ
ば
、
贈
ら
れ
た
人

の
人
と
な
り
、
精
神
や
思
想
を
表
現
し
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
竹
は
高
潔
な
生

き
方
の
た
と
え
で
も
あ
る
。
寄
り
添
う
よ

う
に
描
か
れ
た
背
の
高
い
二
本
の
竹
は
風

を
受
け
て
し
な
り
、
周
り
に
三
本
の
小
さ

な
竹
が
描
か
れ
る
。
高
い
竹
は
、
前
後
に

存
在
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
濃
淡

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。も
し
や
こ
の
時
期
、

長
姉
と
二
人
の
男
の
子
に
恵
ま
れ
た
崋
山

夫
婦
を
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

田
原
市
博
物
館
学
芸
員
　
鈴
木
利
昌
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天
保
二
年
（
一
八
三
二
）
崋
山
三
十
九
歳
の
年
は
、
崋

山
に
と
っ
て
旅
行
の
年
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。
九
月
二
十
日
か
ら
の
一
週
間
ほ
ど
の
相
模
旅
行

（
こ
れ
は
、
三
宅
友
信
の
実
母
を
厚
木
（
神
奈
川
県
厚
木

市
）
の
実
家
に
訪
ね
る
の
が
目
的
で
、
旅
行
記
は
『
游
相

日
記
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
）
か
ら
帰
っ
て
二
週

間
ほ
ど
す
る
と
、
今
度
は
毛
武
（
群
馬
・
栃
木
・
埼
玉
県
）

地
方
へ
の
旅
に
出
ま
し
た
。

崋
山
を
論
じ
る
場
合
、
そ
の
先
進
的
な
思
考
と
そ
れ
ゆ

え
の
悲
劇
、
及
び
超
一
流
の
画
家
と
い
う
二
点
が
多
く
取

り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
旅
行
記
も
ま
た
す
ば
ら
し
い
も
の

で
す
。
行
く
先
々
で
、
鋭
い
観
察
眼
に
よ
っ
て
人
間
や
自

然
を
い
き
い
き
と
描
写
し
、
読
む
人
を
引
き
つ
け
ま
す
。

旅
先
で
身
分
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の

人
々
と
積
極
的
に
交
流
し
て
、
そ
の
人
々
の
発
言
を
記
録

し
て
い
ま
す
。
崋
山
と
出
会
わ
な
け
れ
ば
後
世
に
全
く
知

ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、
た
ま
た
ま
崋
山

と
出
会
っ
た
た
め
に
記
録
が
残
さ
れ
た
人
物
は
、『
游
相

日
記
』
に
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

崋
山
は
、
二
年
前
の
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）、
藩

主
三
宅
康
直
か
ら
三
宅
家
の
家
譜
の
撰
集
を
命
じ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
天
保
二
年
五
月
四
日
に
は
、
こ
の
藩

務
の
た
め
に
は
「
他
出
勝
手
次
第
致
ス
ベ
シ
」（『
全
楽
堂

日
録
』）
と
い
う
言
葉
を
い
た
だ
き
、
藩
務
を
果
た
す
た

め
に
自
由
に
旅
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
相

模
旅
行
に
出
か
け
る
二
日
前
の
九
月
十
八
日
に
は
、
康
直

か
ら
先
祖
の
旧
跡
を
探
し
て
遊
歴
す
る
こ
と
と
合
わ
せ

て
、
そ
の
土
地
の
地
理
・
風
俗
・
産
物
な
ど
を
視
察
す
る

よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
受
け
て
出
張

旅
行
し
た
の
で
す
。

崋
山
は
、
高
木
梧
庵
と
一
人
の
下
僕
を
連
れ
て
、
十
月

十
一
日
、
三
宅
坂
の
家
を
出
発
し
ま
し
た
。
武
蔵
国
三
ヶ

尻
村
（
埼
玉
県
熊
谷
市
）
で
三
宅
家
の
関
ヶ
原
合
戦
前
後

の
旧
跡
の
地
誌
や
風
俗
を
実
地
調
査
し
、
報
告
す
る
こ
と

が
目
的
で
し
た
。
そ
の
つ
い
で
に
、
妹
茂
登
の
嫁
ぎ
先
で

あ
る
桐
生
（
群
馬
県
桐
生
市
）
の
織
物
仲
買
商
岩
本
茂
兵

衛
の
家
を
訪
ね
て
そ
の
一
家
と
親
し
く
歓
談
し
て
い
ま
す
。

先
に
桐
生
へ
向
か
い
、
出
立
の
翌
十
二
日
に
岩
本
家
へ

着
き
、
永
く
滞
在
し
、
途
中
足
利
へ
旅
行
し
た
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
と
の
交
流
を
も
ち
ま
し
た
。『
客
坐
録
』
に
よ

っ
て
補
い
ま
す
と
、
十
二
月
六
日
、
桐
生
を
出
立
し
、
翌

七
日
、
大
麻
生
村
（
埼
玉
県
熊
谷
市
）
の
古
沢
家
に
落
ち

着
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
初
め
そ
こ
に
逗
留
し
て
、
後
に

三
ヶ
尻
村
の
龍
泉
寺
に
滞
在
し
て
、
三
ヶ
尻
村
及
び
そ
の

近
辺
の
調
査
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
江

戸
へ
帰
っ
た
の
は
十
二
月
四
日
で
し
た
。
崋
山
の
旅
行
と

し
て
は
そ
の
生
涯
で
最
も
長
い
も
の
で
し
た
。

三
ヶ
尻
の
調
査
よ
り
先
に
桐
生
へ
行
っ
た
の
は
、
公
よ

り
私
を
優
先
さ
せ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
ヶ
尻
を

調
査
す
る
手
が
か
り
を
つ
か
む
目
的
が
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
十
月
二
十
九
日
に
は
、
三
ヶ
尻
へ
の
経
路
に

あ
た
る
前
小
屋
の
地
で
開
催
さ
れ
た
画
会
に
出
席
を
決
め

て
い
ま
す
。

桐
生
へ
行
く
道
筋
で
す
が
、
崋
山
は
、
板
橋
（
東
京
都

板
橋
区
）
で
中
山
道
へ
出
て
熊
谷
（
埼
玉
県
熊
谷
市
）
ま

で
進
み
、
熊
谷
か
ら
北
上
し
て
利
根
川
を
渡
っ
て
太
田

（
群
馬
県
太
田
市
）
へ
入
り
、
そ
し
て
桐
生
へ
と
進
み
ま

し
た
。
現
在
、
東
京
か
ら
桐
生
へ
公
共
交
通
機
関
を
利
用

し
て
行
く
場
合
は
、
東
武
鉄
道
伊
勢
崎
線
・
桐
生
線
を
利

用
す
る
の
が
普
通
で
す
か
ら
、
崋
山
の
通
っ
た
道
よ
り
か

な
り
東
を
通
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
崋
山
の
通
っ
た
道

が
最
短
距
離
に
近
い
の
で
す
。

こ
の
旅
行
の
十
月
分
が
『
毛
武
游
記
』
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
「
上
冊
」
と
あ
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、『
毛
武
游
記
』
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は



5

ほ
と
ん
ど
「
毛
」
の
部
分
だ
け
で
し
て
、「
武
」
の
部
分

は
往
路
の
記
事
だ
け
で
あ
り
ま
す
。『
訪
c
録
』
は
三
ヶ

尻
の
調
査
結
果
を
藩
主
に
上
奏
す
る
報
告
書
で
あ
っ
て
、

旅
行
記
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
と
は
別

に
『
毛
武
游
記
』
の
「
下
冊
」
が
想
定
さ
れ
た
は
ず
だ
と

思
い
ま
す
が
、
存
在
し
ま
せ
ん
。
書
か
れ
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
紛
失
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
『
毛
武
游
記
』
の
記
載
順
序
が
必
ず
し
も
事
実
通

り
で
は
な
く
、
ま
た
そ
こ
に
欠
落
や
錯
簡
が
考
え
ら
れ
う

る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
山
田
烈
「
渡
辺
崋
山
の

毛
武
旅
行
」、『
利
根
川
流
域
の
自
然
と
文
化
』
所
収
）。

崋
山
を
扱
っ
た
書
物
で
も
、『
毛
武
游
記
』
を
取
り
上

げ
た
も
の
は
意
外
と
少
な
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。
旅
行
記

で
も
『
游
相
日
記
』
ほ
ど
に

は
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
思
い

ま
す
（
私
の
勉
強
不
足
で
し

ょ
う
か
）。
し
か
し
、『
毛
武

游
記
』
も
読
者
を
引
き
つ
け

る
魅
力
が
大
い
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
、『
毛
武

游
記
』
の
現
代
語
訳
を
試
み

ま
し
た
。
原
文
と
口
語
訳
文

を
対
照
し
て
今
号
か
ら
連
載

し
ま
す
。
な
お
、
記
載
に
当
た
り
ま
し
て
は
、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
発
行
『
渡
辺
崋
山
集
　
第
２
巻
、
日

記
・
紀
行
（
下
）』（
一
九
九
九
年
）

を
基
礎
と
し
、
そ
の
注
も
大
い
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

他
に
、

『
崋
山
全
集
　
第
二
巻
』
崋
山
会
、
大
正
四
年

『
渡
辺
崋
山
　
優
し
い
旅
び
と
』
芳
賀
徹
著
、
朝
日
選
書
、

一
九
八
六
年
（
初
出
は
、
淡
交
社
発
行
『
日
本
の
旅
人
』

シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
、
昭
和
四
十
九
年
）

『
毛
武
と
渡
辺
崋
山
』
豊
国
義
孝
編
、
上
毛
郷
土
史
研
究

会
発
行
、
昭
和
八
年

『
毛
武
と
渡
辺
崋
山
に
関
す
る
新
研
究
』
眞
尾
源
一
郎

著
・
発
行
、
昭
和
二
十
八
年

『
利
根
川
流
域
の
自
然
と
文
化
』（
関
東
地
区
博
物
館
協
会

編
、
茨
城
新
聞
発
行
、
昭
和
五
十
八
年
）
中
の
、「
渡
辺

崋
山
と
毛
武
の
数
寄
者
た
ち
」（
上
野
憲
示
）
及
び
「
渡

辺
崋
山
の
毛
武
旅
行
」（
山
田
列
）

な
ど
を
参
考
に
し
ま
し
た
。

長
い
連
載
に
な
り
そ
う
で
す
の
で
、
そ
れ
以
外
に
も
優

れ
た
参
考
書
が
あ
れ
ば
、
今
後
、
大
い
に
活
用
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
御
指
摘
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
く

存
じ
ま
す
。

第
一
回
か
ら
第
二
回
に
か
け
て
、
生
田
万
と
の
邂
逅
の

場
面
が
登
場
し
ま
す
。
た
い
へ
ん
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
が
、
崋
山
は
も
っ
ぱ
ら
聞
き
役
に
徹
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
生
田
万
の
主
張
ば
か
り
が
書
い
て
あ
り
、
崋

山
の
意
見
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
崋
山
が
岩
本
家
へ
行

っ
て
か
ら
万
に
関
し
て
聞
い
た
こ
と
を
書
き
加
え
て
い
る

程
度
で
す
。
崋
山
の
方
か
ら
「
同
宿
し
て
一
晩
語
り
明
か

そ
う
」
と
提
案
し
た
く
ら
い
で
す
か
ら
（
崋
山
は
旅
を
急

ぎ
、
万
は
疲
れ
て
早
く
休
み
た
か
っ
た
た
め
、
同
宿
は
実

現
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
）、
崋
山
は
万
に
対
し
て
大
い
に

興
味
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
崋
山
は
万
と

は
違
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
す
か
ら
、
自
分
の
意

見
を
述
べ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
何
と
言
っ
た
の
か

想
像
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
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「
前
宵
に
お
な
じ
」
と
あ
る
の
で
、
執
中
論
の
執
筆
の

続
き
を
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
午
後
は
、
八
木
八
右
衛
門
、

平
山
忠
左
衛
門
、
萱
生
松
山
を
訪
ね
ま
す
。

松
山
の
養
父
・
双
松
か
ら
今
回
の
旅
の
目
的
で
あ
る

「
御
系
譜
の
御
用
」
に
つ
い
て
情
報
を
得
ま
す
。
双
松
の

話
で
は
、八
代
藩
主
康
之
の
時（
一
七
五
五
〜
一
七
八
〇
）、

古
い
書
き
付
け
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う

で
す
。
そ
の
時
、
八
木
泰
順
が
書
い
た
家
中
系
図
が
た
い

へ
ん
詳
し
く
書
か
れ
て
い
た
の
で
、
八
右
衛
門
の
家
に
密

か
に
ひ
き
と
っ
て
お
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
間
瀬
氏
が

断
絶
し
た
家
筋
を
調
べ
た
時
こ
の
系
図
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
竜
門
寺
（
田
原
町
新
町
）
が
写
し

た
長
興
寺
（
大
久
保
町
）
の
年
代
記
を
借
り
て
あ
る
と
い

う
の
で
見
た
と
こ
ろ
、
証
拠
と
な
る
こ
と
が
大
変
多
か
っ

た
み
た
い
で
す
。
そ
の
時
に
、
一
色
家
に
伝
わ
っ
て
い
る

寛
文
年
中
の
御
祐
筆
方
の
呈
書
案
文
が
あ
り
、
興
味
深
く

見
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

崋
山
の
画
家
と
し
て
の
評
判
は
国
元
に
ま
で
届
い
て
い

た
よ
う
で
、
こ
の
日
に
、
西
光
寺
（
神
戸
町
新
美
）
が
絵

の
弟
子
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
日
は
、
萱
生
源
左
衛
門
、
二
村
吉
太
夫
、
萱
生
双

松
と
小
酌
し
、
崋
山
は
先
に
寝
ま
す
。
午
前
０
時
頃
目
が

覚
め
、
吉
田
藤
一
郎
へ
出
す
書
状
を
書
い
た
よ
う
で
す
。

日
付
が
あ
る
だ
け
で
、
何
も
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
。

四
日
（
本
稿
五
）
の
所
に
も
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
こ
の
時
は
、
す
ぐ
隣
に
五
日
と
書
い
て
書
き
出
し

て
あ
り
ま
す
が
、
十
日
の
所
に
は
、
四
、
五
行
空
欄
を
空

け
、
十
一
日
を
書
き
出
し
て
い
ま
す
。
後
日
書
こ
う
と
思

っ
て
、
こ
う
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

こ
の
日
は
、
平
山
喜
太
郎
を
訪
れ
ま
す
。
喜
太
郎
の

父
・
志
右
衛
門
は
、
身
分
不
相
応
な
借
金
を
し
、
藩
主
に

命
じ
ら
れ
、江
戸
か
ら
田
原
へ
の
転
居
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。

今
年
七
十
余
に
な
る
母
は
、
江
戸
に
産
ん
だ
子
ど
も
を
た

く
さ
ん
残
し
て
き
た
の
で
、
崋
山
か
ら
そ
の
便
り
を
聞
こ

う
と
待
ち
わ
び
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
母
の
思
い
な
の

か
崋
山
の
思
い
な
の
か
、
崋
山
は
田
原
を
「
こ
の
よ
は
な

れ
る
地
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
喜
太
郎
の
母
は
、
崋
山
が

訪
れ
る
と
、
何
も
言
え
ず
に
涙
に
咽
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

崋
山
は
、
鯛
、
烏
賊
、
こ
が
ね
を
お
く
っ
た
よ
う
で
す
。

次
に
、
松
岡
蔀
（『
全
楽
堂
記
伝
』
を
著
し
た
松
岡
次

郎
）
・
生
田
何
右
衛
門
・
大
島
祐
左
衛
門
を
訪
ね
ま
す
。

こ
こ
で
、
現
浦
町
の
青
尾
新
田
の
開
発
計
画
の
話
を
聞
き

ま
す
。

田
原
藩
は
一
万
二
千
石
の
た
め
、
江
戸
時
代
の
二
百
六

十
余
の
藩
の
中
で
、
石
高
の
少
な
さ
で
は
下
か
ら
数
え
た

方
が
早
い
藩
で
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
城
内
で
は
、
中
位
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の
待
遇
で
あ
る
帝
鑑
の
間
詰
が
許
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
待
遇
維
持
や
藩
士
の
多
さ
の
た
め
、
藩
政
は
非
常
に
苦

し
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
増
収
の
た
め

に
、
新
田
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。『
田
原

町
史
』（
中
巻
、
一
二
三
ペ
ー
ジ
）
に
よ
る
と
、
寛
文
か

ら
享
保
ま
で
に
、
新
田
の
約
九
十
％
以
上
が
開
発
さ
れ
、

そ
れ
以
降
は
急
激
に
停
滞
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
こ
に
出
て
き
た
青
尾
新
田
は
、
元
禄
九
年
（
一
六
九

六
）
に
開
発
さ
れ
た
十
二
町
歩
の
田
で
す
。

開
発
の
計
画
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
昔
は
七

十
石
あ
っ
た

青
尾
新
田
の

生
産
力
が
落

ち
て
き
た
の

で
、
村
奉
行

の
祐
左
衛
門

が
、
浜
方
手

代
の
奥
田
新

六
と
と
も

に
、
入
り
江

の
中
ま
で
青

尾
新
田
を
拡

張
し
よ
う
と

し
ま
す
。
し

か
し
、
上
役

の
真
木
十
郎
兵
衛
（
重
郎
兵
衛
の
父
）
も
稲
熊
杢
右
衛
門

も
承
認
し
ま
せ
ん
。
ど
う
し
よ
う
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
、
家
老
の
村
松
六
郎
左
衛
門
（
百
度
の
父
）
の
家
に
出

入
り
し
て
い
る
農
夫
が
い
た
の
で
、
こ
の
農
夫
を
通
し
て

六
郎
左
衛
門
に
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
簡
単
に
承
認
し
て
く

れ
、
改
め
て
開
発
の
命
令
が
下
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
拡
張
工
事
の
た
め
に
波
を
と
め
、
干
拓
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
藩
の
御
用
を
す
る
時
の

定
め
だ
っ
た
よ
う
で
、人
夫
一
人
に
米
一
升
の
手
当
て
で
、

干
拓
の
工
事
を
始
め
ま
す
。
工
事
は
難
航
し
た
よ
う
で
、

こ
の
手
当
て
の
た
め
に
、
新
六
と
祐
左
衛
門
の
借
り
た
金

が
お
よ
そ
二
千
両
に
及
ん
だ
よ
う
で
す
。

名
古
屋
の
和
兵
衛
と
い
う
も
の
が
い
て
、
こ
の
工
事
の

こ
と
を
聞
き
、
開
発
し
て
で
き
た
田
を
買
い
取
ろ
う
と
申

し
出
ま
す
。祐
左
衛
門
た
ち
は
工
事
に
疲
れ
て
い
た
の
で
、

話
し
合
い
の
結
果
、
和
兵
衛
を
も
と
じ
め
と
し
ま
す
。
し

か
し
、
波
を
堰
き
止
め
て
も
堰
き
止
め
て
も
、
そ
れ
を
打

ち
破
っ
て
波
が
浸
入
し
て
く
る
の
を
見
て
、
和
兵
衛
は
新

田
の
買
取
を
あ
き
ら
め
ま
す
。

祐
左
衛
門
た
ち
が
再
び
工
事
に
取
り
掛
か
る
と
、
今
度

は
、
尾
張
藩
の
役
所
か
ら
、
尾
張
藩
の
付
家
老
・
竹
越
山

城
守
正
定
の
依
頼
と
い
う
こ
と
で
、
和
兵
衛
が
諦
め
た
工

事
を
購
う
と
い
う
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
尾

張
藩
が
、
工
事
の
指
揮
を
と
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
施
工
主
が
か
わ
る
う
ち
に
月
日
が
た
ち
、
そ

れ
と
と
も
に
波
の
憂
い
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

尾
張
藩
か
ら
現
西
尾
市
尾
花
町
の
吉
左
衛
門
と
い
う
も
の

に
二
千
六
百
両
で
売
っ
た
よ
う
で
す
。
干
拓
地
に
は
堤
を

築
い
た
の
で
、
今
年
か
ら
も
と
じ
め
た
ち
も
枕
を
高
く
し

て
寝
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。こ

の
ほ
か
に
は
、
前
回
紹
介
し
た
永
田
清
五
郎
の
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
続
）

研
究
会
員
　
柴
田
雅
芳
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平
成
二
十
一
年
度
崋
山
・
史
学
研
究
会
研
修
視
察
は
、

十
一
月
十
四
、
十
五
日
、
一
泊
二
日
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
崋
山
の
房
総
旅
行
記
と
も
言
え
る
四
州
真
景

（
重
要
文
化
財
）
に
ち
な
み
、
千
葉
県
香
取
市
（
旧
佐
原

市
）
と
銚
子
市
を
訪
ね
る
も
の
で
し
た
。

当
日
、
午
前
八
時
三
十
分
　
豊
橋
駅
に
集
合
し
た
会
員

は
、
加
藤
克
己
、
柴
田
雅
芳
、
鈴
木
利
昌
、
木
村
洋
介
、

中
神
昌
秀
の
五
名
で
、
い
つ
に
な
く
少
数
で
し
た
。
豊
橋

駅
を
新
幹
線
で
出
発
し
ま
し
た
が
、
窓
の
外
は
風
雨
が
強

く
、
車
中
で
相
談
の
上
、
初
日
と
二
日
目
の
日
程
を
入
れ

替
え
、
初
日
は
佐
原
へ
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
品
川
で

総
武
線
に
乗
り
換
え
、
千
葉
経
由
で
十
二
時
三
十
分
頃
佐

原
へ
到
着
し
ま
し
た
。

駅
前
で
昼
食
を
済
ま
せ
、
ホ
テ
ル
へ
荷
物
を
置
き
、
ま

ず
タ
ク
シ
ー
で
香
取
神
宮
へ
向
か
い
ま
し
た
。
雨
は
い
つ

の
ま
に
か
止
ん
で
い
ま
し
た
。
約
十
分
で
神
宮
の
参
道
正

面
の
大
鳥
居
に
着
く
と
、
運
転
手
が
、
も
っ
と
近
く
ま
で

行
け
ま
す
と
言
っ
て
、
総
門
の
す
ぐ
下
ま
で
行
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
通
っ
た
の
が
、
旧
参
道
で
す
と
説

明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
旧
参
道
こ
そ
が
、
十
二
年
前

に
香
取
神
宮
を
訪
れ
た
時
は
、
準
備
不
足
や
現
地
で
の
滞

在
時
間
の
不
足
の
せ
い
も
あ
り
、
わ
か
ら
ず
に
終
わ
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
も
の
で
し
た
。
運
転
手
の
一
言
で
、
謎
が

解
け
た
よ
う
な
思
い
で
し
た
。

こ
こ
で
、
な
ぜ

旧
参
道
を
探
し
て

い
た
か
に
つ
い
て

簡
単
に
紹
介
を
し

ま
す
。
四
州
真
景

の
中
に
、
大
鳥
居

を
描
い
た
絵
が
あ

り
、無
題
で
す
が
、

従
来
「
鹿
島
根
本

寺
」
と
呼
ば
れ
て

い
て
、
鹿
島
を
描

い
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
関

東
博
物
館
協
会
刊

行
の
『
利
根
川
流
域
の
自
然
と
文
化
』
の
中
に
「
崋
山
の

房
総
へ
の
旅
」（
前
川
公
秀
、
竹
内
鈴
恵
）
と
い
う
論
文

が
あ
り
、
こ
の
絵
が
、
香
取
神
宮
境
内
か
ら
鳥
居
越
し
に

旧
参
道
を
見
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
文
化
十
一
年
（
一

八
一
四
）
の
久
保
木
竹
窓
の
「
香
取
詣
記
」
の
図
を
引
用

し
て
、
四
州
真
景
と
そ
の
図
の
建
物
配
置
の
類
似
性
か
ら

香
取
説
を
根
拠
付
け
て
い
ま
し
た
。
ま
た
『
渡
辺
崋
山

優
し
い
旅
び
と
』（
芳
賀
徹
）
に
も
「
香
取
神
宮
境
内
か

ら
鳥
居
越
し
に
香
取
神
宮
寺
を
望
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ

る
端
正
な
一
図
が
あ
る
。
こ
れ
を
私
は
、
は
じ
め
鹿
島
神

宮
境
内
か
ら
見
た
根
本
寺
と
考
え
た
が
、
千
葉
県
立
美
術

館
久
保
木
良
氏
に
よ
れ
ば
そ
う
で
は
な
い
と
の
こ
と
」
と

い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
香
取
説
と
も
言
う
べ
き
説

を
、
ぜ
ひ
自
分
の
目
で
確
か
め
た
い
と
思
っ
て
い
た
た
め

で
す
。

今
回
、
旧
参
道
の
位
置
が
判
明
し
た
た
め
、
総
門
か
ら

西
方
向
に
向
い
て
崋
山
が
描
い
た
と
思
わ
れ
る
構
図
を
自

分
の
目
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
現
在
の
旧
参

道
は
、崋
山
が
絵
に
描
い
た
三
重
塔
や
建
物
だ
け
で
な
く
、

鳥
居
も
あ
り
ま
せ
ん
。
崋
山
の
絵
に
描
か
れ
た
石
灯
籠
に

似
た
形
の
灯
籠
が
何
基
か
あ
っ
た
の
で
、
年
代
を
確
認
し

た
と
こ
ろ
す
べ
て
明
治
以
降
の
も
の
で
し
た
。
唯
一
の
手

懸
か
り
は
絵
の
中
で
鳥
居
の
下
に
横
に
延
び
る
線
で
す
。

こ
の
線
は
境
内
と
そ
の
下
の
参
道
の
段
差
を
表
現
し
た
も

の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。現
在
も
大
き
な
段
差
が
残
り
、

絵
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
石
の
階
段
が
あ
り
ま
す
。
も
う

一
度
絵
と
今
の
風
景
を
比
べ
て
見
る
と
、
確
か
に
こ
の
位

置
か
ら
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

次
に
浜
鳥
居
と
呼
ば
れ
る
、
利
根
川
の
川
の
中
に
建
つ

鳥
居
へ
向
か
い
ま
し
た
。
鳥
居
は
、
堤
防
下
の
河
川
敷
に

あ
り
ま
し
た
。
晩
秋
の
雨
上
が
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

堤
防
の
上
は
冷
た
い
風
が
吹
き
、
利
根
川
の
水
も
濁
っ
て
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い
ま
し
た
。
さ
て
、
こ
の
鳥
居
は
、
江
戸
時
代
、
木
下
茶

船
（
木
下
、
現
在
の
千
葉
県
印
西
市
か
ら
利
根
川
を
下
っ

た
乗
合
船
）
と
呼
ば
れ
た
船
を
使
っ
て
、
三
社
詣
（
香
取

神
宮
、
鹿
島
神
宮
、
息
栖
神
社
）
を
す
る
こ
と
が
流
行
し

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、
香
取
神
宮
へ
参
拝
す
る
の
に

利
用
し
た
参
拝
用
船
着
場
と
も
言
う
べ
き
所
で
す
。
津
宮

と
い
う
地
名
も
残
っ
て
い
ま
す
。
四
州
真
景
に
絵
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、「
可
亥
刻
達
津
宮
投
佐
原
屋
」
と
い
う
文
章

が
残
っ
て
い
ま
す
。
崋
山
が
津
宮
河
岸
に
午
後
十
時
に
到

着
し
、
佐
原
屋
と
い
う
宿
屋
に
泊
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
利
根

川
図
誌
』（
利
根
川
流
域
の
地
誌
）
に
「
津
宮
河
岸
」
の

図
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
コ
の
字
型
の
船
着
場
の
上

に
鳥
居
が
建
っ
て
お
り
、
そ
の
先
に
参
道
が
続
き
、
両
側

に
は
宿
屋
ら
し
い
建
物
と
出
入
り
す
る
大
勢
の
人
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
佐
原
屋
は
不
明
で
す
が
、
こ
の
宿
屋
の
一

つ
に
泊
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
四
州
真
景
に
は
、
さ
ら
に
続
い
て
「
久
保
木
太

良
右
衛
門
ヲ
訪
」（
久
保
木
清
淵
、
前
述
の
久
保
木
竹
窓

と
同
一
人
物
）
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
。
清
淵
は
漢
学

者
で
、
久
保
木
家
は
下
総
国
香
取
郡
津
宮
村
の
名
主
で
し

た
。
そ
の
生
家
跡
が
津
宮
に
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
博

物
館
の
木
村
主
事
が
事
前
に
調
べ
て
く
れ
て
い
た
の
で
、

行
っ
て
見
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
タ
ク
シ
ー
の

運
転
手
が
無
線
で
聞
い
て
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
利
根
川
の

堤
防
の
上
か
ら
そ
れ
ら
し
い
家
を
探
す
と
、
土
蔵
の
あ
る

旧
家
ら
し
い
家
が
見
え
ま
す
。
近
づ
い
て
み
る
と
長
屋
門

が
あ
り
、
こ
こ
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
、
表
札
が
あ
り
ま

せ
ん
。
近
所
の
人
に
聞
こ
う
と
し
ま
し
た
が
、
周
囲
は
農

村
然
と
し
た
場
所
で
人
家
も
少
な
く
、
人
は
ま
っ
た
く
見

当
た
り
ま
せ
ん
。
違
う
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
も
う
少

し
探
す
こ
と
に
し
、
利
根
川
沿
い
を
走
る
国
道
三
五
六
号

線
ま
で
出
て
み
ま
し
た
。車
の
通
行
量
は
多
い
の
で
す
が
、

人
影
は
な
く
、
聞
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
国
道
を
少
し

歩
く
と
、
ま
た
立
派
な
門
が
あ
る
家
が
あ
り
、
表
札
を
見

る
と
久
保
木
と
な
っ
て
い
ま
す
。
確
認
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
今
度
こ
そ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。（
後
日
、
久
保
木
清
淵
の
生
家
の
地
番

情
報
が
入
手
で
き
、グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
で
検
索
し
た
結
果
、

当
日
探
し
た
家
で
は
な
く
、
浜
鳥
居
か
ら
約
百
メ
ー
ト
ル

の
位
置
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。）

そ
の
後
、
タ
ク
シ
ー
で
佐
原
市
内
ま
で
戻
り
、
徒
歩
で

伊
能
忠
敬
関
係
の
史
跡
を
訪
ね
ま
し
た
。
忠
敬
は
、
江
戸

時
代
後
期
に
、
日
本
最
初
の
実
測
精
密
地
図
を
作
っ
た
こ

と
で
有
名
で
す
。
伊
能
家
は
香
取
郡
佐
原
村
の
名
主
で
、

醸
造
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
現
在
も
店
舗
と
母
屋
か
ら

な
る
旧
宅
が
残
っ
て
い
ま
す
。
一
通
り
見
学
し
た
後
、
伊

能
忠
敬
記
念
館
へ
行
き
ま
し
た
。
入
館
す
る
と
、
ま
ず
伊

能
図
の
代
表
的
な
地
図
で
あ
る
大
図
（
縮
尺
１
／
３
６
、

０
０
０
）、
中
図
（
１
／
２
１
６
、
０
０
０
）、
小
図

（
１
／
４
３
２
、
０

０
０
）
の
レ
プ
リ
カ

が
展
示
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
次
に
、
伊
能

図
の
下
図
で
あ
る
、

基
点
か
ら
各
村
へ
の

方
位
だ
け
が
書
か
れ

た
図
面
、
距
離
だ
け

が
書
か
れ
た
図
面
、

山
々
だ
け
が
鳥
瞰
的

に
描
か
れ
た
図
面
等

が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
ら
に
よ
り
、
製
作

過
程
が
よ
く
わ
か
り

ま
し
た
。
そ
の
奥
に

は
木
製
の
測
量
用
具
で
あ
る
象
限
儀
（
天
体
観
測
用
）、

量
程
車
（
距
離
測
定
用
）
等
の
展
示
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
伊
能
忠
敬
関
係
資
料
二
千
三
百
四
十
五
点
は
一
括

で
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
ま
ち
を
散
策
が
て
ら
、
忠
敬
の
銅

像
を
見
学
し
、
ホ
テ
ル
へ
戻
り
ま
し
た
。
夜
は
銚
子
外
川

漁
港
か
ら
毎
日
仕
入
れ
る
と
い
う
料
理
屋
で
金
目
鯛
等
の

新
鮮
な
魚
料
理
を
堪
能
し
ま
し
た
。

（
続
）

研
究
会
員
　
中
神
昌
秀
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