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品
川
の
地
名
は
平
安
時
代
か
ら

あ
り
、古
来
よ
り
幾
多
の
由
緒
に

彩
ら
れ
た
町
で
あ
る
。鎌
倉
時
代

か
ら
江
戸
時
代
に
渡
り
栄
え
、江

戸
と
上
方
を
結
ぶ
重
要
な
交
通

路
で
あ
り
、江
戸
時
代
に
は
東
海

道
の
第
一の
宿
場
と
な
っ
た
地
に
養

願
寺
は
あ
る
。開
創
は
正
安
元
年

（
1
2
9
9
）、本
尊
は
木
像
の
虚

空
蔵
菩
薩
で
年
に
数
回
大
護
摩

京
浜
急
行
線
、新
馬
場
駅
南
口

よ
り
旧
東
海
道
方
面
へ
少
し
歩
く

と
本
覚
寺
が
あ
る
。開
創
は
元
亀

三
年（
1
5
3
7
）、本
尊
は
来
迎

三
尊
阿
弥
陀
如
来
で
あ

る
。境
内
奥
に
あ
る
石

造
庚
申
供
養
塔
は
品
川

区
有
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。こ
の

庚
申
塔
は
、寛
文
八
年

（
1
6
6
8
）に
造
立
さ

れ
た
高
さ
約
1・3
メ
ー

正
式
名
称
は「
父
母
報
恩
院
常

行
三
昧
寺
」。開
創
は
嘉
祥
元
年

（
8
4
8
）、慈
覚
大
師
が
自
身
の

父
母
の
た
め
に
常
行
三
昧
と
い
う

修
行
を
す
る
目
的
で
建
立
し
、長

保
年
間（
9
9
9
〜

1
0
0
3
）に
は
、恵

心
僧
都
源
信
が
住

職
と
な
り
、武
蔵・相

模
国
に
約
5
0
0
ヶ

寺
の
末
寺
が
あ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。し
か
し
戦
乱
の

ト
ル
の
大
型
供
養
塔
で
あ
る
。上

部
に
青
面
金
剛
の
立
像
と
邪
鬼
、

中
央
部
に
見
ざ
る・言
わ
ざ
る・聞

か
ざ
る
の
三
猿
、下
部
に
は
造
立

者
名
と
本
覚
寺
の
名
が
刻
ま
れ
て

い
る
。往
時
は
こ
の
塔
を
中
心
に

縁
日
が
開
か
れ
、店
が
立
ち
並
び

大
変
賑
わ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

養願寺本堂

庚申供養塔

本尊 阿弥陀如来

供
を
行
って
い
る
。他
に
阿
弥
陀
三

尊（
鎌
倉
時
代
作・善
光
寺
式
阿

弥
陀
三
尊
）・木
造
不
動
三
尊（
万

治
元
年（
1
6
8
5
）作
）が
あ

り
、共
に
品
川
区
の
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。品
川
は
古
く
か

ら
東
海
七
福
神
が
祀
ら
れ
大
勢
の

参
拝
者
が
あ
り
、養
願
寺
に
は
布

袋
尊
者
が
安
置
さ
れ
、本
尊
と
共

に
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
。

文
安
元
年（
1
4
4
4
）か
ら
大

永
六
年（
1
5
2
6
）ま
で
住
職

不
在
と
な
り
、
大
永
七
年

（
1
5
2
7
）に
實
海
僧
正
が
旧

蹟
の
絶
え
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て

再
興
し
た
。
承
応
二
年

（
1
6
5
3
）に
は
幕
府
の
命
に
よ

り
、大
井
か
ら
品
川
へ
寺
を
移
し

た
が
、宝
永・享
保
年
間
数
回
に
渡

り
罹
災
し
、現
在
の
本
堂
は
享
保

年
間（
1
7
1
6
〜
3
6
）に
再

建
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

常
行
寺
の
隣
に
は
城
南
小
学
校
が

あ
る
が
、南
品
川
の
住
民
が
常
行

寺
の
本
堂
と
大
師
堂
を
使
い
、第

二
中
学
区
第
八
番
城
南
小
学
校

と
し
て
明
治
七
年（
1
8
7
4
）に

開
校
し
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
た

め
常
行
寺
は
城
南
小
学
校
の
前
身

と
な
り
、今
で
も
地
域
に
無
く
て

は
な
ら
な
い
寺
と
し
て
町
を
見
守

っ
て
い
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、
東

北
地
方
を
中
心
に
日
本
列
島
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で

な
く
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
築
き

あ
げ
た
社
会
の
危
う
さ
を
さ
ら
け

だ
し
ま
し
た
。
被
災
し
た
私
た
ち

が
震
災
後
の
社
会
で
暮
ら
し
て
い

く
た
め
に
は
、
将
来
起
こ
り
う
る

大
地
震
へ
の
備
え
、
原
子
力
発
電

に
依
存
し
た
経
済
活
動
の
見
直
し

な
ど
、
生
活
環
境
の
変
革
が
必
要

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同

時
に
生
活
意
識
の
変
革
も
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま

せ
ん
。
で
は
、
私
た
ち
は
今
後
ど

の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
暮
ら
し

て
い
く
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
人
間
は
自
然
の
中
で

「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
存
在
で
あ

る
こ
と
を
再
認
識
す
る
こ
と
で

す
。
今
回
の
大
震
災
は
、
よ
く

「
想
定
外
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
し
か

に
、
人
間
の
想
定
を
は
る
か
に
超

え
た
自
然
災
害
で
あ
っ
た
と
い
え

ま
す
が
、
い
つ
し
か
人
間
は
自
然

災
害
を
想
定
し
う
る
も
の
と
思
い

上
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
今
回
の
大
震
災
に
よ
っ

て
自
然
の
脅
威
を
思
い
知
ら
さ
れ

た
今
こ
そ
、
自
然
に
対
す
る
畏
敬

の
念
を
再
確
認
し
、
人
間
は
自
然

の
恵
み
や
脅
威
の
中
で
「
生
か
さ

れ
て
い
る
」
存
在
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
改
め
て
意
識
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
今

後
発
生
が
予
想
さ
れ
る
大
地
震
へ

の
大
き
な
備
え
と
な
る
の
で
す
。

次
に
「
自
己
を
律
す
る
」
意
識

を
も
つ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
大
震
災
の
直
後
、
首
都
圏

で
は
生
活
物
資
を
必
要
以
上
に
買

い
求
め
る
動
き
が
し
ば
ら
く
続
き

ま
し
た
。
ま
た
、
制
限
給
油
が
行

わ
れ
て
い
た
際
、
一
部
の
人
々
が

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
店
員
に
物

を
投
げ
た
り
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

に
つ
き
ま
と
っ
た
り
し
た
と
の
報

道
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
震
災
直
後

の
不
安
定
な
状
況
下
で
あ
っ
た
と

は
い
え
、
物
質
文
明
社
会
に
生
き

る
こ
と
に
慣
れ
た
私
た
ち
は
、
こ

の
よ
う
に
物
資
を
求
め
て
目
先
の

利
益
に
と
ら
わ
れ
て
行
動
し
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
宗
祖

伝
教
大
師
は
、
「
道
心
の
中
に
衣

食
あ
り
」
と
、
道
心
を
も
っ
て
目

先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
ず
に
生
き

る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
ま
し

た
。
道
心
と
は
「
道
を
修
め
よ
う

と
す
る
心
」
と
い
う
意
味
で
す

が
、
現
状
で
は
「
必
ず
大
震
災
か

ら
復
興
し
よ
う
と
い
う
強
い
気
持

ち
」
と
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
一
人
一
人

が
道
心
を
も
ち
、
自
己
を
律
し
て

目
先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
ず
に
行

動
す
る
こ
と
が
、
物
質
的
に
も
精

神
的
に
も
豊
か
な
社
会
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

〈
２
面
に
つ
づ
く
〉

し
ょ
う
め
ん

じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ざ
ん  

ま
い

こ
う  

し
ん

り   

さ
い

天
台
の
寺
め
ぐ
り

よ
う     

が
ん
　
　
じ

ほ
ん
　  

が
く
　
　
じ

じ
ょ
う   

ぎ
ょ
う    

じ
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初
詣
の
際
や
、
観
光
地
の
寺

社
に
詣
で
た
時
に
お
み
く
じ
を

引
き
、
吉
凶
を
占
う
人
が
い
る

と
思
い
ま
す
。
な
か
に
は
熱
心

に
毎
月
、
毎
週
、
も
っ
と
言
え

ば
毎
日
引
く
人
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
お
み
く
じ
は
、
第

十
八
代
天
台
座
主
で
「
厄
除
の

お
大
師
さ
ま
」
と
し
て
知
ら
れ

た
、
元
三
大
師
さ
ま
が
考
案
さ

れ
ま
し
た
。
お
大
師
さ
ま
は
大

変
霊
験
あ
ら
た
か
で
如
意
輪
観

音
の
化
身
と
も
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
元
々
の
百
番
ま

で
あ
る
お
み
く
じ
の
中
に
は
、

大
吉
か
ら
凶
ま
で
が
そ
れ
ぞ
れ

入
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

凶
は
一
体
ど
れ
く
ら
い
入
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
か
？
実
は
約

三
割
が
凶
で
す
。
単
純
に
確
率

で
言
え
ば
、
一
人
が
三
回
引
け

ば
一
回
は
凶
、
ま
た
三
人
が
一

回
ず
つ
引
け
ば
一
人
は
凶
を
引

く
の
で
す
。
そ
の
く
ら
い
凶
は

出
や
す
い
の
で
す
。

よ
く
「
凶
だ
と
よ
く
な
い
こ

と
が
あ
る
の
で
す
か
」
と
か
、

「
凶
を
引
い
た
か
ら
も
う
一
度

引
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
か
」
な

ど
と
質
問
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
確
か
に
凶
と
い
う
文
字

自
体
は
あ
ま
り
良
い
意
味
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
漢
字
の
起
こ
り

か
ら
言
え
ば
、
メ
＝
人
が
、
凵

＝
穴
ぼ
こ
に
落
ち
て
し
ま
っ
た

状
態
が
凶
で
す
。
凶
を
引
い
て

し
ま
う
と
が
っ
か
り
す
る
人
が

多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し

か
し
凶
の
お
み
く
じ
に
は
、
こ

う
い
う
こ
と
に
気
を
つ
け
な
さ

い
と
い
う
訓
示
や
、
今
は
ま
だ

時
が
満
ち
て
い
な
い
よ
と
い
う

忠
告
、
戒
め
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
何
も
落
胆
し
た
り
、
卑
屈

に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
え
っ
て
大
吉
を
引
い
て
、

単
に
喜
ん
で
い
る
だ
け
で
浮
足

立
っ
て
い
る
と
、
過
信
し
て
足

を
す
く
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
必

ず
し
も
大
吉
だ
け
が
良
い
と

か
、
凶
だ
け
が
悪
い
と
か
言
う

の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
記
さ
れ

て
い
る
言
葉
を
素
直
に
受
け
入

れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
凶
が
嫌
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

吉
や
大
吉
が
出
る
ま
で
何
度
も

引
き
直
す
こ
と
も
お
勧
め
で
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
せ
っ
か
く

の
有
難
い
仏
さ
ま
か
ら
の
お
示

し
を
無
下
に
扱
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

時
に
厳
し
い
言
葉
が
あ
る
や

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
反

面
、
自
分
に
と
っ
て
指
針
と
な

る
、
前
向
き
に
捉
え
ら
れ
る
言

葉
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
き
っ
と

我
々
の
道
標
と
な
る
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

東
京
教
区
で
は
、
大
震
災
被
災

地
及
び
被
災
者
に
対
し
、
地
震
直

後
よ
り
様
々
な
救
援
活
動
を
展
開

し
て
い
ま
す
。

一
、
緊
急
義
援
金
托
鉢

●
教
区
全
寺
院

　

３
月
17
日
〜
随
時

一
、
仏
教
青
年
会
緊
急
托
鉢

●
天
王
寺

　
４
月
８
日
〜
10
日

●
目
黒
不
動
瀧
泉
寺

　

５
月
28
日

●
深
大
寺

　

４
月

2
日
・
3
日

9
日
・
10
日

16
日
・
23
日

28
日
・
30
日

　

５
月

　
１
日
〜
５
日

一
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

●
福
島
県
い
わ
き
市

　

４
月
14
日
・
５
月
25
日

　

６
月
７
日
〜
８
日
・
21
日

　

７
月
５
日

●
宮
城
県
亘
理
町

　

４
月
17
日
〜
19
日

　

７
月
31
日
〜
８
月
２
日

●
宮
城
県
石
巻
市
・
気
仙
沼
市

　

５
月
10
日
〜
11
日
・
31
日

●
宮
城
県
気
仙
沼
市
・
南
三
陸
町

　

７
月
24
日
〜
26
日

一
、
慰
霊
・
復
興
祈
願
法
要

●
天
王
寺

　

４
月
８
日
〜
10
日

●
深
大
寺

　

４
月
28
日

●
宮
城
県
石
巻
市
・
気
仙
沼
市

　

５
月
10
日
〜
11
日

●
目
黒
不
動
瀧
泉
寺

　

５
月
28
日

●
福
島
県
い
わ
き
市

　

８
月
12
日

こ
の
他
に
も
、
各
寺
院
・
教
区

内
各
団
体
が
、
義
援
金
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
現
在
も
行
っ
て
い

ま
す
。

東
日
本
大
震
災

　
　
東
京
教
区
救
援
活
動
報
告

東
日
本
大
震
災

　
　
東
京
教
区
救
援
活
動
報
告

最
後
に「
利
他
」の
精
神
を
あ

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。今
回
の
大

震
災
で
は
、住
民
を
津
波
か
ら
守

る
た
め
に
自
分
の
命
も
顧
み
ず
に

行
動
し
た
人
々
の
力
に
よ
って
、多

く
の
貴
重
な
命
が
救
わ
れ
ま
し

た
。被
災
地
を
救
う
た
め
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
全
国
各
地
か
ら
多
数

参
集
し
、日
々
被
災
者
支
援
活
動

に
従
事
し
て
い
ま
す
。被
災
者
救

援
の
義
援
金
は
各
方
面
か
ら
集

ま
り
、総
額
は
数
千
億
円
と
も
い

わ
れ
ま
す
。宗
祖
伝
教
大
師
は

「
己
を
忘
れ
、他
を
利
す
る
は
慈

悲
の
極
み
な
り
」と
い
う
言
葉
で
、

他
の
人
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
が

最
高
の
慈
悲
で
あ
る
と
説
き
ま

し
た
。人
の
幸
せ
の
た
め
に
生
き

る
こ
と
で
自
分
も
幸
せ
に
な
り
、

み
ん
な
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
世

の
中
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
教
え
で
す
が
、現
代
に
生
き

る
多
く
の
人
々
も
そ
の
教
え
の
大

切
さ
を
無
意
識
に
感
じ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、大
災
害
に
遭
っ
て
も
人

の
た
め
を
思
っ
て
行
動
で
き
る
の

で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
利

他
」の
精
神
に
あ
ふ
れ
る
行
動

は
、今
後
の
復
興
に
お
い
て
も
不

可
欠
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

私
た
ち
が
震
災
後
の
社
会
で

暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、自
然
の

中
で「
生
か
さ
れ
て
い
る
」こ
と
を

再
認
識
し
、自
己
を
律
し
な
が
ら

「
利
他
」の
精
神
を
発
揮
し
て
、一

人
一
人
が
自
分
た
ち
の
置
か
れ
た

状
況
で
最
善
を
尽
く
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。こ

れ
は
、天
台
宗
が
掲
げ
る「
一
隅
を

照
ら
す
運
動
」そ
の
も
の
に
他
な

り
ま
せ
ん
。宗
祖
伝
教
大
師
の
説

い
た
教
え
に
思
い
を
は
せ
て
、私
た

ち
一
人
一
人
が
一
隅
を
照
ら
し
て
い

く
こ
と
が
、将
来
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
す
。

わ
れ
ず
に
生
き
る
こ
と
の
重
要
性

を
説
き
ま
し
た
。道
心
と
は「
道

を
修
め
よ
う
と
す
る
心
」と
い
う

意
味
で
す
が
、現
状
で
は「
必
ず
大

震
災
か
ら
復
興
し
よ
う
と
い
う
強

い
気
持
ち
」と
お
き
か
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。私
た
ち
一人
一人

が
道
心
を
も
ち
、自
己
を
律
し
て

目
先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
ず
に
行

動
す
る
こ
と
が
、物
質
的
に
も
精

神
的
に
も
豊
か
な
社
会
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

定
し
う
る
も
の
と
思
い
上
が
って
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。今
回

の
大
震
災
に
よ
っ
て
自
然
の
脅
威

を
思
い
知
ら
さ
れ
た
今
こ
そ
、自

然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
再
確
認

し
、人
間
は
自
然
の
恵
み
や
脅
威

の
中
で「
生
か
さ
れ
て
い
る
」存
在

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
意

識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。そ

の
こ
と
が
、今
後
発
生
が
予
想
さ

れ
る
大
地
震
へ
の
大
き
な
備
え
と

な
る
の
で
す
。

次
に「
自
己
を
律
す
る
」意
識

を
も
つ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。大
震
災
の
直
後
、首
都
圏
で

は
生
活
物
資
を
必
要
以
上
に
買
い

占
め
る
動
き
が
し
ば
ら
く
続
き
ま

し
た
。ま
た
、制
限
給
油
が
行
わ

れ
て
い
た
際
、一部
の
人
々
が
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
の
店
員
に
物
を
投
げ

た
り
、タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
に
つ
き
ま

と
っ
た
り
し
た
と
の
報
道
も
見
ら

れ
ま
し
た
。震
災
直
後
の
不
安
定

な
状
況
下
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、物

質
文
明
社
会
に
生
き
る
こ
と
に
慣

れ
た
私
た
ち
は
、こ
の
よ
う
に
物

資
を
求
め
て
目
先
の
利
益
に
と
ら

わ
れ
て
行
動
し
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
の
で
す
。宗
祖
伝
教
大
師
は
、

「
道
心
の
中
に
衣
食
あ
り
」と
、道

心
を
も
っ
て
目
先
の
利
益
に
と
ら

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一日
に

発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、東

北
地
方
を
中
心
に
日
本
列
島
に

甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
だ

け
で
な
く
、私
た
ち
が
こ
れ
ま
で

築
き
あ
げ
た
社
会
の
危
う
さ
を

さ
ら
け
だ
し
ま
し
た
。被
災
し
た

私
た
ち
が
震
災
後
の
社
会
で
暮

ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、将
来
起

こ
り
う
る
大
地
震
へ
の
備
え
、原

子
力
発
電
に
依
存
し
た
経
済
活

動
の
見
直
し
な
ど
、生
活
環
境
の

変
革
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、そ
れ
と
同
時
に
生
活
意
識
の

変
革
も
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。で
は
、私
た

ち
は
今
後
ど
の
よ
う
な
意
識
を

も
って
暮
ら
し
て
い
く
べ
き
な
の
で

し
ょ
う
か
。

ま
ず
、人
間
は
自
然
の
中
で

「
生
か
さ
れ
て
い
る
」存
在
で
あ
る

こ
と
を
再
認
識
す
る
こ
と
で
す
。

今
回
の
大
震
災
は
、よ
く「
想
定

外
」と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現

さ
れ
て
い
ま
す
。た
し
か
に
、人
間

の
想
定
を
は
る
か
に
超
え
た
自
然

災
害
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
が
、い

つ
し
か
人
間
は
自
然
災
害
を
想

被災地でのボランティア活動

去
る
四
月
、後
輩
に
暖
房
器

具
を
仕
舞
っ
て
も
ら
っ
た
時
の
こ

と
。き
ち
ん
と
仕
舞
え
た
か
一
応

確
認
し
よ
う
と
物
置
の
戸
を
開

け
て
み
る
と
、戸
の
す
ぐ
裏
側
に

置
い
て
あ
っ
た
の
で
危
う
く
足
を

ぶ
つ
け
る
と
こ
ろ
で
し
た
。ま
た
、

次
に
使
う
人
に
便
利
な
よ
う
に

注
意
書
き
を
し
て
貼
っ
て
あ
っ
た

の
で
す
が
、折
角
の
メ
モ
が
見
え

な
い
向
き
に
置
い
て
あ
り
ま
し

た
。物

置
に
は
他
に
も
十
分
ス
ペ
ー

ス
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、位

置
の
こ
と
、メ
モ
の
こ
と
を
彼

に
質
し
た
と
こ
ろ
、き
ょ
と

ん
と
し
た
顔
を
し
て
何
を

言
わ
れ
て
い
る
の
か
す
ぐ
に
は
分

か
ら
な
い
様
子
で
し
た
。

私
は
、ふ
だ
ん
好
青
年
の
彼
が

わ
ざ
と
や
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と

に
安
堵
し
た
と
同
時
に
、次
に
誰

か
が
そ
れ
を
使
お
う
と
し
た
時

に
ど
う
な
る
の
か
全
く
想
像
を

し
な
い
で
い
る
、あ
る
い
は
出
来

な
い
で
い
る
こ
と
に
驚
か
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
は
些
細
な
例
で
す
が
、今

の
世
の
中
、一
事
が
万
事
と
いっ
た

調
子
で
、も
ち
ろ
ん
若
者
に
限
っ
た

こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。駅
の
改

札
を
出
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で
突
然

立
ち
止
ま
る
人
、平
気
で
路
地
か

ら
飛
び
出
し
て
く
る
自
転
車…

。

最
近
、こ
う
し
た
思
い
を
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ

う
な
気
が
す
る
の
は
私
だ
け
で
し

ょ
う
か
。

あ
あ
し
た
ら
必
ず
あ
あ
な
る
だ

ろ
う
、こ
う
し
た
ら
当
然
こ
う
感

じ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、ふ
つ

う
自
分
自
身
の
経
験
・
知
識
か
ら

容
易
に
想
像
が
付
く
は
ず
で
す
。

そ
れ
が
中
々
そ
う
い
か
な
い
の

は
、何
故
で
し
ょ
う
。放
送
作
家
の

永
六
輔
氏
は
つ
と
に
、「
ラ
ジ
オ
と

活
字
が
育
て
た
想
像
力
を
テ
レ
ビ

が
ゼ
ロ
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
」と
述
べ
て
、日
本
人
の
想
像

力
が
急
速
に
衰
え
つつ
あ
る
こ
と
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
て
お
ら
れ
ま
す

が
、さ
ら
に
昨
今
の
I
T
社
会
に
お

い
て
は
溢
れ
る
情
報
が
あ
ま
り
に

厖
大
か
つ
複
雑
す
ぎ
て
、か
え
っ
て

思
考
の
自
然
な
展
開
を
邪
魔
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ

れ
ま
す
。

先
日
あ
る
雑
誌
に
、摘
ん
だ

草
、伐
っ
た
木
を
供
養
す
る
た
め

に
建
て
ら
れ
た
江
戸
時
代
の「
草

木
塔
」が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し

た
。ま
た
あ
る
新
聞
に
は
、農
作

業
な
ど
で
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
虫

た
ち
を
弔
う「
虫
供
養
」の
記
事

が
載
っ
て
い
ま
し
た
。今
で
も
こ

の
習
わ
し
が
残
る
集
落
の
女
性

は
、「
虫
も
生
き
も
の
だ
か
ら
生

き
た
い
ん
で
し
ょ
う
け
ど

…

」と
話
し
、供
養
塔
の
前

に
香
華
を
供
え
、般
若
心

経
を
唱
え
て
回
向
す
る
と

の
こ
と
で
し
た
。

本
来
日
本
人
に
は
、こ
の
よ
う

に
お
の
ず
と
草
木
や
虫
類
に
ま

で
思
い
を
馳
せ
る（
す
な
わ
ち
、

思
い
遣
る
、想
像
す
る
）豊
か
で

細
や
か
な
心
が
具
わ
っ
て
い
る
の

で
す
。

想
像
で
も
の
を
い
う
こ
と
は

悪
い
こ
と
の
よ
う
に
い
わ
れ
ま
す

が
、私
た
ち
は
も
っ
と
遠
慮
な

く
、想
像
を
拡
げ
て
行
く
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

が
ん 

ざ
ん

た
だ

ぼ
う  

だ
い

そ
う

も
く  

と
う

は

や

そ
な

「
現
代
社
会
と
仏
教
」

仏
教
ま
め
知
識
②
『
お
み
く
じ
』

〜
想
像
す
る
力
〜
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初
詣
の
際
や
、
観
光
地
の
寺

社
に
詣
で
た
時
に
お
み
く
じ
を

引
き
、
吉
凶
を
占
う
人
が
い
る

と
思
い
ま
す
。
な
か
に
は
熱
心

に
毎
月
、
毎
週
、
も
っ
と
言
え

ば
毎
日
引
く
人
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
お
み
く
じ
は
、
第

十
八
代
天
台
座
主
で
「
厄
除
の

お
大
師
さ
ま
」
と
し
て
知
ら
れ

た
、
元
三
大
師
さ
ま
が
考
案
さ

れ
ま
し
た
。
お
大
師
さ
ま
は
大

変
霊
験
あ
ら
た
か
で
如
意
輪
観

音
の
化
身
と
も
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
元
々
の
百
番
ま

で
あ
る
お
み
く
じ
の
中
に
は
、

大
吉
か
ら
凶
ま
で
が
そ
れ
ぞ
れ

入
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

凶
は
一
体
ど
れ
く
ら
い
入
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
か
？
実
は
約

三
割
が
凶
で
す
。
単
純
に
確
率

で
言
え
ば
、
一
人
が
三
回
引
け

ば
一
回
は
凶
、
ま
た
三
人
が
一

回
ず
つ
引
け
ば
一
人
は
凶
を
引

く
の
で
す
。
そ
の
く
ら
い
凶
は

出
や
す
い
の
で
す
。

よ
く
「
凶
だ
と
よ
く
な
い
こ

と
が
あ
る
の
で
す
か
」
と
か
、

「
凶
を
引
い
た
か
ら
も
う
一
度

引
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
か
」
な

ど
と
質
問
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
確
か
に
凶
と
い
う
文
字

自
体
は
あ
ま
り
良
い
意
味
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
漢
字
の
起
こ
り

か
ら
言
え
ば
、
メ
＝
人
が
、
凵

＝
穴
ぼ
こ
に
落
ち
て
し
ま
っ
た

状
態
が
凶
で
す
。
凶
を
引
い
て

し
ま
う
と
が
っ
か
り
す
る
人
が

多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し

か
し
凶
の
お
み
く
じ
に
は
、
こ

う
い
う
こ
と
に
気
を
つ
け
な
さ

い
と
い
う
訓
示
や
、
今
は
ま
だ

時
が
満
ち
て
い
な
い
よ
と
い
う

忠
告
、
戒
め
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
す

か
ら
何
も
落
胆
し
た
り
、
卑
屈

に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
え
っ
て
大
吉
を
引
い
て
、

単
に
喜
ん
で
い
る
だ
け
で
浮
足

立
っ
て
い
る
と
、
過
信
し
て
足

を
す
く
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
必

ず
し
も
大
吉
だ
け
が
良
い
と

か
、
凶
だ
け
が
悪
い
と
か
言
う

の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
記
さ
れ

て
い
る
言
葉
を
素
直
に
受
け
入

れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
凶
が
嫌
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

吉
や
大
吉
が
出
る
ま
で
何
度
も

引
き
直
す
こ
と
も
お
勧
め
で
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
せ
っ
か
く

の
有
難
い
仏
さ
ま
か
ら
の
お
示

し
を
無
下
に
扱
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

時
に
厳
し
い
言
葉
が
あ
る
や

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
反

面
、
自
分
に
と
っ
て
指
針
と
な

る
、
前
向
き
に
捉
え
ら
れ
る
言

葉
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
き
っ
と

我
々
の
道
標
と
な
る
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。

東
京
教
区
で
は
、
大
震
災
被
災

地
及
び
被
災
者
に
対
し
、
地
震
直

後
よ
り
様
々
な
救
援
活
動
を
展
開

し
て
い
ま
す
。

一
、
緊
急
義
援
金
托
鉢

●
教
区
全
寺
院

　

３
月
17
日
〜
随
時

一
、
仏
教
青
年
会
緊
急
托
鉢

●
天
王
寺

　
４
月
８
日
〜
10
日

●
目
黒
不
動
瀧
泉
寺

　

５
月
28
日

●
深
大
寺

　

４
月

2
日
・
3
日

9
日
・
10
日

16
日
・
23
日

28
日
・
30
日

　

５
月

　
１
日
〜
５
日

一
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

●
福
島
県
い
わ
き
市

　

４
月
14
日
・
５
月
25
日

　

６
月
７
日
〜
８
日
・
21
日

　

７
月
５
日

●
宮
城
県
亘
理
町

　

４
月
17
日
〜
19
日

　

７
月
31
日
〜
８
月
２
日

●
宮
城
県
石
巻
市
・
気
仙
沼
市

　

５
月
10
日
〜
11
日
・
31
日

●
宮
城
県
気
仙
沼
市
・
南
三
陸
町

　

７
月
24
日
〜
26
日

一
、
慰
霊
・
復
興
祈
願
法
要

●
天
王
寺

　

４
月
８
日
〜
10
日

●
深
大
寺

　

４
月
28
日

●
宮
城
県
石
巻
市
・
気
仙
沼
市

　

５
月
10
日
〜
11
日

●
目
黒
不
動
瀧
泉
寺

　

５
月
28
日

●
福
島
県
い
わ
き
市

　

８
月
12
日

こ
の
他
に
も
、
各
寺
院
・
教
区

内
各
団
体
が
、
義
援
金
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
現
在
も
行
っ
て
い

ま
す
。

東
日
本
大
震
災

　
　
東
京
教
区
救
援
活
動
報
告

東
日
本
大
震
災

　
　
東
京
教
区
救
援
活
動
報
告

最
後
に「
利
他
」の
精
神
を
あ

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。今
回
の
大

震
災
で
は
、住
民
を
津
波
か
ら
守

る
た
め
に
自
分
の
命
も
顧
み
ず
に

行
動
し
た
人
々
の
力
に
よ
って
、多

く
の
貴
重
な
命
が
救
わ
れ
ま
し

た
。被
災
地
を
救
う
た
め
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
全
国
各
地
か
ら
多
数

参
集
し
、日
々
被
災
者
支
援
活
動

に
従
事
し
て
い
ま
す
。被
災
者
救

援
の
義
援
金
は
各
方
面
か
ら
集

ま
り
、総
額
は
数
千
億
円
と
も
い

わ
れ
ま
す
。宗
祖
伝
教
大
師
は

「
己
を
忘
れ
、他
を
利
す
る
は
慈

悲
の
極
み
な
り
」と
い
う
言
葉
で
、

他
の
人
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
が

最
高
の
慈
悲
で
あ
る
と
説
き
ま

し
た
。人
の
幸
せ
の
た
め
に
生
き

る
こ
と
で
自
分
も
幸
せ
に
な
り
、

み
ん
な
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
世

の
中
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
教
え
で
す
が
、現
代
に
生
き

る
多
く
の
人
々
も
そ
の
教
え
の
大

切
さ
を
無
意
識
に
感
じ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、大
災
害
に
遭
っ
て
も
人

の
た
め
を
思
っ
て
行
動
で
き
る
の

で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
利

他
」の
精
神
に
あ
ふ
れ
る
行
動

は
、今
後
の
復
興
に
お
い
て
も
不

可
欠
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

私
た
ち
が
震
災
後
の
社
会
で

暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、自
然
の

中
で「
生
か
さ
れ
て
い
る
」こ
と
を

再
認
識
し
、自
己
を
律
し
な
が
ら

「
利
他
」の
精
神
を
発
揮
し
て
、一

人
一
人
が
自
分
た
ち
の
置
か
れ
た

状
況
で
最
善
を
尽
く
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。こ

れ
は
、天
台
宗
が
掲
げ
る「
一
隅
を

照
ら
す
運
動
」そ
の
も
の
に
他
な

り
ま
せ
ん
。宗
祖
伝
教
大
師
の
説

い
た
教
え
に
思
い
を
は
せ
て
、私
た

ち
一
人
一
人
が
一
隅
を
照
ら
し
て
い

く
こ
と
が
、将
来
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
す
。

わ
れ
ず
に
生
き
る
こ
と
の
重
要
性

を
説
き
ま
し
た
。道
心
と
は「
道

を
修
め
よ
う
と
す
る
心
」と
い
う

意
味
で
す
が
、現
状
で
は「
必
ず
大

震
災
か
ら
復
興
し
よ
う
と
い
う
強

い
気
持
ち
」と
お
き
か
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。私
た
ち
一人
一人

が
道
心
を
も
ち
、自
己
を
律
し
て

目
先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
ず
に
行

動
す
る
こ
と
が
、物
質
的
に
も
精

神
的
に
も
豊
か
な
社
会
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

定
し
う
る
も
の
と
思
い
上
が
って
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。今
回

の
大
震
災
に
よ
っ
て
自
然
の
脅
威

を
思
い
知
ら
さ
れ
た
今
こ
そ
、自

然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
再
確
認

し
、人
間
は
自
然
の
恵
み
や
脅
威

の
中
で「
生
か
さ
れ
て
い
る
」存
在

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
意

識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。そ

の
こ
と
が
、今
後
発
生
が
予
想
さ

れ
る
大
地
震
へ
の
大
き
な
備
え
と

な
る
の
で
す
。

次
に「
自
己
を
律
す
る
」意
識

を
も
つ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。大
震
災
の
直
後
、首
都
圏
で

は
生
活
物
資
を
必
要
以
上
に
買
い

占
め
る
動
き
が
し
ば
ら
く
続
き
ま

し
た
。ま
た
、制
限
給
油
が
行
わ

れ
て
い
た
際
、一部
の
人
々
が
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
の
店
員
に
物
を
投
げ

た
り
、タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
に
つ
き
ま

と
っ
た
り
し
た
と
の
報
道
も
見
ら

れ
ま
し
た
。震
災
直
後
の
不
安
定

な
状
況
下
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、物

質
文
明
社
会
に
生
き
る
こ
と
に
慣

れ
た
私
た
ち
は
、こ
の
よ
う
に
物

資
を
求
め
て
目
先
の
利
益
に
と
ら

わ
れ
て
行
動
し
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
の
で
す
。宗
祖
伝
教
大
師
は
、

「
道
心
の
中
に
衣
食
あ
り
」と
、道

心
を
も
っ
て
目
先
の
利
益
に
と
ら

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一日
に

発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、東

北
地
方
を
中
心
に
日
本
列
島
に

甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
だ

け
で
な
く
、私
た
ち
が
こ
れ
ま
で

築
き
あ
げ
た
社
会
の
危
う
さ
を

さ
ら
け
だ
し
ま
し
た
。被
災
し
た

私
た
ち
が
震
災
後
の
社
会
で
暮

ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、将
来
起

こ
り
う
る
大
地
震
へ
の
備
え
、原

子
力
発
電
に
依
存
し
た
経
済
活

動
の
見
直
し
な
ど
、生
活
環
境
の

変
革
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、そ
れ
と
同
時
に
生
活
意
識
の

変
革
も
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。で
は
、私
た

ち
は
今
後
ど
の
よ
う
な
意
識
を

も
って
暮
ら
し
て
い
く
べ
き
な
の
で

し
ょ
う
か
。

ま
ず
、人
間
は
自
然
の
中
で

「
生
か
さ
れ
て
い
る
」存
在
で
あ
る

こ
と
を
再
認
識
す
る
こ
と
で
す
。

今
回
の
大
震
災
は
、よ
く「
想
定

外
」と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現

さ
れ
て
い
ま
す
。た
し
か
に
、人
間

の
想
定
を
は
る
か
に
超
え
た
自
然

災
害
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
が
、い

つ
し
か
人
間
は
自
然
災
害
を
想

被災地でのボランティア活動

去
る
四
月
、後
輩
に
暖
房
器

具
を
仕
舞
っ
て
も
ら
っ
た
時
の
こ

と
。き
ち
ん
と
仕
舞
え
た
か
一
応

確
認
し
よ
う
と
物
置
の
戸
を
開

け
て
み
る
と
、戸
の
す
ぐ
裏
側
に

置
い
て
あ
っ
た
の
で
危
う
く
足
を

ぶ
つ
け
る
と
こ
ろ
で
し
た
。ま
た
、

次
に
使
う
人
に
便
利
な
よ
う
に

注
意
書
き
を
し
て
貼
っ
て
あ
っ
た

の
で
す
が
、折
角
の
メ
モ
が
見
え

な
い
向
き
に
置
い
て
あ
り
ま
し

た
。物

置
に
は
他
に
も
十
分
ス
ペ
ー

ス
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、位

置
の
こ
と
、メ
モ
の
こ
と
を
彼

に
質
し
た
と
こ
ろ
、き
ょ
と

ん
と
し
た
顔
を
し
て
何
を

言
わ
れ
て
い
る
の
か
す
ぐ
に
は
分

か
ら
な
い
様
子
で
し
た
。

私
は
、ふ
だ
ん
好
青
年
の
彼
が

わ
ざ
と
や
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と

に
安
堵
し
た
と
同
時
に
、次
に
誰

か
が
そ
れ
を
使
お
う
と
し
た
時

に
ど
う
な
る
の
か
全
く
想
像
を

し
な
い
で
い
る
、あ
る
い
は
出
来

な
い
で
い
る
こ
と
に
驚
か
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
は
些
細
な
例
で
す
が
、今

の
世
の
中
、一
事
が
万
事
と
いっ
た

調
子
で
、も
ち
ろ
ん
若
者
に
限
っ
た

こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。駅
の
改

札
を
出
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で
突
然

立
ち
止
ま
る
人
、平
気
で
路
地
か

ら
飛
び
出
し
て
く
る
自
転
車…

。

最
近
、こ
う
し
た
思
い
を
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ

う
な
気
が
す
る
の
は
私
だ
け
で
し

ょ
う
か
。

あ
あ
し
た
ら
必
ず
あ
あ
な
る
だ

ろ
う
、こ
う
し
た
ら
当
然
こ
う
感

じ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、ふ
つ

う
自
分
自
身
の
経
験
・
知
識
か
ら

容
易
に
想
像
が
付
く
は
ず
で
す
。

そ
れ
が
中
々
そ
う
い
か
な
い
の

は
、何
故
で
し
ょ
う
。放
送
作
家
の

永
六
輔
氏
は
つ
と
に
、「
ラ
ジ
オ
と

活
字
が
育
て
た
想
像
力
を
テ
レ
ビ

が
ゼ
ロ
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
」と
述
べ
て
、日
本
人
の
想
像

力
が
急
速
に
衰
え
つつ
あ
る
こ
と
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
て
お
ら
れ
ま
す

が
、さ
ら
に
昨
今
の
I
T
社
会
に
お

い
て
は
溢
れ
る
情
報
が
あ
ま
り
に

厖
大
か
つ
複
雑
す
ぎ
て
、か
え
っ
て

思
考
の
自
然
な
展
開
を
邪
魔
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ

れ
ま
す
。

先
日
あ
る
雑
誌
に
、摘
ん
だ

草
、伐
っ
た
木
を
供
養
す
る
た
め

に
建
て
ら
れ
た
江
戸
時
代
の「
草

木
塔
」が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し

た
。ま
た
あ
る
新
聞
に
は
、農
作

業
な
ど
で
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
虫

た
ち
を
弔
う「
虫
供
養
」の
記
事

が
載
っ
て
い
ま
し
た
。今
で
も
こ

の
習
わ
し
が
残
る
集
落
の
女
性

は
、「
虫
も
生
き
も
の
だ
か
ら
生

き
た
い
ん
で
し
ょ
う
け
ど

…

」と
話
し
、供
養
塔
の
前

に
香
華
を
供
え
、般
若
心

経
を
唱
え
て
回
向
す
る
と

の
こ
と
で
し
た
。

本
来
日
本
人
に
は
、こ
の
よ
う

に
お
の
ず
と
草
木
や
虫
類
に
ま

で
思
い
を
馳
せ
る（
す
な
わ
ち
、

思
い
遣
る
、想
像
す
る
）豊
か
で

細
や
か
な
心
が
具
わ
っ
て
い
る
の

で
す
。

想
像
で
も
の
を
い
う
こ
と
は

悪
い
こ
と
の
よ
う
に
い
わ
れ
ま
す

が
、私
た
ち
は
も
っ
と
遠
慮
な

く
、想
像
を
拡
げ
て
行
く
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

が
ん 

ざ
ん

た
だ

ぼ
う  

だ
い

そ
う

も
く  

と
う

は

や

そ
な

「
現
代
社
会
と
仏
教
」

仏
教
ま
め
知
識
②
『
お
み
く
じ
』

〜
想
像
す
る
力
〜
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品
川
の
地
名
は
平
安
時
代
か
ら

あ
り
、古
来
よ
り
幾
多
の
由
緒
に

彩
ら
れ
た
町
で
あ
る
。鎌
倉
時
代

か
ら
江
戸
時
代
に
渡
り
栄
え
、江

戸
と
上
方
を
結
ぶ
重
要
な
交
通

路
で
あ
り
、江
戸
時
代
に
は
東
海

道
の
第
一の
宿
場
と
な
っ
た
地
に
養

願
寺
は
あ
る
。開
創
は
正
安
元
年

（
1
2
9
9
）、本
尊
は
木
像
の
虚

空
蔵
菩
薩
で
年
に
数
回
大
護
摩

京
浜
急
行
線
、新
馬
場
駅
南
口

よ
り
旧
東
海
道
方
面
へ
少
し
歩
く

と
本
覚
寺
が
あ
る
。開
創
は
元
亀

三
年（
1
5
3
7
）、本
尊
は
来
迎

三
尊
阿
弥
陀
如
来
で
あ

る
。境
内
奥
に
あ
る
石

造
庚
申
供
養
塔
は
品
川

区
有
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。こ
の

庚
申
塔
は
、寛
文
八
年

（
1
6
6
8
）に
造
立
さ

れ
た
高
さ
約
1・3
メ
ー

正
式
名
称
は「
父
母
報
恩
院
常

行
三
昧
寺
」。開
創
は
嘉
祥
元
年

（
8
4
8
）、慈
覚
大
師
が
自
身
の

父
母
の
た
め
に
常
行
三
昧
と
い
う

修
行
を
す
る
目
的
で
建
立
し
、長

保
年
間（
9
9
9
〜

1
0
0
3
）に
は
、恵

心
僧
都
源
信
が
住

職
と
な
り
、武
蔵・相

模
国
に
約
5
0
0
ヶ

寺
の
末
寺
が
あ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。し
か
し
戦
乱
の

ト
ル
の
大
型
供
養
塔
で
あ
る
。上

部
に
青
面
金
剛
の
立
像
と
邪
鬼
、

中
央
部
に
見
ざ
る・言
わ
ざ
る・聞

か
ざ
る
の
三
猿
、下
部
に
は
造
立

者
名
と
本
覚
寺
の
名
が
刻
ま
れ
て

い
る
。往
時
は
こ
の
塔
を
中
心
に

縁
日
が
開
か
れ
、店
が
立
ち
並
び

大
変
賑
わ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

養願寺本堂

庚申供養塔

本尊 阿弥陀如来

供
を
行
って
い
る
。他
に
阿
弥
陀
三

尊（
鎌
倉
時
代
作・善
光
寺
式
阿

弥
陀
三
尊
）・木
造
不
動
三
尊（
万

治
元
年（
1
6
8
5
）作
）が
あ

り
、共
に
品
川
区
の
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。品
川
は
古
く
か

ら
東
海
七
福
神
が
祀
ら
れ
大
勢
の

参
拝
者
が
あ
り
、養
願
寺
に
は
布

袋
尊
者
が
安
置
さ
れ
、本
尊
と
共

に
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
。

文
安
元
年（
1
4
4
4
）か
ら
大

永
六
年（
1
5
2
6
）ま
で
住
職

不
在
と
な
り
、
大
永
七
年

（
1
5
2
7
）に
實
海
僧
正
が
旧

蹟
の
絶
え
て
い
る
こ
と
を
嘆
い
て

再
興
し
た
。
承
応
二
年

（
1
6
5
3
）に
は
幕
府
の
命
に
よ

り
、大
井
か
ら
品
川
へ
寺
を
移
し

た
が
、宝
永・享
保
年
間
数
回
に
渡

り
罹
災
し
、現
在
の
本
堂
は
享
保

年
間（
1
7
1
6
〜
3
6
）に
再

建
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

常
行
寺
の
隣
に
は
城
南
小
学
校
が

あ
る
が
、南
品
川
の
住
民
が
常
行

寺
の
本
堂
と
大
師
堂
を
使
い
、第

二
中
学
区
第
八
番
城
南
小
学
校

と
し
て
明
治
七
年（
1
8
7
4
）に

開
校
し
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
た

め
常
行
寺
は
城
南
小
学
校
の
前
身

と
な
り
、今
で
も
地
域
に
無
く
て

は
な
ら
な
い
寺
と
し
て
町
を
見
守

っ
て
い
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に

発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、
東

北
地
方
を
中
心
に
日
本
列
島
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で

な
く
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
築
き

あ
げ
た
社
会
の
危
う
さ
を
さ
ら
け

だ
し
ま
し
た
。
被
災
し
た
私
た
ち

が
震
災
後
の
社
会
で
暮
ら
し
て
い

く
た
め
に
は
、
将
来
起
こ
り
う
る

大
地
震
へ
の
備
え
、
原
子
力
発
電

に
依
存
し
た
経
済
活
動
の
見
直
し

な
ど
、
生
活
環
境
の
変
革
が
必
要

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同

時
に
生
活
意
識
の
変
革
も
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま

せ
ん
。
で
は
、
私
た
ち
は
今
後
ど

の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
暮
ら
し

て
い
く
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
人
間
は
自
然
の
中
で

「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
存
在
で
あ

る
こ
と
を
再
認
識
す
る
こ
と
で

す
。
今
回
の
大
震
災
は
、
よ
く

「
想
定
外
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
し
か

に
、
人
間
の
想
定
を
は
る
か
に
超

え
た
自
然
災
害
で
あ
っ
た
と
い
え

ま
す
が
、
い
つ
し
か
人
間
は
自
然

災
害
を
想
定
し
う
る
も
の
と
思
い

上
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
今
回
の
大
震
災
に
よ
っ

て
自
然
の
脅
威
を
思
い
知
ら
さ
れ

た
今
こ
そ
、
自
然
に
対
す
る
畏
敬

の
念
を
再
確
認
し
、
人
間
は
自
然

の
恵
み
や
脅
威
の
中
で
「
生
か
さ

れ
て
い
る
」
存
在
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
改
め
て
意
識
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
今

後
発
生
が
予
想
さ
れ
る
大
地
震
へ

の
大
き
な
備
え
と
な
る
の
で
す
。

次
に
「
自
己
を
律
す
る
」
意
識

を
も
つ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
大
震
災
の
直
後
、
首
都
圏

で
は
生
活
物
資
を
必
要
以
上
に
買

い
求
め
る
動
き
が
し
ば
ら
く
続
き

ま
し
た
。
ま
た
、
制
限
給
油
が
行

わ
れ
て
い
た
際
、
一
部
の
人
々
が

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
店
員
に
物

を
投
げ
た
り
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

に
つ
き
ま
と
っ
た
り
し
た
と
の
報

道
も
見
ら
れ
ま
し
た
。
震
災
直
後

の
不
安
定
な
状
況
下
で
あ
っ
た
と

は
い
え
、
物
質
文
明
社
会
に
生
き

る
こ
と
に
慣
れ
た
私
た
ち
は
、
こ

の
よ
う
に
物
資
を
求
め
て
目
先
の

利
益
に
と
ら
わ
れ
て
行
動
し
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
宗
祖

伝
教
大
師
は
、
「
道
心
の
中
に
衣

食
あ
り
」
と
、
道
心
を
も
っ
て
目

先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
ず
に
生
き

る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
ま
し

た
。
道
心
と
は
「
道
を
修
め
よ
う

と
す
る
心
」
と
い
う
意
味
で
す

が
、
現
状
で
は
「
必
ず
大
震
災
か

ら
復
興
し
よ
う
と
い
う
強
い
気
持

ち
」
と
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
一
人
一
人

が
道
心
を
も
ち
、
自
己
を
律
し
て

目
先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
ず
に
行

動
す
る
こ
と
が
、
物
質
的
に
も
精

神
的
に
も
豊
か
な
社
会
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

〈
２
面
に
つ
づ
く
〉

し
ょ
う
め
ん

じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ざ
ん  

ま
い

こ
う  

し
ん

り   

さ
い

天
台
の
寺
め
ぐ
り

よ
う     
が
ん
　
　
じ

ほ
ん
　  

が
く
　
　
じ

じ
ょ
う   

ぎ
ょ
う    

じ
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