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か

つ
て

奈
良
坂
は
ふ
た
つ
存
在
し
た
。
大
和
と
山
城
と
の
国
境
に
東
西
に
ひ
ろ

が

る
奈
良
山
（
と
言
っ
て
も
丘
陵
だ
が
）
、
そ
の
西
を
つ
ら
ぬ
く
の
が
歌
姫
越
、

東
を

つ
ら
ぬ
く
の
が
般
若
越
、
ど
ち
ら
も
大
和
と
山
城
と
を
つ
な
ぐ
要
路
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
古
く
か
ら
奈
良
坂
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
の
は
歌
姫
越
で
、
平
城
京
大
内

裏
の
あ
た
り
か
ら
歌
姫
を
経
て
宇
治
に
通
じ
て
い
た
。
一
方
、
般
若
越
は
北
山
越

と
も
呼
ぼ
れ
て
お
り
、
平
城
京
の
東
京
極
大
路
を
北
に
た
ど
っ
て
、
般
若
寺
か
ら

梅
谷
を
経
て
木
津
に
通
じ
て
い
た
。

　
後
者
は
寛
永
年
中
（
一
六
二
四
～
一
六
四
四
）
ご
ろ
か
ら
奈
良
坂
村
が
繁
栄
し

て

ゆ

く
に
し
た
が
っ
て
、
京
街
道
（
現
在
の
国
道
二
十
四
号
線
）
の
一
部
に
組
み

こ
ま
れ
る
。
平
安
京
へ
の
遷
都
の
の
ち
、
奈
良
の
中
心
は
外
京
に
移
動
し
た
た
め

か
、
西
の
歌
姫
越
よ
り
も
東
の
般
若
越
が
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

に

つ
れ
て

奈
良
坂
が
ふ
た
つ
存
在
す
る
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
平

家
物
語
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
二
月
廿
八
日
の
条
に
は
、
平
重
衡
が
南
都

を

攻
め
た

さ
い
に
、
興
福
寺
の
衆
徒
が
奈
良
坂
お
よ
び
般
若
路
に
要
害
を
つ
く
っ

た

旨
が
見
え
る
か
ら
、
奈
良
坂
が
本
来
は
歌
姫
越
を
意
味
し
て
お
り
、
ふ
た
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

奈
良
坂
が
ま
っ
た
く
別
々
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
奈
良
坂
の
字
義
を
忠
実
に
理
解
す
れ
ぽ
、
奈
良
の
坂
、
す
な
わ
ち

奈
良
へ
通
じ
る
坂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
奈
良
の
側
か
ら
は
生

ま
れ
る
べ
く
も
な
い
か
ら
、
命
名
に
さ
い
し
て
は
、
京
の
側
か
ら
注
が
れ
た
不
特

定
多
数
の
視
線
が
作
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
奈
良
坂
と
は
常
に

京
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
奈
良
が
平
城
京
を
意

味
し
た
時
代
に
は
、
京
か
ら
直
接
に
大
内
裏
の
あ
た
り
に
通
じ
る
歌
姫
越
が
奈
良

坂
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
興
福
寺
や
東
大
寺
の
門
前
郷
と
し
て
発
展
し
た
後
代
に

⊇
ζ
地
の
利
に
勝
る
磐
禁
奈
良
坂
の
名
称
を
禁
し
て
も
当
然
で
あ
．
聯

た
。
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そ
れ
で
も
『
江
家
次
第
』
に
は
、
春
日
祭
勅
使
次
第
と
し
て
、
梨
原
か
ら
一
条
・

二
条
大
路
を
経
て
、
興
福
寺
の
北
辺
・
東
辺
を
通
っ
て
春
日
社
に
い
た
る
こ
と
、

さ
ら
に
不
退
寺
前
を
す
ぎ
て
帰
京
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
歌
姫
越
も

依
然
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
京
か
ら
春
日
社
に
参
詣
す
る
お

り
に
は
、
一
般
に
歌
姫
越
が
好
ま
れ
た
ら
し
く
、
永
詐
元
年
（
九
八
九
）
三
月
の

一
条
天
皇
に

よ
る
春
日
行
幸
（
『
小
右
記
』
）
や
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
二
月

の

藤
原
道
長
に
よ
る
春
日
参
詣
（
『
御
堂
関
白
記
』
）
も
、
歌
姫
越
の
経
路
を
と
っ

た

よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
だ

と
、
奈
良
山
を
越
え
て
大
内
裏
を
南
に
の
ぞ
む
た
め
に
、
平
城
京
が
都

城
の
レ
ベ
ル
で
体
現
し
て
い
た
天
子
南
面
の
思
想
に
の
っ
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
か
ら
、
じ
し
ん
の
権
威
に
宇
宙
論
的
根
拠
を
与
え
よ
う
と
す
る
立
場
に
と
っ
て

は
、
つ
こ
う
が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
条
大
路
を
経
て
二
条
大
路
を
東

に
向
か
う
行
列
は
、
条
坊
が
か
つ
て
天
皇
の
権
力
を
眼
に
見
え
る
も
の
に
す
る
仕

掛
け

で
あ
っ
た
記
憶
を
喪
失
し
て
い
な
か
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
一

条
大
路
は
佐
保
路
と
も
称
さ
れ
て
総
国
分
寺
（
東
大
寺
）
と
総
国
分
尼
寺
（
法
華

寺
）
と
を
つ
な
ぎ
、
二
条
大
路
は
平
城
京
の
朱
雀
門
に
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
至
徳
二
年
（
＝
二
八
五
）
の
こ
と
に
な
る
が
、
足
利
義
満
の
春
日
参

詣
の
ば
あ
い
だ
と
、
下
向
路
は
「
御
幸
路
欺
。
将
又
可
為
東
路
事
」
（
『
師
盛
記
』
）

と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
般
若
越
を
利
用
し
て
い
る
。
平
城
京
が
も
は
や
権

力
を
視
覚
化
す
る
舞
台
と
し
て
の
機
能
を
失
い
、
巨
大
な
残
津
物
に
す
ぎ
な
く
な

っ

た
時
代
の
到
来
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ふ
た
つ
の
奈
良
坂
は
奈
良
山
を
共
通
の
母
胎
と
し
て
い
る
。
奈
良

山
の
一
帯
は
古
く
か
ら
墳
墓
の
密
集
す
る
地
と
し
て
知
ら
れ
、
西
部
の
佐
紀
丘
陵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
4

に
は
垂

仁
・
成
務
・
称
徳
・
平
城
の
各
天
皇
陵
を
は
じ
め
と
し
て
、
神
功
皇
后
陵
　
2

に
比
定

さ
れ
る
古
墳
、
垂
仁
天
皇
皇
后
日
葉
酢
媛
陵
、
仁
徳
天
皇
皇
后
磐
之
姫
陵

な
ど
が
分
布
し
て
い
る
。
ま
た
東
部
の
佐
保
丘
陵
で
は
、
元
正
・
聖
武
・
元
明

の
各
天
皇
陵
、
光
明
皇
后
陵
、
文
武
天
皇
皇
后
宮
子
陵
、
応
神
天
皇
皇
子
大
山
守

命
の
墓
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
奈
良
山
は
死
者
の
帰
り
つ
く
母
胎
で
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ぎ
も
　
こ
　
　
お
く
　
　
き
　
　
　
も
　
　
　
　
は

っ

た
の

で
あ
る
。
　
「
昔
こ
そ
外
に
も
見
し
か
吾
妹
子
が
奥
つ
城
と
思
へ
ば
愛
し
き

佐
保
山
」
（
『
万
葉
集
』
巻
八
）
、
大
伴
家
持
に
と
っ
て
も
佐
保
山
は
亡
き
妻
の
墓

所
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
平
城
京
は
陰
陽
思
想
の
方
位
観
に
基
づ
い
て
四
神
相
応
の
地
に
造
営
さ
れ
た
か

ら
、
北
に
位
置
す
る
奈
良
山
に
は
玄
武
の
イ
メ
ー
ヂ
が
投
影
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
玄
武
は
北
を
象
徴
し
て
お
り
、
ま
た
五
行
で
は
水
、
五
色
で
は
黒
、
四

季
で
は
冬
を

意
味
す

る
。
万
物
の
帰
す
る
と
こ
ろ
、
生
命
の
は
ら
ま
れ
る
胎
内
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
、
陰
気
の
き
わ
ま
る
死
の
方
位
が
玄
武
で
あ
っ
た
。
奈
良
山
に
も
同
じ
よ
・
う

な
象
徴
機
能
は
託
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
多
く
の
墳
墓
が
そ
の
こ
と
を
教
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
や
の
お
お
き
み
　
　

な
ら

い

る
。
ま
た
、
　
『
万
葉
集
』
巻
三
に
は
「
長
屋
王
、
馬
を
寧
楽
山
に
駐
て
て
作
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
む
け
　
　
　
　
　
　
ね
さ
　
　
い
も
　
　
　
　
か

歌
」
と
し
て
「
佐
保
過
ぎ
て
寧
楽
の
手
向
に
置
く
幣
は
妹
を
目
離
れ
ず
相
見
し
め

と
そ
」
と
あ
っ
て
、
奈
良
山
の
峠
（
手
向
）
が
旅
の
途
中
で
幣
を
供
え
る
地
で
あ

っ

た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
は
生
者
が
奈
良
山
に
死
を
嗅
ぎ
わ
け
た
と
こ
ろ
、
生

と
死
と
が
出
会
う
境
界
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
柳
田
国

男
が
峠
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

　
　
　
行
路
の

神
に
手
向
を
す
る
の
は
必
ず
し
も
山
頂
と
は
限
ら
ぬ
。
逢
坂
山
は
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二　境界としての奈良坂

　
　
山
城
の
京
の
境
、
奈
良
坂
は
大
和
の
京
の
境
で
あ
る
か
ら
、
道
饗
の
祭
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
た
だ

け

で
、
そ
こ
が
峠
の
頂
上
で
あ
っ
た
為
で
は
な
か
ろ
う
。

　
幾
重
に

も
境
界
の
性
格
を
与
え
ら
れ
た
こ
の
地
に
あ
っ
て
、
幣
と
は
、
死
の
予

兆

に
促
さ
れ
る
よ
う
に
新
た
な
現
実
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
人
々
が
生
み
落
と
し

た

生
の

痕
跡
で
あ
る
。

　
と
り
わ
け
奈
良
山
東
端
の
鞍
部
に
位
置
す
る
般
若
越
の
奈
良
坂
は
、
平
城
京
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
と
ら

ら
奈
良
へ
と
引
き
継
が
れ
た
都
市
に
と
っ
て
、
常
に
北
東
（
艮
）
に
当
た
っ
て
い

た

か

ら
、
鬼
門
の
地
と
観
念
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
陰
陽
思
想
に
よ
れ
ば
、

艮
は

北
東
の

隅
に

あ
っ
て
、
万
物
が
終
焉
し
つ
つ
も
新
た
な
誕
生
へ
と
移
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

転
回
点
と
さ
れ
て
い
る
。
北
か
ら
東
、
陰
か
ら
陽
、
死
か
ら
生
へ
と
展
開
す
る
急

所
を

鬼
門
と
し
て
忌
み
嫌
っ
た
の
は
、
ふ
た
つ
の
異
な
っ
た
状
態
を
兼
ね
備
え
て

い

る
た
め
に
、
急
激
な
変
化
が
誘
発
さ
れ
る
こ
と
を
危
険
視
し
た
せ
い
で
あ
ろ
う
。

鬼
門
の
方
向
に
は
床
の
間
、
戸
口
、
湯
屋
、
厨
な
ど
を
設
置
す
る
こ
と
を
避
け
、

鬼
門
除
け
と
し
て
は
屋
根
に
鬼
瓦
を
つ
け
た
り
稲
荷
神
を
祀
っ
た
り
す
る
例
が
広

　
　
　
　
　
（
7
）

く
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
都
市
の
誕
生
と
同
時
に
発
生
し
た
鬼
門
と
し

て
、
奈
良
坂
は
は
じ
ま
り
の
と
き
か
ら
、
す
で
に
あ
る
含
意
を
と
も
な
わ
ず
し
て

は

け
っ
し
て
観
念
さ
れ
な
か
っ
た
場
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
以
下
で
扱
お
う

と
す
る
の
も
、
こ
こ
般
若
越
の
奈
良
坂
で
あ
る
。
平
安
京
の
時
代
を
経
て
、
奈
良

の

中
心
が
東
部
に
移
っ
た
中
世
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
現
代
に
お
い
て
も
な
お
、

奈

良
坂
の
イ
メ
ー
ヂ
は
い
つ
も
、
こ
の
地
に
ま
つ
わ
る
集
合
的
記
憶
の
束
か
ら
紡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ぎ
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な

か
ろ

う
が
、
場
に
ま
つ
わ
っ
て
新
た
な
記
憶
が
生
み
出
さ
れ
て
ゆ
く
消
息
を
明
ら

か
に

し
よ
う
と
す
る
立
場
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て
有
効
な
手
が
か
り
を
提
供
し

て

く
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
た
め
の
、
い
わ
ぽ
予
備
的
考
察

と
し
て
の
性
格
を
強
く
与
え
ら
れ
て
い
る
。

二
　
境
界
と
し
て
の
奈
良
坂

　
し
ば
ら
く
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
十
二
月
十
八
日
、

つ

ま
り
春
日
若
宮
お
ん
祭
の
最
終
日
に
奈
良
坂
に
出
か
け
て
み
た
。
あ
の
と
き
は

た

し
か
、
奈
良
坂
は
ま
だ
二
度
め
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
雲
井
阪
と
刻

ま
れ
た
碑
（
写
真
1
）
を
右
手
に
見
な
が
ら
東
大
寺
の
転
害
門
（
写
真
2
）
前
を写真1　雲井阪と刻まれた碑
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奈良坂小考、あるいは場の記憶をめぐって

写真2　東大寺転害門（笹原亮二氏撮影）

写真3　佐保橋と石橋
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二　境界としての奈良坂

写真4　川上蛭子神社

す

ぎ
る
と
、
や
が
て
佐
保
川
に
か
か
る
佐
保
橋
に
行
き
当
た
る
。
こ
こ
で
道
は
ふ

た

つ
に
わ
か
れ

る
が
、
ま
ず
右
手
の
国
道
二
十
四
号
線
を
佐
保
川
沿
い
に
さ
か
の

ぼ
っ

て

み

よ
う
（
写
真
3
）
。

　
市
営
東
之
阪
住
宅
を

抜
け
て

し
ぼ
ら
く
す
る
と
、
川
上
蛭
子
神
社
の
鳥
居
が
見

え
て
く
る
（
写
真
4
）
。
当
時
、
こ
の
一
帯
は
田
園
風
景
を
よ
く
残
し
て
お
り
、

人
気
の

な
い
神
社
は
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い
た
。
と
は
言
う
も
の
の
、
蛭
子

命
を

祀

る
こ
の
川
上
蛭
子
神
社
は
、
戦
前
に
は
商
売
繁
盛
の
神
と
し
て
平
素
か
ら

多
く
の
参
拝
者
を
集
め
た
ら
し
く
、
と
く
に
十
一
月
九
日
の
例
祭
に
は
大
賑
わ
い

　
　
　
　
　
（
9
）

を

呈

し
た
と
い
う
。
ま
た
、
境
内
の
伊
雑
神
社
は
五
穀
豊
穣
の
神
で
あ
る
「
ノ
神
」

（
野

神
）
を
祀
っ
た
神
社
と
さ
れ
、
主
に
川
上
町
に
住
む
農
家
の
人
々
が
信
仰
し

て

い

る
（
写
真
5
）
。

写真5　伊雑神社
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奈良坂小考、あるいは場の記憶をめぐって

　
川
上
蛭
子
神
社
前
の
佐
保
川
に
は
「
喫
ぎ
場
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
る
。
東

大
寺
二
月
堂
の
修
二
会
に
さ
い
し
て
、
か
つ
て
は
練
行
衆
が
こ
こ
で
水
垢
離
を
と

っ

た
。
ち
な
み
に
現
在
は
、
佐
保
川
の
水
を
使
用
す
る
だ
け
に
簡
略
化
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
奈
良
市
北
之
庄
で
は
、
鎮
守
神
社
で
行
な
わ
れ
る
秋
祭
に

臨
ん

で
、
頭
屋
が
「
喫
ぎ
場
」
の
小
石
を
持
ち
帰
り
、
風
呂
に
入
れ
て
身
を
清
め

た

ら
し
い
。
こ
う
し
た
伝
承
は
い
ず
れ
も
、
　
「
礫
ぎ
場
」
が
特
別
な
意
味
を
与
え

ら
れ
た
聖
な
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
た
だ

し
、
こ
の
ぽ
あ
い
の
「
聖
」
と
は
、
限
定
さ
れ
た
地
域
の
な
か
で
考
え
ら

れ

る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
佐
保
川
の
水
源
を
擁
す
る
春
日
山
に
ま
で
視
野
を
ひ

ろ

げ
て
捉
え
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
る
ま
い
。
春
日
山
が
農
耕
と
深
く
関
わ
る
水

神
・
蛇
神
・
龍
神
を
宿
し
て
い
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
外
部
と
し
て
観
念
さ
れ
て

き
た
消
息
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
春
日
若
宮
お
ん
祭
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が

あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
は
、
　
「
喫
ぎ
場
」
に
認
め

ら
れ
る
「
聖
」
が
佐
保
川
の
水
源
を
擁
す
る
春
日
山
に
由
来
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
じ
っ
さ
い
、
春
日
山
が
外
部
と

し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
消
息
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
と
り
わ
け
奈
良
の
盆

　
　
　
く
ん
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
ち
ゆ
う

地
部

（
国
中
）
と
東
部
高
原
地
域
（
山
中
）
と
が
最
も
接
近
す
る
佐
保
川
流
域
に

集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
事
実
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
春
日
断
層
崖
の
北
限
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

し
て
い
る
佐
保
川
を
境
界
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ

う
な
言
説
は
指
針
と
し
て
有
効
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

こ
の
よ
う
に
「
境
の
場
所
」
は
、
現
実
に
は
郡
界
・
村
界
の
よ
う
な
政
治
・

　
　
社
会
領
域
の

境
界
で
あ
り
、
一
方
ま
た
、
山
・
川
・
海
と
平
地
の
接
す
る
境

　
　
界
で
も
あ
る
が
、
観
念
の
上
で
は
、
わ
れ
ら
の
世
界
と
別
の
世
界
、
文
化
の

　
　
及
ぶ
世
界
と
自
然
（
≦
昌
工
o
日
o
°
・
ω
）
の
世
界
、
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
界
を

　
　
な
し
て
い
る
。
後
者
の
意
味
で
の
境
界
は
し
た
が
っ
て
線
で
は
な
く
、
　
「
意

　
　
味
の
貯
蔵
庫
」
と
し
て
の
一
つ
の
立
地
（
o
力
宮
昌
エ
o
詳
）
で
あ
り
、
こ
の
立
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
は
漸
移
帯
で
あ
る
と
同
時
に
媒
介
者
で
あ
る
。

　1
と
す
れ
ば
、
川
上
蛭
子
神
社
に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
記
憶
は
、
境
界
の

シ

ン

ボ
リ
ズ
ム
に
媒
介
さ
れ
つ
つ
外
部
の
イ
メ
ー
ヂ
を
刻
印
さ
れ
て
い
た
と
考
え

て

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
商
業
や
農
業
と
い
っ
た
、
境
界
を
横
断
し

て

外
部
と
交
感
す
る
営
み
を
つ
か
さ
ど
る
神
へ
の
信
仰
が
堆
積
し
た
の
だ
ろ
う
し
、

何

よ
り
も
水
界
へ
の
遺
棄
を
内
容
と
す
る
蛭
子
伝
承
を
受
け
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
今
度
は
佐
保
橋
で
は
な
く
、
左
に
隣
接
す
る
石
橋
を
渡
っ
て
旧
道
を
た
ど
っ
て

み

る
（
千
坊
坂
）
。
鎌
倉
期
に
忍
性
が
創
設
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
癩
者
の
救
済
施

設
、
北
山
十
八
間
戸
は
そ
こ
か
ら
す
ぐ
近
く
の
川
上
町
坂
ノ
上
に
あ
っ
た
（
写
真

6
）
。
は
じ
め
般
若
寺
の
東
北
に
建
て
ら
れ
た
が
、
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に

焼
失
し
た
た
め
に
（
『
多
聞
院
日
記
』
）
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）

に
東
ノ
坂
・
北
山
と
も
称
す
る
現
在
の
地
に
再
建
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
『
平
城
坊

目
遺
考
』
附
録
）
。
こ
の
、
南
面
し
て
東
西
に
の
び
る
十
八
室
の
棟
割
長
屋
は
一

　
　
　
（
1
3
）

室
約
四
畳
敷
、
各
裏
戸
（
入
口
）
に
「
北
山
十
八
間
戸
」
な
る
刻
書
が
あ
っ
て
、

ふ
た

つ
の

井
戸
を

持
つ
前
庭
か
ら
は
興
福
寺
・
東
大
寺
が
一
望
で
き
た
。
周
囲
を

め

ぐ
っ
て
み
る
と
、
そ
の
一
角
が
見
晴
ら
し
の
よ
い
高
台
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

坂
の
途
中
で
三
叉
路
の
辻
に
位
置
す
る
立
地
条
件
や
、
か
つ
て
は
癩
者
を
集
め
、

270



二境界としての奈良坂

写真6　北山十八間戸

三議、、
ン

⊇

写真7浄編寺

271



奈良坂小考、あるいは場の記憶をめぐって

写真8夕日地蔵

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
時
期
に
も
引
揚
者
の
か
り
の
住
居
に
な
っ
た
用
途
に
も
、

境
界

と
し
て
の
性
格
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
外
部
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

イ
メ
ー
ヂ
に
彩
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、

奈
良
坂
に
沈
澱
す
る
場
の
記
憶
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
建
築
物
と
し
て
、
と
く
に
注

目
し
て
お
き
た
い
。

　
北

山
十
八
間
戸
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
建
つ
浄
福
寺
（
写
真
7
）
と
夕
日
地
蔵
（
写

真
8
）
と
の
間
を
走
る
坂
（
狭
義
の
般
若
坂
、
ま
た
は
浄
福
寺
の
開
山
源
故
上
人

に

因
ん
で
源
故
坂
と
も
称
す
る
）
を
あ
が
っ
て
ゆ
く
（
写
真
9
）
。
比
較
的
急
な
坂

で
あ
る
。
こ
の
一
帯
、
現
在
で
は
興
善
院
町
に
統
合
さ
れ
て
い
る
が
、
以
前
は
東

側
を
興
善
院
町
、
西
側
を
川
上
出
屋
敷
町
と
称
し
た
。
　
『
平
城
坊
目
考
』
巻
之
三

　灘、
懇雛霧羅灘難鍵雛難

写真9　坂のある風景
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二　境界としての奈良坂

写真10奈良少年刑務所

に
は

川
上
出
屋
敷
の
項
に
「
北
山
十
八
間
戸
　
及
東
坂
　
等
あ
り
」
、
ま
た
「
古

老
云
當
所
ハ
先
年
断
罪
刑
罰
人
の
首
級
及
　
骸
を
此
所
に
津
す
其
後
高
座
山
に
移

す
と
云
々
」
と
あ
る
か
ら
、
刑
場
・
墓
地
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
喜
田
貞
吉

は

こ
れ
に
つ
い
て
、
　
「
川
上
町
の
名
は
今
も
奈
良
市
の
北
部
、
奈
良
坂
の
南
に
存

し
、
北
御
門
・
出
屋
敷
・
東
の
坂
等
、
亦
皆
古
へ
の
川
上
郷
の
中
で
あ
る
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
一
種
の
賎
者
の
居
た
こ
と
は
由
來
頗
る
久
し
い
も
の
で
、
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ

の

ま
ま
ま
っ
す
ぐ
に
進
め
ば
般
若
寺
・
奈
良
豆
比
古
神
社
に
行
き
着
く
の
だ

が
、
そ
の
前
に
少
し
左
へ
入
っ
て
み
る
と
　
　
、
長
い
塀
の
先
に
聾
え
る
赤
レ
ン

ガ

造
り
の
純
洋
風
建
築
物
が
目
に
飛
び
こ
ん
で
く
る
！
　
明
治
三
十
四
年
（
一
九

〇
一
）
に
着
工
、
同
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
完
成
し
た
奈
良
少
年
刑
務
所
が

そ

れ
で

あ
る
（
写
真
1
0
）
。
広
大
な
敷
地
と
相
侯
っ
て
、
あ
た
り
を
圧
倒
す
る
よ

う
な
威
容
は
、
い
か
に
も
周
囲
の
景
観
と
そ
ぐ
わ
な
い
ち
ぐ
は
ぐ
な
印
象
を
与
え

る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
境
界
に
立
ち
現
わ
れ
た
モ
ノ
と
し
て
、
豊
か
な
奥
行
き

と
ひ
ろ
が
り
を
北
山
十
八
間
戸
と
も
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

少
年
刑
務
所
が
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
（
一
望
監
視
施
設
）
の
原
理
に
基
づ
い
て
奈
良

坂
に
造
営

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
意
味
で
は
す
こ
ぶ
る
暗
示
的
で
あ
っ
た
。

　
　
　
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
現
実
の
国
家
の
支
配
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
す
る
∧
都
市

　
　
的
な
る
も
の
V
が
幻
視
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
〈
国
家
〉
で
あ
り
、
監
獄
は
、

　
　
国
家
権
力
が
∧
都
市
的
な
る
も
の
∨
を
顛
倒
さ
せ
て
、
都
市
の
胎
内
に
割
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
込

ま
せ
た
も
う
ひ
と
つ
の
〈
都
市
〉
で
あ
っ
た
。

　
前
田

愛
は
こ
う
述
べ
た
の
ち
に
、
監
獄
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
が
通
底
す
る
側
面
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

つ
い
て

具
体
的
に
検
証

し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
ジ
ェ
レ
ミ
ィ
・
ベ
ン
サ
ム
の
考
案
し



奈良坂小考、あるいは場の記憶をめぐって

た
パ

ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
を
、
空
間
の
恐
怖
が
獄
舎
の
内
部
構
造
に
変
換
さ
れ
た
装
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
し
て
と
り
わ
け
重
視
し
て
い
る
。
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
は
氏
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、

「
監
視
塔
に
配
置

さ
れ
た
看
守
が
囚
人
か
ら
は
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
一
挙

一
動
を
す
べ
て
観
察
で
き
る
（
°
・
8
日
ぬ
忌
庄
o
暮
げ
o
Φ
昌
器
Φ
一
ロ
⑯
）
視
覚
の
優
位
性

に
要
約

さ
れ
る
が
、
逆
に
囚
人
の
側
で
は
監
視
塔
の
内
部
を
見
と
お
す
こ
と
は
も

ち

ろ
ん
、
独
房
の
側
面
を
仕
切
っ
て
い
る
壁
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
仲
間
同
士
の
接
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

を

は
か

る
こ
と
も
で
き
な
い
仕
掛
け
」
を
言
う
。

　
な
お
、
こ
の
原
理
を
都
市
の
空
間
構
成
に
す
べ
り
こ
ま
せ
た
の
が
、
た
と
え
ば

オ

ー
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
計
画
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
多
木
浩
二
は
、

「
パ

ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
が
空
間
を
見
る
側
か
ら
構
成
し
た
よ
う
に
、
オ
ー
ス
マ
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

都
市
も
見
る
も
の
（
支
配
者
）
の
視
線
に
す
み
ず
み
ま
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
」

と
述
べ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
囚
人
（
見
ら
れ
る
も
の
）
と
看
守
（
見
る
も
の
）
と
の
不
可
逆
的

な
関
係
は
、
奈
良
と
い
う
都
市
と
外
部
と
し
て
の
春
日
山
と
の
間
に
結
ば
れ
る
そ

れ
を
連
想

さ
せ
な
い
で
も
な
い
。
春
日
山
は
都
市
成
立
の
基
盤
で
あ
り
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

都
市
の
外
部
で
不
可
視
か
つ
象
徴
的
に
機
能
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に

や

ど
る
外
部
の
イ
メ
ー
ヂ
も
、
そ
れ
じ
た
い
は
不
可
視
の
ま
ま
で
都
市
を
示
現
せ

し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
本
地
垂
　
説
の
は
る
か
な
変
奏
と
言
え
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
エ
ロ
フ
ア
ニ
ト

も
な
い
仕
組
み
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
に
よ
っ
て
聖
体
示
現
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
聖

な
る
も
の
が
聖
体
示
現
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
し
か
し

　
　
な
が
ら
空
間
の
均
質
性
を
破
る
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
周
囲
の
無
限
に
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ツ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
が

る
非
現
実
に
対
す
る
絶
対
的
現
実
の
啓
示
を
も
た
ら
す
。
聖
な
る
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
じ
る
し

　
　
啓
示
に
よ
っ
て
世
界
は
存
在
論
的
に
創
建
さ
れ
る
。
何
の
目
標
も
な
く
、
見

　
　
当
の
つ
け
よ
う
も
な
い
無
限
に
均
質
な
空
間
の
な
か
に
、
一
つ
の
絶
対
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
〈
固
定
点
∨
、
一
つ
の
く
中
心
V
が
聖
体
示
現
に
よ
っ
て
露
わ
れ
て
く
る
。

　
か

く
し
て
都
市
ー
奈
良
が
成
立
す
る
。
し
か
も
、
聖
体
示
現
が
あ
る
場
所
を
聖

化
す

る
の
は
コ
つ
の
存
在
様
式
か
ら
他
の
存
在
様
式
へ
の
逆
説
的
移
行
点
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

て

天

界
と
結
び
つ
け
た
こ
と
に
よ
る
L
と
述
べ
た
エ
リ
ア
ー
デ
の
見
解
は
、
奈
良

坂
が

聖
体
示
現
に

ふ

さ
わ
し
い
境
界
、
あ
る
い
は
限
界
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い

る
か
の
よ
う
で
は
な
い
か
。
常
に
外
部
か
ら
の
ま
な
ざ
し
に
支
え
ら
れ
て
き
た

都
市
の
記
憶
が
、
こ
の
地
に
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
を
招
き
寄
せ
た
。
つ
い
、
そ
ん
な

妄
想
に

と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
ー
。

　
か

く
し
て
、
奈
良
坂
に
境
界
の
イ
メ
ー
ヂ
を
探
る
試
み
は
、
ど
う
や
ら
導
入
部

を

通
過

し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
奈
良
坂
で
中
心
的
な
役
割
を
果

た

し
て
き
た
般
若
寺
を
主
た
る
対
象
に
し
て
、
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
が
続
け
ら
れ
る

と
と
も
に
、
以
後
へ
の
展
開
が
用
意
さ
れ
る
。

三
　
境
界

と
し
て
の
奈
良
坂
（
承
前
）

　
再
び

旧
街
道
を
北
上
す
る
と
、
間
も
な
く
般
若
寺
の
楼
門
が
右
手
に
現
わ
れ
る

（
写
真

1
1
）
。
般
若
寺
を
擁
す
る
般
若
寺
町
、
こ
こ
で
も
ま
た
境
界
に
ま
つ
わ
る

記
憶
を
た
ず
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。
『
大
乗
院
社
寺
雑
事
記
』
文
明
二
年
（
一
四

七

〇
）
八
月
二
十
一
日
の
条
か
ら
は
、
般
若
寺
関
所
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
ま

た
、
長
禄
元
年
（
一
四
五
六
）
十
一
月
十
四
日
の
条
に
は
、
徳
政
一
揆
の
土
民
が

274



三　境界としての奈良坂（承前）

写真11　般若寺の楼門

般
若
寺
近
辺
に
集
結
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
『
平
城
坊
目
考
』
巻
之
三
も
、

嘉
吉
元
年
（
一
四
四
〇
）
に
般
若
寺
近
辺
で
お
こ
っ
た
土
一
揆
で
、
衆
徒
と
馬
借

が
戦

闘
を
く
り
か
え
し
た
と
す
る
記
録
を
の
せ
て
い
る
か
ら
、
般
若
寺
町
が
交
通

の

中
継
地
点
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
般
若
寺

に

つ
い
て

も
別
稿
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
奈
良
坂

と
関
連
す
る
文
脈
で
の
み
語
り
た
い
。
般
若
寺
の
創
建
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

『
和
州
寺
社
記
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
天
平
七
年
（
七
三
五
）
、

聖
武
天
皇
が

大
般
若
経
一
部
六
百
巻
を
地
下
に
納
め
た
こ
と
に
因
ん
で
官
寺
・
大

般
若
寺
と
な
し
、
丈
六
文
殊
菩
薩
を
安
置
す
る
と
と
も
に
十
三
重
石
塔
を
造
立
し

（2
4
）

た

（
写
真

1
2
）
。
大
般
若
経
に
は
悪
霊
退
散
を
祈
る
仏
教
的
側
面
ぽ
か
り
で
な
く
、

転
読

と
い
う
呪
術
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
古
来
の
浄

欝
㌘
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰹
ぼ

写真12　十三重石塔
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奈良坂小考、あるいは場の記憶をめぐって

め
・

祓
い
の
思
想
も
流
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
災
厄
を
外
部
へ
と
放
逐
し
、
五
穀
豊
穣
・
鎮
護
国
家
を
祈
念
す
る
さ
い
に
有
効

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
　
『
太
平
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
塔
宮
護
良

親
王
は
敗
走
中
、
当
寺
で
大
般
若
経
の
唐
櫃
に
隠
れ
て
難
を
逃
れ
て
い
る
。
大
般

若
経
の

呪
力
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
と
し
な
け
れ
ぽ
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
口

伝
は
、
神
功
皇
后
が
三
韓
征
伐
の
と
き
に
こ
の
地
で
休
ん
だ
と
す
る
。
般
若

寺
が
外
敵
の
除
去
を
通
じ
て
、
外
部
に
対
す
る
意
識
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
す

る
推
測
が
、
こ
こ
で
も
裏
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
尊
の
文
殊
菩
薩
は
北

方
常
喜
世
界
の

歓
喜
蔵
摩
尼
宝
積
如
来
と
も
称
さ
れ
る
か
ら
、
般
若
寺
に
は
平
城

京
の
北
方
を
守
護
す
る
意
図
が
塗
り
こ
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
や

や
西
に
は
ず
れ

る
が
、
奈
良
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
に
隣
接
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
聖
武

　
　
　
　
　
　
な
　
ほ
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
と

天
皇
皇
太
子
の

那
富
山
墓
が
あ
る
。
こ
の
墓
の
四
隅
に
は
隼
人
石
、
大
石
、
七
疋

狐

な
ど
と
呼
ぼ
れ
る
人
身
獣
面
の
石
柱
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
上
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

は

「
北
」
と
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
異
様
な
形
状
に
よ
っ
て
外
敵

を
駆
逐
し
、
同
じ
く
平
城
京
の
北
方
を
守
護
す
る
働
き
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

　
さ
ら
に
、
般
若
寺
が
外
部
と
の
接
点
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
推
測
を
補
強
し
て

く
れ
る
い
ま
ひ
と
つ
の
口
伝
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
塔
下
の
石
室
が
莫
大
な
財
宝
を

秘
匿

し
て
お
り
、
地
下
道
が
南
大
門
崖
下
に
通
じ
て
い
た
と
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。

太

田
古
朴
は
こ
の
伝
説
に
つ
い
て
、
般
若
寺
蔵
の
桐
箱
に
記
さ
れ
た
墨
書
か
ら

「
元
禄
八
年
文
殊
殿
の
地
下
か
ら
人
夫
が
掘
り
当
て
た
石
箆
を
開
い
た
と
こ
ろ
、

曼
茶
羅
を

画
い

た
厨
子
が

立
ち
、
其
中
に
如
意
宝
珠
が
あ
っ
た
、
之
こ
そ
高
祖
修

刀

の

能
作
性
塔
だ
と
言
う
意
味
に
と
れ
る
が
、
ま
さ
に
こ
れ
が
地
下
財
宝
埋
納
伝

　
　
　
　
　

（

7
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

説
の
根
拠
で
あ
る
」
と
断
定
し
て
い
る
。
真
偽
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
も
般
若
寺
　
2

は
、
財
宝
の
隠
さ
れ
た
地
下
世
界
へ
の
入
口
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

も
う
少
し
続
け
よ
う
。
　
『
愚
管
抄
』
巻
第
五
は
、
南
都
の
焼
き
打
ち
を
敢
行
し

た
平
重
衡
の
消
息
に
つ
い
て
「
重
衡
ヲ
バ
、
マ
サ
シ
ク
東
大
寺
大
佛
ヤ
キ
タ
リ
シ

大
将
軍
ナ

リ
ケ
リ
、
カ
ク
佛
の
御
敵
ウ
チ
テ
マ
イ
ラ
ス
ル
シ
ル
シ
ニ
セ
ン
ト
テ
、

ワ
ザ
ト
泉
ノ
木
津
ノ
辺
ニ
テ
切
テ
、
ソ
ノ
頸
ハ
奈
良
坂
ニ
カ
ケ
テ
ケ
リ
」
と
記
し

て

い

る
。
こ
う
し
た
史
実
を
も
と
に
し
て
、
や
が
て
奈
良
坂
を
舞
台
に
展
開
さ
れ

る
能
『
笠
卒
都
婆
』
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
前
シ
テ
の
老
人
が
「
苦
し
き
老
い

の

坂
な
れ
ど
、
苦
し
き
老
い
の
坂
な
れ
ど
、
越
ゆ
る
や
程
な
か
る
ら
ん
」
と
つ
ぶ

や
き
な
が
ら
登
場
す
る
あ
た
り
に
注
目
し
て
、
松
岡
心
平
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

る
。　

　
　
も
ち
ろ
ん
、
奈
良
坂
に
出
現
す
る
シ
テ
の
姿
が
暗
く
重
い
の
は
、
シ
テ
が
、

　
　
南
都
諸
大
寺
の
焼
打
ち
と
い
う
最
大
の
仏
罪
を
一
身
に
背
負
う
重
衡
の
化
身

　
　
だ

か

ら
だ
。
し
か
し
、
暗
く
重
い
の
は
重
衡
だ
け
で
は
な
い
。
奈
良
坂
自
体

　
　
が
暗
く
重
い
場
所
、
罪
業
・
宿
業
の
渦
巻
く
奈
良
の
闇
の
空
間
で
あ
っ
た
。

　
　
（
中
略
）
「
寒
林
に
骨
を
打
つ
、
霊
鬼
泣
く
泣
く
前
生
の
業
を
恨
み
…
…
」
と

　
　
い

う
前
シ
テ
の
サ
シ
謡
は
、
奈
良
坂
般
若
野
の
寒
林
（
墓
地
）
に
仔
む
重
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
の

化
身
の
姿
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
後
場
に
入
っ
て
も
重
衡
は
奈
良
坂
に
呪
縛
さ
れ
続
け
る
。
木
仏
（
阿
弥
陀
仏
）

に
西
方
浄
土
を
糞
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
「
涼
し
き
道
に
入
る
月
の
、
光
は
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西
の

空
に
、
至
れ
ど
も
魂
霊
は
、
な
ほ
木
の
も
と
に
残
り
居
て
、
こ
こ
ぞ
閻
浮
の

奈
良
坂
に
、
帰
り
来
に
け
り
L
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
棄
て
置
か
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
重
衡
の
絶
望
的
な
心
中
が
終
始
一
貫
し
て
奈
良
坂
の
空
間
を
借
り
て
語
ら

れ
て

い

る
こ
と
に
は
、
あ
ら
た
め
て
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
ま
さ
に
奈
良
坂

と
は
、
　
「
瞑
志
を
助
け
て
賜
び
給
へ
、
瞑
悉
を
助
け
て
賜
び
給
へ
」
と
叫
び
続
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

る
重
衡
が
け
っ
し
て
「
越
え
ら
れ
な
い
」
苦
悩
を
象
徴
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
な
お
余
談
で
は
あ
る
が
、
太
田
古
朴
は
ひ
と
つ
の
興
味
深
い
伝
説
を
紹
介
し
て

（3
0
）

い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
西
方
阿
弥
陀
仏
が
北
面
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
般
若

寺
の
十
三
重
石
塔
は
、
般
若
寺
北
端
に
埋
葬
さ
れ
た
重
衡
を
供
養
す
る
目
的
で
建

立

さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
写
真
1
3
）
。
信
懸
性
は
乏
し
い
に
し
て
も
、
重
衡

と
奈
良
坂
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
偲
ば
れ
る
で
は
な
い
か
。

　
そ
ろ
そ
ろ
奈
良
坂
探
訪
の
ス
ケ
ッ
チ
も
、
ひ
と
ま
ず
終
わ
り
に
近
づ
い
た
よ
う

で

あ
る
。
奈
良
阪
町
は
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
京
街
道
沿
い
に
発
展
し
た
奈
良
北

端
の
町
で
あ
る
。
し
か
も
東
に
抜
け
れ
ぽ
伊
賀
・
伊
勢
に
通
じ
る
（
伊
賀
越
）
、

い
わ
ば

交
通
の
要
所
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
奈
良
豆
比
古
神
社
は
、
そ
の
三
叉
路
の

前
に

位
置

し
て
い
る
（
写
真
1
4
）
。
立
地
条
件
か
ら
推
測
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
道

中
の
安
全
を
祈
願
す
る
交
通
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま

た

『
平
城
坊

目
考
』
巻
之
三
は
、
奈
良
坂
村
が
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
～
一
六
一

五
）
ま
で
は
孤
村
で
あ
っ
た
と
記
す
と
と
も
に
、
近
世
に
入
っ
て
繁
栄
す
る
に
つ

れ

て
、
般
若
寺
町
と
の
境
界
が
不
明
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
　
「
境
界
の

門
戸
」
を
般
若
寺
町
の
北
に
つ
く
っ
た
と
い
う
挿
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
宮
座
な
　
7
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

ど
の
遺
制
を
い
ま
に
残
し
て
い
る
理
由
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
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奈
良
豆
比
古
神
社
に
は
こ
こ
で
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
て
、
町
並
み
が
途
絶
え

る
こ
ろ
、
旧
道
は
再
び
国
道
二
十
四
号
線
と
合
流
す
る
。
突
然
に
視
界
が
開
け
た

瞬
間
、
そ
の
場
所
が
登
り
つ
め
た
坂
の
頂
上
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
は

ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
方
の
道
は
京
都
に
向
か
っ
て
な
だ
ら
か
に
下
っ
て
い

た

の
だ

か

ら
。
視
界
を
さ
え
ぎ
る
も
の
は
何
も
な
く
、
舗
装
さ
れ
た
道
路
だ
け
が

延
々
と
続
い
て
ゆ
く
ー
（
写
真
1
5
）
。
奈
良
坂
を
通
過
し
た
無
数
の
ス
テ
ッ
プ
は
、

お
そ

ら
く
は
こ
こ
で
一
呼
吸
お
い
た
の
ち
、
新
た
な
現
実
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
に
せ
よ
、
そ
れ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
古
代
の
イ
メ

ー
ヂ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
光
景
を
眼
前
に
し
た
と
き
、
そ
の
ま
な
ざ
し
は
古
代
か
ら

中
世
、
近
世
を
つ
ら
ぬ
い
て
、
や
が
て
現
代
に
ま
で
届
く
長
い
射
程
で
準
備
さ
れ

写真15　京都へ通じる道（国道24号線）
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四坂の途中にて

る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
な

お
、
そ
の
さ
き
の
県
境
に
位
置
す
る
高
座
に
つ
い
て
は
、
法
然
が
東
大
寺
へ

下
向
す
る
さ
い
に
山
上
で
説
法
し
た
と
す
る
伝
承
が
語
ら
れ
て
い
る
（
『
奈
良
坊

目
拙
解
』
な
ら
び
に
『
奈
良
名
所
記
』
）
。
別
に
、
京
か
ら
奈
良
を
訪
れ
る
貴
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

た
め

に
休

憩
所
と
し
て
高
座
を
設
け
た
と
も
聞
く
。
そ
う
言
え
ぽ
、
文
正
元
年

（
一
四
六

六
）
に
山
城
国
の
馬
借
が
蜂
起
し
た
の
も
、
こ
の
高
座
で
あ
っ
た
（
『
大

乗
院
寺
社
雑
事
記
』
）
。
ま
た
、
京
都
に
入
っ
て
最
初
の
集
落
、
市
坂
（
か
つ
て
は

一
の

坂

と
称
し
た
）
。
こ
こ
に
は
幣
羅
坂
の
地
名
も
残
っ
て
い
る
。
境
界
を
め
ぐ

る
物
語
が
こ
ち
ら
側
で
も
、
奈
良
坂
と
同
じ
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想

像
さ
せ
て
く
れ
て
、
ま
こ
と
に
興
味
は
尽
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ

の

あ
た
り
に
ふ
れ
て
、
折
口
信
夫
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
「
山
の

両
側
の
境
目
は
、
坂
本
に
あ
つ
て
、
坂
路
と
い
ふ
も
の
が
、
ど
つ
ち
の
神
に
も
所

属

し
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
　
「
関
所
と
い
ふ
も
の
は
、
坂
を
中
心
と
し
て
、
坂
の

　
　
　
　
　
（
3
2
）

両
方
に

あ
る
も
の
」
で
あ
り
、
ま
た
「
山
か
ら
異
人
が
下
り
て
来
て
、
異
人
に
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

ふ
場
所

は
、
さ
う
し
た
何
方
に
も
属
し
な
い
庭
」
で
あ
る
、
と
。
彼
が
洩
ら
し
た

こ

れ

ら
の
こ
と
ぽ
は
、
境
界
の
性
格
を
じ
つ
に
鋭
く
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
じ
っ
さ
い
、
石
井
進
は
そ
の
響
き
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
き
わ
め
て
重
要
な
指

摘
を
行

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
相
当
な
幅
と
あ
つ
み
を
も
っ
た
境
界
の
領
域
、
そ
こ
が
人
と
物
の
交
換
・

　
　
交
流
す

る
場
所
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
た
だ
＝
＝
口
、
荘
園
内
に
定

　
　
住

し
て
い
る
人
々
の
目
か
ら
見
れ
ぽ
、
そ
こ
は
周
縁
だ
と
し
て
も
、
そ
う
し

　
　
た
道
路
上
を

移
動

し
漂
泊
し
て
い
く
人
々
の
立
場
に
立
て
ば
、
事
態
は
逆
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　

す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

つ
け

く
わ
え
る
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
。
反
復
を
恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、
奈

良
坂
の
こ
ち
ら
と
あ
ち
ら
で
さ
ま
ざ
ま
に
渦
巻
く
、
強
度
を
は
ら
ん
だ
境
界
に
ま

つ
わ

る
物
語
を
通
過
す
る
過
程
じ
た
い
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
が
示
現
す
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
あ
く
ま
で
具
体
的
な
手
続

き
と
し
て
試
み
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
境
界
と
し
て
の
奈
良

坂
に
埋
め

こ
ま
れ
た
外
部
の
イ
メ
ー
ヂ
を
手
が
か
り
と
し
て
受
け
と
め
た
と
こ
ろ

か

ら
、
さ
ら
に
奈
良
坂
に
ま
つ
わ
る
事
例
の
検
討
に
向
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
は
別
稿
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

四
　
坂
の
途
中
に
て

　
と
こ
ろ
で
本
稿
で
は
、
奈
良
坂
に
ま
つ
わ
る
場
の
記
憶
に
つ
い
て
言
及
し
な
が

ら
も
、
翁
舞
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
奈
良
豆
比
古
神
社
に
立
ち
入
る
こ
と
を
注
意

深

く
避
け
て
き
た
（
写
真
1
6
）
。
そ
の
理
由
は
、
た
と
え
ぽ
西
瀬
英
紀
の
つ
ぎ
の

よ
う
な
言
説
に
集
約
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
奈
良
豆
比
古
神
社
に
は
「
春
日
平
城
津
彦
神
社
鎮
座
本
縁
井
奈
良
坂
村
奮

　
　
記
」
と
題
さ
れ
る
縁
起
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
祭
神
田
原
太
子
（
春
日
王
1
1
志

　
　
貴
皇
子
）
と
そ
の
二
子
、
浄
人
王
、
安
貴
王
兄
弟
が
散
楽
を
舞
っ
た
こ
と
が
田

　
　
楽
・
猿
楽
の
起
源
と
な
っ
た
と
い
う
説
を
の
せ
て
い
る
。
翁
舞
の
由
来
に
つ

　
　
い
て
も
従
来
こ
の
旧
記
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
神
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

魏

　
　
伝
来
の
翁
面
の
由
来
は
説
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
直
接
現
行
の
翁
舞
の
縁
起
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と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
祭
神

　
　
を
め
ぐ
る
貴
種
流
離
謹
型
の
説
話
が
中
世
か
ら
の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
に
せ

　
　
よ
、
旧
記
そ
の
も
の
は
近
世
の
あ
る
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

　
　
短
絡
的
に
三
人
立
ち
の
翁
と
結
び
つ
け
、
中
世
の
国
境
の
坂
の
民
の
芸
能
神

　
　
信
仰
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
よ
う
な
解
釈
に
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
よ
う
に

　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
思
わ
れ
る
。

　
長
々
と
引
用
し
て
し
ま
っ
た
が
、
同
様
の
疑
義
な
ら
ぽ
、
じ
つ
は
山
路
興
造
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ら
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
問
題
の
春
日
王
に
ま
つ
わ
る
奇
怪
な
伝
承
に
つ
い

て
、
奈
良
坂
が
中
世
以
来
、
非
人
の
集
住
地
で
あ
っ
た
事
実
を
下
敷
き
に
し
て
い

る
と
し
な
が
ら
も
、
　
「
わ
が
国
の
芸
能
史
は
、
中
世
期
に
、
こ
の
地
に
猿
楽
能
を

演

じ
る
芸
能
民
が
居
住
し
、
そ
の
芸
能
が
今
日
に
伝
承
さ
れ
た
と
割
り
切
る
ほ
ど

　
　
　
　
（
3
7
）

単

純
で
は
な
い
」
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
伝
承
に
も
よ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
0

語

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
奈
良
坂
に
住
ん
で
い
た
非
人
の
な
か
に
は
、
さ
　
2

ま
ざ
ま
な
芸
能
を
演
じ
て
生
活
の
糧
と
し
て
い
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
の
い
か
な
る
ば
あ
い
も
、
い
ま
な
お
演
じ
ら
れ
て
い
る

翁
舞
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
な
い
。
そ
う
言
っ
て
か
ま
わ
な
い
と
思
う
。

　
そ

れ
は

な
ぜ
か
。
し
ぽ
ら
く
氏
の
所
説
を
追
っ
て
み
よ
う
。
細
か
い
論
証
の
手

続
き
は
省
略
す
る
が
、
氏
に
よ
れ
ぽ
、
奈
良
坂
に
専
門
の
猿
楽
座
が
存
在
し
た
ら

し
き
形
跡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ぽ
か
り
か
、
大
和
に
お
け
る
多
く
の
中
世

村
落
の
ぼ

あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
奈
良
坂
の
氏
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
て
い
た
春
日

社

（
現
在
の
奈
良
豆
比
古
神
社
）
の
祭
礼
に
専
門
の
猿
楽
座
を
迎
え
て
、
神
事
猿

楽
を
演
じ
て
も
ら
っ
て
い
た
可
能
性
の
ほ
う
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
た

し
か
に
、
本
稿
で
も
い
さ
さ
か
言
及
し
た
地
理
的
状
況
や
、
別
稿
で
あ
ら
た

め
て

説
く
つ
も
り
で
い
る
歴
史
的
経
緯
に
そ
の
ま
ま
導
か
れ
て
し
ま
う
な
ら
ぽ
、

奈
良
坂
に
猿
楽
を
専
業
と
す
る
芸
能
座
が
存
在
し
た
と
す
る
推
測
も
、
あ
な
が
ち

根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
（
そ
れ
じ
た
い
、
不
思
議
な

こ
と
で
あ
る
が
）
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
奈
良
坂
の
芸
能
民
が
持
っ
て
い
た
芸

能
神
信
仰
と
い
う
魅
力
的
な
組
み
あ
わ
せ
に
短
絡
し
た
と
し
て
も
、
や
む
を
得
な

　
　
　
　
（
3
8
）

い
の
だ

ろ

う
か
。
じ
っ
さ
い
、
現
在
で
も
神
社
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
翁
舞
や
所
蔵

さ
れ
て
い
る
多
く
の
面
は
、
そ
の
残
存
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
断
言
し
て
お
く
。
現
存
し
て
い
る
翁
舞
の
芸

態
や
大
和
に

お

け
る
芸
能
の
存
在
形
態
は
、
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
推
測
を
裏
づ

け

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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そ

こ
で
本
稿
で
は
、
氏
に
し
た
が
っ
て
「
現
在
こ
の
地
に
残
る
翁
舞
は
、
中
世

以

来
の

村
落
共

同
体
が
、
村
落
祭
祀
の
た
め
来
演
を
願
っ
た
猿
楽
座
の
演
じ
て
い

た
翁
舞
が
、
あ
る
時
期
に
奈
良
坂
の
村
人
自
身
の
手
で
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
猿
楽
座
の
所
有
し
て
い
た
演
能
権
を
村
で
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

い
取
り
、
村
人
の
芸
能
（
民
俗
芸
能
化
）
と
し
た
も
の
」
と
捉
え
て
お
き
た
い
と

思

う
。
だ
と
す
れ
ば
、
奈
良
豆
比
古
神
社
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
そ
こ
で
演
じ

ら
れ
て
い
る
翁
舞
じ
た
い
か
ら
、
境
界
と
し
て
の
奈
良
坂
の
は
る
か
な
反
映
を
読

み

と
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
が
、
奈
良
豆
比
古
神
社
に
立
ち
入
る
こ
と
を
躊
躇
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で

　
（
4
0
）

あ
っ
た
。

　
も
と
よ
り
、
場
に
ま
つ
わ
る
記
憶
は
ひ
と
つ
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
奈
良
坂

に

堆
積
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
の
う
ち
、
と
く
に
奈
良
坂
が

境
界

と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
て
く
れ
る
手
が
か
り
に
導

か
れ
な

が

ら
、
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
歴
史
の
な
か
の
奈
良
坂
に
お
も
む

い
て

は
、
そ
の
消
息
を
た
ず
ね
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
奈
良
坂
に
は

境
界
と
し
て
の
性
格
が
何
度
と
な
く
書
き
こ
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
い
さ
さ
か
な
り

と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
だ

し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
奈
良
豆
比
古
神

社
の
翁
舞
を
新
た
な
読
解
格
子
と
す
る
な
ら
ぽ
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
形
成
さ
れ

た
、
奈
良
坂
に
対
す
る
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
観
念
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
か
も
し
れ
㌻
・
ま
た
・
近
世
の
あ
る
時
期
に
竃
さ
れ
た
偽
文
書
と
お
ぼ
し

き
問
題
の
伝
承
に
し
て
も
、
奈
良
坂
に
こ
め
ら
れ
た
場
の
記
憶
を
手
が
か
り
と
し

な
が
ら
、
か
く
も
奇
怪
な
神
話
的
世
界
を
構
築
し
て
い
っ
た
、
そ
の
消
息
じ
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

に
奈
良
坂
に
ま
つ
わ
る
境
界
の
イ
メ
ー
ヂ
が
強
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
見
た
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
を
詳
し
く
説
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
伝
承
が
つ

く
ら
れ
た
社
会
的
・
経
済
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ

が
、
し
か
し
な
が
ら
い
ず
れ
も
当
面
の
課
題
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
い

く
ら
か
恣
意
的
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
覚
悟
し
な
が
ら
も
、
ま
ず
歴
史
の
な
か

の

奈
良
坂
を
ふ
ち
ど
っ
て
い
る
境
界
の
イ
メ
ー
ヂ
を
た
し
か
め
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
と
り
わ
け
問
題
の
伝
承
を
扱
う
さ
い
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
上
記
の
ご
と
き

仕
掛
け
を
整
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
突
然
で
は
あ
る
が
、
体
験
に
基
づ
く
挿
話
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
れ

は
、
本
稿
の
基
調
低
音
を
な
し
て
い
る
場
の
記
憶
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
る
、
ひ
と

つ
の

反
省
を
促
し
て
く
れ
る
。
1
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
十
月
八
日
午
後

八
時
前
、
西
日
本
を
中
心
に
各
地
で
「
光
る
物
体
」
が
目
撃
さ
れ
た
。
翌
日
の
朝

日
新
聞
朝
刊
か
ら
目
撃
者
の
談
話
を
拾
っ
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な

ぐ
あ
い
で
あ
る
。

　
　
　
突
然
北
か

ら
南
に
向
か
っ
て
光
の
帯
が
飛
ん
で
い
く
の
が
見
え
た
。
一
番

　
　
前
に
ひ

と
き
わ
明
る
い
白
い
光
が
見
え
、
そ
の
後
ろ
に
真
赤
な
光
が
六
本
、

　
　
線
を
引
く
よ
う
な
形
で
見
え
た
。

　
ち

ょ
う
ど
同
時
刻
、
奈
良
市
奈
良
阪
町
の
奈
良
豆
比
古
神
社
で
は
、
ま
も
な
く

翁
舞
が
は
じ
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
い
く
ら
か
高
揚
し
た
雰
囲
気
の
な
か
、

こ
っ
た
が
え
し
て
い
た
境
内
か
ら
も
、
や
は
り
「
光
る
物
体
」
の
軌
跡
を
は
っ
き

り
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、
新
聞
が
紹
介

281
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す

る
目
撃
者
の
談
話
と
同
じ
よ
う
に
「
ま
る
で
タ
イ
マ
ッ
を
持
っ
た
人
が
走
っ
て

い

る
よ
う
に
見
え
た
」
し
、
　
「
ま
る
で
ニ
ジ
色
の
花
火
が
飛
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ

た
」
と
記
憶
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、
い
ざ
こ
う
し
た
偶
然
の
で
き
ご
と
が
起
こ
っ
て

み

る
と
、
場
の
記
憶
を
た
ず
ね
よ
う
と
す
る
事
前
の
姿
勢
は
、
つ
い
「
こ
わ
い
考

（4
3
）

え
」
を
引
き
寄
せ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
「
光
る
物
体
」

は

ど
う
や
ら
ソ
連
の
人
工
衛
星
を
打
ち
上
げ
る
さ
い
に
使
わ
れ
た
最
終
段
ロ
ケ
ッ

ト
の
破
片
だ
っ
た
ら
し
い
の
だ
が
、
妄
想
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
肥
大

し
て
ゆ
く
。
こ
の
さ
い
、
こ
と
の
真
相
は
問
題
に
な
ど
な
ら
な
い
。
じ
じ
つ
、
奈

良
豆
比
古
神
社
の
境
内
で
も
、
奈
良
坂
に
関
す
る
一
定
量
の
知
識
を
備
え
て
い
る

と
お
ぼ
し
き
人
た
ち
が
冗
談
と
も
本
気
と
も
つ
か
な
い
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
さ
さ
や

き
を
か
わ
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
。
曰
く
、
こ
れ
は
翁
の
魂
塊
だ
の
、

他
界
に
通

じ
て
い
る
奈
良
坂
に
し
て
は
じ
め
て
な
せ
る
わ
ざ
だ
の
（
そ
ん
な
馬
鹿

な
！
）
と
、
耳
を
疑
う
ぼ
か
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
会
話
に
気
を
と
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
じ
ぶ
ん
で

も
、
そ
ん
な
妄
想
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
。
こ

う
し
て
み
る
と
、
場
の
記
憶
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
と
も
す
れ
ば
対

象
そ
の
も
の
が
発
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
声
を
汲
み
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
を
抑
圧
し
て
ゆ
く
結
果
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
場
の

記
憶
に

つ
い
て

の
知
識
が
実
態
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
認
識
論
的
前
提
と
し
て
流

通
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
何
ら
か
の
連
想
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
対
象
は
、
事
前

に
設
け

ら
れ
た
文
脈
に
沿
っ
て
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

と
も
秘
儀
的
な
解
釈
だ
け
が
ひ
と
り
歩
き
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
8
2

　
い

ま
こ
こ
で
、
上
記
の
挿
話
を
紹
介
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
は
、
ほ
か
で
も
　
2

な
い
。
じ
ぶ
ん
じ
し
ん
が
い
つ
も
、
同
じ
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
場
に
ま
つ
わ
っ

て

新
た

な
記
憶
が
つ
く
ら
れ
て
ゆ
く
消
息
に
つ
い
て
、
実
態
に
そ
く
し
た
考
察
を

心
が

け
な
け
れ
ぽ
な
る
ま
い
。
場
の
記
憶
と
い
う
主
題
は
た
し
か
に
興
味
深
い
視

座
を

提
供

し
て
く
れ
る
の
だ
が
、
過
度
に
暴
走
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
も
の
で
あ

る
。
別
の
表
現
を
試
み
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
記
憶
が
身
体
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

れ
て

い

る
水
準
で
な
さ
れ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
効
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
思
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
け
っ
し
て
落
胆
す
る
必
要
は
な
い
。
奈
良
坂
に
見
ら
れ
る
境

界
と
し
て
の
性
格
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
場
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
た
ず
ね
る

た

め

の

方
途

は
、
ほ
か
に
も
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
集
合
的
記
憶
に
関

す

る
落
合
一
泰
の
議
論
を
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
表
象
行
為
の
記
述
分
析
で
は
、
す
べ
か
ら
く
、
集
合
的
記
憶
と
い
う
視
点

　
　
が

有
効
性
を
発
揮
す
る
部
分
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
芸
能
に

　
　
お
け

る
集
合
的
記
憶
の
役
割
を
考
察
す
る
な
ら
ぽ
、
夢
幻
能
や
歌
舞
伎
や
民

　
　
俗
芸
能
が
興
味
深
い
材
料
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
し
、
風
景
認
識
に
も
同
様
の

　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　

こ
と
が
言
え
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
ぽ
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
、
歴
史
の
な
か
の
奈
良
坂
に
立
ち
戻
る

と
き
、
場
の
記
憶
が
書
き
こ
ま
れ
た
対
象
と
し
て
、
か
つ
て
そ
こ
で
演
じ
ら
れ
て

い

た
広
義
の
芸
能
ー
こ
こ
で
は
、
西
大
寺
流
の
律
僧
で
あ
っ
た
叡
尊
と
忍
性
が

展

開
し
た
一
連
の
非
人
救
済
事
業
を
含
意
し
て
い
る
ー
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ



註

　
　
　
　
　
（
4
7
）

く
は
ず
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
消
息
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
は
多
く
残
さ
れ

て

い

る
。
　
「
芸
能
と
し
て
の
救
済
」
と
題
さ
れ
る
別
稿
は
、
か
か
る
課
題
に
と
り

く
む
べ
く
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
奈
良
坂
を
舞
台
に
し
て
展
開
さ
れ
た

場
の

記
憶
を

た
ず
ね

る
旅
は
、
ど
う
や
ら
坂
の
途
中
に
さ
し
か
か
っ
た
ぽ
か
り
の

よ
う
で
あ
る
。

註（
1
）
　
以
下
、
奈
良
坂
お
よ
び
奈
良
山
に
関
す
る
記
述
は
、
主
に
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』

　
　
第
3
0
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
、
四
九
五
・
五
五
一
頁
、
に
よ
る
。
ま
た
、
ふ
た

　
　
つ
の

奈
良
坂
に
つ
い
て
は
、
奈
良
市
同
和
地
区
史
的
調
査
委
員
会
編
『
奈
良
の
部
落

　
　
史
』
本
文
編
、
奈
良
市
、
一
九
八
三
年
、
の
古
代
編
第
二
章
第
一
節
「
二
つ
の
奈
良

　
　
坂
」
（
和
田
麸
・
執
筆
）
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
『
平
城
坊
目
考
』
巻
之
三
な
ら
び
に
『
奈
良
坊
目
拙
解
』
に
は
、
現
在
の
油
阪
町
も

　
　
奈
良
坂
と
称
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。

（
3
）
　
も
っ
と
も
『
帝
王
編
年
記
』
に
は
「
般
若
寺
添
上
郡
奈
良
坂
」
と
記
さ
れ
て
い
る

　
　
か

ら
、
般
若
越
も
古
く
か
ら
奈
良
坂
と
称
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
）
　
デ
・
ホ
ロ
ー
ト
『
風
水
』
、
牧
尾
良
海
訳
、
大
正
大
学
出
版
部
、
　
一
九
七
七
年
、

　
　
二
六
頁
、
な
ら
び
に
吉
野
裕
子
『
陰
陽
五
行
と
日
本
の
民
俗
』
、
人
文
書
院
、
　
一
九

　
　
八
三
年
、
三
二
ー
三
三
頁
。

（
5
）
柳
田
国
男
「
峠
に
關
す
る
二
三
の
考
察
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
巻
、
筑
摩

　
　
書
房
、
二
二
六
－
二
二
七
頁
。

（
6
）
　
上
野
清
『
易
学
の
研
究
』
、
歴
史
図
書
社
、
一
九
八
〇
年
、
　
一
二
〇
頁
、
な
ら
び

　
　
に
デ
・
ホ
ロ
ー
ト
、
前
掲
書
、
四
八
ー
四
九
頁
。

（
7
）
　
桜
井
徳
太
郎
編
『
民
間
信
仰
辞
典
』
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
九
九
頁
。

（
8
）
　
集
合
的
記
憶
に
つ
い
て
は
、
落
合
一
泰
「
叫
び
と
煙
突
－
記
憶
の
エ
ス
ノ
ポ
エ

　
　
テ
ィ
ク
ス
に
む
け
て
ー
」
『
へ
る
め
す
』
第
2
7
号
、
　
一
九
九
〇
年
、
参
照
。

（
9
）
　
以
下
、
川
上
蛭
子
神
社
に
関
す
る
記
述
は
、
山
田
熊
夫
『
奈
良
町
風
土
記
』
、
豊

　
　
住
書
店
、
一
九
七
六
年
、
一
三
〇
頁
、
に
よ
る
。

（
1
0
）
　
橋
本
『
春
日
若
宮
お
ん
祭
と
奈
良
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
、
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ

　
　
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
、
一
九
八
六
年
、
一
六
ー
二
一
頁
。
そ
の
な
か
で
も

　
　
引
用
し
た
が
、
栗
本
慎
一
郎
『
光
の
都
市
　
闇
の
都
市
』
、
青
土
社
、
　
一
九
八
一
年
、

　
　
三
八
ー
四
〇
頁
、
に
は
、
他
界
に
つ
な
が
る
と
観
念
さ
れ
た
奈
良
坂
に
つ
い
て
、
き

　
　
わ
め
て

興
味
深
い
指
摘
が
の
る
。

（
1
1
）
　
奈
良
市
編
『
奈
良
市
史
』
地
理
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
、
三
一
頁
。

（
1
2
）
　
山
野
正
彦
「
日
常
景
観
の
な
か
の
恐
怖
の
場
所
」
『
生
と
死
の
人
類
学
』
、
講
談
社
、

　
　
一
九
八
五
年
、
三
〇
頁
。

（
1
3
）
　
和
島
芳
男
『
叡
尊
・
忍
性
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
、
一
〇
七
頁
。

（
1
4
）
　
橋
本
「
芸
能
と
し
て
の
救
済
－
続
・
奈
良
坂
小
考
1
」
（
未
発
表
）
、
参
照
。

　
　
以
下
で
言

う
別
稿
と
は
す
べ
て
、
こ
の
続
編
を
指
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
言

　
　
及

し
な
か
っ
た
奈
良
坂
非
人
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
そ
の
な
か
に
記
し
て
お
い
た
。

　
　
奈
良
坂
非
人
に
関
す
る
研
究
成
果
は
多
い
が
、
近
年
の
水
準
を
要
領
よ
く
ま
と
め
た

　
　
も
の
と
し
て
は
、
奈
良
市
同
和
地
区
史
的
調
査
委
員
会
編
、
前
掲
書
、
の
中
世
編
第

　
　
二
章
第
一
節
「
奈
良
坂
非
人
と
大
和
七
宿
」
と
第
二
節
「
非
人
集
団
の
職
能
と
存
在

　
　
形
態
」
（
青
盛
透
執
筆
）
、
な
ら
び
に
同
第
三
節
「
叡
尊
・
忍
性
に
よ
る
「
非
人
」
の

　
　
救
済
事
業
」
（
横
井
清
執
筆
）
が
あ
る
。

（
1
5
）
　
喜
田
貞
吉
「
大
和
に
於
け
る
唱
門
師
の
研
究
（
中
）
」
『
民
族
と
歴
史
』
第
四
巻
第

　
　
一
號
、
　
一
九
二
〇
年
、
　
一
頁
。

（
1
6
）
　
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
監
獄
の
誕
生
』
、
田
村
傲
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
、

　
　
は
パ

ノ
．
フ
テ
ィ
コ
ン
の
解
読
を
通
じ
て
近
代
社
会
の
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
試

　
　
み

で
あ
っ
た
。

（
1
7
）
　
前
田
愛
「
獄
舎
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
『
叢
書
文
化
の
現
在
』
4
、
岩
波
書
店
、
一
九
八

　
　
一
年
、
　
一
二
四
頁
。

（
1
8
）
　
同
書
、
　
二
二
一
頁
。

（
1
9
）
　
同
書
、
　
一
三
二
頁
。

（
2
0
）
　
多
木
浩
二
「
視
線
の
政
治
学
」
『
眼
の
隠
喩
』
、
青
土
社
、
一
九
八
二
年
、
一
二
二

　
　
頁
。

（
2
1
）
　
橋
本
、
前
掲
書
、
一
八
・
二
九
頁
。

（
2
2
）
　
M
・
エ
リ
ア
ー
デ
『
聖
と
俗
』
、
風
間
敏
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
　
一
九
六
九

　
　
年
、
二
二
頁
。

（
2
3
）
　
同
書
、
　
一
八
頁
。

（
2
4
）
般
若
寺
の
創
建
を
め
ぐ
る
諸
説
は
、
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
第
3
0
巻
、
五
五
〇
　
8
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
頁
、
に
概
観
さ
れ
て
い
る
。



奈良坂小考、あるいは場の記憶をめぐって

（
％
）
　
以
下
、
般
若
寺
に
関
す
る
伝
承
は
、
太
田
古
朴
『
般
若
寺
』
、
綜
芸
社
、
　
一
九
六

　
　
〇
年
、
四
ー
五
頁
、
に
よ
る
。

（
2
6
）
　
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
第
3
0
巻
、
五
九
〇
頁
、
な
ら
び
に
吉
田
東
伍
『
増
補
大

　
　
日
本
地
名
辞
書
』
第
二
巻
、
冨
山
房
、
一
九
六
九
年
、
二
七
八
・
二
七
九
頁
。

（
2
7
）
　
太
田
古
朴
、
前
掲
書
、
二
六
頁
。

（
2
8
）
松
岡
心
平
「
重
衡
ま
た
は
心
の
修
羅
劇
」
『
第
十
二
回
橋
の
会
特
別
公
演
パ
ン
フ

　
　
レ

ッ

ト
』
、
一
九
八
三
年
、
九
頁
。

（
2
9
）
　
こ
こ
で
は
、
論
旨
の
関
係
か
ら
『
笠
卒
都
婆
』
に
描
か
れ
た
奈
良
坂
の
、
と
く
に

　
　
境
界
と
し
て
の
性
格
に
注
目
し
た
が
、
謡
曲
の
な
か
に
登
場
す
る
奈
良
坂
の
イ
メ
ー

　
　
ヂ
の
ば

あ
い
、
じ
つ
は
西
大
寺
流
の
律
僧
で
あ
っ
た
叡
尊
に
よ
る
一
連
の
非
人
救
済

　
　
事
業
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
境
界
と
し
て
の
奈

　
　
良
坂
に
対
し
て
さ
ら
に
積
極
的
な
意
味
を
与
え
て
ゆ
く
試
み
の
所
産
と
し
て
位
置
づ

　
　
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
、
橋
本
「
芸
能
と
し
て
の
救

　
　
済－
続
・
奈
良
坂
小
考
1
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
0
）
　
太
田
古
朴
、
前
掲
書
、
一
一
頁
。

（
3
1
）
　
山
田
熊
夫
、
前
掲
書
、
＝
二
五
頁
。

（
3
2
）
　
折
口
信
夫
「
枕
草
紙
解
説
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
一
ー

　
　
一
二
頁
。
し
か
し
、
こ
れ
で
引
用
を
終
え
て
し
ま
う
の
は
惜
し
い
。
同
書
、
二
ー
三

　
　
頁
、
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
思
考
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　

「
関
は
、
坂
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
そ
の
坂
と
い
ふ
の
は
、
両
国
の
境
と
い

　
　
ふ
事
に
は
事
実
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
此
庭
か
ら
こ
ち
ら
が
自
分
の
領
分
、
あ
ち
ら
が

　
　
と
な
り
村
の
領
分
と
い
ふ
事
は
、
少
し
む
つ
か
し
い
事
で
あ
る
。
何
故
と
な
れ
ば
、

　
　
ど
つ
ち
と
も
つ
か
な
い
土
地
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
、
今
で
も
行
な
は
れ
て

　
　
ゐ
る
習
慣
で
い
ふ
と
、
A
と
B
と
、
両
方
の
村
境
に
、
ど
つ
ち
に
も
塞
の
神
が
な
け

　
　
れ
ば

な
ら
ぬ
。
庭
が
近
世
で
は
、
大
饅
都
合
よ
く
行
つ
て
ゐ
る
。
神
が
歩
い
て
来
る

　
　
も
の
と
考
へ
る
か
ら
、
東
境
に
あ
れ
ば
、
西
境
に
は
な
い
。
吾
々
か
ら
考
へ
る
と
、

　
　

B
村
な
ら
B
村
の
両
づ
め
に
、
境
の
神
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
あ
る
。
（
中
略
）

　
　
ど
つ
ち
に
も
つ
か
ぬ
、
空
虚
な
土
地
が
あ
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
異
人
と
、
人

　
　
が
あ
へ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
互
い
に
さ
し
つ
か
へ
の
な
い
所
で
あ
る
。
」

（
3
3
）
　
同
「
女
房
歌
の
発
生
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
巻
、
二
三
七
頁
。

（
3
4
）
　
石
井
進
「
坂
と
境
」
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
』
第
六
巻
、
小
学
館
、
一
九
八
四
年
、

　
　
一
五
〇
ー
一
五
一
頁
。

（
3
5
）
　
西
瀬
英
紀
「
語
り
の
翁
と
ひ
と
り
翁
ー
民
俗
芸
能
の
翁
研
究
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
藝

　
　
能
史
研
究
』
第
一
〇
九
号
、
一
九
九
〇
年
、
五
一
頁
。
な
お
同
書
に
は
、
「
奈
良
豆
　
捌

　
　
比
古
神
社
の
翁
舞
の
伝
承
」
と
題
し
た
一
節
が
含
ま
れ
て
お
り
、
本
稿
の
関
心
に
と

　
　
っ
て
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
川
島
将
生
「
奈
良
豆
比
古
神
社
の
翁
舞
」
『
藝

　
　
能
史
研
究
』
第
二
四
号
、
一
九
六
九
年
、
は
、
奈
良
坂
の
地
理
的
状
況
や
奈
良
坂
非

　
　
人
の
歴
史
的
経
緯
を
概
括
し
な
が
ら
も
、
問
題
の
翁
舞
に
つ
い
て
は
報
告
に
と
ど
め

　
　
て

お

り
、
双
方
の
関
連
に
つ
い
て
は
と
り
た
て
て
言
及
し
て
い
な
い
。
賢
明
な
措
置

　
　
と
言
う
べ
き
か
。

（
3
6
）
　
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
平
城
坊
目
考
』
巻
之
三
、
な
ら
び
に
藪
田
嘉
一
郎

　
　
『
能
楽
風
土
記
』
、
檜
書
店
、
一
九
七
二
年
、
所
収
の
「
大
和
国
添
上
郡
奈
良
奈
良
坂

　
　
旧
記
」
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
神
道
大
系
編
纂
会
編
『
神
道
大
系
』
神
社
編
五
（
大

　
　
和
国
）
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
　
一
九
八
七
年
、
に
も
「
奈
良
豆
比
古
神
社
史
料
」
と

　
　
し
て
二
種
の
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
偽
文
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、

　
　
信
愚
性
に
乏

し
い
が
、
中
世
に
お
け
る
奈
良
坂
非
人
の
実
態
を
一
端
で
も
知
る
た
め

　
　
の

手
が
か
り
と
し
て
は
、
や
は
り
貴
重
で
あ
る
。
古
く
は
喜
田
貞
吉
「
宿
神
考
」
『
民

　
　
族
と
歴
史
』
第
四
巻
第
五
號
、
一
九
二
〇
年
、
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
服

　
　
部
幸
雄

「
宿
神
論
（
下
）
ー
藝
能
神
信
仰
の
根
源
に
在
る
も
の
ー
」
『
文
学
』
第

　
　
四
十
三
巻
第
二
号
、
一
九
七
五
年
、
同
「
逆
髪
の
宮
（
中
）
1
放
浪
藝
能
民
の
藝
能

　
　
神
信
仰
に
つ
い
て
ー
」
『
文
学
』
第
四
十
六
巻
第
五
号
、
　
一
九
七
八
年
、
な
ど
で

　
　
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。

（
3
7
）
　
山
路
興
造
「
奈
良
市
奈
良
阪
町
奈
良
豆
比
古
神
社
の
翁
舞
」
『
大
系
　
日
本
　
歴
史

　
　
と
芸
能
』
第
七
巻
（
宮
座
と
村
）
、
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
、
二
〇
〇
頁
、
な
お
、

　
　
以
下
の
記
述
も
同
書
に
よ
っ
た
。

（
3
8
）
　
早
い
時
期
に
こ
の
よ
う
な
推
測
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
は
、
藪
田
嘉
一
郎
、
前

　
　
掲
書
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
同
書
を
も
と
に
し
て
記
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
、

　
　
篠

田
浩
一
郎
「
二
つ
の
坂
」
『
中
世
へ
の
旅
－
歴
史
の
深
層
を
た
ず
ね
て
ー
』
、

　
　
朝

日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、
は
、
何
と
言
っ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
氏
じ
し
ん
も

　
　
末
尾
に
い
た
っ
て
「
私
は
ま
た
果
て
の
な
い
想
像
に
ふ
け
り
出
す
」
と
記
し
て
い
る

　
　
よ
う
に
、
例
の
伝
承
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
果
て
は
照
葉
樹
林
や
狩
猟
文
化
ま
で
飛
び

　
　
出
し
て
く
る
始
末
な
の
で
あ
る
。
随
筆
な
ら
ば
許
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

　
　
れ
で
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
に
等
し
く
、
と
て
も
つ
い
て
ゆ
け
な
い
。
ま
た
、
こ
れ

　
　
ほ

ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
誤
解
が
不
幸
に
も
か
た
ち
を
な
し
て
し
ま



註

　
　
っ

た
ば
あ
い
も
、
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
例
と
し
て
こ
こ
で
は
、
山
口
昌

　
　
男
と
松
岡
心
平
と
の
対
談
「
全
体
演
劇
と
し
て
の
能
」
（
山
口
昌
男
『
古
典
の
詩
学

　
　ー
山
口
昌
男
国
文
学
対
談
集
1
」
、
人
文
書
院
、
　
一
九
八
九
年
、
所
収
）
に
お

　
　
け

る
山
口
昌
男
の
発
言
を
あ
げ
て
お
く
。
一
五
四
ー
一
五
六
頁
、
参
照
。

（
3
9
）
　
山
路
興
造
、
前
掲
書
、
二
〇
二
頁
。

（
4
0
）
　
し
か
し
正
直
に
告
白
し
て
し
ま
う
と
、
筆
者
じ
し
ん
に
も
、
註
3
8
に
あ
げ
た
言
説
と

　
　
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
妄
想
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
時
期
が
か
つ
て
あ
っ
た
の
だ
が
ー
。

（
4
1
）
　
い
ま
の
と
こ
ろ
、
そ
の
見
通
し
は
ま
っ
た
く
立
っ
て
い
な
い
が
、
奈
良
豆
比
古
神

　
　
社
と
そ
の
翁
舞
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
の
ほ
か
に
も
多
く
の
論
考
が
記
さ
れ
て
お
り
、

　
　

さ
し
あ
た
り
参
考
に
な
る
。
そ
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ

　
　
こ
で
は
事
典
の
た
ぐ
い
を
除
い
て
眼
に
と
ま
っ
た
も
の
を
、
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お

　
　
く
。
山
田
熊
夫
「
奈
良
豆
比
古
神
社
の
宮
座
と
年
中
行
事
」
『
歴
史
手
帖
』
第
十
一
巻

　
　
八
号
、
一
九
八
三
年
、
な
ら
び
に
上
田
倖
弘
「
式
内
社
奈
良
豆
比
古
神
社
と
そ
の
共

　
　
同
体
」
『
古
奈
良
ー
正
続
ー
研
究
調
査
』
、
共
同
精
版
印
刷
、
一
九
七
六
年
、
な
ど
。

（
4
2
）
　
た
と
え
ば
、
服
部
幸
雄
「
宿
神
論
（
下
）
ー
ー
藝
能
神
信
仰
の
根
源
に
在
る
も
の

　
　ー
」
、
八
三
頁
、
同
「
逆
髪
の
宮
（
中
）
1
放
浪
藝
能
民
の
藝
能
神
信
仰
に
つ
い

　
　
てー
」
、
九
八
頁
、
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
3
）
　
こ
の
こ
と
ば
は
、
い
が
ら
し
み
き
お
『
ぼ
の
ぼ
の
』
1
、
竹
書
房
、
一
九
八
八
年
、

　
　
三
六
頁
、
に
収
録
さ
れ
た
「
自
分
で
考
え
て
み
よ
う
」
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
用
い

　
　
ら
れ
た
。

（
4
4
）
前
述
の
「
こ
わ
い
考
え
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
お
わ
か
り
だ
ろ
う

　
　
か
。
肝
要
な
の
は
、
解
釈
の
読
解
格
子
が
織
り
な
す
付
置
連
関
を
解
釈
す
る
こ
と
に

　
　
ほ

か
な
ら
な
い
。

（
妬
）
　
落
合
一
泰
、
前
掲
書
、
三
九
頁
。

（
4
6
）
　
身
体
化
さ
れ
た
集
合
的
記
憶
に
つ
い
て
は
、
戸
井
田
道
造
『
忘
れ
の
構
造
』
、
筑

　
　
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
、
が
、
き
わ
め
て
深
い
洞
察
を
展
開
し
て
い
る
。

（
4
7
）
た
と
え
ば
、
後
藤
淑
「
奈
良
坂
芸
能
注
」
『
芸
能
』
第
三
十
二
巻
第
七
号
、
一
九

　
　
九
〇
年
、
は
、
歴
史
の
な
か
の
奈
良
坂
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
行
な
わ
れ
た
盗

　
　
人
拷
問
の
行
事
を
広
義
の
芸
能
と
し
て
捉
え
た
、
覚
書
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

　
　
る
。

（本
館
　
民
俗
研
究
部
）
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Brief　Study　on　Narazaka　Slope，　or　Concerning　the　Memory　of　the　Scene

HAsHIMoTo　Hiroyuki．

　　Once　there　were　two　Narazaka　Slopes．　There　are　two　passes　passing　through

Narayama　Mountain（though　it　is　only　small　hill）that　extends　from　the　east

to　the　west　oll　the　frontier　between　the　Province　of　Yamato　and　that　of

Yamashiro，　one　on　the　western　r三dge　is　called　Utahime　Pass　and　another　on　the

east，　Hannya　Pass；they　are　both　importantτoads　collnectillg　Yamato　with　Yamashi・

ro．　III　this　paper，　I　wish　to　pay　attention　to　Narazaka　Slope　on　the　Hannya　Pass．

　　After　passing　the　period　when　Heiankyo　was　the　capita1，　in　the　Middle　Ages

when　the　center　of　Nara　moved　to　the　east，　and　even　in　the　present　time，　the

image　of　Narazaka　Slope　seems　to　be　always　spun　from　the　bundle　of　the　collective

memory　twining　about　this　region．　Such　Narazaka　seelns　to　offer　a　very　e∬ective

clue　for　someone　who　seek　for　circumstances　of　how　the　new　memories　about　the

scene　are　being　bom．　This　paper　has　a　character　of，　so　to　speak，　a　preliminary

study　for　the　Inatters　mentioned　above．

　　Thus，　the　interest　of　this　paper　is　directed丘rst　to　elucidate　the　character　of　the

border　given　to　Narazaka．　While　we　continue　to　try　to　grasp　the　meaning　of

various　messages　about　a　peωliar‘‘scene”called　Narazaka，　it　is　certain　that　the

external　image　buried　in　Narazaka　as　the　bordeτwill　gradually　surface　to　our　eyes．

　　However，　the　memory　about　the　scene　is　not　single．　This　paper　seeks　for　the

circumstances　about　the　generatioll　of　various　memories　traveling　through　Narazaka

ill　history　from　the　antiquity　to　the　contemporary　period，　by　being　led　by　the　clue

that　gave　us　a　strong　impression，　out　of　various　memories　that　must　have　been

accumulated　in　Narazaka，　of　its　being　as　the　border．

　　Perspective　that　obtained　in　this　paper　wakes　up　our　interest　in　the　performing

arts　in　wider　sense　of　the　word，　played　once　aro皿d　the　Narazaka．　The　separate

article　entitled“Salvatioll　as　the　performmg　art”will　be　elaborated　for　discussing

such　a　subject．
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