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は
じ
め
に

地
元
で
長
ら
く
看
過
さ
れ
て
い
た
宝

が
あ
る
と
申
し
上
げ
た
ら
、
萩
の
皆
様

は
ど
う
お
思
い
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
長
州
藩
十
一
代
藩
主
毛
利
斉
元

�
�
�
�

の

八
十
に
迫
る
浮
世
絵
。
彼
の
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
で
は
な
い
、
彼
が
制
作
し
た
品
で

あ
る
。
八
十
は
あ
く
ま
で
図
柄
の
数
だ

か
ら
、
現
存
す
る
枚
数
は
計
り
知
れ
な

い
。
そ
れ
が
欧
米
の
主
要
な
美
術
館
や

博
物
館
の
多
く
に
収
蔵
さ
れ
、
長
ら
く

日
本
よ
り
海
の
向
こ
う
で
愛
さ
れ
て
い

る
。
江
戸
時
代
か
ら
少
な
く
と
も
大
正

時
代
ま
で
は
、
旧
長
州
藩
の
家
中
で
は

知
る
人
ぞ
知
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
が

︵
山
口
県
文
書
館
蔵
﹃
斉
元
公
御
戯
作

集
﹄︶、
山
口
県
文
書
館
、
毛
利
博
物

館
、
萩
博
物
館
、
萩
美
術
館
・
浦
上
記

念
館
で
も
所
蔵
が
確
認
さ
れ
な
い
、
現

代
の
山
口
の
皆
様
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た

宝
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
資
料

群
で
あ
る
。

こ
の
十
年
全
容
の
解
明
に
努
め
て
い

る
が
、
よ
う
や
く
萩
で
稿
を
書
く
機
会

を
得
た
。
こ
れ
を
ご
縁
に
、
当
地
に
お

け
る
殿
様
の
浮
世
絵
の
記
憶
︱
︱
様
々

な
伝
聞
は
も
ち
ろ
ん
、
地
元
の
宝
が
掘

り
起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

謎
の
狂
歌
師江

戸
廼
花
也

さ
て
、
文
政
七
年

︵
一
八
二
四
︶
に
藩
主

に
な
っ
た
斉
元
公
は
、

主
に
﹁
柳
桜
亭

�
�
�
�
�
�
�

江�

戸�

廼�

花�
�

也�
�

﹂
と
い
う
狂
歌
の

戯
号
を
用
い
て
私
家
版

の
浮
世
絵
を
作
成
し
て

い
た
。
そ
れ
は
、
狂
歌

連
で
新
春
の
挨
拶
に
仲

間
へ
配
る
た
め
に
制
作

さ
れ
た
﹁
狂
歌
摺
物

�
�
�
�
�
�
�
�

﹂

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

る
。
一
般
売
り
さ
れ
た

品
よ
り
も
稀
少
で
、
制

作
費
を
か
け
た
豪
華
な

も
の
や
芸
術
性
の
高
い

も
の
が
多
く
、
海
外
に

愛
好
家
、
研
究
者
が
多
い
。
斉
元
公
の

摺
物
も
当
然
な
が
ら
美
し
く
作
ら
れ
て

お
り
、
欧
米
で
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
流

行
に
伴
っ
て
早
い
時
期
か
ら
ほ
と
ん
ど

が
海
外
に
流
出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

際
に
、﹁
江
戸
廼
花
也
﹂
と
い
う
人
物

に
関
す
る
情
報
は
付
随
し
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
摺
物
の
研
究
は
海
外
が
先
行

し
、
か
つ
浮
世
絵
の
世
界
で
は
絵
師
へ

の
興
味
が
優
先
す
る
か
ら
、
大
量
に
狂

歌
摺
物
を
作
っ
た
謎
の
人
物
と
し
て
長

ら
く
放
置
さ
れ
、
制
作
さ
れ
た
内
容
か

ら
役
者
や
音
曲
に
縁
の
あ
る
芸
能
関
係

者
と
の
み
想
像
さ
れ
て
い
た
︵
浅
野
秀

剛
﹃
江
戸
の
摺
物
展
図
録
﹄
解
説
、
千

葉
市
美
術
館
、
一
九
九
七
年
︶。

つ
ま
り
、
彼
の
狂
歌
摺
物
は
制
作
者

が
大
名
だ
と
は
知
ら
ず
に
世
界
で
愛
で

ら
れ
て
き
た
の
だ
。
浮
世
絵
と
し
て
の

出
来
の
ほ
ど
が
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て

も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
カ
ラ
ー
で
図
版
が

紹
介
で
き
な
い
の
で
、
可
能
な
ら
ば
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
﹁
ボ
ス
ト
ン
美
術

館
﹂︵h

ttp
:/

/
w

w
w

.m
fa

.o
r
g
/

︶
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
行
き
、
右
上
に
あ
る

﹁S
e
a
r
c
h

﹂︵
検
索
︶
と
書
い
て
あ
る

枠
に
﹁su

rim
o
n
o

�

�

�

�

h
a
n
a
n
a
ri

�

�

�

�

﹂
と
打

ち
込
ん
で
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
所
蔵

品
の
一
覧
が
出
て
く
る
。

そ
の
中
で
、
所
蔵
番
号
﹁1

1
.2

6
7
2
9
‑

3
1

﹂
が
、
斉
元
公
が
大
量
の
摺
物
を
制

作
し
て
い
た
証
拠
と
な
る
資
料
で
あ

る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
江
戸

時
代
の
情
報
が
奇
跡
的
に
残
っ
て
い
る

山
口
が
忘
れ
た
殿
様
の
遺
産

︱
︱
世
界
に
散
ら
ば
る
斉
元
公
の
浮
世
絵
︱
︱

慶
應
義
塾
大
学
教
授
 
津
田
 
眞
弓

図
１
 
渓
斎
英
泉

﹁
桜
花
の
隅
田
川
を
歩
く
美
女
と
童
女
﹂

文
政
中
期
、
津
田
眞
弓
蔵

︵
右
の
狂
歌
、翻
刻
︶

江
戸
の
花
也
 

桜
花
ち
ら
す
ひ
よ

く
の
裾
縫
に

つ
か
い
は
な
れ
ぬ

蝶
も
遊
ひ
つ

︵
現
代
語
訳
︶

花
吹
雪
の
中
、
美

人
が
着
る
桜
花
を

散
ら
し
た
比
翼
仕

立
て
の
裾
縫
い
に

も
、
比
翼
の
鳥
の

よ
う
に
仲
の
い
い

つ
が
い
の
蝶
が
二

匹
、
戯
れ
る
よ
う

に
飛
ん
で
い
る
。



か
ら
だ
。

絵
は
三
枚
続
き
で
、
し
だ
れ
桜
の

下
に
二
代
目
岩
井
粂
三
郎
︵
揚
巻
︶・

七
代
目
市
川
團
十
郎
︵
助
六
︶・
三
代

目
尾
上
菊
五
郎
︵
白
酒
売
︶
を
描
い
た

歌
舞
伎
の
助
六
図
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
絵
に
は
﹁
柳
桜
亭
花
也
﹂・﹁
土�

�

筆�

亭�
�

和�

気�
�

有�
�

丈�
�

﹂・﹁
柳�
�
�花�

亭�
�

風�
�

姿�
�

瑞�
�

垣�
�

﹂
の
三
人
に
よ
る
、﹁
花
あ
や
め
江

戸
紫
の
色
糸
も
浪
花
の
水
に
結
ぶ
揚

巻
﹂・﹁
鉢
巻
に
江
戸
紫
の
横
霞
今
ぞ

浪
花
も
春
に
成
田
屋
﹂・﹁
三
ヶ
の
津

一
と
も
人
の
愛
や
せ
む
冨
士
の
尾
上

に
雪
の
白
酒
﹂
と
、
大
坂
と
役
名
や
役

者
名
を
入
れ
た
狂
歌
が
載
る
。

そ
し
て
、
江
戸
の
戯
作
者
の
山
東

京
山
︵
京
伝
の
弟
︶
が
、
こ
の
摺
物
を

友
人
の
鈴
木
牧�

�

之�

に
贈
る
際
に
付
し

た
一
文
を
残
し
て
い
る
。︵﹃
山
東
京
山

書
簡
集
﹄
鈴
木
牧
之
記
念
館
蔵
︶。

○
春
興
の
す
り
も
の
五
枚
進
呈
仕

候
。
是
は
 
松
平
大
膳
太
夫
様
の

す
り
も
の
也
。

俳�
�

諧�
�

歌�

の
御
名
 
柳
桜
亭
花
也
君

と
い
ふ
。

柳
花
亭
風
姿
瑞
垣
・
土
筆
亭
和
気

有
丈
 
御
替
名
也
。

団
十
郎
菊
五
郎
久
米
三
郎
当

春
浪
花
に
居
り
候
ゆ
ゑ
の
御

う
た
な
り
。

︵
牧
之
宛
京
山
書
簡
、
文
政
十
三

年
三
月
十
六
日
︶

文
政
十
二
年
に
あ
っ
た
江
戸
の
大

火
事
の
た
め
、
団
十
郎
た
ち
は
大
坂

に
行
っ
て
い
た
か
ら
、
京
山
の
言
は
、

内
容
、
人
名
共
に
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

の
摺
物
と
一
致
す
る
。
こ
の
書
簡
に

よ
っ
て
、
花
也
の
正
体
が
当
時
の
長

州
藩
主
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
て
は
別

人
と
思
わ
れ
て
い
た
狂
歌
師
も
、
本

人
の
別
号
だ
と
わ
か
る
。

な
ぜ
一
介
の
戯
作
者
が
、
殿
様
の

浮
世
絵
を
友
人
に
贈
っ
て
い
る
か
と

い
え
ば
、
こ
の
頃
に
京
山
の
娘
が
斉

元
公
に
侍
女
と
し
て
仕
え
、
子
供
を

産
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
京
山
は
﹁
長
州
君
在
江
戸
、
御
内
用

被
仰
付
候
事
に
て
日
々
他
行
、
筆
を

と
る
い
と
ま
な
か
り
し
﹂︵
同
前
、
天

保
六
年
十
二
月
十
三
日
︶
と
、
斉
元
公

の
た
め
に
種
々
活
動
し
て
い
た
よ
う

だ
。
京
山
が
主
に
仕
事
を
し
て
い
た

絵
師
と
摺
物
の
絵
師
も
ほ
ぼ
一
致
し

て
い
る
か
ら
、﹁
御
内
用
﹂
に
摺
物
制

作
の
補
助
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

狂
歌
摺
物
の
全
体
像

全
体
の
リ
ス
ト
と
狂
歌
類
の
翻
刻

は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開

し
て
い
る
︵
津
田
眞
弓
﹁
江
戸
廼
花
也

︵
長
州
藩
主
毛
利
斉
元
︶
の
狂
歌
遊
び
﹂
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︶。
現
在
確
認
で
き
る
数
は

七
十
八
種
︵
摺
物
、
七
十
六
。
肉
筆

画
、
二
︶。
昨
年
の
十
二
月
に
、
オ
ラ

ン
ダ
で
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ
て
い
な

い
摺
物
が
二
種
見
つ
か
っ
た
か
ら
︵
図

１
︶、
今
後
も
数
は
増
え
よ
う
。
な
お
、

図
１
の
右
肩
に
押
し
て
あ
る
蝶
の
羽

が
桜
の
花
び
ら
に
な
っ
た
印
は
、
仮

に
桜
蝶
印
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
印

章
ま
た
は
そ
の
意
匠
が
花
也
の
目
印

で
も
あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
お
見
知
り
お

き
を
。

花
也
の
摺
物
の
特
徴
を
挙
げ
る
と

す
れ
ば
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

一
、
摺
物
の
テ
ー
マ
が
歌
舞
伎
役
者

と
美
人
︵
主
に
芸
者
︶
に
特
化
し
て
い

る
。
絵
師
は
主
と
し
て
、
初
代
歌
川
国

貞
、
渓
斎
英
泉
、
歌
川
国
芳
。

二
、
自
身
が
作
っ
た
端
唄
や
清
元
節

と
思
し
い
浄
瑠
璃
な
ど
、
俗
謡
の
歌

詞
を
狂
歌
と
共
に
載
せ
て
い
る
。

三
、
音
曲
関
係
者
と
共
に
作
っ
た
品

に
桜
蝶
印
を
用
い
る
。

制
作
の
ご
く
初
期
、
前
藩
主
の
養

嗣
子
だ
っ
た
文
政
前
期
と
思
わ
れ
る

頃
に
は
、
狂
歌
の
師
匠
や
一
門
の
人
々

と
共
に
古
典
的
な
画
題
で
一
般
的
な

狂
歌
摺
物
を
制
作
し
て
い
た
が
、
藩

主
と
な
っ
て
か
ら
は
次
第
に
自
分
の

趣
味
に
特
化
し
た
摺
物
を
制
作
し
て

い
っ
た
。
そ
れ
は
狂
歌
摺
物
と
し
て

は
異
色
だ
か
ら
、
芸
能
者
と
み
な
さ

れ
た
の
も
仕
方
が
な
い
。

右
の
特
徴
を
少
し
解
説
し
よ
う
。
特

徴
の
一
、
歌
舞
伎
は
先
の
助
六
図
に

見
ら
れ
る
三
人
が
ご
贔
屓
。
特
に
尾

上
菊
五
郎
の
数
が
多
い
。
絵
師
は
こ
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図２ 歌川国芳 「見立『偐紫田舎源氏』」、スコットランド国立博物館蔵
︵
桂
樹
の
俗
謡
、
翻
刻
︶

な
せ
に
こ
ふ
し
た
う
わ

き
な
人
に
な
つ
た
。
わ

し
よ
り
あ
つ
ち
か
ら
さ

せ
た
お
ま
へ
の
上
手
口
。

月
は
ま
る
い
か
、
ま
る

い
か
月
か
。
と
れ
か
ど

ふ
と
も
こ
ち
や
見
へ
に

く
い
。
い
ろ
の
浮
世
は

あ
し
な
も
の
ソ
リ
ヤ
し

れ
た
事
。
花
也
戯
述

︵
解
説
︶
最
後
の
﹁
色
の

浮
気
は
味
な
も
の
、
ソ

リ
ャ
知
れ
た
事
﹂
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
を
共
通
に

す
る
俗
謡
。
何
故
こ
ん

な
浮
気
な
人
に
な
っ
た
。

向
こ
う
か
ら
行
動
さ
せ

た
、
お
前
の
上
手
口
が

に
く
い
。
︱
︱
と
女
達

と
交
流
を
重
ね
る
光
氏

�
�
�
�

︵
光
の
君
に
擬
す
︶
を
想

起
さ
せ
る
歌
。
朧
月
夜

に
相
当
す
る
女
性
が
描

か
れ
て
い
る
た
め
、
形

が
朧
ろ
で
容
易
に
把
握

で
き
な
い
月
が
詞
章
に

出
て
く
る
。

﹃
源
氏
物
語
﹄
を
下
敷
き

に
し
た
天
保
期
の
翻
案

小
説
を
踏
ま
え
る
。
右

か
ら
、
桂
樹
︵
朧
月
夜
︶・

黄
昏
︵
夕
顔
︶・
阿
古
木

︵
六
条
御
息
所
︶。︵
 
︶

内
は
い
ず
れ
も
下
敷
き

に
な
っ
た
原
作
の
登
場

人
物
。



の
頃
浮
世
絵
・
絵
入
り
小
説
で
人
気

の
高
い
三
人
。
京
山
の
仕
事
も
こ
の

三
人
が
集
中
し
て
請
け
負
っ
て
い
る
。

特
徴
の
二
、
俗
謡
の
作
詞
に
は
か

な
り
力
が
は
い
っ
て
い
て
、
例
え
ば
、

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
が
蔵
す
る11.26816‑7

。

菊
五
郎
と
粂
三
郎
が
鳥
追
︵
門
付
け
の

音
楽
師
︶
に
扮
し
た
﹁
初
霞
柳
糸
遊

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�﹂

と
題
さ
れ
た
二
枚
組
で
は
、
狂
歌
に

添
え
て
六
二
○
文
字
に
も
及
ぶ
詞
章

が
、
清
元
節
の
正
本
を
模
し
て
書
か

れ
て
い
る
。

特
徴
の
三
、
桜
蝶
印
は
純
粋
な
狂

歌
仲
間
と
の
作
に
は
用
い
ず
、
主
と

し
て
音
曲
関
係
と
思
し
い
人
々
と
共

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
印
章
の
み
な

ら
ず
、
芸
者
た
ち
が
着
物
や
扇
、
簪
な

ど
に
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
し
て
用
い

て
い
る
か
ら
、
殿
様
を
囲
む
グ
ル
ー

プ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

な
お
摺
物
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ

る
作
は
、
当
時
、
身
分
や
学
問
的
能
力

を
問
わ
ず
幅
広
く
人
気
を
博
し
て
い

た
草
双
紙
、
柳
亭
種
彦
﹃
偐
紫
田
舎
源

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

氏�

﹄
を
下
敷
き
に
し
た
三
枚
組
だ
ろ

う
︵
図
２
︶。
今
の
マ
ン
ガ
の
先
祖
の

よ
う
な
絵
入
り
小
説
か
ら
四
編
と
十

二
編
に
出
て
く
る
名
場
面
を
そ
っ
く

り
用
い
て
い
る
。
十
二
編
の
刊
行
は

天
保
五
年
︵
一
八
三
四
︶
だ
か
ら
、
同

年
か
そ
れ
以
後
、
花
也
が
四
十
三
歳

で
亡
く
な
る
天
保
七
年
ま
で
の
間
に

作
ら
れ
た
。
残
念
な
が
ら
そ
の
死
に

よ
っ
て
、
摺
物
の
画
期
的
な
発
展
は

止
ま
る
こ
と
に
な
る
が
、
狂
歌
と
俗

謡
、
そ
し
て
人
気
の
戯
作
が
融
合
し

た
こ
の
三
枚
組
は
、
花
也
の
摺
物
の

一
つ
の
到
達
点
に
な
っ
て
い
る
。

藩
主
が
狂
歌
を
詠
む
こ
と

最
後
に
、
こ
の
人
が
何
故
、
狂
歌
と

俗
謡
に
熱
心
だ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
養

父
で
あ
る
先
代
の
斉
煕
公
と
、
当
時

の
長
府
藩
主
の
元
義
公
の
影
響
で
あ

る
。
彼
ら
も
又
同
じ
鹿�

�

都�

部�
�

真�

顔�
�

門

下
で
、
俗
謡
好
き
だ
っ
た
。
特
に
元
義

公
は
清
元
節
の
名
曲
﹁
梅
の
春
﹂
の
作

詞
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
真
顔
に
は
大
名
の
弟
子
が
少
な

か
ら
ず
い
た
。
社
交
上
の
必
要
も
最

初
は
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
な
お
、
真

顔
関
連
の
資
料
に
は
、
こ
れ
ま
で
歴

史
領
域
で
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
斉

元
公
の
肖
像
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る

︵
図
３
︶。

ま
た
、
絵
師
の
八
島
定
岡
︵
岳
亭
︶

は
﹃
猿
著
聞
集
﹄︵
文
政
十
一
年
刊
︶

で
斉
元
公
に
つ
い
て
﹁
仁
の
心
ふ
か

く
お
は
し
て
、
よ
く
下
を
あ
は
れ
み

た
ま
ひ
け
り
﹂
と
評
し
、
藩
士
の
指
導

に
狂
歌
を
活
用
し
て
い
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
そ
し
て
図
４
に
示
し
た

よ
う
に
、
毛
利
博
物
館
に
あ
る
一
軸

の
自
筆
狂
歌
に
よ
れ
ば
、
公
の
場
の

部
下
の
失
敗
を
狂
歌
で
見
事
に
救
っ

て
い
る
。
斉
元
公
に
と
っ
て
狂
歌
は

家
中
を
ま
と
め
る
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ

ョ
ン
ツ
ー
ル
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
人
と
な
り
が
江
戸
文
化
の
流

行
の
中
心
に
い
る
人
々
を
巻
き
込
ん

で
、
江
戸
の
花
だ
と
見
得
を
切
る
、
そ

の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
摺
物
を
作
り
続

け
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
だ
と
思

う
。
斉
元
公
の
一
群
の
狂
歌
摺
物
は
、

身
分
を
越
え
た
人
々
と
の
交
流
な
く

し
て
は
生
ま
れ
な
い
。
ま
さ
に
江
戸

時
代
の
文
化
的
流
行
が
ど
う
い
う
場

で
生
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
享
受
さ
れ

た
か
を
再
考
さ
せ
て
く
れ
る
貴
重
な

証
左
で
あ
る
。
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﹄、
二
〇
〇
八
年
︶

津
田
眞
弓
﹁
柳
桜
亭
江
戸
廼
花
也
︵
長

州
藩
主
毛
利
斉
元
︶
の
狂
歌
摺
物
︱
︱

伝
記
と
﹃
斉
元
公
御
戯
作
集
﹄
を
中
心

に
﹂︵﹃
浮
世
絵
芸
術
﹄
一
六
一
号
、
二

〇
一
〇
年
八
月
︶

付
記：

本
文
中
の
原
文
は
、
読
み
や
す
さ
の

た
め
適
宜
漢
字
に
し
句
読
点
な
ど
を

加
え
た
。
図
版
の
翻
刻
は
原
文
の
ま

ま
と
し
た
。

（3） 新・史 都 萩 （第 63 号）
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図
４
﹁
柳
桜
亭
御
自
筆
御
染
筆
﹂

毛
利
博
物
館
蔵

︵
図
４
翻
刻
︶

春
の
は
し
め
雁
の
庖
丁
な
す

膳
夫
ま
な
箸
を
板
の
向
ふ
え

落
し
つ
る
を
祝
し
て

災
ひ
の
は
し
は
む
か
ふ
え
落

し
つ
ゝ

に
き
り
か
た
め
し
ほ
う
て
ふ

の
国

な
り
元

︵
現
代
語
訳
︶

春
の
初
め
、
雁
を
庖
丁
で
さ

ば
く
膳
夫
が
、
ま
な
箸
を
ま

な
板
の
向
こ
う
へ
落
と
し
た

の
を
祝
っ
て
。

災
い
の
箸�

は
向
こ
う
へ
落
と

し
て
も
、
庖
丁
�

�

は
握
り
し
め
て

い
る
と
は
す
ば
ら
し
い
。

斉
元

︵
災
い
の
端�

を
遠
く
へ
や
っ

て
、
防
長
�

�

の
国
を
し
っ
か
り

と
守
り
治
め
て
い
る
よ
︶




