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古
代
よ
り
自
然
環
境
と
対
峙
し
共
存
し
て
き
た
日
本
人
は
、
そ
れ
ら
に

固
有
の
名
を
命
名
し
、
自
分
た
ち
の
生
き
る
源
と
し
て
敬
意
を
表
し
て
き

た
。
例
え
ば
圧
倒
す
る
山
々
の
存
在
や
、
原
野
よ
り
湧
き
出
る
泉
、
流
れ

落
ち
る
滝
、
そ
の
運
動
に
よ
り
形
を
変
え
た
岩
、
石
、
木
な
ど
あ
ら
ゆ
る

自
然
の
有
様
や
現
象
に
神
仏
の
名
を
冠
し
た
の
は
そ
の
現
わ
れ
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

私
は
そ
の
よ
う
な
固
有
の
名
を
冠
し
た
場
が
周
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
現

在
も
な
お
受
け
継
が
れ
、
生
活
の
源
と
し
て
精
神
的
、
物
質
的
に
主
た
る

存
在
で
あ
る
こ
と
に
興
味
を
も
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
な
か
で
も
近
江

の
国
（
滋
賀
県
）
は
、
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
、
そ
の
山
々
の
合
間
か
ら
流

れ
出
た
水
は
真
ん
中
に
大
き
な
水
溜
り
を
つ
く
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も

な
い
が
、“
水
の
あ
る
国
”
で
あ
る
。

　

高
度
経
済
成
長
期
に
育
っ
た
私
は
、
水
道
の
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
、
い
わ

ゆ
る
Ｈ
２
Ｏ
の
水
が
流
れ
で
る
。
こ
れ
が
当
た
り
前
の
感
覚
と
し
て
こ
れ

ま
で
生
き
て
き
た
の
だ
。

　

近
代
化
と
共
に
上
水
道
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
、
生
活
を
営
む
人
々
に

と
っ
て
水
は
我
々
の
生
活
と
同
様
、
当
た
り
前
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
上
水
道
の
水
で
し
か
生
活
し
た
こ
と
が
な
い
私
に
は
、
ど
う
し
て

も
水
道
が
な
い
生
活
に
実
感
が
持
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
疑
問
と
し

近
江
の
水
を
め
ぐ
る

�

石
川
　
亮

•••••••••••••••••••••••••••••••
Title :

The Water of Omi

Summary : 
I began making artworks using water I collected from springs 
throughout Shiga Prefecture in 2010. This marked the start of 
what has become my ongoing investigation of the background 
and roots of the various springs of Shiga Prefecture, most of 
which have names that can be traced back to traditional stories, 
area names, and the like. The focus of my current research is on 
the life that sprang up around water sources and the cultures to 
which the water gave rise.
•••••••••••••••••••••••••••••••
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て
、上
水
道
の
そ
れ
と
は
別
の
水
と
の
生
活
や
関
わ
り
、在
り
方
に
、迫
っ

て
み
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
滋
賀
県
は
水
の
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
固
有
の
名

を
冠
し
た
水
が
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
、
大
湖
に
流
れ
着
く
と
考
え
ら
れ
る

水
源
は
、
何
カ
所
あ
る
の
か
を
自
分
の
足
で
探
し
出
す
こ
と
に
し
た
の
で

あ
る
。

一
、
全
体
の
水
・
固
有
の
水��

　

二
〇
〇
七
年
、
美
術
家
で
あ
る
私
に
ス
イ
ス
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
美
術
学

校
の
先
生
の
誘
い
で
水
を
テ
ー
マ
に
し
た
展
覧
会
に
参
加
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
と
き
に
私
が
出
し
た
作
品
ア
イ
デ
ア
は
、
日
本
の
湖
（
琵

琶
湖
）
の
水
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
湖
（
レ
マ
ン
湖
）
の
水
を
混
合
さ
せ
、
固

有
の
水
で
な
く
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
み
せ
る
提
案
を
し
た
。
よ
っ
て
鑑
賞
者

は
そ
の
様
子
を
只
々
見
守
る
こ
と
に
な
る
。
土
地
の
歴
史
や
自
然
の
背
景

に
特
徴
の
あ
る
固
有
の
水
は
、
混
ざ
り
合
う
こ
と
で
固
有
性
は
失
わ
れ
、

同
時
に
背
景
も
全
て
失
わ
れ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
生
命
と
し
て
不
可
欠
な

水
分
に
成
り
代
わ
り
、
名
前
の
無
い
水
、（
全
体
の
水
）
に
成
り
変
わ
る

の
で
あ
る
。

　

作
品
の
表
現
は
二
つ
の
凹
み
の
あ
る
分
厚
い
金
属
性
プ
レ
ー
ト
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
水
を
固
体
化
し
た
も
の
（
氷
）
を
配
置
す
る
。
二
つ
の
氷
は
外

気
に
ふ
れ
、
時
間
と
共
に
表
面
か
ら
溶
け
出
し
液
体
と
な
る
。
や
が
て
そ

の
水
滴
は
プ
レ
ー
ト
の
表
面
に
綺
麗
な
二
つ
の
水
溜
り
を
つ
く
り
、
そ
れ

ら
は
互
い
に
少
し
ず
つ
近
づ
き
張
力
が
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
と
な
り

混
ざ
り
合
う
の
で
あ
る
。
鑑
賞
者
は
改
め
て
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
の
水
源
か

ら
取
水
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
目
前
で
一
つ
に
な
っ
た
水
が
名
も
な
い
水

に
成
り
変
わ
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
二
〇
一
〇
年
と
二
〇
一
二
年
、
湖
国
に
住
む
私
は
更
に
水
に
関
し

て
の
表
現
を
発
表
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ス
イ
ス
で
お
こ

な
っ
た
二
国
の
別
々
の
水
を
混
合
さ
せ
融
合
す
る
表
現
に
対
し
て
、
自
国

の
地
元
の
固
有
の
水
を
め
ぐ
る
表
現
へ
と
展
開
す
る
。

　

四
方
を
山
々
に
囲
ま
れ
、
真
ん
中
に
大
湖
を
つ
く
る
近
江
（
滋
賀
）
の

水
源
を
探
り
出
し
、
そ
れ
ら
を
取
水
し
、
プ
レ
ー
ト
の
上
に
配
置
す
る
。

球
体
に
凍
ら
し
た
い
く
つ
か
の
湧
水
を
混
合
さ
せ
、
融
合
し
た
水
（
全
体

の
水
）
を
つ
く
る
作
品
を
計
画
す
る
に
至
っ
た
。

　

い
よ
い
よ
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
始
め
る
こ
と

に
な
る
が
、
地
図
や
観
光
情
報
な
ど
の
資
料
か
ら
調
査
を
開
始
す
る
が
、

思
っ
た
以
上
に
情
報
が
集
ま
り
や
す
い
こ
と
に
気
付
い
た
。
今
日
で
は
個

人
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
の
情
報
が
頼
り
に
な
る
こ
と
も
多
く
、
そ
れ
ら

を
辿
り
な
が
ら
実
際
に
現
地
で
水
を
汲
ん
で
い
る
と
地
元
の
人
か
ら
の
紹

介
で
、
現
地
人
の
み
が
知
る
湧
水
に
巡
り
会
う
こ
と
に
も
恵
ま
れ
た
。
そ

こ
に
は
地
域
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
承
や
民
俗
信
仰
も
一
緒
に
知
る
こ

と
に
な
り
、
興
味
深
い
経
験
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
三
月

の
時
点
で
八
〇
カ
所
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
時
点
で
一
二
〇
カ
所
近
く
の

固
有
の
名
を
冠
し
た
水
を
確
認
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
融
合
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
を
「
全
体
―
水
（
近
江
の
水
源
）」
と
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帯
刀
田
の
水
（
た
い
と
う
だ
の
み
ず
） 

　

湧
水
の
紹
介
を
始
め
る
に
至
っ
て
、
最
近
縁
あ
っ
て
め
ぐ
り
合
え
た
湧

き
水
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
湖
北
、
余
呉
湖
の
湖
畔
に
川
並
と
い
う
集

落
が
あ
る
。
そ
の
水
辺
に
近
い
と
こ
ろ
に
湧
き
出
る
ス
ポ
ッ
ト
は
存
在
す

る
。
石
碑
が
建
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
餓
鬼
に
来
て
仏
に
か
わ
る
清
水

か
な
」
と
い
う
句
が
読
み
取
れ
る
。
川
並
在
住
の
桐
畑
博
夫
（
き
り
は
た

は
く
お
）
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
別
名
「
末
後
の
水
」
と
呼
ば
れ
、
死
期

が
近
づ
く
と
こ
の
辺
り
の
人
は
こ
の
水
を
飲
ま
れ
る
そ
う
だ
。
こ
の
湧
き

水
か
ら
西
の
山
側
へ
視
線
を
あ
げ
る
と
大
き
な
楠
が
た
っ
て
お
り
、
そ
の

根
っ
こ
辺
り
に
こ
の
集
落
の
先
祖
が
眠
る
墓
地
が
あ
る
そ
う
だ
。
そ
の
辺

り
か
ら
地
中
に
染
み
込
ん
だ
水
が
こ
の
場
所
に
湧
き
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、

題
し
、
先
ず
は
美
術
作
品
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
に
意
識
化
し
た
。
近
江

の
国
（
滋
賀
）
に
、
た
く
さ
ん
の
固
有
の
名
を
冠
し
た
水
が
存
在
し
、
結

果
と
し
て
作
品
の
成
立
と
共
に
湧
水
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
固
有
の
水
よ
り
具
体
的
な
起
源
を
探
り
出
す
意
識
へ
と
方
向
付

け
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
水
質
や
成
分
の
探
索
調
査
よ
り
、
ど
の
よ
う
に
し

て
現
在
も
な
お
、
存
在
を
あ
ら
わ
に
し
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
か
、
そ

れ
ら
が
こ
の
湖
国
に
ど
れ
だ
け
現
存
す
る
の
か
、
生
活
、
民
俗
、
宗
教
、

交
通
な
ど
様
々
な
要
素
か
ら
迫
り
、
背
景
を
探
究
す
る
こ
と
を
主
た
る
研

究
と
し
て
進
め
る
こ
と
し
た
。

2007年スイスジュネーブでの展覧会の様子

2012年滋賀県立近代美術館「自然学」にて出品された
作品「全体−水（近江の水源）」

同展覧会へ出品された作品「全体−水（レマン湖−琵
琶湖）」（部分）
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こ
の
水
を
飲
む
と
先
祖
に
会
い
に
行
け
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
あ

る
。

　

名
前
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
戦

国
時
代
、
賤
ヶ
岳
の
戦
い
に
備
え

た
武
士
が
帯
刀
を
こ
の
水
で
研
い

で
い
た
と
の
伝
承
が
今
も
伝
わ
り
、

集
落
内
で
の
呼
び
名
に
な
っ
て
い

る
そ
う
だ
。　

　

現
在
、
鏡
湖
と
呼
ば
れ
る
美
し

い
余
呉
湖
の
水
は
北
か
ら
流
れ
る

余
呉
川
よ
り
余
呉
導
水
路
が
引
か

れ
て
い
る
様
で
あ
り
、
帯
刀
田
の

水
は
余
呉
湖
へ
湖
畔
か
ら
湧
き
出

る
唯
一
の
水
と
な
っ
て
い
る
。

二
、
職
の
水
、
用
の
水
（
し
ょ
く
の
み
ず
、
よ
う
の
み
ず
）��

　

近
江
の
水
（
水
源
）
に
お
い
て
、
特
に
名
前
が
つ
い
て
い
る
水
や
、
現

在
も
周
囲
の
人
々
の
手
で
大
事
に
さ
れ
て
い
る
水
を
こ
れ
か
ら
紹
介
し
て

行
き
た
い
。
中
に
は
名
前
が
つ
く
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
古
く
か
ら
地
域

の
人
々
に
よ
っ
て
大
切
に
さ
れ
、
今
日
も
使
わ
れ
て
い
る
水
も
取
上
げ
た

い
。
現
在
、
一
二
〇
カ
所
近
い
水
を
確
認
し
て
い
る
が
、
水
汲
み
に
出
か

け
る
度
に
新
た
な
水
に
め
ぐ
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
よ
り
適 帯刀田の水を汲む筆者

切
に
分
類
を
す
る
に
は
今
後
更
に
多
角
的
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

今
回
は
近
江
の
文
化
を
支
え
て
き
た
も
の
づ
く
り
に
お
い
て
、
水
が
重

要
な
原
料
で
あ
り
、
地
域
産
業
を
発
展
へ
と
も
た
ら
し
、
そ
の
豊
か
さ
が

今
日
に
至
る
ま
で
持
続
さ
れ
活
用
さ
れ
て
い
る
水
。

　

こ
の
水
を
「
用
い
る
」
こ
と
が
職
を
産
み
、
技
を
み
が
き
、
そ
の
豊
富

さ
が
糧
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
水
を
取
上
げ
た
い
。

紺
九
の
川
戸
（
こ
ん
く
の
か
わ
と
）

　

野
洲
市
小
篠
原
の
交
差
点
か
ら
旧
中
山
道
を
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
に
近

江
本
藍
染
「
紺
九
」
が
あ
る
。

　

創
業
明
治
三
年
か
ら
天
然
の
藍
染
め
は
、
原
料
確
保
か
ら
染
に
お
け
る

一
つ
ひ
と
つ
の
作
業
に
至
ま
で
、
今
日
も
そ
の
伝
統
の
技
を
受
け
継
い
で

い
る
。
国
の
重
要
文
化
財
「
紺
紙
泥
華
厳
経
」
の
修
復
や
桂
離
宮
松
琴
亭

（
茶
室
）
の
襖
の
壁
紙
、
市
松
藍
染
紙
を
手
が
け
て
い
る
。

　

敷
地
内
に
は
、
藍
甕
（
あ
い
が
め
）
で
染
め
る
紺
屋
（
こ
う
や
）
と
呼

ば
れ
る
建
物
や
裏
庭
に
は
藍
を
筵
（
む
し
ろ
）
と
重
ね
合
わ
せ
じ
っ
く
り

発
行
さ
せ
、「
す
く
も
」
を
つ
く
る
先
代
の
つ
く
っ
た
室
（
む
ろ
）
が
あ
る
。

そ
の
中
庭
と
の
間
に
、
な
に
や
ら
ぷ
く
ぷ
く
と
音
を
立
て
る
水
場
、
川
端

の
よ
う
な
場
所
が
あ
る
。

　

紺
九
を
受
け
継
ぐ
森
芳
範
（
も
り
よ
し
の
り
）
さ
ん
に
お
話
を
聞
く
と
、

そ
こ
か
ら
湧
き
出
て
い
る
の
は
地
下
水
で
あ
り
妙
光
寺
山
と
田
中
山
と
の

山
間
か
ら
流
れ
る
水
系
か
野
洲
川
の
水
系
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
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の
水
は
藍
染
め
の
行
程
で
灰
汁
を
つ
く
る
時
に
用
い
ら
れ
、
こ
れ
が
染
ま

り
具
合
を
み
る
の
に
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
の
事
、
一
切
薬
品
類
を
使
わ

な
い
事
か
ら
水
道
水
で
は
余
分
な
薬
品
成
分
が
混
入
し
て
し
ま
い
、
あ
ざ

や
か
な
藍
色
の
仕
上
が
り
に
な
ら
な
い
そ
う
だ
。
ま
た
こ
の
地
下
水
は
、

染
め
る
前
の
絹
糸
に
つ
い
た
脂
分
を
落
と
す
た
め
に
炊
く
際
に
も
使
わ
れ

る
そ
う
で
あ
り
、
近
江
本
藍
染
「
紺
九
」
に
と
っ
て
命
の
水
と
言
っ
て
良

い
で
あ
ろ
う
。

　
「
こ
の
二
、
三
年
で
周
囲
は
田
畑
か
ら
住
宅
、
商
店
が
変
わ
っ
た
こ
と

や
山
手
の
方
で
ち
ょ
っ
と
工
事
が
あ
る
と
地
下
水
は
数
日
濁
っ
て
し
ま
う

な
ど
環
境
の
変
化
は
め
ま
ぐ
る
し
い
。」
と
芳
範
さ
ん
は
話
さ
れ
る
。

　

水
に
限
ら
ず
天
然
の
原
料
で
あ
る
藍
、
筵
の
調
達
や
木
桶
や
金
盥
（
か

紺九の川戸

「すくも」をつくる先代のつくった室（むろ）

な
た
ら
い
）
な
ど
の
道
具
の
確
保
も
難
し
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の

こ
と
か
ら
本
藍
染
め
を
持
続
す
る
に
は
相
当
厳
し
い
環
境
に
な
っ
て
き
て

い
る
と
感
じ
た
。
明
治
期
か
ら
の
近
代
化
に
よ
り
、
大
幅
に
自
然
環
境
が

変
化
し
、
そ
れ
に
伴
う
人
々
の
生
活
様
式
も
変
容
し
た
こ
と
を
あ
ら
た
め

て
感
じ
た
。

　

上
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
以
前
は
、“
紺
九
さ
ん
の
「
か
わ
と
」”
と
近

所
の
人
々
か
ら
親
し
ま
れ
、
飲
み
水
と
し
て
、
或
は
洗
い
物
な
ど
し
な
が

ら
身
近
な
情
報
交
換
の
場
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

七
本
鎗
の
水
（
し
ち
ほ
ん
や
り
の
み
ず
）

　

北
近
江
北
国
街
道
沿
い
木
之
本
に
、
創
業
四
六
〇
余
年
の
地
酒
、
造
り

酒
屋
「
七
本
鎗
」
の
銘
柄
で
知
ら
れ
る
「
冨
田
酒
造
」
が
あ
る
。

　

地
酒
の
「
地
」
に
こ
だ
わ
り
、
日
本
酒
の
原
料
で
あ
る
米
は
地
元
の
農

家
で
と
れ
る
既
存
の
品
種
を
使
用
し
、
水
は
奥
伊
吹
山
系
の
伏
流
水
で
あ

る
蔵
内
の
井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る
。
江
戸
期
か
ら
続
く
酒
蔵
は
決
し
て

大
き
く
は
な
い
が
、
そ
の
水
を
中
心
に
酒
造
り
の
手
順
が
段
取
り
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
私
の
目
に
は
映
っ
た
。

　

冨
田
酒
造
十
五
代
目
蔵
元
の
冨
田
泰
伸
（
と
み
た
や
す
の
ぶ
）
さ
ん
に

お
話
を
聞
く
と
、
そ
の
井
戸
水
か
ら
豊
富
な
水
が
湧
き
上
っ
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
酒
造
り
が
で
き
る
の
だ
と
、
ま
た
こ
の
水
で
な
い
と
「
七
本
鎗
」

が
で
き
な
い
と
断
言
さ
れ
て
い
る
。

　

泰
伸
さ
ん
が
蔵
元
に
な
り
、「
地
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
改
め
て
見
い

だ
し
、
地
元
の
農
家
と
そ
の
土
地
で
で
き
る
「
米
」
を
使
う
事
か
ら
更
に
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蔵内で水を汲む筆者

江戸期から続く冨田酒造

広
が
り
、
地
元
の
農
業
高
校
で
学
ぶ
高
校
生
が
つ
く
る
お
米
を
使
用
し
た

「
七
本
鎗 

長
農
高
育
ち
」
を
店
頭
で
販
売
す
る
こ
と
な
ど
、「
原
料
」「
つ

く
り
手
」「
次
世
代
育
成
」
と
全
て
を
地
元
の
手
で
つ
く
り
上
げ
る
姿
勢

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
私
が
こ
の
造
り
酒
屋
の
水
に
着
目
し
た
の
は
、
そ

の
気
持
ち
の
源
が
蔵
内
の
井
戸
水
に
他
な
ら
な
い
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

酒
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
ハ
レ
」
も
「
ケ
ガ
レ
」
も
人
々
に
と
っ
て
そ
の

輪
の
中
に
必
ず
存
在
し
、
奉
ら
れ
て
き
た
。
即
ち
こ
の
水
は
現
代
で
い
う

「
メ
デ
ィ
ア
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
結
果
と
し
て
木
之
本
、

ひ
い
て
は
伊
香
郡
の
町
づ
く
り
を
担
っ
て
き
た
水
（
地
酒
）
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　

泰
伸
さ
ん
は
こ
う
も
言
う
。「
し
か
し
近
年
本
当
に
若
い
人
が
木
之
本
、

湖
北
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
次
世
代
の
こ
の
町
は
ど
う
な
る
の
か
？
」

と
危
惧
さ
れ
て
い
る
。

　

酒
造
り
と
町
づ
く
り
は
表
裏
一
体
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

か
な
ぼ
う

　

旧
近
江
町
（
現
米
原
市
）
湖
岸
道
路
沿
い
の
少
し
東
へ
入
っ
た
と
こ
ろ

に
世
継
（
よ
つ
ぎ
）
と
い
う
集
落
が
あ
る
。
周
囲
は
田
畑
が
ひ
ら
け
、
伊

吹
山
が
視
界
に
入
っ
て
く
る
。
私
が
は
じ
め
て
そ
の
地
を
訪
れ
た
の
は

二
〇
一
〇
年
冬
、
近
江
の
湧
き
水
を
探
し
は
じ
め
た
頃
で
あ
る
。
車
一
台

が
走
れ
る
道
を
進
む
と
神
社
が
あ
ら
わ
れ
、
気
の
向
く
ま
ま
歩
い
て
い
る

と
「
ジ
ャ
バ
ジ
ャ
バ
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
家
一
軒
分
の
開
け

た
所
に
目
的
の
水
を
発
見
し
た
。
驚
く
ほ
ど
の
勢
い
で
湧
き
出
て
お
り
、

小
さ
な
プ
ー
ル
が
二
段
に
な
っ
た
水
場
に
は
先
客
が
何
や
ら
仕
事
を
し
て

い
た
。
私
は
そ
っ
と
顔
を
覗
か
す
と
「
人
間
は
仕
事
せ
な
ア
カ
ン
」
と
い

き
な
り
そ
の
先
客
（
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
）
が
話
し
か
け
て
こ
ら
れ
た
。
上
の

段
の
プ
ー
ル
に
沢
山
の
カ
ブ
を
ぷ
か
ぷ
か
と
浮
か
せ
、
脇
に
あ
る
タ
ワ
シ

で
カ
ブ
を
こ
す
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
改
造
乳
母
車
に
カ
ブ
を
大

事
に
乗
せ
、「
お
先
」
と
一
言
。
そ
の
間
先
客
と
話
を
し
て
い
た
の
を
覚

え
て
い
る
が
、
冬
の
寒
い
中
、
一
時
も
手
を
休
め
る
事
な
く
話
さ
れ
て
い

た
。
先
客
の
話
で
は
金
属
の
パ
イ
プ
が
地
面
に
突
き
刺
し
て
あ
る
だ
け
で

自
噴
し
て
い
る
と
の
事
、
金
気
が
強
く
プ
ー
ル
の
淵
に
は
何
か
が
付
着
し

て
お
り
温
泉
の
匂
い
が
し
た
。
少
し
離
れ
た
地
面
に
石
の
プ
レ
ー
ト
が
あ

る
。
読
む
と
「
水
の
湧
き
出
て
い
る
泉
及
び
洗
い
場
を
総
称
し
た
言
葉
で
、
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こ
の
水
源
は
遠
く
霊
仙
山
に
発
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
深
さ
は
地
下
百

米
ほ
ど
あ
り
、
鉄
分
を
含
む
た
め
茶
の
湯
に
は
適
さ
な
い
…
平
成
八
年
十

月
淡
海
文
化
」
と
あ
る
。
し
ば
ら
く
し
て
先
程
の
女
性
が
忘
れ
物
を
し
た

の
か
戻
っ
て
来
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
言
「
あ
ん
た
ら
は
こ
の
水
飲
ん
だ
ら

お
腹
こ
わ
す
で
！
」
と
。

　

近
江
に
は
今
日
も
伝
統
の
職
や
技
、
労
働
と
共
に
こ
の
よ
う
に
水
が
受

け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
水
が
職
を
産
み
文
化
を
受
け
継
い
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
昨
今
こ
れ
ら
を
持
続
す
る
に
は
難
し
い
状
況

に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。

　

目
前
の
利
便
性
を
追
求
す
る
豊
か
さ
の
時
代
か
ら
、
職
と
技
と
水
が
無

理
な
く
持
続
で
き
る
環
境
が
我
々
の
求
め
る
豊
か
さ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
暮
し
の
水
、近
い
水（
く
ら
し
の
み
ず
、
ち
か
い
み
ず
）  

　

私
が
水
を
探
し
出
す
切
掛
け
と
な
り
、
最
も
感
覚
を
研
ぎ
す
ま
す
要
因

の
一
つ
で
あ
る
水
に
せ
ま
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
の
生
活
に
お
い
て
「
水
道
の
水
」
は
蛇
口
を
ひ
ね
る
と
流
れ
出
し
、

し
め
る
と
止
ま
る
。
こ
の
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
水
は
一
体
何
処
か
ら

来
た
の
だ
ろ
う
か
、
私
は
こ
の
問
い
に
直
ぐ
に
答
え
る
事
は
出
来
な
い
。

ど
こ
か
「
遠
く
」
で
浄
水
さ
れ
、
地
中
の
管
を
通
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

　

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
が
直
ぐ
に
で
る
水
、自
分
の
居
場
所
か
ら「
近

い
」
場
所
に
水
源
が
あ
り
、今
日
に
お
い
て
も
昔
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
「
暮

し
」
の
水
を
見
て
行
き
た
い
。

針
江
の
生
水
（
は
り
え
の
し
ょ
う
ず
）

　

高
島
市
新
旭
の
針
江
（
は
り
え
）
地
区
は
集
落
一
体
が
湧
水
群
と
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
は
北
西
に
比
良
山
系
を
望
み
、
そ
の
北
側
を
尾
根
伝
い
に

大
き
く
弧
を
描
き
び
わ
湖
へ
と
注
が
れ
る
安
曇
川
の
最
下
流
域
に
位
置
し

て
い
る
。
こ
の
周
辺
は
名
も
無
い
自
噴
水
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
湧
き
出
し
、

び
わ
湖
の
周
囲
に
お
い
て
最
も
多
く
水
が
湧
き
出
て
い
る
地
域
で
あ
る
。

　

中
で
も
針
江
に
湧
き
出
る
水
は
透
き
通
っ
て
お
り
、
と
て
も
美
し
い
。

私
が
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
地
域
の
方
に
手
渡
さ
れ
た
竹
筒
の
器
に
水
を

汲
み
、
一
口
飲
む
と
あ
ら
た
め
て
そ
の
お
い
し
さ
、
ま
ろ
や
か
さ
を
実
感

す
る
。
不
思
議
な
事
に
、
こ
こ
か
ら
一
集
落
湖
岸
へ
あ
る
い
は
山
側
へ
行

地面に石のプレートがある

沢山のカブが浮かぶ
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く
と
こ
の
よ
う
な
水
は
湧
き
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
何
か
こ
の
場
所

が
神
域
め
い
た
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
針
江
で
は
こ
の
水
を
生
水

（
し
ょ
う
ず
）
と
呼
ん
で
お
り
ま
さ
に
「
生
き
る
水
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
地
域
の
元
漁
師
、
田
中
三
五
郎
（
た
な
か
さ
ん
ご
ろ
う
）
さ
ん
の

お
家
に
伺
い
、
お
話
を
聞
く
事
が
で
き
た
。
玄
関
を
入
る
と
土
間
に
な
っ

て
お
り
旧
家
の
佇
ま
い
が
今
に
残
っ
て
い
る
。
あ
た
り
は
薄
暗
く
、
前
に

進
む
と
右
側
へ
一
段
下
が
る
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
。
辿
り
着
く
と
そ
こ

は
眩
し
く
、
キ
ラ
キ
ラ
と
揺
ら
め
く
光
に
満
ち
て
い
る
。
直
径
一
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
壷
池
に
水
が
注
が
れ
そ
の
下
方
へ
も
う
一
段
下
が
っ
た
と
こ
ろ

に
三
メ
ー
ト
ル
四
方
の
囲
い
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
口
を
ぱ
く
ぱ
く
し
た
鯉

が
数
匹
お
り
、
ど
う
や
ら
こ
の
空
間
は
外
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
事
に
気

付
く
。
こ
れ
が
内
川
端
（
う
ち
か
ば
た
）
で
あ
る
。

　

三
五
郎
さ
ん
が
「
あ
る
日
こ
の
鯉
、
何
故
か
元
気
が
無
い
ん
や
。
な
ん

か
“
い
つ
も
と
違
う
も
ん
”
が
な
が
れ
て
き
た
ん
や
ろ
な
あ
！
」
と
話
さ

れ
た
。
同
行
し
た
学
生
は
そ
の
言
葉
に
ド
キ
ッ
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。“
い

つ
も
と
違
う
も
ん
”
を
意
味
す
る
物
が
環
境
に
不
適
合
な
も
の
で
あ
る
こ

と
は
す
ぐ
に
想
像
は
つ
い
た
が
、
三
五
郎
さ
ん
が
日
々
の
自
然
環
境
の
変

化
に
敏
感
で
あ
る
事
が
じ
わ
じ
わ
伝
わ
っ
て
来
た
。
鯉
と
共
存
す
る
事
に

よ
り
周
囲
（
近
く
）
で
何
が
起
き
て
い
る
か
を
未
然
に
感
じ
取
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
私
た
ち
の
生
活
の
水
が
あ
ま
り
に
も
遠
い
と
こ

ろ
か
ら
来
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

我
々
の
自
然
に
対
す
る
危
機
感
は
い
つ
も
情
報
の
中
に
あ
る
。「
〇
〇

の
数
値
が
空
気
中
に
×
×
あ
り
、身
体
に
直
ち
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。」

な
ど
と
言
っ
た
言
葉
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
て
い
る
。
我
々
は
数
値
や

理
論
上
で
表
さ
れ
る
文
明
の
力
が
、
自
然
の
脅
威
と
対
峙
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
は
自
然
か
ら
贈
与
さ
れ
る
恵
み
と
自
然
の
変
化
を
感
じ
取
る
力

が
暮
し
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
と
感
じ
た
。

蛭
谷
の
湧
水
（
ひ
る
だ
に
の
ゆ
う
す
い
）

　

八
日
市
（
東
近
江
市
）
か
ら
伊
勢
の
国
（
三
重
県
）
へ
と
抜
け
る
八
風

街
道
を
走
り
、
永
源
寺
ダ
ム
を
こ
え
更
に
進
む
と
小
椋
谷
六
ヶ
畑
と
呼
ば

れ
る
地
域
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
黄
和
田
あ
た
り
か
ら
北
側
へ
入
っ
た
と
こ

ろ
に
古
く
は
茶
所
と
し
て
知
ら
れ
る
政
所
（
ま
ん
ど
こ
ろ
）
が
あ
る
。
ま

だ
山
奥
へ
進
む
と
蛭
谷
（
ひ
る
だ
に
）
と
呼
ば
れ
る
集
落
に
で
る
。
現
在

針江の生水　内川端の鯉とたわむれる学生をそっと見
守る三五郎さん

針江の生水　内川端の外側は水路とつながっている。
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お
話
し
さ
れ
な
が
ら
入
れ
て
い
た
だ
い
た
事
を
記
憶
し
て
い
る
。
後
か
ら

お
茶
の
話
も
聞
く
と
、「
こ
の
辺
り
で
は
皆
、
自
分
の
家
に
茶
畑
が
あ
り
、

そ
こ
で
と
れ
る
お
茶
を
飲
む
の
が
習
わ
し
だ
。」
と
話
さ
れ
た
。
こ
の
小

椋
谷
で
は
生
業
を
支
え
た
木
（
木
地
）
と
お
茶
は
自
然
の
恵
み
で
あ
り
、

神
で
あ
り
、
生
活
と
一
体
化
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
事
を
感
じ
た

次
第
で
あ
る
。

　

我
々
は
イ
ギ
リ
ス
や
イ
ン
ド
の
輸
入
紅
茶
、
或
い
は
宇
治
や
静
岡
の
玉

露
な
ど
を
専
門
店
で
購
入
し
、お
茶
を
楽
し
ん
で
い
る
が
、こ
こ
に
も
「
近

い
水
、
茶
」
の
差
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

最
後
に
蛇
足
で
あ
る
が
蛭
谷
の
一
つ
下
流
の
集
落
、
政
所
が
「
宇
治
は
茶

所
、
茶
は
政
所
」
と
う
た
わ
れ
た
の
は
茶
が
生
活
の
一
部
で
あ
っ
た
事
は

で
は
七
戸
く
ら
い
の
小
さ
な
集
落
で
あ
る
が
隣
の
集
落
、
君
ヶ
畑
（
き
み

が
は
た
）
と
並
ん
で
生
業
を
「
木
地
師
」
と
す
る
歴
史
と
伝
承
が
色
濃
く

残
っ
て
い
る
。

　

こ
の
地
に
は
じ
め
て
訪
れ
た
の
は
二
〇
〇
九
年
の
夏
で
あ
る
。
暑
い
盛

り
に
木
地
師
の
里
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
と
「
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
」
と
い
う

音
が
聞
こ
え
、
そ
の
音
源
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
近
寄
っ
て
行
く
と
音
源
な

ら
ぬ
水
源
を
発
見
し
た
。
山
の
斜
面
に
重
な
る
よ
う
に
集
落
が
立
ち
並
ん

で
お
り
、
自
然
石
を
積
ん
だ
石
垣
は
こ
の
集
落
を
し
っ
か
り
と
支
え
て
い

た
。
水
源
は
崖
か
ら
連
な
る
そ
の
石
垣
の
間
か
ら
溢
れ
出
て
お
り
、
そ
の

水
を
う
ま
く
パ
イ
プ
に
つ
な
げ
一
旦
貯
水
槽
に
貯
め
て
い
る
。
そ
れ
を
日

差
し
の
良
い
場
所
ま
で
引
き
、
皆
が
集
ま
る
水
場
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　

二
〇
一
二
年
初
夏
に
、
木
地
師
の
伝
承
を
取
材
す
る
機
会
が
訪
れ
、
蛭

谷
在
住
の
小
椋
正
美
（
お
ぐ
ら
ま
さ
み
）
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。
そ
の

時
に
水
に
つ
い
て
も
お
話
を
聞
く
事
が
で
き
た
。「
私
が
小
さ
い
頃
か
ら

絶
え
る
こ
と
な
く
水
が
出
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
生
活
の
水
で
あ
る
事
は

言
う
ま
で
も
な
く
、
生
ま
れ
る
前
か
ら
ず
っ
と
湧
き
出
て
い
る
水
で
あ

る
。」
と
話
さ
れ
た
。

　

更
に
私
は
お
話
の
最
中
、
気
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
丁
寧
に

お
茶
の
用
意
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。
お
茶
の
葉
を
急
須
に
い
れ
、
湯
を

湯
の
み
に
い
れ
て
か
ら
随
分
と
時
間
を
か
け
、
ま
た
そ
れ
を
湯
の
み
か
ら

急
須
に
移
し
、
ゆ
っ
く
り
と
お
茶
を
出
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
る
。

お
茶
の
香
と
味
は
非
常
に
印
象
深
い
も
の
で
あ
り
、
文
章
で
は
到
底
伝
え

る
事
が
出
来
な
い
。
そ
の
手
順
も
形
式
張
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
然
に

蛭谷の湧水　石垣の連なる集落にある水場

蛭谷の湧水　斜面にある水場
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当
然
の
事
、
途
切
れ
る
事
の
無
い
こ
の
湧
き
水
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
が
持
続

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

エ
ン
コ
（
え
ん
こ
）

　

瀬
田
の
唐
橋
東
詰
か
ら
北
へ
少
し
歩
く
と
平
屋
の
一
軒
家
が
軒
を
連
ね

る
懐
か
し
い
昭
和
の
空
気
が
漂
う
地
区
が
あ
る
。
大
津
市
瀬
田
一
丁
目
は

近
頃
そ
こ
の
枯
渇
し
て
い
た
湧
き
水
が
復
活
し
不
思
議
な
程
に
溢
れ
出
て

い
る
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
い
た
。
早
速
、
ま
ち
づ
く
り
住
民
グ
ル
ー
プ
の

村
田
譲
（
む
ら
た
ゆ
た
か
）
さ
ん
と
連
絡
を
と
り
、
お
話
を
聞
か
せ
て
い

た
だ
い
た
。

　

前
回
紹
介
し
た
米
原
市
世
継
地
区
の
「
か
な
ぼ
う
」
と
姿
形
が
よ
く
似

て
い
る
。
湧
き
水
は
上
下
二
つ
の
水
槽
に
た
め
ら
れ
上
の
水
槽
は
飲
用
、

下
の
水
槽
は
瀬
田
川
で
捕
っ
た
魚
を
生
け
簀
（
す
）
代
わ
り
に
入
れ
た
り
、

洗
濯
を
し
た
り
、
昭
和
三
〇
年
代
頃
ま
で
は
近
所
の
住
人
と
共
同
で
使
っ

て
い
た
と
聞
く
。
な
ぜ
そ
の
湧
き
水
が
再
び
湧
き
上
っ
た
か
で
あ
る
が
、

最
近
、
隣
接
す
る
大
手
家
電
メ
ー
カ
ー
の
工
場
が
撤
退
し
た
こ
と
で
地
下

水
を
使
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
は
な
か
ろ
う
か
と
話
さ
れ

る
。

　

工
場
は
発
展
と
共
に
地
下
水
を
た
く
さ
ん
汲
み
上
げ
、
そ
の
使
用
量
が

増
え
る
の
と
、
同
時
に
上
水
道
が
整
備
さ
れ
た
事
で
周
辺
住
民
は
「
エ
ン

コ
」
を
次
第
に
使
用
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

近
年
我
々
の
生
活
を
豊
か
に
し
、
日
本
の
近
代
化
を
担
っ
て
来
た
大
手

家
電
メ
ー
カ
ー
の
撤
退
や
規
模
縮
小
、
吸
収
合
併
の
話
を
耳
に
す
る
。
そ

エンコ　現存する上下二層式の遺構

エンコ　最近復活した湧水を汲む筆者

れ
は
高
度
情
報
化
社
会
の
隆
盛
が
一
段
落
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ツ
ー
ル
な
ど
多
く
の
製
品
を
世
に
送
り
出
す
利
便
性
を
追
求
し
て
来
た
時

代
か
ら
、
人
間
同
士
が
向
き
合
っ
て
対
話
す
る
時
代
に
変
化
し
て
来
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
瀬
田
一
丁
目
で
は
「
瀬
田
唐
橋
ま
ち
づ
く
り

の
会
」
が
発
足
し
、
八
カ
所
あ
っ
た
「
エ
ン
コ
」
を
復
元
す
る
計
画
が
あ

る
よ
う
だ
。「
ま
ち
の
宝
と
し
て
郷
土
史
の
伝
承
や
防
災
面
で
も
活
用
し

て
い
き
た
い
。」
と
い
う
思
い
を
村
田
さ
ん
は
話
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
か
ら
我
々
が
目
指
す
本
当
の
豊
か
さ
と
は
、
と
な
り
近
所
の
方
々

と
水
場
を
囲
ん
で
対
話
を
す
る
。
そ
し
て
、
い
ざ
と
い
う
非
常
時
に
助
け

合
え
る
関
係
で
い
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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四
、
道
端
の
水
、
巡
り
あ
う
水�

　
　（
み
ち
ば
た
の
み
ず
、
め
ぐ
り
あ
う
み
ず
）  

　

地
図
を
片
手
に
目
的
地
に
向
か
っ
て
水
を
探
し
出
す
途
中
、
ふ
と
し
た

切
掛
け
で
巡
り
会
う
こ
と
に
な
っ
た
水
、
あ
る
い
は
探
し
な
が
ら
も
水
場

が
発
見
で
き
ず
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
よ
う
な
存
在
の
水
を
取
上
げ
ま
す
。

湧
き
水
を
探
す
に
は
事
前
の
準
備
が
重
要
で
あ
る
。
予
め
地
図
と
睨
み
合

い
、「
だ
い
た
い
こ
の
辺
や
ろ
う
！
」
と
つ
ぶ
や
き
、
そ
の
場
所
を
想
像

し
な
が
ら
地
図
に
印
を
入
れ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
何
回
か
め
ぐ
っ
て
い

る
う
ち
に
、
概
ね
水
場
の
条
件
が
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　

社
寺
や
史
跡
の
中
に
あ
る
場
合
は
案
内
が
き
ち
ん
と
さ
れ
て
い
る
。
主

要
な
街
道
沿
い
に
あ
る
場
合
は
東
屋
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、
立
派
な
表
札

が
建
っ
て
い
る
。
県
内
の
エ
リ
ア
だ
と
一
日
八
カ
所
く
ら
い
回
る
事
が
出

来
れ
ば
、
上
出
来
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
簡
単
に
行
か
な
い
の
が
、
湧
き
水
め
ぐ
り
の
面
白
い
と

こ
ろ
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
地
元
の
人
々
だ
け
が
知
っ
て
い
る
水
場
を
訪
ね

る
の
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
私
の
よ
う
な
よ
そ
者
が
そ
の
生
活
圏

に
入
り
込
み
、
湧
き
水
が
見
つ
か
ら
な
い
と
な
る
と
、
周
辺
を
ウ
ロ
ウ
ロ

す
る
事
に
な
る
の
で
段
々
気
が
引
け
て
き
て
、
悪
い
気
が
し
て
く
る
の
は

当
然
の
こ
と
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
時
に
毎
回
「
水
」
を
い
た
だ
く
こ
と
の
意

味
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
水
は
生
命
体
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は

当
然
の
事
、
そ
の
背
景
に
あ
る
地
域
の
「
結
」
の
水
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
柄
杓
と
ボ
ト
ル
を
持
っ
て
歩
い
て
い
る

と
「
こ
っ
ち
や
で
！
」
と
近
所
の
方
の
声
が
し
て
、
と
っ
く
に
通
り
過
ぎ

て
見
落
と
し
た
「
水
」
に
め
ぐ
り
会
え
る
の
で
あ
る
。

　

今
回
は
そ
の
よ
う
な
、
派
手
な
存
在
観
は
な
い
が
、
そ
の
周
囲
の
地
元

に
息
づ
く
水
に
迫
り
た
い
。

胡
桃
谷
の
名
水
（
く
る
み
だ
に
の
め
い
す
い
）

　

長
浜
市
余
呉
町
、
上
丹
生
（
か
み
に
う
）
か
ら
菅
並
（
す
が
な
み
）
を

走
る
県
道
２
８
５
号
の
脇
か
ら
そ
の
水
は
突
如
湧
き
出
て
い
る
。
県
道
沿

い
に
は
蛇
行
す
る
高
時
川
、
東
の
峰
に
は
横
山
岳
、
迎
い
に
は
七
七
頭
ヶ

岳
（
な
な
づ
が
た
け
）
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
が
出
来
。
何
の
変
哲
も
な
い
道

路
脇
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
土
手
の
パ
イ
プ
に
導
水
し
て
あ
る
。
そ
こ
に

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
先
を
差
込
み
、
絶
え
ず
水
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
道

路
脇
の
側
溝
に
は
ス
テ
ッ
プ
も
設
置
し
て
あ
り
、
取
水
口
の
上
に
誰
か
の

手
書
き
で
あ
ろ
う
か
、
木
製
の
立
派
な
表
札
が
掲
げ
て
あ
る
の
だ
。「
こ

の
名
水
は
古
来
よ
り
湧
水
し
、
生
命
の
源
と
な
る
名
水
で
す
。
付
近
を
清

浄
に
� 

胡
桃
谷
の
名
水
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。

　

私
は
二
〇
一
〇
年
の
冬
と
二
〇
一
二
年
の
初
夏
に
二
度
訪
れ
汲
水
し
た

が
二
度
と
も
通
り
過
ご
し
て
い
る
。
車
で
二
回
三
回
と
前
を
走
っ
て
よ
う

や
く
辿
り
着
く
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
県
道
２
８
５
号
の
先
、
菅
並
方
面

に
は
古
刹
、
塩
谷
山
・
洞
寿
院
（
え
ん
こ
く
ざ
ん
・
と
う
じ
ゅ
い
ん
）
と

い
う
曹
洞
宗
の
お
寺
が
あ
る
。
そ
の
山
門
の
脇
に
山
側
か
ら
水
が
出
て
お

り
「
み
ん
な
の
塩
谷
の
水
」
も
同
時
に
立
ち
寄
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
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ち
ら
も
同
様
手
書
き
の
木
製
の
表
札
が
立
っ
て
い
る
が
、
詳
し
く
は
後
述

し
た
い
。

栃
生
の
水
（
と
ち
う
の
み
ず
）

　

大
津
と
京
都
の
県
境
、
途
中
か
ら
国
道
３
６
７
号
を
福
井
方
面
へ
走
り
、

高
島
市
に
入
っ
て
直
ぐ
の
と
こ
ろ
に
朽
木
栃
生
と
い
う
地
が
あ
る
。
こ
こ

も
道
路
脇
の
斜
面
側
に
水
飲
み
場
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
取
水
口
の
横
に

は
お
地
蔵
様
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
比
良
山
系
の
最
高
峰
、
武
奈
ヶ
岳
を
南

東
方
向
に
仰
ぎ
、
国
道
と
並
走
す
る
よ
う
に
安
曇
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
比
良
山
系
に
染
み
込
ん
だ
水
が
安
曇
川
へ
と
流
れ
込
ん
で
い
る
の

で
あ
ろ
う
と
想
像
が
つ
く
。
お
そ
ら
く
こ
の
辺
は
た
く
さ
ん
の
こ
の
よ
う

な
水
が
出
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

栃生の水　山側から湧き出る水を汲む筆者

栃生の水　道路脇の地蔵の横に水場がある

胡桃谷の名水　路側帯ぎりぎりで水を汲む筆者

胡桃谷の名水

　

以
前
こ
こ
を
通
り
、
気
に
な
っ
て
車
を
止
め
、
水
を
汲
ん
で
み
た
。
偶

然
地
元
の
農
家
の
方
が
あ
ら
わ
れ
、「
わ
し
ら
が
こ
こ
の
水
を
汲
め
る
よ

う
に
し
た
ん
や
！
」
と
話
し
か
け
ら
れ
た
。
こ
こ
は
側
道
が
少
し
広
め
に

と
ら
れ
て
あ
り
、
気
を
つ
け
て
見
て
い
る
と
比
較
的
気
付
き
や
す
い
水
場

に
な
っ
て
い
る
。
私
が
訪
れ
た
時
は
表
札
な
ど
で
名
前
を
示
す
も
の
は
な

か
っ
た
が
、
こ
こ
も
地
元
の
方
が
掃
除
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
通
る
度

に
水
汲
み
に
来
る
人
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

偶
然
み
つ
け
た
水
場
で
あ
る
が
、
自
然
の
恵
み
に
対
す
る
人
間
の
思
い

は
高
ま
っ
て
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
も
し
か
し
た
ら
名
前
が
つ
け
ら
れ

表
札
が
立
て
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
ふ
と
考
え
た
。
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て
指
定
を
受
け
、
二
〇
〇
六
年
に
は
米
原
市
の
柏
原
地
区
環
境
整
備
事
業

に
お
い
て
白
清
水
の
周
辺
も
整
備
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

一
見
、
道
端
の
な
ん
の
変
哲
も
無
い
湧
水
と
思
い
が
ち
だ
が
、
思
わ
ぬ

大
物
と
の
巡
り
合
せ
で
あ
っ
た
。

岩
間
の
水
（
い
わ
ま
の
み
ず
）

　

西
国
巡
礼
三
十
三
所
観
音
霊
場
第
十
二
番
札
所
、
岩
間
寺
か
ら
蛇
行
す

る
参
道
を
少
し
下
山
し
た
と
こ
ろ
に
、
祠
が
二
つ
並
ん
で
建
っ
て
お
り
そ

の
脇
か
ら
勢
い
よ
く
湧
き
出
る
水
が
あ
る
。
急
な
坂
道
だ
が
、
曲
が
り
道

の
少
し
奥
ま
っ
た
場
所
に
取
水
口
が
あ
る
た
め
、
比
較
的
足
を
止
め
易
く
、

い
つ
も
誰
か
が
水
を
汲
ん
で
い
る
の
を
目
に
す
る
。

　

本
当
の
お
目
当
て
は
岩
間
寺
（
岩
間
山
正
法
寺
）
に
あ
る
「
雷
神
爪
堀

白
清
水
（
し
ら
し
ょ
う
ず
）

　

米
原
市
（
旧
山
東
町
）
の
Ｊ
Ｒ
柏
原
駅
近
く
、
国
道
21
号
柏
原
東
交
差

点
か
ら
北
に
入
り
踏
切
を
こ
え
た
小
道
の
脇
の
山
裾
に
そ
の
水
場
は
ひ
っ

そ
り
と
佇
ん
で
い
る
。
何
回
か
私
も
訪
れ
た
が
水
を
汲
ん
で
い
る
人
と
出

く
わ
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
そ
の
理
由
は
湧
き
水
の
水
源
を
み
れ
ば

一
目
瞭
然
、
水
は
枯
れ
て
は
い
な
い
が
非
常
に
少
な
く
、
手
を
洗
っ
た
り

す
る
ほ
ど
勢
い
良
く
湧
き
出
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
は
周
囲
の
整
備
が
な
さ
れ
た
上
、
表
札
が
し
っ
か
り
と

立
て
ら
れ
、伝
説
を
受
け
継
ぐ
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
表
札
に
は「
白

清
水
（
し
ら
し
ょ
う
ず
）　

小
さ
な
泉
で
、
古
く
よ
り
白
清
水
ま
た
は
玉

の
井
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。『
古
事
記
』
に
、
倭
建
命
（
や
ま
と
た
け
る

の
み
こ
と
）
が
伊
吹
山
の
神
に
悩
ま
さ
れ
、
こ
の
泉
で
正
気
づ
い
た
と
あ

り
、
ま
た
、
中
世
仏
教
説
話
『
小
栗
判
官
照
手
姫
（
お
ぐ
り
は
ん
が
ん
て

る
て
ひ
め
）』
に
、
姫
の
白
粉
（
お
し
ろ
い
）
で
清
水
（
し
み
ず
）
が
白

く
濁
っ
た
こ
と
か
ら
白
清
水
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
平
成

八
年
三
月　

山
東
町
教
育
委
員
会
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
少
し
調
べ
て
み
る
と
国
道
21
号
は
旧
中
山
道
で
あ
り
、
南
西
方
向

に
柏
原
宿
が
あ
り
ま
す
。
東
西
約
一
・
五
キ
ロ
に
お
よ
ぶ
宿
場
は
中
山
道

の
中
で
も
大
規
模
な
宿
場
町
で
あ
り
三
四
四
を
数
え
る
軒
が
並
ん
で
い
た

と
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
伊
吹
も
ぐ
さ
の
産
地
で
も
あ
り
、
旅
人
で
繁
盛

し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

二
〇
〇
二
年
に
制
定
さ
れ
た
ま
ち
づ
く
り
条
例
「
歴
史
的
・
文
化
的
景

観
ま
た
は
、
自
然
景
観
の
形
成
の
た
め
の
整
備
等
が
必
要
な
地
区
」
と
し

白清水　立派な表札が立つ

白清水　少ない湧出量の水を丁寧に汲む
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岩間の水　祠のとなりから湧き出る

の
湧
水
」
で
あ
り
、
こ
の
湧
水
も
伝
説
を
持
つ
水
で
あ
る
が
詳
し
く
は
後

述
す
る
こ
と
に
す
る
。
巡
礼
の
道
を
車
で
逆
走
す
る
こ
と
に
な
る
が
岩
間

寺
へ
と
登
る
途
中
、
突
然
目
に
飛
び
込
ん
で
来
た
水
場
で
あ
る
。
音
羽
山

系
岩
間
山
は
日
本
海
側
か
ら
複
数
の
断
層
が
比
叡
山
を
経
て
複
雑
に
交
差

し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
。
永
い
年
月
を
経
て
沢
山
の
層
を
通
過
し
て
溜

ま
っ
た
伏
流
水
が
地
中
に
溜
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

岩
間
山
は
京
都
と
近
江
を
ま
た
ぎ
、
こ
の
よ
う
に
永
い
年
月
を
か
け
豊

富
な
水
を
潤
し
て
来
た
こ
と
を
思
う
と
日
本
の
文
化
の
源
流
が
こ
こ
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
小
学
生
の
頃
、
京
都
伏

見
で
育
っ
た
私
は
父
親
に
連
れ
ら
れ
、
伏
見
醍
醐
の
上
醍
醐
寺
（
第
十
一

番
札
所
）
か
ら
岩
間
寺
ま
で
歩
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
巡
礼
者
の
多

く
も
お
そ
ら
く
こ
の
水
で
喉
の
乾
き
を
潤
し
た
に
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
伏
見
は
そ
の
名
の
と
お
り
伏
水
が
語
源
で
あ
り
、
伏
見
桃
山
の
御
香

宮（
ご
こ
う
ぐ
う
）に
あ
る
御
香
水（
ご
こ
う
す
い
）が
有
名
で
あ
る
。
今
と

な
っ
て
は
伏
見
も
多
く
の
湧
水
（
伏
流
水
）
に
名
称
が
つ
け
ら
れ
観
光
用

湧
水
マ
ッ
プ
が
つ
く
ら
れ
る
程
、
町
の
ア
ピ
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

偶
然
出
会
っ
た
水
で
あ
る
が
、
今
日
「
近
江
の
水
を
め
ぐ
り
」
な
が
ら
、

私
の
育
っ
た
町
と
偶
然
繫
が
っ
た「
岩
間
の
水
」を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

今
回
紹
介
し
た
「
栃
生
の
水
」
と
「
岩
間
の
水
」
は
正
し
い
名
称
を
知

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
仮
に
つ
け
て
い
る
。
本
当
の
名
称
を
ご
存

知
の
方
、
或
い
は
地
域
で
の
呼
び
名
を
ご
存
知
の
方
は
ご
教
示
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
だ
。

五
、
人
物
の
水
、
伝
説
の
水�

　
　（
じ
ん
ぶ
つ
の
み
ず
、
で
ん
せ
つ
の
み
ず
）  

　

歴
史
に
名
を
刻
ん
だ
人
物
ゆ
か
り
の
水
、
あ
る
い
は
そ
の
水
場
が
今
日

に
至
ま
で
耐
え
る
こ
と
な
く
湧
き
出
流
こ
と
に
よ
り
伝
説
が
場
を
つ
く
っ

た
。
そ
ん
な
湧
き
水
に
迫
っ
て
み
る
。

　

湧
き
水
を
探
す
に
あ
た
っ
て
、
比
較
的
簡
単
に
情
報
が
見
つ
か
り
且
つ
、

現
場
で
も
周
辺
を
ウ
ロ
ウ
ロ
と
探
し
ま
わ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
な
く
、

あ
っ
さ
り
見
つ
け
る
こ
と
の
出
来
る
水
が
今
回
迫
る
水
だ
。
そ
も
そ
も
有

名
人
に
所
以
の
あ
る
水
は
、
そ
の
名
前
が
大
き
い
事
か
ら
庶
民
に
取
っ
て

は
覚
え
や
す
く
、
伝
説
も
時
代
時
代
の
様
々
脚
色
が
つ
き
、
伝
説
が
伝
説 岩間の水　突き刺してあるパイプの奥からも湧き出て

いる
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を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
り
一
層
そ
の
場
が
名
所
と
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像

が
つ
く
。

　

周
辺
環
境
も
整
備
が
行
き
届
き
、
必
ず
案
内
の
表
札
が
設
置
さ
れ
、
そ

こ
に
は
湧
き
水
の
由
緒
が
し
っ
か
り
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く

る
と
観
光
名
所
の
ひ
と
つ
に
な
り
、
語
り
部
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
積
極
的

に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
最
近
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
ス
ポ
ッ
ト
ブ
ー
ム
も
あ
い
ま
っ
て
、
街
の
案
内
絵
地
図
に
イ
ラ
ス
ト
入

り
で
載
る
ほ
ど
で
あ
り
、
湧
き
水
の
名
称
そ
の
も
の
が
名
所
に
な
り
つ
つ

あ
る
。

　

話
は
少
し
変
わ
る
が
、
私
は
湧
き
水
を
汲
む
時
に
、
必
ず
写
真
撮
影
を

行
う
。
そ
の
決
ま
り
事
は
次
の
三
点
だ
。
先
ず
は
そ
の
湧
き
出
る
様
子
を

借
景
と
な
る
景
色
を
入
れ
、
ど
の
よ
う
な
環
境
で
湧
き
出
て
い
る
か
を
撮

影
す
る
。
こ
れ
は
こ
の
環
境
が
今
日
現
在
は
保
た
れ
て
い
る
が
、
近
い
将

来
そ
の
状
態
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。
次
に
私
自
身

が
湧
き
水
を
汲
む
様
子
を
同
行
す
る
助
手
（
そ
の
多
く
は
妻
、
次
に
少
し

関
心
の
あ
る
学
生
）
に
撮
影
を
お
願
い
す
る
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
確
実
に
自
分
自
身
が
そ
の
湧
き
水
を
汲
水
（
き
っ
す
い
）
し
て
い
る
こ

と
の
証
明
と
し
て
。
最
後
に
取
水
口
の
ア
ッ
プ
、
或
は
湧
き
出
る
水
面
の

様
子
を
撮
影
す
る
。
こ
れ
も
一
番
目
と
同
じ
く
、
湧
水
量
や
透
明
度
、
そ

の
豊
か
さ
を
記
録
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
昨
今
の
環
境
の
異
変
に
よ
る
予
期
せ
ぬ
災
害
で
、
い
つ
ま
で
も
こ

の
状
態
が
持
続
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
写
真
撮
影
を
必
ず
行
う
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

話
は
戻
し
て
今
回
迫
る
湧
き
水
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
歴
史
に
名
を
刻

ん
だ
人
物
ゆ
か
り
の
水
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
整
備
が
行
き
届
い
て
お

り
、写
真
撮
影
が
比
較
的
容
易
、足
場
が
し
っ
か
り
確
保
で
き
、こ
だ
わ
っ

た
被
写
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
な
比
較
的
優
等
生
の
よ
う

な
水
に
迫
っ
て
み
た
い
。

梅
の
川
（
う
め
の
か
わ
）　
織
田
信
長

　

近
江
八
幡
市
安
土
町
、
Ｊ
Ｒ
安
土
駅
を
び
わ
湖
側
へ
下
車
し
て
す
ぐ
に

西
側
へ
歩
く
と
常
楽
寺
大
堂
（
じ
ょ
う
ら
く
じ
だ
い
ど
う
）
と
呼
ば
れ
る

地
区
に
出
る
。
道
幅
は
狭
く
碁
盤
の
目
状
に
路
が
延
び
て
い
る
事
か
ら
城

下
町
や
寺
内
町
と
し
て
古
く
か
ら
、
こ
の
町
が
栄
え
た
こ
と
が
想
像
つ
く
。

所
々
曲
が
り
角
に
木
製
で
渋
い
感
じ
の
小
さ
い
案
内
板
が
立
っ
て
い
る
。

よ
く
見
る
と
「
梅
の
川
→
こ
の
先
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
路
地
を
曲

が
り
し
ば
ら
く
歩
く
と
「
コ
ボ
ッ
コ
ボ
ッ
」
と
小
さ
い
音
が
し
た
。
住
宅

地
の
一
角
に
そ
の
水
場
は
設
け
ら
れ
て
お
り
、
道
路
か
ら
一
段
下
が
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
湧
き
出
て
い
た
。
湧
水
量
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
石
段
で

囲
わ
れ
、
そ
の
上
は
竹
垣
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
き
ち
ん
と
し
た
水
場
と

し
て
の
存
在
を
放
っ
て
い
る
。
脇
に
は
表
札
が
設
置
さ
れ
、「
梅
の
川　

こ
の
由
来
は
、
織
田
信
長
の
家
臣
武
井
夕
庵
が
難
波
よ
り
珍
茶
を
求
め
て

来
、
此
処
の
水
に
て
お
茶
を
入
れ
信
長
に
献
じ
た
と
こ
ろ
信
長
非
常
に
喜

び
、
其
の
後
お
茶
の
湯
に
は
常
に
こ
の
湧
水
を
使
用
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
た
。

　

他
に
も
こ
の
西
側
、
直
ぐ
裏
手
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
音
堂
川
（
お
と
ん
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る
の
だ
。

　

戦
国
の
世
に
、
天
下
を
目
前
に
し
た
信
長
が
拠
点
を
安
土
に
お
い
た
の

は
、
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
豊
か
な
水
に

恵
ま
れ
て
い
た
こ
も
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
尺
の
泉
（
さ
ん
じ
ゃ
く
の
い
ず
み
）
中
江
藤
樹

　

高
島
市
安
曇
川
町
、
国
道
１
６
１
号
線
を
大
津
よ
り
北
上
し
、
白
鬚
神

社
、
大
溝
城
跡
を
こ
え
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
右
手
に
藤
樹
の
里
文
化
芸

術
会
館
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
交
差
点
を
右
折
し
た
と
こ
ろ
に
上
小
川
と

呼
ば
れ
る
集
落
に
あ
た
る
。
そ
こ
か
ら
少
し
南
下
し
た
と
こ
ろ
に
良
知
館
、

そ
の
隣
に
藤
樹
書
院
跡
が
見
え
て
く
る
。
こ
こ
の
門
を
入
っ
た
と
こ
ろ
に

「
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
」
と
清
ら
か
な
音
を
立
て
湧
き
出
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

こ
れ
が
三
尺
の
泉
。
掘
り
抜
き
井
戸
が
回
収
さ
れ
以
前
の
よ
う
に
地
下
水

の
湧
出
が
復
活
し
た
そ
う
だ
。
取
水
口
は
綺
麗
に
整
理
さ
れ
、
庭
や
植
栽

の
手
入
れ
が
丁
寧
に
い
き
と
ど
い
て
お
り
、
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
る
。

横
に
は
飲
料
用
の
コ
ッ
プ
が
備
え
付
け
て
あ
る
。
当
然
こ
こ
に
も
し
っ
か

り
案
内
板
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、「
三
尺
の
泉　

こ
の
書
院
の
掘
抜
井
戸

が
改
修
さ
れ
、
そ
の
時
以
来
、
こ
ん
こ
ん
と
清
水
が
湧
き
出
す
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
美
し
い
湧
水
が
見
事
で
あ
っ
た
た
め
、
蕃
山
の
「
万
里
の
海

は
一
夫
に
飲
ま
し
む
る
事
あ
た
わ
ず
、
三
尺
の
泉
は
三
軍
の
渇
こ
れ
は
、

大
海
の
渇
き
を
い
や
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
三
尺
そ
こ
そ
こ
の
井
戸
で

も
万
人
を
い
や
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。」
と
記
載
さ
れ

て
い
た
。

ど
が
わ
）
湧
水
と
呼
ば
れ
る
湧
水
と
、
び
わ
湖
側
へ
少
し
歩
い
た
と
こ
ろ

に
北
川
湧
水
（
喜
多
川
と
も
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
梅
の
川
と
対
象
的
に

湧
水
量
が
非
常
に
多
く
豊
か
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
鯉
が
泳
い
で
お
り
、

新
旭
の
針
江
の
生
水
と
同
様
、
浄
化
作
用
に
一
役
か
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

二
〇
一
〇
年
の
冬
に
北
川
湧
水
を
訪
れ
た
時
に
は
近
所
の
農
家
の
方
で
あ

ろ
う
か
、
太
く
育
っ
た
ネ
ギ
を
ゴ
シ
ゴ
シ
洗
っ
て
お
ら
れ
た
の
が
印
象
的

だ
っ
た
。

　

こ
こ
か
ら
も
う
少
し
北
上
す
る
と
常
浜
と
い
う
港
公
園
に
出
る
。
こ
こ

は
室
町
時
代
、
観
音
寺
城
の
外
港
と
し
て
栄
え
、
明
治
初
期
ま
で
蒸
気
船

の
寄
港
地
と
し
て
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
更
に
北
上
す
る
と
西

の
湖
が
広
が
り
、
こ
の
湧
水
郡
の
水
が
注
が
れ
太
湖
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

梅の川　音の出る方へ柄杓を入れ汲水する筆者

梅の川　立派な由緒書きが脇に立つ



100近江の水をめぐる

　

中
江
藤
樹
は
、
江
戸
初
期
に
お
け
る
近
江
の
国
小
川
村
出
身
の
陽
明
学

者
。
二
七
歳
で
母
へ
の
孝
行
と
健
康
上
の
理
由
に
よ
り
近
江
に
戻
り
私
塾

を
開
く
。
屋
敷
に
藤
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
門
下
生
か
ら
藤
樹
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
る
。
藤
樹
が
四
一
歳
で
亡
く
な
る
半
年
前
に
「
藤
樹
書
院
」

を
開
き
、
門
人
の
教
育
拠
点
と
し
た
。
そ
の
説
く
所
は
身
分
の
上
下
を
こ

え
た
平
等
思
想
に
特
徴
が
あ
り
、
武
士
だ
け
で
な
く
商
工
人
ま
で
広
く
浸

透
し
「
近
江
聖
人
」
と
呼
ば
れ
た
。
代
表
的
な
門
人
と
し
て
熊
沢
蕃
山
、

淵
岡
山
、
中
川
謙
叔
な
ど
が
い
る
。

　

こ
の
周
辺
は
道
沿
い
に
水
路
が
多
く
み
ら
れ
、
無
名
の
湧
き
水
が
所
々

か
ら
湧
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
比
良
比
叡
の
山
々
か
ら
し
み
こ
ん
だ
水

が
伏
流
水
と
な
り
、
安
曇
川
水
系
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
水
の
豊

か
な
場
所
に
は
豊
か
な
人
材
が
育
ち
、
後
世
に
受
け
継
が
れ
る
の
だ
と
感

じ
つ
つ
、
水
を
汲
ん
だ
。

若
草
清
水
（
わ
か
く
さ
し
み
ず
）
蒲
生
氏
郷

　

近
江
商
人
の
町
、
蒲
生
郡
日
野
町
、
こ
こ
は
綿
向
山
を
眺
め
、
そ
の
里

宮
と
し
て
馬
見
岡
綿
向
神
社
を
中
心
と
す
る
集
落
が
あ
る
。
伊
勢
、
京
の

中
継
点
で
も
あ
り
、
全
国
か
ら
参
詣
す
る
人
々
の
行
き
交
う
場
所
で
あ
っ

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
町
の
中
心
部
、
村
井
の
町
並
み
を
す
ぎ
た

と
こ
ろ
に
、
河
川
の
堤
防
沿
い
を
予
感
す
る
よ
う
な
開
け
た
場
所
が
あ
ら

わ
れ
た
。
そ
の
目
前
に
地
蔵
堂
が
建
っ
て
お
り
、
す
ぐ
下
に
は
整
備
の
行

き
届
い
た
美
し
い
水
場
が
あ
る
。
私
が
訪
れ
た
と
き
は
何
か
箱
の
形
を
し

た
籠
が
取
水
口
近
く
に
お
い
て
あ
り
、
そ
の
中
を
そ
っ
と
覗
く
と
小
さ
な

魚
が
泳
い
で
い
た
。
水
面
か
ら
水
底
が
く
っ
き
り
と
見
え
、
非
常
に
綺
麗

で
あ
る
。
こ
れ
が
「
若
草
清
水
」
と
呼
ば
れ
る
湧
き
水
だ
。

　

千
利
休
の
七
哲
の
一
人
だ
っ
た
日
野
城
主
蒲
生
氏
郷
は
茶
の
湯
に
こ
の

水
を
使
っ
た
と
い
う
由
緒
あ
る
清
水
だ
そ
う
だ
。
こ
の
泉
の
そ
ば
に
は
趣

の
あ
る
石
の
句
碑
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
天
明
年
間
に
画
家
の
島
崎
雲
圃
が

清
水
の
い
わ
れ
を
書
い
た
碑
を
建
て
た
そ
う
だ
。
も
う
ひ
と
つ
の
石
に
は

歌
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
詠
む
と
「
た
ち
よ
れ
ば　

や
が
て
心
の
底
す
み
て  

む
す
ぶ
に
あ
か
ね　

若
草
の
水
」と
あ
る
。こ
れ
は
慶
応
二
年（
一
八
六
六
）

に
河
原
田
町
の
谷
孝
道
が
若
草
清
水
を
よ
ん
だ
歌
碑
を
建
て
た
と
い
う
こ

と
だ
。
こ
の
他
、
日
野
の
三
名
水
と
呼
ば
れ
る
湧
き
水
が
こ
こ
に
は
あ
る

よ
う
だ
。
ひ
と
つ
は
東
へ
五
分
程
歩
い
た
と
こ
ろ
に
興
敬
寺
が
あ
る
。
そ

三尺の泉　整備の行き届いた庭で水を汲む筆者

三尺の泉　藤樹書院跡
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の
南
側
の
脇
を
入
る
と
土
手
に
な
っ
て
お
り
、
落
葉
に
埋
も
れ
る
か
の
ご

と
く
そ
こ
か
ら
水
が
湧
い
て
い
る
「
落
葉
の
清
水
」。
も
う
一
つ
は
「
清

水
脇
の
清
水
」
と
い
う
水
が
湧
い
て
い
る
そ
う
だ
が
今
は
埋
没
し
て
し
ま

い
涸
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

　

蒲
生
氏
郷
が
茶
の
湯
を
楽
し
み
、
近
江
商
人
が
栄
え
た
。
そ
し
て
綿
向

山
を
仰
ぐ
こ
の
地
に
人
々
の
繁
栄
が
無
い
は
ず
が
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
湧

き
水
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
と
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
な
が
ら
柄
杓

で
水
を
汲
ん
だ
の
で
あ
る
。

弘
法
の
水
（
こ
う
ぼ
う
の
み
ず
）
弘
法
大
師

　

弘
法
大
師
の
名
を
借
り
た
水
は
全
国
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
代
表
的
な
も

の
に
広
島
県
福
山
市
赤
坂
、
神
奈
川
県
秦
野
市
、
愛
媛
県
西
条
市
、
石
川

県
七
尾
市
、
福
井
県
越
前
町
、
京
都
市
伏
見
区
小
栗
栖
な
ど
数
多
く
確
認

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
関
係
の
深
い
水
場
は
四
国
や
和
歌
山
、
大
阪
、
伊
勢

な
ど
数
え
だ
す
と
切
り
が
な
い
程
で
あ
る
。

　

我
が
国
、「
近
江
」
に
も
そ
れ
は
存
在
し
た
。
湖
北
木
ノ
本
か
ら
北
国

脇
往
還
を
北
へ
、
余
呉
の
集
落
に
差
し
掛
か
っ
た
坂
口
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

日
の
登
る
方
向
に
朱
塗
り
の
鳥
居
が
見
え
る
。
扁
額
に
は
「
大
箕
山
」
と

書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
呉
枯
ノ
峰
へ
の
登
山
道
で
あ
り
、
菅
山
寺
の
参

道
に
当
た
る
。
登
り
始
め
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
道
脇
に
石
仏
が
た
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
手
を
合
わ
せ
、
先
を
急
ぐ
と
ま
た
石
仏
が
現
れ
る
。
次
々

と
現
れ
、
何
か
に
導
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
峠
ま
で
登
る
と
菅
山
寺

へ
は
少
し
下
る
こ
と
に
な
る
。
し
ば
ら
く
歩
く
と
大
き
な
二
本
の
欅
の
古

木
が
迎
え
て
く
れ
た
。
あ
た
り
は
鬱
蒼
と
茂
る
樹
林
の
間
に
本
堂
、
護
摩

堂
、
経
堂
、
鐘
楼
な
ど
が
建
ち
並
び
か
つ
て
の
繁
栄
の
時
代
を
忍
ば
せ
る
。

「
菅
山
寺
」
そ
の
名
の
通
り
、
菅
原
道
真
が
中
興
し
た
と
伝
わ
る
古
寺
で

あ
る
。
朱
雀
池
を
挟
ん
で
向
い
に
建
つ
近
江
天
満
宮
と
は
神
仏
習
合
の
形

態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
話
は
湧
水
に
戻
る
が
、
実
は
こ
こ
に
訪
れ
る
こ
と
三
回
目
に
し

て
始
め
て
取
水
口
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
二
本
の
欅
の
向
こ
う
側

に
庫
裏
が
あ
り
、
そ
の
脇
の
石
段
を
少
し
下
り
た
と
こ
ろ
に
石
仏
座
像
を

発
見
し
た
。
な
ん
と
そ
の
足
元
か
ら
大
量
の
水
が
湧
き
出
て
い
た
の
で
あ

る
。
私
は
そ
こ
で
よ
う
や
く
気
付
い
た
。
坂
口
集
落
か
ら
こ
こ
ま
で
導
い

て
来
た
石
像
こ
そ
「
弘
法
大
師
」
そ
の
人
で
あ
り
、
こ
こ
に
四
国
八
十
八

箇
所
霊
場
の
圧
縮
さ
れ
た
姿
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
。

若草清水　趣のある石碑の前で水を汲む筆者

若草清水　地蔵堂横の石段を下りたところに水場がある
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数
え
は
し
な
か
っ
た
が
そ
の
最
終
地
点
が
、
探
し
求
め
て
い
た
「
弘
法

の
水
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
明
治
以
前
の
隆
盛
を
図
っ
た
時

代
の
遺
跡
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
は
、
坂
口
の
人
た
ち
を
中
心
と
し
た
信
仰
の
厚
い
人
々
の
手
で
守

ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
四
国
、
近
畿
、
北
陸
な
ど
の
地
に
、
こ
の
名
を
冠
し

た
水
が
多
い
の
は
弘
法
大
師
の
残
し
た
足
跡
と
地
域
の
人
々
の
厚
い
信
仰

が
今
日
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
水
は
途
切
れ
る
こ
と
の
な

い
証
明
そ
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

追
記  

　

滋
賀
県
文
化
振
興
事
業
団
が
発
行
す
る
「
湖
国
と
文
化
」
に
二
〇
一
二

年
十
二
月
よ
り
“
近
江
の
水
を
め
ぐ
る
”
と
題
し
て
近
江
の
湧
水
を
写
真

と
文
で
紹
介
す
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
現
在
ま
で
五
回
の
連
載
が
継

続
さ
れ
て
お
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
を
可
能
な
限
り
残
し
、
近
江
学
研
究
所

紀
要
と
し
て
再
編
集
し
た
。
研
究
の
動
機
と
し
て
美
術
作
品
制
作
か
ら
は

じ
ま
る
「
全
体
の
水
、
固
有
の
水
」、
次
に
近
江
の
手
仕
事
を
今
に
伝
え

る
水
と
し
て
、「
職
の
水
、
用
の
水
」、
上
水
道
が
整
備
さ
れ
る
以
前
か
ら

現
在
も
主
た
る
生
活
の
水
と
し
て
持
続
す
る
「
暮
し
の
水
、
近
い
水
」、

目
立
た
ぬ
存
在
で
は
あ
る
が
行
き
交
う
人
々
の
潤
い
と
な
っ
て
い
る
「
道

端
の
水
、
巡
り
あ
う
水
」、
歴
史
に
名
を
残
す
著
名
人
と
所
以
を
残
す
「
人

物
の
水
、
伝
説
の
水
」
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
水
の
背
景
に
迫
っ
て
み
た
。

　

先
述
し
た
が
湧
水
の
出
自
に
対
し
、
適
切
に
分
類
を
す
る
に
は
今
後
更

に
多
角
的
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
美

術
家
で
あ
る
私
が
今
日
の
生
活
や
現
実
性
の
面
か
ら
迫
り
、
体
感
し
表
現

す
る
こ
と
か
ら
探
究
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
。
今
後
も
新
た
な
切

り
口
を
探
し
つ
つ
水
の
出
自
に
つ
い
て
迫
っ
て
行
き
た
い
。

弘法の水　石像の足下から湧き出る水を汲む筆者

弘法の水　菅山寺の欅の古木
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