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わ
い
深
さ
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
絵
と
賛
か
ら
　
瓢
箪
と
茶
立
虫　

画
面

左
下
に
、
簡
略
化
さ
れ
た
墨
線
で
瓢
箪
が

あ
ら
わ
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
、
巣
兆
の
落

款
「
巣
兆
」
と
、
巣
兆
の
印
章
で
あ
る
朱

文
方
印
「
松
甫
」
が
み
ら
れ
ま
す
。
画
面

の
大
半
を
占
め
る
巣
兆
の
賛
に
は
、

　

草
庵
に
茶
立
虫
と
／
い
ふ
も
の

　

侍　

あ
る
人
の
い
ひ
／
け
る
や

　

う　

こ
の
む
し
の
／
声
を
聞
侍

　

れ
は
／
か
な
ら
す
／
よ
ろ
こ
ひ

　

事
侍
る
な
り
／
請
に
／
か
く
れ

　

さ
と
も
／
時
侍
り
と
／
米
櫃

　

の
／
そ
こ
良
事
／
あ
ら
ん
／
隠
れ
里

　

と
、
あ
り
ま
す
。
「
茶
立
虫
」
は
、
紙
や

で
ん
ぷ
ん
質
、
穀
類
な
ど
を
好
む
虫
で
、

今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
み
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
家
屋
の
障
子
や
米
櫃
（
こ
め
び
つ
）

の
中
な
ど
に
発
生
し
ま
す
。
止
ま
る
際
に

た
て
る
微
音
が
茶
を
た
て
る
音
に
似
て
い

る
こ
と
か
ら
こ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

「
草
庵
」
は
、
巣
兆
が
隠
棲
し
た
千
住
の

秋
香
庵
と
考
え
ら
れ
、
賛
の
内
容
を
要
約

す
る
と
、
秋
香
庵
の
米
櫃
に
茶
立
虫
が
湧

い
た
が
、
誰
か
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
虫

の
た
て
る
音
を
聞
け
ば
必
ず
良
い
こ
と
が

あ
る
そ
う
な
の
で
、
こ
の
庵
に
も
吉
事
が

舞
い
込
ん
で
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
「
米

櫃
の
そ
こ
良
事
あ
ら
ん
隠
れ
里
」
の
一
句

を
詠
ん
だ
、
と
な
り
ま
す
。
茶
立
虫
は
、

別
名
を
茶
柱
虫
と
も
い
う
の
で
、
茶
立
虫

が
湧
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
茶
柱
が
立
つ
様

子
を
連
想
し
て
「
縁
起
が
い
い
」
と
し
た

　

二
〇
二
二
年
三
月
二
十
三
日
～
六
月
五

日
、
足
立
区
立
郷
土
博
物
館
で
は
、
「
協
働　

拓
本
展
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
あ
だ
ち

拓
本
研
究
会
と
の
協
働
事
業
で
あ
る
本
展

で
は
、
あ
だ
ち
拓
本
研
究
会
の
こ
れ
ま
で

の
活
動
を
紹
介
し
、
同
会
の
所
蔵
品
を
中

心
に
様
々
な
拓
本
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
に
は
、
江
戸
時
代
後
期

に
千
住
関
屋
の
地
に
秋
香
庵
を

か
ま
え
、
俳
諧
連
「
千
住
連
」

を
率
い
る
と
共
に
、
絵
画
・
茶

道
に
力
を
注
い
だ
文
人
、
建
部

巣
兆
（
た
け
べ-

そ
う
ち
ょ
う
・

一
七
六
一
～
一
八
一
四
）
の
撰

文
が
刻
ま
れ
た
芭
蕉
句
碑
「
稲

妻
塚
」
の
拓
本
が
あ
り
ま
す
。

巣
兆
に
関
し
て
は
、
あ
だ
ち
拓

本
研
究
会
会
員
、
お
よ
び
足
立

文
化
団
体
連
合
会
会
長
で
あ
る

勝
村
秀
堂
氏
に
よ
っ
て
研
究
が

行
わ
れ
、
そ
の
中
で
蒐
集
さ
れ

た
巣
兆
と
そ
の
交
友
者
に
よ
る

作
品
群
は
、
二
〇
一
九
年
開
催

の
「
千
住
の
巣
兆
」
展
（
あ
だ

ち
拓
本
研
究
会
主
催
）
で
、
長

き
に
わ
た
る
顕
彰
活
動
の
成
果

が
示
さ
れ
た
後
に
、
郷
土
博
物

館
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
現
在

で
は
、
作
品
画
像
・
情
報
が
博

物
館
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

回
は
、
そ
の
中
か
ら
巣
兆
の
画

賛
を
一
点
と
り
あ
げ
、
そ
の
味
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士
戸
谷
半
兵
衛
の
も
と
に
滞
在
し
、
俳
諧

活
動
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
蕉
風

俳
諧
文
芸
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
妻
沼
（
現 

埼
玉
県
熊
谷
市
）
に
建
立
さ
れ
、
巣
兆
が

そ
の
由
来
を
撰
文
し
た
芭
蕉
碑
「
稲
妻
塚
」

（
「
協
働 

拓
本
展
」
に
拓
本
を
出
展
・
図
２
）

の
存
在
は
、
こ
の
地
域
に
蕉
風
俳
諧
が
根

付
い
て
い
た
こ
と
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い

ま
す
。

　

巣
兆
は
撰
文
の
中
で
、
芭
蕉
が
伊
勢
で

詠
ん
だ
「
稲
つ
ま
や
」
の
句
の
情
景
が
妻

沼
で
も
感
じ
ら
れ
た
た
め
こ
の
碑
を
建
て

た
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
土
地

の
由
来
に
か
か
わ
ら
ず
、
芭
蕉
が
感
じ
た

も
の
と
同
じ
風
情
を
体
得
す
る
こ
と
を
重

視
し
た
蕉
風
俳
諧
の
俳
人
た
ち
で
す
が
、

そ
こ
に
は
、
芭
蕉
お
よ
び
芭
蕉
の
句
世
界

へ
の
深
い
理
解
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

《
瓢
箪
図
自
画
賛
》
は
、
巣
兆
な
り
に
、

芭
蕉
の
世
界
を
見
つ
め
よ
う
と
し
た
姿
を

画
賛
か
ら
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
点
で
、

面
白
い
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。

（
郷
土
博
物
館
専
門
員
）

巣
兆
の
持
ち
物
に
記
し
た
名
前
の
よ
う
に

見
え
ま
す
し
、
よ
く
見
る
と
少
し
底
が
欠

け
た
よ
う
に
描
か
れ
る
瓢
箪
図
は
、
虫
食

い
に
あ
っ
た
実
物
の
瓢
箪
の
姿
を
あ
ら
わ

し
た
か
の
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

画
と
文
、
双
方
に
よ
っ
て
「
米
櫃
＝
瓢
箪

＝
芭
蕉
」
が
連
想
さ
れ
る
《
瓢
箪
図
自
画
賛
》

は
、
巣
兆
の
確
か
な
芭
蕉
研
究
の
様
相
と
、

芭
蕉
へ
の
憧
憬
の
念
が
反
映
さ
れ
た
作
品

で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

■
芭
蕉
の
世
界
を
み
つ
め
る　

与
謝
蕪
村

と
同
時
代
に
蕉
風
俳
諧
の
復
古
運
動
に
つ

と
め
、
江
戸
に
春
秋
庵
を
か
ま
え
た
俳
人
、

加
舎
白
雄
（
か
や-

し
ら
お
）
。
巣
兆
を
は

じ
め
、
白
雄
に
俳
諧
を
学
ん
だ
俳
人
た
ち

は
、
芭
蕉
と
同
じ
よ
う
に
全
国
各
地
を
行

脚
し
、
ま
た
は
各
地
を
拠
点
と
し
て
、
蕉

風
俳
諧
の
普
及
に
つ
と
め
ま
し
た
。
そ
の

普
及
力
は
、
本
来
は
芭
蕉
ゆ
か
り
の
地
で

は
な
い
場
所
に
も
及
び
ま
す
。

　

埼
玉
の
本
庄
・
熊
谷
は
、
巣
兆
と
同
時

代
の
白
雄
門
下
の
俳
人
、
常
世
田
長
翠
（
と

こ
よ
だ

-

ち
ょ
う
す
い
）
が
、
地
元
の
名

の
瓢
箪
の
米
櫃
を
愛
用
し
て
い
ま
し
た
。

　

「
四
山
」
と
い
う
銘
は
、
芭
蕉
の
俳
文
「
瓢

之
銘
」
に
、
芭
蕉
と
親
交
の
あ
っ
た
俳
人
、

山
口
素
堂
が
付
け
た
と
記
述
さ
れ
て
い
ま

す
。
（
『
芭
蕉
翁
絵
詞
伝　

芭
蕉
翁
俳
句
俳

文
集
』
大
正
十
五
年
・
一
九
二
六
）
文
中
、

芭
蕉
は
「
四
山
」
と
い
う
銘
を
気
に
入
り
、

「
物
ひ
と
つ
瓢
は
か
ろ
き
わ
が
世
か
な
」
と

詠
ん
だ
と
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
芭
蕉
の
自
撰
句
集
『
あ
つ
め
句
』

（
貞
享
四
年
・
一
六
八
七
）
に
も
、
「
も
の

一
つ
我
が
よ
は
か
ろ
き
ひ
さ
ご
哉
」
と
、

「
瓢
之
銘
」
と
は
多
少
改
変
は
あ
る
も
の
の
、

同
様
の
句
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
句
か
ら
は
、
芭
蕉
が
瓢
箪
の
米
櫃
を
、

単
な
る
日
用
品
で
は
な
く
、
自
身
の
人
生

観
を
示
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
重
要
視
し

て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
巣
兆
の
画
賛
に
話
を
戻
し
ま
す

と
、
句
中
「
米
櫃
」
と
書
か
れ
て
い
る
箇

所
は
、
句
の
下
に
描
か
れ
る
瓢
箪
が
、
芭

蕉
が
米
櫃
と
し
て
使
用
し
て
い
た
背
景
を

思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
「
こ
め
び
つ
」
で
は
な

く
「
ひ
ょ
う
・
へ
う
（
瓢
）
」
と
読
ま
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
句
は
、

自
身
の
草
庵
（
＝
秋
香
庵
）
の
米
櫃
に
茶

立
虫
が
わ
い
た
情
景
を
、
瓢
箪
を
米
櫃
と

し
て
愛
用
す
る
芭
蕉
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
仮

託
し
て
あ
ら
わ
し
た
句
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
す
。

　

あ
る
い
は
、
巣
兆
も
芭
蕉
の
真
似
を
し

て
実
際
に
瓢
箪
を
米
櫃
に
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
巣
兆
の
落
款
・
印
章
は

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

米
櫃
に
虫
が
湧
く
と
い
う
、
通
常
で
あ

れ
ば
好
ま
し
く
な
い
状
況
を
、
吉
事
が
舞

い
込
ん
で
く
る
縁
起
も
の
と
と
ら
え
る
点

か
ら
は
、
滑
稽
か
つ
洒
落
た
雰
囲
気
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
で
は
、
こ
の
賛
の
傍
に

描
か
れ
る
瓢
箪
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
そ
の
意

味
を
読
み
解
け
ば
、
巣
兆
な
ら
び
に
そ

の
師
系
が
欽
慕
し
た
俳
人
、
松
尾
芭
蕉

（
ま
つ
お

-

ば
し
ょ
う
・
一
六
四
四
～
一 

六
九
四
）
へ
の
想
い
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。

■
芭
蕉
の
愛
用
品
・
瓢
箪
の
米
櫃　

各
地
を

行
脚
し
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
な
ど
様
々
な

紀
行
文
を
残
す
中
で
、「
軽
み
」
を
は
じ
め

と
し
た
俳
諧
の
新
風
を
打
ち
立
て
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
芭
蕉
で
す
が
、
そ
の
活
動
は
、

延
宝
八
（
一
六
八
〇
）
年
に
故
郷
伊
賀
（
現 

三
重
県
）
を
離
れ
て
江
戸
深
川
の
地
に
芭
蕉

庵
を
結
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

こ
の
芭
蕉
庵
の
様
子
を
伝
え
た
記
述
が
、

芭
蕉
門
下
の
俳
人
、
越
智
越
人
（
お
ち-

え

つ
じ
ん
）
が
、
芭
蕉
の
死
後
に
撰
集
し
た

句
集
『
鵲
尾
冠
（
し
ゃ
く
び
か
ん
）
』
（
享

保
二
年
・
一
七
一
七 

序
）
に
み
ら
れ
ま
す
。

　

堂
の
う
ち
茶
碗
十
ヲ
、
菜
刀
一
枚
、

　

米
入
る
ゝ
瓢
一
ツ
、
五
升
の
外
不
入
、

　

名
を
四
山
と
申
候
。

　

芭
蕉
庵
に
は
、
茶
碗
が
十
個
、
菜
切
り

包
丁
が
一
つ
、
そ
し
て
米
が
五
升
入
る
と

い
う
瓢
箪
の
米
櫃
が
一
つ
し
か
な
い
と
あ

り
、
芭
蕉
は
「
四
山
」
な
る
銘
を
持
つ
こ
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の
結
果
、
武
蔵
武
士
の
多
く
が
頼
朝
に
従

う
こ
と
を
選
び
ま
し
た
。
こ
の
功
績
に
よ
っ

て
遠
元
は
頼
朝
か
ら
足
立
郡
の
支
配
を
認

め
ら
れ
ま
し
た
。
他
の
武
士
が
頼
朝
か
ら

こ
う
し
た
権
利
を
認
め
ら
れ
た
の
は
も
っ

と
後
の
こ
と
で
、
遠
元
が
頼
朝
か
ら
厚
遇

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

■
公
文
所
（
く
も
ん
じ
ょ
）　

平
氏
と
の
戦

い
が
続
く
中
、
頼
朝
は
元
暦
元
年
（
一
一 

八
四
）
十
月
に
政
務
を
取
扱
う
公
文
所
を

創
設
し
、
遠
元
が
寄
人
（
役
人
）
に
な
り

ま
す
。
寄
人
に
選
ば
れ
た
他
の
五
人
は
文

士
と
い
わ
れ
、
武
士
は
遠
元
だ
け
で
し
た
。

遠
元
は
武
士
を
抑
え
る
た
め
の
重
し
と
し

て
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
遠
元

自
身
に
も
文
士
同
様
の
器
量
が
あ
っ
た
と

み
ら
れ
、
こ
う
し
た
こ
と
が
文
武
両
道
の

人
物
と
考
え
ら
れ
る
理
由
で
す
。

■
幕
府
の
宿
老
（
し
ゅ
く
ろ
う
）　

文
治

元
年
（
一
一
八
五
）
三
月
に
源
義
経
が
壇

ノ
浦
合
戦
で
平
氏
を
滅
ぼ
し
ま
す
。
そ
し

て
、
同
年
十
一
月
、
頼
朝
は
後
白
河
法
皇

か
ら
守
護
・
地
頭
の
設
置
を
認
め
ら
れ
ま

す
。
従
来
は
、
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
と
な
っ

た
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
を
鎌
倉
幕
府

の
成
立
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
で
は

守
護
・
地
頭
の
設
置
を
以
て
鎌
倉
幕
府
の

成
立
と
み
な
す
説
が
有
力
で
す
。

　

遠
元
は
西
国
で
の
合
戦
に
は
参
加
し
な

か
っ
た
よ
う
で
、
鎌
倉
に
残
っ
た
頼
朝
の

補
佐
を
安
達
盛
長
と
共
に
し
て
い
た
よ
う

で
す
。
鎌
倉
幕
府
の
正
史
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』

は
、
文
治
二
年
か
ら
遠
元
と
盛
長
の
こ
と

頼
厚
い
側
近
で
し
た
。
盛
長
は
遠
元
の
叔

父
で
、
ド
ラ
マ
で
も
盛
長
を
年
上
の
役
者

が
演
じ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
遠
元
の
方

が
年
上
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
遠
兼

と
盛
長
が
兄
弟
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
疑

問
視
す
る
見
方
も
あ
り
ま
す
。

■
平
治
の
乱 

遠
元
は
、
平
治
の
乱
（
一
一 

五
九
年
）
で
頼
朝
の
父
義
朝
に
従
い
、
平

清
盛
と
戦
い
ま
し
た
。
『
平
治
物
語
』
に
は
、

恩
賞
と
し
て
遠
元
が
右
馬
允
（
う
ま
の
じ
ょ

う
）
に
任
官
し
た
こ
と
や
、
合
戦
の
際
に

味
方
を
助
け
活
躍
し
た
逸
話
も
記
さ
れ
て

お
り
、
勇
ま
し
い
武
士
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
平
治
の
乱
に
は
三
浦
義
澄
や
上
総
広

常
な
ど
関
東
武
士
が
多
く
参
加
し
て
い
ま

し
た
が
、
遠
元
は
そ
の
中
心
人
物
の
一
人

で
し
た
。
結
局
、
義
朝
は
敗
れ
、
落
ち
延

び
る
途
中
で
討
ち
取
ら
れ
、
遠
元
等
は
関

東
へ
逃
亡
し
ま
し
た
。
頼
朝
も
捕
ま
り
ま

し
た
が
、
清
盛
に
命
を
助
け
ら
れ
、
伊
豆

へ
流
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
北
条
時
政

の
娘
で
あ
る
政
子
と
結
ば
れ
ま
す
。

■
治
承
・
寿
永
の
乱　

治
承
四
年
（
一
一 

八
〇
）
八
月
、
頼
朝
は
平
氏
を
打
倒
す
べ

く
挙
兵
し
ま
す
が
、
石
橋
山
合
戦
で
敗
れ
、

船
で
安
房
国
へ
逃
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
名

門
の
上
総
広
常
と
千
葉
常
胤
を
味
方
に
付

け
、
隅
田
川
を
渡
っ
て
武
蔵
国
へ
入
り
ま

す
。
こ
の
時
、
足
立
遠
元
と
豊
島
清
光
（
清

元
）
・
葛
西
清
重
親
子
の
三
人
が
頼
朝
の
元

へ
馳
せ
参
じ
ま
す
。
遠
元
は
豊
島
氏
と
も

血
縁
が
あ
り
、
遠
元
が
二
人
を
誘
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

長
い
間
、
足
立
郡
と
い
う
同
じ
行
政
区
画

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
現
在
、
足
立

と
い
う
地
名
を
継
承
し
て
い
る
自
治
体
は

足
立
区
の
み
で
す
。

■
足
立
氏
の
出
自　

足
立
氏
は
、
京
都
の

官
人
藤
原
遠
兼
が
関
東
に
下
向
し
、
子
の

遠
元
が
足
立
郡
を
領
し
て
、
足
立
を
名
乗

り
始
め
た
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

足
立
氏
の
館
跡
と
し
て
伝
わ
る
場
所
は
、

桶
川
市
や
さ
い
た
ま
市
な
ど
に
複
数
あ
り

ま
す
が
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。

■
安
達
盛
長　

遠
兼
の
弟
が
安
達
盛
長
で
、

盛
長
は
頼
朝
が
奥
州
藤
原
氏
を
滅
ぼ
し
た

後
に
陸
奥
国
安
達
郡
（
現
福
島
県
二
本
松

市
周
辺
）
を
所
領
と
し
て
与
え
ら
れ
た
た

め
、
安
達
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
盛
長
は
頼
朝
の
乳
母
比

企
尼
の
娘
を
妻
と
し
て
お
り
、
頼
朝
の
信

　

話
題
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
１
３

人
」
に
足
立
遠
元
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
番
外
編
と
し
て
、
足
立

遠
元
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
足
立
郡　

足
立
氏
と
足
立
区
の
足
立
は
、

共
に
武
蔵
国
足
立
郡
と
い
う
地
名
に
ち
な

ん
だ
も
の
で
す
。
足
立
郡
は
明
治
十
一
年

（
一
八
七
八
）
に
廃
止
と
な
り
ま
し
た
が
、

古
代
か
ら
近
代
ま
で
存
在
し
た
広
大
な
郡

で
し
た
。
荒
川
と
元
荒
川
・
綾
瀬
川
に
囲

ま
れ
た
地
域
で
、
北
は
埼
玉
県
鴻
巣
市
ま

で
及
び
、
南
端
が
足
立
区
域
で
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
足
立
区
と
草
加
市
や
川
口
市

は
今
で
こ
そ
東
京
都
と
埼
玉
県
に
分
断
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
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対
立
す
る
平
頼
綱
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る

霜
月
騒
動
が
起
こ
り
、
足
立
氏
も
運
命
を

共
に
し
ま
す
。
し
か
し
、
遠
元
の
孫
遠
政

が
丹
波
国
に
移
住
し
て
お
り
、
そ
ち
ら
の

方
は
戦
国
時
代
に
織
田
信
長
に
滅
ぼ
さ
れ

る
ま
で
命
脈
を
保
ち
ま
す
。

　

足
立
区
に
残
る
足
立
氏
の
痕
跡
と
し
て

は
、
遠
元
の
子
で
あ
る
元
重
が
淵
江
田
を

領
し
て
お
り
、
淵
江
は
足
立
区
に
残
る
地

名
で
す
。
ま
た
、
南
北
朝
期
に
は
足
立
大

炊
介
と
い
う
人
物
が
石
塚
を
支
配
し
て
い

た
よ
う
で
、
石
塚
は
栗
原
に
あ
る
小
地
名

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
栗
原
二
―
三
―

三
に
は
石
塚
公
園
が
あ
り
ま
す
）
。
さ
ら
に

明
治
時
代
に
伊
興
か
ら
出
土
し
た
甲
冑
が

足
立
氏
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
昨
年

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
本
誌
六
三
六
号
で

紹
介
し
た
佐
藤
寛
介
氏
の
論
文
参
照
）
。

　

足
立
遠
元
は
、
文
武
両
道
の
人
物
と
し

て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
メ
ー
ジ
に
ふ

さ
わ
し
い
人
物
で
あ
り
、
頼
朝
の
幕
府
創

業
と
そ
の
地
固
め
に
多
大
な
貢
献
を
し
た

人
物
で
し
た
。
今
後
、
ド
ラ
マ
で
は
足
立

区
に
も
縁
の
あ
る
足
立
遠
元
が
ど
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
皆
様

も
ご
注
目
下
さ
い
。

　
【
主
要
参
考
文
献
等
】

金
澤
正
大
『
鎌
倉
幕
府
成
立
期
の
東
国
武

士
団
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
八
年

同
（k

a
n
a
z
a
w

a
4
5

）
Ｈ
Ｐ
『
歴
史
と
中
国
』

「
武
蔵
武
士
足
立
遠
元
」

（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
　
貴
浩
）

が
危
篤
状
態
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
中

で
、
頼
家
の
子
一
幡
を
擁
立
し
よ
う
と
す

る
比
企
能
員
を
九
月
二
日
に
北
条
時
政
が

殺
害
し
、
一
幡
も
殺
害
し
ま
す
。
頼
家
は

病
状
が
回
復
し
ま
す
が
、
伊
豆
国
修
善
寺

に
追
放
さ
れ
、
翌
元
久
元
年
七
月
に
北
条

氏
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
北

条
氏
が
権
力
を
握
っ
て
い
き
ま
す
。

　

三
代
将
軍
に
は
頼
家
の
弟
の
実
朝
が
な

り
ま
す
が
、
実
朝
は
頼
家
の
子
で
あ
る
公

暁
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
、
公
暁
も
討
ち
取

ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
頼
朝
の
血
統
が

絶
え
ま
す
。
こ
う
し
た
政
変
の
中
で
、
遠

元
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
は
不
明
で

す
が
、
実
朝
の
着
甲
始
の
儀
で
も
遠
元
と

小
山
朝
政
が
実
朝
に
鎧
を
着
せ
て
い
ま
す
。

こ
の
頃
に
は
、
頼
朝
時
代
に
宿
老
と
呼
ば

れ
て
い
た
人
は
み
な
死
ん
で
お
り
、
遠
元

が
最
高
齢
の
宿
老
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
元

久
二
年
（
一
二
〇
五
）
元
旦
に
は
嫡
男
の

元
春
の
活
動
が
確
認
で
き
、
徐
々
に
世
代

交
代
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。

　

同
年
六
月
に
は
、
遠
元
の
娘
婿
の
畠
山

重
忠
と
孫
の
重
秀
が
北
条
氏
に
よ
っ
て
滅

ぼ
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
も
あ
り
ま
し
た
。

有
力
御
家
人
の
多
く
は
北
条
氏
に
よ
っ
て

滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

遠
元
の
最
後
の
記
録
は
、
承
元
元
年

（
一
二
〇
七
）
三
月
で
、
闘
鶏
会
に
出
席

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、

間
も
な
く
死
去
し
た
の
で
し
ょ
う
。

■
足
立
氏
と
足
立
区　

弘
安
八
年
（
一
二 

八
五
）
、
安
達
盛
長
の
子
孫
で
あ
る
泰
盛
が

房
と
遠
元
の
娘
が
結
婚
し
た
と
推
測
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
建
久
五
年
に
も
北
条

泰
時
の
元
服
式
に
参
列
し
て
い
ま
す
。
遠

元
は
、
安
達
盛
長
を
通
じ
て
比
企
氏
と
の

関
係
を
強
め
て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
し
て

北
条
氏
と
の
関
係
も
強
め
て
い
き
ま
す
。

■
十
三
人
の
合
議
制　

正
治
元
年
（
一
一 

九
九
）
一
月
に
頼
朝
が
死
去
し
、
頼
家
が

将
軍
と
な
り
ま
す
。

　

頼
家
は
専
制
的
な
政
治
姿
勢
を
見
せ
、

わ
ず
か
二
か
月
後
に
は
、
反
発
し
た
御
家

人
た
ち
に
よ
っ
て
頼
家
の
親
裁
が
停
止
さ

れ
、
有
力
御
家
人
十
三
人
に
よ
る
合
議
制

へ
と
移
行
し
ま
す
。
北
条
時
政
・
義
時
親

子
や
比
企
能
員
・
梶
原
景
時
・
三
浦
義
澄
・

安
達
盛
長
等
と
共
に
遠
元
も
十
三
人
に
名

を
連
ね
て
い
ま
し
た
。
大
河
ド
ラ
マ
の
名

前
は
、
こ
の
十
三
人
の
合
議
制
が
由
来
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
同
年
十
月
、
梶
原
景
時
に
対

し
て
不
満
を
持
っ
た
御
家
人
六
六
名
が
連

署
し
て
景
時
を
弾
劾
し
、
遠
元
も
加
わ
り

ま
し
た
。
景
時
は
追
放
さ
れ
た
後
、
殺
害

さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
早
く
も
十
三
人
の

合
議
制
は
ほ
こ
ろ
び
を
見
せ
る
の
で
す
。

■
晩
年
の
遠
元　

遠
元
の
生
没
年
は
不
明

で
す
が
、
十
三
人
の
合
議
制
が
成
立
す
る

お
よ
そ
四
十
年
前
に
起
こ
っ
た
平
治
の
乱

に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど

ん
な
に
若
く
推
定
し
て
も
六
十
歳
前
後
で

し
ょ
う
。
遠
元
の
人
生
も
晩
年
に
差
し
掛

か
り
ま
す
。

　

建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
八
月
、
頼
家

を
「
宿
老
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
「
宿
老
」

は
重
要
な
地
位
に
い
る
人
を
指
す
言
葉
で

あ
り
、
有
力
御
家
人
だ
け
が
宿
老
と
さ
れ

ま
し
た
。

■
幕
府
の
重
鎮　

平
氏
を
倒
し
た
頼
朝
は
、

次
に
奥
州
藤
原
氏
を
標
的
に
し
ま
す
。
文

治
五
年
（
一
一
八
九
）
七
月
に
頼
朝
は
大

軍
を
率
い
て
鎌
倉
を
出
陣
し
ま
す
が
、
遠

元
と
盛
長
も
従
軍
し
て
い
ま
す
。
頼
朝
は

藤
原
氏
を
滅
ぼ
し
、
恩
賞
と
し
て
盛
長
に

安
達
郡
を
与
え
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お

り
で
す
。

　

日
本
全
国
を
従
え
た
頼
朝
は
、
翌
建
久

元
年
（
一
一
九
〇
）
十
一
月
に
武
威
を
示

す
べ
く
上
洛
し
、
後
白
河
法
皇
と
対
面
し

ま
す
。
そ
し
て
、
右
近
衛
大
将
に
任
じ
ら

れ
ま
す
。
十
二
月
一
日
に
右
近
衛
大
将
拝

賀
行
列
が
行
わ
れ
、
七
人
が
付
き
従
い
ま

す
が
、
遠
元
も
そ
の
一
人
に
選
ば
れ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
頼
朝
は
、
御
家
人
の
中
か

ら
功
績
の
あ
っ
た
者
十
人
を
選
び
、
朝
廷

に
推
薦
し
て
官
職
を
与
え
ま
す
が
、
遠
元

も
選
ば
れ
、
左
衛
門
尉
に
任
官
し
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
、
遠
元
は
頼
朝
の
嫡
子
頼

家
の
着
甲
始
（
ち
ゃ
っ
こ
う
は
じ
め
）
の

儀
な
ど
様
々
な
行
事
な
ど
で
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。
遠
元
が
幕
府
に
お

け
る
重
鎮
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
言
え
ま
す
。

■
北
条
氏
と
の
関
係　

文
治
五
年
に
遠
元

は
、
北
条
時
政
の
子
で
あ
る
時
房
の
元
服

式
に
参
列
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
建
久
年

間
（
一
一
九
〇
～
一
一
九
九
）
に
は
、
時


