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「
昔
、
木
津
川
に
大
洪
水
が
あ
り
、
当
時
あ
っ
た
寺
も
墓
も
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。（
注
・
正
徳
年
間
の
大
洪
水
の
こ
と
か
）
し
た

が
っ
て
現
在
あ
る
寺
（
善
照
寺
）
は
、
大
和
に
あ
っ
た
古
寺
を
高
台
の
現
在
地
（
小
字
西
川
原
）
に
移
し
再
興
し
た
。
旧
寺
の
あ
っ

た
所
は
小
字
本
庄
に
寺
屋
敷
跡
と
し
て
、奈
良
街
道
に
面
し
た
土
地
が
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
寺
の
名
は
不
明
で
あ
る
」

ま
た
、
墓
地
に
関
し
て
は
、「
現
在
の
木
津
川
河
川
敷
内
で
、
当
集
落
の
東
方
に
あ
っ
た
」
と
は
、
昔
か
ら
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

　

昭
和
六
十
年
十
一
月
、
精
華
町
教
育
委
員
会
が
、
国
、
府
の
補
助
事
業
と
し
て
墓
地
の
伝
承
の
あ
る
百
久
保
地
先
遺
跡
（
中
世
墓

地
跡
）
を
発
掘
調
査
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
先
に
（
昭
和
五
十
九
年
九
月
）
私
が
、
中
世
墓
地
跡
の
発
見
者
と
し
て
、
新
聞
、
テ
レ
ビ

な
ど
で
大
き
く
報
道
さ
れ
た
も
の
で
、
町
、
町
教
育
委
員
会
そ
の
他
の
関
係
者
各
位
の
熱
意
と
努
力
の
お
か
げ
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
は
、『
京
都
府
精
華
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
（
第
一
集
）
百
久
保
地
先
遺
跡
第
一
次
発
掘
調
査
概
報
』
と
し
て
報

○
墓
地
の
伝
承

三
つ
の
伝
承

―
墓
地
・
寺
・
地
域
名
に
つ
い
て
―

石
井
一
夫
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告
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　

発
掘
調
査
当
時
、
集
落
の
人
達
の
間
で
は
「
や
っ
ぱ
り
古
墓
が

出
た
か
」
と
か
「
昔
か
ら
の
言
い
伝
え
通
り
や
っ
た
な
」
と
、
当

然
の
事
と
し
て
受
け
止
め
な
が
ら
も
大
騒
ぎ
で
あ
っ
た
。

　

後
日
、
私
の
土
地
を
出
土
石
造
物
の
保
管
、
展
示
場
所
と
し
て

提
供
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
準
備
に
際
し
て
は
、
多
く
の
人
達

に
「
先
祖
の
こ
と
や
か
ら
、
ま
た
、
地
域
の
大
切
な
文
化
財
や
か

ら
」
と
、
進
ん
で
奉
仕
、
協
力
を
し
て
も
ら
っ
た
。

　

当
遺
跡
の
発
掘
は
、
地
域
住
民
に
は
直
接
関
係
す
る
事
が
ら
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
現
在
の
生
活
か
ら
そ
の
昔
、
室
町
時
代
や
南

北
朝
時
代
の
こ
ろ
ま
で
当
住
民
の
先
祖
が
高
い
文
化
を
持
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
な
ど
を
肌
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
古

代
に
ま
で
思
い
を
は
せ
る
こ
と
す
ら
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

住
民
に
と
っ
て
は
生
き
た
歴
史
と
も
言
え
る
。
そ
の
持
つ
意
義
は

実
に
大
き
く
、
ま
た
、
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
。

　

今
後
、
中
世
墓
地
制
度
の
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
献
史
や
民
俗
学
な
ど
多
角
的
な
視
点
か
ら
調
査
研
究
が
進
み
、
地
域
住
民
の

生
き
た
歴
史
が
さ
ら
に
書
き
加
え
ら
れ
る
日
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

百久保地先遺跡（木津川河川敷内中世墓跡）
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○
善
照
寺
、
及
び
流
失
寺
院
の
伝
承

　

先
に
書
い
た
よ
う
に
、
そ
の
伝
承
は
「
大
和
に
あ
っ
た
古
寺
を
移
し
再
興
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い

話
で
あ
っ
た
が
当
善
照
寺
の
住
職
と
し
て
池
見
澄
隆
氏
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
、
氏
の
協
力
で
建
立
に
関
す
る
記
録
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
「
蓮
門
精
舎
舊
詞
第
六
冊
」
に
「
善
照
寺
同
末
同
州
同
郡
船
頭
村
起
立
開
山
不
分
明
当
寺
者
和
州
添
上
郡

和
爾
村
善
照
興
申
古
跡
在
之
承
應
二
癸
巳
年
（
一
六
五
三
年
）
十
月
十
五
日
霊
嚴
院
六
世
廣
誉
上
人
当
時
江
引
再
興
」
と
あ
る
。
伝

承
の
通
り
、
大
和
国
に
あ
っ
た
古
寺
を
も
っ
て
再
興
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
、
ど
の
寺
を
再
興
し
た
の
か
、
和
爾
村

の
廃
寺
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
次
に
書
く
流
失
寺
院
の
再
興
な
の
か
は
判
然
と
は
し
な
い
。
こ
の
項
で
い
え
る
こ
と
は
、
善
照

寺
の
伝
承
は
正
し
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
多
聞
院
日
記
」
の
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
年
）
四
月
二
十
一
日
の
条
に
「
七
晝
夜
今
日
迄
也
無
事
結
願
珍
重
々
々
、
と
も
り
子

の
と
む
ら
ひ
を
受
ハ
時マ

マ
ま
い
ニ
作
て
」
と
し
て
「
木
を
く
り
て
か
せ
あ
る
はマ

マ
ふ
て
、
こ
し
ぬ
ら
ん
、
下
こ
ま
の
善
勝
寺
」
と
あ
る
。

伝
承
に
あ
る
大
洪
水
で
流
れ
た
古
寺
の
事
で
あ
ろ
う
か
。

　

下
狛
の
里
に
は
古
く
よ
り
数
多
く
の
寺
々
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
寺
跡
は
大
体
ど
の
辺
り
に
あ
っ
た
の
か
判
っ
て
い
る
が
、
当
善

勝
寺
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
山
城
国
に
関
す
る
古
い
地
誌
に
も
記
録
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
も
っ
と
も
、
流
失
寺
院
が
正
徳
年
間

の
大
洪
水
に
よ
る
も
の
で
あ
り
（
百
久
保
地
先
遺
跡
の
調
査
結
果
か
ら
ほ
ぼ
間
違
い
で
な
い
と
推
察
す
る
）
ま
た
、「
多
聞
院
日
記
」

が
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
年
）
の
記
録
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
他
の
地
誌
、
古
文
書
に
無
く
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。

　

現
在
の
善
照
寺
と
「
多
聞
院
日
記
」
に
出
て
く
る
善
勝
寺
が
同
じ
読
み
で
も
あ
り
、
な
お
か
つ
、
善
照
寺
が
再
興
さ
れ
た
寺
で
あ

る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
流
失
寺
院
は
善
勝
寺
の
こ
と
で
あ
り
、
現
善
照
寺
は
そ
の
再
興
さ
れ
た
寺
で
あ
る
、
と
考
え
て
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も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

私
の
住
む
地
域
は
下
狛
郷
の
北
東
に
位
置
し
、
東
に
は
木
津
川
が
流
れ
（
古
代
で
は
も
っ
と
東
寄
り
を
流
れ
て
い
た
ら
し
い
）、

北
は
菱
田
郷
、
南
は
祝
園
郷
に
接
し
、
共
に
平
坦
な
水
田
地
帯
で
あ
る
。
西
は
甘
奈
備
丘
陵
が
複
雑
な
地
形
を
呈
し
、
そ
の
端
に
位

置
す
る
鞍
岡
山
、
薬
師
山
か
ら
半
島
状
に
つ
き
出
た
小
高
い
岡
の
上
に
あ
る
。
ま
た
、
西
部
丘
陵
地
帯
か
ら
流
れ
出
る
煤
谷
川
は
、

半
島
状
の
岡
を
は
さ
ん
で
二
つ
の
流
れ
と
な
り
、
岡
の
北
と
南
か
ら
木
津
川
に
そ
そ
い
で
い
た
。（
現
在
は
こ
の
岡
を
二
つ
に
掘
り

割
り
一
本
の
流
れ
と
し
て
木
津
川
に
入
っ
て
い
る
）
丁
度
、
こ
の
岡
は
煤
谷
川
の
中
州
の
よ
う
な
姿
で
直
接
木
津
川
に
接
し
て
い

た
。
そ
の
接
す
る
所
に
伝
承
の
「
ヤ
タ
ラ
藪
」
が
あ
る
。
藪
の
中
に
は
牛
塚
と
言
わ
れ
る
「
土
ま
ん
じ
ゅ
う
」
の
よ
う
な
高
み
が

あ
る
。
先
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
百
久
保
地
先
遺
跡
も
こ
の
岡
が
木
津
川
に
入
っ
た
位
置
に
あ
り
「
ヤ
タ
ラ
藪
」
の
南
地
続
き
（
三
百

メ
ー
ト
ル
）
の
場
所
で
あ
る
。
こ
の
岡
の
東
部
一
帯
を
昔
よ
り
「
東
山
」
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
の
中
頃
ま
で
東
山
の
呼
称
に
ふ
さ

わ
し
く
老
松
の
生
え
た
松
林
が
残
っ
て
い
た
土
地
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
岡
の
高
台
を
横
切
っ
て
奈
良
街
道
（
郡
山
街
道
）
が
通

り
、
南
は
祝
園
を
経
て
歌
姫
へ
、
北
は
山
本
を
通
っ
て
淡
海
（
近
江
）
へ
通
じ
て
い
る
。
岡
の
一
番
高
い
所
の
地
名
を
「
小
字
茶
屋

前
」
と
言
い
、
か
っ
て
旅
籠
や
茶
店
の
あ
っ
た
宿
場
の
名
残
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

　

こ
の
小
さ
な
岡
に
、
南
、
北
、
西
と
三
方
に
三
社
の
春
日
神
社
が
祭
ら
れ
て
あ
り
、
あ
た
か
も
偉
大
な
る
東
の
木
津
川
に
対
す
る

か
の
よ
う
で
、
な
ん
だ
か
古
代
人
が
木
津
川
に
抱
い
た
思
い
を
見
る
気
が
す
る
。
そ
う
い
え
ば
、
木
津
川
に
面
し
た
水
田
を
前フ

ダ

田ワ

と

い
う
の
も
面
白
い
。
こ
の
よ
う
に
位
置
、
地
形
か
ら
古
代
に
お
い
て
は
、
水
運
、
陸
運
共
に
重
要
な
土
地
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
木
津
川
の
対
岸
に
は
、
椿
井
大
塚
山
古
墳
、
平
尾
城
山
古
墳
が
あ
り
、
西
は
甘
奈
備
丘
陵
を
二
つ
に
割
っ
て
煤
谷
川

が
一
直
線
に
走
り
、
そ
の
先
に
伝
承
の
地
、
高
山
、
天
王
、
朱
智
神
社
（
息
長
氏
関
係
）
な
ど
が
一
望
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
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な
の
で
、
古
代
よ
り
こ
の
小
さ
な
岡
に
菱
田
城
や
大
北
城
が
築
か
れ
た
の
も
当
然
だ
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
地
形
、
位
置
を
理
解
願

う
と
、
船フ
ナ

長オ
サ

伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
る
背
景
は
十
分
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
参
考
な
が
ら
百
久
保
地
先
遺
跡
か

ら
は
弥
生
時
代
前
期
か
ら
各
時
代
ご
と
の
土
器
、
瓦
類
も
出
土
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
岡
を
調
査
す
れ
ば
多
数
の
資
料
が
出
土
す

る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
船
長
と
は
誰
の
こ
と
か
？

　

私
の
結
論
か
ら
先
に
い
う
と
、
船
長
と
は
和ワ

珥ニ

氏
の
こ
と
で
あ
る
。

　

神
功
皇
后
伝
承
は
各
地
に
見
ら
れ
る
が
、
特
に
隣
り
町
の
田
辺
町
は
息
長
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
非
常
に
興
味
の
あ
る
地
域
で
あ

る
。
相
楽
郡
に
は
こ
の
船
長
伝
承
だ
け
で
は
な
く
他
に
も
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
。

　

神
功
皇
后
三
韓
征
伐
伝
承
の
一
連
の
流
れ
で
、「
皇
后
が
何
を
さ
れ
た
」「
何
々
を
し
た
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、
こ
こ

の
伝
承
は
「
船
長
が
住
み
つ
い
た
」
と
、
特
定
の
人
物
を
伝
承
し
て
い
る
点
が
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
だ
け
具
体
性
に
富
み
、
こ
の
伝

承
の
奥
に
あ
る
意
味
は
非
常
に
興
味
が
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
功
紀
ま
た
は
香
椎
宮
縁
起
に
も
神
功
皇
后
が
対

馬
の
和
珥
津
で
準
備
を
整
え
新
羅
征
伐
に
向
か
っ
た
、
と
あ
り
和
珥
津
は
船
の
発
着
す
る
港
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
和

珥
と
い
う
名
称
は
も
と
も
と
船
を
鰐
に
擬
せ
た
名
称
で
あ
り
、
ま
た
、
新
撰
姓
氏
録
に
崇
神
天
皇
の
御
世
、
任
那
が
新
羅
と
土
地
を

争
い
、
将
軍
の
派
遣
を
請
う
て
来
た
の
で
、
朝
廷
で
は
和
珥
氏
の
遠
祖
彦
国
葺
命
の
孫
で
頭
上
に
三
岐
の
こ
ぶ
が
あ
る
塩
垂
津
彦
を

任
那
に
遣
わ
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
塩
垂
津
彦
と
い
う
の
は
、
遠
い
海
を
乗
り
越
え
て
行
く
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
名
称
で
、
和
珥
氏
が

海
外
の
事
を
管
し
た
海
洋
族
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
う
。

　

た
だ
「
ワ
ダ
ツ
ミ
」
の
神
を
祖
神
と
す
る
「
ア
ヅ
ミ
」
の
連
、
ま
た
は
安
曇
に
代
表
さ
れ
る
海
人
族
と
同
一
に
考
え
る
事
に
は
更
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に
考
証
が
必
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
天
孫
族
と
直
接
に
関
連
の
あ
る
海
洋
氏
族
と
考
え
る
ほ
う
が
、
よ
り
和
珥
氏
を
理
解
す
る
上
に
近

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
両
氏
族
を
一
応
区
別
す
る
た
め
、
和
珥
氏
を
海
洋
氏
族
と
私
は
決
め
る
。
こ
こ

で
は
和
珥
氏
が
海
洋
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
、
神
功
皇
后
時
代
に
は
そ
の
海
上
航
海
を
督
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
よ
い
の

で
あ
っ
て
、
私
が
伝
承
の
船
長
を
和
珥
氏
に
し
た
こ
と
も
理
解
願
え
る
も
の
と
思
う
。

　

こ
の
南
山
城
地
方
は
特
に
和
珥
氏
に
関
す
る
伝
承
が
多
く
、
記
紀
に
も
随
分
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
神
功
皇
后
が
筑
紫
よ
り
大

和
に
上
が
る
と
き
莵ウ

道ジ

で
忍
熊
王
を
討
た
せ
た
者
は
記
に
難
波
の
建タ
ケ

振フ
ル

熊ク
マ

命ノ

と
あ
り
、
ま
た
紀
に
は
和
珥
臣
の
祖
武
振
熊
（
記
に
は

彦
国
葺
命
が
和
珥
臣
の
祖
）
と
あ
る
。
ま
た
こ
れ
よ
り
先
に
、
崇
神
記
に
は
、
山
城
の
和
訶
羅
河
（
木
津
川
）
の
ほ
と
り
で
、
反
抗

す
る
天
皇
の
異
母
兄
建
波
邇
安
王
の
討
伐
を
丸
邇
氏
の
祖
（
日
子
国
夫
玖
命
）
に
討
た
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
和
朝
廷
と
和
珥

氏
は
政
治
的
に
ま
た
軍
事
的
に
強
く
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
崇
神
記
に
あ
る
波
布
理
曽
能
（
祝
園
）
は
隣
り
の
郷
で
あ
り
、
敗

走
す
る
敵
建
波
邇
安
王
の
兵
達
を
久
須
婆
（
樟
葉
）
に
追
っ
て
行
っ
た
道
も
こ
の
地
域
（
岡
）
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
で
き
る
。
こ

の
よ
う
に
南
山
城
特
に
こ
の
地
域
は
和
珥
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
は
深
か
っ
た
と
言
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

次
に
大
和
に
興
っ
た
和
珥
氏
の
本
拠
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
岸
俊
男
先
生
の
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
に
拠
る
と
、
現
在
の
天

理
市
大
字
和
珥
の
地
が
最
適
だ
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。
私
が
こ
こ
で
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
和
珥
氏
の
本
拠
地
と
考
え
ら
れ
る

現
和
珥
集
落
内
に
祭
ら
れ
て
い
る
和
珥
坐
赤
坂
比
古
神
社
（
延
喜
式
神
名
帳
記
載
）
の
氏
子
と
当
地
域
の
氏
子
と
が
、
昔
よ
り
特
別

に
深
い
関
係
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
先
に
善
照
寺
伝
承
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
承
應
二
年
巳
年
（
一
六
五
三
年
）
和
爾
の
地
に

あ
っ
た
古
寺
を
当
地
域
に
移
し
、
流
失
寺
院
の
再
興
を
し
た
の
も
船
長
＝
和
珥
氏
と
し
て
、
一
つ
の
考
証
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
和
珥
氏
が
春
日
の
地
に
本
拠
を
移
し
春
日
臣
と
名
乗
っ
た
地
域
は
、
現
在
の
奈
良
市
白
豪
寺
町
付
近
と
さ
れ
て
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い
る
。
こ
の
白
豪
寺
に
は
宅ヤ
ケ

春
日
神
社
が
あ
り
、
こ
の
神
社
に
は
次
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
。「
春
日
大
明
神
が
現
春
日
大
社
の
地

に
鎮
座
さ
れ
る
に
際
し
、
当
宅
春
日
神
社
に
先
す
座
し
後
に
現
春
日
大
社
の
地
に
鎮
座
さ
れ
た
。
そ
れ
で
此
の
宮
様
を
宅
春
日
神
社

と
言
ふ
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
春
日
臣
の
本
拠
地
で
あ
ろ
う
宅
春
日
神
社
の
氏
子
と
も
、
先
に
書
い
た
和
珥
氏
の
本
拠
地
和
爾
坐
赤

坂
比
古
神
社
の
氏
子
と
同
様
に
、昔
よ
り
深
い
関
係
を
保
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
な
お
、前
記
二
神
社
の
鎮
座
地
で
あ
る
曾ソ

布ウ

郡
（
後

の
添
上
、
添
下
二
郡
）
に
祭
ら
れ
て
い
る
添
御
縣
坐
神
社
の
氏
子
と
も
前
記
同
様
の
関
係
に
あ
る
。
か
よ
う
に
和
珥
氏
、
春
日
氏
の

本
拠
地
と
さ
れ
て
い
る
地
域
に
祭
ら
れ
た
神
社
の
氏
子
達
と
遠
い
古
え
よ
り
特
別
な
関
係
を
保
っ
て
来
た
の
は
何
故
か
…
…
…

　

そ
れ
を
知
る
に
は
三
つ
の
地
域
を
一
本
の
糸
で
結
ぶ
古
代
豪
族
和
珥
氏
に
何
ら
か
の
理
由
、
特
性
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
孝
昭
記
に
あ
る
和
珥
氏
同
祖
系
譜
に
天
押
帯
日
子
命
を
始
祖
と
し
た
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。
岸

俊
男
先
生
の
「
ワ
ニ
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
の
中
で
、そ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
転
載
し
て
紹
介
さ
せ
て
も
ら
お
う
。

「
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
天
押
帯
日
子
命
（
天
足
彦
国
押
人
命
）
と
大
倭
帯
日
子
国
押
人
命
（
日
本
足
彦
国
押
人
天
皇
）
と
は
兄
弟

で
一
対
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
天
と
大
倭
国
（
日
本
）
を
そ
れ
ぞ
れ
統
治
す
る
者
と
い
う
意
が
含
ま
れ
ワ
ニ
氏
の
始

祖
で
あ
る
天
押
帯
日
子
命
の
方
が
兄
で
国
土
支
配
の
天
皇
に
対
し
て
天
を
支
配
す
る
者
と
い
う
観
念
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
み
ず
か
ら
の
始
祖
を
こ
う
い
う
形
で
表
現
し
た
ワ
ニ
氏
は
、
皇
別
の
氏
の
中
で
も
皇
室
と
の
結
合
を
と
く
に
誇
示
し
よ
う

と
す
る
意
識
を
強
く
も
っ
て
い
て
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
孝
昭
記
系
譜
と
な
っ
て
記
中
に
定
着
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ

ば
和
珥
氏
の
特
性
を
考
え
る
一
つ
の
指
標
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
地
（
日
本
）
を
支
配
す
る
弟
の
天
皇
に
対
し
、
天
を
支
配
す

る
兄
を
始
祖
と
す
る
和
珥
氏
の
観
念
、
そ
の
観
念
が
記
紀
の
中
に
定
着
を
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
事
は
非
常
に
重
み
が
あ
る
。
ま
し

て
、
祭
事
を
一
番
先
に
優
先
す
る
古
代
国
家
に
あ
っ
て
こ
の
観
念
こ
の
事
は
和
珥
氏
と
天
皇
家
と
を
同
一
線
上
に
お
く
も
の
で
あ
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り
、
和
珥
氏
を
考
察
す
る
上
で
の
重
大
な
示
唆
で
は
な
か
ろ
う
か
。
戦
後
、
古
代
史
の
研
究
が
進
み
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
考
証

考
察
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
目
に
見
え
な
い
「
モ
ノ
」（
神
霊
）
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
古
代
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て

は
、
目
に
見
え
な
い
「
モ
ノ
」（
心
霊
）
の
目
を
も
っ
て
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
真
の
古
代
を
し
る
こ
と
が
出
来
得
な
い
の
で
は
な

い
か
と
も
思
う
。
和
珥
氏
の
持
つ
そ
の
特
性
を
考
え
る
時
、
こ
の
よ
う
な
目
で
見
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
の
歴
史
の
上
で
た
ど
る

道
す
じ
も
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

記
紀
に
よ
れ
ば
大
和
朝
廷
成
立
時
に
は
、
政
事
的
に
も
軍
事
的
に
も
中
心
を
な
し
て
活
躍
を
し
た
和
珥
氏
が
、
そ
の
後
、
政
治
の

場
に
姿
を
出
さ
ぬ
事
（
和
珥
氏
の
同
族
は
別
）、
あ
る
い
は
后
妃
を
出
し
て
い
る
諸
豪
族
の
中
で
も
特
に
和
珥
氏
九
人
は
蘇
我
氏
と

並
ん
で
一
番
多
く
の
后
妃
を
出
し
て
お
り
、
そ
の
子
供
の
男
子
は
皇
統
に
入
ら
ず
、
皇
女
が
次
の
時
代
の
皇
妃
に
な
る
と
い
う
、
他

の
豪
族
に
な
い
女
系
の
つ
な
が
り
を
繰
り
返
す
事
は
、
和
珥
氏
の
特
性
で
あ
っ
て
栗
田
勇
氏
も
「
神
や
ど
る
大
和
」
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
和
爾
氏
が
天
皇
家
と
並
列
す
る
位
置
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。国
土
を
支
配
す
る
天
皇
家
に
対
し
て
、

天
を
支
配
す
る
和
珥
氏
の
特
性
、
観
念
が
光
っ
て
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
同
族
中
の
春
日
小
野
氏
よ
り

猿
女
を
出
し
て
行
く
事
（
和
爾
氏
も
一
説
に
は
出
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
）、
ま
た
、
継
体
天
皇
の
擁
立
に
際
し
て
継
体
の
出

自
を
疑
う
一
部
の
大
和
在
地
豪
族
に
対
し
、
和
珥
氏
の
血
統
に
連
な
る
手
白
香
皇
女
を
皇
后
と
す
る
こ
と
で
継
体
天
皇
の
擁
立
が
確

保
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
二
十
年
近
く
も
大
和
に
入
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
子
欽
明
天
皇
に
お
い
て
初
め
て
大
和
盤イ

ワ

余レ

の
地

に
宮
を
作
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
和
珥
氏
が
皇
親
的
氏
族
と
い
わ
れ
る
特
性
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
和
珥
氏
の
支
配
地
、
佐
紀

盾
列
の
大
小
五
十
を
越
え
る
巨
大
な
古
墳
群
が
添
御
縣
坐
神
社
の
祭
ら
れ
て
い
る
曾
布
郡
の
地
に
あ
る
事
も
和
珥
氏
と
の
関
連
に
お

い
て
考
え
る
べ
き
事
で
あ
ろ
う
。
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時
代
が
進
み
、
大
化
の
改
新
に
よ
り
祭
事
中
心
の
政
治
か
ら
中
国
を
見
習
っ
た
制
度
に
よ
る
統
治
へ
、
と
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、

国
の
祭
事
は
祭
儀
と
化
し
、
和
珥
氏
の
持
つ
特
性
（
天
の
支
配
者
）
は
存
在
の
意
義
を
失
い
社
会
的
に
も
政
治
的
に
も
氏
族
と
し
て

の
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
特
性
観
念
（
大
倭
国
「
日
本
」
を
支
配
統
治

す
る
）
は
、
改
新
後
の
制
度
の
中
で
も
永
く
生
き
続
け
て
行
く
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
和
珥
氏
に
代
表
さ
れ
る
「
天
」（
神
霊
）

に
対
す
る
観
念
は
日
本
人
の
持
つ
特
性
で
あ
っ
て
、
国
家
の
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
ろ
う
と
も
民
衆
の
中
で
生
き
続
け
て
行
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
改
新
後
の
国
家
の
制
度
が
固
ま
る
に
つ
れ
、
み
ず
か
ら
の
特
性
を
も
っ
て
国
家
国
政
に
関
与
す
る
こ
と
を
氏
族
の
基
盤
と

し
て
生
き
て
来
た
和
珥
氏
が
、
ま
た
、
そ
の
特
性
を
保
つ
が
為
に
血
脈
の
保
持
に
努
め
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
し
い
国
家
制

度
か
ら
外
さ
れ
、
さ
ら
に
は
社
会
的
に
圧
迫
が
加
え
ら
れ
抹
殺
さ
え
も
さ
れ
て
い
っ
た
ふ
し
す
ら
感
じ
る
の
で
あ
る
。
万
葉
の
歌

人
、
柿
本
人
麿
（
和
爾
氏
と
同
族
）
が
宮
廷
歌
人
と
し
て
大
君
（
天
皇
で
は
な
い
）
を
あ
れ
程
ま
で
に
も
神
神
し
く
美
し
く
歌
い
あ

げ
た
の
も
和
珥
氏
の
同
族
と
し
て
共
通
の
観
念
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
心
情
が
人
麿
を
し

て
無
実
の
ま
ま
石
見
の
国
に
流
さ
れ
彼
の
地
で
の
死
に
お
い
や
ら
れ
た
原
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
私
に
は
こ
の
同
族
の
歌
人

柿
本
人
麿
を
思
う
と
き
、
本
宗
和
爾
氏
の
そ
の
後
の
た
ど
る
姿
と
が
二
重
に
映
っ
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
船
長
伝
承
の
地
が
、
和
珥
氏
の
本
拠
地
や
春
日
氏
の
本
拠
地
の
氏
子
達
と
遠
い
古
え
よ
り
今
日
ま
で
、
永
い
交

わ
り
を
続
け
て
来
た
と
い
う
事
実
は
、和
珥
氏
の
持
つ
観
念
が
千
数
百
年
も
生
き
続
け
て
来
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
に
書
い
た
文
化
的
に
も
高
い
百
久
保
地
先
遺
跡
の
出
土
石
仏
群
や
五
輪
塔
、
宝
篋
印
塔
等
々
、
そ
の
外
の
数
多
く
の
出
土
物
の
前

に
立
つ
時
、
社
会
的
に
厳
し
い
時
を
乗
り
越
え
、
な
お
よ
く
も
中
世
（
室
町
時
代
）
の
世
ま
で
こ
れ
だ
け
の
文
化
を
保
ち
続
け
た
先
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祖
へ
の
誇
り
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
古
代
豪
族
和
珥
氏
の
残
照
を
見
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

「
船
長
伝
承
に
対
す
る
考
察
」
は
、
も
っ
と
考
証
を
積
み
重
ね
て
書
く
積
も
り
だ
っ
た
が
、
あ
え
て
一
文
に
纏
め
て
み
た
。
こ
の
よ

う
な
文
章
は
単
に
一
つ
の
物
語
と
な
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
も
承
知
の
う
え
で
、
消
え
か
け
て
い
る
多
く
の
伝
承
を
一
つ

で
も
遺
す
た
め
に
書
い
て
み
た
。
こ
こ
に
書
い
た
伝
承
に
も
っ
と
考
証
を
積
み
重
ね
ら
れ
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
行
く
日
を
期
待
し

て
筆
を
置
く
こ
と
に
す
る
。

　


