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序　

出
雲
へ

　
「
八
雲
立
つ
」
と
い
え
ば
「
出
雲
」
の
枕
詞
で
あ
る
。
出
雲
で
は

古
く
か
ら
宍
道
湖
な
ど
の
湖
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
立
ち
昇
る
白
霧
を
、
古
代
の
人
々
は
神
秘
的
に
捉
え
て
い
た
。

湖
に
住
ま
う
神
が
、
己
の
力
を
活
性
化
さ
せ
、
天
に
向
か
い
白
霧
を

立
た
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
だ
。「
八
雲
立
つ
」
と
は
、
ま
さ
に
そ

の
よ
う
な
景
色
を
表
し
、
出
雲
の
象
徴
と
し
て
当
時
の
歌
に
詠
ま
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
〇
一
二
年
九
月
十
一
日
、
私
達
は
東
海
道
新
幹
線
で
三
時
間
か

け
東
京
か
ら
岡
山
へ
向
か
い
、
岡
山
か
ら
出
雲
を
目
指
し
て
特
急
列

車
・
や
く
も
号
に
乗
り
込
ん
だ
。
そ
こ
か
ら
の
道
の
り
は
平
地
の
東

海
道
と
明
ら
か
に
異
な
り
、
眼
前
に
迫
る
よ
う
に
鬱
蒼
と
草
木
が
生

い
茂
っ
た
山
の
景
色
が
延
々
と
続
い
て
い
た
。
し
か
し
、
岡
山
駅
か

ら
発
車
し
て
何
時
間
か
過
ぎ
た
頃
に
、
窓
一
面
に
湖
が
広
が
っ
た
。

対
岸
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
最
初
は
海
に
も
思
え
た
が
、
白
雲
の
下

で
波
一
つ
立
っ
て
い
な
い
の
に
違
和
感
を
覚
え
て
地
図
を
取
り
出
し

て
み
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
が
宍
道
湖
だ
と
分
か
っ
た
。
偶
然
に
も
、
私

達
は
「
八
雲
立
つ
」
出
雲
の
景
色
に
出
会
え
た
の
で
あ
る
。

一　

出
雲
市
に
て

　

小
雨
の
降
る
中
、私
達
は
出
雲
市
駅
に
到
着
後
、貸
切
バ
ス
に
乗
っ

て
ま
ず
は
出
雲
大
社
へ
向
か
っ
た
。
主
祭
神
は
大
国
主
命
で
あ
り
、

陰
暦
十
月
（
神
無
月
）
に
は
全
国
の
神
々
が
集
ま
る
と
い
う
有
名
な

神
社
で
あ
る
。
大
社
造
の
本
殿
は
日
本
最
古
の
様
式
と
い
わ
れ
、
国

八
雲
立
つ
出
雲
の
旅
へ
（『
古
事
記
』
編
纂
一
三
〇
〇
年
記
念
・
万
葉
旅
行
）

― 
平
成
二
十
四
年
度 

研
修
旅
行
報
告 

―

神　

谷　
　

碧
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宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
遷
宮
の
時
期
に
あ
っ
た
た

め
、
今
回
は
見
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
隣
接
す
る
古
代

出
雲
歴
史
博
物
館
に
は
、
古
代
の
本
殿
を
模
型
に
し
た
も
の
が
設
置

さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
本
殿
は
巨
木
の
柱
が
何
本
も
連
な
っ
て
い
る

上
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
人
々
が
天
へ
と
昇
る
よ
う
に
そ
の
階
段
を

上
が
っ
て
い
く
姿
は
、
ど
れ
ほ
ど
高
度
な
文
明
が
出
雲
に
展
開
さ
れ

て
い
た
か
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
で
は
、
昭
和
五
九
年
に
荒
神
谷
遺

跡
で
出
土
し
た
三
五
八
本
の
銅
剣
の
展
示
を
見
学
し
た
。
銅
剣
は
、

弥
生
時
代
の
は
じ
め
に
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
青
銅
製
の
武
器
の
一
種

で
あ
る
。
日
本
で
は
多
く
祭
器
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
今
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
数
は
全
国
で
百
本
前
後
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
か
ら
、「
三
五
八
本
」
は
驚
く
べ
き
数
字
で
あ
る
。
展
示

室
の
壁
中
に
銅
剣
三
百
本
が
ず
ら
り
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
様
は
壮
観

で
、
私
達
は
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
ず
れ
も
五
〇
㎝
前
後
の
中

細
型
で
、
な
か
ご
部
分
に
「
×
」
印
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
印
は
荒
神
谷
遺
跡
と
隣
在
す
る
加
茂
岩
倉
遺
跡
以
外
に
例
が
な
い

と
い
う
。
印
の
意
味
自
体
は
未
だ
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
祭
器
と

し
て
の
役
割
を
終
え
て
埋
納
さ
れ
た
と
い
う
説
が
現
在
最
も
有
力
視

さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

博
物
館
の
前
で
は
『
古
事
記
』
編
纂
一
三
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、

神
話
博
し
ま
ね
の
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
の
神
話
映

像
館
で
須
佐
之
男
命
の
物
語
を
見
た
。
話
は
か
の
有
名
な
八
岐
大
蛇

退
治
で
、
序
盤
の
話
（
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
八

岐
大
蛇
退
治
を
決
意
す
る
と
こ
ろ
ま
で
）
は
巨
大
な
ス
ク
リ
ー
ン
に

映
像
が
流
れ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
が
、
い
ざ
八
岐
大
蛇
の
首
を
取
ろ

う
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
須
佐
之
男
命
に
扮
す
る
役
者
が
剣
を
携
え
て

舞
台
に
現
れ
た
。
地
元
の
伝
統
芸
能
を
基
に
し
た
剣
舞
を
披
露
し
つ

つ
、
映
像
の
八
岐
大
蛇
と
壮
絶
な
戦
闘
を
繰
り
広
げ
た
。
二
次
元
と

三
次
元
の
表
現
を
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
活
用
し
た
、
非
常
に
見
応
え

の
あ
る
作
品
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
私
達
は
こ
こ
で
一
つ
の
疑

問
を
感
じ
た
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
八
岐
大
蛇
は
酒
で
眠
り
に

落
ち
た
所
、
須
佐
之
男
命
に
首
を
全
て
切
ら
れ
て
死
に
絶
え
る
。
一

方
、
神
話
映
像
館
で
は
、
須
佐
之
男
命
は
酔
わ
せ
る
こ
と
に
失
敗
し
、

八
岐
大
蛇
と
の
直
接
対
決
を
強
い
ら
れ
る
。
こ
の
差
異
は
一
体
何
な

の
か
。

　

神
話
博
し
ま
ね
を
後
に
し
た
バ
ス
の
中
で
、
池
田
先
生
は
以
下
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
古
代
に
お
い
て
、
英
雄
と
は
『
古
事
記
』
の

須
佐
之
男
命
の
よ
う
に
知
恵
を
働
か
し
、
た
っ
た
一
人
で
敵
を
討
ち

倒
す
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
儒
教
思
想
の
浸

透
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
英
雄
像
は
通
じ
な
く
な
っ
て
い
た
。
後
世
の

人
々
は
、
英
雄
と
は
相
手
が
如
何
に
外
道
で
あ
っ
て
も
正
々
堂
々
と

戦
っ
て
勝
利
す
る
も
の
だ
と
し
て
、
当
時
の
英
雄
像
に
相
応
し
く
八

岐
大
蛇
退
治
伝
説
の
内
容
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
現
に
、
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須
佐
之
男
命
が
八
岐
大
蛇
と
直
接
対
決
す
る
と
い
う
展
開
は
、『
古

事
記
』
な
ど
の
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
神
楽
（
神
社
で
神
を
ま

つ
る
た
め
に
奏
す
る
歌
舞
）
の
演
目
に
は
存
在
し
、
神
話
映
像
館
の

よ
う
に
勇
猛
果
敢
な
須
佐
之
男
命
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

古
典
文
学
は
、
誕
生
し
て
か
ら
今
ま
で
一
つ
の
形
式
・
展
開
に
縛

ら
れ
ず
、
時
代
ご
と
の
価
値
観
に
沿
っ
て
変
化
し
て
い
く
可
能
性
を

持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
　
　
　

　

さ
て
、
今
ま
で
は
出
雲
大
社
と
そ
の
周
辺
を
回
っ
て
き
た
が
、
こ

こ
か
ら
は
時
間
を
か
け
て
出
雲
の
沿
岸
部
へ
と
バ
ス
を
走
ら
せ
た
。

須
佐
之
男
命
と
天
照
大
御
神
と
を
祀
り
日
本
の
夜
を
守
る
と
さ
れ
る

日
御
碕
神
社
に
向
か
う
の
が
目
的
だ
が
、
そ
の
前
に
日
御
碕
の
灯
台

に
立
ち
寄
っ
た
。
出
雲
大
社
周
辺
の
町
並
み
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、

こ
ち
ら
は
海
の
町
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
土
産
物
の
店
が
い
く
つ
も

立
ち
並
び
、
そ
の
場
で
イ
カ
や
サ
ザ
エ
を
焼
い
て
売
り
さ
ば
い
て
い

た
。
た
だ
、
こ
の
時
点
で
午
後
四
時
を
回
っ
て
い
た
た
め
、
ど
こ
も

閉
店
直
前
の
閑
散
と
し
た
空
気
を
か
も
し
て
い
た
。

　

日
御
碕
の
灯
台
は
、
こ
の
通
り
を
抜
け
た
先
に
あ
っ
た
。
空
も
晴

れ
て
雲
間
か
ら
は
日
が
差
し
、
海
か
ら
の
波
音
も
静
か
に
響
き
、
灯

台
か
ら
日
本
海
を
一
望
す
る
に
は
絶
好
の
機
会
と
言
え
た
。し
か
し
、

私
は
こ
こ
で
不
安
を
覚
え
た
。
灯
台
は
、
西
洋
絵
画
か
ら
飛
び
出
し

て
き
た
よ
う
な
美
し
い
純
白
の
石
造
り
で
、
簡
単
に
明
治
期
の
建
物

と
推
察
出
来
た
。
つ
ま
り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
が
無
い
ほ
ど
古

い
建
物
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
、
灯
台
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど

設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
。
一
階
の
受
付
に
は
「
日
本
一
高
い
灯
台
」

と
い
う
謳
い
文
句
の
紙
が
張
ら
れ
て
お
り
、
鉄
筋
の
階
段
は
人
ひ
と

り
通
る
の
が
や
っ
と
で
、
薄
ぼ
ん
や
り
と
下
が
見
え
る
。
這
う
よ
う

に
し
て
何
百
と
い
う
段
数
を
登
っ
た
先
に
、
何
が
見
え
た
か
と
い
え

ば
、
私
は
知
ら
な
い
。
灯
台
の
階
段
を
前
に
「
怖
い
！
」
と
は
叫
べ

ず
、
泣
く
泣
く
頂
上
ま
で
登
っ
た
の
だ
が
、
あ
ま
り
の
高
さ
に
座
り

込
ん
で
し
ま
い
、景
色
を
見
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
た
だ
、

皆
が
揃
っ
て
カ
メ
ラ
を
手
に
は
し
ゃ
い
で
い
た
の
だ
か
ら
、
灯
台
か

ら
の
日
本
海
は
素
晴
ら
し
い
景
色
だ
っ
た
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　　

こ
の
日
最
後
に
私
達
が
訪
れ
た
の
は
、
国
引
き
神
話
と
国
譲
り
神

話
の
舞
台
・
稲
佐
の
浜
だ
。
国
引
き
神
話
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
に

あ
り
、
出
雲
の
神
・
八
束
水
臣
津
野
命
が
網
で
対
岸
の
土
地
を
引
き

寄
せ
て
出
雲
国
に
結
び
つ
け
た
と
い
う
も
の
。
国
譲
り
神
話
は
『
古

事
記
』
に
あ
り
、天
照
大
御
神
が
三
度
に
わ
た
っ
て
使
者
を
派
遣
し
、

こ
こ
で
大
国
主
命
に
出
雲
国
を
譲
る
よ
う
迫
っ
た
と
い
う
も
の
。
こ

の
よ
う
に
多
く
の
神
話
が
語
ら
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
稲
佐
の
浜
は
実

に
雰
囲
気
の
あ
る
場
所
だ
っ
た
。
西
に
は
日
本
海
が
悠
然
と
波
を
立

て
て
広
が
り
、
東
に
は
草
木
の
豊
か
な
山
が
連
な
っ
て
霧
が
か
っ
て

い
る
。
山
や
海
を
神
そ
の
も
の
と
捉
え
て
い
た
古
代
の
人
々
が
、
こ
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の
景
色
を
見
て
出
雲
を
「
神
々
の
集
う
土
地
」
と
発
想
す
る
こ
と
は
、

決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
っ
た
。
い
つ
の
間
に
か
空
が
灰

色
の
雲
に
覆
わ
れ
て
薄
暗
く
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
隙
間
か
ら

陽
光
が
微
か
に
漏
れ
出
し
、
私
も
友
人
と
、
今
に
も
神
が
一
柱
光
臨

し
そ
う
だ
と
盛
り
上
が
っ
て
い
た
。

　
　
　
　

　

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
見
学
地
を
巡
っ
た
の
で
、
私
達
は
「
も
っ

と
じ
っ
く
り
見
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
抱
え
な
が
ら
宿
に
向
か
っ

た
。
宿
自
体
は
一
般
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
だ
っ
た
が
、
さ
す
が
は

温
泉
の
宝
庫
・
出
雲
で
あ
る
。
ホ
テ
ル
近
辺
に
は
評
判
の
良
い
温
泉

宿
が
あ
る
と
い
う
事
で
、
懇
親
会
の
前
に
私
は
希
望
者
を
募
っ
て
入

り
に
行
っ
た
。

　

出
雲
の
温
泉
は
、
赤
茶
色
だ
っ
た
。
古
代
か
ら
出
雲
に
は
多
く
の

鉱
山
が
存
在
し
て
お
り
、
大
量
の
赤
鉄
が
温
泉
に
混
じ
っ
て
い
る
た

め
だ
。
八
岐
大
蛇
を
出
雲
土
着
の
神
（
製
鉄
従
事
者
の
奉
祭
神
）
と

考
え
る
場
合
、
腹
部
の
「
赤
く
爛
れ
た
」
と
い
う
表
現
は
こ
の
赤
茶

色
の
水
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
事
前
に
こ
の
よ

う
な
話
を
池
田
先
生
よ
り
伺
っ
て
い
た
訳
だ
が
、
私
達
は
重
要
な
事

柄
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
気
分
良
く
体
を
伸
ば
し
て
温
泉
に
浸

か
り
、
着
替
え
も
終
わ
っ
た
頃
に
、
使
用
済
み
の
タ
オ
ル
を
見
て
み

る
と
、
悲
鳴
が
上
が
っ
た
。
真
っ
白
か
っ
た
は
ず
の
タ
オ
ル
は
、
い

つ
の
間
に
か
赤
茶
色
に
染
ま
っ
て
い
た
の
だ
。「
大
量
の
赤
鉄
が
温

泉
に
混
じ
っ
て
い
る
」
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
私
達
は
も
の
の

見
事
に
全
身
赤
鉄
ま
み
れ
に
な
っ
た
（
中
に
は
、
こ
れ
を
予
見
し
て

念
入
り
に
シ
ャ
ワ
ー
で
洗
っ
た
者
も
い
た
が
、
そ
れ
で
も
落
と
し
き

れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
）。

　
　
　
　

二　

出
雲
市
か
ら
松
江
市
へ

　
　
　
　

　

真
夏
の
よ
う
な
清
々
し
い
青
空
の
下
、
二
日
目
の
私
達
は
汗
を
か

い
て
出
雲
か
ら
松
江
に
か
け
て
の
見
学
地
を
回
っ
た
。
最
初
は
荒
神

谷
遺
跡
だ
っ
た
。「
遺
跡
」
と
い
う
よ
り
は
、
芝
生
の
広
場
や
蓮
花

の
池
が
あ
る
「
公
園
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
付
近
の
住
民
が
バ
ト

ミ
ン
ト
ン
を
楽
し
ん
だ
り
、
の
ん
び
り
と
池
の
周
辺
を
散
策
し
て
い

た
り
し
た
。
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
の
中
に
い
た
が
、
私
達
も
殆
ど
散

歩
気
分
で
、
資
料
館
、
発
掘
跡
地
、
復
元
住
居
を
見
て
い
っ
た
。
こ

こ
か
ら
出
土
し
た
青
銅
器
の
数
々
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
一
日
目

の
神
話
博
し
ま
ね
で
鑑
賞
し
た
が
、
資
料
館
や
発
掘
跡
地
で
そ
の
発

掘
行
程
を
写
真
と
詳
細
な
説
明
文
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

遺
跡
か
ら
青
銅
器
を
発
掘
す
る
作
業
員
、
破
損
し
た
出
土
品
を
復
元

す
る
職
人
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
文
化
を
考
察
す
る
学
者
、
あ
ら
ゆ
る

分
野
の
人
間
が
遺
跡
の
研
究
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
解
っ
た
。
未

だ
謎
は
多
い
が
、
今
後
ど
の
よ
う
な
発
見
が
な
さ
れ
る
か
も
注
目
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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出
雲
に
は
玉
造
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
文
字
通
り
、
古
代
か
ら
産

業
と
し
て
玉
（
勾
玉
や
腕
輪
な
ど
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
）
を
作
っ
て
い

る
出
雲
の
名
所
で
あ
る
。
弥
生
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
鉱
山
か
ら

瑪
瑙
（
碧
石
）
を
採
取
し
て
お
り
、
そ
の
加
工
技
術
は
当
時
の
日
本

で
最
も
優
れ
、全
国
各
地
に
出
雲
産
の
玉
が
流
通
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
産
業
は
出
雲
以
外
に
も
各
地
方
で
展
開
さ
れ
て
い
た
よ

う
だ
が
、
玉
は
主
に
弥
生
時
代
の
権
力
者
（
男
性
）
が
好
ん
で
身
に

つ
け
て
い
た
物
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
文
化
は
奈
良
時
代
に
入
る
と

見
ら
れ
な
く
な
り
、出
雲
以
外
で
は
玉
の
生
産
も
無
く
な
っ
て
い
た
。

で
は
な
ぜ
、
出
雲
は
平
安
時
代
ま
で
続
い
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
、

天
皇
家
の
祭
祀
に
必
ず
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
い
う
玉
の
製
造
を
、
天

皇
よ
り
任
せ
ら
れ
て
い
た
一
族
・
玉
造
部
が
出
雲
に
い
た
か
ら
だ
と
、

出
雲
玉
作
史
跡
公
園
に
あ
る
出
雲
玉
作
資
料
館
館
長
の
三
宅
先
生
が

私
達
に
説
明
し
て
下
さ
っ
た
。

　

東
京
と
は
異
な
り
、
島
根
は
実
に
広
々
と
土
地
を
使
う
こ
と
が
出

来
る
よ
う
だ
。
玉
作
史
跡
公
園
も
荒
神
谷
遺
跡
と
同
様
、
広
い
敷
地

を
持
ち
、
充
実
し
た
内
容
の
資
料
館
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
瑪
瑙
を

加
工
す
る
際
に
用
い
た
道
具
、
勾
玉
や
腕
輪
な
ど
の
実
物
（
瑪
瑙
）

は
勿
論
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
け
る
「
玉
作
」
の
記
述
な
ど
、

文
献
資
料
も
豊
富
に
展
示
さ
れ
て
あ
っ
た
。

　

何
よ
り
、
三
宅
先
生
の
説
明
が
面
白
く
、
平
安
時
代
に
は
貴
族
が

玉
作
の
職
人
を
招
い
て
瑪
瑙
の
加
工
を
実
演
さ
せ
た
と
い
う
。
そ
れ

だ
け
出
雲
に
お
け
る
玉
作
の
技
術
が
抜
き
ん
出
て
い
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　

し
か
し
、
現
在
の
玉
造
で
は
玉
そ
の
も
の
よ
り
も
温
泉
が
有
名
に

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
玉
造
に
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』『
延
喜
式
』

に
記
述
を
残
す
由
緒
正
し
い
神
社
が
あ
る
。
そ
の
名
も
、
玉
作
湯
神

社
。
祭
神
は
玉
造
部
の
祖
神
・
櫛
明
玉
神
で
あ
り
、
元
々
は
玉
を
作

る
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
近
・
中
世
ま
で
時
代
が
下

る
と
、
玉
作
の
守
護
神
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
温
泉
の
守
護
神
と
し

て
信
仰
を
集
め
た
ら
し
く
、
近
世
に
は
も
っ
ぱ
ら
湯
船
大
明
神
と
呼

ば
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
が
実
に
よ
く
出
雲
の
玉
造
と
い
う
土
地

を
表
し
て
い
る
。
玉
作
史
跡
公
園
か
ら
坂
を
下
っ
た
所
に
は
温
泉
街

が
広
が
っ
て
い
た
。一
日
目
の
夜
に
温
泉
を
楽
し
ん
だ
者
と
し
て
は
、

ぜ
ひ
と
も
玉
造
温
泉
に
も
浸
か
っ
て
い
き
た
か
っ
た
が
、
御
昼
休
憩

の
一
時
間
で
実
行
す
る
に
は
不
可
能
だ
っ
た
た
め
、
仕
方
な
く
バ
ス

で
次
の
目
的
地
へ
と
向
か
っ
た
。（
土
産
に
は
勿
論
、
瑪
瑙
の
勾
玉

を
買
っ
て
い
っ
た
が
。）

　
　
　
　

　

加
賀
の
潜
戸
（
旧
潜
戸
）、
闇
の
深
い
洞
窟
の
中
に
小
石
の
積
ま

れ
た
山
が
い
く
つ
も
並
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
光
景
を
知
っ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。親
よ
り
先
に
死
ん
だ
子
の
霊
が
集
ま
っ
て
親
を
慕
い
、

石
を
積
み
上
げ
て
塔
を
作
る
と
い
う
賽
の
河
原
伝
説
か
ら
、
毎
年
子

ど
も
を
失
っ
た
親
が
こ
こ
に
仏
花
や
玩
具
を
供
え
て
い
く
と
い
う
。
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私
達
は
遊
覧
船
で
加
賀
の
潜
戸
を
訪
れ
た
。
四
十
人
ほ
ど
の
観
光

客
と
船
主
一
人
を
乗
せ
た
船
は
、
絶
え
間
無
く
水
飛
沫
を
上
げ
て
颯

爽
と
海
を
渡
っ
て
い
く
。
吹
き
付
け
て
く
る
風
は
清
々
し
く
、
私
達

を
気
持
ち
良
く
さ
せ
た
。
し
か
し
、
船
を
降
り
て
加
賀
の
潜
戸
（
旧

潜
戸
）
に
一
度
入
っ
て
み
る
と
、
仏
像
が
い
く
つ
も
鎮
座
し
、
例
の

小
石
が
積
み
上
が
っ
た
所
な
ど
は
酷
く
重
々
し
い
空
気
に
包
ま
れ
て

い
た
。
私
は
背
筋
の
凍
る
思
い
で
す
ぐ
に
引
き
返
し
て
し
ま
っ
た
。

友
人
の
中
に
は
、
私
と
一
緒
に
な
っ
て
こ
の
場
を
後
に
し
た
者
が
い

た
が
、
そ
の
子
は
霊
感
が
強
か
っ
た
ら
し
く
、
突
然
吐
き
気
を
覚
え
、

仕
舞
に
は
激
し
く
泣
き
出
し
て
し
ま
っ
た
。
船
に
戻
っ
て
す
ぐ
に
収

ま
っ
た
が
、
今
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
実
に
不
気
味
な
場
所
だ
っ
た
。

潜
戸
の
奥
ま
で
歩
い
た
友
人
の
話
で
は
、
真
新
し
い
ラ
ン
ド
セ
ル
や

片
方
し
か
な
い
靴
が
生
々
し
か
っ
た
と
い
う
。

　

た
だ
、
私
達
の
目
的
は
こ
の
旧
潜
戸
で
は
な
く
、
遊
覧
船
が
次
に

向
か
う
新
潜
戸
の
方
だ
っ
た
。
陸
寄
り
の
旧
潜
戸
に
対
し
て
、
海
寄

り
の
新
潜
戸
は
東
・
西
・
北
の
三
つ
の
入
口
か
ら
陽
光
を
浴
び
て
明

る
く
、
広
大
な
ト
ン
ネ
ル
型
の
海
中
洞
窟
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
遊
覧

船
が
自
ら
西
か
ら
東
へ
と
抜
け
て
い
く
の
だ
が
、
旧
潜
戸
の
憂
鬱
な

気
分
を
一
瞬
で
打
ち
消
す
よ
う
な
感
動
を
与
え
て
く
れ
た
。
ド
ー
ム

状
の
天
井
が
高
く
聳
え
て
時
に
水
滴
を
垂
ら
し
、
澄
ん
だ
色
の
海
面

に
は
潜
戸
内
部
が
鏡
の
よ
う
に
写
っ
て
見
え
た
。
こ
の
よ
う
な
美
し

い
景
色
に
は
神
話
が
付
き
物
で
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
記
述
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
は
佐
太
大
神
が
誕
生
し
た
地
で
、
そ
の
際
に
母
神
・

支
佐
加
比
売
が
金
の
弓
矢
を
射
通
し
た
こ
と
か
ら
洞
門
が
で
き
た
と

い
わ
れ
る
。
古
く
は
加
賀
神
社
が
鎮
座
す
る
神
域
と
し
て
信
仰
さ
れ

て
お
り
、
旧
社
地
を
示
す
祠
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（
新
潜
戸
の
入
口

付
近
に
有
り
）。

　

神
が
誕
生
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
と
い
う
新
潜
戸
、
仏
が
子
供
の
死

霊
を
慰
め
て
い
る
と
い
う
旧
潜
戸
、
生
と
死
、
神
と
仏
、
奇
妙
な
二

面
性
を
持
つ
海
辺
を
巡
っ
た
後
は
、
佐
太
神
社
を
参
観
し
て
二
日
目

の
行
程
を
終
え
る
。

三　

松
江
市
に
て

　

最
終
日
、
私
達
は
縁
結
び
の
神
と
し
て
須
佐
之
男
命
と
稲
田
姫
命

が
祀
ら
れ
て
い
る
八
重
垣
神
社
を
参
拝
し
た
。「
八
重
垣
」
と
は
、

須
佐
之
男
命
が
八
岐
大
蛇
を
退
治
す
る
際
、
稲
田
姫
命
を
隠
す
た
め

大
杉
を
中
心
に
八
重
垣
を
造
っ
た
と
い
う
伝
承
か
ら
来
て
お
り
、
境

内
の
石
碑
に
は
左
記
の
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

八
雲
立
つ　

出
雲
八
重
垣　

妻
籠
み
に　

八
重
垣
作
る　

そ
の

八
重
垣
を

　

須
佐
之
男
命
は
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
後
、
見
事
に
八
岐
大
蛇
を
倒
し

て
稲
田
姫
と
結
婚
す
る
。
こ
こ
か
ら
、出
雲
の
縁
結
び
の
神
と
し
て
、

ま
た
家
庭
円
満
、
子
孫
繁
栄
、
安
産
の
神
と
し
て
、
人
々
か
ら
崇
敬
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さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。私
達
も
心
を
込
め
て
須
佐
之
男
命
・

稲
田
姫
に
祈
り
を
捧
げ
た
。
大
学
の
四
年
間
を
ぼ
ん
や
り
過
ご
し
て

い
る
と
、
な
か
な
か
御
縁
に
恵
ま
れ
な
い
の
が
、
女
子
大
の
悩
み
で

あ
る
。

　

そ
の
後
、
私
達
は
い
そ
い
そ
と
一
枚
百
円
の
占
用
和
紙
を
購
入

し
、
本
殿
の
裏
手
に
あ
る
鏡
の
池
に
向
か
っ
た
。
こ
こ
は
稲
田
姫
命

が
日
々
の
飲
み
水
と
し
て
、
ま
た
姿
を
写
す
鏡
と
し
て
い
た
と
い
う

伝
承
が
あ
り
、
良
縁
の
訪
れ
が
早
い
か
遅
い
か
を
占
え
る
の
だ
。
方

法
は
簡
単
で
、
占
用
和
紙
に
硬
貨
一
枚
（
十
円
も
し
く
は
百
円
）
を

乗
せ
、
そ
れ
を
池
の
水
面
に
浮
か
べ
れ
ば
い
い
。
十
五
分
以
内
に
沈

め
ば
良
縁
が
早
く
、
三
十
分
以
上
遅
く
沈
め
ば
良
縁
が
遅
れ
る
と
い

う
が
、
皆
無
事
に
十
五
分
以
内
で
沈
ん
だ
よ
う
だ
。

　

こ
の
日
は
専
ら
松
江
の
神
社
巡
り
と
な
っ
た
。
八
重
垣
神
社
か
ら

始
ま
り
、
神
魂
神
社
、
熊
野
大
社
、
揖
夜
神
社
を
参
拝
し
た
。
神
魂

神
社
は
、
現
存
す
る
最
古
の
大
社
造
り
建
物
で
あ
る
。
出
雲
大
社
と

同
様
の
造
り
で
、
古
代
の
宮
殿
を
元
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
正
方
形
の
建
物
内
部
は
古
典
的
な
日
本
家
屋
に
近
く
、
屋
根
の

両
端
に
は
千
木
と
い
う
木
板
を
交
差
さ
せ
た
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
千
木
は
、
元
々
建
物
の
補
強
の
為
に
あ
っ
た
が
、
時
代
が
進
む

に
つ
れ
て
装
飾
の
意
味
を
持
ち
始
め
た
。
神
社
の
祭
神
の
性
別
に

よ
っ
て
形
が
異
な
り
、
女
性
神
（
神
魂
神
社
）
の
場
合
は
先
端
を
水

平
に
切
ら
れ
、
男
性
神
（
出
雲
大
社
）
の
場
合
は
垂
直
に
切
ら
れ
て

い
る
と
い
う
。
し
か
し
、「
最
古
の
建
造
物
」
と
い
う
肩
書
が
あ
る

だ
け
に
、
神
魂
神
社
は
人
気
の
な
い
山
中
に
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
お

り
、
塗
装
が
殆
ど
剥
げ
て
い
て
全
体
的
に
白
ん
で
見
え
た
。
た
だ
、

周
辺
に
は
青
々
と
草
木
が
茂
っ
て
い
た
の
で
、
私
達
の
目
に
は
趣
深

い
景
色
に
映
っ
て
い
た
。

　

熊
野
大
社
は
出
雲
国
一
之
宮
で
、
出
雲
国
造
の
代
替
わ
り
の
際
に

行
わ
れ
る
火
継
式
の
舞
台
と
な
る
場
所
で
あ
る
。
旧
国
造
が
亡
く
な

る
と
、
新
国
造
は
熊
野
大
社
の
鑽
火
殿
で
燧
杵
と
燧
臼
と
を
用
い
て

神
火
を
き
り
出
し
、
そ
の
火
で
調
理
し
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
に
よ

り
出
雲
国
造
と
な
る
。
こ
れ
は
、「
火
」
と
「
霊
（
ひ
）」
が
同
一
視

さ
れ
、
火
で
調
理
し
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
で
出
雲
国
造
の
霊
魂
を

体
内
に
取
り
込
む
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
だ
と
い
う
。
熊
野
大
社
で

毎
年
行
わ
れ
る
鑽
火
祭
は
、
火
継
式
に
倣
っ
て
火
を
き
り
出
す
神
事

で
あ
る
。

　

揖
夜
神
社
は
、
近
く
に
黄
泉
比
良
坂
が
あ
り
、
黄
泉
国
（
死
者
の

国
）
と
関
係
の
深
い
神
社
で
あ
る
。
主
祭
神
は
や
は
り
伊
弉
冉
命
で

あ
る
。『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
黄
泉
比
良
坂
は
黄

泉
国
と
葦
原
中
国
（
現
世
）
を
繋
ぐ
道
の
こ
と
で
、
伊
弉
諾
命
が
亡

妻
（
伊
弉
冉
命
）
を
求
め
て
黄
泉
国
へ
行
っ
た
と
い
う
話
は
よ
く
知

ら
れ
て
お
り
、
境
内
の
石
碑
に
は
「
神
蹟
黄
泉
比
良
坂
伊
賦
夜
伝
説

地
」
と
刻
ま
れ
て
い
た
。
二
日
目
の
加
賀
の
潜
戸
（
旧
潜
戸
）
と
い
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い
、
ま
た
背
筋
の
凍
る
よ
う
な
思
い
を
す
る
羽
目
に
な
る
の
で
は
と

危
惧
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
そ
ん
な
事
も
無
く
、
町
中
に
あ
る
穏
や
か

な
神
社
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
私
達
は
松
江
の
神
社
巡
り
を
終
え
て
、
最
後
に
松
江

城
に
立
ち
寄
っ
た
。
出
雲
神
話
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
も
の
の
、

「
松
江
ま
で
来
て
古
く
か
ら
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
名
所
に
行
か

な
か
っ
た
と
言
う
の
も
、
な
ん
だ
か
ら
」
と
い
う
事
で
あ
る
。
九
月

十
一
日
か
ら
十
三
日
ま
で
の
三
日
間
、
出
雲
市
か
ら
松
江
市
に
か
け

て
旅
し
た
わ
け
だ
が
、
出
雲
は
実
に
見
所
の
多
い
土
地
で
、
ま
だ
行

き
た
い
所
も
あ
っ
た
。
私
達
は
名
残
惜
し
く
、
松
江
城
か
ら
出
雲
の

景
色
を
一
望
し
、
万
葉
旅
行
の
締
め
括
り
と
し
た
。
そ
し
て
、
ま
た

六
時
間
か
け
て
東
京
へ
と
帰
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

結

　
『
古
事
記
』
編
纂
一
三
〇
〇
年
記
念
に
、
な
ぜ
出
雲
へ
行
く
の
か

と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
出
雲
の
地
を
見
て

回
っ
た
者
か
ら
言
わ
せ
る
と
、
確
か
に
『
古
事
記
』
が
作
ら
れ
た
の

は
中
央
の
大
和
朝
廷
（
奈
良
県
）
だ
が
、『
古
事
記
』
な
ど
の
神
話

や
伝
承
が
今
も
息
づ
い
て
い
る
の
は
出
雲
の
よ
う
に
思
え
る
。
大
和

朝
廷
も
か
つ
て
は
日
本
独
自
の
伝
承
や
儀
式
を
持
っ
て
い
た
は
ず
だ

が
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
か
け
て
大
陸
の
政
治
・
文
化
を
取
り
入
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
が
消
え
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
街
の
風
景

自
体
も
変
容
し
て
い
っ
た
。
建
造
物
の
大
半
が
中
国
様
式
に
習
い
、

仏
教
の
普
及
か
ら
寺
院
が
建
て
ら
れ
、
人
々
の
習
慣
・
思
想
も
儒
教

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
名
残
が
今
の
奈
良
県

や
京
都
府
に
あ
り
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
可
笑
し
な
こ
と
だ
が
、
奈
良
・

京
都
は
日
本
古
来
の
文
化
と
は
少
々
離
れ
て
し
ま
っ
た
部
分
も
あ
る

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
、出
雲
は
『
古
事
記
』
な
ど
の
神
話
や
伝
承
に
多
く
登
場
し
、

今
も
そ
の
名
残
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
和
朝
廷
が
無
視
出
来
な
い
ほ
ど

の
強
大
な
勢
力
が
古
代
に
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
勢
力
に
よ
っ
て
、
多
く
の
神
社
が
出
雲
に
建
て
ら
れ
、
現
在
に
至

る
ま
で
神
々
へ
の
信
仰
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
か
み
や　

み
ど
り
・
実
践
女
子
大
学
文
学
部
平
成
二
十
四
年
度
三
年
生
）
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加賀の潜戸

八重垣神社
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