
百
聞
尚
古

　
鶴
見
郷
「
蓮
台
寺
」
秘
話

｜

『
鶴
見
村
の
民
話
と
伝
説
（
第
七
話
）
』
－

　
　
　
鶴
見
町
（
旧
町
名
－
胆
）
（
故
）
　
安
　
部
　
作
　
男

　
も
と
、
豊
国
の
朝
見
郷
「
鶴
見
の
里
」
は
、
西
に
雄
大
な
鶴
見
岳
を

主
に
内
山
・
ガ
ラ
ン
岳
の
連
山
を
仰
ぎ
、
東
に
波
静
か
な
豊
後
湾
を
見

下
ろ
す
丘
陵
地
に
あ
り
、
風
光
明
媚
で
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
土
地
で

あ
っ
た
。

　
－
時
代
は
降
っ
て
、
徳
川
享
保
年
間
（
一
七
ヱ
ハ
～
三
六
）
の
出
来

事
で
あ
る
。
た
び
重
な
る
季
節
は
ず
れ
の
風
水
害
や
大
豪
雨
が
続
き
、

田
畑
を
洗
い
流
し
、
三
年
の
間
は
作
物
は
実
ら
な
か
っ
た
。
鶴
見
村
に

住
む
人
々
は
飢
饉
の
苦
し
み
に
あ
え
い
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
従
来
な
ら
ば
、
久
留
島
藩
の
「
隠
し
米
倉
」
的
な
存
在
で
あ
っ
た

鶴
見
の
百
姓
は
、
全
く
困
り
切
っ
て
い
た
。
採
れ
な
い
米
の
代
用
と
し

て
、
山
に
行
き
木
の
実
や
草
の
根
を
採
っ
て
食
べ
、
命
を
つ
な
い
で
い

た
の
で
あ
る
。
僅
か
で
は
あ
っ
た
が
藩
公
よ
り
直
江
原
中
庄
屋
を
通
じ

て
米
・
麦
・
豆
の
援
助
を
受
け
て
い
た
が
援
助
物
資
に
も
限
り
が
あ
っ

た
。
こ
れ
以
上
の
飢
饉
が
続
い
て
ゆ
け
ば
、
農
作
用
に
飼
っ
て
い
る
牛

や
馬
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
四

ツ
足
の
動
物
を
食
べ
る
こ
と
な
ど
、
仏
教
心
の
強
い
鶴
見
村
の
百
姓
達

に
と
っ
て
は
、
仏
道
上
の
「
餓
鬼
道
」
（
三
悪
道
の
一
つ
、
他
は
地
獄
道
・

畜
生
道
）
に
落
ち
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。

　
連
目
の
よ
う
に
丁
人
、
二
人
と
餓
死
者
を
出
し
、
悲
し
み
の
重
な
る

飢
饉
の
村
に
、
あ
る
目
一
人
の
旅
層
が
洪
水
跡
の
荒
れ
果
て
た
道
の
無

い
瓦
繍
の
合
間
か
ら
現
れ
て
、
村
の
中
央
部
、
竹
の
内
集
落
を
訪
ね
て

き
た
の
で
あ
る
。

　
▽
奉
の
青
竹
を
杖
に
し
て
、
身
に
着
け
て
い
る
物
と
い
え
ば
ボ
ロ
ボ

ロ
に
裂
け
て
、
荒
縄
を
腰
紐
の
代
わ
り
に
巻
き
つ
け
、
や
っ
と
衣
を
身

体
に
着
け
て
い
る
と
い
う
気
の
毒
な
姿
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
風
貌

の
ど
こ
か
に
何
か
言
い
知
れ
ぬ
高
貴
さ
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　
竹
の
内
集
落
の
西
の
山
際
に
立
っ
て
い
る
村
役
の
家
を
訪
ね
て
来
た

僧
は
、
鶴
見
村
に
来
た
理
由
を
こ
う
語
っ
た
。
－

　
　
「
私
は
、
昏
前
一
帯
に
仏
法
を
布
教
す
る
た
め
に
幾
年
も
か
け
て

　
回
り
、
昨
年
か
ら
は
豊
後
の
国
東
に
あ
る
六
郷
満
山
で
最
終
的
な

呪
力
獲
得
の
修
験
道
を
続
け
て
い
た
が
、
鶴
見
村
の
人
々
が
あ
ま

　
り
に
も
ひ
ど
く
地
獄
の
苦
し
み
に
あ
る
と
泉
福
寺
（
国
東
町
大
字

　
横
手
所
在
、
豊
後
背
洞
禅
の
名
刹
。
開
祖
は
水
和
元
年
＝
コ
二
七
五

　
無
著
妙
融
禅
師
）
の
僧
か
ら
聞
い
て
、
な
ん
と
か
里
人
の
力
に
成
り

　
た
い
と
思
い
米
村
し
た
の
で
す
」

　
こ
の
ま
ま
の
状
態
が
あ
と
三
ケ
月
も
続
く
な
ら
ば
、
鶴
見
村
の
全
域

で
餓
死
し
て
廃
村
に
な
る
こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

僧
は
、
現
在
ま
で
仏
道
修
業
で
身
に
つ
け
た
す
べ
て
の
秘
法
を
、
旅
の
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終
わ
り
の
こ
の
村
で
役
立
て
た
い
と
決
意
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　
村
役
は
、
飢
饉
の
時
だ
け
に
藁
を
も
つ
か
む
思
い
で
旅
僧
に
対
し
て

感
謝
し
た
。

　
僧
は
村
人
達
を
集
め
て
、
こ
の
地
域
だ
け
が
特
別
に
被
害
を
受
け
た

の
は
何
か
因
果
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
言
っ
た
。
佛
法
上
に
い
う
「
五
逆

罪
」
（
君
・
父
・
母
・
祖
父
・
祖
母
を
殺
す
罪
）
か
「
膀
法
」
（
仏
法
を

そ
し
る
罪
）
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
言
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
村
人
に
尋
ね

た
。
ま
た
、
こ
の
村
に
は
寺
の
跡
が
な
い
か
、
と
も
聞
い
た
の
で
あ
る
。

　
村
人
達
は
、
竹
の
内
村
か
ら
大
畑
村
に
抜
け
る
山
道
の
台
地
に
、
昔

「
大
平
山
蓮
台
寺
」
と
い
う
寺
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
、
そ
の
跡
地
に
僧

を
案
内
し
た
。
草
深
い
荒
れ
果
て
た
寺
跡
に
立
っ
た
僧
は
「
こ
れ
が
あ

の
有
名
な
幻
の
寺
、
大
平
山
蓮
台
寺
跡
か
。
な
ん
と
、
も
っ
た
い
な
く

も
申
訳
け
な
い
こ
と
を
…
…
」
。
僧
は
幻
の
寺
発
見
の
感
激
と
、
あ
ま

り
に
も
荒
れ
果
て
て
い
る
寺
跡
を
見
て
、
悲
し
み
か
喜
び
か
村
人
達
に

は
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
大
粒
の
涙
を
流
し
て
嘆
い
て
い
た
。

　
大
平
山
蓮
台
寺
は
、
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
の
昔
、
建
立
し
た
古

寺
で
あ
っ
た
と
い
う
。
建
立
の
因
縁
は
、
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
正
月

二
十
目
、
鶴
見
岳
の
大
噴
火
に
よ
り
、
鳴
動
は
三
日
間
も
続
き
、
降
灰

や
降
石
が
鶴
見
村
一
帯
に
積
も
り
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
領
地
で
あ
っ
た

鶴
見
領
は
大
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
時
の
朝
廷
（
清
和
天
皇
）
の

命
に
よ
り
、
火
男
・
火
売
二
神
の
怒
り
を
和
ら
げ
る
た
め
に
、
神
前
で

大
般
若
経
を
読
ま
せ
「
火
伏
せ
」
の
供
養
を
行
う
と
同
時
に
、
常
時
、

鶴
見
岳
を
崇
敬
し
鶴
見
岳
の
神
霊
に
「
五
穀
豊
穣
祈
願
」
を
さ
せ
る
た

め
に
、
天
台
宗
比
叡
山
延
暦
寺
よ
り
高
僧
を
送
っ
て
よ
こ
し
た
。

　
大
噴
火
が
あ
っ
て
か
ら
、
八
十
年
後
に
達
っ
た
寺
だ
と
も
僧
は
村
人

達
に
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
蓮
台
寺
も
後
年
領
主
が
変
っ
て
ゆ
き
、
天
正
四
年
（
一
五
七
八
）

に
は
、
国
主
で
あ
る
大
友
義
鎮
（
の
ち
の
宗
家
）
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
す
る
や
、
「
天
の
神
は
唯
一
神
の
み
」
と
い
っ
て
由
布
院
の
キ
リ
ス

ト
教
信
者
で
豪
族
の
奴
留
湯
氏
を
使
っ
て
、
由
緒
あ
る
蓮
台
寺
を
焼
き

払
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ
ず
か
に
焼
け
残
っ
た
寺
も
、
慶
長
五
年
二
六

〇
〇
）
九
月
に
は
再
び
大
友
と
黒
田
の
軍
勢
が
戦
っ
た
石
塩
原
の
合

戦
で
戦
火
に
焼
か
れ
て
以
来
、
完
全
に
廃
墟
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
以

後
、
雑
木
が
生
い
茂
り
、
人
々
は
寺
の
存
在
さ
え
忘
れ
て
「
幻
の
寺
」

と
な
っ
て
い
た
。

　
鶴
見
村
に
蓮
台
寺
が
建
立
さ
れ
た
以
降
は
、
神
佛
の
あ
り
か
た
い
ご

加
護
を
受
け
、
豊
か
な
生
活
を
続
け
て
来
た
。
だ
が
、
石
垣
原
合
戦
以

後
に
は
完
全
な
廃
寺
と
な
り
、
村
人
達
は
そ
の
大
恩
あ
る
寺
を
戦
火
か

ら
守
れ
ず
、
百
二
十
年
も
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
建
し
よ

う
と
も
せ
ず
、
特
に
ひ
ど
か
っ
た
の
は
、
寺
を
必
死
に
守
ろ
う
と
し
て

い
た
修
験
僧
何
人
か
が
、
焼
跡
か
ら
遺
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
村
人
達
は
、
黒
田
軍
の
報
復
を
恐
れ
た
の
か
寺
僧
の
供
養
を

せ
ず
、
そ
の
遺
体
も
放
置
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
諸
天
善
神
は
大
い
に
怒
り
、
無
慈
悲
な
村
人
達
に
反
省
を
求
め
る
た
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め
、
罪
の
現
成
と
し
て
以
後
鶴
見
村
は
い
つ
も
特
別
に
天
災
を
受
け
て

作
物
も
採
れ
ず
、
飢
饉
の
苦
し
み
を
昧
お
う
の
だ
と
旅
僧
は
村
人
達
に

語
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
寺
を
焼
け
！
」
と
命
令
し
た
大
友
氏
も
、
豊
後
在
国
四
百
年
の
長

い
歴
史
が
あ
っ
た
が
罪
の
現
成
で
二
二
代
で
亡
び
て
し
ま
い
、
火
を

放
っ
た
奴
留
湯
氏
も
由
布
郷
か
ら
一
族
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
「
こ

れ
み
な
佛
罰
な
り
」
と
僧
は
付
け
加
え
た
。

　
村
人
達
は
、
僧
の
話
を
蓮
台
寺
跡
で
間
く
と
、
深
い
ざ
ん
悔
と
蓮
台

寺
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
い
っ
そ
う
深
め
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
因

果
応
報
」
の
厳
し
さ
も
悟
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
当
時
の
付
人
達
は
、
鶴
見
村
が
受
け
て
い
た
当
時
の
状
態
で
は

寺
を
再
建
す
る
財
力
も
無
く
、
そ
の
た
め
に
動
く
人
間
の
体
力
も
持
ち

合
わ
せ
な
か
っ
た
。
ど
う
し
た
ら
、
こ
の
地
獄
の
苦
し
い
生
活
か
ら
抜

け
出
す
こ
と
が
出
来
る
か
と
頭
を
抱
え
込
む
村
人
達
で
あ
っ
た
。

　
　
「
坊
様
、
我
々
村
人
は
、
現
況
を
見
て
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、

　
寺
の
建
立
は
早
急
に
は
出
来
ま
せ
ん
。
が
、
先
祖
が
不
敬
・
不
浄
を

　
し
た
罪
滅
ぼ
し
や
、
亡
く
な
っ
た
修
業
中
の
坊
様
を
供
養
す
る
こ
と

　
は
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
な
ん
と
か
、
わ
れ
等
に
供
養
の
方
法
を
教

　
え
て
下
さ
い
」

　
里
人
は
必
死
に
な
っ
て
旅
僧
に
頼
ん
だ
。
だ
が
、
寺
跡
の
長
石
に
腰

を
下
ろ
し
て
、
じ
っ
と
目
を
閉
じ
て
し
ば
ら
く
考
え
て
い
た
。
や
が
て

立
ち
上
り
、
村
人
達
に
向
か
っ
て
説
教
し
た
。

　
「
よ
か
ろ
う
。
諸
天
善
神
と
鶴
見
村
の
鎮
守
神
に
対
し
、
信
義
潔
白

　
を
通
す
た
め
に
も
身
を
天
上
界
に
差
し
出
す
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
佛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ゅ
う
と
う
　
　
　
じ
や
い
ん
　
　
　
も
う

　
界
五
戒
（
不
殺
生
・
不
倫
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
）
を
お

　
こ
な
う
こ
と
以
外
に
こ
の
村
を
救
う
こ
と
は
出
来
ま
い
」

　
　
「
和
尚
様
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
我
々
百
姓
に
は
、

　
理
由
が
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
・
…
：
」

　
　
「
佛
法
の
利
益
に
二
道
あ
り
。
一
つ
を
冥
益
と
い
い
、
今
一
つ
を

　
現
（
顕
）
益
と
い
う
。
拙
僧
は
、
急
い
で
こ
の
村
を
救
わ
な
け
れ
ば

　
な
ら
ぬ
。
な
ら
ば
顕
益
を
求
め
て
、
早
期
に
利
益
を
現
す
た
め
に
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
・

　
の
蓮
台
寺
跡
に
て
即
身
成
佛
と
な
ろ
う
。
世
に
い
う
、
人
柱
と
思
え

　
ば
良
い
の
じ
ゃ
。
も
う
そ
れ
以
外
に
、
こ
の
村
を
救
う
こ
と
が
出
来

　
ぬ
所
ま
で
き
て
い
る
の
だ
」

　
静
か
に
顔
色
ご
つ
変
え
ず
村
人
達
に
語
る
僧
を
見
て
ヽ
百
姓
達
は

び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
。
村
人
は
、
人
の
話
に
聞
い
た
こ
と
の
あ
る

「
即
身
佛
」
を
蓮
台
寺
跡
で
現
実
に
行
な
お
う
と
し
て
い
る
僧
に
対
し

て
、
唯
、
お
ろ
お
ろ
す
る
ば
か
り
。
い
か
に
苦
し
い
生
活
を
続
け
て
い

て
も
、
僧
の
命
と
引
き
換
え
に
浄
土
の
招
現
は
、
あ
ま
り
に
も
無
謀
な

こ
と
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
お
坊
様
、
そ
の
即
身
佛
に
成
る
こ
と
だ
け
は
止
め
て
く
だ
さ
い
。

　
お
願
い
致
し
ま
す
」

　
村
人
達
は
、
今
度
は
必
死
に
な
っ
て
止
め
た
。
だ
が
僧
の
決
意
は
大

変
に
固
く
、
誰
も
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
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こ
う
し
て
、
僧
は
蓮
台
寺
跡
に
小
さ
な
小
屋
を
つ
く
り
、
即
身
佛
に

な
る
た
め
の
荒
業
を
始
め
た
。

　
御
門
川
（
春
木
川
の
上
流
）
の
清
水
で
心
身
を
祓
い
（
万
度
祓
）
、

毎
日
、
小
屋
の
中
で
般
若
心
経
を
一
万
遍
唱
え
て
い
た
。
そ
ん
な
荒

業
が
七
日
間
行
な
わ
れ
た
。
村
人
達
は
小
屋
を
遠
ま
き
に
し
て
見
守
っ

た
。
八
日
後
の
朝
、
小
屋
か
ら
出
て
来
た
憎
は
村
人
達
に
向
か
い
、
寺

跡
の
南
側
に
一
段
と
高
く
な
っ
て
い
る
土
盛
り
を
指
さ
し
て
横
穴
を
掘

る
よ
う
に
命
じ
た
。

　
奥
行
き
一
間
（
六
尺
、
丁
八
メ
ー
ト
ル
）
、
高
さ
五
尺
、
巾
も
五
尺
。

丁
人
が
ゆ
っ
く
り
座
れ
る
広
さ
で
あ
り
、
上
部
の
天
井
に
青
竹
の
筒

を
さ
し
込
み
空
気
穴
を
作
っ
た
。
土
盛
り
の
中
に
は
地
面
に
藁
む
し
ろ

一
枚
を
敷
い
て
、
経
机
を
ま
ん
中
に
一
台
置
き
、
経
典
数
冊
を
積
み
重

ね
て
五
寸
の
？
‐
‘
ソ
ク
二
本
を
経
机
の
端
に
立
て
、
静
か
に
憎
は
座
っ

た
。
こ
う
し
て
入
口
を
大
き
な
岩
戸
で
閉
じ
さ
せ
た
。

　
村
人
は
、
憎
が
完
全
に
地
中
に
こ
も
り
外
部
と
断
絶
さ
れ
て
し
ま
う

と
、
呆
然
と
そ
の
場
に
立
ち
す
く
ん
で
い
た
。
憎
が
「
即
身
佛
」
（
天

台
宗
・
真
言
宗
・
日
蓮
宗
な
ど
で
説
か
れ
、
特
に
江
戸
時
代
、
衆
生
救

済
の
た
め
自
ら
断
食
死
し
て
ミ
イ
ラ
化
し
た
行
者
が
い
た
）
に
成
り
、

里
人
を
救
う
崇
高
な
姿
と
深
い
慈
悲
心
に
感
謝
を
捧
げ
る
と
共
に
、
涙

を
流
し
な
が
ら
洞
穴
に
向
か
っ
て
両
掌
を
合
わ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
「
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
御
憎
の
供
養
は
永
遠
に
、
孫
子
の

代
と
い
わ
ず
末
代
ま
で
致
し
ま
す
」
と
誓
っ
た
の
で
あ
る
。
旅
憎
が

「
即
身
成
佛
」
に
な
る
と
聞
い
た
鶴
見
村
の
人
々
は
、
蓮
台
寺
跡
に
続
々

と
集
ま
っ
て
来
た
。

　
そ
し
て
、
そ
の
土
盛
り
の
前
に
座
り
込
み
、
Ｔ
心
不
乱
に
般
若
心
経

と
法
華
経
の
観
世
音
普
門
品
（
観
音
経
）
を
唱
え
た
。
村
人
達
が
合
唱

す
る
お
経
の
声
は
、
周
囲
の
深
い
山
々
に
こ
だ
ま
し
て
一
大
音
響
と
な

り
、
鶴
見
村
中
に
響
き
渡
っ
た
。
と
同
時
に
、
地
の
底
か
ら
相
和
す
る

よ
う
に
、
地
底
か
ら
憎
の
唱
え
る
お
経
が
低
い
声
な
が
ら
聞
こ
え
て
き

た
…
…
。

　
村
人
達
も
憎
が
即
身
佛
に
成
る
た
め
、
地
底
に
入
っ
て
か
ら
七
日

間
、
蓮
台
寺
跡
に
通
っ
て
お
経
を
唱
え
た
。
憎
の
唱
え
る
お
経
の
声

は
昼
夜
の
別
な
く
聞
こ
え
て
来
た
。
特
に
竹
の
内
村
か
ら
少
し
離
れ
た

大
畑
村
ま
で
も
夜
の
聞
を
透
し
て
聞
こ
え
た
、
と
い
う
。
だ
が
そ
の
声

も
、
一
ヵ
月
も
す
る
と
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
。
憎
は
完
全
に
即
身
彿
と

な
り
、
鶴
見
村
を
身
を
挺
し
て
護
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
…
…
。

　
そ
れ
以
後
は
、
鶴
見
の
里
も
昔
と
同
じ
よ
う
に
平
和
な
時
代
が
甦

り
、
諸
天
善
神
の
加
護
の
も
と
自
然
界
と
五
穀
豊
穣
の
恵
み
を
存
分
に

受
け
、
再
び
黄
金
の
波
打
つ
稲
田
が
明
治
の
世
ま
で
続
き
、
風
雨
や
洪

水
の
害
も
他
の
地
域
よ
り
も
軽
く
、
「
鶴
見
千
石
」
の
名
を
ほ
し
い
ま

ま
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
竹
の
内
村
の
農
民
は
即
身
成
佛
に
な
っ
た
旅
憎
に
対
し
て
、

報
恩
感
謝
を
す
る
た
め
に
二
基
の
五
輪
塔
を
建
立
し
て
蓮
台
寺
跡
の
土

盛
り
に
長
く
供
養
を
続
け
た
、
と
い
う
。
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昭
和
の
始
め
頃
ま
で
、
原
中
村
の
村
人
達
は
小
倉
の
照
湯
ま
で
殿
様

湯
（
御
前
湯
と
も
）
と
呼
ぶ
共
同
温
泉
で
入
浴
し
て
い
た
。
雨
の
降
る

夜
な
ど
蓮
台
寺
前
の
近
道
を
通
る
と
、
細
い
山
道
に
「
爾
時
、

む
じ
ん
い

無
尽
意

菩
薩
、
即
従
座
起
」
と
地
の
底
か
ら
、
旅
憎
の
唱
え
る
法
華
経
が
夜
間

に
間
え
て
来
た
と
古
老
は
語
る
…
…
。

　
旅
憎
が
即
身
佛
に
な
っ
て
か
ら
二
五
〇
年
と
歳
月
は
矢
の
よ
う
に
流

れ
去
っ
て
い
っ
た
。
現
代
で
は
宅
地
化
か
進
み
、
市
営
住
宅
が
蓮
台
寺

跡
の
一
部
に
建
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
、
蓮
台
寺
跡
も
完
全
に
住
宅

地
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
わ
り
）

（
参
考
‐
編
集
部
）

　
享
保
の
飢
饉
工
学
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
イ
ナ
ゴ
に
よ
る
虫
害
で
近
畿
以
西
を
お

　
　
　
　
　
　
　
そ
っ
た
。
餓
死
者
は
十
万
人
以
上
、
飢
え
た
者
は
二
六
〇
万
人
以

　
　
　
　
　
　
　
上
と
推
定
さ
れ
た
が
、
江
戸
幕
府
は
被
害
の
少
な
い
地
方
か
ら
救
援

　
　
　
　
　
　
　
米
・
米
銭
義
梢
・
貸
与
等
の
救
助
策
を
講
じ
た
が
、
応
じ
き
れ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
江
戸
（
当
時
百
万
都
市
と
い
わ
れ
、
八
百
八
町
）
で
も
米
価
が
高
騰

　
　
　
　
　
　
　
し
、
翌
正
月
に
「
打
ち
こ
わ
し
」
騒
動
の
一
因
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
大
国
史
研
究
室
編
『
日
本
史
辞
典
』
）

執
筆
者
　
安
　
部
　
作
　
男
　
氏

　
昭
和
十
一
年
、
鶴
見
の
原
（
現
鶴
見
町
）
出
身
。
自
営
業
の
か
た
わ
ら
郷
土
史
の
研
究
に
う
ち
こ
む
。
朝
日
小
学
校
の
開

校
記
念
誌
で
も
活
躍
、
本
誌
第
二
・
三
号
に
も
投
稿
し
て
頂
い
た
。
な
お
、
昭
和
五
十
四
年
に
は
自
費
で
『
鶴
見
村
の
民
話
と

伝
説
』
を
出
版
さ
れ
た
。
平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
目
没
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
編
集
部
）
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