
佐
太
夫
伝
説
 
 
 

伝
 
説
 
 
 
 
 
熊
野
の
口
頭
伝
承
と
し
て
は
、
榊
山
神
祉
宮
司
家
を
出
自
と
す
る
佐
太
夫
の
伝
説
と
、
榊
山
神
社
で
演
納
さ
れ
る
神
楽
 
 

踊
り
の
歌
と
が
双
壁
で
あ
る
。
佐
太
夫
伝
説
は
、
『
筆
の
町
熊
野
誌
』
（
昭
和
三
十
四
年
）
 
に
く
わ
し
く
、
熊
野
第
一
小
学
校
創
立
百
年
 
 

第
二
牽
 
熊
野
町
の
民
俗
 
 

（
土
地
台
帳
に
載
っ
て
い
な
い
場
所
）
 
の
村
境
に
設
け
る
。
 
 

。
香
 
桑
1
新
宮
で
は
現
在
も
つ
づ
い
て
い
る
と
い
う
が
、
何
升
香
条
と
い
っ
て
、
血
の
濃
い
間
柄
か
ら
順
次
、
五
升
二
二
 
 

升
二
一
升
二
升
・
五
合
二
二
合
香
彙
を
出
す
。
三
升
香
典
以
上
が
血
縁
で
、
二
升
香
奥
は
深
い
交
際
の
あ
っ
た
老
、
一
升
香
真
は
 
 

話
中
の
者
全
員
で
あ
っ
た
。
実
際
に
米
で
払
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ふ
つ
う
米
一
升
の
相
場
に
応
じ
、
か
り
に
一
升
六
〇
〇
 
 

円
な
ら
、
「
五
升
香
輿
三
千
円
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
取
り
立
て
、
記
帳
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

。
忌
明
け
と
法
事
 
－
 
死
者
が
で
る
と
、
家
の
戸
口
に
「
忌
中
」
 
の
紙
を
貼
り
、
四
十
九
日
ま
で
精
進
し
て
魚
・
肉
炉
を
食
べ
な
 
 

か
っ
た
。
神
社
へ
も
参
ら
ず
、
鳥
居
も
く
ぐ
ら
な
い
よ
う
注
意
し
た
。
七
日
ご
と
に
七
つ
の
関
所
を
地
蔵
さ
ん
が
案
内
し
て
く
だ
さ
 
 

る
と
い
い
、
七
日
目
ご
と
に
僧
侶
を
招
い
て
読
経
し
て
も
ら
う
。
四
十
九
日
に
は
親
類
・
近
所
の
人
な
ど
が
集
っ
て
法
要
を
営
み
、
 
 

「
茶
の
子
」
と
し
て
餅
や
品
物
を
配
る
。
四
十
九
日
が
三
か
月
日
に
あ
た
る
時
ほ
、
繰
り
上
げ
て
三
十
五
日
に
し
た
。
四
十
九
日
が
 
 

忌
明
け
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
後
、
百
日
、
「
む
か
わ
り
」
（
一
周
忌
）
に
法
事
を
し
、
三
・
七
二
三
・
一
七
・
二
五
二
二
三
・
五
〇
回
忌
を
す
る
。
初
盆
 
 

に
は
白
い
朝
顔
灯
籠
か
こ
止
て
る
。
親
類
や
講
中
、
近
所
の
人
も
、
自
分
の
家
の
名
を
書
い
て
供
え
た
。
 
 

第
五
節
 
口
頭
伝
承
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る
。
す
る
と
そ
の
年
、
庄
屋
は
落
雷
に
お
う
て
死
に
、
村
中
か
つ
て
な
い
虫
害
に
見
舞
わ
れ
、
牛
馬
も
こ
と
ご
と
く
倒
れ
る
と
い
う
 
 

変
事
が
お
こ
る
。
村
人
は
頭
に
黒
い
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
姿
の
害
虫
を
佐
太
夫
虫
（
佐
田
虫
）
と
呼
び
、
榊
山
神
杜
に
藁
人
形
を
奉
っ
 
 

て
七
日
七
夜
の
祈
願
を
し
た
と
こ
ろ
、
人
形
は
願
い
を
き
き
い
れ
た
か
の
よ
う
に
震
動
し
、
う
な
ず
く
。
人
々
は
神
楽
踊
り
を
奉
納
 
 

し
て
、
佐
太
夫
の
霊
を
慰
め
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
溝
の
官
の
首
は
、
佐
太
夫
の
首
を
も
っ
て
身
内
の
老
が
立
ち
寄
っ
た
と
 
 

こ
ろ
だ
と
さ
れ
、
城
之
堀
に
ほ
首
洗
い
井
戸
や
佐
太
夫
の
墓
が
あ
り
、
出
来
庭
に
も
首
切
り
塚
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
昭
和
 
 

十
五
年
に
は
、
出
来
庭
の
畑
ケ
迫
に
佐
太
夫
神
社
ま
で
建
て
ら
れ
た
（
現
在
は
、
大
歳
神
社
の
前
に
遷
さ
れ
て
い
る
）
。
 
 
 

非
業
の
死
を
と
げ
た
魂
が
怨
霊
と
な
り
、
人
々
に
た
た
る
と
い
う
の
ほ
よ
く
あ
る
詣
で
あ
る
。
佐
太
夫
伝
説
も
そ
の
一
つ
で
、
中
 
 
 

1
 
生
活
誌
編
 
 

図2札51 休太夫神社（出来地区）  

図2¶5－2 件太プ≡の享．箋（域之鋸」也区二）  

記
念
誌
『
熊
野
川
』
 
（
昭
和
五
十
年
）
も
そ
 
 

れ
に
基
づ
い
て
て
い
ね
い
に
記
述
し
て
い
 
 

る
。
詳
細
ほ
そ
れ
ら
に
譲
り
、
あ
ら
す
じ
 
 

を
拾
っ
て
お
く
。
 
 
 

時
は
江
戸
中
期
、
榊
山
神
杜
の
宮
司
家
 
 

で
継
子
と
し
て
育
て
ら
れ
た
佐
太
夫
は
、
 
 

は
ん
こ
 
 

家
督
を
本
子
の
弟
に
譲
ろ
う
と
し
て
家
を
 
 

出
、
厳
島
参
詣
を
機
緑
と
し
て
宮
島
に
な
 
 
 

る
。
そ
れ
を
ね
た
ん
だ
庄
屋
の
蕊
言
に
よ
 
 

っ
て
捕
え
ら
れ
、
と
ど
の
つ
ま
り
大
立
山
 
 

の
山
道
で
庄
屋
の
手
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
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い
な
ご
 
 

溝
で
ほ
、
こ
れ
を
虫
送
り
と
し
て
の
「
オ
ー
ク
ル
バ
イ
」
 
の
起
原
語
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
を
き
い
た
。
蛙
を
斎
藤
稟
盛
の
怨
霊
の
 
 

せ
い
と
み
な
し
、
各
地
で
実
盛
送
り
が
催
さ
れ
て
い
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
て
、
興
味
深
い
。
ま
た
出
来
庭
で
は
、
神
楽
踊
り
の
 
 

起
原
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
佐
太
夫
の
出
自
を
榊
山
神
社
に
寄
せ
て
い
る
点
か
ら
も
、
神
社
で
盛
大
に
演
納
さ
れ
る
踊
り
の
起
 
 

原
澤
と
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
踊
り
の
発
生
を
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
と
す
る
伝
承
が
有
力
な
の
で
、
こ
 
 

の
方
は
定
着
を
み
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
に
よ
っ
て
は
、
話
の
結
び
で
庄
屋
に
焦
点
を
あ
て
「
嘘
を
つ
く
な
」
と
い
う
教
 
 

訓
罪
と
も
し
て
い
る
。
 
 

第
二
草
 
熊
野
町
の
民
俗
 
 
 

岩（王り也地区）  1
 
 

3
 
 

2
 
 

図
 
 

石
を
め
ぐ
る
伝
記
 
 

。
呉
地
の
 
「
涙
岩
」
 
－
 
『
芸
薄
遺
志
』
 
に
、
「
熊
野
山
中
に
あ
り
、
英
質
黒
色
・
白
 
 

文
六
行
あ
り
、
疾
病
の
ご
と
し
」
と
出
て
い
る
。
こ
の
涙
痕
に
つ
い
て
、
水
を
汲
む
継
 
 

子
の
哀
話
が
語
ら
れ
て
い
る
（
珊
欄
㌔
餓
）
が
、
姑
の
嫁
い
び
り
と
す
る
詰
も
あ
る
（
呉
地
）
。
 
 

こ
の
岩
の
上
に
も
も
と
社
が
あ
っ
て
、
蛇
神
を
祀
っ
て
い
た
と
い
う
。
水
神
と
し
て
も
 
 

信
仰
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

。
中
溝
観
音
平
の
「
ゆ
る
ぎ
石
」
－
1
『
芸
藩
通
志
』
 
に
、
「
熊
野
山
中
に
あ
り
、
幅
 
 

五
尺
、
長
さ
七
尺
」
と
あ
る
。
ゆ
る
ぎ
観
音
堂
の
南
下
側
に
あ
る
岩
で
、
昔
、
病
に
か
 
 

か
っ
た
人
が
夢
告
に
よ
っ
て
発
見
し
、
立
願
し
て
治
癒
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
時
の
庄
 
 

屋
が
音
頭
を
と
っ
て
社
殿
を
建
立
し
、
や
が
て
人
々
が
付
近
の
岩
々
へ
三
三
体
の
観
音
 
 

を
刻
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
か
つ
て
「
ゆ
る
ぎ
石
」
 
は
、
心
の
清
い
人
が
ふ
れ
る
と
、
指
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図2－5－4 ゆ る ぎ‡二：  

（中溝地区）  

一
本
で
も
そ
の
名
の
よ
う
に
ゆ
ら
い
だ
そ
う
で
あ
る
。
 
 

へ
ゆ
ら
ぎ
観
音
ゆ
る
が
し
ゃ
ゆ
る
る
 
 

棍
な
し
岩
だ
が
落
ち
は
せ
ぬ
 
（
筆
ま
つ
り
の
歌
）
 
 
 

。
萩
原
の
「
夜
泣
き
石
」
 
－
 
萩
原
の
備
前
に
、
細
流
の
井
堰
と
し
て
用
い
ら
れ
 
 

て
い
た
二
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
ド
ン
ド
ン
石
が
あ
っ
た
。
夜
な
夜
な
人
が
通
り
か
か
 
 

る
と
泣
い
た
と
い
う
。
あ
る
人
に
夢
告
が
あ
り
、
石
は
も
と
竜
王
で
あ
っ
た
と
い
 
 

い
、
高
い
所
に
祀
っ
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
の
で
、
峠
に
か
つ
ぎ
あ
げ
た
の
が
今
の
竜
 
 

王
社
の
奥
の
院
で
あ
る
。
再
び
夢
告
が
あ
り
、
春
秋
の
彼
岸
に
お
旅
所
と
し
て
小
迫
 
 

の
竜
王
社
に
遷
幸
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
々
に
は
舟
 
 

図2－5－5 道門の墓（新宮地区）  

の
形
を
し
た
御
輿
に
乗
せ
て
お
遷
し
し
た
が
、
そ
の
凪
が
 
 

や
が
て
秋
の
彼
岸
の
「
曳
き
船
」
行
事
に
な
っ
た
の
だ
と
 
 

も
い
わ
れ
る
（
第
三
節
「
年
中
行
事
」
参
照
）
。
 
 
 

そ
の
他
、
登
岐
兢
士
の
無
念
の
思
い
の
こ
も
っ
た
石
だ
 
 

と
か
、
石
岳
山
の
鬼
岩
・
牛
岩
－
烏
帽
子
岩
・
大
丈
岩
な
 
 

ど
、
霊
岩
・
霊
石
の
伝
承
が
多
い
。
 
 

墓
 
石
 
 
 

新
宮
区
海
上
側
に
あ
る
道
円
の
墓
、
初
神
区
間
の
竹
薮
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神
と
仏
 
 
 

D
呉
地
の
岸
田
八
幡
－
－
水
神
で
は
な
い
が
、
享
徳
（
一
四
五
二
－
五
四
）
 
の
こ
ろ
、
大
日
照
り
が
つ
づ
い
た
の
で
、
雨
乞
い
を
し
 
 

て
慈
雨
を
得
、
崇
敬
の
念
を
た
か
め
た
と
い
う
。
 
 

。
同
、
天
狗
平
の
山
の
神
1
日
照
り
の
時
、
酒
を
も
っ
て
参
詣
し
、
庭
踊
り
を
す
る
。
か
わ
ら
け
に
そ
れ
ぞ
れ
の
月
名
を
書
い
 
 

て
酒
を
注
ぐ
と
、
雨
を
た
ま
わ
る
月
の
か
わ
ら
け
か
ら
は
漕
が
溢
れ
る
。
あ
る
い
は
、
か
わ
ら
け
か
ら
握
れ
る
酒
の
景
で
、
雨
量
の
 
 

な
ぬ
か
び
 
 

多
少
を
占
っ
た
と
も
い
う
。
雨
が
降
る
と
、
盆
の
七
日
日
に
お
礼
参
り
の
踊
り
を
す
る
。
 
 

。
初
神
の
薬
師
さ
ん
 
一
 
人
間
や
牛
馬
を
流
行
病
か
ら
守
る
仏
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
械
れ
や
不
浄
を
忌
ま
れ
、
あ
る
 
 

と
き
不
浄
の
油
を
灯
明
に
用
い
た
と
こ
ろ
、
一
瞬
の
う
ち
に
灯
明
皿
が
四
散
し
、
お
堂
が
焼
け
た
。
こ
の
仏
の
数
寄
な
命
運
は
、
寛
 
 

文
六
年
（
〓
ハ
六
六
）
の
略
縁
起
や
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
の
尊
像
再
興
之
由
来
書
に
出
る
（
撫
謂
均
等
）
。
ロ
碑
で
は
、
こ
の
仏
は
三
 
 

谷
川
に
沈
ん
で
い
た
の
を
拾
い
あ
げ
て
お
祀
り
し
た
と
も
い
う
。
 
 

当
地
の
昔
話
の
発
語
は
、
「
と
ん
と
昔
」
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
発
語
の
記
憶
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
話
の
伝
承
は
 
 
 

普
話
・
世
間
話
 
 

ま
こ
と
に
稀
薄
で
あ
る
。
昔
話
と
い
う
の
は
作
り
話
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
気
持
が
つ
よ
く
、
積
極
的
な
伝
承
者
 
 

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
祖
父
母
・
両
親
と
も
に
忙
し
く
、
昔
話
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
よ
う
で
 
 

第
二
章
 
熊
野
町
の
民
俗
 
 

に
あ
る
柳
生
李
橘
の
墓
、
萩
原
竜
王
社
の
生
井
菩
薩
の
墓
な
ど
に
も
そ
れ
ぞ
れ
言
い
伝
え
が
あ
る
。
佐
太
夫
の
墓
や
塚
に
つ
い
て
 
 

は
、
前
に
あ
げ
た
。
ま
た
、
呉
地
天
狗
平
の
麓
を
通
る
旧
街
道
の
傍
、
呉
街
道
付
近
の
竹
薮
、
城
之
掘
の
稲
荷
の
谷
の
旧
街
道
に
 
 

ほ
、
六
部
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
（
鮎
庸
蛸
山
）
と
い
う
が
、
い
ず
れ
も
具
象
性
に
と
ぽ
し
い
の
で
、
こ
こ
で
の
記
述
は
避
け
 
 

た
い
。
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。
姥
捨
山
（
枝
折
型
）
1
親
孝
行
の
息
子
が
、
親
を
負
う
て
捨
て
に
行
く
ん
で
す
よ
の
。
ほ
い
じ
ゃ
け
ど
、
親
の
慈
悲
よ
の
、
負
 
 

わ
れ
て
お
っ
て
、
木
の
枝
を
折
る
ん
で
す
と
。
そ
り
ょ
う
、
負
う
た
子
は
の
、
勘
違
い
し
て
の
、
枝
を
折
っ
て
お
い
て
、
自
分
が
戻
 
 

ろ
う
思
う
と
勘
違
い
し
て
の
。
子
が
か
わ
い
い
せ
い
に
、
そ
れ
を
折
る
ん
じ
ゃ
け
え
、
帰
り
に
迷
う
ち
ゃ
あ
い
け
ん
い
う
て
の
。
ほ
 
 

い
で
、
捨
て
に
行
っ
た
ん
じ
ゃ
が
、
よ
う
捨
て
ず
に
帰
っ
て
き
た
、
い
う
話
を
聞
き
ま
す
よ
の
。
（
城
之
掘
、
花
木
ヨ
シ
ノ
、
明
治
二
十
 
 

五
年
生
）
 
 

。
西
行
と
小
僧
 
－
 
西
行
法
師
い
う
歌
よ
み
の
先
生
が
お
ら
れ
た
よ
の
。
西
行
法
師
は
、
諸
国
を
め
ぐ
ら
れ
る
お
坊
さ
ん
、
そ
れ
 
 

が
お
経
を
申
す
申
す
寺
の
戸
口
へ
行
っ
た
い
う
。
そ
し
た
ら
お
寺
の
小
僧
が
お
る
。
小
僧
が
「
御
院
家
さ
ん
、
た
に
ゅ
う
修
行
人
に
 
 

ひ
ん
ち
 
 

与
え
ま
し
ょ
う
か
」
い
う
た
ら
、
「
あ
し
こ
に
こ
の
間
の
忌
日
で
も
ろ
う
て
戻
っ
た
お
す
わ
り
（
鏡
餅
）
が
あ
る
け
え
、
そ
の
大
け
え
 
 

の
を
あ
げ
」
ち
ゅ
う
。
そ
の
小
僧
さ
ん
は
欲
な
人
間
だ
っ
た
。
そ
れ
で
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
い
の
を
や
る
の
ほ
惜
し
い
け
え
い
う
て
、
 
 

半
分
に
折
っ
て
の
、
衣
の
下
に
隠
し
て
、
半
分
や
っ
た
。
ど
っ
ち
も
歌
よ
み
じ
ゃ
け
え
、
西
行
法
師
が
、
 
 

十
五
夜
に
片
わ
れ
月
夜
が
あ
る
も
の
か
 
 

ち
ゅ
う
た
。
小
僧
は
途
方
に
く
れ
て
、
衣
の
わ
き
か
ら
 
 

袖
に
か
く
れ
て
こ
こ
に
半
月
 
 

い
う
て
出
あ
た
。
（
城
之
堀
、
古
武
家
佐
一
、
明
治
二
十
三
年
生
）
 
 

。
雀
孝
行
 
－
 
燕
と
雀
と
お
っ
て
の
、
親
が
死
ぬ
る
い
う
時
、
雀
ほ
す
ぐ
に
逢
い
に
行
っ
た
が
、
燕
は
き
れ
い
に
す
る
の
に
、
お
 
 

歯
黒
を
入
れ
て
の
、
き
れ
い
に
し
て
か
ら
行
き
よ
っ
た
ら
、
親
の
死
に
目
に
あ
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
雀
は
、
米
の
初
物
で
も
食
べ
 
 
 

Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 
 

あ
る
。
い
ち
お
う
話
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
四
話
を
掲
げ
て
お
く
。
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「
姥
拾
山
」
は
、
話
者
が
「
雀
孝
行
」
の
話
を
し
て
い
て
、
孝
行
と
い
う
連
想
か
ら
思
い
出
し
た
話
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
全
国
的
 
 

に
流
布
し
た
話
で
、
広
島
県
内
で
も
幾
つ
も
採
集
さ
れ
て
い
る
。
「
雀
孝
行
」
で
は
、
親
不
孝
の
鳥
は
キ
ツ
ツ
キ
で
あ
る
の
が
一
般
 
 

的
だ
が
、
広
島
県
で
は
燕
に
す
る
例
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。
「
姥
捨
山
」
は
寺
の
説
教
で
聞
い
た
と
の
こ
と
で
、
「
西
行
と
小
僧
」
 
 

も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
い
わ
ゆ
る
連
歌
咄
に
属
す
る
笑
話
で
、
額
話
ほ
近
世
初
期
の
小
咄
集
で
あ
る
『
醍
陸
笑
』
や
『
き
の
ふ
 
 

は
け
ふ
の
物
語
』
に
も
出
て
い
る
。
要
約
し
て
書
く
ほ
か
な
か
っ
た
が
、
最
後
の
時
鳥
の
話
は
珍
し
い
。
時
鳥
の
鳴
き
声
の
由
来
を
 
 

語
る
話
は
幾
つ
か
あ
り
、
こ
の
前
半
は
「
時
鳥
と
継
母
」
で
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
「
囁
い
て
血
を
吐
く
」
と
い
う
諺
に
結
び
つ
く
 
 

の
は
、
特
異
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
「
舌
切
雀
」
や
「
桃
太
郎
」
は
別
に
し
て
も
、
「
蛇
輩
入
」
「
幣
の
育
て
子
」
「
子
育
 
 

て
幽
霊
」
「
肉
付
面
」
等
の
話
が
あ
っ
た
。
孝
行
や
報
恩
を
説
く
も
の
が
多
い
の
は
、
「
肉
付
面
」
ほ
当
然
と
し
て
、
真
宗
寺
院
で
の
 
 

説
教
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
昔
話
よ
り
も
、
世
間
話
な
り
実
話
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
は
、
も
っ
と
豊
富
で
多
彩
で
あ
っ
た
。
狐
が
化
け
た
り
、
狐
 
 

に
だ
ま
さ
れ
た
り
、
カ
ワ
ウ
ソ
が
ぁ
る
さ
を
し
た
り
、
エ
ン
コ
一
に
肛
門
を
ぬ
か
れ
た
り
す
る
。
蛇
は
ヤ
ミ
シ
ロ
（
「
家
見
知
り
」
か
）
 
 

と
い
っ
て
、
家
の
主
で
あ
る
と
語
る
な
ど
、
動
物
話
が
多
い
が
、
と
り
わ
け
狐
話
が
多
彩
で
あ
っ
た
。
狐
に
だ
ま
さ
れ
て
行
方
が
わ
 
 

弟
二
幸
 
熊
野
町
の
民
俗
 
 

ら
れ
る
の
に
、
燕
は
虫
ほ
き
ゃ
食
え
ん
い
う
て
の
。
（
出
来
庭
、
世
良
ヤ
ツ
・
キ
ヌ
ヨ
、
明
治
三
十
三
年
、
三
十
年
生
）
 
 

。
囁
い
て
血
を
吐
く
1
時
鳥
は
横
着
な
鳥
で
、
自
分
で
卵
を
抱
か
な
い
。
鷲
の
巣
に
卵
を
う
み
つ
け
、
鷲
に
卵
を
か
え
さ
せ
 
 

る
。
だ
か
ら
卵
か
ら
雛
が
か
え
っ
て
も
、
雛
は
親
を
親
と
知
ら
な
い
。
親
鳥
（
時
鳥
）
が
、
い
く
ら
「
つ
い
て
こ
い
よ
、
つ
い
て
こ
 
 

い
よ
」
と
呼
ん
で
も
、
つ
い
て
行
か
な
い
。
「
囁
い
て
血
を
吐
く
時
鳥
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
か
ら
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
（
取
烹
、
 
 

話
者
右
に
同
じ
）
 
 

J∂3   



う
だ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
用
便
は
外
で
た
し
た
の
だ
が
、
あ
る
晩
Ⅹ
さ
ん
は
家
を
出
た
き
り
戻
ら
な
い
。
狐
に
と
ら
れ
た
の
か
も
わ
 
 

か
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
み
ん
な
で
、
〔
出
あ
し
ゃ
あ
れ
、
見
い
し
ゃ
あ
れ
、
と
唱
え
な
が
ら
探
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
ヨ
シ
ガ
ワ
か
 
 

ら
松
茸
を
呉
へ
売
り
に
い
く
者
が
い
て
、
そ
れ
が
ヨ
シ
ガ
ワ
の
池
で
見
つ
け
た
。
池
へ
入
っ
た
り
出
た
り
し
て
い
た
そ
う
だ
。
連
れ
 
 

て
も
ど
っ
て
も
、
ま
る
で
腑
が
抜
け
た
ふ
う
で
あ
っ
た
が
、
お
じ
さ
ん
が
〓
戸
大
き
な
声
で
ど
な
る
と
、
寝
て
い
た
の
が
コ
ロ
ッ
と
 
 

起
き
た
。
よ
く
聞
く
と
、
外
へ
出
た
と
き
好
き
な
男
が
き
て
い
た
の
で
、
つ
い
ふ
ら
ふ
ら
と
つ
い
て
行
っ
た
。
そ
こ
ま
で
は
覚
え
て
 
 

い
る
が
…
…
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
狐
が
好
き
な
男
に
化
け
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
わ
た
し
ゃ
あ
、
Ⅹ
さ
ん
が
通
れ
ら
れ
て
戻
 
 

っ
て
の
を
こ
の
張
で
見
ま
し
た
で
」
。
（
出
来
庭
）
 
 
 

国2－5－6 お守の訊蘭（光教坊）  

匡12   5－7 押込水河池  

押
込
に
水
源
池
が
造
成
さ
れ
て
い
た
と
 
 
 

き
の
こ
と
で
あ
る
。
工
事
の
た
め
に
た
く
 
 
 

さ
ん
の
男
が
は
い
り
こ
み
、
村
の
娘
た
ち
 
 
 

も
そ
こ
で
働
い
た
。
し
ぜ
ん
男
と
仲
よ
く
 
 
 

な
る
者
も
あ
る
。
Ⅹ
さ
ん
と
い
う
娘
も
そ
 
 

か
ら
な
く
な
る
と
、
へ
出
あ
し
ゃ
あ
れ
 
 

え
、
出
あ
し
ゃ
あ
れ
え
、
鉦
の
太
鼓
で
出
 
 

あ
し
ゃ
あ
れ
（
城
之
堀
）
と
か
、
「
出
あ
し
 
 

ゃ
あ
れ
、
見
い
し
ゃ
あ
れ
（
川
角
）
と
、
唱
 
 

え
つ
つ
探
す
の
だ
と
い
う
。
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細
部
の
整
っ
た
話
し
方
で
は
な
い
。
も
と
の
話
し
方
の
順
序
な
ど
も
多
少
改
め
て
、
筋
だ
け
を
示
し
た
。
昔
話
と
し
て
は
、
「
信
 
 

田
狐
」
 
「
お
さ
ん
狐
」
 
の
断
片
を
耳
に
し
、
妊
娠
し
た
狐
へ
味
噌
汁
を
与
え
つ
づ
け
た
お
ば
あ
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
、
狐
が
恩
返
し
の
 
 

品
を
持
っ
て
き
た
と
い
う
実
話
な
ど
も
あ
っ
た
。
狐
へ
の
親
和
感
が
印
象
的
で
あ
っ
た
が
、
狐
火
、
そ
の
他
あ
り
ふ
れ
た
話
が
多
い
 
 

の
で
、
以
下
は
省
略
す
る
。
 
 

労
作
歌
 
 
 

民
 
謡
 
 

。
筆
作
り
歌
 
－
 
筆
の
町
鮨
野
の
労
作
歌
と
し
て
、
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
民
謡
大
事
典
』
 
 

（
昭
和
五
十
八
年
）
を
参
若
し
て
も
、
熊
野
以
外
で
は
こ
の
歌
は
み
ら
れ
な
い
。
筆
作
り
に
は
、
「
毛
阻
み
」
か
ら
は
じ
ま
っ
て
「
彫
 
 

銘
」
に
至
る
ほ
ぼ
十
の
工
程
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
毛
を
揉
ん
で
脂
を
取
っ
て
、
毛
を
柔
か
く
す
る
「
毛
揉
み
」
と
、
 
 

切
っ
た
毛
に
蒋
糊
を
つ
け
る
「
練
り
ま
ぜ
」
（
筆
ま
き
）
に
歌
が
あ
る
。
『
広
島
県
の
民
謡
』
（
昭
和
四
十
六
年
）
は
、
前
者
に
二
種
の
歌
 
 

を
区
別
し
て
い
る
。
歌
詞
の
あ
と
に
「
シ
ョ
ソ
ガ
エ
ー
」
と
い
う
僻
し
こ
と
ば
が
つ
か
な
い
も
の
と
、
つ
く
も
の
と
で
あ
る
。
 
 

「
熊
野
よ
い
と
こ
一
度
は
お
い
で
ヨ
ー
 
 

恋
の
文
案
く
筆
ど
こ
ろ
 
 

へ
あ
そ
こ
の
熊
野
の
草
屋
の
娘
 
 

米
の
な
る
木
は
ま
だ
知
ら
ぬ
シ
ョ
ソ
ガ
エ
ー
 
 

各
一
首
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
が
、
毛
を
揉
む
動
作
に
よ
く
あ
っ
た
緩
調
子
の
歌
で
あ
る
。
以
下
の
諸
労
作
歌
に
も
共
通
し
て
い
 
 

え
る
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
∧
七
七
七
五
＞
の
近
世
調
の
歌
詞
で
、
一
首
目
の
類
は
、
明
治
初
期
の
流
行
歌
の
ふ
し
を
転
用
し
た
も
 
 

の
と
い
わ
れ
る
。
二
首
目
の
「
シ
ョ
ソ
ガ
エ
ー
」
 
の
つ
く
形
の
も
の
は
、
当
地
の
田
歌
の
摂
に
も
多
く
、
曲
節
は
そ
う
し
た
比
較
的
 
 

古
い
労
作
歌
と
も
な
っ
た
は
や
り
歌
の
再
転
用
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
歌
詞
内
容
か
ら
い
え
ば
新
し
く
、
謡
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
明
 
 

第
二
章
 
熊
野
町
の
民
俗
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治
以
後
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
「
練
り
ま
ぜ
」
歌
の
方
に
は
、
 
 

「
姉
と
妹
は
手
を
見
り
や
わ
か
る
 
 

妹
年
生
で
姉
や
水
筆
 
 
 

と
い
っ
た
歌
詞
が
あ
る
。
「
手
」
は
筆
跡
、
「
年
生
」
は
大
軍
、
「
水
筆
」
ほ
細
筆
の
意
で
、
「
書
い
た
文
字
を
見
る
と
、
太
く
苦
 
 

け
て
い
る
の
が
妹
、
細
く
柔
か
に
書
い
た
の
は
姉
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
詣
鮎
顎
こ
れ
ほ
「
櫓
唄
」
の
転
 
 

用
と
い
う
（
如
購
謂
）
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
歌
詞
は
い
ず
れ
も
筆
作
り
歌
ら
し
い
も
の
に
仕
上
っ
て
い
て
楽
し
い
。
 
 
 

ロ
そ
の
他
の
労
作
歌
1
代
掻
き
歌
・
田
植
え
歌
・
麦
打
歌
・
麦
こ
な
し
歌
・
籾
摺
り
歌
・
地
抵
歌
・
木
挽
き
歌
・
馬
子
歌
の
煩
 
 

が
採
集
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
参
照
）
。
代
掻
き
歌
か
ら
籾
摺
り
歌
に
至
る
い
わ
ゆ
る
田
歌
の
類
が
比
較
的
多
い
の
は
、
や
は
り
当
地
 
 

の
生
業
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
地
抵
歌
に
つ
い
て
は
、
押
込
の
水
源
地
造
成
工
事
の
際
、
た
く
さ
ん
 
 

の
人
夫
が
集
っ
て
謡
い
、
次
第
に
熊
野
町
へ
も
流
布
し
た
も
の
（
福
岡
孝
義
氏
）
と
い
う
。
歌
詞
の
上
で
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
見
 
 

当
た
ら
な
い
が
、
し
い
て
い
え
ば
筆
作
り
歌
を
は
じ
め
と
し
て
、
 
 

へ
水
は
さ
か
さ
ま
熊
野
の
水
は
 
 

跡
に
流
れ
て
瀬
野
に
出
る
 
 

へ
源
野
に
流
れ
て
海
田
に
落
ち
て
 
 

海
田
女
郎
衆
の
化
粧
の
水
 
（
難
し
こ
と
ば
略
、
地
租
歌
）
 
 
 

の
よ
う
に
、
地
名
を
直
接
に
歌
い
こ
ん
だ
も
の
が
比
較
的
め
だ
つ
。
筆
の
生
産
と
内
職
の
広
が
り
に
ょ
っ
て
、
純
農
村
地
域
と
は
違
 
 

っ
た
一
種
の
活
気
が
あ
り
、
町
に
は
音
戸
と
と
も
に
酌
婦
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
の
加
わ
っ
た
 
 

宴
席
の
場
で
、
替
え
歌
と
し
て
謡
い
出
さ
れ
た
も
の
が
、
労
作
歌
に
転
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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熊
野
の
歌
詞
が
幾
分
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
熊
野
の
「
姫
御
踊
り
」
 
「
子
息
折
り
」
 
「
当
世
 
 

踊
り
」
 
「
博
多
踊
り
」
 
「
曽
我
寺
踊
り
」
 
「
お
鈴
踊
り
」
 
「
御
株
児
さ
ん
踊
り
」
 
「
お
だ
か
踊
り
」
 
「
竹
松
折
り
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
 
 

れ
「
腰
附
」
な
る
も
の
が
付
い
て
い
る
。
歌
の
一
区
切
り
ご
と
に
同
じ
文
句
を
繰
り
返
す
部
分
で
、
そ
の
形
式
・
名
称
と
も
に
安
芸
 
 

第
二
茸
 
熊
野
町
の
民
俗
 
 

踊
り
歌
 
 

。
神
楽
踊
り
 
－
 
こ
の
踊
り
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
「
年
中
行
事
」
の
盆
踊
り
の
項
で
ふ
れ
た
。
中
性
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
 
 

ふ
り
ゆ
う
 
 

け
て
、
近
畿
以
西
の
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
風
流
踊
り
の
系
脈
を
ひ
く
も
の
と
い
え
る
。
現
状
に
お
い
て
は
、
華
麗
で
大
ぶ
り
な
 
 

作
り
物
を
据
え
る
こ
と
も
な
く
、
花
笠
を
つ
け
た
り
、
豪
華
な
衣
裳
を
身
に
ま
と
う
と
い
っ
た
風
流
の
行
装
も
失
わ
れ
て
い
る
が
、
 
 

ニ
ワ
借
り
（
ニ
ワ
カ
）
の
口
上
や
踊
り
歌
ほ
、
明
ら
か
に
風
流
踊
り
系
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
念
の
た
め
「
兵
衛
が
娘
 
 

踊
り
」
の
歌
詞
を
庄
原
市
本
村
の
『
古
限
講
踊
り
歌
』
所
載
の
も
の
と
対
比
し
て
み
よ
う
。
庄
原
の
踊
り
は
雨
乞
踊
り
で
、
風
流
の
 
 

要
件
を
具
備
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
歌
詞
を
書
き
留
め
た
写
本
は
、
お
そ
ら
く
寛
文
三
年
の
書
写
と
み
て
よ
く
、
日
本
で
も
最
も
 
 

古
写
に
属
す
る
一
本
で
あ
る
。
 
 
 

へ
わ
れ
は
都
の
兵
衛
が
娘
、
眉
目
も
よ
い
で
や
容
貌
も
よ
い
が
、
余
り
心
が
邪
見
で
迷
ふ
、
思
ひ
寄
ら
ず
の
池
に
棲
む
、
そ
れ
を
釈
衆
が
聞
き
 
 

っ
け
ら
れ
て
、
僧
山
伏
を
呼
び
寄
せ
て
、
月
日
の
池
に
舞
台
を
張
り
て
、
法
華
経
真
帆
ま
せ
た
り
、
そ
の
時
大
蛇
が
浮
き
上
り
、
十
六
角
が
 
 

み
な
落
ち
て
、
も
と
の
姫
御
に
な
ら
れ
た
り
（
神
楽
踊
り
）
 
 
 

へ
扱
ほ
郡
の
兵
衛
の
娘
、
眉
目
も
よ
い
が
容
貌
も
よ
い
が
、
余
り
心
が
猛
う
し
て
、
月
日
の
他
の
大
蛇
と
な
り
て
、
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
他
に
棲
 
 

む
、
二
人
の
親
が
そ
れ
を
開
き
、
熊
野
の
権
現
へ
お
参
り
な
さ
れ
、
そ
の
由
申
し
語
ら
れ
し
、
熊
野
の
権
現
そ
れ
を
聞
き
、
月
日
の
池
へ
お
 
 

下
り
な
さ
れ
、
千
部
の
経
を
お
読
み
や
る
、
千
部
の
経
の
功
力
や
ら
、
十
六
角
が
は
ら
り
と
落
ち
て
、
元
な
る
姫
に
同
じ
な
る
（
庄
原
・
古
 
 

限
講
踊
り
）
 
 

J37   



Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 

の
風
流
踊
り
歌
に
多
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
「
真
実
踊
り
」
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
 
 

「
我
を
真
実
思
や
る
な
れ
は
、
御
門
の
そ
ば
に
待
ち
ご
ざ
れ
、
も
し
顕
れ
て
人
間
は
ば
、
御
門
の
御
番
と
言
う
て
ご
ざ
れ
、
人
が
知
ら
ね
ば
帯
 
 

を
解
こ
 
 

こ
れ
は
明
ら
か
に
『
閑
吟
集
』
に
載
る
「
捌
の
陰
に
お
待
ち
あ
れ
、
人
間
ほ
ぼ
な
う
、
楊
榎
木
切
る
と
仰
し
や
れ
、
と
い
う
小
歌
 
 

と
頬
歌
を
な
す
も
の
で
、
神
楽
踊
り
の
歌
詞
は
、
全
体
と
し
て
中
世
小
歌
圏
歌
謡
に
属
す
る
踊
り
歌
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
地
 
 

方
に
流
布
し
た
風
流
系
廊
り
歌
の
資
料
と
し
て
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

神
楽
踊
り
は
、
榊
山
神
祉
の
「
年
中
事
物
録
」
（
未
見
）
に
、
「
弘
治
二
腎
八
月
盲
祈
願
二
付
踊
申
候
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
 
 

て
、
起
原
を
そ
の
こ
ろ
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
他
に
所
見
は
な
く
、
史
実
と
す
る
に
は
な
お
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
 
 

い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
『
筆
の
町
熊
野
誌
』
所
載
の
年
表
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
六
年
ご
ろ
、
「
盆
踊
り
の
歌
詞
の
散
逸
し
て
い
た
 
 

の
を
修
撰
」
し
た
と
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
こ
の
た
び
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
 
 

。
口
説
き
音
頭
1
川
角
や
平
谷
な
ど
の
盆
踊
り
に
は
、
口
説
き
音
頭
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
神
楽
踊
り
の
歌
詞
及
び
ニ
ワ
カ
の
 
 

口
上
と
と
も
に
、
二
曲
を
第
三
章
に
翻
刻
し
て
お
い
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
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