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草
原
を
走
る
。
矢
を
束
ね
た
髪
に
隠
し
、
刀
を
衣
服
に
帯

び
て
い
る
。
辺
境
を
犯
し
、
作
物
を
略
奪
す
る
。
撃
て
ば

草
に
隠
れ
、
追
え
ば
山
に
入
る
。
故
に
、
昔
か
ら
王
化
に

従
っ
た
こ
と
が
な
い
。（
抜
粋
・
大
意
訳
）」
と
あ
る
。
こ

れ
は
四
世
紀
頃
、
景
行
天
皇
が
息
子
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に

蝦
夷
討
伐
を
命
じ
た
時
の
言
葉
と
さ
れ
る
。
こ
の
頃
す
で

に
大
和
に
よ
る
蝦
夷
侵
略
が
開
始
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

ま
た
『
斉
明
紀
』
で
は
、
六
五
九
年
に
遣
唐
使
と
な
っ

た
斉
明
天
皇
が
蝦
夷
の
男
女
二
人
を
伴
っ
て
唐
（
中
国
）

の
皇
帝
に
拝
謁
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
蝦
夷

を
倭
国
の
属
国
と
し
て
、
皇
帝
に
認
め
さ
せ
る
意
図
が
あ

っ
た
。
皇
帝
に
あ
れ
こ
れ
と
問
わ
れ
た
蝦
夷
は
以
下
の
よ

う
に
答
え
て
い
る
。「
蝦
夷
に
は
三
種
類
あ
る
。
遠
き
者
を

津
軽
つ
が
る

、
次
の
者
を
麁
蝦
夷

あ
ら
え
み
し

、
近
き
者
を
熟
蝦
夷

に
ぎ
え
み
し

と
言
う
。

私
は
熟
蝦
夷
で
あ
る
。
蝦
夷
に
五
穀
の
栽
培
は
な
く
、
肉

を
食
べ
る
。
宿
は
な
く
、
深
山
の
樹
の
本
に
住
ん
で
い
る
。

（
大
意
訳
）」
と
。

こ
の
よ
う
に
蝦
夷
の
記
述
は
、
一
貫
し
て
「
農
耕
を
知

ら
な
い
野
蛮
人
」
と
の
評
価
だ
が
、
こ
れ
に
は
異
国
人
へ

の
敵
意
と
賤
視
を
含
め
た
誇
張
が
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。「
蝦
夷
」
の
当
文
字
は
、「
蝦
」
は
エ
ビ
（
ガ
マ
ガ

エ
ル
と
す
る
説
も
あ
り
）、「
夷
」
は
大
弓
を
示
し
て
い
る

ら
し
い
。
い
か
に
も
野
性
的
表
記
で
余
り
好
意
的
と
は
思

え
な
い
。
実
際
に
は
、
大
和
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
高
度
の

狩
猟
・
採
集
の
文
化
圏
を
持
つ
部
族
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。稲

作
文
化
の
東
進
を
根
拠
と
し
て
成
立
し
た
大
和
朝

廷
は
、
様
々
な
少
数
民
族
を
侵
略
・
吸
収
し
て
膨
張
し

て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
和
朝
廷
の
勢
力
は
、
東
北
に
及

ぶ
に
至
り
最
大
の
障
害
に
突
き
当
た
っ
た
。
そ
れ
が
蝦
夷

で
あ
っ
た
の
だ
。

明
確
な
国
家
を
持
た
な
か
っ
た
蝦
夷
の
各
部
族
（
各
小

国
）
は
、
対
大
和
の
戦
争
に
於
い
て
、
統
一
戦
線
的
連
合

体
を
な
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

多
種
多
様
な
民
族
が

共
存
し
て
い
た
古
代
日
本

蝦
夷
と
同
様
に
、
近
畿
以
南
に
は
「
隼
人
は
や
と

」、
九
州
に

は
「
熊
襲
く
ま
そ

」
と
い
う
民
族
が
在
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
諸
族

も
大
和
に
よ
っ
て
併
合
さ
れ
た
。

「
隼
人
」
と
「
熊
襲
」
は
同
一
民
族
だ
と
す
る
説
が
多

い
が
、
異
民
族
説
も
あ
る
。
民
族
の
全
貌
は
、
蝦
夷
同
様

謎
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど

南
方
系
に
求
め
る
説
も
多
い
。

ま
た
、
蝦
夷
・
隼
人
・
熊
襲
は
、
い
ず
れ
も
野
生
動
物

を
冠
す
る
文
字
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
蝦
夷
の

「
蝦
」
は
水
棲
生
物
の
「
水
」、
隼
人
は
文
字
通
り
鳥
で
あ

る
か
ら
「
空
」、
熊
襲
は
陸
上
動
物
の
「
陸
」
を
そ
れ
ぞ
れ

意
味
し
て
い
る
―
と
す
る
説
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
三

民
族
の
当
て
字
は
、
水
・
空
・
陸
の
世
界
構
成
要
素
を

全
て
を
天
皇
が
支
配
し
た
と
い
う
権
力
神
話
的
な
意
味
が

込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う
の
だ
。
こ
の
説

か
ら
も
、
大
和
の
侵
略
的
側
面
が
見
て
と
れ
る
。

一
方
、
こ
れ
ら
地
域
定
住
型
で
国
家
ら
し
き
も
の
を
形

成
し
て
い
た
民
族
と
は
別
に
、
各
地
に
散
見
さ
れ
た
民
族

も
い
た
。「
国
樔
く

ず

人
」（『
日
本
書
紀
』
の
『
応
神
紀
』
に

記
載
）、「
土
蜘
蛛
」「
佐
伯
」（『
常
陸
国
風
土
記
』
に
記

載
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
大
和
と
は
異
種
の
文
化
圏
を
持
ち
、
山
に

住
ん
で
い
た
非
稲
作
（
特
に
水
田
）
民
ら
し
い
。
こ
れ
ら

の
諸
族
も
失
わ
れ
た
民
で
あ
り
、
実
体
は
よ
く
分
か
ら
な

い
。こ

の
よ
う
に
、
古
代
日
本
に
は
多
種
多
様
の
民
族
が
併

存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
朝
廷
に
対
す
る
最
大

級
の
抵
抗
闘
争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
の
が
蝦
夷
で
あ
っ

た
。

九
世
紀
ま
で
、
東
北
地
方
は
大
和
ノ
国
で
は
な
か
っ
た
。

東
北
に
は
大
和
の
国
境
線
が
あ
り
、
こ
こ
よ
り
北
は

「
蝦
夷
え
み
し

」
の
統
治
す
る
別
世
界
で
あ
っ
た
。
蝦
夷
と
は
、

大
和
朝
廷
の
侵
略
に
よ
り
歴
史
の
彼
方
に
消
え
て
し
ま
っ

た
謎
の
民
族
で
あ
る
。
そ
の
生
活
形
態
・
風
習
・
文
化
水

準
な
ど
の
ほ
と
ん
ど
が
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

宮
崎
監
督
は
、
多
く
の
研
究
成
果
や
仮
説
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
独
自
の
エ
ミ
シ
観
に
基
づ
く
創
造
世
界
を
作
り
出

し
て
い
る
。
も
の
の
け
姫
・
サ
ン
と
も
森
を
伐
る
大
和
人

と
も
心
通
わ
せ
る
こ
と
の
出
来
る
主
人
公
は
、
ナ
ラ
林
文

化
の
下
で
独
自
の
自
然
崇
拝
信
仰
を
持
つ
エ
ミ
シ
の
少
年

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

人
目
を
忍
ん
で
森
と
共
生
す
る
ア
シ
タ
カ
の
村
。
作
中

の
描
写
か
ら
監
督
の
「
エ
ミ
シ
観
」
を
推
察
す
る
。

東
北
地
方
に
あ
っ
た

蝦
夷
と
は
何
か

七
二
〇
年
に
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
』
は
、
東
北
に

「
夷
の
国
」
が
在
り
、
そ
こ
に
「
蝦
夷
」「
毛
人
」
な
ど
と

呼
ば
れ
る
野
蛮
な
異
民
族
が
住
ん
で
い
る
と
記
し
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
『
景
行
紀
』
に
は
、「
夷
の
国
」
に

関
す
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
住
民
は
男
女
共

髪
を
椎
の
形
に
結
い
、
性
格
は
勇
敢
で
凶
暴
。
村
に
は
族

長
が
お
ら
ず
、
悪
神
や
鬼
が
お
り
、
大
和
の
村
々
を
襲
っ

て
い
る
。
夷
の
中
で
最
も
強
い
の
は
蝦
夷
で
あ
る
。
冬
は

穴
で
暮
ら
し
、
夏
は
樹
上
に
住
む
。
毛
皮
を
着
て
、
獣
の

血
を
飲
み
、
鳥
の
よ
う
に
山
を
か
け
登
り
、
獣
の
よ
う
に

エミシの村
大
和
と
の
戦
に
敗
れ
、

こ
の
地
に
潜
ん
で
か
ら
五
百
有
余
年
。

今
や
大
和
の
王
の
力
は
萎
え

将
軍
共
の
牙
も
折
れ
た
と
聞
く
。

だ
が
我
が
一
族
の
血
も
ま
た
衰
え
た
。

こ
の
時
に

一
族
の
長
と
な
る
べ
き
若
者
が

西
へ
旅
立
つ
の
は
定
め
か
も
し
れ
ぬ
。

8世紀初頭の蝦夷（日高見国）の領域（古代蝦夷と天皇学／石渡信一郎／三一書房）

The Village of Emishi

Defeated in the war against Japan, we have
hidden away in this place for more than 500 years. 
I’ve heard that now, the power of the emperor has
been replaced with that of the Shogun, who are in
turn becoming weak. 

But, our blood is also weakening.

I guess it’s fate that the young man who should
become our leader at this time must go on a
journey to the west

男鹿和雄さん担当のカット27の背景より
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の
で
あ
る
。
巨
大
な
方
形
周
溝
墓
の
建
造
、
大
量
の
甕
棺

製
造
な
ど
、
王
の
権
力
を
示
す
墓
作
り
の
た
め
に
多
く
の

森
林
が
姿
を
消
し
た
。
森
林
が
残
っ
て
い
た
地
域
で
は
木

棺
を
使
用
し
た
と
言
わ
れ
る
。

続
く
古
墳
時
代
に
は
、
前
方
後
円
墳
に
代
表
さ
れ
る
巨

大
墓
建
造
が
各
地
で
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
関
東

地
方
が
東
端
で
、
東
北
地
方
に
は
巨
大
墓
が
作
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

ア
シ
タ
カ
は
、
あ
る
部
族
の
王
（
族
長
）
の
子
息
と
言

わ
れ
る
。
し
か
し
、
蝦
夷
に
は
王
は
い
な
か
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
巨
大
墓
や
部
族
抗
争
を
示
す
武
器

類
が
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
廷

や
豪
族
の
よ
う
に
巨
大
な
権
力
を
公
使
す
る
王
が
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
小
さ
な
部
族
に
よ
る
自
給
自
足
の
共

同
社
会
で
あ
っ
た
の
だ
。

王
（
族
長
）
は
信
頼
を
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
民
衆

と
同
じ
よ
う
に
貧
し
か
っ
た
。
他
人
の
搾
取
に
よ
る
富
の

集
積
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
王
と
民
衆
の
差
別
化

が
起
き
ず
、
権
力
を
め
ぐ
る
血
生
臭
い
抗
争
も
起
き
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ヌ
に
も
巨
大
な
王
権
は
な
か
っ

た
と
言
う
。

作
中
の
ア
シ
タ
カ
の
村
も
、
巫
女
や
長
老
に
よ
る
合
議

制
社
会
と
思
わ
れ
、
絶
対
権
力
者
は
見
当
た
ら
な
い
。
ア

シ
タ
カ
は
王
な
き
国
の
王
子
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
。

そ
れ
は
、
漫
画
版
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
の
ラ
ス
ト

で
、
王
政
を
廃
止
し
て
ト
ル
メ
キ
ア
国
の
指
導
者
と
な
っ

た
と
伝
え
ら
れ
る
女
傑
・
ク
シ
ャ
ナ
に
も
通
じ
る
思
想
で

あ
る
。

実
在
し
た
と
言
わ
れ
る
隠
れ
里
と

ア
シ
タ
カ
に
み
る
椀
貸
伝
説

ア
シ
タ
カ
は
「
隠
れ
里
」
の
村
に
住
ん
で
い
る
。「
隠
れ

里
」
と
は
何
か
。

古
来
、
人
間
が
到
達
出
来
な
い
深
山
の
奥
地
や
、
水

底
に
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
異
世
界
は
「
隠
れ
里
」
と
し
て

伝
え
ら
れ
て
来
た
。

人
寄
せ
で
多
く
の
椀
が
必
要
な
時
に
、
池
や
淵
に
行
っ

て
頼
む
と
貸
し
て
く
れ
る
と
い
う
「
椀
貸
伝
説
」
は
全
国

に
あ
る
。
貸
し
主
は
不
明
な
ま
ま
か
、
龍
神
、
蛇
な
ど
の

水
神
の
場
合
が
多
い
。
隠
れ
里
か
ら
取
っ
て
来
た
椀
を
持

っ
て
い
る
と
幸
福
に
な
る
と
い
う
伝
説
も
あ
る
。『
浦
島
太

郎
』
の
竜
宮
城
も
、
こ
の
類
型
で
あ
る
。

近
世
に
は
、
次
の
よ
う
な
隠
れ
里
の
記
録
が
あ
る
と
言

う
。「
山
奥
か
ら
機
織
り
の
音
が
聞
こ
え
た
り
、
川
の
上
流

か
ら
米
の
と
ぎ
汁
や
椀
が
流
れ
て
来
て
、
そ
の
存
在
を
知

っ
た
」、
あ
る
い
は
「
狩
り
に
出
か
け
て
偶
然
見
つ
け
た
」

な
ど
。
い
ず
れ
も
、
再
び
行
こ
う
と
し
て
も
た
ど
り
着
け

な
い
と
い
う
例
が
多
い
。

隠
れ
里
は
空
想
上
の
地
で
は
な
く
、
実
在
の
村
を
元
に

し
た
伝
説
だ
と
も
言
わ
れ
る
。

そ
れ
は
平
家
の
落
人
の
末
裔
で
あ
る
と
か
、
縄
文
時
代
の

末
裔
た
る
山
民
で
あ
っ
た
な
ど
、
諸
説
あ
る
。
山
形
県
と

新
潟
県
の
県
境
、
岩
舟
郡
朝
日
村
奥
三
面
は
か
つ
て
隠

れ
里
と
言
わ
れ
た
そ
う
だ
し
、
他
に
も
地
名
に
「
隠
里
」

と
残
る
地
域
も
あ
る
よ
う
だ
。

も
し
、
東
北
地
方
の
辺
境
の
ど
こ
か
に
隠
れ
里
が
実
在

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
蝦
夷
の
末
裔
が
落
ち
延
び

て
住
ん
だ
村
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
何
故
か
椀
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
多
い
が
、
人
里

で
は
見
慣
れ
な
い
特
殊
な
形
の
椀
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
、
ア
シ
タ
カ
の
椀
が
特
殊
な
形
を
し
て
い
る
の

も
、「
幸
福
伝
説
の
元
に
な
る
よ
う
な
」
と
い
う
描
写
意
味

が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

ア
ワ
と
ヒ
エ

ア
シ
タ
カ
の
村
に
は
石
垣
で
囲
わ
れ
た
ア
ワ
と
ヒ
エ
の

段
々
畑
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
山
の
急
斜
面
を
苦

心
し
て
開
拓
し
た
畑
で
あ
り
、
平
地
に
住
む
こ
と
の
で
き

な
い
虐
げ
ら
れ
た
民
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
お
そ

ら
く
焼
畑
農
業
で
あ
っ
た
筈
だ
。

粟ア
ワ

と
稗ヒ
エ

は
、
最
も
歴
史
の
古
い
雑
穀
で
あ
る
。
こ
の
村

は
ア
ワ
・
ヒ
エ
、
そ
ば
・
ム
ギ
な
ど
の
雑
穀
を
主
食
と
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
稲
作
伝
来
以
前
の
照
葉
樹

林
文
化
の
典
型
的
な
食
文
化
で
あ
る
。

ア
ワ
や
ヒ
エ
は
砕
い
て
臼
で
つ
き
、
餅
状
に
し
た
も
の

を
蒸
し
て
食
べ
る
（
チ
マ
キ
の
よ
う
な
も
の
）
か
、
粥か
ゆ

（
シ
ト
ギ
と
言
う
）
に
し
て
食
べ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
中
部

や
北
タ
イ
、
台
湾
な
ど
の
照
葉
樹
林
帯
に
広
く
分
布
す
る

調
理
法
で
あ
る
。
南
九
州
の
五
木
村
で
も
、
一
九
六
〇
年

代
ま
で
は
ソ
バ
・
ム
ギ
な
ど
と
共
に
ア
ワ
・
ヒ
エ
を
食
べ

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
作
中
ア
シ
タ
カ
が
ヤ
ッ
ク
ル
に
与
え
る
餌
は
絵

コ
ン
テ
に
よ
れ
ば
、「
ム
ギ
」
と
あ
る
の
で
、
や
は
り
ム
ギ

の
栽
培
も
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
占
い
」の
語
源
は

ツ
ン
グ
ー
ス
語
の
”鹿

“

西
村
真
次
氏
の
著
書
『
万
葉
集
の
文
化
的
研
究
』
に

よ
れ
ば
、「
占
い
」
の
語
源
は
、
ツ
ン
グ
ー
ス
語
の
ト
ナ
カ

イ
を
意
味
す
る
「U

la

」
で
あ
り
、
つ
ま
り
日
本
で
は
鹿
を

意
味
し
た
と
言
う
。
中
国
東
部
か
ら
シ
ベ
リ
ア
に
分
布
し

た
北
方
騎
馬
民
族
ツ
ン
グ
ー
ス
系
民
族
は
、
古
代
日
本
に

多
大
の
文
化
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
言
わ
れ
る
。（
ツ
ン

グ
ー
ス
系
民
族
が
弥
生
時
代
に
渡
来
し
て
、
大
和
王
朝
を

築
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
。）

古
代
日
本
に
は
「
鹿
ト
ろ
く
ぼ
く

」「
太
占
ふ
と
ま
に

」
と
呼
ば
れ
る
占
術

が
あ
っ
た
。
鹿
の
肩
甲
骨
や
肋
骨
の
表
面
を
剥
い
だ
上
に
、

火
を
つ
け
た
小
枝
か
焼
火
箸
を
突
っ
込
ん
で
、
そ
の
亀
裂

を
見
て
占
う
の
で
あ
る
。
鹿
ト
は
、
中
国
・
朝
鮮
か
ら
伝

わ
っ
た
亀
の
甲
羅
を
焼
い
て
占
う
「
亀
ト
き
ぼ
く

」
よ
り
も
更
に

古
い
歴
史
を
持
つ
と
言
う
。

人
里
近
く
の
森
に
棲
む
鹿
は
、
古
代
か
ら
祭
祀
と
関
係

が
深
い
。
弥
生
時
代
に
作
ら
れ
た
謎
の
神
器
・
銅
鐸
に
も

「
鹿
紋
ろ
く
も
ん

」
と
呼
ば
れ
る
鹿
の
絵
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
後
述
の

よ
う
に
、
鹿
は
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

作
中
蝦
夷
の
村
で
、
ヒ
イ
さ
ま
が
ア
シ
タ
カ
を
占
う
際

に
使
う
の
も
鹿
角
と
鹿
骨
で
あ
る
。
火
を
使
わ
ず
鉱
石
や

木
片
と
併
用
し
て
放
る
と
い
う
特
異
な
占
い
だ
が
、
こ
れ

も
鹿
ト
の
一
種
（
運
命
判
断
や
方
角
占
い
の
類
か
）
と
思

わ
れ
る
。

ア
シ
タ
カ
は
、
鹿
の
骨
が
示
し
た
方
角
に
趣
き
、
鹿
の

神
に
逢
っ
た
こ
と
に
な
る
。

石
器
本
説
の
文
化
に
逆
行
。

鉄
が
使
え
な
い
隠
れ
里

作
中
の
蝦
夷
の
村
に
は
、
石
段
作
り
の
ア
ワ
・
ヒ
エ
畑

が
描
か
れ
て
い
る
。
弓
矢
の
鏃
も
石
製
で
あ
り
、
石
加
工

の
技
術
が
盛
ん
な
風
習
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
短
絡
的
に
「
そ
の
風
俗
に
は
、
古
の
ま
ま
、
時
が

と
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
（『
月
刊
ア
ニ
メ
ー
ジ
ュ
』

九
七
年
四
月
号
）」
な
ど
と
解
釈
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

史
実
に
照
ら
せ
ば
、
蝦
夷
は
高
度
な
鉄
加
工
技
術
を
持

ろくろ細工され、黒漆で塗装された木椀（照葉樹林文化と日本／くもん出版）

大
和
の
征
夷
政
策
と

蝦
夷
の
滅
亡
へ
の
道

六
世
紀
頃
ま
で
は
、
蝦
夷
の
一
部
は
大
和
と
属
国
関

係
を
結
び
、
平
和
的
交
易
も
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
六
四

五
年
に
「
大
化
の
改
新
」
が
起
き
、
六
五
八
年
に
は
阿
倍

比
羅
夫
ら
に
よ
る
蝦
夷
征
伐
（
征
夷
）
が
行
わ
れ
る
。
さ

ら
に
、
八
世
紀
に
律
令
国
家
が
成
立
す
る
に
至
り
、
大
和

は
蝦
夷
に
対
す
る
侵
略
政
策
を
飛
躍
的
に
強
化
し
て
い

く
。
差
別
的
待
遇
（
奴
隷
的
使
役
）
や
領
土
侵
略
（
村

の
焼
き
討
ち
）
な
ど
に
対
し
て
蝦
夷
の
諸
族
の
不
満
が
高

ま
り
、
つ
い
に
武
装
蜂
起
が
起
き
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、

国
境
で
は
蝦
夷
側
の
亡
命
者
や
難
民
が
相
次
い
で
流
入

し
て
来
た
。
こ
れ
に
対
し
、
律
令
国
家
は
、「
城
柵
」
を
東

北
各
地
に
設
置
し
、
侵
略
の
前
線
基
地
と
出
張
官
庁
を

兼
ね
た
業
務
を
行
わ
せ
た
。
七
三
七
年
に
は
要
所
で
あ
る

多
賀
柵
（
宮
城
県
多
賀
城
市
）
が
築
か
れ
た
。
こ
れ
が
七

八
〇
年
に
は
多
賀
城
と
な
る
。

七
七
四
年
律
令
国
家
は
、
つ
い
に
二
万
七
千
人
の
大

軍
を
派
兵
し
て
征
夷
の
大
戦
争
を
開
始
し
た
。
以
降
、
八

一
一
年
の
沈
静
化
に
至
る
ま
で
三
十
八
年
間
も
の
間
、
大

和
対
蝦
夷
の
戦
争
は
続
い
た
。
当
初
は
、
蝦
夷
の
騎
馬
を

駆
使
し
た
ゲ
リ
ラ
戦
術
に
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
て
い
た
征

夷
軍
で
あ
っ
た
が
、
七
九
四
年
の
十
万
人
の
大
軍
を
派
兵

し
た
掃
討
作
戦
な
ど
に
よ
り
攻
勢
に
転
じ
、
勝
利
を
手
中

に
し
た
。
こ
の
結
果
、
日
高
見
国
周
辺
（
現
・
岩
手
県
）

の
蝦
夷
は
滅
亡
の
道
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
然
だ
が
、
蝦
夷
の
戦
力
や
人
口
は
大
変
小
規
模
で

あ
っ
た
。
徹
底
抗
戦
の
意
志
と
巧
み
な
戦
略
抜
き
に
、
戦

闘
の
長
期
継
続
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
実
か
ら
蝦

夷
の
優
秀
な
組
織
力
や
戦
闘
力
を
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来

る
。
三
十
八
年
戦
争
を
闘
っ
た
蝦
夷
を
指
揮
し
て
い
た
者

は
「
ア
テ
ル
イ
」
と
い
う
名
で
あ
っ
た
。
八
〇
二
年
、
ア

テ
ル
イ
は
大
和
の
和
平
勧
告
に
応
じ
て
一
族
五
〇
名
と
共

に
生
命
を
保
証
さ
れ
た
捕
虜
と
し
て
入
京
し
た
が
、
だ
ま

し
討
ち
に
合
っ
て
河
内
で
斬
り
殺
さ
れ
た
。
当
時
の
征
夷

大
将
軍
・
坂
上
田
村
麻
呂
は
、
後
に
「
征
夷
の
英
雄
」

と
し
て
語
り
草
に
な
っ
て
い
る
。

更
に
時
代
が
下
り
、
平
安
時
代
に
な
る
と
安
倍
氏
が
東

北
一
円
を
支
配
し
、
つ
い
に
は
朝
廷
軍
と
闘
っ
て
勝
つ
と

い
う
「
前
九
年
の
役
（
一
〇
五
一
〜
六
二
）」
が
起
き
る
。

安
倍
頼
時
は
一
時
和
平
に
応
じ
た
が
、
息
子
の
貞
任
・

宗
任
兄
弟
は
再
び
反
乱
を
起
こ
し
、
一
〇
六
二
年
源
頼

義
に
討
た
れ
る
ま
で
抗
戦
を
続
け
た
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
安
倍
氏
と
縁
故
関
係
に
あ
る
清
原
氏

が
勢
力
を
伸
ば
し
、
一
族
間
の
闘
争
が
激
化
し
「
後
三
年

の
役
（
一
〇
八
三
〜
八
七
）」
が
起
き
た
。
源
義
家
が
こ

れ
に
介
入
し
て
鎮
圧
し
た
こ
と
か
ら
、
源
氏
の
東
北
支
配

が
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
安
倍
氏
・
清
原
氏
が
蝦

夷
の
末
裔
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
事
件
以
降
、
蝦
夷
の
影
は

歴
史
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
、
蝦
夷
は
一
貫
し
て
「
服

ま
つ
ろ
わ
ぬ
民
」
で
あ

っ
た
。
大
和
（
日
本
）
の
他
民
族
侵
略
＝
単
一
民
族
化

へ
の
衝
動
は
、
こ
の
蝦
夷
征
伐
に
端
を
発
し
、
近
世
史
の

蝦
夷
え

ぞ

（
ア
イ
ヌ
）
地
侵
略
、
琉
球
（
沖
縄
）
処
分
、
更
に

は
現
代
史
の
朝
鮮
・
中
国
侵
略
と
触
手
を
広
げ
て
行
く

の
で
あ
る
。

作
中
、
蝦
夷
の
長
老
が
「
朝
廷
と
の
戦
に
破
れ
て
五
百

年
余
」
と
語
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
室
町
時
代
と
い
う
設
定

か
ら
逆
算
す
る
と
、
そ
の
戦
と
は
「
前
九
年
・
後
三
年
の

役
」
の
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。
ア
シ
タ
カ
は
安
倍
氏

か
清
原
氏
の
末
裔
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
加
勢
し
た
部
族

の
末
裔
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

縄
文
人
の
末
裔
と
し
て
の
服
わ
ぬ
民

蝦
夷蝦

夷
の
起
源
を
縄
文
文
化
を
引
き
継
ぐ
民
族
と
す
る
説

は
多
い
。

狩
猟
と
採
集
を
主
軸
と
し
た
縄
文
文
化
（
農
耕
の
可

能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
は
、
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
た

ち
の
持
た
ら
し
た
稲
作
を
中
心
と
す
る
弥
生
文
化
に
と
っ

て
代
わ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
異
民
族
支
配
に
よ
っ
て
急
激
に

成
さ
れ
た
文
化
の
転
換
で
あ
っ
た
。
安
定
し
た
食
料
に
よ

っ
て
人
口
は
爆
発
的
に
増
え
、
西
日
本
に
は
豪
族
が
集
結

し
て
国
家
が
出
来
、
そ
の
勢
力
圏
を
拡
大
し
た
。
縄
文
文

化
は
野
蛮
で
遅
れ
た
文
化
と
し
て
屈
服
と
同
化
を
迫
ら

れ
、
そ
の
文
化
圏
は
北
や
南
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
、
隼
人
・
熊
襲
・
蝦
夷
ら
山
民
の
平
定
は
、
渡
来

人
に
よ
る
縄
文
人
弾
圧
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
す
る
説
で
あ

る
。
そ
し
て
、
弥
生
文
化
圏
が
日
本
を
制
圧
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

こ
れ
を
裏
付
け
る
事
実
と
し
て
、
北
端
の
ア
イ
ヌ
と
南

端
の
琉
球
に
は
今
尚
、
縄
文
文
化
と
共
通
す
る
ア
ニ
ミ
ズ

ム
信
仰
や
狩
猟
・
漁
労
・
採
集
の
風
習
（
特
に
ア
イ
ヌ
は

非
水
田
農
耕
文
化
が
主
流
で
あ
っ
た
）
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
現
代
史
に

あ
っ
て
も
独
自
の
文
化
圏
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
依
然
と
し

て
日
本
政
府
の
差
別
政
策
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
民
族
で
あ

る
こ
と
も
不
変
な
の
だ
。

こ
の
縄
文
文
化
と
弥
生
文
化
の
差
異
は
、
各
地
の
遺

跡
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
人
骨
な
ど
か
ら
人
類
学
的
に
も
証

明
さ
れ
て
い
る
。
顔
の
形
で
は
、
縄
文
人
系
は
彫
が
深
く

鼻
筋
が
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
古
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
」
と

言
わ
れ
、
亜
熱
帯
の
東
南
ア
ジ
ア
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
弥

生
人
系
は
、
長
円
型
の
輪
郭
で
一
重
瞼
、
低
く
丸
い
鼻

を
持
つ
。
こ
れ
は
、
寒
冷
地
に
対
応
し
た
「
新
モ
ン
ゴ
ロ

イ
ド
」
と
言
わ
れ
朝
鮮
・
モ
ン
ゴ
ル
・
中
国
に
よ
く
見
ら

れ
る
。
日
本
人
に
は
、
こ
の
二
種
が
混
在
し
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
二
千
余
年
に
及
ぶ
混
血
が
進
ん
だ
現
在
で

も
、「
古
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
」
系
の
顔
を
持
つ
人
々
が
関
東
・

東
北
地
方
、「
新
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
」
系
の
人
が
関
西
・
中

国
地
方
に
多
い
と
言
わ
れ
る
。
他
に
も
体
毛
の
薄

（
新
）
・
濃
（
古
）、
耳
垢
の
乾
（
新
）
・
湿
（
古
）
な
ど

様
々
な
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。

蝦
夷
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
有
力
な
ア
イ
ヌ
説
か
ら
北

方
渡
来
人
説
、
白
人
説
ま
で
様
々
あ
る
が
、
そ
の
生
活
形

態
や
遺
跡
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
縄
文
人
の
末
裔
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
。
誇
り
高
き
山
の
民
、
原
日
本
人
と
言
え

る
か
も
知
れ
な
い
。

主
人
公
・
ア
シ
タ
カ
は
、
作
中
で
勇
猛
果
敢
な
正
義
漢

と
し
て
描
か
れ
る
。
彼
は
、
縄
文
人
の
末
裔
で
あ
る
が
故

に
、
大
和
人
が
失
っ
た
自
然
崇
拝
に
長
け
、
驚
異
的
な
体

力
・
知
力
を
発
揮
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、

宮
崎
監
督
の
失
わ
れ
た
縄
文
文
化
人
へ
の
熱
い
思
い
が
伺

え
る
。

ま
た
、「
毛
人
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
蝦
夷
の
男
性
は

長
い
髭
を
た
く
わ
え
た
者
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
ア
イ
ヌ

文
化
と
も
共
通
し
て
い
る
。
作
中
の
男
た
ち
も
長
い
髭
を

生
や
し
て
い
る
者
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ア
シ
タ
カ
の
眉
も

濃
い
。

蝦
夷
の
王
権

王
な
き
君
の
王
子
ア
シ
タ
カ

縄
文
時
代
に
は
、
巨
大
権
力
は
な
か
っ
た
。
弥
生
時
代

に
お
い
て
、
西
日
本
か
ら
急
激
に
権
力
の
集
中
が
起
き
る

モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
の
２
つ
の
顔
の
タ
イ
プ
右
側
古
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド（
縄
文
人
型
）左
側
新
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド（
渡
来
型
）

日
本
文
化
の
基
層
を
探
る
／
佐
々
木
高
明
／
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
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せ
ぬ
」
と
告
げ
る
。
死
出
の
旅
路
で
あ
る
か
ら
か
、「
隠
れ

里
」
を
出
る
者
だ
か
ら
か
。
ア
シ
タ
カ
は
結
局
戻
ら
な
い

の
だ
が
、
一
度
出
た
者
は
戻
れ
な
い
掟
な
の
で
あ
ろ
う
。

蝦
夷
の
中
に
は
、
古
く
か
ら
大
和
へ
の
帰
化
・
同
化
を

す
る
部
族
が
多
か
っ
た
。
武
力
で
恫
喝
さ
れ
、
や
む
を
得

ず
同
化
し
た
者
も
多
か
っ
た
が
、
利
害
関
係
で
自
ら
同
化

し
た
者
も
多
か
っ
た
ら
し
い
。
稲
作
に
よ
る
安
定
し
た
食

料
や
、
都
文
化
へ
の
憧
れ
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
夜
逃
げ

同
然
に
深
夜
村
を
出
て
行
っ
た
者
も
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
同
化
蝦
夷
た
ち
は
朝
廷
の
征
夷
の
際
に
動
員

さ
れ
、
あ
る
者
は
ス
パ
イ
と
し
て
出
戻
り
、
あ
る
者
は
侵

略
兵
と
し
て
同
族
に
弓
を
弾
く
役
割
を
負
わ
さ
れ
る
の

だ
。
昨
日
の
隣
人
が
今
日
は
自
分
を
殺
し
に
来
る
。
蝦
夷

の
経
験
し
て
来
た
こ
の
悲
惨
な
歴
史
が
、
一
度
大
和
の
地

へ
旅
立
っ
た
者
は
戻
ら
な
い→

大
和
の
地
へ
旅
立
つ
者
は

見
送
ら
な
い
、
出
発
は
深
夜
に
限
る
、
そ
う
い
う
掟
を
作

り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。

ア
イ
ヌ
に
は
、「
和
人
（
シ
ャ
モ
）
に
化
か
さ
れ
る
か
ら

和
人
の
里
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
類
の
伝
承

が
あ
る
。
和
人
と
の
交
易
で
酷
く
欺
か
れ
た
経
験
が
あ
っ

た
の
だ
。
こ
れ
も
、
苦
い
教
訓
が
伝
承
と
な
っ
た
例
と
思

わ
れ
る
。

沖
縄
に
は
、
自
殺
し
た
者
は
一
族
の
墓
に
埋
め
て
も
ら

え
な
い
―
つ
ま
り
沖
縄
に
還
れ
な
い
と
い
う
風
習
が
あ
る
。

自
ら
死
を
選
ぶ
こ
と
は
「
生
き
抜
け
」
と
い
う
先
祖
の
意

志
に
背
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
シ
タ
カ
の
場
合

に
は
生
き
ん
が
た
め
の
旅
立
ち
で
あ
る
か
ら
逆
で
あ
る
が
、

同
族
保
存
の
意
志
に
背
く
行
為
が
歓
迎
さ
れ
な
い
と
い
う

掟
の
構
造
は
似
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ヤ
ッ
ク
ル
は
獅
子
か

獅
子
信
仰
の
原
型
動
物

作
中
で
は
、
蝦
夷
に
つ
い
て
「
東
の
果
て
に
ア
カ
シ
シ

に
ま
た
が
る
エ
ミ
シ
の
一
族
あ
り
」
と
い
う
噂
が
語
ら
れ

て
い
た
が
、「
ア
カ
シ
シ
」
こ
と
「
ヤ
ッ
ク
ル
」
の
存
在
は

監
督
の
創
作
で
あ
る
。
多
く
の
設
定
を
史
実
や
民
俗
学
に

依
っ
て
い
る
本
作
に
あ
っ
て
、
ヤ
ッ
ク
ル
の
存
在
は
一
際

異
色
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
し
か
し
、「
赤

獅
子
」
の
仮
面
を
被
っ
て
豊
穣
や
好
天
な
ど
を
祈
る
「
獅

子
舞
」
の
儀
礼
は
日
本
全
国
に
あ
る
。
そ
の
起
源
は
中
国

と
も
イ
ン
ド
と
も
言
わ
れ
る
が
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。

な
お
、
蝦
夷
の
い
た
東
北
地
方
に
は
「
鹿
踊
し
し
お
ど
り」
の
風
習

が
あ
る
。
こ
れ
は
獅
子
面
を
つ
け
た
踊
り
で
あ
る
が
、
起

源
は
鹿
頭
を
つ
け
た
踊
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
儀
式
と
し

て
定
着
し
た
の
は
近
世
以
前
ら
し
い
が
、
農
耕
儀
礼
と
の

関
連
が
不
明
な
地
域
も
あ
り
、
も
と
は
蝦
夷
の
狩
猟
儀
礼

と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
獅
子
」
は
ラ
イ
オ
ン
の
こ
と
で
は
な
く
、
河
童
か
っ
ぱ

や

鳳
凰
ほ
う
お
う

な
ど
と
同
様
の
架
空
の
動
物
と
言
わ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
麒
麟
き
り
ん

や
鵺ぬ
え

な
ど
と
違
い
、
何
体
か
の
異
種
動
物
の
混

在
し
た
露
骨
な
想
像
動
物
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
実
在
動

物
が
原
型
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
獅
子
面
は
、

大
き
な
瞳
と
鼻
穴
、
角
（
ま
た
は
尖
っ
た
耳
）
が
二
本
生

え
た
赤
面
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
風
貌
は
、
作
中
の
ヤ
ッ

ク
ル
に
近
い
と
思
え
な
く
も
な
い
。
宮
崎
監
督
は
、
ヤ
ッ

ク
ル
を
獅
子
信
仰
の
原
型
動
物
と
い
う
大
胆
な
発
想
に
基

づ
い
て
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
ヤ
ッ
ク
ル
が
登
場
し
た
の
は
、
宮
崎
監
督
が
中
央

ア
ジ
ア
を
舞
台
と
し
て
描
い
た
絵
物
語
『
シ
ュ
ナ
の
旅
』

が
最
初
で
あ
る
。
ヤ
ッ
ク
ル
が
個
体
名
な
の
か
、
種
族
名

な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

実
在
の
同
類
種
で
は
ガ
ゼ
ル
、
ボ
ン
テ
ボ
ッ
ク
、
オ
リ

ッ
ク
ス
の
仲
間
が
近
い
形
を
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
一

メ
ー
ト
ル
前
後
の
中
型
種
で
人
が
乗
れ
る
よ
う
な
動
物
で

は
な
い
。
ウ
ォ
ー
タ
ー
バ
ッ
ク
は
二
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る

と
言
う
が
、
ず
っ
と
短
足
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
偶
蹄
目

ウ
シ
科
の
大
型
動
物
に
乗
っ
て
疾
走
す
る
民
族
は
お
そ
ら

く
い
な
い
。
つ
ま
り
、
ヤ
ッ
ク
ル
は
ガ
ゼ
ル
と
馬
を
足
し

た
よ
う
な
（『
ナ
ウ
シ
カ
』
の
ト
リ
ウ
マ
の
よ
う
な
）
架
空

動
物
で
あ
る
。

宮
崎
監
督
は
、
漫
画
版
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
で
も

ガ
ゼ
ル
を
登
場
さ
せ
、
映
画
『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』
で

は
ヤ
ク
を
登
場
さ
せ
る
な
ど
、
ウ
シ
科
の
動
物
に
特
別
の

愛
着
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ウ
シ
科
に
は
ハ
ー
テ
ビ
ー
ス

ト
な
ど
の
絶
滅
種
が
多
い
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

（
叶
）
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っ
て
い
た
。
東
北
地
帯
の
製
鉄
は
、
砂
鉄
で
は
な
く
磁
鉄

鉱
を
用
い
た
も
の
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
中
国
・
朝
鮮
か
ら

の
鉄
鉱
石
（
近
世
に
は
「
南
蛮
鉄
」
と
呼
ば
れ
た
）
や
加

工
品
さ
れ
た
鉄
器
の
輸
入
も
行
っ
て
い
た
。

「
蕨
手
刀

わ
ら
び
て
と
う

」
と
呼
ば
れ
た
蝦
夷
特
有
の
内
反
り
型
短
刀

も
鉄
製
で
あ
っ
た
。
ア
シ
タ
カ
の
刀
も
鉄
製
で
は
な
い
か
。

蝦
夷
は
騎
乗
し
て
短
刀
で
相
手
を
突
く
接
近
戦
と
、
中
距

離
か
ら
弓
矢
で
射
る
戦
法
が
得
意
で
あ
っ
た
。
そ
の
戦
力

は
歩
兵
十
人
分
に
匹
敵
す
る
強
さ
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
。

「
隠
れ
里
」
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
、
鉄
と
は
無
縁
の

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
末
に
石
器
主
流
の
文
化
に
逆
行

し
た
の
か
、
あ
る
い
は
鉄
は
貴
重
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
て

い
て
、
農
具
や
加
工
器
具
に
し
か
使
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

大
木
を
伐
採
し
て
組
ん
だ
監
視
櫓
な
ど
の
土
木
建
築
、
狩

猟
や
農
作
業
、
調
理
、
衣
料
品
加
工
な
ど
、
い
か
に
自
給

自
足
と
は
言
え
、
そ
の
生
活
水
準
は
鉄
器
が
皆
無
と
は
思

え
な
い
。

ま
た
、
ア
シ
タ
カ
の
携
帯
す
る
木
椀
も
、
轆
轤
か
彫
刻

刀
な
ど
の
鉄
器
で
加
工
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
方
が
自
然

だ
。
先
代
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
か
、
里
で
秘
密
裏
に
交

換
し
た
も
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
珍
品
の
よ
う
だ
。
漆
塗

り
の
赤
は
ア
イ
ヌ
文
化
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。（
椀
を
携
帯
す

る
風
習
は
前
述
の
よ
う
に
ブ
ー
タ
ン
に
も
あ
る
。）

い
ず
れ
に
し
て
も
、
鉛
玉
＝
鉄
滓
を
知
ら
な
い
こ
と
か

ら
、「
鍛
冶
は
あ
っ
て
も
製
鉄
技
術
は
な
い
村
」
と
解
釈

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
尤
も
、
人
目
を
忍
ぶ
目
的
の
「
隠

れ
里
」
で
派
手
に
火
を
焚
く
製
鉄
作
業
が
出
来
る
筈
は
な

く
、
技
術
は
先
祖
が
放
棄
（
ま
た
は
禁
止
）
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。

石
の
信
仰

ア
シ
タ
カ
が
占
い
を
受
け
る
寄
合
小
屋
に
は
、
壁
か
ら

突
き
出
た
岩
石
が
「
御
神
体
」
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
石
を
信
仰
す
る
民
族
な
の
だ
。

柳
田
國
男
氏
に
よ
れ
ば
、
石
神
信
仰
に
は
石
を
神
の

依
代
よ
り
し
ろ
・
磐
座
い
わ
く
ら

と
す
る
信
仰
と
、
石
そ
の
も
の
に
精
霊
が
宿

っ
て
霊
異
を
示
す
信
仰
に
二
つ
の
系
統
が
あ
る
と
言
う
。

石
神
は
東
京
の
「
石
神
井
」
の
地
名
に
明
か
な
よ
う
に
、

「
シ
ャ
グ
ジ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
全
国
に
あ
る
石
の
地

蔵
が
将
軍
塚
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
「
シ
ャ
グ
ジ
」

の
語
源
に
由
来
す
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
石
神
や
地
蔵
塚

は
、
土
地
の
境
界
線
、
生
死
の
境
界
線
（
死
者
供
養
）

な
ど
の
「
境
」
の
役
割
が
あ
っ
た
す
る
説
も
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
『
斉
明
紀
』
に
よ
れ
ば
、
六
五
七
年

に
斉
明
天
皇
が
蝦
夷
の
使
い
を
「
須
弥
山
の
像
」
と
い
う

石
の
像
を
作
っ
て
も
て
な
し
た
と
あ
る
。
そ
の
場
所
は
現

在
の
石
神
遺
跡
（
奈
良
県
）
に
当
た
る
。
仏
教
的
石
神

を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
下
級
民
族
を
教
化
す
る
意
味
が

あ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
貴
賤
の
境
」
の

意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
蝦
夷
に

石
神
信
仰
が
盛
ん
だ
っ
た
の
か
。
な
お
、
作
品
の
舞
台
と

な
っ
た
出
雲
に
も
、
石
神
を
祀
っ
た
神
社
が
あ
る
。

作
中
に
引
き
つ
け
て
解
釈
す
れ
ば
、
大
和
と
の
「
境
を

護
る
」
意
味
で
石
神
を
祀
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、

金
属
器
に
頼
ら
な
い
石
の
文
化
そ
の
も
の
を
祀
っ
て
い
た

の
か
、
あ
る
い
は
縄
文
文
化
的
自
然
信
仰
の
類
で
あ
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

渦
状
紋
と
靭
皮
の
衣
服

作
中
の
蝦
夷
の
村
に
は
、
上
下
左
右
四
つ
の
半
円
を
直

線
で
結
ん
だ
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
的
な
模
様
が
多
く
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
渦
の
よ
う
な
紋
に
も
何
ら
か
の
含
意
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
渦
巻
紋
や
卍
型
紋
は
、
ア
イ
ヌ
や

ロ
シ
ア
の
女
真
族
の
衣
裳
に
多
い
と
言
う
。

ア
シ
タ
カ
の
救
出
に
駆
け
つ
け
た
男
は
、
こ
の
紋
を
あ

し
ら
っ
た
木
の
盾
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
形
状
は
、
隼
人

が
用
い
た
と
言
わ
れ
る
「
隼
人
盾
」
に
似
て
い
る
。
隼
人

盾
に
も
渦
巻
紋
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
雷
を
示
す

と
い
う
説
が
あ
る
。

巫
女
の
ヒ
イ
さ
ま
の
着
物
に
も
同
じ
紋
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
刺
繍
か
染
め
抜
き
か
、
そ
れ
と
も
ア
ッ
プ
リ
ケ
か
。

ア
イ
ヌ
に
は
「
ル
ウ
ン
ペ
」
と
呼
ば
れ
る
ア
ッ
プ
リ
ケ
の

技
術
が
あ
る
。
作
中
の
紋
も
「
ル
ウ
ン
ペ
」
に
よ
る
も
の

か
も
知
れ
な
い
。

着
物
自
体
の
素
材
は
、
ア
イ
ヌ
の
衣
裳
「
ア
ト
ゥ
シ
」

に
習
え
ば
、
植
物
の
甘
皮
「
靭
皮
じ
ん
ぴ
」
か
ら
織
り
出
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。「
ア
ト
ゥ
シ
」
は
、
ア
イ
ヌ
語
で
「
オ

ヒ
ョ
ウ
（
ニ
レ
科
の
木
）」
の
意
で
あ
る
。
沖
縄
に
は
、
同

様
の
靭
皮
繊
維
で
織
っ
た
芭
蕉
布
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
非

養
蚕
民
の
文
化
で
あ
る
。
ア
シ
タ
カ
の
村
も
靭
皮
繊
維
の

文
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
宮
崎
監
督
が
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
ブ
ー
タ

ン
に
も
、
ど
て
ら
の
よ
う
な
「
ゴ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
着
物

が
あ
り
、
現
在
も
着
用
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
こ
ち
ら
は
、

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
影
響
下
で
養
蚕
も
盛
ん
で
あ
り
、
木
綿

ま
た
は
絹
製
で
あ
る
。

ま
た
、
作
中
の
衣
裳
は
男
女
共
、
紺
系
で
黒
っ
ぽ
い
。

こ
れ
は
、「
藍
染
め
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
藍
の
原
種
で
あ

る
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ア
イ
は
沖
縄
・
九
州
か
ら
南
方
の
照
葉

樹
林
地
帯
に
多
く
生
え
て
お
り
、
栽
培
も
さ
れ
て
い
た
。

新
種
の
藍
が
自
生
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
特
殊
な

交
易
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
は
憶
測
も
含
め
て
の
展
開
で
あ
っ
た
が
、
衣
裳
の

不
明
な
蝦
夷
の
風
俗
を
実
在
の
民
族
衣
装
を
基
に
発
展

さ
せ
た
監
督
の
苦
労
が
偲
ば
れ
る
。

黒
曜
石
の
ナ
イ
フ

女
性
が
贈
る
結
婚
の
印「
玉
の
小
太
刀
」

ア
シ
タ
カ
の
出
立
に
際
し
て
、
カ
ヤ
は
黒
曜
石
の
ナ
イ

フ
を
手
渡
す
。
そ
れ
は
、
結
婚
の
際
に
乙
女
が
変
わ
ら
ぬ

心
の
印
に
異
性
に
贈
る
「
玉ぎ
ょ
くの
小
太
刀

こ

だ

ち

」
で
あ
る
と
言
う
。

カ
ヤ
の
ア
シ
タ
カ
へ
の
思
い
の
深
さ
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
。火

山
付
近
で
多
く

発
掘
さ
れ
る
黒
曜
石

は
、
切
り
口
が
ガ
ラ

ス
状
に
裂
け
る
こ
と

か
ら
神
秘
的
な
印
象

を
受
け
る
。
縄
文
時

代
中
期
、
黒
曜
石
文

化
が
各
地
を
覆
っ
て

い
た
。
黒
曜
石
は
、

鏃
、
呪
術
具
、
ア
ク

セ
サ
リ
ー
な
ど
多
く

に
加
工
さ
れ
た
。
採

掘
出
来
な
い
地
方
で

は
、
貴
重
品
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
た
。

黒
曜
石
は
、
北
海
道
十
勝
岳
、
中
部
日
本
の
和
田
峠
、

九
州
の
姫
島
・
阿
蘇
山
を
三
大
産
地
と
し
て
、
こ
こ
か
ら

半
径
二
〇
〇
キ
ロ
範
囲
で
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
縄

文
時
代
に
広
範
囲
の
交
通
路
が
存
在
し
、
黒
曜
石
の
大

交
易
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

蝦
夷
が
、
東
北
に
は
貴
重
な
黒
曜
石
を
宝
と
し
て
扱
う

の
は
、
あ
り
得
る
話
だ
と
思
わ
れ
る
。
黒
曜
石
文
化
は
、

宮
崎
監
督
が
敬
愛
す
る
考
古
学
者
の
藤
森
栄
一
氏
の
著

書
に
も
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。

死
出
の
旅
路
に
着
く
者
に

「
見
送
り
し
な
い
」と
い
う
掟

ヒ
イ
さ
ま
は
、
ア
シ
タ
カ
に
「
掟
に
従
っ
て
見
送
り
は

蕨手刀。千歳市で発掘された。
（古代の蝦夷／工藤雅樹）
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新
書
）』
の
熱
烈
な
書
評
を
書
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。

『
も
の
の
け
姫
』
の
舞
台
は
原
生
林
に
設
定
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
が
堂
々
た
る
照
葉
樹
林
で
あ
る
。
宮
崎
監
督

は
何
故
照
葉
樹
林
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
の
か
。

西
南
日
本
の
源
流
た
る

照
葉
樹
林
文
化

か
つ
て
日
本
の
南
半
分
は
う
っ
そ
う
と
し
た
暗
い
原
生

林
が
覆
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
年
間
を
通
し
て
常
緑
に
輝

く
葉
を
持
つ
カ
シ
、
ク
ス
、
シ
イ
、
タ
ブ
、
ツ
バ
キ
類
等

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
常
緑
広
葉
樹
林
を
総
称
し
て
「
照

葉
樹
林
」
と
い
う
。

太
古
の
昔
、
照
葉
樹
林
帯
は
中
央
ア
ジ
ア
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

山
脈
麓
（
現
ブ
ー
タ
ン
）
を
起
点
と
し
て
中
国
南
西
部
を

経
て
日
本
に
至
る
ま
で
、
ベ
ル
ト
状
に
分
布
し
て
い
た
。

照
葉
樹
林
帯
の
各
地
周
辺
で
は
、
よ
く
似
た
食
文
化
、
農

業
、
風
習
、
宗
教
、
伝
説
が
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
同

根
の
文
化
圏
が
時
空
と
場
所
を
越
え
て
発
生
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヤ
ム
イ
モ
や
タ
ロ
イ
モ
、
ア
ワ
・
ヒ

エ
・
イ
ネ
な
ど
の
モ
チ
種
、
そ
し
て
ナ
ッ
ト
ウ
な
ど
、
数

多
く
の
ネ
バ
ネ
バ
し
た
食
品
を
好
む
性
質
、
茶
や
シ
ソ
の

栽
培
、
麹
か
ら
作
る
酒
、
養
蚕
、
漆
器
文
化
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
元
来
、
照
葉
樹
林
帯
独
自
の
文
化
で
あ
り
、
こ

れ
よ
り
北
に
も
南
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

海
路
も
陸
路
も
お
ぼ
つ
か
な
い
太
古
の
昔
、
民
族
も
国

家
も
違
い
、
交
流
も
薄
か
っ
た
筈
の
地
帯
に
見
ら
れ
る
驚

く
べ
き
共
通
点
―
、
こ
れ
を
「
照
葉
樹
林
文
化
」
と
名
付

け
て
体
系
化
し
、
提
唱
し
た
の
が
栽
培
植
物
学
者
の
中
尾

佐
助
氏
で
あ
る
。
中
尾
氏
は
、
地
道
な
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ

ー
ク
（
現
地
調
査
）
を
重
ね
て
、
人
間
の
食
文
化
・
農
耕

と
原
生
植
物
の
分
布
を
関
連
づ
け
、
そ
の
世
界
的
な
体
系

化
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
人
類
文
明
の
傾
向

は
原
生
植
物
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
驚
異
的
な
結
論
を

導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
氏
は
自
説
の
体
系
を
「
種
か
ら

胃
袋
ま
で
」
と
記
し
て
い
る
。

照
葉
樹
林
は
、
温
暖
で
雨
に
富
む
湿
潤
地
帯
に
の
み
発

生
し
、
森
林
の
蘇
生
力
が
非
常
に
強
い
。
つ
ま
り
、
い
く

ら
樹
を
切
っ
て
も
自
然
の
状
態
に
も
ど
せ
ば
砂
漠
化
せ

ず
、
や
が
て
常
緑
の
森
林
に
も
ど
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
昼

照葉樹林文化
映
画
『
も
の
の
け
姫
』
の
原
点
の
一
つ
に
「
照
葉
樹
林

文
化
論
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

宮
崎
駿
監
督
が
、
七
〇
年
代
か
ら
中
尾
佐
助
（
一
九

一
六
〜
九
三
）
氏
の
提
唱
し
た
「
照
葉
樹
林
文
化
論
」

に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
八
〇
年

の
テ
レ
ビ
『（
新
）
ル
パ
ン
三
世
』
の
演
出
の
際
に
は
、

「
照
樹
務
（
テ
レ
コ
ム
）」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
て

い
る
。「
明
治
神
宮
の
照
葉
樹
林
の
散
策
が
大
好
き
」
と

語
り
、
雑
誌
『
世
界
（
八
八
年
六
月
臨
時
増
刊
号
）」
に

は
中
尾
氏
の
著
書
『
栽
培
植
物
と
農
耕
の
起
源
（
岩
波

The Laurel Forest Culture

黒田聡さん担当のカット231の背景より
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ね
て
石
を
乗
せ
た
屋
根
に
も
、
ブ
ー
タ
ン
の
古
村
に
あ
る

家
屋
の
影
響
が
伺
え
る
。
ア
シ
タ
カ
の
衣
裳
は
、
同
じ
照

葉
樹
林
帯
で
も
中
国
南
西
部
の
ヤ
オ
族
の
民
族
衣
装
に

似
て
い
る
よ
う
だ
。

な
お
、
ブ
ー
タ
ン
は
、
照
葉
樹
林
文
化
の
西
端
に
当
た

る
。
最
古
の
風
習
を
現
在
に
伝
え
て
い
る
地
で
あ
り
、
中

尾
氏
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
土

地
で
あ
る
。
北
タ
イ
、
中
国
南
西
部
の
風
習
も
中
尾
氏
の

著
作
に
詳
し
い
。

自
然
の
概
念
―
里
山
か
原
生
林
か

映
画
『
も
の
の
け
姫
』
は
、
一
言
で
く
く
れ
ば
、
人
間

が
原
生
林
を
破
壊
し
て
焦
土
と
化
し
た
地
に
、
奇
跡
的
に

緑
が
芽
吹
い
て
二
次
林
と
里
山
が
復
活
す
る
と
い
う
内
容

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
作
品
で
描
か
れ
た
日
本

の
「
自
然
」
は
、
主
に
里
山
で
あ
る
。
そ
れ
は
水
田
と
畑

を
含
む
風
景
で
あ
り
、
草
木
や
川
を
人
間
が
長
年
管
理
し

て
作
り
上
げ
た
言
わ
ば
人
工
の
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
は
二

次
林
で
あ
る
雑
木
林
に
、
痩
せ
地
に
強
い
マ
ツ
や
ス
ギ
な

ど
の
針
葉
樹
が
植
林
さ
れ
、
ク
リ
や
カ
キ
や
モ
モ
な
ど
果

樹
も
豊
富
に
あ
る
。
適
時
農
民
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
下

草
が
成
長
し
過
ぎ
る
こ
と
も
な
く
、
大
樹
は
神
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
る
。
明
る
い
陽
射
し
に
あ
ふ
れ
、
農
耕
の
便
に

富
み
、
散
策
や
採
集
に
も
適
し
た
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

自
然
と
人
間
の
共
生
の
歴
史
が
生
み
出
し
た
調
和
の
と
れ

た
空
間
で
あ
り
、「
森
の
民
」
で
あ
る
日
本
人
独
特
の
文

化
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
懐
か
し
く
落
ち
着
く
場
所
な

の
だ
。

高
畑
勲
監
督
作
品
『
お
も
ひ
で
ぽ
ろ
ぽ
ろ
』
で
は
、
こ

の
観
点
が
は
っ
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
人
工
の
自

然
な
れ
ば
こ
そ
、
人
は
そ
の
風
景
を
懐
か
し
く
思
う
の
で

あ
る
と
。『
平
成
狸
合
戦
ぽ
ん
ぽ
こ
』
で
タ
ヌ
キ
た
ち
の
願

い
も
虚
し
く
消
滅
し
て
い
く
故
郷
も
、
や
は
り
里
山
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
日
々
数
を
減
ら
し
て
行
く
北

と
東
の
日
本
の
里
山
が
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い
た
。
原
生

林
の
乏
し
い
現
代
日
本
に
あ
っ
て
は
、
農
村
と
里
山
が
自

然
の
代
名
詞
な
の
だ
が
、
そ
れ
す
ら
滅
ぼ
そ
う
と
す
る

「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ニ
マ
ル
」
の
エ
ゴ
は
悲
し
い
ほ
ど
深
い
。

一
方
、
宮
崎
監
督
の
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
で
は
、
周

辺
環
境
は
見
事
な
里
山
だ
が
、
ト
ト
ロ
の
棲
む
塚
森
は
里

山
ら
し
か
ら
ぬ
暗
い
「
鎮
守
の
森
」
で
あ
る
。
位
置
的
に

は
ど
う
見
て
も
里
山
で
あ
る
が
、
宮
崎
監
督
の
思
い
が
原

生
林
に
近
い
森
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
里
山
に
は
人

や
タ
ヌ
キ
が
棲
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
神
の
宿
る
恐
ろ
し

い
森
は
照
葉
樹
林
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。『
ト
ト
ロ
』

が
、
里
山
さ
え
乏
し
い
現
代
を
舞
台
に
出
来
な
か
っ
た
理

由
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

人
は
、
暗
闇
の
原
生
林
を
伐
採
し
、
都
合
の
よ
い
改
変

を
施
し
て
明
る
い
里
山
を
作
り
出
し
て
来
た
歴
史
を
持

つ
。
そ
れ
は
人
間
中
心
主
義
の
観
点
か
ら
は
懐
か
し
く
素

敵
な
森
で
あ
る
が
、
自
然
本
来
の
生
命
力
の
成
せ
る
森
で

は
な
い
。
人
間
に
は
恐
ろ
し
く
凶
暴
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

本
来
の
姿
は
神
秘
的
な
生
命
力
の
宿
る
闇
の
原
生
林
な

の
で
あ
る
。

宮
崎
監
督
は
、
自
然
と
の
共
生
思
想
の
現
実
性
に
於

い
て
、
里
山
の
大
切
さ
を
充
分
認
識
し
な
が
ら
、
一
方
で

原
生
林
征
服
と
い
う
人
間
の
大
罪
も
描
こ
う
と
試
み
て
い

る
。
本
来
の
自
然
の
征
服
か
ら
人
の
文
明
は
始
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
同
時
に
、「
人
と
自
然
が
ど
う
関
わ
る
べ
き
か
」

と
い
う
大
テ
ー
マ
も
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
宮

崎
監
督
は
、『
も
の
の
け
姫
』
の
制
作
に
当
た
り
「
ジ
ブ
リ

の
こ
の
十
年
の
歩
み
を
嘘
に
し
な
い
た
め
に
作
っ
た
」
と

語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
真
意
も
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

ま
た
、
宮
崎
監
督
は
、
作
中
で
北
方
の
美
し
い
ナ
ラ
林

と
南
方
の
恐
ろ
し
い
照
葉
樹
林
、
さ
ら
に
懐
か
し
い
里
山

を
明
確
に
描
き
分
け
る
た
め
、
五
人
の
美
術
監
督
を
わ
ざ

わ
ざ
出
身
地
域
別
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
徹
底
的
に
文
化

圏
の
描
き
分
け
を
行
う
こ
と
を
意
識
し
た
何
と
も
贅
沢
な

人
選
で
あ
る
。

余
談
で
は
あ
る
が
、
東
京
都
出
身
の
宮
崎
監
督
が
南
方

の
原
生
林
に
憧
れ
、
三
重
県
出
身
の
高
畑
監
督
が
雑
木

林
の
里
山
（
そ
れ
も
東
北
）
を
描
き
続
け
て
い
る
の
は
、

東
西
が
逆
転
し
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
て
興
味
深
い
こ
と

で
あ
る
。

（
叶
）

参
考
文
献

『
照
葉
樹
林
文
化
と
日
本
』
中
尾
佐
助
・
佐
々
木
高
明
著
（
く
も
ん
出
版
）

『
栽
培
植
物
と
農
耕
の
起
源
』
中
尾
佐
助
・
著
（
岩
波
新
書
）

『
照
葉
樹
林
文
化
』
上
山
春
平
・
編
（
中
公
新
書
）

『
続
・
照
葉
樹
林
文
化
』

上
山
春
平
・
佐
々
木
高
明
・
中
尾
佐
助
・
共
著
（
中
公
新
書
）

『
料
理
の
起
源
』
中
尾
佐
助
・
著
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）

『
照
葉
樹
林
文
化
の
道
／
ブ
ー
タ
ン
・
南
雲
か
ら
日
本
へ
』

佐
々
木
高
明
・
著
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）

『
日
本
文
化
の
基
層
を
探
る
／
ナ
ラ
林
文
化
と
照
葉
樹
林
文
化
』

佐
々
木
高
明
・
著
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）

『
森
の
日
本
文
化
／
縄
文
か
ら
未
来
へ
』
安
田
喜
憲
・
著
（
新
思
潮
社
）

『
時
代
の
風
音
』

堀
田
善
衞
・
司
馬
遼
太
郎
・
宮
崎
駿
・
著
（
朝
日
文
芸
文
庫
／
Ｕ
Ｐ
Ｕ
）

『
出
発
点
﹇
１
９
７
９
〜
１
９
９
６
﹈』
宮
崎
駿
・
著
（
徳
間
書
店
）

な
お
暗
い
神
秘
の
森
の
ほ
と
り
に
住
ん
だ
人
々
が
、
そ
こ

に
神
々
の
世
界
を
見
い
出
し
た
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
。

中
尾
氏
の
学
説
に
つ
い
て
、
宮
崎
監
督
は
以
下
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

「
読
み
進
む
う
ち
に
、
ぼ
く
は
自
分
の
目
が
遥
か
な
高
み
に

ひ
き
あ
げ
ら
れ
る
の
を
感
じ
た
。
風
が
吹
き
ぬ
け
て
い
く
。

国
家
の
枠
も
、
民
族
の
壁
も
、
歴
史
の
重
苦
し
さ
も
足
元

に
遠
ざ
か
り
、
照
葉
樹
林
の
森
の
生
命
の
い
ぶ
き
が
、
モ

チ
や
納
豆
の
ネ
バ
ネ
バ
好
き
の
自
分
に
流
れ
込
ん
で
く

る
。」（
中
略
）

「
ぼ
く
に
、
も
の
の
見
方
の
出
発
点
を
こ
の
本
は
与
え
て
く

れ
た
。
歴
史
に
つ
い
て
も
、
国
土
に
つ
い
て
も
、
国
家
に

つ
い
て
も
、
以
前
よ
り
ず
っ
と
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。」

（
前
述
『
世
界
／
八
八
年
六
月
臨
時
増
刊
号
』
掲
載
「
呪

縛
か
ら
の
解
放
―
『
栽
培
植
物
と
農
耕
の
起
源
』」）

宮
崎
監
督
は
、
こ
の
「
照
葉
樹
林
文
化
論
」
に
出
会

っ
て
、「
人
間
と
自
然
」
と
い
う
大
テ
ー
マ
を
語
る
際
、

「
原
生
林
と
人
間
の
関
係
」
を
描
く
こ
と
が
最
も
根
元
的

な
問
題
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
自
ら
の
原

点
た
る
原
生
林
を
真
正
面
か
ら
描
い
た
と
い
う
意
味
に
於

い
て
も
、『
も
の
の
け
姫
』
は
集
大
成
的
作
品
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。

東
北
日
本
の
源
流
た
る
ナ
ラ
林
文
化

一
方
、
日
本
の
北
半
分
は
ナ
ラ
、
ブ
ナ
、
ク
リ
、
カ
エ

デ
、
シ
ナ
ノ
キ
な
ど
の
温
帯
落
葉
広
葉
樹
林
に
覆
わ
れ
て

い
た
。
南
方
に
連
な
る
照
葉
樹
林
文
化
に
比
し
て
、
朝
鮮

半
島
か
ら
東
ア
ジ
ア
一
体
に
連
な
る
温
帯
落
葉
広
葉
樹
林

帯
の
文
化
を
「
ナ
ラ
林
文
化
」
と
名
付
け
た
の
も
中
尾
佐

助
氏
で
あ
っ
た
。

ナ
ラ
林
文
化
の
特
徴
は
、
照
葉
樹
林
帯
よ
り
も
食
料
資

源
が
豊
富
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
砕
け
ば
食
べ
ら
れ
る
堅
果

が
大
量
に
落
ち
、
日
光
照
射
も
あ
る
た
め
森
の
下
草
で
あ

る
植
物
種
も
豊
富
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
狩
猟
対
象
と

な
る
動
物
も
多
い
。

堅
果
類
（
ク
リ
・
ク
ル
ミ
・
ト
チ
・
ド
ン
グ
リ
）、
球
根

類
（
ウ
バ
ユ
リ
な
ど
）
の
採
集
。
ト
ナ
カ
イ
、
熊
、
鹿
、

海
獣
の
狩
猟
。
そ
し
て
、
川
に
の
ぼ
っ
て
来
る
サ
ケ
・
マ

ス
の
漁
撈
。
こ
れ
ら
の
狩
猟
・
採
集
文
化
に
よ
り
、
一
定

の
人
口
ま
で
は
充
分
に
生
活
出
来
た
の
で
あ
る
。
日
本
の

縄
文
文
化
は
、
主
に
ナ
ラ
林
文
化
の
下
で
発
展
し
た
。
事

実
、
縄
文
時
代
の
遺
跡
群
は
圧
倒
的
に
東
北
日
本
に
集

中
し
て
い
る
。

稲
作
と
鉄
器
の
文
化
は
、
弥
生
時
代
に
渡
来
人
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
弥
生
文
化
は
、
北
九
州

を
起
点
に
、
食
料
資
源
の
少
な
い
照
葉
樹
林
地
帯
に
は
急

速
に
広
ま
っ
た
が
、
中
部
以
北
に
は
な
か
な
か
伝
わ
ら
な

か
っ
た
。
南
と
は
食
体
系
が
違
い
、
北
で
は
採
集
・
狩

猟
・
畑
作
資
源
が
豊
富
な
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
壊
し
て
稲
作
を
始
め
る
必
要
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
稲
作
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た

大
和
朝
廷
は
、
武
力
制
圧
に
よ
っ
て
強
引
な
稲
作
同

化
・
単
一
文
化
圏
化
を
押
し
進
め
た
。
縄
文
人
は
、
北

へ
北
へ
と
追
い
や
ら
れ
な
が
ら
文
化
圏
を
維
持
し
て
い
た
。

後
述
す
る
蝦
夷
え
み
し

と
朝
廷
の
戦
争
は
、
縄
文
人
の
末
裔
と
弥

生
人
の
末
裔
の
闘
い
で
あ
っ
た
。

純
粋
な
ナ
ラ
林
文
化
は
、
照
葉
樹
林
文
化
と
融
合
し

た
稲
作
文
化
に
吸
収
さ
れ
、
十
二
〜
十
三
世
紀
に
は
ほ
ぼ

崩
壊
し
た
と
さ
れ
る
。

中
尾
氏
と
共
同
研
究
を
進
め
て
来
た
佐
々
木
高
明
氏

は
、
こ
の
ナ
ラ
林
文
化
と
照
葉
樹
林
文
化
の
学
説
を
民
俗

学
・
考
古
学
と
結
び
つ
け
、
日
本
の
根
幹
に
は
東
西
別
個

の
文
化
圏
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
氏
は
、
土
器
・
方

言
・
味
覚
な
ど
に
広
げ
て
、
東
西
の
文
化
の
違
い
に
つ
い

て
興
味
深
い
分
析
を
行
っ
て
い
る
。（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス

『
日
本
文
化
の
基
層
を
探
る
』）

『
も
の
の
け
姫
』
は
、
ナ
ラ
林
文
化
圏
の
蝦
夷
の
少
年

と
、
照
葉
樹
林
文
化
圏
の
森
林
で
育
っ
た
少
女
が
出
会

う
物
語
で
あ
る
。
少
年
と
少
女
の
出
会
い
は
、
日
本
人
の

源
流
で
あ
る
二
つ
の
森
林
文
化
の
出
会
い
を
描
い
た
も
の

で
も
あ
る
の
だ
。

宮
崎
作
品
に
見
る

照
葉
樹
林
文
化
の
思
想

「
照
葉
樹
林
文
化
論
」
と
宮
崎
監
督
作
品
の
関
連
を

以
下
、
簡
単
に
追
っ
て
み
た
い
。

宮
崎
監
督
が
、
こ
の
「
照
葉
樹
林
文
化
」
論
を
最
初

に
反
映
さ
せ
た
作
品
が
『
風
の
谷
の
ナ
ウ
シ
カ
』
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
宮
崎
監
督
は
、
最
終
戦
争
で
荒
廃
し
た
大
地

を
必
ず
砂
漠
と
し
て
描
く
西
欧
産
Ｓ
Ｆ
（
実
際
中
東
や
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
森
林
が
蘇
生
せ
ず
に
禿
山
と
化
し
、
や
が

て
砂
漠
化
し
た
）
の
逆
説
と
し
て
、「
腐
海
」
と
い
う
独
特

の
生
態
系
を
持
つ
不
気
味
な
森
林
を
作
り
出
し
た
。
再
生

不
能
の
砂
漠
で
な
く
、
森
の
自
浄
作
用
に
よ
る
再
生
を
描

く
下
り
は
、
ま
さ
に
森
の
民
で
あ
る
日
本
人
ゆ
え
の
発
想

の
転
換
で
あ
る
。

『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』
に
登
場
す
る
ラ
ピ
ュ
タ
を
覆

う
も
っ
こ
り
と
し
た
大
樹
も
、
紅
葉
・
落
葉
し
な
い
常
緑

樹
で
あ
り
、
照
葉
樹
の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
文

明
が
消
滅
し
て
無
人
化
し
た
地
に
は
原
生
林
が
茂
る
と
い

う
発
想
が
貫
か
れ
て
い
る
。

『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
で
は
、
ト
ト
ロ
の
宿
る
塚
森
の

大
樹
は
照
葉
樹
の
ク
ス
ノ
キ
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
に
言
え

ば
、「
樹
と
人
は
仲
良
し
だ
っ
た
ん
だ
よ
」
と
語
る
物
わ
か

り
の
良
い
お
父
さ
ん
は
、
何
故
か
考
古
学
者
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
に
は
、「
日
本
人
の
心
の
故
郷
は
、
縄
文
の
昔

を
彷
彿
と
さ
せ
る
照
葉
樹
林
な
の
だ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
さ
り
気
な
く
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

『
も
の
の
け
姫
』
の
メ
イ
ン
舞
台
と
な
る
「
シ
シ
神
の

森
」
は
ま
さ
に
照
葉
樹
林
で
あ
り
、
こ
れ
は
絵
コ
ン
テ
で

も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
制
作
に
さ
き
が
け
て
行
わ
れ
た
屋

久
島
へ
の
ロ
ケ
ハ
ン
も
照
葉
樹
林
を
肌
で
感
じ
る
意
味
あ

い
が
大
き
か
っ
た
と
言
う
。

ま
た
宮
崎
監
督
は
、
主
人
公
ア
シ
タ
カ
の
住
む
エ
ミ
シ

の
村
の
風
俗
・
衣
裳
の
参
考
に
ブ
ー
タ
ン
や
北
タ
イ
の
焼

畑
農
民
を
参
考
に
し
た
ら
し
い
。
後
述
の
よ
う
に
、
蝦
夷

は
縄
文
人
の
末
裔
と
言
わ
れ
て
い
る
。（『
週
刊
朝
日
』
九

六
年
一
月
五
・
一
二
日
合
併
号
掲
載
・
司
馬
遼
太
郎
氏

と
の
対
談
）
ア
シ
タ
カ
が
粥
を
す
す
る
椀
は
、
ブ
ー
タ
ン

の
携
帯
用
小
鉢
に
良
く
似
て
い
る
。
タ
タ
ラ
場
の
板
を
連

（
こ
の
ペ
ー
ジ
の
資
料
す
べ
て
神
話
の
考
古
学
／
吉
田
敦
彦
福
武
書
店
よ
り
）

東
南
ア
ジ
ア
の
生
態
系

タイの照葉樹林帯

武重洋二さん担当のカット337の背景より
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「
も
の
の
け
姫
」
サ
ン
の

容
姿
・
装
束
の
謎

「
も
の
の
け
姫
」
サ
ン
の
容
姿
や
装
束
に
は
謎
が
多
い
。

第
一
に
、
朱
塗
り
の
土
面
で
あ
る
。
何
故
、
戦
闘
時
に

は
土
面
を
つ
け
る
の
か
。

古
来
よ
り
仮
面
に
は
神
が
か
り
の
意
味
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
仮
面
は
人
間
が
素
顔
た
る
本
性
を
隠
し
て
、
神
や
悪

霊
・
妖
怪
に
変
身
す
る
願
望
を
示
し
た
も
の
な
の
だ
。

土
面
本
体
の
形
状
は
縄
文
晩
期
に
作
ら
れ
た
土
偶
や

土
面
に
似
て
い
る
。
強
い
て
言
え
ば
、「
木
菟
み
み
ず
く

型
土
偶
」

に
良
く
似
て
い
る
。
こ
れ
は
、
丸
い
ボ
タ
ン
型
の
目
・
口

を
有
す
る
ミ
ミ
ズ
ク
の
よ
う
な
顔
の
土
偶
で
あ
る
。
鼻
は

額
か
ら
続
く
わ
ず
か
に
隆
起
し
た
線
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
は
、
鬼
・
天
狗
・
猩
々
な
ど
赤
い
仮
面
が
数

多
く
あ
る
。
赤
は
、

怒
り
の
表
情
や
酒
酔

い
の
表
情
な
ど
、
頭

に
血
が
上
っ
た
状
態

を
示
す
色
で
も
あ

る
。サ

ン
の
土
面
は
、

狼
族
を
意
味
す
る
白

髪
と
耳
を
携
え
て
お

り
、
背
中
に
も
白
毛

皮
を
背
負
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
狼
族

の
証
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
風
貌
は
、
秋
田
県
男
鹿
半
島
に
伝
わ
る
「
生
剥
な
ま
は
げ

」

に
も
ど
こ
か
似
て
い
る
。
ナ
マ
ハ
ゲ
は
、
森
か
ら
来
た
鬼

が
女
子
供
を
脅
し
て
食
物
を
奪
う
と
い
う
奇
習
で
あ
る
。

仮
面
を
か
ぶ
っ
て
動
物
に
仮
装
す
る
風
習
は
多
い
。
熊

に
仮
装
し
た
踊
り
を
す
る
風
習
が
ア
イ
ヌ
や
シ
ベ
リ
ア
の

オ
チ
ャ
ス
ク
族
に
あ
る
と
言
う
。
獅
子
舞
や
鹿
踊
り
も
こ

の
類
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
も
狩
や
稲
作
の
豊
穣
を
祈
り
、

災
疫
を
防
ぐ
も
の
と
言
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
要
素
か
ら
、
サ
ン
の
土
面
や
装
束
は
、
人

間
と
し
て
の
本
性
を
捨
て
、
怒
れ
る
狼
神
に
変
身
し
た
こ

と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
顔
三
ヶ
所
に
刻
ま
れ
て
い
る
三
角
型
の
朱
の

入
れ
墨
で
あ
る
。

三
世
紀
前
半
の
日
本
を
記
し
た
と
さ
れ
る『
魏
志
倭
人

伝
』に
は
、「
朱
丹
を
以
て
其
の
身
体
を
塗
る
こ
と
」と
い
う

記
述
が
見
ら
れ
る
。古
代
日
本
で
は
朱
の
入
れ
墨
が
盛
ん

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。女
性
を
型
ど
っ
た
と
言
わ
れ
る
縄

文
晩
期
の
土
偶
に
は
、顔
の
頬
を
縦
に
流
れ
る
模
様
が
刻

ま
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。そ
れ
ら
は
、疫
病
封
じ
や
成
人

儀
礼
な
ど
、重
要
な
呪
術
的
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、ア
イ
ヌ
女
性
に
は
口
の
周
り
を
赤
く
染
め
る
入
れ

墨
の
風
習
が
あ
っ
た
。含
意
は
異
な
る
だ
ろ
う
が
、そ
の
姿

は
ポ
ス
タ
ー
な
ど
で
使
わ
れ
た
口
の
周
り
を
血
ま
み
れ
に

し
た
サ
ン
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

宮
崎
監
督
は
サ
ン
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
少
女
は
類
似
を
探
す
な
ら
縄
文
期
の
あ
る
種
の
土
偶
に

似
て
い
な
く
も
な
い
」（『
も
の
の
け
姫
』企
画
書
）

サ
ン
の
入
れ
墨
に
も
、土
偶
と
同
様
に
呪
術
的
意
味
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、短
刀
や
首
飾
り
や
イ
ヤ
リ
ン
グ
な
ど
の
ア
ク
セ

サ
リ
ー
で
あ
る
。

短
刀
と
首
飾
り
は
形
状
と
色
か
ら
判
断
し
て
、狼
族
の

牙
や
骨
で
作
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。縄
文
時
代
の
遺

跡
か
ら
は
、「
骨
角
器
」と
呼
ば
れ
る
鹿
角
や
猪
の
骨
を
加

工
し
た
鏃
・
銛
・
釣
針
な
ど
が
多
く
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

ア
イ
ヌ
は
、「
マ
キ
リ
」と
呼
ば
れ
た
鉄
の
短
刀
で
あ
ら
ゆ

る
物
を
加
工
し
た
。ア
イ
ヌ
は
、鹿
角
と
獣
骨
に
彫
刻
を
施

し
、短
刀
の
柄
や
鞘
、装
飾
品
を
作
り
出
し
て
い
る
。ま
た
、イ

ヌ
イ
ッ
ト
に
も
、セ
イ
ウ
チ
の
牙
を
加
工
す
る
文
化
が
あ
る
。

イ
ヤ
リ
ン
グ
は
金
属
か
貝
か
石
か
牙
製
だ
ろ
う
が
、
大

き
な
丸
い
形
状
は
、
古
代
の
装
飾
品
に
多
い
。
木
菟
型
土

偶
に
も
、
丸
い
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
付
け
た
も
の
が
あ
る
。『
蝦

夷
島
奇
観
』
な
ど
を
見
る
と
、
ア
イ
ヌ
に
も
白
色
に
輝
く

丸
い
金
属
製
イ
ヤ
リ
ン
グ
の
風
習
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

祖
先
の
牙
や
骨
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
は
、
サ
ン
に
と

っ
て
一
族
の
力
を
借
り
る
と
い
う
霊
的
な
意
味
も
あ
る
の

だ
ろ
う
。
槍
や
短
刀
の
刃
元
に
刻
ま
れ
た
赤
い
Ｖ
字
型
文

様
も
、
顔
の
入
れ
墨
と
同
じ
く
呪
術
的
意
味
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

靴
は
一
枚
皮
で
足
を
包
ん
で
紐
で
く
く
る
よ
う
な
も
の

ら
し
い
が
、
ア
イ
ヌ
に
も
魚
の
一
枚
皮
を
加
工
し
た
靴
を

は
く
習
慣
が
あ
っ
た
と
言
う
。

他
、
ヘ
ア
バ
ン
ド
や
腕
輪
、
ノ
ー
ス
リ
ー
ブ
の
シ
ャ
ツ

と
ワ
ン
ピ
ー
ス
ら
し
き
衣
服
（
靭
皮
か
）
な
ど
も
自
分
で

作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
製
作
技

術
を
学
ん
だ
の
か
（
あ
る
い
は
盗
品
か
）
は
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
ら
装
飾
品
の
加
工
・
製
作
技
術
や
干
肉
な
ど
の
食

料
加
工
技
術
は
、
育
て
の
母
で
あ
る
モ
ロ
の
君
が
教
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
人
語
を
解
す
る
動
物
神
で
あ
る
モ
ロ

は
、
人
間
の
文
化
に
も
精
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

何
故
わ
ざ
わ
ざ
人
語
を
教
え
、
人
間
的
衣
裳
を
身
に
つ
け

さ
せ
て
い
た
の
か
、
多
く
の
点
に
疑
問
は
残
る
。

森
で
獣
に
育
て
ら
れ
た
と
言
う
実
在
の
「
狼
少
年
」
や

「
狼
少
女
」
は
、
一
様
に
四
本
足
で
歩
き
生
肉
を
喰
ら
う

獣
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
サ
ン
は
通
常

二
足
で
歩
行
し
、
四
足
は
非
常
時
だ
け
と
思
わ
れ
る
。
人

間
と
拮
抗
す
る
だ
け
の
独
自
の
文
化
を
身
に
付
け
て
い
る

の
だ
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
、
強
引
な
解
釈
を
試
み
る
。

サ
ン
を
「
生
贄
」
と
し
て

捧
げ
た
者
と
は

モ
ロ
は
「
生
贄
い
け
に
え

」
と
し
て
捧
げ
ら
れ
、
人
間
に
捨
て
ら

れ
た
サ
ン
を
不
憫
に
思
い
な
が
ら
も
、
純
粋
な
狼
族
と
し

て
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
育
て
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

い
つ
か
人
間
と
し
て
暮
ら
せ
る
時
が
来
た
と
し
て
も
、
暮

ら
し
て
い
け
る
だ
け
の
智
恵
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
あ
る
い
は
、
人
間
と
徹
底
的
に
対
決
す
る
た
め
に
も
、

人
間
文
化
を
学
ば
せ
る
必
要
を
感
じ
た
の
か
。

サ
ン
の
衣
裳
・
容
姿
に
共
通
し
て
い
る
も
の
は
、
縄
文

文
化
の
呪
術
的
性
格
で
あ
る
。
モ
ロ
は
、
室
町
時
代
の
人

間
を
憎
み
な
が
ら
も
、
自
然
と
共
生
し
て
い
た
縄
文
人
を

人
間
の
模
範
と
見
立
て
、
狼
族
と
は
違
っ
た
教
育
を
サ
ン

に
施
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
土
面
の
風

サン再び
母さんここでお別れです。

私、乙事主様の眼になりにいきます。
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習
は
稲
作
文
化
の
始
ま
っ
た
弥
生
時
代
に
は
途
絶
え
て
い

る
。な

お
、
人
間
を
生
贄
と
し
て
森
に
捧
げ
る
風
習
は
太
古

よ
り
世
界
各
地
に
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
暗
い
森
の
ほ
と
り

に
住
む
人
々
が
畏
れ
と
信
仰
に
よ
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ

る
。
サ
ン
は
、
荒
ぶ
る
森
の
神
々
を
鎮
め
る
た
め
に
、
ほ

と
り
の
村
か
ら
捧
げ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
物
語
か

ら
十
年
〜
十
五
年
位
前
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
に

何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

エ
ボ
シ
タ
タ
ラ
の
操
業
開
始
か
。
そ
れ
と
も
大
規
模
な

鹿
・
猪
・
狼
猟
か
。
も
し
、
人
間
が
神
々
の
攻
撃
を
回
避

す
る
た
め
に
、
自
ら
の
罪
を
改
め
ず
に
生
贄
だ
け
を
贈
っ

た
と
す
れ
ば
、
モ
ロ
の
人
間
へ
の
深
い
軽
蔑
の
理
由
も
分

か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
つ
ま
り
、「
生
贄
を
差
し
出
す
の

で
破
壊
を
認
め
ろ
」
と
い
う
エ
ゴ
丸
出
し
の
請
願
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
共
存
の
発
想
は
欠
片
も
な
い
。

現
代
に
も
、
こ
れ
と
構
造
的
に
よ
く
似
た
話
が
あ
る
。

森
と
村
を
ダ
ム
の
底
に
沈
め
、
地
蔵
や
神
社
の
御
神
体
だ

け
を
移
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
土
地
を
殺
し
て
神
だ
け
残

す
。
突
然
移
さ
れ
た
場
所
に
、
都
合
よ
く
同
じ
神
が
宿
る

だ
ろ
う
か
。

（
叶
）
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Mother-this is farewell. I go to serve as Okotonushi’s eyes.
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