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今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
約
１
０

０
年
、
大
正
中
期
ご
ろ
の
こ
と
で

す
。
宍
道
町
に
「
出
雲
追
分
」
が

め
っ
ぽ
う
う
ま
く
、
初
代
出
雲
愛

之
助
か
ら
出
雲
小
愛
之
助
の
名
を

授
か
っ
た
少
年
が
い
ま
し
た
。
形

部
為
吉
。
一
方
、
大
坂
相
撲
に
相

撲
甚
句
を
得
意
と
す
る
、
八
束
村

（
今
の
松
江
市
八
束
町
）
出
身
の

力
士
が
い
ま
し
た
。
十
両
の
ア
ベ

ノ
モ
リ
。
関
西
節
の
相
撲
甚
句
で

地
方
巡
業
の
お
客
を
う
っ
と
り
さ

せ
た
と
い
い
ま
す
。

 

唄
上
手
の
巡
り
会
い

　

こ
の
２
人
が
出
雲
巡
業
の
場
で

巡
り
会
い
ま
す
。
当
時
の
宍
道
町

は
、
大
正
４
（
１
９
１
５
）
年
に

始
ま
っ
た
氷
川
神
社
で
の
奉
納
相

撲
を
機
に
空
前
の
相
撲
ブ
ー
ム

だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
相
撲
を
取

る
血
気
盛
ん
な
青
年
団
の
面
々
が

少
年
の
背
中
を
た
た
き
ま
す
。「
お

前
、
ア
ベ
ノ
モ
リ
に
相
撲
甚
句
を

教
え
て
も
ら
え
」「
し
っ
か
り
覚

え
る
ん
だ
ぞ
」。
少
年
は
出
雲
巡

業
の
た
び
に
頼
ん
で
一
行
に
同

行
、
ア
ベ
ノ
モ
リ
か
ら
相
撲
甚
句

を
習
い
受
け
ま
す
。
少
年
時
代
か

ら
青
年
へ
、
そ
し
て
復
員
し
て
父

と
な
っ
て
か
ら
も
、
毎
年
秋
の
奉

納
相
撲
で
力
士
直
伝
の
相
撲
甚
句

を
朗
々
と
唄
い
上
げ
ま
し
た
。
独

特
の
節
回
し
は
父
か
ら
子
に
引
き

継
が
れ
て
現
在
へ
。
大
坂
相
撲
が

廃
れ
て
も
な
お
、
関
西
節
の
相
撲

甚
句
が
宍
道
の
地
に
ポ
ツ
ン
と
残

る
所
以
で
す
。

 

大
坂
相
撲
の
栄
枯
盛
衰

　

先
の
大
相
撲
秋
場
所
は
横
綱
白

鵬
不
在
の
中
、
２
横
綱
３
大
関
を

破
っ
た
隠
岐
の
海
が
前
半
を
面
白

く
し
、
終
盤
ま
で
遠
藤
が
優
勝
争

い
を
演
じ
た
中
、
か
ど
番
だ
っ
た

大
関
豪
栄
道
が
15
戦
全
勝
で
初
優

勝
を
果
た
す
な
ど
大
い
に
盛
り
上

が
り
ま
し
た
。

　

今
で
こ
そ
日
本
相
撲
協
会
が
大

相
撲
を
束
ね
て
い
ま
す
が
、
か
つ

て
は
江
戸
、
大
坂
、
京
都
、
名
古

屋
、
広
島
相
撲
な
ど
が
あ
り
、
18

世
紀
後
半
の
江
戸
時
代
に
は
大
坂

相
撲
は
江
戸
相
撲
を
し
の
ぐ
隆
盛

を
誇
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。そ
の
後
、

谷
風
や
雷
電
の
活
躍
、
参
勤
交
代

に
よ
る
江
戸
詰
め
の
諸
大
名
が
抱

え
力
士
を
江
戸
相
撲
に
出
場
さ
せ

る
よ
う
に
な
り
形
勢
は
逆
転
。
遂

に
大
坂
場
所
は
大
正
15
（
１
９
２

６
）
年
１
月
、
台
北
で
の
本
場
所

で
幕
を
閉
じ
ま
す
。

　

相
撲
甚
句
に
は
関
東
節
と
関
西

節
が
あ
り
、
今
の
福
祉
相
撲
や
地

方
巡
業
で
披
露
さ
れ
る
の
は
す
べ

て
関
東
節
。
大
坂
場
所
の
終
焉
と

と
も
に
関
西
節
も
衰
退
の
道
を
た

ど
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

揺
ら
ぐ
伝
統
の
灯

　

恐
ら
く
、
こ
の
世
で
た
だ
一
人

関
西
節
を
引
き
継
い
で
い
る
の

が
、
宍
道
角
道
協
会
（
小
豆
沢
栄

治
会
長
）
に
所
属
す
る
形
部
明
孝

さ
ん
、
67
歳
。
為
吉
の
長
男
で
、

「
父
は
毎
晩
の
よ
う
に
私
の
枕
も

と
で
相
撲
甚
句
を
唄
っ
て
い
て
、

自
然
に
覚
え
た
」。
相
撲
甚
句
が

子
守
唄
で
し
た
。
昨
年
秋
、
１
０

１
回
を
数
え
る
奉
納
相
撲
で
相
撲

甚
句
を
披
露
し
た
明
孝
さ
ん
で
す

が
、
今
年
は
か
な
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
同
協
会
員
の
高
齢
化
に
加
え

氷
川
神
社
稲
荷
社
の
遷
宮
に
伴
う

工
事
で
土
俵
を
失
い
、
奉
納
相
撲

の
歴
史
に
幕
を
引
い
た
か
ら
で

す
。「
奉
納
相
撲
は
な
く
な
っ
て

も
、
甚
句
や
土
俵
入
り
な
ど
は
守

り
続
け
る
」と
小
豆
沢
会
長
。「
派

手
な
関
東
節
と
比
べ
て
関
西
節
は

地
味
。
し
か
し
何
と
も
言
え
な
い

味
わ
い
が
あ
る
。
何
と
か
次
に
引

き
継
ぎ
た
い
の
だ
が
…
」
と
明
孝

さ
ん
。
熱
い
思
い
を
抱
き
な
が
ら

も
、
伝
統
の
灯
は
こ
こ
で
も
揺
ら

い
で
い
ま
す
。

�

　
（
瑛
）

　
「
不
昧
公
ゆ
か
り
の
茶
室
、

普
門
院
観
月
庵
で
す
。
修
復
さ

れ
見
違
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
」
と
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

観
月
庵
は
、
１
８
０
１
（
享

和
元
）
年
に
建
立
さ
れ
た
三
斎

流
の
茶
室
で
、
大
名
茶
人
第
７

代
松
江
藩
主
松
平
治
郷
も
嵩
山

に
昇
る
月
を
丸
窓
か
ら
ご
覧
に

な
り
、
お
茶
を
楽
し
ん
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

建
立
か
ら
２
０
０
年
を
経

過
し
、
老
朽
化
な
ど
で
倒
壊

の
危
機
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

２
０
１
０
（
平
成
22
）
年
に
修

復
さ
れ
ま
し
た
。

　

普
門
院
か
ら
宇
賀
橋
に
か
け

て
は
「
伝
統
美
観
保
存
区
域

（
普
門
院
外
濠
地
区
）」
と
し
て
、

松
江
城
、
堀
川
に
向
け
て
開
け

た
歴
史
的
ま
ち
な
み
を
保
存

し
、
ゆ
と
り
と
潤
い
あ
る
景
観

を
保
全
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

　

落
ち
着
い
た
た
た
ず
ま
い
と

四
季
折
々
の
景
色
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
庭
園
を
眺
め
な
が

ら
、
心
休
ま
る
ひ
と
と
き
を
過

ご
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
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