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「
私
の
郷
里
山
形
県
荘
内
地
方
は
、
東
の
空
を
走
る 
鳥
海
山   
月
山 
と
い
う
姿
の

ち
ょ
う
か
い
さ
ん 

が
っ
さ
ん

う
つ
く
し
い
山
を
つ
ら
ね
る
出
羽
丘
陵
と
、
西
に
ひ
ろ
が
る
日
本
海
と
の
間
に
は

さ
ま
れ
た
平
野
と
低
山
地
地
帯
の
総
称
で
あ
る
。

　

出
羽
丘
陵
の
北
端
に
あ
る
鳥
海
山
は
秋
田
県
と
の
県
境
で
海
に
接
し
、
ま
た
そ

の
山
脈
の
南
部
は
広
大
な
磐
梯
朝
日
山
系
の
山
々
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、
荘

内
平
野
は
三
方
を
山
、
一
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
」

（
藤
沢
周
平
著
『
小
説
の
周
辺
』）

　

過
去
に
庄
内
市
と
い
う
構
想
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ま
の
山
形
県

に
庄
内
と
い
う
町
は
な
い
。
山
形
県
史
を
ひ
も
解
く
と
、
十
六
世
紀
後
半
に
初
め

て
「
庄
内
」
と
い
う
地
名
の
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 
城
輪
柵 
や
条
里

き
の
わ
の
さ
く

制
の
跡
が
語
る
よ
う
に
、遊
佐
や
大
泉
な
ど
の
荘
園
が
早
く
か
ら
成
立
し
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
「
荘
の
内
部
」
＝
「
庄
内
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
地
名
の

成
り
立
ち
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
土
地
が
庄
内
藩
と
し
て
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場

す
る
の
は
武
藤
氏
・
最
上
氏
を
経
て
、
徳
川
四
天
王
の
血
を
引
く
酒
井
氏
が
入
部

し
た
頃
か
ら
で
あ
る
。

　

藤
沢
周
平
の
作
品
に
登
場
す
る
海
坂
藩
は
庄
内
藩
に
例
え
ら
れ
、
作
家
自
身
が

鶴
岡
市
出
身
と
い
う
経
歴
か
ら
、
そ
の
街
並
み
を
鶴
ヶ
岡
城
下
に
求
め
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
現
在
の
市
街
地
に
酒
井
家
の
名
残
が
強
く
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
か
つ
て
の
藩
校
「 
致  
道  
館 
」
と
い
っ
た
建
造
物
や
、「
家
中
新
町
」
と

ち 

ど
う 
か
ん

い
っ
た
町
名
に
、
武
士
が
往
来
し
た
頃
の
整
然
と
し
た
町
並
み
を 
窺 
い
知
る
こ
と

う
か
が

が
で
き
る
。
そ
の
間
、
松
山
や
大
山
と
い
っ
た
領
地
の
分
割
が
あ
り
、
廃
藩
置
県

を
経
て
も
「
庄
内
」
と
い
う
呼
称
は
残
っ
た
。 

　

庄
内
の
冬
は
厳
し
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
人
々
の
冬
を
無
事
に
過
ご
す
た
め
の
支

度
や
、
調
度
品
、
生
活
を
取
り
囲
む
景
観
は
趣
が
深
い
。

　

吹
雪
の
合
間
に
見
え
る
鳥
海
山
は
、
日
本
海
か
ら
せ
り
出
す
山
裾
が
富
士
に
も

似
た
山
容
を
誇
る
た
め
、
ま
た
の
名
を
「
出
羽
富
士
」
と
言
う
。
東
北
随
一
の
標

高
を
掲
げ
る
秀
峰
は
、
月
山
が
「
死
の
山
」
と
し
て
山
岳
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
水
の
恵
み
を
司
る
「
生
の
山
」
と
し
て
古
来
よ
り 
崇 
め
ら
れ
て
き
た
。

あ
が

　

近
年
、
自
然
を
尊
ぶ
意
識
が
薄
れ
る
に
従
っ
て
、
日
本
の
各
地
で
自
然
崇
拝
に

ま
つ
わ
る
風
習
や
、
年
中
行
事
も
次
第
に
姿
を
失
い
つ
つ
あ
る
が
、
庄
内
に
は
比

較
的
昔
な
が
ら
の
情
景
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
。

　

遊
佐
町
に 
杉
沢  
比  
山 
と
い
う
舞
が
あ
る
。
比
山
は
土
地
に
生
ま
れ
た
者
の
み
に

す
ぎ
さ
わ 

ひ 

や
ま

舞
う
こ
と
が
許
さ
れ
た
、
鳥
海
山
へ
奉
納
す
る
舞
楽
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
 
廃
仏
毀
釈 
の
時
代
に
文
献
が
焼
き
払
わ
れ
て
も
、口
頭
伝
承
に
よ
っ
て
語
り
継
が

は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

れ
た
歴
史
の
傍
ら
に
は
、
山
懐
の
杉
沢
地
区
に
生
き
る
人
々
の
祈
り
が
あ
っ
た
。

　

遊
佐
の
自
然
に
は
ぐ
く
ま
れ
、
杉
沢
比
山
は
自
然
の
な
か
で
暮
ら
し
を
営
ん
で
き

た
人
々
に
よ
っ
て
、
今
日
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

そ
の
様
子
は
、
風
土
に
胚
胎
し
た
信
仰
の
よ
う
で
あ
る
。

　

東
北
は
貧
困
と
不
遇
の
時
代
が
長
く
続
い
た
。

　

佐
幕
で
あ
っ
た
庄
内
藩
や
奥
羽
越
列
藩
同
盟
に 
与 
し
た
東
北
諸
藩
の
戊
辰
戦
争

く
み

の
悲
劇
は
多
く
語
ら
れ
て
い
る
が
、
中
央
と
分
断
す
る
か
の
よ
う
に
連
な
る
奥
羽

山
脈
の
、
北
側
に
あ
る
東
北
を
さ
げ
す
む
よ
う
な
「
白
河
以
北
一
山
百
文
」
と
い

う
評
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
雪
深
さ
や
、 
蝦
夷 
討
伐
の
伝
説
が
語
る
よ
う
に
、
東
北
は
中
央
と
は
相
い

え
み
し

れ
な
い
者
の
住
む
場
所
と
の
印
象
を
か
つ
て
は
与
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 
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庄
内
に
つ
い
て
言
え
ば
、 陰  
鬱 
な
雪
に
耐
え
忍
ぶ
よ
う
に
、内
に
こ
も
り
が
ち
な
、自

い
ん 
う
つ

ら
を
多
く
語
ら
な
い
土
地
柄
と
言
わ
れ
る
。
殊
に
明
治
の
世
に
な
っ
て
か
ら
は
、
黙
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
歴
史
的
な
経
緯
も
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

持
っ
て
生
ま
れ
た
気
質
と
外
部
の
圧
力
が
あ
り
、
そ
の
中
で
失
わ
れ
て
い
っ
た

も
の
と
、
大
切
に
守
り
続
け
て
き
た
も
の
が
あ
る
。

　

酒
田
市
に
は
、
現
在
で
も
本
間
家
や 
鐙  
谷 
家
と
い
っ
た
か
つ
て
の
豪
商
の
家
屋

あ
ぶ 
み
や

が
点
在
し
て
い
る
。

　

大
火
に
よ
り
町
の
半
分
は
消
失
し
た
が
、
日
本
海
有
数
の
港
町
と
し
て
栄
え
て

き
た
町
の
明
か
り
を
消
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
と
、
市
民
の
力
強
い
連
帯
に

よ
っ
て
復
興
さ
れ
、
西
廻
航
路
の
開
か
れ
た
時
代
の
「
西
の
堺
、
東
の
酒
田
」
と

う
た
わ
れ
た
往
事
を 
偲 
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

し
の

　

輸
送
物
資
と
、
人
の
往
来
が
途
絶
え
る
こ
と
な
か
っ
た
町
並
み
に
、
人
々
の
生

命
の
躍
動
を
見
る
。

　

今
に
伝
え
ら
れ
る
暮
ら
し
の
跡
、
歴
史
の
温
も
り
や
、
息
づ
か
い
を
聞
き
、
ゆ

る
ぎ
な
い
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
郷
土
の
美
し
さ
を
思
う
。

　

そ
れ
は
貴
族
文
化
の
よ
う
な
華
や
か
さ
や
、
権
威
の 
庇  
護 
の
上
に
成
り
立
っ
た

ひ 

ご

も
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
、
凡
庸
に
も
見
え
か
ね
な
い
。

　

け
れ
ど
、
物
の
飽
和
し
た
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
飾
り
立
て
る
こ

と
の
な
い
、
庶
民
の
生
活
に
根
差
し
た
素
朴
な
様
相
に
、
感
動
を
覚
え
る
。

　

庄
内
の
繁
栄
は
、
平
野
や
日
本
海
の 
波  
濤 
と
と
も
に
あ
り
、
人
々
は
恵
み
を
も

は 

と
う

た
ら
す
自
然
に 
敬  
虔 
で
あ
ろ
う
と
し
た
。

け
い 
け
ん

　

自
然
が
厳
し
い
ほ
ど
に
、
信
仰
心
を
厚
く
し
た
。

　

そ
し
て
厳
寒
の
季
節
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
春
の
喜
び
を
見
出
し
て
き
た
。

　

そ
の
昔
、詩
人
や
文
学
者
、栄
華
を
極
め
た
者
が
都
を
捨
て
北
国
へ
向
か
っ
た
と

い
う
記
録
が
あ
る
。
清
川
の
関
を
越
え
た
義
経
も
、 
象  
潟 
へ
行
こ
う
と
し
た
西
行

き
さ 
か
た

も
漂
泊
の
思
い
を
抱
え
た
彼
ら
が
、自
ら
に
課
し
た
も
の
は 
峻
厳 
の
路
で
あ
っ
た
。

し
ゅ
ん
げ
ん

　

き
ら
び
や
か
な
名
声
や
、
行
き
過
ぎ
た
富
に
は
奢
り
が
あ
る
。

　

庄
内
の
風
土
に
は 
豪  
奢 
な
色
を
好
ま
な
い
、
生
活
に 
適 
っ
た
温
か
さ
が
あ
る
。

ご
う 
し
ゃ 

か
な

　
「
日
本
を 
風  
靡 
し
て
い
る
規
格
品
的
な
物
質
文
化
で
は
な
く
、農
民
が
自
分
た
ち

ふ
う 

び

の
手
で
作
っ
た
本
物
の
文
化
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
庄
内
地
方
の
あ
ち
こ
ち
に
、
断
片
の
形
で
あ
る
に
せ
よ
、
ま
だ
残
っ
て

い
て
、
そ
の
風
土
を
特
色
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
た
め
に
、

そ
れ
ら
の
断
片
は
、
い
っ
そ
う
光
を
放
っ
て
み
え
る
よ
う
で
あ
る
」

（
藤
沢
周
平
著
『
周
平
独
言
』）
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義
民
が
駆
け
る

　

か
つ
て
こ
の
庄
内
平
野
を
守
る
た
め
に
、
殿
様
か
ら
農
民
ま
で
一
丸
と
な
っ
て

戦
っ
た
歴
史
が
あ
る
。

　

私
た
ち
の
殿
様
を
動
か
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
、
と
将
軍
に
直
訴
す
る
た
め
初
春

の
雪
深
い
庄
内
か
ら
江
戸
へ
上
っ
た
天
保
の
義
民
と
呼
ば
れ
た
人
た
ち
が
い
た
。

　
「
義
民
が
駆
け
る
」は
藤
沢
周
平
が
幼
い
頃
に
耳
に
し
た
三
国
領
地
替
を
題
材
と

し
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
騒
動
は
「
天
保
一
揆
」
と
し
て
人
口
に 
膾  
炙 
し

か
い 
し
ゃ

た
話
で
あ
る
が
、
新
領
主
と
な
ろ
う
川
越
松
平
家
の
過
酷
な
年
貢
の
取
り
立
て
の

噂
に
恐
れ
を
な
し
た
農
民
を
は
じ
め
、
表
沙
汰

お
も
て
ざ
た

     

に
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、 
禄 
を
失

ろ
く

う
こ
と
に
な
る
武
士
、
権
益
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
た
商
人
に
至
る
ま
で
、
領
民
が

一
丸
と
な
っ
て
酒
井
家
の
移
封
反
対
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
揆
は
、
江
戸
期
全
国
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
封
建
社
会
に
お
け
る
藩
主
へ

の
不
平
不
満
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
由
が
酒
井
家
へ
の
思
慕
の
情
か

ら
出
た
と
も
言
え
る
点
に
特
異
性
が
あ
る
。

　

農
民
の
行
動
は
美
談
と
し
て
現
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
藤
沢
周
平
は
郷
里

を
舞
台
に
展
開
さ
れ
た
天
保
一
揆
の
真
相
に
迫
り
、
将
軍
へ
差
し
出
し
た
嘆
願
書

で
う
た
わ
れ
て
い
た
藩
主
へ
の
思
慕
の
下
に
、
明
日
の
生
活
を
案
じ
る
農
民
た
ち

の
保
身
の
意
識
を
探
し
当
て
る
。

　
「
調
べ
直
し
て
み
る
と
、な
か
な
か
こ
れ
ま
で
考
え
て
い
た
よ
う
な
単
純
な
事
件

で
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

百
姓
た
ち
は
、
な
ぜ
旗
印
に
二
君
に
仕
え
ず
と
書
い
た
の
か
、
ま
た
建
札
に
な

ぜ
自
ら
を
忠
義
一
同
と
記
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
彼
ら
が
残
し
た
記
録
に
、
な
ぜ

 
辟  
易 
す
る
ほ
ど
し
ば
し
ば
、
藩
の
善
政
を
た
た
え
、
そ
の
恩
に
報
い
る
旨
の
記
述

へ
き 
え
き

が
あ
る
の
か
」

（
藤
沢
周
平
著
『
義
民
が
駆
け
る
』）

　

天
保
十
一
年
、
幕
府
は
長
岡
（
新
潟
県
）
藩
主 
牧  
野  
備
前  
守 
忠
雅
を
川
越
へ
、

ま
き 

の 

び
ぜ
ん
の 
か
み

川
越
（
埼
玉
県
）
藩
主 
松
平
大
和
守
斉
典 
を 
出
羽
国  
庄
内 
へ
、
庄
内
藩
主 
酒  
井  
忠 

ま
つ
だ
い
ら
や
ま
と
の
か
み
な
り
の
り 

で
わ
の
く
に 

し
ょ
う
な
い 

さ
か 

い 

た
だ

 
器 
を
越
後
国
長
岡
へ
領
地
替
え
す
る
命
を
下
し
た
。
庄
内
藩
に
と
っ
て
、
こ
の
決

か
た定

は
正
式
な
評
定
を
経
た
も
の
で
は
な
く
、
理
由
な
く
し
て
石
高
が
半
減
さ
れ
る

左
遷
と
も
い
う
べ
き
扱
い
で
あ
っ
た
。　
　

　

幕
府
が
転
封
の
命
を
出
し
た
真
偽
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
将
軍
家
斉
と
大
奥
、

時
の
老
中
水
野
忠
邦
の
私
情
が
絡
ん
だ
継
嗣
騒
動
を
原
因
と
す
る
の
が
通
説
で
あ

る
。　

　

財
政
が
窮
追
し
て
い
た
川
越
藩
が
、将
軍
家
か
ら
養
子
を
迎
え
る
に
あ
た
り「
神

田
大
黒
」（
庄
内
藩
の
江
戸
屋
敷
は
神
田
に
あ
っ
た
）
の
異
名
を
と
る
ほ
ど
富
裕
で

あ
っ
た
庄
内
へ
の
転
封
を
交
換
条
件
と
し
て
提
示
し
た
と
さ
れ
る
。
庄
内
藩
は
石

高
十
三
万
八
千
石
で
あ
る
が
、
実
収
は
二
十
万
石
以
上
と
聞
こ
え
が
あ
っ
た
。

　
「
明
治
に
な
っ
て
か
ら
荘
内
地
方
の
耕
地
を
測
量
し
直
し
た
ら
、実
測
面
積
は
旧

藩
時
代
の
一
・
九
九
倍
、
つ
ま
り
は
ほ
ぼ
二
倍
に
達
し
た
と
い
う
。
き
び
し
い
検

地
で
農
民
を
し
ぼ
り
上
げ
る
の
は
為
政
者
の 
常
套 
手
段
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
庄

じ
ょ
う
と
う

内
藩
は
藩
政
初
期
を
の
ぞ
け
ば
、
あ
と
は
そ
れ
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

そ
の
数
字
に
は
、
治
政
上
の
理
由
と
い
う
も
の
も
隠
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
も
っ
と
具
体
的
に
は
、
そ
こ
ま
で
や
ら
な
く
と
も
藩
財
政
を
や
り
く
り
出

来
た
、
荘
内
と
い
う
土
地
の
豊
か
さ
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

荘
内
地
方
は
、
藩
政
時
代
に
何
度
か
凶
作
に
見
舞
わ
れ
、
こ
と
に 
貞
享 
、
天
保

じ
ょ
う
き
ょ
う

の
凶
作
で
は
か
な
り
の
被
害
を
出
し
た
。
し
か
し
数
次
に
わ
た
る
凶
作
の
中
で
、

餓
死
者
を
出
し
た
の
は
延
宝
二
年
の
凶
作
の
と
き
だ
け
で
あ
る
。
歴
史
的
な
大
凶

作
と
言
わ
れ
た
天
命
の
飢
饉
の
と
き
も
、
餓
死
者
が
相
つ
い
だ
南
部
、
津
軽
に
く

ら
べ
、
稲
作
は
三
割
減
の
程
度
に
と
ど
ま
り
、
む
し
ろ
他
領
か
ら
流
れ
こ
む
飢
餓

人
に
救
い
の
手
を
の
べ
て
い
る
」

（
藤
沢
周
平
著
『
小
説
の
周
辺
』）

　

国
替
え
を
阻
止
す
る
た
め
江
戸
に
上
っ
た
の
は
、
飽
海
地
区
・
西
郷
組
を
中
心

と
し
た
農
民
た
ち
と
さ
れ
て
い
る
。
蓑
・
笠
姿
の
彼
ら
は
一
見
し
て
庄
内
か
ら
出

て
き
た
農
民
と
わ
か
り
「
百
姓
に
お
い
て
前
代
未
聞
の
訴
え
、
酒
井
は
良
い
百
姓

を
も
っ
て
し
あ
わ
せ
だ
」（
藤
沢
周
平
著
『
義
民
が
駆
け
る
』）
と
、
諸
藩
の
同
情
を
か
っ
た

と
い
う
。
集
会
に
参
加
し
た
人
間
も
含
め
る
と
、
転
封
阻
止
に
か
か
わ
っ
た
人
の

総
数
は
十
万
人
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
反
対
運
動
の
影
に
は
指
導
者
と
な
っ
た
玉
龍
寺
（
遊
佐
町
）
の
文

隣
和
尚
や
、奉
行
所
で
公
に
幕
府
の
内
情
を
暴
露
し
た 
佐  
藤  
藤  
佐 
一
門
と
い
っ
た
、

さ 

と
う 
と
う 
す
け

暗
躍
す
る
人
の
姿
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
資
金
面
で
こ
の
運
動
を
支
え
た
の
が
酒
田

の
豪
商 
本  
間  
光  
暉 
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ほ
ん 

ま 

み
つ 
あ
き
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当
時
の
資
料
は
、発
覚
し
た
際
の
処
罰
を
恐
れ
、意
図
的
に
文
献
を
残
さ
な
か
っ

た
こ
と
や
、
極
秘
裏
の
う
ち
に
処
分
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
見
る
機
会
に
恵

ま
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
し
か
し
幕
命
撤
回
か
ら
百
六
十
年
余
り
経
た
昨
年
、
致

道
博
物
館
に
お
い
て
天
保
一
揆
の
足
取
り
を
辿
る
特
別
展
が
開
催
さ
れ
た
。

　

水
野
忠
邦
の
書
状
や
旗
に
混
じ
っ
て
、
圧
倒
的
な
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
も
の

は
、「
夢
の
浮
橋
」（
酒
井
神
社
蔵
）
と
い
う
絵
巻
が
告
げ
る
、
過
酷
な
生
き
方
を
強
い

ら
れ
て
も
こ
の
庄
内
を
守
る
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
農
民
の
姿
で
あ
っ
た
。

　

老
い
た
母
を
残
し
て 
駕  
籠  
訴 
に
行
く
者
、
そ
の
旅
費
を
工
面
す
る
た
め
に
娘
を

か 

ご 

そ

遊
郭
に
売
る
者
、
嘆
願
書
を
背
負
い
雪
深
い
庄
内
か
ら
実
に
四
百
キ
ロ

の
苦
難
に
満

ち
た
山
坂
を
分
け
入
っ
て
江
戸
へ
の
ぼ
ろ
う
と
す
る
人
々
の
姿
は
、
庄
内
が
踏
ん

だ
歴
史
の 
蹉  
跌 
を
語
る
に
十
分
と
言
え
た
。

さ 

て
つ

　

庄
内
の
歴
史
は
苦
難
の
連
続
と
、
困
難
に
立
ち
向
か
う
歴
史
で
あ
っ
た
。

　

困
難
は
為
政
者
に
よ
っ
て
、
時
に
は
自
然
の
猛
威
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

　

港
都
酒
田
市
や
、
ニ
シ
ン
漁
で
財
を
成
し
た 
青  
山  
留  
吉 
等
を
輩
出
し
た
遊
佐
を

あ
お 
や
ま 
と
め 
き
ち

は
じ
め
と
し
、
庄
内
地
方
の
発
展
は
、
日
本
海
や
最
上
川
の
水
運
に
支
え
ら
れ
た

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
だ
が
、
そ
の
影
に
は
悲
惨
な
海
難
事
故
も
あ
っ
た
と
聞
く
。

今
日
名
勝
と
さ
れ
る
吹
浦
の
十
六
羅
漢
も
本
来
は
海
難
忌
避
を
祈
願
し
て
建
立
さ

れ
た
石
像
で
あ
る
。
天
保
の
義
民
だ
け
で
は
な
い
、
そ
こ
に
は
い
つ
の
日
も
家
族

の
安
全
や
、
穏
や
か
な
明
日
の
生
活
を
願
う
人
々
の
祈
り
が
あ
っ
た
。

　

自
然
条
件
が
厳
し
い
ほ
ど
人
々
の
信
仰
は
厚
く
、
厳
し
さ
に
負
け
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
一
途
な
気
持
ち
を
育
ん
で
き
た
。　
　

　

目
を
こ
ら
す
と
私
た
ち
の
郷
土
に
は
、
実
に
多
く
の
先
人
の
軌
跡
が
あ
る
こ
と

に
気
が
つ
く
。

　

海
岸
沿
い
に
続
く
松
林
や
、
川
の 
氾  
濫 
を
食
い
止
め
る
た
め
に
気
の
遠
く
な
る

は
ん 
ら
ん

よ
う
な
歳
月
を
重
ね
て
完
成
さ
れ
た
堰
、
今
日
の
庄
内
が
あ
る
の
は
、
私
を
捨
て

て
郷
土
の
た
め
に
尽
力
し
た
人
々
の
熱
意
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

藤
沢
周
平
は
幼
い
頃
か
ら
、
慈
し
ん
で
田
を
育
て
る
住
民
の
姿
を
心
に
刻
み
、

作
品
の
中
で
よ
く
描
い
た
。
水
や
緑
の
豊
富
な
庄
内
平
野
の
中
を
駆
け
巡
っ
て
大

人
に
な
り
、
作
家
と
し
て
大
成
し
て
も
、
故
郷
を
軽
ん
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

生
涯
、
人
間
の
営
み
を
内
包
し
て
い
る
自
然
の
大
切
さ
を
書
き
続
け
、
自
然
へ
の

感
謝
の
心
を
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
は
作
家
自
身
が
、農
の
国
を
母
胎
と
し
て
育
っ
た
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

　

近
年
の
五
穀
豊
穣
を
素
直
に
喜
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
時
代
で
も
、
草
木
が
芽
吹

き
、
庄
内
平
野
が
新
緑
豊
か
な
地
に
変
わ
る
と
き
、
長
く
厳
し
い
冬
を
過
ご
し
て

き
た
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
至
上
の
喜
び
と
な
る
。

　

こ
の
何
気
な
い
積
み
重
ね
の
日
々
の
、
さ
さ
や
か
な
幸
せ
が
続
く
よ
う
に
と

願
っ
た
人
た
ち
が
い
た
。

　

幸
せ
な
時
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
今
年
も
雪
が
多
い
と
文
句
を
言
い
そ
う
に

な
る
が
、
こ
の
沃
野
は
、
実
に
多
く
の
人
に
よ
っ
て
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と

を
記
憶
に
と
ど
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

（
写
真
提
供
・
遊
佐
町
総
務
企
画
課
）
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