
　

知
り
合
い
に
な
っ
た
人
に
「
当
地
に
姨

捨
山
が
あ
る
」
と
言
う
と
、「
本
当
に
年
寄

り
を
捨
て
て
い
た
の
か
」
と
よ
く
聞
か
れ

ま
す
。「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
は
答
え

る
の
で
す
が
、「
旧き

ゅ
う
せ
っ
き
じ
だ
い

石
器
時
代
」
ま
で
の
こ

と
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

�
更
級
原
人
�

�

旧
石
器
時
代
は
今
か
ら
一
万
数
千
年
前
、

縄
文
時
代
が
始
ま
る
前
ま
で
の
こ
と
で
、

「
旧4

石
器
」
と
い
う
呼
び
方
は
、
そ
の
後
の

「
新4

石
器
」
時
代
に
対
し
て
使
わ
れ
ま
す
。

日
本
の
新
石
器
時
代
は
平
た
く
言
う
と
縄

文
時
代
な
の
で
す
が
、
旧
石
器
時
代
は
ま

だ
縄
文
時
代
の
特
徴
で
あ
る
縄
目
の
あ
る

土
器
が
ま
だ
作
ら
れ
ず
、
石
を
割
っ
て
槍

な
ど
、
食
料
を
得
る
た
め
の
道
具
を
作
っ

て
い
ま
し
た
。
石
器
の
制
作
技
術
も
ま
だ

進
化
し
て
お
ら
ず
、
食
料
の
あ
る
場
所
を

求
め
て
移
動
を
繰
り
返
す
遊ゆ

う
ど
う
せ
い
か
つ

動
生
活
だ
っ

た
の
で
、
老
人
は
捨
て
ら
れ
な
い
ま
で
も

足
腰
が
弱
る
と
置
き
去
り
に
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
の
で
す
。

�

そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
登
場
し

て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
の
が
ゾ
ウ
で
す
。

旧
石
器
時
代
に
は
日
本
に
も
「
ナ
ウ
マ
ン

ゾ
ウ
」
と
呼
ば
れ
る
ゾ
ウ
が
い
て
、
中
国

大
陸
か
ら
朝
鮮
半
島
の
東
ア

ジ
ア
一
帯
に
生
息
し
て
い
ま

し
た
。
現
在
の
ア
ジ
ア
ゾ
ウ

や
ア
フ
リ
カ
ゾ
ウ
よ
り
一
回

り
小
さ
く
、
旧
石
器
時
代
は

現
在
よ
り
も
気
温
が
ず
っ
と

低
く
氷
河
期
だ
っ
た
た
め
、

全
身
は
毛
で
覆
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
長
野
県
で
は
野
尻

湖
（
信
濃
町
）
で
化
石
の
発

掘
が
進
む
ナ
ウ
マ
ゾ
ウ
が
有

名
で
す
が
、
野
尻
湖
も
そ
の

沿
岸
近
く
に
位
置
す
る
千
曲

川
流
域
は
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
が

行
き
来
す
る
「
ナ
ウ
マ
ン
ゾ

ウ
の
道
」
だ
っ
た
そ
う
で
す

（
戸
倉
町
誌
）。
ナ
ウ
マ
ン
ゾ

ウ
の
食
料
は
草
や
コ
ケ
な
の

で
、
千
曲
川
な
ど
の
水
辺
は

格
好
の
生
息
環
境
。
野
尻
湖

も
安
定
し
た
大
き
な
水
溜
り

だ
っ
た
の
で
、
当
時
、
野
尻

湖
周
辺
に
住
ん
で
い
た
人
た

ち
が
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
の
肉
を

食
料
に
す
る
た
め
に
狩
猟
し

解
体
し
た
後
の
骨
が
残
っ
て

い
た
わ
け
で
す
。

　

当
地
の
千
曲
市
域
で
は
ナ

ウ
マ
ン
ゾ
ウ
の
化
石
は
見
つ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
ナ
ウ

マ
ン
ゾ
ウ
を
狩
猟
す
る
た
め

に
使
っ
た
と
み
ら
れ
る
旧
石

器
時
代
の
石
器
が
、
芝
原
地

区
（
旧
更
級
村
）
と
三
島
地

区
（
同
）
で
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
下
の
写
真
の
石
器
は

芝
原
地
区
の
り
ん
ご
畑
で
、

中
村
栄
治
さ
ん(

故
人
）
が

発
見
し
た
も
の
で
す
。
板
状

に
薄
く
は
が
れ
る
粘
板
石
な

の
で
、
け
っ
こ
う
鋭
利
な

形
状
に
で
き
、
手
の
握
り
部

分
に
木
を
付
け
て
槍
に
し
て

使
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
（
長

さ
約
二
十
㌢
、
厚
さ
約
二
㌢
。

三
島
地
区
の
も
の
は
散
逸
）。

　

こ
の
石
器
が
見
つ
か
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
当

地
に
も
人
（
更
級
原
人
？
）

が
住
ん
で
お
り
、
新
た
な
食

料
を
求
め
て
移
動
す
る
際
に

老
人
を
置
い
て
け
ぼ
り
に
し

た
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

�

�
絶
滅
�
温
暖
化
�
原
因

　

皮
肉
な
こ
と
で
す
が
、
ナ

ウ
マ
ン
ゾ
ウ
と
い
う
動
物
の

絶
滅
し
た
理
由
が
、
今
に
伝

わ
る
「
姨
捨
説
話
」
の
創
造

に
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
旧
石

器
時
代
末
、
つ
ま
り
ナ
ウ
マ

ン
ゾ
ウ
の
繁
栄
し
た
時
代
の

終
わ
り
ご
ろ
、
地
球
全
体
が

温
暖
化
し
て
現
在
の
気
温
に

近
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
海

水
面
が
上
昇
し
、
大
陸
と
つ

な
が
っ
て
い
た
地
面
に
水
が

流
れ
込
み
日
本
は
島
国
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、中
国
、

朝
鮮
と
の
間
を
大
型
動
物
が

行
来
で
き
な
く
な
り
、
日
本

に
残
っ
た
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
は

狩
り
つ
く
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
シ
ロ
ク
マ
が
日
本
の

自
然
で
は
生
息
で
き
な
い
よ

う
に
気
候
の
温
暖
化
も
影
響

し
て
い
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
温
暖
化
が
現
在

の
日
本
の
森
の
植
生
を
つ
く

り
、
日
本
独
自
の
縄
文
文
化

を
生
ん
だ
の
で
す
。

　

シ
リ
ー
ズ
26
で
触
れ
た
よ

う
に
、「
老
い
の
価
値
」
が
初
め
て
発
見
さ

れ
た
の
が
縄
文
時
代
で
し
た
。
そ
の
場
に

住
み
続
け
て
も
、
食
べ
て
子
孫
を
残
し
て

い
け
る
ほ
ど
に
森
や
川
の
産
物
に
恵
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
定
住
生
活
が
可
能
に
な

り
、
老
人
は
足
腰
が
弱
く
な
っ
て
も
置
き

去
り
に
さ
れ
な
く
て
よ
く
な
っ
た
の
で
す
。

あ
わ
せ
て
長
く
生
き
た
人
間
の
知
恵
が
暮

ら
し
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
親
と

子
の
関
係
」
に
加
え
、「
年
寄
り
と
孫
の
関

係
」
が
新
た
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は

現
代
の
多
世
代
に
よ
る
村
社
会
の
共
同
生

活
の
原
点
で
す
。
そ
し
て
旧
石
器
時
代
の

老
人
を
置
き
去
り
に
し
た
記
憶
が
、
今
に

伝
わ
る
「
姨
捨
伝
説
」
の
原
点
に
も
あ
る

と
も
思
え
る
の
で
す
。

　

旧
石
器
時
代
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
重

な
る
部
分
の
あ
る
縄
文
時
代
の
初
め
は
、

人
間
が
生
き
の
び
る
こ
と
は
大
変
で
、
戸

倉
町
誌
に
よ
る
と
、
発
掘
さ
れ
た
人
骨
は

な
ん
ど
か
の
飢
餓
状
態
を
示
し
て
お
り
、

豊
か
な
食
生
活
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

年
寄
り
が
置
き
去
り
に
さ
れ
る
姿
が
思
い

浮
か
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
老
人
を
置
い

て
け
ぼ
り
に
す
る
若
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
。

そ
れ
を
見
送
る
老
人
…
。

　

縄
文
時
代
の
当
初
は
日
本
列
島
各
地
で

ま
だ
、
老
人
の
置
き
去
り
が
続
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
時
の
寿
命
は
今

よ
り
ず
っ
と
短
か
っ
た
の
で
、
今
の
三
世

代
の
年
齢
差
の
感
覚
と
は
違
い
ま
す
が
、

定
住
生
活
に
な
じ
む
に
つ
れ
、
暮
ら
し
の

知
恵
や
文
化
を
伝
え
る
た
め
の
言
葉
を
含

め
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
が
発
達

し
、
そ
れ
に
伴
い
敬
老
精
神
の
よ
う
な
感

情
も
生
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
。「
昔
は
年
寄

り
に
ほ
ん
と
に
悪
い
こ
と
し
た
な
」
と
い

う
懺ざ

ん

げ悔
の
気
持
ち
が
世
代
間
で
受
け
継
が

れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

日
本
の
縄
文
時
代
は
、
中
国
の
秦し

ん

王
朝

の
時
代
く
ら
い
ま
で
続
き
ま
す
。
秦
は
激

し
い
国
内
の
動
乱
を
踏
ま
え
完
成
さ
せ
た

「
万
里
の
長
城
」
が
有
名
で
す
が
、
中
国
に

比
べ
日
本
は
、
戦
争
の
よ
う
な
大
き
な
殺

し
合
い
が
な
い
ま
ま
自
然
と
の
共
生
生
活

を
約
一
万
年
も
続
け
ま
し
た
。
暮
ら
し
の

文
化
が
断
絶
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

�

�
後
悔
�
文
学
�
�

　

そ
ん
な
歴
史
、
精
神
文
化
的
な
背
景
を

持
っ
て
い
る
日
本
に
、
老
人
の
知
恵
で
国

を
救
う
物
語
の
入
っ
た
仏
教
の
経
典
の
一

つ
「
雑

ざ
つ
ほ
う
ぞ
う
き
ょ
う

宝
蔵
経
」
が
伝
わ
り
ま
す
（
シ
リ
ー

ズ
33
参
照
）。「
そ
う
だ
よ
。
そ
の
と
お
り
だ
」

と
受
け
止
め
、
姨
捨
伝
説
の
話
に
は
お
年

寄
り
の
知
恵
の
大
事
さ
を
入
れ
よ
う
と
い

う
意
識
が
働
い
た
と
言
っ
て
は
言
い
す
ぎ

で
し
ょ
う
か
。
当
地
を
全
国
に
知
ら
し
め

た
「
古
今
和
歌
集
」
収
載
の
和
歌
「
わ
が

心
慰
め
か
ね
つ
更
級
や
姨
捨
山
に
照
る
月

を
見
て
」
も
、
旧
石
器
時
代
の
記
憶
が
ベ
ー

ス
に
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
時
代
が
ず
っ

と
新
し
く
な
る
と
、
老
人
の
知
恵
に
よ
る

救き
ゅ
う
こ
く
た
ん

国
譚
が
加
わ
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
そ

れ
は
旧
石
器
時
代
の
置
き
去
り
へ
の
反
省

も
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

上
の
写
真
は
、
芝
原
地
区
の
り
ん
ご
畑
。

両
翼
を
山
の
尾
根
に
囲
ま
れ
た
独
特
の
空

間
で
飯い

い
づ
な
や
ま

縄
山
か
ら
戸と

が
く
し
れ
ん
ぽ
う

隠
連
峰
も
望
め
ま
す
。

こ
こ
で
マ
ン
モ
ス
の
往
来
を
眺
め
て
い
た

の
も
う
な
づ
け
ま
す
。
以
上
を
書
く
に
あ

た
っ
て
は
「
芝
原
老
友
会
」
の
み
な
さ
ん
と
、

さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資
料
館
学
芸
員
の
翠

川
泰
弘
さ
ん
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
同
資
料
館
に
、
中
村
栄
治
さ
ん
が

見
つ
け
た
石
器
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

千
曲
川
は
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
の
道
だ
っ
た

置き去り記憶が姨捨伝説に？
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