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ゴ
ー
ゴ
ー
ゴ
ー
、
ド
カ
ー
ン
。

　

今
か
ら
二
百
年
ほ
ど
前
の
天て

ん
め
い明
三
年（
一
七
八
三
年
）六
月
二
十
八
日
、浅
間
山
が
大
爆
発
を
お
こ
し
た
。
山
の
中
か
ら
赤
々

と
流
れ
出
た
溶
岩
が
付
近
の
村
々
を
埋
め
尽
く
し
、
大
勢
の
人
た
ち
が
死
ん
だ
。

　

こ
の
幸
手
を
流
れ
る
利
根
川
に
は
、
溶
岩
と
と
も
に
流
さ
れ
て
き
た
土
砂
や
木
々
に
混
じ
っ
て
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
人

や
馬
の
死
骸
が
浮
い
て
い
た
。
十
日
あ
ま
り
も
降
り
続
い
た
火
山
灰
が
関
東
一
円
を
お
お
い
、
幸
手
の
村
々
で
も
農
作
物
は

四
、五
寸
（
十
二
～
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
も
の
灰
に
埋
も
れ
、
折
か
ら
の
冷
害
に
よ
る
飢き

き
ん饉
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う

に
し
て
お
こ
っ
た
こ
の
で
き
ご
と
で
、
今
年
も
ま
っ
た
く
収
穫
が
見
込
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
な
ん
て
い
う
こ
と
だ
。
お
れ
た
ち
が
い
く
ら
汗
水
流
し
て
働
い
て
も
、
こ
れ
じ
ゃ
年
貢
さ
え
納
め
ら
れ
ね
え
。」

「
お
れ
た
ち
が
食
う
も
の
な
ん
ぞ
、
も
う
あ
り
ゃ
し
ね
え
。」

村
人
た
ち
の
顔
か
ら
は
、
も
は
や
生
き
る
力
も
希
望
も
消
え
は
て
、
だ
れ
を
恨
む
こ
と
も
で
き
ず
に
た
だ
天
を
見
上
げ
、
足
元
に
降
り
積
も
っ
た
灰

に
涙
を
落
と
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

「
こ
の
ま
ま
で
は
、
村
人
た
ち
は
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
…
…
。」

降
り
積
も
っ
た
灰
を
手
に
し
な
が
ら
、
文ぶ

ん
ざ
え
も
ん

左
衛
門
は
心
を
い
た
め
た
。

　

幸
手
は
日
光
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
街
道
沿
い
に
は
＊

本
陣
を
務
め
る
知ち

く

け

久
家
を
は
じ
め
、
大
き
な
構
え
の

商
家
が
軒
を
並
べ
て
い
た
。

｢

東
北
の
村
な
ど
は
、
そ
れ
は
も
う
ひ
ど
い
も
の
だ
。
日
に
日
に
飢
え
て
死
ん
で
い
く
者
が
増
え
て
い
る
そ
う
だ
。｣

「
な
に
し
ろ
草
木
の
根
ま
で
食
い
尽
く
し
た
と
い
う
か
ら
恐
ろ
し
い
話
だ
。」

旅
人
た
ち
の
う
わ
さ
話
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
文
左
衛
門
は
手
に
し
た
灰
を
か
た
く
に
ぎ
り
し
め
た
。

　

灰
が
降
り
積
も
っ
た
大
地
か
ら
は
、
そ
の
年
の
秋
に
な
っ
て
も
作
物
の
収
穫
は
な
か
っ
た
。
ひ
も
じ
い
思
い
で
年

を
越
し
、
春
を
迎
え
た
村
人
た
ち
は
、
い
よ
い
よ
食
べ
る
も
の
が
な
く
な
り
飢
え
に
苦
し
ん
だ
。

　

あ
る
日
、
文
左
衛
門
は
、
豪
商
の
＊

長
島
屋
か
ら
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
。

学
習
し
た
日月　

　

日
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｢

こ
の
ま
ま
で
は
、
村
の
も
の
が
飢
え
て
死
ん
で
し
ま
う
。
な
ん
と
か
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
文
左
衛
門
さ
ん
。｣

｢

こ
う
天
災
や
飢
饉
が
続
い
て
は
、
ど
う
に
も
な
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
な
に
し
ろ
飢
え
て
い
る
の
は
一
人
や
二
人

で
は
な
い
の
だ
か
ら
ね
。
そ
れ
に
、
こ
の
飢
饉
も
い
つ
ま
で
続
く
か
わ
か
ら
な
い
。｣

「
そ
れ
は
そ
う
だ
が
…
…
。」

　

浮
か
ぬ
顔
の
長
島
屋
を
見
送
り
な
が
ら
、
な
ん
と
な
く
わ
り
き
れ
な
い
気
持
ち
の
文
左
衛
門
は
、

（
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
飢
饉
が
早
く
過
ぎ
去
る
こ
と
を
祈
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。）

そ
う
自
分
に
問
い
か
け
て
い
た
。

　

日
に
日
に
飢
え
て
死
ん
で
い
く
村
人
の
う
わ
さ
が
、
あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
食
べ
物
を
求
め
て
、

ふ
ら
ふ
ら
と
町
の
近
く
ま
で
現
れ
る
や
せ
細
っ
た
村
人
の
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
ん
な
あ
る
日
、
文
左
衛
門
は
、
用
事
が
あ
っ
て
町
は
ず
れ
ま
で
出
か
け
た
。
裏
町
に
あ
る
寺
の
横
を
通
り
過
ぎ
よ

う
と
し
た
文
左
衛
門
は
、
境
内
の
人
だ
か
り
に
気
づ
き
、
足
を
止
め
た
。
ふ
と
見
る
と
、
お
堂
の
方
で
は
住
職
が
、
あ

り
が
た
そ
う
に
手
を
さ
し
出
す
村
人
た
ち
に
小
さ
な
イ
モ
の
か
け
ら
を
一
人
ず
つ
手
わ
た
し
て
い
た
。

（
あ
ん
な
も
の
で
も
腹
の
足
し
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。）

そ
う
思
い
な
が
ら
も
、文
左
衛
門
は
し
ば
ら
く
の
間
、そ
の
様
子
を
じ
っ
と
な
が
め
て
い
た
。
が
、住
職
が
ち
ら
っ
と
こ
ち
ら
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
、

急
い
で
そ
の
場
を
通
り
す
ぎ
た
。

　

用
を
済
ま
せ
た
帰
り
道
、
先
ほ
ど
の
寺
の
近
く
に
さ
し
か
か
る
と
、
大
き
な
銀い

ち
ょ
う杏
の
木
の
根
元
に
何
や
ら
う
ず
く
ま
っ
た
人
影
ら
し
き
も
の
が
見

え
た
。
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
い
く
と
、
破
れ
た
着
物
か
ら
や
せ
お
と
ろ
え
た
手
足
を
出
し
た
男
が
頭
を
垂
れ
て
銀
杏
の
木
に
も
た
れ
か
か
り
、
う
ず

く
ま
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

（
何
と
か
わ
い
そ
う
に
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
死
ん
で
い
る
と
は
。）

文
左
衛
門
は
、
目
を
伏
せ
て
早
足
で
そ
こ
を
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
瞬
間
、
ぞ
う
り
の
鼻
緒
が
ぷ
つ
っ
と
切
れ
た
。
文
左
衛
門
が
途
方
に
く

れ
て
い
る
と
、
死
ん
で
い
る
と
思
っ
た
男
が
ぬ
く
っ
と
起
き
だ
し
て
、
こ
ち
ら
に
ふ
ら
ふ
ら
近
づ
い
て
い
く
る
。
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
、
文
左
衛
門

の
か
ら
だ
は
凍
り
つ
い
た
よ
う
に
動
け
な
か
っ
た
。

　

ど
れ
く
ら
い
時
間
が
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
左
衛
門
が
気
が
つ
く
と
、
足
元
に
す
げ
か
え
た
ぞ
う
り
が
あ
り
、
よ
ろ
よ
ろ
と
歩
く
男
の
後
ろ
姿

が
遠
く
に
小
さ
く
見
え
た
。

　

二
、三
日
眠
れ
ぬ
日
が
続
い
た
。
箸
を
口
に
運
び
な
が
ら
も
食
事
が
の
ど
を
通
ら
な
か
っ
た
。
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文
左
衛
門
の
足
は
、
長
島
屋
に
向
か
っ
て
い
た
。

「
長
島
屋
さ
ん
、
こ
の
あ
い
だ
の
話
だ
が
…
…
。」

「
い
っ
た
い
急
に
ど
う
し
た
っ
て
い
う
ん
だ
い
。」

「
こ
の
幸
手
は
宿
場
町
と
し
て
潤
っ
て
い
る
。
ど
う
だ
ろ
う
、
町
の
商
人
た
ち
と
相
談
し
て
み
て
は
。」

「
不
作
続
き
で
米
の
値
段
も
こ
ん
な
に
上
が
っ
て
い
て
は
生
活
も
苦
し
く
な
り
、
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
。
な
に
し
ろ

た
び
重
な
る
飢
饉
で
苦
し
ん
で
い
る
の
は
、
農
民
ば
か
り
で
は
な
い
の
だ
か
ら
ね
。」

「
だ
が
、
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
も
…
…
。
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
長
島
屋
さ
ん
、
一
緒
に
や
っ
て
く

れ
る
か
い
。」

　

し
ば
ら
く
考
え
て
い
た
長
島
屋
は
、
に
っ
こ
り
う
な
ず
い
た
。

　

そ
の
翌
日
、
す
ぐ
に
お
も
だ
っ
た
町
の
商
人
た
ち
を
呼
び
集
め
、

相
談
を
始
め
た
。
文
左
衛
門
の
熱
意
と
真
剣
な
ま
な
ざ
し
が
み
な
の

心
を
動
か
し
た
。
お
金
や
穀
物
を
持
ち
寄
っ
て
、
寺
の
境
内
に
粥か

ゆ
し
ょ所

を
設
け
、
大
き
な
釜
で
つ
く
っ

た
粥
を
、
飢
え
に
苦
し
ん
で
い
る
人
に
分
け
与
え
る
こ
と
に
し
た
。

　

境
内
に
は
、
そ
の
日
食
べ
る
も
の
も
な
い
人
た
ち
が
後
か
ら
後
か
ら
何
百
人
も
集
ま
っ
て
き
た
。

や
せ
細
っ
た
か
ら
だ
を
支
え
合
う
か
の
よ
う
に
し
て
歩
い
て
く
る
者
、
や
っ
と
の
思
い
で
境
内
ま
で

た
ど
り
つ
き
、
力
尽
き
て
倒
れ
こ
む
者
、
み
な
あ
り
が
た
そ
う
に
粥
を
す
す
っ
た
。
文
左
衛
門
は
、

粥
の
入
っ
た
お
わ
ん
を
一
人
ず
つ
に
手
わ
た
し
て
は
、
お
い
し
そ
う
に
粥
を
す
す
る
人
た
ち
の
顔
を

な
が
め
が
ら
ほ
ほ
え
ん
だ
。

　

こ
の
救
済
は
、
＊

何
百
両
と
い
う
お
金
を
使
っ
て
麦
が
実
る
夏
ま
で
の
、
実
に
七
十
日
も
の
間
続

け
ら
れ
、
多
く
の
人
た
ち
の
命
を
救
っ
た
。

　

幸
手
市
の
正し

ょ
う
ふ
く
じ

福
寺
の
境
内
に
あ
る｢

義ぎ
し
ん
き
ゅ
う
が
の
ひ

賑
窮
餓
之
碑｣

に
は
、

文
左
衛
門
の
ほ
か
、
救
済
に
あ
た
っ
た
二
十
一
人
の
名
が
刻
ま
れ

て
い
る
。（「
埼
玉
県
道
徳
教
育
用
郷
土
資
料
集（
中
学
校
）」か
ら
）

＊
本
陣
…
宿
場
で
大
名
が
泊
ま
っ
た
公
認
の
旅
館
の
こ
と
。

＊
長
島
屋
…
幸
手
宿
に
あ
っ
た
日
光
街
道
随
一
の
呉
服
商
。

＊
両
…
当
時
の
通
貨
単
位
。
江
戸
時
代
中
期
頃
で
一
両
が
四
～
六
万
円
程
度
。

知
久
文
左
衛
門
の
生
き
方
に
つ
い

て
、
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を

書
い
て
み
よ
う
。

義賑窮餓之碑 ( 正福寺 )


