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城
崎
の
温
泉
寺
と
香
住
の
胞
畢
寺

雪
は
夜
久
野
あ
た
り
か
ら
、
次
第
に
深
く
な
っ
て
ゐ
た
。
城
崎
騨
の
フ
ォ
ー
ム
の
騨
名
標
は
半
ば
雪
に
埋
れ
て
ゐ
た
。

—
そ
れ
は
昭
和
八
年
二
月
の
は
じ
め
で
あ
る
。
私
は
大
阪
女
専
の
國
文
科
の
旅
行
に
伴
い
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

私
逹
が
、
温
泉
寺
へ
出
か
け
て
行
っ
た
の
は
、
も
う
夕
方
の
五
時
近
く
で
あ
っ
た
。

つ
て
も
、

五
時
に
も
な
れ
ば
、

あ
た
り
が
薄
暗
く
た
る
時
節
で
あ
る
上
に
、

雪
に
埋
れ
た
長
い
阪
道
を
、
あ
へ
ぎ
つ
ヽ
上
つ
て
来
た
生
徒
逹
は
靴
下
ま
で
濡
れ
と
ほ
し
て
、
寺
に
着
く
と
、
先
｀
｀
っ

見
つ
け
た
庫
襄
の
隅
燿
裏
の
赤
々
と
燃
え
て
ゐ
る
火
に
吸
ひ
つ
け
ら
れ
て
、

間
も
な
く
寺
僧
の
案
内
で
持
佛
堂
の
本
貧
千
手
観
幸
日
か
ら
拝
ん
で
行
っ
た
。
厨
子
の
中
に
垂
れ
た
御
帳
を
か
＼
げ
る

と
凡
そ
四
尺
五
寸
ば
か
り
の
黒
ず
ん
だ
像
が
立
つ
て
ゐ
た
。
私
の
持
つ
て
行
っ
た
ヱ
バ
ー
レ
デ
イ
の
照
明
に
て
と
も
角

城
崎
の
温
泉
寺
と
香
住
の
應
畢
寺

珍
ら
し
い
園
燿
襄
と
か
ら
中
々
離
れ
ざ
う
に
も
し
な
か
っ
た
。

を
見
る
時
刻
で
は
な
か
っ
た
。

源

九

日
が
幾
ら
か
永
く
な
っ
た
と
云

ひ
ど
い
雪
空
に
な
っ
て
、
賓
は
も
う
も
の

心
の
底
ま
で
暖
め
て
奥
れ
る
様
な
措
火
と
、
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も
そ
の
形
を
見
る
事
が
出
来
た
。
高
ざ
に
比
し
て
頭
部
の
梢
大
き
い
、

が
悪
い
と
い
ふ
程
で
も
な
い
、

む
し
ろ
ガ
ッ
チ
リ
し
た
戚
じ
を
典
へ
る
像
で
あ
っ
た
。
見
る
所
、
楠
の
一
木
彫
成
で
あ

る
が
、
衣
文
は
極
め
て
淡
く
、
ず
で
に
藤
原
化
し
て
ゐ
る
の
が
充
分
に
戚
じ
ら
れ
た
。

く
前
に
垂
れ
て
、
形
の
と
＼
の
っ
た
形
式
も
藤
原
の
も
の
で
あ
る
。
下
か
ら
仰
ぎ
見
る
せ
い
で
も
あ
る
が
、

な
口
の
下
の
小
顎
も
小
ぢ
ん
ま
り
し
て
、
全
怪
の
顔
を
や
ざ
し
く
愛
ら
し
く
見
せ
て
ゐ
る
の
を
覺
え
た
。

殊
た
技
法
は
、
十
一
面
の
化
佛
が
、
頂
上
の
禰
陀
の
首
を
除
く
外
は
十
桐
何
れ
も
前
半
面
に
一
列
に
連
接
し
て
、

よ
り
彫
出
ざ
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
っ
た
。
手
は
勿
論
敷
へ
る
事
は
出
来
得
べ
く
も
な
か
っ
た
が
、
或
は
最
初
千
本
作
ら
れ

て
ゐ
た
か
と
も
思
は
れ
る
程
、
膨
し
い
手
が
密
集
し
て
翼
の
様
に
う
し
ろ
を
命
ぽ
ふ
て
ゐ
た
。

そ
れ
か
ら
足
利
の
建
立
と
稲
せ
ら
る
＼
本
堂
に
足
を
運
ぶ
。
外
の
緑
側
に
は
先
年
の
大
地
策
の
時
の
惨
ま
し
き
記
念

品
、
灰
燐
中
よ
り
拾
ひ
来
っ
た
と
覺
し
き
時
計
の
へ
し
ま
げ
ら
れ
た
機
械
部
、
熔
け
塊
っ
た
硝
子
、

の
が
ま
ざ
／
＼
と
、
常
時
の
惨
状
を
偲
ば
せ
て
、

且
つ
胴
の
太
い
、

と
云
つ
て
プ
ロ
ボ
ー
シ
ョ
ン

そ
の
裳
の
宴
返
り
の
大
き
く
長

そ
の
小
ざ

此
の
像
の
特

と
い
ふ
や
う
た
も

そ
こ
に
並
ん
で
ゐ
た
。
木
尊
は
秘
佛
で
、
見
せ
て
は
貰
へ
た
か
っ
た

こ
れ
は
か
ね
て
修
理
の
時
に
寓
し
た
宴
興
を
、

M
君
か
ら
以
前
に
送
ら
れ
た
の
を
見
る
と
、
此
の
像
も
楠
の
一
木

彫
ら
し
く
、

懐

刀
法
は
極
め
て
簡
粗
で
、
鈍
彫
の
む
し
ろ
原
始
的
形
態
と
も
考
へ
ら
れ
、
大
小
の
丸
繋
を
以
つ
て
、
肌
の
一

様
な
鄭
寧
を
要
す
る
部
分
は
細
か
く
、
然
ら
ざ
る
所
は
荒
く
之
れ
を
行
っ
て
ゐ
る
の
が
わ
か
る
。

生
々
し
た
所
が
あ
る
。
然
し
全
骰
の
表
現
と
し
て
は
必
ず
し
も
料
野
で
な
く
、

徳

そ
れ
だ
け
に
表
現
に

む
し
ろ
優
雅
な
趣
を
ざ
へ
戚
じ
ざ
せ
て

四
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ゐ
る
。

四

し
か
も
衣
文
は
翻
波
的
な
銭
ど
ざ
と
ふ
く
ら
み
と
を
持
ち
、
力
を
持
つ
て
ゐ
る
。
貰
っ
た
腐
興
は
脚
部
を
峡
き
、

し
か
も
稽
測
面
像
で
充
分
そ
の
全
容
を
明
に
し
得
な
い
が
、
腹
部
が
突
出
し
て
ゐ
る
の
も
殊
に
注
謡
ざ
れ
た
。
此
の
腹

の
突
出
し
て
ゐ
る
の
は
圃
じ
く
兵
庫
縣
氷
上
郡
葛
野
村
の
逹
身
寺
の
佛
像
に
も
見
出
ざ
れ
る
特
色
で
あ
る
が
、
此
の
像

の
全
骰
の
表
現
に
、

何
慮
か
逹
身
寺
の
像
に
類
似
し
た
も
の
が
戚
じ
ら
れ
た
い
事
は
な
い
。
時
代
は
恐
ら
く
肖
函
虹
末
と

い
ふ
所
で
あ
ら
う
。
此
の
本
尊
の
前
一
11
一
の
約
三
尺
の
観
昔
の
像
は
多
分
杉
材
ら
し
く
、

此
の
像
の
往
厳
を
寅
つ
て
ゐ
る
が
、

が
、
全
骰
と
し
て
錦
重
ー
な
殿
を
免
れ
な
い
。

こ
れ
も
一
木
で
腹
部
の
稽
突
出

し
て
ゐ
る
の
が
|
ー
ー
著
し
く
磨
損
し
て
は
ゐ
る
が
＼
注
謡
さ
れ
る
。
左
右
に
垂
れ
た
拙
劣
な
修
補
の
天
衣
が
甚
し
く

そ
れ
は
貞
観
時
代
に
上
り
得
べ
き
し
つ
か
り
し
た
所
を
帝
び
て
ゐ
る
。

そ
の
左
右

に
四
犬
王
が
安
謹
ざ
れ
て
ゐ
た
。
観
心
寺
の
四
天
王
を
思
は
せ
る
様
な
、
が
つ
し
り
し
た
中
々
力
の
あ
る
表
現
で
あ
る

刀
法
な
ど
も
机
末
で
あ
る
。
本
諄
と
ほ
ゞ
時
代
は
同
じ
椋
で
あ
る
。
詞
じ

く
木
常
に
並
ん
で
ゐ
た
役
の
行
者
と
前
鬼
後
鬼
と
の
彫
刻
は
此
の
種
類
の
も
の
と
し
て
は
出
来
が
よ
く
、
多
分
足
利
中

期
に
は
上
れ
ざ
う
に
も
思
へ
た
。
内
陣
の
う
し
ろ
に
陳
列
ざ
れ
て
ゐ
る
佛
像
佛
叢
は
敗
こ
そ
澤
山
で
あ
る
が
、
注
謡
に

値
ず
る
も
の
は
彫
．
劾
で
は
、
喋
師
像
兜
政
毘
沙
門
像
男
女
紳
像
等
、
綺
叢
で
は
國
賽
の
十
六
菩
神
像
、
康
肝
と
い
ふ
十

二
天
像
、
明
徳
四
年
の
奥
苫
あ
る
粉
本
な
ど
で
あ
る
。

棄
師
像
は
二
尺
餘
の
坐
像
で
一
木
作
り
、
衣
文
は
淡
い
が
翻
波
の
形
式
が
歿
つ
て
ゐ
る
。
肉
孵
は
高
く
螺
娑
は
切
付

で
あ
る
が
非
常
に
粗
く
、
顛
も
頗
る
森
厳
な
趣
が
あ
っ
て
温
泉
寺
の
佛
像
と
し
て
最
も
貞
観
的
表
現
を
帯
ぶ
る
も
の
で

城
崎
の
温
泉
寺
と
香
住
の
應
學
寺



も
の
で

あ
る
。
膝
の
高
い
の
も
此
の
像
の
隙
し
ざ
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
兜
践
昆
沙
門
は
雨
手
を
鉄
い
て
ゐ
る
が
、
歓
喜

天
女
の
肩
に
乗
り
、
鎧
は
大
分
普
通
の
毘
沙
門
の
様
に
複
雑
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、

掌
し
て
ゐ
る
の
が
特
に
珍
ら
し
い
。
之
れ
も
先
づ
貞
観
末
と
い
ふ
所
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
た
ほ
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
の

様
に
長
く
垂
れ
た
の
を
ま
と
ひ
直
立
正
面
し
て
ゐ
る
。
冠
も
型
の
如
く
で
あ
る
が
、
鳳
凰
の
形
は
見
え
な
い
。
然
し
歓

喜
天
が
普
通
は
雨
掌
を
以
つ
て
昆
沙
門
の
雨
足
を
受
け
て
ゐ
る
の
に
到
し
此
の
像
で
は
肩
に
之
れ
を
受
け
、
雨
手
は
合

此
の
温
泉
寺
の
佛
像
は
、
持
佛
堂
の
千

手
は
と
も
角
と
し
て
、
大
骰
に
於
い
て
貞
観
末
の
様
式
を
帯
ぶ
る
も
の
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
、
木
堂
の
外
陣
の
長
押

上
の
棚
に
も
謹
か
れ
た
敷
十
の
剥
落
府
損
し
た
佛
像
も
、

何
れ
も
同
じ
類
の
も
の
で
、

そ
れ
等
の
中
に
は
十
二
神
牌

の
様
な
も
の
も
見
受
け
ら
れ
、
大
し
た
様
式
的
へ
だ
ヽ
り
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
中
に
も
天
平
の
観
昔
と
説
明
し
て
あ

る
勇
猛
形
の
如
き
、
之
れ
も
雨
手
を
訣
い
で
ゐ
る
が
、

れ
る
の
で
あ
る
。

懐

徳

か
の
栗
師
寺
の
四
天
王
の
藤
原
初
期
と
思
は
れ
る
も
の
に
似
た

（
尤
も
か
の
像
の
如
く
精
細
に
し
て
熟
練
し
た
技
巧
と
表
現
と
は
な
い
が
）
力
の
あ
る
表
現
を
も
つ
て
ゐ
た
。

こ
れ
等
の
様
式
よ
り
見
て
、
賞
際
の
年
代
を
考
へ
る
と
な
る
と
、
私
は
む
し
ろ
一
般
に
藤
原
初
期
と
い
ふ
頃
に
な
っ
た

も
の
と
見
た
い
。
郎
ち
中
央
に
お
く
れ
て
藉
い
様
式
が
歿
存
し
て
ゐ
た
地
方
美
術
の
状
態
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
は

然
し
私
に
は
紳
像
の
二
骰
が
殊
に
興
味
が
深
か
っ
た
。
男
紳
像
は
冠
を
つ
け
長
い
顎
髯
を
垂
れ
雨
手
は
柚
の
中
で
合

せ
て
居
る
。
衣
の
ひ
だ
は
簡
潔
で
あ
る
が
比
較
的
整
つ
て
ゐ
る
の
を
覺
え
た
。
女
紳
像
は
賓
珠
様
の
小
ざ
た
髯
を
結
び

四



飾
襟
の
あ
る
衣
を
つ
け
、
雨
手
は
男
紳
像
と
同
じ
姿
勢
で
あ
る
。

の
表
現
は
女
紳
像
の
如
き
頗
る
愛
艶
な
趣
を
帯
び
一
寸
籐
原
時
代
の
女
性
の
天
部
像
を
思
は
し
め
る
節
が
た
く
も
な
い

が
、
よ
く
見
る
と
藤
原
程
の
氣
品
が
た
く
、
人
間
的
戚
情
、
か
濃
か
で
、
ど
う
し
て
も
録
介
時
代
に
下
る
も
の
で
あ
る
事

を
思
は
し
め
る
。
男
紳
像
も
ざ
う
で
あ
る
。
服
装
な
ど
で
も
棺
佛
教
臭
く
な
っ
て
来
て
藤
原
時
代
の
そ
れ
の
様
に
綽
然

た
る
古
様
（
古
様
と
い
ふ
の
は
藤
原
の
誹
像
は
そ
の
服
装
が
鹿
式
の
服
制
か
ら
来
て
ゐ
て
、
純
然
た
る
和
様
と
は
云
ヘ

な
い
か
ら
で
あ
る
）
で
は
な
い
。

國
賓
の
十
六
菩
紳
像
は
剥
落
も
著
し
く
、
時
代
も
録
介
末
期
の
も
の
で
、
統
と
し
て
は
必
ず
し
も
膀
れ
た
も
の
と
は

思
へ
な
い
。
然
し
本
尊
の
服
装
な
ど
明
か
に
宋
風
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
佛
叢
と
し
て
の
技
法
は
む
し
ろ
偲
統
的
な
貼
が

看
取
せ
ら
れ
、
闘
中
の
羅
漢
に
は
、

四

何
れ
も
坐
像
で
一
尺
四
五
寸
程
の
小
像
で
あ
る
。
顔

か
の
東
大
寺
の
法
相
曼
茶
羅
を
思
は
せ
る
様
な
貼
が
あ
る
。

勝
賀
筆
の
そ
れ
の
形
式
で
、
例
の
利
い
絹
に
託
摩
風
の
描
線
で
描
い
た
も
の
で
、

十
二
犬
像
は
東
寺
の

そ
の
線
も
中
々
し
つ
か
り
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
彩
色
は
剥
落
し
て
も
ゐ
る
が
、
大
骰
に
淡
泊
な
も
の
で
あ
る
。
此
の
種
の
十
二
天
の
中
で
は
矢
張
い
＼
も

の
と
云
つ
て
よ
か
ら
う
。
尚
不
動
の
立
像
で
妙
澤
風
な
の
が
あ
っ
た
。
應
永
に
此
の
温
泉
寺
の
常
什
と
し
た
事
が
記
し

て
あ
っ
て
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
明
癒
四
年
の
粉
本
は
時
間
が
な
く
て
展
げ
て
見
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
馬

嗚
菩
薩
等
の
闘
、
が
あ
っ
て
、

そ
の
描
線
は
流
石
に
録
倉
の
に
見
る
様
な
暢
逹
し
た
力
の
あ
る
の
と
は
奥
り
、
鈴
く
弱
く

な
っ
て
ゐ
る
の
は
詮
な
い
事
で
あ
る
。

城
椅
の
温
泉
寺
と
香
住
の
應
拳
寺

そ
の
外
海
北
友
松
の
孫
友
竹
筆
の
城
崎
の
全
最
胤
が
あ
る
。
城
崎
の
江
戸
中
期

こ
れ
等
の
像
は
、
温
呆
寺
の
四
所
櫂
現
を
現
は
す
も
の
と
思
は
れ
る
。



の
状
景
が
知
ら
れ
る
と
共
に
一
種
の
大
和
槍
風
な
そ
の
描
富
に
友
松
派
の
線
の
褻
術
の
一
面
が
紐
ら
れ
て
興
味
が
あ
る
。

か
う
し
て
凍
っ
た
様
た
本
堂
の
夕
方
の
空
氣
の
中
で
拝
見
し
て
ゐ
る
中
に
ず
つ
か
り
足
が
冷
え
て
了
つ
て
、
私
逹
も

で
あ
っ
た
。

庫
裏
に
恐
い
で
戻
り
、
園
櫨
裏
の
は
た
に
膝
を
ず
ゑ
て
、
も
え
上
る
ぽ
の
ぼ
に
照
り
映
え
つ
＼
足
や
手
を
か
ざ
し
た
の

、、、

こ
の
ゐ
ろ
り
は
北
國
の
私
の
國
な
ど
の
と
は
巽
り
、
割
合
に
浚
く
て
小
ざ
い
。
然
し
大
阪
育
ち
の
娘
逹
に

は
、
ゐ
ろ
り
と
い
ふ
も
の
が
珍
し
い
上
に
、
此
の
雪
に
埋
れ
た
寺
の
庫
襄
に
跳
よ
く
燃
え
立
つ
烙
の
、

し
か
も
な
つ
か
し
み
に
充
ち
た
も
の
に
、
深
い
戚
興
を
覺
え
ず
に
居
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
逹
は
ふ
た
＼
び
、
時

折
氣
味
悪
い
一
工
日
を
立
て
て
く
、
‘
つ
れ
落
ち
て
来
る
棺
の
害
を
氣
に
し
な
が
ら
、
雪
の
阪
道
を
下
つ
て
宿
に
戻
っ
た
。
宿
に

翌
朝
七
時
五
十
一
分
、
か
ら
う
じ
て
漸
く
香
住
行
き
の
汽
車
に
間
に
あ
っ
た
。
城
崎
の
町
の
は
づ
れ
の
ト
ン
ネ
JV

を

越
え
る
と
、
間
も
な
く
沈
痛
た
蒼
ざ
を
湛
へ
た

8
本
海
が
見
え
出
す
。
寄
せ
て
は
白
く
砕
け
散
る
潮
騒
の
光
景
も
冬
の

淋
し
き
山
陰
の
姿
で
あ
っ
た
。
海
に
近
く
て
も
、
流
石
に
山
陰
に
入
っ
て
来
た
だ
け
に
、
雪
は
一
層
深
く
な
っ
て
来
た
。

見
渡
ず
限
り
白
咬
々
た
る
雪
の
兼
色
で
あ
る
。
桑
畑
は
僅
に
そ
の
棺
を
害
の
表
に
並
べ
て
ゐ
る
。

一
列
の
健
黒
な
嗚
が
餌
で
も
ざ
が
ず
や
う
に
歩
い
て
ゐ
る
の
が
目
に
た
っ
た
。

香
住
で
、
此
の
害
の
山
陰
道
を
西
の
方
遠
く
騎
せ
て
行
く
汽
車
に
別
れ
て
、
應
學
寺
に
向
ふ
。
道
は
ほ
ゞ
半
道
、

は
ち
ゃ
ん
と
矩
撻
が
用
在
し
て
あ
っ
た
。

懐
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ナ
イ
ー
ブ
な
、

そ
の
雪
の
お
も
て
を



城
約
の
温
泉
寺
と
香
住
の
應
畢
寺

は
、
源
碕
と
芦
雪
と
を
つ
れ
て
来
た
と
思
は
れ
る
。

四
五

二
人
は
四
十
一
歳
と
三
十
三
歳
と
で
あ
っ
た
。
其
の
時
彼
等
は
此

つ
も
は
バ
ス
が
通
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

此
の
深
い
害
道
で
は
バ
ス
た
ど
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
事
で
、
僅
か
に
踏
み
固
め
、

ら
れ
た
一
筋
路
を
や
＼
も
ず
る
と
ふ
み
は
づ
し
て
雪
の
深
み
に
足
を
突
き
込
み
、
吹
き
つ
け
る
雪
の
中
を
三
十
幾
つ
の

人
影
が
一
列
に
な
っ
て
進
ん
で
行
く
の
で
あ
っ
た
。

や
が
て
道
ば
た
の
小
川
に
架
せ
ら
れ
た
橋
を
渡
る
と
、
石
段
の
上

に
大
き
な
楠
の
木
に
覆
は
れ
て
大
乗
寺
の
山
門
が
仰
が
れ
た
。
境
内
に
は
大
雪
に
し
た
A

か
折
り
ち
ぎ
ら
れ
た
楠
の
小

枝
が
、
雪
の
中
に
そ
の
固
い
黒
ず
ん
だ
緑
の
策
を
半
ば
埋
め
て
散
乱
し
て
ゐ
た
。
木
堂
の
軒
下
に
は
板
で
雪
間
が
し
て

い
か
に
も
陰
氣
た
冬
の
寺
で
あ
っ
た
。
ま
つ
白
な
専
路
を
歩
い
て
来
て
極
度
に
し
ぼ
ん
だ
瞳
孔
は
、
此
の
害

闊
の
し
て
あ
る
薄
賠
い
寺
の
中
に
人
る
と
し
ば
ら
く
は
ま
つ
賭
で
何
も
見
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。

て
ゐ
る
間
燿
襄
の
烙
の
み
が
な
つ
か
し
く
眼
に
映
っ
た
。
然
し
吾
々
が
此
の
寺
で
持
ち
得
る
時
間
は
一
時
間
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
住
持
の
出
ざ
る
＼
お
茶
も
そ
こ

l
＼
に
、
先
づ
襖
統
を
見
ぜ
て
貰
ふ
事
に
し
た
。

吾
々
は
先
づ
源
碕
の
描
い
た
梅
に
鴨
の
岡
の
部
屋
か
ら
見
ぜ
て
貰
っ
た
。

た
ゞ
赤
々
と
燃
え

こ
れ
は
今
咲
き
誇
つ
て
ゐ
る
池
塘
の
老
梅

の
下
に
群
鴨
の
遊
滸
せ
る
闘
で
あ
る
。
濃
淡
の
墨
で
錯
綜
せ
る
梅
の
枝
の
遠
近
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
は
園
山
の
常
在
で

あ
る
が
、

あ
っ
て
、

そ
の
没
骨
で
揮
瀧
し
た
樹
幹
の
表
現
に
も
、
必
ず
し
も
梅
の
持
つ
塑
礫
た
る
風
骨
は
出
て
ゐ
た
い
が
、

そ
の

群
鴨
の
水
中
に
滸
げ
る
生
態
の
描
窺
に
は
、
流
石
に
富
貨
の
う
ま
み
が
現
は
れ
て
ゐ
る
の
を
覺
え
た
。
此
の
襖
は
隣
室

の
芦
害
の
間
と
共
に
木
堂
と
は
別
棟
の
庫
奥
の
二
階
で
あ
る
が
、
應
學
が
一
一
一
回
に
わ
た
つ
て
描
い
た
そ
の
第
一
回
に



の
庫
襄
の
二
間
を
描
い
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
此
の
鴨
の
間
の
長
押
上
の
小
ざ
な
欄
間
に
山
口
素
絢
の
胡
蝶
の
飛
び

こ
れ
は
そ
の
仕
事
の
位
謹
よ
り
考
へ
て
も
第
一
回
の
製
作
と
は
考
へ
難
く
、
芦
雪
の
間

の
長
押
の
上
は
森
徹
山
の
山
雀
の
閾
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
同
時
の
仕
事
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
本
堂
の
孔
雀
の
間
は
此

の
寺
に
於
け
る
應
畢
の
最
後
の
作
品
で
あ
る
が
、

そ
の
寛
政
七
年
に
は
徹
山
は
廿
一
歳
で
あ
る
か
ら
其
の
時
に
来
て
描

い
た
も
の
か
も
知
れ
た
い
。
若
し
ざ
う
ず
る
と
素
絢
は
三
十
七
で
あ
っ
た
。
尤
も
素
絢
の
胡
蝶
は
、
需
題
か
ら
も
、

そ

の
派
手
な
色
か
ら
も
来
る
の
で
あ
る
が
、
非
常
に
若
や
か
な
氣
が
す
る
の
に
、
徹

l
の
は
水
墨
で
あ
る
貧
め
か
老
成
の

戚
が
あ
る
。

あ
る
。

懐

こ
れ
は
或
は
徹
山
が
應
學
の
歿
後
に
来
つ
て
筆
・
を
と
っ
た
と
い
ふ
や
う
た
事
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

か
し
素
絢
の
胡
蝶
は
、
常
時
と
し
て
は
餘
程
清
新
な
取
扱
と
し
て
恐
ら
く
彼
自
ら
も
頗
る
得
意
と
し
た
所
で
あ
ら
う
。

蝶
ば
か
り
様
々
た
蝶
を
寓
生
的
に
描
い
た
者
は
彼
以
前
に
は
殆
ん
ど
見
常
ら
な
い
。
隣
室
の
芦
雰
の
間
は
芦
害
の
オ
氣

と
手
腕
と
が
充
分
に
骰
揮
ざ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
猿
の
毛
描
き
な
ど
も
、
狙
仙
た
ど
の
様
な
綿
密
た
精
緻
な
や
り
方
と

果
り
、
簡
潔
に
水
墨
に
て
あ
の
猿
公
の
柔
軟
な
毛
皮
を
寓
し
出
し
て
ゐ
る
。
殊
に
猿
が
水
を
泳
ぎ
乍
ら
岩
の
上
の
仲
間

を
顧
み
て
ゐ
る
所
な
ど
は
、
彼
が
鳥
獣
戯
費
か
ら
何
か
ヒ
ン
ト
を
得
て
居
り
は
し
た
か
っ
た
か
と
ざ
へ
思
は
れ
る
の
で

た
ゞ
右
の
端
の
山
や
箪
な
ど
の
描
寓
に
は
、
閲
山
派
で
も
殊
に
芦
雪
の
た
つ
ぶ
り
し
た
墨
線
が
、

り
の
勢
を
示
ず
に
は
悠
長
に
過
ぎ
、

反
つ
て
墨
の
煎
み
が
目
に
立
ち
過
ぎ
る
威
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。
芦
雪
は
時
と
し

て
賞
に
奔
放
な
描
寓
を
示
ず
が
、
彼
は
得
て
墨
を
喪
か
に
含
ま
ぜ
た
筆
・
を
好
み
、
槍
の
煎
く
な
る
事
が
多
い
。
此
の
庫

ち
が
ふ
岡
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。

徳
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し

山
な
り
竹
な



襄
の
二
階
に
應
學
の
窺
し
た
十
六
羅
漢
の
屍
風
一
双
が
あ
る
。
原
本
は
賞
休
風
の
を
れ
で
、
彼
は
此
の
岡
に
於
い
て
陰

影
的
な
隈
取
と
鐵
線
的
描
線
と
を
學
ば
う
と
し
た
か
に
忍
へ
る
。
應
學
の
叢
風
を
考
へ
る
者
に
と
つ
て
は
之
れ
も
重
要

た
資
料
で
あ
る
。

庫
裏
を
終
へ
て
本
常
に
行
く
。
先
づ
正
面
の
右
力
の
部
届
か
ら
見
る
。

あ
る
。

右
の
隅
の
田
を
鋤
く
所
に
は
じ
ま
り
、
種
子
蒔
き
、
早
苗
と
り
、
穫
り
入
れ
、
も
み
ず
り
に
至
る
の
で
あ
る
。

奥
春
の
作
品
中
に
あ
っ
て
は
県
春
ら
し
ざ
が
よ
く
出
て
居
り
、
又
叢
品
も
あ
り
描
葛
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
、

殊
に
、
大
き
な
柿
の
木
が
枝
を
張
つ
て
ゐ
る
そ
の
下
の
疑
屋
で
、

面
が
、
最
も
佳
い
と
m
心
っ
た
。
此
の
部
屋
の
奥
、

し
て
漸
く
判
る
の
で
あ
る
が
、
奥
春
の
禿
山
の
間
と
云
は
れ
て
ゐ
る
一
室
で
あ
る
。

の
を
七
の
ま
＼
吐
出
し
た
様
な
も
の
で
、
蕪
村
の
特
色
の
披
麻
緻
の
扁
頭
形
の
山
が
、

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

に
明
か
に
ざ
れ
て
面
白
い
。

百
姓
逹
が
最
氣
よ
く
も
み
ず
り
し
て
ゐ
る
最
後
の
場

そ
こ
は
四
方
が
部
屋
に
取
り
閏
ま
れ
た
異
陪
た
部
屋
で
、
電
灯
を
照

そ
れ
に
は
大
き
た
貼
苔
が
梢
乱
川
の
傾
き
を
示
し
て
ゐ
る
。
然
し
と
も
か
く
呉
春
の
出
自
が
非
常

何
れ
も
、
圏
山
派
の
咋
烹
貰
的
装
飾
避
の
中
に
あ
っ
て
、

四
七

た
ゞ
高
低
参
差
と
し
て
描
か
れ

此
の
一
部
屋
の
み
は
南
叢
を
以
つ

て
果
彩
を
放
つ
て
ゐ
る
。
共
春
は
天
明
七
八
年
頃
よ
り
應
學
の
門
に
限
ん
だ
様
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
彼
が
此
の
寺
に
描

い
た
の
は
第
二
回
寛
政
五
年
で
た
か
っ
た
か
と
思
ふ
。
本
堂
の
正
面
中
央
の
間
か
ら
、
左
方
及
び
そ
の
奥
の
害
院
に
か

け
三
室
が
應
學
の
筆
に
な
る
の
で
あ
る
。
中
央
の
間
は
彼
が
そ
の
歿
前
三
ヶ
月
に
描
い
た
も
の
で
二
兄
政
乙
卯
初
夏
寓

城
崎
の
温
泉
寺
と
香
住
の
應
畢
寺

こ
れ
は
呉
春
が
蕪
村
に
受
け
た
も

こ
＼
に
は
堤
春
の
紹
、
が
あ
る
。
耕
作
の
脳
で



平
安
源
應
學
」
と
落
欺
が
あ
る
。
此
の
中
央
の
間
は
金
地
に
墨
に
て
松
と
孔
雀
を
描
い
た
も
の
で
牡
重
の
趣
を
湛
え
て

ゐ
る
。
彼
が
最
も
得
意
と
せ
る
は
松
で
あ
る
。
狩
野
派
の
様
な
形
式
化
が
な
く
、
爽
や
か
な
松
が
生
々
と
描
か
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
然
し
、

此
の
岡
を
見
て
私
は
二
條
離
宮
の
探
幽
の
松
に
孔
雀
の
闘
を
聯
想
し
た
。

と
は
漆
箔
で
あ
っ
た
ら
う
。
細
長
い
戚
じ
を
典
へ
る
像
で
、
顔
も
割
に
小
ざ
く
胴
も
細
い
。

る
と
何
れ
も
藤
原
初
期
頃
の
も
の
の
様
で
あ
る
。

色
な
ど
も
非
常
に
鮮
や
か
ざ
を
保
ち
、

此
の
應
學
の
描
い
た

松
の
下
に
悠
然
と
遊
ぶ
孔
雀
の
姿
態
に
は
或
は
二
條
城
の
探
幽
の
闘
が
反
映
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
此

の
部
屋
の
奥
は
内
陣
で
そ
こ
に
十
一
面
観
音
が
祀
ら
れ
て
ゐ
た
。
高
ざ
約
五
尺
の
木
像
で
、
色
は
黒
ず
ん
で
ゐ
る
が
も

何
慮
か
戚
傷
的
た
氣
持
を

帯
び
て
ゐ
る
。
相
好
は
柔
か
で
温
泉
寺
の
よ
り
も
た
ほ
一
屑
美
し
い
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
藤
原
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

此
の
寺
に
は
た
ほ
二
骰
の
國
賓
と
な
っ
て
ゐ
る
佛
像
が
あ
る
が
時
間
も
な
く
見
ぜ
て
は
貰
へ
な
か
っ
た
。
絡
薬
書
で
見

正
面
の
左
方
の
間
は
、
芭
焦
の
間
と
稲
せ
ら
れ
る
。
金
地
に
彩
色
の
郭
子
儀
と
崩
子
を
描
い
た
絢
爛
な
も
の
で
、
彩

百
四
十
年
の
歳
月
が
経
た
と
は
息
へ
な
い
程
で
あ
る
。
之
れ
は
彼
の
人
物
驚
を

示
ず
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
襖
の
岡
様
に
は
多
分
に
彼
が
始
興
や
幽
汀
よ
り
躯
ん
だ
も
の
が
見
ら
れ
る
様
に
思
は
れ
、

そ
の
頃
の
饗
風
全
骰
に
底
力
の
あ
る
戚
化
を
輿
へ
て
ゐ
た
光
琳
派
の
装
飾
士
義
的
精
紳
が
看
取
ざ
れ
る
。
芭
蕉
や
人
物

の
配
謹
に
も
そ
れ
が
伺
は
れ
る
と
共
に
、
色
彩
の
殻
果
が
特
に
此
の
書
面
で
は
意
岡
ざ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
唯
、
彼

は
光
琳
一
派
の
様
に
、
物
象
を
文
様
的
に
取
扱
は
た
い
で
、
寓
賓
的
に
描
い
て
ゐ
る
所
に
園
山
應
學
た
る
事
を
示
し
て

懐
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あ
る
。

四
九

ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
こ
＼
に
も
彼
が
人
物
需
に
於
け
る
、
少
く
と
も
郭
子
儀
や
居
子
の
如
き
空
想
的
人
物
の
描
寓
に

於
け
る
不
得
手
を
暴
露
し
て
ゐ
る
。
即
ち
そ
こ
に
期
待
ざ
る
＼
精
紳
的
な
表
現
が
映
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
物
の
相

貌
な
ど
も
俗
氣
を
免
れ
て
ゐ
な
い
。
芭
蕉
の
葉
に
唐
子
を
し
て
落
書
を
害
か
せ
、
又
一
人
の
雁
子
を
し
て
芭
焦
の
破
れ

め
か
ら
の
ぞ
か
せ
て
ゐ
る
様
な
所
に
、
江
戸
時
代
の
月
並
的
機
智
を
肉
ぶ
趣
味
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
の
室
に
山
架
筆

と
い
ふ
輝
宗
姐
師
の
所
謂
郡
會
岡
を
描
い
た
水
墨
減
筆
の
辟
風
が
あ
る
。
各
扇
に
一
人
づ
ヽ
描
い
て
各
扇
に
題
賛
が
あ

り
そ
の
中
に
は
澤
庵
の
筆
も
あ
る
。

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

奥
の
山
水
の
間
は
床
の
間
と
襖
と
を
通
じ
て
同
じ
一
書
面
を
構
成
し
て
ゐ
る
。
落
敗
に
よ
っ
て
天
町
七
年
彼
が
五
十

五
歳
の
筆
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
。

山
衆
の
筆
と
は
受
け
兼
ね
る
節
も
あ
る
が
、
大
怜
江
戸
初
期
の
も
の
と
し
て
注
目

此
の
寺
に
於
け
る
彼
の
最
初
の
作
で
あ
る
。

滸
湘
八
兼
と
い
ふ
様
な
比
較
的
平
遠
の
最
を
描
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

的
に
猛
し
て
ゐ
る
所
た
ど
そ
れ
で
あ
る
。

此
の
平
遠
の
兼
を
新
し
く
取
扱
っ
て
ゐ
る
所
に
興
味
が
あ
る
。
近
兼
の
松
を
大
き
く
描
き
辿
景
の
山
や
家
屋
を
透
説
粛

こ
れ
は
ま
ざ
し
く
應
學
以
前
の
栴
に
見
ら
れ
な
い
空
氣
の
深
ざ
を
立
翌
的
に

表
現
し
た
方
法
だ
と
云
へ
る
。
戸
棚
の
四
枚
の
小
襖
に
は
金
地
彩
色
の
果
物
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
愛
買
に
足
る
小
品
で

こ
＼
の
床
の
間
に
、
應
県
の
王
義
之
の
三
幅
判
を
か
け
て
見
せ
て
貰
っ
た
。
左
右
の
幅
は
虎
に
龍
で
あ
る
。
義

之
は
今
蘭
亭
の
記
を
害
か
う
と
し
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
應
學
の
落
欺
の
害
風
等
を
見
る
と
如
側
に
も
蘭
亭
の
法
帖
を
収

城
崎
の
温
泉
寺
と
香
住
の
應
畢
寺

こ
＼
に
も
彼
が
新
し
く
根
ん
だ
遠
近
法
が
、

こ
れ
は
金
地
に
水
翌
の
山
水
で
あ
る
。



家
で
あ
っ
て
、
稀
に
た
と
へ
ば
韓
愈
流
諭
の
闘
な
ど
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
む
し
ろ
雪
の
風
最
を
描
く
の
が
主
と
た
っ

ん
だ
様
な
趣
が
明
か
に
知
ら
れ
る
。
人
物
叢
と
し
て
の
此
の
翰
は
決
し
て
偉
い
者
で
な
い
が
、
人
物
叢
の
取
扱
と
し
て
、

机
に
向
つ
て
筆
を
持
つ
て
ゐ
る
か
＼
る
寓
生
的
な
表
現
に
彼
自
身
の
美
術
史
的
愈
義
が
見
出
ざ
れ
る
。
此
の
部
屋
か
ら

績
＜
丁
度
内
陣
の
裏
に
常
る
部
屋
が
国
山
應
瑞
の
鯉
の
間
で
あ
る
。
芦
や
蘭
の
生
へ
た
池
の
面
を
滸
い
で
ゐ
る
鯉
と
祖

と
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
應
學
の
鯉
が
そ
の
ま
＼
こ
＼
に
滸
い
で
ゐ
る
様
な
戚
も
あ
る
。
父
應
學
の
歿
す
る
時
彼
は
三
十

歳
だ
っ
た
の
だ
が
、

に
描
か
れ
て
ゐ
る
。

此
の
岡
は
第
二
回
か
第
三
回
の
物
と
考
へ
ら
れ
、
獨
創
的
な
も
の
は
な
い
炉
、
水
中
の
鯉
が
巧
み

此
の
室
の
隣
は
山
本
守
麓
の
梅
に
狗
の
岡
、
紅
梅
と
白
梅
と
が
描
か
れ
敷
多
の
狗
が
嬉
戯
せ
る
胤

で
あ
る
。
狗
は
、
流
石
に
應
學
に
於
い
て
は
、
狗
の
大
ま
か
な
描
宴
の
中
に
そ
の
愛
ら
し
ざ
を
捉
え
て
ゐ
る
の
に
到
し
、

彼
の
は
梢
こ
ま
か
に
過
ぎ
て
、
生
硬
な
戚
じ
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
延
に
此
の
隣
が
雲
亭
の
群
仙
の
間
、

組
岡
嶋
乾
の
仙
女
舟
遊
の
闘
と
、

山
本
守
麓
の
少
年
行
の
園
と
が
あ
る
。
何
れ
も
支
那
的
な
霊
題
で
、

そ
の
奥
の
間
に

そ
の
闘
様
も
支

那
風
の
も
の
で
筆
は
細
か
い
。
支
那
盤
の
粉
本
に
よ
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
應
學
は
歴
史
霊
を
あ
ま
り
描
か
な
い
叢

て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
守
陀
や
組
需
な
ど
の
紹
は
、
題
材
に
と
ら
は
れ
て
懸
史
叢
を
描
く
事
に
束
縛
ざ
れ
て
ゐ
る
。

今
ま
で
大
ま
か
な
岡
様
の
部
屋
を
見
て
来
た
眼
に
は
此
の
終
の
室
に
来
て
、

nn
平
に
叢
風
が
楚
っ
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
如

何
に
も
末
期
に
来
た
と
い
ふ
戚
じ
が
し
た
。
吾
々
は
な
ほ
此
の
寺
の
好
意
に
よ
っ
て
鯉
が
瀧
を
上
る
例
の
龍
門
鯉
魚
の
一

岡
や
、
柳
下
狗
子
の
岡
な
ど
の
幅
を
見
せ
て
貰
っ
た
り
し
た
。

懐

徳

以
前
は
此
の
寺
に
は
應
暴
の
害
簡
も
多
く
あ
っ
た
筈
で

五
〇



あ
る
が
、
今
は
唯
何
か
表
装
代
受
取
に
闊
し
た
様
な
も
の
が
一
通
あ
る
の
み
だ
ざ
う
で
あ
る
。
寺
博
に
よ
る
と
、
應
學

が
牡
年
時
代
の
窮
乏
を
援
け
て
呉
れ
た
此
の
寺
の
密
英
上
人
の
恩
顧
に
酬
ゆ
る
盆
め
に
、

時
、
来
つ
て
こ
の
寺
の
綺
を
描
い
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
然
し
應
學
の
博
記
に
は
殆
ん
ど
何
等
此
の
事
賞
に
獨
れ
た
も

の
が
な
い
。

ざ
う
い
ふ
意
味
か
ら
も
、
應
學
に
闊
す
る
此
の
寺
の
記
録
が
散
逸
し
て
了
っ
た
の
は
惜
し
い
事
で
あ
る
。

も
っ
と
ゆ
つ
く
り
こ
れ
等
の
綺
を
見
て
ゐ
た
か
っ
た
が
、
時
間
が
許
ざ
な
か
っ
た
。
私
逹
は
半
里
の
雪
道
を
ほ
と
ん

ど
謳
け
る
様
に
し
て
靡
に
戻
つ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
騨
の
前
に
は
年
老
ひ
た
漁
師
の
婆
ざ
ん
が
雪
の
中
で
蟹
を
賣
つ

て
ゐ
た
。
（
終
）

城
崎
の
温
泉
寺
と
香
住
の
應
學
寺

茸

上
人
が
此
の
藍
を
建
立
し
た


