
　

　
蛇
足
で
は
あ
り
ま
す
が
「
か
さ
ね

つ
」
は
、
一
笠
一
杖
の
旅
の
笠
に
懸

け
た
詞
こ
と
ばで
あ
り
ま
す
。

　
附
記
　

　
京
都
大
学
名
誉
教
授
（
宗
教
哲
学
）

上
田
閑
照
先
生
は
大
正
十
五
年
の
お

生
れ
で
、
日
本
宗
教
学
会
々
長
、
学

士
院
会
員
、
文
化
功
労
者
、
そ
の
他

の
要
職
を
つ
と
め
ら
れ
、
昨
年
御
他

界
に
な
ら
れ
た
。
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上
田
先
生
の
書
簡

　
徒
歩
巡
礼
の
会
（
ア
リ
の
会
）

が
発
足
し
た
の
は
昭
和
六
十
二
年

十
一
月
四
日
の
こ
と
で
、
爾
来
平
成

二
十
三
年
に
至
る
ま
で
私
は
大
畧
西

国
巡
礼
五
周
を
は
じ
め
と
し
て
四
国

遍
路
等
々
七
千
粁
の
道
を
歩
む
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　
当
初
、
西
国
三
十
三
所
一
巡
の
体

験
記
録
を
、「
西
国
札
所
古
道
巡
礼
　

母
な
る
道
を
歩
む
」
と
題
し
て
、
発

刊
、
偶
々
上
田
閑
照
先
生
に
お
送
り

し
た
と
こ
ろ
、
次
の
便
り
を
い
た
ゞ

き
ま
し
た
。

　
拝
啓
　

　
御
無
沙
汰
の
ま
ゝ
に
な
り
申
訳
あ

り
ま
せ
ん
。
先
日
は
　
ま
こ
と
に
貴

重
な
御
本
『
西
国
札
所
古
道
巡
礼
』

を
御
恵
与
い
だ
た
き
ま
こ
と
に
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
一
歩

一
歩
と
一
千
キ
ロ
、
山
あ
り
谷
あ
り
、

岩
あ
り
、
川
あ
り
、
そ
れ
と
　「
一
歩

歩
め
ば
一
歩
の
仏
、
二
歩
歩
め
ば
二

歩
の
仏
」
と
仏
々
歩
々
の
行
道
、
深

く
感
銘
感
動
致
し
、
尊
い
こ
と
と
礼

拝
致
し
て
お
り
ま
す
。

　
私
の
方
な
ん
と
か
元
気
に
は
致
し

て
お
り
ま
す
が
、
何
か
一
年
中
師

走
の
よ
う
で
、
し
か
し
、
師
走
の
声

を
聞
き
ま
す
と
や
は
り
年
々
歳
々
の

感
慨
が
湧
い
て
来
ま
す
。
と
は
云
え

十
二
月
二
十
三
日
に
も
な
る
と
感
慨

ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
た
ゞ
走
り
に

走
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
そ

の
よ
う
な
中
で
、
又
し
て
も
大
兄
の

佛
々
歩
々
、
歩
々
仏
々
が
思
わ
れ
て

き
ま
す
。

　
同
封
、
印
象
深
い
経
験
を
し
た
も

の
で
す
か
ら
、
こ
ん
な
文
章
に
な
り

ま
し
た
。

　
く
れ
ぐ
れ
も
御
大
切
に
、
よ
い
お

年
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
具

　
南
無
観
世
音
菩
薩
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
閑
照
拝

　
一
九
九
二
年
十
二
月
二
十
三
日

　
そ
し
て
、
文
面
に
あ
る
印
象
深
い

経
験
が
誌
さ
れ
た
、
信
濃
毎
日
新
聞
、

文
化
欄
「
人
生
の
時
間
」
の
切
り
抜

き
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

最
終
節
は
次
の
よ
う
に
終
っ
て
い
ま

す
。

懐
し
い
思
い
出
が
重
畳
し
て
き
ま
す
。

　
残
念
な
が
ら
三
人
は
他
界
し
、
孤

り
残
さ
れ
た
我
が
身
に
と
っ
て
、
上

田
先
生
の
御
指
摘
は
痛
い
程
身
に
沁

み
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
と
も
あ
れ
、
先
生
の
「
歩
々
仏
々
」

の
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

ア
リ
の
会
の
御
詠
歌
を
作
っ
て
み
ま

し
た
。

　
あ
り
が
た
や
　
観
音
慈
悲
を
　

　
　
御つ

杖え

と
し
て
　
歩
々
仏
々
の
　

　
　
　
念ね
が

い
か
さ
ね
つ

　「
人
生
の
一
生
と
い
う
こ
と
を
よ

く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
友
人
の
死

に
会
う
機
会
が
重
な
っ
て
来
た
こ
と

も
あ
る
が
、
私
自
身
そ
れ
相
応
の
よ

わ
い
に
な
り
、
自
分
の
生
き
て
き
た

歳
月
が
一
つ
の
限
り
あ
る
い
の
ち
の

持
続
と
し
て
、
一
つ
の
一
生
と
し
て

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　
親
し
い
人
た
ち
の
死
に
面
し
て
、

そ
の
度
ご
と
に
、
こ
ゝ
に
こ
う
し
て

横
た
わ
っ
て
い
る
彼
の
こ
の
世
の
も

の
な
ら
ぬ
静
け
さ
に
打
た
れ
、
死
に

逝
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
行
く
こ
と

の
で
き
る
遙
（
は
る
）
か
な
遙
か
な

遙
け
さ
を
感
じ
つ
つ
、
同
時
に
、
こ

う
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
不
思
議

さ
を
思
う
。「
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
、

ど
こ
へ
死
に
行
く
の
か
」
と
い
う
問

い
が
、
大
き
く
疑
問
符
を
打
っ
て
そ

の
余
韻
の
よ
う
に
、
生
き
て
い
る
こ

の
事
実
へ
の
感
嘆
の
よ
う
に
静
か
に

響
い
て
い
る
。」

　
因
み
に
、
本
文
は
横
浜
で
の
小
学

校
の
同
窓
会
が
、
卒
業
後
五
十
数
年

し
て
催
さ
れ
た
時
の
感
懐
か
ら
筆
が

起
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
実
は
、
私
も
巡
礼
の
同
行
者
に
、

昭
和
十
六
年
に
小
学
校
を
卒
業
し
た

三
人
の
友
人
が
い
て
、
四
人
と
も
ど

も
白
衣
に
身
を
包
ん
で
行
を
共
に

し
、
苦
楽
を
共
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
尊
い
経
験
が
あ
り
、
こ
の
上
な
い

（
歩
々
仏
々
）

　
当
寺
の
本
堂
と
仁
王
門
は
、
建
立

（
享
保
十
五
年
、一
七
三
〇
年
）
以
来
、

二
九
〇
年
を
経
て
、
改
築
の
時
期
を

迎
え
て
お
り
ま
す
。

　
開
山
（
和
銅
元
年
、
七
〇
八
年
）

以
来
、
幾
度
も
災
厄
に
見
舞
わ
れ
ま

し
た
が
、
今
日
の
建
物
は
、
正
徳
六

年
（
一
七
一
六
年
）
の
火
災
の
後
に

再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
毎
年
、
雪
害
に
悩
ま
さ
れ
る
当
地

で
は
、
雪
に
よ
る
建
物
の
負
荷
は
殊

の
外
甚
大
で
、
そ
の
都
度
、
修
復
を

重
ね
て
参
り
ま
し
た
。
ま
た
、
昭
和

の
初
め
、
両
建
築
と
も
こ
け
ら
葺
き

を
銅
板
に
替
え
ま
し
た
が
、
九
十
年

を
経
た
今
日
、
修
理
の
都
度
裏
面
に

御
寄
進
の
方
の
芳
名
を
拝
見
す
る
た

び
に
、
改
め
て
数
多
い
方
々
の
御
志

に
よ
っ
て
、
観
音
様
を
護
持
す
る
建

物
が
守
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
痛
感
い

た
し
ま
す
。

　
取
り
あ
え
ず
、
今
年
六
月
末
よ
り

仁
王
門
の
修
復
（
約
九
千
弐
百
萬
円
）

に
か
ゝ
り
、
明
年
末
完
成
の
予
定
で
、

本
堂
は
令
和
四
年
よ
り
着
工
の
予
定

で
あ
り
ま
す
。

　
現
下
、
予
期
も
せ
ぬ
コ
ロ
ナ
禍
の

曼
延
、
そ
れ
に
よ
る
経
済
の
沈
滞
等
、

さ
ら
で
だ
に
諸
事
低
迷
の
時
代
で
は

あ
り
ま
す
が
、
有
縁
の
皆
様
方
の
御

支
援
を
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
　

　
　
　
　
　
　
山
主
　
松
尾
象
空

　
　
　
　
　
　
前
住
　
松
尾
心
空

京
都
府
指
定
文
化
財

　
本
堂
・
仁
王
門

　
　
修
復
事
業
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新
田
。
三
重
県
大
宮
町
、詳
細
は
不
明
。

　
以
上
、
こ
ん
な
こ
と
を
調
べ
て
み
る

の
も
面
白
い
も
の
で
す
、
と
結
ん
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
昨
年
十
一
月

十
六
日
の
『
京
都
新
聞
』
に
は
、
次

の
よ
う
な
記
事
が
あ
っ
た
。

　
児
童
数
が
二
人
で
、
京
都
府
内
随

一
の
小
規
模
校
、
京
都
府
竹
野
郡
丹

後
町
立
虎
杖
小
学
校
は
、
来
春
、
明

治
二
十
三
年
以
来
の
百
年
の
歴
史
に

幕
を
閉
じ
て
廃
校
と
な
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
学
校
は
、
天
然
鮎

の
そ
上
で
知
ら
れ
る
宇
川
上
流
の
山

間
部
に
あ
る
と
い
う
が
、
や
は
り
虎

杖
の
自
生
の
多
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
そ
の
後
、
巡
礼
の
途
中
、
こ
の
こ

と
を
話
題
に
し
た
と
こ
ろ
、
虎
杖
に

つ
い
て
い
ろ
ん
な
通
称
が
出
て
き
た
。

一
般
に
は
ス
カ
ン
ポ
、
和
歌
山
の
新
宮

で
は
ゴ
ン
パ
チ
、
広
島
で
は
タ
チ
ン

ゴ
、
或
い
は
タ
チ
ン
ボ
と
い
う
話
で

あ
っ
た
。
虎
杖
に
も
種
類
が
あ
っ
て
、

長
塚
節
の
歌
っ
た
虎
杖
が
、
こ
れ
ら

の
俗
称
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
か
否

か
は
、
後
日
に
託
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
さ
て
、
次
は
高
知
県
、
室
戸
の
出

身
の
友
人
の
話
で
あ
る
。
こ
の
地
方

で
は
、
た
ら
の
芽
や
虎
杖
な
ど
と
い
っ

た
野
の
味
わ
い
に
な
じ
ん
だ
も
の
で

あ
る
が
、
特
に
虎
杖
と
淡は

竹ち
く

を
砂
糖
漬

け
に
し
た
も
の
を
、
村
人
た
ち
が
売

り
に
来
る
。
そ
れ
を
買
っ
て
喰
べ
た

少
年
時
代
の
味
覚
は
今
以
て
忘
れ
ら

れ
な
い
、
と
い
う
。
ま
た
、
奈
良
県

吉
野
郡
野の

迫せ

川が
わ

の
民
宿
で
、
虎
杖
を

さ
っ
と
ゆ
が
い
て
皮
を
剝
き
、
薄
塩
で

炊
く
。
こ
れ
を
食
膳
に
出
さ
れ
た
時
、

虎
杖
で
あ
る
由
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、

お
客
さ
ん
で
分
っ
た
の
は
、
あ
な
た

が
初
め
て
で
す
、
と
逆
に
驚
か
れ
た

　
平
成
元
年
の
熊
野
古
道
は
、
世
界

遺
産
の
選
定
を
う
け
た
今
日
と
は
、

そ
の
様
相
を
一
変
し
て
い
ま
す
。
道

中
出
逢
う
人
と
て
な
く
、
処
に
よ
っ

て
は
道
に
生
い
繁
っ
た
竹
や
木
の
枝

を
、
先
達
の
新
宮
山
彦
グ
ル
ー
プ
の

二
人
の
方
に
切
り
拓
い
て
も
ら
っ
て

進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
箇
所
も
あ
り
ま
し

た
。
道
に
は
「
り
ん
ど
う
」
が
群
集

し
て
咲
い
て
い
ま
し
た
。

　
以
下
は
、
平
成
元
年
十
一
月
一
日
、

午
前
六
時
二
十
分
、
那
智
山
青
岸
渡

寺
を
出
発
し
て
三
時
間
、
地
蔵
峠
に

到
着
し
て
以
後
の
記
録
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
大
雲
取
越
え
で
標
高
の
最
も

低
い（
七
百
二
メ
ー
ト
ル
）地
蔵
峠（
茶

屋
）
到
着
が
九
時
二
十
分
、
出
発
か

ら
の
里
程
は
八
、七
キ
ロ
。
熊
野
古
道

案
内
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
予
定
通
り
、

三
時
間
き
っ
か
り
の
行
程
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
大
雲
取
地
蔵
尊
三
十
三
体

を
拝
む
。
三
十
三
観
音
に
な
ぞ
ら
え

て
の
数
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
間
か
な
り
の
山
坂
を
経
て
き

た
が
、
更
に
八
百
七
十 

メ
ー
ト
ル
の

越
前
峠
を
め
ざ
す
。
里
程
は
二
キ
ロ
。

若
い
亮
英
師
（
青
岸
渡
寺
・
副
住
職
）

は
、
私
を
気
づ
か
っ
て
常
に
つ
い
て

い
て
下
さ
る
。

「
ナ
ー
ム
・
カ
ン
ゼ
オ
ン
・
ボ
サ
ー
」

と
区
切
り
つ
つ
、
吸
う
息
、
吐
く
息

を
調
え
よ
う
と
す
る
が
、
い
つ
し
か

猛
暑
の
折
の
犬
の
よ
う
な
息
づ
か
い

に
な
る
私
に
、「
大
丈
夫
で
す
か
」
と

し
き
り
に
声
を
か
け
て
も
ら
う
。

紀
伊
の
く
に
　
大
雲
取
の
峰
ご
え
に

　
一
足
ご
と
に
　
わ
が
汗
は
お
つ

熊
野
古
道
に
ま
つ
わ
る
「
虎
杖
」
考

と
、
斎
藤
茂
吉
の
歌
碑
を
み
た
の
が

九
時
三
十
分
の
こ
と
。
最
高
の
越
前

峠
登
口
に
さ
し
か
か
る
地
点
に
は
、

か
も
し
か
の
糞
が
落
ち
て
い
る
。

　
虎
杖
の
　
お
ど
ろ
が
下
を
ゆ
く
水
の

　
　
た
ぎ
つ
速
瀬
を

　
　
　
む
す
び
て
の
み
つ

　
長
塚
節
も
こ
の
地
で
喉
を
う
る
お

し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
こ
へ
く
る
ま
で
に
は
、

茶
屋
跡
の
名
称
が
数
多
く
連
な
っ
て

い
る
。
そ
の
多
く
は
峠
の
名
を
冠
し

て
い
る
が
、
登
立
、
粥
餅
、
地
蔵
、

石
倉
等
々
の
茶
屋
で
、
巡
礼
者
が
杖

を
休
め
て
、
湯
茶
や
、
甘
酒
、
餅
な

ど
で
疲
れ
を
い
や
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
我
々
は
専
ら
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
や

み
か
ん
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
記
長
塚
節
の
和
歌

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
私
は
「
虎
杖
」

を
地
名
で
あ
ろ
う
と
記
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
国
語
学
の
泰
斗
、
阪
倉
京
大

名
誉
教
授
か
ら
お
便
り
を
い
た
だ
い

た
。

　「（
前
略
）
…
ち
ょ
う
ど
今
週
の
始

め
に
小
生
も
熊
野
古
道
（
ご
く
一
部
）

を
歩
い
て
き
た
の
で
、
特
に
興
味
深

く
拝
読
し
ま
し
た
。
先
人
の
汗
と
涙

が
し
み
こ
ん
だ
道
と
思
う
と
感
慨
一

入
で
し
た
。

「
虎
杖
」
は
「
地
名
で
あ
ろ
う
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
い
た
ど

り
」
で
す
。
長
塚
節
も
、
い
た
ど
り

の
咲
く
初
秋
の
こ
ろ
、
こ
こ
を
通
っ

た
の
で
し
ょ
う
。（
た
だ
し
俳
句
の
季

は
春
に
な
っ
て
い
ま
す
）
…
（
後
略
）」

と
い
う
の
で
あ
る
。「
虎
杖
」
を
地
名

と
し
て
い
た
私
は
、
何
と
も
気
恥
ず

か
し
く
、
一
方
自
分
の
書
い
た
も
の

を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
上
、
御
教
示

ま
で
い
た
だ
い
た
こ
と
を
嬉
し
く

思
っ
た
が
、
そ
の
後
、「
い
た
ど
り
」

の
読
み
が
、
か
な
り
一
般
的
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
、
改
め
て
赤
面
し
た

次
第
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
地
の
じ
っ
こ
ん
に

し
て
い
る
俳
人
に
、
訂
正
か
た
が
た

電
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
何
と
も
思
わ

ず
読
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
を
地

名
と
し
た
の
は
明
ら
か
に
間
違
い
で

あ
る
。
し
か
し
、
実
は
こ
の
地
名
も

全
国
に
五
、六
ケ
所
あ
る
は
ず
で
調
べ

て
お
く
、
と
の
返
事
で
あ
っ
た
。
こ

の
方
か
ら
は
、
後
日
大
略
次
の
よ
う

な
便
り
を
も
ら
っ
た
。

　
全
国
く
ま
な
く
調
べ
た
ら
、
も
っ

と
出
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。
関
東
、

東
北
地
方
に
あ
る
か
と
思
っ
た
が
意

外
に
な
く
、
ま
た
近
畿
以
西
は
ま
だ

調
べ
て
い
な
い
が
、
私
の
知
っ
た
の

は
次
の
通
り
で
あ
る
。
と
し
て

　

1
、
板
取
村
。
長
良
川
が
美
濃
市

か
ら
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
西

側
に
分
か
れ
て
い
る
の
が
板
取
川
で
、

そ
の
上
流
に
板
取
村
が
あ
る
。
な
お
、

こ
の
一
帯
の
谷
を
、
い
た
ど
り
谷
と

も
い
う
。

　

2
、
板
取
。
福
井
県
今
庄
町
、
国

道
三
六
五
号
線
、
栃
ノ
木
峠
を
越
え

て
今
庄
町
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る

（
古
く
は
虎
杖
と
書
い
た
、
い
た
ど
り

の
沢
山
生
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
）。

（
角
川
地
名
辞
典
）

　

3
、
板
取
。
長
野
県
松
川
村
、
国

道
一
四
七
号
線
の
沿
線
、
大
町
市
の

少
し
南
に
あ
る
J
R
大
糸
線
の
、
し

な
の
ま
つ
か
わ
、
に
近
い
と
こ
ろ
、

虎
杖
と
書
い
た
。（
同
）

　

4
、
い
た
ど
り
し
ん
で
ん
、
板
取

と
い
っ
た
話
。

　
一
方
、
諸
橋
轍
次
の
『
大
漢
和
辞

典
』
を
ひ
い
た
、
当
地
の
医
師
か
ら

は
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
が
入
っ
た
。

「
三
才
図
絵
、
草
木
巻
九
に
見
ゆ
、

杖
は
其
の
茎く
き

を
言
う
、
虎
は
其
の
斑
ま
だ
ら

を
い
う
な
り
」
と
。

　
ま
た
東
京
在
の
義
兄
に
電
話
を
す

る
と
、
長
塚
節
の
歌
集
を
も
っ
て
お

り
、
こ
れ
は
明
治
三
十
六
年
の
作
品

で
、
彼
は
十
二
年
の
生
れ
だ
か
ら
、

二
十
四
歳
の
時
の
歌
で
あ
る
、
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
な
が
ら
、

先
日
、
百
歳
の
高
齢
で
亡
く
な
っ
た
、

ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
、
土
屋
文
明
と

斎
藤
茂
吉
、
そ
し
て
武
藤
善
友
の
三

人
が
、
昭
和
十
四
年
に
、
熊
野
古
道

を
歩
ん
だ
由
の
こ
と
も
伝
え
る
と
、

長
塚
節
の
歌
集
と
あ
わ
せ
て
、
文
明

の
歌
の
コ
ピ
ー
。
茂
吉
の
歌
は
筆
写

し
て
そ
れ
ぞ
れ
送
っ
て
く
れ
た
の

で
、
抜
粋
す
る
。

長
塚
節
「
ま
つ
か
さ
集
　
其
一
」

　
真
熊
野
の
　
熊
野
の
浦
ゆ
　

　
　
て
る
月
の
　

　
　
ひ
か
り
満
ち
渡
る

　
　
　
那
智
の
滝
山

　
人
み
な
の
見
ま
く
の
欲ほ

れ
る
　

　
　
那
智
山
の
　

　
滝
見
る
が
へ
に

　
　
　
月
に
あ
へ
る
か
も

　「
さ
ら
に
小
雲
取
峠
と
い
ふ
に
か

か
る
、（
以
下
略
）」

真
熊
野
の
山
の
た
む
け
の

　
多た

芸ぎ

津つ

瀬せ

に

　
霑ぬ

れ
霑ぬ

れ
さ
け
る

　
　
虎
杖
の
花

土
屋
文
明
　「
放
水
路
」

　
ま
熊
野
や
　
昔
平
清
盛
が

　
　
ゆ
き
け
む
道
も

　
　
　
　
　
　
あ
れ
に
け
る
か
も

　
草
の
下
に
　
或
い
は
か
く
る
る

　
　
石
の
道
　

　
　
　
千ち

年と
せ

の
苔
の

　
　
　
　
お
ろ
そ
か
な
ら
ず

　
幾
世
の
人
　
幾
世
か
さ
ね
し

　
　
足あ

跡と

の
上
に
　

　
　
我
が
一
日
の

　
　
　
足
跡
の
消
ゆ
べ
し

斎
藤
茂
吉
　「
歌
集
　
と
も
し
び
」

熊
野
越
　
其
一

　
や
ま
越
え
む
　

　
　
ね
が
ひ
を
も
ち
て
と
ど
め
な
く

　
　
汗
は
し
た
た
る
　
我
が
額
よ
り

　
こ
の
山
は
　
い
よ
い
よ
さ
び
し
く

　
な
る
ら
む
か
　

　
焚
火
を
し
た
る
　
跡
さ
へ
も
な
し

熊
野
越
　
其
二

　
紀
伊
の
く
に
　

　
大
雲
取
を
越
ゆ
る
と
て

　
二
人
の
友
に
　
ま
も
ら
れ
に
け
り

　
　
ゆ
ふ
ば
え
の
　

　
　
雲
あ
か
あ
か
と
み
だ
り
つ
つ
　

　
　
熊
野
の
灘
は
　
夜よ
は

に
わ
た
り
ぬ

　
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
察
し
て
み
る

と
、
昭
和
十
四
年
に
は
、
熊
野
古
道

は
正
に
潰
え
る
運
命
に
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
現
今
の
文
化
庁
の
肩
入

れ
が
な
か
っ
た
ら
、
と
っ
く
に
通
れ

ぬ
道
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
れ
は
ま
た
随

分
次
元
の
低
い
話
に
な
る
が
、
虎
杖

の
読
み
の
下
ら
な
か
っ
た
無
知
の
て

れ
隠
し
に
、
落
語
も
一
言
。

　
虎
杖
と
は
、
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の

バ
ッ
ト
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
…
…
。

　
こ
の
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
触
れ

合
い
が
、
歩
行
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、

紙
上
を
通
し
て
も
、
ま
た
歴
史
の
上

に
も
広
が
り
を
み
せ
て
ゆ
く
と
こ
ろ

に
、
徒
歩
巡
礼
の
興
趣
は
尽
き
な
い

の
で
あ
る
。
　


