
五

天
竜
川
の
淵
に
関
す
る
伝
説

こ
れ
ま
で
は
『
熊
谷
家
伝
記
』
か
ら
天
竜
川
の
淵
に
関
係
す
る
も

の
を
取
り
上
げ
て
き
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
天
竜
川
水
系
の
淵
に
か

か
わ
る
伝
説
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
。
以
下
そ
う
し
た
伝
説
を
取
り

上
げ
て
み
た
い
。

[
二
文
永
寺
の
鐘
(
飯
田
市
下
久
堅
南
原
の
文
永
寺
)

①
飯
田
市
下
久
竪
南
原
の
文
永
寺
を
開
い
た
隆
聖
和
尚
さ
ん
が
、

天
竜
川
の
黒
瀬
が
淵
の
竜
神
か
ら
一
つ
の
釣
鐘
を
買
い
、
大
変
喜

ん
で
、
寺
へ
持
ち
帰
り
叩
い
て
み
る
と
何
と
も
言
え
ぬ
大
変
良
い

音
が
す
る
。
毎
朝
の
お
勤
め
に
カ
ン
カ
ン
叩
く
と
叩
く
た
び
に
鐘

は
段
々
大
き
く
な
り
、
と
う
と
う
今
の
よ
う
な
大
き
な
鐙
に
な
っ

た
(
註

1
1

②

昔

、
文
永
寺
の
和
尚
が
寝
て
い
る
と
、
一
人
の
乙
女
が
夢
枕
に

立
っ
て
、
「
私
は
竜
宮
か
ら
の
お
使
者
で
来
ま
し
た
が
、
聞
け
ば

こ
の
寺
に
は
ま
だ
釣
鐘
が
な
い
そ
う
な
、
一
つ
良
い
の
を
進
ぜ
ま

し
ょ
う
。
明
日
、
ま
だ
夜
の
明
け
ぬ
聞
に
、
丈
夫
な
男
を
五
、
六

人
ほ
ど
連
れ
て
黒
瀬
が
淵
へ
来
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
和
尚
は
不

思
議
な
夢
と
思
い
な
が
ら
も
大
変
に
喜
ん
で
、
そ
の
夜
の
う
ち
に

屈
強
な
男
を
狩
集
め
、
乙
女
に
言
わ
れ
た
通
り
夜
の
明
け
ぬ
聞
に

黒
瀬
が
淵
へ
来
て
み
る
と
、
淵
の
水
は
閣
の
中
で
岩
に
砕
け
て
物

凄
い
音
を
た
て
て
い
る
。

和
尚
は
岸
の
岩
の
上
に
立
ち
、
数
珠
を
さ
ら
さ
ら
通
し
も
み
な

が
ら
、
し
ば
ら
く
有
難
い
お
経
を
読
ん
で
い
る
と
、
や
や
あ

っ
て

水
の
面
に
光
が
さ
し
て
、
青
い
水
が
左
右
に
流
れ
る
と
、
そ
の
聞

か
ら
釣
鐘
が
一
つ
浮
き
出
し
た
。
そ
こ
で
和
尚
を
は
じ
め
と
す
る

人
々
は
、
皆
で
引
き
上
げ
た
が
、
な
か
な
か
重
く
て
と
て
も
五
人

や
六
人
の
力
で
は
お
ぼ
つ
か
な
い
の
を
む
り
や
り
に
寺
ま
で
引
き

ず
り
上
げ
て
き
た
。
今
日
鐘
っ
き
堂
に
吊
し
て
あ
る
鐘
が
す
な
わ

ち
そ
れ
で
あ
る
(
註
2
)
。

③
竜
宮
の
入
口
だ
と
普
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
竜
丘
村
ホ
ツ
キ
の

黒
瀬
が
淵
の
深
い
水
底
か
ら
、
「
南
原
恋
し
ゃ
文
永
寺
」
と
呼
ぶ

声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
評
判
が
立
っ
た
。
往
来
の
人
々
が
立

ち
止
ま
っ
て
、
じ
っ
と
耳
を
澄
ま
す
と
、
確
か
に
そ
の
通
り
に
聞

こ
え
る
と
い
う
の
で
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
。

村
中
総
出
で
淵
の
中
を
探
す
と
、
そ
の
水
底
に
古
い
釣
鐘
が
一

つ
沈
ん
で
い
た
。
早
速
引
き
上
げ
て
撞
い
て
み
た
ら
、
案
の
定

「
南
原
恋
し
ゃ
文
永
寺
」
と
鳴
る
。
そ
こ
で
早
速
そ
れ
を
南
原
の

文
永
寺
へ
納
め
て
、
鐙
の
願
い
を
叶
え
て
や
っ
た
の
が
今
あ
る
釣
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銭
で
あ
る
(
註
3
)
。

[
ニ
]
黒
瀬
が
淵
の
大
蛇

(
飯
田
市
南
原
)

黒
瀬
が
淵
に
天
竜
川
の
初
め
て
の
橋
が
で
き
た
の
は
、
建
長
二
年

(
一
二
五

O
)
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
今
回
の
吉
沢
藤

介
と
い
う
人
が
、
あ
る
雨
の
降
る
夜
、
橋
を
渡
っ
て
家
に
帰
ろ
う
と

黒
瀬
が
淵
ま
で
来
る
と
、
急
に
眠
た
く
な
っ
た
の
で
岩
の
内
で
居
眠

り
を
し
て
休
ん
で
い
る
と
、
頭
の
上
か
ら
、
胴
回
り
が
一
尺
も
あ
る

大
蛇
が
頭
を
狙
っ
て
呑
み
に
か
か
っ
た
。
驚
い
た
藤
介
は
無
我
夢
中

で
家
に
と
ぴ
帰
っ
た
が
、
二
日
ば
か
り
お
び
え
て
遂
に
死
ん
で
し
ま
っ

た。
そ
れ
か
ら
後
は
誰
も
こ
の
大
蛇
を
見
な
か
っ
た
が
、
明
治
に
な
っ

て
竜
東
線
を
作
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
大
き
な
岩
を
打
ち
壊
し
た
と

こ
ろ
、
岩
の
洞
穴
か
ら
回
り
一
尺
余
も
あ
る
大
蛇
の
白
骨
が
、
頭
か

ら
二
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
分
だ
け
出
て
き
た
(
註
4
)
。

椀
借
り
固
と
文
永
寺
の
党
錘

(
飯
田
市
南
原
)

文
永
寺
か
ら
少
し
離
れ
た
堤
田
(
深
田
)
は
、
昔
は
随
分
と
深
い

回
で
天
竜
川
の
黒
瀬
が
淵
に
続
い
て
い
る
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
田
は

必
要
な
時
に
手
紙
を
い
れ
る
と
、
お
椀
や
お
膳
を
貸
し
て
く
れ
た
と

い
う
(
註
5
)
。

[ 

一一] 

[
四
]
釣
鐘
淵
(
下
伊
那
郡
天
竜
村
)

平
岡
村
を
流
れ
る
天
竜
川
に
釣
鐘
淵
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
昔

こ
こ
か
ら
釣
鐘
が
上
が
っ
た
の
で
、
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
お
寺
へ
納
め

て
お
い
た
。
日
照
り
が
続
い
て
、
い
よ
い
よ
田
畑
の
作
物
が
枯
れ
る

と
い
う
時
、
村
中
総
出
の
雨
乞
い
に
は
、
こ
の
釣
鐘
を
そ
の
と
こ
ろ

の
淵
に
沈
め
て
水
で
洗
え
ば
、
必
ず
雨
が
降
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
(
註
6
1

[
五
]
か
む
ろ
水
神
(
飯
田
市
千
代
)

千
代
村
字
米
川
(
現
、
飯
田
市
)
の
禿
が
淵
(
天
竜
川
の
支
流
の

米
川
の
淵
)
。
こ
こ
は
両
岸
の
断
崖
が
深
く
迫
っ
て
、
樹
木
が
う
っ

そ
う
と
生
い
茂
り
、
そ
の
と
こ
ろ
に
大
き
な
洞
窟
が
聞
い
て
、
入
口

に
禿
水
神
が
祭
ら
れ
、
昔
、
禿
を
祭
っ
た
も
の
だ
と
村
の
人
は
信
じ

て
い
る
。
こ
れ
は
村
の
雨
乞
淵
で
、
日
照
り
の
年
に
は
若
者
た
ち
が

揃
っ
て
こ
の
淵
に
入
り
、
水
を
浴
び
て
体
を
浄
め
、
川
原
の
広
場
で

鉦
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
大
き
な
輸
を
つ
く
っ
て
雨
乞
歌
を
歌
い
な

が
ら
踊
る
。
雨
乞
い
の
踊
り
が
済
ん
で
、
七
日
の
聞
に
雨
が
降
れ
ば

水
神
様
へ
は
赤
い
帯
を
奉
納
し
、
下
流
の
入
道
淵
へ
は
鏡
を
沈
め
る

習
わ
し
で
あ
っ
た
。
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禿
淵
に
続
く
椀
貸
淵
に
は
昔
お
椀
を
貸
し
た
話
が
残
っ
て
い
る
。

禿
水
神
の
氏
子
た
ち
は
、
祝
儀
な
ど
が
あ
る
と
き
入
用
の
膳
椀
の
数



を
紙
に
し
た
た
め
、
制
の
巾
へ
沈
め
て
や
る
と
、
翌
朝
そ
の
品
が
注

文
巡
り
に
作
に
揃
え
て
あ
る
。
用
事
が
済
め
ば
そ
れ
を
ま
た
も
と
の

通
り
淵
へ
返
す
。
あ
る
と
き
借
り
た
椀
を

一
つ
損
じ
て
返
さ
な
か
っ

た
た
め
に
、
そ
れ
以
来
誰
が
頼
ん
で
も
貸
し
て
く
れ
な
く
な
っ
た

(註

7
1

[
六
]
お
と
ん
ぼ
淵
(
下
伊
那
郡
下
条
村
)

北

X
地
区
の
天
竜
川
沿
い
に
お
と
ん
ぼ
淵
が
あ
る
。
昔
、
そ
の
一

橋
は
天
竜
川
の
川
原
で
あ
っ
た
。
天
竜
川
の
水
が
掴
れ
で
も
、
そ
の

淵
は
い
つ
も
満
水
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
漁
師
が
魚
釣
り
に
そ
の
淵

の
側
を
通
っ
た
と
き
、
魚
が
突
然
飛
び
上
が
り
淵
に
飛
び
込
ん
で
、

「
お
と
ん
ぼ
ょ
う
」
と
い
っ
た
と
い
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
お
と
ん
ぼ

淵
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
(
註

8
1

|
|
こ
れ
は
二
章
の
「
ィ
、
ォ
ト
ボ
ウ
淵
の
主
」
の
伝
説
と
関

係
し
よ
う
。犬

市
淵
・
五
郎
淵

(
上
伊
那
郡
宮
田
村
)

安
永
八
年
(
一
七
七
九
)
に
書
か
れ
た
『
木
の
下
蔭
』
に
よ
れ
ば
、

宮
田
村
太
田
切
黒
川
の
入
口
に
あ
る
淵
を
樋
淵
と
い
う
。
こ
の
淵
は

名
前
の
よ
う
に
細
長
い
二
O
間
ば
か
り
(
約
三
六
メ
ー
ト
ル
)
の
淵

だ
っ
た
。
そ
の
上
の
淵
は
「
さ
か
ま
き
」
と
い
っ
て
、
深
い
淵
だ
っ

〔七]

た
。
さ
ら
に
上
を
犬
市
淵
と
い
う
。
こ
れ
は
昔
百
姓
が
山
へ
の
ぼ
っ

て
帰
る
と
き
、
河
辺
を
通
っ
た
と
こ
ろ
、
思
い
も
か
け
ぬ
浅
瀬
に
大

き
な
魚
が
い
た
。
こ
れ
を
締
ま
え
た
け
れ
ど
も
手
に
持
つ
こ
と
が
で

一一え・
勺

き
な
か
っ
た
の
で
、
関
へ
蔓
を
通
し
、
背
負
っ
て
下
っ
て
来
た
が
、

後
ろ
か
ら
「
犬
市
さ
ら
ば
」
と
声
を
か
け
る
者
が
あ
っ
た
。
振
り
返
っ

て
見
た
が
人
は
い
な
か
っ
た
。
五
、
六
町
行
っ
て
、
ま
た
前
の
よ
う

に
呼
ん
だ
の
で
、
振
り
返
っ
た
が
さ
ら
に
人
影
は
な
か
っ
た
。
ま
た

行
き
過
ぎ
た
と
こ
ろ
、
川
瀬
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
後
ろ
よ
り
間
近
く

声
高
く
呼
ぶ
と
、
背
負
っ
て
き
た
魚
が
頻
り
に
跳
ね
て
、
つ
い
に
川

の
深
瀬
に
入
っ
て
し
ま
い
、
魚
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
た
め
に
こ
こ
を
犬
市
と
名
付
け
た
。
大
き
な
魚
は
ア
メ
ノ
ウ
オ
で
、

背
負
っ
た
時
、
尾
の
先
が
地
に
引
き
た
る
と
民
俗
で
言
い
伝
え
て
い

る。
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そ
の
上
に
あ
る
淵
を
五
郎
淵
と
い
う
。
五
郎
と
い
う
土
地
の
者
が

兄
弟
で
ヒ
デ
(
明
り
に
用
い
る
や
に
の
あ
る
木
)
を
取
り
に
行
き
、

こ
の
淵
に
誤
っ
て
落
ち
た
の
で
こ
の
名
が
あ
る
。
こ
の
川
は
い
た
っ

て
山
川
で
、
山
の
上
か
ら
木
を
伐
り
下
ろ
す
。
川
の
両
岸
は
岩
が
そ

ば
だ
ち
、
水
の
勢
い
が
強
く
て
渡
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
流
れ
て
い

る
う
ち
は
薪
を
滞
り
な
く
下
ろ
せ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
淵
々
に
至
っ

て
、
薪
材
木
と
も
水
に
巻
か
れ
て
流
れ
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま

た
深
淵
へ
人
が
入
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
岩
の
上
か
ら
大
木
の



伎
を
半
ば
払
っ
て
淵
の
な
か
へ
縦
に
し
て
入
れ
、
そ
の
木
に
す
が
っ

て
お
り
、
技
に
跨
が
っ
て
長
鳶
を
も
っ
て
、
木
の
逆
巻
き
を
流
し
出

す
。
甚
だ
危
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
山
家
に
住
む
者
た
ち
に

と
っ
て
は
、
常
の
技
だ
と
し
て
恐
れ
な
い
(
註

9
)
。

[八
]
あ
め
鱒
さ
ら
ば
よ

(
下
伊
那
郡
大
鹿
村
)

明
神
が
滝
の
青
い
滝
壷
の
主
は
大
き
な
ア
メ
マ
ス
だ
と
い
わ
れ
て

い
た
。
昔
こ
の
滝
壷
で
老
人
が
投
げ
網
を
打
っ
と
、
大
き
な
ア
メ
マ

ス
が
網
に
入
っ
た
。
そ
の
鱒
は
大
き
く
、
老
人
の
持
っ
て
い
る
ビ
ク

に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
仕
方
が
な
い
の
で
、
老
人
は
魚
の
エ
ラ
に
投

げ
網
の
縄
を
通
し
て
、
肩
に
背
負
っ
た
が
、
ア
メ
マ
ス
の
頭
が
老
人

の
頭
の
上
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
尾
の
先
が
地
に
つ
い
た
。

老
人
は
ア
メ
マ
ス
の
尾
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
塩
川
に
沿
う
た
峡

谷
の
険
し
い
小
道
を
、
大
ナ
ギ
の
蟹
沢
の
淵
ま
で
下
り
て
き
た
。
こ

こ
ま
で
来
る
と
背
負
っ
て
い
た
ア
メ
マ
ス
が
突
然
、
「
あ
め
鱒
、
さ

ら
ば
よ
」
と
、
淵
に
む
か
つ
て
声
を
掛
け
た
。
す
る
と
淵
の
な
か
か

ら
、
「
諏
訪
の
祭
り
に
ま
た
会
お
う
ぞ
」
と
答
え
る
声
が
し
た
。

老
人
は
び
っ
く
り
し
て
、
魚
を
そ
の
場
に
投
げ
捨
て
る
と
、
家
に

戻
っ
た
。
し
か
し
老
人
は
ア
メ
マ
ス
の
声
を
聞
い
た
瞬
間
か
ら
全
身

の
身
震
い
が
止
ま
ら
ず
、
病
み
付
い
て
間
も
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
老
人
が
捕
ら
え
た
ア
メ
マ
ス
は
明
神
が
滝
の

E
で
、
蟹
沢
の
ア

メ
マ
ス
と
は
夫
婦
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
(
註
叩
)。

q
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[
九
]
河
童
の
妙
薬

(
駒
ケ
根
市
大
久
保
)

①
大
久
保
の
中
村
家
は
、
天
竜
川
の
川
奉
行
を
勤
め
て
い
た
家
で

あ
る
。
こ
の
家
に
伝
わ
る
痛
風
の
妙
薬
は
、
そ
の
製
法
を
河
童
か

ら
教
わ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
日
、
中
村
新

L

ハ
殿
が
川

見
回
り
の
途
中
、
河
童
が
馬
の
尻
尾
に
飛
び
付
い
て
、
力

一
杯
水

中
へ
引
き
込
も
う
と
し
た
が
、
逆
に
厩
の
中
に
引
き
込
ま
れ
、
飼

葉
桶
の
な
か
に
隠
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
家
人
に
捕
ま
っ
た
。
命
乞

い
し
た
河
童
は
、
ご
思
報
じ
に
妙
薬
の
作
り
方
を
教
え
た
と
い
う
。

河
童
が
住
ん
で
い
た
淵
を
下
が
り
松
の
淵
と
呼
ぶ
(
註
日
)
。

②
上
伊
那
郡
高
遠
の
内
藤
同
僚
は
三
万
三
千
石
、
そ
の
領
分
内
の
川

を
預
か
る
川
奉
行
の
中
村
新
六
殿
は
、
中
沢
村
の
大
久
保
に
広
大

な
屋
敷
を
構
え
て
い
た
。
近
い
と
こ
ろ
を
天
竜
川
が
流
れ
て
い
て
、

そ
の
深
い
淵
の
中
に
は
河
童
(
カ
ワ
ラ
ン
ベ
)
が
棲
み
、
時
々
通

行
人
を
水
の
中
へ
引
っ
張
り
込
ん
で
、
し
ん
の
子
を
抜
く
と
い
う

評
判
で
あ
っ
た
。
こ
の
河
童
は
全
身
が
真
っ
青
で
、
長
い
頭
髪
を

は
や
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
川
奉
行
新
六
殿
の
馬
が
、
そ
の
淵
の

畔
を
通
り
掛
っ
た
と
こ
ろ
、
水
中
か
ら
河
童
が
手
を
出
し
て
、
馬

の
尻
尾
を
つ
か
み
、
力
一
杯
に
水
の
な
か
へ
引
き
込
も
う
と
し
た
。

河
童
は
水
の
中
に
い
る
時
は
非
常
に

h
の
出
る
も
の
だ
そ
う
で

あ
る
。
馬
は
び
っ
く
り
し
て
、
こ
れ
も
一
生
懸
命
に
引
っ
張
り
込

ま
れ
ま
い
と
足
を
踏
ん
張
り
、
こ
こ
に
河
童
と
馬
と
の
力
比
べ
が

画向山雅重
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始
ま
っ
た
。
や
や
暫
く
も
み
合
っ
た
末
、
河
童
の
方
が
負
け
て
、

川
か
ら
外
へ
引
き
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
急
い
で
手
を
放
そ
う

と
し
て
も
、
馬
の
尻
尾
を
あ
ま
り
固
く
手
に
ぐ
る
ぐ
る
と
巻
き
つ

け
て
い
た
た
め
に
、
早
速
放
す
こ
と
も
で
き
ず
、
も
が
い
て
い
る

聞
に
馬
は
ど
ん
ど
ん
と
駆
け
出
す
。
河
童
は
そ
の
ま
ま
ず
る
ず
る

と
引
き
ず
ら
れ
て
、
と
う
と
う
新
六
殿
の
屋
敷
の
厩
の
中
ま
で
連

れ
込
ま
れ
た
。

そ
こ
で
河
童
も
よ
う
や
く
手
を
放
し
、
水
は
な
い
か
と
探
し
て

み
る
と
、
ち
ょ
う
ど
馬
樽
の
中
に
水
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
の
で
、



早
速
そ
の
中
へ
入
っ
て
隠
れ
て
い
た
。
や
が
て
下
男
が
馬
に
ま
ぐ

さ
を
や
ろ
う
と
厩
へ
来
て
み
る
と
、
馬
槽
の
中
に
河
童
が
い
る
。

不
届
き
な
奴
だ
と
す
ぐ
捕
ま
え
て
、
主
人
の
前
に
引
き
出
し
た
。

河
童
は
両
手
を
合
わ
せ
て
拝
み
な
が
ら
、
「
命
だ
け
は
お
助
け
く

だ
さ
い
。
そ
う
し
た
ら
そ
の
御
礼
に
妙
薬
の
こ
し
ら
え
方
を
ご
伝

授
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
頼
む
の
で
、
新
六
殿
も
殺
し
て
み
た
と

こ
ろ
が
無
益
の
殺
生
だ
か
ら
と
助
け
て
や
っ
た
。
河
童
は
大
い
に

喜
び
、
新
六
殿
に
妙
薬
の
製
法
を
教
え
て
や
り
、
自
分
は
再
び
川

の
中
に
帰
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
か
・
り
し
て
、
そ
の
薬
は
家
伝
の
妙
薬
と
し
て
子
々
孫
々
ま

で
伝
わ
り
、
「
家
伝
痛
風
薬
」
と
い
う
名
で
、
今
も
盛
ん
に
売
れ

て
い
る
。
至
極
良
く
効
く
薬
だ
そ
う
で
あ
る
が
、
河
童
に
伝
授
さ

れ
た
部
屋
で
こ
し
ら
え
た
の
で
な
い
と
、
利
き
目
が
な
い
そ
う
で

あ
る
(
註
は
)
。

[
一
O
]
河
童
の
綱
引
き

(
上
伊
那
郡
辰
野
町
)

昔
伊
那
富
村
の
百
姓
が
、
あ
る
日
飼
い
馬
を
天
竜
川
の
川
端
へ
放

し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
川
の
中
か
ら
河
童
が
手
を
出
し
、
馬
の
手
綱

を
つ
か
ん
で
水
の
中
へ
引
き
込
も
う
と
し
た
。
し
か
し
な
か
な
か
馬

が
動
か
な
い
の
で
、
河
童
は
考
え
て
今
度
は
手
綱
を
自
分
の
桐
へ
ぐ

る
ぐ
る
と
巻
き
つ
け
、
h
H

一
杯
に
引
っ
張
る
。
馬
も
水
の
中
へ
引
か

れ
で
は
大
変
と
、
こ
れ
も
一
生
懸
命
に
踏
み
こ
ら
え
て
、
こ
こ
に
河

童
と
馬
と
の
綱
引
き
が
始
ま
っ
た
。

そ
の
う
ち
に
馬
が
勝
っ
て
、
河
童
は
自
ら
外
へ
引
き
出
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
馬
は
そ
の
ま
ま
家
の
方
へ
走
り
出
す
、
河
童
は
胴
へ
巻
き

つ
け
た
手
綱
を
解
く
こ
と
も
で
き
ず
、
引
き
ず
ら
れ
た
ま
ま
と
う
と

う
百
姓
家
の
表
ま
で
来
て
、
そ
こ
で
生
け
捕
り
と
な
っ
た
。

河
童
は
一仮
を
流
し
て
、
命
ば
か
り
は
助
け
て
下
さ
い
と
頼
む
の
で
、

百
姓
も
あ
わ
れ
に
思
い
、
網
を
解
い
て
川
の
中
へ
放
し
て
や
っ
た
。

そ
れ
か
・
り
し
て
毎
日
、
朝
に
な
る
と
そ
の
円
姓
家
の
前
に
沢
山
の
川

魚
が
並
べ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
河
童
が
危
な
い
命
を
助
け
て
も
ら
っ

た
御
礼
の
た
め
に
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
(
註
臼
)
。
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柴
太
兵
衛
河
童
を
捕
ま
え
る
こ
と

(
辰
野
町
羽
場
)

柴
太
兵
衛
と
い
う
信
玄
の
家
来
に
な
っ
て
い
た
者
の
屋
敷
の
下
を

天
竜
川
が
流
れ
、
大
き
な
淵
に
な
っ
て
い
た
。
六
月
の
中
旬
頃
、
こ

の
淵
で
太
兵
衛
が
丈
三
寸
の
名
馬
を
冷
や
し
て
い
る
と
、
馬
の
尻
尾

に
何
か
怪
し
い
も
の
が
つ
い
た
の
で
、
馬
が
し
き
り
に
驚
い
て
、
馬

飼
い
な
ど
を
踏
み
倒
し
、

一
目
散
に
厩
に
帰
っ
た
。
太
兵
衛
が
折
節

厩
に
行
っ
て
馬
を
見
る
と
、

一
回
、
五
-J
く
ら
い
の
者
が
厩
か
ら
駆

け
出
し
て
、
門
前
を
指
し
て
飛
ん
で
行
く
。
日
が
没
し
た
た
め
に
は
っ

き
り
と
は
見
え
な
か
っ
た
が
、
太
兵
衛
が
自
ら
追
い
掛
け
て
留
め
、

[ 

ー

-
Lー」



火
を
と
も
し
て
み
る
と
、
そ
の
者
は
猿
の
よ
う
な
絡
好
で
、
頭
が
へ

こ
ん
で
い
て
赤
い
毛
、
胴
も
手
足
も
薄
黒
く
、
骨
太
で
た
く
ま
し
く
、

爪
は
長
く
少
し
曲
が
っ
て
い
た
。
力
も
強
く
三
人
力
は
あ
っ
た
。
右

の
手
を
引
い
て
み
れ
ば
、
左
の
手
が
右
へ
出
る
。
左
右
と
も
こ
の
よ

う
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
獄
舎
に
入
れ
て
お
い
て
、
各
の
先
万
の
侍
呼
び
集
め
見
せ

た
と
こ
ろ
、
人
で
な
く
て
獣
で
あ
る
。

こ
の
獣
は
「
こ
れ
は
名
馬
な

の
で
竜
宮
へ
引
き
来
た
れ
と
い
わ
れ
た
の
で
、
こ

の
よ
う
に
し
た
」

と
言
っ
て
、
一
涙
を
流
し
て
詫
び
た
。
「
命
を
助
け
て
く
れ
た
な
ら
ば
、

柴
一
統
に
仇
を
な
す
こ
と
は
せ
ず
、
何
で
も
御
用
の
魚
を
も
っ
て
参

り
ま
す
、
自
分
は
こ
の
淵
に
長
い
間
住
む
河
童
と
い
う
獣
で
あ
る
」

と
約
束
し
た
の
で
助
け
た
。
そ
れ
か
ら
大
分
河
童
は
魚
を
淵
の
端
に

出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
注
は
)
。

漆
戸
右
門
大
蛇
を
殺
す

(
辰
野
町
)

羽
場
の
淵
か
ら
一

O
町
ば
か
り
川
下
に
同
善
淵
と
い
っ
て
、
す
さ

ま
じ
く
冷
た
く
、
水
の
上
が
青
く
、
あ
た
か
も
身
の
毛
も
よ
だ
つ
よ

う
な
淵
が
あ
っ

た
。
七
月
下
旬
に
家
来
に
鵜
を
遣
わ
せ
て
漆
戸
右
門

が
見
物
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
た
ま
た
ま
小
雨
が
降
り
、
鵜
は
一
円

に
進
ま
ず
川
岸
に
上
が
っ
た
。
家
来
た
ち
は
淵
の
巾
に
大
木
の
よ
う

な
も
の
が
見
え
る
と
一吉
う
。
鵜
遣
い
た
ち
が
陸
へ
上
が
っ
た
の
で
、

[ 

ー
'--' 

布
門
は
怪
し
く
思
っ
て
、
陸
に
は
大
き
な
焚
火
を
と
も
さ
せ
、
白
身

も
松
明
を
持
っ
て
、
鵜
綱
を
取
り
淵
の
岸
へ
鵜
を
追
い
入
れ
た
け
れ

ど
も
、
少
し
も
進
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
と
き
生
臭
い
風
が
吹
い
て
き
た
。
右
門
は
不
思
議
に
思
っ
て

Mm明
を
振
っ
て
見
る
と
、
何
と
も
知
れ
ぬ
獅
チ
の
顕
の
よ
う
な
の
に

両
目
が
日
月
の
よ
う
に
輝
き
口
を
聞
い
た
も
の
が
、
沖
の
方
か
ら
右

門
の
間
近
に
や
っ
て
来
た
の
で
、
左
の
手
に
松
明
を
振
り
立
て
、
二

尺
二
寸
の
大
脇
差
を
抜
き
、
首
を
切
っ
た
と
こ
ろ
、
日
を
聞
い
て
か

か
っ
て
き
た
の
で
、
左
の
手
に
持
っ
て
い
た
松
明
を
そ
の
口
の
中
に

突
っ
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
水
を
は
た
い
て
淵
が
鳴
動
し
て
そ
の
も
の
が

見
え
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
右
門
は
家
来
た
ち
を
述
れ
て
帰
り
、

翌
日
そ
の
淵
を
見
た
け
れ
ど
も
何
事
も
な
か
っ
た
。

三
里
ば
か
り
下

の
眼
田
河
原
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
長
さ
一

O
間
ば
か
り
の
大
蛇
が
上

が
っ
た
。
撃
の
長
さ
四
尺
、
左
右
に
六
本
の
牙
、
上
下
に
内
枚
牛
の

歯
の
ご
と
く
小
歯
あ
り
、
首
半
分
切
れ
、
松
明
の
串
を
噛
ん
で
死
ん

で
い
た
(
注
目
)
。

-36-

[
一
三
]
大
蛇
が
域

(
下
伊
那
郡
松
川
町
)

大
島
村
字
占
町
に
臨
ん
だ
要
吉
の
地
に
、
高
く
石
垣
を
築
い
て
そ

び
え
る
城
を
台
域
と
い
う
。
天
竜
川
の
水
が
械
の
櫓
の

F
に
渦
巻
い

て
、
お
の
ず
と
作
る
千
尋
の
淵
に
、
何
時
の
頃
よ
り
か
大
蛇
が
住
む



と
言
い
伝
え
ら
れ
、
城
の
名
も
大
蛇
が
城
と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
い
た
。

鶴
の
毛
ほ
ど
も
雲
も
な
い
晴
れ
た
朝
、
水
煙
が
も
う
ろ
う
と
城
の

櫓
に
立
ち
こ
め
る
こ
と
が
あ
る
。
淵
の
上
よ
り
立
ち
上
る
水
気
が
霧

の
雨
と
な
っ
て
城
に
降
り
注
ぐ
の
を
見
る
人
達
は
、
淵
の
大
蛇
の
仕

業
だ
と
い
っ
て
、
不
吉
の
前
兆
で
も
あ
る
よ
う
に
恐
れ
て
い
た
。
天

正
一

O
年
(
一
五
八
二
)
の
春
、
南
の
国
境
を
越
え
て
伊
那
に
侵
入

し
た
織
田
信
忠
の
軍
勢
は
、
嵐
が
枯
葉
を
巻
く
よ
う
に
、
行
く
先
々

の
諸
城
を
陥
れ
、
い
よ
い
よ
こ
の
大
蛇
が
城
を
包
囲
し
た
。
数
多
き

戦
場
の
名
誉
を
誇
っ
た
武
田
菱
の
旗
指
し
物
も
、
今
日
は
孤
城
の
上

に
や
が
て
来
た
る
べ
き
落
城
の
日
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ
た
。

O
A
V
 

敵
が
山
の
上
よ
り
射
か
け
る
火
箭
に
、
城
の
そ
こ
か
し
こ
か
ら
火

の
手
が
上
が
っ
た
。
す
る
と
不
思
議
に
も
淵
の
水
が
渦
巻
き
と
な
っ

て
上
が
り
、
木
の
底
か
ら
大
蛇
の
盗
が
現
わ
れ
た
と
思
・
っ
と
、
に
わ

か
に
淵
の
水
が
雨
と
な
っ
て
、
た
ち
ま
ち
に
械
の
火
を
消
し
た
。
幾

度
城
に
火
を
か
け
て
も
、
そ
の
都
度
大
蛇
に
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、

織
田
勢
は
城
を
洛
す
に
は
淵
の
大
蛇
を
殺
す
よ
り
外
は
な
い
と
、
射

手
を
揃
え
て
隙
間
も
な
く
淵
を
射
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
淵
の
面
に

大
波
が
狂
い
起
っ
て
、
天
地
晦
膜
の
大
雷
雨
、
や
が
て
雨
の
や
ん
だ

天
竜
川
の
水
を
真
っ
赤
に
染
め
て
、
射
殺
さ
れ
た
大
蛇
は
淵
の
底
深

く
沈
ん
で
い
っ
た
。

成
は
間
も
無
く
敵
に
焼
か
れ
て
煙
の
う
ち
に
落
城
し
た
。
今
で
も

域
跡
の
畑
を
掘
り
起
こ
す
と
、
真
っ
黒
い
焼
き
米
が
出
て
く
る
そ
う

で
あ
る
。

ま
た
一
説
に
、
城
兵
は
淵
の
大
蛇
が
城
に
む
か
つ
て
吐
く
、
水
煙

の
不
吉
を
忌
ん
で
、
こ
れ
を
射
殺
し
た
。
不
思
議
の
守
護
を
失
っ
た

城
は
、
間
も
な
く
敵
に
攻
め
落
さ
れ
た
と
も
言

っ
て
い
る
(
註
凶
)
。

[
一
四
]
鰐
が
淵

(
下
伊
那
郡
泰
阜
村
)

泰
阜
村
明
島
の
鰐
が
淵
に
は
昔
大
き
な
蛇
が
住
ん
で
い
た
。
そ
の

頃
そ
の
村
に
母
と
娘
の
二
人
暮
し
の
家
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
年
ご
ろ

の
美
し
い
娘
で
あ
っ
た
。
そ
の
娘
の
元
へ
夜
な
夜
な
通
っ
て
く
る
、

見
慣
れ
ぬ
奇
麗
な
男
が
あ
っ
た
。
口
が
暮
れ
る
と
何
処
と
も
な
く
忍

ん
で
き
て
、
明
け
方
に
な
る
と
ど
こ
か
へ
帰
っ
て
い
く
。
娘
が
男
に

家
を
尋
ね
て
も
、
「
そ
れ
ば
か
り
は
聞
い
て
く
れ
る
な
」
と
答
え
た
。

不
思
議
に
思
っ
た
母
親
は
、
あ
る
夜
ひ
そ
か
に
糸
と
針
を
周
忌
し

て
男
の
帰
り
の
頃
を
は
か
り
、
そ
っ
と
そ
の
快
に
針
を
差
し
て
お
い

た
。
そ
の
翌
朝
、
母
の
手
元
に
残
る
糸
を
た
と
っ
て
尋
ね
て
い
く
と
、

糸
は
ま
さ
し
く
鰐
が
淵
の
中
へ
引
い
て
い
る
。
そ
れ
で
初
め
て
毎
夜

忍
ん
で
く
る
美
し
い
男
は
、
こ
の
淵
の
主
の
化
身
と
い
う
こ
と
が
知

れ
た
。
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淵
の
中
で
は
親
蛇
が
rr蛇
に
諭
す
話
し
声
が
聞
こ
え
る
。
「
親
の

い
さ
め
を
破
っ
て
忍
び
歩
い
た
潤
で
、
お
前
も
も
う
長
い
生
命
は
あ



る
ま
い
。
針
の
議
は
何
よ
り
も
恐
ろ
し
い
、
聞
も
無
く
お
前
は
死
な

ね
ば
な
る
ま
い
」
と
い
っ
て
嘆
く
。
す
る
と
子
蛇
の
声
で
、
「
た
と

え
自
分
は
こ
の
ま
ま
死
ん
で
も
、
自
分
の
胤
は
践
し
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
に
嘆
く
こ
と
も
あ
る
ま
い
」
と
い
う
。

や
が
て
娘
は
月
満
ち
て
お
産
を
し
た
。
生
れ
た
の
は
蛇
の
子
ば
か

り
で
、
そ
れ
が
た
ら
い
に
七
杯
半
も
あ
っ

た
。

こ
の
淵
に
は
椀
貸
し
の
伝
説
も
あ
る
と
い
う
(
註
げ
)
。

竜
の
住
む
淵

(
愛
知
県
富
山
村
)

河
内
の
氏
神
で
あ
る
諏
訪
社
の
社
殿
は
、
元
集
洛
の
外
れ
、
村
人

た
ち
が
「
池
の
河
原
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い

る
。
池
の
河
原
は
天
竜
川
の
河
原
の
一
部
で
、
社
殿
の
下
に
は
大
き

な
淵
が
あ
り
、
淵
に
は
諏
訪
明
神
の
化
身
の
竜
が
棲
ん
で
い
た
と
伝

[
一
五
]

え
ら
れ
た
。

多
田
氏
の
初
住
地

・
曽
川
の
お
池
大
明
神
を
祭
っ
た
社
殿
の
下
に

も
、
新
豊
岡
似
ダ
ム
に
よ

っ
て
、
そ
の
地
が
没
す
る
ま
で
は
深
い
淵
が

あ
り
、
淵
に
は
竜
が
棲
ん
で
い
る
と
伝
え
ら
え
て
い
た
(
註
凶
)
。

ご

六
]

日
露
戦
争
に
怠
加
し
た
甲
賀
三
郎

(
下
伊
那
郡
南
信
濃
村
)

諏
訪
社
の
祭
神
は
民
間
の
伝
承
で
は
、
甲
賀
三
郎
と
呼
ぶ
大
蛇
と

さ
れ
る
。
諏
訪
明
神
は
武
勇
の
神
だ
っ
た
の
で
、
日
露
戦
争
に
は
諏

訪
明
神
の
甲
賀
三
郎
が
蛇
体
の
ま
ま
幾
度
か
従
軍
し
て
い
る
と
い
わ

れ
た
。
ま
ず
諏
訪
湖
を
出
て
天
竜
川
を
下
り
、
太
平
洋
か
ら
日
本
海

に
抜
け
戦
列
に
加
わ
っ
た
。
そ
の
つ
ど
大
蛇
が
巨
体
を
く
ね
ら
せ
て

天
竜
川
を
荒
れ
下
る
た
め
、
沿
岸
の
田
畑
は
洪
ぷ
に
よ
る
水
害
を
幾

度
か
こ
う
む
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
今
度
の
太
平
洋
戦
争
で
は
、
ど

う
し
た
わ
け
か
明
神
様
の
出
征
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
た
め
に
敗
戦
に

終
わ
っ
た
と
遠
山
谷
で
は
噂
さ
れ
て
い
る
(
註
凶
)
。

ご

七
]
和
仁
が
淵
か
ら
出
た
観
音
機

(
飯
田
市
時
文
)

竜
丘
村
時
又
の
長
石
寺
に
あ
る
観
音
僚
は
、
行
基
菩
薩
の
作
だ
と

い
わ
れ
て
い
る
。
昔
泥
棒
が
そ
れ
を
盗
み
出
し
て
、
抱
え
て
逃
げ
よ

う
と
す
る
と
、
そ
の
小
さ
な
お
像
が
に
わ
か
に
重
く
な
っ
て
動
け
な

い
。
お
寺
の
方
へ
向
く
と
軽
く
な
り
、
そ
の
反
対
の
方
へ
向
く
と
重

く
な
る
。
泥
俸
も
さ
す
が
に
恐
ろ
し
く
な
っ
た
と
見
え
、
そ
れ
を
天

竜
川
へ
転
が
し
込
ん
で
置
い
て
逃
げ
去
っ
た
。

そ
の
頃
、
下
流
に
あ
る
泰
阜
村
の
明
島
に
、
某
と
い
っ
て
極
め
て

信
心
深
い
人
が
あ
っ
た
。
あ
る
夜
お
観
音
様
が
夢
枕
に
立
ち
、
「
和

仁
が
淵
の
底
に
沈
ん
で
い
る
わ
し
を
救
っ
て
く
れ
」
と
い
う
。
そ
の

人
は
不
思
議
に
思
い
、
翌
朝
急
い
で
和
仁
が
淵
へ
行
っ
て
み
る
と
、

水
の
底
か
ら
ち
か
ち
か
と
御
光
が
さ
し
て
い
る
。

早
速
引
き
あ
げ
て
見
る
と
世
に
も
有
難
い
観
音
菩
薩
で
あ
っ
た
か

no 



ら
、
す
ぐ
に
長
石
寺
へ
お
返
し
申
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
そ
の

家
で
は
家
普
請
が
始
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
水
の
中
か
ら
お
観
音

様
を
お
助
け
申
し
た
夜
、
不
思
議
に
も
ど
こ
か
ら
か
沢
山
の
材
木
が

庭
い
っ
ぱ
い
に
運
ん
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
に
は
鳶
口
の
跡
な
ど

が
一
面
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
は
長
石
寺
の
お
観
音
様
が
、
御
礼
の
た

め
に
運
ん
で
き
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
家
で
は
大
変
に

喜
び
、
そ
の
材
木
を
使
っ
て
家
を
建
て
た
。
そ
れ
で
今
で
も
そ
の
家

の
柱
や
梁
に
は
鳶
口
の
跡
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る

(
註
却
)
。

こ
の
よ
う
に
天
竜
川
の
淵
は
実
に
様
々
な
伝
説
に
彩
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
伝
説
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

註
『下
久
竪
村
誌
』
七
九
六
頁
(
下
久
堅
村
誌
刊
行
会

・
一
九
七
三
)

2 

岩
崎
清
美
『
伊
那
の
伝
説
』一

八

一
頁
(
歴
史
図
書
社

・
一
九
七
九
)

3 

同
右

一
八
二
頁

4 

『
下
久
堅
村
誌
』
八

一
七
頁

同
右
七
九
八
頁

5 6 

同
右

一
八
五
頁

7 

同
右

一二
八
頁

8 

『下
条
村
誌
』一

四
O
七
頁
(
下
条
村
誌
刊
行
会

・
一
九
七
七
)

9 

『木
の
下
蔭
』
巻
之
下
(
『
蕗
原
拾
葉
』
第
九
絹
、

『蕗
原
袷
葉
』
中

巻
三
O
O頁
・
名
著
出
版

・
一
九
七
五
)

10 

総
山
義
雄

『山
国
の
神
と
人
』
一
二
六
貞
(
未
来
社

・
一
九
六
一
)

『
長
野
県
上
伊
那
郡
誌
』
第
五
巻
民
俗
上

一
四
三
五
頁
(
上
伊
那
誌

刊
行
会

・
一
九
八
O
)

『伊
那
の
伝
説
』
五
七
頁

11 12 13 

同
右
五
九
頁

14 

(
『蕗
原
拾
葉
』
上
巻

一
四

一
頁

・
名
著
出

版
・
一
九
七
五
)
、
こ
の

『小
平
物
語
』
は
小
平
向
右
衛
門
が
貞
享
三

年
(
一
六
八
六
)
、
八
三
才
の
時
に
天
文
以
来
の

一
族
の
動
静
を
書
い

た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は

『熊
谷
家
伝
記
」
に
も
よ
く
似
て

『小
平
物
語
』
第
三
卜

一

い
る
貧
困
物
で
あ
る
。

15 

同
右

16 

『伊
那
の
伝
説
』
一
一

O
頁

17 

同
右

一
七
三
頁

18 

山
崎

一
司
『
失
わ
れ
た
祭
り
』

一
五
四
頁
(
富
山
村
教
育
委
員
会

・

一
九
九

一
)

19 

総
山
義
雄

『山
国
の
神
と
人
』
-
二
-
二
頁

20 

『伊
加
の
伝
説
』
一
六
一
頁


