
タ
タ
ラ
場
が
あ
っ
た
更
な
る
痕
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上
赤
工
の
畑
ヶ
中
に
あ
る
「古
歌
」の
扁
額
と
赤
沢
の
星
の
宮
神
社
に 

あ
る
妻
沢
の
人
達
が
奉
納
し
た
鍛
冶
の
場
面
が
描
か
れ
た
巨
大
な 

 
 
 

 
 
 

 
 

絵
馬
と
は
こ
の
地
に
タ
タ
ラ
場
が
存
在
し
た
確
実
な
証
拠
で
あ
る 

 前
々
号
で
、
私
は
「赤
工
」「
金
山
」「聖
天
淵
」と
い
う
地
名
と
、
「金
山
」の
地
に
あ
る
叶
神
社
と
そ
の
神
社
に
祀
っ
て
あ
る
鉄
製
と
木
造
の
二
体
の
歓
喜

天
の
像
か
ら
、
こ
の
「
金
山
」
と
い
う
場
所
に
、
か
つ
て
タ
タ
ラ
場
が
あ
り
、
製
鉄
に
携
わ
る
人
達
が
集
団
で
生
活
し
て
い
た
場
所
で
あ
る
と
推
定
し
た
が
、

そ
の
後
、
そ
の
こ
と
を
更
に
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
新
た
な
資
料
を
発
見
し
た
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
前
々
号
の
記
事
を
書
い

た
時
に
、
す
で
に
知
っ
て
い
た
事
柄
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
今
回
の
紹
介
に
相
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
上
赤
工
に
あ
る
小
さ
な
祠
の
石
の
地
蔵
の
後
ろ
に
あ
る
板
の
扁
額
に
墨
で
綴
ら
れ
て
い
た
「
古
歌
」と
題
さ
れ
た
「朝
日
は
や
く 

夕
日
を
う
け

る
鹿
ノ
ヶ
入 

大
判
小
判
で
千
万
両
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
の
原
型
は
、
「
朝
日
さ
す 

夕
日
輝
く
」
＋ 

「
地
名
」と
い
う
和
歌
の
形
で
、
古
代

か
ら
金
属
の
採
掘
や
加
工
に
あ
た
っ
た
技
術
者
が
、
鉱
山
や
金
属
製
錬
の
場
所
を
示
す
た
め
に
記
し
た
、
暗
号
の
よ
う
な
符
丁
の
言
葉
で
あ
っ
た
。 

や
は
り
、
こ
の
「
古
歌
」
の
原
型
は
、
『
人
間
郡
史
』
に
よ
る
と
「
朝
日
さ
す
夕
陽
輝
く
か
の
が
へ
の 

よ
つ
ど
め
の
木
に
黄
金
千
枚
」
と
い
う
和
歌
で
、
元
は
明

治
５
、
６
年
頃
に
焼
失
し
た
上
赤
工
の
畑
ケ
中
に
あ
っ
た
東
演
寺
の
地
蔵
堂
の
扉
に
刻
ま
れ
て
い
た
和
歌
で
あ
っ
た
と
言
う
。 

こ
の
和
歌
を
、
地
元
の
古
老
が
、
焼
失
後
か
な
り
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
思
い
出
し
て
、
自
己
の
記
憶
を
頼
り
に
「
こ
の
地
蔵
さ
ま
に
は
こ
ん
な
歌
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
世
の
中
か
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
」
と
、
額
に
書
い
て
奉
納
し
た
と
の
こ
と
だ
が
、
記
憶
が
曖
味
で
あ
っ
た
た
め
に
、
額
に
刻
ま

れ
た
「
古
歌
」
は
、
元
の
和
歌
と
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
地
蔵
も
ま
た
、
こ
の
地
蔵
で
は
な
か
っ
た
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
（飯
能
市
原
市
場
在
住
の
郷
土
史
家
、
故
・西
村
一
男
氏
の
『ふ
る
さ
と
漫
録
』に
よ
る
。
） 

 

古
歌
の
綴
り
で
は
、
「
か
の
が
へ
」
が
「
鹿
ノ
ケ
入
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
私
の
解
釈
で
は
「
へ
」
は
「
戸
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
か
の
が
へ
」
は
「
金
山
」
に
あ



る
神
社
を
「
叶
（
か
の
う
）
神
社
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
「金
山
」
が
訛
っ
た
「
叶
（
か
の
）
ケ
戸
（
へ
）
」
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
金
山
の
集
落
の
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
和
歌
が
扉
に
刻
ま
れ
て
あ
っ
た
と
い
う
地
蔵
堂
の
名
栗
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
、
丁
度
「
金
山
」
と
い
う
地
名
を
持
つ
集
落
が
あ
り
、

「
古
歌
」
に
お
い
て
は
「
戸
」
の
訓
読
み
の
「
へ
」
を
「
入
」
と
多
分
間
違
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
元
の
地
蔵
堂
は
、
ま
さ
に
「
金
山
」
の
集
落
の
入
り
口
の
所
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「金
山
」の
地
の
あ
る
場
所
は
、
四
方
を
山
で
囲
ま
れ
て
い
る
が
、
丁
度
東
と
西
に
位
置
す
る
場
所
が
鞍
部
に
な
っ
て
お
り
、
「古
歌
」

の
ご
と
く
「
朝
日
」
が
「
早
く
」
射
し
「
夕
日
」
を
遅
く
ま
で
「
う
け
る
」
場
所
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
朝
日
さ
す 

夕
陽
輝
く
」
と
い
う
意
味
に
ぴ
っ
た
り
と
符
号

す
る
場
所
な
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
「よ
つ
ど
め
の
木
」と
は
、
日
の
当
た
る
山
林
や
崖
縁
に
自
生
す
る
落
葉
灌
木
の
「ガ
マ
ズ
ミ
」の
木
の
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
「
ガ
マ
ズ
ミ
」
の
木
は
、
古
来
よ
り
、
幹
や
枝
は
折
れ
に
く
い
た
め
に
、
鍛
冶
屋
や
石
工
の
使
う
玄
翁
＝
鉄
製
の
大
き
な
鎚
の
柄
等
に
用
い
ら
れ
て
来
た

の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「黄
金
千
枚
」を
生
み
出
す
道
具
の
材
料
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
古
歌
の
「千
万
両
」の
「
両
」
は
江
戸
時
代
の
お
金
の
単
位
で
あ
り
、
本
歌

の
「黄
金
千
枚
」の
方
が
、
そ
れ
よ
り
古
い
時
代
を
意
味
し
、
こ
こ
に
タ
タ
ラ
場
が
あ
っ
た
時
代
を
正
確
に
表
し
て
い
る
。 

 

こ
の
「古
歌
」の
記
さ
れ
た
扁
額
も
ま
た
、
か
つ
て
、
こ
の
「金
山
」の
地
に
、
タ
タ
ラ
場
が
あ
り
、
当
時
の
こ
の
近
辺
に
住
ん
で
い
た
関
東
武
士
団
の
武
具
を

製
作
す
る
た
め
に
、
盛
ん
に
製
鉄
や
精
錬
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
確
実
に
物
語
っ
て
い
る
、
確
か
な
証
拠
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
出
来
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「赤
工
」
や
「金
山
」や
「聖
天
淵
」と
い
っ
た
地
名
と
、
鉄
と
木
造
の
歓
喜
天
の
像
の
存
在
に
、
タ
タ
ラ
場
が
あ
っ
た
と
い
う
確
か
な
意
味

を
言
葉
と
し
て
示
す
存
在
と
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
の
こ
と
を
更
に
裏
付
け
る
事
実
と
し
て
、
こ
の
「金
山
」の
地
か
ら
入
間
（名
栗
）川
沿
い
に
ニ
キ
ロ
程
遡
っ
た
所
に
あ
る
「赤
沢
」と
い
う
集
落
の
星
官
に

奉
納
さ
れ
て
い
る
絵
馬
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。
こ
の
絵
馬
に
は
、
緋
の
袴
を
は
き
長
い
黒
髪
を
振
り
乱
し
て
大
鎚
を
振
り
下
ろ
そ
う
と
す
る
女
性
と
、
烏

帽
子
を
被
り
片
手
で
金
鋏
で
刀
身
を
挟
み
、
も
う
一
方
の
片
手
で
そ
の
刀
身
を
鍛
え
よ
う
と
小
鎚
を
振
り
上
げ
る
男
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
男
性
の
片
方
の
眼
は
潰
れ
て
い
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
男
性
と
女
性
は
、
鍛
冶
の
神
の
金
山
彦
と
金
山
姫
の
こ
と
を
描
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
金
山
彦
の
神
の
別
名
は
、
『日
本
書
紀
』に
出
て
く
る
「天
目
一
箇
（ア
メ
ノ
マ
ヒ
ト
ツ
）神
」で
、
ま
さ
に
一
つ
目
で
あ
り
、
鍛
冶
に
携
わ
る
職
人
は
製

鉄
の
過
程
で
火
を
見
詰
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
否
応
な
し
に
目
を
痛
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

そ
の
こ
と
は
、
神
楽
に
出
て
く
る
「ヒ
ョ
ト
コ
（火
男
）に
共
通
の
こ
と
で
あ
り
、
「ヒ
ョ
ト
コ
」は
片
目
が
潰
れ
て
口
を
尖
ら
し
て
お
り
、
そ
れ
と
対
の
「オ
カ
メ
」



の
カ
メ
は
溶
鉱
炉
を
意
味
す
る
甕
の
こ
と
で
、
「オ
カ
メ
」は
「オ
タ
フ
ク
」と
も
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「ヒ
ョ
ト
コ
」が
口
を
尖
ら
し
て
い
る
の
が
溶
鉱
炉
に

風
を
送
り
込
ん
で
い
る
姿
を
表
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「フ
ク
」が
風
を
吹
く
（送
る
）フ
イ
ゴ
＝
タ
タ
ラ
を
意
味
し
て
お
り
、
ま
さ
に
「ヒ
ョ
ト
コ
」と

「オ
カ
メ
（
オ
タ
フ
ク
）」と
は
、
鍛
冶
の
神
の
金
山
彦
と
金
山
姫
の
こ
と
を
戯
画
化
し
て
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
一
般
的
に
は
、
タ
タ
ラ
場
は
女
人

禁
制
と
な
っ
て
い
る
が
、
女
性
を
排
除
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
支
配
の
論
理
と
し
て
男
尊
女
卑
を
原
則
に
し
た
儒
教
と
い
う
も
の

を
価
値
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
元
々
は
絵
馬
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
神
楽
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
男
女
が
共
々
、 

一
緒

に
労
働
に
勤
し
む
姿
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。 

 

星
宮
神
社
は
明
治
に
な
っ
て
天
皇
制
を
強
化
す
る
た
め
に
起
こ
っ
た
廃
仏
毀
釈
の
運
動
の
時
期
迄
は
、
妙
見
大
菩
薩
を
祀
っ
た
妙
見
寺
と
い
う
お
寺
で

あ
っ
た
の
だ
が
、
妙
見
と
は
北
極
星
の
こ
と
で
あ
り
、
鉱
山
や
精
錬
に
関
わ
り
の
深
い
修
験
道
の
山
伏
が
信
仰
す
る
神
仏
混
清
の
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
星
宮

神
社
の
絵
馬
は
そ
の
描
か
れ
た
内
容
か
ら
見
て
、
ま
さ
に
こ
の
「赤
沢
」＝ 

「金
山
」周
辺
に
タ
タ
ラ
場
が
あ
り
、
そ
こ
で
盛
ん
に
製
鉄
が
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
事
実
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。  

 

（戸
谷
）  


