
　
つ
い
ふ
た
昔
ま
え
ま
で
、
臼
杵
が
フ
グ
で
知
ら

れ
た
ま
ち
に
な
ろ
う
と
は
誰
も
考
え
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
昔

か
ら
努
力
し
て
こ
ら
れ
た
方
に
失
礼
に
あ
た
る
が
、

フ
グ
（
ま
た
は
フ
ク
）
は
下
関
や
博
多
の
名
物
で

は
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
臼
杵
の
名
物
で
は
な

か
っ
た
。
現
在
フ
グ
料
理
屋
が
集
中
し
て
い
る
掛

町
や
横
町
、
唐
人
町
の
あ
た
り
は
昔
な
が
ら
の
町

家
と
仕
舞
屋
が
混
在
し
た
景
色
の
通
り
が
普
通
だ

っ
た
。
古
来
よ
り
町
八
町
と
い
わ
れ
る
8
つ
の
町

か
ら
成
る
城
下
町
の
芯
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
今
や

豊
後
水
道
の
海
の
幸
の
拠
点
、
北
部
九
州
で
は
押

し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
フ
グ
料
理
の
メ
ッ
カ
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
料
理
人
の
工
夫
と
伝
統
料
理
に
似

合
っ
た
下
町
の
風
情
が
食
い
倒
れ
風
の
食
欲
を
か

き
立
て
る
魅
力
的
な
ま
ち
に
育
っ
た
の
だ
。
ま
ち

は
変
わ
る
も
の
だ
と
実
感
す
る
。

　
臼
杵
で
も
う
ひ
と
つ
劇
的
に
変
わ
っ
た
も

の
と
し
て
か
つ
て
の
ア
ー
ケ
ー
ド
街
の
変
貌

が
あ
る
。
か
つ
て
最
も
栄
え
た
目
抜
き
の
中

央
通
り
商
店
街
に
は
、
当
時
の
繁
栄
の
象
徴

で
あ
っ
た
ア
ー
ケ
ー
ド
が
か
か
っ
て
い
た
。

そ
の
名
も
「
シ
ル
バ
ー
ロ
ー
ド
」
。
そ
れ
が
、

長
年
の
う
ち
に
昼
な
お
暗
き
シ
ャ
ッ
タ
ー
街

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ル
バ
ー

ロ
ー
ド
と
い
う
名
前
が
笑
え
な
い
シ
ャ
レ
の

よ
う
に
響
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
私
自
身
こ
の
シ
ル
バ
ー
ロ
ー
ド
の
将
来
計
画
を
依

頼
さ
れ
、
地
元
商
店
街
の
声
を
聞
き
つ
つ
ア
ー
ケ
ー

ド
撤
去
を
提
案
し
た
の
は
1
9
9
6
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
も
ア
ー
ケ
ー
ド
は
残
さ
れ
て
き
た
。

臼
杵
保
存
修
景
研
究
会
や
そ
の
後
身
で
あ
る
臼
杵
の

美
し
い
町
並
み
を
守
る
会
（
現
臼
杵
の
歴
史
景
観
を

守
る
会
）
な
ど
、
早
く
も
1
9
7
0
年
代
か
ら
町
並

み
保
存
運
動
が
お
こ
っ
た
臼
杵
の
ま
ち
に
あ
っ
て
、

も
っ
と
も
動
き
が
鈍
か
っ
た
の
が
こ
の
商
店
街
だ
っ

た
。
ア
ー
ケ
ー
ド
の
撤
去
が
実
現
し
た
の
は
、
や
っ

と
2
0
0
2
年
で
あ
る
。
今
で
は
舗
装
も
石
畳
に
変

わ
り
、
シ
ル
バ
ー
ロ
ー
ド
は
八
町
大
路
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
通
り
沿
い
の
商
店
の
歴
史
的
な
風

情
へ
の
改
修
も
半
数
を
超
え
て
い
る
。

　
近
年
の
変
貌
は
す
ば
ら
し
い
が
、
こ
こ
ま
で
く
る

の
に
ず
い
ぶ
ん
と
時
間
が
か
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ

る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
傍
目
か
ら
見
て
い
て
も
そ
こ

に
は
い
く
つ
も
の
原
因
が
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、

か
つ
て
ア
ー
ケ
ー
ド
を
設
置
し
た
と
き
は
個
店
が
資

金
を
出
し
合
い
、
渋
る
仲
間
を
説
得
し
て
よ
う
や
く

完
成
に
こ
ぎ
着
け
た
と
い
う
。
1
9
7
0
年
代
半
ば

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
商
店
街
の
勢
い
と
団
結

の
象
徴
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
今
度
は
逆
の
立
場
で

撤
去
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
の
説
得
と
い
う
の
は

容
易
で
は
な
い
。
過
去
の
行
き
が
か
り
も
あ
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
商
業
環
境
が
激
変
し
て
し
ま
い
、

後
継
者
難
や
事
業
戦
略
の
違
い
な
ど
個
々
の
商
店

が
一
枚
岩
に
な
れ
な
い
と
い
う
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
た

事
情
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
困
難
を
乗
り
越
え
て
中
央

通
り
商
店
街
は
歴
史
的
町
並
み
と
出
会
う
ま
ち
と

し
て
再
生
さ
れ
た
。
私
に
は
か
つ
て
苦
労
さ
れ
た

商
店
街
の
方
々
の
顔
が
浮
か
ん
で
く
る
。
ア
ー
ケ

ー
ド
が
あ
っ
た
頃
は
古
い
町
家
を
恥
ず
か
し
い
も

の
を
隠
す
よ
う
に
パ
ラ
ペ
ッ
ト
（
店
舗
上
部
の
飾

り
壁
）
で
覆
い
、
一
見
近
代
的
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

ス
ト
リ
ー
ト
を
演
出
し
よ
う
と
工
夫
を
凝
ら
し
て

い
た
の
だ
が
、
発
想
を
逆
転
さ
せ
重
厚
な
塗
り
屋

造
り
の
店
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
、
店
の
品
格
ま
で

逆
に
高
ま
っ
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

ち
ら
の
見
る
目
も
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
し

く
劇
的
な
変
貌
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
二
王
座
の
武
家
屋
敷
の
風
景
な
ど
昔

か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
景
色
も
あ
る
。
い
や
、
電

線
の
地
下
埋
設
や
石
畳
の
敷
設
に
よ
っ
て
か
つ
て

よ
り
趣
の
あ
る
通
り
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
数

多
い
。
大
き
な
寺
院
建
築
や
武
家
住
宅
な
ど
で
、

空
き
家
に
な
っ
た
り
建
て
替
え
ら
れ
そ
う
に
な
っ

た
も
の
を
住
民
運
動
の
盛
り
上
が
り
か
ら
市
が
取

得
し
、
見
学
施
設
や
案
内
所
、
休
憩
所
な
ど
の
公

共
的
な
施
設
に
転
用
し
て
街
路
風
景
の
保
存
を
は

か
っ
て
い
る
事
例
も
、
旧
臼
杵
図
書
館
（
現
臼
杵

民
俗
資
料
館
）
や
武
家
屋
敷
丸
毛
家
、
旧
臼
杵
藩

主
稲
葉
家
下
屋
敷
、
新
光
寺
（
現
無
料
休
憩
場
）

な
ど
、
十
件
を
く
だ
ら
な
い
。
ま
た
自
主
的
に
保

存
の
た
め
に
民
間
に
買
収
さ
れ
た
り
、
改
装
さ
れ

た
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　
変
わ
ら
ぬ
建
物
の
風
景
と
は
、
変
化
の
な
い
眠

っ
て
い
る
風
景
で
は
な
い
。
変
わ
ら
な
い
こ
と
の
た

め
に
努
力
し
続
け
て
い
る
風
景
な
の
だ
。
そ
し
て
そ

れ
は
ま
た
、
外
観
を
変
え
な
い
よ
う
に
し
つ
つ
内
部

に
新
し
い
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
導
入
し
、
建
物
の
魅

力
の
再
生
を
は
か
る
と
い
う
創
造
的
な
作
業
を
各
所

で
実
験
し
て
い
る
風
景
で
も
あ
る
。

　
じ
つ
は
こ
う
し
た
変
わ
ら
な
い
こ
と
の
た
め
の
努

力
の
「
遺
伝
子
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
さ
ら
に

高
度
成
長
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

海
に
面
し
た
臼
杵
城
の
足
許
を
埋
め
立
て
て
セ
メ
ン

ト
工
場
が
進
出
し
て
こ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
反
対
し

て
争
っ
た
い
わ
ゆ
る
臼
杵
セ
メ
ン
ト
事
件
で
あ
る
。

こ
の
運
動
は
裁
判
闘
争
に
発
展
し
、
1
9
7
1
年
7

月
に
大
分
地
裁
で
環
境
保
全
重
視
の
判
決
を
引
き
出

し
、
工
場
進
出
を
断
念
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。
臼

杵
の
ま
ち
の
目
の
前
に
拡
が
る
海
原
は
昔
と
変
わ
ら

ぬ
光
景
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
こ
の
風

景
を
守
る
た
め
の
激
し
い
戦
い
が
あ
っ
た
の
だ
。
変

わ
ら
な
い
こ
と
は
変
わ
る
こ
と
以
上
に
大
変
な
努
力

を
要
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
運
動
の
事

務
局
長
と
し
て
先
頭
に
立
っ
て
い
た
の
が
現
臼
杵
市

長
の
後
藤
國
利
氏
だ
っ
た
。

　
ま
た
、
臼
杵
に
は
現
在
で
も
臼
杵
の
歴
史
景
観
を

守
る
会
や
臼
杵
デ
ザ
イ
ン
会
議
と
い
う
名
前
の
ま
ち

づ
く
り
団
体
が
熱
心
に
活
動
し
て
い
る
。
変
わ
る
努

力
も
変
わ
ら
な
い
努
力
も
地
域
デ
ザ
イ
ン
の
あ
ら
わ

れ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
町
並
み
を

支
え
て
い
る
の
は
、
臼
杵
人
の
故
郷
を
愛
す
る
気
持

ち
に
他
な
ら
な
い
。
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