
凡ぼ
ん 

事じ 

徹て
っ 

底て
い

　

し
も
つ
け
風
土
記
の
丘
資
料
館
の
四
〜
六

月
期
は
、「
天
平
の
花
ま
つ
り
」
の
来
訪
者
の

ほ
か
、
毎
年
五
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
児
童
が
県

内
各
地
か
ら
見
学
に
訪
れ
て
く
れ
ま
す
。
六

年
生
に
な
る
と
社
会
科
で
「
日
本
の
歩
み
」

と
し
て
歴
史
の
勉
強
を
始
め
ま
す
。

　

資
料
館
に
来
て
く
れ
る
こ
の
時
期
は
、
古

墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
歴
史
に

つ
い
て
学
ん
で
い
る
頃
で
、
資
料
館
周
辺
に

保
存
・
整
備
さ
れ
て
い
る
実
物
の
古
墳
や
国

分
寺
跡
な
ど
の
史
跡
に
触
れ
、
栃
木
県
に
も

こ
ん
な
に
す
ご
い
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
理
解

し
体
験
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
市
の
施
設
と
し
て
再
出
発
し

た
こ
と
を
機
に
、
解
説
の
た
め
改
め
て
六
年

生
の
教
科
書
に
目
を
通
し
た
と
こ
ろ
、「
十
七

条
憲
法
」
に
目
が
留
ま
り
ま
し
た
。
読
者
の

皆
さ
ん
も「
第
一
条
の
和
を
以
て
貴と

う
とし

と
せ
よ
、

第
二
条
の
篤あ
つ

く
三さ
ん
ぼ
う宝
（
仏
・
法
・
僧
）
を
敬う
や
まえ
」

は
ご
存
じ
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
約
三
〇
年

ぶ
り
に
全
文
を
読
み
直
し
た
と
こ
ろ
、
い
か

に
も
律
令
国
家
と
し
て
の
規
範
を
構
築
し
て

い
く
飛
鳥
時
代
の
役
人
に
向
け
た
規
律
で

あ
っ
た
こ
と
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

第
四
条
「
官
僚
・
官
吏
は
庶
民
の
模
範
と

な
る
よ
う
に
日
頃
よ
り
礼
の
精
神
を
持
ち
な

さ
い
。」

　

第
五
条
「
官
僚
・
官
吏
は
饗き

ょ
う
お
う応

や
賄わ
い
ろ賂

な

ど
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
訴そ
し
ょ
う訟

な
ど
を
厳

正
に
審
査
し
な
さ
い
。」

　

第
六
条
「
悪
を
懲こ

ら
し
め
て
善
を
勧
め
る

の
は
古
く
か
ら
良
い
こ
と
で
あ
る
。」

　

第
七
条
「
人
に
は
各
々
の
任
務
が
あ
る
。

そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
職
務
を
忠
実
に
履
行
し
、

権
限
を
乱
用
し
て
は
な
ら
な
い
。」

　

第
八
条
「
官
吏
た
ち
は
早
く
か
ら
出
仕
し
、

夕
方
遅
く
な
っ
て
か
ら
退
出
し
な
さ
い
。
公

務
は
重
要
な
こ
と
で
、
一
日
か
け
て
も
全
て

終
わ
ら
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
遅
く
出
勤
し

た
の
で
は
緊
急
の
際
間
に
合
わ
ず
、
早
く
退

出
し
た
の
で
は
仕
事
を
残
し
て
し
ま
う
。」

　

十
三
条
「
様
々
な
官
職
に
任
じ
ら
れ
た
官

吏
は
前
任
者
と
同
じ
よ
う
に
職し

ょ
く
し
ょ
う掌

を
熟
知
し

な
さ
い
。
以
前
の
こ
と
は
知
ら
な
い
な
ど
と

い
っ
て
、公
務
を
停
滞
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。」

　

十
四
条
「
官
吏
は
同
僚
や
周
囲
の
人
に
対

し
て
嫉
妬
し
て
は
い
け
な
い
」

　

十
五
条
「
私
心
を
捨
て
て
公
務
に
向
か
う

の
は
官
吏
の
と
る
べ
き
道
で
あ
る
。
私
心
が

あ
る
と
恨
み
や
不
和
が
起
こ
り
、
一
条
に
示

し
た
よ
う
に
（
和
）
を
以
て
協
調
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
。」

　

十
七
条
「
も
の
ご
と
を
一
人
で
判
断
し
て

は
い
け
な
い
。
必
ず
皆
で
論
議
し
て
判
断
し

な
さ
い
。
特
に
重
大
な
こ
と
は
皆
で
検
討
す

れ
ば
、
理
に
か
な
っ
た
結
論
が
得
ら
れ
る
は

ず
で
あ
る
。」

　

以
上
の
よ
う
に
、
官
僚
・
官
吏
に
向
け
た

内
容
が
中
心
で
す
が
、
言
葉
を
置
き
換
え
る

と
現
代
の
ビ
ジ
ネ
ス
書
や
新
社
会
人
の
研
修

資
料
に
あ
る
よ
う
な
内
容
と
変
わ
り
が
な
く
、

千
四
百
年
経
っ
て
も
当
た
り
前
の
こ
と
は
変

わ
ら
な
い
よ
う
で
す
。

　

下
野
市
で
は
、
下
野
市
民
総
ぐ
る
み
で
未

来
を
拓
く
子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
成
長
を

図
っ
て
い
く
運
動
「
フ
ァ
ミ
リ
エ
下
野
市
民

運
動
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
「
当
た
り
前

の
こ
と
を
当
た
り
前
に
や
ろ
う
！！
」
を
提
唱

し
て
い
ま
す
。

凡
事
徹
底
・
・
・

凡
事
（
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
）・

徹
底
（
す
み
ず
み
ま
で
や
る
）
＝

当
た
り
前
の
こ
と
を
当
た
り
前
に

や
る

十
七
条
憲
法
・
・
・

聖
徳
太
子
が
制
定
し
た
と
伝
え

る
わ
が
国
最
初
の
成
文
法
。
成
立

年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。『
日

本
書
紀
』
で
は
６
０
４
年
制
定
と

す
る
。
大
化
の
改
新
の
政
治
理
念

と
し
て
も
有
名
。
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