
巨を

掠ぐ
ら

堤つ
ゝ
み

〔
大や
ま

和と

街
道
に
し
て
、
伏ふ
し

見み

豊ぶ
ん

後ご

橋ば
し

よ
り
巨お
ぐ

掠ら
の

里さ
と

ま
で
凡
五
十
町
の
堤
な
り
。
秀ひ
で

吉よ
し

公
の
時
築
給
ふ
。
い
に
し
へ
は
舟
に
て
渡

り
し
な
り
。
槙ま
き

堤つ
ゝ
み、

巨を

掠ぐ
ら

堤つ
ゝ
みな

き
初
め
は
宇
治
川
の
な
が
れ
落
入
て
、
西
の
方
伏ふ
し

見み

川
、
淀よ
ど

の
東
に
て
は
木き

津つ

川が
は

と
合
し
、
渺
々
た
る
一
面

の
入
江
な
り
。
い
に
し
へ
の
大や
ま

和と

路
は
木こ
は

幡た
の

里さ
と

よ
り
岡を
か

之の

屋や

を
経
て
宇う

治ぢ

橋
を
渉
り
、
一い
ち

之の

坂
を
越
て
巨を

掠ぐ
ら

の
南
広ひ
ろ

野の

に
赴
し
な
り
〕

巨を

掠ぐ
ら

神じ
ん

社じ
や

〔
巨を
ぐ

掠ら
の

里さ
と

街
道
の
ひ
が
し
に
あ
り
。
延
喜
式
に
出
。
祭
神
春
日
明
神
、
若
宮
は
本
社
の
前
西
向
に
あ
り
。
土
人
生
土
神
と
す
。

例
祭
は
九
月
十
日
、
神
輿
一
基
あ
り
。
伝
へ
云
、
当
社
は
じ
め
祭
る
所
の
神
賞
罰
厳
重
に
し
て
、
社
地
に
あ
る
所
の
一
枝
を
採
に
も
神
崇
囂

し
き
ゆ
へ
に
、
他
所
に
遷
し
、
今
の
神
を
祀
る
な
り
と
ぞ
。
当
所
の
杜
和
歌
に
咏
ず
〕

名
　
　
寄
　
　
宇う

治ぢ

山
の
紅
葉
の
色
を
か
こ
ふ
哉
を
ぐ
ら
の
森
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
よ
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
近

伊い

勢せ

田だ

神じ
ん

社じ
や

〔
巨を

掠ぐ
ら

の
坤
伊い

勢せ

田だ

村
に
あ
り
。
延
喜
式
に
出
。
後
世
梵
天
王
社
と
称
す
、
土
人
生
土
神
と
す
。
例
祭
は
九
月
九
日
な

り
〕

栗く
り

隈こ
ま

天て
ん

神じ
ん

社や
し
ろ

〔
伊い

勢せ

田だ

の
巽
大
久く

保ぼ

村
に
あ
り
。
順
和
名
に
載
す
る
久く

世ぜ

郡
栗く
り

隈こ
ま

里
是
な
る
歟
。
郷
名
は
か
は
る
と
い
へ
ど
も
、
神

号
は
い
に
し
へ
の
義
を
用
る
な
り
。
祭
神
天
満
天
神
。
例
祭
九
月
八
日
。
当
社
及
び
是
よ
り
南
山や
ま

城し
ろ

郷
に
至
つ
て
天
満
神
の
社
多
し
。
是
則



ち
延
喜
式
に
出
る
神
代
の
天
神
に
し
て
、
八
百
万
の
内
な
り
。
土
人
こ
れ
を
辨
へ
ず
し
て
み
な
天
満
天
神
と
称
す
、
綴つ
ゞ

喜き

郡
天
神
森
の
や
し

ろ
此
類
ひ
な
り
。
○
古
此
所
に
栗く
り

隈こ
ま

三み
や

宅け

と
い
ふ
あ
り
し
が
和
歌
に
咏
ず
〕

く
り
こ
ま
の
三み
や

宅け

と
い
ふ
所
に
、
秋
小
鷹
狩
し
に
ま
か
り
け
る
に
、

あ
こ
た
に
の
く
ち
に
女
郎
花
に
た
て
る
を
見
て
よ
め
る

夫
　
　
木
　
　
山
か
げ
の
田
口
に
た
て
る
女
郎
花
我
ひ
と
り
の
み
見
る
ぞ
悲
し
き
　
　
　
　
　
長
　
　
　
　
　
能

七な
ゝ

ツ
塚づ

か

〔
大お
ほ

久く

保ぼ

民
家
の
西
三
町
許
に
あ
り
。
此
所
に
小
塚
七
つ
あ
り
、
其
間
二
三
町
を
隔
つ
、
四
方
み
な
田
畠
に
し
て
年
々
減
少
す

と
い
へ
ど
も
、
奇
怪
あ
る
を
も
つ
て
穿
壊
さ
ず
と
い
ふ
〕

椏あ
て

本も
と

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

〔
大お
ほ

久く

保ぼ

の
西
の
方
二
十
町
ば
か
り
、
佐さ

山や
ま

村
の
林
の
中
に
あ
り
、
林
中
東
西
三
町
余
、
南
北
二
町
、
森
々
と
し
て
大

木
多
し
。
祭
神
石
清
水
。
近
郷
佐さ

古こ

市い
ち

田
林
た
ば
や
し

等
の
生
土
神
と
す
、
例
祭
は
九
月
九
日
、
神
輿
二
基
あ
り
〕

放
生
川

〔
い
に
し
へ
神
殿
の
東
に
あ
り
、
今
埋
ん
で
田
と
な
す
〕
武
内
祠
〔
同
村
の
乾
に
あ
り
〕〔
八
幡
宮
鎮
坐
記
に
曰
、
山や
ま

城し
ろ

国
久く

世ぜ

郡

三
郷
村
椏
本
八
幡
宮
は
、
清せ
い

和わ

天
皇
御
宇
貞
観
の
は
じ
め
、
行
教
和

ぎ
や
う
け
う

尚
宇
佐
八
幡
宮
を
男
山
を
と
こ
や
まに

勧
請
し
給
ふ
時
、
熊く
ま

野の

の
神
職
杢
頭
橘
　
た
ち
ば
な
の

良よ
し

基も
と

、
勅
を
う
け
て
和
尚
に
従
ふ
て
鳩は
と

峯み
ね

に
神
殿
を
営
み
け
る
。
其
後
此
三
郷
の
静
境
を
愛
し
て
住
所
と
な
さ
ん
と
、
榛
荊
を
刈
家
宅
を
構
ふ
、



是
よ
り
男
山
を
と
こ

に
詣
す
る
事
日
々
に
し
て
怠
る
事
な
し
。
又
四
隣
に
民
慕
ひ
集
り
て
、
民
戸
軒
を
つ
ら
ね
て
豊
繞
の
地
と
な
る
。
こ
ゝ
に
西
南

の
方
に
大
樹
の
椏
木
あ
り
、
梢
高
く
し
て
枝
茂
り
、
遠
よ
り
こ
れ
を
見
れ
ば
一
つ
の
青
山
の
如
し
。
時
に
崇し
ゆ

徳と
く

院ゐ
ん

御
宇
天
治
二
年
の
二
月
、

男を
と
こ

山や
ま

鳩
峯
は
と
の
み
ねよ

り
毎
夜
金
色
の
光
来
つ
て
此
梢
を
照
す
、
一
七
日
の
後
、
此
所
の
住
人
橘
氏

　
た
ち
ば
な

の
支
族
同
時
に
夢
を
見
る
。
八
幡
宮
此
地
に
勧

請
す
べ
し
と
の
霊
夢
に
よ
つ
て
、
即
ち
朝
廷
に
奏
聞
し
て
神
光
瑞
現
の
地
に
神
殿
を
建
立
し
、
椏
本
八
幡
宮
と
号
し
奉
り
ぬ
。
又
二
条で
う

院
の

応
保
一
年
に
、
勅
願
の
御
祈
あ
つ
て
勅
使
を
立
ら
れ
、
当
宮
に
勲
一
等
を
進
め
て
椏
本
一
品
宮
と
な
し
給
ふ
。
し
か
の
み
な
ら
ず
神
殿
を
造

営
あ
り
て
、
橘
氏

　
た
ち
ば
な

を
以
て
宮
司
と
な
し
た
ま
へ
り
。
又
三
郷
の
中
に
五
箇
の
神
宮
寺
あ
り
、
僧
侶
朝
夕
の
法
楽
勤
仕
怠
慢
な
か
り
し
と
云
々
。

右
五
ケ
寺
と
云
は
、
西さ
い

方は
う

寺じ

、
三さ
ん

福ふ
く

寺じ

、
浄
福
寺

じ
や
う
ふ
く
じ

、
安あ
ん

楽ら
く

寺
、
薬や
く

蓮れ
ん

寺
〕


