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名
古
屋
市
天
白
区
の
焼
山
に
住
ん
で
い
た
頃
、
東
山
の
東
端
の
雑
木
山
を
よ
く
散
策
し
た
。
焼
山

は
星
ヶ
丘
と
植
田
を
結
ぶ
中
間
に
位
置
し
、
牧
野
ヶ
池
公
園
の
西
に
当
た
る
。
当
時
は
人
家
は
ま
ば

ら
で
、
農
家
が
点
在
す
る
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
丘
陵
地
に
広
が
っ
て
い
た
。
畑
に
は
時
お
り
雉
が

鳴
い
て
い
た
。 

あ
る
日
雑
木
山
に
入
っ
て
、
坂
道
を
登
る
途
中
の
傾
斜
地
に
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
で
削
ら
れ
た
赤
土
の

更
地
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
日
の
光
に
反
射
し
て
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
小
さ
な
破
片
を
目
に
し
た
の
で
あ
る
。

手
に
取
っ
て
見
る
と
、
緑
色
の
陶
片
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
も
の
が
な
ぜ
雑
木
林
の
中
に
あ
る
の
か
と

不
思
議
で
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
た
り
を
注
意
深
く
目
を
凝
ら
す
と
、
そ
れ
が
い
く
つ
も
土
に
混
じ
っ

て
露
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
拾
い
集
め
る
の
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
土
中
に
も

っ
と
埋
ま
っ
て
い
る
の
で
は
と
思
い
、
棒
先
で
土
を
か
き
分
け
る
と
、
棒
先
が
何
か
に
突
き
当
た
っ

た
。
手
で
す
く
い
上
げ
る
と
、
そ
れ
は
割
れ
た
大
振
り
の
平
碗
で
あ
っ
た
。
灰
色
も
し
く
は
褐
色
の

ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
器
膚
に
流
下
し
た
濃
い
緑
の
自
然
釉
の
対
比
に
は
目
を
奪
わ
れ
た
。
そ
し
て
豪
放
で

素
朴
な
平
碗
の
姿
形
に
心
引
か
れ
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
翌
週
の
休
日
に
手
ス
コ
ッ
プ
を
持
っ
て
そ
こ
へ
出
か
け
、
土
を
掘
り
返
し
て
み
た
。
す
る
と
、

平
碗
、
広
口
壺
、
小
皿
、
陶
硯
な
ど
の
陶
片
が
次
々
と
現
わ
れ
た
。
平
碗
は
五
、
六
個
重
な
っ
て
出

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
大
半
は
割
れ
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
は
完
全
な
形
を
し
た
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。

残
念
な
が
ら
、
そ
れ
を
取
り
外
そ
う
と
し
て
無
残
に
も
割
っ
て
し
ま
っ
た
。 

早
速
こ
の
陶
片
の
発
見
を
名
大
の
考
古
学
の
研
究
員
に
連
絡
を
入
れ
、
現
場
を
案
内
し
た
。
研
究

員
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
平
安
末
期
の
雑
器
生
産
を
し
た
穴
窯
に
よ
る
製
品
で
あ
る
と
い
う
。
実
は
名

大
か
ら
動
物
園
を
含
め
た
東
山
一
帯
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
末
期
ま
で
の
窯
業
地
で
、
そ
の
窯
跡

が
無
数
に
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
東
山
か
ら
天
白
区
、
緑
区
、
日
進
、 

豊
田
市
に
か
け
て
の
猿
投
古
窯
群
は
、
東
山
が
発
祥
の
地
と
い
わ
れ
て
い
る
。
猿
投
古
窯
群
か
ら
知

多
、
渥
美
半
島
、
そ
し
て
瀬
戸
、
美
濃
へ
と
波
及
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
は
こ
の
東
山
が
東

海
地
方
の
窯
業
の
出
発
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
研
究
員
は
案
内
し
た
場
所
の
上
に
穴
窯
の
遺
構
が

土
中
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
だ
と
話
し
て
い
た
。
陶
片
の
出
た
場
所
は
、
不
良
品
を
廃
棄
し
た
物
原

だ
っ
た
の
で
あ
る
。 



僕
は
こ
の
事
実
に
い
さ
さ
か
高
揚
し
て
、
遠
い
時
代
を
想
像
し
て
い
た
。
焼
山
と
い
う
地
名
は
、

陶
器
を
焼
い
た
山
と
い
う
の
が
由
来
な
の
で
あ
ろ
う
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
末
期
ま
で
は
約
四
百
年

で
あ
る
。
そ
の
四
百
年
の
間
、
東
山
一
帯
は
幾
筋
も
窯
煙
が
あ
ち
こ
ち
に
立
ち
昇
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
今
日
の
焼
山
は
、
新
し
い
環
状
線
が
貫
通
し
て
走
行
す
る
車
が
多
く
、
ま
た
ビ
ル
や
人
家
が
立

ち
並
び
、
僕
が
い
た
頃
と
は
す
っ
か
り
変
貌
し
て
い
る
。
も
う
畑
は
な
く
、
そ
の
畑
の
隅
に
積
ま
れ

て
あ
っ
た
須
恵
器
の
陶
片
を
よ
く
目
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ど
こ
を
探
し
て
も
見
当
た
ら
な
い
。 

 

多
治
見
に
移
り
住
ん
で
志
野
や
織
部
に
魅
了
さ
れ
た
の
だ
が
、
焼
き
物
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、

や
は
り
東
山
の
雑
木
山
で
の
陶
片
の
発
見
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。 

志
野
と
い
え
ば
、
わ
が
国
で
最
初
の
白
い
焼
き
物
で
あ
る
と
同
時
に
絵
付
け
が
な
さ
れ
た
最
初
の

焼
き
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
志
野
の
先
駆
け
が
灰
志
野
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
石
釉
（
志

野
釉
）
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
従
来
か
ら
の
灰
釉
を
混
ぜ
て
焼
い
た
こ
と
を
い
う
。
今
日
に
現
存
す

る
灰
志
野
が
徳
川
家
と
前
田
家
に
伝
来
し
た
重
文
の
白
天
目
茶
碗
で
あ
る
。
志
野
天
目
と
も
い
う
が
、

そ
の
二
つ
の
碗
の
見
込
み
に
は
青
い
釉
だ
ま
り
が
出
来
て
い
る
。
灰
釉
の
表
れ
で
あ
る
。
長
石
釉
単

味
の
志
野
が
完
成
す
る
前
の
製
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

僕
は
土
岐
市
妻
木
山
の
山
頂
に
あ
る
妻
木
城
址
の
石
垣
下
か
ら
、
こ
の
白
天
目
の
小
さ
な
陶
片
を

二
個
拾
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
白
い
器
膚
が
青
味
を
帯
び
て
い
て
、
明
ら
か
に
灰
志
野
で
あ
っ

た
。
白
天
目
の
実
寸
大
の
図
録
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
口
作
り
や
肩
の
傾
斜
が
ぴ
っ
た
り
一
致
し

た
。
ま
さ
し
く
重
文
の
白
天
目
と
同
一
の
茶
碗
の
陶
片
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
妻
木
城
主
の
妻
木
家

は
白
天
目
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
妻
木
家
は
美
濃
の
東
濃
地
方
の
窯

業
を
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

こ
の
妻
木
家
は
、
美
濃
守
護
職
の
土
岐
氏
の
支
族
で
、
明
智
氏
と
同
族
で
あ
っ
た
。
光
秀
の
母
が

こ
の
妻
木
城
で
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
光
秀
の
母
は
明
智
家
に
嫁
い
だ
の
で
あ
ろ

う
。
同
じ
一
族
の
斎
藤
氏
か
ら
出
た
の
が
春
日
局
で
あ
る
。
妻
木
家
は
関
ヶ
原
戦
前
に
徳
川
方
に
就

い
た
。
当
時
の
美
濃
は
大
半
が
西
軍
に
属
し
て
い
た
の
で
、
家
康
は
何
か
と
妻
木
家
に
配
慮
し
て
い

る
。
妻
木
城
の
修
復
に
人
足
二
百
人
の
応
援
を
出
し
た
り
、
ま
た
江
戸
城
の
瓦
を
妻
木
山
麓
の
御
殿

窯
で
焼
か
せ
た
り
し
て
い
る
。
美
濃
の
山
国
の
小
大
名
に
す
ぎ
な
い
妻
木
家
に
対
し
て
破
格
の
処
遇

で
あ
っ
た
。 

妻
木
家
は
白
い
焼
き
物
を
誕
生
さ
せ
た
快
挙
も
あ
っ
て
、
そ
の
白
天
目
を
徳
川
家
と
前
田
家
に
献

呈
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
徳
川
家
と
前
田
家
か
と
い
う
と
、
秀
吉
亡
き
あ
と
の
五
大
老
の



中
で
は
家
康
と
利
家
が
突
出
し
た
実
力
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
妻
木
家
は
双
方
の
面
目
を
立
て
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。 

天
目
茶
碗
と
い
う
の
は
、
も
と
は
禅
僧
が
用
い
、
中
国
か
ら
か
な
り
舶
載
さ
れ
て
い
た
。
禅
の
普

及
と
茶
道
の
隆
盛
と
と
も
に
、
わ
が
国
で
も
瀬
戸
や
美
濃
で
大
量
に
焼
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
殆
ん
ど
黒
、
も
し
く
は
茶
褐
色
の
鉄
釉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
白
天
目
茶
碗
の
出
現
は
、
瞠

目
に
価
す
る
珍
し
い
焼
き
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
灰
志
野
も
窯
跡
の
出
土
状
況
か

ら
推
し
て
小
皿
な
ど
の
相
当
量
の
雑
器
を
焼
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 

焼
山
を
去
っ
て
か
ら
二
十
年
を
経
過
し
て
、
そ
の
雑
木
山
の
現
場
へ
行
っ
て
み
る
と
、
新
し
い
民

家
が
何
軒
も
建
っ
て
い
た
。
陶
片
を
拾
っ
た
場
所
は
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
分
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
窯
は
発
掘
調
査
さ
れ
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
ろ
う
。 

懐
か
し
い
雑
木
山
の
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
初
冬
の
風
が
ゴ
オ
ー
と
吹
き
渡
っ
て
く
る
。
枯
葉
が

パ
サ
パ
サ
と
舞
い
落
ち
る
。
志
野
、
織
部
を
焼
い
た
美
濃
の
山
中
も
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
風

や
枯
葉
の
落
ち
る
音
に
接
す
る
と
、
何
だ
か
粗
末
な
身
な
り
を
し
た
古
《
い
に
し
え
》
の
陶
工
と
出

会
う
よ
う
な
気
が
す
る
。
生
き
ん
が
た
め
必
死
に
働
い
た
名
も
な
き
陶
工
の
仕
事
場
が
こ
こ
に
あ
る

と
教
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
で
あ
る
。
窯
業
は
土
の
掘
削
と
薪
の
伐
採
か
ら
始
ま
っ
て
、
土
練
り
、

成
形
、
乾
燥
、
絵
付
け
、
釉
掛
け
、
窯
入
れ
、
火
入
れ
、
窯
出
し
、
出
荷
と
い
う
一
連
の
作
業
は
重

労
働
で
あ
る
。
特
に
窯
出
し
の
際
、
余
熱
が
残
る
窯
の
中
は
高
熱
に
達
し
、
夏
の
暑
い
日
な
ど
は
身

体
が
乾
き
き
っ
て
汗
も
出
な
い
。
そ
こ
に
虚
飾
と
誇
示
は
な
く
、
ま
た
世
に
注
目
も
さ
れ
ず
、
雑
器

生
産
に
ひ
た
す
ら
従
事
し
て
生
涯
を
終
え
た
陶
工
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。 

雑
器
は
一
般
民
衆
、
特
に
農
民
層
に
使
わ
れ
る
の
を
目
的
と
し
て
焼
か
れ
た
。
今
日
評
価
の
高
い

志
野
、
織
部
も
決
し
て
茶
人
の
た
め
の
器
だ
け
を
焼
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
雑
器
も
想
像
以
上
に

焼
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
窯
跡
が
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、
茶
器
だ
け
で
は
採
算
が
取

れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
志
野
、
織
部
の
真
価
は
こ
こ
に
あ
る
と
僕
は
思
う
の
で
あ
る
。
雑
器
は

使
い
捨
て
の
要
素
が
強
く
伝
世
品
は
稀
で
あ
る
が
、
当
時
の
織
部
の
手
水
鉢
や
一
升
枡
｜
の
よ
う
な

雑
器
で
も
織
部
の
魅
力
を
何
ら
損
な
う
こ
と
は
な
い
。 

一
度
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
る
古
美
術
店
の
主
は
、
織
部
の
正
方
形
の
鉢
を
近
年
に
焼
か
れ

た
煙
草
盆
か
と
言
っ
て
い
た
。
向
付
の
形
と
は
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
僕
は
そ
れ
を
目
に
し

て
、
唐
草
文
の
生
き
生
き
と
し
た
筆
線
に
当
時
の
織
部
で
は
な
い
か
と
思
い
、
安
価
で
購
入
し
た
。



持
ち
帰
っ
て
、
一
体
こ
れ
は
何
だ
ろ
う
と
思
案
し
た
。
ま
さ
か
と
ひ
ら
め
き
、
試
み
に
一
合
づ
つ
の

水
を
十
回
入
れ
る
と
、
水
は
鉢
の
縁
と
寸
分
違
わ
ず
水
平
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
た
し
か
に
一
升
枡
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
織
部
は
庶
民
の
日
常
生
活
の
た
め
の
雑
器
を
も
焼
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
陶
器

は
焼
き
上
げ
る
と
、
成
形
し
た
時
の
大
き
さ
よ
り
も
通
常
二
割
程
度
は
収
縮
す
る
。
そ
れ
を
計
算
に

入
れ
て
焼
い
た
技
術
に
改
め
て
感
嘆
し
た
。
織
部
の
文
様
の
筆
線
に
た
め
ら
い
は
な
く
、
ま
た
伸
び

や
か
で
奔
放
で
あ
る
。
志
野
、
織
部
は
茶
器
以
外
の
雑
器
に
も
脚
光
を
当
て
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。 

 

東
山
の
雑
器
に
し
ろ
、
志
野
、
織
部
の
雑
器
に
し
ろ
、
素
晴
ら
し
い
技
を
持
っ
た
無
名
の
陶
工
達

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
何
よ
り
も
尊
さ
を
覚
え
る
。
陶
工
は
高
級
な
器
を
焼
く
者
、
そ
し

て
雑
器
を
焼
く
者
と
の
差
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
み
な
共
通
の
技
を
持
っ
て
、
製
品
を
拵
え
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。
さ
り
げ
な
い
雑
器
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
を
焼
い
た
陶
工
こ
そ
が
当
時
の
一
文
化
の

具
現
者
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
と
、
東
山
と
美
濃
の
陶
工
は
時
空
を

超
え
て
つ
な
が
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。 

 

完 


