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秋
に
な
る
と
、
伊
吹
山
麓
の
弥
@
区
か

ら
さ
つ
ま
い
も
の
便
り
が
届
き
ま
す
。
伊

吹
山
の
前
面
に
張
出
す
弥や

高
山

た

か

や

ま

の
中
腹
に

は
、
白
鳳

は

く

ほ

う

二
年
（
六
七
三
）
に
、
修
験

し

ゅ

げ

ん

道ど

う

の
始
祖
役え

ん
の

行ぎ
ょ
う

者じ

ゃ

が
開
い
た
と
い
わ
れ
る
弥

高
寺
跡
（
国
史
跡
）
が
あ
り
ま
す
。
地
元

で
は
弥
高
百
坊
と
よ
ば
れ
、
聖
地
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
弥
@
集
落
は
、
か

つ
て
坂
口
、
弥
@
坂
口
と
も
よ
ば
れ
る
弥

高
寺
の
門
前
集
落
で
、
里
坊
な
ど
が
あ
り
、

弥
高
寺
を
支
え
た
集
落
で
す
。

伊
吹
山
の
中
腹
に
水
源
を
も
ち
、
深
い

谷
を
刻
み
な
が
ら
山
中
を
流
れ
出
た
弥
高

川
が
、
谷
口
に
扇
状
地
を
作
り
、
弥
@
の

集
落
は
そ
の
扇
状
地
の
扇
の
要
に
開
か
れ

て
い
ま
す
。
弥
高
川
は
全
長
わ
ず
か
三
・

五
キ
ロ
、
そ
の
扇
状
地
も
一
〇
・
五
平
方

キ
ロ
の
広
が
り
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
地
理

の
授
業
で
勉
強
し
た
、
扇
状
地
の
標
本
の

よ
う
に
半
円
錐
形
の
地
形
を
し
て
い
ま
す
。

弥
@
の
土
壌
は
、
山
中
か
ら
押
し
流
さ
れ

て
き
て
堆
積
し
た
砂
礫
が
多
く
、
水
は
そ

の
間
を
浸
透
し
て
、
上
流
の
一
部
を
除
い

て
普
段
の
弥
高
川
は
伏
流
し
、
い
わ
ゆ
る

水
無
川

み

ず

な

し

が

わ

と
な
っ
て
い
ま
す
。
砂
礫
が
多
く
、

水
利
の
便
が
悪
い
た
め
に
水
田
を
作
る
こ

と
が
で
き
ず
、
畑
作
を
生
産
の
主
体
と
す

る
た
め
に
、
か
つ
て
弥
@
の
人
び
と
は
、

食
糧
自
給
の
効
果
的
な
手
段
を
欠
き
、
生

活
基
盤
は
安
定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

村
人
は
、
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
畑
に
麦
類
・

大
豆
・
大
根
な
ど
を
植
え
、
農
間
に
薪
や

柴
を
作
り
、
山
稼
ぎ
に
精
を
出
し
ま
し
た
。

松
本

ま

つ

も

と

五
郎

ご

ろ

平べ

い

は
、
文
化
五
年
（
一
八
〇

八
）
五
郎
介
の
長
男
と
し
て
弥
@
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
五
郎
平
が
生
ま
れ
る
前
の
天

明
三
年
（
一
七
八
三
）
か
ら
五
年
に
か
け

て
東
北
地
方
を
大
飢
饉
が
襲
い
、
二
五
歳

頃
の
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
か
ら
八
年

に
は
全
国
的
な
凶
災
を
体
験
し
て
い
ま
す
。

天
保
七
年
、
甲
津
原
で
は
二
六
三
名
の
病

餓
死
者
が
あ
り
ま
し
た
。
畑
作
中
心
の
弥

@
で
も
、
飢
饉
の
打
撃
は
深
刻
だ
っ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

飾
り
気
な
く
、
素
直
で
、
忍
耐
力
に
優

れ
、
篤
農
の
志
が
厚
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ

る
五
郎
平
は
、
青
壮
年
期
に
凶
作
に
直
面

し
、
村
人
の
窮
状
を
見
て
、
弥
@
の
村
や

村
人
を
救
い
、
繁
栄
を
招
く
た
め
に
、
恵

み
の
う
す
い
弥
@
の
土
地
に
ふ
さ
わ
し
い

作
物
を
探
し
当
て
る
こ
と
を
、
自
ら
に
課

せ
ら
れ
た
使
命
と
決
め
た
よ
う
で
す
。
美

濃
（
岐
阜
県
）
や
越
前
（
福
井
県
）
を
遍

歴
し
て
、
土
地
土
地
の
特
色
あ
る
作
物
を

探
し
た
結
果
、
換
金
作
物
と
し
て
桃
・

栗
・
林
檎
な
ど
の
果
樹
を
試
作
し
ま
す
。

し
か
し
、
土
質
が
合
わ
な
い
の
か
、
栽
培

法
を
誤
っ
た
の
か
、
ど
れ
も
こ
と
ご
と
く

失
敗
し
ま
し
た
。
家
産
は
傾
き
、
村
人
か

ら
は
「
五
郎
平
は
道
楽
も
の
よ
」
と
嘲
笑

さ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
意

に
介
す
こ
と
な
く
、
尾
張
（
愛
知
県
）
で

さ
つ
ま
い
も
を
見
出
し
ま
す
。
さ
つ
ま
い

も
は
享
保

き
ょ
う
ほ
う

二
〇
年
（
一
七
三
五
）
青
木
昆こ

ん

陽よ

う

が
、
飢
饉
の
年
に
も
収
穫
で
き
る
救
荒

き
ゅ
う
こ
う

作
物

さ

く

も

つ

と
し
て
奨
励
し
、
全
国
に
普
及
し
ま

し
た
。
五
郎
平
は
さ
つ
ま
い
も
を
弥
@
で

試
作
し
、
成
功
し
ま
し
た
。
安
政
年
間

（
一
八
五
四
〜
五
八
）
の
こ
と
で
す
。
自
信

を
深
め
た
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
は

村
人
に
も
栽
培
を
勧
め
、
や
が
て
弥
高
の

特
産
品
と
し
て
「
弥
高
い
も
」
と
よ
ば
れ

て
遠
近
に
そ
の
名
声
を
は
せ
ま
し
た
。
多

く
は
彦
根
や
長
浜
に
出
荷
さ
れ
、
寒
村
弥

@
は
近
在
で
も
裕
福
な
村
に
な
り
ま
し
た
。

五
郎
平
は
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）

九
五
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

戦
中
戦
後
の
大
増
産
で
、
飢
え
に
苦
し

む
多
く
の
人
々
を
救
っ
た
弥
高
い
も
。
昭

和
二
四
年
に
は
澱
粉

で

ん

ぷ

ん

工
場
が
設
立
さ
れ
ま

し
た
が
（
昭
和
四
〇
年
頃
操
業
停
止
）、
現

在
は
、
わ
ず
か
に
観
光
い
も
園
を
残
す
の

み
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
一
一
年
、
平
野

神
社
に
顕
彰
碑
が
建
て
ら
れ
、
遺
徳
を
し

の
ん
で
、
毎
年
秋
の
野
休
み
の
日
に
五
郎

平
ま
つ
り
と
し
て
、
供
養
法
要
が
続
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
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