
釜か

ま

鳴な

り

は
じ
め
に

　

今
か
ら
約
１
０
０
年
前
の
大
正
12
年

（
１
９
２
３
）９
月
１
日
。
東
京
を
中
心
に

10
万
５
千
人
も
の
犠
牲
者
を
出
し
た
大
地
震

が
起
き
ま
し
た
。後
に
関
東
大
震
災
と
呼
ば

れ
た
こ
の
大
災
害
は
、お
昼
時
だ
っ
た
こ
と
か

ら
火
災
に
よ
り
被
害
が
大
き
く
な
り
ま
し
た
。

も
し
、予
知
で
き
て
い
た
ら
人
々
は
火
気
を
使

用
せ
ず
、被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
て
い
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
１
０
０
年
経
っ
た
現
在
で
も
地

震
予
知
は
実
現
し
て
は
い
ま
せ
ん
が
、関
東

大
震
災
か
ら
さ
ら
に
約
70
年
前
の
安あ

ん
せ
い政
２
年

（
１
８
５
５
）10
月
２
日
に
、同
じ
く
江
戸
を

襲
っ
た
直
下
型
地
震「
安
政
江
戸
地
震
」の
際

に
は
、自
宅
で
起
こっ
た「
釜
鳴
り
」に
よ
っ
て
地

震
を
察
知
し
た
人
物
が
い
た
と
い
い
ま
す
。

『
大
預
言
者
の
秘
密
』の
話

　

昭
和
54
年（
１
９
７
９
）に
刊
行
さ
れ
た
高

木
彬あ

き
み
つ光
氏
の『
大
預
言
者
の
秘
密	

易
聖・高
島

嘉か

え

も

ん

右
衛
門
の
生
涯
』に
は
、次
の
よ
う
に
あ
り

ま
す
。（
高
島
嘉
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、こ
の
連

載
の
２
０
２
０
冬
号
に
て
紹
介
し
て
お
り
、当

館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

　

そ
れ
は
安
政
２
年
９
月
末
の
こ
と
で
し
た
。

　
「
ず
い
ぶ
ん
な
ま
ず
が
お
か
ず
に
出
る
な
。

昨
日
も
な
ま
ず
、今
日
も
な
ま
ず
、こ
の
十
日

ほ
ど
な
ま
ず
が
続
い
た
」

　

夕
食
の
食
膳
に
む
か
っ
て
嘉
兵
衛（
嘉
右
衛

門
の
旧
名
）は
眉
を
ひ
そ
め
た
。

　
「
魚
屋
さ
ん
の
話
で
は
、江
戸
付
近
で
は
手

づ
か
み
に
し
た
い
ほ
ど
と
れ
る
。こ
の
調
子
で

は
犬
で
さ
え
食
わ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」

　

嘉
兵
衛
は
と
た
ん
に
箸
を
と
め
、無
限
の
彼

方
を
見
つ
め
る
よ
う
な
表
情
と
な
っ
た
。

　
「
な
ま
ず
の
こ
と
な
の
だ
が
、大
き
な
地
震

の
発
生
前
に
は
、大
地
そ
の
も
の
に
人
間
に
は

わ
か
ら
ぬ
か
す
か
な
動
き
が
あ
る
の
か
も
し

れ
ぬ
。そ
れ
を
感
じ
て
動
き
出
す
。こ
う
考
え

れ
ば
、た
し
か
に
理
屈
は
わ
か
る
の
だ
が
、何

と
し
て
も
ふ
し
ぎ
な
話
だ
な
」

　
「
ふ
し
ぎ
と
い
え
ば
、こ
の
家
で
も
ふ
し
ぎ
な

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」

　
「
今
日
の
お
昼
ご
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、お

台
所
の
釜
が
自
然
に
鳴
り
出
し
ま
し
た
。何

も
入
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
し
、火
に
も
か
け
て

は
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
に
…
ふ
し
ぎ
な
音

を
発
し
ま
し
て
、半
刻
ば
か
り
鳴
り
続
け
ま

し
た
。」

　
「
う
む
、釜
鳴
り
か
」

　

古
来
、「
釜
鳴
り
」は
吉
凶
を
問
わ
ず
、変

事
が
起
こ
る
前
触
れ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

た
め
、嘉
右
衛
門
は
得
意
の
易
を
試
み
ま
し

た
。す
る
と
、「
火
」の
形
が
現
れ
た
の
で
、近

い
う
ち
に
大
地
震
が
起
こ
り
、江
戸
が
大
火

に
な
る
の
で
は
、と
察
し
て
大
勝
負
に
出
ま
す
。

そ
れ
は
、大
火
後
の
高
騰
を
見
越
し
、木
材
を

で
き
る
限
り
買
い
占
め
て
し
ま
う
と
い
う
も
の

で
し
た
。果
た
し
て
嘉
右
衛
門
の
予
感
は
的

中
し
、大
金
を
手
に
し
た
の
で
す
。

『
髙
島
翁
言
行
録
』の
話

　

こ
の
話
の
典
拠
と
な
っ
た
の
は
、明
治
41
年

（
１
９
０
８
）に
出
版
さ
れ
た
聞
書
き『
髙
島

翁
言
行
録
』な
ど
で
、次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　

安
政
２
年
９
月
末
頃
の
あ
る
日
、嘉
右
衛

門
が
帰
宅
す
る
と
往
来
の
掃
除
を
し
て
い
た

弟
の
徳
右
衛
門
が
、「
今
日
我
家
に
不
思
議
の

事
あ
り
」と
話
し
だ
し
た
。

　
「
我
家
の
釜
不
思
議
に
も
釜
の
下
に
一
片
の

火
を
存
せ
ざ
る
も
の
烈
し
く
鳴
動
し
近
隣
に

も
聞
へ
て
人
々
の
怪
む
程
な
り
」

　

そ
う
し
て
先
の
話
と
同
じ
く
易
で
占
う
こ

と
に
な
る
の
で
す
。

元
総
理
の
家
の
釜
鳴
り

　

こ
こ
で
も
う
一
人
、釜
鳴
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
持
つ
人
物
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。第
67
代

内
閣
総
理
大
臣
を
務
め
た
福
田
赳た

け
お夫
氏
の
伝

記
小
説『
小
説
福
田
赳
夫
』に
は
、第
一
高
等

学
校（
現
在
の
東
大
教
養
学
部
な
ど
の
前
身
）

に
合
格
し
た
と
き
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。そ
れ
は
合
格
発
表
の
日
の
こ
と
で
し
た
。

　

福
田
元
総
理
の「
両
親
や
兄
夫
婦
た
ち
も
、

合
格
の
電
報
を
受
け
る
前
に
、〝
合
格
し
た
か

も
し
れ
な
い
〟と
事
前
に
察
し
て
い
た
と
い
う
。

当
時
、福
田
家
の
台
所
の
カ
マ（
釜
）が
、な
に
か

よ
い
こ
と
が
あ
る
と
き
ま
っ
た
よ
う
に
ビ
ョ
ウ

ビ
ョ
ウ
と
大
き
な
音
を
立
て
た
。い
わ
ゆ
る〝
釜

鳴
り
〟で
あ
る
。こ
の〝
釜
鳴
り
〟は
、福
田
家

の
人
た
ち
の
話
に
よ
る
と
、彼（
福
田
元
総
理
）

に
関
し
て
だ
け
で
も
、東
大
入
学
、高
文
合
格
、

大
蔵
省
入
り
、英
仏
駐
留
、南
京
政
府
顧
問
、

官
房
長
、銀
行
、主
計
両
局
長
就
任
の
と
き
も

鳴
り
つ
づ
け
、か
な
り
離
れ
た
近
所
ま
で
聞
こ

え
た
と
い
う
。」

吉き

び

つ

備
津
の
釜

　

し
か
し
、実
際
に
釜
が
鳴
る
こ
と
な
ど
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。こ
こ
で
、思
い
起
こ
す
の

が
、岡
山
市
に
あ
る
吉
備
津
神
社
で
現
在
も

行
わ
れ
て
い
る
鳴な

る
か
ま釜
神
事
で
す
。神
社
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
ま
す
と「
釜
に
水
を
は
り
湯

を
沸
か
し
釜
の
上
に
は
セ
イ
ロ
が
の
せ
て
あ
り
、

常
に
そ
の
セ
イ
ロ
か
ら
は
湯
気
が
あ
が
っ
て
い

ま
す
。（
中
略
）セ
イ
ロ
の
中
で
器
に
い
れ
た
玄

米
を
振
り
ま
す
。そ
う
す
る
と
鬼
の
唸
る
よ

う
な
音
が
鳴
り
響
き
、祝の

り
と
そ
う
じ
ょ
う

詞
奏
上
し
終
わ
る

こ
ろ
に
は
音
が
」止
む
と
あ
り
ま
す
。

釜
が
鳴
る
仕
組
み

　

四
天
王
寺
大
学
准
教
授
檀だ
ん
じ
ょ
う
し
ん
じ

上
慎
二
氏
は
、

過
去
に
N
H
K
番
組「
や
っ
て
み
よ
う
何
で
も

実
験
」の
依
頼
に
よ
っ
て
、こ
の
現
象
を
解
明
し

て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、釜
が
鳴
る
原
理
は「
熱
音

響
自じ

れ
い励
振
動
」と
い
う
物
理
現
象
で
、あ
る
状

況
下
で
管
状
の
容
器
を
熱
す
る
と
温
度
分
布

と
圧
力
分
布
が
生
ま
れ
、容
器
内
の
空
気
が

熱
機
関
と
し
て
働
き
、振
動
が
励
起
さ
れ
て

大
き
な
音
が
鳴
る
…
と
詳
し
く
は
述
べ
ま
せ

ん
が
、つ
ま
り
、釜
の
上
に
筒
状
の
セ
イ
ロ
を
の

せ
、そ
こ
に
米
な
ど
を
入
れ
、火
に
か
け
る
こ

と
が
釜
を
鳴
ら
す
た
め
の
条
件
と
な
り
ま
す
。

共
通
項
は〝
赤
飯
〟

　

し
か
し
、福
田
家
の
釜
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

高
島
家
で
は
一
切
火
に
か
け
て
い
な
い
と
書
か

れ
て
い
ま
し
た
。も
し
か
す
る
と『
髙
島
翁
言

行
録
』の
記
述
に
は
、誤
り
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。そ
こ
で
、『
髙
島
翁
言
行
録
』以
前
に
書
か

れ
た
高
島
嘉
右
衛
門
の
伝
記
を
調
べ
て
み
ま

し
た
。

　

嘉
右
衛
門
の
伝
記
は
、彼
が
40
代
後
半
の

明
治
13
年（
１
８
８
０
）に
は
出
版
さ
れ
て
お

り
、当
時
は
釜
鳴
り
な
ど
の
具
体
的
な
こ
と

は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、た
だ「
豫

あ
ら
か
じめ
其き
ざ
し兆
を
察

し
」と
だ
け
あ
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、明
治
26
年（
１
８
９
３
）に
博
交

館
か
ら
出
版
さ
れ
た『
東
洋
実
業
家
詳
伝	

第

２
編
』で
は
、同
じ
場
面
で『
髙
島
翁
言
行
録
』

と
は
異
な
る
釜
鳴
り
現
象
が
書
か
れ
て
い
た

の
で
す
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、「
安
政
二
乙き

の
と
う卯
年
九
月

十
五
日
家
例（
毎
月
朔さ

く
じ
つ日
、十
五
日
、二
十
八
日

に
小
豆
飯
を
焚
く
を
例
と
す
）に
依
り
小
豆

飯
を
焚
き
し
に
釜
忽こ

つ
え
ん焉
と
し
て
鳴
を
生
じ
暫

く
し
て
止
ま
ず
…
」と
あ
り
、9
月
15
日
に
高

島
家
定
例
の
赤
飯
が
焚
か
れ
、そ
の
際
に
釜
が

鳴
っ
た
と
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。お
そ

ら
く
、釜
鳴
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
限
っ
て
は
こ
ち

ら
が
真
実
に
近
い
の
で
し
ょ
う
。

　

赤
飯
と
い
え
ば
、福
田
家
の
釜
鳴
り
は
慶
事

に
鳴
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。福
田
家
で
も
高

島
家
同
様
に
釜
鳴
り
は
、大
学
の
合
格
な
ど

の
際
、赤
飯
を
焚
い
た
折
に「
熱
音
響
自
励
振

動
」が
起
き
て
釜
が
鳴
っ
た
の
で
な
い
で
し
ょ
う

か
。ま
あ
、こ
れ
は
完
全
に
推
測
で
す
が
、あ

り
え
な
い
話
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

記
述
の
変
遷

　

高
島
嘉
右
衛
門
の
釜
鳴
り
の
話
に
つ
い
て
、

伝
記
か
ら
そ
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
た
が
、

か
な
り
大
胆
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。明
治
26
年
の『
東
洋
実
業
家
詳

伝	

第
２
編
』で
は
、お
そ
ら
く
は
本
人
か
ら
の

聞
き
取
り
ど
お
り
に
書
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

明
治
41
年
の『
髙
島
翁
言
行
録
』に
な
る
と
、

火
も
な
い
と
こ
ろ
で
釜
が
鳴
る
と
い
う
、よ
り

不
思
議
な
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。お
そ
ら
く
、そ

の
頃
に
は
、嘉
右
衛
門
は
易
の
大
家
と
し
て
名

が
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、こ
の
よ
う
な
話
に
改

め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
し
て
、

高
木
彬
光
氏
の
小
説『
大
預
言
者
の
秘
密
』で

は
、な
ま
ず
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
加
え
ら
れ
、嘉
右

衛
門
が
大
地
震
を
察
知
し
た
理
由
を
読
者
に

わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の

で
す
。

お
わ
り
に

　

し
か
し
、い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
覆

す
よ
う
で
す
が
、「
熱
音
響
自
励
振
動
」で
は

な
い
釜
鳴
り
現
象
も
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で

最
後
に
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。滋
賀
民
俗
学

会
の
機
関
誌『
民
俗
文
化
』第
５
８
９
号
に
掲

載
さ
れ
た
長
谷
川
博
美
氏
の
投
稿「
妖
怪
釜

鳴
り
」は
、昭
和
44
年（
１
９
６
９
）、長
谷
川

氏
が
12
歳
の
頃
に
自
宅
で
起
こ
っ
た
釜
鳴
り

現
象
の
報
告
で
す
。

　
「
ま
ず
家
族
が
外
出
し
た
静
か
な
居
間
に
い

た
筆
者
は
、小
さ
な
共
鳴
音
が『
シ
ー
ン
』と
聞

こ
え
る
の
で
、耳
鳴
り
か
と
思
っ
た
が
、共
鳴
音

は
さ
ら
に
高
ま
り『
ウ
ワ
ー
ン
』と
さ
ら
に
高
く

響
い
た
、炊
事
場
の
ガ
ス
釜
の
方
か
ら
聞
こ
え

て
き
た
の
で
、ガ
ス
管
か
ら
漏
れ
て
い
る
も
の
と

思
い
、ガ
ス
栓
を
確
認
に
炊
事
場
に
向
い
、ガ
ス

釜
に
近
づ
く
と
共
鳴
音
は
静
か
に
停
止
し
た
」

と
当
時
の
様
子
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、ガ
ス
釜
は
一
切
加
熱
を
し
て
お
ら
ず
、

薄
い
ホ
ー
ロ
ー
製
で
、内
釜
か
ら
約
5㎜
空
間

が
あ
る
二
重
構
造
を
も
ち
、外
釜
は
共
鳴
の

条
件
と
な
る
真
円（
真
球
？
）に
近
く
、こ
れ
は

共
鳴
現
象
だ
と
思
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

長
谷
川
氏
の
釜
は
、二
重
構
造
の
ガ
ス
釜
で

あ
り
、高
島
家
の
釜
と
は
条
件
が
違
う
の
で
す

が
、加
熱
を
せ
ず
に「
釜
鳴
り
」が
起
こ
る
こ

と
も
あ
る
よ
う
だ
と
、一
応
触
れ
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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