
　
　
　
　
　
　

　
出
羽
三
山
の
西
麓
、
鶴
岡
市
の
黒
川
に
は
江
戸
期
以

前
か
ら
古
式
の
能
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
厳
冬
の
神
事

能
を
初
め
て
見
に
行
っ
た
時
、
雪
の
夜
の
幽
玄
な
雰
囲

気
の
中
で
ひ
と
際
冴
え
た
笛
や
鼓
の
音
に
深
い
感
銘
を

受
け
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
村
里
の
鎮
守
春
日
神
社
の

氏
子
で
、
上
座
と
下
座
二
つ
の
宮
座
を
形
づ
く
っ
て
、

お
互
い
に
競
い
あ
い
結
束
し
て
守
っ
て
き
た
。
中
世
よ

り
歴
代
領
主
の
庇
護
も
厚
く
受
け
て
き
た
。

　
中
央
か
ら
ど
の
よ
う
に
伝
わ
っ
た
の
か
は
諸
説
あ
る

が
、
そ
の
後
独
自
に
発
展
し
て
き
た
黒
川
能
が
五
百
年

以
上
も
継
承
さ
れ
、
そ
の
演
目
も
両
座
合
わ
せ
て
能
が

五
百
余
番
、
狂
言
が
五
十
番
あ
り
、
現
在
の
能
五
流
で

は
既
に
廃
絶
し
た
演
目
や
演
式
が
残
っ
て
い
る
。

　
旧
正
月
に
当
た
る
二
月
一
日
、
両
座
そ
れ
ぞ
れ
の

当
屋
が
神
社
か
ら
御
神
体
の
王
祇
様
を
お
迎
え
し
た

あ
と
、「
振
舞
い（
宴
会
）」
や「
座
狩
り（
点
呼
）」
な
ど

な
ど
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
。
裃
姿
の
能
役
者
た
ち
が
、

世
襲
の
家
の
屋
号
で
何
々
左
衛
門
あ
る
い
は
何
兵
衛

と
い
う
名
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
さ
ま
は
、
歴
史
の
古

さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

　
午
後
六
時
頃
、
当
屋
の
一
部
屋
を
能
舞
台
と
し
蝋
燭

が
ゆ
ら
め
く
中
、
稚
児
が
初
春
を
寿
ぐ
「
大
地
踏
」
を

演
じ
、
続
い
て

能
役
者
た
ち
に

よ
る「
式
三
番
」

が
舞
わ
れ
る
。

上
座
の
白
式
尉

と
下
座
の
黒
式

尉
の
面
は
御
神

体
で
、
そ
れ
を

つ
け
た
者
に
は

神
格
が
宿
る
と

言
わ
れ
る
。
大

地
踏
と
式
三
番

は
能
大
成
以
前
の
形
と
も
言
わ
れ
、
芸
能
に
祈
り
の

姿
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

当
屋
で
夜
空
け
ま
で
能
五
番
、
狂
言
四
番
が
演
じ

ら
れ
る
と
、
翌
朝
、
両
当
屋
の
そ
れ
ぞ
れ
の
王
祇
様

を
奉
じ
て
競
争
で
春
日
神
社
へ
宮
の
ぼ
り
す
る
。
拝

殿
の
能
舞
台
で
は
、
前
夜
同
様
の
能
が
上
座
、
下
座

各
一
番
と
両
座
立
会
い
の
大
地
踏
、
式
三
番
が
行
わ

れ
る
。
そ
の
舞
は
人
々
の
心
を
喜
び
で
満
た
し
、
来

る
春
も
幸
多
い
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
鎮
魂
の

儀
式
と
い
う
こ
と
も
後
か
ら
加
わ
っ
て
い
る
。
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「
私
も
父
親
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ

た
か
ら
、お
前
は
私
が
連
れ
て
行
き

た
い
と
思
っ
て
」と
入
社
し
て
数
年
経

っ
た
頃
に
父
親
に
連
れ
て
行
か
れ
た

の
が
今
回
取
り
上
げ
さ
せ
て
頂
い
た

黒
川
能
で
し
た
。鶴
岡
駅
を
下
車
し

て
現
地
に
入
る
と
、膝
下
ま
で
雪
に

埋
ま
る
豪
雪
地
帯
。夜
も
更
け
て
当

屋
の
板
の
間
に
正
座
し
な
が
ら
見
た

能
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。庄
内
地
方
特

有
の
言
い
回
し
で
あ
る
謡
や
、子
供

の
演
じ
る
脇
方
が
眠
気
と
戦
う
の
ど

か
な
姿
に
、生
活
文
化
と
し
て
根
付

い
た
芸
能
の
持
つ
奥
深
い
力
を
感
じ

た
の
を
覚
え
て
い
る
。
洗
練
さ
れ
た

都
会
の
舞
台
芸
能
の
価
値
は
勿
論

だ
が
、原
初
の
姿
を
ど
こ
か
に
残
す

郷
土
芸
能
は
こ
の
国
の
誇
る
掛
け
替

え
の
な
い
宝
だ
と
思
う
。

　

父
と
二
人
旅
に
出
た
の
は
数
え
る

程
だ
が
、芸
能
の
根
源
に
あ
る
祭
る

力
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
事
に
感
謝
し

て
い
る
。い
つ
か
我
が
子
を
連
れ
て
同

じ
よ
う
に
黒
川
能
を
訪
れ
る
日
を
密

か
に
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
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巴
紋
は
水
を
表
す
と
さ
れ
て
お
り
、火
伏
せ

の
意
味
が
込
め
ら
れ
、古
く
よ
り
神
社
の
屋
根

瓦
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。ま
た
、勾
玉

の
よ
う
な
形
は
、弓
矢
を
射
る
と
き
に
着
け
ら

れ
た
武
具
、鞆
を
象
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。稲
荷
神
社
で
は
稲
紋
、天
満
宮
で
は
梅

紋
と
い
う
よ
う
に
、神
社
で
お
祀
り
さ
れ
る
神

様
に
も
と
づ
い
て
紋
様
を
付
け
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、特
に
ご
指
定
の
な
い
場
合
は
、神
輿
の

起
源
に
倣
い
、三
つ
巴
を
ご
案
内
し
て
お
り
ま

す
。神
輿
の
三
つ
巴
に
は
、一
三
〇
〇
年
の
由
緒

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

浅
草
徒
然
に
�
き

職
人
と
半
纏
　

　　

祭
り
に
生
き
る
人
た
ち
の
晴
れ
姿
。見
れ
ば
自
然
に

心
が
躍
り
だ
す
祭
半
纏
。祭
り
を
支
え
る
人
た
ち
の
半

纏
は
、元
々
江
戸
の
頃
よ
り
、職
人
ま
た
は
丁
稚
さ
ん

な
ど
の
仕
事
着
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。木
綿

製
の
筒
袖
で
襟
に
は
そ
の
店
の
名
、背
中
に
は
屋
号

を
染
め
抜
き
、印
半
纏
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。祭
半

纏
に
は
町
名
を
入
れ
る
違
い
は
あ
っ
て
も
同
じ
よ
う

な
作
り
で
す
。尚
、職
人
の
第
一
正
装
は
黒
股
引
に
半

纏
姿
で
あ
り
、今
で
も
特
別
な
時
に
は
羽
織
ら
れ
て

い
ま
す
。浅
草
は
江
戸
時
代
よ
り
職
人
が
多
く
住

み
、三
社
祭
で
賑
わ
う
町
で
す
。今
も
昔
も
、浅
草
は

半
纏
姿
が
似
合
う
町
で
す
。写
真
は
大
正
十
三
年
、

弊
店
の
前
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
す
。

古
典
芸
能
へ
の
と
び
ら

大
向
こ
う

　
　

　

初
め
て
劇
場
に
赴
き
、畏
ま
っ
た
気
持
ち
で

歌
舞
伎
を
観
て
い
る
と
、何
や
ら
上
階
か
ら
大

き
な
掛
け
声
が
。歌
舞
伎
を
盛
り
上
げ
る
の

は
、つ
け
打
ち
や
下
座
音
楽
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。劇
場
の一
番
奥
、上
階
席
か
ら
か
か
る
掛

け
声
は
、大
向
こ
う
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。役

者
が
見
得
を
切
り
、バ
ッ
タ
リ
と
つ
け
木
の
音

が
入
っ
た
と
こ
ろ
に「
中
村
屋
！
」と
く
れ
ば
、

こ
れ
ぞ
歌
舞
伎
と
い
う
雰
囲
気
。観
客
も
自

然
と
気
持
ち
が
盛
り
上
が
り
ま
す
。中
村
屋
、

成
田
屋
と
い
っ
た
役
者
の
屋
号
の
他
に
も
、町

名
や
名
跡
の
代
数
、時
に
は「
待
っ
て
ま
し
た
」

の一
言
な
ど
が
あ
り
ま
す
。舞
台
初
日
か
ら
役

者
と
大
向
こ
う
と
の
呼
吸
は
ぴ
っ
た
り
で
、こ

こ
ぞ
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

劇
場
に
足
を
運
ん
で
み
る
と
、公
演
中
は
面
白

い
台
詞
に
笑
い
、切
な
い
場
面
に
涙
し
、感
動
を

し
た
場
面
に
拍
手
を
送
り
、の
連
続
で
す
。舞

台
と
観
客
と
が
一
体
と
な
っ
て
楽
し
め
る
、そ
れ

は
歌
舞
伎
の
醍
醐
味
の一つ
で
す
。

と
も

神
輿
む
か
し
ば
な
し

三
つ
巴

　
　

　

神
輿
の
屋
根
、台
輪
、吹
返
な
ど
、各
パ
ー
ツ

に
は
紋
様
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
広
く

伝
わ
っ
て
い
る
の
が
三
つ
巴
で
す
。神
輿
発
祥
の

地
で
あ
る
宇
佐
神
社
の
ご
神
紋
、三
つ
巴
に
由

来
し
て
い
ま
す
。


