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飯
能
の
原
市
場
と
い
う
場
所
に
転
居
し
て
来
て
、
一
番
驚
い
た
こ
と
に
は
、
小
字
（こ
あ
ざ
）名 

の
付
い
た
地
域
の
各
所
に
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
位
、
祠
や
神
社
が
点
在
し
、
野
辺
に
は
石
仏
点
々
と

佇
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
地
に
お
い
て
、
最
近
に
至
る

ま
で
、
神
や
仏
の
信
仰
が
確
か
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
地
域

や
家
族
や
個
人
の
平
穏
や
繁
栄
を
い
う
こ
と
を
願
っ
て
神
や
仏
へ
の
信
仰
を
大
切
に
守
り
続
け
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
。 

だ
が
、
明
治
維
新
（
一
八
六
八
年
）直
後
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
信
仰
に
、
大
き
な
改
革
を
迫
る

事
態
が
発
生
し
た
。
そ
れ
ま
で
、 

一
般
的
な
民
衆
に
と
っ
て
、
神
も
仏
も
同
格
な
も
の
と
し
て
、
何

等
区
別
も
せ
ず
に
、
そ
の
力
に
す
が
っ
て
生
活
を
営
ん
で
来
た
の
で
あ
る
が
、
王
政
復
古
と
い
う
形 

で
、
日
本
の
国
家
統
治
の
形
を
天
皇
制
に
求
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
制
に
繋
が
る
神
を
仏
よ
り

も
優
位
な
も
の
と
す
る
政
策
を
断
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
国
民
の
内
心
を
天
皇
制
と
い
う

も
の
に
よ
っ
て
統
御
す
る
こ
と
を
目
指
す
「神
仏
分
離
令
」で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
各 

地
は
、
廃
仏
毀
釈
運
動
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
更
に
、
そ
の
支
配
の

形
を
徹
底
化
し
て
い
く
た
め
に
強
行
さ
れ
た
の
が
、
一
九
〇
六
年
の
「神
社
合
祀
令
」で
あ
っ
た
。 

合
祀
と
い
う
言
葉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
小
字
の
よ
う
な
小
さ
な
集
落
に
あ
っ
た
神
社
や
祠

を
も
っ
と
大
き
な
範
囲
で
一
箇
所
に
集
め
て
祀
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
取
り
も
直

さ
ず
、
各
地
域
の
各
共
同
体
の
神
々
を
、
そ
こ
か
ら
分
離
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
生
活
し
て

い
る
人
達
の
意
識
や
精
神
に
、
生
活
に
直
接
結
び
付
い
た
産
土
（う
ぶ
す
な
）の
神
々
に
代
わ
っ
て
、

中
央
集
権
的
な
現
人
神
と
し
て
の
当
時
の
現
天
皇
と
そ
の
祖
先
神
と
し
て
の
万
世
一
系
（
？
） 

の

皇
祖
皇
宗
の
存
在
＝
国
家
神
道
を
強
く
植
え
付
け
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

飯
能
の
原
市
場
の
各
地
に
、
現
在
も
尚
、
小
さ
な
神
社
や
祠
が
昔
の
ま
ま
残
存
し
て
い
る
と
い 

う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「神
社
合
祀
令
」の
強
制
が
、
こ
の
地
の
辺
り
ま
で
は
及
ん
で
来
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
で
も
、
そ
の
よ
う
な
余
波
が
必
ず
し
も
、
こ
の
地
ま
で

及
ん
で
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
原
市
場
の
房
ケ
谷
戸
に
あ
る
「五
社
神
社
」は
、
そ
の
よ
う
な
余

波
が
こ
の
地
に
ま
で
確
か
に
届
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
例
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
皮
肉
に 

も
、
五
つ
の
神
社
が
統
合
さ
れ
て
一
つ
の
「五
社
神
社
」に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
こ
の
地
が
か
つ

て
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
強
く
物
語
る
事
象
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。
各
地

に
あ
っ
た
神
社
を
一
つ
の
場
所
に
ま
と
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
徒
ら
に
意
味
も
な
く
適
当
に
集 

め
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
意
図
の
元
に
集
め
ら
れ
た
は
ず
だ
と
、
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
五
社 

神
社
に
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
秋
葉
、
愛
宕
、
稲
荷
、
日
吉
、
三
島
と
い
っ
た
五
つ
の
神
社
が
集
め
ら

れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
祭
神
が
、
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
っ
た
の
か
と 

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
け
ば
、
私
は
こ
の
「五
社
神
社
」に
統
合
し
よ
う
と
し
た
時
の
意
図
と
、

こ
の
地
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
思
う
の
で
あ
る
。 



秋
葉
神
社
も
、
愛
宕
神
社
も
、
火
防
（ひ
ふ
）せ
の
神
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
秋
葉
神
社
の
祭 

神
は
火
之
迦
具
士
神
（ほ
の
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
）で
あ
り
、
愛
宕
神
社
の
祭
神
の
一
つ
が
火
之
迦 

具
土
命
（み
こ
と
）で
、
同
じ
神
で
あ
る
。
『古
事
記
』『日
本
書
紀
』に
よ
る
と
、
火
之
迦
具
土
は 

伊
弊
再
尊
（い
ざ
な
み
の
み
こ
と
）が
神
生
み
の
最
後
に
産
ん
だ
火
の
神
の
名
前
で
あ
り
、
伊
弊 

再
尊
は
そ
の
火
に
よ
っ
て
陰
部
を
焼
か
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
苦
し
ん
で
吐
い
た

吐
瀉
物
か
ら
生
ま
れ
た
神
が
、
金
属
に
関
す
る
技
工
を
守
護
す
る
金
山
彦
と
金
山
姫
と
い
う
神
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
秋
葉
神
社
も
愛
宕
神
社
も
、
元
々
は
金
属
の
精
錬
や
鍛
造
の
神
を
祀
っ
た
神
社

な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
稲
荷
神
社
は
、
一
般
的
に
は
五
穀
を
司
る
農
業
神
と
し
て
の
稲
荷
大
明
神
を

祀
る
神
社
で
あ
る
が
、
稲
荷
神
の
神
使
で
あ
る
狐
が
口
に
く
わ
え
た
り
尾
に
巻
い
た
り
し
て
い
る
宝

珠
は
火
炎
の
王
で
あ
り
、
稲
荷
神
社
の
鳥
居
が
赤
い
の
も
火
炎
の
色
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
中
世
以
降
、
農
業
の
神
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
工
業
の
殖
産
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
や
は
り
秋
葉
神
社
や
愛
宕
神
社
同
様
金
属
の
精
錬
や
鍛
造
の
神
を
祀
っ

た
神
社
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
日
吉
（ひ
え
）神
社
の
祭
神
は
、
「偉
大
な
山
の
境
界
の
棒
」と
い
う
意
味
の 

神
名
の
大
山
咋
大
神
（お
お
や
ま
く
い
お
お
か
み
）で
あ
る
。
ま
た
、
三
島
神
社
の
本
源
は
愛
媛
県

大
三
島
町
の
大
山
祗
（お
お
や
ま
づ
み
）神
社
で
あ
り
、
そ
の
祭
神
は
「偉
大
な
山
の
神
霊
」と
い
う

意
味
の
大
山
祗
＝
大
山
津
見
神
で
あ
る
。
（彼
は
、
火
の
神
・迦
具
上
の
体
の
各
所
か
ら
生
ま
れ
た

八
神
の
山
の
精
霊
で
あ
る
山
津
見
神
（や
ま
つ
み
の
か
み
）を
総
支
配
す
る
神
で
も
あ
る
。
）つ
ま
り
、

日
吉
神
社
も
三
島
神
社
も
、
山
に
関
す
る
神
で
あ
り
、
私
は
金
属
の
精
錬
や
鍛
造
に
不
可
欠
な
炭

を
必
要
と
し
た
職
人
に
と
っ
て
、
日
吉
神
社
も
三
島
神
社
も
自
分
達
の
職
業
に
欠
く
こ
と
の
出
来

な
い
大
切
な
炭
を
供
給
し
て
く
れ
る
神
と
し
て
崇
め
奉
っ
て
来
た
神
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。 

五
社
神
社
の
あ
る
房
ケ
谷
戸
の
名
栗
（入
間
）川
の
対
岸
に
金
属
の
精
錬
と
鍛
造
を
意
味
す
る

「赤
工
（あ
か
だ
く
み
）と
い
う
地
名
と
房
ケ
谷
戸
の
隣
り
に
「金
山
」と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
る
よ

う
に
、
五
社
神
社
に
統
合
さ
れ
た
秋
葉
、
愛
宕
、
稲
荷
、
日
吉
、
三
島
の
各
神
社
は
、
金
属
の
精
錬

や
鍛
造
と
重
要
な
関
連
を
持
つ
火
と
山
（炭
）の
神
を
祀
っ
た
神
社
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
神
社
は
か
つ

て
、
そ
の
よ
う
な
職
業
に
従
事
し
た
人
達
に
と
っ
て
大
切
な
重
要
な
神
々
を
祀
る
神
社
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
の
周
辺
に
は
、
確
実
に
「タ
タ
ラ
場
」が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
類 

推
出
来
る
の
で
あ
る
。 

そ
れ
に
、
こ
の
五
社
神
社
に
は
、
秋
葉
神
社
の
火
伏
せ
の
神
で
あ
る
「三
尺
坊
大
権
現
」を
表
し 

た
狐
の
背
に
立
っ
て
い
る
烏
天
狗
と
、
愛
宕
神
社
の
火
伏
せ
の
神
で
あ
る
「愛
宕
権
現
（勝
軍
地
蔵
） 

を
表
し
た
馬
の
背
に
乗
っ
て
い
る
武
装
し
た
姿
の
地
蔵
の
二
体
の
石
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

石
像
は
同
じ
手
法
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秋
葉
と
愛
宕
の
両
神
社
が
こ
こ
に
合
祀
さ
れ
た
同

時
期
に
造
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
芸
術
的
に
優
れ
た
彫
り
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
像
は
あ

ま
り
例
が
な
く
、
こ
こ
に
確
か
な
火
の
信
仰
が
脈
々
と
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。  
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