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今
回
の
未
来
へ
の
伝
承
は
、
中
世
に
つ
く
ら
れ
た
謎
の
穴

「
地ち

か
し
き
こ
う

下
式
坑
」を
紹
介
し
ま
す
。

　

ご
く
稀
に
起
こ
る
こ
と
で
す
が
、
台
地
上
の
畑
を
工
作
中

に
急
に
地
面
が
陥
没
し
て
ト
ラ
ク
タ
ー
が
そ
の
穴
に
は
ま
っ

た
り
、
何
の
伝
承
も
無
い
土
地
に
急
に
穴
が
開
い
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
話
の
ほ
と
ん
ど
は
周
囲
に
何
も

無
い
平
坦
な
台
地
の
上
で
起
こ
る
こ
と
か
ら
、
地
下
式
坑
の
天

井
部
が
陥
没
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

地
下
式
坑
の
構
造
は
、
入
口
と
な
る
竪た

て
こ
う坑

と
地
下
室
に
あ

た
る
主し

ゅ
し
つ室

の
二
つ
か
ら
な
り
ま
す
。
竪
坑
は
地
面
か
ら
深
さ
約

１
㍍
程
度
に
ほ
ぼ
垂
直
に
掘
り
込
ま
れ
た
穴
で
す
。
主
室
は

方
形
、
円
形
、
楕
円
形
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
竪
坑
よ
り

も
さ
ら
に
底
面
が
下
が
り
ま
す
。
幅
や
奥
行
は
１
㍍
以
上
４

㍍
以
下
と
、
そ
の
長
さ
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
柱
や
板
で
天
井

を
支
え
る
工
夫
な
ど
は
行
わ
ず
、
素
掘
り
の
ま
ま
用
い
て
い
ま

し
た
。

　
国
内
の
地
下
式
坑
の
分
布
を
み
る
と
、
関
東
地
方
に
集
中

し
て
お
り
、
中
部
以
西
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
特
に

千
葉
県
が
全
国
で
最
も
多
く
、
つ
い
で
茨
城
県
が
続
き
ま
す
。

千
葉
県
で
も
北
部
、
茨
城
県
で
も
南
部
に
分
布
の
偏
り
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
19
年
段
階
の
研
究
成
果
で
す
が
、
茨
城
県
内
で
は
県

北
・
県
央
で
14
遺
跡
１
３
１
基
、
鹿
行
地
域
で
10
遺
跡
1６
基
、

県
西
地
区
で
９
遺
跡
７4
基
、
県
南
で
２６
遺
跡
１
８
６
基
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
県
南
に
多
い
の
は
中
世
当
時
の
地
域
差
よ

り
も
、
現
代
の
開
発
事
業
数
に
比
例
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
１
遺
跡
で
１
基
発
見
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
２0
基

以
上
発
見
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
遺
跡
ご
と
の
性
格
の
違
い

123

中
世
の
な
ぞ
の
穴
　
地
下
式
坑

を
反
映
す
る
よ
う
で
す
。

　

地
形
の
点
か
ら
は
、
台
地
上
が
ほ
と
ん
ど
で
、
特
に
台
地

の
中
央
部
分
よ
り
も
縁
辺
部
分
が
多
い
よ
う
で
す
。
川
沿
い

の
低
地
か
ら
見
つ
か
る
例
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。こ
れ
は
、

低
地
の
場
合
、
地
下
水
や
堆
積
物
の
性
質
か
ら
、
単
な
る
素

掘
り
で
地
下
室
を
作
る
の
に
土
地
が
適
し
て
い
な
い
か
ら
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
出
土
遺
物
は
、
中
世
土
器
の
か
わ
ら
け
・
土
鍋
の
ほ
か
、
常

滑
や
瀬
戸
な
ど
の
陶
磁
器
、
銭
な
ど
が
中
心
で
す
。
木
製
品

な
ど
の
有
機
物
は
、
台
地
の
土
は
酸
性
が
強
い
た
め
残
り
に
く

い
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
年
代
か
ら
地
下
式
坑
の
ピ
ー
ク
は
室

町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
初
め
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

遺
物
は
、
主
室
の
床
面
に
残
す
・
置
く
よ
う
な
出
方
を
す
る

も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
竪
坑
か
ら
流
れ
込
ん
だ
埋
め
土
の

中
か
ら
見
つ
か
る
場
合
が
大
部
分
を
占
め
ま
す
。
ま
た
断
面

を
見
る
と
、
天
井
部
分
が
崩
れ
落
ち
て
、
穴
に
な
っ
た
状
態

を
利
用
し
て
、
後
に
遺
物
を
捨
て
た
場
合
も
見
ら
れ
ま
す
。

　
土
浦
市
小
岩
田
東
の
神
出
遺
跡
で
は
、
２9
基
の
地
下
式
坑

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
1７
号
坑
か
ら
は
主
室
に
流
れ
込
む
よ

う
に
大
量
の
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
と
オ
オ
タ
ニ
シ
が
出
土
し
ま
し

た
。
共
に
出
土
し
た
か
わ
ら
け
の
年
代
か
ら
、
1５
世
紀
こ
ろ

の
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
下
高
津
小
学
校
遺
跡
か
ら
は
、
３
基
の
地
下
式
坑
が

発
見
さ
れ
、
土
鍋
や
か
わ
ら
け
の
ほ
か
、
天
目
茶
碗
な
ど
の

茶
道
具
や
硯
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
識
字
層
で
茶
の
湯
に

接
す
る
社
会
的
に
上
位
の
人
々
が
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

陶
磁
器
か
ら
1６
世
紀
の
も
の
と
判
断
で
き
ま
す
。

　
こ
の
地
下
式
坑
に
対
し
て
は
、
造
ら
れ
た
目
的
に
２
つ
説
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が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
人
間

の
葬
送
・
埋
葬

に
用
い
た
と
す

る
も
の
で
、
も

う
一
つ
は
倉
庫

と
す
る
考
え
方

で
す
。
前
者
の

場
合
、
不
整
形

の
溝
に
囲
ま
れ
、

五
輪
塔
な
ど
の

石
塔
が
出
土
し

ま
す
。
台
地
上

は
酸
性
の
土
壌

の
た
め
、
骨
は

残
り
に
く
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
後
者
は
、
城
館
遺
跡
の
中
で
建
物
と
重
な

ら
ず
、
規
則
的
に
配
列
し
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
隣
り
合
っ

た
倉
庫
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
結
論
的
に
は
、
ど
ち
ら
も
的
を
射
た
指
摘
と
思
わ
れ
ま
す
。

中
世
の
人
々
は
、
そ
の
必
要
に
応
じ
て
地
下
に
穴
を
掘
り
、
利

用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
あ
り
方
な
の
で
し
ょ
う
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
下
高
津
小
学
校
遺
跡
の
出
土
資
料
は
、

５
月
10
日
ま
で
上
高
津
貝
塚
で
開
催
中
の
テ
ー
マ
展
で
展
示

中
で
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場

（
☎
８
２
６
・
７
１
１
１
） 下高津小学校遺跡地下式坑の断面（16世紀のもの）


