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かしば見聞録 

タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー

楠
本
　
績（
穴
虫
） 

　
Y
2
K
と
、と
か
く
喧
騒
さ
れ
た
平
成
の
辰

年
早
々
の
あ
る
日
、大
和
高
田
市
に
住
む
友
人

が
、独
り
身
と
な
っ
た
気
楽
？
さ
か
ら
か
、近
く

に
居
り
な
が
ら
は
じ
め
て
遊
び
に
来
る
と
の
電

話
が
あ
っ
た
。
 

　
「
近
鉄
大
阪
線
二
上
駅
東
側
最
初
の
踏
切
を
、

北
へ
越
え
て
ま
っ
す
ぐ
進
み
、二
番
目
の
道
を
西

に
入
る
と
十
軒
ば
か
り
の
家
が
あ
り
、そ
の
三

軒
目
の
家
」
と
、古
稀
に
な
る
歳
と
は
い
え
、い

ま
だ
に
元
気
で
車
を
乗
り
回
し
て
い
る
友
人
に

伝
え
た
。
 

　
そ
れ
か
ら
三
時
間
程
過
ぎ
た
。
し
か
し
一
向

に
姿
が
見
え
ず
、比
較
的
狭
い
道
路
で
間
違
い

で
も
起
き
た
の
で
は
と
心
配
し
て
い
る
と
電
話

が
入
っ
た
。「
竹
田
川
の
う
じ
ろ
橋
ま
で
来
て
い

る
が
ど
う
行
け
ば
い
い
の
か
？
」
と
の
こ
と
で

あ
る
。
竹
田
川
は
分
か
る
が「
う
じ
ろ
橋
」は
ど

う
し
て
も
思
い
付
か
な
い
。
香
芝
に
来
て
二
十

五
年
近
く
に
な
る
身
に
と
っ
て
は
情
け
な
い
話

で
あ
る
が
、ど
う
し
よ
う
も
な
く
、近
隣
の
様
子

を
聞
け
ば
造
成
中
の
中
和
幹
線
道
路
の
近
く

ら
し
く
早
速
行
っ
て
み
た
。
 

　
橋
の
欄
干
は
、鉄
パ
イ
プ
を
組
み
立
て
た
よ

う
で
は
あ
る
が
、確
か
に
竹
田
川
を
南
北
に
ま

た
が
る
橋
梁
で
あ
り
、橋
の
名
前
も
南
側
に「
ウ

ジ
ロ
橋
」
と
カ
タ
カ
ナ
で
書
か
れ
、北
側
に
は
ひ

ら
が
な
で「
う
じ
ろ
は
し
」と
名
付
け
ら
れ
て
い

た
。こ
の
橋
は
、土
曜
日
に
は
い
つ
も「
リ
キ（
我

が
家
の
一
員
で
あ
る
犬
の
名
前
）」
を
連
れ
て
、

夕
暮
れ
に
は
散
歩
に
い
く
コ
ー
ス
で
あ
る
の
に
、

今
ま
で
全
然
気
に
も
止
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
 

　
香
芝
市
の
都
市
地
図
に
は
、「
穴
虫
橋
」は
記

名
さ
れ
て
い
る
が
、東
側
の
橋
の
記
名
は
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、平
成
三
年
頃
の
香
芝

町
の
都
市
地
図
に
は
、「
穴
虫
大
橋
」
に
続
い
て

「
う
じ
ろ
橋
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
も
な

ん
と
な
く
気
に
な
っ
た
の
で
、そ
れ
と
な
く
自

分
な
り
に
調
べ
て
も
み
て
い
た
が
、香
芝
市
の

広
報
か
し
ば
お
知
ら
せ
版（
平
成
十
二
年
一
月

五
日
第
二
三
六
号
）の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
た

都
市
地
図
に
よ
れ
ば
、「
穴
虫
大
橋
」の
東
側
に

「
ウ
ジ
ロ
橋
」と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
 

　
橋
の
名
前
は
分
か
っ
た
が
、「
う
じ
ろ
は
し
」

と
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
か
と
、

い
や
に
気
が
か
り
に
な
っ
て
き
た
。
通
常
は
地

名
な
り
、そ
の
土
地
の
由
緒
等
に
因
っ
て
い
る

の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、「
う
じ
ろ
は
し
」

と
は
ど
ん
な
意
が
あ
る
の
か
い
ろ
い
ろ
と
各
種

の
辞
典
等
を
あ
さ
っ
て
み
た
が
、単
語
・
熟
語
と

し
て
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。や
む
を
得
ず
、自

分
な
り
の
つ
た
な
い
想
像（
創
造
）を
駆
使
す
る

事
に
し
た
。
 

　
「
う
じ
ろ
」と
は
、単
純
に
考
え
て「
う
し
ろ
」

の
訛
っ
た
言
葉
で
は
と
も
考
え
た
が
、ど
う
も

い
ま
い
ち
古
代
の
匂
い
の
す
る
香
芝
で
は
味
気

が
な
く「
う
じ
」
と
、「
ろ
」
を
分
け
て
み
る
こ
と

に
し
た
。「
う
じ
」
で
一
番
ピ
ッ
タ
リ
で
は
と
見

え
た
の
は
「
氏
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
の
語
釈

（
広
辞
苑
）で
も
【
古
代
、氏
族
に
擬
制
し
な
が

ら
実
は
祭
祀
・
居
住
地
・
官
職
な
ど
を
通
じ
て

結
合
し
た
政
治
的
集
団
。
そ
の
内
部
は
姓（
か

ば
ね
）を
異
に
す
る
家
族
群
に
分
か
れ
、上
級
の

姓
を
持
つ
家
族
群
が
下
級
の
姓
の
家
族
群
を
支

配
し
、最
下
層
に
は
部
民（
べ
の
た
み
）及
び
奴

隷（
ぬ
ひ
）が
あ
る
。
】で
あ
る
が
、今
一
つ
仏
教

語
の「
有
事
」も
捨
て
難
く【
一
切
の
存
在（
有
）

を
時
間
の
相
に
お
い
て
見
、今
こ
こ
に
現
前
し

て
い
る
存
在
の
あ
り
方
こ
そ
絶
対
で
あ
る
。
】と

説
い
て
い
る
。
 

　
「
ろ
」は
、「
路
」【
事
の
筋
み
ち（
理
路
）】で
、

理
屈
が
通
る
よ
う
に
思
え
た
。
し
か
し
な
ん
と

な
く
こ
こ
ま
で
来
て
和
名
抄
（
倭
名
類
聚
鈔
）

や
大
和
物
語
の
面
か
ら
も
、「
ウ
ジ
ロ
」
と
は
と
、

追
っ
て
み
る
必
要
を
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。
 

竹田川にかかる「ウジロ橋」 


