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阿
蘇
の
山
よ
り
色
見
に
流
れ
落
ち
る
河
川

は
、
熊
野
座
神
社
の
横
を
流
れ
、
集
落
を
包

む
か
の
よ
う
に
や
が
て
白
川
へ
と
至
り
ま
す
。

山
鳥
か
ら
こ
の
川
を
渡
り
、
熊
野
座
神
社

よ
り
戸
狩
へ
到
る
道
す
が
ら
、
お
よ
そ
十
五

個
位
の
石
塔
・
仏
像
・
仏
閣
・
寺
院
等
が
あ

り
ま
す
。
多
分
に
色
見
熊
野
座
神
社
が
そ
の

形
態
を
示
す
前
に
、
こ
の
地
を
取
り
囲
む
よ

う
に
祈
り
の
場
と
し
て
、
何
世
紀
に
渡
り
守

り
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て

阿
蘇
火
山
信
仰
の
要
と
し
て
の
役
割
を
、
は

た
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

じ
つ
に
多
く
の
神
々

が
い
ま
す
。
熊
野
座
神

社
境
内
上
手
右
に
は
、

墳
墓
と
思
わ
れ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
円
墳
型

を
し
た
そ
の
高
さ
は
二

メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い

ま
す
。

佇
む
か
の
よ
う
な
石

仏
も
、
何
百
年
と
風
雪
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
の

顔
の
丸
み
だ
け
が
の
こ
っ
て
い
ま
す
。
欠
か

さ
ぬ
お
供
え
物
に
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
ぬ
さ

さ
や
か
な
願
い
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ど
こ
に
で
も
見
出
す
も
の
と
し
て
、
猿
田

彦
の
石
塔
を
見
か
け
ま
す
。
単
独
で
大
き
な

自
然
石
に
彫
ら
れ
た
も
の
か
ら
、
神
社
仏
閣

の
片
隅
に
佇
む
も
の
ま
で
様
々
で
す
。
そ
の

大
半
は
道
案
内
と
し
て
見
る
事
が
で
き
、
村

落
の
出
入
り
口
に
は
あ
り
ま
す
。

こ
の
猿
田
彦
は
、
大
半
が
江
戸
時
代
後
期

に
備
え
ら
れ
た
も
の
で
「
道
案
内
」
の
神
様

で
し
た
。

そ
の
道
案
内
の
神
様
と
し
て
の
歴
史
は
古

く
、
古
事
記
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
天
孫
降
臨

の
場
面
に
登
場
し
ま
す
。
猿
田
彦
神
が
天
孫

を
道
案
内
し
て
、
高
千
穂
に
降
り
立
つ
ス

ト
ー
リ
ー
が
有
名
で
す
。

そ
れ
を
詳
し
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
も
の

に
、
神
楽
が
あ
り
ま
す
。
高
森
で
受
け
継
が

れ
て
い
る
神
楽
は
高
千
穂
系
で
、
舞
い
の
当

初
に
猿
田
彦
は
登
場
し
ま
す
。

赤
い
天
狗
の
面
を
か
ぶ
り
登
場
す
る
猿
田

彦
は
、
赤
色
が
も
つ
悪
霊
そ
し
て
厄
災
を
追

い
払
う
霊
力
に
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

「
道
行
き
」
で
始
ま
る
高
千
穂
神
楽
と
は
、

神
楽
の
一
行
が
神
社
か
ら
神
楽
宿
に
向
か
う

行
列
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
鼻
高
面
を
付
け

た
猿
田
彦
を
先
頭
に
、
そ
の
日
の
登
場
人
物

た
ち
が
、
村
を
巡
り
、
宿
（
民
家
）
へ
と
舞

い
入
る
。
そ
し
て
一
晩
中
、
神
楽
が
舞
わ
れ

ま
す
。

こ
の
「
道
行
き
」
は
高
天
が
原
に
降
臨
し

た
一
行
が
、
猿
田
彦
に
先
導
さ
れ
、
高
千
穂

の
ク
ニ
へ
と
向
か
っ
た
と
い
う
故
事
に
も
と

づ
く
も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。「
古
事
記
」

の
記
述
は
各
地
の
神
楽
に
お
け
る
主
要
な
演

目
で
あ
り
、
高
千
穂
神
楽
は
記
紀
神
話
を
具

現
化
し
た
演
劇
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
猿
田
彦
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、

鼻
が
長
く
大
男
で
目
は
赤
く
、
い
か
つ
い
神

様
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
素
直
に
思
え

る
の
は
、
猿
田
彦
神
は
海
外
か
ら
の
渡
来
民

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

琉
球
諸
島
に
今
も
残
る
、
女
性
司
祭
に

よ
っ
て
営
ま
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
儀
礼

の
な
か
に
「
サ
ル
タ
ル
」
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
猿
田
彦
神
の
語
原
だ
と
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
し
、
猿
田
彦
神
と
の
役
目
が
同
じ
で
あ

り
ま
す
。
台
湾
・
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
･
中
国
沿

海
部
に
も
そ
れ
は
残
っ
て
お
り
、
海
か
ら
の

使
者
す
な
わ
ち
海
洋
民
族
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

猿
田
彦
の
神
は
先
が
け
・
先
導
・
道
ひ
ら

き
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

村
の
つ
じ
辻
に
、
道
案
内
と
道
中
の
安
全

を
祈
っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
中
期
以
降

に
な
り
ま
す
と
、
往
来
も
わ
り
か
し
自
由
に

な
り
、
旅
の
安
全
と
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し

て
祭
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

多
く
の
神
々
、
ヨ
ナ
と
の
戦
い
で
あ
り
ま

し
た
。
治
ま
れ
と
の
願
い
に
手
を
合
わ
せ
ま

し
た
。

▲色見の猿田彦神


