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キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
は
、
キ
ッ
ネ
ガ
リ
と
も
い
い
、
西
は
因
幡
、
北
播
磨
か
ら
但
馬
、

丹
波
、
丹
後
、
東
は
若
狭
に
か
け
て
分
布
し
、
多
く
は
子
供
た
ち
が
手
に
御
幣
な
ど

を
持
ち
、
鉦
や
太
鼓
、
唱
言
で
農
作
業
に
災
い
す
る
と
考
え
ら
れ
た
狐
を
村
外
に
追

い
出
す
と
す
る
小
正
月
の
行
事
で
あ
る
。

柳
田
国
男
は
『
孤
猿
随
筆
』
に
お
い
て
、
狐
の
寒
施
行
と
関
係
し
、
霊
獣
で
あ
る

狐
の
あ
り
か
を
み
つ
け
て
、
年
の
始
め
の
一
年
の
兆
候
や
め
で
た
い
祝
言
を
聴
こ
う

と
歓
待
し
た
も
の
が
、
狐
と
人
間
の
親
し
み
が
消
え
、
そ
の
恩
恵
を
期
待
し
な
く
な

①

り
、
追
い
払
う
い
や
な
存
在
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
た
。
一
方
、
宮
本
常

一
は
『
民
間
暦
』
に
お
い
て
、
狐
狩
り
は
、
狐
が
悪
事
を
せ
ぬ
よ
う
村
境
へ
追
い
払

う
行
事
で
あ
り
、
狐
施
行
も
、
道
饗
祭
り
の
お
供
え
の
よ
う
に
狐
に
食
べ
物
を
与
え
、

②

送
り
出
し
、
災
い
を
防
ぐ
と
し
た
。
辰
己
衛
治
氏
は
柳
田
の
説
を
継
承
し
な
が
ら
も

キ
ッ
ネ
ガ
リ
以
外
に
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
と
い
う
行
事
名
も
存
在
す
る
こ
と
に
着
目
し
、

キ
ッ
ネ
ガ
リ
を
行
う
子
供
に
は
神
性
が
認
め
ら
れ
、
厳
格
な
神
事
で
あ
っ
た
こ
と
を

裏
付
け
る
よ
う
に
厳
し
い
禁
忌
が
あ
り
、
唱
え
ご
と
の
中
に
福
狐
、
福
の
神
と
い
う

歓
迎
す
べ
き
存
在
が
見
出
だ
せ
る
。
ま
た
、
嫁
祝
い
と
し
て
新
婚
の
家
へ
行
き
、
シ

一
は
じ
め
に

来
訪
神
慣
行
と
し
て
の
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

リ
タ
タ
キ
を
し
て
ま
わ
る
な
ど
、
家
の
繁
栄
や
稲
の
豊
作
を
も
た
ら
す
神
を
お
迎
え

す
る
神
事
で
あ
り
、
村
の
入
り
口
や
村
境
に
御
幣
を
た
て
る
の
は
神
迎
え
に
際
し
て

村
を
清
浄
に
保
と
う
と
す
る
意
識
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
々
の
狐
に
対
す
る

意
識
の
変
化
に
よ
っ
て
、
狐
を
狩
り
、
追
い
や
る
行
事
に
変
化
し
向
。
と
し
た
。
宮

本
の
説
を
展
開
し
た
も
の
に
は
狐
狩
り
の
唱
言
か
ら
分
析
し
た
小
田
和
弘
氏
が
お
り
、

狐
狩
り
の
唱
言
は
行
事
の
宣
言
、
行
事
の
依
頼
者
・
権
威
者
、
追
放
対
象
、
追
放
対

象
の
棲
む
場
所
、
追
放
先
、
威
嚇
、
追
放
命
令
、
雛
子
言
葉
、
言
葉
遊
び
な
ど
か
ら

構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
、
行
事
の
宣
言
、
追
放
命
令
、
難
し
詞
が
重
要
な
項
目
で
、

狐
を
村
に
災
厄
を
も
た
ら
す
怪
し
い
も
の
と
み
な
し
、
災
厄
の
象
徴
で
あ
る
狐
を
追

④

放
し
て
怪
異
現
象
を
防
ご
う
と
す
る
行
事
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
狐
の
も
た
ら

す
災
厄
を
農
作
業
に
限
定
せ
ず
、
怪
異
現
象
に
ま
で
広
げ
災
厄
の
象
徴
と
す
る
。

こ
う
し
た
中
、
狐
に
善
悪
の
両
義
的
側
面
を
見
い
だ
し
御
霊
信
仰
を
背
景
に
持
つ

行
事
と
す
る
研
究
が
あ
る
。
大
森
惠
子
氏
は
、
但
馬
の
事
例
を
中
心
に
検
討
し
、
①

鍋
輪
・
鍋
取
り
（
鍋
つ
か
み
）
・
草
履
な
ど
を
竹
に
吊
し
て
村
境
に
立
て
る
、
②
木

製
の
刀
・
槍
な
ど
を
持
っ
て
行
列
に
参
加
す
る
、
③
祝
福
や
言
祝
ぎ
儀
礼
を
と
も
な

う
の
三
形
態
に
分
類
し
、
狐
は
、
年
神
・
祖
霊
神
・
御
霊
・
若
宮
な
ど
の
象
徴
と
信

じ
ら
れ
、
恐
怖
と
恩
寵
の
二
面
性
を
も
つ
。
行
事
に
キ
ッ
ネ
ガ
リ
と
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

の
二
つ
の
名
称
を
持
つ
の
は
前
者
が
恐
怖
の
側
面
を
、
後
者
が
恩
寵
の
側
面
を
示
し

藤
井
裕
之
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て
お
り
、
こ
の
行
事
は
、
本
来
狐
狩
り
・
狐
ガ
エ
リ
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
年
神
・
祖
霊

神
に
豊
作
を
願
う
小
正
月
の
予
祝
儀
礼
の
一
形
態
で
あ
り
、
狐
は
農
神
で
あ
る
稲
荷

の
化
身
で
あ
り
、
稲
荷
は
御
霊
神
に
も
変
化
す
る
。
祖
霊
神
も
祭
祀
を
怠
れ
ば
御
霊

神
に
も
な
り
、
稲
荷
は
祖
霊
神
で
も
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
種
々
の
民
間
信
仰
の
影

響
を
受
け
て
狐
を
崇
り
を
な
す
御
霊
の
象
徴
と
信
じ
、
御
霊
を
祭
祀
し
て
常
世
へ
鎮

送
し
、
和
霊
と
な
し
、
御
霊
神
か
ら
恩
寵
神
へ
変
質
さ
せ
、
恩
寵
を
得
よ
う
と
す
る

⑤

御
霊
信
仰
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
と
し
た
。
金
田
久
璋
氏
も
狐
に
は
善
悪
の
両
義
性

が
あ
り
、
行
事
に
も
こ
の
両
義
的
側
面
が
様
々
な
形
で
表
れ
て
い
る
。
ま
た
名
称
も

こ
の
こ
と
を
反
映
し
て
お
り
、
行
事
の
変
容
過
程
で
善
悪
の
両
義
性
を
包
含
し
た
と

し
、
そ
れ
は
小
正
月
の
予
祝
性
や
道
祖
神
祭
の
御
霊
防
塞
性
に
関
わ
っ
て
習
俗
化
さ

れ
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
キ
ッ
ネ
ガ
リ
に
は
「
若
宮
の
祭
り
と
て
」
と
い
う
唱
言

が
あ
り
、
若
宮
祭
と
し
て
の
キ
ッ
ネ
ガ
リ
が
点
在
し
、
そ
の
若
宮
信
仰
を
流
行
さ
せ

た
機
縁
は
狐
掻
き
に
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
キ
ツ
ネ
を
災
厄
を
も
た
ら
す
厄
病
神

や
御
霊
神
と
し
て
村
外
へ
追
放
す
る
べ
く
行
事
を
継
承
し
て
き
た
も
の
と
す
る
。
さ

ら
に
福
井
、
京
都
、
兵
庫
の
三
県
に
ま
た
が
っ
て
「
地
頭
殿
の
お
お
せ
で
」
あ
る
い

は
「
地
頭
殿
に
頼
ま
れ
て
」
「
地
頭
殿
の
教
え
と
て
」
な
ど
の
唱
言
が
あ
る
た
め
、

地
頭
に
命
じ
て
小
正
月
の
行
事
の
中
に
キ
ッ
ネ
ガ
リ
を
組
み
こ
ま
せ
た
者
が
お
り
、

そ
れ
を
養
女
が
狐
の
崇
り
に
よ
っ
て
狐
懸
き
の
よ
う
な
精
神
異
常
と
な
り
そ
の
た
め

日
本
国
中
の
狐
を
毎
年
狩
る
よ
う
命
じ
た
豊
臣
秀
吉
の
狐
狩
り
に
行
事
の
誕
生
を
求

⑥

め
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
は
主
と
し
て
キ
ツ
ネ
の
持
つ
霊
力
、
性
格
に
焦
点
を

お
い
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
行
事
の
日
時
や
子
供
が
家
々
を
訪
れ
る

と
い
う
形
態
か
ら
小
正
月
の
訪
問
者
に
代
表
さ
れ
る
来
訪
神
と
の
関
連
も
考
慮
さ
れ

キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
は
多
様
な
形
態
を
持
つ
た
め
、
形
態
ご
と
の
分
析
を
必
要
と
す
る
。

大
森
惠
子
氏
の
分
類
と
も
一
部
重
な
る
が
、
行
事
の
形
態
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
、

考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

①
御
幣
を
持
っ
て
集
落
内
あ
る
い
は
各
戸
を
訪
問
し
、
御
幣
を
集
落
境
に
立
て
る
。

こ
の
形
態
が
但
馬
、
丹
後
、
丹
波
、
北
播
磨
を
中
心
と
し
て
最
も
広
く
分
布
す
る

形
態
で
あ
る
。

事
例
①
兵
庫
県
美
方
郡
村
岡
町
入
江
キ
ッ
ネ
ガ
リ

一
月
一
四
日
ト
ン
ド
の
後
、
竹
竿
の
先
端
に
紙
の
御
幣
を
っ
け
た
も
の
五
本
を
持

っ
て
、
カ
ネ
と
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
村
境
に
各
々
一
本
ず
つ
五
か
所
に
御
幣
を
立
て

る
必
要
が
あ
り
、
来
訪
神
も
キ
ツ
ネ
同
様
、
富
や
幸
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
災
い
や

病
を
持
ち
込
ん
だ
り
す
る
両
義
的
な
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
上
井
久
義
氏
は
来
訪
神

は
豊
作
を
も
た
ら
す
が
同
時
に
こ
の
世
の
よ
く
な
い
も
の
を
祓
い
さ
っ
て
く
れ
、
そ

⑦

の
た
め
忌
避
さ
れ
、
恐
れ
ら
れ
る
性
格
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
新

谷
尚
紀
氏
は
各
地
の
厄
払
い
の
形
態
よ
り
来
訪
神
は
、
人
々
が
餅
や
金
銭
な
ど
を
与

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ケ
ガ
レ
を
背
負
わ
せ
ハ
ラ
ヘ
ャ
ル
た
め
に
人
々
の
側
で
一
つ

③

の
行
事
と
し
て
創
出
さ
れ
た
異
界
の
も
の
と
し
た
。
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
は
個
々
の
事
例

に
お
い
て
は
来
訪
神
と
し
て
の
側
面
も
備
え
る
と
い
う
指
摘
は
あ
る
も
の
の
来
訪
神

慣
行
と
し
て
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
来
訪

神
と
し
て
の
機
能
に
注
目
し
な
が
ら
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
の
位
置
づ
け
を
行
い
、
行
事
の

一
側
面
を
提
示
し
て
み
た
い
。

二
行
事
の
形
態

八
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⑨

て
い
く
。
キ
ッ
ネ
ガ
リ
を
見
る
と
目
が
潰
れ
る
。
バ
チ
が
あ
た
る
と
い
う
。

事
例
②
兵
庫
県
養
父
郡
養
父
町
奥
米
地

一
月
一
四
日
、
矢
竹
に
御
幣
を
っ
け
た
も
の
四
本
を
床
に
ま
つ
り
、
男
子
や
親
達

が
拝
む
。
子
供
た
ち
は
御
幣
を
先
頭
に
「
き
つ
ね
が
り
そ
－
ろ
－
、
ま
ん
だ
尾
が
見

え
る
ぞ
－
」
と
は
や
し
な
が
ら
い
く
。
御
幣
竹
は
地
区
の
境
の
入
口
四
箇
所
に
立
て

⑩

る
。
そ
の
一
部
は
ド
ン
ド
場
と
一
致
す
る
。

事
例
③
京
都
府
北
桑
田
郡
美
山
町
川
谷
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

一
月
一
四
日
夕
刻
、
子
ど
も
た
ち
は
各
家
庭
を
順
次
祈
祷
し
て
ま
わ
り
、
足
音
を

た
て
な
い
よ
う
に
そ
っ
と
門
口
に
近
寄
り
、
「
ウ
ワ
ー
」
と
大
音
声
で
家
の
狐
を
追

払
う
。
主
婦
は
祝
儀
と
餅
と
み
か
ん
等
を
手
渡
す
。
道
行
く
人
の
影
を
見
た
時
は
道

端
に
し
ゃ
が
み
、
息
を
こ
ら
し
じ
っ
と
通
り
過
ぎ
る
の
を
待
つ
。
一
方
、
こ
れ
を
見

た
大
人
も
知
ら
な
い
、
気
づ
か
な
い
ふ
り
を
し
て
足
早
に
去
っ
て
い
く
。
こ
の
狐
を

相
手
に
す
る
と
そ
の
年
は
必
ず
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
。
一
五
日
早
朝
、
宿
の

神
前
に
祀
ら
れ
て
い
た
御
幣
を
き
つ
ね
の
親
（
子
供
の
年
長
者
二
名
）
が
持
ち
、
二

本
の
御
幣
を
先
頭
に
奥
地
へ
向
か
い
通
称
「
甚
九
郎
」
で
親
が
御
幣
を
左
右
に
振
り

な
が
ら
般
若
心
経
の
末
節
を
三
度
唱
え
、
一
本
の
御
幣
を
投
立
す
る
。
そ
し
て
一
本

の
御
幣
を
先
頭
に
「
き
つ
ね
の
す
し
は
七
桶
な
か
ろ
八
桶
に
た
す
ぞ
ボ
イ
ッ
ク
ボ
イ

ッ
ク
は
い
て
く
り
よ
う
は
い
て
く
り
よ
う
わ
り
や
何
す
る
ぞ
－
若
宮
の
祭
と
っ
て
狐

が
え
り
す
る
ぞ
－
」
と
歌
い
な
が
ら
集
落
外
れ
の
「
勘
定
の
木
」
ま
で
来
て
同
じ
よ

⑪

う
に
お
経
を
唱
え
御
幣
を
投
立
す
る
。

こ
の
形
態
は
、
子
供
が
御
幣
で
集
落
内
あ
る
い
は
各
戸
の
キ
ツ
ネ
を
追
い
出
し
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
キ
ツ
ネ
は
農
作
業
に
災
い
す
る
害
獣
で
は
な
く
、
目
に

見
え
な
い
災
厄
全
般
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
事
例
②
③
で
は
御
幣
を
床
に

ま
つ
っ
て
拝
ん
で
お
り
、
辰
己
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
こ
の
子
供
の
一
行
に
は
神
性

が
認
め
ら
れ
、
来
訪
神
と
し
て
の
子
供
た
ち
が
主
体
と
な
っ
て
御
幣
で
目
に
見
え
な

い
キ
ツ
ネ
に
象
徴
さ
れ
る
災
厄
を
祓
い
、
災
厄
の
付
着
し
た
御
幣
を
集
落
境
へ
と
持

ち
出
し
立
て
、
キ
ツ
ネ
を
追
い
出
し
た
と
す
る
。
事
例
③
で
は
集
落
外
れ
の
「
勘
定

の
木
」
の
も
と
に
御
幣
を
納
め
て
い
る
が
「
勘
定
の
木
」
と
は
道
切
り
行
事
で
あ
る

勧
請
掛
け
が
行
わ
れ
る
境
界
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
の
中
に
も
集
落
境
へ

御
幣
を
立
て
、
キ
ツ
ネ
が
集
落
内
へ
侵
入
し
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
道
切
り
と
同
じ

心
意
が
み
と
め
ら
れ
る
事
例
も
あ
る
。
つ
ま
り
御
幣
は
祓
具
で
あ
り
、
キ
ツ
ネ
を
追

い
出
す
と
い
う
よ
り
キ
ツ
ネ
を
よ
り
つ
か
せ
て
災
厄
を
御
幣
に
付
着
し
境
界
へ
持
ち

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
災
厄
の
象
徴
で
あ
る
キ
ツ
ネ
を
他
界
へ
送
り
出
し
、
呪
力
を
持

つ
祓
具
で
あ
る
た
め
に
境
界
に
立
て
ら
れ
た
御
幣
は
境
界
の
守
り
と
な
り
邪
悪
な
も

の
の
侵
入
を
防
ぐ
役
割
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
来
訪
神
が
災
厄
を
集
落
の

境
へ
持
ち
出
し
、
さ
ら
に
災
厄
の
侵
入
を
防
い
で
い
る
。
こ
こ
で
は
キ
ツ
ネ
は
災
厄

と
一
体
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
来
訪
神
と
は
別
の
存
在
と
し
て
祓
う
者
と
祓
わ

れ
る
者
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
事
例
①
に
お
い
て
目
が
潰
れ
る
。
バ
チ

が
あ
た
る
。
あ
る
い
は
事
例
③
で
も
狐
を
相
手
に
す
る
と
そ
の
年
不
幸
に
見
舞
わ
れ

る
と
い
う
の
は
来
訪
神
に
対
し
て
畏
敬
の
念
を
抱
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

キ
ツ
ネ
と
同
一
視
さ
れ
災
厄
の
象
徴
で
あ
る
た
め
忌
み
嫌
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。

②
藁
製
の
狐
、
御
幣
を
持
っ
て
各
家
を
ま
わ
り
、
お
金
等
を
も
ら
い
、
貨
幣
を
狐

に
噛
ま
せ
て
御
幣
と
と
も
に
川
に
流
す
。
あ
る
い
は
燃
や
す
。

事
例
④
大
阪
府
豊
能
郡
能
勢
町
天
王
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

一
月
一
四
日
午
後
、
ム
ラ
の
子
供
全
員
が
天
王
神
社
に
集
ま
る
。
区
長
が
事
前
に九
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作
っ
て
お
い
た
先
端
に
御
幣
を
付
け
、
藁
製
の
狐
を
付
き
立
て
た
青
竹
（
キ
ツ
ネ
）

を
先
頭
に
、
竹
竿
に
太
鼓
を
ぶ
ら
下
げ
前
後
に
二
人
で
担
ぐ
も
の
。
そ
の
他
の
者
は

自
家
で
作
っ
て
き
た
御
幣
を
竹
に
さ
し
こ
ん
だ
も
の
を
一
本
ず
つ
持
っ
て
、
ム
ラ
の

南
端
に
あ
る
天
王
川
に
架
か
つ
た
小
谷
橋
か
ら
右
回
り
に
各
家
を
回
っ
て
い
く
。

道
々
御
幣
を
振
り
、
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
の
歌
を
太
鼓
に
合
わ
せ
て
歌
う
。
家
で
は
、
キ

ツ
ネ
は
玄
関
に
入
り
、
そ
の
他
は
庭
先
で
太
鼓
に
合
わ
せ
て
歌
を
二
回
歌
っ
て
御
幣

を
振
る
。
歌
詞
は
「
わ
れ
は
何
を
す
る
ぞ
い
や
い
。
き
つ
ね
が
え
り
を
す
る
ぞ
い
や

い
。
き
つ
ね
の
す
し
を
幾
桶
つ
け
て
、
七
桶
な
が
ら
、
え
い
、
え
い
、
ば
っ
さ
り
こ
・

貧
乏
ぎ
っ
ね
追
い
出
せ
、
福
ぎ
っ
ね
追
い
込
め
」
で
あ
る
。
年
長
者
が
ち
ぎ
れ
た
御

幣
の
紙
を
福
の
神
と
し
て
家
の
人
に
渡
し
、
お
金
を
も
ら
う
。
家
で
は
御
幣
を
神
棚

に
ま
つ
り
、
翌
日
の
ト
ン
ド
の
火
で
焼
く
。
ム
ラ
を
一
周
し
て
再
び
小
谷
橋
に
戻
り
、

キ
ツ
ネ
の
口
に
貨
幣
を
噛
ま
せ
、
歌
を
二
度
歌
い
、
二
度
目
の
「
ば
っ
さ
り
こ
」
の

部
分
で
橋
か
ら
川
へ
キ
ツ
ネ
と
御
幣
を
流
す
。
そ
の
後
公
民
館
で
お
金
を
分
配
す
る
。

以
前
は
区
長
の
家
で
行
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
子
供
会
の
行
事
と
な
っ
て
お
り
、
公

⑫

民
館
が
会
場
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
事
例
は
「
貧
乏
ぎ
っ
ね
追
い
出
せ
、
福
ぎ
っ
ね
追
い
込
め
」
と
歌
っ
て
い
る

よ
う
に
キ
ツ
ネ
に
象
徴
さ
れ
る
災
厄
を
御
幣
を
振
っ
て
祓
う
よ
う
に
思
え
る
が
、
し

か
し
藁
製
の
キ
ツ
ネ
を
先
頭
に
し
て
御
幣
で
祓
い
、
各
家
で
は
玄
関
の
中
に
入
り
込

ん
で
残
り
の
者
が
御
幣
を
振
っ
て
お
り
、
キ
ツ
ネ
は
祓
わ
れ
る
対
象
と
い
う
よ
り
も

祓
う
主
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
各
家
を
訪
れ
て
来
る
来
訪
神
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
が
道
々

や
家
の
前
で
振
ら
れ
る
御
幣
で
集
落
内
や
各
家
を
祓
っ
て
ま
わ
り
災
厄
の
付
着
し
た

御
幣
を
川
へ
流
す
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
福
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
御
幣
は
、

神
棚
に
ま
つ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
御
幣
は
祓
具
で
あ
る
と
と
も
に
キ
ツ
ネ
の
依
代
で
あ

る
が
、
翌
日
の
ト
ン
ド
で
焼
か
れ
、
や
は
り
他
界
へ
送
ら
れ
る
の
で
祓
具
の
側
面
も

持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
最
後
に
キ
ツ
ネ
の
口
に
貨
幣
を
噛
ま
せ

て
御
幣
と
も
ど
も
キ
ツ
ネ
を
川
に
流
す
と
い
う
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
貨
幣
は
各

戸
を
訪
問
し
て
貰
っ
た
お
金
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
お
金
は
、

お
礼
で
も
供
物
で
も
な
く
、
追
い
出
す
災
厄
を
視
覚
化
し
た
祓
う
べ
き
も
の
の
象
徴

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
谷
氏
が
指
摘
す
る
ケ
ガ
レ
を
背
負
わ
せ
る
た
め
に
与
え
る

金
銭
と
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
処
理
す
る
キ
ツ
ネ
は
来
訪
神
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
ま
た
、
わ
ら
製
の
キ
ツ
ネ
が
登
場
す
る
事
例
は
兵
庫
県
多
紀
郡
篠
山
町
鷲
尾
に

も
あ
り
、
こ
こ
で
は
事
例
④
と
同
じ
く
藁
の
玉
を
か
ま
せ
た
藁
製
の
キ
ツ
ネ
に
御
幣

を
突
き
刺
し
御
幣
と
と
も
に
よ
せ
鉦
を
叩
き
な
が
ら
川
下
へ
行
き
、
御
幣
と
キ
ツ
ネ

⑬

を
焼
き
、
そ
の
灰
を
川
に
流
す
。
ま
た
、
『
歳
時
習
俗
語
彙
』
に
も
丹
波
天
田
で
は

藁
の
狐
を
村
境
で
焼
き
後
を
見
ず
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
事
例
が
み
ら
れ
る
。

貧
乏
と
福
の
対
応
に
関
し
て
は
赤
の
御
幣
を
貧
乏
御
幣
、
白
い
御
幣
を
福
の
神
の

御
幣
と
し
て
、
色
分
け
し
て
い
る
事
例
が
兵
庫
県
篠
山
町
の
村
雲
、
福
住
地
区
で
み

ら
れ
る
。
そ
の
一
事
例
を
あ
げ
て
み
る
。

事
例
⑤
兵
庫
県
多
紀
郡
篠
山
町
細
工
所

一
月
一
四
日
夕
方
、
村
の
子
供
（
か
っ
て
は
男
子
だ
け
）
が
公
民
館
に
集
ま
る
。

か
ね
て
山
に
あ
る
稲
荷
の
祠
に
安
置
し
て
お
い
た
竹
に
つ
け
た
白
い
福
の
神
の
御
幣

と
同
じ
く
竹
に
つ
け
た
赤
い
貧
乏
御
幣
を
持
ち
、
太
鼓
を
竹
で
担
っ
て
「
キ
ッ
ネ
ガ

エ
リ
を
す
る
ぞ
い
や
い
、
狐
の
す
し
は
、
い
く
お
け
あ
る
か
、
な
な
お
け
や
お
け
、

も
う
ひ
と
お
け
た
し
ま
し
ょ
。
ケ
ー
ン
ケ
ー
ン
バ
タ
バ
タ
」
と
離
し
な
が
ら
各
家
を

訪
問
し
、
家
の
前
で
も
離
す
。
家
の
玄
関
が
開
く
と
、
白
い
福
の
神
の
御
幣
を
持
っ

た
子
供
が
御
幣
を
玄
関
先
に
入
れ
、
「
福
入
れ
福
入
れ
」
と
い
っ
て
御
幣
を
振
り
、
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御
幣
の
紙
片
を
ち
ぎ
っ
て
渡
す
。
家
か
ら
は
お
金
を
貰
う
。
か
っ
て
は
お
金
以
外
に

餅
、
芋
な
ど
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
が
少
な
い
と
赤
い
貧
乏
御
幣
を
渡
す
。
各

家
は
貰
っ
た
御
幣
の
紙
片
を
神
棚
に
祀
り
、
翌
日
の
ト
ン
ド
で
燃
や
す
。
家
を
回
り

終
わ
る
と
、
稲
荷
さ
ん
へ
行
き
、
そ
こ
で
福
の
神
の
御
幣
の
竹
で
赤
い
貧
乏
御
幣
を

叩
き
、
赤
い
紙
片
を
落
と
し
、
竹
も
叩
き
割
り
、
福
が
貧
乏
に
勝
っ
た
こ
と
に
す
る
。

福
の
神
の
御
幣
は
稲
荷
さ
ん
に
一
旦
納
め
、
再
び
、
福
の
神
の
御
幣
、
赤
い
貧
乏
御

⑭

幣
両
方
と
も
持
っ
て
、
公
民
館
に
戻
り
、
そ
こ
で
燃
や
す
。

赤
い
御
幣
は
こ
こ
で
は
福
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
貧
乏
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

が
、
疫
病
神
で
あ
る
庖
瘡
神
が
赤
い
御
幣
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
、
こ

れ
ら
も
疫
病
の
よ
う
な
災
厄
全
般
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
ハ
ラ
ヘ
ャ
ル
対
象
と
し
て
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
貧
乏
ぎ
っ
ね
と
い
う
名
称

が
考
え
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
キ
ツ
ネ
が
本
来
的
に

持
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
祓
う
べ
き
象
徴
を
背
負
わ
さ
れ
た
結
果
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
キ
ツ
ネ
は
祓
う
主
体
で
あ
り
、
災
厄
を
持
ち
去
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

筆
者
は
か
っ
て
、
事
例
④
と
同
じ
能
勢
町
及
び
隣
接
す
る
豊
能
町
に
分
布
す
る
こ

う
し
た
災
厄
を
他
界
へ
持
ち
去
る
来
訪
神
の
形
態
で
あ
る
コ
ム
シ
行
事
を
考
察
し
た

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
行
事
は
文
化
三
年
に
速
水
恒
章
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
年
中
行

事
大
成
』
に
山
城
葛
野
郡
東
梅
津
村
の
梅
津
蒸
講
と
い
う
名
で
能
勢
の
コ
ム
シ
と
ほ

ぼ
同
様
の
行
事
内
容
が
挿
絵
入
り
で
記
さ
れ
て
お
り
、
一
連
の
行
事
が
か
っ
て
は
も

う
少
し
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
東
梅
津
村
で
の
行
事
内
容

は
、
二
月
中
酉
日
に
一
町
ご
と
に
定
め
た
頭
屋
の
家
の
庭
に
置
か
れ
た
大
釜
に
酷
、

酷
を
沸
し
、
上
に
竹
の
賛
を
架
す
。
そ
の
釜
の
前
に
蓑
笠
を
着
け
、
竹
杖
を
つ
い
た

老
婆
が
「
是
は
何
を
お
蒸
し
や
る
ぞ
」
と
唱
え
れ
ば
、
側
よ
り
「
い
も
や
は
し
か
を

見
候
」
と
調
っ
て
、
小
児
あ
る
い
は
他
郷
の
者
を
捕
ら
え
抱
き
、
釜
の
上
に
て
三
度

蒸
体
を
成
し
、
そ
の
後
、
三
宝
に
松
竹
梅
を
飾
っ
て
島
台
と
し
、
酷
や
酷
を
勧
め
て

帰
し
む
と
あ
る
。
こ
れ
は
庖
瘡
麻
疹
を
禁
厭
事
で
、
そ
の
た
め
こ
の
村
の
小
児
で
痘

病
で
命
を
落
と
す
者
は
い
な
い
と
し
、
こ
れ
ら
の
行
事
は
み
な
婦
女
の
役
目
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

能
勢
に
お
け
る
コ
ム
シ
は
、
別
名
コ
ト
と
も
呼
ば
れ
、
や
は
り
庖
瘡
・
麻
疹
除
け

と
考
え
ら
れ
て
い
る
行
事
で
あ
り
、
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
当
番
の
家
に
各
戸
一

人
ず
つ
の
女
性
が
集
ま
り
、
竈
の
湯
気
で
一
年
内
に
生
ま
れ
た
子
供
を
抱
い
て
蒸
す

真
似
を
す
る
。
そ
の
時
門
先
に
蓑
笠
姿
の
老
婆
が
訪
れ
、
子
を
蒸
す
女
性
と
何
を
し

て
い
る
の
か
と
い
っ
た
問
答
の
末
、
萢
瘡
を
貰
い
受
け
て
桟
俵
上
の
赤
い
御
幣
を
さ

し
た
大
き
な
か
や
く
御
飯
の
お
に
ぎ
り
を
も
ら
い
、
道
の
辻
へ
捨
て
る
。
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
コ
ム
シ
は
、
実
際
に
庖
瘡
・
麻
疹
の
流
行
に
際
し
て
の
儀
礼
で
は
な
く
、

年
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
ま
れ
て
ま
も
な
い
あ
の
世
と
こ
の

世
の
境
の
存
在
で
あ
る
不
安
定
な
子
供
の
あ
の
世
の
属
性
を
来
訪
神
に
持
ち
去
っ
て

も
ら
い
、
こ
の
世
の
者
と
し
て
定
着
さ
せ
る
第
二
の
誕
生
儀
礼
を
来
訪
神
が
司
っ
て

い
る
。
湯
気
と
と
も
に
体
内
か
ら
追
い
出
し
、
持
ち
去
る
具
体
的
な
物
と
し
て
成
長

を
阻
害
す
る
庖
瘡
・
麻
疹
が
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
子
供
の
通
過
儀
礼
を
年

中
行
事
の
側
面
か
ら
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
年
中
行
事
と
し
て
も
二
月
か
ら
四

月
と
い
う
冬
か
ら
春
へ
の
境
目
に
訪
れ
る
来
訪
神
に
冬
の
要
素
を
持
ち
去
っ
て
も
ら

い
春
を
迎
え
る
行
事
で
あ
る
た
め
で
、
通
過
儀
礼
と
年
中
行
事
が
交
錯
す
る
特
徴
が

⑮

あ
る
と
し
た
。

②
の
形
態
は
一
見
キ
ツ
ネ
を
追
い
出
す
行
事
と
み
え
る
が
コ
ム
シ
の
よ
う
に
災
厄

四
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の
象
徴
と
考
え
ら
れ
る
お
金
を
キ
ツ
ネ
に
噛
ま
せ
て
川
へ
流
す
こ
と
に
よ
り
、
来
訪

神
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
が
そ
れ
を
他
界
へ
持
ち
去
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
貧
乏
ぎ
っ
ね

と
し
て
災
厄
を
も
た
ら
す
と
す
る
性
格
も
災
厄
を
持
ち
去
る
ゆ
え
に
災
厄
そ
の
も
の

と
考
え
ら
れ
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
追
い
払
わ
れ
る
対
象
に

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
ツ
ネ
が
持
ち
去
る
対
象
は
金
銭
ば
か
り
で
は
な
い
。

⑧
一
年
間
使
用
し
た
古
い
鍋
と
り
・
鍋
輪
を
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
に
よ
っ
て
境
界
へ
送

り
出
す

こ
の
形
態
は
兵
庫
県
養
父
町
・
京
都
府
野
田
川
町
・
大
江
町
・
舞
鶴
市
・
福
井
県

高
浜
町
・
大
飯
町
・
名
田
庄
村
等
に
分
布
す
る
。

事
例
⑥
兵
庫
県
養
父
郡
養
父
町
中
米
地
キ
ッ
ネ
ガ
リ

一
月
一
四
日
、
お
日
待
ち
で
定
め
た
宿
に
男
子
が
集
ま
り
、
神
主
さ
ん
に
拝
ん
で

も
ら
っ
た
御
幣
を
つ
け
た
竹
を
二
本
、
宿
の
床
の
間
に
飾
っ
て
置
く
。
夜
、
男
子
が

二
組
に
分
か
れ
て
こ
の
竹
を
一
本
ず
つ
担
い
で
宿
を
出
発
し
、
「
キ
ッ
ネ
ガ
リ
候
う
、

あ
い
な
り
候
う
」
と
繰
り
返
し
叫
び
な
が
ら
、
集
落
内
を
歩
き
、
一
組
は
集
落
の
上
、

い
ま
一
組
は
下
の
集
落
の
境
に
竹
を
立
て
て
狐
を
狩
っ
て
出
る
。
キ
ッ
ネ
ガ
リ
の
一

行
の
叫
び
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
、
古
い
鍋
と
り
に
鍋
輪
を
く
く
り
つ
け
て
畑
や
川

⑯

原
に
投
げ
、
逃
げ
る
狐
に
投
げ
つ
け
た
。
こ
の
鍋
と
り
を
狐
の
耳
と
い
っ
た
。

事
例
⑦
兵
庫
県
養
父
郡
養
父
町
柴
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

一
月
一
四
日
夜
、
子
供
が
男
女
と
も
当
番
の
宿
に
集
ま
り
、
御
幣
と
短
冊
を
付
け

た
枝
付
き
の
篠
竹
を
持
っ
て
宿
を
出
発
し
「
キ
ッ
ネ
ゲ
ー
ロ
、
ソ
ウ
ロ
ウ
」
と
唱
え

な
が
ら
集
落
内
を
歩
く
。
そ
の
時
、
各
家
で
は
古
い
鍋
輪
、
鍋
と
り
を
門
先
に
出
し

て
お
く
と
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
の
子
供
が
拾
っ
て
持
っ
て
い
る
篠
竹
に
付
け
て
集
落
の
上

⑰

と
下
の
二
か
所
の
入
口
に
各
々
竹
を
立
て
る
。
宿
に
帰
っ
て
お
に
ぎ
り
を
貰
っ
た
。

事
例
⑧
兵
庫
県
養
父
郡
養
父
町
能
座
キ
ッ
ネ
ガ
リ

キ
ッ
ネ
ガ
リ
の
日
に
は
、
家
に
あ
る
使
い
古
し
た
鍋
と
り
、
鍋
輪
な
ど
を
家
の
外

⑱

に
捨
て
る
そ
う
す
る
と
狐
が
首
に
か
け
て
行
く
と
い
う
。

事
例
⑨
京
都
府
与
謝
郡
野
田
川
町
岩
屋
キ
ッ
ネ
ガ
リ

日
の
暮
れ
に
御
幣
な
ど
を
持
っ
て
「
キ
ッ
ネ
ガ
リ
ソ
ー
ロ
ー
」
と
唱
え
て
ま
わ
っ

た
。
こ
の
晩
ナ
ベ
ト
リ
、
メ
シ
カ
ゴ
の
古
い
の
を
カ
ド
ヘ
ほ
っ
て
狐
に
持
っ
て
い
な

⑲

せ
た
。

事
例
⑩
福
井
県
大
飯
郡
大
飯
町
キ
ッ
ネ
ガ
リ

一
月
一
四
日
夜
こ
の
夜
各
戸
で
は
古
い
鍋
す
え
と
鍋
つ
か
み
（
共
に
藁
製
品
）
と

を
家
の
外
に
か
け
て
お
く
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
狐
が
鍋
つ
か
み
で
耳
を
ふ
さ
ぎ
、

⑳

鍋
す
え
の
上
に
す
わ
っ
て
此
雛
声
を
避
け
る
よ
う
に
し
た
の
だ
と
い
う
。

事
例
⑪
兵
庫
県
美
方
郡
美
方
町
秋
岡
・
新
屋
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

一
二
月
八
日
の
ョ
ウ
カ
ブ
キ
に
と
り
か
え
た
古
い
鍋
と
り
、
鍋
輪
を
狐
が
持
っ
て

ド
ン
ド
に
焼
き
に
く
る
。
真
夜
中
に
各
自
が
笹
を
も
ち
松
明
を
先
頭
に
太
鼓
、
鉦
を

叩
き
な
が
ら
地
区
の
周
囲
の
山
々
を
ま
わ
り
、
村
の
境
の
き
ま
っ
た
場
所
で
御
幣
を

⑳

た
て
た
。

こ
の
形
態
は
御
幣
を
持
っ
た
子
供
た
ち
が
キ
ツ
ネ
を
追
い
払
う
と
す
る
の
は
①
の

形
態
と
同
じ
で
あ
る
が
そ
こ
に
各
家
か
ら
出
さ
れ
た
古
い
鍋
輪
、
鍋
と
り
を
処
理
す

る
行
為
が
付
加
さ
れ
る
。
事
例
⑥
⑨
⑤
は
い
ず
れ
も
古
い
鍋
と
り
、
鍋
輪
を
狐
に
投

げ
つ
け
る
、
あ
る
い
は
狐
が
首
に
か
け
て
行
く
、
狐
に
持
っ
て
い
な
せ
た
と
い
い
、

キ
ツ
ネ
が
鍋
輪
、
鍋
と
り
を
持
っ
て
い
く
。
ま
た
、
事
例
⑪
で
は
キ
ツ
ネ
が
鍋
輪
、

鍋
と
り
を
持
っ
て
ド
ン
ド
に
焼
き
に
来
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
他
界
へ
鍋
輪
、

岡
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鍋
と
り
を
持
っ
て
行
く
の
は
キ
ツ
ネ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
事
例
⑦
で
は
キ
ッ
ネ

ガ
エ
リ
の
子
供
が
拾
っ
て
御
幣
、
短
冊
の
付
い
た
竹
に
つ
け
て
集
落
の
境
へ
立
て
て

お
り
、
来
訪
神
と
し
て
の
子
供
が
鍋
輪
、
鍋
と
り
を
持
っ
て
い
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
鍋
輪
、
鍋
と
り
の
処
理
が
小
正
月
の
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
で
は
な
く
、
節
分
や
大
晦
日

と
い
っ
た
年
越
し
に
行
わ
れ
る
事
例
が
丹
後
を
主
と
し
て
分
布
し
て
い
る
。

事
例
⑫
京
都
府
竹
野
郡
網
野
町
木
津
節
分

使
い
古
し
た
鍋
輪
や
鍋
つ
か
み
を
道
ば
た
に
捨
て
る
。
百
か
け
と
い
う
鬼
が
夜
中

＠

に
拾
っ
て
行
く
の
だ
と
い
う
。

事
例
⑬
京
都
府
竹
野
郡
弥
栄
町
中
津
節
分

ヒ
ャ
ッ
カ
ケ
と
い
う
妖
怪
が
窓
や
戸
口
か
ら
覗
か
な
い
よ
う
に
一
年
間
使
用
し
て

古
く
な
っ
た
鍋
輪
、
鍋
と
り
を
ヒ
ャ
ッ
カ
ケ
に
や
る
と
い
っ
て
背
戸
か
ら
投
げ
た
。

ヒ
ャ
ッ
カ
ケ
は
ヘ
ワ
（
煤
）
が
好
き
で
、
ヘ
ワ
の
つ
い
た
鍋
輪
、
鍋
と
り
を
首
に
か

⑳

け
て
帰
る
と
い
う
。

事
例
⑭
京
都
府
舞
鶴
市
真
倉
一
二
月
三
一
日
・
二
月
三
日
（
節
分
）

夕
方
、
家
の
近
く
の
道
ぶ
ち
に
古
く
な
っ
た
「
な
く
つ
か
み
」
と
「
な
く
敷
き
」

（
わ
ら
製
）
を
置
き
、
カ
マ
ド
で
で
き
た
炭
火
を
の
せ
燃
や
す
の
で
あ
る
。
火
を
の

せ
る
と
、
そ
の
火
を
見
な
い
よ
う
後
を
向
か
ず
に
家
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

⑳

『
キ
ツ
ネ
が
灰
に
な
っ
た
。
』
と
い
っ
た
。

事
例
⑫
⑬
で
は
ヒ
ャ
ッ
カ
ヶ
は
鍋
輪
、
鍋
と
り
を
首
に
か
け
て
帰
る
。
あ
る
い
は

拾
っ
て
い
く
と
い
い
、
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
の
キ
ツ
ネ
と
同
じ
伝
承
を
持
ち
、
妖
怪
で
あ

る
ヒ
ャ
ッ
カ
ケ
が
キ
ツ
ネ
と
入
れ
替
わ
っ
た
だ
け
で
キ
ツ
ネ
は
ヒ
ャ
ッ
カ
ケ
と
入
れ

替
え
可
能
の
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
事
例
⑭
で
は
燃
や
し
た
鍋
つ
か
み
、
鍋
敷
き
を

キ
ツ
ネ
が
灰
に
な
っ
た
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
キ
ツ
ネ
と
鍋
つ
か
み
、
鍋
敷
き
が
同

じ
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
鍋
つ
か
み
、
鍋
敷
き
を
他
界
へ
持
ち
去
る
の

が
キ
ツ
ネ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
、
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
と
の
関
連
は
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
ッ
ネ
ガ
エ

リ
は
年
中
行
事
と
し
て
節
分
や
大
晦
日
と
い
っ
た
年
越
し
と
同
じ
位
置
づ
け
を
き
れ

て
お
り
、
両
者
は
と
も
に
一
年
の
境
に
あ
た
る
。

古
い
御
幣
を
送
り
出
す
場
合
も
あ
る
。

事
例
⑮
兵
庫
県
城
崎
郡
竹
野
町
松
本
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

男
子
が
村
全
戸
か
ら
古
い
御
幣
を
集
め
て
藁
で
束
ね
、
こ
れ
を
「
狐
」
と
称
し
た
。

昨
年
一
年
間
に
男
子
が
生
ま
れ
た
家
へ
行
き
、
「
狐
」
を
投
げ
入
れ
た
。
投
げ
込
ま

れ
た
家
で
は
「
疫
病
神
が
つ
く
」
と
い
っ
て
嫌
い
、
急
い
で
こ
の
御
幣
を
家
の
外
に

放
り
出
し
た
。
投
げ
込
ま
れ
た
家
の
戸
主
は
松
本
の
狐
狩
り
の
一
行
を
村
境
ま
で
追

⑳

っ
て
い
き
、
厄
払
い
を
す
る
の
が
習
わ
し
だ
っ
た
。

こ
こ
で
は
古
い
御
幣
が
狐
と
称
さ
れ
、
事
例
⑭
の
焼
か
れ
る
鍋
輪
、
鍋
敷
き
が
狐

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
疫
病
神
と
さ
れ
、
や
は
り
負
の
イ

メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
。
古
い
御
幣
は
文
字
ど
お
り
古
い
送
ら
れ
る
べ
き
神
の
依

代
で
あ
り
、
神
送
り
の
形
式
で
キ
ツ
ネ
や
疫
病
神
を
送
る
姿
が
み
て
と
れ
る
。

鍋
と
り
、
鍋
輪
と
古
い
御
幣
に
も
接
点
が
あ
る
。
上
井
久
義
氏
は
民
俗
信
仰
に
用

い
ら
れ
る
様
々
な
形
態
や
使
用
法
を
持
つ
草
履
を
分
析
し
、
か
つ
そ
の
姿
を
歴
史
的

に
糊
り
、
草
履
は
神
が
そ
こ
に
い
ま
す
こ
と
を
自
ら
啓
示
し
、
神
そ
の
も
の
を
象
徴

す
る
役
割
を
持
つ
祭
具
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
中
で
草
履
と
同
じ
性
格
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
足
半
に
形
態
が
似
て
い
る
鍋
つ
か
み
の
事
例
を
紹
介
し
て

⑳

い
る
。
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
に
も
兵
庫
県
養
父
郡
関
宮
町
安
井
の
よ
う
に
草
履
な
ど
を
村

⑳

境
に
立
て
る
事
例
の
あ
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、
鍋
と
り
に
は
御
幣
と
同
じ
く
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神
の
存
在
を
象
徴
す
る
側
面
が
あ
る
。

ま
た
、
事
例
⑬
で
は
ヒ
ャ
ッ
カ
ケ
は
煤
が
好
き
な
た
め
鍋
輪
、
鍋
と
り
を
首
に
か

け
て
帰
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
鍋
と
り
に
は
煤
が
付
着
し
て
い
る
こ
と
に
も

意
味
が
あ
り
、
煤
払
い
と
の
関
連
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
新
潟
県
北
魚
沼
地
方
で

は
煤
祓
い
に
用
い
た
煤
取
竹
を
煤
男
と
い
っ
て
正
月
一
五
日
ま
で
家
の
前
の
雪
の
中

⑳

に
立
て
て
お
き
、
一
五
日
の
鳥
追
い
に
こ
れ
で
追
う
。
ま
た
、
北
九
州
で
は
こ
の
日

神
様
の
掃
除
に
用
い
た
巻
藁
を
正
月
一
四
日
の
モ
グ
ラ
打
ち
に
使
用
す
る
と
い
っ
た

⑳

事
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
煤
払
い
に
用
い
た
物
を
烏
追
い
に
、
あ
る
い
は
モ
グ
ラ
打

ち
に
も
使
用
し
て
い
る
事
例
で
あ
り
、
こ
れ
に
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
が
集
落
境
へ
持
ち
去

る
も
の
が
煤
の
付
着
し
た
古
い
鍋
と
り
と
な
る
と
小
正
月
に
追
い
出
す
と
さ
れ
た
害

獣
と
煤
は
同
じ
思
考
上
の
存
在
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
年
間
蓄
積

さ
れ
た
煤
は
不
浄
の
象
徴
で
あ
り
、
新
年
を
迎
え
る
た
め
に
祓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
た
め
、
害
獣
や
妖
怪
な
ど
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
煤
が
付
着
し
た
神
の
象
徴
で
あ
る
鍋
と
り
、
鍋
輪
を
送
り
出

す
こ
と
は
神
と
不
浄
が
一
体
と
な
り
、
神
が
不
浄
を
持
ち
去
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
不
浄
、
災
厄
の
象
徴
と
し
て
の
鍋
と
り
を
来
訪
神
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
が
他
界
へ

持
ち
去
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
節
分
や
大
晦
日
の
年
越
し
の
晩
や
小
正
月
の
晩
に

行
う
の
は
一
年
の
境
目
の
年
が
更
新
さ
れ
る
時
に
意
味
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

大
森
氏
は
鍋
敷
き
、
鍋
つ
か
み
は
煤
の
呪
力
に
よ
っ
て
家
の
内
の
厄
神
を
追
い
出
し
、

⑳

厄
神
、
疫
神
、
年
神
の
象
徴
で
あ
る
狐
へ
の
供
物
で
あ
る
と
し
、
金
田
氏
も
鍋
す
み

⑪

に
は
災
厄
を
払
う
呪
力
が
こ
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
と
す
る
が
、
つ
ま
り
、
こ

の
形
態
は
、
旧
年
を
象
徴
す
る
一
年
間
使
用
し
て
き
た
古
い
鍋
と
り
・
鍋
輪
を
他
界

へ
送
り
、
新
し
い
鍋
輪
に
切
り
替
え
、
新
年
を
迎
え
る
象
徴
的
な
行
為
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
古
い
不
用
に
な
っ
た
鍋
と
り
・
鍋
輪
を
来
訪
神
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
が
他
界

へ
持
ち
去
る
。
あ
る
い
は
ド
ン
ド
で
焼
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
旧
年
の
象
徴
で
あ

る
古
い
鍋
と
り
・
鍋
輪
は
新
年
を
迎
え
る
に
は
他
界
へ
持
ち
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
た
め
災
厄
、
妖
怪
、
害
獣
と
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
れ
た
。
キ
ッ
ネ

ガ
エ
リ
は
旧
年
を
送
り
、
新
年
を
迎
え
る
年
越
し
行
事
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
持
ち

去
る
キ
ツ
ネ
も
そ
れ
を
処
理
す
る
ゆ
え
災
厄
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

ま
た
、
事
例
⑥
で
は
古
い
鍋
と
り
を
狐
の
耳
と
い
い
、
事
例
⑩
で
は
鍋
と
り
で
狐

が
耳
を
ふ
ざ
ぐ
と
す
る
。
谷
垣
桂
蔵
氏
に
よ
る
と
、
鍋
と
り
で
狐
が
耳
を
ふ
さ
ぐ
の

は
、
こ
の
日
狐
に
と
っ
て
は
狐
を
追
い
出
そ
う
と
す
る
い
や
な
事
ば
か
り
聞
く
夜
で

あ
る
か
ら
、
耳
ふ
さ
ぎ
を
す
る
よ
う
に
と
の
思
い
や
り
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
い
い
、
但
馬
地
方
で
の
同
齢
者
の
死
に
際
し
て
、
同
じ
年
の
者
が
死
ぬ
と
仲
間

を
死
の
世
界
へ
招
き
よ
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
、
鍋
と
り
で
耳
を
ふ
さ
ぎ
、
「
え
え
こ

⑫

と
聞
け
、
悪
い
こ
と
聞
く
な
」
と
言
い
聞
か
せ
た
耳
ふ
さ
ぎ
が
影
響
し
た
と
す
る
。

し
か
し
事
実
は
逆
で
、
耳
ふ
さ
ぎ
の
習
俗
が
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
に
影
響
し
た
の
で
は
な

く
、
但
馬
の
耳
ふ
さ
ぎ
に
お
い
て
鍋
輪
、
鍋
と
り
が
用
い
ら
れ
る
の
は
年
越
し
儀
礼

と
し
て
鍋
輪
、
鍋
と
り
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、

年
越
し
に
用
い
ら
れ
た
鍋
つ
か
み
が
年
違
い
を
意
図
す
る
同
齢
者
の
死
の
耳
ふ
さ
ぎ

に
応
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
で
用
い
ら
れ
て

い
た
鍋
と
り
を
キ
ツ
ネ
が
耳
を
ふ
さ
ぐ
た
め
と
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
使
い
古
し
た
鍋
と
り
、
鍋
輪
を
道
切
り
行
事
に
用
い
て
い
る

の
が
丹
後
地
方
で
あ
る
。
井
之
本
泰
氏
の
調
査
に
よ
る
と
境
界
の
呪
物
の
シ
シ
（
獅

子
）
や
ジ
ャ
（
蛇
）
の
耳
に
鍋
つ
か
み
、
胴
体
に
鍋
輪
を
使
う
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

四
四



京
都
府
与
謝
郡
伊
根
町
字
峠
の
ワ
ァ
ワ
コ
行
事
の
よ
う
に
キ
ッ
ネ
ガ
リ
が
こ
の
道
切

⑬

り
行
事
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
鍋
つ
か
み
を
耳
に
使
用
す
る
の
は
形

態
的
特
徴
と
し
て
利
用
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
で
鍋
つ

か
み
を
狐
の
耳
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
両
者
に
も
繋
が
り
が
あ
ろ
う
。
神
の
存
在

を
象
徴
す
る
鍋
と
り
を
シ
シ
や
ジ
ャ
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
さ
し
く
境
界
を

守
る
守
護
神
の
存
在
が
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
道
切
り
の
縄
も
集
落
内
を

練
り
歩
い
て
か
ら
張
る
場
合
が
多
く
、
外
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
の
み
な
ら
ず
、
縄
に

は
集
落
内
を
祓
い
、
境
へ
と
送
り
出
す
と
い
う
側
面
も
見
出
だ
せ
る
。
ま
た
キ
ッ
ネ

ガ
エ
リ
に
も
①
の
形
態
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
集
落
の
内
か
ら
外
へ
祓
い
が
な
さ

れ
る
一
方
で
外
か
ら
邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
境
で
防
ぐ
と
考
え
て
い
る
事
例
も
あ
る
。

こ
う
し
た
境
界
の
守
護
神
の
成
り
立
ち
と
し
て
神
野
善
治
氏
は
人
形
道
祖
神
の
形
態

に
、
送
り
出
さ
れ
る
べ
き
疫
神
の
形
代
の
人
形
が
村
の
入
口
に
立
て
ら
れ
、
境
に
お

い
て
価
値
を
逆
転
し
村
境
を
守
る
守
護
神
へ
と
変
化
す
恥
と
し
、
ま
た
、
新
谷
尚
紀

氏
も
こ
う
し
た
境
界
の
ケ
ガ
レ
を
焼
き
払
う
な
ど
一
定
の
儀
礼
的
手
続
き
を
踏
む
こ

⑮

と
に
よ
っ
て
神
へ
と
転
換
し
、
道
祖
神
な
ど
の
村
境
の
神
が
発
生
し
た
と
す
る
が
、

キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
と
道
切
り
行
事
も
互
い
の
性
格
を
持
ち
合
っ
て
い
る
。

各
家
や
集
落
を
祓
っ
て
ま
わ
る
の
に
用
い
ら
れ
る
の
は
御
幣
ば
か
り
で
は
な
い
。

木
刀
、
ナ
ギ
ナ
タ
、
あ
る
い
は
通
常
嫁
の
尻
を
叩
き
、
子
授
け
を
意
図
す
る
男
根
様

の
わ
ら
束
で
あ
る
シ
リ
ハ
リ
の
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
態
に
は
コ
ム
シ
の
よ
う

に
通
過
儀
礼
と
し
て
の
側
面
が
認
め
ら
れ
る
。

側
子
供
の
誕
生
に
際
し
て
木
刀
、
シ
リ
ハ
リ
等
を
贈
答
す
る

事
例
⑯
兵
庫
県
城
崎
郡
竹
野
町
羽
入
キ
ッ
ネ
ガ
リ

構
成
は
男
の
子
、
生
ま
れ
た
赤
子
か
ら
小
学
校
の
児
童
全
員
。
長
男
が
生
ま
れ
る

と
、
母
親
の
家
で
は
正
月
前
に
さ
い
と
り
木
（
ゆ
る
だ
の
木
）
で
大
小
刀
の
二
本
を

作
り
、
赤
子
の
家
に
と
ど
け
て
お
く
。
家
で
は
蓬
莱
な
ど
と
一
緒
に
み
せ
の
間
に
祀

っ
て
お
く
。
こ
の
時
、
ゆ
ず
り
は
と
ひ
い
ら
ぎ
の
葉
を
つ
け
、
水
引
で
二
本
を
一
つ

に
し
て
く
く
っ
て
お
く
。
一
月
一
四
日
、
こ
れ
を
子
供
の
背
に
押
し
つ
け
、
そ
の
後

う
ぶ
着
で
背
負
い
、
刀
は
母
が
持
つ
。
子
供
達
は
鉢
巻
き
を
し
、
太
鼓
を
打
ち
な
が

ら
は
や
し
う
た
を
叫
び
、
地
区
を
練
り
、
山
の
中
に
入
る
と
刀
で
木
や
地
面
を
叩
き

な
が
ら
進
む
。
山
中
に
あ
る
両
界
院
（
壇
那
寺
）
に
行
き
、
か
き
餅
や
豆
を
も
ら
っ

て
食
べ
て
帰
る
。
寺
か
ら
帰
り
、
松
本
と
の
境
に
行
き
、
両
地
の
子
が
小
川
を
は
さ

ん
で
向
か
い
合
い
、
「
松
本
の
が
ん
だ
－
め
、
人
見
て
す
っ
こ
ん
だ
」
と
は
や
し
た

て
、
小
石
や
雪
を
投
げ
た
。
負
け
る
と
古
狐
が
自
分
の
村
に
来
る
の
で
一
所
懸
命
頑

⑳

張
っ
た
。

事
例
⑰
兵
庫
県
城
崎
郡
竹
野
町
田
久
日
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

一
月
一
四
日
、
小
中
学
校
の
男
の
子
が
行
う
。
前
年
か
ら
当
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

子
（
男
女
）
が
あ
る
と
、
お
ば
さ
ん
が
産
着
を
赤
子
に
着
せ
背
負
う
。
刀
（
男
子
）

や
長
刀
（
女
子
）
は
同
女
が
代
わ
っ
て
持
つ
。
そ
の
家
は
、
他
家
の
子
供
に
頼
み
、

親
戚
か
ら
送
ら
れ
た
刀
（
男
子
）
又
は
木
槌
（
女
子
）
を
縄
で
段
々
に
二
組
を
作
り
、

竹
を
担
い
棒
に
し
て
担
ぐ
。
行
列
を
す
る
子
供
た
ち
は
鉢
巻
き
を
し
、
刀
二
本
を
腰

に
さ
し
、
太
鼓
を
叩
き
、
朝
九
時
ご
ろ
先
ず
宮
参
り
を
し
、
女
子
、
親
た
ち
に
見
送

ら
れ
出
発
。
地
区
内
各
戸
口
を
回
り
、
「
狐
狩
り
そ
う
ろ
、
わ
い
ら
な
に
狩
ろ
う
や
、

狐
、
た
ぬ
き
、
し
か
が
え
り
」
と
は
や
し
こ
と
ば
を
叫
び
な
が
ら
回
り
、
最
後
に
海

岸
の
断
崖
の
と
こ
ろ
に
来
、
「
沖
の
国
に
お
い
だ
す
」
と
叫
ん
で
刀
、
長
刀
（
槌
も
）

な
ど
を
投
げ
捨
て
た
。
帰
り
は
「
狐
狩
り
に
出
ん
人
は
、
し
り
に
蓮
が
出
る
と
い
や
、

な
－
ん
ぼ
出
る
と
い
や
、
四
○
、
五
○
出
る
と
い
や
、
よ
い
よ
い
わ
あ
－
」
と
は
や

四
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し
、
終
わ
っ
て
頼
ま
れ
て
刀
や
長
刀
を
持
っ
た
子
供
は
そ
の
家
に
行
き
、
昼
食
を
よ

ば
れ
向
。

事
例
⑱
京
都
府
中
郡
大
宮
町
三
坂
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

昨
年
中
に
子
供
の
生
ま
れ
た
家
で
は
、
ほ
う
の
木
を
使
っ
て
男
子
な
ら
刀
、
女
子

な
ら
ナ
ギ
ナ
タ
を
親
類
の
人
が
作
っ
て
祝
っ
て
く
れ
る
。
一
月
一
四
日
夜
、
子
供
社

は
こ
の
刀
や
ナ
ギ
ナ
タ
を
持
っ
て
提
灯
を
つ
け
、
締
太
鼓
や
鉦
を
鳴
ら
し
な
が
ら
村

の
周
辺
を
ま
わ
る
。
そ
の
途
中
、
昨
年
子
供
が
生
ま
れ
た
家
に
寄
り
、
尻
張
り
で
新

嫁
の
尻
を
張
る
動
作
を
ま
ね
、
菓
子
や
お
金
を
も
ら
い
、
村
の
境
ま
で
行
列
を
組
ん

⑬

で
い
っ
た
。

事
例
⑲
兵
庫
県
豊
岡
市
中
ノ
郷
尻
は
り
祝
い

し
り
は
り
に
ワ
ラ
エ
品
（
各
種
の
縄
鍋
輪
・
鍋
取
・
草
履
な
ど
）
を
組
み
合
わ
せ

て
作
っ
た
祝
い
物
を
添
え
て
、
十
五
日
正
月
の
総
領
祝
い
の
手
み
や
げ
と
す
る
習
慣

が
昭
和
の
初
頃
ま
で
続
い
た
。
も
ら
っ
た
家
で
は
、
尻
は
り
は
屋
根
ば
ら
（
軒
下
）

に
保
存
し
燭
。

事
例
⑳
兵
庫
県
城
崎
郡
竹
野
町
下
塚
キ
ッ
ネ
ガ
リ

一
月
一
四
日
鍋
つ
か
み
を
二
つ
に
折
っ
て
先
端
部
分
を
一
つ
に
束
ね
藁
す
べ
で
そ

の
周
り
を
囲
み
削
り
か
け
の
ご
と
く
に
細
工
し
て
、
「
嫁
の
尻
張
り
」
を
作
り
、
去

年
一
年
間
に
結
婚
し
た
夫
婦
の
い
る
家
を
訪
ね
て
、
あ
が
り
と
（
踏
段
）
を
バ
シ
バ

シ
と
叩
い
た
。
尻
張
り
を
家
に
持
ち
帰
り
、
父
親
が
作
っ
て
く
れ
た
木
刀
と
一
緒
に

三
方
に
乗
せ
て
床
の
間
に
飾
っ
た
。
こ
れ
を
正
月
神
さ
ま
の
お
供
え
と
い
っ
た
。
夜
、

戸
主
が
中
心
に
な
っ
て
正
月
飾
り
に
向
か
っ
て
、
「
○
○
の
狐
を
追
い
出
し
た
」
と

狐
狩
り
の
詞
章
を
唱
え
、
家
族
も
戸
主
の
後
方
で
同
じ
く
唱
え
た
。
翌
一
五
日
の
夜
、

⑳

ド
ン
ド
で
木
刀
と
尻
張
り
は
燃
や
し
た
。

事
例
⑳
京
都
府
中
郡
大
宮
町
河
辺
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ

家
に
長
男
が
生
ま
れ
る
と
次
の
年
の
正
月
に
狐
が
え
り
を
し
て
村
の
人
が
祝
っ
て

く
れ
る
。
狐
狩
り
が
近
づ
く
と
そ
の
家
で
は
子
方
と
か
兄
弟
う
ち
の
人
々
が
中
心
と

な
り
、
尻
張
を
作
る
。
尻
張
は
藁
製
の
綱
を
巻
き
付
け
、
そ
れ
に
大
小
の
木
製
の
剣

と
草
鮭
一
足
を
と
り
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
、
村
人
は
仮
装
し
て
そ
の
家
に
集

ま
り
、
尻
張
を
か
つ
い
で
「
狐
が
え
り
候
、
穴
な
り
候
、
穴
が
な
け
れ
ば
つ
い
て
い

け
」
と
唱
え
な
が
ら
村
中
を
練
り
歩
く
。
終
了
後
は
魔
除
け
と
し
て
尻
張
は
家
の
入

⑪

口
に
吊
し
て
お
く
。

キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
の
通
過
儀
礼
と
し
て
の
側
面
は
す
で
に
、
伊
藤
廣
之
氏
が
長
男
の

誕
生
を
祝
う
人
生
儀
礼
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
恥
が
、
事
例
⑮
⑰
⑯

は
子
供
の
誕
生
に
際
し
、
木
刀
、
ナ
ギ
ナ
タ
、
木
槌
を
贈
り
、
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
の
際
、

⑯
⑰
で
は
赤
子
も
参
加
し
、
こ
の
赤
子
を
中
心
に
行
事
は
展
開
し
赤
子
が
主
役
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
刀
を
持
っ
て
山
中
や
村
の
周
辺
、
各
戸
を
回

っ
て
お
り
、
⑯
で
は
そ
れ
で
地
面
を
叩
く
な
ど
し
て
い
る
。
木
刀
は
表
面
的
に
は
キ

ツ
ネ
を
追
い
払
う
武
器
と
考
え
ら
れ
る
が
、
⑰
で
は
海
へ
投
げ
捨
て
る
事
を
考
え
る

と
御
幣
と
同
じ
く
こ
れ
に
て
集
落
内
や
各
戸
を
祓
っ
て
ま
わ
り
、
キ
ツ
ネ
に
象
徴
さ

れ
る
災
厄
を
付
着
さ
せ
て
他
界
へ
送
り
出
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
刀
を
大
森
氏
は

＠

年
神
の
供
物
、
依
代
が
狐
を
追
い
出
す
武
器
に
変
化
し
た
も
の
と
し
、
金
田
氏
は
削

掛
け
、
削
花
の
一
種
で
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
牛
玉
木
、
牛
玉
杖
と
習
合
し
ア
イ
ヌ
の

イ
ナ
ウ
、
東
北
の
ハ
ナ
と
も
類
縁
性
を
持
ち
、
御
幣
の
原
形
と
も
さ
れ
る
呪
術
性
の

⑭

高
い
儀
礼
棒
で
あ
る
祝
棒
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
す
る
。
後
述
す
る
若
狭
地
方
の

祝
棒
（
槌
）
と
木
刀
は
ど
ち
ら
も
呪
具
に
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
ヌ
ル
デ
（
ユ
リ
ダ
）

が
素
材
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
金
田
氏
の
説
は
肯
定
さ
れ
よ
う
。
こ
の
両
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具
は
叩
い
て
祓
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
祓
具
で
あ
る
と
考
え
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は

⑯
で
は
こ
う
し
た
祓
具
で
あ
る
木
刀
を
子
供
の
背
に
押
し
つ
け
、
⑰
で
も
赤
子
を
背

負
う
お
ば
が
刀
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
木
刀
で
キ
ツ
ネ
を
祓
う

と
同
時
に
赤
子
も
祓
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
赤
子
が
主
役
と
な
る
意
味
は
こ
こ
に
あ

る
。
つ
ま
り
、
祓
わ
れ
る
対
象
と
し
て
子
供
は
参
加
し
、
刀
と
一
体
と
な
っ
て
境
界

へ
連
れ
出
さ
れ
る
。
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
は
年
中
行
事
と
し
て
一
年
の
境
に
あ
た
り
旧
年

を
祓
う
が
、
産
ま
れ
て
ま
も
な
い
初
め
て
こ
の
時
期
を
迎
え
る
子
供
に
と
っ
て
も
同

じ
で
あ
り
、
コ
ム
シ
の
赤
子
の
よ
う
に
子
供
の
持
つ
あ
の
世
の
属
性
を
他
界
へ
持
ち

去
り
、
こ
の
世
の
存
在
と
し
て
定
着
さ
せ
る
通
過
儀
礼
を
施
す
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
事
例
⑱
で
は
刀
を
持
っ
て
村
の
周
辺
を
ま
わ
る
途
中
、
シ
リ
ハ
リ
で
昨
年
子

供
が
産
ま
れ
た
家
の
新
嫁
を
シ
リ
ハ
リ
で
叩
い
て
お
り
、
事
例
⑲
④
で
は
長
男
の
誕

生
祝
い
に
シ
リ
ハ
リ
を
贈
っ
て
い
る
。
シ
リ
ハ
リ
は
本
来
、
子
授
け
の
た
め
に
行
わ

れ
る
嫁
祝
い
に
行
っ
て
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
子
供
が
産
ま
れ
た

嫁
の
尻
を
叩
く
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。

事
例
⑳
で
は
男
子
が
生
ま
れ
た
家
へ
贈
る
の
で
は
な
く
、
鍋
つ
か
み
か
ら
製
作
き

れ
た
シ
リ
ハ
リ
を
用
い
て
あ
が
り
と
を
叩
き
、
「
嫁
の
尻
エ
ー
」
「
嫁
の
尻
を
祝
い
ま

し
ょ
う
」
と
嚇
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
木
刀
と
と
も
に
床
の
間
に
飾
り
、
ト

ン
ド
で
燃
や
し
て
い
る
。
あ
が
り
と
を
叩
く
行
為
は
「
○
○
の
狐
を
追
い
出
し
た
」

と
狐
狩
り
の
詞
章
を
唱
え
て
い
る
よ
う
に
や
は
り
子
授
け
で
は
な
く
、
狐
を
追
い
出

す
行
為
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
シ
リ
ハ
リ
で
各
所
を
叩
く
行
為
も
木
刀
、
ナ
ギ
ナ
タ

で
叩
く
行
為
と
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
⑳
の
シ
リ
ハ
リ
に
は

剣
が
付
属
し
て
お
り
、
そ
れ
で
村
中
を
祓
っ
て
キ
ツ
ネ
を
追
い
払
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
本
来
は
叩
く
対
象
は
嫁
で
は
な
く
赤
子
で
あ
り
、
来
訪
神
が
赤
子
を
祓
っ
て
い

た
も
の
が
嫁
の
尻
張
り
と
習
合
し
、
そ
の
た
め
、
叩
く
道
具
も
そ
れ
に
ふ
ざ
わ
し
く

シ
リ
ハ
リ
ヘ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
③
の
形
態
と
し
て
紹
介
し
た
事
例
⑮
で
は
贈
答

は
な
い
が
、
古
い
御
幣
を
男
子
が
生
ま
れ
た
家
に
投
げ
込
ん
で
い
た
。
古
い
御
幣
が

子
供
の
生
ま
れ
た
家
か
ら
持
ち
出
さ
れ
、
狐
あ
る
い
は
疫
病
神
と
称
さ
れ
た
の
は
コ

ム
シ
で
持
ち
去
ら
れ
る
の
が
成
長
を
阻
害
す
る
萢
瘡
、
は
し
か
と
考
え
ら
れ
た
の
と

同
じ
よ
う
に
、
追
い
出
し
持
ち
去
る
た
め
に
疫
病
神
や
災
厄
の
象
徴
と
し
て
追
い
払

わ
れ
る
キ
ツ
ネ
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
実
際
は
子
供
の
あ
の
世
の
属
性
を
他
界
へ
持

ち
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
例
⑲
⑳
の
シ
リ
ハ
リ
に
鍋
輪
、
鍋
と
り
が
付
属
し
て
い

る
の
は
、
年
中
行
事
と
し
て
鍋
つ
か
み
が
送
り
出
す
べ
き
象
徴
で
あ
っ
た
よ
う
に
通

過
儀
礼
と
し
て
も
来
訪
神
に
他
界
へ
持
ち
去
っ
て
も
ら
う
象
徴
と
し
て
祓
具
に
付
着

さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
屋
根
ば
ら
（
軒
下
）
や
家
の
入
口
に
吊
る
さ
れ

る
よ
う
に
、
や
は
り
境
界
に
お
い
て
は
守
護
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
木
刀
（
槌
）
、
ナ
ギ
ナ
タ
、
シ
リ
ハ
リ
は
叩
い
て
祓
う
祓
具
で
子
供
が

来
訪
神
と
し
て
刀
を
持
っ
て
集
落
内
を
祓
っ
て
ま
わ
る
と
同
時
に
、
生
ま
れ
て
ま
も

な
い
、
こ
の
世
の
者
と
し
て
不
十
分
な
存
在
で
あ
る
赤
子
の
あ
の
世
の
属
性
を
祓
い
、

付
着
さ
せ
た
刀
を
海
へ
流
し
、
あ
る
い
は
ト
ン
ド
で
焼
き
、
他
界
へ
送
り
、
こ
の
世

の
者
と
し
て
完
全
に
定
着
さ
れ
る
。
年
中
行
事
と
し
て
年
の
替
わ
り
目
は
、
い
ま
だ

完
全
な
こ
の
世
の
存
在
と
は
い
え
な
い
生
ま
れ
て
初
め
て
こ
の
時
期
を
迎
え
る
子
供

に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
そ
の
た
め
通
過
儀
礼
が
な
さ
れ
、
年
中
行
事
と

通
過
儀
礼
の
交
錯
が
認
め
ら
れ
る
。

⑤
行
事
の
由
来
謹

若
狭
や
京
都
府
舞
鶴
市
の
一
部
に
行
事
の
由
来
を
示
す
伝
承
が
あ
り
、
キ
ッ
ネ
ガ

エ
リ
と
習
合
し
て
い
る
と
さ
れ
る
若
狭
地
方
の
戸
祝
い
と
の
関
係
も
認
め
ら
れ
る
。
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少
し
長
く
な
る
が
そ
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

事
例
⑳
福
井
県
遠
敷
郡
上
中
町
杉
山
戸
祝
い

狐
狩
り
の
時
、
「
狐
の
寿
司
は
、
七
桶
な
か
ら
（
半
ば
）
八
桶
に
足
ら
ん
と
っ
て
、

狐
狩
り
や
、
狐
狩
り
や
」
と
唱
え
る
訳
は
、
昔
、
唐
か
ら
日
本
へ
体
じ
ゅ
う
に
金
色

の
毛
が
生
え
尾
が
九
本
も
あ
る
狐
が
渡
っ
て
来
た
。
天
皇
の
お
后
を
食
べ
て
し
ま
い
、

自
分
が
お
后
に
化
け
て
、
天
変
地
異
を
起
こ
し
た
り
、
病
気
を
は
や
ら
せ
た
り
し
ま

し
た
。
天
皇
は
、
安
部
の
清
明
を
呼
ん
で
占
わ
せ
、
晴
明
の
言
う
所
に
よ
っ
て
、
天

皇
の
宝
で
あ
る
鏡
と
、
刀
と
、
玉
を
ま
つ
っ
て
、
宮
中
の
一
人
一
人
を
鏡
の
前
に
立

た
せ
ま
し
た
。
お
后
の
玉
藻
の
前
が
鏡
の
前
に
立
ち
ま
す
と
、
映
っ
た
の
は
、
尾
が

九
本
に
分
か
れ
、
体
中
が
金
色
の
お
ぞ
ま
し
い
狐
の
姿
で
し
た
。
天
皇
は
、
ア
マ
ノ

ム
ラ
ク
モ
の
剣
で
切
り
殺
し
、
狐
を
切
り
刻
ん
で
「
す
し
」
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
て
も
大
き
な
狐
な
の
で
、
大
人
の
背
丈
ほ
ど
も
あ
る
桶
に
七
杯
分
も
満
た
さ
れ
て
、

八
杯
目
は
半
分
く
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
八
つ
目
の
桶
も
一
杯
に
し
よ
う
と
、

各
地
に
い
る
春
族
の
狐
を
狩
る
た
め
に
兵
士
を
差
し
向
け
ま
し
た
。
金
毛
九
尾
の
狐

の
魂
は
、
大
和
国
か
ら
常
陸
へ
飛
ん
で
い
っ
て
、
大
き
な
石
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ

の
石
か
ら
は
、
玉
藻
の
前
の
恨
み
の
毒
が
出
て
い
て
、
東
国
か
ら
陸
奥
へ
い
く
人
た

ち
は
、
そ
の
毒
に
あ
た
っ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
石
を
殺
生

石
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
天
皇
は
玄
能
と
い
う
お
坊
さ
ん
に
殺
生
石
を
退
治

す
る
よ
う
お
申
し
付
け
に
な
り
ま
し
た
。
玄
能
和
尚
は
、
成
就
経
を
唱
え
な
が
ら
、

大
き
な
鉄
の
槌
で
、
殺
生
石
を
打
ち
砕
き
ま
し
た
。
殺
生
石
は
こ
な
ど
な
に
な
っ
て
、

日
本
中
に
飛
び
散
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
こ
を
通
る
人
も
毒
に
当
た
っ
て
死
ぬ

こ
と
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
鉄
の
槌
の
こ
と
を
、
玄
能
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
玄
能
和
尚
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
戸
祝
い
に
は
、
み
ん
な
槌
を

⑮

持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

事
例
⑳
福
井
県
小
浜
市
下
根
来
戸
祝
い

一
月
一
四
日
、
小
学
生
が
ユ
リ
ダ
（
ヌ
ル
デ
）
の
木
で
作
っ
た
二
十
セ
ン
チ
ほ
ど

の
パ
イ
（
棒
の
こ
と
。
木
の
皮
を
は
い
で
、
墨
で
松
竹
梅
、
鶴
亀
、
打
出
の
小
槌
な

ど
が
書
い
て
あ
る
）
を
持
っ
て
、
各
家
の
戸
を
「
戸
祝
い
し
ま
し
ょ
う
か
、
今
年
の

年
は
世
の
よ
い
年
で
早
稲
は
マ
ス
ッ
ク
、
中
稲
は
八
升
、
晩
稲
は
七
升
、
背
戸
に
は

銭
倉
、
カ
ド
に
は
金
蔵
、
中
に
は
黄
金
の
ト
ウ
ト
蔵
、
こ
れ
か
ら
カ
イ
セ
ン
ッ
ッ
パ

リ
チ
ョ
ウ
と
、
お
つ
ま
る
よ
う
に
、
ひ
と
と
や
、
と
ん
と
ん
、
帰
り
ま
し
ょ
う
」
と

唱
え
、
ま
た
ム
ラ
中
の
道
中
で
は
「
が
い
り
や
が
い
り
や
、
狐
が
い
り
や
、
狐
の
す

し
は
七
桶
な
か
ら
、
八
桶
に
足
ら
ん
と
て
、
狐
が
い
り
や
、
が
い
り
や
」
と
き
つ
ね

⑮

が
り
の
歌
を
は
や
し
て
歩
く
。

事
例
⑳
は
唐
か
ら
や
っ
て
き
た
九
尾
の
狐
が
玉
藻
前
と
な
っ
て
現
れ
、
病
を
は
や

ら
せ
た
た
め
退
治
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
金
田
久
璋
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
玉

藻
前
物
語
』
と
『
殺
生
石
』
の
類
話
で
あ
る
。
氏
は
さ
ら
に
こ
の
狐
が
も
た
ら
す
病

を
『
内
浦
村
誌
』
記
載
の
狐
狩
の
起
源
伝
承
に
あ
る
「
御
脳
」
か
ら
精
神
異
常
を
指

＠

し
、
中
国
地
方
に
多
く
見
ら
れ
る
狐
懸
き
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
害
獣
と
し
て
の
キ
ツ
ネ
の
側
面
を
農
耕
を
妨
げ
る
存
在
で
は
な
く
病
を
も
た
ら

す
存
在
と
し
て
キ
ツ
ネ
の
負
の
側
面
が
語
ら
れ
て
お
り
、
農
耕
儀
礼
で
は
な
い
キ
ッ

ネ
ガ
エ
リ
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
一
方
、
事
例
⑳
の
戸
祝
い
は
キ
ッ
ネ
ガ
エ

リ
と
習
合
し
、
め
で
た
い
祝
言
と
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
の
歌
を
両
方
嚇
し
な
が
ら
パ
イ
と

呼
ば
れ
る
棒
で
各
戸
の
戸
を
叩
い
て
回
っ
て
お
り
、
戸
祝
い
で
用
い
ら
れ
る
呪
具
は

こ
う
し
た
祝
棒
以
外
に
も
祝
槌
や
シ
リ
ハ
リ
バ
イ
の
場
合
も
あ
る
。
事
例
⑳
で
は
そ

の
戸
祝
い
で
槌
を
用
い
る
由
来
を
も
説
き
、
そ
の
理
由
を
人
々
を
苦
し
め
た
玉
藻
前
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の
怨
念
の
石
（
殺
生
石
）
を
玄
翁
和
尚
が
槌
で
打
ち
砕
い
た
た
め
と
す
る
。
つ
ま
り

戸
祝
い
に
お
い
て
祝
槌
で
戸
を
叩
く
こ
と
と
玉
藻
前
の
怨
念
が
こ
も
っ
た
石
を
槌
で

打
ち
砕
く
こ
と
は
同
じ
思
考
上
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
石
を
割
る
こ
と
は
災

厄
の
象
徴
を
打
ち
砕
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
戸
祝
い
で
戸
を
叩
く
行
為
も
こ
の
よ

う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
め
で
た
い
祝
言
を
唱
え
て
は
い
る
が
、
実
際
は
槌
で
各
戸
の

災
厄
を
打
ち
砕
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
行
為
は
先
の
刀
、
ナ
ギ
ナ
タ
、
シ
リ
ハ
リ
同

様
来
訪
神
が
各
家
を
祓
っ
て
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
金
田
氏
は
祝
棒
で
激
し
く
叩

⑱

く
の
は
修
正
会
、
オ
コ
ナ
イ
に
見
ら
れ
る
乱
声
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
確
か
に
キ
ッ
ネ

ガ
エ
リ
、
修
正
会
と
も
に
年
頭
行
事
と
し
て
叩
く
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
祓
い
を
行

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
際
の
唱
え
ご
と
が
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
と
混
同
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
は
祓
い
の
性
格
が
強
く
、
戸
祝
い
も
元
々
は
祓
い
の
意

味
が
あ
っ
た
も
の
が
、
祓
っ
た
結
果
、
訪
れ
る
祝
福
行
為
が
強
調
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
戸
祝
い
で
用
い
ら
れ
る
祝
槌
も
祝
福
の
呪
具
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
と
同
様
、
来
訪
神
が
手
に
持
つ
祓
具
で
あ
り
、
由
来
謹
は
そ
の

性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
例
え
ば
事
例
⑯
の
よ
う
に
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
に
お
い

て
石
合
戦
と
思
わ
れ
る
行
為
が
み
ら
れ
る
。
金
田
氏
は
こ
の
石
合
戦
を
殺
生
石
と
の

関
わ
り
で
考
察
し
た
う
え
で
、
小
正
月
に
お
け
る
予
祝
性
の
強
い
歳
時
儀
礼
の
一
属

⑲

性
と
す
る
が
、
由
来
讃
で
は
殺
生
石
と
い
う
石
が
災
厄
の
象
徴
と
し
て
語
ら
れ
て
お

り
、
石
合
戦
の
本
来
的
意
味
は
と
も
か
く
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
石

合
戦
は
災
厄
の
象
徴
で
あ
る
石
を
来
訪
神
の
子
供
が
他
界
へ
投
げ
捨
て
る
こ
と
に
意

味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

行
事
の
名
称
は
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
と
キ
ッ
ネ
ガ
リ
の
二
種
類
が
あ
り
、
両
者
は
分
布

域
を
形
成
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
混
在
し
て
お
り
、
同
地
区
で
も
別
名
と
考
え

ら
れ
て
い
る
地
域
も
あ
る
。
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
は
、
年
越
し
に
他
界
か
ら
訪
れ
て
く
る

来
訪
神
が
不
用
な
他
界
へ
追
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
を
他
界
へ
持
ち
帰
る
た
め

に
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
り
、
キ
ッ
ネ
ガ
リ
は
、
他
界
へ
持
ち
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い

も
の
が
災
厄
や
病
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
持
ち
去
る
た
め
に
キ
ツ
ネ
自
身
が
災
厄
そ

の
も
の
と
な
り
、
狩
ら
れ
る
対
象
と
な
っ
た
結
果
つ
け
ら
れ
た
名
称
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
持
ち
去
る
と
さ
れ
た
も
の
は
行
事
の
持
つ
年
中
行
事
的
側
面
あ
る
い
は
通

過
儀
礼
的
側
面
に
よ
っ
て
各
々
対
象
化
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
行
事
に
キ
ツ
ネ
が
来
訪
神
と
さ
れ
た
理
由
は
明
確
に
は
で
き
な
い
が
、

狐
と
来
訪
神
は
、
と
も
に
幸
を
も
た
ら
す
一
方
で
病
や
不
幸
を
も
た
ら
す
両
義
的
な

存
在
で
あ
る
。
狐
が
生
息
す
る
場
は
人
里
近
く
の
山
林
と
い
う
境
界
で
あ
り
、
そ
の

す
み
か
の
狐
穴
は
大
地
に
あ
い
た
空
間
で
あ
り
、
現
世
と
他
界
の
境
界
そ
の
も
の
で

あ
る
。
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
の
唱
え
言
の
中
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
穴
な
り
」
の
語
は

こ
の
狐
穴
を
指
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
狐
穴
等
を
対
象
と
し
て
狐
に
食
物
を
与
え
る

と
す
る
寒
施
行
は
狐
が
山
か
ら
人
里
へ
お
り
て
く
る
年
の
境
目
に
あ
た
る
寒
に
行
わ

れ
る
の
で
あ
り
、
狐
は
年
の
境
目
に
出
現
し
、
境
界
を
司
る
霊
獣
と
い
え
る
。
来
訪

神
も
同
様
に
境
界
を
司
り
、
年
の
境
で
あ
る
小
正
月
に
訪
れ
る
。
両
者
は
共
通
し
た

性
格
を
有
し
て
い
る
た
め
、
狐
は
来
訪
神
に
相
応
し
い
存
在
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

三
最
後
に

四
九

上



付
記

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
日
本
の
鬼
の
交
流
博
物
館
館
長
村
上
政
市
氏
、
京
都
府
弥

栄
町
の
芦
田
行
雄
氏
、
福
井
県
立
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
の
垣
東
敏
博
氏
を
は
じ
め

と
し
、
調
査
地
の
方
々
や
教
育
委
員
会
に
御
協
力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
記
し
て
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

①
柳
田
国
男
『
孤
猿
随
筆
』
一
九
三
九
年

②
宮
本
常
一
『
民
間
暦
』
一
九
四
二
年

③
辰
己
衛
治
「
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
考
」
『
日
本
文
化
史
論
叢
』
一
九
七
六
年

④
小
田
和
弘
「
狐
狩
り
の
唱
言
」
『
日
本
歌
謡
研
究
』
三
五
一
九
九
五
年

⑤
大
森
惠
子
「
狐
狩
り
・
狐
ガ
エ
リ
行
事
の
諸
形
態
と
民
間
信
仰
」
『
京
都
民
俗
』
七

一
九
八
九
年
後
『
年
中
行
事
と
民
俗
芸
能
但
馬
民
族
誌
』
一
九
九
八
年
に
所
収

⑥
金
田
久
璋
「
狐
狩
り
候
ｌ
民
俗
行
事
キ
ッ
ネ
ガ
リ
の
起
源
」
『
森
の
神
々
と
民
俗
』

一
九
九
八
年

⑦
上
井
久
義
「
来
訪
神
の
素
顔
」
『
民
俗
信
仰
の
伝
統
』
一
九
八
五
年

⑧
新
谷
尚
紀
「
人
と
烏
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
ー
民
俗
世
界
の
時
間
と
構
造
ｌ
」
『
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
集
一
九
八
七
年
後
『
ケ
ガ
レ
か
ら
カ
ミ
ヘ
』

一
九
八
七
年
に
所
収

⑨
神
戸
新
聞
社
学
芸
部
兵
庫
探
検
民
俗
編
取
材
班
編
『
兵
庫
探
検
民
俗
編
』
一
九
七
一

年
⑩
『
養
父
町
史
』
第
三
巻
一
九
九
四
年

戸

詳
■ ロ

五
○

⑪
美
山
町
川
谷
区
史
編
纂
委
員
会
編
『
川
谷
区
史
』
一
九
七
五
年

⑫
筆
者
調
査

⑬
筆
者
調
査

⑭
筆
者
調
査

⑮
拙
稿
「
来
訪
神
の
一
形
態
ｌ
能
勢
の
コ
ム
シ
の
一
考
察
」
『
横
田
健
一
先
生
古
稀
記

念
文
化
史
論
叢
』
下
巻
一
九
八
七
年

⑯
筆
者
調
査

⑰
筆
者
調
査

⑱
養
父
町
公
民
館
『
よ
も
や
ま
ば
な
し
』
一
九
八
八
年

⑲
『
野
田
川
町
誌
』
一
九
六
九
年

⑳
『
郷
土
誌
大
飯
』
一
九
七
一
年

⑳
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
小
代
地
区
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
』
一
九
七
○
年

⑳
『
木
津
村
誌
』
一
九
八
六
年

⑳
筆
者
調
査

⑳
嵯
峨
根
一
正
『
わ
が
郷
土
ま
ぐ
ら
』
一
九
九
三
年

⑳
大
森
氏
前
掲
論
文

⑳
上
井
久
義
「
民
俗
神
の
象
徴
と
新
嘗
祭
」
横
田
健
一
・
上
井
久
義
編
著
『
紀
伊
半
島

の
文
化
史
的
研
究
民
俗
編
』
一
九
八
八
年

⑳
大
森
氏
前
掲
論
文

⑳
宮
本
氏
前
掲
書

⑳
宮
本
氏
前
掲
書

⑳
大
森
氏
前
掲
論
文

⑳
金
田
氏
前
掲
書

⑫
谷
垣
桂
蔵
『
但
馬
の
民
俗
年
中
行
事
（
こ
』
一
九
六
八
年

⑬
井
之
本
泰
「
丹
後
の
道
切
り
行
事
」
植
木
行
宣
・
樋
口
昭
編
『
民
俗
文
化
分
布
圏
論
』



⑲⑬⑰⑯⑮⑭⑬⑫、⑳⑳⑬⑰⑯⑮⑭
物
ｌ
丹
後
の
道
切
り
行
事
‐
Ｊ
一
九
九
六
年

神
野
善
治
「
人
形
送
り
」
『
講
座
日
本
の
臣

神
野
善
治
「
人

『
講
座
日
本
の
民

一
九
九
三
年
及
び
京
都
府
立
丹
後
郷
士
資
料
館
編
特
別
陳
列
図
録
三
七
『
村
境
の
作
り

金
田
氏
前
掲
書

⑬
に
同
じ

伊
藤
廣
之

伊
藤
廣
之

杉
山
自
主
学
級
民
俗
誌
編
纂
部
会
編
『
民
俗
誌
杉
森
の
む
か
し
』

『
福
井
県
史
』
資
料
編
一
五
一
九
八
四
年

金
田
氏
前
掲
書

金
田
氏
前
掲
書

金
田
氏
前
掲
書 「

丹
後
大
宮
の
キ
ッ
ネ
ガ
エ
リ
」
『
近
畿
民
俗
』
一
○
四
一
九
八
五
年

大
森
氏
前
掲
論
文

⑳
に
同
じ

大
森
氏
前
掲
論
文

『
大
宮
町
誌
』
一

谷
垣
氏
前
掲
書

一

新
谷
氏
前
掲
害

『
竹
野
町
史
民
俗
・
文
化
財
・
資
料
編
』
一
九
九
一
年

九
八
二
年

俗
６
年
中
行
事
』
一
九
七
八
年

五
一




