
キ
ー
ワ
ー
ド
芸
吉
備
津
の
釜
」
、
「
雨
月
物
語
」
、
上
田
秋
成
、
磯
良

『
雨
月
物
語
』
の
「
吉
備
津
の
釜
」
は
全
体
の
構
成
、
テ
ー
マ
と
い
う
点
に

関
し
て
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
善
悪
報
は
な
し
」
巻
五
第
八
「
女

の
一
念
来
て
夫
の
身
を
引
そ
ひ
て
取
て
か
へ
る
事
」
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
「
今
昔
物
語
集
」
巻
二
四
第
二
○
、
巻
二
七
第
二
○
や
謡
曲
「
鉄

輪
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
も
そ
の
典
拠
作
品
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き

た
。
ま
た
冒
頭
部
分
は
和
刻
本
が
は
や
く
か
ら
出
て
い
た
『
五
雑
狙
」
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
御
釜
蕨
の
部
分
に
つ
い
て
は
「
本
朝
神
社
考
」
が
用
い
ら
れ
、

後
半
部
で
は
「
勢
燈
新
話
」
巻
二
「
牡
丹
燈
記
」
及
び
そ
の
翻
案
も
の
や
、
「
源

氏
物
証
聖
、
「
日
本
霊
異
記
」
、
「
新
御
伽
蝉
子
」
巻
一
の
二
「
化
女
番
」
、
「
曽
呂

利
物
語
」
巻
四
「
耳
き
れ
う
ん
市
が
事
」
な
ど
そ
の
他
多
く
の
作
品
が
典
拠
作

品
、
参
考
作
品
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
物
語
の
大
枠
は
、
夫
に
裏

切
ら
れ
た
「
炉
婦
」
が
夫
を
取
り
殺
す
と
い
う
も
の
で
、
全
体
の
構
成
や
テ
ー

マ
の
類
似
を
「
善
悪
報
は
な
し
」
に
も
と
め
る
ま
で
も
な
い
ほ
ど
、
怪
異
認
的

復
讐
認
の
典
型
的
な
形
を
と
っ
て
い
る
。

た
だ
こ
の
物
語
が
、
他
の
「
善
悪
報
は
な
し
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
怪
異
諏
的

復
讐
讃
と
一
線
を
画
し
て
い
る
の
は
、
物
語
が
備
中
の
吉
備
津
神
社
と
い
う
古

「
吉
備
津
の
釜
」
論
ｌ
古
代
的
神
性
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

い
伝
承
を
保
持
す
る
所
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
単
に
こ
の
話
の
複

雑
な
櫛
成
や
、
登
場
人
物
に
付
与
さ
れ
た
資
質
や
倫
理
観
、
ま
た
は
典
拠
作
品

の
改
変
と
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
物
語
は
、
吉
備
津
神
社

と
い
う
地
主
神
の
祁
ら
れ
て
い
る
伝
承
の
地
を
舞
台
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
祭
神
と
も
重
な
る
主
人
公
磯
良
が
霊
力
を
発
揮
さ
せ
て
い
く
話
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
も
後
に
も
述
べ
る
が
、
こ
の
作
品
は
古
代
的
神
性
が
息
づ
く
地
に

暮
ら
す
者
た
ち
が
、
そ
の
古
代
的
伝
承
の
力
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
突
き
動
か

さ
れ
る
物
語
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

瀬
木
綿
子

〈
吉
備
津
神
社
〉

主
人
公
磯
良
は
吉
備
津
神
社
の
神
主
の
娘
で
、
神
社
の
祭
神
の
末
喬
と
さ

れ
、
吉
備
津
神
社
の
神
の
神
性
が
付
与
さ
れ
た
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
。
で
は
、
吉
備
津
の
神
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
、
こ
の
神
社

の
祭
神
で
あ
る
吉
備
津
彦
命
と
そ
の
一
族
の
伝
承
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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「
日
本
書
紀
」
崇
神
天
皇
の
一
○
年
九
月
の
条
に
、
吉
備
津
彦
命
は
四
道
将

軍
の
一
人
と
な
り
「
西
道
」
に
派
遣
さ
れ
平
定
し
て
い
く
と
い
う
記
述
が
見
え

る
。
こ
れ
は
「
古
事
記
」
孝
霊
天
皇
の
条
に
、
「
大
吉
備
津
日
子
命
」
と
そ
の

弟
「
若
建
吉
備
津
日
子
命
」
が
播
磨
の
国
を
道
の
入
口
と
し
て
吉
備
国
を
平
定

し
た
と
す
る
話
に
重
な
る
。
ま
た
「
日
本
書
紀
」
崇
神
天
皇
の
同
条
に
、
吉
備

津
彦
命
の
反
逆
者
（
武
埴
安
彦
と
そ
の
妻
吾
田
姫
）
征
伐
が
見
え
る
。
同
紀
六

○
年
秋
七
月
の
条
に
は
、
出
雲
振
根
追
討
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
吉
備

津
彦
命
は
征
服
神
と
し
て
の
面
影
を
持
つ
の
で
あ
る
。

更
に
、
こ
の
地
方
の
伝
承
と
し
て
有
名
な
吉
備
津
彦
命
の
悪
神
温
羅
退
治
が

あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
話
は
、
「
備
之
中
州
名
所
」
「
歌
枕
備
中
民
談
』
『
和
気
絹
』

「
備
中
巡
礼
署
記
」
「
備
中
村
鑑
」
「
吉
備
津
神
社
伝
」
な
ど
に
見
ら
れ
、
藤
井

（
１
）

駿
氏
の
「
士
ロ
備
津
神
社
」
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
吉
備
津
彦
命
が
退
治
し
た
温
羅
の
首
は
吉
備
津
宮
の
釜
殿
の
竃
の
下
に
埋
め

ら
れ
た
が
、
な
お
十
三
年
間
う
な
り
は
止
ま
ず
近
郷
に
鳴
り
響
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
あ
る
夜
、
吉
備
津
彦
命
の
夢
に
温
羅
が
現
わ
れ
、

「
若
し
世
の
中
に
事
あ
れ
ば
竃
の
前
に
参
り
給
は
ば
幸
あ
れ
ば
裕
か
に
鳴

り
、
禍
あ
れ
ば
荒
ら
か
に
鳴
ろ
う
。
（
略
）
わ
れ
は
一
使
者
と
な
っ
て
四

民
に
賞
罰
を
加
え
ん
」

（
前
出
藤
井
駿
氏
「
吉
備
津
神
社
」
）

と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
悪
神
温
羅
を
退
治
す
る
征
服
神
の
側
面
に
、
温
羅
と

い
う
「
四
民
に
賞
罰
」
を
与
え
る
も
の
が
加
わ
っ
て
、
吉
備
津
彦
の
神
は
荒
ぶ

る
神
、
崇
り
を
な
す
神
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
崇
り
を
な
す
神
と
し

て
は
、
「
十
訓
抄
」
第
一
○
の
楽
人
元
正
が
神
罰
を
被
る
話
な
ど
に
見
え
る
。

こ
う
し
た
征
服
神
、
荒
ぶ
る
神
、
崇
り
神
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
吉
備
津
の

神
が
、
磯
良
に
そ
っ
く
り
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
磯
良
の
、
夫
正
太
郎

へ
の
復
讐
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
征
服
神
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
温
羅
的
な
面
、
崇
り
神
と
し
て
の
面
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、い

き

鬼
神
性
が
磯
良
に
付
与
さ
れ
て
い
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
磯
良
は
正
太
郎
に
「
窮

す
だ
立

鬼
」
と
認
識
さ
れ
、
刀
田
の
陰
陽
師
に
は
「
鬼
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
磯
良
の
力
は
、
結
局
は
陰
陽
師
に
も
打
ち
勝
つ
ほ
ど
の
強
大
な
も
の
と

な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
ま
で
の
信
仰
と
畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
吉
備
津
神
社

に
、
さ
ら
な
る
新
た
な
側
面
を
与
え
て
い
く
形
と
な
る
の
で
あ
る
。

〈
吉
備
一
族
〉

磯
良
の
形
成
と
吉
備
津
神
社
と
の
関
係
の
大
枠
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
と
お

り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
物
語
の
記
述
に
即
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
ｐ
こ
の
物

み
づ
ち
は
た
た
が
み

語
は
、
そ
の
冒
頭
の
記
述
に
よ
れ
ば
「
炉
婦
」
が
死
後
「
蟻
」
や
「
騨
鮭
」
と

な
っ
て
夫
を
襲
っ
て
い
く
物
語
で
あ
る
。
作
品
の
冒
頭
部
は
「
五
雑
狙
」
の
叙

述
の
集
約
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
冒
頭
の
炉
婦
論
に
つ
い
て
は
、
作
品
全
体

に
照
応
す
る
特
殊
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
（
鵜
月
洋
氏
「
雨
月
物
語
評

《
？
』
）

（
３
）

釈
」
）
、
男
の
側
に
責
任
を
求
め
る
（
高
田
衛
氏
「
雨
月
物
語
評
解
」
）
と
い
う
、

物
語
主
題
に
ス
ト
レ
イ
ト
に
つ
な
が
る
も
の
（
井
上
泰
至
氏
「
「
吉
備
津
の
釜
」

ｌ
「
後
妻
打
ち
」
か
ら
の
花
離
」
「
上
智
大
学
国
文
学
論
集
」
二
○
）
で
あ
る

と
い
う
捉
え
方
が
さ
れ
て
き
た
。
今
、
こ
れ
を
物
語
の
主
題
と
い
っ
た
と
こ
ろ

に
関
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
こ
こ
に
提
示
さ
れ
た
言
葉
自
体
に
注
目

し
て
み
る
と
、
「
さ
る
た
め
し
は
希
な
り
」
と
し
な
が
ら
も
、

し
し
み
づ
ち

は
た
た
が
み
ふ
る
う
ら
み
む
く
た
ぐ
ひ

死
て
鱗
と
な
り
、
或
は
解
麓
を
震
ふ
て
怨
を
報
ふ
類
は
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と
い
う
よ
う
な
炉
婦
の
恐
ろ
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
希
な
「
た
め

し
」
が
こ
の
物
語
な
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
単
な
る
亡
霊
誼
で
は
な
く
、
古

代
的
神
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
蛇
神
」
「
雷
神
」
の
物
語
と
し
て
予
告
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
磯
良
が
「
蟻
」
「
騨
露
」
と
な
る
と
い
う
物
語
の
枠
は
、
実

は
こ
の
吉
備
津
神
社
、
吉
備
一
族
、
磯
良
の
基
底
に
横
た
わ
る
も
の
に
よ
り
生

じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

吉
備
津
神
社
と
そ
の
祭
神
と
な
る
吉
備
一
族
は
蛇
神
と
深
い
か
か
わ
り
を
有

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
」
神
代
巻
上
第
八
段
（
一
書
第
三
）
に
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
八
岐
大
蛇
退
治
の
剣
が
吉
備
の
神
部
の
も
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
二
本
朝
神
社
考
」
、
「
本
朝
怪
談
故
事
」
に
も
引
用
さ
れ
る
）
。
更
に
、
磯
良

の
先
祖
「
鴨
別
」
か
ら
出
た
笠
臣
の
「
大
礼
」
退
治
は
「
日
本
書
紀
」
仁
徳
天

皇
六
七
年
の
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
吉
備
津
神
社
、
吉
備
一
族
と

蛇
と
の
関
係
が
仮
定
で
き
そ
う
な
資
料
が
い
く
つ
か
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
も
、
こ
の
吉
備
津
神
社
の
社
家
は
賀
陽
氏
、
藤
井
氏
、
堀
家
氏
、
河
本
氏
な

ど
が
主
な
も
の
で
、
特
に
賀
陽
氏
は
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
も
の
で
、
「
扶
桑

略
記
」
「
今
昔
物
語
集
」
『
元
亨
釈
書
」
な
ど
に
こ
の
神
主
と
し
て
の
名
が
み
え

る
。
そ
し
て
賀
陽
氏
の
本
貫
地
が
、
こ
の
物
語
の
舞
台
と
も
な
る
「
賀
夜
郡
」

と
な
る
。
「
カ
ヤ
」
は
「
加
夜
」
「
賀
夜
」
「
蚊
屋
」
「
香
屋
」
と
も
記
さ
れ
、
後

（
４
）

に
「
賀
陽
」
と
な
り
後
世
「
か
よ
う
」
と
呼
ば
れ
た
。
「
カ
ヤ
」
と
い
う
音
に

注
目
し
て
み
る
と
、
「
古
事
記
」
に
イ
ザ
ナ
ミ
と
イ
ザ
ナ
ギ
の
子
と
し
て
出
て

く
る
野
の
神
「
カ
ヤ
ノ
ヒ
メ
」
が
そ
の
「
カ
ヤ
」
に
通
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

か
や
の
ひ
め
の
か
み
（
５
）

の
づ
ち
の

こ
の
野
の
神
は
「
鹿
屋
比
責
神
」
ま
た
の
名
を
「
野
椎
神
」
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、
「
カ
ヤ
」
Ⅱ
「
ノ
ヅ
チ
」
と
な
っ
て
い
る
。
野
椎
と
は
野
に
住
む
蛇
の

（
６
）

こ
と
を
言
う
の
で
、
こ
の
野
の
神
は
蛇
性
を
帯
び
た
神
と
考
え
ら
れ
る
。

「
カ
ヤ
」
と
蛇
神
と
の
関
わ
り
の
み
で
な
く
、
磯
良
の
出
自
を
物
語
に
お
い

て
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

き
び
つ
か
ん
ざ
ね
か
さ
麓
み
き
じ
す
め

も
と
よ
り

か
も

吉
備
津
の
神
主
香
央
造
酒
が
女
子
は
、
（
略
）
従
来
か
の
家
は
士
口
備
の
鴨

わ
け
す
ゑ

別
が
商
に
て

か
さ
超
み
き

こ
の
「
香
央
造
酒
」
に
つ
い
て
は
、
「
鴨
別
」
か
ら
出
た
笠
臣
が
笠
田
と
も
称

せ
ら
れ
た
か
ら
と
す
る
説
（
鵜
月
洋
氏
前
出
書
）
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
し

か
も
こ
の
「
造
酒
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
八
岐
大
蛇
退
治
の
時

に
酒
を
造
ら
せ
た
と
い
う
民
間
伝
承
を
思
い
合
せ
て
み
る
と
、
奇
妙
に
も
ス
サ

ノ
ヲ
ー
蛇
ｌ
「
香
央
造
酒
」
が
こ
こ
で
も
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま

た
、
「
鴨
別
」
「
笠
臣
」
「
笠
田
」
と
い
う
名
前
自
体
に
注
目
し
て
み
る
と
、
「
鴨

か
も

別
」
の
「
鴨
」
は
、
賀
茂
神
社
の
神
、
「
賀
茂
」
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
賀
茂
の
神
は
「
山
城
国
風
土
記
」
「
賀
茂
之
本
地
」
「
賀
茂
神
縁
伝
」

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
雷
神
で
あ
り
同
時
に
蛇
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
代
に
お

い
て
蛇
神
（
雷
神
）
は
水
の
神
で
あ
り
、
農
耕
の
神
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、

こ
の
農
耕
の
神
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
蓑
笠
を
つ
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
笠
を
着
た

（
【
ｊ
）

も
の
と
さ
れ
、
同
時
に
鬼
の
資
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
吉
野
裕
子

（
８
）

氏
は
「
蛇
ｌ
日
本
の
蛇
信
仰
」
に
お
い
て
、
植
物
の
蒲
葵
が
そ
の
形
態
か
ら
、

蛇
に
見
立
て
ら
れ
、
後
に
蒲
葵
の
蓑
笠
が
蛇
を
表
す
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
た

だ
の
笠
を
着
た
も
の
が
蛇
の
象
徴
と
な
っ
て
い
く
道
筋
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
説
を
踏
ま
え
る
と
、
「
鴨
別
」
で
あ
る
笠
臣
も
ま
た
蛇
と
の
関
係
で
説
明

で
き
る
。
「
姓
氏
録
」
に
天
皇
が
、
笠
佐
米
山
で
笠
を
飛
ば
し
た
た
め
鴨
別
が

神
の
真
意
を
天
皇
に
告
げ
、
そ
の
正
し
さ
の
ほ
う
ぴ
と
し
て
「
カ
サ
」
の
名
を

三
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も
ら
っ
た
と
い
う
話
が
み
え
る
。
こ
れ
は
単
に
笠
臣
の
名
の
由
来
を
地
名
と
合

う
よ
う
に
説
明
し
た
も
の
に
見
え
る
が
、
や
は
り
「
笠
」
を
ま
と
う
者
ｌ
蛇
神

（
９
）

と
関
わ
る
一
族
の
話
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
鴨
別
」
の
「
鴨
」
が
賀

茂
と
通
底
す
る
と
い
う
の
も
、
や
は
り
蛇
神
と
の
関
わ
り
が
こ
の
一
族
に
あ
っ

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
一
族
が
領
有
し
て
い
た
吉
備
地
方
は
、
そ
の
枕
詞
「
ま
が
ね
吹

く
」
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
古
代
の
鉄
生
産
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
、
鉄
の
生
産

地
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
剣
の
伝
承
を
一
方
で
吉
備
津
神
社

に
結
び
つ
け
た
と
も
い
え
よ
う
。
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
雷
神
タ
ヶ
ミ
ヵ
ヅ
チ

の
神
は
同
時
に
刀
剣
の
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
雷
神
（
Ⅱ
蛇
神
）
と
刀

剣
の
神
と
の
つ
な
が
り
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
鉄
生
産
地
（
刀
剣
の
生
産
地
）

に
蛇
神
の
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上

よ
り
、
吉
備
津
神
社
を
司
る
者
た
ち
や
祭
神
が
、
蛇
神
と
の
深
い
関
わ
り
を
持

つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
磯
良
〉

そ
し
て
こ
の
蛇
神
と
関
る
「
鴨
別
」
の
商
が
、
女
主
人
公
「
磯
良
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
名
の
由
来
と
な
る
磯
良
神
に
つ
い
て
は
、
「
太
平
記
』
三

九
巻
、
「
八
幡
愚
童
訓
」
、
「
本
朝
神
社
考
」
、
「
本
朝
怪
談
故
事
」
、
謡
曲
「
香
椎
」

な
ど
に
見
ら
れ
、
醜
い
海
神
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
磯
良
」
と
言
う
命
名
に

（
い
）

関
し
て
、
「
秋
成
［
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
］
」
で
多
く
の
意
見
が
述
べ
ら
れ

て
き
た
。
松
田
修
氏
は
醜
貌
の
怪
奇
さ
を
示
す
言
葉
で
あ
る
と
し
、
森
山
重
雄

氏
は
沈
黙
の
女
を
意
味
す
る
と
し
、
さ
ら
に
中
村
博
保
氏
は
古
代
的
グ
ロ
テ
ス

ク
さ
の
復
活
と
し
て
こ
の
言
葉
が
機
能
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
高
田
衛
氏
も

（
前
出
書
）
優
美
な
女
性
が
そ
の
仮
象
性
の
下
に
醜
い
姿
ｌ
磯
良
性
を
も
つ
も

の
と
措
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
醜
い
神
磯
良
の
本
質
を
た
ど
っ
た

の
が
、
高
橋
庄
次
氏
の
「
雨
月
物
語
の
神
仏
習
合
空
間
Ｉ
連
作
複
合
詩
篇
の
構

（
皿
）

想
ｌ
」
で
あ
る
。
高
橋
氏
は
『
八
幡
愚
童
訓
」
や
鬼
能
「
春
日
龍
神
」
か
ら
、

春
日
明
神
で
あ
っ
た
磯
良
神
は
、
龍
蛇
神
で
あ
っ
た
と
し
た
。
ま
た
永
留
久
恵

氏
『
海
神
と
天
神
ｌ
対
馬
の
風
土
と
神
々
‐
坐
の
説
を
引
用
し
、

磯
良
と
い
う
海
神
の
（
中
略
）
正
体
は
金
鱗
の
蛇
で
、
大
き
く
も
な
れ
ば

わ
た
つ
み

小
さ
く
も
な
り
、
鱗
文
の
笠
石
と
も
な
る
わ
け
で
、
神
話
で
は
海
祇
と
称

し
、
少
童
と
も
書
く
が
、
祭
祁
上
は
磯
良
と
称
し

と
神
体
が
変
幻
自
在
の
蛇
神
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
氏
が
さ
ら
に
述
べ
る
よ

う
に
、
こ
の
磯
良
神
は
八
幡
神
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て

（
岨
）

は
、
す
で
に
折
口
信
夫
氏
の
研
究
が
あ
る
。

磯
良
神
が
吉
備
津
神
社
の
祭
神
、
あ
る
い
は
神
主
で
あ
る
者
に
結
び
付
け
ら

れ
て
い
っ
た
の
は
、
こ
の
蛇
神
信
仰
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
単
に
醜
貌

の
神
で
あ
り
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
こ
の
命
名
が
な
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で

は
、
磯
良
神
が
吉
備
津
神
社
と
結
合
す
る
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
そ
し
て
八
幡

信
仰
と
吉
備
津
神
社
と
の
関
係
も
あ
な
が
ち
無
い
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

（
胸
）

柳
田
園
男
氏
は
「
一
つ
目
小
僧
そ
の
他
」
（
「
柳
田
園
男
全
集
」
巻
五
）
に
お
い

て
、
八
幡
神
の
大
人
征
服
の
昔
話
の
一
つ
と
し
て
、
備
中
の
温
羅
退
治
を
あ
げ

て
い
る
。
確
か
に
筑
豊
の
塵
輪
や
備
前
の
牛
窓
の
海
神
な
ど
は
、
八
幡
神
と
関

係
し
、
温
羅
も
こ
の
系
列
に
お
く
と
、
こ
の
地
方
に
古
く
八
幡
神
信
仰
が
あ
つ

（
Ｍ
）

た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
吉
備
津
神
社
や
吉
備
地
方
に
は
、
蛇
神

四
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信
仰
、
八
幡
神
信
仰
が
あ
り
、
「
磯
良
」
と
い
う
命
名
も
そ
れ
ら
の
信
仰
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
吉
備
津
神
社
の
祭
神
と
し
て
立

ち
現
わ
れ
て
く
る
「
磯
良
」
が
、
物
語
に
お
い
て
「
螺
」
「
騨
麓
」
と
な
っ
て

し
ま
う
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
地
名
、
神
社
名
、
神
名
に
ま
つ
わ
る
古

代
的
神
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

〈
賀
夜
郡
庭
妹
の
郷
〉

さ
ぴ
か
や
の
こ
ほ
り
に
ひ
せ
さ
と
ゐ
ざ
は

吉
備
の
国
賀
夜
郡
庭
妹
の
郷
に
、
井
沢
庄
太
夫
と
い
ふ
も
の
あ
り
。

こ
の
よ
う
に
物
語
は
冒
頭
で
、
「
賀
夜
郡
庭
妹
の
郷
」
に
舞
台
が
設
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
主
人
公
で
あ
る
、
井
沢
庄
太
夫
の
一
子
正
太
郎
は

な
り
は
ひ
い
と

ふ
け
お
き
て

農
業
を
厭
ふ
あ
ま
り
に
、
酒
に
乱
れ
色
に
蹴
り
て
、
父
が
徒
を
守
ら
ず
。

と
い
う
典
型
的
な
放
蕩
息
子
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
正
太
郎
の
暮
ら
し
た
「
庭

妹
の
郷
」
が
吉
備
津
神
社
の
所
在
地
で
も
あ
る
。
「
庭
妹
」
と
は
「
大
日
本
地

（
腸
）

名
辞
書
」
に
お
い
て
「
新
瀬
」
の
意
で
、
船
の
出
入
り
の
あ
る
と
こ
ろ
と
さ
れ

て
い
る
。
「
庭
妹
」
が
「
庭
瀬
」
と
も
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
説
は
妥

当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
「
賀
夜
」
と
い
う
地
名
が
蛇
神
と
関
わ
る
よ
う

に
、
こ
の
地
名
「
庭
妹
」
も
蛇
神
と
関
係
の
浅
か
ら
ぬ
、
水
辺
の
地
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
ニ
ヒ
セ
」
が
「
ニ
ワ
セ
」
に
な
っ

た
点
に
留
意
す
る
と
、
「
庭
」
と
い
う
言
葉
に
突
き
当
た
る
。
「
庭
」
が
神
を
ま

つ
る
斎
場
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
水
辺
の
地
が
霊
場
の
地
と
さ
れ
て

い
く
過
程
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
庭
妹
の
郷
」
に
あ
る
有
名
な
「
吉
備
の
中

（
随
）

山
」
は
、
一
説
で
は
古
陵
墓
、
葬
所
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
こ
の
山
自
体
が

（
Ⅳ
）

霊
山
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
同
郷
の
「
中
山
の
有
木
の
別
所
」
も
浄

土
信
仰
の
聖
地
で
あ
り
、
「
平
家
物
語
」
巻
二
や
「
源
平
盛
衰
記
』
第
八
に
見

え
る
、
新
大
納
言
成
親
が
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
る
と
い
う
話
も
、
「
日
本
行
脚

文
集
」
や
近
世
吉
備
の
地
誌
で
あ
る
「
備
中
名
勝
考
』
「
備
陽
国
誌
」
「
寸
簸
之

塵
」
「
備
之
中
州
名
所
」
「
備
中
巡
礼
署
記
」
な
ど
に
こ
の
地
方
の
伝
承
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
水
辺
の
地
で
あ
り
、
同
時
に
吉
備
津
神
社
を
有
す
る
郷

に
霊
場
を
示
す
「
庭
」
が
あ
て
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
地
方
独
特
の
古
代
か
ら

脈
々
と
流
れ
続
け
て
い
る
、
信
仰
、
霊
性
と
言
っ
た
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
成
親
の
話
は
潤
色
を
施
さ
れ
、
怨

霊
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
二
源
平
盛
衰
記
」
）
。

高
田
衛
氏
は
、
こ
の
「
庭
妹
の
郷
」
に
あ
っ
た
吉
備
津
神
社
の
門
前
町
宮
内

町
が
、
近
世
で
は
山
陽
道
屈
指
の
芝
居
町
、
遊
女
町
で
あ
り
、
全
国
的
に
有
名

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
正
太
郎
の
放
蕩
ぶ
り
は
「
奇
妙
に

も
土
地
の
実
状
に
即
し
て
い
た
の
だ
っ
た
」
と
し
て
い
る
（
「
旅
の
時
空
と
物

（
肥
）

語
の
時
空
ｌ
近
世
小
説
の
場
△
ロ
ー
」
「
日
本
の
文
学
」
第
三
集
）
。
こ
の
「
庭
妹

の
郷
」
は
、
こ
の
よ
う
な
芝
居
町
、
遊
女
町
と
い
う
遊
び
の
空
間
を
有
す
る
と

同
時
に
、
古
代
か
ら
畏
怖
さ
れ
た
信
仰
の
中
心
と
し
て
の
空
間
で
も
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
こ
こ
に
は
聖
と
賎
と
い
っ
た
表
裏
一
体
の
も
の
が
存
在
し
、
そ
の
賎

の
空
間
に
加
担
し
て
い
っ
た
の
が
正
太
郎
で
あ
り
、
も
う
一
方
の
聖
の
空
間
に

関
与
し
て
い
た
の
が
磯
良
で
あ
っ
た
。
聖
と
賎
と
い
う
両
極
に
位
置
す
る
も
の

が
、
表
裏
一
体
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
た
ち
の
あ
り
様
も

そ
れ
に
重
ね
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
や
存
在
が
容
易
に
正
反
対
の
も

の
に
転
換
さ
れ
て
い
く
。
神
聖
な
、
人
間
を
救
済
す
る
神
の
面
を
持
つ
が
ゆ
え

に
、
磯
良
は
勇
姑
、
夫
正
太
郎
や
そ
の
愛
人
袖
に
心
を
配
る
。
そ
し
て
そ
の
や

さ
し
さ
は
、
正
反
対
の
畏
怖
さ
れ
る
崇
り
神
の
面
へ
と
す
ぐ
に
変
換
さ
れ
る
。
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ま
た
、
妻
を
裏
切
り
、
死
に
至
ら
し
む
加
害
者
と
し
て
の
正
太
郎
は
逆
転
し
て

妻
に
取
り
殺
さ
れ
る
被
害
者
へ
と
変
わ
る
。
こ
う
し
た
二
人
の
あ
り
方
の
可
逆

性
は
、
「
賀
夜
郡
庭
妹
の
郷
」
と
い
う
土
地
が
持
つ
両
義
性
と
あ
た
か
も
重
な

る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
鞘
の
津
〉

正
太
郎
が
賎
の
空
間
を
生
き
る
も
の
で
あ
る
と
前
述
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な

特
性
を
有
す
る
た
め
に
、
正
太
郎
は
袖
と
い
う
鞘
の
津
の
遊
女
と
な
じ
み
に
な

り
家
庭
を
崩
壊
さ
せ
る
。
こ
の
「
鞘
の
津
」
は
正
太
郎
の
住
む
「
庭
妹
の
郷
」

か
ら
西
南
六
○
余
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
た
め
、
従
来
、
設
定
と
し
て
の

均
衡
を
欠
く
も
の
と
さ
れ
て
き
た
（
高
田
衛
氏
前
出
論
文
な
ど
に
も
指
摘
が
あ

る
）
。
も
ち
ろ
ん
構
成
上
の
不
備
と
し
て
片
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
鞠

の
津
」
と
い
う
場
所
が
、
正
太
郎
の
愛
人
袖
の
登
場
と
死
に
は
不
可
欠
で
あ
っ

た
。

こ
の
土
地
は
地
形
的
に
船
の
停
泊
に
適
し
て
い
た
た
め
、
古
く
か
ら
港
町
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
は
海
神
（
水
の
神
）
信
仰
と
、
「
水
の
女
」

で
あ
る
遊
女
と
で
形
成
さ
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
土
地
の
実
状
か

ら
、
あ
ら
ゆ
る
歌
や
伝
承
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
例
え
ば

「
本
朝
諸
社
一
覧
」
「
和
漢
三
才
図
会
」
「
類
緊
名
物
考
」
の
地
理
部
な
ど
の
鞘

の
項
に
引
か
れ
て
い
る
、
「
万
葉
集
」
巻
三
の
四
四
六
～
四
四
八
番
歌
は
、
亡

き
妻
を
し
の
ぶ
挽
歌
で
あ
り
、
「
鞘
の
津
」
の
代
表
的
歌
謡
と
さ
れ
て
き
た
。

わ
ぎ
も
こ

と
も

と
。
》
よ

吾
妹
子
が
見
し
鞘
の
浦
の
む
ろ
の
木
は
常
世
に
あ
れ
ど
見
し
入
そ
な
き

鞘
の
浦
の
磯
の
む
ろ
の
木
見
む
ご
と
に
相
見
し
妹
は
忘
ら
え
め
や
も

（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
万
葉
集
一
」
岩
波
書
店
昭
三
二
・
五
）

こ
れ
ら
の
歌
も
、
鞘
の
津
の
遊
女
と
の
悲
恋
と
い
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
土
地
に

あ
り
が
ち
な
伝
承
を
基
底
に
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
鞘

の
津
」
と
い
う
言
葉
が
内
包
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
、
「
亡
き
妻
」
と
し
て
の

袖
と
磯
良
の
物
語
を
予
想
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
地
名
は
、
「
大
日
本
地
名
辞
書
」
に
よ
る
と
港
の
形
が
巴
の

（
旧
）

か
た
ち
で
あ
る
か
ら
と
さ
れ
、
「
新
地
名
語
源
辞
典
」
で
は
「
ト
マ
リ
」
が
「
ト

モ
」
と
通
じ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
土
地
に
、
神
功
皇
后
の
三
韓

征
伐
の
伝
承
が
入
り
込
ん
だ
時
、
「
鞘
」
と
い
う
字
が
あ
て
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
。
神
功
皇
后
の
皇
子
応
神
天
皇
は
記
紀
に
よ
れ
ば
、
そ
の
出
生
の
時
に
腕

に
鞘
の
如
き
肉
が
で
き
て
い
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
母
の
胎
内
に
い
た
時
か
ら
三

韓
征
伐
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
鞘

と
い
っ
た
武
具
の
名
前
が
、
こ
の
土
地
を
名
指
す
言
葉
と
し
て
示
さ
れ
る
。
「
本

朝
諸
社
一
覧
」
に
よ
る
と
、
こ
の
地
で
神
功
皇
后
が
兵
食
を
つ
み
、
船
の
鞘
を

神
璽
と
し
て
舟
玉
神
を
祁
っ
た
た
め
「
鞘
」
と
い
う
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
功
皇
后
伝
承
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
、
こ
の
地
の
信
仰
と
も

ぬ
な
く
ま

密
接
に
つ
な
が
り
を
見
せ
る
。
「
鞘
の
津
」
の
神
で
あ
る
「
沼
名
前
神
社
」
を

考
え
る
と
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
末
社
に
渡
社
明
神
が
あ
り
、
海
神
が
祁

（
鋤
》

ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
さ
ら
に
こ
の
沼
名
前
神
社
は
、
備
前
の
国
の
「
風
土
記
」

逸
文
や
「
本
朝
諸
社
一
覧
」
「
本
朝
怪
談
故
事
」
な
ど
で
蘇
民
将
来
の
話
と
し

て
語
ら
れ
る
。
こ
の
蘇
民
将
来
（
武
塔
天
神
）
の
伝
承
は
山
城
の
祇
園
牛
頭
天

王
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
祇
園
牛
頭
天
王
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る

と
さ
れ
、
さ
ら
に
イ
ナ
ダ
姫
や
毒
蛇
神
を
祭
神
と
す
る
と
あ
る
（
「
き
を
ん
の

御
本
地
」
）
。
こ
れ
ら
は
、
「
本
朝
怪
談
故
事
」
巻
二
の
第
七
や
「
本
朝
神
社
考
」

｛
ハ
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「
薙
州
府
志
」
な
ど
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
蛇
神
に
関
わ
る
も
の
が
こ
の

祇
園
の
祭
神
と
な
り
、
ま
た
鞘
の
津
の
沼
名
前
神
社
の
祭
神
と
重
な
る
。
折
口

（
割
）

信
夫
氏
は
「
上
世
日
本
の
文
学
」
（
「
折
口
信
夫
全
集
」
一
一
一
巻
）
に
お
い
て
、

九
州
か
ら
京
へ
と
布
教
せ
ら
れ
て
い
っ
た
新
来
の
神
、
八
幡
の
大
神
は
、
仏
教

の
徒
で
陰
陽
道
に
這
入
っ
た
者
の
将
来
し
た
神
で
あ
り
、
そ
の
良
い
例
と
し

て
、
牛
頭
天
王
ｌ
武
塔
天
神
の
話
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ

と
は
、
こ
の
祇
園
社
、
沼
名
前
神
社
の
神
が
八
幡
神
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
磯
良
神
が
八
幡
系
統
の
神
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
で
あ
る
。

神
功
皇
后
及
び
に
応
神
天
皇
が
八
幡
神
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
の
も
、
こ
の

こ
と
と
深
く
結
び
つ
く
。
「
鞘
の
津
」
と
は
も
と
も
と
水
の
神
を
祁
っ
て
い
た

地
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
八
幡
神
信
仰
、
神
功
皇
后
伝
承
が
入
り
込
ん
だ
場
所
な

の
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
「
鞘
の
津
」
の
遊
女
で
あ
る
袖
は
ま
さ
に
「
水
の
女
」
で

あ
り
、
同
時
に
八
幡
神
を
斎
く
亜
女
と
し
て
の
面
影
を
宿
す
。
森
山
重
雄
氏
は

（
型
）

「
水
の
女
ｌ
磯
良
」
（
「
日
本
文
学
」
）
に
お
い
て
、
磯
良
と
い
う
、
よ
り
古
代
的
、

原
生
的
な
「
水
の
女
」
が
、
世
俗
的
、
現
世
的
な
「
水
の
女
」
袖
に
対
し
て
、
「
ウ

ハ
ナ
リ
」
行
為
を
行
う
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
磯
良
も

袖
も
と
も
に
八
幡
神
に
関
わ
る
が
、
厳
密
に
考
え
る
と
、
磯
良
は
あ
く
ま
で
も

龍
蛇
神
で
あ
り
、
袖
は
そ
れ
に
斎
く
者
と
な
る
。
従
っ
て
、
袖
は
単
に
正
太
郎

の
愛
人
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
磯
良
の
支
配
下
に
位
置
す
る
者
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
磯
良
と
い
う
神
に
対
す
る
反
逆
は
、
当
然
死
を
意
味
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
鞘
」
と
い
う
地
名
が
磯
良
と
関
わ
り
を
持
つ

時
、
物
語
に
お
け
る
袖
の
登
場
と
そ
の
死
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。

〈
印
南
野
〉

い
な
み
の

袖
の
出
身
地
が
「
印
南
野
」
と
さ
れ
、
正
太
郎
が
袖
と
出
奔
し
、
京
を
目
指

い
な
み
の
こ
ほ
り
あ
ら
ゐ

す
途
次
に
立
ち
寄
っ
た
の
が
「
播
磨
の
国
印
南
郡
荒
井
の
里
」
で
あ
る
が
、

二
人
が
こ
こ
に
隠
れ
こ
も
り
、
そ
れ
を
磯
良
が
追
跡
す
る
物
語
に
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
隠
れ
る
、
追
う
の
構
図
も
こ
の
「
印
南
野
」
「
印
南
」
と
い
う

地
名
が
内
に
抱
え
込
む
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
イ
ナ
ミ
ノ
」
と
い
う
地
は
、
「
ノ
」
す
な
わ
ち
沃
野
と
し
て
の
地
名
で
あ
ろ

う
。
し
か
も
こ
の
野
原
で
あ
る
「
イ
ナ
ミ
」
野
が
、
「
拾
遺
集
」
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、女

郎
花
我
に
宿
か
せ
い
な
み
の
、
否
と
い
ふ
共
こ
、
を
過
ぎ
め
や

（
「
国
歌
大
観
」
角
川
書
店
昭
四
九
一
一
）

「
否
」
を
引
き
出
す
言
葉
と
な
っ
た
と
き
、
こ
の
地
は
す
べ
て
の
物
を
拒
否
す

る
地
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
正
太
郎
と
袖
が
す
べ
て
を
捨
て
て
逃
げ
込

ん
だ
地
と
は
、
ま
さ
に
す
べ
て
を
「
否
」
む
場
所
と
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
広
大
な
野
は
、
「
イ
ナ
ミ
」
と
い
う
、
「
風
土
記
」
に
見
ら
れ

る
印
南
の
別
嬢
と
景
行
天
皇
の
伝
承
と
結
び
付
け
ら
れ
た
土
地
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
「
播
磨
国
風
土
記
」
に
お
い
て
、
景
行
天
皇
は
印
南
の
別
嬢
を
妻
問
い
し

（
幻
》

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
別
嬢
が
「
南
耽
都
麻
嶋
」
に
逃
げ
渡
っ
て
し
ま
っ
た
た

め
、
そ
の
後
を
追
い
、
結
局
「
印
南
の
六
綴
村
」
で
結
婚
を
成
立
さ
せ
る
と
い

う
話
が
み
え
る
。
印
南
の
別
嬢
と
は
「
南
耽
都
麻
嶋
」
に
身
を
隠
す
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
か
ら
「
印
南
」
に
は
隠
れ
こ
も
っ
た
者
と
そ
れ
を

追
う
者
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
く
。
物
語
の
、
正
太
郎
と
袖
の

逃
亡
及
び
隠
棲
と
、
磯
良
の
追
跡
は
「
印
南
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
あ
わ

七
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さ
れ
る
。

そ
し
て
二
人
を
追
跡
し
た
磯
良
の
怨
霊
が
、
正
太
郎
を
欺
く
た
め
に
、
隠
れ

こ
も
る
未
亡
人
を
演
じ
て
し
ま
う
の
も
、
こ
う
し
た
地
名
の
背
負
い
込
ん
で
い

る
も
の
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
播
磨
の
国

「
印
南
郡
荒
井
の
里
」
に
着
い
て
ほ
ど
な
く
、
物
の
怪
に
取
り
つ
か
れ
た
よ
う

に
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
袖
の
墓
の
前
で
、
正
太
郎
が
出
会
っ
た
女
に
聞
か

せ
ら
れ
た
貴
婦
人
の
様
子
は
（
実
は
磯
良
の
こ
と
で
あ
っ
た
）

た
の

ゆ
ゑ

さ
か
し
ら

過
み
つ
る
君
は
、
此
国
に
て
は
由
縁
あ
る
御
方
な
り
し
が
、
人
の
識
に
あ

し
る

う
し
な

く
ま
わ
び

ひ
て
領
所
を
も
失
ひ
、
今
は
此
野
の
隈
に
徒
し
く
て
住
せ
給
ふ
。
女
君
は

か
ほ
よ
び
と

国
の
と
な
り
ま
で
も
聞
え
給
ふ
美
人
な
る
が
、

こ
の
よ
う
に
、
人
目
を
忍
ん
で
隠
れ
こ
も
る
未
亡
人
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
こ

か
ほ
よ
び
と

の
部
分
に
関
し
て
は
「
美
人
」
と
い
う
表
記
や
話
の
内
容
か
ら
、
「
忠
臣
蔵
」

の
「
顔
世
御
前
」
、
「
塩
冶
判
官
」
が
下
敷
き
と
し
て
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
き

（
劉
）た

。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
妥
当
な
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
の

か
は
よ
び
と

「
美
人
」
に
隠
れ
こ
も
る
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て

は
、
『
忠
臣
蔵
」
が
下
敷
き
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
理
解
し
が
た
い
。
や

は
り
「
印
南
」
に
付
与
さ
れ
て
い
る
隠
妻
の
伝
承
が
こ
こ
に
も
重
ね
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

〈
荒
井
の
里
〉

そ
し
て
こ
の
「
印
南
郡
荒
井
の
里
」
に
お
い
て
、
正
太
郎
が
凄
惨
な
死
を
遂

げ
、
こ
の
夫
婦
の
結
婚
生
活
に
凄
ま
じ
い
結
末
が
つ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の

物
語
が
単
な
る
怪
奇
な
復
響
諏
と
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
荒
井
の
里
」
で
の

出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
た
め
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
物
語
の
悲
惨
な
結
末
は
、
吉
備
津
神
社
の
御
釜
赦
で

予
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
こ
の
神
事

に
つ
い
て
は
多
く
の
書
が
言
及
し
て
い
る
。
『
雨
月
物
語
」
成
立
以
前
の
も
の

で
も
、
「
多
聞
院
日
記
」
や
木
下
長
聯
子
の
「
九
州
み
ち
の
記
」
、
『
本
朝
神
社

考
」
、
「
神
社
啓
蒙
」
、
「
続
無
名
抄
」
、
『
神
道
名
目
類
衆
紗
」
、
「
和
漢
三
才
図
会
」
、

「
本
朝
怪
談
故
事
』
、
『
諸
国
里
人
談
」
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
『
諏
海
」
、

『
類
緊
名
物
考
」
、
『
耳
袋
」
な
ど
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
正
太
郎
と
磯
良
の
結

く
さ
む
ら

婚
に
は
「
ロ
ハ
秋
の
虫
の
叢
に
す
だ
く
ば
か
り
の
声
も
な
し
。
」
と
凶
兆
が
示
さ

れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
「
荒
井
の
里
」
と
い
う
地
名
の
含
み
こ
む
も
の
も
同
時
に
、

こ
の
二
人
の
結
婚
の
結
末
を
導
き
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
荒

井
の
里
」
を
地
誌
的
に
実
体
化
し
て
考
え
て
み
る
と
、
磯
一
峰
の
「
越
路
紀
行
」

（
宝
永
元
年
成
立
）
で
は

い
ち
の
ご
う

八
月
廿
九
日
。
高
砂
の
民
家
ま
で
行
く
。
市
郷
荒
井
な
ど
云
所
。
川
あ
り

こ
ぼ

て
船
に
て
渡
り
ぬ
。
人
争
ひ
乗
り
て
翻
る
、
ば
か
り
也
。
危
き
事
限
り
な

し
。（

「
続
帝
国
文
庫
続
紀
行
文
集
」
博
文
刊
明
三
三
八
）

と
あ
り
、
渡
し
場
の
あ
る
繁
華
な
土
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
秦
石
田

の
「
播
磨
名
所
巡
覧
図
会
』
（
文
化
元
年
刊
）
の
「
荒
井
」
の
項
に
は
、

高
砂
の
西
に
あ
り
。
昔
塩
屋
多
し
。
も
っ
と
も
上
品
な
り
し
と
ぞ
。
今
は

な
し
。
こ
の
里
に
加
古
川
の
分
流
あ
り
て
、
わ
た
し
あ
り
。

（
「
日
本
名
所
風
俗
図
会
」
一
三
角
川
書
店
昭
五
五
八
）

と
い
う
よ
う
に
、
高
砂
の
近
く
の
海
辺
の
地
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
荒
井
は
高

八
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砂
と
と
も
に
河
口
の
デ
ル
タ
上
に
位
置
し
て
播
磨
灘
に
面
し
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
（
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
」
一
三
前
出
）
。
高
田
衛
氏
は
、
こ
う
し
た
地

誌
的
実
状
と
「
荒
井
の
里
」
と
が
か
け
離
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

物
語
の
中
で
の
「
荒
井
の
里
」
と
は
草
深
い
荒
野
、
僻
村
と
い
っ
た
印
象
を
受

け
て
し
ま
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
荒
井
の
里
」
の

実
状
は
高
砂
に
近
い
海
辺
地
帯
な
の
で
あ
っ
た
と
す
る
（
前
出
論
文
）
。
確
か

に
こ
の
物
語
に
お
け
る
「
荒
井
の
里
」
は
海
辺
の
印
象
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
で

あ
る
し
、
高
砂
と
い
う
繁
華
な
地
の
す
ぐ
そ
ば
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
僻

地
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
「
印
南
」
「
「
印
南
野
」
と
い

う
地
名
が
も
た
ら
す
、
広
大
な
野
と
い
う
印
象
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前

伊
予
守
貞
世
朝
臣
の
「
道
ゆ
き
ふ
り
」
に
み
え
る
、

い
な
み
野
と
い
ふ
は
は
る
か
に
を
し
は
れ
て
四
方
に
く
ま
な
く
あ
さ
ぢ
か

れ
わ
た
り
て
、
や
う
／
、
下
も
え
い
づ
る
も
い
と
け
う
あ
り
。

（
「
群
書
類
従
」
一
八
輯
昭
三
四
一
二
）

と
い
っ
た
荒
廃
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
万
葉
集
」
巻
六
の
九
四
○
番
歌
、

あ
さ
ぢ

ぬ
よ
け

し
の

印
南
野
の
浅
茅
押
し
な
べ
さ
寝
る
夜
の
日
長
く
あ
れ
ば
家
し
偲
は
ゆ

（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
万
葉
集
二
」
岩
波
書
店
昭
三
四
九
）

に
あ
る
よ
う
に
、
「
印
南
野
」
が
浅
茅
の
繁
る
広
大
な
野
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ

る
。

し
か
も
そ
う
し
た
「
印
南
野
」
の
広
大
な
荒
涼
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
合

わ
せ
る
よ
う
に
「
荒
井
」
と
い
う
表
記
を
持
つ
。
従
っ
て
「
荒
井
の
里
」
と
い

う
地
名
を
示
す
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
字
義
通
り
、
荒
れ
果
て
た
印
象
を
も
た
ら

す
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
「
荒
井
の
里
」
が
地
誌
的
実
状
か
ら
遊
離
し
て
し

ま
っ
た
最
大
の
原
因
が
こ
れ
な
の
で
あ
る
。
隠
れ
こ
も
る
荒
廃
し
た
広
野
の
印

象
を
持
ち
続
け
て
き
た
「
印
南
野
」
に
、
高
砂
と
い
う
繁
華
な
地
の
す
ぐ
そ
ば

に
あ
る
、
海
辺
の
地
「
荒
井
の
里
」
が
結
び
付
け
ら
れ
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
体

と
し
て
の
土
地
が
後
退
し
て
い
っ
た
。

ま
た
、
高
田
衛
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
（
前
出
論
文
）
、
こ
の
「
荒
井
の
里
」

は
夫
婦
和
合
と
長
寿
を
象
徴
す
る
高
砂
の
浦
に
他
な
ら
な
い
の
に
、
そ
の
高
砂

に
お
い
て
こ
の
夫
婦
が
世
に
も
稀
な
凄
惨
な
破
滅
を
遂
げ
る
と
い
う
「
衝
撃
的

物
語
の
深
層
」
が
あ
る
。
こ
の
「
荒
井
の
里
」
が
、
謡
曲
『
高
砂
』
を
想
起
さ

せ
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
夫
婦
の
仲
睦
ま
じ
さ
と
長
寿
と

い
っ
た
も
の
を
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
内
包
す
る
高
砂
の
浦
で
あ
る
「
荒
井
の
里
」

で
、
正
太
郎
と
そ
の
愛
人
袖
と
の
新
し
い
出
発
が
始
ま
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
袖
が
そ
の
命
を
失
っ
た
時
、
正
太
郎
と
磯
良
の
和
合
が
な
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
正
太
郎
と
磯
良
の
死
と
破
滅
は
、
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
真
の
再
会

で
あ
り
和
合
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
「
印
南
郡
荒
井
の
里
」
「
印
南
野
」
と
い
っ

た
地
名
を
示
す
言
葉
が
、
物
語
の
深
層
に
関
わ
り
、
夫
婦
の
結
婚
の
奇
妙
な
解

決
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

〈
刀
田
の
里
〉

「
荒
野
の
三
昧
堂
」
で
磯
良
の
死
霊
に
脅
か
さ
れ
た
正
太
郎
は
、
袖
の
い
と

ぞ
ん
や
う
じ

こ
の
彦
六
の
勧
め
で
、
「
刀
田
の
里
」
の
「
た
ふ
と
き
陰
陽
師
」
を
訪
ね
、
そ

の
死
期
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
「
陰
陽
師
」
の
登
場
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
播
磨
の
国
と
陰
陽
師
と
の
深
い
関
わ
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
鵜
月
洋
氏
が
「
雨
月
物
語
評
釈
」
の
中
で
説
明
す
る
よ
う

に
、
例
え
ば
「
今
昔
物
語
集
」
巻
二
四
第
一
九
「
播
磨
国
陰
陽
師
智
徳
法
師
語
」

九
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な
ど
に
播
磨
の
国
と
陰
陽
師
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
智
徳
と
い
う

陰
陽
師
の
力
の
強
大
さ
が
語
ら
れ
、
末
尾
の
部
分
で
は
「
か
か
る
者
、
播
磨
の

国
に
あ
り
け
り
と
な
む
、
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。
」
（
「
今
昔
物
語
集
」
旺
文
社

昭
五
九
三
）
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
作
品
（
「
吉
備
津
の
釜
」
）
の
末

う
ら

尾
で
「
陰
陽
師
が
占
の
い
ち
じ
る
き
」
こ
と
が
「
い
と
も
た
ふ
と
か
り
け
る
と

か
た
り
伝
へ
」
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
正
太
郎
が
播
磨
の
国
へ
足
を
踏
み

入
れ
る
設
定
が
、
陰
陽
師
の
と
こ
ろ
へ
と
導
く
も
の
と
な
る
。

そ
し
て
そ
の
「
刀
田
の
里
」
が
救
済
の
霊
場
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
地
名
「
ト
ダ
」
と
は
よ
く
あ
る
地
名
で
、
「
戸
田
」
「
富
田
」
と
も
書
か
れ
、
「
播

磨
の
国
の
刀
田
」
も
「
大
日
本
地
名
辞
書
」
（
前
出
）
に
は
、
「
戸
田
」
と
し
て

載
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
ト
ダ
」
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
尾
張
国
や
相

（
濁
）

模
国
の
「
戸
田
」
が
か
っ
て
は
「
冨
田
」
と
書
い
た
と
あ
り
、
尾
張
の
「
戸
田
」

は
米
の
名
産
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
耕
に
関
す
る
地
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

「
富
（
冨
）
」
や
「
戸
」
を
字
義
通
り
に
考
え
る
と
、
豊
か
な
田
、
あ
る
い
は
田

の
入
り
口
と
い
っ
た
場
所
を
示
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し

た
「
ト
ダ
」
に
「
刀
田
」
と
い
う
字
が
当
て
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
地
に
あ
る
鶴

林
寺
の
山
号
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
刀
」
と
い
う
文
字
に

注
目
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。

刀
田
山
鶴
林
寺
は
「
荒
井
の
里
」
か
ら
東
に
約
四
キ
ロ
ほ
ど
の
地
点
に
あ
り
、

こ
の
点
に
つ
い
て
諸
注
釈
書
は
一
致
を
見
せ
て
い
る
。
刀
田
山
鶴
林
寺
に
つ
い

て
「
播
磨
国
名
所
巡
覧
図
会
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

草
創
は
人
皇
三
十
一
代
敏
達
帝
十
二
年
、
聖
徳
太
子
十
二
歳
の
御
時
、
仏

う
ち
な

か
こ
の

法
興
隆
の
地
を
天
文
博
士
に
卜
は
せ
た
ま
ふ
に
（
略
）
播
州
塵
子
郡
、
山

海
の
中
間
に
広
大
の
平
原
あ
り
。
こ
れ
万
代
不
朽
、
仏
法
繁
栄
の
地
な
り

ず
し

と
い
ふ
。
（
略
）
右
の
方
の
厨
子
に
は
太
子
の
一
一
歳
、
同
十
六
歳
、
四
十

い
た
だ
き

一
一
歳
、
一
一
一
影
合
体
の
尊
像
あ
り
。
す
な
は
ち
、
太
子
の
御
頂
の
髪
を
植

う
ゑ
か
み

ゑ
さ
せ
た
ま
ふ
。
ゆ
ゑ
に
、
世
に
植
髪
の
太
子
と
称
し
奉
る
。

（
前
出
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
刀
田
山
鶴
林
寺
は
聖
徳
太
子
建
立
の
寺
で
あ
り
、
太
子
の
御

髪
を
植
え
た
尊
像
が
あ
る
と
世
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
聖
徳
太
子
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
地
を
正
太
郎
は
訪
れ
、
し
か
も

強
大
な
力
を
持
つ
と
さ
れ
て
き
た
陰
陽
師
に
救
い
を
求
め
る
。
陰
陽
師
の
く
れ

た
朱
符
の
威
力
で
、
夜
ご
と
や
っ
て
く
る
磯
良
の
霊
は
正
太
郎
に
近
づ
く
こ
と

が
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
で
き
な
い
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
よ
う
な
太
子
の
霊
力
や
陰
陽
師
の
力
も
む
な
し
く
、
正
太
郎
は
磯
良
に

捕
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
「
あ
な
や
」
と
叫
ぶ
声
に
壁
隣
り
の
家
か
ら
彦
六
が
外

に
出
て
み
る
と
、

つ
ま

さ
さ
て
ら

月
あ
か
り
に
見
れ
ば
、
軒
の
端
に
も
の
あ
り
。
と
も
し
火
を
捧
げ
て
照
し

も
と
ど
り

見
る
に
、
男
の
髪
の
筈
ば
か
り
か
か
り
て
、
外
に
は
露
ば
か
り
の
も
の
も

な
し
。
浅
ま
し
く
も
お
そ
ろ
し
さ
は
筆
に
つ
く
す
く
う
も
あ
ら
ず
な
ん
。

さ
が

夜
も
明
け
て
ち
か
き
野
山
を
探
し
も
と
む
れ
ど
も
、
つ
ひ
に
其
跡
さ
へ
な

く
て
や
み
ぬ
。

た
だ
正
太
郎
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
書
」
だ
け
が
軒
の
端
に
か
か
っ
て
い
た
と

あ
る
。
例
え
ば
無
残
な
死
体
だ
け
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
何
も

残
ら
な
い
が
「
筈
」
だ
け
が
奇
妙
な
場
所
に
あ
っ
た
と
い
う
不
気
味
さ
を
も
っ

て
物
語
は
終
わ
る
。
磯
良
が
正
太
郎
を
と
り
こ
ろ
す
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面

一

○
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に
つ
い
て
は
、
そ
の
怪
異
性
と
い
う
面
か
ら
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
こ
の
部
分
は
「
新
御
伽
卿
子
」
巻
一
の
二
「
化
女
書
」
や
「
日
本
霊
異

記
」
中
巻
三
三
「
女
人
悪
鬼
見
点
枚
食
駁
縁
」
、
「
今
昔
物
語
集
」
巻
二
○
第
三

七
や
同
巻
二
七
第
七
、
「
伊
勢
物
語
」
第
六
段
な
ど
多
く
の
も
の
が
典
拠
作
品

と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
典
拠
作
品
に
本
質
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
神
社
に
髪
の
毛
を
奉
納
し
て
、
そ
れ
の
持
つ
呪
力
に
よ
っ
て
祈
願
す

る
と
い
う
習
俗
上
の
道
具
立
て
と
み
な
す
の
が
、
青
木
正
次
氏
の
意
見
で
あ
る

（
錨
）

（
「
雨
月
物
語
」
上
）
。
実
際
に
、
こ
う
し
た
習
俗
か
ら
く
る
恐
怖
心
が
こ
の
場

面
で
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
の
「
書
」

だ
け
を
残
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
正
太
郎
が
、
救
い
を
求
め
た
「
刀
田

の
里
」
と
い
う
、
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
地
も
こ
の
場
面
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
「
ト
ダ
」
と
い
う
地
に
「
戸
」
や
「
富
」
で
は
な
く
「
刀
」
が
当
て
ら

れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
字
が
当
て
ら
れ
た
と
き
、

そ
の
説
明
と
し
て
の
起
源
説
話
が
作
り
出
さ
れ
る
。
貝
原
益
軒
の
「
有
馬
山
温

泉
記
追
加
」
（
正
徳
三
年
頃
成
立
）
の
「
刀
田
山
」
の
項
に
は
、

尾
上
よ
り
八
町
あ
り
。
海
道
に
近
し
。
本
尊
は
聖
徳
太
子
能
伽
藍
。
敏
達

天
皇
十
二
年
に
、
百
済
国
の
日
羅
を
殺
せ
し
刀
を
、
田
の
中
に
入
て
隠
し

け
る
所
な
る
ゆ
ゑ
、
刀
田
山
と
云
と
ぞ
。
日
羅
の
事
は
日
本
紀
廿
巻
に
委

に
見
え
た
り
、

（
『
益
軒
全
集
」
巻
七
益
軒
全
集
刊
行
部
明
四
四
八
）

と
い
う
よ
う
に
、
日
羅
の
伝
承
と
し
て
こ
の
地
名
の
起
源
が
説
明
さ
れ
て
い

る
。
日
羅
に
関
し
て
は
『
日
本
書
紀
」
敏
達
天
皇
の
条
に
見
え
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
日
羅
は
身
か
ら
光
を
発
し
て
い
る
た
め
暗
殺
者
も
な
か
な
か
近
づ
け
な

か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
発
光
の
説
話
の
起
源
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
に
日
羅
が

（
幻
）

弥
勅
の
化
身
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
と
の
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
発
光
説
話
は
日
羅
と
聖
徳
太
子
と
の
関
係
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
、

「
三
宝
絵
詞
」
「
日
本
往
生
極
楽
記
」
「
元
亨
釈
書
」
「
今
昔
物
語
集
」
「
古
今
著

聞
集
』
な
ど
に
示
さ
れ
る
。
百
済
よ
り
来
朝
し
た
日
羅
が
聖
徳
太
子
を
見
て
拝

み
奉
り
、
光
を
放
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
太
子
も
眉
間
か
ら
光
を

放
っ
た
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
関
係
の
説
話
に
お
い
て
、
聖

徳
太
子
と
日
羅
は
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
益
軒
の
記
す
「
刀
田
山
」

の
地
名
起
源
説
話
も
、
こ
の
二
人
の
結
び
つ
き
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
。
古
く
か
ら
聖
徳
太
子
伝
承
の
地
と
し
て
「
ト
ダ
」
が
あ
り
、
「
刀
」

と
い
う
文
字
を
媒
介
に
し
て
、
太
子
と
ゆ
か
り
が
あ
り
、
し
か
も
後
に
暗
殺
さ

れ
て
し
ま
っ
た
日
羅
の
伝
承
が
こ
の
地
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

正
太
郎
を
と
り
殺
し
に
来
た
磯
良
の
姿
を
「
赤
き
光
」
と
し
て
い
る
の
も
、

蛇
性
と
し
て
の
特
性
が
そ
の
基
底
に
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の

「
刀
田
」
に
ま
つ
わ
る
聖
徳
太
子
と
日
羅
の
発
光
の
伝
承
に
よ
る
も
の
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
刀
田
の
里
」
が
聖
徳
太
子
伝
承
の
根
強
い

地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
聖
徳
太
子
伝
承
が
な
け
れ
ば

日
羅
の
話
も
付
会
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
聖
徳
太
子
伝
承
の
地
と

し
て
の
「
刀
田
」
を
考
え
る
と
、
こ
こ
は
植
髪
の
太
子
像
で
有
名
な
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。
太
子
の
頂
の
髪
を
植
え
た
尊
像
は
、
そ
の
分
身
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

そ
れ
ゆ
え
に
非
常
に
霊
験
あ
ら
た
か
な
尊
い
も
の
と
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

う
し
た
神
聖
な
髪
が
、
生
々
し
く
肉
体
化
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
恐
怖
の
対
象
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て
い
る
が
、
人
間
が
切
実
に
求
め
る
救
済
を
神
は
与
え
て
く
れ
な
い
と
い
う
こ

と
も
示
し
て
い
る
。
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
言
葉
の
底
に
潜
む
も

の
に
よ
っ
て
、
物
語
は
作
り
上
げ
ら
れ
、
古
代
的
神
性
の
裏
に
隠
さ
れ
た
も
う

一
つ
の
側
面
ｌ
生
々
し
さ
を
伴
っ
た
荒
ぶ
る
神
性
ｌ
を
あ
ぶ
り
だ
す
も
の
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
代
の
神
々
の
行
為
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
神
々
の
痕
跡
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
。

ま
た
神
々
が
宿
る
も
の
と
し
て
の
地
名
や
そ
こ
に
内
包
す
る
も
の
。
こ
う
し
た

言
葉
の
基
底
に
あ
る
古
代
的
神
性
と
い
っ
た
も
の
が
物
語
に
関
わ
る
さ
ま
を
見

て
き
た
。
神
話
性
が
み
じ
ん
も
無
く
む
し
ろ
現
実
的
な
正
太
郎
に
、
神
話
性
の

体
現
と
も
い
う
べ
き
磯
良
が
出
会
わ
さ
れ
る
と
き
、
物
語
は
古
代
的
神
性
に
彩

ら
れ
、
正
太
郎
は
そ
れ
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
く
。

し
か
も
物
語
末
尾
の
一
文
、

う
ら

み
か
ま
あ
し
き
き
が

さ
れ
ば
陰
陽
師
が
占
の
い
ち
じ
る
き
、
御
釜
の
凶
祥
も
は
た
た
が
は
ざ
り

け
る
ぞ
、
い
と
も
た
ふ
と
か
り
け
る
と
か
た
り
伝
へ
け
り
。

は
吉
備
津
の
神
の
神
託
や
陰
陽
師
の
見
立
て
の
正
確
さ
を
述
べ
る
も
の
と
な
っ

へ
と
す
り
替
わ
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
青
木
正
次
氏
の
指
摘
で
あ
る
、
習
俗
と
し

て
の
恐
怖
も
実
は
、
こ
う
し
た
髪
の
肉
体
性
へ
の
恐
れ
に
他
な
ら
な
い
。
髪
が

人
間
の
身
体
か
ら
離
れ
た
時
、
そ
れ
は
た
だ
の
物
質
に
な
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
人
間
の
分
身
で
あ
り
、
新
た
な
肉
体
を
そ
れ
自
身
が
形
成
す
る
も
の
と
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
が
髪
へ
の
畏
怖
心
、
恐
怖
心
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
正
太
郎
の
残
さ
れ
た
「
筈
」
は
生
々
し
い
肉
体
と
し
て
そ

の
死
体
以
上
に
恐
怖
心
を
与
え
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
本
人
の
分
身

で
あ
り
、
生
々
し
く
肉
体
化
さ
れ
た
「
害
」
へ
と
正
太
郎
が
化
し
て
し
ま
う
物

語
の
展
開
は
、
ま
さ
に
髪
と
か
か
わ
り
の
あ
る
「
刀
田
の
里
」
と
い
う
場
所
を

名
指
す
言
葉
が
生
み
出
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
１
）
岡
山
文
庫
艶
日
本
文
教
出
版
昭
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八
・
三

（
２
）
角
川
香
店
昭
四
四
・
三

（
３
）
有
精
堂
昭
五
○
・
九

（
４
）
浅
野
三
平
「
「
吉
備
津
の
釜
」
考
」
（
「
女
子
大
国
文
」
昭
五
○
・
一
二
）

（
５
）
「
日
本
古
典
文
学
大
系
古
事
記
祝
詞
」
岩
波
書
店
昭
三
三
・
六

（
６
）
南
方
熊
楠
は
『
十
二
支
考
Ｉ
蛇
に
関
す
る
民
俗
と
伝
説
」
（
「
南
方
熊
楠
全
集
』

１
平
凡
社
昭
六
三
四
）
に
お
い
て
、
も
と
は
野
の
神
の
名
だ
っ
た
も
の
が

零
落
し
た
も
の
か
と
し
、
ノ
ヅ
チ
と
は
野
の
主
の
意
と
す
る
。

（
７
）
折
口
信
夫
「
河
童
の
話
」
（
「
折
口
信
夫
全
集
」
巻
三
中
央
公
論
社
昭
五
九
・

七
）
及
び
「
春
立
つ
鬼
」
（
同
替
巻
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五
中
央
公
論
社
昭
五
八
・
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に
よ
る
。

（
８
）
法
政
大
学
出
版
局
昭
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四
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二

（
９
）
「
吉
備
群
書
集
成
」
第
一
輯
（
吉
備
群
書
集
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刊
行
会
大
一
○
・
五
）
に
載
っ

て
い
る
土
肥
経
平
の
地
誌
「
寸
簸
之
塵
」
で
は
、
こ
の
笠
臣
の
話
に
続
け
て
、
笠

蓑
を
地
名
と
す
る
の
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
命
の
蓑
笠
よ
り
起
こ
っ
た
も
の
だ
と
し
、

笠
を
折
口
的
な
発
想
か
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と
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え
て
い
る
。

（
皿
）
学
生
社
昭
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二

（
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）
「
近
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文
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成
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六

（
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、
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第
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（
「
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口
信
夫
全
集
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一
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中
央
公
論
社
昭
五
一
・
四
）
な
ど
。
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一
一
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「
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
下
」
（
岩
波
書
店
昭
四
○
・
七
）
の
頭
注
。

本
文
の
引
用
は
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
「
雨
月

校
注
筑
摩
書
房
平
一
二
・
五
）
に
よ
る
。

を
祈
願
す
る
呪
誼
の
言
葉
と
共
に
、
髪
を
奉
納
す
る
習
俗
か
ら
、
型

殺
祈
願
の
凄
ま
じ
さ
を
こ
の
場
面
が
示
唆
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

（
”
）
「
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀
下
」
（
岩
波
書
店
昭
四
○
・

（
妬
）
「
雨
月
物
語
上
」
（
講
談
社
昭
五
六
・
六
）
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
視
点
に

立
っ
て
い
る
の
が
矢
野
公
和
氏
の
。
う
ら
み
．
ま
す
」
ｌ
「
吉
備
津
の
釜
」
ｌ

私
論
」
（
「
共
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
昭
五
九
・
二
）
で
、
女
が
夫
の
愛
人
の
死

を
祈
願
す
る
呪
誼
の
言
葉
と
共
に
、
髪
を
奉
納
す
る
習
俗
か
ら
、
袖
に
対
す
る
呪

一、グー、ー、〆＝、〆一、〆‐へ〆へ
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１６鵜1可'昭中１６校

烏晶蕃黙寵
喋識醗帳

〆へ〆へ－、

１９１８１７
、一〆ー〆ー〆

校有藤
倉輔井
普堂駿
房一

昭吉
昭六備
五三津
四・神
・五社

一

（
喝
）
冨
山
一
房
明
四
○
・
一
○

（
焔
）
吉
田
東
伍
「
大
日
本
地
名
辞
瞥
」
（
富
山
房

（
Ⅳ
）
藤
井
駿
「
吉
備
津
神
社
」
（
日
本
文
教
出
版

（
蝿
）
筑
摩
書
一
房
昭
三
七
・
九

（
狸
）
高
橋
庄
次
氏
は
同
論
文
で
、
全
国
各
地
の
御
崎
や
浦
に
磯
良
を
魂
る
洞
が
あ
っ

た
と
考
え
、
吉
備
津
神
社
に
鎮
座
す
る
丑
寅
御
崎
と
い
う
神
の
分
霊
と
し
て
、

村
々
に
御
崎
神
社
が
多
数
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
磯
良
と
の
関
係
を

考
え
て
い
る
。

｢吉備津の釜」論一古代的神性をめぐって－

「
日
本
古
典
文
学
大
系
風
土
記
」
（
岩
波
瞥
店
昭
三
三
・
四
）

鵜
月
洋
「
雨
月
物
語
評
釈
」
（
角
川
轡
店
昭
四
四
三
）
な
ど
。

昭
五
一
・
四

一
一
一

「
雨
月
物
語
』
（
高
田
衛
稲
田
篤
信

明
四
○
・
一
○
）

昭
四
八
・
三
）

三
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