
女
王
卑
弥
呼
と
迦
具
夜
比
売
の
伝
承
－
月
神
信
仰
の
伝
来

前

　

山

　

哺

　

人

I
　
「
鬼
道
」
と
青
銅
鏡

『
魂
・
心
』
　
倭
人
伝
に
記
載
さ
れ
た
文
章
に
閲
し
、
近
世
以
来
通
説
と
な
っ
て
き
た
桝
流
に
根
本
的
な
誤
り
が
あ
る
こ
と
を

ま
ず
大
洲
に
指
摘
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
邪
馬
ム
〓
国
論
の
根
幹
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
の
で
、
本
稿
　
　
1

の
執
筆
を
機
に
論
じ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
右
左
に
引
用
す
る
文
章
の
傍
線
部
分
A
が
そ
れ
で
あ
る
。

共
の
回
、
本
亦
男
子
を
以
て
千
と
為
し
、
件
ま
る
こ
と
七
、
八
十
年
。
倭
国
乱
れ
、
拙
攻
伐
す
る
二
と
歴
年
、
乃
ち
〓
ハ

に
■
女
子
を
立
て
て
下
と
為
す
。
名
づ
け
て
卑
弥
呼
と
日
う
。
A
鬼
迫
に
事
え
、
難
く
衆
を
惑
わ
す
。
年
」
に
良
人
な

る
も
、
夫
桁
無
く
、
男
弟
有
り
、
佐
け
て
国
を
治
む
。
土
と
為
り
し
よ
り
以
来
、
見
る
有
る
者
少
な
く
、
紳
千
人
を
以

て
∩
ら
侍
せ
し
む
U
 
B
唯
男
子
　
人
有
り
、
飲
食
に
給
し
、
辞
を
伝
え
居
処
に
出
入
す
。
官
主
・
楼
観
・
城
柵
、
厳
か

に
設
け
、
常
に
入
着
り
、
兵
を
持
し
て
守
衛
す
。

右
の
A
の
文
章
は
、
こ
れ
ま
で
女
丁
卑
弥
呼
が
れ
っ
た
祭
儀
を
説
明
し
た
く
だ
り
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
卑
弥
呼



は
　
「
鬼
道
」
と
称
さ
れ
た
」
小
儀
に
き
わ
め
で
椀
能
な
女
情
で
、
何
ら
か
の
呪
術
的
h
為
を
も
っ
て
人
々
を
惑
わ
し
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
り
　
こ
こ
で
一
一
＝
う
呪
術
と
は
主
に
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ス
ム
が
想
定
さ
れ
て
い
て
、
卑
弥
呼
に
憑
依
し
た
神
中
此
ま
た
は
祖

霊
が
彼
女
の
口
を
適
し
て
託
∵
を
述
べ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
問
題
は
　
「
鬼
迫
」
　
の
実
体
で
あ
る
が
、
通
説
の
よ
う
に
こ

の
語
を
卑
弥
呼
が
行
っ
た
祭
儀
と
閲
速
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
点
に
疑
問
が
あ
る
と
思
う
。
ま
た
　
「
能
く
衆
を
惑
わ

す
」
と
あ
る
が
、
女
干
中
底
呼
の
れ
為
が
人
を
惑
わ
す
と
は
宗
教
的
な
行
為
を
誹
べ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
に
も

大
い
に
疑
義
が
あ
る
と
■
言
わ
さ
る
を
得
な
い
。

宗
数
が
し
ば
し
ば
悪
沫
な
欺
瞞
を
誘
発
し
ヤ
す
い
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
「
鬼
道
」
に
よ
る
「
能
く
衆
を
惑
わ
す
」

と
い
う
現
象
は
、
そ
も
そ
も
宗
教
上
の
範
疇
で
把
握
さ
れ
る
べ
き
れ
お
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
鬼
と
い
う
詔
が
便
川
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
た
か
も
宗
敦
的
な
意
味
が
「
鬼
追
」
に
は
合
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
結
党
を
懐
く
の
で
あ
る
が
、
卑
弥
呼
の
「
鬼
道
」

は
倭
人
伝
の
編
者
陳
寿
が
記
し
た
語
句
で
あ
っ
て
、
外
囲
の
知
識
人
か
ら
み
た
倭
国
の
社
会
的
・
政
治
的
動
向
を
あ
る
種
の

軽
銭
を
含
ん
だ
什
＝
仙
味
人
［
い
で
述
べ
ら
れ
た
語
句
と
考
え
ら
れ
、
倭
人
社
会
に
国
有
の
祭
祀
・
祭
儀
の
実
体
を
示
す
概
念
と
は

一
帯
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

A
の
文
章
の
解
釈
に
つ
い
て
私
は
こ
れ
ま
で
唱
え
ら
れ
て
き
た
定
説
に
疑
い
を
持
っ
て
い
る
n
　
「
鬼
迫
」
を
大
伴
北
ガ
地
域

に
起
源
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ス
ム
と
脈
釈
す
る
こ
と
が
ま
ず
決
定
的
な
誤
解
で
あ
る
と
E
心
う
し
、
倭
国
の
宮
廷
祭
儀
が
大
陸
か

ら
伝
来
し
て
き
た
　
「
鬼
遣
」
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
女
「
の
祭
儀
は
倭
人
社
会
に
根
を
持
つ
独
H

の
形
態
（
祭
式
）
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
も
っ
と
■
＝
う
と
、
「
鬼
道
」
　
と
い
う
語
は
神
の
祭
祀
儀
礼
の
こ
と
と
は
直
接
関
係

の
な
い
概
念
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
甲
弥
呼
の
｛
H
廷
祭
儀
は
む
し
ろ
B
の
文
章
に
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
私
兄
で

あ
る
。
B
の
部
分
に
関
す
る
訂
紺
な
検
討
は
別
の
機
会
に
ノ
∩
う
？
も
り
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
A
の
文
章
が
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
を
用
考
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
じ



周
知
の
よ
う
に
、
倭
人
伝
の
後
T
に
は
桃
の
皐
瑞
が
「
親
貌
倭
十
」
卑
弥
呼
に
賜
っ
た
詔
ね
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
文
ロ
に
は
当
時
の
倭
人
た
ち
の
噌
好
が
よ
く
わ
か
る
文
一
■
］
が
含
ま
れ
て
い
る
。
〓
十
倍
は
通
常
の
卜
賜
品
以
外
に
判
別
の

は
か
ら
い
を
も
っ
て
汝
、
つ
ま
り
倭
女
王
卑
弥
呼
に
対
し
て
　
「
朝
地
句
文
錘
▲
▲
匹
・
細
朋
輩
回
働
五
択
・
〓
絹
五
－
匹
・
金
八

両
・
在
日
刀
一
日
・
銅
鏡
∩
杖
・
山
ハ
珠
・
鉛
月
久
∵
九
－
斤
」
　
を
授
け
た
と
吐
H
か
れ
て
い
る
ノ
　
こ
の
う
ち
こ
こ
で
問
題
と
な
る

の
は
　
「
銅
鏡
白
根
」
　
の
記
述
で
あ
る
。

自
校
と
い
う
数
十
に
つ
い
て
は
大
庭
値
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
文
十
滴
一
り
の
実
数
と
み
な
し
て
よ
く
、
女
－
の

使
い
は
そ
の
他
の
卜
鳩
目
棚
と
と
も
に
ー
‖
銅
鏡
n
枚
を
小
国
か
ら
運
搬
し
て
持
ち
帰
っ
た
の
だ
と
想
像
し
て
間
違
い
が
な
い
。

お
そ
ら
く
第
一
▲
次
・
第
∵
次
の
派
遣
他
仙
川
ら
も
く
り
返
し
続
を
持
ち
帰
っ
た
と
推
ノ
疋
で
き
る
の
で
、
舶
載
錆
の
持
ち
帰
り
は

牧
山
両
に
達
し
た
と
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
倭
川
内
で
製
作
さ
れ
た
倣
製
鏡
を
加
え
る
と
そ
の
実
数
は
五
、
L
ハ

∩
山
に
達
す
る
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
硯
に
三
角
線
神
獣
鉱
は
毛
に
全
国
の
⊥
増
か
ら
こ
れ
ま
で
に
総
数
五
日
血
近

く
が
田
上
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
干
卑
弥
呼
が
親
の
〓
十
瑞
か
ら
持
た
鏡
は
三
角
線
神
獣
鏡
で
あ
っ
た
と
▲
■
＝
わ
れ
て
い
る
。
「
卑
弥
呼
の
鈷
」
　
と
名
づ
け
ら
れ

て
い
る
特
殊
な
鏡
で
あ
る
が
、
考
古
学
者
の
な
か
に
は
▲
　
角
緑
神
獣
鏡
は
中
田
で
は
ひ
と
つ
も
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
産

で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
主
張
し
て
い
る
研
究
者
も
い
る
。
古
う
ま
で
も
な
く
舶
載
鏡
の
み
な
ら
ず
円
内
で
快
製
抗
も
作

成
さ
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
大
阪
大
学
の
福
永
仲
裁
は
こ
の
抗
の
独
口
の
特
徴
を
分
析
し
、
舶
載
紋
は
硯
の
尚
力
L
人

と
山
東
省
あ
た
り
の
T
人
と
の
人
目
作
に
よ
る
町
瀧
性
が
・
‖
回
い
と
拙
論
づ
け
て
い
る
。
私
も
福
永
説
に
賛
成
で
あ
り
、
一
一
▲
角
緑

神
獣
鏡
は
耶
馬
ム
‖
国
の
強
い
要
請
に
某
づ
い
て
親
の
〓
十
帝
が
特
別
に
あ
つ
ら
え
た
鏡
で
あ
ろ
う
、
だ
か
ら
中
国
で
は
一
面
も

抑
上
し
な
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

福
永
は
さ
ら
に
面
文
苦
神
獣
鏡
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
鏡
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
鏡
は
奈
良
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県
大
理
市
の
黒
壕
古
頓
や
桜
井
両
の
ホ
ケ
ノ
両
ハ
境
の
被
葬
者
の
稚
内
頭
部
に
揺
す
る

位
置
で
出
十
し
た
の
で
有
名
に
な
っ
た
。
▲
　
角
縁
神
獣
鏡
よ
り
も
…
日
重
視
さ
れ
た
こ
と

と
、
製
作
の
時
期
が
よ
り
占
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
福
永
は
二
世
紀
後
半
湖
を

小
心
に
製
作
さ
れ
た
抗
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
錠
の
国
内
に
お
け

る
出
土
地
は
、
地
同
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
畿
内
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
画
文
帯
神
獣
鏡
を
所
有
し
配
布
し
た
主
体
が
畿
内
に
有
在
し
た
こ
と

が
鮮
明
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
邪
馬
台
国
が
硯
丁
朝
に
公
式
に
臣
従
す
る

二
三
九
年
よ
り
以
前
に
、
人
降
で
独
白
の
ル
ー
・
l
r
に
よ
っ
て
畿
内
勢
力
が
入
手
し
た
鏡

で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
鏡
は
邪
蟻
ム
〓
国
が
遼
東
・
西
北
部
朝
鮮
一
川
用
に
独

自
の
政
権
を
樹
立
し
た
公
孫
氏
か
ら
得
た
威
信
財
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視

す
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
は
先
の
A
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず

「
鬼
追
」
　
と
い
う
詔
に
つ
い
て
は
、
『
親
行
心
』
　
倭
人
伝
の
編
者
で
あ
る
陳
寿
が
、
当
時

の
倭
人
の
首
長
層
ら
が
鏡
を
熱
狂
的
に
欲
し
が
っ
て
い
る
状
況
に
強
い
関
心
を
持
っ
て

調
査
し
、
倭
国
の
苫
炭
層
の
間
で
神
仙
信
仰
・
老
赴
思
想
が
流
行
し
て
い
る
の
だ
と
判

断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
二
種
畑
の
鏡
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
獣
や
東
丁

父
・
西
手
付
・
蓑
帝
・
伯
牙
・
十
喬
・
赤
松
千
な
と
伝
説
上
の
神
仙
像
が
彫
り
目
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
現
世
で
の
不
老
長
生
や
出
世
・
子
孫
繁
栄
を
願
う
銘
文
な
と
が
別
記
さ

れ
て
い
る
。
不
老
長
生
の
神
仙
伊
井
へ
の
憧
憬
は
す
で
に
本
場
の
中
国
か
ら
倭
阿
へ
も



伝
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
漢
⊥
棚
は
　
≡
C
年
に
滅
・
」
す
る
が
、
そ
の
原
関
の
ひ
と
つ
が
老
荘
悪
癖
・
民
間
道
教
を
信
血
す
る
農
民
の
反
乱
に
よ

る
も
の
で
、
と
り
わ
け
山
東
省
一
帝
は
∴
世
紀
後
半
に
張
角
・
媒
染
・
張
宝
ら
の
指
導
す
る
帯
ハ
巾
の
賊
に
よ
る
農
民
反
乱
が

吹
き
荒
れ
た
地
域
と
二
＝
え
る
。
こ
の
地
域
は
回
文
帯
神
獣
鏡
や
三
角
縁
神
獣
鏡
が
製
作
さ
れ
た
場
所
と
重
な
り
争
つ
地
域
で

あ
り
、
邪
馬
台
円
が
派
遣
し
た
使
節
ら
が
楽
狼
・
帯
ガ
郡
や
塊
の
都
洛
陽
を
H
指
し
て
引
来
し
た
捌
T
H
路
に
も
ヤ
た
っ
て
い

た
と
考
え
て
よ
い
。

女
手
卑
弥
呼
が
「
鬼
迫
に
弔
え
」
た
と
記
す
文
章
は
、
中
称
呼
が
鬼
神
（
牝
巾
■
ご
を
腿
催
し
て
怪
し
け
な
呪
術
を
わ
つ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
陳
寿
か
ら
み
て
倭
人
首
長
層
の
鏡
と
神
仙
世
相
へ
の
熱
狂
的
な
崇
拝
や
嗜
好
の
條
了
を
的
確
に
表
現

し
た
も
の
と
■
］
え
る
で
あ
ろ
う
ひ
　
さ
ら
に
　
「
餞
く
衆
を
惑
わ
す
」
と
は
、
人
目
厘
の
青
銅
鏡
を
独
占
し
て
い
る
女
－
が
そ
れ
を

政
治
的
に
利
川
し
て
名
地
の
日
長
層
を
服
属
さ
せ
る
の
に
役
立
た
せ
て
い
る
事
情
を
述
へ
た
も
の
と
m
い
わ
れ
る
。
閲
Ⅵ
的
な

宮
僚
で
7
者
で
も
あ
？
た
陳
寿
の
認
識
で
は
、
鏡
を
川
い
た
倭
人
た
ち
の
政
治
的
駆
け
引
き
の
行
為
は
、
自
国
の
民
旧
道
孜

信
仰
に
出
来
す
る
不
吋
解
か
つ
野
蛮
な
れ
為
の
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

」
棒
へ
の
奉
什
ヤ
服
属
の
代
償
と
し
て
応
分
の
鏡
を
丁
に
入
れ
た
地
力
の
苫
長
ら
は
、
そ
の
非
送
儀
礼
に
際
し
て
鏡
を
惜

し
け
も
な
く
棺
の
内
外
に
押
納
し
、
あ
の
世
で
神
仙
世
界
へ
の
神
化
を
祈
願
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
畿
内
地
域
で

は
桜
井
茶
目
山
ハ
壇
（
桜
井
市
外
山
し
の
よ
う
に
八
十
両
に
も
達
す
る
鏡
を
副
非
し
て
い
た
引
例
や
、
　
－
面
・
四
十
血
と
い

う
多
量
の
鏡
が
古
墳
の
墓
堀
内
か
ら
相
次
い
で
山
上
す
る
例
が
あ
る
が
、
女
－
に
何
候
す
る
中
央
の
常
長
層
ら
は
よ
り
多
く

の
鏡
を
入
手
す
る
機
会
を
括
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
光
景
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
鏡
が
葬
送
儀
礼
に

関
わ
る
器
物
で
あ
る
と
は
二
∵
え
て
も
、
神
の
祭
儀
に
m
い
ら
れ
た
幣
稿
と
は
と
う
て
い
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
A
の
文
章
は
女
王
卑
弥
呼
の
祭
儀
と
は
直
接
に
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
記
録
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ



1

つ

D

邪
馬
台
河
の
前
後
の
時
代
に
青
銅
鏡
は
神
を
祭
る
た
め
の
道
具
で
は
な
く
、
上
棟
と
常
長
屑
と
の
政
治
的
な
支
配
服
属
関

係
を
形
成
す
る
た
め
の
媒
介
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
幸
に
非
送
儀
礼
に
川
い
ら
れ
た
牲
別
の
宝
器
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

Ⅱ
　
青
銅
鏡
と
鬼
神
の
信
仰

前
節
で
述
へ
た
よ
う
に
、
小
国
の
山
東
省
付
近
は
神
仙
思
想
・
老
荘
思
想
な
ど
民
間
道
教
の
メ
ノ
カ
と
も
一
日
え
る
地
域
で

あ
っ
て
、
か
つ
て
秦
の
始
白
コ
帝
は
泰
山
で
封
禅
の
儀
を
行
い
、
都
へ
の
帰
途
に
山
東
半
島
∵
∵
苗
で
土
俗
の
信
仰
と
さ
れ
て
い

た
八
神
の
聖
地
を
定
め
た
が
、
八
神
と
称
す
る
の
は
大
十
∵
地
王
・
兵
、
十
・
陰
主
・
撃
土
・
円
∵
」
・
〓
王
・
川
持
主
と
呼
ば

れ
た
神
々
で
、
こ
の
信
仰
は
後
漠
か
ら
貌
・
呉
・
筍
の
一
二
同
時
代
頃
に
は
　
「
鬼
迫
」
と
称
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
古
代
の
中

国
に
お
い
て
鬼
と
は
柁
者
や
祖
先
の
宝
を
意
味
し
、
な
か
で
も
蓑
尤
と
呼
ほ
れ
た
伝
説
的
な
鬼
神
は
風
と
水
を
支
配
す
る
神

立
、
青
銅
製
武
器
や
鉄
器
の
製
作
技
術
を
持
つ
袖
志
と
さ
れ
、
革
帯
と
激
し
く
連
戦
し
て
敗
死
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
近
年
、

斑
鳩
の
藤
ノ
木
占
墳
（
」
ハ
世
紀
後
半
）
か
ら
出
土
し
た
副
葬
‖
M
に
豪
華
な
馬
具
が
あ
る
。
と
り
わ
け
復
托
さ
れ
た
鞍
金
只
の
鬼

神
像
が
著
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
中
国
の
ハ
く
か
ら
の
民
聞
信
仰
で
邪
霊
・
悪
魔
を
祓
う
守
護
神
と
さ
れ
た
董
尤
の
こ
と
だ

と
評
さ
れ
て
い
る
。

右
に
指
摘
し
た
八
神
の
う
ち
、
山
東
省
東
平
陸
県
監
郷
に
周
ら
れ
た
行
ハ
、
ご
し
そ
が
鬼
神
の
小
皿
尤
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
倭
国

に
伝
来
し
た
賓
尤
の
信
仰
は
も
っ
ぱ
ら
兵
主
神
の
信
仰
と
し
て
国
内
の
各
地
に
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
囲
み
に
兵
圭
は

「
ひ
ょ
う
ず
」
と
発
音
す
る
。
兵
主
神
を
祭
る
神
社
は
西
H
本
各
地
に
分
布
す
る
が
、
と
り
わ
け
大
和
の
場
合
に
は
城
上
郡



に
穴
師
坐
兵
主
神
社
∴
八
師
大
兵
、
下
神
社
二
転
≠
市
穴
師
）
が
鎮
座
し
て
い
る
。
前
者
は
ト
∴
里
（
山
斉
し
と
も
称
さ
れ
、
一
一
▲
船
山

の
背
後
に
空
え
る
巻
向
山
（
蔚
槻
一
桁
・
弓
月
一
堕
の
伯
1
で
祀
ら
れ
、
、
娃
菖
式
卜
神
名
帳
で
は
月
次
・
榊
嘗
・
新
嘗
の
各
禁
に

奉
幣
を
受
け
る
名
神
大
礼
の
社
格
を
語
っ
て
い
た
。
後
者
は
卜
祉
（
里
宮
）
と
呼
は
れ
規
社
地
で
拙
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ら

し
く
、
両
礼
を
合
わ
せ
て
兵
主
神
の
信
仰
が
八
八
師
の
地
に
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
′
卜
礼
の
袖
休
は
「
鈴
の
√
」

と
さ
れ
て
お
り
、
青
銅
製
の
武
器
で
あ
っ
た
ら
し
い
、

両
件
が
鎮
座
し
て
い
る
穴
帥
と
い
う
凪
変
わ
り
な
地
名
は
、
お
そ
ら
く
「
穴
掘
り
に
携
わ
る
技
的
者
が
什
む
十
地
」
　
の
意

味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
製
鉄
や
鍛
冶
な
ど
金
属
什
こ
椎
に
ゆ
か
り
の
あ
る
巾
同
系
の
渡
来
人
や
∴
■
旧
的
…
仙
有
名
が
屠
り
し
て
い
た

可
能
性
が
高
く
、
彼
ら
が
故
国
か
ら
鬼
神
‖
汀
（
、
下
神
の
信
仰
を
当
地
に
も
た
ら
し
た
千
体
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
＝
う
ま
で

も
な
く
し
人
の
渡
来
の
契
機
と
し
て
は
邪
馬
台
同
の
時
代
に
鏡
や
矛
な
と
の
青
銅
器
を
製
作
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
、
ヤ
マ
ト
1
確
は
干
都
の
地
に
彼
ら
を
迎
え
入
れ
管
理
し
た
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
、
火
帥
の
地
は
奈
良
時
代
以
後
に
は
城

1
椰
人
市
郷
に
届
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
大
化
前
代
に
は
穴
磯
昌
二
重
仁
紀
一
－
有
年
一
一
月
条
）
と
呼
ば
れ
、
大
倭
H
道
の

大
倭
両
氏
が
祀
る
倭
大
阿
魂
神
（
人
倭
神
社
）
の
神
領
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
‖

と
こ
ろ
で
、
『
H
本
吉
紀
』
†
叩
仁
一
▲
－
九
年
条
に
引
く
分
註
の
k
水
に
よ
る
と
、
「
大
穴
磯
部
」
と
い
う
名
の
郡
民
集
川
が

そ
の
他
の
軍
事
的
祭
祀
的
な
職
務
を
持
つ
郡
民
と
と
も
に
五
十
粉
敷
日
工
了
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
穴
機
は
穴
師
と
同
じ
詰
で

あ
る
か
ら
穴
帥
に
由
来
す
る
邦
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
自
千
十
は
茅
淳
の
菟
紙
河
1
（
利
泉
同
日
根
那
鳥
取
郷
」
で
大
刀
　
丁

目
を
作
成
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
和
泉
阿
和
泉
郡
に
は
泉
穴
師
神
祉
（
泉
人
用
∵
日
豊
小
）
と
兵
主
神
枇
（
山
日
和
〓
市
内
之

内
蛇
淵
）
が
折
座
し
て
お
り
、
「
新
撰
姓
氏
録
』
　
の
和
泉
固
神
別
条
を
み
る
と
穴
師
神
、
丁
を
称
す
る
氏
族
が
¶
地
に
居
住
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
氏
族
は
先
祖
を
天
富
貴
倉
の
宜
世
孫
古
症
麻
り
智
命
と
千
振
し
て
い
る
の
で
、
大
利
回
に
本
拠
地

を
構
え
て
い
た
忌
部
氏
の
分
家
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
わ
き
わ
さ
穴
師
神
、
T
を
名
来
っ
て
い
る
の
は
大
利
の
大
槻
邑



か
ら
朴
泉
地
力
に
分
任
し
た
穴
磯
部
を
統
率
・
管
理
し
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
こ
の
地
に
お
い
て
も
刀
剣
や
鏡
な
ど
の
神
器

が
製
造
さ
れ
h
H
延
祭
儀
に
頁
上
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
憾
な
が
ら
穴
磯
部
の
系
譜
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
河
に
帰
還
せ

ず
穴
師
の
地
に
定
着
し
た
渡
来
工
人
の
子
孫
ら
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

忌
郡
民
は
六
世
紀
頃
か
ら
朝
廷
の
　
「
祭
官
」
　
（
神
祇
官
の
′
肌
身
宮
司
・
神
官
ま
た
は
両
日
と
も
呼
ば
れ
た
）
に
奉
心
し
た
新

興
の
祭
祀
氏
族
で
あ
り
、
大
和
国
高
市
郡
西
部
の
大
玉
命
神
封
（
梅
原
市
忌
那
町
）
付
近
に
本
拠
地
を
置
い
て
い
た
。
ヤ
安
時

代
初
期
に
活
躍
し
た
斎
部
広
成
の
著
作
　
『
古
語
拾
遺
P
　
（
大
同
　
▲
年
按
）
に
よ
る
と
、
忌
都
氏
は
麻
・
笠
・
木
綿
∴
呂
殿
の
村

村
∵
勾
モ
な
ど
の
土
類
・
鏡
・
矛
・
刀
剣
な
ど
を
調
達
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
、
そ
の
職
掌
に
従
っ
て
地
方
の
忌
郡
だ
け
で

は
な
く
穴
磯
部
や
鏡
作
郡
な
ど
の
技
術
集
団
を
も
配
下
に
組
織
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。

『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
・
天
孫
降
臨
の
条
に
は
、
「
即
ち
紀
同
の
忌
部
の
遠
祖
手
置
帆
負
神
を
以
て
、
定
め
て
作
笠
者
と
す
。

彦
狭
知
神
を
作
店
名
と
す
。
人
目
　
筒
袖
を
作
金
者
と
す
。
大
日
鷲
神
を
作
木
絹
者
と
す
。
欄
明
玉
袖
右
作
未
着
と
す
。
乃

ち
太
天
命
を
し
て
、
弱
肩
に
太
丁
観
を
被
け
て
、
御
手
代
に
し
て
、
比
の
神
（
人
己
貿
神
）
を
祭
ら
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、

忌
都
民
の
始
祖
と
さ
れ
た
太
王
命
が
後
裔
の
謂
神
を
率
い
さ
ま
さ
ま
な
神
器
を
製
作
し
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
：
ハ
語
拾

遺
』
　
の
崇
神
大
島
段
に
も
、
「
更
に
斎
郡
民
を
し
て
石
凝
姥
神
が
裔
∴
人
目
一
箇
神
が
商
の
一
一
氏
を
率
て
、
史
に
鏡
を
鋳
、
別

を
造
ら
し
め
て
、
港
の
御
璽
と
為
す
」
と
伝
え
て
い
て
、
忌
郡
氏
と
金
属
生
産
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。
因
み
に
忌
部
氏

は
延
磨
一
－
　
（
八
〇
。
■
）
年
一
一
月
に
前
部
と
改
姓
す
る
の
で
、
平
安
時
代
以
後
に
は
斎
都
民
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
〔

私
は
先
ほ
と
人
和
田
城
上
郡
の
穴
師
神
社
の
鎮
座
由
来
を
述
べ
て
お
い
た
。
当
地
は
お
そ
ら
く
兵
、
－
神
の
信
仰
が
最
初
に

伝
来
定
着
し
た
十
地
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
穴
師
神
社
の
洞
宮
家
が
人
倭
代
と
と
も
に
忌
部
氏

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
有
在
し
て
い
る
‖
そ
の
ひ
と
つ
は
「
令
焦
解
「
神
祇
合
∵
仲
冬
L
卯
榊
嘗
祭
条
の
解
説
に
「
穴

帥
　
八
神
下
）
」
と
記
す
も
の
で
、
こ
れ
は
相
嘗
祭
の
奉
幣
に
偵
か
っ
た
大
和
の
穴
師
神
社
の
本
崇
氏
族
が
穴
師
神
主
を
称
し
て



い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
穴
帥
神
」
1
と
は
忌
部
氏
の
こ
と
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
「
斎
部
氏
家
牒
」
（
ぷ
和
」
心
料
』
　
卜
巻
所
収
・
大
倭
社
注
進
状
裏
葦
の
存
在
で
あ
っ
て
、
先
ほ
と
引
m

し
た
『
古
語
拾
遺
』
崇
袖
丈
皇
段
の
文
革
と
酷
似
す
る
内
界
の
く
だ
り
が
山
で
く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
御
関
城
入
唐
太
白
の
御

世
、
神
威
を
測
り
畏
れ
給
ひ
て
、
大
富
貴
命
の
・
ハ
世
孫
卑
鱒
命
、
れ
凝
姥
命
の
八
世
係
嵐
梓
足
命
、
大
日
一
問
命
の
八
世
孫

国
技
・
サ
命
に
軸
し
て
、
更
に
八
慢
鏡
を
鏑
、
八
束
剣
を
造
ら
し
め
、
守
身
の
御
璽
と
為
す
」
と
あ
り
、
「
前
部
氏
家
牒
」
は
和

泉
同
の
穴
師
神
主
だ
け
で
は
な
く
忌
部
氏
の
本
家
筋
に
近
い
大
和
同
の
穴
師
神
主
の
家
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き

る
り

と
こ
ろ
で
、
忌
部
氏
に
関
し
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
新
た
な
胴
l
ハ
昧
深
い
史
料
を
付
け
加
え
た
い
と
思
三
∴
そ
れ
は
日
本
最

古
の
物
語
で
あ
る
　
『
竹
取
物
語
』
　
に
出
て
く
る
人
物
で
あ
る
っ

皿
　
「
か
ぐ
や
姫
」
　
の
物
語

ノ
竹
取
物
語
L
は
平
安
時
代
前
期
の
作
で
、
作
者
は
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。
全
編
の
筋
音
き
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
省
略
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
テ
ー
マ
に
関
係
の
あ
る
冒
頭
の
文
章
の
み
を
掲
げ
る
こ
と

に
し
た
い
。

か
ぐ
や
姫
の
お
ひ
た
ち

今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
、
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
事
に
つ
か
ひ
け
り
。

名
を
ば
さ
ぬ
き
の
造
と
な
む
い
ひ
け
る
。
そ
の
竹
の
中
に
、
本
光
る
竹
な
む
■
筋
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
寄
り
て



見
る
に
、
筒
の
申
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
は
、
▲
▲
寸
ば
か
り
な
る
人
い
と
芙
し
う
て
届
た
り
U
論
い
ふ
よ
う
、
1
わ
れ

ぁ
さ
こ
と
ゆ
ふ
こ
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
知
り
ぬ
。
了
に
な
り
給
ふ
べ
き
人
な
め
り
」
と
て
、
千
に
う
ち

入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。
安
の
榊
に
あ
つ
け
て
養
は
す
。
芙
し
き
こ
と
限
な
し
。
い
と
幼
け
れ
ば
、
弘
に
入
れ
て
養
ふ
。

竹
取
の
翁
、
竹
を
取
る
に
、
こ
の
子
を
見
つ
け
て
後
に
、
竹
を
と
る
に
、
節
を
隔
て
て
、
よ
こ
と
に
、
金
あ
る
竹
を

見
つ
く
る
こ
と
か
さ
な
り
ぬ
。
か
く
て
翁
や
う
ヤ
う
ゆ
た
か
に
な
り
わ
く
∩

こ
の
児
や
し
な
ふ
ほ
ど
に
、
す
く
す
く
と
人
き
に
な
り
ま
さ
る
。
一
▲
▲
月
ば
か
り
に
な
る
ほ
ど
に
、
よ
き
は
ど
な
る
人

に
な
り
ぬ
れ
ば
、
髪
上
げ
な
ど
さ
う
し
て
、
髪
上
げ
さ
せ
、
裳
著
す
。
帳
の
内
よ
り
も
出
さ
ず
、
い
つ
き
養
ふ
D
こ
の

児
の
か
た
ち
の
け
そ
う
な
る
こ
と
世
に
な
く
、
家
の
内
は
暗
き
虚
な
く
光
満
ち
た
り
。
翁
心
地
あ
し
く
苫
し
き
時
も
、

こ
の
子
を
見
れ
ば
、
苦
し
き
こ
と
も
止
み
ぬ
。
腺
だ
た
し
き
こ
と
も
慰
み
け
り
。

翁
竹
を
と
る
こ
と
久
し
く
な
り
ぬ
。
勢
猛
の
者
に
な
り
に
け
り
。
こ
の
子
い
と
大
き
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
名
を
御
室
〓

斎
部
の
秋
田
を
呼
び
て
、
つ
け
さ
す
。
秋
田
、
な
よ
竹
の
か
ぐ
や
姫
と
つ
け
つ
。
こ
の
ほ
ど
▲
一
日
う
ち
あ
け
遊
ぶ
。
よ

ろ
づ
の
遊
び
を
ぞ
し
け
る
。
男
ほ
う
け
き
ら
は
ず
呼
び
集
へ
て
、
い
と
か
し
こ
く
遊
ぶ
。

あ
る
時
、
竹
取
の
翁
が
竹
の
中
に
小
さ
な
女
の
了
を
見
つ
け
る
。
養
育
す
る
に
つ
れ
て
少
女
は
美
し
く
成
長
し
、
成
咋
式

を
行
う
頃
に
は
人
並
み
に
大
き
く
な
っ
た
の
で
名
品
を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
役
目
の
た
め
に
呼
び
〓
さ
れ
た
の
が

「
御
率
二
？
前
部
の
秋
川
」
　
と
い
う
人
物
で
あ
る
り

「
斎
部
の
秋
旧
」
は
別
名
で
、
1
御
牢
＝
（
み
む
ろ
と
こ
は
一
▲
諸
（
▲
▲
輪
山
）
の
処
す
な
わ
ち
秋
m
の
M
所
で
あ
る
大
和
の
二
▲

輪
の
里
を
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
。
蛤
と
穴
師
は
り
い
に
隣
接
す
る
ー
地
で
あ
る
か
ら
、
前
部
の
秋
口
は
穴
師
神
主
前
部

氏
の
出
身
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
じ
実
在
し
た
人
か
と
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
わ
き
わ
き
彼
が
一
一
輪
在
住
の
蔚
郡
で
あ



る
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
実
在
し
た
人
物
と
考
え
て
も
大
過
は
な
く
、
さ
ら
に
こ
の
物
語
の
作
名
白
体
も
秋
山
で
は
な
か

ろ
う
か
と
推
想
で
き
る
。
話
の
王
人
公
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
の
名
付
け
親
と
い
う
中
質
な
役
割
を
み
ず
か
ら
に
与
え
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
全
体
を
秋
m
が
差
配
す
る
宣
揚
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
川
辻
は
次
の
．
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
斎
郡
の
秋
口
は
少
女
の
名
′
肌
を
　
「
か
く
や
紳
」
　
と
し
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
答
え
は
簡
単
だ
ろ
う
と
思
う
。
秋
川
は
R
分
の
㍍
任
地
で
あ
る
二
輪
・
穴
師
の
地
域
に

伝
え
ら
れ
て
き
た
古
い
時
期
の
高
貴
な
ヒ
メ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
聞
き
知
っ
て
お
り
、
そ
の
伝
承
を
利
E
し
て
「
か
ぐ
や
姫
」

の
話
を
新
た
に
創
作
し
た
の
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
で
は
そ
の
砧
員
な
ヒ
メ
と
は
経
か
と
一
一
＝
う
と
、
¶
古
事
記
L

垂
仁
段
に
名
前
の
出
て
い
る
　
「
迦
其
夜
比
克
」
　
の
こ
と
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
、
参
考
の
た
め
に
関
係
す
る
文
隼
を
引

川
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

大
筒
木
垂
根
土
の
久
、
迦
只
夜
比
・
兄
を
奨
し
て
、
生
み
ま
せ
る
御
r
、
・
択
邪
弁
Ⅰ
。
．
け
り

右
の
伝
記
に
よ
る
と
、
迦
具
夜
比
・
皿
の
父
親
は
人
的
木
垂
棍
－
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
筒
木
す
な
わ
ち
山
城
国
綴
・
皿
＝
郡
綴

喜
珊
二
京
田
辺
市
）
を
本
拠
地
と
し
た
Ⅰ
族
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
迦
其
夜
比
完
の
山
身
地
は
山
城
国
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き

る
わ
け
で
あ
る
㌧
　
さ
ら
に
同
じ
く
　
¶
ハ
事
記
』
　
開
化
段
に
よ
る
と
、
大
筒
木
元
根
－
に
は
讃
岐
垂
根
十
と
い
う
名
の
弟
が
い

た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
讃
岐
垂
根
－
は
迦
且
夜
比
元
の
叔
父
に
叫
∵
た
る
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
系
詔
上
の

人
物
に
つ
い
て
草
純
に
そ
の
実
在
性
や
系
強
諒
遠
の
史
実
性
を
ム
々
す
る
こ
と
は
は
な
は
だ
危
険
で
あ
る
が
、
「
筒
木
」
と
「
讃

岐
」
　
が
古
代
に
由
来
す
る
地
名
で
あ
っ
て
、
迦
具
夜
比
完
の
伝
承
を
検
討
す
る
卜
で
重
要
な
干
が
か
り
に
な
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。



と
こ
ろ
で
、
右
に
引
用
し
た
　
¶
竹
暇
物
語
h
　
に
は
か
ぐ
や
姫
を
発
見
し
養
育
し
た
竹
眼
の
翁
は
「
さ
ぬ
き
造
」
と
い
う
氏

姓
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
　
「
さ
ぬ
き
」
と
二
＝
え
ば
川
同
香
川
県
の
旧
国
名
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
か
つ
て
大

利
国
広
瀬
郡
に
政
吉
郷
（
北
葛
城
郡
広
陵
町
人
字
二
上
目
）
が
あ
り
、
¶
地
に
は
式
両
社
の
鍼
…
岐
神
社
（
広
陵
町
大
空
二
吉
字
馬
場

崎
）
が
鎮
廃
し
て
お
り
、
祭
神
は
散
丁
口
入
廷
命
・
散
・
］
伊
能
城
命
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
占
…
に
関
し
て
は
国
文
学
者
塚
原
鉄
雄

が
初
め
て
指
摘
し
た
研
究
者
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
明
記
し
て
お
き
た
い
。

そ
う
す
る
と
、
翁
の
氏
姓
は
右
の
散
吉
（
一
昔
）
＝
讃
岐
に
由
来
す
る
吋
能
性
が
で
て
く
る
わ
け
で
、
大
和
国
広
灘
部
散
青

郷
に
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
ら
し
い
讃
岐
垂
根
工
が
　
「
さ
ぬ
き
造
」
と
い
う
空
想
上
の
氏
姓
の
原
拠
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
「
さ
ぬ
き
造
」
を
名
乗
る
氏
族
は
古
代
の
文
献
史
料
に
は
ま
っ
た
く
見
え
ず
、
現
実
に
実
弟
し
た
氏
族
と
は
考
え

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
か
ぐ
や
姫
」
　
の
物
語
の
作
者
は
　
「
古
事
記
【
　
の
　
「
迦
具
彼
此
売
」
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
登
場
す
る

讃
岐
垂
根
「
に
着
日
し
、
こ
の
よ
う
な
氏
姓
を
案
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
日
　
さ
ら
に
抑
洲
を
重
ね

る
と
、
竹
堰
の
翁
と
か
ぐ
や
姫
は
血
縁
関
係
に
な
い
養
父
と
養
女
の
関
係
に
な
る
が
、
『
古
事
記
し
　
の
迦
具
夜
比
売
は
大
利
同

に
何
ら
か
の
所
縁
の
あ
っ
た
潜
岐
垂
根
千
の
関
係
者
だ
と
す
る
伝
え
が
有
在
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
で
大
和
阿
広
瀬
郡
散
吉
郷
が
と
う
い
う
倖
格
の
土
地
だ
っ
た
の
か
を
少
し
調
べ
て
み
る
と
、
奈
良
県
内
で
は
き
わ
め

て
著
名
な
馬
見
ハ
墳
群
の
小
心
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
古
噌
群
で
も
H
取
も
占
い
時
期
、
す
な
わ
ち
一
▲
世
紀
後

半
か
ら
四
世
紀
初
頭
頃
に
造
営
さ
れ
た
新
山
古
招
ご
全
長
　
三
〇
m
の
前
力
後
方
増
・
大
塚
陵
墓
参
考
地
）
ヤ
佐
昧
凹
七
塚
ハ

墳
（
全
長
一
〇
〇
m
の
前
方
後
円
墳
）
が
あ
り
、
両
項
か
ら
は
二
川
云
州
・
二
∴
ハ
面
と
い
う
大
＝
址
の
鏡
が
そ
れ
ぞ
れ
〓
＋
し
て
い

て
、
と
り
わ
け
邪
馬
ム
ロ
国
時
代
に
並
れ
す
る
前
者
の
㍍
増
の
被
葬
者
と
讃
岐
垂
根
十
の
伝
承
と
が
何
ら
か
の
結
び
つ
き
を
持
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
只
体
的
な
二
＝
い
方
を
す
る
と
、
迦
具
夜
比
売
の
親
族
で
あ
っ

た
人
物
が
新
山
T
「
．
境
に
非
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
推
測
さ
れ
、
と
り
わ
け
　
1
魂
十
心
．
倭
人
伝
に
女
王
卑
弥
呼
の
政
治
を
補
依



し
た
と
さ
れ
る
「
男
弟
」
が
登
場
す
る
。
「
男
弟
」
の
動
向
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
人
物
こ
そ
が
溌
岐
庇
根
上
の

原
像
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
想
定
と
し
て
は
叫
能
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
新
山
古
墳
は
箸
墓
古
墳
（
墳
丘
全
良
一
▲

八
〇
m
）
の
お
よ
そ
†
分
の
良
さ
の
墳
丘
規
模
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
ハ
事
記
P
　
に
登
場
す
る
「
迦
具
夜
比
＋
冗
一
の
伝
承
は
、
∴
竹
取
物
語
h
　
の
　
「
か
ぐ
や
帥
」
と
は
違
っ
て
、
実

ポ
ー
し
た
高
巾
〓
な
ヒ
メ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
も
と
に
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
迦
只
夜
比
完

の
原
伝
承
が
変
質
し
て
い
く
経
過
を
簡
潔
に
赦
什
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
∩

迦
只
夜
比
茄
の
原
信
承
1
。
ハ
車
記
』
　
の
迦
旦
夜
比
元
信
承
1
¶
竹
取
物
語
「
　
の
　
「
か
く
や
姉
」

Ⅳ
　
月
神
信
仰
と
赫
夜
姫
・
卑
弥
呼

さ
て
、
再
び
蔚
部
の
秋
川
の
こ
と
に
尻
ろ
う
。
秋
m
は
穴
帥
神
主
斎
加
氏
の
一
族
で
ザ
安
時
代
前
期
の
人
で
あ
ろ
う
り
お

そ
ら
く
彼
は
『
ハ
語
拾
遺
ト
を
書
い
た
蔚
都
広
戒
の
系
譜
上
の
√
孫
で
、
あ
る
種
の
文
人
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

彼
は
▲
　
輪
・
穴
価
の
地
に
居
れ
す
る
穴
磯
部
の
粂
川
が
ハ
く
か
ら
伝
え
て
き
た
迦
具
夜
比
先
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
利
用
し
、

「
か
ぐ
や
姫
」
　
の
物
語
を
創
作
し
た
の
た
と
推
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
」
ハ
弔
記
し
　
に
は
比
・
兄
の
系
珊
州
だ
け
が
記
載
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
説
話
め
い
た
も
の
が
ま
っ
た
く
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
蔚
部
の
秋
川
の
念
頭
に
あ
っ
た
原
話
の
筋
薔
き
を
共

体
的
に
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
か
ぐ
や
姫
の
物
語
で
請
の
日
柄
後
に
姫
が
異
界
の
H
の
世
界
に
帰
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の

は
、
こ
の
話
の
中
柁
と
な
る
重
要
な
＝
説
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
原
k
水
に
は
迦
具
夜
比
▲
冗
と
月
神
に
関
係
す
る
請
が
何

ら
か
の
形
で
存
在
し
た
蓋
然
性
が
・
H
回
い
。



周
知
の
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
は
竹
の
中
か
ら
目
視
す
る
と
い
う
異
常
出
仕
の
姫
で
も
あ
り
、
最
後
に
は
全
て
の
男
性
か
ら

の
求
婚
を
拒
絶
し
て
月
の
世
界
へ
帰
っ
て
行
く
。
異
界
山
身
の
か
く
ヤ
姫
は
結
局
人
間
世
界
に
は
長
く
留
ま
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
虚
構
の
物
語
と
し
て
の
面
白
さ
や
面
U
は
ま
さ
し
く
そ
こ
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
『
古
事
記
』
　
の
迦
只
夜

比
完
の
方
は
父
母
も
い
て
こ
の
世
に
生
れ
つ
い
た
れ
っ
き
と
し
た
人
間
で
あ
っ
た
の
で
、
巫
仁
天
ハ
ト
と
結
婚
し
て
子
と
も
を

儲
け
た
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
｛
軍
記
P
T
　
は
「
常
紀
」
す
な
わ
ち
天
皇
の
系
譜
を
書
き
記
す
目
的
の
た
め
に
編
纂
さ

れ
た
書
物
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
く
迦
具
夜
比
完
の
伝
承
も
そ
の
よ
う
な
政
治
的
意
図
に
沿
っ
た
造
作
や
改
変
を
一
受
け

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
迦
只
夜
比
完
の
父
や
叔
父
が
王
族
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
よ
う
な
原
伝
承
に
対
す

る
潤
色
・
改
変
の
い
っ
た
ん
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
、
改
変
を
受
け
る
前
の
原
伝
承
で
は
ヒ
メ
が
H
板
後
に
は
月
の

世
界
に
罰
天
し
た
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
た
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
ヒ
メ
の
型
性
が
本
当
の
と
こ
ろ
は
何
に
根
拠
が
あ
り

何
に
山
来
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

姫
の
名
と
し
て
の
「
か
ぐ
や
・
迦
具
夜
」
は
夜
に
赫
（
か
が
や
）
く
の
意
を
持
つ
「
赫
夜
」
の
譜
に
由
来
す
る
一
［
葉
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
「
赫
夜
姫
」
と
い
う
の
は
単
刀
直
入
に
い
う
と
月
の
精
需
・
月
の
女
神
の
意
を
表
す
と
一
一
＝
え
る
。
だ
か
ら
赫
夜
姫

の
霊
魂
は
死
ん
で
か
ら
月
の
世
界
へ
封
天
し
た
の
だ
と
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
赫
夜
姫
が
そ
の
よ
う
な
神
秘
的
な

存
在
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
二
一
］
う
と
、
こ
の
姫
は
人
口
一
里
の
青
銅
鏡
に
囲
ま
れ
た
生
活
を
し
て
い
た
山
M
申
い
な
女
性
で
、

鏡
が
神
仙
思
想
や
月
神
信
仰
と
関
係
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
稿
者
の
E
心
い
過
こ
し
か
も

知
れ
な
い
が
、
先
ほ
と
述
べ
た
弥
1
・
ハ
墳
時
代
の
青
銅
鏡
と
い
う
も
の
は
形
態
が
丸
く
日
出
金
色
に
輝
く
金
届
で
、
こ
れ
は

月
神
の
信
仰
と
深
い
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
っ
と
り
わ
け
正
∵
∵
椚
な
夜
空
に
光
り
輝
く
神
秘
的
な
ス
ー
パ
ー
満
月

は
青
銅
鏡
が
天
空
に
浮
か
ぶ
姿
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
U
そ
う
す
る
と
、
赫
夜
姑
－
鏡
－
月
と
い
う
観
念
の
連
銀
の
み
な
ら
ず
、

さ
ら
に
赫
夜
姉
＝
中
弥
呼
の
連
想
が
成
り
・
止
つ
で
あ
ろ
う
（



ぼ
つ
ぼ
つ
結
論
め
い
た
こ
と
を
記
さ
ね
は
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
私
は
迦
H
へ
夜
比
完
の
聖
性
は
彼
女
が
ま
さ
し
く
卑
弥

呼
で
あ
っ
た
こ
と
に
山
来
す
る
と
考
え
て
い
る
。
卑
弥
呼
と
は
久
上
の
詳
（
実
名
）
で
は
な
く
称
＝
勺
で
あ
る
。
卑
弥
呼
を
人
名

だ
と
誤
解
し
て
い
る
人
は
多
い
が
、
冒
頭
に
掲
載
し
た
倭
人
伝
の
文
章
を
素
血
に
読
め
ば
、
卑
弥
呼
号
は
人
名
で
は
な
く
称

号
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
女
丁
目
り
が
中
国
皇
帝
か
ら
与
え
ら
れ
た
称
［
り
で
あ
る
と
す
る
と
、
卑
弥
呼
＝
了
は
倭
人

社
会
だ
け
に
適
用
す
る
女
丁
の
尊
称
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
の
外
安
H
は
邪
馬
台
国
の
使
者
が
ハ
け
た
女
丁
の
倭

製
称
号
を
謡
と
勘
違
い
し
た
の
た
。
倭
国
Ⅰ
の
称
号
が
ト
名
と
間
違
え
ら
れ
た
事
例
に
は
1
稚
い
＝
h
倭
国
伝
の
「
姓
は
阿
毎
（
ア

メ
）
、
字
は
多
利
州
心
比
孤
〔
タ
ラ
シ
ヒ
コ
）
」
が
あ
り
、
遣
隋
使
は
大
…
叩
虜
と
い
う
倭
千
の
諦
称
を
申
阿
側
に
土
説
と
し
て
丹
］
け

て
い
る
の
で
あ
る
日
八
代
に
は
容
易
に
請
を
他
人
や
他
同
人
に
漏
ら
さ
な
い
と
い
う
風
習
が
固
守
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
初
代
女
手
卑
弥
呼
の
謹
ま
た
は
通
称
こ
そ
が
「
赫
夜
」
　
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

女
下
卑
弥
呼
は
目
頭
に
引
m
し
た
倭
人
伝
に
、
「
年
巳
に
長
大
な
る
も
、
夫
桁
無
く
」
と
記
し
て
あ
る
よ
う
に
、
現
実
に
は

生
涯
を
処
女
土
と
し
て
過
ご
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
女
が
神
の
豪
で
世
俗
の
婚
儀
を
禁
＝
さ
れ
て
い
た
事
実
に
由
来
す
る
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
目
卜
や
巾
日
放
た
ち
の
必
死
で
枚
肘
な
誘
い
に
乗
ら
な
か
っ
た
「
か
く
や
紬
」
　
の
小
説
め
い
た
筋

書
き
は
、
そ
の
山
東
が
卑
弥
呼
に
諜
せ
ら
れ
て
い
た
婚
鯛
の
禁
忌
に
あ
っ
た
の
だ
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
卑
弥
呼
は
死
没
後
月
の
惟
界
へ
昇
大
し
た
と
み
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
民
族
は
古
来
よ
り
大
体
現
象
に
は
疎
い
民
族
性
の
持
主
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
じ
太
陽
・
日
・
局
、
な

か
で
も
星
や
星
座
な
と
に
対
す
る
関
心
は
き
わ
め
て
薄
く
、
ヒ
タ
の
信
仰
も
巾
同
か
ら
伝
来
し
た
も
の
で
、
神
話
を
み
て
も

星
神
の
活
躍
す
る
様
子
は
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
「
大
に
悪
し
き
神
有
り
。
名
を
大
汗
整
星
と
H
ふ
。
亦
の
名
は
大
香
香
北
‖
男
」

（
書
紀
・
神
代
巻
）
と
記
す
こ
と
く
、
邪
悪
な
神
霊
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
太
陽
神
と
月
神
に
関
し
て
は
、
大
照
大
神
と
月
読

神
が
国
土
創
成
神
た
る
イ
サ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
両
命
か
ら
′
1
ま
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
古
来
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は



事
実
で
あ
る
。

し
か
も
山
城
同
は
月
神
・
月
読
神
を
詞
る
神
社
の
多
い
地
域
で
、
¶
日
本
琶
紀
』
　
肝
豆
二
年
二
月
条
に
よ
る
と
壱
岐
鳥
の
家

族
章
伎
県
主
が
山
城
回
葛
野
郡
の
葛
野
坐
月
読
神
社
を
葬
祭
し
た
と
伝
え
て
お
り
、
さ
ら
に
綴
吉
郡
に
も
樺
井
月
読
神
社
・

月
読
神
社
が
あ
り
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に
迦
具
夜
比
売
の
出
身
地
が
綴
喜
郡
と
推
完
さ
れ
る
こ
と
と
と
も
に
注
意
さ
れ

る
。
月
神
信
仰
は
現
代
の
我
々
が
想
像
し
て
い
る
以
L
に
盛
ん
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
毎
年
九

月
に
は
十
五
夜
と
か
観
月
会
と
い
う
よ
う
な
行
事
が
ま
だ
一
般
に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
行
事
は
畑
作
が
始
ま
っ

た
縄
文
時
代
の
農
耕
文
化
と
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
説
も
あ
り
、
意
外
に
も
社
会
的
に
根
の
深
い
民
俗
行
事
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
私
は
赫
夜
姫
の
伝
承
に
関
わ
る
月
神
信
仰
は
邪
馬
台
同
の
時
代
に
中
同
か
ら
伝
来
し
た
民
間
道
教
的
な
八
神
の
信

仰
と
漕
接
な
関
係
が
あ
る
と
想
像
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
八
神
の
信
仰
の
全
て
が
倭
人
社
会
に
受
容
さ
れ
定
着
し
た
と
は
思
わ

れ
な
い
が
、
宰
上
の
神
が
邪
馬
台
回
の
中
枢
部
と
も
い
え
る
地
域
に
伝
来
し
て
い
る
事
実
は
、
そ
れ
以
外
の
神
々
に
対
す
る

信
仰
が
同
時
に
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
ホ
唆
し
て
い
る
。
今
、
八
神
を
陰
陽
の
原
理
に
準
つ
い
て
一
．
稚
頬
に

区
分
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

人
陰
）
　
　
陰
十
・
月
王
・
地
主
・
兵
手

へ
陽
）
　
　
陽
ヰ
・
R
主
・
人
㌧
十
・
四
時
王

そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
分
類
を
邪
馬
ム
日
岡
の
中
枢
部
に
叫
∵
た
る
一
▲
輪
・
穴
師
地
域
の
コ
ス
モ
ロ
シ
ー
と
し
て
地
域
的

に
配
当
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
空
霜
㌫
聖
収
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
巻
向
山
）
　
　
陰
、
T
・
月
、
」
・
地
主
・
丘
∵
十

八
一
▲
▲
輪
山
）
　
　
陽
主
・
R
十
・
天
主
・
川
崎
ト
ト



巻
向
山
は
　
『
万
葉
集
ト
　
に
斎
槻
岳
と
か
弓
月
柘
と
い
う
表
現
で
も
登
場
し
て
く
る
。
一
輪
山
の
背
後
に
あ
っ
て
兵
、
1
神
の

降
臨
地
と
さ
れ
て
お
り
、
兵
主
神
が
目
口
銅
製
‖
肘
の
製
作
技
術
に
長
け
た
鬼
神
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
時
に
＋
H
銅
鏡
日
月
神
の

信
仰
が
巻
向
山
の
ハ
小
数
的
・
儀
礼
的
性
格
を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
赫
夜
継
目
卑
弥
呼
に
ま

っ
ゎ
る
伝
承
は
巻
向
山
と
照
搾
な
関
係
に
あ
る
と
み
ら
れ
、
兵
、
1
三
神
を
信
仰
し
て
い
た
穴
磯
部
ら
が
伝
え
て
い
た
蓋
妖
…
性
が

強い。
一
力
、
▲
▲
輸
出
は
女
土
卑
弥
呼
の
夫
と
し
て
k
L
制
を
加
護
す
る
役
割
を
果
た
し
た
神
霊
の
籠
る
山
で
、
山
頂
に
は
【
回
餌

神
社
が
、
山
麓
に
は
里
宮
で
あ
る
神
坐
H
向
神
件
が
銀
座
し
て
い
る
よ
う
に
‖
神
＝
太
陽
神
を
祭
る
無
地
で
あ
っ
た
。
＋
H
銅

鏡
は
後
腹
に
各
地
の
神
社
の
こ
神
体
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
伊
勢
神
．
H
の
天
照
大
神
の
こ
と
く
太
陽
女
神
の
象

徴
だ
と
す
る
観
念
が
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
邪
情
台
目
時
代
の
青
銅
鏡
は
神
仙
思
想
や
月
神
信
仰
を
象
徴
す
る

宅
器
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
本
稿
で
の
約
人
一
皿
で
あ
る
）

V
　
お
わ
h
ノ
に

1
貌
1
心
卜
　
倭
人
伝
の
　
「
鬼
道
」
を
含
む
A
の
部
分
の
文
字
が
、
女
Ⅰ
卑
弥
呼
の
奴
小
俵
を
い
い
き
記
し
た
く
た
り
だ
と
さ
れ
て

き
た
近
川
以
来
の
通
説
を
批
判
し
、
そ
れ
は
ー
権
と
首
長
層
と
の
政
治
的
支
配
服
属
関
係
の
形
成
を
促
し
た
＋
‖
銅
鏡
の
授
受

を
め
ぐ
る
動
向
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
卑
泳
呼
の
奴
小
儀
を
具
体
化
し
た
文
字
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
た
し
卑
弥
呼
の
祭

儀
は
B
の
文
章
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
検
討
は
別
の
機
会
に
果
た
し
た
い
と
E
い
う
。
さ
ら
に
鏡
の
大
［
裏
輸

入
は
神
仙
思
想
・
道
教
信
仰
の
伝
来
を
も
た
ら
し
、
邪
馬
台
国
中
材
郡
に
小
国
の
月
神
信
仰
が
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想

定
し
た
。
赫
夜
姫
に
ま
つ
わ
る
原
伝
承
は
、
女
王
卑
弥
呼
の
性
格
や
実
像
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
素
材
に
な
り
得
る
の
で



は
な
い
か
と
い
う
の
が
本
論
の
も
う
ひ
と
つ
の
紫
旨
で
あ
る
。
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〔付記〕
本
稿
は
、
▲
○
∴
∵
午
一
口
∵
－
八
［
（
－
こ
に
八
尾
市
隼
錐
学
習
セ
／
タ
ー
ヴ
南
与
ラ
ザ
大
会
議
室
で
打
わ
れ
た
八
は
市
民
人
で
満
仲
で
の
満
帆
を
も
と
に
成
。
］
化

し
た
も
の
で
あ
る
（


