


図
一
「
か
」
の
く
ず
し
字
（『
実
用
変
体
が
な
』
よ
り
）

図
二

字
母
「
乃
」

図
三

字
母
「
能
」

図
四

字
母
「
太
」

図
五

字
母
「
多
」

一
、
は
じ
め
に

私
た
ち
「『
吉
岡
の
日
記
』
を
読
む
」
グ
ル
ー
プ
は
、『
吉
岡
の
日
記
』
の
翻
刻
や
、
実
際
に
姫

様
方
が
通
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
の
現
地
調
査
な
ど
を
行
っ
た
。
こ
の
調
査
を
行
っ
た
目
的
は
、

『
吉
岡
の
日
記
』
と
『
姫
君
姉
妹

吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』
の
二
つ
の
資
料
を
基
に
し
て
、
資
料

と
し
て
の
正
確
性
を
高
め
る
た
め
に
改
め
て
翻
刻
を
し
直
し
、
改
善
点
が
あ
れ
ば
話
し
合
い
な
が

ら
丁
寧
に
正
し
い
表
現
に
改
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
翻
刻
作
業
を
通
し
て
翻
刻
の
重
要
さ
や

『
吉
岡
の
日
記
』
の
内
容
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

二
、
翻
刻
と
は

ま
ず
は
じ
め
に
翻
刻
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
翻
刻
と
は
、
く
ず
し
字
を
現
在
使
わ
れ

て
い
る
文
字
に
直
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
図
一
で
は
「
か
」
と
い
う
文
字
を
例
に
挙
げ
る
。
赤

の
直
線
で
示
し
て
い
る
も
の
が
現
在
な
じ
み
の
あ
る
「
か
」
の
く
ず
し
字
で
あ
る
。
一
方
、
本
文

で
多
用
さ
れ
て
い
る
「
か
」
の
く
ず
し
字
は
青
の
直
線
で
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
な
じ

み
の
あ
る
「
か
」
の
字
母
は
「
加
」
で
あ
る
が
、
本
文
で
多
用
さ
れ
て
い
る
「
か
」
の
字
母
は
「
可
」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
字
母
は
も
と
も
と
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
複
数
存
在
し
た
。

先
ほ
ど
は
図
一
を
用
い
て
「
か
」
と
い
う
仮
名
を
例
に
挙
げ
た
が
、「
か
」
の
他
に
も
現
在
使

用
さ
れ
て
い
る
仮
名
と
は
異
な
る
字
母
を
持
つ
文
字
は
多
い
。
こ
こ
で
は
『
吉
岡
の
日
記
』
本
文

に
比
較
的
よ
く
出
て
き
た
二
つ
の
仮
名
を
紹
介
す
る
。
一
つ
目
は「
の
」と
い
う
仮
名
で
あ
る（
図

二
、
図
三
参
照
）。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
「
の
」
は
「
乃
」
と
い
う
文
字
を
く
ず
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
本
文
で
多
用
さ
れ
て
い
る
「
の
」
は
「
能
」
と
い
う
文
字
を
く
ず
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
「
た
」
と
い
う
仮
名
で
あ
る
（
図
四
、
図
五
参
照
）。
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
「
た
」

は
「
太
」
と
い
う
文
字
を
く
ず
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
で
多
用
さ
れ
て
い
る
「
た
」
の
字
母

は
「
多
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
。

次
に
、
実
際
に
本
文
の
中
で
改
善
し
た
箇
所
を
述
べ
る
。『
吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』
で
は
図
六

の
箇
所
を
「
し
ぐ
る
し
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
（
文
化
元
年
九
月
二
十
六
日
条
、
３８
頁
）、
私
た

ち
は
「
し
ぐ
る
ゝ
」
と
改
め
た
。
図
六
と
図
七
を
比
べ
る
と
、
図
七
の
「
し
」
の
く
ず
し
字
の
方
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図
六

し

ぐ

る

ゝ

図
七

し

図
八

さ

ば

し

る

図
九

御

図
十
『
姫
君
姉
妹

吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』

が
縦
に
長
く
、
大
き
く
ス
ペ
ー
ス
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
図
八
の
箇
所
を
『
吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』
で
は
「
御
ば
し
る
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
（
九

月
二
十
七
日
条
、
３９
頁
）、
私
た
ち
は
「
さ
ば
し
る
」
と
改
め
た
。「
さ
ば
し
る
」
と
改
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
新
た
な
発
見
が
あ
っ
た
。「
さ
ば
し
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
走
る
」
や
「
勢
い
よ
く

泳
ぐ
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。『
万
葉
集
』
巻
第
五
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
春
さ
れ
ば

我
家
の

里
の

川
門
に
は

鮎
子
さ
走
る

君
待
ち
が
て
に
」
と
い
う
歌
に
も
「
さ
ば
し
る
」
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
作
者
で
あ
る
鷲
見
が
『
万
葉
集
』
に
使
わ
れ
て
い
た
言
葉

を
学
ん
で
い
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。

三
、『
吉
岡
の
日
記
』
と
は

さ
て
、
で
は
、
私
た
ち
が
対
象
と
し
た
『
吉
岡
の
日
記
』
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
あ
わ
せ
て

作
者
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。『
吉
岡
の
日
記
』
は
鳥
取
藩
士
で
あ
る
鷲
見
休
明
（
す
み

や

す
あ
き
ら
）
が
、
鳥
取
藩
六
代
藩
主
・
治
道
の
娘
で
あ
る
三
津
姫
と
庸
姫
の
湯
治
に
随
行
し
て
鳥

取
の
吉
岡
に
赴
い
た
と
き
の
日
記
で
あ
る
。
姉
妹
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
と
翌
年
の
両
度
に

わ
た
り
、
吉
岡
で
湯
治
を
行
っ
て
お
り
、『
吉
岡
の
日
記
』
で
は
こ
の
滞
在
を
上
下
巻
に
分
け
て

記
し
て
い
る
。
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
吉
岡
へ
赴
く
道
中
で
の
湯
治
の
様
子
や
姫
様
ら

が
遊
ぶ
様
子
、
登
場
人
物
ら
が
詠
ん
だ
歌
な
ど
の
日
常
的
な
様
子
で
あ
る
。

実
は
『
吉
岡
の
日
記
』
に
は
す
で
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
図
十
で
示
し
て
い
る
『
姫
君

姉
妹

吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』（
鳥
取
市
歴
史
博
物
館
）
で
あ
る
。
こ
の
本
は
『
吉
岡
の
日
記
』

の
翻
刻
を
、
登
場
人
物
の
イ
ラ
ス
ト
や
文
中
の
解
説
を
加
え
て
わ
か
り
や
す
く
記
し
て
あ
る
。
多

く
の
学
恩
を
こ
う
む
っ
た
。

『
吉
岡
の
日
記
』
の
著
者
・
鷲
見
休
明
（
一
七
五
〇
〜
一
八
五
六
）
は
、
鳥
取
藩
士
で
、
寛
政

十
年
（
一
七
九
八
）
に
池
田
斉
邦
が
七
代
藩
主
に
な
る
と
、
そ
の
側
近
に
仕
え
る
用
人
役
と
な
っ

た
。
鷲
見
に
は
漢
詩
・
和
歌
な
ど
に
秀
で
た
才
能
が
あ
り
、『
吉
岡
の
日
記
』
の
文
中
に
も
そ
れ

が
う
か
が
え
る
表
現
が
多
く
見
ら
れ
た
。

四
、『
吉
岡
の
日
記
』
内
容
解
説

で
は
、
次
に
『
吉
岡
の
日
記
』
の
本
文
に
触
れ
て
ゆ
き
た
い
。『
吉
岡
の
日
記
』
の
上
巻
は
姫

様
た
ち
が
出
発
す
る
文
化
元
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
十
月
二
十
八
日
ま
で
の
約
一
か
月
間
の
様
子

が
描
か
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
、
冒
頭
の
九
月
二
十
六
日
か
ら
十
月
四
日
ま
で
の
翻
刻
、

現
代
語
訳
、
解
釈
を
進
め
て
き
た
。

今
回
は
紙
幅
の
都
合
上
、
そ
の
中
か
ら
特
に
、
筆
者
で
あ
る
鷲
見
休
明
の
文
才
や
思
想
が
顕
著

に
表
れ
て
い
る
箇
所
を
四
か
所
に
絞
り
、
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
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四
―
一

九
月
二
十
六
日
―
姫
君
の
出
立
―

（
本
文
）

文
化
と
改
り
し
年
の
秋
。

①
姫
君
御
二
方
、
よ
し
岡
の
出
湯
に
、
も
の
し
給
ふ
け
る
に
、
御
供
に
侍
り
て
、
旅
の
や
ど

り
の
御
な
ぐ
さ
め
、
後
に
お
ぼ
し
出
ん
、
御
す
さ
み
ぐ
さ
に
も
と
、
日
々
の
こ
と
、
か
ひ
し

る
し
て
、
奉
ら
ん
と
す
な
り
。

菊
月
廿
日
ま
り
む
ゆ
か
の
日
、
卯
の
時
ば
か
り
に
な
ん
、
う
ち
た
ち
た
ま
ふ
。

②
し
ぐ
る
ゝ
こ
ろ
に
て
、
よ
べ
は
い
と
は
げ
し
く
、
窓
う
つ
音
な
ど
せ
し
が
、
今
朝
は
さ
も

あ
ら
で
、
ふ
る
み
の
わ
た
り
波
た
ゝ
ず
て
、
や
す
く
わ
た
り
た
ま
ふ
。
と
く
の
尾
村
の
こ
な

た
に
て
、
け
し
き
ば
か
り
、
し
ぐ
れ
し
が
、
み
な
人
笠
と
り
あ
へ
ぬ
ま
に
晴
ぬ
。

（
現
代
語
訳
）

文
化
と
改
元
さ
れ
た
年
（
一
八
〇
四
年
）
の
秋
。

①
姫
君
御
二
方
が
吉
岡
の
温
泉
に
お
出
か
け
な
さ
る
の
で
、
私
は
そ
の
御
供
に
お
仕
え
し
て
、

旅
先
の
宿
り
で
の
お
慰
め
の
た
め
に
、ま
た
、お
二
方
が
こ
の
お
出
か
け
を
後
に
お
思
い
出
し

に
な
る
際
の
も
て
あ
そ
び
の
種
と
し
て
、
日
々
の
こ
と
を
書
き
記
し
て
献
上
す
る
の
で
あ
る
。

菊
月
（
九
月
）
二
十
六
日
の
卯
の
時
（
午
前
六
時
）
頃
に
姫
様
方
は
出
立
な
さ
れ
た
。

②
時
雨
の
季
節
で
、
昨
晩
は
と
て
も
激
し
く
雨
が
窓
を
う
つ
音
な
ど
が
し
て
い
た
が
、
今
朝

は
そ
う
で
も
な
く
、
古
海
の
渡
し
も
波
が
立
っ
て
は
お
ら
ず
、
姫
様
方
は
楽
に
お
渡
り
に
な

ら
れ
た
。
徳
尾
村
の
手
前
で
少
し
だ
け
時
雨
が
降
っ
た
が
、
皆
が
笠
を
用
意
し
き
ら
な
い
間

に
晴
れ
た
。

日
記
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。「
文
化
と
改
り
し
年
」
と
は
西
暦
一
八
〇
四
年
で
あ
り
、「
菊
月
」

は
九
月
、「
廿
日
ま
り
む
ゆ
か
の
日
」
は
二
十
六
日
、「
卯
の
時
」
は
早
朝
六
時
に
当
た
る
。
こ
の

日
記
が
書
か
れ
た
当
時
は
旧
暦
で
あ
る
た
め
、
現
在
の
暦
で
は
十
月
の
下
旬
に
当
た
る
。

傍
線
部
①
で
は
、
姫
様
方
の
旅
に
お
仕
え
し
て
、
日
々
の
出
来
事
を
書
き
記
し
、
後
に
姫
様
方

に
楽
し
ん
で
読
ん
で
も
ら
う
た
め
と
い
う
、
こ
の
日
記
を
記
す
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

傍
線
部
②
で
は
、
雨
が
よ
く
降
る
季
節
な
の
で
、
昨
晩
も
大
雨
が
降
っ
て
い
た
も
の
の
、
姫
様

方
が
出
発
す
る
今
朝
に
は
止
ん
で
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
の
天
候
は
、
鷲
見
が
姫

様
方
の
出
発
を
祝
福
す
る
意
図
を
持
っ
て
記
し
た
、
演
出
の
た
め
の
記
述
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

四
―
二

九
月
二
十
九
日
―
「
つ
づ
ら
尾
」
に
て
の
釣
り
―

（
本
文
）

…
…
①
さ
て
本
丸
に
む
ら
さ
き
の
御
幕
ま
う
け
て
、
両
御
大
将
出
立
給
へ
ば
、
付
し
た
が
ふ

人
々
も
、
紫
裾
紅
つ
ま
く
れ
な
ゐ
、
あ
る
は
ひ
色
う
す
紫
、
花
色
そ
ら
色
浅
ぎ
な
ど
、
み
な

裾
長
に
着
な
し
つ
ゝ
、
さ
も
花
や
か
に
、
出
立
た
り
。（
中
略
）
よ
り
来
る
魚
を
釣
と
り
給

ん
。
時
う
つ
り
ぬ
と
、
ひ
し
め
け
ば
、
さ
ら
ば
急
げ
の
下
知
に
し
た
が
ひ
、
釣
竿
を
ま
つ
先

に
、
お
し
立
さ
せ
、
ふ
く
井
の
入
江
の
、
波
う
ち
ぎ
は
に
、
わ
れ
お
と
ら
じ
と
、
お
り
立
て
、

一
息
つ
ぎ
た
る
あ
り
さ
ま
は
、
見
る
も
中
〳
〵
、
あ
て
や
か
な
り
。（
中
略
）

②
み
な
そ
れ
〳
〵
に
得
も
の
し
て
、
夕
陽
西
に
傾
け
ば
、
③
本
丸
に
ひ
き
あ
げ
給
ひ
、
遠
近

と
く
と
、
見
た
ま
ひ
つ
ゝ
、
④
か
ろ
く
引
と
り
給
ひ
し
は
、
揃
ひ
に
そ
ろ
ひ
し
御
大
将
と
、

あ
ふ
が
ぬ
人
は
、
な
か
り
け
り
。

（
現
代
語
訳
）

①
さ
て
、
本
丸
に
紫
の
御
幕
を
設
け
て
、
両
大
将
（＝

姫
君
姉
妹
）
が
ご
出
陣
な
さ
る
の
で
、

付
き
従
う
人
々
も
、
紫
裾
紅
や
褄
紅
、
あ
る
い
は
緋
色
、
薄
紫
、
花
色
、
空
色
、
浅
葱
色
の

装
束
を
、
み
な
裾
長
に
着
な
し
つ
つ
、
い
か
に
も
花
や
か
な
あ
り
さ
ま
で
出
立
し
た
。（
中

略
）「
寄
っ
て
く
る
魚
を
釣
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
時
間
が
経
っ
て
し
ま
う
」
と
大
勢
の
者
ど

も
が
騒
ぎ
合
う
の
で
、
で
は
急
ぎ
か
か
れ
の
命
令
に
従
い
、
釣
り
竿
を
真
っ
先
に
押
し
立
て

て
、
福
井
の
浦
の
波
打
ち
際
に
、
他
の
連
中
に
負
け
て
な
る
も
の
か
、
と
降
り
立
っ
て
一
息

入
れ
る
皆
の
様
子
は
、
見
る
と
な
か
な
か
に
優
雅
な
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）

②
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
に
戦
利
品
を
獲
て
、
夕
陽
が
西
に
傾
い
た
の
で
、
③
姫
様
方
は
本
丸
に
引

き
上
げ
な
さ
り
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
じ
っ
く
り
と
御
覧
に
な
り
な
が
ら
、
④
軽
や
か
に
退
却

な
さ
る
ご
様
子
は
、
揃
い
も
揃
っ
た
素
晴
ら
し
い
御
大
将
の
采
配
と
、
仰
ぎ
見
ぬ
者
は
い
な

か
っ
た
。

こ
の
場
面
は
、
姫
君
一
行
が
一
時
的
な
休
憩
を
し
て
い
る
描
写
で
あ
る
。
鷲
見
の
文
学
的
リ
テ

ラ
シ
ー
の
高
さ
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
点
と
し
て
、
私
た
ち
は
四
箇
所
に
注
目
し
た
。
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ま
ず
、
姫
君
が
お
出
か
け
を
し
て
休
憩
を
行
う
た
め
に
場
所
を
設
け
て
い
る
傍
線
部
①
の
描
写

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
姫
君
が
休
憩
す
る
拠
点
を
「
本
丸
」
と
表
現
し
て
い
る
。
本
丸
と

は
城
主
の
居
所
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
鷲
見
が
姫
君
を
城
の
主
と
し
て
表
現
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
休
憩
の
最
中
に
姫
君
の
お
付
き
の
者
が
釣
り
を
楽
し
む
様
子
で
あ
る
傍
線
部
②
に
着
目

す
る
。
こ
こ
で
は
お
付
き
の
者
が
釣
り
上
げ
た
「
魚
」
を
「
戦
利
品
」
と
し
て
い
る
。
戦
利
品
と

は
戦
に
お
い
て
相
手
か
ら
勝
ち
と
り
、
得
る
も
の
と
い
う
表
現
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
こ
こ
で
は
さ
も
魚
を
敵
か
ら
勝
ち
取
っ
た
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表
現
を
使
用
し
て
お
り
、
戦

国
時
代
の
趣
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

続
い
て
注
目
し
た
傍
線
部
③
の
「
本
丸
に
ひ
き
あ
げ
給
ひ
」
と
い
う
表
現
で
は
、
姫
君
た
ち
が

元
居
た
場
所
に
戻
る
こ
と
を
「
本
丸
」
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
姫
君

が
お
戻
り
に
な
る
様
子
を
「
大
将
」
の
凱
旋
の
よ
う
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
傍
線
部
④
も
、
同

様
に
戦
国
の
風
景
を
模
し
た
表
現
と
し
て
注
目
し
た
い
。

こ
れ
ら
四
つ
の
表
現
か
ら
導
け
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
鷲
見
が
戦
国
時
代
の
風
情
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
比
喩
表
現
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
お
そ
ら
く
軍
記
物
の
表

現
を
多
分
に
利
用
し
た
の
だ
ろ
う
。

な
ぜ
鷲
見
は
こ
の
よ
う
な
比
喩
表
現
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
姫
君
一
行
が
赴
い
た
場

所
が
戦
国
時
代
の
古
戦
場
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、姫
君
の
お
付
き
の
者
た
ち
が
、戦
国
風
の
表
現

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
文
章
を
書
け
ば
風
情
が
あ
り
、
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
鷲
見
に
伝
え
、

彼
が
そ
の
考
え
を
採
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
私
た
ち
は
本
文
を
読
み
解
く
に
つ
れ
て
、

鷲
見
が
姫
君
の
旅
の
慰
め
と
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
の
で
な
い
か
、
と
も
考
え
て
い
る
。

四
―
三

十
月
三
日
―
「
な
が
ら
川
」
に
て
―

次
に
十
月
三
日
の
場
面
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
る
。
こ
の
場
面
は
、
姫
君
が
長
柄
川
で
逍
遥
な

さ
っ
た
あ
と
に
、
道
中
で
休
憩
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
姫
様
方
は
お
酒
や
お

菓
子
、
果
物
を
お
供
の
人
に
お
与
え
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
お
酒
を
つ
く
る
女
房
が
歌
を
一
首
詠

ん
だ
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
鷲
見
の
文
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
高
さ
を
象
徴
す
る

特
徴
的
な
シ
ー
ン
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

（
本
文
）

…
…
御
そ
ば
の
人
に
も
、
お
か
し
く
よ
め
る
も
あ
る
め
れ
ど
、
も
の
は
ぢ
し
た
る
は
、
え
し

ら
ね
ば
、
と
め
ず
。
御
酒
御
く
だ
も
の
も
て
来
て
、
人
々
に
も
給
ふ
。
酒
あ
た
ゝ
む
る
女
の
、

真
柴
た
き

さ
け
あ
た
ゝ
め
て

す
ゝ
め
な
む

紅
葉
ち
り
し
く

林
な
ら
ね
ば

「
林
間
に
酒
あ
た
ゝ
め
て
」
な
ど
、
う
ち
ず
し
た
る
を
、
き
ゝ
け
ん
か
。
お
か
し
く
よ
み
出

た
り
。

（
現
代
語
訳
）

お
側
に
控
え
て
い
る
者
の
中
に
も
お
も
し
ろ
く
歌
を
詠
ん
だ
者
も
い
る
よ
う
だ
が
、
恥
ず
か

し
が
っ
て
い
る
者
の
歌
は
知
り
得
な
か
っ
た
の
で
、
書
き
と
ど
め
て
は
い
な
い
。
姫
様
方
は

お
酒
や
お
菓
子
、
肴
を
持
っ
て
来
さ
せ
、
お
供
の
人
々
に
も
お
与
え
に
な
る
。
酒
を
温
め
る

女
房
が
（
次
の
よ
う
な
和
歌
を
詠
ん
だ
）

柴
を
焚
い
て
お
酒
を
温
め
て
皆
に
お
す
す
め
し
た
い
。
こ
こ
は
酒
を
温
め
る
た
め
に
燃
や

す
紅
葉
が
散
り
敷
く
林
で
は
な
い
の
で

「
林
間
ニ
酒
煖
メ
テ
」
な
ど
と
漢
詩
を
口
ず
さ
む
の
を
聞
い
た
者
の
歌
な
の
だ
ろ
う
か
。
お

も
し
ろ
く
詠
み
出
し
た
も
の
だ
。

こ
の
箇
所
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
真
柴
た
き

酒
あ
た
ゝ
め
て

す
ゝ
め
な
む

紅
葉
ち
り
し
く

林
な
ら
ね
ば
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
現
代
語
訳
だ
け
で
と
ら
え
る
と
、
紅
葉
の
代
わ
り

に
柴
を
焼
い
て
酒
を
温
め
た
と
い
う
一
見
旅
先
で
の
普
通
の
歌
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
こ
の

歌
が
詠
ま
れ
た
後
に
は
、「
林
間
に
酒
あ
た
ゝ
め
て
」
と
い
う
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
唐
の
詩
人
・
白
居
易
の
詩
（「
王
十
八
の
山
に
帰
る
を
送
り
、
仙
遊
寺
に
寄
題
す
」）
の
次
の

一
節
で
あ
る
。

林
間
に
酒
を
煖
め
て
紅
葉
を
焼
く

石
上
に
詩
を
題
し
て
緑
苔
を
掃
ふ

（
現
代
語
訳
）

林
の
中
で
酒
を
温
め
る
た
め
に
、
紅
葉
を
集
め
て
そ
れ
を
焚
く
。
石
の
上
に
詩
を
書
き
つ
け

る
た
め
に
、
そ
の
上
の
緑
の
苔
を
払
い
落
す
。
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こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
女
房
が
詠
ん
だ
歌
が
白
居
易
の
作
っ
た
漢
詩
を
基
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
鷲
見
は
、
白
居
易
の
漢
詩
の
内
容
に
つ
い
て
確
か
に
理
解
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
表
現
を
自
分
の
作
品
の
中
に
巧
み
に
入
れ
る
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
右
の
白
居
易
の
詩
は
、
平
安
時
代
に
成
立
し
た
漢
詩
・
和
歌
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
和
漢

朗
詠
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
著
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
鷲
見
の
和
漢
に
わ
た
る
文
学
的
リ
テ

ラ
シ
ー
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
場
面
と
な
っ
て
い
る
。

四
―
四

十
月
四
日
―
鷲
見
の
理
想
―

（
本
文
）

こ
た
び
御
ゆ
あ
ひ
に
も
の
し
給
ふ
け
れ
ば
、
数
々
の
ゆ
げ
た
も
、
御
供
の
人
々
に
、
く
ば
り

わ
た
し
て
、
こ
ゝ
も
と
の
人
の
入
な
ん
湯
は
、
た
ゞ
一
所
残
し
け
る
に
、
け
ふ
其
前
に
、
垣

ゆ
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、
入
せ
ず
と
き
け
ば
、
い
か
な
る
ゆ
へ
に
や
と
、
う
ち
〳
〵
き
か
す
る
に
、

ち
か
き
御
あ
た
り
に
て
、
打
さ
は
ぎ
侍
る
と
て
、
其
つ
か
さ
よ
り
、
い
ま
し
め
は
か
ら
ひ
し

と
聞
ゆ
れ
ば
、

「
さ
な
せ
そ
。
姫
君
の
お
は
し
ま
し
て
、
御
恵
の
波
か
ゝ
り
き
と
、
い
は
ん
こ
そ
、
こ
の
ま

し
け
れ
。
刈
お
さ
め
な
ど
、
ひ
ま
な
き
民
を
、
か
れ
よ
こ
れ
よ
と
、
使
ふ
だ
に
、
心
な
き
わ

ざ
と
、
思
は
ぬ
に
し
も
あ
ら
ね
ど
、
せ
さ
せ
給
は
で
、
か
な
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
い
か
ゞ
は

せ
ん
。
日
の
ほ
ど
の
つ
か
れ
を
、
な
ぐ
さ
み
や
し
な
ん
湯
に
さ
へ
入
ら
で
な
ど
、
い
ひ
も
て

な
や
み
な
ば
、
い
と
〳
〵
よ
か
ら
ぬ
事
な
り
。
は
や
く
も
と
の
ま
ゝ
し
て
、
さ
は
が
で
入
れ

よ
と
、
い
へ
」
と
申
伝
え
さ
せ
た
り
。

（
現
代
語
訳
）

こ
の
度
は
、
姫
様
方
が
ご
湯
治
に
お
出
か
け
な
さ
る
も
の
な
の
で
、
数
々
の
湯
船
も
お
供
の

人
た
ち
に
分
配
し
て
お
り
、
そ
の
土
地
の
者
が
入
る
で
あ
ろ
う
湯
は
、
た
だ
一
箇
所
だ
け
残

し
て
い
た
の
だ
が
、
今
日
そ
の
前
に
ま
で
垣
根
で
仕
切
り
を
し
、
入
浴
さ
せ
な
い
で
い
る
と

報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
の
か
と
思
っ
て
内
々
に
探
ら
せ
た
と
こ
ろ
、

「
姫
様
方
の
お
近
く
で
ち
ょ
っ
と
し
た
騒
ぎ
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
役
人
か
ら
土
地
の
者
の

入
浴
を
禁
じ
る
よ
う
に
取
り
は
か
ら
っ
た
次
第
」
と
報
告
が
上
が
っ
て
き
た
の
で
、

「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
て
は
な
ら
な
い
。
姫
君
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
恩
恵
の
波
に
浴
す
る
と

民
が
言
う
こ
と
が
好
ま
し
い
の
だ
。
刈
り
納
め
な
ど
で
忙
し
い
民
を
あ
れ
や
こ
れ
や
と
働
か

せ
る
こ
と
で
さ
え
も
思
い
や
り
の
な
い
こ
と
と
思
わ
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に

働
か
せ
な
さ
ら
ず
に
は
い
か
な
い
こ
と
な
の
で
、
仕
方
の
な
い
こ
と
な
の
だ
。
し
か
し
、
日

頃
の
疲
れ
を
な
ぐ
さ
め
る
湯
に
ま
で
入
れ
な
い
な
ど
、
民
た
ち
の
不
満
も
募
っ
て
い
っ
た
な

ら
ば
、
全
く
も
っ
て
良
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
早
く
元
の
状
態
に
し
て
、
騒
が
ず
に
湯
に
入

れ
ろ
、
と
指
示
せ
よ
」
と
申
し
伝
え
さ
せ
た
。

こ
こ
の
場
面
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
吉
岡
の
温
泉
に
お
い
て
、
姫
と
そ
の
お
供
の
た
め
に
湯

が
準
備
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
土
地
の
民
が
入
る
湯
は
一
カ
所
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、

こ
の
日
は
そ
の
一
カ
所
に
さ
え
も
仕
切
り
が
さ
れ
て
お
り
、
民
が
湯
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
鷲
見
が
そ
の
理
由
を
探
ら
せ
る
と
、
民
が
近
く
で
小
さ
な
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
た
め
、
役
人
が

入
浴
を
禁
じ
た
と
い
う
報
告
が
入
っ
た
。
そ
れ
聞
い
た
鷲
見
は
部
下
に
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

し
て
は
い
け
な
い
。
姫
君
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
恩
恵
の
波
に
浴
す
る
と
民
が
言
う
こ
と
が
好
ま
し
い

の
だ
。
日
々
、
刈
り
納
め
な
ど
で
忙
し
い
民
を
働
か
せ
る
の
は
思
い
や
り
の
な
い
こ
と
と
思
わ
な

い
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
な
の
だ
。
だ
が
、
日
頃
の
疲
れ
を
と
る
湯
に
ま

で
入
れ
な
い
の
は
、
全
く
も
っ
て
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
早
く
元
に
戻
し
て
騒
が
ず
に
入
れ
さ

せ
よ
」
と
指
示
を
出
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
鷲
見
は
民
の
労
働
を
労
わ
り
、
姫
の
恩
恵
を
受
け
さ
せ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
同
日
の
日
記
に
は
さ
ら
に
こ

う
書
き
記
す
。

（
本
文
）

す
べ
て
民
を
を
さ
む
る
下
つ
か
さ
な
ど
の
、
民
の
心
を
ば
上
に
き
こ
え
あ
げ
ず
、
お
の
が
か

し
こ
ま
り
お
も
ふ
ま
ゝ
に
、
民
の
う
ら
み
な
げ
く
を
も
、
わ
い
た
め
ず
、
ひ
た
ふ
る
に
、
下

を
せ
め
は
た
る
は
、
あ
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
。
こ
た
び
万
の
事
、
こ
と
そ
ぎ
た
る
う
へ
に
も
、

そ
ぎ
た
き
は
、
御
恵
の
あ
り
が
た
き
御
心
を
、
下
に
及
し
た
き
と
て
な
り
。
こ
こ
に
つ
ど
ひ

に
た
る
人
々
も
、
み
な
此
こ
ゝ
ろ
を
し
れ
よ
か
し
。
宵
よ
り
雨
降
出
た
り
。

（
現
代
語
訳
）

全
く
、
民
を
治
め
る
下
役
人
な
ど
が
、
民
の
心
を
上
に
申
し
上
げ
ず
、
自
分
が
上
に
恐
縮
す

る
ま
ま
に
民
の
恨
み
や
嘆
き
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
ひ
た
す
ら
に
下
々
の
者
を
責
め
る
の
は
、

あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
度
の
お
出
か
け
で
、
色
々
な
事
を
簡
略
に
す
る
う
え
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に
も
簡
略
に
し
た
い
と
思
う
の
は
、
姫
君
の
あ
り
が
た
い
お
恵
み
の
お
心
を
下
々
の
者
に
及

ぼ
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
集
っ
て
い
る
人
々
も
皆
こ
の
心
を
理
解
し
て
く
れ
よ
。
宵

か
ら
雨
が
降
り
出
し
た

こ
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
鷲
見
は
姫
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
民
の
こ
と
も
考
え
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
、
鷲
見
の
民
政
に
対
す
る
理
想
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
藩
主
の
外
出
記
録

次
に
私
た
ち
が
行
っ
て
き
た
『
吉
岡
の
日
記
』
の
内
容
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

ま
ず
私
た
ち
が
行
っ
た
の
は
、
藩
主
の
外
出
記
録
の
調
査
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
狙
い
は
当
時

の
藩
主
や
姫
様
方
が
温
泉
に
行
く
頻
度
が
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
ど
れ
く
ら
い

お
出
か
け
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
調
査
方

法
は
、『
鳥
取
県
史
第
七
巻

近
世
資
料
編
』「
鳥
府
厳
秘
録
」
の
記
録
を
も
と
に
、
姫
君
の
父
に
あ

た
る
六
代
藩
主
・
治
道
と
兄
に
あ
た
る
七
代
藩
主
・
斉
邦
の
出
か
け
た
記
録
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

資
料
１

六
代
藩
主
池
田
治
道
の
外
出
記
録

・
湖
山
御
茶
屋
…
…
…
…
１６
回

・
古
海
御
茶
屋
…
…
…
…
１６
回

・
加
露
…
…
…
…
…
…
…
９
回

・
勝
見
出
湯
…
…
…
…
…
５
回

・
姫
様
方
古
海
御
茶
屋
…
２
回

・
出
湯
・
揚
湯
…
…
…
…
２
回

・
吉
岡
…
…
…
…
…
…
…
２
回

資
料
１
の
治
道
の
外
出
記
録
を
見
る
と
、
古
海
の
御
茶
屋
と
湖
山
の
御
茶
屋
へ
い
っ
た
記
述
は
１６

回
ず
つ
と
多
い
回
数
が
確
認
で
き
る
。
一
方
、
温
泉
へ
行
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
記
述
は
、
勝
見

出
湯
５
回
、
出
湯
・
揚
げ
湯
２
回
、
吉
岡
２
回
と
少
な
い
。

資
料
２

七
代
藩
主
池
田
斉
邦
の
外
出
記
録

・
古
海
御
茶
屋
…
…
…
…
２３
回

・
湖
山
御
茶
屋
…
…
…
…
１１
回

・
吉
方
…
…
…
…
…
…
…
６
回

・
加
露
…
…
…
…
…
…
…
３
回

・
吉
岡
…
…
…
…
…
…
…
２
回

・
浜
坂
…
…
…
…
…
…
…
２
回

・
勝
見
御
出
湯
…
…
…
…
１
回

資
料
２
の
斉
邦
の
外
出
記
録
を
見
る
と
、
こ
ち
ら
も
古
海
の
御
茶
屋
が
２３
回
、
湖
山
の
御
茶
屋
が

１１
回
と
多
い
回
数
が
確
認
で
き
た
が
、
温
泉
へ
行
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
記
述
は
、
吉
岡
が
２
回
、

勝
見
御
出
湯
が
１
回
と
、
や
は
り
少
な
い
回
数
で
あ
る
。

こ
の
調
査
か
ら
、
お
で
か
け
は
頻
繁
に
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
温
泉
へ
行
っ
た
と
い
う
記
述
が
少

な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
温
泉
へ
行
く
こ
と
自
体
が
珍
し
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
私
た
ち
は
考
え
た
。
ま
た
、
姫
様
方
に
つ
い
て
は
、
お
出
か
け
に
つ
い
て
の
記
述
自

体
が
少
な
く
、
こ
の
吉
岡
の
日
記
が
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
。

六
、
鳥
取
藩
の
温
泉

以
上
は
藩
主
の
お
出
か
け
に
つ
い
て
の
報
告
だ
っ
た
が
、
次
は
温
泉
に
つ
い
て
文
献
で
調
査
し

た
こ
と
を
報
告
し
た
い
。

当
時
の
鳥
取
藩
は
身
分
に
よ
っ
て
入
る
湯
が
わ
か
れ
て
い
た
。
吉
岡
の
温
泉
を
例
に
挙
げ
る
と
、

一
の
湯
、
二
の
湯
、
入
込
湯
に
わ
か
れ
て
い
た
。

一
の
湯
は
、
鳥
取
藩
の
初
代
藩
主
で
あ
る
池
田
光
仲
が
自
分
専
用
に
掘
ら
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
温
泉
で
あ
る
。
一
の
湯
は
、
藩
主
と
そ
の
一
族
の
み
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
。

二
の
湯
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
当
時
の
領
主
だ
っ
た
亀
井
玆
矩
が
掘
っ
た
と
伝
わ
る
温
泉

で
あ
る
「
亀
井
殿
湯
」
の
西
側
の
一
部
を
仕
切
っ
た
も
の
で
、
家
臣
た
ち
が
入
っ
て
い
た
。

入
込
湯
は
、
庶
民
が
入
る
温
泉
で
、
江
戸
の
銭
湯
で
は
男
女
混
浴
が
主
流
だ
っ
た
が
、
鳥
取
藩

は
男
女
別
で
入
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
前
述
の
藩
主
の
お
出
か
け
に
御
茶
屋
と
い
う
施
設
が
登
場
し
た
が
、
温
泉
地
に
も
御
茶

屋
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
御
茶
屋
と
は
、
藩
主
の
宿
泊
滞
在
、
遊
覧
に
利
用
さ
れ
て
い
た
施
設
で
、

温
泉
地
の
他
に
も
交
通
の
要
所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。

次
の
写
真
は
、吉
岡
温
泉
に
一
の
湯
、二
の
湯
、御
茶
屋
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
看
板
で
あ
る
。
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図
十
一

吉
岡
温
泉
会
館
一
ノ
湯
に
て
撮
影

七
、
温
泉
と
薬
師
堂

吉
岡
温
泉
に
は
薬
師
堂
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
温
泉
と
薬
師
堂
の
関
係
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

江
戸
時
代
ま
で
は
温
泉
に
入
浴
す
る
前
に
薬
師
如
来
の
名
号
や
真
言
を
唱
え
る
習
慣
が
あ
っ
た
。

そ
の
習
慣
の
背
景
に
は
、
人
々
の
病
気
平
癒
へ
の
深
い
祈
り
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
温
泉
地
に
は
神

社
や
寺
が
あ
り
、
薬
師
如
来
が
祀
ら
れ
る
例
が
多
か
っ
た
。
薬
師
信
仰
と
仏
教
の
普
及
に
よ
る
施

浴
の
習
慣
が
結
び
つ
い
て
、
庶
民
に
と
っ
て
温
泉
の
入
浴
が
大
き
な
楽
し
み
に
な
っ
た
。

ま
た
、
江
戸
時
代
の
湯
治
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
一
般
庶
民
が
旅

先
な
ど
で
温
泉
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
湯
治
の
や
り
方
を
看
板
な
ど
に
示
す
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
湯
治
は
原
則
と
し
て
湯
治
の
期
間
で
あ
る
一
回
り
が
七
日
間
と
な
っ
て
い
た
よ

う
だ
。
長
年
病
気
の
人
は
三
、
四
週
間
、
あ
る
い
は
一
、
二
ヶ
月
入
浴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

湯
治
に
は
前
述
の
薬
師
堂
と
の
関
係
も
あ
っ
た
。
湯
治
客
は
寺
院
や
神
社
に
参
拝
し
て
病
か
ら

の
回
復
を
祈
願
し
て
い
た
。
ま
た
、
中
小
の
湯
治
場
は
、
薬
師
堂
が
入
浴
客
の
信
仰
を
支
え
て
い

た
。
こ
こ
か
ら
得
た
収
益
で
維
持
や
修
繕
を
行
っ
て
い
た
。

八
、
実
地
踏
査

私
た
ち
は
翻
刻
作
業
や
文
献
調
査
の
み
で
は
な
く
、
実
際
に
姫
様
方
の
出
発
地
点
と
な
る
鳥
取

城
跡
か
ら
吉
岡
温
泉
ま
で
を
通
っ
て
み
た
。
作
中
に
登
場
し
、
現
在
も
地
名
が
変
わ
ら
ず
に
残
っ

て
い
る
場
所
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
古
海
と
野
坂
の
二
箇
所
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

ま
ず
古
海
に
つ
い
て
で
あ
る
。
九
月
二
十
六
日
の
本
文
に
は
、「
し
ぐ
る
ゝ
こ
ろ
に
て
、
よ
べ

は
い
と
は
げ
し
く
、
窓
う
つ
音
な
ど
せ
し
が
、
今
朝
は
さ
も
あ
ら
で
、
ふ
る
み
の
わ
た
り
波
た
ゝ

ず
て
、
や
す
く
わ
た
り
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。
こ
の
文
章
は
現
代
語
訳
で
示
し
た
よ
う
に
、「
時
雨

の
季
節
で
、
昨
晩
は
と
て
も
激
し
く
雨
が
窓
を
う
つ
音
な
ど
が
し
て
い
た
が
、
今
朝
は
そ
う
で
も

な
く
、
古
海
の
渡
し
も
波
が
立
っ
て
は
お
ら
ず
、
姫
様
方
は
楽
に
お
渡
り
に
な
ら
れ
た
」
と
い
う

意
味
で
あ
り
、
姫
様
方
が
道
中
で
川
を
渡
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
川
は
千
代
川
で
あ
り
、

現
在
は
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
そ
の
橋
を
通
っ
た
が
、
当
時
は
舟
を
使
っ
て
渡
っ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
姫
様
方
が
川
に
落
ち
な
い
よ
う
、
お
供
の
人
た
ち
は
非
常
に
緊
張
し
た
場
所
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
野
坂
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
場
所
で
姫
様
方
は
休
憩
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

私
た
ち
は
本
文
の
内
容
と
異
な
る
点
を
発
見
し
た
。
や
は
り
九
月
二
十
六
の
本
文
に
は
、
野
坂
に

着
く
直
前
に
、「
嶋
村
を
出
て
、
左
の
方
に
石
の
鳥
居
、
も
の
ふ
り
た
る
松
の
見
ゆ
る
は
、
松
上

明
神
と
い
ふ
な
ら
ん
。」
と
あ
る
。
こ
の
文
章
は
「
嶋
村
を
出
て
、
左
の
方
に
石
の
鳥
居
や
古
び

た
松
が
見
え
る
の
は
松
上
明
神
と
い
う
神
社
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
松
上
明
神
」
と

い
う
神
社
が
姫
様
一
行
の
目
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
点
か
ら
、
現
在

確
認
で
き
る
「
松
上
神
社
」
と
い
う
名
の
神
社
（
鳥
取
市
松
上
３
２
６
番
）
は
実
際
に
見
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
よ
り
詳
し
い
調
査
を
す
る
こ
と
に
し
た
。

後
日
、
地
図
で
確
認
で
き
る
「
松
上
神
社
」
に
調
査
へ
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
石
の
鳥
居
を
確

認
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
そ
れ
は
山
中
に
あ
っ
て
木
で
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
道
中
か
ら
鳥
居
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図
十
二
「
吉
岡
温
泉
行
程
図
」（『
姫
君
姉
妹

吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』
よ
り
）

図
十
三

松
島
神
社
正
面
か
ら
撮
影

が
確
認
で
き
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
姫
様
方
が
見
た
と
予
測
す
る
位
置
か
ら
も

遠
く
、
本
当
に
見
え
た
の
か
確
証
を
掴
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

実
は
、
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
姫
様
の
通
っ
た
道
を
間
違
え
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
い
た
。
図
十
二
は
『
姫
君
姉
妹

吉
岡
温
泉
滞
在
日
記
』
付
載
の
地
図
（「
吉
岡
温
泉
行

程
図

姫
君
が
通
行
し
た
道
」）
で
あ
る
。
鳥
取
城
か
ら
、
吉
岡
温
泉
ま
で
の
姫
様
た
ち
の
通
っ

た
道
と
、
現
在
の
鹿
野
街
道
が
示
さ
れ
て
い
る
。
赤
い
道
は
姫
様
た
ち
が
実
際
に
通
っ
た
と
さ
れ

る
道
で
、
黄
色
が
現
在
の
鹿
野
街
道
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
図
を
見
落
と
し
、
姫
様
た
ち
が

て
っ
き
り
鹿
野
街
道
を
通
っ
た
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
だ
。

私
た
ち
が
姫
様
た
ち
の
通
っ
た
道
と
勘
違
い
し
て
い
た
鹿
野
街
道
か
ら
の
道
で
は
、
も
ち
ろ
ん

「
松
上
神
社
」
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
赤
く
色
づ
け
さ
れ
た
道
か
ら
も
「
松
上
神
社
」

は
遠
く
離
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
よ
う
や
く
「
松
上
神
社
」
が
日
記
本
文
の
「
松
上
明

神
」
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
た
ど
り
着
き
、
も
う
一
度
資
料
を
調
べ
な
お
し
た

と
こ
ろ
、
本
文
の
「
松
上
明
神
」
は
現
在
の
「
松
島
神
社
」（
鳥
取
市
嶋
１
１
７
番
）
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
後
日
、
こ
の
松
島
神
社
に
調
査
に
行
く
と
、
な
る
ほ
ど
、
石
の
鳥
居
が

確
認
で
き
た
（
図
十
三
）。

次
に
、
神
社
の
中
に
は
木
の
幹
が
祭
ら
れ
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
文
字
は
か
な
り
薄
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
文
章
に
は
確
か
に
「
松
上
大
明
神
」
の
名
が
あ
っ
た

（
図
十
四
）。
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図
十
四
「
松
上
大
明
神
」
の
記
載

図
十
五

松
島
大
明
神
の
図

『
因
幡
誌
』
の
「
松
島
大
明
神
」
の
図
（
図
十
五
）
を
見
て
も
、
鳥
居
の
付
近
に
松
が
あ
り
、
こ
の

奉
納
さ
れ
て
い
る
木
が
、
当
時
の
「
も
の
ふ
り
た
る
松
」
で
あ
る
と
私
た
ち
は
考
え
た
。
ま
た
、
姫

様
た
ち
が
通
っ
た
と
勘
違
い
し
て
い
た
鹿
野
街
道
で
は
松
島
神
社
は
右
側
に
見
え
た
が
、
図
十
二

の
赤
い
道
か
ら
だ
と
ま
さ
し
く
左
側
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
鷲
見
の
記
述
は
確
か
だ
っ
た
の
だ
。

姫
様
た
ち
が
鹿
野
街
道
を
通
ら
ず
に
赤
い
道
を
通
っ
た
の
は
、
鹿
野
街
道
か
ら
の
道
で
は
古
海

と
野
坂
で
二
回
川
を
通
る
の
に
対
し
て
、
赤
い
道
な
ら
ば
川
を
通
る
の
が
一
度
で
済
む
か
ら
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
お
供
の
人
た
ち
が
何
度
も
水
に
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
体
の
負

担
を
気
づ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

私
た
ち
の
不
注
意
の
た
め
に
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
が
、
正
し
い
道
筋
と「
松
上
明
神
」が
分
か
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
姫
様
方
が
、
当
時
主
要
で
あ
っ
た
鹿
野
街
道
で
は
な
く
、
別
の
街
道
を
通
っ
て

い
た
こ
と
を
再
確
認
で
き
た
。

九
、
ま
と
め

最
後
に
、
今
回
、
私
た
ち
が
『
吉
岡
の
日
記
』
の
調
査
を
し
て
き
た
上
で
の
、
ま
と
め
を
報
告

す
る
。
ま
ず
本
文
の
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
著
者
で
あ
る
鷲
見
休
明
の
高
い
文
学

的
リ
テ
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
漢
詩
、
和
歌
、
軍
記
物
な
ど
の
豊
富
な
知
識
を
有
し
て
い
る

こ
と
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
た
だ
の
記
録
と
し
て
の
日
記
で
は
な
く
、
後
に
姫

様
方
に
献
上
し
、
読
ん
で
い
た
だ
く
た
め
の
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
や
、
藩
主
や
姫
君
の
お

出
か
け
の
記
録
か
ら
、
史
実
、
資
料
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
の
魅
力
を
発

見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

さ
ら
に
、『
吉
岡
の
日
記
』
に
関
連
し
て
、
藩
主
の
外
出
記
録
や
江
戸
時
代
か
ら
現
在
に
伝
わ

る
鳥
取
の
温
泉
の
調
査
を
行
っ
た
こ
と
で
、
藩
主
の
行
動
や
当
時
の
鳥
取
の
様
子
を
知
る
こ
と
が

で
き
た
。
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