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日
本
に
は
八
百
万
の
神
、
韓
国
で
は
八
万
八
千
の
神
が
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
算
術
的
な
数
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
は
精

霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
思
想
か
ら
生
じ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
多
神
的
な
神
観
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
神
々

は
祭
場
で
い
か
に
表
象
さ
れ
る
の
か
。
顕
現
さ
れ
る
方
式
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
決
ま
っ
た
方
式
が
あ
る
と
し
た
ら
、
如
何
な
る
方
式
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
す
べ
て
の
神
々
は
同
じ
顕
現
方
式
で
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。
ま
た
は
神
々
に
よ
っ
て
異
な
る
の
か
。 

民
俗
芸
能
は
民
俗
と
芸
能
と
い
う
二
つ
の
不
相
応
な
語
が
結
合
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
。
民
俗
と
い
う
用
語
に
内
在
さ
れ
て
い
る
保
守
性
と
芸
能
と

言
う
語
が
持
つ
瞬
時
性
が
不
協
和
音
的
に
出
来
た
用
語
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
と
い
う
用
語
が
用
い
始
ま
っ
た
の
は
そ
れ
程
古
く
な
い
が
、
現
在
は
根

を
降
ろ
し
つ
つ
あ
る
。
民
俗
芸
能
の
用
語
に
内
包
さ
れ
て
い
る
矛
盾
こ
そ
、
民
俗
芸
能
の
本
質
に
迫
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

民
俗
芸
能
の
研
究
は
国
文
学
、
歴
史
学
、
民
俗
学
、
宗
教
学
、
芸
術
学
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
関
心
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
一

つ
の
学
問
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
演
劇
学
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
演
劇
人
類
学
と
で
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
演
劇
の
概
念
を
捉
え
る
場
合
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。
一
つ
は
、
演
劇
は
西
洋
の
演
劇
の
概
念
と

し
て
、
二
つ
の
物
事
の
戦
い
、
即
ち
葛
藤
の
構
造
で
捉
え
よ
う
と
す
る
概
念
で
あ
る
。
二
人
の
人
物
が
戦
い
、
葛
藤
す
る
人
間
を
描
き
出
す
の
が
演

劇
の
本
質
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
近
現
代
に
入
る
と
そ
れ
が
心
理
的
な
葛
藤
の
方
に
移
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
演
劇
の
捉
え
方
は

内
容
と
い
う
よ
り
は
、
役
者
が
あ
る
役
柄
に
扮
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
た
概
念
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
祭
り
や
、
東
洋
に
お
け
る

祭
儀
な
ど
に
お
い
て
、
扮
す
る
と
い
う
行
為
を
演
劇
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
流
れ
で
あ
る
。
祭
儀
を
司
る
者
が
神
霊
に
扮
し
て
、
神
霊
の
役
割
を

演
じ
る
こ
と
を
広
義
の
演
劇
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
勿
論
、
祭
儀
に
行
わ
れ
る
善
神
と
悪
神
の
戦
い
を
見
せ
る
部
面
も
少
な
く
な

い
が
、
む
し
ろ
、
そ
の
善
神
、
悪
神
に
扮
す
る
と
こ
ろ
に
演
劇
と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
演
劇
と
い
う
近
代
以
後
の
用
語
を
も
っ

て
そ
の
以
前
の
も
の
を
定
義
お
よ
び
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
自
体
は
、
無
理
が
生
じ
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
し
、
そ
れ
ほ
ど
意
義
あ
る
と
は
思

え
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
作
業
は
、
日
本
と
韓
国
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
諸
国
の
芸
能
研
究
に
お
い
て
新
た
な
展
開
が
期
待
さ
れ
る
の
も
否
定
で
き

な
い
。 

日
本
と
韓
国
の
民
俗
事
情
（
芸
能
）
を
同
一
線
上
に
置
き
、
演
劇
と
い
う
概
念
で
捉
え
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
研
究

が
事
例
報
告
の
枠
を
超
え
に
く
い
側
面
が
あ
っ
た
た
め
か
、
今
日
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
か
ら
そ
れ
ほ
ど
脱
し
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
演

劇
の
方
面
か
ら
民
俗
芸
能
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
即
ち
、
日
本
の
神
楽
と
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
の
な
か
で
見
ら
れ
る
芸
能
的
な
要
素
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
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を
演
劇
学
の
方
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
芸
能
の
本
質
論
を
試
み
る
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。 

 ２
． 

研
究
方
法 

 

芸
能
は
瞬
間
に
消
え
て
ゆ
く
時
空
間
的
に
制
限
さ
れ
る
の
で
、
実
際
具
体
的
な
芸
態
を
文
献
か
ら
掘
り
出
す
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
芸
能
史

は
民
俗
学
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

芸
能
史
研
究
で
は
、
芸
態
に
関
す
る
文
献
が
少
な
い
分
野
に
民
俗
芸
能
を
説
得
力
あ
る
資
料
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
逆
に
、
地
方
伝
承
に

関
す
る
研
究
で
は
、
中
央
に
残
さ
れ
た
文
献
資
料
を
使
っ
て
そ
の
伝
播
や
変
容
の
歴
史
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
芸
能
の
研
究
は
芸
態
か
ら
始
ま
ら
な
い
と
そ
の
姿
が
み
え
な
い
。
単
な
る
並
列
式
の
記
述
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
民
俗
芸
能
研
究
は
現
在
生
き
て

い
る
共
時
的
な
民
俗
事
象
を
歴
史
の
通
時
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
し
て
、
文
献
資
料
を
そ
れ
に
補
う
方
法
が
最
も
望
ま
し
い
。
し
か
し
、

筆
者
に
と
っ
て
は
、
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
資
料
を
読
み
、
理
解
す
る
こ
と
が
限
界
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。 

本
稿
は
今
ま
で
に
報
告
さ
れ
た
資
料
を
中
心
に
し
て
、
確
認
が
必
要
な
場
合
の
み
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
方
法
を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
。
本

稿
で
、
使
わ
れ
て
い
る
資
料
は
殆
ど
、
先
学
が
既
に
整
理
し
た
も
の
を
利
用
す
る
。
韓
国
の
資
料
に
つ
い
て
も
、
多
少
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
た

も
の
を
加
え
た
が
、
基
本
的
に
は
す
で
に
調
査
さ
れ
た
報
告
を
利
用
す
る
こ
と
に
と
ど
め
て
い
る
。
筆
者
の
能
力
の
限
界
も
あ
る
が
、
既
存
の
報
告

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
客
観
性
を
求
め
る
狙
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

こ
こ
で
、
一
つ
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
日
本
と
韓
国
の
民
俗
芸
能
資
料
を
区
分
し
な
い
で
使
う
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の

な
か
で
育
ま
れ
た
多
種
多
様
な
芸
能
は
深
い
信
仰
を
背
景
に
し
て
い
る
。
芸
能
と
い
う
の
は
常
に
よ
り
新
し
く
、
よ
り
珍
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
、

見
物
人
に
見
せ
る
と
い
う
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
信
仰
を
基
底
に
し
て
い
る
点
で
、
民
俗
芸
能
は
そ
れ
程
変
わ
り
な
く
、
保
守
性
を
保
っ

て
き
た
と
い
え
る
。
日
本
と
同
じ
よ
う
に
、
韓
国
も
西
洋
の
風
に
さ
ら
さ
れ
て
、
伝
統
文
化
が
崩
れ
落
ち
て
、
わ
ず
か
に
そ
の
形
骸
が
の
こ
さ
れ
て

い
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
韓
国
の
民
俗
、
韓
国
の
文
化
を
探
る
に
は
、
日
本
の
そ
れ
が
大
変
参
考
に
な
る
に
違
い
な
い
。
日
本
に
お
い
て
も
そ

の
事
情
は
変
わ
り
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
日
本
の
民
俗
芸
能
と
韓
国
の
民
俗
芸
能
を
同
一
線
上
で
扱
う
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
両
国
は
歴
史
が
異
な
り
、
地
理
的
な
環
境
も
異
な
る
の
で
、
民
俗
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
も
詳
細
な
部
分
に
入
る
と
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相
異
面
も
多
い
。
拙
稿
は
文
化
の
源
流
を
求
め
る
た
め
の
比
較
で
は
な
く
、
両
国
の
民
俗
事
象
か
ら
共
通
の
思
想
を
探
り
だ
し
、
両
国
の
民
俗
芸
能

に
見
ら
れ
る
共
通
性
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
曖
昧
、
不
明
に
な
っ
て
い
る
民
俗
芸
能
の
事
象
が
よ
り
は
っ
き
り
見
え
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
意
味
で
の
比
較
研
究
で
あ
る
。 

民
俗
芸
能
は
長
い
年
月
の
流
れ
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
積
み
重
な
っ
て
成
立
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
本
来
の
姿
を
さ
ぐ
る
の
は
相
当
至
難
で
あ

る
。
民
俗
芸
能
が
信
仰
を
基
礎
に
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
信
仰
性
の
働
き
に
よ
っ
て
、
出
来
る
限
り
過
去
の
ま
ま
を
伝
承
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
保
守
的
な
思
想
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
世
の
中
の
す
べ
て
が
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
民
俗
芸
能
も
変
遷

し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
何
処
ま
で
変
わ
っ
て
何
処
が
昔
の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
を
穿
鑿
す
る
の
は
大
変
難
し
い
。
同

一
の
芸
能
の
な
か
で
も
、
た
や
す
く
変
わ
る
部
分
と
、
そ
う
で
は
な
く
根
強
く
生
き
残
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
的
、
社
会
政
治
的

変
化
、
伝
承
者
の
思
想
等
の
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
偶
然
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
も
多
い
。
必
ず
し
も
、
規
則
的
な
変
化
の
基
準
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
民
俗
芸
能
の
時
代
的
穿
鑿
が
推
測
、
あ
る
い
は
直
感
が
は
さ
ま
れ
る
余
地
が
生
じ
る
。
そ
の
働
き
が
重
要
な
役
割
を
果
た

す
の
も
、
時
代
と
時
代
の
繋
ぎ
を
償
う
有
効
な
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
民
俗
芸
能
は
人
間
が
作
り
上
げ
た
所
産
で
あ
り
、
時

代
の
積
み
重
ね
で
出
来
あ
が
っ
た
も
の
な
の
で
、
あ
る
時
は
物
理
的
な
資
料
よ
り
は
、
人
間
の
直
感
あ
る
い
は
、
想
像
力
が
大
き
な
働
き
を
果
た
し

て
き
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
の
直
感
あ
る
い
は
、
想
像
力
に
頼
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
の
実
証
的
な
裏
付
は
今

後
の
課
題
に
し
た
い
。
本
論
に
入
る
前
に
タ
イ
ト
ル
の
「
舞
う
神
考
」
の
「
舞
」
に
つ
い
て
一
言
断
っ
て
置
く
。
本
稿
で
の
「
舞
う
」
と
い
う
こ
と

は
、
舞
、
踊
、
ダ
ン
ス
等
の
「
舞
」
で
は
な
く
、
見
え
な
い
存
在
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
所
作
を
「
舞
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
て
い
る
。

祭
り
に
登
場
す
る
多
種
多
様
な
神
々
の
中
で
は
、
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
が
並
存
す
る
。
祭
儀
と
芸
能
が
混
合
し
て
い
る
民
俗
芸
能
を
「
舞
う
」
と
い

う
行
為
を
も
っ
て
分
析
す
る
。
そ
れ
を
土
台
に
し
て
、
日
韓
の
民
俗
芸
能
を
は
じ
め
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
芸
能
（
演
劇
）
へ
の
拡
が
り
を
期
待
し
た
い
。 

   

３
． 

本
論 
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本
稿
は
全
四
部
構
成
で
、
第
Ⅰ
部
は
「
芸
能
か
ら
祭
儀
へ
」
、
第
Ⅱ
部
は
「
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
」、
第
Ⅲ
部
は
「
神
の
顕
現
」
、
第
Ⅳ
部
は
「
舞

う
も
の
と
舞
わ
せ
る
も
の
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。 

 第
Ⅰ
部 

第
Ⅰ
部
は
一
般
論
化
さ
れ
て
い
る
「
祭
儀
か
ら
芸
能
へ
」
と
い
う
言
説
に
対
し
て
、
「
芸
能
か
ら
祭
儀
へ
」
と
い
う
逆
方
向
の
見
方
も
あ
り
う
る

こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
第
Ⅰ
部
は
第
一
章
「
芸
能
か
ら
祭
儀
へ
」、
第
二
章
「
韓
国
巫
俗
儀
礼
か
ら
み
た
宮
廷
の
御
神
楽
」
か
ら
な
る
。 

 第
一
章
：
芸
能
か
ら
祭
儀
へ 

 

本
稿
で
用
い
る
用
語
の
概
念
を
整
理
し
た
上
で
、「
祭
儀
か
ら
芸
能
へ
」
と
言
説
を
裏
付
け
る
事
例
と
し
て
、「
言
霊
信
仰
か
ら
祝
詞
へ
」、「
翁
か

ら
神
へ
」
に
つ
い
て
述
べ
て
か
ら
、
最
後
に
は
近
代
に
な
っ
て
制
作
さ
れ
広
ま
っ
た
「
浦
安
の
舞
」
の
民
俗
芸
能
化
へ
の
路
を
辿
っ
て
み
た
。 

祭
儀
か
ら
芸
能
へ
と
う
言
説
に
対
し
て
芸
能
の
祭
儀
化
と
い
う
過
程
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
祭
儀
に
は
複
雑
多
様
な
所
作
が
使
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
構
成
要
素
が
祭
儀
に
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
付
与
が
前
提
さ
れ
る
。
人
間
が
普
段
用
い
て
い
る
言
葉
を
祭
儀
に

も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
普
段
の
言
葉
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。
そ
の
言
葉
に
祭
儀
の
要
素
と
し
て
相
応
し
い
意
味
や
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

初
め
て
力
を
発
揮
す
る
祭
儀
の
言
葉
に
な
る
。
そ
の
一
つ
が
祝
詞
で
あ
る
。
言
霊
信
仰
と
い
う
の
も
、
言
葉
が
生
ま
れ
る
以
前
に
言
霊
信
仰
が
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
言
葉
に
価
値
や
意
味
（
力
）
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
言
霊
と
い
う
思
想
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

祭
儀
と
い
う
複
雑
な
様
式
が
生
ま
れ
る
前
に
は
心
理
的
な
祈
り
が
あ
り
、
単
な
る
祈
り
に
芸
能
的
な
要
素
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
儀
へ
発
展

し
て
い
く
と
い
う
過
程
が
想
定
で
き
る
。 

 

そ
の
思
想
を
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
の
が
日
本
の
能
楽
で
あ
る
。
能
勢
朝
次
、
林
屋
辰
三
郎
な
ど
の
先
学
は
猿
楽
の
根
本
を
呪
師
の
芸
か
ら

捉
え
て
い
る
。
宗
教
的
な
祭
儀
か
ら
芸
能
へ
の
変
遷
と
い
う
進
化
論
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
猿
楽
（
さ
る
ご
う
）
は
散
楽
（
さ
ん
が
く
）
か
ら

由
来
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
散
楽
と
い
う
の
は
周
知
の
と
お
り
、
中
国
の
散
楽
百
戯
に
根
拠
を
も
つ
の
で
あ
る
。
中
国
の
散
楽
百
戯
は
滑
稽
的
な

物
ま
ね
や
、
曲
芸
的
な
も
の
を
見
せ
る
所
謂
、
見
世
物
風
の
芸
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
散
楽
は
宗
教
性
よ
り
は
む
し
ろ
娯
楽
的
、
見
世
物
的
な
も

の
で
あ
っ
た
が
、
日
本
に
入
っ
て
、
日
本
の
社
会
に
応
じ
て
貴
族
社
会
か
ら
武
士
社
会
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
沿
っ
て
儀
式
化
に
な
る
の
で
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あ
る
。
日
本
の
全
国
津
々
浦
々
に
行
な
わ
れ
て
い
る
所
謂
民
俗
芸
能
に
は
古
風
な
翁
芸
が
見
ら
れ
る
。
一
律
的
に
言
え
な
い
ほ
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
富
む
。
又
、
人
形
浄
瑠
璃
や
、
歌
舞
伎
に
採
り
入
れ
て
娯
楽
性
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
初
舞
台
や
顔
見
世
狂
言
な
ど
に
は
儀
式
め
い
た
三
番
叟
が

登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
祭
儀
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
儀
式
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
要
素
が
取
り
込

ん
だ
の
は
芸
能
の
担
い
手
（
座
）
の
思
惑
も
働
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
興
行
毎
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀
式
化
へ
の
道
を
歩
ん
で
き
た
の
で

あ
る
。
地
方
の
祭
儀
に
な
る
と
、
翁
三
番
叟
が
取
り
込
ま
れ
、
祭
儀
の
一
部
に
も
な
っ
て
く
る
。
祭
儀
と
儀
式
を
混
同
し
て
は
い
け
な
い
が
、
単
な

る
娯
楽
性
の
み
を
追
求
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。 
 
 

各
芸
能
に
式
三
番
と
い
う
仕
組
み
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
式
三
番
は
芸
能
の
一
部
を
儀
式
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
式
三
番
は
能

の
式
三
番
に
限
ら
な
い
が
、
芸
能
と
祭
儀
、
儀
式
と
い
う
本
質
的
な
も
の
を
問
わ
れ
る
に
最
も
相
応
し
い
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。「
祭
儀
か
ら

芸
能
へ
」
で
は
な
く
、
そ
の
逆
の
「
芸
能
か
ら
祭
儀
へ
」
と
い
う
言
説
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
小
論
の
最
後
に
は
近
代
に
入
っ
た
か
ら
制
作
さ
れ

た
創
作
舞
が
民
俗
芸
能
化
へ
の
過
程
を
辿
っ
て
み
た
。「
浦
安
の
舞
」
は
昭
和
一
五
年
「
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
式
典
」
の
一
環
と
し
て
、
当
時
内

閣
か
ら
依
頼
さ
れ
た
多
忠
朝
が
作
曲
、
振
付
し
て
作
っ
た
雅
楽
風
の
「
女
舞
」
で
あ
る
。
雅
楽
と
い
う
の
も
本
来
は
中
国
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も

の
で
、
最
初
か
ら
日
本
の
試
楽
と
し
て
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
試
楽
と
し
て
、
価
値
を
付
与
し
、
そ
れ
に
相
応
し
く
編
成
し
た
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
周
期
的
に
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀
式
と
し
て
定
着
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。「
浦
安
の
舞
」
は
最
初
か
ら
儀
式

用
と
し
て
作
ら
れ
た
が
、
激
変
す
る
時
代
と
と
も
に
一
時
は
中
止
、
廃
止
さ
れ
、
再
び
儀
式
化
、
祭
儀
化
の
路
を
歩
み
つ
つ
あ
る
。
今
日
日
本
全
国

で
多
く
見
ら
れ
る
民
俗
芸
能
、
神
事
芸
能
と
称
さ
れ
る
も
の
に
は
、
時
代
的
な
偏
差
が
あ
る
も
の
の
、「
浦
安
の
舞
」
が
神
事
舞
に
定
着
す
る
経
路

か
ら
、
神
事
芸
能
の
本
質
的
な
側
面
を
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。 

 第
二
章 

韓
国
巫
覡
儀
礼
か
ら
見
た
宮
廷
の
御
神
楽
―
園
・
韓
神
祭
と
鎮
魂
祭
を
中
心
に
― 

第
二
章
で
は
神
楽
の
原
型
と
い
わ
れ
る
宮
廷
の
御
神
楽
の
成
立
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
園
韓
神
祭
と
鎮
魂
祭
を
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
の

視
点
か
ら
儀
礼
の
次
第
の
意
味
を
再
解
釈
し
て
み
た
。
宮
廷
の
御
神
楽
は
大
嘗
祭
に
お
け
る
清
署
堂
の
御
神
楽
（
琴
歌
神
宴
）
、
賀
茂
臨
時
祭
の
還

立
の
御
神
楽
、
鎮
魂
祭
、
平
安
宮
の
中
に
祭
ら
れ
る
園
韓
神
を
祭
る
園
韓
神
祭
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
統
合
整
理
さ
れ
、
今
日
に
い
た
っ
て
い

る
。
恒
例
化
さ
れ
る
（
承
保
年
間
（
一
〇
七
四
～
七
七
）
以
前
に
は
琴
歌
神
宴
や
還
立
の
御
神
楽
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
祭
儀
の
後
に
行
わ
れ
る
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宴
の
性
格
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
宴
か
ら
祭
儀
へ
」
と
い
う
意
味
で
第
一
部
に
位
置
付
け
た
。 

日
本
全
国
各
地
に
行
な
わ
れ
る
神
楽
の
原
型
と
い
わ
れ
る
宮
廷
の
御
神
楽
は
先
行
神
事
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
成
立
し
た
。

御
神
楽
の
先
行
神
事
と
し
て
園
韓
神
祭
と
鎮
魂
祭
が
あ
る
。
い
ま
ま
で
文
献
資
料
を
通
し
て
神
事
個
々
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
を
統
合
的
に
研
究
す
る
見
方
は
あ
ま
り
見
え
な
い
。
新
嘗
祭
（
大
嘗
祭
）
を
中
心
に
そ
の
前
後
に
行
な
わ
れ
る
神
事
を
大
き
な
枠
組
み
の

な
か
で
捉
え
て
み
る
と
、
新
た
な
側
面
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
一
一
月
一
一
月
中
の
丑
の
日
に
は
園
并
韓
神
祭
が
、
翌
日

の
寅
の
日
は
鎮
魂
祭
が
、
新
嘗
祭
は
卯
の
日
に
、
そ
れ
か
ら
直
会
の
性
格
を
も
つ
清
暑
堂
の
琴
歌
神
宴
は 

辰
（
巳
）
の
日
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
な
か
で
、
園
韓
神
祭
は
地
主
神
で
あ
る
土
地
神
へ
の
祭
り
で
あ
り
、
鎮
魂
祭
は
天
皇
の
祖
先
祭
の
性
格
が
強
い
。
と
く
に
園
韓
神
祭
は
渡

来
人
（
特
に
秦
氏
）
が
祀
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
絡
ん
で
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
と
『
儀
式
』
に
記
さ
れ
て
い
る
園
韓
神
祭
の
様
子
を
対
照
し
て
み
た
。 

園
韓
神
祭
は
祭
場
清
め
を
は
じ
め
、
土
地
神
を
祀
る
祭
儀
で
あ
る
。
鎮
魂
祭
は
い
ま
ま
で
、
タ
マ
フ
リ
説
、
タ
マ
シ
ズ
メ
説
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

鎮
魂
祭
は
タ
マ
フ
リ
説
よ
り
は
タ
マ
シ
ズ
メ
の
説
が
よ
り
説
得
力
あ
る
こ
と
を
天
皇
の
祖
先
祭
的
な
特
性
か
ら
捉
え
た
。
鎮
魂
の
対
象
で
あ
る
魂
は

天
皇
の
魂
で
は
な
く
、
他
者
の
魂
、
即
ち
、
天
皇
の
祖
先
霊
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
鎮
魂
祭
で
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
御
巫
（
み
か
む
な
ぎ
）
が

手
に
し
て
振
る
御
衣
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
御
衣
は
今
ま
で
天
皇
の
御
衣
と
さ
れ
て
き
た
が
、
御
衣
が
天
皇
の
衣
服
で
は
な
く
、
天
皇
の
祖
先
の
装

束
と
し
て
解
釈
す
る
と
鎮
魂
祭
の
真
意
が
よ
り
は
っ
き
り
見
え
る
。 

韓
国
の
東
海
岸
別
神
グ
ッ
の
構
造
を
み
る
と
、
ま
ず
村
の
守
護
神
で
あ
る
ゴ
ル
メ
ゲ
神
に
告
げ
る
次
第
が
あ
り
、
次
に
は
必
ず
、
祖
先
神
を
祭
る

祭
儀
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
最
後
に
宴
の
よ
う
に
に
ぎ
や
か
な
踊
り
が
行
な
わ
れ
る
。
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
で
は
、
地
主
神
祭
、
祖
先
祭
な
ど
は
独
立

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
村
祭
り
の
中
で
一
つ
の
次
第
（
演
目
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
対
し
て
、
日
本
の
園
韓
神
祭
、
鎮
魂
祭
な
ど
は
、
国

家
的
な
行
事
で
あ
る
だ
け
に
、
園
韓
神
祭
、
鎮
魂
祭
の
よ
う
に
独
立
さ
れ
た
名
称
で
行
な
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 第
Ⅱ
部
：
神
の
顕
現 

神
霊
の
世
界
で
も
尊
位
神
が
居
る
反
面
、
低
位
霊
が
存
在
す
る
。
第
Ⅱ
部
は
祭
儀
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
見
え
な
い
存
在
の
な
か
で
、
祭
儀
の

中
心
的
な
尊
位
神
に
つ
い
て
の
論
及
で
あ
る
。
第
Ⅱ
部
は
第
三
章
「
神
霊
の
顕
現
の
方
式
―
神
が
か
り
を
中
心
に
」、
第
四
章
「
葬
送
儀
礼
に
お
け

る
芸
能
の
諸
相
」、
第
五
章
「
神
の
表
象
―
カ
ミ
ミ
チ
を
中
心
に
―
」
か
ら
な
る
。 
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 第
三
章
：
神
霊
の
顕
現
の
方
式 

―
神
が
か
り
を
中
心
に
― 

 
第
三
章
で
は
神
が
か
り
を
「
巫
者
に
よ
る
神
が
か
り
」、「
修
験
道
の
神
が
か
り
」、
そ
れ
か
ら
「
神
楽
の
神
が
か
り
」
に
分
け
て
神
が
か
り
の
諸

相
を
述
べ
た
。
い
ま
ま
で
、
神
が
か
り
を
言
及
す
る
と
き
は
巫
女
の
本
領
と
し
て
扱
わ
れ
、
巫
女
の
神
が
か
り
だ
け
が
注
目
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ

り
、
修
験
道
や
神
楽
の
神
が
か
り
を
扱
う
と
き
は
巫
女
の
神
が
か
り
を
抜
き
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。
小
論
で
は
そ
れ
ら
の
神
が
か
り
現
象
を
出
来
る

限
り
多
く
取
り
上
げ
、
神
が
か
り
（
憑
依
）
す
る
神
を
「
舞
わ
ぬ
神
」
と
し
て
分
類
し
た
。
神
が
か
り
は
託
宣
を
得
る
の
が
主
な
目
的
で
は
あ
ろ
う

が
、
必
ず
し
も
託
宣
が
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
見
え
な
い
存
在
を
認
識
さ
せ
る
た
め
の
様
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
カ
ミ
ミ
チ

で
あ
る
。
神
が
か
り
に
伴
う
「
舞
」
は
神
の
舞
で
は
な
く
、
神
が
か
り
前
段
階
と
し
て
の
人
間
の
舞
で
あ
る
。
尊
位
神
に
対
し
て
は
、
具
体
的
表
現

す
る
こ
と
自
体
を
控
え
る
趣
旨
が
あ
り
、
表
象
さ
れ
る
と
神
の
尊
貴
さ
が
な
く
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
尊
位
神
の
姿
を
直
接
見
せ
る
代
わ
り
に
、

降
臨
す
る
カ
ミ
ミ
チ
と
い
う
装
置
が
考
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

現
在
、
神
が
か
り
と
い
う
現
象
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
時
代
に
出
さ
れ
た
神
職
演
舞
禁
止
令
や
神
が
か
り
禁
止
令
に
よ

る
影
響
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
神
が
か
り
の
名
を
残
し
て
い
る
。
祭
儀
を
行
な
う
根
本
的
な
目
的
は
、
人
間
の
能
力
で
は
及
ば
な

い
こ
と
を
神
に
願
い
た
て
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
神
霊
の
意
向
を
う
か
が
う
も
っ
と
も
具
体
的
方
法
は
神
が
か
り
と
い
う
方
法
で
あ
ろ
う
。
祭

儀
に
は
善
神
、
悪
神
関
係
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
霊
が
登
場
す
る
。
祭
儀
の
目
的
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
主
神
も
異
な
る
。
神
が
祭
儀
に
登
場
し
て
見

せ
か
け
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
は
、
祭
儀
に
お
け
る
神
の
職
能
や
高
低
に
よ
っ
て
異
な
る
。
神
が
か
り
・
託
宣
は
祭
儀
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
視

さ
れ
る
重
大
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
多
種
多
様
な
神
霊
の
な
か
で
も
、
神
が
か
り
と
い
う
方
法
で
表
象
さ
れ
る
神
は
、
祭
儀
の
目
的
に
も
っ
と

も
相
応
し
い
、
し
か
も
も
っ
と
も
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
。 

イ
タ
コ
の
口
寄
せ
は
仏
降
ろ
し
の
口
寄
せ
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
口
寄
せ
を
神
が
か
り
の
一
種
と
し
て
考
え
る
場
合
、
死
者
の
霊

を
呼
び
出
し
、
託
宣
（
口
寄
せ
）
を
得
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
依
頼
者
が
も
っ
と
も
願
い
た
が
る
託
宣
（
口
寄
せ
）
の
主
体
は
、
依
頼
者
と
深
い
関

わ
り
を
持
つ
親
近
者
の
霊
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
確
に
特
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。 

集
団
的
な
儀
礼
で
イ
ザ
イ
ホ
ウ
に
お
い
て
は
、
神
が
か
り
の
主
体
で
あ
る
神
が
個
人
儀
礼
の
よ
う
に
明
確
で
は
な
い
。
い
か
な
る
神
で
あ
っ
た
か

は
っ
き
り
し
な
い
。
イ
ザ
イ
ホ
ウ
に
お
け
る
神
が
か
り
は
特
定
の
神
と
い
う
よ
り
、
神
が
か
り
自
体
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
七
つ
橋



 8

と
い
う
装
置
は
日
常
世
界
と
異
な
る
非
日
常
的
な
空
間
を
醸
し
出
す
た
め
に
必
要
な
装
置
で
あ
る
。 

修
験
道
の
神
が
か
り
に
お
い
て
も
、
個
人
儀
礼
で
あ
る
「
引
座
」
で
は
託
宣
の
内
容
な
ど
で
、
特
定
の
神
霊
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

集
団
祭
儀
で
あ
る
護
法
祭
り
で
は
走
り
回
る
護
法
実
の
行
動
に
よ
っ
て
、
祭
り
参
加
し
た
集
団
全
体
に
神
の
存
在
を
確
認
さ
せ
る
装
置
に
ほ
か
な
ら

な
い
。 

神
楽
の
神
が
か
り
に
お
い
て
も
蛇
綱
、
天
蓋
、
布
舞
な
ど
、
カ
ミ
ミ
チ
と
も
い
え
る
具
体
的
な
装
置
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
見
え
な
い
存
在
で
あ
る
神
霊
が
降
臨
す
る
装
置
を
通
し
て
よ
り
具
体
的
に
表
象
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
装
置
の
一
つ
が
カ
ミ

ミ
チ
で
あ
る
。 

東
北
の
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
（
死
口
）
や
、
修
験
者
の
「
引
座
」
な
ど
は
個
人
的
な
儀
礼
で
あ
る
の
で
、
具
体
的
に
明
確
な
存
在
が
神
が
か
り
の
対

象
に
な
る
。
一
方
、
護
法
祭
や
神
楽
な
ど
の
共
同
祭
の
場
合
、
多
種
多
様
な
神
霊
が
祭
り
の
対
象
に
は
な
る
が
、
神
が
か
り
に
な
る
と
、
当
行
事
の

も
っ
と
も
中
心
的
な
神
が
そ
の
対
象
に
な
る
。
神
が
か
り
は
対
象
に
な
る
神
霊
が
尊
位
の
神
で
も
あ
り
、
特
殊
な
緊
張
感
が
あ
る
の
で
、
厳
格
な
タ

ブ
ー
と
と
も
に
厳
か
に
行
な
わ
れ
る
が
常
で
あ
る
。
滑
稽
や
物
ま
ね
な
ど
、
笑
い
が
伴
う
芸
能
と
は
程
遠
い
と
い
う
事
実
も
確
か
で
あ
る
。 

 

第
四
章
：
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
芸
能
の
諸
相 

第
四
章
で
は
、
日
韓
両
国
の
神
観
念
を
探
る
方
法
と
し
て
、
ま
た
神
楽
の
鎮
魂
の
問
題
と
絡
ん
で
い
る
神
格
化
の
前
段
階
と
も
い
え
る
死
霊
と
関

わ
る
芸
能
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
鎮
魂
の
概
念
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
葬
送
儀
礼
と
そ
れ
と
関
わ
る
芸
能
を
と
り
あ
げ
た
。
韓
国
の
巫
俗

儀
礼
、
特
に
死
霊
祭
を
中
心
に
神
々
の
顕
現
方
式
を
捉
え
、
さ
ら
に
神
楽
と
葬
送
儀
礼
の
関
連
性
を
用
い
ら
れ
る
小
道
具
を
と
お
し
て
述
べ
た
。 

不
安
定
な
死
霊
を
安
定
し
た
霊
界
に
送
る
儀
式
が
葬
送
儀
礼
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
葬
式
が
終
わ
っ
た
後
で
も
、
三
年
忌
、
七
年
忌
、
一
三
年

忌
な
ど
の
よ
う
に
安
定
装
置
を
用
意
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
安
定
装
置
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
を
行
な
い
、
芸
能
が
披
露

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
死
霊
も
神
霊
も
人
間
と
同
じ
く
、
人
間
が
楽
し
む
歌
や
舞
を
好
む
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

死
霊
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
神
楽
を
葬
式
神
楽
と
霊
祭
神
楽
に
仮
に
分
け
て
整
理
し
て
み
た
。
死
後
三
年
、
五
年
な
ど
年
忌
に
行
な
わ
れ
る
霊
祭

神
楽
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
死
の
直
後
、
即
ち
、
埋
葬
の
前
に
行
な
わ
れ
る
葬
式
神
楽
に
も
、
死
者
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
神
楽
は
殆
ど
見
ら
れ

な
い
。
死
霊
に
様
々
な
供
物
や
芸
能
を
も
っ
て
和
ら
げ
鎮
魂
さ
せ
る
と
こ
に
主
な
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
芸
能
の
機
能
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を
考
え
る
と
、
葬
儀
そ
の
も
の
は
勿
論
、
そ
れ
に
添
え
る
芸
能
（
神
楽
な
ど
）
の
機
能
も
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。 

 第
五
章
：
神
の
表
象
―
カ
ミ
ミ
チ
を
中
心
に
― 

第
五
章
で
は
神
の
顕
現
方
式
の
な
か
で
、
特
に
神
が
外
か
ら
訪
れ
る
神
の
降
臨
が
い
か
に
具
体
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
を
人
類
学
的
用
語
で
あ

る
境
界
の
概
念
を
持
ち
出
し
て
、「
演
じ
る
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
境
界
と
し
て
捉
え
、
祭
場
で
見
ら
れ
る
カ
ミ
ミ
チ
の
境
界
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。 

第
三
章
で
カ
ミ
ミ
チ
の
形
を
幾
つ
か
の
例
を
取
り
上
げ
て
み
て
き
た
が
、
見
え
な
い
神
霊
の
存
在
を
感
知
す
る
た
め
に
は
神
霊
の
顕
現
を
示
す

仕
組
み
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
神
霊
が
降
臨
す
る
カ
ミ
ミ
チ
に
よ
っ
て
間
接
的
に
神
霊
の
存
在
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ミ
ミ
チ
は
神
霊
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
顕
現
の
過
程
に
相
当
す
る
。
神
面
を
付
け
る
こ
と
を
神
へ
の
変
身
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
カ
ミ
ミ
チ
は
仮
面
を
付
け
る
過
程

に
相
当
す
る
。
カ
ミ
ミ
チ
は
神
霊
の
仮
面
を
付
け
る
過
程
を
見
せ
る
仕
組
み
と
同
一
な
発
想
に
違
い
な
い
。 

能
に
お
い
て
翁
面
を
観
客
が
見
て
い
る
舞
台
の
上
で
つ
け
る
こ
と
以
外
に
も
、
境
界
的
、
二
重
的
構
造
は
日
本
芸
能
に
於
い
て
甚
だ
多
い
。
仮

面
劇
の
登
場
人
物
は
仮
面
を
被
っ
て
登
場
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
能
の
場
合
同
じ
舞
台
に
仮
面
を
被
っ
た
役
者
と
直
面
で
登
場
す
る
役
者

が
同
時
に
登
場
す
る
こ
と
も
両
世
界
の
境
界
的
な
領
域
を
み
せ
る
一
つ
の
例
で
あ
る
。
歌
舞
伎
に
於
い
て
も
役
者
が
派
手
な
化
粧
や
衣
装
を
つ
け

て
花
道
か
ら
登
場
す
る
と
、
客
席
か
ら
叫
び
声
が
飛
ぶ
。
そ
の
叫
び
声
は
役
柄
の
名
前
で
は
な
く
、
役
者
の
屋
号
で
あ
る
。
則
ち
観
客
は
役
柄
を

観
る
の
で
は
な
く
、
役
者
を
観
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
歌
舞
伎
の
内
容
よ
り
は
役
者
が
如
何
に
役
柄
を
見
せ
て
く
れ
る
か
に
関
心
を
高
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
文
楽
で
出
語
り
と
い
っ
て
、
語
り
手
が
顔
を
見
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
人
形
の
主
遣
い
が
顔
を
観
客
に
見
せ
る
こ
と
も
境
界
が
い
か

に
重
要
視
さ
れ
て
き
た
か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
劇
の
世
界
と
日
常
の
世
界
を
同
時
に
み
せ
る
、
ま
た
は
そ
の
境
界

領
域
を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
要
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
変
身
と
い
う
の
は
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
の
変
身
の
結
果
よ
り
は
変
身
の
過

程
を
み
せ
る
と
こ
ろ
に
日
本
芸
能
の
本
領
が
あ
る
。
道
行
の
み
な
ら
ず
、
神
事
芸
能
に
見
ら
れ
る
カ
ミ
ミ
チ
は
「
ど
っ
ち
つ
か
ず
」
の
境
界
的
な

領
域
で
、
不
安
定
な
緊
張
感
が
生
じ
る
。「
演
じ
る
」
と
い
う
変
身
の
シ
ス
テ
ム
、
則
ち
役
者
の
身
体
と
役
柄
の
身
体
と
の
境
界
領
域
を
観
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
リ
ア
ル
リ
ズ
ム
の
演
技
と
は
異
な
る
日
本
演
劇
の
独
特
な
緊
張
感
を
も
た
ら
す
演
技
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
カ
ミ
ミ
チ
は
神
霊
の
顕
現
を
見
せ
る
装
置
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
演
劇
に
お
い
て
「
演
じ
る
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
か
ら
境
界
性
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。 
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 第
Ⅲ
部
：
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神 

第
Ⅲ
部
は
祭
り
の
対
象
で
あ
る
神
霊
は
、
人
間
側
か
ら
一
方
的
に
舞
（
芸
能
）
を
奉
納
す
る
神
と
、
仮
面
や
寸
劇
な
ど
の
よ
う
に
よ
り
具
体
的
に

表
象
さ
れ
る
神
々
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
検
討
し
た
。
第
Ⅱ
部
が
主
に
尊
位
の
主
神
、
即
ち
「
舞
わ
ぬ
神
」
に
対
し
て
の
記
述
で
あ
る

と
し
た
ら
、
第
Ⅲ
部
は
低
位
の
職
能
神
、
鎮
魂
す
べ
き
モ
ノ
達
、
即
ち
「
舞
う
神
」
に
つ
い
て
の
論
及
で
あ
る
。 

第
六
章
：
殺
さ
れ
る
神
考
―
三
番
叟
の
思
想
的
背
景
を
探
る
― 

第
六
章
は
能
の
翁
三
番
叟
の
な
か
で
、
特
に
民
俗
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
く
れ
る
三
番
叟
の
一
側
面
を
述
べ
る
。
鈴
を
持
っ
て
激
し
い
舞
を
披
露

す
る
と
こ
ろ
か
ら
巫
女
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
少
大
胆
な
発
想
で
あ
る
が
、
三
番
叟
に
纏
わ
る
様
々
な
側
面
の
中
で
幾
つ
か
を
整
理
し

て
み
る
。 

第
一
、
農
耕
儀
礼
的
要
素
を
田
植
、
田
の
神
と
山
の
神
な
ど
が
直
接
に
は
関
係
な
い
に
し
て
も
、
な
ん
ら
か
の
形
で
三
番
叟
と
い
う
芸
能
を
生
み
、

育
て
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
、
三
番
叟
は
勿
論
、
農
耕
儀
礼
に
は
神
の
死
、
特
に
女
神
の
死
の
思
想
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
死
は
豊
饒

を
も
た
ら
す
契
機
に
な
る
。
ハ
イ
ヌ
ヴ
ェ
レ
神
話
群
と
呼
ば
れ
る
死
体
化
成
型
説
話
は
『
記
紀
』
の
倉
稲
魂
命
や
保
食
命
の
神
話
に
も
見
ら
れ
る
。

関
東
一
帯
の
神
楽
（
里
神
楽
）
に
黒
尉
面
の
三
番
叟
面
を
保
食
命
と
名
づ
け
て
い
る
の
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
三
、
三
番
叟
に
ま
つ

わ
る
醜
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
白
の
翁
に
比
べ
て
三
番
叟
は
黒
で
あ
り
、
今
日
の
左
右
均
衡
の
三
番
叟
面
に
定
ま
る
前
に
は
滑
稽
的
な
歪
ん
だ
仮
面

が
多
い
。
歪
ん
だ
仮
面
は
神
が
か
り
し
た
瞬
間
の
表
情
を
表
す
と
い
う
。
神
が
か
り
す
る
巫
女
の
性
格
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
醜
い
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
な
か
で
は
、
身
体
障
害
者
と
し
て
一
生
を
送
っ
た
人
々
の
死
霊
、
精
霊
の
属
性
が
あ
る
。
正
式
的
に
迎
え
ら
れ
た
尊
い
神
と
は
違
っ
て
、

祭
り
の
最
後
に
つ
い
て
来
た
招
か
れ
な
い
精
霊
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
の
精
霊
達
が
自
ら
訪
れ
て
祭
り
場
で
遊
ぶ
の
で
あ
る
。
厳
格
な
神
事
と
は

ほ
ど
遠
い
、
笑
い
を
伴
う
遊
び
戯
れ
る
精
霊
こ
そ
、
祭
儀
に
芸
能
が
芽
生
え
る
契
機
に
な
る
。
精
霊
を
遊
ば
せ
る
こ
と
は
一
種
の
鎮
魂
作
法
で
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
側
面
を
持
っ
た
三
番
叟
だ
か
ら
こ
そ
、
翁
に
比
し
て
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
、
民
俗
芸
能
で
贔
屓
を
受
け
た
に

違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

 

第
七
章
：
尻
振
り
舞
考 

第
七
章
で
は
具
体
的
に
表
象
さ
れ
る
神
霊
の
姿
を
「
尻
振
り
舞
」
と
い
う
芸
態
を
と
り
あ
げ
た
。「
尻
振
り
舞
」
は
民
俗
芸
能
の
現
場
で
そ
の
よ
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う
な
名
称
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
尻
を
振
る
所
作
が
見
ら
れ
る
舞
を
さ
す
。「
尻
振
り
舞
」
が
見
ら
れ
る
民
俗
芸
能
と
し
て
、
ま
ず
韓
国
の
仮
面
戯

の
最
終
場
で
登
場
す
る
ミ
ヤ
ル
（
姥
）
の
所
作
が
あ
げ
ら
れ
る
。
日
本
で
は
新
野
雪
祭
り
の
「
神
婆
」、
佐
渡
の
「
つ
ぶ
ろ
さ
し
」、
岩
手
県
宮
古
の

黒
森
神
楽
の
「
三
番
叟
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
程
多
く
は
な
い
。「
尻
振
り
舞
」
は
尻
を
振
る
卑
猥
な
動
作
と
考
え
、
精
緻
な
報
告
の
中
で
も
、

省
い
た
り
漏
れ
た
り
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
所
作
こ
そ
、
薄
れ
つ
つ
も
途
絶
え
る
こ
と
な

く
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

韓
国
の
仮
面
戯
の
ミ
ヤ
ル
（
姥
）
の
場
面
が
単
純
に
零
落
れ
た
人
間
と
そ
の
社
会
を
描
い
た
社
会
劇
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
が
、「
尻

振
り
舞
」
と
い
う
芸
態
を
通
し
て
日
本
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
鎮
魂
と
い
う
信
仰
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
新
た
に
見
え
て

く
る
。
さ
ら
に
、
韓
国
仮
面
戯
の
起
源
と
歴
史
に
つ
い
て
も
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
国
の
尻
振
り
舞
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
辿

っ
て
今
日
に
至
っ
た
の
か
。
ま
だ
報
告
さ
れ
て
な
い
、
ま
た
は
報
告
か
ら
抜
か
れ
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
現
時
点
で
両
国
の
「
尻
振
り

舞
」
を
直
接
結
び
つ
け
る
の
は
危
う
い
。
し
か
し
、
歴
史
的
、
文
化
的
隣
接
す
る
両
国
の
民
俗
事
象
を
考
え
合
わ
せ
た
上
で
、
共
時
的
、
通

時
的
に
比
較
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
国
の
民
俗
芸
能
に
お
い
て
新
た
な
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

 第
八
章
：
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神 

第
八
章
は
日
本
の
霜
月
神
楽
と
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
の
二
元
的
な
構
造
を
検
討
し
、
神
が
か
り
に
登
場
す
る
尊
位
神
よ
り
は
、
悪
霊
、
精
霊
、
デ
モ

ン
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
招
か
れ
ぬ
神
が
む
し
ろ
、
芸
能
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
即
ち
、
祭
儀
の
主
な
対
象
に
な
る
尊
位
的
な
神

は
具
体
的
に
表
現
さ
れ
な
い
傾
向
が
あ
る
反
面
、
そ
の
眷
属
神
、
職
能
神
な
ど
下
級
神
は
仮
面
や
寸
劇
な
ど
を
通
し
て
具
体
的
に
表
象
さ
れ
る
傾
向

が
見
ら
れ
る
。
三
信
遠
地
方
の
霜
月
神
楽
で
あ
る
遠
山
祭
り
と
坂
部
冬
祭
り
の
神
霊
は
、
祭
り
前
半
部
の
湯
立
て
の
対
象
で
あ
る
神
々
と
、
後
半
部

の
仮
面
（
面
形
）
の
霊
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
者
は
「
舞
わ
ぬ
神
」、
後
者
は
「
舞
う
神
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
構
造
は
韓
国
の
巫
俗

儀
礼
も
同
様
で
あ
る
。
前
半
部
の
尊
位
神
に
対
す
る
神
事
と
、
後
半
部
は
神
霊
が
自
ら
登
場
し
て
遊
ぶ
と
い
う
、
所
謂
祭
儀
と
芸
能
の
二
元
性
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
Ⅳ
部
：
舞
う
者
と
舞
わ
せ
る
者 



 12

第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
で
は
祭
儀
に
登
場
す
る
神
々
に
つ
い
て
の
べ
た
が
、
第
Ⅳ
部
に
は
祭
儀
を
担
う
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

祭
儀
を
担
当
す
る
人
間
側
の
追
及
で
あ
る
。 

 第
九
章
：
舞
う
者
と
舞
わ
せ
る
者
―
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
の
男
巫
（
フ
ァ
レ
ン
イ
）
を
中
心
に
― 

尊
貴
な
神
々
は
神
が
か
り
や
そ
れ
に
準
じ
る
方
式
で
厳
か
に
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
主
に
、
専
門
的
な
宗
教
者
（
神
主
、
巫
女
）
な
ど
に
よ
っ
て

執
行
さ
れ
る
。
一
方
、
眷
属
神
、
下
級
神
、
ま
た
は
招
か
れ
ぬ
神
々
は
、
主
神
に
比
べ
て
非
専
門
職
の
役
目
に
な
る
。
祭
儀
の
主
神
は
神
が
か
り
、

ま
た
は
、
人
間
側
か
ら
の
一
方
的
な
祈
り
で
、
人
間
の
手
が
届
か
な
い
所
に
存
在
す
る
と
い
う
傾
向
と
一
致
し
て
い
る
。
下
級
神
は
人
間
の
世
界
に

お
り
て
、
人
間
と
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
人
間
臭
い
、
人
間
に
親
し
い
存
在
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
韓
国
の
法
者
と
も
い
え

る
男
巫
（
フ
ァ
レ
ン
イ
（
花
郎
）、
法
師
）
の
個
人
的
な
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
含
め
て
、
実
際
、
巫
儀
の
現
場
で
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
、
祭
場

に
お
け
る
芸
能
は
主
に
彼
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
傾
向
を
指
摘
し
た
。 

 

第
十
章
：
モ
ド
キ
と
両
部
制 

最
後
の
第
十
章
で
は
日
本
芸
能
の
原
理
と
も
言
わ
れ
る
モ
ド
キ
論
に
つ
い
て
の
べ
た
。
日
本
の
民
俗
芸
能
に
見
ら
れ
る
対
照
的
な
両
部
体
制
を
、

主
役
と
モ
ド
キ
の
構
造
と
対
比
検
討
し
た
。
民
俗
芸
能
で
見
ら
れ
る
モ
ド
キ
を
真
似
す
る
モ
ド
キ
、
道
化
役
と
し
て
の
モ
ド
キ
、
ワ
キ
と
し
て
の
モ

ド
キ
に
分
け
、
そ
の
諸
相
を
概
観
し
、
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
に
見
ら
れ
る
モ
ド
キ
的
な
要
素
と
比
較
検
討
し
て
み
た
。
モ
ド
キ
は
日
本
芸
能
に
限
ら
ず
、

よ
り
普
遍
性
を
獲
得
す
る
可
能
性
が
予
測
さ
れ
る
。 

祭
儀
を
分
か
り
や
す
く
再
解
釈
す
る
モ
ド
キ
の
役
割
を
、
滑
稽
な
笑
い
を
伴
う
道
化
役
が
、
規
範
（
本
物
：
シ
テ
）
の
高
貴
性
に
対
し
て
狂
言
風

の
ワ
キ
が
担
っ
て
き
た
。
祭
儀
に
お
い
て
最
も
肝
心
な
部
分
は
シ
テ
に
任
せ
て
、
そ
れ
を
批
判
し
た
り
、
新
た
に
解
説
し
た
り
す
る
ワ
キ
と
し
て
の

モ
ド
キ
は
舞
う
者
（
シ
テ
）
に
対
す
る
舞
わ
せ
る
者
（
ワ
キ
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
は
新
野
雪
祭
り
や
、
西
浦
田
楽
な
ど
に
見

ら
れ
る
モ
ド
キ
を
舞
楽
の
番
舞
体
制
と
対
比
さ
せ
、
民
俗
芸
能
に
見
ら
れ
る
対
立
的
な
両
部
体
制
は
民
俗
的
な
左
右
の
優
劣
の
思
想
と
と
も
に
、
番

舞
と
の
相
互
影
響
可
能
性
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
た
。 
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 ４
． 
結
論 

 

日
本
の
神
霊
は
山
の
神
、
田
の
神
、
雷
神
、
雨
神
、
風
神
な
ど
の
自
然
の
神
を
は
じ
め
、
家
に
は
家
の
神
、
台
所
に
は
竈
の
神
、
ま
た
は
三
宝
荒

神
、
道
に
は
道
祖
神
、
歴
史
的
な
人
物
が
神
化
さ
れ
た
人
格
神
、
な
ど
、
人
間
の
生
活
に
関
わ
る
様
々
な
神
霊
が
存
在
す
る
。
韓
国
の
場
合
も
水
の

神
（
竜
神
）、
山
神
、
雷
神
、
雨
神
、
風
神
な
ど
の
自
然
神
、
林
慶
業
、
崔
蛍
、
な
ど
の
歴
史
的
な
人
物
が
神
格
化
さ
れ
た
人
格
神
が
お
り
、
殆
ど

日
本
の
神
霊
の
分
類
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
様
々
な
神
霊
の
世
界
に
も
位
の
高
低
が
あ
っ
て
、
尊
い
神
が
あ
る
反
面
、
そ
う
で
も
な
い
霊
が

存
在
す
る
。
善
の
神
は
神
と
し
て
、
悪
の
神
は
神
で
は
な
く
悪
霊
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
両
国
の
神
霊
は
キ
リ
ス
ト

教
の
絶
対
的
な
能
力
を
持
つ
全
知
全
能
の
唯
一
神
で
は
な
い
。「
八
百
万
の
神
」、「
八
万
八
千
の
神
」
と
い
う
よ
う
に
多
神
的
な
神
観
を
示
し
て

い
る
。
神
霊
の
世
界
に
お
い
て
も
霊
力
の
高
低
が
あ
り
、
尊
い
神
と
低
い
神
が
存
在
し
、
そ
の
扱
い
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
れ
が
多
種
多

様
な
祭
り
の
方
法
が
生
ん
だ
原
因
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
祭
り
は
極
め
て
文
化
的
で
あ
り
、
信
仰
や
思
想
の
鏡
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
。 民

俗
芸
能
を
行
為
の
主
催
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
立
場
で
神
に
奉
納
す
る
人
間
側
の
芸
と
、
神
霊
の
立
場
で
神
霊
の
行
為

と
し
て
行
な
わ
れ
る
芸
に
分
け
ら
れ
る
。 

神
霊
を
類
型
化
し
て
み
る
と
、
神
が
か
り
す
る
神
と
、
舞
う
神
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
即
ち
、
神
が
か
り
す
る
神
は
、
本
祭
の
中
心
的
な
存
在
で

あ
る
が
、
舞
う
神
は
主
神
の
従
属
さ
れ
た
職
能
神
や
眷
属
神
、
ま
た
は
、
祭
り
に
招
か
れ
ぬ
神
、
す
な
わ
ち
、
精
霊
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の

神
楽
に
お
い
て
も
、
韓
国
の
グ
ッ
に
お
い
て
も
同
じ
現
象
が
見
ら
れ
る
。 

神
が
か
り
が
行
な
わ
れ
る
神
は
祭
儀
に
お
い
て
中
心
的
な
神
霊
た
ち
で
あ
り
、
尊
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、
仮
面
が
登
場
し
て
、

具
体
的
に
神
の
行
動
を
見
せ
る
の
は
中
心
的
な
神
霊
で
は
な
く
、
周
辺
的
な
神
霊
で
あ
り
、
神
霊
の
世
界
の
中
で
低
級
な
神
霊
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ

に
は
神
事
と
芸
能
と
い
う
大
き
な
枠
組
と
関
わ
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
神
霊
に
よ
っ
て
、
祭
る
担
い
手
が
異
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
韓
国
の
別
神
グ
ッ
に
お
い
て
、
神
が
か
り
す
る
尊
い
神
は
巫
儀
に
主
な
担

い
手
で
あ
る
巫
女
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、
鎮
め
る
べ
き
存
在
な
ど
に
お
い
て
は
巫
女
と
い
う
よ
り
は
、
巫
女
の
補
助
者
で
も
あ
る
助
巫
、
ま
た
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は
法
師
た
ち
で
あ
る
。
別
神
グ
ッ
で
は
フ
ァ
レ
ン
イ
（
ヤ
ン
ズ
ン
と
も
）
と
称
さ
れ
る
男
巫
で
あ
る
。 

尊
位
神
に
対
し
て
は
神
が
か
り
と
と
も
に
、
人
間
側
か
ら
一
方
的
な
拝
み
、
舞
（
芸
能
）
を
奉
納
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
眷
属
神
や
職
能
神
は
自

ら
登
場
し
て
人
間
側
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
怨
念
を
持
っ
た
死
霊
や
、
招
か
れ
ぬ
精
霊
達
は
た
だ
追
い
払
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
精

霊
た
ち
自
ら
が
登
場
し
て
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
魂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
な
民
俗
的
な
思
想
を
背
景
に
し
て
祭
り
の
場
に

様
々
な
芸
能
が
披
露
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
神
霊
が
自
ら
遊
ぶ
と
い
う
思
想
が
具
体
的
に
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
祭
儀
と
芸
能
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

的
な
造
語
で
あ
る
民
俗
芸
能
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
舞
う
神
、
舞
わ
ぬ
神
」
の
「
舞
う
」
と
「
舞
う
者
と
舞
わ
せ
る
者
」
の
「
舞
う
」

は
釣
り
合
わ
な
い
矛
盾
性
が
あ
る
。
そ
の
矛
盾
性
こ
そ
民
俗
芸
能
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 


