
第
七
章
卜
尻
振
り
舞
－
考

民
俗
芸
能
は
身
体
表
現
と
し
て
、
他
の
芸
能
と
同
じ
ょ
う
に
時
空
間
的
な
制
限
と
い
う
性
格
に
よ
り
、
行
な
わ
れ
た
瞬
間
に
消
え
去
る
。
し
か
し
、
民
俗
芸

能
が
身
体
表
現
の
も
つ
這
性
と
い
う
属
性
を
も
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
長
ら
く
伝
承
さ
れ
続
け
て
き
た
の
は
信
仰
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
に
深
く
関
わ
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
民
俗
芸
能
の
名
目
で
行
な
わ
れ
て
い
る
身
体
的
表
現
は
時
間
無
き
空
間
、
或
い
は
空
間
の
時
間
化
と
も
言
え
る
特
性
を
持
っ
て
い
る
。

過
去
の
芸
能
の
資
料
が
残
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
細
か
い
芸
管
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
稀
少
で
あ
る
。
映
像
記
録
の
手
段
が
か
な
り
進
ん
だ
今
日
に
お
い
て

も
、
芸
能
を
完
壁
に
記
録
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
柔
で
は
最
初
か
ら
無
理
か
も
知
れ
な
い
。
同
時
多
発
的
に
行
な
わ
れ
る
身
体
表
現
と
し
て
の
芸
能
を
、

い
か
に
記
録
す
る
か
の
技
術
に
も
関
わ
る
が
、
そ
の
制
限
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

本
稿
で
は
日
本
の
民
俗
芸
能
の
中
で
、
尻
を
振
る
と
い
う
芸
態
が
い
か
な
る
位
置
を
示
し
て
い
る
か
を
考
え
て
見
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
民
俗
芸
能
の
調
査
報

告
は
相
当
な
量
に
及
び
、
細
か
い
所
ま
で
精
緻
に
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
尻
を
振
る
と
い
う
所
作
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
例
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。
民
俗
芸

能
の
中
で
類
感
呪
術
と
し
て
性
的
な
も
の
は
広
く
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
研
究
対
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
（
注
1
）
が
、
尻
（
腰
）
を
振
る
と
い
う

さ
さ
や
か
な
所
作
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
尻
を
振
る
芸
態
の
蓑
を
探
り
つ
つ
、
そ
の
嘉
で
三
番
撃
の
関
連
性
を
考
え
て
み
た
い
。

三
番
墨
羽
の
モ
ド
キ
で
あ
る
（
注
2
）
と
指
摘
し
た
の
は
折
口
信
夫
で
あ
る
。
折
口
学
派
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
池
田
弥
三
郎
は
三
蔓
の
読
み
が

サ
ン
バ
ン
ソ
ウ
で
は
な
く
、
サ
ン
バ
ソ
ウ
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
民
俗
芸
能
の
サ
ン
バ
、
カ
ン
パ
な
ど
か
ら
、
サ
ン
バ
ソ
ウ
も
そ
の
な
ご
り
で
は
な
か
ろ

う
か
と
疑
問
を
持
ち
つ
つ
そ
れ
ら
と
の
関
連
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
葦
五
流
能
の
五
番
辛
構
成
が
モ
ド
キ
の
原
理
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
う
。
即
ち
、
箕
の
根
本
曲
と
い
わ
れ
る
式
三
番
か
ら
脇
能
物
が
、
そ
し
て
脇
能
か
ら
修
羅
能
に
、
さ
ら
に
三
菅
物
（
撃
能
）
、
四
番
目
物
（
女
物
狂
い

能
）
、
五
番
目
物
（
切
能
）
が
各
々
モ
ド
キ
の
原
理
に
よ
っ
て
派
生
し
た
と
い
う
。
も
し
そ
の
原
理
が
籍
す
る
な
ら
、
箕
の
中
で
も
最
も
重
要
な
曲
と
さ
れ

る
嘗
物
、
女
物
狂
物
、
所
謂
女
物
が
生
さ
れ
る
元
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
根
本
曲
と
さ
れ
る
「
式
三
番
」
に
女
物
の
元
に
な
る
要
素
が
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
そ
れ
が
　
「
翁
」
　
の
三
番
壁
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
三
番
里
に
は
本
来
女
性
的
な
要
素
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
暗
示
し
て
い
る
（
注
3
）
。
勿
論
五

番
立
と
分
類
さ
れ
る
全
て
の
能
が
翁
の
モ
ド
キ
に
よ
っ
て
派
生
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
疑
問
が
あ
る
が
、
式
三
番
に
女
性
的
な
要
素
が
あ
っ
て
も
不

思
議
で
は
な
い
。
本
田
安
次
（
注
4
）
は
「
対
面
の
翁
」
　
の
例
を
民
俗
芸
能
の
な
か
か
ら
幅
広
く
取
り
上
げ
て
、
そ
の
源
流
を
舞
楽
の
　
「
二
の
舞
」
　
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
言
う
。
金
両
基
は
「
白
い
神
と
黒
い
神
」
と
い
う
論
稿
で
、
翁
と
三
番
壁
の
仮
面
の
色
に
着
目
し
て
、
韓
国
の
仮
面
戯
に
登
場
す
る
白
面
の
爺
と

黒
面
の
姥
と
の
関
連
性
を
言
及
し
、
さ
ら
に
シ
ベ
リ
ア
シ
ャ
ー
マ
ン
の
白
神
、
黒
神
に
其
の
源
流
を
探
っ
て
い
る
（
注
5
）
。
本
稿
は
三
番
里
に
女
性
的
な
要
素

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
先
学
の
教
示
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
三
番
壁
と
類
似
性
が
窺
わ
れ
る
韓
国
の
仮
面
戯
の
一
演
目
で
あ
る
ミ
ヤ
ル
　
（
姥
）
　
と
比
較

検
討
し
な
が
ら
、
尻
を
振
る
と
い
う
所
作
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
み
た
い
。
乏
し
い
資
料
と
浅
い
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
頼
り
に
し
つ
つ
、
一
つ
の
試
論
と

し
て
提
案
し
た
い
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
付
け
加
え
た
い
の
は
、
「
尻
振
り
舞
」
と
い
う
の
は
民
俗
芸
能
の
現
場
で
そ
の
よ
う
な
名
称
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

尻
を
振
る
動
作
が
見
ら
れ
る
舞
、
ま
た
は
踊
り
を
本
稿
で
便
宜
上
「
尻
振
り
舞
」
と
命
名
し
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

2
．
韓
国
仮
面
戯
の
尻
振
り
舞

韓
国
の
仮
面
戯
の
最
後
に
爺
と
姥
が
登
場
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
姥
の
舞
に
尻
振
り
舞
が
見
ら
れ
る
。
仮
面
戯
は
全
国
に
広
く
分
布
し
て
い
る
が
、
大
体

二
つ
の
系
統
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
山
台
系
統
の
仮
面
戯
で
三
つ
の
地
域
に
分
布
し
て
い
る
。
現
在
は
ソ
ウ
ル
地
域
で
活
動
し
て
い
る
が
、
朝
鮮
戦
争
の
時

南
の
方
に
移
っ
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
海
西
仮
面
戯
（
朝
鮮
半
島
の
西
北
部
）
、
ソ
ウ
ル
を
中
心
に
山
台
仮
面
戯
、
そ
し
て
、
東
南
地
域
（
嶺
南

地
域
）
で
五
広
大
（
オ
ゴ
ア
ン
デ
エ
）
、
野
遊
（
ヤ
リ
ユ
ウ
、
デ
ゥ
ル
ノ
ル
ム
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
系
統
は
部
落
祭
と
と
も
に
行
な
わ
れ
る
城
隕
祭

仮
面
戯
で
あ
る
。
仮
面
戯
は
地
域
に
よ
っ
て
差
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
概
ね
大
同
小
異
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
仮
面
戯
の
終
盤
に
「
ミ
ヤ
ル
姥
」
或
い
は
「
ミ

ヤ
ル
姥
」
（
注
6
）
と
呼
ば
れ
る
姥
が
登
場
す
る
場
面
が
あ
る
。

姥
の
場
面
も
ほ
か
の
演
目
と
同
様
、
内
容
上
地
域
的
大
き
な
差
は
な
い
。
地
域
に
よ
っ
て
、
あ
る
部
分
が
な
か
っ
た
り
、
或
い
は
特
定
の
部
分
が
強
調
さ
れ

た
り
す
る
程
度
で
あ
る
。
尻
振
り
舞
に
つ
い
て
言
及
す
る
前
に
姥
場
面
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。



舞
台
は
広
場
が
あ
れ
ば
十
分
で
、
特
別
な
舞
台
装
置
は
な
い
。
舞
手
と
嚇
子
方
の
仕
度
が
撃
つ
と
楽
器
を
鳴
ら
し
な
が
ら
町
を
練
り
歩
く
。
見
物
人
た
ち
は

行
列
の
後
尾
に
つ
い
て
演
者
と
一
緒
に
ま
わ
る
。
指
定
さ
れ
た
広
場
に
到
着
し
、
集
ま
っ
た
見
物
人
達
が
公
演
の
舞
台
に
な
る
広
場
を
取
り
囲
む
と
本
公
演
が

始
ま
る
。
用
い
る
仮
面
や
、
供
え
物
を
供
え
て
神
様
に
告
げ
る
神
事
（
告
祀
）
か
ら
始
め
、
舞
台
を
清
め
る
払
い
の
舞
（
上
佐
舞
）
、
破
戒
僧
や
そ
の
小
僧
の
戯

れ
、
両
班
（
貴
族
）
を
諷
刺
す
る
場
面
、
庶
民
の
生
活
像
を
描
い
た
幾
つ
か
の
演
目
が
あ
っ
て
、
最
後
に
姥
爺
の
場
面
に
な
る
。
姥
は
最
後
に
死
ん
で
、
巫
女

に
よ
り
葬
儀
（
或
い
は
野
辺
送
り
）
が
行
な
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
少
し
趣
が
異
な
る
「
駕
山
五
広
大
」
を
紹
介
す
る
。
即
ち
、
他
の
地
域
の
仮
面
戯
で
は
必
ず
姥
が
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
駕
山
五
広
大
」

の
場
合
は
姥
の
旦
那
（
ヨ
ン
ガ
ム
‥
爺
）
が
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
駕
山
五
広
大
」
だ
け
が
姥
で
は
な
く
爺
が
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て

は
諸
説
が
あ
る
が
、
そ
の
一
説
に
姥
の
巫
女
説
が
あ
る
。
そ
の
他
に
爺
が
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
東
海
岸
一
帯
で
行
な
わ
れ
る
巫
現
た
ち
に
よ
る
別
神

グ
ッ
の
仮
面
戯
で
あ
る
。
別
神
グ
ッ
の
仮
面
戯
は
男
巫
が
別
神
グ
ッ
の
最
後
に
素
朴
な
仮
面
を
被
っ
て
、
集
ま
っ
た
雑
神
を
遊
ば
せ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
爺
が
死
ぬ
と
巫
女
の
霊
験
力
で
爺
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
駕
山
五
広
大
」
の
爺
姥
場
面
も
別
神
グ
ッ
仮
面
戯
の
変
形
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。

「
駕
山
五
広
大
」
は
慶
尚
南
道
油
川
郡
紐
洞
面
駕
山
里
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
仮
面
戯
で
あ
る
。
五
広
大
（
オ
ク
ア
ン
デ
）
の
広
大
は
俳
優
、
仮
面
、

巫
女
、
巫
親
、
侃
儲
子
な
ど
の
意
味
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
芸
人
の
差
別
的
な
名
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
五
広
大
は
朝
鮮
半
島
南
東
部
地
域
に

伝
承
ら
れ
て
い
る
仮
面
戯
の
通
称
で
も
あ
る
。
五
広
大
の
玉
は
五
つ
の
仮
面
、
五
つ
の
演
目
、
ま
た
は
五
人
の
登
場
人
物
な
ど
か
ら
由
来
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
陰
陽
五
行
説
の
五
行
に
因
ん
だ
名
称
で
あ
ろ
う
。

「
駕
山
五
広
大
」
（
注
7
）
は
毎
年
　
小
正
月
（
旧
正
月
一
五
日
）
に
村
の
安
全
祈
願
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
「
駕
山
五
広
大
」
の
関
連
説
話
が
口
伝
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
川
に
箱
が
流
れ
て
く
る
の
を
あ
る
村
人
が
そ
れ
を
拾
い
、
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、
箱
の
中
に
五
広
大
（
仮
面
戯
）
の
台
本
が
入

っ
て
い
た
。
そ
の
当
時
、
都
（
漠
陽
‥
ソ
ウ
ル
）
か
ら
配
流
さ
れ
て
い
た
両
班
（
貴
族
）
に
そ
の
台
本
を
見
せ
た
。
そ
の
人
は
都
で
仮
面
戯
を
見
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
、
そ
の
台
本
を
読
ん
で
仮
面
戯
を
村
人
に
教
え
た
。
そ
れ
が
こ
の
地
域
の
仮
面
戯
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。
仮
面
の
箱
が
流
さ
れ
て
き
た
も
の
を

拾
っ
て
仮
面
戯
が
始
ま
っ
た
と
い
う
伝
説
は
他
の
地
域
に
も
あ
る
。
仮
面
と
洪
水
伝
説
と
の
関
わ
り
を
思
わ
せ
る
。

全
体
の
構
成
演
目
は
五
方
神
将
舞
、
ヨ
ン
ノ
（
獅
子
）
舞
、
ム
ン
デ
ゥ
ン
イ
（
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
）
の
場
面
、
両
班
場
面
、
破
戒
僧
場
面
、
姥
爺
場
面
の
順
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に
行
な
わ
れ
る
が
、
各
場
面
は
独
立
し
て
い
る
。
登
場
人
物
は
合
わ
せ
て
二
五
名
で
あ
る
が
、
仮
面
は
兼
用
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
二
〇
個
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
姥
爺
場
面
を
全
体
の
流
れ
に
沿
っ
て
そ
の
概
要
を
記
す
。

①
姥
が
杖
を
も
っ
て
お
尻
を
左
右
に
振
り
つ
つ
登
場
す
る
。
息
子
で
あ
る
マ
ダ
ン
ソ
イ
が
後
に
つ
い
て
姥
の
お
尻
を
掴
む
や
い
な
や
ふ
ざ
け
た
り
し
な

が
ら
登
場
す
る
。
二
人
は
広
場
（
舞
台
）
を
一
回
り
し
て
適
当
な
所
に
座
る
。

②
年
寄
の
た
め
息
を
だ
し
、
煙
草
を
吸
う
。
尿
を
出
し
た
い
か
ら
お
廓
を
持
っ
て
こ
い
と
い
う
と
息
子
は
楽
器
で
あ
る
鉦
を
持
っ
て
く
る
。
裳
を
捲
っ

て
鉦
の
上
に
跨
っ
て
尿
を
し
よ
う
と
す
る
と
息
子
が
裳
の
下
を
覗
く
。
姥
が
息
子
を
諌
め
る
。
息
子
は
姥
の
陰
部
を
み
て
裳
の
下
に
子
犬
が
付
い
て

い
る
と
ふ
ざ
け
る
。
姥
は
子
犬
で
は
な
く
、
お
前
が
出
た
穴
だ
と
い
う
。
尿
が
入
っ
た
鉦
（
実
際
は
水
が
入
っ
て
い
る
）
を
息
子
に
渡
す
と
、
息
子

は
お
廊
（
尿
）
　
の
旬
を
か
い
で
牛
の
尿
の
匂
い
が
す
る
と
言
い
、
そ
れ
を
見
物
席
に
振
り
撒
く
。

③
オ
ン
生
員
（
草
履
商
人
）
登
場
‥
近
所
に
住
ん
で
い
る
草
履
商
人
が
登
場
し
て
姥
に
近
づ
く
。
息
子
が
ど
こ
か
へ
行
な
っ
た
か
と
尋
ね
な
が
ら
姥
の

お
尻
を
触
っ
た
り
し
て
戯
れ
る
。
姥
が
拒
む
と
草
履
代
を
支
払
え
と
口
実
を
出
す
。
息
子
が
登
場
し
て
姥
と
商
人
の
や
り
と
り
の
中
に
入
っ
て
妨
害

す
る
。
こ
の
前
の
市
の
日
に
草
履
を
二
足
持
っ
て
き
た
が
お
金
が
足
り
な
く
て
帳
付
し
て
沓
を
買
っ
た
の
で
、
そ
の
代
金
を
貰
い
に
き
た
と
姥
は
息

子
に
弁
明
す
る
。
姥
は
息
子
に
糸
撚
り
車
を
持
っ
て
こ
い
と
い
う
。
息
子
は
糸
撚
り
車
を
持
っ
て
き
て
姥
に
渡
し
て
退
場
。

④
草
履
商
人
は
再
び
草
履
代
金
の
話
を
口
実
に
姥
を
誘
惑
す
る
。
姥
は
お
尻
（
売
春
）
で
草
履
代
金
を
支
払
っ
た
と
い
う
。

⑤
二
人
が
戯
れ
る
間
、
息
子
が
出
て
き
て
邪
魔
す
る
。
塾
（
書
堂
）
に
行
っ
て
来
る
と
い
っ
て
出
か
け
る
。

⑥
息
子
が
出
か
け
た
の
を
確
認
し
た
商
人
は
露
骨
に
姥
に
近
付
く
。

⑦
息
子
が
ま
た
出
て
来
て
塾
（
書
堂
）
に
行
っ
て
き
た
と
い
い
、
塾
で
学
ん
だ
こ
と
を
自
慢
気
に
姥
に
話
す
が
、
真
面
目
な
内
容
で
は
な
く
、
面
白
い

遊
び
言
葉
を
す
る
。
見
物
席
に
は
笑
い
が
飛
ぶ
。
姥
は
息
子
に
銭
を
渡
し
て
息
子
を
外
に
出
掛
け
さ
せ
る
。
息
子
が
退
場
す
る
と
草
履
商
人
と
姥
は

戯
れ
る
。

⑧
息
子
は
お
腹
が
痛
い
と
叫
び
な
が
ら
登
場
。
姥
は
医
者
を
呼
ん
で
く
れ
と
草
履
商
人
に
頼
む
。
草
履
商
人
は
姥
と
の
行
為
が
順
調
に
行
く
途
中
で
息

子
に
妨
げ
ら
れ
た
の
で
不
満
を
持
ち
な
が
ら
医
者
を
連
れ
て
く
る
。
飴
玉
を
食
べ
て
喉
に
詰
ま
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
医
者
（
医
口
塁
は
針
を
打
っ
て
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治
す
。

⑨
医
者
が
退
場
す
る
と
草
履
商
人
は
ま
た
姥
に
近
づ
き
戯
れ
る
。

⑩
旦
那
と
都
の
遊
女
が
登
場
し
て
、
息
子
を
呼
ぶ
。
都
の
遊
女
が
姥
に
挨
拶
を
す
る
。
姥
は
若
い
遊
女
を
妬
ん
で
挨
拶
さ
え
も
拒
む
が
、
よ
う
や
く
挨

拶
を
う
け
る
。
遊
女
は
息
子
に
似
合
う
年
齢
で
あ
る
。
草
履
商
人
は
悔
し
が
り
、
逃
げ
る
よ
う
に
退
場
す
る
。

⑪
旦
那
と
姥
の
対
面
‥
家
が
騒
が
し
い
の
で
別
れ
よ
う
と
旦
那
が
言
い
出
す
。
財
産
分
配
で
争
い
に
な
る
。
旦
那
は
怒
っ
て
家
財
を
杖
で
こ
わ
す
。
姥

が
や
め
さ
せ
る
が
、
旦
那
は
持
っ
て
い
る
杖
で
神
棚
（
祖
先
壷
‥
神
の
宿
る
壷
、
中
に
は
祖
先
の
名
前
を
書
い
た
紙
と
お
米
が
入
っ
て
い
る
）
を
打
っ

て
砕
く
。
旦
那
は
祖
先
壷
を
こ
わ
し
た
罰
で
、
祖
先
神
の
崇
り
で
倒
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
・

⑫
オ
ン
生
員
登
場
＝
先
の
草
履
商
人
と
同
じ
オ
ン
生
員
で
あ
る
が
、
今
度
は
盲
目
と
し
て
鼓
を
担
い
で
登
場
。
オ
ン
生
員
が
占
っ
て
み
る
と
、
お
経
を

唱
え
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
。
丘
の
向
こ
う
に
住
む
盲
目
の
お
経
師
（
法
師
）
を
呼
ん
で
く
る
。
お
経
師
が
死
ん
だ
旦
那
の
前
で
お
経
を
唱
え
る
。

竹
の
枝
（
デ
エ
ザ
ビ
‥
神
憑
り
役
で
笹
を
持
ち
立
て
て
側
で
呪
文
を
唱
え
る
と
そ
の
笹
が
震
え
る
）
で
旦
那
の
死
ん
だ
原
因
を
占
う
。
否
定
の
と
き

は
横
に
揺
れ
、
肯
定
の
場
合
は
縦
に
揺
れ
る
。
即
ち
神
託
を
窺
う
行
為
で
あ
る
。
旦
那
の
死
因
が
祖
先
の
崇
り
と
判
明
し
、
死
霊
祭
（
オ
グ
グ
ッ
‥

巫
の
葬
儀
）
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

⑬
息
子
が
巫
女
を
連
れ
て
く
る
。
巫
女
五
人
が
登
場
し
て
四
人
の
助
巫
女
が
木
綿
の
端
を
持
っ
て
引
っ
張
る
と
主
巫
女
が
神
龍
を
木
綿
の
上
に
載
せ
行

き
来
し
な
が
ら
黄
泉
へ
の
道
を
準
え
る
。
回
心
歌
と
い
う
仏
歌
を
唱
え
る
。
皆
退
場
し
て
終
る
。

最
後
に
観
衆
も
皆
出
て
一
緒
に
躍
る
。
（
＊
番
号
は
所
作
の
区
分
の
た
め
に
便
宜
的
に
つ
け
く
わ
え
た
）

以
上
が
駕
山
仮
面
戯
の
大
概
の
粗
筋
で
あ
る
。
場
面
の
設
定
と
し
て
は
姥
の
家
に
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
仮
面
戯
に
は
旅
の
途
中
で
仮
面
戯
の
見
物

に
来
た
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
姥
は
好
色
の
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
姥
が
尿
を
だ
し
て
見
物
人
に
振
り
撒
く
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
笑
い
を
誘

う
意
味
の
み
で
は
な
く
、
愛
知
県
の
花
祭
り
な
ど
で
道
化
役
が
杓
子
や
男
根
で
味
噌
を
見
物
人
の
顔
に
塗
り
付
け
る
こ
と
と
同
じ
発
想
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
塗
り
付
け
ら
れ
る
と
健
康
に
良
い
と
か
、
風
邪
に
引
か
な
い
と
い
う
考
え
方
も
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
見
物
人
に
渡
さ
れ
る
一
種
の
宝
で
あ
る
。

姥
爺
場
面
は
庶
民
の
悲
惨
な
日
常
生
活
を
強
調
し
て
描
い
て
、
神
を
祭
る
巫
女
の
性
格
が
薄
く
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
は
神
を
祭
る
巫
女
と
し
て
そ
の
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役
割
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
例
は
他
の
同
素
統
の
仮
面
戯
を
見
る
と
よ
く
わ
か
る
。
姥
が
巫
女
で
あ
る
こ
と
は
爺
（
旦
那
）
と
嚇
子
方
（
杖

鼓
）
の
問
答
の
な
か
で
二
姥
は
い
つ
も
グ
ッ
壷
の
祭
祀
）
し
に
出
か
け
た
」
（
鳳
山
）
、
「
姥
は
占
い
に
出
か
け
た
」
な
ど
の
台
詞
か
ら
も
、
鈴
が
付

い
て
い
る
杖
と
扇
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
巫
女
の
姿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
に
は
姥
と
爺
の
夫
婦
喧
嘩
で
爺
は
祖
先
霊
と
さ
れ
る
祖
先
壷

（
ゾ
サ
ン
ダ
ン
ジ
）
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
。
そ
の
崇
り
で
死
ん
で
し
ま
う
。
他
地
域
の
仮
面
戯
に
は
爺
が
死
ぬ
ま
で
は
い
た
ら
な
い
が
、
祖
先
嚢
を
こ
わ

し
て
、
気
絶
し
て
倒
れ
る
場
面
は
あ
る
。
祖
先
嚢
は
女
性
の
部
屋
の
棚
に
置
い
て
家
の
守
護
神
と
し
て
祭
る
聾
で
あ
る
。
祖
先
嚢
を
祭
る
の
は
主
に
女

性
の
役
目
で
あ
る
。
祖
先
聾
を
さ
わ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
禁
忌
を
無
視
し
て
罰
に
あ
た
っ
た
爺
に
対
し
て
、
そ
の
禁
忌
を
必
死
に
守
ろ
う
と
す
る

姥
の
態
度
か
ら
も
巫
女
の
な
ご
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。

姥
の
も
う
ー
つ
の
性
格
は
色
好
で
、
性
的
に
開
放
的
で
、
乱
れ
た
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
。
「
駕
山
五
広
大
」
の
場
合
、
草
履
商
人
で
あ
る
オ
ン
生
員
に

ぉ
尻
で
草
履
代
金
を
払
っ
た
と
い
う
台
詞
も
あ
る
し
、
表
面
的
に
は
性
的
な
誘
い
を
断
る
が
、
実
際
は
求
め
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
草
履
商
人
と
姥
の

間
に
息
子
が
邪
魔
に
な
る
か
ら
、
飴
玉
を
買
い
に
出
掛
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

性
的
に
開
放
的
で
乱
れ
た
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
遊
女
の
よ
う
な
忘
で
あ
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
が
、
儒
教
的
社
会
で
性

に
は
厳
し
い
時
代
で
あ
っ
た
朝
鮮
時
代
に
は
、
一
般
人
に
は
考
え
難
い
一
面
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

姥
の
仮
面
が
表
に
示
さ
れ
た
如
く
署
に
白
、
赤
、
褐
色
な
ど
の
斑
点
が
つ
い
て
あ
る
。
鼻
や
口
は
曲
が
っ
た
り
し
て
歪
ん
で
い
る
の
が
多
い
。
顔
が
歪
ん
だ

の
は
梅
毒
患
者
、
或
い
は
ア
サ
風
患
者
だ
か
ら
と
い
う
口
伝
（
注
8
）
が
あ
る
。
ア
サ
風
と
い
う
病
名
が
い
か
な
る
病
気
か
さ
だ
か
で
な
い
が
、
性
病
の
一
種
で
あ

ろ
う
。
そ
の
真
否
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
性
病
を
遊
女
の
特
権
（
？
）
の
】
つ
と
し
て
考
え
る
な
ら
分
か
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
あ
る
い
は
、
姥
の

乱
れ
た
性
格
が
歪
ん
だ
顔
に
さ
せ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
性
病
で
姥
の
顔
が
歪
ん
だ
と
い
う
の
は
姥
の
卑
猥
な
生
活
や
そ
の
性
格
に
よ
り
、
後
か
ら
付
け

加
え
ら
れ
た
理
由
で
、
本
来
は
異
常
な
出
生
、
ま
た
は
身
体
障
害
者
と
し
て
生
ま
れ
た
人
の
死
霊
を
慰
め
る
意
味
の
鎮
魂
祭
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
身
体
的
障

害
に
よ
る
差
別
さ
れ
た
人
間
の
死
霊
、
ま
た
は
束
縛
さ
れ
た
人
生
の
恨
み
を
晴
ら
す
こ
と
な
く
死
ん
だ
霊
魂
、
い
わ
ゆ
る
成
仏
で
き
て
な
い
死
霊
た
ち
が
仮
面
戯

の
場
で
自
由
に
遊
ん
だ
り
し
て
、
そ
の
鬱
憤
を
晴
ら
す
の
で
あ
る
。
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尻
を
左
右
に
激
し
く
振
り
な
が
ら
活
発
に
動
く
韓
国
仮
面
戯
の
姥
の
姿
か
ら
巫
女
と
遊
女
の
お
も
か
げ
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
し
て
、
仮
面
戯
の
最
後
に
は
必

ず
葬
送
儀
礼
で
終
る
と
い
う
構
成
か
ら
考
え
る
と
、
仮
面
戯
は
本
来
鎮
魂
祭
に
は
か
な
ら
な
い
。

そ
の
以
外
、
爺
姥
の
演
目
か
ら
、
歪
ん
だ
黒
い
顔
の
姥
と
白
い
顔
の
爺
、
祭
り
場
に
訪
れ
る
旅
姿
な
ど
の
特
徴
は
日
本
の
祭
り
場
に
訪
れ
る
マ
レ
ビ
ト
の
姿
が

か
さ
な
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
姥
の
出
で
立
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
裳
が
腰
の
部
分
に
か
か
っ
て
い
て
、
上
着
が
短

い
の
で
臍
の
部
分
が
裸
に
な
っ
て
い
る
の
を
覚
え
て
頂
き
た
い
。
表
で
示
し
た
よ
う
に
姥
の
舞
は
他
地
域
の
仮
面
戯
に
も
尻
振
り
舞
に
な
っ
て
い
る
。
韓
国
仮
面

戯
に
お
い
て
姥
の
尻
振
り
舞
が
如
何
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
を
日
本
の
民
俗
芸
能
か
ら
穿
整
し
て
み
よ
う
。

3
．
「
君
の
舞
」
　
の
尻
振
り
舞

長
野
県
下
伊
那
郡
阿
南
町
新
野
の
正
月
一
四
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
行
な
わ
れ
る
祭
が
あ
る
。
古
く
は
「
田
楽
祭
り
」
　
「
二
善
寺
の
お
祭
り
」
　
「
正
月
御
神

事
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
折
口
信
夫
が
「
雪
祭
り
」
と
命
名
し
た
以
来
、
現
在
は
「
雪
祭
り
」
の
名
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
注
9
）
。

新
野
雪
祭
り
は
折
口
信
夫
の
学
問
的
な
源
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
来
先
学
に
よ
っ
て
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
報
告
さ
れ
、
研
究
さ
れ
て
い
る
。
（
注

1
0
）
詳
し
い
こ
と
は
そ
れ
に
譲
る
が
、
そ
の
中
で
、
祭
り
の
終
り
頃
に
「
翁
」
、
「
松
か
げ
」
「
シ
ョ
ウ
ジ
ツ
キ
リ
」
、
「
海
道
下
り
」
に
続
い
て
行
な
わ
れ
る
「
神

婆
」
と
い
う
演
目
に
注
目
し
て
考
え
て
み
た
い
。
神
婆
が
庁
屋
か
ら
登
場
し
て
拝
殿
の
正
面
ま
で
出
る
。
そ
の
際
神
婆
は
腰
を
左
右
に
振
り
な
が
ら
少
し
ず
つ

前
に
進
む
。
拝
殿
の
正
面
に
着
い
て
は
腰
（
尻
）
を
振
る
の
を
止
め
て
両
腕
を
前
後
に
振
り
な
が
ら
走
る
よ
う
な
形
の
舞
を
舞
う
。
庁
屋
か
ら
拝
殿
ま
で
数
回

往
来
し
て
か
ら
、
庁
屋
の
前
に
杖
に
よ
り
つ
つ
座
っ
て
い
る
爺
を
手
招
き
す
る
。
す
る
と
爺
は
起
き
て
姥
の
方
に
走
り
出
る
。
二
人
は
抱
き
合
っ
て
喜
ぶ
。
そ

の
時
右
手
に
は
鈴
を
、
左
手
に
小
鼓
を
抱
え
た
若
女
面
を
被
っ
た
者
が
走
り
出
て
、
抱
き
合
っ
て
い
る
爺
と
姥
の
ま
わ
り
を
廻
り
な
が
ら
「
伊
勢
国
度
会
郡
禰

宜
の
娘
神
婆
舞
っ
た
り
舞
っ
た
り
」
と
唱
え
る
。
若
女
面
は
す
ぐ
走
っ
て
庁
屋
に
入
る
。
抱
き
合
っ
て
い
た
爺
と
姥
は
肩
を
組
ん
で
仲
良
く
嬉
し
そ
う
な
足
取

り
で
庁
屋
に
入
る
。
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神
婆
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
言
葉
通
り
い
う
な
ら
神
の
婆
、
も
し
く
は
婆
の
神
、
即
ち
婆
の
姿
で
顕
れ
る
神
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
婆
な
の
か
。

「
神
婆
」
を
ほ
か
に
「
君
の
舞
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
神
婆
、
或
い
は
君
の
舞
の
主
体
は
誰
な
の
か
。
「
神
婆
」
と
い
う
演
目
に
登
場
人
物
は
三
人
で
あ
る
が
、
舞

ら
し
い
舞
は
姥
面
の
者
し
か
い
な
い
。
爺
は
姥
が
舞
う
問
庁
屋
の
入
口
の
前
で
座
っ
て
い
る
。
姥
の
手
招
き
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
走
り
出
て
、
姥
と
抱
え
口
つ

て
喜
ぶ
所
作
を
す
る
。
舞
ら
し
い
舞
と
い
う
動
作
は
な
い
。
若
女
面
を
被
っ
た
者
の
舞
は
爺
姥
が
抱
き
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
走
り
出
て
廻
る
所
作
の
み
で
、

婆
面
の
者
に
比
べ
れ
ば
、
君
の
舞
の
主
体
と
は
言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
君
の
舞
と
い
う
の
は
登
場
す
る
三
人
の
な
か
で
誰
の
舞
で
あ
ろ
う
か
。
地
元
の
人
に

聞
い
て
み
て
も
「
君
の
舞
」
が
誰
の
舞
か
具
体
的
な
答
え
は
出
て
こ
な
い
。
た
だ
演
目
と
し
て
の
「
神
婆
」
を
「
君
の
舞
」
と
も
い
う
の
み
で
あ
る
。

「
君
の
舞
」
に
つ
い
て
は
後
藤
敵
の
論
及
（
注
1
1
）
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
君
の
舞
」
が
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
西
浦
田
楽
し
か
な
い
が
、
か

つ
て
は
、
愛
知
県
北
設
楽
郡
東
栄
町
古
戸
の
「
君
は
や
し
」
が
あ
り
、
吉
備
津
神
社
の
「
君
田
楽
」
の
記
事
、
そ
し
て
、
『
三
会
定
一
記
』
に
み
え
る
「
君
達
田

楽
」
な
ど
の
「
君
」
も
「
君
の
舞
」
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
柳
田
国
男
の
『
巫
女
考
』
と
滝
川
政
次
郎
の
『
遊
女
の
歴
史
』
を
引
用
し
て
「
君

は
遊
女
化
さ
れ
た
巫
女
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
柳
田
国
男
は
「
キ
ミ
は
遊
女
の
雅
名
に
し
て
、
兼
ね
て
又
巫
女
の
総
称
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
（
注
1
2
）
と

い
う
。
滝
川
政
次
郎
は
「
琉
球
の
聞
徳
大
王
、
熊
野
の
巫
女
で
あ
る
熊
野
比
丘
尼
の
尼
君
な
ど
は
遊
君
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
い
つ
つ
、
君
が
遊
女

或
い
は
巫
女
を
さ
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
み
と
め
て
い
る
。
（
注
1
3
）
も
し
、
君
が
遊
女
化
さ
れ
た
巫
女
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
「
神
婆
」
に
登

場
す
る
「
君
」
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
姐
面
の
姥
で
あ
る
か
、
若
女
面
の
者
で
あ
る
か
の
問
題
が
出
て
く
る
。
後
藤
敵
は
前
稿
で
神
婆
の
演
目
に
出
る
若

い
女
面
を
つ
け
た
娘
を
君
と
い
っ
て
い
る
（
注
1
4
）
。
し
か
し
、
「
神
婆
」
の
全
体
の
文
脈
か
ら
は
若
い
女
面
の
娘
を
「
君
」
で
あ
る
と
言
い
切
る
の
は
多
少

躊
躇
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
尻
を
激
し
く
振
る
所
作
が
女
性
の
舞
で
、
更
に
性
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
尻
振
り
舞
を
舞
う
姥

か
ら
も
遊
女
の
特
性
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
神
婆
」
で
君
が
誰
か
は
保
留
し
て
お
い
て
、
西
浦
田
楽
の
「
君
の
舞
」
の
様
子
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

静
岡
県
磐
田
郡
水
窪
町
の
所
能
に
あ
る
観
音
堂
に
旧
暦
正
旦
八
日
か
ら
一
九
日
（
平
成
二
年
は
三
月
五
日
か
ら
六
日
）
に
か
け
て
行
な
わ
れ
る
。
西
浦

田
楽
は
地
能
三
三
番
、
は
ね
能
二
一
番
（
閏
年
二
二
番
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
「
君
の
舞
」
は
夜
中
三
時
頃
か
ら
約
二
五
分
程
度
か
か
る
。

「
君
の
舞
」
が
始
ま
る
前
に
、
細
長
い
腰
掛
け
を
出
す
。
花
笠
を
被
り
、
扇
を
手
に
し
、
白
上
衣
を
着
け
た
二
人
（
君
の
舞
の
子
）
が
出
て
腰
掛
け
を
中
心

に
両
側
で
左
回
り
の
舞
を
舞
っ
て
、
位
置
を
入
れ
変
え
て
左
回
り
の
舞
い
を
舞
う
三
度
繰
り
返
し
て
か
ら
二
人
は
背
中
を
合
わ
せ
腰
掛
け
に
腰
を
掛
け
坐
る
。 206



そ
こ
へ
　
「
君
の
舞
の
親
」
と
い
う
者
が
上
衣
を
頭
ま
で
す
っ
ぽ
り
被
っ
て
、
手
に
は
鼓
形
の
物
に
白
紙
を
包
ん
だ
も
の
（
シ
ツ
テ
リ
‥
鼓
）
を
持
っ
て
登
場
す

る
。
腰
掛
け
に
坐
っ
て
い
る
「
君
の
舞
の
子
」
の
ま
わ
り
を
舞
回
る
。
二
〇
回
く
ら
い
両
側
を
行
き
来
し
て
か
ら
、
持
っ
て
い
る
シ
ツ
テ
リ
と
腰
掛
け
に
坐
っ

て
い
る
者
の
一
人
の
持
つ
扇
を
取
り
替
え
て
、
扇
を
持
っ
て
一
回
り
舞
う
。
こ
こ
で
君
の
親
と
嚇
子
方
で
あ
る
別
当
の
問
答
（
注
1
5
）
が
行
な
わ
れ
る
。
問

答
が
終
る
と
、
再
び
シ
ツ
テ
リ
を
取
り
替
え
て
、
両
側
を
一
〇
数
回
行
き
来
し
て
舞
う
。
腰
掛
け
を
取
り
去
り
、
「
君
の
舞
の
親
」
を
中
心
に
し
て
三
人
が
立
ち

舞
う
。
庭
を
何
回
か
回
り
舞
っ
て
か
ら
「
君
の
舞
の
子
」
二
人
は
退
場
す
る
、
烏
帽
子
姿
の
二
人
が
ス
リ
サ
サ
ラ
を
持
っ
て
出
て
舞
う
。
ス
リ
サ
サ
ラ
を
持
っ

た
二
人
は
「
君
の
舞
の
親
」
を
中
心
に
し
て
三
人
が
立
ち
舞
う
。
舞
が
暫
く
続
い
た
後
、
ス
リ
サ
サ
ラ
の
二
人
が
退
場
す
る
と
、
親
一
人
残
っ
て
腰
を
屈
伸
し

な
が
ら
大
振
り
の
舞
を
舞
う
。
舞
が
終
る
と
楽
堂
（
楽
屋
）
に
向
か
っ
て
礼
を
し
て
か
ら
退
場
す
る
。

こ
こ
で
登
場
す
る
五
人
の
中
で
、
中
心
は
「
君
の
舞
の
親
」
で
あ
ろ
う
。
親
は
上
布
を
頭
ま
で
す
っ
ぽ
り
被
っ
た
姿
で
鼓
（
シ
ツ
テ
リ
）
を
持
っ
て
派
手
な

振
り
の
舞
で
あ
る
。
尻
を
振
る
と
い
う
所
作
は
な
い
が
、
腰
を
屈
伸
さ
せ
た
り
、
腰
を
屈
め
た
り
す
る
動
作
は
あ
る
。
仮
面
は
被
ら
な
い
の
で
顔
か
ら
の
性
別

は
分
か
ら
な
い
が
、
上
布
を
頭
に
す
っ
ぽ
り
被
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
女
性
の
姿
で
あ
る
こ
と
は
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
西
浦
田
楽
の
「
君
の
舞
」
の
君
は
「
君
の

舞
の
親
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
君
の
舞
の
親
と
は
、
即
ち
、
白
上
布
を
頭
か
ら
す
っ
ぽ
り
被
っ
て
鼓
を
持
っ
て
舞
を
舞
う
者
で
あ
る
。
鼓
を
持
っ
て
舞
う
こ
と

か
ら
「
神
婆
」
の
若
女
面
の
者
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
後
藤
敵
が
新
野
雪
祭
り
で
の
君
の
舞
の
君
が
若
い
娘
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
西
浦
田
楽
の
「
君
の

舞
」
で
鼓
（
シ
ツ
テ
リ
）
を
採
っ
て
舞
う
君
の
親
と
同
じ
よ
う
に
、
鼓
を
採
っ
て
舞
う
と
こ
ろ
か
ら
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。

新
野
雪
祭
り
と
西
浦
田
楽
は
同
じ
系
統
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
後
藤
敵
は
前
稿
で
古
戸
の
「
君
は
や
し
」
を
ふ
く
め
て
、
曲
名
が
同
じ
で
あ
る

こ
と
、
田
楽
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
三
信
遠
の
国
境
地
帯
と
い
う
同
一
芸
能
圏
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
芸
能
の
内
容
的
に
共
通
し
た
と
こ
ろ

が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
相
互
に
関
係
が
あ
る
（
注
1
6
）
と
い
う
。

雪
祭
り
の
「
神
婆
」
で
は
、
姥
面
の
者
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西
浦
田
楽
の
「
君
の
舞
」
は
「
神
婆
」
の
若
女
面
の
者
（
娘
）
に
該
当
す
る

「
君
の
舞
の
親
」
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
違
い
が
あ
る
。
本
来
は
同
系
統
の
も
の
が
伝
承
の
過
程
で
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
両
方
と

も
「
君
の
舞
」
　
の
主
体
は
年
老
い
た
女
性
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

姥
面
の
者
と
若
女
面
の
者
と
の
二
人
の
関
係
か
ら
考
え
て
も
、
姥
に
は
遊
女
化
さ
れ
た
巫
女
の
姿
を
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
若
い
女
面
の
者
を
娘
と
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い
う
が
、
誰
の
娘
な
の
か
。
「
神
婆
」
の
文
脈
か
ら
は
何
と
も
言
え
な
い
。
若
女
面
の
者
の
「
伊
勢
国
度
会
郡
禰
宜
の
姫
神
婆
舞
っ
た
り
舞
っ
た
り
」
と
い
う
「
神

婆
」
の
中
で
の
唯
一
の
台
詞
か
ら
、
神
婆
が
姥
面
の
者
に
し
ろ
、
若
女
面
の
者
に
し
ろ
、
度
会
郡
の
出
身
の
巫
女
で
あ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
敢
え
て
神
婆

が
実
際
度
会
郡
の
出
身
で
は
な
く
て
も
、
伊
勢
信
仰
が
流
行
な
っ
た
時
代
の
背
景
か
ら
伊
勢
の
度
会
と
い
う
地
名
を
借
り
て
度
会
郡
の
禰
宜
の
娘
で
あ
る
と
い

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
「
神
婆
」
で
姥
と
爺
が
抱
き
合
っ
て
跳
ね
回
る
と
こ
ろ
で
若
女
面
の
も
の
が
出
て
、
そ
の
ま
わ
り
を
廻
る
行
為
が
若
女
の
嫉
妬
の
気
持
ち

を
顕
わ
す
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
に
使
わ
れ
る
意
味
で
の
娘
、
神
娘
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
神
婆
」
の
所
作
は
大
き
く
二
つ
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
庁
屋
か
ら
出
て
拝
殿
の
正
面
ま
で
の
部
分
と
拝
殿
正
面
向
き
に
な
っ
て
か
ら
の
部
分
で
あ
る
。

庁
屋
か
ら
拝
殿
正
面
ま
で
は
添
い
人
が
腰
を
抱
え
て
い
る
し
、
尻
振
り
が
激
し
い
舞
で
あ
る
が
、
拝
殿
の
正
面
向
き
に
な
っ
て
か
ら
は
、
添
い
人
も
手
を
離
し
、

ま
た
握
合
っ
て
い
た
両
手
も
解
い
て
腰
振
り
と
い
う
よ
り
は
走
る
動
作
に
変
わ
る
。
所
作
か
ら
は
如
何
な
る
意
味
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
画
然
と
動
き
が
異
な

る
。
も
し
、
前
者
を
尻
振
り
舞
で
あ
る
と
し
た
ら
、
後
者
は
走
り
舞
と
も
言
え
る
。
前
者
が
尻
振
り
で
庁
屋
の
前
で
坐
っ
て
い
る
爺
に
向
け
て
の
舞
で
、
姥
の

本
来
の
日
常
的
な
性
格
を
顕
わ
す
「
俗
の
舞
」
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
拝
殿
向
き
の
「
聖
の
舞
」
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
君
」

が
遊
女
化
さ
れ
た
巫
女
で
あ
る
と
い
う
説
か
ら
考
え
る
と
、
前
者
は
遊
女
の
舞
で
、
後
者
は
巫
女
の
舞
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
君
」
と
い
う
者
が
持
つ
両
義
性

を
顕
わ
す
舞
で
あ
ろ
う
。
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4
．
尻
振
り
舞
の
系
譜

姥
面
の
者
が
尻
振
り
の
舞
が
あ
っ
た
後
、
爺
と
抱
き
合
う
場
面
に
な
る
。
確
か
に
性
的
行
為
を
顕
わ
す
所
作
で
あ
る
。
仲
藤
増
造
の
記
録
（
注
1
7
）
は
も

つ
と
露
骨
で
、
爺
が
姥
の
手
招
き
に
走
り
で
て
、
取
り
付
き
、
そ
の
後
変
な
腰
付
き
を
し
て
抱
き
合
っ
た
ま
ま
重
な
っ
て
こ
ろ
ぶ
と
い
う
。
腰
を
捻
る
、
或
い

は
尻
を
振
る
と
い
う
動
作
は
性
的
行
為
と
関
連
が
あ
る
こ
と
は
違
い
な
い
。
腰
を
振
る
の
が
性
的
な
行
為
を
あ
ら
わ
す
例
と
し
て
は
佐
渡
で
伝
え
ら
れ
て
い
る

「
つ
ぶ
ろ
さ
し
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
つ
ぶ
ろ
さ
し
」
は
大
神
楽
の
獅
子
に
つ
く
一
つ
の
風
流
で
あ
る
。
（
注
1
8
）

「
つ
ぶ
ろ
さ
し
」
は
新
潟
県
佐
渡
郡
羽
茂
町
寺
田
の
菅
原
神
社
と
同
町
村
山
の
草
刈
神
社
で
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
さ
さ
や
か
な
動
き
で
あ
る
が
女
面
の



者
が
尻
を
振
る
動
作
が
う
か
が
わ
れ
る
。
両
神
社
の
「
つ
ぶ
ろ
さ
し
」
は
似
て
い
る
が
、
菅
原
神
社
の
ほ
う
は
先
ず
烏
帽
子
に
直
衣
姿
で
幣
を
持
っ
た
男
が
眠

っ
て
い
る
獅
子
の
頭
に
向
か
っ
て
、
呪
文
を
唱
え
る
。
す
る
と
、
獅
子
は
目
を
覚
ま
し
て
欠
伸
を
し
て
退
く
。
そ
こ
へ
笛
、
太
鼓
、
チ
ヤ
ビ
ラ
鉦
、
拍
子
木
の

合
奏
に
の
っ
て
「
つ
ぶ
ろ
」
と
い
う
木
製
の
男
根
を
模
し
た
も
の
を
も
っ
て
男
神
と
「
シ
ヤ
ギ
リ
」
と
い
う
解
を
持
っ
た
女
神
と
「
ゼ
l
哀
鼓
」
と
い
う
女
神

が
登
場
し
て
、
男
根
を
さ
す
り
な
が
ら
踊
る
男
神
に
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
腰
つ
き
の
女
神
が
絡
ま
る
（
注
1
9
）
。
草
刈
神
社
の
方
は
先
ず
赤
鬼
、
青
鬼
が
で
て
鍼
と

棒
を
持
っ
て
踊
る
。
鬼
の
踊
り
が
済
む
と
、
長
さ
二
尺
五
寸
位
の
「
つ
ぶ
ろ
」
を
肩
に
し
て
男
が
出
て
く
る
。
白
い
脚
絆
と
白
足
袋
、
赤
い
腰
巻
を
し
た
女
が

解
を
す
り
な
が
ら
登
場
す
る
。
穀
は
入
っ
た
姥
面
を
被
り
、
や
や
腰
を
曲
げ
て
い
る
。
男
は
股
か
ら
「
つ
ぶ
ろ
」
を
出
し
て
さ
す
る
。
女
面
の
者
が
折
々
解
を

す
り
な
が
ら
お
尻
を
軽
く
振
る
。
男
面
の
者
は
眉
間
に
太
い
毅
が
四
、
五
本
あ
る
尉
面
で
あ
る
。
女
面
は
か
す
か
な
笑
い
の
中
に
、
喜
び
を
持
ち
、
歯
の
な
い

姥
の
顔
で
あ
る
。
（
注
2
0
）

男
根
を
振
り
ま
わ
す
男
面
と
尻
を
振
る
女
面
は
た
し
か
に
性
的
な
踊
り
で
あ
る
。
「
つ
ぶ
ろ
」
は
木
製
で
て
っ
ぺ
ん
に
穴
が
一
つ
あ
り
、
根
元
に
毛
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。
「
つ
ぶ
ろ
さ
し
」
は
一
種
の
マ
ラ
振
り
舞
で
あ
る
が
、
女
性
の
尻
振
り
舞
と
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。

桑
山
太
市
に
よ
る
と
、
羽
茂
町
の
隣
村
で
あ
る
柏
崎
で
は
ふ
っ
く
ら
円
い
も
の
を
「
饅
頭
」
と
い
い
、
壷
を
ツ
ブ
と
発
音
し
て
い
る
。
そ
の
壷
と
饅
頭
は
隠
語

と
し
て
陰
門
を
顕
わ
す
（
注
2
1
）
と
い
う
。
こ
の
「
つ
ぶ
ろ
さ
し
」
は
伎
楽
の
系
統
の
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
（
注
2
2
）

『
教
訓
抄
』
伎
欒
条
の
島
寓
、
力
士
の
場
面
に
よ
る
と
、
二
人
の
女
が
舞
を
舞
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
畠
寓
が
扇
を
持
っ
て
出
て
卑
猥
な
マ
ラ
フ
リ
舞
を
舞
う
と
、

力
士
が
登
場
し
て
、
良
禽
の
マ
ラ
（
マ
ラ
タ
カ
）
に
縄
を
付
け
て
引
き
、
そ
の
マ
ラ
を
打
ち
折
り
舞
う
。
も
し
「
つ
ぶ
ろ
さ
し
」
が
伎
楽
と
同
じ
系
統
と
認
め

る
な
ら
、
『
教
訓
抄
』
に
は
記
さ
れ
て
な
い
が
、
二
人
女
が
舞
う
舞
に
尻
を
振
る
動
作
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
尻
を
振
る
と
い
う
の
は
一
種
の
性
的
な
行
為

と
関
連
が
あ
り
、
性
的
な
行
為
は
稲
作
文
化
の
な
か
で
豊
穣
祈
願
の
類
感
呪
術
と
し
て
、
田
遊
び
、
田
植
蹄
な
ど
の
中
で
見
ら
れ
る
性
的
な
振
り
の
芸
能
と
脈

を
一
つ
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
岩
手
県
紫
波
郡
見
前
村
の
田
植
蹄
の
中
に
ヒ
ョ
ツ
ト
コ
面
を
被
っ
た
一
八
と
い
う
道
化
が
一
人
出
て
、
苗
代
打

の
真
似
を
し
な
が
ら
、
太
鼓
打
ち
方
と
問
答
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
尻
振
桐
式
（
注
2
3
）
の
踊
り
を
踊
っ
て
入
る
。
尻
振
踊
式
が
如
何
な
る
動
作
か
は
確
認

し
て
い
な
い
か
ら
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
性
的
行
為
、
又
は
性
的
行
為
を
誘
う
動
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
東
京
板
橋
区
の
諏
訪
神
社
、
北
野
神
社
の
「
田
遊
び
」
で
行
な
わ
れ
る
ヤ
ス
メ
と
太
郎
爺
の
抱
き
合
い
場
面
、
奈
良
明
日
香
の
「
御
田
祭
」
の
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種
付
け
式
、
茨
城
県
新
治
郡
島
村
中
度
の
鹿
島
神
社
で
行
な
わ
れ
る
「
へ
イ
サ
ン
ボ
ウ
」
な
ど
も
豊
穣
を
顕
わ
す
カ
マ
ケ
ワ
ザ
の
一
種
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

今
日
は
尻
を
振
り
所
作
は
見
ら
れ
な
い
が
、
か
つ
て
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

5
二
二
番
里
の
尻
振
り
舞

尻
振
り
舞
が
翁
三
番
壁
に
見
ら
れ
る
の
は
岩
手
県
宮
古
の
黒
森
神
楽
の
三
番
里
で
あ
る
。
黒
森
神
楽
の
三
番
里
は
他
の
地
域
の
三
番
壁
と
は
異
な
り
、
独
立

し
た
演
目
と
し
て
で
は
な
く
、
「
三
番
御
神
楽
」
と
呼
ば
れ
る
演
目
の
中
で
出
て
く
る
。
黒
森
神
楽
に
つ
い
て
は
、
本
田
安
次
と
神
田
よ
り
子
の
報
告
が
あ
る
。

（
注
2
4
）

「
黒
森
神
楽
の
三
番
里
は
、
一
般
に
尻
坂
の
三
番
、
根
ぶ
り
三
番
、
或
は
イ
ド
オ
ミ
三
番
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
足
拍
子
を
踏
み
、
お
尻
を
振
り
つ

つ
舞
う
故
で
あ
る
。
大
抵
が
叙
烏
帽
子
に
黒
尉
面
、
千
早
、
袴
の
仕
度
で
出
る
」
　
（
注
2
5
）

尻
振
り
の
三
番
は
三
番
里
の
所
作
に
尻
振
り
動
作
が
あ
る
か
ら
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
ろ
う
。
根
ぶ
り
三
番
の
根
も
女
性
の
陰
部
の
こ
と
、
あ
る
い
は
男
根

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
疑
問
に
な
る
の
は
イ
ド
オ
ミ
三
番
の
イ
ド
オ
ミ
で
あ
る
。
イ
ド
オ
ミ
が
如
何
な
る
意
味
な
の
か
は
定
か
で
な
い
が
。
イ
ド
あ
る
い
は
オ
イ

ド
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
方
言
俗
語
語
源
辞
典
に
よ
る
と
、
イ
ド
が
お
尻
、
又
は
穴
（
陰
門
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

イ
ド
ー
オ
イ
ド
。
①
尻
。
し
り
。
岡
山
、
広
島
、
島
根
、
香
川
、
徳
島
、
愛
媛
、
大
分
、

②
肛
門
香
川
県
伊
吹
島
、
山
口
県
豊
浦
郡
、
対
馬
、
考
】
高
知
、
大
分
県
西
国
東

郡
で
穴
を
、
大
分
、
四
国
、
兵
庫
県
飾
磨
郡
家
島
、
東
北
地
方
で
洞
穴
を
ウ
ド
と

い
う
の
と
、
こ
の
イ
ト
と
は
同
源
の
語
で
、
イ
ド
の
原
義
は
穴
、
そ
れ
か
ら
肛
門
、

尻
の
穴
、
尻
と
転
義
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
注
2
6
）
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な
ぜ
三
番
里
が
尻
振
り
舞
を
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
黒
森
神
楽
の
三
番
里
が
岩
戸
開
き
の
役
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
記
紀
の
天
錮
女
命
の
役
を



果
た
す
こ
と
に
な
る
三
番
里
が
岩
戸
開
き
の
天
釦
女
命
の
役
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
三
番
里
に
巫
女
と
し
て
の
面
影
が
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
三
番
堂
の
面
は
醜
い
顔
を
し
て
い
る
。
三
番
壁
に
関
わ
る
説
話
（
注
2
7
）
に
も
醜
い
存
在
と
し
て
登
場
す
る
。
現
在
五
流
能
の
三
番
壁
面
は
左
右

対
称
で
、
形
と
し
て
は
翁
面
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
整
っ
て
い
る
が
、
古
面
と
さ
れ
る
三
番
壁
面
に
は
顔
の
形
が
歪
ん
だ
り
、
口
許
が
片
方
に
吊
り
上

が
っ
た
り
、
鼻
が
曲
が
っ
た
り
す
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
昭
和
五
五
年
京
都
国
立
博
物
館
に
お
け
る
展
覧
会
の
図
録
（
注
2
8
）
に
よ
る
と
、
岐
阜
県
久
瀬

村
小
津
白
山
神
社
の
三
番
壁
面
、
福
井
県
今
庄
町
宇
津
尾
八
幡
神
社
の
三
番
嬰
、
京
都
の
個
人
蔵
の
三
番
壁
面
は
歪
ん
だ
顔
に
な
っ
て
い
る
二
二
番
里
と
は
名

づ
け
て
な
い
が
岩
手
県
中
尊
寺
の
姥
面
も
鼻
が
右
方
に
曲
が
り
、
口
も
歪
ん
で
い
る
。
こ
の
面
も
歪
ん
だ
三
番
壁
面
と
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

三
番
里
の
詞
章
の
な
か
で
も
、
翁
に
比
べ
て
三
番
里
は
背
も
小
さ
く
、
色
も
黒
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
岩
手
県
の
早
池
峰
神
楽
（
岳
・
大
償
）
の
場
合
、

三
番
里
と
胴
前
（
太
鼓
方
）
の
問
答
の
形
式
で
行
な
わ
れ
る
。
（
三
番
聖
の
分
は
幕
内
（
楽
屋
）
の
別
の
人
が
語
る
。
）

楽
屋
：
イ
ヨ
ウ
ヨ
、
以
前
に
参
ら
せ
る
翁
と
申
す
は
（
岳
－
「
参
り
た
る
翁
と
申
す
は
」
　
色
も
白
く

青
も
大
き
く
（
岳
…
「
青
も
大
き
く
お
ん
に
ん
に
ま
し
ま
す
」
）
、
こ
の
代
を
百
王
百
代
、
千
代
五

万
歳
は
そ
の
間
（
岳
－
「
五
万
歳
が
そ
の
間
」
）
め
い
す
す
と
り
と
踏
み
鎮
め
ん
が
た
め
の
翁
な
り
。

（
岳
－
「
礼
し
と
～
踏
み
鎮
め
ん
が
其
た
め
な
り
」
）
　
（
舞
出
で
、
幕
の
根
に
立
つ
）

楽
屋
‥
イ
ヨ
ウ
ヨ
、
た
だ
今
参
っ
た
る
三
番
太
郎
と
申
す
は
（
岳
－
「
参
っ
た
三
番
猿
王
と
申
す
は
、
」
）

色
も
黒
く
青
も
小
さ
く
、
お
ん
身
に
ま
し
ま
す
。
（
岳
‡
「
お
ん
に
ん
に
ま
し
ま
す
。
」
）
と
く
さ
色

の
か
る
め
ん
と
つ
て
（
岳
1
「
十
種
色
の
狩
衣
に
」
）
あ
い
る
め
ん
う
つ
た
る
（
岳
－
「
あ
い
打

っ
た
る
、
」
）
き
の
面
と
っ
て
顔
に
あ
て
。
（
丘
T
「
木
の
面
取
て
顔
に
あ
て
給
ふ
。
」
）
（
舞
ひ
、
幕

の
根
に
立
つ
）
　
（
注
2
9
）

他
に
も
、
「
我
等
と
申
す
は
色
黒
々
、
目
わ
る
ぐ
、
青
は
ち
ん
と
低
く
け
れ
ど
も
」
（
秋
田
県
仙
北
郡
角
館
町
大
字
酉
長
野
の
番
楽
の
三
番
里
）
（
注
3
0
）
な

ど
の
詞
章
が
あ
る
。
背
が
低
く
色
が
黒
で
あ
る
こ
と
は
醜
い
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
背
が
低
い
こ
と
か
ら
女
性
的
で
あ
る
と
断
定
す
る 211



の
は
危
う
い
側
面
も
あ
る
が
、
背
の
高
い
翁
と
は
対
に
な
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
三
番
里
は
背
も
小
さ
く
、
鼻
や
口
が
歪
ん
だ
顔
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。

黒
森
神
楽
の
　
「
三
番
里
」
が
ほ
か
に
「
イ
ド
オ
ミ
三
番
」
と
も
呼
ば
れ
る
と
い
う
が
、
そ
の
イ
ド
オ
ミ
と
は
異
な
る
が
　
「
イ
ド
」
と
い
う
演
目
が
翁
系
統
の

も
の
が
あ
る
。
住
吉
神
社
の
　
「
翁
舞
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

兵
庫
県
加
東
郡
社
町
上
鴨
川
住
吉
神
社
の
翁
舞
は
一
〇
月
四
日
・
五
日
の
宮
座
行
事
に
と
も
な
う
芸
能
の
ひ
と
つ
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
。
宮
座
行
事
の
中
の
芸

能
は
王
の
舞
（
リ
ヨ
ン
サ
ン
）
・
獅
子
・
田
楽
躍
・
高
足
・
翁
舞
・
相
撲
な
ど
が
あ
る
。
翁
舞
は
そ
の
中
の
一
つ
で
、
イ
ド
、
寓
歳
楽
、
六
ぶ
ん
、
翁
、
宝
物
、

冠
者
、
父
尉
の
演
目
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
イ
ド
は
一
種
の
露
払
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
注
3
1
）
し
か
し
、
露
払
い
役
を
な
ぜ
「
イ
ド
」
と
い
う
か
に
つ
い

て
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
住
吉
神
社
の
イ
ド
が
祭
り
の
前
後
で
文
脈
か
ら
考
え
て
露
払
い
の
役
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
イ
ド
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

イ
ド
が
黒
森
神
楽
の
三
番
里
が
別
称
で
あ
る
イ
ド
オ
ミ
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
住
吉
神
社
の
翁
舞
の
イ
ド
で
は
尻
を
振
る

と
い
う
所
作
は
見
当
た
ら
な
い
。

翁
三
番
里
に
尻
振
り
舞
が
窺
わ
れ
る
の
は
、
上
に
述
べ
た
黒
森
神
楽
の
三
番
壁
の
外
に
は
管
見
に
は
な
い
。
資
料
と
し
て
信
憑
性
が
薄
い
が
、
敢
え
て
挙
げ

る
な
ら
、
戸
板
康
二
が
『
能
』
の
　
「
松
と
老
人
と
」
と
い
う
記
事
で
腰
振
り
舞
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
番
里
で
は
な
く
翁
が
尻
振
り
の
舞
を
舞
っ

た
と
い
う
。

「
前
に
折
口
信
夫
先
生
の
お
伴
を
し
て
、
埼
玉
県
浦
和
の
在
で
み
た
「
翁
」
に
は
、
腰
を
異
様
に
振
る
奇
妙
で
卑
猥
な
印
象
が
残
っ
て
い
る
。
翁
が
「
白
尉
」
、

三
番
度
が
「
黒
尉
」
で
あ
り
、
三
番
里
こ
そ
卑
猥
な
動
作
を
演
じ
さ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
ご
く
素
朴
な
考
え
方
か
ら
い
ふ
と
、
本
体
の
神
が
恰
も
「
生
殖
」

と
い
ふ
行
為
を
身
を
以
っ
て
示
す
こ
と
の
方
に
よ
り
多
く
「
力
」
を
感
じ
た
の
で
あ
た
ら
う
」
　
（
注
3
2
）

し
か
し
、
埼
玉
県
浦
和
の
在
で
見
た
と
い
う
「
翁
」
が
何
処
の
何
を
見
た
の
か
確
認
で
き
な
い
。
埼
玉
県
浦
和
に
は
現
在
「
翁
三
番
堂
」
が
行
な
わ
れ
る
と

こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
昭
和
二
五
年
頃
に
あ
っ
た
も
の
が
そ
の
後
、
滅
び
た
か
、
或
い
は
、
あ
る
芸
能
集
団
が
訪
れ
て
浦
和
の
と
こ
ろ

で
「
翁
三
番
里
」
を
披
露
し
た
の
を
み
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
翁
三
番
里
に
尻
振
り
（
腰
振
り
）
舞
が
あ
っ
た
こ
と
は
違
い
な
い
。

乏
し
い
資
料
で
結
論
と
い
う
も
の
を
出
せ
な
い
が
、
尻
振
り
舞
は
遊
女
化
さ
れ
た
巫
女
の
舞
で
あ
り
、
性
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
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の
主
体
が
女
性
で
あ
る
こ
と
は
言
え
る
と
思
う
。

韓
国
仮
面
戯
の
姥
の
出
立
ち
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
姥
は
ス
カ
ー
ト
と
短
い
1
着
を
着
て
腰
と
讐
ま
る
出
し
た
姿
で
あ
る
。
現
在
は
姥
の
役
を

女
性
が
担
う
場
合
が
多
い
が
、
本
来
は
男
性
が
務
め
た
の
で
あ
る
。

衣
裳
を
わ
ざ
と
そ
の
よ
う
に
短
い
物
に
し
た
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
女
性
の
役
を
男
性
が
つ
と
め
る
か
ら
、
女
性
の
衣
服
が
男
性
の
体
に
合
わ
な
く

て
、
腰
の
部
分
が
裸
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
衣
裳
の
大
き
さ
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
腰
を
ま
る
出
し
て

い
る
の
は
姥
の
他
に
陽
州
別
山
台
仮
面
劇
と
松
坂
山
台
窓
劇
の
倭
将
女
で
あ
る
。
倭
将
女
は
「
遊
女
（
エ
サ
ダ
ン
）
の
法
鼓
遊
び
」
で
登
場
す
る
老

妓
で
、
遊
女
と
墨
僧
の
間
の
仲
介
（
遣
り
手
婆
、
香
車
）
役
を
す
る
。
墨
僧
か
ら
お
金
を
貰
っ
て
遊
女
を
墨
僧
に
紹
介
す
る
の
で
あ
る
。
倭
将
女
も
姥

の
如
く
ま
る
ま
る
腰
の
部
分
を
露
出
し
て
い
る
。
倭
将
女
は
当
て
字
で
体
が
大
き
く
、
恥
を
知
ら
な
い
女
性
で
、
爵
後
期
に
商
業
の
発
達
と
共
に
市

場
が
盛
ん
に
な
り
、
市
場
に
遊
郭
が
出
来
、
そ
の
遊
郭
の
売
春
の
仲
介
役
と
し
て
朝
鮮
時
代
後
期
に
仮
面
戯
に
加
え
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る

が
、
そ
の
出
立
ち
か
ら
考
え
る
と
そ
の
歴
史
は
更
に
遡
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
が
日
本
の
祭
り
に
見
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
愛
知
県
北
設
楽
郡
東
栄
町
古
戸
の
花
祭
り
（
正
月
二
日
・
三
日
）
の
終
り
頃
「
お
ち
り
は
り
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
ヒ
ノ
、
葺
と
神
子
、
翁
に

続
い
て
「
お
ち
り
は
り
」
が
行
な
わ
れ
る
。
「
お
ち
り
は
り
」
は
飯
粒
が
付
い
た
杓
子
（
し
ゃ
も
じ
）
と
味
噌
を
塗
っ
た
摺
古
木
（
す
り
ご
き
）
を
各
々

手
に
し
た
鼻
垂
ら
し
と
潮
吹
が
登
場
し
て
見
物
人
に
飯
粒
と
味
噌
を
塗
り
付
け
る
。
そ
れ
か
ら
オ
カ
メ
面
を
つ
け
た
親
子
が
登
場
す
る
。
姥
の
役
は

太
っ
て
腹
が
出
た
人
が
務
め
る
の
が
慣
わ
し
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
姥
は
辛
み
女
で
衰
脱
い
で
裸
に
な
っ
て
い
る
。
背
中
に
は
草
履
を
ぶ
ら
下
げ
、
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布
に
包
ん
だ
荷
物
を
か
け
た
旅
姿
で
あ
る
。
手
に
は
娘
と
同
じ
く
扇
と
鈴
を
持
っ
て
頭
に
は
手
拭
を
被
っ
て
い
る
。
四
人
は
二
人
ず
つ
ペ
ア
に
な
っ
て

舞
を
舞
う
。
同
所
の
青
戸
田
楽
に
「
宮
な
ら
し
」
と
い
う
次
第
に
潮
吹
面
と
女
郎
面
を
被
っ
た
二
人
が
背
中
合
わ
せ
で
尻
の
辺
で
結
い
中
腰
で
五
方
を

舞
う
の
が
あ
る
。
韓
国
仮
面
戯
の
爺
姥
の
場
面
と
青
戸
の
「
お
ち
り
は
り
」
は
舞
や
形
は
変
わ
っ
て
も
そ
の
内
面
に
流
れ
て
い
る
思
想
は
ま
っ
た
く
一

致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

倭
将
女
の
い
で
た
ち
が
姥
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。
頭
に
大
き
な
髪
飾
り
（
緩
り
束
ね
た
髪
を
丸
め
た
も
の
）
を
頭
に
つ
け
る
。
倭
将
女
が
仮
面

戯
の
な
か
で
は
遣
り
手
姥
の
役
と
し
て
登
場
す
る
が
、
倭
将
女
が
若
か
っ
た
頃
は
遊
女
で
あ
っ
て
、
歳
を
と
っ
て
遊
女
を
引
退
し
て
か
ら
遣
り
手
姥
、

即
ち
遊
女
を
取
り
締
ま
る
人
物
、
紹
介
役
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
定
で
き
る
。
倭
将
女
の
仮
面
は
姥
場
面
で
娘
（
ド
キ
ヌ
イ
＝
斧
姉
）
に
も

用
い
ら
れ
る
。
倭
将
女
の
面
が
兼
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
姥
場
面
で
の
娘
は
好
色
な
人
物
で
、
何
回
も
結
婚
し
た
が
、
夫
が
逃
げ
て
し
ま
い
、
独
身
の

身
に
な
っ
て
い
る
。
姥
が
死
ん
で
か
ら
呼
ば
れ
て
登
場
す
る
。
娘
は
姥
の
葬
儀
壷
の
祭
祀
）
を
担
う
巫
女
の
役
を
は
た
す
の
で
あ
る
（
「
楊
州
別
山
台

ノ
リ
」
）
。

爺
姥
の
娘
が
倭
将
女
の
面
を
兼
用
す
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
し
て
そ
の
面
を
被
っ
た
娘
が
巫
女
の
役
割
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
倭
将
女
は
巫
女
、
又

は
遊
女
の
面
影
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
臍
或
い
は
腰
の
部
分
を
裸
に
出
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
卑
猥
な
性
的
行
為
と
関
連
性
が
う
か
が

わ
れ
る
。
姥
は
そ
の
出
で
立
ち
か
ら
み
て
確
か
に
巫
女
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
性
的
行
為
を
好
ん
で
い
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
前
述
し
た
神
婆
の

二
重
的
な
性
格
に
似
て
い
る
。
姥
の
出
で
立
ち
、
即
ち
、
上
衣
が
短
く
て
、
裳
を
尻
に
か
け
て
い
る
よ
う
な
姿
は
、
彼
女
の
激
し
い
尻
振
り
舞
に
よ
っ

て
胸
が
見
え
る
程
で
あ
る
。
か
つ
て
は
仮
面
戯
の
す
べ
て
の
役
を
男
性
が
務
め
た
が
、
現
行
で
は
女
性
が
多
く
加
わ
っ
て
い
る
。
姥
の
役
も
女
性
が
務

め
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
前
述
し
た
が
、
姥
の
役
を
女
性
が
担
っ
て
い
る
現
行
で
は
、
腰
の
裸
代
わ
り
に
肌
色
の
下
着
を
な
か
に
着
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
鈴
と
杖
、
又
は
扇
を
手
に
し
て
、
頭
に
は
大
き
な
髪
飾
り
を
被
っ
て
い
る
姥
の
姿
は
、
ま
る
で
『
古
事
記
』
、
日
本
書
紀
に
登
場
す
る
ア

メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
姿
を
彷
彿
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
天
照
大
神
が
速
須
佐
之
男
の
横
暴
に
天
の
岩
屋
に
篭
っ
た
と
き
天
細
女
命
（
天
宇
受
売
命
）

が
神
懸
り
為
て
、
胸
乳
を
掛
き
出
で
裳
緒
を
香
登
に
忍
し
垂
れ
き
。
爾
に
高
天
の
原
動
み
て
、
八
百
寓
の
神
が
大
笑
い
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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日
本
書
紀
で
は
天
錮
女
命
の
採
り
物
に
は
古
事
記
と
変
わ
り
が
な
い
が
、
胸
乳
を
出
し
て
、
裳
紐
を
ホ
ト
ま
で
垂
ら
し
た
と
い
う
表
現
は
な
い
。
し

か
し
、
古
事
記
の
天
錮
女
命
の
姿
と
同
じ
描
写
が
日
本
童
晃
に
は
天
孫
降
臨
の
と
こ
ろ
で
、
天
の
八
衛
に
い
た
猿
田
彦
を
和
ら
げ
て
道
案
内
さ
せ
た
と

こ
ろ
の
天
錮
女
命
の
姿
が
見
え
る
。

芸

わ

　

　

　

む

な

ち

　

あ

ら

は

　

　

　

　

　

　

　

　

も

官

　

ほ

そ

　

し

も

　

お

し

た

　

　

　

あ

ざ

わ

ら

　

　

む

　

　

た

天
細
女
、
乃
ち
其
の
胸
乳
を
露
に
か
き
い
で
て
、
裳
帯
を
臍
の
下
に
抑
れ
て
、
咲
嘘
ひ
て
向
き
て
立
つ
。

西
郷
信
綱
（
注
3
3
）
は
天
錮
女
命
の
胸
を
出
し
て
、
裳
紐
を
垂
ら
し
て
陰
部
を
あ
ら
わ
す
の
は
神
が
か
り
し
て
、
激
し
い
動
き
に
よ
り
自
然
に
垂

れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
。
即
ち
、
陰
部
を
顕
わ
し
た
の
は
単
に
自
然
発
生
の
ふ
る
ま
い
で
は
な
い
こ
と
も
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
と
言
う
。
天
釦
女
命
の

出
し
た
女
陰
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
生
さ
れ
た
笑
い
に
は
邪
魔
除
去
す
る
呪
力
（
注
3
4
）
が
あ
る
と
信
じ
た
の
だ
ろ
う
。
『
古
語
拾
遺
』
に
は
ア
メ

ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
事
跡
が
猿
女
君
の
奉
仕
す
る
鎮
魂
祭
の
起
源
で
あ
る
と
す
る
。
上
記
し
た
よ
う
に
韓
国
仮
面
戯
に
登
場
す
る
姥
が
巫
女
の
性
格

や
、
笑
い
を
誘
う
動
作
、
な
ど
、
そ
れ
か
ら
仮
面
戯
の
最
後
と
し
て
鎮
魂
祭
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
と
姥
（
ミ
ヤ
ル
準
と
の

類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
天
の
岩
戸
の
前
で
俳
優
（
わ
ざ
お
ぎ
）
し
た
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
動
作
に
尻
振
り
舞
が
あ
っ

て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。
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今
ま
で
、
尻
振
り
舞
と
い
う
さ
さ
や
か
な
所
作
に
焦
点
を
あ
て
て
、
漠
然
と
し
な
が
ら
述
べ
て
み
た
。
「
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
。
民
俗
芸
能
に
登
場
す
る
様
々
な
翁
三
番
里
は
猿
楽
能
の
式
三
番
と
の
同
一
の
系
統
も

の
も
あ
り
、
ま
た
は
現
行
の
五
流
能
と
は
別
の
系
統
の
も
の
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
も
の
も
想
定
で
き
る
の
で
、
一
律
的
に
は
い
え
な
い
。
し
か
し
翁

三
番
里
の
様
々
な
要
素
の
な
か
で
「
対
面
の
翁
」
の
系
統
の
一
つ
と
し
て
韓
国
仮
面
戯
の
姥
（
ミ
ヤ
ル
韓
の
場
面
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ



ろ
ゝ
つ
。民

俗
芸
能
に
お
い
て
は
翁
よ
り
は
三
番
里
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
三
番
里
が
持
っ
て
い
る
軽
快
性
、
道
化
的
な
、
笑
い
を
誘
う
庶
民
的

な
要
素
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
番
里
は
能
の
式
三
番
の
一
つ
演
目
と
し
て
、
そ
し
て
、
民
俗
芸
能
の
式
舞
と
し
て
、
相
当
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
に
解
決
さ
れ
て
な

い
謎
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
民
俗
芸
能
は
時
間
の
空
間
化
、
時
間
の
重
な
り
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
韓
国
の
仮
面
戯
の
一
演
目
で
あ
る
ミ
ヤ
ル
姥
場
面
と
の
関
連
性
も
想
定
で
き
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
勿
論
、
そ
の
ミ
ヤ
ル
姥
場
面
か
ら
一
つ
の
手

が
か
り
は
成
り
う
る
と
し
て
も
、
裏
付
け
る
根
拠
に
な
る
資
料
が
見
当
た
ら
な
い
現
時
点
で
、
直
接
結
び
付
け
る
の
は
問
題
点
が
多
い
。
徹
底
的
に
分

析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

両
国
の
異
な
る
歴
史
的
、
文
化
的
背
景
で
育
て
ら
れ
た
芸
能
か
ら
そ
れ
ほ
ど
類
似
性
が
見
ら
れ
る
の
は
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
両
国
の
文
化
を
共
時

的
、
通
時
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
謎
に
さ
れ
て
き
た
各
々
要
素
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
事
実
が
現
れ
る
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
研
究
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
日
本
の
芸

能
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎮
魂
と
い
う
信
仰
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
　
そ
れ
か
ら
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
。
類
似
し
て
い
る
両
国
民
の
性
向
が
各
地
で

別
々
に
生
ま
れ
て
き
た
か
疑
問
は
益
々
増
え
る
。
直
接
的
関
連
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
国
の
芸
能
研
究
に
新

た
な
側
面
が
見
え
て
く
る
の
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
本
稿
で
は
芸
能
の
現
場
か
ら
芸
態
の
比
較
と
い
う
視
点
で
述
べ
た
が
、
憶
測
で
あ
る
面
が
多
い
と
思
い

な
が
ら
も
、
諸
賢
の
ご
指
導
を
賜
り
た
く
、
一
つ
の
試
論
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
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注

注
1
）
　
　
『
民
俗
芸
能
』
通
巻
三
六
号
　
春
季
号
一
九
六
九
年
四
月

注
2
）
　
折
口
信
夫
「
翁
の
発
生
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
　
中
央
公
論
社
一
九
六
五
年
　
貢
四
〇
三



注　注
4　　3
）　　　　　ヽ＿／

注　注
6　　5

）　　　　　　　　　）

注
7
）

注
8
）

注
9
）

注
1
0
）

注
1
1
）

注
1
2
）

注
1
3
）

注
1
4
）

注
1
5
）

注
1
6
）

注
1
7
）

池
田
弥
三
郎
「
さ
ん
ば
の
語
源
を
遡
る
」
『
季
刊
邦
楽
』
七
号
一
九
七
四
年
四
月

本
田
安
次
『
翁
そ
の
ほ
か
』
明
善
堂
書
店
一
九
五
八
年
　
対
面
と
い
う
詞
は
秋
田
県
鹿
角
郡
小
豆
沢
村
大
日
堂
の
祭
に
「
五
大
尊
舞
」
の
中
の
も
の
を
借
用
し
た
も
の
で
、
対
面

の
場
面
を
民
俗
芸
能
か
ら
豊
富
に
取
り
上
げ
、
舞
台
化
さ
れ
た
対
面
の
爺
姥
の
一
つ
の
粉
本
は
、
舞
楽
の
「
二
の
舞
」
に
あ
っ
た
と
言
う
。

金
両
基
「
白
い
神
と
黒
い
神
の
道
－
翁
源
流
考
1
」
『
祭
り
は
神
々
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
』
梅
樟
忠
夫
監
修
、
守
屋
毅
編
　
力
富
書
房
一
九
八
七
年

姥
の
名
称
は
地
域
に
よ
っ
て
ミ
ヤ
ル
姥
、
ミ
ヤ
ル
ハ
ル
ミ
、
ハ
ル
ミ
、
シ
ン
（
白
）
　
ハ
ル
ミ
、
ハ
ル
モ
ム
、
ク
ン
オ
ミ
（
大
母
）
な
ど
多
少
相
違
が
見
ら
れ
る
が
何
れ
も
老
女
の
意

味
で
あ
る
。
ミ
ヤ
ル
の
青
菜
は
定
か
で
は
な
い
が
、
ミ
ア
リ
と
い
う
出
身
の
地
名
か
ら
由
来
す
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

李
杜
鉱
『
韓
国
仮
面
劇
選
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
を
筆
者
が
要
約
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
李
杜
鈷
『
韓
国
仮
面
劇
選
』
教
文
社
一
九
九
七
年

千
在
東
「
東
莱
野
遊
研
究
」
『
ソ
ナ
ン
ダ
ン
（
城
隕
堂
）
』
　
韓
国
民
俗
劇
研
究
所
一
九
八
二
年

池
田
弥
三
郎
「
雪
祭
り
と
芸
能
史
」
『
池
田
弥
三
郎
著
作
集
』
第
三
巻
　
角
川
書
店
一
九
七
九
年
　
阿
南
町
町
議
編
纂
委
員
会
『
阿
南
町
誌
』
下
巻
一
九
八
七
年

小
寺
融
吉
「
新
野
の
雪
祭
」
『
柳
田
国
男
青
稀
祝
賀
記
念
論
集
』
抜
刷
一
九
四
八
年
（
出
版
社
不
明
）
、
本
田
安
次
「
新
野
の
雪
祭
」
『
延
年
』
木
耳
社
一
九
六
九
年
、
中
村
浩
・

三
隅
治
雄
編
言
∃
祭
り
』
東
京
堂
出
版
一
九
六
九
年
、
後
藤
淑
「
信
州
新
野
雪
祭
管
見
」
『
続
能
楽
の
起
源
』
木
耳
社
一
九
八
一
年
、
向
山
雅
重
「
雪
祭
り
」
『
日
本
民
俗
研
究

大
系
』
第
六
巻
　
日
本
民
俗
研
究
大
系
編
集
委
員
会
一
九
八
七
年
、
桜
井
弘
人
「
新
野
雪
祭
に
つ
い
て
！
サ
イ
ホ
ウ
を
中
心
と
し
て
l
『
飯
田
市
美
術
博
物
館
　
研
究
紀
要
』
第

五
号
一
九
九
五
年
三
月

後
藤
淑
「
君
田
楽
ほ
か
」
『
演
劇
研
究
』
演
劇
博
物
館
紀
要
　
第
八
号
一
九
六
七
年
、
の
ち
『
続
能
楽
の
起
源
』
木
耳
社
一
九
八
一
年
に
所
収

柳
田
国
男
「
巫
女
考
」
『
定
本
柳
田
国
男
』
第
九
巻
　
筑
摩
董
屠
一
九
六
九
年
　
頁
二
八
九

滝
川
政
次
郎
『
遊
女
の
歴
史
』
至
文
堂
一
九
六
五
年
　
貢
一
〇
二
～
一
〇
三

後
藤
淑
　
前
掲
書
　
頁
四
八

松
明
の
燃
え
て
い
る
音
と
見
物
人
の
声
で
、
実
際
問
答
の
内
容
は
全
然
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
山
路
興
造
「
西
浦
田
楽
」
『
民
俗
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
集
一
九
六
四
年
　
貢
四
三

後
藤
淑
　
前
掲
書
　
頁
四
七

仲
藤
増
蔵
「
雪
祭
り
の
型
」
中
村
浩
二
二
隅
治
雄
編
言
ヨ
祭
り
』
東
京
堂
出
版
一
九
六
九
年
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以
上
同
様
ノ
舞
ヲ
三
度
繰
返
シ
テ
四
度
目
ニ
「
オ
ヤ
ジ
」
　
ヲ
連
レ
テ
出
テ
来
ル
。
「
オ
ヤ
ジ
」
　
ハ
赤
イ
手
拭
デ
頭
ヲ
丸
ケ
普
通
ノ
衣
服
デ
松
明
ヲ
杖
二
斜
二
突
イ
テ
腰
ヲ
カ
ガ
メ
テ
、

如
何
ニ
モ
年
脊
ノ
如
キ
様
子
ヲ
シ
テ
「
パ
パ
ア
」
　
ノ
後
に
従
ッ
テ
来
ル
。
御
拝
ノ
角
ヨ
リ
少
シ
進
ン
ダ
処
ニ
コ
モ
ヲ
敷
シ
テ
座
ッ
テ
居
ル
ト
、
「
パ
パ
ア
」
　
ハ
其
処
ヲ
座
卜
定
メ
テ
前
ノ

通
り
行
キ
戻
三
度
シ
テ
舞
終
ル
ト
「
オ
ヤ
ジ
」
　
ノ
方
へ
向
ヒ
テ
「
オ
イ
デ
、
オ
イ
デ
」
ト
手
招
ヲ
ス
ル
。
其
瞬
間
二
係
員
ハ
用
意
ノ
コ
モ
ヲ
其
処
へ
敷
ク
。
「
オ
ヤ
ジ
」
　
ハ
走
ツ
テ
行
ッ

テ
「
パ
パ
ア
」
ニ
抱
付
キ
、
二
人
取
付
合
ッ
タ
値
踊
り
廻
ッ
テ
後
変
ナ
腰
付
ヲ
シ
テ
抱
キ
合
フ
タ
億
重
ナ
ッ
テ
コ
ケ
ル
。
サ
テ
、
之
ヲ
三
回
行
ッ
テ
二
人
ハ
互
二
肩
二
手
ヲ
掛
ケ
合
ッ
テ

庁
屋
ノ
方
向
ヲ
見
詰
ル
ト
共
時
床
屋
カ
ラ
娘
ガ
矢
張
り
赤
イ
衣
物
ヲ
着
テ
手
二
鈴
卜
扇
ヲ
持
ッ
テ
、
ソ
レ
ヲ
握
ッ
テ
飛
ビ
出
シ
テ
来
ル
。
二
人
ハ
　
「
何
者
ダ
」
ト
問
フ
ト
伊
勢
ノ
国
度
会

郡
禰
宜
ノ
娘
カ
ン
パ
舞
ッ
タ
リ
舞
ッ
タ
リ
」
ト
呼
ツ
テ
二
人
ノ
周
囲
ヲ
走
り
廻
ル
。
其
レ
カ
ラ
走
ツ
テ
庁
屋
二
人
ル
。
二
人
ハ
コ
レ
ニ
続
イ
テ
踊
り
乍
ガ
ラ
手
ヲ
組
ン
ダ
億
走
ツ
テ
庁
屋

二
人
ル
。

注
1
8
）
　
文
化
庁
監
修
『
日
本
民
俗
芸
能
事
典
』
一
九
七
六
年

注
1
9
）
　
山
本
修
之
助
『
佐
渡
の
島
』
池
田
屋
書
店
一
九
五
三
年
　
貢
七
一

注
2
0
）
　
桑
山
太
市
『
新
潟
県
民
俗
芸
能
誌
』
錦
正
社
一
九
七
二
年
一
〇
月
　
頁
一
五
七
～
〓
ハ
○

注
2
1
）
　
桑
山
太
市
　
前
掲
書
　
頁
〓
ハ
二

注
2
2
）
　
庵
原
健
「
つ
ぶ
ろ
さ
し
」
『
佐
渡
史
学
』
第
二
集
　
佐
渡
史
学
会
一
九
六
〇
年
、
本
田
安
次
『
民
俗
芸
能
の
研
究
』
明
治
書
院
一
九
八
三
年
　
貢
六
三
五

注
2
3
）
　
本
田
安
次
『
田
楽
・
風
流
一
』
木
耳
社
一
九
六
七
年
　
貢
六
三
四

注
2
4
）
　
本
田
安
次
『
山
伏
神
楽
・
番
楽
』
財
団
法
人
斎
藤
法
報
恩
会
一
九
三
九
年
、
神
田
よ
り
子
「
芸
能
伝
承
」
『
宮
古
市
史
』
民
俗
編
下
巻
　
宮
古
市
教
育
委
員
会
一
九
九
四
年
　
貢

六
一

注
2
5
）
　
本
田
安
次
『
山
伏
神
楽
・
番
楽
』
財
団
法
人
斎
藤
法
報
恩
会
一
九
三
九
年
　
貢
二
五

注
2
6
）
　
山
中
嚢
太
『
方
言
俗
語
語
源
辞
典
』
校
倉
書
房
一
九
七
〇
年

注
2
7
）
　
本
田
安
次
『
山
伏
神
楽
・
番
楽
』
財
団
法
人
斎
藤
法
報
恩
会
一
九
三
九
年
　
貢
二
五
、
神
田
よ
り
子
「
芸
能
伝
承
」
『
宮
古
市
史
』
民
俗
編
下
巻
　
宮
古
市
教
育
委
員
会
一
九

九
四
年
、
「
陸
中
沿
岸
の
廻
り
神
楽
」
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
二
八
号
　
民
俗
芸
能
学
会
一
九
九
九
年
三
月
、
「
下
北
の
能
舞
に
み
ら
れ
る
三
番
里
」
『
三
田
国
文
』
創
刊
号
一
九

八
三
年
一
月
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注
2
8
）
　
『
首
面
』
京
都
国
立
博
物
館
　
岩
波
書
店
一
九
八
二
年

注
2
9
）
　
新
井
恒
易
『
能
の
研
究
・
⊥
白
猿
楽
の
翁
と
能
の
伝
承
』
新
読
書
社
一
九
六
六
年
　
貢
三
八
〇

注
3
0
）
　
新
井
恒
易
　
前
掲
書
　
貢
三
七
六

注
3
1
）
　
山
路
興
造
「
播
州
上
鴨
川
の
翁
舞
」
『
日
本
庶
民
文
化
史
資
料
集
成
』
第
二
巻
田
楽
・
猿
楽
　
芸
能
史
研
究
会
一
九
七
四
年
　
貢
七
八
二
、
北
岸
佑
吉
は
「
イ
ド
は
舞
人
の
意
か
、

こ
れ
が
現
行
の
翁
で
い
え
ば
千
歳
に
当
た
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
。
北
岸
佑
吉
「
鴨
川
住
吉
の
芸
能
」
『
芸
能
』
第
二
巻
二
号
一
九
六
〇
年
二
月
　
頁
二
七

注
3
2
）
　
戸
板
康
二
　
「
松
と
老
人
と
」
『
能
』
第
四
巻
第
一
二
号
、
能
楽
協
会
一
九
五
〇
年
一
二
月
　
頁
二
三

注
3
3
）
　
西
郷
信
綱
『
古
事
記
研
究
』
未
来
社
一
九
七
三
年
　
貢
二
一

注
3
4
）
　
松
本
信
弘
は
天
錮
女
命
の
し
ぐ
さ
は
単
な
る
悪
魔
駆
逐
の
行
為
の
み
で
は
な
く
、
笑
わ
せ
る
こ
と
と
解
く
べ
き
で
、
そ
の
笑
い
に
呪
力
が
あ
る
と
い
う
。
松
本
信
弘
『
日
本
神
話
の

研
究
』
東
洋
文
庫
　
平
凡
社
一
九
七
一
年


