
結
章日

本
で
は
八
百
万
の
神
が
存
在
す
る
と
い
う
。
勿
論
必
ず
し
も
算
術
的
な
数
字
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
神
々
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
韓
国
の
場
合
は
八
万
八
千
の
神
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
八
と
い
う
同
一
の
数
字
が
使
わ
れ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
民

間
信
仰
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
、
多
神
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
多
神
的
な
信
仰
は
、
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固

有
の
霊
魂
や
精
霊
な
ど
の
霊
的
存
在
を
有
す
る
と
い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
信
仰
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
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
竃
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
、
神
の
分
類
は
人
間
の
営
み
の
分
類
に
類
似
す
る
ほ
ど
で
あ
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
、
雀
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
の
分
類
と
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
様
々
な
神
の
世
界
に
も
人
間
の
世
界
と
同
じ
よ
う
に
階
級
が
あ
っ
て
、
尊
い
神
が
あ
る
反
面
、
そ
う
で
も

な
い
神
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
善
の
神
、
悪
の
神
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
場
合
も
あ
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
。

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
。
勿
論
、
神
霊
の
行
為
と
い
っ
て
も
実
際
の
行
為
す
る
の
は
人
間
で
あ
る
が
、
神
霊
の
行
為
と
見
倣
し
て
い

る
。
見
え
な
い
存
在
を
如
何
に
見
せ
か
け
る
か
が
祭
り
に
お
い
て
芸
能
の
主
な
機
能
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
神
霊
顕
現
の
方
式
の
な
か
で
、
最
も

直
接
的
で
、
原
型
的
な
方
式
は
神
が
か
り
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
神
が
人
間
に
乗
り
移
り
神
の
立
場
で
舞
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
舞
と
神
の

舞
と
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
敢
え
て
言
う
な
ら
、
神
の
舞
、
人
間
の
踊
り
と
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

神
の
舞
と
い
っ
て
も
民
俗
芸
能
の
な
か
で
は
必
ず
同
一
で
は
な
い
。
同
じ
神
霊
で
も
舞
を
披
露
す
る
神
が
あ
る
反
面
、
舞
と
い
う
所
作
で
あ
ら
わ

せ
な
い
神
霊
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
舞
う
と
い
う
行
動
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
舞
を
必
ず
し
も
、
西
洋
的
な
ダ
ン
ス
に
限
っ
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
神
霊
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と
し
て
の
動
作
を
す
べ
て
舞
と
い
う
広
義
の
意
味
で
使
う
こ
と
に
し
た
。
神
霊
の
立
場
で
披
露
す
る
所
作
を
す
べ
て
舞
と
い
う
語
で
表
す
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る
。

人
間
側
か
ら
神
霊
に
捧
げ
る
奉
納
の
所
作
を
人
間
の
舞
（
踊
り
）
　
と
い
い
、
神
霊
の
立
場
で
、
神
霊
の
動
作
で
表
象
す
る
の
を
す
べ
て
神
の
舞
と
し

た
の
で
あ
る
。

民
俗
芸
能
の
な
か
で
、
特
に
人
間
と
神
が
接
す
る
神
楽
の
場
合
、
人
間
の
願
い
を
神
に
頼
み
、
神
は
そ
の
人
間
の
願
い
を
叶
わ
せ
て
く
れ
る
と
い

う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
神
楽
も
宮
中
御
神
楽
を
含
め
、
全
国
に
様
々
な
神
楽
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
そ
の
全
部
が
一
通
り
で
は
な
い

が
、
人
間
が
神
に
た
い
し
て
願
い
を
か
け
て
行
な
う
所
作
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
神
が
人
間
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
所
作
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
は
な
い
か
。
本
来
な
ら
、
神
が
か
り
し
て
神
の
意
向
を
伝
え
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
仕
組
み
が
根
本
的
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
神
楽
の

な
か
に
多
く
取
り
込
ま
れ
て
い
る
神
と
人
間
の
問
答
の
形
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
人
間
と
神
の
問
答
は
神
が
か
り
し
て
人
間
の
願
い
を
神
に
伝

え
、
神
の
回
答
を
得
る
と
い
う
仕
組
み
の
名
残
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
神
に
も
神
が
か
り
す
る
神
が
あ
る
反
面
、
神
が
か
り
し

な
い
神
が
存
在
す
る
。

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
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
思
う
。
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
春
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
。

そ
の
事
例
と
し
て
は
、
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
に
お
い
て
は
別
神
グ
ッ
を
取
り
上
げ
た
。
巫
俗
儀
礼
は
巫
堂
と
い
わ
れ
る
巫
女
に
よ
り
と
り
お
こ
な
わ

れ
る
。
基
本
は
神
が
か
り
し
て
神
の
意
思
を
う
か
が
う
と
こ
ろ
に
な
ろ
う
が
、
別
神
グ
ッ
で
は
神
が
か
り
現
象
が
停
滞
さ
れ
、
主
に
神
に
舞
を
捧
げ

る
奉
納
の
性
格
が
強
く
、
神
霊
の
立
場
よ
り
は
人
間
の
立
場
か
ら
の
舞
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
巫
儀
の
な
か
で
も
最
も
重
ん
じ
ら
れ
る

の
は
神
の
意
向
を
直
接
う
か
が
う
神
が
か
り
や
そ
れ
に
準
じ
る
次
第
が
あ
る
。
神
が
か
り
が
行
な
わ
れ
る
神
は
巫
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
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
神
事
と
芸
能
と
い
う
大
き
な
枠
組
が
潜
ん
で
い
る
。

そ
の
現
象
は
神
楽
に
著
し
い
。
例
え
ば
霜
月
神
楽
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
遠
山
祭
り
や
坂
部
冬
祭
り
な
ど
が
そ
れ
に
属
す
る
。
遠
山
祭
り
に
お
い

て
、
最
初
に
招
神
の
次
第
で
、
日
本
全
国
の
神
々
の
名
を
読
み
上
げ
る
。
い
わ
ゆ
る
神
名
帳
を
読
み
上
げ
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
祭
り
の
後
半
部
に
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登
場
す
る
面
方
（
仮
面
）
の
神
は
属
し
て
い
な
い
。
特
に
、
遠
山
祭
り
に
お
い
て
、
伝
説
的
な
話
で
は
あ
る
が
、
一
揆
に
よ
る
遠
山
一
族
が
殺
さ
れ
、

そ
の
霊
魂
た
ち
が
怨
霊
化
し
、
村
に
病
気
や
凶
作
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
始
め
ら
れ
た
と
い
う
祭
り
由

来
談
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
面
方
の
存
在
は
神
名
帳
に
は
載
っ
て
い
な
い
。

そ
の
現
象
に
つ
い
て
は
別
な
角
度
か
ら
、
祭
り
構
成
の
時
代
的
な
変
遷
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
祭
り
の
歴
史
的
な
変
遷
に

つ
い
て
は
控
え
る
こ
と
に
し
た
。
時
代
と
い
う
時
間
的
な
枠
を
離
れ
た
民
俗
上
で
の
特
質
を
勘
案
し
た
た
め
で
あ
る
。

坂
部
冬
祭
り
に
お
い
て
も
、
仮
面
が
登
場
す
る
の
は
遠
山
祭
り
と
同
じ
く
、
祭
り
の
後
半
部
で
あ
る
。
前
半
部
は
湯
立
が
中
心
で
、
勧
請
さ
れ
た
神
々

に
湯
を
捧
げ
る
人
間
側
か
ら
の
行
為
で
あ
る
。
そ
の
後
、
そ
の
尊
い
神
々
を
拝
送
し
て
か
ら
、
村
の
鎮
守
社
か
ら
面
方
（
仮
面
）
を
持
ち
運
び
、
面

方
の
舞
が
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
面
方
の
神
々
を
尊
い
神
で
は
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
前
半
部
の
神
々
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
確

か
で
あ
る
。

ま
た
、
神
々
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

は
法
師
た
ち
で
あ
る
。
別
神
グ
ッ
で
は
フ
ア
レ
ン
イ
（
ヤ
ン
ズ
ン
と
も
）
　
と
称
さ
れ
る
男
巫
で
あ
る
。

男
巫
が
担
当
す
る
い
わ
ゆ
る
何
某
遊
び
と
い
う
演
目
に
主
に
役
割
を
果
た
す
。
フ
ア
レ
ン
イ
が
主
に
担
当
す
る
の
は
僧
泥
棒
遊
び
、
タ
ル
グ
ッ
と

称
す
る
仮
面
遊
び
、
最
後
の
コ
リ
グ
ッ
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
演
目
は
神
と
い
う
よ
り
は
精
霊
と
い
う
語
が
相
応
し
い
ほ
ど
で
、
崇
め
ら
れ
る
存

在
と
い
う
よ
り
鎮
め
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ
の
精
霊
た
ち
は
祭
儀
に
正
式
に
招
か
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
神
が
招
か
れ
る
際
付
い
て
来
る
、
い
わ

ゆ
る
招
か
れ
ぬ
モ
ノ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
招
か
れ
ぬ
モ
ノ
で
あ
る
精
霊
た
ち
も
祭
ら
な
け
れ
ば
崇
り
を
起
す
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
祭
り
の
担
当
者
は
尊
い
神
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
因
み
に
そ
の
精
霊
た
ち
を
祭
る
。
そ
の
祭
り
の
一
つ
の
特
徴
が
鎮
魂
で
あ
る
。

招
か
れ
ぬ
精
霊
た
ち
を
祭
る
こ
と
も
様
々
な
工
夫
が
案
じ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
精
霊
の
中
で
も
、
霊
力
が
強
く
、
人
間
の
力
が
及
ば
な
い

場
合
は
拝
み
を
行
な
い
、
人
間
の
力
で
抑
圧
で
き
る
精
霊
た
ち
は
お
祓
い
や
、
呪
力
を
持
つ
法
者
に
よ
っ
て
鎮
め
ら
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
人

間
に
災
い
を
も
た
ら
す
恐
ろ
し
い
存
在
と
し
て
の
精
霊
た
ち
も
、
そ
の
よ
う
に
呪
力
な
ど
で
抑
え
ら
れ
る
精
霊
と
抑
え
き
れ
な
い
精
霊
が
あ
っ
て
、

鎮
魂
の
方
法
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
あ
る
。
尊
い
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
、
芸
能
を
奉
納
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
招
か
れ
ぬ
精
霊
達
は
只
抑
え
る
の
で
は
な
く
、
精
霊
た
ち
自
ら
が
登
場
し
て
遊
ぶ
と
い
う
構
造
が
考
案
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
背
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景
こ
そ
、
庶
民
的
で
あ
り
、
民
俗
的
な
思
想
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
。

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
。
即
ち
、
祭
礼
か
ら
芸
能
へ
と

い
う
プ
ロ
セ
ス
よ
り
は
招
か
れ
ぬ
精
霊
た
ち
が
自
ら
登
場
し
て
遊
ぶ
と
い
う
思
想
が
具
体
的
に
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
芸
能
の
本
質
が
置
か
れ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

民
俗
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
い
か
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部
「
芸
能
か
ら
祭
儀
へ
」
で
は
本
稿
で
主
に
用
い
る
用
語
の
概
念
を
整
理
し
っ
つ
、
一
般
通
説
化
さ
れ
て
い
る
「
祭
儀
か
ら
芸
能
へ
」
と
い
う

言
説
に
対
す
る
別
の
見
方
も
あ
り
う
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
民
俗
芸
能
は
民
俗
と
芸
能
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
的
な
二
つ
用
語
の
組
み
合
わ
せ

で
で
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
俗
と
い
う
用
語
は
継
続
性
と
普
遍
性
が
強
調
さ
れ
る
が
、
芸
能
は
断
続
的
で
、
異
変
性
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
不

調
和
の
二
つ
の
用
語
が
一
つ
に
纏
め
ら
れ
る
の
は
、
信
仰
と
い
う
概
念
が
基
底
に
働
い
て
い
る
か
ら
成
立
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
芸
能
史
を
言

及
す
る
と
き
必
ず
と
も
い
え
る
ほ
ど
冒
頭
に
登
場
す
る
の
が
「
芸
能
の
祭
儀
起
源
論
」
　
で
あ
る
。
神
事
の
機
能
性
が
な
く
な
り
、
第
三
者
（
見
物
）

に
見
せ
る
も
の
と
し
て
考
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
祭
儀
は
芸
能
化
へ
の
道
を
歩
ん
で
き
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
祭
儀
か
ら
芸
能
へ
と
い

ぅ
一
方
的
な
思
案
だ
け
で
は
な
い
、
そ
の
逆
の
方
向
性
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
能
に
意
味
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
能
か
ら

祭
儀
化
へ
と
い
う
事
実
も
確
認
で
き
る
。
好
例
と
し
て
、
猿
楽
能
の
翁
は
も
と
も
と
神
秘
性
が
負
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
神
と
し
て
価

値
を
与
え
て
き
た
史
実
か
ら
「
翁
か
ら
神
へ
」
と
い
う
道
を
歩
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
新
作
の
「
浦
安
の
舞
」
は
最
初

か
ら
神
事
の
一
部
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
戦
前
の
時
代
的
状
況
と
と
も
に
一
気
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
時
代
的
状
況
の
変

化
と
と
も
に
、
一
部
の
神
社
で
は
「
浦
安
の
舞
」
が
中
止
さ
れ
た
り
廃
絶
さ
れ
た
り
し
た
も
の
が
、
最
近
に
な
っ
て
再
び
神
事
の
一
部
と
し
て
座
を

占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
神
事
の
荘
厳
化
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
必
ず
し
も
、
「
祭
儀
か
ら
芸
能
へ
」
　
の
み
の
方
向
性
だ

け
で
は
な
い
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
第
二
章
で
は
宮
廷
の
御
神
楽
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
園
・
韓
神
祭
と
鎮
魂
祭
を
韓
国

の
巫
俗
儀
礼
と
比
較
し
つ
つ
、
御
神
楽
が
成
立
す
る
ま
で
に
は
、
饗
宴
的
な
行
事
が
次
第
に
祭
儀
化
へ
と
進
展
し
て
い
く
こ
と
で
、
第
Ⅰ
部
「
祭
儀

か
ら
芸
能
へ
」
　
に
位
置
付
け
た
。

第
Ⅱ
部
は
「
神
の
顕
現
」
の
方
式
に
つ
い
て
述
べ
た
。
神
事
は
人
間
と
神
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
る
。
最
も
確
固
た
る
方
式
は
神
が
か

り
し
て
託
宣
を
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
日
は
神
が
か
り
現
象
を
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
神
事
の
形
式
は
変
わ
っ
た
と
し
て
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も
、
根
本
的
な
機
能
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
見
え
な
い
存
在
で
あ
る
神
々
を
い
か
に
具
体
的
に
認
識
さ
せ
る
か
が
祭
り
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
祭

儀
の
主
神
は
、
巫
者
、
修
験
者
な
ど
の
神
が
か
り
と
神
楽
に
お
け
る
神
が
か
り
の
諸
相
を
概
観
し
た
。

神
が
か
り
の
代
わ
り
に
神
が
訪
れ
る
カ
ミ
ミ
チ
を
想
定
す
る
こ
と
も
見
え
な
い
存
在
を
見
せ
か
け
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
と
れ
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
特
に
カ
ミ
ミ
チ
の
中
間
的
な
境
界
性
を
演
劇
の
演
技
の
構
造
と
対
比
さ
せ
て
検
討
し
た
。

第
Ⅲ
部
で
は
、
「
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
な
か
で
、
多
神
性
を
し
め
す
日
本
の
神
楽
と
韓
国
の
巫
儀
に
見
ら
れ
る
神
霊
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
第
Ⅱ
部
が
祭
儀
に
お
い
て
主
神
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
と
し
た
ら
、
第
Ⅲ
部
は
主
神
祭
が
行
な
わ
れ
た
後
、
付
随
的
な
神
霊
に

っ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
祭
儀
の
構
造
上
、
前
半
部
の
厳
格
な
神
事
と
後
半
部
の
余
興
的
な
芸
能
に
両
分
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
神
楽
に

猿
楽
な
ど
の
芸
能
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
歴
史
的
な
状
況
も
無
視
で
き
な
い
が
、
祭
儀
に
芸
能
が
加
え
ら
れ
る
余
地
が
祭
儀
の
構
造
上
す
で
に
内
在

し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
現
象
が
起
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
祭
儀
の
後
半
部
は
主
神
に
対
す
る
職
能
神
や
脊
属
神
、
そ
れ
か
ら
招
か
れ
ぬ
精
霊

な
ど
の
周
辺
的
な
神
霊
な
ど
が
仮
面
な
ど
を
か
ぶ
り
、
踊
っ
た
り
戯
れ
た
り
、
面
白
お
か
し
く
遊
ぶ
の
で
あ
る
。
神
霊
に
は
尊
位
神
と
し
て
崇
め
ら

れ
る
神
ば
か
り
で
は
な
く
、
鎮
魂
す
べ
き
神
霊
、
滑
稽
的
に
現
れ
る
神
な
ど
低
位
神
も
重
要
な
位
置
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
低
位
神
が
神
庭
で
如
何

に
具
体
的
に
現
れ
る
か
を
芸
態
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
取
り
上
げ
た
の
が
「
殺
さ
れ
る
神
考
」
「
尻
振
り
舞
考
」
な
ど
で
あ
る
。
第
Ⅳ
部
は
多
神
的
な

神
を
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
に
分
類
し
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
に
携
わ
る
人
も
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
祭
儀
に
携
わ
る
人
に
つ
い
て
論

じ
た
。
舞
わ
ぬ
神
は
主
に
宗
教
的
な
霊
能
者
が
担
当
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
舞
う
神
を
対
象
に
し
て
携
わ
る
人
は
宗
教
的
な
霊
能
者
と
は
離
れ
た
非

専
門
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
韓
国
の
巫
儀
に
見
ら
れ
る
男
巫
（
フ
ア
レ
ン
イ
）
で
あ
る
。
韓
国
の
男
巫
（
フ
ア
レ
ン
イ
）
は
歴
史
的
な
変

遷
を
重
ね
て
き
た
が
、
神
事
の
な
か
で
、
芸
能
は
主
に
彼
ら
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
神
が
か
り
す
る
巫
者
に
対
し

て
、
審
神
者
（
さ
に
わ
）
の
存
在
は
あ
と
に
、
神
事
の
ワ
キ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
終
章
で
は
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
て
み
た
。
民
俗
芸
能
で
見
ら
れ
る
モ
ド
キ
は
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
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
モ
ド
キ
の
本
来
の
姿
が
神
事
を
滑
稽
的
な
も
の
ま
ね
を
伴
う
解
り
や
す
く
再
解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
解
釈
す
る
モ
ド
キ
に
は
必
ず
真
似
す
る
、
解
釈
す
る
対
象
に
な
る
本
物
の
存
在
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
民
俗
芸
能
に
モ
ド
キ
の
様
相
が
分
化

さ
れ
た
背
景
に
は
左
右
の
優
劣
（
礫
川
全
次
編
『
左
右
の
民
俗
学
』
　
批
評
社
二
〇
〇
四
年
を
参
照
）
、
歌
垣
や
相
撲
の
よ
う
な
両
部
の
競
争
体
制
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と
と
も
に
芸
能
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
影
響
を
与
え
た
舞
楽
の
番
舞
体
制
も
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

「
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
」
　
の
枠
組
み
で
は
舞
う
神
を
所
謂
ワ
キ
役
が
担
い
、
「
舞
う
者
と
舞
わ
せ
る
者
」
　
の
枠
組
み
で
は
舞
わ
せ
る
者
が
ワ
キ
に

当
た
る
。
そ
の
矛
盾
こ
そ
、
真
剣
な
神
事
と
神
事
を
物
ま
ね
す
る
芸
能
を
一
つ
の
言
葉
と
し
て
あ
ら
わ
す
神
事
芸
能
、
民
俗
芸
能
の
言
葉
が
持
つ
矛

盾
と
相
応
し
て
い
る
。
民
俗
芸
能
は
そ
の
矛
盾
性
に
本
質
が
あ
る
と
し
た
ら
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
歴
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
共
時
的
な
民
俗
か
ら
、
さ
ら
に
芸
態
の
側
面
で
見
ら
れ
る
現
象
を
韓
国
の
巫
儀
と
日

本
の
神
楽
を
中
心
に
、
特
記
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
漠
然
と
し
て
述
べ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。
本
稿
で
残
さ
れ
た
多
く
の
問
題
点
の
考
究
や
、
芸
能

史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。


