
い
ざ
な
ぎ
流
、
託
宣
祈
薦
の
諸
相

神
霊
と
交
感
す
る
言
葉
と
身
体

松
尾
恒
一

雷
き
5
ま
唱
。
θ
雷
。
＝
・
§
遣
占
苫
O
目
θ
『
目
』
印
鴎
。
器
二
§
唱
晶
6
目
告
『
昌
菖
邑
ロ
θ
身
孝
6
目
否
。
目
目
自
巨
⑯
註
書
ヨ
き
6
ロ
の
唱
ま
雷

匡
『
ロ
の
弓
O
閑
θ
一
6
宮

●
病
人
祈
薦
と
梓
の
神
楽
ー
失
わ
れ
た
儀
礼
の
再
現
へ
向
け
て

②
祖
霊
再
生
の
祭
儀
と
対
話
ー
取
り
上
げ
神
楽
、
向
う
神
楽

③
ミ
コ
神
に
な
れ
な
い
祖
霊
ー
大
呪
誼
と
シ
キ
上
げ
、
式
王
子

④
託
宣
す
る
身
体
ー
屋
の
神
祭
り
と
千
代
の
神
楽

⑤
山
伏
の
託
宣
と
天
台
流
取
り
上
げ
神
楽

［論
文
要
旨
］

　
高
知
県
物
部
地
域
の
太
夫
と
呼
ば
れ
る
宗
教
者
に
よ
っ
て
現
在
も
伝
承
さ
れ
る
“
い
ざ
な
ぎ
流
”

に
つ
い
て
、
昭
和
後
期
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
託
宣
の
神
楽
を
中
心
と
し
て
、
神
霊
の
示
現
を
得
る

諸
儀
礼
・
作
法
の
実
態
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
家
の

守
護
神
た
る
オ
ン
ザ
キ
や
祖
霊
た
る
ミ
コ
神
を
祭
る
屋
祈
祷
は
、
現
在
で
も
十
一
～
二
月

頃
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
祭
と
し
て
の
十
～
数
十
年
に
一
度
の
宅
神
祭
に
お
い
て
は
、
か

つ
て

神
の
託
宣
を
得
る
た
め
の
託
宣
の
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
家
族
を
中
心
と
す
る

共
同
体
の
人
々
へ
、
災
害
を
予
言
し
、
会
合
和
合
を
教
え
諭
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
神
霊
が

身
体
へ
依
り
懸
い
た
際
に
は
激
し
く
回
転
す
る
「
く
る
く
る
舞
い
」
の
状
態
と
な
っ
た
。
こ
の
際
、

悪
鬼
、
邪
霊
を
身
に
受
け
、
狂
っ
た
状
態
に
な
る
恐
れ
も
あ
り
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
「
隔
て
の

紙
」
を
、
懐
や
背
中
に
入
れ
る
作
法
も
あ
っ
た
。

　
物
部

に
お
い
て
は
、
祖
霊
を
家
で
祀
る
ミ
コ
神
へ
と
転
成
さ
せ
る
た
め
の
取
り
上
げ
神
楽
が
行

わ
れ
る
家
が
少
な
く
な
い
が
、
取
り
上
げ
た
先
祖
が
生
前
山
伏
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
際
に

は
、
家
で
祀
ら
ず
に
大
峰
山
へ
と
送
る
儀
礼
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
、
そ
の
際
に
は
そ
の
山
伏
が
家

族
へ
別
れ
を
告
げ
る
託
宣
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
な
お
、
物
部
で
は
、
日
光
院
を
拠
点

と
す
る
修
験
系
の
民
間
宗
教
で
あ
る
天
台
流
が
伝
承
さ
れ
る
が
、
こ
の
天
台
流
の
取
り
上
げ
で
は
、

祖
霊
を
家
で
祀
ら
ず
に
大
峰
山
へ
と
奉
送
す
る
。

　
あ
わ
せ
て
託
宣
の
ほ
か
に
、
取
り
上
げ
神
楽
に
お
い
て
行
わ
れ
る
「
向
う
神
楽
」
や
、
「
シ
キ
上
げ
」

の
作
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　
取
り
上
げ
神
楽
で
は
、
墓
よ
り
家
に
迎
え
た
祖
霊
に
、
守
護
神
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
位
を
得
さ

せ

る
た
め
に
「
行
文
行
体
」
と
呼
ば
れ
る
修
行
を
さ
せ
る
が
、
そ
の
際
、
そ
の
修
行
の
程
度
、
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ

階
を
判
断
す
る
の
が
向
う
神
楽
で
、
へ
ぎ
の
上
に
山
の
よ
う
に
盛
っ
た
米
の
変
化
に
よ
っ
て
こ
れ

を
判
断
す
る
。

　
取
り
上
げ
た
祖
霊
が
、
ま
た
生
前
、
呪
誼
・
調
伏
等
を
行
っ
て
い
た
よ
う
な
太
夫
で
あ
っ
た
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
ず
そ

合

に
は
、
そ
の
恨
み
・
憎
し
み
が
「
大
呪
誼
」
と
な
り
、
こ
れ
が
妨
げ
と
な
っ
て
ミ
コ
神
と
な
る

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
際
に
は
、
こ
の
大
呪
誼
を
天
上
世
界
へ
と
送
る
た
め
の
「
シ
キ
上
げ
」
を

行
っ
た
。
こ
の
シ
キ
上
げ
に
は
、
他
の
神
霊
に
働
き
か
け
統
括
、
管
理
し
得
る
力
を
有
す
る
と
信

　
　
　
　
　
　
し
き
お
う
じ

仰

さ
れ
た
神
霊
「
敷
王
子
」
の
力
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
際
、
祭
儀
の
一
環
と
し
て
こ
の
敷
王
子

の
由
来
の
物
語
が
語
ら
れ
た
。
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「
い
ざ
な
ぎ
流
」
は
、
高
知
県
の
東
部
、
徳
島
県
と
境
を
接
す
る
香
美
市
物
部
（
旧

物
部
村
）
を
中
心
と
す
る
山
村
に
伝
承
さ
れ
る
民
間
宗
教
で
あ
る
。
神
社
に
属
す
る

神
職
、
寺
院
に
住
持
す
る
僧
侶
の
い
ず
れ
も
が
極
め
て
少
な
い
当
地
域
に
お
い
て
、

集
落
の
鎮
守
の
神
や
祖
霊
の
祭
祀
を
行
い
、
さ
ら
に
こ
こ
に
生
活
す
る
人
々
に
と
っ

て

身
近
で
あ
っ
た
山
川
の
諸
精
霊
に
対
す
る
祈
幡
を
も
行
い
、
大
き
な
信
頼
が
寄
せ

ら
れ
て
き
た
。
前
近
代
よ
り
伝
承
さ
れ
た
民
間
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
も

の

の
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
起
源
や
歴
史
に
つ
い
て
は
大
き
な
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。

　
昭
和
後
期
よ
り
平
成
期
に
か
け
て
の
研
究
に
お
い
て
、
ま
た
、
小
説
・
マ
ン
ガ
・

映
画
等
の
陰
陽
師
、
安
倍
清
明
ブ
ー
ム
の
中
で
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
「
式
を
打
つ
」
と

い

っ

た
呪
誼
・
調
伏
の
祈
繍
と
、
平
安
時
代
に
陰
陽
師
が
行
っ
た
「
式
神
」
に
よ
る

呪
誼
と
の
類
似
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
司
祭
者
た
る
太
夫
は
。
陰
陽
師
の
末
商
”
と
い
っ

た
注
目
の
さ
れ
か
た
も
し
て
い
る
。
近
世
期
に
、
当
地
域
に
陰
陽
師
が
い
た
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

確
認
で
き
る
も
の
の
（
『
被
山
風
土
記
』
）
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
太
夫
が
こ
の
陰
陽
師
と

直
結
す
る
宗
教
者
で
あ
る
か
ど
う
か
は
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

●
病
人
祈
禧
と
梓
の
神
楽
ー
失
わ
れ
た
儀
礼
の
再
現
へ
向
け
て

　
実
証
の

レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
起
源
を
考
え
る
資
料
と
し
て
し
ば
し

ば

引
用
さ
れ
る
の
は
、
『
土
佐
職
人
歌
合
』
に
描
か
れ
た
「
博
士
」
な
る
宗
教
者
で

あ
る
。
絵
の
詞
書
と
し
て
記
さ
れ
る
和
歌
は
次
の
よ
う
に
、
犬
神
に
懸
か
れ
た
人
が

祓
い
を
し
て
も
ら
っ
て
、
回
復
し
て
気
分
が
晴
れ
た
こ
と
を
内
容
と
し
て
お
り
、

　
　
か

し
こ
し
な
　
梓
の
弓
に
　
犬
神
の
　
う
ら
み
も
は
れ
て
　
い
つ
る
月
か
げ

ま
た
描
か
れ
た
、
弓
を
叩
い
て
行
う
祈
繍
の
様
子
か
ら
も
、
こ
れ
が
弓
を
用
い
た
病

人
祈
幡
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
後
述
す
る
よ
う
に
現
在
の
い
ざ
な
ぎ
流
に
お
い
て
も
弓
を
使
用
す
る
儀
礼
は
見
ら

れ

る
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
弓
を
祭
具
と
す
る
病
人
祈

禧

は
ほ
ぼ
消
失
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　
今
と
な
っ
て
は
、
こ
の
祈
禮
の
作
法
レ
ベ
ル
で
の
追
求
は
困
難
な
状
況
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
が
、
近
年
、
そ
の
興
味
深
い
様
子
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
高
木
啓
夫
の
「
す
そ
祭
文
と
ほ
う
め
ん
さ
ま
し
」
が
こ
れ
で
、
膳
に
結
び
括
ら

れ

た
、
針
金
を
弦
に
張
っ
た
弓
を
叩
く
音
が
「
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
」
と
響
き
渡
る
中
、

太
夫
に
神
や
仏
か
ら
山
の
神
、
水
神
、
そ
れ
ら
の
春
属
、
あ
る
い
は
諸
々
の
先
祖
の

霊
等
々
が
と
り
愚
い
て
狂
い
、
時
に
飛
び
跳
ね
る
様
子
、
相
役
の
太
夫
と
霊
の
つ
い

た

本
役
太
夫
と
の
問
答
の
容
赦
な
い
緊
迫
し
た
様
子
…
等
々
、
か
つ
て
の
生
々
し
い

祈
薦
の
実
態
に
つ
い
て
の
報
告
は
追
随
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
こ
に
こ
れ
ら
の
報
告
を
超
え
る
事
例
を
持
ち
合
わ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

高
木
の
報
告
も
参
照
し
つ
つ
、
自
身
の
調
査
に
基
づ
い
て
こ
の
失
わ
れ
た
祈
幡
、
弓

を
用
い
た
託
宣
に
よ
る
病
人
祈
繍
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
私
が
物
部
地
域
の
調
査
に
入
っ
て
ほ
ぼ
十
年
と
な
り
、
主
と
し
て
明
治
～
戦
前
の

祈
禧
関
係
の
文
献
資
料
と
、
三
十
人
を
超
え
る
人
々
に
聞
き
取
り
を
行
っ
て
き
た
が
、

「
梓
」
に
関
し
て
の
具
体
的
な
話
を
伺
え
た
の
は
、
大
正
十
二
年
生
の
太
夫
小
松

と
よ
の
り

豊
孝
氏
の
み
で
あ
っ
た
。

　
病
人
祈
繍
と
し
て
の
「
梓
」
は
、
梓
弓
を
叩
い
て
行
う
こ
と
よ
り
そ
の
名
が
あ
り
、

通
常
は
、
太
夫
が
病
人
の
家
に
赴
い
て
行
っ
た
。
豊
孝
氏
は
か
つ
て
多
く
の
太
夫
が

住
し
て
い
た
市
宇
の
出
身
で
、
や
は
り
太
夫
で
あ
っ
た
父
を
第
一
の
師
匠
と
し
て
修

行
を
積
ん
だ
。
大
祭
に
お
け
る
託
宣
を
経
験
し
て
い
る
氏
に
し
て
も
、
梓
に
つ
い
て

は
、
そ
の
方
法
や
実
際
の
様
子
に
つ
い
て
は
師
匠
の
父
よ
り
聞
い
て
い
る
の
み
だ
と

い

い
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
梓

は
大
祭
等
に
お
け
る
託
宣
と
同
様
、
本
役
と
「
ア
イ
ド
リ
日
の
釈
」
と
称
す
る

相
役
の
、
二
人
の
太
夫
の
問
答
を
中
心
に
行
わ
れ
る
が
、
病
人
祈
繍
と
し
て
重
要
な

の

は
、
「
明
か
し
」
と
「
ホ
ウ
メ
ン
さ
ま
し
」
で
あ
る
。

　
本
役

に
は
さ
ま
ざ
ま
の
神
霊
が
降
り
て
く
る
が
、
そ
の
中
よ
り
病
霊
自
身
に
正
体

を
語
ら
せ
る
。
こ
れ
が
「
明
か
し
」
で
、
さ
ら
に
何
故
に
病
苦
を
与
え
る
に
至
っ
た

の

か
、
そ
の
原
因
と
な
る
不
満
や
恨
み
等
を
語
ら
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
神
霊
が
抱
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い
て

い

る
気
持
ち
を
「
ス
ッ
と
」
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
ホ
ウ
メ
ン
さ
ま

し
」
で
、
気
持
ち
を
吐
き
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
骸
憤
を
は
ら
さ
せ
、
病
者
よ
り

離
れ
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
問
答
が
実
際
に
ど
の
よ
う
言
葉
で
行
わ
れ
た
の
か
、
記
録
さ
れ
た
資
料
は
現

在
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
が
、
こ
れ
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
近
世
期
に

成
立
し
た
『
土
佐
化
物
絵
本
』
（
個
人
蔵
）
で
あ
る
。
本
書
は
、
土
佐
に
お
け
る
さ

ま
ざ
ま
な
化
け
物
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
弓
祈
禧
の
段
」
に
は
、
病
人
祈
繍

の
た

め
に
病
人
に
取
り
愚
い
た
諸
神
霊
と
の
問
答
の
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
神
霊
の
降
ろ
さ
れ
る
役
ー
本
役
で
あ
ろ
う
ー
と
「
ア
イ
ド
リ
」

と
称
す
る
役
と
に
よ
っ
て
問
答
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
ま
た
病
人
の
こ
と
を

「
ふ

ま
主
病
者
」
と
呼
ん
で
い
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。
「
ふ
ま
主
病
者
」
と
は
、

フ

マ
米

を
供
え
て
祈
禧
を
依
頼
す
る
病
人
の
意
で
あ
る
が
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
病
人
祈
禧

に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
問
答
の
冒
頭
は
、
氏
神
の
懸
い
た
本
役
の
こ
と
ば
よ
り
始
ま
り
、
何
ゆ
え
神

を
降
ろ
し
神
楽
を
執
り
行
う
の
か
、
ア
イ
ド
リ
に
問
い
か
け
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
イ
ド
リ
は
、
い
か
に
し
て
病
者
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
日
本
国
中
の
大
小
神
祇
様
を
勧
請
し
て
教
え
を
い
た
だ
く
た
め
に
、
病
者

の
家
に
て
「
梓
の
神
楽
」
を
行
う
の
で
あ
る
と
の
趣
旨
を
述
べ
る
。

　

こ
れ
に
合
点
し
て
本
役
が
答
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
そ
の
正
体
1
、

病
人
の
氏
神
で
あ
る
こ
と
が
神
霊
自
身
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
。

　
　
某
し
儀
、
ふ
ま
ぬ
し
家
内
へ
日
の
そ
し
よ
ふ
か
立
ぞ
。
な
れ
ば
、
ロ
ハ
今
大
小
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
を
）

　
　
ふ

ま
に
し
る
し
お
お
ろ
し
、
一
チ
く
ら
上
座
に
教
の
託
宣
広
め
聞
す
は
、
當

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
）

　
　
処
う
ぶ
す
な
氏
神
社
尊
と
わ
某
し
儀
、

　
梓
弓
に
よ
っ
て
、
病
人
の
家
に
降
ろ
し
迎
え
ら
れ
た
諸
々
の
神
霊
の
中
の
最
上
座

に
座
す
神
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
依
頼
の
趣
旨
を
承
引
し
て
託
宣
を
聞
か
せ
よ

う
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
氏
神
の
こ
と
ば
は
さ
ら
に
続
く
が
、
興
味
深
い
の
は
、
病
気
に
対
す
る
認
識
と
、

そ
の
認
識
に
基
づ
く
対
処
の
方
法
で
あ
る
。

　
　
如
何
さ
ま
家
内
の
氏
子
は
月
の
災
難
日
の
災
難
、
大
年
干
支
日
の
め
く
り
お
以

　
　

て

は
、
み
す
の
姿
へ
ふ
り
や
う
ふ
う
で
ん
の
病
て
い
さ
つ
か
り
、
其
身
の
辛
苦

　
　

ハ
言
ふ

に
も
言
わ
れ
ず
、
養
生
か
ひ
や
う
の
人
々
迄
も
あ
つ
く
心
配
い
た
す
病

　
　
症
養
躰
て
あ
る
。
ふ
ま
主
病
て
い
引
分
処
わ
あ
る
い
は
七
ツ
に
取
て
ハ
、
四
ツ

　
　
迄
ハ
身
よ
り
立
出
る
本
病
、
三
ツ
わ
し
う
さ
い
悪
魔
の
み
か
け
、
只
今
舞
墓
の

　
　
未
座
人
蹴
出
し
白
状
な
さ
せ
お
く
程
に
、
舞
飛
上
り
に
法
主
作
法
の
加
持
囲
を

　
　
以
っ
て
本
口
口
座
工
送
り
清
メ
ロ
達
す
る
そ
成
は
、
悪
魔
の
も
の
圃
退
散
致
さ

　
　

せ
、
四
ツ
の
本
病
は
家
内
取
て
、
何
方
調
薬
あ
た
へ
に
叶
に
さ
し
時
か
け
時
の

　
　

こ
さ
す
、
次
第
く
に
げ
ん
氣
か
口
口
教
お
く
、
ご
ば
ん
か
い
け
ん
本
社
に
帰

　
　
る
。
シ
ャ
ン
シ
ャ
ラ
〈
、

　
ま
ず
、
病
者
の
干
支
の
巡
り
会
わ
せ
が
悪
く
、
重
篤
な
容
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
痛
み
、
病
気
の
原
因
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
る
。

　

さ
ら
に
原
因
七
つ
の
う
ち
、
四
つ
ま
で
は
病
者
の
身
よ
り
出
た
も
の
で
あ
る
が
、

三

つ

は
「
悪
魔
」
、
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
神
霊
に
想
か
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。
興
味
深
い
の
は
、
後
者
へ
の
対
処
で
、
何
が
と
り
遇
い
て
い
る
の
か
、

こ
の
舞
台
に
引
き
出
し
正
体
を
「
白
状
」
さ
せ
て
や
ろ
う
と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
よ

り
後
は
、
「
法
主
」
、
す
な
わ
ち
祈
薦
者
の
加
持
の
力
に
よ
っ
て
退
散
さ
せ
る
よ
う
指

示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
病
霊
さ
え
退
散
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
ほ
か
四
つ
の
原
因
に
つ

い
て

は
適
切
な
調
薬
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
態
が
回
復
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
予

言
す
る
。
こ
う
し
て
言
う
べ
き
こ
と
が
終
わ
る
と
、
「
ご
ば
ん
か
い
け
ん
本
社
に
帰
る
」

と
、
自
身
の
社
へ
と
す
み
や
か
に
退
散
し
て
し
ま
う
。

　

こ
の
氏
神
の
こ
と
ば
に
引
か
れ
て
登
場
す
る
の
が
「
犬
神
」
で
、
本
役
に
降
り
て

以
下
の

よ
う
に
語
り
だ
す
。

　
　
北
三

界
・
南
三
界
・
東
三
界
・
西
三
界
、
十
二
か
方
よ
り
舞
下
り
た
る
犬
神
四

　
　
足
妖
怪
の
も
の
と
は
某
し
我
で
御
座
る
。
入
日
お
知
て
も
出
る
日
お
知
ぬ
我
等

　
　
で
御
座
る
。
ふ
ま
主
様
の
汐
時
は
、
あ
し
き
汐
時
キ
我
等
が
汐
時
わ
よ
き
汐
時
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（
を
）

　
　
と
、
ふ
ら
り
と
み
か
げ
お
な
し
た
る
我
等
で
御
座
る
か
、
我
等
も
今
日
時
に

　
　
も
そ
ま
さ
る
釈
迦
の
御
弟
子
に
か
ら
め
捕
れ
て
、
天
の
ゆ
は
な
へ
蹴
出
さ
れ
お

　
　

は
し
、
さ
ん
け
ん
申
そ
ふ
か
よ
ふ
と
在
る
。
お
り
た
つ
ひ
の
し
や
く
受
合
か
ん

　
　
よ
ふ
と
わ
如
何
に
と
御
座
ろ
ふ
そ
よ
の
ふ
。

　
は
じ
め
に
自
分
は
「
犬
神
四
足
妖
怪
の
も
の
」
で
あ
る
と
正
体
を
明
か
し
、
さ
ら

に
以
下
の
よ
う
に
語
り
だ
す
。

　
依
頼
者
に
と
っ
て
は
日
の
巡
り
悪
く
、
自
分
に
と
っ
て
は
日
の
巡
り
よ
く
、
依
頼

者

に
と
り
退
い
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
今
こ
こ
に
「
釈
迦
の
御
弟
子
」
に
捕
ら
え
ら
れ

て
、
こ
の
舞
台
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
仕
方
が
な
い
、
「
さ
ん

け
ん
」
ー
幟
悔
の
こ
と
か
ー
！
甲
そ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
イ
ド
リ
が
さ
ら
に
問
い
か
け
て
ゆ
く
。
何
ゆ
え
に
、
こ
の
病

者

に
と
り
懸
き
苦
し
め
る
の
か
、
子
細
を
話
し
て
ほ
し
い
、
と
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
犬
神
は
答
え
る
。
1
別
段
、
い
ず
こ
の
国
の
、
だ
れ
を
と
選

ん

で

と
り
遇
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
我
等
に
と
っ
て
は
た
ま
た
ま
、
行
き
逢
う
た

が
幸
い
、
見
入
り
を
な
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
長
居
を
し
よ
う
と
も
思
わ

な
け
れ
ば
、
特
別
の
要
求
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
「
十
二
の
白
餅
」
を
供
え
て
、

送
り
祓
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
先
に
氏
神
様
が
告
げ
た
よ
う
に
早
々
に
立
ち
退
こ

う
。
そ
う
す
れ
ば
、
氏
神
様
の
教
え
の
通
り
回
復
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
告
げ
る
と
、
「
弓
弦
を
境
」
に
棲
む
べ
き
世
界
へ
と
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
。

　

こ
れ
に
続
い
て
弓
の
音
に
引
か
れ
て
降
り
立
つ
の
は
「
父
方
百
年
先
祖
」
と
名
乗

る
祖
霊
。
百
年
前
の
大
先
祖
で
あ
る
こ
と
を
語
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ア
イ
ド
リ
は
、

御
先
祖
殿
で
あ
る
な
ら
ば
、
子
孫
が
回
復
す
る
た
め
の
「
養
生
・
手
段
・
調
薬
迄
も

こ
ま
く
教
」
え
、
「
四
方
か
ら
入
来
た
悪
魔
お
引
連
」
れ
て
、
御
帰
り
に
な
っ
て
ほ

し
い
旨
、
訴
え
る
の
で
あ
る
が
、
先
祖
は
、
病
者
は
、
我
々
先
祖
に
対
し
て
、
盆
・

彼
岸
、
忌
日
・
命
日
の
供
養
も
充
分
で
あ
る
し
、
養
生
も
さ
れ
て
い
る
の
で
心
配
な

か

ろ
う
、
と
言
い
残
し
て
、
「
ご
ば
ん
お
限
り
弓
弦
お
さ
か
い
に
」
と
、
帰
っ
て
ゆ
く
。

　

さ
て
、
こ
の
『
土
佐
化
物
絵
本
』
「
弓
祈
禧
の
段
」
に
記
さ
れ
る
の
は
、
氏
神
・

犬
神
・
祖
霊
の
三
者
の
み
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
霊
が
呼
び
出
さ
れ
、

ア

イ
ド
リ
と
の
間
に
対
話
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
い

ざ
な
ぎ
流
に
現
在
に
も
伝
承
さ
れ
る
「
押
加
持
祈
薦
」
は
、
病
因
が
判
然
と
し

な
い
病
者
に
対
し
て
ま
ず
第
一
に
行
わ
れ
る
病
人
祈
繍
で
あ
る
が
、
太
夫
は
、
病
人

の
傍
ら
で
、
次
の
順
に
取
り
愚
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
神
霊
を
一
つ
ず
つ
勧
請
し

て

は
、
ク
ジ
（
数
珠
を
用
い
た
占
い
）
に
よ
っ
て
尋
ね
問
い
、
原
因
と
な
る
神
霊
で

な
け
れ
ば
、
相
応
の
供
養
を
し
て
、
再
び
お
帰
り
い
た
だ
く
（
小
松
豊
孝
記
『
押
加

持
祈
幡
の
内
の
門
は
ず
し
以
下
の
式
次
第
其
の
二
本
』
（
平
成
六
年
記
）
に
基
づ
く
）
。

　
・
家
や
そ
の
周
囲
の
神

　
・
山
の
神
や
そ
の
春
属

　
・
川
の
神
や
そ
の
春
属

　
　
て
ん
げ
し
ょ
う

　
・
天
下
正
　
（
天
型
星
）
や
疫
神
牛
頭
天
王

　
　
し
そ
く
　
　
に
そ
く

　
・
「
四
足
・
二
足
」
等
の
獣
・
鳥
の
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
そ

　
・
人
の
怨
み
、
妬
み
等
の
「
呪
誼
」

　
・
非
業
死
・
無
縁
仏
等
の
霊

　
し
か
し
な
が
ら
、
病
苦
を
も
た
ら
し
て
い
る
神
霊
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に

　
　
　
　
　
　
え
ん
き

は
、
病
人
と
「
縁
切
り
」
し
て
退
去
さ
せ
る
た
め
に
、
御
幣
に
集
め
、
米
等
の
供
物

を
捧
げ
な
だ
め
た
後
、
御
幣
を
解
体
し
て
縛
り
、
荷
に
し
て
人
の
近
づ
け
な
い
山
中

に
埋
め
た
り
、
川
に
流
す
な
ど
し
て
、
病
霊
が
本
来
の
棲
処
へ
と
戻
る
よ
う
に
祈
り

作
法
は
終
了
す
る
。

　
降
ろ
し
た
神
霊
と
対
話
す
る
こ
と
ま
で
は
な
い
も
の
の
、
病
因
と
な
っ
て
い
る
神

霊

を
現
出
さ
せ
、
退
去
さ
せ
る
と
い
っ
た
点
で
、
『
土
佐
化
物
絵
本
』
に
描
か
れ
る

弓
祈
繍
と
同
様
の
祭
儀
で
あ
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
『
土
佐
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
湯
神
楽
〉

物
絵
本
』
で
は
、
冒
頭
、
降
ろ
さ
れ
た
氏
神
が
、
こ
の
弓
祈
禧
を
「
ゆ
か
く
ら
の
法

め

ん
」
と
語
り
、
ア
イ
ド
リ
が
、
降
り
て
き
た
神
霊
に
対
し
て
「
名
明
し
」
を
乞
う

て
、
何
故
に
病
者
を
苦
し
め
る
の
か
問
い
か
け
、
究
明
し
よ
う
と
し
い
て
い
る
点
、

さ
ら
に
は
、
こ
の
神
楽
を
「
梓
の
神
楽
」
と
語
っ
て
い
る
点
、
「
明
か
し
」
と
「
ホ
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ウ
メ
ン
さ
ま
し
」
を
重
要
な
作
法
と
す
る
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
梓
に
き
わ
め
て
近
い
も

の
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
お
い
て
祈
禧
の
対
象
と
な
る
神
霊
は
、
氏
神
、
家
の

神
か
ら
祖
霊
・
死
霊
、
動
物
霊
・
植
物
霊
、
山
の
神
、
水
神
、
山
川
の
春
属
等
々
多

様
で
、
太
夫
は
、
神
職
・
僧
侶
の
い
な
い
地
域
に
お
い
て
神
社
祭
祀
を
含
め
、
生
活

全
般

に
関
わ
る
祭
祀
を
執
り
行
っ
て
き
た
が
、
病
人
祈
禧
の
場
合
は
「
（
字
文
の
）

博

士
」
、
呪
誼
や
調
伏
に
関
す
る
祈
禧
の
場
合
は
「
と
う
ど
う
じ
ょ
も
ん
の
み
こ
と

の

御
弟
子
」
、
舞
神
楽
の
場
合
は
「
（
神
楽
の
）
役
者
」
、
祖
霊
・
死
霊
祭
祀
の
場
合

に
は
「
釈
迦
の
コ
ミ
コ
（
御
弟
子
）
」
、
狩
猟
に
お
け
る
動
物
霊
鎮
魂
を
行
う
西
山
法

の

場
合

に
は
「
西
山
猟
師
の
子
孫
（
御
弟
子
）
」
、
棟
上
等
の
建
築
に
関
わ
る
祭
祀
に

お
い
て
は
「
聖
徳
太
子
の
御
弟
子
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
祈
幡
の
内
容
に
よ
り
そ
の

呼
称
を
替
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
格
に
お
い
て
祭
儀
を
行
う
。
『
土
佐
化
物
絵
本
』
に

お
い
て
は
、
犬
神
が
「
釈
迦
の
御
弟
子
に
か
ら
め
捕
れ
て
」
と
語
っ
て
お
り
、
い
ざ

な
ぎ
流
に
お
け
る
、
祖
霊
・
死
霊
の
祭
祀
の
場
合
と
同
様
の
名
が
使
わ
れ
て
い
る
点

も
、
本
「
梓
の
神
楽
」
と
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
儀
と
の
近
似
性
を
伺
わ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
現
在
、
地
域
の
人
々
の
記
憶
か
ら
も
消
失
し
つ
つ
あ

る
い
ざ
な
ぎ
流
の
病
人
祈
幡
の
一
つ
「
梓
」
1
、
病
霊
と
の
直
接
的
な
対
話
に
よ
る

病
人
祈
幡
の
実
際
を
、
近
世
末
の
『
土
佐
化
物
絵
本
』
に
描
か
れ
る
弓
祈
繍
よ
り
復

元
的
に
考
え
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
い
ざ
な
ぎ
流
の
祈
幡
に
お
い
て
読
ま
れ
る
祭
文
「
い
ざ
な
ぎ
祭
文
」
は
、
天
中
姫

宮
が
天
竺
の
い
ざ
な
ぎ
様
の
も
と
に
赴
き
、
弓
を
用
い
た
病
人
祈
薦
を
習
得
し
た
こ

と
を
説
い
て
、
そ
の
起
源
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
、
祈
禧
を
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

自
身
を
「
博
士
」
と
記
す
伝
本
が
存
す
る
。

　
　
か
ん
な
ぎ
は
か
し
よ

　
　
現
　
　
博
士
の
　
千
日
万
日
　
十
万
日
の
間
の
　
後
ろ
立
て
わ
　
天
中
姫
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
米
）
　
　
　
　
　
　
　
（
米
）

　
　
い
ざ
な
ぎ
様
で
　
ご
ざ
る
が
　
は
ん
じ
の
ふ
ま
　
さ
と
り
の
ふ
ま
に
行
い
た
の

　
　
め

ば
…

　
こ
れ
は
、
祭
文
の
終
結
部
分
、
太
夫
が
実
際
の
祈
濤
に
際
し
て
、
い
ざ
な
ぎ
流
の

祖
神
た
る
い
ざ
な
ぎ
様
と
天
中
姫
宮
に
太
夫
の
前
盾
、
後
ろ
盾
と
な
っ
て
祈
禧
を
助

け
る
こ
と
を
請
う
一
節
で
あ
る
が
、
こ
れ
よ
り
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
「
博
士
」
と
し
て

の
病
人
祈
禧
は
、
い
ざ
な
ぎ
様
・
天
中
姫
宮
よ
り
伝
え
ら
れ
た
梓
弓
を
用
い
た
祈

念
・
祈
禧
で
あ
る
と
、
太
夫
た
ち
の
間
に
語
り
伝
え
ら
れ
、
自
覚
さ
れ
て
き
た
で
あ

ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
近
世
後
期
の
梓
弓
を
用
い
た
病
人
祈
禧
を
行
う
「
博
士
」

に
つ
い
て
は
先
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
通
説
通
り
、
い
ざ
な
ぎ
流
を
、
こ
の
博

士
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
大
過
な
か
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
漠
然
と
し
た
推
測
以
上
に
、
近
世
期
以
前
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
明
治
期
ま
で
下
れ
ば
、
現
在
の
物
部
で
活
躍
す
る
太
夫
の
系

譜
を
あ
る
程
度
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
有
力
な
太
夫
で
あ
っ
た
の
が
、
岡
之
内

川
口

に
在
住
し
た
宗
石
進
助
の
も
と
で
学
ん
だ
宗
石
吉
之
進
・
宮
次
．
吉
三
郎
の
三

兄
弟
で
あ
っ
た
。
小
松
豊
孝
太
夫
は
『
荒
敷
、
裏
敷
、
返
志
式
法
』
（
平
成
七
年
記
）

に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
宗
石
吉
三
郎
師
は
、
市
宇
カ
マ
カ
ム
ネ
の
生
れ
（
影
地
の
方
）
安
政
三
年
、
西

　
　
暦
一
八
五
六
年
生
、
在
世
八
十
年
、
師
は
兄
弟
三
人
、
兄
は
吉
之
進
、
次
男
宮

　
　
次
、
三
男
吉
三
郎
、
三
人
共
、
同
村
岡
之
内
川
口
に
在
中
し
て
居
た
進
助
と
云

　
　
ふ
太
法
者
に
師
事
し
、
同
格
に
古
式
い
ざ
な
ぎ
流
や
古
式
神
道
、
西
山
法
．
大

　
　
工
法
・
天
神
法
等
修
得
し
、
後
生
に
傳
え
た
師
で
有
り
、
長
兄
吉
之
進
は
神
祀

　
　
り
・
神
楽
が
達
者
で
、
宮
次
は
祈
念
・
祈
祷
・
米
占
（
フ
マ
ウ
ラ
ナ
イ
）
等
が

　
　
得
意
、
吉
三
郎
は
病
人
祈
祷
が
得
意
に
て
、
一
生
が
い
に
渡
り
、
阿
波
土
佐
か

　
　
け
て
病
人
の
祈
祷
を
し
て
、
方
々
に
傳
わ
る
秘
法
秘
傳
を
法
替
（
ホ
ウ
ガ
エ
）

　
　
に
習
い
受
け
て
、
一
生
の
内
に
弟
子
五
十
四
人
取
り
、
傳
承
に
務
め
た
有
名
な

　
　
法
者
。

　
吉
三
郎
太
夫
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
生
、
活
躍
し
た
の
は
明
治
初
期
以
降

で
あ
る
の
で
（
八
〇
点
を
超
え
る
吉
三
郎
の
祈
禧
関
係
資
料
を
確
認
し
て
い
る
が
、

も
つ
と
も
古
い
も
の
で
明
治
五
年
記
、
新
し
い
も
の
で
昭
和
十
年
で
あ
る
）
、
そ
の

師
匠
岡
ノ
内
の
宗
石
進
助
太
夫
は
、
近
世
末
期
よ
り
明
治
前
期
に
活
躍
し
た
も
の
と

3ユ9
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推
測
さ
れ
る
。
こ
の
進
助
太
夫
に
つ
い
て
学
ん
だ
岡
ノ
内
の
宗
石
三
兄
弟
が
、
そ
れ

ぞ
れ
、
次
の
よ
う
に
得
手
と
し
た
祈
繍
を
継
承
し
た
。

　
　
吉
之
進
…
神
祀
り
・
神
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ
ゥ
ラ
ナ
イ

　
　
宮
次
…
…
祈
念
・
祈
祷
・
　
米
占

　
　
吉
三
郎
…
病
人
祈
禧

　
現
在
の
物
部
、
特
に
市
宇
・
別
役
・
別
府
等
、
旧
槙
山
の
地
域
に
活
躍
す
る
太
夫

の
多
く
は
、
こ
の
宗
石
兄
弟
の
孫
弟
子
、
曾
孫
弟
子
の
世
代
に
あ
た
り
、
こ
う
し
て

諸
祈
禧
や
神
楽
の
祭
式
が
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
小
松
豊
孝
氏
の
父
達
吾
太
夫
は
、
吉
之
進
太
夫
に
学
び
、
や
は
り
神
楽

を
得
意
と
し
、
吉
之
進
の
没
後
は
、
吉
之
進
の
取
り
上
げ
神
楽
を
行
い
ミ
コ
神
と
し

た
と
い
う
。
豊
孝
氏
の
宅
に
は
、
吉
三
郎
太
夫
が
実
際
の
祈
禧
の
た
め
、
あ
る
い
は

弟
子
へ
伝
授
す
る
た
め
に
記
し
た
と
推
測
さ
れ
る
祈
禧
関
係
の
書
物
が
相
当
数
、
蔵

せ

ら
れ
て
い
る
が
、
父
達
吾
太
夫
が
吉
之
進
太
夫
に
師
事
し
た
間
柄
よ
り
、
吉
之
進

の

弟
吉
三
郎
太
夫
の
祈
幡
書
を
継
承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
師
か
ら
弟
子

に
お
け
る
、
こ
う
し
た
文
書
の
授
受
の
あ
り
様
は
、
共
同
祈
願
を
行
う
社
殿
、
堂
舎

等
を
有
す
る
神
社
、
寺
院
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。

②
祖
霊
再
生
の
祭
儀
と
対
話
ー
取
り
上
げ
神
楽
、
向
う
神
楽

　
物
部
村
で
は
「
オ
ン
ザ
キ
様
」
な
る
タ
カ
神
を
祀
る
家
に
お
い
て
は
、
太
夫
あ
る

い

は
大
工
・
鍛
冶
師
等
の
職
に
あ
っ
た
人
々
を
、
そ
の
死
後
、
「
ミ
コ
神
」
と
し
て

家
の
守
護
神
と
し
て
祀
る
例
が
少
な
く
な
い
。
祖
霊
を
ミ
コ
神
と
す
る
た
め
に
は
、

通
常
死
後
十
年
以
上
を
経
て
行
わ
れ
る
、
太
夫
に
よ
る
「
取
り
上
げ
神
楽
」
が
必
要

と
さ
れ
る
。
こ
の
取
り
上
げ
神
楽
に
お
い
て
託
宣
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
死

霊

と
の
”
対
話
”
と
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
興
味
深
い
作
法
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ

う
し
た
部
分
に
注
目
し
つ
つ
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
お
け
る
、
太
夫
と
神
霊
と
の
交
感
の

作
法

の
一
つ
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ラ

　
取

り
上
げ
神
楽
は
、
祖
霊
を
墓
よ
り
家
の
舞
台
に
迎
え
、
新
た
な
守
護
神
「
新

ミ
コ
神
」
へ
と
転
じ
さ
せ
て
、
す
で
に
天
井
に
祭
ら
れ
て
い
る
ミ
コ
神
の
も
と
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

祭
り
上
げ
て
ゆ
く
祭
儀
で
あ
る
。

　
墓
に

て

「
三
五
斎
幣
」
な
る
御
幣
の
も
と
へ
と
懸
り
つ
け
ら
れ
た
祖
霊
は
、
家
の

舞
台
、
弓
の
も
と
へ
と
迎
え
ら
れ
て
、
本
役
太
夫
を
中
心
に
神
楽
が
行
わ
れ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ょ
う
も
ん
ぎ
ょ
う
た
い

の

祭
儀
の
中
心
と
な
る
の
が
、
「
行
文
行
体
」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
で
、
熊
野
・

愛
宕
山
・
大
峰
山
・
石
鎚
山
・
立
山
・
羽
黒
山
・
高
野
山
・
富
士
山
等
々
の
霊
峰
、

川
・
海
等
、
全
国
の
聖
地
を
経
廻
り
修
行
を
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
神
楽
は
十
人
ほ
ど
（
正
式
に
は
十
三
人
の
役
者
）
の
太
夫
に
よ
り
、
本
役
を
中
心

に
行
わ
れ
る
が
、
儀
礼
の
節
目
ご
と
に
、
充
分
な
式
作
法
が
行
わ
れ
た
か
、
新
ミ
コ

神
た
る
に
相
応
し
い
行
を
積
ん
だ
か
を
、
数
珠
に
よ
る
ク
ジ
で
確
認
し
つ
つ
式
法
が

進
行
し
て
ゆ
く
。

　

こ
の
時
、
同
時
進
行
で
行
わ
れ
る
作
法
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
「
向
う
神
楽
」
で
、

本
役
以
外
の
役
者
（
太
夫
）
は
神
楽
幣
を
捧
げ
持
っ
て
左
右
に
振
り
つ
つ
、
唱
え
歌

う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
人
の
み
は
三
握
り
半
の
米
を
盛
っ
た
へ
ぎ
を
両
手
で

捧
げ
持
っ
て
、
こ
の
「
向
う
神
楽
」
役
に
奉
仕
す
る
。

　
現
在
、
神
楽
舞
の
み
な
ら
ず
、
祈
繍
ま
で
行
い
得
る
太
夫
の
人
数
も
少
な
く
な
る

中
で
、
取
り
上
げ
神
楽
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
稀
な
状
況
で
あ
る
が
、
以
下
、
私
が
調

査
の
機
会
を
得
た
、
平
成
十
七
年
一
月
、
故
中
尾
計
佐
清
太
夫
の
取
り
上
げ
神
楽
の

模
様
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
祭
儀
に
も
奉
仕
し
た
太
夫
の
一
人
小
松
豊
孝
氏
の
記
し

た
『
屋
乃
神
、
お
ん
崎
、
現
神
、
日
月
祭
、
大
小
祭
　
神
楽
作
法
　
其
の
二
本
』
（
平

成
五
年
記
）
（
以
下
『
大
小
祭
・
神
楽
作
法
』
二
、
と
記
す
、
本
研
究
報
告
資
料
編

の

紹
介
を
参
照
）
を
参
照
し
な
が
ら
記
述
し
た
い
。

　

中
尾
計
佐
清
太
夫
は
、
物
部
村
の
北
端
の
集
落
（
標
高
約
六
〇
〇
m
）
で
、
か
つ

て

多
く
の
太
夫
が
在
住
し
て
い
た
別
府
を
拠
点
と
し
て
昭
和
～
平
成
に
か
け
て
活
躍

し
た
大
太
夫
で
あ
り
、
一
〇
名
を
超
え
る
多
く
の
弟
子
を
擁
し
た
。
計
佐
清
太
夫
の

取
り
上
げ
神
楽
は
、
そ
の
弟
子
の
一
人
、
中
山
義
弘
氏
（
平
成
十
九
年
没
）
を
本
役

320
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と
し
て
、
計
佐
清
太
夫
の
弟
子
を
中
心
と
す
る
七
名
ほ
ど
の
太
夫
に
よ
り
、
長
男
家

族
の

住
む
南
国
市
の
家
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
だ

　
取
り
上
げ
神
楽
で
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
抱
き
神
」
と
し
て
ミ
コ
神
を
引
き

受
け
る
こ
と
と
な
る
オ
ン
ザ
キ
の
祭
祀
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
オ
ン
ザ
キ
は
、
家
の
タ
カ
神
と
し
て
天
井
（
戦
後
、
天
井
板
が
張
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
以
降
は
天
井
裏
）
に
棚
を
作
っ
て
祀
る
の
が
通
常
で
、
こ
の
オ
ン
ザ
キ
を
主

神
と
し
て
、
昔
・
中
頃
・
今
当
代
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ミ
コ
神
が
と
も
に
タ
カ
神
と
し
て

祀

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
オ
ン
ザ
キ
の
祭
祀
は
、
祖
霊
が
ミ
コ
神
へ
と
転
成
す
る
こ

と
を
祈
願
し
、
ま
た
、
オ
ン
ザ
キ
が
新
た
な
ミ
コ
神
を
引
き
受
け
る
の
に
充
分
な
霊

力
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
の
儀
礼
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
中
尾
家
で
は
、
オ
ン
ザ
キ
が
祀
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
取
り

上
げ

に
あ
た
っ
て
は
、
中
尾
家
に
お
い
て
、
昭
和
三
十
年
過
ぎ
よ
り
祀
ら
れ
て
き
た

と
い
う
「
先
祖
八
幡
」
（
中
尾
計
佐
清
四
男
、
古
谷
琴
次
郎
氏
（
昭
和
二
四
年
生
）
談
）

の
祭
祀
が
オ
ン
ザ
キ
の
祭
祀
に
変
え
て
行
わ
れ
、
こ
の
先
祖
八
幡
の
も
と
に
新
た
な

ミ
コ
神
が
祀
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
か

つ
て

は
、
約
十
～
数
十
年
に
一
度
行
わ
れ
る
家
の
大
祭
に
お
い
て
、
七
日
前
後

の

日
時
を
要
す
る
祭
儀
が
行
わ
れ
た
と
い
う
が
、
こ
の
平
成
十
七
年
の
故
中
尾
計
佐

清
太
夫
の
取
り
上
げ
神
楽
で
は
、
四
日
間
に
わ
た
っ
て
次
の
よ
う
な
日
程
で
行
わ
れ

（
5
）

た
。

　
　
第
一
日
　
取
り
分
け
作
法

　
　
　
　
　
　
（
精
進
）

　
　
第
二
日
　
し
ょ
う
じ
入
り

　
　
第
三
日
　
入
幡
神
の
位
上
げ

　
　
第
四
日
　
取
り
上
げ
神
楽

　
取
り
上
げ
は
、
祖
霊
を
墓
に
て
迎
え
る
「
塚
起
こ
し
」
か
ら
始
ま
る
が
、
計
佐
清

太
夫
の

墓

は
南
国
市
の
長
男
の
家
よ
り
三
〇
㎞
ほ
ど
離
れ
た
別
府
の
生
家
の
脇
に
あ

り
、
こ
の
日
午
前
中
に
、
本
役
の
中
山
太
夫
と
中
尾
家
の
家
族
と
が
南
国
を
出
発
し

墓
所
ま
で
自
動
車
に
て
赴
き
、
作
法
が
行
わ
れ
た
。

　
塚
起

こ
し
に
よ
り
三
五
斎
幣
に
祖
霊
が
迎
え
ら
れ
る
と
、
太
夫
は
御
幣
を
抱
き

き
ぬ布

で
包
ん
で
、
家
族
と
と
も
に
再
び
車
に
て
長
男
宅
に
戻
っ
た
。
三
五
斎
幣
は
、

家
の
庭
に
面
し
た
入
口
に
て
、
家
の
中
の
太
夫
に
よ
り
清
め
ら
れ
て
、
神
楽
の
舞
台

に
迎
え
ら
れ
、
昼
食
、
休
息
を
は
さ
ん
で
、
午
後
よ
り
取
り
上
げ
神
楽
が
開
始
さ
れ

た
。
屋
内
の
神
楽
の
舞
台
の
内
、
弓
の
も
と
に
迎
え
ら
れ
た
御
幣
に
働
き
か
け
て
、

あ
ら
ひ
と
が
み
　
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
が
み

「
新
入
神
」
を
「
新
ミ
コ
神
」
へ
と
転
成
さ
せ
る
祭
儀
で
あ
る
。
そ
の
儀
礼
の
中

心

と
な
る
の
が
、
先
に
述
べ
た
「
行
文
行
体
」
と
呼
ば
れ
る
作
法
で
あ
る
。

　
取
り
上
げ
神
楽
は
七
人
ほ
ど
の
太
夫
に
よ
り
、
御
幣
の
置
か
れ
た
弓
の
前
に
座
す

本
役
太
夫
を
中
心
に
行
わ
れ
た
が
、
本
役
以
外
の
役
者
（
太
夫
）
は
、
弓
を
囲
む
よ

う
に
本
役
の
前
に
円
陣
に
座
し
、
神
楽
幣
を
捧
げ
振
り
、
唱
え
歌
う
。
そ
し
て
、
そ

の

中
の
一
人
、
弓
を
は
さ
ん
で
、
本
役
の
ほ
ぼ
正
面
に
座
す
太
夫
の
み
は
へ
ぎ
を
両

手
で
捧
げ
持
っ
て
、
「
向
う
神
楽
」
役
に
奉
仕
し
た
。

　
本
役
は
御
幣
に
迎
え
ら
れ
た
祖
霊
（
新
人
神
）
に
対
し
て
行
文
行
体
の
行
を
さ
せ

る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
行
の
様
子
や
段
階
が
向
う
神
楽
役
の
捧
げ
持
つ
へ
ぎ

の
上
の
米
に
現
れ
る
、
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
へ
ぎ
に
は
三
握
り
半
の
米
が
盛
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
人
神
を
ミ
コ
神

へ
と
育
て
て
ゆ
く
た
め
の
米
だ
と
い
う
。
そ
の
意
味
や
作
法
に
つ
い
て
『
大
小
祭
．

神
楽
作
法
』
二
の
あ
げ
る
、
読
み
分
け
（
神
へ
祈
り
の
趣
旨
を
説
き
訴
え
る
章
句
）

の

一
例

に
よ
っ
て
見
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ

　
　
○
是

よ
り
　
新
人
神
の
あ
そ
び
の
米
と
し
て
　
向
ふ
役
者
に
へ
ぎ
に
米
を
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ
　
　
　
　
　

　
　
ら
す
　
ま
つ
（
米
の
本
地
か
ら
）

　
　
◎
何
性
何
の
年
、
新
人
神
の
御
い
ぜ
ん
様
を
取
り
上
げ
神
楽
の
　
其
の
御
為
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ダ

　
　

は
　
ア
ソ
ビ
の
米
と
も
　
向
ふ
神
楽
え
米
盛
り
　
生
て
て
ま
い
ら
す
る
、
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ラ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ダ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ノ

　
　
本
地

く
わ
し
く
　
よ
み
や
解
て
、
米
盛
り
育
て
う
や
ら
め
で
た
。
是
や

　
　
キ
ン
ク
の
み
米
は
　
日
本
で
ご
ら
ん
じ
始
め
ん
　
唐
土
で
　
ご
ら
ん
じ
始
め
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ロ

　
　
　
是
れ
天
竺
の
　
ミ
ヨ
シ
が
川
原
で
　
伊
弊
諾
大
神
　
天
中
姫
宮
二
人
揃
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ

　
　

て
、
御
ら
ん
じ
始
め
た
、
米
に
て
疑
い
処
が
お
わ
し
ま
せ
ん
　
米
の
こ
め
に
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は
三
好
が
川
乃
小
砂
に
疑
い
と
こ
ろ
が
お
わ
し
ま
せ
ん
　
米
入
れ
物
に
は

　
　
ヒ
メ
ミ
ヤ
　
　
　
オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ

　
　
姫
宮
様
の
笈
い
の
手
箱
の
ふ
た
に
て
　
疑
い
処
が
お
わ
し
ま
さ
ん
　
米
や
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
タ
ガ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　
敷

は
姫
宮
様
の
綾
の
小
笠
に
疑
い
処
が
お
わ
し
ま
さ
ん
　
三
う
ず
み
半
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ン
ヅ
　
　
フ
マ

　
　
　
う
ず
み
取
ら
い
て
　
神
津
が
米
と
も
　
盛
り
や
始
め
て
ご
ら
ん
じ
始
め
て
、

　
　
ご

ら
ん
じ
始
め
た
米
に
て
疑
い
処
が
お
わ
し
申
さ
ん
　
日
本
に
渡
り
て
　
天
中

　
　
姫
宮
様
が
　
金
剛
界
が
父
米
　
胎
蔵
界
が
母
米
と
も
　
盛
り
や
始
め
て
　
し
だ

　
　
い

し
だ
い
で
　
師
匠
に
渡
り
て
盛
り
や
始
め
ま
い
ら
し
て
　
今
日
宵
い
わ
師
匠

　
　
次
第
で
　
何
性
何
年
新
人
神
の
　
こ
い
ぜ
ん
様
え
の
く
ら
ゑ
上
げ
の
ア
ソ
ビ
の

　
　
フ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ダ

　
　
米

と
も
　
向
ふ
神
楽
え
　
三
ウ
ズ
ミ
半
と
も
盛
り
や
育
て
・
　
神
迎
よ
う
や

　
　
ら
め
で
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ

　
へ
ぎ
に
盛
ら
れ
る
三
握
り
半
の
米
は
、
「
新
人
神
の
あ
そ
び
の
米
」
で
あ
る
と
説

明
さ
れ
る
が
、
そ
の
由
緒
に
つ
い
て
、
「
い
ざ
な
ぎ
祭
文
」
の
一
節
が
引
か
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ

米
の
入
れ
物
は
天
中
姫
宮
の
笈
の
手
箱
の
蓋
、
米
を
盛
る
折
敷
は
姫
宮
様
の
か

ぶ

っ

て

い

た
綾
の
小
笠
で
あ
り
、
こ
れ
を
用
い
て
行
っ
た
天
中
姫
宮
の
米
占
の
作
法

に
基
づ
い
て
、
こ
の
新
人
神
を
育
て
る
た
め
の
向
う
神
楽
を
行
う
の
で
あ
る
、
と
説

か
れ
て

い
る
。

　
な
お
、
こ
の
「
あ
そ
び
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
遊
興
の
こ
と
で
は
な
く
、
「
遊
行
」

等
の
「
あ
そ
び
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
行
文
行
体
」
の
修
行

の

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
新
人
神
に
修
行
を
さ
せ
て
育
て

る
た
め
の
米
が
、
こ
の
向
う
神
楽
役
の
盛
る
米
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ

　

さ
て
、
こ
の
向
う
神
楽
役
に
よ
る
米
盛
り
の
作
法
で
あ
る
が
、
一
度
の
み
な
ら

ず
、
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
。
『
大
小
祭
・
神
楽
作
法
』
二
の
説
明
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
フ
マ

　
　
向
ふ
役
は
米
を
盛
る
（
中
略
）
、
サ
ー
バ
ラ
　
サ
ー
バ
ラ
の
神
楽
　
字
文
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ス

　
　

に
　
米
を
左
右
前
後
に
ゆ
さ
ぶ
っ
て
米
を
さ
び
返
し
、
み
だ
い
て
升
に
う
つ

　
　
い
て

新
し
く
。
升
か
ら
米
を
三
に
ぎ
り
半
に
盛
る
。
十
三
回
す
れ
ば
十
三
回

　
　
六

回
の
時
に
は
六
か
い
く
り
返
す
作
法
が
定
め
の
作
法
で
有
る
。

　
「
サ
ー
バ
ラ
　
サ
ー
バ
ラ
の
神
楽
」
の
際
に
、
米
を
枡
に
戻
し
て
、
再
び
三
握
り

半
の
米
を
へ
ぎ
に
盛
り
替
え
る
と
い
う
が
、
こ
の
「
サ
ー
バ
ラ
の
神
楽
」
と
は
、
「
水

ク
ラ
エ
」
と
呼
ば
れ
る
作
法
に
お
い
て
歌
わ
れ
る
、
次
の
歌
を
歌
っ
て
行
わ
れ
る
神

霊
を
清
め
る
作
法
を
指
し
て
い
る
。

　
　
サ

ー
バ
ラ
、
サ
ー
バ
ラ
、
す
た
れ
や
、
か
い
く
り
、
ま
き
あ
げ
、
ま
つ
夜
に
や

　
　

こ
い
で
、
ま
た
ん
夜
に
や
来
て
、
い
や
り
ゃ
あ
ー
と
ー
ん
と
、

　
　
神
が
よ
ろ
こ
ぶ
、
い
か
に
か
う
れ
し
ゅ
や
、
い
や
り
ゃ
あ
ー
と
ん
と

　

ミ
コ
神
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
位
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、
御
幣
に
退
り
つ
け
た
祖
霊

を
弓
の
も
と
に
迎
え
て
「
天
竺
流
三
川
」
の
聖
な
る
水
を
灌
ぎ
清
め
て
ゆ
き
、
一
万

歳

よ
り
十
二
万
歳
ま
で
一
万
歳
ご
と
に
神
の
位
を
上
げ
て
ゆ
く
の
が
「
水
ク
ラ
エ
」

な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
作
法
の
後
に
、
墓
よ
り
迎
え
た
祖
霊
が
ミ
コ
神
と
な
る
の
に
充
分
な
行

を
積
ん
だ
か
否
か
、
本
役
の
太
夫
に
よ
り
ク
ジ
に
よ
り
伺
が
立
て
ら
れ
る
が
、
ま
た

こ
の
へ
ぎ
に
盛
ら
れ
た
米
に
も
修
行
の
様
子
、
段
階
が
現
れ
る
も
の
と
い
う
。
す
な

わ
ち
、
単
に
祈
願
を
す
る
に
留
ま
ら
な
い
、
眼
前
に
祖
霊
を
迎
え
て
、
は
た
ら
き
か

け
問
い
か
け
て
、
示
し
を
確
認
し
つ
つ
進
行
さ
せ
て
ゆ
く
点
に
、
祭
儀
の
特
質
を
認

め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
新
人
神
よ
り
新
ミ
コ
神
と
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
、
三
五
斎
幣
は
、
別
に

用
意
さ
れ
た
「
四
幣
」
と
交
換
さ
れ
て
、
ミ
コ
神
と
し
て
新
た
な
名
が
つ
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
新
ミ
コ
神
を
、
オ
ン
ザ
キ
（
こ
の
計
佐
清
太
夫
の
取
り
上
げ
の
折
に

は
中
尾
家
の
先
祖
八
幡
）
の
脇
の
本
座
の
位
へ
と
着
か
せ
る
た
め
に
、
重
ね
て
水
ク

ラ
エ
が
行
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
四
幣
は
五
幣
に
替
え
ら
れ
て
、
新
ミ
コ
神
に
対
す
る
祝
い
と
し
て
、
太

夫
一
同
立
ち
上
が
り
、
舞
神
楽
と
な
っ
て
、
取
り
上
げ
の
作
法
が
終
了
す
る
。
そ
の

後
の
作
法
と
し
て
、
荒
神
鎮
め
、
弓
送
り
・
神
送
り
・
座
祝
い
神
楽
、
注
連
切
り
・

弓
の
舞
等
が
行
わ
れ
、
終
了
し
た
の
は
二
十
時
頃
で
あ
っ
た
。

　

祖
霊
が
新
人
神
よ
り
新
ミ
コ
神
へ
と
転
じ
た
際
に
は
、
御
幣
は
三
五
斎
幣
よ
り
四

幣
に
、
さ
ら
に
ミ
コ
神
を
、
弓
の
元
よ
り
天
井
の
本
座
へ
と
祭
り
上
げ
て
ゆ
く
際
、
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祝
い
の
舞
神
楽
以
降
は
五
幣
に
替
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
祖
霊
が
守
護
神
へ
と
転

じ
て
ゆ
く
様
子
を
成
長
の
段
階
と
し
て
認
識
し
、
表
象
す
る
作
法
と
し
て
も
興
味
深

い
。

　
と
こ
ろ
で
、
水
ク
ラ
エ
の
「
す
た
れ
や
、
か
い
く
り
…
」
の
歌
で
あ
る
が
、
女
性

が
夜
、
恋
人
を
待
つ
心
を
詠
ん
だ
恋
の
歌
で
あ
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
う
し
た

恋
の

歌
、
特
に
、
恋
人
を
待
ち
焦
が
れ
る
心
を
詠
ん
だ
歌
が
、
神
を
迎
え
る
呪
文
と

し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
、
少
な
く
と
も
中
世
に
は
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
謡
曲
「
葵
上
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
を
舞
台
化
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
冒
頭
、
葵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
る
ひ

上

を
苦
し
め
る
六
条
の
御
息
所
の
生
霊
が
、
「
照
日
」
な
る
名
の
梓
の
巫
女
の
祈
禧

に
よ
っ
て
現
出
す
る
。
そ
の
際
、
次
の
歌
を
歌
っ
て
神
降
し
を
行
う
。
特
に
「
寄
り
」

「
揺
り
」
の
語
に
神
霊
を
招
き
よ
せ
る
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
寄
り
人
は
　
今
ぞ
寄
り
来
る
　
長
浜
の
　
芦
毛
の
駒
に
　
手
綱
揺
り
掛
け

　
梓
の
巫
女
は
、
梓
弓
の
弦
を
鳴
ら
し
て
降
霊
、
あ
る
い
は
邪
霊
退
散
の
術
を
行
っ

た

古
代

～
中
世
の
巫
女
で
あ
る
が
、
ま
た
、
死
者
の
口
寄
せ
を
行
う
こ
と
で
知
ら
れ

る
東
北
津
軽
地
方
の
盲
目
女
性
の
祈
禧
師
イ
タ
コ
は
、
か
つ
て
は
弓
を
叩
き
鳴
ら
し

て

降
霊
し
祈
幡
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
梓
の
巫
女
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
い
え
る
。

い

ざ
な
ぎ
流
の
祭
儀
に
は
、
先
に
見
た
梓
の
神
楽
や
こ
の
取
り
上
げ
神
楽
等
、
（
い

ざ
な
ぎ
流
の
成
立
は
近
世
後
期
以
降
と
考
え
ら
れ
る
が
）
、
作
法
に
よ
っ
て
は
中
世

期
に
遡
り
得
る
祭
儀
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

③
ミ
コ
神
に
な
れ
な
い
祖
霊
－
大
呪
誼
と
シ
キ
上
げ
、
式
王
子

　
祖
霊

を
ミ
コ
神
へ
と
転
じ
る
取
り
上
げ
神
楽
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う

な
祭
儀
を
行
っ
て
も
、
祖
霊
が
ミ
コ
神
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
っ
た
、
と
小
松
豊
孝

氏
は

語
る
。

　
　
1
太
夫
が
生
前
に
行
っ
た
祈
禧
の
内
容
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。

　
　
特

に
生
前
、
シ
キ
を
使
っ
て
人
を
呪
っ
た
太
夫
、
太
夫
以
外
の
人
の
場
合
で
は

　
　
「
堂
宮
に
釘
を
打
っ
た
り
」
「
わ
ら
人
形
を
つ
く
っ
て
釘
を
打
っ
た
り
」
な
ど
し

　
　
て

他
人

を
呪
っ
た
り
し
て
い
た
場
合
な
ど
に
は
、
塚
起
こ
し
を
し
て
も
新
ミ
コ

　
　
神
に
な
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
家
の
舞
台
に
迎
え
て
取
り
上
げ
神
楽
を
行
っ

　
　
て

も
、
ミ
コ
神
に
も
な
れ
な
い
も
の
だ
。

　
　
こ
う
な
る
と
、
「
ク
ラ
エ
上
げ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
な
ん
ぼ
ク
ラ
エ
て
も
あ
が

　
　
ら
ん
き
、
い
っ
さ
ん
（
取
り
上
げ
神
楽
を
）
休
ん
で
」
、
す
な
わ
ち
、
取
り
上

　
　
げ
の
儀
礼
は
中
断
し
て
、
「
シ
キ
上
げ
」
を
し
て
対
処
す
る
こ
と
と
な
る
が
、

　
　
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
、
取
り
上
げ
神
楽
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
に
、
そ

　
　
の
太
夫
が
生
前
、
ど
の
よ
う
な
法
を
行
っ
た
か
、
充
分
調
べ
て
お
か
な
く
て
は

　
　
な
ら
な
い
。

　
　
ま
た
、
は
じ
め
の
取
り
分
け
の
際
に
は
、
新
ミ
コ
神
の
取
り
上
げ
を
行
う
こ
と

　
　
も
お
断
わ
り
し
て
、
ク
ジ
を
見
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
特
に
呪
誼
の

　
　
取
り
分
け
は
念
を
入
れ
、
ス
ソ
の
読
み
乱
し
を
し
て
、
ス
ソ
の
祭
文
を
読
ん
で
、

　
　
「
ス
ソ
が
鎮
ま
っ
て
く
れ
る
か
」
ど
う
か
、
ク
ジ
を
見
て
お
か
な
く
て
は
な
ら

　
　
な
い
。
そ
れ
で
ク
ジ
が
と
れ
た
な
ら
、
ス
ソ
を
ミ
テ
グ
ラ
に
祓
い
集
め
、
縁
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ヤ
シ
ロ

　
　
り
を
し
て
、
ス
ソ
の
御
社
へ
と
送
り
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
い
て
い

　
　
は
取
り
上
げ
も
う
ま
く
い
く
も
の
で
あ
る
。
1

　
豊
孝
氏
の
語
る
と
こ
ろ
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
説
明
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
物
部
に
お
け
る
ス
ソ
（
呪
誼
）
や
大
ス
ソ
、
シ
キ
の
観
念
や
、
こ
れ
に
関
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ラ
シ
キ

る
諸
祭
儀
の
実
際
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
豊
孝
氏
は
『
荒
敷
、

ウ
ラ
ジ
キ
　
　
カ
エ
シ
ジ
キ

裏
敷
、
返
志
式
法
』
（
平
成
七
年
記
）
に
次
の
よ
う
記
し
て
い
る
。

　
　
ア
ラ

　
　
荒
敷
の
説
明
、
一
般
的
に
（
敷
）
と
書
い
た
わ
荒
法
に
使
ふ
。
（
式
）
は
祭
事

　
　
の
し
だ
い
を
、
意
味
す
る
。
荒
敷
・
裏
敷
・
裏
九
字
と
云
ふ
字
が
附
け
ば
、
ぞ

　
　
く
に
云
ふ
調
伏
、
呪
咀
（
の
ら
い
事
）
を
司
る
字
文
字
法
の
事
で
、
下
法
流
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
オ
ブ
ク

　
　
も
言
ふ
。
大
掛
り
の
作
法
を
し
て
、
調
伏
し
た
り
先
方
え
打
ち
返
し
た
り
し

　
　
た
事
を
荒
敷
と
言
、
大
調
伏
と
言
。
其
れ
に
よ
り
て
生
じ
た
出
来
事
を
大
呪
咀

　
　
と
云
ふ
。
み
じ
か
い
字
文
を
使
っ
て
、
其
の
場
で
印
を
結
ん
だ
り
し
て
、
相
手
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を
調
伏
す
る
様
な
の
を
、
昔
か
ら
さ
わ
り
を
す
る
と
か
、
つ
・
く
と
か
張
り
か

　
　
け
る
、
と
か
言
ふ
言
葉
で
表
言
し
て
居
た
。
取
り
納
め
て
鎮
め
る
祈
祷
を
呪
咀

　
　
方
の
法
と
言
う
よ
う
に
表
現
す
る
。

　
い
ざ
な
ぎ
流
に
お
け
る
シ
キ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
呪
誼
・
調
伏
の
こ
と
で
、
「
荒
法
」

「
下
法
流
」
と
も
表
現
さ
れ
る
が
、
祭
儀
を
意
味
す
る
「
式
」
と
区
別
す
る
た
め
に
「
敷
」

の
字
が
使

わ
れ
て
き
た
。
特
に
、
大
が
か
り
な
式
作
法
に
よ
る
調
伏
や
、
打
た
れ
た

敷

を
打
ち
か
え
た
り
す
る
こ
と
（
「
返
し
敷
」
と
い
い
、
打
た
れ
た
敷
の
力
の
倍
に

し
て
打
ち
返
す
）
を
「
荒
敷
」
と
い
っ
た
。

　
「
ス
ソ
」
と
は
、
文
字
通
り
「
呪
誼
」
を
起
源
と
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
物
部
に

お

い
て

語

ら
れ
る
「
ス
ソ
」
と
は
、
怨
み
・
憎
し
み
・
妬
み
等
、
他
人
に
対
し
て
向

け
ら
れ
る
攻
撃
的
な
心
情
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
。
特
徴
的
な
の
は
、
こ
う
し
た
心

　
　
　
　
　
　
モ
　
ノ

情
が
精
霊
様
の
神
霊
と
な
っ
て
残
留
し
、
そ
れ
が
向
け
ら
れ
た
個
人
は
も
と
よ
り
、

共
同
体
に
も
災
い
を
も
た
ら
す
も
の
と
信
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
、
「
荒

敷
」
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
憎
し
み
・
恨
み
等
は
「
大
ズ
ソ
」
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
災
難
の
原
因
と
な
る
と
恐
れ
ら
れ
た
。

　

さ
て
、
生
前
に
シ
キ
を
使
っ
た
こ
と
に
よ
る
大
ズ
ソ
等
が
原
因
で
、
ミ
コ
神
と
な

れ

な
い
太
夫
の
場
合
に
は
、
こ
の
シ
キ
を
天
上
へ
と
送
る
「
シ
キ
上
げ
」
を
し
て
対

処
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
シ
キ
上
げ
を
行
う
に
は
、
「
敷
王
子
」
の
力
に
頼
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

　
太
夫
は
「
敷
王
子
を
雇
う
」
と
い
っ
た
表
現
を
す
る
が
、
式
王
子
は
通
常
は
、
病

人
祈
禧
や
取
り
分
け
等
の
終
結
部
分
の
作
法
に
降
ろ
さ
れ
て
、
祈
願
が
な
さ
れ
る
。

病
人
祈
禧
に
お
い
て
は
病
気
の
原
因
と
な
る
病
霊
を
、
取
り
分
け
に
お
い
て
は
、
そ

れ
以
後

に
予
定
さ
れ
る
祭
儀
を
妨
げ
る
恐
れ
の
あ
る
諸
神
霊
を
御
幣
へ
集
め
、
こ
れ

を
束
ね
て
紙
で
包
み
、
縄
で
縛
り
括
っ
て
荷
に
さ
れ
る
。
こ
の
荷
は
、
川
に
流
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
や
し

り
、
人
の
立
ち
入
ら
な
い
場
所
、
ス
ソ
林
等
に
埋
め
た
り
し
て
、
本
来
の
棲
み
か

へ
と
戻
る
よ
う
祈
願
が
な
さ
れ
る
が
、
荷
に
さ
れ
た
時
点
で
、
こ
こ
よ
り
逃
げ
出
し

た

り
し
な
い
よ
う
、
式
王
子
幣
が
荷
の
外
側
に
括
り
つ
け
ら
れ
監
視
す
る
役
割
を
負

わ
さ
れ
る
。
こ
の
作
法
が
「
敷
王
子
の
行
い
」
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
病
人
祈
禧
の

場
合
に

は
、
病
霊
を
送
っ
た
の
ち
に
、
病
者
の
も
と
に
戻
っ
て
こ
な
い
よ
う
、
病
者

の

枕
元

に
式
王
子
幣
が
立
て
ら
れ
た
り
も
す
る
。

　
　
敷
王
子

と
い
う
の
は
、
普
通
の
神
様
と
は
違
う
。
法
に
従
っ
て
、
秩
序
を
統
制

　
　
す
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
存
在
で
あ
り
、
警
察
か
警
視
総
監
、
あ
る
い
は
法

　
　
務
大
臣
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
う
。
（
他
の
神
霊
に
対
し
て
）
重
し
を
す
る
よ

　
　
う
な
も
の
だ
。

　
豊
孝
氏

は
敷
王
子
の
性
格
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
語
る
が
、
こ
う
し
た
敷
王
子
に

し
て
は
じ
め
て
、
太
夫
が
呪
誼
・
調
伏
の
た
め
に
行
っ
た
敷
を
、
（
返
し
敷
に
す
る

こ
と
な
く
）
天
上
世
界
へ
と
送
り
、
此
界
よ
り
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ

る
。　

さ
て
、
こ
の
「
シ
キ
上
げ
」
の
作
法
は
、
秘
儀
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
伝

承
も
ほ
ぼ
途
絶
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
豊
孝
記
の
『
荒
敷
、
裏
敷
、
返
志
式
法
』

（平
成
七
年
記
）
に
は
、
宗
石
吉
三
郎
大
太
夫
の
記
録
に
基
づ
く
、
「
シ
キ
上
げ
」
作

法
の
際
に
使
わ
れ
た
「
王
子
祭
文
」
が
示
さ
れ
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。
大
ス
ソ
が
原

因
で
病
気
と
な
っ
た
病
者
に
対
し
て
、
シ
キ
上
げ
を
行
っ
て
、
平
癒
を
図
ろ
う
と
す

る
た
め
の
祭
文
で
、
祈
願
の
趣
旨
を
述
べ
る
読
み
分
け
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
だ
い
こ

も
の
で
あ
る
が
、
「
大
五
の
王
子
」
、
五
人
の
王
子
の
誕
生
よ
り
は
じ
ま
る
物
語
を
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ウ
ド

き
つ
つ
、
行
い
打
た
れ
た
敷
を
、
「
天
竺
黄
土
が
池
え
と
行
い
上
げ
」
て
、
悪
魔

を
退
散
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
祈
願
の
方
法
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
カ
ガ
マ

　
　
○

そ
も
く
是
　
天
竺
上
み
千
神
川
に
、
七
丈
五
尺
、
高
釜
築
き
上
げ
其
の

　
　

中
よ
り
　
ふ
う
ふ
二
人
が
五
人
の
王
子
を
産
ま
せ
給
ふ
て
　
七
人
如
来
と
祝
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
イ

　
　

れ

し
よ
し
め
て
わ
し
ま
す
　
敷
や
太
五
の
王
子
を
、
一
が
大
神
と
行
い
請
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
カ

　
　

ま
い
ら
す
る
　
そ
も
く
日
本
唐
土
天
竺
　
三
が
長
の
塩
と
う
界
い
に
、
式

　
　
打
式
　
び
や
く
打
つ
　
び
や
く
の
岩
の
　
其
の
上
よ
り
　
し
や
く
や
せ
ん
だ
の

　
　
　
　
ハ
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ウ

　
　

木
が
生

て

　
そ
だ
・
せ
給
え
ば
　
東
方
差
い
た
る
、
一
の
王
の
枝
は
九
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ウ

　
　
千
ひ

ろ
と
栄
え
て
わ
し
ま
す
、
（
南
西
北
方
同
じ
）
中
方
方
差
い
た
る
、
た
つ
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オ
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ダ

ぼ

こ
に
は
八
萬
余
丈
に
は
“
か
る
　
高
田
の
大
田
の
松
と
て
、
生
た
せ
給
え

　
　
ト
ウ

ば
、
東
方
差
い
た
る
、
一
の
王
の
枝
に
は
、
式
や
太
郎
の
、
太
神
様
が
　
守

ご

神
ま
し
ま
す
き
の
と
が
敷
と
行
い
以
つ
た
る
一
万
儀
行
ふ
式
の
太

郎
の
太
神
様
を
　
三
尺
一
歩
の
　
玉
の
御
幣
　
一
ち
の
み
ど
り
え
行
い
招
じ
ま

い

ら
す
る
　
南
方
差
い
た
る
　
二
の
王
の
枝
に
は
　
式
や
次
郎
の
　
王
子
様
が

守
ご
神
わ
し
ま
す
　
火
の
と
式
と
行
い
　
二
万
ぎ
持
つ
た
る
、
次
郎
の
王
子
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ョ
ウ

お

三

尺
一
歩
玉
の
御
幣
え
一
が
太
神
と
行
い
請
じ
ま
い
ら
す
る
　
西
方
差
い

た

る
　
三
の
王
の
枝
に
は
　
式
や
三
郎
の
王
子
様
が
守
ご
神
わ
し
ま
す
、
土
の

と
式
と
、
三
万
ぎ
行
い
以
つ
た
る
　
三
郎
王
子
様
お
三
尺
一
歩
の
王
の
御
幣
え

行
い
招
じ
ま
い
ら
す
る
、
北
方
さ
い
た
る
四
の
王
の
枝
に
は
、
式
や
四
郎
の

王
子
が
　
守
ご
神
わ
し
ま
す
、
か
の
と
式
と
四
万
ぎ
行
い
以
つ
た
る
　
四
郎
の

王
子
様
を
、
玉
の
こ
幣
に
一
が
太
神
と
、
行
い
招
じ
ま
い
ら
す
る
中
方
さ
い

た
る
　
立
つ
ぼ
こ
に
は
、
敷
や
五
郎
の
王
子
様
が
用
合
わ
し
ま
す
　
水
の
と
式

と
も
領
じ
取
ら
せ
て
、
五
万
ぎ
行
い
以
つ
た
る
　
五
郎
の
王
子
様
を
、
玉
の
こ

　
　
　
タ
ツ

へ
い
　

辰
ボ
コ

み

ど
り
　
一
ち
が
大
神
と
行
い
招
じ
ま
い
ら
す
る
　
玉
し
か

　
　
　
へ
く
　
イ

病
者
え
附
入
り
を
　
な
い
た
る
　
悪
魔
の
も
の
を
　
退
散
な
さ
し
て
、
御
祈
祷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ガ
シ

叶
え
て
　
御
ん
た
び
候
え
　
そ
も
く
東
と
う
方
　
木
性
の
者
が
　
き
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ウ
ド

式

と
行
い
打
ち
た
る
敷
な
れ
ば
　
ひ
の
と
の
式
を
相
い
そ
え
て
、
天
竺
黄
土
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
リ
ゾ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ナ
ミ

池

え
と
行
い
上
ぐ
れ
ば
　
悪
マ
は
退
散
　
病
者
は
平
癒
成
り
給
ふ
　
南
な

ん

方
火
性
の
人
が
　
ひ
の
と
が
敷
と
、
行
い
打
つ
た
る
式
な
れ
ば
　
土
ち
の
と

　
敷
を
相
い
そ
え
て
　
天
竺
黄
土
が
池
え
と
　
行
い
上
げ
れ
ば
、
悪
マ
は
し
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
チ

ぞ

く
　
玉
の
病
者
は
平
癒
な
る
、
西
方
土
性
の
者
が
土
の
と
式
と
行
い
た
る

式
な
ら
ば
、
か
の
と
が
式
を
相
い
そ
え
て
、
天
竺
黄
土
が
池
と
行
い
上
げ
れ
ば

　
　
　
　
シ
リ

　
悪

マ

は
退
ぞ
く
　
玉
の
病
者
は
平
癒
な
る
　
北
ほ
ん
方
金
性
の
者
が
　
か

の

と
が
式
と
行
い
使
ふ
た
式
な
れ
ば
、
水
の
と
式
を
相
い
そ
え
て
、
天
竺
黄
土

が
池
え
と
、
行
い
上
げ
れ
ば
　
玉
の
病
者
は
平
癒
な
る
　
中
方
水
の
と
の
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ノ
ト
　
　
　
ビ
ノ
ト
　
　
　
ツ
チ
ノ
ト
　
　
　
カ
ノ
ト

水
の
と
式
と
、
行
い
使
ふ
た
式
な
れ
ば
乙
式
、
丁
式
、
　
己
式
　
辛
式
、

　
　
癸

（
ミ
ヅ
ノ
ト
）
式
、
あ
ら
し
の
式
を
、
相
い
そ
え
て
、
天
竺
黄
土
が
池
え
行

　
　
い

上

ぐ
れ
ば
　
悪
マ
は
し
り
ぞ
く
　
病
者
は
平
癒
用
合
成
り
給
ふ
　
五
万
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ョ
ギ
ョ
ウ

　
　
ニ

ヶ
方
入
ツ
が
方
か
ら
、
五
性
の
処
行
の
者
が
　
地
団
国
と
行
い
以
つ
た

　
　
る
式
な
れ
ば
　
中
段
国
を
相
い
そ
え
て
　
天
竺
黄
土
が
池
え
行
い
上
ぐ
れ
ば

　
　
　
　
　
シ
リ
ゾ
ク

　
　
悪

マ

は
退
散
　
玉
の
病
者
は
、
平
癒
な
り
た
ま
え
　
中
団
国
と
、
行
い
以
つ

　
　
た
る
式
な
れ
ば
　
天
段
国
を
相
い
そ
え
て
、
天
竺
黄
土
が
池
え
と
行
い
上
ぐ
れ

　
　
ば
、
悪
マ
は
退
散
　
病
者
は
平
癒
な
り
た
ま
ゑ
　
天
団
国
と
行
い
以
つ
た
る
式

　
　
な
れ
ば
、
地
団
国
、
中
だ
ん
国
　
天
段
を
相
い
そ
え
て
、
天
竺
黄
土
が
池
え
行

　
　
い
上
げ
れ
ば
　
悪
マ
は
し
り
ぞ
く
　
病
者
は
平
癒
な
り
た
ま
え
　
三
ツ
の
石
ど

　
　

に
血
花
が
咲
い
て
、
打
石
み
ち
ん
に
な
れ
と
、
ま
と
矢
に
掛
け
て
、
行
い
使
ふ

　
　
た
式
な
れ
ば
　
あ
ら
ん
の
太
神
と
行
い
上
げ
て
　
し
や
ら
ん
の
大
神
と
行
い
下

　
　
ろ
い
て
、
あ
ら
ん
の
大
神
と
行
い
上
ぐ
れ
ば
　
三
神
屋
ヅ
マ
の
何
の
年
　
玉
の

　
　
氏
子
を
、
今
取
り
　
し
よ
し
め
た
　
悪
マ
は
退
散
　
病
者
わ
平
癒
な
り
た
ま
え
、

　
山
深
い
環
境
の
中
で
、
山
の
神
・
水
神
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
春
属
－
山
中
に
生
息

す
る
現
実
の
動
植
物
が
ま
た
、
山
や
水
の
神
の
春
属
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
ー
に
対

す
る
信
仰
が
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
儀
を
特
色
づ
け
て
い
る
が
、
ま
た
、
他
者
の
恨

み
・
憎
し
み
・
怨
み
…
、
と
い
っ
た
心
情
に
対
す
る
怖
れ
、
忌
避
と
い
っ
た
倫
理
観

が
、
こ
れ
に
対
処
す
る
方
法
と
し
て
の
祈
薦
を
形
成
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

④
託
宣
す
る
身
体
－
屋
の
神
祭
り
と
千
代
の
神
楽

　
い

ざ
な
ぎ
流
に
お
け
る
託
宣
と
し
て
、
弓
を
使
用
し
た
病
人
祈
幡
「
梓
の
神
楽
」

に
つ
い
て
は
じ
め
に
考
察
し
た
が
、
託
宣
は
ま
た
家
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
屋
の

神
祭
祀
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
家
で
の
神
楽
に
お
け
る
託
宣
は
、
祭
儀
の
終

結
的
な
位
相
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
法
楽
的
な
性
格
の
強
い
作
法
で
あ
っ
た
。
小
松

豊
孝
氏
は
、
託
宣
の
方
法
を
父
達
吾
よ
り
教
え
ら
れ
た
と
い
う
が
、
実
際
の
経
験
は
、
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い
ず
れ
も
、
懸
依
し
て
激
し
く
舞
う
本
役
太
夫
を
抱
き
と
め
る
役
と
し
て
で
、
昭
和

二

十
年
頃
よ
り
旧
槙
山
村
別
府
で
三
回
、
出
身
地
で
も
あ
る
市
宇
で
二
回
、
影
で
二

回
、
計
七
回
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
。
昭
和
五
十
年
頃
を
最
後
に
託
宣
は
依
頼
者
も
な

く
、
ま
た
託
宣
が
で
き
る
太
夫
も
姿
を
消
し
、
祈
念
・
梓
等
の
病
人
祈
薦
と
し
て
の

託
宣
は
早
く
に
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
神
楽
に
お
け
る
託
宣
を
含
め
、
物
部
よ
り
そ

の

祭
儀

は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
豊
孝
氏
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
故
伊
浦
馬
吾
太
夫
が
託
宣
の
本
役
を
勤
め

た
市
宇
で
の
神
楽
、
師
匠
の
一
人
と
し
て
西
山
法
の
許
し
受
け
を
も
ら
っ
た
故
中
尾

長
次
太
夫
が
本
役
を
勤
め
た
際
の
別
府
で
の
神
楽
だ
と
い
う
が
、
ま
た
、
豊
孝
氏
は

こ
れ
ら
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
師
匠
達
吾
太
夫
か
ら
の
教
え
を
『
伊
葬
諾
流
　
日

月
太
祭
作
法
其
の
他
』
（
平
成
元
年
記
）
に
綴
っ
て
い
る
（
以
下
『
日
月
祭
、
託

　
　
　
　
　
　
（
6
）

宣
作
法
』
と
記
す
）
。
以
下
、
豊
孝
太
夫
か
ら
の
聞
き
取
り
、
及
び
、
『
日
月
祭
、

託
宣
作
法
』
に
よ
っ
て
、
屋
の
神
祭
祀
で
の
神
楽
に
お
け
る
託
宣
に
つ
い
て
、
そ
の

身
体
作
法
や
感
覚
に
注
目
し
つ
つ
、
特
質
を
考
え
て
み
た
い
。

　
物
部
の
オ
ン
ザ
キ
と
と
も
に
、
祖
霊
た
る
ミ
コ
神
を
天
井
に
タ
カ
神
と
し
て
祭
る

家
の
多
く
に
お
い
て
は
、
現
在
で
も
十
一
月
～
二
月
の
間
の
一
日
に
屋
祈
禧
を
行
う

家
が
少
な
く
な
い
が
、
十
～
数
十
年
に
一
度
、
そ
の
大
祭
と
し
て
五
日
間
前
後
の
日

数
を
要
す
る
宅
神
祭
を
行
う
。
年
ご
と
の
屋
祈
禧
は
通
常
、
太
夫
一
人
に
よ
っ
て
行

わ

れ

る
が
、
神
楽
を
と
も
な
う
宅
神
祭
の
場
合
に
は
、
十
人
前
後
の
太
夫
が
雇
わ
れ
、

家
の
一
間
に
注
連
を
張
り
、
弓
を
据
え
た
舞
台
が
作
ら
れ
て
行
わ
れ
る
。

　
宅
神
祭
の
祭
儀
の
中
心
と
な
る
の
は
、
こ
の
家
の
舞
台
で
行
わ
れ
る
オ
ン
ザ
キ
・

ミ
コ
神
を
は
じ
め
と
す
る
屋
の
神
に
対
す
る
祭
祀
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
太

陽
と
月
を
祀
る
「
日
月
祭
」
が
行
わ
れ
る
。
夜
中
に
日
待
ち
、
月
待
ち
を
す
る
の
が

日
月
祭
で
、
月
は
、
三
日
月
、
十
七
夜
、
二
十
三
夜
の
い
ず
れ
か
の
月
を
祭
る
が
、

大
祭
の
式
日
は
こ
の
日
月
祭
を
最
終
日
と
し
て
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
決
め
ら
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庭
）

と
と
な
る
。
家
の
神
祭
り
は
屋
内
で
行
わ
れ
る
が
、
日
月
祭
は
、
通
常
家
の
ニ
ワ
に

「
三

階
高
棚
」
の
祭
壇
を
組
み
、
そ
の
前
の
舞
台
に
て
行
わ
れ
、
行
事
そ
の
も
の
を

「
オ
ニ
ワ
」
と
呼
ん
だ
り
も
す
る
。

　

こ
の
舞
台
に
お
い
て
、
月
の
出
の
時
刻
に
あ
わ
せ
て
祭
壇
に
向
か
っ
て
繰
り
返
し

起
居
の
拝
礼
を
行
う
「
三
十
三
度
の
礼
拝
神
楽
」
等
が
行
わ
れ
る
が
、
往
時
、
こ
の

日
月
祭
に
つ
づ
い
て
行
わ
れ
た
日
月
神
の
託
宣
神
楽
は
、
本
役
太
夫
が
身
体
に
神
霊

を
降
ろ
し
迎
え
、
神
の
言
葉
と
し
て
、
家
族
を
中
心
と
す
る
参
会
の
人
々
に
予
言
や

諭
し
等
の
お
告
げ
を
す
る
、
い
わ
ば
想
霊
、
愚
依
の
祭
儀
で
あ
る
。

　
懸
依
、
葱
霊
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
超
自
然
的
世
界
と
の
関
わ
り
方
、
心

身
の
状
態
等
よ
り
、
愚
霊
型
、
脱
魂
型
等
の
分
類
が
宗
教
人
類
学
的
な
研
究
に
お
い

て

し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
が
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
託
宣
神
楽
の
場
合
、
完
全
な
心
神
喪
失

の

状
態
に
な
る
わ
け
で
な
く
、
半
ば
儀
礼
化
さ
れ
た
、
託
宣
の
内
容
も
こ
れ
に
先

立
っ

て

あ
る
程
度
作
ら
れ
、
予
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
に
ま

た
地
域
、
よ
り
限
定
す
れ
ば
依
頼
者
と
の
関
係
性
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
宅
神
祭
は
一
週
間
前
後
を
要
す
る
大
祭
で
、
そ
の
初
め
に
は
、
祭
り
を
妨
げ
る
恐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
そ

れ

の

あ
る
山
川
の
精
霊
や
、
呪
誼
神
等
を
送
り
鎮
め
る
「
取
り
分
け
」
の
作
法
が
行

わ
れ
る
。
こ
れ
よ
り
祭
儀
の
節
目
ご
と
に
、
祈
り
が
神
霊
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

か

ど
う
か
数
珠
を
用
い
た
ク
ジ
に
よ
り
判
じ
、
確
認
し
つ
つ
、
諸
作
法
を
進
行
さ
せ

て

ゆ
く
。
そ
の
際
、
ク
ジ
が
下
り
な
い
場
合
に
は
『
般
若
心
経
』
や
祓
詞
を
繰
り
返

し
唱
え
る
こ
と
等
に
よ
り
、
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
る
よ
う
祈
り
を
重
ね
る
一
方
、

家
や
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
諸
神
霊
に
不
都
合
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
た
り
し

て
い
な
い
か
ー
山
中
で
神
木
と
思
わ
れ
る
木
を
切
っ
た
り
し
て
い
な
い
か
、
稜
れ

と
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
、
不
適
切
な
方
角
に
家
の
修
築
等
を
行
っ
て
い
な
い

か
、
等
々
1
を
問
い
尋
ね
、
確
認
す
る
の
で
あ
る
が
、
託
宣
を
行
う
場
合
に
は
特

に
こ
う
し
た
こ
と
が
必
要
で
、
家
や
家
族
に
つ
い
て
の
、
直
近
か
ら
遠
い
先
祖
ま
で

を
含
め
た
過
去
の
状
況
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
に
努
め
る
と
い
う
。
『
日
月
祭
、
託

宣
作
法
』
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

　
　
今
回
の
大
祭
に
、
託
宣
の
儀
を
行
ふ
予
定
の
時
に
は
、
最
初
の
よ
み
分
け
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
カ

　
　

か

ら
、
色
々
の
事
を
検
べ
て
留
意
し
て
お
き
、
当
日
湯
を
沸
い
た
時
に
、
湯
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フ
マ

　
　
の

沸
き
工
合
、
チ
リ
米
等
も
良
く
、
か
ん
さ
つ
し
て
、
気
の
付
い
た
事
を
、

　
　

た
し
か
め
て
お
く
。

　

こ
こ
に
い
う
「
湯
を
沸
か
す
」
と
は
、
湯
神
楽
の
こ
と
で
、
屋
の
神
を
は
じ
め
、

迎
え
た
諸
神
霊
を
清
め
る
た
め
の
湯
を
、
庭
に
釜
を
据
え
こ
こ
に
立
て
る
。
そ
の
際
、

煮
え
立
っ
た
釜
に
洗
米
を
入
れ
、
そ
の
散
り
具
合
に
よ
っ
て
神
意
を
判
ず
る
の
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
折
に
も
、
託
宣
を
行
う
予
定
の
際
に
は
特
に
注
意
が
必
要
な
の
で

あ
る
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
私
の
こ
の
十
年
に
お
け
る
、
物
部
及
び
隣
接
す
る
土
佐
山
田
に
お
け

る
屋
祈
祷
を
含
む
屋
の
神
祭
祀
の
調
査
に
お
い
て
、
祭
儀
の
進
行
の
節
目
節
目
や
、

休
息
に
お
い
て
、
太
夫
が
家
族
と
談
笑
し
つ
つ
、
山
に
入
っ
た
時
の
状
況
や
家
の
改

築
や
そ
の
予
定
の
有
無
、
よ
く
見
る
夢
の
内
容
等
を
話
題
に
し
、
聞
き
尋
ね
て
い
る

様
子

を
目
に
し
て
い
る
（
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
関
わ
る
事
柄
も
多
く
、
こ
こ
に
記
す
こ
と
は
控
え
た
い
）
。
い
ざ
な
ぎ
流
の

祭
儀
を
遂
行
す
る
前
提
と
し
て
、
依
頼
者
の
個
人
を
含
む
共
同
体
の
現
実
の
状
況
や

問
題
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
、
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
日
月
祭
に
続
く
「
舞
い
降
ろ
し
」
と
も
呼
ば
れ
る
託
宣
は
九
時
頃
よ
り
は

じ
ま
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
約
二
時
間
に
も
及
ぶ
そ
の
作
法
は
、
太
夫

が
棚

（日
月
祭
祭
壇
）
の
前
に
着
し
、
大
小
の
神
祇
を
勧
請
し
、
託
宣
を
行
う
こ
と

を
祈
願
す
る
こ
と
よ
り
は
じ
ま
る
。
次
の
言
葉
は
、
そ
の
唱
え
言
（
読
み
分
け
）
の

一
例

で
あ
る
。

　
　
三
処

は
い
ち
め
に
御
ん
礼
い
千
代
の
神
楽
を
ま
い
ら
す
る
、
良
き
荏
び
で
三
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
モ
ト

　
　
世
界
え
お
り
入
り
用
合
召
さ
れ
て
、
神
が
守
り
め
の
襟
先
・
袖
先
・
挟
先
、

　
　
チ
バ
ヤ

　
　
緋

色
（
チ
バ
ヤ
）
の
小
笠
の
宇
津
が
折
目
も
、
是
の
り
く
ら
ゑ
身
肌
は
広
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
チ
シ
ウ
　
　
コ
ウ
ベ

　
　
に
許
い
て
、
八
合
八
勺
米
こ
し
召
し
て
、
釈
加
の
こ
み
こ
の
八
朱
が
頭
に

　
　
お
り
や
あ
そ
う
で
、
本
日
此
処
に
足
手
の
運
の
、
氏
子
仲
間
え
取
り
て
、
当
年

　
　
世
年
、
又
来
る
世
年
え
、
と
り
て
う
つ
ろ
い
し
だ
い
を
、
良
し
く
事
を
は
、

　
　
ヨ
シ
　
　
　
　
　
　
ア
シ

　
　
吉
く
に
、
悪
き
事
は
あ
し
く
に
、
有
り
生
あ
り
や
か
、
示
現
御
託
の
し
だ
い

　
　
を
広
め
お
か
い
て
、
神
が
も
り
め
が
あ
だ
名
ひ
け
い
は
取
ら
せ
ん
如
く
に
、
前

　
　
楯
て
う
し
ろ
楯
、
御
ん
引
き
継
を
頼
み
ま
い
ら
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『日
月
祭
、
託
宣
作
法
』
）

　
続
い
て
、
迎
え
た
神
の
「
廻
向
」
と
し
て
「
四
季
の
歌
」
が
唱
え
ら
れ
る
が
、
託

宣
の
前
提
と
し
て
ま
た
看
過
で
き
な
い
の
は
、
こ
れ
に
続
い
て
『
米
の
本
地
』
が
唱

え
ら
れ
、
米
占
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
日
月
祭
、
託
宣
作
法
』
に
は
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
　
　
フ
マ

　
　
次

に
米
の
本
地
を
と
な
え
て
、
方
割
（
東
西
南
北
中
）
し
て
、
託
宣
お
ろ
し

　
　
の

神
津
の
米
と
、
盛
り
や
供
え
る
旨
、
言
上
し
て
、
三
に
ぎ
り
半
に
盛
り
て

　
　
フ
マ

　
　
米
の
工
合
を
見
て
、
う
か
“
つ
て
見
る
事
が
有
れ
ば
、
九
字
に
て
伺
ふ
。

　
三

に
ぎ
り
半
の
米
を
へ
ぎ
に
盛
っ
て
占
を
す
る
米
占
が
、
天
中
姫
宮
か
ら
伝
え
ら

れ

た
呪
法
と
し
て
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
儀
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
、

先
の
、
向
う
神
楽
に
つ
い
て
考
察
し
た
項
に
お
い
て
も
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
役
の
こ
の
米
占
は
「
託
宣
お
ろ
し
の
神
津
の
米
」
と
あ
る
よ
う
に
、
託
宣
を
行
う

神
を
迎
え
る
作
法
で
あ
る
が
、
本
役
は
綾
笠
を
被
っ
て
行
い
、
や
は
り
『
い
ざ
な
ぎ

祭
文
』
に
伝
え
ら
れ
る
天
中
姫
宮
の
物
語
と
も
関
わ
る
作
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、

こ
こ
に
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
儀
と
し
て
の
特
徴
の
一
つ
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
に
続
く
作
法
と
し
て
ま
た
興
味
深
い
の
は
、
託
宣
を
す
る
日
月
神
以
外
の
諸

神
霊
・
精
霊
を
身
に
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
隔
て
の
紙
を
二
枚
、
一
枚
は
懐

に
、
一
枚
は
背
中
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
じ
ゆ
ん
び
が
出
来
た
ら
、
用
意
し
て
お
い
た
隔
て
の
紙
の
し
に
、
十
ニ
ヒ
ナ
ゴ

　
　
の
太
神
、
合
い
だ
て
隔
て
の
神
を
行
い
お
ろ
い
て
、
隔
て
の
儀
を
た
の
ん
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ョ
ク
セ
ツ

　
　
一
枚
は
ふ
と
こ
ろ
に
、
一
枚
は
背
な
か
に
入
れ
る
（
是
は
神
霊
を
直
接
に
、

　
　
肌
身
に
、
受
け
ん
か
こ
い
で
有
る
。
時
の
気
ち
が
い
に
成
つ
た
り
、
た
お
れ
た

　
　
り
せ
ん
爲
で
有
る
。
大
切
な
ひ
み
つ
の
法
也
り
）

　
託
宣
の
神
楽
は
、
託
宣
を
い
た
だ
く
神
の
ほ
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
霊
、
精
霊
を

招
き
寄
せ
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
を
身
に
受
け
た
場
合
に
は
狂
っ
た
り
す
る
こ
と
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が
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
、
十
二
の
ヒ
ナ
ゴ
を
隔
て
の
神
と
し
て
招
じ
依

り
つ
け
た
紙
を
身
体
の
前
後
に
入
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
ざ
な
ぎ
流
に
お
い
て
、

し
ば
し
ば
目
に
す
る
「
十
二
の
ヒ
ナ
ゴ
」
は
、
神
楽
の
舞
台
の
注
連
の
四
方
に
つ
け

ら
れ
た
鳥
の
ヒ
ナ
ゴ
型
の
御
幣
で
、
祭
り
を
妨
げ
る
悪
鬼
、
邪
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
た

　
　
　
せ
き

め

の

「
関
」
で
あ
る
が
、
託
宣
は
身
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
直
接
に
こ
う
し
た

危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
祭
儀
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
前
提
と
な
る
作
法
を
踏
ん
で
、
よ
う
や
く
、
託
宣
そ
の
も
の
に
入
っ
て

ゆ
く
。
本
役
の
太
夫
は
、
米
を
盛
っ
た
へ
ぎ
と
数
珠
と
祓
い
幣
を
合
せ
左
手
に
持
ち
、

右
手
に
錫
杖
を
持
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
唱
え
る
。

　
　
キ
ネ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ウ

　
　
現

乗
鞍
は
、
右
の
腕
（
か
い
な
）
、
滝
（
リ
ウ
）
の
駒
、
左
の
腕
が
唐
車
（
ト

　
　
　
　
　
　
　
ナ
カ
ナ
ル
コ
ウ
ベ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ナ
マ
ナ
コ

　
　
オ
グ
ル
マ
）
、
中
成
頭
首
が
シ
ャ
ラ
が
林
、
両
眼
ん
眼
（
マ
ナ
コ
）
が
金
眼
、

　
　
　
　
　
ク
キ
　
　
シ
ラ
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ヅ
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン
ト

　
　
三
十
三

茎
、
自
粛
の
大
神
、
三
コ
が
む
な
板
、
五
津
如
来
、
神
道
神
途
と
招

　
　
じ
る
神
成
れ
ば
、
乗
鞍
き
ら
う
な
乗
り
移
れ
、

　
太
夫
の
身
体
そ
の
も
の
が
懸
依
の
依
り
代
と
な
る
こ
と
が
、
明
確
に
認
識
さ
れ
て

い

る
点
、
注
目
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
東
方
に
て
「
東
方
浄
土
か
ら
集
り
来
い
」
と
、

同
様
に
し
て
南
西
北
中
で
唱
え
る
と
、
太
夫
は
激
し
く
回
転
す
る
「
く
る
く
る
舞
い
」

を
始
め
、
神
が
懸
依
し
た
状
態
に
至
る
と
い
う
。
本
役
は
、
そ
の
舞
の
激
し
さ
の
余

り
、
息
苦
し
く
呼
吸
も
切
れ
て
く
る
の
で
、
立
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
、
「
抱
き
役
」

の
太
夫
が
背
後
よ
り
抱
き
と
め
、
本
役
を
氏
子
の
方
へ
向
か
せ
て
立
た
せ
、
託
宣
が

始
ま
る
。

　
　

ウ
ー
ウ
ー
ヂ
コ
タ
ー
イ
ー
セ
ー
ン
ー
ぐ
、
運
び
か
よ
、
唯
今
通
り
天
よ
り
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ウ
ベ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
リ
ヤ

　
　
が

も
り
め
の
、
八
ち
朱
が
頭
首
に
招
じ
取
ら
れ
て
、
下
神
あ
そ
う
だ
、

　
　
ゴ
　
ン
　
ゼ

　
　
天
当
両
神
（
権
世
）
に
ご
ざ
る
ぞ
、

　

と
、
本
役
は
静
か
な
神
楽
調
子
に
て
、
日
月
神
が
下
り
て
き
た
こ
と
を
告
げ
る
の

で

あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
相
取
り
日
の
釈
が
口
上
を
述
べ
、
ま
た
、
託
宣
を
頂

く
に
あ
た
っ
て
、
再
び
祝
い
祭
り
を
す
る
こ
と
を
約
す
る
よ
う
に
家
主
へ
促
す
。
家

主
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
ス

　
　
御
利
益
を
、
い
た
“
い
て
順
調
に
生
活
て
、
作
物
も
良
く
取
れ
て
、
金
ね
ま
わ

　
　
り
も
良
く
成
り
、
イ
ミ
ブ
ク
も
掛
ら
ん
良
い
年
を
い
た
“
い
た
、
其
の
時
に
わ

　
　
再
度
お
に
わ
を
立
て
、
に
ぎ
や
か
に
お
祝
祭
も
差
上
ま
す
、

　
と
、
生
活
が
順
調
で
あ
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
、
再
び
家
の
祭
り
も
行
い
、
庭
に
祭

壇
を
立
て
て
日
月
祭
を
も
行
い
ま
し
ょ
う
、
と
願
立
て
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

ま
で
は
ほ
ぼ
定
型
的
な
受
け
答
え
で
、
こ
れ
よ
り
相
取
り
と
の
対
話
に
よ
り
、
予
言

的
な
内
容
が
告
げ
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
を
『
日
月
祭
、
託
宣
作
法
』
は
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。

　
　
た

と
え
ば
火
事
が
起
き
る
と
、
見
れ
ば
、
何
月
頃
ど
の
方
角
で
、
水
難
な
れ
ば

　
　
そ
の
様
に
、
山
の
お
ど
ろ
き
が
有
れ
ば
方
角
を
示
し
て
、
法
人
法
者
を
雇
う
て

　
　
山
鎮
、
又
川
な
れ
ば
川
瀬
祀
り
、
供
養
鎮
め
が
必
要
な
ら
其
の
由
、
日
照
が
す

　
　

る
と
見
た
ら
其
の
事
、
悪
い
病
い
が
流
行
す
れ
ば
其
の
事
、
重
大
な
災
難
が
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ゴ
ウ

　
　

る
と
見
れ
ば
、
是
は
言
い
か
え
れ
ば
人
が
非
業
な
死
亡
を
す
る
と
言
ふ
事
で
有

　
　

る
故
、
あ
ま
で
の
サ
イ
難
事
で
は
な
い
そ
と
、
サ
ヤ
ド
レ
と
言
つ
た
工
合
に
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ク

　
　

ふ
。
一
ツ
も
な
い
事
も
な
い
。
又
澤
山
も
な
い
は
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ゲ
ン

　

こ
の
際
大
事
な
の
は
、
「
占
に
出
た
事
、
米
に
出
た
事
、
特
に
感
じ
た
事
を
予
言

す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
、
初
日
の
取
り
分
け
よ
り
、
最
終
日
の
日
月
祭

に
至
る
ま
で
、
折
々
に
お
け
る
ク
ジ
や
占
に
お
い
て
判
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ

の

対
処
法
を
遠
慮
な
く
述
べ
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
集
落
の
天
変
地
異
等
や
家
族
に
つ
い
て
の
予
言
的
な
事
柄
が
、
相
取
り

と
の
対
話
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ウ
ジ
ウ
　
　
　
　
　
　
ゴ
ン
ゼ

　
　
此
の
云
ふ
通
理

は
現
の
申
す
ス
ラ
事
、
時
の
口
上
と
思
ふ
な
権
世
の
教
え
と

　
　
　
　
　
　
　
メ
ン
メ

　
　
サ

ヤ
取
り
、
各
人
の
し
だ
い
で
神
に
し
ん
じ
ん
、
仏
に
祈
願
も
ね
こ
う
て
要
心

　
　
致
い
て
通
れ
ば
、
掛
る
災
難
事
も
入
り
く
る
不
浄
も
、
七
朱
通
り
は
の
が
れ
て

　
　
取
ら
す
そ
、
氏
子
供
ら
え
ま
だ
に
て
教
え
も
取
ら
し
よ
う
、

　

と
い
っ
た
、
教
え
、
諭
し
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
、
四
季
折
々
の
流

行
病
に
気
を
つ
け
、
家
族
、
氏
子
ら
の
会
合
和
合
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
諭
す
「
四
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節
の
教
え
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヤ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ウ
　
　
　
　
　
ナ
ツ

　
　
○
春
の
こ
う
ぎ
り
、
春
は
早
風
ぜ
ハ
シ
カ
、
○
夏
の
候
ぎ
り
、
夏
は
色
悪
病

　
　
い

（セ

キ
リ
チ
ビ
ス
コ
レ
ラ
等
）
、
　
○
秋
の
こ
う
ぎ
り
、
出
物
は
れ
も
の
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ユ

　
　
ば

く
さ
ず
り
　
○
冬
は
火
事
ご
と
、
く
ぜ
つ
事
、
時
の
行
き
合
い
、
け
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ウ
セ
イ
　
　
ミ
ス
ギ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
モ

　
　
や

ま
ち
も
、
有
る
と
心
得
、
渡
世
、
業
務
を
す
る
の
が
良
い
そ
よ
、
氏
子
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
ナ

　
　
等
は
、
是
れ
先
き
さ
き
に
お
い
て
や
り
を
投
げ
る
を
刀
で
受
け
て
は
な
ら
ん

　
　
　
　
サ
ラ

　
　
ぞ
、
皿
を
投
げ
る
を
、
サ
ハ
チ
で
受
け
る
で
な
い
そ
よ
、
お
れ
が
わ
れ
が
で

　
　
　
　
　
ク
ラ
ス

　
　
仲
良
く
暮
が
良
い
そ
よ
、
権
世
は
是
に
て
教
え
も
取
ら
い
た
、
氏
子
仲
間
え

　
　
何

に
と
か
、
ゑ
し
や
く
に
取
ら
し
よ
う
竜
宮
世
界
の
、
メ
イ
コ
ウ
フ
ハ
イ
の
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ナ
イ

　
　
と
も
ゑ
し
や
く
に
取
ら
い
て
、
乗
鞍
放
て
、
通
り
天
え
も
ど
る
そ
よ
、

　

こ
う
し
て
予
言
や
諭
し
が
済
む
と
、
本
役
太
夫
よ
り
、
愚
依
し
た
神
霊
を
退
散
さ

せ
、
神
送
り
を
す
る
作
法
と
な
る
。
本
役
を
円
陣
に
囲
む
よ
う
に
座
し
て
い
た
他
の

太
夫
は
神
楽
調
子
で
、

　
　
キ
ネ

　
　
現

乗
鞍

の
、
襟
先
き
、
袖
先
、
挟
先
、
絹
が
先
き
、
ち
早
の
小
笠
の
宇
津
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
マ

　
　
折
り
目
も
広
く
に
許
い
て
、
盛
米
い
た
“
い
て
、
布
米
振
り
直
い
て
通
り
天
え
、

　
　
モ
ド
リ
　
　
　
　
　
カ
ヱ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ッ
キ

　
　
昇
天
て
成
就
、
昇
神
て
シ
ユ
ウ
ヘ
ン
、
安
座
の
位
い
に
就
給
え
、

　
と
唱
和
し
、
本
役
は
舞
い
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ヱ
リ

　
　
東
方
浄
土
か
ら
浄
土
え
も
ど
り
て
成
就
、
帰
神
て
、
し
ゆ
う
へ
ん
安
座
の
位
い

　
　

に
就
き
給
え
南
、
西
北
中
五
方
五
体
十
二
ヶ
方
え
も
ど
り
て
成
就
、
帰
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ガ
リ
マ

　
　

シ
ュ
ウ
ヘ
ン
、
安
座
の
位
い
に
本
座
の
位
い
に
天
偏
の
位
と
昇
神
賜
せ
、

　
と
唱
え
、
自
身
の
身
体
よ
り
離
れ
て
、
浄
土
の
世
界
へ
と
帰
る
よ
う
請
い
、
神
送

り
を
し
て
、
日
月
祭
に
続
く
、
日
月
神
の
託
宣
の
儀
は
終
了
と
な
る
。
こ
れ
に
続
い

て
、
さ
ら
に
、
家
族
、
氏
子
以
外
の
参
拝
の
人
々
へ
「
ノ
ト
を
広
め
る
」
儀
が
行
わ

れ

る
。
大
振
り
の
御
幣
「
ノ
ト
幣
」
を
捧
げ
持
っ
て
、
参
拝
者
の
方
に
向
か
っ
て
次

の

よ
う
な
定
型
の
句
を
唱
え
る
儀
で
、
「
祝
詞
」
1
1
「
宣
り
詞
」
で
あ
る
こ
と
が
明

確
に
理
解
さ
れ
る
作
法
と
も
い
え
、
こ
の
直
前
に
行
わ
れ
た
「
託
宣
」
を
要
約
、
再

演

し
て
、
よ
り
広
く
共
同
体
へ
敷
術
す
る
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
コ
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
カ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ト
シ

　
　
本

日
此
処
に
、
足
手
の
運
び
の
、
氏
子
の
御
門
え
取
り
て
、
当
年
世
年
、
又
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
疫
）

　
　

る
世
年
に
取
り
て
他
国
に
波
立
ち
、
風
が
吹
く
と
も
四
百
四
病
入
百
八
病
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
カ
ド

　
　
神
病
い
の
神
が
、
は
い
か
い
流
行
す
る
共
、
氏
子
の
御
家
に
入
ら
せ
ん
如
く
に
、

　
　
蹴
散
り
蹴
違
へ
、
山
を
通
り
て
、
山
主
魔
性
、
川
を
通
り
て
川
主
化
性
、
海
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

　
　
渡
り
て
魔
群
マ
性
、
道
を
通
つ
て
道
天
神
、
空
ら
を
か
け
り
て
失
行
神
の
春
属
、

　
　
悪
魔
に
行
き
合
い
来
相
も
致
さ
ん
如
く
に
、
五
穀
は
成
就
、
金
銀
宝
は
右
え
取

　
　

る
物
、
左
え
た
ま
り
左
え
取
る
も
の
、
右
え
た
ま
り
、
襟
口
合
い
て
、
袖
口
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
シ
ョ
ウ
　
　
ユ
タ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ト
キ

　
　

ね
て
ツ
マ
ロ
揃
え
て
、
着
る
や
利
勝
、
豊
か
守
り
で
、
夜
が
六
時
、
昼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ア
イ

　
　
六

時
、
十
二
ヶ
時
を
、
時
合
い
日
間
も
無
い
如
く
に
、
守
り
叶
え
て
、
竜
宮
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
シ
ロ

　
　
界
の
メ
イ
コ
ウ
フ
ハ
イ
の
玉
と
も
、
ゑ
し
や
く
に
取
ら
い
て
、
元
の
社
へ
も

　
　
ど
る
と
申
す
、

　
先
に
、
物
部
の
屋
の
神
祭
祀
に
お
け
る
託
宣
は
、
半
ば
儀
礼
化
さ
れ
た
、
託
宣
の

内
容
も
こ
れ
に
先
立
っ
て
あ
る
程
度
作
ら
れ
、
予
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ

る
と
述
べ
た
が
、
同
じ
地
域
で
生
活
し
、
生
業
を
と
も
に
す
る
こ
と
も
多
い
、
そ

う
し
た
関
係
性
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
生
産
・
収
穫
を
祈
り
、
共
同
体
の
自
然

災
害
等
に
注
意
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
依
頼
者
や
そ
の
家
族
の
事
情
を
あ
る
程
度

理
解

し
た
上
で
、
神
の
言
葉
と
し
て
倫
理
、
道
徳
的
な
教
え
を
説
き
、
共
同
体
の
秩

序
維
持
を
促
す
役
割
を
負
っ
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
一
般
に
祭
り
を
と
も
に
行
う
こ
と
、
そ
の
営
み
自
体
に
共
同
体
の
秩
序
維
持
を
は

か

る
目
的
や
効
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
託
宣
は
、
そ
う
し

た
目
的
や
効
果
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
魔
群
・
魔
性
に
魅
入
ら
れ
な
い
よ

う
身
体
に
隔
て
を
す
る
な
ど
、
地
域
の
自
然
と
強
く
結
び
つ
い
た
信
仰
に
基
づ
く
作

法
を
含
む
、
信
仰
的
な
要
素
を
濃
厚
に
有
す
る
祭
儀
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
・
つ
。

　
な
お
、
こ
う
し
て
日
月
祭
が
終
了
す
る
と
、
荒
神
鎮
め
、
神
送
り
、
座
祝
い
神
楽

が
行
わ
れ
て
、
舞
台
撤
収
後
、
家
の
座
敷
で
の
主
人
と
太
夫
に
よ
る
「
お
み
穀
の
舞
」
、

主
人
か

ら
参
会
者
へ
の
一
夜
ゴ
ス
イ
の
ふ
る
ま
い
と
な
り
、
祝
宴
が
行
わ
れ
て
宅
神
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祭
は
す
べ
て
終
了
と
な
る
。

⑤
山
伏
の
託
宣
と
天
台
流
取
り
上
げ
神
楽

　
日
月
祭
に
お
い
て
下
ろ
さ
れ
る
神
が
日
月
神
、
屋
の
神
の
大
祭
に
お
い
て
下
ろ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
じ
り

れ

る
の
が
オ
ン
ザ
キ
様
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
「
山
伏
聖
の
託

宣
」
な
る
託
宣
が
あ
っ
た
。

　
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
屋
の
神
の
大
祭
に
お
い
て
は
、
埋
葬
し
た
先
祖
を
家
の

守
護
神
た
る
ミ
コ
神
と
し
て
転
成
さ
せ
る
儀
礼
「
取
り
上
げ
神
楽
」
が
行
わ
れ
る
場

合
が
あ
っ
た
。
こ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
生
前
太
夫
で
あ
っ
た
先
祖
が
多
く
、
“
取

り
上
げ
”
を
し
て
「
新
ミ
コ
神
」
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
の
次
の
大
祭
に
お
い
て
行
わ

れ

る
「
迎
え
神
楽
」
に
よ
っ
て
、
「
ミ
コ
神
」
と
な
っ
て
、
オ
ン
ザ
キ
様
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

天
井
の
タ
カ
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
取
り
上
げ
た
先
祖
が
生
前
、
山
伏
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ミ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ン
ザ
ン

神

と
し
て
屋
内
に
祭
る
こ
と
は
せ
ず
、
「
記
州
の
国
、
大
峰
本
山
シ
ゲ
キ
が
基
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
エ

今

当
代
の
山
伏
聖
と
、
位
置
く
」
、
す
な
わ
ち
、
山
伏
の
行
場
、
紀
州
大
峰
の

え
ん
の
ぎ
よ
う
じ
や

役

行
者
の
も
と
へ
聖
と
し
て
お
送
り
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
子
孫
の
夢

や
、
占
者
や
太
夫
の
占
に
よ
り
、
百
年
、
二
百
年
昔
に
埋
葬
さ
れ
た
先
祖
で
あ
る
山

伏
が
、
大
峰
山
に
祀
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
判
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
も
、
こ
う

し
た
祀
り
上
げ
を
す
る
こ
と
と
な
る
、
と
い
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
子
孫
を
は
じ
め
と
す
る
氏
子
と
は
「
縁
切
り
」
を
す
る
こ
と
と
な

る
が
、
こ
の
と
き
の
別
れ
の
儀
と
し
て
、
本
役
が
託
宣
し
て
、
氏
子
ら
へ
会
合
和
合

を
心
が
け
て
暮
ら
す
よ
う
諭
し
、
別
れ
を
告
げ
る
作
法
が
こ
の
「
山
伏
聖
の
託
宣
」
で
、

大
祭
や
日
月
祭
で
の
託
宣
と
異
な
り
、
重
々
し
く
、
物
寂
し
い
気
分
に
な
っ
た
も
の

だ
っ
た
と
、
小
松
豊
孝
氏
は
語
っ
て
い
る
。

　

そ
の
、
取
り
上
げ
よ
り
託
宣
に
至
る
作
法
次
第
等
に
つ
い
て
は
、
『
日
月
祭
、
託

宣
作
法
』
に
詳
述
さ
れ
る
。
日
月
祭
に
お
け
る
託
宣
と
は
異
な
る
の
は
、
山
伏
で
あ
っ

た
先
祖
を
「
安
座
の
位
」
た
る
大
峰
山
へ
と
送
り
つ
け
る
た
め
に
、
ミ
コ
神
を
祀
る

の

と
同
様
に
、
墓
に
て
塚
起
こ
し
を
し
て
祖
霊
を
迎
え
、
取
り
上
げ
神
楽
を
行
っ
て
、

神
体
を
浄
め
、
位
上
げ
を
し
、
新
た
な
名
（
字
号
）
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

ほ
か
託
宣
に
つ
い
て
は
、
く
る
く
る
舞
い
を
す
る
本
役
の
太
夫
を
他
の
太
夫
が
背
後

よ
り
抱
き
と
め
、
ア
イ
ド
リ
と
の
対
話
に
よ
り
、
お
告
げ
を
す
る
こ
と
等
、
日
月
祭

の

場
合
と
同
様
だ
と
い
う
が
、
こ
こ
で
は
、
昭
和
三
十
年
ご
ろ
、
小
松
豊
孝
氏
も
太

夫
の
一
人
と
し
て
関
わ
っ
た
、
物
部
川
の
北
部
の
仙
頭
地
域
の
一
軒
で
行
わ
れ
た
山

伏
聖
の
託
宣

に
つ
い
て
、
こ
の
家
の
子
息
と
し
て
父
親
と
と
も
に
こ
れ
を
参
観
し
た

　
　
　
　
　
　
み
さ
お

と
い
う
、
坂
本
節
氏
（
昭
和
六
年
生
、
現
在
も
仙
頭
在
住
）
か
ら
の
聞
き
取
り
に

基
づ
い

て
、
そ
の
一
例
を
見
、
特
質
を
考
え
て
み
た
い
。

　
物
部
で
は
旧
正
月
の
前
後
に
屋
祈
幡
を
い
ざ
な
ぎ
流
の
太
夫
に
依
頼
し
て
行
う
が
、

坂
本
氏
の
お
宅
で

は
昭
和
二
十
七
、
八
年
頃
か
ら
、
別
府
の
半
田
宮
衛
門
太
夫
が
三
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
は
ち

四

年
間
、
訪
れ
（
そ
れ
以
前
は
、
山
崎
の
山
崎
台
入
太
夫
さ
ん
が
来
て
い
た
）
、
そ

の

最
初
か
次
の
年
の
、
昭
和
三
十
年
頃
の
屋
祈
禧
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
祈
禧
の

折

に
、
ク
ジ
に
示
し
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
宮
衛
門
太
夫
は
、
「
紀
州
の
大
峰
山
に
往

に
た
い
と
言
っ
て
い
る
山
伏
が
こ
の
屋
祈
幡
の
場
に
来
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
家
で

　
　
ひ
じ
り

は
、
　
聖
を
祀
っ
て
い
る
か
」
と
尋
ね
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
じ
り

　
当
時
、
坂
本
氏
宅
で
は
、
近
隣
の
家
、
八
～
九
軒
で
、
山
伏
を
祀
っ
て
い
る
　
聖

神
社
が
、
五
㎞
（
直
線
距
離
）
ほ
ど
離
れ
た
野
竹
に
あ
り
、
当
時
、
坂
本
家
の
当
主

で

あ
っ
た
節
氏
の
父
（
故
吉
行
氏
）
が
、
ト
ウ
ヤ
（
頭
屋
）
と
し
て
野
竹
の
聖
神
社

ま
で
登
り
例
祭
を
行
い
（
節
氏
自
身
は
野
竹
へ
は
現
在
ま
で
行
っ
た
こ
と
は
な
い
と

い
う
）
、
祭
り
の
後
は
、
坂
本
氏
宅
に
そ
の
八
～
九
軒
が
集
い
、
直
会
を
行
っ
て
い

た
。　

父
が

こ
の
聖
神
社
の
こ
と
を
話
す
と
、
宮
衛
門
太
夫
は
さ
ら
に
ク
ジ
を
行
い
、
ま

さ
に
そ
の
聖
神
社
の
山
伏
が
示
し
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

宮
衛
門
太
夫
は
、
こ
の
山
伏
を
大
峰
山
へ
と
送
る
た
め
に
、
三
人
ほ
ど
の
太
夫
に
よ

る
三
日
二
晩
の
祭
り
が
必
要
と
な
る
こ
と
等
を
説
明
す
る
と
、
節
氏
の
父
は
こ
れ
を
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承
諾
し
て
、
あ
ら
た
め
て
坂
本
氏
の
宅
に
て
祭
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
野
竹
に

祭

ら
れ
る
聖
を
大
峰
へ
と
送
る
祭
り
は
、
宮
衛
門
太
夫
に
、
別
府
の
伊
浦

馬
吾
太
夫
と
当
時
市
宇
に
居
住
し
て
い
た
小
松
豊
孝
太
夫
と
が
加
わ
り
参
じ
て
二
日

三
晩

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。

　
託
宣
は
、
三
日
目
に
占
な
ど
を
得
意
と
し
た
伊
浦
馬
吾
太
夫
が
本
役
と
な
っ
て
行

わ
れ
、
二
十
代
で
あ
っ
た
豊
孝
氏
は
抱
き
役
を
勤
め
た
が
、
節
氏
は
、
本
役
の
く
る

く
る
舞
い
や
、
舞
い
を
し
て
も
倒
れ
た
ら
「
言
わ
ん
よ
う
に
な
る
（
託
宣
を
し
な
い
）
」

の

で
、
他
の
太
夫
が
背
後
か
ら
抱
き
と
め
て
い
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
る
、
と
い
う
。

　
そ
の
馬
吾
太
夫
の
託
宣
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

　
　
野
竹
の
聖
神
社
に
祀
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
自
分
は
讃
岐
の
生
れ
で
、
八
男
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ら
の

　
　
「
小
松
入
郎
」
と
い
う
名
で
あ
る
。
（
「
平
小
松
八
郎
」
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

　
　

い
。
平
氏
と
関
係
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
り
し
た
と
、
記
憶
し
て
い
る
）
。

　
　
紀
州
の
大
峰
山
を
は
じ
め
各
地
で
修
行
し
た
が
、
猪
・
猿
以
外
、
人
の
子
一
人

　
　
い

な
い
、
あ
る
深
山
を
開
拓
し
て
住
み
始
め
る
こ
と
と
し
た
。
実
は
仙
頭
の
こ

　
　
の
地

が
、
そ
の
深
山
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
お
前
た
ち
が
こ
こ
に
住
ん
で

　
　
い
る
の
も
私
が
始
ま
り
な
の
だ
が
、
こ
れ
か
ら
大
峰
山
に
往
ぬ
る
こ
と
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
話
す
と
、
こ
れ
ま
で
祀
っ
て
も
ら
い
世
話
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
礼

を
言
い
、
さ
ら
ば
、
さ
ら
ば
、
と
別
れ
を
告
げ
去
っ
て
い
っ
た
。

　
託
宣
の
内
容
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
に
い
た
節
氏
は
、

　
　
私

は
二
十
代
の
若
い
こ
ろ
で
信
心
な
ど
も
そ
れ
ほ
ど
深
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
こ
の
時
の
ほ
か
に
も
託
宣
を
聞
い
た
こ
と
が
何
度
か
あ
る
が
、
い
つ
も
、
作
っ

　
　
て

も
作
れ
ん
よ
う
な
話
、
霊
感
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
太
夫
自
身
の
考
え
で
は

　
　
出
て
く
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
話
が
出
て
く
る
こ
と
に
、
本
当
に

　
　
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
。
こ
の
時
の
山
伏
と
の
別
れ
は
、
会
っ
た
こ
と
も
な
い

　
　
人
で
あ
る
の
に
、
身
近
な
人
と
二
度
と
会
う
こ
と
の
な
い
別
れ
を
す
る
よ
う
な
、

　
　
さ
び
し
い
気
持
ち
に
な
り
、
感
動
し
た
。
ま
た
そ
の
場
の
一
同
、
み
ん
な
が
し
～

　
　
ん
と
な
り
、
本
当
に
不
思
議
な
感
じ
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。

と
語
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
と
き
抱
き
役
を
勤
め
て
い
た
小
松
豊
孝
氏
は
、
山
伏
聖
の
取
り

上
げ
、
大
峰
山
へ
の
奉
送
の
次
第
を
も
記
す
『
日
月
祭
、
託
宣
作
法
』
に
、
次
の
よ

う
な
託
宣
の
一
例
を
記
し
て
お
り
、
氏
子
（
家
族
、
参
拝
者
）
へ
語
り
か
け
る
そ
の

語
り
口
と
内
容
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
○
氏
子
大
膳
く
運
び
か
よ
、
雨
の
降
る
夜
も
風
の
音
に
も
落
葉
の
音
に
も
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ン
ゼ

　
　
　
子
来
る
か
よ
、
神
楽
の
声
か
と
、
待
ち
に
、
待
ち
居
た
権
世
で
有
り
た
よ
、

　
　
　
権
世

は
、
此
の
世
に
生
れ
て
年
立
ち
行
き
て
、
高
山
か
け
て
修
行
も
重
ね
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ぎ
ょ
う

　
　
　
由
法
も
つ
け
て
由
柄
も
つ
け
て
、
世
の
爲
、
人
の
た
め
に
施
業
も
い
た
い

　
　
　
て

此
の
世

を
修
め
て
、
土
ち
で
ん
で
ん
と
お
さ
ま
り
申
し
て
、
何
が
何
年
い

　
　
　
く
世
の
昔
と
相
成
り
、
氏
子
供
等
も
奈
落
々
々
と
、
落
ち
や
お
ぼ
れ
て
権
世

　
　
　
に
対
し
て
、
取
り
上
げ
祀
り
も
夜
長
余
長
に
相
成
り
、
権
世
も
由
法
も
由
柄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら

　
　
　
も
強
く
に
ご
ざ
れ
ど
、
取
り
上
げ
神
楽
が
無
く
て
は
、
安
座
の
位
い
に
着

　
　
　
け
ん
儀
に
て
ご
ざ
れ
ば
、
是
迄
諸
人
の
諸
占
も
つ
と
う
て
、
ゑ
ん
な
い
氏
子

　
　
　
供
え
ま
で
も
、
行
き
相
い
き
合
で
、
荒
お
い
さ
い
そ
く
不
足
も
申
し
た
儀
に

　
　
　
て
ご
ざ
る
よ
、
神
の
教
え
か
仏
け
の
さ
と
し
か
、
当
年
世
年
に
、
取
り
と
う

　
　
　
だ
て
・
数
も
か
ず
く
な
、
神
が
守
り
目
も
雇
い
お
ろ
い
て
、
式
法
し
だ
い
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
取
り
上
げ
引
き
上
げ
事
も
見
事
に
、
く
ら
ゑ
て
歴
上
げ
て
、
安
座
に
着
け
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ

　
　
　
お
い
わ
い
祀
も
差
上
く
れ
た
が
神
明
心
と
、
受
ん
が
す
ら
事
受
け
た
が
、
事

　
　
　
　
エ

　
　
　
情
得
（
ジ
ジ
ウ
エ
）
仕
末
に
ご
ざ
る
よ
、
良
き
喜
び
で
受
け
た
が
か
ら
で
は
、

　
　

権
世
の
す
じ
よ
も
明
い
て
、
お
礼
い
も
申
し
て
、
教
も
取
ら
い
て
、
お
い
と

　
　
　
ま
ご
い
も
致
さ
に
や
叶
わ
ん
し
だ
い
に
ご
ざ
る
よ
、

　
　
○
権
世
は
是
に
て
氏
子
供
等
に
、
す
じ
よ
う
の
し
だ
い
も
告
げ
や
渡
い
た
、
権

　
　

世

は
元
よ
り
、
由
法
も
由
柄
も
勝
り
し
も
の
に
て
、
当
所
処
に
と
．
・
ま
る
事

　
　
　
に
は
な
ら
ん
が
、
氏
子
ど
も
等
は
権
世
と
ゑ
ん
な
い
者
で
は
な
い
が
、
今
世

　
　
　
の
氏
子
は
、
ゑ
ん
も
ゆ
か
り
も
遠
く
に
ご
ざ
る
に
、
心
揃
ふ
て
、
安
座
に
就

　
　

け
た
、
祀
り
も
差
し
上
げ
呉
れ
た
よ
、
厚
く
に
礼
も
申
す
よ
、
そ
れ
そ
う
ご
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ざ
れ
ば
教
え
の
し
だ
い
も
取
ら
さ
ず
な
る
ま
い
、
良
く
よ
く
さ
や
取
り
聞
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ウ

　
　
　
の
が
よ
か
ろ
う
、
春
の
候
ぎ
り
、
春
は
早
風
、
夏
の
こ
う
ぎ
り
、
色
恋
る

　
　
　
病
い
、
秋
は
千
草
、
出
物
は
れ
物
、
冬
は
火
事
、
く
じ
事
口
設
事
も
、
お
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
ナ

　
　
　
る
と
思
い
、
用
心
致
す
が
よ
い
そ
よ
、
氏
子
供
等
は
や
り
を
投
げ
る
を
　
刀

　
　
　
で
受
け
て
は
な
ら
ん
よ
、
皿
ら
を
投
げ
る
お
、
さ
は
ち
で
受
け
る
で
な
い
そ

　
　
　
よ
、
此
の
世
で
渡
世
い
、
み
す
ぎ
を
す
る
に
は
水
と
油
で
な
ら
ん
よ
、
魚
と

　
　
　
水
と
で
仲
良
く
く
ら
せ
よ
、
信
神
用
心
致
す
が
よ
い
そ
よ
、

　
　
　
字
文
字
法
も
習
い
お
ぼ
え
て
、
神
安
座
の
祀
り
祈
祷
も
修
め
て
、
通
れ
ば
世

　
　
　
の
爲
、
人
の
爲
と
も
成
る
よ
の
し
だ
い
よ
、
是
に
て
教
え
も
取
ら
い
た
、
尚

　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ウ
グ
ウ

　
　
　
も
氏
子
に
恵
し
や
く
も
取
ら
す
そ
、
竜
宮
世
界
の
、
め
い
こ
う
ふ
は
い
の

　
　
　
玉
と
も
、
南
み
南
海
鯨
の
一
ち
の
ひ
れ
と
も
、
ゑ
し
や
く
に
取
ら
い
て
、
さ

　
　
　
ら
ば
ρ
＼
と
、
お
い
と
ま
ご
い
は
申
し
て
、
の
り
く
ら
放
い
て
、
記
州
大
峰

　
　
　
ホ
ン
ザ
ン

　
　
　
本
山
シ
ゲ
キ
が
基
え
上
る
そ
よ
、

　
自
身
（
神
）
の
素
性
を
明
か
し
、
取
り
上
げ
神
楽
に
よ
っ
て
、
お
ぼ
れ
神
と
な
っ

て

い

た
自
身
を
奈
落
よ
り
救
い
あ
げ
、
大
峰
山
の
安
座
の
位
へ
と
つ
け
る
た
め
の
祭

り
を
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
対
す
る
御
礼
、
氏
子
ら
に
対
し
て
会
合
和
合
を
大
切
に

し
、
病
気
に
気
を
つ
け
健
康
に
暮
ら
す
よ
う
に
と
い
う
示
し
を
し
て
、
別
れ
を
告
げ

て
結
び
と
な
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
託
宣
は
終
了
し
、
神
霊
は
大
峰
山
へ
と
上
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る

が
、
本
役
を
囲
む
よ
う
に
座
し
て
い
る
他
の
役
者
（
太
夫
）
は
、
本
役
の
身
体
と
縁

を
切
ら
せ
安
座
の
位
へ
と
送
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
神
楽
を
唱
え
、
本
役
は
こ
れ
に

合
わ
せ
て
舞
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ヤ

　
　
神
が
守
目
、
釈
迦
の
こ
み
こ
の
襟
先
、
袖
先
、
挟
先
、
絹
が
き
先
、
千
早
の

　
　
小
笠
の
、
宇
津
が
折
り
目
の
こ
ゑ
ん
を
切
ら
い
て
、
入
丈
座
敷
請
神
の
舞
台
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
サ
ン

　
　
有

る
よ
の
品
の
こ
ゑ
ん
も
切
ら
い
て
米
い
た
“
い
て
、
喜
び
勇
気
で
、
記
州

　
　
　
　
ホ
ン
ザ
ン

　
　
大
峰

本

山
シ
ゲ
キ
が
も
と
ゑ
、
今
当
代
の
聖
権
現
様
と
も
、
安
座
の
位
い
に
、

　
　
本
座
の

位
い
に
就
き
給
え
、
天
偶
の
位
い
と
上
り
、
ま
せ
か
だ
が
だ
い
じ
が
神

　
　
バ
ナ

　
　
放

し
、
が
し
ん
と
う
で
う
よ
う
た
い
ふ
ん
め
つ
せ
ん
ぞ
く
よ
う
が
く
か
だ
が

　
　
た
い
し
と
、
上
り
ま
せ
、

　
本
役

は
懸
依
の
際
と
同
様
に
、
米
を
盛
っ
た
へ
ぎ
を
も
っ
て
を
舞
う
が
、
遇
依
し

た
神
霊
を
身
体
よ
り
解
放
す
る
際
に
も
、
舞
い
と
い
っ
た
身
体
表
現
に
よ
っ
て
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
マ

れ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
舞
い
終
わ
っ
て
、
へ
ぎ
に
盛
っ
た
米
は
戸
口
に
す
て
る
、

さ
ら
に
別
の
米
を
撒
く
と
い
う
が
、
こ
れ
も
、
神
霊
を
舞
台
・
家
の
外
、
共
同
体
外

へ
と
送
却
す
る
た
め
の
作
法
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
物
部
に
お
い
て
現
在
に
続
く
天
台
流
は
、
別
役
の
日
光
院
を
活
動
の

拠
点
と
し
、
役
行
者
を
祀
る
修
験
系
の
民
間
宗
教
で
あ
る
。
屋
祈
禧
や
病
人
祈
藤
等
、

い

ざ
な
ぎ
流
と
ほ
ぼ
同
様
の
祭
祀
に
よ
り
地
域
に
貢
献
し
て
き
た
が
、
そ
の
祖
霊
を

ミ
コ
神
へ
と
転
成
さ
せ
る
、
取
り
上
げ
神
楽
で
は
い
ざ
な
ぎ
流
の
場
合
と
大
き
な
差

異
が
み
ら
れ
る
。

　
天
台
流
を
現
在
に
伝
え
る
藤
岡
好
法
氏
に
よ
れ
ば
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
場
合
に
は
、

ミ
コ
神
と
な
っ
た
祖
霊
は
タ
カ
神
と
し
て
、
天
井
の
祭
壇
の
オ
ン
ザ
キ
の
脇
に
御
幣

を
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
る
が
、
天
台
流
に
お
い
て
は
家
に
祀
る
こ
と
な
く
、
大
峰
山

へ
と
送
り
、
役
行
者
の
右
脇
に
つ
け
ら
れ
て
さ
ら
に
修
行
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
、

と
い
う
。
（
平
成
十
五
年
、
藤
岡
家
に
お
け
る
、
松
尾
の
日
月
祭
調
査
の
お
り
の
藤

岡
好
法
氏
の
教
示
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
日
月
祭
の
お
り
、
藤
岡
氏
が
子
息
へ
取
り

上

げ
作
法
を
伝
え
る
た
め
に
、
ミ
コ
神
を
取
り
上
げ
て
大
峰
山
へ
と
送
る
祭
儀
が
模

擬
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
家
の
門
に
て
祖
霊
を
迎
え
御
幣
に
依
り
つ
け
た
り
、
『
般

若
心
経
』
や
「
六
根
清
浄
」
を
多
用
し
た
り
す
る
、
天
台
流
に
特
徴
的
な
祭
儀
作
法

を
実
見
し
た
。
）

　
い

ざ
な
ぎ
流
の
取
り
上
げ
作
法
の
、
祖
霊
が
山
伏
で
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
、
家

に
祀
ら
ず
大
峰
山
へ
と
送
る
と
い
う
特
別
な
作
法
が
、
こ
う
し
た
天
台
流
に
お
け
る
、

祖
霊

を
大
峰
山
へ
と
送
る
取
り
上
げ
作
法
の
影
響
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
積
極
的
に
取

り
込
ん
だ
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
同
地
域
の
競
合
す
る
他
流
を
敬
し
遠
ざ
け
る
た
め

の
作
法
な
の
か
、
そ
の
祭
儀
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
歴
史
的
な
経
緯
等
を
検
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証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
ふ
た
た
び
、
坂
本
節
氏
の
父
の
代
の
屋
祈
繍
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
野
竹

の

山
伏
聖
の
大
峰
へ
の
奉
送
の
後
は
、
野
竹
の
聖
神
社
の
祭
祀
は
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
と
い
う
が
、
ま
た
、
こ
の
後
、
や
は
り
半
田
宮
衛
門
太
夫
に
よ
る
屋
祈
禧
を
き
っ

か

け
と
し
て
、
坂
本
家
に
お
い
て
、
新
た
な
神
の
祭
祀
が
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
と
い
う
。

　
　

屋
祈
濤
の
最
中
に
、
宮
衛
門
太
夫
は
合
点
の
い
か
な
い
よ
う
な
素
振
り
を
し
は

　
　

じ
め
、
今
こ
こ
に
、
天
の
神
が
来
て
い
る
が
、
こ
の
家
で
は
天
の
神
を
祀
っ
て

　
　

い

る
か
と
（
節
氏
の
）
父
に
尋
ね
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
場
に
い
た
人
に
、
近
隣

　
　

の

家
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
問
い
尋
ね
た
結
果
、
か
つ
て
天
の
神
を
祀
っ
て
い

　
　

た
家
が
あ
り
、
家
の
住
人
が
転
居
し
た
あ
と
、
廃
屋
と
な
り
、
天
の
神
は
「
祀

　
　

り
棄
て
て
」
行
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
屋
祈
禧
の
場
に

　
　

来
て
い
る
の
は
、
そ
の
天
の
神
で
あ
り
、
こ
の
家
で
祀
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で

　
　

い

る
、
と
宮
衛
門
太
夫
は
示
唆
し
、
こ
れ
を
受
け
坂
本
家
で
は
、
太
夫
の
指
示

　
　

通
り
、
十
一
、
二
本
の
幣
を
作
り
立
て
て
、
こ
の
天
の
神
を
家
で
祀
る
こ
と
と

　
　
し
た
。

　
坂
本
氏
の

話
は
こ
の
よ
う
で
、
三
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
家

で

の

こ
の
天
の
神
の
祭
祀
は
続
い
て
い
る
、
と
い
う
。

　
屋
祈
禧
等
に
お
け
る
太
夫
に
よ
る
屋
の
神
の
祭
祀
を
契
機
と
し
て
、
共
同
の
祭
祀

が
続

け
ら
れ
て
き
た
、
あ
る
神
を
他
所
に
奉
送
し
、
祭
祀
が
中
絶
し
た
り
す
る
場
合

や
、
逆
に
、
新
た
な
神
霊
の
勧
請
と
祭
祀
が
開
始
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
託
宣
や
ク
ジ
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
神
自
身
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
祭
祀
が
停
止
さ
れ
、
あ
る
い
は
開
始
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
家
の
神
祭
祀
た
る
屋
祈
薦
、
宅
神
祭
、
い
ず
れ
も
個
人
（
家
族
）
の

依
頼
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
祭
儀
は
、
多
く
の
い
ざ
な
ぎ
流
の
祈

禧
と
同
様
に
、
節
目
ご
と
に
ク
ジ
に
よ
る
神
の
意
志
を
問
い
尋
ね
、
確
認
し
つ
つ
進

行
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
に
よ
り
神
霊
の
送
却
や
祀
り
棄
て
が
行
わ
れ
、
あ

る
い
は
新
た
な
祭
祀
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
月
祭
に
お
け
る
、
神
が
よ
り
明
確
に
示
し
を
行
う
託
宣
に
は
、
家
族
の
み
な
ら

ず
集
落
よ
り
多
く
の
人
々
が
集
う
が
、
謡
い
を
せ
ず
協
力
し
合
っ
て
生
活
す
る
よ
う

に
と
の
お
告
げ
が
必
ず
行
わ
れ
、
会
合
和
合
が
説
か
れ
る
。

　
稲
作
地
域
に
お
け
る
、
共
同
の
収
穫
物
を
捧
げ
て
の
感
謝
と
、
次
の
収
穫
の
祈
願

を
行
う
、
生
産
と
祭
祀
に
特
権
を
有
す
る
頭
屋
に
よ
る
神
社
祭
祀
と
は
対
局
の
性
格

を
有
す
る
祭
儀
と
私
は
考
え
る
が
、
物
部
の
、
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
が
雇
わ
れ
て
の
宅

神
祭
は
、
個
人
宅
の
祭
祀
で
あ
り
つ
つ
、
集
落
の
共
同
祈
願
の
要
素
の
極
め
て
強
い

祭
儀
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
宅
神
祭
は
、
村
落
の
鎮
守
社
祭
祀
に
相
当
す
る

役
割
を
も
担
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
が
、
同
時
に
、
山
中
の
植
物
霊
、
動
物
霊
や
日

月
神
等
、
自
然
と
強
く
結
び
つ
い
た
神
霊
に
対
す
る
信
仰
に
基
づ
く
諸
作
法
や
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
ソ

の
恨
み
、
憎
し
み
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
呪
誼
を
自
然
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
理
解
し
、

対
処
す
る
作
法
が
組
み
込
ま
れ
、
こ
う
し
た
点
に
、
地
域
に
お
け
る
民
間
宗
教
の
祭

祀

と
し
て
の
特
質
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
諸
々
の
神
霊
と
の
媒
介

を
す
る
宗
教
者
と
し
て
の
太
夫
に
対
す
る
信
頼
が
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
諸
祈
禧
を
可
能

と
さ
せ
て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

註（1
）

（（32
））

（4
）

（5
）

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
編
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
』
（
梅
野
光
興
執
筆
、
高
知
県
立
歴

史
民
俗
資
料
館
、
平
成
九
年
）
序
章
、
5
．
い
ざ
な
ぎ
流
の
歴
史
「
陰
陽
師
・
博
士
・
神
子
」
。

高
木
啓
夫
「
す
そ
祭
文
と
ほ
う
め
ん
さ
ま
し
」
（
『
土
佐
民
俗
』
七
二
号
、
平
成
十
一
年
三
月
）
。

岡
ノ
内
の
太
夫
滝
口
弥
久
忠
伝
の
「
い
ざ
な
ぎ
祭
文
」
。
吉
村
淑
甫
監
修
、
斎
藤
英
喜
・
梅

野

光

興

編
『
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
帳
』
（
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
平
成
九
年

（
一
九
九
七
）
）
、
「
い
ざ
な
ぎ
祭
文
」
参
照
。

な
お
取
り
上
げ
神
楽
の
祭
儀
全
体
の
進
行
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
考
察
し
て
い
る
。
拙
論

「
死
霊
・
祖
霊
を
め
ぐ
る
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
禧
」
（
福
田
晃
古
希
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
伝

承
文
化
の
展
望
－
日
本
の
民
俗
・
古
典
・
芸
能
ー
』
（
三
弥
井
書
店
、
平
成
十
五
年
）
所
収
）

参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
と
　
ザ

大
祭
に
お
け
る
「
取
り
分
け
作
法
」
「
し
ょ
う
じ
入
り
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
1
『
い
ざ
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（6
）

（7
）

な
ぎ
流
の
宇
宙
』
、
H
い
ざ
な
ぎ
流
の
儀
礼
を
見
る
、
第
2
章
「
家
の
神
の
祭
り
を
見
る
」

参

照
。
な
お
、
「
取
り
分
け
作
法
」
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
物
部
の
葬
送
習
俗
と
い
ざ
な
ぎ

流
祈
薦
ー
境
界
的
時
空
に
お
け
る
儀
礼
の
考
察
ー
」
（
小
松
和
彦
編
『
日
本
人
の
異
界
観

異

界
の
想
像
力
の
根
源
を
探
る
』
（
せ
り
か
書
房
、
平
成
十
八
年
）
所
収
）
に
お
い
て
も
そ

の

特
質
を
考
察
し
て
お
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

小
松
豊
孝
太
夫
、
平
成
元
年
記
『
伊
葬
諾
流
　
日
月
太
祭
作
法
其
の
他
』
（
「
日
月
祭
、
託

宣
作
法
』
）
は
、
松
尾
に
よ
る
翻
刻
（
「
資
料
紹
介
　
小
松
豊
孝
太
夫
記
　
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈

幡
資
料
　
日
月
祭
、
及
託
宣
の
作
法
に
つ
い
て
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第

一

一
〇

集
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
に
基
づ
く
。

拙
論
前
掲
註
4
「
死
霊
・
祖
霊
を
め
ぐ
る
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
帰
」
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
民
俗
研
究
系
）

（二
〇

〇
七

年
十
二
月
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
八
日
審
査
終
了
）
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V乱rious　Aspects　of　Izanagi－ly皿Oracles　and　Prayers：

Language　and　the　Physical　Body　When　Communing　with　I）ivine　Sp垣ts

MATsuo　Koichi

　　　The　study　descdbed　here　centers　on　Izanagi－ryu　kagura　in　which　takusen　（orades）occur　This　kagura　was

performed　until　around　the　1980’s　by　religious　beHevers　called　Tayu　in　the　Monobe　district　of　Kochi　Prefecture．

The　study　examines　the　characteristics　of　various　rituals　in　which　divine　spirits　appear．

　　　Even　today，　between　November　and　February　prayers　are　said　in　homes　for　Onzagi，　the　guardian　deity　of

households，　and　miko－g㎜i，　which　represent　the　spirits　of　ancestors．　In　the　Takulin－sai，　an　important　ceremony

held　once　every　decade　or　every　several　decades，　kagura　was　performed　in　order　to　obtain　takusen　from　deities．

These　oracles　served　to　warn　family　members　and　others　in　the　communily　of　disasters　and　to　teach　people　how

to　live　together　in　harmony　When　people　became　physically　possessed　by　a　divine　spirit　they　spun　violently　in

adance　called‘1（urukuru－mai．”When　this　happened　there　was　a　danger　that　receiving　evil　spirits　would　make

aperson　mad．　There　was，　however，　a　custom　that　prevented　this　in　which　paper　caUed“hedate　no　kami”was　in－

serted　down　the　front　or　back　of　the　person’s　clothing．

　　　There　were　quite　a　few　f㎜ilies　in　Monobe　which　performed　toriage－kagura　in　which　the　spirits　of　ancestors

were　transferred　to　the　miko－gami，　the　deity　enshrined　in　the　home．　However，　when　the　ancestor　had　been　a

yamabushi　his　spirit　was　not　enshrined　in　the　family　home．　Instead，　kagura　was　subsdtuted　by　a　ritual　which　sent

the　ancestor’s　spirit　to　Mt．　Omine．　In　some　instances　it　was　at　this　point　that　there　was　a　takusen　in　which　the

yamabushi　said　farewell　to　the　family　In　Monobe　there　was　a　Tendai－ryu　tradition　which　was　a　Shugen　type　of

foU（religion　based　in　Nikko－in．　According　to　this　Tendai－ryu　toriage，　the　spiHts　of　ancestors　were　not　enshrined

in　the　family　home　but　were　sent　to　Mt．　Omine．

　　　In　addi60n　to　examining　these　takusen，　this　study　also　explores　other　rituals，　including“mukou－kagura”per－

formed　as　part　of　toHagekagura，　as　well　as　a亘血al㎞o㎜as“shiki－age．”

　　　In　toriage－kagura，　the　spirit　of　the　ancestor　welcomed　back　home　from　the　grave　is　made　to　undertake　ascetic

training　called“gyomon　gyotai”in　which　the　spirit　obtains　the　status　worthy　of　a　guardian　deity　At　such　times，

mukou－kagura　is　used　to　determine　the　extent　and　stages　of　the　ascetic　training．　This　is　decided　in　accordance

with　changes　to　a　mound　of　rice　on　a　plate　or　a　tray　of　wood．

　　　When　summoning　the　spirit　of　an　ancestor　that　had　been　a　tayu　while　alive　and　had　laid　curses　and　got　rid　of

evil，　the“Ozuso”（great　curse）that　had　been　created　by　hatred　and　ill　feelings　impeded　the　spirit　from　becoming

amiko－g㎜i．　At　such　times，　a亘tual　called“shiki－age”was　performed　to　send　the“Ozuso”to　the　celestial　world．
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The　power　of　a　divine　spirit　called“Shikiouji，”which　was　believed　to　possess　the　power　to　appeal　to　and　control

other　divine　spiHts，　was　required　in　the　shiki－age．　On　these　occasions，　a　tale　recounting　the　origin　of　Shikiouji　was

included　as　part　of　the　rittlal．
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