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0
本
川
神
楽
の
概
要
と
研
究
史

②
舞
太
夫
の
伝
承
ー
呪
法
を
中
心
に

③
祭
文
の
比
較
と
位
置
ー
「
五
龍
王
祭
文
」
を
中
心
に

お
わ
り
に
ー
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

［論
文
要
旨
］

　
本
論
文
は
高
知
県
の
山
間
部
に
伝
わ
っ
た
本
川
神
楽
を
取
り
上
げ
て
、
「
宗
教
者
の
身
体
と
社
会
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ゆ
う

に
つ
い
て
考
え
る
端
緒
と
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
本
川
神
楽
の
担
い
手
で
あ
る
太
夫
が
伝
承
し

て

き
た
知
識
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
近
隣
の
類
似
の
神
楽
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
祭
文
に
つ

い
て

も
比
較
分
析
す
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
民
俗
芸
能
に
お
け
る
宗
教
性
を
再
検
討
す
る
こ
と
へ

と
つ
な
げ
た
い
。

　
本

川
神
楽
は
、
芸
能
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
担
う
太
夫
は
ホ
ウ
や
シ
キ
を
知
っ
て
い
る
と
さ

れ
、
何
ら
か
の
呪
術
を
駆
使
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
太
夫
は
暦
や
行
事

に
関
す
る
高
度
な
知
識
を
持
ち
、
死
者
の
祭
祀
に
も
関
わ
っ
て
い
た
。
祭
り
に
お
け
る
芸
能
の
演

じ
手
に
と
ど
ま
ら
な
い
民
俗
信
仰
形
成
の
核
と
な
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
う
し
た
太
夫
た
ち
が
伝
え
て
い
た
祭
文
類
の
中
に
は
中
世
に
遡
る
も
の
が
あ
り
、
そ
う

で

な
い
も
の
も
、
中
世
的
な
発
想
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
五
龍
王
祭
文
」
と
総
称
さ
れ
る

宇
宙
を
五
人
の
王
子
が
時
間
で
区
切
っ
て
支
配
す
る
物
語
は
西
日
本
各
地
に
残
さ
れ
、
四
国
山
間

部
の

神
楽
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
神
楽
が
広
い
地
域
に
お
い
て
、
高
度
な
宗
教

的
な
知
識
を
下
敷
き
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在
で
は
実
際
の
祭
儀

に
お
い
て
は
そ
の
位
相
は
不
安
定
で
あ
る
。

　
今
後

も
こ
う
し
た
検
討
を
続
け
る
こ
と
で
、
本
川
神
楽
の
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

ろ
う
。
ま
た
こ
の
芸
能
の
系
譜
に
つ
い
て
も
祭
文
と
現
在
の
芸
態
と
の
差
異
を
意
識
し
て
の
検
討

が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
四
国
各
地
、
日
本
列
島
各
地
の
「
神
楽
」
と
呼
ば
れ
る
芸
能
と
そ
れ
に

携
わ
る
人
び
と
の
伝
承
を
比
較
し
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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は
じ
め
に
ー
本
稿
の
問
題
意
識
と
構
成

　
「
宗
教
者
の
身
体
と
社
会
」
と
い
う
命
題
か
ら
は
い
く
つ
か
の
視
点
を
引
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
者
と
さ
れ
る
人
間
の
身
体
は
通
常
の
身
体
と
異

な
る
の
か
、
否
か
。
そ
の
社
会
的
評
価
や
意
識
の
問
題
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ

ろ
う
。
あ
る
い
は
宗
教
者
を
と
り
ま
く
社
会
が
宗
教
者
に
何
を
期
待
し
、
ま
た
そ

れ

は
ど
う
い
っ
た
儀
礼
や
祭
祀
さ
ら
に
は
身
体
的
所
作
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
か
、

と
い
っ
た
問
題
も
設
定
で
き
る
。
個
人
の
身
体
と
社
会
と
の
多
様
な
関
わ
り
を
宗
教

者

と
い
う
属
性
か
ら
照
射
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
問
題
は
少
な
く
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
そ
う
し
た
宗
教
者
の
身
体
と
社
会
を
め
ぐ
る
問
題
を
芸
能
と
い
う
身
体

所
作

を
基
点
と
し
て
、
そ
こ
に
表
出
す
る
宗
教
性
に
注
目
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
可

能
に
し
て
い
る
社
会
に
つ
い
て
接
近
を
図
り
た
い
。
具
体
的
に
は
高
知
県
土
佐
郡
本
川

村

（現
、
い
の
町
）
の
本
川
神
楽
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
民
俗
芸
能
と
し
て
と
ら

え
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
芸
能
を
実
践
す
る
舞
太
夫
と
い
う
宗
教
者
に
ま
つ
わ
る
伝

承
や
記
録
を
民
俗
信
仰
研
究
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
芸
能
、
特
に
神
楽
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
自

明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
、
民
俗
芸
能
と
し
て
の

神
楽
と
い
う
文
脈
を
一
度
、
外
し
て
み
て
も
そ
の
宗
教
性
が
自
明
で
あ
る
と
確
認
で

き
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
神
楽
と
い
う
語
が
指
し
示
す
内
容
は

各
地
の
民
俗
芸
能
に
お
い
て
実
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
地
域
に
お
け
る
芸
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
社
会
と
の
関
わ
り
を
投
影
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
神
楽
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ

た
理
由
や
、
呼
ば
れ
続
け
て
き
た
原
因
に
つ
い
て
の
地
域
ご
と
の
考
察
は
充
分
で
は

な
か
っ
た
。
儀
礼
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
文
脈
を
無
視
し
て
単
純
に
所
作
や
行
為
だ

け
を
比
較
す
れ
ば
ほ
ぼ
同
じ
芸
能
が
な
ぜ
、
あ
る
地
域
で
は
神
楽
と
呼
ば
れ
、
ま
た

あ
る
地
域
で
は
田
楽
、
ま
た
は
神
事
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
祈
祷
な
ど
と
呼
ば
れ
る
の

　
　
　
（
2
）

だ
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
大
き
な
問
題
を
こ
こ
で
全
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
の
で
は

な
い
。
本
稿
で
試
み
る
の
は
本
川
神
楽
が
神
楽
と
い
う
地
域
的
呼
称
を
も
し
、
持
っ

て

い

な
く
て
も
、
そ
の
宗
教
性
は
揺
る
が
ず
、
民
俗
信
仰
研
究
も
し
く
は
信
仰
史
研

究
の
大
き
な
課
題
を
惹
起
す
る
事
象
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
一
部
を
取
り
上

げ
て
考
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
本
川
神
楽
の
概
要
を
確
認
し
つ

つ
、
従
来
の
研
究
成
果
を
振
り
返
る
。
次
に
本
川
神
楽
の
担
い
手
、
実
践
者
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
こ
ろ
の
舞
太
夫
の
伝
承
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
報
告
を
織
り
交
ぜ
つ
つ
記

述

し
、
考
察
を
加
え
る
。
さ
ら
に
本
川
神
楽
に
関
わ
る
祭
文
を
周
辺
地
域
の
神
楽
の

そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
、
特
徴
を
考
究
す
る
。
以
上
の
作
業
を
通
し
て
表
題
に
掲
げ

た
よ
う
に
本
川
神
楽
の
呪
術
的
な
側
面
を
民
俗
信
仰
の
中
に
定
位
し
、
さ
ら
に
そ
の

系
譜
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

0
本
川
神
楽
の
概
要
と
研
究
史

　
四

国
山
地
の
な
か
で
も
高
知
県
と
愛
媛
県
と
の
境
に
位
置
す
る
本
川
村
は
、
石
槌

山
や
寒
風
山
に
も
程
近
い
山
村
で
あ
る
。
四
国
の
山
間
部
に
は
特
色
の
あ
る
神
楽
が

伝
承
さ
れ
て
お
り
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
「
土
佐
の
神
楽
」
と
し
て
指
定
さ

れ
て

い

る
。
吾
川
郡
池
川
町
の
池
川
神
楽
・
安
居
神
楽
、
長
岡
郡
大
豊
町
の
岩
原
神

楽
、
香
美
郡
物
部
村
の
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
個
々
に
異
な

る
面
も
少
な
く
な
く
、
さ
ら
に
研
究
史
の
厚
薄
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　
本

川
神
楽
は
新
暦
の
＝
月
の
末
か
ら
＝
一
月
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
集
落
の
神

社

に
設
け
ら
れ
た
舞
殿
で
一
三
か
ら
一
七
演
目
前
後
の
舞
が
次
々
と
披
露
さ
れ
る
。

神
楽
は
本
川
で
は
舞
太
夫
（
タ
ユ
ウ
と
呼
ば
れ
る
場
合
が
多
い
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の

集
落
の
氏
神
の
祭
り
に
奉
仕
す
る
ほ
か
に
有
力
な
旧
家
の
先
祖
祭
り
に
奉
納
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
も
あ
る
と
い
う
。

　
構
成
に
つ
い
て
簡
略
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
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「
神
迎
え
」
の
の
ち
、
「
注
連
の
舞
」
「
座
堅
め
」
「
初
穂
寄
せ
」
と
い
っ
た
面
を
用

い

な
い
舞
が
最
初
に
行
わ
れ
、
面
を
つ
け
た
「
山
王
の
舞
」
（
最
も
大
切
に
さ
れ
る
）

が
、
幣
束
や
太
刀
を
用
い
て
演
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
「
座
祝
い
」
と
い
う

祝
宴
に
な
り
、
そ
の
後
に
「
相
舞
」
「
幣
の
舞
」
「
般
若
の
舞
」
「
折
敷
の
舞
」
「
鬼
神

争
い
」
「
姫
の
舞
」
「
か
げ
ん
の
舞
」
「
つ
る
ぎ
の
舞
」
「
し
か
み
の
舞
」
「
な
ぎ
な
た

の
舞
」
「
八
幡
の
舞
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
順
番
は
一
定
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

以
上

が
一
通
り
演
じ
ら
れ
る
と
最
後
に
「
神
送
り
」
を
し
て
終
了
と
な
る
。

　
現
状
を
二
〇
〇
四
年
＝
月
一
七
日
に
本
川
村
寺
川
の
白
髪
神
社
で
行
わ
れ
た
神

楽
に
即
し
て
確
認
す
る
と
、
ま
ず
最
初
の
「
神
迎
え
」
に
続
い
て
、
「
し
め
の
舞
」
「
座

堅

め
」
「
初
穂
寄
せ
」
「
山
王
の
舞
」
が
行
わ
れ
た
あ
と
、
「
座
祝
い
」
と
な
り
、
さ

ら
に
「
相
舞
」
「
幣
舞
」
「
般
若
の
舞
」
（
観
客
の
模
倣
）
「
折
敷
の
舞
」
「
鬼
神
争
い
」

「剣
の
舞
」
「
や
た
の
舞
」
が
演
じ
ら
れ
た
。
最
後
の
「
神
送
り
」
で
〆
縄
が
取
り
去

ら
れ
る
の
は
印
象
的
で
あ
る
。

　
本
川
の
神
楽
は
、
神
楽
太
夫
（
舞
太
夫
）
、
座
長
で
あ
る
S
氏
を
中
心
に
五
人
で

行

わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
付
随
す
る
音
楽
は
太
鼓
と
鉦
の
み
に
よ
る
演
奏
で
、
笛
は

昔
か
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
般
に
「
神
楽
は
金
が
か
か
る
」
と
い

う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
太
夫
た
ち
へ
の
報
謝
だ
け
で
は
な
く
、
準
備
や

供
応

な
ど
の
経
費
全
て
を
含
ん
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
地
域
の
神
楽
に
関
す
る
古
い
史
料
と
し
て
『
寺
川
郷
談
』
（
宝
暦
二
年
・
一

七
五

二
）
の
記
述
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
下
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

〇
十
一
月
へ
な
り
村
き
神
事
也
。
例
祭
極
リ
た
る
村
も
有
。
又
初
の
戌
亥
の
日

を
祭
る
所
も
あ
り
。
何
れ
も
夜
か
く
ら
也
。
わ
た
ま
し
の
時
、
宮
に
て
か
く
ら

有
。
其
外
ハ
、
毎
年
在
所
の
庄
屋
、
名
元
の
家
こ
て
神
事
有
。
近
村
の
老
若
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
タ
タ
レ
　
　
（
折
）

高
山
の
す
へ
み
じ
か
山
の
麓
を
か
き
り
大
勢
集
り
、
太
夫
神
主
，
直
垂
風
打

ヱ

ホ

シ

　
　
　
　
　
バ
ク
チ
ャ
ウ
　

ハ

カ
マ
　
　
　
ね
キ
　
ヘ
イ
ハ
ク
　
　
　
　
ド

烏
帽
子
、
無
官
ハ
白
帳
或
ハ
袴
着
、
祢
宜
ハ
弊
吊
、
太
鼓
調
拍
子
笛
を
吹
、

　

山
ぬ
し
、
四
天
、
た
い
ば
、
弓
舞
、
つ
な
舞
、
を
し
き
ま
い
。
其
外
色
§
舞
多

　
し
。

　
　
鬼
面

を
着
、
鬼
形
の
か
た
ち
に
な
り
、
ゑ
ほ
し
着
た
る
太
夫
と
問
答
し
、
す

　
　
　
　
イ
カ
リ

　

さ
ま
し
く
怒
り
あ
ら
そ
ひ
、
終
に
鬼
面
着
た
る
が
云
ま
け
、
腹
を
立
て
泣
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
）

　

し
む
て
い
、
是
あ
さ
の
さ
く
め
蹄
罪
㍗
⇔
諸
神
と
あ
ら
そ
ひ
、
ま
い
戦
か
ふ
て
い

　
な
る
へ
し
。

　
　
又
男
め
ん
女
め
ん
着
た
る
者
、
み
と
の
ま
く
ば
い
と
云
事
し
て
お
か
し
く
、

　

座
中
も
と
つ
と
わ
ら
ひ
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
タ
ヘ
ケ

　
　
四

天

と
云
ま
い
を
第
一
大
切
に
し
て
、
見
物
の
人
に
も
四
て
ん
を
頂
と
云

　
て

舞
た
る
。
真
劔
を
い
た
・
け
け
る
舞
こ
と
、
大
方
真
劔
十
四
五
人
も
抜
つ
れ

　
舞
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
シ
タ
ノ
ユ
ウ
ベ

　
　
夜
分
寒
気
ハ
甚
し
く
、
穴
戸
の
風
、
あ
ま
の
八
重
雲
を
朝
風
夕
部
の
風
に
吹

　
　
　
（
た
か
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ロ
リ

　
込
、
か
・
ま
が
は
ら
も
ひ
へ
わ
た
り
、
を
ほ
で
の
真
中
に
大
火
炉
裏
に
く
ん
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ウ

　
を
た
き
、
屋
内
を
か
・
や
か
し
。
見
物
の
男
女
ハ
よ
間
中
も
ん
に
居
あ
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ヒ
ス
　
テ
イ
シ
ャ
ウ
　
　
ソ
ハ
タ
テ

　

よ
い
ー
よ
い
や
と
は
や
し
、
踵
を
庭
上
に
侍
て
、
太
布
ふ
り
袖
を

　
ヒ
ル
カ
へ

　
翻

し
よ
ね
ん
た
ハ
い
も
な
く
、
若
男
ハ
ミ
か
ん
を
買
て
女
ろ
べ
た
ち
に
や
り
、

　
ゑ

ん

を
ゆ
す
バ
ん
と
ひ
し
め
く
も
有
。
福
引
、
博
変
う
つ
も
有
。
酒
の
む
も
有
。

　
小
か

け
に
逃
る
を
追
い
つ
め
組
合
も
あ
り
。
う
で
を
し
、
力
く
ら
べ
、
草
む
す

　
び
、
お
の
が
様
二
き
く
く
敷
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
何
れ
も
両
部
道
の
太
夫
也
。
高
知
に
．
か
や
う
の
舞
な
く
珍
敷
見
物
也
。

末
尾
に
あ
る
よ
う
に
高
知
城
下
に
は
こ
う
し
た
芸
能
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
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だ

け
に
興
味
深
い
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
神
楽
を
行

う
舞
太
夫
た
ち
を
「
両
部
道
の
太
夫
也
」
と
し
て
、
両
部
神
道
系
の
神
楽
で
あ
る
と

認
識

し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
の
当
否
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
一
八
世
紀
の
半

ば

に
現
在
の
様
相
と
連
続
す
る
で
あ
ろ
う
芸
能
と
し
て
神
楽
が
執
行
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
確
認
で
き
る
。

　
『
寺
川
郷
談
』
研
究
を
熱
心
に
推
進
し
た
廣
田
孝
一
は
、
こ
の
記
述
の
解
説
と
し
て
、

現
代
語
訳
を
交
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

神
楽
に
は
山
主
・
四
天
・
だ
い
ば
・
弓
舞
い
・
お
し
き
舞
・
な
ど
い
ろ
い
ろ
行

な
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
ヤ
マ
ヌ
シ
・
ダ
イ
バ
は
鬼
の
面
を
つ
け
、
鬼
の
形
と
な

り
・
エ
ボ
シ
を
つ
け
た
太
夫
と
問
答
し
て
、
す
さ
ま
じ
く
怒
り
、
争
い
最
後
に

は
鬼
の
面
を
つ
け
た
も
の
が
、
神
太
刀
に
お
さ
え
ら
れ
て
「
申
せ
申
せ
」
と
つ

め

よ
ら
れ
て
、
い
い
負
け
、
腹
を
た
て
て
み
た
り
、
悲
し
ん
で
み
た
り
す
る
。

こ
の
さ
ま
は
あ
ま
の
さ
く
め
、
俗
に
い
う
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
が
神
々
と
争
い
、
舞

い
戦
う
さ
ま
に
か
た
ど
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
四

天

と
い
う
舞
は
真
剣
を
抜
い
て
四
人
が
舞
う
。
こ
の
舞
が
一
番
大
切
な
舞

で

あ
っ
て
、
見
物
の
人
に
も
「
四
天
を
い
た
だ
け
」
と
い
っ
て
、
舞
っ
た
剣
を

い

た
だ
か
せ
る
。
こ
の
剣
は
ほ
ん
と
う
に
よ
く
切
れ
る
。
そ
の
証
拠
が
次
の
作

文
で
あ
る
。

　
見
て
い
た
ら
、
ほ
ん
と
う
に
よ
く
切
れ
る
と
い
う
刀
を
さ
げ
て
ま
い
ま
し
た
。

私
は
き
れ
る
と
は
い
っ
て
い
た
が
、
き
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、

ゴ

ム

の
フ

ク
ラ
ン
ボ
ウ
を
四
つ
つ
り
く
っ
て
あ
っ
た
糸
を
き
っ
て
、
一
つ
に
す

る
つ
も
り
で
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
た
糸
を
、
た
ゆ
う
さ
ん
が
、
刀
を
さ
げ
て
き
て
切

り
ま
し
た
が
、
い
か
に
も
よ
く
切
れ
て
い
ま
し
た
の
で
か
ん
し
ん
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（越
裏
門
小
六
・
川
村
守
子
）

（中
略
）

　

こ
こ
で
は
夜
神
楽
で
あ
る
上
に
、
陰
暦
十
一
月
で
あ
る
か
ら
、
な
お
の
こ
と

寒

さ
が
き
び
し
い
。
ノ
リ
ト
の
句
を
ま
ね
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
「
穴
戸

の

風
、
天
の
八
重
雲
を
朝
風
、
タ
ベ
の
風
に
吹
き
こ
み
、
か
か
る
が
原
も
ひ
え

渡

り
（
原
文
の
ま
ま
）
」
と
腹
ま
で
冷
え
こ
む
の
で
、
オ
オ
デ
（
表
）
の
間
の

真
中
に
あ
る
大
イ
ロ
リ
に
ク
ン
ゼ
を
た
い
て
室
内
を
明
る
く
し
、
見
物
の
男
女

は
中
の
間
や
台
所
ま
で
あ
ふ
れ
出
て
一
杯
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
若
い
娘

ま
で
が
、
タ
フ
の
袖
を
ヒ
ラ
ヒ
ラ
さ
せ
な
が
ら
「
ヨ
イ
ヨ
イ
、
ヨ
イ
ヤ
」
と
、

あ
ら
ん
か
ぎ
り
声
援
す
る
。
現
在
で
も
舞
が
佳
境
に
入
る
と
「
ヤ
レ
舞
工
、
ヤ

レ
舞
工
」
あ
る
い
は
「
ヨ
ウ
舞
ウ
、
ヨ
ウ
舞
ウ
」
と
必
死
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
い
。
ポ
ロ
酔
い
か
げ
ん
の
男
は
、
太
夫
さ
ん
そ
ち
の
け
で
、
神
楽
の

中
に
飛
び
こ
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
を
ま
た
皆
の
も
の
が
「
ド
ッ
ト
」
と
は
や
す
。

全
く
神
楽
は
村
民
と
と
も
に
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
男
面
・
女
面
を
つ
け
た
も
の

が

「
み

と
の
ま
ぐ
あ
い
」
と
い
う
こ
と
を
し
て
、
い
よ
い
よ
一
同
が
腹
を
か
か

え
て
笑
い
こ
け
る
。
こ
れ
は
「
古
事
記
」
の
昔
、
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
ミ

コ

ト
が
、
成
り
成
り
て
、
成
り
合
わ
ぬ
所
に
、
成
り
成
り
て
、
成
り
余
っ
た
所

を
刺
し
ふ
さ
い
で
、
国
生
み
を
な
さ
れ
た
故
事
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
さ

て

こ
う
し
た
か
た
わ
ら
で
、
バ
ク
チ
を
打
つ
も
の
「
ホ
ウ
ビ
キ
」
と
か
「
宝
引

キ
」
と
か
い
わ
れ
る
弊
害
の
多
い
福
引
き
を
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
腕
押
し
、

力
競
べ
に
興
じ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
あ
る
い
は
酒
を
の
ん
で
よ
っ
ば
ら
っ
て

し
ま
っ
た
も
の
も
い
る
。
男
女
と
も
よ
く
酒
を
の
み
、
若
い
男
は
ミ
カ
ン
を

買
っ
て
メ
ロ
ベ
に
や
ろ
う
と
す
る
。
お
互
い
に
「
草
結
び
」
し
て
、
そ
の
将
来

を
誓
う
も
の
も
あ
れ
ば
、
イ
ヤ
じ
ゃ
と
林
の
中
へ
逃
げ
る
の
を
後
か
ら
追
っ
か

け
、
坂
道
で
こ
ろ
ん
で
サ
ラ
カ
ブ
を
打
ち
、
悲
鳴
を
上
げ
る
も
の
な
ど
上
へ
下

へ
の
大
騒
ぎ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
夜
神
楽
は
、
お
城
下
に
は
な
い
珍
し
い
見
物
で
あ
る
。
神
楽
の

晩

に
は
近
村
か
ら
も
大
勢
集
ま
っ
て
、
そ
の
ア
イ
サ
ツ
に
は
は
な
は
だ
む
つ
か

し
口
上
が
あ
る
。
久
し
く
あ
わ
ぬ
人
に
あ
え
ば
「
サ
テ
サ
テ
、
ひ
だ
か
こ
ざ
る
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か
無
事
な
か
」
す
る
と
答
え
て
「
ひ
た
も
の
か
た
じ
け
な
う
ご
ざ
る
」
な
ど
で

　
（
7
）

あ
る
。

　
起
源

に
関
し
て
は
、
橋
詰
延
寿
が
、
伝
承
に
よ
る
と
日
向
の
神
楽
を
習
っ
て
き
た

も
の
で
、
最
初
に
中
野
川
の
桟
敷
石
【
写
真
1
】
で
舞
っ
た
、
と
し
た
の
が
先
駆
的

　
　
　
　
　
（
8
）

な
見
解
で
あ
っ
た
。
ま
た
吉
村
淑
甫
は
、
石
槌
山
系
の
修
験
者
の
関
与
を
想
定
し
た
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
神
楽
を
伝
承
し
て
き
た
当
事
者
お
よ
び
地
域
の
社
会
的
宗
教
的
な

条
件
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
九
八
四
年
に
舞
太
夫
で
あ
っ
た
高
橋
鶴
吉
家
の
天
井
裏
及
び
高
橋
常

雄
家
か
ら
中
世
年
号
を
持
つ
祭
文
類
が
大
量
に
発
見
さ
れ
、
高
木
啓
夫
に
よ
っ
て
調

査
及
び
整
理
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
『
本
川
村
史
（
第
三
巻
）
神
楽
・
信
仰
資
料

編
』
に
解
説
と
と
も

に
翻
刻
・
収
録
さ

　
　
　
（
9
）

れ
て

い

る
。
そ
れ
ら

の

中
に
は
大
永
三

年
（
一
五
二
三
）
の

『
大
荒
神
祭
文
』
、

永
禄
四
年
（
一
五
六

一
）
の

『荒
神
祭
文
』

な
ど
が
あ
り
、
本

川
神
楽
が
中
世
に

遡

る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
と

な
り
、
中
国
地
方

の

中
世
に
遡
る
荒

神
祭
文
（
い
わ
ゆ
る

「
五
龍
王
祭
文
」
）
類

写真1

と
の
比
較
研
究
が
必
要
な
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
、

主
要
な
史
料
は
、
長
沢
に
あ
る
本
川
村
新
郷
土
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。

　
中
野
川
の
高
橋
常
雄
氏
（
大
正
一
二
年
生
）
に
よ
れ
ば
、
同
家
の
先
祖
は
伊
勢
山

田
か
ら
こ
の
地
に
や
っ
て
き
て
落
ち
着
い
た
の
だ
と
い
う
。
鎧
や
兜
な
ど
が
複
数
伝

え
ら
れ
て
い
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
供
出
し
た
り
、
紛
失
し
た
り
し
て
、
現

在
で
は
鎧
が
一
領
、
保
存
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
本
川
村
新
郷
土
館
に
寄
託
）
。

同
家
が
こ
の
地
に
本
川
神
楽
を
伝
え
た
と
い
い
、
「
神
楽
太
夫
の
屋
敷
」
と
呼
ば
れ

て

い

た
。
昭
和
二
〇
年
頃
に
大
森
神
社
の
拝
殿
が
で
き
る
ま
で
、
こ
の
家
で
神
楽
が

行
わ

れ
て

い

た
。
神
楽
を
や
る
人
を
「
神
楽
太
夫
」
と
い
い
、
本
川
村
全
体
で
五
、

六
人

い

る
。
「
神
楽
太
夫
」
は
神
楽
を
演
ず
る
と
と
も
に
、
ホ
ウ
（
法
）
を
知
っ
て

い

る
、
と
い
う
。
ホ
ウ
と
は
サ
ワ
リ
（
障
り
）
な
ど
を
祈
祷
す
る
こ
と
を
言
う
。

　
以
上
か

ら
本
川
神
楽
は
中
世
に
遡
り
、
そ
の
担
い
手
は
、
芸
能
の
み
な
ら
ず
、
呪

法
も
伝
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
神
楽
の
執
行
形
態
と
し
て
は
、

＝
疋
の
地
域
内
を
芸
能
集
団
（
舞
太
夫
）
が
巡
行
し
て
祭
祀
を
行
う
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
演
目
内
容
の
点
か
ら
は
「
大
ば
ん
」
と
称
さ
れ
る
鬼
の
宝
数
え
の

場
面
が

あ
る
こ
と
、
「
折
敷
の
舞
」
が
盆
を
用
い
て
お
り
、
東
北
地
方
の
山
伏
神
楽

に
も
通
じ
る
面
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
興
味
深
い
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
次
節
で
は
、
舞
太
夫
自
身
の
伝
承
を
紹
介
し
な
が
ら
、
本
川
神
楽
に
ま
つ

わ
る
呪
法
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

②
舞
太
夫
の
伝
承
－
呪
法
を
中
心
に

　
本

川
神
楽
の
伝
承
者
で
あ
る
太
夫
た
ち
は
芸
能
を
行
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
か
つ

て

は
シ
キ
（
式
）
や
ホ
ウ
（
法
）
と
呼
ば
れ
る
呪
術
を
も
伝
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
同
じ
高
知
県
の
山
間
部
の
い
ざ
な
ぎ
流
の
祈
祷
に
携
わ
る
太
夫
た
ち
が
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
た
側
面
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
呼
応
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
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た
だ
し
、
太
夫
た
ち
は
芸
能
に
加
え
て
シ
キ
や
ホ
ウ
だ
け
を
伝
承
し
て
き
た
の
で

は
な
く
、
本
川
で
の
行
事
や
祭
祀
に
関
わ
る
多
様
な
知
識
も
保
持
し
て
き
た
。
シ
キ

や

ホ
ウ
を
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
不
健
全
で
あ
り
、
背
景
に
あ
る
地

域
に

お
け
る
民
俗
信
仰
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
絶
え
ず
意
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
ち
つ
つ
、
本
川
神
楽
の
太
夫
の
シ
キ
や
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ウ
に
つ
い
て
の
知
見
を
記
述
、
紹
介
し
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。
最
初

に

シ
キ
に
つ
い
て
報
告
し
、
次
い
で
暦
注
、
祓
い
、
死
者
祭
祀
に
つ
い
て
述
べ
て
い

く
こ
と
と
す
る
。

【シ
キ
と
そ
の
周
辺
】

○
シ
キ
と
ホ
ウ

　
ホ
ウ
と
は
病
人
を
治
す
も
の
、
シ
キ
と
い
う
の
は
奇
妙
な
こ
と
を
見
せ
る
こ
と
を

言
う
。
と
も
に
「
打
つ
」
も
の
で
あ
る
。
シ
キ
ホ
ウ
と
い
う
の
は
目
く
ら
ま
し
の
よ

う
な
こ
と
で
良
い
こ
と
に
使
う
。
大
栃
（
物
部
村
）
の
人
は
「
守
の
子
（
子
守
）
で

も
シ
キ
を
う
つ
」
と
聞
い
て
い
る
。
習
え
ば
誰
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
も
の
だ
が
、

悪
い

こ
と
に
使
わ
れ
る
の
で
今
は
教
え
な
い
。
ホ
ウ
は
師
匠
に
つ
い
て
五
年
、
一
〇

年
と
修
行
す
れ
ば
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
カ
グ
ラ
シ
キ
と
い
う
の
は
本
川
神
楽
専
用

の

神
様
を
扱
う
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
他
に
、
サ
ル
タ
シ
キ
、
テ
ン
ジ
ン
シ
キ
な
ど

が
あ
る
。
テ
ン
ジ
ン
シ
キ
と
は
鍛
冶
屋
が
シ
キ
を
使
っ
て
病
人
を
治
し
た
り
、
人
を

害
し
た
り
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
使
う
と
後
が
う
る
さ
い
の
で
な
か
な
か
使
わ
な
い

も
の
で
あ
る
。

　
ホ
ウ
は
使
う
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
ホ
ウ
を
取
り
戻
す
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
＝
人
殺
そ
う
と
思
っ
た
ら
七
人
、
自
分
の
家
は
死
ぬ
つ
も
り
で
や
れ
」

と
言
わ
れ
た
も
の
だ
。

○
冬
か
せ
ぎ

　
父

と
他
の
太
夫
二
人
の
三
人
で
冬
の
農
閑
期
に
伊
予
の
方
へ
春
祈
祷
を
し
に
出
か

け
て
い
た
。
こ
れ
を
「
冬
稼
ぎ
」
あ
る
い
は
「
春
仕
事
」
と
い
っ
た
。
来
て
も
ら
い

た
い
家
の
方
か
ら
郵
便
で
「
○
月
○
日
に
キ
ネ
ン
に
来
て
く
れ
」
と
依
頼
が
あ
る
。

そ
の
手
紙
に
基
づ
い
て
出
か
け
て
い
っ
た
。
「
土
佐
の
偉
い
太
夫
が
来
た
」
と
い
う

こ
と
で
次
々
と
雇
わ
れ
て
一
月
も
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
愛
媛
に
病
人
祈
祷
に
行
っ
た
際
に
、
田
圃
で
鍬
に
顎
を
乗
せ
て
見
て
い
る
人
が
い

た
の
で
、
ホ
ウ
を
か
け
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ホ
ウ
を
送
り
返
し
、
ス
ク

メ
の
ホ
ウ
を
か
け
る
と
、
そ
の
人
は
そ
の
ま
ま
の
姿
勢
で
帰
れ
な
く
な
っ
た
。
ホ
ウ

を
解
い
て
や
る
と
田
の
中
に
倒
れ
た
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
出
歩
い
て
い
る
と
他
の
ホ
ウ
ジ
ャ
（
法
者
？
）
が
腕
比
べ
の
よ
う
に
邪

魔

を
し
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
祭
壇
の
棚
が
落
ち
た
り
し
て
、
祭
り
を

や

り
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ウ
を
打
ち
返
す
と
相
手
が
死
ん
で
し
ま
う
の
で
、
「
天

竺
へ
送
る
」
よ
う
に
す
る
。
ホ
ウ
を
打
ち
か
け
る
た
め
に
は
コ
タ
カ
【
参
考
1
】
と
い

う
御
幣
が
必
要
に
な
る
の
で
、
先
に
切
っ
て
祀
っ
て
お
く
。

○
大
山
し
ず
め

　
大
山
し
ず
め
と
は
、
集
落
に
不
幸
が
続
い
た
り
、
伝
染
病
が
流
行
っ
た
り
し
た
時参考1
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に
行
う
も
の
で
、
山
の
神
、
三
方
荒
神
、
ヤ
ナ
イ
（
屋
内
？
）
荒
神
を
は
じ
め
と
す

る
諸
々
の
神
、
日
本
六
十
余
州
の
神
々
を
呼
ん
で
祭
る
。
大
川
村
井
野
川
で
二
、
三

年
前
に
大
山
し
ず
め
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
太
夫
が
三
人
が
か
り
で
三
日

か

け
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
屋
内
に
祭
壇
を
作
り
、
そ
こ
に
飾
る
御
幣
を
切
る
の
に

一
日
半
、
祈
り
に
一
日
半
か
か
る
。
太
夫
を
や
っ
て
い
て
も
一
生
の
う
ち
に
何
遍
も

や

る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
の

伝
承
に

つ
い

て
、
注
目
す
べ
き
点
を
簡
略
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
本

川
の
太
夫
に
も
物
部
の
太
夫
た
ち
の
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
シ
キ
の
使
い
手
と
認

識

さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
本
川
で
は
習
得
で
き
る
も
の
と

し
て
い
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
秘
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
一
定

の

期
間
そ
れ
に
専
心
す
る
こ
と
で
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
た
の

で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
シ
キ
と
ホ
ウ
と
の
差
異
や
ホ
ウ
を
「
取
り
戻
す
」
と
い
う
行

為
に
つ
い
て
は
不
分
明
で
あ
る
。
伊
予
方
面
へ
の
冬
稼
ぎ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、

さ
ら
に
広
い
地
域
に
お
い
て
こ
う
し
た
ホ
ウ
と
い
う
技
術
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
ホ
ウ
を
「
天
竺
へ
送
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
中
世
的
な
祭
文
や
文

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

芸

の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
次
に
暦
注
や
行
事
に
関
す
る
伝
承
も
掲
げ
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
呪
術
や

そ

れ

を
支
え
る
説
明
も
し
く
は
思
想
と
で
も
い
う
べ
き
知
識
も
併
せ
伝
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

【暦
注
と
行
事
】

○

ク
マ
オ
ウ
ジ
ン

　
門
出
、
旅
行
な
ど
す
る
時
に
避
け
る
方
角
に
い
る
カ
ミ
を
ク
マ
オ
ウ
ジ
ン
と
い
う
。

以
下

に
そ
の
由
来
課
を
語
り
口
を
活
か
し
た
か
た
ち
で
紹
介
す
る
。

　
　
ク
マ
オ
ウ
ジ
ン
っ
て
い
う
の
は
支
那
の
一
番
の
力
持
ち
。
そ
れ
で
日
本
の
一
番

　
　
の
力
持
ち
が
仁
王
さ
ん
。
あ
れ
が
支
那
へ
、
自
分
が
力
強
い
か
ら
力
比
べ
に
行

こ
う
、
と
仁
王
さ
ん
が
行
っ
た
わ
け
。
そ
し
た
ら
ち
ょ
ど
出
張
し
て
お
っ
て
、

今
お
ら
ん
っ
て
い
う
。
も
う
、
戻
る
か
ら
待
っ
て
く
だ
さ
い
、
っ
て
言
う
て
奥

さ
ん
が
火
鉢
を
出
し
て
く
れ
た
。
そ
の
時
に
唐
金
の
火
鉢
を
こ
ん
な
鋳
物
の
火

鉢
を
奥
さ
ん
が
出
し
て
く
れ
た
。
こ
り
ゃ
奥
さ
ん
で
さ
え
、
こ
ん
な
立
派
な
大

き
な
も
の
を
（
動
か
す
）
、
旦
那
は
ど
ん
な
え
ら
い
人
か
わ
か
ら
ん
、
こ
り
ゃ

会

わ
ず
に
、
会
う
た
ら
殺
さ
れ
る
。
力
比
べ
に
行
っ
た
ん
じ
ゃ
か
ら
ね
え
、
そ

れ

で
、
「
急
い
で
る
ん
で
、
ま
た
会
い
に
き
ま
す
」
と
い
う
て
帰
る
と
、
舟
を

漕
湊
を
出
て
、
ク
マ
オ
ウ
ジ
ン
が
戻
っ
て
来
て
、
そ
れ
で
寄
っ
た
わ
け
よ
、

帰
っ
た
あ
と
。
そ
し
て
何
の
客
よ
、
こ
り
ゃ
い
た
ら
力
比
べ
や
ら
に
ゃ
い
か
ん
、

殺
さ
れ
る
で
わ
か
ら
ん
、
一
生
懸
命
、
こ
う
舟
を
漕
い
で
、
聞
か
ん
ふ
り
し
て

逃
げ
た
。
そ
し
た
ら
そ
の
仁
王
さ
ん
が
、
あ
の
、
綱
を
、
舟
の
櫨
に
パ
ア
っ
と

か
か
っ

た
。
そ
し
て
逆
に
、
も
う
こ
り
ゃ
し
も
う
た
と
思
う
て
、
金
比
羅
さ
ん

に
も
う
私
は
あ
の
向
こ
う
へ
行
き
ゃ
あ
殺
さ
れ
る
か
ら
、
そ
い
で
帰
っ
た
ら
、

あ
の
金
比
羅
さ
ん
の
あ
の
門
番
を
す
る
と
い
っ
て
約
束
じ
ゃ
、
お
祈
り
し
よ

う
っ
て
こ
う
い
う
て
す
る
に
（
綱
が
）
プ
ッ
ツ
と
切
れ
た
。
そ
し
て
引
っ
張
っ

て

も
い
け
ん
け
、
そ
し
て
仁
王
さ
ん
来
た
ら
こ
っ
ち
に
、
…
あ
の
ク
マ
オ
ウ
ジ

ン
が
投
げ
た
切
れ
つ
ば
し
じ
ゃ
、
…
そ
し
て
約
束
じ
ゃ
言
う
て
金
比
羅
さ
ん
の

門
番
に
大
変
は
び
こ
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
伝
説
が
あ
る
ん
じ
ゃ
。
だ
か
ら
二

度
と
ク
マ
オ
ウ
ジ
ン
の
方
へ
向
い
て
は
出
て
行
く
な
よ
、
と
い
う
て
日
本
中
に

　
　
　
　
　
（
1
3
）

言
い
聞
か
せ
し
た
。

○

シ
チ
キ
ジ
ン
（
七
鬼
神
）

　
節
分
に
は
豆
ま
き
も
す
る
が
、
シ
チ
キ
ジ
ン
の
〆
縄
も
張
る
。
鬼
は
た
く
さ
ん
脚

が
あ
る
の
で
逃
げ
て
い
く
と
い
う
。
こ
の
〆
の
脚
の
数
を
毎
年
必
ず
、
暦
に
書
い
て

お
く
。

○

カ
ン
ニ
チ

　
こ
の
日
に
種
を
ま
い
て
も
育
た
な
い
。
動
物
に
喰
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
も
し
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よ
く
で
き
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
家
の
人
の
法
事
に
使
う
こ
と
に
な
る
（
死
者
が
出
る
、

と
い
う
こ
と
）
。
作
っ
た
も
の
「
喰
わ
ん
日
」
だ
と
い
う
。
一
粒
万
倍
日
の
反
対
の
日
。

○
ハ
ッ
セ
ン
（
入
専
）

　
普
請
に
は
使
わ
な
い
日
（
普
請
を
し
な
い
日
）
。
「
八
専
入
日
に
間
日
四
日
」
と
い

い
、
八
専
の
十
二
日
の
う
ち
に
入
っ
て
次
の
日
を
は
じ
め
、
間
日
と
い
う
日
が
四
日

あ
る
。
尾
の
長
い
動
物
が
入
る
日
は
間
日
に
な
る
と
も
い
う
。

　
間
日
に
は
家
を
作
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
八
専
は
萱
の
端
を
ハ
イ
ガ
シ
ラ
と
い
う

結
び

方
を
し
て
は
い
け
な
い
日
。
従
っ
て
普
請
が
で
き
な
い
。
か
つ
て
は
屋
根
葺
き

も
や
っ
た
が
、
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
を
植
林
す
る
よ
う
に
な
っ
て
萱
が
育
た
な
く
な
っ
て

で
き
な
く
な
っ
た
。

○
サ
ン

リ
ン
ボ
ウ

　
高
い
と
こ
ろ
に
あ
が
る
の
を
嫌
う
。
従
っ
て
普
請
が
で
き
な
い
。

○
不
成
就
日

　
成
就
し
な
い
日
。
ま
た
は
出
来
上
が
る
の
に
長
く
か
か
る
日
。
例
え
ば
三
日
で
す

む
も
の
が
五
日
も
か
か
っ
た
り
す
る
。

○

天
一
天
上

　
天
気
が
続
く
日
。
一
年
の
天
候
は
節
分
の
日
に
占
う
。

○
節
分

　
節
分
の

晩
に
大
豆
を
囲
炉
裏
に
入
れ
て
灰
の
上
に
並
べ
て
焼
く
。
真
っ
白
な
灰
に

な
る
月
が
上
天
気
。
黒
く
な
る
の
は
天
気
が
悪
い
、
と
判
断
す
る
。
ま
た
ゴ
ク
ダ
メ

シ
と
い
う
こ
と
も
す
る
。
鍋
に
湯
を
わ
か
し
て
大
豆
を
湯
に
入
れ
る
時
に
「
こ
れ
は

米
」
「
こ
れ
は
小
豆
」
「
こ
れ
は
稗
」
と
自
分
で
言
い
な
が
ら
湯
に
入
れ
る
。
そ
の
ま

ま
沈
め
ば
上
作
で
、
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
だ
と
不
作
と
判
断
す
る
。
こ
れ
は
豆
を
ま

い

た
あ
と
に
残
し
て
お
い
た
豆
を
ホ
ト
ケ
さ
ん
に
ま
つ
っ
て
お
い
た
も
の
で
行
う
。

　

さ
ら
に
豆
を
残
し
て
お
い
て
、
そ
の
年
最
初
の
雷
が
な
る
ま
で
と
っ
て
お
く
。
エ

ビ

ス

さ
ん
に
ま
つ
っ
て
お
く
。
そ
の
年
最
初
の
雷
が
な
る
と
家
内
中
で
そ
の
豆
を
食

べ
る
。
そ
う
す
る
と
雷
よ
け
に
な
る
と
い
う
。

　
ク
マ
オ
ウ
ジ
ン
に
つ
い
て
は
、
『
寺
川
郷
談
』
の
「
嫁
取
り
」
に
関
す
る
記
事
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

な
か
に
も
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
地
域
で
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
知
識
あ
る
い

は
神
観
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
こ
の
由
来
課
は
、
「
賀
王
と
仁
王
」

型
の
説
話
で
あ
り
、
暦
注
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
で
は
土
用
の
由
来
謂
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
話
型
の
説
話
が
民
間
に
お
け
る
土
用
の
説
明
に
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い

ら
れ
る
背
景
に
つ
い
て
は
既
に
考
察
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
熊
王

神
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
伝
承
と
し
て
は
そ
れ
な
り
に
安
定
し
た
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
次

に
病
気
治
し
に
属
す
る
か
と
思
わ
れ
る
呪
法
に
つ
い
て
記
述
し
て
お
こ
う
。

【六
三
除
け
】

　
体
が
痛
く
て
医
者
に
行
っ
て
も
治
ら
な
い
時
に
は
、
年
を
く
っ
て
み
る
、
と
い
う
。

そ
の
人
の
数
え
年
を
九
で
割
り
、
そ
の
中
に
九
が
い
く
つ
あ
る
か
（
四
一
歳
で
あ
れ

ば
、
九
×
四
1
1
三
六
あ
ま
り
五
、
つ
ま
り
四
つ
あ
る
）
を
知
り
、
そ
の
数
と
下
一
桁

の

数
（
四
一
歳
で
あ
れ
ば
、
一
）
と
を
足
し
て
、
九
以
下
で
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
の
数

字
、
九
以
上
で
あ
れ
ば
、
も
う
一
度
九
を
引
き
、
残
っ
た
数
字
に
よ
っ
て
、
ロ
ク
サ

ン
が
回
っ
て
い
る
身
体
の
箇
所
が
分
か
る
。

　
数
字
の
配
当
は
、
男
性
の
場
合
は
頭
が
九
、
左
肩
が
五
、
右
肩
が
七
、
腹
が
四
、

左
腰
が

二
、
右
腰
が
六
、
股
が
八
、
左
足
が
一
、
右
足
が
三
と
な
っ
て
い
る
【
参
考

H
】
。

　
四
一
歳
で
あ
れ
ば
、
五
な
の
で
左
肩
に
ロ
ク
サ
ン
が
回
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
本

川
で
は
太
夫
さ
ん
か
坊
さ
ん
に
見
て
も
ら
い
、
外
し
て
も
ら
わ
ね
ば
、
病
気
は

治
ら
な
い
。
イ
ノ
リ
（
祈
り
）
は
太
夫
で
薬
は
医
者
だ
、
と
も
言
う
。

　
外
し
方
は
素
人
が
や
る
場
合
は
、
豆
腐
一
丁
を
年
の
数
に
な
る
べ
く
薄
く
細
か
く

刻
ん
で
、
そ
れ
に
醤
油
を
つ
け
て
食
べ
て
、
残
り
を
川
に
流
す
。
そ
う
す
る
と
ロ
ク

サ

ン
が
残
っ
た
豆
腐
に
つ
い
て
い
っ
て
し
ま
う
（
こ
の
や
り
方
は
暦
に
書
い
て
あ
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る
）
。
太
夫
が
や
る
場
合
は
、
ミ
ソ
ギ
（
襖
ぎ
）
の
祓
い
を
一
二
巻
、
「
フ
ド
ウ
ノ
ジ

ク
の
シ
ン
」
を
一
二
〇
上
げ
る
。
素
人
が
や
っ
て
も
落
ち
な
い
。
ま
た
ロ
ク
サ
ン
の

神
以
外
の
神
が
つ
い
て
い
る
と
豆
腐
で
は
落
ち
な
い
。

　
六
三

除
け
、
あ
る
い
は
六
三
と
い
う
カ
ミ
（
神
）
に
つ
い
て
は
修
験
道
に
お
い
て

占
い
と
病
気
治
し
と
に
関
わ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
た
知
識
で
あ
り
、
そ
の
源
流
に
は
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

公
神
の

信
仰
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
民
間
で
は
多
少
の
差
異
が
伝
承
の
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

程
や

具
体
的
な
実
践
の
場
面
で
生
じ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
こ
で
は
舞
太
夫
が
こ
う
し

た
治
病
に
関
わ
る
知
識
も
持
ち
伝
え
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
に
止
め
て
お
く
。

　
以
上
だ

け
か
ら
も
、
本
川
神
楽
の
舞
太
夫
が
呪
法
を
も
操
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
神
楽
太
夫
と
祈
り
太
夫
の
併
存
と
い
う
状
態
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
が
ど
う

い
っ

た
意
味
を
持
つ
の
か
、
四
国
山
地
に
お
け
る
芸
能
と
呪
法
と
の
関
係
を
、
い
ざ

な
ぎ
流
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
本
川
神
楽
の
側
か
ら
捉
え
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
し
た
問
題
意
識
で
、
死
者
祭
祀
に
つ
い
て
の
資
料
も
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

な
お
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
お
い
て
も
葬
送
や
死
者
供
養
の
問
題
は
注
意
さ
れ
て
い
る
が
、

具
体
的
な
比
較
検
討
を
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
、
S
氏
か
ら
教
示
を
受
け
た
死

者
を
神
に
祀
り
あ
げ
る
場
合
の
み
を
提
示
す
る
。

【死
者
祭
祀
】

　
本
川
村
高
藪
で
は
、
ホ
ト
ケ
（
死
者
）
を
神
に
取
り
上
げ
る
（
引
き
上
げ
る
）
こ

と
を
「
取
り
上
げ
祭
り
」
と
い
う
。
神
と
仏
の
違
い
は
レ
イ
ジ
ン
ド
ウ
（
霊
神
堂
）

に
祀
ら
れ
、
正
月
・
盆
、
彼
岸
、
命
日
に
祀
り
を
行
う
の
が
仏
で
、
ジ
ン
シ
ャ
（
神

社
）
あ
る
い
は
「
若
宮
神
社
」
に
祀
ら
れ
、
正
月
と
ジ
ン
サ
イ
（
神
祭
）
に
祀
ら
れ

る
の
が
神
で
あ
る
。
死
後
、
五
〇
年
で
神
に
な
る
。

　
ホ
ト
ケ
は
一
年
、
五
年
、
一
〇
年
、
一
五
年
ま
で
五
年
ご
と
に
祀
り
、
三
〇
年
か

ら
は
一
〇
年
ご
と
に
祀
る
。
五
〇
年
た
て
ば
ケ
ガ
レ
は
な
く
な
る
と
い
う
。

　
ホ
ト
ケ
す
な
わ
ち
死
者
を
神
と
し
て
祀
っ
て
い
く
た
め
の
知
識
が
太
夫
に
よ
っ
て

管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
こ
こ
で
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
そ
の
祭
儀
の
執
行
も
太

夫
が
な
し
得
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
う
し
た
祭
祀
に
関
連
し
て
、
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
が
同
じ
高
知
県
の
長
岡
郡

本

山
町
域
に
お
け
る
先
祖
入
幡
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
同
族
の
始
祖
、
先

祖
、
始
祖
が
勧
請
あ
る
い
は
持
ち
こ
ん
だ
神
、
横
死
者
な
ど
を
「
先
祖
八
幡
」
「
若
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（
1
9
）

宮
八
幡
」
と
し
て
祀
る
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
死
後
五
十
年
を
経

る
と
神
に
な
り
、
小
祠
に
祀
ら
れ
る
点
、
さ
ら
に
そ
こ
に
太
夫
が
介
在
す
る
点
は
共

通

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
広
く
高
知
県
、
あ
る
い
は
四
国
山
地
に
見
ら
れ
る
こ
と

な
の
か
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
「
ミ
コ
神
」
の
祭
祀
を
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
考
察
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
は
や
く
嶋
口
儀
秋
が
「
中
間
神
霊
に
関
す
る
一
考
察
ー
本
山

町

の
先
祖
八
幡
信
仰
を
中
心
と
し
て
ー
」
に
お
い
て
、
陰
陽
師
的
太
夫
を
は
じ
め
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

す
る
宗
教
者
の
関
与
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
宗
教
者
の

関
与
に
も
時
代
的
諸
段
階
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
梅
野
光
興
が
主
張
す
る
、
い
ざ
な

ぎ
流
祭
儀
の
形
成
に
つ
い
て
は
近
代
に
な
っ
て
、
博
士
の
技
法
と
神
職
の
祭
儀
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

連
続

し
て
行
う
こ
と
が
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
と
い
う
視
点
と
と
も
に
、
四
国
山
地

の
死
者
祭
祀
の
動
態
と
そ
の
理
由
が
解
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
観
点
に
立
つ
場
合
も
地
域
に
お
け
る
寺
院
の
機
能
や
僧
侶
の
活

動
を
も
併
せ
て
考
究
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
特

殊

に
み
え
る
こ
う
し
た
祭
儀
で
あ
っ
て
も
近
世
の
寺
檀
制
度
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
き
た

こ
と
を
軽
視
し
て
い
い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
太
夫
が
保
持
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
断

片
の
ま
ま
、
恣
意
的
に
扱
う
の
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
提
示
し
た

僅
か

な
伝
承
だ
け
で
も
、
太
夫
の
持
つ
知
識
が
民
俗
信
仰
の
な
か
で
も
枢
要
な
も
の

で
あ
り
、
ま
た
四
国
山
間
部
の
太
夫
た
ち
の
知
識
と
活
動
、
あ
る
い
は
日
本
列
島
上

の
諸
地
域

に
お
け
る
宗
教
的
な
知
識
と
比
較
分
析
の
必
要
が
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
四
国
山
間
部
の
神
楽
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
祭
文
を
取
り
上
げ
て
若
干
の
相
互
比
較
を
試
み
た
い
。

③
祭
文
の
比
較
と
位
置
ー
「
五
龍
王
祭
文
」
を
中
心
に

本
川
神
楽
は
祭
文
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
に
確
実
に
遡
る
多
く
の
史
料
が
発
見
さ

れ
た

こ
と
で
、
宗
教
文
化
史
的
に
も
注
意
す
べ
き
芸
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
諸
史
料
は
高
木
啓
夫
氏
の
整
理
、
検
討
以
外
に
は
、
充

分
な
検
討
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
祭
文
は
、
そ
の
記
述
内
容
ば
か
り
で
は
な
く
、
記
述
の
体
裁
や
用
字
、

用
語
あ
る
い
は
料
紙
や
伝
来
の
状
況
、
破
損
・
汚
損
の
程
度
や
原
因
な
ど
と
い
っ
た

広
義
の
書
誌
学
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
芸
能
と
不
可
分
な
環
境
の
な
か

で
生
み

出
さ
れ
、
保
持
、
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
祭
儀
や
芸
能

あ
る
い
は
儀
礼
と
い
っ
た
身
体
所
作
と
の
関
わ
り
も
追
究
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
祭
文
は
そ
う
し
た
重
層
的
な
読
解
を
待
つ
存
在
だ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
本
節
で
は
そ
う
し
た
課
題
を
意
識
し
つ
つ
、
ご
く
概
略
的
に
、
本
川
神
楽
の
系
譜

を
考
え
る
た
め
に
同
じ
四
国
山
間
部
の
芸
能
に
ま
つ
わ
る
祭
文
も
取
り
上
げ
て
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

を
試
み
た
い
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
五
龍
王
祭
文
」
の
系
統
に
連
な
る
、
高
木
氏

の
命
名
に
よ
れ
ば
土
公
系
の
祭
文
に
限
定
し
て
、
そ
の
登
場
人
物
の
造
型
と
実
際
の

芸
能
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
相
互
比
較
を
行
い
、
問
題
点
の
抽
出
を
行
う
こ
と
と

す
る
。

　
本
川
神
楽
の
祭
文
の
な
か
で
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
の
年
記
を
持
つ
荒
神
祭
文

は
、
発
見
時
に
既
に
冒
頭
部
が
欠
落
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
本
川
村
史
』
に
掲

げ
ら
れ
た
も
の
を
み
て
い
こ
う
。

…
…
（
冒
頭
部
ヨ
リ
欠
落
）
二
黒
キ
花
ガ
咲
ク
、
黄
ナ
ル
色
ノ
枝
ニ
ハ
黄
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
シ
ラ

花

力
咲
ク
、
カ
ク
ノ
如
ク
王
子
生
マ
レ
給
ウ
、
王
子
頭
ノ
三
ツ
ア
ル
ハ
シ
ヤ

シ
ノ
相
ナ
リ
、
目
ノ
三
ツ
ア
ル
ハ
三
宝
表
ハ
ス
相
ナ
リ
、
枝
ノ
五
ア
ル
八
五
穀

ヲ
ア
ラ
ワ
ス
相
也
、
ソ
ノ
時
、
四
タ
リ
ノ
王
子
、
月
日
ノ
所
務
ヲ
ロ
シ
給
ウ
、

五

郎
ノ
王
子
我
王
同
ジ
子
二
候
、
月
日
シ
ヤ
ウ
フ
エ
ヌ
ト
申
ス
、
ソ
ノ
時
四

タ
リ

人

ノ
王
子
二
人
ノ
姫
宮
ナ
ラ
テ
ハ
ナ
イ
ト
申
、
ソ
ノ
時
、
五
郎
ノ
王
子
、
天
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
イ
セ
キ
　
　
ミ
　
コ

ヲ
ト
ド
メ
テ
ア
イ
ト
シ
ヤ
ウ
シ
給
、
青
関
ノ
神
子
ハ
青
キ
シ
ヤ
ウ
ニ
、
青
旗
ヲ
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シ
ャ
ク

サ

シ
、
青
方
向
テ
ト
ウ
セ
シ
給
ウ
、
赤
関
ノ
神
子
ハ
赤
キ
シ
ヤ
ウ
ニ
、
赤
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ャ
ク

旗
ヲ
サ
シ
、
赤
キ
方
二
向
イ
テ
ト
セ
シ
給
ウ
、
白
関
ノ
神
子
ハ
白
キ
シ
ヤ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ク

ニ
白
キ
旗
ヲ
サ
シ
、
白
キ
方
二
向
イ
テ
ト
ウ
セ
シ
給
ウ
、
黒
関
ノ
神
子
ハ
黒
キ

シ
ヤ
ウ
ニ
黒
キ
旗
ヲ
サ
シ
、
黒
キ
方
二
向
イ
テ
ト
ウ
セ
シ
給
ウ
、
ク
ワ
関
ノ
神

子
ハ
黄
ナ
ル
シ
ヤ
ウ
ニ
黄
ナ
ル
旗
ヲ
サ
シ
、
黄
ナ
ル
方
二
向
イ
テ
ト
ウ
セ
シ
給

ウ
、
身
ヨ
リ
出
ズ
ル
血
ハ
五
色
ナ
リ
、
セ
モ
博
士
ノ
前
カ
ト
ニ
大
川
ノ
水
血
ナ

リ
、
血
流
レ
出
テ
給
ウ
、
ロ
カ
川
ノ
端
二
女
人
一
人
マ
シ
マ
セ
給
ウ
、
博
士
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ザ

天

ノ
羽
衣
ス
メ
テ
参
ラ
セ
、
コ
ノ
川
ノ
濁
レ
タ
ル
ハ
、
カ
ノ
女
人
力
業
ニ
テ
ア

リ
ケ
ナ
、
早
々
ス
メ
テ
参
ラ
セ
ヨ
、
ア
シ
タ
ノ
ア
カ
ノ
水
二
迎
エ
ア
ク
ル
水
ヲ

ト
申
ス
、
ソ
ノ
時
、
彼
ノ
女
二
答
工
給
ウ
、
天
笠
ニ
テ
ア
マ
ツ
女
唐
土
ニ
テ
ハ

生

マ
ズ

メ
、
日
本
葦
原
中
津
国
ニ
テ
バ
カ
ラ
女
ト
テ
、
月
ノ
月
水
ト
言
フ
コ
ト

更
ニ
ナ
シ
、
サ
リ
ナ
ガ
ラ
、
上
ガ
澄
ミ
テ
、
下
ガ
濁
レ
タ
ラ
バ
、
彼
ノ
女
人
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業
ニ
テ
候
、
コ
レ
ヨ
リ
川
上
二
四
人
ノ
王
子
二
ロ
ロ
ノ
王
子
マ
シ
マ
イ
テ
、
月

日
所
務
ヲ
ロ
シ
テ
ト
シ
ヤ
シ
給
ウ
、
出
ヅ
ル
血
ガ
大
川
ノ
水
ナ
リ
テ
流
レ
出
テ

給

ウ
ト
申
ス
、
ソ
ノ
時
川
上
二
行
キ
テ
コ
ラ
ス
レ
バ
、
ケ
ニ
モ
ト
ウ
シ
ヤ
ウ
シ

給

ウ
、
ソ
ノ
時
、
王
子
達
ハ
、
ナ
ノ
コ
コ
ヲ
モ
テ
、
ト
ウ
シ
ヤ
ウ
シ
給
ウ
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ャ
ウ
フ

一
ノ
王
子
モ
開
キ
給
工
、
古
イ
春
属
モ
聞
キ
ニ
給
工
、
月
日
ノ
所
務
ヲ
分
ケ
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

ウ
、
第
一
ノ
王
子
ニ
ハ
丑
刀
ノ
角
ヨ
リ
辰
巳
ノ
隅
二
至
ル
マ
デ
、
万
ナ
八
千
地

ナ

リ
、
春
三
月
九
十
日
、
ソ
ノ
ウ
チ
十
八
日
土
用
ト
抜
キ
、
残
ル
七
十
二
日
ヲ

領

ジ
給
ウ
、
東
方
世
界
二
青
キ
柱
ヲ
立
テ
、
青
キ
旗
ヲ
サ
シ
、
青
キ
座
ヲ
敷
キ

鬼
神
東
方
二
青
龍
王
ト
名
付
ケ
、
ソ
ノ
ト
ノ
ス
上
ヲ
領
シ
給
ウ
、
ニ
ノ
王
子
ニ

ハ
辰
巳
ノ
角
ヨ
リ
未
申
二
至
ル
マ
デ
、
万
ナ
八
千
地
也
、
夏
三
月
九
十
日
、
ソ

ノ
ウ
チ
十
八
日
ヲ
土
用
ト
抜
イ
テ
、
残
ル
七
十
二
日
ヲ
領
ジ
給
ウ
ナ
リ
、
三
郎

ノ
王
子
西
方
マ
ナ
八
千
地
ナ
、
未
申
角
ヨ
リ
戌
亥
角
二
至
ル
マ
デ
、
万
八
千
地
、

秋
三
月
九
十
日
、
ソ
ノ
ウ
チ
十
八
日
土
用
ト
抜
イ
テ
、
残
ル
七
十
二
日
ヲ
領
シ

給

ウ
、
西
方
世
界
二
白
キ
柱
ヲ
立
テ
、
白
キ
旗
ヲ
サ
シ
、
白
キ
座
ヲ
敷
キ
、
西

　
ヒ
ヤ
ク

方
二
白
休
龍
王
名
付
ケ
、
ソ
ノ
ト
ノ
ス
上
ヲ
領
ジ
給
ウ
、
四
郎
ノ
王
子
北
方

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
マ

世
界
二
戌
亥
角
ヨ
リ
刃
刀
ノ
角
二
至
ル
マ
デ
万
々
入
セ
セ
カ
ニ
、
冬
三
月
九
十

日
、
ソ
ノ
ウ
チ
十
八
日
土
用
ト
抜
イ
テ
七
十
二
日
ヲ
領
ジ
給
ウ
、
北
方
世
界
ニ

ハ
黒
キ
柱
ヲ
タ
テ
黒
キ
旗
ヲ
サ
シ
、
黒
キ
座
ヲ
シ
キ
、
水
神
北
方
二
黒
体
龍
王

ト
名
付
ケ
、
ソ
ノ
ト
ノ
ス
シ
ヤ
ヲ
領
ジ
給
ウ
、
五
郎
ノ
王
子
ハ
中
央
世
界
ニ
マ

ナ

八
千
地

ナ
リ
、
四
季
ノ
土
用
ヲ
集
メ
、
コ
レ
モ
七
十
二
日
ナ
リ
、
中
中
世
界

ニ

ハ
黄
ナ
ル
柱
ヲ
立
テ
、
黄
ナ
ル
旗
ヲ
サ
シ
、
黄
ナ
ル
座
ヲ
シ
キ
、
地
ノ
神
中

央
二
醐
］
リ
ヤ
ヲ
ト
名
付
、
ソ
ノ
ト
ノ
ス
上
ヲ
領
ジ
給
ウ
、
八
万
四
千
ノ
鬼
神
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
我
モ
）

加
エ
テ
ニ
人
姫
宮
、
ハ
レ
モ
ウ
シ
コ
ニ
テ
月
日
ノ
所
務
ヲ
得
サ
セ
ト
申
ス
、
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
彼
岸
）

ノ
時
二
月
ヒ
ク
ワ
七
日
ヲ
ハ
太
郎
姫
宮
二
奉
ル
、
八
月
ヒ
カ
七
日
ヲ
ハ
次
郎
姫

　
　
　
　
　
　
タ
リ

宮
二
奉
ル
、
四
人
ノ
王
子
二
五
郎
ノ
王
子
二
人
ノ
姫
宮
二
月
日
ノ
所
務
ヲ
分
ケ

給
エ
ハ
、
王
ノ
喜
ビ
給
イ
テ
ヤ
カ
ケ
サ
サ
ク
ノ
丑
ク
ワ
タ
チ
ノ
土
ヲ
取
ル
ト
モ
、

崇
リ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
大
セ
ス
ナ
ラ
ヒ
ニ
ニ
ヤ
大
イ
シ
ヤ
ス
イ
ケ
一
モ
、
古
い

春
属
モ
、
百
二
十
歳
ノ
ユ
ハ
イ
ヲ
タ
モ
チ
給
工
、
ム
ネ
ニ
鬼
カ
ウ
ラ
カ
ト
ニ
ワ

　
　
　
　
　
　
　
（
蓋
）

キ
千
上
天
ノ
ハ
ノ
フ
タ
ト
ナ
リ
、
夜
ノ
驚
キ
ナ
ク
、
昼
ノ
騒
キ
ナ
ク
、
ユ
メ
ノ

マ

ク
ラ
ウ
マ
ヤ
カ
ニ
ロ
ワ
リ
ノ
シ
コ
シ
ト
ナ
リ
給
工
、
敬
ツ
テ
申
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏

永
ロ
ク
四
年
辛
酉
年
四
月
十
二
日
吉
、
サ
イ
キ
ウ
チ
ノ
モ
リ
マ
サ
ノ
シ
ロ
サ
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
郎
左
衛
門
？
×
2
4
）

生
年
六
十
一
ノ
年
カ
イ
タ
リ
、
タ
カ
ハ
シ
ノ
シ
ロ
サ
イ
モ
（
傍
線
、
引
用
者
）

　

こ
の
永
禄
の
祭
文
の
内
容
面
で
の
特
徴
は
、
傍
線
を
付
し
た
箇
所
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
時
間
を
争
う
神
々
が
五
人
兄
弟
で
は
な
く
、
二
人
の
姫
宮
を
加
え
た
七
人
の

兄
妹
の
物
語
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
仲
裁
役
は
「
セ
モ
博
士
」
と
な
っ

て

い

る
。
「
セ
モ
」
は
祭
文
で
あ
ろ
う
か
。
仲
裁
役
を
博
士
と
す
る
の
は
、
陰
陽
師

と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
じ
高
知
山

間
部
の
神
楽
で
あ
る
池
川
町
の
池
川
神
楽
で
は
「
王
神
立
神
儀
」
が
土
公
系
の
祭
文

と
同
じ
内
容
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
父
「
万
根
大
王
」
の
子
は
九
人
で
あ
っ

た
と
す
る
も
の
の
、
具
体
的
な
内
容
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
は
五
人
の
王
神
ー
お

う
じ
、
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
ー
だ
け
で
あ
り
、
仲
裁
役
は
「
大
臣
」
と
な
っ
て
い
る
。
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．
そ
の
冒
頭
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
傍
線
を
付
し
た
箇
所
に
注
目
さ
れ
た
い
。

王
神
立
神
儀
（
後
神
楽
）

大
郎
の

王
神

　
仰
々
午
前
に
罷
り
出
で
た
る
王
神
は
何
の
王
神
と
か
御
覧
な
さ
れ
候
　
夫
父

万
根
大
王
の
子

に
第
一
太
郎
の
王
神
と
は
さ
っ
て
某
が
事
に
て
候
　
夫
三
種
左

典
法
の
御
題
表
を
見
る
に
二
万
二
千
二
字
一
字
の
王
な
り
　
左
様
候
へ
ば
此
の

当
所
に
在
っ
て
林
候
　
彼
の
林
の
御
名
を
ば
罪
断
林
と
申
奉
候
　
彼
の
林
の
御

中
に
三
種
三
規
の
位
家
が
候
　
彼
の
位
家
の
丑
寅
に
当
っ
て
八
長
の
代
に
立
っ

て

候
　
大
臣
さ
ん
候

抑
々
天
地
開
關
天
神
七
代
地
神
五
代
は
伸
代
に
て
鎮
り
給
ふ
其
の
時
父
万
根
太

王

は
八
百
余
歳
に
て
高
天
原
に
鎮
り
給
ふ
　
其
時
父
万
根
大
王
に
九
子
の
御
子

在
し
ま
す
　
五
人
は
天
に
登
り
角
の
流
上
を
領
し
給
ふ

降
り
四
季
を
次
第
に
悟
る
に
依
っ
て
四
方
を
領
し
給
ふ

よ
り
左
大
臣
右
大
臣
と
て
二
人
の
下
人
を
立
置
か
れ
候

に
進
ぜ
ら
れ
、
左
大
臣
は
其
に
賜
っ
て
あ
る
　
大
臣
呼
び
出
す
事
別
子
細
に
て

候

は
ん
　
此
の
頃
承
る
に
悪
王
一
人
天
降
り
　
吾
等
が
所
務
に
争
な
す
と
聞
く

由
珍
ら
し
き
次
第
哉
　
舎
弟
三
人
の
王
神
は
悪
土
へ
御
な
び
き
あ
る
か
　
此
の

青
帝
王
へ
付
添
い
申
す
か
事
の
次
第
を
尋
ね
来
り
候
へ

大
臣
　
畏
候
　
三
人
の
王
神
達
皆
々
青
帝
王
へ
付
添
給

太
郎
　
必
定
佐
様
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
春
が
来
ば
吾
頭
を
ば
吾
に
任
せ
置
け
遺
う
遺
ら
じ
は
吾
が
計
ひ

吾
等
四
人
は
下
界
に

其
の
時
父
万
根
大
王

右
大
臣
は
舎
弟
三
人

　

こ
の
箇
所
で
は
か
な
り
神
道
色
が
強
く
、
仲
裁
役
も
「
大
臣
」
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
池
川
神
楽
の
「
王
神
立
神
儀
」
に
関
し
て
は
仲
裁
役
の
「
大
臣
」
の
語
り
で
展

開
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
他
日

を
期
し
た
い
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
お
い
て
も
土
公
系
の
祭
文
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

「
大
土
宮
神
本
地
」
で
あ
る
。
か
な
り
難
解
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
以
下
に
掲
げ

て

み

よ
う
。
登
場
人
物
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に
傍
線
を
付
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
衆
　
　
生
）

…
…
（
前
略
）
…
今
だ
が
す
じ
よ
ー
に
つ
た
ゑ
て
　
月
日
の
し
よ
ぐ
ん
さ
ま
わ

　
　
（
東
　
卯
）
　
（
間
）
　
　
　
　
　
（
舞
）
　
　
　
　
　
　
（
西
　
　
方
）
　
（
申
　
　
　
酉
）

　
東

と
ら
う
の
あ
い
よ
り
　
ま
を
て
出
　
西
さ
い
ほ
ー
　
さ
る
と
り
が
あ
い
だ

　
　
　
（
入
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
云
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
因
　
　
　
縁
）

ゑ

　
を
い
り
を
な
さ
る
と
ー
い
ゆ
の
わ
　
そ
の
い
ん
ね
ん
と
申
て
　
日
本
に
あ

か

さ
く
ら
さ
が
い
で
き
は
じ
ま
り
申
て
　
な
ぞ
め
の
御
よ
ろ
こ
び
な
さ
れ
て
こ

　
　
　
　
　
（
節
）
　
　
（
云
）
（
儀
）
　
（
無
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
　
穀
）
　
（
種
　
下
）

ざ
れ
ど
　
四
せ
つ
と
ゆ
う
ぎ
が
な
く
し
て
　
氏
子
が
　
こ
こ
く
の
た
な
を
う
し

　
　
　
　
　
　
（
熟
）
　
　
　
　
　
　
（
云
）
（
儀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
　
用
）

を
す
る
と
も
　
で
う
れ
る
と
ー
　
ゆ
ー
ぎ
が
な
く
し
て
　
四
せ
つ
四
ど
ー
よ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
　
子
）
　
　
（
領
）

つ
く
り
　
は
じ
め
て
春
之
土
用
を
つ
く
り
て
　
太
郎
の
を
ー
じ
に
　
り
よ
し
め

（
持
）
　
　
　
　
　
（
夏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
　
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
）

も
た
し
て
　
な
つ
の
土
用
を
つ
く
り
　
次
郎
の
を
ー
じ
に
　
も
た
し
て
　
あ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冬
）

の
土

用
を
つ
く
り
　
三
郎
を
ー
じ
に
　
り
よ
し
め
も
た
し
て
　
ふ
ゆ
の
土
用
を

　
　
　
　
　
　
　
（
王
　
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
彼
　
岸
）

作
り
て
　
四
郎
の
を
ー
じ
に
　
り
よ
し
め
も
た
し
て
　
二
月
ひ
が
ん
に
　
八
月

く
彼
　
岸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヒ
メ
）

ひ

が
ん

を
作
り
　
弐
人
女
に
　
り
よ
し
め
も
た
し
て
　
月
日
の
　
し
よ
ぶ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
節
）
　
　
（
云
）

け
　
な
さ
れ
て
ご
ざ
れ
ば
　
四
せ
つ
と
い
ゆ
ー
こ
と
が
は
し
ま
り
申
て
　
春
わ

（
芽
　
立
）
　
（
夏
）
　
（
青
　
葉
）
　
（
秋
）
　
　
（
葉
　
照
）
　
　
　
（
枯
　
木
）

め

だ

ち
　
な
つ
わ
あ
を
ば
　
あ
き
わ
は
で
り
　
冬
わ
か
れ
き
が
山
と
　
う
れ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
　
部
）
　
　
　
（
作
）
　
　
　
　
　
　
（
芽
）

な
ぎ
れ
て
ご
ざ
れ
ば
も
ん
ぶ
の
作
る
さ
く
こ
ー
も
　
春
わ
め
を
だ
し
　
な
つ
わ

（
青
）
　
　
（
秋
）
　
（
穂
）
　
　
　
　
　
（
寄
）

あ
を
げ
　
あ
き
わ
ほ
に
ほ
ー
が
　
よ
れ
あ
い
　
う
れ
や
な
き
れ
て
　
な
ぞ
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
　
　
王
）

を
ん
よ
ろ
こ
び
を
な
さ
れ
た
そ
の
時
に
　
ち
・
ば
ん
ご
ん
だ
い
を
ー
が
　
五
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
間
　
）

八
十
壱
才
　
あ
や
ぶ
女
人
さ
ま
が
年
あ
わ
い
が
　
た
だ
や
五
十
壱
才
と
わ
　
を

（
成
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弟
）
　
　
　
　
　
　
（
御
　
身
）

な
り
や
る
　
そ
の
御
と
き
に
　
を
と
の
五
郎
が
　
お
ん
み
に
さ
つ
か
り
七
・
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
王
）

半
と
な
り
ま
い
ら
し
た
　
そ
の
御
時
に
　
ち
・
ば
ん
ご
ん
だ
い
を
さ
ま
の

（
金

）
　

（
冠

）
　

　

（
北

）
　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
頭
）

か

な
や
か
む
り
　
き
た
ゑ
か
た
む
き
　
西
ゑ
こ
ー
ベ
を
な
い
て
　
七
尺
だ
い
地

　
（
王
）
（
伏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夜
）

の

を
ー
ふ
さ
せ
た
ま
え
ば
　
そ
の
の
ち
　
を
と
の
五
郎
が
う
ま
れ
き
て
　
よ
の

　
　
（
日
）
　
（
御
成
人
）
　
　

（

長
屋
）
（
広
庭
）

ま
ひ
の
ま
に
ご
ー
せ
い
じ
ん
を
な
さ
れ
て
門
之
な
が
や
の
ひ
ろ
に
わ
で

（
小
　
　
　
砂
　
　
　
遊
）

こ
ー
ず
な
あ
そ
び
を
な
さ
れ
て
み
ま
い
ら
す
れ
ば
　
門
之
な
が
や
に
　
い
た
く
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（
雀
）
　
　
（
巣
）
　
　
　
　
　
　
（
雌
　
　
鳥
）
　
　
　
　
　
（
雄
　
　
鳥
）
（
温
）

ら
す
ず
め
が
　
す
を
か
け
て
　
め
ん
と
り
た
て
ば
　
を
ん
と
り
ぬ
く
め
る
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鳥
）
　
　
（
翼
　
）

ん

と
り
た
て
ば
　
め
ん
と
り
ぬ
く
め
る
　
と
り
長
つ
ば
さ
に
と
り
て
も
　
ち
・

　
　
（
云
）
（
儀
）

と
ー
い
ゆ
ぎ
が
あ
る
の
に
　
わ
れ
ら
に
ち
・
と
ー
い
う
ぎ
が
　
な
く
て
な
る
ま

い

も
の
よ
と
　
た
つ
ね
や
れ
ば
　
あ
や
ぶ
女
人
さ
ま
が
申
さ
れ
よ
ー
に
わ

　
　
　
（
云
）
（
儀
）
　
　
　
　

（

弟
）
　
　
　
　
（
御
　
授
）

ち
・
と
い
ゆ
ぎ
わ
あ
り
た
が
を
ー
と
の
五
郎
が
を
ん
さ
つ
か
り
七
・
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
）
　
　
　
（
王
）
　
　
　
　
　
（
伏
）

半
に
　
を
ー
な
り
や
る
　
そ
の
御
時
に
　
七
尺
代
地
が
を
ー
と
わ
　
ふ
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弟
）

き
申
て
ご
ざ
る
よ
の
を
と
申
せ
ば
　
そ
れ
そ
ー
ご
ざ
れ
ば
わ
れ
ら
が
を
と
の
五

　
　
（
生
）
　
（
来
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
　
　
　
領
）

郎
に
う
ま
れ
く
る
よ
の
か
ら
で
わ
　
次
第
々
の
年
　
そ
ー
り
よ
が
な
く
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
云
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仰
）

わ
れ
ら
が
お
と
の
五
郎
と
い
ゆ
ぎ
わ
あ
る
ま
い
も
の
よ
と
　
を
ー
せ
ら
る
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ッ
タ
リ
オ
　
ジ
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
メ

　
あ
や
ぶ
女
人
さ
ま
が
申
さ
れ
よ
ー
に
わ
　
四
人
男
じ
に
　
弐
人
の
女
ぎ
が
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
所
　
　
務
　
　
分
）
（
領
）
　
　
　
　
（
持
）

ざ
る
が
　
そ
れ
ぞ
れ
　
月
日
の
し
よ
ぶ
わ
け
り
よ
し
を
　
も
た
し
て
あ
る
よ
と

申
せ
ば
　
を
と
の
五
郎
の
申
さ
れ
よ
ー
に
わ
そ
れ
そ
ー
あ
れ
ば
　
わ
れ
ら
が

（
御
身
）
　
（
授
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
父
）
　
　
（
云
）
　
　
　
（
有
）

お
ん
み
に
さ
つ
か
り
　
七
・
月
半
ま
で
　
ち
・
と
ー
い
ゆ
ぎ
が
あ
り
た
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
）

わ
　
わ
れ
ら
に
し
よ
ぶ
わ
け
の
を
ー
て
わ
　
な
る
ま
い
も
の
よ
と
　
つ
げ
さ
せ

た
ま
ゑ
ば
　
あ
や
ぶ
女
人
さ
ま
の
申
さ
れ
よ
ー
に
わ
　
し
よ
ぶ
わ
け
り
よ
し
わ

　
　
（
2
6
）

ご

ざ
る
が

　

こ
こ
で
は
父
「
ば
ん
ご
ん
だ
い
お
う
」
に
五
人
の
「
を
ー
じ
」
、
二
人
の
「
女
（
ひ

め
）
ぎ
」
が
い
た
、
と
し
、
仲
裁
役
は
「
こ
ー
や
し
よ
人
を
ぢ
上
も
ん
（
高
野
上
人

…
？
）
」
と
な
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
王
子
に
姫
が
加
わ
る
の
は
、
四
国
山
地
の
「
五

龍
王
祭
文
」
系
の
祭
文
の
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
三
つ
の

祭
文
の
う
ち
、
内
容
面
で
最
も
変
化
を
遂
げ
て
い
る
の
は
い
ざ
な
ぎ
流
で
あ
り
、
本

川
と
池
川
は
大
き
く
崩
れ
て
は
い
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち

に
女
性
が
加
わ
る
設
定
が
、
新
し
い
の
か
古
い
の
か
は
に
わ
か
に
判
断
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

で

き
な
い
が
、
東
日
本
で
は
「
五
郎
の
姫
宮
」
が
登
場
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
注

意
す
る
と
、
女
子
の
登
場
は
こ
の
祭
文
が
古
く
か
ら
持
っ
て
い
た
要
素
で
あ
る
可
能

性
も
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
登
場
人
物
の
数
と
性
別
と
に
着
目
し
て
、
互
い
に
通
底
す

る
も
の
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　

こ
う
し
た
神
楽
祭
文
に
関
し
て
も
う
一
つ
重
要
な
視
点
と
な
る
の
は
、
祭
儀
、
芸

能
の
上
演
の
時
空
に
お
け
る
位
置
で
あ
る
。
池
川
神
楽
で
は
「
王
神
立
神
儀
」
は
「
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

神
楽
」
と
さ
れ
、
一
つ
の
演
目
と
見
な
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
い
ざ
な
ぎ

流
の

「
大
土
宮
神
本
地
」
は
天
の
神
祭
祀
で
唱
え
ら
れ
る
と
い
い
、
「
大
将
軍
の
本
地
」

と
と
も
に
中
心
的
な
祭
文
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
祭
文
は
い
ざ
な
ぎ
流
七
通
り
の
祭
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
一
つ
で
も
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
四
国
山
間
部
の
「
五
龍
王
祭
文
」
は
、
重
要
視

さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
現
在
の
神
楽
や
祭
儀
の
な
か
で
は
ど
こ
か
し
ら
落
ち
着
か
な

い
位
置
付
け
と
い
っ
た
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
本
川
の
永
禄
四
年
の
年
記
を
持
つ
祭
文
は
現
行
の
神
楽
の
な
か
で
は
演

じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
ざ

な
ぎ
流
の
よ
う
に
特
殊
な
祭
儀
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
祭
儀
自
体
が

衰
退
、
消
滅
し
た
た
め
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
現
在
の
本
川

神
楽
の
上
演
体
系
と
は
異
な
る
神
楽
執
行
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
池
川
神
楽
の
そ
れ
が
、
「
後
神
楽
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は

そ
う
し
た
位
置
づ
け
の
変
動
の
過
程
に
あ
る
も
の
と
も
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
陰
陽
五

行
の
思
想
を
演
劇
的
に
説
く
「
五
龍
王
祭
文
」
の
位
置
が
、
現
行
の
神
楽
や
祭
儀
の

な
か
で
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
不
安
定
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
こ

の
祭
文
の
意
味
が
伝
承
の
過
程
で
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
は
、
現
行
の
本
川
神
楽
と
新
た
に
見
出
さ
れ
た
本
川
の
中
世
に
遡
る
祭

文
群
と
は
芸
能
の
上
で
は
不
連
続
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
内
容
面
か
ら
も
古

く
、
中
世
に
遡
る
祭
文
で
あ
り
な
が
ら
ー
そ
の
時
点
で
芸
能
が
伴
っ
て
い
た
可
能
性

は
否
定
し
き
れ
な
い
が
ー
、
本
川
の
「
五
龍
王
祭
文
」
で
あ
る
永
禄
四
年
の
土
公
系

祭
文
は
孤
立
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
中
国
地
方
で
は
五
行
思
想
の
芸
能
化
で
あ
る

こ
の
種
の
祭
文
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
故
に
そ
れ
だ
け
変
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

神
楽
と
そ
の
神
楽
が
必
要
と
さ
れ
る
集
団
や
地
域
に
お
い
て
枢
要
な
位
置
を
占
め
る
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（
3
0
）

場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
現
行
の
本
川
神
楽
は
、
単
純
に
そ
の
ま
ま
の

芸

態
で
中
世
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く

と
も
神
楽
に
携
わ
る
太
夫
た
ち
の
系
譜
や
神
楽
に
用
い
ら
れ
る
面
な
ど
の
性
質
の
異

な
る
芸
能
の
構
成
要
素
の
時
代
性
を
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ

れ
る
。

お
わ
り
に
ー
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

　
神
楽
に
携
わ
る
太
夫
た
ち
の
知
識
の
宗
教
性
を
自
明
の
も
の
と
は
し
な
い
立
場
か

ら
、
改
め
て
そ
の
伝
承
と
祭
儀
の
一
部
に
つ
い
て
本
稿
で
は
検
討
を
加
え
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
か
な
り
多
様
な
知
識
を
太
夫
た
ち
は
持
ち
伝
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
だ
け

で
も
宗
教
的
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
民
俗
信
仰
の
核
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
神
楽
に
ま
つ
わ
る
祭
文
に
つ
い
て
は
そ
の
登
場
人
物
の
造

型
が

「
五
龍
王
祭
文
」
系
統
の
中
で
も
独
特
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
祭
儀
に

お

け
る
位
置
付
け
が
不
安
定
な
傾
向
を
み
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と

は
現
在
の
本
川
神
楽
と
中
世
年
号
を
持
つ
祭
文
と
の
関
係
を
再
検
討
す
る
こ
と
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上

の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
の
調
査
研
究
の
方
向
も
示
し
て
お
き
た
い
。

第
一
の
課
題
と
し
て
、
四
国
山
地
の
神
楽
群
の
特
徴
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
担
い
手

が
保
持

し
て
き
た
芸
能
以
外
の
要
素
ー
呪
法
や
死
者
祭
祀
、
調
査
が
及
ば
な
か
っ
た

が
病
人
祈
祷
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
ー
に
よ
り
一
層
、
注
目
す
る
こ
と
が
今
後
は
求

め

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
知
識
や
技
法
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
り
、
ど

う
い
っ
た
集
積
の
過
程
を
経
た
の
か
は
民
俗
的
な
宗
教
者
と
し
て
の
舞
太
夫
を
と
ら

え
る
場
合
に
不
可
欠
の
視
点
で
あ
る
。
ま
た
芸
能
そ
の
も
の
の
系
譜
論
的
考
察
は
、

芸

態
と
神
楽
の
構
成
、
上
演
空
間
と
い
っ
た
非
文
献
的
な
要
素
の
厳
密
な
比
較
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
地
域
や
伝
来
事
情
が
重
な
っ
た
り
、
近
接
し
て

い
て

も
、
史
料
自
体
は
、
ま
た
別
の
水
準
で
の
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い

だ

ろ
う
か
。
本
川
神
楽
の
場
合
、
か
つ
て
注
意
さ
れ
た
日
向
か
ら
の
伝
来
と
い
う
伝

承
は
、
再
度
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
二
の
課
題

で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
中
世
に
遡
る
祭
文
と
一
八
世
紀
半
ば
に
お
け
る
『
寺

川
郷
談
』
に
記
さ
れ
た
「
両
部
道
の
太
夫
」
の
神
楽
と
は
連
続
す
る
の
か
、
あ
る
い

は
不
連
続
な
の
か
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
そ
の
原
因
の
追
求
に
ま
で
伸
び
て
い
く
べ
き

も
の
と
考
え
る
。

　
さ
ら
に
、
本
稿
で
考
察
し
た
本
川
神
楽
に
お
け
る
呪
法
と
系
譜
の
問
題
は
大
き
く

は
以
下
の
三
点
に
関
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
相
互
に
つ
な
が
り
あ
っ

て

い

る
が
、
研
究
上
の
見
通
し
で
も
あ
る
の
で
最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一

に
、
名
高
い
い
ざ
な
ぎ
流
を
四
国
地
方
の
民
俗
総
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
い
ざ
な
ぎ
流
を
突
出
し
た
特
異
な
宗
教
現
象
と
し

て

と
ら
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
周
辺
地
域
の
類
似
の
民
間
祭
祀
と
の
比
較
検
討
が
今

後
は
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
は
陰
陽
道
の
展
開
と
民
俗
と
の
関
わ

り
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
視
点
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
本
稿
で
は
四
国

の

神
楽
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
た
が
、
今
後
は
東
北
地
方
の
山
伏
神
楽
と
比
較
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
列
島
内
の
い
わ
ゆ
る
神
楽
の
比
較
研
究
を
詳
細
に
進
め
て
い
く

一
端
を
担
え
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
も
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
的
芸
能
者
（
も
し
く

は
芸
能
的
宗
教
者
）
の
民
俗
的
な
存
在
様
式
に
お
け
る
類
似
と
差
異
と
を
考
え
た
上

で
、
地
域
を
静
態
的
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
動
態
的
な
地
域
伝
承
文
化
形
成
の
担

い
手
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
中
世
末
か
ら
近
世

初
頭

に
お
け
る
祭
文
に
見
ら
れ
る
宗
教
文
芸
的
世
界
の
解
明
も
意
識
し
て
い
く
べ
き

だ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
民
俗
的
な
宗
教
現
象
の
把
握
に
歴
史
的
な
観
点
が
必
要
な
の

に
加
え
て
、
文
学
的
な
視
点
を
も
加
え
て
、
民
俗
信
仰
の
形
成
と
展
開
を
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
宗
教
者
の
内
的
な
世
界
、

あ
る
い
は
宇
宙
観
の
把
握
は
祭
祀
や
祭
具
と
口
頭
で
の
説
話
、
解
釈
に
加
え
て
祭
文

な
ど
に
表
出
、
結
晶
す
る
抽
象
度
の
高
い
宗
教
思
想
と
の
関
わ
り
を
考
慮
す
る
こ
と

で

よ
り
明
確
な
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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小池淳［本川神楽の呪法と系譜］

註（
1
）
　
拙
稿
「
神
楽
に
お
け
る
神
と
人
」
（
拙
著
『
伝
承
歳
時
記
』
、
二
〇
〇
六
、
飯
塚
書
店
、

　
　
一
七
四
ー
一
八
五
頁
。
）
、
一
七
四
ー
一
七
五
頁
、
参
照
。

（
2
）
　
も
ち
ろ
ん
民
俗
学
も
し
く
は
民
俗
芸
能
研
究
上
の
術
語
の
問
題
と
民
俗
語
彙
と
し
て
の
地
域

　
　
的
な
呼
称
と
の
混
乱
、
も
し
く
は
意
識
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
い
交
流
を
想
定
す
る
こ
と
は
可

　
　
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
問
題
は
根
本
的
に
は
到
底
解
決
し
な
い
よ
う
に
思

　
　
わ
れ
る
。

（
3
）
　
な
お
、
本
稿
で
報
告
す
る
舞
太
夫
に
関
す
る
伝
承
は
特
に
注
記
し
な
い
限
り
、
本
川
神
楽
の

　
　
座
長

を
長
年
に
わ
た
っ
て
務
め
た
S
氏
（
大
正
五
年
生
ま
れ
）
か
ら
の
筆
者
の
聞
き
書
き
に
基

　
　
づ
く
。

（
4
）
　
吉
村
淑
甫
「
本
川
神
楽
」
（
『
土
佐
の
神
ご
と
』
、
一
九
八
九
、
一
二
一
ー
一
四
一
頁
、
高
知
市

　
　
民
図
書
館
）

（
5
）
　
高
木
啓
夫
『
本
川
神
楽
』
、
一
九
九
八
、
一
四
ー
三
六
頁
、
本
川
村
教
育
委
員
会
）

（
6
）
　
引
用
は
田
村
安
興
監
修
、
森
本
香
代
翻
刻
・
校
注
『
寺
川
郷
談
』
（
二
〇
〇
二
、
本
川
村
）
、

　
　
一
〇
七
ー
一
一
〇
頁
に
よ
っ
た
。

（
7
）
　
引
用
は
廣
田
孝
一
「
物
語
寺
川
郷
談
（
抄
と
（
廣
田
孝
一
遺
稿
集
編
集
委
員
会
編
『
廣
田
孝

　
　
一
遺
稿
集
』
、
一
九
六
八
、
自
刊
、
一
〇
三
ー
二
四
〇
頁
。
）
、
二
二
五
ー
二
二
七
頁
に
よ
っ
た
。

（
8
）
　
以
下
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
高
木
啓
夫
「
本
川
神
楽
研
究
小
史
ー
あ
と
が
き
に
か
え
て
ー
」

　
　
（
同
『
本
川
神
楽
』
、
一
九
九
八
、
本
川
村
教
育
委
員
会
、
五
四
ー
五
五
頁
。
）
に
よ
る
。

（
9
）
　
高
木
啓
夫
編
著
『
本
川
村
史
（
第
三
巻
）
神
楽
・
信
仰
資
料
編
』
（
一
九
九
五
、
本
川
村
）
。

（
1
0
）
　
い
ざ
な
ぎ
流
に
関
す
る
調
査
研
究
は
数
多
い
。
こ
こ
で
は
主
要
な
も
の
と
し
て
小
松
和
彦
『
逓

　
　
霊
信
仰
論
』
（
一
九
八
二
、
の
ち
に
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四
）
、
高
木
啓
夫
『
い
ざ
な
ぎ

　
　
流
御
祈
祷
の
研
究
』
（
一
九
九
六
、
高
知
県
文
化
財
団
）
、
斎
藤
英
喜
『
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
と

　
　
儀

礼
』
（
二
〇
〇
二
、
法
蔵
館
）
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
に
研
究
視
角
が
鮮
明
に
異
な
る
論
著
を
挙

　
　
げ
て
お
く
。
な
お
、
筆
者
も
斎
藤
著
書
の
書
評
の
か
た
ち
で
い
ざ
な
ぎ
流
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

　
　
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
書
評
斎
藤
英
喜
著
『
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
と
儀

　
　
礼
』
」
（
『
宗
教
研
究
』
三
四
四
号
、
二
〇
〇
五
、
日
本
宗
教
学
会
、
一
九
七
ー
二
〇
三
頁
。
）

（
1
1
）
註
（
3
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
以
下
の
伝
承
は
舞
太
夫
の
最
長
老
で
あ
っ
た
S
氏
か
ら
の
聞

　
　
き
と
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
同
氏
は
祖
父
や
神
楽
の
先
輩
た
ち
か
ら
聞
い
た
と
い
う
。

（
1
2
）
　
「
天
竺
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
小
松
和
彦
「
天
竺
観
の
変
容
ー
お
伽
草
子
か
ら
い
ざ
な
ぎ

　
　
流
祭
文
ヘ
ー
」
（
同
編
『
日
本
人
の
異
界
観
』
、
二
〇
〇
六
、
せ
り
か
書
房
、
一
〇
六
ー
二
二
八

　
　
頁
。
）
を
参
照
。

（
1
3
）
　
S
氏
が
五
、
⊥
ハ
歳
の
時
に
祖
父
か
ら
聞
い
た
と
い
う
。
祖
父
は
「
生
き
暦
」
と
呼
ば
れ
た
人

　
　
で
あ
っ
た
。

（
1
4
）
　
前
掲
註
（
6
）
、
七
一
頁
に
サ
ス
カ
ミ
（
指
神
）
、
ク
マ
ウ
シ
（
九
魔
王
神
、
熊
玉
神
）
の

　
　
日
は
結
納
を
行
う
こ
と
を
避
け
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
廣
田
孝
一
は
ク
マ
オ
ウ
ジ
の

　
　
信
仰
は
四
国
が
中
心
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
註
（
7
）
、
二
一
〇
頁
）
が
、
根
拠
は
不

　
　
明
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
拙
稿
「
暦
注
の
昔
話
ー
「
仁
王
と
賀
王
」
と
土
用
の
由
来
ー
」
（
『
ロ
承
文
藝
研
究
』
二
三
号
、

　
　
二
〇
〇
〇
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
、
九
八
ー
一
＝
頁
。
）
を
参
照
。

（1
6
）
　
宮
家
準
「
修
験
道
の
ト
占
」
『
修
験
道
儀
礼
の
研
究
（
増
補
決
定
版
）
』
（
】
九
九
九
、
春
秋
社
、

　
　
二
七
八
ー
三
＝
二
頁
）
で
は
岡
山
の
五
流
尊
滝
院
伝
来
の
『
相
伝
秘
密
書
』
に
「
六
算
之
大
事
」

　
　
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
、
ロ
ク
サ
ン
は
土
公
神
（
ど
こ
う
じ
ん
、
ど
っ
く
さ
ん
、
な
ど
と
も
）

　
　
の
説
音
で
あ
り
、
か
ま
ど
神
の
信
仰
を
修
験
者
が
持
ち
込
ん
だ
も
の
と
す
る
（
二
八
七
頁
）
。

　
　
ロ
ク
サ
ン
の
数
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
九
星
の
真
ん
中
の
数
字
を
四
に
し
、
上
下
を
入
れ
替

　
　
え
た
も
の
と
し
、
九
星
の
運
行
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
こ
ろ
に
病
気
の
原
因
を
求
め
る
の
だ

　
　
と
す
る
。
そ
し
て
方
位
の
神
で
あ
る
土
公
神
が
身
体
の
あ
る
場
所
に
葱
依
し
て
病
気
が
起
き
る
、

　
　
と
い
う
解
釈
が
想
定
さ
れ
る
と
い
う
。
退
依
し
て
い
る
箇
所
に
灸
を
す
え
る
こ
と
で
、
そ
れ

　
　
を
お
と
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
（
二
九
八
－
九
頁
）
。

（
1
7
）
　
内
容
が
確
認
で
き
た
も
の
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
新
潟
県
中
頸
城
郡
新
居
町
で
は
病

　
　
人
の
年
齢
を
九
で
割
る
と
い
い
、
「
五
王
あ
る
中
な
る
王
に
釣
こ
ま
れ
病
は
と
く
に
逃
げ
去
り

　
　
に
け
り
」
と
い
う
歌
を
唱
え
る
（
長
嶺
文
省
「
六
三
除
け
の
話
」
『
民
俗
学
』
二
巻
七
号
、

　
　
一
九
三
〇
、
四
三
頁
）
。
長
野
県
諏
訪
湖
畔
地
方
の
ま
じ
な
い
と
し
て
は
「
ろ
く
さ
ん
の
時
は

　

其
の
人
の
年
の
数
だ
け
小
僧
を
画
い
て
痛
む
庭
へ
灸
を
三
火
づ
・
す
ゑ
て
川
へ
流
せ
ば
よ

　
　
い
。
」
と
報
告
さ
れ
て
お
り
（
有
賀
恭
一
「
ま
じ
な
い
・
祈
願
集
覧
」
『
旅
と
伝
説
』
七
年
三
号
、

　
　
一
九
三
四
、
五
〇
頁
）
、
同
じ
長
野
県
の
北
安
曇
郡
で
も
「
○
ろ
く
さ
ん
の
時
に
は
線
香
三
本

　

を
辻
へ
立
て
・
振
向
か
な
い
で
帰
つ
て
来
る
。
／
○
ろ
く
さ
ん
の
時
に
は
妙
豆
を
ろ
く
さ
ん

　
　
の
神
様
に
進
ぜ
る
と
治
る
。
」
（
信
濃
教
育
会
北
安
曇
部
会
編
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
第
四
輯
』
、

　
　
一
九
三
二
、
同
会
刊
、
一
九
二
頁
）
と
さ
れ
て
い
た
。
同
県
埴
科
郡
戸
倉
村
柏
岩
寺
の
境
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

入
り
口
の
両
側
に
は
六
三
石
が
あ
る
。
「
南
の
方
が
男
石
で
、
北
の
方
が
女
石
。
六
三
に
あ
た

　
　
つ
て
患
ふ
人
は
、
男
な
ら
ば
女
石
か
ら
先
に
女
な
ら
ば
男
石
か
ら
先
に
、
御
茶
を
三
度
づ
・

　

あ
げ
る
。
中
に
は
米
を
あ
げ
る
者
も
あ
る
。
」
（
野
中
太
氣
彦
「
埴
科
の
「
石
」
を
拾
ふ
」
『
郷

　

土

石
特
輯
号
』
、
一
九
三
二
、
二
六
九
頁
）
と
い
う
。

　
　

群

馬
県
佐
波
郡
玉
村
町
で
は
「
六
三
除
け
に
は
、
七
色
菓
子
を
二
十
六
夜
様
に
あ
げ
る
。

　

流

し
の
下
に
お
線
香
を
立
て
て
行
う
。
線
香
を
年
の
数
だ
け
あ
げ
る
。
三
本
辻
に
行
っ
て
線

　

香
を
立
て
る
。
」
（
『
玉
村
町
誌
（
通
史
編
下
巻
二
）
』
、
一
九
九
五
、
玉
村
町
、
一
一
七
一
頁
）

　

と
さ
れ
て
お
り
、
埼
玉
県
戸
田
市
で
は
六
三
さ
ま
は
人
間
の
身
体
に
ぶ
っ
つ
い
て
い
る
が
、

　

毎
年
く
っ
つ
く
場
所
を
変
え
、
そ
の
場
所
が
病
気
に
な
り
や
す
い
（
京
馬
伸
子
「
埼
玉
県
の

　

俗
信
・
と
な
え
ご
と
」
（
『
西
郊
民
俗
』
一
〇
八
、
一
九
八
四
、
一
四
－
一
五
頁
。
）
と
し
て
い
た
。
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地
域
の

宗
教
者
が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
埼
玉
県
の
戸
田
市
の
観
音
寺
で
六
三

よ
け
を
し
て
い
た
し
、
同
県
蕨
市
の
御
嶽
さ
ん
（
行
者
の
こ
と
か
）
も
行
っ
た
と
い
う
（
前
掲
、

京
馬
報
告
）
。
福
島
県
田
村
郡
瀧
根
村
で
は
「
六
三
祭
り
」
と
い
っ
て
、
「
人
に
は
各
年
齢
に

応

じ
て
一
定
の
部
分
に
病
気
が
来
る
も
の
と
し
、
例
へ
ば
肩
と
か
腰
が
痛
め
ば
年
は
幾
つ
だ

か

ら
六
三
に
当
つ
て
い
る
と
な
し
、
法
印
様
に
六
三
祭
り
の
祈
祷
を
し
て
貰
ふ
。
」
（
蒲
生
明

「治
病
の
種
々
相
」
『
民
間
伝
承
』
七
巻
一
号
、
一
九
四
一
、
二
頁
）
も
の
で
あ
っ
た
し
、
山
形

県
鶴
岡
市
八
久
和
で
は
「
ロ
ク
サ
ン
サ
マ
ハ
ラ
ヒ
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
「
妊
婦
が
も
う
少

し
で
お
産
す
る
と
い
う
時
、
六
三
様
を
拝
ん
で
も
ら
う
と
産
が
軽
い
と
い
つ
て
ミ
コ
に
い
く
」

（庄
内
民
俗
学
会
編
『
八
久
和
の
民
俗
』
、
］
九
五
三
、
七
三
頁
）
ま
た
「
こ
の
村
の
高
安
大

明
神
は
安
産
の
神
様
で
、
村
の
人
は
昔
か
ら
お
産
で
難
儀
す
る
者
は
な
い
と
い
つ
て
い
る
し
、

産
前
も
殆
ど
休
ま
ず
、
出
産
間
際
ま
で
働
く
の
が
常
で
あ
る
。
生
れ
る
日
は
巫
女
に
き
い
て
、

ロ

ク
サ
ン
マ
ツ
リ
と
い
う
も
の
を
や
り
、
巫
女
の
御
祈
祷
し
た
赤
や
青
紙
の
ボ
ン
デ
ン
を
産

室

に
ま
つ
っ
て
お
く
。
」
（
一
〇
〇
頁
）
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
六
三
の
知
識
は
現
在
で
は
高
島
暦
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
書
載

の

知
識
と
の
相
互
交
渉
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
高
知
県
神
社
庁
が
発
行
し
て
い
る
暦

に
も
「
六
三
の
星
を
知
る
法
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
（
平
成
一
七
年
版
、

三

五
頁
）
。

　
　
究
』
六
号
、
二
〇
〇
〇
、
二
四
ー
六
四
頁
。
）

（
2
2
）
　
前
掲
註
（
9
）
の
『
本
川
村
史
（
第
三
巻
ご
参
照
。

（
2
3
）
　
こ
の
系
統
の
祭
文
に
つ
い
て
は
中
国
地
方
の
神
楽
に
ま
つ
わ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
を
中

　
　
心
に
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
石
塚
尊
俊
「
五
行
神
楽
の
分
布
と
源
流
－
次
第
・
比
較
・

　
　
出
拠
ー
」
（
同
『
里
神
楽
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』
、
二
〇
〇
五
、
岩
田
書
院
、
一
七
一
－

　
　
一
八
七
頁
。
）
、
岩
田
勝
「
五
龍
王
か
ら
五
人
の
王
子
へ
」
（
同
『
神
楽
源
流
考
』
、
一
九
八
三
、

　
　
岩
田
書
院
、
九
六
ー
一
六
五
頁
。
）
等
を
参
照
。
な
お
前
掲
註
（
1
5
）
の
拙
稿
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
4
）
　
引
用
は
前
掲
註
（
9
）
の
『
本
川
村
史
（
第
三
巻
ご
、
四
八
四
ー
四
八
六
頁
に
よ
っ
た
。

（
2
5
）
　
引
用
は
西
川
安
穂
校
注
『
池
川
の
神
楽
』
（
一
九
七
〇
）
に
よ
っ
た
。

（
2
6
）
　
引
用
は
斎
藤
英
喜
・
梅
野
光
興
編
『
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
帳
』
、
（
一
九
九
七
、
高
知
県
立
歴

　
　
史
民
俗
資
料
館
、
二
〇
ー
二
一
頁
に
よ
る
。

（
2
7
）
　
山
本
ひ
ろ
子
「
五
郎
の
姫
宮
」
（
同
『
大
荒
神
類
』
、
一
九
九
三
、
岩
波
書
店
、
一
七
三
ー

　
　
二
一
六
頁
）
、
参
照
。

（
2
8
）
　
高
木
啓
夫
「
民
俗
芸
能
」
（
『
高
知
県
史
（
民
俗
編
）
』
、
一
九
七
八
、
四
〇
〇
ー
五
六
二
頁
）
、

　
　
四
四
五
頁
。

（2
9
）
　
前
掲
註
（
2
6
）
、
＝
二
頁
。

（3
0
）
　
前
掲
註
（
2
3
）
を
参
照
。

病
気
が
長
び
き
、
医
薬
も
案
外
効
目
が
な
い
よ
う
な
時
に
は
「
六
三
」
に
羅
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
そ
の
調
べ
方
は
病
人
の
数
え
年
を
九
で
除
し
、
そ
の
残
数
（
割
り
切
れ

た
ら
九
と
す
る
）
を
次
の
表
で
調
べ
そ
の
箇
所
が
病
気
の
箇
所
と
一
致
し
て
い
た
ら

「
六

三
」
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
除
に
は
古
来
禁
厭
が
伝
わ
っ
て
い
る

の

で
、
最
寄
り
神
職
に
依
頼
す
れ
ば
よ
い
。

九

1
1
頭
、
五
・
七
1
1
肩
、
四
1
1
腹

二
・
六
H
脇
、
八
1
1
股
、
一
・
三
1
1
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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
）

（
1
8
）
　
小
松
和
彦
「
死
を
め
ぐ
る
想
像
カ
ー
物
部
村
の
葬
送
儀
礼
を
手
が
か
り
に
ー
」
（
『
国
立
歴

　
　
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
六
八
集
、
一
九
九
六
、
一
一
五
ー
一
三
三
頁
）
、
松
尾
恒
一
「
死

　
　
霊
・
祖
霊
を
め
ぐ
る
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
」
（
福
田
晃
古
希
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
伝

　
　
承
文
化
の
展
望
』
、
二
〇
〇
三
、
三
弥
井
書
店
、
二
八
ー
四
八
頁
）
、
同
「
物
部
の
葬
送
習
俗
と
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Incantations　in　Hongawa　Kagura　and　its　History

KoIKE　Jun’ichi

　　　The　general　subject　of　this　study　is　the　physical　body　of　religious　believers　and　society　within　the　context　of

the　tradition　of　Hongawa－Kagura　passed　down　in　the　mountainous　region　of　Kochi　Prefbcture．　It　makes　a　detailed

study　of　the㎞owledge　passed　down　to　perfbrmers　of　Hongawa－Kagura，　who　are　called“tayu．”Acompara6ve

study　is　also　made　with　religious　texts　used　in　a　similar　fbrm　of　kagura　from　a　neighboring　area．　By　inves6gating

these　elements，　the　author　aims　to　re－examine　the　religious　characte亘stics　of　folk　performing　arts．

　　　Hongawa－Kagura　is　not　merely　a　performξmce．　It　is　believed　that　through　their㎞owledge　of“hou”and“shild，”

the　tayu　who　perfbrm　this　kagura　are　able　to　draw　on　some　form　of　incantaUon．　Tayu　also　possess　a　high　level

of㎞owledge　concerning　the　calendar　and　events，ξmd　were　also　involved　in亘tuals　for　the　dead．　They　played　an

integral　role　in　the　formation　of　folk　beliefs　and　practices　that　extended　beyond　merely　giving　performances　at

掩stivals．

　　　Some　of　the　texts　passed　down　by　these　tayu　date　as血r　back　as　the　Middle　Ages，　and　even　those　that　don’t

have　been　produced　based　on　medieval　ideas．　The　tale　generally㎞o㎜as“Goryuou－Saimon，”in　which五ve　pHnc－

es　rule　the　cosmos　in　different　times，　still　exists　throughout　western　Japan　and　has　been　passed　on　to　kagura　per－

fbrmed　in　the　mountain　regions　of　Shikoku．　This　suggests　that　kagura　was　fbrmed　over　a　wide　area皿derpinned

by　a　sophis6cated㎞owledge　of　religion．　However，　this　aspect　is　not　found　consisten廿y　in　dtu泣s　perfbrmed　today

　　　It　should　l）e　possible　to　determine　the　special　characteristics　of　Hongawa－kagura　by　continuing　with　this　sort

of　study　An　ex㎜ination　of　the　history　of　this　performing　art　also　requires　awareness　of　the　dif飴rences　between

the　texts　and　presen仁day　performances．　It　is　also　necessary　to　compare　perfOrmances　referred　to　as　kagura　in

Shikoku　and　throughout　the　Japanese　archipelago　with　the　traditions　of　the　people　involved　in　such　perform－

ances．
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