
若
狭
の

一
つ
物

王
の

舞
と
の
関
連
に
触
れ
て

橋
　
本
　
裕
　
之

　
　
　
　
　
（
1
）

の
と
考
え
ら
れ
る
。

一、

は
じ
め
に

二
、
　
一
つ
物
の
輪
郭

三
、
　
一
つ
物
の
研
究
史

四
、
一
つ
物
の
諸
相

五
、
若
狭
の
一
つ
物

六
、
一
つ
物
と
王
の
舞

七
、
結
び
に
か
え
て

祭
礼
に
奉
仕
す

る
、
特
別
の
童
児
を
い
う
。
馬
上
で
出
る
の
が
各
地
共
通
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
、
名
の
如
く
一
人
だ
け
、
扮
装
に
も
特
別
な
風
俗
が
見
ら
れ
る
。

一、はじめに

一
、

は

じ
め
に

　
各
地
で
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
神
事
の
な
か
に
は
、
一
っ
物
と
呼
ば
れ

る
童
児
の
登
場
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
は
試
み
に
、
定
義
の
例
を
二
、
三
紹

介
し
て
お
こ
う
。

　
　

祭
礼
に

出
る
特
別
な
扮
装
の
童
子
で
、
お
そ
ら
く
神
霊
の
愚
坐
か
ら
発
展
し
た
も

　
　

ひ

と
（
人
・
先
天
魂
の
一
つ
な
る
ピ
ー
血
液
浄
化
作
用
1
を
持
つ
者
）
と
関

　

連
が

あ
り
、
神
に
選
ば
れ
た
者
の
義
。
ヒ
ト
ツ
火
・
ヒ
ト
ツ
松
の
信
仰
も
こ
の
意
味

　

か

ら
生
れ
た
。
祭
り
の
行
列
に
加
わ
る
、
依
坐
の
童
児
を
、
面
ざ
し
の
か
く
れ
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　

で
、
目
深
く
笠
・
布
な
ど
を
か
ぶ
ら
せ
ら
れ
、
御
一
物
（
オ
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
）
と
呼
ぶ
。

　
い

く
ら
か
色
合
い
が
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
定
義
に

は
、
さ
ほ
ど
ち
が
い
は
見
出
せ
な
い
。
こ
う
し
た
一
つ
物
の
う
ち
、
よ
く
知
ら

れ
て

い

る
事
例
と
し
て
は
、
和
歌
山
県
新
宮
市
の
熊
野
速
玉
神
社
で
行
な
わ
れ

る
御
船
祭
に
出
る
一
っ
物
人
形
や
、
同
じ
く
和
歌
山
県
の
那
賀
郡
粉
河
町
に
あ

る
粉
河
寺
の
鎮
守
丹
生
神
社
の
六
月
会
（
粉
河
祭
）
、
兵
庫
県
高
砂
市
曽
根
の

天
満
宮
の
祭
礼
な
ど
に
登
場
す
る
一
つ
物
あ
た
り
が
す
ぐ
さ
ま
思
い
出
さ
れ
る
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若狭の一つ物

が
、
じ
っ
は
そ
れ
以
外
に
も
類
例
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
若
狭
地
方

も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
と
く
に
一
つ
物
と
は
称
し
て
い
な
く
て
も
、

ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
ま
で
含
め
る
と
、
若
狭
に
も
い
く
つ
か

の

事
例
を

確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
若
狭
に
お
け
る
一
つ
物
は
、
こ
の
一
帯
に
多
く
残
る
王
の
舞
や
獅

子
舞
な
ど
と
と
も
に
京
都
や
奈
良
か
ら
伝
播
し
た
と
見
え
て
、
と
り
わ
け
王
の

舞
の
民
俗
的
変
容
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
若
狭
に
お
け
る
一
つ
物
の
あ
り
か
た
に
注
目
し
て
、
一
つ
物
の
み
な

ら
ず
、
王
の
舞
を
変
形
す
る
民
俗
的
想
像
力
の
質
の
一
端
を
確
か
め
る
作
業
に

赴
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
一
つ
物
の
輪
郭
を
あ
る
程
度
ま
で
明
確
に

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
詳
し
く
は
後
述
に
譲
り
た
い
が
、
一
つ
物
の
史
的
側
面
に
つ
い
て

は
、
永
島
福
太
郎
が
宇
治
離
宮
明
神
祭
や
春
日
若
宮
お
ん
祭
と
の
関
連
で
論
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
お
り
、
一
つ
物
を
め
ぐ
る
現
在
の
研
究
水
準
を
示
し
て
い
る
。
あ
わ
せ

て
、
各
地
へ
の
伝
播
を
示
す
事
例
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
紹
介
し
て
い
る
の

で
参
考
に
な
る
。
一
つ
物
の
成
立
と
展
開
を
見
通
す
氏
の
論
考
に
新
た
に
付
け

加

え
る
べ
き
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
と
も
思
わ
れ
た
が
、
若
干
の

疑
義

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
若
狭
に
伝
播
し
た
一
つ
物
が
民
俗
社
会

に
受
容

さ
れ
た
さ
い
に
、
同
じ
よ
う
に
伝
播
し
た
王
の
舞
に
与
え
た
影
響
に

も
、
ほ
か
の
地
域
に
は
な
い
特
色
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の

論
考
も
、
一
つ
物
の
研
究
に
と
っ
て
何
か
し
ら
益
す
る
と
こ
ろ
は
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
王
の
舞
の
民
俗
的
変
容
の
一
例
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、

当
面
の
目
的
は
満
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

二
、
　
一
つ
物
の
輪
郭

　
一
つ
物
の
輪
郭
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
描
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
類
例
の

ど
こ
ま
で
を
一
つ
物
の
範
疇
に
含
め
る
か
と
い
っ
た
厄
介
な
問
題
も
あ
っ
て
、

決

し
て
容
易
で
は
な
い
。
本
稿
が
そ
の
任
を
果
た
せ
る
と
は
到
底
思
わ
な
い

が
、
さ
し
あ
た
り
現
在
入
手
で
き
る
情
報
を
手
が
か
り
に
し
て
、
一
つ
物
に
対

す
る
大
方
の
理
解
を
促
し
た
い
。
な
お
、
意
見
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と

予
想

さ
れ
る
一
つ
物
の
範
疇
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
比
較
的
緩
や
か
に
設
定

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
つ
物
の
史
的
側
面
に
つ

い
て

は
、
永
島
福
太
郎
の
論
考
が
あ
る
程
度
な
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ

で

あ
る
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
再
説
を
避
け
、
要
点
の
み
を
紹
介
し
て
お

（
5
）

く
。　

一
つ
物
の
文
献
上
の
初
出
は
、
『
中
右
記
』
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
五
月

八

日
の
条
で
あ
り
、
宇
治
離
宮
祭
に
お
け
る
渡
御
の
さ
い
に
、
巫
女
・
田
楽
・

雑
芸

な
ど
と
と
も
に
登
場
し
て
い
る
。
な
お
、
『
平
家
物
語
』
巻
一
の
願
立
の

章
に
は
、
年
代
的
に
は
そ
れ
に
先
立
つ
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
三
月
の
こ
と
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二、一つ物の輪郭

と
し
て
「
百
番
の
芝
田
楽
・
百
番
の
ひ
と
つ
も
の
、
競
馬
・
流
鏑
馬
．
相
撲
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

のく
百
番
、
百
座
の
仁
王
講
…
…
」
な
る
一
節
が
見
え
る
が
、
永
島
福
太
郎

は
こ

れ
を

平
家
物
語
の
作
者
が
往
昔
を
推
測
し
た
筆
に
な
る
と
し
て
お
り
、
信

頼
す

る
に
足
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
時

期
尚
早
で
あ
る
こ
と
と
、
本
来
な
ら
少
数
（
一
つ
）
で
あ
る
は
ず
が
百
番
と
あ

る
こ
と
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
氏
に
よ
れ
ば
、
一
つ
物
は
、
長
承
あ
る
い
は
保
延
年
間
（
一
二
二
〇
年
代
）

に
宇
治
離
宮
明
神
祭
や
春
日
若
宮
祭
で
発
祥
し
、
さ
ら
に
伝
播
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
春
日
若
宮
祭
は
宇
治
離
宮
明
神
祭
を
模
し
て
お
り
、
さ
ら
に

宇
治
離
宮
明
神
祭
は
祇
園
御
霊
会
に
倣
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
祇
園
御
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

会
に
登
場
す

る
馬
長
童
が
同
類
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
舐
園
御
霊
会
の
馬
長
童
が
、
宇
治
離
宮
明
神
祭
で
は
一
つ
物
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
（
理
由
は
不
明
）
、
さ
ら
に
宇
治
離
宮
明
神
祭
の
盛
況
に
鑑
み
て

創
始
さ
れ
た
春
日
若
宮
祭
に
流
入
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
祇
園
御

霊
会
の
馬
長
は

五
十
騎
を

超

え
る
か
ら
、
語
義
か
ら
し
て
ご
く
少
数
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
一
つ
物
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
と
は
考
え
に
く
い
。
一
つ
物
は
、
馬

長
童

と
同
類
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
少
数
で
あ
る
こ
と

に
重
大

な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
し
て
新
た
に
創
始
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
、
当
時
に
流
布
し
て
い
た
思
潮
に
ま
で
視
線
を
行
き
届
か
せ
る
な
ら

ば
、
神
仏
習
合
お
よ
び
御
子
神
信
仰
が
勃
興
し
た
結
果
、
か
た
ち
つ
く
ら
れ
た

祭
礼
（
い
わ
ゆ
る
「
お
祭
り
」
）
の
卓
抜
な
造
形
と
し
て
、
　
一
つ
物
は
発
祥
し

た
。
院
政
の
敬
神
崇
仏
な
ど
も
、
こ
れ
を
助
長
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易

に
推
察
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
一
つ
物
の
史
的
意
義
は

大
き
い
。
氏
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
仮
説
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
な

お
、
こ
の
あ
た
り
の
氏
の
見
解
を
最
も
よ
く
示
す
一
節
を
別
の
論
考
か
ら
引
用

し
て
お
く
。

　
　

ち

な
み
に
、
宇
治
離
宮
祭
の
長
承
二
年
の
「
一
つ
物
」
が
ほ
ぼ
最
初
だ
と
断
定
す

　
　
る
の
は
、
舐
園
祭
も
同
じ
こ
と
、
白
河
上
皇
に
始
ま
る
院
政
の
敬
神
崇
仏
に
よ
っ
て

　

神
事
祭
礼
が
が
ぜ
ん
盛
大
化
し
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
い
る
。
神
仏
習
合
思
想
の
発

　
　
達
、
御
子
神
（
若
宮
）
信
仰
の
勃
興
、
さ
ら
に
は
田
楽
・
散
楽
な
ど
の
民
衆
芸
能
が

　
　
発
達
し
て
祭
礼
風
流
の
主
体
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
ち
な
む
。
こ
こ
に
祭
礼
史
の
画

　
　
期
が
も
と
め
ら
れ
る
。
　
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
神
仏
混
清
（
神
仏
と
人
と
の
借
楽
）

　
　
の
祭
礼
が
創
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
お
祭
り
の
始
ま
り
と
い
え
る
。
綿
素
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
楽
の

盛
大
化
が
あ
り
民
衆
化
が
進
む
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
従
来
の
祭
礼
と
は
一
線
を
画
す
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
祭
礼
風
流

の

目
玉
と
な
っ
た
一
つ
物
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
名
称
は
、
宇
治
離
宮
明
神
祭

と
春
日
若
宮
祭
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
し
ば
ら
く
で
消
え
て
し
ま
い
、
そ
の
後

は
馬
長

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
然
な
が
ら
、
祇
園
御
霊
会
の
馬
長
に
影

響
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
で
き
よ
う
が
、
永
島
福
太
郎
が
推
測
す
る
よ
う
に
、
田

楽
の
衰
退
、
お
よ
び
そ
れ
に
代
わ
っ
て
浮
上
し
て
き
た
猿
楽
の
動
向
と
関
係
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て

い

る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
東
播
磨
一
帯
で
は
、
一
つ
物
は
神
幸
の
遇

39



若狭の一つ物

坐

と
し
て
祭
礼
風
流
の
一
環
に
加
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
や
が
て
よ
り
豪
華
で
派

手

な
神
輿
や
屋
台
が
導
入
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
に
風
流
の
花
形
の
座
を
明
け
渡

　
　
　
　
　
（
1
0
）

す
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
一
つ
物
は
神
輿
の
先
駆
、
あ
る
い
は
供
奉
の
役
割

を

担
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に

せ

よ
、
一
つ
物
の
名
称
が
あ
ま
り
長
く
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
た
め

に
、
こ
れ
ま
で
に
一
つ
物
の
実
態
に
迫
る
試
み
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た

の

で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
一
つ
物
が
当
初
か
ら
童
児
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ

い
て

さ
え
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
永
島
福
太
郎
が
指
摘
し
て
い

　
　
　
　
（
1
1
）

る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
祭
礼
に
稚
児
が
参
加
す
る
よ

う
に
な
っ
た
さ
い
に
、
一
つ
物
が
登
場
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
の
で

は

な
い
か
。
馬
長
童
も
一
つ
物
の
同
類
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
祭
礼
に

お
け

る
稚
児
の
発
祥
を
物
語
っ
て
い
る
と
見
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
春

日
若
宮
祭
で
は
、
一
つ
物
（
馬
長
児
）
は
五
騎
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
永
島
福
太
郎
は
、
こ
れ
を
若
宮
を
加
え
た
五
所
明
神
を
象
徴
し
て
い
る
と

　
　
（
1
2
）

解
釈
す

る
。
そ
の
当
否
は
措
く
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
機
能
は
、
夙
に
忘
れ

ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
物
が
神
の
表
象
で
あ
る
こ
と
よ
り
は
、
た
ん

に
神
事
や
祭
礼
に
は
清
浄

な
童
児
が
望
ま
し
い
と
い
っ
た
程
度
に
堕
し
て
い
っ

た

に
ち

が

い

な
い
。
永
島
福
太
郎
の
卓
抜
な
比
愉
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
山
鳥
の

尾

を
か
ざ
る
笠
は
ア
ン
テ
ナ
、
木
履
は
電
気
絶
縁
体
だ
し
、
御
幣
を
か
ざ
る
愚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

り
ま
し
だ
が
、
そ
の
意
味
あ
い
は
忘
れ
ら
れ
た
と
い
え
」
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
現
在
で
も
従
者
（
い
ま
で
は
こ
ち
ら
を
一
つ
物
と
呼
ん
で
い
る
）
の
持
つ

竹
笹
の
短
冊
に
「
あ
ふ
恋
」
「
見
る
恋
」
「
忍
ぶ
恋
」
と
書
き
つ
け
る
の
を
目
に

す

る
と
、
一
つ
物
を
む
し
ろ
性
的
な
対
象
、
と
く
に
同
性
愛
の
対
象
と
し
て
理

解

し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

　

春

日
若
宮
祭
に
お
け
る
一
つ
物
は
、
田
楽
と
と
も
に
、
祭
礼
に
お
け
る
風
流

の

花
形
で

あ
り
、
大
い
に
人
気
を
博
し
た
ら
し
い
。
永
島
福
太
郎
な
ど
は
、
春

日
若
宮
祭
じ
た
い
が
、
当
代
き
っ
て
の
風
流
で
あ
っ
た
一
つ
物
と
田
楽
を
披
露

す

る
場
と
し
て
創
始
さ
れ
た
、
少
な
く
と
も
そ
の
契
機
に
な
っ
た
と
ま
で
言
い

　
　
　
　
（
1
4
）

切
っ
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
氏
が
一
つ
物

の

起
源
を

単
線
的

に
宇
治
離
宮

明
神
祭
、
あ
る
い
は
春
日
若
宮
祭
に
求
め
て
い

る
の
は
、
若
干
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

　
た

し
か
に
一
つ
物
に
つ
い
て
の
史
料
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
祭
礼
に
関
す
る

も
の
が
早
い
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
直
ち
に
一
つ
物
の
起
源
を
そ
こ
に
見
出
す

の

は
、
や
や
早
計
に
過
ぎ
る
感
を
否
め
な
い
。
少
し
前
に
も
述
べ
た
し
、
氏
じ

し
ん
も
院
政
期
の
思
潮
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
、
祭
礼
に
お
け
る
稚
児

の

発
祥
と
い
っ
た
文
化
的
か
つ
社
会
的
な
現
象
を
前
提
に
し
て
、
よ
り
広
い
文

脈
の
な
か
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
黒

田
日
出
男
は
、
祭
礼
に
お
け
る
一
つ
物
が
、
神
の
愚
坐
に
ふ
さ
わ
し
い
と
観
念

さ
れ
る
子
ど
も
の
役
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
大
前
提
と
し
て
中
世
そ
の
も
の
の
特
質
が
あ
る
。
中
世
は
き
わ
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二、一つ物の輪郭

め
て

宗
教
的
な

社
会
で
あ
る
こ
と
だ
。
（
中
略
）
中
世
の
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
う
し

た
大
人
社
会
の
周
縁
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
神
仏
に
祈
る
場
や
機
会
を
大
人
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ち
と
同
様
に
も
っ
て
い
た
こ
と
に
、
注
意
し
た
い
。

　
も
っ
と
は
っ
き
り
言
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
一
つ
物
も
ま
た
、
王
の
舞
・
田

楽
・
獅
子
舞
・
細
男
・
流
鏑
馬
な
ど
の
祭
礼
芸
能
と
同
じ
文
脈
の
な
か
で
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

す

る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
よ
う
な
芸
能
構
成
を
示
す
史
料
は
、
決
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

て

多
く
な
い
が
、
二
、
三
紹
介
し
て
お
こ
う
。
舐
園
御
霊
会
や
春
日
若
宮
お
ん

祭
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
類
例
は
い
く
つ
か
確
認
で
き

る
。　

天
正
七
年

（
一
五
七
九
）
九
月
の
「
大
宮
天
神
社
神
事
次
第
」
（
『
兵
庫
県

史
』
史
料
編
中
世
2
所
収
）
は
、
播
磨
国
神
崎
東
郡
川
述
郷
大
宮
天
神
社
の
神

事
を

記
録

し
た
も
の
で
あ
り
、
壱
ツ
者
・
神
子
・
獅
子
舞
・
田
楽
踊
・
龍
音
舞

（
王
の
舞
か
）
・
流
鏑
馬
を
列
挙
す
る
。
ま
た
、
山
路
興
造
が
紹
介
し
た
「
宇
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

宮
二
荒
山
神
社
式
年
造
宮
芸
能
記
録
」
は
、
下
野
国
一
宮
と
さ
れ
た
宇
都
宮
二

荒
山
神
社
の
造
宮
に
関
し
て
、
王
の
舞
や
一
物
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
が
奉

納
さ
れ
た
消
息
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
永
享
十
一
年
（
一
四
三

九
）
の
も
の
と
思
わ
れ
る
祭
礼
行
列
の
記
事
の
な
か
に
、
王
舞
・
一
物
・
大
衆

舞
・
田
楽
・
論
舞
・
師
子
・
猿
楽
な
ど
が
見
え
る
。
ま
た
、
文
明
十
年
（
一
五

三

八
）
の
渡
物
之
次
第
に
は
御
子
・
獅
子
・
王
舞
・
一
物
な
ど
が
、
天
文
七

年

（
一
五
三

八
）
の
「
造
宮
之
日
記
」
の
部
分
で
も
渡
物
之
次
第
と
し
て
御

子
・
獅
子
・
王
舞
・
一
物
が
登
場
し
、
さ
ら
に
大
衆
舞
・
田
楽
・
論
舞
な
ど
が

演
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
当
時
の
祭
礼
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
芸
能
構
成
の
あ
り
か
た
を

知
っ
た
う
え
で
、
一
つ
物
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

宇
治
離
宮
明
神
祭
や
春
日
若
宮
祭
あ
た
り
で
、
一
っ
物
が
風
流
の
花
形
と
し
て

盛
行
の
時
期
を
迎
え
た
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
そ
の
発
祥
ま
で
も
そ
こ
に

還
元
す

る
眼
差
し
は
、
い
た
ず
ら
に
問
題
の
楼
小
化
を
促
す
結
果
を
招
き
寄
せ

て

し
ま
わ
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。
王
の
舞
が
本
来
は
舞
楽
・
伎
楽
に
由
来
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

る
外
来
系
の
芸
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
つ
物
も
ま
た
、
ど
こ
か
異
な
っ
た
と

こ
ろ
1
愚
坐
と
い
っ
た
民
俗
的
な
次
元
を
含
め
て
、
そ
の
所
在
に
つ
い
て
は

の

ち

に

検
討
す

る
ー
に
淵
源
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
祭
礼
芸
能
の
一
環
と

し
て
再
組
織
さ
れ
、
王
の
舞
や
獅
子
舞
な
ど
と
と
も
に
、
あ
る
程
度
ま
で
定
型

的

な
芸
能
構
成
を
か
た
ち
つ
く
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
ほ
う
が
、

は

る
か
に
実
情
に
近
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
論
点
は
、
す
で
に
植
木
行
宣
が
王
の
舞
に
そ
く
し
て

提
示

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
参
考
に
な
る
。
氏
は
、
王
の
舞
に
関
す
る
史

料

が
、
王
の
舞
－
田
楽
－
獅
子
舞
を
核
に
し
た
一
連
の
芸
能
構
成
が
祭
礼
の
な

か
に
定
着

し
て
か
ら
以
後
の
こ
と
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
は
見
出
せ

な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

こ
の
こ
と
は
、
王
の
舞
が
田
楽
中
心
の
祭
礼
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た
芸
能
で
あ
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若狭の一つ物

る
こ
と
を
意
味
す
る
か
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
先
縦
は
、
伎
楽
の
治
道
に
出
て
猿
田
彦

と
習
合
し
、
神
輿
渡
御
の
先
導
を
勤
め
た
鼻
長
面
を
着
け
る
も
の
に
あ
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
と
は
一
応
区
別
さ
れ
る
内
容
を
も
っ
た
た
め
に
、
王
の
舞
と
呼
ば
れ
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

つ
の
芸
能

と
し
て
新
た
に
登
場
し
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。

　
つ
ま
り
氏
は
、
王
の
舞
が
、
前
述
の
芸
能
構
成
を
内
容
と
す
る
祭
礼
に
お
い

て

独
立

し
た
芸
能
の
か
た
ち
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
消
息
は
、
王
の
舞
の
み
な
ら
ず
、
本
稿
が
扱
う
一
つ
物

に

つ
い
て

も
、
あ
る
程
度
当
て
は
ま
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
と
は
い
う
も
の
の
、
永
島
福
太
郎
が
推
測
す
る
よ
う
に
、
現
存
す
る
一
つ
物

が
京
都
や
奈
良
か
ら
伝
来
し
た
可
能
性
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
。
そ
し
て
、
こ

の

伝
播
経
路
に

つ
い
て

も
、
王
の
舞
を
は
じ
め
と
す
る
祭
礼
芸
能
の
ば
あ
い

と
、
ほ
ぼ
重
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
異
議
を
唱
え

た
い
の

は
、
あ
く
ま
で
一
つ
物
の
起
源
を
探
索
す
る
さ
い
に
、
二
、
三
の
祭
礼

の

名
称
を
挙
げ
る
こ
と
で
事
足
れ
り
と
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
宇
治
離
宮
明
神
祭
や
春
日
若
宮
祭
が

一
つ
物
の
伝
播
に
と
っ
て
、
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
祭
礼
を
包
摂
し
て
あ
る
よ
う
な
、
そ
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
起
源
を
持
っ
た
雑
多
な
祭
礼
芸
能
を
ま
と
め
あ
げ
る
よ
う
な
当
時
の

権
力
形
態
と
、
そ
れ
を
根
底
か
ら
規
定
し
て
い
た
神
学
を
視
野
に
収
め
な
い
ま

ま
で
は
、
半
分
し
か
問
題
の
本
質
に
迫
れ
な
い
。

　

じ
っ
さ
い
、
永
島
福
太
郎
の
所
説
に
沿
っ
て
み
て
も
、
一
っ
物
の
起
源
を
宇

治
離
宮
明
神
祭
や
春
日
若
宮
祭
、
さ
ら
に
は
祇
園
御
霊
会
に
求
め
る
結
論
に
は

必
ず

し
も
逢
着
し
な
い
の
で
あ
る
。
氏
じ
し
ん
も
別
の
論
考
の
な
か
で
は
、

「
断
定
は
憧
る
」
と
断
わ
っ
て
は
い
る
が
、
現
存
す
る
す
べ
て
の
一
っ
物
を
奈

良
か
ら
伝
来
し
た
と
見
な
す
よ
う
で
は
、
「
我
田
引
水
的
」
と
の
誇
り
を
免
れ
ま

（2
1
）

い
。
大
筋
に
お
い
て
は
京
都
や
奈
良
か
ら
の
伝
播
経
路
が
想
定
で
き
る
と
し
て

も
、
そ
の
実
態
は
、
必
ず
し
も
氏
が
言
う
よ
う
な
単
線
的
な
も
の
で
は
な
く
、

多
種
多
様
な
展
開
を
は
ら
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
一
っ
物
が
各
地
に
伝
播
し
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
定
着
し
て
ゆ
く
過

程

は
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
永
島
福
太
郎
も
文
献
史
料
を
駆
使
し
な
が

ら
跡
づ
け
を
試
み
て
い
る
し
、
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
は
調
査
研
究
も
少
な
く

な
い
。
そ
の
一
端
は
の
ち
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
て
、
以
下
で
は
一
つ
物
の
特

徴
を

書
き
記
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
物
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ヂ
を
喚

起
す

る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
柳
田

国
男
の
発
言
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

　
　

現
在
も
な
ほ
行
は
れ
て
居
る
祭
の
一
つ
物
は
、
我
々
の
知
つ
て
居
る
だ
け
で
も
、

　

全
国
に
亙
つ
て
七
八
つ
の
実
例
が
あ
る
。
そ
れ
に
共
通
な
る
大
き
な
特
徴
は
、
一
つ

　

物

は
、
必
ず
馬
に
騎
つ
て
行
列
に
加
は
る
こ
と
、
さ
う
し
て
笠
を
深
く
被
つ
て
顔
を

　

見
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
其
笠
の
上
に
又
は
其
腰
に
、
山
鳥
の
羽
を
挿
ん
で
出
る
と
い

　

ふ
の
が
多
い
が
、
或
は
又
御
幣
を
手
に
持
つ
て
行
く
例
も
あ
る
。
（
中
略
）
つ
ま
り

　

は
斯
う
い
ふ
神
聖
な
る
徽
章
を
、
身
に
帯
び
た
者
が
一
つ
物
と
呼
ば
れ
て
、
是
が
神
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三、一つ物の研究史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　

幸
の
行
列
の
中
心
を
な
し
て
、
祭
場
に
向
ふ
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
同
様
の
見
解
は
萩
原
龍
夫
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、

　
　

「
一
物
」
（
ひ
と
つ
も
の
）
と
い
う
の
は
、
祭
礼
の
渡
御
に
当
っ
て
正
装
し
た
稚
児

　

を

出
す
こ
と
で
、
平
安
朝
で
も
ま
ず
同
じ
で
あ
ろ
う
。
多
く
は
顔
に
粉
飾
し
、
こ
と

　

に
額
に
朱
点
を
加
え
な
ど
し
、
頭
に
戴
く
冠
に
長
い
羽
（
山
鳥
・
雑
な
ど
）
が
付
け

　

て

あ
り
、
馬
ま
た
は
肩
車
に
乗
っ
て
出
る
。
な
ぜ
一
物
と
い
う
か
は
明
ら
か
で
な
い

　

（紀
伊
続
風
土
記

の
編
者

は
、
か
け
替
え
の
無
い
役
の
故
だ
と
し
た
）
が
、
似
た
役

　

を

出
す
の
に
「
お
一
つ
馬
」
二
本
萱
」
な
ど
と
よ
ぶ
土
地
の
あ
る
の
は
注
意
を
要

　

す

る
。
勅
使
・
行
司
・
カ
ゲ
シ
（
勘
解
由
使
？
）
な
ど
は
盛
装
す
る
所
か
ら
よ
ぽ
れ

　
　
　
　
（
2
3
）

　
た
名
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
特
徴
は
す
べ
て
の
事
例
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な

く
、
若
干
の
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
粉
河

寺
の
六
月
会
に
栗
栖
座
か
ら
出
る
一
っ
物
は
、
藺
編
笠
の
頂
に
山
鳥
の
尾
羽
根

を

っ
け
る
が
、
熊
野
速
玉
神
社
の
御
船
祭
に
出
る
一
つ
物
は
、
腰
に
萱
の
穂
十

二
本

と
午
玉
紙
を
つ
け
る
。
ま
た
、
曽
根
の
天
満
宮
で
も
、
一
つ
物
は
山
鳥
の

尾
を

つ
け
た
花
笠
を
か
ぶ
り
、
介
添
え
が
萱
の
穂
を
手
に
す
る
。
ほ
か
の
事
例

を

含
め
た
詳
細
に
つ
い
て
は
、
一
括
し
て
後
述
し
て
あ
る
か
ら
参
照
さ
れ
た

い
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
共
通
す
る
一
っ
物
の
特
徴
は
、
粉
河
寺
の
鎮
守

丹
生
神
社
の
六
月
会
（
粉
河
祭
）
の
分
析
を
試
み
た
東
條
寛
に
よ
っ
て
、
要
領

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
物
を
め
ぐ
る
氏
の
所
説
そ
の
も
の
に
っ
い
て

は
次
節
で
も
言
及
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、
本
節
を
閉
じ
る
に
当
た
っ
て
、

さ
し
あ
た
り
氏
が
割
り
出
し
た
一
っ
物
の
特
徴
の
み
、
次
に
列
挙
し
て
お
く
。

　
一
、
移
動
に
あ
た
っ
て
馬
に
乗
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
「
土
を
踏
ん
で

　
　
　
は

な
ら
な
い
」
と
す
る
禁
忌
の
伝
承
が
伴
う
こ
と
も
多
い
。

　
二
、
一
般
的
に
童
児
に
よ
っ
て
勤
め
ら
れ
る
。

　
三
、
渡
御
列
で
、
神
輿
の
直
前
、
あ
る
い
は
渡
御
列
の
先
頭
な
ど
、
渡
御
列

　
　
　
で
重
要

と
さ
れ
る
位
置
を
占
め
る
。

　
四
、
こ
れ
を
勤
め
る
者
は
、
顔
に
特
殊
な
化
粧
を
施
し
た
り
、
あ
る
い
は
山

　
　
　
鳥
の
羽
、
紙
手
を
付
け
た
特
殊
な
笠
を
着
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
五
、
こ
れ
を
勤
め
る
者
は
、
厳
格
な
精
進
潔
斎
を
要
求
さ
れ
る
。

三
、
一
つ
物
の
研
究
史

　
一
つ
物
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
民
俗
学
の
領
域
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
言

及

さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
一
つ
物
の
研
究
史
を
整
理
し
て
お
き
た

い

と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
た
る
関
心
事
と
し
て
一
つ
物
に
言
及
し
た
も

の

は
、
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
順
を
追
っ
て
紹
介
し
て
ゆ
こ
う
。

　
ω
　
柳
田
国
男
　
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
『
郷
土
研
究
』
二
巻
四
号
に

発
表

し
た
「
片
葉
盧
考
」
の
な
か
で
、
柳
田
国
男
は
す
で
に
一
つ
物
に
言
及
し

　
　
（
2
6
）

て

い

る
。
こ
の
時
点
で
は
熊
野
速
玉
神
社
の
御
船
祭
に
登
場
す
る
一
つ
物
な
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ど
、
二
、
三
の
事
例
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
昭
和
十
七
年
（
一

九
四

二
）
に
弘
文
堂
書
房
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
日
本
の
祭
』
に
な
る
と
、
次
の

よ
う
な
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
　

こ
の
御
社
の
古
い
方
の
神
の
依
坐
は
、
御
幣
即
ち
ミ
テ
グ
ラ
に
な
つ
て
居
る
の
で

　

あ
つ
た
が
、
是
に
は
又
現
実
の
活
き
た
人
間
を
使
ふ
こ
と
も
あ
つ
た
。
神
霊
の
是
に

　

乗
移

ら
せ
た
ま
ふ
後
、
歩
ま
せ
て
又
馬
に
乗
せ
て
、
祭
場
に
進
む
例
は
今
で
も
稀
で

　

な
い
。
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
と
い
ふ
の
が
多
く
は
是
で
あ
つ
た
。
そ
の
一
っ
物
も
熊
野
の
新

　

宮
の
や
う
に
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
馬
上
の
人
形
に
な
つ
て
居
る
虚
も
あ
る
。
さ
う
い

　

ふ
場
合
に
は
其
人
形
の
腰
に
挿
し
又
は
笠
の
端
に
つ
け
た
一
種
の
神
聖
な
る
植
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　

に
、
神
霊
が
御
依
り
な
さ
る
も
の
と
考
へ
て
居
た
や
う
で
あ
る
。

　
一
つ
物
を
神
霊
の
愚
坐
と
考
え
る
氏
の
視
点
は
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四

七
）
に
小
山
書
店
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
氏
神
と
氏
子
』
の
一
節
「
一
つ
物
の
意

義
」
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
鮮
明
の
度
を
増
し
て
い
る
。

　
　

自
分
の
一
つ
の
想
像
説
で
は
、
或
は
是
が
祭
の
中
心
、
最
も
大
切
な
も
の
と
い
ふ

　

意
味
の
、
一
種
の
忌
言
葉
で
は
無
か
つ
た
ら
う
か
と
思
つ
て
居
る
が
、
果
し
て
当
つ

　

て

居

る
か
ど
う
か
。
（
中
略
）
土
佐
の
高
岡
郡
の
或
御
社
の
例
は
、
今
な
ほ
続
い
て

　

居

る
か
ど
う
か
知
ら
ぬ
が
、
明
治
年
間
の
記
録
は
存
し
て
居
る
。
是
も
名
は
大
行
事

　

と
呼
ん
だ
さ
う
だ
が
、
実
質
は
一
つ
物
と
同
じ
で
あ
つ
て
、
や
は
り
神
幸
の
行
列
に

　

先
だ
つ
て
、
白
粉
で
化
粧
を
し
た
上
に
こ
の
星
を
描
く
と
、
す
ぐ
に
催
眠
状
態
に
入

　

り
、
神
事
完
了
の
後
そ
れ
を
洗
ひ
落
と
す
ま
で
は
正
気
が
つ
か
な
か
つ
た
と
謂
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　

居

る
。
つ
ま
り
は
人
間
を
以
て
神
の
依
り
ま
し
と
す
る
昔
か
ら
の
方
式
で
あ
つ
た
。

　
一
っ
物
を
最
も
大
切
な
も
の
の
意
と
解
釈
し
、
神
霊
の
愚
坐
で
あ
っ
た
と
考

え
て
い
た
氏
に
し
て
み
れ
ば
、
一
っ
物
と
は
、
か
っ
て
神
が
か
り
の
あ
っ
た
こ

と
を
想
像
さ
せ
る
手
が
か
り
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
②
　
中
山
太
郎
　
中
山
太
郎
も
、
早
く
か
ら
一
っ
物
に
注
目
し
て
い
た
民
俗

学
者
の
一
人
で
あ
る
。
柳
田
国
男
の
指
摘
に
触
発
さ
れ
て
、
大
正
七
年
（
一
九

一
八
）
に
発
行
さ
れ
た
『
土
俗
と
伝
説
』
第
一
巻
第
三
号
に
、
「
一
つ
物
」
と

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

題

し
た
論
考
を
発
表
。
さ
ら
に
氏
は
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
大
岡
山
書

店
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
日
本
民
俗
学
』
歴
史
編
の
な
か
に
、
「
一
っ
物
の
研
究
」

な
る
論
考
を
収
録
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
そ
の
着
想
は
、
一
つ
物
の
顕
著
な
特

徴

と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
笠
に
挿
し
た
山
鳥
の
羽
に
、
何
か
不
思
議
な
力
が
潜

ん

で

い

る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
と
気
づ
い
た
あ
た
り
に
由
来
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
氏
は
言
う
。

　
　

以

上
二
三
の

例
に
徴
す
る
も
、
私
の
所
謂
一
つ
物
な
る
も
の
が
、
そ
の
祭
儀
に
於

　
　
い
て
、
最
も
神
聖
に
し
て
且
つ
最
も
重
要
な
る
位
置
を
占
め
、
然
も
そ
の
標
号
と
し

　

て
、
始
め
は
山
鳥
の
羽
を
挿
し
た
の
が
、
後
に
は
薄
或
は
茅
と
遷
り
変
つ
た
こ
と
が

　

推
知

さ
れ
る
。
而
し
て
更
に
、
一
つ
物
の
名
称
が
、
官
職
の
一
の
人
、
田
楽
の
一
の

　

者

な
ど
に
負
ふ
と
こ
ろ
の
あ
る
は
云
ふ
ま
で
も
無
い
。
比
較
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
の
を
、
一
と
称
し
た
例
は
、
私
が
改
め
て
挙
げ
る
ま
で
も
無
い
こ
と
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
氏
は
中
国
の
文
献
を
渉
猟
し
つ
つ
、
山
鳥
の
羽
の
起
源
を
中
国
の

古
い
習
俗
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
当
否
に
つ
い
て
は
慎
重

な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
一
転
、
氏
は
山
鳥
の
羽
に
つ
い
て
、
わ
が
国
独

自
の
古
い
習
俗
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
次
の
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三、一っ物の研究史

よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

　
　

我
が
国
の
一
つ
物
は
、
鳥
船
信
仰
の
一
派
生
で
あ
つ
た
も
の
が
、
一
転
し
て
神
と

　

人

と
の
意
を
通
ず
る
場
合
に
、
鳥
の
羽
毛
を
挿
し
て
神
降
ろ
し
を
し
た
の
が
、
起
原

　

で
あ
る
と
信
じ
た
い
。
従
つ
て
、
始
め
は
、
神
に
仕
へ
る
者
の
標
号
と
し
て
用
ゐ
た

　

も
の
が
、
や
が
て
は
、
神
の
冥
助
を
蒙
ら
ん
が
た
め
に
、
幡
に
、
笠
に
、
兜
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　

し
て
母
衣
に
ま
で
、
好
ん
で
羽
毛
を
用
ゐ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
な
お
、
氏
の
視
点
は
、
南
島
で
山
鳥
の
羽
を
め
ぐ
る
類
例
を
豊
富
に
収
集
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

た
伊
波
普
猷
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

　
㈲

折
口
信
夫
　
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
か
ら
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
で

行

な
わ
れ
た
講
義
の
内
容
を
記
録
し
た
『
日
本
芸
能
史
ノ
ー
ト
』
を
見
る
と
、

折
口
信
夫
も
、
春
日
若
宮
お
ん
祭
の
な
か
で
見
受
け
ら
れ
る
一
つ
物
に
つ
い
て

発
言
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
御
渡
式
に
登
場
す
る
馬
長
児
を
説
明
す
る
さ
い

に
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

「
馬

長
」
は
、
宛
て
字
か
、
よ
み
方
が
変
わ
っ
た
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
わ
か
る
こ
と

　

は
わ
か

る
。
綾
笠
の
ご
と
き
笠
に
山
鳥
の
尾
を
つ
け
、
五
色
の
幣
を
さ
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
一
つ
物
の
徴
で
あ
る
。
一
つ
物
は
約
束
と
し
て
山
鳥
の
羽
を
つ
け
る
。
山
鳥

　

の

羽
は
悪
魔
が
見
え
る
と
い
う
。
矢
を
矧
く
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
山
鳥
の
羽
に

　

き
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
お
か
し
い
の
は
、
馬
長
児
の
後
に
行

　

く
「
被
者
」
が
三
つ
物
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
（
木
履
を
一
つ
ず
つ
つ
け
て
い
く

　

と
い
う
の
は
、
は
だ
し
で
歩
く
徴
で
あ
る
。
）
こ
れ
は
一
つ
物
の
意
義
が
移
っ
た
の

　

で
、
こ
う
言
う
て
い
る
以
上
、
馬
長
児
が
一
つ
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り

　
　
（
3
3
）

　

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
氏
一
流
の
語
り
口
で
山
鳥
の
羽
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
指
摘
す
る
折
口
信
夫

が
、
本
来
、
お
ん
祭
の
一
つ
物
は
、
現
在
一
つ
物
と
称
さ
れ
て
い
る
被
者
で
は

な
く
馬
長
児
で
あ
っ
た
、
と
看
破
し
て
い
る
の
は
さ
す
が
で
あ
る
。

　
ω
堀
一
郎
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
な
っ
て
発
行
さ
れ
た
大
著

『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
』
（
二
）
宗
教
史
編
に
、
　
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
の
一
節

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　

神
の
来
訪
を
現
実
の
人
の
姿
に
よ
つ
て
再
現
し
や
う
と
し
た
名
残
り
は
、
諸
社
神

　

幸
に
あ
ら
は
れ
る
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
に
も
見
ら
れ
る
。
（
中
略
）
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
が
単
に
神

　

幸
の
飾
物
と
な
る
以
前
の
、
素
朴
な
、
し
か
し
敬
度
な
姿
は
、
む
し
ろ
神
社
に
於
け

　

る
よ
り
は
、
民
間
に
残
つ
た
形
の
方
か
ら
窺
へ
る
や
う
で
あ
る
。
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
で
は

　

山
鳥
の
羽
根
を
挿
し
た
笠
が
、
人
の
神
の
よ
り
ま
し
た
る
約
束
の
一
つ
の
条
件
の
や

　

う
に
見
ら
れ
る
が
、
我
国
で
は
こ
れ
が
笠
と
蓑
と
マ
ス
ク
で
あ
つ
た
類
例
が
極
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　

多
い
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
条
件
で
も
あ
る
や
う
だ
。

　
一
っ
物
を
、
人
間
が
神
の
来
訪
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
現
わ
れ
と
し

て

理
解

し
よ
う
と
す
る
氏
の
見
解
は
、
一
つ
物
の
研
究
史
の
な
か
で
も
、
独
自

の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
⑤
　
萩
原
籠
夫
　
氏
の
所
説
も
、
基
本
的
に
は
柳
田
国
男
の
延
長
線
上
に
あ

る
。
前
掲
し
た
柳
田
国
男
の
発
言
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
欲
し
い
。

　
　

こ
こ
に
一
つ
の
注
意
す
べ
き
存
在
が
あ
る
。
そ
れ
は
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
と
よ
ば
れ
る
。

　
　
こ
の
名
の
起
こ
る
ゆ
え
ん
は
、
お
そ
ら
く
、
二
つ
と
な
い
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の

　

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
霊
の
愚
り
ま
し
の
児
童
を
さ
す
の
が
ふ
つ
う
で
、
記
録



若狭の一つ物

　
　
で
も
早
く
『
中
右
記
』
長
承
二
年
（
一
二
二
三
）
五
月
の
条
に
見
え
る
。
こ
れ
は
各

　
　
地
の
例
を
見
て
も
決
し
て
輿
に
乗
ら
ず
馬
に
ま
た
が
る
。
笠
と
か
脊
に
幣
か
山
鳥
の

　
　
羽
を
つ
け
た
り
し
て
、
愚
り
ま
し
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
。
（
中
略
）
土
佐
高
岡

　
　
郡
の
あ
る
村
で
は
、
「
大
行
事
」
と
よ
ん
で
、
白
粉
で
化
粧
し
た
上
に
星
を
描
き
、

　
　
そ
の
こ
ろ
か
ら
催
眠
状
態
に
入
る
の
で
、
馬
上
渡
御
の
間
は
眠
り
つ
づ
け
る
。
そ
う

　
　
し
た
姿
を
素
朴
な
人
々
は
神
に
近
い
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
化
粧
を
洗
い
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
と
す
と
正
気
づ
く
と
い
う
。

　

こ
こ
で
も
、
愚
坐
と
し
て
の
一
つ
物
像
が
描
か
れ
て
お
り
、
神
が
か
り
の
痕

跡
を

読
み

と
る
視
点
が
、
具
体
的
な
事
例
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

お
、
同
様
の
立
場
は
、
竹
田
聴
洲
や
井
之
口
章
次
、
さ
ら
に
は
山
路
興
造
に
よ

っ

て

も
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
奏
さ
れ
つ
つ
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
⑥
　
東
條
寛
　
前
節
で
も
若
干
触
れ
た
が
、
粉
河
寺
の
鎮
守
丹
生
神
社
の
六

月
会
（
粉
河
祭
）
の
分
析
を
試
み
た
東
條
寛
は
、
各
地
の
一
つ
物
に
共
通
す
る

特
徴
を
整
理
し
た
う
え
で
、
一
つ
物
の
宗
教
的
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
そ

の

存
在
な

し
に
は
祭
礼
が
始
ま
ら
な
い
と
い
っ
た
伝
承
な
ど
に
依
拠
す
る
な
ら

ば
、
一
つ
物
は
た
ん
に
風
流
の
一
つ
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宗
教

的
な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
立
脚

し
つ
つ
、
一
つ
物
に
ま
つ
わ
る
伝
承
や
習
俗
が
、
い
ず
れ
も
一
っ
物
の
宗
教
的

重
要
性
を
支
持

し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
と
り
わ
け
笠
の
象
徴
的
な
機
能
に
着

目
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

粉
河
祭
の
場
合
、
こ
の
笠
を
着
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
は
、
そ
の

　
　
顔
が
全
く
隠
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
笠
は
こ
れ
を
着
用
す
る
者
の
顔

　
　
を
意
図
的
に
隠
す
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ヒ
ト
ツ
モ
ノ

　
　
を
勤
め
る
者
が
、
そ
の
個
性
を
離
れ
て
特
別
の
存
在
に
変
身
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

　
　
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
宇
治
県
神
社
の
大
幣
神
事
の
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
が
重
要
な

　
　
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
は
、
渡
御
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
神
事

　
　
の
際
に
、
神
輿
で
あ
る
大
幣
と
共
に
祭
る
側
で
は
な
く
、
祭
ら
れ
る
側
と
し
て
祝
詞

　
　
を
読
ま
れ
御
供
を
捧
げ
ら
れ
る
。
粉
河
祭
の
場
合
、
こ
れ
ほ
ど
明
確
で
な
い
に
し
て

　
　
も
、
笠
に
よ
る
変
身
の
結
果
は
そ
の
者
自
身
の
個
性
を
離
れ
て
、
一
種
の
神
の
示
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
し
た
姿
と
し
て
渡
御
列
に
加
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
氏
は
、
前
に
紹
介
し
た
一
つ
物
の
特
徴
を
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

読
み
変
え
る
と
い
っ
た
、
興
味
深
い
試
み
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　

祭
り
に
先
立
つ
厳
重
な
精
進
潔
斎
は
神
へ
の
変
身
の
重
要
な
条
件
で
あ
っ
て
、
馬

　
　
に
よ
る
渡
御
参
加
は
、
人
な
ら
ざ
る
者
の
移
動
の
方
法
で
あ
り
、
特
殊
な
笠
に
代
表

　

さ
れ
る
装
束
は
神
そ
れ
自
身
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
粉
河
祭
の

　

場
合
、
ヒ
ト
ッ
モ
ノ
な
し
に
は
祭
礼
が
成
り
立
た
な
い
と
伝
承
さ
れ
、
渡
御
列
に
於

　

い
て

先
頭
の
位
置
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
が
神
自
身
の
姿
で
あ

　
　
っ
た
か
ら
こ
そ
、
童
児
に
よ
っ
て
勤
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
と
よ
り
神
が
よ
る
べ
き
人
間
は
精
浄
な
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
童
児
が
そ
れ

　

に
ふ

さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
ヒ
ト
ツ
モ
ノ
と

　

呼
ば
れ
た
の
は
、
代
わ
る
べ
き
も
の
が
な
い
重
要
な
存
在
と
い
う
意
味
か
ら
だ
と
考

　
　
　
　
（
4
1
）

　

え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
氏
は
一
つ
物
が
一
種
の
愚
坐
と
し
て
宗
教
的
な
役
割
を
果
た

し
て
い
た
と
理
解
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
柳
田
国
男
や
萩
原
龍
夫
の
所
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四、一つ物の諸相

説
と
も
近
い
距
離
に
あ
る
。

　
以

上
、
諸
説
を
概
観
し
て
き
た
。
一
っ
物
に
関
す
る
研
究
史
は
、
こ
れ
で
ほ

ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
お
お
む
ね
一

っ
物
に
遇
坐
と
い
っ
た
宗
教
的
な
機
能
を
見
出
す
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
要

約
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
柳
田
国
男
に
始
ま
っ
た
一
っ

物
に
関
す
る
一
連
の
研
究
の
成
果
は
、
近
年
に
な
っ
て
、
東
條
寛
に
よ
っ
て
過

不
足
な

く
取
り
入
れ
ら
れ
る
ま
で
に
い
た
っ
て
お
り
、
本
稿
が
宗
教
的
な
側
面

か

ら
新
た
な
見
解
を
付
け
加
え
る
余
地
は
、
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
と
言

っ

て

よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
一
つ
物
を
そ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
の
み
説
明
し

て

し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
い
く
ら
か
た
め
ら
い
を
覚
え
な
い
で
も
な
い
。

一
つ
物
が
愚
坐
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
瞬
間
、
あ
る
い
は
一
つ
物
に

秘
め
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
別
の
側
面
を
解
き
明
か
す
た
め
の
道
筋
が
、

あ
ら
か
じ
め
遮
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
先
ど
り
し
て
言
っ
て
お
く
な
ら
ば
、
一
つ
物
の
風
流
と
し
て
の
側
面
に
光
を

当
て
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
日
本
芸
能

史

を
貫
く
一
大
潮
流
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
問
題

で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
こ
で
次
節
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
推
測
を
踏
ま
え
つ
つ
、

一
つ
物
の
具
体
的
な
事
例
へ
と
関
心
を
移
し
て
ゆ
く
。
な
お
、
一
つ
物
の
史
的

側
面
に

つ
い
て

は
、
と
く
に
必
要
な
ば
あ
い
を
除
い
て
、
前
述
し
た
永
島
福
太

郎
の
論
考
を
は
じ
め
と
し
た
文
献
研
究
の
成
果
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。
以

下
の

論
述
で

は
、
主
に
民
俗
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
側
面
に
関
心
を
絞
り
こ

み

な
が
ら
、
民
俗
社
会
に
お
け
る
一
つ
物
の
定
着
の
相
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ

と
が
目
指
さ
れ
る
。

四
、
一
つ
物
の
諸
相

　
本
節
で

は
、
各
地
に
伝
播
し
た
一
つ
物
に
関
す
る
情
報
の
一
端
を
収
集
し
、

そ

れ
ぞ

れ
の

地
域
に

お
け

る
定
着
の
相
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
た
い
。

そ

の

の

ち

に
、
本
稿
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
若
狭
に
お
け
る
事
例
を
扱

う
こ
と
に
す
る
。
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
一
つ
物
を
網
羅
す
る
こ
と
な
ど
、
も

と
よ
り
本
稿
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
作
業
を

通

し
て
、
お
の
ず
と
民
俗
社
会
に
受
容
さ
れ
た
さ
い
に
一
つ
物
が
経

験
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
変
形
の
過
程
を
概
観
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に

は
、
そ
の
よ
う
な
変
形
の
過
程
に
許
容
さ
れ
た
振
幅
の
な
か
の
、
い
っ
た
い
ど

の

あ
た
り
に
若
狭
の
事
例
が
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
一
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

見
通
し
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
ω
　
粉
河
寺
の
鎮
守
丹
生
神
社
で
六
月
十
八
日
に
行
な
わ
れ
る
祭
礼
に
は
、

古
く
か
ら
粉
河
寺
の
寺
領
だ
っ
た
栗
栖
（
現
在
和
歌
山
市
）
か
ら
、
毎
年
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

物
と
呼
ば
れ
る
稚
児
を
出
す
。
そ
の
姿
は
、
多
数
の
シ
デ
と
山
鳥
の
尾
羽
一
本

の

つ
い
た
菅
笠
を
か
ぶ
り
、
五
位
の
装
束
を
つ
け
、
馬
に
乗
っ
て
神
輿
の
先
を
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若狭の一つ物

進
む

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
物
と
呼
ぶ
理
由
は
、
に
わ
か
に
事
故
が
生

じ
て
も
代
理
の
者
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
伝
え
る
。
ち
な

み

に
、
『
紀
伊
続
風
土
記
』
巻
之
十
一
、
名
草
郡
栗
栖
荘
栗
栖
村
の
項
に
は
、

「
栗
栖
氏
四
軒

よ
り
粉
河
寺
鎮
守
丹
生
社
祭
礼
に
毎
年
順
番
に
稚
児
を
出
す
。

是
を

栗
栖
の

一
物
と
い
う
。
其
状
、
五
位
の
装
束
を
着
し
、
笠
の
縁
に
紙
幣
を

長
く
切
か
け
、
頂
に
山
鳥
の
尾
を
挟
み
、
馬
に
乗
り
て
、
神
輿
の
先
に
渡
る
。

一
物

と
称
す
る
は
、
祭
に
前
だ
ち
て
七
日
斎
し
、
俄
に
事
故
あ
り
と
も
外
に
代

べ
き
な
き
よ
り
起
る
の
名
な
り
」
と
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
②
　
熊
野
速
玉
神
社
の
御
船
祭
で
は
、
一
つ
物
を
神
幸
船
に
乗
せ
る
。
か
つ

て

は

「
若

き
人
」
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
の
ち
に
人
形
に
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
金
欄
の
狩
衣
を
着
て
五
色
の
垂
笠
を
か
ぶ
り
、
午
玉
十
二
枚
を
は
さ
ん
だ

萱
穂
十
二
本
を

腰
に

さ
し
た
少
女
の
人
形
を
飾
馬
に
乗
せ
て
、
神
輿
の
先
に
立

て

る
。
船
上
で
も
馬
に
乗
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
一
つ
物
が
人
形
に
な
っ
て

い

る
事
例
は
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
馬
に
乗

せ

る
点
は
変
わ
ら
な
い
。
な
お
、
『
紀
伊
続
風
土
記
』
巻
之
八
十
二
、
牟
婁
郡

第
十
四
新
宮
部
上
に
は
、
二
物
　
馬
に
編
笠
着
た
る
人
形
を
乗
す
。
奮
き
は

若
き
人
を
乗
せ
た
り
と
い
ふ
。
衆
徒
永
田
氏
よ
り
出
す
。
寛
文
記
一
ニ
ツ
物
は

金

欄
の
狩
衣
を
着
て
萱
穂
十
二
本
に
午
王
十
二
本
挟
み
腰
に
さ
し
て
錺
馬
に
乗

り
御
輿
の
先
に
立
つ
。
其
萱
穂
は
大
島
よ
り
献
す
る
を
衆
徒
等
七
日
の
間
神
前

に
籠

り
祈
嬬
し
て
出
す
と
い
ふ
L
と
あ
っ
た
。

　
③
　
曽
根
の
天
満
宮
の
祭
礼
に
は
一
つ
物
神
事
が
あ
り
、
一
っ
物
頭
人
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

る
い
は
カ
ゲ
シ
（
勘
解
由
使
か
）
と
呼
ぼ
れ
る
六
歳
ぐ
ら
い
の
童
児
が
出
る

（写
真
1
参
照
）
。
氏
子
の
四
ケ
村
か
ら
一
人
ず
つ
で
、
扮
装
と
し
て
は
、
浅
黄

と
紫
の
裾
長
の
狩
衣
に
山
鳥
の
尾
を
立
て
た
赤
い
花
笠
を
か
ぶ
る
。
中
啓
を
持

っ

て
、
顔
に
白
粉
を
塗
り
額
に
八
の
字
を
描
く
。
幣
持
、
尾
花
持
、
傘
持
、
刀

持
は
そ
の
親
族
が
勤
め
る
。
宵
宮
に
は
肩
車
、
昼
宮
は
馬
に
乗
っ
て
社
参
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
東
播
磨
沿
岸
に
は
ほ
か
に
も
一
つ
物
神
事
、
あ
る
い
は

そ

れ
に
類
す

る
神
事
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
廃
絶
し
た
と
こ
ろ
も
あ

る
よ
う
で
あ
る
。

　
ω
　
兵
庫
県
姫
路
市
本
町
に

あ
る
播
磨
国
総
社
射
楯
兵
主
神
社
で
は
、
一
つ

山
神
事
お
よ
び
三
っ
山
神
事
と
称
し
て
、
六
十
年
に
一
度
、
二
十
年
に
一
度
の

盛
大
な
祭
礼
が
、
七
日
間
に
わ
た
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
こ
の
祭
礼
で
は
、
そ
の

名
が
示
す
よ
う
に
、
華
美
な
装
飾
を
凝
ら
し
た
巨
大
な
置
き
山
を
一
基
あ
る
い

は

三
基
造

る
習
わ
し
に
な
っ
て
い
る
が
、
第
四
日
に
行
な
わ
れ
る
「
五
種
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

事
」
の
な
か
に
一
つ
物
が
登
場
す
る
。
「
五
種
の
神
事
」
と
は
、
競
馬
・
神
子

渡
・
一
っ
物
・
弓
鉾
指
・
流
鏑
馬
の
こ
と
を
言
う
。
現
在
、
一
っ
物
を
勤
め
る

の

は
、
振
り
袖
の
着
物
に
市
井
笠
を
か
ぶ
り
、
馬
に
乗
っ
た
十
二
、
三
歳
の
女

子

で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
期
の
三
つ
山
神
事
に
関
す
る
史
料
に
も
記
さ

れ
て

い

る
。
た
と
え
ば
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
の
『
臨
時
祭
礼
覚
』
に
は

「
一　
一
っ
者
渡
之
事
、
十
二
三
歳
の
女
、
馬
に
乗
出
申
候
、
但
し
乗
申
候
者
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四、一つ物の諸相

馬
共
に
三
っ
の

山
よ
り
雇
出
申
候
L
と
見
え
る
。

　
㈲
　
京
都
府
宇
治
市
の
離
宮
八
幡
宮
で
六
月
八
日
に
行
な
わ
れ
る
大
幣
神
事

に

は
、
白
衣
白
袴
で
、
山
鳥
の
羽
を
立
て
て
白
幣
を
一
面
に
垂
ら
し
た
笠
を
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

け

た
一
っ
物
が
、
馬
に
乗
っ
て
登
場
す
る
。
こ
こ
で
は
童
児
で
は
な
く
、
馬
を

l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l

」

図1　春日若宮おん祭の馬長童（r春日大宮若宮御祭礼図』より）

乗

り
こ
な
す
成
人
が
一
つ
物
を
担
当
し
て
お
り
、
御
旅
所
の
前
で
三
回
馬
駈
け

を
す
る
。
最
後
に
、
宇
治
大
橋
詰
で
一
っ
物
が
大
幣
に
追
い
つ
い
た
瞬
間
、
大

幣
を
捧
げ
て
い
た
若
者
た
ち
が
、
大
幣
を
破
壊
し
尽
く
し
て
橋
か
ら
川
に
投
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

る
。
こ
の
一
つ
物
は
、
東
條
寛
の
報
告
に
よ
る
と
、
渡
御
に
先
立
っ
て
行
な
わ

れ

る
神
事
の
さ
い
に
、
神
輿
と
観
念
さ
れ
る
大
幣
と
と
も
に
、
祭
ら
れ
る
側
と

し
て
祝
詞
を
読
ま
れ
、
御
供
を
捧
げ
ら
れ
る
。

　
⑥
　
奈
良
県
奈
良
市
春
日
野
町
に
あ
る
春
日
大
社
の
摂
社
、
若
宮
神
社
の
祭

礼

は
、
通
常
お
ん
祭
と
称
さ
れ
、
主
だ
っ
た
祭
儀
は
、
現
在
で
は
十
二
月
十
五

日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
執
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
祭
礼
当
日
の

十
七

日
に
は
、
御
渡
式
や
御
旅
所
祭
な
ど
の
諸
儀
が
あ
り
、
御
渡
式
の
行
列
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

な
か
に
馬
長
児
（
一
つ
物
）
が
五
騎
出
る
。
馬
長
児
は
、
山
鳥
の
尾
を
挿
し
て

五
色
の
幣
を

五
筋
垂
ら
し
た
笠
を
か
ぶ
り
、
萌
黄
の
狩
衣
に
指
貫
を
着
て
、
背

に
牡
丹
の
造
花
を
負
う
。
後
続
す
る
従
者
は
、
馬
長
児
一
騎
に
つ
き
三
人
ず
っ

随
伴
す

る
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
、
頭
上
に
龍
の
飾
り
物
を
戴
き
、
五
色
の
短
冊

を

っ
け
た
竹
を
手
に
し
て
、
腰
に
木
履
を
一
足
ず
つ
つ
け
る
。
こ
れ
を
一
つ
物

と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
一
つ
物
の
意
義
が
移
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
⑦
　
香
川
県
観
音
寺
市
観
音
寺
の
琴
弾
八
幡
宮
の
祭
礼
で
は
、
厳
重
に
斎
戒

し
た
童
児
が
山
鳥
の
羽
を
挿
し
た
笠
を
か
ぶ
り
、
額
と
笠
と
に
八
の
字
を
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

き
、
馬
に
乗
っ
て
神
輿
の
前
に
立
つ
。
こ
れ
を
一
っ
物
と
称
し
て
い
る
。
じ
っ

さ
い
、
『
西
讃
府
志
』
巻
三
風
俗
の
部
に
は
「
一
ツ
物
」
な
る
項
目
が
立
て
ら
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若狭の一つ物

れ
て

お

り
、
「
琴
弾
八
幡
宮
ノ
祭
リ
ニ
、
　
サ
ル
ベ
キ
童
子
ヲ
選
ビ
、
祭
リ
ノ
前

ツ

方
ヨ
リ
、
重
ク
齋
ナ
サ
シ
メ
、
祭
ノ
日
鳥
ノ
尾
サ
シ
タ
ル
笠
ヲ
キ
セ
、
コ
レ

ガ

額

ト
、
笠
ト
ニ
八
ノ
字
を
書
、
馬
に
乗
テ
神
輿
ノ
前
ニ
タ
・
シ
ム
、
是
ヲ
一

ツ

物
ト
云
」
と
あ
っ
た
。

　
⑧
　
同
じ
く
香
川
県
三
豊
郡
豊
中
町
笠
田
笠
岡
の
祭
礼
で
は
、
村
人
の
五
郎

八
な

る
者
が
、
　
一
つ
物
と
称
す
る
茅
を
持
っ
て
神
輿
に
随
行
し
た
。
『
西
讃
府

志
』
巻
三
風
俗
の
部
に
は
、
琴
弾
八
幡
宮
の
一
つ
物
に
言
及
し
た
箇
所
に
引
き

続
い
て
「
又
笠
岡
村
ノ
祭
リ
ニ
、
村
人
五
郎
八
ト
云
者
、
其
家
ノ
巽
ノ
方
に
廣

サ
三
間
長
サ
五
間
バ
カ
リ
ノ
堀
ア
リ
、
其
中
二
塚
ア
リ
、
其
塚
二
生
タ
ル
茅

ヲ
、
一
ツ
物
ト
テ
持
来
リ
テ
神
輿
二
従
フ
、
又
熊
岡
八
幡
宮
ノ
祭
リ
ニ
モ
、
彼

五
郎
八
是
ヲ
持
行
ト
云
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
⑩
　
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
に
あ
る
中
尊
寺
の
鎮
守
白
山
神
社
の
祭
礼
で

は
、
潔
斎
し
た
七
歳
の
童
児
が
、
腰
に
芦
の
葉
を
挿
し
て
牡
丹
の
花
を
持
ち
、

白
い
飾
馬
に
乗
っ
て
社
前
に
赴
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
御
一
つ
馬
と
称
し

て

い

る
。
馬
の
噺
き
具
合
で
、
豊
凶
の
年
占
を
し
た
ら
し
い
。
天
明
六
年
二

七
八

六
）
の
四
月
か
ら
六
月
末
に
か
け
て
菅
江
真
澄
が
つ
け
て
い
た
日
記
「
は

し
わ
の
わ
か
葉
」
に
は
、
「
か
く
て
中
尊
寺
に
い
た
れ
ば
、
あ
る
と
あ
る
堂
の

戸
み

な
お
し
ひ
ら
き
て
、
白
山
姫
ノ
神
社
の
拝
殿
は
、
か
ね
て
、
か
ふ
る
料
に

間
広
げ
に
作
り
な
し
た
る
に
、
白
き
幌
を
た
れ
、
白
き
帽
額
引
わ
た
し
た
り
。

お
ひ

と
つ
う
ま
と
い
ひ
て
白
き
神
馬
、
獅
子
愛
し
と
て
、
ぽ
う
た
ん
手
ご
と
に

も
た
る
童
子
な
に
く
れ
と
ね
り
渡
り
は
つ
れ
ば
、
白
山
ノ
神
の
御
前
に
慢
う
ち

ま
う
け
た
る
舞
台
に
の
ぼ
り
て
、
そ
う
そ
き
た
つ
田
楽
開
口
祝
詞
を
は
れ
ば
、

若
女
ノ
舞
、
老
女
ノ
舞
な
ン
ど
、
い
と
古
風
め
か
し
き
さ
ま
也
L
と
あ
る
。

　
0
0
　
長
野
県
更
埴
市
雨
宮
の
日
吉
神
社
で
行
な
わ
れ
る
御
神
事
（
神
事
踊

り
）
は
、
ま
た
の
名
を
雨
宮
の
獅
子
踊
り
と
も
称
し
、
風
流
の
芸
能
と
し
て
際

立
っ

た
特
徴
を

備

え
た
獅
子
舞
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
の
神
事
踊
り
に

は

さ
ま
ざ
ま
な
役
が
あ
る
が
、
童
児
の
扮
す
る
小
拍
子
（
七
人
）
の
な
か
に
、

一
人
だ

け
中
踊
り
と
称
す
る
役
の
者
が
い
る
。
五
歳
前
後
の
童
児
が
扮
す
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
振
袖
丸
帯
姿
の
女
装
で
、
神
社
の
造
り
物
が
つ
い
た
花
笠

を

か
ぶ

り
、
扇
子
を
持
っ
。
踊
り
が
場
所
を
変
え
る
と
き
に
は
、
お
供
の
肩
輿

に
乗
っ
て
移
動
す
る
。
踊
り
の
列
の
中
央
に
い
て
も
、
動
作
と
し
て
は
何
も
し

な
い
。
た
だ
し
、
神
事
踊
り
が
す
べ
て
の
巡
行
を
終
え
て
神
社
に
引
き
上
げ
よ

う
と
す
る
と
き
に
、
持
参
の
扇
を
川
に
流
す
習
わ
し
で
あ
る
。
土
地
の
伝
承
に

よ
れ
ば
、
日
吉
神
社
に
祀
っ
た
雲
井
の
前
を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

ら
、
こ
の
中
踊
り
は
さ
し
ず
め
神
の
懸
坐
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
⑫
　
福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
御
宝
殿
に
鎮
座
す
る
熊
野
神
社
で
八
月
一
日
に

行
わ
れ

る
祭
礼
は
、
田
楽
躍
が
残
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
勅
使
と
称
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

五
、
六
歳
の
稚
児
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
勅
使
は
、
厳
重
な
潔
斎

の

の

ち
、
祭
礼
前
日
か
ら
祭
礼
当
日
の
午
後
ま
で
は
一
切
眠
る
こ
と
を
許
さ
れ

な
い
。
眠
り
そ
う
に
な
る
と
、
親
が
水
垢
離
を
と
ら
せ
る
な
ど
し
て
、
眠
る
の
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五、若狭の一つ物

を

妨
げ

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
祭
礼
当
日
の
行
列
に
は
、
衣
冠
束
帯
を
着
た

勅
使
は
馬
に
乗
せ
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
に
は
じ
め
て
眠
ら
せ
る
の
で
、
神
輿
の

行
列
が
出
発
し
て
馬
が
歩
き
出
す
と
、
勅
使
は
間
も
な
く
眠
り
に
落
ち
る
。
こ

れ
を

見
て
、
一
同
は
眠
っ
た
と
は
言
わ
ず
、
神
様
が
乗
り
移
っ
た
と
し
て
喜
ぶ

こ
と
が
あ
る
。
勅
使
は
神
の
愚
坐
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
や
は
り
一
つ

物
の
変
種
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
写
真
2
参
照
）
。

　
⑬

高
知
県
の
土
佐
湾
沿
い
に
点
在
す
る
神
社
の
祭
礼
に
は
、
託
宣
の
古
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

を

残
す
行
子

と
呼
ば
れ
る
童
児
が
登
場
す
る
。
託
宣
の
前
提
と
な
る
べ
き
睡
眠

を

惹
起
す
る
方
法
と
し
て
は
、
①
祓
文
を
読
む
、
②
顔
に
化
粧
を
す
る
、
③
額

に

大
の

字
を

書
く
、
の
三
つ
が
あ
り
、
行
子
を
再
び
覚
醒
さ
せ
る
方
法
と
し
て

は
、
①
祓
文
を
読
む
、
②
白
粉
を
落
と
す
、
③
竹
杖
で
床
を
叩
く
、
の
三
つ
が

あ
っ
た
。
な
お
、
行
子
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
十
月
の
県
令
布
告
に
よ

っ

て

廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
高
岡
郡
の
二
、
三
社
で
は
、
睡
眠
状
態

こ
そ
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
そ
の
形
式
じ
た
い
は
保
持
さ
れ

て

い

る
。
一
つ
物
と
は
多
少
ず
れ
る
が
、
じ
っ
さ
い
に
託
宣
を
行
な
っ
て
い
た

と
お
ぼ
し
き
葱
坐
の
事
例
と
し
て
、
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
つ
物
と
そ
れ
に
類
す
る
事
例
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
前
に

も
触
れ
て
お
い
た
厄
介
な
問
題
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
。
っ
ま
り
、
こ
れ

ら
の
事
例
の
、
い
っ
た
い
ど
の
あ
た
り
ま
で
を
一
つ
物
の
範
疇
に
含
め
る
の
か

を

決
定
す
る
こ
と
は
、
至
難
の
技
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
い
た
ず
ら
に
厳
密
さ
を
追
求
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
一
つ
物
の
性
格
を

取

り
逃
が
さ
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
が
、
さ
り
と
て
、
中
山
太
郎
も
自
戒
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

い

る
よ
う
に
、
「
鹸
り
に
私
の
好
む
と
こ
ろ
に
偏
し
て
」
し
ま
う
の
は
ぜ
ひ
と

も
避
け
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
現
時
点
で
は
、
典
型
的
な
一

っ
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
二
、
三
の
事
例
を
基
準
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ

ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
と
、
そ
の
変
形
の
度
合
い
を
確
認
し
て
お
く
こ
と

に

と
ど
め
て
お
く
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
認
識
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
以
下
で
は
、
対
象
を
限

定
し
て
よ
り
綿
密
な
検
討
に
向
か
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
具
体
的
に
は
、

本
稿
の
主
題
と
し
て
こ
れ
ま
で
掲
げ
続
け
て
き
た
問
い
、
す
な
わ
ち
、
若
狭
に

お
け

る
一
つ
物
の
あ
り
か
た
が
取
り
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
若
狭
の
一
つ
物

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
、
一
つ
物
を
理
解
し
よ
う
と
試
み

て

き
た
。
そ
の
結
果
、
よ
う
や
く
一
つ
物
に
ま
つ
わ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
ほ

ぼ

過
不
足

な
く
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
前
置
き
が
ず
い
ぶ
ん

長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ
若
狭
に
お
け
る
一
つ
物
に
つ
い
て
、
検

討

を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
と
は
い
う
も
の
の
、
は
っ
き
り
と
一
つ
物

と
表
記
さ
れ
て
い
る
事
例
は
、
管
見
の
限
り
で
は
わ
ず
か
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
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若狭の一っ物

福
井
県
三
方
郡
美
浜
町
宮
代
に
鎮
座
す
る
弥
美
神
社
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ

て

は

こ
の
神
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
園
林
寺
に
残
る
『
園
林
寺
文
書
』
の
な
か

に
、
弥
美
神
社
の
祭
礼
の
こ
と
と
し
て
、
一
つ
物
の
文
字
が
見
え
る
。

　
す

な
わ
ち
、
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
の
「
坊
役
見
闇
子
事
」
な
る
差
定

状
に

「
右
闇
子
者
依
四
月
一
物
見
事
闘
被
定
所
也
」
と
あ
り
、
か
つ
て
は
四
月

一
日
に
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
弥
美
神
社
の
祭
礼
に
一
物
見
（
一
つ
物
の
稚
児
）

が

出
た
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
物
の
後

身

が
、
現
行
の
祭
礼
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
大
御
幣
差
し
お
よ

び
各
集
落
が

出
す
幣
差
し
（
写
真
3
）
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

別
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
儀
礼
の
過
程
に
お
け
る
象
徴
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

機
能
に
注
目
し
て
若
干
の
分
析
も
試
み
て
い
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
私
見
を
述

べ

る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
こ
こ
で
は
上
井
久
義
の
卓
見
を
引
用

し
て
お
く
。

　
弥
美
神
社
の
祭
礼
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
一
本
幣
．
七
本
幣
・
大
御
幣
で

あ
る
。
特
に
大
御
幣
と
共
に
神
殿
に
か
つ
ぎ
こ
ま
れ
る
童
は
注
意
す
べ
き
存
在
で
あ

る
。
こ
れ
は
か
つ
て
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
の
「
園
林
寺
文
書
」
に
見
え
る
四

月
の
一
物
児
と
考
え
合
わ
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
つ
物
は
各
地
の
神
事
に
見
ら
れ

る
よ
り
ま
し
的
性
格
の
童
で
あ
る
が
、
弥
美
神
社
の
祭
礼
に
も
こ
れ
が
存
し
た
わ
け

で
あ
る
。
現
在
こ
の
名
称
を
持
つ
祭
祀
参
加
者
は
な
い
が
、
大
御
幣
の
童
が
、
青
年

た
ち

に
か

つ
が
れ
て

社
殿
を

ま
わ
っ
た
の
ち
社
殿
内
に
か
つ
ぎ
こ
ま
れ
る
の
は
、
こ

の

祭
礼
に
お

い
て

最
も
神
聖
な
場
所
に
近
づ
き
う
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　

お

り
、
　
一
つ
物
の
存
在
を
現
在
に
伝
承
し
た
姿
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
一
つ
物
が
御
幣
と
ほ
と
ん
ど
同
一
視
さ
れ
る
ま
で
に
深
い
繋
が
り

を

示

し
て
い
る
事
例
は
、
前
述
し
た
宇
治
離
宮
祭
に
お
け
る
大
幣
神
事
に
お
い

て

も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
び
た
び
引
用
し
て
き
た
永
島
福
太
郎
の
所
説
の
な
か

に

は
、
大
幣
神
事
に
お
け
る
一
つ
物
と
御
幣
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
も
的
確

に
言
及

し
た
箇
所
が
あ
る
の
で
、
次
に
紹
介
す
る
。

　
　

と
こ
ろ
で
、
近
世
に
な
る
と
、
離
宮
祭
は
「
大
幣
御
子
神
事
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
　
「
御
子
」
は
「
一
っ
物
」
（
馬
長
童
）
の
伝
統
だ
し
、
「
大
幣
」
は
摂
関
家
幣
吊
の
伝

　

来
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
離
宮
祭
の
祭
礼
風
流
が
大
幣
と
御
子
と
に
要
約

　

呼
称
さ
れ
た
こ
と
は
、
も
と
も
と
両
者
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ

　

る
。
大
幣
は
「
一
っ
物
」
を
飾
る
も
の
、
し
か
も
田
楽
法
師
が
も
と
も
と
は
両
者
に

　

供
奉

し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
一
時
期
、
「
一
っ
物
」
と
田
楽
と
が
祭
礼
の
呼
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　

物
と
な
っ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
そ
の
ま
ま
弥
美
神
社
の
事
例
に
適
用
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
つ
物
が
御
幣
と
結
び
つ
き
や
す
い
こ
と
は
首
肯
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
大
御
幣
差
し
、
お
よ
び
幣
差
し
に
類
す
る
も

の

で
あ
れ
ば
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
、
こ

う
し
た
観
点
か
ら
一
つ
物
と
思
わ
れ
る
事
例
を
い
く
つ
か
報
告
し
て
お
こ
う
。

　
ω
　
三
方
郡
三
方
町
成
願
寺
の
闇
見
神
社
の
祭
礼
に
は
、
か
つ
て
は
神
聖
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

さ
れ
て
い
た
童
児
が
登
場
し
た
ら
し
い
。
そ
の
性
格
に
は
一
つ
物
と
共
通
す
る

点
が
多
い
。
「
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
辛
未
年
初
代
源
朝
臣
永
時
」
（
括
弧
引
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五、若狭の一つ物

用

者
）
と
記
し
た
大
坊
控
帳
の
写
し
に
は
「
馬
場
に
て
下
組
の
乗
馬
に
手
指
た

る
者
は
下
組
よ
り
打
た
た
き
し
其
人
を
い
た
め
る
也
伍
て
此
馬
に
少
し
も
外
村

よ
り
手
を
指
す
者
な
し
中
々
に
可
恐
事
也
七
歳
未
満
之
童
子
又
は
長
人
に
て
も

下
手

な
る
故
に
如
此
な
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
童
児
だ
け
が
と
く
に
神
聖
視
さ

れ
て

い

た
形
跡
が
あ
る
。
指
さ
す
こ
と
は
、
神
聖
さ
を
犯
す
仕
業
で
あ
る
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
日
、
現
行
の
次
第
の
な
か
に
、
こ
の

童
児
に
該
当
す
る
役
は
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
童
児
は
乗
馬
姿
で
祭
礼

の
行
列
に
加

わ
っ

て

い

る
か
ら
、
「
馬
乗
は
当
家
よ
り
相
勤
可
申
者
也
」
（
大
坊

控
帳
）
と
あ
る
者
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
当
屋
が
責
任
を
持
っ
て
出
し

た
役
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
②
　
三
方
郡
三
方
町
北
前
川
の
前
川
神
社
で
四
月
十
四
日
に
行
な
わ
れ
る
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

礼

は
、
野
々
間
・
北
前
川
・
谷
内
の
三
っ
の
集
落
か
ら
な
っ
て
い
る
。
三
つ
の

集
落
は
、
そ
れ
ぞ
れ
座
を
構
成
し
て
お
り
、
座
間
の
序
列
な
ど
に
つ
い
て
も
明

確
な

ち

が

い
が

あ
る
。
祭
礼
当
日
は
、
当
宿
の
神
事
に
引
き
続
い
て
、
村
立
ち

の

行
列
が
神
社
に

向
か
う
。
大
御
幣
・
シ
ョ
ッ
ト
：
ミ
コ
リ
ヵ
キ
な
ど
も
行
列

に
加

わ

る
が
、
こ
の
と
き
に
シ
ョ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
子
役
（
一
、
二
歳
の
男
児

が
勤
め

る
）
は
、
産
着
の
う
え
に
赤
い
袖
な
し
を
着
て
、
付
き
添
い
の
肩
車
に

乗

る
習
わ
し
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
4
）
。
や
が
て
大
御
幣
が
社
殿
に
収
め
ら

れ

る
と
、
各
座
の
シ
ョ
ッ
ト
と
ミ
コ
リ
カ
キ
は
昇
殿
す
る
が
、
大
床
や
回
廊
に

座
っ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
役
は
な
い
。
シ
ョ
ッ
ト
は
、
こ
の
神
社

が
近
江

国
坂
本
の
山
王
社
を
勧
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
使
わ
し
め
で

あ
る
猿
の
役
と
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
一
つ
物
と
同
類
の
も
の
で
、
神
の
愚
坐

　
（
6
1
）

で
あ
ろ
う
。

　
③
　
敦
賀
市
刀
根
の
気
比
神
社
で
十
二
月
三
日
に
行
な
わ
れ
る
霜
月
祭
で

は
、
東
西
両
座
に
わ
か
れ
て
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
村
立
ち
の
行
列
を
つ
く
り
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

屋
を

出
発
し
て
神
社
へ
向
か
う
。
行
列
の
順
序
は
、
太
夫
（
幣
持
ち
）
、
シ
ョ
ー

ド
ノ
（
正
殿
か
）
、
ヒ
ツ
ノ
フ
タ
、
オ
ミ
キ
モ
チ
、
　
ス
ミ
ヤ
キ
、
当
人
。
本
殿

の

な
か
に
昇
殿
す
る
の
は
、
村
の
神
主
と
太
夫
、
シ
ョ
ー
ド
ノ
の
み
で
、
太
夫

が
シ
ョ

ー
ド
ノ
に
盃
を
勧
め
て
終
わ
る
。
こ
れ
よ
り
先
の
一
日
夜
、
当
宿
に
お

け
る
御
供
蒸
し
の
さ
い
に
、
薦
に
包
ん
だ
白
蒸
し
の
う
え
で
、
シ
ョ
ー
ド
ノ
に

尻
餅
を
三
回
つ
か
せ
る
。
二
日
夜
の
御
供
蒸
し
直
し
の
後
に
も
、
同
じ
こ
と
を

や

ら
せ
る
。
シ
ョ
ー
ド
ノ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ば
あ
い
当
屋
の
長
男
が
勤
め
る

が
、
適
当
な
人
材
が
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
近
い
親
類
の
な
か
か
ら
八
～
十

二
、
三
歳
の
男
児
を
選
定
し
て
こ
れ
に
当
た
ら
せ
る
。
当
宿
で
も
行
列
に
お
い

て

も
、
シ
ョ
ー
ド
ノ
は
藁
で
編
ん
だ
鍋
つ
か
み
風
の
も
の
を
腰
に
下
げ
て
お

り
、
行
列
の
と
き
に
は
山
ウ
ル
シ
の
杖
を
つ
く
。
こ
れ
も
一
つ
物
の
変
種
と
見

　
　
　
　
（
6
3
）

て

よ
い
だ
ろ
う
。

　
ω
　
三
方
郡
美
浜
町
新
庄
に
あ
る
日
吉
神
社
の
祭
礼
は
、
毎
年
五
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

に
、
日
中
の
弥
美
神
社
で
の
祭
礼
に
さ
き
が
け
て
早
朝
に
行
な
わ
れ
る
。
こ
の

と
き
、
一
本
幣
お
よ
び
七
本
幣
を
持
っ
て
日
吉
神
社
の
祭
礼
に
奉
仕
す
る
二
人
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若狭の一つ物

の

幣
差
し
（
こ
こ
で
は
童
児
の
役
）
が
登
場
す
る
。
こ
の
ば
あ
い
は
、
弥
美
神

社
に
お
け

る
大
御
幣
差
し
の
よ
う
に
社
殿
に
担
ぎ
こ
ま
れ
る
こ
と
こ
そ
な
い

が
、
昇
殿
す
る
と
一
本
幣
お
よ
び
七
本
幣
を
手
に
し
て
、
社
殿
前
の
石
畳
一
面

に
敷
き
つ
め
ら
れ
た
荒
薦
に
座
っ
た
当
屋
組
の
講
衆
に
正
対
す
る
。
そ
し
て
、

講
衆
の
頭
上
で
御
幣
を
大
き
く
左
右
に
打
ち
振
る
の
で
あ
る
（
写
真
5
）
。
こ

こ
に
対
比
的
に
描
き
出
さ
れ
た
両
者
の
関
係
は
、
弥
美
神
社
の
祭
礼
の
ク
ラ
イ

マ
ッ

ク
ス
に
お
い
て
大
御
幣
差
し
（
写
真
6
）
と
幣
番
の
人
々
が
つ
く
り
あ
げ

　
　
　
　
　
（
6
5
）

る
熱
狂
的
な
瞬
間
と
も
、
ど
こ
か
で
通
底
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
挙
げ
た
わ
ず
か
な
事
例
だ
け
で
、
た
だ
ち
に
民
俗
社
会

に

お
け

る
一
つ
物
の
意
義
を
説
明
し
て
し
ま
う
の
は
、
や
や
早
計
に
す
ぎ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
符
合
を
見
つ
け
出
す

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
若
狭
に
お
け
る
一
つ
物
の
系
譜
が
、
多
く
の
ば
あ
い
御

幣
と
一
対
を
な
す
幣
差
し
、
あ
る
い
は
ゴ
ヘ
イ
モ
チ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
新
た
な

民
俗
的
造
形
へ
と
収
敏
し
て
い
っ
た
ら
し
い
こ
と
な
ど
は
、
さ
し
ず
め
そ
の
一

つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
施
さ
れ
た
民
俗
的
な
変
形
の
一
例

で

あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
童
児
た
ち
に
は
、
し
ば
し
ば
岩
見
重
太
郎
の
猫
猫
退

治
伝
説
や
人
身
御
供
の
伝
承
が
付
加
さ
れ
て
お
り
、
刀
根
で
も
そ
の
よ
う
な
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

承
を

取
材
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
儀
礼
と
し
て
、

シ
ョ

ー
ド
ノ
を
勧
盃
の
後
に
本
殿
に
納
め
る
こ
と
が
あ
り
、
昔
は
少
女
が
こ
の

役
を
勤
め
て

い
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
た
だ
ち
に
、
弥
美
神
社
の

祭
礼
に
お

い

て
、
大
御
幣
差
し
の
少
年
を
大
御
幣
に
の
せ
て
本
殿
に
納
め
る
局

面
の
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
が
、
符
合
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま

ら
な
い
。

　
忘
れ
て

な
ら
な
い
の
は
、
弥
美
神
社
の
祭
礼
に
お
け
る
大
御
幣
差
し
に
し
て

も
、
そ
し
て
ω
か
ら
ω
ま
で
の
い
ず
れ
の
ぼ
あ
い
で
も
、
童
児
は
祭
礼
の
な
か

で
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
刀
根
で
は
、
村
人

た
ち

が
好
ん

で
自
分
の
子
供
に
こ
の
役
を
勤
め
さ
せ
た
が
っ
た
と
い
う
。
シ
ョ

ー
ド
ノ
は
村
人
た
ち
の
憧
れ
の
的
だ
っ
た
か
ら
、
シ
ョ
ー
ド
ノ
を
何
度
勤
め
た

と
か
、
勤
め
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
も
、
重
大
な
関

心
事
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
シ
ョ
ー
ド
ノ
の
経
験
は
、
集
落
の
成
員
に
と

っ

て

は
社
会
的

な
地
位
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
役
を
長
男
に
さ
せ
た
い
と
い
う
の
が
、
一
般
の
当
屋
の
念
願
す
る
と

　
　
　
　
　
（
6
7
）

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
を
前
提
と
し
て
、
上
井
久
義
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
　

刀
根
に
は
司
祭
の
中
心
人
物
と
し
て
の
シ
ョ
ー
ド
ノ
の
存
在
が
あ
る
。
神
事
に
際

　

し
て
本
殿
内
に
は
い
れ
る
こ
と
は
、
非
常
に
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で

　

あ
る
。
こ
こ
で
は
村
人
で
さ
え
見
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
杯
事
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま

　

た
か

つ
て

は

こ
こ
で
神
降
し
に
関
す
る
神
事
の
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
す
な
わ

　

ち

斎
童
的
な
シ
ョ
ー
ド
ノ
と
巫
女
的
な
ヒ
ト
ゴ
ク
は
、
思
想
的
に
は
非
常
に
近
い
存

　

在
と
い
え
る
。
い
ず
れ
が
よ
り
古
い
姿
で
あ
る
か
は
、
他
の
事
例
と
共
に
検
討
し
な
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六、一つ物と王の舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
神
事
が
形
式
化
し
て
神
事
の
中
心
人
物
の
機
能
が
失
わ
れ
る

と
、
シ
ョ
ー
ド
ノ
は
苗
仲
間
の
後
継
者
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、

シ
ョ

ー
ド
ノ
の
存
在
は
、
ど
う
や
ら
神
事
に
お
け
る
地
位
と
し
て
よ
り
も
、
苗

仲
間
に
入
る
条
件
の
一
つ
と
し
て
社
会
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

て

い
っ

た

ら
し
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
動
向
を
反
映
し
て
、
シ
ョ

ー
ド
ノ
の
祭
礼
に
お
け
る
地
位
が
向
上
し
て
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
構
造
的
変
動
の
兆
候
は
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
準
備
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
。
上
井
久
義
が
鋭
く
も
看
破
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
闇
見
神
社
の

祭
礼
に

お

い
て

最

も
神
聖
な
存
在
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
童
児

が
、
慶
長
年
間
の
祭
礼
帳
以
降
、
ま
っ
た
く
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

も
、
「
中
世
宮
座
の
解
体
と
共
に
そ
の
機
能
を
失
い
、
変
形
し
て
し
ま
っ
た
」
ゆ

え
の
こ
と
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
一
つ
物
と
王
の
舞

　

こ
の
よ
う
に
、
変
形
の
一
途
を
た
ど
っ
た
若
狭
の
一
つ
物
の
、
そ
の
後
の
展

開
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
現
行
の
儀
礼
の
な
か
に
手
が
か
り
を
求

め

る
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
童
児
な
い
し
少
年
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
王

の

舞
が
思
い
出
さ
れ
て
よ
い
。
現
在
、
王
の
舞
は
若
狭
地
方
一
帯
の
十
六
箇
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
7
）

に
伝
承

さ
れ
て
い
る
が
、
少
年
が
演
じ
る
事
例
は
じ
つ
に
十
件
に
の
ぼ
る
。
そ

も
そ
も
王
の
舞
は
成
人
男
子
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
の
が
本
来
で
あ
っ
た
か

ら
、
い
ず
れ
も
民
俗
社
会
に
受
容
さ
れ
た
段
階
で
の
改
変
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、

す
べ
て
を
一
つ
物
と
の
関
連
で
説
明
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
だ
ろ

う
。
そ
の
た
め
に
、
以
下
で
は
、
一
つ
物
と
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ヂ
を
な
し
て
い

る
と
お
ぼ
し
き
い
く
つ
か
の
事
例
を
抽
出
し
、
一
つ
物
か
ら
受
け
た
影
響
の
痕

跡
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
ω
　
闇
見
神
社
の
王
の
舞
。
現
在
で
は
四
月
五
日
に
行
な
わ
れ
る
祭
礼
の
な

か

に
、
一
つ
物
ら
し
き
童
児
に
該
当
す
る
役
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
か

わ

り
に
少
年
の
王
の
舞
が
、
一
つ
物
の
名
残
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
顕
著
な
特

徴

を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
舞
い
手
は
、
大
人
の
女
帯
を
結
び
下
げ
、
水
干
状
の
浄

衣
を
着
用
す

る
。
頭
上
に
は
赤
・
青
・
黄
な
ど
色
と
り
ど
り
の
花
紙
で
飾
り
た

て

ら
れ
て
花
笠
状
に
な
っ
た
船
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
（
写
真
7
）
、
白
足
袋
と
藁
草

履

を
は
く
。
舞
に
用
い
る
鉾
（
木
製
）
の
鍔
口
に
も
、
色
と
り
ど
り
の
花
紙
を

つ
け
て

お

り
、
御
幣
を
思
わ
せ
る
（
写
真
8
）
。
上
井
久
義
は
、
闇
見
神
社
の
祭

礼

で
現
在
子
供
が

担
当
す
る
の
が
こ
の
王
の
舞
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

童
児
と
女
帯
と
い
う
不
自
然
な
組
合
せ
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
な
お
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
に
氏
の
解
釈
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
②
　
福
井
県
三
方
郡
三
方
町
藤
井
の
天
満
社
の
王
の
舞
。
四
月
二
日
の
祭
礼
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若狭の一つ物

に

は
ゴ

ヘ

イ
サ
シ
、
ミ
コ
リ
カ
キ
、
王
の
舞
と
い
っ
た
三
人
の
子
役
が
登
場
す

る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
だ
け
は
、
当
人
の
子
供
か
ら
選
ば
れ
る
が
、
そ
れ
が
男

児
の
ば
あ
い
は
ゴ
ヘ
イ
サ
シ
に
、
女
児
の
ば
あ
い
は
ミ
コ
リ
カ
キ
に
当
て
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
王
の
舞
は
十
二
、
三
歳
の
男
児
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
、
薦

の

う
え
で
舞
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
役
に
当
た
っ
た
少
年
は
、
付
添
い
に
抱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

え
ら
れ
て
薦
の
と
こ
ろ
ま
で
運
ば
れ
、
土
に
足
を
つ
け
る
こ
と
を
し
な
い
。
装

束

と
し
て
は
、
薄
赤
色
の
木
綿
で
つ
く
ら
れ
た
狩
衣
状
の
浄
衣
、
お
よ
び
薄
茶

色
の

切

り
袴
を
着
用
し
、
赤
い
垂
れ
を
下
げ
る
。
頭
上
に
は
鶏
の
か
た
ち
を
し

た
銅
製
の
鳥
甲
を
戴
き
、
白
足
袋
と
藁
草
履
を
は
く
。
ま
た
、
手
に
す
る
木
製

の
鉾
の
鍔
口
に
は
白
布
を
ま
い
て
、
大
き
な
鈴
を
つ
け
て
い
る
（
写
真
9
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

　
③
　
三
方
郡
三
方
町
相
田
の
天
神
社
の
王
の
舞
。
上
述
し
た
藤
井
の
天
満
社

と
は
歴
史
的
に
深
い
関
係
に
あ
り
、
同
日
に
行
な
わ
れ
る
祭
礼
に
も
共
通
点
が

き
わ
め
て
多
い
。
装
束
と
し
て
は
、
薄
茶
色
の
麻
地
で
で
き
た
狩
衣
に
石
帯
を

つ
け
、
袴
は
裾
括
り
に
な
っ
て
い
る
。
鳥
甲
は
藤
井
と
は
異
な
り
、
布
で
つ
く
ら

れ
て

い

て
、
舞
楽
の
鳥
甲
を
模
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
手
に
す
る
鉾

は
木
製
で
、
鍔
口
の
ま
わ
り
に
短
い
御
幣
と
大
き
な
鈴
を
つ
け
る
（
写
真
1
0
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

　
ω
　
一
二
方
郡
一
二
方
町
能
登
野
の
能
登
神
社
の
王
の
舞
。
慶
長
十
三
年
（
一
六

〇

八
）
以
降
、
闇
見
神
社
の
宮
座
組
織
か
ら
離
脱
し
た
た
め
、
四
月
十
五
日
の

祭
礼
に
演
じ
ら
れ
る
王
の
舞
は
、
闇
見
神
社
の
そ
れ
と
通
じ
る
点
が
多
い
。
ミ

コ

リ
カ
キ
と
称
す
る
女
児
が
登
場
し
な
い
の
も
、
闇
見
神
社
の
ば
あ
い
と
同
様

で

あ
る
。
村
立
ち
の
行
列
の
さ
い
に
は
、
王
の
舞
役
の
少
年
は
装
束
を
つ
け

て
、
父
親
の
背
に
負
わ
れ
て
列
に
加
わ
る
。
装
束
と
し
て
は
、
振
袖
の
う
え
に

紋
様
の

あ
る
濃
い
赤
色
の
麻
地
で
つ
く
ら
れ
た
狩
衣
を
着
用
し
、
ツ
キ
ヌ
ケ
の

黄
色

い
袴
を

は

く
。
さ
ら
に
胸
あ
て
や
帯
あ
げ
を
つ
け
、
手
甲
に
脚
絆
、
白
足

袋
に
草
鮭
ば
き
と
い
っ
た
い
で
た
ち
で
あ
る
。
頭
上
に
は
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル

も
あ
る
五
色
の
色
紙
を
背
後
に
垂
ら
す
。
毛
髪
に
擬
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

（写
真
1
1
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

　
㈲
　
遠
敷
郡
上
中
町
小
原
の
石
按
神
社
の
王
の
舞
。
上
中
町
の
春
祭
は
、
今

日
で
は
四
月
三
日
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
礼
に
登
場
す
る
王
の
舞
は
小

学
生
が
担
当
し
、
狩
衣
、
袴
、
白
足
袋
を
着
用
し
、
頭
上
に
は
侍
烏
帽
子
を
か

ぶ
る
（
写
真
1
2
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

　
⑥
　
遠
敷
郡
上
中
町
麻
生
野
の
日
枝
神
社
の
王
の
舞
。
や
は
り
小
学
生
が
担

当
し
、
白
の
狩
衣
、
白
袴
、
白
足
袋
と
い
っ
た
白
づ
く
め
の
装
束
で
あ
る
。
頭

上
に
は
侍
烏
帽
子
を
か
ぶ
る
。
ま
た
、
手
に
持
つ
鉾
の
鍔
口
に
は
御
幣
を
つ
け

る
（
写
真
1
3
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

　
⑦
　
遠
敷
郡
上
中
町
海
士
坂
の
天
満
神
社
の
王
の
舞
。
小
学
生
が
担
当
す
る

王
の
舞
の
装
束
は
、
捺
、
袴
、
白
足
袋
で
あ
り
、
頭
に
は
白
鉢
巻
き
の
み
で
、

烏
帽
子
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
鉾
は
白
木
づ
く
り
で
、
鍔
口
に
榊
を
つ
け
る

（写
真
1
4
）
。
鉾
を
採
っ
て
の
舞
を
、
こ
こ
で
は
「
御
幣
の
儀
」
と
呼
び
な
ら
わ

し
て
お
り
、
鉾
が
同
時
に
御
幣
で
も
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
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六、一つ物と王の舞

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
⑧
　
大
飯
郡
高
浜
町
小
和
田
の
伊
弊
諾
神
社
の
王
の
舞
。
十
月
十
七
日
の
祭

礼
に
は
、
「
り
ょ
う
舞
」
と
呼
ば
れ
る
王
の
舞
と
田
楽
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。
「
り

ょ
う
舞
」
を
担
当
す
る
の
は
、
小
和
田
の
小
学
生
の
な
か
で
最
年
長
の
男
児
で

あ
り
、
鼻
高
面
を
つ
け
て
鉾
を
持
っ
た
「
り
ょ
う
舞
」
を
演
じ
る
の
で
あ
る
。

「
り
ょ
う
舞
」
に
用
い
る
仮
面
は
、
子
供
に
は
大
き
す
ぎ
る
か
ら
、
か
つ
て
は

大
人
が
担
当
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
よ
う
。
装
束
は
次
の
通
り
。
青
み
が
か
っ

た
柄
の
着
物
に
黒
無
地
の
袴
を
つ
け
、
白
足
袋
を
は
く
。
白
布
で
額
に
鉢
巻
き

を

す

る
ほ
か
、
別
の
白
布
で
檸
が
け
を
し
て
背
中
で
大
き
く
結
ぶ
か
ら
、
そ
の

先
端
は
腰
ま
で
垂
れ
下
が
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
鉾
の
上
部
に
は
御
幣
が
吊

る
さ
れ
る
（
写
真
1
5
）
。

　

こ
の
ほ
か
、
若
狭
地
方
の
王
の
舞
の
う
ち
、
小
年
が
担
当
す
る
王
の
舞
の
例

と
し
て
は
、
敦
賀
市
沓
見
の
信
露
貴
彦
・
久
豆
弥
神
社
と
三
方
郡
美
浜
町
佐
田

の
織
田
神
社
の
も
の
が
あ
る
が
、
大
人
の
体
型
に
合
わ
せ
て
規
格
が
つ
く
ら
れ

て

お

り
、
さ
ほ
ど
古
く
な
い
時
期
ま
で
大
人
が
担
当
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る

の

で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
童
児
あ
る
い
は
少
年
に
よ
る
王
の
舞
の
事
例
を
概
観
し
て
く
る

と
、
若
狭
に
伝
播
し
た
王
の
舞
は
、
多
く
の
ぼ
あ
い
童
児
　
　
小
学
生
で
も
高

学
年
あ
た
り
に
な
る
と
、
童
児
と
は
言
え
な
い
が
ー
の
芸
能
に
つ
く
り
か
え

ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
民
俗
的
変
容
は
、
い
か
に

し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
を
解
明
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し

て
、
本
稿
で
は
一
つ
物
に
注
目
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
闇
見
神
社
の
王
の
舞
を

は

じ
め
と
し
て
、
童
児
な
い
し
少
年
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
王
の

舞
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
詳
し
く
述
べ
て
き
た
一
つ
物
の
性
格
を
読
み
と
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
ま
と
め
て
記
し
て
み
よ
う
。

　
①
舞
に
用
い
る
鉾
に
御
幣
や
鈴
な
ど
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
鉾
そ
の
も
の

　
　
が
御
幣
と
観
念
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
し
ば
し
ば
一
つ

　
　
物
が
御
幣
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
（
ω
・
②
．

　
　
③
・
㈲
・
⑦
・
⑧
）

　
②
頭
上
に
五
色
の
色
紙
で
飾
り
た
て
ら
れ
た
か
ぶ
り
も
の
を
つ
け
た
り
、

　
　
白
づ
く
め
の
装
束
に
身
を
固
め
た
り
す
る
な
ど
、
愚
坐
を
彷
彿
と
さ
せ
る

　
　
外
観
を

供
え
て

い
る
。
（
②
・
ω
・
θ
）

　
③

行
列
の
さ
い
に
付
添
い
に
背
負
わ
れ
た
り
、
肩
車
に
乗
る
な
ど
、
地
面

　
　
に
足
を

つ
け

る
こ
と
を
忌
避
す
る
。
王
の
舞
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
局

　
　
面
は
前
川
神
社
の
祭
礼
に
登
場
す
る
シ
ョ
ッ
ト
に
も
見
ら
れ
、
一
つ
物
を

　
　
め
ぐ
る
習
俗
と
も
通
底
し
て
い
る
。
（
②
・
ω
）

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
王
の
舞
は
、
そ
の
ま
ま
一
つ
物
と
重
な
る
わ

け
で

は

な
い
。
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
、
一
つ
物
の
性
格
を
受
け
継
い
だ
側
面
の

あ
る
こ
と
を
、
可
能
性
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が

っ

て
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
必
ず
し
も
一
つ
物
と
の
関
連
で
説
明
し
な
く
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て

も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
よ
り
一
般
的
に
、
聖
な
る
存
在
と
し
て
の
童
児

の
造
形

と
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
の
舞
が

若
狭
に
伝
播
し
た
段
階
で
、
当
初
は
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
特
徴
が
い
く
つ
か

の

事
例
に

ま
た
が
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
民
俗

的
変
容
を
準
備
す
る
素
地
を
、
ど
こ
か
に
想
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ

が
、
院
政
期
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
祭
礼
に
お
け
る
芸
能
構
成
の
一
環
と
し

て
、
王
の
舞
・
田
楽
・
獅
子
舞
な
ど
の
祭
礼
芸
能
と
と
も
に
若
狭
に
伝
播
し
た

で
あ
ろ
う
一
つ
物
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
闇
見
神
社
の
王
の
舞
に
触
れ
た
箇
所
で
、
上
井
久
義
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

女
帯
を

し
た
少
年
の
姿
は
、
藤
井
・
向
笠
・
田
井
に
お
け
る
御
幣
振
り
と
ミ
コ
リ

　

カ
キ
に
そ
の
付
き
添
者
の
姿
を
複
合
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ

　

れ

ら
が
頭
屋
儀
礼
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
現

　

在
だ
け
で
な
く
、
近
世
宮
座
の
儀
礼
に
お
い
て
も
や
は
り
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

　

れ

る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
形
態
が
生
じ
る
以
前
の
姿
を
帰
納
す
る
と
す
れ
ぽ
、
大

　

坊
の
記
録
に
見
え
る
乗
馬
し
た
七
歳
未
満
の
童
子
の
存
在
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
同
時
に
、
「
園
林
寺
文
書
」
に
見
え
る
一
物
に
つ
な
が
る
も
の
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
（
8
1
）

　
が
で
き
よ
う
。

　
本
稿
で
は
、
ミ
コ
リ
カ
キ
な
ど
と
称
さ
れ
る
女
児
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
こ

と
を
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
や
は
り
神
聖
な
存
在
と
し
て
神
事
に
奉
仕
す
る

か

ら
、
幣
差
し
（
ゴ
ヘ
イ
モ
チ
、
ゴ
ヘ
イ
カ
キ
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
）
と
同
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

に

置
い
て
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
藤
井
で
は
、
第
一
位
を
ゴ
ヘ
イ
カ

キ
、
第
二
位
を
ミ
コ
リ
カ
キ
と
し
て
お
り
、
王
の
舞
は
三
者
の
な
か
で
は
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

下
位
に

置
か
れ
て
い
る
が
、
三
者
と
も
当
屋
で
行
な
わ
れ
る
儀
礼
で
は
上
座
に

着
席
す
る
習
わ
し
で
あ
る
。
民
俗
社
会
が
こ
れ
ら
の
役
を
神
聖
な
存
在
と
し
て

扱
っ
て
ゆ
く
過
程
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
保
持
し
て
い
た
独
自
の
機
能
が
共
有
さ
れ

て

い
っ

た

こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
儀
礼
が
行

な
わ
れ
る
場
に
お
い
て
、
王
の
舞
は
一
つ
物
と
錯
綜
し
、
複
合
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
王
の
舞
の
造
形
を
整
え
て
い
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。

　

こ
こ
に
い
た
っ
て
、
本
稿
は
、
一
つ
の
大
き
な
問
い
の
前
に
引
き
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
王
の
舞
に
こ
の
よ
う
な
変
形
を
加
え
て
ゆ
く
民
俗

的
想
像
力
の
質
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
冒
頭
に
も
掲
げ
て
お
い
た
問

い
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
民
俗
社
会
に
お
い
て
王
の
舞
が
示
す
定
着
の
相
は
じ
つ

に

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
本
稿
で
扱
っ
た
事
例
は
そ
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
こ
と
な

ど
、
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
十
六
件

の

う
ち
の
過
半
数
が
、
王
の
舞
を
童
児
の
芸
能
と
し
て
彫
琢
し
、
再
構
成
し
て

い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
助
長
す
る
要
因
と
し
て
、
一
つ
物
の
存

在
を

指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
一
つ
物
が
王
の
舞
の
変
形

に
供
せ

ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
謎
は
、
依
然
と
し
て
解
け
な
い
ま
ま
放
り
出
さ

れ
て

い
る
。

58



七、結びにかえて

　
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
確
か
な
回
答
を
提
示
す
る
用
意
は
、

な
い
。
少
な
く
と
も
、
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
何
ら
か
の
結
論
を
導
き
出
す

こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
ま
ず

し
て
、
ご
く
粗
い
設
計
図
を
描
い
て
お
く
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
意
味
な
こ
と

で
は

あ
る
ま
い
。
本
稿
の
末
尾
に
当
た
る
次
節
は
、
そ
の
た
め
に
費
や
さ
れ
る

で

あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
試
み
が
、
あ
る
い
は
日
本
芸
能
史
の
地
勢
を
包
括
的

に

理
解
す

る
た
め
に
引
か
れ
る
一
本
の
補
助
線
に
で
も
な
れ
ば
、
と
考
え
て
い

る
。

七
、
結
び
に
か
え
て

　
童
児

な
い
し
少
年
の
王
の
舞
を
見
る
に
つ
け
、
そ
れ
ら
と
は
あ
ま
り
に
も
異

な
っ
た
光
景
を
描
き
出
す
が
ゆ
え
に
、
思
い
出
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
王
の
舞
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
毎
年
五
月
一
日
に
三
方
郡
美
浜
町
宮
代
の
弥
美
神
社
で
行
な

わ
れ

る
祭
礼
に
現
わ
れ
る
王
の
舞
で
あ
る
。
こ
の
王
の
舞
に
つ
い
て
は
、
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

に
別
稿
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
て
お
い
た
が
、
不
自
然
な
動
作
や
姿
勢
を
持
続

し
た
ま
ま
で
流
れ
る
よ
う
な
曲
線
を
描
い
て
ゆ
く
、
特
異
か
つ
高
度
に
洗
練
さ

れ
た
演
技
術
に
大
き
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
な
演
技
は
、
舞
い
手
の
身
体
に
過
度
の
変
形
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て

は

じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
し
い
稽
古
は
絶
対
に
欠
か
せ
な

い
。
じ
っ
さ
い
、
祭
礼
の
日
が
近
づ
く
と
連
日
繰
り
返
さ
れ
る
猛
練
習
は
、
壮

絶
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
一
齢
と
本
稿
が
扱
っ
て
き
た
王
の
舞
と
を
比
較
し
て
み
る
が
よ
い
。
双

方
の
ち
が
い
は
対
照
的
で
す
ら
あ
る
。
同
じ
王
の
舞
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
異
な
っ
た
印
象
を
受
け
る
の
は
な
ぜ
か
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
童

児
が
演
じ
る
王
の
舞
に
、
高
度
な
技
巧
や
洗
練
さ
れ
た
芸
を
期
待
す
る
こ
と
な

ど
、
到
底
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
い
か
に
も
稚
拙
な
内

容
で
あ
り
、
芸
と
し
て
は
決
し
て
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
技

術
的

な
水
準
に
つ
い
て
言
え
ば
、
超
絶
技
巧
を
目
指
す
弥
美
神
社
の
王
の
舞
と

較
べ
る
ま
で
も
な
く
、
拙
劣
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
、
院
政
期
に
は
一
つ
物
と
い
う
名
の
童
児
が
祭
礼
の
呼
び
も
の
と

し
て
も
て
は
や
さ
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
風
流
の
花
形
で
あ
っ
た
。
こ
の
風
潮
は
、

ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
技
術
本
位
で
考
え
る
な

ら
ば
、
童
児
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
芸
能
と
は
、
そ
の
ま
ま
質
の
低
下
を
意
味

し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
承
知
で
、
童
児
と
芸
能
と
い
う
い
く

ら
か
奇
を
街
っ
た
感
も
あ
る
結
び
つ
き
を
称
揚
す
る
の
に
は
、
何
か
わ
け
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。

　
そ

こ
で
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
仮
説
な
の
だ
が
、
臆
せ
ず
書
き
つ
け
て
し
ま

　
（
8
5
）

お

う
。
日
本
芸
能
史
を
貫
く
潮
流
に
は
、
二
つ
の
大
き
な
基
準
が
あ
っ
た
の
で

は

あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
修
練
を
積
ん
で
は
じ
め
て
到
達
で
き
る
高
度
や
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洗
練

と
い
っ
た
技
術
に
関
わ
る
基
準
と
、
技
術
や
技
巧
で
は
な
し
に
巧
ま
ず
し

て

生
ま
れ
出
る
味
わ
い
を
愛
で
る
基
準
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
童

児
に
よ
る
芸
能
な
ど
は
、
さ
し
ず
め
後
者
の
典
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
、
か
な
り
大
雑
把
な
理
解
に
関
し
て
は
、
し
か
し
、
山
路
興
造
が
「
風
流
」

と
い
う
美
意
識
に
言
及
し
つ
つ
、
提
示
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　
　

「
風
流
」
と
い
う
も
の
は
、
　
一
体
ど
う
い
う
特
色
が
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
観
点
か

　

ら
我
々
は
捉
え
た
ら
い
い
ん
で
あ
ろ
う
か
、
と
考
え
ま
す
と
、
私
は
そ
の
第
一
と
し

　
　
て
、
ま
ず
人
の
目
を
驚
か
せ
る
こ
と
に
、
眼
目
が
あ
っ
た
…
…
。
　
（
中
略
）
別
の
言

　

葉
で
い
う
と
、
こ
の
風
流
と
い
う
の
は
、
　
一
回
性
と
い
う
も
の
を
本
来
的
な
も
の
と

　
　
し
た
の
で
は
な
い
か
…
…
。
で
す
か
ら
、
二
回
、
三
回
、
同
じ
も
の
を
繰
り
返
す
と

　
　
こ
ろ
に
は
、
も
う
風
流
と
し
て
の
美
意
識
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ま
す
。
一
回
性
を

　

特
色
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
型
の
伝
承
と
い
う
も
の
が
な

　
　
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
他
の
芸
能
が
何
回
も
何
回
も
同
じ
こ
と
を
繰

　

り
返
す
う
ち
に
、
一
つ
の
型
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
型
に
お
い
て
伝
承
す

　
　
る
と
い
う
の
が
、
日
本
の
大
き
な
芸
能
伝
承
の
仕
方
だ
、
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す

　

が
、
風
流
を
眼
目
と
し
た
芸
能
で
は
、
こ
の
「
型
」
と
「
伝
承
」
を
拒
否
し
た
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

　

う
に
、
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
お
る
ん
で
す
。

　
深
い
洞
察
に
満
ち
た
氏
の
発
言
の
す
べ
て
を
理
解
で
き
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
「
こ
の
芸
能
と
し
て
の
風
流
は
そ
の
時
代
と
場
所
を
共
有
し
た
そ
の
時
に

お

い
て

初
め
て

芸
能

と
し
て
の
本
領
を
発
揮
す
る
ん
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

（8
7
）

す
」
と
い
っ
た
一
節
を
読
む
と
き
、
本
稿
が
扱
っ
て
き
た
一
つ
物
も
ま
た
、
院

政
期
に
隆
盛
を
誇
っ
た
芸
能
と
し
て
の
風
流
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
に
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
ま
ず
人
の
耳
目
を
驚
か
せ
る

こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
華
や
か
に
飾
り
た
て
た
童
児
を
馬
に
の

せ

る
趣
向
も
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
一
つ
物
は
祭
礼
に
お
け
る

風
流
と
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
姿
を
現
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
続
け
て
氏
は
、

風
流
の

も
う
一
つ
の
大
き
な
特
色
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

　
　

そ
れ
は
風
流
の
担
い
手
が
専
業
の
芸
能
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
素
人
に
あ

　
　
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
風
流
が
一
回
性
、
要
す
る

　
　
に
、
「
型
」
と
か
「
繰
り
返
し
」
と
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
し
た
こ
と
と
、
同

　
　
じ
次
元
の
話
じ
ゃ
な
い
か
と
、
と
思
う
ん
で
す
。
　
（
中
略
）
そ
れ
は
素
人
、
要
す
る

　
　
に
一
般
の
人
た
ち
の
中
に
存
在
す
る
美
意
識
で
あ
り
、
ま
た
芸
能
で
あ
り
、
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

　

表
現
と
い
っ
た
ら
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
氏
の
発
言
に
沿
う
な
ら
ば
、
童
児
は
素
人
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に

芸
能

と
し
て
の
風
流
に
と
っ
て
は
申
し
分
の
な
い
担
い
手
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
院
政
期
に
登
場
す
る
一
つ
物
と
は
、
人
の
目
を
驚
か
せ
る
こ
と
に
主
眼
を

置
い
て
そ
れ
を
良
し
と
す
る
風
潮
の
、
ま
さ
に
端
的
な
現
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ

た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
芸
能
と
し
て
の
風
流
を
こ
の
よ
う
に
把
握
し
つ

つ
、
一
つ
物
の
影
を
引
き
ず
っ
た
王
の
舞
に
視
線
を
転
じ
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ

う
か
。
舞
楽
や
伎
楽
に
由
来
す
る
外
来
系
の
芸
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
王
の
舞
は
、
舞
楽
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
当
初
こ
そ
寸
分
狂
わ
な
い
高
度

の
技
術
を

要

し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
民
俗
社
会
に
受
容
さ
れ
る

段
階
に
な
る
と
、
技
術
的
な
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
は
も
は
や
至
難
の
技
で
あ
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註

っ

た
か

ら
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
風
流
と
し
て
の
芸
能
へ
と
急
速

に
傾
斜

し
て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
王
の
舞
を
童
児
の
芸
能
に
つ
く
り
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
直
接

の

契
機
は
、
京
都
や
奈
良
の
大
社
寺
の
祭
礼
で
評
判
を
呼
ん
だ
一
つ
物
が
若
狭

に
伝
播

し
た
こ
と
に
求
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
今
日
に
い
た
る

ま
で
童
児
の
王
の
舞
を
保
持
し
て
き
た
と
こ
ろ
は
、
多
く
の
ば
あ
い
、
京
都
に

通

じ
る
街
道
沿
い
の
集
落
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
地
理
的
に
は
京
都
に
最
も
近

い
、
比
較
的
狭
い
地
域
に
密
集
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
帯
は
、
あ
る
い

は

さ
ま
ざ
ま
な
経
路
で
京
都
か
ら
流
入
す
る
情
報
や
文
化
の
影
響
を
最
も
強
く

受
け
た
地
域
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

れ
、
一
つ
物
が
定
着
す
る
地
域
と
し
て
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
、
も
し

か

し
た
ら
、
童
児
が
勤
め
る
一
つ
物
を
神
の
愚
坐
と
見
な
す
よ
う
な
想
像
力

も
、
そ
の
よ
う
な
定
着
の
過
程
で
、
よ
う
や
く
ゆ
る
や
か
な
速
度
で
働
き
は
じ

め
た
の

か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
一
方
で
、
一
つ
物
が
風
流
の
精
神
を
手
放
し

て

ゆ

く
過
程
で
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
を
確
か
め
る
す
べ
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か

ら
、
い
ま
は
精
一
杯
控
え
目
に
語
っ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
少
な
く
と
も
、

一
つ
物
を
た
だ
ち
に
神
の
愚
坐
で
あ
る
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
民
俗

学
的
解
釈
に

対

し
て
は
疑
い
を
投
げ
か
け
、
生
ま
れ
て
は
消
え
て
い
っ
た
一
つ

物
の
消
息
に
で
き
る
だ
け
目
を
開
い
て
ゆ
く
こ
と
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
早
い
時

期
に
風
流
の
花
形
の
座
か
ら
す
べ
り
落
ち
て
、
い
ま
で
は
微
弱
な
輝
き
し
か
放

て

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
一
つ
物
を
通
し
て
で
も
、
芸
能
と
し
て
の
風
流
を
め

ぐ
る
場
の
あ
り
か
た
は
、
き
っ
と
描
き
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

註（
1
）
　
民
俗
学
研
究
所
編
『
総
合
日
本
民
俗
語
彙
』
第
三
巻
、
平
凡
社
、
一
九
五
五

　
　
年
、
一
三
一
五
頁
。

（
2
）
　
西
角
井
正
慶
編
『
年
中
行
事
辞
典
』
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
五
八
年
、
六
八
〇

　
　
ー
六
八
一
頁
。

（
3
）
　
石
上
堅
『
日
本
民
俗
語
大
辞
典
』
、
桜
楓
社
、
　
一
九
八
三
年
、
一
＝
八
頁
。

（
4
）
永
島
福
太
郎
「
春
日
若
宮
祭
と
一
っ
物
」
『
藝
能
史
研
究
』
第
九
七
号
、
　
一
九

　
　
八
七
年
、
な
ら
び
に
同
「
播
州
の
神
事
稚
児
「
一
っ
物
」
」
『
兵
庫
県
の
歴
史
』
第

　
　
二
三
号
、
一
九
八
七
年
、
参
照
。

（
5
）
　
以
下
の
論
述
は
、
主
と
し
て
永
島
福
太
郎
「
春
日
若
宮
祭
と
「
一
っ
物
」
」
に

　
　
よ
っ
た
。

（
6
）
　
こ
の
一
節
は
、
関
白
藤
原
師
通
が
延
暦
寺
の
呪
咀
を
受
け
て
重
病
に
罹
っ
た
た

　
　
め
、
そ
の
母
麗
子
が
日
吉
社
に
密
か
に
参
籠
し
た
さ
い
に
、
奉
納
す
る
べ
き
も
の

　
　
と
し
て
立
願
し
た
内
容
を
記
し
て
い
る
。

（
7
）
　
祇
園
御
霊
会
の
馬
長
（
馬
長
童
）
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
山
路
興
造
「
祇
園

　
　
御
霊
会
の
芸
能
ー
馬
長
童
・
久
世
舞
車
・
掲
鼓
稚
児
1
」
『
藝
能
史
研
究
』
第
九

　
　
四
号
、
一
九
八
六
年
、
を
参
照
の
こ
と
。

（　　（
1312
）　　）

（　 （　 （　 （
1110　9　8
）　 ）　 ）　）

永
島
福
太
郎
「
播
州
の
神
事
稚
児
「
一
っ
物
」
」
、
五
頁
。

同
書
、
四
ー
六
頁
、
参
照
。

同
書
、
六
・
十
二
頁
、
参
照
。

同
「
春
日
若
宮
祭
と
一
っ
物
」
、
一
一
ー
一
二
頁
、
参
照
。

同
書
、
一
一
頁
。

同
書
、
一
五
頁
。
な
お
、
同
様
に
風
流
化
の
道
筋
を
想
定
す
る
指
摘
は
、

曽
根
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若狭の一つ物

　
　
文
省
「
東
播
磨
の
一
ッ
物
神
事
」
『
近
畿
民
俗
』
第
六
十
四
号
、
　
一
九
七
五
年
、

　
　
一
九
頁
、
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
氏
は
、
曽
根
、
大
塩
両
天
満
宮
に
お
い
て
複
数

　
　
の

一
つ
物
が
登
場
す
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
、
「
本
来
の
機
能
が
失
わ
れ
、
稚
児

　
　
と
し
て
風
流
化
し
て
ゆ
く
段
階
で
の
変
化
と
み
て
解
決
す
る
か
ど
う
か
」
と
述

　
　
べ
、
慎
重
な
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
同
書
、
七
頁
。

（
1
5
）
　
黒
田
日
出
男
『
〔
絵
巻
〕
子
ど
も
の
登
場
　
中
世
社
会
の
子
ど
も
像
』
、
河
出
書

　
　
房
新
社
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
四
頁
。

（
1
6
）
　
祭
礼
芸
能
の
こ
う
し
た
構
成
に
つ
い
て
は
、
山
路
興
造
の
一
連
の
論
考
が
参
考

　
　
に

な
る
。
こ
こ
で
は
「
荘
園
鎮
守
社
に
お
け
る
祭
祀
と
芸
能
－
若
狭
三
方
郡
を
中

　
　
心
と
し
て
ー
」
『
藝
能
史
研
究
』
第
六
〇
号
、
一
九
七
八
年
、
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
　
王
の

舞
に
焦
点
を
絞
っ
て
同
様
の
問
題
を
扱
っ
た
論
考
と
し
て
は
、
橋
本
「
王
の

　
　
舞
の
成
立
と
展
開
」
『
藝
能
史
研
究
』
第
一
〇
二
号
、
一
九
八
八
年
、
が
あ
る
。

（
1
7
）
　
紙
園
御
霊
会
の
芸
能
構
成
を
図
示
し
た
史
料
と
し
て
は
、
五
味
文
彦
「
馬
長
と

　
　
馬
上
」
『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
の
な
か
で
疑
義

　
　
が
呈
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
さ
し
あ
た
り
『
年
中
行
事
絵
巻
』
を
挙
げ
て
お

　
　
く
。
巻
九
に
は
田
楽
、
大
幣
、
巫
女
、
王
の
舞
、
獅
子
舞
、
神
興
、
細
男
な
ど
の

　
　
姿
が
見
え
る
ほ
か
、
巻
十
二
に
は
山
鳥
の
羽
根
に
菖
蒲
ら
し
き
花
を
つ
け
た
綾
闇

　
　
笠
を

か
ぶ
っ

た
馬
長
の

一
行
が
単
独
で
描
か
れ
て
い
た
。

（
1
8
）
　
山
路
興
造
「
宇
都
宮
二
荒
山
神
社
式
年
造
宮
芸
能
記
録
」
『
藝
能
史
研
究
』
第

　
　
九
二
号
、
一
九
七
六
年
。

（
1
9
）
　
橋
本
、
前
掲
書
、
一
四
頁
。

（
2
0
）
　
植
木
行
宣
「
上
鴨
川
住
吉
神
社
の
芸
能
」
『
上
鴨
川
住
吉
神
社
の
神
事
舞
　
、
兵

　
　
庫
県
加
東
郡
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一
年
、
五
六
頁
。

（
2
1
）
　
永
島
福
太
郎
「
播
州
の
神
事
稚
児
「
一
っ
物
」
」
、
三
頁
。

（
2
2
）
　
柳
田
国
男
「
氏
神
と
氏
子
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
十
一
巻
、
筑
摩
書
房
、

　
　
一
九
六
九
年
、
四
七
三
ー
四
七
五
頁
。

（
2
3
）
　
萩
原
龍
夫
『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
、
二
一

　
　
四
頁
。

（
2
4
）
　
東
條
寛
「
粉
河
六
月
会
と
童
児
頭
人
ー
粉
河
祭
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
ー
」

　
　
『
和
歌
山
地
方
史
研
究
』
第
7
号
、
一
九
八
四
年
、
参
照
。
な
お
、
氏
は
そ
の
後
、

　
　
「
粉
河
六
月
会
と
速
玉
大
社
御
船
祭
ー
童
児
頭
人
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
1
」
（
横

　
　
田
健
一
・
上
井
久
義
編
『
紀
伊
半
島
の
文
化
史
的
研
究
』
民
俗
編
、
関
西
大
学
出

　
　
版
部
、
一
九
八
八
年
、
所
収
）
な
る
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
実

　
　
態
は
、
末
尾
に
新
た
に
速
玉
大
社
の
御
船
祭
の
検
討
を
付
け
加
え
て
は
い
る
も
の

　
　

の
、
そ
れ
以
外
は
内
容
か
ら
表
現
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
、
ま
っ
た
く
と
言
っ
て

　
　

よ
い
ほ
ど
前
稿
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
別
稿
と
は
認
め
が
た
い
。
こ
の
よ
う

　
　
な
不
可
解
な
論
考
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
詳
し
い
経
緯
は
わ
か
ら
な
い

　
　
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
論
考
を
検
討
に
値
せ
ず
と
考
え
、
さ
し
あ
た
り
対
象
と
し

　
　
な
い
で
お
く
。

（
2
5
）
　
同
「
粉
河
六
月
会
と
童
児
頭
人
ー
粉
河
祭
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
1
」
、
四
四

　
　
ー
四
五
頁
。

（
2
6
）
柳
田
国
男
「
片
葉
蔵
考
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
十
七
巻
、
筑
摩
書
房
、

　
　
一
九
七
〇
年
、
三
五
七
ー
三
六
〇
頁
。
な
お
、
じ
つ
は
こ
の
論
考
が
発
表
さ
れ
る

　
　
数
年
前

に
、
松
本
愛
重
「
百
番
の
一
つ
物
に
就
て
」
『
歴
史
地
理
』
第
十
一
巻
第

　
　
一
号
、
一
九
〇
八
年
、
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
な
関
心
は

　
　
『
平
家
物
語
』
の
な
か
に
出
て
く
る
「
百
番
の
一
つ
物
」
の
意
義
を
解
明
す
る
こ

　
　
と
に
あ
る
と
見
え
て
、
一
つ
物
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
な
解
説
に
と

　
　
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

（
2
7
）
柳
田
国
男
「
日
本
の
祭
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
十
巻
、
筑
摩
書
房
、
　
一
九

　
　
六
九
年
、
一
八
三
頁
。

（
2
8
）
同
「
氏
神
と
氏
子
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
十
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六

　
　
九
年
、
四
七
三
ー
四
七
四
頁
。

（
2
9
）
中
山
太
郎
「
一
つ
物
」
『
土
俗
と
伝
説
』
第
一
巻
第
三
号
、
一
九
一
八
年
。

（
3
0
）
　
同
「
一
つ
物
の
研
究
」
『
日
本
民
俗
学
』
歴
史
編
（
復
刻
版
）
、
一
九
七
七
年
、

　
　
大
和
書
房
、
二
〇
二
頁
。

（
3
1
）
　
同
書
、
二
二
五
頁
。

（
3
2
）
　
伊
波
普
猷
「
を
な
り
神
の
島
」
『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
五
巻
、
　
一
九
七
四
年
、
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註

　
　
平
凡
社
、
に
収
め
ら
れ
た
「
か
ざ
な
お
り
考
ー
羽
毛
を
磐
す
風
習
」
を
参
照
の
こ

　
　
と
。

（
3
3
）
折
口
信
夫
「
春
日
若
宮
御
祭
り
」
『
折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
』
第
五
巻
、
中

　
　
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年
、
四
九
九
－
五
〇
〇
頁
。

（
3
4
）
　
山
鳥
の
羽
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
中
山
太
郎
の
論
考

　
　
の
ほ
か
に
、
早
川
孝
太
郎
「
鳥
に
関
す
る
俗
信
」
『
早
川
孝
太
郎
全
集
』
第
四
巻
、

　
　
未
来
社
、
　
一
九
七
四
年
、
三
一
一
頁
、
折
口
信
夫
「
幣
束
か
ら
旗
さ
し
物
へ
」

　
　
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
　
一
九
五
五
年
、
二
二
〇
頁
、
な
ど

　
　
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
、
石
上
堅
、
前
掲
書
、
　
一
一
一
九
頁
に
は
、
「
こ
の
山
鳥

　
　
の
尾－
雑
の
尾
羽
は
、
野
籠
り
の
生
活
を
終
え
た
鳥
同
様
、
物
忌
み
こ
も
り
を

　
　
経
て
、
神
に
仕
え
る
清
浄
な
者
の
意
味
を
有
し
て
い
る
」
と
あ
る
。

（
3
5
）
堀
一
郎
『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
』
（
二
）
宗
教
史
編
、
東
京
創
元
社
、

　
　
一
九
五
三
年
、
七
二
九
－
七
三
〇
頁
。

（
3
6
）
萩
原
龍
夫
「
祭
り
方
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
8
巻
　
信
仰
と
民
俗
、
平
凡

　
　
社
、
二
二
四
ー
二
二
五
頁
。

（
3
7
）
　
竹
田
聴
洲
「
神
の
表
象
と
祭
場
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
8
巻
　
信
仰
と
民

　
　
俗
、
一
七
〇
ー
一
七
一
頁
、
参
照
。

（
3
8
）
　
井
之
口
章
次
「
幼
少
年
期
」
『
日
本
民
俗
学
大
系
』
第
4
巻
　
社
会
と
民
俗
皿
、

　
　
平
凡
社
、
二
二
四
ー
二
二
五
頁
、
参
照
。

（
3
9
）
　
山
路
興
造
「
神
縣
り
か
ら
芸
能
へ
1
民
俗
行
事
に
お
け
る
神
縣
り
の
諸
相
」

　
　
『
祭
り
は
神
々
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
』
、
力
富
書
房
、
一
九
八
七
年
、
二
四
二
ー
二

　
　
四

四
頁
、
参
照
。
な
お
、
神
が
か
り
が
芸
能
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
道
程
を
探
る
氏

　
　

は
、
一
つ
物
の
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
「
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
稚
児
を
神
の
愚

　
　
代
と
し
、
神
縣
ら
せ
る
行
事
が
付
随
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
（
二
四
三
頁
）
と

　
　
述
べ
て
い
る
。

（
4
0
）
東
條
寛
、
前
掲
書
、
四
五
頁
。

（
4
1
）
　
同
書
、
四
五
ー
四
六
頁
。

（
4
2
）
　
一
つ
物
の
諸
相
を
見
渡
す
た
め
に
参
考
に
し
た
主
な
文
献
に
つ
い
て
は
、
い
ち

　
　

い
ち
断

る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
言
及
し
な
か
っ
た
も
の
に
限
っ
て
、

　
　
こ
こ
に
一
括
し
て
挙
げ
て
お
く
。

　

①
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』
（
覆
刻
版
）
、
名
著
普
及
会
、
一
九
八
〇

　
　
　
年
、
の
「
ヒ
ト
ッ
モ
ノ
」
の
項

　
　
②
大
塚
民
俗
学
会
編
『
日
本
民
俗
事
典
』
、
弘
文
堂
、
一
九
七
二
年
、
の
「
ひ

　
　
　
と
つ
も
の
」
の
項
（
萩
原
龍
夫
執
筆
）

　
　
③
萩
原
龍
夫
「
稚
児
」
『
日
本
宗
教
史
の
謎
』
（
下
）
、
佼
成
出
版
社
、
一
九
七

　
　
　
六
年
、
二
八
七
ー
二
九
二
頁

　
　
④
同
「
ま
つ
り
と
象
徴
」
『
神
々
と
村
落
－
歴
史
学
と
民
俗
学
と
の
接
点
ー
』
、

　
　
　
弘
文
堂
、
一
九
七
八
年
、
九
八
ー
一
〇
一
頁

　
　
　
ま
た
、
中
山
太
郎
「
一
つ
物
」
二
一
ー
二
四
頁
、
に
は
、
一
つ
物
と
そ
れ
に
類

　
　
す
る
事
例
が
最
も
多
く
集
成
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ

　
　
た
。
た
だ
し
、
以
下
で
註
に
掲
げ
る
論
考
お
よ
び
報
告
は
、
一
つ
物
に
主
要
な
関

　
　
心
を
向
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
限
定
し
て
い
る
。

（
4
3
）
東
條
寛
、
前
掲
書
、
参
照
。

（
4
4
）
和
歌
山
県
編
『
和
歌
山
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
（
八
）
、
歴
史
図
書
社
、
一
九

　
　
七
四
年
、
三
七
三
ー
三
八
〇
頁
、
に
の
る
「
熊
野
速
玉
祭
」
（
田
中
敬
忠
報
告
）
、

　
　
参
照
。
そ
の
ほ
か
に
、
そ
れ
じ
た
い
で
問
題
の
多
い
論
考
で
は
あ
る
が
、
東
條
寛

　
　
「
粉
河
六
月
会
と
速
玉
大
社
御
船
祭
ー
童
児
頭
人
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
ー
」
に

　
　
も
、
速
玉
神
社
の
一
つ
物
に
つ
い
て
紹
介
す
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、

　
　
人
形
の
一
つ
物
と
し
て
は
、
ほ
か
に
愛
知
県
丹
羽
郡
布
袋
町
（
江
南
市
）
、
茨
城

　
　
県
真
壁
郡
大
宝
（
下
妻
市
）
な
ど
の
事
例
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
馬
に
乗
せ
る
こ

　
　
と
が
あ
る
。
民
俗
学
研
究
所
編
、
前
掲
書
、
二
一
二
五
頁
、
参
照
。

（
4
5
）
　
曽
根
文
省
、
前
掲
書
、
な
ら
び
に
喜
多
慶
治
『
兵
庫
県
民
俗
芸
能
誌
』
、
錦
正

　
　
社
、
一
九
七
七
年
、
四
九
一
ー
四
九
六
頁
、
参
照
。
前
老
は
、
ほ
か
に
大
塩
天
満

　
　
宮
、
荒
井
神
社
、
崎
宮
神
社
の
一
つ
物
神
事
を
紹
介
し
、
四
社
の
事
例
を
比
較
す

　
　

る
。
ま
た
、
後
者
は
、
第
六
章
の
第
一
節
「
一
つ
も
の
」
に
兵
庫
県
下
の
一
つ
物

　
　
お

よ
び
そ
れ
に
類
す
る
事
例
を
集
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
有
益
で
あ
る
。

（
4
6
）
文
化
財
保
護
委
員
会
編
『
無
形
の
民
俗
資
料
記
録
　
第
四
集
「
や
ま
」
の
神

　
　
事
』
、
文
化
財
保
護
委
員
会
、
一
九
六
六
年
、
　
一
三
一
ー
ニ
ニ
ニ
、
　
二
二
九
頁
、
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若狭の一つ物

　
　

参
照
。

（
4
7
）
若
原
英
弍
「
民
衆
と
芸
能
」
『
宇
治
市
史
』
3
、
宇
治
市
役
所
、
一
九
七
六
年
、

　
　

六
九
〇
ー
六
九
五
頁
、
参
照
。
な
お
、
こ
の
事
例
の
歴
史
的
な
側
面
に
つ
い
て

　
　

は
、
林
屋
辰
三
郎
『
中
世
芸
能
史
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
　
一
九
六
〇
年
、
の
第

　
　

二
章
附
節

「
宇
治
離
宮
祭
に
つ
い
て
」
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
8
）
　
東
條
寛
「
粉
河
六
月
会
と
童
児
頭
人
－
粉
河
祭
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
1
」
、

　
　

四

五
頁
。

（
4
9
）
　
岡
本
彰
夫
「
お
ん
祭
お
渡
り
今
昔
」
『
春
日
若
宮
お
ん
祭
の
神
事
芸
能
』
、
春
日

　
　

大
社
、
一
九
八
二
年
、
六
頁
、
参
照
。

（
5
0
）
　
お
そ
ら
く
同
じ
事
例
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
萩
原
龍
夫
は
「
こ
こ
の

　
　
祭
の
稚
児
は
、
一
本
萱
と
よ
ば
れ
、
祭
ま
で
の
一
年
間
に
生
れ
た
子
は
、
管
一
本

　
　
を

も
た
せ
て
（
母
が
抱
い
て
）
神
興
の
前
を
行
か
せ
る
。
こ
れ
を
ツ
チ
ッ
カ
ズ
と

　
　
も
い
う
と
の
こ
と
で
あ
る
」
（
「
ま
つ
り
と
象
徴
」
、
四
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
5
1
）
　
三
隅
治
雄
「
雨
宮
御
神
事
の
概
論
」
『
雨
宮
の
御
神
事
　
長
野
県
無
形
文
化
財

　
　
調
査
報
告
2
』
、
長
野
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
五
年
、
　
一
五
頁
、
な
ら
び
に
中

　
　
村
浩

「
雨
宮
御
神
事

考
」
『
雨
宮
の
御
神
事
　
長
野
県
無
形
文
化
財
調
査
報
告

　
　

2
』
、
三
二
頁
、
参
照
。

（
5
2
）
　
岩
崎
敏
夫
「
農
耕
神
事
の
一
形
態
ー
御
宝
殿
熊
野
神
社
祭
礼
の
分
析
ー
」
『
東

　
　
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
創
刊
号
、
　
一
九
六
九
年
、
九
六
ー
九
八

　
　
頁
、
参
照
。
氏
は
、
同
書
、
九
八
頁
、
の
な
か
で
「
嘗
て
は
こ
の
依
り
ま
し
に
神

　
　
が

つ
い

て
、
神
の
言
葉
と
し
て
稲
作
の
豊
凶
を
占
っ
た
こ
と
に
間
違
い
あ
る
ま

　
　

い
。
（
中
略
）
今
は
託
宣
は
無
く
な
っ
て
い
る
が
、
勅
使
が
眠
る
と
い
う
こ
と
は

　
　
実
は
託
宣
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
現
に
馬
上
に
眠
り
こ
け
て
正
体
も
な
い

　
　
勅
使
の
姿
を
、
神
さ
ま
が
お
つ
き
に
な
っ
た
と
見
も
し
、
ま
た
云
い
も
し
て
い
る

　
　
人
が
多
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
5
3
）
　
吉
村
淑
甫
「
愚
依
童
子
ー
土
佐
に
お
け
る
神
が
か
り
の
儀
式
1
」
『
ま
つ
り
』

　
　
1
2
号
、
一
九
六
七
年
、
四
八
ー
五
三
頁
、
参
照
。

（
5
4
）
　
中
山
太
郎
「
一
つ
物
の
研
究
」
、
二
〇
二
頁
。

（
5
5
）
　
橋
本
「
仕
掛
け
と
し
て
の
演
劇
空
間
－
弥
美
神
社
の
祭
礼
と
芸
能
1
」
『
国
立

　
　
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
十
五
集
、
一
九
九
〇
年
、
の
第
六
節
「
儀
礼

　
　

の

演
劇
性
」
、
参
照
。

（
5
6
）
　
上
井
久
義
「
宮
座
儀
礼
の
構
成
」
『
日
本
民
俗
の
源
流
』
、
創
元
社
、
一
九
六
九

　
　
年
、
三
八
八
ー
三
八
九
頁
。

（
5
7
）
永
島
福
太
郎
「
播
州
の
神
事
稚
児
「
一
っ
物
」
」
、
六
頁
。

（
5
8
）
　
闇
見
神
社
の
祭
礼
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
槻
堂
「
闇
見
神
社
例
祭
神
事
」
『
文
化

　
　
財
調
査
報
告
』
第
十
集
、
一
九
六
〇
年
、
な
ら
び
に
上
井
久
義
「
宮
座
と
斎
童
」

　
　
『
日
本
民
俗
の
源
流
』
、
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
渡
辺
正
三
「
闇
見
神
社
祭
礼
行

　
　
事
の
変
遷
（
上
）
（
二
）
（
三
）
（
四
）
1
特
に
宮
座
論
争
に
つ
い
て
ー
」
『
若

　
　
狭
』
第
3
・
4
・
5
・
7
号
、
一
九
七
二
～
一
九
七
四
年
、
も
祭
礼
関
係
史
料
を

　
　
多
数
紹
介
し
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。

（
5
9
）
　
上
井
久
義
「
宮
座
と
斎
童
」
、
二
八
〇
頁
、
参
照
。

（
6
0
）
　
前
川
神
社
の
祭
礼
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
槻
堂
「
前
川
神
社
の
例
祭
神
事
」
『
文

　
　
化
財
調
査
報
告
』
第
2
5
集
、
一
九
七
五
年
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
1
）
　
朝
比
奈
威
夫
「
若
狭
の
「
一
つ
物
」
ー
事
例
二
つ
ー
」
『
え
ち
ぜ
ん
わ
か
さ
』
第

　
　

三
号
、
一
九
七
六
年
、
三
九
頁
、
参
照
。

（
6
2
）
　
刀
根
の
霜
月
祭
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
上
井
久
義
「
頭
屋
儀
礼
の
諸
相
」
『
日

　
　
本
民
俗
の
源
流
』
が
詳
し
い
。
ほ
か
に
は
、
朝
比
奈
威
夫
「
若
狭
地
方
の
宮
座

　
　－
若
干
の
事
例
と
考
察
1
」
『
民
俗
と
歴
史
』
第
四
号
、
　
一
九
七
七
年
、
十

　
　
ー
十
二
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
3
）
　
朝
比
奈
威
夫
「
若
狭
の
「
一
つ
物
」
ー
事
例
二
つ
ー
」
、
三
九
頁
、
参
照
。

（
6
4
）
　
新
庄
の
日
吉
神
社
の
祭
礼
に
つ
い
て
は
、
上
井
久
義
「
宮
座
儀
礼
の
構
成
」
、

　
　
三
七
八
ー
三
八
三
頁
、
な
ら
び
に
橋
本
、
前
掲
書
、
の
第
四
節
「
弥
美
神
社
祭
礼

　
　
次
第
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
5
）
　
橋
本
、
前
掲
書
、
の
第
四
節
「
弥
美
神
社
祭
礼
次
第
」
、
参
照
。

（
6
6
）
　
若
狭
に
広
く
残
る
人
身
御
供
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
や
や
牽
強
付
会
に
す
ぎ
る

　
　
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
斎
藤
槻
堂
「
若
越
に
お
け
る
人
身
御
供
考
」
『
若
狭
郷
土
研

　
　
究
』
第
十
四
巻
第
五
号
、
一
九
六
九
年
、
に
収
集
さ
れ
て
い
る
。

（
6
7
）
　
上
井
久
義
「
頭
屋
儀
礼
の
諸
相
」
、
三
一
八
頁
、
参
照
。
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註

（
6
8
）
　
同
書
、
三
四
二
頁
。

（
6
9
）
同
「
宮
座
と
斎
童
」
、
二
八
一
頁
。

（
7
0
）
　
入
江
宣
子
「
若
狭
の
民
俗
芸
能
と
祭
」
『
ま
つ
り
』
4
9
号
、
　
一
九
八
八
年
、
　
一

　
　
〇
ー
二
五
頁
、
に
十
六
件
の
王
の
舞
に
つ
い
て
概
観
が
の
る
。
ま
た
、
筆
者
じ
し

　
　
ん
も
、
一
九
八
九
年
六
月
二
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
特
定

　
　
研
究

「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
平
成
元
年
度
第
1
回
研
究
会
に
お
い
て
行
な

　
　
っ
た
研
究
発
表
「
民
俗
芸
能
の
地
域
差
と
地
域
性
－
若
狭
に
お
け
る
王
の
舞
の
分

　
　
布
と
特
色
ー
」
に
お
い
て
、
王
の
舞
の
演
者
が
属
す
る
年
齢
階
層
の
ち
が
い
に
注

　
　
目
し
て
、
分
析
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。

（
7
1
）
斎
藤
槻
堂
「
闇
見
神
社
例
祭
神
事
」
、
な
ら
び
に
水
原
滑
江
「
成
願
寺
の
闇
見

　
　
神
社
に
残

る
王
の
舞
の
研
究
」
『
日
本
に
の
こ
る
民
間
音
楽
の
研
究
l
l
若
狭
湾

　
　
沿
岸
に
お
け
る
王
の
舞
の
綜
合
的
研
究
ー
』
、
民
俗
文
化
研
究
所
、
一
九
六
七
年
、

　
　
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
2
）
　
上
井
久
義
「
宮
座
と
斎
童
」
、
二
八
一
ー
二
八
二
頁
、
参
照
。

（
7
3
）
　
斎
藤
槻
堂
「
天
満
神
社
例
祭
神
事
」
『
文
化
財
調
査
報
告
』
第
十
集
、
な
ら
び

　
　
に
水
原
滑
江

「
藤
井
の
天
満
宮
に
残
る
王
の
舞
の
研
究
」
『
日
本
に
の
こ
る
民
間

　
　
音
楽
の
研
究
1
ー
若
狭
湾
沿
岸
に
お
け
る
王
の
舞
の
綜
合
的
研
究
ー
』
、
を
参
照

　
　
の

こ
と
。
ま
た
、
上
井
久
義
「
宮
座
の
階
層
と
儀
礼
」
『
日
本
民
俗
の
源
流
』
、
も

　
　
藤
井
と
相
田
の
宮
座
と
そ
の
儀
礼
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
試
み
て
い
る
。

（
7
4
）
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
に
行
な
っ
た
現
地
調
査
に
よ
る
。

（
7
5
）
　
水
原
清
江
「
相
田
の
天
満
宮
に
残
る
王
の
舞
の
研
究
」
『
日
本
に
の
こ
る
民
間

　
　
音
楽
の
研
究
1
ー
若
狭
湾
沿
岸
に
お
け
る
王
の
舞
の
綜
合
的
研
究
ー
』
、
参
照
。

（
7
6
）
　
水
原
滑
江
「
能
登
野
の
能
登
野
神
社
に
残
る
王
の
舞
の
研
究
」
『
日
本
に
の
こ

　
　

る
民
間
音
楽
の
研
究
1
ー
若
狭
湾
沿
岸
に
お
け
る
王
の
舞
の
綜
合
的
研
究
ー
』
、

　
　
を
参
照
の

こ
と
。
た
だ
し
、
神
社
の
名
称
は
能
登
野
神
社
で
は
な
く
、
能
登
神
社

　
　
が
正
し
い
。

（
7
7
）
朝
比
奈
威
夫
「
鼻
高
と
獅
子
」
『
芸
能
論
纂
』
、
錦
正
社
、
一
九
七
六
年
、
二
九

　
　

二
ー
二
九
三
頁
、
な
ら
び
に
同
「
若
狭
・
四
つ
の
「
王
の
舞
」
資
料
」
『
え
ち
ぜ

　
　
ん

わ
か
さ
』
第
二
号
、
一
九
七
六
年
、
六
二
ー
六
三
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
8
）
同
「
若
狭
・
四
つ
の
「
王
の
舞
」
資
料
」
、
六
四
ー
六
五
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
9
）
同
「
鼻
高
と
獅
子
」
、
二
九
二
頁
、
な
ら
び
に
同
「
若
狭
・
四
つ
の
「
王
の
舞
」

　
　
資
料
」
、
六
三
ー
六
四
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
0
）
　
入
江
宣
子
「
高
浜
町
小
和
田
の
田
楽
舞
」
『
え
ち
ぜ
ん
わ
か
さ
』
第
九
号
、
　
一

　
　
九
八
八
年
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
1
）
　
上
井
久
義
「
宮
座
と
斎
童
」
、
二
八
三
頁
。

（
8
2
）
　
同
書
、
二
八
三
頁
、
な
ら
び
に
同
「
宮
座
の
階
層
と
儀
礼
」
、
三
＝
】
頁
、
参
照
。

（
8
3
）
　
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
に
行
な
っ
た
現
地
調
査
に
ょ
る
。

（
8
4
）
　
橋
本
「
演
じ
ら
れ
る
現
実
ー
王
の
舞
を
め
ぐ
る
民
俗
的
変
容
ー
」
『
国
立
歴
史

　
　
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
十
一
集
、
　
一
九
八
九
年
、
参
照
。

（
8
5
）
　
以
下
、
山
路
興
造
氏
と
の
対
話
に
、
そ
の
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
8
6
）
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
風
流
と
伝
承
」
『
伝
承
文
学
研
究
』
第
三
十
六
号
、
　
一
九
八

　
　
九
年
、
八
頁
。
な
お
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
山
路
興
造
の
発
表
は
、

　
　
「
風
流
と
芸
能
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

（
8
7
）
　
同
書
、
八
頁
。

（
8
8
）
　
同
書
、
九
頁
。

（
8
9
）
　
こ
う
し
た
見
解
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
特
定
研
究
「
民
俗
の
地
域
差
と
地

　
　
域
性
」
平
成
元
年
度
第
1
回
研
究
会
に
お
い
て
行
な
っ
た
研
究
発
表
「
民
俗
芸
能

　
　
の

地
域
差
と
地
域
性
ー
若
狭
に
お
け
る
王
の
舞
の
分
布
と
特
色
1
」
に
お
い
て
、

　
　
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

〔付
記
〕

　
本
稿
は
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
以
来
継
続
し
て
い
る
、
若
狭
地
方
に
お
け

る
王
の
舞
の
現
地
調
査
の
過
程
で
、
次
第
に
か
た
ち
を
な
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
本
稿
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
い
つ
も
な
が
ら
山
路
興
造
氏
か
ら
御
教
示
を

受
け
た
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
文
献
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館

の
渡
辺
伸
夫
氏
に
便
宜
を

は
か
っ

て

い
た
だ

い

た
。
末
筆
な
が
ら
、
深
く
謝
意
を
表
し

た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
本
館
　
民
俗
研
究
部
）
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“Hitotsumono”in　the　Wakasa　Region

－
Paying　Attention　to　the　Relations　with

　　　　“Oh・no・Mai”（King’s　DancC）一

HAsHIMoTo　Hiroyuki

　　Among　the　divine　services　being　conducted　in　all　over　Japa叫achild　called

“Hitotsumono”often　appears．　In　the　conventional　studies，　the　Hitotsumollo　has

beell　thought　to　be　the　enbodiment　of　the　god．　However，　it　seems　necessary　to

understand　it　as　one　of　the　styles　of“Fury立”in　the　festivals　that　were　popuiar

in　Ky6to　and　Nara　during　the　Insei　period．

　　In　this　paper，　attempts　are　made　to　put三n　order　the　general　ideas　about　the

Hitotsumono　based　on　the　results　of　the　bibliographical　researches　in　order　to

rearrange　the　history　of　researches　on　the　Hitotsumono　that　have　been　con．

ducted　mainly　in　the　field　of　folklore．　Also，　the　various　cases　of　Hitotsumono

spread　all　over　Japan　are　surveyed　to　ol）tain　a　clue　to　elucidate　the　distinctive

features　of　the　Hitotsumono　seen　in　the　Wakasa　region　of　Fukui　Prefecture．

　　Hitotsumono　in　the　Wakasa　region　is　thought　to　be　propagated　from　Ky6to

and　Nara　together　with‘‘Oh・no・Mai”（King’s　Dance），“Shishi・Mai”（Lion’s

Dance），　and　so　on．　Especially，　Hitotsumono　is　closely　related　to　the　transfigu・

ration　of　King’s　Dance　in　the　folkloric　society．　］［n　this　paper，　through　the

work　to　examine　the　Hitotsumono　in　the　wakasa　region　and　the　related　cases

ill　details，　it　has　become　clear　that　a　trace　of　the　Hitotsumono　is　inherited　in

King’s　Dance　performed　by　a　child．　By　taking　the　Hitotsumono　into　account，

apart　o丘the　quality　of　the　folkloric　imagination　that　transformed　King’s

Dance　may　have　been　elucidated．

　　As　a　resuit，　it　has　become　clear†11at　it　is　necessary　not　only　to　examine　the

Hitotsumono　in　the　religious　aspect　but　also　to　understand　as　one　of　the　styles

of‘‘FuryO”in　the　festivals．　It　is　assumed　that　th三s　issue　contains　the　important

proposition　that　may　lead　to　a　malor　stream　run　through　the　Japanese　per・

forming　art　history．
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