
王
の

舞
の
解
釈
学

橋

本

　
裕
　
之

七六五四三ニー
は

じ
め
に

猿
田
彦
と
王
の
舞

方
固
め
と
王
の
舞

方
堅
と
王
の
舞
8

方
堅
と
王
の
舞
⇔

釈
義
の
政
治
学
へ

お

わ

り
に

一 はじめに

一
　
は
じ
め
に

　
筆
者
は

こ
れ
ま
で
に
も
、
王
の
舞
と
称
さ
れ
る
芸
能
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

観
点
か
ら
考
察
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
王
の
舞
に
つ
い
て
、
大
方
の
理
解
を
促
す
と
と
も
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が

ら
も
一
定
の
輪
郭
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し

な
が
ら
、
依
然
と
し
て
不
明
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
け
っ
し
て
少

な
く
な
い
。
細
部
に
い
た
っ
て
は
、
史
料
の
絶
対
数
が
乏
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

そ

の
実
態
は
ほ

と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
積

極
的

な
意
味
に
お
い
て
推
論
の
介
在
す
る
余
地
が
生
じ
て
く
る
。

　
た

と
え
ぽ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
問
う
て
み
る
が
よ
い
。
上
演
の
場
に
お
い
て
、
王
の

舞
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
じ
し
ん
、
未
だ
に
明
確

な
回
答
を
用
意
で
き
な
い
で
い
る
が
、
そ
れ
で
も
あ
る
程
度
な
ら
、
場
を
め
ぐ
る

想
像

力
の
所
在
を
見
き
わ
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
か
つ
て
筆
者
は
、
王
の
舞

が
そ
れ

じ
た
い
で
場
を
結
界
す
る
働
き
を
備
え
て
お
り
、
「
邪
霊
を
払
い
空
間
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

浄
化
す
る
機
能
を
体
現
し
た
芸
能
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
示
唆
し

た
。
か
か
る
理
解
は
大
筋
に
お
い
て
、
ま
ず
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
も
思
わ

れ
た

が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
釈
義
に
到
達
し
た
地
点
で
思
考
を
停
止
さ
せ
て

し
ま
っ
て
よ
い
も
の
か
。
こ
れ
ま
で
筆
者
じ
し
ん
が
王
の
舞
を
扱
う
さ
い
に
依
拠

し
て
き
た
認
識
論
的
前
提
に
対
す
る
い
さ
さ
か
の
反
省
を
含
め
て
、
い
ま
し
ば
ら

く
上
演
の
場
に
お
け
る
王
の
舞
の
あ
り
よ
う
に
眼
を
凝
ら
し
て
い
た
い
と
思
う
の

で
あ
る
。

　
な
お
、
王
の
舞
に
与
え
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
抽
出
す
る
試
み
に
つ
い
て
は
、
筆

者
に
い

く
つ
か
の
論
考
が
あ
る
。
と
り
わ
け
王
の
舞
に
付
加
さ
れ
た
神
話
・
伝

承
・
儀
礼
・
習
俗
な
ど
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
そ
れ
ら
外
在
的
要
素
の
な
か
に
ご
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王の舞の解釈学

め

ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
、
い
わ
ば
修
辞
学
的
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
本
稿
で
選
び
と
ら
れ
る
べ
き
方
法
と
も
大
い
に
重
な
っ
て
く
る
よ
う
に

　
　
　
（
3
）

感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
稿
の
論
述
に
も
こ
れ
ら
の
論
考
と
重
複
す
る
箇

所
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
王
の
舞
そ
の
も
の
に
関
心
を
絞
り
こ
ん

で
み

よ
う
と
思
う
。
か
く
し
て
、
王
の
舞
を
上
演
す
る
身
体
が
ど
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
釈
義
を
引
き
受
け
て
い
っ
た
の
か
、

そ

の

し
く
み
と
消
息
を
探
り
あ
て
よ
う
と
す
る
微
分
的
試
み
が
要
請
さ
れ
る
。
本

稿
は
、
と
く
に
猿
田
彦
お
よ
び
方
固
め
と
の
関
連
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
こ
の

よ
う
な
課
題
に
と
り
く
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
猿
田

彦

と
王
の
舞

　
王
の
舞
に
ま
つ
わ
る
解
釈
の
う
ち
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま

で
、
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
王
の
舞
を
猿
田
彦
の
演
劇
化
と
し
て
捉
え
る

そ

れ
で
あ
る
。
こ
の
種
の
釈
義
は
、
　
『
日
本
書
紀
』
を
も
と
に
し
て
新
た
に
産
出

　
　
　
　
　
　
（
4
）

さ
れ
た
中
世
日
本
紀
と
で
も
形
容
す
べ
き
一
群
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
、
つ
と
に

数
例
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
鎌
倉
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る
ト
部
兼
方
の
『
釈

日
本
紀
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
別
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の

な
か
で
概
観
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
繰
り
返
す
必
要
は
あ

る
ま
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
釈
義
が
成
立
す
る
に
い
た
っ
た

消
息
に
つ
い
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
論
及
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、
あ
く
ま
で
天
孫
降
臨
に
さ
い
し
て

天
津
神
を
先
導
す
る
役
割
を
果
た
し
た
猿
田
彦
を
説
明
す
る
た
め
に
、
王
の
舞
を

引
き
あ
い
に
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
は
王
の
舞
を
解
釈
し
て
い
る
わ

け

で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
主
要
な
関
心
は
猿
田
彦
に
あ
っ
て
、
王
の
舞
に
は
な

い
の

で

あ
る
。
テ
ク
ス
ト
作
成
の
主
た
る
目
的
が
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
に
あ
っ

た

こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ご
く
当
た
り
前
の
事
実
に
す
ぎ
な
い
が
、
に
も

か
か
わ

ら
ず
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
検
討
を
通
し
て
王
の
舞
の
解
釈
学
を
構
想
し

て

み
た

い

と
考
え
る
の
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
の
手
が

か

り
は
ほ
か
で
も
な
い
、
猿
田
彦
の
形
象
の
な
か
に
潜
ん
で
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
想
定
す
る
な
ら
ば
、
原
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
日
本
書
紀
』

に
登
場
す

る
猿
田
彦
の
形
象
が
き
わ
め
て
具
体
的
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
柴
田

実
の
論
考
「
猿
田
彦
考
」
は
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。
氏
は
、
『
日
本
書
紀
』
に

お

い
て

展
開
さ
れ
る
神
代
の
物
語
に
登
場
す
る
神
々
が
具
体
的
に
そ
の
形
象
を
語

ろ
う
と
し
な
い
の
に
く
ら
べ
て
、
「
こ
の
神
の
容
貌
が
か
く
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
（
視

覚
的
）
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
神
代
の
物
語
全
体
の
中
で
は
ま
こ

と
に
稀
有
な
こ
と
で
、
そ
れ
に
は
何
ら
か
の
所
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ

（
6
）

れ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
猿
田
彦
の
形
象
を
描
写
す
る
さ
い
に
、
「
や

は

り
古
代
に
あ
っ
て
、
実
際
に
天
狗
な
り
猿
な
り
が
出
て
来
て
何
ら
か
の
役
割
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

演
ず

る
神
事
儀
礼
か
芸
能
の
ご
と
き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」

と
想
像
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
し
ば
ら
く
氏
の
所
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
推
測
に
基
づ
い
て
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二猿田彦と王の舞

氏
は
、
今
日
で
も
各
地
の
神
社
で
行
な
わ
れ
る
祭
礼
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
し

ば

し
ば
登
場
す
る
天
狗
に
注
目
し
て
い
る
。

　

「
今
日
で
は
そ
れ
は
一
般
に
猿
田
彦
の
神
話
に
因
み
、
そ
れ
に
倣
っ
て
は
じ
め

ら
れ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
て
、
確
か
に
そ
の
あ
る
も
の
は
比
較
的
新
し
い
時

代
に
古
典
の
知
識
に
基
づ
い
て
創
始
さ
れ
た
か
と
推
測
さ
れ
は
す
る
が
、
一
般
的

に

い
え

ば
そ
の

関
係
は
逆
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

神
話
に
も
と
つ
い
て
儀
礼
が
創
始
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
ま
ず
儀
礼
が
あ
っ

て
、
そ
れ
に
因
ん
で
神
話
が
生
ま
れ
た
も
の
と
考
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ

ん

今
、
見
る
よ
う
な
神
幸
行
列
が
そ
の
ま
ま
古
代
に
も
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
は

な
い
。
し
か
し
何
ら
か
の
意
味
で
そ
れ
に
連
な
る
行
事
、
例
え
ぽ
神
の
降
臨
を
出

迎

え
る
儀
礼
に
、
天
狗
と
は
い
わ
ず
と
も
、
こ
れ
ま
た
そ
れ
に
類
す
る
異
形
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
が

参
与
す

る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
。
」

　

こ
の
あ
た
り
か
ら
氏
の
推
測
は
か
な
り
お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ
て
く
る
の
だ
が
、

だ

か

ら
と
言
っ
て
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
猿
田
彦
の
形
象
が
神
事
儀
礼
や
芸
能

を
模

し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
指
摘
ま
で
を
、
荒
唐
無
稽
な
珍
説
と
し
て

た
だ
ち

に
葬

り
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
氏
が
論
及
す
る
よ
う
に
、

か

り
に
猿
田
彦
に
鬼
や
山
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
流
入
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
形

象
を
端
的
に
特
徴
づ
け
る
高
い
鼻
は
、
そ
う
し
た
観
念
か
ら
は
派
生
し
よ
う
が
な

い
。
そ
こ
で
氏
は
、
高
い
鼻
の
出
自
を
古
代
に
大
陸
か
ら
仏
教
と
と
も
に
伝
来
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
伎
楽

面
、
と
く
に
陵
王
面
に
求
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
当
否
を
確
か
め
る

す
べ
は
、
関
連
史
料
を
発
見
す
る
こ
と
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。
き
わ
め
て
魅

力
的
な
説
明
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
猿
田
彦
の
形
象
が

ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
不

明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
書
に
し
て
氏
も
引
用
す
る
ト
部
兼
方

の

『
釈

日
本
紀
』
や
一
条
兼
良
の
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
あ
た
り
に
な
る
と
、
事
情

は
ず
い
ぶ
ん

異

な
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
は
っ
き
り
と

猿

田
彦
と
王
の
舞
と
の
関
連
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
か
つ
て
筆

者
が

六

つ
の

項
目
に
わ
け
て
列
挙
し
た
王
の
舞
の
特
徴
を
、
再
び
想
起
し
て
い
た

　
　
（
1
0
）

だ

き
た
い
。
そ
の
な
か
に
は
、
王
の
舞
に
特
有
な
外
見
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
赤
い

鼻
高
面
を

つ
け
る
こ
と
、
な
ら
び
に
鉾
を
持
つ
こ
と
を
含
め
て
お
い
た
。

　
一
方
、
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
猿
田
彦
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
眼
こ
そ
赤

く
輝
い
て
は
い
る
が
、
顔
の
色
ま
で
赤
に
染
ま
っ
て
い
る
と
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ

て

い

な
い
。
ま
し
て
や
鉾
な
ど
持
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
釈
日
本
紀
』
や

『
日
本
書
紀
纂
疏
』
に
登
場
す
る
猿
田
彦
は
、
鉾
こ
そ
持
っ
て
い
な
い
が
、
と
も
に

「
瞳
赤
如
酢
。
面
尻
並
赤
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
山
王
神
道
に
関
す
る

書
物
で
あ
る
『
厳
神
紗
』
（
室
町
期
の
成
立
か
）
の
巻
四
十
九
に
な
る
と
、
「
面
ヲ

赤
ク
。
鼻
長
ク
。
左
右
ノ
眼
ハ
日
月
ノ
如
ク
ニ
耀
。
ヲ
ソ
ロ
シ
ゲ
ナ
ル
形
ニ
テ
、

鉾
ツ
キ
テ
」
と
あ
り
、
猿
田
彦
の
形
象
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
王
の
舞
の
外
見

を
描

写
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
『
厳
神
紗
』
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
な
か
っ
た
猿
田
彦
の
所
作
を

描
写
す

る
一
節
が
あ
っ
て
、
中
世
日
本
紀
に
登
場
す
る
猿
田
彦
の
形
象
に
ま
つ
わ

る
消
息
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
同
書
巻
四
十
九
に
よ
れ
ば
、
大
行

事
権
現
に
比
定

さ
れ
た
猿
田
彦
は
、
十
禅
師
権
現
を
守
護
し
て
天
孫
降
臨
の
先
導
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王の舞の解釈学

を

勤
め

る
神
と
し
て
観
念
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
「
以
此
鉾
邪
鬼
ノ
者
ヲ
挑

ヒ
退
。
諸
道
ノ
印
ヲ
結
ビ
テ
道
路
ヲ
鎮
ス
ル
」
所
作
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の

く
だ
り
に
い
た
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
は
高
い
鼻
を
持
つ
外
見
が
似
て
い
た
た
め
に

王
の

舞
と
同
一
視
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
猿
田
彦
が
、
や
が
て
本
来
は
何
の
関

係
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
王
の
舞
の
芸
態
ま
で
と
り
こ
ん
で
い
っ
た
過
程
が
あ
か

ら
さ
ま
に
示
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ぽ
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
所
作
は
、
じ
つ
は
王

の
舞
の
芸
態
を
描
写
し
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
王
の
舞
の
芸
態
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

王
の

舞
の
芸
態
は
い
く
つ
か
の
パ
ー
ト
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
と

く
に
「
以
此
鉾
邪
鬼
ノ
者
ヲ
沸
ヒ
退
。
諸
道
ノ
印
ヲ
結
ビ
テ
道
路
ヲ
鎮
ス
ル
」
所

作
の
み
が
言
及
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
想
像
の
域
を
出
る
も
の

で
は

な
い
が
、
王
の
舞
が
鉾
を
持
っ
て
何
ら
か
の
形
式
的
行
動
を
す
る
こ
と
と
、

鎮
道
神
・
響
導
神
と
し
て
の
猿
田
彦
と
い
う
文
脈
と
が
、
形
式
そ
の
も
の
の
類
似

を

介

し
て
奇
妙
な
合
致
を
見
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
よ

り
高
次
の
神
で
あ
る
天
津
神
を
先
導
す
る
猿
田
彦
の
あ
り
か
た
が
、
王
の
舞
の
芸

態
に
ま
つ
わ
る
釈
義
の
生
産
活
動
に
も
影
を
落
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
細
か
く
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
と
、
い
み
じ
く
も
柴
田
実
が
「
論
理

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

が
逆
立
ち

し
て
い
る
」
と
看
破
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
王
の
舞
の
外
見
が
中
世
日

本

紀
に
お
け
る
猿
田
彦
の
形
象
に
流
入
し
て
い
っ
た
消
息
が
見
え
て
く
る
。
さ
ら

に
、
そ
れ
が
ま
た
逆
流
し
て
ゆ
く
の
だ
と
し
た
ら
、
猿
田
彦
と
王
の
舞
と
の
関
連

を
、
き
わ
め
て
錯
綜
し
た
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
た
解
釈
の
所
産
と
し
て
捉
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
氏
が
王
の
舞
を
蘭
陵
王
の
舞
（
舞
楽
の

曲
目
の
ひ
と
つ
）
と
解
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
っ
た
。

　
な
る
ほ
ど
、
先
行
す
る
研
究
の
多
く
は
、
王
の
舞
を
舞
楽
・
伎
楽
に
由
来
す
る

外
来
系
の
芸
能
と
の
み
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
論
拠
と
し
て
し
ぼ
し
ば
王
の
舞
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

蘭
陵
王
の
舞
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
氏
が
こ
う
し

た
説
明
に
の
っ
と
っ
た
と
し
て
も
、
や
む
を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

管
見
の
か
ぎ
り
で
は
王
の
舞
と
蘭
陵
王
の
舞
の
間
に
何
ら
か
の
連
絡
が
あ
っ
た
事

実
を
示
す
史
料
は
存
在
せ
ず
、
こ
う
し
た
説
明
が
ほ
と
ん
ど
語
呂
あ
わ
せ
の
域
を

出
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
氏
が
「
猿
田
彦
の
物
語
を
筆

に

し
た
『
記
紀
』
の
筆
者
も
必
ず
や
一
度
は
そ
れ
を
見
て
、
そ
の
異
様
な
面
に
強

い

印
象
を
受
け
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
猿
田
彦
に
移
し
替
え
て
文
を
な
し
た
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
正
鵠
を
射
た
見

解
を

提
示

し
て
い
る
だ
け
に
、
や
は
り
若
干
の
短
絡
を
惜
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

　
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
す
で
に
『
厳
神
紗
』
の
段
階
に
お
い
て
鉾

を
持
っ
て
何
ら
の
形
式
的
行
動
を
す
る
こ
と
が
、
邪
霊
を
払
い
道
行
く
先
を
鎮
め

る
と
い
う
釈
義
を
引
き
つ
け
て
い
っ
た
の
は
、
偶
然
に
も
天
孫
降
臨
の
神
話
が
介

在

し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
必
然
的
な
経
過
と
は
見
な
せ
な
い
。
も
し
王

の

舞
に
別
の
物
語
が
か
ら
み
つ
い
て
い
た
な
ら
ば
、
芸
態
に
対
し
て
も
ま
っ
た
く

異
な
っ
た
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

じ
っ
さ
い
に
は
ほ
ぼ
一
義
的
な
解
釈
し
か
な
し
得
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
偶
然
の

符
合
を

側
面
か

ら
補
強
し
て
必
然
的
な
結
合
に
ま
で
高
め
て
ゆ
く
だ
け
の
、
そ
れ

な
り
の
根
拠
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
可
能
性
ま
で

否
定

し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。
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二　猿田彦と王の舞

　
た

と
え
ぽ
、
祭
礼
の
行
列
に
見
え
る
王
の
舞
は
、
し
ば
し
ば
神
輿
を
先
導
し
て

（1
4
）

い

る
。
稲
荷
祭
の
行
列
を
描
い
た
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
十
二
、
転
害
会
の
行
列

を

描
い
た

『
東
大
寺
八
幡
転
害
会
記
』
な
ど
に
神
輿
を
先
導
す
る
王
の
舞
の
姿
が

活
写
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
金
春
禅
竹
伝
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
六
輪
一
露
之
記
』

に

も
「
今
ノ
世
ノ
諸
祭
二
、
王
舞
ト
名
ヅ
ケ
テ
、
神
輿
ノ
前
二
歩
ヌ
ル
ハ
、
猿
田

彦
ノ
形
ヲ
ウ
ツ
セ
リ
ト
ゾ
申
伝
タ
ル
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
よ
り

高
次
の
神
で
あ
る
天
津
神
を
先
導
す
る
猿
田
彦
の
役
割
と
、
そ
の
ま
ま
対
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
王
の
舞
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
祭
礼
芸
能
の
一
環
と
し
て
田
楽
・
獅
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

舞
な

ど
に
先
立
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
い

わ
ば

露
払
い

と
し
て
の
性
格
は
、
王
の
舞
が
祭
礼
芸
能
と
し
て
舞
わ
れ
る
と
き
だ

け

で
は

な
く
、
余
議
の
場
で
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
『
源
平
盛
衰
記
』
四
の

「
頼
政
歌
事
」
に
は
、
山
門
の
余
議
老
で
あ
る
豪
雲
が
後
白
河
法
皇
の
問
い
に
応

答
す

る
場
面
が
出
て
く
る
が
、
彼
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
比
叡
山
の
大
講
堂
前
庭
に

お
け

る
余
議
に
先
立
っ
て
王
の
舞
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
室
町
期
の
延
年
次
第
が
〈
寄
楽
ー
余
議
－
芸
能
〉
と

い

っ

た
構
成
を

備

え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
松
尾
恒
一
に
、
注
目
す
べ
き

指
摘
が
あ
る
。
氏
は
、
「
祭
礼
の
場
に
お
い
て
は
、
王
の
舞
は
、
行
列
を
先
導
し
、

方
固
め
を
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
余
議
の
場
の
王
の
舞
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

寄
楽

と
同
じ
よ
う
に
露
払
い
的
な
意
味
が
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
余
議
の
さ
い
に
は
、
衆
徒
が
講
堂
の
前
で
円
陣
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
お
そ
ら
く
そ
の
中
央
で
王
の
舞
が
演
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
の
舞
を
た

だ

ち

に

方

固
め
の
芸
能
と
し
て
位
置
づ
け
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
か
、
い
さ
さ
か

躊
躇
す

る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
王
の
舞
が
露
払

い

と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
た
事
実
は
、
そ
の
ま
ま
天
孫
降
臨
に
さ
い
し
て
天
津
神

を
先
導
し
た
猿
田
彦
の
あ
り
か
た
を
思
わ
せ
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

　
ひ

る
が
え
っ
て
、
若
狭
地
方
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
に
お
い
て
、
今
日
に
い
た

る
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
事
例
の
ば
あ
い
だ
と
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
い
ま
、
そ
れ

ぞ
れ
の

事
例
を

詳

し
く
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
で
お
く
が
、
祭
礼
の
行
列
に
姿

を

見
せ
る
王
の
舞
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
先
陣
を
勤
め
て
お
り
、
や
は
り
行
列
を
先
導

す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
折
口
信
夫
の

謎
め

い
た
発
言
を
紹
介

し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
「
ぼ
く
に
は
、
ど
う
も
王
の
舞
は

　
道
中
の
芸
で
、
本
舞
台
に
は

い
っ

て

か

ら
の
芸
が
な
い
よ
う

　
（
1
7
）

に
思
う
。
」

　
宇
波
西
神
社
の

王
の

舞
に
触
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌘
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
の

れ

て
、
折
口
信
夫
は
こ
の
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
宇

舞
の
な
か
で
も
、
古
い
か
た
ち

思
わ
れ

る
宇
波
西
神
社
の
王
の

舞
は
、
海
山
・
北
庄
・
金
山
・

大
藪
の
四
つ
の
集
落
に
よ
っ
て
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王の舞の解釈学

交
代
で
担
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
1
）
。
舞
い
方
は
大
き
く
わ
け

て
、
海
山
だ
と
「
道
中
の
舞
」
コ
ニ
遍
返
し
の
舞
L
「
雀
踊
り
」
「
に
ぎ
り
め
し
」

の

四
部
構
成
、
金
山
だ
と
「
道
中
の
舞
」
「
さ
ん
さ
ん
く
ど
（
三
三
九
度
）
の
舞
」

「
本
舞

（舞
い
戻
し
を
含
む
）
」
「
す
ず
め
踊
」
「
お
て
て
の
て
い
て
（
お
手
手
）

の

舞
」
の
五
部
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
王
の
舞
の
発
祥
の
地
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て

い

る
海
山
を
例
に
と
っ
て
、
道
中
の
舞
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
①

7
度
目
の
田
楽
よ
り
の
使
い
が
来
た
ら
王
の
舞
人
（
以
下
舞
人
と
記
す
）

　
　

は
、
師
匠
に
つ
き
そ
わ
れ
庚
申
堂
の
仮
屋
を
出
る
。
7
度
半
の
使
い
が
来
た

　
　
ら
ー
の
鳥
居
の
真
下
に
立
ち
、
道
中
の
舞
を
は
じ
め
る
。
（
鳥
居
の
下
で
の

　
　
舞
人

は
、
右
手
に
鉾
を
持
ち
、
脇
差
を
後
の
帯
に
差
し
て
い
る
。
横
に
師
匠

　
　
が

つ
い
て

い
る
。
）

　
②

舞
が
始
ま
る
と
師
匠
が
舞
人
の
脇
差
を
と
り
、
師
匠
の
腰
に
差
す
。

　
③

舞
始
め
と
し
て
、
鉾
は
右
手
で
脇
下
に
さ
さ
え
る
よ
う
に
持
つ
。
（
鉾
先

　
　

は
、
正
面
を
向
い
て
い
る
。
）
左
手
は
、
腰
に
あ
て
て
い
る
。

　
④

③
の
状
態
で
両
足
を
や
や
拡
げ
、
頭
を
そ
り
か
え
る
よ
う
に
後
へ
ふ
り
、

　
　
頭
を

お

こ
し
、
右
下
を
見
、
左
下
を
見
て
右
足
か
ら
一
歩
前
へ
進
む
。
（
鉾

　
　
先

は
、
正
面
を
向
い
て
い
る
。
）

　
⑤

③
の
状
態
で
両
足
を
や
や
拡
げ
、
頭
を
そ
り
か
え
る
よ
う
に
後
へ
ふ
り
、

　
　
頭
を

お

こ
し
、
左
下
を
見
、
右
下
を
見
て
左
足
か
ら
一
歩
前
へ
進
む
。
（
鉾

　
　
先

は
、
正
面
を
向
い
て
い
る
。
）

　
⑥

④
の
動
作
、
⑤
の
動
作
を
つ
づ
け
、
右
足
か
ら
左
足
へ
と
一
歩
ず
つ
進
む
。

　
　
道

中
の
舞
は
、
1
の
鳥
居
か
ら
第
2
反
り
橋
の
手
前
ま
で
1
0
歩
程
で
行
な
う
。

　

こ
の
よ
う
な
所
作
や
、
田
楽
衆
が
王
の
舞
を
迎
え
に
や
っ
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら

判
断
す
る
と
、
王
の
舞
は
や
は
り
そ
の
あ
と
に
登
場
す
る
獅
子
舞
と
田
楽
に
先
立

っ

て

演

じ
ら
れ
る
べ
き
性
格
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
王
の

舞
は
、
引
き
続
き
演
じ
ら
れ
る
芸
能
を
祭
場
に
招
き
入
れ
る
た
め
に
、
そ
こ
ま
で

の

道
程
を

拓

く
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
歩
一
歩
踏
み

し
め
な
が
ら
前
進
す
る
所
作
が
こ
の
よ
う
な
機
能
を
体
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

た

と
し
て
も
、
け
っ
し
て
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
。

　
と
す
る
な
ら
ぽ
、
『
堪
仲
記
』
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
五
月
八
日
の
条
を
は

じ
め
と
し
て
、
王
の
舞
を
道
張
・
道
張
舞
と
表
記
す
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
の
も

う
な
ず
け
よ
う
。
神
輿
、
あ
る
い
は
祭
礼
の
行
列
全
体
を
先
導
す
る
王
の
舞
が
、

祭
場
ま
で
の
道
程
を
拓
か
ん
と
す
る
か
の
よ
う
に
身
体
を
張
り
出
し
て
ゆ
く
さ
ま

は
、
道
張
と
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
し

て

も
、
王
の
舞
が
道
張
あ
る
い
は
道
張
舞
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
に
つ

け
て
、
王
の
舞
を
道
中
の
芸
で
あ
る
と
看
破
し
た
折
口
信
夫
の
燗
眼
に
あ
ら
た
め

て

驚
か
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
別
称
は
、
王
の
舞
の
眼
目
が
本
舞
台
に

入
っ
て
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
中
の
芸
に
あ
っ
た
消
息
を
告
げ
て
い
る
か
ら

で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
し
も
王
の
舞
に
ま
つ
わ
る
釈
義
と
見
な
す
必
要
が
あ

る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
王
の
舞
に
期
待
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
機
能
は
、
祭
場
に
到
着
し
て

か

ら
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
ひ
と
ま
ず
王
の
舞
が
「
邪
霊
を
払
い
道
行
く
先
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

鎮
め
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
呪
術
性
の
強
い
芸
能
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
再
確
認
し
た
な
ら
ぽ
、
引
き
続
き
本
舞
台
に
お
け
る
王
の
舞
の
あ
り
か
た
を
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探
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

三
　
方
固
め
と
王
の
舞

　
今
日
、
王
の
舞
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
が
し
ぽ
し
ば
強
調
す
る
の
は
、

王
の

舞
が
い
わ
ゆ
る
方
固
め
、
あ
る
い
は
地
鎮
め
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
る
側
面

に

つ
い
て

で
あ
る
。
当
初
、
本
稿
の
主
た
る
関
心
も
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
明
ら

か
に
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
意
外
に
も
、
王
の
舞
が
方
固
め
と
し
て

上
演

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
史
料
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
王
の
舞

を
方
固
め
の
芸
能
と
し
て
解
釈
す
る
言
説
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

が
研
究
者
の

も
の
で
あ
る
。
か
か
る
言
説
を
支
え
る
根
拠
は
、
今
日
で
も
民
俗
芸

能
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
王
の
舞
に
特
有
の
芸
態
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

踏
み
固
め
る
よ
う
な
所
作
が
い
か
に
も
方
固
め
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う

の

が
主
な

理
由
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
を
隠
そ
う
、
筆
者
じ
し
ん
も
そ
の
よ
う
な

言

説
を

展

開
し
た
主
体
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
内
心
紐
泥
た
る
も

　
　
（
2
1
）

の

が
あ
る
。

　
じ
っ
さ
い
、
「
踏
む
」
所
作
を
大
き
な
特
徴
と
す
る
王
の
舞
の
芸
態
は
、
し
ぼ
し

ぼ

反
閑
の
機
能
を
透
か
し
見
よ
う
と
す
る
た
ぐ
い
の
解
釈
を
引
き
つ
け
て
き
た
。

こ

の

よ
う
な
傾
向
は
、
必
ず
し
も
王
の
舞
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
「
踏
む
」

所
作
に
力
点
を
置
く
ば
あ
い
の
多
い
日
本
の
芸
能
に
全
般
的
に
あ
て
は
ま
る
こ
と

　
　
（
2
）

で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
猿
田
彦
と
い
う
絶
妙
の
形
象
を
借
り
て
く
る
こ
と

が
で
き
た
「
払
う
」
芸
の
ば
あ
い
と
は
異
な
り
、
「
踏
む
」
芸
が
喚
起
す
る
連
想
は
、

さ
ほ
ど
に
確
固
た
る
像
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
踏
む
」
芸

に

ま
つ
わ
る
観
念
連
合
を
語
る
史
料
に
も
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
の
は
、
お
そ
ら

く
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
は
、
む
し
ろ
「
踏
む
」
芸
が
容
易
に
言
語
化

で
き
な
い
領
域
、
す
な
わ
ち
芸
能
の
本
質
に
よ
り
深
く
根
ざ
し
て
い
る
領
域
で
あ

る
が
ゆ
え
の
こ
と
と
理
解
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
に

し
て
も
、
王
の
舞
と
い
わ
ゆ
る
方
固
め
と
の
関
連
を
検
証
す
る
作
業
が

事
実
上
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
王
の
舞
が
し
ば

し
ぽ
方
固
め
の
芸
能
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
か
か
る
問
い
に

対
す

る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
言
説
が
ほ
か
な
ら
ぬ
解
釈
の
レ
ベ
ル
で
生

じ
た
、
ま
さ
に
言
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ

の

の

ち

に

よ
う
や
く
、
方
固
め
と
い
う
暖
昧
な
表
現
の
な
か
に
ど
の
よ
う
な
思
惟

が

こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
急
ぐ
必
要
は
な
い
。
ま
ず
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
あ
れ
、
方
固
め
と
王
の

舞
と
の
関
連
を
し
の
ぽ
せ
る
史
料
を
捜
索
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
わ
ず
か

な
痕
跡
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
試
み
も
、
行
論
の
た
め
に
は
け
っ
し
て
徒
労
で

は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
本
稿
で
は
、
方
固
め
と
い
う
術
語
を
、
四
方
を
固
め
る
べ
く
行
な
わ
れ
る

形
式
的
行
動
の
総
称
と
し
て
広
く
用
い
て
お
り
、
狭
義
の
方
固
め
、
す
な
わ
ち
呪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

師
芸

と
し
て
の
方
堅
に
は
必
ず
し
も
限
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次

節
以
下
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
後
述
す
る
が
、
無
用
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、

広
義
に
用
い
る
ば
あ
い
は
方
固
め
、
狭
義
に
用
い
る
ば
あ
い
は
方
堅
と
記
す
こ
と

に

し
た
い
。
た
だ
し
、
こ
の
区
別
に
は
さ
し
た
る
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
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あ

く
ま
で
先
行
の
研
究
に
お
け
る
慣
例
を
踏
襲
し
た
便
宜
上
の
措
置
で
あ
る
か
ら
、

ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
王
の
舞
を
い
わ
ゆ
る
方
固
め
の
芸
能

と
し
て
解
釈
す
る
言
説
を
概
観
し
た
の
ち
に
、
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
史
料
を
手

が

か

り
と
し
な
が
ら
、
よ
り
直
裁
に
王
の
舞
と
の
関
連
が
う
か
が
わ
れ
る
呪
師
芸

と
し
て
の
方
堅
へ
と
、
徐
々
に
論
点
を
移
し
て
ゆ
こ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
世
日
本
紀
の
な
か
に
登
場
す
る
猿
田
彦
の
形
象
か
ら
、
方
固
め

を
含
意

し
て
い
る
と
お
ぼ
し
き
部
分
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
し
ず

め
前
に
も
言
及
し
た
『
厳
神
紗
』
巻
四
十
九
に
見
え
る
「
以
此
鉾
邪
鬼
ノ
老
ヲ
携

ヒ

退
。
諸
道
ノ
印
ヲ
結
ビ
テ
道
路
ヲ
鎮
ス
ル
故
一
こ
な
る
一
節
あ
た
り
は
、
か
す

か
で
は
あ
れ
有
効
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
一
節
は
天
孫
降
臨
の
神
話
に
登
場
す
る
猿
田
彦
を
説
明
す
る
た
め
に
記
さ
れ

て

い

る
の
だ
か
ら
、
王
の
舞
の
芸
態
の
う
ち
で
も
、
道
中
の
芸
に
つ
い
て
解
釈
を

施
し
て
い
る
と
見
な
す
の
が
妥
当
な
線
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
猿
田
彦
が
天
津

神
を

先
導
し
た
の
も
、
そ
も
そ
も
葦
原
中
国
を
平
定
せ
ん
と
す
る
天
津
神
を
支
援

す

る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
究
極
の
目
的
は
よ
り
高
次
の
神
の
力

を

借

り
た
国
土
の
鎮
護
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
お
そ

ら
く
猿
田
彦
の
「
道
路
ヲ
鎮
ス
ル
」
所
作
は
、
道
中
だ
け
で
は
な
く
葦
原

中
国
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
は
言
う

も
の
の
、
『
古
事
記
』
は
と
も
か
く
、
話
題
を
こ
と
『
日
本
書
紀
』
お
よ
び
中
世

日
本
紀
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
天
孫
降
臨
の
の
ち
に
猿
田
彦
が
ど
の
よ
う
に
ふ
る

ま
っ
た
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
黙
し
て
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
ど

う
や
ら
想
像
を
逞
し
く
す
る
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
『
厳
神
紗
』
が
描
く
「
道

路
ヲ
鎮
ス
ル
L
所
作
が
猿
田
彦
お
よ
び
王
の
舞
を
貫
く
思
想
を
体
現
し
て
い
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ぽ
、
猿
田
彦
の
演
劇
化

と
解
釈
さ
れ
た
王
の
舞
が
、
祭
礼
の
行
列
を
先
導
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
祭

場
に
お

い
て

も
同
様
の
機
能
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に

観
念

さ
れ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
中
世
日
本
紀
に
お
い
て
、
祭
場
を
葦
原
中
国
の
再
現
と
解
釈

す

る
言
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
毛
頭
な
か
っ
た
。
作
成
の
趣
旨
か
ら
し

て

当
然
で
は
あ
る
が
、
王
の
舞
に
言
及
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
中
世
日
本
紀
で
す

ら
、
祭
場
に
お
け
る
王
の
舞
の
所
作
を
教
え
て
は
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

も
う
少
し
史
料
を
渉
猟
し
て
み
る
と
、
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
十
二
に
描
か
れ
た
、

も
う
ひ
と
つ
の
王
の
舞
が
注
目
さ
れ
る
（
図
1
）
。
舐
園
御
霊
会
の
御
旅
所
と
さ

れ

る
、
四
方
を
結
界
し
た
空
間
の
な
か
で
は
、
右
手
に
剣
印
を
つ
く
り
左
手
に
鉾

を

持
っ
た
王
の
舞
が
、
ま
さ
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
注
意
深
く
見

る
と
、
右
足
を
上
げ
、
左
足
は
地
面
に
つ
け
て
い
る
か
ら
、
祭
場
を
両
足
で
交
互

に
踏
み
し
め
る
所
作
を
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
北
野
天
満
宮
関
係
の
史
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
の

『
神
記
』
に
は
、
「
次
二
神
楽
、
ハ
レ
女
八
人
、
神
楽
男
五
人
、
参
テ
舞
、
次
二

獅
子
二
首
王
舞
二
人
一
人
ツ
・
ロ
ヲ
取
テ
社
壇
ヲ
三
度
廻
、
後
二
御
前
ニ
テ
舞
儀

式
大
略
如
此
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
北
野
天
満
宮
の
祭
礼
の
ば
あ
い
、
二
人
の
王

の

舞
が
獅
子
の
口
を
と
っ
て
社
壇
を
三
周
し
た
の
ち
に
、
神
前
に
て
舞
を
奉
納
し

て

い
た

ら
し
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
一
節
は
、
た
ん
に
王
の
舞
の
所
作
に

関
す
る
じ
つ
に
そ
っ
け
な
い
描
写
に
す
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
演
に
先
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図1　r年中行事絵巻』巻十二に見える王の舞

立
っ
て
神
霊
に
ま
つ
わ
る
場
を
執
拗
に
め
ぐ
る
所
作
を
具
体
的
に
記
し
た
一
節
を

読
む

と
き
に
、
特
別
な
意
味
を
付
与
さ
れ
た
場
を
踏
み
固
め
る
機
能
を
そ
の
よ
う

な
所
作
の
な
か
に
見
出
そ
う
と
す
る
解
釈
の
誘
惑
は
、
も
う
す
ぐ
そ
こ
ま
で
や
っ

て
き
て
い
る
。

　
し
か
も
、
こ
う
し
た
解
釈
の
誘
惑
を
な
ぞ
っ
て
み
せ
る
か
の
よ
う
に
、
王
の
舞

を

め

ぐ
っ
て
紡
が
れ
る
筆
者
を
含
め
た
研
究
者
の
言
説
は
、
「
場
を
結
界
す
る
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

き
」
、
あ
る
い
は
「
身
体
の
レ
ベ
ル
で
祭
場
の
浄
化
を
担
う
働
き
」
を
掘
り
あ
て

よ
う
と
す
る
視
線
に
貫
か
れ
て
い
た
。
別
の
表
現
を
試
み
る
な
ら
ば
、
王
の
舞
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

「
祓
い
清
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
が
る
傾
向
、
と

し
て
一
括
し
て
し
ま
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
王
の
舞
を
方
固
め
の
芸
能
と
し
て
解

釈
す

る
言
説
の
な
か
に
、
こ
う
し
た
傾
向
は
最
も
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
弥
美
神
社
の
王
の
舞
に
お
け
る
「
地
回
り
」
に

対
す

る
筆
者
じ
し
ん
の
解
釈
も
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
何
ら
か
の
史
料
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
る
た
ぐ
い
の

言

説
で
は

な
く
、
事
例
を
な
ら
べ
る
こ
と
で
漠
然
と
得
ら
れ
た
印
象
の
域
を
出
て

い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
民
俗
芸
能
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
王
の
舞
に
視
線
を
移
し
て
み

る
と
、
い
わ
ゆ
る
方
固
め
と
の
関
連
を
し
の
ば
せ
る
事
例
な
ら
、
け
っ
し
て
少
な
く

な
い
。
今
度
は
、
宇
波
西
神
社
の
そ
れ
と
な
ら
ぶ
代
表
的
な
事
例
と
し
て
知
ら
れ

る
、
弥
美
神
社
の
王
の
舞
に
注
目
し
よ
う
（
写
真
2
）
。
た
だ
し
、
こ
の
王
の
舞
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

芸
態
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
細
な
報
告
を
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。
煩
雑
に
流
れ

る
の
を
避
け
て
、
再
び
折
口
信
夫
の
謎
め
い
た
発
言
に
よ
り
な
が
ら
、
論
を
進
め
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懸灘讐i難謬羅懸
写真2　弥美神社の王の舞

て

ゆ
き
た
い
と
思
う
。
つ
ぎ
に

引
用
し
て
お
く
。

　

「
王
の

舞
の
根
本
理
念
は
力

足
を

踏

む
、
反
閑
に
あ
る
。
頭

を

出
さ
ぬ
よ
う
に
悪
い
も
の
を

ね

じ
こ
ん
で
お
く
の
だ
。
王
の

舞
が
歩
き
す
ぎ
る
ほ
ど
歩
い
て

い

る
の
は
そ
れ
だ
。
反
閑
を
ふ

み

に
、
美
し
い
男
女
が
出
る
こ

と
も
あ
り
、
天
狗
が
出
る
こ
と

も
あ
る
。
王
の
舞
で
も
肝
腎
な

点

は
、
反
閑
の
動
作
の
芸
能
化

　
　
　
　
（
2
7
）

と
い
う
こ
と
だ
。
」

　
弥
美

神
社
の
王
の
舞
の
ぼ
あ
い
、
清
義
社
と
呼
ば
れ
る
若
者
組
の
い
わ
ば
通
過

儀
礼
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
芸
態
そ
の
も
の
は
か
な
り
変
形
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
種
播
き
」
「
地
回
り
」
「
肩
の
し
ょ

う
」
「
腰
の
し
ょ
う
」
な
ど
の
所
作
に
は
、
宇
波
西
神
社
の
王
の
舞
を
は
じ
め
と

す

る
各
地
の
事
例
と
共
通
す
る
要
素
が
う
か
が
わ
れ
る
。
一
言
で
表
現
し
て
し
ま

う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
踏
む
」
芸
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
つ
て
筆
者
は
、
こ
う
し

た
特
徴
が

最
も
は
っ
き
り
と
表
出
し
て
い
る
部
分
と
し
て
「
地
回
り
」
に
注
目
し

つ
つ

、

「
特
に

「
地
回

り
」
は
、
演
技
そ
の
も
の
も
上
下
運
動
に
基
づ
き
、
強
く

地
面
を

踏
み

固
め
る
内
容
を
有
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
正
方
形
に
四

方
を
踏
み
固
め
る
軌
跡
を
描
い
て
移
動
す
る
か
ら
、
四
方
固
め
の
芸
と
し
て
反
閑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

の

本
義
を

最

も
良
く
反
映
し
て
い
る
L
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
そ

も
そ
も
「
種
播
き
」
や
「
地
回
り
」
と
い
っ
た
呼
称
じ
た
い
が
、
王
の
舞
の

芸

態
に
対
し
て
付
加
さ
れ
た
在
地
レ
ベ
ル
の
釈
義
で
あ
る
こ
と
、
も
は
や
多
言
を

要

さ
な
い
。
そ
の
さ
い
に
、
農
耕
に
ま
つ
わ
る
言
説
や
地
面
を
指
向
す
る
言
説
が

積
極
的
に
紡

ぎ
出
さ
れ
て
ゆ
く
消
息
は
、
王
の
舞
の
芸
態
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ

の

喚
起
力
が
ど
の
あ
た
り
に
潜
ん
で
い
る
の
か
を
示
唆
し
て
お
り
、
た
い
そ
う
興

味
深
い

も
の
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
事
例
は
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

る
。
つ
ぎ
に
二
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
石
按
神
社
の

祭
礼
に
奉
納

さ
れ
る
王
の
舞
と
獅
子
舞
に
は
、
石
按
様
の
大
蛇
退

治
伝
説
が

付
加
さ
れ
て
い
る

（
写
真

3
）
。
鳥
羽
谷
に
残
る
伝

説
に

よ
る
と
、
か
つ
て
鳥
羽
谷

一
帯
は
沼
地
で
あ
り
、
そ
こ
に

生
息
す

る
大
蛇
が
谷
の
人
々
を

悩

ま
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
石

按
様
が

長
江
の

赤
淵

で
大
蛇
を

退
治

し
、
以
来
鳥
羽
谷
は
平
和

に

な
っ
た
と
言
う
。
こ
の
地
で

は
、
王
の
舞
と
獅
子
舞
は
こ
の

よ
う
な
伝
説
と
と
も
に
受
容
さ

れ
て

い

る
。
す
な
わ
ち
、
石
按

写真3　石按神社の王の舞
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様
に

見
立
て

ら
れ
た
王
の
舞
が
大
蛇
を
意
味
す
る
獅
子
を
鎮
め
る
の
だ
、
と
解
釈

す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
王
の
舞
が
地
な
ら
し
を
彷
彿
と
さ
せ
る
、
す
く
う
よ
う
な

所
作
を

特
徴

と
し
て
い
る
事
実
を
思
う
な
ら
ば
、
か
か
る
釈
義
が
植
え
つ
け
ら
れ

た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
、
王
の
舞
は
地
域
の
開
発
を
司
る

文
化
英
雄
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
。

　
同
様
の
釈
義
を
植
え
つ
け
ら
れ
た
王
の
舞
は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。
こ
れ
は
若
狭

地
方
の
事
例
で
は
な
い
が
、
兵
庫
県
多
可
郡
八
千
代
町
天
船
中
村
に
鎮
座
す
る
貴

船
神
社
の

祭
礼

で
演

じ
ら
れ
る
龍
王
の
舞
も
、
外
見
や
芸
態
か
ら
し
て
王
の
舞
と

見
な

し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
写
真
4
）
。
芸
態
は
以
下
の
通
り
。
は
じ
め
に
神
前

に

向
か
っ
て
地
面
に
三
本
の
線
を
引
き
、
そ
れ
か
ら
鉾
を
振
り
ま
わ
し
な
が
ら
神

覇

会慧　　　鍵
芸
－
欝

写真4　貴船神社の龍王の舞

社
の
境
内
を
疾
走
し
た
の
ち
に
、

鉾
を
大
き
く
突
き
あ
げ
る
。
こ

れ
を
四
方
に
繰

り
返
す
。
そ
れ

が
終
わ

る
と
、
神
楽
の
舞
と
呼

ぽ

れ

る
獅
子
舞
、
ゲ
ー
ゲ
ー
と

呼
ば

れ

る
田
楽
が
引
き
続
い
て

演
じ
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
芸
能

に

も
地
域
の
開
発
を
示
唆
す
る

か
の
ご

と
き
釈
義
が
与
え
ら
れ

て

い

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
龍

王
と
は
す
な
わ
ち
猿
田
彦
で
あ

り
、
か
つ
て
松
明
を
持
っ
た
猿
田
彦
が
天
船
に
降
臨
し
て
田
畑
の
区
画
測
量
を
な

し
た
故
事
に
ち
な
ん
で
行
な
わ
れ
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
龍
王
の
舞
で
あ
る
と
言

う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
測
量
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
、
村
人
が
じ
っ
さ
い
に
開
墾
に

従
事
す

る
さ
ま
を
模
し
た
も
の
が
獅
子
舞
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
猿
田
彦
の

道
案
内
に
続
い
て
や
っ
て
き
た
獅
子
が
、
荒
地
を
掘
り
返
し
て
田
畑
を
こ
し
ら
え

た

と
も
伝
え
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
は
、
龍
王
の
舞
（
王
の
舞
）
の
芸
態
か
ら
農

耕

を
連
想
し
た
た
め
に
生
じ
た
釈
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
地
面
と
そ

こ
で
行
な
わ
れ
る
農
耕
を
指
向
す
る
言
説
に
は
ち
が
い
な
い
。

　

こ
こ
に
あ
げ
た
二
例
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
在
地
の
レ
ベ
ル
で
新
た
に
施
さ

れ
た
釈
義
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
後
者
の
ば
あ
い
だ
と
、
天
孫
降
臨
の
神

話
が

モ

チ

ー
フ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
中
世
日
本
紀
に
お
け
る

王
の

舞
の
描
写
に
行
き
着
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
た
だ
ち
に
中

世

日
本
紀
か
ら
の
影
響
を
想
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
む
し
ろ
、
後
世
に
お

い
て

天
孫
降
臨
の
神
話
が
人
口
に
膳
爽
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
新
た
に
紡
ぎ

出
さ
れ
た
釈
義
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
私
見
で
は
、
こ
の
種
の
言
説
は
、
お
お
む
ね
芸
能
を
上
演
す
る
身
体
が
自

立
性
を

失
っ
て
衰
弱
し
て
ゆ
く
に
し
た
が
っ
て
、
芸
能
の
形
式
を
維
持
す
る
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

積
極
的
に
喧
伝

さ
れ
る
ば
あ
い
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
消
息
を
よ
く

物
語
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
や
や
微
妙
な
位
置
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
例
と
し
て

さ
ら
に
一
例
、
茨
城
県
久
慈
郡
金
砂
郷
村
の
西
金
砂
神
社
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
田

楽
の
な
か
に
登
場
す
る
王
の
舞
に
も
、
少
し
ば
か
り
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

（3
1
）

な
い
。

83



王の舞の解釈学

　

し
か
し
な
が
ら
、
西
金
砂
神
社
の
そ
れ
は
、
正
し
く
は
王
の
舞
と
称
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
安
政
初
年
（
一
八
五
四
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
加
藤
寛
斎
の

『
常
陸

国
北
郡
里
程
間
数
之
記
』
の
巻
三
を
は
じ
め
と
し
て
、
近
世
の
記
録
に
は

「
四
方
加

持
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
一
般
に
「
四
方
固
め
」
と
呼
び

な

ら
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
名
称
が
王
の
舞
を
意
味
し

て

い

る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
の
、
い
さ
さ
か
煩
雑
な
手
続
き
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
。

　
西
金
砂
神
社
で

は
、
七
十
三
年
ご
と
に
大
祭
礼
、
七
年
ご
と
に
小
祭
礼
が
あ
っ

て
、
田
楽
が
奉
納
さ
れ
て
き
た
。
本
来
は
修
正
会
の
の
ち
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
も

写真5　西金砂神社の四方固め（鹿志村保男氏撮影）

灘1

蕪

梧、

タ

写真6　r田楽獅子舞図』（早稲田

　　　　大学演劇博物館提供）

の

と
察
せ
ら
れ
る
。
現
行
の
演
目
は
四
方
固
め
・
獅
子
舞
・
種
蒔
き
・
一
本
高
足

の

四

番
か

ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
四
方
固
め
に
は
王
の
舞
の
輪
郭
を

か
た
ち

つ

く
る
い
く
つ
か
の
特
徴
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
写
真
5
）
。
ほ
か

の

芸
能
に
先
立
っ

て

演

じ
ら
れ
る
こ
と
、
孔
雀
の
作
り
物
を
い
た
だ
い
た
鳥
甲
に

鼻
高
面
を
つ
け
る
こ
と
、
左
手
に
鉾
を
持
っ
て
四
方
を
ま
わ
る
こ
と
な
ど
、
い
ず

れ

も
王
の
舞
の
典
型
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
見
な
し
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。
し
か
も
、

種
蒔
き
と
呼
ぼ
れ
る
演
目
の
内
容
は
ビ
ン
ザ
サ
ラ
な
ど
を
も
っ
て
す
る
田
楽
躍
に

ほ

か

な
ら
な
い
か
ら
、
王
の
舞
ー
田
楽
ー
獅
子
舞
を
中
軸
と
す
る
、
中
世
に
お
け

る
祭
礼
芸
能
の
構
成
を
、
こ
こ
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
な
お
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
明
治
二
十
三
年
（
一
八

九

〇
）
の
「
田
楽
獅
子
舞
図
」
（
写
真
6
）
は
、
長
く
内
容
が
不
明
な
ま
ま
で
あ

っ

た

と
こ
ろ
、
最
近
に
な
っ
て
渡
辺
伸
夫
が
西
金
砂
田
楽
図
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

か
に

し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
新
た
に
い
く
つ
か
の
事
実
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
氏
も
ま
た
、
そ
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
鼻
高
面
を
つ
け
た
も
の
を
王
の
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四　方堅と王の舞←う

舞
で
あ
る
と
解
説
す
る
の
だ
が
、
図
の
右
隅
下
に
記
さ
れ
た
識
語
に
よ
れ
ば
、

「
四

方
拝
」
と
も
呼
ぽ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

し
か
も
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
右
手
は
剣
印
を
つ
く
っ
て
い
る
。
剣
印
は
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

の

舞
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
鼻
高
面
を
つ
け

た

も
の
が
王
の
舞
に
相
当
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
疑
い
を
容
れ
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ

う
か
。
じ
っ
さ
い
、
西
金
砂
神
社
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
四
方
固
め
」
の
芸

態
は
、
い
ま
も
明
ら
か
に
剣
印
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
『
常
陸
国
北
郡
里
程
間
数
之
記
』
巻
三
の
な
か
で
、
加

藤
寛
斎
は
西
金
砂
神
社
の
「
四
方
加
持
」
（
王
の
舞
）
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら

し
、
「
役
王
役
也
五
穀
成
就
な
し
給
へ
と
四
方
八
方
の
天
神
へ
向
ひ
て
祈
る
事
と

見
へ
た
り
寛
斎
按
二
猿
田
彦
の
命
を
表
す
る
也
天
孫
降
臨
し
給
ふ
の
時
露
払
を
ら

れ

し
勇
猛
の
神
な
る
故
役
王
の
任
二
設
た
る
も
の
欺
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
や
は

り
農
耕
に
ま
つ
わ
る
言
説
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
天
孫
降
臨

の
神
話
が
参
照
さ
れ
て
お
り
、
王
の
舞
の
芸
態
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
あ

た

り
に
収
敏
し
て
ゆ
く
の
か
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
天

明
の
初
年
に
生
ま
れ
た
加
藤
寛
斎
の
ぼ
あ
い
、
き
わ
め
て
低
い
身
分
に
甘
ん

じ
て
こ
そ
い
た
も
の
の
、
俳
句
や
絵
画
を
嗜
み
、
学
者
と
し
て
の
著
作
も
多
か
っ

た
か

ら
、
彼
の
言
説
と
い
わ
ゆ
る
民
間
伝
承
と
を
同
列
に
論
じ
る
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
の
舞
に
新
た
に
施
さ
れ
た
釈
義
で
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
が
な
い
か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
王
の
舞
と
方
固
め
と
の
関
連
を
明
ら

か
に
す

る
手
が
か
り
と
し
て
は
、
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
だ

し
西
金
砂
神
社
の
事
例
に
、
ほ
か
の
も
の
と
は
や
や
異
な
っ
た
性
格
を
認

め

た

い
の

は
ほ

か
で

も
な
い
、
「
四
方
加
持
」
な
る
呼
称
と
そ
の
芸
態
に
そ
く
し

て

で

あ
る
。
こ
の
呼
称
じ
た
い
も
新
た
に
施
さ
れ
た
釈
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な

く
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
加
藤
寛
斎
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
解
釈
に
先
立
つ
可

能
性
は
大
き
い
。
別
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ぽ
、
加
藤
寛
斎
の
言
説
お
よ
び
民
間

伝
承

は
、
た
と
え
ぽ
「
四
方
加
持
」
と
い
っ
た
呼
称
に
彩
ら
れ
た
王
の
舞
に
対
す

る
、
い
わ
ば
再
－
解
釈
の
所
産
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ

し
て
、
そ
こ
に
は
狭
義
の
方
固
め
、
す
な
わ
ち
呪
師
芸
と
し
て
の
方
堅
め
へ
と

つ
な
が
っ
て
ゆ
く
陰
路
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
詳
し

く
は
次
節
以
下
で
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四

　
方
堅
と
王
の
舞
O

　
こ

れ

ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
上
演
の
場
に
お
け
る
王
の
舞
に
つ
い
て
の
わ
ず

か

な
史
料
と
、
民
俗
芸
能
と
し
て
の
事
例
が
教
え
て
く
れ
る
王
の
舞
の
芸
態
は
、

た

し
か
に
方
固
め
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
し
て
や
、
鎮
道
神
と
し
て
の
猿
田
彦
の
イ
メ
ー
ジ
が
す
べ
り
こ
ん
で
い
た
の
だ

か

ら
、
ご
く
自
然
な
解
釈
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
か
。
そ
れ
で
も
な
お
、
方
固
め

と
王
の
舞
と
の
関
連
を
探
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
す
ぐ
さ
ま
看
過
で
き
な
い
難
問

が
待
ち

か

ま
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
翁
猿
楽
成

立
期
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
方
堅
（
方
固
・
宝
堅
と
も
表

記
す

る
）
と
王
の
舞
と
の
関
わ
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
た
だ

し
、
両
者
の
関
係
に
は
不
明
な
点
が
多
く
、
じ
っ
さ
い
に
交
流
が
あ
っ
た
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の

か
、
そ
れ
と
も
あ
く
ま
で
解
釈
の
レ
ベ
ル
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
筆
者
じ

し
ん
に
も
ま
だ
よ
く
見
え
て
い
な
い
。
正
直
に
言
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
論
述
が
お

ぼ

つ
か
な
い
も
の
に
な
り
は
し
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者

は

少
な
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
酷
似
し
て
お
り
、
歴
史
的
に
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る

と
は
ど
う
し
て
も
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん

ど
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
両
者
の
関
係
を
、
ま
ず
解
釈
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る

こ
と
と
し
て
、
引
き
続
き
可
能
な
か
ぎ
り
芸
能
史
の
脈
絡
の
な
か
に
位
置
づ
け
て

ゆ

き
た
い
。
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
は
け
っ
し
て
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
と

え
ば
西
金
砂
神
社
の
「
四
方
固
め
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
金
砂
田
楽
の
「
四
方
固
め
」
を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
さ
き
ほ
ど
の
説
明
で
は
や
や
片
手
落
ち
の
感
を
否
め
な
い
。
前
節
で
は
西
金

砂
神
社
の
田
楽
の
み
を
扱
っ
た
が
、
た
ん
に
金
砂
田
楽
と
言
っ
た
ば
あ
い
、
一
般

的
に
は
東
金
砂
神
社

と
西
金
砂
神
社
の
双
方
で
上
演
さ
れ
る
田
楽
を
総
称
し
て
お

り
、
じ
つ
は
ど
ち
ら
に
も
「
四
方
固
め
」
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
今
度
は
、
東
金
砂
神
社
の
「
四
方
固
め
」
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
と
思
う

（
写
真

7
）
。
残
念
な
が
ら
、
筆
者
じ
し
ん
は
未
だ
に
実
見
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て

い
な

い
た

め
、
じ
っ
さ
い
に
現
地
で
調
査
を
行
な
っ
た
新
井
恒
易
に
よ
る
報
告
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

紹
介
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

　
な
お
、
東
金
砂
神
社
の
田
楽
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
本
田
安
次
に
よ
っ
て
報
告

　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
現
地
調
査
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
昭
和
十
年

（
一
九

三

五
）
十
月
二
十
六
日
に
日
比
谷
公
会
堂
で
行
な
わ
れ
た
日
本
民
俗
協
会
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

催
の
第
一
回
民
俗
芸
能
大
会
の
記
録
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
と
き

の

況
状
が
判
然
と
し
な
い
の

で
、
詳
細
は
不
明
で
は
あ
る

も
の
の
、
民
俗
芸
能
大
会
用

の

演

出
と
し
て
何
ら
か
の
改

変
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が

（3
7
）

大
き
い
。
筆
者
じ
し
ん
は
、

け
っ
し
て
現
地
で
の
上
演
形

態
の
み
に
意
義
を
認
め
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ

で
の
意
図

に
し
た
が
っ
て
、

信
頼
度
に
お
い
て

や
や
問

題

の

あ
る
本
田
安
次
の
記
録
は

採
用
し
な
か
っ
た
。

写真7　東金砂神社の四方固め（鹿志村保男氏撮影）

　
　
　
　
　
　
　
　
前
置
き
は
こ
の
ぐ
ら
い
に
し
て
、
以
下
に
引
用
し
た
新
井
恒

易
の
報
告
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
「
金
の
小
鳩
の
つ
い
た
冠
、
白
し
ゃ
ぐ
ま
、
白
色
の
殿
面
を
被
り
、
狩
衣
に
袴

を

つ
け
て

中
央
に
出
る
。
太
刀
・
長
刀
・
鉾
・
神
札
の
四
段
か
ら
な
り
、
ま
ず
後

見
が
太
刀
一
振
り
を
両
手
に
一
文
字
に
捧
げ
て
出
す
と
、
舞
人
は
九
字
を
切
っ
て

受
け

と
り
、
正
面
に
向
い
て
太
刀
を
抜
き
、
し
つ
か
に
護
摩
火
の
前
に
進
み
、
切

先
を

火
の
上
に
さ
し
出
し
て
あ
ぶ
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
か
ら
か
ま
え
て
正
面
に
向

っ

て

突
く
（
三
返
）
。
次
い
で
東
北
の
角
に
向
っ
て
進
ん
で
同
様
に
突
き
、
か
え

し
て
西
南
の
対
角
線
の
角
に
向
っ
て
同
様
に
突
き
、
さ
ら
に
西
北
と
東
南
の
対
角

線
に
向
っ
て
順
次
突
き
、
中
央
に
も
ど
っ
て
正
面
に
向
い
、
太
刀
を
一
振
文
字
に
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捧
げ
て
一
拝
、
後
見
に
か
え
す
。
／
つ
い
で
後
見
が
長
刀
の
鞘
を
払
っ
て
一
文
字

に
捧
げ
て
出
す
の
を
受
け
と
っ
て
、
正
面
か
ら
四
方
に
同
様
に
つ
き
固
め
る
。
さ

ら
に
鉾
お
よ
び
嵐
除
の
神
札
の
束
を
ニ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
竹
の
先
に
は
さ
ん
だ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

の

を
、
順
次
と
っ
て
同
様
に
五
方
に
突
き
固
め
て
終
る
。
L

　
す

な
わ
ち
、
西
金
砂
神
社
の
「
四
方
固
め
」
で
は
鼻
高
面
を
つ
け
て
四
角
に
ま

わ

る
が
、
東
金
砂
神
社
の
そ
れ
の
ば
あ
い
、
殿
面
を
用
い
て
斜
め
十
文
字
に
動
く

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
芸
能
に
先
立
っ
て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は

西
金
砂
神
社
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
り
、
い
か
に
も
方
固
め
を
思
わ
せ
る
芸
態
に
も

共
通
点
が
多
い
が
、
い
く
つ
か
の
顕
著
な
ち
が
い
に
つ
い
て
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な

注
意
を

払
っ
て
お
き
た
い
。
と
り
わ
け
、
金
の
小
鳩
の
作
り
物
を
つ
け
た
冠
、
白

い

し
ゃ
ぐ
ま
、
白
い
殿
面
を
か
ぶ
る
こ
と
、
狩
衣
に
袴
を
着
用
す
る
こ
と
、
太

刀
・
長
刀
・
鉾
・
神
札
の
四
段
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、

呪
師
芸
と
し
て
の
方
堅
を
視
野
に
収
め
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
新
井
恒
易
は
、
東
金
砂
神
社
の
「
四
方
固
め
」
に
つ
い
て
「
舞
庭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

方
固
め
で
呪
師
芸
の
系
列
の
も
の
」
と
見
な
し
て
い
る
。
一
方
、
西
金
砂
神
社
の

そ

れ
に
つ
い
て

も
、
明
言
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
呪
師
芸
と
の
密
接
な
関
わ
り
を

想
定

し
て
い
る
ら
し
い
。
王
の
舞
と
い
う
芸
能
を
呪
師
芸
の
系
譜
上
に
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

よ
う
と
す
る
氏
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
言
及
し
て
い
る
の
で
、
こ

こ
で
は
関
心
を
金
砂
田
楽
の
「
四
方
固
め
」
に
し
ぼ
り
こ
ん
で
論
述
し
て
お
く
。

　
氏

は
、
若
狭
地
方
の
宇
波
西
神
社
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
王
の
舞
に
触
れ
て
「
王

の

舞
は
本
来
、
呪
師
の
演
じ
る
先
払
い
ー
方
固
め
に
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
先
払

い

方
固
め
を
し
た
舞
庭
で
、
田
楽
や
猿
楽
の
芸
能
が
行
わ
れ
る
し
く
み
に
な
っ
て

い

た
。
（
中
略
）
王
の
舞
は
き
わ
め
て
重
い
役
と
さ
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
舞

楽
の
手
法
を
と
り
入
れ
な
が
ら
、
祭
礼
芸
能
の
始
め
に
あ
た
っ
て
、
先
払
い
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

方
固
め
を
す
る
呪
師
の
呪
法
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
述

べ
る
。

　

し
か
も
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
「
常
陸
の
金
砂
、
紀
伊
の
有
田
、
若
狭
の
田
楽

（
気
山
・
向
笠
な
ど
）
、
播
磨
の
社
町
鴨
川
の
田
楽
・
猿
楽
な
ど
に
も
鼻
の
王
の
先

払
い
ー
庭
固
め
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
一
つ
で

　
（
4
2
）

あ
っ
」
た
と
推
測
し
て
い
る
か
ら
、
氏
は
宇
波
西
神
社
の
王
の
舞
の
み
な
ら
ず
、

王
の

舞
と
い
う
芸
能
じ
た
い
を
呪
師
芸
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て

い

る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
詳
し
く
は
次
節
で
論
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
そ

れ

は
、
西
金
砂
神
社
の
「
四
方
固
め
」
（
王
の
舞
）
に
あ
っ
て
も
ま
っ
た
く
例
外

で

は
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
ど
う
や
ら
氏
は
、
金
砂
田
楽
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
二

種
類
の

「
四

方
固
め
」
を
、
と
も
に
呪
師
芸
に
由
来
す
る
一
連
の
も
の
と
し
て
把

握

し
て
い
る
よ
う
に
察
せ
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
氏
の
見
解
そ
の
も
の
に

は
若
干
の

留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
こ
の
両
者

を
比
較
対
照
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
あ
る
い
は
王
の
舞
と
呪
師
芸
と
し
て
の
方
堅
と

の

つ
な

が

り
を
割
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
し
、
そ
の

前
に

も
う
ひ
と
つ
、
あ
ら
か
じ
め
大
方
の
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
ら

が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
は

こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
新
井
恒
易
の
所
説
は
き
わ
め
て
魅
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力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
微
妙
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
呪
師
芸
と
の
交
流
が
、
い
っ
た
い
王
の
舞
の
前
史
（
成
立

史
）
に
属
す
る
問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
後
史
（
変
遷
史
）
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て

考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、
ど
う
も
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
か

っ
て

筆
者
は
氏
の
所
説
を
批
判
し
て
、
「
現
時
点
で
与
え
ら
れ
た
情
報
か
ら
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

す

る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
は
王
の
舞
の
後
史
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と

が
あ
る
。

　
そ

の

の
ち

も
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
王
の
舞
の
初
出
史
料
と
考
え
ら
れ
る
『
猪

隈
関
白
記
』
正
治
元
年
（
二
九
九
）
の
新
日
吉
社
小
五
月
会
に
関
す
る
記
事
を
遡

る
史
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
植
木
行
宣
が
述
べ
る
よ
う
に
「
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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

た
め

に
、
王
の
舞
と
呼
ぽ
れ
、
一
つ
の
芸
能
と
し
て
新
た
に
登
場
し
た
も
の
」
と

す

る
な
ら
ば
、
王
の
舞
の
先
行
形
態
が
呪
師
芸
と
し
て
の
方
堅
と
交
流
し
て
い
た

可
能
性
が

ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
と
王
の
舞
の
成
立
事
情
に

関
す
る
か
ぎ
り
は
、
従
来
ど
お
り
「
本
来
舞
楽
・
伎
楽
に
由
来
す
る
外
来
系
の
芸

能
と
し
て
現
わ
れ
つ
つ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
と
の
習
合
を
繰
り
返
し
て
現
在
に

　
（
4
5
）

至

る
」
と
考
え
て
お
く
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
王
の
舞
と
方
堅
と
の
つ
な
が
り
は
、
王
の
舞
か
ら
見
れ
ば
「
さ
ま

ざ
ま
な
要
素
と
の
習
合
」
の
過
程
を
示
す
一
例
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
両
者
の
関
係
じ
た
い
を
王
の
舞
の
芸

態
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
の
所
在
を
知
る
た
め
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
立
場
も

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
王
の
舞
と
方
堅
と
の
関
連
を
解
明

す

る
作
業
は
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
試
み
に
よ
っ
て
、
王
の

舞
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
釈
義
の
あ
り
よ
う
を
逆
照
射
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。
以
下
は
、
か
か
る
見
通
し
に
立
脚
し
つ
つ
試
論
と
し
て
記
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。五

　
方
堅

と
王
の
舞
⇔

　
近
年
、
翁
猿
楽
の
成
立
に
関
す
る
研
究
が
進
展
す
る
と
と
も
に
、
平
安
中
期
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

う
か
ら
京
都
の
六
勝
寺
な
ど
の
修
正
会
・
修
二
会
に
奉
仕
し
て
い
た
呪
師
と
の
関

わ

り
が
、
あ
ら
た
め
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
い
か
な
る
か
た
ち

で
あ
れ
、
呪
師
が
翁
猿
楽
の
成
立
に
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
、
ま
ず
ま

ち

が

い

な
い
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
関
係
を
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
能
勢
朝
次
の
「
叩
几
師
考
」
を
は
じ
め
と
し

て
、
諸
説
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
見
解
の
一
致
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
こ
う
し
た
研
究
の
現
状
を
的
確
に
把
握
し
た
い
む
き
に
は
、
山
路
興
造
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

要
領
を

得
た
整
理
が
大
い
に
参
考
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
天
野
文
雄
は
「
翁
猿
楽
の
成
立
と
方
堅
ー
呪
師
芸
の
継
承
l
」

と
題
し
た
論
考
の
な
か
で
、
翁
猿
楽
が
ま
ず
呪
師
芸
と
し
て
成
立
し
、
そ
れ
を
猿

楽
が
継
承
し
た
と
す
る
『
能
楽
源
流
考
』
以
来
の
定
説
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
翁
猿

楽
と
呪
師
と
の
間
に
存
在
す
る
懸
隔
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
方
堅
に
注
目
し
て

い

る
。
こ
の
論
考
は
、
方
堅
に
関
す
る
史
料
を
博
捜
し
て
い
る
ぽ
か
り
で
は
な
く
、

88



五方堅と王の舞（⇒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

方
堅
の

芸
態
に

つ
い
て

具
体
的
に
論

じ
た
唯
一
の
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
氏

に

よ
れ
ば
、
方
堅
と
は
「
神
社
の
社
殿
造
営
に
お
け
る
上
遷
宮
（
御
神
体
の
新
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

殿
へ
の
遷
座
）
に
際
し
て
演
ぜ
ら
れ
た
鎮
壇
結
果
の
呪
術
的
な
芸
能
」
と
定
義
さ

れ

る
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
氏
は

こ
の
方
堅
を
、
猿
楽
が
関
与
し
た
芸
能
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
も
そ
も

氏
が
方
堅
を

検
討
の

対
象
と
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
呪
師
芸
か
ら
翁
猿
楽
が
成

立

し
て
く
る
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
か
ら
、
方
堅
を
呪
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

芸
の
呪
術
的
側
面
を
継
承
し
た
「
正
真
正
銘
の
猿
楽
芸
」
と
前
提
す
る
の
も
、
け

だ

し
当
然
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
見
解
に
対
し
て
は
、
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
植
木
行
宣
は
、

か
つ
て

方
堅
に

つ
い
て

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

「
方
堅
は
た
し
か
に
、
芸
能
と
い
う
よ
り
は
究
法
で
あ
っ
た
。
猿
楽
者
は
い
ち

お

う
そ
れ
を
叩
几
師
か
ら
う
け
つ
い
だ
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
猿
楽
芸
と
し
て
う
け

と
っ
た
と
即
断
し
て
は
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、
加
几
能
に
た
ず
さ
わ
る
神
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

資
格
に
お
い
て
う
け
と
め
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
」
。

　

こ
う
し
た
主
張
は
、
藝
能
史
研
究
會
が
最
近
に
な
っ
て
企
画
し
た
共
同
研
究

「
翁
猿
楽
研
究
の
現
況
」
を
概
括
し
た
同
名
の
論
考
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
変
わ

っ

て

お

ら
ず
、
「
方
堅
は
呪
師
か
ら
猿
楽
が
継
承
し
た
呪
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

て

い

る
が
、
方
堅
そ
の
も
の
は
結
界
鎮
壇
の
呪
術
と
し
て
猿
楽
が
保
持
し
た
も
の

で
あ
り
、
猿
楽
の
わ
ざ
で
は
あ
る
が
猿
楽
芸
と
し
て
演
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る

ま
い
。
方
堅
の
神
事
（
正
遷
宮
祭
）
に
お
い
て
は
猿
楽
者
は
ま
ず
神
人
と
し
て
振

舞
い
、
秘
儀
（
方
堅
）
の
の
ち
に
猿
楽
者
と
し
て
そ
の
神
事
猿
楽
に
従
っ
た
と
み

　
　
　
　
　
（
5
3
）

る
べ
き
で
あ
る
L
と
、
そ
の
所
説
を
展
開
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
注
の
な
か
で
は
、
前
掲
の
天
野
論
文
に
触
れ
て
「
そ
こ
に
明
ら
か
に
さ

れ
た
方
堅
の

芸
態
は
ほ
と
ん
ど
王
の
舞
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
呪
師
芸
そ
の
も
の

と
も
み
え
る
。
猿
楽
者
が
た
ず
さ
わ
っ
た
と
い
う
他
に
そ
れ
を
猿
楽
芸
と
す
る
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

有
の
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
方
堅
を
猿
楽
芸
に
短

絡

さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
、
氏
は
慎
重
な
態
度
を
崩
さ
な
い
の
で
あ
る
。

じ
っ
さ
い
、
天
野
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
方
堅
の
芸
態
は
、
植
木
行
宣
が
看
破

し
た
よ
う
に
、
王
の
舞
の
そ
れ
と
重
な
り
あ
う
部
分
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
そ
の
特
異
な
芸
態
を
見
て
み
よ
う
。

　
方
堅
の
芸
態
は
、
呪
師
座
か
ら
猿
楽
座
に
転
じ
た
伊
勢
猿
楽
の
ひ
と
つ
、
和
屋

座
に
関
係
す
る
記
録
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
「
諸
社
造
（
遷
）
宮
方
堅
夜
神
事

執
行
之
次
第
」
（
『
能
楽
源
流
考
』
所
収
）
や
「
方
堅
神
事
」
（
『
日
本
庶
民
文
化
史

料
集
成
』
第
2
巻
（
田
楽
・
猿
楽
）
所
収
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
江

戸
末
期
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
じ
つ
に
興
味
深
い
事
実
を
示
し
て
く
れ
る
。
芸
態

そ

の

ほ

か
の
詳
細

な
検
討
に
つ
い
て
は
天
野
文
雄
の
論
考
を
参
照
し
て
い
た
だ
く

と
し
て
、
こ
こ
で
は
概
略
の
み
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
方
堅
の

演
者
は
ひ
と
り
だ
け
で
、
夜
に
な
る
と
素
襖
・
袴
・
侍
烏
帽
子
・
扇
・

大
小
を

つ
け

て
、
七
段
か
ら
な
る
神
事
を
勤
め
る
。
そ
の
中
心
は
、
阿
件
の
鬼
面
を

つ
け
て

行

な
わ
れ
る
反
閑
で
あ
り
、
「
阿
面
反
閉
之
次
第
」
と
「
咋
ノ
面
ノ
行
ヒ
」

か

ら
な
る
。
「
阿
面
反
閉
之
次
第
」
は
さ
ら
に
「
鉾
之
行
」
と
「
太
刀
之
行
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
9

二
分

さ
れ
る
が
、
用
い
る
も
の
が
鉾
か
太
刀
か
の
ち
が
い
だ
け
で
、
所
作
は
ほ
と



王の舞の解釈学

ん

ど
変
わ
ら
な
い
。
口
を
開
い
た
黒
塗
り
の
獅
子
鼻
面
を
つ
け
て
行
な
わ
れ
る
。

「
諸
社
造

（
遷
）
宮
方
堅
夜
神
事
執
行
之
次
第
」
は
、
「
鉾
之
行
」
を
つ
ぎ
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

　
一
、
左
右
ナ
ギ
　
ス
グ
ニ
右
ヘ
ナ
グ
リ
、
又
左
右
ヘ
ナ
グ
ヤ
ウ
ニ
フ
リ
テ
ヒ
ダ

　
　

リ
メ
グ
リ
、
一
巡
ヅ
S
也
。

　

二
、
左
右
へ
切
コ
ミ
　
足
踏
左
右
二
一
刀
ヅ
・
四
方
へ
、
東
方
ヨ
リ
始
、
南
方

　
　
西
方
北
方

也
。
此
北
方
時
、
社
壇
ノ
ロ
へ
鉾
先
切
付
ヌ
ヤ
ウ
。

　
三
、
左
ノ
指
添
テ
左
右
切
コ
ミ
　
四
方
右
同
前
、
二
刀
ヅ
・
。

　
四
、
ツ
・
コ
ミ
　
左
ノ
手
添
テ
左
右
ッ
キ
コ
、
ミ
、
四
方
面
同
前
。

　
五
、
鉾
ヲ
タ
テ
ニ
持
、
四
方
フ
ミ
カ
タ
メ
同
前
足
バ
カ
リ
ニ
左
右
三
足
バ
カ
リ
。

　

こ
の
「
鉾
之
行
」
と
「
太
刀
之
行
」
が
終
わ
る
と
、
口
を
閉
じ
た
黒
塗
り
の
鼻

高
面
に
つ
け
替
え
て
、
引
き
続
き
「
咋
ノ
面
の
行
ヒ
」
と
な
る
。
鉾
・
刀
な
ど
を

用

い
て

四
方
の

角
で
十
文
字
を
切
り
、
最
後
に
弓
矢
で
藁
人
形
を
射
る
こ
と
が
あ

る
。
再
び
「
諸
社
造
（
遷
）
宮
方
堅
夜
神
事
執
行
之
次
第
」
か
ら
引
用
し
て
お
こ

う
。　

一
、
鉾
ヲ
持
、
神
前
二
立
向
、
イ
タ
“
キ
、
四
方
ノ
角
々
ニ
テ
十
文
字
二
切
ル
。

　
　
丑
寅
鬼
門
ノ
角
ヨ
リ
始
テ
、
戌
亥
ニ
テ
納
也
。

　

二
、
鉾
ナ
シ
ニ
両
手
ヲ
外
縛
ノ
印
シ
カ
ト
前
ニ
ム
ス
ビ
シ
メ
テ
、
四
方
角
ニ
テ

　
　
足
フ

ミ
一
二
足
ヅ
・
フ
ミ
ヵ
タ
ム
前
ノ
如
ク
、
ウ
シ
ト
ラ
ノ
角
ヨ
リ
ハ
ジ
メ
、

　
　
戌
亥
ニ
テ
オ
サ
ム
ル
也
。

　

三
、
太
刀
刀
ニ
テ
ヨ
シ
十
文
字
切
。
四
方
ノ
角
々
前
ノ
如
ク
ナ
リ
。

　

四
、
太
刀
刀
モ
　
ナ
シ
ニ
雨
手
ヲ
ウ
シ
ロ
ヘ
マ
ハ
シ
、
内
縛
ノ
印
ヲ
シ
カ
ト
ム

　
　
ス
ビ
シ
メ
テ
、
足
フ
ミ
一
二
足
ヅ
・
フ
ミ
堅
メ
、
是
モ
前
ノ
如
ク
四
方
ノ
角
々

　
　
バ
ヵ
リ
ニ
テ
行
フ
ナ
リ
。

　
五
、
弓
三
段
ノ
尖
リ
タ
ル
矢
ヲ
ツ
ガ
ヒ
テ
、
左
ヘ
メ
グ
リ
テ
、
人
形
ノ
ム
ネ

　
　
ニ
サ
シ
付
テ
射
ル
。
コ
ノ
次
二
、
ヵ
リ
マ
タ
ノ
矢
ヲ
ツ
ガ
ヒ
テ
、
右
ヘ
メ
グ

　
　
リ
テ
、
矢
ノ
根
ヲ
上
二
上
テ
廻
ル
。
扱
丑
寅
ノ
鬼
門
高
ク
射
テ
ヤ
ル
。

　
こ
こ
に
紹
介
し
た
方
堅
の
芸
態
は
、
い
か
に
も
呪
術
的
な
雰
囲
気
を
た
た
え
て

い

る
が
、
細
か
く
検
討
し
て
み
る
と
、
植
木
行
宣
の
指
摘
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、

王
の

舞
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
部
分
が
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
。
と
り
わ
け

「
件
ノ
面
の
行
ヒ
」
に
は
、
王
の
舞
を
彷
彿
と
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
多
い
。

思
い
つ
く
ま
ま
に
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

　
た

と
え
ば
、
明
治
二
十
八
年
（
一
九
八
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
神
都
名
勝
誌
』

（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
十
二
巻
（
祭
礼
）
所
収
）
や
伊
藤
令
雄
が
撮

　
　
　
（
5
5
）

影

し
た
写
真
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
口
を
閉
じ
た
黒
塗
り
の
鼻
高
面
は
、

一
般
的
に

王
の
舞
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
（
図
2
）
。
た
ん
に
鉾
を

用
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
前
半
で
は
鉾
や
太
刀
を
用
い
、
後
半
に
な
る
と
素
手
で

演

じ
る
と
こ
ろ
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
ば
あ
い
王
の

舞
で
太
刀
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
が
、
兵
庫
県
加
東
郡
社
町
上
鴨
川
の
住
吉
神
社

に
伝
承

さ
れ
て
い
る
り
ょ
ん
さ
ん
の
舞
（
王
の
舞
）
（
写
真
8
）
の
よ
う
に
、
小
刀

と
太
刀
を
腹
前
で
十
文
字
に
交
差
さ
せ
て
侃
く
事
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で

　
（
5
6
）

あ
る
。

　

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
推
測
に
よ
り
つ
つ
、
「
諸
社
造
（
遷
）
宮
方
堅
夜
神
事
執

行
之
次
第
」
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
反
閑
に
つ
い
て
記
し
た
興
味
深
い
一
節
を
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見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
「
（
前
略
）
猿
田
彦
ノ
面
ヲ
カ
ケ
ル
。
此
面
ノ

名
ハ
鼻
長
ト
モ
王
舞
ト
モ
鼻
高
ト
モ
猿
田
彦
ト
モ
云
フ
。
鼻
ノ
王
ト
モ
王
之
鼻
ト

　
　
蚤
五
寸
ま
分

　
　
讃
ロ
寸
玉
分

　
　
　
己
黒
蔓
、
裏
木
長

堅
七
寸
工
分

禎
五
寸
三
分

喬

皐
塗

誕
命
冠
者
餐
村
寡

　
　
面
詞
瀞
〆
朱
．
裏
六
≡
、

写真8　上鴨川住吉神社のりょんさ

　　　　んの舞

図2　方堅に用いられる鼻高面，r神都名勝誌』より

モ

云
フ

L
と
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
方
堅
を
王
の
舞
に
結
び
つ
け

る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
ま
で
も
、
方
堅
に
用
い
ら
れ
る
鬼
面
の
一
名
を
王
の
舞
と

称
し
た
あ
た
り
、
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
影
響
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。

　
ま
た
、
岡
山
県
岡
山
市
一
宮
の
吉
備
津
彦
神
社
に
は
、
コ
宮
社
法
」
（
吉
備
津

彦
神
社
史
料
』
文
書
篇
所
収
）
と
呼
ば
れ
る
康
永
元
年
（
二
二
四
二
）
の
記
録
が

現
存

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
備
前
一
宮
の
神
子
や
楽
頭
・
神
楽
の
衆
が
、

村
々
の
宮
の
祭
に
お
け
る
神
楽
事
と
し
て
、
し
ふ
ぽ
し
り
・
か
い
な
さ
し
・
け
ん

は
い

・

は
な

長
の
舞
・
れ
ん
じ
の
舞
・
ぶ
が
く
の
舞
な
ど
を
勤
め
て
い
る
。
し
ふ

ば

し
り
は
呪
師
走
り
、
け
ん
は
い
は
反
閑
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
呪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

師
芸
に
由
来
す
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
六
月
二
十
八
日
に
行
な
わ
れ

た
一
宮
の
御
田
植
祭
に
際
し
て
、
御
神
楽
と
し
て
鼻
長
の
舞
・
連
事
の
舞
・
け
ん

は
い
の

あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

　
一
の
つ
と
候
て
よ
り
、
楽
頭
と
申
候
て
、
鼻
長
の
お
も
て
を
か
け
、
ゆ
こ
て
、

　
　
く
ふ
り
は
か
ま
に
て
い
て
申
候
、

　
一
長
の
や
に
て
と
り
か
ふ
と
を
き
て
、
か
た
あ
て
、
ゆ
こ
て
、
わ
き
ひ
き
、
む

　
　
か
は
き
、
く
ふ
り
は
か
ま
に
て
五
人
、
ほ
こ
、
大
刀
、
弓
、
長
刀
、
け
ん
、

　
　
此
道
具
を

わ
き
は
さ
み
、
手
足
ノ
い
ん
け
う
に
て
け
ん
は
い
を
ふ
み
、
あ
く

　
　
ま
を
は
ら
い
、
四
方
天
地
ヲ
ち
ん
じ
申
、
其
間
二
御
せ
ん
参
り
候
、

　
ま
ず
、
鼻
長
の
面
に
弓
籠
手
・
括
袴
を
つ
け
た
楽
頭
が
、
鼻
長
の
舞
を
演
じ
る
。

つ
ぎ
に
、
鳥
甲
を
か
ぶ
り
、
肩
当
て
・
弓
籠
手
・
脇
引
・
行
縢
・
括
袴
を
つ
け
た

五
人

が
、
そ
れ
ぞ
れ
鉾
・
太
刀
・
弓
・
長
刀
・
剣
を
脇
に
は
さ
ん
で
、
楽
頭
に
続
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い
て

連
事
の
舞
を
行
な
う
。
さ
ら
に
、
手
足
の
印
形
で
反
閑
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
悪
魔
を
払
い
四
方
天
地
を
鎮
め
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
神
楽
事
は
、
岩
田

　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

勝
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
呪
師
芸
が
定
着
し
た
も
の
と
見
て
よ
く
、
伊

勢
猿
楽
の
方
堅
と
同
じ
系
統
に
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
や
は

り
伊
勢
猿
楽
の
方
堅
と
同
じ
系
統
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
事
例
と
し
て
は
、

奥
三
河
に

数
多
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
花
祭
な
ど
に
鎮
め
の
行
法
（
竜
王
の
舞
と
も

言

う
）
の
ひ
と
つ
と
し
て
見
え
る
火
の
王
・
水
の
王
や
、
三
信
遠
の
一
円
に
広
く

分
布
す

る
修
正
会
の
芸
能
な
ど
に
し
ぼ
し
ば
登
場
す
る
、
鼻
高
面
を
つ
け
て
鉾
な

ど
を
持
っ
て
地
固
め
を
行
な
う
先
払
い
（
ま
た
は
後
払
い
）
を
指
摘
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
。
い
ず
れ
も
王
の
舞
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
錦
耕
三
や
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

井
恒
易
が
指
摘
す

る
と
お
り
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
坂
部
の
冬
祭
に
お
い
て
鎮
め

と
し
て
演
じ
ら
れ
る
火
王
・
水
王
の
鼻
高
面
（
写
真
9
）
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
猿

楽
と
の
つ
な
が
り
を
暗
示
す
る
興
味
深
い
伝
承
が
語
ら
れ
て
い
た
。

　
坂
部
に
土
着

し
た
熊
谷
家
に
伝
わ
る
『
熊
谷
家
伝
記
』
に
よ
れ
ぽ
、
三
代
直

吉
が
坂
部
に
移
り
住
ん
で
か
ら
数
年
た
っ
た
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
の
九
月
、

坂
部
は
大
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
伊
勢
の
浪
人
青
谷
源
太
夫
に
請
う

て

占
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
江
州
の
志
賀
か
ら
火
王
・
水
王
を
勧
請
し
て
、
当

地
の

鬼
門
に
祀
れ
ば
地
震
は
鎮
ま
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
火
王
・
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

王
二
神
一
宇
の
小
社
を
建
立
し
、
か
の
青
谷
源
太
夫
を
祝
り
に
定
め
た
と
い
う
。

　
お
そ

ら
く
青
谷
源
太
夫
と
い
う
占
師
は
、
伊
勢
猿
楽
に
つ
な
が
る
呪
師
の
流
れ

を

汲
ん

だ

者
の
ひ
と
り
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
火
王
・
水
王
の
鼻

高
面
は
、
伊
勢
猿
楽
の
方
堅
に
用
い
ら
れ
る
鼻
高
の
阿
咋
二
面
と
酷
似
し
て
い
た

写真9　坂部の冬祭に登場する鼻高

　　　　（火王）

の

で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
火
の
王
・
水
の
王
を
め
ぐ
る
伝
播
の
経
路
に
つ
い
て
、

ご
く
粗
い
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
坂
部

の

そ
れ
を

は

じ
め
と
す
る
、
各
所
の
火
の
王
・
水
の
王
は
、
伊
勢
猿
楽
と
深
く
関

わ
っ

て

い

た
呪
師
に

よ
っ
て
三
信
遠
の
一
円
に
持
ち
こ
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

も
方
堅
の
さ
い
に
用
い
ら
れ
た
阿
件
の
二
面
に
端
を
発
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
こ

こ

で

よ
う
や
く
、
前
節
で
言
及
し
た
金
砂
田
楽
の
「
四
方
固
め
」
に
戻
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
。
東
金
砂
神
社
の
「
四
方
固
め
」
の
芸
態
も
ま
た
、
上
述
し
た

伊
勢
猿
楽
な
ど
の
事
例
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
る
、
呪
師
芸
と
し
て
の
方
堅
と
き
わ

め
て

近
似

し
て
い
た
。
新
井
恒
易
の
推
測
ど
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
も
方
堅
の
一

流
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
「
四
方
固
め
」
と
い
う
名
称
は
、
西
金
砂

神
社
で
は
王
の
舞
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
方
堅
と
王
の
舞
と

が
何

ら
か
の
関
連
を
持
っ
て
い
た
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
、
依
然
と
し
て
方
堅
と
王
の
舞
と
の
因
果
関
係
を
解
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明
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
両
者
が
か
な
り
早
い
時
期
、
た

と
え
ぽ
東
西
の
金
砂
神
社
に
伝
播
す
る
以
前
に
交
流
し
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め

て

大
き
い
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
方
堅
か
ら
王
の
舞
が
発
生
し
た
と
は
考
え

に

く
い
か
ら
、
両
者
は
出
自
を
異
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
遷
の
過
程

で
早
く
か
ら
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
王
の
舞
が
方
堅
と
同
一
視
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
両
者
に
期
待
さ
れ

た
機
能
が

期
せ
ず
し
て
一
致
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
前
に
引
い
た

「
諸
社
造

（
遷
）
宮
方
堅
夜
神
事
執
行
之
次
第
」
の
一
節
も
、
そ
の
あ
た
り
の
消

息
を
暗
示
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
伊
勢
猿
楽
に
は
こ
れ
と
は
別
に
、
毎
年
の
正
月
に
演
じ
ら
れ
た
翁

猿
楽
に
先
立
っ
て
「
師
子
六
舞
」
が
あ
り
、
や
は
り
方
堅
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
よ
う

で

あ
る
。
「
師
子
」
は
「
呪
師
」
の
転
託
で
あ
る
ら
し
く
、
呪
師
芸
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
芸
態
に
つ
い
て
、
「
豊
受
太
神
宮
年
中
行
事
今
式
」

　
　
　
　
　
　
　
ト
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
ヲ
　
　
ト
リ
パ
チ
ぐ

は

「
所
謂
師
子
六
舞
、
猿
楽
之
徒
三
人
、
各
着
二
鳥
兜
↓
装
二
衣
裳
一
左
援
レ
抱
、

　
ニ
ゲ
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
如
三
チ
ノ
如
ニ
メ
グ
リ
　

ウ
タ
（
　
　
　
サ
・
ゲ
テ
フ
リ
テ

右
提
レ
鈴
、
出
二
舞
量
之
中
間
｛
鼎
　
　
立
鳥
　
　
賄
、
不
レ
謳
不
レ
鼓
、
只
撃
レ
抱
憾
レ

　
リ
　
フ

鈴
廻
舞
。
舞
之
三
四
回
而
去
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
王
の

舞
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
は
鳥
甲
の
使
用
ぐ
ら
い
で
あ
り
、
そ
れ
と
て
呪
師
の
輪
郭

を

か
た

ち
つ
く
る
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
説
明
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

と
り
た
て
て
言
及
す
る
必
要
は
な
い
と
も
思
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
伊

勢
猿
楽
が
二
種
類
の
方
堅
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
天
野
文
雄
は
、
「
方
堅
が
上
．
遷
宮
で
の
所
演
を
本
来
と

す

る
点
か
ら
み
る
と
、
師
子
六
舞
は
あ
く
ま
で
方
堅
の
一
変
形
で
、
方
堅
の
芸
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

と
い
う
点
で
は
二
次
的
な
資
料
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
L
と
し
て
い
る
。
ま

っ

た
く
正
当
な
見
解
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
事
実
か
ら
は
逆
に
、
方
堅
に
は
定

ま
っ
た
芸
態
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
想
像
も
導
き
出
さ
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
か
か
る
見
通
し
と
も
呼
応
す
る
か
の
ご
と
く
、
植
木
行
宣
は
方
堅
を
猿
楽

芸
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
範
疇
を
も
っ
と
ゆ
る
や
か
に
捉
え
よ
う
と
し

て

い
る
。

　
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
も
と
よ
り
反
閑
の
呪
法
は
呪
師
の
み
の
特
技
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

王
の

舞
や
獅
子
舞
に
よ
っ
て
も
担
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
方
堅
が
呪

師
芸
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
じ
た
い
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず

し
も
特
有
の
形
式
的
行
動
を
と
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

む

し
ろ
、
状
況
に
応
じ
て
動
員
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
や
神
事
、
も
し
く
は
そ

れ

ら
に
期
待
さ
れ
て
い
た
特
殊
な
機
能
を
方
堅
と
称
し
て
い
た
よ
う
に
察
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
王
の
舞
も
そ
の
ひ
と
つ
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、

い
ず
れ
方
堅
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
芸
能
の
た
め
に
、
結
果
的
に

は

じ
つ
に
豊
か
な
素
地
を
提
供
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
呪
師
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
け
っ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。

　
な

お
、
本
節
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
方
堅
と
王
の
舞
と
を
あ
わ
せ
持
つ
事
例

を

紹
介

し
よ
う
。
京
都
府
綴
喜
郡
宇
治
田
原
町
の
三
社
祭
は
、
十
月
十
七
日
に
多

く
の
宮
座
が
主
体
と
な
っ
て
営
ま
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
舞
物
の
座
は
声
翁
座
・
王

鼻
座
・
田
楽
座
・
獅
子
座
の
四
座
で
、
そ
れ
ぞ
れ
声
翁
（
細
男
）
・
王
鼻
（
王
の

舞
）
・
田
楽
・
獅
子
舞
を
奉
納
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
る
。
王
鼻
に
は
大
人
ひ
と

り
と
子
供
ひ
と
り
が
あ
た
り
、
こ
れ
に
太
鼓
と
鉦
が
加
わ
る
（
写
真
1
0
）
。
筆
者
も
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10　三社祭の王鼻

昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
に
実
見
し
て
い
る
が
、
芸
態
に
つ
い
て
は
伊
東
久

之
が
要
領

よ
く
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
以
下
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　

「
子
供
は
祥
に
天
狗
面
を
か
ぶ
り
、
頭
に
鶏
甲
を
か
ぶ
る
。
大
人
は
祥
の
み
を

つ
け
て

い

る
。
ま
ず
神
前
に
む
か
っ
て
前
に
子
供
が
た
ち
、
後
に
大
人
が
鉾
を
も

っ

て

し
ゃ
が
む
。
子
供
は
左
足
を
あ
げ
て
う
し
ろ
に
折
り
、
左
手
背
、
右
手
は
腹

に
あ
て
て
前
か
が
み
に
一
礼
し
、
大
人
の
ま
わ
り
を
鉾
に
む
い
て
二
回
ま
わ
る
。

三
回

目
は
足
は
同
じ
で
手
は
前
で
糸
巻
き
を
ま
く
よ
う
に
ぐ
る
ぐ
る
と
ま
わ
し
な

が

ら
鉾
の
ま
わ
り
を
一
回
ま
わ
る
。
都
合
三
回
ま
わ
る
と
、
大
人
の
持
っ
て
い
た

鉾
を
受
け
と
り
、
神
殿
に
む
か
っ
て
立
ち
、
左
足
先
あ
た
り
に
鉾
を
た
て
て
前
へ

三
度
た
お

す
。
つ
い
で
鉾
を
持
ち
あ
げ
て
左
右
左
と
大
き
く
ふ
り
、
一
礼
し
て
お

（6
4
）

わ
る
」
。

　
と
こ
ろ
で
、
古
く
は
三
社
（
御
栗
栖
神
社
・
大
宮
神
社
・
三
宮
神
社
）
の
正
遷

宮
の
さ
い
に
、
奈
良
の
高
畑
か
ら
金
春
太
夫
を
招
い
て
「
祝
儀
の
能
」
が
催
さ
れ

た

と
い
う
。
能
は
開
口
に
は
じ
ま
っ
て
五
番
演
じ
ら
れ
、
夜
に
な
る
と
神
主
と
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

春
の
猿
楽
太
夫
が
内
陣
に
入
り
、
「
法
堅
」
と
称
さ
れ
る
儀
式
を
行
な
っ
た
。
こ
の

「
法
堅
」
じ
た
い
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
猿
楽
芸
で
あ
る
か
ら
、
天
野
文
雄
の
所

説

を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
王
の
舞
と
重
な
る
要
素
は
ま
っ
た
く
見
受
け
ら

れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
三
社
の
事
例
は
、
方
堅
と
王
の
舞
と
が
き

わ
め
て

近
い
局
面
で
登
場
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
両
者

が

互
い

に
通
底

す
る
機
能
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
は
、
ま
ず
動
か
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
　
釈
義
の
政
治
学
へ

　

こ
こ
ま
で
、
猿
田
彦
と
方
固
め
に
注
目
し
な
が
ら
王
の
舞
に
ま
つ
わ
る
釈
義
の

あ
り
か
た
に
つ
い
て
論
及
し
て
き
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
呪
師
芸
に
お
け
る
方
堅

と
王
の
舞
と
の
史
的
関
連
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
試
み
に
も
着
手
し
た
の
で

あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
推
測
の
域
を
さ
ほ
ど
出
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
と
方
堅
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
現
時
点
で
は
や
は

り
解
釈
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
関
連
を
指
摘
す
る
ほ
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
関
心
を
王
の
舞
の
釈
義
に
限
定
し
た
さ
い
に
も
、
依
然
と
し
て
大
き
な

課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
王
の
舞
に
ま
つ
わ
る
釈
義
を
生
産
す
る
主
体
、

お

よ
び
そ
の
よ
う
な
主
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
集
団
の
あ
り
か
た
を
明
ら

か
に
す

る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
た
だ

し
、
そ
れ
ら
の
実
態
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
は
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
て
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い

な
い
た
め
、
復
元
的
作
業
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
至
難
の
技
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
最

も
重
要
な
論
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
特
定
の
釈
義
を
可
能
に
す
る
知
識
の

流
通
形
態
が
い

か
な
る
内
実
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
探
る
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
王
の
舞
の
解
釈
学
を
構
想
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
い

わ
ば

釈
義
の
政
治
学
に
対
す
る
視
線
を
欠
落
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
幸

い
に

も
、
猿
田
彦
と
王
の
舞
と
の
関
連
を
説
く
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程

度
の
見
通
し
が
可
能
で
あ
る
の
で
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
論
述
し
て
ゆ
こ
う
。

　
言

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
王
の
舞
を
猿
田
彦
の
演
劇
化
と
し
て
捉
え
る
た
め

に

は
、
ま
ず
猿
田
彦
と
そ
れ
が
登
場
す
る
『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
の
知
識
が
備

わ
っ

て

い
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。
中
世
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
の
流
通
形
態
を

探

る
必
要
が
あ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
再
び
猿
田
彦
と
王
の
舞
と
の
関
連
を

語

る
一
連
の
テ
ク
ス
ト
に
立
ち
戻
っ
て
み
た
い
。
こ
の
種
の
解
釈
は
、
『
釈
日
本

紀
』
の
な
か
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
筆
者
じ
し
ん
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
含
意
す

る
思
想
的
背
景
に
ま
で
論
及
す
る
能
力
を
持
た
な
い
の
で
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
で

は
阿
部
泰
郎
の
要
領
を
得
た
概
括
を
引
用
し
て
お
く
。

　

「
お
お

ま
か
に
い
え
ぽ
、
日
本
紀
は
中
世
に
、
注
釈
と
物
語
化
の
、
ふ
た
つ
の

側
面
に
お

い
て

解
釈

さ
れ
、
享
受
さ
れ
た
。
前
者
の
側
面
は
、
鎌
倉
時
代
に
「
日

本
記
の

家
」
と
し
て
成
り
立
っ
た
ト
部
兼
方
の
『
釈
日
本
紀
』
で
あ
り
、
ま
た
兼
方

本

日
本
書
紀
神
代
巻
で
あ
ろ
う
。
そ
の
成
果
は
仏
教
界
に
お
け
る
神
道
家
に
も
受

け

つ
が

れ
、
南
北
朝
を
へ
て
室
町
初
期
に
い
た
り
、
了
誉
『
日
本
書
紀
私
⑨
』
や

春
楡
『
日
本
書
紀
私
見
聞
』
良
遍
『
日
本
書
紀
聞
書
』
な
ど
が
作
ら
れ
た
。
（
後

（6
6
）

略
）
L

　

じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
軌
跡
を
描
い
た
中
世
日
本
紀
の
活
動
の
う
ち
、
さ
し
あ
た

り
猿
田
彦
と
王
の
舞
と
の
関
連
を
説
く
テ
ク
ス
ト
は
、
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
ふ
た

つ
の

側
面
の
う
ち
の
前
者
に
す
ぺ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
注
釈
と

い

う
形
式
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
知
識
は
、
本
来
は
神
祇
官
の
一
員
で
あ
っ
て
、

中
世
に
は
家
学
と
し
て
古
典
の
研
究
に
従
事
し
た
ト
部
家
の
よ
う
な
特
定
の
家
に

相
伝

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
配
分
に
あ
た
っ
て
は
、
き
わ
め
て
限
定
的
か
つ
秘
伝
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

い

た
形
態
を

と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
秘
儀
的
な
知
識
を
共
有
す

る
主
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
集
団
は
、
お
の
ず
と
自
律
的
な
体
系
を
つ
く

り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
知
識
の
配
分
形
態
に
そ
く
し
て
言
う

な
ら
ば
、
ひ
と
ま
ず
閉
鎖
系
の
相
を
示
し
て
い
る
と
見
な
し
て
お
い
て
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
『
日
本
書
紀
』
を
め
ぐ
る
知
識
の
体
系
は
、
麗
氣
神
道
や
山
王
神
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

に
代
表

さ
れ
る
両
部
神
道
の
ご
と
き
宗
教
思
想
と
複
雑
に
絡
み
あ
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
中
世
日
本
紀
と
し
て
き
わ
め
て
独
自
か
つ
奇
怪
な
相
貌
を
整
え
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
は
、
中
世
に
お
け
る
思
想
の
ゆ
る
や
か
な
連
な
り
を
前
提
と
し

て
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
『
日
本
書
紀
』

の

内
容
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
中
世
日
本
紀
は
、
伊
藤
正
義
の
こ
と
ぽ
を
借
り
る

な
ら
ば
、
「
中
世
の
思
想
と
文
芸
の
各
分
野
に
ひ
ろ
く
泌
み
わ
た
っ
て
、
い
わ
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

通
説
化

し
て
行
き
、
常
識
化
し
て
い
」
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
中
世
日
本
紀
と

は
、
や
が
て
そ
こ
へ
と
収
敏
／
組
織
さ
れ
て
ゆ
く
知
識
が
、
こ
の
よ
う
に
自
在
か

つ
多
方
面
に
わ
た
る
流
通
形
態
を
備
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
を
見
た
特
異
な
領

域
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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「
し
か
し
、
神
道
論
は
、
狭
く
度
会
家
の
ご
と
き
神
道
家
に
の
み
奉
ぜ
ら
れ
、

墨
守
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
こ
と
に
は
、
一
条
兼
良
の
日
本
書
紀

研
究
が

ト
部
兼
熈
の
伝
授
を
受
け
て
吉
田
兼
富
に
伝
授
し
、
そ
の
間
に
お
い
て

『
日
本
書
紀
纂
疏
』
が
成
立
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
ま
た
慈
遍
の
例
を
引
き
合
い

に

出
す
ま
で
も
な
く
、
天
台
、
真
言
の
僧
か
ら
禅
家
に
い
た
る
幅
広
い
神
代
紀
へ

の

関
心
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
来
る
と
き
、
神
道
思
想
、
あ
る
い
は
神
道

的
思
考
型
態
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
独
立
す
る
か
た
ち
で
は
な
く

と
も
、
時
代
一
般
に
は
か
な
り
普
遍
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
か
。
右
に
み

た

ご
と
く
、
数
多
い
日
本
書
紀
研
究
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
そ
れ
ら
と
密
接
に
関

連
す

る
和
歌
の
世
界
、
た
と
え
ば
古
今
注
な
ど
の
類
に
も
そ
れ
は
瞭
然
た
る
も
の

が

あ
り
、
し
か
も
た
だ
そ
れ
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
お
よ
そ
中
世
所
産
の
文
芸
一
般

　
　
　
　
　
（
0
7
）

に
及
ぶ
の

で
あ
る
。
」

　
以
上
は
、
「
中
世
日
本
紀
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
じ
め
て
正
面
か
ら
論
じ

た
伊
藤
正
義
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
導
か
れ
つ
つ
、
王
の
舞
に

ま
つ
わ
る
釈
義
、
す
な
わ
ち
王
の
舞
を
猿
田
彦
の
演
劇
化
と
し
て
捉
え
る
言
説
を

含
む
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
な
主
体
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
の
か
を
ご
く
簡
単
に
概

観
し
、
か
か
る
釈
義
の
生
産
現
場
に
対
す
る
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

再

び
一
連
の
テ
ク
ス
ト
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
『
釈
日
本
紀
』
『
日
本
書

紀
纂
疏
』
『
神
代
巻
私
見
聞
』
『
厳
神
紗
』
『
六
輪
一
露
之
記
』
『
猿
楽
縁
起
』
が
、

目
下
の
と
こ
ろ
管
見
に
入
っ
て
い
る
。

　
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
日
本
紀
の
家
」
と
称
さ
れ
た
平
野
ト
部
家
に
あ
っ

て
、
ト
部
兼
方
は
『
釈
日
本
紀
』
を
撰
述
、
家
学
を
集
成
す
る
。
鎌
倉
末
期
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
室
町
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
も
、
こ
の
系
譜

上
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
著
作
で
あ
る
。
当
代
に
お
け
る
第
一
級
の
学
者
で
あ

っ

た
一
条
兼
良
は
、
平
野
卜
部
家
に
代
わ
っ
て
そ
の
学
問
を
継
承
し
た
吉
田
卜
部

家
の
家
学
を
伝
授
さ
れ
つ
つ
も
、
伊
勢
神
道
、
両
部
神
道
お
よ
び
北
畠
親
房
の
神

道
説
に
学
び
、
さ
ら
に
儒
教
や
仏
教
の
見
地
か
ら
す
る
解
釈
を
加
え
て
、
独
自
の

思
想
を

つ
く
り
あ
げ
る
。
し
か
も
、
吉
田
兼
富
が
と
く
に
望
ん
で
一
条
兼
良
か
ら

の

伝
授
を

受
け
た
た
め
に
、
吉
田
家
の
家
学
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

　
（
7
1
）

な
っ
た
。

　

『
神
代
巻
私
見
聞
』
な
ら
び
に
『
厳
神
紗
』
は
、
い
ず
れ
も
両
部
神
道
を
説
く
。

な
か
で
も
、
応
永
三
十
一
年
（
一
四
二
四
）
に
叡
山
の
良
遍
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ

た

『
神
代
巻
私
見

聞
』
は
、
『
麗
氣
記
』
を
中
心
と
し
た
麗
氣
神
道
を
代
表
す
る

書
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
良
遍
は
、
北
畠
親
房
や
慈
遍
な
ど
の
神
道
説
に
学
び

な
が
ら
も
、
『
麗
氣
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
を
重
視
し
て
独
自
の
神
道
説

を
伝
授
し
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
叡
山
に
住
み
な
が
ら
山
王
神
道
に
は
ほ
と
ん

ど
影
響
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
教
説
は
む
し
ろ
吉
田
神
道
の
そ
れ
に
近
い
よ
う
に

思
わ
れ

る
。
こ
の
あ
た
り
に
も
、
彼
の
神
道
説
の
特
異
な
性
格
が
よ
く
示
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
『
厳
神
⑨
』
は
、
著
者
お
よ
び
著
作
年
代
と

も
に
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
室
町
期
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
山
王
神
道
の
書
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
天
台
系
の
学
僧
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
金
春
禅
竹
の
伝
書
と
さ
れ
る
『
六
輪
一
露
之
記
』
な
ら
び
に
『
猿
楽
縁
起
』
に

も
、
王
の
舞
を
猿
田
彦
の
演
劇
化
と
し
て
捉
え
る
言
説
が
記
さ
れ
て
い
た
。
た
だ

し
『
猿
楽
縁
起
』
の
ば
あ
い
、
前
半
の
一
部
は
『
六
輪
一
露
之
記
』
の
「
兼
良
注
」
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六釈義の政治学へ

か

ら
の
引
用
で
あ
り
、
内
容
は
『
六
輪
一
露
之
記
』
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
『
六
輪
一
露
之
記
』
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
六
輪
一
露
の
説
を
展
開

さ
せ
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
、
金
春
禅
竹
は
東
大
寺
戒
壇
院
の
普
一
国
師
志
玉
や
一

条
兼
良
と
い
っ
た
当
時
の
碩
学
か
ら
理
論
的
な
支
援
を
仰
い
で
お
り
、
最
終
的
に

一
条
兼
良
か
ら
「
兼
良
注
」
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
六
輪
一
露
之
記
』
を
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

成

さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
期
以
降
に
多
く
形
成
さ
れ
た

神
道
説
と
も
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
発
展
し
た
『
日
本
書
紀
』
を
め
ぐ
る
知
識
の

体
系

は
、
一
条
兼
良
を
介
し
て
金
春
禅
竹
の
能
楽
論
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
た
の

で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
伊
藤
正
義
は
、
金
春
禅
竹
の
能
楽
論
に
見
ら
れ
る
思
想
的
背
景
に
つ

い
て

言
及

し
、
そ
の
伝
書
が
神
道
説
と
し
て
記
さ
れ
た
一
連
の
中
世
日
本
紀
と
深

い

つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
け
っ

し
て
金
春
禅
竹
に
特
有
の
現
象
で
は
な
く
、
中
世
に
誕
生
し
た
文
芸
一
般
に
通
じ

て

言

え
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
『
六
輪
一
露
之
記
』

も
、
か
か
る
動
向
を
示
す
一
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

「
六
輪
一
露
説
の
如
き
も
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
が
、
思
考
方
式
や
表
現

様
式
に
お
い
て
仏
教
的
影
響
を
脱
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
も
、
一
般
的
に
い
っ
て

中
世
と
い
う
時
代
に
生
れ
た
、
他
の
い
ろ
ん
な
方
面
に
お
け
る
諸
伝
書
な
ど
、
程

度
の
差
こ
そ
あ
れ
こ
れ
と
同
じ
か
た
ち
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ

ん

な
と
こ
ろ
に
、
禅
竹
理
論
も
ま
た
、
彼
個
人
を
超
え
る
中
世
思
想
界
の
一
面
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
え
て

い

え
ば
、
こ
の
意
味
で
禅
竹
の
能
楽
論
と
い
う
も
の
は
、
中
世
思
想
史
の
上
で
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

り
一
般
的
で
あ
り
、
世
阿
弥
の
方
が
む
し
ろ
特
殊
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
か
。
」

　

も
ち
ろ
ん
、
猿
田
彦
と
の
関
連
で
王
の
舞
に
言
及
す
る
箇
所
な
ど
は
、
中
世
日

本
紀
が
描
き
出
す
壮
大
な
世
界
の
裡
に
あ
っ
て
は
、
ご
く
末
梢
的
な
部
分
に
す
ぎ

な
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
一
節
に
し
て
な
お
、
厳
密
に
体
系
化
さ

れ
た

『
日
本
書
紀
』
に
ま
つ
わ
る
知
識
の
集
積
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
裏
打
ち
さ

れ
て

い
た

こ
と
は
、
け
っ
し
て
見
落
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
実
質
的
に
は
ど

う
で
あ
れ
、
形
式
的
に
は
そ
も
そ
も
猿
田
彦
の
解
釈
の
た
め
に
王
の
舞
が
動
員
さ

れ
て

い

る
の
だ
か
ら
、
釈
義
じ
た
い
が
中
世
日
本
紀
が
描
き
出
す
神
学
的
な
世
界

の

い
ず

こ
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
釈
義
の
生
産
現
場
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ

こ
に
立
ち
現
わ
れ
る
権
力
関
係
の
付
置
連
関
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
は
、

す

ぐ
さ
ま
ひ
と
つ
の
困
難
に
直
面
す
る
。
そ
れ
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
対
象
か
ら
の

制
約
に
属
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
王
の
舞
に
ま
つ
わ
る
釈
義
の
政
治
学
を
展
開

す

る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
文
献
の
な
か
に
は
こ
れ
以
上
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な

か
っ

た
の

で

あ
る
。
本
節
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
王
の
舞
の
解
釈
学
を
構

想
す

る
た
め
に
は
、
本
来
な
ら
ぽ
解
釈
す
る
主
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
集

団
の
あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
に
と
り
く
ま
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の

だ

が
、
じ
っ
さ
い
に
は
特
定
の
釈
義
を
可
能
に
す
る
知
識
の
流
通
形
態
に
つ
い
て
、

概
況

と
傾
向
を
わ
ず
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ

こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
有
効
な
手
が
か
り
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
民
俗
社
会

に
お
け

る
解
釈
の
あ
り
か
た
に
着
目
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
た
だ
し
、
た
と
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王の舞の解釈学

え

ぽ

中
世
日
本
紀
の
ぼ
あ
い
と
比
較
す
る
と
、
民
俗
社
会
に
お
け
る
解
釈
の
あ
り

か
た

は
、
い
く
つ
か
の
顕
著
な
ち
が
い
を
示
し
て
い
る
。
両
者
を
単
純
に
比
較
も

し
く
は
対
照
し
た
り
、
無
批
判
に
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
不
用
意
な
扱

い
方

は
、
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
、
周
到
な
注
意

が

必
要
で
あ
る
。

　
た

と
え
ば
、
そ
も
そ
も
猿
田
彦
と
王
の
舞
と
の
関
連
は
、
い
っ
た
い
い
つ
の
こ

ろ

か

ら
民
俗
社
会
に
お
い
て
も
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
と

て

明
確
な
見
通
し
を
提
示
す
る
た
め
の
す
べ
を
持
た
な
い
が
、
『
日
本
書
紀
』
の

流
通
を

め

ぐ
る
消
息
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
王
の
舞
を
猿
田
彦
の
演
劇
化
と
し
て

捉
え

る
解
釈
が
広
く
人
口
に
胞
灸
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ほ
ど
古
い
時
代

の

こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
想
像
に
す
ぎ
な
い
が
、
釈
義

の

形
成
に
あ
た
っ
て
は
、
神
官
や
国
学
者
と
い
っ
た
近
世
に
お
け
る
知
識
人
の
積

極
的
な

介
入
が

あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

し
か
も
ほ
と
ん
ど
の
ば
あ
い
、
そ
の
よ
う
な
釈
義
は
確
固
た
る
体
系
の
裡
に
は

組
み

こ
ま
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
断
片
的
な
知
識
と
し
て
浮
遊
し
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
王
の
舞
を
方
固
め
の
芸
能
と
し
て
捉
え
る
言
説
に

つ
い
て

も
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
き
わ
め
て
図

式
的
に
語
る
な
ら
ぽ
、
一
般
に
民
俗
社
会
に
お
け
る
知
識
は
、
そ
の
流
通
過
程
が

不
明
瞭
な
ま
ま
配
分
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
知
識
の
配
分
形

態
が
開
放
系
の
相
を
示
し
て
い
る
民
俗
社
会
で
は
、
誰
も
が
解
釈
す
る
主
体
に
な

り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
し
か
な
ひ
と
つ
の
像
を
結
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
つ
な
が

っ

て

ゆ

か
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
釈
義
じ
た
い
も
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
泡
沫
的
に
発
生
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
こ
う
に
精
妙
に
編
み
あ
げ
ら
れ
た
神
学
的
世
界
、
あ
る
い

は
厳
密
な

教
義
体
系
の
な
か
に
み
ず
か
ら
を
正
当
に
位
置
づ
け
よ
う
と
は
し
な
い
’

し
、
ま
し
て
や
新
し
い
体
系
を
編
制
し
て
ゆ
く
動
き
は
生
ま
れ
に
く
い
の
で
あ
る
。

わ
ず

か
な
例
外
を
除
け
ば
、
そ
れ
ら
と
の
緊
張
関
係
は
き
わ
め
て
弱
い
と
言
え
る

か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
開
放
系
の
知
識
に
根
ざ
し
た
民
俗
社
会
に
お
け

る
解
釈
の
あ
り
か
た
は
、
む
し
ろ
生
活
史
や
風
俗
史
と
い
っ
た
、
よ
り
日
常
的
な

局
面
に
近
い
課
題
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
さ
い
に
、
益
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
繰

り
返
し
に
な
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
王
の
舞
に

ま
つ
わ
る
釈
義
を
手
が
か
り
と
し
て
、
王
の
舞
の
解
釈
学
を
構
想
し
よ
う
と
す
る

さ
い
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
釈
義
の
流
通
過
程
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
可
能
に

す

る
知
識
の
配
分
形
態
を
検
証
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
、
釈

義
の
内
容
の
み
を
論
じ
る
だ
け
で
は
、
事
態
を
正
し
く
言
い
あ
て
る
こ
と
は
か
な

わ

な
い
。
い
ま
最
も
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
釈
義
の
置
か
れ
て
い
る
文
脈

を

視
野
に
収
め

な
が
ら
、
釈
義
が
生
産
さ
れ
る
場
の
付
置
連
関
を
注
意
深
く
描
き

出
す
手
続
き
、
す
な
わ
ち
釈
義
の
政
治
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ

の

た

め
に
本
稿
で
は
、
か
り
に
猿
田
彦
と
方
固
め
と
の
関
連
に
注
意
を
払
い

な
が
ら
論
述
を
進
め
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
釈
義
の
生
産
現
場
に
働
く
微
妙
な

権
力
関
係
を
見
通
す
に
は
、
い
さ
さ
か
手
が
か
り
が
少
な
す
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
り
と
て
、
王
の
舞
を
伝
え
る
民
俗
社
会
の
多
く
は
、
最
終
的
に
は
「
五
穀
豊
穰
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七おわりに

を

祈
念
す

る
」
と
い
っ
た
農
耕
に
ま
つ
わ
る
言
説
に
収
敷
さ
れ
る
平
板
か
つ
断
片

的
な
釈
義
し
か
示
そ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
も
、
釈
義
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
過

程
を

具
体
的
に
跡
づ
け
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
や
は
り
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い

の

で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ぽ
、
じ
っ
さ
い
に
民
俗
社
会
に
お
け
る
解

釈
の

あ
り
か
た
を
微
分
的
に
検
証
す
る
た
め
に
は
、
近
現
代
史
の
成
果
を
導
入
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

う
る
も
の
に
対
象
を
限
定
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
い

さ
さ
か
悲
観
的
な
論
調
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
き
ら
い
も
あ
る
が
、
よ
う
や
く

た

ど
り
つ
い
た
以
上
の
ご
と
き
見
通
し
は
、
芸
能
研
究
の
根
幹
に
関
わ
る
課
題
を

浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
て
現
わ
れ
る
重
い
問
い
に
向
き

あ
う
前
に
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
筆
者
が
王
の
舞
を
テ
ク
ス
ト
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

て

採
用

し
た
い
わ
ば
修
辞
学
的
方
法
に
対
す
る
反
省
と
と
も
に
、
知
識
の
配
分
形

態
の
な
か
に
現
わ
れ
る
権
力
へ
の
視
座
を
備
え
た
解
釈
学
的
方
法
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
、
強
い
自
戒
を
こ
め
て
語
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
　
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
王
の
舞
を
上
演
す
る
身
体
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
、

す
な

わ
ち

王
の

舞
が
い
か
な
る
釈
義
を
引
き
受
け
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
し
く
み

と
消
息
を
探
り
あ
て
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
の
さ
い
に
は
、
釈
義
が
置
か
れ
て
い

る
文
脈
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
、
釈
義
が
生
産
さ
れ
る
場
の
付
置
連
関
を
明
ら
か

に
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
が
、
こ
と
王
の
舞
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
け
っ
し

て

手
が
か

り
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
た
め
に
、
困
難
さ
ば
か
り
を
強
調

す

る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
作
業
の
姐
上
に
の
っ
て
く
る
の
は
、
あ
く

ま
で
王
の
舞
と
い
う
芸
能
が
文
献
に
書
き
と
め
ら
れ
て
か
ら
、
あ
る
い
は
民
俗
社

会
に
定
着

し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
本
来
は
外
来
系
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
王

の
舞
が
、
は
じ
ま
り
の
と
き
に
い
か
な
る
芸
能
と
し
て
登
場
し
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
結
局
の
と
こ
ろ
不
明
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
芸
能
に
ま
つ

わ

る
釈
義
が
生
産
さ
れ
る
場
に
関
わ
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
い
が
見
え
隠
れ
し
て

い
る
。

　

あ
ら
た
め
て
問
う
て
み
る
が
よ
い
。
わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
の
は
、
あ
る
釈
義

が
解
釈
の

パ

タ
ー
ン
と
し
て
定
型
化
し
て
か
ら
の
話
で
あ
る
。
王
の
舞
が
維
持
さ

れ
て

ゆ

く
過
程
を
見
通
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
王
の
舞
が
登
場
し
た
瞬
間
の
光
景

を

描
き
出
す
た
め
の
手
が
か
り
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
も

は
や
非
言
語
的
領
域
に
属
す

る
こ
と
が
ら
な
の
だ
か
ら
。
歴
史
的
に
見
て
も
、
王

の

舞
と
い
う
名
称
が
記
録
に
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
後
白
河
院
が
組
織
し
た
と
考

え
ら
れ
る
祭
礼
芸
能
の
構
成
が
整
備
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に

　
　
　
　
（
7
7
）

は
見

出
せ
な
い
。
で
は
、
田
楽
や
獅
子
舞
な
ど
と
と
も
に
祭
礼
芸
能
の
ひ
と
つ
と

し
て
組
み
こ
ま
れ
る
前
の
、
文
字
に
記
録
さ
れ
な
い
こ
ろ
の
王
の
舞
（
原
ー
王
の

舞
）
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
外

来
の
芸
能
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
猿

田
彦
や
方
固
め
の
ご
と
き
釈
義
は
、
も
し
か
す
る
と
言
語
化
さ
れ
ざ
る
王
の

舞
に
も
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
、
想
像

を

逞

し
く
す
る
な
ら
ば
、
王
の
舞
を
猿
田
彦
の
演
劇
化
と
し
て
捉
え
る
釈
義
は
、
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王
の
舞
を
神
学
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
ゆ
く
働
き
を
助
長
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

ま
た
、
王
の
舞
を
方
固
め
の
芸
能
と
し
て
捉
え
る
釈
義
は
、
王
の
舞
を
農
耕
に
ま

つ
わ

ら
せ
て
ゆ
く
働
き
を
引
き
寄
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
王

の

舞
は
芸
能
と
し
て
の
単
独
性
を
み
ず
か
ら
捨
て
る
結
果
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
詳
し
い
経
緯
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
は
ほ
と
ん
ど
残
さ

れ
て

い
な

い
。
こ
う
し
た
関
心
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
手
の
届
か
な
い
不
可
知

の
領
域
に
属

し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
押
し
寄
せ
る
無
力
感
を
か
ろ
う
じ
て
振
り
切

っ

て

わ
れ
わ
れ
が

と
り
く
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
や
は
り
釈
義
の
政
治
学
を
お

い
て

ほ

か
に

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
た
だ

し
、
言
語
化
さ
れ
ざ
る
王
の
舞
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
か
と

思
わ
せ

る
痕
跡
な
ら
ぽ
、
た
と
え
ば
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
九
や
『
大
江
山
絵
詞
』

下
巻
の

な
か
の
ひ
と
こ
ま
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
3
・
4
）
。
前
者
に
は
王

の

舞
に
対
し
て
さ
か
ん
に
手
を
叩
い
て
喜
ぶ
こ
ど
も
が
、
ま
た
後
者
に
は
妖
怪
の

形
象
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
王
の
舞
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
お
り
、
上
演
の
場
に

お
け

る
王
の
舞
の
あ
り
か
た
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
を

手
が

か

り
と
し
て
、
外
か
ら
植
え
つ
け
ら
れ
た
釈
義
と
は
ま
る
で
関
係
の
な
い
と

こ
ろ
で
、
王
の
舞
を
上
演
す
る
身
体
に
対
し
て
注
が
れ
て
い
た
視
線
の
質
を
感
じ

と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
王
の
舞
が
外
来
の
芸
能

で

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
、
見
慣
れ
ぬ
も
の
に
対
す
る
驚
き
や
好
奇
心
、
も
し

く
は
畏
怖
の
念
と
で
も
形
容
す
べ
き
何
も
の
か
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
も
う
ひ
と
つ
だ
け
、
同
じ
よ
う
な
文
脈
に
支
え
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
紹
介
し
て

お
き
た
い
。
『
看
聞
御
記
』
応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
正
月
十
八
日
の
条
に
よ

　　　　、タ〆
　　　　　ガ・’　　　　　＾
　　　　ノ　ペの　へ

／がお　・4〆
　　　葱コ汐

ミ
｝
き 炉

シ

図3　『年中行事絵巻』巻九に見える王の舞

れ
ば
、
こ
の
年
に
か
ぎ
っ
て
風
流
の
演
目
と
し
て
上
演
さ
れ
た
王
の
舞
は
、
「
其

膿
天
骨
逸
興

也
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
で
き
ぽ
え
で
、
観
客
を
大
い
に
喜
ば
せ
た

ら
し
い
。
こ
の
時
期
に
な
っ
て
な
お
、
王
の
舞
が
形
式
化
を
拒
む
風
流
の
精
神
を

体
現

し
て
い
た
と
し
た
ら
、
こ
の
芸
能
が
そ
れ
じ
た
い
で
観
客
を
魅
了
す
る
だ
け

の

何
か
を

備
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
言
及
し
た
わ
ず
か
な
手
が
か
り
か
ら
、
上
演
の
場
に
お
け

る
王
の
舞
の
あ
り
か
た
を
描
き
出
す
の
は
至
難
の
技
で
あ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、

こ
れ
ま
で
詳
し
く
論
じ
て
き
た
王
の
舞
に
ま
つ
わ
る
釈
義
が
教
え
る
と
こ
ろ
と
は

い

さ
さ
か
異
な
っ
た
知
見
を
引
き
出
す
こ
と
な
ら
、
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思

100



七おわりに
縷
纂
〉
一
≡
．
庭

彦

　、　　■
・　

　
　
　
　

玉二

］
　：zヱご／・⑱
シ≒／≒∠フ∠7乙デ．
’

、＼＿∠／／！／　．

”

ププニ駈二

隷Hi　饗褻黎
　メトて　コ
＿子苦

　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
ウ

　　　　習当
し

㌣
ば

　
　
　
　
へ
・
、
　
　
　
　
　
，

　
洩
幾
、
　
　
へ
　
　
　
、

わ
れ

る
。
本
稿
の
論
旨
と
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
き
ら
い
も
あ
る
が
、
以
下
に

ご
く
大
雑
把
な
見
通
し
を
記
し
て
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
れ
は

こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
形
式
的
行
動
と
し
て
の
芸
能
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
何
も
意
味
し
て
は
い
な
い
。

そ
の

よ
う
な
芸
能
を
解
釈
す
る
べ
く
、
王
の
舞
の
ぼ
あ
い
だ
と
猿
田
彦
や
方
固
め

と
い
っ
た
言
説
が
動
員
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
芸
能
じ
た
い
で
は

な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
形
式
と
釈
義
と
は
、
原
理
的
に
は
同

じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
芸
能
そ
の
も
の
は
い
つ
も
、
言
語
化
で
き
な
い
過
剰
な

領
域
と
し
て
、
す
な
わ
ち
上
演
の
た
び
に
立
ち
現
わ
れ
る
暴
力
と
し
て
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

暴
力

と
し
て
の
芸
能
。
こ
の
、
本
来
な
ら
ば
言
語
化
を
拒
む
領
域
に
対
し
て
、
さ

言Σξ璽・・、二．二1王．

図4　妖怪として描かれた王の舞，『大江山絵詞』下巻

　　　より

ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
釈
義
が
植
え
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
芸

能
研
究
は
多
く
の
ぽ
あ
い
、
形
式
で
は
な
く
釈
義
の
分
析
に
向
け
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
っ
た
。

　

と
す
れ
ば
、
釈
義
の
政
治
学
を
構
想
す
る
の
と
は
別
に
、
形
式
そ
の
も
の
に
と

り
く
む
試
み
が
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
形
式
と
釈
義
と
は
相
互
に
侵
犯
し
あ

っ

て

い

る
た
め
に
、
じ
っ
さ
い
に
は
弁
別
し
に
く
い
と
こ
ろ
も
少
な
か
ら
ず
存
在

す

る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
演
の
場
に
お
け
る
芸
能
の
あ
り
か
た
を

描

き
出
そ
う
と
す
る
立
場
に
と
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
両
者
の
錯
綜
し
た
関
係
を
見

き
わ
め
て
お
く
こ
と
は
、
や
は
り
必
須
の
課
題
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
。
芸
能
暴
力
論
の
可
能
性
を
探
る
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
認
識
論
的
前
提
を

共
通
の

も
の
と
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
は

じ
ま
り
の
と
き
に
は
い
つ
も
、
王
の
舞
は
何
か
を
「
払
う
」
も
し
く
は
「
踏

む
」
た
め
に
上
演
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
た
だ
「
払
う
」
こ
と
、

あ
る
い
は
「
踏
む
」
こ
と
を
上
演
す
る
の
が
、
本
来
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
に
ち
が

い

な
い
。
そ
れ
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
観
客
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
も
ま
た
、

い
わ
ゆ

る
支
配
的
な
釈
義
と
は
別
に
、
か
か
る
形
式
的
行
動
を
可
能
に
す
る
身
体

と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
た
び
に
喚
起
さ
れ
る
何
も
の
か
と
し
て
表
現
さ

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
お
前
に
も
簡
単
に
述
べ
た
と
お
り
、
外
か
ら
植
え
つ
け
ら

れ

る
釈
義
は
、
形
式
そ
の
も
の
の
衰
弱
と
と
も
に
積
極
的
に
動
員
さ
れ
て
ゆ
く
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
か
く
し
て
、
は
じ
ま
り
の
と
き
に
王
の
舞
を
と
り
ま
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
光
景

を

夢
想

し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
い
ま
だ
言
語
化
さ
れ
ざ
る
王
の
舞
に
さ
ま
ざ
ま
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な

釈
義
が
植

え
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
に
つ
い
て
、
と
り
と
め
の
な
い
思
考
を
重

ね
て

い

る
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
し
か
重
い
問
い
の
前
に
迷
い
出
て
し
ま
っ

て

い

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
釈
義
に
先
行
す
る
暴
力
と
し
て
の
芸

能
に
向
き
あ
っ
た
と
き
に
な
お
、
解
釈
学
的
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
芸
能
研
究

は
、
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
釈
義
の
手
痛
い
一
撃
を
見
舞

わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
言
語
化
を
拒
む
領
域
で
あ
っ
た
は
ず
の
芸

能
が
変
質
し
て
し
ま
う
刹
那
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
言
語
を
も
つ
て
記
述

す
れ
ぽ
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
、
と
て
つ
も
な
く
重
い
問
い
が
、
再
び
わ
れ
わ

れ
の

前
に
立
ち

は
だ

か
っ

て

く
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
王
の
舞
に
関
す
る
拙
稿
は
、
こ
れ
ま
で
に
以
下
の
十
一
編
が
あ
る
。
王
の
舞
に
つ

　
　
い
て
の
概
要
は
、
こ
れ
ら
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
こ
と
に
不
親
切
な
し
わ
ざ

　
　
で
あ
る
こ
と
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
承
知
し
て
い
る
が
、
で
き
る
か
ぎ
り
重
複
を
避
け
な
が

　
　
ら
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
と
、
ほ
か
に
方
法
が
見
っ
か
ら
な
か
っ
た
。
ご
寛
恕
を

　
　
請
い
た
い
と
思
う
。

　
　
①

「
芸
能
と
野
性
」
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
六
号
、
一
九
八
七
年
。

　
　
②

「
王
の

舞
の
研
究
へ
向
け
て
1
若
狭
に
お
け
る
芸
能
と
空
間
ー
」
『
早
稲
田

　
　
　
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
三
三
輯
、
　
一
九
八
八
年
。

　
　
③

「
王
の
舞
の
修
辞
学
」
『
演
劇
学
』
第
二
九
号
、
一
九
八
八
年
。

　
　
④

「
王
の
舞
の
成
立
と
展
開
」
『
藝
能
史
研
究
』
第
一
〇
二
号
、
一
九
八
八
年
。

　
　
⑤

「
風
土
と
し
て
の
芸
能
」
『
ま
つ
り
』
4
9
号
、
一
九
八
八
年
。

　
　
⑥

「
演

じ
ら
れ
る
現
実
－
王
の
舞
を
め
ぐ
る
民
俗
的
変
容
の
一
考
察
1
」
『
国

　
　
　
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
2
1
集
、
一
九
八
九
年
。

　
　
⑦

「
砂
の

あ
る
舞
台
－
弥
美
神
社
の
王
の
舞
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
え
ち
ぜ
ん
わ

　
　
　
か
さ
』
第
十
号
、
一
九
八
八
年
。

　
　
⑧

「
王
の

舞
が
は
じ
ま
り
だ
っ
た
」
『
特
別
展
若
狭
の
四
季
－
年
中
行
事
と
祭

　
　
　
り
ー
』
、
福
井
県
立
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
八
九
年
。

　
　
⑨
「
仕
掛
け
と
し
て
の
演
劇
空
間
ー
弥
美
神
社
の
祭
礼
と
芸
能
ー
」
『
国
立
歴
m

　
　
　
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
2
5
集
、
一
九
九
〇
年
。

　
　
⑩
「
若
狭
の
一
つ
物
－
王
の
舞
と
の
関
連
に
触
れ
て
ー
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博

　
　
　
物
館
研
究
報
告
』
第
2
6
集
、
一
九
九
〇
年
。

　
　
⑪

「
若
狭
の
一
つ
物
・
補
遺
」
『
え
ち
ぜ
ん
わ
か
さ
』
第
十
一
号
、
一
九
九
〇
年
。

（
2
）
　
橋
本
「
砂
の
あ
る
舞
台
ー
弥
美
神
社
の
王
の
舞
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
、
二
二
頁
。

　
　
ほ
か
に
も
、
同
「
王
の
舞
の
成
立
と
展
開
」
の
第
六
節
「
王
の
舞
の
イ
メ
ー
ヂ
」
、
な

　
　
ら
び
に
同
「
演
じ
ら
れ
る
現
実
－
王
の
舞
を
め
ぐ
る
民
俗
的
変
容
に
つ
い
て
の
一

　
　
考
察1
」
の
第
三
節
「
芸
態
」
も
参
照
の
こ
と
。

（
3
）
同
「
王
の
舞
の
修
辞
学
」
、
参
照
。

（
4
）
　
伊
藤
正
義
「
中
世
日
本
紀
の
輪
郭
－
太
平
記
に
お
け
る
ト
部
兼
員
説
を
め
ぐ
っ

　
　
てー
」
『
文
学
』
第
四
十
巻
第
十
号
、
一
九
七
二
年
、
な
ら
び
に
阿
部
泰
郎
「
中
世

　
　
王
権

と
中
世
日
本
紀
ー
即
位
法
と
三
種
神
器
説
を
め
ぐ
り
て
ー
」
『
日
本
文
学
』

　
　
第
三
十
四
巻
第
五
号
、
一
九
八
五
年
、
参
照
。

（
5
）
　
橋
本
「
王
の
舞
の
成
立
と
展
開
」
の
第
六
節
「
王
の
舞
の
イ
メ
ー
ヂ
」
、
参
照
。

（
6
）
　
柴
田
実
「
猿
田
彦
考
」
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
八
冊
、
一
九
七
五
年
、
九
二
頁
。

（
7
）
　
同
書
、
九
二
頁
。

（
8
）
　
同
書
、
九
二
ー
九
三
頁
。

（
9
）
　
同
書
、
九
四
頁
。
し
か
し
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
陵
王
面
は
舞
楽
面
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
橋
本
、
前
掲
書
、
五
頁
。

（
1
1
）
　
柴
田
実
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。

（
1
2
）
　
た
と
え
ば
、
錦
耕
三
「
王
の
舞
の
研
究
」
『
芸
能
』
第
三
巻
第
四
号
、
　
一
九
六
一

　
　
年
、
四
七
頁
、
な
ら
び
に
池
田
弥
三
郎
『
ま
れ
び
と
の
座
　
折
口
信
夫
と
私
』
、
中
央

　
　

公
論
社
、
一
九
六
一
年
、
一
八
六
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
3
）
　
柴
田
実
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。

（
1
4
）
　
橋
本
、
前
掲
書
、
五
頁
。

（
1
5
）
　
同
書
、
五
頁
。

（
1
6
）
松
尾
恒
一
「
南
都
寺
院
に
お
け
る
衆
徒
の
延
年
結
構
－
余
議
の
芸
能
化
を
め
ぐ

　
　

っ

てー
」
『
藝
能
史
研
究
』
第
一
〇
三
号
、
一
九
八
八
年
、
八
頁
。

（
1
7
）
　
池
田
弥
三
郎
、
前
掲
書
、
一
八
八
頁
。

（
1
8
）
福
井
県
三
方
町
教
育
委
員
会
編
『
宇
波
西
神
社
の
神
事
と
芸
能
』
、
福
井
県
三
方



註

　
　
町
教
育
委
員
会
、
一
九
七
九
年
、
七
九
頁
。

（
1
9
）
　
橋
本
、
　
＝
別
掲
書
、
　
一
］
ハ
頁
。

（
2
0
）
　
た
と
え
ば
、
池
田
弥
三
郎
『
ま
れ
び
と
の
座
折
口
信
夫
と
私
』
、
一
八
八
頁
、
に

　
　
の

る
折
口
信
夫
の
発
言
な
ど
。

（
2
1
）
　
橋
本
「
演
じ
ら
れ
る
現
実
」
、
　
＝
二
頁
。

（
2
2
）
　
そ
れ
は
、
目
ざ
と
く
「
踏
む
」
所
作
を
見
つ
け
て
は
、
き
ま
り
文
句
の
よ
う
に
方

　
　
固
め
、
地
鎮
め
、
反
閑
な
ど
の
術
語
を
持
ち
出
し
て
き
た
、
こ
れ
ま
で
の
芸
能
研
究

　
　
に

お

け
る
言
説
の
偏
向
と
も
深
く
関
連
し
て
い
る
。

（
2
3
）
　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
方
固
め
は
、
王
の
舞
に
か
ぎ
ら
ず
、
民
俗
芸
能

　
　
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
事
例
の
な
か
に
き
わ
め
て
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
在
地
レ
ベ
ル
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
解
釈
の
所
産
で
あ
る
と
考

　
　
え
ら
れ
よ
う
。

（
2
4
）
　
橋
本
「
砂
の
あ
る
舞
台
ー
弥
美
神
社
の
王
の
舞
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
一
三
頁
。

（
2
5
）
　
同
書
、
一
四
頁
。

（
2
6
）
同
「
演
じ
ら
れ
る
現
実
」
の
第
三
節
「
芸
態
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
7
）
　
池
田
弥
三
郎
、
前
掲
書
、
一
八
八
頁
。

（
2
8
）
　
橋
本
、
前
掲
書
、
　
一
八
頁
。

（
2
9
）
　
い
ず
れ
も
、
同
「
王
の
舞
の
修
辞
学
」
の
第
五
節
「
開
発
神
と
文
化
英
雄
」
に
お

　
　
い
て
紹
介
し
て
お
い
た
。

（
3
0
）
　
橋
本
「
離
脱
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ー
一
足
・
二
足
二
筒
足
1
」
『
月
刊
百
科
』

　
　
第

三
〇
六
号
、
一
九
八
八
年
、
な
ら
び
に
同
「
高
足
の
変
形
」
『
芸
能
』
第
三
十
一
巻

　
　
第
九
号
、
一
九
八
九
年
、
参
照
。

（
3
1
）
　
以
下
、
本
田
安
次
『
田
楽
・
風
流
一
』
、
木
耳
社
、
一
九
六
七
年
、
五
四
七
ー
五
六

　
　
二
頁
、
新
井
恒
易
『
続
中
世
芸
能
の
研
究
』
、
新
読
書
社
、
一
九
七
四
年
、
五
一
六
ー

　
　
五
三
六
頁
、
金
砂
郷
村
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
史
料
集
　
西
金
砂
の
祭
礼
と
芸
能
』
、

　
　
金
砂
郷
村
、
一
九
八
五
年
、
を
参
考
に
し
た
。

（
3
2
）
渡
辺
伸
夫
「
常
陸
西
金
砂
田
楽
の
資
料
」
『
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博

　
　
物
館
』
6
3
、
一
九
九
〇
年
、
十
頁
。

（
3
3
）
橋
本
「
王
の
舞
の
成
立
と
展
開
」
、
五
頁
。

（
3
4
）
　
新
井
恒
易
、
前
掲
書
、
五
二
三
－
五
二
八
頁
。

（
3
5
）
　
本
田
安
次
『
田
楽
・
風
流
一
』
、
五
五
八
ー
五
六
一
頁
。

（
3
6
）
　
同
書
、
五
五
一
頁
。
ま
た
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
発
行
さ
れ
た
日
本
民
俗

　
　
協
会
の
機
関
紙
『
日
本
民
俗
』
第
五
號
に
は
、
折
口
信
夫
の
「
大
會
所
感
」
と
本
田

　
　
安
次
の
記
録

「
東
西
金
砂
の

田
楽
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
3
7
）
　
北
野
博
美
「
蛇
足
」
『
日
本
民
俗
』
第
五
號
、
　
一
九
三
五
年
、
　
一
五
頁
、
に
は
、

　
　
「
演
出
、
舞
毫
装
置
は
、
一
切
、
小
寺
融
吉
氏
が
や
つ
て
く
れ
ら
れ
た
」
と
あ
る
。

（
3
8
）
新
井
恒
易
、
前
掲
書
、
五
二
六
頁
。

（
3
9
）
　
同
書
、
五
二
六
頁
。

（
0
4
）
　
橋
本
「
王
の
舞
の
成
立
と
展
開
」
、
一
三
頁
。

（
4
1
）
　
新
井
恒
易
、
｝
8
0
掲
書
、
三
七
五
二
二
七
七
頁
。

（
4
2
）
同
『
中
世
芸
能
の
研
究
』
、
新
読
書
社
、
一
九
七
〇
年
、
八
六
頁
。

（
4
3
）
　
橋
本
、
前
掲
書
、
　
一
四
頁
。

（
4
4
）
　
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
、
四
二
頁
。

（
4
5
）
　
橋
本
、
前
掲
書
、
　
一
四
頁
。

（
4
6
）
　
呪
師
と
は
何
か
。
こ
こ
で
定
義
の
一
例
を
紹
介
し
て
お
く
。
た
と
え
ば
、
天
野
文

　
　
雄

「
呪
師
座

と
猿
楽
座
ー
法
勝
座
参
勤
三
座
を
め
ぐ
る
猿
楽
座
形
成
試
論
1
」

　
　

『
フ

ィ
ロ
カ
リ
ア
』
第
6
号
、
一
九
八
九
年
、
　
一
一
五
頁
、
に
は
、
「
呪
師
と
は
平

　
　
安
～
鎌
倉
期
に
寺
院
の
修
正
会
・
修
二
会
で
結
願
日
の
追
灘
に
龍
天
・
毘
沙
門
・
鬼

　
　
に
扮

し
て
辟
邪
の
行
法
に
携
わ
り
、
あ
る
い
は
同
会
の
期
間
中
に
「
走
り
」
と
呼
ば

　
　
れ

る
芸
を
演
じ
て
い
た
広
義
の
猿
楽
で
、
お
そ
く
と
も
平
安
時
代
の
後
期
に
は
座
を

　
　
組
織
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
4
7
）
　
能
勢
朝
次
「
顛
几
師
考
」
『
能
楽
源
流
考
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
。

（
4
8
）
　
山
路
興
路
「
翁
猿
楽
成
立
期
の
研
究
を
め
ぐ
っ
て
」
『
藝
能
史
研
究
』
第
一
〇
九

　
　
号
、
　
一
九
九
〇
年
、
三
－
六
頁
。

（
4
9
）
　
天
野
文
雄
「
翁
猿
楽
の
成
立
と
方
堅
－
呪
師
芸
の
継
承
1
」
『
中
世
文
学
』

　
　
3
0
号
、
一
九
八
五
年
。

（
5
0
）
　
同
書
、
一
一
六
頁
。
参
考
ま
で
に
、
植
木
行
宣
の
定
義
を
あ
わ
せ
て
紹
介
し
て
お

　
　
こ
う
。
氏
の
論
考
「
能
形
成
期
の
芸
能
市
場
－
神
事
猿
楽
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
　
『
藝
能
史
研
究
』
第
二
九
号
、
　
一
九
七
〇
年
、
八
－
九
頁
、
に
は
「
方
堅
神
事
は
、

　
　
新
造
の
神
殿
へ
の
正
遷
宮
に
あ
た
っ
て
行
な
わ
れ
る
神
事
で
、
要
す
る
に
結
界
鎮
壇

　
　
の
た
め
の
叩
几
法
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
5
1
）
　
天
野
文
雄
、
前
掲
書
、
一
一
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
5
2
）
　
植
木
行
宣
、
前
掲
書
、
一
〇
頁
。



王の舞の解釈学

（
5
3
）
　
同
「
「
翁
猿
楽
研
究
の
現
況
」
」
『
藝
能
史
研
究
』
第
一
〇
九
号
、
　
一
九
九
〇
年
、

　
　
五
四
頁
。

（
5
4
）
　
同
書
、
五
七
頁
の
注
①
。

（
5
5
）
　
小
西
甚
一
「
能
の
先
行
形
態
の
い
ろ
い
ろ
」
『
観
世
』
第
二
十
二
巻
第
十
号
、
　
一

　
　
九
五
五
年
、
六
頁
、
に
収
録
さ
れ
た
伊
藤
令
雄
撮
影
の
写
真
を
参
照
の
こ
と
。

（
5
6
）
　
福
岡
県
久
留
米
市
大
善
寺
町
の
玉
垂
宮
で
一
月
七
日
に
行
な
わ
れ
る
鬼
夜
に
は
、

　
　
王
の
舞
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
対
の
鼻
高
が
登
場
す
る
が
（
写

　
　
真
1
1
）
、
い
ず
れ
も
腰
に
刀
を
帯
び
て
お
り
、
そ
れ
を
抜
き
あ
わ
せ
る
「
ソ
ラ
ニ
ー

　
　
ダ
」
と
呼
ば
れ
る
所
作
を
行
な
う
。
橋
本
「
若
狭
の
一
つ
物
・
補
遺
」
『
え
ち
ぜ
ん

　
　
わ
か

さ
』
第
十
一
号
、
一
九
九
〇
年
、
六
－
八
頁
、
参
照
。

（
5
7
）
　
ち
な
み
に
「
一
宮
社
法
」
に
記
さ
れ
る
神
楽
事
に
注
目
し
た
岩
田
勝
は
、
『
神
楽

　
　
源
流
考
』
、
名
著
出
版
、
一
九
八
三
年
、
　
一
四
三
頁
、
に
お
い
て
、
本
来
は
反
閑
で

　
　
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
け
ん
は
い
か
ら
説
き
お
こ
し
、
「
そ
れ
は
、
鎮
め
の
鼻
長
の
舞

　
　

（
王
の

舞
・
鼻
王
の
舞
と
も
呼
ぼ
れ
る
）
に
続
く
連
事
の
舞
を
へ
て
お
こ
な
わ
れ

　
　
る
。
連
事
は
、
延
年
の
風
流
と
の
関
連
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
衣
裳
・
鳥
甲
・
採
物

　
　
か
ら
知
ら
れ
る
。
舞
楽
の
舞
と
い
う
の
は
、
鼻
長
の
舞
と
連
事
の
舞
と
を
あ
わ
せ
称

　
　
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
5
8
）
　
同
書
、
一
四
三
頁
。

（
5
9
）
　
錦
耕
三
「
王
の
舞
の
研
究
」
『
芸
能
』
第
三
巻
第
四
号
、
一
九
六
一
年
、
四
九
頁
、

　
　
な
ら
び
に
新
井
恒
易
『
中
世
芸
能
の
研
究
』
、
八
六
－
八
九
頁
、
参
照
。

（
6
0
）
　
長
野
県
史
刊
行
会
／
民
俗
編
編
纂
委
員
会
編
『
長
野
県
下
伊
那
天
竜
村
　
坂
部
民

　
　
俗
誌
稿
』
、
長
野
県
史
刊
行
会
／
民
俗
編
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
五
年
、
一
〇
六
頁
、

　
　
な
ら
び
に
藤
木
典
子
「
坂
部
の
冬
祭
り
試
論
」
『
神
語
り
研
究
』
第
一
号
、
　
一
八
六

　
　
六
年
、
六
三
頁
、
を
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
1
）
武
井
正
弘
「
花
祭
の
世
界
」
『
日
本
祭
祀
研
究
集
成
』
第
4
巻
、
名
著
出
版
、
　
一

　
　
九
七
七
年
、
二
二
九
頁
、
参
照
。
た
だ
し
、
花
祭
に
お
け
る
鎮
め
に
は
、
大
き
く
分

　
　
け
て

二
種
類
あ
り
、
振
草
川
流
域
で
は
火
の
王
面
の
み
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
が
、
大

　
　
入
川
流
域
で
は
火
の
王
・
水
の
王
の
二
面
が
用
い
ら
れ
る
ば
あ
い
が
多
い
。
早
川
孝

　
　
太
郎

『
花
祭
』
、
岩
崎
美
術
社
、
　
一
九
六
六
年
、
　
一
〇
八
－
一
＝
頁
、
な
ら
び
に

　
　
新
井
恒
易
、
前
掲
書
、
八
七
頁
、
参
照
。
な
お
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
鎮
め
に
つ
い
て

　
　
は
、
武
井
正
弘
が
「
奥
三
河
の
神
楽
・
花
祭
考
」
『
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
』
1
4
（
修

　
　
験
道
の

美
術
・
芸
能
・
文
学
川
）
、
名
著
出
版
、
　
一
九
八
〇
年
、
四
七
〇
1
四
七
一

写11玉垂宮の鬼夜に登場する鼻高

　
　
頁
、
の
な
か
で
「
鎮
め
の
行
法
」
と
し
て
考
察
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

　
　
ば
、
火
の
王
・
水
の
王
の
天
地
陰
陽
二
神
鎮
め
は
、
従
来
の
一
神
鎮
め
に
代
わ
る
新

　
　
し
い
鎮
め
の
行
法
と
し
て
登
場
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

（
6
2
）
　
天
野
文
雄
、
前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
6
3
）
　
植
木
行
宣
、
前
掲
書
、
九
頁
。

（
6
4
）
伊
東
久
之
「
宇
治
田
原
三
社
祭
の
芸
能
」
『
京
都
の
田
楽
調
査
報
告
書
』
、
京
都
府

　
　
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
、
一
四
五
頁
。

（
6
5
）
　
井
上
頼
寿
『
京
都
古
習
志
』
、
館
友
神
職
会
、
一
九
四
〇
年
、
六
一
頁
。
ま
た
、
青

　
　
盛
透
「
南
山
城
に
お
け
る
二
つ
の
翁
猿
楽
（
下
）
1
伝
承
か
ら
の
復
元
的
試
み
ー
」

　
　
『
芸
能
』
第
二
十
七
巻
十
二
号
、
一
九
八
五
年
、
一
五
頁
、
に
は
、
井
上
頼
寿
が
典

　
　
拠
と
し
た
と
思
わ
れ
る
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
の
記
録
「
以
故
知
新
」
に
つ
い

　
　
て
言
及
し
た
箇
所
が
見
ら
れ
る
。

（
6
6
）
　
阿
部
泰
郎
「
中
世
王
権
と
中
世
日
本
紀
－
即
位
法
と
三
種
神
器
説
を
め
ぐ
り

　
　
て
ー
」
『
日
本
文
学
』
第
三
十
四
巻
第
五
号
、
一
九
八
五
年
、
三
八
ー
三
九
頁
。

（
6
7
）
ト
部
家
に
お
け
る
家
学
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
収
『
中
世
神
道
の
研
究
』
、

　
　
神
道
史
學
會
、
一
九
五
九
年
、
の
第
四
章
一
節
「
吉
田
家
家
学
の
展
開
」
を
参
照
の

　
　
こ
と
。

（
6
8
）
　
同
書
、
第
三
章
の
、
と
く
に
二
節
「
山
王
神
道
の
出
現
」
、
な
ら
び
に
三
節
コ
麗

　
　
氣
神
道
の
紹
述
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
9
）
　
伊
藤
正
義
「
中
世
日
本
紀
の
輪
郭
－
太
平
記
に
お
け
る
ト
部
兼
員
説
を
め
ぐ
つ

104



　
　
てー
」
『
文
学
』
第
四
十
巻
第
十
号
、
一
九
七
二
年
、
四
八
頁
。

（
7
0
）
同
『
金
春
禅
竹
の
研
究
』
、
赤
尾
照
文
堂
、
一
九
七
〇
年
、
一
八
八
ー
一
八
九
頁
。

（
7
1
）
　
一
条
兼
良
の
神
道
説
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
収
『
中
世
神
道
の
研
究
』
の
第
四
章

　
　

二
節
「
一
条
兼
良
の
神
道
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
2
）
　
麗
氣
神
道
と
良
遍
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
第
三
章
三
節
「
麗
氣
神
道
の
紹
述
」
を

　
　
参
照
の
こ
と
。

（
7
3
）
　
伊
藤
正
義
、
前
掲
書
、
二
三
－
二
五
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
4
）
　
同
書
、
一
八
九
頁
。

（
7
5
）
　
こ
こ
に
述
べ
た
課
題
は
、
従
来
の
民
俗
芸
能
研
究
に
お
い
て
ま
っ
た
く
と
言
っ
て

　
　

よ
い
ほ
ど
気
づ
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
萌
芽
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
平
成

　
　
二
年

（
一
九
九
〇
）
九
月
二
十
五
日
に
民
俗
芸
能
研
究
の
会
／
第
一
民
俗
芸
能
学
会

　
　
（
世
話
人
／
橋
本
裕
之
）
で
行
な
わ
れ
た
小
林
康
正
氏
の
研
究
発
表
「
霜
月
祭
、
「
遠

　
　
山
伝
説
」
、
小
嵐
稲
荷
－
芸
能
祭
儀
に
ま
つ
わ
る
言
説
の
解
釈
に
つ
い
て
ー
」

　
　
は
、
本
稿
の
関
心
と
も
大
い
に
重
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
か
つ
実
証
的
な
調
査

　
　
研
究
の
す
ぐ
れ
た
成
果
で
あ
っ
た
。
　
一
日
も
早
い
成
稿
が
待
た
れ
る
。

（
7
6
）
　
橋
本
「
王
の
舞
の
修
辞
学
」
、
参
照
。
そ
こ
で
は
、
釈
義
が
生
産
さ
れ
る
場
の
あ

　
　
り
か
た
に
対
す
る
視
線
が
基
本
的
に
欠
落
し
て
い
た
。
な
お
、
同
書
の
末
尾
に
は
「

　
　
か
く
も
錯
綜
し
た
イ
メ
ー
ヂ
を
再
び
具
体
例
に
即
し
て
詳
細
に
検
討
し
た
後
に
、
さ

　
　
ら
に
分
光
す
る
手
続
き
が
次
に
望
ま
れ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
」
と
記
し
て

　
　
お

い

た
。
本
稿
も
こ
う
し
た
課
題
に
と
り
く
む
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
が
、
ま
だ
ま

　
　
だ

道
は
険
し
い
よ
う
で
あ
る
。

（
7
7
）
　
植
木
行
宣
「
上
鴨
川
住
吉
神
社
の
芸
能
」
、
四
二
頁
、
参
照
。

（
7
8
）
　
王
の
舞
を
は
じ
め
と
す
る
祭
礼
芸
能
が
院
政
期
の
権
力
形
態
を
支
え
る
呪
術
的
な

　
　
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た
め

　
　
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
王
の
舞
が
そ
の
よ
う
な
機
能
を
担
う
こ
と
が
で
き
た

　
　
の
も
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
芸
能
の
本
源
的
な
暴
力
性
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に

　
　
思
わ
れ
る
。

ト
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
本
稿
の
基
調
と
な
っ
た
問
題
意
識
の
一
部
は
、
平
成
二
年
二

月
十
七
日
に
民
俗
芸
能
研
究
の
会
／
第
一
民
俗
芸
能
学
会
で
行
な
わ
れ
た
福
島
真
人
氏
の

刺
激
的
な
研
究
発
表
「
儀
礼
と
そ
の
釈
義
－
形
式
的
行
動
と
言
語
的
解
釈
1
」
か
ら

受
け
た
示
唆
に
よ
っ
て
い
る
。
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
本
館
　
民
俗
研
究
部
）

註

〔付
記
〕

　
本
稿
は
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
五
月
二
十
七
日
に
第
一
三
四
回
仏
教
民
俗
研
究
会

で
上
演
さ
れ
た
研
究
発
表
「
王
の
舞
の
解
釈
学
・
ノ
ー
ト
」
に
基
づ
い
て
、
新
た
に
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
原
毅
彦
氏
を
は
じ
め
と
す
る
諸
氏
か
ら
、
貴
重
な
コ
メ
ン
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Interpretation　of　Oh．no・Mai（King’s　Dance）

HAsHIMoTo　Hiroyuki

　　The　purpose　of　this　paper　is　to　investigate　the　mechanism　and　historical　process

of　what　the　performer　was　expected　to　embody　in　a　performance　called　Oh・no・Mai

（King’s　Dance），　which　was　discussed　by　me　on　several　occasions　in　the　past．　In　the

paper，　special　attention　is　paid，　in　relation　with　Oh．no　Mai　to　Sarutahiko，　a　deity

with　all　extraordinary丘gure，　and　a　performing　action　called　Hohgatame，　which

represents　ground－stamping　to　harden　soil　at　four　corners．

　　As　regards　Sarutahiko，　Oh・no’Mai　is　perceived　as　the　dralnatization　of　Sarutahiko，

and　it　can　be　pointed　out　that　the　performallce　was　interpreted　asτepresenting

“magical　performance　done　for　appeasing　evil　spirits　along　the　way　one　proceeds．”

As　for　the　discourses　that　regard　Oh・no・Mai　as　the　performing　art　of　Hohgatame，

they　are　supPosedly　based　on　the　local　context　that　spins　out　conventional　interpreta’

tions　related　with　land　cultivatioll　or　ground．

　　Besides　the　above　two　points　concemed　with　Oh．no．Mai，　this　paper　tries　to　prove

ahistorical　relationship　between　Hohgatame　as　a　magical　performance　and　Oh．no．Mai．

Also，　through　de丘ning　the　circumstances　of　the　performer　producing　interpretations

mentioned　above，　the　paper　attempts　identification　of　a　context　in　which　interpre．

tations　are　de丘ned．　The　attempt　might　be　called　politics　of　the　interpretation　about

Oh．no．Mai．

　　The　above　points　are　analyzed　not　in　a　completely　satisfactory　manner　in　this

paper　due　to　the　limitation　of　historical　materials　that　can　be　obtained．　They　should

have　been　addressed　as　clues　to　perceive　the　performing　action　of　Oh・no　Mai　at　its

beginning　of　the　performance．　As　a　result　of　analysis，“performing　arts　as　violence，”

before　they　are　embodied　with　any　other　interpretation，　Ioom　up　as　the　original

form　to　be　descril）ed．
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