
聖

な
る
水
の
湧
き
た
つ
と
こ
ろ

橋
　
本
　
裕
　
之

聖なる水の湧きたつところ

一二三四

芸
能
・
空
間
・
他
界

奈
良
か
ら
若
狭
へ

常
世
の
国

他
界

と
は
何
か

論

文

要

旨

　
本
稿
は

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
春
日
若
宮
お
ん
祭
に
つ
い
て
論
述
し
た
前
稿
の
延
長
線
上
に

位
置
し
て
い
る
。
前
稿
で
は
お
ん
祭
の
祭
礼
空
間
で
演
じ
ら
れ
る
芸
能
が
他
界
と
し
て
の

春

日
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
座
が
得
ら
れ

た

が
、
そ
の
結
果
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
課
題
が
生
じ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
芸
能
が
他

界

と
し
て
春
日
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
名
状
し
が
た
い
さ
ら

な
る
他
界
が
す
べ
り
こ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
空
間
的
な
視
野
を
ひ
ろ
く
設
定
し
て
、
奈
良
か
ら
観
念
さ
れ
て
い

た
、
さ
ら
な
る
他
界
と
し
て
の
若
狭
に
注
目
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
東
大
寺
修
二
会
に

お
け

る
「
お
水
取
り
」
の
民
俗
的
背
景
と
八
百
比
丘
尼
の
伝
説
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
若
狭
が
聖
な
る
水
の
湧
き
た
つ
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
不
老
不
死
が
実
現
さ
れ
る
国
と
し

て

観
念

さ
れ
て
い
た
消
息
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
観
念
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
若
狭
に
堆
積
し
て
い
る
歴
史
的
記
憶
の
産
物
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
歴
史
的
な
説
明
に
対
し
て
不
関
与

の

態
度
を

と
っ
て
、
若
狭
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
王
の
舞
を
対
象
に
し
な
が
ら
、
芸
能
に
体

現
さ
れ
る
他
界
の
所
在
を
つ
き
と
め
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
王
の
舞
に
よ
っ
て
体
現

さ
れ
る
他
界
は
「
海
上
の
道
」
に
つ
ら
な
る
の
み
な
ら
ず
、
反
転
し
て
再
び
奈
良
や
京
都

に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。
か
く
も
錯
綜
し
た
構
図
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
他
界
と
は
、

「
見
る
／
見
ら
れ
る
」
関
係
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
非
在
の
空
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め

に
、
や
は
り
「
見
る
／
見
ら
れ
る
」
関
係
に
よ
っ
て
か
た
ち
つ
く
ら
れ
る
芸
能
に
も

読
み
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
他
界
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
な
い
暴
力
と
し
て
の
芸
能
は
、

は
た

し
て
い
か
な
る
空
間
に
定
位
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
名
状
し
が
た
い
も

う
ひ
と
つ
の
他
界
。
そ
れ
は
若
狭
と
い
う
空
間
に
は
収
赦
さ
れ
な
い
、
「
聖
な
る
水
の
湧

き
た
つ
と
こ
ろ
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
空
間
を
記
述
す

る
こ
と
ば
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
誰
に
も
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。
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一　

芸
能
・
空
間
・
他
界

　
本
稿
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
か
つ
て
筆
者
が
春
日
若
宮
お
ん
祭
を
対
象
に
し
て
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な

っ

た
芸
能

と
空
間
に
か
ん
す
る
研
究
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
。
前
稿
で
は

奈
良
と
い
う
都
市
の
宇
宙
論
的
ひ
ろ
が
り
と
歴
史
的
記
憶
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、

お

ん

祭
の
祭
礼
空
間
と
芸
能
が
不
可
分
に
か
か
わ
る
し
く
み
に
つ
い
て
論
述
し
た
。

じ
っ
さ
い
に
は
、
春
日
山
を
背
景
に
す
る
地
域
が
他
界
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
の

み

な
ら
ず
、
お
ん
祭
の
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
に
反
映
し
つ
つ
も
、
や
が
て
芸
能
を
演
じ

る
身
体
に
収
敏
さ
れ
て
い
く
消
息
を
解
明
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
試
み
は
、
お
ん
祭
の
祭
礼
空
間
で
演
じ
ら
れ
る
芸
能
が
他
界
を
体
現
す
る
も
の

と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
た
は
ず
で

あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
の
結
果
と
し
て
、
芸
能
じ
た
い
は
よ
り
細
心
に
捉
え
ら
れ
る
必

要
が
生
じ
て
き
た
。
芸
能
が
他
界
と
し
て
の
春
日
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し

て

も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
名
状
し
が
た
い
、
さ
ら
な
る
他

界
が
す
べ
り
こ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
芸
能
を
そ
の
よ
う
な
何
も
の
か
と
し

て

捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
引
き
続
い
て
芸
能
じ
た
い
に
錘
を
お
ろ
す
試
み
が
も

と
め
ら
れ
よ
う
が
、
前
稿
の
関
心
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
方
向
に
展
開
さ
れ
て
も
よ

い
の

で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
空
間
的
な
視
野
を
ひ
ろ
く
設
定
し
て
お
い

て

然

る
べ
き
で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
、
春
日
山
を
背
景
に
す
る
地
域
に
し
て
も
他
界

と
し
て
の
み
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
空
間
か
ら
も
さ
ら
な
る
他
界
が

観
念

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
若
狭
が
注
目
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
っ
た
契
機
は
、
若
狭
地
方
に
分
布
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

王
の

舞

（
通
常
は
オ

ノ
マ
イ
と
発
音
す
る
）
と
称
さ
れ
る
中
世
芸
能
で
あ
る
。
こ
の

芸
能
を
十
全
に
捉
え
よ
う
と
す
る
さ
い
に
は
、
若
狭
と
い
う
空
間
の
特
異
な
位
相
を

視
野
に
お

さ
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
王
の
舞
が
オ
ノ
マ
イ
と
し
て
若
狭
に

登
場
す

る
よ
う
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
中
世
に
お
け
る
芸
能
の
伝
播
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
3
）

が
、
本
稿
の
課
題
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
な
か
っ
た
。

　
芸
能
が
他
界
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
若
狭
に
伝

承

さ
れ
て
い
る
王
の
舞
の
ぼ
あ
い
に
は
、
ど
の
よ
う
な
空
間
が
他
界
と
し
て
導
き
い

れ

ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
芸
能
と
空
間
が
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
し
め
し
て

い

た
の

か
を

検
討
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
他
界
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
を
照
射
し
た

い
。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
歴
史
的
な
説
明
に
対
し
て
不
関
与
の

態
度
を
と
り
な
が
ら
、
若
狭
と
い
う
空
間
に
託
さ
れ
た
観
念
に
注
目
し
よ
う
と
い
う

の

で
あ
る
。
そ
の
さ
き
に
は
お
そ
ら
く
、
名
状
し
が
た
い
他
界
と
し
て
の
芸
能
が
あ

ら
た
め
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。

二
　
奈
良
か
ら
若
狭
へ

　
さ
て
、
前
稿
で
お
こ
な
っ
た
論
述
に
導
か
れ
る
な
ら
ば
、
「
奈
良
か
ら
若
狭
へ
」
と

い

う
視
座
は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
日
山
を
背
景
に
す
る
地
域
か

ら
さ
ら
な
る
他
界
を
も
と
め
よ
う
と
し
た
と
き
、
若
狭
と
い
う
空
間
が
浮
か
び
あ
が
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聖なる水の湧きたつところ

っ

て

く
る
の
で
あ
る
。
奈
良
と
若
狭
の
か
か
わ
り
を
知
ろ
う
と
す
る
さ
い
に
は
、
い

く
つ
か
の
方
法
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
東
大
寺

　
　
（
4
）

修
二
会
に
お
け
る
「
お
水
取
り
」
は
両
者
の
交
通
を
象
徴
的
に
も
の
が
た
っ
て
お
り
、

あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
に
そ
く
し
て
し
ぼ
ら
く
論
述
し
た
い
。

　

こ
の
行
法
は
三
月
十
二
日
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
の
深
夜
、
若
狭
井
と
称
さ
れ
る

開
伽
井
か
ら
香
水
を
汲
む
秘
儀
を
中
心
に
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
今
日
で
は

「
お

水
取

り
」
と
い
っ
た
ら
、
修
二
会
じ
た
い
を
さ
し
て
い
る
ば
あ
い
も
多
い
。
修

二
会
に

お

け
る
比
重
が
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
よ
く
し
の
ば
せ
て
く

れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
十
二
日
に
お
け
る
後
夜
の
勤
行
を
中
断
し
た
の
ち
、
六
人

の

水
取
衆

（
究
師
お
よ
び
北
二
以
下
五
人
の
平
衆
）
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
作

　
　
　
　
　
（
5
）

法
が
勤
め
ら
れ
る
。

　
は

じ
め
に
叩
几
師
が
水
取
衆
の
先
頭
に
た
っ
て
出
発
、
北
二
以
下
五
人
の
平
衆
は
水

取
松

明
に
点
火
し
て
、
叩
几
師
に
続
く
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
呪
具
を
手
に
し
て
い

る
。
出
堂
し
た
ら
、
南
の
階
段
上
で
待
機
し
て
い
た
堂
童
子
・
童
子
・
庄
駈
士
ほ
か

と
合
流
し
て
、
ハ
ス
松
明
を
持
っ
た
究
師
童
子
を
先
頭
に
し
て
整
列
す
る
。
堂
童
子

は
汲
水

用
の
関
伽
桶
を
持
っ
て
叩
几
師
の
か
た
わ
ら
に
、
童
子
は
水
取
松
明
を
持
っ
て

練
行
衆
の
か
た
わ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
位
置
す
る
。
手
向
山
八
幡
宮
の
神
職
に
よ
る
奏

楽
の
な
か
、
行
列
は
階
段
を
く
だ
っ
て
、
途
中
で
興
成
社
に
参
拝
し
た
の
ち
、
関
伽

井
屋
に
む
か
う
の
で
あ
る
。

　
な
か
に
は
い
る
の
は
叩
几
師
・
堂
童
子
・
開
伽
松
明
を
に
な
っ
た
庄
駈
士
の
三
人
の

み
。
香
水
は
彼
ら
に
よ
っ
て
二
荷
ず
つ
汲
み
あ
げ
ら
れ
て
、
二
月
堂
に
運
ば
れ
る
。

こ
れ
を
三
往
復
す
る
。
そ
の
光
景
は
ま
さ
し
く
、
十
四
日
間
に
わ
た
っ
て
二
月
堂
を

舞
台
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
修
二
会
が
最
高
潮
に
達
し
た
こ
と
を
つ
げ
て
い
る
か
の

　
　
　
　
（
6
）

よ
う
で
あ
っ
た
。
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
に
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
東
大
寺

要
録
』
巻
第
四
の
二
月
堂
の
条
に
は
、
こ
の
行
法
に
ま
つ
わ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
伝
説

が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
今
聞
方
人
云
、
実
忠
和
尚
、
被
始
六
時
行
法
時
、
二
月
修
中
、
初
夜
之
終
、
読

神
名
帳
、
勧
請
諸
神
、
由
藪
諸
神
、
皆
悉
影
響
、
或
競
與
福
佑
、
或
謹
為
守
護
、

而
遠
敷
明
神
恒
意
猟
漁
、
精
進
是
希
、
臨
行
法
末
晩
、
以
参
會
、
其
行
法
、
随
喜

感
慶
、
堂
辺
可
奉
献
関
伽
水
之
由
、
所
示
告
也
、
時
有
黒
白
二
鵜
、
忽
穿
磐
石
、

従
地
中
出
、
飛
居
傍
樹
、
従
其
二
　
、
甘
泉
湧
出
、
香
水
充
満
、
則
畳
作
石
、
為

関
伽
井
、
其
水
澄
映
也
、
早
無
洞
、
彼
大
明
神
在
若
狭
国
遠
敷
郡
、
国
人
崇
敬
具

大
威
勢
、
前
有
大
川
々
水
秤
破
、
奔
波
涌
流
、
由
献
其
水
、
河
末
渇
蓋
、
俄
無
流

水
、
是
故
俗
人
号
無
音
河
云
々
、
然
則
二
月
十
二
日
夜
、
至
後
夜
時
、
練
行
衆
等

下
集
井
辺
、
向
彼
明
神
在
所
、
加
持
井
水
、
以
加
持
力
、
故
其
水
盈
満
、
干
時
汲

取
、
入
香
水
瓶
、
不
令
断
絶
、
自
余
相
承
遂
為
故
事
、
従
天
平
勝
宝
之
比
、
至
干

今
時
、
及
四
百
歳
、
難
経
数
百
年
、
其
瓶
内
香
水
清
浄
澄
潔
、
飲
者
除
患
、
身
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

無

悩
、
貌
猶
如
無
熱
池
八
功
徳
水
　

　
奈

良
と
若
狭
を
つ
な
ぐ
長
大
な
地
下
水
脈
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
か
の
ご
と
き

こ
の
一
文
を
あ
つ
か
う
さ
い
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
重
層
的
な

構
造
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
類
例
を
指
摘
し
て
お
い
た
と
し
て

も
、
け
っ
し
て
無
駄
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
時
代
は
く
だ
る
が
、
井
原
西
鶴
の
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（
8
）

『
西
鶴
諸
国
ぽ
な
し
』
巻
二
の
第
三
話
「
水
筋
の
抜
け
道
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
く
わ

し
い
文
意
に
は
ふ
れ
な
い
と
し
て
、
こ
こ
で
話
題
に
し
た
い
と
こ
ろ
を
抽
出
す
る
な

ら
ば
、
舞
台
が
若
狭
国
の
小
浜
と
大
和
国
の
秋
志
野
（
秋
篠
）
で
あ
る
こ
と
、
小
浜

の

海
に
投
身

し
た
ひ
さ
女
の
遺
体
が
秋
志
野
の
古
寺
跡
に
掘
ら
れ
た
池
に
浮
か
ん
だ

こ
と
、
の
ふ
た
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
い

う
ま
で
も
な
く
、
西
鶴
の
創
意
が
ど
の
ぐ
ら
い
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
判
然
と

し
な
い
う
ち
に
、
安
易
に
議
論
の
姐
上
に
の
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ぽ
な

　
（
9
）

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
鶴
も
「
奈
良
の
都
へ
若
狭
よ
り
水
の
通
ひ
あ
り
と
伝

へ
し
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
奈
良
が
水
脈
に
媒
介
さ
れ
て
若
狭
と
つ
な
が
っ
て

い

る
と
い
う
信
仰
な
ら
ぽ
、
二
月
堂
の
若
狭
井
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
存
在
し
て
い

た

ら
し
い
。
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
た

と
し
て
も
、
け
っ
し
て
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
大
和
に
お

け

る
若
水
迎
え
の
習
俗
は
、
こ
う
し
た
推
測
に
と
っ
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
実
を

提
供
し
て
く
れ
る
。

　
若
水
迎

え
と
は
す
な
わ
ち
、
元
旦
の
ま
だ
暗
い
う
ち
に
一
年
の
幸
を
招
く
聖
水
と

さ
れ
る
若
水
を
井
戸
か
ら
汲
む
行
事
の
こ
と
を
い
う
。
東
日
本
で
は
一
般
に
年
男
が

担
当
す
る
が
、
西
日
本
で
は
女
の
役
と
さ
れ
て
い
る
地
域
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。

若
水
を

汲
む

さ
い
に
は
、
鏡
餅
や
米
を
水
神
に
供
え
た
り
井
戸
の
な
か
に
い
れ
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

す

る
ほ
か
に
、
縁
起
の
よ
い
唱
え
言
を
と
も
な
う
ぽ
あ
い
も
多
い
。
唱
え
言
は
各
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

各
様
で
あ
る
が
、
大
和
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
興
味
深
い
事
例
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
　
平
城
地
区
の
押
熊
で
は
、
井
戸
に
タ
チ
バ
ナ
を
い
れ
て
、
「
ワ
カ
サ
　
ワ
カ

　
　

サ
」
と
唱
え
な
が
ら
汲
み
あ
げ
る
。

　
②
精
華
地
区
の
興
隆
寺
で
は
、
生
の
松
に
マ
ッ
ノ
ジ
ン
を
少
し
ぽ
か
り
添
え
た

　
　

タ
イ
マ
ッ
を
つ
く
っ
て
、
「
ワ
カ
ミ
ズ
　
ワ
カ
ミ
ズ
」
と
唱
え
な
が
ら
汲
み
に
出

　
　
か
け
る
家
が
あ
る
。

　
㈲
　
精
華
地
区
の
米
谷
の
う
ち
、
西
垣
内
で
は
マ
ッ
ノ
ジ
ン
の
タ
イ
マ
ッ
を
灯
し

　
　
て

井
戸
に
お

も
む
き
、
コ
ウ
ジ
（
柑
子
）
を
ひ
と
つ
落
と
し
て
「
ワ
カ
サ
　
ワ

　
　

カ
サ
」
と
唱
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
汲
み
あ
げ
て
も
ど
り
、
「
フ
ク
マ
ル
サ
ン
汲

　
　
ん

で
き
た
」
と
い
う
。

　
ω
　
田
原
地
区
の
近
瀬
で
は
、
「
ワ
カ
サ
ノ
ミ
ズ
　
ワ
イ
タ
カ
　
ワ
カ
ン
カ
　
ワ

　
　

イ
タ
　
ワ
イ
タ
」
と
唱
え
な
が
ら
三
度
汲
み
、
あ
と
は
黙
っ
て
一
杯
に
な
る
ま

　
　
で
汲
む
。

　
西
鶴
が

取
材
し
た
の
も
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
よ
う
な
一
連
の
若
水
に
ま
つ
わ
る

習
俗
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
「
サ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

う
音
が
水
ま
た
は
水
神
、
田
の
神
を
あ
ら
わ
す
」
と
い
う
五
来
重
の
所
説
に
し
た
が

う
な
ら
ぽ
、
「
ワ
カ
サ
」
は
若
水
を
含
意
す
る
と
も
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
ワ

カ
サ
」
を
唱
え
る
習
俗
に
は
、
年
頭
に
あ
た
っ
て
若
水
に
象
徴
さ
れ
る
新
た
な
生
命

力
を
呼
び
さ
ま
そ
う
と
す
る
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
ま
し
て
や
、
若
水
を
月
読
命
が
持
つ
と
さ
れ
る
変
若
水
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
も

の

と
し
て
捉
え
な
お
す
な
ら
ぽ
、
若
水
が
「
若
返
り
の
水
」
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

た
消
息
す
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
よ
う
や
く
、
東
大
寺
修
二
会
の
「
お
水
取
り
」
に
も
ど
る
こ
と
が
可
能
に

な

る
。
な
ぜ
な
ら
「
お
水
取
り
」
に
も
同
じ
よ
う
な
要
素
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
よ
う

に

感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
修
正
会
・
修
二
会
は
ど
う
や
ら
一
般
に
、
春
迎
え
の
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聖なる水の湧きたつところ

行
事

と
い
う
性
格
を
強
く
残
し
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と

　
　
　
　
（
1
4
）

こ
ろ
で
あ
り
、
東
大
寺
修
二
会
の
ば
あ
い
も
民
俗
的
な
レ
ベ
ル
に
発
す
る
も
の
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

わ
れ

る
作
法
が
数
多
く
存
在
す
る
。
ひ
と
つ
だ
け
身
近
な
話
題
を
拾
い
あ
げ
て
み
た

い
。
か
つ
て
「
お
水
取
り
」
の
日
に
は
農
村
の
参
拝
団
体
が
多
く
、
彼
ら
は
二
月
堂

石
段
下
の

種
物
屋
で
種
を

買
っ
た
と
い
う
。
そ
の
種
を
自
分
の
種
に
混
ぜ
て
播
け
ぽ
、

必
ず
豊
作
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
五
来
重
に
よ
っ
て
紹
介

さ
れ
た
、
今
日
で
は
た
ち
あ
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
光
景
は
、
何
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

こ
の
行
事
の
基
定
部
を
か
た
ち
つ
く
っ
て
い
た
の
か
を
示
唆
し
て
あ
ま
り
あ
る
。

　

と
り
わ
け
若
狭
井
か
ら
香
水
を
汲
む
秘
儀
は
、
若
水
迎
え
と
対
応
し
て
お
り
、
民

俗

と
仏
教
儀
礼
の
交
流
を
も
の
が
た
っ
て
く
れ
る
好
例
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
開
伽

井
の

名
称
と
し
て
、
き
わ
め
て
象
徴
的
に
し
め
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
若
狭
井
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
命
名
に
は
、
開
伽
井
を
め
ぐ
る
若
水
汲
み
の
記
憶
が
た
た
み

こ
ま
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
五
来
重
は
前
掲
し
た
『
東
大
寺
要
録
』
に

登
場
す

る
遠
敷
明
神
の
遠
敷
を
小
丹
生
も
し
く
は
尾
丹
生
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
た

の

ち
、
小
丹
生
の
地
名
が
水
辺
に
多
い
こ
と
か
ら
「
ニ
フ
の
神
（
水
神
）
を
祀
っ
た

祭
場
が

丹
生
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
　
（
中
略
）
私
は
新
嘗
（
ニ
フ
ナ
メ
）
は
ニ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

（
水
神
、
田
の
神
）
を
饗
る
祭
と
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ニ
フ
（
丹
生
）
の
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

源
は

こ
れ
ま
で
に
も
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
深
く
た
ち
い
ら

な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
若
狭
井
に
か
ん
す
る
氏
の
所
説
を
つ
ぎ
に
紹
介
し
て
お
き
た

い
と
思
う
。

そ

う
す
る
と
遠
敷
（
小
丹
生
ま
た
は
尾
根
の
尾
丹
生
）
明
神
は
若
狭
だ
け
に
限

定
す

る
必
要
は
な
く
、
若
狭
井
の
す
ぐ
上
に
古
く
か
ら
祀
ら
れ
て
い
る
水
分
神
の

遠
敷

明
神
が
、
す
ぐ
下
の
若
狭
井
へ
水
を
送
っ
た
と
い
う
き
わ
め
て
自
然
な
解
釈

が

で
き
る
。
お
そ
ら
く
二
月
堂
三
月
堂
の
あ
た
り
に
山
房
を
か
ま
え
た
優
婆
塞
や

浄
行
者
は
、
こ
の
水
分
神
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奈
良
平
野
の
農
民
の
帰
依
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

得
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
「
お
水
取
り
」
の
研
究
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
論
考
の
ひ
と
つ
で
あ

る
森
緬
・
牛
川
喜
幸
の
「
東
大
寺
関
伽
井
の
周
辺
」
も
、
「
小
入
・
小
丹
生
・
遠
敷

な
ど
と
書
か
れ
た
も
の
は
、
い
ず
れ
も
湧
泉
を
司
る
神
の
名
で
あ
り
、
憶
う
に
実
忠

な
ど
の
努
力
に
よ
り
、
天
与
の
湧
泉
を
発
見
し
、
そ
の
水
脈
の
発
掘
に
成
功
し
た
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

実
を
、
こ
の
よ
う
な
説
話
と
し
て
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
こ
の
問
題
を

論

じ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
所
説
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
春
日
山
中
に

は
閑
伽
井
が
散
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
鳴
雷
神
社
（
高
山
龍
王
社
）
の
前
に
は
、
高
山
の
龍
池
と
呼
ば
れ
る
開
伽
井

　
　
が

存
在
し
て
い
る
。
こ
の
池
の
水
を
閑
伽
と
し
て
、
中
世
以
降
し
ぽ
し
ぼ
請
雨

　
　
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
龍
池
は
佐
保
川
・
能
登
川
の
水
源
で
あ
っ
た
か

　
　

ら
、
両
川
流
域
の
開
発
に
と
も
な
っ
て
お
そ
ら
く
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
っ

　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
た
は
ず
で
あ
る
。

　
②
　
『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
四
天
地
院
の
条
に
よ
れ
ば
、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）

　
　
に

行
基
が
春
日
山
中
に
創
始
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
天
地
院
は
、
東
大
寺
の
前
身

　
　
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
跡
地
に
は
関
伽
井
跡
が
た
し
か
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
ま
た
、
付
近
に
も
開
伽
井
山
、
關
伽
井
道
の
名
称
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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③
　
　
『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
八
所
収
の
「
東
大
寺
桜
会
縁
起
」
に
も
、
こ
れ
に
関

　
　
連
す
る
記
事
が
の
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
か
ら
は

　
　

じ
ま
っ
た
絹
索
院
（
法
華
堂
）
桜
会
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
に
は
「
遠
敷
之
神
香
水

　
　
湧
於
堂
辺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
記
述
は
『
作
庭
記
』

　
　
に

も
あ
っ
て
、
「
吾
朝
に
も
聖
武
天
皇
東
大
寺
を
つ
く
り
給
ひ
し
か
は
小
丹
生

　
　
明
神
泉
を
ほ
れ
り
絹
索
院
の
阿
伽
井
是
也
」
と
し
て
い
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
四
の
二
月
堂
の
条
は
、
關
伽
井
の
開

馨
を

実
忠
が
修
二
会
を
創
始
し
た
の
ち
の
で
き
ご
と
と
し
て
記
録
し
て
い
る
。
ひ
と

ま
ず
こ
の
く
だ
り
を
信
用
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
同
書
巻
第
七
に
収
録
さ
れ
た

「
東
大
寺
権
別
当
実
忠
二
十
九
介
篠
事
」
に
は
「
奉
仕
十
一
面
悔
過
事
。
合
七
十
年

韻
護
謡
籠
襲
侮
纏
同
四
年
（
八
。
九
）
聾
」
（
括
弧
引
用
者
）
と
あ
る
か

ら
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
以
前
、
東
大
寺
の
関
伽
井
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
前
掲
し
た
事
例
は
い
ず
れ
も
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
に
修

二
会
が

創
始
さ
れ
る
以
前
の
事
態
を
知
ら
せ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
修
二
会
以
前
に
も
汲
水
に
ま
つ
わ
る
儀
礼
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
、

や

は

り
き
わ
め
て
大
き
い
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
だ
け
付
言
し
て
お
き
た
い
。
伴
信
友
は
『
神
社
私
考
』
三
の
な
か
で
、

や

は

り
天
平
勝
宝
四
年
に
東
大
寺
の
封
戸
と
な
っ
た
も
の
の
一
例
と
し
て
若
狭
国
遠

敷
郡
玉
置
ノ
郷
を
あ
げ
る
『
東
大
寺
要
録
』
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い

に
若
狭
井

を
め
ぐ
る
さ
き
の
伝
説
に
も
ふ
れ
て
お
り
、
実
忠
が
同
郷
に
近
い
遠
敷
神

に
仮
託

し
て
つ
く
り
出
し
た
妄
説
で
あ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
実
証
的
な
見
解
を
し

め
す
の

で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
伝
説
の
誕
生
を

う
な
が
す
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
対
し
て
、
で
き
る
だ
け
細
心
で
あ
り
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
8

　
そ

れ

に

し
て
も
、
こ
う
し
た
態
度
を
も
っ
て
若
狭
井
に
ま
つ
わ
る
論
述
を
お
こ
な
　
ー

お

う
と
す
る
な
ら
ば
、
若
狭
国
に
つ
う
じ
る
神
秘
的
な
か
か
わ
り
を
解
明
し
よ
う
と

す

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
お
水
取
り
」
の
民
俗
的
背
景
に
視
線
を
む
け
る
べ
き
な
の

か

も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

は
た

し
て
若
狭
井
を
め
ぐ
る
伝
説
は
若
狭
国
と
無
関
係
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大

和
に
伝

え
ら
れ
た
若
水
迎
え
の
習
俗
は
、
た
し
か
に
伝
説
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る

た

め

に

有
効
な
視
座
を
提
供
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
あ
く
ま
で

視
座
の

ひ

と
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
ひ
と
つ
の
問
い
が
た
ち
あ
ら
わ
れ

て

く
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
う
し
て
ほ
か
で
も
な
い
、
若
狭
国
で
な
け
れ

ぽ

な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

三

　
常
世
の
国

　
伝
説
の

創
出
は
い
つ
も
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
対
象
に
聖
性
を
付
加
す
る
働
き
と
呼

応

し
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
若
狭
井
か
ら
汲
ま
れ
る
香
水
が
練
行
衆
の
香
水
加
持

に

よ
っ
て
効
験
を
増
す
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
水
じ
た
い
の
聖
性
が
強
調
さ
れ
な

け

れ
ぽ

な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
水
は
若
狭
国
か
ら
到
来
す
る
と
観
念
さ
れ
る
必

要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

『
古
事
記
』
中
巻
に
よ
れ
ぽ
、
品
陀
和
気
命
（
の
ち
の
応
神
天
皇
）
は
建
内
宿
禰

と
と
も
に
、
忍
熊
王
と
の
戦
い
に
よ
る
稜
れ
を
祓
う
た
め
に
、
「
喫
せ
む
と
為
て
、

淡
海
及
若
狭
国
を
経
歴
し
時
、
高
志
の
前
の
角
鹿
に
假
宮
を
造
り
て
坐
さ
し
め
き
」



聖なる水の湧きたつところ

と
い
う
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
十
三
年
の
叙
述
か
ら

判
断
す
れ

ば
、
こ
の
旅
の
目
的
は
越
前
国
角
鹿
の
笥
飯
大
神
（
気
比
神
社
）
を
参
拝

す

る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
近
江
・
若
狭
を
通
過
し
た
こ
と
を
特

記

し
て
い
る
か
ら
、
喫
に
と
っ
て
最
も
効
果
的
な
聖
水
を
も
と
め
る
旅
で
あ
っ
た
の

か

も
し
れ
な
い
。
笹
谷
良
造
は
こ
う
し
た
事
情
を
推
測
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
記
紀
を

比
べ
て
見
て
果
し
て
氣
比
神
宮
へ
の
参
詣
が
目
的
で
あ
つ
た
か
、
喫
を

せ

ら
れ
た
の
は
越
前
の
氣
比
か
、
若
狭
の
ど
こ
か
で
あ
つ
た
か
、
詳
し
く
は
訣
ら

ぬ

が
、
何
れ
に
し
て
も
若
狭
に
し
て
も
若
狭
湾
一
帯
が
効
果
あ
る
常
世
の
水
の
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

寄
せ

る
で
あ
つ
た
事
は
疑
ひ
な
い
。

　

こ
う
し
た
氏
の
所
説
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
視
座
を
提
供
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
「
風
土
記
に
云
は
く
、
昔
、
此
國
に
男
女
あ
り
て
夫
婦
と
為
り
、
共
に
長
壽
に

し
て
、
人
、
其
の
年
齢
を
知
ら
ず
。
容
貌
の
壮
若
き
こ
と
少
年
の
如
し
。
後
、
神
と

為

る
。
今
、
　
一
の
宮
の
神
、
是
な
り
。
因
り
て
若
狭
の
國
と
稽
ふ
。
云
々
」
（
『
和
漢

三
才
図
会
』
七
十
一
）
。
『
若
狭
国
風
土
記
』
の
逸
文
と
さ
れ
る
も
の
の
、
古
代
の
官

撰
風
土
記

と
は
認
め
が
た
い
こ
の
一
節
は
、
若
狭
が
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
い
た

の

か

を
知
る
た
め
に
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
長
寿
‖
永
遠
の
生
命
を
保
証
す
る
常

世
の
国
。
想
像
の
領
域
に
お
け
る
若
狭
は
、
折
口
信
夫
が
何
度
と
な
く
接
近
し
よ
う

　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
し
た
常
世
の
国
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
た
め
に
、
若
狭
井
か
ら
汲
ま
れ
る

香
水
は

変
若
水
を
遠
い
こ
だ
ま
と
し
て
聞
き
な
が
ら
、
若
狭
国
か
ら
到
来
し
な
け
れ

ぽ

な

ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

常
世
の
国
と
は
古
代
人
に
と
っ
て
、
ど
う
や
ら
海
の
彼
方
の
神
仙
国
を
さ
し
て
い

た

よ
う
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
巻
四
の
六
五
〇
に
「
我
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け

ら
し
昔
見
し
よ
り
変
若
ま
し
に
け
り
」
、
ま
た
巻
九
の
一
七
四
〇
に
は
「
（
前
略
）
常

世
に
至

り
海
若
の
神
の
宮
の
内
の
重
の
妙
な
る
殿
に
携
は
り
二
人
入
り
居
て
老
い
も

せ
ず
死

に
も
せ
ず
し
て
永
き
世
に
あ
り
け
る
も
の
を
（
後
略
）
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
不

老
不
死
の

国
で
あ
っ
て
、
ま
た
大
生
部
多
ら
に
「
此
は
常
世
の
神
な
り
。
此
の
神
を

祭
る
者
は
、
富
と
寿
と
を
致
す
。
　
（
中
略
）
常
世
の
神
を
祭
ら
ぽ
、
貧
し
き
人
は
富

を
致
し
、
老
い
た
る
人
は
Ψ
。
速
り
て
少
ゆ
」
（
『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
三
年
）
と
い
わ

せ

る
よ
う
に
、
豊
饒
や
生
命
力
と
結
び
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
非
在
の
理
想
郷
が
現
実
世
界
に
誘
い
こ
ま
れ
る
た
め
に
、
さ
し
て
時
間

は
か
か

ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
は
冒
頭
に
さ
ま
ざ
ま
な
修
辞
を

弄

し
て
こ
の
国
を
賛
美
し
つ
く
し
た
の
ち
に
、
「
古
の
人
、
常
世
の
国
と
い
へ
る
は
、

蓋

し
疑
ふ
ら
く
は
此
の
地
な
ら
む
か
」
と
洩
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』

垂
仁
天
皇
二
十
五
年

は
、
伊
勢
国
を
「
是
の
神
風
の
伊
勢
国
は
、
常
世
の
浪
の
重
浪

帰
す

る
国
な
り
」
と
形
容
し
て
お
り
、
こ
の
国
に
常
世
の
国
の
は
る
か
な
響
き
を
感

じ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
若
狭
の
ぼ
あ
い
、
残
念
な
が
ら
直
接
に
常
世
の
国
で
あ
る
と
す
る
記
述
は
う
か
が

わ
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
寿
に
ま
つ
お
る
国
名
の
由
来
課
は
、
若
狭
国
‖
常

世
の

国
の
推
定
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ぎ
に
あ
げ
る
八
百
比
丘
尼
の
伝
説
も
、
こ
う
し
た
視
点
を
補
強
し
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
編
年
、
編
者
と
も
に
未
詳
で
あ
る
が
、
『
若
狭
守
護
代
記
』
か
ら
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引
用
す
る
。

　
明
徳
元
年
（
二
二
九
〇
）
午
今
年
世
二
聞
ヘ
ア
ル
若
狭
ノ
白
比
丘
尼
小
濱
ノ
西

青
井
白
五
椿
ノ
邊
ノ
小
奄
ニ
テ
死
ス
ト
云
説
ア
リ
此
比
丘
尼
ハ
ム
カ
シ
雄
暑
天
皇

ノ
御
宇
若
狭
遠
敷
郡
根
来
鵜
瀬
川
ノ
邊
二
出
生
シ
テ
今
年
二
至
テ
壽
一
千
年
二
及

ナ

リ
此
比
丘
尼
無
病
長
壽
ニ
シ
テ
我
年
ヲ
不
謂
依
テ
世
ノ
人
ソ
ノ
壽
ヲ
シ
ラ
ス
既

ニ

ハ
百
歳
二
至
ル
時
吾
ハ
百
載
ナ
リ
ト
謂
出
シ
ケ
ル
ヨ
リ
世
人
号
八
百
比
丘
尼
父

ハ
若
狭
ノ
道
満
ト
云
シ
者
ナ
リ
ト
云
傳
タ
リ
道
満
ハ
根
来
鵜
ノ
瀬
川
ノ
邊
二
住
ケ

ル
者
ナ

リ
ト
云
々
道
満
ノ
住
シ
屋
敷
ト
テ
今
二
其
跡
ア
リ
ト
云
（
括
弧
引
用
者
）
。

せ
て

水
中
を
く
ふ
り
行
と
覚
し
か
難
な
く
其
所
に
い
た
る
。
主
人
い
さ
な
ひ
入
、

居
宅
の
躰
よ
の
常
な
ら
す
。
い
つ
れ
も
勝
手
を
う
か
ふ
ひ
見
や
り
け
れ
は
、
小
女

を

生
板
に
の

せ
料
理
す

る
様
子
也
。
あ
や
し
み
居
候
処
亥
物
を
出
す
、
各
喰
こ
と

な

し
。
暇
申
し
別
る
ふ
時
、
亭
主
此
灸
物
今
日
第
一
の
馳
走
に
出
し
申
に
喰
給
は

ぬ

こ
そ
残
念
な
れ
、
家
つ
と
に
被
成
候
得
と
て
面
々
に
あ
た
へ
け
る
。
扱
も
と
の

如
く
船
に
乗
、
何
や
ら
覆
ひ
き
せ
て
水
中
を
く
ふ
り
候
と
覚
て
も
と
の
所
に
着
ぬ
。

右
の
炎
物
高
橋
長
者
の
娘
と
り
さ
か
し
て
喰
た
る
。
此
娘
八
百
年
を
過
て
老
と
な

る
事
な
し
。
八
百
比
丘
尼
と
云
は
是
也
。
右
海
辺
の
者
と
い
ふ
は
龍
宮
城
の
人
、

夷
物
は
人

魚
と
い
ふ
も
の
也
。
此
一
説
は
勢
む
ら
の
古
老
世
々
申
伝
ふ
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こ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
伝
説
は
中
世
ま
で
食
い
こ
ん
で
お
り
、
江
戸
期
の
宝
暦
年
間

（
一
七

五
一
ー
一
七
六
四
）
に
木
崎
楊
窓
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
拾
椎
雑
話
』
巻
二

十
に

あ
る
郷
中
五
十
の
典
拠
に
も
な
っ
て
い
る
。
舞
台
が
遠
敷
郡
根
来
鵜
之
瀬
川
の

あ
た
り
に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
論
述
し
な
け

れ
ば

な

ら
な
い
課
題
は
多
い
の
だ
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
八
百
比
丘
尼
じ
た
い
に
関
心

を

集
中
さ
せ
た
い
と
思
う
。
そ
の
ぼ
あ
い
、
上
記
し
た
『
拾
椎
雑
話
』
に
あ
っ
て
は
、

直
前
の
郷
中
四
十
九
が
よ
く
知
ら
れ
た
八
百
比
丘
尼
像
を
描
き
出
し
て
い
る
。
煩
を

厭
わ
ず
に
紹
介
し
た
い
。

　
上
代
勢
む
ら
に
高
橋
長
者
と
云
富
家
あ
り
。
折
々
小
浜
の
富
人
と
参
会
せ
し
其

連
中
に
海
辺
の
者
一
人
有
、
此
昔
の
か
た
の
申
入
度
由
、
皆
々
御
こ
し
あ
れ
と
約

束
し
、
日
限
に
迎
ひ
舟
を
出
す
。
此
舟
に
乗
候
得
は
、
舟
の
上
に
何
や
ら
覆
ひ
き

　
八
百
年
を

生

き
た
比
丘
尼
が
若
狭
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
細
心

の

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
ー
一
六
七
八
）
に
記
さ
れ

て

お

り
、
若
狭
最
古
の
地
誌
と
さ
れ
る
桜
井
曲
全
子
の
『
若
狭
国
伝
記
』
に
は
、
蓬

莱
島
に
漂
着
す
る
顛
末
に
彩
ら
れ
た
八
百
比
丘
尼
の
伝
説
が
の
っ
て
い
る
。
こ
こ
に

も
お
そ
ら
く
、
若
狭
を
不
老
不
死
が
実
現
さ
れ
る
国
と
し
て
位
置
づ
け
る
観
念
が
働

い
て

い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
莚
・
こ
う
し
た
八
百
比
丘
尼
が
い
か
な
る
観
念
と
と

も
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
し
め
す
興
味
深
い
記
述
と
し
て
は
、
た
と
え
ば

『
臥
雲

日
件
録
抜
尤
』
第
九
冊
の
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
七
月
十
六
日
の
条
が
あ

げ
ら
れ
る
。

　
近
時
八
百
歳
老
尼
自
若
州
入
洛
、
ミ
中
争
親
、
堅
閉
所
居
門
戸
、

看
、
故
貴
者
出
百
銭
、
賎
者
出
十
銭
、
不
然
則
不
得
入
門
也

不
使
人
容
易



聖なる水の湧きたつところ

　
洛
中
に
住
ま
う
人
々
が
八
百
比
丘
尼
に
投
げ
か
け
る
視
線
に
は
、
ど
う
や
ら
好
奇

と
畏
怖
が
混
在
し
て
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
ら
の
視

線
は
八
百
比
丘
尼
の
背
後
に
浮
か
び
あ
が
る
若
狭
を
も
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
八
百
年

を

生

き
る
奇
蹟
を
実
現
し
た
八
百
比
丘
尼
に
、
若
狭
が
不
老
不
死
の
国
で
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

「
時

間
は
固
よ
り
、
空
間
を
測
る
目
安
も
違
う
て
居
た
」
常
世
の
国
で
あ
っ
た
こ
ろ

の
、
畏
れ
に
満
ち
た
記
憶
が
呼
び
お
こ
さ
れ
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
若
狭
か

ら
若
返
り
の
水
が
到
来
す
る
と
い
う
信
仰
が
、
異
な
っ
た
次
元
に
存
在
す
る
異
な
っ

た

現
実
へ
の
移
行
を
希
求
す
る
働
き
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち

的
を

は
ず

し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
他
界
と
は
何
か

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
論
述
し
て
き
た
若
狭
は
、
想
像
の
領
域
に
お
け
る
観
念
に

ほ

か

な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
不
老
不
死
を
保
証
す
る
国
を
も
と
め
て
若
狭

に
た

ど
り
つ
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
空
間
を
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
。
眼
前
に
ひ
ろ
が
る
若
狭
は
、
ど
う
や
ら
他
界
と
し
て
一
様
に
な
め
さ
れ

て

し
ま
う
空
間
で
は
な
い
ら
し
い
。
じ
っ
さ
い
、
若
狭
で
は
古
く
か
ら
、
奈
良
や
京

都
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
交
通
が
実
現
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
反
転
し
て
「
海
上

（2
8
）

の

道
」
に
つ
ら
な
る
ぽ
あ
い
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
若
狭
が
他
界
と
し
て

観
念

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
歴
史
的
記
憶
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
完
全
に
遮
断
さ
れ
て
光
の
さ
し
こ
ま
な
い
、
い
わ
ぽ
暗
黒
の
領
域
を
表
現
す
る
想

像
力
は
い
つ
も
貧
困
で
あ
る
。
も
し
若
狭
が
交
通
の
か
な
わ
な
い
絶
対
の
他
界
と
し

て

屹
立

し
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、
当
然
な
が
ら
他
界
と
し
て
観
念
さ
れ
る
こ
と
す

ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
若
狭
は
い
っ
て
み
れ
ば
近
く
て
遠
い
国
、
遠
く
て
近

い

国
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
象
徴
機
能
を
十
全
に
作
用
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
っ

た
。　

本
稿
で
は
奈
良
か
ら
若
狭
を
照
射
す
る
こ
と
に
専
心
し
て
き
た
が
、
聖
な
る
水
が

若
狭
か
ら
到
来
す
る
と
い
う
伝
承
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
京
都
の
市
中
に
あ
る
水
薬
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

寺
で
も
た
し
か
め
ら
れ
て
い
る
。
事
態
は
複
雑
の
一
途
を
た
ど
る
ぼ
か
り
な
の
だ
が
、

さ
し
あ
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
見
解
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
つ
ぎ
に
と
り
く
ま
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
本
来
な
ら
ぽ
若
狭
に
堆
積
し
て
い
る
歴
史
的
記
憶
を
古
層
か

ら
掘
り
お
こ
す
試
み
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
何
が
若
狭
と
い
う

空

間
に
ま
つ
わ
る
観
念
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
の
か
、
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
冒
頭
で
も
予
告
し
た
よ
う
に
、
ひ
と
ま
ず
歴
史
的
な

説

明
に
対
し
て
不
関
与
の
態
度
を
と
っ
て
お
き
た
い
。
若
狭
が
い
か
な
る
空
間
で
あ

る
の
か
を
知
ろ
う
と
す
る
、
す
な
わ
ち
若
狭
を
微
分
し
よ
う
と
す
る
視
線
は
、
お
の

ず
か

ら
別
の
課
題
に
属
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
関
心
を
深
め
る
た
め
に
は
、
あ
ら
た

め
て

別
の

機
会
を

も
う
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ぜ
ひ
と
も
他
日
を
期
し
た
い
が
、

こ
こ
で
は
若
狭
に
託
さ
れ
た
観
念
が
生
み
出
さ
れ
た
源
泉
を
も
と
め
て
歴
史
を
さ
か

の

ぼ

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
若
狭
に
あ
っ
て
他
界
が
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
い

る
の
か
を
た
し
か
め
た
い
の
で
あ
る
。
場
所
に
よ
っ
て
ち
が
う
、
と
い
う
の
が
真
相

か

も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
追
跡
を
続
け
て
い
た
ら
、
い
つ
し
か
「
海
上
の
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道
L
に
さ
ま
よ
い
出
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
と
も
か
く
若
狭
に
お

も
む
き
た
い
。

　
か

く
し
て
、
若
狭
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
王
の
舞
に
そ
く
し
て
論
述
す
る
た
め
の
視

座

を
導
き
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
じ
っ
さ
い
、
王
の
舞
は
若
狭
に
あ
っ
て
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

ば

し
ぼ
他
界
を
体
現
す
る
芸
能
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
三
方
郡
三

方
町
気
山
の
宇
波
西
神
社
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
王
の
舞
は
、
面
形
に
そ
く
し
て
つ
ぎ

の

よ
う
な
伝
承
が
語
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
錦
耕
三
に
よ
れ
ば
「
あ
る
年
（
い

つ
の

時
代
か
訣
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
元
禄
以
前
だ
と
い
ふ
）
の
祭
り
に
、
そ
の
年

の

当
屋
で
あ
っ
た
北
庄
の
田
辺
治
左
衛
門
と
同
瀬
平
の
二
人
が
神
事
に
入
用
の
オ
コ

ー
ナ
を
漁
り
に
船
で
菅
湖
へ
出
た
が
、
そ
の
時
湖
中
に
投
げ
た
サ
シ
ア
、
ミ
に
片
眼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

鮒

と
と
も
に
面
形
が
上
が
っ
て
来
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
王
の

舞
の
面
形
が
水
中
か
ら
あ
が
っ
て
神
器
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
の
伝
承
は
、
す

で
に

水

原
滑
江
に
よ
っ
て
論
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
氏
は
「
水
利
と
豊
穣
を

祈
願
す

る
半
漁
半
農
の
社
会
に
お
い
て
、
王
の
舞
を
も
っ
と
も
権
威
の
あ
る
神
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

舞
と
す
る
考
え
方
が
潜
在
し
て
い
た
こ
と
を
暗
に
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」

と
推
測
し
て
お
り
、
本
稿
の
関
心
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
王
の
舞
は
こ

の
ば

あ
い
、
ど
う
や
ら
水
界
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。

　

ま
た
、
小
浜
市
若
狭
の
椎
村
神
社
に
は
外
来
王
に
ま
つ
わ
る
伝
説
が
あ
っ
て
、
こ

の

地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
王
の
舞
を
暗
示
的
に
説
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

す

な
わ
ち
、
伴
信
友
の
『
神
社
私
考
』
三
に
は
「
そ
の
山
王
と
呼
ぶ
神
社
の
あ
た
り

に
、
王
塚
と
い
ふ
塚
あ
り
、
む
か
し
異
国
よ
り
王
ざ
ま
の
人
、
舟
に
て
渡
り
来
て
、

此
浦
に
住

り
け
る
が
、
身
ま
か
り
た
る
を
埋
た
る
墓
な
り
、
か
れ
が
乗
来
れ
る
舟
の

屋
形
の

美
麗
し
き
を
と
り
て
、
神
の
御
輿
を
作
り
た
る
と
云
傳
た
る
が
あ
り
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
2

其
王
塚
の

前
の
坂
を
王
の
前
坂
と
い
ふ
、
今
は
オ
ノ
マ
イ
坂
と
託
り
て
称
へ
り
」
と
　
ー

あ
っ
た
。
王
の
舞
が
海
の
彼
方
か
ら
来
訪
す
る
外
来
王
に
比
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性

も
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
い
か
が
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
事
例
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
王
の
舞
が
体
現
し
て
い
る
と
観
念
さ
れ

る
他
界
は
、
や
は
り
い
つ
し
か
「
海
上
の
道
」
に
つ
ら
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
奈
良
や
京
都
か
ら
他
界
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た

若
狭
に
あ
っ
た
ば
あ
い
、
つ
ぎ
な
る
他
界
は
ど
う
や
ら
海
の
彼
方
に
観
念
さ
れ
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

ま
う
も
の
ら
し
い
。
海
上
に
流
出
し
て
い
く
想
像
力
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は

は

か

ら
ず
も
、
他
界
に
ま
つ
わ
る
論
述
の
原
理
的
な
欠
陥
が
し
め
さ
れ
て
い
る
の
で

は

な
い
だ
ろ
う
か
。
柳
田
国
男
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
國

の

大
昔

の

歴
史
と
關
係
す
る
古
い
幾
つ
か
の
宮
社
が
、
何
れ
も
海
の
濫
り
に

近

く
立
っ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
梢
々
お
ろ
そ
か
に
考
へ
る
風
が
久
し
く
続
い

た

が
、
日
本
が
島
國
で
あ
り
、
海
を
渡
っ
て
來
た
民
族
で
あ
る
限
り
、
是
は
い
つ

か
は
補
強
せ
ら
る
べ
き
弱
黙
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
は
先
づ
隠
れ
た
る
海
上
の
道
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

い

ふ

も
の
s
、
次
々
と
襲
見
せ
ら
れ
る
日
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
氏
の
所
説
を
他
界
に
か
ん
す
る
論
述
に
引
き
つ
け
て
積
極
的
に
読
み
か
え
て
し
ま

う
な
ら
ぽ
、
異
国
や
異
国
人
を
説
明
す
る
論
理
の
不
在
が
浮
き
あ
が
っ
て
く
る
は
ず

で

あ
る
。
「
海
上
の
道
」
が
や
が
て
異
国
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
と
し



聖なる水の湧きたつところ

た

ら
、
他
界
に
か
ん
す
る
論
述
は
異
国
や
異
国
人
に
対
す
る
観
念
を
説
明
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

に

も
む
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
や
は
り
歴
史
的
説
明
は
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
視
座
を
提
出
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
、
い
さ

さ
か
異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
お
も
む
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
長
ら
く
調
査
し
て
い
る
三
方
郡
美
浜
町
の
弥
美
神
社
に
伝
承

さ
れ
て
い
る
王
の
舞
の
ぼ
あ
い
、
体
現
す
る
べ
き
他
界
が
ま
っ
た
く
正
反
対
の
方
向

に
観
念

さ
れ
て
い
た
。
弥
美
神
社
の
祭
神
は
伴
信
友
の
『
神
社
私
考
』
四
に
よ
れ
ぽ
、

『
古
事
記
』
中
巻
に
登
場
す
る
室
毘
古
王
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
孝
元
天
皇
の
孫
に

し
て
日
子
坐
王
の
皇
子
で
あ
る
室
毘
古
王
は
若
狭
に
い
た
耳
別
の
祖
と
さ
れ
る
が
、

ど
う
や
ら
王
の
舞
に
も
か
さ
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
王
の
舞
は

古
代
王
権
に
つ
ら
な
る
室
毘
古
王
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
か
ら

山
を
越
え
て
こ
の
地
域
を
統
治
す
る
た
め
に
到
来
し
た
開
発
神
と
し
て
観
念
さ
れ
て

　
　
　
　
　
（
3
6
）

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ぽ
あ
い
、
王
の
舞
が
体
現
す
る
べ
き
他
界
は
「
海
上
の
道
」
に
つ
ら
な
る
方

向
か
ら
反
転
し
て
、
再
び
王
権
が
住
ま
う
奈
良
や
京
都
に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
若
狭
を
他
界
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
観
念
を
生
み
出
し
た
空
間
が
、

逆
に
他
界

と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
王
の
舞
に
ま
つ
わ
る
わ
ず
か
な
事
例
を
あ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
稿

の

論
述
に

と
っ
て
は
も
は
や
こ
と
た
り
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ

の

示
唆
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぽ
、
他
界
に
し
て
も
じ
つ
は
け
っ
し
て
一
様
で
は
な
い

と
い
っ
た
、
あ
ま
り
に
も
凡
庸
な
事
実
し
か
浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
な
い
の
だ
か
ら
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
く
も
錯
綜
し
た
構
図
に
は
、
他
界
と
は
何
か
を
う
か
が
わ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
は
や
強
調
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
他
界
と
は
つ
い
に
現
前
し
な
い
非
在
の

空

間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
見
る
／
見
ら
れ
る
」
関
係
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
非
在
の

空

間
、
つ
ま
り
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
場
所
と
し
て
定
位
さ
れ
な
い
空
間
な
の
で
あ
る
。

そ

の

た

め

に
こ

そ
、
や
は
り
「
見
る
／
見
ら
れ
る
」
関
係
に
よ
っ
て
か
た
ち
つ
く
ら

れ

る
、
芸
能
と
い
う
表
現
の
位
相
に
も
読
み
こ
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
王

の

舞
の
み
な
ら
ず
、
芸
能
が
し
ば
し
ぽ
他
界
を
体
現
す
る
芸
能
と
し
て
観
念
さ
れ
て

い

る
の
も
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

　
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
課
題
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
芸
能
と
は
じ
つ
の
と

こ
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
を
た
ち
あ
が
ら
せ
る
場
じ
た
い
を
い
う
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
そ
れ
は
聖
な
る
水
を
湧
き
た
た
せ
る
と
こ
ろ
と
も
通
底
す
る
よ
う
な
、
他
界
と

い

う
観
念
だ
け
で
は
説
明
さ
れ
な
い
領
域
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
か
く

し
て
、
他
界
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
る
芸
能
で
は
な
く
、
い
わ
ば
暴
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

と
し
て
の
芸
能
を
記
述
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
名
状
し
が
た
い
も
う
ひ
と
つ
の

他
界
、
い
ま
だ
命
名
さ
れ
ざ
る
他
界
。
そ
れ
は
は
た
し
て
い
か
な
る
空
間
に
定
位
さ

れ

る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
若
狭
と
い
う
空
間
に
収
敏
さ
れ
な
い
「
聖
な
る
水

の

湧
き
た
つ
と
こ
ろ
」
を
根
こ
そ
ぎ
つ
か
み
と
る
た
め
に
は
、
い
っ
た
い
ど
う
す
れ

ば

い

い

の

か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
空
間
を
記
述
す
る
た
め
の
こ
と
ば
は
、

い

ま
の
と
こ
ろ
誰
に
も
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。

丁註
）

橋
本
裕
之

『
春

日
若
宮
お
ん
祭
と
奈
良
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
、
東
京
外
国
語
大
学
ア
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ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
、
一
九
八
六
年
、
参
照
。

（
2
）
　
王
の
舞
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
同
「
王
の
舞
の
成
立
と
展
開
」
『
藝
能
史
研

　
　
究
』
第
一
〇
二
号
、
藝
能
史
研
究
會
、
一
九
八
八
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
若

　
　
狭
地
方
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
王
の
舞
を
概
観
し
よ
う
と
す
る
さ
い
に
は
、
若
干
の
問
題

　
　
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
水
原
滑
江
『
日
本
に
お
け
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
1
』
、
民
俗
文
化
研
究
所
、

　
　
一
九
六
七
年
、
が
参
考
に
な
る
。

（
3
）
　
山
路
興
造
「
荘
園
鎮
守
社
に
お
け
る
祭
祀
と
芸
能
ー
若
狭
三
方
郡
を
中
心
と
し
て
ー
」

　
　
『
藝
能
史
研
究
』
第
六
十
号
、
藝
能
史
研
究
會
、
一
九
七
八
年
、
参
照
。

（
4
）
　
東
大
寺
修
二
会
に
か
ん
す
る
調
査
研
究
の
成
果
と
し
て
は
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究

　
　
所
芸
能
部
編
『
東
大
寺
修
二
会
の
構
成
と
所
作
』
上
・
中
・
下
・
別
巻
（
佐
藤
道
子
執

　
　
筆
）
、
平
凡
社
、
　
一
九
七
五
～
一
九
八
二
年
、
が
精
緻
で
あ
る
。

（
5
）
　
以
下
、
お
も
に
つ
ぎ
の
記
述
に
よ
っ
た
。
守
屋
弘
斎
・
佐
藤
道
子
「
二
月
堂
修
二
会

　
　
次
第
」
『
東
大
寺
お
水
取
り
1
二
月
堂
修
二
会
の
記
録
と
研
究
』
、
小
学
館
、
一
九
八

　
　
五
年
、
一
八
五
ー
一
八
六
頁
。

（
6
）
　
筆
老
は
こ
れ
ま
で
に
、
昭
和
五
十
八
～
六
十
年
（
一
九
八
三
～
一
九
八
五
）
の
三
回
、

　
　
東
大
寺
修
二
会
に
た
ち
あ
う
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
同
じ
よ
う
な
記
述
は
、
大
江
親
通
の
『
七
大
寺
巡
礼
日
記
』
や
『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』

　
　
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
前
者
に
「
世
人
ノ
伝
云
、
依
聖
武
天
皇
御
祈
濤
若
狭
国
ヲ
ニ
ウ

　
　
ノ
明
神
出
給
ヘ
ル
香
水
云
々
」
、
後
者
に
は
「
若
狭
国
小
入
明
神
振
神
カ
所
構
出
也
云
々
」

　
　
と
あ
っ
た
。

（
8
）
　
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
、
早
池
峰
の
山
伏
神
楽
に
お
け
る
演
目
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、

　
　
若
狭
を
舞
台
に
し
て
展
開
さ
れ
る
「
機
織
」
と
よ
く
似
て
い
る
。
「
水
筋
の
抜
け
道
」

　
　
に
も
漁
師
の
網
糸
を
あ
つ
か
う
商
人
や
呉
服
の
行
商
人
が
登
場
す
る
か
ら
、
も
し
か
し

　
　
た

ら
機
織
に
か
か
わ
る
何
ら
か
の
伝
承
が
あ
っ
て
、
西
鶴
は
そ
れ
に
取
材
し
た
の
か
も

　
　
し
れ
な
い
。
ま
た
、
か
つ
て
福
井
県
三
方
郡
美
浜
町
坂
尻
に
あ
っ
た
機
織
池
も
、
同
じ

　
　
よ
う
な
伝
承
に
彩
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
概
要
は
『
若
狭
郡
縣
志
』
や
『
若
狭
国
志
』
な

　
　
ど
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
　
本
稿
で
は
は
た
せ
な
か
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
が
民
俗
的
知
識
を
あ
つ
か
う
さ
い
に
は
、

　
　
本
来

な
ら
ば
そ
れ
が
文
字
化
さ
れ
る
消
息
を
も
含
め
て
、
複
雑
な
流
通
形
態
じ
た
い
を

　
　
視
野
に
お

さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
座
に
た
つ
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
「
民
俗
」
や
「
伝
承
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
き

　
　
た
も
の
を
反
省
的
に
検
討
す
る
た
め
の
重
要
な
契
機
が
訪
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
近
年
で
は
小
池
淳
一
が
東
方
朔
の
伝
承
を
あ
つ
か
っ
た
一
連
の
論
考
に
お
い
て
、
こ
う
　
嗣

　
　
し
た
課
題
に
精
力
的
に
と
り
く
ん
で
い
る
。

（
1
0
）
　
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
辞
典
』
、
東
京
堂
出
版
、
　
一
九
五
一
年
、
六
八
〇
頁
、

　
　
に
の
る
「
若
水
」
の
項
な
ど
に
よ
る
。
若
水
を
あ
つ
か
っ
た
論
考
は
こ
れ
ま
で
に
も
少

　
　
な
く
な
い
が
、
筆
者
が
示
唆
を
受
け
た
も
の
と
し
て
は
、
折
口
信
夫
「
若
水
の
話
」
『
折

　
　
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
五
年
、
石
田
英
一
郎
「
月
と
不
死
」

　
　

『
民
族
学
研
究
』
第
1
5
巻
第
1
号
、
日
本
民
族
学
会
、
一
九
五
〇
年
、
な
ど
が
あ
る
。

（
1
1
）
　
以
下
の
事
例
は
、
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
編
『
奈
良
市
史
』
民
俗
編
、
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
六
八
年
、
一
六
八
ー
一
七
〇
頁
、
に
よ
る
。

（
1
2
）
　
五
来
重
「
お
水
取
り
と
民
俗
」
『
東
大
寺
お
水
取
り
　
　
二
月
堂
修
二
会
の
記
録
と

　
　
研
究
』
、
二
一
〇
頁
。

（
1
3
）
　
『
万
葉
集
』
巻
四
の
六
二
七
に
「
吾
が
挟
ま
か
む
と
思
は
む
大
夫
は
変
水
も
と
め
白

　
　
髪
生
ひ

に
け

り
」
、
同
じ
く
巻
四
の
六
二
八
に
「
白
髪
生
ふ
る
事
は
念
は
じ
変
若
水
は

　
　
彼
に
も
此
に
も
求
め
て
行
か
む
」
、
巻
六
の
一
〇
三
四
に
「
古
ゆ
人
の
言
ひ
け
る
老
人

　
　
の
変
若
つ
と
ふ
水
そ
名
に
負
ふ
滝
の
瀬
」
、
巻
十
三
の
三
二
四
五
に
「
天
橋
も
長
く
も

　
　
が
も
高
山
も
高
く
も
が
も
月
読
の
持
て
る
変
若
水
い
取
り
来
て
君
に
奉
り
て
変
若
得
し

　
　
む

も
の
」
と
あ
る
な
ど
、
用
例
は
多
い
。

（
1
4
）
た
と
え
ぽ
、
三
隅
治
雄
「
春
迎
え
の
習
俗
と
芸
能
」
『
藝
能
論
纂
』
、
錦
正
社
、
一
九

　
　
七
六
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
5
）
　
同
書
、
二
一
四
ー
二
一
五
頁
、
参
照
。

（
1
6
）
　
五
来
重
、
前
掲
書
、
二
〇
三
頁
。

（
1
7
）
　
同
書
、
二
一
〇
頁
。

（
1
8
）
　
折
口
信
夫
は
「
稲
む
ら
の
蔭
に
て
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
巻
、
　
一
九
五
五
年
、

　
　
七
三
頁
、
に
お
い
て
、
丹
生
を
「
稲
む
ら
の
に
ほ
が
其
に
ふ
で
、
標
山
の
こ
と
で
あ
ら

　
　
う
」
と
説
明
し
て
、
刈
り
と
っ
た
稲
を
積
み
か
さ
ね
た
稲
む
ら
（
稲
積
）
を
し
め
す
こ

　
　
と
ば
で
あ
る
ニ
ホ
や
ニ
フ
が
、
新
嘗
の
ニ
ヒ
と
も
つ
う
じ
た
た
め
に
、
標
山
を
含
意
す

　
　
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
た
柳
田
国
男
は
、

　
　
「
稲
の
産
屋
」
『
新
嘗
の
研
究
』
1
、
学
生
社
、
一
九
七
八
年
、
二
〇
頁
、
に
お
い
て
、

　
　
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
が
産
屋
を
含
意
し
て
い
た
と
し
て
、
穀
母
が
穀
霊
を
産
み
育

　
　
て

る
た
め
の
稲
霊
も
し
く
は
稲
の
産
屋
を
想
定
し
て
い
る
。
か
た
や
丹
生
‖
水
銀
説
と

　
　
し
て
は
、
松
田
寿
男
『
丹
生
の
研
究
－
歴
史
地
理
学
か
ら
見
た
日
本
の
水
銀
ー
』
、
早



聖なる水の湧きたつところ

　
　
稲

田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
〇
年
、
が
代
表
的
で
あ
る
。
な
お
、
同
書
、
一
〇
ー
一
一

　
　
頁
に

は
、
中
央
構
造
帯
に
お
け
る
水
銀
鉱
床
の
分
布
と
丹
生
の
地
名
の
対
応
が
説
か
れ

　
　

て

い
る
。

（
1
9
）
　
五
来
重
、
前
掲
書
、
二
一
〇
頁
。

（
2
0
）
森
艦
・
牛
川
喜
幸
「
東
大
寺
閲
伽
井
の
周
辺
」
『
大
和
文
化
研
究
』
第
十
一
巻
三
号
、

　
　
大
和
文
化
研
究
会
、
一
九
六
六
年
、
三
一
頁
。

（
2
1
）
　
橋
本
裕
之
『
春
日
若
宮
お
ん
祭
と
奈
良
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
、
五
ー
六
・
十
四
頁
、

　
　
参
照
。
ま
た
、
大
矢
良
哲
「
鳴
雷
神
社
と
そ
の
信
仰
」
『
古
奈
良
－
正
続
－
研
究
調
査
』
、

　
　
共
同
精
版
印
刷
、
↓
九
七
六
年
、
が
春
日
香
山
信
仰
史
料
を
付
し
て
詳
細
に
わ
た
る
。

（
2
2
）
　
く
わ
し
く
は
、
森
緬
「
天
地
院
の
遺
跡
」
『
奈
良
を
測
る
』
、
学
生
社
、
　
一
九
七
一
年
、

　
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。
同
書
に
は
、
高
山
の
龍
池
に
つ
い
て
も
「
香
水
堂
と
開
伽
井
」
と

　
　
題
さ
れ
た
一
章
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。

（
2
3
）
　
笹
谷
良
造
「
「
お
水
取
り
」
の
民
俗
學
的
研
究
」
『
南
都
佛
教
』
第
三
號
、
南
都
佛
教
研

　
　
究
會
、
一
九
五
七
年
、
六
八
頁
。
同
じ
よ
う
な
視
座
は
、
西
角
井
正
慶
「
水
の
社
」
『
小

　
　
浜
市
史
紀
要
』
第
二
輯
、
小
浜
市
史
編
纂
室
、
一
九
七
一
年
、
三
五
頁
、
に
も
し
め
さ

　
　
れ
て

い

る
。
ま
た
、
藤
田
富
士
夫
「
日
本
海
文
化
の
国
際
性
」
『
日
本
の
古
代
』
第
2
巻

　
　
（
列
島
の
地
域
文
化
）
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
、
一
六
六
頁
、
に
は
、
つ
ぎ
の
よ

　
　
う
に
あ
っ
た
。
「
若
返
り
の
水
は
「
変
若
水
」
と
い
う
が
、
『
万
葉
集
』
原
文
で
は
「
越

　
　
水
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
越
と
い
っ
た
文
字
に
は
若
返
り
と
い
っ
た
神
仙
的
意
味
が
含

　
　
ま
れ
て
い
る
。
越
は
、
越
前
、
越
中
、
越
後
と
い
っ
た
国
名
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
巻

　
　
一
三
－
三
二
四
六
の
あ
と
に
つ
づ
い
て
、
越
（
高
志
）
の
ヌ
ナ
カ
ワ
ヒ
メ
を
題
材
と
し

　
　
た
歌
が

あ
る
。
そ
れ
も
長
寿
を
扱
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
は
一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

　
　
示

し
て
い
る
。
「
越
水
」
に
は
、
越
国
の
水
と
い
っ
た
意
味
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
は

　
　
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
鵜
の
瀬
の
若
狭
井
の
水
は
、
「
越
水
」
と
し

　
　
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
」
。
本
稿
で
は
論
述
し
な
い
が
、
「
越
」
と
い
う
こ

　
　
と
ぽ
を
十
全
に
把
握
す
る
た
め
に
も
、
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
う
。

（
2
4
）
　
た
と
え
ば
、
折
口
信
夫
「
批
が
國
へ
・
常
世
へ
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
、
中
央

　
　
公
論
社
、
一
九
五
五
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
の
論
考
に
は
「
異
郷
意
識
へ

　
　
の
起
伏
」
な
る
副
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
2
5
）
　
た
と
え
ば
、
萩
原
龍
夫
『
巫
女
と
仏
教
史
』
、
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
八
三
年
、
二
七

　
　
三
ー
二
七
八
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。
八
百
比
丘
尼
は
柳
田
国
男
に
と
っ
て
も
、
く
り

　
　
か
え
し
て
論
じ
る
価
値
の
あ
る
主
題
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
柳
田
国
男
「
東
北
文
学

　
　
の

研
究
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
七
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
三
六
七
ー
三

　
　
七
〇
頁
、
同
「
山
島
民
諦
集
⇔
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
十
七
巻
、
筑
摩
書
房
、

　
　

一
九
七
〇
年
、
二
三
〇
ー
二
四
三
頁
、
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
折
口
信
夫
が
少
な
か

　
　

ら
ず
論
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
よ
う
に
思

　
　
わ
れ

る
が
、
折
口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
（
第
四
稿
）
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
巻
、

　
　
中
央
公
論
社
、
一
九
五
四
年
、
　
一
九
五
頁
、
同
「
さ
へ
の
神
祭
り
を
中
心
に
」
『
折
口

　
　
信
夫
全
集
』
第
十
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
五
年
、
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。
と

　
　

こ
ろ
で
、
関
心
を
若
狭
の
八
百
比
丘
尼
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
白
角
堅
次
郎
「
若
狭
の

　
　
八
百
比
丘
尼
伝
説
に

つ
い

て
」
『
若
狭
』
第
十
一
号
、
若
狭
史
学
会
、
一
九
七
四
年
、
が

　
　
参
考
文
献
も
充
実
し
て
お
り
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
和
歌
森
太
郎
「
歴
史
の
中
の
若
狭

　
　
の

民
俗
」
『
若
狭
の
民
俗
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
、
六
ー
七
頁
、
に
も
「
「
若

　
　
狭
井
」
と
八
百
比
丘
尼
」
と
題
し
た
一
節
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。

（
2
6
）
　
『
日
本
書
紀
』
雄
略
天
皇
二
十
二
年
に
あ
る
浦
嶋
子
の
記
事
の
な
か
で
、
蓬
莱
山
と

　
　
書
い
て
「
と
こ
よ
の
く
に
」
と
読
ま
せ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。

（
2
7
）
　
折
口
信
夫
「
批
が
國
へ
・
堂
…
世
へ
」
、
　
一
〇
頁
。

（
2
8
）
　
柳
田
国
男
「
海
上
の
道
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
「
巻
、
筑
摩
書
房
、
　
一
九
六
八

　
　
年
、
参
照
。

（
2
9
）
　
永
江
秀
雄
「
伝
承
・
若
狭
の
水
と
京
と
の
つ
な
が
り
」
『
福
井
の
文
化
』
第
十
号
、

　
　
福
井
県
文
化
振
興
事
業
団
、
一
九
八
七
年
、
参
照
。

（
3
0
）
　
以
下
、
橋
本
裕
之
「
王
の
舞
の
修
辞
学
」
『
演
劇
学
』
第
二
九
号
、
早
稲
田
大
学
演

　
　
劇
学
会
、
一
九
八
八
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
1
）
　
錦
耕
三
「
王
の
舞
の
由
来
」
『
え
ち
ぜ
ん
わ
か
さ
』
第
3
号
、
福
井
民
俗
の
会
、
　
一

　
　
九
七
六
年
、
一
三
頁
。

（
3
2
）
　
水
原
滑
江
、
前
掲
書
、
一
四
四
頁
。

（
3
3
）
　
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
『
離
脱
の
寓
話
』
、
及
川
頽
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
　
一
九

　
　
八
五
年
、
に
は
、
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
散
布
さ
れ
て
い
る
。
と

　
　
り
わ
け
第
一
話
「
農
民
　
流
砂
の
中
国
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
4
）
　
柳
田
国
男
、
前
掲
書
、
一
〇
頁
。

（
3
5
）
　
た
と
え
ば
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
「
「
異
人
富
士
」
－
近
世
日
本
の
歴
史
図
像
学
へ
の
試

　
　
み
ー
」
『
地
誌
と
歴
史
』
第
4
3
号
、
東
京
印
書
館
セ
ン
タ
ー
、
　
一
九
九
〇
年
、
を
参
照

　
　
さ
れ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
5

（
3
6
）
　
橋
本
裕
之
、
前
掲
書
、
七
頁
、
参
照
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
地
で
も
こ
う
し
た
説
明
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が

お

こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
文
字
を
あ
や
つ
る
能
力
に
恵
ま
れ
た
伴

　

信
友
の
存
在
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
。
註
（
9
）
で
も
強
調
し
た
よ
う
に
、
や
は
り
民
俗
的

　

知
識

を
あ
つ
か
う
さ
い
に
は
、
文
字
的
知
識
の
流
通
を
視
野
に
お
さ
め
て
お
か
な
け
れ

　

ば

な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
事
態
は
民
俗
学
が
描
い
て
き
た
よ
う
な
単
純
な

　

も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

（
3
7
）
　
民
俗
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
他
界
に
か
ん
す
る
論
述
は
多
い
が
、
も
は
や
い
ま
さ
ら

　
　
で
も
あ
る
ま
い
。
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

（
3
8
）
　
橋
本
裕
之
「
王
の
舞
の
解
釈
学
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
3
1
集
、

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
一
ー
一
〇
二
頁
、
参
照
。

〈

付
記
V

　
　
本
稿
は
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
演
劇
専
攻
に
提
出
し
た
昭
和
六
十
一
年
度
修

　
士
論
文

に
お

け
る
補
論
の
一
部
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
作
成
し
た
も
の
で
あ

　
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
主
題
は
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
お
も
む
い
た
。
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館
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部
）



APIace　Where　Sacred　Water　Springs　Out

HAsHIMoTo　Hiroyuki

　　This　paper　is　in　fact　an　extension　of　my　previous　paper　which　discussed　Kasuga

Wakamiya　On－Matsuri（the　festival　of　Wakamiya）．　In　the　previous　paper，　the　view

was　obtained　that　the　performing　art　played　in　the　festival　space　of　On－Matsuri　might

be　conceived　as　a　representation　of　Kasuga　as　the　other　world．　Consequently，　the

following　question　arises：even　if　the　performing　art　represents　Kasuga　as　the　other

world，　was　there　not　the　next，　indefinable，　other　world，　slipping　in？

　　Accordingly，　this　paper　sets　a　wider　spatial　view　to　give　attention　to　Wasaka，　which

was　regarded　as　the　next　other　world　from　Nara．　Specifically，　by　paying　attention　to

the　folk　backgro凹d　of　the　Omizutori（water　drawing）ceremony　carried　out　at　the

Shunie　of　the　Todaトji　Temple，　and　to　the　legend　of　Yao－Bikuni，　this　paper　makes

clear　the　circumstances　under　which　Wasaka　was　regarded　as　a　place　where　sacred

water　sprang　out，　or　a　land　of　perennial　youth　and　immortality．

　　It　is　needless　to　say　that　such　a　concept　seems　to　be　a　product　of　the　historical

memory　which　accumulated　in　Wasaka．　This　paper　attempts，　without　resorting　to

historical　explanation，　to　clarify　the　Iocation　of　the　other　world　represented　in　the

performing　art　by　examining　Oh－no－Mai（King’s　Dance）handed　down　in　Wakasa．

However，　the　other　world　represented　by　Oh－no・Mai　not　only　leads　to　the“Marine

Route”，　but　also　reverses　its　course　to　Nara　and　Kyoto．　The　other　world　which　appears

in　thus　complicated　composition　is　none　other　than　nonexistant　space　produced　from

the　relationship　of“seeing／being　seen”．　Therefore，　it　is　read　into　the　performing　art

which　also　arises　from　the　relationship　of“seeing／being　seen”．

　　Then，　where　should　the　performing　art　as　violence，　which　cannot　be　explained　by

the　concept　of　the　other　world，　be　positioned？The　next　indefinable　other　world

this　may　be　a“place　where　sacred　water　springs　out”，　which　is　not　restricted　to　a

space　under　the　name　of　Wakasa．　But　nobody　has　yet　found　a　word　to　describe　such　a

space’
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