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歌
舞
伎
は
出
雲
大
社
の
神
子
と
称
す
る
お
国
と
い
う
女
性
が
、
出
雲
大
社

本
殿
修
復
の
た
め
の
勧
進
と
し
て
京
の
北
野
神
社
境
内
や
五
条
河
原
で
踊
っ

た
「
か
ぶ
き
踊
」
が
は
じ
め
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
お
国
に
よ
る
か
ぶ
き
踊

は
歌
舞
伎
と
い
う
男
性
芸
能
が
男
装
し
た
女
性
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
と
い
う

歌
舞
伎
の
発
生
史
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
「
風
流
踊
」
の
流
行
や
女
性
を
主
と
す
る

芸
能
の
影
響
が
あ
る
。

　

お
国
の
か
ぶ
き
踊
は
風
流
踊
や
幼
い
少
女
た
ち
に
よ
る
「
や
や
こ
踊
」
の

流
行
、
そ
し
て
町
々
に
横
行
す
る
か
ぶ
き
者
な
ど
と
い
っ
た
当
時
流
行
し
て

い
た
芸
能
や
風
俗
を
様
々
な
形
で
取
り
込
ん
だ
芸
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

内
容
は
先
行
す
る
種
々
の
芸
能
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
と
は

明
ら
か
に
違
う
性
格
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

身
体
表
現
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
日
本
の
芸
能
は
「
舞
」
と
「
踊
り
」
に
大

別
出
来
る
と
考
え
ら
れ
、
か
ぶ
き
踊
以
前
の
芸
能
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
多
く

は
田
楽
踊
や
踊
念
仏
な
ど
の
一
部
を
除
き
舞
の
系
譜
に
属
し
、
そ
の
本
質
的

性
格
も
共
通
す
る
所
が
多
い
。
し
か
し
か
ぶ
き
踊
は
こ
う
し
た
舞
の
系
譜
と

は
異
な
る
踊
り
の
系
譜
に
属
し
、
そ
の
本
質
も
舞
と
は
異
な
り
、
そ
の
意
味

で
非
常
に
新
し
い
芸
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
舞
と
踊
り
の
本
質
的
性
格
に
つ
い
て
の
考
察
を
ふ
ま
え
た
上

で
、
お
国
の
か
ぶ
き
踊
の
源
流
で
あ
る
風
流
踊
と
、
直
接
的
母
胎
と
な
っ
た

や
や
こ
踊
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
な
ぜ
異
性
装
に
よ
る

か
ぶ
き
踊
を
産
み
出
す
土
壌
と
な
り
得
た
の
か
、
ま
た
そ
こ
か
ら
か
ぶ
き
踊

の
虚
構
性
に
つ
い
て
も
論
究
す
る
。

一

　

舞
の
本
質
的
性
格
に
つ
い
て
山
路
興
造
氏
は
柳
田
國
男注
注

、
折
口
信
夫注
注

、
郡

司
正
勝
氏注
注

の
論
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
舞
の
動
き
の
原
動
力
は
演
者
自
身
に

は
な
く
他
者
に
あ
る
と
し
、
そ
の
芸
態
も
踊
り
は
自
ら
が
囃
す
の
に
対
し
、

か
ぶ
き
踊
の
源
流
と
そ
の
虚
構
性

橋　

立　

亜
矢
子



−130−

舞
で
は
囃
子
方
を
必
要
と
す
る
と
い
う
一
点
に
集
約
し
て
考
え
る
こ
と
が
出

来
る
と
定
義
す
る注
注

。

　

ま
た
鈴
木
英
一
氏
は
舞
が
「
神
、
及
び
神
憑
き
の
人
の
す
る
こ
と
」
で
あ

る
と
す
る
折
口
の
論
を
ふ
ま
え
、
神
を
迎
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘

し
、
回
転
に
よ
る
興
奮
が
神
を
呼
び
込
む
状
態
を
ひ
き
お
こ
す
と
指
摘
す

る
。
そ
し
て
人
間
が
旋
回
す
る
理
由
を
、
神
を
招
く
た
め
の
興
奮
状
態
と
す

る
と
、
何
か
に
憑
か
れ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
広
げ
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
を

「
狂
う
」
と
言
っ
て
も
よ
い
と
い
う
。
こ
の
「
狂
う
」
と
い
う
あ
る
一
線
を

越
え
た
精
神
状
態
が
舞
の
目
的
で
あ
り
、
到
達
点
で
あ
り
、
ま
た
舞
う
た
め

の
条
件
で
も
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
観
客
の
有
無
に
つ
い
て
も
、
舞
は
当

初
か
ら
、
観
客
の
存
在
を
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
対
象
は
神
で
あ
り
、
ま
た

力
の
優
位
な
者
、
政
を
す
る
為
政
者
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
い
う注
注

。

　

そ
し
て
山
路
氏
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
本
質
的
性
格
を
有
す
る
舞
の
系
譜
に

は
、
被
征
服
者
か
ら
征
服
者
へ
の
貢
物
と
し
て
舞
わ
れ
た
服
従
の
舞
、
完
成

さ
れ
た
舞
楽
の
渡
来
の
影
響
を
受
け
て
儀
式
化
さ
れ
た
外
来
舞
、
当
時
の
流

行
歌
謡
で
あ
る
今
様
や
寺
社
の
縁
起
な
ど
を
う
た
っ
て
舞
う
遊
女
た
ち
の
白

拍
子
舞
、
延
年
の
稚
児
舞
、
曲
舞
、
幸
若
舞
、
猿
楽
能
な
ど
が
あ
る
。
そ
し

て
巫
女
舞
な
ど
一
連
の
信
仰
に
発
す
る
芸
能
の
歴
史
も
舞
の
系
譜
に
属
す
る

と
い
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
舞
に
は
宗
教
・
信
仰
と
結
び
つ
い
た
芸
能
や
貴
族
的

な
芸
能
、
そ
し
て
何
よ
り
「
貢
献
芸
能注
注

」
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
と
言
え

る
。
そ
し
て
舞
う
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
は
巫
覡
や
芸
能
者
な
ど
の
限
ら
れ
た

者
で
あ
り
、
そ
の
目
的
に
は
神
仏
、
現
実
に
は
時
の
権
力
者
に
捧
げ
る
と
い

う
も
の
が
あ
っ
た
。
旋
回
運
動
を
主
と
す
る
舞
は
自
ら
の
心
を
原
動
力
と
す

る
の
で
は
な
く
、
常
に
見
る
も
の
を
意
識
し
、
見
る
も
の
の
為
に
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
他
者
に
捧
げ
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

点
が
舞
の
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
踊
り
は
庶
民
の
間
の
自
由
な
感
情
表
出
の
方
法
と
し
て
行

わ
れ
て
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
鈴
木
氏
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
持
つ
歓
喜
の
表

現
や
呪
術
的
意
味
を
持
つ
群
躍
は
古
代
に
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
庶
民
の

側
の
自
由
な
表
現
形
態
で
あ
る
踊
り
が
芸
能
と
し
て
確
立
す
る
の
は
歴
史
的

に
舞
よ
り
も
遅
く
、
平
安
時
代
の
田
楽
踊
が
そ
の
は
じ
め
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
単
な
る
跳
躍
行
為
が
芸
能
と
し
て
認
識
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と

と
し
て
、
跳
躍
行
動
の
反
復
を
挙
げ
て
い
る
。
舞
で
も
旋
回
を
続
け
る
と
い

う
こ
と
が
重
要
だ
が
、
踊
り
も
跳
躍
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
恍
惚
状
態

を
引
き
起
こ
す
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

こ
の
踊
り
の
動
作
で
あ
る
跳
躍
運
動
と
い
う
の
は
舞
の
動
き
と
は
異
な

り
、
足
の
動
き
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
鈴
木
氏
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る

が
、
舞
は
上
半
身
、
特
に
手
を
多
用
す
る
の
に
対
し
、
踊
り
は
下
半
身
、
特

に
足
を
多
用
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
使
う
体
の
部
位
が
異
な
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る
。
確
か
に
舞
は
旋
回
運
動
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
足
の
動
き
も
使
用
す
る

が
、
そ
れ
は
決
し
て
地
面
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
舞
の
所
作
の

中
に
は
「
踏
む
」、「
踏
み
鎮
め
る
」
と
い
う
足
の
動
き
も
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
踊
り
の
よ
う
に
飛
び
跳
ね
る
跳
躍
運
動
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。

　

山
口
昌
男
氏
は
上
半
身
が
身
体
の
な
か
の
「
文
化
」
を
担
っ
て
い
る
と
す

る
と
、
下
半
身
は
身
体
の
な
か
の
「
自
然
」
を
担
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
足
は
顔
や
手
の
よ
う
に
細
か
い
文
節
化
が
進
ん
で
い
な
い
た
め
に
か

え
っ
て
、
身
体
の
他
の
部
分
を
表
現
に
捲
き
込
む
力
を
持
ち
、
よ
り
深
い
感

性
を
表
出
す
る
媒
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う注
注

。

　

こ
う
し
た
山
口
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
足
と
い
う
の
は
人
体
の
中
で

も
非
理
性
的
な
部
分
で
あ
り
、
こ
の
足
の
動
き
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
リ
ズ
ム

は
そ
の
ま
ま
上
半
身
へ
と
伝
わ
り
や
が
て
は
体
全
体
も
捲
き
込
む
力
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
足
は
人
間
の
動
き
の
原
動
力
と
な
っ
て
い

る
。
大
地
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
摂
取
し
な
く
て
も
、
自
分
自
身
の
体
内
か

ら
そ
れ
に
か
わ
る
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
湧
出
し
て
く
る
。
こ
れ
が
踊
り
の

持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
跳
躍
運
動
に
は
足
の
露
出
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き

点
で
あ
る
。
日
本
の
装
束
で
は
足
は
隠
さ
れ
て
お
り
、
足
の
露
出
は
子
供
や

水
干
姿
の
稚
児
な
ど
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
足
の
露
出
を
許
さ

れ
て
い
る
の
は
、
子
供
や
稚
児
な
ど
で
あ
り
、
社
会
的
な
役
割
を
付
与
さ
れ

て
い
な
い
者
た
ち
で
あ
る
。
隠
さ
れ
て
い
た
足
を
さ
ら
け
出
す
と
い
う
行

為
の
意
味
す
る
も
の
は
社
会
的
役
割
や
身
分
か
ら
の
解
放
と
考
え
ら
れ
る
。

「
踊
る
」
と
い
う
行
為
に
人
体
の
中
で
も
自
然
の
象
徴
と
さ
れ
る
足
の
露
出

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
踊
り
の
本
質
的
性
格
に
は
こ
う
し
た
社
会

的
役
割
身
分
か
ら
の
解
放
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
踊
り
は
舞
の
よ
う
に
巫
覡
や
芸
能
者
と
い
っ
た
限
ら
れ

た
者
で
は
な
く
、
特
別
な
才
能
や
芸
を
持
た
な
い
一
般
庶
民
の
自
由
な
感
情

表
出
の
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
踊
り
の
動
作
は
跳
躍
運
動
を
主
と
し
、
そ

の
跳
躍
の
繰
り
返
し
に
よ
り
、
踊
り
は
芸
能
化
し
た
と
さ
れ
る
。
人
々
を
跳

躍
へ
と
動
か
す
原
動
力
と
な
る
の
は
自
ら
の
意
思
で
あ
り
、
舞
と
は
異
な
る

こ
と
も
踊
り
の
特
徴
と
言
え
る
。
そ
し
て
踊
り
の
本
質
に
は
足
の
象
徴
的
意

味
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
社
会
的
役
割
か
ら
の
解
放
が
あ
り
、
大
地
か
ら

飛
び
跳
ね
る
と
い
う
行
為
に
は
人
間
の
肉
体
か
ら
の
解
放
を
も
含
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

二

　

お
国
の
か
ぶ
き
踊
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
が
、

そ
の
一
つ
と
し
て
「
風
流
（
ふ
り
ゅ
う
）」
と
そ
の
前
身
と
も
言
え
る
踊
念

仏
が
挙
げ
ら
れ
る
。
郡
司
正
勝
氏
は
歌
舞
伎
成
立
の
直
接
の
母
胎
に
は
「
風

流
踊
」
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
指
摘
し
、
歌
舞
伎
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
は
、
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庶
民
の
生
活
と
と
も
に
育
ま
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
で
あ
る
と
指
摘
す
る注
注

。

　

中
世
の
末
期
に
お
け
る
風
流
踊
の
代
表
的
な
も
の
は
、
中
央
に
花
を
飾
っ

た
風
流
傘
や
、
人
形
な
ど
の
造
り
も
の
を
載
せ
た
巨
大
な
風
流
傘
を
立
て
、

そ
の
ま
わ
り
に
華
や
か
な
揃
い
の
衣
装
を
着
て
手
に
は
扇
や
団
扇
な
ど
を

持
っ
た
人
々
が
輪
に
な
っ
て
振
り
を
揃
え
て
熱
狂
的
に
踊
り
狂
う
も
の
で

あ
っ
た注
注

。
こ
の
風
流
踊
は
最
初
町
々
で
流
行
し
て
い
た
が
、
し
だ
い
に
武
家

や
公
家
、
僧
侶
な
ど
を
巻
き
込
み
、
文
字
通
り
貴
賎
が
あ
い
交
じ
っ
て
興

じ
、
全
国
的
な
流
行
を
見
せ
た
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
「
風
流
」
と
い
う
言
葉
は
、
服
部
幸
雄
氏
に
よ
れ
ば
「
風

雅
な
趣
」「
み
や
び
や
か
」
の
意
に
発
し
た
言
葉
で
あ
り
、
発
音
も
「
フ
ウ

リ
ュ
ウ
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
平
安
時
代
も
中
期
以
後
に
な
る
と
自

然
の
美
し
さ
に
人
工
の
巧
み
を
結
合
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
生
ず
る
美
を
愛
で
る

評
語
と
な
り
、
さ
ら
に
十
一
世
紀
以
降
に
は
、
華
麗
な
装
束
や
祭
礼
・
法

会
・
歌
合
せ
な
ど
、
ハ
レ
の
時
と
場
に
行
わ
れ
る
華
麗
か
つ
非
凡
な
趣
向
を

凝
ら
し
た
造
り
物
の
意
と
な
り
、
発
音
も
「
フ
リ
ュ
ウ
」
と
縮
め
て
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
中
世
に
な
る
と
趣
向
を
凝
ら
し
た
造
り
物
を

引
き
出
す
ば
か
り
で
な
く
、
造
り
物
を
中
心
に
し
て
華
や
か
な
装
飾
や
衣
装

を
身
に
つ
け
る
な
ど
異
形
に
仮
装
し
た
人
た
ち
が
囃
子
物
を
奏
し
な
が
ら
行

列
し
、
あ
る
い
は
踊
り
に
興
ず
る
現
象
を
指
す
用
語
と
な
っ
た
。
そ
し
て
造

り
物
そ
の
も
の
よ
り
も
芸
能
の
面
が
拡
大
し
て
認
識
さ
れ
、
や
が
て
「
風

流
」
は
「
風
流
踊
」
と
い
う
芸
能
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
服
部
氏
は
こ
の
風
流
踊
と
は
戦
国
乱
世
の
中
で
非
業
の
死
を
と
げ
た

数
多
い
霊
の
鎮
撫
の
ま
つ
り
で
あ
る
御
霊
会
に
伴
う
芸
能
で
あ
っ
た
と
指
摘

す
る
。
こ
の
御
霊
会
の
本
義
と
は
自
分
た
ち
が
一
緒
に
な
っ
て
踊
り
狂
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
神
様
を
慰
め
、
死
者
の
怒
り
を
な
だ
め
て
、
天
災
や
流
行
病

を
排
除
し
て
日
々
の
幸
せ
を
守
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
祈
る
と
い
う
も
の
で
、

そ
の
御
霊
会
に
伴
う
芸
能
と
し
て
風
流
踊
が
流
行
し
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、

た
ま
た
ま
精
神
的
な
解
放
と
町
衆
の
経
済
力
を
背
景
に
し
た
た
め
、
造
り
物

な
ど
に
華
や
か
な
風
流
性
を
備
え
、
一
方
で
時
宗
の
踊
念
仏
が
培
っ
て
き
た

忘
我
恍
惚
の
激
し
い
リ
ズ
ム
を
取
り
入
れ
、
中
世
的
で
深
刻
な
宗
教
性
と
近

世
的
な
享
楽
性
・
娯
楽
性
・
遊
興
性
と
を
合
体
さ
せ
混
淆
さ
せ
た
特
殊
な
性

格
を
持
つ
に
至
る
と
い
う注注注
。

　

五
来
重
氏
に
よ
れ
ば
空
也
上
人
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
踊
念
仏

は
、
そ
も
そ
も
鎮
魂
呪
術
に
起
源
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
精
神
的
基
盤
は
平
安

時
代
の
御
霊
会
や
大
田
楽
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
民
衆
の
集
団
的
興
奮
の
表
出

に
あ
る
と
い
う注注注
。
五
来
氏
は
空
也
を
踊
念
仏
の
創
始
者
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
十
三
世
紀
末
の
文
献
で
あ
る
『
一
遍
聖
絵
』（
巻
四
）
に
し
か
み
え
な

い
と
い
う
こ
と
で
疑
問
視
す
る
説
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
空
也
寂
後

十
二
、
三
年
（
九
八
五
年
頃
）
に
で
き
た
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
の
空
也
伝

の
記
述
や
三
善
為
康
の
『
拾
遺
往
生
伝
』（
巻
上
）
の
記
述
か
ら
空
也
の
頃
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に
踊
念
仏
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
指
摘
す
る
。
し
か
し

『
日
本
往
生
極
楽
記
』
の
空
也
伝
に
み
え
る
「
念
仏
三
昧
」
と
い
う
の
を
五

来
氏
は
「
行
道
し
な
が
ら
念
仏
に
節
を
つ
け
て
う
た
う
こ
と
で
あ
り
、
一
種

の
踊
念
仏
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
（『
念
仏
芸
能
の
系
譜
』
八
四

頁
）、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
行
道
4

4

念
仏
で
あ
り
、
踊4

念
仏
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

　

三
隅
治
雄
氏
は
一
遍
の
踊
念
仏
を
評
し
た
歌
人
藤
原
有
房
の
『
野
守
鏡
』

に
「
念
仏
儀
を
あ
や
ま
り
て
踊
躍
歓
喜
と
い
ふ
は
、
を
ど
る
べ
き
心
と
な
り

と
て
、
頭
を
ふ
り
足
を
あ
げ
て
を
ど
る
を
も
て
、
念
仏
の
行
儀
と
し
つ
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
踊
念
仏
と
い
う
も
の
が
非
常
に
激
し
い
踊
り
で
あ
っ
た

と
指
摘
す
る注注注
。
こ
う
し
た
三
隅
氏
の
指
摘
と
併
せ
て
考
え
て
も
空
也
を
踊
念

仏
の
祖
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
た
だ
し
、
こ
の
空
也
に
よ
る

行
道
念
仏
が
鎌
倉
時
代
の
一
遍
に
よ
る
踊
念
仏
の
源
流
と
な
っ
て
い
る
の
は

『
一
遍
聖
絵
』（
巻
四
）
の
記
述
に
よ
る
限
り
疑
い
な
い
。

　

踊
念
仏
と
は
一
遍
の
詠
ん
だ
「
は
ね
ば
は
ね
よ　

を
ど
ら
ば
を
ど
れ　

は

る
こ
ま
の　

の
り
の
み
ち
を
ば　

し
る
ひ
と
ぞ
し
る
」
と
い
う
歌
や
『
一
遍

上
人
絵
伝
』
巻
十
に
み
え
る
裸
足
で
踊
り
跳
ね
る
僧
侶
た
ち
の
姿
か
ら
も
、

「
行
道
」
と
は
異
な
る
形
態
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
遍
に
よ

る
踊
念
仏
は
空
也
に
よ
る
行
道
念
仏
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ

に
跳
躍
を
加
え
る
こ
と
で
よ
り
強
い
仏
と
の
一
体
感
と
高
揚
感
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る注注注
。

　

鈴
木
氏
は
こ
の
踊
念
仏
に
つ
い
て
、
念
仏
を
唱
え
、
踊
る
こ
と
で
極
楽
浄

土
に
導
か
れ
よ
う
と
い
う
考
え
で
あ
る
が
、
芸
能
論
的
に
み
る
と
、
む
し
ろ

信
者
が
意
識
を
忘
却
さ
せ
恍
惚
と
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

元
々
宗
教
に
は
音
楽
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
快
感
を
、
教
義
の
理

解
に
用
い
る
仕
組
み
が
あ
り
、
リ
ズ
ム
を
刻
む
打
楽
器
に
合
わ
せ
、
繰
り
返

し
歌
い
跳
躍
す
る
こ
と
が
往
生
へ
の
道
と
理
解
さ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
鈴
木
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
数
十
人
の
僧
侶
た
ち
が
鉢
や

サ
サ
ラ
を
叩
き
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
、
そ
し
て
裸
足
の
ま
ま
自
由
に
飛
び
跳

ね
る
と
い
う
の
が
一
遍
の
踊
念
仏
で
あ
り
、
そ
う
し
て
踊
る
中
で
僧
侶
た
ち

は
恍
惚
状
態
と
な
り
、
仏
と
一
体
と
な
る
感
覚
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
と
い

え
る
。
一
遍
が
「
と
な
ふ
れ
ば　

仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り　

南
無
阿
弥
陀

仏　

な
む
あ
み
だ
仏
」（『
一
遍
上
人
語
録注注注
』）
と
言
う
よ
う
に
、
踊
念
仏
に

は
踊
る
者
の
自
我
を
喪
失
さ
せ
、
仏
と
の
境
界
を
無
く
し
て
し
ま
う
力
が
あ

り
、
こ
れ
は
踊
り
の
反
復
行
為
が
呼
び
込
む
恍
惚
状
態
を
宗
教
の
中
に
取
り

込
ん
だ
も
の
と
い
え
る
。

　

宗
教
的
修
行
に
始
ま
っ
た
念
仏
踊
ま
た
は
踊
念
仏
で
あ
っ
た
が
、
郡
司
氏

に
よ
れ
ば
一
四
三
一
年
（
永
享
三
年
）
の
頃
に
は
、「
今
夜
即
成
院
念
仏
躍

見
物
。
女
中
男
共
相
伴
、
異
形
風
流
有
其
興
」（『
看
聞
御
記
』）
と
あ
る
よ

う
に
、
念
仏
踊
は
見
る
も
の
と
し
て
展
開
し
、
風
流
化
し
て
行
わ
れ
て
い
た
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と
い
う
。
そ
し
て
豊
国
神
社
臨
時
祭
の
風
流
踊
も
、「
平
等
大
会
と
打
ち
鳴

ら
し
、
飛
つ
馺
つ
躍
上
り
飛
上
り
拍
子
を
合
、
乱
拍
子
上
求
菩
提
と
踏
み
鳴

ら
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
は
念
仏
踊
の
一
種
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て

か
ぶ
き
の
始
祖
と
な
っ
た
お
国
の
念
仏
踊
は
、
こ
う
い
っ
た
享
楽
的
な
念
仏

踊
の
系
譜
を
背
景
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
（『
か
ぶ
き
論

叢
』
五
九
五
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
お
国
の
か
ぶ
き
踊
は
踊
念
仏
と
、
そ
れ
を
風
流
化
し
た
念

仏
踊
、
そ
し
て
風
流
踊
と
い
う
踊
り
の
系
譜
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
念

仏
を
唱
え
な
が
ら
踊
る
こ
と
で
仏
と
の
一
体
感
を
得
る
と
い
う
宗
教
色
の
強

か
っ
た
踊
念
仏
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
娯
楽
性
を
強
く
し
た
念
仏
踊
へ
と
展

開
し
て
い
く
。
さ
ら
に
風
流
踊
で
は
人
々
が
仮
装
と
も
言
え
る
よ
う
な
華
や

か
な
装
い
を
す
る
と
い
う
要
素
が
加
わ
り
、
熱
狂
的
に
踊
り
狂
う
と
い
う
行

為
は
自
己
の
解
放
へ
と
つ
な
が
る
。
し
か
も
人
々
が
輪
に
な
っ
て
振
り
を
揃

え
て
踊
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
空
間
は
非
日
常
的
空
間
と
な
り
、
そ
こ
に
は
身

分
や
貴
賎
と
い
う
も
の
は
介
入
し
な
い
。
こ
う
し
た
社
会
的
身
分
や
役
割
を

逸
脱
し
た
空
間
は
後
に
悪
場
所
と
し
て
隔
離
さ
れ
た
芝
居
小
屋
や
遊
廓
が
担

う
こ
と
に
な
る
が
、
風
流
踊
は
人
々
が
自
ら
踊
る
こ
と
に
よ
り
そ
う
し
た
空

間
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
人
々
が
踊
り
狂
う
こ
と
で
死
者
の
霊
は
鎮
め
ら
れ
、
神
は
慰
め
ら

れ
る
と
い
う
思
考
は
舞
の
系
譜
に
あ
る
芸
能
と
は
異
な
る
。
祈
り
や
芸
能
を

捧
げ
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
振
り
で
輪
に
な
っ
て
踊
る
こ
と
で
ひ
と
時
の
享

楽
に
酔
い
痴
れ
る
と
い
う
そ
の
感
覚
の
中
で
こ
そ
神
や
死
者
が
慰
め
ら
れ

る
。
こ
れ
は
踊
る
こ
と
に
よ
り
神
や
怨
霊
と
い
う
祀
ら
れ
る
側
が
祀
る
側
と

同
等
と
な
る
の
で
あ
り
、
近
世
的
な
亡
霊
済
度
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て

こ
れ
に
娯
楽
や
遊
興
性
と
い
う
要
素
の
結
び
つ
い
た
も
の
が
風
流
踊
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
神
仏
に
奉
納
す
る
も
の
で
も
一
部
の
特
権
階
級
を
慰
め
る
た

め
の
も
の
で
も
な
い
、
庶
民
大
衆
が
参
加
し
楽
し
む
た
め
の
芸
能
、
娯
楽
と

し
て
の
芸
能
が
風
流
踊
で
あ
り
、
こ
う
し
た
風
流
踊
に
み
ら
れ
る
娯
楽
性
や

享
楽
性
、
遊
興
性
と
結
び
つ
い
た
近
世
的
な
宗
教
観
を
引
き
継
い
だ
の
が
か

ぶ
き
踊
で
あ
っ
た
。

三

　

以
上
の
他
に
風
流
踊
と
と
も
に
か
ぶ
き
踊
の
源
流
に
あ
る
も
の
と
し
て
女

性
芸
能
の
流
行
と
、
そ
れ
に
続
く
や
や
こ
踊
が
挙
げ
ら
れ
る
。
服
部
氏
に
よ

れ
ば
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
ほ
ん
の
短
い
期
間
に
あ
ら
わ

れ
る
特
徴
的
な
現
象
の
一
つ
に
女
性
芸
能
者
の
活
躍
が
あ
り
、
女
歌
舞
伎
と

い
う
芸
能
の
源
流
に
も
な
っ
た
と
い
う
。
中
世
以
前
の
日
本
の
芸
能
は
男
性

の
演
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
が
主
流
で
、
巫
女
や
白
拍
子
は
別
に
し
て

猿
楽
や
曲
舞
な
ど
は
い
ず
れ
も
男
性
を
中
心
に
し
て
演
じ
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
中
世
後
期
か
ら
末
期
の
間
に
専
業
の
男
性
芸
能
集
団
と
は
別
に
、
男
性
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に
よ
る
先
行
芸
能
を
模
倣
す
る
様
式
の
女
猿
楽
や
女
曲
舞
と
い
う
芸
能
が
お

こ
り
、
美
し
い
女
性
を
中
心
に
し
て
男
性
が
助
演
お
よ
び
囃
子
を
担
当
す
る

男
女
混
成
の
芸
能
集
団
に
よ
る
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
指
摘

す
る
。

　

ま
た
後
藤
紀
彦
氏
は
こ
う
し
た
女
性
芸
能
者
が
人
々
の
間
で
持
て
囃
さ
れ

た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
女
性
が
面
を
着
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
女
性
が
舞
台
に
上
が
っ
た
こ
と
と
、
仮
面
を

捨
て
た
と
い
う
こ
と
は
日
本
の
芸
能
史
上
ま
っ
た
く
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た

と
指
摘
す
る注注注
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
中
世
に
は
男
性
の
芸
能
を
模
倣
す
る
形
で

は
あ
る
が
多
く
の
女
性
芸
能
者
の
活
躍
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
客
の
興
味
は

美
貌
の
若
い
女
性
が
顔
を
隠
す
こ
と
な
く
美
し
く
巧
み
に
舞
う
姿
で
あ
り
、

そ
の
視
線
に
は
多
分
に
好
色
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
女
性
芸
能
の
流
行
を
背
景
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
能
や
曲

舞
と
い
う
「
舞
」
で
は
な
く
振
り
を
揃
え
て
明
る
く
華
や
か
に
踊
る
「
踊
」

を
見
せ
る
舞
台
芸
能
が
登
場
し
、
そ
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
が
少
女
た
ち
に

よ
る
や
や
こ
踊
で
あ
っ
た
。

　

服
部
氏
、
小
笠
原
恭
子
氏
な
ど
に
よ
れ
ば
や
や
こ
踊
と
い
う
名
称
が
初
め

て
文
献
に
現
れ
る
の
は
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
正
九
年
（
一
五
八
一
年
）
九

月
九
日
の
条
で
あ
る
。

け
ん
大
納
言
。
中
山
中
納
言
申
さ
た
に
て
。
し
ゝ
ま
は
せ
ら
る
ゝ
。

し
ゝ
て
ん
に
て
御
ら
ん
せ
ら
る
ゝ
。
た
い
の
物
色
〳
〵
。
御
た
る
ま
い

る
。
や
ゝ
こ
お
と
り
。
む
ら
井
よ
り
し
ゝ
よ
り
さ
き
に
と
申
て
。
お
と

り
ふ
た
り
に
御
あ
ふ
き
た
ふ
。
し
ゝ
に
は
御
た
ち
た
ふ注注注
。

　

九
月
九
日
の
節
句
の
日
、
宮
中
の
酒
宴
の
余
興
と
し
て
や
や
こ
踊
と
獅
子

舞
が
参
上
し
て
紫
宸
殿
の
前
の
庭
で
芸
を
披
露
し
、
二
人
の
踊
り
手
は
扇
が

与
え
ら
れ
た
。
服
部
氏
は
、
こ
の
日
記
が
は
じ
め
て
「
や
ゝ
こ
お
と
り
」
の

名
を
筆
録
し
た
の
は
、
こ
の
名
称
の
芸
能
の
誕
生
が
こ
の
時
点
を
さ
ほ
ど
遡

ら
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
と
い
う
。
ま
た
小
笠
原
氏
は
、
こ
の
天

正
九
年
の
記
録
以
外
に
「
や
ゝ
こ
お
と
り
」
と
い
う
芸
能
を
知
る
手
が
か
り

が
な
い
と
し
た
場
合
、
こ
の
踊
を
演
じ
た
の
は
「
二
人
」
で
あ
り
前
日
か
ら

準
備
さ
れ
て
い
た
獅
子
舞
よ
り
「
先
」
に
演
じ
た
こ
と
か
ら
い
わ
ば
前
座
的

な
軽
い
芸
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
獅
子
舞
に
は
太
刀
を
下
賜
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
扇
を
賜
っ
て
い
る
の
で
、
女
の
芸
人
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人
の
踊
り
手
が
成
人
で
は
な
い
こ
と

は
、
芸
能
の
名
称
か
ら
も
当
然
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
指
摘
す
る注注注
。

　

こ
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
つ
づ
く
記
録
と
し
て
は
翌
年
天
正
十
年

（
一
五
八
二
年
）
五
月
十
八
日
の
春
日
若
宮
で
の
興
行
を
書
き
と
め
た
多
聞

院
英
俊
の
日
記
が
あ
る
。
日
記
に
は
、

於
若
宮
拝
屋
、
加
賀
国
八
才
十
一
才
の
童
、
ヤ
ゝ
コ
ヲ
ト
リ
ト
云
法
楽
在
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之
、
カ
ゝ
ヲ
ト
リ
ト
モ
云
、
一
段
イ
タ
ヰ
ケ
ニ
面
白
々
々
、
各
群
集
了注注注

と
あ
る
が
、
こ
の
記
録
の
読
み
方
に
関
し
て
は
小
笠
原
氏
な
ど
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に注注注
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
こ
の
「
国
」
と
い
う
の
は
加

賀
国
の
国
で
人
名
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
こ
れ
が
人
名
で
あ
っ
た

と
し
て
も
後
に
か
ぶ
き
踊
を
は
じ
め
た
出
雲
の
お
国
と
同
一
人
物
か
ど
う
か

問
題
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
奈
良
に
現
わ
れ
た
座
と
、
前
年
禁
中
に
参
入
し

た
も
の
と
が
同
じ
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
踊
り
手
は
こ
の
二
人
だ
け
で

あ
っ
た
の
か
な
ど
確
証
は
得
ら
れ
な
い
も
の
の
、
奈
良
に
現
わ
れ
た
一
座
は

加
賀
出
身
と
名
の
る
八
歳
と
十
一
歳
の
子
ど
も
を
中
心
に
し
て
お
り
、
そ
う

し
た
幼
い
童
女
の
踊
る
姿
が
「
イ
タ
ヰ
ケ
ニ
面
白
」
く
感
じ
ら
れ
、
人
々
の

目
を
惹
い
た
こ
と
が
こ
の
資
料
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
。

　
「
や
や
こ
」
と
は
一
般
的
に
は
幼
児
や
赤
子
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
が
、

こ
の
天
正
十
年
の
記
事
を
見
る
限
り
踊
り
手
は
十
歳
前
後
の
少
女
で
あ
り
、

や
や
こ
踊
と
は
や
や
こ
の
よ
う
な
幼
気
な
姿
と
踊
り
に
よ
り
命
名
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
や
や
こ
踊
は
、
そ
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
「
舞
」
で
は

な
く
、
二
、
三
人
の
十
歳
前
後
の
少
女
に
よ
る
踊
り
で
、
い
た
い
け
な
清
新

さ
が
売
り
で
あ
っ
た
。
少
女
と
し
て
の
愛
ら
し
い
容
姿
が
好
ま
れ
た
言
わ
ば

稚
児
芸
能
で
あ
り
、
好
色
性
を
売
り
に
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え

る
。

　

こ
の
や
や
こ
踊
と
い
う
芸
能
は
そ
れ
ま
で
の
女
猿
楽
や
曲
舞
な
ど
の
女
性

を
主
体
と
し
た
芸
能
集
団
の
盛
り
上
が
り
を
受
け
な
が
ら
も
そ
れ
ら
と
は
異

な
る
流
れ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
や
や
こ
踊
は
や
や
こ
と
呼
ぶ

に
相
応
し
い
年
齢
の
少
女
た
ち
が
初
々
し
く
そ
し
て
可
憐
に
舞
う
姿
が
魅
力

の
芸
能
で
あ
り
、
女
性
芸
能
と
い
う
よ
り
も
稚
児
芸
能
の
一
種
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
少
女
と
い
う
年
齢
の
持
つ
愛
ら
し
さ
や
美
し
さ
を
見
せ
る
芸
能
で
は

あ
る
が
、
色
を
売
る
為
の
好
色
性
を
売
り
に
し
た
芸
能
で
は
な
い
と
い
う
意

味
で
は
、
他
の
女
性
芸
能
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て

こ
の
好
色
性
を
売
り
に
し
な
い
芸
能
で
あ
る
や
や
こ
踊
は
女
の
美
し
さ
と
は

違
う
魅
力
を
放
つ
か
ぶ
き
踊
へ
と
変
貌
を
と
げ
る
。

四

　

郡
司
氏
な
ど
に
よ
れ
ば
か
ぶ
き
踊
と
い
う
名
称
が
文
献
上
初
め
て
見
え
る

の
が
『
当
代
記
』
の
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
年
）
四
月
の
条
で
あ
り
、
か
ぶ

き
踊
の
創
始
の
様
子
を
伝
え
る
唯
一
の
史
料
と
さ
れ
る
。

此
頃
か
ふ
き
踊
云
事
有
、
是
は
出
雲
國
神
子
女
名
は
國
、
非
好
女
、
但
仕
出
、

京
都
へ
上
る
、
縦
は
異
風
な
る
男
の
ま
ね
を
し
て
、
刀
脇
差
衣
裝
以
下

殊
異
相
、
彼
男
茶
屋
の
女
と
戯
る
體
有
難
し
た
り
、
京
中
の
上
下
賞
翫

す
る
事
不
レ
斜
、
伏
見
城
へ
も
参
上
し
度
々
躍
る
、
其
後
學
レ
之
か
ふ

き
の
座
い
く
ら
も
有
り
て
諸
國
へ
下
る
、
但
江
戸
右
大
將
秀
忠
公
は
終

不
二
見
給
注
注注
注

一
、
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こ
の
『
当
代
記
』
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
か
ぶ
き
踊
は
出
雲
国

の
神
女
「
国
」
が
異
風
な
る
男
の
真
似
を
し
て
茶
屋
の
女
と
戯
れ
る
様
子
を

演
じ
る
と
い
う
も
の
で
、
京
中
の
人
々
に
た
い
そ
う
持
て
囃
さ
れ
た
と
あ

る
。
ま
た
万
治
末
年
頃
刊
の
『
東
海
道
名
所
記
』
に
は

昔
々
京
に
歌
舞
妓
の
始
ま
り
し
は
、
出
雲
神
子
に
お
國
と
い
へ
る
者
、

五
條
の
東
の
橋
詰
に
て
、
や
や
子
踊
と
い
ふ
事
を
致
せ
り
。
其
後
北
野

の
社
の
東
に
舞
臺
を
こ
し
ら
へ
、
念
佛
踊
に
哥
を
交
へ
、
塗
笠
に
紅
の

腰
蓑
を
ま
と
ひ
、
鳧
鐘
を
首
に
か
け
て
、
笛
鼓
に
拍
子
を
合
せ
て
踊
り

け
り注注注
。

と
あ
り
、
や
や
こ
踊
が
「
か
ぶ
き
踊
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
最
初
の
芸

団
と
し
て
出
雲
大
社
神
子
「
お
国
」
と
名
乗
る
女
性
の
一
座
の
名
が
み
え
る

こ
と
か
ら
、
か
ぶ
き
踊
の
演
じ
手
と
や
や
こ
踊
の
演
じ
手
が
同
じ
で
あ
っ
た

こ
と
が
い
え
る
。
そ
し
て
お
国
は
五
条
の
東
の
橋
詰
で
や
や
こ
踊
を
し
、
そ

の
後
北
野
の
社
の
東
に
舞
台
を
つ
く
り
、
念
仏
踊
に
歌
を
交
え
て
踊
っ
た
の

が
歌
舞
伎
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。

　

お
国
の
出
自
に
つ
い
て
は
出
雲
大
社
の
巫
女
で
あ
る
と
か
地
方
か
ら
京
都

に
上
が
っ
て
き
た
ア
ル
キ
巫
女
の
一
人
で
あ
る
な
ど
諸
説
あ
る注注注
が
、
こ
こ
で

引
用
し
た
『
東
海
道
名
所
記
』
の
記
述
を
見
る
限
り
で
は
、
や
や
こ
踊
を
し

て
い
た
お
国
と
い
う
出
雲
の
神
子
が
そ
の
後
か
ぶ
き
踊
を
始
め
た
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
お
国
の
し
て
い
た
踊
り
が
や
や
こ
踊
か
ら
か
ぶ
き

踊
へ
と
そ
の
名
称
を
変
え
た
理
由
と
し
て
は
、
年
齢
の
変
化
と
い
う
も
の
が

あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
出
来
よ
う
。

　

か
ぶ
き
踊
の
創
始
期
と
さ
れ
る
慶
長
八
年
頃
の
お
国
の
年
齢
に
つ
い
て

は
、
小
笠
原
氏
が
や
や
こ
踊
に
関
す
る
記
事
な
ど
か
ら
推
察
し
て
お
り
、
そ

れ
に
よ
る
と
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
年
）
二
月
二
十
六
日
の
山
科
言
経
の

日
記
に
「
出
雲
国
大
社
女
神
子
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
お
国
で
あ
っ
た
と
み
て

間
違
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
前
章
で
挙
げ
た
天
正
十
年
五
月
十
八
日

の
多
門
院
の
日
記
に
み
え
る
春
日
若
宮
で
踊
っ
た
童
女
の
一
人
が
お
国
で

あ
っ
た
と
す
る
と
天
正
十
六
年
の
時
点
で
は
十
五
、
六
歳
、
そ
し
て
慶
長
八

年
頃
で
は
三
十
歳
前
後
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
娘
盛
り
と
い
う
年
齢

と
は
言
い
難
い
と
言
う
。

　

こ
れ
に
対
し
近
藤
瑞
男
氏
は
『
時
慶
卿
記
』
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
年
）

の
七
月
一
日
条
に
見
え
る
近
衛
邸
に
参
入
し
た
や
や
こ
踊
に
関
す
る
記
事
か

ら
、
お
国
が
踊
っ
て
い
た
の
が
や
や
こ
踊
で
あ
り
慶
長
八
年
五
月
に
は
そ
れ

が
か
ぶ
き
踊
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る注注注
。

近
衛
殿
ニ
テ
晩
迄
雲
州
ノ
ヤ
ゝ
コ
跳
、
一
人
ハ
ク
ニ
ト
云
、
菊
ト
云
二

人
、
其
外
座
ノ
衆
男
女
十
人
計
在
之
（
七
月
一
日
の
条注注注
）

そ
し
て
近
藤
氏
は
や
や
こ
踊
の
初
出
で
あ
る
天
正
九
年
九
月
九
日
条
の
『
御

湯
殿
上
日
記
』
が
『
時
慶
卿
記
』
に
み
え
る
お
国
よ
り
二
十
年
前
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
同
一
人
物
と
は
考
え
難
く
複
数
の
踊
り
手
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
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と
い
う
。
文
禄
四
年
秋
か
ら
慶
長
三
年
迄
や
や
こ
踊
の
記
事
に
空
白
期
が
あ

る
が
、
慶
長
三
年
に
や
や
こ
踊
の
新
し
い
ス
タ
ー
が
誕
生
し
、
大
好
評
を
博

し
た
結
果
、
お
国
・
お
菊
と
い
う
名
が
人
々
に
銘
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
指
摘
す
る
。

　

小
笠
原
氏
は
天
正
十
六
年
の
山
科
言
経
の
日
記
に
見
え
る
「
出
雲
国
大
社

女
神
子
」
を
お
国
の
こ
と
だ
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
近
藤
氏
の
論
で
は
慶
長

三
年
以
前
の
記
事
は
か
ぶ
き
踊
創
始
と
さ
れ
る
お
国
と
同
一
人
物
と
は
考
え

ら
れ
な
い
と
い
う
。
お
国
が
当
時
三
十
歳
前
後
と
い
う
妙
齢
を
と
う
に
過
ぎ

た
年
齢
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
十
四
、
五
歳
と
い
う
娘
盛
り
の
年
齢
で

あ
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
と
し
た
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
慶
長
八
年

頃
の
お
国
は
少
女
と
は
言
え
な
い
年
齢
に
な
っ
て
お
り
、
子
供
の
持
つ
清
新

さ
を
失
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
子
供
か
ら
大
人
へ
の
成
長

に
よ
り
芸
態
を
変
え
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ

の
新
た
な
芸
態
と
し
て
お
国
は
女
の
格
好
で
踊
る
こ
と
で
は
な
く
、「
異
風

な
る
男
」
の
真
似
を
し
て
踊
る
と
い
う
方
法
を
選
ん
だ
。

　

お
国
が
か
ぶ
き
踊
を
し
た
際
の
扮
装
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

は
い
く
つ
か
の
記
事
資
料
と
画
証
資
料
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
が
、
こ
れ
ら

の
資
料
か
ら
浮
か
び
上
が
る
お
国
の
姿
に
は
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
『
当
代
記
』
慶
長
八
年
四
月
の
条
で
は
お
国
の
扮
装
に
つ

い
て
「
縦
は
異
風
な
る
男
の
ま
ね
を
し
て
、
刀
脇
差
衣
裝
以
下
殊
異
相
、
彼

男
茶
屋
の
女
と
戯
る
體
有
難
し
た
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
出
光
美
術
館

蔵
の
「
阿
国
歌
舞
伎
図
」
の
お
国
も
腰
に
大
き
な
刀
と
脇
差
を
差
し
、
さ
ら

に
巾
着
を
吊
る
し
、
頭
に
ユ
ラ
イ
を
か
ぶ
り
、
小
袖
に
袖
無
し
羽
織
を
重
ね

て
い
る
。
そ
の
他
京
都
国
立
博
物
館
蔵
の
「
阿
国
歌
舞
伎
図
」
で
も
小
袖
に

羽
織
を
重
ね
、
刀
を
肩
か
ら
か
つ
ぎ
、
腰
に
脇
差
を
差
し
、
頭
に
は
鉢
巻
を

し
、
扇
を
も
っ
て
踊
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
扮
装
は
た
だ
の
男
の

装
い
で
は
な
く
、
当
時
町
々
を
横
行
し
て
い
た
か
ぶ
き
者
の
装
い
で
あ
っ
た注注注
。

　

し
か
し
お
国
の
身
に
つ
け
た
装
身
具
の
一
つ
で
あ
る
「
鳧
鐘
」
に
着
目
す

る
と
、
単
な
る
「
か
ぶ
き
者
」
の
扮
装
以
上
の
見
方
も
可
能
と
な
る
。『
東

海
道
名
所
記
』
に
「
鳧
鐘
」
と
記
述
さ
れ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は

分
か
ら
な
い
が
、
お
国
歌
舞
伎
図
と
さ
れ
る
画
証
資
料
に
は
数
珠
や
十
字
架

の
首
飾
り
を
し
て
い
る
姿
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
そ
う
し
た

も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
出
来
る
。
ま
た
、
小
宮
豊
隆
氏
は
戦
国
時
代
の
鉄

砲
衆
が
数
珠
玉
を
首
飾
り
に
し
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
新
奇
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
が
異
風
の
か
ぶ
き
風
俗
と
な
っ
て
巷
間
の
か
ぶ
き
者
の
間
に
流
行
し
て
お

り
、
お
国
の
十
字
架
の
首
飾
り
も
当
時
流
行
の
装
身
具
と
し
て
首
か
ら
さ
げ

て
い
た
と
い
う
説
を
紹
介
し
た
上
で
、
当
時
の
ハ
イ
カ
ラ
に
舶
来
の
品
を
見

の
廻
り
に
つ
け
る
風
俗
が
流
行
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
指
摘
す
る注注注
。

　

こ
の
十
字
架
の
首
飾
り
は
当
時
流
行
の
装
身
具
で
も
あ
り
、
お
国
の
身

に
つ
け
た
十
字
架
も
そ
う
し
た
流
行
を
取
り
入
れ
た
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
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る
。
し
か
し
た
だ
か
ぶ
き
者
の
真
似
を
す
る
だ
け
な
ら
ば
必
ず
し
も
十
字
架

を
掛
け
る
必
要
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
お
国
が
他
の
装
身
具
の
中
か
ら

十
字
架
を
選
ん
だ
の
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
十
字
架
の
首

飾
り
は
当
時
流
行
の
装
身
具
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
心

の
表
れ
で
あ
る
。
そ
れ
を
信
仰
心
か
ら
で
は
な
く
、
見
世
物
と
し
て
身
に
着

け
る
と
い
う
の
は
十
字
架
の
持
つ
宗
教
的
価
値
を
お
と
し
め
る
行
い
と
も
取

れ
る
。
お
国
の
か
ぶ
き
踊
で
の
装
い
は
こ
れ
ま
で
の
宗
教
的
・
社
会
的
価
値

を
否
定
す
る
か
の
よ
う
に
異
質
で
あ
る
。
お
国
の
身
に
着
け
た
装
身
具
は
一

見
す
る
と
当
時
の
か
ぶ
き
者
の
扮
装
を
真
似
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
も
、
女

の
お
国
が
身
に
つ
け
る
こ
と
で
一
層
異
風
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
町
々
の
か
ぶ

き
者
以
上
に
世
間
の
常
識
か
ら
外
れ
た
姿
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
男
や
女
で
も

な
く
、
人
間
の
枠
を
超
越
し
た
異
形
な
姿
で
あ
る
。
首
か
ら
さ
げ
た
十
字
架

や
数
珠
の
首
飾
り
は
そ
の
象
徴
で
あ
り
、
お
国
自
身
を
神
格
化
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
他
お
国
の
か
ぶ
き
踊
を
描
い
た
と
さ
れ
る
資
料
の
い
く
つ
か
に
共
通

す
る
特
徴
と
し
て
「
覆
面
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
覆
面
姿
の
お
国
は
出
光
美
術

館
蔵
の
「
阿
国
歌
舞
伎
図
」
な
ど
に
見
ら
れ
、
頭
を
頭
巾
で
つ
つ
み
、
顔
の

下
半
分
を
布
で
覆
っ
た
お
国
の
姿
が
見
え
る
。
ま
た
同
様
に
妙
法
寺
の
所
蔵

す
る
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
」、
大
和
文
華
館
蔵
の
『
阿
国
歌
舞
伎
草
子
』、
京

都
大
学
が
所
蔵
す
る
『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
』
の
お
国
も
顔
の
下
半
分
を
布
で

覆
っ
た
姿
を
し
て
い
る
。

　

小
笠
原
氏
は
現
在
知
ら
れ
て
い
る
お
国
の
舞
台
を
描
い
た
も
の
の
う
ち
、

も
っ
と
も
制
作
年
代
が
古
い
と
推
測
し
て
い
る
も
の
が
出
光
美
術
館
蔵
の

「
阿
国
歌
舞
伎
図
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、
出
雲
の
お
国
の
か
ぶ
き
踊
を
比
較

的
忠
実
に
伝
え
た
と
さ
れ
る
も
の
は
覆
面
姿
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
小
笠
原

氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
お
国
の
か
ぶ
き
踊
図
の
中
に
は
素
顔
を
さ
ら
し

た
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
風
呂
上
が
り
の
場
面
や
遊
女
歌
舞
伎
の

舞
台
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
初
期
の
お
国
の
ス
タ
イ
ル
は
覆
面
姿
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
覆
面
姿
に
つ
い
て
、
小
笠
原
氏
は
三
十
歳
前
後
と
い
う

年
齢
に
よ
る
容
色
の
衰
え
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
当
時
の
身
分

あ
る
武
士
階
級
が
覆
面
で
素
性
を
隠
し
て
茶
屋
遊
び
に
出
か
け
て
い
る
姿
か

ら
覆
面
姿
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
京
大
本
の
『
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
』
に
つ
い
て
服
部
氏
が
「
遍
歴
の

宗
教
民
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
」（「
Ⅰ
成
立
期
の
歌
舞
伎
」
二
〇
頁
）
と
い

う
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
こ
の
服
部
氏
の
指
摘
に
加
え
お
国
の
出
自

を
歩
き
巫
女
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
の
覆
面
姿
を
茶
屋
に
通

う
武
士
階
級
の
真
似
と
す
る
見
方
と
は
別
の
捉
え
方
も
可
能
で
あ
る
。
絵
巻

物
な
ど
で
見
ら
れ
る
覆
面
姿
は
旅
行
者
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
は
僧
侶
や
乞
食
や
絵
解
き
な
ど
で
あ
り注注注
、
覆
面
と
は
身
を
隠
す
、
顔
を
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覆
う
た
め
の
扮
装
で
あ
っ
た
。
お
国
は
各
地
を
ま
わ
り
興
業
を
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
定
住
の
民
で
は
な
く
言
わ
ば
諸
国
遍
歴
の
芸
能
者
で
あ
り
、
覆
面

姿
は
遍
歴
の
民
と
し
て
の
装
い
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

お
国
の
か
ぶ
き
踊
に
は
後
に
遊
女
歌
舞
伎
な
ど
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
華
や

か
な
雰
囲
気
や
好
色
的
な
雰
囲
気
も
薄
く
、『
東
海
道
名
所
記
』
の
記
述
に

あ
る
「
塗
笠
」
や
「
腰
蓑
」
そ
し
て
「
鳧
鐘
」
な
ど
も
考
え
併
せ
る
と
、
お

国
の
か
ぶ
き
踊
は
初
期
の
段
階
で
は
、
念
仏
踊
を
し
な
が
ら
諸
国
を
ま
わ
っ

て
い
た
も
の
に
歌
を
交
え
て
踊
る
と
い
う
も
の
で
、
言
わ
ば
遊
行
芸
能
の
舞

台
化
で
あ
り
、
遍
歴
の
宗
教
民
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

五

　

お
国
の
男
装
に
よ
る
か
ぶ
き
踊
は
踊
念
仏
、
風
流
踊
と
続
く
踊
り
の
芸
能

の
持
つ
本
質
的
性
格
を
受
け
継
い
だ
芸
能
で
あ
る
。
躍
念
仏
は
踊
り
の
動
作

で
あ
る
跳
躍
運
動
を
繰
り
返
す
こ
と
で
恍
惚
状
態
と
な
り
、
自
身
が
聖
な
る

も
の
と
同
じ
次
元
に
な
っ
た
よ
う
な
感
覚
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
風
流
と
そ
れ
を
芸
能
化
し
た
風
流
踊
も
娯
楽
性
や
遊
興
性
と
結

び
つ
く
形
の
宗
教
性
と
虚
構
性
の
強
い
祝
祭
芸
能
で
あ
り
、
華
や
か
な
装
い

で
仮
装
を
し
た
人
々
が
貴
賎
関
係
な
く
輪
に
な
っ
て
踊
る
と
い
う
行
為
は
、

一
瞬
で
は
あ
る
が
人
々
に
肉
体
と
社
会
的
役
割
か
ら
の
解
放
感
を
も
た
ら
し

た
。
こ
う
し
た
踊
る
と
い
う
行
為
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
高
揚
感
や
解
放
感

は
た
だ
ち
に
反
社
会
・
反
体
制
と
つ
な
が
ら
ず
と
も
そ
の
萌
芽
と
な
っ
た
は

ず
で
あ
り
、
こ
う
し
た
踊
念
仏
か
ら
風
流
へ
と
続
く
反
社
会
的
精
神
は
か
ぶ

き
踊
へ
と
受
け
継
が
れ
る
。

　

そ
し
て
お
国
の
か
ぶ
き
踊
の
直
接
の
母
胎
と
な
っ
た
や
や
こ
踊
も
踊
り
の

系
譜
に
属
す
る
芸
能
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
庶
民
の
間
の
感
情
表
出
や
祝
祭
と

と
も
に
あ
っ
た
踊
り
を
人
々
に
「
見
せ
る
」
芸
能
と
し
て
舞
台
に
上
げ
た
の

が
や
や
こ
踊
で
あ
っ
た
。
や
や
こ
踊
は
子
ど
も
と
し
て
の
身
体
を
活
か
し
た

芸
能
で
あ
り
、
稚
児
芸
能
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
や
や
こ
踊
は
踊
り
手

の
年
齢
的
な
変
化
に
伴
い
そ
の
芸
態
を
変
化
さ
せ
、
女
の
身
体
を
か
ぶ
き
者

の
扮
装
で
装
う
こ
と
に
よ
り
か
ぶ
き
踊
と
呼
ば
れ
た
。

　

制
外
の
民
で
あ
る
遍
歴
の
宗
教
民
が
、
本
来
は
顔
を
隠
す
た
め
に
す
る
覆

面
姿
を
人
々
の
目
に
さ
ら
す
よ
う
に
舞
台
に
上
が
り
、
信
仰
心
の
表
れ
で
も

あ
る
十
字
架
の
首
飾
り
を
見
世
物
に
す
る
か
の
よ
う
に
身
に
着
け
る
。
そ
し

て
覆
面
と
様
々
な
か
ぶ
き
者
の
装
身
具
を
身
に
着
け
る
こ
と
で
女
と
い
う
性

を
隠
し
、
そ
の
姿
で
念
仏
踊
に
歌
を
交
え
て
踊
っ
た
の
が
お
国
に
よ
る
か
ぶ

き
踊
で
あ
っ
た
。
そ
の
舞
台
の
雰
囲
気
は
そ
の
後
に
続
く
遊
女
歌
舞
伎
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
華
や
か
さ
は
な
く
、
遍
歴
の
宗
教
民
の
持
つ
か
げ
り
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
、
女
の
色
気
を
主
眼
に
し
た
芸
能
で
は
な
か
っ
た
。
や
や
こ

踊
は
い
た
い
け
な
少
女
た
ち
の
愛
ら
し
さ
が
魅
力
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
に
続
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く
お
国
の
か
ぶ
き
踊
も
異
風
な
装
い
を
し
て
顔
を
隠
し
、
首
か
ら
十
字
架
や

数
珠
を
掛
け
る
こ
と
で
女
と
い
う
性
を
超
越
し
た
。
そ
れ
ら
は
結
果
ど
う
あ

れ
好
色
性
を
売
り
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
世
ま
で
の
も
の
と
は
性
質
の

違
う
聖
性
、
宗
教
性
を
帯
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。　
　

　

そ
し
て
こ
う
し
た
女
の
性
を
隠
す
行
為
で
あ
る
男
装
と
い
う
の
も
ま
た
反

社
会
的
な
行
為
と
言
え
る
。
男
女
の
社
会
的
役
割
が
制
度
と
し
て
は
っ
き
り

し
た
社
会
に
お
い
て
男
装
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
日
常
を
逸
脱
す
る
行
為

で
あ
る
。
お
国
の
「
異
風
ナ
ル
男
」
の
真
似
を
し
た
装
い
は
、
服
部
氏
な

ど
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
か
ぶ
く
（
傾
く
）」
こ
と
の
本
質
を
見
事
に
具
現

化
し
た
も
の
で
あ
る
（「
Ⅰ
成
立
期
の
歌
舞
伎
」
二
九
頁
）。
風
流
踊
の
流
行

や
か
ぶ
き
者
の
横
行
、
茶
屋
の
流
行
な
ど
と
い
っ
た
、
か
ぶ
く
こ
と
を
良
し

と
す
る
世
相
を
い
ち
早
く
舞
台
に
取
り
込
ん
だ
の
が
か
ぶ
き
踊
で
あ
り
、
お

国
の
装
い
は
そ
う
し
た
時
代
や
人
々
の
要
求
に
よ
り
生
ま
れ
た
も
の
で
も
あ

る
。

　

そ
し
て
お
国
の
か
ぶ
く
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
美
し
さ
は
作
ら
れ
た
美
し
さ

で
あ
る
。
お
国
は
当
時
の
女
性
芸
能
者
に
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
覆
面
を

し
、
首
か
ら
は
十
字
架
を
掛
け
、
身
の
丈
ほ
ど
は
あ
り
そ
う
な
大
き
な
刀
を

持
つ
こ
と
で
自
己
を
神
格
化
さ
せ
女
と
い
う
性
を
越
え
た
。
そ
う
し
た
作
ら

れ
た
装
い
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
宗
教
的
価
値
を
傾
け
た
、
傾
い
た
形
の
宗

教
性
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
国
の
装
い
は
日
常
生
活
や
社
会
規
範
、

そ
れ
ま
で
の
価
値
基
準
と
い
っ
た
も
の
か
ら
外
れ
て
い
て
、
社
会
の
秩
序
を

乱
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
日
常
世
界
に
存
在

す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。
人
々
は
そ
の
作
ら
れ
た
美
し
さ
と
、
か
ぶ

く
こ
と
の
本
質
に
あ
る
反
社
会
的
・
脱
秩
序
的
要
素
そ
の
も
の
に
畏
怖
に
も

近
い
憧
れ
を
抱
き
、
か
ぶ
き
踊
に
熱
狂
し
た
。
お
国
の
か
ぶ
き
踊
は
中
世
ま

で
の
芸
能
が
内
包
し
て
い
た
宗
教
性
や
呪
術
性
、
そ
し
て
風
流
踊
が
引
き
受

け
て
い
た
娯
楽
的
・
遊
興
的
要
素
の
全
て
を
か
ぶ
い
て
踊
る
こ
と
に
よ
り
引

き
受
け
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
お
国
は
女
を
越
え
て
、
別
種
の
宗
教

性
を
帯
び
た
超
越
者
と
な
り
、
虚
構
の
性
を
獲
得
し
た
。

　

こ
の
お
国
に
よ
る
か
ぶ
き
踊
の
評
判
は
六
条
三
筋
町
の
遊
廓
の
楼
主
た
ち

の
目
に
も
止
ま
り
、
遊
女
た
ち
に
男
装
さ
せ
四
条
河
原
に
出
て
し
ば
し
遊
女

歌
舞
伎
の
興
行
を
お
こ
な
っ
た
。
し
か
し
遊
女
歌
舞
伎
は
お
国
の
か
ぶ
き
踊

の
人
気
を
う
け
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
覆
面
を
と
っ
て
素
顔
を
さ
ら
す
こ

と
で
遊
行
芸
能
の
持
つ
雰
囲
気
は
好
色
的
な
雰
囲
気
に
よ
っ
て
塗
り
替
え
ら

れ
た
。
そ
れ
は
女
で
あ
り
な
が
ら
も
た
だ
の
女
と
も
違
う
性
的
魅
力
に
溢
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
性
の
倒
錯
が
も
た
ら
す
好
色
的
雰
囲
気
に
人
々

は
魅
了
さ
れ
、
遊
女
歌
舞
伎
は
圧
倒
的
な
人
気
を
呼
ん
だ
。
し
か
し
遊
女
歌

舞
伎
は
そ
の
好
色
性
ゆ
え
に
純
粋
な
意
味
で
の
芸
能
と
は
な
り
得
な
か
っ

た
。
女
の
性
だ
け
で
な
く
人
間
と
い
う
枠
そ
の
も
の
か
ら
逸
脱
し
、
新
た
な

宗
教
性
を
帯
び
た
超
越
者
と
し
て
の
お
国
の
装
い
は
女
の
魅
力
を
増
す
た
め
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の
方
法
と
さ
れ
た
。
遊
女
歌
舞
伎
は
禁
止
さ
れ
、
以
後
女
性
が
舞
台
に
上
が

る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
。
か
ぶ
き
踊
が
芸
能
化
さ
れ
る
の
は
そ
の
後
に
続
く

野
郎
歌
舞
伎
で
あ
り
、
写
実
性
か
ら
離
れ
て
よ
り
虚
構
性
を
強
め
て
い
く
こ

と
と
、
売
色
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
で
歌
舞
伎
は
芸
能
と
し
て
生
き
残
っ
て

い
っ
た
。
お
国
が
か
ぶ
き
踊
で
見
せ
た
超
越
者
と
し
て
の
姿
は
男
が
女
を
演

じ
る
女
形
に
受
け
継
が
れ
る
。

注
注
注	

柳
田
國
男
は
『
日
本
の
祭
』（『
柳
田
國
男
全
集
注注
』
筑
摩
書
房　

一
九
九
八
年
所

収
）
に
お
い
て
「
踊
り
は
行
動
、
舞
は
行
動
を
副
産
物
と
し
た
歌
又
は
〈
か
た

り
ご
と
〉」
と
指
摘
す
る
。

注
注	

折
口
信
夫
『
古
代
研
究
』（『
折
口
信
夫
全
集
注
』
中
央
公
論
社　

一
九
六
六
年
所

収
）
に
お
い
て
「
を
ど
り
は
飛
び
上
が
る
動
作
で
、
ま
ひ
は
旋
回
運
動
」
と
指

摘
す
る
。

注
注	

郡
司
正
勝
『
お
ど
り
の
美
学
』（
演
劇
出
版
社　

一
九
五
七
年
）
に
お
い
て
、「
お

ど
り
は
、
は
じ
め
の
踊
手
で
あ
っ
た
巫
女
の
か
み
が
か
り
的
な
跳
躍
に
発
し
て
、

こ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
ま
た
は
そ
の
準
備
運
動
と
し
て
意
識
的
に

儀
式
化
し
た
も
の
が
〈
ま
い
〉
で
あ
」
る
と
指
摘
す
る
。

注
注	

山
路
興
造
「
舞
と
踊
り
の
系
譜
」（『
近
世
芸
能
の
胎
動
』
八
木
書
店　

二
〇
一
〇

年
）

注
注	

鈴
木
英
一
「
舞
踊
舞
と
踊
」（
服
部
幸
雄
［
監
修
］、
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文

化
振
興
会
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
［
企
画
・
編
集
］『
日
本
の
伝
統
芸
能
講
座
舞

踊
・
演
劇
』
淡
交
社　

二
〇
〇
九
年
所
収
）
よ
り
引
用
。

注
注	

鈴
木
英
一
氏
は
注
注
で
挙
げ
た
論
文
の
中
で
、
舞
が
有
力
者
・
為
政
者
に
捧
げ

ら
れ
た
と
い
う
点
に
貢
献
芸
能
と
し
て
の
側
面
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。

注
注	

山
口
昌
男
「
足
か
ら
見
た
世
界
」（
市
川
浩
・
山
口
昌
男
［
編
］「
別
冊
国
文
學　

知
の
最
前
線　

─
身
体
論
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
學
燈
社
一
九
八
五
年
一
月
）

注
注	

郡
司
正
勝
『
か
ぶ
き
論
叢
』
思
文
閣
出
版
（
一
九
七
九
年
）

注
注	

風
流
踊
に
つ
い
て
は
服
部
幸
雄
「
Ⅰ
成
立
期
の
歌
舞
伎
」（『
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・

文
楽
第
二
巻　

歌
舞
伎
の
歴
史
Ⅰ
』
岩
波
書
店　

一
九
九
七
年
所
収
）、
同
著

『
江
戸
歌
舞
伎
文
化
論
』
平
凡
社
（
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
し
た
。

注
注0	

服
部
幸
雄
「
歌
舞
伎
と
仏
教
」（『
江
戸
歌
舞
伎
文
化
論
』
平
凡
社　

二
〇
〇
三
年

所
収
）

注
注注	

五
来
重
「
念
仏
芸
能
の
系
譜
」（『
宗
教
民
俗
集
成
注　

芸
能
の
起
源
』
角
川
書
店　

一
九
九
五
年
所
収
）

注
注注	

三
隅
治
雄
『
踊
り
の
宇
宙
─
日
本
の
民
族
芸
能
』（
吉
川
弘
文
館
歴
史
文
化

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー　

二
〇
〇
二
年
）
参
照
。
ま
た
『
野
守
鏡
』
本
文
に
つ
い
て
は

『
日
本
歌
學
大
系　

第
四
巻
』（
佐
佐
木
信
綱
［
編
］
文
明
社　

一
九
五
六
年
）
所

収
の
も
の
を
使
用
し
た
。

注
注注	

『
一
遍
上
人
絵
伝
』
は
小
松
茂
美
［
編
］『
日
本
の
絵
巻
注0　

一
遍
上
人
絵
伝
』

（
中
央
公
論　

一
九
八
八
年
）
を
使
用
し
た
。

注
注注	
『
一
遍
上
人
語
録
』
は
大
橋
俊
雄
校
注
『
日
本
思
想
大
系
第
十
巻　

法
然
・
一

遍
』（
岩
波
書
店　

一
九
七
一
年
）
所
収
の
も
の
を
使
用
し
た
。

注
注注	

後
藤
紀
彦
「
週
刊
朝
日
百
科　

日
本
の
歴
史
注
中
世
Ⅰ
―
注　

遊
女
・
傀
儡
・
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白
拍
子
」（
一
九
八
六
年
四
月
）

注
注注	
『
御
湯
殿
上
日
記
』
本
文
は
塙
保
己
一
［
編
纂
］『
続
群
書
類
従　

補
遺
三　

お
湯

殿
の
上
日
記
（
七
）』
続
群
書
類
従
完
成
会
（
一
九
五
八
年
）
に
よ
る
。

注
注注	

小
笠
原
恭
子
『
出
雲
の
お
く
に
』
中
公
新
書
（
一
九
八
四
年
）

注
注注	

『
多
聞
院
日
記
』
本
文
は
辻
善
之
助
、
高
柳
光
壽
、
桑
田
忠
親
、
桃
裕
行
、
永
嶋

福
太
郎
〔
校
訂
〕『
増
補　

続
史
料
大
成
注0　

多
聞
院
日
記
第
三
巻
』
臨
川
書
店

（
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

注
注注	

小
笠
原
恭
子
氏
は
、『
出
雲
の
お
く
に
』（
中
公
新
書	

一
九
八
四
年
）、『
阿
国
か

ぶ
き
前
後
』（
岩
田
書
院　

二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
、『
多
聞
院
日
記
』（
天
正

十
年
五
月
十
八
日
の
条
）
の
活
字
本
の
校
訂
が
「
於
若
宮
拝
屋
、
加
賀
・
国
八

才
・
十
一
才
ノ
童
ヤ
ゝ
子
ヲ
ト
リ
ト
云
法
楽
在
之
、
カ
ゝ
ヲ
ト
リ
ト
モ
云
、
一
段

イ
タ
ヰ
ケ
ニ
面
白
云
々
、
各
群
集
了
」
と
あ
り
、「
加
賀
国
」
を
二
つ
に
分
け
て

い
る
点
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
出
雲
の
「
お
国
」
の
名
に
ひ
か
れ

て
「
加
賀
」
と
「
国
」
と
い
う
二
人
の
女
性
名
と
校
訂
者
が
考
え
た
か
ら
で
あ

り
、
こ
の
「
・
」
ひ
と
つ
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
憶
測
が
生
じ
、
お
国
の
出
自

や
「
や
や
こ
お
ど
り
」
な
る
芸
能
の
認
識
に
、
多
く
の
混
乱
が
生
じ
た
と
い
う
。

注
注0	

『
当
代
記
』
本
文
は
『
国
書
刊
行
会
叢
書　

史
籍
雑
纂
第
二
』
国
書
刊
行
会

（
一
九
三
九
年
）
に
よ
る
。

注
注注	

『
東
海
道
名
所
記
』
本
文
は
野
田
壽
雄	

［
校
註
］『
日
本
古
典
全
書　

仮
名
草
子
集

下
』
朝
日
新
聞
社
（
一
九
六
二
年
）
に
よ
る
。

注
注注	

お
国
の
出
自
に
つ
い
て
は
小
笠
原
恭
子
『
出
雲
の
お
く
に
』
中
公
新
書

（
一
九
八
四
年
）、
服
部
幸
雄
「
出
雲
の
お
国
の
出
身
地
と
経
歴
」（『
江
戸
歌
舞
伎

文
化
論
』
平
凡
社　

二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
し
た
。

注
注注	

近
藤
瑞
男
「
歌
舞
伎
の
は
じ
ま
り
」（
東
京
女
子
大
学
二
〇
〇
五
年
度
学
会
主
催

公
開
連
続
講
演
会
「
芸
能
と
日
本
文
学
」）
を
参
考
と
し
、
ま
た
併
せ
て
本
講
演

の
記
録
（
文
責
：
矢
野
公
和
）
も
参
照
し
た
。

注
注注	

『
時
慶
卿
記
』
に
つ
い
て
は
、
服
部
幸
雄
氏
が
『
江
戸
歌
舞
伎
文
化
論
』（
平
凡
社

二
〇
〇
三
年
）
で
引
用
し
て
い
る
も
の
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

注
注注	

か
ぶ
き
踊
の
図
に
関
し
て
は
『
近
世
風
俗
図
譜
第
十
巻
歌
舞
伎
』
小
学
館

（
一
九
八
三
年
）
を
参
照
し
た
。

注
注注	

小
宮
豊
隆
氏
は
「
十
字
架
の
頸
飾
」（『
能
と
歌
舞
伎
』
岩
波
書
店　

一
九
三
五
年

所
収
）
に
お
い
て
、
十
字
架
を
首
か
ら
さ
げ
る
こ
と
は
単
に
ハ
イ
カ
ラ
を
表
白

す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
は
切
利
支
丹
で
あ
る
と
い
う
事
を
表
白
す
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
名
古
屋
山
三
は
切
利
支
丹

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
想
像
す
る
こ
と
は
少
し
も
不
都
合
な
想
像
で
は
な
い

は
ず
で
あ
っ
た
と
し
、
名
古
屋
山
三
キ
リ
シ
タ
ン
説
を
根
拠
に
お
国
の
十
字
架

の
首
飾
り
を
説
明
し
て
い
る
。

注
注注	

澁
澤
敬
三
［
編
著
］『
絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
注
〜
注
』
角
川
書
店

（
一
九
六
五
〜
一
九
六
八
年
）

	

（
は
し
だ
て　

あ
や
こ　

博
士
課
程
在
籍
）




