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は
じ
め
に

一
　
長
門
地
方
の
神
楽
に
つ
い
て

二
　
岩
戸
神
楽
舞
に
つ
い
て

三
　
事
例
報
告

１
　
厚
狭
郡
楠
町
二
道
祖
　
岩
戸
神
楽
舞

２
　
美
祢
市
伊
佐
町
堀
越
・
岩
奥
　
岩
戸
の
舞

３
　
美
祢
郡
美
東
町
真
長
田
　
天
磐
戸
舞

４
　
美
祢
郡
秋
芳
町
別
府
　
岩
戸
神
楽
舞

５
　
美
祢
市
西
厚
保
町
大
日
　
岩
戸
の
舞

６
　
吉
敷
郡
小
郡
町
岩
屋
　
岩
戸
の
舞

四
　
考
察

お
わ
り
に

資
料
　
長
門
岩
戸
神
楽
舞
　
神
楽
歌
・
祝
詞



は
じ
め
に

中
国
地
方
は
言
う
ま
で
も
な
く
里
神
楽
の
宝
庫
で
あ
り
、
と
り
わ
け
出
雲
の
佐
陀
神
能
や
石
見
神
楽
、
荒
神
神
楽
な
ど
に
代
表
さ
れ
る

出
雲
流
里
神
楽
は
、
中
世
の
修
験
者
た
ち
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
特
異
な
儀
礼
的
様
式
、
す
な
わ
ち
神
懸
か
り
を
と

も
な
う
託
宣
や
、
式
年
大
神
楽
の
風
習
、
荒
神
信
仰
と
の
結
び
つ
き
に
よ
る
深
遠
な
観
念
体
系
な
ど
を
残
し
な
が
ら
、
江
戸
後
期
以
後
、

記
紀
神
話
に
題
材
を
と
っ
た
神
能
と
呼
ば
れ
る
演
劇
的
な
舞
を
大
い
に
発
展
さ
せ
、
研
究
者
の
間
だ
け
で
な
く
一
般
的
な
知
名
度
も
高
く
、

日
本
の
代
表
的
な
民
俗
芸
能
の
一
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
そ
の
中
国
地
方
に
お
い
て
、
山
口
県
西
部
の
長
門
地
方

の
神
楽
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
、
本
格
的
な
調
査
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
中

国
・
四
国
・
九
州
の
里
神
楽
に
つ
い
て
の
集
大
成
的
な
研
究
と
し
て
名
高
い
石
塚
尊
俊
の
『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』
で
も
長
門
の
神
楽

は
、
東
部
の
も
の
が
石
見
神
楽
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
の
神
楽
で
は
王
子
舞
と
岩
戸
舞
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
概
観
と

し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
文
中
で
こ
の
地
域
の
神
楽
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
部
分
は
少
な
く
、
周
辺
地
域
の
事
例
と
比
較
し
て

長
門
の
神
楽
の
事
例
は
ほ
と
ん
ど
重
き
を
置
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
〔
石
塚
　
一
九
七
九
〕。

こ
う
し
た
な
か
で
、
長
門
の
神
楽
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
も
っ
と
も
拠
り
所
と
な
る
研
究
は
、
御
園
生
翁
甫
の
『
防
長
神
楽
の
研
究
』

で
あ
ろ
う
〔
御
園
生
　
一
九
七
二
〕。
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
た
山
口
県
の
神
楽
の
事
例
は
数
多
く
、
さ
ら
に

そ
れ
ら
を
歴
史
的
な
系
統
に
ま
と
め
あ
げ
た
労
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
最
晩
年
に
な
っ
て
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
始
め
ら
れ
た
と
い
う
御
園
生
の
報
告
に
は
異
論
の
余
地
も
残
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
そ
の
労
を
継
ぐ
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
も
そ
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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一
　
長
門
地
方
の
神
楽
に
つ
い
て

長
門
地
方
の
神
楽
の
代
表
的
な
形
態
は
、
そ
の
北
部
か
ら
中
央
部
に
か
け
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
御
園
生
の
指
摘
に
も
あ
る
通

り
、
王
子
舞
と
呼
ば
れ
る
五
人
の
王
子
に
よ
る
所
務
分
け
の
次
第
を
描
い
た
科
白
劇
と
、
岩
戸
舞
と
呼
ば
れ
る
岩
戸
開
き
の
神
話
を
着
面

の
舞
で
演
じ
る
も
の
を
中
心
と
し
、
こ
の
他
素
面
の
舞
や
天
蓋
引
き
な
ど
の
儀
礼
的
演
目
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
典
型

的
な
も
の
は
大
津
郡
三
隅
町
滝
坂
の
黄
幡
社
で
演
じ
ら
れ
る
滝
坂
神
楽
舞
で
あ
り
、
現
在
ま
で
中
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
良
く
伝
承
さ
れ
て

お
り
、
山
口
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

長
門
地
方
の
神
楽
の
記
録
と
し
て
最
も
古
い
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
財
前
司
一
の
報
告
し
て
い
る
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）

に
華
尾
山
大
権
現
宮
の
遷
宮
に
際
し
て
奉
納
さ
れ
た
神
楽
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
〔
財
前
　
一
九
九
六

（（
１１
））

〕、
そ
の
演
目
と
役
者
名
が

『
防
長
風
土
注
進
案
　
前
大
津
宰
判
　
三
隅
村
之
二
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
〔
山
口
県
文
書
館
　
一
九
六
二
ｂ
〕。
こ
れ
を
み
る
限
り
、
地

理
的
に
も
近
い
滝
坂
神
楽
舞
の
構
成
に
近
く

（（
２２
））

、
ま
た
、
滝
坂
に
な
く
と
も
同
系
統
の
他
の
神
楽
に
み
ら
れ
る
演
目
名
も
あ
り
、
こ
の
地
域

に
伝
わ
る
神
楽
が
す
で
に
江
戸
初
期
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
寛
文
六
年
の
神
楽
を
演
じ
た
の
は
役
者

名
か
ら
わ
か
る
と
お
り
す
べ
て
神
職
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
現
在
で
も
周
辺
地
域
の
神
社
の
宮
司
家
を
務
め
る
姓
を
持
つ
も
の
が

多
く
、
当
時
、
こ
の
神
楽
が
ど
の
程
度
の
範
囲
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
か
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
現
在
に
お
い
て
も
、
滝

坂
を
中
心
に
周
辺
各
地
に
こ
の
系
統
の
神
楽
が
残
さ
れ
て
い
る
。

滝
坂
か
ら
ほ
ど
近
い
萩
市
の
木
間
に
伝
わ
る
神
代
の
舞
は
滝
坂
か
ら
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
明
治
期
に
百
姓
神
楽
に
移
行
す

る
過
程
で
大
い
に
娯
楽
性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
滝
坂
・
木
間
を
中
心
と
し
て
、
萩
市
内
各
地
や
美
祢
郡
域
に
神
楽
が
広
ま
っ
て

い
っ
た
。
ま
た
、
萩
市
周
辺
で
は
、
阿
武
郡
旭
村
、
川
上
村
、
福
栄
村
、
阿
武
町
な
ど
に
も
同
系
統
と
考
え
ら
れ
る
神
楽
が
存
在
し
て
い
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る
。
こ
れ
ら
の
神
楽
に
つ
い
て
は
由
来
の
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
多
い
が
、
芸
態
や
構
成
か
ら
み
て
木
間
の
神
楽
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
木
間
系
統
の
神
楽
に
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
王
子
舞
や
そ
れ
に
類
す
る
滑
稽
な
掛
け
合
い
の
科

白
劇
と
し
て
恵
比
寿
舞
な
ど
と
呼
ば
れ
る
演
目
が
含
ま
れ
て
お
り

（（
３３
））

、
ま
た
多
く
の
事
例
で
最
後
に
綱
切
が
行
わ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

さ
ら
に
須
佐
町
な
ど
か
ら
石
見
神
楽
が
流
入
し
て
き
て
お
り
、
石
見
と
の
境
に
近
づ
く
ほ
ど
そ
の
影
響
が
強
く
見
て
と
れ
る
と
い
う
。
阿

武
町
金
社

か
な
こ
そ

の
神
楽
な
ど
は
大
国
主
の
国
譲
り
や
大
蛇
退
治
の
曲
が
あ
る
な
ど
は
っ
き
り
と
石
見
神
楽
の
影
響
下
に
あ
る
が
、
阿
武
郡
周
辺

に
滝
坂
・
木
間
系
の
神
楽
が
ど
の
よ
う
に
伝
播
し
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
石
見
神
楽
が
ど
の
程
度
、
滝
坂
・
木
間
系
の
神
楽
に
影
響
を
与

え
た
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
く
、
今
後
の
研
究
を
待
つ
も
の
で
あ
る

（（
４４
））

。

な
お
、
長
門
市
・
美
祢
市
・
厚
狭
郡
よ
り
西
の
地
域
に
は
ほ
と
ん
ど
神
楽
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
唯
一
、
豊
浦
郡
豊
北
町
大
川
の
式
年

み
か
が
み
舞
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
大
蛇
退
治
や
国
譲
り
の
場
面
を
も
つ
な
ど
石
見
神
楽
の
影
響
の
強
い
も
の
で
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら

浜
田
出
身
の
瓦
職
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

二
　
岩
戸
神
楽
舞
に
つ
い
て

以
上
、
長
門
の
里
神
楽
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
、
岩
戸
の
舞
、
あ
る
い
は
岩
戸
神
楽
舞
と
称
さ
れ
る
一
群

の
特
殊
な
神
楽
が
点
在
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
。
現
在
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
、
美
祢
郡
秋
芳
町
別
府
の
別
府
岩
戸
神
楽
舞
、
同
郡
美
東

町
真
長
田
の
天
磐
戸
舞
、
厚
狭
郡
楠
町
二
道
祖

ふ
た
つ
ざ
や

の
岩
戸
神
楽
舞
、
美
祢
市
西
厚
保
町
大
日
の
岩
戸
の
舞
、
そ
し
て
吉
敷
郡
小
郡
町
岩
屋
の

岩
戸
の
舞
の
五
例
と
さ
れ
て
い
る
〔
山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
　
二
〇
〇
〇
〕。
こ
れ
ら
の
舞
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
特
徴
を
有

し
な
が
ら
も
、
共
通
し
た
性
格
も
持
っ
て
お
り
同
一
の
系
統
の
事
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

①
　
岩
戸
開
き
の
場
面
を
再
現
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
、
他
地
域
で
重
視
さ
れ
る
王
子
舞
や
、
そ
の
他
の
科
白
劇
を
含
ま
な
い
。
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②
　
岩
戸
開
き
の
場
面
は
い
く
つ
か
の
演
目
に
分
か
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
そ
れ
ぞ
れ
着
面
の
一
人
舞
も
し
く
は
二
人
舞
で
、
演
劇
的

要
素
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

③
　
岩
戸
開
き
以
外
の
演
目
は
ほ
と
ん
ど
が
素
面
の
採
り
物
舞
で
あ
る
。

④
　
全
体
を
十
二
番
構
成
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
　
芸
態
は
き
わ
め
て
整
然
と
し
て
お
り
、
激
し
い
動
作
を
と
も
な
う
演
目
が
少
な
い
。
す
べ
て
の
演
目
で
、
二
畳
ほ
ど
の
舞
床
で
順

回
り
／
逆
回
り
、
四
方
を
拝
す
る
と
い
う
動
作
を
く
り
返
す
こ
と
が
基
本
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
性
格
は
大
ま
か
な
共
通
点
を
挙
げ
た
も
の
で
、
詳
し
く
述
べ
れ
ば
個
々
の
事
例
で
例
外
も
あ
る
。
し
か
し
、
と
く

に
①
と
⑤
の
性
格
か
ら
、
長
門
の
広
い
範
囲
に
伝
わ
る
滝
坂
・
木
間
系
の
神
楽
と
著
し
い
対
照
を
み
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
神

楽
は
ど
れ
も
明
確
な
由
来
を
持
た
ず
、
そ
の
成
立
や
伝
播
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

最
初
に
こ
の
岩
戸
神
楽
舞
の
成
立
や
展
開
に
つ
い
て
述
べ
た
の
も
御
園
生
だ
っ
た
。
長
門
の
神
楽
は
ど
れ
も
修
験
の
影
響
が
強
く
、
実

際
に
山
伏
か
ら
習
っ
た
と
い
う
由
来
語
り
を
持
つ
事
例
も
存
在
す
る
。
御
園
生
は
こ
れ
ら
は
本
来
、
美
祢
郡
域
を
本
拠
と
し
て
活
動
し
て

い
た
修
験
の
伝
え
た
山
伏
神
楽
で
あ
っ
た
と
断
じ
て
お
り
、
そ
こ
に
石
見
神
楽
の
影
響
が
様
々
な
か
た
ち
で
流
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

在
の
神
楽
の
形
態
へ
と
展
開
・
伝
播
し
て
い
っ
た
と
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
岩
戸
神
楽
舞
の
一
群
に
つ
い
て
は
石
見
神
楽
の
影
響
を

受
け
ず
、
比
較
的
純
粋
な
山
伏
神
楽
の
形
態
を
残
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
〔
御
園
生
　
一
九
七
二
〕、
岩
戸
神
楽
舞
に
演
劇
的
要
素

が
み
ら
れ
な
い
こ
と
即
ち
神
楽
の
古
体
と
考
え
る
の
は
速
断
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
岩
戸
神
楽
舞

は
む
し
ろ
江
戸
後
期
以
後
の
神
道
的
整
理
を
経
た
結
果
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
財
前
司
一
が
指
摘
し
て
い
る

〔
財
前
　
一
九
九
八
〕。
今
回
の
調
査
は
、
こ
の
岩
戸
神
楽
舞
の
展
開
を
可
能
な
限
り
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
も
と
に

行
っ
た
。
し
か
し
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
と
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
岩
戸
神
楽
舞
の
ほ
と
ん
ど
は
一
度
途
絶
し
た
後
、
お
も
に
戦
後

に
復
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
芸
態
の
面
で
そ
れ
以
前
の
も
の
と
の
連
続
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
、
ま
た
文
書
記
録
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が
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
状
況
証
拠
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
い
う
方
法
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

な
お
、
今
回
の
調
査
に
お
い
て
は
美
祢
郡
秋
芳
町
別
府
の
岩
戸
神
楽
舞
、
同
郡
美
東
町
真
長
田
の
天
磐
戸
舞
、
厚
狭
郡
楠
町
二
道
祖
の

岩
戸
神
楽
舞
を
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
美
祢
市
西
厚
保
町
大
日
の
岩
戸
の
舞
は
こ
の
年
に
は
奉
納
さ
れ
な
か
っ
た
。
吉
敷
郡
小
郡
町

岩
屋
の
岩
戸
の
舞
は
実
見
す
る
機
会
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
保
存
会
作
成
の
資
料
を
主
な
情
報
源
と
し
て
い
る
。
ま
た
比
較
対
象
と
し
て

大
津
郡
三
隅
町
滝
坂
の
滝
坂
神
楽
舞
も
実
見
し
た
。

三
　
事
例
報
告

１
　
厚
狭
郡
楠
町
二
道
祖
　
岩
戸
神
楽
舞

厚
狭
郡
楠
町
の
西
部
、
美
祢
市
伊
佐
町
と
境
を
接
す
る
奥
万
倉
に
二
道
祖
地
区
は
あ
る
。
万
倉
の
地
名
は
、
か
つ
て
船
木
に
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
楠
の
大
樹
に
隠
れ
日
の
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
真
暗
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
中
で
も
船
木
側
か
ら
見

て
も
っ
と
も
奥
に
あ
た
る
、
美
祢
郡
山
中
村
（
現
美
祢
市
東
厚
保
町
・
伊
佐
町
）
と
の
境
に
奥
万
倉
の
集
落
が
あ
る
。
実
際
に
、
有
帆
川

を
上
流
に
遡
っ
た
山
間
部
で
あ
り
、
現
在
で
も
両
側
を
山
に
挟
ま
れ
た
谷
の
両
側
に
わ
ず
か
に
家
屋
が
点
在
し
て
い
る
と
い
う
印
象
で
あ

る
。
な
か
で
も
二
道
祖
と
い
う
印
象
的
な
地
名
は
、
白
椎
ノ
木
か
ら
堀
越
に
抜
け
る
有
帆
川
沿
い
の
道
上
に
二
つ
の
道
祖
神
が
祀
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
由
来
す
る
〔
長
谷
川
　
一
九
六
七
〕。
現
在
は
一
五
戸
ほ
ど
の
た
い
へ
ん
小
さ
な
集
落
で
あ
る
。

こ
の
二
道
祖
の
集
落
に
は
、
地
図
に
は
名
を
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
現
地
で
御
伊
勢
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
山
へ
の
入
り
口
が
あ
る
。

標
高
三
一
七
メ
ー
ト
ル
の
山
の
集
落
に
面
し
た
斜
面
は
、
山
頂
に
近
づ
く
に
つ
れ
巨
石
が
積
み
重
な
り
異
様
な
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
山
の
山
頂
付
近
に
御
伊
勢
山
皇
大
神
宮
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
神
宮
と
い
っ
て
も
社
殿
は
な
く
、
岩
肌
を
背
後
に
注
連
縄
を
張
ら
れ
た

内
宮
・
外
宮
の
小
さ
な
祠
が
祀
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
現
在
で
は
こ
の
山
頂
の
宮
ま
で
上
る
道
も
な
く
、
訪
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
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無
い
と
い
う
が
、
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
は
子
供
た
ち
で
も
こ
の
山
に
登
り
、
遊
ん
だ
り
神
宮
に
参
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
岩
戸
神
楽
舞
は

こ
の
御
伊
勢
山
皇
大
神
宮
へ
の
奉
納
行
事
で
あ
る

（（
５５
））

。

か
つ
て
は
内
宮
の
前
に
わ
ず
か
な
平
地
が
あ
り
、
こ
こ
で
四
月
一
三
・
一
四
日
の
大
神
宮
祭
に
神
楽
も
奉
納
さ
れ
た
。
明
治
六
年
に
こ

の
場
所
に
通
夜
堂
が
建
立
さ
れ
、
神
楽
も
そ
こ
で
奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
通
夜
堂
は
倒
壊
し
、
明
治
二
七
年
、
山
麓
二
〇

〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
距
た
っ
た
観
音
堂
の
敷
地
に
通
夜
堂
の
材
を
用
い
て
遙
拝
所
を
建
て
、
以
後
神
楽
は
そ
こ
で
奉
納
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
と
き
、
神
楽
奉
納
の
日
取
り
も
現
在
と
同
じ
一
二
月
五
日
に
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
大
正
一
四
年
、
遙
拝
所
の
建
物
を
現
在

の
県
道
三
七
号
線
沿
い
に
移
築
し
て
公
会
堂
と
し
、
神
楽
の
奉
納
も
こ
こ
に
移
っ
た
。
そ
し
て
平
成
二
年
、
公
会
堂
が
老
朽
化
し
た
た
め

農
林
水
産
省
の
中
山
間
地
域
農
村
活
性
化
総
合
整
備
事
業
の
資
金
を
得
て
、
公
会
堂
の
向
か
い
に
集
会
場
を
建
て
、
現
在
ま
で
神
楽
は
こ

こ
で
奉
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
場
所
こ
そ
変
転
を
く
り
返
し
た
が
、
現
在
で
も
こ
れ
が
御
伊
勢
山
皇
大
神
宮
へ
の
奉
納
行

事
で
あ
る
こ
と
は
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

二
道
祖
の
岩
戸
神
楽
舞
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
系
統
の
中
で
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
は
っ
き
り
と
し
た
由
来
語
り
を
伝
え
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
今
か
ら
二
〇
〇
年
ほ
ど
前
、
二
道
祖
の
長
谷
川
庄
兵
衛
と
い
う
も
の
が
、
村
社
宮
尾
八
幡
宮
の
河
本
大
宮
司
家
よ
り
伊
勢
流
五
調
子

の
岩
戸
神
楽
舞
の
直
伝
を
受
け
、
こ
れ
に
伊
勢
式
別
流
の
長
所
も
取
り
入
れ
、
集
落
内
の
長
谷
川
・
古
川
・
渋
谷
・
木
村
・
大
谷
・
矢

原
・
荒
川
と
い
っ
た
各
家
で
役
割
を
分
担
し
、
一
家
相
伝
の
も
の
と
し
て
受
け
継
い
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
末
頃
か
ら
は
部
落
青
年

に
広
く
解
放
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
き
た
。」

こ
う
し
た
由
来
語
り
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
文
献
に
引
用
さ
れ
て
き
て
い
る
が
〔
山
口
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六
二
、
山
口
県
教
育
委
員

会
文
化
課
　
一
九
八
二
〕、
興
味
深
く
は
あ
る
も
の
の
こ
れ
を
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
に
は
問
題
が
多
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後

で
詳
し
く
考
察
す
る
。
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さ
て
、
現
在
の
二
道
祖
岩
戸
神
楽
舞
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
正
確
な
年
代
は
不
明
だ
が
、
満
州
事
変
を
契
機
と
し
て
戦
中
二
〇
年
ほ
ど

の
中
断
が
あ
っ
た
と
い
う
。
戦
後
、
昭
和
三
一
年
九
月
一
五
日
に
当
時
の
楠
町
長
の
勧
請
に
応
え
、
町
の
敬
老
会
の
余
興
と
し
て
一
部
の

舞
を
演
じ
、
復
興
の
機
運
が
高
ま
っ
た
。
途
絶
以
前
の
伝
承
者
の
多
く
が
健
在
で
あ
っ
た
た
め
、
装
束
・
道
具
類
を
一
部
補
充
す
る
な
ど

し
て
復
興
は
順
調
に
進
み
、
同
年
一
二
月
五
日
に
二
道
祖
公
会
堂
で
復
興
後
は
じ
め
て
の
奉
納
神
楽
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
こ
の
復
興
に
際

し
て
は
、
当
初
か
ら
文
化
財
指
定
が
ひ
と
つ
の
目
標
と
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
三
二
年
九
月
に
山
口
県
に
指
定
申
請
書
を
提
出
、
昭
和
三
三

年
四
月
二
五
日
に
山
口
県
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
同
時
に
二
道
祖
で
は
岩
戸
神
楽
舞
保
存
顕
彰
会
を
結
成
し
、
現
在
ま
で
こ
の

団
体
が
神
楽
の
伝
承
を
担
っ
て
い
る
。

現
在
演
じ
ら
れ
て
い
る
演
目
構
成
は
、
保
存
会
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
　
一
番
神
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
剣
の
舞
（
将
軍
）

二
　
二
番
神
楽
（
天
邪
鬼
）

八
　
祝
詞
の
舞

三
　
三
番
神
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
岩
戸
の
舞
（
岩
戸
さ
ぐ
り
）

四
　
三
宝
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
姫
の
舞
（
天
宇
受
女
）

番
外
　
天
蓋
操
作
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
鬼
の
舞
（
手
力
男
）

五
　
鉾
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
弓
の
舞

六
　
榊
の
舞
（
柴
）

こ
れ
ら
の
舞
を
、
現
在
は
部
落
集
会
所
に
て
午
後
七
時
頃
か
ら
四
時
間
ほ
ど
で
演
じ
る
。
奏
楽
は
太
鼓
（
一
名
）
・
笛
（
二
名
）
・
鉦

（
一
名
）
で
あ
る
が
、
笛
の
伝
承
が
難
し
い
と
い
い
、
現
在
は
一
名
し
か
伝
承
者
が
お
ら
ず
、
平
成
一
四
年
の
奉
納
で
は
そ
の
一
名
も
体
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調
が
優
れ
ず
、
太
鼓
と
鉦
の
み
で
あ
っ
た
。
先
述
の
演
目
構
成
の
う
ち
、「
岩
戸
の
舞
」「
姫
の
舞
」「
鬼
の
舞
」
が
直
接
的
に
岩
戸
開
き

を
再
現
す
る
演
目
と
な
る
が
、
そ
の
直
前
の
「
祝
詞
の
舞
」
は
、
岩
戸
開
き
の
神
話
と
神
楽
舞
の
由
来
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
含

め
た
四
つ
が
着
面
の
舞
で
あ
る
。
ま
た
、「
二
番
神
楽
」
に
お
い
て
舞
い
手
の
ほ
か
に
途
中
か
ら
天
邪
鬼
と
呼
ば
れ
る
も
ど
き
が
出
る
が
、

こ
れ
も
着
面
で
あ
る
。
な
お
平
成
一
四
年
の
奉
納
で
は
「
二
番
神
楽
」
と
「
榊
の
舞
」
が
省
略
さ
れ
、「
祝
詞
の
舞
」
と
「
岩
戸
の
舞
」

の
順
番
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
も
人
手
の
不
足
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
二
道
祖
岩
戸
神
楽
舞
は
、
途
絶
期
間
は
あ
っ
た
も
の
の
比
較
的
早
く
に
復
興
さ
れ
て
お
り
、
復
興
に
際
し
て
も
途
絶
以
前
の
伝
承

者
が
多
く
参
加
し
て
い
た
こ
と
、
復
興
後
も
あ
る
程
度
固
定
し
た
舞
い
手
が
長
く
修
練
を
積
ん
で
演
じ
て
い
る
た
め
舞
い
方
・
所
作
が
し

っ
か
り
し
て
い
る
こ
と

（（
６６
））

、
早
い
時
期
に
文
化
財
の
指
定
を
受
け
、
伝
承
者
の
間
に
伝
統
的
な
様
式
を
保
つ
と
い
う
意
識
が
充
分
に
持
た
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
現
在
で
も
岩
戸
神
楽
舞
の
典
型
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
こ
の
事

例
の
み
に
見
ら
れ
る
特
徴
も
あ
り
、
他
の
岩
戸
神
楽
舞
伝
承
地
と
地
理
的
に
や
や
離
れ
て
い
る
こ
と
や
、
現
在
の
楠
町
に
は
異
系
統
の
も

の
も
含
め
て
他
に
神
楽
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
伝
播
や
展
開
を
考
察
す
る
の
に
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、

現
在
伝
承
は
途
絶
え
て
い
る
も
の
の
、
同
系
統
の
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
近
隣
の
集
落
で
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き

た
。
次
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

２
　
美
祢
市
伊
佐
町
堀
越
・
岩
奥
　
岩
戸
の
舞

二
道
祖
か
ら
有
帆
川
沿
い
の
県
道
を
上
流
に
向
か
い
美
祢
市
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
川
を
挟
ん
で
西
に
下
堀
越
、
東

に
岩
奥
と
い
う
二
つ
の
集
落
が
あ
る
。
現
在
は
と
も
に
美
祢
市
伊
佐
町
に
属
す
る
が
、
か
つ
て
こ
の
あ
た
り
は
二
道
祖
と
同
じ
奥
万
倉
に

属
し
て
お
り
、
実
際
に
距
離
に
す
る
と
三
キ
ロ
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
。
県
道
は
美
祢
市
に
入
っ
て
す
ぐ
に
宇
部
興
産
道
路
・
中
国
自

動
車
道
と
平
行
し
て
走
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
で
は
車
の
往
来
の
騒
音
が
激
し
い
が
、
集
落
自
体
は
二
道
祖
と
同
様
の
山
間
の
小
集
落
と
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い
う
雰
囲
気
で
あ
る
。
下
堀
越
の
野
地
に
は
、
宇
部
興
産
道
路
に
隠
れ
る
よ
う
に
西
ノ
宮
八
幡
宮
と
い
う
社
が
あ
る
。
こ
の
堀
越
の
八
幡

宮
に
か
つ
て
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う
岩
戸
舞
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
報
告
が
あ
る
〔
山
口
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六
二
　
四
〇
〜
四
二
頁
、

御
園
生
　
一
九
七
二
　
八
七
〜
八
九
頁
〕。
こ
れ
に
よ
っ
て
往
時
の
神
楽
の
演
目
や
神
楽
歌
・
祝
詞
な
ど
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
の
報
告
書
に
よ
っ
て
演
目
を
記
す
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
　
神
降
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
鋒

二
　
神
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
幣

三
　
み
ど
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
姫

四
　
祝
詞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
荒
平

五
　
柴
刀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
弓

六
　
磐
戸

こ
の
神
楽
に
つ
い
て
、
か
つ
て
の
伝
承
者
に
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
神
楽
の
名
称
は
岩
戸
の
舞
と
い
い
、
毎
年
一
〇
月
一
七
日
、

西
ノ
宮
八
幡
宮
の
秋
祭
の
前
夜
祭
に
奉
納
し
て
お
り
、
一
八
日
の
本
祭
に
は
御
神
幸
が
あ
っ
た
。
岩
戸
の
舞
を
奉
納
す
る
地
区
は
決
ま
っ

て
お
り
、
野
地
・
岡
・
堂
下
の
三
つ
の
集
落
の
若
い
衆
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
野
地
・
岡
は
下
郷
と
と
も
に
下
堀
越
を
形
成
し
て
い
る
が
、

下
郷
は
と
な
り
の
根
越

ね
こ
れ

に
近
く
、
下
堀
越
の
中
で
は
「
根
越
組
」
と
呼
ば
れ
、
神
楽
に
は
関
係
し
て
い
な
か
っ
た
。
堂
下
は
独
立
し
て
字

を
形
成
し
、
隣
接
の
上
堀
越
は
西
垰

に
し
だ
お

と
呼
ば
れ
、
西
ノ
宮
八
幡
宮
の
祭
礼
で
は
神
楽
と
は
関
係
な
く
楽
を
奉
納
し
て
い
た
。

堀
越
の
岩
戸
の
舞
は
戦
時
中
に
途
絶
え
た
が
、
終
戦
後
復
興
し
た
。
し
か
し
一
〇
年
と
持
た
ず
再
び
途
絶
し
た
と
い
う
。
戦
前
は
「
神

官
と
同
じ
格
好
」
で
神
楽
を
舞
っ
た
が
、
復
興
後
は
白
木
綿
で
衣
裳
を
作
り
、
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
。
楽
器
は
太
鼓
・
笛
・
鉦
で
、
笛
は
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細
竹
を
切
っ
て
各
自
で
作
っ
た
。
途
絶
し
た
理
由
は
、
舞
い
手
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
以
上
に
、
道
具
が
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

由
来
に
つ
い
て
は
曖
昧
だ
が
、
か
つ
て
地
区
で
疫
病
が
は
や
り
、
そ
の
平
癒
の
た
め
に
出
雲
で
習
っ
て
き
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
と
い
う
。
な
お
、
こ
の
方
の
話
に
よ
れ
ば
、
先
ほ
ど
の
演
目
構
成
の
う
ち
、「
神
楽
」
と
い
う
の
は
二
道
祖
と
同
様
三
番
ま
で
あ
り
、

ま
た
、「
み
ど
り
」
と
い
う
の
は
天
蓋
操
作
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
最
初
に
や
る
「
神
降
し
」
の
こ
と
だ
と
記
憶
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
た
だ
し
、
他
の
事
例
で
は
「
み
ど
り
」
と
い
う
名
称
で
懸
歌
を
歌
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
の
堀
越
の
「
み
ど
り
」
も
そ
れ
に
当
た
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
で
は
こ
の
神
楽
を
舞
っ
た
経
験
の
あ
る
も
の
も
数
人
に
な
っ
て
し
ま
い
、
み
な
高
齢
な
の
で
今
後
復
興

す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
。

ま
た
、
こ
の
堀
越
の
西
ノ
宮
八
幡
宮
か
ら
有
帆
川
を
隔
て
た
向
か
い
の
集
落
で
あ
る
岩
奥

（（
７７
））

に
は
、
若
宮
八
幡
宮
が
あ
る
。
西
ノ
宮
八
幡

宮
か
ら
は
徒
歩
で
も
一
五
分
ほ
ど
の
至
近
の
場
所
で
あ
る
。
若
宮
八
幡
宮
は
、
か
つ
て
は
西
万
倉
の
宮
尾
八
幡
宮
の
摂
社
と
い
わ
れ
て
い

た
そ
う
だ
が
、
明
治
四
二
年
、
椋
並
の
若
一
王
子
社
・
大
河
内
の
厳
島
神
社
と
合
併
さ
れ
、
若
一
王
子
社
を
広
矛
神
社
と
改
め
て
合
祀
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
〔
土
屋
　
一
九
七
九
〕。
し
た
が
っ
て
現
在
は
社
殿
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
西
ノ
宮
八
幡
宮
と
同
じ
よ
う
に
若
宮
八

幡
宮
も
中
国
自
動
車
道
の
高
架
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
る
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
お
り
、
土
地
の
人
で
な
け
れ
ば
社
殿
を
見
つ
け
る
こ
と

も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
拝
殿
の
天
井
に
は
現
在
で
も
天
蓋
を
吊
る
す
鉤
が
残
る
な
ど
、
合
併
後
も
こ
こ
で
神
楽
が
舞
わ
れ

た
こ
と
を
示
す
証
拠
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
若
宮
八
幡
宮
の
神
楽
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
一
度
も
無
い
と
思
わ
れ
る
。

二
道
祖
や
堀
越
で
も
、
こ
の
神
楽
を
記
憶
し
て
い
る
も
の
は
相
当
の
年
配
の
者
だ
け
で
あ
っ
た
。
幸
い
今
回
の
調
査
で
、
か
つ
て
こ
の
神

楽
を
舞
っ
た
経
験
が
あ
る
と
い
う
方
の
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
す
で
に
途
絶
し
て
か
ら
五
〇
年
以
上
が
経
っ
て
お

り
、
記
憶
は
か
な
り
曖
昧
で
あ
る
。

若
宮
八
幡
宮
の
祭
礼
は
一
〇
月
二
七
・
二
八
日
で
、
西
ノ
宮
と
一
〇
日
違
い
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
二
八
日
が
本
祭
で
、
神
楽
は
二
七

日
の
宵
宮
の
深
夜
に
行
わ
れ
た
。
戦
中
は
中
断
し
て
お
り
、
戦
後
す
ぐ
に
一
度
復
興
し
た
が
、
境
内
の
倉
に
納
め
て
い
た
衣
裳
・
道
具
お
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よ
び
記
録
類
の
一
切
を
盗
ま
れ
た
た
め
、
そ
の
後
伝
承
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
。
西
ノ
宮
・
若
宮
双
方
で
の
聞
き
取
り
と

も
、
お
互
い
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
戦
前
は
、
西
ノ
宮
で
は
若
宮
の
祭
礼
に
敬
意
を
表
し
て
若
者
の
代
表
が
提
灯
を
と

も
し
て
列
を
組
ん
で
通
っ
て
い
た
と
い
い
、
若
宮
で
は
、
自
分
た
ち
の
神
楽
が
途
絶
し
た
後
も
し
ば
ら
く
続
い
て
い
た
西
ノ
宮
の
祭
礼
の

神
楽
に
毎
年
通
っ
た
と
い
う
。
神
楽
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
細
か
い
と
こ
ろ
で
違
い
も
あ
っ
た
と
い
い
、

若
宮
で
は
「
西
ノ
宮
で
は
太
鼓
に
合
わ
せ
て
舞
う
が
、
若
宮
で
は
太
鼓
が
舞
に
合
わ
せ
る
」
と
い
い
、
ま
た
、
お
互
い
の
神
楽
を
舞
っ
て

見
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
一
緒
に
舞
う
と
合
わ
な
か
っ
た
と
も
聞
い
た
。

ち
な
み
に
、
記
憶
は
た
い
へ
ん
曖
昧
で
あ
っ
た
が
、
若
宮
で
聞
い
た
神
楽
の
演
目
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

一
　
一
番
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
祝
詞

二
　
二
番
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
ひ
ょ
う
げ
じ
い

三
　
三
番
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
姫

四
　
み
ど
り
・
懸
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
鬼
の
舞

五
　
柴
刀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
　
弓
の
舞

こ
れ
以
外
に
「
鉾
の
舞
」
が
あ
っ
た
が
ど
の
順
番
か
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
「
ひ
ょ
う
げ
じ
い
」
と
は
正
式
な
名
前
で
な
い
と

い
う
が
、
こ
れ
は
他
所
の
事
例
か
ら
考
え
て
「
岩
戸
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う

（（
８８
））

。
や
は
り
典
型
的
な
岩
戸
神
楽
舞
の
構
成
と
言
え
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
事
例
と
と
も
に
二
道
祖
の
岩
戸
神
楽
舞
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

３
　
美
祢
郡
美
東
町
真
長
田
　
天
磐
戸
舞
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美
東
町
真
長
田
は
、
美
祢
郡
美
東
町
の
南
部
、
吉
敷
郡
小
郡
町
と
の
境
に
あ
た
る
地
区
で
あ
り
、
も
と
は
長
田
川
を
境
に
東
に
長
田
村
、

西
に
真
名
村
と
分
か
れ
て
お
り
、
明
治
の
市
長
村
制
施
行
に
よ
っ
て
合
併
し
て
真
長
田
村
と
な
っ
た
。
そ
の
後
再
び
分
か
れ
る
が
、
現
在

は
再
度
合
併
し
て
ひ
と
つ
の
字
を
形
成
し
て
い
る
。
戸
数
四
〇
〇
、
人
口
一
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
大
き
な
地
区
で
あ
る
。
小
郡
方
面
か
ら
県

道
二
八
号
線
を
北
へ
向
か
い
、
美
東
町
に
入
っ
た
最
初
の
分
岐
点
に
湯
の
口
の
バ
ス
停
が
あ
る
。
そ
の
脇
の
小
道
を
入
る
と
真
長
田
八
幡

宮
が
あ
る
。
こ
の
真
長
田
八
幡
宮
の
秋
期
例
祭
に
天
磐
戸
舞
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
平
成
一
四
年
は
一
〇
月
二
六
日
で
あ
っ
た
。

真
長
田
八
幡
宮
は
複
雑
な
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
合
併
以
前
に
は
、
真
名
と
長
田
に
は
そ
れ
ぞ
れ
八
幡
宮
が
あ
っ
た
。
真
名

の
旧
竜
尾
八
幡
宮
と
長
田
の
旧
長
田
八
幡
宮
が
昭
和
三
九
年
に
合
祀
さ
れ
、
真
長
田
八
幡
宮
と
改
称
し
た
。
現
在
地
は
旧
竜
尾
八
幡
宮
で

あ
る
が
、
こ
の
竜
尾
八
幡
宮
も
も
と
は
真
名
の
徳
坂
丸
山
に
あ
り
、
そ
の
後
宮
ヶ
原
を
経
て
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
に
現
在
の
湯
の
口

に
遷
宮
さ
れ
た
と
い
う
。
い
っ
ぽ
う
旧
長
田
八
幡
宮
は
か
つ
て
長
田
の
宮
の
河
内
の
北
岡
の
台
に
あ
っ
た
〔
吉
永
　
一
九
八
六
〕。
天
磐

戸
舞
は
本
来
こ
の
長
田
八
幡
宮
に
奉
納
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
か
つ
て
は
「
宮
の
河
内
の
神
楽
」
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
。

真
長
田
の
天
磐
戸
舞
は
戦
中
に
途
絶
え
、
戦
後
数
年
復
興
さ
れ
た
が
、
昭
和
二
九
年
頃
を
境
に
奉
納
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
、

昭
和
五
一
年
よ
り
美
東
町
真
長
田
公
民
館
を
中
心
と
し
て
復
興
の
気
運
が
高
ま
り
、
昭
和
五
二
年
一
一
月
の
真
長
田
八
幡
宮
秋
期
例
祭
に

奉
納
さ
れ
、
以
後
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
。
復
興
に
協
力
し
た
者
の
中
に
途
絶
以
前
の
神
楽
経
験
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
古
老

の
中
に
舞
方
を
覚
え
て
い
る
者
が
若
干
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
指
導
を
仰
い
だ
と
い
う
。
ま
た
、
昭
和
の
初
め
頃
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る

『
天
磐
戸
舞
次
第
』
と
い
う
台
本
が
あ
り
、
祝
詞
、
神
楽
歌
、
舞
方
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
た
た
め
そ
れ
に
従
っ
た
。
と
く
に
苦
労
し
た

の
が
奏
楽
だ
っ
た
よ
う
で
、
笛
・
太
鼓
に
関
し
て
は
覚
え
て
い
る
者
が
お
ら
ず
、
手
探
り
状
態
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
七
年
に
山
口
放
送
で

美
東
町
が
紹
介
さ
れ
た
と
き
に
、
途
絶
中
の
天
磐
戸
舞
を
部
分
的
に
演
じ
た
の
を
ビ
デ
オ
に
録
画
し
た
も
の
が
美
東
町
教
育
委
員
会
に
残

さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
音
を
譜
に
起
こ
し
て
利
用
し
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
演
目
の
奏
楽
が
記
録
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
現
保
存
会
の
方
々
も
笛
・
太
鼓
は
以
前
の
も
の
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
認
め
て
い
る
。
ま
た
こ
の
復
興
の
際
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に
は
、
周
辺
地
域
の
神
楽
に
教
え
を
請
い
、
見
学
に
い
く
こ
と
も
多
く
あ
っ
た
。
美
東
町
内
の
他
の
神
楽
、
た
と
え
ば
聞
波
や
赤
郷
か
ら

笛
や
舞
方
を
習
っ
た
が
違
う
と
感
じ
た
と
い
う
。
そ
の
中
で
は
小
郡
町
岩
屋
の
岩
戸
の
舞
が
も
っ
と
も
近
く
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
。

現
在
演
じ
ら
れ
て
い
る
演
目
構
成
は
、
現
保
存
会
作
成
の
冊
子
『
天
磐
戸
舞
』
に
よ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

番
外
　
天
蓋
下
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
花
三
十

番
外
　
美
登
利
懸
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
荒
神

一
　
一
番
神
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
お
も
へ
鐘

二
　
二
番
神
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
所
馴

三
　
弊
ノ
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
児
屋
根

四
　
四
ツ
太
刀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
宇
豆
売

五
　
弓
ノ
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
手
力

な
お
、
平
成
一
四
年
に
筆
者
が
実
見
し
た
際
に
は
「
天
蓋
下
し
」「
美
登
利
懸
歌
」「
一
番
神
楽
」「
二
番
神
楽
」「
荒
神
」「
弊
ノ
舞
」

「
お
も
へ
鐘
」「
弓
ノ
舞
」「
花
三
十
」「
所
馴
」「
四
ツ
太
刀
」「
児
屋
根
」「
宇
豆
売
」「
手
力
王
」
と
い
う
順
番
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
演

者
の
都
合
で
変
更
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、「
お
も
へ
鐘
」「
所
馴
」「
児
屋
根
」「
宇
豆
売
」「
手
力
王
」
が
岩
戸
舞
に

相
当
す
る
も
の
で
、
着
面
の
舞
で
あ
る
。
真
長
田
の
天
磐
戸
舞
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
面
で
あ
る
。
面
は
全
部
で
六
種
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
四
種
は
、
現
地
で
能
面
と
伝
え
る
も
の
で
、
翁
面
・
黒
色
尉
面
・
男
面
・
女
面
が
各
一
で
あ
る
。
箱
書
に
よ
れ
ば
、
宝
永
二
年

（
一
七
〇
五
）
に
長
田
村
領
主
の
毛
利
就
直
が
願
主
と
な
り
旧
長
田
八
幡
宮
に
宝
物
と
し
て
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
〔
美
東
町
教

育
委
員
会
　
一
九
七
四
　
四
七
二
頁
〕。
こ
れ
ら
の
面
は
昨
年
ま
で
実
際
に
神
楽
奉
納
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
戦
前
も
こ
の
面
を
着
け
て

51 長門の岩戸神楽舞について



演
じ
て
い
た

（（
９９
））

。『
防
長
風
土
注
進
案
　
美
禰
宰
判
　
眞
名
村
』
の
長
田
八
幡
宮
の
項
に
は
「
祭
日
　
九
月
十
八
日
九
日
　
祭
式
次
第
十
八

日
九
日
両
日
之
間
神
楽
舞
」
と
あ
り
、
こ
の
神
楽
舞
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
〔
山
口
県
文
書
館
　
一
九
六
二
ａ
　
一
三
三
頁
〕。

興
味
深
い
の
は
そ
の
面
に
つ
け
ら
れ
た
名
前
で
あ
り
、
箱
書
に
そ
れ
ぞ
れ
、「
口
宣
」「
五
郎
」「
文
選
」「
姫
宮
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
で
詳
し
く
述
べ
る
。

美
東
町
は
神
楽
の
盛
ん
な
土
地
で
あ
り
、
他
集
落
で
も
神
楽
を
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
蔵
上
幸
子
は
八
カ
所
の
神
楽
を
挙
げ
て

い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
岩
戸
舞
と
王
子
舞
の
双
方
を
含
む
も
の
で
、
由
来
語
り
と
し
て
も
、
木
間
、
も
し
く
は
滝
坂
か
ら
直
接
・
間

接
に
習
っ
た
も
の
と
伝
え
て
い
る
〔
蔵
上
　
一
九
九
八
〕。
そ
の
な
か
で
、
大
田
の
聞
波
の
神
楽
に
は
王
子
舞
に
あ
た
る
も
の
が
な
く
、

現
地
で
も
岩
戸
舞
と
伝
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
舞
は
現
在
、
数
年
に
一
度
し
か
奉
納
さ
れ
る
機
会
が
な
い
と
い
い
、
実
見
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
が
、
蔵
上
の
報
告
に
は
テ
ン
ポ
の
速
い
舞
で
滝
坂
の
も
の
に
似
て
い
る
と
書
か
れ
て
お
り
、
真
長
田
で
の
聞
き
取
り
で
は
、

他
所
よ
り
は
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
が
真
長
田
よ
り
は
早
い
舞
で
若
干
の
違
和
感
が
あ
る
と
い
う
感
想
で
あ
っ
た
。
聞
波
の
神
楽
で
興
味
を

引
か
れ
る
の
は
、
他
所
に
は
み
ら
れ
な
い
「
キ
ヅ
キ
」
と
い
う
着
面
舞
が
あ
る
こ
と
で
、
名
前
か
ら
は
大
国
主
に
関
連
す
る
も
の
か
と
思

わ
れ
る
。
長
門
の
神
楽
で
は
、
北
部
の
石
見
神
楽
の
影
響
が
濃
い
地
域
を
除
い
て
大
国
主
に
関
す
る
演
目
が
あ
る
の
は
珍
し
い
。
ま
た

「
薙
刀
の
舞
」
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
周
辺
で
は
聞
波
に
至
近
の
瀬
々
川
（
明
治
期
に
聞
波
か
ら
教
え
に
い
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
）
の
ほ

か
、
小
郡
町
岩
屋
の
岩
戸
の
舞
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
か
つ
て
竜
尾
八
幡
宮
が
あ
っ
た
徳
坂
で
は
、
竜
尾
八
幡
宮
跡
の
古
元
八
幡
宮
に
神
楽
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
神

楽
は
現
在
伝
承
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
資
料
も
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
だ
が
、『
美
東
町
史
』
に
よ
る
と
、
岩
戸
舞
と
王
子
舞
の
双

方
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
町
史
で
は
古
く
か
ら
岩
戸
舞
が
あ
り
、
明
治
以
降
に
王
子
舞
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る

が
、
こ
の
町
史
全
体
が
古
い
見
解
に
よ
っ
て
岩
戸
舞
を
山
伏
神
楽
の
古
態
と
捉
え
て
お
り
、
信
用
度
が
低
い
。『
防
長
風
土
注
進
案
　
美

禰
宰
判
　
眞
名
村
』
に
は
古
元
八
幡
宮
の
祭
日
は
九
月
十
日
十
一
日
で
「
神
式
神
楽
舞
御
幸
之
式
神
輿
一
臺
風
雨
順
時
之
湯
立
之
舞
等
執
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行
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
神
楽
舞
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
〔
山
口
県
文
書
館
　
一
九
六
二
ａ
　
一
六
七
頁
〕。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
地
域
に
は
か
つ
て
相
当
の
密
度
で
神
楽
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

４
　
美
祢
郡
秋
芳
町
別
府
　
岩
戸
神
楽
舞

美
祢
郡
秋
芳
町
は
、
同
郡
美
東
町
と
並
ん
で
神
楽
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
町
北
部
の
青
景
の
寺
家
や
八
代
の
柏
木

か
い
の
き

で
伝

承
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
嘉
万
の
坂
水
な
ど
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
。『
秋
芳
町
史
』
に
よ
れ
ば
他
に
も
中
辺
・
半
田
・
殿
河
内
・
平

佐
・
御
坊
な
ど
が
神
楽
伝
承
地
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
戦
後
に
は
す
で
に
廃
絶
し
て
お
り
、
詳
し
い
内
容
は
知
り
え
な
い
。

た
だ
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
王
子
舞
を
含
む
形
式
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
と
く
に
北
部
の
八
代
地
区
で
は
、
三
隅
町
と
の
境
の
権
現
山
の
ふ

も
と
に
あ
た
る
柏
木
に
滝
坂
か
ら
神
楽
が
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
中
辺
・
青
景
・
坂
水
な
ど
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
〔
秋
芳
町
史
編
集
委
員
会
　
一
九
六
三
、
財
前
　
二
〇
〇
二
〕。
半
田
の
神
楽
は
岩
戸
の
舞
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
改
訂
前
の

『
秋
芳
町
史
』
で
は
こ
れ
が
別
府
に
伝
承
さ
れ
た
と
な
っ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
同
じ
く
改
訂
前
の
町
史

で
は
、
岩
永
下
郷
の
御
食
神
社
に
も
岩
戸
の
舞
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
昭
和
四
年
頃
よ
り
途
絶
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

も
詳
細
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
う
し
た
中
で
、
秋
芳
町
西
部
、
美
祢
市
と
境
を
接
す
る
別
府
流
田
の
壬
生
神
社
に
伝
わ
る
岩
戸
神
楽
舞
は
特
殊
な
も
の
で
あ

る
。
王
子
舞
を
と
も
な
わ
な
い
岩
戸
神
楽
の
系
統
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
中
で
も
顕
著
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

別
府
の
岩
戸
神
楽
舞
は
、
も
と
は
別
府
の
中
で
も
流
田

な
が
れ
だ

・
桧
皮
ひ
わ
だ

と
い
う
二
つ
の
集
落
が
壬
生
神
社
に
奉
納
す
る
神
楽
で
あ
っ
た
。
し
か
し

近
年
は
、
両
集
落
の
み
で
の
奉
納
が
難
し
く
な
っ
た
た
め
、
山
口
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
指
定
（
昭
和
六
一
年
）
を
機
に
別
府
全
体
の
奉

納
行
事
と
し
、
平
成
五
年
か
ら
は
別
府
小
学
校
に
神
楽
舞
ク
ラ
ブ
が
で
き
、
子
供
た
ち
と
と
も
に
奉
納
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
神

楽
と
し
て
は
た
い
へ
ん
貴
重
な
こ
と
に
、
別
府
の
岩
戸
神
楽
舞
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
途
絶
え
る
こ
と
な
く
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
。
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現
在
の
岩
戸
神
楽
舞
の
構
成
は
、
保
存
会
作
成
の
冊
子
『
岩
戸
神
楽
舞
』
に
よ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
　
天
蓋
引
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
所
な
ら
し

二
　
天
蓋
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
鉾
の
舞

三
　
一
番
神
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
神
和

か
ん
な
ぎ

四
　
二
番
神
楽
（
も
ど
き
）

一
一
　
弓
の
舞
（
合
舞
）

五
　
鈿
女
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
両
剣

六
　
花
さ
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
尉じ

い

の
舞

七
　
荒
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
手
力
男
命

平
成
一
四
年
の
奉
納
は
一
一
月
九
日
で
あ
っ
た
が
、
演
目
は
ほ
ぼ
こ
の
通
り
で
あ
り
、
午
後
七
時
半
に
始
ま
り
途
中
に
籤
引
き
大
会
な

ど
も
入
れ
て
午
後
一
一
時
半
頃
ま
で
、
全
体
が
四
時
間
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
奏
楽
は
太
鼓
・
笛
・
鉦
で
あ
る
。
こ
の
神
楽
が
他
の
岩
戸
神
楽

と
比
べ
て
も
特
殊
だ
と
考
え
ら
れ
る
点
は
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
、
衣
裳
に
た
い
へ
ん
特
徴
が
あ
り
、
素
面
の
舞
で
は
す
べ
て
黄
色
の
狩

衣
を
着
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
芸
態
に
も
特
徴
が
あ
り
、
と
く
に
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
る
の
は
、
他
の
同
系
統
の
舞
が
二
畳
ほ
ど
の
舞

床
を
円
を
画
く
よ
う
に
旋
回
す
る
の
に
対
し
、
別
府
岩
戸
神
楽
舞
で
は
四
隅
四
辺
を
き
ち
ん
と
踏
ん
で
四
角
く
回
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
際

に
一
辺
を
歩
む
歩
数
ま
で
は
っ
き
り
と
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
太
鼓
に
合
わ
せ
て
四
辺
を
歩
く
動
作
を
現
地
で
は

「
道
行
き
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
四
辺
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
中
央
に
向
か
っ
て
進
み
出
て
、
鈴
を
鳴
ら
し
な
が
ら
後
退
る
動
作
を
は
っ
き

り
と
「
反
閉
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
さ
ら
に
、
最
後
の
「
手
力
男
命
」
で
手
力
男
（
鬼
）
が
登
場
す
る
場
面
で
は
、

太
鼓
・
笛
・
鉦
の
乱
拍
子
と
合
わ
せ
て
、
舞
床
で
あ
る
拝
殿
の
壁
を
外
か
ら
叩
き
鳴
ら
す
と
い
う
演
出
が
あ
り
、
オ
コ
ナ
イ
の
乱
声
な
ど
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に
通
ず
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
所
々
に
修
験
や
仏
教
の
影
響
の
垣
間
見
え
る
要
素
も
あ
る
が
、
全
体
的
に
は
個
々
の
所
作

の
分
節
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
整
然
と
し
た
、
た
い
へ
ん
格
式
張
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
演
目
の
う
ち
、「
う
ず
め
」「
所
な
ら
し
」

「
鉾
の
舞
」「
神
和
」「
尉
の
舞
」「
手
力
男
命
」
が
着
面
の
舞
で
、
狭
義
に
は
「
う
ず
め
」「
尉
の
舞
」「
手
力
男
命
」
が
岩
戸
開
き
を
再
現

す
る
も
の
で
あ
り
、「
所
な
ら
し
」「
鉾
の
舞
」「
神
和
」
は
そ
の
由
来
を
語
り
岩
戸
の
場
面
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
二
番
神
楽
」

に
は
他
所
と
同
様
に
着
面
の
も
ど
き
が
出
る
。

別
府
の
岩
戸
神
楽
舞
は
現
存
す
る
岩
戸
神
楽
系
統
の
事
例
の
中
で
は
最
も
北
に
位
置
し
、
長
門
の
神
楽
の
中
心
地
と
も
い
え
る
三
隅

町
・
萩
市
に
近
い
。
周
辺
の
神
楽
の
多
く
は
滝
坂
や
木
間
か
ら
直
接
神
楽
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
別
府
も
そ
の
影
響
圏
内
に

あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
岩
戸
神
楽
舞
系
統
の
特
徴
を
は
っ
き
り
有
し
な
が
ら
、
他
の
事
例
と
は
顕
著
に
異
な
る
特

徴
を
持
つ
な
ど
、
こ
の
系
統
の
神
楽
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
興
味
深
い
点
は
尽
き
な
い
。

５
　
美
祢
市
西
厚
保
町
大
日
　
岩
戸
の
舞

美
祢
市
の
大
日
岩
戸
の
舞
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
四
年
は
奉
納
さ
れ
ず
、
実
見
す
る
機
会
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
入
手
し
た
資
料
に
よ

っ
て
概
観
を
記
す
に
と
ど
め
る
〔
山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
課
　
一
九
八
二
、
山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
　
二
〇
〇
〇
、
美
祢

市
郷
土
文
化
研
究
会
　
二
〇
〇
一
〕。
西
厚
保
町
大
日
は
、
美
祢
市
の
南
西
部
に
あ
た
り
、
厚
狭
郡
山
陽
町
・
下
関
市
・
豊
浦
郡
菊
川
町

な
ど
に
近
く
、
他
の
神
楽
伝
承
地
と
は
や
や
離
れ
た
、
長
門
の
神
楽
の
分
布
の
う
ち
で
も
ほ
ぼ
外
延
に
当
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
岩
戸
の

舞
は
毎
年
一
一
月
七
日
に
大
日
の
原
八
幡
宮
に
て
奉
納
さ
れ
る
と
い
う
。

大
日
岩
戸
の
舞
の
現
在
の
演
目
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

番
外
　
天
蓋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
掛
歌
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二
　
三
拝
神
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
姫
宮
の
舞

三
　
神
楽
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
神
那
岐
の
舞

四
　
榊
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
巫
の
舞

五
　
刀
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
手
力
男

六
　
灯
と
も
し
爺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
弓
の
舞
（
し
ず
め
の
舞
）

七
　
床
な
ら
し

そ
の
他
特
記
す
べ
き
こ
と
と
し
て
は
、
現
地
で
は
由
来
と
し
て
、
江
戸
時
代
中
期
の
凶
荒
と
悪
疫
流
行
に
際
し
て
集
落
の
も
の
が
出
雲

に
出
か
け
て
教
え
を
授
か
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
最
低
三
名
い
れ
ば
神
楽
は
演
じ
ら
れ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
こ
れ
と
似
た
語
り
は
た
と
え
ば
美
祢
市
伊
佐
町
堀
越
や
美
東
町
の
多
く
の
神
楽
で
も
聞
か
れ
、
由
来
語
り
と
し
て
は
信
ず
る
に
足

る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
地
域
の
神
楽
の
影
響
関
係
を
考
え
る
の
に
興
味
深
い
も
の
と
言
え
る
。

６
　
吉
敷
郡
小
郡
町
岩
屋
　
岩
戸
の
舞

小
郡
町
岩
屋
の
岩
戸
の
舞
に
つ
い
て
も
実
見
す
る
機
会
を
得
な
か
っ
た
が
、
保
存
会
の
作
成
し
た
冊
子
『
手
本
岩
戸
神
楽
』
が
か
な
り

詳
細
に
芸
態
や
神
楽
歌
・
口
上
を
記
し
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
こ
の
神
楽
は
小
郡
町
上
郷
岩
屋
の
熊
野
神
社
に
毎
年
一
〇
月
九
日
に
奉

納
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
書
に
よ
る
と
演
目
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
　
緑
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
二
番
神
楽

二
　
一
番
神
楽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
三
番
神
楽
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五
　
四
本
幣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
素
戔
嗚
尊
舞
（
荒
神
）

六
　
花
三
重
（
榊
の
舞
）

一
二
　
天
児
屋
根
命
舞
（
児
屋
根
）

七
　
弓
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
思
兼
神
舞
（
思
兼
）

八
　
薙
刀
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
天
鈿
女
命
舞
（
鈿
女
）

九
　
四
本
剣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
手
力
男
神
舞
（
鬼
）

一
〇
　
太
玉
命
舞
（
所
均
）

一
六
　
天
照
大
神
舞
（
姫
宮
）

こ
れ
ら
の
う
ち
、
前
九
番
を
「
御
神
楽
」、
後
七
番
を
「
岩
戸
神
楽
」
と
呼
び
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
る
。
ま
た
番
外
と
し
て
最
初

に
天
蓋
下
し
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
太
玉
命
舞
」「
天
児
屋
根
命
舞
」「
思
兼
神
舞
」「
手
力
男
神
舞
」「
天
照
大
神
舞
」
が
着
面
の
舞
で
あ

る
。
興
味
深
い
の
は
、「
天
鈿
女
命
舞
」
は
女
児
が
化
粧
を
し
て
舞
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
保
存
会
の
冊
子
で
は
本
来
は

男
子
が
化
粧
を
し
て
舞
子
を
務
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、「
三
番
神
楽
」
と
「
太
玉
命
舞
」
に
ひ
ょ
う
げ
爺
と
呼
ば
れ
る
も

ど
き
が
出
る
が
、
こ
れ
も
場
合
に
よ
っ
て
三
〜
四
名
も
出
る
と
い
う
。
ま
た
、
演
目
と
し
て
は
「
薙
刀
の
舞
」
が
特
異
な
も
の
で
あ
り
、

長
門
の
岩
戸
神
楽
で
は
先
述
の
美
東
町
聞
並
に
見
ら
れ
る
ほ
か
に
は
ま
っ
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
保
存
会
の
手
本
で
は
、
こ
の
「
薙
刀

の
舞
」
を
、
周
防
部
の
大
元
神
楽
に
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
在
、
佐
波
郡
・
防
府
市
を
中
心
と
し
た
地
域
に
み
ら
れ

る
い
わ
ゆ
る
「
十
二
の
舞
」
系
統
の
神
楽
の
こ
と
で
、
確
か
に
こ
の
系
統
の
神
楽
の
多
く
の
事
例
に
は
薙
刀
の
舞
が
含
ま
れ
て
い
る
。
岩

戸
神
楽
の
分
布
圏
と
し
て
は
最
南
端
で
あ
り
、
周
防
と
の
境
に
あ
た
る
小
郡
岩
屋
の
地
理
的
条
件
を
考
え
て
妥
当
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一

方
で
、
こ
の
舞
は
長
く
村
人
に
「
チ
ャ
ン
チ
キ
舞
」
と
し
て
親
し
ま
れ
た
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
呼
び
方
は
萩
市
や
阿
武
郡
と

い
っ
た
長
門
の
神
楽
中
心
地
で
神
懸
り
の
託
宣
舞
を
指
す
呼
び
方
で
あ
っ
て
〔
財
前
　
一
九
九
五
〕、
こ
の
小
郡
岩
屋
の
神
楽
は
長
門
と

周
防
の
双
方
の
神
楽
の
影
響
圏
の
ち
ょ
う
ど
交
差
す
る
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
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四
　
考
察

さ
て
、
こ
こ
ま
で
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
長
門
部
の
岩
戸
神
楽
舞
の
事
例
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
が
、
そ
の
歴
史
的

展
開
を
考
察
し
て
み
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
長
門
の
岩
戸
神
楽
舞
の
系
統
は
、
美
祢
郡
・
大
津
郡
周
辺
に
勢
力
を
持

っ
て
い
た
と
さ
れ
る
山
伏
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
神
楽
で
あ
り
、
長
門
北
部
の
神
楽
が
徐
々
に
石
見
神
楽
の
影
響
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た

の
に
対
し
、
山
伏
神
楽
の
原
型
を
比
較
的
よ
く
と
ど
め
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
近
年
こ
の
見
解
に
は
異
議
が
唱
え
ら

れ
て
お
り
、
財
前
司
一
な
ど
が
こ
れ
を
社
人
神
楽
禁
止
以
降
に
広
ま
っ
た
も
の
と
す
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
問
題
か
ら
は

じ
め
る
な
ら
ば
、
今
回
の
調
査
で
は
、
こ
の
系
統
の
神
楽
が
江
戸
中
期
以
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
歴
史
を
有
す
る
と
考
え
る
根
拠
は
何
も
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
様
々
な
状
況
的
な
事
実
か
ら
考
え
て
、
や
は
り
江
戸
後
期
に
な
っ
て
当
地
の
神
職
た
ち
を
中
心
に
整
理
さ

れ
て
き
た
神
楽
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
財
前
も
こ
の
見
解
を
説
得
的
に
裏
付
け
る
に
は
い
た
っ
て
は
い
な
い
。
今

回
の
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
こ
れ
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
伝
播
経
路
を
考
察
す
る
た
め
に
、
各
事
例
ご
と
の
演
目
構
成
を
比
較
し
て
み
る
。
こ
れ
を
見
て
気
が
つ
く
こ
と
は
、
こ
の
系
統
の

神
楽
が
大
き
く
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
最
後
の
演
目
で
あ
り
、「
手
力
男

の
舞
」
で
終
わ
る
も
の
と
、「
弓
の
舞
」
で
終
わ
る
も
の
が
あ
る
。
手
力
男
で
終
わ
る
事
例
は
真
長
田
・
別
府
で
あ
り
、
岩
屋
の
事
例
も

岩
戸
を
開
い
た
後
に
隠
れ
て
い
た
天
照
大
神
と
も
ど
き
で
あ
る
お
多
福
が
出
る
「
天
照
大
神
舞
」
が
あ
る
も
の
の
、
岩
戸
開
き
の
場
面
で

終
わ
る
と
い
う
意
味
で
は
手
力
男
で
終
わ
る
も
の
と
同
種
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
二
道
祖
・
堀
越
・
岩
奥
・
大
日
で

は
「
弓
の
舞
」
と
い
う
岩
戸
開
き
の
場
面
と
直
接
関
係
の
な
い
素
面
舞
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
日
の
事
例
が
や
や
曖
昧
で
あ
る

も
の
の
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
は
他
の
演
目
構
成
の
比
較
か
ら
も
対
照
性
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
「
祝
詞
」
と
い
う
演
目
が
独
立
し
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て
い
る
事
例
は
二
道
祖
・
堀
越
・
岩
奥
の
後
者
の
タ
イ
プ
（
仮
に
「
弓
の
舞
型
」
と
す
る
）
で
あ
る
の
に
対
し
、「
荒
神
」「
所
な
ら
し
」

と
い
う
演
目
は
真
長
田
・
別
府
・
岩
屋
の
前
者
（「
手
力
男
型
」
と
す
る
）
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
榊
を
採
り
物
と
し
た
舞
を
、

手
力
男
型
の
事
例
で
は
「
花
三
十
」（
真
長
田
）
・
「
花
さ
ん
じ
」（
別
府
）
・
「
花
三
重
」（
岩
屋
）
と
共
通
性
の
あ
る
名
称
で
呼
ん
で

い
る
。
と
く
に
顕
著
に
共
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
が
真
長
田
と
岩
屋
の
事
例
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
み
が
持
っ
て
い
る
特
徴
と
し
て
は
他

に
も
、
鉾
の
舞
を
「
思
兼
」
と
呼
ぶ
こ
と
、
燭
台
を
持
っ
て
岩
戸
を
探
る
演
目
を
「
児
屋
根
」
と
呼
ぶ
こ
と
、
芸
態
の
面
で
も
「
弓
の
舞
」

が
他
所
で
は
二
人
舞
で
あ
る
の
に
対
し
一
人
舞
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
で
に
先
行
報
告
の
い
く
つ
か
で
、
小
郡
岩
屋
の
岩

戸
の
舞
は
、
真
長
田
あ
る
い
は
現
真
長
田
八
幡
宮
で
あ
る
旧
竜
尾
八
幡
宮
の
所
在
地
で
あ
る
徳
坂
か
ら
伝
え
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
こ
と

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
〔
蔵
上
　
一
九
九
八
、
山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
　
二
〇
〇
〇
〕。
地
理
的
に
も
近
く
、
岩
屋
の
周
辺
に

他
の
系
統
の
も
の
も
含
め
神
楽
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
、
古
く
か
ら
小
郡
街
道
の
街
道
筋
で
交
流
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
て

も
、
こ
の
伝
承
は
信
ず
る
に
足
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
二
道
祖
・
堀
越
・
岩
奥
の
三
ヶ
所
に
つ
い
て
も
、
演
目
構
成
か
ら
み
て
極
め
て
共
通
性
が
高
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の

三
ヶ
所
に
つ
い
て
は
地
理
的
に
至
近
で
あ
る
こ
と
、
岩
奥
と
二
道
祖
は
同
じ
楠
町
の
宮
尾
八
幡
宮
の
宮
司
家
で
あ
る
河
本
家
が
祭
祀
を
掌

っ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
も
共
通
性
が
高
い
の
は
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
二
道
祖
に
は
詳
細
な
由
来
語
り
が
あ
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
信
用
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
そ
の
神
楽
を
伊
勢
流
五
調
子
と
称
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
在
の
伝

承
者
た
ち
に
も
、
ま
た
こ
れ
を
伝
え
た
と
い
う
宮
尾
八
幡
宮
の
河
本
宮
司
家
で
も
、
何
を
も
っ
て
伊
勢
流
・
五
調
子
と
称
し
て
い
る
の
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
社
で
あ
る
宮
尾
八
幡
宮
で
も
神
楽
を
奉
納
し
て
い
た
と
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
河
本
宮
司
家
か
ら
神
楽
の
一
切

を
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る
根
拠
は
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

昭
和
三
二
年
に
書
か
れ
た
二
道
祖
岩
戸
神
楽
舞
の
県
文
化
財
指
定
の
際
の
申
請
書
に
は
、
こ
の
神
楽
の
創
始
は
「
約
二
百
年
前
長
谷
川

庄
兵
衛
な
る
者
が
当
時
河
本
大
宮
司
家
（
河
本
現
宮
司
の
御
先
祖
）
よ
り
伊
勢
か
ら
伝
え
ら
れ
た
岩
戸
神
樂
舞
の
直
伝
を
受
け
、
こ
れ
を
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基
本
と
し
て
仝
じ
伊
勢
式
別
流
の
長
所
も
取
入
れ
奉
納
舞
と
し
て
創
始
し
た
の
が
こ
の
五
調
子
岩
戸
神
樂
舞
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
申
請
の
た
め
の
資
料
に
は
、
庄
兵
衛
は
「
岩
成
よ
り
当
部
落
に
養
子
と
し
て
来
た
　
実
家
は
断
絶
」
と
い
う
書
付
も
見
ら
れ
る
。
現

地
で
の
聞
き
取
り
で
も
、
庄
兵
衛
が
岩
成
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
話
は
伝
わ
っ
て
い
る
。
二
道
祖
の
神
楽
の
創
始
に
長
谷
川
庄
兵
衛
と
い

う
人
物
が
深
く
関
わ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
「
仝
じ
伊
勢
式
別
流
」
と
は
岩
奥
・
堀
越
の
神
楽
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
神
楽
は
岩
奥

の
神
楽
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
道
祖
・
堀
越
・
岩
奥
の
神
楽
の
演
目
構
成
上
の
顕
著
な
特
徴
と
し
て
「
祝
詞
」
と
い
う
演
目
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
二
道
祖
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
二
道
祖
で
は
、
神
楽
全
体
の
中
で
も
こ
の
「
祝
詞
」
の
持
つ

意
味
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
祝
詞
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
、
神
楽
奉
納
の
大
き
な
意
味
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
祝
詞
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
個
々
の
事
例
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
も
そ
も
小
郡
岩
屋
や
秋
芳
町

別
府
で
は
、
こ
う
し
た
も
の
を
祝
詞
と
は
呼
ば
ず
、
た
だ
口
上
と
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
内
容
は
大
き
く
三
つ
の
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
は
①
神
楽
の
は
じ
め
、
す
な
わ
ち
岩
戸
開
き
の
顛
末
を
語
る
も
の
、
②
国
常
立
命
か
ら
始
ま
る
天
神
七
代
地
神
五
代
を
数
え
上
げ
る

も
の
、
③
五
つ
の
剣
を
数
え
上
げ
る
も
の
、
で
あ
る
。
岩
奥
・
二
道
祖
に
は
こ
の
う
ち
①
の
岩
戸
の
祝
詞
し
か
な
く
、
こ
れ
を
唱
え
る
演

目
が
そ
の
ま
ま
「
祝
詞
」
と
い
う
名
称
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
真
長
田
・
岩
屋
・
別
府
に
は
①
と
②
が
あ
り
、
さ
ら
に
真
長

田
・
岩
屋
に
は
③
も
あ
る
。
①
を
唱
え
る
演
目
は
真
長
田
で
は
「
お
も
へ
鐘
」、
岩
屋
で
も
「
思
兼
神
舞
」、
別
府
で
は
「
鉾
の
舞
」
で
あ

る
が
、
真
長
田
・
岩
屋
の
「
思
兼
」
も
鉾
を
採
り
物
と
し
た
演
目
で
あ
る
の
で
、
こ
の
三
者
は
ほ
ぼ
同
様
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ

し
、
同
じ
く
岩
戸
開
き
の
顛
末
を
述
べ
る
内
容
で
あ
っ
て
も
、
岩
奥
・
二
道
祖
の
方
が
「
そ
れ
神
楽
の
源
を
尋
ね
奉
る
に
…
」
と
始
ま
り

内
容
も
豊
富
で
長
い
の
に
対
し
、
真
長
田
・
岩
屋
・
別
府
で
は
「
天
照
し
ま
し
ま
す
大
神
兄
弟
仲
不
和
と
な
り
…
」
と
始
ま
り
、
そ
の
内

容
も
岩
奥
・
二
道
祖
の
三
分
の
一
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

で
は
真
長
田
・
岩
屋
・
別
府
で
は
祝
詞
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
①
の
岩
戸
開
き
の
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祝
詞
よ
り
も
、
②
の
天
神
七
代
地
神
五
代
を
数
え
上
げ
る
祝
詞
に
よ
り
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
②
の
祝
詞
を
唱
え
る
の
は
、

真
長
田
で
は
「
所
馴
」、
別
府
で
は
「
所
な
ら
し
」、
岩
屋
で
は
「
太
玉
命
舞
」
で
あ
る
が
、
岩
屋
の
「
太
玉
命
舞
」
は
別
名
「
処
均
」
と

さ
れ
て
い
る
の
で
や
は
り
同
様
の
性
格
を
持
つ
演
目
で
あ
る
と
言
え
る
。
真
長
田
・
岩
屋
・
別
府
と
も
こ
の
祝
詞
の
方
が
岩
戸
開
き
の
祝

詞
よ
り
も
数
倍
長
く
、
内
容
と
し
て
も
こ
の
三
者
に
は
強
く
共
通
性
が
う
か
が
わ
れ
、「
榊
葉
に
上
枝
下
枝
し
て
あ
ら
ば
…
」
の
歌
で
始

ま
り
、
神
代
十
二
代
を
数
え
上
げ
た
後
に
「
日
の
本
や
千
歳
の
松
は
尽
き
る
と
も
…
」
の
歌
が
詠
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
祝
詞
に
つ
い
て
の
対
照
的
な
特
徴
を
、
記
録
上
の
寛
文
六
年
の
神
楽
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
滝
坂
の
神
楽
舞
と
比
較
し

て
み
る
。
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
滝
坂
神
楽
舞
で
は
、「
所
均
舞
」
に
②
の
内
容
を
持
つ
口
上
が
唱
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
舞
い
手
は
舞
を

い
っ
た
ん
や
め
、
左
手
を
顎
に
当
て
右
手
を
腰
に
当
て
る
形
で
静
止
し
て
口
上
を
唱
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
①
の
岩
戸
開
き
の
顛
末
の
語

り
は
「
登
鉾
の
舞
」
に
現
れ
る
が
、
こ
れ
は
祝
詞
と
言
え
る
よ
う
な
形
式
で
は
な
く
、
こ
の
演
目
の
舞
い
手
で
あ
る
爺
と
神
主
と
の
問
答

の
一
部
に
含
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
岩
屋
や
別
府
で
こ
れ
ら
を
祝
詞
で
は
な
く
口
上
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
比
較
を
通

し
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
神
楽
の
は
じ
め
と
し
て
唱
え
ら
れ
る
岩
戸
開
き
の
祝
詞
は
、
後
の
時
代

に
な
っ
て
岩
戸
開
き
の
神
話
的
場
面
を
再
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
神
楽
が
整
理
さ
れ
る
過
程
で
改
変
を
加
え
ら
れ
、
最
終
的
に
二
道

祖
の
よ
う
に
演
目
と
し
て
独
立
し
、
神
楽
奉
納
の
目
的
の
一
つ
と
い
え
る
ほ
ど
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
二
道
祖
の
事
例
で
神
楽
の
創
始
を
宮
尾
八
幡
宮
の
宮
司
家
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
も
、
神
職
の
知
識
に
基
づ
い
て
祝

詞
を
書
き
改
め
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
祝
詞
の
様
式
の
比
較
は
、
堀
越
の
事
例
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
興
味
深
い
も
の
に
な
る
。
先
に
演
目
構
成
の
比
較
と
し

て
堀
越
の
事
例
は
、
岩
奥
・
二
道
祖
と
の
共
通
性
が
き
わ
め
て
高
い
「
弓
の
舞
型
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
堀
越
の
事
例
で
も
「
祝

詞
」
は
独
立
し
た
演
目
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
岩
奥
・
二
道
祖
と
共
通
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
堀
越

の
岩
戸
の
舞
は
廃
絶
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
今
回
の
調
査
で
も
そ
の
祝
詞
を
記
憶
し
て
い
る
者
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
詞
章
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を
記
録
し
て
い
る
報
告
が
あ
る
〔
山
口
県
教
育
委
員
会
　
一
九
六
二
〕。
こ
の
報
告
を
見
る
と
、
堀
越
の
神
楽
は
真
長
田
・
岩
屋
・
別
府

な
ど
の
事
例
と
同
様
に
、
①
と
②
の
内
容
の
二
つ
の
祝
詞
を
と
も
に
持
っ
て
お
り
、
そ
の
特
徴
も
こ
れ
ら
の
事
例
と
近
い
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
堀
越
の
事
例
は
演
目
構
成
で
は
岩
奥
・
二
道
祖
と
同
型
で
あ
る
が
、
祝
詞
の
構
成
で
は
真
長
田
・
岩
屋
・

別
府
に
近
く
、
両
者
の
中
間
的
な
形
態
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
岩
戸
神
楽
舞
の
系
統
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
現
存
す
る
岩
戸
神

楽
舞
の
う
ち
、
真
長
田
・
別
府
な
ど
美
祢
郡
内
の
事
例
が
幹
と
し
て
存
在
し
た
。
こ
こ
か
ら
堀
越
に
伝
わ
り
、
さ
ら
に
至
近
の
岩
奥
・
二

道
祖
に
伝
わ
っ
た
。
ま
た
岩
屋
へ
は
真
長
田
か
ら
伝
わ
っ
た
と
い
う
経
路
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
財
前
が
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
記
録
さ

れ
て
い
る
華
尾
山
大
権
現
宮
の
寛
文
六
年
の
神
楽
に
つ
い
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
当
然
こ
の
と
き
の
神
楽
に
参
加
し
た
者
は
す

べ
て
神
職
で
あ
っ
て
、
大
き
な
祭
礼
を
執
り
行
う
に
は
周
辺
地
域
の
神
職
を
集
め
た
祭
祀
連
合
が
組
織
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
記

録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
神
楽
の
舞
方
役
者
付
次
第
に
は
一
三
人
の
神
職
の
名
前
が
見
え
る
が
、
財
前
は
こ
れ
ら
の
名
前
を
『
防
長
寺

社
由
来
』
や
『
防
長
風
土
注
進
案
』
と
照
ら
し
て
、
三
隅
八
幡
宮
や
秋
吉
八
幡
宮
の
宮
司
家
の
者
と
思
わ
れ
る
名
前
と
並
ん
で
、
真
名
竜

尾
八
幡
宮
の
宮
司
家
で
あ
る
岡
崎
姓
の
者
と
、
別
府
壬
生
神
社
の
宮
司
家
で
あ
る
田
村
姓
の
者
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

〔
財
前
　
一
九
九
六
〕。
こ
の
財
前
の
示
唆
に
従
う
な
ら
ば
、
別
府
の
岩
戸
舞
神
楽
が
奉
納
さ
れ
る
壬
生
神
社
と
、
後
に
真
長
田
八
幡
宮
に

統
合
さ
れ
る
旧
竜
尾
八
幡
宮
は
か
な
り
古
い
時
期
か
ら
こ
の
地
域
の
祭
祀
連
合
組
織
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
も
、
真
長
田
や
別
府
で
は
早
く
か
ら
神
楽
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
で
あ
る
。

し
か
し
、
早
く
か
ら
神
楽
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
現
在
と
同
じ
よ
う
な
岩
戸
神
楽
舞
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
で

に
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
岩
戸
神
楽
舞
は
か
つ
て
こ
の
地
域
で
広
く
舞
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
滝
坂
型
の
神
楽
、
す
な
わ
ち
岩
戸
開
き
と

王
子
舞
を
同
時
に
含
み
、
そ
の
他
の
雑
然
と
し
た
要
素
を
含
ん
だ
神
楽
を
、
後
に
唯
一
神
道
的
に
整
理
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
述
べ
た
。
従
っ
て
現
在
こ
の
種
の
神
楽
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
神
社
で
も
、
か
つ
て
は
王
子
舞
等
を
含
む
形
態
の
神
楽
が
演
じ
ら
れ
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て
い
た
例
が
多
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
証
左
と
な
る
の
が
、
現
在
は
真
長
田
八
幡
宮
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
旧
長
田
八
幡
宮
に
伝
わ

る
面
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
面
に
つ
い
て
は
真
長
田
の
天
磐
戸
舞
の
項
で
触
れ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
こ
の
面
が
「
口
宣
」「
五
郎
」「
文

選
」「
姫
宮
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
五
郎
と
文
選
と
は
明
ら
か
に
王
子
舞
に
登
場
す
る
五
郎
王
子
と
文
選

（
門
禅
）
博
士
の
こ
と
で
あ
り
、
姫
宮
も
ま
た
多
く
の
王
子
舞
の
例
に
見
ら
れ
る
役
で
あ
り
、
滝
坂
神
楽
舞
の
「
所
務
分
け
の
舞
」
に
も

現
れ
る
。
残
る
一
つ
の
口
宣
に
つ
い
て
は
近
隣
に
は
例
が
な
い
が
、
同
じ
山
口
県
内
で
周
防
三
作
の
神
楽
の
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の

記
録
に
、
五
龍
王
の
登
場
人
物
の
一
と
し
て
「
口
宣
」
と
い
う
役
名
が
見
ら
れ
る
〔
武
井
　
一
九
九
五
　
五
〇
頁
〕。
こ
の
記
録
で
は
文

選
博
士
と
思
わ
れ
る
役
名
が
「
文
宣
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
と
対
に
な
る
役
の
名
称
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
で
は
王

子
舞
を
演
じ
る
こ
と
が
な
く
、
か
つ
て
演
じ
た
と
い
う
記
録
も
伝
承
も
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
面
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
か

に
こ
こ
で
王
子
舞
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
岩
戸
神
楽
舞
が
か
つ
て
は
王
子
舞
と
岩
戸
舞
を
と
も
に
含
む
も
の
で
あ
り
、

後
の
唯
一
神
道
的
な
整
理
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う

な
変
容
が
起
こ
っ
た
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
財
前
は
防
長
両
国
で
吉
田
神
道
家
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
社
人
神

楽
を
「
異
風
の
舞
」
と
し
て
禁
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
〔
財
前
　
一
九
九
八
〕。
吉
田
家
の
統
制
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
『
防
長
風

土
注
進
案
』
の
寛
文
六
年
の
神
楽
に
つ
い
て
も
「
近
き
頃
よ
り
吉
田
家
の
沙
汰
に
て
猥
に
す
る
こ
と
禁
せ
ら
れ
し
と
云
」
と
記
さ
れ
て
い

る
〔
山
口
県
文
書
館
　
一
九
六
二
ｂ
　
五
八
頁
〕。
こ
の
「
近
き
頃
」
が
い
つ
の
こ
と
か
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、『
防
長
風
土
注
進

案
』
は
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
着
手
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
脱
稿
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
や
や
年
代
は
下
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
同
書
の
殿
敷
村
東
八
幡
の
項
に
は
「
先
年
は
神
事
舞
等
御
座
候
処
、
追
々
風
俗
悪
敷
、
文
化
年
中
吉
田
家
よ
り
被
差
止
候
」
と
あ
る

こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
〔
石
塚
　
一
九
七
九
　
三
四
四
頁
〕、
こ
れ
は
財
前
の
指
摘
す
る
文
化
二
年
の
社
人
神
楽
禁
止
令
の
こ
と
か

と
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
社
人
神
楽
禁
止
の
一
件
を
も
っ
て
岩
戸
神
楽
舞
の
成
立
の
き
っ
か
け
と
想
定
す
る
の
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
社
人
神
楽
の
禁
止
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
以
後
神
楽
が
徐
々
に
一
般
民
衆
の
手
に
渡
る
わ
け
だ
が
、
神
楽
の
主
導
権
が
民
衆
に
移
譲
さ

れ
て
か
ら
そ
の
神
道
的
整
理
が
進
む
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
社
人
神
楽
禁
止
令
は
吉
田
家
に
よ
る
一
連
の
統
制
の
な
か
の
ひ
と
つ

の
現
れ
で
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
れ
以
前
か
ら
神
楽
の
整
理
は
進
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
吉
田
家

は
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
公
布
し
た
「
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
」
を
諸
藩
を
通
し
て
再
公
布
し
、
神
職

に
対
す
る
統
制
を
強
化
し
て
い
る
〔
土
岐
　
一
九
七
九
〕。
こ
の
再
公
布
に
際
し
て
は
、
神
職
は
神
祇
の
道
に
則
っ
て
神
事
祭
礼
を
行
う

こ
と
と
い
う
一
条
に
加
え
て
、
神
職
で
な
い
宮
座
な
ど
に
よ
っ
て
神
事
祭
礼
を
行
う
こ
と
を
戒
め
て
い
る
〔
萩
原
　
一
九
六
二
〕。
同
様

の
再
公
布
は
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
社
人
神
楽
禁
止
令
の
前
に
吉
田
家
に
よ
る
神
事
祭
礼
の
統
制
が
強
力
に
進

め
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
過
程
で
、
神
楽
の
中
か
ら
「
神
祇
の
道
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
要
素
が
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

岩
戸
神
楽
舞
の
事
例
に
戻
る
と
、
こ
れ
ら
の
中
で
成
立
の
年
代
が
う
か
が
わ
れ
る
一
つ
が
、
二
道
祖
の
岩
戸
神
楽
舞
を
創
始
し
た
と
さ

れ
る
長
谷
川
庄
兵
衛
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
神
楽
の
奉
納
さ
れ
る
御
伊
勢
山
皇
大
神
宮
の
内
宮
に
は
四
基
の
灯
籠
が
立
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
庄
兵
衛
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
と
と
も
に
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
お
よ
び
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）

の
年
号
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
文
化
財
指
定
申
請
時
の
資
料
に
は
、
典
拠
不
明
で
は
あ
る
が
庄
兵
衛
の
没
年
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
長
谷
川
庄
兵
衛
が
二
道
祖
に
岩
戸
神
楽
舞
を
伝
え
る
の
に
何
ら
か
の
役
割
を
担
っ
た
こ
と
を
認
め
る
と
す

る
な
ら
、
そ
の
時
期
は
吉
田
家
に
よ
っ
て
社
人
神
楽
が
禁
止
さ
れ
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
か
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
岩
戸

神
楽
舞
の
伝
播
経
路
に
お
い
て
二
道
祖
は
末
端
に
当
た
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
よ
り
前
に
す
で
に
整
理
さ
れ
た
か
た
ち
の
岩
戸
神
楽
舞

が
存
在
し
た
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
し
先
述
の
よ
う
な
吉
田
家
の
強
力
な
統
制
を
背
景
と
し
て
考
え
る
と
、
こ
の
形
態
の
神
楽
が
広
ま
っ

た
の
は
比
較
的
短
期
間
だ
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
防
長
風
土
注
進
案
　
吉
田
宰
判
　
山
中
村
』
の
堀
越
の
西
ノ
宮
八
幡
宮
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の
項
に
「
但
祭
事
式
之
儀
ハ
十
八
日
夜
地
下
人
岩
戸
之
舞
仕
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
〔
山
口
県
文
書
館
　
一
九
六
一
ｂ
　
三
〇
一
頁
〕、

一
九
世
紀
も
中
頃
ま
で
に
は
岩
戸
神
楽
舞
も
一
般
民
衆
の
手
に
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
周
辺
地
域
で
も
こ
の
頃
に
は
神
楽
は
民
衆
の

も
の
と
な
り
、
よ
り
娯
楽
性
を
と
も
な
っ
た
木
間
の
神
楽
な
ど
が
好
ま
れ
る
下
地
を
作
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
幕
末
に
な
る
と
萩
藩
の

政
治
風
土
も
あ
り
幕
府
と
そ
の
威
を
借
り
た
吉
田
家
の
指
導
力
は
著
し
く
低
下
し
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
岩
戸
神
楽
舞
が
面
的
な
伝
播

の
拡
が
り
を
持
た
ず
、
限
ら
れ
た
地
域
の
な
か
に
点
在
す
る
理
由
は
、
こ
う
し
た
背
景
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の

考
察
を
ま
と
め
る
と
、
こ
の
系
統
の
神
楽
は
一
八
世
紀
の
後
半
に
、
吉
田
神
道
家
の
神
事
祭
礼
統
制
に
沿
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、
そ
れ
ま

で
は
王
子
舞
等
を
含
む
滝
坂
型
の
神
楽
を
伝
え
て
い
た
秋
芳
町
別
府
・
美
東
町
長
田
あ
た
り
で
そ
の
様
式
を
整
え
、
一
八
世
紀
末
か
ら
周

辺
地
域
に
伝
播
し
て
い
っ
た
が
、
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
神
楽
の
担
い
手
が
民
衆
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
よ
り
娯
楽
性
を
と
も
な
っ
た
神

楽
に
押
さ
れ
て
十
分
な
伝
播
を
み
な
か
っ
た
も
の
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
こ
の
岩
戸
神
楽
舞
の
歴
史
的
展
開
を
よ
り
敷
衍
し
て
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
周
知
の
ご
と
く
、
中
国
地
方
の
里
神
楽
に
お
い

て
は
、
文
化
文
政
期
以
後
、
お
も
に
国
学
の
台
頭
を
背
景
に
、
こ
の
新
思
想
を
受
け
た
地
方
神
職
た
ち
が
神
楽
の
改
革
を
行
っ
て
い
っ
た
。

た
と
え
ば
備
中
成
羽
の
出
身
で
あ
る
西
林
国
橋
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
、
現
地
の
荒
神
神
楽
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
岩
戸
開
き
」「
国
譲
り
」

「
大
蛇
退
治
」
の
い
わ
ゆ
る
神
能
三
曲
で
あ
る
と
か
、
明
治
初
頭
に
お
け
る
石
見
神
楽
の
八
調
子
神
楽
の
創
作
と
い
っ
た
も
の
が
代
表
的

で
あ
る
。
石
塚
は
石
見
に
お
い
て
も
明
治
に
入
る
以
前
か
ら
徐
々
に
神
楽
か
ら
両
部
神
道
的
な
要
素
が
消
え
、
記
紀
神
話
に
取
材
し
た
演

目
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
〔
石
塚
　
一
九
七
九
〕。
こ
う
し
た
神
楽
改
革
の
影
響
は
明
治
に
な
っ

て
長
門
に
も
主
に
石
見
方
面
か
ら
押
し
寄
せ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
影
響
が
及
ぶ
よ
り
ほ
ん
の
少
し
早
く
行
わ
れ
た
と
考
え
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ら
れ
る
岩
戸
神
楽
舞
の
小
さ
な
改
革
は
、
結
果
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
比
較
的
地
味
な
神
楽
の
種
を
限
ら
れ
た
地
域
に
残
し
た
だ
け
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
国
学
の
台
頭
や
明
治
維
新
と
い
う
背
景
が
、
一
般
の
人
々
の
生
活
様
式
や
思
想
を
も
動
か
す
、
い
わ
ば
社
会
的
な
出
来

事
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
吉
田
家
の
神
事
祭
礼
統
制
は
あ
く
ま
で
神
社
と
神
職
た
ち
の
内
部
に
限
ら
れ
た
、
組
織
管
理
の
一
環
に
す
ぎ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
と
思
わ
れ
る
。
国
学
台
頭
か
ら
始
ま
る
神
楽
改
革
の
主
導
者
た
ち
に
は
、
単
に
神
楽
の
改
変
を
目
的
に
し

た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
民
衆
に
新
た
な
思
想
を
伝
え
、
啓
蒙
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
志
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
大
い
に
創

造
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
し
、
人
々
も
喜
ん
で
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
。
一
方
、
吉
田
神
道
家
の
統
制
に
は
そ
う
し
た
性
格

は
な
く
、
ゆ
え
に
創
造
性
を
発
揮
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
ら
の
神
楽
が
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
石
塚
は
中
国
地
方
全
体
を
考
慮
に
入

れ
て
「
吉
田
神
道
の
受
容
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
地
方
の
里
神
楽
に
と
っ
て
、
そ
う
大
き
な
力
と
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
で
も
一
つ
の
圧
力
と
な
る
も
の
で
は
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
〔
石
塚
　
一
九
七
九
　
三
四
三
頁
〕、
長
門
の
岩
戸
神
楽
舞

は
ま
さ
に
そ
の
希
有
な
実
例
で
あ
り
、
近
世
後
期
の
複
雑
な
社
会
変
化
の
な
か
で
民
俗
芸
能
の
上
演
目
的
と
内
容
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を

た
ど
っ
た
か
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
神
楽
は
、
現
代
の
社
会
情
勢
下
で
そ
の
伝
承
が
難
し
く
な
っ
て

お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
事
例
で
伝
統
的
な
規
範
を
ゆ
る
め
て
伝
承
者
を
募
ら
な
け
れ
ば
奉
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

本
稿
が
少
し
で
も
そ
の
価
値
の
認
識
に
役
立
ち
、
今
後
の
伝
承
の
助
け
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

注

(

1)

た
だ
し
同
論
文
で
財
前
は
、
記
録
上
の
花
尾
山
を
美
祢
市
於
福
町
と
美
祢
郡
秋
芳
町
の
境
界
の
北
に
位
置
す
る
花
尾
山
と
し
て
い
る
が
、『
防
長
風

土
注
進
案
』
で
は
大
権
現
宮
は
「
中
村
に
あ
り
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
実
際
は
現
在
の
三
隅
町
中
村
の
権
現
山
に
あ
る
熊
野
大
権
現
宮
の
こ
と
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
最
近
財
前
の
執
筆
し
た
報
告
書
〔
財
前
　
二
〇
〇
二
〕
で
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
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(

2)

こ
の
寛
文
六
年
華
尾
山
大
権
現
宮
の
神
楽
と
滝
坂
神
楽
舞
の
演
目
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
財
前
が
考
察
し
て
い
る
〔
財
前
　
二
〇
〇
二
　
一
〇
〜

一
二
頁
〕。

(
3)

恵
比
寿
舞
と
呼
ば
れ
る
演
目
は
、
神
話
と
の
内
容
的
な
関
連
性
を
強
く
う
か
が
わ
せ
る
も
の
か
ら
、
完
全
な
滑
稽
問
答
に
終
始
す
る
も
の
ま
で
あ

る
よ
う
で
あ
る
。

(

4)
阿
武
郡
に
お
け
る
石
見
神
楽
の
流
入
過
程
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
報
告
と
し
て
、
大
田
・
蔵
上
・
財
前
〔
一
九
九
八
〕
が
あ
る
。

(

5)

二
道
祖
岩
戸
神
楽
舞
は
昭
和
三
三
年
に
山
口
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
際
、
指
定
申
請
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
資
料
を

楠
町
教
育
委
員
会
の
ご
厚
意
に
よ
り
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
は
主
に
、
復
興
・
指
定
に
尽
力
し
た
二
道
祖
出
身
の
堀
山
久
夫
氏
の
調
査

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
堀
山
氏
の
個
人
的
な
書
き
付
け
と
思
わ
れ
る
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
成
文
化
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
い
た
め
正
式
な

引
用
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
稿
に
お
け
る
二
道
祖
岩
戸
神
楽
舞
に
つ
い
て
の
情
報
に
は
、
こ
の
資
料
を
出
典
と
す
る
も
の
が
多
く

含
ま
れ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

(

6)

現
在
で
は
舞
い
手
に
な
る
資
格
と
い
え
る
も
の
は
、
二
道
祖
の
住
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
か
つ
て
の
よ
う
な
各
家
に
よ
る
相
伝
と
い
う

決
ま
り
は
な
い
。
し
か
し
保
存
顕
彰
会
の
メ
ン
バ
ー
は
す
べ
て
由
来
語
り
に
出
て
く
る
七
つ
の
姓
の
い
ず
れ
か
に
属
し
て
い
る
。
な
お
、
現
保
存
顕

彰
会
長
の
長
谷
川
宗
夫
氏
は
、
長
谷
川
姓
で
は
あ
る
も
の
の
、
岩
戸
神
楽
舞
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
庄
兵
衛
と
は
親
族
関
係
に
は
な
い
と
語
っ
て
お

ら
れ
た
。

(

7)

現
在
の
岩
奥
と
い
う
地
名
は
、
岩
成
・
奥
屋
敷
と
い
う
ふ
た
つ
の
地
名
を
合
わ
せ
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
　
舟
木
宰
判

萬
倉
村
・
今
富
村
』
に
は
堀
越
の
村
内
小
名
と
し
て
両
方
の
名
前
が
見
え
る
〔
山
口
県
文
書
館
　
一
九
六
一
ａ
　
八
〇
頁
〕。
ち
な
み
に
、
西
ノ
宮
八

幡
宮
の
あ
る
地
区
は
『
防
長
風
土
注
進
案
』
が
編
ま
れ
た
時
代
に
は
吉
田
宰
判
の
山
中
村
に
含
ま
れ
て
い
た
。

(

8)

な
お
、
こ
れ
以
外
に
楠
町
の
宮
尾
八
幡
宮
に
、
戦
後
に
記
さ
れ
た
岩
奥
の
神
楽
の
記
録
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

岩
成
と
奥
屋
敷
　
両
部
落
関
係

毎
年
九
月
廿
六
日
廿
七
日
御
祭
祀
御
神
幸
流
鏑
馬
等
勤
行
候
也

廿
六
日
前
夜
祭
「
岩
戸
の
舞
」
奉
納
　
こ
の
創
始
年
月
日
未
詳
　
古
く
よ
り
伝
承
し
継
ぐ
も
の
で
其
夜
は
近
郷
の
青
年
男
女
も
参
詣
し
て
賑
ふ

但
し
太
東
亜
戦
争
起
る
や
国
内
の
青
年
壮
年
次
々
と
召
集
出
征
物
資
紙
類
等
乏
し
く
其
頃
よ
り
年
に
よ
り
中
止
し
た
年
も
あ
り
長
き
戦
争
の
た

め
遂
に
毎
年
の
こ
の
神
楽
も
中
絶
の
形
象
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然
し
昭
和
廿
　
年
終
戦
後
出
征
帰
郷
除
隊
の
謝
恩
の
為
渋
谷
定
二
氏
發
起
し
一
ヶ
年
再
興
し
た
　
尚
人
員
物
資
も
意
に
不
任
次
年
よ
り
亦
中
止

岩
戸
の
舞
　
神
楽
歌
　
祝
詞
（
ノ
ッ
ト
）

等
古
く
よ
り
伝
は
る
ま
ゝ
を
石
村
明
記
し
て
神
職
に
伝
ふ
其
文
面
の
ま
ゝ
を
此
の
年
表
広
矛
神
社

の
部
に
記
録
し
て
あ
る

そ
し
て
広
矛
神
社
の
部
に
岩
奥
の
神
楽
の
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と

「
一
番
」「
二
番
　
天
邪
鬼
」「
三
番
」「
三
宝
の
舞
（
天
蓋
）」「
鉾
の
舞
」「
榊
の
舞
（
柴
）」「
剣
の
舞
（
将
軍
）」「
祝
詞
」「
岩
戸
の
舞
（
岩
戸

さ
ぐ
り
）」「
姫
の
舞
（
天
宇
受
女
）」「
鬼
の
舞
（
手
力
男
）」「
弓
の
舞
」

と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
現
行
の
二
道
祖
岩
戸
神
楽
舞
の
次
第
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
次
第
の
部
分
は
後
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た

様
子
が
あ
り
、
信
用
度
が
低
い
と
判
断
し
こ
こ
で
は
採
用
し
な
か
っ
た
。
神
楽
歌
・
祝
詞
に
つ
い
て
は
資
料
に
掲
載
し
た
が
、
こ
の
記
録
も
、「
古
老

ノ
聞
伝
ヘ
記
憶
を
ツ
ノ
リ
報
告
書
ニ
依
リ
テ

．
．
．
．
．
．
．

書
キ
遺
シ
テ
置
ク
処
」（
傍
点
筆
者
）
と
記
さ
れ
て
お
り
途
絶
以
前
の
詞
章
に
ど
れ
ほ
ど
忠
実
で
あ
る
か

は
わ
か
ら
な
い
。

(

9)

平
成
一
四
年
の
奉
納
で
は
、（
財
）
伝
統
文
化
活
性
化
国
民
協
会
の
支
援
金
を
得
て
、
旧
面
を
模
し
て
新
た
に
製
作
し
た
面
が
使
用
さ
れ
た
。
旧
面

は
美
東
町
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
と
い
う
。
な
お
、
旧
面
に
つ
い
て
は
後
藤
淑
の
報
告
が
あ
り
、
能
面
を
そ
の
ま
ま
神
楽
に
転
用
し
た

ら
し
い
こ
と
、
こ
れ
ら
を
宝
永
年
間
の
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
〔
後
藤
　
一
九
九
五
　
六
七
二
〜
六
七
三
頁
〕。

(

10)

こ
の
う
ち
青
景
の
岩
戸
王
子
の
舞
に
つ
い
て
は
若
干
の
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
青
景
の
神
楽
も
や
は
り
戦
中
に
一
度
途
絶
し
て
お
り
、
昭
和

四
七
年
に
復
興
し
た
。
途
絶
以
前
の
記
憶
で
は
柏
木
と
青
景
の
芸
態
は
ほ
ぼ
同
様
だ
っ
た
と
い
う
が
、
復
興
の
際
に
萩
市
三
見
か
ら
舞
を
習
っ
た
た

め
に
、
現
在
で
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
う
。
青
景
の
神
楽
に
つ
い
て
は
山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
〔
二
〇
〇
〇
〕
参
照
。

(

11)

こ
こ
に
記
し
た
も
の
は
美
祢
市
郷
土
文
化
研
究
会
〔
二
〇
〇
一
〕
に
よ
る
が
、
山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
〔
二
〇
〇
〇
〕
に
よ
る
と
、

「
天
蓋
」「
三
拝
神
楽
」「
神
楽
の
舞
」「
榊
の
舞
」「
灯
と
も
し
爺
」「
刀
の
舞
」「
床
な
ら
し
」「
カ
ン
ナ
ギ
」「
巫
の
舞
」「
手
力
男
」「
弓
の
舞
」

と
な
っ
て
い
る
。

(

12)

こ
の
ほ
か
に
山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
〔
二
〇
〇
〇
〕
に
も
演
目
構
成
や
芸
態
の
報
告
が
あ
る
。

(

13)

大
日
に
は
「
床
な
ら
し
」
と
い
う
演
目
が
あ
る
が
、
他
の
事
例
の
「
所
な
ら
し
」
が
着
面
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
日
で
は
素
面
で
あ
る
と
い
っ
た

違
い
が
あ
る
。
た
だ
し
ど
ち
ら
も
長
い
口
上
（
祝
詞
）
を
唱
え
る
こ
と
が
中
心
の
演
目
で
あ
り
、
共
通
性
も
感
じ
ら
れ
る
。

(

14)

た
だ
し
、『
防
長
寺
社
由
来
　
舟
木
宰
判
』
の
宮
尾
八
幡
宮
の
項
に
は
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
の
報
告
と
し
て
「
祭
礼
は
九
月
十
四
日
、
神
事
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は
神
楽
鏑
流
（
流
鏑
）

馬
等
相
勤
候
」
と
の
記
載
が
あ
る
〔
山
口
県
文
書
館
　
一
九
八
三
　
三
二
七
頁
〕。『
防
長
風
土
注
進
案
　
舟
木
宰
判
　
萬
倉
村
・
今
富

村
』
の
宮
尾
八
幡
宮
の
項
に
は
神
楽
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。

(
15)

別
府
で
は
こ
れ
が
「
八
雲
た
つ
…
」
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
滝
坂
神
楽
舞
で
も
こ
の
内
容
の
口
上
に
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
の
は
こ
の
歌
で

あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
が
変
化
し
た
形
か
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。

(

16)
報
告
で
は
天
神
七
代
地
神
五
代
を
数
え
上
げ
る
肝
心
の
部
分
が
略
さ
れ
て
い
る
が
、
前
後
の
内
容
、
お
よ
び
最
後
が
「
日
の
本
の
…
」
の
歌
で
締

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
真
長
田
・
岩
屋
・
別
府
の
「
所
な
ら
し
」
で
唱
え
ら
れ
る
祝
詞
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
た
だ
し
、
演
目
上
は
堀
越
に
は
独
立
し
た
「
祝
詞
」
が
あ
る
の
み
で
「
所
な
ら
し
」
に
当
た
る
も
の
が
な
い
。
こ
の
二
種
類
の
祝
詞
が
両
方
と

も
「
祝
詞
」
一
番
の
中
で
唱
え
ら
れ
た
も
の
か
、
別
の
演
目
に
当
て
ら
れ
て
い
た
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

(

17)

筆
者
自
身
で
は
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
古
屋
姓
が
三
隅
八
幡
宮
だ
け
で
な
く
美
祢
市
伊
佐
町
の
広
籏
八
幡
宮
の
宮
司
家
の
姓
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目

し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
寛
文
六
年
の
記
録
に
あ
る
古
屋
主
計
と
は
『
防
長
寺
社
由
来
　
吉
田
宰
判
　
伊
佐
村
』
の
広
籏
八
幡
宮
由
来
書
の
中
に
、

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
裁
許
状
を
得
た
者
と
し
て
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
〔
山
口
県
文
書
館
　
一
九
八
三
〕。
広
籏
八
幡
宮
の
古
屋
家
は
堀
越
の

岩
戸
の
舞
が
奉
納
さ
れ
る
西
ノ
宮
八
幡
宮
の
祭
司
で
あ
り
、
こ
の
推
察
が
正
し
け
れ
ば
、
堀
越
と
真
長
田
・
別
府
と
の
関
係
が
神
楽
奉
納
の
祭
祀
連

合
組
織
を
介
し
て
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

18)

宮
尾
八
幡
宮
家
で
は
、
典
拠
不
明
な
が
ら
庄
兵
衛
に
神
楽
を
伝
え
た
の
が
明
和
年
間
（
一
七
六
四
〜
一
七
七
一
）
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
と
い
う
。

(

19)

な
お
、
本
稿
で
は
美
祢
市
西
厚
保
町
大
日
の
岩
戸
の
舞
に
つ
い
て
は
情
報
不
足
で
考
察
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、

と
く
に
別
府
岩
戸
神
楽
舞
に
つ
い
て
は
、
他
の
事
例
と
比
較
し
て
芸
態
に
顕
著
な
特
徴
が
あ
り
、
岩
戸
神
楽
舞
と
し
て
成
立
し
た
後
に
も
さ
ら
に
大

き
な
改
変
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

参
考
文
献

石
塚
尊
俊
　
一
九
七
九
　
『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』

慶
友
社

大
田
剛
志
・
蔵
上
幸
子
・
財
前
司
一
　
一
九
九
八
　
「
山
口
県
長
門
地
方
に
於
け
る
石
州
神
楽
の
系
譜
」『
温
故
知
新
』
二
五
　
美
東
町
文
化
研
究
会

蔵
上
幸
子
　
一
九
九
八
　
「
美
東
町
内
の
神
楽
舞
調
査
」『
温
故
知
新
』
二
五
　
美
東
町
文
化
研
究
会

国
史
大
事
典
編
集
委
員
会
（
編
）

一
九
八
六
　
『
国
史
大
事
典
　
第
七
巻
』

吉
川
弘
文
館
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後
藤
淑
　
一
九
九
五
　
『
民
間
仮
面
史
の
基
礎
的
研
究
―
日
本
芸
能
史
と
関
連
し
て
―
』

錦
正
社

財
前
司
一
　
一
九
九
五
　
「
山
口
県
阿
武
郡
の
厄
神
舞
に
つ
い
て
」『
民
俗
芸
能
研
究
』
二
一
　
民
俗
芸
能
学
会

財
前
司
一
　
一
九
九
六
　
「
寛
文
六
年
花
尾
山
上
で
奉
納
さ
れ
た
神
楽
」『
地
域
文
化
研
究
』
一
一
　
梅
光
女
学
院
大
学

財
前
司
一
　
一
九
九
八
　
「
山
口
県
長
門
地
方
の
特
殊
な
神
楽
」『
地
域
文
化
研
究
』
一
三
　
梅
光
女
学
院
大
学
　

財
前
司
一
　
二
〇
〇
二
　
『
三
隅
町
の
神
楽
舞
』

三
隅
町
教
育
委
員
会

秋
芳
町
史
編
集
委
員
会
（
編
）

一
九
六
三
　
『
秋
芳
町
史
』

秋
芳
町

武
井
正
弘
　
一
九
九
五
　
「
三
作
神
楽
―
式
次
第
を
通
し
て
―
」『
周
防
の
三
作
神
楽
』

山
口
県
新
南
陽
市
教
育
委
員
会

土
屋
貞
夫
　
一
九
七
九
　
「
美
祢
市
の
寺
社
の
由
来
を
尋
ね
て
―
豊
田
前
町
・
伊
佐
町
奥
万
倉
―
」『
み
ね
ぶ
ん
か
』
一
〇
　
美
祢
市
郷
土
文
化
研
究
会

土
岐
昌
訓
　
一
九
七
九
　
「
白
川
・
吉
田
の
神
職
支
配
―
近
世
に
於
け
る
武
蔵
・
相
模
の
両
国
を
中
心
に
―
」『
國
學
院
雑
誌
』
八
〇
―
三
　
國
學
院
大

学

萩
原
龍
夫
　
一
九
六
二
　
『
中
性
祭
祀
組
織
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館

長
谷
川
卒
助
　
一
九
六
七
　
『
船
木
郷
土
史
話
』

楠
町
教
育
委
員
会

御
園
生
翁
甫
　
一
九
七
二
　
『
防
長
神
楽
の
研
究
』

未
来
社

美
東
町
教
育
委
員
会
（
編
）

一
九
七
四
　
『
美
東
町
史
』

美
東
町

美
祢
市
郷
土
文
化
研
究
会
　
二
〇
〇
一
　
『
美
祢
市
の
文
化
財
』

美
祢
市
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
（
編
）

一
九
六
二
　
『
山
口
県
文
化
財
概
要
　
第
五
集
』

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
課
（
編
）

一
九
八
二
　
『
山
口
県
の
民
俗
芸
能
』

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
（
編
）

二
〇
〇
〇
　
『
山
口
県
の
民
俗
芸
能
―
山
口
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
―
』

山
口
県
教
育
委
員

会

山
口
県
文
書
館
（
編
）

一
九
六
一
ａ
　
『
防
長
風
土
注
進
案
　
第
一
五
巻
　
舟
木
宰
判
』

山
口
県
立
山
口
図
書
館

山
口
県
文
書
館
（
編
）

一
九
六
一
ｂ
　
『
防
長
風
土
注
進
案
　
第
一
六
巻
　
吉
田
宰
判
』

山
口
県
立
山
口
図
書
館

山
口
県
文
書
館
（
編
）

一
九
六
二
ａ
　
『
防
長
風
土
注
進
案
　
第
一
七
巻
　
美
禰
宰
判
』

山
口
県
立
山
口
図
書
館

山
口
県
文
書
館
（
編
）

一
九
六
二
ｂ
　
『
防
長
風
土
注
進
案
　
第
一
九
巻
　
前
大
津
宰
判
』

山
口
県
立
山
口
図
書
館
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山
口
県
文
書
館
（
編
）

一
九
八
三
　
『
防
長
寺
社
由
来
　
第
四
巻
』

山
口
県
文
書
館

吉
永
保
義
　
一
九
八
六
　
「
真
長
田
八
幡
宮
記
」『
温
故
知
新
』
一
三
　
美
東
町
文
化
研
究
会

謝
辞本

稿
執
筆
の
た
め
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
楠
町
教
育
委
員
会
、
秋
芳
町
教
育
委
員
会
、
美
東
町
真
長
田
公
民
館
、
三
隅
町
教
育
委
員

会
お
よ
び
、
二
道
祖
岩
戸
神
楽
舞
保
存
顕
彰
会
、
別
府
岩
戸
神
楽
舞
保
存
会
、
真
長
田
天
磐
戸
舞
神
楽
保
存
会
、
滝
坂
神
楽
舞
保
存
会
ほ

か
多
く
の
地
元
の
方
々
の
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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72

資
料
　
長
門
岩
戸
神
楽
舞
　
神
楽
歌
・
祝
詞

１
　
厚
狭
郡
楠
木
町
奥
万
倉
二
道
祖
　
岩
戸
神
楽
舞

二
道
祖
岩
戸
神
楽
舞
　
山
口
県
無
形
文
化
財
指
定
申
請
時
資
料
よ
り

岩
戸
神
楽
舞
掛
歌

神
楽
舞

一
番
神
楽

一
、
御
神
楽
の
鈴
の
音
よ
り
舞
い
舞
い
て

萬
代
ま
で
の
氏
ぞ
ま
も
ら
ん

二
、
参
り
て
は
密
の
御
戸
を
押
開
き

申
す
願
を
見
て
ぞ
と
ら
せ
よ

三
、
空
晴
れ
て
あ
な
面
白
や
楽
し
や
な

萬
代
ま
で
も
さ
や
け
や
よ
お
け

二
番
神
楽

一
、
御
神
楽
の
鈴
の
音
こ
そ
書
き
ず
し
て

我
が
住
む
國
の
道
は
変
ら
じ

二
、
榊
葉
に
こ
ゝ
ろ
を
か
け
て
う
ち
は
ら
い

く
も
ら
ぬ
程
に
晴
々
と
せ
よ

三
、
か
た
と
き
も
�
澄
の
心
忘
る
な
よ

き
た
な
き
こ
ゝ
ろ
去
り
て
む
か
え
よ

三
番
神
楽

一
、
御
神
楽
の
鈴
の
音
こ
そ
書
き
せ
ね
ば

我
が
住
む
國
に
悪
魔
ぞ
去
ら
ん

二
、
鏡
こ
そ
直す
ぐ

な
る
も
の
ゝ
器
な
り

く
も
ら
ば
す
ぐ
に
と
ぎ
た
て
ゝ
み
よ

三
、
天
津
神
國
津
社
と
へ
だ
つ
れ
ど

我
が
住
む
國
に
道
は
変
ら
じ

三
寶
舞

（
地
）
い
や
〜
　
天
下
り
ま
す

天
が
下
を
ば
や
し
ろ
し
め
す

ち
と
せ
の
松
を
は
や
つ
き
る
と
も

我
が
住
む
國
の
道
は
変
ら
じ

一
、
八
千
駒
は
雲
霧
は
ら
い
地
に
降
り
て

盤
の
上
に
も
も
の
種
と
な
る



二
、
澄
む
は
雨
濁
る
は
土
に
か
た
ま
り
て

我
が
住
む
國
と
な
る
ぞ
う
れ
し
き

三
、
月
と
日
と
ふ
た
つ
行
交
う
こ
と
な
れ
ば

身
に
も
け
が
れ
の
雲
霧
は
な
し

四
、
み
か
の
原
天
の
安
河
神
酒
な
ら
べ

ひ
ら
か
に
供
え
ま
つ
る
大
神

五
、
八
束
穂
を
つ
か
し
く
供
う
か
し
わ
手
を

神
も
き
ゝ
ま
せ
う
ず
の
大
神
食

六
、
天
地
と
わ
け
て
み
柱
建
た
せ
つ
ゝ

つ
き
ぬ
御
代
こ
そ
め
で
た
か
り
け
れ

大
神
の
神
勅

顔
に
は
四
海
の
波
を
た
ゝ
え

姿
を
見
れ
ば
猩
々
の
如
く

眼
を
見
れ
ば
八
岐
の
大
蛇
に
も
勝
れ
り

岩
戸
舞
祝
詞

掛
麻
久
も
綾
に
畏
き
、
是
の
大
神
の
御
前
に
畏
み

く
も
申ま
お
す

夫
れ
神
楽
の
源
を
尋
ね
奉
る
に
　
た
ま
ち
お
う

霊

幸

ふ

神
の
御
代
に
速
素
戔
嗚
尊

み
し
わ
ざ
味
け
無
く
天
照
女
大
神
痛
く
み
か
し
こ
み
ま
し
て
天
の
岩
戸
を

閉
め
て
差
籠
り
ま
し
き
。
即
ち
天
か
下
常
闇
の
ゆ
き
て
　
夜
晝
の
別
い
目

も
な
か
り
き
。
是
に
於
て
八
百
萬
の
神
天
の
安
河
原
に
集
い
神
計
り
に
計

り
思
兼
の
神
思
わ
し
め
て
長
代
の
長
啼
鳥
を
集つ
ど

い
て
啼
か
し
め
天
津
児
屋

根
尊
（
命
）
天
太
玉
尊
（
命
）
天
香
久
山
五
百
津
眞
榊
を
根
こ
じ
掘

じ

に
こ
じ
て

掘

じ

て

上
津
枝
に
は

五
百
津
み
す
（
御
　

ま
る
　
統
）

の
玉
を
取
掛
け
中
津
枝
に
は
八
咫
鏡
を
取
付
け
下
津
枝

に
は
白
に
ぎ
て
青
に
ぎ
て
を
取
り
し
で
て
相
伴
に
願
ぎ
申
す
　
天
多
力
男

尊（
命
）を
御
戸
の
脇
に
立
た
し
め
天
宇
津
女
尊
（
命
）
を
わ
ざ
を
ぎ
し
て
神
掛
り
ま

す
。
彼
火
神
聞
召
し
て
宣の
り

給
わ
く
　
我
岩
屋
に
籠
り
ま
す
に
よ
り
天
か
下

自
ら
暗
く
芦
原
の
中
津
國
皆
暗
け
ん
と
思
う
に
八
百
萬
の
神
か
く
選
り
遊

ぶ
と
宣則

給
い
て
御
手
づ
か
ら
御
戸
を
開
き
見
そ
な
わ
し
ま
す
時
に
天
多
力

男
尊
其
の
御
手
を
と
り
引
出
し
ま
つ
り
給
え
ば
天
の
下
自
ら
照て
り

明
り
き

あ
な
面
白
や
、
あ
な
楽
し
、
あ
な
さ
や
明

け
お
け
。

然
る
に
御
当
社
大
御
祭
み
ま
つ
り

に
付
こ
ゝ
に
謹
み
て
岩
戸
の
舞
を
奏
し
奉
る
。
第

一
天
が
下
は
穏
に
天
津
日
嗣
の
御
位
は
天
土
の
ひ
た
長

と
こ
し
え

に
。
殊
に
こ
れ
の

村
内
御
氏
子
は
家
内
安
全
生
の
子
八
十
続
き
に
栄
え
し
め
。
尚
ま
た
今
晩

参
り
集
え
る
老
も
若
き
も
常
に
疾や
ま

し
き
煩
わ
し
き
こ
と
な
く
　
分
け
て
は

牛
馬
の
蹄
に
至
る
ま
で
守
り
恵
み
幸
わ
い
給
い
、
悪あ
し

き
諸
々
の
禍
わ
ざ
わ
いを
ば
千

里
が
外
へ
御
除
き
給
い
て
身
を
も
豊
に
、
雨
風
は
時
に
従
い
五
つ
の
た
な
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つ穀

も
の
は
よ
く
よ
く
実
の
ら
し
め
給
え
と
畏
み
畏
み
舞
納
め
て
候
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

２
　
美
祢
市
伊
佐
町
堀
越
　
磐
戸
舞

山
口
県
教
育
委
員
会
（
編
）

一
九
六
二
　
『
山
口
県
文
化
財
概
要
　
第

五
集
』

山
口
県
教
育
委
員
会
　
四
二
頁
よ
り

一
、
神
降
し

東
方
と
う
ほ
う

に
御
名
式

み
か
し
き

そ
の
柏
手
か
し
わ
で

を
神か
み

よ
聞き

き
ま
せ
、
珍う
ず

の
御
酒
み

き

西
方
さ
い
ほ
う

に
概み

か
の
原は
ら

、
天あ
ま

の
短
滝
幹
並

た
ん
だ
き
み
き
な
ら

び
平ひ
ら

か
に
直な
お

す
祭ま
つ

る
御
食
み

け

南
方
に
（
以
下
東
方
の
詞
に
同
じ
）

北
方
に
（
以
下
西
方
の
詞
に
同
じ
）

二
、
神
楽

参ま
い

り
て
は
御
角
み

つ

の
御
戸
お
ん
と

を
押
開
き

申ま
う

す
願ね
が

い
見み

て
新さ

ら
見み

よ
、

鏡か
が

み
こ
そ
直す
ぐ

な
る
も
の
器
う
つ
は
な
り

雲く
も

ら
ば
直す

ぐ
に
研と

き
立た

て
て
見み

よ

御
神
楽

み
か
ぐ
ら

の
鈴す
ず

の
音お
と

こ
そ
つ
な
ぎ
せ
ね
ど

万
代
よ
ろ
ず

ま
で
も
氏か
み

や
守ま
も

ら
ん

三
、
祝
詞

か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
う
ぶ
す
な
や
は
た
の
お
お
か
み
の
宇
土
の
御
前
に

謹
み
敬
ひ
畏
み
申
さ
く
…
…
以
下
中
略
…
…
人
皇
の
最
初
倭
山
厳
令
彦
命

神
武
天
皇
陛
下
よ
り
今
上
天
皇
陛
下
に
至
る
ま
で
一
百
二
十
有
余
代
当
昭

和
三
十
□
年
ま
で
年
数
紀
元
二
千
六
百
二
十
□
年
と
な
る
厳
尊
き
神
国
也

然
る
に
こ
ん
ば
ん
御
当
社
御
大
祭
に
よ
っ
て
磐
戸
舞
を
奏
し
奉
る
殊
に
風

雨
時
を
も
っ
て
時
穀
を
催
し
御
朝
廷
御
武
運
長
久
御
家
運
永
久
寿
命
永
長

諸
願
成
就
尚
又
今
晩
御
参
詣
の
面
々
悪
事
災
難
を
ば
千
里
が
外
へ
相
除
か

せ
給
い
重
ね
て
氏
子
中
老
若
男
女
牛
馬
の
蹄
に
至
る
ま
で
無
病
息
災
家
内

安
全
の
御
祈
祷
を
敬
わ
っ
て
申
左
久
。

（
謡
）「
日ひ

の
本も
と

の
千
歳
ち
と
せ

の
松ま
つ

は
尽つ

き
る
と
も

我
住
わ
が
す

む
国く
に

の
道み
ち

は
尽つ

き
せ
じ
」

祝
詞

天
照
皇
大
神
様
御
兄
弟
の
仲
不
和
と
な
り
天
の
磐
戸
に
入
り
給
う
夜
昼
の

根
気
も
相
分
か
ら
ず
青
山
も
枯
山
と
な
り
五
穀
の
み
の
り
も
な
し
、
そ
れ

に
依
っ
て
八
百
万
神
の
大
御
神
様
は
天
の
磐
戸
の
許
に
て
自
ら
舞
ひ
任
ず
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天
の
真
榊
を
根
越
し
に
し
て
上
の
枝
に
は
八
咫
の
鏡
を
掛
け
置
き
給
う
中

つ
枝
に
は
叢
雲
の
剣
美
須
丸
の
匂
玉
を
掛
け
置
給
い
下
つ
枝
に
青
白
の
御

幣
を
切
り
立
て
玉
う
そ
の
后
太
刀
王
の
命
様
大
御
神
の
御
手
を
と
り
て
引

出
し
奉
り
給
え
ば
天
の
下
自
ら
照
り
明
り
万
物
皆
初
め
て

（
謡
）「
変
ら
ぬ
御
代
こ
そ
め
で
た
け
れ
」

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

３
　
美
祢
市
伊
佐
町
岩
奥
　
岩
戸
の
舞

楠
町
宮
尾
八
幡
宮
の
記
録
（
昭
和
二
五
年
頃
、
奥
屋
敷
石
村
明
氏
書
伝
写
）

よ
り

壹
番
神
楽

一
、
御
神
楽
の
鈴
の
音
よ
り
ま
わ
さ
りれ

て

萬
代
ま
で
も
氏
や
守
ら
ん

二
、
参
り
て
は
三
つ
（
う
づ
）

の
お
ん
戸
を
押
開
き

申
す
願
を
見
て
さ
ら
み
せ
やぞ

三
、
空
晴
れ
て
あ
のな

面
白
や
楽
し
き
な

我
が
住
む
国
と
な
る
ぞ
嬉
し
き

（
万
代
ま
で
も
あ
な
さ
や
け
お
け
）

貮
番

一
、
御
神
楽
の
鈴
の
音
こ
そ
つ
き
せ
ね
ど

我
が
住
む
国
と
な
る
ぞ
嬉
し
き

二
、
か
た
時
も
ま
す
み
の
心
を
忘
れ
な
よ

き
た
な
き
心
さ
り
て
向
へ
よ

三
、
榊
葉
に
ゆ
う
し
で
つ
け
て
打
は
ら
い

身
に
も
穢
の
霧
雲
も
な
し

参
番

一
、
御
神
楽
の
鈴
の
音
よ
り
ま
は
さ
り
て

こ

そ

つ

き

せ

ね

ど

我
が
住
む
国
とは

豊
か
な
り
け
り

二
、
鏡
こ
そ
す
ぐ
な
る
も
の
ゝ
器
な
り

曇
ら
ば
す
ぐ
に
と
ぎ
立
て
ゝ
み
よ
れ

ど

三
、
天
津
神
国
つ
社
を
へ
だ
ゝ
り
て
れ

ど

我
が
住
む
国
と
な
る
ぞ
嬉
し
き

（
誠
を
受
く
る
道
は
変
ら
じ
）

み
ど
り
の
掛
歌

ヤ
ー
　
天
降
り
ま
す
、
天
ヶ
下
お
ば
ヤ
ー
し
ろ
し
め
す
　
千
歳
の
ま
つ
は
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ヤ
ー
つ
き
ぬ
と
も
　
我
が
住
む
国
の
道
は
変
ら
じ
　

オ
ン
、
一
、
や
ち
く
ま
は
雲
き
り
は
ら
ひ
地
に
お
りち

て

ば
ん
の
上
で
も
物
だ
ね
と
な
る

メ
ン
、
一
、
月
と
日
と
二
人
つ
れ
間
の
行
な
ら
べず

に
ご
ら
ぬ
ほ
ど
を
晴
れ
あ
る
と
せ
や

や

る

と

せ

よ

オ
ン
、
二
、
八
束
穂
を
み
か
し
ぎ
そ
の
ふ
か
し
は
で
を

神
も
聞
き
ま
せ
う
づ
の
お大

み
きけ

メ
ン
、
二
、
み
か
の
原
天
の
た
ん
だ
き
ざ

け

み
き
並
むべ

平
瓦
ひ
ら
か

に
供
へふ

ま
つ
る
お大

み
き

オ
ン
、
三
、
す
む
は
あ
め
に
ご
る
は
土
にと

か
た
ま
り
て

我
が
住
む
国
とに

な悪

る魔

ぞ去

嬉り

しぞ

きけ

メ
ン
、
三
、
あ
め
つ
ち
と
わ
け
て
御三

柱
た
ゝ
せ
つ
ゝ

つ
き
ぬ
御
代
こ
そ
目
出
た
か
り
け
れ

祝
詞
の
舞

そ
も

く
謹
請
再
拜
再
拜
掛
巻

き
ん
じ
ょ
う
さ
い
は
い
さ
い
は
い
か
け
ま
く

も
畏
か
し
こ
き
御
當
社
廣
前

ご
と
う
し
ゃ
ひ
ろ
ま
へ

に
恐
お
そ
れ
み
恐
お
そ
れ
み
も
白も
う

す
、
そ
れ
神
楽
か
ぐ
ら

の
源
み
な
も
とを
尋た
づ

ね
奉ま
つ

る
に
、
霊
幸
た
ま
ち
は

ふ
神か
み

の
御
代
み

よ

に
素
盞
嗚

す
さ
の
う

の
尊
み
こ
と

の
、
み
し
わ
ざ
、
あ
じ
き
な
く
、
天
照

あ
ま
て
ら
す
大
神
の
、
見み

か
し
こ
み
坐
々
ま
し
ま
し

し
て

天あ
め

の
岩
戸
い
わ
と

を
た
て
ゝ
さ
し
こ
も
り
坐ま
し

ま
し
き
。
即
す
な
は
ち
国く
に

の
内
常
闇

う
ち
と
こ
や
み

の
ゆ
き
、

夜
晝
よ
る
ひ
る

の
わ
け
も
相あ
い

わ
か
ら
じ
き
。
八
百
萬
神

や
お
よ
ろ
づ
の
か
み

、
天あ
め

の
安
河
原

や
す
か
は
ら

に
集つ
ど

ひ
給た
ま

ひ
、

思
兼
お
も
ひ
か
ねノ
神か
み

に
思お
も

は
し
め
て
、
常
世
と
こ
よ

の
長
鳴
鳥

な
が
な
き
ど
り

を
集つ
ど

ひへ

て
鳴な

か
し
め
、
天
津
あ
ま
つ

兒
屋
根

こ

や

ね

ノ
命
み
こ
と
、
太
玉
ふ
と
た
ま

ノ
命
み
こ
と
、
天あ
め

の
香
具
山

か
ぐ
や
ま

の
真
榊
ま
さ
か
き

を
根ね

こ
じ
に
し
て
、
上う
わ

つ
枝ゑ
だ

に
は
八
咫
や

た

の
鏡
か
が
み
を
取と

り
か
け
、
中な
か

つ
枝え
だ

に
は
五
百
筒

い

ほ

つ

御
統
み
す
ま
ろ

の
玉た
ま

を
取と

か
け
、
下し
た

つ
枝え
だ

に
は
白
幣
青
幣

し
ろ
に
ぎ
て
あ
お
に
ぎ
てを
取と
り

し
で
ゝ
、
相
共
あ
い
と
も

に
ね
ぎ
白も
う

す
。
天
手
あ
め
の
た

力
男
ち
か
ら
お

の
神か
み

を
御
戸
み

と

の
わ
き
に
立た

た
し
、
天あ
め

ノ
鈿
女
命

う
づ
め
の
み
こ
と
、
あ
や
に
わ
ざ
を
ぎ

し
、
神か
ん

が
ゝ
り
坐ま

す
。
こ
し
に
日ひ

の
神
聞
召

か
み
き
こ
し
め

し
、
の
た
ま
は
く
、
あ
れ
岩い
わ

屋や

に
こ
も
り
坐ま
す

す
に
依よ

り
て
天あ
め

が
下し
た

自
ら
お
の
づ
か

暗く
ら

く
、
葦
原
あ
し
は
ら

の
中
津
國

な
か
つ
く
に

、
皆
暗
み
な
く
ら

け
ん
と
思お
も

ふ
に
、
八
百
萬

や
ほ
よ
ろ
づ

の
神か
み

か
く
え
ら
ぎ
遊あ
そ

ぶ
と
の
り
給
ひ
、
み
て
（
御
手
）

づ

か
ら
天あ
め

の
岩
戸
い
は
と

を
開ひ
ら

き
見み

そ
な
は
す
時と
き

に
、
手
力
男

た
ち
か
ら
を

神か
み

御
手
み

て

を
取と

り
て
引
ひ
き
い

出だ

し
奉ま
つ

り
給た
ま

へ
ば
、
天あ
め

の
下
自

し
た
お
の
づ
から
照て

り
明あ
か

り
き
。
あ
ー
れ
、
あ
ー
な
面
白
、

あ
ー
な
た
の
し

（
手
伸
し
）

、
あ
ー
れ
、
あ
ー
な
さ
や
け
、
お
け

く
。

然し
か

る
に
今
晩
こ
ん
ば
ん

御
當
社

ご
と
う
し
ゃ

御
大
祭

ご
た
い
さ
い

に
つ
き
、
岩
戸
い
は
と

の
舞ま
い

を
奏そ
う

し
奉
た
て
ま
つる
。
第だ
い

一
、

一
天
い
っ
て
ん

静
謐
せ
い
ひ
つ

、
四
海
し
か
い

泰
平
た
い
へ
い

、
國
家
安
全

こ
っ
か
あ
ん
ぜ
ん

、
御
上
御
武
運
長
久

お
ん
か
み
ご
ぶ
う
ん
ち
ょ
う
き
ゅ
う

、
息
災
延
命

そ
く
さ
い
え
ん
め
い

よ
、

村
中
氏
子
中

む
ら
ぢ
ゅ
う
う
じ
こ
ち
ゅ
う
、
家
内
安
全

か
な
い
あ
ん
ぜ
ん

、
子
孫
繁
盛

し
そ
ん
は
ん
じ
ょ
う

よ
、
尚
亦
今
晩
参
詣

な
ほ
ま
た
こ
ん
ば
ん
さ
ん
け
い

の
面
々
め
ん
め
ん

に
至い
た

る
迄ま
で

火
難
か
な
ん

水
難
す
い
な
ん

無
病
む
び
ょ
う

息
災
そ
く
さ
い

延
命
え
ん
め
い

の
御
祈
祷

ご
き
と
う

敬
て
う
や
ま
っ

白も
う

す
、
別べ
つ

し
て
牛
馬
ぎ
ゅ
う
ば

繁
栄
は
ん
え
い

風
雨
順

ふ
う
う
じ
ゅ
ん

々
類
火
類
病

る
い
か
る
い
び
ょ
う

悪
事
災
難

あ
く
じ
さ
い
な
ん

を
ば
千
里
せ
ん
り

が
外そ
と

へ
相
除
あ
い
の
ぞ

け
給た
ま

ふ
。
御
代
み

よ

も

豊ゆ
た

か
に
五
穀
成
就

ご
こ
く
じ
ょ
う
じ
ゅ

と
舞ま

ひ
納お
さ

め
て
候
。

そ
う
ろ
う
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姫
宮
ひ
め
み
や

顔か
ほ

に
は
四
海
し
か
い

の
波な
み

が
た
た
へ
、
姿
す
が
た
を
見
れ
ば
猩
々

し
ょ
う
じ
ょ
うの
如ご
と

く
　
眼
ま
な
こ
を
見み

れ
ば

八
岐
や
ま
た

の
大
蛇
お
ろ
ち

に
も
ま
さ
れ
りし

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

４
　
美
祢
郡
美
東
町
真
長
田
　
天
磐
戸
舞

美
東
町
真
長
田
『
天
磐
戸
舞
』
よ
り

天
蓋
懸
歌

ヤ
ア
天
下
り
ま
し
ま
す
天
が
下
を
ば
ヤ
ア
し
ろ
し
め
す

幾
萬
歳
の
末
ま
で
も
変
ら
ぬ
御
世
こ
そ
目
出
度
か
り
け
り
。

日
本
の
本
や
千
歳
の
松
は
つ
き
る
と
も

わ
が
住
む
国
の
道
は
つ
き
せ
ん
。

美
登
利
懸
歌

や
ち
く
ま
も
雲
霧
は
ら
い
地
に
お
り
て

ば
ん
の
上
に
も
物
種
と
な
る
。

み
か
の
原
天
の
た
ん
さ
け
道
な
ら
ば

ひ
ら
か
に
そ
な
え
ま
つ
る
御
神
酒
。

月
と
日
の
二
人
つ
れ
ま
の
あ
け
な
ら
ば
　

に
ご
ら
ぬ
ほ
ど
に
わ
れ
明
ら
か
に
せ
よ
。

八
束
穂
の
み
か
し
き
そ
の
ふ
か
し
わ
手
を

神
は
き
き
ま
す
宇
豆
の
御
神
酒
。

天
地
と
分
け
て
三
柱
立
た
せ
つ
つ

神
の
御
世
こ
そ
目
出
度
か
り
け
り
。

澄
む
は
天
濁
る
は
地
と
か
た
ま
り
て

に
ご
ら
ぬ
程
に
わ
れ
明
ら
か
に
す
む
。

一
番
神
楽
の
歌

御
神
楽
の
鈴
の
音
よ
り
舞
さ
れ
て

萬
代
ま
で
も
氏
や
守
ら
む
。

詣
り
て
は
三
ツ
の
御
戸
を
ば
押
し
ひ
ら
き

申
す
願
は
満
で
さ
ら
さ
ら
。

雨
晴
れ
て
あ
な
お
も
し
ろ
や
楽
し
け
れ

萬
代
ま
で
も
さ
や
け
お
け
お
け
。

二
番
神
楽
の
歌

御
神
楽
の
鈴
の
音
よ
り
舞
さ
れ
て
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わ
が
住
む
国
は
豊
か
な
り
け
り
。
　

片
時
も
ま
す
み
の
心
忘
る
る
な

濁
ら
は
す
ぐ
に
磨
き
た
て
て
み
よ
。

榊
葉
に
し
て
い
を
つ
け
て
打
ち
祓
い

身
に
は
穢
の
霧
雲
も
な
し
。

三
番
幣
の
舞
の
歌

や
ち
く
ま
は
峯
の
雲
霧
打
ち
は
ら
い

胸
の
境
を
祓
ふ
や
ち
く
ま
。

ゆ
だ
て
す
る
社
内
の
山
を
見
渡
せ
ば

高
天
が
原
は
う
け
に
ま
し
ま
す
。

心
だ
に
誠
の
道
に
叶
い
な
ば

祈
ら
ぬ
と
て
も
神
や
守
ら
ん
。

四
番
四
ツ
太
刀
の
歌

ヤ
ア
劒
立
ツ
め
ぬ
き
の
太
刀
の
ヤ
ア
鞘
は
づ
し

八
幡
の
馬
場
を
の
り
降
る
。

祝
詞

第
一
第
二
代
三
第
四
第
五
と
て
日
本
に
は
劒
は
五
ツ
に
て
お
わ
し
ま
す
、

第
一
に
天
叢
雲
ム
ラ
ク
モ

の
劒
第
二
に
登
津
加
の
劒
第
三
に
蕎
麦
屋
の
劒
第
四
に
草

薙
の
劒
第
五
に
賢
度
の
劒
と
申
し
奉
る
は
抑
々
第
一
の
御
劒
と
申
し
奉
る

は
東
方
よ
り
ビ
ョ
ウ
ド
ウ
承
知
に
て
お
わ
し
ま
す
今
是
尾
張
の
国
熱
田
大

明
神
に
納
め
奉
る
、
抑
々
第
二
の
御
劒
と
申
し
奉
る
は
南
方
よ
り
ビ
ョ
ウ

ド
ウ
承
知
に
て
お
わ
し
ま
す
今
是
紀
の
国
絵
島
日
の
岩
屋
に
納
め
奉
る
、

抑
々
第
三
の
御
劒
と
申
し
奉
る
は
西
方
よ
り
ビ
ョ
ウ
ド
ウ
承
知
に
て
お
わ

し
ま
す
今
是
出
雲
の
国
大
社
に
納
め
奉
る
、
抑
々
第
四
の
御
劒
と
申
し
奉

る
は
北
方
よ
り
ビ
ョ
ウ
ド
ウ
承
知
に
て
お
わ
し
ま
す
今
是
下
野
の
国
日
光

山
に
納
め
奉
る
、
故
に
第
五
の
御
劒
と
申
し
奉
る
は
中
方
よ
り
ビ
ョ
ウ
ド

ウ
承
知
に
て
お
わ
し
ま
す
今
是
大
和
国
か
ご
の
宮
風
呂
の
社
に
納
め
奉

る
。

八
番
お
も
へ
鐘
の
祝
詞

天
照
し
ま
し
ま
す
皇
大
神
兄
弟
仲
不
和
と
な
り
岩
戸
を
さ
し
て
籠
居
し
給

ふ
国
の
中
常
闇
と
な
り
青
山
も
枯
山
と
な
り
五
ツ
の
種
物
を
も
栄
え
ず
こ

れ
に
よ
っ
て
天
の
賢
木
マ
サ
カ
キ

を
根
ご
し
に
し
上
枝
に
は
天
の
み
す
ま
る
の
玉
を

か
け
中
枝
に
は
八
咫
の
鏡
を
か
け
下
枝
に
は
青
弊
白
弊
を
か
け
ち
く
ら
の

お
き
く
ら
に
お
き
た
ら
わ
し
て
八
百
萬
の
神
を
集
め
ま
つ
り
ご
と
を
奏
し

其
の
御
手
力
王
の
神
を
も
っ
て
天
の
岩
戸
を
押
し
ひ
ら
く
べ
く
し
か
る
べ
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よ
う
候
。

九
番
所
馴
の
歌

「
う
け
た
ま
ま
っ
て
候
」

榊
葉
に
上
枝
下
枝

カ
ン
ツ
エ
シ
モ
ツ
エ

の
ヤ
ア
し
て
あ
ら
ば

天
地
分
け
て
神
は
ま
し
ま
す
。

祝
詞

そ
れ
わ
が
朝
の
事
の
起
り
を
く
わ
し
く
た
ず
ね
奉
る
に
古
天
地
未
だ
別
れ

ず
陰
陽
も
別
れ
ざ
る
時
に
群
れ
た
る
鳥
の
子
の
如
し
、
く
ぐ
も
り
て
き
ざ

し
を
含
み
そ
れ
す
み
や
か
な
る
も
の
が
た
な
引
き
て
天
と
な
る
重
く
濁
る

る
も
の
が
積
り
て
地
と
な
る
し
か
る
に
神
は
そ
の
中
に
ま
し
ま
す
、
彼
又

い
わ
く
天
地
開
く
る
の
始
め
国
後
に
浮
か
れ
漂
え
る
が
如
し
、
例
え
ば
水

の
上
に
魚
の
浮
れ
遊
ぶ
が
如
し
時
に
天
地
の
中
に
一
つ
の
物
形
あ
し
が
い

の
如
し
、
則
ち
神
と
な
る
、
ま
ず
国
常
立

ク
ニ
ト
コ
タ
チ

の
命
と
申
し
奉
る
是
則
ち
神
代

の
上
の
七
代
の
始
め
の
大
神
な
り
、
第
二
国
佐
槌

ク
ニ
サ
ヅ
チ

の
命
第
三
豊
斟
渟

ト
ヨ
ク
ン
ズ

の
命

す
べ
て
三
柱
の
大
神
ま
し
ま
し
て
天
の
道
を
ひ
と
り
な
せ
り
故
に
男
の
子

に
限
り
を
な
せ
り
第
四
に
宇
比
地
邇

ウ

ヒ

ヂ

ニ

の
命
須
比
地
邇

ス

ヒ

ヂ

ニ

の
命
第
五
に
大
戸
オ
オ
ト

道ノ
ヂ

の
命
大
戸
辺

オ
オ
ト
ノ
ベ

の
命
第
六
に
面
足
オ
モ
タ
ル

の
命
惶
根
カ
シ
コ
ネ

の
命
第
七
に
伊
耶
那
岐

イ

ザ

ナ

ギ

の
命

伊
耶
那
美

イ

ザ

ナ

ミ

の
命
は
天
の
浮
橋
の
上
に
立
ち
給
い
て
天
の
沼
矛
ヌ
ボ
コ

を
さ
し
下
し

か
き
さ
ぐ
り
其
の
矛
先
よ
り
し
た
た
り
た
る
塩
こ
り
か
た
ま
り
て
一
つ
の

島
と
な
る
是
を
名
附
け
て
お
の
こ
ろ
島
と
申
す
な
り
。
こ
の
島
に
二
柱
の

大
神
天
下
り
ま
し
ま
し
て
天
の
下
の
君
た
る
者
を
う
ま
ん
や
と
み
と
の
ま

ぐ
は
ひ
を
な
せ
り
是
則
ち
神
代
の
下
の
五
代
の
始
め
の
大
神
な
り
第
一
に

天
照
大
御
神
、
第
二
正
勝
吾
勝
々
速
日
天

マ
サ
カ
ア
カ
ツ
カ
ツ
ハ
ヤ
ヒ
ア
マ

の
忍
穂
耳

オ
シ
ホ
ミ
ミ

命
第
三
に
天
彦
穂

ア
マ
ツ
ヒ
コ
ホ

邇
々
芸

ホ
ニ
ニ
ギ

命
第
四
に
彦
穂
々
手
見

ヒ

コ

ホ

ホ

デ

ミ

命
第
五
に
天
彦
波
限
建
鵜
草
葺
不
合

ア
マ
ツ
ヒ
コ
ナ
ギ
サ
タ
ケ
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ

命
以

上
神
代
も
十
二
代
を
過
ぎ
ま
し
て
人
皇
の
初
め
か
ん
日
本
伊
波
礼
彦

ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ヒ
コ

命
よ

り
今
上
天
皇
に
至
る
ま
で
百
代
萬
代
め
で
た
く
連
綿
と
し
て
ま
し
ま
す
し

か
れ
ば
こ
の
度
当
社
八
幡
宮
御
神
前
に
於
て
岩
戸
舞
施
行
し
奉
る
上
は
天

下
泰
平
国
家
安
全
ご
武
運
長
久
総
て
当
村
氏
子
中
老
若
男
女
延
命
息
災
五

穀
成
就
牛
馬
の
蹄
に
至
る
ま
で
安
穏
気
楽
の
ご
祈
祷
な
り

歌
　
日
の
本
や
千
歳
の
松
は
つ
き
る
と
も

わ
が
住
む
国
の
道
は
つ
き
せ
ん

十
番
児
屋
根
の
祝
詞

高
天
の
原
に
神
留
り
ま
す
す
め
ら
が
む
つ
か
む
ろ
ぎ
か
む
ろ
み
の
命
を
以

て
筑
紫
の
日
向
の
橋
の
小
戸
の
あ
わ
ぎ
原
に
み
そ
ぎ
祓
ひ
給
し
時
に
あ
れ

ま
せ
る
祓
戸
の
大
神
等
諸
の
ま
が
事
罪
穢
の
あ
ら
む
を
ば
祓
い
給
い
清
め

給
へ
と
申
す
事
の
由
を
諸
神
等
諸
共
に
聞
し
召
せ
と
申
す
。
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祓
い
給
へ
清
め
給
へ
カ
ン
コ
ン
シ
ン
メ
ン
リ
コ
ン
ダ
ケ
ン
（
五
回
）

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

５
　
美
祢
郡
秋
芳
町
別
府
　
岩
戸
神
楽
舞

壬
生
神
社
神
楽
舞
保
存
会
『
岩
戸
神
楽
舞
』
よ
り

天
蓋
下
　
神
楽
歌

榊
葉
の
　
う
わ
と
し
た
え
に
　
し
て
あ
れ
ば

天
地
あ
め
つ
ち

分
け
て
　
神
ぞ
ま
し
ま
す
　
神
ぞ
ま
し
ま
す

つ
う
ほ
う
に
　
や
つ
か
ほ
う
　
み
床
し
き
そ
う
の

拍
手
を
　
神
は
聞
き
ま
せ
　
う
ず
の
お
う
み
き
　
う
ず
の
お
う
み
き

一
番
神
楽
　
神
楽
歌

と
う
ほ
う
に
　
み
か
の
は
ら
　
天
の
た
ん
ざ
き
　
み
つ
な
れ
ば

ひ
ら
か
に
　
や
お
り
ま
つ
る
　
う
ず
の
お
お
き
み
　
う
ず
の
お
お
き
み

二
番
神
楽
　
神
楽
歌

御
神
楽
の
　
鈴
の
音
よ
に
や
　
夢
さ
め
て

よ
ろ
ず
世
ま
で
も
　
神
ぞ
ま
し
ま
す
　
神
ぞ
ま
し
ま
す

月
と
日
と
　
ふ
た
り
た
え
ま
つ
や
　
つ
れ
な
れ
ば

高
天
原

た
か
ま
が
は
ら

は
　
こ
こ
に
ま
し
ま
す
　
こ
こ
に
ま
し
ま
す

所
な
ら
し
　
口
上

榊
葉
の
　
う
わ
と
し
た
え
に
　
し
て
あ
れ
ば
　
天
地
あ
め
つ
ち

分
け
て
神
ぞ
ま
し
ま

す
　
い
に
し
え
　
い
ま
だ
天
地
わ
か
ら
ざ
る
時
　
ふ
く
も
り
て
　
き
ざ
し

を
ふ
く
め
り
　
そ
れ
す
み
あ
き
ら
か
な
る
も
の
は
雨
と
な
れ
り
　
重
く
に

ご
る
も
の
は
　
土
と
な
る
　
詳
し
く
は
　
た
い
な
る
が
　
あ
い
な
る
。

第
一
代
に
は
国
常
立
尊

く
に
と
こ
だ
ち
の
み
こ
と、
第
二
代
に
は
国
狭
槌
尊

く
に
さ
づ
ち
の
み
こ
と
、
第
三
代
に
は
豊
斟
淳

と
よ
く
む
め
の

尊み
こ
と、

第
四
代
に
は
泥
土
煮
尊

う
ひ
じ
に
の
み
こ
と

・
沙
土
煮
尊

さ
ひ
じ
に
の
み
こ
と

、
第
五
代
に
は
大
戸
之
道
尊

お
お
と
の
じ
の
み
こ
と

・

大
戸
間
辺
尊

お
お
と
ま
べ
の
み
こ
と

、
第
六
代
に
は
面
垂
尊

お
も
だ
る
の
み
こ
と
・
惶
根
尊

か
し
こ
ね
の
み
こ
と
、
第
七
代
に
は
伊
弉
諾

い
ざ
な
ぎ
の

尊み
こ
と・
伊
弉
い

ざ

な
み
尊
の
み
こ
と、
之
よ
り
天
の
浮
橋
の
上
に
立
た
せ
給
う
。
天
の
登
鉾
と
ぼ
こ

を
た
れ
た
も
う
に
　
鉾
の
先
よ
り
　
し
た
た
る
　
し
お
　
こ
り
か
た
ま
い

て
　
一
つ
の
島
と
な
る
　
こ
れ
を
名
づ
け
て
　
お
の
こ
ろ
島
と
申
し
奉
る

竜
神
し
お
ひ
る
玉
　
満
ち
る
玉
を
奉
り
　
竜
神
の
娘
　
豊
玉
姫
を
妻
と
し

て
　
う
が
や
　
ふ
き
あ
え
ず
の
尊
を
　
も
う
け
給
う
　
之
よ
り
　
地
神

五
代
に
う
つ
ら
せ
　
給
う

第
一
代
に
は
、
天
照
皇
大
神
宮

あ
ま
て
ら
し
ま
し
ま
す
す
め
お
お
か
み、
第
二
代
に
は
天
忍
穂
耳
尊

あ
め
の
お
し
ほ
み
み
の
み
こ
と、
第
三
代
に

は
杵
尊
、

に
に
ぎ
の
み
こ
と
　第
四
代
に
は
彦
火
火
出
見
尊

ひ
こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と

、
第
五
代
に
は
彦
波
ひ
こ
な
ぎ

さ
武た
け

う
草
葺
が
や
ふ
き
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不
合
尊

あ
え
ず
の
み
こ
と
、
天
神
七
代
、
地
神
五
代
、
以
上
神
の
代
一
二
代
過
ぎ
ま
し
て

之
よ
り
人
皇
に
う
つ
ら
せ
給
う
。

「
八
雲
た
つ
　
出
雲
八
重
垣
　
つ
ま
ご
め
に

八
重
垣
つ
く
る
　
そ
の
八
重
垣
を
」

鉾
の
舞
　
口
上

天
照
皇
大
神

あ
ま
て
ら
し
ま
し
ま
す
す
め
お
お
か
み

い
ろ
ね
い
ろ
お
と
の
　
お
ん
な
か
不
和
に
し
て
　
岩

戸
を
さ
し
て
　
り
よ
う
ぎ
よ
し
給
う
　
彼
国
か
の
く
に

の
う
ち
　
常
暗
と
こ
や
み

と
な
り
　
夜

昼
の
相
変
る
わ
け
も
な
し
　
こ
こ
に
お
い
て
　
天
の
香
具
山

か
ぐ
や
ま

の
　
伊
保
津

い

ぼ

つ

ま
さ
か
ず
ら
を
ね
こ
ぎ
と
し
　
上
枝

か
ん
つ
え

に
は
　
八
咫
鏡

や
た
の
か
が
み

を
か
け
　
中
枝

な
か
つ
え

に
は

天
の
み
す
ま
ろ
を
下
げ
　
下
枝
し
も
つ
え

に
は
青
幣

あ
お
に
ぎ
て

白
幣

し
ろ
に
ぎ
て
を
下
げ
　
千
蔵
置
座

ち
ぐ
ら
が
お
き
ぐ
ら

に

お
き
た
ら
わ
し
　
八
百
万
の
神
を
集
め
　
神
楽
を
奏
し
　
し
こ
う
し
て
後

手
力
男
命
を
も
つ
て
天
の
岩
戸
を
押
し
開
き
給
う
、
然
る
び
よ
う
そ
う
ろ

う│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

６
　
吉
城
郡
小
郡
下
郷
岩
屋
　
岩
戸
の
舞

熊
野
神
社
岩
戸
の
舞
保
存
会
『
手
本
岩
戸
神
楽
』
よ
り

天
蓋
下
し
　

一
　
天
下
ア
マ
ク
ダ

り
ま
し
ま
す
天ア
メ

が
下
を
ば
や
、
し
ろ
し
め
す
幾
万
世

イ
ク
ヨ
ロ
ズ
ヨ

の
末
ま
で

も
、
変
ら
ぬ
御
代
ミ

ヨ

こ
そ
め
で
た
か
り
け
り
。

二
　
日
の
本モ
ト

や
千
歳
チ
ト
セ

の
松
は
尽ツ

き
る
と
も
、
わ
が
住
む
国
の
道
は
尽
き
せ

ず
。

緑
の
舞

一
　
や
ち
く
ま
は
、
雲
切
ク
モ
キ

り
払ハ
ラ

い
地チ

に
降オ

り
て
、

盤バ
ン

の
上
で
も
物
実
モ
ノ
ザ
ネ

と
な
る
。

二
　
み
か
の
原
、
天ア
マ

の
た
ん
だ
け
道
な
ら
ば
、

ひ
ら
か
に
供ソ
ノ

う
祀マ
ツ

る
御オ
ン

神ミ

酒キ

。

三
　
月
と
日
と
、
二
人
連ツ

れ
ま
の
行イ

き
な
ら
ば
、

濁ニ
ゴ

ら
ぬ
ほ
ど
は
わ
が
明ア
キ

ら
か
に
住
む
。

四
　
八
束
穂

ヤ
ツ
カ
ホ

の
、
み
か
し
き
供
う
拍
手
カ
シ
ワ
デ

を
、

神
は
聞
き
ま
す
う
ず
の
御
神
酒
。

五
　
天
地
ア
メ
ツ
チ

と
、
分
け
て
三
柱
ミ
ハ
シ
ラ

立
た
せ
つ
つ
、

神
の
御
世
ミ

ヨ

こ
そ
め
で
た
か
り
け
り
。

六
　
澄ス

む
は
天ア
メ

、
濁
る
は
地ツ
チ

と
固
カ
タ
マ
り
て
、

濁
ら
ぬ
ほ
ど
は
わ
が
あ
る
と
せ
よ
。
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一
番
神
楽
　

一
　
御
神
楽

ミ
カ
グ
ラ

の
鈴ス
ズ

の
音
よ
り
舞マ

わ
さ
れ
て
、

万
代
ヨ
ロ
ズ
ヨ

ま
で
も
氏
家
守

ウ
ジ
ヤ
マ
モ

ら
ん
。

二
番
神
楽
　

一
　
御
神
楽

ミ
カ
グ
ラ

の
鈴
の
音
よ
り
舞
わ
さ
れ
て
、

わ
が
住
む
国
は
豊ユ
タ

か
な
り
け
り
。

二
　
榊
葉
サ
カ
キ
ハ

に
祀
檄
シ
ゲ
キ

を
つ
け
て
打
ち
払ハ
ラ

い
、

身ミ

に
は
け
が
れ
の
き
り
雲
も
な
し
。

三
番
神
楽

一
　
天ア
メ

晴ハ

れ
て
あ
な
面
白
オ
モ
シ
ロ

や
歌
茂
り
、

万
世
ヨ
ロ
ズ
ヨ

ま
で
も
さ
や
け
お
け
お
け
。

二
　
参
り
て
は
み
つ
め
御
戸
ミ

ト

を
ば
押
し
開
き
、

申
す
願
い
は
み
て
さ
ら
み
て
せ
よ
。

三
　
片
時
も
真
澄
マ
ス
ミ

の
心
を
忘ワ
ス

る
な
よ
、

濁ニ
ゴ

ら
ば
す
ぐ
に
研ト

ぎ
た
て
て
み
よ
。

四
本
剣
　
口
上

一
　
や
あ
剣

ツ
ル
ギ
、
太
刀
タ

チ

め
ぬ
き
の
太
刀
の
や
あ
。

鞘サ
ヤ

は
ぎ
て
八
幡
ヤ

タ

の
馬
場
バ

バ

を
乗
り
下
る
。

二
　
第
一
第
二
第
三
第
四
第
五
と
て
、
日
本
に
は
剣
は
五
つ
に
て
お
わ
し

ま
す
。
第
一
に
天
叢
雲

ア
メ
ノ
ム
ラ
ク
モ
の
剣ケ
ン

、
第
二
に
と
つ
か
の
剣
、
第
三
に
そ
ば
や
の

剣
、
第
四
に
草
薙
ク
サ
ナ
ギ

の
剣
、
第
五
に
け
ん
ど
の
御
剣

オ
ン
ツ
ル
ギ
と
申
し
奉
る
は
、
そ
も

そ
も
第
一
の
御
剣
と
申
し
奉
る
は
、
東
方
ト
ウ
ホ
ウ

よ
り
み
ょ
う
ど
う
承
知
シ
ョ
ウ
チ

に
て
お

わ
し
ま
す
。
今
こ
れ
へ
。
尾
張
オ
ワ
リ

の
国
熱
田
ア
ツ
タ

大
明
神
に
納オ
サ

め
奉
る
。
そ
も
そ

も
第
二
の
御
剣
と
申
し
奉
る
は
、
南
方
ナ
ン
ポ
ウ

よ
り
み
ょ
う
ど
う
承
知
に
て
お
わ

し
ま
す
。
今
こ
れ
へ
。
紀
伊
キ

イ

の
国
え
ち
ま
み
の
岩
屋
に
納
め
奉
る
。

そ
も
そ
も
第
三
の
御
剣
と
申
し
奉
る
は
、
西
方
セ
イ
ホ
ウ

よ
り
み
ょ
う
ど
う
承
知
に

て
お
わ
し
ま
す
。
今
こ
れ
へ
。
出
雲
イ
ズ
モ

の
国
大
社

オ
オ
ヤ
シ
ロ
に
納
め
奉
る
。
そ
も
そ
も

第
四
の
御
剣
と
申
し
奉
る
は
、
北
方
ホ
ッ
ポ
ウ

よ
り
み
ょ
う
ど
う
承
知
に
て
お
わ
し

ま
す
。
今
こ
れ
へ
。
下
野
シ
モ
ズ
ケ

の
国
日
光
山

ニ
ッ
コ
ウ
ザ
ン

に
納
め
奉
る
。
そ
も
そ
も
第
五
の

御
剣
と
申
し
奉
る
は
、
中
央
よ
り
み
ょ
う
ど
う
承
知
に
て
お
わ
し
ま
す
。

今
こ
れ
へ
。
大
和
ヤ
マ
ト

の
国
籠カ
ゴ

の
宮
ふ
る
の
社
ヤ
シ
ロ
に
納
め
奉
る
。

太
玉
命
舞
（
処
均
）

口
上

榊
葉
サ
カ
キ
ハ

に
上
と
下
に
あ
あ
し
て
あ
ら
ば
や
、
天
地
ア
メ
ツ
チ

分
け
て
神
は
ま
し
ま
す
。

そ
れ
わ
が
朝
チ
ョ
ウ
の
こ
と
の
起
り
を
詳ク
ワ

し
く
た
ず
ね
奉
る
に
、
い
に
し
え
天
地

い
ま
だ
分
ら
ず
。
世
を
分
れ
ざ
る
と
き
、
ま
ろ
が
れ
ざ
る
こ
と
鳥
の
子
の
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ご
と
し
。
く
ぐ
も
り
て
き
ざ
し
を
含
め
り
。　

そ
れ
す
み
あ
き
ら
か
な
る
も

の
が
た
な
び
き
て
、
天ア
メ

と
な
り
。
重
く
濁ニ
ゴ

る
る
も
の
が
た
え
て
地ツ
チ

と
な
る
。

て
あ
し
き
た
え
な
る
が
あ
え
る
、
あ
お
ぎ
安
し
。
重
く
濁
る
る
も
の
が
、

こ
り
固
カ
タ
マ
り
難ガ
タ

し
。
か
れ
あ
め
ま
ず
な
っ
て
地チ

の
地チ

に
定
ま
る
。
し
こ
う
し

て
神
そ
の
中
に
あ
り
ま
す
。
　

彼
い
わ
く
天
地
開
く
る
の
始
め
、
国
土
ク
ニ
ツ
チ

の
上
に
浮
か
れ
漂
え
る
こ
と
。

例
え
ば
遊
ぶ
魚
の
、
水
の
上
に
浮
き
け
る
が
ご
と
し
。
と
き
に
天
地
の
中

に
一
つ
の
も
の
が
成
せ
り
。
形
あ
し
が
え
の
ご
と
し
。
此
れ
す
な
わ
ち
神

と
な
り
、
国
常
立

ク
ニ
ト
コ
タ
チ

尊
と
申
す
な
り
。
此
れ
す
な
わ
ち
神
代
の
か
み
の
七
世
ナ
ナ
ヨ

の
始
め
の
御
神
な
り
。
第
二
に
国
狭
槌

ク
ニ
サ
ツ
チ

尊
。
第
三
に
豊
斟
渟

ト
ヨ
ク
ン
ノ

尊
。
す
べ
て

三ミ

柱
の
神
ま
す
天
の
道
を
一
人
成
せ
り
。
此
の
ゆ
え
に
、
こ
の
お
の
こ
の

限
り
を
成
せ
り
。

第
四
に
泥
土
煮

ウ
イ
チ
ニ

尊
・
沙
土
煮

ス
イ
チ
ニ

尊
。
第
五
に
大
声
道

オ
オ
ト
ノ
ジ

尊
・
大
苔
辺

オ
オ
ト
ノ
ベ

尊
。
第

六
に
面
足
オ
モ
タ
ル

尊
・
惶
根
カ
シ
コ
ネ

尊
。
第
七
に
伊
弉
冊

イ
ザ
ナ
ギ

尊
・
伊
弉
冉

イ
ザ
ナ
ミ

尊
。
こ
の
二
柱
の

神
、
天
の
浮
橋
の
上
に
立
ち
給
い
て
、
天
の
沼
矛
ト
ボ
コ

を
持
っ
て
差
し
下
し
、

か
き
さ
ぐ
り
。
し
か
ば
こ
こ
に
青
海
原
を
得
、
そ
の
矛ホ
コ

よ
り
、
し
た
た
る

塩
こ
り
か
た
ま
り
て
一
つ
の
島
と
な
り
。
こ
れ
を
名
付
け
て
お
の
こ
ろ
島

と
申
す
な
り
。

此
の
二フ
タ

柱
の
神
、
か
の
島
に
天
下
り
ま
し
ま
し
て
、
天
の
下
の
君キ
ミ

た
る

も
の
を
産
ま
ん
と
、
み
と
の
ま
く
ば
い
を
成
せ
り
。
此
れ
す
な
わ
ち
神
代

の
か
み
の
五
世
イ
ツ
ヨ

の
始
め
の
御
神
な
り
。
第
一
に
天
照
皇
大

テ
ン
シ
ョ
ウ
コ
ウ
ダ
イ
神
宮
。
第
二
に

正
哉
吾
勝
々
速
日
天
忍
穂
耳

マ
サ
ヤ
ア
カ
ツ
カ
ツ
ノ
ハ
ヤ
ヒ
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ

命
。
第
三
に
天
彦
穂
瓊
々
杵

ア
メ
ノ
ヒ
コ
ホ
ニ
ニ
ギ

命
。
第
四
に
彦ヒ
コ

火
々
出
見

ホ

ホ

デ

ミ

尊
。
第
五
に
彦
波
限
建
鵜
葦
葺
不
合

ヒ
コ
ナ
ギ
サ
タ
ケ
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
エ
ズ

命
。

以
上
神
代
は
十
二
代
を
過
ぎ
ま
し
ま
し
て
、
人
皇
ジ
ン
ノ
ウ

の
始
め
神
大
和
磐
余

カ
ン
ヤ
マ
ト
イ
ワ
ワ
レ

彦ヒ
コ

命
と
申
す
な
り
。
当
禁
廷

ト
ウ
キ
ン
テ
イ

に
い
た
ら
せ
た
も
う
ま
で
、
百
世
モ
モ
ヨ

万
代
め
で

た
く
神
国
シ
ン
コ
ク

に
て
ま
し
ま
す
。

�
日
の
本
や
千
歳
の
松
は
尽
き
る
と
も
、
わ
が
住
む
国
の
道
は
尽
き
せ
ず
�

そ
も
そ
も
こ
の
た
び
当
社
御
神
前
に
お
い
て
、
岩
戸
の
舞
奉
納
つ
か
ま

つ
り
候
上
は
、
一
天
泰
平
四
海
安
全
宝
祚
ホ
ウ
ソ

延
長
総
じ
て
郷
内
氏
子
中
、
老

若
男
女
、
牛
馬
の
蹄
ヒ
ズ
メ
に
い
た
る
ま
で
安
穏
ア
ン
ノ
ン

気
楽
の
御
御
祷
キ
ト
ウ

。

思
兼
神
舞
　
口
上

天
照
し
ま
し
す
み
御
神
。
御
姉
弟

ゴ
キ
ョ
ウ
ダ
イ

の
仲
、
不
和
と
し
て
、
岩
戸
を
さ
し

て
籠
居

ロ
ウ
ギ
ョ
ウ
し
給
う
。
国
の
う
ち
常
闇
ト
コ
ヤ
ミ

と
な
り
、
青
山
も
枯
れ
山
と
な
る
。
五

つ
の
種
つ
、
も
の
お
も
栄
え
ず
。

こ
れ
に
よ
っ
て
天
の
香
山
カ
グ
ヤ
マ

の
五
百
津

イ

ホ

ツ

の
真
榊
マ
サ
カ
キ

を
根
越
し
に
し
、
上
枝
カ
ン
ツ
エ

に

は
八
坂
ヤ
サ
カ

に
の
五
百
津

イ

ホ

ツ

の
み
す
ま
る
を
掛
け
、
中
枝
ナ
カ
ツ
エ

に
は
八
咫
ヤ

タ

の
鏡
を
掛
け
、

下
枝
シ
モ
ツ
エ

に
は
青
和
幣

ア
オ
ニ
ギ
テ

、
白
和
幣

シ
ロ
ニ
ギ
テ

を
掛
け
、
千
座
チ
ク
ラ

の
置
戸
オ
キ
ド

に
お
き
た
ら
わ
し
て
、

八
百
万
神

ヤ
オ
バ
ン
ジ
ン

を
集
め
祭
り
事
を
奏ソ
ウ

し
、
手
力
男
神
を
も
っ
て
岩
戸
を
開
き
然シ
カ

る
べ
よ
う
候
。
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〔Summary〕

On Iwato Kagura-mai in Nagato Area, 
Yamaguchi Prefecture

HYOKI Satoru

There are many researches and reports on the so called “Izumo style”

kagura in Chugoku district. But, exceptionally, the examples of kagura in
Nagato area (northern and western parts of Yamaguchi prefecture) have hardly
ever been researched and their nature and historical changes have not been
elucidated yet.

In Nagato area, there are some places at which a certain type of kagura is
transmitted. They are called “Iwato-no-mai” or “Iwato kagura-mai” . Now, five
of their examples are known: Futatsuzaya iwato kagura-mai, Beppu iwato
kagura-mai, Managata ten iwato-mai, Iwaya iwato-no-mai and Dainichi iwato-
no-mai. Until recently, they have been regarded as the remains of old kagura
style which Shugen monks (yamabushi) transmitted. But recently some
scholars disagree with that opinion. In this article I examine its historical
changes in detail based on my fieldwork.

Some facts which were revealed in this research tell that Iwato kagura-
mai is not so old a type. In Nagato area, a type of kagura containing “Ohji-mai”
(a play based on yin-yang belief) and many other various elements were popular
by at least the middle of the 17th century. Around the end of the 18th century,
Yoshida Shinto authority group supported by the Tokugawa shogunate
tightened up the rules of rituals and ceremonies in shrines. Iwato kagura-mai,
which was formed by eliminating non Shinto-like elements from old kagura
style, was thought of as an answer to this order. 

It is well known that the many examples of kagura in Chugoku district
were reformed by the influence of the new thought of kokugaku from the
beginning of the 19th century to the Meiji era. But the influence of Yoshida
Shinto authority group’s control on rituals has hardly been discussed. Iwato
kagura-mai is a rare and important case for elucidating the complicated
situation of historical changes of folk performing arts in the later stage of the
Edo era.

84


