
宗
教
芸
能
研
究
会
○

神
楽
と
祭
文
の
世
界

ｌ
こ
れ
ま
で
の
対
馬
の
研
究
ｌ
資
料
批
判

み
こ
み
こ
ほ
さ

現
在
に
い
た
る
対
馬
の
巫
女
（
神
子
）
・
法
者
の
研
究
を
概
観

し
て
み
る
と
、
ま
ず
鈴
木
業
三
氏
の
業
績
が
抜
き
ん
で
て
い
る
。

『
対
馬
の
神
道
」
に
お
い
て
鈴
木
業
三
氏
が
翻
刻
し
た
『
対
州
神

社
誌
」
、
そ
れ
は
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
に
対
馬
藩
が
神
社
調
べ

を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
恩
恵
を
後
の
研
究
者
は
被
っ
て
い

み
よ
う
ぶ

る
。
そ
し
て
対
馬
の
命
婦
・
巫
女
、
法
者
に
つ
い
て
学
問
的
な
メ

ス
を
入
れ
た
の
が
石
塚
尊
俊
氏
の
著
書
「
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
」
。

ま
た
鈴
木
葉
三
氏
が
『
神
道
大
系
神
社
編
四
十
六
壱
岐
・
対
馬

国
」
に
翻
刻
し
た
「
六
道
そ
の
他
」
に
注
目
し
た
岩
田
勝
氏
に
よ

っ
て
祭
文
の
本
格
的
な
研
究
が
は
じ
ま
る
（
「
山
陰
民
俗
」
妬
）
。

渡
辺
伸
夫

対
偶
厨
の
Ａ
哩
砺
と
評
壌
首

対
馬
で
は
、
早
く
か
ら
「
法
者
」
と
呼
ば
れ
た
祭
の
執
行
者
と
「
命
婦
」
と
呼
ば
れ
た
巫
女
に
よ
っ
て
神
楽
・
祭
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
彼
ら
の
活
動
は
神
楽
に
限
る
も
の

で
は
な
い
。
法
者
は
、
藩
内
に
お
け
る
重
要
な
民
間
宗
教
者
と
し
て
、
病
人
祈
禰
や
霊
祭
供
養
な
ど
も
担
っ
て
い
た
。

本
講
演
は
、
対
馬
の
藩
政
史
料
の
解
読
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
法
者
と
命
婦
の
歴
史
的
社
会
的
様
態
を
浮
き
彫
り
に
し
、
ま
た
法
者
頭
の
始
祖
伝
承
や
法
者
た
ち
の
ヒ

エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
法
者
の
実
像
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
女
子
大
学
教
授

平
成
に
入
る
と
特
に
祭
文
関
係
の
発
掘
と
い
っ
た
も
の
が
顕
著

に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
活
字
化
さ
れ
た
も
の
に
は
、
読
み
間
違

い
、
誤
植
が
非
常
に
多
く
、
な
か
に
は
自
分
が
お
も
し
ろ
い
と
思

う
資
料
を
何
の
研
究
成
果
も
踏
ま
え
ず
に
た
だ
翻
刻
だ
け
し
て
い

る
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。
祭
文
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
と

は
い
え
現
状
は
こ
の
あ
り
様
で
、
活
字
に
な
っ
た
も
の
を
信
用
し

て
い
る
と
、
間
違
い
に
間
違
い
を
重
ね
る
と
い
っ
た
こ
と
に
も
な

り
か
ね
な
い
。
祭
文
の
研
究
に
は
ま
ず
、
正
確
な
テ
キ
ス
ト
を
作

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
一
部
分
で
は
な
く
、
で
き
る
な

ら
ば
丸
ご
と
資
料
を
提
供
す
る
よ
う
な
形
で
。
岩
田
勝
氏
が
「
中

国
地
方
神
楽
祭
文
集
」
を
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
対
馬
の
祭
文
資
料

を
で
き
る
だ
け
早
く
ま
と
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

わ
た
な
べ
・
の
ぶ
お

専
攻
・
民
俗
芸
能
。
早
稲
田
大
学
演

劇
博
物
館
の
勤
務
を
経
て
、
現
在
、

昭
和
女
子
大
学
文
学
部
日
本
文
化
史

学
科
教
授
。
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ｌ
こ
れ
か
ら
の
法
者
の
研
究

藩
政
史
料
と
法
者
家
に
つ
た
わ
る
文
書
を
つ
か
っ
て

法
者
の
研
究
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
は
祭
文
研
究
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
祭
文
の
発
掘
と
紹
介
が
中
心
だ
っ
た
。

対
馬
の
法
者
の
本
格
的
な
研
究
と
し
て
、
岡
田
啓
助
氏
の
「
対

馬
の
信
仰
と
説
話
の
研
究
」
が
あ
る
が
、
「
対
州
神
社
誌
」
に
依

拠
し
て
い
る
た
め
に
法
者
の
実
態
は
な
か
な
か
み
え
て
こ
な
い
。

で
は
ど
う
し
た
ら
対
馬
の
法
者
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

そ
の
た
め
に
は
対
馬
の
藩
政
史
料
を
も
っ
と
活
用
す
る
必
要
が
あ

子
《
》
》
『
ノ
。

そ
う
け

長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
の
宗
家
文
書
に
寺
社
奉

じ
し
や
か
た
き
ろ
く

行
の
記
録
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
寺
社
方
記
録
」
と
い
う
も
の
で
、

正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
か
ら
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
に
か
け
て
の

一
三
九
冊
の
記
録
で
あ
る
。
正
徳
以
前
の
こ
と
を
知
る
に
は
御
郡

奉
行
の
日
記
が
寛
文
二
（
一
六
七
二
年
か
ら
明
治
四
（
一
八

七
一
）
年
ま
で
、
四
八
一
冊
あ
る
。
ま
た
対
馬
藩
の
表
向
き
の
こ

お
も
て
し
よ
さ

と
を
記
し
た
資
料
が
「
表
書
札
方
毎
日
記
」
で
、
こ
れ
も
三
六
八

冊
あ
る
。

対
馬
の
藩
政
史
料
を
用
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
い
え
ば
、

ご
は
ん
も
つ

「
御
判
物
」
を
少
し
引
用
す
る
。
そ
れ
も
「
長
崎
県
史
」
の
史
料

編
に
の
っ
て
い
る
誤
植
の
あ
る
活
字
本
を
使
用
す
る
場
合
が
多
い
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
ま
で
藩
政
史
料
と
い
う
も
の
は
十
分
に

活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
他
、
こ
の
藩
政
史
料
と
と
も
に
見
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら

１
１
府
内
法
者
の
活
動
の
一
端

「
御
陣
太
鼓
役
嘆
願
書
控
」
よ
り

ふ
な
い
ば
さ

対
馬
の
法
者
は
、
城
下
の
府
内
法
者
と
田
舎
の
法
者
の
二
通
り

に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
府
内
の
法
者
の
活
動
の
一
端
を
み

て
ゆ
く
。

「
御
陣
太
鼓
役
嘆
願
書
控
」

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
三
月
一
三
日
付
の
文
書
。
四
人
の
府
内

法
者
が
連
名
で
、
法
者
頭
で
あ
る
蔵
瀬
家
に
嘆
願
書
を
出
し
た
。

蔵
瀬
家
は
こ
れ
に
手
を
加
え
て
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
が
、
こ
れ

は
そ
の
の
控
え
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
寛
政
年
以
降
、
対
馬

の
西
海
岸
警
備
に
際
し
て
法
者
と
山
伏
に
そ
れ
ぞ
れ
陣
太
鼓
を
打

つ
、
法
螺
貝
を
吹
く
と
い
っ
た
役
目
が
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
、

昨
今
そ
の
役
を
御
家
中
の
子
弟
に
取
ら
れ
て
し
ま
い
、
対
馬
の
府

内
法
者
た
ち
は
大
変
苦
し
い
生
活
を
余
儀
無
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

い
ず
は
ら

な
た
れ

ま
た
対
馬
の
法
者
た
ち
が
厳
原
八
幡
宮
の
祭
礼
、
奈
多
連
の
浜
の

は
ち
は
り
ゆ
み

お
ら
ん
と
う
ふ
う
り
ゅ
う

八
張
弓
の
祭
礼
、
御
卵
塔
風
流
の
祭
礼
に
奉
仕
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

こ
の
奈
多
連
の
浜
の
八
張
弓
と
は
、
惠
示
氏
家
譜
略
」
の
伝
え

る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
室
町
時
代
の
文
明
一
八
（
一
四
八
六
）
年
六

月
三
日
に
、
第
一
一
代
貞
国
の
夫
人
で
花
田
将
監
の
娘
が
七
つ
の

な
い
も
の
に
、
法
者
頭
で
あ
る
蔵
瀬
家
の
文
書
、
ま
た
各
地
の
法

者
の
家
に
伝
存
し
て
い
る
文
書
類
が
あ
る
。
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Ｉ
「
御
壁
書
写
」
峰
町
志
多
賀
の
八
坂
家
文
書

法
令
に
み
え
る
法
者
の
す
が
た

卵
を
産
ん
で
死
亡
し
た
。
そ
の
霊
の
巣
り
が
甚
だ
し
か
つ
た
た
め
、

鎮
め
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
厳
原
港
の
北

に
圭
霜
多
連
の
浜
は
あ
り
、
そ
の
浜
辺
で
法
者
た
ち
が
八
張
の
弓
を

し
の
だ
俄

篠
竹
で
叩
く
。
そ
の
か
た
わ
ら
に
は
巫
女
が
八
人
、
鈴
を
打
ち
鴫

ひ
き
め

ら
し
て
そ
れ
に
唱
和
す
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
蟇
目
の
神
事
と
い

っ
て
、
弓
を
射
る
行
事
が
あ
る
。
ま
た
御
卵
塔
風
流
の
祭
礼
と
は
、

う
ら
ぼ
ん

厳
原
で
行
な
わ
れ
た
孟
蘭
盆
の
行
事
で
、
こ
の
行
列
に
お
い
て
大

太
鼓
を
打
つ
役
を
法
者
が
勤
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
法
者
と
太
鼓
、
弓
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
が

あ
り
、
か
つ
ま
た
法
者
と
巫
女
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
祭
を
執
り
行

な
う
と
い
う
形
態
が
注
目
さ
れ
る
。

残
さ
れ
た
資
料
な
ど
か
ら
、
一
六
五
八
年
に
は
府
内
法
者
が
一

一
人
、
田
舎
の
法
者
が
五
二
人
、
合
わ
せ
て
六
三
人
の
法
者
が
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
幕
末
の
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
に
な

る
と
府
内
法
者
が
四
人
、
田
舎
が
一
六
人
と
二
○
○
年
の
間
で
三

分
の
一
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
寺
社
方
記
録
」
を
見
る
と
、
八

幡
宮
の
祭
礼
は
府
内
法
者
だ
け
で
は
ま
か
な
い
き
れ
な
い
の
で
、

田
舎
の
法
者
を
祭
り
に
加
え
た
と
い
っ
た
記
事
が
少
な
く
な
い
。

法
者
の
数

壁
書
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
壁
に
張
り
出
し
た
こ
と
か
ら
呼

命
婦
の
跡
継
ぎ
探
し
の
場
合み

よ
う
ぶ

「
寺
社
方
記
録
」
に
は
、
命
婦
が
年
老
い
て
引
退
す
る
と
き
、

子
ど
も
が
い
な
い
た
め
、
自
分
の
跡
継
ぎ
探
し
に
腐
心
す
る
と
い

っ
た
記
事
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
。
命
婦
の
家
を
絶
や
さ
な
い
た

め
に
法
者
の
家
の
娘
、
と
く
に
田
舎
の
娘
を
養
女
に
迎
え
る
。
ど

う
い
う
人
が
な
る
か
と
い
う
と
、
体
が
弱
く
田
舎
働
き
、
農
作
業

な
ど
の
力
仕
事
が
で
き
な
い
た
め
命
婦
や
巫
女
に
な
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
そ
し
て
法
者
の
家
や
命
婦
の
家
で
舞
の
こ
と
な
ど
の
稽

古
を
し
て
、
あ
る
程
度
素
養
が
身
に
つ
く
と
、
命
婦
の
家
の
跡
取

り
と
し
て
適
格
で
あ
る
と
い
う
許
可
が
寺
社
奉
行
か
ら
下
さ
れ
る
。

ば
れ
た
も
の
で
、
一
種
の
法
令
で
あ
る
。
こ
れ
は
寺
社
奉
行
が
命

令
し
た
文
書
で
、
新
規
に
寺
社
仏
閣
を
建
て
て
は
い
け
な
い
こ
と
、

夜
中
に
寺
院
坊
舎
に
婦
女
を
と
ど
め
て
は
い
け
な
い
こ
と
な
ど
が

記
さ
れ
て
い
る
。

法
者
に
関
し
て
は
、
「
一
、
唯
今
迄
、
神
主
山
伏
験
者
巫
女
仕

り
来
り
候
筋
目
の
者
は
、
子
供
の
内
一
人
そ
の
職
を
継
ぐ
べ
し
。

新
規
に
弟
子
を
取
り
立
て
候
儀
、
堅
く
禁
制
せ
し
む
こ
と
」
と
い

う
一
文
が
あ
る
。
「
験
者
」
と
い
う
の
は
法
者
の
こ
と
。
昔
は
験

者
と
も
い
っ
た
。
神
主
・
山
伏
・
験
者
・
巫
女
が
跡
継
ぎ
を
決
め

る
と
き
は
、
自
分
の
子
ど
も
の
う
ち
一
人
だ
け
を
そ
の
職
に
つ
か

せ
る
こ
と
、
ま
た
新
規
の
弟
子
を
取
り
立
て
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
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俳
鵠
奴
山
と
蔵
瀬
家
の
か
か
わ
り
１
件
葡
齢
里
鯛
山
鶏
星
賑
光
燦
書
状

よ
か
わ
叩
い
そ
ぐ
い
ん
こ
う
さ
ん

蔵
瀬
家
に
は
比
叡
山
横
川
碧
足
院
光
燦
の
文
政
三
（
一
八
二
○
）

年
の
書
状
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
書
状
に
は
お
堂
を
再
興
さ
せ
る

か
ん
じ
ん
ち
よ
う

た
め
勧
進
帳
を
回
す
の
で
、
法
者
の
人
た
ち
の
力
も
あ
わ
せ
て
協

力
し
て
ほ
し
い
、
と
い
っ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
蔵
瀬
家
の
配
下
の
法
者
た
ち
も
比
叡
山
に
登
っ
て
修
行
を

し
た
。
蔵
瀬
家
に
は
配
下
の
者
が
修
行
を
す
る
に
あ
た
っ
て
の
定

「
験
者
神
子
定
め
書
」
（
仮
）
八
坂
家
文
書

法
者
頭
の
蔵
瀬
乾
右
衛
門
が
、
配
下
の
峰
郡
の
験
者
（
法
者
）

と
神
子
に
宛
て
て
守
る
べ
き
こ
と
を
書
き
だ
し
た
も
の
。
こ
れ
に

も
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
新
法
の
祈
禰

を
行
な
っ
て
は
い
け
な
い
、
新
規
の
弟
子
を
と
っ
て
は
い
け
な
い

し
鯉
う
が
み

だ
と
か
、
ま
た
太
夫
号
を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
、
四
方
髪
を
し
て

は
い
け
な
い
な
ど
。

な
ぜ
太
夫
号
が
禁
じ
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当

時
の
殿
様
が
右
京
太
夫
と
い
う
よ
う
な
太
夫
号
を
名
乗
る
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
と
同
じ
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
総
髪
（
四
方
髪
）
に
関
し
て
は
、
法
者
頭

で
あ
る
蔵
瀬
家
は
代
々
総
髪
を
許
さ
れ
て
い
る
の
で
、
配
下
の
法

者
た
ち
と
区
別
す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
た
の
で
は
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
蔵
瀬
家
は
代
々
比
叡
山
に
登
っ
て
修
行
を
し
て
お
り
、

官
位
を
も
ら
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
許
し
を
も
ら
っ
た
り
し
て
い

る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
総
髪
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

め
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
光
燦
が
文
政
八
（
一
八
二
五
）

年
に
習
い
た
も
の
あ
る
。

て
ん
か
ん

そ
の
第
一
条
は
、
法
者
頭
の
添
簡
、
つ
ま
り
紹
介
状
を
持
た
ず

く
じ
ご
し
ん
ぼ
う

に
比
叡
山
に
来
た
者
に
は
九
字
諏
身
法
な
ど
を
伝
授
し
な
い
こ
と
。

け
ち
え
ん
か
ん
じ
よ
う
じ
倉
と
う
さ
ん
ぽ
う
し
ゅ
い
ん
み
ょ
う
が
倉
ん

第
二
条
は
結
縁
潅
頂
、
直
綴
、
三
宝
朱
印
の
冥
加
金
の
こ
と
。
第

三
条
に
は
み
だ
り
に
朱
印
を
乱
用
す
る
者
は
法
者
職
を
取
り
上
げ

ぶ
に
ん
じ
よ
う

る
こ
と
。
そ
し
て
修
行
の
あ
か
つ
き
に
、
補
任
状
を
も
ら
っ
て
い

よ
か
わ

る
。
文
政
年
間
の
蔵
瀬
元
明
は
、
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
に
横
川

し
ゅ
り
ょ
う
ど
ん
い
ん
く
つ
と
う

こ
ん
ぼ
ん
に
ょ
ほ
う
ど
う
そ
う
ご
う
し
よ
く
ほ
う
包
よ
う

首
梼
厳
院
別
当
光
環
よ
り
比
叡
山
根
本
如
法
堂
の
僧
綱
職
の
法
橋

に
、
そ
の
翌
年
に
は
法
眼
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

「
寺
社
方
記
録
」
に
見
え
る
法
者
の
活
動
ｌ
蔵
瀬
兵
部
の
場
合

「
寺
社
方
記
録
」
文
化
一
四
（
一
八
一
七
）
年
六
月
二
九
日
の

条
に
は
、
蔵
瀬
兵
部
の
活
動
が
記
さ
れ
て
い
る
。

法
者
頭
の
蔵
瀬
家
は
代
々
、
年
始
と
孟
蘭
盆
の
と
き
に
殿
様
に

お
目
通
り
を
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
。
こ
れ
は
蔵
瀬
家
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
く
、
寺
社
奉
行
配
下
の
出
家
、
神
職
、
山
伏
、
法

者
と
い
う
順
に
格
式
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
お
礼
を

申
し
上
げ
た
。
法
者
頭
は
一
番
格
式
が
低
い
の
で
下
段
よ
り
お
礼

を
申
し
上
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
蔵
瀬
兵
部
は
な
か
な
か
の
人
格
者
で
、
労
を
厭
わ
ず
い
ろ

い
ろ
な
祈
禰
を
し
て
い
る
。
寛
政
・
文
化
・
文
政
と
対
馬
に
何
度

ほ
う
そ
う

か
庖
瘡
が
流
行
る
が
、
そ
の
と
き
も
村
々
を
回
っ
て
祈
禰
を
し
た

り
、
我
が
身
を
惜
し
ま
ず
に
献
身
的
な
働
き
を
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
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蔵
瀬
家
の
伝
承

蔵
瀬
家
は
平
安
時
代
、
菅
原
道
真
の
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
と
い
わ

れ
た
三
善
清
行
が
先
祖
と
伝
え
て
い
る
。
三
善
清
行
の
伝
記
を
み

じ
よ
う
ぞ
う
き

る
と
そ
の
子
孫
は
は
っ
き
り
と
は
分
ら
な
い
が
、
息
子
に
浄
蔵
貴

し
ょ所

と
い
う
有
名
な
高
僧
が
お
り
、
そ
の
子
ど
も
が
対
馬
へ
流
れ
て

き
て
、
そ
れ
が
い
ま
の
蔵
瀬
家
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
平
安
時
代
の
末
期
、
保
元
の
乱
で
讃
岐
国
に
流
さ
れ
た
崇

徳
上
皇
は
、
国
司
の
娘
に
手
を
出
し
て
子
ど
も
を
み
ご
も
ら
せ
て

し
ま
う
。
こ
の
と
き
京
都
に
修
行
に
行
っ
て
い
た
蔵
瀬
家
の
先
祖

が
帰
り
に
讃
岐
に
寄
り
、
そ
こ
で
請
わ
れ
て
こ
の
娘
を
対
馬
へ
連

れ
て
帰
り
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
養
子
と
し
て
育
て
た
。
こ
の
子

殿
様
か
ら
褒
美
を
も
ら
っ
た
り
、
中
段
に
登
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

も
い
る
。

あ
ま
ご

こ
の
蔵
瀬
兵
部
は
雨
乞
い
（
文
政
二
年
九
月
一
九
日
）
の
ほ
か
、

村
に
庖
瘡
が
流
行
し
た
時
（
文
政
五
年
五
月
二
三
日
）
に
も
祈
祷

を
行
な
っ
た
。
こ
の
時
村
人
た
ち
は
恐
怖
に
お
の
の
き
、
仕
事
も

そ
っ
ち
の
け
の
状
況
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
対
馬
藩
と
し
て
は
困

ほ
う
そ
う

る
の
で
、
法
者
頭
を
さ
し
む
け
村
人
を
説
得
さ
せ
た
り
、
庖
癒
の

治
療
の
仕
方
、
看
病
の
仕
方
な
ど
を
教
え
さ
せ
た
。
こ
う
い
っ
た

活
動
を
通
し
て
蔵
瀬
兵
部
は
功
綱
を
あ
げ
て
ゆ
く
。
ま
た
文
政
五

ふ
じ
ょ
う
ば
ら

（
一
八
二
二
）
年
一
○
月
一
六
日
の
条
に
も
不
浄
払
い
を
行
な
っ

た
こ
と
、
看
病
の
仕
方
を
教
え
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
褒
美
を

賜
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

１
１
１
先
祖
の
弔
い
ｌ
か
み
・
関
渡
し
・
山
入
祈
驚

江
戸
前
期
の
御
壁
書
写
「
八
郷
江
之
壁
書
之
控
」
の
延
宝
五
（
一

六
七
七
）
年
正
月
二
日
の
条
に
、
先
祖
の
弔
い
は
派
手
に
し
な
い

で
軽
く
済
ま
せ
る
よ
う
に
、
ま
た
付
記
と
し
て
「
か
み
」
「
関
渡

し
」
「
山
入
」
と
い
っ
た
祈
祷
は
堅
く
禁
止
す
る
、
と
い
う
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
同
様
の
記
事
が
御
郡
奉
行
所
の
「
毎
日
記
」

の
延
宝
五
年
一
二
月
二
一
日
に
も
あ
り
、
元
緑
六
（
一
六
九
三
）

年
の
「
八
郷
江
之
御
壁
書
控
」
に
は
、
「
先
祖
の
弔
い
分
限
相
応

に
致
す
べ
く
候
。
分
に
過
ぎ
た
る
結
構
つ
か
ま
つ
る
ま
じ
く
候
。

付
、
か
み
、
関
渡
し
、
や
ま
い
れ
御
祈
禰
停
止
せ
し
む
事
」
と
あ

る
。
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）
年
九
月
九
日
の
定
め
書
に
は
「
百
姓
働

方
之
事
、
心
得
の
事
」
と
し
て
．
、
病
と
凶
事
と
は
、
廻
り
廻

こ
う
い
ん
で
ん

ど
も
は
長
ず
る
に
お
よ
ん
で
法
者
頭
と
な
っ
た
、
と
い
う
皇
胤
伝

し
よ
う

承
も
の
こ
っ
て
い
る
。
実
際
、
大
正
年
間
に
い
た
る
ま
で
、
先
祖

誰
々
の
命
日
、
あ
る
い
は
何
年
祭
と
い
う
よ
う
な
祭
を
ず
っ
と
続

け
て
き
て
い
る
。

寛
永
か
ら
寛
文
の
頃
に
書
か
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
年
中
行
事
の

記
録
を
み
る
と
、
蔵
瀬
家
で
は
代
々
の
家
長
や
、
先
祖
で
あ
る
三

善
清
行
を
老
松
宮
、
ま
た
崇
徳
上
皇
を
金
比
羅
大
神
と
し
て
祀
っ

よ
り
が
み

て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
は
じ
め
て
対
馬
に
き
た
先
祖
を
寄
神
大
明

や
立
ぶ
し

神
と
し
て
祀
っ
た
り
、
浄
蔵
貴
所
を
疫
伏
の
宮
と
し
て
祀
っ
た
り

し
て
い
る
。
こ
う
い
う
歴
史
の
表
面
に
は
出
て
こ
な
い
も
の
が
法

者
頭
蔵
瀬
家
の
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
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り
の
事
と
思
い
助
け
合
い
申
す
べ
き
事
。
但
し
病
人
に
は
、
手
軽

き
祈
禰
は
心
次
第
、
か
み
せ
き
わ
た
し
、
山
入
れ
等
無
用
、
惣
じ

て
行
者
に
て
こ
れ
無
き
者
へ
、
祈
り
を
頼
み
申
す
間
敷
き
事
」
と

あ
る
。
こ
の
場
合
の
行
者
と
い
う
の
が
法
者
に
あ
た
る
。

「
寺
社
方
記
録
」
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
一
○
月
一
五
日
の
条

に
は
、
蔵
瀬
家
に
お
け
る
先
祖
の
年
回
忌
に
つ
い
て
「
関
渡
し
」

の
際
は
質
素
に
行
な
う
よ
う
に
と
い
う
申
し
渡
し
が
あ
る
。
「
蔵

瀬
乾
右
衛
門
右
は
今
晩
先
祖
年
回
に
あ
い
当
り
候
に
つ
き
、
関

渡
し
供
養
仕
り
た
く
存
じ
奉
り
候
。
も
っ
と
も
御
時
躰
柄
に
つ
き

軽
く
執
行
仕
る
べ
く
候
あ
い
だ
、
こ
の
段
か
よ
う
に
御
届
申
し
上

げ
候
よ
し
、
手
紙
を
も
っ
て
申
し
い
だ
し
候
に
つ
き
、
申
す
ま
で

も
無
く
候
ら
へ
ど
も
、
随
分
質
素
に
致
し
候
よ
う
申
し
達
す
」

こ
の
よ
う
に
対
馬
藩
で
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
先
祖
の
弔
い

で
あ
る
、
「
か
み
」
、
「
関
渡
し
」
、
「
山
入
祈
祷
」
と
い
う
よ
う
な

祈
禰
が
繰
り
返
し
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
行
事

が
か
な
り
大
掛
か
り
な
先
祖
祭
で
あ
っ
た
た
め
、
島
の
人
び
と
の

分
限
を
超
す
も
の
だ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
何
度
も
何
度
も
そ
れ
を
禁
じ
る
法
令
が
出
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
隠
れ
て
こ
れ
ら
の
先
祖
祭
が
実
修

さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
を
示
し
て
い
る
。

「
山
入
祈
霧
」
ｌ
舎
利
倉
家
本
「
山
入
座
法
」
よ
り

さ
て
こ
の
再
三
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
か
み
」
「
関
渡
し
」
「
山
入

れ
」
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
行
事
で
あ
っ
た
の
か
は

ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
舎
利
倉
家
に
伝
わ
る
寛
延

や
ま
い
れ
ざ
ば
う

三
（
一
七
五
○
）
年
の
「
山
入
座
法
」
を
み
て
み
る
と
「
山
入
れ
」

に
関
し
て
少
し
分
か
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
座
の
飾
り
の
次
第
の

ほ
か
、
唱
え
ら
れ
た
祭
文
類
、
な
か
に
は
「
役
の
行
者
説
経
」
と

い
っ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
祭
文
研
究
の
上
で
も
非

常
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
う
記
録
は
今
ま
で
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
こ
の
記
録
を
通
し
て
、
「
山
入
れ
」
の
祈
禰
の
際
に
巫
女

が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
も
っ
て
参
加
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
見

え
て
く
る
。

「
か
み
」
ｌ
「
新
羅
神
供
養
大
事
」
の
世
界

先
の
法
令
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
「
か
み
」
と
は
「
新
羅
神
供
養
」

の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
新
羅
」
は
「
シ
ン
ラ
」

れ
い
さ
い
か

で
は
な
く
「
サ
ラ
ガ
ミ
」
と
読
む
べ
き
も
の
で
、
対
馬
の
霊
鎌
神

ぐ
ら

さ
ら
が
み
く
よ
う

楽
、
あ
る
い
は
先
祖
祭
の
神
楽
を
新
羅
神
供
養
と
呼
ん
だ
。
私
は

こ
れ
ま
で
一
四
年
ほ
ど
対
馬
の
資
料
を
み
て
き
た
が
、
対
馬
の
霊

し
だ
い

祭
神
楽
の
次
第
を
書
い
た
も
の
は
何
一
つ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
唯

一
、
こ
の
「
新
羅
神
供
養
大
事
」
が
そ
の
次
第
を
記
し
た
も
の
で

ふ
め
》
手
（
》
◎

こ
れ
は
平
成
六
年
の
冬
に
東
京
古
書
会
館
で
の
古
書
市
に
出
さ

れ
て
い
た
も
の
で
、
目
録
で
知
り
す
ぐ
に
注
文
し
た
が
そ
の
時
す

で
に
買
い
手
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
た
。
結
局
手
に
い
れ
る
こ
と

は
出
来
な
か
っ
た
が
、
気
の
毒
が
っ
て
く
れ
た
古
書
店
の
主
人
が
、
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よ
つ
ら

寄
絃

「
新
羅
神
供
養
大
事
」
は
奥
書
に
萬
延
元
（
一
八
六
○
）
年
と

あ
り
、
内
題
に
は
「
新
羅
神
供
養
秘
書
」
「
両
部
習
合
引
導
作
法
」

と
あ
る
。
そ
し
て
「
新
羅
壇
定
次
第
」
と
し
て
次
第
の
内
容
が
記

さ
れ
て
い
る
．
こ
れ
を
み
る
と
「
注
連
舞
」
や
「
釦
キ
舞
」
な
ど

い
ろ
い
ろ
と
神
楽
舞
い
が
舞
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
注

連
舞
」
の
次
に
は
「
ヨ
ッ
ラ
張
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
ヨ
ッ
ラ
」

し
ん
さ
る
が
く
色

と
い
う
言
葉
は
平
安
末
期
に
成
立
の
「
新
猿
楽
記
」
の
巫
女
の
箇

所
に
出
て
く
る
。

あ
る
裕
福
な
一
家
が
総
出
で
京
都
の
祭
を
見
に
行
く
。
四
番
目

の
娘
が
巫
女
で
、
そ
の
巫
女
の
と
こ
ろ
に
「
ヨ
ッ
ラ
」
と
書
い
て

あ
る
。
「
新
猿
楽
記
』
の
一
番
古
い
康
永
本
に
は
寄
絃
と
あ
っ
て

「
ヨ
ッ
ラ
」
と
字
が
振
っ
て
あ
る
。
つ
ま
り
弓
に
弦
を
張
る
、
そ

の
こ
と
を
「
ヨ
ッ
ラ
」
と
い
う
。
巫
女
が
祈
祷
を
す
る
と
き
に

あ
づ
さ
ゆ
み

梓
弓
を
打
ち
鳴
ら
す
意
で
、
『
新
猿
楽
記
」
と
同
じ
言
葉
が
「
新

羅
神
供
養
大
事
」
に
も
出
て
き
て
い
る
と
い
う
の
は
面
白
い
。

買
い
主
の
来
る
ま
で
の
わ
ず
か
な
時
間
で
必
要
な
所
を
写
し
て
も

よ
い
と
許
可
し
て
く
れ
、
そ
れ
で
こ
の
次
第
の
部
分
だ
け
、
写
し

間
違
い
が
な
い
か
目
を
皿
の
よ
う
に
し
て
三
回
も
四
回
も
確
か
め

て
書
き
写
し
た
。

綱
教
化
・
提
婆

さ
ら
に
こ
の
「
新
羅
神
供
養
大
事
」
の
次
第
を
見
て
ゆ
く
と
、

あ
ら
ひ
ら

荒
平

こ
こ
に
「
荒
平
」
と
い
う
名
が
登
場
し
て
き
た
。
か
っ
て
岩
田

あ
ら
ひ
ら
こ
う

勝
氏
は
「
し
は
ん
ぢ
や
う
の
杖
」
や
「
荒
平
考
」
な
ど
で
中
国
地

け
ど
う
い
ん
い
む
た
か
ん
ま
い

方
の
荒
平
、
ま
た
鹿
児
島
県
の
祁
答
院
町
の
藺
牟
田
神
舞
な
ど
を

つ
な
ひ
ら
く
だ
い
じ

き
ょ
う
げ

「
行
列
」
の
次
が
「
綱
開
ク
大
事
」
で
、
次
は
「
経
化
」
、
次
は

だ
い
ば

「
提
婆
」
と
あ
る
。
経
化
方
と
提
婆
方
と
で
問
答
が
行
な
わ
れ
た

つ
な
き
よ
う
げ

と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
豊
田
家
に
は
「
綱
教
化
」
と
言
提

準
二
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の
言
う
台
詞
だ
け
を
ま
と
め
た
資
料

が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
提
婆
」
の
方
は
表
紙
が
無
い

の
で
は
っ
き
り
断
言
で
き
な
い
が
、
舎
利
倉
家
や
扇
家
に
残
さ
れ

た
冨
務
塗
の
詞
章
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
が
宮
提

婆
二
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

は
つ
は
る
し
げ

る
り

「
綱
教
化
」
の
最
初
の
言
葉
は
、
「
初
春
に
繁
く
ひ
ら
け
る
瑠
璃

ち
ま
お
う
も
の
ふ

や
ま
た
か
い
わ
を
ぎ
ぴ

の
地
に
、
魔
王
の
者
の
伏
す
ぞ
あ
や
し
き
」
「
山
高
し
岩
厳
し
く

さ
は
な
あ
ら
ひ
ら

だ
れ

咲
く
花
も
、
荒
平
ふ
さ
で
誰
か
ふ
す
べ
し
」
と
い
う
も
の
。
一
方

の
「
提
婆
」
は
、
「
初
花
や
繁
く
開
け
る
瑠
璃
の
地
に
、
荒
平
ふ

さ
で
誰
か
ふ
す
べ
し
」
「
山
高
し
い
わ
を
き
び
し
く
咲
く
花
も
、

荒
平
ふ
さ
で
だ
れ
か
つ
む
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
掛

け
歌
に
な
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
「
綱

教
化
」
と
「
提
婆
」
の
詞
章
を
最
初
に
見
た
と
き
は
、
両
者
と
も

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
な
と
思
い
、
良
く
分
か
ら
な
か
っ

た
が
、
新
羅
神
供
養
の
次
第
書
を
み
る
と
「
綱
教
化
」
と
「
提
婆
」
が

一
緒
に
な
っ
て
一
つ
の
次
第
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
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考
察
さ
れ
た
。
対
馬
に
も
ま
た
「
荒
平
」
と
い
う
の
が
登
場
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
面
白
い
。

し
ば
急
じ
ん
し
ば
こ
う
じ
ん

中
国
地
方
の
荒
平
あ
る
い
は
柴
鬼
神
、
柴
荒
神
な
ど
神
楽
に
出

て
く
る
荒
平
と
は
異
な
っ
て
、
こ
ち
ら
の
荒
平
は
新
羅
神
供
養
と

い
う
、
先
祖
祭
の
と
き
に
で
て
く
る
荒
平
で
あ
り
、
し
か
も
成
仏

し
よ
う
と
す
る
死
者
の
霊
を
妨
げ
る
と
い
っ
た
役
割
で
登
場
す
る
。

祁
答
院
の
蘭
牟
田
神
舞
の
荒
平
、
鬼
に
も
そ
う
い
う
面
は
あ
る
が
、

こ
れ
が
生
の
問
答
体
で
出
て
き
て
い
る
と
い
う
の
は
神
楽
研
究
の

上
で
も
非
常
に
面
白
い
資
料
で
は
な
い
か
と
思
う
。

舎
利
倉
家
本
「
提
婆
」
で
は
、
詞
章
が
記
し
て
あ
る
肩
の
部
分

に
、
な
に
か
小
さ
く
字
が
書
い
て
あ
る
。
一
方
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
が
、
も
う
一
方
の
「
山
た
け
し
岩
を
き
び
し
き
る
り
の
地
に
、

荒
ひ
ら
ふ
さ
で
誰
か
ふ
す
べ
し
」
と
い
う
詞
章
の
肩
の
と
こ
ろ
に

は
「
鬼
」
と
書
い
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
鬼
と
も
う
一
方

と
の
問
答
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
す
る
と
豊
田
家

の
「
提
婆
」
、
こ
れ
が
鬼
に
あ
た
り
、
「
綱
教
化
」
が
も
う
一
方
の
、

鬼
と
問
答
す
る
者
の
唱
え
た
詞
章
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

翁
の
語
り

こ
の
豊
田
家
本
の
「
提
婆
」
の
な
か
で
一
つ
強
調
し
て
お
き
た

い
箇
所
が
あ
る
。
「
な
お
汝
お
ろ
か
に
ま
し
ま
す
。
そ
れ
を
い
か

に
と
申
す
に
は
、
か
の
翁
が
よ
わ
ひ
久
し
き
い
わ
れ
を
語
っ
て
間

か
せ
申
せ
ば
、
近
江
の
湖
が
三
千
年
、
七
度
ひ
い
て
、
山
と
な
り
、

川
と
な
り
、
瀬
と
な
り
、
岩
と
な
り
た
る
を
も
、
七
度
見
て
あ
る

ぞ
や
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
西
王
母
が
園
の
桃
、
三
千
年
に
花
咲

き
、
九
千
年
に
実
と
な
り
た
る
を
も
、
七
度
み
て
あ
る
ぞ
や
。
か

ほ
ど
よ
は
ひ
久
し
き
翁
が
絡
め
取
っ
た
る
神
の
御
綱
を
許
せ
と
や
、

思
い
も
よ
ら
ぬ
御
事
な
り
」
。

ふ
っ
と
で
ん

翁
猿
楽
を
研
究
し
て
い
る
人
な
ら
お
分
か
り
の
通
り
、
古
戸
田

が
く

に
し
う
れ

楽
の
翁
や
西
浦
の
田
楽
の
翁
と
い
っ
た
、
東
海
地
方
の
翁
の
語
り

｢提婆」舎利倉家本

鈴
／
ふ
ち
久
鋤
４
Ｊ
、
エ
ソ
ク
奎
乃
上
応
平
ウ
ー
く
ァ
臓
器
，
、
Ｊ
均

ユ
釧
小
偽
》
へ
叩
〃
５
恥
Ｊ
Ｌ
ｆ
Ｊ
公
令

馴
勵
噛
）
々
弼
妬
土
的
心
瞥
、
公
．
祁
修
？
罰
／
ム
、
手

令
、
ハ
ミ
っ
Ｔ
１
Ｉ
シ
」
３
竜
島
２
丁
滴
イ
〃
γ
、
／
祇
侭
Ｊ
壹
秒
恐
〆
、
、
、
』

話
湛
難
織
蕊
噸
射
湾

澱
幾
煎
鯏
然
駒
沌
“
轆
刷
悩
岬
捗
脆

〃
〃
龍
刀
、
７
鷺
ｉ
く
．
』
レ
ノ
レ
蝿
〃
７
ず
イ
ー
‐
″
〉
ん
ソ

蔀
剛
燃
辨
鞠
磯
卿
，
一
傾
弘
瀧

チ
ー
払
埼
サ
メ
ね
．
彦
勺
？
．
希
～
小
ク
ヒ
ュ
ク
ー
討

上
的
７
覇
ｋ
ｊ
Ｉ
ｊ
候
吟
』
〃
７
尚
押
７
，
，
一
・
７
足
冶
星
ｙ
』

ｌ
ｖ
ｈ
ト
ロ
ｊ
則
Ｉ
”
堪
珈
〃
や
叩
吻
跨
り
、
山
叩
輸
辨
４
唾
可
、
、
６
１
１
１
Ｊ

揮
辨
争
判
恥
謙
ｆ
尋
嫁
、
・
似
シ
轌
礎
語
、
．
－

鯛
麟
慨
耕
恥
洲
測
鯏
剛
脇
出

。
Ｌ

…
～

内野対琴著『反故廼裏見」九日之巻
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ｌ
幕
末
の
見
聞
記
Ｉ
薬
郊
紀
聞
雪
反
故
廼
裏
見
」

ら
く
こ
う
ｇ
ぶ
ん

幕
末
の
見
聞
記
に
中
川
延
良
の
「
楽
郊
紀
聞
」
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
を
鈴
木
業
三
氏
が
翻
刻
し
、
さ
ら
に
校
註
を
加
え
ら

れ
た
も
の
が
平
凡
社
の
東
洋
文
庫
に
入
っ
て
お
り
、
た
や
す
く
読

む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
原
本
は
現
在

行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
楽
郊
紀
聞
」
の
素
晴
ら
し
い
点
は
、
だ
れ
か
ら
こ
の
話

を
聞
い
た
か
、
と
い
う
取
材
源
、
場
所
、
が
は
っ
き
り
と
書
い
て

あ
る
と
い
う
こ
と
。
「
楽
郊
紀
聞
」
の
中
の
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
よ
う
な
記
事
で
も
、
御
郡
奉
行
の
日
記
な
ど
を
丹
念
に
見
て
い

く
と
そ
こ
に
き
ち
ん
と
裏
付
け
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
「
楽
郊
紀
聞
」

記
事
と
い
う
の
は
信
悪
性
が
高
い
。
民
俗
学
的
に
も
貴
重
な
素
材

に
よ
く
み
ら
れ
る
詞
章
で
あ
る
。
能
の
ほ
う
に
「
幸
正
能
口
伝
書
二

こ
う

と
い
う
小
鼓
方
の
幸
流
の
伝
書
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
も
、
例
え

ば
「
近
江
の
湖
の
千
歳
経
て
は
も
と
の
桑
原
と
な
り
、
千
歳
経
て

は
も
と
の
湖
と
な
り
し
を
も
、
ら
い
三
度
ま
で
み
た
れ
し
翁
な
り
」

と
い
う
よ
う
な
翁
猿
楽
の
詞
章
が
で
て
く
る
。
と
す
れ
ば
「
綱
教

化
」
・
「
提
婆
」
は
、
古
い
詞
章
の
名
残
を
留
め
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
舎
利
倉
家
の
「
提
婆
」
は
安
政
年
間
、
豊
田
家
の

も
江
戸
の
後
期
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
盛
ら
れ
て
い
る
詞

章
は
、
新
し
い
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
翁
と
鬼
と
の
関
係
を
究

明
し
て
い
く
上
で
も
、
こ
の
「
提
婆
」
は
非
常
に
面
白
い
資
料
で

は
な
い
か
と
思
う
。

「
反
故
廼
裏
見
」
に
記
録
さ
れ
た
「
か
み
」

内
野
対
琴
は
「
反
故
廼
裏
見
」
の
な
か
に
法
者
の
祭
文
の
類
も

記
録
し
て
い
る
。
こ
の
「
反
故
廼
裏
見
」
は
引
用
さ
れ
る
こ
と
の

多
い
資
料
で
あ
る
が
、
非
常
に
読
み
に
く
い
。
読
み
間
違
う
の
を

承
知
で
読
ん
で
ゆ
く
と
、
「
私
は
十
一
才
に
法
者
は
下
餅
屋
の
外

の
庄
司
吉
右
衛
門
と
云
し
か
か
は
み
こ
な
り
」
。
庄
司
吉
右
衛
門

と
い
う
実
在
し
た
法
者
で
そ
の
奥
さ
ん
が
巫
女
で
あ
っ
た
。
「
そ

れ
に
貰
ふ
て
ゆ
き
た
り
、
随
分
か
み
に
つ
れ
ら
れ
ゆ
き
た
り
」
。

そ
れ
に
貰
わ
れ
て
行
き
、
「
か
み
」
、
つ
ま
り
先
祖
祭
の
時
の
新
羅

神
供
養
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
随
分
連
れ
て
行
か
れ
た
。
そ
し

て
、
「
お
し
き
の
舞
、
釦
の
舞
も
習
う
た
り
。
釦
の
舞
は
か
み
と

云
ふ
あ
り
。
く
ぴ
し
め
し
者
あ
る
時
、
浮
か
ぶ
方
法
か
み
と
云
ふ

が
た
く
さ
ん
詰
ま
っ
て
い
る
本
と
い
え
る
。

う
ち
の
た
い
き
ん
ほ
ご
の
う
ら
み

内
野
対
琴
の
「
反
故
廼
裏
見
」
も
対
馬
に
つ
い
て
の
見
聞
記
で

あ
る
。
こ
の
人
は
幕
末
か
ら
明
治
大
正
に
か
け
て
生
き
、
中
川
延

良
に
負
け
ず
劣
ら
ず
の
記
録
魔
で
あ
っ
た
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら

も
丁
雷
姿
を
ず
っ
と
貫
い
た
と
い
う
変
わ
り
者
で
、
記
録
に
関
し

て
は
宗
家
の
御
判
物
や
古
文
書
を
、
何
日
も
か
け
て
集
中
的
に
写

し
た
り
、
父
親
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
デ
ス
マ
ス
ク
を
ス
ケ
ッ

チ
し
た
り
、
ま
た
石
碑
で
あ
る
と
か
、
集
落
の
見
取
り
図
や
家
々

の
配
置
と
い
っ
た
も
の
ま
で
記
録
し
て
い
る
。
現
在
こ
の
「
反
故

廼
裏
見
」
は
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
に
寄
託
資
料
と
し

て
入
っ
て
い
る
の
で
、
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
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て
、
山
立
て
て
祈
る
。
あ
け
び
は
大
蛇
の
如
き
つ
な
な
り
。
両
方

に
は
り
、
一
尺
六
寸
位
ひ
の
わ
き
差
し
を
」
。
こ
の
脇
差
し
で
も

っ
て
「
か
や
り
ゆ
き
て
そ
れ
を
切
る
。
刀
を
か
や
り
か
や
り
し
て

舞
う
式
な
り
。
く
び
し
め
を
浮
か
ば
せ
ん
と
す
る
こ
と
と
見
へ
た

り
」
と
あ
っ
て
、
「
か
み
」
の
時
に
舞
わ
れ
た
釦
の
舞
に
つ
い
て

書
い
て
あ
る
。
続
い
て
「
お
し
き
の
舞
は
丸
ぽ
ん
を
舞
う
。
両
方

に
持
っ
て
、
手
の
は
ら
に
つ
け
て
落
と
さ
ぬ
様
に
舞
う
。
こ
れ
を

供
養
に
右
の
か
み
に
そ
へ
る
な
り
。
落
と
さ
ぬ
様
に
舞
う
に
、
か

ら
だ
を
ひ
ね
く
り
ま
わ
る
事
な
り
し
。
右
を
習
い
た
り
。
そ
れ
か

ら
か
や
り
し
て
も
盆
を
落
と
さ
ぬ
様
に
な
り
た
り
」
と
書
い
て
ぁ

ヂ
《
》
○

さ
ら
に
先
を
読
み
進
め
る
と
「
山
」
に
つ
い
て
の
記
述
も
あ
る
。

「
山
と
云
ふ
は
（
略
）
か
け
上
げ
し
天
蓋
の
如
き
笠
あ
り
。
夜
ふ

け
に
は
笠
か
ら
花
も
散
ら
し
た
り
し
」
。
よ
く
神
楽
な
ど
で
用
い

ぴ
や
つ
け

ら
れ
る
白
蓋
と
か
天
蓋
と
か
と
よ
ば
れ
る
物
の
類
ら
し
い
。
上
に

切
り
紙
を
の
せ
て
お
い
て
、
揺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
切
り
紙
が

降
っ
て
く
る
と
か
、
花
吹
雪
き
が
散
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、

こ
の
新
羅
神
供
養
の
と
き
に
や
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
推
測
で
き
る
。

こ
の
資
料
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
幾

度
と
な
く
禁
止
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
こ
う
い
う
大
掛
か
り
な
先
祖

祭
、
新
辱
饗
儲
供
養
が
こ
の
頃
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
分
か
る
。

１
１
ム
ラ
後
の
課
題

両
部
兼
帯

こ
れ
ま
で
は
対
馬
の
法
者
の
法
者
頭
と
寺
社
奉
行
の
関
係
、
あ

る
い
は
法
者
頭
と
配
下
の
法
者
と
の
関
係
に
注
目
し
て
き
た
が
、

と
う

対
馬
に
は
ま
た
神
職
、
社
人
を
統
括
す
る
総
宮
司
職
の
藤
氏
が
お

り
、
厳
原
八
幡
宮
の
宮
司
で
も
あ
っ
た
。
今
ま
で
藤
氏
の
関
係
資

料
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
こ
の
藤
氏
の
文
書

の
所
在
が
分
か
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
は
、
こ
の

そ
う
ぐ
う
じ
し
急

総
宮
司
職
で
あ
る
藤
氏
と
支
配
下
の
神
職
た
ち
の
動
き
、
ま
た
蔵

瀬
家
と
法
者
と
神
職
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
こ
う
と
思
っ
て

い
る
。両

部
神
道
の
法
者
頭
で
あ
る
蔵
瀬
家
は
、
府
内
と
田
舎
の
法
者

み
こ

と
神
子
を
統
括
し
て
い
た
。
神
職
の
な
か
に
は
、
総
宮
司
職
の
藤

氏
の
統
轄
下
に
あ
り
な
が
ら
、
両
部
兼
帯
と
し
て
蔵
瀬
家
の
差
配

を
受
け
る
も
の
も
い
た
。
一
方
神
子
（
巫
女
）
や
法
者
も
蔵
瀬
家

の
支
配
を
受
け
な
が
ら
、
神
楽
師
と
し
て
藤
氏
の
差
配
を
受
け
た
。

ひ
こ
さ
ん

ば
ん
ざ
ん

ま
た
英
彦
山
派
の
梅
本
坊
、
本
山
派
の
南
岳
院
そ
れ
ぞ
れ
の
下
に

は
修
験
者
が
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
祈
祷
を
行
な
っ
て
い
た
し
、
同

じ
く
配
下
に
は
命
婦
や
神
子
が
い
た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
修

験
関
係
の
文
書
の
消
息
は
い
ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、
総
宮
司
職
で

あ
る
藤
氏
の
文
書
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
両
部
兼
帯

と
い
う
実
態
、
錯
綜
し
た
支
配
関
係
が
も
う
少
し
具
体
的
に
分
か

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
識
は
、
二
○
○
○
年
一
○
月
二

一
日
、
「
宗
教
芸
能
研
究
会
」
の
二

○
○
○
年
度
第
三
回
研
究
会
と
し
て

行
な
わ
れ
た
報
告
を
、
本
会
の
責
任

で
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
会
代
表
・
山
本
ひ
ろ
子
）
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