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れ
た
神
楽
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
の
な
か
で
代
表
的
な
も
の
は
多

か
れ
少
な
か
れ
注
目
さ
れ
、
研
究
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
一
方
、
そ

れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う

な
神
楽
の
な
か
に
も
、
市
町
レ
ベ
ル
で
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
も
の
が
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
学
術
的
価
値
は
明
確
に
さ
れ
て

い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
本
稿
に
て
取
り
扱
う
志
賀
神
社
の
六
神
儀

は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
神
楽
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

志
賀
神
社
の
六
神
儀
は
、
広
島
県
三
次
市
下
志
和
地
町
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
神
楽
で
あ
る
。
口
伝
に
よ
れ
ば
約
四
百
年
前
か
ら
伝
わ
る
と
さ

れ
、
ま
た
県
内
で
も
類
例
の
無
い
行
事
で
あ
る
と
し
て
、
昭
和
三
九
年

に
は
三
次
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
楽
に

関
す
る
調
査
研
究
は
少
な
く
、
三
村
泰
臣
に
よ
る
論
考
５  

が
わ
ず
か
に

あ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
論
考
に
お
い
て
、
三
村
は
当
神
楽
が
県

内
に
類
似
し
た
も
の
が
な
い
「
も
う
ひ
と
つ
の
神
楽
」
と
し
、
そ
の
起

源
に
つ
い
て
推
考
を
行
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
志
賀
神
社
の
六
神
儀
を
改
め
て
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
三
村
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
説
の
再
検
討
を
行
う
。

志
賀
神
社
の
六
神
儀
　
再
考

千
田  

喜
博

は
じ
め
に

　

広
島
県
に
は
各
地
に
様
々
な
神
楽
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
比

婆
荒
神
神
楽
や
弓
神
楽
の
よ
う
な
、
歴
史
を
中
世
ま
で
遡
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
、
あ
る
い
は
新
作
高
田
舞
の
よ
う
に
戦
後
に
創
作
さ
れ
た
も

の
な
ど
、
実
に
多
様
で
奥
深
い
。
こ
の
多
様
性
の
高
さ
は
広
島
の
神
楽

の
大
き
な
魅
力
と
言
え
よ
う
。
現
在
で
は
舞
台
芸
術
と
し
て
も
人
気
を

博
し
て
い
る
が
、
民
俗
芸
能
、
そ
し
て
宗
教
芸
能
と
し
て
も
極
め
て
興

味
深
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
の
深
奥
に
は
、
豊
か
な
宗
教
的
世
界

観
、
人
々
の
祈
り
と
死
生
観
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
広
島
県
内
の
神
楽

は
、
特
に
比
婆
荒
神
神
楽
や
上
下
の
弓
神
楽
な
ど
が
注
目
を
集
め
、
盛

ん
に
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
研
究
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
広
島
県
内

の
多
様
な
神
楽
は
一
括
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
に

分
類
さ
れ
る
と
し
て
、
牛
尾
三
千
夫
１ 

や
真
下
三
郎
２ 

、
石
塚
尊
俊
３ 

、

三
村
泰
臣
４ 

な
ど
が
類
型
化
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
類
型
化
さ

志
賀
神
社
の
六
神
儀
　
次
第
と
文
脈

　

志
賀
神
社
の
六
神
儀
（
以
下
、適
宜
「
六
神
儀
」
と
略
記
す
る
）
は
、

広
島
県
三
次
市
下
志
和
地
町
に
所
在
す
る
志
賀
神
社
で
行
わ
れ
る
（
図

1
）。
志
賀
神
社
は
元
来
八
幡
宮
と
称
さ
れ
、そ
の
所
在
は
幾
度
か
遷
っ
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て
い
る
が
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
年
）
に
現
在
地
へ
遷
り
、
更
に
明

治
初
年
に
社
名
が
改
め
ら
れ
た
と
い
う
。

　

六
神
儀
は
秋
季
例
大
祭（
近
年
は
十
月
の
第
三
週
か
第
四
週
の
土
日
）

の
初
日
の
夜
に
、
神
社
境
内
の
神
楽
殿
を
舞
台
と
し
て
奉
納
さ
れ
る
。

白
蓋
を
始
め
と
し
た
装
飾
は
用
い
ら
れ
な
い
が
、
舞
台
前
面
に
細
い
注

連
縄
が
張
ら
れ
る
。
な
お
、
近
年
で
は
六
神
儀
の
後
に
近
隣
地
域
（
安

芸
高
田
方
面
）
か
ら
招
い
た
神
楽
団
に
よ
る
神
楽
が
披
露
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
よ
う
で
、
そ
の
際
は
招
待
し
た
神
楽
団
に
よ
る
白
蓋
が
天
井
に

設
置
さ
れ
る
。
担
い
手
は
神
社
の
氏
子
で
、
い
わ
ゆ
る
交
代
宮
座
制
で

当
屋
と
な
っ
た
地
区
の
、
主
に
青
年
の
男
子
が
舞
手
と
な
る
。
お
よ
そ

四
百
年
前
に
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
て
、
樋
川
武
左
衛
門
６ 

が
自
ら
編
み

出
し
て
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
昔
か
ら
同
じ
型
の
舞
で
あ
る
と

い
う
。
統
一
さ
れ
た
台
本
な
ど
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
各
地
区
で
言
い

立
て
な
ど
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
だ
７ 

。

　

次
に
記
す
次
第
で
は
概
略
を
記
し
、
本
稿
に
関
わ
り
の
深
い
部
分
の

み
詳
述
す
る
。
詳
細
は
三
村
が
記
し
て
い
る
８ 

の
で
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
動
画
も
存
在
す
る
９ 

。
各
演

目
で
の
言
い
立
て
や
神
歌
は
筆
者
が
拝
見
し
た
際　

 

の
聞
き
取
り
及
び

撮
影
し
た
動
画
、
前
記
の
動
画
で
の
確
認
に
拠
っ
た
が
、
一
部
三
村
の

論
考
を
参
考
に
し
た
。
そ
れ
ら
へ
の
漢
字
の
当
て
は
め
は
筆
者
が
行
っ

た
。
そ
の
た
め
、
筆
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
本
来
の
意
味
と
は
異
な
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
念
の
為
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
ヨ
ミ
を
振
っ
た
。

図 1　志賀神社位置図。電子地形図 25000（国土地理院）を加工して作成。
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③
悪
魔
払
い

　

一
人
舞
。
衣
装

は
白
シ
ャ
グ
マ

に
袖
を
絞
っ
た

千
早
、
袴
、
袖

無
の
上
着
、
白

足
袋
で
、
赤
い

鬼
面
を
付
け
る

（
図
3
・
4
）。

①
一
番
舞

　

一
人
舞
。
衣
装
は
烏
帽
子
と
狩
衣
、
白
足
袋
で
、
採
物
は
幣
と
扇
子

で
あ
る
（
図
2
）。

　

舞
い
出
し
た
後
、
一

舞
し
て
中
央
に
立
ち
、

「
入い

り
ま
し
や
、
入
り
ま

し
や
。」
と
述
べ
、
さ
ら

に
ひ
と
し
き
り
舞
う
。

そ
し
て
、
再
度
中
央
に

立
ち
、
次
の
神
歌
を
歌

う
。

　
「
千ち
は
や早

振ぶ

る
神か
み

に
う
ち
む
き
幣へ
い

捧さ
さ

げ
申も
う

す
祈い
の

り
も
叶か
な

わ
ざ
る
ま
い
」

　

そ
の
後
、
一
舞
し
て
退
場
す
る
。

図 4　鬼面（悪魔払い）

図２　一番舞

図３　悪魔払い（前段）

　
「
京き
ょ
う
と都
に
来き

け
し
や
も

も
坂さ
か

や
八や
さ
か坂
を
越こ

し
て

御ご
ぜ
ん前

に
参ま
い

ろ
う
や
」

　

さ
ら
に
一
舞
し
て
退
場
す
る
。

②
二
番
舞

　

一
人
舞
。
衣
装
、
採
物
と
も
に
一
番
舞
と
同
様
。

　

舞
い
出
し
て
一
舞
し
た
後
に
中
央
に
座
し
、
次
の
神
歌
を
歌
う
。

　
「
幣へ
い

を
立た

て
こ
こ
は
高た
か
ま
の
は
ら

天
原
な
れ
ど
集あ
つ

ま
り
た
ま
え
や
四よ

も方
の
神か
み
が
み々

」

　

そ
れ
か
ら
更
に
舞
う
。
そ
し
て
中
央
に
立
っ
て
、
前
方
に
弊
を
掲
げ

持
っ
て
神
歌
を
歌
う
。
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こ
の
面
を
含
め
、
現

在
用
い
ら
れ
て
い
る
面

は
昭
和
四
九
～
五
〇
年

に
か
け
て
掘
ら
れ
た
も

の
で
、
三
代
目
に
あ
た

る
と
い
う
 
。
採
物
は

赤
・
緑
・
白
・
紫
・
黃

で
彩
っ
た
団
扇
、
鬼
棒

で
、
途
中
で
刀
に
持
ち

替
え
る
（
図
4
）。

　

跳
ね
る
よ
う
に
舞
い

出
し
、
そ
の
ま
ま
ひ
と

し
き
り
舞
い
、
中
央
に

立
っ
て
次
の
よ
う
に
言
い
立
て
を
す
る
。

　
「
我わ
れ

は
こ
れ　

当と
う

志し

が賀
神じ
ん
じ
ゃ社

の
悪あ
く
ま魔

払は
ら

い
と
は　

そ
う
も
某
そ
れ
が
しな

り
」

　

こ
こ
で
団
扇
を
置
き
、
鬼
棒
だ
け
を
持
っ
て
、
中
央
・
四
方
と
切
り

返
し
振
り
舞
い
を
す
る
。
そ
し
て
再
び
中
央
に
立
ち
、
言
い
立
て
を
す

る
。

　
「
一い
っ
き季
、
二に

き季
、
四し

き季
、
諸し
ょ
な
ん難
、
百ひ
ゃ
くあ
っ
て
、
九こ
こ
のつ　

百ひ
ゃ
くの
年ね
ん

ぽ
う　

参ま
い

ら
か
す
」

　

さ
ら
に
一
舞
し
て
、
鬼
棒
を
刀
に
持
ち
替
え
る
。
そ
し
て
、
中
央
で

一
礼
し
、
舞
台
前
面
に
張
ら
れ
た
注
連
縄
を
切
る
。
次
い
で
、
先
と
同

じ
よ
う
に
切
り
返
し
振
り
舞
い
を
し
、
三
度
中
央
に
立
ち
、
言
い
立
て

を
す
る
。

図 5　悪魔払い（後段）。舞台の注連縄が切られている点に注目。

　
「
東と
う
ほ
う方

に
剣け
ん　

悪あ
く
ま魔

も
寄よ

せ
ず
、
魔ま

も
寄よ

せ
ず　

所
と
こ
ろ

固が
た

め
の
法ほ
う

結む
す

び
」

　

そ
れ
か
ら
刀
を
も
う
一
本
持
ち
、再
度
切
り
返
し
振
り
舞
い
を
す
る
。

こ
の
と
き
は
、
後
ろ
に
下
が
る
と
き
に
後
転
を
行
う
。
一
通
り
舞
っ
た

後
、
前
を
向
い
て
一
礼
し
、
舞
い
出
し
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
飛
び
跳

ね
る
よ
う
に
し
て
退
場
す
る
。

④
サ
ン
バ

　

一
人
舞
。
衣
装
は
烏
帽

子
に
狩
衣
、
白
足
袋
、
白

の
鉢
巻
を
締
め
、
黒
色
の

細
長
い
翁
面
を
付
け
る

（
図
6
・
7
）。
採
物
は
扇

子
と
幣
で
、
途
中
で
弊
を

鈴
に
持
ち
替
え
る
。

　

登
場
し
て
、
中
央
で
一

礼
し
て
か
ら
舞
い
始
め

る
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
楽

に
合
わ
せ
て
、
一
歩
踏
み

出
す
ご
と
に
右
手
の
扇
子

を
上
下
さ
せ
る
。
楽
の
調

子
が
変
わ
る
と
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
腰
を
く
ね
ら
せ

て
艶
か
し
く
舞
う
。
こ
れ

図 6　サンバ図 7　サンバ面

11
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「
か
し
ま
し
か
し
ま
し
。
今こ
ん
に
ち日

今こ
ん
ば
ん晩

参ま
い

る
摂せ
っ
し
ゃ社

の
氏う
じ
こ子

共ど
も

、
鳴な

り
を
静し
ず

め

て
も
の
の
次
し
だ
い

第
を
聞き

き
給た
ま

え
。
天て
ん
じ
ん神

七し
ち
だ
い代

の
大お
お
み
よ

御
代
に
神か
ぐ
ら楽

と
い
う
こ

と
、
ま
た
こ
れ
な
し
。
地ち
じ
ん神

五ご
だ
い

代
の
大お
お
み
よ

御
代
に
神か
ぐ
ら楽

と
い
う
こ
と
、
始は
じ

ま
っ
て
こ
れ
あ
り
。
一い
ち
な
ん男
に
伊い

せ勢
の
天
て
ん
し
ょ
う
こ
う

照
皇
大た
い
し
ん
ぐ
う

神
宮
。
二じ
な
ん男
に
春か
す
が日
の

大だ
い
み
ょ
う
じ
ん

明
神
。
三さ
ん
な
ん男
と
申も
う

し
奉
た
て
ま
つる
は
津つ

の
国く
に

か
け
い
の
郡こ
お
り、
西に
し

の
宮み
や

、
夷
え
び
す

三さ
ぶ
ろ
う郎

蛭ひ
る
こ子
の
明み
ょ
う
じ
ん神と
は
、
そ
う
も
我わ

が
こ
と
な
り
。
今こ
ん
に
ち日
今こ
ん
ば
ん晩
神か
ぐ
ら楽
を
舞ま

う
に

は
招し
ょ
う
こ
ん魂の
鈴す
ず

を
振ふ

り
鳴な

ら
し
、
青あ
お
ば葉
の
笛ふ
え

を
吹ふ

き
鳴な

ら
し
、
百
ひ
ゃ
く
に
じ
ゅ
っ
ち
ょ
う

二
十
丁
の

音お
ん
が
く楽
を
取と

り
揃そ
ろ

え
て
御お
ん

囃は
や
し子
候そ
う
ろ
う。」

　
　

茶
利
2
（
猿
面
）
―
―
面
（
図
9
）
以
外
は
茶
利
1
と
同
様
。

　
　

十
羅
刹
女
―
―
赤
狩
衣
、
緋
袴
、
垂
ら
し
髪
の
髢
、
赤
鉢
巻
、

　
　
　
　
　
　
　
　

姫
面
（
図
10
）。
採
物
は
弓
と
矢
。

　
　

鬼
―
―
悪
魔
払
い
と
同
様
。
た
だ
し
、面
は
緑
色（
図
11
）、シ
ャ

　
　
　
　
　

グ
マ
は
茶
。

図 10　姫面

を
四
方
で
行
い
、
舞
い
終
え
る
と
舞
台
を
周
り
な
が
ら
次
の
言
い
立
て

を
す
る
。

図 8　翁面（茶利）

図 9　 猿面（茶利）図 11　鬼面（鬼退治）

　

言
い
立
て
が
終
わ
る
と
、
先
ま
で
と
は
一
転
し
て
飛
び
跳
ね
る
よ
う

に
舞
い
始
め
る
。
四
方
切
り
舞
を
終
え
る
と
、前
方
で
一
礼
し
て
去
る
。

⑤
鬼
退
治

　

こ
の
舞
は

　

(1)
茶ち
ゃ
り利
に
よ
る
余
興
、　

　

(2)
女
神
と
鬼
の
対
決

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

登
場
す
る
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

茶
利
１
（
翁
面
）
―
―
脚
絆
、
袖
無
し
の
羽
織
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頬
被
り
、
翁
面　
（
図
8
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

採
物
は
幣
。
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（1） 

茶
利
に
よ
る
余
興

　

余
興
で
あ
る
。
茶
利
が
滑
稽
技
を
披
露
し
て
観
客
を
笑
わ
せ
る
。
ま

た
、
観
客
か
ら
も
野
次
が
飛
ぶ
な
ど
、
和
気
藹
々
と
し
た
ひ
と
時
と
な

る
。

　

ひ
と
し
き
り
余
興
を
披
露
し
て
か
ら
、
口
上
を
述
べ
る
。

「
八は
ち
ま
ん幡
様さ
ま

よ
、
八は
ち
ま
ん幡
様さ
ま

。
八は
ち
ま
ん幡
様さ
ま

の
御ご

ざ座
る
屋や
し
き敷
は
桧ひ
わ
だ
ぶ
き

皮
葺
。
黄こ
が
ね金
の
簾
す
だ
れ

に
玉た
ま

の
陣じ
ん
ま
く幕

。」

　

そ
の
後
も
ま
た
し
ば
ら
く
余
興
を
披
露
し
た
後
、
頃
合
い
を
見
て
次

の
神
歌
を
歌
う
。

「
八は
ち
ま
ん幡

様さ
ま

よ
御ご

ざ座
れ
ば
御ご

ざ座
れ
今い
ま

御ご

ざ座
れ
栗く
り
げ毛

の
駒こ
ま

に
手た
づ
な綱

よ
り
か
け
」

　

（2） 

女
神
と
鬼
の
対
決

　

茶
利
役
の
言
い
立
て
に
応
じ
る
よ
う
に
、
十
羅
刹
女
が
舞
い
出
る
。

こ
の
後
は
、
茶
利
が
十
羅
刹
女
の
動
き
を
真
似
る
よ
う
に
し
な
が
ら
、

後
を
着
い
て
い
く
。
一
通
り
舞
っ
た
後
に
中
央
に
立
ち
、
言
い
立
て
を

す
る
。

「
そ
も
そ
も
御お
ん
ぜ
ん前

に
罷ま
か

り
ま
し
た
る
某
そ
れ
が
しは

、
い
か
な
る
も
の
よ
と
思お
ぼ

し
召め

さ
ん
。
こ
れ
は
そ
も
、
出い
ず
も雲
の
国く
に

は
杵き
つ
き築
第だ
い
さ
ん三
の
姫ひ
め

、
十じ
ゅ
う
ら
せ
つ

羅
刹
と
は
自み
ず
から

の
こ
と
に
て
候
そ
う
ろ
う。

天て
ん

よ
り
悪あ
く

を
一ひ
と
り人

降ふ

り
来き

た
り
。
夜よ
る

に
千せ
ん
に
ん人

、
日ひ

に

千せ
ん
に
ん人
、
参ま
い

る
衆し
ゅ
じ
ょ
う生を
と
り
滅ほ
ろ

ぼ
さ
ん
が
た
め
。」

　

そ
の
後
、
茶
利

二
人
と
舞
台
を
一

回
り
し
て
、
十
羅

刹
女
は
舞
台
を
去

る
。
入
れ
替
わ
り

に
鬼
が
舞
い
入

る
。
鬼
が
舞
い
出

す
と
、
茶
利
役
は

花
道
に
移
動
し
、

控
え
て
い
る
。
鬼

が
一
舞
し
終
え
る

頃
に
、
再
度
十
羅

刹
女
が
舞
台
に
入

る
。
そ
し
て
中
央

で
向
か
い
合
い

（
図
12
）、
口
上
を

述
べ
る
。

図 12　鬼退治。十羅刹女と鬼との対峙。

鬼　
「
そ
れ
に
参ま
い

り
た
る
神か
み

は
い
か
な
る
神か
み

に
て
ま
し
ま
す
か
な
。
疾と

う

　

御お
ん

名な

の乗
り
候そ
う
ろえ
」

十
羅
「
出い
ず
も雲

の
国く
に

は
杵き
つ
き築

第だ
い
さ
ん三

の
姫ひ
め

、
十じ
ゅ
う
ら
せ
つ

羅
刹
と
は
自み
ず
から

の
こ
と
に
て

候そ
う
ろ
う。
天て
ん

よ
り
悪あ
く

を
一ひ
と
り人
降ふ

り
来き

た
り
。
夜よ
る

に
千せ
ん
に
ん人
、
日ひ

に
千せ
ん
に
ん人
、
参ま
い

る
衆し
ゅ
じ
ょ
う生を

と
り
滅ほ
ろ

ぼ
さ
ん
が
た
め
、
方ほ
う
べ
ん便

の
弓ゆ
み

に
は
神じ
ん
つ
う通

の
鏑
か
ぶ
ら

矢や

を
取と

り
揃そ
ろ

え
、
来き
た

る
悪あ
く
ま魔
を
一い
っ
た
ん旦
と
り
防ふ
せ

ぎ
ば
や
と
存ぞ
ん

ず
。」
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鬼　
「
ホ
オ
ー
。
八は
ち
ま
ん
し
せ
ん

万
四
千
の
鬼き
じ
ん神

の
大た
い
し
ょ
う将と

は
我わ

が
こ
と
な
り
。
返か
え

せ

　

や
返か
え

せ
、
元も
と

の
孫ま
ご
こ子

に
取と

り
返か
え

さ
ん
。
ト
オ
ー
。」

⑥
豆
撒
き

　

先
の
鬼
退
治
か

ら
続
け
て
行
わ
れ

る
の
が
常
で
あ

る
。
鬼
退
治
に
も

登
場
し
た
茶
利
役

二
人
が
そ
の
ま
ま

舞
台
に
残
っ
て
行

う
。

　
「
あ
あ
、
恐
ろ

し
か
っ
た
」
な
ど

と
、
方
言
を
交
え

て
話
し
な
が
ら
、

茶
利
二
人
が
再

び
舞
台
へ
進
み
出

て
、
残
さ
れ
て
い

た
鬼
の
面
を
拾
い
上
げ
る
。
そ
し
て
し
ば
ら
く
滑
稽
な
こ
と
を
語
っ
た

後
に
、
面
の
中
に
豆
を
入
れ
て
煎
る
こ
と
に
な
る
（
図
7
）。

　

次
の
口
上
を
述
べ
な
が
ら
、
幣
を
振
り
つ
つ
面
の
周
囲
を
回
る
。

　
「
煎
ろ
や
煎
ろ
や　

鬼
の
豆
を
煎
ろ
う
や
。」

　

二
、三
周
し
た
後
、
塩
梅
を
見
る
よ
う
な
仕
草
を
し
て
、
十
分
に
煎

れ
た
の
で
撒
こ
う
な
ど
と
話
し
合
い
、「
鬼
の
豆
を
撒
こ
う
か
」
と
口

上
を
述
べ
な
が
ら
、
舞
台
前
の
観
客
に
向
か
っ
て
豆
撒
き
を
始
め
る
。

そ
し
て
、
ひ
と
し
き
り
豆
撒
き
を
行
い
、
終
了
と
な
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
十
羅
刹
女
と
鬼
と
の
仕
合
と
な
る
。
鬼
は
途
中
か
ら
鬼

棒
だ
け
と
な
り
、
ま
た
十
羅
刹
女
も
弓
を
置
き
、
腕
ま
く
り
を
す
る
。

や
が
て
双
方
掴
み
合
い
、
鬼
棒
の
奪
い
合
い
と
な
る
。
結
局
、
十
羅
刹

女
が
鬼
棒
を
奪
い
取
り
、
舞
台
中
央
で
鬼
を
押
さ
え
付
け
る
。

十
羅　
「
あ
ら
嬉う
れ

し
や
喜よ
ろ
こば
し
や
。
汝な
ん
じが
矢や
さ
き先
に
留と
ど

め
た
り
。」

鬼　
「
い
と
わ
ん
ぞ
や
十じ
ゅ
う
ら
せ
つ

羅
刹
。
我わ
れ

ら
が
す
ご
す
神か
み

と
て
も
、
鹿か
し
ま島

香か
ん
ど取

　

鬼
は
平
伏
し
て
い
た
が
、
再
び
立
ち
上
が
っ
て
ま
た
仕
合
と
な
る
。

十
羅
刹
女
は
鬼
棒
を
置
き
、
素
手
同
士
で
闘
う
。
や
が
て
十
羅
刹
女
が

鬼
を
投
げ
飛
ば
し
て
平
伏
さ
せ
、
口
上
を
述
べ
る
。

十
羅　
「
あ
ら
嬉う
れ

し
や
喜よ
ろ
こば
し
や
。
汝な
ん
じが
矢や
さ
き先
に
留と
ど

め
た
り
。」

　

こ
こ
で
鬼
は
面
を
舞
台
に
残
し
て
去
る
。
十
羅
刹
女
は
そ
の
面
を
手

に
と
っ
て
一
舞
し
て
か
ら
退
場
し
、
舞
台
に
は
再
び
茶
利
の
み
と
な
っ

て
終
了
す
る
。

図７　豆撒き。鬼の面で豆を煎る。

の
大だ
い
み
ょ
う
じ
ん

明
神
、
住す
み
よ
し
や
ま

吉
山
に
は
梅う
め
の
み
や宮、

天て
ん

に
お
い
て
は
天あ
ま
の
は
し
だ
て

橋
立
と
申も
う

す
な
り
。

三さ
ん
じ
ゅ
う
さ
ん
て
ん

十
三
天
第だ
い
ろ
く
て
ん

六
天
、
悪あ
く
せ
い
か
ぜ

性
風
吹ふ

き
た
れ
ば
、
空く
う
ふ
う
ほ
う
か
い

風
方
皆
と
も
吹ふ

き
散ち

ら
す
。
あ
の
山や
ま

取と

っ
て
も
引ひ

っ
返か
え

し
、
こ
の
山や
ま

取と

っ
て
も
引ひ

っ
返か
え

し
、

北き
た
や
ま山
取と

ら
ず
ば　

ト
ウ　

帰か
え

る
ま
じ
。」



− 71−

お
り
、
幾
度
か
所
在
地
が
遷
っ
て
い
る
。
ま
た
明
治
に
現
在
の
よ
う

に
改
称
さ
れ
る
ま
で
は
八
幡
神
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
六
神
儀
の
中

の
言
い
立
て
と
舞
と
の
間
に
は
矛
盾
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
遷
宮
に

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
、元
々
は
矛
盾
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

大
仙
山
と
の
関
係
か
ら
、
六
神
儀
は
雨
乞
い
の
儀
礼
と
繋
が
り
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
か
ら
あ
っ
た
儀
式
を
、
毛
利
氏
統
治
下
に

お
い
て
八
幡
信
仰
に
基
づ
い
て
集
大
成
し
、現
在
の
形
式
と
な
っ
た
。

よ
っ
て
、
六
神
儀
の
成
立
は
明
ら
か
に
近
世
を
遡
る
。

⑤
近
世
以
前
に
は
、
広
島
県
の
一
部
地
域
に
六
神
儀
の
よ
う
な
神
楽

が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
農
民
自
ら
が
そ
の
担
い

手
で
あ
り
、
県
内
の
他
の
神
楽
と
は
異
な
る
、
稲
作
と
深
く
結
び
つ

い
た
、
単
純
な
神
楽
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
神
楽
は
政
治
的
・
宗

教
的
な
支
配
を
受
け
て
新
し
い
神
楽
に
作
り
変
え
ら
れ
て
い
っ
た

が
、
志
和
地
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
支
配
を
あ
ま
り
受
け
な
か
っ

た
た
め
、
本
来
の
姿
を
留
め
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
も
う
ひ
と

つ
の
神
楽
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

三
村
に
よ
る
起
源
の
推
考

　

先
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
神
楽
に
関
す
る
調
査
研
究
は
少
な
く
、
三

村
に
よ
る
「
志
和
地
の
六
神
儀
：
広
島
県
の
も
う
ひ
と
つ
の
神
楽
」
及

び
「
ジ
ュ
ウ
ラ
セ
ツ
考
」
に
よ
っ
て
推
考
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

前
者
は
六
神
儀
と
い
う
祭
祀
全
体
を
扱
っ
た
論
考
で
あ
る
。後
者
で
は
、

六
神
儀
の
中
で
も
特
に
「
鬼
退
治
」（
＝
ジ
ュ
ウ
ラ
セ
ツ
）
に
着
目
し

て
考
察
を
加
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
か
ら
要
点
を

抜
き
出
し
て
ま
と
め
、
氏
の
考
え
を
整
理
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、「
志

和
地
の
六
神
儀
：
広
島
県
の
も
う
ひ
と
つ
の
神
楽
」
で
あ
る
。

①
六
神
儀
の
目
的
は
五
穀
豊
穣
の
祈
願
で
あ
り
、「
鬼
退
治
」
に
て

退
治
さ
れ
る
鬼
は
飢
饉
を
始
め
と
し
て
生
活
に
負
の
影
響
を
齎
す
ナ

ニ
カ
と
解
釈
で
き
る
。

②
こ
の
神
楽
が
ど
こ
か
か
ら
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て

は
掴
み
よ
う
が
な
く
、
少
な
く
と
も
広
島
県
や
中
国
地
方
の
他
の
諸

神
楽
と
の
類
似
点
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

③
他
地
域
の
神
楽
が
伝
承
し
た
と
考
え
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
在
地
、
あ
る
い
は
近
隣
の
神
楽
を
も
と
に
し
て
改
変
が
加
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
隣
の
文
政
二
年
の
史
料
に
は
、
村
の
青
壮

年
が
鬼
面
を
被
っ
て
神
楽
を
舞
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
か

つ
て
は
志
和
地
の
周
辺
地
域
で
六
神
儀
の
よ
う
な
神
楽
が
広
く
行
わ

れ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。

④
志
賀
神
社
は
元
々
大
仙
山
（
※
マ
マ
。
以
下
同
。）
に
鎮
座
し
て

　

次
に
、「
ジ
ュ
ウ
ラ
セ
ツ
考
」
で
あ
る
。
表
題
の
通
り
、
こ
ち
ら
で

は
六
神
儀
の
中
で
も
鬼
退
治
（
＝
ジ
ュ
ウ
ラ
セ
ツ
）
に
対
象
を
絞
っ
て

考
察
を
加
え
て
い
る
。

①
六
神
儀
で
演
じ
ら
れ
る
「
十
良
節
」（
※
マ
マ
）
は
近
世
初
期
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
時
代
の
神
楽
能
や
伝
承
か
ら
受
け
て
い
る
も

の
と
察
せ
ら
れ
、
法
者
に
よ
っ
て
荒
神
祭
祀
の
場
で
演
じ
ら
れ
た
。
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②
中
世
期
に
修
験
者
・
法
者
が
村
落
に
定
住
化
し
て
い
く
過
程
の
中

で
、
信
仰
部
門
を
掌
握
し
た
。
志
和
地
で
は
、
元
よ
り
「
生
活
に
負

の
影
響
を
齎
す
力
」
に
対
す
る
畏
れ
と
信
仰
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を

「
第
六
天
の
魔
王
」
の
と
し
て
教
義
化
し
、
そ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
た

芸
能
を
演
じ
て
い
た
。
そ
の
後
、「
第
六
天
の
魔
王
」
に
荒
神
と
し

て
の
性
格
を
付
与
し
て
い
く
段
階
で
、
中
世
神
道
色
の
濃
い
神
楽
能

へ
と
改
訂
さ
れ
て
い
っ
た
。
杤
木
家
文
書
の
能
本
な
ど
は
そ
の
過
程

で
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

③
六
神
儀
の
形
成
に
は
修
験
者
が
関
与
し
た
が
、
そ
の
後
毛
利
の
一

家
臣
で
あ
る
樋
川
武
左
衛
門
に
よ
っ
て
八
幡
信
仰
に
基
づ
い
て
再
構

築
さ
れ
、
天
正
年
間
に
大
成
し
た
。
以
来
、
担
い
手
が
農
民
で
あ
っ

た
た
め
、
中
世
神
道
風
の
脚
色
や
、
江
戸
後
期
の
国
学
の
隆
盛
に
よ

る
影
響
な
ど
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

　

こ
ち
ら
の
論
考
で
は
六
神
儀
の
形
成
に
修
験
者
が
大
き
く
関
わ
っ
た

と
し
て
お
り
、
前
の
論
文
か
ら
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の

他
に
関
し
て
は
改
訂
的
な
言
及
が
な
い
こ
と
か
ら
、
大
筋
の
考
え
方
は

変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
論
文
で
示
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
六
神
儀
は

そ
の
形
成
に
修
験
者
が
関
わ
っ
て
志
和
地
周
辺
で
誕
生
し
受
け
継
が
れ

て
き
た
、
他
に
類
例
の
な
い
独
自
の
神
楽
で
あ
り
、
天
正
年
間
に
は
現

在
の
形
式
と
な
っ
て
い
た
―
―
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
世
末

以
来
農
民
が
継
承
の
主
体
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
、
修
験
者
の
持
ち
伝

え
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
形
式
を
留
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
考
に
お
け
る
三
村
に
よ
る
論
展
開
に
は
幾
許
か
の
問
題
が

あ
り
、
ま
た
提
示
さ
れ
た
仮
説
は
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
後
で
考
察
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
お
き
た
い
。

近
隣
諸
地
域
の
神
楽
と
の
比
較

　

前
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
六
神
儀
が
他
の
諸
神
楽
と
の
類
似
点
が
認

め
ら
れ
な
い
独
自
の
神
楽
で
あ
る
と
、
三
村
は
位
置
づ
け
て
い
る
。
で

は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
村
の
論
考
か
ら
該

当
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

…
…
志
和
地
の
六
神
儀
は
、諸
施
設
や
神
職
の
出
自
を
参
考
に
し
て
も
、

神
楽
の
主
な
る
担
い
手
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
修
験
の
影
響
は
全
く
見

ら
れ
な
い
。
ま
た
少
な
く
と
も
中
国
地
方
の
他
の
諸
神
楽
と
の
類
似
点

も
全
く
見
ら
れ
な
い
。「
斎
庭
神
楽
」
の
よ
う
に
神
職
の
み
に
よ
っ
て

舞
わ
れ
る
よ
う
な
神
楽
で
は
な
い
。
鎮
魂
を
目
的
と
す
る
岩
戸
舞
を
中

心
に
お
い
た
「
芸
北
神
楽
」
と
も
全
く
趣
旨
を
異
に
し
て
い
る
。
六
神

儀
に
は
、「
荒
神
神
楽
」
や
「
大
元
神
楽
」
の
よ
う
な
神
懸
り
や
託
宣

の
舞
を
一
切
残
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
に
先
立
っ
て
舞
わ
れ
る
王
子

舞
や
そ
の
変
形
し
た
も
の
も
残
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
安
芸
の
「
十
二

神
儀
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
将
軍
舞
や
祝
福
を
も
た
ら
す
鬼
の
舞
（
荒

平
）
も
な
い
。
勿
論
、「
備
後
神
楽
」
が
最
も
重
視
し
て
い
る
王
子
神

楽
の
形
跡
な
ど
全
然
見
当
た
ら
な
い
。「
弓
神
楽
」で
も
な
い
。（
中
略
）

し
た
が
っ
て
、
よ
そ
の
神
楽
が
伝
承
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る    

。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
隣
の
神
楽
の
特
徴
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
と
の
類
似

点
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
些
か
乱
暴
な
論

理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
神
楽
を
特
徴
づ
け
る
要
素
と
い
う

の
は
三
村
が
挙
げ
た
通
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
一
面
に
過
ぎ
な

い
。
衣
装
、
舞
、
舞
台
装
置
、
楽
な
ど
を
見
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神

楽
に
特
徴
が
あ
る
。
類
似
性
に
つ
い
て
議
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

よ
う
な
要
素
も
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
後
の

「
ジ
ュ
ウ
ラ
セ
ツ
考
」
で
は
、
備
後
・
出
雲
・
石
見
で
伝
え
ら
れ
て
い

る
同
系
統
の
神
楽
能
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の   

、
六
神
儀
と
近
隣
諸

地
域
の
神
楽
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
の
見
直
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
六
神
儀
と
そ
れ
ら
の
神
楽
を
、
改
め
て
比
較
し
て
み
る
。

　

ま
ず
、
舞
台
装
置
で
あ
る
。
六
神
儀
で
は
舞
台
に
祭
壇
や
白
蓋
、
千

道
な
ど
は
設
置
さ
れ
ず
、
舞
台
前
面
に
細
い
注
連
縄
が
張
ら
れ
る
の
み

で
、
簡
素
で
あ
る
。
近
隣
地
域
の
神
楽
で
は
、
基
本
的
に
白
蓋
や
千
道

な
ど
が
神
楽
に
際
し
て
設
置
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
祭
場
の
周
囲
に

注
連
縄
が
巡
ら
さ
れ
る
。
楽
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
六
神
儀
の
も
の

は
単
調
で
、
三
村
が
指
摘
し
て
い
る
通
り   

近
隣
で
同
系
統
の
も
の
は

認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
舞
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
一
番
舞
と
二
番

舞
で
あ
る
。
こ
れ
は
衣
装
、
採
物
と
も
に
、
儀
式
舞
と
し
て
広
く
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。歌
わ
れ
る
神
歌
も
特
筆
す
べ
き
と
こ
ろ
は
少
な
く
、

荒
神
神
楽
・
三
上
神
楽
・
備
後
神
楽
と
い
っ
た
近
隣
の
神
楽
と
の
共
通

性
が
見
え
る    

。

12
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こ
の
よ
う
に
、
近
隣
の
神
楽
の
特
徴
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
と
の
類
似

点
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
些
か
乱
暴
な
論

理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
神
楽
を
特
徴
づ
け
る
要
素
と
い
う

の
は
三
村
が
挙
げ
た
通
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
一
面
に
過
ぎ
な

い
。
衣
装
、
舞
、
舞
台
装
置
、
楽
な
ど
を
見
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神

楽
に
特
徴
が
あ
る
。
類
似
性
に
つ
い
て
議
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

よ
う
な
要
素
も
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
後
の

「
ジ
ュ
ウ
ラ
セ
ツ
考
」
で
は
、
備
後
・
出
雲
・
石
見
で
伝
え
ら
れ
て
い

る
同
系
統
の
神
楽
能
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の   

、
六
神
儀
と
近
隣
諸

地
域
の
神
楽
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
の
見
直
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
六
神
儀
と
そ
れ
ら
の
神
楽
を
、
改
め
て
比
較
し
て
み
る
。

　

ま
ず
、
舞
台
装
置
で
あ
る
。
六
神
儀
で
は
舞
台
に
祭
壇
や
白
蓋
、
千

道
な
ど
は
設
置
さ
れ
ず
、
舞
台
前
面
に
細
い
注
連
縄
が
張
ら
れ
る
の
み

で
、
簡
素
で
あ
る
。
近
隣
地
域
の
神
楽
で
は
、
基
本
的
に
白
蓋
や
千
道

な
ど
が
神
楽
に
際
し
て
設
置
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
祭
場
の
周
囲
に

注
連
縄
が
巡
ら
さ
れ
る
。
楽
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
六
神
儀
の
も
の

は
単
調
で
、
三
村
が
指
摘
し
て
い
る
通
り   

近
隣
で
同
系
統
の
も
の
は

認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
舞
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
は
一
番
舞
と
二
番

舞
で
あ
る
。
こ
れ
は
衣
装
、
採
物
と
も
に
、
儀
式
舞
と
し
て
広
く
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。歌
わ
れ
る
神
歌
も
特
筆
す
べ
き
と
こ
ろ
は
少
な
く
、

荒
神
神
楽
・
三
上
神
楽
・
備
後
神
楽
と
い
っ
た
近
隣
の
神
楽
と
の
共
通

性
が
見
え
る    

。

12

　

次
い
で
悪
魔
払
い
だ
が
、
こ
れ
は
備
中
か
ら
備
後
に
広
く
見
ら
れ

る
、
鼻
高
面
の
神
に
よ
る
悪
魔
払
い
の
舞  

と
同
様
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、鬼
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、当
初
に
は
鬼
棒
を
持
っ

て
舞
う
と
い
う
点
は
若
干
特
異
で
、
こ
れ
ら
の
点
は
出
雲
神
楽
で
見
ら

れ
る
悪
斬
り
型
の
荒
平
や
、
煤
掃
き
系
の
舞
を
彷
彿
と
さ
せ
る   

。
ま

た
、
舞
の
終
盤
で
刀
を
持
っ
た
ま
ま
後
転
を
行
う
と
い
っ
た
曲
芸
的
な

要
素
は
、
備
後
神
楽
と
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る    

。

　

続
い
て
は
サ
ン
バ
で
あ
る
。
本
演
目
の
よ
う
な
、
黒
い
翁
面
を
着
け

て
舞
う
儀
式
的
な
演
目
は
、広
島
県
内
で
は
見
ら
れ
な
い
。し
か
し
、「
サ

ン
バ
」「
黒
い
翁
」「
儀
式
的
演
目
」
で
連
想
さ
れ
る
芸
能
が
あ
る
。
式

三
番
、
そ
し
て
三
番
叟
で
あ
る
。
式
三
番
は
佐
陀
神
能
の
成
立
と
と
も

に
神
楽
に
取
り
入
れ
ら
れ   

、
現
在
で
は
出
雲
神
楽
で
広
く
演
じ
ら
れ

て
い
る   

が
、
そ
の
広
が
り
は
中
国
地
方
で
は
山
陰
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ

て
い
る
。
備
後
周
辺
の
神
楽
関
係
史
料
を
紐
解
い
て
も
、
過
去
に
お
い

て
も
式
三
番
が
神
楽
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い   

。

一
方
、
翁
は
自
ら
の
出
自
を
「
三
男
と
申
し
奉
る
は
津
の
国
か
け
い
の

郡
西
の
宮
、
夷
三
郎
蛭
子
の
明
神
」
と
語
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
を
え
び

す
神
（
夷
）
と
名
乗
る
の
で
あ
る
。
出
雲
神
楽
に
お
け
る
三
番
叟
で
同

様
の
語
り
が
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
悉
皆
的
に
調
査
で
き
て

い
な
い
。
だ
が
、式
三
番
導
入
の
震
源
地
と
な
っ
た
佐
陀
神
能
を
含
め
、

筆
者
が
確
認
で
き
た
範
囲
で
は
、
出
雲
の
い
か
な
る
神
楽
で
も
そ
の
形

跡
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た   

。
し
か
し
、
三
番
叟
に
着
目
す
る
と
、
え

び
す
が
結
び
付
い
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
西
の
宮
の
え
び
す
神
を
題
材

と
し
た
三
番
叟
の
風
流
で
あ
る
「
夷
の
風
流
」
が
そ
れ
で
、「
夷
三
郎
」
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が
鈴
の
段
を
舞
う
と
い
う
も
の
で
あ
る   

。「
夷
の
風
流
」
が
収
載
さ

れ
て
い
る
虎
明
本
（
風
流
之
本
）
は
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
の
成
立

で
あ
る
が
、
こ
の
演
目
の
淵
源
は
室
町
期
ま
で
遡
る
と
い
う   

。
出
雲

神
楽
（
佐
陀
神
能
）
の
成
立
時
期
を
考
慮
し
て
も
、
年
代
的
に
は
矛
盾

が
な
い
。
つ
ま
り
、
出
雲
神
楽
の
三
番
叟
に
「
夷
の
風
流
」
が
取
り
込

ま
れ
、
そ
れ
が
志
和
地
ま
で
伝
来
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
と

は
い
え
、
出
雲
神
楽
で
「
夷
の
風
流
」
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
一
切
の
史
料
的
な
裏
付
け
が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
に
お
い
て

そ
の
名
残
が
一
切
感
じ
ら
れ
な
い
た
め
、少
々
強
引
な
推
理
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
も
っ
て
、
出
雲
神
楽
で
は
能
舞
に
「
恵
美
須
」
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合
が
多
く
、
わ
ざ
わ
ざ
三
番
叟
に
お
い
て
同
様
の
神
性
か
ら
の
祝
福

を
表
す
必
然
性
は
薄
い
よ
う
に
思
え
る
。
加
え
て
、
サ
ン
バ
と
「
夷
の

風
流
」
と
は
、
筋
立
て
や
詞
章
の
乖
離
が
大
き
い  
こ
と
も
気
に
な
る

点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
サ
ン
バ
の
内
容
が
当
初
よ
り
こ
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
か
す
ら
分
か
ら
な
い
。
本
来
は
出
雲
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
も
の
の
、
後
に
な
っ
て
現
在
の
よ
う
な

内
容
と
置
き
換
わ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、

志
賀
神
社
の
境
外
社
と
し
て
恵
比
寿
（
胡
）
神
社
が
あ
る
こ
と
で
あ

25

番
叟
と
え
び
す
の
祝
福
芸
が
同
化
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
、
可
能
性
が

高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
当
初
か
ら
恵
比
寿
舞
だ
っ
た
も
の
が
、
後
に
三
番
叟
と
入
れ

替
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
だ
ろ

う
。
当
初
か
ら
恵
比
寿
舞
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
演
目
名
や
舞
な
ど

に
そ
の
名
残
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
一

切
認
め
ら
れ
な
い
。
実
態
と
し
て
恵
比
寿
舞
を
行
う
に
も
関
わ
ら
ず
、

わ
ざ
わ
ざ
三
番
叟
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
名
称
を
付
け
る
だ
ろ
う
か
。

よ
し
ん
ば
、
も
と
よ
り
恵
比
寿
舞
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
結
局

の
と
こ
ろ
は
三
番
叟
の
影
響
を
受
け
て
現
状
の
よ
う
に
成
り
果
て
て
い

る
の
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
出
雲
神
楽
と
の
関
係
と
そ
の
影
響
を
推
測
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
は
鬼
退
治
で
あ
る
。
先
に
次
第
に
お
い
て
紹
介
し
た
と
お
り
、
本

演
目
に
は
明
確
な
物
語
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
、
サ
ン
バ
ま
で

の
演
目
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
。
序
盤
に
茶
利
に
よ
る
余
興
が
あ

る
が
、
中
核
は
女
神
に
よ
る
鬼
退
治
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
の
演
目
に
類

似
し
た
も
の
が
存
在
す
る
か
を
考
え
た
い
が
、
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の

は
、
茶
利
の
「
八
幡
様
よ
」
と
い
う
言
い
立
て
、
ま
た
登
場
す
る
女
神

が
十
羅
刹
女
と
名
乗
る
こ
と
、
鬼
の
「
北
山
取
ら
ず
ば
帰
る
ま
じ
」
と

い
う
台
詞
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
候
補
と
な
る
神
能
の
演
目

と
し
て
「
八
幡
」「
三
韓
」「
日
御
碕
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
三
演
目

に
つ
い
て
概
観
し
よ
う
。「
八
幡
」
は
八
幡
神
（
あ
る
い
は
応
神
天
皇
）

が
神
通
の
弓
・
方
便
の
矢
を
も
っ
て
、
異
国
よ
り
降
り
来
た
る
悪
鬼

（
往
々
に
し
て
第
六
天
魔
王
と
名
乗
る
）
を
鎮
め
る
と
い
う
筋
立
で
あ

23

24

26

27

る　

。こ
の
恵
比
寿
神
社
は
上
志
和
地
の
市
場
に
所
在   

し
て
い
た
が
、

合
祀
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
は
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
恵
比
須
舞

の
よ
う
な
祝
福
芸
が
元
来
恵
比
寿
神
社
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
合

祀
に
伴
っ
て
三
番
叟
と
同
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
真
相
に
迫
る
た

め
の
材
料
が
不
足
し
て
い
る
が
、
出
雲
で
「
夷
の
風
流
」
が
神
楽
に
取

り
込
ま
れ
て
伝
来
し
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
別
々
に
行
わ
れ
て
い
た
三
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る   

。「
三
韓
」
は
神
功
皇
后
と
武
内
宿
禰
に
よ
る
三
韓
征
伐
の
故
事

に
材
を
と
っ
た
も
の
で
、
演
目
名
は
「
武
内
」
や
「
皇
后
」
と
さ
れ
る

場
合
も
あ
る   

。
な
お
、
比
婆
荒
神
神
楽
や
斎
庭
神
楽
で
は
、
こ
の
演

目
が
「
八
幡
」
と
い
う
名
称
で
演
じ
ら
れ
て
い
る   

。「
日
御
碕
」
は

十
羅
と
も
呼
ば
れ
、
日
御
碕
大
明
神
／
十
羅
刹
女
が
、
異
国
か
ら
来
襲

す
る
鬼
（
往
々
に
し
て
ヒ
コ
ハ
ル
／
ヒ
コ
ハ
ネ
な
ど
と
名
乗
る
）
を
弓

矢
で
持
っ
て
迎
え
撃
つ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
演
目
は
、「
な

ん
ら
か
の
神
性
が
異
国
の
悪
鬼
と
戦
い
、
打
ち
負
か
す
」
と
い
う
内
容

で
大
筋
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
冒
頭
の
茶
利
に
よ
る
余
興
を
除

く
と
、
六
神
儀
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
大
枠
で
は
「
日
御
碕
」
の
範
疇

に
収
ま
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
各
地
で
多
少
の
差
異
が
認
め

ら
れ
る   

も
の
の
、「
北
山
取
ら
ず
ば
帰
る
ま
じ
」
と
い
う
鬼
の
台
詞

は
特
徴
的
で
、
こ
の
演
目
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の

演
目
は
現
在
で
は
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
島
前
・
芸
北
の
神
楽
で
舞
わ
れ

て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
後
半
ま
で
は
備
後
に
も
存
在
し
て

い
た   

。
注
目
す
べ
き
は
、
十
羅
刹
女
と
鬼
と
が
仕
合
と
な
っ
て
一
度

鬼
が
倒
れ
た
後
、
再
度
鬼
が
立
ち
上
が
っ
て
仕
合
と
な
る
点
で
あ
る
。

こ
の
構
成
は
出
雲
神
楽
で
の
み
見
ら
れ
る    

。

　

最
後
は
豆
撒
き
で
あ
る
。
先
の
次
第
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
こ
の
演

目
は
非
常
に
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
出
雲
の
見
々
久
神
楽
や
槻
之
屋

神
楽
に
伝
え
ら
れ
る
狂
言   

が
類
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
は
や
は
り

出
雲
神
楽
と
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
聞
き
取

り
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
る
、
か
つ
て
は
氏
子
に
よ
る
狂
言
が
六
神
儀

の
後
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
話
は
、
注
意
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
、
こ
の
演
目
が
狂
言
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
補
強
す
る
要
素
と

言
え
る
。
た
だ
し
、
各
地
の
神
楽
で
見
ら
れ
る
餅
撒
き
か
ら
の
変
化
の

可
能
性
も
想
定
で
き
る
た
め
、
こ
こ
で
は
指
摘
の
み
に
留
め
て
お
く
。

　

こ
こ
ま
で
、
個
々
の
舞
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質

を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
を
基
に
六
神
儀
を
「
解
体
」
し
て
み
る

と
、
儀
式
舞
（
一
番
舞
・
二
番
舞
・
悪
魔
払
い
）
＋
三
番
叟
（
サ
ン
バ
）

＋
能
舞
（
鬼
退
治
）
と
い
う
、
大
き
く
三
つ
に
分
割
で
き
る
こ
と
が
分

か
る
。
前
後
の
神
事
な
ど
を
除
い
て
し
ま
う
と
、
表
面
的
に
は
神
楽
の

次
第
が
こ
の
よ
う
に
分
割
で
き
る
例
は
あ
る
。
例
え
ば
、
三
上
神
楽
や

斎
庭
神
楽
に
お
い
て
も
儀
式
舞
＋
神
事
＋
能
舞
に
分
割
で
き
る
し
、
比

婆
荒
神
神
楽
や
備
中
神
楽
で
も
、
儀
式
舞
＋
神
事
（
白
蓋
引
き
）
＋
能

舞
と
い
う
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
サ
ン
バ
」
の
検
討
の
中

で
述
べ
た
と
お
り
、
三
番
叟
を
構
成
に
含
ん
で
い
る
の
は
、
出
雲
神
楽

に
特
徴
的
で
、
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

舞
を
中
心
に
六
神
儀
と
近
隣
諸
地
域
の
神
楽
の
比
較
を
行
っ
て
き

た
。
ま
と
め
る
と
、
舞
台
装
置
や
楽
な
ど
は
簡
素
で
あ
り
、
近
隣
と
の

類
似
性
を
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
儀
式
舞
＋
三
番
叟
＋

能
舞
と
い
う
特
徴
的
な
構
成
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
六
神
儀
は
出
雲
神
楽
に
強
く
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
悪
魔
払
い
や
鬼
退
治
の
要
素
か
ら
も
、
出
雲
神
楽
と

の
関
係
が
推
察
で
き
る
。
一
方
で
、
悪
魔
払
い
な
ど
で
は
備
後
地
域
の

神
楽
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
六
神
儀
の
基
礎

に
は
出
雲
神
楽
が
あ
り
つ
つ
も
、
近
隣
の
他
の
神
楽
の
要
素
も
付
け
足

さ
れ
て
現
在
の
形
式
と
な
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
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六
神
儀
の
成
立
時
期

　

三
村
は
六
神
儀
の
起
源
を
中
世
に
遡
る
と
し
て
い
る   

。
そ
の
根
拠

と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
随
所
に
含
ま
れ
て
い
る
神
歌
や
、
鬼
退
治

で
の
「
八
幡
様
よ
」
と
い
う
言
い
立
て   

、
同
演
目
に
お
け
る
「
第
六

天
の
魔
王
」
の
存
在   
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
志
賀
神
社
へ
の
改

称
前
の
八
幡
神
社
時
代
の
名
残
や
、
戸
宇
杤
木
家
文
書
の
神
楽
能
本
と

の
共
通
性
が
垣
間
見
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
三
村
の
指
摘
す
る
通
り

で
あ
る
。
戸
宇
杤
木
家
文
書
の
「
寛
文
四
年
神
楽
能
本
」
や
「
延
宝
八

年
神
楽
能
本
」
は
、
両
部
神
道
的
な
要
素
を
色
濃
く
含
ん
で
お
り
、
中

世
の
神
楽
能
の
姿
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
い
え
る   

。
し

か
し
、
重
要
な
の
は
そ
れ
ら
の
能
本
の
年
代
は
江
戸
初
期
（
一
六
六
四

年
及
び
一
六
八
〇
年
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
能
本
が
中
世

的
な
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
際

に
中
世
か
ら
当
地
で
行
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
判
断
は
慎
重
に
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
能
本
に
つ
い
て
翻
刻
・
解
説
し
た
岩
田

勝
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
を
弁
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
中
世
後

期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」「
中
世
の
姿
を
よ
く
残

し
て
い
る
」
と
述
べ
る
に
留
め   

、
中
世
に
当
地
で
行
わ
れ
て
い
た
か

に
関
し
て
は
明
言
を
避
け
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
三
村
の
言
う
「
起
源
」
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
意
味

だ
ろ
う
か
。
現
在
の
形
式
で
六
神
儀
が
成
立
を
み
た
時
な
の
か
、
そ
れ

と
も
六
神
祇
の
基
に
な
っ
た
祭
儀
の
こ
と
を
指
す
の
か
、曖
昧
で
あ
る
。

後
者
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
容
易
に
中
世
に
遡
り
得
る
。
大
元
を
辿
れ

ば
、
悪
魔
払
い
の
舞
は
中
世
以
来
各
地
の
大
社
で
行
わ
れ
て
い
た
王
の

舞
（
鼻
長
の
舞
）
だ
と
考
え
ら
れ
る
し   

、
そ
の
他
に
も
田
楽
、
申
楽
、

式
三
番
な
ど
様
々
な
芸
能
が
基
礎
と
な
っ
て
六
神
儀
は
成
立
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
世
に
端
を
発
す
る
芸
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
内
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
大
社
の
祭
祀
に
関
わ
っ
て
い
た

法
者
等
に
よ
っ
て
村
落
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き

る   

。
だ
が
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
村
落
祭
祀
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
が

言
え
よ
う
。
殊
更
六
神
儀
に
絞
っ
て
主
張
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ

る
。
一
方
、
現
在
の
形
式
で
成
立
し
た
時
を
起
源
と
す
る
な
ら
、
そ
れ

に
は
史
料
的
な
裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
六
神
儀
に
関
し
て

は
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
た
め
の
確
定
的
な
資
料
は
存
在
し
て
い
な
い

た
め
、
周
辺
地
域
の
神
楽
と
の
比
較
や
史
料
に
よ
っ
て
、
成
立
年
代
を

類
推
す
る
し
か
な
い
。

　

三
村
は
天
正
年
間
に
六
神
儀
が
大
成
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
後
も
時
代

の
変
化
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
考
察
し
て
い

る   

。
こ
の
点
か
ら
、
三
村
の
言
う
起
源
と
は
現
行
に
近
い
形
で
の
六

神
儀
の
成
立
を
意
味
す
る
と
読
め
る
。
し
か
し
、
一
切
の
史
料
的
な
裏

付
け
や
傍
証
と
な
る
事
例
を
示
す
こ
と
な
し
に
論
が
展
開
さ
れ
て
お

り
、
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
「
N
資
料
」
な
ど
と

い
う
存
在
し
な
い
伝
承
資
料
を
仮
定
し
て  

、「
考
え
る
こ
と
も
可
能

だ
」
と
し
て
い
る   

の
は
、
ま
っ
た
く
論
外
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
手

法
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ん
で
あ
ろ
う
と
著
者
の
思
惑
の
ま
ま

に
論
証
で
き
て
し
ま
う
。
無
論
、
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
限
定
的
な
史

料
や
、
祭
儀
の
内
容
だ
け
で
明
ら
か
に
で
き
る
範
囲
に
は
限
界
が
あ
る
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た
め
、想
像
で
補
完
せ
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
あ
る
の
は
仕
方
が
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
史
料
・
資
料
を
は
じ
め
と
し
た
根
拠
を
十
分
に
示
し

て
論
理
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
過
剰
な
推
測
は
慎
む
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
儀
式
の
な
か
の
あ
る
一
つ
の
断
片
を
切
り
取
っ
て
、

そ
れ
が
中
世
的
様
相
を
呈
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
中
世
に
伝
播

し
た
も
の
と
直
ち
に
考
え
る
の
は
安
易
で
、
論
理
に
飛
躍
が
あ
る
。
近

世
以
降
に
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
も
十
分
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
の
考
証
は
欠
如
し
て
い
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、

中
世
に
村
落
に
定
住
し
た
宗
教
者
（
修
験
者
・
法
者
）
に
よ
っ
て
六
神

儀
が
形
成
さ
れ
た
と
し
な
が
ら   
、「
中
世
神
道
風
に
脚
色
さ
れ
な
い

ま
ま
で
残
っ
た
」  

と
い
う
の
は
、
支
離
滅
裂
で
あ
る
。
各
地
の
村
落

に
お
い
て
中
世
神
道
に
基
づ
い
た
宗
教
活
動
を
担
っ
た
の
は
、
紛
れ
も

な
く
修
験
者
や
法
者
で
あ
る   

。
こ
の
よ
う
に
、
三
村
の
論
は
根
拠
が

貧
弱
で
あ
り
、な
お
か
つ
看
過
で
き
な
い
重
大
な
論
理
的
瑕
疵
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
三
村
が
示
し
た
六
神
儀
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
無
批
判
に
受

け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
項
で
は
、
前
項
で
示
さ
れ
た

六
神
儀
と
出
雲
神
楽
と
の
類
似
性
や
、
能
本
を
中
心
と
し
た
神
楽
関
係

史
料
、
志
賀
神
社
の
社
伝
な
ど
に
基
づ
い
て
、
成
立
年
代
を
改
め
て
推

考
す
る
。

　

ま
ず
、
六
神
儀
が
行
わ
れ
る
志
賀
神
社
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史

を
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
。
志
賀
神
社
は
元
来
八
幡
宮
と
称
さ

れ
、
大だ
い

嶽ご
く
や
ま山　

 

（
古
八
幡
）
に
在
っ
た
も
の
の
戦
火
で
焼
失
、
天
正
元

年
（
一
五
七
三
）
に
毛
利
輝
元
が
頓と
ん
だ
や
ま

田
山
（
八
幡
山
）
に
再
建
し
た

と
伝
え
ら
れ
る
。
当
時
は
賑
々
し
く
祭
礼
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
と

い
い
、
六
神
儀
も
こ
の
頃
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
暦

元
年
（
一
六
五
五
）
に
再
度
大
獄
山
に
遷
っ
た
も
の
の
、
天
明
二
年

（
一
七
八
二
）
に
現
在
地
に
遷
さ
れ
た　

 

。
芸
藩
通
志
に
も
近
隣
に
所

在
し
た
白
鳥
大
明
神
な
ど
と
共
に
社
名
が
記
さ
れ
て
い
る　

 

。
明
治

初
年
（
一
八
六
八
）
に
現
在
の
よ
う
に
社
名
が
改
め
ら
れ　

 

、
大
正

三
年
（
一
九
一
四
）
に
は
白
鳥
神
社
や
恵
比
寿
神
社
な
ど
、
近
隣
の
小

社
二
〇
社
を
合
祀
し
て
い
る　

 

。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
と
、
鬼

退
治
で
言
い
立
て
ら
れ
る
「
八
幡
様
よ
」
と
い
う
詞
章
を
合
わ
せ
て
考

え
る
と
、
志
賀
神
社
へ
の
改
称
前
の
八
幡
宮
時
代
か
ら
六
神
儀
は
行
わ

れ
て
い
た
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
程
度
幅
を
持
っ
て
成

立
年
代
を
推
考
す
る
と
し
て
も
、
江
戸
末
期
か
ら
時
代
は
下
ら
な
い
と

言
え
る
。
一
方
で
天
正
年
間
に
始
め
ら
れ
た
と
い
う
点
は
検
討
の
余
地

が
あ
る
。
い
わ
ば
「
プ
ロ
ト
六
神
儀
」
と
表
せ
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の

祭
儀
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は

史
料
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
証
明
で

き
な
い
た
め
、
現
行
の
祭
儀
か
ら
探
っ
て
い
く
他
な
い
。
ま
た
、
プ
ロ

ト
六
神
儀
が
実
在
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
有
様
は
現
行
形
式
と
同
様

の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
視
点
も
踏
ま
え
つ
つ
、
議

論
を
進
め
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
六
神
儀
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
推
定
さ
れ

る
、
出
雲
神
楽
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
先
に
少
し
触
れ
た
が
、
出
雲

神
楽
は
概
ね
旧
出
雲
国
の
各
地
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
の
総
称
で
あ

り
、
そ
の
特
徴
は
七
座
（
儀
式
舞
）・
式
三
番
・（
神
）
能
と
い
う
三
部

構
成
に
な
っ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る　

 

。
そ
し
て
、
出
雲
神
楽
に
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お
い
て
こ
の
よ
う
な
構
成
が
広
ま
っ
た
の
は
、
佐
陀
神
能
が
き
っ
か
け

で
あ
る
。
そ
の
佐
陀
神
能
が
現
在
の
形
式
で
成
立
し
た
の
は
一
六
〇
〇

年
前
後
と
考
え
ら
れ
て
お
り　

 

、
一
七
〇
〇
年
代
初
頭
に
は
出
雲
の

か
な
り
広
域
で
、
す
で
に
こ
の
形
式
が
広
ま
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る　

 

。

　

次
い
で
、六
神
儀
で
は「
鬼
退
治
」と
し
て
演
じ
ら
れ
る
、「
十
羅
」・「
日

御
碕
」
と
い
っ
た
神
楽
能
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
れ

に
関
し
て
は
、
各
地
の
神
楽
台
本
や
史
料
に
拠
っ
た
中
上
明
の
研
究
が

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
成
立
は
一
五
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
前
半
と

推
定
さ
れ
て
い
る　

 

。
ま
た
、石
塚
尊
俊
は
戸
宇
杤
木
家
文
書
の
「
延

宝
八
年
神
楽
能
本
」
に
収
載
さ
れ
て
い
る
十
羅
刹
女
の
詞
章
に
、
出
雲

の
者
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
よ
う
な
地
名
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
、「
こ
れ
が
や
は
り
出
雲
で
も
舞
わ
れ
て
い
た
」
と
し
て
い

る   

。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
遅
く
と
も
一
七
世
紀
後
半
に
は
、
出

雲
や
備
後
の
広
域
に
こ
の
神
楽
能
が
広
ま
り
、
普
及
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
後
、
備
後
で
は
同
じ
く
戸
宇
杤
木
家
文
書
の
「
ノ
ウ
ノ

本
」
に
「
十
ラ
セ
ツ
キ
ナ
ツ
キ
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
が   
、
そ

れ
よ
り
も
一
世
紀
ほ
ど
時
代
を
下
っ
た
御
崎
家
文
書
な
ど
に
は
含
ま
れ

て
お
ら
ず    

、一
八
世
紀
前
半
に
は
途
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、

出
雲
・
石
見
で
は
少
な
か
ら
ず
改
変
さ
れ
な
が
ら
も
、
現
在
ま
で
演
じ

ら
れ
続
け
て
い
る
。
こ
の
演
目
は
日
御
碕
神
社
の
縁
起   

、
そ
し
て
謡

曲
「
御
崎
」
が
元
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る   

ほ
か
、『
八
幡
愚

童
訓
』
の
内
容
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る   

。

　

六
神
儀
の
「
鬼
退
治
」
で
ま
ず
着
目
し
た
い
の
は
、
茶
利
に
よ
る
口

上
で
あ
る
。「
八
幡
様
よ
御
座
れ
ば
御
座
れ
…
…
」
と
い
う
言
い
立
て

に
続
い
て
、
十
羅
刹
女
が
舞
い
出
す
。
こ
の
よ
う
な
構
成
は
現
行
の

「
十
羅
」
や
「
日
御
碕
」
で
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
戸
宇
杤
木

家
文
書
の
能
本
や
大
原
神
職
神
楽
和
田
本
で
は
、
案
人
の
法
者
が
囃
し

立
て
、
十
羅
刹
女
を
舞
い
出
す
語
り
が
見
ら
れ
る   

。
こ
の
語
り
と
六

神
儀
の
言
い
立
て
に
繋
が
り
が
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
興
味
深

い
類
似
で
あ
る
と
は
言
え
よ
う
。
次
に
、
六
神
儀
で
は
登
場
す
る
神
と

鬼
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
十
羅
刹
女
」
と
「
八
万
四
千
の
鬼
神
の
大
将
」
と

名
乗
る
。
こ
の
内
、「
十
羅
刹
女
」
は
、
現
在
の
出
雲
で
は
「
日
御
碕

大
神
宮
」
な
ど
と
名
乗
る
の
が
一
般
的
で
あ
る   

。
元
々
は
「
十
羅
刹

女
」
と
名
乗
っ
て
い
た
も
の
が
、
近
世
中
期
以
降
に
改
変
さ
れ
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る   

。た
だ
し
、石
見
に
お
い
て
は
現
在
で
も「
十
羅
刹
女
」

と
名
乗
る
。
ま
た
、「
杵
築
第
三
の
姫
」と
述
べ
る
点
も
見
過
ご
せ
な
い
。

中
世
に
お
い
て
杵
築
大
社
の
祭
神
は
ス
サ
ノ
オ
で
あ
り
、謡
曲
「
御
崎
」

で
は
十
羅
刹
女
を
ス
サ
ノ
オ
の
第
三
の
姫
と
し
て
い
る   

。
こ
の
要
素

は
他
地
域
の
現
行
の
「
十
羅
／
日
御
碕
」
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
ず
、

注
目
さ
れ
る
。
片
や
鬼
は
、
基
本
的
に
「
ヒ
コ
ハ
ル
／
ヒ
コ
ハ
ネ
」
な

ど
と
名
乗
る   

が
、
隠
岐
島
前
神
楽
や
奥
飯
石
神
職
神
楽
で
は
六
神
儀

と
同
様
に
「
八
万
四
千
の
鬼
の
王
」
と
名
乗
り   

、
ま
た
「
延
宝
八
年

神
楽
能
本
」
で
は
「
一
万
五
千
の
鬼
の
王
」
と
い
う
名
乗
り
が
確
認
で

き
る
。
こ
こ
で
も
謡
曲
「
御
崎
」
の
詞
章
を
確
認
し
て
み
る
と
、「
八
万

艘
の
大
船
」「
彦
は
ね
の
天
王
」
な
ど
と
名
乗
っ
て
い
る   

。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、
神
に
つ
い
て
は
「
十
羅
刹
女
」
と
い
う
名
乗
り
が
よ
り

古
態
で
あ
り
、
鬼
に
つ
い
て
は
「
ヒ
コ
ハ
ネ
」
と
「
八
万
四
千
の
鬼
の
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王   

」
の
い
ず
れ
も
が
、こ
の
神
楽
能
の
淵
源
に
遡
る
も
の
と
言
え
る
。

従
っ
て
、
六
神
儀
に
お
け
る
形
式
も
近
世
中
期
以
前
の
形
式
を
留
め
た

も
の
と
言
え
、
さ
ら
に
は
、
詞
章
の
著
し
い
改
変
が
生
じ
た
近
世
中
期

以
降
の
出
雲
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
志
賀
神
社
の
歴
史
、
神
儀
の
構
成
と
「
鬼
退
治
」

に
お
け
る
詞
章
、
出
雲
神
楽
（
佐
陀
神
能
）
の
成
立
と
い
っ
た
情
報
か

ら
、
六
神
儀
は
江
戸
初
期
～
中
期
（
一
七
世
紀
末
～
一
八
世
紀
前
半
）

に
は
、か
な
り
現
行
に
近
い
か
た
ち
で
成
立
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

そ
れ
は
出
雲
か
ら
流
入
し
て
き
た
も
の
と
い
う
の
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ

う
が
、
一
括
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
、
幾
つ
か
の
要
素
が
断
続
的

に
入
っ
て
き
た
の
か
は
、
現
時
点
で
迫
る
術
が
な
い
。
と
ま
れ
、
六
神

儀
は
そ
の
成
立
を
み
た
後
も
備
後
や
出
雲
、
石
見
、
芸
北
の
神
楽
な
ど

の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
な
が
ら
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
舞
や
楽
、
詞
章
な
ど
が
、
基
と
な
っ
た
と
思
し
き
演
目

と
比
較
し
て
大
幅
に
簡
略
に
な
っ
て
い
る
点
は
、気
に
な
る
。
こ
こ
で
、

六
神
儀
に
関
す
る
伝
承
を
思
い
出
し
て
み
た
い
。「
五
穀
豊
穣
を
祈
願

し
て
、
お
よ
そ
四
百
年
前
に
樋
川
武
左
衛
門
な
る
も
の
が
自
ら
編
み
出

し
て
作
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
六
神
儀
に

関
わ
る
伝
承
の
中
に
、
宗
教
者
の
存
在
が
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一

般
的
に
、
近
世
末
期
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
神
楽
の
担
い
手
が
神
職

か
ら
一
般
の
氏
子
に
移
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ  

、
そ
の
際
に
は
神
職
か

ら
伝
授
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
、
神
職
が
神
楽
を
担
っ
て
い

る
の
が
一
般
的
で
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
法
者
や
里
修
験
に
行
き
着
く
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
大
抵
は
「
昔
は
神
職
が
担
っ
て
い
た
」
と
い
う
よ
う

な
伝
承
が
残
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
志
和
地
で
は
そ
れ
が
な
い
。
近
世

末
～
近
代
初
頭
は
、
お
お
よ
そ
一
五
〇
年
ほ
ど
前
と
い
う
時
間
的
ス

ケ
ー
ル
で
、
た
か
だ
か
三
、四
世
代
前
で
あ
る
。
断
片
的
に
も
伝
承
は

あ
り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
が
無
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
断
言
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
近
世
で
も
相
当
早
い
時
期
、
も
し
か
す
る
と
六
神
儀

の
成
立
直
後
か
ら
、
祭
祀
を
担
っ
て
い
た
の
が
一
般
の
氏
子
だ
っ
た
可

能
性
は
高
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
と
、
舞
や
詞
章

な
ど
が
簡
略
で
あ
っ
た
り
、十
羅
刹
女
を
舞
い
出
す
の
に
「
八
幡
様
よ
」

と
言
い
立
て
た
り
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
一
つ
の
回
答
が
で
き
る
。
出

雲
か
ら
祭
儀
の
様
式
を
持
ち
伝
え
た
の
が
ど
の
よ
う
な
存
在
か
、
そ
し

て
そ
の
と
き
に
完
全
な
形
で
伝
え
た
の
か
、
現
状
の
よ
う
な
簡
略
な
形

で
あ
っ
た
の
か
は
知
る
由
も
な
い
。し
か
し
、と
に
か
く
六
神
儀
が
成
っ

た
後
に
、
主
た
る
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
一
般
の
氏
子
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
間
に
、
誰
で
も
担
い
手
と
な
れ
る
よ
う
に
楽

は
簡
略
に
な
り
、
詞
章
は
重
要
と
思
わ
れ
た
部
分
を
残
し
て
削
ぎ
落
と

さ
れ
、
不
明
確
な
部
分
を
そ
れ
ら
し
い
詞
で
埋
め
る
な
ど
し
た
と
想
像

で
き
る
。
ま
た
、「
八
幡
」
と
「
十
羅
／
日
御
碕
」
の
神
楽
能
の
ス
ト
ー

リ
ー
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
混
同
が
生
じ
た
も
の
の
、
出
雲
神
楽
を
周

知
し
た
神
職
の
関
与
が
な
か
っ
た
た
め
に
、「
校
正
」
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
推
測
に

過
ぎ
な
い
。
六
神
儀
の
成
立
か
ら
現
在
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
、
可
能
性
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
に
は
さ
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ら
な
る
史
料
の
発
掘
と
研
究
が
必
要
だ
ろ
う
。

ケ
ー
ス
だ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
他
に
も
十
分
な
調
査
が
さ
れ
て
い
な

い
神
楽
は
存
在
す
る
。
今
回
の
六
神
儀
の
よ
う
に
、
古
い
形
式
を
留
め

た
台
本
を
継
承
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
広
島
の
神
楽

の
多
様
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
注
目
を
集
め
て
こ

な
か
っ
た
神
楽
に
つ
い
て
も
、
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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和
地
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六
神
儀
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広
島
県
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も
う
ひ
と
つ
の
神
楽
」（『
日

ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
長
々
と
志
賀
神
社
の
六
神
儀
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
き

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
志
賀
神
社
の
六
神
儀
の
概
要
は
次
の

よ
う
に
な
る
。
正
確
な
発
祥
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
七
世
紀
末
～

一
八
世
紀
前
半
に
は
現
在
と
同
様
の
形
式
で
神
楽
が
成
立
し
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
が
、
儀
式
舞
・
三
番
叟
・
神
能
と

い
う
、
出
雲
地
域
の
神
楽
の
構
成
と
共
通
す
る
形
式
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、「
鬼
退
治
」
は
同
様
の
能
舞
の
中
で
も
古
い
形
式
を
留
め
た
も

の
と
推
定
で
き
る
。
さ
ら
に
、
神
職
が
神
楽
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
が

基
本
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
村
落
の
一
般
の
氏
子
が
神
楽
を
担
っ

て
い
た
と
推
定
で
き
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

　

現
行
形
式
の
六
神
儀
が
整
備
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
江
戸
時
代
よ
り

も
前
に
、
プ
ロ
ト
六
神
儀
が
存
在
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、

そ
れ
は
悪
魔
の
証
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
江
戸
期
に
周

辺
の
神
楽
の
能
や
儀
式
体
系
が
整
備
さ
れ
て
き
た
後
に
、
大
幅
な
改
変

が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
段
階
で
出
雲
神
楽
か

ら
多
大
な
る
影
響
を
受
け
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現
行
形
式
で
の
成
立
以

前
の
有
様
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
は
、
新
た
な
史
料
の
探
索
や
、
近

隣
地
域
の
神
楽
の
更
な
る
研
究
の
進
展
が
必
要
で
あ
る
。

　

本
稿
に
て
明
ら
か
に
な
っ
た
、
近
世
以
前
よ
り
一
般
の
氏
子
が
神
楽

を
担
い
、
ま
た
古
態
を
留
め
た
演
目
を
伝
え
て
い
た
と
い
う
事
例
は
、

お
そ
ら
く
こ
れ
ま
で
広
島
県
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
か
な
り
特
異
な

本
民
俗
学
』
日
本
民
俗
学
会
、
一
七
六
号
、
一
九
八
八
年
）
一
二
〇–

一
三
二
頁
。
同
「
ジ
ュ
ウ
ラ
セ
ツ
考
」（『
広
島
民
俗
』
広
島
民
俗
学
会
、　
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三
八
号
、
一
九
九
二
年
）
二
〇–

二
九
頁
。

６　

三
村
は
前
出
（
一
九
九
二
年
、
二
八
頁
）
に
お
い
て
毛
利
家
の
家
臣
と
し

　

て
い
る
が
、
現
時
点
で
筆
者
が
調
べ
ら
れ
た
範
囲
で
は
、
毛
利
家
の
家
臣
に

　

こ
の
よ
う
な
人
物
が
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
て
い
な
い
。
志
和
地
地
区
で
六

　

神
儀
の
保
存
伝
承
活
動
に
携
わ
っ
て
い
る
立
畑
春
夫
氏
に
よ
る
と
、
古
く
か

　

ら
続
く
樋
川
姓
の
家
が
志
和
地
地
区
に
あ
る
と
い
う
。
も
し
か
す
る
と
、
何

　

ら
か
の
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

７　

立
畑
春
夫
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

８　

三
村
、
前
出
（
一
九
八
八
年
）、
一
二
三–

一
二
七
頁
。

９　

三
次
市
無
形
民
俗
文
化
財
六
神
儀

　

https://w
w
w.youtube.com

/w
atch?v=m

Ic5T27Sw
co

（
二
〇
二
二
年　

　

二
月
五
日
閲
覧
）

10　

筆
者
は
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
〇
日
に
観
覧
し
た
。
な
お
、
そ
の
際
は
一

　

番
舞
・
二
番
舞
・
サ
ン
バ
・
悪
魔
払
い
・
鬼
退
治
・
豆
撒
き
の
順
で
行
わ
れ
た
。

　

聞
き
取
り
な
ど
か
ら
、
悪
魔
払
い
が
先
で
サ
ン
バ
が
後
と
い
う
の
が
本
来
の

　

順
序
で
あ
る
と
判
明
し
た
の
で
、
本
稿
の
次
第
で
は
そ
れ
に
従
っ
て
記
載
し

　

た
。

11　

立
畑
春
夫
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。
二
代
目
の
面
は
志
賀
神
社
の
拝

　

殿
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
初
代
の
面
は
社
宝
と
し
て
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
た

　

が
盗
難
に
あ
っ
た
と
い
う
。

12　

三
村
、
前
出
（
一
九
八
八
年
）、
一
二
九
頁
。

お
い
て
広
く
見
ら
れ
る
。
同
じ
く
二
番
舞
で
歌
わ
れ
る
「
千
早
振
る
神
に
う

ち
む
き
幣
捧
げ
申
す
祈
り
も
叶
わ
ざ
る
ま
い
」
は
、
前
の
歌
と
比
較
す
る
と

類
似
性
は
高
く
な
い
が
、
近
い
神
歌
は
広
域
に
分
布
し
て
お
り
、
類
型
の
一

つ
と　

判
断
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
一
番
舞
の
「
京
都
に
来
け
し
や

も
も
坂
や
八
坂
を
越
し
て
御
前
に
参
ろ
う
や
」
は
、
筆
者
の
調
査
し
た
範
囲

で
は
類
似
し
た
神
歌
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。「
京
都
」「
八
坂
」「
御
前
に
参

ろ
う
」
な
ど
か
ら
、
八
坂
神
社
や
ス
サ
ノ
オ
な
ど
が
連
想
さ
れ
、
そ
れ
に
関

係
し
た
神
歌
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。

13　

三
村
、
前
出
（
一
九
九
二
年
）、
二
一
頁
。

14　

三
村
、
前
出
（
一
九
八
八
年
）、
一
二
三
頁
。

15　

各
言
い
立
て
・
神
歌
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
一
番
舞
で

の
「
入
り
ま
し
や
」
は
「
入
申
す
」
や
「
入
申
し
や
」
な
ど
の
転
訛
と
推
定

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
備
後
や
出
雲
の
神
楽
に
お
い
て
、
儀
式
舞
な
ど
で
度
々

唱
え
ら
れ
る
文
句
で
あ
る
。
二
番
舞
の
「
幣
を
立
て
こ
こ
は
高
天
原
な
れ
ど

集
ま
り
た
ま
え
や
四
方
の
神
々
」
も
ま
た
、
同
様
の
神
歌
が
備
後
や
出
雲
に

16　

梅
野
光
興
「
荒
平
・
ダ
イ
バ
・
山
の
神
：
中
四
国
の
神
楽
の
鬼
の
舞
い
」（
島

根
県
教
育
庁
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
『
中
国
地
方
各
地
の
神
楽
比
較
研
究
』

島
根
県
教
育
庁
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
松
江
、
二
〇
〇
九
年
）
三
一–

六
八

頁
17　

梅
野
、
前
出
（
二
〇
〇
九
年
）。

18　

正
確
に
は
、
備
後
神
楽
の
悪
魔
払
い
で
は
、「
キ
リ
キ
リ
舞
」
と
呼
ば
れ
る

高
速
回
転
の
舞
は
あ
る
が
、
前
転/

後
転
と
い
う
動
き
は
な
い
。
た
だ
し
、

折
敷
舞
で
は
前
転
な
ど
の
技
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
比
婆
荒
神
神
楽
に

は
悪
魔
払
い
（
猿
田
彦
の
舞
）
の
後
段
、
い
わ
ゆ
る
「
長
刀
猿
田
」
に
曲
芸

的
な
動
き
が
あ
る
。

19　

山
路
興
造
「「
佐
陀
神
能
」
再
考 : 

「
佐
陀
神
能
」
は
慶
長
期
以
降
の
改
革

　

神
楽
で
あ
る
」（『
民
俗
芸
能
研
究
』
民
俗
芸
能
学
会
、六
七
号
、二
〇
一
九
年
）

　

一
〇
三–

一
〇
五
頁
。

20　

石
塚
尊
俊
「
出
雲
・
石
見
の
神
楽
」（『
里
神
楽
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』　

　

岩
田
書
院
、
東
京
、
二
〇
〇
五
年
、
三
八
三
頁
）
二
八
一–

二
八
八
頁
。

21　

次
の
書
籍
等
に
収
載
さ
れ
た
史
料
に
よ
る
：
東
城
町
教
育
委
員
会
編
『
重

要
無
形
民
俗
文
化
財　

比
婆
荒
神
神
楽
』（
東
城
町
文
化
財
協
会
、
東
城
、

一
九
八
二
年
、
八
四
一
頁
）、
牛
尾
三
千
夫
「
備
後
比
婆
荒
神
神
楽
本
」（
芸

能
史
研
究
会
編
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
第
一
巻　

神
楽
・
舞
楽
』
三
一
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書
房
、
東
京
、
一
九
七
四
年
、xxvi+

七
四
四
頁
）
五
一–

八
〇
頁
、
田
中
重

雄
『
備
後
神
楽　

―
甲
奴
郡
・
世
羅
郡
を
中
心
に
―
』（
八
幡
神
社
、
上
下
、

二
〇
〇
〇
年
、
二
九
九
頁
）。

30　

難
波
宗
朋
「
八
幡
の
能
」（
東
城
町
教
育
委
員
会
編
、
前
出
、
一
九
八
二
年
）

　

三
五
七–

三
六
五
頁
。
比
和
町
立
自
然
博
物
館
『
比
婆
斎
庭
神
楽
展　

図
録
』

　
（
比
和
町
立
自
然
博
物
館
、
比
和
、
一
九
九
三
年
）。

31　

中
上　

明
「
神
楽
能
「
十
羅
」・「
日
御
碕
」
に
つ
い
て
」（『
山
陰
民
俗
研
究
』

　

山
陰
民
俗
学
会
、
九
号
、
二
〇
〇
四
年
）
五
〇–

七
三
頁
。

32　

岩
田　

勝
「
戸
宇
杤
木
家
神
楽
関
係
文
書
」（
東
城
町
教
育
委
員
会
編
、
前

　

出
、
一
九
八
二
年
）
五
二
七–

七
八
六
頁
。

33　

中
上
、
前
出
（
二
〇
〇
四
年
）、
六
六
頁
。

34　

石
塚
尊
俊
「
出
雲
市
内
の
神
楽
」（『
出
雲
市
民
文
庫
一
七　

出
雲
神
楽
』　

　

出
雲
市
教
育
委
員
会
、出
雲
、二
〇
〇
一
年
、二
七
一
頁
）一
六
九–

一
七
〇
頁
。

35　

三
村
、前
出
（
一
九
八
八
年
）、一
三
〇–

一
三
一
頁
。
同
、前
出
（
一
九
九
二

　

年
）、
二
八
頁
。

36　

三
村
、
前
出
（
一
九
八
八
年
）、
一
三
〇–

一
三
一
頁
。

37　

三
村
、
前
出
（
一
九
九
二
年
）、
二
四–

二
八
頁
。

38　

岩
田
、
前
出
（
一
九
八
二
年
）、
五
三
三
頁
。

39　

岩
田
、
前
出
（
一
九
八
二
年
）、
五
三
三
頁
。

40　

宮
嶋
隆
輔
「
呪
師
の
芸
能
と
神
楽
―
―
備
前
一
宮
祭
礼
を
中
心
に
」（
山
本

陀
神
能
保
持
者
会
、鹿
島
、一
九
七
九
年
、二
三
二
頁
）
一
五
七–

一
八
七
頁
。

島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
『
大
原
神
職
神
楽
』（
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン

タ
ー
、
松
江
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
二
七
頁
）、
同
『
見
々
久
神
楽
』（
島
根
県

古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
松
江
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
四
頁
）。
石
塚
尊
俊
「
詞

章
」（『
槻
之
屋
神
楽
』
槻
之
屋
神
楽
保
存
会
、木
次
、一
九
八
〇
年
、七
四
頁
）

三
一–

六
三
頁
。
勝
部
月
子「
出　

雲
神
代
神
楽
之
巻
」（『
出
雲
神
楽
の
世
界
：

神
事
舞
の
形
成
』
慶
友
社
、
東
京
、　

二
〇
〇
九
年
、
二
五
九
頁
）
一
八
八–

二
二
九
頁
。

23　

え
び
す
信
仰
事
典
編
集
部
「
え
び
す
舞
と
風
流
」（
吉
井
良
隆
編
『
え
び
す

　

信
仰
事
典
』
戎
光
祥
出
版
、東
京
、一
九
九
九
年
、四
二
二
頁
）
四
六–

四
九
頁
。

24　

宮
嶋
隆
輔
氏
、
私
信
（
二
〇
二
二
年
二
月
一
二
日
付
け
E
メ
ー
ル
）。

25　

池
田
広
司
・
北
原
保
雄
「
夷
の
風
流
」（『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究　

　

本
文
篇　

下
』
表
現
社
、
東
京
、
一
九
八
三
年
、
三
二
九
頁
）
二
八
〇
頁
。

26　
「
志
賀
神
社
」（
広
島
県
神
社
誌
編
纂
委
員
会
編
『
広
島
県
神
社
誌
』
広
島

　

県
神
社
庁
、
広
島
、
一
九
九
四
年
、
一
五
三
九
頁
）
九
九
三
頁
。

27　
「
上
志
和
地
村
」（
下
中
邦
彦
編
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
五
巻　

広

ひ
ろ
子
・
松
尾
恒
一
・
福
田
晃
（
編
）『
神
楽
の
中
世: 

宗
教
芸
能
の
地
平
へ
』

三
弥
井
書
店
、
東
京
、
二
〇
二
一
年
、
三
九
二
頁
）
一
九
九–

一
九
八
頁
。

41　

宮
嶋
、
前
出
（
二
〇
二
一
年
）。

42　

三
村
、
前
出
（
一
九
九
二
年
）、
二
八
頁
。

43　

三
村
、
前
出
（
一
九
九
二
年
）、
二
七
、二
九
頁
。「
N
資
料
」
に
つ
い
て
の
、

著
者
の
説
明
（
註
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
現
存
し
な

い
が『
六
神
儀
』の
よ
う
な
神
楽
能
の
源
泉
と
な
っ
た
伝
承
資
料
を「
N
資
料
」

と
呼
ん
で
い
る
」。

22　

石
塚
尊
俊
「
神
歌
・
詞
章
」（『
重
要
無
形
民
俗
文
化
財　

佐
陀
神
能
』
佐

島
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
東
京
、
一
九
八
二
年
、
九
二
五
頁
）
一
八
四–

一
八
三
頁
。

28　

渡
辺
友
千
代「
八
幡
／
矢
旗
」（
石
塚
尊
俊
監
修「
保
存
版　

島
根
県
の
神
楽
」

郷
土
出
版
社
、名
古
屋
、二
〇
〇
三
年
、一
六
七
頁
）
七
一
頁
。
篠
原
實
編
『
校

訂
石
見
神
楽
台
本
』（
復
刻
版
）（
細
川
神
楽
衣
装
店
、
浜
田
、
一
九
八
一
年
、

二
三
六
頁
）。

29　

中
上　

明
「
武
の
内
／
皇
后
／
三
韓
」（
石
塚
監
修
、前
出
（
二
〇
〇
三
年
））

　

七
三
頁
。

44　

三
村
、
前
出
（
一
九
九
二
年
）、
二
四
頁
。

45　

三
村
、
前
出
（
一
九
九
二
年
）、
二
八
頁
。



− 83−

46　

三
村
、
前
出
（
一
九
九
二
年
）、
二
八
頁
。

47　

中
世
に
お
い
て
神
楽
を
含
む
祭
祀
は
両
部
神
道
の
法
儀
に
従
っ
て
演
じ
ら

56　

中
上
、
前
出
（
二
〇
〇
四
）、
六
八–

六
九
頁
。

57　

石
塚
、
前
出
（
二
〇
〇
一
）
六
三
頁
。

58　

岩
田
、
前
出
（
一
九
八
二
年
）、
五
三
七
頁
。
な
お
、「
ノ
ウ
ノ
本
」
は
「
延

　

れ
た
と
考
え
ら
れ〈
福
田
晃「
法
者
神
楽
の
法
脈
―
甲
賀
・
油
日
神
社
、対
馬
・

八
幡
宮
、
豊
後
・
柞
原
八
幡
宮
」（
山
本
ひ
ろ
子
他
編
、
前
出
、
二
〇
二
一

年
）94
頁
〉。
ま
た
、
各
地
の
在
郷
法
者
・
社
人
も
諸
国
一
宮
に
よ
っ
て
統

率
・
支
配
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
神
社
の
祭
礼
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
か
ら

（
宮
嶋
、
前
出
、
二
〇
二
一
年
）、
定
住
し
た
法
者
な
ど
が
六
神
儀
の
形
成
に

関
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
間
違
い
な
く
中
世
神
道
の
要
素
が
付
与
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、三
村
自
身
が
考
察
を
加
え
て
い
る「
第
六
天
の
魔
王
」

が
登
場
す
る
こ
と
自
体
が
、
六
神
儀
が
中
世
神
道
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
第
六
天
魔
王
は
中
世
神
話
に
頻
繁
に
登
場
す
る
存
在

で
あ
る
。
山
本
ひ
ろ
子
『
中
世
神
話
』（
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
九
八
年
、

二
一
五
頁
）
に
詳
し
い
。
た
だ
し
、
第
六
天
魔
王
は
現
行
の
「
八
幡
」
な
ど

の
演
目
に
も
登
場
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
か
ら
影
響
を
受
け
て
、
取
り
込
ま
れ

た
可
能
性
も
あ
る
。

48　

以
下
、
過
去
の
神
社
鎮
座
地
の
ヨ
ミ
は
立
畑
氏
に
よ
る
。

49　

広
島
県
神
社
誌
編
纂
委
員
会
編
、
前
出
（
一
九
九
四
年
）、
九
九
三
頁
。
志

　

賀
神
社
境
内
の
由
緒
説
明
看
板
。

50　
『
復
刻　

芸
藩
通
志　

第
三
巻
』（
芸
藩
通
志
刊
行
会
、
八
本
松
、

宝
八
年
神
楽
能
本
」
よ
り
も
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
正

確
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

59　

岩
田
勝
「
神
道
諸
神
能
記
」（『
郷
土
』
西
城
町
郷
土
研
究
会
、
四
五
号
、　

一
九
八
九
年
）
三
七–

五
〇
頁
、
同
「
神
道
諸
神
能
記　

巻
二
」（
同
、
四
六

号
、
一
九
八
九
年
）
二
二–

三
四
頁
。

60　
「
花
山
院
耕
雲
筆
日
御
崎
社
修
造
勧
進
状
」（
神
道
大
系
編
纂
会
編
『
神
道

大
系　

神
社
編
三
六　

出
雲
・
石
見
・
隠
岐
』
神
道
大
系
編
纂
会
、
東
京
、

一
九
八
三
年
、
三
六+

五
七
九
頁
）
三–

四
頁
。

61　

中
上
、
前
出
（
二
〇
〇
四
）、
六
八–

六
九
頁
。

62　

岩
田
勝
「
十
ラ
セ
ツ
キ
ナ
ツ
キ
」（『
神
楽
源
流
考
』
名
著
出
版
、
大
阪
、　

　

一
九
八
三
年
、
五
五
八
頁
）
五
一
六
頁
。

63　

岩
田
、
前
出
（
一
九
八
二
年
）、
五
九
七
、六
〇
九
頁
。
本
田
安
次
「
佐
陀

　

神
能
和
田
本
」　
（
芸
能
史
研
究
会
編
、
前
出
、
一
九
七
四
年
）
七
一
頁
。

64　

中
上
、
前
出
（
二
〇
〇
四
）、
五
二
頁
。

65　

岩
田
、
前
出
（
一
九
八
三
年
）
五
一
六–

五
一
七
頁
。
中
上
、
前
出　
　

　
（
二
〇
〇
四
）、
五
四
頁
。

66　
「
御
崎
」（
中
山
泰
昌
編
『
日
本
文
学
大
系
：
校
註　

第
二
一
巻
』
誠
文
堂
、

一
九
六
三
年
）　

三
六
七
頁
。元
本
の
成
立
は
文
政
八
年（
一
八
二
五
）で
あ
る
。

51　

志
賀
神
社
境
内
の
由
緒
説
明
看
板
に
よ
る
。

52　

広
島
県
神
社
誌
編
纂
委
員
会
編
、
前
出
（
一
九
九
四
年
）、
九
九
三
頁
。

53　

石
塚
、
前
出
（
二
〇
〇
五
年
）、
二
八
一–

二
八
八
頁
。

54　

山
路
、
前
出
（
二
〇
一
九
年
）、
八
三–

一
一
〇
頁
。
岡
宏
三
「
佐
陀
神
能

　

を
め
ぐ
る
宗
教
者
と
祭
祀
：
神
能
成
立
の
過
程
を
中
心
に
」（
山
本
ひ
ろ
子
他

　

編
、
前
出
、
二
〇
二
一
年
）
四
二–

六
四
頁
。

55　

石
塚
尊
俊
「
出
雲
神
楽
に
お
け
る
見
々
久
神
楽
」（
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン

　

タ
ー
編
、
前
掲
書
）
五
九–

六
六
頁
。

東
京
、
一
九
三
二
年
）
七
七
〇–

七
七
五
頁
。「
御
崎
（
異
本
）」（
田
中
允
編

『
未
刊
謡　

曲
集　

続
一
四
（
古
典
文
庫
第
五
七
一
冊
）』
古
典
文
庫
、
東
京
、

一
九
九
四
年
、
四
六
四
頁
）
一
九
二–

二
〇
四
頁
。

67　

中
上
、
前
出
（
二
〇
〇
四
）、
五
二
頁
。

68　

山
路
興
造
「
隠
岐
神
楽
歌
集
」（
芸
能
史
研
究
会
編
、
前
出
、
一
九
七
四
年
）

　

九
一
頁
、　

中
上
、
前
出
（
二
〇
〇
四
）、
六
〇
頁
。

69　

中
山
編
、
前
出
（
一
九
三
二
年
）。
田
中
允
編
、
前
出
（
一
九
九
四
年
）。
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70　
「
十
羅
／
日
御
碕
」
系
の
演
目
を
収
載
し
た
神
楽
能
本
で
は
最
古
の
杤
木
能

本
で
は「
一
万
五
千
」と
あ
る
が
、「
御
崎
」の
詞
章
か
ら
推
測
す
る
に「
八
万
四
千
」

が
本
来
で
あ
り
、「
一
万
五
千
」
は
伝
播
の
過
程
で
訛
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

71　

石
塚
、
前
出
（
二
〇
〇
一
）
五
九
頁
。
鈴
木
昂
太
「
広
島
県
の
神
楽
が
経

　

験
し
た
近
代
―
政
治
・
民
俗
学
・
国
家
神
道
―
」（『
民
俗
芸
能
研
究
』
民
俗

　

芸
能
学
会
、
東
京
、
二
〇
一
七
年
）
二
九–

三
〇
頁
。
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庄
原
市
東
本
町
）


