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一
、
は
じ
め
に

　

そ
も
そ
も
「
神
遊
び
」
と
は
何
な
の
か
。

　

こ
の
場
合
の
「
遊
び
」
は
、
も
ち
ろ
ん
鬼
ご
っ
こ
や
ま
ま
ご
と
の
た
ぐ
い
で

は
な
く
て
、
歌
や
囃
子
・
舞
踊
の
こ
と
。
す
な
わ
ち
、「
神
遊
び
」
と
は
神
に

捧
げ
る
芸
能
と
い
う
の
が
一
般
的
理
解
で
あ
る
。
通
常
、
そ
れ
は
「
神
楽
」
と

称
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
神
遊
び
」と「
神
楽
」は
同
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
広
辞
苑
』は
そ
の
解
釈
の
典
型
事
例
。
ず
ば
り「
神か
ぐ
ら楽
に
同
じ
」と
明
言
し
、

『
古
今
和
歌
集
』「
神
あ
そ
び
の
う
た
」
を
用
例
に
あ
げ
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
神
遊
び
」
と
「
神
楽
」
は
完
全
に
同
義
な
の
か
。
重
な
る
部
分

が
多
い
に
し
て
も
、
一
〇
〇
㌫
同
じ
な
の
か
と
い
う
点
は
、
考
え
て
み
る
余
地

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　
「
神
楽
」
は
、
ま
さ
に
神
に
捧
げ
る
芸
能
で
あ
り
、
基
本
的
に
奉
納
と
い
う

意
識
が
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
神
は
そ
の
芸
能
を
見
る
側
、
観
客
の
よ
う
な
存

在
、
つ
ま
り
第
三
者
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
神
遊
び
」
と
い
う
と
き
は
、「
神
が
遊
ぶ
」
ま
た
は
「
神
と
遊
ぶ
」

と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
場
合
、「
神
遊
び
」
の
神
は
第
三

者
で
は
な
く
て
共
に
楽
し
む
存
在
、
す
な
わ
ち
共
演
者
ま
た
は
同
伴
者
的
存
在

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
解
釈
を
い
ち
お
う
仮
説
と
し
て
お
く
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
仮
説
を
前
提
と
し
て
、「
神
遊
び
」
に
つ
い
て
考
察
を
め

ぐ
ら
す
。
の
ち
に
列
挙
す
る
よ
う
に
、
日
本
の
祭
礼
に
は
、
そ
の
上
演
の
場
に

闖
入
・
混
入
す
る
「
異
物
」
の
存
在
が
あ
る
。
そ
の
「
異
物
」
に
よ
っ
て
「
神

遊
び
」
の
本
質
を
考
え
、
日
本
人
の
特
異
な
信
仰
心
に
説
き
及
ぼ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
折
口
信
夫
は
、「「
神
遊
」
は
、
神
聖
な
鎮
魂
舞
踊
と
か
、
或
は

神
自
ら
行
ふ
舞ア
ソ
ビ踊
と
か
言
ふ
意
味
ら
し
い
」
と
述（
１
）べ
、「
神
遊
び
と
い
ふ
の
は
、

（
中
略
）
神
自
身
の
呪
的
行
動
と
言
つ
た
意
義
と
思
ふ
」
と
説
い
て
い（
２
）る
。
つ

ま
り
、「
神
遊
び
」は
神
自
ら
の
行
い
、神
自
身
の
行
動
で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
、

神
が
主
体
と
い
う
そ
の
認
識
は
私
の
解
釈
に
近
い
。

二
、
辞
書
の
説
明

　

考
察
の
前
提
と
し
て
、
主
な
辞
書
の
説
明
を
通
覧
し
、
現
在
の
通
説
を
確
認

し
て
お
く
。

　
『
広
辞
苑
』
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

国
語
辞
典
中
、
最
大
規
模
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
五
巻
（
小
学
館
、

一
九
七
三
）
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
神
遊
び
」
考

　
　
　
　

―
異
物
を
め
ぐ
っ
て
―

林　

和
利



– 365 –

（
二
）

名古屋女子大学紀要　第61号（人文・社会）

か 

み
あ
そ
び
【
神
遊
】〔
名
〕
神
前
で
歌
舞
を
奏
し
て
神
の
心
を
慰
め
る

こ
と
。
ま
た
、
そ
の
歌
舞
。
神
楽
（
か
ぐ
ら
）。「
古
今
集
–
二
〇
」
に

は
「
神
あ
そ
び
の
う
た
」
が
十
余
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

用
例
と
し
て
、
次
の
二
点
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

　
『
小
右
記
』
永
観
二
年
一
一
月
七
日
「
有
神
遊
神
楽
等
事
」

　
『
五
社
百
首
』「
か
こ
山
の
さ
か
木
の
枝
に
に
ぎ
て
か
け
そ
の
神
あ
そ
び
お
も

ひ
こ
そ
や
れ
」

　

そ
の
他
の
辞
書
も
大
同
小
異
の
説
明
で
あ
る
が
、
用
例
は
さ
す
が
に
そ
れ
ぞ

れ
独
自
の
も
の
を
挙
げ
て
い
て
、『
大
辞
林
』（
三
省
堂
、一
九
八
八
）は
謡
曲「
三

輪
」、『
大
辞
泉
』（
小
学
館
、一
九
五
五
）は「
夫
木
抄
」一
八
を
掲
出
し
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、「
神
遊
び
」
は
「
神
楽
」
と
同
義
と
す
る
の
が
多
く
の
辞
書
の

説
明
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
説
と
し
て
お
く
。
少
な
く
と
も
、
両
者
の
違
い
を
説

く
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
私
の
仮
説
は
、「
神
楽
」
の
場
合
、
神
は
第
三
者
的
な

存
在
だ
が
、「
神
遊
び
」
の
場
合
は
共
演
者
ま
た
は
同
伴
者
的
な
意
識
が
あ
る

は
ず
だ
と
す
る
認
識
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
目
で
辞
書
の
用
例
を
見
て
気
に
な
る
の
は
『
小
右
記
』
の
「
有
神

遊
神
楽
等
事
」
で
あ
る
。
読
み
下
せ
ば
、「
神
遊
び
、
神
楽
な
ど
の
こ
と
あ
り
」

と
な
る
だ
ろ
う
。「
神
遊
び
」
と
「
神
楽
」
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
両
者
が
完

全
に
同
義
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
出
せ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
並
べ
て
記

す
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
。

　
『
小
右
記
』
原
文
の
、
そ
の
前
後
は
次
の
と
お
り
。

今
日
調
楽
、
舞
人
・
陪
従
等
召
付〔
侍
〕所

前
、
有
神
遊
・
神
楽
等
事
云
々
、
内

蔵
寮
賜
侍
臣
及
舞
人
・
陪
従
等
禄
、

（『
大
日
本
古
記
録
』
小
右
記
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
）

　

二
つ
の
言
葉
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
こ

の
時
代
、
つ
ま
り
平
安
中
期
の
永
観
二
年
（
九
八
四
）
当
時
、
二
語
が
通
用
語

と
し
て
併
存
し
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
む
す
び
」

で
言
及
す
る
。

　

ま
た
、『
大
辞
林
』
が
用
例
に
挙
げ
て
い
る
謡
曲
の
「
三
輪
」
は
、
天
照
大

神
の
岩
戸
隠
れ
に
言
及
し
た
く
だ
り
で
、
次
の
よ
う
に
謡
わ
れ
る
。

八や
お
よ
ろ
ず

百
万
の
神か
み

遊あ
そ

び
、
こ
れ
ぞ
神か
ぐ
ら楽

の
、
は
じ
め
な
る

（『
謡
曲
大
観
』
第
五
巻
、
明
治
書
院
、
一
九
三
一
）

　

八
百
万
の
神
々
が
「
神
遊
び
」
を
し
た
。
神
が
自
ら
演
じ
た
と
い
う
表
現
の

例
で
あ
る
。
前
述
の
折
口
説
を
証
明
す
る
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ち
な
み
に
、
本
居
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
十
の
巻
で
、「
神
遊
び
」
は
「
神
楽
」

の
古
称
と
す
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

か
ぐ
ら
は
、
い
に
し
へ
は
、
神
あ
そ
び
と
ぞ
い
へ
る
、（
中
略
）
神
楽
と

書
る
も
、
ふ
る
く
は
か
み
あ
そ
び
と
訓ム

べ
き
、

（
日
本
思
想
大
系
『
本
居
宣
長
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
）

　

の
ち
に
引
用
す
る
折
口
信
夫
の
説
も
同
様
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
そ
の
と
お
り
で

あ
ろ
う
。
そ
の
新
旧
が
問
題
で
あ
る
。
言
葉
の
変
化
は
本
質
の
変
容
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
「
む
す
び
」
で
再
考
す
る
。
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三
、
神
懸
か
り

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
天
岩
屋
戸
神
話
。

　
『
古
事
記
』
の
記
述
に
よ
れ
は
、
天あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

宇
受
売
命
（『
日
本
書
紀
』
で
は
「
天
鈿

女
命
」）
は
岩い
わ
や
ど

屋
戸
の
前
で
「
神
懸
か
り
」
状
態
で
舞
い
踊
っ
た
と
い
う
。

…
天あ

め
の
う
ず
め
の

宇
受
売
命
、
天
の
香
山
の
天
の
日ひ
か
げ影
を
手た
す
き次
に
繋か

け
て
、
天
の
真ま
さ
き拆

を

と
か
ず
ら

為し

て
、
天
の
香
山
の
小さ

さ

ば
竹
葉
を
手た
ぐ
さ草
に
結ゆ

ひ
て
、
天
の
石い
は
や
と

屋
戸
に

汙う

気け

伏ふ

せ
て
踏ふ

み
登と

ど

ろ

こ

し

杼
呂
許
志
、
神か
む
が
か懸

り
為し

て
、
胸む
な
ち乳

を
掛か

き
出い

で
裳も
ひ
も緒

を
番ほ

と登
に
忍お

し
垂た

れ
き
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
、
に
よ
る
。

た
だ
し
漢
字
の
旧
字
体
は
現
在
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
以
下
、
他
の
文

献
引
用
に
お
い
て
も
同
様
。）

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
神
話
で
あ
る
。
歴
史
的
事
実
で
な
い
こ
と
は
、
津
田
左
右

吉
の
指
摘
以
来
、
常
識
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
が
根
も
葉
も
な
い

虚
構
と
も
言
え
な
い
。
少
な
く
と
も
宇
受
売
（
鈿
女
）
の
身
体
表
現
は
、
当
時

の
民
俗
が
、
あ
る
程
度
は
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、「
神
懸
か
り
」
状
態
に
な
っ
て
巫
女
が
踊
る
と
い
う
習
俗
が
当
時

あ
っ
た
と
判
断
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
島
根
県
の
大
元
神
楽
に
お
い
て
は
、
託

太
夫
が
綱
に
と
り
つ
い
て
神
懸
か
り
す
る
し
、
秋
田
県
保ほ
ろ
は
さ
ん

呂
羽
山
霜
月
神
楽

（
波は
う
し
わ
け

宇
志
別
神
社
霜
月
神
楽
）
の
湯
立
て
神
事
に
お
い
て
は
巫
女
が
湯
を
は
ね

上
げ
て
神
懸
か
り
状
態
に
な
る
。

　

そ
の
「
神
懸
か
り
」
に
注
目
し
た
い
。
神
懸
か
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

神
が
依
り
付
き
憑ひ
ょ
う
い依

状
態
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は

医
科
学
レ
ベ
ル
の
現
象
で
は
な
い
。信
仰
的
習
俗
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

つ
ま
り
、
巫
女
の
体
に
神
が
宿
る
（
と
信
じ
る
）
わ
け
で
、
宇
受
売
は
「
神
と

共
に
」
踊
り
狂
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
神
楽
を
演
じ
る
者
が
何
か
を
手
に
持
つ
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

榊
・
幣
み
て
ぐ
ら・
杖
・
篠さ
さ

・
弓
・
剣た
ち

・
鉾ほ
こ

。
巫
女
の
場
合
、
多
く
は
鈴
で
あ
る
が
、
宇

受
売
は
篠
を
持
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
採
り
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
依
り
代
、
つ

ま
り
神
を
招
き
寄
せ
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
神
を
招
き
寄
せ
る
の
は
、
神
が

演
技
者
に
乗
り
移
り
、
神
と
一
体
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
懸
か
り
状
態
に
な
っ
た
り
、
採
り
物
を
持
っ
て
演
じ
る
場

合
、
そ
れ
は
「
神
と
と
も
に
遊
び
、
自
ら
も
楽
し
む
」
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
前
述
し
た
私
の
仮
説
に
よ
る
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
「
神
遊
び
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
神
楽
が
常
に
そ
う
い
う
形
で
演
じ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
採
り

物
も
持
た
ず
、
神
懸
か
り
に
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
三
重
県
桑
名
市
太
夫
町

を
本
拠
と
し
て
各
地
を
巡
業
す
る
大
神
楽
な
ど
の
よ
う
に
、
純
粋
見
世
物
芸
と

し
て
の
神
楽
も
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
神
楽
」
の
中
に
、
神
が
共
演
者
に
な
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
神
楽
」
と
「
神
遊
び
」
が
重
な
る
の
は
大

前
提
だ
が
、
両
者
同
じ
円
で
は
な
く
て
、「
神
楽
」
の
中
に
「
神
遊
び
」
が
含

ま
れ
る
。
逆
に
言
う
な
ら
、「
神
遊
び
」
の
領
域
か
ら
は
み
出
る
「
神
楽
」
が

あ
る
と
い
う
理
解
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
、
折
口
信
夫
は
一
見
こ
れ
と
逆
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
を
言
っ

て
い（
３
）る

。
神
楽
と
言
ふ
名
は
、
近
代
で
は
、
神
事
に
関
し
た
音
楽
舞
踊
の
類
を
、
漠
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然
と
さ
す
語
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
。
さ
う
言
ふ
広
い
用
語
例
に
当
る
も

の
と
し
て
、
神カ
ミ
ア
ソ遊

び
と
言
ふ
語
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
一
体
日
本
古
代
の

遊
び
と
か
舞
ひ
と
か
言
は
れ
る
も
の
に
は
、
鎮
魂
の
意
義
が
含
ま
れ
て
ゐ

る
。「
神
遊
」
は
、
神
聖
な
鎮
魂
舞
踊
と
か
、
或
は
神
自
ら
行
ふ
舞ア
ソ
ビ踊

と

か
言
ふ
意
味
ら
し
い
の
で
あ
る
。
其
神
遊
び
の
一
種
と
し
て
、
平
安
朝
の

中
頃
か
ら
宮
廷
に
行
は
れ
始
め
た
の
が
神
楽
で
、
最
初
は
「
琴
歌
神
宴
」

と
称
し
て
、
大
嘗
祭
の
一
部
分
の
、
夜
の
行
事
か
ら
出
た
と
言
ふ
説
が
有

力
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
「
神
楽
」
は
「
神
遊
び
の
一
種
と
し
て
」
宮
廷
で
行
わ
れ
始
め
た
と
い
う
。

言
葉
の
成
立
論
か
ら
言
え
ば
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
本
居
宣

長
も
同
様
の
判
断
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
の
ち
「
神
楽
」
と
い
う
語
は
、
宮
中
の
い
わ
ゆ
る
御み
か
ぐ
ら

神
楽
の

み
な
ら
ず
、
広
く
民
間
の
神
遊
び
も
指
す
よ
う
に
な
り
、
折
口
自
身
も
言
う
よ

う
に
、「
神
楽
と
言
ふ
名
は
、
近
代
で
は
、
神
事
に
関
し
た
音
楽
舞
踊
の
類
を
、

漠
然
と
さ
す
語
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
言
う
「
神
楽
」
は
、
現
代
通

常
用
い
ら
れ
て
い
る
汎
称
と
し
て
の
「
神
楽
」
で
あ
る
。

　

汎
称
と
な
っ
た
「
神
楽
」
は
、
神
と
共
に
遊
ぶ
は
ず
の
「
神
遊
び
」
の
域
を

超
え
た
純
粋
見
世
物
芸
の
範
囲
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
私
の
認

識
で
あ
る
。

　

以
下
、
祭
礼
に
闖
入
・
混
入
す
る
「
異
物
」
を
列
挙
し
な
が
ら
、「
神
遊
び
」

の
本
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

四
、
姫
島
盆
踊
り
の
ア
バ
レ
ボ
ー

　

少
年
の
扮
す
る
「
キ
ツ
ネ
踊
」
で
知
ら
れ
る
大
分
県
東ひ
が
し
く
に
さ
き

国
東
郡
姫
島
の
盆

踊
り
は
、
旧
暦
の
七
月
十
四
日
〜
十
八
日
の
間
に
開
催
さ
れ
る
。
踊
の
種
類
に

は
、「
キ
ツ
ネ
踊
」
の
ほ
か
「
あ
や
踊
」「
太
鼓
踊
」
が
あ
る
。

　

そ
の
中
に
、「
ア
バ
レ
ボ
ー
」
と
称
す
る
奇
妙
な
闖ち
ん
に
ゅ
う
し
ゃ

入
者
の
存
在
が
あ
る
。

意
の
ま
ま
様
々
に
扮
装
し
て
踊
り
の
輪
の
中
へ
現
れ
、
暴
れ
回
る
の
で
あ
る
。

定
型
は
な
く
、
本
人
の
工
夫
で
い
か
よ
う
に
も
変
装
し
、
好
き
勝
手
な
振
る
舞

い
に
及
ぶ
。

　

こ
の
盆
踊
り
を
取
材
し
た
テ
レ
ビ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番（
４
）組
に
よ
れ
ば
、

過
去
の
は
な
は
だ
し
い
例
と
し
て
、
大
き
な
牛
を
踊
り
の
輪
の
中
へ
入
れ
て
田

植
え
の
行
事
を
演
じ
た「
ア
バ
レ
ボ
ー
」も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
映
像
に
は
、

そ
の
当
時
流
行
し
た
エ
リ
マ
キ
ト
カ
ゲ
の
格
好
を
し
た
ア
バ
レ
ボ
ー
が
収
録
さ

れ
て
い
た
。

　
「
ア
バ
レ
ボ
ー
」
に
つ
い
て
は
内
山
雅
世
「
越
軌
す
る
身
体
―
姫
島
盆
踊
り

に
お
け
る
「
伝
統
」
と
創
造
の
葛
藤
―
」
に
詳
し（
５
）い

。
そ
れ
に
は
、
ほ
か
に
次

の
よ
う
な
「
ア
バ
レ
ボ
ー
」
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

◎
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
あ
る
大
き
な
篭
に
紙
を
貼
っ
て
亀
を
作
り
、
そ
れ
に

乗
っ
て
浦
島
太
郎
の
踊
り
を
し
た
。

◎
巨
大
な
わ
ら
こ
づ
み
（
斗と
し
ゃ
く尺=

藁
を
積
み
上
げ
た
も
の
）
に
「
お
こ
」
と
い

う
松
の
木
の
先
端
を
尖
ら
せ
た
も
の
を
突
き
刺
し
て
踊
っ
た
。

◎
鬼
の
面
や
ひ
ょ
っ
と
こ
の
面
を
か
ぶ
り
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
の
玉
を
箒
で
打
ち

な
が
ら
踊
っ
た
。

◎
妊
娠
し
て
お
な
か
の
膨
れ
た
人
と
医
者
に
扮
装
し
た
人
が
、
た
ら
い
を
持
っ

て
行
っ
て
湯
を
浴
び
せ
た
。

◎
葬
式
の
し
つ
ら
え
に
変
装
し
た
。

◎
素
っ
裸
で
登
場
し
た
。

◎
蒲
団
を
背
負
っ
て
登
場
し
た
。

　

ふ
だ
ん
お
と
な
し
い
人
が
、
こ
の
踊
り
の
晩
だ
け
は
人
が
変
わ
っ
た
よ
う
に



– 362 –

（
五
）

「神遊び」考

な
る
と
い
い
、「
ア
バ
レ
ボ
ー
」
を
演
じ
る
こ
と
ほ
ど
楽
し
い
こ
と
は
な
い
と

い
う
の
が
、
地
元
の
人
の
証
言
で
あ（
６
）る

。

　

常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
正
規
の
踊
り
に
と
っ
て
そ
う
い
う
行
為
は
邪
魔
な
は

ず
で
あ
る
。
嫌
が
ら
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
な
の
に
、
な
ぜ
許
さ
れ
て
い
る

の
か
。
い
や
許
さ
れ
て
い
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
内
山
稿
に
よ
れ
ば
、「
ア
バ

レ
ボ
ー
と
は
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
役
目
を
は
た
す
も
の
で
あ
り
、
島
の
人
々
は

ア
バ
レ
ボ
ー
の
登
場
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
」
と
い
う
。

　

い
っ
た
い
、
そ
の
存
在
の
必
然
性
は
何
な
の
か
。

　

ま
じ
め
一
方
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
遊
び
心
を
交
え
る
日
本
人
の
精
神
性
と

と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
側
面
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
に
し
て
は
あ
ま
り
に
度
が
過
ぎ
る
行
為
で
あ
る
。
以
下
に
取
り
上
げ
る
よ
う

な
祭
礼
に
お
け
る
「
異
物
」
を
並
べ
て
考
え
る
と
き
、
も
っ
と
深
い
意
味
が
あ

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

唐
突
な
よ
う
だ
が
、
こ
の
「
ア
バ
レ
ボ
ー
」
こ
そ
が
「
神
遊
び
」
の
心
を
解

き
明
か
す
鍵
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
ア
バ
レ
ボ
ー
」
を
演
じ
、

そ
れ
を
許
す
心
は
、
太
古
か
ら
続
く
日
本
人
の
「
神
遊
び
」
の
心
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

盆
踊
り
が
、
年
に
一
度
里
帰
り
し
た
死
者
を
楽
し
ま
せ
る
、
あ
る
い
は
死
者

の
魂
を
あ
の
世
へ
送
り
返
す
た
め
に
演
じ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、「
ア

バ
レ
ボ
ー
」
は
、
そ
の
霊
魂
を
慰
め
、
自
ら
も
楽
し
む
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
ま
さ
に
「
神
遊
び
」
の
心
に
通
じ
る
精
神
で
あ
る
。

　

前
掲
引
用
の
折
口
説
に
よ
れ
ば
、「「
神
遊
」
は
、
神
聖
な
鎮
魂
舞
踊
」
で
あ

る
と
い
う
。
ア
バ
レ
ボ
ー
も
鎮
魂
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
よ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
演
じ
て
い
る
本
人
に
は
そ
う
い
う
明
確
な
認
識
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
当
人
に
そ
の
意
識
が
な
く
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
民
俗
の
心

意
と
い
う
も
の
は
あ
り
う
る
。

　

た
と
え
ば
、能
役
者
を
初
め
日
本
の
芸
能
者
が
舞
台
で
必
ず
扇
を
持
つ
の
は
、

前
述
し
た
採
り
物
の
一
種
で
あ
り
、
依
り
代
と
し
て
の
憑
依
効
果
の
ゆ
え
で
あ

る
は
ず
。
芸
能
の
神
を
乗
り
移
ら
せ
る
た
め
の
道
具
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

演
者
自
身
は
お
よ
そ
そ
れ
を
意
識
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
ア
バ
レ
ボ
ー
」
の
存
在
に
、
古
い
「
神
遊
び
」
の
心
が
、
無
意
識
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
見
て
お
き
た
い
。

五
、
田だ
み
ね
で
ん
が
く

峯
田
楽
の
野
次

　

田
峯
田
楽
は
、
愛
知
県
北き

た
し
た
ら

設
楽
郡
設
楽
町
田
峯
の
谷や
こ
う
さ
ん
こ
う
し
ょ
う
じ

高
山
高
勝
寺
の
祭
礼
に

演
じ
ら
れ
る
芸
能
で
あ（
７
）る

。
本
尊
の
十
一
面
観
音
（
通
称
、
田
峯
観
音
）
に
奉

納
さ
れ
る
。
本
来
旧
暦
の
正
月
十
七
日
に
演
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
二
月

十
一
日
に
催
さ
れ
て
い
る
。

　

昼
田
楽
に
始
ま
り
、
夜
田
楽
・
朝
田
楽
と
続
く
三
部
制
で
あ
る
。
方
位
固
め

の
呪し
ゅ
し師
芸
や
農
作
業
の
物
ま
ね
も
あ
れ
ば
舞
も
あ
り
、
せ
り
ふ
の
伴
う
田
楽
能

め
い
た
演
技
も
含
ま
れ
る
。

　

全
国
諸
処
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
田
楽
に
は
、
農
作
業
の
物
ま
ね
か
ら
、
曲
芸

め
い
た
も
の
、
踊
り
や
せ
り
ふ
芸
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
、

な
ぜ
そ
れ
が
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
く
く
ら
れ
る
の
か
、
奇
異
な
感
じ
が
す
る
ほ

ど
で
あ
る
。
実
は
、
田
楽
は
稲
の
豊
作
を
願
う
田
の
芸
能
か
ら
発
し
て
、
様
々

な
形
に
変
遷
・
発
展
し
て
行
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
変
遷
過
程
を
示
す
そ
れ
ぞ
れ

の
形
態
が
、
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

田
峯
田
楽
は
、
一
箇
所
で
そ
れ
ら
の
多
く
を
含
む
事
例
と
し
て
ま
こ
と
に
貴

重
な
存
在
で
あ
る
。
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
学
術

的
に
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
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そ
れ
ほ
ど
に
価
値
あ
る
民
俗
芸
能
に
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
の
田
楽
を
務
め
る

者
は
、
精し
ょ
う
じ
ん
け
っ
さ
い

進
潔
斎
し
て
準
備
を
進
め
る
。『
だ
み
ね
の
ま
つ
り　

田
楽
と
地

狂
言
』（
田
峯
家
庭
教
育
推
進
委
員
会
・
田
峯
小
学
校
父
母
教
師
会
発
行
、

一
九
九
一
）
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

田
楽
衆
の
祢ね

ぎ宜
・
羽
織
・
鳥
追
い
・
笛
吹
き
の
各
役
の
者
は
、
祭
典
当
日

ま
で
の
七
日
間
、
そ
の
他
の
田
楽
奉
仕
者
は
三
日
間
、
毎
日
水
垢
離
を
と

り
、
斎
戒
沐
浴
に
よ
り
心
身
を
清
め
家
族
と
別
火
の
生
活
を
す
る
。

　

別べ
っ
か火

と
は
、
家
族
と
煮
炊
き
の
火
を
別
に
す
る
と
い
う
こ
と
。
能
・
狂
言
で

は
「
翁
」
を
演
じ
る
者
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　

土
地
の
経
験
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
精
進
潔
斎
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

通
常
の
精
神
状
態
で
は
な
く
な
る
と
い
う
。
極
め
て
謹
厳
な
心
で
祭
の
務
め
を

遂
行
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

現
地
を
訪
れ
た
者
に
は
、
こ
の
民
俗
行
事
の
伝
統
を
継
承
す
る
地
元
の
人
た

ち
の
誠
意
と
熱
意
が
肌
で
感
じ
ら
れ
る
。
演
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
関
係
者
の

真
摯
な
姿
勢
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
謹
厳
な
雰
囲
気
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
楽
の
本
番
当
日
、

演
じ
て
い
る
人
、
ま
た
は
こ
れ
か
ら
演
じ
よ
う
と
す
る
人
に
対
し
、
か
ら
か
い

や
茶
化
し
の
声
が
飛
ぶ
。
野
次
の
一
種
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
に
見
学
し
た
と

き
に
飛
ん
だ
の
は
、「
も
っ
と
大
き
な
声
を
出
せ
」
と
か
、「
お
ま
え
が
や
れ
」

な
ど
と
い
う
声
で
あ
っ
た
。

　

周
囲
で
見
て
い
る
観
衆
か
ら
の
野
次
で
は
な
い
。
田
楽
衆
自
身
の
口
か
ら
出

て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
明
ら
か
に
酒
に
酔
っ
て
い
る
。

　

一
見
ふ
ま
じ
め
な
態
度
と
も
取
れ
る
し
、演
技
の
妨
げ
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

休
憩
時
間
に
か
な
り
酒
を
飲
ん
で
い
る
ら
し
く
、
斎
戒
沐
浴
の
精
神
は
ど
こ
へ

行
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
観
音
様
を
面
前
に
し
て
仏
罰

は
あ
た
ら
ぬ
か
と
、
よ
そ
者
は
心
配
に
も
な
る
。

　

し
か
も
、
演
技
の
場
に
い
る
仲
間
の
田
楽
衆
は
、
注
意
す
る
ど
こ
ろ
か
一
緒

に
な
っ
て
笑
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
適
度
に
反
応
し
て
い
る
。
い
や
な
顔
を
し

て
い
る
者
は
一
人
も
い
な
い
。
容
認
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ

が
当
然
と
い
う
雰
囲
気
で
、
と
も
に
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
野
次
の
中
に
、「
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
静
か
な
の
か
」
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
た
。
笑
い
の
あ
る
に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
が
本
来
の
形
だ
と
言
い
た
い
ら
し

い
。
そ
れ
で
、
そ
の
野
次
の
真
意
が
私
の
腑
に
落
ち
た
。

　

田
楽
奉
納
の
趣
旨
は
豊
作
を
は
じ
め
と
す
る
村
人
た
ち
の
幸
福
祈
願
で
あ

る
。そ
の
ご
利
益
を
得
る
た
め
に
は
観
音
様
を
楽
し
ま
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

観
音
様
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
自
ら
も
楽
し
む
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
仏
と
共

に
一
緒
に
な
っ
て
楽
し
む
。

　

神
と
仏
の
違
い
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
と
共
に
舞
い
遊
ぶ
「
神
遊
び
」
の
心

と
同
じ
で
は
な
い
か
。

　

か
つ
て
の
日
本
は
神
仏
習
合
の
国
で
あ
っ
た
。
神
仏
分
離
令
は
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
の
こ
と
。
そ
れ
以
前
は
、
仏
の
観
音
に
奉
納
す
る
芸
能
に
お
い

て
も
、
神
楽
と
同
じ
処
し
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
事
に
お
け
る
「
神

遊
び
」
の
雰
囲
気
が
残
っ
て
い
る
事
例
と
し
て
も
、
田
峯
田
楽
は
注
目
し
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。

　

前
述
し
た
姫
島
の
盆
踊
り
も
仏
事
の
一
環
で
あ
る
。
そ
れ
も
「
神
遊
び
」
の

く
く
り
で
考
え
て
よ
い
と
思
う
が
、
こ
れ
は
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

　

私
は
、
田
峯
の
田
楽
衆
の
野
次
に
よ
る
笑
い
を
聞
き
な
が
ら
、
天
岩
屋
戸
の

前
で
宇
受
売
の
裸
踊
り
を
見
て
大
笑
い
し
た
と
い
う
神
々
の
姿
を
連
想
し
て
い

た
。



– 360 –

（
七
）

「神遊び」考

六
、
花
祭
「
せ
い
と
」
の
野
次

　

同
じ
愛
知
県
北
設
楽
郡
の
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
花
祭
は
、
近
年
、
一
般

に
も
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
民
俗
芸
能
で
あ
る
。
年
末
か
ら
早
春
に
か

け
て
、
神
社
・
公
民
館
・
民
家
の
土
間
な
ど
を
舞ま
い
ど処
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
。

　

地
域
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
湯
立
て
の
儀
礼
を
基

本
と
し
て
、
撥ば
ち

の
舞
・
順
の
舞
・
一
の
舞
・
地
固
め
の
舞
・
花
の
舞
な
ど
を
経

て
、
メ
イ
ン
の
鬼
の
舞
と
な
る
。
山や
ま
み
お
に

見
鬼
に
続
い
て
榊さ
か
き
お
に鬼が
登
場
し
、
反へ
ん
ば
い閇
と

称
す
る
呪じ
ゅ
じ
ゅ
つ術的

な
足
踏
み
を
し
て
大
地
に
命
を
吹
き
込
み
、
禰ね

ぎ宜
と
問
答
を
す

る
。
こ
れ
を
「
榊
鬼
の
改
め
」
と
言
う
。

　

そ
の
問
答
の
と
き
、
見
物
人
の
中
か
ら
、
榊
鬼
に
か
ら
ん
で
「
調
子
に
乗
る

な
、
馬
鹿
野
郎
」
と
か
「
帰
れ
、
帰
れ
」
と
い
う
よ
う
な
野
次
を
飛
ば
す
者
が

現
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
様
子
が
『
大
系　

日
本
歴
史
と
芸
能
』
第
八
巻

「
修
験
と
神
楽
」（
平
凡
社
、
一
九
九
〇
）
の
映
像
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
に
映
っ
て
い
る
野
次
の
人
物
は
明
ら
か
に
酒
に
酔
っ
て
い
る
が
、
私
の

現
地
観
察
で
は
素し
ら
ふ面
に
見
え
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
榊
鬼
は
山
か
ら
下
り
て
来
た
神
様
の
は
ず
。
盤
古
大
王
（
天
地
開か
い
び
ゃ
く闢の

神
）
に
も
擬
せ
ら
れ
る
神
に
対
し
て
野
次
で
か
ら
む
と
は
何
ご
と
か
と
心
配
に

な
る
が
、
誰
も
止
め
よ
う
と
は
し
な
い
。

　

演
技
を
す
る
者
と
、
そ
れ
を
真
摯
に
見
学
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
邪

魔
な
ふ
る
ま
い
の
は
ず
で
あ
る
が
、
禰
宜
も
鬼
も
迷
惑
そ
う
な
素
振
り
は
一
切

な
い
。

　

し
か
も
、
そ
の
野
次
が
、
か
つ
て
は
は
る
か
に
盛
大
だ
っ
た
と
い
う
。
榊
問

答
の
み
な
ら
ず
、
舞
が
始
ま
る
前
の
禰
宜
の
祭
文
の
段
階
か
ら
す
で
に
、「
文

句
を
ご
ま
か
す
と
承
知
せ
ん
ぞ
」な
ど
と
、野
次
っ
た
と
い
う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、早
川
孝
太
郎『
花
祭
』（
岩
崎
美
術
社
、一
九
六
八
）に
詳
し
い
。

同
書
に
よ
れ
ば
、
そ
う
い
う
悪
態
を
つ
く
の
は
「
せ
い
と
」
と
呼
ば
れ
る
よ
そ

者
の
客
だ
と
い
う
。
た
だ
し
、
よ
そ
者
と
い
っ
て
も
、
県
外
遠
方
の
見
学
者
で

は
な
く
、
近
隣
在
郷
か
ら
や
っ
て
き
た
者
た
ち
、
い
わ
ば
常
連
客
で
あ
る
。
そ

の
名
は
、
庭
火
を
意
味
す
る
「
せ
い
と
」（
柴
燈
）
の
ま
わ
り
に
立
っ
て
い
る

か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

祭
り
の
次
第
が
進
行
し
て
、地
固
め
の
舞
か
ら
花
の
舞
に
は
い
る
頃
に
は
、

「
せ
い
と
」は
押
せ
押
せ
の
混
雑
で
、濤
の
よ
う
に
も
み
か
え
し
て
い
る
。

そ
の
中
か
ら
た
え
ず
悪
態
の
突
撃
が
つ
づ
く
。
舞
子
が
か
わ
る
た
び
に
、

そ
の
か
っ
こ
う
か
ら
舞
い
ぶ
り
ま
で
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
酷
評
を
や
る
。
や

れ
そ
の
腰
付
は
ど
う
し
た
の
、そ
ん
な
手
振
り
じ
ゃ
嬶
が
嘆
く
だ
ろ
の
と
、

か
り
に
激
励
と
し
て
も
、
は
る
か
に
度
を
こ
え
た
文
句
で
あ
る
。
そ
う
か

と
思
う
と
、
ふ
っ
と
気
が
か
わ
っ
て
「
や
あ
れ
舞
っ
た
よ
う
舞
っ
た
」
と

は
や
し
立
て
て
、
一
緒
に
舞
子
の
中
へ
と
び
だ
し
て
、
お
ど
り
か
つ
舞
う

の
で
あ
る
。（
中
略
）
鬼
に
対
す
る
評
で
、ほ
と
ん
ど
き
ま
り
文
句
に
な
っ

て
い
る
の
は
、「
お
そ
ろ
し
く
赤
い
面
だ
な
」
と
か
「
え
ら
く
鼻
の
高
い

奴
じ
ゃ
な
い
か
」
な
ど
と
、
わ
ざ
と
の
ぞ
き
こ
ん
だ
り
し
て
、
感
心
し
た

り
さ
も
お
ど
ろ
い
た
ふ
り
を
す
る
。

　
「
村
方
と
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
手
を
や
く
こ
と
も
あ
る
が
、
け
っ
し
て
こ
れ
に

制
裁
は
加
え
な
い
」
と
い
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
か
え
っ
て
大
切
」
と
い
う
評

価
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
う
い
う
野
次
を
飛
ば
す
「
せ
い
と
」
は
、
ふ
だ
ん
は
ろ
く
ろ
く
口

も
聞
か
な
い
む
っ
つ
り
し
た
青
年
で
あ
っ
た
り
、
祭
り
の
前
後
に
お
い
て
は
別

人
の
よ
う
だ
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
面
白
い
。
姫
島
盆
踊
り
の
「
ア
バ
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レ
ボ
ー
」
と
共
通
す
る
現
象
で
あ
る
。

　

ま
た
、
野
次
の
効
果
と
い
う
点
で
は
、
前
述
し
た
田
峯
田
楽
の
野
次
も
同
様

の
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
愛
知
県
北
設
楽
郡
の
中
で
あ
っ

て
、
距
離
が
近
い
と
い
う
の
も
、
両
者
の
関
連
性
・
近
似
性
を
思
わ
せ
る
。

　

た
だ
し
、
田
峯
田
楽
の
場
合
は
演
者
自
ら
の
行
為
で
あ
っ
た
。
花
祭
の
場
合

は
演
者
で
は
な
く
、
座
を
共
に
す
る
見
物
人
が
一
緒
に
な
っ
て
盛
り
上
げ
て
い

る
と
こ
ろ
に
相
違
が
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
と
共
に
楽
し
む
と
い
う
意
味
で
、
や
は
り
こ
れ
も
「
神

遊
び
」
の
心
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
花
祭
に
お
け
る
野
次
に
つ
い
て
は
、
民
俗
芸
能
研
究
の
権
威
、
本
田

安
次
も
注
目
し
て
い
る
。「
悪
口
者
と
道
化
と
」
と
い
う
一（
８
）文

の
中
で
、「
主
と

し
て
は
や
は
り
、
舞
子
の
舞
ひ
振
り
や
、
楽
人
禰
宜
た
ち
の
様
子
な
ど
を
種
々

あ
げ
つ
ら
ふ
。（
中
略
）こ
の
邪
魔
を
、当
事
者
達
は
怒
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

や
は
り
好
意
あ
る
邪
魔
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

　

そ
の
本
田
稿
に
は
、
こ
れ
に
類
す
る
「
好
意
あ
る
悪
口
者
」
と
し
て
、
平
泉

毛
越
寺
の
摩
多
羅
神
祭
に
お
い
て
、
修
法
の
僧
た
ち
に
対
し
、
か
つ
て
盛
ん
に

悪
口
を
放
っ
て
い
た
若
者
た
ち
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

七
、
高た
か
ち
ほ
か
ぐ
ら

千
穂
神
楽
の
「
神
楽
せ
り
」

　

宮
崎
県
西に

し
う
す
き

臼
杵
郡
高
千
穂
町
に
伝
わ
る
高
千
穂
神
楽
は
一
晩
徹
し
て
舞
わ
れ

る
の
で
、
単
に
「
夜よ
か
ぐ
ら

神
楽
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
十
二
月
下
旬
か
ら
一
月
中
旬
に

か
け
て
町
内
の
各
部
落
で
行
わ
れ
る
。
一
軒
の
民
家
が
神
楽
宿
に
選
ば
れ
、
そ

の
一ひ
と
ま間

に
神ひ
も
ろ
ぎ籬

を
設
け
て
飾
り
つ
け
、
そ
こ
が
演
技
の
場
所
と
な
る
。

　
「
彦ひ
こ
ま
い舞

」
に
始
ま
り
、「
杉す
ぎ
の
ぼ
り登

」「
御ご
し
ん
た
い

神
体
」「
七し
ち
き
じ
ん

貴
神
」「
手た
ぢ
か
ら
お
の
み
こ
と

力
男
命
」

「
鈿う
ず
め
の
み
こ
と

女
命
」「
戸と
と
り取

」「
弓ゆ
み
し
ょ
う
ご

正
護
」「
岩い
わ
く
ぐ
り潜」

な
ど
三
十
三
番
の
曲
目
が
次
々
に

演
じ
ら
れ
る
。

　

そ
の
途
中
、
真
夜
中
に
突
然
「
神か
ぐ
ら楽

せ
り
」
と
称
す
る
も
の
が
始
ま
る
。
見

物
人
の
中
の
若
い
衆
が
五
、六
人
、
屋
外
に
出
て
、
肩
を
組
み
お
し
く
ら
ま
ん

じ
ゅ
う
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
。
一
見
、
何
事
か
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
酔
っ

払
い
の
戯
れ
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、そ
れ
が
旧
来
の
慣
わ
し
で
あ
る
こ
と
は
、

「
神
楽
せ
り
」
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
神
楽
を
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
放
送
し
た
テ
レ
ビ
番（
９
）組
が
あ
っ
た
。
そ
の
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
務
め
た
女
優
の
杉
村
春
子
は
、「
神
楽
せ
り
」
に
対
し
、
次
の

よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
。

神
と
遊
ぶ
の
は
舞
い
手
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
見
物
に
訪
れ
た
里
人

た
ち
も
一
緒
に
な
っ
て
神
楽
を
盛
り
立
て
ま
す
。

　

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
原
稿
に
書
か
れ
て
い
た
の
を
読
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
に
し
て

も
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
は
「
神
遊
び
」
の
心
を
い
み
じ
く
も
言
い
当
て
て
い
る
。

　
「
神
遊
び
」
の
本
義
が
「
神
と
と
も
に
楽
し
み
遊
ぶ
」
こ
と
で
あ
る
と
す
る

な
ら
、
演
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
見
物
人
も
加
わ
っ
て
よ
い

道
理
で
あ
る
。
前
項
の
花
祭
り
の
野
次
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
ぐ
い
で
あ
る
が
、

高
千
穂
神
楽
の
「
神
楽
せ
り
」
も
、
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。

八
、
久く
め
ま
い

米
舞
の
滑
稽
な
歌
詞

　

久
米
舞
と
は
宮
中
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
る
楽
舞
で
、
近
代
で
は
天
皇
の
即
位

礼
に
お
い
て
演
じ
ら
れ
る
。
最
も
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
平
成
の
今
上
天
皇
即
位

に
際
し
て
演
じ
ら
れ
、
そ
の
記
録
映
像
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
さ
れ
）
₁₀
（

た
。

　

白
鳳
時
代
ま
た
は
奈
良
時
代
、
も
と
久く

め

べ
米
部
が
歌
っ
た
と
い
う
久
米
歌
に
、
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笛
と
和
琴
の
伴
奏
と
舞
を
付
け
て
宮
中
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
伝
え
ら
れ
る
。
室
町
時
代
に
い
っ
た
ん
断
絶
し
た
が
、
江
戸
後
期
の

一
八
一
八
年
（
文
政
元
）、
仁に
ん
こ
う孝

天
皇
即
位
の
時
に
古
い
楽
譜
に
よ
っ
て
再
興

さ
れ
、
現
在
に
及
ん
で
い
る
。

　

そ
の
久
米
歌
の
「
揚あ
げ
び
ょ
う
し

拍
子
」
と
い
う
中
心
的
な
部
分
に
滑
稽
な
内
容
の
歌
詞

が
あ
る
。

前こ
な
み妻
が　

肴な

こ乞
は
さ
ば　

立た
ち
そ
ば

稜
麦
の　

実み

の
無な

け
く
を　

幾こ
き
し
ひ

多
聶
ゑ
ね

後う
は
な
り妻
が　

肴な

こ乞
は
さ
ば　

斎い
ち
さ
か
き

賢
木　

実み

の
多お
ほ

け
く
を　

幾こ
き
だ
ひ

多
聶
ゑ
ね

（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
）

　
「
古
女
房
が
食
べ
物
を
ほ
し
い
と
言
っ
た
ら
、
ソ
バ
の
木
の
あ
ま
り
実
の
無

い
の
を
与
え
な
さ
い
。
か
わ
い
い
若
女
房
が
食
べ
物
を
ほ
し
い
と
言
っ
た
ら
、

た
っ
ぷ
り
実
の
な
っ
て
い
る
の
を
た
く
さ
ん
与
え
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。

　

現
代
感
覚
な
ら
セ
ク
ハ
ラ
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
。
古
代
で
も
ぶ
し
つ

け
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
か
ろ
う
。
そ
れ
を
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
天
皇
即

位
礼
で
歌
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
許
さ
れ
て
い
る
不
思

議
さ
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

通
常
の
女
性
は
気
分
を
害
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
男
性
の
場
合
は
内

心
ニ
ヤ
ッ
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
昔
の
大
ら
か
な
男
性
社
会
に
お
い
て
は
笑

い
を
誘
う
歌
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
さ
か
厳
粛
な
天
皇
即
位
の
儀
式
で
に
や
け
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
本

来
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
宮
中
の
儀
式
と
い

う
厳
粛
な
場
に
お
い
て
も
笑
い
の
要
素
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

古
代
の
政
治
は
「
ま
つ
り
ご
と
」
す
な
わ
ち
、「
祭
り
事
・
祀
り
事
」
で
あ
っ

た
。
神
を
意
識
し
た
儀
式
的
要
素
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。「
久
米
歌
」
は
そ

う
い
う
場
に
お
け
る
笑
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

神
事
的
儀
式
の
場
に
滑
稽
味
を
与
え
る
の
は
、神
と
共
に
楽
し
む「
神
遊
び
」

の
心
に
通
じ
る
。
神
事
・
祭
礼
の
場
に
お
け
る
滑
稽
味
・
笑
い
の
意
義
。
久
米

歌
の
歌
詞
は
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

九
、
ご
利
益
実
現
の
笑
い

　

神
仏
の
加
護
を
願
う
祈
り
の
場
に
お
い
て
、
日
本
人
は
笑
い
の
要
素
を
大
切

に
し
て
き
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
上
品
な
笑
い
と
は
限
ら
な
い
。
現
代
的
感
覚

で
は
、
む
し
ろ
卑
猥
あ
る
い
は
不
道
徳
と
さ
え
思
え
る
よ
う
な
笑
い
さ
え
も
含

ま
れ
る
。

　

そ
の
嚆
矢
は
、
や
は
り
天あ
ま
の
い
わ
や
ど

岩
屋
戸
の
前
に
お
け
る
神
々
の
笑
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
古
事
記
』
に
は
、
前
掲
、
宇
受
売
（
鈿
女
）
の
神
懸
か
り
半
裸
舞
踊
の
叙

述
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

爾
に
高
天
の
原
動と
よ

み
て
、
八
百
万
の
神
共と
も

に
咲わ
ら

ひ
き
。

　

裸
身
を
見
せ
る
宇
受
売
の
滑
稽
な
舞
踊
を
見
て
い
た
神
様
た
ち
は
腹
を
抱
え

て
大
笑
い
し
た
。
そ
の
声
は
天
地
に
と
ど
ろ
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
神
々
の
笑
い
を
岩
屋
戸
の
中
で
聞
い
た
天
照
大
神
が
不
審
に
思
っ
て
岩

の
扉
を
少
し
開
け
、
田
力
男
命
に
よ
っ
て
全
開
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
天
照

は
外
へ
引
き
出
さ
れ
、
暗
黒
の
夜
は
再
び
明
る
く
な
っ
た
。
要
す
る
に
、
神
に

対
す
る
願
い
事
は
笑
い
に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
い
う
信
仰
の
神
話
化
で
あ
ろ
う
。

　
「
笑
う
門
に
は
福
来
る
」と
い
う
。
ご
利
益
の
実
現
に
は
笑
い
が
必
要
だ
と
、

日
本
人
は
古
来
、
考
え
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
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神
と
共
に
楽
し
み
遊
ぶ
心
、
そ
れ
が
祭
礼
や
信
仰
芸
能
の
場
に
お
け
る
笑
い

を
生
み
出
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
笑
い
は
敬け
い
け
ん虔

さ
と
は
異
質
の
、
庶
民

的
な
娯
楽
的
感
覚
の
滑
稽
さ
だ
っ
た
。
冷
や
か
し
や
か
ら
か
い
で
も
よ
い
。
茶

化
し
て
も
よ
い
。
下
ネ
タ
も
よ
し
。
ど
の
よ
う
な
笑
い
で
も
、
神
と
共
に
楽
し

む
な
ら
ば
、
我
々
に
幸
福
を
も
た
ら
す
と
い
う
信
仰
の
よ
う
だ
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
各
種
の
祭
礼
・
儀
式
に
お
け
る
「
異
物
」
の
多
く
は
笑

い
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
典
型
は
花
祭
「
せ
い
と
」
の
野
次
。
前
掲
早
川

稿
に
よ
れ
ば
、「
満
場
を
笑
わ
せ
、へ
こ
ま
せ
る
こ
と
を
得
意
と
し
た
」と
い
う
。

笑
い
に
よ
っ
て
神
と
共
に
楽
し
み
、
神
を
楽
し
ま
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ご
利
益

を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

大
黒
・
恵
比
寿
を
は
じ
め
と
す
る
七
福
神
は
皆
笑
っ
て
い
る
。
微
笑
み
の
レ

ベ
ル
で
は
な
い
。
破
顔
一
笑
、呵
呵
大
笑
の
笑
い
で
あ
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。

　

狂
言
に
、
そ
の
名
も
「
福
の
神
」
と
い
う
め
で
た
い
曲
が
あ
る
。
大
声
で
笑

い
な
が
ら
登
場
し
た
福
の
神
は
、参
詣
人
に
対
し
て
幸
せ
に
な
る
方
法
を
説
く
。

早
起
き
、
思
い
や
り
の
心
、
夫
婦
円
満
、
来
客
歓
迎
な
ど
を
説
諭
し
、
供
物
と

神
酒
を
要
求
し
た
の
ち
、
再
び
ほ
が
ら
か
に
笑
っ
て
終
曲
と
な
る
。

　

福
の
神
は
笑
っ
て
ご
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
信
仰
形
態
の
典
型
が
、
こ
こ

に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

仏
教
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
地
蔵
や
観
音
の
よ
う
に
慈
悲
深
い
微
笑

み
の
表
情
は
あ
っ
て
も
、
哄こ
う
し
ょ
う笑し
て
い
る
菩
薩
像
や
阿
弥
陀
像
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
あ
え
て
言
え
ば
、
喜
怒
哀
楽
の
表
情
に
富
む
羅
漢
像
の
中
に
、
大
き
く

口
を
開
け
て
笑
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
十
一
面
観
音
の
頭
に
「
大
笑

面
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
悪
へ
の
怒
り
が
極
ま
っ
た
あ
ま
り
の
笑
い
で
あ
る
。

と
も
に
、
そ
の
笑
い
に
よ
っ
て
ご
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ

る
ま
い
。

　

キ
リ
ス
ト
教
に
い
た
っ
て
は
、
磔
は
り
つ
けに

さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
像
。
そ
の

苦
悩
の
表
情
が
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
お
よ
そ
笑
い
と
は
縁
遠
い
。
せ
い
ぜ
い
マ

リ
ア
像
の
や
さ
し
い
微
笑
み
程
度
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
人
の
信
仰
形
態
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
を
、
笑
い
の
要
素
に
見
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
。
笑
い
が
幸
福
を
も
た
ら
す
と
い
う
信
仰
で
あ
る
。

　

ま
た
そ
れ
は
、
神
事
・
祭
礼
に
お
け
る
笑
い
の
表
現
と
も
な
る
。
そ
の
現
れ

が
、「
神
遊
び
」
に
お
け
る
「
異
物
」
の
混
入
で
は
あ
る
ま
い
か
。

十
、
む
す
び

　

太
古
の
「
神
遊
び
」
の
心
が
、
現
在
の
祭
礼
芸
能
に
お
け
る
「
異
物
」
混
入

と
い
う
側
面
に
、
顕
著
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
本
稿

で
そ
の
実
例
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
、
吟
味
考
察
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

こ
と
を
あ
る
程
度
は
明
ら
か
に
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
祭
礼
に

お
け
る
「
異
物
」
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、そ
の「
異
物
」を
許
す
ど
こ
ろ
か
歓
迎
す
る
心
は
何
な
の
か
。

　

そ
の
謎
を
解
き
ほ
ぐ
す
手
が
か
り
が
、
郡
司
正
勝
「
山
と
雲）

₁₁
（

」
の
中
に
あ
っ

た
。「「
造
る
」
と
「
見
立
て
る
」」
と
題
し
て
書
か
れ
た
一
文
の
一
節
。「
日
本

人
の
創
造
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
お
け
る
創
造
性
と
は
か
な
り
ち
が
う
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
見
立
」
で
あ
る
。
本
物
そ
れ
自
体
で
は
、
意
味
も
趣
向

も
な
い
。
無
趣
味
そ
の
も
の
と
す
る
。
真
実
と
い
う
も
の
の
考
え
方
が
、
キ
リ

ス
ト
教
の
神
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
西
欧
哲
学
や
美
学
と
は
、
そ
こ
が
ち
が
う

の
で
あ
る
」
と
前
置
き
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

神
は
、
本
も
の
の
鬱
陶
し
さ
を
悦
ば
な
い
。
趣
向
と
い
う
精
神
の
働
き
の

喜
び
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
を
迎
え
る
祭
の
日
に
は
、
人
々
は
精
い
っ

ぱ
い
に
趣
向
を
「
見
立
」
て
、
造
り
物
を
し
て
、
あ
っ
と
い
わ
せ
る
。
神
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「神遊び」考

は
、こ
れ
を「
風
流
」と
し
て
受
納
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）見
立
と
は
、

根
源
の
本
物
を
予
測
さ
せ
、
そ
の
時
々
の
新
た
な
る
発
想
で
装
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
光
り
輝
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
遊
び
」
の
真
意
も
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
そ
の
神
遊
び
の
造
形
が
、
造
り

物
で
あ
る
。（
中
略
）
祭
が
終
わ
っ
た
ら
、
同
時
に
解
消
す
る
の
が
本
義

で
あ
る
。

　

姫
島
盆
踊
り
に
お
け
る
ア
バ
レ
ボ
ー
の
趣
向
は
、
こ
の
説
明
に
ぴ
っ
た
り
当

て
は
ま
る
。
そ
の
不
思
議
さ
が
腑
に
落
ち
る
。
私
の
言
う「
神
と
共
に
楽
し
む
」

ど
こ
ろ
で
は
な
く
、神
そ
の
も
の
を
悦
ば
せ
る
た
め
の
趣
向
、「
神
遊
び
の
造
形
」

が
ア
バ
レ
ボ
ー
の
様
々
な
工
夫
、
斬
新
な
演
技
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
以
外
の
「
異
物
」
も
、
そ
う
い
う
趣
向
の
派
生
と
考
え
れ
ば
納
得
で
き

る
。
つ
ま
り
、
演
技
す
る
本
物
を
か
ら
か
い
、
茶
化
す
よ
う
な
こ
と
も
、
神
を

悦
ば
せ
る
た
め
の
趣
向
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
郡
司
説
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
神

は
そ
う
い
う
趣
向
を
本
物
以
上
に
悦
ぶ
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
花
祭
「
せ
い

と
」
の
野
次
も
大
切
な
も
の
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
う
価
値
観
は
、
今
や
急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
祭
礼
の

「
異
物
」
は
邪
魔
者
で
し
か
な
く
な
り
、
ど
ん
ど
ん
衰
退
・
消
滅
し
て
い
る
の

が
現
実
で
あ
る
。
芸
能
と
し
て
純
粋
に
鑑
賞
し
た
い
者
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
携
え
て
映
像
に
記
録
し
た
い
者
に
と
っ
て
、「
異
物
」
は
邪

魔
者
で
し
か
な
い
。
遠
来
の
鑑
賞
者
は
増
え
て
も
、
一
緒
に
参
加
す
る
見
物
人

は
激
減
し
て
い
る
。「
神
遊
び
」
の
心
が
消
え
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
ぶ
ん
、
平
安
時
代
に
「
神
遊
び
」
が
「
神
楽
」
と
称
せ
ら
れ
た
時
点
で
、

宮
中
で
は
す
で
に
そ
う
い
う
傾
向
が
芽
生
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
来
は
演

者
も
見
物
人
も
、
み
ん
な
一
緒
に
な
っ
て
神
と
戯
れ
遊
ぶ
場
で
あ
っ
た
「
神
遊

び
」
が
、
宮
中
に
お
い
て
は
い
ち
は
や
く
奉
納
と
鑑
賞
の
対
象
と
な
っ
た
。
神

は
奉
ら
れ
る
第
三
者
と
な
り
、
参
加
意
識
の
な
い
鑑
賞
者
が
出
現
し
た
。
そ
の

と
き
、
名
称
も
「
神
楽
」
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、平
安
中
期
は
二
語
併
存
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
の
ち
、

「
神
遊
び
」
と
い
う
語
が
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
象
徴
的
で
あ

る
。
実
情
と
ず
れ
る
次
元
の
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
民
間
習
俗
の
中
で
、「
神
遊
び
」
の
心
は
生
き
続
け
て
き
た
。
そ

の
象
徴
が
「
異
物
」
の
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
異
物
」
の
消
滅
は
、
い
よ

い
よ
も
っ
て
「
神
遊
び
」
の
消
滅
に
等
し
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
神
遊
び
」
と
「
神
楽
」
は
け
っ
し
て
同
義

で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
芸
能
と
し
て
の
上
演
形
態
に

変
わ
り
は
な
く
て
も
、
そ
の
「
心
」
が
ま
る
で
違
う
の
で
あ
る
。「
心
」
が
異

な
る
と
い
う
こ
と
は
本
質
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
質
の
異
な
る
も
の

を
同
一
視
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

　
注

（
１ 

）『
折
口
信
夫
全
集
』
十
七
巻
（
中
央
公
論
社
、一
九
五
六
）
所
収
「
神
楽
記
」。
初
出
は
、

一
九
四
九
年
七
月
「
実
演
に
よ
る
日
本
舞
踊
史
の
展
望
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

（
２ 

）
同
右
所
収
「
和
歌
の
発
生
と
諸
芸
術
と
の
関
係
」。
初
出
は
、
一
九
三
七
年
一
月
『
短

歌
研
究
』
第
六
巻
第
一
号
。

（
３
）
注
１
に
同
じ
。

（
４ 

）
一
九
八
四
年
九
月
十
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
た
「
ふ
る
さ
と
発
見
『
祭

り
の
こ
こ
ろ
』
姫
島
・
盆
お
ど
り
」
に
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
リ
ポ
ー

タ
ー
は
吉
川
周
平
（
徳
島
文
理
大
学
助
教
授=

当
時
）。

（
５ 
）『
北
九
州
市
立
大
学
文
学
部
比
較
文
化
学
科　

竹
川
大
介
人
類
学
ゼ
ミ
論
文
集

二
〇
〇
一
年
版
』
所
収
。

（
６ 

）
注
４
の
番
組
に
お
け
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
た
地
元
の
人
の
証
言
。
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（
７ 

）
Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ふ
る
さ
と
の
伝
承　

中
部
４
』（
う
ぉ
る
と
・
デ
ィ
ス
ニ
ー
・
ス
タ

ジ
オ
・
ジ
ャ
パ
ン
、
二
〇
一
一
）
に
記
録
映
像
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
８ 
）『
本
田
安
次
著
作
集　

日
本
の
伝
統
芸
能
』
第
十
七
巻
（
錦
正
社
、一
九
九
八
）
所
収
。

（
９ 

）一
九
九
二
年
二
月
に
テ
レ
ビ
東
京
系
列
で
放
送
さ
れ
た「
人
と
神
の
饗
宴　

高
千
穂
神

楽
」。

（
10 

）
Ｎ
Ｈ
Ｋ「
芸
能
花
舞
台
・
古
代
王
朝
―
久
米
舞
と
五
節
舞
」（
一
九
九
一
・
五
・
四
放
送
）。

（
11 

）『
郡
司
正
勝
刪
定
集
』
第
六
巻
（
白
水
社
、一
九
九
二
）、お
よ
び
『
風
流
の
図
像
誌
』

（
三
省
堂
、一
九
八
七
）所
収
。
初
出
は『
現
代
思
想
』十
巻
九
号（
一
九
八
二
年
７
月
）。


