
山
伏
神
楽
〈
鐘
巻
〉

の
復
原
と
鑑
賞

篤

へ
の
球
的
い

←) 

山
伏
神
楽
と
は

名
称
と
分
布

る
神
楽
が
、

て
庁色

白J て
二¥し、

完売を
てし γ
し、チ1 ミ J~、

だLf 
て

に
い
い
換
さ
れ
て
い
る
む

に
よ
っ

こ
の

と
し3

の
神
津:
は

麟か
""'".J 

-206 

こ
の
山
伏
神
楽
の
多
く
は
、

を
信
仰
す
る
修
験
道

の
保
存
会
に
よ
っ

あ
り
、

人
々
を
教
化
・

こ
の

「
山
伏
神
楽
」
は
、

て
き
た
む

に
よ
っ

C 

空争
議;rz
楽11ち;
Lーえ

vご

しE

る

山
形は

北
青1)
-c 
は

を
そ
の

る
も
の
の
、

青
森
県
下
北
地
去
で
は

(
獅
子
持
・

や
ま
岳
山
木
と
も

(
陸
前
浜
)
で
は

、
ノ
，
一
、
ノ
〆
、

〆

ナ

'tレ
!
」
ノ
く
、

七日日
λ手
五:

に
よ
る

「
能
舞
ケ

と
、
か
つ
て

の
争中

二
一
ニ
・
中
川
氏
こ
む
少
子
J

J

P
K
F
l
J
J
b小
l

H
ペフ

l
v
£
守
/
J
i
-
-

た
、
と
考
え
ら
れ
る
の

今
に
脈
々

本2
IIJた

安1
次じ

-
米
町
山
本
は

近
代
へ
と
幾
多

、
現
代
に
?
で
っ
て
い
る
。

源
流
と
展
開

の
源
流
は
中
肝
い
に
あ
り

て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い

と

十
品
、

と
述
べ
て
い
る
む

ま
た
、

そ
の
形
成
と
展
開
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
の

は
、
慎
劇
史
・
芸
能
史

い
「
修
験
排
」

い
「
修
験
能
j

の
‘
一
両
で
と
ら
え
、
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み
出
す
に
主
っ
た
む
こ

に
よ
る
変
質
な
ど
に
よ
っ
て

中
世
修
験
の

芸
能
の
結
合
は
、

そ

て
い
る
。

演
自

伏
神
津;

哨
}
や
品
、

し、

演
日
の

(5) (3) (2) 

式
舞
'
・
露
払
い

女
舞
'
ん

番
楽
舞
・

松
。木迎

曽え
な

汐ど
汲
な
ど

-
金
巻
・
天
女
・

-
曽
我
・

山
神
舞
・
榊
葉
-

e

諸
式
・
・
権
現
舞

の
{
日

々
な
ど
。

ま
た

の
よ
、
つ
に

て
い
る
む

二
は
、

)
 

喧

B
ム(

 

翁
舞
島
三
番
刷
1

・
.
悪
神
退
治

山
の
神
舞
な
ど
む

*
稲
田
姫
と
お

天
降
り

(6) (5) (4) 

-
潮
汲
み
・
鞍
出
・
木
曽
・
八
し
ま

わ
ら
び
折
・
お
だ
ま
き

-
ぷ
山
け
我
な
ど

橋
か
け
。

猿
引
き

〕
の
二
つ
の

て
い
る
む

て
み
る
と
、

の
予
を
離
れ
て
行
く
の
で
あ
る
が

l土

て
い
る
む

。〉

205-

で
の
出
式
舞
が

神
能
舞
の
福
寿
物
に
二
分
さ
れ
、
ま
た

ふハ
N

し

て
い
る
。
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説
話
物

に)

能
舞
と
は

山
伏
神
山
木
を
論
じ
る
と
き
、

じ
て
「
山
伏
神
楽
」
・
「

そ
こ
で
、
「
能
舞
し
に
つ
い
て
…

に
、
近
隣
の
む
つ

の
テ
キ
ス
ト
を
下
敷
き
に

る。

分
事

丸、
3

0

J
h
o

し

し
ャて

「
能
舞
い

で
あ
る
っ
す
な
わ
ち
こ
の
能
舞
は
、

に
し
た
能
舞
は
継
本
.

く

そ
の
後
、

の
た
め
に
能
舞
を
舞
っ
て
い
た
り

つ
て
、
山
伏
た
ち
が
退
転
し
、

そ
れ

そ
れ
に
従
つ

の
者
者
組
を
基
盤

演

呂

能

舞
J

む
干
違
う
の
で
、

の
で
、
基
本
的
，

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

例
え
ば
「
日
本
演
劇
史
〕

JL 

は
、
次
の

一
九
六

A

二、

)
 

句
2
A(

 
滋
行
楽
・
・
甲
斐
の

儀
礼
舞
・
.

武
士
舞
・
・

場
・
一
一
一
幹
(
一
一
一
番
中
苦
)
口

拾
番
切
・

て
い
る
。

)
た
ち
は
薄
の
支
配
の
下

JL 
九 爪

七五
:身
議i

て
い
る
。

;ル;r 
fミ

ス
に
し

-204-

(日名一一

ら
し
た
の
は
修
験
者
で
あ
り

春
祈
祷
な
ど
で
定
め
ら

日
名
不
動
院
の

研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
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(7) (6) 

剣
舞
・
ね
ん
じ
・
天
理
(
ね
ん
じ
*
天
理
は

〔
一
九
八
問
、
六
百
]
は

次
の
よ
う
に

(2) (1) 

ぴ)

-
も
う
た
り
。

(
へ
ん
ざ
い

(6) (5) 

-
杭
小
六
・
十
番
切
・
渡
辺

・
・
鎮
巻
。

つ

}

」

-
牛
舞
と
も
了

ご
ば
ん
し
ゅ

こ
の
ご
っ

て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
表
の

る)〈

て
い
る
ひ

令下

:)壮

問
曲
を
式
舞
と
し
て
い
る
)
・
ば
ん

き
つ

田
植

え

ぶ

す

-2(沼一

と

ゆ

とや

fU: 
と
も

て
い
る
む

(
ば
ん
が
く
)

一
花
汁
鼻
と

{の

の
年
取
り
な
ど
で
あ
る
口

演一;
舞月
の
場
所

次
の
間
の
よ
う
暢



と護設1111丈神業S 

太か
鼓ら
を舞
担子?

せ当を
いてす見
、太るな

脇鼓胴5が
を取とら
れ.り演
つ(奏

す
る

子

に
間
並
び
、

舞
い
子
と
呼

で
太
鼓
を
打

演舞の場摂 ([束通村の

L‘九八JlLj、八行)より口ただし、

|ズ|の表記を一什:変史している)

木

-202-

よ
っ
て
は
、

'併

こ
と
も
あ
る
。

っ
こ

H j卦

叫

rr
l
l
 

ふ
引
タ
ノ

s 
詞
章
の
変
容
と
復
原

;欽

部l

山
伏

てか
、いら

た村
ろ人
うヘ

エイ

能
σ〉

の
変
化
と
と
も
に

子

ilE 

ー
八
頁
〕
に
よ
る
と
、
鳥
海
山
麓
の

に
伝
え
た
と
い
一
[
一
九
八
七
、
畠

ト
ー
酢
マ
心
ル
」
、

の
創
始
者
は

に
よ
る
と
、
こ
の
こ
と

る
修
験

の
覚
、
水
年
間
三
六
一
一
向

i
四
川
)
に
村
人

て
い
る
。

(一一

0
0
0
、
し
ハ

こ
の
内
山
、

た
と
い
う
の
そ
し
て
、
明
治
新
政
府

し
て
演
じ
た
の
は
、
幕
末
以
降
だ
っ

に
移
行
し
た
り

こ
う
し
て
し
わ
ゆ
る

、
目
、
ノ

1
p〆
り

ふ
/
咋
〆
、
r

J

伏
神
:車:

変
容
す
る
詞
輩

伏
t~ 
:長

で
い
う
と
、
次
の

に

は

、

そ

の

に

難

解

で

あ

り

、

の
発
言
者
が
判
然
と
し
な
い
場
合
が
あ
る
り
ま
た
、
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、

.
州
場
九
日
に
よ
っ
て
」
と
欠
落
し
て
い
る
け
ま
た
、
詞
章
が

っ
て
い
る
。

て
い
る
の
こ
う
し
て
、

て
い

す
な
わ
ち
、

し
て
い
る
心

ま
た
、

の
よ
う
に
見
え
る
の
し
か
し
、

の
姿
を
取
り
戻
せ
る
だ
け
の
復
原
力
を
持
っ
て
い
る
の

れ
た
ろ
う
。
ま
た
、

(
山
伏
)

し
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
お
っ
ち

に
な
っ
た
の
は
、
な
ん
ら
か
の
共
川
体
の

~J 

て
11 ! 
伏

よ
る
[1 

び〉

の
村
人
に
移
行
し

い
地
域
ご
と

と
予
想
さ
れ
る
。

て
伝
承
さ
れ
て
き
た



で
あ
る
。

ぃ
、
つ
)

)
 

ハh
v

一
一
酉
立
本
の
詑
較

を
発
掘
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

の
本
丈
を
碍
定
す
る
た
め
に
は
、
も
し
存
在
す
る
な
ら
ば
、

て
い
る
む
こ
の
か
つ
て
の
、
あ
る
い

こ

村

人

の

し
な
が
ら
読
み
解
く
こ
と
最
も
現
実
的
で
有
効
な
方
法
で
あ
る
。

現
本
文
か
ら
牒
本
文
を
再
現
す
る
ま
ず
、
能
舞
の

ま

た

、

に

伝

検

さ

れ

て

い

の一一
μ
立
本
を
収
集
し
、

つ
述
、
つ
本
文
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
比
較
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
適
合
す
る
本
文
を
探
り
う
る
。

っ

て

、

さ

ら

咽

こ

の

方

法

は

、

の

「

現

本

文

」

イ〉

の

の
J

一
.
目
立
本
の

足
ど
に
有
効
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
ひ

本
論
の
ね
ら
い

第46~;- (2010) 

(叫

〈
鐘
巻
〉
の
復
原
と
鑑
賞

か
ね
ま
き

〈
鍵
巻
〉
の
復
原
と
鑑
賞
本
論
で
は
、
〈
鈍
巻
〉

〈
鱗
巻
〉
は
井
浦
の
い
わ
ゆ
る
「
修
験
能
」
の
典
型

ま
ず
、
能
轄
の
〈
錨
巻
〉
の

較
・
検
討
す
る
む
こ

す
む
そ
し
て
、

す
る
。

の
代
表
的
・
特
徴
的
な
本
文
も
記
述
し
て

に
解
釈
・
語
釈
を
施

豆、語学説大学文学:部紀賞:

「
女
茸
」
・
「
男
女
執
念
物
」
・

ま
た
出
伏
神
楽

い
る
本
文
・
段
落
、
あ
る
い
は
欠
議
し
た
本
文
・
段
落
を
明
ら
か
に
し
て
、
難
解
な
本
文
の
解
釈
を
一
層
鮮
明
に
し
、

こ
う
し
て
、
能
舞
の

最
故
に
、
そ
の
〈
鐘
巻
〉

の
構
成
と
本
文
を
複
胤
し
、

るひ

一
覧
表
に
す
る
。

(ニ)

〈
鍾
巻
〉
の
緒
本

能
舞
の
諸
本

し
て
、

は

、

・

〈

か

ね

ま

き

(

舞

)

〉

・

'

〈

道

場

寺

〉

な

ど

と

も

称

さ

れ

て

い

る

の

こ

の
か
ね
ま
さ
〉
〈
テ
キ
ス
ト
は
ぺ
束
通
村
に
準
拠
)
を
吊
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
数
あ
る
本
文
の

〈
錦
巻
〉
の
本

で
最
も
怯
糸
状
撒
が
い
い
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
鹿
構
の
本
文
と
異
な

そ
れ
ら

の
諸
本
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

の

の

の
鑑
巻
A
〉・

の
金



IIJ伏神楽〈競君主〉の篠原と鑑賞( 7 ) 

-
〈
野
小
・
・
・
の
金
巻
了

〈
以
上
の
テ
キ
ス
ト
は

の
〈
桧
木
の
錨
巻
道
城
寺
〉
(
テ
キ
ス
ト
は

(

テ

キ

ス

ト

は

一

森

県

史

民

俗

一

端

山

で

あ

る

。

山
伏
神
諜
・
番
誕
の
〈
鍾
場
〉
の
諸
本

〈
大
償
の
か
ね
ま
き
道
成
寺
川
・
〈
晴

の
金
巻
〉
・
〈
中
妻
本
の
金
巻
〉
・
〈
‘
‘

の
金
巻
B
〉
(
文
化
二
年
・
一
八

O

巻
民
間
要
能
』
に
準
拠
)
、

応
一
冗
年
・
一
八
六
五
年
筆
加

に
準
拠
)
、
〈
鵜
烏
の
金
巻
〉

の
金
巻
〉
・
〈
尻
労
の
か
ね
ま
き
葬
〉
・
一
の
鐘
巻
舞
〉
・
〈
砂
子
又
の
金
巻
〉
・

に
ホ
拠
)
、
〈
大
利
の
錐
巻
乃
部
B
〉
(
テ
キ
ス
ト
は
「
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
第
一
巻

・

需

細

川

尽

に

準

拠

)

、

の

道

場

土

中

〉

ま
た
、
こ
の
能
舞
の
本
文
と
比
較

ぷ

つ

や

く

み

も

り

一
史
屋
本
の
金
潜
〉
・
〈
黒
森
の
金
巻
A
〉
(

こ

う

や

あ

ら

さ

わ

.〈興
mm
の
金
巻
了
〈
荒
沢
本
の
金
巻

γ

わ

や

ど

う

ん
い
小
川
口
《
円
よ
の
金
巻
ゾ
(
明
治
二
一
年
・
一
八
八

(
〈
大
償
の
か
ね
ま
き
道
成
寺
〉
に
ほ
ぼ

の

の

備
の
テ
キ
ス
ト
は

の
諸
本
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

に
よ
る
と
文
化
一

[sJ 

屋
敷の
本テ
)キ

〈ス
黒iト
森れま
の
金
巻
B 

一
の
テ
キ
ス
ト
は

、
(
テ
キ
ス
ト
は
宇
八
償
山
伏
神
楽
い
…

の
錨
巻
〉
(
テ
キ
ス
ト
は

-200-

以
町j二

荒ドま
沢22T
は椋
巾ゅノ内
利vj

本日
荘i
-けi

(
以
上
は
秋
田
県
)

に
あ
る
(
以
上
は
山
形
県
)
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現
行
の

番能
来轄
のの

本
文

(8) (7) 

し
て
テ
キ
ス
ト
ど

-
特
徴
的
な
本
文
は
、

た
だ
し
、
理
解

託委託議 (12) (11) (10) 

誤
記
が
あ
る
場
合
は

経調和

る。

、
原
則
と
し
て
ひ
ら
が
な

ル
ピ
を
テ
キ
ス
ト
ど

し
しミ

i 、

a
な
ど
の
昨

U
-

釜 石

や型軽

夏.

主義 A塁手減量事UJ

大11
望書ul

'ー

波野

援本 語監事曜

花巻

a:鈴子

撃ま~:

望号

者意

理F

... 

A太平UJ

角書鹿

西畏It

費院

也総本.!E

秋担E

買手山

の〈錨巻〉の伝撒地分布陣(主主舞の伝;if.'(地をiZ主いた
を記し

の

思)

凡
例

凡
例

)
 

1
i
 

(
 

-
小
段
孫
の
民
八
刀
は
、
筆
者

い
て
い
る
の

(2) 

テ
キ
ス
ト
ど
お
り
に
記
述
し
、

の

(5) (4) (3) 
まい
き 能 で

.fut.い

る

本
文

〉
ヰ
尺
こ
芝
、
ゴ

ぴ
伍
月
正
R
1
1
t
制
ぷ
4

J

し
て
、

の
か
ね

… 199 

の
鐘
巻
〉
の
本
文
と
異
な
る
の

の
特
徴
的
な
本
文
は
、
〈
腕
檎
の
か

の
後
の

ね
ま
き
〉

た

(6) 
だ
し

こ
と
も
あ
る
心

戸じ

3i 
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復
原
し
た
〈
鐘
巻
〉
の

二
段
構
成

語

段

部

の
の
、
鐘
脅

か
し
、
旅
の

は
一
一
段
構
成
に
な
っ
て
わ
ね
り
、
劇
的
な
形
式
に
な
っ
て
い
る
り
そ

布
施
屈
の
い
訳
者
の
一
人
娘
(
一
一
三
蔵
〉
日

て
い
な
い
の
で
、
移
詣
さ
せ
て
ほ
し
い
、

'
V
 

の
梗
概
は
、
お
よ

の
と
お
り
で
あ
る
。

か
た
見
巡
り
終
え
て
い
る
も

の
寺
な
の
で
早
く
お
戻
り
く
だ
さ
、
と
い
う
口
し

そ
し

の

女

は

、

い

寺

な

の

で

男

は

て
か
ら
参
詣
し
た
い
と
い
う
口

女
は
千
日
の
行
を
し
て

い
て
い
る
の
で
、
女

の

の
五
つ
の

旅
の
支
は
こ
れ
に
も
納
得
し
な
い
。

・
柁
百
す
る
の
で
、
平
く
お
戻
り
く
だ
さ
い
と
い
う
。
こ
の
七
つ
の
不
思
議
の

旅
の
女
は
こ

る
と
い
、
っ
。

の

男

そ
し

に
ど
う
な
っ
た
か
知
り
た
い
と
い
う
り
そ
こ
で
別
当
誌
、
次
の
よ
う
ゆ

'K
が
錨

る
。
廿
、

1開一

錨

ら
れ
て

;ま

い
と
い
う
ひ
そ
こ
で
火
は
、
喜
ん

す
る
と
出

」
の
歌
替
は
、

を
開
い
て
い
M
物
の
始
め

ま

て
い
る
ひ

鋒
を
打
ち
鳴
ら
し

な
ろ
う
が
、

と
ば
か
り
に
、
参
詣
し
て
鋒
の

ili: 

る
と
旅

っ
f
k
E

ブ門刷、フトっこ、

・
v
p
v
v
/
4
4
b
p
t

い
と
い
う
思
い
，

す
る
と
、

ぬ一、、&、

宇
匂
し

の
背
が
休
み
、

の
中
に
突
き
込
め
ら
れ
て
(
巻
き
込
め
ら
れ
て
)

し~こ
験fな
がつ
あて
るし
とま
訪う
わひ

か

しE

つ

そ
し
て
、

し:錨

巻
ー子
ぴ〉

異
J~ 

が
な
場
し
、

で
献
し
く
修
行
し
、こ

れ
に
応
え
て

べ
立
て
る
の

て
い
る
の
で
、

々

そ
し
て
、

異
形
の
者
〉
に
な
っ
た
旅

調
伏
し



10) 第46号(2010)弘前手段学文学部紀要

〈
鐘
巻
〉
の
本
文

前
段
・
・
旅
の
女
が
鐘
巻
寺
の
女
人
禁
制
を
破
り
、
鬼
神
(
異
形
の
者
)
に
な
る

(
一
)
錨
巻
寺
の
設
定
と
旅
の
女
の
登
場
の
促
し

的
・
・
鍵
巻
寺
を
場
と
し
、
旅
の
女
の
鷲
場
を
促
す
。

)
 

]
 

(
 

しい
をと
読ιの
みさ
なみ
が(ら:

ど
さ

念
品
い
し
明

b

り

ゅ

〕

、
参
る
稚
児
か
な
口

ぴ〉

'
」
十
品

し
み

つ
る
の
や
(
城
の
や
・
っ
ゅ
の
や
・
出
の
や
)
、

参
ら
す

神2
は

重2
ね
重3
ね参
にら
はす
、る

ま
玉
、
つ

/

¥

o

l
t
し
ヘ
/
(
¥
:

〈
大
光
鏡
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
の
本
文
辻
一

の

者

)

い

う

意

味

で

あ

る

。

て
本
で
、

来
て
見
れ
ば
、

や
り

い
つ
く
し
の
名
所
な
る
も
の

G

〈
尻
労
の
か
ね
ま
き
舞
〉
の
本
文
は

い
て
い
る
。

の
光
な
る
ら
ん
む
/
{
¥
心

い
づ
こ
そ
は
、

る
も
の
む

y_~ 
ブ主主ナ

レ
ー
タ
ー

の
一
首
日
を 者

}iJi" 

作

舞

L、
口

l:' 

ぴ)

立
派
な
装
束
を
つ
け
た
一
人
の

-197 

と
し
て
用
い
て
い
る
む

と

の
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宅
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1
i
 

〆
t

‘、
、

べ
の
柳
は
糸
よ
り
て

つ
け
て
も
、

か
ん
ご
え

神

声

・

受

声

・

掛

け

歌

川

は

太

平

洋

側

い

る

「

神

戸

・

に
よ
る
と
、
こ
れ
は
一
由
の
序
曲
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
神
歌
と
常
の
歌

山
趣
と
内
容
の
一
部
が
示
さ
れ
て
い
る
む
こ
こ
で
は
ナ
レ
ー
タ
ー
(
踊
取
れ

し
や
も
ん

物
(
旅
の
女
)
を
舞
台
に
送
り
出
し
て
い
る
。
楽
屋
の
者
は
「
沙
問
」
と
も
寸

能
橋
で
は
、
∞
と
③
は
寺
で
演
じ
て
神
社
で
演
じ
な
い
と
い
い
、
骨
は
治

藷

ι開
く
鑓
潜
守
と
は
来
て
み
れ
ば
や
ら
厳
し
の
名
所
な
る
も
の
が
、
通

例
で
明
か
さ
れ
て
い
る
。
「
厳
し
」
は
戒
厳
が
あ
る
義
。
「
名
所
な
る
も
の
」
の

い
と
ど
さ
に
心
寂
し
き
山
寺
に
経
競
み
な
が
ら
移
る
稚
児
か
な
が
、
漉
合
3

そ
の
説
、
り
だ
ろ
う
り
十
す
な
の
で
、
雑
児
が
「
経
読
み
な
が
ら
」
参
る
の
が
、
通

鐘
巻
寺
を
「
山
寺
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
鐘
巻
守
は
山
岳
寺
院
で
あ
る
。

御
摂
祷
に
千
代
の
や
御
神
楽
参
ら
す
る
参
ら
す
神
は
重
ね
重
ね
に
は
い
や
が
、

す
る
と
き
の
掛
け
戸
で
あ
る
。

旅
の
ム
演
の
紫
場
の
促
し

山
伏
神
楽
の
本
文
を
、
次

っ
て
、
旅
の
な
の

の

い
と
、
な
に
、
心

レム

、
経
読
み
な
か
ら
、

は
「
参
る
稚
児
た
ち
」
の

ろ
う
。
こ
の
歌
は
神
歌
で
あ
る
。

1側、そ

セ
ン
ヨ
ホ
エ

幕?;五2あほ
のれの
恨のをほ
に/見の

(¥よと

ィ(( 
イ 3
:3、
、サ
サ ア;( 

セ
ン
ヨ
ハ
エ

ィ
ョ
、
サ
ア
/
¥

ィ
ョ
、
サ
ア
/
¥

セ
ン
ヨ
ハ
エ

に
相
当
し
て
い
る
心

の
短
時
形
〉
の
場
合
が
ふ

の
者
と
掛
け
合
い
を
し
、

と
も
い
い
、

てーを〉ザ.

いの λ
る」ど
りは 41て

L¥ 惑「寺
莫鐘で
を芸会 j寅

李主主劇
〆ハい

と

つ

… A 

-"~_. .. 、

〕
れ
に
よ
っ
て
て
冊
の

ろ、っ。

る
口
こ
の

て
い
る
。

の
金
巻
〉

の
か
ね
ま
さ
道
成
寺
〉

七
ン
ヨ
ハ
エ

の
か
ね
ま
き
道
成
寺
〉
は
、

の
者
(
沙
門
)
の
唱
え
る

い
わ
く
あ
り
気
で
あ
る
c

そ
の
謎
・
由
来
は
錦
、

は
は
、一…1

し￥

と
ど

一一ひ

入品

「
い
と
の
さ
み
」
は
、

あ
る
い
は

の
代
表
的
な
神
歌
で
あ
る
心
「
は
い
や
」
は
神
棄
を
奏

-196 

制
取
り
と
も
)
の
明
え
る

ぴ〉

JTト
け
^ 
し、

の
根
」
は
、
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に
L

げ一つ

〈
出
子

ぴ〉

こ
れ
は
、

の
m 
L一一

ぴ〉

十'1'

'" 

か
げ
よ

も
及い
ば
ぬ

ニフ
l
'
 
て
も
心

、
る
内
波
。

者}46IJ-(2010) 

に
つ
け
て
も
」
は

しー

し=

で
き
よ
、
つ

U

の

の

る
も
の

弘前学院大小

は
い
や
り
は
い
や
り

舞

金

で

の

男

の

所

作

の

と
晒
し
を
千
に
し
て
山
役
場
し
、
静
か

そ
し

舞
台
の

の

に
さ
れ
る
場
に
な
る
と

い
は
、
そ
の

な
ら
び

て
い
る
の
で
、

に
述
べ
ら
れ
て

5'.5c-
1じナ

レ

i
タは

な
か



山伏神奈(鐘巻〉の{草原と鑑賞(13) 

ろ
う
か
り

ま
た
、
「
束
通
村
の
能
舞
」
[
一
九
八
四
、
一
八
頁
]
の
〈
鐘
巻
〉
の
解
説
に
よ
る
と
、
「
曲
の
始
め
は
、
別
当
が
鐘
の
緒
を
巻
い
た
禁
札
を
左
手
に
、
白
一
周
を
七
子
に
持
っ
て

翁
舞
と
川
じ
静
か
な
舞
い
振
り
で
舞
う
。
別
当
は
金
札
を
舞
台
に
置
い
て
去
る
が
、
こ
の
禁
札
は
鐘
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
演
出
も
あ
る
の
で
、

こ
の
男
は
別
当
で
も
あ
ろ
う
。
現
に
、
浦
野
沢
で
は
こ
の
登
場
人
物
を
別
当
と
称
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
別
当
の
詞
章
が
凶
以
降
に
あ
る
の
で
、
別
当
が
山
で
登
場
し
、
退

場
す
る
の
は
、
時
間
的
に
対
応
し
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
点
で
は
、
神
楽
の
演
出
、
所
作
は
か
な
り
お
お
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
解
説
で
は
「
鐘
の
緒
を
巻
い
た
禁
札
」
が
「
鐘
を
意
味
す
る
」
と
説
く
も
の
の
、
こ
れ
は
鐘
と
鐘
の
緒
と
禁
札
(
古
同
札
)
の
二
一
つ
を
象
徴
し
て
い
る
(
凶
で
後
述
)
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
登
場
す
る
男
は
、
道
具
方
、
別
当
の
二
役
を
一
人
で
兼
ね
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
川
の
詞
章
と
無
縁
の
存
在
だ
と
わ
か
る
。

山
伏
神
楽
と
番
楽
の
演
出
・
所
作
山
伏
神
楽
や
番
楽
の
演
出
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
山
伏
神
楽
・
香
川
栄
」
[
一
九
七
一
、
二
九
八
頁
]
の
〈
出
子
の
金
巻
〉
の
解
説
に
よ
る
と
、
鏡
と
鐘
の
緒
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
演
出
が
あ
る
。
「
は
じ
め
、
頬
冠
り
、
平
服
、

羽
織
の
沙
門
風
の
も
の
が
一
扇
を
と
っ
て
山
、
「
析
の
宮
が
近
け
れ
ば
」
の
歌
を
歌
ひ
っ
、
、
そ
の
場
に
め
ぐ
り
、
一
局
を
指
し
な
ど
し
て
一
舞
あ
り
、
次
に
刀
に
帯
を
つ
け
た

も
の
を
と
っ
て
、
右
方
に
い
た
か
、
き
、
た
方
に
い
た
亡
き
、
中
に
い
た
亡
き
し
て
、
尚
一
舞
あ
る
と
、
胴
に
そ
れ
を
き
し
て
入
る
、
こ
れ
は
鐘
の
樫
で
あ
る
。
帝
は
鐘
の
緒

で
あ
る
」
。
こ
れ
は
能
舞
と
そ
っ
く
り
な
演
出
で
、
こ
こ
に
登
場
す
る
男
は
、
道
具
方
、
別
与
の
一
一
役
を
兼
ね
て
い
る
よ
う
で
あ
る

U

し
か
し
、
次
の
よ
う
に
道
具
方
、
出
子
に
徹
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
口
「
山
伏
神
楽
・
岳
山
山
木
』
[
一
九
七
一
、
二
八
五
百
]
に
よ
る
と
、
〈
丘
山
の
金
巻
A
〉
で
は
、
凶
(
旅
の
女

が
鐘
巻
土
寸
へ
道
行
き
す
る
)
と
川
(
友
が
名
乗
り
、
鐘
巻
寺
へ
到
着
し
、
参
詣
を
申
し
出
る
)
で
女
が
舞
っ
て
い
る
時
、
楽
屋
の
一
人
が
、
支
え
の
棒
に
黒
紋
付
き
の
衣
裳
、

も
し
く
は
出
風
円
敷
を
掛
け
、
ト
し
十
刀
を
括
っ
て
「
鐘
」
の
体
に
昨
え
、
竜
頭
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
赤
い
し
ご
き
帯
の
一
端
を
結
び
、
そ
の
慌
を
畳
ん
で
掛
け
て
お
い
た
も
の

を
持
っ
て
舞
台
に
障
っ
て
い
る
口
こ
の
帝
は
「
鐘
の
緒
」
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
口

ま
た
、
「
山
伏
神
楽
・
番
楽
」
[
一
九
七
一
、
三

O
一
一
一
頁
]
の
〈
興
屋
の
金
巻
〉
の
解
説
に
よ
る
と
、
高
札
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
演
出
が
あ
る
u

後
段
に
入
る
と
、
「
川
T

、
而
、

情
刀
、
袴
の
者
が
棒
を
輪
袈
裟
風
に
卜
げ
て
山
、
一
周
を
聞
き
、
太
刀
に
子
を
か
け
、
「
高
札
あ
り
」
と
三
つ
て
胴
取
よ
り
、
高
札
の
樫
で
、
小
太
刀
に
'
幻
帽
子
を
つ
き
さ
し

た
も
の
を
受
と
り
、
左
足
を
前
に
し
、
一
同
を
振
り
つ
、
自
分
で
言
葉
を
い
ふ
」
。
こ
こ
で
は
、
「
小
太
刀
に
烏
帽
子
を
つ
き
さ
し
た
も
の
」
が
古
川
札
の
象
徴
に
な
っ
て
い
る
り

こ
こ
で
、
胴
取
り
か
ら
向
札
の
象
徴
を
受
け
取
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
所
作
を
す
る
者
は
、
舞
台
に
道
具
を
設
置
す
る
道
具
万
で
あ
る
。

-194-

(
一
二
旅
の
交
の
参
詣
と
女
人
禁
制

J貝
出

凶
・
・
旅
の
女
が
鐘
巻
寺
ヘ
道
行
き
す
る
。

II 

女
古
帯
出
し

ト
ル
又
客

/
じ
ト
十
I¥vt

X~ 
jじ

章

者-

舞
ム
ハ
で

、、，ノ

'

f

B

E

E

-

A

J

ηv
山

W
M
U

(2) 

1
1
い

そ

ゆ

愈
急
ぐ
行
く
ほ
ど
に

か
ね
ま
札
守
し
て
ら
っ

愈
急
ぐ
行
く
ほ
ど
に
、
鐘
巻
守
に
着
き
に
け
る
口

女
が
登
場
す
る
口

女



(14 

〈
大
光
競
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
の
本
文
は
、
次
の

の
能
舞
と
ほ

で
あ
る
c

漸
々

二
、
漸
々

道
行
き
山
は
、

漸
う
魚
ぎ
行
く
ほ
ど
に
鐘
品
管
場
に
着
き
に
け
り
が
、

山
侠
神
楽
・
番
楽
の
本
文
は
、

で
あ
る
の
こ
こ
で
、

マ
あ
る
。

の

第46号 (2010)

'県ミ

の
の
か
ね
ま
さ
道
成
寺
〉

の
端
に
、
是
は
は
や
奈
良

の
金
巻
〉

〈
一
…
階
本
の

弘前学院大学文学部紀要

〈
柳
原
の
金
巻
〉

い
の
こ
れ
で

で

こ
し
て
い
る
。

出
の
復
原

lま

の
本
文
を
伝
え
て
い
る
の

こ
う
し
て
み
る
と
、
能
購

川
・
・
女
が
名
乗
リ
、
錨
巻
寺
に
到
着
し
、
参
揺
を
申
し
出
る
〈
私
は
都
の
名
の
あ
る
布
施
躍
の
一
人
娘
で
、
日
本
中
の
堂
や
寺
、

寺
だ
け
を
見
て
い
な
い
の
で
、
鐘
帯
守
へ
と
急
い
で
い
る
。
難
巻
寺
に
到
着
し
、
参
詣
さ
せ
て
ほ
し
い
、
と
別
当
に
願
い
出
る
〉
。

グ〉

(3) 

ま
た
女
は

名
所
出
掛
を
お
お
よ
そ
見
巡
り
、

介
¥
と
い
、
っ
，
日

-193-

錨
巻

女



山伏神楽(鐘巻〉の復原と鑑賞(15 ) 

〈
大
光
院
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
の
本
文
は
、
基
本
的
に
現
行
の
能
舞
と
同
じ
で
あ
る
。

お
う
、
①
御
前
に
罷
立
る
支
を
は
、
い
か
な
る
女
、
と
思
召
。

②
我
れ
は
こ
れ
、
そ
う
も
都
に
隠
れ
な
き
、
布
施
屋
の
長
者
の
、
一
人
姫
に
て
御
座
候
。

あ

ら

み

そ

う

③
日
本
は
、
堂
々
守
々
、
名
所
旧
跡
と
て
、
粗
々
、
見
巡
り
候
へ
共
、
未
音
に
問
、
奈
良
の
石
堂
と
鐘
巻
寺
を
、
見
ん
す
候
程
に
、
鐘
巻
寺
へ
、
漸
々
急
く
女
に
て

候
。
〈
大
光
院
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉

思
し
召
す
は
、
旅
の
女
が
観
客
を
尊
敬
し
て
い
る
。
①
は
型
ど
お
り
の
自
己
紹
介
の
冒
頭
部
で
、
旅
の
女
が
自
分
の
素
性
を
観
客
に
推
測
さ
せ
て
い
る
。

み

そ

う

み

そ

う

見
ず
候
「
見
ん
づ
候
」
・
「
観
ん
ず
候
」
・
「
見
ん
す
候
」
は
、
「
見
ず
候
」
が
正
し
い
。

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
川
に
は
問
題
が
多
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
同
に
相
当
す
る
山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
を
挙
げ
て
検
討
す
る
。

な
お
、
能
舞
の
本
文
な
ら
び
に
山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
に
は
、
理
解
す
る
便
宜
上
、

I
・
①
・

i
・
a
な
ど
を
付
し
た
。

-
-
E
の
記
号
は
、
本
文
が
完
全
形
か
ら
省

略
形
へ
移
行
す
る
過
程
を
示
し
て
い
る
。

ま
か

さ

ん

候

。

①

こ

う

御

前

に

罷

り

立

た

る

女

を

ば

、

と

思

召

。
し

や

ひ

と

句

そ
ふ
も
、
②
我
こ
れ
、
宮
古
に
隠
れ
も
な
き
、
な
に
う
ら
や
な
の
べ
の
.
長
者
の
、
一
人
姫
に
て
御
座
候
か
、

き

う

せ

き

ど

う

み

な

い

っ

け

ん

お

と

③
日
本
は
、
あ
ら
/
¥
、
名
所
旧
跡
、
堂
/
¥
守
々
迄
も
、
皆
、
一
見
申
て
は
候
へ
と
も
、
今
た
音
に
問
、

-192-

い
か
な
る
女
、

こ年
うは
の 当
鐘~ it~ 
巻i廿
寺三
を歳

拝Z
ん'
Jt 
た
め

よ

い

そ

漸
ふ
/
¥
、
急

ぐ
参
る
女
に
て
御
座
候
。

か

ね

ぎ

ゃ

う

④
そ
れ
に
よ
っ
て
、
鐘
の
供
養
が
御
座
候
か
や
の
ふ
。

〈
黒
森
の
金
巻
A
〉

お

と

か

ね

ま

き

お

か

ま

「
そ
ふ
も
」
は
「
そ
も
」
で
「
そ
も
そ
も
」
、
「
宵
古
」
は
「
都
」
、
「
今
た
青
に
問
、
こ
う
の
鐘
巻
寺
を
、
拝
ん
」
は
「
未
だ
汗
に
聞
く
、
こ
の
鐘
巻
寺
を
、
拝
ま
ぬ
」
の
義
。

こ
こ
の
「
鏡
の
供
養
」
は
、
若
い
女
が
鐘
の
供
養
の
日
に
参
詣
を
願
い
出
る
能
楽
や
歌
舞
伎
の
「
道
成
寺
」
の
影
響
を
受
け
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、
他
に
こ
の
類
例
が
な
い
。

①
参
り
行
、
か
様
に
出
立
た
る
女
を
ば
、
い
か
成
女
、
と
思
召
の
ふ
。

ひ
と
り

②
我
は
是
、
都
に
隠
れ
も
な
き
、
布
瀬
屋
の
長
者
の
、
一
人
姫
に
て
お
座
候
か
。

③
名
所
旧
跡
、
堂
/
¥
仏
関
、
出
円
不
残
一
見
な
申
て
候
得
共
、
立
日
に
問
、
鐘
巻
寺
を
、
拝
み
不
申
候
程
に
、

④
鐘
巻
寺
の
道
を
、
教
て
玉
ひ
か
し
の
ふ
口
〈
黒
木
林
の
道
成
寺
〉
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l' と
日1

dじ、

行
す

;ま

1m; 

明
〕
レ
「
一

しE

司~46}J' (2010) 

か
あま
らく

(品
、開

111 

ゆ
ら
の
関
命
、
彼
金
巻
中
を
、

弘前学拡大予文宇部紀撃さ

「
か
ま
く
ら
の

は
「
ゆ
ら
の

「
伏
や
か
長
者
」
は

又
ー
た
」
泣
「
ト
ボ
だ
」
の
義
り
「
片

(!) 

の
ふ

を
、
ゐ
っ
け
ん
(

し
ゃ
う
で
わ
候
共
、

④
此
境
お
も
ゑ
(
思
い
〉
立

、
内
に
ま
し
ま
し
給
ふ
ょ
の
り

の
金
活
〉

よ
っ
て
、

一.，
ゆ

り
グ〉

開
11 J 

ゆ
ら
の

みんま

ゆ
ら
め
い
さ
ん
、

のは

ら
の
閉
山
」
し
た

ノヤ

や

ぴ)ん



と慈賞rJJ伏神楽(鐘巻〉(17) 

〈
岩
谷
栄

の
「
ゆ
ら
め
い
さ
ん
、

は
「
ゆ
ら
の

ぉ、っ

γ
つ
お
ん
前
に

ゑ

カ

、
如
何
な
る
女

"ぐ

〕
そ
や
、
あ
め
や
ひ
せ
や
の
、

堂
塔
寺
々
、

や、

、
廻
り
て
般
へ
い
ど
も
、

お
う
、

こ
な
た
の
事
に

の
義
か
。

錨巻ふ河川場」

の
金
巻
〉

し
て
、
す
べ
て

と
は
こ
な
た
の
こ
と
に

の
ー
は

べ
て
の
モ
チ
!
ブ

を
備
え
て
い
る
の

E 

あ
ら
あ
ら
、

や
で
つ
、

のる
、女3
~ひ、w

-人り
見日姫
申に

を
う
、
③
日
本
わ
、

奈
良

を

と

き

か

ね

ま

き

青
に
聞
く
、
鐘
巻
小
一
寸
を
、

ん
と

お

は

め

る
女
を
は
、
こ
れ
い
か
な
る
女
、
と
思
し
召
し
玉
ふ
の
ふ
り

ひ
と
り

な
に
う
ら
や
な
に
波
の
捕
の
日
訳
者
の
、
一
人
姫
に
て
御
市

い

ま

お

か

て
候
へ
と
、
未
た
音
か
の
鋒
巻
寺
を
、
持
ま
す
候
ほ
と
に
、
漸
々
、

本
の
金
巻
〉
の

は

の
義
。

3車3
1干 1

れ
は
こ
れ
、

①
日
本
な
、
あ
ら
/
¥
、

い
た
し
候
へ
ど
も

て
候
。

の
長
者
の
、

甲

、-

よ
ら

の
関
[J 

々
鑓:お
巻i
す:
f¥ 

と

よ
(
ゆ
〉
ら
の

i
 

i
 

l
 

ん
ほ
ど
に
ど
、

し
た
い
、
そ

い

そ

を

う

な

急
く
女
に

や
す
ら
ゑ

(
奈
良

〈
夏
屋

-190ー

表



(8) 

い
か
に
案
内
し
た
ま
ふ
べ
し
の
。

「
よ
〈
ゆ
〉
ら
の
閉
山
、

は
「
由
良
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
「
よ

は
、
「
よ
〈

は
「
義
良
」
な
ど
だ
う
つ
ね し

た

第訪日 (2010)

ほ
、
し
な
じ
な
、

ま
な
こ
の
し
ょ

一
(H)

よ
ふ
し
、
是
ま
で
参
り

の
御
寺

弘前学院大学文学部教:繋

の
し
ょ
く
く
わ
ん
と
は
こ
な
た

の
金
巻
〉
の
「
し
な
じ
な
」
・
「
よ
ふ

以

上

の

立

は

、

い

て

い

る

。

ま
ド
干
、

1
u
…ノ-一一員

③
日
本
な
、
あ
ら
/
¥
、

J¥ 

漂

の
か
ね
ま
さ
造
成
寺
〉

ら
の

の
義
心

(
ゆ
)

は
僧
侶
の
名
前
で
、

お

て

ら

な
ら
の
御
寺
を
見
ず
候
程
に
、
漸
々
、

や
す
ら
ふ
て
候
。
〈
斗
内
獅
子
韓
本
の
金
ま
さ
〉

て
て候
、か

年
を
巾土
せ
ば
弐
拾

っ
て

な
ら

て
候
か
む
〈
興
開
の
金
巻
〉

ん
」
は

の
設
か
。

に
よ
る
と

ん
は
と
に
、

一
見
せ
は
や
と

-189 

ゆ
ら
の
関
山

を
が

の
御
寺
)
、
金
潜
寺
を
、
拝
み
中
た
る
事
は
な
し
む
漸
々
、
急
ぎ
行
く
女
に

の
金
巻

A
〉

の
鐘
巻
道
成
品
川

4

〉

以
上
の
m 
iま

しE

い
て
い
る
。

帯
施
屋

{二

0
0
0
、

に
よ
る
と
、

れ
ど
、
あ
ら
/
¥
、

か

ね

ま

き

い

ま

れ

か

ど
、
錨
巻
を
ば
未
た
詳
ま
ね
は
、

で

は
奈
良
平
安
時
代
に
主
要
道
路

い

そ

お

ん

主

さ

ふ

ろ

、
と
急
く
女
に
て
快
。



IJri犬神楽〈鎌考会〉のj草原と鑑繋(19 ) 

i
や
l
」
・
「
ひ
い
や
」
・
「
平
野
」

よ

しE

で
あ
る
。

「
布
施
犀
」
(
と
そ
の
は
、

奈
良
の
石
堂
と
(
の
)
鐘
巻
寺

「
奈
良
の
行
堂
の
鐘
巻
守
」
も

こ
の
点
、
山
伏
神
楽
・
番

と
「
奈
良
の
御
寺
」
が
同
一
爪

以
上
、
能
舞
の
仰
と
そ
れ

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
丈
、

あ

た

ご

く

ら

ま

あ
る
い
は
「
愛
宕
、
鞍
馬
」

に
あ
る
と
す
る
と
伊
勢
が
、

で
、
こ
の
場
合
は
「
舗

と
「
奈
良
ん
の
音
が
一

り
え
な
い
と
わ
か
る
。

ま
た
、
「
石
堂

の
が
「
奈
良
の
石
堂
ん
と

の
二
つ
に
な
り

「
奈
良
の
御
寺
」
と
な
っ
て
い
て
、

-1部一

のよ
近っ

か叩くに
る斐に見

一一寸 ザ

な 信浅fz
ゐ刊閉ま可

j献
し一一

そ
れ
に
相
当
す
る
山
伏
神
楽
・
番
楽

い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
鐘
巻
寺
」
が
「
浅
間
ケ
掻
」

敬
一
馬
」
の
近
く
に
あ
る
と
す
る
と
京
都
が
、
そ
れ
ぞ
れ

脅
か
不
詳
で
あ
る
(
闘
で
後
述
)
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

て
い
る
の
で
、
「
よ
ら
(
ゆ
ら
)
」
(
人
名
)
が
「
奈
良
」

し一一

の
所
在
地
で
な
い
よ
う
で
あ
る
c

ま
た
、

、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
、

が
あ

聞と
lilf 

の

の
イ
シ
ド
の
立
日
が
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ

lま

て
い
る
の
で

レ
仏側勝

と
み
ら
れ
そ
う
で
あ
る
や

議
良
(
由
良
)
の
開
山
、
鐘
巻
・
帯

の
金
巻
A
-
B
〉
、
〈
大

し
た
「
鐘
巻
寺
」
と
い

こ
の
よ
う
に
、
女

な

ら

い

し

ど

う

の
「
奈
良
の
石
堂
と
(
の
〉

)
だ
、
と
い
え
る
、
だ
ろ
う
り
す
な
わ
ち
、

(1) 

名(、
HIJ ゆ
で ら

例の
え 開t
ば 1[lf

五墾
型空

び〉

ろ、っ。

の 伎
は
と IU

のん跡
悌どを
奇がす

なーベ
事明子て
{守二 ι叫見
をム巡
引ある
ミらと
jfじまλ い

だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

と
い
う
文
脈
が
精
彩
を
帝
び
て
く
る
口

一
つ
の
寺
巡
り
で
満
願
が
成
就
す
る
と
い
へ

一
一
つ
だ
と
な
る
と
、
女
を
過
激
な
一
一
一
一
口
動
に
駆
り
立

愉

〕

、ベ

「
鐘
巻
寺
へ

て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ

な
っ
て
い
る

と
わ
か
る
。
こ

川
の
要
旨

の
名
乗
り
と
参
詣
の
申
し
出
で
、
そ
の

グ〉

と

ろ、っ。



20 ) 第46りは(月初弘前学院大学文学部紀要

い
う
と

一
∞
都
の
名
の
あ
る
・
布
施
同
の
一
人
娘
で
、
で
あ
る
心

中
の
散
や
寺
、
名
所
出
跡
を
お
い
そ
見
巡
り
、

て
そ
の
鐘
巻
寺
に
着
き
、
参
詣
し
た
い
、
と

い
な
い
の
で
、

へ
と
急
い
で
い
る
ひ

の

制
の
復
捺

の
仰
は
お
よ
そ
次
の

で
き
よ
、
つ
の

小
段
落

て
v

j
 
i
 

二
[

一一公判

発

十

、，
」同世

い
の
で
、
中
間
の
形
で
あ
る
の

-
・
別
当
は
、
鍾
巻
寺
が
費
い
帯
で
脅
か
ら
女
の
参
詣
し
た
例
が
な
い
の
で
、
早
〈
お
一
展
り
く
だ
さ
い
と
い
う
。

判
例
4

九
二
日

山
内

huj

t
、一

〈
大
光
腕
獅
子
舞
本
の
道
場
帯
〉
の
本
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
に
と
も
な
き
'K
の

ゃ
う
。

者

-187-

作



L[j伏神業〈鎌巻〉の復j点と鑑賞(21 ) 

た

も

と

夙
う
/
1
¥
御
一
民
り
快
へ
の

の
道
場
手
〉

し
て
、 ナ

レ

i
タ
i
と
別
当
の
驚
ぢ
の
こ
と
ば

十
品
、

、
リ
リ

F
4
〉
丸
7.11

U
M，P
…
バ
ν
d
y淵…い…

r

タ

の
先
取
り
し
た
驚
き
の
こ

で
あ
る
。
こ
れ
+

を
開
い
た
ナ
レ

〈
大
光
現
梯
子
舞
本
の
道
場
小
川
リ
〉

い
た
別
計
(
あ
る
い
は
ナ
レ
!
タ

の
こ
と
ば
で
あ
る
。

こ
の

の
こ

や
り
取
り
を
反
映
し
、

に
な
っ
て
い
る
(
後
述

1

」ア
ピ

(4) こ不こ
ので熟の
復、な点
原ナ驚

レき山
!の伏
タこ神
!と楽
とば
号Ij
当

小
段
部

(4) 

の
最
後
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
に
、

て
い
る
ω

た
だ
し
、
て
人
の

ぴ〉

は
、
ナ
レ
ー
タ
ー
と
別
与
の
鰐
き
の
こ

るむ

こ
う
し
て
み
る
と
、

ナ
レ
ー
タ
ー
と
別
々
の
驚
き
の
こ

以
上

山
内
h
V
-
1

-
、
一
一

は
本
文
の
復
原
か
ら
削
除
す
る
心

の
よ
う
に
復
原
で
き
よ
う
。

発

者

-186 

た

勺

と

み

て

ら

、
貴
き
御
寺
の
こ
と
な
れ
ば
、

の
身
と
し
て
、

化

人

身

み

て

ら

女
参
ら
ぬ
御
寺
ゆ
ゑ
、

と

と

お

ん

も

ど

き

ふ

ら

ふ

ぞ
れ
よ
り
拭
く
拭
く
御
一
応
り
候
ベ
し
い
の
。

J寅
同
・
・
女
は
女
人
禁
制
に
納
得
し
な
い
。

n 

ナ
レ

i
タ

!

L<<' 
yむ

久-

女
参
り
た
る
例
は
な
し
り

と

と

お

ん

も

ど

」
れ
よ
り
、
夙
う
夙
う
御
民
り
快
ベ
し
の
J

ほ竪
;まる

金
巻

iま

の
か
ね
ま
き
〉
以
下
の
能
舞
は
川
を
欠
捺
し
て
い
る
も
の
の
、

の
で
、
一
見
す
る
と
川
は
凶
の
以
復
の
よ
う
に
見
え
る
む
し

い
反
問
し
て
い
る
と
知
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
次
に
述
べ
る
出

と
の
た
ま
ふ
か
よ
の
」
と
述
べ
る
の
が
適
合
す
る
と
わ
か
る
つ

だ
け
が
布
の
よ
う
に
川
を
伝
え
て
い
る
む

の
巾
し
(
す
)
も
の
か
な
」
と
火
の
発
汗
に
ナ
レ

の
本
文
を
参
照
す
る
と
、

'Kが
別
中
ー
の

「

明

〕



(22) 第46句。 (2010)弘前学院大学文学部紀要

山
伏
神
楽
*
番
楽
の
本
文
で
は

に
し
て
反
問
し
、

れ

の

の
こ
と

、
そ
も
索
、
き
御
寺
の
事
な
れ
ば
、

の
参
ら

⑬
女
の
身
と
し
て
、
是
よ
り
、

を
を
、

と
の
た
ま
ふ

の
ふ
り

の
金
糸
u
A〉

と
ぬ
た
ま
ふ

の
ふ
り

の
金
巻

B
ゾ

と
の
五
ふ
か
な
う
。
〈
江
釣
子
の
鐘
巻
〉

さ
む
候
ω

」
の
寺
と
申
す
は
、
?
で
も
、

の
身
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
、

と
の
た
ま
ふ
か
よ
の
ひ
〈
大
償
の

、
能
舞
の
川
は
次
の
よ
う
に
議
採
で
き
よ
う
の

ヤ者

日)

貴?
ヨえい
、同P

簡lみ
μ 寺l

女主の
参こ
らと

な
れ
ば

て
い
る
。

。。



Illi丈神濃く錨巻〉の議長子;と護費23) 

(
一
一
一
)
百
日
の
行
と
千
日
の
行

同
・
・
女
は
、
錨
場
寺
が
嫌
い
寺
な
の
で
捌
仰
が
磁
器
の
行
殺
し
て
か
ら
接
指
し
、
女
が
千
自
の
行
を
し
て
か
ら
穆
詣
す
る
と
開
い
て
い
る
の
で
、
自
分
は
千
日
の
行
を
し
て

か
ら
参
詣
し
た
い
と
い
う
。

J寅
出

-184 

為
C

と
開
く
。

@③②  
干-f我R女Z苦手
日目ら 参tよい

れり
ばし

て

k 

、
行
商
の
こ

、

ヂ
ご
ヲ

ど
に
(
参
り
按
程
に
〉
、

う

ろ

そ

ろ

巧

う

の
愚
か
が
候
べ
し
い
の

。
は
、
女
の

〈
大
光
院
郁
子
舞
本
の
道
端
寺
〉
の
本
文
は

の
先
取
り
し
た
驚
き
の
こ

の
と
お
り
で
あ
る
。

で
あ
る
。

を
開
い
た
ナ
し

タ

や
ら
の

二
、
何
の
お

川、

。
お
う
、

の
仰
せ
ゃ
っ

お
ろ

何
の
愚
か

て
参
る
に

へ
し
。
〈
大
光
院
獅
子
韓
本

〕

W

}

の
こ
と
ば
で
あ
る
。

の
発
一
一
討
を
間
い

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
を
、
次
に
い
く
つ

し3

は
ナ
レ

タ

の
こ
と
な
れ
は
、

て
参
る
、
と
承
る
む
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④
我
等
女
人
の
身
な
れ
は
と
て
、

σ〉

、
例
ん
の

ぉ
、
、

の
精
進
に
て
参
る
由
、

よ
も
求
ふ
り

又i

二
百
日
の

は
、
女
人
の
こ
と
な
れ
は
、

中めふ、

に
で
参
る
よ
し
、

③
'K
は
二
円
日
の
行
浄
に
で
参
る
よ
し
、

告
増
て
我
参
る
に
は
、
の
行
に
て
参
る
と
は
、

の
ー
は

一
つ
の
要
素

(ω、

を
欠
い
て
い
る
ω

II 

ま
レ

の
行
で
参
る
、

とφ

;求5
てつわ

参ご
る

の

/，.(1:; 

て て
参更候j
るが

どと
や

の
行
に
て
参
る
に
、

の

④
技
ら
友
人
の
身
と
し
て
、

の
行
に
、
判
ん
の

て
参
る
の
に
、

の
小
思
議
の
あ
る
べ
き
に
c

ハミ

の
会
巻
〉

〆化、

h
リ
る
3

功
力
に
よ
っ
て
参
る
に
、

の

べ
き
ぞ
。

へ
し
り〈

荒
沢
本

な
に
の

の
道
成
寺
〉

の
金
ま
き
〉

の
錦
巻
道
成
寺
〉

の
金
巻
A

〉

へ
し
の
ふ
り

Q
O
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二
つ
の

を
欠
い
て
い
る
の

の
州
は

O
を
除
い
て
は

女
は
仏
教

て
参
詣
し
よ
う
と
し
て
い
る
り

で
別
当
が
忽
々
に
婦
る

の
金
巻
〉
・
〈
岳
の
金
巻
A
〉・

以
上
の

E
は、

同
の
復
原
こ
う
し
て
み
る
と
、

相
対
的
な
性
差
別
と
絶
対
的
な
性
差
澗

つ
の
不
忠
議

の
本
文
を
伝
え
て
い
る
。

の
と
心
得

f
i

、、

し
て
い
る

い
。
こ
の
占
…
、

。〉

(6) 

な
ど

(
四
)
五
つ
の
不
思
議

同
・
・
軒
当
が
鐘
巻
寺
に
五
つ
の
不
思
舗
が
あ
る
と
い
う
。

(7) 

、
別
当
(
①
・
⑨
〉
を
開
い
た
ナ
レ
タ
!
の
先
取
り
し
た
驚
き
の
こ

〈
大
先
続
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
の
本
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

で
あ
る
む

や
ら
。

は

σ〕

3

〉
口

£、
h
f
y

♂

れ
は

の
道
場
主
〉

、
山
川
女

山
伏
神
楽
の
本
文
も
、

の
こ
と
、
ば
で
あ
る
。
能
舞
の

い
た
別
当
〈
あ
る
い
は
ナ
レ
ー
タ
ー
)

ほ
ほ
同
じ
で
あ
る
り
、
そ
の
一
例
を
挙
げ
る
り

し
、
以
下
で

て
い
る
口

の
金
巻
〉
・
〈
夏
岸
本

舞

台

で

の
こ

は
、
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
。

〕

明

〕

ザコ

び〉

。。
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支」

イコ
の

の
か
ね
ま
き
道
成
寺
〉

怖
の
被
服

い
て
ほ
ほ
本
来
の
本
文
を
伝
え
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

の

制
・
・
女
、
が
そ
の
五
つ
の
不
思
議
な
知
り
た
い
と
い
う
。

、jo
バ
V
I
|

五
つ
/
¥
に
五
つ
の
不
思
議
に
限
て
辻
、
と

山
伏
神
楽
の
本
文
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

、
そ
の
一
一
例
を
挙
げ
る
ω

五
つ
の

て
は
、
そ
も
。
〈
大
償
の

制
の
復
原

こ
う
し
て
み
る
と
、
能
舞

て
い
る
。

。〉

川
川
・
・
別
滋
は
そ
の
五
つ
の
不
思
舗
を
列
挙
し
て
女
人
禁
制
を
強
謁
し
、
早
く
お
一
畏
り
く
だ
さ
い
と
い
う
。

I民
出

小
段
務

制

H
U

あ
あ
ら
、

つ
る
こ
と
は
な
し
口

か

ぜ

い

風
、
う
ち
入
れ
る
こ
と
も
な
し

る
こ
と
も
な
し
)

(13) 

つ
る
こ
と
も
な
く
(
清
え
果
づ

~Ij 

181-
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「
七
つ
の

「
五
つ
の
不
思
議
」
と
「
七
つ
の
不
思
議
」
が
混
交
す
る
能
舞

て
い
る
。

と
い
い
な
が
ら
、

の

い
こ
と
で
あ
る
。
こ

て
も
ら
お
う
と
し
た
も
の
の
、

こ
の
矛
請
に
も
容
易
に
変
え
が
た
い
真
実
が
あ
る
か
ら
、
だ
ろ
う
。

て
き
た
こ
と
を
一
本
峻
し
て
い
る
む
そ
の
本
来
の
形
は
、
ま
ず
間
「
五
つ
の
不
思
議
」
を
挙
げ
て
女
川

い
で
仰
「
七
つ
の
“
小
川
思
議
ど
を
挙
げ
て
是
非
と
も

K
に
川
市
っ
て
も
ら
お
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

一
例
は
仰
「
七
つ
の
本
山
思
議
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
本
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
ば
を
忘
れ
去
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
り

の
よ
う
に
川
「
五
つ
の
‘

て
犯
し
て
い
る
こ
と
は
、

わ
ち
、
本
米

<) 

で
も
女
が
納
得
し
な
い
の
で
、

議
述
す
る
よ
う
に
、

i
の
ニ
附
「
五
つ
の
不
思
議
」
に
、
い
は
の

う
ち
に
附
と
闘
が
混
交
し
、
車
列
の
順
が
逆
転
し
、

〈
大
光
院
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
の
本
文
は
、

述
べ
る
。

平
く
お
民
り
く
だ
さ
い
と

「
七
つ
の

-180 

ー
木
を
た
に
も

烏
を
た
に
、

で
と
も
、
女
木
立
す
。

距

は

、

女

脱

渦

は

す

り

そ
れ
か
ら
、
と
を
/
¥
御
一
民
り
依
へ
心
〈

の
祷
る
事
も
な
し
の

庭
に
草
生

さ
ぐ
り
な
け
れ
と
、
笠
ハ
風
内
に
入
る
事
も
な
し
り

べ
北
川
、
古
ノ
ム
リ
一
つ

の

出
え
お
つ
る
事
も
な
し
り

つ
の
不
思
議
で
快
殺
に
、

J¥ 

〈
大
光
院
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉

〕
れ
は

イコ

て
、、一

Z七
コペ〉

の

る
も
の
で
あ
る
の

一
応
削
「
五
つ
の

つ
の
不
思
議
ん
に
、

つ
の
不
思
議
」

と
い
う
こ
と
ば
を
忘
れ
、
加

よ
、
つ
に
i
の一一

か
な
り
錯
綜
し
て
い
る
も
の
の
、

つ

の

不

思

議

」

に

、

試

の

僻

す
な
わ
ち



「
五
つ
の
不
思
議
」
と
「
七
つ
の
不
悪
報
」
な
舟
別
す
る
山
伏
神
楽
州

7
k
つ

の

の

次

に

時

「

七

つ

の

の

本

文

を

み

る

と

の

本

文

に

は

、

制

「

五

つ

の

一

議

」

と

仰

「

七

つ

の

と
し
て
列
挙
す
る
場
作
が
あ
る
む

ら、

28 

i

木
を
だ
蜘
明
、
男
木
立
ど
、

男
虫
通
へ
ど
、
女
虫
過
は
ず
。

参
れ
ど
、
友
の
参
ら
ん
、
寺
な
れ
ば
、

の
身
と
し
て
、
夫
か
ら
、

へ
。
〈
品

A 

第46~'

「
五
つ
の
不
思
議
」
の
条
を
挙
げ
る
。

弘前学院大学文学部紀要

に
」
で
、
木
さ
え
の
義
む
「
だ

て
ど
も
女
本
が
立
た
な
い
の
で
、

mH参
れ
ど
も
女
は
参
ら
な
い
、
と
一
一
一
日
外

は
正
し
く
は

を
去
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

「
女
参
ら
ん
」
は
「
女
参
ら
ぬ
」

立
と
、
め
ぎ
(
た
木
)
た
だ
っ

鳥i
さ
しいに

わ
ぐ〉す前

お
む
し

男
虫

秘主
合、し E

ソ と
ど

通
ノ¥

ど

女;jB
秘主ー
アヘぃ

エと.-/、

め
む
し

は
)E!!ょ)

わ
つ

め
か嚇

山

、

ー

女;
のv

身みっ
との
し
て

そ
れ
よ
り

た
ま
い

〈
岳
の
金
巻
B

〉

ふ

'
」
、

ー

て
と
、

帯

〕

、

ー

へ
ど
、

び〉

べ他
て些

2外

っ
た
こ
と
は
、

i
 

i
 

I
 

「
五
つ
の

lま ょ
っ
と

る
メL

し持
いち

-179 
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雄
虫
通
へ
ど
、

男
参
れ
ど
、
女
参
ら
む
、

女
の
身
と
し
て
、
こ

すに
ぐ

( 
帰究
ら

せ
た
ま
P¥  

〈
大
償
の

の
「
女
参
ら
む
寺
」
は

ど
、
女
木
立

へ
ど
、
女
虫
か
よ
わ
ず
つ

、
女
寵
ま
へ
(
参
)
ら
ず
。

鹿
は
ま
ゑ
(
参
)

か
よ

男
阜
、
通
へ
ど
、

男
ま
へ
(
参
)
わ
、
女
ま
へ
(
参
)
ら
ん
、
寺
な
る
に
、

友
身
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
、
す
ぐ
/
¥
す
ぐ
婦
ら
せ
結
ふ
。

っ
と
一
五
ふ
例
も
な
し
。

女
鹿
の
泊
ふ

の
通
ふ
と
示
、
つ
例
も
な
し
。

へ
る
ど
も
、
女
参
る
と
云
ふ
例
も
な
し
。

実
は
な
ら
ず
り

五
つ
の
五
つ
の
不
思
議
に
御
時
候
の

i
o

の
か
ね
ま
き
道
成
寺
〉

の
金
巻
〉

て
ど
も
」
は

σ〉

日¥

と

k 、に

鳥女 取
i曲2参て
うらは
こず
と
も
な
し

に
立
つ
」
は
「
女
本
な
っ
」

ぺ3

び)

実
は
な
ら
ず
」
は

-178-

r~ 

の



(30 ) 

を
ふ男

木
立
と
、

の
鐘
巻
〉

は
後
段
の
特
憎
の
験
を
誇
示
す
る
仰
の

に
分
類
さ
れ
る

こ
と
も
な
し
」

実
の

五
つ
日
の

ろ
、
つ
っ
こ
こ
は

が
適
合
す
る
の
こ
の
五
つ

こ
の
他
に
、
〈
中
山
の
山

を
大
き
く
取
り
違
え
、
話

「
五
つ
の
不
思
議
」
と
「
七
つ
の
不
思
議
」
が
漉
交
す
る
山
伏
神
楽

次
に
、
そ
の
一

つ
の
不
思
議
」

を
弁
別
し
て
列
挙
す
る
も
の
の

ぺ〉
の

て
い
る
。

と
(13) 

て
い
る
。

そ
の
一
定
で
、

~ 

び〉

て〉

の

第46号(之()lO)

立
と
も
、

ムリ一つ

め
ん
き

-177 
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た
る
た
め
し
な
し
り

る
た
め
し
な
し
。

と
ふ
じ
め
の
き
れ
る
こ
と
も
な
し
り

そ
ふ

て
候
の
ふ
。
〈
黒
森
の
金
巻
A
〉

ん
さ
(
女
木
)
つ
」
は
「
雌
木
立
つ
と
い
ふ
た
め
し
も
な
し
い

uu
は
、
同
一

こ
の
よ
う
に
、
州
立
つ
の
不
思
議
い
と
同
「
七
つ
の
不
思
議
」
が
混
交
す
る
あ
り
方
は
、

弁
別
す
る
古
い
能
舞
と
混
交
す
る
現
行
の
能
舞
こ
の
点
、
古
い
能
需
の
〈
十

つ
の
不
思
議
」
を
一
応
弁
別
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
現
行
の
能
舞
で
は
矧
と
い
い

つ
-a
つ
の
不
思
議
」
と
「
七
つ
の
不
思
議
い
の
弁
別
の
内
実
的
削
「
五
つ
の
広

し
た
強
力
な
神
霊
ス
ポ
ッ
ト
・
鐘
巻
寺
で
こ
そ
起
こ
る
現
象
で
あ
る
の

に
分
類
さ
れ
る
(
後
述
)

で
あ
る
の

(
一
七
丘

で
は
、
川

戸七

〆~

ぴ〉
の
粘
界
(
バ
リ
ア
i
)
を

の
内
実
は
相
違
し

つ

一
指
で
き
る
も
の
の
、
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て
右い
のる
(9) 

..，円

五め
つ相
fI、 町市倫

V ノ 1接

と
は

っ
て
差
別
し
、
闘
で

っ
て
い
る
の

男
(
男
の
北
除
)

は
ー
し
な
い
(
治
定
づ

(
肯
定
)
ど
も
、
交
(
女
の

一
つ
日
の

そ
こ
の
僧
侶
が
た
人
を
控
絶

つ
日
の
不
思
議
ま
で

に
五
つ
目
の
ま
し
て
や
「
男
参
れ
ど
も
、
女
参
ら
ぬ
」
と
駄
目
押
し
を
し
、
「
女
の
身
と
し
て

適
切
で
あ
る
。
さ
っ
し
て
み
る
と
、
〈
止
山
の
金
巻
A
-
R
了
〈
大
積
の
か
ね
ま
さ
道
成
寺
〉
・

能
舞
の
五
つ
の
不
思
議
こ
う
し
て
み
る
と
、
現
行
の
i
の
ニ
慨
は
本
米
州
「
五
つ
の

そ
し
て
、
刷
助
制
の

ー
木
だ
に
、

鹿
だ
に
、

女め女め

鹿ぶ木君
通立
はた
ぬず

だ
人

な
お
、
能
舞
の
「
木
、
だ
(
じ
よ
う
ハ
八
u
に
は
、

の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
口

谷、

つ
よ
う
だ
ん
に
)
に
は

の

ま
た
、

つ
の
不
思
議
」

の
i
の

木
だ
に

へへて
ど ど ど
ももも

tとめ k~kめ
鹿ぶ烏I木E

通過立
は は た
ずずず

の
道
場
守

烏
だ
に

訂
モ
一
こ
こ

H
尽
J
，
J
1智

川
閣
の
篠
原

小
段
落

て
み
る
と
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

日
可
d(

 

「
本
だ
に
、
雄
木
立
て
ど
、

の
金
巻
〉
が
、

に
分
額
さ
れ
る
も
の
で
あ
り

の
異
同
が
あ
り

て
い
る
り

の
反
復
で
、
こ
の

べ
し
の
ふ
」

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

の
鐘
巻
寺
の
一
所
在
を
示
す

-176-

の
で
、
復
原
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
口

発

加
え
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そ
の
他
の
「
五
つ
の
不
思
議
」
の
類
例
を
、
次
に
挙
げ
る
む
こ

右
の
五
つ
の
不
患
識
と
入
れ
替
え
可
能
な
も
の
で
あ
る
む

波
だ
に

骨
な
み

男
波
立

女め(;.:め
石t波文
伏立
した
たず

州
・
・
女
は
五
つ
の
不
思
議
に
納
得
し
な
い
。
能
舞
で

別
乃
は
附
で
女
人
禁
制
制
の
不
思
議
を
列
挙
し
て
女
人
禁
制
の
事
実
を
強
調
す
る
だ
け
で
、

な

お

、

て

い

な

い

。

-
I
a
・
-
句
咽
}

7
4

・J
j
e
p
t

て
い
る
も
の
の
、

女
は
納
得
し
て
い
な
い
の

山
侠
神
楽
の
本
文
の
典
型
的
な
関
を
、

古
来
日
爪

男
虫
通
へ
ど
、
女
虫
通
は
ず
。

と

円

と

円

か

よ

雄
鳥
通
へ
と
、
雌
鳥
鴻
わ
ず
。

男
参
れ
と
、
火
勢
ら
ん
、
御
寺
ゆ
へ
、

女

の

身

と

し

て

、

す

ぐ

/

¥

返

れ

、

と

の

ふ
か
よ
の
ふ
。
宇
山
の
金
巻
A

〉

河
川
つ
般
市
小
蜘
ス

ド
H
r
i寸
庁
1
f
p
L
U曹

て
い
る
。

し

ゆ

λ

さ
ん
候
。
五
つ
の
不
思
議
故
、

の
身
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
、

と
の
た
ま
ふ

て
い
る
。

の

て
い
よ
、
つ
り

の
表
明
と
し
て

て
い
な
い

そ
の
た
め

の

σ〉
の

い
さ
さ
か
く
ど
い
の
で
、
簡
潔
な
不
騒
を
採
用
し
て
お
く
り

I.t) 
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山伏神楽〈鐘巻〉の復原と鑑賞(33) 

一三ロ
を

ん

な

と

と

か

へ

五
つ
の
不
思
議
ゆ
ゑ
、
女
の
身
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
夙
く
夙
く
帰
れ
、
と
の
た
ま
ふ
か
よ
の
。
女

さ
J
ら
λ

さ

ん

候

。

別

当

な
お
、
能
舞
と
番
楽
が
酬
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
の
は
、
酬
の
鵜
鵡
返
し
を
重
複
と
考
え
て
省
略
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

州
の
復
原
以
上
か
ら
、
能
舞
の
酬
は
次
の
よ
う
に
復
原
で
き
よ
う
。

J貝
出

小
段
落

背十

)
 

ハU
唱
E
よ(
 

(
五
)
七
つ
の
不
思
議

川
・
・
別
当
が
鐘
巻
寺
に
さ
ら
に
七
つ
の
不
思
議
が
あ
る
と
い
う
。

を
別
主
が
見
て
、
鐘
巻
寺
に
間
「
七
つ
の
不
思
議
」
が
あ
る
と
い
う
。

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
は
、
例
え
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
口

発一一一行者

舞
台
で
の
所
作

能
舞
に
は
欠
落
し
て
い
る
も
の
の
、
山
伏
神
楽
・
番
楽
で
は
、
酬
の
説
得
に
納
得
し
な
い
女
の
態
度

i+ 
Jゐ
JJi"J 
fllj 

こ
こ
に
七
つ
の
不
思
議
あ
り
口
〈
大
償
の
鐘
巻
道
成
寺
〉

'，)リ

L

し

ぎ

と

亦
、
そ
れ
に
か
き
ら
ず
、
七
つ
の
不
思
議
も
候
程
に
、
夫
か
ら
夙
、
御
版
り
候
得
。
〈
江
釣
子
の
鐘
巻
〉

川
の
復
原

以
上
、
問
に
な
ら
っ
て
能
舞
の
川
を
復
原
す
る
と
、
次
の
形
に
な
ろ
う
口

小
段
幕

発一一一一日者

l
 

-nH 

一二一ロ

青十

)
 

唱
E
よ

唱
E
よ(
 

ま
た
こ
こ
に
、
七
つ
に
七
つ
の
不
思
議
は
候
。

日リ
:"~ 
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能
舞
に
は
欠
落
し
て
い
る
も
の
の
、
山
伏
神
楽
・
番
楽
で
は
、
女
が
そ
の
間
「
七
つ
の
不
思
議
」
を
具
体
的
に

M
M
・
-
女
が
そ
の
七
つ
の
不
思
議
を
知
り
た
い
と
い
う
。

知
り
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
は
、
例
え
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

女
・
来
一
同

ふ

し

ぎ

七
つ
の
不
思
議
に
と
り
て
は
、
そ
も
。
〈
大
償
の
か
ね
ま
き
道
成
寺
〉



(34 

五
つ
と
七
つ
の
不
思
議
の
漉
交

の
話
題
を
改
め

仰
の
梅
原

て
し
ま
い
、

一一寸

司七
ぐ〉

ぴ〉

て
い
る
の
は
、
制
「
七
つ
の

「
五
つ
の

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
側
に
な
ら
っ
て
能
舞
の
同
を
復
原
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

同
・
・
別
当
は
そ
の
七
つ
の
不
意
識
先
立
列
挙
し
て
女
人
禁
制
を
強
調
し
、
早
く
お
一
眠
り
く
だ
さ
い
と
い
う
。

-173-

川
刻
J

一一二日

第46)]-(2010) 

別
当

日
あ
あ
ら

づ
る
こ
と
は
な
し
。

こ
と
も
な
し
)

弘前学技大学文!宇部紀要

ー
じ
よ
う
だ
ん
に
は
(
き
を
だ
に
も
、
中
小
ハ
日
に
、
京
谷

つ
よ
う
だ
ん
に
勺

「
五
つ
の
不
思
議
」
と
「
七
つ
の
本
思
議
」
の
混
交

つ
の
不
思
議
」
に
、

i
の

一

一

「

五

つ

の

戸七

ま ー
かずつ
つ、自

て雨の
もが不

思
議

の
現
象
で
あ
る
。

い
と
い
う
の
「
雨
」
は
女
人
、

こ
と

す
な
わ
ち
、
女
入
が
部

「
務
つ
る
」

い
、
と
い
う
義
で
あ
る
む

ニ
つ
自
の
不
思
議

が
、
適
合
し
て
い
る
の

ヴ
令
、
」
ル
」

が
な
く
て
も
臆
を
内
に
入
れ
な
い
の
義
。
「
う
ち
入
る

が
な
く
て
も
風
を
内
に
入
れ
な
い



IU1.丈神楽〈鐘巻〉の復車と霊堂(35 ) 

の

金

巻

〉

と

〈

切

旧

の

錨

巻

道

成

寺

〉

の

「

き

こ

の

誤

伝

だ

ろ

っ

。

ノ

、

病

憎

が

臨

終

の

折

、

こ

の

鐘

が

自

黙

に

鳴

れ

是

生

滅

法

、

生

滅

滅

日

、

こ
の
本
文
だ
け
が
、
錨
巻
寺
の
錨
の
音
が
遠
路
に
消
え
累

J

い
と
い
う
娯
例
か
ら
逸
れ
て
い
る
の
し
か
し
、
こ

鑓
倍
〈
男
〉
だ
け
の
惜
り
の
横
地
錨
巻
寺
の
鐘
の
背
一
路
に
消
え
来
て
な
い
こ
と
は
、
仏
説
の
聖
性
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
り
こ
の
、
仰
の
法
楽
の
歌
、

守
の
鐘
が
「
諸
行
無
常
、
問
地
生
減
法
、
生
滅
減
パ
絞
減
為
楽
」
と
奏
で
て
い
る
こ
と
、
そ
の
錨
を
女
が
鳴
ら
そ
う
と
す
る
と
鐘
ム
州
、
鐘
の
中
に
突
き

ご

す

い

き

あ

う

ん

に

と

て
い
る
こ
と
、
の
立
つ
に
密
擬
に
か
か
わ
っ
て
い
る
口
ま
ず
、
法
楽
の
歌
「
打
ち
鳴
ら
す
鐘
に
五
衰
の
夢
覚
め
て
同
時
の
二
字
を
m

)

き
」
は
、
鐘
の
音

の
始
め
と
終
わ
り
ま
で
を
悟
り
得
た
喜
び
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
寺
の
鐘
は
諸
行
無
常
の
真
理
を
説
く
渇
を
奏
で
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
鐘

の
真
理
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
女
が
こ
の
そ
う
と
す
る
と
、
悟
り
を
得
ら
れ
な
い
ど
こ
ろ

っ
て
い
る
。

と
い
う
口
「
さ
く
り
」
は
情
り

て
も
、

の
比
轍
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

の

と
い
う
義
で
あ
る
り

と
お
ぢ

一
一
一
つ
自
の
不
思
議
辺
鳩
山
附
に
」
が
漉
合
し
て
い
る
日
こ
の
二
一
つ
誌
の

山
伏
神
楽
*
揺
柴
の
本
文
を
、
次
に
挙
げ
る
む

打
ち
鳴
ら
し
た
錨

J

こ
と
で
あ
る
。

と
お
ね

錨
の
遠
音
の
、
絶
ゆ
る
こ
と
も
な
し
口

お

と

す

っ

す

ち

ゃ

う

η

き
こ

鍛
の
段
、
静
か
に
し
て
数

γ里
に
開
へ
。

と
ふ
ず
い

錯
の
、
遠
路
き
こ
ゆ
る
こ
と
も
な
し
む
〈
二

か
ね
打
人
の
見
得
、
ざ
る
に
、

の
鐘
巻
〉

鐘
の
遠
声
、
き
こ
ゆ
る
こ
と
も
な
し
む

遠
路
の
切
れ
果
で
る
と
一
一
一
一
口
う
の
例
な
し
。

し
て
括
れ
る
。

しミり

の
聖
な
る
鐘
は
僧
侶
(
男
)

て
い
る
と
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
一
一
一
つ
日
は
、

の
よ
う
に
表
現
し
、
女
人
禁
制
を
陰
闘
の
よ
う
に

心
が
鐘
の
音
の
聖
性
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
こ

か

ね

お

と

三
つ
自
の
正
確
な
本
文
は
、
「
鐘
の
音
の
、
清

鐘
の
竜
頭
の
切
る
る
こ
と
な
し
な
お
、
へ
前
の
金
巻

A
-

被
ち
が
鳴
ら
す
時
だ
け
そ
の
音
は
澄
み
き
っ
て
、

‘
見
す
る
と
女
人
材
一
刑
制
を
説
い
て
い
な
い

に
し
て
い
る
り

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ

「
七
つ
の
不
思
議
」
の
な
か

だ
ろ
う
。

こ
の

の
不
思
議
と
同
じ
文
脈
に
次
の
よ
う
に
錨

-r: 

の

掠
γ

小
け
し
て
内
に
入
れ
な
い
、

の
蕪
常
哉
の
四
隅

て
い
る
(
闘
で
後
述
)
り

172 

異
形
の
者
に
な
る
と

.
方
で
女
人
を

(
男
)
だ
け
の
惜

こ
ろ
で
あ
る
の

べ
て
い
る
の



(36 ) 

の
り
ゅ
う
ず
(
ゅ
う
ず
・

の
、
切
る
(
き
れ
る
)
事
も
な
し
の
〈
岳
の
金
巻
A
-
n
p
〉

の
竜
頭
」
と
は
、

の
つ
都
地
」
の
形
を
し
た
、
吊
る
す
た
め
の
部
分
で
あ
る
の

で
て
い
る
も
の
の
、
旅
の
女
が
こ
の
鐘
を
鳴
ら
そ
う

第46}j・ (2010)

こ
の
本
文
の
正
確
な
形
は
、
「
鐘
の
竜
頭
の
切
る
る
こ
と
も
な
し
」
だ
ろ
う
c

こ
れ
も
、
地
出
侶
(
男
)
だ
け
の
悟
り
の
境
地
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

と
す
る
と
、
鐘
の
竜
踊
が
切
れ
て
地
に
落
ち
、
鐘
の
背
が
休
む
と
と
も
に
、
女
を
鐘
の
中
に
巻
き
込
め
て
い
る
口

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
鐘
の
竜
頭
の
切
る
る
こ
と
も
な
し
」
も
、
一
見
す
る
と
友
人
禁
制
を
説
い
て
い
な
い
よ

現
し
な
が
ら
友
人
禁
制
を
淳
き
彫
り
に
し
て
い
る
の

四
つ
自
の
不
思
議
問
つ
目
の
不
思
議
は
、
「
庭
に
花
立
芝
生
ひ
ず
」
で
あ
る
の
今
ま
で
の
類
例
〈
一
・
一
一
つ
日
て

な
ろ
う
。
「
麿
」
は
鐘
瞥
寺
、
立
化
(
草
こ
は
女
性
の
比
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
と
一
百
い
川

山

伏

神

楽

・

番

楽

の

本

文

を

、

次

に

挙

げ

る

む

能

韓

と

同

じ

本

文

(

〈

二

の

鐘

巻

〉

)

っ
て
い
る
。次

弘前学説大小丈'字詰1¥紀要

庭
に
草
生
へ
て
花
は
咲
け
と
も
、
実
わ
成
ら
ず
の
〈
岳
の
金
巻
A
〉

(
生
)
い
ず
、
又
花
わ
咲
い
て
も
、
身
(
実
〉
わ
な
ら

県
は
成
ら
ず
。
か
ね
ま
き
道
成
寺
〉

〈
岳
の
金
巻
B
〉

だ
け

の
境
地
を
表

1-1:.お

ふ
る
」ー

と

は
錨
巻
寺
、

れ
な
い
、
女
人
の

」
は
友
人
の
比
職
で
あ
る
。
そ
の

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
草
こ
の
実
が
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
女
人
が
参
詣
し
た
と
し
て
も
、

、齢

、"が

(
男
)
を
受
け
容
れ
る
こ
ベ
て
、
女
人
を
拒
否
す
る
こ

る
こ
と
だ
け
を
述
べ
て
、
侶
(
男
)
の
み
を
受
け
容
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

々
/
、
べ
ど
も
、

て
い
る
の

花
の五

つ
自
の
不
思
議

蝶
々
」
と
熟
す
る
ほ
ど
々
」
の
関
経
が
緊
密
で
な
い

も
適
合
し
て
い
る
も
の
の
、
は
尋
常
な
表
現
で
な
い
口
比

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
を
次
に
挙
げ
て
、
比
較
す
る
り
な
お
、
凶

つ
る
こ
と
も
な
し
」
の

々
は

こ
の
点
、
「
地
の

」

の

本

文

で

は

、

こ

い

五
つ
は
け
の
不
思
議
を
述
べ
る
本
文
の
分
類
を
示
し
て
い
る
の

iま

々

と

の

j也

金
色 I
》う

あ
ま
た

数
多
遊
べ
ど
も
、

の
か
ひ
ろ
は
、

へ
ど
も
、

の
錨
巻
道
成
寺
〉

つ
る
こ
と
は
な
し
り
〈
黒
森
の
金
巻
A
〉

つ
る
こ
と
も
な
し
り

て
、
問
つ
日
の
庭

て
な
い
し
、
「
池
の
(

が
密
接
な
の
で
、
ま
だ
し



山伏神楽(鐘巻)の復原と鑑賞(37) 

い

け

あ

す

を

と

た

池
の
か
い
ご
か
、
遊
へ
と
も
、
立
H

の
立
つ
る
こ
と
も
な
し
。
〈
夏
屋
本
の
金
巻
〉

い

け

あ

そ

池
の
か
い
こ
は
、
遊
へ
と
も
、
浪
の
立
る
こ
と
も
な
し
。
〈
中
妻
本
の
金
巻
〉

か
ひ
ろ

池
の
墓
は
、
遊
へ
と
も
、
波
立
と
い
ふ
事
も
な
し
。
〈
西
長
野
の
金
巻
〉

「
か
ひ
ろ
」
・
「
か
い
ご
」
・
「
か
い
こ
」
は
「
蛙
」
の
義
だ
ろ
う
。

凶
を
整
理
す
る
と
、
次
の
形
に
な
ろ
う
。

(A) 

池
の
蛙
は
、
遊
べ
ど
も
、
声
(
音
・
波
)
立
つ
る
こ
と
も
な
し
。

R
U
 

池
の
烏
々
は
、
何
に
と
遊
べ
と
、
声
立
る
事
も
な
し
。
〈
岳
の
金
巻
A
〉

池
の
烏
々
、
何
と
遊
べ
と
、
声
立
て
る
こ
と
も
な
し
口
〈
江
釣
子
の
鐘
巻
〉

な

に

あ

そ

ニ

ゑ

た

池
の
烏
の
、
何
と
遊
へ
ど
、
声
立
つ
る
事
も
な
し
。
〈
山
石
ハ
八
日
堂
の
金
巻
〉

あ

そ

た

池
の
諸
烏
、
何
と
遊
べ
と
、
浪
立
た
つ
口
〈
晴
山
の
鐘
巻
〉

-170-

倒
を
整
理
す
る
と
、
次
の
形
に
な
ろ
う
。

R
U
 

池
の
烏
々
は
、
何
と
遊
べ
ど
も
、
声
(
波
)
立
つ
る
こ
と
も
な
し
。

ρし

池
の
か
い
る
、
ち
ゃ
う
/
1
¥
と
遊
べ
と
も
、
声
の
う
ち
に
立
つ
と
言
事
も
な
し
o

E
ん池

の
か
ゑ
り
ゅ
う
、
て
ふ
/
1
1
遊
ぶ
と
も
、
う
ひ
声
立
つ
る
こ
と
な
し
。

〈
斗
内
獅
子
舞
本
の
金
ま
き
〉

〈
荒
沢
本
の
金
巻
〉

池
の
背
番
、
き
ゃ
う
/
¥
と
遊
へ
ど
も
、
声
の
上
に
立
つ
と
言
ふ
事
も
な
し
口

い

け

す

む

か

わ

つ

い

か

き

圭

γ
γ
)

す

か

た

(

カ

)

こ

と

池
に
住
蛙
は
、
如
何
に
て
う
/
1
¥
と
遊
べ
ど
も
、
姿
の
見
ゆ
る
事
も
な
し
口

J
t
ナ

一

、

ニ

ゑ

た

戊
は
、
ち
よ
/
¥
遊
共
、
声
な
て
る
た
め
し
な
し
。

〈
因
子
の
金
巻
〉

〈
鮫
の
鐘
巻
道
成
寺
〉

〈
興
屋
の
金
巻
〉

「
池
の
か
い
る
」
・
「
ゑ
ん
の
か
ゑ
り
ゅ
う
」
は
「
池
の
蛙
」
の
義
。
「
戊
は
」
は
「
池
の
蛙
」
の
誤
伝
だ
ろ
う
。
「
ち
ゃ
う
/
1
¥
」
・
「
て
ふ
て
ふ
」
・
「
き
ゃ
う
/
1
¥
」
・
「
て
う
て

う
」
・
「
ち
よ
/
1
¥
」
は
「
蝶
々
」
の
義
。

間
は
、
倒
の
形
の
「
何
」
に
「
蝶
々
」
が
入
っ
て
文
意
が
明
断
に
な
っ
て
い
る
。
削
を
整
理
す
る
と
、
次
の
形
に
な
ろ
う
。
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ぴ)

蛙

ベ
ど
も

立
つ
る
こ
と
も
な
し
の

々

こ
う
し
て
み
る
と
、

口
一
践
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
を
忘
れ
、
そ
こ
に
蛙

っ
た
の
だ
ろ
う
り
こ
う
し
て
み
る
と
、
能
舞
の
本
文
の

のホ
J2ま

第46tj-(2010) 

蝶
々
と
遊
べ
ど
も
、

油
の
蛙
、
螺
々
と
遊
べ
ど
も
、
声
立
つ
る
こ
と
も
な
し
で
は
、
の
い
ず
れ
が
本
来
の
影

こ
の
点
、
能
舞
の
M
M
「
七
つ
の
不
思
議
」
は
す
べ
て
女
人
禁
制
を
述
べ
て
お
り
、
川
「
五
つ
自
の
不

侶
〈
男
)
は
余
人
と
遊
べ
ど
も
、
昭
一
落
す
る
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
表
現
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
の
こ
こ
の

恥

で

あ

る

の

す

な

わ

ち

、

寺

に

女

人

の

民

所

が

な

て

も

、

な
い
)
と
い
う
の
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
丈
棋
で
‘

五
つ
日
の
不
思
議
辻
、

K
人
が
来
て
も
情
出
は

以
上
の
五
つ
が
、
能
舞
の
伝
承
す
る
「
七
つ
の

六
・
七
つ
自
の
不
意
識
六
・
七
つ
日
の

しE

C 

つ
る
こ
と
も
な
し
」
は
、

つ
る
こ
と
も
な
し
」

ろ
う
か
の

の

「
池
の
(
に

る
U 

し
な
い
、

蝶
々
と
遊
べ
ど
も
、

る
と
述
べ
る
了
二
つ
日
の

つ
る
こ
と
も
な
し
」

同
じ
発
想
を
し
て
い
る
。

弘前学院大や文学部紀後;

で
、
次

.r~ 

ぷ〉

お

ぎ

に
、
出
刀
本
志
て
ど
も

鹿
だ
に
、

へ
ど
も
、

「
五
つ
の
不
思
議
」
と
「
七
つ
の
不
思
議
」
の
弁
別
の
内
実
同

の
の
、
そ
の
内
実
は
相
違
し
、

と

制

を

整

理

し

て

く

る

と

、

よ
っ
て
芸
別
し
、
仰
は
鐘
巻
寺
や
僧
侶
が
女
人
を
拒
絶
e

ぐ〉

の

て〉

の

艇
で

に
わ
か
る

U

「
五
つ
の
不
思
織
」
と
「
七
つ
の
不
思
隷
」
の
文
型

し
て
取
っ
て
い
る
。

て
い
る
心
倒

次
ぴ〉

こ
の
こ
と

つ
ぴ〉

男

ど
も
、
女
(
女
の

は
ー
し
な
い
(
百
定

こ
れ
に
対
し
て
、
同

の
場
合
は
、

子
間
つ
り
の
不
思
議
の

一
・
二
・
五
つ
日
の

っ
て
い
る
。

つ
の

々
」
は
女
人

い
、
堕
落
し

169-

て
い
る
、
と
さ
ら

の
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同
女
人
が
来
て
も
、
寺
・
僧
伺
は
無
視
・
拒
否
す
る

川
寺
・
僧
侶
だ
け
を
肯
定
(
あ
る
い
は
女
を
否
定
)
す
る
か
し
て
、
他
方
を
否
定
(
肯
定
)
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
他
の
凶
「
七
つ
の
不
思
議
」
の
類
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
次
の
事
例
は
、
同
に
分
類
で
き
る
。

と
も
し

同
風
吹
け
ど
、
燈
消
ゆ
る
こ
と
も
な
し
。

風
吹
く
と
も
、
草
木
の
動
く
と
い
う
こ
と
も
な
し
。

風
吹
け
ど
も
、
庭
に
木
の
葉
の
落
つ
る
と
い
う
こ
と
も
な
し
。

雪
降
れ
ど
も
、
(
庭
に
)
積
も
り
で
あ
る
と
い
う
例
な
し
。

「
風
」
・
「
世
己
は
女
人
の
比
聡
、
「
燈
」
・
「
草
木
」
・
「
木
の
葉
」
・
「
庭
」
は
寺
・
僧
侶
の
比
聡
で
あ
る
。

し
か
し
次
の
例
は
、
た
だ
単
に
鐘
巻
寺
の
不
思
議
を
挙
げ
た
に
過
ぎ
な
い
。

-168-

お

と

し

ず

す

ち

ゃ

う

り

音
静
か
に
し
て
数
丁
里
に
聞
こ
え
ず
。

ど
き
ょ
う

読
経
の
声
は
す
れ
ど
も
、
姿
の
見
ゆ
る
こ
と
も
な
し
。

た

香
の
焼
け
ど
も
、
煙
の
立
つ
る
こ
と
も
な
し
。

川

m
M
M

「
五
つ
・
七
つ
の
不
思
議
」
の
意
図
は
、

も
の
だ
ろ
う
。

一
貫
し
て
女
人
禁
制
に
あ
る
。
こ
の
二
例
は
、
川
間
「
五
つ
・
七
つ
の
不
思
議
」
の
意
図
を
勘
違
い
し
、
後
に
付
加
さ
れ
た

別
当
と
女
の
緊
迫
し
た
や
り
取
り
以
上
、
同
「
五
つ
の
不
思
議
」
と
同
「
七
つ
の
不
思
議
」
は
、
別
当
と
女
の
緊
迫
し
た
や
り
取
り
を
反
映
し
て
い
る
。
別
当
は
、
男
と

女
を
対
比
さ
せ
、
鐘
巻
寺
が
貴
い
の
で
男
が
参
詣
で
き
て
女
が
参
詣
で
き
な
い
と
い
う
倒
を
列
挙
す
る
。
し
か
し
、
女
が
納
得
し
な
い
の
で
、
別
当
は
こ
れ
を
何
と
か
説
得

し
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
視
点
を
変
え
、
寺
・
僧
侶
と
女
を
対
比
さ
せ
、
寺
・
僧
侶
が
女
を
無
視
・
拒
否
す
る
と
い
う
仰
を
列
挙
す
る
。

そ
し
て
、
別
当
は
早
く
立
ち
返
る
よ
う
に
い
う
。
能
舞
の
同
「
七
つ
の
不
思
議
」
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
〈
大
光
院
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
で
は
こ
れ
に
続

い
て
次
の
よ
う
に
別
当
が
早
く
帰
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
。

こ
れ
は
五
つ
/
1
¥
に
五
つ
の
不
思
議
で
候
程
に
、
そ
れ
か
ら
夙
を
/
1
¥
御
一
民
り
候
へ
。
〈
大
光
院
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
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の

、

同

「

七

つ

の

山
吠
神
楽
・
番
楽
の
本
文
で
も
、
列
挙
さ
れ
た
「
七
つ
の
不
思
議
」

こ
こ
の

で
あ
る
。

つ
の

い
て
次
の

よ
う
に
犯
し
て
い
る

G

次
に
、
そ
の

ゆ
え

こ
れ
は
七
つ
の
不
思
議
故
、
女
の
身
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
、

錨
巻
道
成
寺
〉

〈
二
階
本
の
金
巻
〉
・

第伺りーは(10)

こ
れ
と
は

絶
対
的
な
禁
制
出

を
強
調
し
て
い
る
の
で
、
女
が
千
日
の
行
を
し

同
の
復
原
以
と
か
ら
、
能
舞
の

す
る
肝
腎
な
部
分
な
の
で
、

の
金
巻
A
・
8
了

の

金

巻

〉

・

の
行
を
し
て
か
ら
参
詣
す
る
と
司
っ
て
い
る
の
に
、
川
「
五
つ
の
不
思
議
」

い

か

る

の

っ
て
整
吊
し
、
錨

謁

日
あ
ら
、

つ
る
こ
と
も
な
し
む

弘前学院大学文学部紀習を

さ
く
り
な
け
れ
ど
も
、

と
も
し

風
吹
け
ど
も
、
燈
消
ゆ
る
こ
と
も
な
し
り

内
に
う
ち
入
る
る
こ
と
も
な
し
。

で
あ
る
こ
と
も
な
し
り

乱3

つ
る
こ
と
も
な
し
の

鐘

の

こ
れ
七
つ
の

べ
し
い
の
り

川
内
・
・
女
は
七
つ
の
不
思
議
に
も
納
得
し
な
い
。

あ
る
。

」
の
同

能
韓
に
は
欠
落
し
て
い
る
も
の
の
、

て〉

の

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
は
、
こ
れ
に
続
い

ト品、っ

て
い
る

G

そ
れ
、

み

の
御
寺
ゆ
ヘ
、

の
身
と
し
て
、

と
の
玉
ふ
か
よ
の
ふ

に
も
あ
る
。

一一寸

七
つ
の

の

-167 

し=
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さ
ん
候
。
〈
晴
山
本

押
し
開
仙
台
間
「
五
つ
の

て
い
る
だ
け
で
、
質
的
に
は
高
ま
り
・

ぞ
れ
へ
の
不
服

の
で
あ
る
こ
と

い
心
こ
れ
は
い
わ
ゆ

(
六
)
鬼
神
に
な
る
仏
罰

で

-
・
女
は
、
か
つ
て
女
が
無
理
に
こ
の
寺
に
参
詣
し
て
鐘
の
緒
を
押
し
た
た
め
ζ
ど
う
な
っ
た
か
知
り
た
い
と
い
う
。

い
て
、
か
つ
に
こ
の
寺
に
参
詣
し
て
鐘
の
緒
を
押
し
た
時
ど
う
な
っ
た
か
知
り
た
い
、
と
女
は
加
え
に
一
質
問
し
て
い
る
。

の
と
お
り
で
あ
る
。

て
い
る
も
の
の
、

山
伏
神
楽
の
本
文
は
、

参
ら
ん
と
…
一
一
日
ゑ

る

て
、
如
何
な
る
風
情
に
で
も
な
っ
た

て
候
か
よ
の
ふ
り

へ
し
金

金
巻
A

〉

レ
チ
山
岸

さ
ん
候
。
参
ら
ぬ
と

/¥  

い
か
な
る
故
を
も
候
か
よ
の

押
さ
ん
と
い
い

しミ

て
を

166-

の
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-
・
関
当
は
次
の
よ
う
に
蓄
え
る
。
昔
、
女
が
無
理
に
こ
の
寺
に
参
詣
し
て
鐘
の
繍
を
押
し
た
の
で
、
近
く
の
浅
関
ケ
瀬
〈
朝
燕
ケ
獄
)
か
ら
鬼
神
〈
仏
法
の
守
護
神
)
が

舞
下
り
、
鍵
の
昔
、
が
休
み
、
女
が
鎮
の
中
に
突
き
込
め
ら
れ
て
克
神
〈
異
形
の
者
〉
に
な
っ
た
、
レ
ι酷
い
て
い
る
の
で
、
車
く
お
一
戻
り
く
だ
さ
い
、
と
の

〈
大
光
読
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
の
本
文
は
、

り
為
、
コ

J
h
u
L
ν
4
 

a 

て
い
る
。

第46~J' (2例制

に
去
る
ま
で
、

p
n
v
 

弘前予院大'}:文f宇部紀'~

呂

田

自

の

断

り

っ

て

い

る

の

は

、

凶

・

間

・

仰

に

次

い

で

こ

れ

で

四

回

目

で

あ

る

。

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

U

I 

し
こ
と
に
し
て
、
参
ほ
と
の
こ
とせ

と
、な

魔まし
~jミセて

替t

る

科?
な
ら
ば

のの
中主

と
突っ
き
込ニ
め
ら
れ/、
く
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〈
夏
屋
本
の
金
巻
〉

-
(
一
一
一
上
本
)
に
よ
る
と
「
あ
く
ま
が
だ
(
た
)

の
義
で
、

七
の
二
例
は
、
禁
忌
を
薮
つ

お
¥
∞
土
八
も
お
し
事
な
ら
れ
参
程
な
ら
ば
、

弘
、
仏

b
f引

・
鬼
神
も
降
り
ド
り

の

、林一な
ω
を
破
つ

の
ー
は
、

一
応
す
べ
て
の
そ
チ

ブ
(
⑪
・

E 

崎、、
合
H
リ

ι
l
s
'
 a

鐘
九
九
九
主

ゆ
b
忽
ぢ
邪
身
に
成
た
る
由
を
、
承
り

h

と

ら

夙

¥

〈

江

釣

子

ん
と

と
一
品
ひ
し

さ
ん
候
。

J¥ 

∞
)
愛
宕
・

③
b
忽
ち
郡
神
と
な
っ
た
る
様
子
を
も

の
あ
な
た
よ
り

ぷ

る
義
。 し一…

〈
鵜
鳥
の
金
巻
〉

の
「
鬼
神
」
は

しE

て
い
る
ひ

い
で
警
告
し
て
い
る
む

や
し

の
緒
休
み
切
」
は

参
り
、

小
天
指

を
備
え
て
い
る
。

と
あ
る
も

l土

-164-

る
が
故
に
よ
っ
て
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の
身
と
し
て
、
こ
(
そ
)

寸
押
さ
む
」
は
「
押
さ
ぬ
」
で
、

f¥  
。

の

て
は
な
ら
な
い
の
義
。
「
愛
宕

I¥ 

第46~J' (2010) 

i-j 
(J) 

ぉ、っ、

弘前'手院大学文学部紀安

ん
と
言
ひ

し
の
う
日

ん
と
云と
しひ
にや

寺三
へし

き
ひ
-'¥:> 

の

、コ、「
J

、

中
イ
中
4

っ
て
候
。

れ

れ

ゆ
押
さ
す
と
言
ゑ

っ
て
、

にま

緯

ゑ
下

せ
た
ま
ゑ
。

し
て
諮
っ
て

の
金
巻
〉

れ
の

の
長
者
の
一

ろ
う
り
〈
田
子

参
っ
て
誌
な
ら
な
い

つ
て
は
な
ら
な
い
し
ふ
い

持

-

E

}
ハ日

ザ
k
s
u
v
ヴ
会

a
「金

。〉

6
 

ろ、っ。
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ふ

せ

や

、

主

人

公

の

「

布

施

屋

の

の

参

詣

を

断

っ

て

い

る

む

こ

れ

で

は

、

こ

の
で
反
復
・
輪
廻
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
c

こ
の
反
復
・
輪
廻
は
、

と
の
構
惣
と
川
じ
で
、
こ
れ
は
こ
れ
で
極
め
て
奥
深
い
。
し
か
し
、

の

長

表

の

.

人

娘

)

は

、

世

我

ろ

う

。

(
鬼
人
)
に
な
っ
た
」
と
い

日
付
組
こ
し
た
過
去
の
事
件

2

と
に
な
る
の
こ
れ
は
能
濃
と
歌
樟
佼
の

ひ
と
り
姫
」

ひ
や
の
長
者
の
、

グ〉

こ
と
に
し
て
、
移
ほ
と
な
ら
は
、

じ

ん

ま

を

う

と

き

だ

神
・
魔
王
も
、
飛
び
来
る
、

れ
ん
レ
ワ

*A伊
処

d

ら
れ
て
、
忽
ち
鬼
神
に
な
ら
れ
ヘ
ぎ
に

や
り
か
せ
の
ふ
り

。〉
の

の
守
護
神
で
、
③
b
の

iま

あ
ふ
、

迷
ふて
鬼参
神る
もな

レコ

|嘩ぉば

来
り

、a
，F

、a
o

oト
A

し一一

「
あ
り
か
し
」
は

っ
た
出
り
を
過
去

f

州一

a
b
)
を
欠
い
て
い
る
心

れ
の
一
一
例
は

の
豆
辻
、

一
つ
の

盟

ふ
ほ
と
に

御
返
り
被
成
候
の

るの

しE

:j'lfLt; 

し
ゆ

〕

、

ー
て
い
る
の

い
こ

い
や
の
長
者
の
一
人
姫
」
・
「
ひ
や
(
さ
)
し
き

、~

」ー・

-162-
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と
質
問
し
て
い
る
口
以
下
は
別
主
の
発
バ
で
あ
る
り

の
中
に
」
で
あ
る
の

;ま

お

の
身
と
し
て
参
る
な
ら
ば
、
押
さ
ん
と
一
五
ひ
し
、

ぺ
き
に
て
航
。

の
見

の
緒
に
」

の
中
に
」
で
あ
る
の
「
的
て
」
は
「
よ
っ
て
」
、

し
か
し

iま

第46iJ'

の

弘前学院大学さI~紀要

む
の
三
例
は
、

の

しE

---) 

J¥  
、

お
う

ぴ〉

立
問
る
ら
ん
」
は
一
参
ら
ぬ
」

い
。
の
王
」
誌
「
錨

ろ
う
。
も
し
本
文
の
と
お
り
だ
と
す
る
と
、

で
.
以
復
・
輪
組
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
o

a
あ
る
い

の
義
。

以
上
の
即
辻
、
一
一
つ

仏
法
の
守
接
持
と
異
彩
の
者

奈
の
本
文
、
能
鋸
舛
の
側
と
そ
れ
骨

文
を
総
合
し
て
み
る
と
、
骨
一
一

あ

さ

ま

だ

け

の
守
護
神
と
は
「
浅
間
ケ
城

の
守
護
神
と
巽
形-

番
楽
の
本
文
、
能
舞
の

仏
法
の
守
護
神
を
い
い
え
る
の
は
太
子
洋
側
の

の
「
鬼
神
・
鬼
・

ん
と
い
、
っ
し
、
抑
し

て
辻

グ〉々
」
は

の
金
ま
き
〉
と
同
様
、
こ
の
寺

っ
て

iま

の

161 

w 

k叩.

の
一
一
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
能
粧

」
を
合
む
)
と
そ
れ
日

り
で
あ
る
心
そ
れ
に
よ
る
と
、
霊
山
か
ら
出
現
す
る
仏
法

山

・

の

「

大

天

狗

"

で

あ

る

の

系企
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こ

れ

に

対

す

る

異

形

の

・

山

伏

神

楽

・

の
出
典
の
状
況
を
表
に
す
る
と
、
次
の
「
仏
法
m

仏
法
の
守
護
神
と
異
形
の
者
の
出
典
一
覧

で
あ
る
(
側
・
凶

-
邪
身
・
蛇
身
・

そ
れ
は
「
山
地
神
・

の
出
典
一
覧
」
に
な
る
。

小
段
落

出
典

ぴ〉

者

可一

j要

典

の

神

;能

説。

番
楽

-160 

蝦
口
に
は
「
山
地
」
・

(
凶
で
後
述
)
。

一
九
八
八
、
二
三
七
・
一

に
あ
る

1

浅
間
山
」

よ
る
と

州
と

ナH

浅
間
山
の
麓
に

llJ 

を遠;掃す
?'~~牒ぅ合脇佳
閉ま秀ひ JHP'が
ヶ男;にあ
目だ← ð~ít っ

??といた
も 九 、 と

言イト伊 Y
"~ J¥ 議:h

た二 J ロ

の
主
山
で
、

に
よ
る
と
、
駿
河
と

山

い
う
神
名
を
冠
さ
れ

て
い
る
の
で
、

と
考
え
ら
れ
る
。

ブ
ッ
シ
イ
-
二
一
九
八
六
、

日
羅
や
天
狗
(
太
郎
坊
)

に
よ
る
と
、
京
都
の

り

、

こ

れ

に

仕

え

山

上

に

住

ん

で

お

与

、

の

毘

沙

門

天

は

魔

王

尊

と

呼

ば

れ

る

大

天

狗

僧

正

坊

だ

と

い

う

。

以
上
の
霊
山
と
そ
こ
か
ら
出
現
す
る
守
護
神
を
列
挙
し
た
の
は
、
こ
の
鐘
巻
寺
で
の
霊
異
事
件
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え
る
効
果
を
持
っ
て
い
よ
う
。

あ

づ

ま

だ

け

あ

づ

ま

だ

け

こ
れ
に
対
し
て
、
「
束
ケ
〈
の
)
獄
」
と
す
る
伝
承
m

m

軒
の
大
児
院
・
篠
木
・
一
足
屋
・
黒
森
・
中
安
本
)
は
広
い
も
の
の
、
「
東
ケ
(
の
)
山
獄
」
の
所
在
が
不
詳
で

あ

づ

ま

だ

け

あ
る
。
「
山
伏
ι

〔
一
九
じ
っ
一
七
六
761

一
九
五
-H〕
伸
一
信
仰
対
象
の
日
本
の
山
々
」
を
見
て
も
、
「
東
ケ
〈
の
)
ほ
ん
あ
る
い
辻
そ
れ
を
思
わ
せ
る
霊
山
が
な
い

あ

さ

ま

あ

き

ま

だ

山

あ

づ

ま

だ

け

こ
う
し
て
み
る
と
、
実
在
す
る
「
浅
間
(
朝
熊
)
ケ
掛
い
か
に
も
ど
こ
か
に
あ
り
そ
う
な
「
束
ケ
〈
の
)
掛
」
と
し
た
、
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ

う

し

て

み

る

と

、

「

錨

巻

守

」

る

。

〈

錨

巻

〉

の

川

で

だ

と

い

い

、

側

、

と
ア
ン
ヌ
・
マ
リ

鐘
巻
寺
の
所
在

こ
に
想
定
さ
れ
て
い
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あ

さ

ま

あ

さ

ま

た

け

あ

た

ご

や

ま

く

ら

ま

や

ま

で
は
こ
の
寺
の
近
く
に
「
浅
間
(
朝
熊
)
ケ
禄
」
、
「
愛
宕
山
・
鞍
馬
山
」
が
あ
る
の
で
、
そ
の
所
在
は
信
州
、
駿
河
、
中
斐
、
伊
勢
、
京
都
の
山
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

の
あ
り
方
は
、
同
じ
く
女
人
が
異
形
の
者
に
な
っ
て
鐘
に
巻
き
付
く
伝
承
を
持
ち
な
が
ら
も
、
紀
伊
の
困
の
平
野
(
日
高
郡
矢
田
村
字
鐘
巻
)
に
玄
地
す
る
「
道
場
土
寸
」
と
ま

る
で
無
縁
で
あ
る
。

二
系
統
の
仏
法
の
守
護
神
右
の
と
お
り
だ
と
す
る
と
、
能
舞
と
山
伏
神
楽
で
霊
山
か
ら
出
現
す
る
仏
法
の
守
護
神
は
、

整
理
で
き
る
。
そ
し
て
、
能
舞
の
場
合
は

i
に
限
定
さ
れ
、
山
伏
神
楽
の
場
合
は

i
、

H
の
二
つ
が
あ
り
う
る
。

ニ
系
統
の
仏
法
の
守
護
神

「
二
系
統
の
仏
法
の
守
護
神
」

の
表
の
よ
う
に

伏神楽111 

l目dEdp LU 

舞 曲.

11 

愛宕f2i閉支fま i問支?主

ケケ 仏

鞍d什いゴ: i j訣5j訣5

の 朝官i2f 朝官i2f 法-
大まま

天狗 ケ ケ
j訣(f:d訣5の

のの

中八鬼神 神鬼 'if 
狗

鬼鬼
護

魔王 魔王
神

魔神 魔神

二
種
類
の
「
鬼
神
」
右
に
登
場
す
る
「
鬼
神
」
に
は
仏
法
の
守
護
神
と
異
形
の
者
の
「
鬼

神
」
が
あ
る
の
で
、
紛
ら
わ
し
い
。
こ
の
両
者
が
同
一
名
で
あ
る
の
は
、
仏
法
の
守
護
神

の
.
卜
す
懲
罰
が
守
護
神
と
同
じ
.
面
相
に
す
る
こ
と
に
よ
ろ
う
。
悟
れ
な
い
女
人
が
悟
ろ
う

と
し
て
仏
法
に
近
づ
こ
う
と
す
る
と
、
既
に
悟
り
を
得
た
仏
法
の
守
護
神
が
そ
の
者
の
面

相
を
奪
い
、
仏
法
の
守
護
神
と
同
じ
而
相
を
張
り
付
け
る
こ
と
は
、
こ
の
上
な
い
あ
ざ
笑

い
・
皮
肉
な
行
為
で
あ
る
。
こ
の
鬼
神
の
面
相
に
変
え
る
懲
罰
は
、
同
時
に
仏
罰
を
下
し

た
者
の
刻
印
・
声
明
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

同
の
要
旨
以
上
、
能
舞
と
山
伏
神
楽
・
番
楽
を
総
合
し
た
聞
の
要
日
は
、
次
の
と
お
り
だ
ろ
う
。

-159-

①
背
、
女
が
参
つ
て
は
な
ら
な
い
寺
に
参
っ
て
、
押
し
て
は
な
ら
な
い
鐘
の
緒
を
押
し
た
の
で
、

あ

さ

ま

だ

け

あ

さ

ま

だ

け

③
近
く
の

i
「
浅
間
ケ
獄
(
朝
熊
ケ
歳
)
の
鬼
神
・
鬼
・
魔
王
・
魔
神
」
、
あ
る
い
は
い
H

「
愛
宕
、
鞍
馬
の
大
天
狗
、
小
天
狗
」
が
舞
下
り
、

③

a
鐘
の
音
が
休
み
、

③

b
鐘
の
中
に
突
き
込
め
ら
れ
て
、
忽
ち
異
形
の
者
(
鬼
神
・
鬼
人
・
鬼
・
邪
神
・
邪
身
・
蛇
神
・
蛇
身
・
大
蛇
)
に
な
っ
た
、
と
聞
い
て
い
る
。

④
だ
か
ら
、
早
く
お
戻
り
く
だ
さ
い
。

あ

さ

ま

だ

け

あ

さ

ま

だ

け

た
だ
し
能
舞
に
限
る
と
、
②
は

i
「
浅
間
ケ
歳
(
朝
熊
ケ
』
妹
)
の
鬼
神
・
鬼
・
魔
王
・
魔
神
」
に
限
定
で
き
、
③
b
の
異
形
の
者
は
「
鬼
神
・
鬼
」
に
限
定
で
き
る
。

刊
の
復
原
以
上
か
ら
、
能
舞
の
闘
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
復
原
で
き
よ
う
。

任回
段落

③a ②近①昔

鐘く
のの女li

音もri閉支fま 来人に

休み ケた
j訣日り

切り、さ 2熊明宮まa 参て、 三司

雪ケ5』 ぬら

神がの鬼き 子円と守
んじ ひ

舞ひ御7し‘ み1 

り卜 参吹

押さ

ぬ
と
日い

ひ

鐘し
章

の

緒をを

押し

た
る
故2
、

日IJ 者発
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こ
う
し
て
み
る
と
、

の
酬
は
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
闘
で
、
奇
で
い
わ
く
あ
り
気
な
「
鐘
巻
寺
」

ら

れ

(

巻

き

込

め

ら

れ

)

、

鬼

神

に

つ

鐘

巻

寺

」

い
う
一
の
別
言
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
鐘
義
守
」
と

っ
て
、
と

れく

さR
、均時

へ
の
仏
罰
か
」
の
詣
に
な
る
。
こ

錨
巻
帯
の
名
称
の
由
来

錨
の
緒
を
持
し
た
の
で
錨

は
禁
制
を
破
っ
た
女
人
を
鐘
の

の
よ
う
な
知
る
人
ぞ
知
る
恐
る
ベ

て
い
る
の
す
な
わ
ち
、
女
が
こ
の
女
人
禁
制
を
破
っ
て

こ
と
に
な
る
の
こ
う
し
て
み
る
と
、
「
錨
巻
」
と

嚇
〕
の
よ
う
に
別
当
は

で
も
、
な
ぜ
女
人
禁
制
な
の

」
と
で

て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
む
こ
こ

は
、
説
明
が
不
要
あ
る
い
は

し
か
し
別
当
に
し
て
み
れ
ば
、
絶
対
的
な
事
実
と
仏
罰

ぃ
、
つ
こ
と

て
い
な
い

ぃ
、
つ
こ
と
だ
ろ
、
つ
り

)
性
差
別
と
法
楽
の
歌
舞

m-e女
は
、
女
が
悟
れ
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
細
部
初
か
ら
の
性
護
射
殺
嘆
き
、
女
に
生
ま
れ
て
参
詣
で
き
な
い
こ
と
を
悔
や
右
。

〈
大
光
院
揮
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
現
訂

しE

い

か

れ

叫

そ

、
如
何
な
る
も
の
は
、
成
り
初
め
て

や
ら
で
円

の
φ
一一円の

女
と
い
ふ
も
の
は
知
情
な
る
も
の
が
成
り
初
め
て

側
で
か
つ
て
ポ
忌
を
破
っ
た
女
は

雲
五
障
が
培
れ
な
い
の
か
(
出
'

い
註
し
て
い
る
む
し
た
が
っ
て
、

能
舞
間
に
よ
る
と
、
川

、
女
と
い
う
も
の
は
ど
の

い
う
絶
対
的
な
女
人
禁
制
を
強
調
さ
れ
、

た
た
め
に
、
こ
れ
ほ
ど
日
前
の

問
問
で
五
つ
・
七
つ
の

女
性
が
こ
の

ら
摺
れ
な
い

で
あ
る
こ
と
を
、

い
て
い
る
の

す
な
わ
ち
、

い
ふ
も
の

の

て
」
が
適
合
し
て
い
よ
う
り
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前
の
襲
五
障
購
れ
や
ら
ぬ

ぺ
仏
身
に
な
れ
な
い
こ
と
で
あ
る

U

こ
こ

と
も
い
う
む
「
霞
」

る
も
の
の

で
あ
る
口
「

は

の
の
警
え
で
あ
る
。
「
前
の

や
ら
ぬ
」
が
文
献
に
適
合
し
て
い
る
の

て
い
る

k

れ
な
い
と
い
う
の
で
、

娯
教
的
差
別
へ
の
女
の
告
発

し
て
宗
教
的

ジ
ェ
ン
ダ

の
一
入
、
だ
と
も
い
え
よ
う
。

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
よ
本
文
を
、

お
ふ
/
1
¥

的
k
に
は
何
ち
う
者
か
、
な
り
つ
ら
め
の

~46 号

は
、
正
し
く
は

い
ふ
も
の
か
、
な
り
つ
ら
む
」
で
、
女
に
は
ど
の

い
も
の

な
り
つ

弘前学院大学文学部紀要

る
者
の
、
ル
生
ま
れ
き
て
、

帰
る
の
組
…
念
さ
よ
り
同
じ
御
中
を
押
が
ま
ず
、

〈
切
回
の
錨
巻
道
成
寺
〉

/片¥

鮫

(
先
)
の
よ
に
、
さ
う
き
う
の
ょ
に
、
を
な
(
女
〉
ぢ
う
も
の
に
わ
、
な
に
ぢ
う
も
の

い

り

を

か

も

と

く

や

れ
ま
て
参
り
て
、
拝
ま
で
一
民
る
の
悔
し
さ
よ
り
〈
一
定
雇
本
の
金
巻
〉

「
を
な
(
女
)
ぢ
う
も
の
に
わ
、
な
に
ぢ
う
も
の

い
ふ
者
に
は

何
と
い

iま

つ
ら

る
間
果
の
も
の
わ
、

の
な
る
か
む

こ
れ
よ
り
と

あ
さ浅

ま
ぢ
や
の

の

つ
ら
や
り

つ
る
や
」

ろ、っ。

の
金
巻
〉

の雲間」、

こ
と
で
あ
る
。

」
の
旅
の
女
は
い
わ
ゆ
る

の

と
女
の

-157 
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も
と

で
一
民
ゐ

中
安
本

し3

3ド
涼
し、

し
て
あ
る
と
映
さ
、

こ
と
を
耐
明
い
て
い
る
。

}J，寸

の
報
ひ
は
、

女
J... 

て子E
、れ

何日し
は無

念
に合さ
生iよ
そ、

な

〈
岳
の
金
巻
A

〉

ヮ
〈
大
償
の
か
ね
ま
き
道
成
寺
〉

〈
二
階
本
の
金
お
v

女
に
生
れ
た
ま

い
て
、

一
切
先
の

如
何
成
罪
を
作?
り
.M 
l社

き

右
の
①

1
③
を
一

て
い
る
の
が
、
次

根
源
的
な
間
い
と
僅
人
的
な
構
や
み

女
が
前
世
の
に
よ
っ
て
女
に
生
ま
れ
た
こ

〉}、

一

∞

そ

れ

い

こ

'

い

・

洞

察

が

あ

る

。

す

な

わ

ち

ωは
、
…

い

に

な

っ

て

い

る

口

こ

れ

，

て

、

の

女

一

人

の

い
こ
と
を
飢
…
念
が
っ
て
い
だ
ろ
う
の

冶
化
紙
舛

な

そ

の
が
成
り
初
め
て
、

色〉
辻1二
日

のよ
世 り
の背
立11いよ
何かり
な

語、
;ま
レふ
主主た

玄と
御みや

ら
を
拝
ま

」
れ
ま
で
参
り
て

し、

い
こ

い
も
の
と
さ
れ
て
い

み
に
す
ぎ
な
い
。

中
将
門
、
し
コ
〉
、
、
式
む

日
H
4
n
q
d

ぺ、p
u
v
d
M
M

で
い
る
り

、勝

、知ゆ

。〉

形
は品仙

月又

、 σ)

石田
位3

と
し

の
は
な
し
の

-156-

ぴ〉と

k 
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-
・
制
加
議
が
嘆
く
女
に
開
講
し
、
せ
め
て
法
楽
の
歌
舞
を
奏
上
し
て
か
ら
お
瑛
り
く
だ
さ
い
と
い
う
。

側
・
・
女
、
か
法
楽
の
歌
舞
を
療
上
ず
る
。

山
伏
神
楽
の
法
楽
の
歌
舞

て
い
る
も
の
の
、

② 
.z ぐ
や
¥て

誠;戻2
か切る

や の
の怖ふ
ふ し

く
は

第46サ (2010)

の

て、

の
次
の
八
つ
の

'
」
、

ー

ゃ
れ
か
せ
の
ふ

や
り
〈
黒
森
の
金
巻
A
〉

ゃ
れ
の
ふ
」
は
、
「
法
楽
の
持
を
、
一
舞
お
舞
ひ

こ
と
で
、
こ
こ
で
は
女
が
⑤
を
歌
い
-
っ
て
鐘
巻
守
の

弘前学院大学文学部紀要

し
い
も
の
の
意
味
不
時
。

の、つ」

る
こ
と
で
あ
る
わ
「
一
け
ん
ま
ん
と
ふ
を
、

の
こ

-155 

、
賎
か
法
業

②
そ
は
誠
か
の
ふ
心

ゆ
め

/
¥
、
金
に
五
衰
の
、
夢
覚
て
、

の
金
巻
〉
の

の
金
巻
A
〉

〈
里
…
木
林

せ
の
ふ
り

ぴ)

間
そ
嬉J;
し
ゃ

中
妻
本
の
金
巻

の
法
楽

い

う

義

で

、

の

舞

う

法

楽

(
一
け
ん
ま
ん
と
ふ
を
、
し
ゅ
げ
ん
)
と
持
じ
だ
ろ
う
口

の
こ

の
後
と
前
に
、

??つり

。〉

し
ゅ
げ
ん
」
は
、

し1

と
け
け
ま
ん
と

iま
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じ
よ

し
ょ

錨ねー
には

か
のい

夢へ
覚さい

めま
てん

け
ノν
と
つの

-fll 
わり

べ
し
り

砕ぜ、、

ひ

と

ま

マ

?

で
、
一
舞
舞
い
く
た
る
べ
く
に

ぉ
、
、

の
五、ごま
喪ごん
にげ
、ん

ど

でし
、や

や

鮫
の
法
楽
の
歌
に
は
誤
伝
が
多
い

て
い
る
口

以

の

間
の
後
に
続
く
り

を
う
、
①
是
ま

を
か

て
、
拝
ま

-」、
，eゎu
・

べ
く
に

〈
夏
屋
本

の

こ
の

ぴ〉

と
し
て
あ
る
も
の
の
、
別
巧
の
発
一
一
一
一
口
で
あ
る

Q

al:i 

i可
(1 
や

の
鐘
巻
〉

ノ¥
ヨ長七

て
、
何
件
の

の

'>-

、ー-

に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

で
あ
る
。
〈
大
宮

;ま

牲
差
別
へ
の
嘆
き
の
後
に
位
置

っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

の
後
に
位
置
す
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
、
っ
。

打
ち
鳴
ら
す
錨
に
五
衰
の
夢
覚
め
て
阿
昨
の
二
字
を
聞
く
ぞ
婚
し
き
(
や
)
が
、

し
ゅ
う
あ
い

の
表
亡
の
相
で
、
浬
般
市
経
は
衣
裳
垢
紙
、
頭
上
花
萎
、
身
体
臭
械
、
u

あ

う

ん

一
阿
昨
」
は
の
始
め
と
終
わ
り
を
象
識
し
て
い
る
。
こ
の
法
楽

、"
、“'

っ
て
い
る
。
「
五
~
投
」

の、っ。

へ
一
平
成
，
一
二

ω
m
w
・
川
山
叫

宅
S
A

唱

t
A

(

(
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日
け
…

M
M

lま

が
(1わ

天
人
が
企
尽
き
よ
う
と
す
る
特
に
示
す
五
種

の
夢
覚
め
て
い
は
能
界
の
迷
い
か
ら
解
脱
す
る
響
え
で
あ
る
の

い

て

万

物

の

姑

め

か

ら

終

わ

り

ま

べ

て

い

る

。

こ

の

鐘
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て
な
い
と
い

鐘
へ
の
執
心
以
上
、
女
が
寺
を
拝
ま
な
い

の
溢
埼
は
大
き
な
誤
算
に
な
り
、

こ
の
別
当

つ
る
こ
と
も

h
w
lレ
)

こ
と
を
知
り
、

(1訪
れ

な語る

法
楽
の
歌
舞
の
分
布

大
J

，一

〆

ナ
J

る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ

‘つ
?
t

、J
〉
・
由
来

c
j
r
d
-封
長

づ
た
、
と
推
測
さ
れ
よ
う
の

第46c¥}(2010) 

こ
う
し
て
み
る
と
、

こ
れ

戸
i

」、

-
Mが
消
滅
し
た
の
で
は
な
か

で
似
て
い
る
の
で
、

能
楽
の
〈
道
成
寺
〉
の
影
響

と
も
考
え
ら
れ
る
。

能
来
の
〈
道
成
寺
〉

(!) 

弘前学院大学文学部紀要
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(
や
)

構
成
上
の
連
続
性

に
し
て
い
る
の
で
、
こ

つ
わ
る
不
思
議
を
モ
チ
ー
フ

・
釈
教
歌
は
、
女
を
参
詣
に
導
く
大
き
な

~ 
k句

〆〉

に
な
ウ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
錨

っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
む

い (1到

しιω 

を
4悔
や
む
あ
ま
り

、鐘

て
しE

(1掛る

併宇

な
わ
ち

女

の

て

が
欠
落
す
る

そ
し
て
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ

よ
州以う

_1" に
怖かな
の らっ
機、た
原ムト

る。
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(
八
)

る
旅
の
女

側
・
・
女
は
鐘

ι執
心
し
、
錨
挙
母
に
参
詣
し
て
鍾
の
緒
を
押
し
、
舗
の
凪
闘
が
体
も
う
が
、
鬼
神
〈
輿
彫
の
者
)
に
な
ろ
う
が
、
構
わ
な
い
、
と
ば
か
り
に
、
鐘
の
繕
を
押

そ
う
と
す
る
。
す
る
と
、
近
く
の
浅
間
ケ
搬
〈
朝
熊
ケ
醸
〉
か
ら
克
神
〈
仏
法
の
帯
諜
神
〉
が
舞
下
け
り
、
鑓
の
膏
が
休
み
、
忽
ち
女
が
鐘
の
中
に
突
き
込
め
ら
れ
て
鬼
神
〈
異

形
の
者
)
に
な
る
。

安3
にの
け緒
るへ

の

k 
発
一
一
日
者

ず

い

そ

め

っ

ぽ

う

そ

う

め

つ

是
生
減
法
、
生
滅
の

b しh

忽2ゃ
ちふし
、み

け
る

て
錨
の
)
、

さ
ん
と
し
る

さ
ん
と
す
る
可

ウ
ャ
ヵ
ヶ
、
い
山
山
内
)

さ
ん
と
す
る
心

激
し
い
表
弱
仰
は
衰
弱
が
激
し
く
、

〈
大
光
諜
獅
子
舞
本
の
満
場
寺
〉
の
本
文
は
、

に
辿
れ
な
い
。

の
よ
う
に
本
格
的
で
あ
る
。

ぞ
れ
は
と
も
あ
れ
あ
か
く
も
あ
れ
、

お

参
り
て
錨
を
押
さ
ん
と
す
り

a
諸
行
無
常
、
是
生
減
法
、

々
U 

-152-



、、込盆，，，ρhO 
リF

3
 

〆，，，
'ι

亀‘、

た
れ
，
ま

信
b
忽
ち
鬼
神
と
な
ら
ば
な
れ
。

の
道
場
主
〉

や
す

「
鐘
之
緒
を
も
休
め
き
り
」
誌
の
音
も
休
み
き
り
」

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
を
次
に
挙
げ
て
、

5章

ザコ

は
あ
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、

は
あ
、
そ
れ
は
と
も
有
れ
の

ぉ

ω参
て
金
は
押
さ
ん
と
す
る
。
/
¥
/
¥
/
¥
。

第46サ (2010)弘前学院大学文学部紀要

の
を
を
」
は

「
鬼
神
」

λ
ご
つ
の

の

や
ふ
、
入
は
と
も
ぷ
へ

ザハ¥
、

て
鏡
を
押
と
す
れ
は
、

や
ふ
、

つ、忠一史

/
U
P
4
t
 

の
金
巻
〉

い
ざ
し
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
①
強
引
に
錨
の
箱
を
押
し
た
の
で
判
鐘
を
押
さ
む
と

て
い
よ
う
。

② 
a 

し
て
の
仏
罰

為

こ
、
そ

E 

ゃ
あ
、
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
か
く
も
あ
、
れ

①
b
h
Z
ち
蛇
身
と
な
ら
ば
な
れ
ひ

っ
た
こ

の
諸
を
押
し
た
の

て
い
る
の

は
確
定
順
接
条
件
)
、

も
述
べ
て
い
る
。

て
い
る
の

の
「
鬼
神
」

の
者
で
あ
る
。

-151 

の
立
け
が
休
ん
だ
こ
と
(
「
鐘
の
背
が
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①
参
れ

そ
れ
は
と
も
あ
れ
か
く
も
あ
れ
。

ヨ斗
Y今そ

は
あ

⑨ 
b 

ち
蛇t

の身上
緒と
ば
搾お
さ
ん
と
す
る

休
ま
ば
休
め

ゅ
ろ
く
」
は
不
詩
。
こ
の
本
文
は
、

〈
岳
の
金
巻
A
〉

の
鐘
巻
道
成
寺
〉

百
J¥ 

ごの

出品

は
「
数
珠
」
の
義
心

]

伊

仁
社
長
了

て

150 

な
ら
ば
な
れ
、

去
は
と
も
あ
れ
か
w

こ
も
あ
れ
」
は
、

ぞ
れ
わ
と
も
あ
れ
、
か
く
も
あ
れ
、

て
い
る
。



(58) 

/
¥
/
¥
/
¥
/
(
¥
二
今
夏
犀
本

a 

べ
て
い
る
の

参
り
て

て」

と
も
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
「
参
り

第46サ (2(丸山

149-

て
い
る
り

こ
の
山
一

し
か
し

て
い
る
り
す
な
わ
ち
、

イコ

そ
れ
で
も

lま

っ
て
い
る
場
台
も
あ
る
)
、

っ
て
い
る
り

と
ぺ}

む
」
と
つ

れ
、
「
休
む
」
と
つ

と
つ
な
が
っ
て
い
る
ω

このいれ…、

鐘
の
緒

の
お
」

に
よ
る
と
、

弘前学院大'下文学部紀繋

カ
ね

布
縄
を
「
鉦
爪
と
称
し
て
い
る
。

、
い
く
と
、
釣
践
を
描
い

の
設
定
を
け
ん
る
と
、

J
U
、

唱

に姐F

の
こ
と

の
緒
」
と
い
う
こ

に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
、

り
こ
ま
で
「
鍛
の
緒
」
と
い
う
の
は
、
本
来

錨
の
緒
を
押
す
で
は
、

〔
一
九
九
八
、

(
さ
ら
し
こ
を

ま
で
が
志
向
附

の
峨
(
の

の
絡
に
と
い
う
の
は

の
お

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
臼
そ
し
て

の

の
紺
」

め
だ
ろ
、
つ
の

と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
り

の
緒
ば
さ
ん
と
す
る
」
が

(
奉
納
す
る
)

の
緒

に
よ
る
と
、

ぴ〉

し
て
い
る
と
い
う
む
し
か
し
、
こ
こ
の
「
鐘

で
ぷ
ノ
¥
ヲ
立
準

て
φ
h
o
/
、
告
主
主

の

lま
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2之島

一一寸

鐘
k 〆7、

だ
ろ
う
の

道
具
と
晒
し
に
よ
る
も
の
で
あ
る
り
女
が
酬
し

付
け
会
が
ら

す

ベ

そ

そ
の
舞
台
の
ド
子
に
は
大
鐘
が
釣
る
さ
れ
、

の
時
、

て
・
身
を
委
ね
る
所
作
を
士
、

ど
も

と
は
と
て
も
見
え
な
い

γ
っ
と
す
る
所
作
に
よ
っ

の
役
を
務
め
た
の

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

、

明

〕

い
た
α

し
か
し
、
こ
う
し

て
い
る
ひ
そ
れ
で
、
こ

の
本
文
と
所
作
を
み
る
と
、
こ
れ
が

い
た
む
筆
者
は
こ
の
減
目
を
役
者
を
変
え
て
何
回
か
見
て
い
た
け
れ

白
紙
な
所
作
を
見
る
の
が
は
じ
め
て
で
、
い
さ
さ
か
奇
異
な
感
を

こ
と
だ
と
わ
か
る
む
歌
舞
伎
の
〈
京
鹿
子
娘
道
成
寺
〉
は
女
が
鐘

と

い

て

い

る

。
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い
う
。
そ
し
て
、
こ
のの

鐘
巻
〉
が
「
錨
打
つ
入
の

明
、
百
、

ー

の
響
あ
り
」
も
、
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ

と
あ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の

に
五

L

技

て
」
と
同
義
で
あ
り
、

て
は
な
ら
な
い
錨

と
い
う
経
典
に
よ
る
と
、

病
僧

っ
て
、
殺
滅
を
楽
と
為
す
)

で
き
た
と
い
う

G

、齢

、-

のん肌けいは、

鐘
の
皆
川
神
(
も
)
休
ま
ば
休
め
の
歌
粧
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

緒
を
押
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
②

a
鐘
の
汗
が
(
も
)
休
も
う
が
、
構
わ

忽
ち
鬼
神
〈
興
形
の
者
)
に
な
ら
ば
な
れ
む
の
②

a
と
対
に
な
る
の

点
で
は
、
山
伏
神
楽
・
番
裂
も
能
舞
も
一
致
し
て
い
る
り

女
は
忽
ち
鬼
神
主
の
者
)
に
な
る
こ
と
を
感
知
の
う
え

い

込

ん

だ

引

き

金

が

、

「

鐘
(J) 

だ

た

こ形

々
し…

つ
る
こ
と
も
な
し
」

て
い
る
つ

つ
て
は
な
ら
な
い
寺
に
参
り
、

て
い
る
心

の
宥
)
に
な
う
つ
が
、

弘

、

、

必

-
1
、a

し
と
レ
う
よ
口
炉
J
り

で
あ
る
む
こ
の

に
な
。
た
、

い
わ
ゆ

そ
し
て
、
こ

fえ

〆J



ハ
v

n
h
v
 

(
 

で
い
よ
う
。

出
現
し
た
施
神
(
仏
法
の
守
護
神
〉
の
下
し
た
仏
軍

し

現
打
の
能
舞
に

の
強
引
な
参
詰

て
い
る
も
の
の

べ

て

い

る

む

こ

の

後

身

が

現

行

の

お

ば

い
さ
し
な
が
ら
、
山
強
引
な
参
詣
を
し
た
の
一
の
声
が
止
ま
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
の
こ
の
晶
、

a
は、

の
一
つ
で
あ
る
心
現
に
〈
中
妻
本
の
金
巻
〉
に
よ
る
と
、
神
」
〈
仏
法
の
守
護
神
〉
が
出
現
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
り

卜
し
た
も
う
一
つ
の
仏
語
も
必
要
に
な
る
。
そ
の
仏
罰
と
は
、
④
b
女

が

鐘

ふ

巻

か

れ

て

鐘

の

中

に

突

き

込

め

ら

れ

、

(

異

形

て
い
る
の
で
、
当
然
鐘
は
地
上
に
格
下
し
て
い
る
(
そ
れ
で
、

っ
た

で
あ
る
口
こ
の
こ
と
は

〈
興
屋

で
も
同
じ
で
、

の

と
す
る
と
、

第46サ (2010)

の
者
)
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

K
が
錨

た
と
も
い
え
る
)
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
女
爪

こ
の
復
諒
し
た
側
の
本
文
は
、
側
の
女

の

緒

」

，

る

激

し

い

に
な
る
。
こ
れ
は
、

の

-147-

a
b
〉
に
よ
っ
て
、

て
い
る
り
す
な
わ
ち
、
側
全
体
を
反
復
す
る
ウ
タ
カ
ケ
に
合
わ
せ
て
舞
う
女

へ

と

移

り

、

最

後

は

激

烈

な

女

て

鐘

の
緒
に
巻
、
き
つ
け
て
鐘
の

"":") 

の

側
で
交
を
異
形
の
者
に
す
る
の
は
、

ケ
城
)
の
鬼
神
・
山
地
・
酬
明
ふ
し
・
謹
油
・
鞍
馬

こ
の
点
、
「
東
通
村
の
詑
舞
」
[
一
九
八
四
、
一
八
頁
〕
辻
、

し

か

し

、

か

る

ひ

だ
け
で
あ
る
も
の
の
、
同
と

の
者
の
出
典
一
覧
」
・
「
一

弘前学院大半文学主1¥紀委

「
女
が
行
を
す
る
常
し
み
の
中

女
の

だ
、
と
解
し
て
い
る
の

唱

、世d

側

刊

の

要

旨

・

能

舞

の

で
あ
る
の
そ
の
内
容
は
、
こ
の
倒
と
凶
を
参
照
し
て
復
原
し
た
能
舞

、
能
舞
の
仰
は
お
よ
そ
次
の

、
闘
の
そ
チ

i
ブ

② 
a 

、
そ

し
て
の

a 

た

ち

ま

き

じ

ん

②
b
忽
ち
鬼
神
に
な
ら
ば
な
れ
、

守

の
緒
を
拝
さ
む
と
す
れ
ば
、

の
鬼き
神:
が
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円

h
v

ノ
'
宅
、
、

ナ
レ

l
タ

錦
織
巻
寺
の
由
来
の
実
証
闘
に
お
い
て
禁
制
を
破
っ
た
女
人

れ

、

め

い

た

の

名

称

の

出

来

が

山

・
暗
一
軍
異
を
今
に
再
現
し
、
こ

、齢
、明

の
山
中
に
突
き
込
ま
れ
で
(
巻
き
込
ま
れ
て
)
鬼
神

て
い
た
口

の
苦
)
に
な
る
と
い

で
辻
な
か
っ
た
り
す
な
わ
ち
、
こ
の

て
い
る
。
こ
で
、
制
別
当
の

「
鍛
巻
寺
」
で
あ
る
こ
と
を
改
め

..... J 

わ

の
語
り
だ
っ
た
り

山
伏
神
楽
系
統
と
溜
成
寺
系
統
の
型

巻
道
成
寺

γ

、
歌
難
伎
の

る
ベ

こ
の
辺
調
巻
寺
」

と
そ

の
中
に
突
き
込
め
ら
れ

、ノ喰唱。

J
I
J人

後
段
・
・
客
僧
が
、
鬼
神
〈
異
形
の
者
〉
に
な
っ
た
旅
の
女
を
諦
伏
・
救
済
す
る

)
鏡
巻
寺
の
設
定
と
客
僧
の
設
場
の

州
制
・
・
鍾
縁
寺
を
場
と
し
、
客
憎
の
榔
相
場
を
程
す
。

jm 
出

小
段
高

其

の

の)、

ぴ〉

の

十
品
、

〈
大
光
院
獅
子
舞
本
の
道
場
帯
〉
の
本
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

の
滋
場
キ
〉

向
同
り
は

し、
/") 

党一一
μ
者

ナ
レ

タ

イコ

に
な
の
〈
鐘
巻
〉
・
〈
鐘

っ
て
い
る
ひ
こ
の
よ
う
に
、
「
線

制
と
、
能
韓
や
山
伏
神
業
・

緋
白
で

-146-
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鍵
場
守
の
設
定
後
段
の
は
じ
ま
り
の

謹
泊
地
を
定
め
な
い
客
僧

た
。
こ
の
よ
う
に
山
，

の
は
じ
ま
り
の

な
い
こ
と
は
存
借
人
打
若
・
穆
験
者
の
一
般
的
な
こ
と
で
、

か
だ
っ
た
り

て
い
る

Q

f
k
、a
フ

h
u
q

w

B

U

V

ヲ
a
F

の
た
め
よ
く
!
に
伏
し
、
そ
れ
で
「
山
伏
ん
と
も
い
つ

か
ペコ

〕
と
が
多
か
っ
た
り

と
い
っ
て
い
る
り

偶
処
知
れ
ぬ
も
の
が
、
適
合

按
の
者
と
地
元
の
者
異
形

、
問
中
斗
を
除
い

て
い
る
の

で
あ
る
わ

い
さ
さ
か
皮
肉
め
い
た
計
い
方
を
す
る
と
、

い
旅
の
者
で
あ
る

の
た
が
騒
動
を
引
き
起
こ
し

〉

:μ
氏

9
j
J
ふ
h
M

よo
の

」醐幽

ぴ〉

地
yじ

の

f
も、、
asv 

第46サ(2010)

響
備
の
霊
場
の
慢
し

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
は
、

お
よ
そ
次(
のち:
と坦
お の
与問
円、且L

み?
て f足

し
て
しミ

る

旅
ぴ)

ほ
る
ら
ん
の

ル」

/
¥
。
泊
ま
り
は
い
つ
く
の
。

〉

口

、

7
I旬
、

/

; ~干

J.;~. 

弘t1ii''f:1兄太や

。〉

。〉

つ

山
伏
の
登
場
と
入
れ
替
え

し、

た

し

こ
の
よ
う
な

の
主
た
る

145 

て
い
る
つ
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/"町、、

)
客
僧
の

の
披
露

側
・
・
客
僧
が
、
修
験
の
各
霊
山
で
厳
し
く
修
行
し
て
い
る
、
と
名
乗
る
。

1員
出

小
段
落

~m ま

γl詞

}丈た
ダ

た
る

じ
ゃ
く
し
ゅ

ま
く
づ

幕
付
き

白2

る
、
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
(
着
主
、

〈
大
光
説
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
の
本
文
は
、
現
行

客

鵠

の

登

場

こ

こ

で

、

(

あ

る

い

は

，

は
ほ
同
じ
で
あ
る
つ

の
耐
を
被
っ
た
符
僧
が
登
場
す
る
。
初
め
の
一
文
は
塑
ど
お
り

て
い
る
の

山
伏
神
楽
・
番
難
の
本
文
の
多
く
は
、
お
よ
そ
凶
と
同
じ
で
あ
る
の

な

お

、

で

は

凶

l
凶
を
楽
践
が
哨
え
て
い
る
。

び〉

大
蜂
・
葛
城
・
出
現

山
で
あ
る
。

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
を
見
る
と
、

て
い
る
。

「
大
峰
」
は

は
「
葛
城
山
」

は
「
出
羽

る
修
験
道
の

霊
地
は
、
こ
の
他
に
富
士
山
、

ち
ゃ
く
そ
を

、
い
か
な
る
着
僧
、
と

こ

草

子

ぞ

ん

お

は

み

ね

か

て
榔
賄
供
。
そ
を
れ
、
大
崎
駈
け
る
に
で
一
一
度
、

ち

ち

ぶ

み

な

か

お

ん

ち

ゃ

く

そ

を

、
秩
父
が
さ
き
ま
て
、
背
駈
け
た
る
御
着
僧
に

の
手
}
口

「
し
ん
か
ん
」
は

ろ、つり

が
さ
き
」
は

「
ほ
っ

は
「
北
凶
」
、

持
f時

i
-
湯
殿
山
)
で の

の
素
性
を

… 144-

い
ず
れ
も
修
験
道
の
代
表
的
な
霊

手失
'x.. 

で
あ
る
の
ま
た
、
「
滝

た
き
れ
で
)
山
者

滝
行
う
こ
と
が

〈
田
一
一
…
木
林
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歩
ど
っ
、

(
を
こ

こ
と

い
か
な
る
客
僧
、
と

容
併
に
て
ま
し
ま
す
。
(
中
略
)

の
ふ
。

し
や
か

三
釈
迦
、

:
l
 

F

・

‘

l
l
 

る、

の
ふ
、
第
一

る
者
を
は
、

の
そ
と
思
召
す
り
(
中
略
)

と
の
凶
の

葛
城
」
一
一
ト

ぬ一度、

の
金
巻
〉

お
ん
よ
う

客
僧
を
「
陰
陽
」
と
も
称
し
て
い
る
。
次
い
で
、

四
ト
八
沌
」

べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
り

る
も
の
の
、
こ

③
わ
も
そ
れ
掛
け
し
山
に
わ
、
と
ご
と
ご
ぞ
。

浮
す
の
明
神
、

高
野

て
も
一
一
一
十
三
度

て
も

じ
め
と
し
て
、
大
般
若
六
五
巻
、

り
で
わ
、

三
部
経
、
為
ら
よ
り
一
窃
経
に
、

て
い
る
こ

て
い
る
の

同
・
・
客
舗
が
自
分
の
霊
験
を
誇
る
。

一一度、

二
十
八
日
山
、 々

ま
で
も
、

出
羽
の

143-

0) 
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7演
出

発
.
一
け
者

J
叶
川
4

・1
E

ロ

白3

ゆ
二
試
ご
を
つ
こ
う
と
も
(
箔
を
付
か
す
、
ぜ
く
を
つ
か
い
て

せ
る
と
も
、

〈
大
光
院
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
の
本
文
は
、
現
行
ほ
ほ
同
じ

石
に
謡
を
打
つ
{
付
か
す
)
と
も
同
で
は
、
有
憎
が
不
可
能
を
可
能
に
す
る
霊
験
を
誇
っ
て
い
る
。

も
)
」
は
、
対
句
仕
立
て
の
①
b
「
枯
れ
木
に
花
を
咲
か
せ
る
と
も
」
と
共
に
、

次
に
、
こ
の
本
文
に
柏
hv
ー
す
る
山
伏
神
楽
・
の
本
文
を
挙
げ
る
。

a 
石i;干i
;こに
はは
ぐぐ
おを
つつ
ぢ だ
ょせ
ふよ
共iふ

(
が
く
・

を
う
た
う
と
も
、
〈
大
償
の
か
ね
ま
き
道
成
寺
〉

.
れ
は
く
(
箔
カ
)
を
う
と
ふ
共
、

齢
、
ノ
、
晶
、
.
、
¥

，

J

M

カ

し

ご

の
金
巻
〉

ペ〉

(
付
か
す
)

い
だ
ろ
、
っ
。

こ
の
本
文
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
ら
ど
う
だ

あ
り
、
「
石
昨
で
か
ね
と
る
を
、
は
く
を
か
ら
む
」

の業
---，か

塾いふか
わししら
ー そ

の

こ
の
時
間
の
逆
行
、

舞
ム
ハ
で

い
し

し
た
が
っ
て
、

a
「
石
に
は
ご
を
つ
こ
う
と
も

こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
金
谷
A

〉

の
金
巻
B

〉

が
迎
合
し
そ
う
で
あ
る
日

つ
、
あ
る
い
は
付
か
す
こ
と

こ
と
な
の
で
、

「
粉
本
稿
」
(
一
九
七
五
、
同
七
・
同
一
二
一
一
一
頁
]
に
、

て
い
る
り
す
な
わ
ち
、
鍋
の
「
鉱

A

い
て
「
鉱
物
」
(
今
の
場
合
、

が
分
離
し
て
く
る
。
こ
の
工

の

い
た
石
を
鍋
に
入
れ

の
昨
泊
)

の
一一寸

石iJ
L一一

-142-

の
ス
ケ
ッ
チ
が

を
採
る
〈
抽
出
す
る
)
こ
と
を
、

の

の

」
を
「
打
ち
(
付
か
せ
こ

せ
る

」
と
も
共
通
し
て
い
る
。
「
青
木
に
花
を
咲
か
す
」
こ
と
は
も
と

しミ

け
れ



)
 

p
h
v
 

ρ
h
u
 

と
も

の
二
点
だ
け
な
が
ら
、
出
伏
神
山
被

の
本
文
を
見
る
と
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
多
数
あ
る
。

こ
と
は

る。

に
し
て

客
憎
の
霊
験

③
妙
り
大
一
旦
に
花
を
咲
か
せ
る

⑨
地
を
一
一
足
、
っ
忠
の
け
え
を
止
め
る

⑪ 
飛山
ぶ中
母子

し

雨
を
降
ら
せ
、

す

力[J手
持
加
持

しミ

第46i-}(2010) 

に
絵
を
拍
き
留
め
る
(
措
き
分
け
る
)

(
文
字
)

⑮
石
に
馬
じ
ゃ
う
を
造
ら
せ
る

(
書
く
)

ゆ

ゃ

う

を

造

ら

せ

吋

は

、

④

a

つ

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
は
、
こ
れ
ら
を
適
宜
組
み
介
わ
せ
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
本
文
を
持
っ
て
い
る
。

L一一

し=

弘前学:院大宇佐t部紀宮t-

な
か

に
流
そ
う
と
も
、

ょ
を
と
も
、

々
異
風
で
、

〈
榔
原
の
金
巻
〉

の
と
お
り
で
あ
る
つ

r、
品
川
-

⑮
釘
抜
M
J
d

、

崎
一
天
狗

で
わ

の
鐘
巻

J

飯
関縄
係 」
深は
く

飯L、

純Z
山

の
こ
と
で
あ
る
の

(
ま
た

っ
た
と
ハ
う
り
こ
の

と
い
い
、

し

ら

・
曲
芸
)
と
も
克
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
c

⑩
「
修
羅

の
誤
解
だ
ろ
う
。

と
か
か
わ
る

… 141-

の
、
客
僧
に

つ
む
砕
ぎ
」
も
こ
れ
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詣
負
心
の
強
い
客
増

込
ん
で
い
る
。

仰
の
復
原

こ
十
品

}

甲

〕

ハプN

::JZゐ

が

て
、
抜
け
日
な
く
売

-
・
客
舗
が
次
の
よ
う
に
い
う
。
布
施
屋
の
一
人
織
が
女
人
禁
制
の
錨
馳
常
時
に
場
詣
し
て
鐘
の
織
を
持
し
た
の
で
、
近
く
の
浅
間
ケ
撮
〈
朝
熊
ケ
棋
)
か
ら
鬼
神
〈
仏
法

の
守
護
神
〉
が
舞
下
り
、
鐘
の
音
が
休
み
、
女
。
か
舗
の
中
に
突
き
込
め
ら
れ
て
克
持
(
異
形
の
者
〉
に
な
っ
た
。
そ
の
鬼
神
を
析
り
出
し
た
者
に
金
品
な
ど
を
た
く
さ
ん
与

え
る
、
と
い
う
高
札
が
出
て
い
る
。
こ
れ
に
応
え
て
、
日
頃
鍛
え
た
験
を
人
々
に
披
露
し
た
い
、
と
。

ひ
せ
や
、
平
野
)
の
、

令
徐
い参

ち
ん
と
し
(
参
ら
ん
と
毘
く
、
事
ら
ん
と
昔
、
っ
、

ち
か

ωい
し
み
て
ら
に
ゆ
近
け
れ
ば
、

信司

ち
ょ
う
ち
ょ
う
に
ん
の
(
町
々
人
の
、
ち
ょ
う
ち
ょ
う
入
の
、
ち
よ
ち
よ
人
の
、

お

ん

め

ぞ

ん

そ

っ

宇

、

き
ゃ
う
さ
?
っ
人
の
、
け
う
け
う
人
の
、
ふ
く
)
、
御
口
惜
ゃ
っ
、
と
存
じ
候
。

ひ
と
的
ひ
め

の
、
の
、
一
人
姫
は
、

お
お
、

ひ
ょ

ん
と
し
、

く5)
たい
だし
今2み
、で

わ

近2
1 け
れ
ば

ち
ょ
う
ち
ょ
う
に
ん
の

激
し
い
衰
弱

の
凶
は
、
仰
と

文
意
を
容
易
に
泊
り
が
た
い

現
行

-140-
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〈
大
光
臨
調
子
舞
本
の
道
場
噂
〉
の
本
文
は
、

の

一
械
な
る
か
な
、

の
長
者
の
、

①
参
ら
ん
と

お
う
、
布
施
原

な
っ
た
る
よ
し
を
、
求
り
候
程
に
、

町
々
人
の
御
日
に
、

の、

第461:J・ (2010)

由

参

ら

へ

参

り

、

a
鐘
の
諸
を
や
す
め
き
り
、

山
獄
は
ち
か
け
れ
は
、

な
り
た
り
け
り
。

弘l諸学院大学文学部紀安:

w

}

れ
を
整
理
し
て
み
る
と
、

で
き
よ
う
の

押
さ
ぬ
と
一
一
片
ひ
し
、

と
あ
る
の
で
、
以
下
の
凶
の

に
則
る
と
こ
の
後
に
「
仏
法
の

護
神
と
は
「
鬼
(
鬼
神
こ
だ
ろ
う

山
伏
神
楽
・
番
楽
の
本
文
を
次
に
挙
げ
て
、

ま

ニ

と

あ

め

械
や
ら
、
天

ひ
と
り

の
長
者
、
一
人
姫
は
、

や

b
-

の
緒
を
押
し
、

ベコ

(
中
略
〉

139← 

と
い
う
怠
の
本
文
が
省
略
さ
れ
て
い
よ
う
の
そ
の
守
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ハ
吋
ザ

ρ
h

。
V
 

(
 

抑を
し
た

て、

て、

ゆ

」

、

ー

の
金
巻
〉

一一寸

参f
のら

/ 
I よ
lそは

モ
チ

ぬ
ブ」

の…「
当)押骨
ださ
けん
J¥ し一一

公は
し、

て
し￥

る
」
の
義
。
「
じ
ゃ
の
を
も
て
」
は
不
詳
。

E 

あ

め

の

ふ

せ

に

て

候

。

夫
、
組
こ
そ
は
、
①
参
る
な
と
い
ひ
し
、

a
錦
の
諸
も
や
す
み
さ
り
、

命
b
鐘
に
も
、

っ
て
候
。

つ
っ
こ
め
ら
れ
、

ιて
候
。

138 

る
も
の
あ
ら
は
、
金
銀
米
銭
、

あ
め
の
ふ
せ
や
長
者
の
、

ん
と
い
、
し
、

つ

っ

こ

め

ら

れ

、

っ

て

候

。

は

、

金

銀

米

銀

、

去

、

空

次

第

の

ひ
と
び
と

の
人
々
に
錦
日
に
か
け
は
や
、
と
そ
ん

ら
も
の
な
り
と
も
、

〈
二
階
本
の
金
巻
〉

こ
れ
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
復
原

な
に
な
に
、
誠
や
ら

」
そ
は
、し

、
鈍
の
緒
を
押
し
、

し

③

a
鐘

の
中
に
も
、
突
き
込
め
ら
れ
、

て
供
。

鬼
神
」レ

r…

に
て
帳
。
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⑤明〕

る
者
あ
ら
ば
、
金
銭
米
銭

で、

望
み
次
第

々
に
御
日
に
か
け
ば
や
、

円
二
階
本
の
金
巻

の
H
は

フ
の
②
だ
け
を
欠
い
て
い
る
ω

モ
チ

E
 

一
人
の
姫
と
や
ら
、

の
長
者
の
、

へ
参
り
、

、
大
天
狗
・
小
天
狗
、

求
つ

し
、
金

や
、
な
ん
と
、

っ
て
、

本
れ
は
、
誠
や
ら
、
四
の
倒
ひ
ゑ
の
長
者
、

お押
さ
っ
と
ゑ
へ
(
平
一
一
口
い
)

・
小
金
狗
、
ま
(
舞
)
ゑ
ト
り
、

そ

て、

柑

町

、

ー

の
金
巻
〉
の
「
小
金
狗
」
は

「
人
数
」
は
勺
加
持
し
が
正
し
い
り

か

、
口
ふ
し
か
ま
へ
ら
ん
と
い
ふ
ず
、

る
、
そ

て
金
し
を
さ
れ
い

や

と
の

〈
大
償
の

-137-
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の
中

も
ゆ
り
. -と}

め!寵ま
ら神
れ

ぺJ

の
金
巻
〉

ゆ
へ
い

る
、
そ
の
放
を
」
は
、

「
金
し
を
き
れ
い

ら
ん
と
い
ふ
ず
」
と

の
寵
辻
、

て
は
な
ら
ぬ
錯
を
押
し
た
る
、
そ
の
故
」

つ
の
」
は
「
か

の
を
れ
て
を
」

a
と
④
を
欠
い
て
い
る
む

N 

よ
、
っ
、
シ
〕

面
白
き
札の、

ぴ)へ
参
ら
ん
と
て
、
へ
参
る
。
押
さ
ん
と
い
う
、
鐘
の
緒
を
、

の
絡
に
突
き
込
め
ら
れ
、
巻
き
込
め
ら
れ
、
忽
ち
ふ

い
や
、
こ
れ
を
退
治
す
る
者
あ
ら
ば
、
す
!
だ
ん
に
は
、

て、

同
械
に
、

り

れ

の
中
に
突
き
込
め
ら
れ
た
の
で
、
当
然
鐘
は
地

k

」
と
に
・
な
る
。

住
十
日
久
敷
や
長
者
の
、

て
通
ら
せ

の
金
巻
〉

以
上
の
お
は
、

a
を
欠
い
て
い
る
。

ふ
し
か
ま
へ

c
n
v
 

q
J
 

そ
れ
で
、
③

a



72) 

紀曽
川、I
牟む
婁る
の司
君~t，

ま
な
こ
の
し
ょ
や
か
、

お

い

し
、
御
寺
に
参
与
、
押
さ
ん
と
一
一
一
一
日
ゑ
し
、

お

ふ

っ

こ

の
緒
に
も
突
き
込
め
ら
れ
、

レ

勺

ゃ

帯

}

い
か
な
る
稚
児
、

V 

を
ふ

の
緒
」
は
、

る
」
は

て
は

お
っ

や
あ
ら
、
痛
は
し
の

天
下
長
者
か
、

一
人
姫
こ
そ
、

第 (2010)

①
参
ら
ん
と

③
b
押

さ

ん

と

一

五

し

、

金

の

ら

れ

、

ふ

り
勿
}
ふ
し
ゃ

の
税
析
出
し
た
る
者
有
な
ら
認
、
銭
金
は
持
車
車
に
押
て
取
せ
ベ
し
、
と

く
わ
っ
け
、
安
楽
に
暮
さ
ば
や
、
と
存
挟
む

の
金
巻
〉

弘前学路大学文学部紀要

の
中
」
で
あ
る
。
「
く
わ
っ

の
義
。

し
しE

は
不
詳
。

て
取
ら
し
ょ
、
と
の
山
札

〈
中
略
)

天
気
も
よ
し
。
口
和
も
よ
し
。
道
楠
、

あ
り
。
立
ち
寄
っ
て
、
つ
か
ま
づ
ろ
。
あ
づ

あ
づ
ま

こ
れ
よ
り
要
ょ
う
東
に
、
急
ぎ
ま
し
ょ
う
り

あ

ろ

ぢ

主

ら

の

主

わ

、

へ

た

る

か

の

の

並

べ

ま
づ

へ
た
る
わ

あ
め

のらや
緒をんひ
にとせ
捕言 や
き j私の

込し
め、

ら御
れ寺

で、

④}〕

る
者
あ
ら
ば
、
い
か
よ
な
る
稚
児
、

で、

米t
銭f

興
や
車
に
て
引
い
で
取
ら
し
よ
う
、
と

135ー

珍
し
き
高
札
に
会
、
っ
て

筆
の
つ
け
よ
も
尋
常
さ
り

(
中
略
)

は
「
道
橋
」
を
一
以
復
す
る
義
だ
ろ
う
日
「
繋
ょ
う
」
は

の
も
の
の
義
だ
ろ
、
っ
。
前
半
の

」
の
義
。

ぶ

ん

し

ぎ

あ

か

ぐ

も

帝

一

一

日

へ

た

り

や

」

は

「

こ

れ

分

仕

慌

の

も

の

」

の
も
の
」
以
下
は
、
類
例
の
な
い
長
打
上
で
あ
る
。

の
「
こ
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の
一
人
姫
は
、

お

い
し
、
御
寺
に
、
押
さ
ん
と
い
う
し
、

ら
れ
て
、
た
ち
ま
ち
胤
人
に
な
っ
た
、

一冗の

k

や
、
な
ん
ど
と
存
じ
依
り
川
中
山
の

し
て
、

ぬ
」
が
正
し
い
。
「
金
の
王
」
は

(
⑤
)
を
欠
い
て
い
る
の

一の
V
は、

長
者
の
名
前

「
石
晃
寺
ζ
参
り
」
と
「
姫
(
す
み
)
寺
に
参
り
」
は
「
一
言
ひ
し
徳
寺
に
参
り
」

い
し
み
で
ら

一
寺
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
「
石
見
寺
」
と
一

品
)
寺
に
参
る
」
と
も
、
解
さ
れ
て
い
る
。

〈
大
光
寺
獅
子
舞
本
の
道
場
寺
〉
(
一
七
五
五
年
隼

ぬ
る
と
、
「
一
一
一
一
川
ひ
し
御
寺
に
参
り
」

街
中
~
寸
」
の
別
称
と
れ
ん
ら
れ
て
い
る
心

が
、
「
一
一
一
川
ひ
」
日
イ
イ
を
失
い
、

は
こ

。〉

の
参
詣
し
た
守
が
「
鉢
巻
キ
い
、
だ
っ
た
り
そ
し
て
、

るむ
い
し
み
で
ら

・
番
楽
を
見
る
と
、
「
一
れ
見
守
」
は
ど
こ
日
て
い
な
い

ち
、
こ
の
丈
脈
の
実
際
の
発
音
の
イ
イ
シ
ミ
デ

そ
し
て

、ン、、三「ア一フ

ひ

め

ぐ

ら

っ
て
「
姫
(
す
み
)
寺
に
参
り
」

e

に
参
り
」
だ
と
す
る
と
、
現
行
の
能
韓
の

す
な
わ
ち

ω禁
忌
を
破
る
と
ゆ
仏
法
の

の
聖
山
が
近
い
の
で
叫

仏
法
の
智
識
神
と
異
形
の
者
こ
の
よ
う
に

守
山
山
る
」
は
、
「
参
ら
ぬ
と
一
一
一
一
川
ひ
し
伽

に
次
い
で
「
@
浅
間
ケ
掛
(
朝
間
…
ケ
獄
〉

ま
た
、
例
「
山
地
の
附
排
出
し
」
と
あ
っ
て
旅

し
た
が
っ
て
、
能
舞
に
も
⑥
b
「
錨
の
中
に
突
き
込
め
ら
れ
、

衆
生
人
「
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
人
」
と
そ
の
類
語

て
い
る
むわ

か
る
む
ま
た
、

J¥ 

て
い
る
の
で
、
能
舞
の
異
形

が
あ
っ
た
、
と
想
定
で
き
る
。

々
・
き
?
っ
き
ゅ
う
人
・
け
う
け
う
人
・
お
う
に
ん
の
人
人
・

ノ旬、

客
増
は
仏
説
に
詳
し
い
の
で
、

と
こ
ろ

楽
が
村
人
に
移
管
さ
れ
る
に
つ
れ
て

/〆-、

甲

」一

を

明

い

て

と

表

現

し

た

の

で

は

な

か

い
の
庶
界
に
い
る
す
べ
て
の
人
関
の
窓
)
が
瑚
解
さ
れ
ず
、

と
い
う
窓
味
不
明
な
表
現
な
ど
に
な
り
、

の
人
々
」
と
い
う
不
自
然
な
表
現
に
な
り
、

さ
ら
に
辻

治
印
、
つ
美
d

ゆ

そ
の

し
て

々

の
桝
で

134 

と
も

」
だ
と
わ
か
る
りiま

ザ
丸
、
‘
ご
め
出
T

V

L
ふ
/
み
↑

:
E
h
j
日
M

引い‘
V

Z
L
し、〆

r〉
↑
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の
人
々

の
で
は
な
か

と
い
わ
な
い
の
で
、

ほ
と
ん
ど
は
、

金
ロロ
な
ど
を
与
え
る
と
いし
つに
高了:

い札ぺ

っ
て
い
る
む

の
金
巻
〉
だ
け
で
あ
る
の
し
か
し
、
山
で
述
べ
た
よ
う
に

と
述
、
べ
、
次
い
で
こ
の
「
禁
札
は
錨
を
意
味
す
る
と

い
う
高
札
(
禁
札
)
を
出
し
、
こ
れ
に

れ

〕
の
「
禁
札
い
を
「
鐘
い
と
の

こ
の

て

い

ろ

、

っ

。

っ
て
⑨
の
本
文
が
あ
っ
た
、
と
想
定
マ
き
る
む

る
客
憎
・
作
者
像
は
、

〔
一
九
八
四
、
一

}
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

て
い
る
り
こ
の

に
よ
る
と

第46~子 (2010)

功
利
的
で
功
名
、
心
の
強
い
客
僧

で
あ
る
。
客
借
・
行
者
が
か
つ
て

に
仕
え
る
者
の
向
調
な
使
命
か

以
上
か
ら
、
制
の

(罪、形

考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
り

だ
と
わ
か
る
。

弘前半|応大学文学部紀繋

仰
の
要
旨

の
で
、

て
い
る
の

Mm
の
復
原

の
凶
は
お
よ
そ
次
の

L
:
、
;

h

ム
liw
カ
C
J

で
き
よ
、
つ
り

小
段
落

ヰ
附
J

2
z

・8
3
l
 

一133ー

発一一一一口者
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の
音
も
休
み
切
り

a 

の
中
に
突
き
込
め
ら
れ
、

(
い
)

か
う
さ
っ

そ
、
と
の
尚
札

と
存
じ
候
。

現
行
の
能
舞
の
本
文
の
衰
弱
こ
の
点
、
の
能
舞
の
凶

い

う

高

札

の

条

も

な

い

。

能

舞

の

凶

は

、

は

と

ん

ど

に

あ

る

。

の
み
な
ら
ず
側
に
お
い
て
も
、
本
来
の
本
文
を
か
な
り
残
し
て
い
る
〈
大
光
院
獅
子
舞
本

て

い

る

、

る

。

に
辿
り
が
た
い

ま
た
、
こ
の
異
形

二
七
五

鐘
巻
寺
の
由
擦
を
王
国
述
べ
る

制
で
一
一
一
べ
ら
れ
て
い
る
心

の
名
称

っ
た
こ
と

を
再
説
し
て
い
る
心

こ
客
僧
の
調
伏
と
救
済

-
・
客
憎
が
呪
文
を
唱
え
続
け
、
鬼
神
〈
異
形
の
者
)
を
祈
り
出
し
、
謡
伏
・
救
済
す
る
。

発
言
者

客
僧

り
伏
せ

、ノ〉

;にと

rtl 

客
僧び〉

鹿

檎

の

テ

キ

ス

ト

は

、

に

も

、

〈
大
光
院
欝
子
舞
本
の
満
場
寺
〉
の
本
文
は
、
現
行
の
能
舞
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
り

呪
文
は
西
・
北
・
甫
・
束
・
中
央
の
ど
こ
に
も
行
者
が
お
り
、

山
伏
神
楽
・
帯
楽
の
本
文
を
見
る
と
、
次
の

の
持
)
が
ど
こ

呪
文
と
、
別
の

J

川
4

料州、

い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
り

呪
文
が
あ
る
口

鐘
巻
十
ザ

… 132 



76) 

E

J

1

パd

や

行
苫
/
(
¥

は
役三

(一…一上本〉

こ
こ
で
は
、

て
い
る
の

の
行
者
と
し

第 (2010)

∞
さ
ん
ぎ
さ
ん
ぎ
、

L

ハ
魂
没
社

野
i頼

峯
の
薬
師
、

日
方
i
こ
ま
、

弘前や院大学 i亡す部紀宮芸

戸
川
ん
な
く
し
ゅ
ぜ
ん

断
惑
修
善

ち

が

し

ん

し

ゃ

知
我
心
者

発
許
提
心

か
し
ん
し
や
は
、

ほ
っ
ぽ
た
い
し
、
も
ん
か
も
ん
し
や
は
、
た
ん
し
く
、
し
よ
ち
さ
ω

〈
肌
ハ
尿

し
ゃ
。

の
金
巻
〉

は
「
行
者
」

客
僧
と
異
務
の
者
の
闘
い

あ
る
口
こ

て
い
る
。

の
神
仏
を
招
き
、

に
紙
で
作
っ
た
ウ
キ
と
い
う
筒
を
口
に
し
て
ピ

i
ピ
!
と
い
う
告
を
出
し
、

・
番
向
丘
三
一
、
一
一
八
九
頁
〕
の

と
あ
る
の

-131ー

の
金
巻

A
〉
に
よ
る
と

の

皮

を

挟

ん

で

つ

く

っ

た

ふ

っ

、

出

ウ
タ
カ
ケ
を
反
復
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
刑
を
乱
せ
な
が
ら
延
々

い
、
客
僧
が
鬼
神
(
異
形
の
者
)
を
抱
え

γ

が
元
の
女
に
な
っ
て
攻
め
て
舞
台
に
嬰
を
は
せ

・
昏
掛
川
巳
一
一
、
二
八

(
行
者
)

(
異
形
の
者
)
の
均
の
こ
も
っ
た
闘
い
は
、
見
所
で
あ
る
。

こ
と
を
表
し
て
い
る
と
う
。
こ
れ

番
楽
に
は

に
よ
る
と

っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
心

っ
て
舞
ふ
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て
い
る
。

修
験
道
に
よ
る
調
伏
・
救
済

っ
た
り
す
な
わ
ち

唱
噂
劇

以
「

の
禁
忌
を
犯
し
た
た
め
に
仏
部
を
蒙
つ

σ〉
は

行

っ
て
調
伏

て
い
る
り

?
:
1
L司
、
ノ
ミ

d
dメ
び
し

に
し
ろ

て
い
る
こ
と
は
、
こ
の

を
Lf:. 

の

円
九
六
三
、

)
へ
重
点
を
移
し
、
唱
導
的
な
芸
(
移
験
能
)

O 

芸
能
を
結
A
刊
さ
せ

る。

い
て
い
る
り
沿
警
官
〉
は
、
正
に
そ

(
修
験
能
〉

復
原

た
〈
鐘
巻
〉
の
構
成
と
本
文

復
原
し
た
〈
鐘
巻
〉
の
構
成
と
本
文

は

ナ

レ

タ

l
、
(
女
)
の
女
、

大
段
法

以
上
か
ら
、

、
お
よ
そ
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
む
な
お
、
(

は
日iJ

前
段
・
・
旅
の
女
が
鐘
巻
帯
の
女
人
禁
制
を
破
り
、
地
神
〈
異
形
の
者
)
に
な
る
。

(
ご
鐘
場
帯
の
設
定
と
旅
の
女
の
登
場
の
促
し

は
、
来
て
み
れ
ば
、
来
て
み
れ
ば
、
や
ら
、

の
、
名
所
な
る
も
の
の
名
所
な
る
も
の
。

2

3

旅
の
女
の
穆
指
と
女
人
禁
制

(
ナ
)

130-

(2) 

、コ、‘コい
i
h

争

4
牛
イ
}
E
O

と
割
当
に
願
い
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おな

ぴ〉

長
者
ぴ〉

一一ひ

入門
官E2

しに
が

さ
い
と
い
う
わ

てザ

J.
成。

129-



〈
五
〉
七
つ
の
不
思
識

山伏神楽〈鱗宅島〉の復!庶と

(12) (13) 

(79 ) 

H
十
く
お
戻
り
く
だ
さ
い
と
い
う
り

へへへて
どどどど
もももも

kめ/;(~女め女め
鹿ぷ烏5虫Y木ぎ
通通通立
はははた
ずずずず

(
別
)
木
だ
に

虫
だ

烏
だ
に
、

、
女
の
身
と
し
て
、

し
い
の
。

-128-

早
く
お
戻
り
く
だ
さ
い
と
い
う
。

(
別
)
あ
ら
、

風
、
内
に
う
ち
入
る
る
こ
と
も
な
し
。

る
こ
と
も
な
し
の

庭

積
も

て
あ
る

と
も
な
し

々
と
港
、
べ
ど
も
、

つ
る
こ
と
も
な
し
。
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)
 

ハh
u
v

内
H
M

の
者
)
に
な
っ
た
、
と
開
い
て
い
る
の
で
、

-127 

(
六
)
鬼
神
に
な
る
仏
罰

)
 

内
角

υ・1
4(
 

い
レ
」
い
、
つ
り



rlif文科1:長崎市毛色)の筏!以と雛裳( 81 

(I的(1効(
八
)
鬼
神
に
な
る
践
の
女

い
、
と
ば
か
り
に
、

忽
ち
女

の
K
H
が
休
も
う
が
、

(
朝
拙
…
ケ
扱
〉
か

に
な
る
口

K
)
お
う
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
か
く
も
あ
れ

-126-

)
 
)
 

{
 

リ山(
 

の
、
鐘
の
行
も
、

後
段
・
・
客
備
が
、
島
神
〈
興
影
の
者
)
に
な
っ
た
旅
の
女
を
語
伏
・
救
済
す
る
。

〈
九
〉
錨
場
脊
の
設
定
と
審
憎
の
登
場
の
促
し

irl 、
ま来
りで
はみ
1"[:;れ
処ニば
知

*1 
(}J， 

も

る
も
の
の
名
所
な
る
も
の
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ゆ
ゑ

る
没
に
、

鐘鐘
の
中

-'T.o 
p、ょ

~ 
」

込
め
り
すし

、"
」咽ゆ

て
取と
Lづ

そ

そ
れ
を

〈
一
一
)
客
増
の
調
伏
と
救
済

伝説

客
櫓
が
呪
文
を
唱
え
続
け
、

(
存
)

な

む

さ

い

ほ

う

市
加
盟
…
凶
万
に
も
、

行
者
行
者
。

省
略
さ
れ
て
い
る
能
舞
の
〈
鐘
巻
〉

て
み
る
と
、

の

は
ん
み

を
テ
キ
ス
ト
に
し

ほ

と
の
高
札

125-

-
番
楽
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
い
い
本
さ
れ
て
い
る

て

を



rllt犬神保(鱗巻〉のf塩原と鑑賞(83) 

本
文
も
、
か
な
り
京
弱
し
、

能
舞
の
伝
承
盤
そ
れ
と

強
靭
な
伝
承
力

て
い
る
と
わ
か
る
の

、
東
通
村
を
中
心
日

東
北
三
県
に
広
く
お
播
・

こ
と
ば
を
持
ち
伝
え
て
い
る
こ
と
に
、
驚
き
・

て
い
る
能
舞
の
本
文
が
ほ

〈
錨
巻
〉
を
、

suv 

ま
た〈

鐘
巻
〉
の
鑑
賞

謎
解
き
と
現
実
性

鐘
巻
の
謎
解
き

鐘
巻
寺
は
、

の
魅
力
は
、

っ
て
女
人
禁
制

体
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
り
ま
ず
、

、，
'-・

の
女
が
激
し
く
対
立
し
、

き
込
ま
れ
て
鐘
の
中
に
突
h

奴
っ
た
女
人
を
鐘
の
中
に
非

へ
の
仏
罰
寺
」
の
謂
に
な
る
。

で
な
く
、
禁
制
を
破
っ
た
女
へ
小

だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
底
知
れ
な
い
品

の
守
護
神
に
よ
っ
て
鐘

て
い
る
の
す
な
わ
ち
、
「
鐘
巻
」
と

た
「
鐘
巻
守
」
は
、

そ
し
て
、

を
撞
こ
う
と
し
て
、

目
前
で
の
仏
器
と
解
決

解
決
し
た
の

変
貌
、

観
客
，

強
固
な
伝
私
闘
を
形
成
し
て

に
見
る
と
、

る
と
も
わ
か
る
ω

の
錯
誤
や
欠
落
を
伴
い

しE

と
しE

参
鵡
を
願
い
出
る
の
そ
こ
で
、

一
犯
し
、
鏑
の
緒
を
押
し
て
錯

異
形
の
有
に
さ
れ
て
い
る
合
こ
こ
に
、
「
鐘
巻
」
の
名
称
の
い
わ
く
・

い
う
仏
罰
の
別
一
一
一
一
口
で
あ
る
む
し
た
が
っ
て
、
こ
の
も
の
凄
い

-124… 

ィ

fく

て
い
る
り
ま
た
、
こ
の
霊
的
な
慌
奇
現
象
を
人
々
の

の
逸
脱
、
異
形
の

あ
る

と
;:¥  

への

つ
け
て
い
る
の

し
、
そ
し

額
約
な
葛
藤

、
登
場
人
物
の
性
格
と
立
場
に
基
づ

女
の
参
詣
を
断
り
続
け
る
軒
当
の
頭
、
な
さ
、
そ
の
問

そ
の
女
に
同
情
し
て
法

〕
う
と
す
る
女
，

て
い
る
の
す
な
わ
ち
、

よ
る
瀬
層
的
な
両
者
の
葛
藤
、

ぶ
り
、
歌
粧
を
許
さ
れ
た
女
の
払

前
段
〉
、

'K
が
鬼
神
に
な
っ
て

る
問
題

劇

的

な

纂

藤

の

謎

解

喝

さ

と

参
詣
を
叶
え
よ
う
と
し
て
訴
え
続
け
る
旅
の
女

る
女
の
激
し
い
部
胆
と
筋
の
通
っ

て
湧
急
上
が
っ
た
鈍

こ
の

歌
輝
に
よ
っ

ーしV

土
品
つ

/¥ 

の

に
よ
っ

〆

ぴ)

激 の
し守
い護

神

そ
し



( 84 

な
ど
、
観
客
の

舞
台
上
の
静
か
ら
動
へ
こ
の
登
場
人
物

葛
藤
は
大
き
な
工
、
ネ
ル
ギ

i
を
蓄
え
、
一
日
一
エ
ネ
ル
ギ

さ
れ
る
と
い
う
大
揮
発
を
起
こ
し
て
い
る
前
段
)
。
そ
し
て
、

た

女

と

力

の

か

ぎ

り

開

い

、

干

ネ

ル

ギ

て

収

束

に

女
舞
〈
鎚
巻
〉
を

務
・
音
楽
の
構
成

っ
て
い
る
c

後

段

と

も

…

い

へ

と

展

開

し

て

い

る

り

て
鐘
に
女
が
執
著
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
爆
発
し
、
ぞ
れ

の
上
で

て
鬼
神
にぺ〉

弘
久
治
λ

J

0

1

j、

て
の
こ
と
だ
ろ
、
つ
り

の

(
ウ
タ
カ
ケ
の
反
復
〉
ヘ

の

y 
に

(二

O

に
よ
っ
て

第46サ(LOlO)

(三)

仏
説
の
教
化
と
修
験
道
の
誇
示

の
教
化
と
修
験
道

に
分
棋
で
き
る
の
「
聖
」

で
あ
り
、
「
裕
」

弘前学説大学文学部紀要

聖
と
俗

〈
錯
巻
〉
の

と

ろ、つり

123 

ま
た
、
こ

す
と
、
か
っ

「
聖
」
に
観
客
(
村
人
)
が
「
併
」
に
属
し
て
い
る
。
な
ぜ
存
鵠
役
と
観

が
「
俗
」
の
側
の
(
村
人
)

H

H

て
い
る
か
ら
で

る
場

客
も
分
類
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
の

あ
る
口

と

っ
て
い
る
む

土
ハ
)

て
も
女
が
参
詣
で
き
な
い
こ
と

(
問
)
五
つ
の

静
な
る
旅
の
女
は
、
日
本
中

し
て
い
る
と
は
い
え
、
旅
の
女
は
こ

〉
七
つ
の

一
参
詣
し
て
い
な
い
鐘
巻
寺
へ
の
参
詣
が
、

3

ノ四‘、晶、崎、、
h

r
て
し
手
h
d

し

っ
た
よ
う
で
あ

て
い
る
の
で
、
そ
の

か
な
り
の
高
み
に
達
し
て
お
り
、

の
に
し
て
い
た
り
そ
し
て
、
そ

し
て
い
た
ろ
う
。

グ〉

な

か
に
、

一〕レ
r工
乞
、

い
て
い
る
む
こ
、
つ
い

っ
て

の
引
き
金
に
な
っ
て
、
こ

の
錨
に
対
し

い
出
ぶ
り
・
執
心
を
み
せ

に
よ
っ

の
者
)
に
さ
れ

て
い
る
り



と鑑立l' IfA:t卒業(85) 

こ
こ
に
は
、

男
女
執
念
物

る
社
会
的
な
れ
川
別
、
ジ
ヱ
ン
ダ

を
「
男
女
執
念
物
」
・

、
こ
の
作
品

の
で
あ
る
ひ

明

治、

ら
れ
る
。

ほ
ど
に
旅
の
女
が
鐘

執
念
を
抱
い

〆コ

た
こ
と
に
よ
ろ
う
り
こ

禁
制
が
あ
る
こ

に
よ
っ
て
山
間

狂
吉
田
し
と
し
て
の
担
当

の
役
を
担
っ
て
い
る
す
な
わ
ち
、

っ
た
の
で
早
く
反
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
説
得
す
る
り

て
し
ま
い
、
結
川
、

~J Ij 

は
刊号
0) 

た
に
同
情
し
て
法
楽
の

決
を
川
町
び

て
い
る
む

客
備
の
調
伏
・
救
済

現
の
側
の
存
僧

f
A
リ
兄
こ

ι
J
一

J

U
不
足

f
i
l
b
J
q
之
読
し

の
は
、

、
法
力
に
よ
っ
て
こ
の

る
(

は
人
間
と
し
て

て
い
る

っ
て
い
れ
ば
起
き
な
い
出
り
で
あ
り

に
通
じ
た
客
的
(
山
伏
)

て
い
る
む
こ
こ
で
は
、
仏
説
の
止

頚
き
物
落
と
し
の
も
ど
き
か
つ
て
山
伏
(
修
験
一

い
か

w

る
か
辻
、
家
故
、
親
族
、
地
域
社
会
の

、
ク
う
イ
ア
ン
ト
が
祈
持
者
の
下
に
集
ま
る
心

救(
i斉 k
し入

者本

市IJ

る
も
の
で
あ
る
日

も
し
こ
の

一
ル
市
人
ハ
ソ
ゅ
}
}
ベ
ノ
戸
、
、

…
向
村
内
白
川

1
u
L
d
v
i

の

て
い
る
け

し
の
祈
祷
も
し
て
い
た
作

い
る
か
ら
、
こ
れ
噴

-122-

(
病
即
一
四
象
)
を

vで、

の
人日そ

い
。
〈
鐘
巻
〉
に
お
い
て
は
活
き
物
の

よ
し
て
い
る
り
そ
し
て
、
こ
の
ハ
錦
巻
〉
が
演
じ
ら
れ

て
い
る
ω

こ
う
し
て
み
る
と
、
〈
雄
投
ゾ
は

人
物
の

の
衆
性
人
が
州
問
符
・

て
い
る
と
い
え
る
の
す
な
わ
ち

て
に
も

ど
しE祈

祷
舞

で
あ
る
心

を
「
祈
祷
舞
」
に

て
の
こ
と
だ
ろ
う
り
こ
の
分
知
も
、
こ
の

の
は
、
こ
の
よ
う
に
後
段

の
七
題
に
泊
る
も
の

以

は

〉
ふ
い
」
へ
点
階
段
/
〉

f
'ハ
J
Y
¥
ぴ

揺

道
成
寺
系
統
の
〈
鐘
巻
〉
と
の
比
較

道
成
寺
系
統
の
〈
鐘
巻
〉
と
の
比
較

の

と
比
較
し
て

の、
ft

に
す
る
た
め
に
、
あ
ら
あ
ら
と

の



(お6)

み
(1)る
女
がそ
襲う
形す
のる

つ者と
てに
、なお

るよ
そ
次
の

て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
実
は
非
な
る
も
の
で
あ
る
の

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

、

ゐ

酬

幽

i
u
w

吋‘、

iま

こ
れ

の

し、

て

(
受
け
身
)
の
相
違
が
あ
る
か
こ
の
相
違
は
、

こ
の
よ
う
に
、
両
者
は
結
果
的
…

吋
る
も
の
で
あ
る
の

の
者
に
な
る
も
の
の

第46号 (2010)

川
女
が
鐘
の
中
に
入
る

そ
の
I
ゆ

しE

い
て
錨
一
の

を
か
く
ま
う
た
リ
に
敢
然
と
挑
み
、
女
人
材
一
川

の
仏
教
と
建
闘
し
て
い
る
む
こ
こ
で
は

こ
れ

て
山
伏
神
楽
系
統
で
は
、

し
て
い
る
。

し
か
し

の
中
に
巻
き
込
ま
れ
」
、
異
形
の

て
い
る
む

み
ず
か

の
関
係
が
探
い
も
の
の
、
自
ら

の
相
違

そ
れ
で

弘前学院大学文学部記j変:

こ
の
よ
う
に

121 

と
俗

間
異
静
の
者
に
な
っ
た
女
が
調
伏
さ
お
れ
る
山
の
力
関
係
は
、
そ
の
後
も
持
続
し
て
い
る
。

己
れ
る
)
け
れ
ど
も
、
俗
と
聖
の
格
闘
は
立
角
に
近
い

て
い
る

G

こ

こ

で

は

、

(

男

)

の

力

と

俗

聖

で
あ
る
心

る救
済
ま
で

っ
て
異

形
{の

を
こ干

(の 上
山れん
1犬、、仏

告:説
僧

-
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
た
だ
待
つ

に
は
こ
の
妖
怪
化
し
た
女
を
調
伏
・

に
認
め
さ
せ

A

こ
の
よ
う
に
、
両
者
は
異
形
の
者
な
っ

こ
う
し
て
み
る
と
、

こ
と
で
、

い
意
味
で
は

の
が
精
々
な
の

シ
テ
と
ワ
キ

女
が
シ
テ
(
主
役
ゴ
聖
な

ワ
キ
(
脇
役
)
に
な
る
心

(
山
伏
)
が
シ
テ
、
女
が
ワ
キ
だ
ろ
う
む
す
な
わ
ち
、
女
は
と
ど
の
つ

の
絶
対
性
を
教
化
し
、

に
よ
る

こ
れ

、柳

、-

イム
説

つ
た
め
の
道
回

す は
ぞ、切

な
しミ



と鑑堂rlrf犬神奈(87) 

え
る
り

(n) 

ジ
ェ
ン
ダ
i
へ
の
異
議
申
し
立
て

ジ
工
ン
ダ
ー
へ
の
異
議
申
し
立
て

別
hV1
が
説
く
「
五
つ
の
不
思
議
」
、
「
七
つ
の

し
て
い
な
い
こ
れ
で
は
、
旅

の
な
か

の
比
五
を
し
て
い
る
こ

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

の

い
う
根
拠

く
の
排
斥

に

は

仏

罰

を

下

す

、

で

あ

る

と

こ
と
で
、
同
じ
女
と
し
て
身
に
つ
ま
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に

っ
て
異
形
の
宥
に
さ
れ
る
と
い
う
仏
罰
を
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り

で
さ
れ
た
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
、
哀
れ
で
あ
る
ひ
そ
し
て
、

ぃ
、
つ
り
こ
の

の
門
主
別
を
、

い
で
、
錨
の
緒
を
抑
B

々
し
く
扱
わ
れ
な
が
ら
、

そ
し
て
、

、
仏
法

よ
っ
て
調
伏
さ
れ
、

さ

ら

に

一

「

忘

れ

て

も

女

一

い

。

錨

巻

寺

を

見

る

に

つ

け

て

も

」

で
あ
る
。
こ
う
い
い
で
披
女
は
激
し
く
涙
し
て
い
た
り

の
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
旅
の
女
に
対
す
る
同
情
で
あ
ち
、
男
性
中
心
の
社
会
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
女
は
、
ジ
ェ
ン
ダ

i

-
先
覚
符
に
限
り
な
い
声
援
を
送
り
、
参
詣
し
た
だ
け
で
仏
罰
を
蒙
つ
ら
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
悲
し
み
と
怒
り
を
覚
え
て
い
た
。

し
て
い
る
(
自
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
)
自
分
を
こ

ん
で
い

の

そ

-120-

に
日
覚
め

そ
れ
は
川
然

そ
う
い

E
v
rし
し
て
の
こ
と
で
あ
る
口

て
み
る
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ェ
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。
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鐘
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築
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〉
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仏
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〉
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