


精
選　

折
口
信
夫　

Ⅳ　

芸
能
史
論　

目
次



2

凡　

例 

5

翁
の
発
生 

7

能
楽
に
於
け
る
「
わ
き
」
の
意
義　
「
翁
の
発
生
」
の
終
篇 

49

信
州
新
野
の
雪
祭
り 

58

盆
踊
り
の
話 

65

組
踊
り
以
前 

73

舞
ひ
と
踊
り
と 

93

　
　
　
＊

無
頼
の
徒
の
芸
術 
96



　　　

3

日
本
芸
能
史
序
説 

103

古
代
演
劇
論 

130

　
　
　
＊

信
太
妻
の
話 

150

餓
鬼
阿
弥
蘇
生
譚 

190

小
栗
外
伝　
（
餓
鬼
阿
弥
蘇
生
譚
の
二
） 

201

　
　
　
＊

役
者
の
一
生 

217

江
戸
歌
舞
妓
の
外
輪
に
沿
う
て 

241



4

玉
手
御
前
の
恋 

253

　
　
　
＊

身
毒
丸 

269

戦
後
の
折
口
先
生 

岡
野
弘
彦　
　

286

解　

題 

長
谷
川
政
春　
　

293



 

5

凡　

例

一　

本
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
精
選　

折
口
信
夫
』
は
、
中
央
公
論
社
版
『
折
口
信
夫
全
集
』（
一
九
九
五
│
二
〇
〇
二
）
を
底

本
と
し
た
。

二　

各
著
作
の
末
尾
に
、
初
出
、
お
よ
び
発
表
年
月
を
記
し
た
。

三　

本
文
校
訂
に
あ
た
っ
て
、
明
ら
か
な
誤
植
は
と
く
に
断
る
こ
と
な
く
修
正
し
た
が
、
説
明
を
要
す
る
修
正
箇
所
に
つ
い

て
は
、
解
題
に
記
し
た
。

四　

原
則
と
し
て
新
字
体
・
旧
仮
名
遣
い
と
す
る
が
、
可
能
な
か
ぎ
り
底
本
の
用
字
・
用
語
を
尊
重
し
た
。
例
外
は
解
題
に

記
し
た
。

五　

ル
ビ
（
ふ
り
が
な
）
は
原
則
と
し
て
ひ
ら
が
な
と
し
、
難
読
字
に
は
適
宜
ル
ビ
を
振
っ
た
。

六　

本
文
中
の
編
集
上
の
註
記
は
〔　

〕
に
入
れ
、
著
者
に
よ
る
註
と
区
別
す
る
た
め
、
本
文
よ
り
も
小
さ
な
文
字
で
示
し

た
。

七　

本
文
中
に
、
今
日
の
人
権
意
識
に
照
ら
し
て
不
適
切
と
思
わ
れ
る
語
句
や
表
現
が
あ
る
が
、
時
代
的
背
景
と
、
作
品
の

歴
史
的
価
値
に
か
ん
が
み
、
加
え
て
著
者
が
故
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。
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翁
の
発
生一　

お
き
な
と
翁
舞
ひ
と

翁
の
発
生
か
ら
、
形
式
方
面
を
主
と
し
て
、
其そ
の

展
開
を
考
へ
て
見
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
し
か
し
個
々
の
芸
道
特
有
の

「
翁
」
に
つ
い
て
は
、
今
夜
お
よ
り
あ
ひ
の
知
識
の
補
ひ
を
憑た
の

む
外ほ
か

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
翁
芸
を
飛
躍
さ
せ
た

の
は
、
猿
楽
で
あ
り
ま
す
。
翁
が
、
田
楽
の
「
中ち
ゆ
う

門も
ん

口ぐ
ち

」
に
相
当
す
る
定
式
の
物
と
な
つ
た
筋
道
が
、
幾
分
で
も

訣わ
か

つ
て
貰
へ
る
や
う
に
致
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

お
き
な
と
言
ふ
語
は
、
早
く
か
ら
芸
能
の
上
に
分
化
し
た
お
き
な
の
用
語
例
の
印
象
を
と
り
込
ん
で
ゐ
ま
す
。
尠す
く
なく

と
も
我
々
の
観
念
に
あ
る
お
き
な
は
、
唯た
だ

の
老ら
う

夫ふ

で
は
な
い
。
芸
道
化
せ
ら
れ
た
お
き
な
を
、
実
在
の
お
き
な
に
被か
ぶ

せ
た
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。

お
き
な
・
お
み
な
（
媼
）
の
古
義
は
、
邑む
ら

国く
に

の
神
事
の
宿と

老ね

の
上
位
に
あ
る
者
を
言
う
た
ら
し
い
。
お
き
な
・
お
み

な
に
対
し
て
、
を
ぐ
な
・
を
み
な
の
あ
る
事
を
思
ひ
併あ
は

せ
る
と
、
大
（
お
）・
小
（
を
）
の
差
別
が
、
き
（
く
）・
み

（
む
）
の
上
に
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
事
が
知
れ
ま
す
。
つ
ま
り
は
、
老
若
制
度
か
ら
出
た
社
会
組
織
上
の
古
語
で
あ
つ

た
ら
し
い
の
で
す
。
舞あ
そ
び踊

を
手
段
と
す
る
鎮
魂
式
が
、
神
事
の
主
要
部
と
考
へ
ら
れ
て
来
る
と
、
舞ま
ひ

人び
と

の
長
な
る
お
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き
な
の
芸
能
が
「
翁
舞
」
な
る
一
方
面
を
分
立
し
て
来
ま
す
。
雅が

楽が
く

の
採さ
い

桑し
よ
う

老ら
う

、
又
は
く
づ
れ
た
安あ

摩ま

・
蘇そ

利り

古こ

の
翁
舞
と
結
び
つ
い
て
、
大お
ほ

歌う
た

舞ま
ひ

や
、
神
遊
び
の
翁
が
、
日
本
式
の
「
翁
舞
」
と
認
め
ら
れ
た
と
見
て
も
宜よ
ろ

し
い
。

尾
張
ノ
浜
主
の

翁
と
て
わ
び
や
は
居
ら
む
。
草
も　

木
も　

栄
ゆ
る
時
に
、
出
で
ゝ
舞
ひ
て
む
（
続
日
本
後
紀
）

と
詠
じ
た
舞
は
、
此こ
の

交
叉
時
に
あ
つ
た
も
の
と
思
ひ
ま
す
。
翁
舞
を
舞
ふ
翁
の
意
で
、
唯
の
老
夫
と
し
て
の
自
覚
で

は
な
さ
相さ
う

で
す
。
お
き
な
さ
ぶ
と
言
ふ
語
も
、
を
と
め
さ
ぶ
・
神
さ
ぶ
と
共
に
、
神
事
演
舞
の
扮
装
演
出
の
適
合
を

示
す
の
が
、
元
で
あ
つ
た
様
で
す
。

翁
さ
び
、
人
な
咎
め
そ
。
狩か
り

衣ご
ろ
も、
今
日
ば
か
り
と
ぞ　

鶴た
づ

も
鳴
く
な
る

と
在
原
の
翁
の
嘆た
ん

じ
た
、
と
言
ふ
歌
物
語
の
歌
も
、
翁
舞
か
ら
出
た
芸
謡
で
は
な
か
つ
た
で
せ
う
か
。
古
今
集
の
雑ざ
ふ

の
部
に
う
ん
ざ
り

0

0

0

0

す
る
程
多
い
老
い
人
の
述
懐
も
、
翁
舞
の
詠
歌
と
見
ら
れ
ぬ
事
も
な
い
。
私
な
ど
は
「
在
原
」
を

称
す
る
ほ
か
ひ
人
の
団
体
が
あ
つ
て
、
翁
舞
を
演
芸
種
目
の
主
な
も
の
に
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ
思
う
て

居
ま
す
。

山や
ま

姥う
ば

が
山
の
巫み

女こ

で
あ
つ
た
の
を
、
山
の
妖
怪
と
考
へ
た
様
に
、
翁
舞
の
人
物
や
、
演
出
者
を
「
翁
」
と
称と
な

へ
る
様

に
な
り
、
人に
ん

長ぢ
や
う（
舞
人
の
長
）
の
役
名
と
も
な
り
、
其
表
現
す
る
神
自
体
（
多
く
は
精
霊
的
）
の
称
号
と
も
、
現

じ
た
形
と
も
考
へ
る
様
に
な
つ
て
行
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
「
翁
」
は
、
中
世
以
後
、
実
生
活
上
の
老
夫
と
し
て
の
み
考
へ
る
事
が
出
来
な
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。

此
夜
話
の
題
目
に
択え
ら

ん
だ
翁
は
、
其
翁
舞
の
起
原
を
説
い
て
、
近
世
の
歪
ん
だ
形
か
ら
、
元
に
戻
し
て
見
る
事
に
落



翁の発生

9

ち
つ
く
だ
ら
う
、
と
思
ひ
ま
す
。

二　

祭
り
に
臨
む
老
体

二ふ
た

夏な
つ

、
沖
縄
諸
島
を
廻
つ
て
得
た
、
実
感
の
学
問
と
し
て
の
成
績
は
、
翁
成
立
の
暗
示
で
し
た
。
前
日
本
を
、
今
日

に
止と
ど

め
た
あ
の
島
人
の
伝
承
の
上
に
は
、
内
地
に
於
け
る
能
芸
化
せ
ら
れ
た
翁
の
、
ま
だ
生
活
の
古
典
と
し
て
、
半な
か
ば、

現
実
感
の
中
に
、
生
き
な
が
ら
く
り
返
さ
れ
て
ゐ
る
事
を
見
て
来
た
の
で
す
。

私
は
日
本
の
国
に
は
、
国
家
以
前
か
ら
常と
こ

世よ

神が
み

と
い
ふ
神
の
信
仰
の
あ
つ
た
事
を
、
他
の
場
合
に
度た
び

々た
び

述
べ
ま
し
た
。

此こ
れ

は
「
常
世
人
」
と
い
つ
た
方
が
よ
い
か
と
思
は
れ
る
物
な
の
で
す
。
皇
極
天
皇
紀
に
見
え
て
ゐ
る
の
が
、
常
世
神

の
文
字
の
初
め
で
あ
り
ま
す
が
、
此
は
、
原
形
忘
却
後
の
聯れ
ん

想さ
う

を
交
へ
て
来
た
様
で
、
其
前
は
思お
も
ひ

兼か
ね
の

神か
み

も
、
少す
く
な

彦び
こ

名な
の

命み
こ
とも

、
常
世
の
神
で
し
た
。
然し
か

し
純
化
し
な
い
前
の
常
世
人
は
、
神
と
人
間
と
の
間
の
精
霊
の
一
種
と
し
た
ら

し
い
の
が
、
一
等
古
い
様
で
あ
り
ま
す
。

元
来
ひ
と
と
言
ふ
語
の
原
義
は
、
後
世
の
神じ
ん

人に
ん

に
近
い
の
で
、
神
聖
の
資
格
を
も
つ
て
現
れ
る
も
の
ゝ
義
で
あ
る
、

と
思
ひ
ま
す
。
顕け
ん

宗ぞ
う

紀
の
室む
ろ

寿ほ
ぎ
の

詞よ
ご
とは
「
我
が
常と
こ

世よ

た
ち
」
の
文
句
で
結
ん
で
ゐ
ま
す
。
此
は
、
正
客
な
る
年と
し

高た
か

人び
と

を
讃さ
ん

頌し
よ
うし

た
語
な
の
で
す
。
常
世
の
国
人
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
常
世
の
国
か
ら
来
る
寿
命
の
長
い
人
、
唯
の
此
世

の
長
生
の
人
と
言
ふ
義
に
な
つ
て
来
た
の
で
す
。

日
本
人
は
、
常
世
人
は
、
海
の
彼あ
な
た方
の
他
界
か
ら
来
る
、
と
考
へ
て
ゐ
ま
し
た
。
初
め
は
、
初
春
に
来
る
も
の
と
信

じ
ら
れ
て
ゐ
た
の
が
、
後
は
度
々
来
る
も
の
と
考
へ
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
春
祭
り
と
刈
上
げ
祭
り
は
、
前
夜
か
ら
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翌
朝
ま
で
引
き
続
い
て
行
は
れ
た
も
の
で
し
た
。
其そ
の

中
間
に
、
今
一
つ
あ
つ
た
の
が
冬
祭
り
で
す
。
ふ
ゆ
ま
つ
り
は

鎮
魂
式
で
あ
り
ま
す
。
あ
き
・
ふ
ゆ
・
は
る
が
暦
法
の
上
の
秋
・
冬
・
春
に
宛
て
ら
れ
る
や
う
に
な
る
と
、
其
祭
り

も
分
れ
て
行
は
れ
る
。
其
祭
り
の
度
毎
に
、
常
世
人
が
来
臨
し
て
、
禊み
そ

ぎ
や
鎮
魂
を
行
う
て
行
く
。
か
う
な
る
と
又
、

臨
時
の
祭
り
が
、
限
り
な
く
殖ふ

え
て
来
ま
し
た
。

田
植
ゑ
祭
り
に
臨
む
さ
つ
き
の
神
々
な
ど
も
迎
へ
ら
れ
、
季
節
々
々
の
交ゆ
き
あ
ひ

叉
期
祭
り
に
は
、
邪
気
退
散
の
呪
法
を
授

け
る
か
、
受
け
る
か
訣わ
か

ら
ぬ
鬼
神
も
来
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
さ
う
し
た
ま
れ
に
而し
か

も
、
頻ひ
ん

々ぴ
ん

と
お
と
づ
れ
る
ま
れ

び
と
神
も
、
元
は
年
の
交
叉
点
に
限
つ
て
姿
を
現
し
た
も
の
で
し
た
。
此こ
れ

等ら

の
常
世
人
の
、
村
の
若
者
に
成
年
戒
を

授
け
る
役
を
う
け
持
つ
て
ゐ
た
痕あ
と

が
、
あ
り
〳
〵
と
見
え
て
ゐ
ま
す
。
春
祭
り
の
一
部
分
な
る
春
田
打
ち
の
感か
ま
け染
所わ

作ざ

は
、
尉じ
よ
うと

姥う
ば

が
主
役
で
し
た
。
こ
れ
の
五
月
に
再
び
行
は
れ
る
様
に
な
つ
た
の
が
「
田
遊
び
」
で
す
。
此
に
も
後の
ち

に
、
田た
あ
る
じ主
な
ど
ゝ
言
ふ
翁
が
出
来
ま
す
が
、
主
要
部
分
は
変
つ
て
居
ま
す
。
簑
笠
着
た
巨
人
及
び
其
伴と
も

神が
み

な
る
群ぐ
ん

行ぎ
や
う

神し
ん

の
所
作
や
、
其
苛か

役や
く

を
受
け
て
鍛き
た

へ
調と
と
のへ

ら
れ
る
早さ
う
と処

女め

の
労
働
、
敵て
き

人に
ん

・
害
虫
獣
等
の
誓
約
の
神わ

事ざ

劇を

舞ぎ

な
ど
が
其そ
れ

で
す
。
此
が
田
楽
の
基
礎
に
な
つ
た
「
田
遊
び
」
の
本
態
で
、
其
呪の
ろ
ん
じ師

伎ぎ

芸げ
い

複
合
以
前
の
形
で
す
。

高
野
博
士
が
「
呪
師
猿
楽
」
な
る
芸
能
の
存
在
を
主
張
せ
ら
れ
た
の
は
、
敬
服
し
な
い
で
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。
但た
だ
し、

本
芸
が
呪
師
で
、
其
く
づ
れ
・
脇
芸
と
も
言
ふ
べ
き
の
が
、
呪
師
に
入
つ
た
猿
楽
で
、
唯た
だ

呪
師
と
も
言
ひ
、
呪
師
猿

楽
と
も
並
称
し
た
ら
し
く
思
は
れ
ま
す
。
此
「
呪
師
猿
楽
」
が
、
田
遊
び
化
し
て
田
楽
に
な
つ
た
と
す
る
の
が
、
私

の
考
へ
で
す
。
だ
が
一
口
に
は
、
田
楽
は
五
月
の
田
遊
び
か
ら
出
て
ゐ
る
と
申
し
て
よ
ろ
し
い
。
此
猿
楽
は
、
田
楽

で
は
、
も
ど
き
と
言
ふ
脇
役
に
、
俤
お
も
か
げを

止と
ど

め
ま
し
た
。
能
楽
と
改
称
し
た
猿
楽
能
で
は
、
狂
言
方
と
ま
で
、
変
転
を
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重
ね
て
行
き
ま
し
た
。
わ
き
方
も
、
勿も
ち

論ろ
ん

此こ
れ

か
ら
出
た
の
で
す
。
結
論
に
近
い
事
を
申
し
ま
す
と
、
翁
も
純
化
は
し

ま
し
た
が
、
や
は
り
此
で
、
黒く
ろ

尉じ
よ
うは

猿
楽
の
原
形
を
伝
へ
て
ゐ
る
、
と
申
し
て
よ
ろ
し
い
の
で
す
。

猿
楽
の
用
語
例
の
一
部
分
に
は
、
武
家
以
前
古
く
か
ら
興き
よ
う

言げ
ん

利り

口こ
う

な
ど
ゝ
言
ふ
べ
き
、
言
ひ
立
て
又
は
語
り
の
義

が
あ
り
ま
す
。
興
言
利
口
も
、
其
根
本
に
な
る
べ
き
話
材
ま
で
も
、
さ
う
言
ふ
様
に
な
り
ま
し
た
。
此
は
、
狂
言
の

元
の
宛
て
字
が
興
言
で
あ
る
と
共
に
猿
楽
の
、
言
と
能
と
の
二
方
面
に
岐わ
か

れ
る
道
を
示
す
も
の
で
す
。
能
楽
が
専も
つ
ぱら

猿
楽
と
称と
な

へ
ら
れ
た
の
は
、
此
方
面
が
主
と
な
つ
て
ゐ
た
か
ら
か
と
思
ひ
ま
す
。
故
事
語
り
に
曲く
せ

舞ま
ひ

の
曲
節
を
と
り

こ
み
、
こ
と
ほ
ぎ
の
お
ど
け
言
ひ
立
て
を
現
実
化
し
た
の
が
、
猿
楽
の
表
芸
を
進
展
さ
せ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
能

芸
の
方
は
寧む
し
ろ

先
輩
芸
道
な
る
曲
舞
・
田
楽
の
能
な
ど
か
ら
と
り
込
ん
だ
ら
し
い
の
で
す
。

猿
楽
能
に
於
け
る
翁
は
、
此
言
ひ
立
て
・
語
り
を
軽
く
見
て
、
唱し
よ

門も
じ
ん師

一
派
の
曲
舞
（
の
分
流
）
か
ら
出
て
、
反へ
ん

閇ば
い

芸
を
重
く
し
た
傾
き
が
あ
り
ま
す
。
だ
が
、
元
々
、
猿
楽
と
言
つ
て
も
、
田
楽
の
一
部
に
も
這は

入ひ

つ
て
居
た
の
で
す
。

だ
か
ら
、
田
楽
に
も
、
そ
の
演
芸
種
目
の
中
に
猿
楽
が
這
入
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。
此
が
呪
師
芸
や
、
其
後
身
な
る
田

楽
の
わ
き
役
（
も
ど
き
役
、
同
時
に
狂
言
方
）
か
ら
独
立
し
て
来
た
も
の
と
思
ひ
ま
す
。

だ
か
ら
、
田
楽
に
も
、
翁
の
言
ひ
立
て
や
語
り
が
あ
つ
た
ら
し
い
の
で
す
。
唯
、
田
楽
能
を
ま
る
ど
り

0

0

0

0

し
て
、
自
立

し
た
に
し
て
も
、
猿
楽
能
自
身
の
特
色
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
其
は
、
翁
の
本
家
で
あ
つ
た
、
と
言
ふ
こ
と
で

す
。
語
り
の
方
は
、
開か
い

口こ
う

や
何
々
の
言
ひ
立
て
の
側
に
岐
れ
て
行
つ
た
の
で
せ
う
。
開
口
も
、
何
々
の
言
ひ
立
て
も
、

元
は
翁
の
中
に
含
ま
つ
て
居
た
と
見
え
る
の
で
す
。
奈
良
に
残
つ
た
比も
ど
き擬
開か
い

口こ
う

や
、
江
戸
柳り
う

営え
い

の
脇
方
の
開
口
の
式

な
ど
も
、
同
じ
岐
れ
で
す
。
其
も
ど
き
と
言
ひ
、
脇
方
の
勤
め
る
と
言
ふ
の
は
、
事
実
の
裏
書
き
で
あ
り
ま
す
。
此
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脇
方
│
│
並
び
に
狂
言
方
の
│
│
翁
一
流
の
式
に
対
す
る
関
係
や
、
翁
が
最さ
い

古こ

式し
き

を
保
つ
て
ゐ
る
と
の
信
仰
は
、
猿

楽
が
わ
き
芸
で
あ
つ
た
事
を
、
暗
示
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
田
楽
と
違
ふ
点
は
、
念
仏
踊
り
の
要
素
を

多
く
含
ん
だ
彼
に
対
し
て
、
神
事
舞
と
し
て
の
部
分
を
重
く
見
て
ゐ
る
点
に
あ
る
、
と
言
へ
ま
す
。

冬
の
鎮
魂
を
主
と
し
、
春
田
打
ち
に
関
係
の
深
い
の
が
、
猿
楽
の
、
呪の
ろ
ん
じ師

習
合
以
前
の
姿
な
の
で
す
。
田
植
ゑ
に
臨

む
群
行
神
の
最
古
の
印
象
は
、
記
・
紀
の
す
さ
の
を
の
命
の
神
話
の
外ほ
か

に
、
播は
り

磨ま

風
土
記
に
は
統
一
の
な
い
形
の
、

数
多
い
説
話
と
し
て
残
つ
て
ゐ
ま
す
。
此
間
に
、
常
世
人
自
身
も
、
海
の
彼あ
な
た方

か
ら
来
る
と
信
じ
ら
れ
た
も
の
が
、

天
か
ら
降く
だ

る
と
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
り
、
山
に
住
む
巨
人
と
せ
ら
れ
る
様
に
も
な
つ
て
行
き
ま
し
た
。
従
つ
て
、
常

世
人
と
言
ふ
名
も
変
り
、
其
形
貌
性
格
や
対
人
地
位
な
ど
も
易か
は

つ
て
行
く
一
方
に
は
、
原
形
に
止と
ど
まり
、
或あ
る
いは
、
二
つ

の
形
を
複
合
し
た
信
仰
も
出
て
来
ま
し
た
。

我
々
の
研
究
法
は
、
経
験
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
資
料
の
採
訪
も
、
書
斎
の
抜
き
書
き
も
、
皆
、
伝
承

の
含
む
、
あ
る
昔
の
実
感
を
誘
ふ
為
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
実
感
に
よ
る
人
類
史
学
と
言
ふ
べ
き
も
の
な
の
で
す
。
一
芸

能
の
翁
に
拘こ
う

泥で
い

せ
ず
、
田
楽
・
神か
ぐ
ら楽

・
歌
舞
妓
其
他
の
現
在
芸
能
は
固も
と

よ
り
呪
師
田
楽
以
前
の
神
事
・
劇
舞
踊
な
ど

に
現
れ
た
翁
の
形
態
の
知
識
の
上
に
、
更
に
、
其
現
に
行
は
れ
て
ゐ
る
演
出
の
見
学
か
ら
、
体
験
に
近
い
直
観
を
得

ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
沖
縄
の
島
渡
り
を
し
て
、
私
の
見
聞
き
し
た
の
は
、
此
か
ら
話
さ
う
と
す
る
三
つ
の
型
で
あ

り
ま
し
た
。

三　

沖
縄
の
翁
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祖
先
考か
う

妣ひ

の
二
位
の
外
に
、
眷け
ん

属ぞ
く

大
勢
群ぐ
ん

行ぎ
や
うし

て
、
家
々
を
お
と
な
ふ
形
。
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

の
行
事
で
あ
る
（
一
）。
海
上

或あ
る
い

は
洞
穴
を
経
て
、
他
界
の
異い
ぎ
や
う形

（
又
は
荘
厳
な
姿
）
の
、
人
に
似
た
霊
物
が
来
て
、
村
・
家
を
祝
福
す
る
形
。

清せ
い

明め
い

節せ
つ

其そ
の

他た

、
祭
り
の
日
に
あ
る
（
二
）。
村
の
族
長
な
る
宗そ
う

家け

の
主
人
並
び
に
一
門
中
の
代
表
者
と
見
な
さ
れ
る

群
衆
を
伴
う
た
、
前
族
長
な
る
長
者
が
踊
り
場
へ
来
て
、
村
を
祝
福
す
る
の
を
一
番
と
し
て
、
村
々
特
有
の
狂ち
や
う

言げ
ん

（
能
狂
言
・
俄に
は
かな

ど
に
似
た
）
を
行
う
て
、
後
は
芸
尽
し
に
な
る
。
村
に
よ
れ
ば
、
長
者
の
一
行
が
舞
台
に
来
る
と
、

家
長
の
挙
げ
る
扇
に
招
か
れ
て
、
海
の
彼あ
な
た方

の
富
み
の
国
か
ら
、
其
主
神
が
来
て
、
穀
物
の
種
を
与
へ
て
去
る
式
を

す
る
処
も
あ
る
。
此
神
の
名
は
儀に

来ら
い

の
大う
ふ

主ぬ
し

、
長
者
の
名
は
長
者
の
大う
ふ

主ぬ
し

、
家
長
の
名
は
親ぺ
い
ち
ん

雲
上
と
言
ふ
。
童わ
ら
び満み

祭ち

に
行
ふ
（
三
）。
私
の
目
で
見
た
知
識
よ
り
も
、
更
に
大
き
な
補
助
を
、
島
袋
源
七
・
比ひ

嘉が

春し
ゆ
ん

潮て
う

二
氏
の
報
告
か
ら

得
ま
し
た
。

此こ
の

中
で
（
一
）
は
最
も
つ
と
も、

常
世
人
に
近
い
形
で
あ
り
ま
す
。
海
の
彼
方
な
る
大お
ほ

や
ま
と
│
│
又
は
、
あ
ん
が
ま
あ
と
言

ふ
国
が
あ
る
と
考
へ
た
の
が
変
じ
て
、
其
行
事
又
は
群
行
の
名
と
し
た
の
ら
し
い
│
│
か
ら
、
祖
霊
の
男
女
二
体
及

び
、
其
他
故
人
に
な
つ
た
村
人
の
亡
霊
の
来
る
日
を
、
盂
蘭
盆
に
習
合
し
た
の
で
、
其そ
の

又
一
つ
前
に
は
、
初
春
を
意

味
す
る
清
明
節
に
、
常
世
人
と
し
て
来
た
事
が
考
へ
ら
れ
ま
す
。
此
中
心
に
な
る
大う

主し
ゆ

前め
い

と
言
は
れ
る
老
夫
│
│
老あ
つ

女ぱ
あ

を
伴
ふ
│
│
が
時
々
立
つ
て
、
訓
戒
・
教
導
・
祝
福
な
ど
を
述
べ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
其
間
に
、
眷
属
ど
も
の
芸

尽
し
が
あ
り
ま
す
。

此こ
れ

か
ら
し
て
も
、
内
地
の
古
記
録
か
ら
考
へ
ら
れ
る
常
世
の
ま
れ
び
と
の
元
の
姿
は
や
ゝ
、
明
る
く
な
つ
て
来
ま
す
。

此
と
通
じ
て
ゐ
る
の
は
（
三
）
の
式
で
あ
り
ま
す
。
此
は
村
踊
り
と
言
ひ
、
又
村
芝
居
と
も
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
祖
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霊
を
一
体
の
長
者
の
大
主
と
し
、
眷
属
の
霊
を
一
行
と
し
た
も
の
で
す
。
さ
う
し
て
今
は
、
其
本ほ
ん

処じ
よ

の
考
へ
を
忘
れ

て
ゐ
ま
す
が
、
他
界
の
聖
地
か
ら
来
た
も
の
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
親
雲
上
は
、
其
等
の
群
行
か
ら
、
正
面
に
祝
福

を
受
け
る
人
と
し
て
、
予
あ
ら
か
じめ
一
行
を
待
つ
形
が
変
つ
た
の
で
せ
う
。
其
に
、
儀
来
の
大
主
を
加
へ
た
の
は
、
長
者
大

主
一
行
の
本
義
の
忘
れ
ら
れ
た
為
、
更
に
祝
福
の
神
を
考
へ
出
し
た
の
で
す
。

此
が
変
じ
て
（
二
）
に
な
る
と
、
色
々
の
形
に
変
化
し
て
ゐ
ま
す
。
な
る
こ
神
・
て
る
こ
神
と
言
ふ
二
体
の
、
聖
な

る
彼
岸
の
国
主
と
す
る
の
も
あ
り
、
唯
の
一
体
の
海う
ん

神ぢ
や
みと

す
る
処
も
あ
り
ま
す
。
も
つ
と
純
化
し
て
は
、
海
の
向

う
の
に
ら
い
・
か
な
い
の
国
の
神
と
し
、
更
に
天
上
の
神
と
し
て
、
お
ぼ
つ
・
か
ぐ
ら
と
言
ふ
其
国
を
考
へ
て
ゐ
ま

す
。
其
史
実
化
し
た
の
が
、
あ
ま
み
き
ょ
・
し
ね
り
き
ょ
の
夫
婦
神
で
す
。
先さ
き

島じ
ま

の
中
に
は
、
ま
や
の
国
と
い
ふ
彼

岸
の
聖
地
か
ら
、
ま
や
の
神
及
び
と
も
ま
や
と
称
す
る
神
が
来
る
と
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
つ
て
、
此
は
、
蒲く

葵ば

の
簑

笠
を
被
つ
た
異
形
神
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
く
、
先
島
諸
島
に
多
く
、
あ
か
ま
た
・
く
ろ
ま
た
な
ど
言
ふ
風ふ
う

に
、
仮
面

の
色
か
ら
名
づ
け
た
二
体
の
巨
人
が
、
蔓つ
る

草く
さ

を
身
に
被
り
、
畏お
そ

ろ
し
い
形
相
の
面
を
被
つ
て
出
ま
す
。
処
に
よ
つ
て

は
、
青
ま
た
と
言
ふ
の
が
、
代
つ
て
出
る
事
も
あ
つ
て
、
洞
穴
又
は
村
里
離
れ
た
岬
な
ど
か
ら
出
る
の
で
す
。
此
は
、

鬼
と
言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
に
ら
い
の
大
主
と
浄
化
し
た
地
方
に
対
し
て
、
此こ
の

に
い
る
宮す

城く

か
ら
来
る
者
は
、

祖
霊
と
神
と
の
間
に
置
く
べ
き
姿
を
し
て
ゐ
ま
す
。
祖
霊
の
、
異
形
身
と
畏
怖
の
情
と
が
、
其
ま
れ
び
と
と
の
関
係

を
忘
れ
た
世
に
残
れ
ば
、
単
に
、
祝
福
と
懲
罰
と
授
戒
と
の
為
に
来
る
巨
人
を
、
考
へ
る
様
に
な
る
筈は
ず

で
す
。
此
が
、

聖
化
し
、
倫
理
化
し
て
考
へ
ら
れ
る
と
、
に
ら
い
か
な
い
の
神
と
な
る
の
で
す
。
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四　

尉 

と 

姥

か
う
言
つ
て
来
ま
す
と
、
考か
う

妣ひ

二
体
、
又
は
一
位
の
聖
な
る
者
の
、
或あ
る
いは
群
行
者
を
随し
た
がへ
て
来
る
神
来
臨
の
形
式
が

思
は
れ
ま
す
。
内
地
の
、
古
代
か
ら
近
代
に
続
い
て
ゐ
る
、
ま
れ
び
と
の
姿
も
一
つ
事
な
の
で
す
。
考
妣
二
体
の
聖

な
る
老
人
と
言
へ
ば
、
直た
だ
ちに

聯
想
す
る
の
は
、
高
砂
の
松
の
精
と
住
吉
明
神
一い
つ

対つ
い

の
「
尉じ
よ
う

と
姥う
ば

」
の
形
で
す
。
謡う
た
ひ

の
高
砂
が
、
さ
う
し
た
標
本
を
示
す
前
か
ら
、
翁お
き
な

媼お
み
なの

対
立
は
、
考
へ
ら
れ
て
居
ま
し
た
。
平
安
初
期
に
、
既す
で

に
、

大
嘗
祭
の
曳ひ

き
物
な
る
「
標し
め

山や
ま

」
に
す
ら
、
蓬ほ
う

萊ら
い

山
の
中
に
、
翁
媼
の
人ひ
と

形が
た

を
立
て
ゝ
居
ま
し
た
。
常
世
の
国
の
考

妣
二
位
の
ま
れ
び
と
を
、
常
世
の
蓬
萊
化
し
た
時
代
に
も
、
仙
人
の
代
り
に
据
ゑ
て
怪
し
ま
な
か
つ
た
の
で
す
。
高

砂
に
出
る
住
吉
明
神
は
、
播
州
か
ら
は
彼
方
の
津
の
国
を
さ
す
処
に
、
来
臨
す
る
神
と
、
神
行
き
媾あ

ひ
の
信
仰
と
を

印
象
し
て
居
る
の
で
す
。

日
本
の
書
物
で
、
ま
づ
正
確
に
高
砂
式
の
ま
れ
び
と
の
信
仰
を
書
き
残
し
た
の
は
神
武
紀
で
す
。
香
具
山
の
土
を
、

大
和
の
代も
の
ざ
ね

表
物
と
し
て
呪
す
る
為
に
取
り
に
行
つ
た
の
は
、
椎し
ひ

根ね

津つ

彦ひ
こ

と
弟お
と
う

猾か
し

と
で
し
た
。
弟
猾
は
男
の
様
に
考

へ
ら
れ
て
来
ま
し
た
が
、
兄え
う

猾か
し

を
兄
か
姉
か
と
し
て
も
、
此こ
れ

は
、
女
性
の
神か
ん

巫な
ぎ

だ
つ
た
の
で
す
。
男
の
方
は
老
翁
に

な
り
、
女
の
方
は
老
媼
に
扮や
つ

し
、
敵
中
を
抜
け
て
、
使
命
を
果
し
ま
し
た
。
此
は
、
常
世
人
の
信
仰
が
あ
つ
た
か
ら

出
来
た
物
語
で
す
。
敵て
き

人に
ん

は
見
逃
し
、
御み

方か
た

は
祝
福
せ
ら
れ
る
呪
詞
呪
法
の
助
勢
を
得
た
事
を
、
下
に
持
つ
て
居
る

の
で
す
。
呪
詞
呪
法
は
、
常
世
の
国
か
ら
齎も
た

ら
さ
れ
た
も
の
、
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
し
た
。

歳
暮
に
来
て
、
初
春
の
年と
し

棚だ
な

の
客
と
な
る
歳と
し

神が
み

│
│
歳と
し

徳と
く

神じ
ん

と
も
言
ふ
│
│
の
姿
も
、
高
砂
の
尉
と
姥
の
様
な
、
と
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形
容
す
る
地
方
が
多
い
や
う
で
す
。
さ
す
れ
ば
、
考
妣
二
体
の
祖
霊
で
す
。
近
世
の
歳
神
は
、
海
を
考
へ
に
お
い
た

常
世
神
と
違
つ
て
、
山
か
ら
来
る
様
に
、
大
抵
思
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
同
じ
名
の
神
の
性
格
に
も
、
古
今
で
、
大だ
い

分ぶ

違

ひ
が
あ
る
様
で
す
が
、
出
雲
人
の
伝
へ
た
御み

歳と
し

神が
み

・
大お
ほ

歳と
し

神が
み

は
、
山や
ま

祇つ
み

の
類た
ぐ
ひと
並
べ
て
あ
る
処
を
見
る
と
、
山
中
に

居
る
も
の
と
見
て
ゐ
た
ら
し
い
の
で
す
。
古
く
、
海わ
た

祇つ
み

か
ら
山
祇
に
変
化
す
べ
き
理
由
が
あ
つ
た
か
ら
で
す
。
近
代

の
歳
神
に
は
、
穀
物
の
聯
想
が
少
く
な
つ
て
、
暦
の
歳
の
感
じ
が
多
く
這
入
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
此
名
は
俗ぞ
く

陰お
ん

陽み
や
う

道だ
う

な
ど
が
、
古
代
の
神
の
名
を
利
用
し
て
、
残
し
伝
へ
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
方
位
の
聯
想
な
ど
が
あ
る

の
で
す
。

山
か
ら
来
る
歳
神
に
も
、
一
人
と
し
か
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
が
あ
り
ま
す
。
又
群
行
を
信
じ
て
ゐ
る
地
方
も
あ
り

ま
す
。
歳
神
に
お
伴
が
あ
る
わ
け
で
す
。
か
う
な
る
と
、
祖
霊
来
臨
の
信
仰
に
近
づ
い
て
来
ま
す
。
年
神
棚
を
吊
ら

ず
、
年
縄
や
年
飾
り
を
せ
ぬ
家
や
村
が
あ
り
ま
す
。
此こ
れ

等ら

は
、
山
の
歳
神
以
前
の
常
世
神
の
迎
へ
方
を
守
つ
て
ゐ
て
、

家
風
の
原
因
を
忘
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
せ
う
。
だ
が
、
ま
だ
外
に
も
理
由
は
あ
る
様
で
す
。

五　

山 

び 

と

常
世
の
国
を
、
山
中
に
想
像
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
海
岸
の
民
が
、
山
地
に
移
住
し
た
か
ら
で
す
。
元
来
、
山

地
の
前
住
者
の
間
に
、
さ
う
し
た
信
仰
は
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
だ
が
書
物
に
よ
つ
て
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
海

の
神
の
性
格
職
分
を
、
山
の
神
に
ふ
り
替
へ
た
部
分
が
多
い
の
で
す
。

私
は
山
の
神か
み

人び
と

、
即
す
な
は
ち

山や
ま

人び
と

な
る
も
の
を
、
こ
み
入
つ
た
事
な
が
ら
、
説
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
山や
ま

守も
り

部べ
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と
山や
ま

部べ

と
は
別
の
部か
き
べ曲

で
す
。
私
は
、
山
部
を
山
人
の
団
体
称
呼
と
考
へ
て
ゐ
ま
す
。
其
宰
領
が
、
山
部
宿す
く

禰ね

な
の

で
せ
う
。
ち
よ
う
ど
海あ

人ま

部べ

が
あ
ま
と
言
は
れ
る
や
う
に
、
山
部
も
山や
ま

と
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
山や
ま

ノ
直あ
た
へ・

山
ノ
君
な

ど
い
ふ
の
が
、
其そ
れ

で
す
。
海
人
は
、
安あ
づ
み曇
氏
の
管
轄
で
、
安
曇
氏
は
海
人
部
の
族
長
で
は
な
い
事
を
主
張
し
て
居
ま

す
。
が
、
山
部
氏
は
山
人
族
の
主
長
で
あ
る
ら
し
い
の
で
す
。
安
曇
氏
の
如
き
も
、
其
ほ
ど
海
人
の
血
か
ら
離
れ
て

ゐ
る
か
、
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
山
人
な
る
山
部
が
、
其
本
職
を
忘
れ
て
来
る
様
に
な
つ
て
、
山
部
・
山
守
部
の
混
同

が
起
り
ま
す
。
山
人
と
は
、
ど
う
し
た
部
民
で
せ
う
か
。

私
の
仮
説
で
は
、
山
の
神
に
仕
へ
る
神
人
だ
と
す
る
の
で
す
。
海
人
部
が
、
海わ
た

祇つ
み

に
奉
仕
し
て
、
時
に
は
、
海
の
神

人
の
資
格
に
於
て
、
海
祇
と
し
て
の
行
事
を
摂せ
つ

行か
う

す
る
事
が
あ
り
ま
し
た
。
海
人
の
献
た
て
ま
つつ

た
御み

贄に
へ

は
、
海
祇
の
名み
や
う

代だ
い

で
、
同
時
に
、
海
祇
自
身
の
す
る
形
な
の
で
し
た
。
私
は
海
部
・
山
部
を
通
じ
て
、
先
住
民
の
後
と
ば
か
り
も
言

へ
ぬ
と
考
へ
ま
す
。
お
な
じ
族
中
の
者
が
、
海
神
人
・
山
神
人
に
択え
ら

ば
れ
て
、
常
住
本
村
か
ら
離
れ
て
住
ん
で
居
て
、

其
が
人
数
の
増
し
た
為
に
、
村
を
形
づ
く
つ
た
も
の
も
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

勿
論
、
前
住
民
の
服
従
を
誓
ふ
形
式
の
寿よ

詞ご
と

奏
上
を
以
て
、
海
人
・
山
人
の
こ
と
ほ
ぎ
（
祝
福
）、
み
つ
ぎ
の
起
り

と
考
へ
る
事
も
出
来
ま
す
が
、
其
は
第
二
次
の
形
で
す
。
初
め
の
姿
は
、
海
祇
即
、
常
世
人
（
わ
た
つ
み
の
前
型
）

に
扮
す
る
の
は
、
村
の
若
者
の
聖
職
な
の
で
し
た
。
其
が
山
地
に
入
つ
て
、
山
の
神
を
、
常
世
人
の
代
り
に
す
る
様

に
な
つ
て
来
る
。
此こ
れ

ま
で
は
、
常
世
の
海
祇
の
呪
法
・
呪
詞
の
う
け
て

0

0

0

の
代
表
者
は
、
山
の
神
な
の
で
、
其
山
の
神

が
、
多
く
の
地
物
の
精
霊
に
海
祇
の
呪
詞
を
伝
へ
る
役
を
し
ま
し
た
。
其
が
一
転
し
て
、
海
祇
に
代
る
様
に
な
つ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
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さ
う
す
る
と
、
山
の
神
の
呪
詞
は
、
宣せ
ん

下げ

式
で
は
な
く
、
又
奏
上
式
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
仲
介
者
と
し
て
、

仲
間
内
の
者
に
言
ひ
聞
か
せ
る
、
妥
協
を
心
に
持
つ
た
、
対
等
の
表
現
を
と
り
ま
し
た
。
此
を
鎮い
は
ひ護
詞ご
と

と
言
ひ
ま
す
。

宣
下
式
は
の
り
と
、
奏
上
式
な
の
に
は
よ
ご
と
と
言
ふ
名
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
よ
う
ど
其
間
に
立
つ
て
、
飽
く
ま
で

も
、
山
の
神
の
資
格
を
以
て
、
精
霊
を
あ
ひ
て

0

0

0

と
し
て
の
も
の
言
ひ
な
の
で
す
。
山
の
神
に
山
の
神
人
が
出
来
た
の

は
、
此
為
で
す
。
だ
か
ら
、
海
祇
の
代
り
を
す
る
海
人
の
神
人
が
、
前
住
民
或
は
異
民
族
と
す
れ
ば
、
山
人
の
職
が

出
来
て
か
ら
の
事
で
す
。
即
す
な
は
ち、

海
祇
の
代
り
に
神
事
を
行
ふ
者
が
、
村
国
の
主
長
よ
り
も
低
い
事
に
な
り
ま
す
。
常

世
人
は
村
の
主
長
よ
り
は
、
位
置
は
高
か
つ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
海
人
が
服
従
の
誓
約
な
る
寿よ

詞ご
と

や
御
贄
を
奉
る

の
は
、
山
の
神
人
の
影
響
を
更
に
受
け
た
の
で
す
。

海
村
の
住
民
の
中う
ち

、
別
居
し
て
神
に
仕
へ
る
形
式
が
行
は
れ
、
男
や
女
の
さ
う
し
た
聖
役
に
当
る
も
の
が
出
来
ま
し

た
。
女
は
、
た
な
ば
た
つ
め
で
す
。
か
う
し
た
人
々
の
間
に
出
来
た
村
が
、
異
種
の
村
と
混
同
せ
ら
れ
る
様
に
な
つ

た
の
で
せ
う
。
山
の
村
も
、
同
様
に
し
て
出
来
ま
し
た
の
で
せ
う
。
其
が
、
蛮
人
の
村
と
思
ひ
違
へ
ら
れ
る
様
に
な

つ
た
事
も
あ
り
ま
せ
う
が
、
此
は
、
わ
り
に
明
ら
か
に
、
国く

栖ず

・
土つ
ち

蜘ぐ

蛛も

な
ど
ゝ
区
別
せ
ら
れ
た
様
で
す
。
海
人
部

の
民
が
、
所い
は

謂ゆ
る

あ
ま
の
さ
へ
づ
り
を
す
る
異
人
種
の
様
に
考
へ
ら
れ
た
程
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
海
部
の
民
は
、
呪

法
・
呪
詞
に
馴
れ
て
居
ま
し
た
。
其
が
諸
国
の
卜う
ら

部べ

の
起
原
で
す
。

海
人
部
の
民
の
中
の
、
小
・
中
宗
家
な
ど
言
ふ
べ
き
家
の
中
か
ら
も
、
宮
廷
の
官
司
の
馳は
せ

使づ
か
ひ丁

が
出
ま
し
た
。
此
が

海あ

人ま

の
馳は
せ

使づ
か
ひ丁
で
す
。
其
内
、
神
祇
官
に
仕
へ
た
者
が
、
特
に
あ
ま
は
せ
づ
か
ひ
と
言
は
れ
た
ら
し
い
の
で
す
。
更

に
、
此
中
か
ら
、
宮
廷
の
語
部
と
し
て
、
海あ
ま
が
た
り
べ

語
部
と
言
ふ
者
が
出
来
た
と
見
ら
れ
ま
す
。
天あ
ま
が
た
り
べ

語
部
は
鎮
護
詞
を
唱
へ
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る
と
共
に
、
其
中
の
真
言
と
も
言
ふ
べ
き
う
た
を
、
お
も
に
謡
ふ
様
に
な
り
ま
し
た
。
其
が
「
天
語
歌
」
の
あ
る
わ

け
で
、
其
と
お
な
じ
性
質
で
、
寿
詞
や
鎮
護
詞
式
で
な
い
も
の
が
、
神か
み

語が
た
りと

い
は
れ
た
ら
し
い
の
で
す
。
神か
み

語が
た
り

歌う
た

の
末
に
、
天
語
の
常
用
文
句
ら
し
い
「
あ
ま
は
せ
つ
か
ひ
、
こ
と
の
語か
た

り
詞こ
と

也も

、
此こ
を

ば
」
と
言
ふ
、
固
定
し
た
形
の

つ
い
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

海
語
部
が
、
諸
国
の
海
人
の
中
に
も
纏ま
つ

は
つ
て
来
ま
し
た
。
一
方
、
卜ぼ
く

占せ
ん

を
主
と
す
る
海
人
の
卜
部
が
、
又
諸
国
に

還
り
住
ん
で
、
卜
部
の
部か
き
べ曲

が
拡
が
り
ま
す
。
宮
廷
の
海
語
部
は
、
後
に
は
、
卜
部
の
陰
に
隠
れ
て
顕
れ
な
く
な
り
、

卜
部
の
名
で
海
語
部
の
行
う
た
鎮い
は
ひ護

の
こ
と
ほ
ぎ
を
言
ひ
立
て
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
此
卜
部
が
、
陰
陽
寮
に
も
勢

力
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
踏た
ふ

歌か

の
節せ
ち

の
夜
の
異
装
行
列
は
、
元
、
卜
部
の
海
語
部
と
し
て
の
部
分
を
行
う
た
も
の
ら
し

く
、
群
行
神
の
形
で
あ
つ
て
、
作
法
は
、
山
人
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
す
。
服
従
の
誠
意
を
示
し
に
、
主
上
及
び

宮
殿
を
い
は
ふ
言
ひ
立
て
に
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

六　

山 

づ 

と

此こ
の

高か
う

巾こ
ん

子じ

の
異
風
行
列
は
、
山や
ま

人び
と

で
も
な
か
つ
た
。
万
葉
集
に
は
、
元げ
ん

正し
や
うの
行
幸
が
添さ
う
の

上か
み

郡
の
「
山
村
」
に
あ
つ

た
事
と
歌
と
を
記
し
て
ゐ
る
。

あ
し
び
き
の
山
に
行
き
け
む
山
人
の　

心
も
知
ら
ず
。
や
ま
び
と
や
、
誰た
れ

（
舎と
ね
り人

親
王
│
│
万
葉
巻
二
十
）

仙
人
を
訓
じ
て
、
や
ま
び
と
と
し
た
時
代
に
、
山
の
神
人
の
村
な
る
「
山
村
」
の
住
民
が
、
や
は
り
、
や
ま
び
と
で

あ
つ
た
。
此
歌
は
、
神
仙
な
る
や
ま
び
と
の
身
で
、
や
ま
び
と
に
逢
ひ
に
行
か
れ
た
と
言
ふ
。
其そ
の

や
ま
び
と
は
、
あ
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な
た
様
で
あ
つ
て
、
他
人
で
な
い
筈は
ず

だ
。
仰
せ
の
や
ま
び
と
は
、
外ほ
か

に
あ
り
と
も
思
は
れ
ぬ
、
と
お
ど
け
を
交
へ
た

頌し
よ
う歌か

で
あ
る
。
此
歌
の
表
現
を
促
し
た
の
は
、

あ
し
び
き
の
山
行
き
し
か
ば
、
山や
ま

人び
と

の　

我
に
得
し
め
し
山
づ
と
ぞ
。
こ
れ
（
元
正
天
皇
│
│
同
巻
二
十
）

と
言
ふ
御
製
で
あ
つ
て
、
此こ
れ

も
、
山
人
と
言
ふ
語
の
重か
さ
なつ

た
幻
影
か
ら
出
た
、
愉
悦
の
情
が
見
え
て
居
ま
す
。
だ
が
、

其そ
れ

よ
り
も
、
注
意
す
べ
き
は
、
山
づ
と
と
言
ふ
語
で
す
。
家
づ
と
は
、
義
が
反
対
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
山
づ
と
・
浜

づ
と
な
ど
が
、
元
の
用
語
例
で
す
。
山
・
浜
の
贈
り
物
の
容い

れ
物
の
義
で
、
山
か
ら
来
る
人
の
く
れ
る
の
が
、
山
づ

と
で
あ
り
、
其
が
、
山
帰
り
の
み
や
げ
の
包
み
の
義
に
も
な
る
。
元
は
、
山
人
が
里
へ
持
つ
て
来
て
く
れ
る
、
聖
な

る
山
の
物
で
し
た
。
此
は
、
後
に
言
ふ
山
姥
に
も
絡
ん
だ
事
実
で
、
山
草
・
木
の
枝
・
寄や
ど
り生
木ぎ

の
類
か
ら
、
山
の

柔や
は
ら
かい

木
を
削
つ
た
杖
、
其
短
い
形
の
け
づ
り
花
な
ど
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
山
か
づ
ら
・
羊し

歯だ

の
葉
・
寄ほ

生よ

・

野と
こ
ろ老
・
山
藍
・
葵
・
榧か
へ

・
山つ

桑み

な
ど
の
類
に
、
時
代
に
よ
る
交
替
が
あ
る
の
で
せ
う
。

柳
田
先
生
の
杓し
や
く
し子

の
研
究
を
、
此こ
ち
ら方

に
借
用
し
て
考
へ
る
と
、
此こ
れ

亦ま
た

、
山
人
の
鎮
魂
の
為
の
木
ひ
さ
ご
で
し
た
。
神

代
記
の
く
ひ
さ
も
ち
の
神
は
、
な
り
瓢ひ
さ
ごの

神
で
な
く
、
木
を
刳く

つ
た
、
古
代
の
木く

杓ひ

子さ

の
霊
の
名
で
あ
つ
た
、
と
言

は
れ
ま
せ
う
。
此こ
の

、
く
ひ
さ
と
言
は
れ
た
と
思
は
れ
る
杓
子
は
、
い
つ
頃
か
ら
の
山
づ
と
か
は
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
存

外
、
古
代
か
ら
あ
つ
た
も
の
ら
し
い
の
で
す
。
か
う
し
た
山
人
は
、
初
春
の
前
夜
の
ふ
ゆ
ま
つ
り
の
行
事
な
る
、
鎮

魂
式
の
夜
に
来
ま
す
。
即
す
な
は
ち、

厳
冬
に
来
た
の
で
す
。
若
宮
祭
り
の
翁
の
意
義
が
、
其そ

処こ

に
窺う
か
がは

れ
る
様
に
思
は
れ
ま

す
。

若
宮
祭
り
の
翁
は
、
高
い
神
│
│
続
教
訓
抄
な
ど
│
│
と
言
ふ
よ
り
、
こ
と
ほ
ぎ
の
山
の
神
で
、
春
日
の
社
殿
及
び
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