
ヲ
ナ
リ
の
比
禮
振
り
、ヲ
ウ
ナ
の
布
晒

オ
ウ
と
ヲ
ウ
の
視
座
か
ら
の
、島
霊
と
国
土
霊
へ
の
タ
マ
フ
リ

菅
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聖
性
と
賤
性
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
オ
ウ
と
い
う
音
韻
を

持
つ
コ
ト
バ
は
、「
大
」
の
場
合
は
さ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、「
青
」
に

な
る
と
両
義
性
か
ら
や
や
賤
性
へ
と
向
か
い
、「
奥
」
や
「
沖
」
に

な
る
と
か
な
り
賤
性
の
度
合
い
が
強
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は

感
じ
る
側
の
立
ち
位
置
や
、
視
座
に
よ
っ
て
微
妙
に
違
っ
て
く
る
。

し
か
し
、
た
と
え
一
見
、
賤
性
が
ど
ん
な
に
強
ま
っ
て
も
、
聖
性
の

残
滓
を
取
り
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

オ
ウ
か
ら
派
生
し
た
語
を
島
名
に
冠
す
る
島
々
も
同
様
で
あ
る
。

と
く
に
、
オ
ク
（
奥
）
・
オ
キ
（
沖
）
を
冠
し
た
島
々
の
場
合
、
聖

性
の
波
間
に
賤
性
が
見
え
隠
れ
し
、
あ
る
い
は
、
賤
性
の
波
間
に
聖

性
が
浮
き
沈
み
し
た
り
す
る
。
し
か
も
、
島
と
い
う
語
じ
た
い
、
あ

る
い
は
、
島
と
い
う
存
在
じ
た
い
に
、
両
方
の
性
質
が
体
現
さ
れ
て

い
る
。
奥
や
沖
と
い
う
語
か
ら
発
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
憧
憬
と
蔑

視
の
感
情
が
相
半
ば
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、「
沖
の
小
島
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。『
萬
葉
集
』
に

海
と
島
の
日
本
・

特
集

日
本
舞
踊
の
女
舞
「
布
晒
」
は
、
単
に
布
を
晒
す
仕
草
を
舞
踊
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
古
代

の
タ
マ
フ
リ
（
鎮
魂
法
）
と
し
て
の
《
ヒ
レ
振
り
》
で
は
な
い
か
。
古
代
、
生
国
魂
神
社
で
営

ま
れ
た
「
八
十
島
祭
」
は
、
島
々
（
大
八
島
国
）
の
生
成
を
願
っ
て
領
巾
を
振
る
タ
マ
フ
リ
の

神
事
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
所
作
は
、
穀
霊
な
ど
諸
々
の
豊
饒
を
沖
か
ら
招
き
寄
せ
よ
う
と

す
る
南
島
の
神
女
の
「
招
き
手
」
に
も
ま
た
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

聖
性
と
賤
性
の
入
り
交
じ
っ
た
カ
オ
ス
を

感
じ
さ
せ
る「
沖
の
小
島
」

ⅩⅠⅠ
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も
沢
山
あ
り
そ
う
な
言
葉
だ
が
、
わ
た
し
の
知
る
限
り
、
同
義
の

「
沖
つ
小
島
（
奥
津
小
嶋
）」
が
一
例
「
水
霧
（
み
な
ぎ
）
ら
ふ
沖
つ
小

島
に
風
を
疾
（
は
や
）
み
寄
せ
か
ね
つ
心
は
思
へ
ど
」（
註
１
）
が
あ
る

の
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
沖
つ
小
島
」
は
恋
慕
す
る
相
手
の
隠

喩
と
な
っ
て
い
て
、
霧
の
よ
う
な
水
し
ぶ
き
を
風
が
恋
人
に
吹
き
つ

け
る
の
で
船
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

恋
人
へ
の
憧
れ
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
恋
路
が
邪
魔
さ
れ
て
い
る
状

況
を
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
言
い
訳
の
感
情
も
混

じ
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
蔑
視
へ
転
位
し
て
い
く
一
歩
手
前
に

あ
る
。
交
通
し
づ
ら
い
象
徴
と
し
て
の
「
沖
つ
小
島
」
が
隠
喩
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
じ
た
い
が
既
に
蔑
視
性
の
始
ま
り
と
い
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、「
沖
の
小
島
」
で
最
も
有
名
な
の
は
、
右
大
臣
源
実
朝
の

『
金
槐
和
歌
集
』
の
「
箱
根
路
を
わ
が
越
え
く
れ
ば
伊
豆
の
海
や
沖

の
小
島
に
波
の
よ
る
み
ゆ
」（
註
２
）
で
あ
る
。
こ
の
「
沖
の
小
島
」

は
、
島
に
寄
せ
る
波
が
見
え
た
こ
と
か
ら
陸
地
に
近
い
島
だ
と
想
定

さ
れ
、
岩
波
本
も
含
め
て
、
ふ
つ
う
相
模
湾
に
浮
か
ぶ
初
島
（
静
岡

県
熱
海
市
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
伊
豆
大
島
で
あ
る
可
能
性
も

捨
て
き
れ
な
い
。
詠
ま
れ
た
光
景
の
波
は
お
そ
ら
く
常
世
か
ら
打
ち

寄
せ
る
荒
波
で
あ
ろ
う
が
、
実
朝
は
そ
の
浄
化
の
威
力
を
期
待
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
歌
に
は
「
沖
の
小
島
」

の
聖
性
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
賤
の
ほ
う
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
日
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
、「
沖
の
小
島
」
一
般
は
賤
性

の
ほ
う
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
昭
和
五
〇
年
代
の
中
ご
ろ
の
こ
と
だ

っ
た
が
、
あ
る
日
、
何
気
な
く
Ｔ
Ｖ
を
観
て
い
る
と
、
島
影
の
一
部

が
大
き
く
映
し
出
さ
れ
、
男
声
ナ
レ
ー
タ
ー
が
「
日
本
海
の
荒
波
が

打
ち
寄
せ
る
、
小
さ
な
…
…
」
と
語
り
始
め
た
。
わ
た
し
は
画
面
を

見
な
が
ら
「
小
さ
く
な
い
ぞ
」
と
叫
び
、
そ
の
次
は
、
ま
さ
か
佐
渡

と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
な
、
と
危
惧
し
つ
つ
、
飛
島
や
粟
島
で
あ
っ

て
ほ
し
い
と
願
っ
た
刹
那
、
や
は
り
「
佐
渡
ヶ
島
」
と
ナ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
続
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
そ
の
番
組
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
最
大

の
離
島
を
形
容
す
る
修
飾
語
は
「
日
本
海
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
島
」
だ

っ
た
。
当
然
、
そ
れ
よ
り
小
さ
な
「
ど
こ
ど
こ
の
沖
に
浮
か
ぶ
」
島

は
す
べ
て
《
小
島
》
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
離
島
は
、
小
さ

く
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
憤
り
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
い
や
日
本
そ
の
も

の
が
「
東
海
の
小
島
」
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
粟
粒
・
芥
子
粒

に
た
と
え
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
ら
、
ど
こ
ど
こ
の
「
小
さ
な

離
島
」
は
む
し
ろ
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
象
徴
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
文
脈
の
中
で
は
、「
沖
つ
」
や
「
沖

の
」
と
い
う
語
を
冠
せ
ら
れ
る
島
々
よ
り
も
遥
か
沖
に
あ
る
小
型
孤

立
の
離
島
や
、
尖
閣
諸
島
や
竹
島
や
千
島
列
島
の
問
題
に
つ
い
て
語

ろ
う
と
す
る
と
、「
東
海
の
小
島
」
的
な
世
界
観
の
視
座
の
狭
さ
の

典
型
と
し
て
、
一
般
人
か
ら
は
嫌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、

日
本
国
民
の
間
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
蔓
延
し
て
い
た
地
理
的

空
間
の
自
虐
史
観
だ
っ
た
。
自
虐
の
対
象
と
し
て
の
「
小
島
」
は
賤

特集 海と島の日本・ⅩⅠⅠ
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性
の
象
徴
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
近
で
は
「
沖
の
小
島
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、「
奥

津
小
嶋
」
の
原
初
の
精
神
を
取
り
戻
す
た
め
に
仕
組
ま
れ
た
も
の
で

は
な
い
か
、
と
想
い
始
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
沖
の
」
と
か

「
小
島
」
と
い
う
言
葉
を
聴
く
と
、
日
本
人
の
多
く
は
そ
こ
に
聖
性

と
賤
性
の
入
り
交
じ
っ
た
、
し
か
し
限
り
な
く
聖
な
る
カ
オ
ス
を
感

じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
《
沖
縄
》
と
い
う
語
を
耳
に

し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
沖
縄
の
〝
沖
〞
か
ら
も
《
何
か
》
が

も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
沖
縄
」
と
い
う
語
の
初
出
は
、
新あ

ら

井い

白は
く

石せ
き

の
『
南
嶋
志
』（
一
七
一

九
年
）
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
尚
清
王
五
（
一
五
三
一
）
年
か
ら
尚

寧
王
二
五
（
一
六
一
三
）
年
に
か
け
て
成
立
し
た
『
お
も
ろ
さ
う
し
』

に
は
「
沖
縄
」
と
い
う
語
が
数
箇
所
（
註
３
）
登
場
す
る
。
ま
た
、

淡
海

お
う
み
の

三み

船ふ
ね

（
七
二
二
〜
七
八
五
）
に
よ
る
鑑が

ん

真じ
ん

和わ

上じ
ょ
う

（
六
八
八
〜
七
六
三
）

の
伝
記
『
唐と

う

大だ
い

和わ

上
じ
ょ
う

東
征
伝
』（
宝
亀
一
〇
年=

七
七
九
）
に
は
鑑
真
が

「
阿
児
奈
波
」
に
漂
着
し
た
こ
と
が
記
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

寛
文
八
年
申
（
一
六
六
八
）
一
〇
月
の
『
琉
球
國
郷
帳
』
に
は

「
悪
鬼
納

ヲ

キ

ナ

ワ

島
」（『
続
々
群
書
類
従
　
第
九
』
明
治
三
九
年
）
と
あ
る
。
お
そ

ら
く
「
阿
児
奈
」
は
当
時
の
発
音
、「
悪
鬼
納
」
は
島
津
の
琉
球
入

り
（
一
六
〇
九
）
後
の
薩
摩
藩
の
ヲ
キ
ナ
ワ
蔑
視
が
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
沖
縄
と
い
う
語
の
語
源
だ
が
、
こ
れ
に
は
諸
説
が
あ

っ
て
、
ま
だ
定
ま
っ
た
も
の
は
な
い
ら
し
い
。
沖
縄
関
係
の
各
種
Ｈ

Ｐ
の
サ
イ
ト
を
参
考
に
ま
と
め
る
と
、
民
俗
学
者
の
島し

ま

袋
ぶ
く
ろ

源げ
ん

七し
ち

（
一

八
九
七
〜
一
九
五
三
）
は
〈
縄
＝
奈
波
＝
那
覇
＝
漁
場

な

ば

〉
か
ら
〈
沖

縄
＝
内
漁
場
〉〈
阿
児
奈
波
＝
按
司
漁
場
〉
と
捉
え
た
。
こ
の
場
合
、

漁
場
の
ナ
は
魚
（
さ
か
な
）
の
肴
（
な
）、
沖
（
オ
キ
）
＝
内
（
ウ
チ
）
は

沖
縄
の
こ
と
を
ウ
チ
ナ
ー
と
か
ウ
ッ
ナ
ー
と
発
音
す
る
こ
と
に
関
係

し
、
按
司
は
国
王
家
の
分
家
（
地
方
領
主
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

た
い
し
、
沖
縄
学
の
泰
斗
の
伊い

波は

普ふ

猷ゆ
う

（
一
八
七
六
〜
一
九
四
七
）
は

〈
漁
場
＝
那
覇
〉〈
沖
漁
場
＝
沖
縄
〉
説
を
採
っ
た
と
い
う
。
こ
の
ほ

か
、〈
縄
〉
を
〈
蛇
〉
と
す
る
魅
力
的
な
説
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
た
し
は
〈
縄
〉
は
や
は
り
「
縄
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
「
大
和
島
ぎ
や
め
む
／
山
城
国
ぎ
ゃ

め
む
／
糸
　
渡
ち
へ
　
掛
け
わ
れ
／
縄
　
渡
ち
へ
　
掛
け
わ
れ
」

（
第
三
―
93
）
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
大
意
は
「
大
和
、
山
城
ま

で
も
、
糸
や
縄
を
渡
し
て
支
配
し
給
え
」（
岩
波
文
庫
）
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
出
雲
国
風
土
記
の
《
国
引
き
》
神
話
の
八
束
水
臣
津
野
命

の
よ
う
に
、「
島
の
余
り
」
と
し
て
の
陸
地
に
綱
を
掛
け
て
引
く
光

景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
縄
を
沖
の
ほ
う
ま
で
長
く
長
く
渡
し
こ
ん
で

〈
漁
場
〉
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
長
く
渡
さ
な
く
て
も
、

神
女
の
歌
う
寿

こ
と
ほ

ぎ
の
言
霊
の
威
力
に
よ
っ
て
、
縄
を
遥
か
沖
へ
渡
す

の
で
あ
る
。
沖
縄
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
綱
引
き
神
事
（
＝
行
事
）

も
、
こ
の
視
点
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
沖
縄
」＝
言
霊
の
威
力
で

縄
を
遥
か
沖（
宝
の
海
）へ
渡
す
こ
と
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こ
の
〈
沖
〉
が
〈
漁
場
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
沖
の
豊
饒
性

を
前
提
と
し
て
い
る
。
沖
が
好
い
漁
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
八
世
紀
の
「
阿
児
奈
波
」
に
「
沖
縄
」
と

い
う
漢
字
が
当
て
ら
れ
た
と
き
、「
沖
縄
」
は
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
（
ヤ
マ

ト
ゥ
ー
の
〝
常
世
〞
に
相
当
）
の
豊
か
な
海
の
霊
性
を
意
味
し
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
オ
ク
（
奥
）
・
オ
キ
（
沖
）
の
漁
場
（
ナ
ワ
・
ナ
ハ
・
ナ
バ
）

は
宝
の
海
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
神
女
は
海
へ
向
か
っ
て
『
お
も

ろ
さ
う
し
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ウ
タ
を
歌
っ
て
予
祝
し
、

そ
の
豊
饒
を
ヲ
グ
（
招
く
）
た
め
の
所
作
を
行
う
わ
け
で
あ
る
。

前
号
で
屋
久
島
の
「
ト
ビ
ウ
オ
招
き
」
や
、
久
高
島
や
竹
富
島
で

の
注
連
縄
を
張
っ
た
磯
の
岩
の
上
で
神
女
が
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら
の

豊
饒
を
招
き
よ
せ
る
神
事
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、
そ
の
光
景
と
の
つ

な
が
り
を
想
起
さ
せ
る
。
下
野
敏
見
「
海
神
の
贈
り
物

ト
ビ
ウ
オ
」

（
註
４
）
の
写
真
に
添
え
ら
れ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
れ
ば
、
屋
久
島

で
は
神
女
が
「
笹
竹
に
菅
笠
、
色
布
を
く
く
り
つ
け
」
た
も
の
を
振

り
な
が
ら
「
沖
に
向
か
っ
て
ト
ビ
ウ
オ
が
た
く
さ
ん
寄
っ
て
く
る
よ

う
に
祈
」
り
、
奄
美
の
龍
郷
町
秋
名
の
マ
ン
カ
イ
（
招
き
乞
い
）
で
は

注
連
縄
を
張
っ
た
岩
の
上
で
神
女
が
「
招
き
手
」
を
す
る
。
こ
の
場

合
、
沖
か
ら
招
き
寄
せ
る
対
象
は
、
屋
久
島
で
は
ト
ビ
ウ
オ
だ
が
、

奄
美
や
沖
縄
で
は
穀
霊
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
豊
饒
で
あ
る
。

当
然
、〈
沖
〉〈
漁
場
〉
の
ナ
バ
も
、
単
な
る
〈
漁
場
〉
で
は
な
く
、

も
ろ
も
ろ
の
豊
饒
が
潜
在
的
に
存
在
す
る
〈
ナ
〉〈
場
〉
の
義
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
〈
ナ
〉
は
、
ナ
行
の
ナ
（
大
地
）
や
、
ニ
ラ

イ
カ
ナ
イ
の
ニ
、
そ
し
て
沼
の
ヌ
、
根
の
ネ
、
野
の
ノ
な
ど
の
Ｎ
音

の
語
と
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、〈
沖
縄
〉

と
い
う
語
じ
た
い
に
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
の
豊
饒
を
ヲ
グ
（
招
く
）
と

い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
キ
（
沖
）
と
い

う
語
に
は
ヲ
ギ
（
招
ぎ
）
と
い
う
語
が
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
招
き
手
」
は
舞
踊
の
所
作
の
原
形
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
ア

メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
ワ
ザ
ヲ
ギ
の
祖
で
あ
る
よ
う
に
、
で
あ
る
。
豊
饒
や
、

神
か
ら
発
す
る
霊
力
を
招
き
寄
せ
る
行
為
は
、
芸
能
の
原
初
的
な
形

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
祈
り
か
ら
発
し
た
も

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
舞
踊
に
布ぬ

の

晒さ
ら
し

と
い
う
曲
が
あ
る
。
厳
密
に
い

う
と
、
長
唄
の
晒

さ
ら
し

三さ
ん

番ば

叟そ
う

と
い
う
曲
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
女

お
ん
な

舞ま
い

で
あ
る
。
三
番
叟
と
い
う
よ
う
に
、
叟
は
能
（
田
楽
・
神
楽
な
ど
を

含
む
）
の
翁
（
あ
る
い
は
尉
じ
ょ
う
）
に
相
当
す
る
三
番
で
、
目
出
度

め

で

た

・
鈴す

ず

振ふ
り

り
・
布
晒
の
三
つ
の
要
素
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
誰
で

も
踊
っ
て
も
よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
曲
で
は
な
い
ら
し
い
。

ふ
つ
う
、
布
晒
と
い
う
と
、『
萬
葉
集
』
の
「
多
摩
川
に
曝さ

ら

す
手
作

て
づ
く
り

さ
ら
さ
ら
に
何な

に

そ
こ
の
兒こ

の
こ
こ
だ
愛か

な

し
き
」（
註
５
）
を
思
い
浮
か

べ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
多
麻
河
伯
」
に
「
弖
豆
久
利
」

（
＝
手
作
、
調
布
）
を
さ
ら
す
こ
と
を
、
い
わ
ゆ
る
砧

き
ぬ
た

打
ち
（
註
６
）
や
、
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領
巾（
ヒ
レ
）を
振
っ
て

霊
力
の
増
強
を
図
る
タ
マ
フ
リ
の
神
事「
八
十
島
祭
」
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染
め
た
布
の
糊
を
落
と
し
た
り
す
る
作
業
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
布
晒
に
は
、
こ
の
ほ
か
染
色
を
定
着
さ
せ
る
場
合
も
あ
っ
て
、

川
で
は
な
く
海
で
行
う
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。

『
歌
舞
伎
音
楽
』（
註
７
）
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
『
布
さ
ら
し
』
の
源

流
は
、
神
楽
に
お
け
る
『
布
舞
』
の
ご
と
き
神
事
舞
と
、
労
働
を
舞

踊
化
し
た
も
の
と
の
二
つ
の
系
統
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
方

に
も
、
琉
球
八
重
山
に
『
布
晒
』
が
あ
り
、
新
潟
の
綾
子
舞
に
も

『
布
晒
』
舞
が
狂
言
に
入
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。

晒
三
番
叟
の
布
晒
を
見
る
と
、
踊
り
手
が
白
く
長
い
布
を
か
な
り

激
し
く
振
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
し
ば
ら
く
眺
め
て
い
る
と
、
そ
こ
は

か
と
な
く
優
雅
さ
も
見
え
て
き
て
、
や
が
て
天
女
の
舞
の
よ
う
に
見

え
て
く
る
か
ら
不
思
議
だ
。「
鈴
振
り
」
の
ほ
う
は
そ
の
も
の
ず
ば

り
の
、
霊
魂
の
活
性
化
を
促
進
さ
せ
る
タ
マ
（
玉
・
霊
・
魂
）
フ
リ

（
振
り
）
だ
が
、
布
を
振
る
と
い
う
点
で
は
「
布
晒
」
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
布
晒
も
、
た
だ
単
に
布
を
晒
す
仕
種
を
舞
踊
化

し
た
も
の
で
は
な
く
、『
歌
舞
伎
音
楽
』
が
指
摘
す

る
神
楽
の
「
布
舞
」
の
系
統
に
あ
っ
て
、
こ
の
場
合

の
「
振
り
」
も
古
代
の
タ
マ
フ
リ
（
鎮
魂
法
）
と
し

て
の
《
ヒ
レ
振
り
》
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

突
然
の
《
ヒ
レ
》
で
申
し
訳
な
い
が
、『
広
辞
苑
』

に
は
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

「
ひ
れ
【
領
巾
・
肩
布
】（
風
に
ひ
ら
め
く
も
の
の
意
）

①
古
代
、
波
を
お
こ
し
た
り
、
害
虫
・
毒
蛇
な
ど
を
は
ら
っ
た
り
す

る
呪
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
、
布
様
の
も
の
。
②
奈
良
・
平
安
時

代
に
用
い
ら
れ
た
女
子
服
飾
具
。
首
に
か
け
、
左
右
へ
長
く
垂
ら
し

た
布
帛
。
別
れ
を
惜
し
む
時
な
ど
に
こ
れ
を
振
っ
た
」

大
き
め
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
や
、
襟
巻
と
か
マ
フ
ラ
ー
を
思
い
浮
か

べ
る
と
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ヒ
レ
を
振
っ
た
と
想
わ
れ
る
祭

り
が
古
代
に
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
延
喜
式
』
巻
第
九
（
神
祇

九
　
神
名

上
）
の
「
攝
津
國
東
生

ひ
が
し
な
り

郡
　
難
波
坐
生
國
咲
國
魂

な
に
は
に
ま
す
い
く
く
に
さ
き
く
に
た
ま

神
社
二

座[

並み
な

名
神
大
。
月
次

つ
き
な
み

・
相
嘗

あ
ひ
に
へ

・
新
嘗

に
ひ
な
へ]

」、
す
な
わ
ち
、
現
在
の
大
阪

府
大
阪
市
天
王
寺
区
生
玉
町
に
鎮
座
す
る
生
国
魂

い

く

た

ま

神
社
（
註
８
）
の
、

今
は
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
「
八や

十そ

島し
ま

祭
」
で
あ
る
。

同
じ
く
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
宮
中
で
は
、

生
嶋
（
御
）
巫

い
く
し
ま
の
み
か
む
な
ぎ

、
す
な
わ
ち
、
同
社
の
女
性
神
職
で
あ
る
巫
女
が
祭

る
神
と
し
て
「
生
嶋

い
く
し
ま

神
・
足
嶋

た
る
し
ま

神
（
並
大
、
月
次
・
新
嘗
）」
も
奉
祭
さ

菅
すが

田
た

正昭
まさあき
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れ
て
い
た
。
そ
の
生
嶋
巫
に
よ
っ
て
、
天
皇
陛
下
の
一
世
一
代
の
即

位
儀
式
で
あ
る
踐
祚
大
嘗
祭
の
翌
年
に
行
わ
れ
た
の
が
「
八
十
島
祭
」

で
あ
る
。
新
し
い
天
皇
が
知
ろ
し
め
さ
れ
る
大
八
島
国
の
国
土
の
霊

魂
に
た
い
し
て
タ
マ
フ
リ
を
行
う
の
で
あ
る
。

ふ
つ
う
、
土
地
へ
の
タ
マ
フ
リ
は
反
閇

へ
ん
ば
い

や
四し

股こ

固が
た

め
と
し
て
行
わ

れ
る
。『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、
反
閇
と
は「
貴
人
の
出
行
な
ど
の
時
、

陰
陽
師
の
行
っ
た
呪
法
で
、
特
殊
な
足
の
踏
み
方
。
邪
気
を
払
い
正

気
を
迎
え
、
幸
福
を
開
く
た
め
の
も
の
」、
あ
る
い
は
「
神
楽
な
ど

の
芸
能
に
見
ら
れ
る
呪
術
的
な
足
づ
か
い
」
の
こ
と
で
あ
る
。『
古

事
記
』
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
な
ら
「
神
懸
り
し
て
、
胸む

な

乳ぢ

を
掛
き
出
」

し
て
「
裳も

の
緒ひ

も

を
陰ほ

ど

に
押
し
垂
」
ら
し
て
地
団
駄
を
踏
む
よ
う
に
踊

っ
て
、
弱
ま
っ
た
土
地
の
霊
力
の
パ
ワ
ー
・
ア
ッ
プ
を
図
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
生
嶋
の
御
巫
が
そ
の
よ
う
な
タ
マ
フ
リ
を
し

た
と
は
想
わ
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
、
日
本
舞
踊
の
「
布
晒
」
の
よ
う
に
、
ヒ
レ
を
振
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
難
波
の
海
の
、
す
な
わ
ち
、
生
嶋
・
足
嶋
の
神
の
鎮

座
地
の
沖
の
、「
血
沼

ち

ぬ

の
海
」（
紀
・
茅
渟
海
）
に
浮
か
ぶ
「
八
十
島
」

へ
向
か
っ
て
「
領
巾
」
を
振
り
、
大
八
島
国
の
雛
形

ひ
な
が
た

（
霊
成
型
）
で

あ
る
「
八
十
島
」
の
霊
力
の
増
強
を
図
っ
た
も
の
と
想
わ
れ
る
。
そ

れ
は
雅
で
あ
る
と
同
時
に
、
南
島
の
神
女
の
「
招
き
手
」
の
所
作
蚫

「
布
晒
」
と
通
底
す
る
タ
マ
フ
リ
の
神
事
で
あ
っ
た
。

奄
美
や
沖
縄
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ヒ
レ
の
こ
と
を
、
ミ
ン
サ
ー
と

呼
ぶ
。
長
田
須
磨
『
奄
美
女
性
誌
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
昭
和
五
三

年
）
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ミ
ン
サ
ー
の
典
型
と
し
て
「
経
水
染
め
」、

す
な
わ
ち
、
女
性
が
自
分
の
月
経
で
染
め
上
げ
た
ミ
ン
サ
ー
に
つ
い

て
紹
介
し
て
い
る
。
島
を
離
れ
て
遠
く
へ
出
か
け
る
恋
人
や
夫
の
た

め
、
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
、
こ
の
経
水
染
め
ミ
ン
サ
ー
を
贈
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
贈
る
女
性
は
恋
人
や
夫
を
守
護
す
る
生

御
魂
と
し
て
の
ヲ
ナ
リ
神
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
男
た
ち
が

島
を
離
れ
る
と
き
、
こ
の
ミ
ン
サ
ー
を
振
っ
て
、
彼
ら
へ
の
タ
マ
フ

リ
を
行
う
の
で
あ
る
。

こ
の
話
を
拙
著
『
ア
マ
と
オ
ウ
』（
た
ち
ば
な
出
版
、
平
成
一
一
年
）

に
書
い
た
と
こ
ろ
、
読
者
の
女
性
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
、

「
う
ま
く
染
ま
ら
な
か
っ
た
」
と
の
お
叱
り
の
言
葉
を
も
ら
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
海
水
で
「
布
晒
」
を
し
た
り
、
海
水
で
煮
詰
め
て
色
を

定
着
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ミ
ン
サ
ー
＝
ヒ

レ
の
素
材
の
違
い
（
麻
・
木
綿
・
絹
・
化
学
繊
維
…
等
々
）
に
よ
っ
て
、

定
着
方
法
も
違
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
愛
情
深
い
民
俗
に
は
い
わ
ゆ
る
「
血
の
穢
れ
」
の
タ
ブ
ー
（
禁
忌
）

が
な
い
。
た
だ
し
、
逆
説
的
に
い
え
ば
、
タ
ブ
ー
を
破
る
こ
と
に
よ

っ
て
発
生
す
る
強
烈
な
呪
法
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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ヲ
ウ
ナ（
神
女
）が
オ
ウ
の
霊
性
を

ヲ
ギ（
招
き
）寄
せ
て
得
ら
れ
る
豊
饒
性
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「
八
十
島
祭
」
と
い
う
国
土
霊
、
否
、
大
八
島
国
の
シ
マ
の
御
魂
へ

の
タ
マ
フ
リ
の
場
合
、
経
水
染
め
の
ヒ
レ
は
振
ら
れ
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
生
嶋
巫
も
女
性
で
あ
る
。
祭
り
に
奉
仕
す
る
た
め
、

厳
し
い
潔
斎
を
す
る
こ
と
じ
た
い
に
、
ヒ
レ
に
彼
女
た
ち
の
霊
魂
を

遷
す
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ヒ
レ
を
振
る
と
い
う
行
為
に
、

経
水
染
め
ミ
ン
サ
ー
と
同
じ
効
果
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
し
か
す
る
と
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
踊
っ
て
い
る
と
き
、
月
の
も

の
が
や
っ
て
き
て
、
垂
れ
下
が
っ
て
い
た
裳
の
緒
（
＝
紐
）
が
赤
く

染
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
紐
を
綯
っ
て
綱
（
＝
縄
）
を
作

り
、
そ
の
綱
を
打
ち
掛
け
て
、
沖
へ
渡
し
こ
み
、
も
そ
ろ
も
そ
ろ
に

引
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
沖
縄
の
別
名
は
琉
球
で
あ
る
。

こ
の
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
と
い
う
音
韻
か
ら
「
龍
宮
」
が
想
起
さ
れ
る
。

山
幸
（
火
遠
理
命
＝
穂
穂
出
見
命
）
が
「
間
な
し
勝
間
の
小
船
」
に
乗

っ
て
出
か
け
た
綿
津
見
神
の
い
ろ
こ
の
宮
は
、
い
わ
ゆ
る
「
龍
宮
城
」

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
阪
市
東
淀
川
区
で
「
友
愛
グ
ル
ー
プ
　
女

神
の
海
」
を
主
宰
し
「
龍
宮
乙
姫
」
を
名
乗
っ
て
宗
教
活
動
を
し
て

い
た
藤
田
妃
見
子
（
一
九
二
三
〜
二
〇
〇
六
）
は
、
沖
縄
を
「
龍
宮
」

と
し
て
捉
え
、
沖
縄
が
持
っ
て
い
る
霊
性
と
文
化
を
高
く
評
価
し
て

い
た
。
沖
縄
じ
た
い
に
「
常
世
」=

「
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
」=

「
龍
宮
」

と
し
て
の
霊
性
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

オ
ウ
の
豊
饒
性
は
オ
キ
（
沖
）
か
ら
や
っ
て
く
る
が
、
そ
の
こ
と

に
気
付
い
て
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
の
は
神
女
、
す
な
わ
ち
ヲ
ウ
ナ

で
あ
っ
た
。
ヲ
ウ
ナ
が
沖
の
オ
ウ
の
霊
性
を
ヲ
ギ
（
招
き
）
寄
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
饒
性
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
分
た

ち
が
住
む
土
地
へ
付
着
さ
せ
な
け
れ
ば
、
そ
の
土
地
の
生
産
力
を
含

め
た
霊
力
は
弱
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
沖
に
向
か
っ
て

ヲ
ウ
ナ
が
「
招
き
手
」
や
、
ミ
ン
サ
ー
や
ヒ
レ
を
振
ら
な
け
れ
ば
、

た
と
え
オ
ウ
の
豊
饒
性
は
一
定
で
あ
っ
て
も
、
オ
ウ
か
ら
の
オ
ク
リ

モ
ノ
を
招
き
寄
せ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
。『
お
も
ろ
さ
う

し
』
の
「
沖
縄
」
の
訓
み
が
地
名
の
と
き
は
「
お
き
な
わ
」
で
、
神

女
を
意
味
す
る
と
き
が
「
よ
き
な
わ
」
や
「
ゆ
き
な
わ
」
で
あ
る
の

も
、
沖
に
向
か
っ
て
思
い
の
籠
っ
た
オ
モ
ロ
の
言
霊
を
発
し
た
り
、

ヲ
ウ
ナ
の
霊
魂
の
良
き
縄
（
緒
・
紐
）
を
結
び
つ
け
る
よ
う
と
す
る

こ
と
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

■
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（
註
釈
）

註
１：

『
萬
葉
集
』
巻
第
七
、
歌
謡
番
号
１
４
０
１
、
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
５
『
萬

葉
集
二
』
昭
和
三
四
年
。

註
２：

『
金
槐
和
歌
集
』
歌
謡
番
号
６
３
９
、
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
29
『
山
家
集
・

金
槐
和
歌
集
』
昭
和
三
六
年
。

註
３：

外
間
守
善
校
注
『
お
も
ろ
さ
う
し
（
上
・
下
）』（
岩
波
文
庫
、
平
成
一
二
年
）
を
見

る
と
、「
沖
縄
　
音
（
ね
）

取
（
と
）
て
」（
第
六-

３
３
９
）、「
沖
縄
　
鳴
響
（
と
よ
）

む
」（
第
八-

４
２
８
）（
第
二
一
‐
１
４
７
３
）、「
沖
縄
　
鳴
響
む
　
兼
城
（
か
ね
ぐ
す
く
）」

（
第
十
一-

６
２
３
）（
第
二
一
‐
１
４
８
１
）、「
精
の
沖
縄
は
」（
第
一
三
‐
７
７
２
）、「
沖

縄
が
　
も
ち
よ
ろ
」（
同-

７
７
３
）、「
沖
縄
に
　
使
い
」（
同
‐
９
７
５
）、「
内
間
沖
縄

（
ち
）
よ
わ
ち
へ
」「
名
高
沖
縄
」（
第
一
四-

１
０
２
８
）、「
沖
縄
玻
名
城
ち
や
ら
の
」「
沖

縄
玻
名
城
て
だ
」（
第
二
〇
‐
１
３
９
１
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
お
き
な
わ
」
と
訓

ん
で
い
る
の
は
４
２
８
、
６
２
３
、
９
７
５
、
１
０
２
８
、
１
３
９
１
、
１
４
７
３
で
、
３

３
９
と
７
７
３
は
「
よ
き
な
わ
」、
７
７
２
は
「
ゆ
き
な
わ
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。「
お

き
な
わ
」
は
地
名
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
よ
き
な
わ
」「
ゆ
き
な
わ
」
は
「
神
女
名
」

と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ざ
っ
と
見
た
だ
け
で
、
全
部
の
用
例
を
ま
だ
点
検
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

註
４：

大
林
太
良
・
宮
田
登
・
萩
原
秀
三
郎
『
日
本
人
の
原
風
景
２
　
蒼
海
訪
神
　
う
み
』

（
旺
文
社
、
昭
和
六
〇
年
）。

註
５：

『
萬
葉
集
』
巻
第
一
四
、
歌
謡
番
号
３
３
７
３
、
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
６

『
萬
葉
集
三
』
昭
和
三
五
年
。

註
６：
こ
れ
を
洗
濯
の
一
種
と
考
え
る
人
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
は
麻
布
、
す
な
わ

ち
表
面
が
粗
く
て
ざ
わ
ざ
わ
と
し
た
麻
の
布
を
柔
ら
か
く
、
そ
し
て
白
く
さ
せ
る
作
業
で
あ

る
。

註
７：

東
洋
音
楽
学
会
編
集
『
歌
舞
伎
音
楽
』（
音
楽
之
友
社
、
昭
和
五
五
年
）。
八
一
ペ
ー

ジ
。

註
８：

本
誌
二
一
六
号
（
平
成
二
一
年
一
月
）
の
七
七
ペ
ー
ジ
で
、
同
社
周
辺
の
古
代
の
地

理
的
空
間
に
論
じ
て
い
る
。


