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『
三
笠
山
春
日
龍
神
』
を
中
心
に
│
│

山

田

和

人

は

じ

め

に

能
は
、
舞
台
芸
能
と
し
て
、
か
ら
く
り
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
能
『
道
成
寺
』
が
、
竹
田
か
ら
く
り
と
し
て
上
演
さ
れ
た
こ
と
は
、『
竹
田
新
か
ら
く
り
』（『
大
か
ら
く
り
絵
尽
し
』）
を

は
じ
め
と
す
る
か
ら
く
り
絵
本
や
絵
尽
し
、
絵
番
付
な
ど
の
資
料
で
知
ら
れ
て
い
る
盧
。
能
と
か
ら
く
り
を
比
較
検
討
す
る
と
、
前
場
・

後
場
と
全
体
の
構
成
、
個
々
の
演
技
、
演
出
も
含
め
て
、
能
を
か
ら
く
り
に
仕
組
ん
で
上
演
し
て
お
り
、
い
わ
ば
「
能
か
ら
く
り
」
と
も

言
う
べ
き
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
ら
く
り
の
演
目
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
能
か
ら
く
り
は
、
か
な
り

多
く
の
演
目
数
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
素
材
と
な
る
能
と
し
て
は
、「
道
成
寺
」「
白
楽
天
」「
邯
鄲
」「
高
砂
」「
融
大
臣
」「
春
日
龍
神
」

「
橋
合
戦
」「
天
鼓
」「
山
姥
」
等
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
々
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す

る
と
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
能
の
享
受
史
を
探
る
上
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
。
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か
ら
く
り
が
能
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
か
、
拙
稿
「
か
ら
く
り
と
能
―
「
融
大
臣
三
日
月
雛
形
」
を
中
心
に
―
」盪
に
お
い

て
考
察
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
か
ら
く
り
は
、
能
の
構
成
、
個
々
の
演
技
、
演
出
、
登
場
人
物
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
と
し
て
受
け
と

め
ら
れ
る
よ
う
に
か
ら
く
り
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
謡
曲
の
本
文
詞
章
と
絵
画
資
料
を
組
み
合
わ
せ
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ら
く
り
の
演
技
・
演
出
を
探
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。
本
稿
に
お
い
て

も
、
能
を
い
か
に
摂
取
し
て
い
っ
た
の
か
、
絵
画
資
料
と
と
も
に
謡
曲
の
本
文
詞
章
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
か
ら
く
り
の
動
態
を
探

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
適
宜
、
現
存
す
る
山
車
か
ら
く
り
等
の
事
例
も
参
考
に
す
る
。

今
回
は
、
こ
の
う
ち
の
「
春
日
龍
神
」
を
素
材
と
す
る
か
ら
く
り
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
能
『
春
日
龍
神
』
の
梗
概
を
記
す
。

栂
尾
の
明
恵
上
人
（
ワ
キ
）
が
唐
・
天
竺
に
渡
っ
て
仏
蹟
を
拝
も
う
と
思
い
、
暇
乞
い
の
た
め
に
春
日
明
神
に
参
詣
す
る
と
、
宮
守
の

翁
（
前
シ
テ
）
が
出
て
き
て
上
人
の
入
唐
渡
天
を
と
ど
め
る
。
釈
迦
入
滅
後
の
今
日
で
は
、
我
が
国
が
仏
蹟
で
あ
り
、
こ
の
春
日
山
が
霊

鷲
山
で
あ
り
、
こ
の
春
日
野
こ
そ
四
諦
の
御
法
を
説
か
れ
た
鹿
野
苑
で
あ
る
と
語
り
、
自
分
は
時
風
秀
行
で
あ
り
、
神
の
告
げ
を
知
ら
せ

る
と
言
っ
て
消
え
う
せ
る
。
こ
こ
ま
で
が
前
場
で
、
次
の
後
場
へ
と
続
く
。
や
が
て
、
春
日
の
野
山
は
金
色
の
世
界
と
な
り
、
春
日
龍
神

（
後
シ
テ
）
が
現
わ
れ
、
八
大
竜
王
が
百
千
眷
族
を
引
き
連
れ
て
仏
の
会
座
に
参
会
し
て
御
法
を
聴
聞
す
る
さ
ま
を
見
せ
、
釈
迦
の
誕
生

か
ら
入
滅
ま
で
を
示
し
て
、
明
恵
上
人
の
入
唐
渡
天
を
固
く
と
ど
め
、
大
蛇
と
な
っ
て
猿
沢
の
池
の
波
を
蹴
立
て
て
消
え
う
せ
た
。

こ
の
春
日
明
神
の
神
徳
を
説
く
能
『
春
日
龍
神
』
が
、
ど
の
よ
う
に
か
ら
く
り
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
検
討
を
加
え
て
い

く
こ
と
に
す
る
。
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一
、
か
ら
く
り
の
絵
画
資
料

こ
こ
で
は
、
か
ら
く
り
「
三
笠
山
春
日
龍
神
」
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
本
作
は
、
能
『
春
日
龍
神
』
を
素

材
と
す
る
か
ら
く
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
二
点
の
絵
画
資
料
が
残
っ
て
い
る
。
一
点
は
、「
三
笠
山
春
日
龍
神
」（『
若
楓
東
雛

形
』）
で
あ
り
、
も
う
一
点
は
、「
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
」（『
大
書
院
狂
言
冠
者
』）
で
あ
る
。
具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
所
収
本
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

『
若
楓
東
雛
形
』（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
）
は
、
中
本
袋
綴
一
冊
（
上
中
下
三
冊
）、
全
一
五
丁
、
北
尾
重
政
画
の
か
ら
く
り
絵
本
で

あ
る
。
題
簽
に
よ
れ
ば
、「
大
坂
さ
い
く
人
竹
田
縫
之
介
」
で
あ
り
、「
竹
田
近
江

か
ら
く
り
作
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
ふ
き
や
町

座

元
辰
松
八
郎
兵
衛
」
と
あ
り
、
辰
松
座
で
の
竹
田
芝
居
の
江
戸
下
り
興
行
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
興
行
は
、
明
和
四
年
（
一
七
六

八
）
七
月
十
五
日
か
ら
で
あ
り
、
同
年
三
月
か
ら
の
好
評
を
受
け
て
の
興
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
序
の
「
口
上
」
か
ら
わ
か
る
。
そ
の
時
の

演
目
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
三
笠
山
春
日
龍
神
」
の
か
ら
く
り
も
上
演
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
大
書
院
狂
言
冠
者
』（
国
立
国
会
図
書
館
）
は
、『
古
今
撰
集
楽
』
に
所
収
さ
れ
て
お
り
、
半
紙
本
袋
綴
一
冊
、
七
丁
半
の
か
ら
く
り

絵
尽
し
で
あ
る
。
こ
の
絵
尽
し
は
、
大
坂
の
伊
藤
出
羽
権
掾
の
興
行
で
あ
り
、
刊
行
の
時
期
は
、
伊
藤
出
羽
権
掾
が
、
同
藤
原
朝
臣
信
充

を
受
領
し
た
の
が
元
文
四
年
十
二
月
二
十
五
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
で
あ
り
、
下
限
は
宝
暦
前
半
頃
ま
で
の
間
の
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。
他
に
三
井
文
庫
本
に
も
同
板
本
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。
踊
り
・
狂
言
・
か
ら
く
り
と
い
う
竹
田
か
ら
く
り
と
同
じ
上
演
形
態
で
あ

り
、
出
羽
座
は
こ
の
時
期
に
す
で
に
竹
田
芝
居
同
様
の
子
供
狂
言
の
一
座
に
な
っ
て
い
た
。
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
は
、「
か
ら
く
り
大

か
ら
く
り
と
能

�
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倭
名
所
扇
」
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
上
演
さ
れ
た
。「
前
か
ら
く
り
」
は
、「
浪
花
放
伽
車
」、
そ
し
て
大
か
ら
く
り
と
し
て
、
春
日
龍

神
の
か
ら
く
り
が
演
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
と
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伊
藤
出
羽
権
掾
の
か
ら
く
り
絵
尽
」
に
お
い
て
、
先
の
『
若
楓
東
雛
形
』
と
対

照
し
て
内
容
を
紹
介
し
た
が
、
三
冊
の
出
羽
権
掾
の
絵
尽
し
の
う
ち
の
一
冊
と
し
て
、
か
ら
く
り
の
動
態
に
つ
い
て
紹
介
す
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
の
で
、
今
回
は
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
能
「
春
日
龍
神
」
を
踏
ま
え
て
、
再
論
す
る
こ
と
に
し
た
。
内
容
紹
介
の
部
分
で

重
複
す
る
個
所
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
な
お
、
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
は
、
見
開
き
二
図
で
描
か
れ
て
い
る

が
、「
か
ら
く
り
大
倭
名
所
扇
」
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
た
め
、
個
別
の
演
目
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
見
開
き
の
第
二
図

に
「
か
す
が
り
う
じ
ん
の
か
ら
く
り
」
と
あ
る
の
で
、
以
下
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
」
と
称
す
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
能
「
春
日
龍
神
」
を
取
り
込
ん
だ
か
ら
く
り
を
、
個
別
名
称
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、『
若
楓
東
雛
形
』
に

従
っ
て
、「
三
笠
山
春
日
龍
神
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
絵
画
資
料
の
絵
と
本
文

ま
ず
、
二
点
の
絵
画
資
料
の
絵
と
本
文
に
つ
い
て
、
翻
刻
と
絵
の
解
題
を
と
も
に
掲
げ
て
い
く
。

『
若
楓
東
雛
形
』

「
か
ら
く
り
三
笠
山
春
日
龍
神
」

「
か
さ
り
ま
し
た
る
か
ら
く
り
た
い

か
す
が
り
う
じ
ん
を
と
り
く
み
ま
し
た
る
さ
い
く
に
ご
ざ
り
ま
す
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さ
い
し
よ
は
う
た
ひ
に
あ
わ
せ

人
き
や
う
の
は
た
ら
き

ご
ざ
り
ま
す
」（
６
オ
）

「
春
日
龍
神
」
を
取
り
組
ん
だ
か
ら
く
り
台
を
舞
台
に
飾
り
、

最
初
は
謡
に
あ
わ
せ
て
人
形
が
所
作
を
す
る
こ
と
が
本
文
か
ら
わ

か
る
。
絵
に
は
、
か
ら
く
り
台
に
、「
春
日
明
神
」
の
額
の
か
か

っ
た
鳥
居
と
、
そ
の
前
に
立
つ
二
人
の
僧
侶
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。
謡
に
合
わ
せ
て
所
作
を
す
る
の
は
、
こ
の
二
人
の
僧
で
あ

る
。
鳥
居
の
後
に
は
、
松
と
紅
葉
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

図 1 三笠山春日龍神

図 2 三笠山春日龍神

か
ら
く
り
と
能
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「
こ
れ
よ
り
と
り
ゐ
に
か
け
た
る
が
く
の
も
じ
は

し
ん
れ
い
と
あ
ら
は
れ
ま
し
て

さ
か
ほ
こ
へ
二
人
の
僧
を
つ
り
上
ま
し
て

さ
ま
�
�
は
た
ら
き
が
ご
ざ
り
ま
す

そ
れ
よ
り
こ
の
人
形
神
き
や
う
へ
い
は
く
と
な
り
ま
す
る

さ
て
二
人
の
そ
う
は
か
け
も

の
と
か
は
り
ま
す
る

は
な
れ
ざ
い
く
の
き

何
と
ば
し
ご
ざ
り
ま
せ
う
や

御
し
と
や
か
に
御
一
ら
ん
の
ほ
ど
を
ね
が
い
ま
す

る
」

鳥
居
に
か
け
た
額
の
「
春
日
明
神
」
の
文
字
が
、
神
霊
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
逆
鉾
に
二
人
の
僧
を
釣
り
上
げ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
所
作
が

あ
る
。
空
白
の
額
か
ら
吹
き
出
し
が
出
て
、
神
霊
の
人
形
ま
で
届
い
て
お
り
、
春
日
明
神
の
文
字
が
人
形
に
変
化
す
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
神
霊
の
人
形
の
胸
元
か
ら
吹
き
出
し
が
出
て
お
り
、
神
鏡
と
幣
帛
に
至
っ
て
い
る
の
で
、
神
霊
の
人
形
が
神
鏡
幣
帛
と
変

わ
る
か
ら
く
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
や
が
て
、
二
人
の
僧
は
、
懸
け
物
へ
と
変
化
す
る
。
二
人
の
僧
の
人
形
は
離
れ
か
ら
く
り
と

し
て
演
じ
ら
れ
た
。

「
日
の
う
ち
に
は
か
す
が
明
神
の
も
じ
が
あ
ら
は
れ
ま
す
る
」

右
上
の
○
の
う
ち
に
、
白
抜
き
で
「
春
日
明
神
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
日
の
中
に
「
春
日
明
神
」
の
文
字
が
自
ず
と
現
わ
れ

る
。

「
月
中
よ
り
は
み
か
さ
山
が
あ
ら
は
れ
ま
す
る
」

左
の
三
日
月
か
ら
吹
き
出
し
が
出
て
お
り
、
そ
こ
に
三
つ
の
笠
が
描
か
れ
て
お
り
、
月
の
中
か
ら
文
字
通
り
三
笠
が
現
わ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。

懸
け
物
に
は
、
右
に
建
物
の
あ
る
景
物
が
描
か
れ
て
お
り
、
左
に
は
、
釈
迦
如
来
が
描
か
れ
て
い
る
。
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『
大
書
院
狂
言
冠
者
』（
伊
藤
出
羽
権
掾
大
か
ら
く
り
）

無
題
（
春
日
明
神
の
か
ら
く
り
）

「
か
す
が
の
し
ん
ち
よ
く
と
き
ふ
う
の
し
ん
あ
ら
は
れ

あ
ま
の
と
ぼ
こ
に
両
そ
う
を
と
り
つ
か
せ

両
ほ
う
の
だ
い
へ
ふ
り
か

へ
う
つ
す
か
ら
く
り

と
が
の
を
の
め
う
ゑ
上
人

に
つ
と
う
と
て
ん
の
心
ざ
し
ゆ
へ

い
と
ま
ご
い
に
参
る

か
さ
ぎ
の
げ
だ
つ

上
人

と
ぼ
こ
に
と
り
つ
き

だ
い
を
は
れ
る
ゝ
か
ら
く
り
」

額
の
文
字
が
変
化
し
て
現
わ
れ
た
春
日
明
神
の
神
勅
時
風
の
臣
が
二
人
の
僧
を
天
の
逆
鉾
に
と
り
つ
か
せ
、
両
方
の
台
へ
左
右
交
代
さ

せ
る
。
両
僧
は
、
右
が
栂
尾
の
明
恵
上
人
で
あ
り
、
左
が
笠
置
の
解
脱
上
人
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
恵
上
人
は
、
入
唐
渡
天
の
志

を
も
っ
て
、
そ
の
た
め
に
春
日
明
神
に
暇
乞
い
に
き
た
の
で
あ
る
。
両
上
人
は
、
と
ぼ
こ
に
と
り
つ
い
て
台
を
離
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
台

か
ら
台
へ
と
鉾
に
つ
か
ま
っ
て
移
っ
て
い
く
と
い
う
離
れ
か
ら
く
り
で
あ
る
。

「
と
り
ゐ
の
が
く
よ
り

と
き
ふ
う
あ
ら
は
る
ゝ

と
き
ふ
う
の
臣

後
に
へ
い
は
く
と
成

と
び
さ
る
か
ら
く
り
」

額
か
ら
、「
春
日
明
神
」
と
あ
る
は
ず
の
文
字
が
消
え
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
出
た
雲
形
の
上
に
乗
る
時
風
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
時
風
の
胸
元
か
ら
神
鏡
幣
帛
へ
と
吹
き
出
し
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
変
化
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
。

「
月
の
内
に
か
す
が
の
も
ん
じ
あ
ら
は
る
ゝ
か
ら
く
り

み
か
つ
き
あ
ら
は
れ
み
か
さ
と
成
か
ら
く
り
」

「
春
日
明
神
」
の
文
字
が
現
わ
れ
る
前
の
月
の
様
子
が
そ
の
ま
ま
に
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
後
に
春
日
明
神
の
文
字
が
現
わ
れ
る
こ

と
が
本
文
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
、
三
日
月
が
分
か
れ
、
三
つ
の
三
日
月
が
三
つ
の
笠
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
り
や
う
じ
ゆ
せ
ん
の
て
い
あ
ら
は
れ

か
ず
の
は
た
あ
ら
は
れ
が
ら
ん
に
火
と
も
る
か
ら
く
り

両
ほ
う
の
玉
が
き
か
け
ぢ
と

成
か
ら
く
り
」
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図 3 春日龍神のからくり

図 4 春日龍神のからくり
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こ
の
よ
う
に
、
本
文
に
は
、
右
の
懸
け
物
に
は
、
霊
鷲
山
の
様
子
が
現
わ
れ
、
そ
こ
に
多
く
の
幡
が
現
わ
れ
伽
藍
に
灯
が
と
も
る
。
懸

け
物
の
絵
に
は
、
寺
院
と
さ
ま
ざ
ま
な
幡
と
灯
明
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
右
の
掛
け
軸
は
玉
垣
が
そ
れ
ぞ
れ
に
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
か
け
物
の
う
ち
に
さ
ん
ぞ
ん
五
ち
の
に
よ
ら
い
あ
ら
は
れ
ひ
か
り
を
は
な
つ
か
ら
く
り
」

本
文
に
は
、
左
の
懸
け
物
の
う
ち
に
三
尊
五
智
の
如
来
が
現
わ
れ
光
を
放
つ
と
あ
り
、
懸
け
物
の
絵
に
は
、
三
尊
の
如
来
が
描
か
れ
て

い
る
。『
若
楓
東
雛
形
』
に
は
、
釈
迦
如
来
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
後
に
観
音
・
勢
至
菩
薩
が
現
わ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。（
七
ウ
・
八
オ
）

「
か
す
が
り
う
じ
ん
の
か
ら
く
り

さ
い
し
よ
に
な
み
ま
よ
り
り
う
し
ん
あ
ら
は
れ
松
に
の
ぼ
り

そ
れ
よ
り
く
ろ
く
も
に
う
つ

り

か
ず
の
と
う
ろ
う
に
り
う
と
う
を
あ
げ
る
か
ら
く
り
」

本
文
で
は
、
最
初
に
波
間
か
ら
龍
神
が
現
わ
れ
松
に
上
っ
て
、
そ
れ
か
ら
黒
雲
に
移
り
、
多
く
の
灯
籠
に
灯
が
と
も
る
。
絵
で
は
龍
神

の
口
か
ら
三
筋
の
線
が
春
日
灯
籠
に
通
じ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
龍
の
口
か
ら
噴
き
出
す
火
炎
を
合
図
に
灯
籠
に
灯
が
と
も
る
の
で
あ
ろ

う
。

「
か
ゑ
ん
を
ふ
き
ま
す
る

だ
い
よ
り
み
づ
お
の
れ
と
ま
き
あ
げ
る
か
ら
く
り
」

か
ら
く
り
台
の
設
置
さ
れ
た
水
槽
に
は
、
水
が
満
た
さ
れ
て
お
り
、
水
が
自
ず
と
巻
き
上
が
り
、
火
炎
が
吹
き
上
が
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
か
ら
く
り
の
「
道
成
寺
」
や
「
山
姥
」
で
、
岩
座
か
ら
水
と
火
炎
が
吹
き
上
げ
る
の
と
同
様
に
、
松
の
生

え
て
い
る
岩
座
か
ら
火
炎
が
吹
き
出
し
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。（
八
ウ
・
九
オ
）
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三
、
か
ら
く
り
の
動
態
と
謡
曲
本
文

こ
れ
ら
の
二
点
の
絵
画
資
料
か
ら
推
測
さ
れ
る
竹
田
か
ら
く
り
「
三
笠
山
春
日
龍
神
」
の
動
態
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

そ
の
際
、
謡
曲
の
本
文
詞
章
を
参
照
し
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
動
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
か
ら
く
り
の
展
開
に
即
し
て
順
次
ま
と
め

て
い
き
た
い
。

（
一
）
最
初
は
、
春
日
明
神
の
額
の
か
か
っ
て
い
る
大
鳥
居
の
前
で
、
二
人
の
僧
侶
が
登
場
し
、
謡
に
合
わ
せ
て
働
き
が
あ
る
。
大
鳥

居
の
背
後
に
は
、
松
と
紅
葉
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
人
は
、
謡
曲
で
は
、
ワ
キ
の
明
恵
上
人
と
ワ
キ
ヅ
レ
の
二
人
の
従
僧
で
あ
る
。

「
月
の
行
方
も
そ
な
た
ぞ
と
。
月
の
行
方
も
そ
な
た
ぞ
と
。
日
の
入
る
国
を
尋
ね
ん
」
か
ら
「
こ
れ
は
栂
の
尾
の
明
恵
上
人
に
て
候
。
わ

れ
入
唐
渡
天
の
志
あ
る
に
よ
り
。
御
暇
乞
の
為
に
春
日
の
明
神
に
参
ら
ば
や
と
思
ひ
。
唯
今
南
都
に
下
向
仕
り
候
」
と
名
の
り
が
あ
り
、

「
愛
宕
山
。
樒
が
原
を
よ
そ
に
見
て
。
樒
が
原
を
よ
そ
に
見
て
。
月
に
雙
の
岡
の
松
。
緑
の
空
も
の
ど
か
な
る
都
の
山
を
跡
に
見
て
。
こ

れ
も
南
の
都
路
ゐ
や
。
奈
良
坂
越
え
て
三
笠
山
。
春
日
の
里
に
着
き
に
け
り
春
日
の
里
に
着
き
に
け
り
」
と
道
行
と
な
る
。
ワ
キ
の
明
恵

上
人
と
ワ
キ
ヅ
レ
の
出
か
ら
道
行
の
部
分
を
ゆ
っ
た
り
と
演
じ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
か
ら
く
り
「
三
笠
山
春
日
龍
神
」
で
は
、「
に

ん
き
や
う
の
は
た
ら
き
」
と
あ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
二
人
の
僧
は
、
謡
曲
の
ワ
キ
と
ワ
キ
ヅ
レ
に
相
当
す
る
も
の
か

と
思
え
る
。
次
の
場
面
で
も
「
二
人
の
僧
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
が
、「
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
」
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
次
の

場
面
で
、
本
文
に
、
明
恵
上
人
と
笠
置
の
解
脱
上
人
と
な
っ
て
お
り
、
最
初
の
場
面
で
登
場
す
る
二
人
の
僧
は
、
栂
尾
の
明
恵
上
人
と
笠

置
の
解
脱
上
人
と
し
て
、
か
ら
く
り
で
は
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
は
、
謡
曲
と
展
開
を
異
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
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す
な
わ
ち
、
ワ
キ
が
明
恵
上
人
、
ワ
キ
ヅ
レ
が
解
脱
上
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
演
技
は
、
前
述
し
た
謡

曲
の
本
文
詞
章
に
あ
わ
せ
て
、
能
が
か
り
で
演
じ
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
二
）
ワ
キ
・
ワ
キ
ヅ
レ
の
両
僧
の
前
で
、
か
ら
く
り
台
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
大
鳥
居
の
額
の
春
日
明
神
の
文
字
か
ら
、
時
風
が
老

翁
の
姿
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
こ
は
、
謡
曲
で
は
シ
テ
の
登
場
に
あ
た
り
、「
晴
れ
た
る
空
に
向
へ
ば
。
和
光
の
光
。
あ
ら
た
な
り
」

「
そ
れ
山
は
動
ざ
る
形
を
現
じ
て
。
古
今
に
至
る
神
道
を
表
し
。
里
は
平
安
の
衢
を
見
せ
て
。
人
間
長
久
の
声
満
て
り
。
誠
に
御
名
も
久

方
の
。
天
の
兒
屋
根
の
代
々
と
か
や
」「
月
に
立
つ
影
も
鳥
居
の
二
柱
。
御
社
の
。
誓
ひ
も
さ
ぞ
な
四
所
の
。
誓
ひ
も
さ
ぞ
な
四
所
の
。

神
の
代
よ
り
の
末
う
け
て
。
澄
め
る
水
屋
の
御
影
ま
で
塵
に
交
は
る
神
心
。
三
笠
の
森
の
松
風
も
枝
を
鳴
ら
さ
ぬ
、
気
色
か
な
枝
を
鳴
ら

さ
ぬ
気
色
か
な
」
と
あ
る
。
額
の
「
春
日
明
神
」
の
文
字
が
老
翁
に
変
じ
る
か
ら
く
り
が
あ
り
、
シ
テ
の
神
秘
的
な
登
場
を
か
ら
く
り
で

表
わ
し
て
い
る
。
額
の
文
字
が
変
化
す
る
と
い
う
か
ら
く
り
は
、『
国
性
爺
合
戦
』
の
第
一
で
勅
筆
の
額
の
「
大
明
」
の
文
字
が
割
れ

て
、
凶
事
を
知
ら
せ
る
と
い
う
か
ら
く
り
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
、「
春
日
明
神
」
の
文
字
が
額
か
ら
消
え
て
、
そ
の

後
老
翁
が
出
現
す
る
の
だ
が
、
額
か
ら
老
翁
の
人
形
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に
工
夫
を
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
額
の
文
字
が
消
え
る
と
こ
ろ
で
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
か
っ
て
、
人
形
を
台
の
下
か
ら
押
し
上
げ
て
出

現
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
続
け
て
、
明
恵
上
人
と
老
翁
の
問
答
と
な
る
。「
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
」
の
本
文
に
も
「
と
が
の
を
の
め
う
ゑ
上
人
に
つ
と
う

と
て
ん
の
心
ざ
し
ゆ
へ
い
と
ま
ご
い
に
参
る
」
と
あ
る
。
謡
曲
の
詞
章
に
も
「
さ
ん
候
唯
今
参
詣
申
す
事
余
の
儀
に
あ
ら
ず
。
わ
れ
入
唐

渡
天
の
志
あ
る
に
よ
り
。
御
暇
乞
の
為
に
唯
今
参
り
て
候
」
と
あ
り
、
明
恵
上
人
の
入
唐
渡
天
を
引
き
止
め
る
た
め
に
、
日
本
と
唐
天
竺

の
仏
蹟
を
比
べ
る
問
答
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
か
ら
く
り
で
も
、
同
様
の
問
答
と
所
作
が
演
じ
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
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（
四
）
老
翁
時
風
が
両
手
に
「
あ
ま
の
と
ぼ
こ
」
を
持
ち
、
両
端
に
明
恵
上
人
と
解
脱
上
人
を
釣
り
上
げ
、「
あ
ま
の
と
ぼ
こ
」
を
回
し

て
、
両
僧
を
振
り
替
え
て
左
右
逆
の
か
ら
く
り
台
に
降
ろ
す
離
れ
か
ら
く
り
の
場
面
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
三
笠
山
春
日
龍
神
」
で

は
、「
二
人
の
僧
を
つ
り
上
ま
し
て
さ
ま
�
�
は
た
ら
き
が
ご
ざ
り
ま
す
」
と
あ
る
が
、「
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
」
で
は
、「
あ
ま
の
と

ほ
こ
に
両
そ
う
を
と
り
つ
か
せ
両
ほ
う
の
だ
い
へ
ふ
り
か
へ
う
つ
す
」
と
あ
り
、
両
僧
を
左
右
逆
の
台
に
移
し
替
え
る
と
い
う
「
は
た
ら

き
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

謡
曲
で
は
「
こ
れ
は
仰
せ
に
て
候
へ
ど
も
。
さ
す
が
に
上
人
の
御
事
は
。
年
始
よ
り
四
季
折
々
の
御
参
詣
の
。
時
節
の
少
し
遅
速
を
だ

に
。
待
ち
か
ね
給
ふ
神
慮
ぞ
か
し
。
さ
れ
ば
上
人
を
ば
太
郎
と
名
づ
け
。
笠
置
の
解
脱
上
人
を
ば
次
郎
と
頼
み
。
雙
の
眼
両
の
手
の
如
く

に
て
。
昼
夜
各
参
の
擁
護
懇
な
る
と
こ
そ
承
り
て
候
に
。
日
本
を
去
り
入
唐
渡
天
し
給
は
ん
事
。
い
か
で
神
慮
に
叶
ふ
べ
き
。
唯
思
し
召

し
と
ま
り
給
へ
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
、
舞
台
に
登
場
は
し
な
い
が
、
解
脱
上
人
の
こ
と
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
春
日
明
神
が
明
恵
上
人

と
解
脱
上
人
を
、
太
郎
、
次
郎
と
し
て
頼
み
に
思
っ
て
お
り
、
入
唐
渡
天
を
と
ど
ま
る
よ
う
に
と
老
翁
が
明
恵
上
人
に
語
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
か
ら
く
り
で
は
、
こ
の
本
文
詞
章
か
ら
、
実
際
に
明
恵
上
人
と
解
脱
上
人
を
仲
の
よ
い
太
郎
、
次
郎
と
し
て
舞
台
に
登
場
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
人
の
若
僧
を
「
あ
ま
の
と
ぼ
こ
」
に
釣
り
上
げ
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
へ
と
つ
な
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
前
述
し
た
が
、
最
初
の
場
面
に
登
場
す
る
二
人
の
僧
も
、
こ
の
両
上
人
と
考
え
て
よ
い
。

能
で
は
、
シ
テ
と
ワ
キ
の
問
答
の
場
面
に
相
当
し
て
お
り
、
春
日
明
神
の
神
徳
が
礼
賛
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
を
か
ら
く
り
で

は
、
太
郎
、
次
郎
の
明
恵
上
人
と
解
脱
上
人
が
シ
テ
の
時
風
と
と
も
に
神
遊
び
を
す
る
場
面
と
し
、
離
れ
か
ら
く
り
の
見
せ
場
と
し
て
仕

立
て
変
え
て
い
る
。

（
五
）
そ
の
後
、
時
風
の
人
形
が
神
鏡
幣
帛
へ
と
変
身
し
、
明
恵
上
人
と
解
脱
上
人
が
懸
け
物
に
変
化
す
る
か
ら
く
り
と
な
る
。
時
風
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が
神
鏡
幣
帛
に
変
身
す
る
の
は
、
日
本
の
神
徳
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
明
恵
上
人
は
御
仏
の
懸
け
物
に
、
解
脱
上

人
は
霊
鷲
山
の
懸
け
物
へ
と
変
化
す
る
。

こ
の
場
面
は
ど
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
た
の
か
。
謡
曲
で
は
、
問
答
の
後
に
「
げ
に
あ
り
が
た
き
御
事
か
な
。
即
ち
こ
れ
を
神
託
と
思
ひ

定
め
て
。
こ
の
度
の
入
唐
を
ば
思
ひ
と
ま
る
べ
し
。
さ
て
さ
て
御
身
は
如
何
な
る
人
ぞ
。
御
名
を
名
乗
り
給
ふ
べ
し
」
と
い
う
ワ
キ
の
語

り
に
答
え
て
、
シ
テ
は
「
入
唐
渡
天
を
と
ど
ま
り
給
は
ば
。
三
笠
の
山
に
天
竺
を
写
し
。
摩
耶
の
誕
生
伽
�
の
成
道
。
鷲
峰
の
説
法
双
林

の
入
滅
ま
で
悉
く
見
せ
奉
る
べ
し
暫
く
こ
こ
に
待
ち
給
へ
と
」
し
た
後
に
、「
わ
れ
は
時
風
秀
行
そ
」
と
正
体
を
明
か
し
て
姿
を
消
す
。

最
後
に
、
時
風
が
「
わ
れ
は
時
風
秀
行
ぞ
と
て
か
き
消
す
や
う
に
、
失
せ
に
け
り
か
き
消
す
や
う
に
失
せ
に
け
り
」
と
、
正
体
を
明
か

し
て
姿
を
消
す
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
、
時
風
の
人
形
が
神
鏡
幣
帛
に
変
身
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
時
風
が
神
鏡
幣
帛
と
な
る

か
ら
く
り
は
、『
若
楓
東
雛
形
』
の
「
か
ら
く
り
神
託
木
綿
襷
」
で
、
人
形
が
「
た
ち
ま
ち
し
ん
き
や
う
へ
い
は
く
と
か
は
り
ま
す
」
と

あ
る
の
と
同
様
の
か
ら
く
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
現
在
も
山
車
か
ら
く
り
で
人
形
が
船
や
社
に
変
身
す
る
の
と
同
様
の
構
造
の
か
ら
く
り
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
人
形
の
上
半
身
が
後
に
反
り
返
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
船
や
社
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
愛
知
県
津
島
市
今
市
場
小
中
切
車
の
上
山
か
ら
く
り
の
事
例
で
は
、
神
官
の
人
形
の
上
半
身
が
倒
れ
て
住
吉
明
神
の
社
殿
に

変
身
す
る
。
愛
知
県
東
海
市
横
須
賀
町
大
門
組
で
は
、
三
番
叟
が
社
殿
に
、
犬
山
市
寺
内
町
で
も
神
官
が
社
に
そ
れ
ぞ
れ
変
身
す
る
。
方

式
は
人
形
の
上
半
身
が
折
り
込
ま
れ
て
社
殿
が
囲
い
込
む
よ
う
に
拡
が
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
知
立
市
西
町
で
は
、
熊
谷
が
高
砂
の
尉

に
、
六
弥
太
が
姥
に
変
身
す
る
。
こ
の
場
合
は
、
上
半
身
の
上
部
が
背
後
に
倒
れ
る
と
同
時
に
下
部
に
収
納
さ
れ
て
い
た
人
形
が
立
ち
上

が
っ
て
く
る
機
構
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
例
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
時
風
の
人
形
が
神
鏡
幣
帛
に
変
身
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
こ

か
ら
く
り
と
能
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と
で
は
な
い
。
ま
さ
に
、
こ
の
変
身
が
か
ら
く
り
の
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
明
恵
上
人
と
解
脱
上
人
が
懸
け
物

に
変
化
す
る
の
は
、
こ
の
三
笠
の
山
に
天
竺
を
移
し
て
見
せ
る
と
い
う
趣
向
を
か
ら
く
り
で
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
六
）
懸
け
物
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
舞
台
に
向
か
っ
て
右
側
の
か
ら
く
り
台
に
は
「
霊
鷲
山
」
の
景
が

描
か
れ
て
い
る
。
霊
鷲
山
の
伽
藍
が
現
わ
れ
、
幡
が
次
々
に
現
わ
れ
、
灯
明
が
と
も
る
。
左
側
の
懸
け
物
に
は
、
釈
迦
如
来
が
描
か
れ

る
。「
三
笠
山
春
日
龍
神
」
の
絵
に
は
、
釈
迦
如
来
が
蓮
台
に
鎮
座
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。「
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
」
に
は
、
本

文
に
、
三
尊
五
智
の
如
来
が
現
わ
れ
光
を
放
つ
と
あ
り
、
釈
迦
三
尊
の
示
現
の
あ
り
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
同
じ
か
ら
く

り
を
描
い
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
ず
、
釈
迦
如
来
が
示
現
し
、
さ
ら
に
観
音
・
勢
至
の
二
脇
侍
の
菩
薩
が
示
現
し
た
も
の
か
と
推
測
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
懸
け
物
が
次
々
と
変
化
し
て
い
く
か
ら
く
り
は
、『
浦
島
年
代
記
』
で
、
神
鏡
に
浦
島
の
聖
代
が
映
し
出
さ
れ
る
と

い
う
手
法
に
近
い
も
の
が
あ
る
。

（
七
）
順
序
は
逆
に
な
る
が
、
こ
の
前
に
、
日
の
う
ち
に
春
日
明
神
の
文
字
が
現
わ
れ
、
三
日
月
が
三
笠
と
な
る
か
ら
く
り
が
演
じ
ら

れ
る
。
謡
曲
の
本
文
詞
章
に
は
、「
山
は
三
笠
に
影
さ
す
や
。
春
日
そ
な
た
に
、
現
れ
て
誓
ひ
を
四
方
に
春
日
野
の
。
宮
路
も
末
あ
る
や

曇
り
な
き
西
の
大
寺
月
澄
み
て
。
光
ぞ
ま
さ
る
七
大
寺
。
御
法
の
花
も
八
重
桜
の
。
都
と
て
春
日
野
の
春
こ
そ
の
ど
け
か
り
け
れ
」
と
あ

り
、「
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
」
に
は
、
桜
木
に
か
か
る
日
と
月
が
描
か
れ
て
お
り
、
謡
曲
の
「
春
日
野
の
春
こ
そ
の
ど
け
か
り
け
れ
」

の
詞
章
と
も
合
致
す
る
描
写
で
あ
る
。
懸
け
物
の
か
ら
く
り
に
移
る
前
に
、
日
月
の
か
ら
く
り
が
演
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
謡

曲
の
詞
章
に
即
し
て
か
ら
く
り
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。「
三
笠
山
春
日
龍
神
」
の
か
ら
く
り
台
に
飾
ら
れ
て
い
た
の
は
、
松
と

紅
葉
で
あ
り
、
そ
の
点
が
「
春
日
龍
神
の
か
ら
く
り
」
と
で
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
松
と
紅
葉
が
桜
木
に
変
ず
る
と
こ
ろ
も
か
ら
く
り

で
演
じ
ら
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
な
お
、
こ
の
二
木
は
、
懸
け
物
の
軸
を
掛
け
て
お
く
た
め
に
必
要
な
装
置
で
あ
っ
た
。
こ
の
軸
を
拡
げ
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る
仕
掛
け
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
八
）
か
ら
く
り
で
は
、
龍
が
現
わ
れ
、
松
に
巻
き
付
き
、
そ
の
後
黒
雲
に
移
り
、
竜
灯
に
あ
か
り
を
と
も
す
。
能
の
後
場
に
あ
た

り
、
春
日
龍
神
の
出
現
に
相
当
す
る
場
面
を
か
ら
く
り
に
演
出
し
変
え
た
も
の
で
あ
る
。
謡
曲
で
は
、
後
シ
テ
の
春
日
龍
神
が
現
わ
れ
、

八
大
竜
王
が
百
千
眷
族
を
引
き
連
れ
て
仏
の
会
座
に
参
会
し
、
御
法
聴
聞
す
る
さ
ま
を
見
せ
、
釈
迦
の
誕
生
か
ら
入
滅
ま
で
を
示
し
て
、

上
人
の
入
唐
を
と
ど
め
、
大
蛇
と
な
っ
て
猿
沢
の
池
の
波
を
蹴
立
て
て
消
え
て
い
く
。

こ
の
龍
神
が
最
後
に
大
蛇
と
な
っ
て
消
え
て
い
く
謡
曲
の
本
文
詞
章
が
「
尋
ね
て
も
尋
ね
て
も
こ
の
上
嵐
の
雲
に
乗
り
て
。
龍
女
は
南

方
に
飛
び
去
り
行
け
ば
。
龍
神
は
猿
澤
の
池
の
青
波
。
蹴
立
て
蹴
立
て
て
そ
の
丈
千
尋
の
大
蛇
と
な
っ
て
。
天
に
群
り
。
地
に
蟠
り
て
池

水
を
返
し
て
。
失
せ
に
け
り
」
と
あ
り
、
か
ら
く
り
で
演
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
最
後
の
場
面
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
面
は
水
か

ら
く
り
で
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
謡
曲
の
本
文
詞
章
の
通
り
、
猿
沢
の
池
で
荒
れ
狂
う
龍
の
激
し
い
所
作
が
演
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
龍
が
「
み
づ
お
の
れ
と
ま
き
あ
げ
」
て
、
水
中
か
ら
現
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
は
、
謡
曲
の
「
龍
女
が
立
ち
舞
ふ
波
瀾
の
袖
。

龍
女
が
立
ち
舞
ふ
波
瀾
の
袖
。
白
妙
な
れ
や
。
わ
だ
の
原
の
。
払
ふ
は
白
玉
立
つ
は
緑
の
空
色
も
映
る
海
原
や
。
沖
行
く
ば
か
り
。
月
の

御
船
の
。
佐
保
の
川
面
に
。
浮
か
み
出
づ
れ
ば
」
と
い
う
本
文
詞
章
に
当
込
ん
で
演
じ
ら
れ
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
は
水
か
ら

く
り
で
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
水
が
巻
き
上
が
り
、
火
炎
が
吹
き
出
す
と
こ
ろ
が
演
じ
ら
れ
る
。
出
羽
座
が
得
意
と
す
る
水
か
ら
く
り
で
演

じ
ら
れ
た
場
面
で
あ
り
、
そ
れ
を
意
図
し
て
龍
を
登
場
さ
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
は
、
能
「
春
日
龍
神
」
に
と
っ
て
は
、
後
シ

テ
の
春
日
龍
神
の
登
場
が
不
可
欠
で
あ
り
、
謡
曲
の
展
開
に
即
し
て
龍
を
登
場
さ
せ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
三
笠
山
春
日
龍
神
」

で
も
同
様
に
演
じ
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

出
羽
座
は
、
元
来
、
水
か
ら
く
り
を
得
意
の
演
目
と
し
て
き
た
。『
大
織
冠
』『
大
織
冠
水
が
ら
く
り
』
等
で
龍
神
が
面
向
不
背
の
玉
を

か
ら
く
り
と
能
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持
ち
去
っ
た
海
女
を
追
い
か
け
る
水
上
・
水
中
の
水
か
ら
く
り
の
場
面
が
上
演
さ
れ
て
い
る
。
大
織
冠
物
で
は
、
こ
う
し
た
本
水
を
使
用

し
た
水
上
・
水
中
で
の
龍
の
演
技
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
水
か
ら
く
り
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
水
上
人
形
芝
居
の
龍
の
舞
の
演
技
を
参

照
す
る
こ
と
で
、
よ
り
実
体
的
な
把
握
が
可
能
に
な
る
蘯
。
こ
の
場
合
も
、
龍
は
、
水
上
の
舞
台
の
背
後
の
竹
の
幕
の
後
か
ら
棒
遣
い
で

演
じ
ら
れ
、
龍
は
口
か
ら
火
炎
を
吹
き
出
し
、
水
を
吐
き
出
す
。
激
し
く
旋
回
し
て
縦
横
無
尽
に
泳
ぎ
、
し
な
や
か
な
動
き
で
水
上
を
滑

る
よ
う
に
進
む
。

か
つ
て
の
古
浄
瑠
璃
の
舞
台
で
は
、
付
舞
台
を
水
槽
に
替
え
る
こ
と
で
、
水
上
で
の
人
形
に
よ
る
演
技
を
行
な
っ
て
き
た
が
、「
春
日

龍
神
の
か
ら
く
り
」
で
は
、
平
舞
台
の
上
に
セ
ッ
ト
で
き
る
水
槽
と
そ
の
な
か
に
設
け
た
か
ら
く
り
台
に
よ
っ
て
、
水
か
ら
く
り
の
龍
の

演
技
と
、
そ
の
龍
が
松
に
巻
き
付
い
て
昇
天
し
て
い
く
演
技
を
連
続
し
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
水
槽
と
か
ら
く
り

台
の
組
み
合
わ
さ
れ
た
舞
台
と
い
う
意
味
で
は
、
浄
瑠
璃
の
舞
台
演
出
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
資
料
で
あ
る
。

松
の
木
に
巻
き
付
い
た
龍
が
吹
き
つ
け
る
火
炎
を
合
図
に
、
春
日
灯
籠
に
一
斉
に
火
が
灯
る
か
ら
く
り
は
、
春
日
明
神
の
シ
ン
ボ
ル
と

も
い
う
べ
き
春
日
灯
籠
を
演
出
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
大
切
り
の
か
ら
く
り
と
し
て
華
や
か
に
終
わ
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
か
ら
く
り
の
演
出
で
は
お
決
ま
り
の
パ
タ
ー
ン
で
も
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
能
『
春
日
龍
神
』
が
ど
の
よ
う
に
能
か
ら
く
り
に
取
り
こ
ん
で
き
た
の
か
を
、
絵
画
資
料
と
謡
曲
の
本
文
詞
章
を
参
照
し

な
が
ら
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
全
体
と
し
て
は
、
能
の
前
場
、
後
場
の
本
文
詞
章
に
当
込
ん
で
、
能
の
展
開
や
構
成
・
趣
向
・
人
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物
設
定
等
を
利
用
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
か
ら
く
り
の
見
せ
場
と
し
て
は
、
時
風
が
「
あ
ま
の
と
ぼ
こ
」
に
明

恵
上
人
と
解
脱
上
人
を
釣
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
か
ら
く
り
台
を
振
り
替
え
て
移
動
さ
せ
る
離
れ
か
ら
く
り
が
第
一
の
見
せ
場
で
あ

り
、
そ
れ
が
、
謡
曲
で
は
本
文
詞
章
に
名
前
だ
け
が
あ
る
「
解
脱
上
人
」
を
実
際
の
舞
台
に
登
場
さ
せ
て
、
明
恵
上
人
と
い
っ
し
ょ
に
神

遊
び
を
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
か
ら
く
り
の
作
者
の
腕
の
見
せ
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
前
場
の
見
せ

場
で
あ
り
、
後
場
は
、
龍
神
が
松
に
巻
き
付
き
、
黒
雲
に
乗
り
、
火
炎
を
吹
き
出
す
と
い
う
大
か
ら
く
り
が
見
せ
場
で
あ
っ
た
。
水
か
ら

く
り
と
し
て
水
を
巻
き
立
て
な
が
ら
水
中
か
ら
浮
か
び
出
る
龍
と
い
う
演
出
も
迫
力
の
あ
る
見
せ
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

能
を
素
材
と
す
る
か
ら
く
り
は
、
現
存
す
る
座
敷
か
ら
く
り
や
、
山
車
か
ら
く
り
の
場
合
に
も
同
様
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
能

と
か
ら
く
り
の
間
に
は
独
特
の
親
和
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
具
体

的
な
事
例
を
指
摘
だ
け
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
山
車
か
ら
く
り
の
事
例
で
は
、『
猩
々
』
を
素
材
と
す
る
も
の
が
代
表
的
で
あ
ろ

う
。
大
津
祭
の
猩
々
山
の
か
ら
く
り
人
形
を
具
体
的
に
み
て
み
る
。

山
車
上
右
手
奥
に
猩
々
人
形
、
左
手
手
前
に
高
風
人
形
が
立
っ
て
い
る
。
二
体
の
前
に
は
大
瓶
が
あ
り
、
高
風
は
長
柄
の
柄
杓
で
酒
を

酌
ん
で
猩
々
の
大
盃
に
注
ぐ
。
猩
々
は
、
盃
を
口
に
当
て
て
飲
み
、
左
手
に
持
っ
た
扇
で
顔
を
隠
す
よ
う
に
し
て
、
扇
を
顔
か
ら
放
す
と

真
っ
赤
な
顔
に
な
る
。
謡
曲
の
『
猩
々
』
に
は
、

地

老
い
せ
ぬ
や
。
老
い
せ
ぬ
や
。
薬
の
名
を
も
菊
の
水
。
盃
も
浮
か
み
出
で
て
友
に
逢
ふ
ぞ
嬉
し
き
こ
の
友
に
逢
ふ
ぞ
嬉
し
き

シ
テ

御
酒
と
聞
く

地

御
酒
と
聞
く
。
名
も
こ
と
わ
り
や
秋
風
の

シ
テ

吹
け
ど
も
吹
け
ど
も

地

更
に
身
に
は
寒
か
ら

じ

シ
テ

こ
と
わ
り
や
白
菊
の

地

こ
と
わ
り
や
白
菊
の
。
着
せ
綿
を
温
め
て
酒
を
い
ざ
や
酌
ま
う
よ

シ
テ

客
人
も
御
覧

ず
ら
ん

地

月
星
は
隈
も
な
き

シ
テ

所
は
瀋
陽
の

地

江
の
う
ち
の
酒
盛

シ
テ

猩
々
舞
を
舞
は
う
よ

地

葦
の
葉

か
ら
く
り
と
能

�

―１１８―



の
笛
を
吹
き
。
波
の
鼓
ど
う
と
打
ち

シ
テ

声
澄
み
渡
る
浦
風
の

地

秋
の
調
め
や
。
残
る
ら
ん

シ
テ

あ
り
が
た
や
御
身

心
す
な
ほ
な
る
に
よ
り
。
こ
の
壺
に
泉
を
た
た
へ
。
唯
今
返
し
与
ふ
る
な
り

よ
も
尽
き
じ

地

よ
も
尽
き
じ
。
万
代
ま
で
の
竹

の
葉
の
酒
。
酌
め
ど
も
尽
き
ず
。
飲
め
ど
も
か
は
ら
ぬ
秋
の
夜
の
盃

と
あ
り
、
猩
々
が
高
風
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
舞
を
舞
い
、
高
風
の
心
の
素
直
で
あ
る
こ
と
を
賞
讃
し
て
、
酌
め
ど
も
尽
き
ぬ
酒
の
泉
を

与
え
る
と
い
う
場
面
に
相
当
す
る
。
ち
な
み
に
、
猩
々
山
の
か
ら
く
り
の
場
合
に
は
、
謡
は
伴
わ
な
い
。

か
ら
く
り
と
し
て
は
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
酔
っ
た
猩
々
の
顔
が
真
っ
赤
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
見
せ
場
で
あ
り
、
円
形
の
丸
木
の
両
面

に
白
面
と
赤
面
を
作
り
、
操
作
糸
を
引
く
と
、
頭
部
が
一
八
〇
度
回
転
し
て
赤
面
に
な
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
一
八
〇
度
回
転
す
る

と
こ
ろ
で
止
ま
る
よ
う
に
、
ス
ト
ッ
パ
ー
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
細
工
で
あ
る
。

「
猩
々
」
を
素
材
に
し
た
山
車
か
ら
く
り
と
し
て
は
、
岐
阜
県
養
老
町
高
田
西
町
猩
々
�
に
も
あ
る
。
愛
知
県
半
田
市
亀
崎
中
切
組
の

前
人
形
は
小
ぶ
り
で
は
あ
る
が
、
能
が
か
り
の
所
作
が
あ
り
、
扇
を
自
動
的
に
開
閉
す
る
。
顔
の
変
化
は
面
被
り
で
演
じ
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
胸
部
に
収
納
さ
れ
て
い
る
赤
面
が
、
胸
の
開
閉
に
応
じ
て
人
形
の
顔
に
被
っ
た
り
、
は
ず
れ
た
り
し
て
、
酔
っ
た
赤
い
顔
を
表
わ

す
。山

車
か
ら
く
り
の
場
合
も
、
謡
曲
の
展
開
や
場
面
、
人
物
の
設
定
を
取
り
込
ん
で
、
か
ら
く
り
化
し
て
お
り
、
竹
田
か
ら
く
り
と
同
様

の
傾
向
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
能
は
、
か
ら
く
り
の
素
材
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
、
能
の

定
型
的
な
所
作
が
か
ら
く
り
の
動
き
の
ス
ピ
ー
ド
や
テ
ン
ポ
に
合
致
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討

の
な
か
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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補
記謡

曲
の
本
文
は
、
す
べ
て
『
謡
曲
大
観
』
所
収
本
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
本
文
は
す
べ
て
現
代
通
用
の
字
体
に
改
め
た
。

資
料
の
閲
覧
及
び
写
真
掲
載
に
際
し
高
配
を
賜
っ
た
国
立
国
会
図
書
館
な
ら
び
に
東
京
都
立
中
央
図
書
館
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

注盧

時
松
孝
文
「『
用
明
天
王
職
人
鑑
』
と
人
形
の
鐘
入
り
」『
芸
能
』
三
五
巻
四
号
・
一
九
九
三
年
四
月
一
〇
日
。
な
お
、
か
ら
く
り
『
道
成
寺
』
に

つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

盪

拙
稿
「
か
ら
く
り
と
能
―
「
融
大
臣
三
日
月
雛
形
」
を
中
心
に
―
」『
同
志
社
国
文
学
』
五
五
号
・
二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
五
日

蘯

拙
稿
「
ア
ジ
ア
の
人
形
芸
と
日
本
の
人
形
芸
」『
国
文
学
』
四
五
巻
二
号
・
二
〇
〇
〇
年
二
月
一
〇
日

か
ら
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り
と
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