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組
踊
「
執
心
鐘
入
」
考
─
主
題
と
構
成

竹
鼻
　
美
玖

は
じ
め
に

　
「
執
心
鐘
入
」
は
、
沖
縄
県
の
伝
統
芸
能
の
一
つ
、
組
踊
の
演
目
で
あ
る
。
組
踊
は
、
琉
球
国
王
の
代
替
わ
り
ご
と
に
中
国
か
ら
新
国
王
に
冠

を
授
け
に
来
る
使
者
、
冊
封
使
歓
待
の
式
典
の
余
興
芸
能
と
し
て
、
玉
城
朝
薫
（
一
六
八
四
│

一
七
三
四
年
）
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
冊
封
使
は
総
勢
四
、
五
百
名
で
、
二
、
三
年
前
か
ら
準
備
を
し
、
国
賓
と
し
て
も
て
な
し
た
。

　

組
踊
が
初
め
て
上
演
さ
れ
た
の
は
享
保
四
年
（
一
七
一
九
年
）
の
重
陽
の
宴
で
あ
っ
た
。「
二
童
敵
討
（
護
佐
丸
敵
討
）」・「
執
心
鐘
入
（
中
城

若
松
）」
の
二
組
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
銘
苅
子
」「
孝
行
の
巻
」「
女
物
狂
」
の
三
組
が
作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
組
踊
は
五

番
ま
た
は
五
組
と
呼
ば
れ
、
後
の
組
踊
（
諸
作
家
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
も
含
め
て
約
五
十
番
）
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
朝
薫
は
首
里
の
士
族
出

身
で
あ
っ
た
が
、
土
着
性
の
強
い
演
劇
的
要
素
の
あ
る
芸
能
に
ひ
か
れ
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、
本
土
で
見
聞
き
し
た1

能
や
狂
言
な
ど
の
要
素
を
取

り
入
れ
て
組
踊
を
創
作
し
た
。
以
下
に
、
朝
薫
の
五
番
が
影
響
を
受
け
た
、
似
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
能
の
演
目
を
挙
げ
る
。
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「
二
童
敵
討
」：「
小
袖
曾
我
」・「
放
下
僧
」・「
望
月
」

「
執
心
鐘
入
」：「
道
成
寺
」・「
黒
塚
（
安
達
原
）」

「
銘
苅
子
」：「
羽
衣
」

「
孝
行
の
巻
」：「
大
蛇
」・「
張
良
」・「
生
贄
」・「
田
村
」

「
女
物
狂
」：「
桜
川
」・「
三
井
寺
」・「
隅
田
川
」

　
「
執
心
鐘
入
」
は
能
「
道
成
寺
」
と
の
関
連
が
度
々
指
摘
さ
れ
る
が
、
単
な
る
琉
球
版
「
道
成
寺
」
と
考
え
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
　
道
成
寺
伝
説
と
後
日
譚

　

道
成
寺
伝
説
の
最
も
古
い
も
の
は
、『
本
朝
法
華
経
験
記
』
巻
下
第
百
二
十
九
話
で
あ
る
。
そ
の
他
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
四
第
三
、『
元
亨
釈

書
』
巻
第
十
九
願
雑
十
之
四
霊
怪
、
絵
巻
『
道
成
寺
縁
起
』（
道
成
寺
蔵
）
に
も
同
様
の
伝
説
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に

述
べ
て
お
く
。

『
本
朝
法
華
経
験
記
』
巻
下　

第
百
二
十
九
話　

紀
伊
国
牟
婁
郡
の
悪
し
き
女2

熊
野
詣
で
に
向
か
う
二
人
の
僧
が
い
た
。
一
人
は
若
く
て
美
し
く
、
も
う
一
人
は
年
老
い
て
い
た
。
僧
た
ち
は
牟
婁
郡
で
宿
に
泊
ま
る
こ
と

に
し
た
。
そ
こ
の
主
人
は
寡
婦
で
あ
っ
た
。
女
主
人
は
若
い
僧
に
恋
慕
す
る
。
僧
は
熊
野
詣
で
の
帰
り
に
寄
る
と
約
束
し
て
宿
を
発
つ
が
、

数
日
待
っ
て
も
僧
は
現
れ
ず
、
往
来
の
人
に
尋
ね
て
、
女
は
裏
切
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
。
女
は
家
に
籠
っ
て
そ
の
身
を
大
蛇
に
変
じ
、
僧
を

追
い
か
け
る
。
僧
は
道
成
寺
の
鐘
の
中
に
隠
し
て
も
ら
う
。
寺
ま
で
来
た
大
蛇
は
、
鐘
を
巻
き
、
尾
で
竜
頭
を
叩
き
、
や
が
て
寺
か
ら
出
て

行
く
。
鐘
は
大
蛇
の
毒
で
焼
か
れ
て
お
り
、
中
の
僧
も
焼
き
尽
く
さ
れ
て
骸
骨
も
残
ら
な
か
っ
た
。
数
日
後
、
上
﨟
の
僧
の
夢
に
、
大
蛇
が

現
れ
て
言
う
こ
と
に
は
、
自
分
は
鐘
に
隠
し
て
も
ら
っ
た
僧
で
あ
る
が
、
遂
に
あ
の
女
と
夫
婦
と
な
っ
た
。
こ
の
苦
し
み
か
ら
脱
し
た
い
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が
、
自
分
は
生
前
の
修
行
が
足
り
な
か
っ
た
。
ど
う
か
法
華
経
の
如
来
寿
量
品
を
書
写
し
て
、
二
蛇
を
救
っ
て
ほ
し
い
、
と
言
う
の
で
あ

る
。
夢
か
ら
覚
め
た
上
﨟
の
僧
が
如
来
寿
量
品
を
書
写
し
、
法
会
を
行
う
と
、
そ
の
夜
の
夢
に
一
人
の
僧
と
一
人
の
女
が
満
面
の
笑
み
を
浮

か
べ
て
現
れ
、
女
は
忉
利
天
に
、
僧
は
兜
率
天
に
な
っ
た
と
言
い
、
そ
れ
ぞ
れ
虚
空
に
去
っ
て
行
っ
た
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
四
第
三　

紀
伊
国
道
成
寺
僧
写
法
花
救
蛇
語3

内
容
は
『
本
朝
法
華
経
験
記
』
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
言
っ
て
良
い
が
、
女
は
僧
の
裏
切
り
を
知
る
と
寝
室
に
籠
っ
て
死
ん
で
し
ま

う
。
そ
れ
を
家
の
下
女
が
悲
し
ん
で
い
る
と
、
女
は
た
ち
ま
ち
大
蛇
と
な
っ
て
、
僧
を
追
い
か
け
る
、
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

『
元
亨
釈
書
』
巻
第
十
九　

願
雑
十
之
四　

霊
怪
六　

安
珍4

物
語
の
筋
は
『
法
華
験
記
』、『
今
昔
物
語
集
』
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
の
恋
慕
の
対
象
と
な
る
僧
が
、
鞍
馬
寺
に
い
た
安
珍
と
設
定

さ
れ
て
い
る
。
女
は
安
珍
の
裏
切
り
を
知
っ
た
後
、
家
の
中
に
閉
じ
こ
も
り
、
一
夜
明
け
る
と
大
蛇
に
な
っ
て
安
珍
を
追
い
か
け
る
。

絵
巻
『
道
成
寺
縁
起5

』

醍
醐
天
皇
の
御
代
、
八
月
に
、
奥
州
か
ら
熊
野
参
詣
の
た
め
、
若
く
て
見
目
美
し
い
僧
が
、
紀
伊
国
室
郡
真
砂
に
あ
る
、
清
沢
庄
司
の
家
に

泊
ま
る
。
庄
司
の
娵
が
宿
の
亭
主
で
あ
っ
た
。
そ
の
女
は
僧
に
恋
慕
す
る
。
夫
に
な
っ
て
く
れ
と
言
う
女
に
対
し
、
僧
は
熊
野
参
詣
を
果
た

し
た
ら
と
約
束
し
出
発
す
る
。
し
か
し
、
日
数
を
経
て
も
僧
は
戻
っ
て
来
ず
、
道
行
く
人
に
尋
ね
、
女
は
裏
切
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
。
女
は

僧
を
追
い
か
け
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
上
半
身
を
蛇
体
に
変
化
さ
せ
火
を
吐
く
。
日
高
川
を
渡
る
と
こ
ろ
で
、
全
身
大
蛇
と
な
る
。
僧
は
道
成

寺
に
逃
げ
込
み
、
鐘
の
中
に
隠
し
て
も
ら
う
。
寺
に
到
達
し
た
大
蛇
は
、
お
堂
の
戸
を
叩
き
破
り
、
鐘
を
巻
い
て
龍
頭
を
く
わ
え
て
尾
で
叩

く
。
火
焰
が
燃
え
上
り
、
大
蛇
は
血
の
涙
を
流
し
て
去
る
。
僧
は
墨
の
よ
う
に
な
っ
て
骸
骨
だ
け
が
残
っ
た
。
数
日
後
、
あ
る
老
僧
の
夢

に
、
二
匹
の
蛇
が
現
れ
る
。
蛇
は
、
自
分
は
鐘
に
隠
し
て
も
ら
っ
た
僧
で
、
例
の
女
と
夫
婦
に
な
っ
た
と
言
う
。
法
華
経
を
書
写
し
て
供
養
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し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
の
で
、
目
覚
め
た
老
僧
が
そ
の
よ
う
に
す
る
と
、
今
度
は
老
僧
の
夢
に
二
人
の
天
人
が
現
れ
、
女
は
忉
利
天
に
、
僧

は
兜
率
天
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
言
い
、
そ
れ
ぞ
れ
虚
空
に
向
か
っ
て
去
っ
て
行
っ
た
。

　

設
定
の
詳
細
さ
や
、
女
の
変
身
の
様
子
な
ど
に
違
い
は
見
ら
れ
る
が
、
話
の
骨
子
は
以
下
の
よ
う
な
流
れ
で
一
致
し
て
い
る
。

宿
の
女
が
客
の
僧
に
恋
慕
す
る

　
　
　

←

僧
の
裏
切
り
に
よ
り
女
が
大
蛇
に
変
身
す
る

　
　
　

←

鐘
に
隠
れ
た
僧
を
鐘
ご
と
焼
き
殺
す

　
　
　

←

後
の
供
養
で
二
人
は
成
仏
す
る
（
後
日
譚
）

物
語
は
、
法
華
経
の
利
生
譚
、
僧
と
女
の
成
仏
譚
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
異
本
と
し
て
、『
賢
学
草
子
』（
根
津
美
術
館
蔵
）
の
系
統
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
僧
の
逃
走
↓
女
の
追
跡
↓
女
が
僧
を
取
り
殺
す
、
と
い

う
お
お
よ
そ
の
内
容
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
物
語
は
女
（
花
姫
と
さ
れ
る
）
が
幼
い
頃
か
ら
始
ま
る
な
ど
大
き
な
違
い
も
見
ら
れ
る
。
こ

ち
ら
も
簡
単
な
内
容
を
以
下
に
示
す
。

『
賢
学
草
子6

』

三
井
寺
の
僧
賢
学
が
、
自
分
と
結
ば
れ
る
と
さ
れ
た
花
姫
（
当
時
五
歳
）
を
、
修
行
の
妨
げ
を
除
く
た
め
に
刺
し
て
逃
げ
る
も
、
年
を
経
て

清
水
寺
参
籠
の
際
に
再
会
し
た
花
姫
と
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
契
る
。
胸
の
傷
か
ら
そ
れ
が
花
姫
で
あ
る
と
知
り
別
れ
る
も
、
追
っ
て
来
る
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花
姫
は
日
高
川
を
渡
っ
て
大
蛇
と
な
る
。
大
蛇
は
あ
る
寺
の
鐘
に
隠
れ
た
賢
学
を
捕
え
、
日
高
川
の
淵
に
沈
ん
で
行
く
。
悲
劇
を
伝
え
聞
い

た
賢
学
の
弟
子
た
ち
は
大
い
に
悲
し
み
、
賢
学
の
弔
い
を
し
た
。

最
後
の
弔
い
の
場
面
は
さ
ほ
ど
詳
し
く
は
描
か
れ
ず
、
賢
学
や
花
姫
の
成
仏
の
様
子
も
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
話
は
、
法
華
経
の
利
生
譚
、
僧
と
女

の
成
仏
譚
で
は
な
く
、
因
縁
の
深
さ
を
描
い
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
安
田
徳
子
氏
も
、
こ
の
『
賢
学
草
子
』
は
「
今
ま
で
見
て
き
た
説
話
群
と

位
相
を
異
に
し
て
い
る7

」
と
述
べ
て
お
り
、
異
本
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
が
、
純
粋
な
道
成
寺
伝
説
と
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　

さ
ら
に
安
田
氏
は
、
万
治
三
年
刊
の
『
道
成
寺
物
語
』
に
つ
い
て
「
い
わ
ゆ
る
後
日
譚
が
二
重
に
な
っ
て
い
る8

」
と
指
摘
し
て
い
る
。『
道
成

寺
物
語
』
の
構
成
は
、

上
巻
：
熊
野
詣
の
道
行

中
巻
：
道
成
寺
伝
説
（
女
が
僧
を
焼
き
殺
す
ま
で
）

下
巻
：
鐘
の
再
興
、
僧
と
女
の
成
仏

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
道
成
寺
に
関
わ
る
中
巻
、
下
巻
の
内
容
に
着
目
し
、
道
成
寺
伝
説
と
構
成
の
比
較
を
行
う
と
、
表
一
の
よ
う
に
な
る
。

〈
表
一
〉

現
在

後
日
譚
①

後
日
譚
②

道
成
寺
伝
説

男
が
女
の
宿
に
泊
ま
る

男
の
逃
走
、
女
の
追
跡

女
、
男
を
焼
き
殺
す

×

二
人
の
供
養

『
道
成
寺
物
語
』

男
が
女
の
宿
に
泊
ま
る

男
の
逃
走
、
女
の
追
跡

女
、
男
を
焼
き
殺
す

鐘
再
興

女
鐘
入
り
、
変
身

二
人
の
供
養
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鐘
の
再
興
の
話
が
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
、
安
田
氏
に
よ
る
と
能
「
鐘
巻
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
簡
略
化
し
た
も
の
と
し
て
、
能
「
道
成
寺
」
が
現

代
に
伝
わ
る
。
こ
の
能
に
つ
い
て
安
田
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
能
は
道
成
寺
伝
説
の
後
日
譚
の
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
後
日
譚
は
そ
れ
ま
で
の
も
の
の
よ
う
な
法
華
経
の
功
徳
を
説

く
解
脱
譚
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
蛇
体
が
白
拍
子
に
姿
を
変
え
て
鐘
供
養
の
場
に
現
れ
、
恨
み
の
鐘
を
落
と
し
て
籠
る
の
で
あ
る
。
こ
の

蛇
体
は
成
仏
を
願
っ
た
り
し
て
は
い
な
い
。
鐘
に
恨
み
を
ぶ
つ
け
、
悪
意
を
そ
の
ま
ま
発
動
し
て
祈
り
伏
せ
ら
れ
、
川
に
飛
び
込
ん
で
逃
げ

る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

も
は
や
こ
の
能
に
お
い
て
は
、
女
の
後
日
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
妄
執
で
迷
い
で
た
女
も
鐘
へ
の
執
心
を
見
せ
る
の
み
で
、
男
へ
の
執

着
は
語
ら
な
い
の
で
あ
る9

。

能
は
「
女
と
鐘
」
を
物
語
の
主
眼
と
し
、
鐘
の
再
興
と
い
う
後
日
譚
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
道
成
寺
伝
説
は
、
話
の
背
景
と
化
し
て

い
る
。

　

な
お
、
後
の
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
で
も
、
物
語
の
中
心
は
鐘
入
り
の
場
面
で
あ
り
、
伝
説
の
前
半
部
分
を
描
い
た
場
合
も
、
女
の
嫉
妬
は
別
の
女

に
よ
る
も
の
と
す
る
な
ど
、
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
る
。

　

道
成
寺
伝
説
を
も
と
に
し
た
演
劇
は
、
女
の
鐘
入
り
を
山
場
と
し
て
お
り
、
特
に
能
は
、
本
来
伝
説
で
は
見
ら
れ
な
い
、
鐘
の
再
興
の
後
日
譚

の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
道
成
寺
伝
説
が
説
話
か
ら
演
劇
に
形
を
変
え
る
に
し
た
が
っ
て
大
き
く
変
容
し
、
独
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
様
子

が
窺
え
る
。

二
　「
執
心
鐘
入
」
の
構
成
と
主
題
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で
は
こ
こ
で
、
組
踊
「
執
心
鐘
入
」
の
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
お
く
。

組
踊
「
執
心
鐘
入10

」

美
少
年
の
中
城
若
松
は
、
奉
公
の
た
め
に
首
里
へ
向
か
っ
て
い
た
。
途
中
、
日
が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
一
晩
泊
め
て
も
ら
お
う
と
一
軒

の
家
を
訪
ね
る
。
そ
の
家
で
は
女
は
一
人
で
留
守
番
を
し
て
お
り
、
親
が
留
守
な
の
で
泊
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
。
し
か
し
、
若
松

が
名
乗
る
と
、
女
は
美
し
い
と
有
名
で
あ
っ
た
若
松
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
の
で
、
家
に
泊
め
る
。
女
は
思
い
を
遂
げ
よ
う
と
眠
っ
て
い
る

若
松
を
起
こ
す
が
、
若
松
は
こ
れ
を
拒
み
、
女
の
も
と
か
ら
逃
げ
出
す
。
若
松
は
末
吉
の
寺11

に
逃
げ
込
み
、
座
主
に
助
け
を
求
め
、
鐘
の
中

に
隠
し
て
も
ら
う
。
座
主
は
寺
の
小
僧
三
人
に
、
女
を
決
し
て
寺
に
入
れ
な
い
よ
う
に
言
い
、
鐘
の
見
張
り
を
さ
せ
る
。
そ
の
後
若
松
を
追

っ
て
来
た
女
を
、
小
僧
た
ち
は
追
い
返
そ
う
と
す
る
が
、
結
局
寺
に
入
れ
て
し
ま
う
。
座
主
は
女
の
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
か
ら
、
若
松
を
鐘
か

ら
出
し
て
逃
が
す
。
女
は
鐘
に
飛
び
込
み
鬼
に
変
化
す
る
が
、
法
力
に
よ
っ
て
退
散
さ
せ
ら
れ
る
。

　

道
成
寺
も
の
の
演
劇
は
、
多
く
が
鐘
入
り
を
作
品
の
中
心
と
し
て
い
る
。
特
に
能
で
は
後
日
譚
の
み
で
あ
り
、
女
が
鐘
に
対
す
る
執
着
心
か
ら

大
蛇
に
変
身
す
る
。
歌
舞
伎
の
よ
う
に
軽
業
を
取
り
入
れ
た
演
出
な
ど
も
見
ら
れ
、
女
の
鐘
へ
の
執
着
と
、
そ
の
視
覚
的
な
演
出
を
見
所
と
す

る
。

　
「
執
心
鐘
入
」
に
は
、
や
は
り
女
の
鐘
入
り
の
場
面
が
あ
り
、
鬼
と
な
っ
て
姿
を
現
す
際
も
、
歌
舞
伎
な
ど
で
見
ら
れ
る
宙
吊
り
の
様
式
を
採

用
し
て
い
る
。
女
の
鐘
入
り
、
変
身
を
作
品
の
山
場
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
道
成
寺
の
演
劇
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
執
心
鐘
入
」

で
女
が
鐘
に
入
っ
た
の
は
、
鐘
に
対
す
る
執
着
か
ら
で
は
な
く
、
下
ろ
さ
れ
て
い
る
鐘
を
不
審
に
思
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
女
の
変
身
の
要
因

は
、
自
分
を
拒
否
し
た
若
松
に
対
す
る
執
心
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
成
寺
伝
説
の
内
容
に
一
致
す
る
。
本
田
安
次
氏
が
「
こ
う
し
た
本
土
の
（
引
用

者
注
：
道
成
寺
の
）
諸
伝
説
を
参
照
し
て
み
る
に
、
沖
縄
の
は
、
む
し
ろ
「
法
華
験
記
」
の
原
話
に
大
筋
に
お
い
て
似
て
い
る12

。」
と
指
摘
す
る

の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
演
劇
で
は
説
話
の
前
半
部
分
、
す
な
わ
ち
男
が
女
の
宿
に
泊
ま
る
場
面
、
そ
し
て
、
男
の
逃
亡
、
女
の
追
跡
が
描
か
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れ
な
い
。
こ
の
部
分
を
描
い
て
い
る
の
は
、「
執
心
鐘
入
」
の
特
徴
と
言
え
る
。
漠
然
と
し
た
鐘
へ
の
執
着
で
は
な
く
、
前
半
部
分
に
女
が
変
貌

す
る
要
因
と
な
る
出
来
事
を
描
く
こ
と
で
、
単
に
視
覚
的
な
面
白
み
を
提
供
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
確
な
主
題
を
持
っ
た
作
品
と
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
能
と
の
類
似
性
を
指
摘
さ
れ
る
組
踊
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
決
定
的
な
差
異
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
矢
野
輝

雄
氏
は
、

組
踊
り
は
し
ば
し
ば
能
に
比
較
さ
れ
る
が
、
正
方
形
の
舞
台
や
橋
懸
り
な
ど
に
も
、
能
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
素

材
的
に
も
能
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
朝
薫
作
の
「
執
心
鐘
入
」
と
能
「
道
成
寺
」、
ま
た
「
銘
苅
子
」
と
「
羽
衣
」、「
女

物
狂
」
と
「
桜
川
」
や
「
隅
田
川
」、「
二
童
敵
討
」
と
「
小
袖
曾
我
」、「
孝
行
の
巻
」
と
「
生
贄
」
と
い
う
よ
う
に
、
物
語
素
材
の
類
似
性

が
説
か
れ
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
作
品
は
玉
城
朝
薫
の
五
組
み
、
あ
る
い
は
五
番
と
呼
ば
れ
、
今
日
で
も
上
演
頻
度
の
多
い
作
品
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
題
材
の
類
似
性
の
み
を
も
っ
て
能
と
の
比
較
を
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
当
を
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
似
通
っ
た
説
話
は

東
西
に
あ
り
、
筋
だ
て
は
似
て
い
て
も
能
と
組
踊
り
は
作
品
の
持
つ
主
題
が
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
執
心
鐘
入
」
は
後
半

の
詞
章
と
構
成
は
能
「
道
成
寺
」
に
よ
っ
て
い
る
が
、
作
品
と
し
て
の
中
心
は
前
半
の
、
若
松
に
言
い
寄
る
一
つ
家
の
女
と
の
問
答
、
そ
し

て
断
ら
れ
た
女
が
鬼
女
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
部
分
に
あ
り
、
女
性
の
執
心
ゆ
え
の
哀
れ
と
怒
り
に
作
者
の
狙
い
が
見
ら
れ
る13

。

と
、
作
品
の
前
半
部
分
に
注
目
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、「
執
心
鐘
入
」
の
構
成
を
確
認
す
る
（
表
二
参
照
）。
矢
野
氏
が
作
者
の
狙
い
が
表
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
女
が
若
松
を
追
う
原
因
と

な
っ
た
出
来
事
を
描
く
前
半
部
分
は
、
道
成
寺
伝
説
と
一
致
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
前
半
部
分
に
注
目
し
、「
執
心
鐘
入
」
の
主
題
を
考
え
て

み
た
い
。

〈
表
二
〉
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道
成
寺
伝
説
は
、
法
華
経
の
利
生
を
説
く
説
話
と
し
て
語
ら
れ
た
。
僧
で
あ
る
男
に
宿
の
女
が
恋
慕
す
る
。
叶
わ
ぬ
思
い
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
女
は
執
拗
に
迫
り
、
男
は
逃
げ
出
す
。
女
は
大
蛇
に
姿
を
変
え
て
男
を
取
り
殺
す
が
、
後
の
供
養
で
二
人
は
救
わ
れ
る
。
僧
に
恋
慕
す
る
と

い
う
、
仏
教
の
妨
げ
と
な
る
女
で
さ
え
も
救
済
さ
れ
、
女
性
へ
の
戒
め
や
、
法
華
経
へ
の
帰
依
を
促
す
意
図
が
強
く
窺
え
る
。

　

で
は
、「
執
心
鐘
入
」
の
主
題
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
女
は
祈
り
に
よ
っ
て
退
散
さ
せ
ら
れ
る
の
で
、
仏
の
利
生
を
全
く
描
い
て
い
な
い
と
は

言
え
な
い
。
し
か
し
、
若
松
は
僧
で
は
な
い14

の
で
、
女
は
仏
教
と
敵
対
す
る
存
在
で
は
な
く
、
物
語
を
仏
の
利
生
譚
と
考
え
る
に
は
弱
い
。

　

若
松
は
、
奉
公
を
す
る
た
め
に
首
里
へ
と
向
か
う
少
年
で
あ
る
。
僧
で
は
な
い
の
で
、
女
の
恋
慕
は
叶
わ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
女
の
恋
慕
は

純
粋
な
も
の
で
あ
り
、
仏
の
道
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
執
心
鐘
入
」
に
お
い
て
は
、
道
成
寺
伝
説
の
よ
う
な
「〈
仏
教
〉
対
〈
そ

れ
を
妨
げ
る
女
〉」
と
い
う
対
立
構
造
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
女
が
妨
げ
る
の
は
、
若
松
が
奉
公
に
向
か
う
こ
と
で
あ
る
。
首
里
に
奉
公

道
成
寺
伝
説

現
在

×

後
日
譚

男
が
女
の
宿
に
泊
ま
る

男
の
逃
走
、
女
の
追
跡

女
、
男
を
焼
き
殺
す

二
人
の
供
養

「
執
心
鐘
入
」

現
在

×

男
が
女
の
宿
に
泊
ま
る

男
の
逃
走
、
女
の
追
跡

女
、
男
を
焼
き
殺
す

女
の
鐘
入
り
、
変
身

能
「
道
成
寺
」

×

後
日
譚

×

女
の
鐘
入
り
、
変
身
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に
行
く
若
松
は
、
す
な
わ
ち
王
府
の
側
の
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「〈
王
府
〉
対
〈
女
〉」
と
い
う
対
立
が
見
て
取
れ
る
。

　

最
終
的
に
女
は
祈
り
で
退
場
し
、
若
松
は
助
け
ら
れ
、
そ
の
後
無
事
に
奉
公
を
果
た
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
男
を
殺
す
こ
と
で
一
定
の
勝

利
を
収
め
た
と
も
言
え
る
道
成
寺
伝
説
と
は
異
な
り
、「
執
心
鐘
入
」
で
は
、
女
と
対
立
す
る
側
、
す
な
わ
ち
王
府
側
の
完
全
勝
利
と
な
る
。
琉

球
の
国
王
を
認
め
る
た
め
に
訪
れ
た
冊
封
使
を
接
待
す
る
場
に
お
い
て
上
演
す
る
に
相
応
し
い
内
容
だ
と
言
え
よ
う
。
王
府
を
称
賛
す
る
と
い
う

こ
と
が
こ
の
作
品
の
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
他
の
道
成
寺
も
の
と
比
較
し
た
際
、
大
き
な
特
徴
だ
と
言
え
る
。

三
　
比
重
を
置
く
人
物

　

こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
、
道
成
寺
伝
説
、
能
「
道
成
寺
」、「
執
心
鐘
入
」
が
、
い
ず
れ
の
人
物
に
最
も
重
点
を
置
い
て
い
る
の
か
を
検
討

し
て
み
た
い
。
道
成
寺
の
物
語
と
言
え
ば
、「
安
珍
清
姫
」
と
い
う
言
葉
が
浮
か
ぶ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
は
、
大
蛇
（「
執
心
鐘
入
」
で
は
鬼
）

と
な
る
女
と
相
手
の
男
の
ど
ち
ら
に
よ
り
重
き
を
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

能
「
道
成
寺
」
で
は
、
男
は
過
去
の
事
件
を
語
る
寺
の
僧
の
話
に
出
て
く
る
の
み
で
、
実
際
に
は
登
場
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
能
は
間
違

い
な
く
女
の
物
語
で
あ
る
。

　

道
成
寺
伝
説
は
、
僧
と
女
の
成
仏
譚
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
男
女
両
方
、
ま
た
は
登
場
人
物
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
二
人
の
間
に
起
き
た
出
来

事
に
主
眼
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
説
話
の
題
も
「
紀
伊
国
道
成
寺
僧
写
法
花
救
蛇
語
」
と
な
っ
て
い
る
。

『
元
亨
釈
書
』
で
は
「
安
珍
」
と
題
し
て
い
る
が
、
こ
の
話
は
霊
怪
の
章
段
に
属
し
て
お
り
、
安
珍
が
遭
遇
し
た
事
件
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ

る
と
推
測
で
き
る
。『
本
朝
法
華
経
験
記
』
の
説
話
の
題
は
「
紀
伊
国
牟
婁
郡
の
悪
し
き
女
」
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
か
な
り
女
の
方
に
重
点
を
置

い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
伝
説
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
旅
の
僧
に
思
い
を
寄
せ
た
女
が
、
裏
切
ら
れ
た
こ
と
で
嫉
妬
の
炎
を
燃
や
し
て
大
蛇
に
な
る
の
に
対

し
、
相
手
の
僧
は
そ
の
大
蛇
を
前
に
し
て
、
な
す
術
も
な
く
焼
き
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
女
の
方
が
強
烈
な
印
象
を
残
す
。
特
に
『
道
成
寺
縁

起
』
で
は
、
絵
巻
と
い
う
形
を
活
か
し
て
、
女
の
変
身
の
様
子
を
段
階
的
に
描
い
て
お
り
、
よ
り
女
の
変
化
の
印
象
を
強
く
し
て
い
る
。
さ
ら
に
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物
語
終
盤
に
は
、「
女
人
の
な
ら
ひ
、
高
も
賤
も
、
妬
心
を
、
離
れ
た
る
は
な
し15

」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
、
単
な
る
僧
と
女
の
成
仏
譚
で
は
な

く
、
女
性
へ
の
戒
め
を
強
く
表
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
成
寺
伝
説
の
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
僧
と
女
の
間
の
事
件
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
女
の
方
の
印
象
が
幾
分
か
強
く
、

と
り
わ
け
『
道
成
寺
縁
起
』
で
は
、
女
性
教
化
を
狙
っ
て
か
、
そ
の
傾
向
が
い
っ
そ
う
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
「
執
心
鐘
入
」
で
あ
る
が
、
話
の
前
半
部
分
は
道
成
寺
伝
説
と
似
て
い
る
。
ま
た
、
女
の
変
身
が
見
所
と
な
っ
て
お
り
、
一
見
す
る
と
女

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
女
は
祈
り
伏
せ
ら
れ
て
退
散
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
女
の
標
的
で
あ
っ
た
若
松
は
、
当

の
女
が
変
身
し
た
と
き
に
は
座
主
に
逃
が
さ
れ
て
お
り
、
女
は
全
く
手
出
し
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
隠
れ
た
鐘
ご
と
僧
を
焼
き
尽
く
す
道

成
寺
伝
説
の
女
と
は
、
随
分
異
な
っ
た
印
象
を
受
け
る
。

　

さ
ら
に
、
男
に
の
み
「
若
松
」
と
い
う
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
も
注
目
に
値
す
る
。『
元
亨
釈
書
』
で
も
、
相
手
の
僧
に
の
み
「
安
珍
」
の

名
が
あ
っ
た
が
、
若
松
に
は
モ
デ
ル
と
思
わ
れ
る
人
物
の
存
在
が
あ
る16

。
男
に
の
み
モ
デ
ル
と
お
ぼ
し
き
人
物
が
お
り
、
作
中
に
名
前
も
出
て
い

る
の
は
、
男
の
方
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
に
他
な
ら
な
い
。「
執
心
鐘
入
」
の
別
名
と
し
て
、「
中
城
若
松
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
様

に
、
若
松
を
こ
の
物
語
の
中
心
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
若
松
は
、
女
の
妄
執
の
凄
ま
じ
さ
を
表
す
が
ご
と
く
取
り
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
座
主
の
機
転
に
よ
り
助
け
ら
れ
、
生
き
延
び

る
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
。「
執
心
鐘
入
」
は
、
従
来
の
道
成
寺
も
の
よ
り
男
の
側
に
比
重
を
置
き
、
首
里
へ
向
か
う
若
松
が
、
苦
難
を
乗
り
越

え
奉
公
を
遂
げ
る
と
い
う
、
若
松
を
中
心
に
据
え
た
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
言
わ
ば
「
執
心
鐘
入
」
は
、
若
松
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

「
執
心
鐘
入
」
を
王
府
礼
賛
の
物
語
と
し
て
描
い
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
。

四
　
組
踊
「
銘
苅
子
」
と
の
比
較

　

次
に
、
組
踊
の
作
品
で
、「
執
心
鐘
入
」
と
同
様
、
有
名
な
伝
説
を
題
材
に
し
た
「
銘
苅
子
」
と
の
比
較
を
し
て
み
た
い
。「
銘
苅
子
」
は
、
い

わ
ゆ
る
羽
衣
伝
説
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
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ま
ず
、「
銘
苅
子
」
の
あ
ら
す
じ
を
以
下
に
述
べ
る
。

組
踊
「
銘
苅
子17

」

農
夫
の
銘
苅
子
は
、
天
女
が
井
泉
で
髪
を
洗
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
松
の
木
に
掛
か
っ
た
羽
衣
を
隠
し
て
し
ま
う
。
銘
苅
子
に
羽
衣
を
奪

わ
れ
た
と
知
っ
た
天
女
は
、
返
し
て
ほ
し
い
と
頼
む
も
、
銘
苅
子
は
天
女
に
、
自
分
の
妻
に
な
れ
と
言
う
。
問
答
の
末
、
天
女
は
銘
苅
子
と

夫
婦
に
な
る
。
そ
の
後
、
二
人
の
間
に
は
一
男
一
女
の
子
が
で
き
る
。
あ
る
日
、
弟
の
お
守
り
を
す
る
姉
の
口
ず
さ
む
歌
か
ら
、
天
女
は
羽

衣
の
隠
し
場
所
を
知
る
。
羽
衣
を
取
り
返
し
た
天
女
は
、
我
が
子
と
の
別
れ
を
惜
し
み
な
が
ら
も
昇
天
す
る
。
母
を
失
い
悲
し
む
子
ど
も
た

ち
を
慰
め
る
銘
苅
子
の
も
と
へ
、
王
の
詔
勅
を
伝
え
る
た
め
に
、
王
府
の
使
者
が
や
っ
て
来
る
。
銘
苅
子
親
子
の
不
思
議
な
出
来
事
を
知

り
、
娘
を
城
内
で
育
て
、
息
子
は
成
長
し
た
ら
取
り
立
て
、
さ
ら
に
銘
苅
子
に
も
位
階
を
賜
る
と
言
う
。
親
子
は
思
い
が
け
な
い
幸
せ
を
得

て
、
あ
の
松
と
井
泉
の
お
か
げ
だ
と
感
謝
す
る
。

　

続
い
て
、「
銘
苅
子
」
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
、
能
「
羽
衣
」
の
あ
ら
す
じ
も
確
認
す
る
。

能
「
羽
衣18

」

三
保
の
松
原
に
住
む
漁
師
、
白
龍
は
、
松
の
枝
に
美
し
い
衣
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
家
の
宝
に
し
よ
う
と
持
ち
帰
ろ
う
と
す

る
。
そ
こ
へ
羽
衣
の
持
ち
主
で
あ
る
天
女
が
現
れ
、
羽
衣
を
返
し
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
白
龍
は
そ
れ
を
拒
む
が
、
羽
衣
が
な
い
と
天
に
帰
れ

な
い
と
嘆
く
天
女
を
哀
れ
に
思
い
、
舞
を
見
せ
て
も
ら
う
代
わ
り
に
羽
衣
を
返
す
こ
と
に
す
る
。
天
女
は
羽
衣
を
纏
い
、
舞
を
見
せ
る
と
、

霞
に
紛
れ
て
姿
を
消
す
。

　

一
般
に
羽
衣
伝
説
の
筋
書
き
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
、
矢
野
輝
雄
氏
は
述
べ
て
い
る19

。
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①
水
浴
び
す
る
天
女
の
飛
衣
を
男
が
見
つ
け
て
隠
す
。

②
隠
す
場
所
は
高
倉
の
中
で
あ
る
。

③
天
女
は
男
の
妻
と
な
り
、
子
供
が
生
ま
れ
る
。

④
子
供
の
子
守
歌
で
羽
衣
の
隠
し
場
所
を
知
る
。

⑤
天
女
は
昇
天
す
る
。

　
「
銘
苅
子
」
は
、
能
の
内
容
よ
り
、
こ
の
伝
説
の
筋
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
説
は
各
地
に
存
在
し
、
沖
縄
に
も

同
じ
よ
う
な
話
が
確
認
で
き
る
。
複
数
の
書
物
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
琉
球
最
初
の
正
史
で
あ
る
、『
中
山
世
鑑
』
の
内
容
を
簡
単
に
示
し

て
お
く
。

『
中
山
世
鑑
』
巻
二　

大
元
至
正
十
年
庚
寅
察
度
王
御
即
位20

貧
し
い
農
夫
の
奥
間
大
親
が
、
水
浴
び
を
し
て
い
る
天
女
を
見
つ
け
、
そ
の
羽
衣
を
奪
い
隠
す
。
そ
う
と
知
ら
な
い
天
女
は
、
羽
衣
が
な
い

た
め
帰
れ
な
い
と
泣
く
。
羽
衣
を
探
し
て
あ
げ
る
か
ら
、
そ
の
間
家
で
休
め
ば
良
い
と
奥
間
に
言
わ
れ
、
天
女
は
感
謝
し
、
奥
間
の
世
話
に

な
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
後
二
人
は
夫
婦
に
な
り
、
一
男
一
女
を
儲
け
る
が
、
弟
の
お
守
り
を
す
る
姉
の
歌
か
ら
、
天
女
は
羽
衣
を
見
つ

け
、
子
ど
も
と
の
別
れ
を
惜
し
み
つ
つ
天
へ
戻
る
。

こ
の
後
「
銘
苅
子
」
の
よ
う
に
、
王
府
の
使
者
が
来
る
場
面
は
な
い
が
、
天
女
の
息
子
が
、
婿
選
び
を
し
て
い
る
勝
連
按
司
の
娘
に
求
婚
す
る
場

面
へ
と
続
く
。
按
司
と
家
来
は
、
貧
し
い
彼
を
見
て
大
笑
い
し
、
追
い
返
そ
う
と
す
る
も
、
物
陰
か
ら
見
て
い
た
娘
は
、
そ
の
若
者
が
た
だ
者
で

な
い
こ
と
を
悟
り
、
二
人
は
結
婚
す
る
。
後
に
こ
の
若
者
は
中
山
王
察
度
と
な
っ
た
と
す
る
。
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「
銘
苅
子
」、
能
「
羽
衣
」、
沖
縄
の
羽
衣
伝
説
の
構
成
を
図
に
す
る
と
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

〈
表
三
〉

こ
れ
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、「
銘
苅
子
」
は
、
現
地
に
も
伝
わ
る
羽
衣
伝
説
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
特
に
、
天
女
が
昇
天
し
た
後
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
一
般
的
な
伝
説
の
流
れ
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

沖
縄
に
伝
わ
る
羽
衣
伝
説
で
は
、
天
女
の
昇
天
後
、
王
府
の
使
者
が
現
れ
る
場
面
は
な
く
、
成
長
し
た
天
女
の
息
子
が
王
に
な
っ
た
と
語
ら
れ

る
。
一
方
「
銘
苅
子
」
で
は
、
天
女
の
子
が
王
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
娘
は
城
内
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
息
子
は
将
来
、
王
府
で
取

り
立
て
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
銘
苅
子
も
位
階
を
授
け
ら
れ
る
な
ど
、
一
家
に
こ
の
上
な
い
幸
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。

最
後
の
場
面
は
、
伝
説
に
は
な
い
創
作
で
あ
る
が
、
天
女
と
の
出
会
い
に
端
を
発
し
て
、
後
に
家
族
が
繁
栄
す
る
と
い
う
結
果
は
、
沖
縄
の
伝
説

が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
物
語
の
結
末
を
、
時
を
経
て
息
子
が
王
に
な
る
の
で
は
な
く
、
羽
衣
を
め
ぐ
る
出
来
事
の
終
わ
り
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
一
家
全
員

が
幸
せ
に
な
る
と
い
う
も
の
に
す
る
こ
と
で
、
見
て
い
る
側
か
ら
分
か
り
や
す
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
改
変
に
よ
っ
て
、
銘
苅
子

「
銘
苅
子
」

男
、
天
女
を
発
見

羽
衣
を
隠
す

問
答
の
末
、

男
と
天
女
は
夫
婦
に

一
男
一
女
を
儲
け
る
天
女
、

子
の
歌
か
ら

羽
衣
発
見

天
女
昇
天

王
府
の
使
者
到
来

一
家
は
幸
福
に

能
「
羽
衣
」

男
と
天
女
の
問
答

舞
と
引
き
換
え
に

羽
衣
を
返
す

×

×

×

『
中
山
世
鑑
』

羽
衣
伝

羽
衣
を
探
し
て
も
ら
う
間
、

天
女
は
男
の
世
話
に
な
る

や
が
て
二
人
は
夫
婦
に

一
男
一
女
を
儲
け
る
天
女
、

子
の
歌
か
ら

羽
衣
発
見

天
女
の
息
子
、

後
に
王
と
な
る
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一
家
の
幸
福
が
、
王
府
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
る
。「
執
心
鐘
入
」
同
様
、
王
府
賛
美
が
物
語
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
同
じ
よ
う
に
有
名
な
伝
説
を
も
と
に
で
き
た
、「
銘
苅
子
」
と
「
執
心
鐘
入
」
を
比
べ
て
み
た
い
。

　
「
銘
苅
子
」
は
、
現
地
に
も
伝
わ
る
羽
衣
伝
説
を
直
接
の
題
材
に
し
て
い
る
。
特
に
、
天
女
昇
天
後
の
一
家
の
繁
栄
は
、
在
地
の
伝
承
を
意
識

し
て
お
り
、
そ
の
場
面
の
存
在
に
よ
り
、
一
般
の
羽
衣
伝
説
に
は
な
い
、
王
府
礼
賛
の
意
が
描
か
れ
た
。
各
地
に
存
在
す
る
羽
衣
伝
説
を
も
と
に

し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
も
沖
縄
ら
し
い
部
分
を
う
ま
く
利
用
し
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
と
言
え
る
。

　

一
方
「
執
心
鐘
入
」
は
、
道
成
寺
伝
説
と
、
能
な
ど
に
描
か
れ
る
鐘
再
興
の
後
日
譚
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
王
府
礼
賛
の
物

語
に
す
る
に
は
、
若
松
が
無
事
に
首
里
の
奉
公
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
男
が
大
蛇
に
取
り
殺
さ
れ
る
と
い
う
伝
説
の

結
末
も
、
伝
説
の
悲
劇
を
前
提
と
し
て
い
る
鐘
再
興
の
物
語
も
相
応
し
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
話
の
筋
は
伝
説
の
も
の
を
使
い
つ
つ
、
最
終
場
面

は
能
で
描
か
れ
る
後
日
譚
の
話
を
持
っ
て
く
る
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
銘
苅
子
」
は
、
沖
縄
な
ら
で
は
の
、
王
府
と
の
繫
が
り
を
描
い
た
後
日
譚
に
変
更
を
加
え
て
作
ら
れ
た
の
に
対
し
、「
執
心
鐘
入
」
は
、
伝
説

を
背
景
に
し
つ
つ
、
別
の
物
語
と
し
て
存
在
す
る
後
日
譚
を
、
伝
説
の
結
末
と
置
き
換
え
る
形
で
結
合
さ
せ
て
い
る
。
王
府
を
礼
賛
す
る
と
い

う
、
組
踊
な
ら
で
は
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
に
あ
た
り
、
同
じ
作
品
群
の
中
か
ら
複
数
の
素
材
を
採
用
し
、
新
た
な
筋
書
き
を
創
作
し
て
い
る
点

が
、
こ
の
組
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

折
口
信
夫
氏
は
、「
組
踊
り
の
話
」（
初
出
：『
日
本
民
俗
』
第
十
二
号
、
一
九
三
六
年
六
月
）
で

「
執
心
鐘
入
」
も
、
道
成
寺
の
飜
訳
だ
と
見
ら
れ
る
。
本
土
で
も
、
鐘
巻
と
い
ふ
語
を
使
ひ
、
能
で
は
蛇
が
鐘
に
這
入
る
事
に
な
つ
て
ゐ

る
。
そ
れ
を
、
地
理
・
事
情
だ
け
は
沖
縄
風
に
し
て
ゐ
る
が
、
土
地
が
狭
い
の
で
、
空
想
を
飛
躍
さ
せ
る
事
が
出
来
な
い
。
従
つ
て
為
組
み
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も
小
さ
く
な
る
。
此
な
ど
は
、
種
が
向
う
に
あ
つ
て
こ
ち
ら
の
為
組
み
を
入
れ
た
の
か
、
全
然
本
土
の
も
の
を
持
つ
て
行
つ
た
の
か
、
問
題

だ
が
、
私
は
、
持
つ
て
行
つ
た
の
だ
と
考
へ
て
ゐ
る21

。

と
述
べ
て
い
る
。
話
の
題
材
と
し
て
は
、
折
口
氏
の
述
べ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
舞
台
や
登
場
人
物
の
若
松
な
ど
を
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
筋
書
き

の
ほ
と
ん
ど
は
道
成
寺
関
連
の
作
品
に
依
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

・
演
劇
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
通
常
能
で
は
演
じ
ら
れ
な
か
っ
た
、
道
成
寺
伝
説
の
前
半
部
分
を
取
り
入
れ
た
こ
と

・
若
松
が
取
り
殺
さ
れ
ず
、
女
に
相
対
す
る
側
が
完
全
な
勝
利
と
な
る

と
い
う
、
上
演
の
場
に
合
わ
せ
た
改
変
、
す
な
わ
ち
王
府
の
賛
美
を
描
く
た
め
の
改
変
は
、
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
演
劇
と
し
て
の
見
所

は
、
女
の
鐘
入
り
、
変
身
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
こ
の
物
語
の
中
心
は
若
松
で
あ
り
、
作
品
は
「
若
松
の
物
語
」
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
物
語
と

し
て
重
要
な
の
は
、
言
わ
ば
王
府
の
代
表
で
あ
る
若
松
が
助
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
若
松
の
受
難
（
女
に
恋
慕
さ
れ
て
追
わ
れ
る
）
〜

若
松
の
救
出
、
鬼
と
な
っ
た
女
の
退
散
を
、
一
連
の
出
来
事
と
し
て
描
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
能
の
よ
う
な
後
日
譚
の
形
を

取
ら
ず
、
前
半
に
道
成
寺
伝
説
を
く
っ
つ
け
る
と
い
う
独
自
の
筋
立
て
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
道
成
寺
物
語
』
に
お
い
て
も
、
伝

説
と
後
日
譚
が
一
つ
の
作
品
の
中
で
一
緒
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
後
日
譚
部
分
を
前
半
部
分
か
ら
連
続
し
た
形
で
描
い
て
い
る
点
は
、
道
成

寺
伝
説
か
ら
展
開
す
る
作
品
群
の
中
で
も
珍
し
い
形
で
あ
る
。「
執
心
鐘
入
」
は
、
単
な
る
能
の
焼
き
直
し
で
は
な
く
、
能
や
そ
の
他
の
演
劇
、

そ
し
て
そ
の
背
景
を
な
す
道
成
寺
伝
説
を
融
合
し
、
そ
こ
へ
独
自
の
文
化
も
織
り
交
ぜ
て
完
成
さ
れ
た
作
品
だ
と
言
え
よ
う
。
国
王
を
認
め
る
、

す
な
わ
ち
国
の
正
統
性
を
保
証
す
る
冊
封
使
を
歓
待
す
る
場
に
お
い
て
、
自
ら
の
国
を
賛
美
す
る
と
い
う
確
固
た
る
目
的
を
持
っ
て
作
ら
れ
た
作

品
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
従
来
の
伝
説
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
後
日
譚
の
融
合
と
い
う
、
道
成
寺
も
の
の
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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注1 
一
六
〇
九
年
の
薩
摩
の
琉
球
侵
略
以
後
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
、
琉
球
の
使
者
の
江
戸
上
り
（
徳
川
将
軍
の
襲
職
を
慶
賀
す
る
た
め
の
慶
賀
使
、
国
王
の

即
位
を
謝
恩
す
る
た
め
の
謝
恩
使
の
二
種
。）
に
朝
薫
は
二
度
（
一
七
一
〇
年
、
一
七
一
四
年
）
参
加
し
て
い
る
。

 

（
参
考
）
矢
野
輝
雄 『
組
踊
へ
の
招
待
』　

琉
球
新
報
社
、
二
〇
〇
一
年

2 

要
約
の
た
め
、
以
下
に
記
載
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

 

井
上
光
貞
、
大
曾
根
章
介
校
注　
『
日
本
思
想
大
系
7　

往
生
伝　

法
華
験
記
』　

岩
波
書
店
、　

一
九
七
四
年

3 

要
約
の
た
め
、
以
下
に
記
載
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

 

馬
淵
和
夫
、
国
東
文
麿
、
稲
垣
泰
一　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
35　

今
昔
物
語
集
①
』　

小
学
館
、　

一
九
九
九
年

4 

要
約
の
た
め
、
以
下
に
記
載
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

 

黒
板
勝
美
、
国
史
大
系
編
修
会
編　
『
新
訂
増
補　

国
史
大
系　

第
三
十
一
巻　

日
本
高
僧
伝
要
文
抄
・
元
亨
釈
書
』　

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年

5 

要
約
の
た
め
、
以
下
に
記
載
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

 

横
山
重
、
松
本
隆
信
編　
『
室
町
時
代
物
語
大
成　

第
十
』　

角
川
書
店
、　

一
九
八
二
年

6 

要
約
の
た
め
、
以
下
に
記
載
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

 

横
山
重
、
松
本
隆
信
編　
『
室
町
時
代
物
語
大
成　

第
四
』　

角
川
書
店
、　

一
九
七
六
年

7 

安
田
徳
子　
「
道
成
寺
伝
説
か
ら
『
京
鹿
子
娘
道
成
寺
』
へ
」『
聖
徳
学
園
岐
阜
教
育
大
学
国
語
国
文
学
』
巻
八
、　

一
九
八
九
年
三
月
、　

一
‐
十
二
頁

8 

注
7
に
同
じ

9 

注
7
に
同
じ

10 

要
約
の
た
め
、
以
下
に
記
載
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

 

外
間
守
善
編　
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学　

第
25
巻　

南
島
文
学
』　

角
川
書
店
、　

一
九
七
七
年

11 

末
吉
は
、
首
里
末
吉
町
一
丁
目
の
末
吉
宮
。
昭
和
十
一
年
、
社
殿
と
磴
道
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
も
、
沖
縄
戦
で
破
壊
さ
れ
る
。
昭
和
四
十
七
年
五
月
、

末
吉
宮
跡
と
し
て
国
の
史
跡
に
指
定
。
熊
野
権
現
の
お
告
げ
に
よ
り
建
立
。
末
吉
の
寺
は
、
そ
の
神
宮
寺
の
万
寿
寺
。
一
四
五
七
年
銘
の
尚
泰
久
が
寄

進
し
た
鐘
が
あ
っ
た
。（
現
在
鐘
は
県
立
博
物
館
所
蔵
。）
東
恩
納
寛
惇
氏
は
、
鐘
と
い
う
連
想
か
ら
、
万
寿
寺
が
作
者
の
考
え
に
浮
ん
だ
と
推
測
し
て

い
る
。
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一
七
一
九
年
に
、
冊
封
副
使
と
し
て
琉
球
に
来
た
徐
葆
光
の
記
し
た
『
中
山
伝
信
録
』
で
も
、
若
松
が
逃
げ
込
ん
だ
寺
を
万
寿
寺
と
明
記
し
て
い
る
。

 
（
参
考
）『
琉
球
神
道
記
』
巻
五
（
弁
蓮
社
袋
中
著
、
原
田
禹
雄
訳
注　
『
琉
球
神
道
記
』　

榕
樹
書
林
、　

二
〇
〇
一
年
）

　
　
　

東
恩
納
寛
惇　
「
道
成
寺
と
執
心
鐘
入
」（
東
恩
納
寛
惇
著
、
琉
球
新
報
社
編　
『
東
恩
納
寛
惇
全
集
8
』　

第
一
書
房
、　

一
九
八
〇
年
）（
初
出
：
伊
波

普
猷　
『
校
注　

琉
球
戯
曲
集
』　

春
陽
堂
、　

一
九
二
九
年
）

 

『
中
山
伝
信
録
』
巻
第
二
（
徐
葆
光　
『
郷
土
史
講
座
テ
キ
ス
ト
冊
封
使
使
録
集
十　

中
山
伝
信
録　

上
』　

沖
縄
県
立
図
書
館
、　

一
九
七
六
年
）

12 

本
田
安
次
「「
道
成
寺
」
と
「
執
心
鐘
入
」」『
芸
能
』
三
十
三
巻
十
一
号
、　

一
九
九
一
年
十
一
月
、　

十
‐
十
四
頁

13 

矢
野
輝
雄
「
沖
縄
の
古
典
芸
能
―
そ
の
歴
史
と
現
状
―
」『
悲
劇
喜
劇
』
四
十
一
巻
二
号
、　

一
九
八
八
年
二
月
、　

二
十
四
‐
三
十
二
頁

14 

『
中
山
伝
信
録
』
に
見
え
る
、「
執
心
鐘
入
」
の
初
演
時
の
記
述
（
予
め
冊
封
使
に
配
ら
れ
た
、「
説
帖
」
と
呼
ば
れ
る
、
番
組
の
内
容
を
解
説
し
た
も

の
を
書
き
写
し
た
と
さ
れ
る
部
分
）
で
は
、
首
里
に
上
る
若
松
は
「
師
に
従
ふ
」、
つ
ま
り
物
学
び
を
す
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
池
宮
正
治
氏
は
、
子

弟
の
教
育
が
寺
院
で
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
若
松
も
僧
の
弟
子
で
あ
り
、
小
僧
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
（
池
宮
正
治
著　

島
村
幸
一
編

『
池
宮
正
治
著
作
選
集
2　

琉
球
芸
能
総
論
』　

笠
間
書
院
、　

二
〇
一
五
年
）。
首
里
で
の
奉
公
に
つ
い
て
は
、
比
嘉
春
潮
氏
が
、「
い
わ
ゆ
る
奉
公
人

は
、
大
体
村
の
古
い
家
柄
の
子
弟
が
首
里
に
出
て
両
総
地
頭
の
邸
、
即
ち
御
殿
・
殿
内
に
奉
公
し
、
雑
役
に
服
し
つ
つ
算
数
読
書
を
学
び
、
数
年
ま
た

は
十
数
年
の
後
間
切
に
帰
り
、
地
頭
の
推
薦
に
よ
っ
て
間
切
・
村
の
役
々
に
任
職
す
る
の
で
あ
っ
た
。」（
比
嘉
春
潮　
『
新
稿
沖
縄
の
歴
史
』　

三
一
書

房
、　

一
九
七
〇
年
）
と
述
べ
て
い
る
。「
師
に
従
ふ
」
＝
「
物
学
び
を
す
る
」
と
い
う
の
が
、
奉
公
の
内
容
を
詳
し
く
説
明
し
た
も
の
な
の
か
、
初
演

時
に
は
師
、
す
な
わ
ち
僧
の
弟
子
と
な
る
こ
と
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
若
松
が
道
成
寺
伝
説
の
僧
（
い
わ
ゆ
る
安
珍
）
の
よ

う
な
寺
に
属
す
る
僧
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
僧
と
い
う
存
在
と
は
区
別
し
て
解
釈
し
、
現
在
伝
わ
る
首
里
で
の
奉
公
を
、
若
松
の
旅
の
目
的

と
し
て
論
を
進
め
る
。

15 

注
5 

横
山
重
、
松
本
隆
信
編　
『
室
町
時
代
物
語
大
成　

第
十
』

16 

「
若
松
」
に
つ
い
て
は
、
首
里
王
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
歌
集
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
見
ら
れ
る
な
ど
、
モ
デ
ル
と
思
わ
れ
る
人
物
の
存
在
が
あ
る
。

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
第
二　

二
四

安
谷
屋
の
若
松

あ
は
れ
若
松

枝
差
ち
へ　

浦　

襲
う　

若
松

又
肝
あ
ぐ
み
の
若
松
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（
安
谷
屋
の
若
松
様
、
人
々
か
ら
敬
愛
さ
れ
て
い
る
若
松
様
は
、
あ
っ
ぱ
れ
、
立
派
な
方
で
あ
る
。
若
い
松
の
木
が
枝
を
広
げ
て
栄
え
る
よ
う
に
、
国

を
治
め
支
配
す
る
こ
と
よ
。）

安
谷
屋
：
地
名
。
北
中
城
村
安
谷
屋
。

若
松
：
人
名
。
松
の
木
と
す
る
説
も
あ
る
。

あ
は
れ
：
立
派
な
、
あ
っ
ぱ
れ
の
意
の
美
称
辞
。

肝
あ
ぐ
み
：
安
谷
屋
の
美
称
。
世
人
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
。
世
人
か
ら
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
。

（
外
間
守
善
校
注　
『
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫

390　

お
も
ろ
さ
う
し
（
上
）』　

岩
波
書
店
、　

二
〇
一
五
年
）

17 

要
約
に
あ
た
り
、
注
10 
外
間
守
善
編　
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学　

第
25
巻　

南
島
文
学
』
記
載
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

18 

要
約
の
た
め
、
以
下
に
記
載
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

 

横
道
萬
里
雄
、
表
章
校
注　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
41　

謡
曲
集
下
』　

岩
波
書
店
、　

一
九
八
一
年

19 

注
1 

矢
野
輝
雄　
『
組
踊
へ
の
招
待
』

20 

要
約
の
た
め
、
以
下
に
記
載
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。

 

伊
波
普
猷
、
東
恩
納
寛
惇
、
横
山
重
編
纂　
『
琉
球
史
料
叢
書　

第
五
』　

井
上
書
房
、　

一
九
六
二
年

21 

折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
編
纂　
『
折
口
信
夫
全
集　

21　

日
本
芸
能
史
六
講
（
芸
能
史
1
）』　

中
央
公
論
社
、　

一
九
九
六
年

（
引
用
に
際
し
、
漢
字
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。）


