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私
の
演
題
に
は
、
二
つ
の
説
明
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
第
一
は
芸
能
と
言
ふ
こ

と
、
第
二
は
特
殊
性
と
言
ふ
こ
と
で
す
。
特
殊
性
と
言
ふ
語
は
、
実
は
説
明
し
な
く
と
も
す
む
事
は
す
み

ま
す
が
、
芸
能
と
言
ふ
こ
と
は
、
説
明
し
な
く
て
は
、
承
服
な
さ
ら
な
い
方
も
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。
私

の
使
ふ
意
味
は
、
只
今
世
の
中
で
申
し
て
居
る
演
芸
　
　
演
芸
と
言
つ
て
も
漠
然
と
し
て
居
ま
す
が
、
常

識
か
ら
申
し
ま
し
て
演
芸
と
言
ふ
こ
と
で
頭
に
は
ひ
つ
て
来
る
、
さ
う
謂
つ
た
内
容
を
持
つ
も
の
を
芸
能

と
言
ふ
の
で
す
。
尤
此
は
、
古
く
か
ら
あ
る
語
で
し
て
、
支
那
に
も
あ
る
芸
能
と
い
ふ
熟
字
と
は
、
起
源

は
別
だ
と
思
ひ
ま
す
。
日
本
で
「
芸
」
と
言
ふ
語
と
「
能
」
と
言
ふ
語
と
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
自
然
に
融

合
し
て
来
て
、
更
に
支
那
の
芸
能
と
言
ふ
熟
語
の
意
味
の
印
象
な
ど
も
含
ん
で
来
た
も
の
で
あ
る
や
う
で

す
。
で
す
か
ら
、
時
代
に
よ
つ
て
も
用
語
例
は
違
ひ
ま
す
し
、
人
に
依
つ
て
も
亦
、
其
が
違
つ
て
居
ま
す
。

殊
に
語
そ
の
も
の
ゝ
概
念
か
ら
し
て
、
は
つ
き
り
し
て
居
り
ま
せ
ん
。
さ
う
言
ふ
規
定
を
し
て
か
ゝ
ら
ぬ

昔
の
事
で
す
か
ら
、
お
な
じ
一
人
の
人
で
あ
つ
て
も
、
場
合
に
よ
つ
て
色
々
な
用
語
例
を
と
つ
て
居
り
ま

す
。
譬
へ
ば
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
な
ど
に
も
あ
り
ま
す
し
、
或
は
下
学
集
あ
た
り
に
も
あ
り
ま
す
。
下
学
集

の
芸
態
部
　
　
昔
か
ら
、
態
の
略
字
を
能
と
書
い
た
の
で
す
。
即
「
能
」
は
、
も﹅
の﹅
ま﹅
ね﹅
な
の
で
す
　
　

を
見
ま
す
と
、
と
ん
で
も
な
い
分
類
違
ひ
の
も
の
ま
で
這
入
つ
て
居
り
ま
す
が
、
昔
の
事
と
て
為
方
は
あ
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り
ま
せ
ん
。
世
阿
弥
の
十
六
部
集
な
ど
で
も
可
な
り
ま
ち
〳
〵
の
意
味
に
使
つ
て
居
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
こ

の
語
は
、
時
代
と
人
と
に
よ
つ
て
同
じ
で
な
く
、
同
じ
人
同
じ
時
代
に
す
ら
、
実
に
色
々
な
違
つ
た
用
語

例
を
持
つ
て
居
る
の
で
す
。
本
質
的
と
言
つ
た
意
味
の
芸
能
、
特
に
巧
い
芸
能
、
或
は
個
性
風
な
も
の
、

さ
う
し
た
風
に
使
ふ
か
ら
、
語
が
幽
玄
め
い
て
聞
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
多
く
た
ゞ
の
芸
能
、
そ
れ
か
ら
更

に
低
く
演
芸
風
の
も
の
ま
で
申
し
て
居
り
ま
す
。
こ
の
意
味
が
芸
能
の
普
通
の
用
語
例
と
見
ら
れ
る
の
で

す
。

そ
れ
か
ら
特
殊
性
と
申
し
ま
す
の
は
、
此
も
我
々
が
ど
う
言
ふ
風
に
し
て
研
究
し
た
ら
宜
い
か
、
私
共
は

斯
う
言
ふ
風
に
考
へ
て
居
り
ま
す
。
ま
づ
芸
能
と
申
し
ま
す
も
の
は
、
芸
術
に
達
し
な
い
も
の
で
芸
術
に

至
る
素
材
で
あ
り
ま
す
。
芸
術
に
な
れ
ば
、
芸
能
で
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
民
俗
芸
術
の
技
術
化
し
た

も
の
な
の
で
す
。
其
が
ま
だ
、
芸
術
と
し
て
の
格
と
品
と
を
具
へ
な
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
芸
能
を
ば
、

芸
能
の
も
つ
て
居
る
て
ま
と
申
し
ま
す
か
、
　
　
学
術
の
上
の
語
は
出
来
得
る
だ
け
現
在
の
語
に
近
く
表

さ
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
こ
の
語
な
ど
も
、
主
題
な
ど
ゝ
言
ふ
語
で
訳
し
て
居
り
ま
す
。
そ
こ
に
大
変
な
間

違
ひ
が
文
学
な
ど
で
起
つ
て
来
る
の
で
す
。
そ
れ
で
為
方
な
く
、
て
ま
と
言
ふ
語
を
使
ひ
ま
す
。
　
　
て

ま
を
ば
発
見
す
る
こ
と
が
、
我
が
国
の
芸
能
の
特
殊
性
を
引
き
出
し
て
来
る
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
と
、
斯

う
考
へ
る
の
で
す
。
か
う
言
ふ
特
殊
性
、
か
う
言
ふ
特
殊
性
、
と
言
つ
た
風
に
、
一
々
挙
げ
て
居
つ
て
は
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限
り
も
な
し
、
又
遺
漏
が
出
て
来
る
訣
で
す
。
で
、
と
に
か
く
さ
う
言
ふ
特
殊
性
を
築
き
上
げ
る
ま
で
の

各
方
面
の
事
実
を
申
し
上
げ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
そ
れ
程
の
余
裕
も
な
い
こ
の
話
で
は
、
引
括
め

て
言
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

源
氏
物
語
の
若
菜
の
巻
を
見
る
と
「
上
の
巻
」
は
、
源
氏
が
四
十
に
な
つ
た
年
で
あ
り
ま
す
が
、
源
氏
の

養
女
な
る
　
　
こ
の
頃
も
公
家
に
は
厳
格
に
は
養
子
制
度
は
あ
つ
て
、
名
は
な
か
つ
た
　
　
玉
鬘
が
源
氏

の
為
に
年
の
賀
を
致
し
ま
す
。
そ
の
時
に
ま
づ
玉
鬘
が
六
条
院
に
出
向
い
て
若
菜
の
羹
を
献
じ
ま
す
。
そ

れ
が
済
ん
で
、
再
、
正
式
の
式
場
へ
出
て
、
又
若
菜
を
奉
る
式
が
あ
り
ま
す
。
前
は
略
式
の
儀
式
、
次
は

厳
格
な
規
定
に
よ
つ
た
儀
式
と
謂
ふ
風
に
繰
り
返
し
ま
す
。
斯
う
言
ふ
行
き
方
、
日
本
の
儀
式
に
は
、
さ

う
し
た
同
じ
事
を
重
ね
る
約
束
が
あ
つ
た
も
の
で
す
。
単
に
二
度
く
り
返
す
だ
け
に
限
り
ま
せ
ん
。
頻
々

と
反
覆
す
る
の
で
す
。
最
厳
粛
な
宮
廷
風
の
音
楽
、
譬
へ
ば
前
に
申
し
た
年
の
賀
の
祝
ひ
の
年
賀
音
楽
な

ど
も
さ
う
で
す
。
予
め
調
楽
、
其
か
ら
試
楽
を
行
ひ
ま
す
。
普
通
此
と
似
た
場
合
に
は
、
其
に
次
い
で
庭

座
の
楽
　
　
此
は
年
の
賀
の
祝
ひ
の
場
合
は
別
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
が
、
臨
時
祭
　
　
京
都
附
近
の
大
社

々
々
に
音
楽
を
奉
る
祭
り
　
　
に
は
、
調
楽
を
行
ひ
、
試
楽
を
行
ひ
、
そ
れ
か
ら
祭
り
が
出
発
す
る
に
当

つ
て
、
庭
の
座
の
楽
を
行
ひ
ま
す
。
勿
論
社
へ
行
け
ば
、
又
そ
こ
で
、
楽
を
奏
し
ま
す
。
さ
う
し
て
、
宮

廷
に
還
れ
ば
、 

還  

立 

カ
ヘ
リ
ダ

ち
の
御
神
楽

ミ
カ
グ
ラ

を
奏
し
ま
す
。
さ
う
言
ふ
風
に
幾
度
も
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
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た
の
で
す
。
我
々
が
考
へ
る
と
、
そ
の
間
に
本
式
・
略
式
の
区
別
が
あ
る
の
だ
と
思
は
れ
ま
す
が
、
さ
う

思
は
れ
な
い
程
、
ど
の
場
合
も
〳
〵
、
殆
正
式
に
行
は
れ
た
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
さ
う
言
ふ
お
祭
り
・
お

祝
ひ
と
同
じ
精
神
を
持
つ
た
宴
会
の
場
合
を
見
ま
し
て
も
、
宮
廷
の
御
祭
り
の
後
の
饗
宴
、
大
饗
な
ど
の

場
合
に
、
座
が
度
々
改
つ
て
、
穏
の
座
・
宴
の
座
な
ど
ゝ
言
ふ
風
に
重
り
行
は
れ
る
の
で
す
。
話
は
飛
躍

し
ま
す
が
、
そ
れ
と
似
た
精
神
が
日
本
の
芸
術
、
或
は
芸
能
の
上
に
出
て
来
て
居
る
の
で
は
な
い
か
と
思

ふ
の
で
す
。

文
学
に
於
い
て
、
芸
能
に
当
る
も
の
は
、
今
言
ふ
大
衆
小
説
な
ど
言
ふ
種
類
で
す
。
江
戸
時
代
の
戯
作
と

称
す
る
も
の
は
、
や
は
り
こ
れ
な
の
で
す
。
戯
作
に
は
殆
、
独
創
が
な
い
。
又
、
事
実
、
独
創
を
故
ら
に

避
け
て
居
る
や
う
に
見
え
ま
す
。
独
創
の
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
、
罪
悪
で
ゞ
も
あ
る
や
う
に
思
つ
て
居
る

の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
位
で
す
。
何
か
気
の
咎
め
る
所
が
あ
つ
て
、
自
分
の
書
い
て
居
る
所
は
、
昔

に
拠
り
所
が
な
い
。
つ
ま
り
あ
る
歴
史
的
確
実
性
が
な
い
と
言
ふ
こ
と
に
当
り
ま
せ
う
。
あ
ま
り
そ﹅
ら﹅
ご﹅

と﹅
に
過
ぎ
る
。
か
う
言
ふ
風
に
思
つ
た
の
で
せ
う
。
だ
か
ら
幾
ら
作
物
が
重
り
出
て
も
、
昔
の
も
の
ゝ
為

立
て
直
し
で
す
。
だ
か
ら
遡
つ
て
行
け
ば
行
く
程
単
純
な
形
に
戻
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
時
と
し
て
は
、
昔

の
立
派
な
も
の
を
ば
、
意
識
し
て
現
代
風
に
飜
案
し
て
み
よ
う
と
言
ふ
風
な
企
図
も
窺
は
れ
る
の
で
す
。

併
し
多
く
は
、
昔
か
ら
伝
つ
て
居
る
低
俗
な
も
の
を
、
育
て
ゝ
行
つ
た
と
言
ふ
や
う
な
、
飜
案
の
作
物
が
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非
常
に
多
い
。
さ
う
す
る
よ
り
外
に
、
方
法
が
な
か
つ
た
と
申
し
ま
せ
う
か
。
そ
れ
は
一
つ
は
人
の
心
に

這
入
り
易
い
。
受
け
入
れ
る
上
に
土
台
が
出
来
て
居
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
出
来
て
居
る
土
台
は
、
代
々

続
い
て
居
ま
す
か
ら
、
そ
の
代
々
の
人
に
適
当
に
与
へ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
同
じ
態

度
が
続
け
ら
れ
て
来
た
も
の
と
思
ひ
ま
す
。

こ
れ
と
は
又
大
分
違
つ
て
来
ま
す
が
、
演
劇
の
方
、
そ
の
中
で
た
と
へ
ば
、
俳
優
の
役
割
り
の
方
か
ら
見

て
来
た
ら
ど
う
か
と
思
ひ
ま
す
。
能
を
捉
へ
て
申
し
ま
し
て
も
、
能
に
し
て
役
・
わ
き
役
が
あ
る
。
し
て

・
わ
き
と
言
ふ
も
の
ゝ
関
係
が
、
段
々
の
歴
史
を
経
て
能
の
上
に
遺
つ
て
来
て
居
る
。
歴
史
を
遡
つ
て
見

る
と
、
結
局
、
し
て
も
わ
き
も
同
じ
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
。
わ
き
方
か
ら
、
し
て
が
出
て
来
て
、
語
自

身
矛
盾
し
た
や
う
な
事
実
に
到
達
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
能
楽
　
　
猿
楽
能
が
元
々
他
の
芸
、
譬
へ

ば
仮
に
田
楽
の
や
う
な
芸
に
附
属
し
た
わ
き
方
芸
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
段
々
田
楽
か
ら
独
立
し
、
田
楽
の

主
要
演
芸
種
目
ま
で
を
奪
つ
て
し
ま
つ
て
、
自
分
が
独
立
し
て
来
た
。
か
う
な
る
と
、
元
わ
き
役
で
あ
つ

た
時
代
の
歴
史
の
印
象
は
印
象
と
し
て
持
つ
て
居
る
、
そ
れ
と
共
に
そ
れ
自
体
の
こ
と
に
、
し
て
役
が
出

来
る
。
さ
う
で
な
く
て
は
、
独
立
の
実
が
な
い
の
で
す
。
そ
の
わ
き
役
時
代
に
は
、
ど
ん
な
形
で
あ
つ
た

か
と
言
ふ
と
、
只
今
我
々
が
能
楽
の
舞
台
の
上
に
、
調
和
し
て
ゐ
る
も
の
ゝ
や
う
だ
が
何
だ
か
矛
盾
し
て

感
じ
ら
れ
る
狂
言
方
の
為
事
　
　
あ
ゝ
言
ふ
職
分
に
居
つ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
か
う
思
は
れ
ま
す
。
能
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と
狂
言
と
言
ふ
分
類
の
上
の
狂
言
で
は
な
く
、
能
の
演
奏
中
に
交
は
る
狂
言
方
の
為
事
を
言
ふ
の
で
す
。

今
見
る
や
う
に
、
わ
き
と
狂
言
と
の
間
に
、
あ
ゝ
し
た
隔
り
が
あ
つ
た
訣
で
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
段
々

一
つ
の
役
が
分
化
し
て
次
の
役
割
が
出
て
来
る
。
又
次
の
役
方
が
出
て
来
る
と
言
ふ
風
に
し
て
、
能
役
者

の
職
分
が
出
て
来
て
居
る
の
で
す
。
と
に
か
く
、
其
処
に
も
一
つ
の
歴
史
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

只
今
田
楽
に
関
聯
し
て
言
ひ
ま
し
た
か
ら
、
つ
い
で
に
田
楽
関
係
の
事
を
一
言
し
ま
す
。
田
楽
で
は
「
も

ど
き
」
と
言
ふ
役
方
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
「
も
ど
き
」
と
言
ふ
名
は
芸
能
に
は
現
代
ま
で
も
広
く
残
つ

て
居
り
ま
す
。
東
京
な
ど
で
言
ふ
と
、
里
神
楽
の
ひ
よ
つ
と
こ
の
役
が
「
も
ど
き
」
で
、
お
面
の
名
ま
で

「
も
ど
き
」
と
言
ひ
ま
す
。
こ
の
「
も
ど
き
」
役
に
当
る
も
の
は
、
能
を
見
ま
す
と
あ
ら
ゆ
る
所
に
顔
を

出
し
て
来
ま
す
。
狂
言
な
る
も
の
は
、
多
く
の
場
合
「
も
ど
き
」
役
で
あ
つ
て
、
そ
の
外
の
場
合
の
為
事

が
、
わ
き
役
に
直
つ
て
行
つ
た
と
言
ふ
や
う
な
、
幾
分
純
正
な
方
面
を
も
つ
て
居
た
と
言
ふ
に
過
ぎ
な
い

の
で
す
。

譬
へ
ば
能
楽
の
中
、
最
古
く
、
最
厳
粛
な
も
の
と
思
は
れ
る
「
翁
」
を
捉
へ
て
考
へ
て
見
ま
す
と
、
「
翁
」

と
「
三
番
叟
」
の
間
に
ど
れ
だ
け
区
別
が
あ
り
ま
す
か
。
つ
ま
り
、
白
い
面
と
黒
い
面
を
替
へ
る
と
、
従

つ
て
為
事
は
変
つ
て
来
ま
す
が
、
そ
の
全
体
の
持
つ
て
居
る
精
神
に
は
殆
違
ひ
は
な
い
。
結
局
、
「
翁
」

が
出
て
来
て
し
た
事
を
三
番
叟
が
ま
う
一
度
現
れ
て
そ
の
説
明
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
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つ
ま
り
三
番
叟
は
翁
の
も
ど
き
な
の
で
す
。
そ
の
「
翁
」
の
芸
能
が
済
む
と
、
同
時
に
、
神
能
又
は
脇
能

と
謂
は
れ
る
番
組
に
な
り
ま
す
。
翁
の
芸
に
や
は
り
そ
の
場
合
、
そ
の
所
、
そ
の
人
に
妥
当
性
を
持
た
し

て
、
も
つ
と
適
切
に
切
実
に
演
出
す
る
の
が
脇
能
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
段
々
変
化
し
て
能
の
五
番
能
と

言
ふ
も
の
が
出
て
来
た
の
だ
ら
う
と
、
か
う
、
大
体
能
楽
発
生
の
方
向
を
考
へ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
何
故
斯
う
言
ふ
事
を
ば
、
我
々
の
文
学
・
芸
能
の
上
で
し
て
居
る
の
か
。

尤
、
か
う
し
た
事
実
は
或
は
他
国
に
も
あ
る
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
人
間
の
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
な
い

訣
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
併
し
そ
れ
は
比
較
研
究
の
十
分
に
行
は
れ
た
上
の
話
で
す
。
此
だ
け
で
も
言
つ

て
お
く
こ
と
は
其
だ
け
日
本
芸
能
の
傾
向
を
は
つ
き
り
さ
せ
、
考
へ
深
め
て
置
く
こ
と
に
な
る
と
思
ひ
ま

す
。
比
較
研
究
の
成
績
の
あ
が
つ
て
来
な
い
間
、
比
較
研
究
の
準
備
と
し
て
、
か
う
し
た
事
も
あ
ら
う
か

と
言
ふ
問
題
を
提
出
し
て
ゐ
る
と
見
て
貰
つ
て
も
よ
い
の
で
す
。
ま
う
一
度
さ
つ
き
の
話
の
話
し
か
け
を

ひ
き
続
い
て
申
し
ま
す
。
宮
中
の
御
祭
り
の
一
番
大
き
く
て
一
番
厳
粛
な
大
嘗
祭
を
考
へ
ま
し
て
も
、
祭

事
の
行
は
れ
る
大
嘗
宮
は
、
実
に
二
つ
の
宮
殿
が
建
て
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
悠
紀
殿
・
主
基
殿
に
お
け

る
御
行
事
は
、
殆
同
じ
儀
式
を
遊
ば
す
と
伺
つ
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
は
勿
論
、
色
々
な
説
明
の
方
法
も
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
結
果
と
し
て
は
、
や
は
り
同
じ
事
の
繰
り
返
し
　
　
悠
紀
殿
で
な
さ
れ
た
事
が
、
主

基
殿
で
も
遊
ば
さ
れ
る
訣
な
の
で
す
。
宮
廷
に
つ
い
で
は
、
ま
づ
日
本
国
中
で
最
古
く
か
ら
の
神
道
の
様
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式
・
知
識
を
伝
へ
て
居
た
、
出
雲
大
神
を
繞
る
社
と
家
。
此
国
造
家
で
代
替
り
に
な
つ
た
時
に
、
新
国
造

が
京
都
へ
上
つ
て
行
き
ま
す
。
さ
う
し
て
出
雲
国
造
神
賀
詞
を
奏
上
し
ま
す
が
、
前
年
と
次
の
年
と
二
度

行
ひ
ま
す
。
こ
の
二
度
奏
寿
を
行
ふ
理
由
も
、
解
け
て
は
居
り
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
や
は
り
複
式
に
行
ふ

祭
事
の
例
で
す
。

そ
れ
に
も
自
ら
起
源
も
あ
り
、
歴
史
も
あ
り
ま
せ
う
。
併
し
多
く
の
場
合
、
厳
重
な
意
味
の
起
源
と
言
ふ

こ
と
は
知
れ
る
か
、
と
言
ふ
こ
と
を
ま
づ
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
に
知
れ
る
の
は
、
あ
る
遡
源
態

度
の
到
達
点
だ
け
で
す
。
本
道
の
起
源
に
は
想
ひ
到
る
こ
と
は
な
か
〳
〵
容
易
で
は
な
い
の
で
す
。
譬
へ

ば
、
言
語
の
場
合
、
語
源
な
ど
言
ふ
も
の
は
忘
れ
る
こ
と
が
多
い
。
あ
る
語
源
が
出
て
来
る
と
、
又
先
に

語
源
が
あ
る
と
言
ふ
形
に
な
つ
て
居
り
ま
す
の
が
普
通
で
す
。
出
雲
国
造
の
例
で
、
は
つ
き
り
考
へ
ら
れ

る
の
は
、
昔
の
人
が
新
し
く
臣
下
と
し
て
仕
へ
て
、
叛
き
ま
せ
ぬ
と
言
ふ
誠
意
を
示
す
方
式
の
繰
り
返
さ

れ
て
居
る
所
に
因
が
あ
る
の
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
我
々
の
側
か
ら
申
し
ま
す
と
、
偉
大
な
神
に
対
し
て

精
霊
の
行
ふ
誓
ひ
の
式
が
極
め
て
重
大
な
意
義
を
持
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
服
従
の
誓
ひ
は
、
場
合
に
よ

つ
て
は
、
誓
ひ
の
動
作
で
以
つ
て
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
時
に
は
、
大
き
な
神
の
言
は
れ
る
こ
と
を
復

誦
す
る
こ
と
も
多
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
た
祭
り
を
、
我
が
国
で
は
昔
か
ら
繰
り
返
し
て
居
ま

し
て
、
宮
廷
に
限
ら
ず
地
方
で
も
行
ひ
ま
し
た
。
而
も
、
宮
廷
に
は
長
く
久
し
く
遺
り
ま
し
た
の
で
、
そ

10日本芸能の特殊性



れ
が
次
第
に
様
式
化
し
て
芸
能
に
な
つ
て
行
き
ま
し
た
。
こ
の
や
う
に
、
宮
廷
に
忠
勤
を
擢
ん
で
る
誓
ひ

を
す
る
儀
式
を
、
何
時
ま
で
も
繰
り
返
し
て
居
つ
た
。
そ
れ
で
国
々
の
風
俗
歌
、
又
東
遊
び
　
　
そ
の
歌

　
　
及
び
そ
れ
と
併
称
せ
ら
れ
た
東
国
を
中
心
に
し
た
風
俗
な
ど
が
、
出
来
た
の
で
す
。
さ
う
い
ふ
宮
廷

に
な
つ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
又
地
方
で
も
そ
れ
が
模
倣
せ
ら
れ
て
儀
式
と
な
り
或
は
伝
説
化
し
て
、
そ

れ
が
遺
つ
て
行
き
ま
し
た
。
さ
う
し
て
又
、
其
処
に
繰
り
返
し
の
形
式
が
出
来
た
の
で
す
。

儀
式
の
行
動
が
段
々
変
化
す
る
と
、
芸
能
に
な
つ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
芸
能
の
復
演
式
の
形
を

も
つ
て
来
る
の
は
、
自
然
な
事
だ
と
思
ひ
ま
す
。
所
が
そ
れ
な
ら
ば
さ
う
言
ふ
芸
能
を
通
じ
て
の
て
ま
と

言
ふ
も
の
が
あ
る
か
、
あ
つ
た
ら
ど
う
言
ふ
も
の
だ
と
申
し
ま
す
と
、
恐
ら
く
長
上
を
祝
福
す
る
と
言
ふ

気
分
を
出
来
る
だ
け
表
現
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
が
時
に
よ
つ
て
変
り
ま
す
。

そ
こ
に
種
々
の
変
化
が
起
り
、
芸
能
の
目
的
に
分
化
が
生
ず
る
の
で
す
。

こ
の
と
ほ
り
、
日
本
の
芸
能
の
気
分
の
上
の
傾
向
は
、
段
々
分
化
し
て
殖
え
て
行
く
。
さ
う
思
ひ
ま
す
。

唯
音
楽
ば
か
り
に
就
い
て
言
ふ
と
、
音
楽
の
技
術
が
進
ま
ぬ
間
に
、
あ
ま
り
進
み
過
ぎ
た
外
来
音
楽
に
逢

着
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
為
、
固
有
の
音
楽
は
急
速
に
変
化
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
、
そ
の
音

楽
が
仏
教
の
て
ま
を
と
り
入
れ
た
為
に
、
仏
教
の
啓
蒙
風
な
、
悲
哀
か
ら
道
に
這
入
ら
せ
よ
う
と
い
ふ
態

度
が
煩
ひ
し
て
、
音
楽
そ
の
も
の
は
非
常
に
近
代
ま
で
悲
し
い
感
じ
を
与
へ
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
我
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々
明
治
時
代
に
学
生
と
し
て
育
つ
た
者
に
、
日
本
の
文
学
・
音
楽
は
非
常
に
悲
観
分
子
を
有
つ
て
居
る
と

教
へ
ら
れ
、
若
い
心
を
、
非
常
に
傷
ま
し
め
ら
れ
ま
し
た
。
が
、
今
に
な
つ
て
考
へ
る
と
、
世
間
の
人
は
、

こ
の
悲
し
い
声
や
、
気
分
の
音
楽
を
、
別
に
悲
し
い
心
で
歌
つ
て
居
る
訣
で
は
な
い
の
で
し
た
。
譬
へ
ば

巡
礼
歌
を
歌
ひ
な
が
ら
踊
る
こ
と
も
、
江
戸
で
流
行
し
、
今
も
つ
て
残
つ
て
居
ま
す
。

念
仏
踊
り
の
歌
は
、
盂
蘭
盆
に
は
、
新
盆
を
修
す
る
家
々
で
は
、
そ
の
家
庭
・
座
敷
・
主
人
の
為
の
褒
め

詞
に
も
使
つ
て
居
り
ま
す
。
歌
の
持
つ
て
居
る
気
分
と
、
目
的
と
が
さ
う
言
ふ
風
に
相
距
つ
て
行
く
と
言

ふ
事
も
、
日
本
の
芸
能
の
上
に
は
、
極
め
て
ざ﹅
ら﹅
に
あ
る
こ
と
な
の
で
す
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
話
の

糸
尻
の
結
ば
れ
ぬ
所
は
、
質
問
で
聞
き
つ
い
で
頂
け
れ
ば
結
構
だ
と
思
ひ
ま
す
。
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