
は
じ
め
に

　

人
間
の
持
つ
感
情
の
中
で
偐
う
ら
み
做
は
対
人
関
係
に
よ
っ
て
生
ず
る
心
の
作

用
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
特
定
の
人
物
に
対
す
る
憎
し
み
が
主
な
要
因
と
な
る

が
、
そ
れ
は
平
常
で
は
さ
ら
け
出
せ
な
い
、
い
わ
ば
心
の
暗
部
に
置
か
れ
て
い
る

性
質
の
も
の
で
あ
る
。
喜
び
や
悲
し
さ
な
ど
た
や
す
く
表
情
や
行
為
に
あ
ら
わ
れ

る
感
情
と
は
異
な
り
、
陰
に
秘
め
て
は
い
る
が
非
常
に
強
い
思
い
が
消
え
ず
に
わ

だ
か
ま
っ
て
い
る
の
が
偐
う
ら
み
做
の
特
性
で
あ
る
。
心
に
と
っ
て
は
大
変
な
ス

ト
レ
ス
と
な
る
偐
う
ら
み
做
に
は
様
々
な
形
態
と
程
度
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
解
消
法
も
千
差
万
別
で
あ
る
。
古
来
よ
り
こ
う
し
た
偐
う
ら
み
做
を
解
消
す

る
物
語
や
劇
に
は
事
欠
か
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
し
、
古
今
に
関
わ
ら
ず
人
間
に

と
っ
て
は
普
遍
的
な
心
の
作
用
で
あ
り
、
そ
の
対
処
の
仕
方
に
つ
い
て
は
共
感
を

呼
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
解
消
法
と
し
て
は
、「
う

ら
み
を
晴
ら
す
」
と
い
う
俗
的
な
願
望
と
実
践
行
為
が
代
表
的
手
段
と
な
る
が
、

能
の
世
界
で
は
「
鉄
輪
」 
が
そ
う
し
た
題
材
を
取
り
上
げ
た
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
、

今
日
で
も
人
気
曲
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
「
鉄
輪
」
の
主
人

公
に
焦
点
を
当
て
偐
う
ら
み
做
の
構
造
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
解
消
す

る
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
辿
り
な
が
ら
、偐
う
ら
み
做
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ

（
１
）

と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
登
場
人
物
と
場
面
設
定

　
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
登
場
人
物
や
場
面
の
設
定
は
、
女
の
呪
詛
説
話
と
し
て
名
高

い
「
宇
治
の
橋
姫
」 
を 
本 
説
   

に 
、
さ
ら
に
は
生
霊
と
な
っ
た
前
妻
に
殺
さ
れ
そ
う

ほ
ん 
ぜ
つ

に
な
っ
た
男
を
陰
陽
師
が
救
う
話 
な
ど
を
掛
け
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

ま
ず
前
場
で
は
貴
船
神
社 
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
貴
船
神
社
は
本
来

縁
結
び
の
神
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
他
方
で
縁
切
り
の
神
や
呪
詛
神
と
し
て
の
信

仰
も
あ
り
、「
丑
の
刻
参
り
」 
で
有
名
に
な
っ
た
起
源
的
な
霊
地
と
し
て
も
著
名
で

あ
る
。
現
代
に
ま
で
伝
わ
る
「
丑
の
刻
参
り
」
が
、
偐
女
が
呪
詛
す
る
た
め
に
行

わ
れ
る
お
参
り
做
と
し
て
定
着
し
た
の
は
「
宇
治
の
橋
姫
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
。「
鉄
輪
」
は
こ
の
「
宇
治
の
橋
姫
」
を
本
説
と
し
た
主
人
公
（
シ
テ
）
を

登
場
さ
せ
、
さ
ら
に
所
縁
の
深
い
貴
船
神
社
を
前
場
の
舞
台
に
設
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
迫
真
的
な
場
面
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

後
場
で
は
安
倍
清
明 
（
ワ
キ
）
が
登
場
す
る
。
清
明
は
説
話
「
宇
治
の
橋
姫
」

の
後
半
に
も
出
て
く
る
が
、
橋
姫
と
の
直
接
の
対
決
は
行
っ
て
い
な
い
。「
今
昔

（
２
）

（
３
）（

４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）
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物
語
」
以
来
の
説
話
に
登
場
す
る
陰
陽
師
の
活
躍
が
そ
の
ま
ま
、
陰
陽
師
と
し
て

名
高
い
い
わ
ば
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
的
な
存
在
の
安
倍
清
明
に
直
結
し
、
登
場
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
テ
の
ス
テ
イ
タ
ス
が
高
ま
る
の
み
な
ら
ず
、
作
品
全
体
の

パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
（
前
場
の
貴
船
神
社
に
対
す
る
後
場
の
安
倍
清
明
）
が
拮
抗
し

て
保
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

不
実
な
夫
に
対
す
る
う
ら
み
か
ら
復
讐
を
祈
願
し
て
「
丑
の
刻
参
り
」
を
し
、

つ
い
に
は
神
託
を
受
け
鬼
女
と
な
っ
て
復
讐
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
主
人
公
の
鬼
気

迫
る
姿
は
、「
宇
治
の
橋
姫
」
の
鬼
女
の
描
写
を
モ
デ
ル
に
し
て
ほ
ぼ
再
現
が
成
さ

れ
て
い
る 
。
そ
れ
に
対
し
て
安
倍
清
明
が
か
ろ
う
じ
て
、
生
霊
と
な
っ
た
鬼
女
の

復
讐
を
阻
む
に
と
ど
ま
る
の
が
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
両
者
の
構
図
で
あ
る
。
見
方

を
変
え
れ
ば
、
あ
の
清
明
で
す
ら
女
の
呪
詛
を
完
全
に
消
し
去
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
主
人
公
の
う
ら
み
の
凄
ま
じ
さ
が
際
立
っ
て
く
る
こ
と
に

な
る
。 （

８
）

二　
「
鉄
輪
」
の
構
成
と
概
要

　　

登
場
人
物
は
以
下
の
通
り
。

前
シ
テ　
　

丑
の
刻
参
り
の
女

後
シ
テ　
　

鬼
女
（
女
の
生
霊
）

ワ
キ　
　
　

安
倍
清
明

ワ
キ
ツ
レ　

女
の
前
夫

ア
イ　
　
　

貴
船
神
社
の
下
級
の
神
官

　
「
鉄
輪
」
の
構
成
は
以
下
の
十
の
段
落
に
区
分
さ
れ
る
。 （９）

齋

藤

澄

子

二
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一
．
名
ノ
リ
（
ア
イ
の
独
白
）　

　
　

ア
イ
の
登
場
か
ら
次
第
の
前
ま
で　

二
．
シ
テ
の
登
場
（
夫
を
呪
詛
す
る
心
情
吐
露
と
貴
船
神
社
へ
の
道
行
）　

　
　

次
第
か
ら
サ
シ
、
下
げ
歌
、
上
げ
歌
、
着
き
ゼ
リ
フ
ま
で

三
．
ア
イ
と
シ
テ
の
応
対
（
ア
イ
が
祈
願
成
就
の
お
告
げ
を
伝
え
る
）

　
　

問
答

四
．
シ
テ
の
中
入
り
（
鬼
に
変
貌
し
つ
つ
帰
宅
）

シ
テ「
こ
れ
は
不
思
議
の
御
告
か
」か
ら
地
謡
の
上
ゲ
歌
を
経
て
中
入
り
ま
で

五
．
ワ
キ
ツ
レ
の
登
場
（
身
の
異
変
を
陰
陽
師
に
伝
え
に
行
く
）

　
　

ワ
キ
ツ
レ
に
よ
る
名
ノ
リ

六
．
ワ
キ
ツ
レ
と
ワ
キ
に
よ
る
問
答
（
寿
命
の
危
機
を
告
げ
る
清
明
に
夫
が
祈 

を
懇
願
す
る
）

　
　

ワ
キ
ツ
レ
「
い
か
に
案
内
申
し
候
」
か
ら
ワ
キ
ツ
レ
「
畏
ま
っ
て
候
」
ま
で

七
．
ワ
キ
の
待
受
け
（
清
明
は
祭
壇
を
設
け
、
形
代
を
供
え
祈 

す
る
）

﹇
ノ
ッ
ト
﹈ 
か
ら
地
謡
（
ノ
リ
地
）
の
「
身
の
毛
よ
だ
ち
て
、
恐
ろ
し
や
」

ま
で

八
．
後
シ
テ
の
登
場
（
頭
に
鉄
輪
を
付
け
た
シ
テ
が
現
れ
う
ら
み
を
述
べ
夫
の
形

代
に
迫
る
）

　
　
﹇ 
出  
端 
﹈ 
か
ら
サ
シ
、
一
セ
イ
、
ノ
リ
地
「
い
か
に
殿
御
よ
、
め
ず
ら
し
や
」

で 

は

ま
で

九
．
シ
テ
の
嘆
き
（
う
ら
み
に
至
っ
た
心
境
を
語
り
夫
に
迫
る
）

　
　

シ
テ
の
ク
ド
キ
か
ら
ノ
リ
地
「
命
は
今
宵
ぞ
、
い
た
は
し
や
」
ま
で

十
．
シ
テ
の
立
働
き
（
形
代
に
後
妻
打
ち
し
た
後
夫
に
迫
る
が
守
護
神
に
阻
ま
れ

退
散
す
る
）

　
　

中
ノ
リ
地
「
悪
し
か
れ
と
」
よ
り
最
後
ま
で

（　

）
１０

（　

）
１１

　

以
上
が
各
段
の
概
略
と
全
体
の
流
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
主
人
公
の
心
情
が

描
か
れ
て
い
る
前
場
の
二
段
目
か
ら
四
段
目
、
後
場
の
八
段
目
か
ら
最
後
ま
で
の

解
析
を
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三　

前
場
に
お
け
る
主
人
公
の
心
理
の
流
れ

　

前
場
で
は
、「
丑
の
刻
参
り
」
を
す
る
に
至
っ
た
い
き
さ
つ
を
語
り
貴
船
神
社
へ

お
参
り
す
る 
道  
行 
（
第
二
段
）、　

貴
船
神
社
に
着
い
て
神
託
を
告
げ
ら
れ
た
後
の

み
ち 
ゆ
き

問
答
（
第
三
段
）、
そ
し
て
鬼
女
へ
の
変
貌　
（
第
四
段
）
と
、
主
人
公
の
劇
的
な

心
境
の
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る
こ
と
が
出
来
る
。

夫
を
呪
詛
す
る
シ
テ
の
心
情
吐
露
と
貴
船
神
社
へ
の 
道  
行 　
（
第
二
段
）

み
ち 
ゆ
き

　

夢
の
お
告
げ
を
受
け
た
貴
船
神
社
の
神
官
（
ア
イ
）
が
、
真
夜
中
に
都
よ
り
呪

詛
の
た
め
に
参
詣
し
て
い
る
女
に
、
夢
の
お
告
げ
を
申
し
上
げ
る
旨
を
述
べ
る

（
第
一
段
）
と
、﹇
次
第
﹈
の
囃
子
に
の
っ
て
女
（
シ
テ
）
が
登
場
し
、
い
き
な
り

心
中
を
吐
露
し
始
め
る
（
第
二
段
）。

﹇
次
第
﹈

シ
テ　

日
も 
数 
そ
ひ
て
恋
衣
、 
貴  
船 
の
宮
に
参
ら
ん
。

か
ず 

き 
ぶ
ね

　
「
日
数
が
た
て
ば
た
つ
ほ
ど
別
れ
た
夫
へ
の
恋
心
が
つ
の
る
の
で
貴
船
神
社
に

お
参
り
し
ま
し
ょ
う
」
と
、「
丑
の
刻
参
り
」
を
す
る
所
以
を
語
り
始
め
る
。

　
﹇
サ
シ
﹈
で
は
「
げ
に
や
蜘
蛛
の
糸
に
あ
れ
た
る
駒
は
繋
ぐ
と
も
、 
二  
道 
か
く

ふ
た 
み
ち

る 
徒  
人 
を
、
頼
ま
じ
」（
蜘
蛛
の
巣
に
荒
れ
る
馬
を
繋
ぐ
こ
と
が
出
来
て
も
、
二

あ
だ 
ひ
と

三

能
楽
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
の
構
造
と
メ
カ
ニ
ズ
ム　

―
主
人
公
の
心
理
分
析
を
通
し
て
う
ら
み
と
呪
詛
報
復
の
因
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を
探
る
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股
を
か
け
る
浮
気
男
の
心
を
引
き
留
め
る
こ
と
な
ど
出
来
ぬ
の
だ
か
ら
）
と
い
う

古
歌
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
、
不
実
の
夫
の
嘘
を
見
抜
け
ず
契
り
を
交
わ
し
た
悔
し

さ
も
み
な
自
分
の
せ
い
な
の
だ
と
苛
む
。
夫
に
非
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、

騙
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
を
信
じ
た
自
分
に
も
責
任
が
あ
る
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
え
な
い
。
浮
気
心
は
男
に
つ
き
物
だ
が
、
自
分
の
夫
に
限
っ
て
は
な
い
と

信
じ
て
い
た
、
そ
の
裏
切
り
に
失
望
し
な
が
ら
も
未
だ
諦
め
き
れ
ぬ
自
分
が
い

る
。
そ
う
し
た
後
悔
と
自
責
と
未
練
に
葛
藤
し
な
が
ら
悶
々
と
し
た
心
の
状
態
に

あ
る
の
は
、
現
代
人
に
お
い
て
も
ご
く
普
通
の
有
り
方
で
あ
る
。
大
概
は
時
間
の

経
過
と
共
に
葛
藤
は
薄
れ
て
い
き
、
原
因
と
な
っ
て
い
る
夫
を
早
く
忘
れ
て
し
ま

お
う
と
い
う
苦
し
さ
を
回
避
す
る
自
浄
作
用
が
働
く
。
け
れ
ど
も
人
に
よ
っ
て
は

そ
う
し
た
苦
悩
や
葛
藤
に
耐
え
切
れ
ず
、
な
ぜ
自
分
が
こ
う
ま
で
苦
し
ま
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
か
、
非
が
あ
る
夫
は
ぬ
く
ぬ
く
と
平
気
な
顔
を
し
て
い
る
の
は
不

平
等
で
あ
る
し
、
理
不
尽
な
こ
と
だ
、
と
被
害
者
意
識
を
募
ら
せ
て
さ
ら
に
苦
悩

を
深
め
て
い
く
場
合
も
あ
る
。﹇
サ
シ
﹈の
後
半
で
は
そ
う
し
た
苦
悩
に
耐
え
切
れ

ぬ
状
況
を
脱
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
決
意
が
語
ら
れ
る
。

　
「
あ
ま
り
思
ふ
も
苦
し
さ
に
、
貴
船
の
宮
に
詣
で
つ
つ
、
住
む
か
ひ
も
な
き
同
じ

世
の
、 
中 
に
報
い
を
見
せ
給
へ
」（
悩
み
苦
し
み
の
あ
ま
り
に
、
貴
船
神
社
に
お

う
ち

参
り
し
、
も
は
や
生
き
る
甲
斐
も
な
い
こ
の
世
で
あ
る
が
、
ど
う
せ
な
ら
わ
た
し

の
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
報
い
を
与
え
て
い
た
だ
き
た
い
）、
と
主
人
公
は
報
復
の

偐
願
か
け
做を
表
明
す
る
。
現
実
的
に
不
実
な
夫
に
報
復
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど

う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
て
も
貴
船
神
社
を
頼
っ
て
通
う
こ
と
に
よ
っ
て

苦
悩
を
解
消
す
る
何
ら
か
の
解
決
策
を
期
待
し
、
実
践
的
な
行
動
に
移
っ
て
い

る
。
人
間
に
と
っ
て
こ
う
し
た
代
償
行
動
は
よ
く
見
ら
れ
る
。
現
代
で
も
神
社
や

お
寺
に
参
拝
し
て
祈
願
し
た
り
願
を
か
け
た
り
す
る
極
め
て
身
近
な
風
習
も
そ
の

ひ
と
つ
だ
が
、
当
時
と
し
て
は
神
仏
に
す
が
る
こ
と
が
最
大
の
こ
こ
ろ
の
拠
り
所

で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
主
人
公
は
し
か
し
究
極
の
決
断
を
し
て
い

る
。
呪
詛
の
た
め
の
「
丑
の
刻
参
り
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
鬼
と
な
っ
て
対

象
相
手
を
取
り
殺
す
こ
と
を
最
終
目
的
と
し
て
い
る
。
報
復
に
は
様
々
な
仕
方
が

あ
ろ
う
が
、
人
を
殺
め
る
こ
と
で
目
的
を
遂
げ
る
こ
と
は
い
わ
ば
捨
て
身
の
行
為

で
あ
り
、
現
世
で
は
凶
悪
な
犯
罪
者
と
し
て
、
ま
た
死
ん
で
か
ら
地
獄
で
自
ら
報

い
を
受
け
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
と
い
う
覚
悟
が
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
こ
こ
で
冷
静
に
考
え
て
み
れ
ば
、
裏
切
り
行
為
を
行
っ
た
不
実
な
夫
と

相
手
の
女
が
そ
の
代
償
と
し
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
罰
が

重
過
ぎ
る
。
命
の
代
償
を
も
っ
て
罪
を
償
わ
せ
る
決
断
は
平
常
心
を
欠
い
た
異
常

な
判
断
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
シ
テ
は
「
丑
の
刻
参
り
」
を
す
る
決
断

を
し
た
時
点
で
す
で
に
、
正
常
な
判
断
能
力
を
逸
脱
し
た
異
常
な
精
神
状
態
に

陥
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
苦
悩
や
葛
藤
に
苛
ま
れ
、
精
神
的
に
追
い
込
ま
れ
て

こ
の
状
態
か
ら
な
ん
と
か
脱
し
た
い
と
い
う
想
い
が
次
第
に
偐
う
ら
み
做
に
集
約

凝
集
さ
れ
て
い
く
心
境
の
推
移
は
、
続
く
﹇
上
ゲ
歌
﹈
に
お
い
て
明
解
に
描
か
れ

て
い
る
の
で
み
て
い
こ
う
。

﹇
上
ゲ
歌
﹈

シ
テ　

通
ひ
馴
れ
た
る
道
の
末
、
夜
も 
糺 
す
の
変
ら
ぬ
は
、
思
ひ
に
沈
む 
御  
菩  
薩 

た
だ 

み 

ぞ 

ろ

 
池 
、
生
け
る
か
ひ
な
き
憂
き
身
の
。
消
え
ん
程
と
や
草
深
き
、
市
原
野
辺

い
けの

露
分
け
て
、
月
遅
き
夜
の
鞍
馬
川
、
橋
を
過
ぐ
れ
ば
程
も
な
く
、
貴
船

の
宮
に
着
き
に
け
り
。

　
「
幾
夜
も
通
い
馴
れ
た
こ
の
道
の
先
は 
糺  
河
原 
。 
夜
も
変
わ
ら
ず
平
気
な
の

た
だ
す
の 
か
わ
ら

は
、
嘆
き
に
沈
む
身
だ
か
ら
で
、 
御  
菩  
薩  
池 
を 
通
る
と
生
き
て
い
る
甲
斐
も
な
い

み 

ぞ 

ろ 
い
け

憂
き
身
を
沈
め
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う
わ
が
身
の
よ

う
な
露
を
置
く
草
深
い 
市  
原  
野 
を 
踏
み
分
け
、
月
の
出
が
遅
い
真
っ
暗
な
夜
の
鞍

い
ち 
は
ら 
の

（　

）
１２

（　

）
１３

（　

）
１４

齋

藤

澄

子

四
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馬
川
の
橋
を
渡
る
と
、
や
が
て
貴
船
の
宮
に
着
き
ま
し
た
。」

 

 

五

能
楽
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
の
構
造
と
メ
カ
ニ
ズ
ム　

―
主
人
公
の
心
理
分
析
を
通
し
て
う
ら
み
と
呪
詛
報
復
の
因
果
を
探
る
―

138

（写真５　貴船川の川筋沿いにある蛍岩という名
所。和泉式部が貴船神社に参詣した折に詠んだ歌
に由来する）

（写真７　本宮から奥宮へ向かう山道。夏には川
沿いに川床が立てられ料理がふるまわれる。涼を
求める人々の夏の風物詩として人気が高い）

（写真６　貴船神社に向かう山道）

（写真８　奥宮へ向かう参道）



　

こ
こ
で
は
京
の
都
か
ら
貴
船
神
社
ま
で
の 
道  
行 
に
主
人
公
の
心
境
が
巧
み
に
読

み
ち 
ゆ
き

み
込
ま
れ
て
い
る
。
現
在
の
京
都
の
下
京
区
あ
た
り
か
ら
貴
船
神
社
へ
の
道
の
り

は
お
よ
そ
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
下
賀
茂
神
社
付
近
に
広
が
る 
糺  
河
原 
あ
た
り

た
だ
す
の 
か
わ
ら

か
ら
は
当
時
は
ひ
と
気
の
な
い
野
原
や
山
道
が
続
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

を
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
暗
い
夜
道
を
一
人
で
行
く
の
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な

い
。
成
人
女
性
で
し
か
も
昔
の
衣
装
と
履
物
で
歩
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
五
〜
六

時
間
は
か
か
る
は
ず
で
あ
る
。
夜
の
八
時
こ
ろ
出
発
し
て
真
夜
中
の
午
前
二
時
こ

ろ
に
貴
船
に
到
着
し
、
祈
願
の
後
ま
た
同
じ
道
を
引
き
返
す
。
そ
れ
を
毎
日
続
け

る
主
人
公
は
異
常
な
精
神
状
態
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
通
い
馴
れ
た
道

と
は
い
え
夜
歩
く
の
は
避
け
た
い 
糺  
河
原 
で
も
昼
歩
く
の
と
同
じ
よ
う
に
平
気

た
だ
す
の 
か
わ
ら

で
通
れ
る
の
は
、
も
は
や
恐
怖
心
を
も
凌
ぐ
ほ
ど
の
沈
ん
だ
精
神
状
態
に
あ
る
か

ら
で
、
そ
れ
は
主
人
公
も
自
覚
し
て
い
る
。
外
的
な
刺
激
に
よ
る
怯
え
や
恐
怖
心

も
苦
悩
の
重
さ
や
深
さ
に
よ
っ
て
は
無
反
応
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
北
上
し

た 
御  
菩  
薩  
池 
で
は
生
き
甲
斐
も
な
い
わ
が
身
が
辛
過
ぎ
て
、
池
に
飛
び
込
み
沈
ん

み 

ぞ 

ろ 
い
け

で
し
ま
い
た
く
な
る
衝
動
に
駆
ら
れ
る
。
も
は
や
す
ぐ
に
死
に
絶
え
て
し
ま
い
た

い
状
況
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
る
自
分
を
市
原
野
辺
の
草
露
に
見
立
て
て
し
ま

う
。
川
沿
い
の
山
道
が
続
き
鞍
馬
川
を
渡
る
と
貴
船
神
社
へ
の
一
本
道
と
な
る

が
、
日
中
で
も
人
が
い
な
け
れ
ば
一
人
で
歩
く
の
は
心
細
い
の
に
、
ま
し
て
や
月

の
出
の
遅
い
闇
夜
で
は
物
理
的
な
歩
行
さ
え
も
ま
ま
な
ら
ぬ
は
ず
だ
。
そ
う
し
た

物
理
的
に
も
精
神
的
に
も
困
難
な
参
詣
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
祈
願
が
成
就
で

き
る
と
信
じ
て
い
る
。
呪
詛
を
支
え
に
そ
れ
を
目
的
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
意

識
の
う
ち
に
生
き
延
び
る
解
決
策
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
う
ら
み
と
い
う
負
の

力
が
生
き
る
原
動
力
と
し
て
主
人
公
の
生
活
行
動
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
状
況

に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

祈
願
成
就
の
お
告
げ
を
聞
い
た
シ
テ
の
反
応
と
心
情
（
第
三
段
）

　

第
三
段
で
は
ま
ず
神
官
に
よ
っ
て
明
神
の
夢
の
お
告
げ
が
伝
え
ら
れ
る
。「
あ

な
た
は
都
か
ら
丑
の
刻
参
り
を
な
さ
る
お
か
た
で
す
か
？
今
夜
あ
な
た
の
身
の
上

に
夢
の
お
告
げ
が
あ
っ
て
、
願
い
は
叶
え
て
さ
し
あ
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

鬼
に
な
り
た
い
と
の
願
い
で
し
た
か
ら
、
自
宅
へ
お
帰
り
に
な
っ
て
赤
い
衣
を
身

に
付
け
、
顔
に
は
赤
い
顔
料
を
塗
り
、
頭
に
は
鉄
輪
を
乗
せ
、
そ
の
三
脚
に
火
を

灯
し
、
憤
怒
の
心
を
持
て
ば
鬼
神
に
成
れ
ま
し
ょ
う
、
と
の
お
告
げ
で
す
。
急
い

で
お
帰
り
に
な
っ
て
、
お
告
げ
の
よ
う
に
な
さ
れ
ま
せ
。」

　

こ
れ
に
対
し
て
主
人
公
は
「
こ
れ
は
思
っ
て
も
み
な
い
お
言
葉
で
す
。
私
の
こ

と
で
は
な
く
人
違
い
で
し
ょ
う
。」
と
言
っ
て
白
を
切
る
。「
丑
の
刻
参
り
」
は
人

に
見
ら
れ
る
と
願
い
が
叶
わ
な
い
と
い
う
俗
説
が
あ
り
、
そ
れ
を
危
惧
し
て
の
返

齋

藤

澄

子

六

（写真９　奥宮は本宮より貴船川沿い７００ｍ上流に
位置する）

（写真１０　奥宮の本社殿）
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答
と
も
取
れ
る
し
、
他
の
人
を
介
し
て
お
告
げ
が
下
さ
れ
告
げ
ら
れ
る
と
い
う
俄

か
に
は
信
じ
難
い
お
告
げ
の
あ
り
方
に
躊
躇
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
と
い
っ

て
「
丑
の
刻
参
り
」
を
し
て
い
る
女
は
こ
の
主
人
公
し
か
お
ら
ず
、
神
官
は
確
信

し
て
間
違
い
な
く
あ
な
た
の
こ
と
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
う
ち
に
、
主
人
公
が

恐
ろ
し
い
様
相
に
変
わ
っ
て
き
た
な
ど
と
言
い
、
恐
怖
心
に
駆
ら
れ
「
恐
ろ
し
や
、

恐
ろ
し
や
」
と
言
っ
て
退
場
し
て
し
ま
う
。
主
人
公
が
現
実
に
対
人
関
係
を
持
つ

の
は
こ
の
シ
ー
ン
の
み
で
あ
る
。
う
ら
み
に
駆
ら
れ
「
丑
の
刻
参
り
」
を
す
る
主

人
公
は
深
く
心
を
閉
ざ
し
た
状
況
に
あ
り
、
人
と
の
対
話
も
無
く
一
心
に
呪
詛
す

る
こ
と
に
集
中
し
て
い
た
主
人
公
の
姿
は
、
人
を
寄
せ
付
け
な
い
文
字
通
り
鬼
気

迫
る
気
配
を
醸
し
出
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
い
わ
ば
狂
気
の
沙

汰
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
意
識
は
ま
だ
人
と
し
て
の
判
断
能
力
を
失
っ
て
は
お

ら
ず
、
神
官
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

時
点
で
は
未
だ
人
間
的
な
苦
悩
や
葛
藤
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ

る
の
で
あ
る
。

鬼
に
変
貌
し
て
い
く
わ
が
身
と
覚
悟
（
第
四
段
）

シ
テ　

こ
れ
は
不
思
議
な
御
告
か
な
、
ま
づ
ま
づ
我
が
家
に
帰
り
つ
つ
、
夢
想
の

ご
と
く
な
る
べ
し
と

　

主
人
公
は
、
神
官
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
夢
の
お
告
げ
に
半
信
半
疑
だ
っ
た
も
の

の
家
に
帰
っ
て
お
告
げ
の
通
り
の
姿
に
な
ろ
う
と
決
め
た
瞬
間
、「
た
ち
ま
ち
顔

色
が
変
わ
り
、
様
子
も
変
わ
っ
て
、
今
ま
で
美
し
い
女
の
容
貌
で
あ
っ
た
の
に
、

艶
や
か
な
黒
髪
は
逆
立
ち
、
黒
雲
が
立
ち
覆
い
、
雨
が
降
り
、
風
が
吹
き
、
雷
鳴

も
轟
わ
た
り
」（﹇
上
ゲ
歌
﹈）

地
謡　

思
ふ
仲
を
ば 
離 
け
ら
れ
し
、
恨
み
の
鬼
と
な
つ
て
、

さ

　
　
　

人
に
思
ひ
知
ら
せ
ん
、
憂
き
人
に
思
ひ
知
ら
せ
ん

　
「（
雷
神
で
も
）
裂
く
こ
と
の
出
来
ぬ
夫
婦
の
仲
を
引
き
裂
か
れ
た
う
ら
み
に
、

鬼
と
な
っ
て
あ
の
薄
情
男
に
思
い
知
ら
せ
て
や
ろ
う
」
と
、
神
託
が
下
り
た
の
を

契
機
に
鬼
と
な
る
こ
と
を
決
意
す
る
。「
丑
の
刻
参
り
」
を
し
て
い
る
間
は
、
夫
へ

の
未
練
を
断
ち
切
れ
ず
苦
悩
し
て
い
た
が
、
祈
願
が
叶
い
お
告
げ
に
よ
っ
て
鬼
に

な
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
、
い
わ
ば
偐
神
託
と
い
う
大
義
名
分
に
よ
る
復
讐
の
正
当

性
做
が
思
い
を
遂
げ
る
実
行
へ
と
促
す
強
力
な
推
進
力
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
非
現
実
的
な
事
象
で
も
人
は
都
合
の
良
い
よ
う
に
拡
大
解
釈
を
し
て
自
ら

を
正
当
化
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
切
羽
詰
ま
り
極
限
状
態
に
ま
で
精
神
が
追
い
込

ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で
あ
れ
そ
れ
が
頼
み
の
綱
と
な
る

可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
が
本
人
に
と
っ
て
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
意
外
な
も
の
で

あ
っ
た
り
、
些
細
な
出
来
事
で
あ
っ
た
り
、
ふ
と
し
て
気
が
つ
い
た
日
常
的
な
物

事
で
あ
っ
た
り
、
何
が
作
用
す
る
か
わ
か
ら
い
こ
と
が
ひ
と
つ
の
偐
き
っ
か
け
做

と
な
っ
て
作
用
を
も
た
ら
す
こ
と
が
多
々
あ
る
。
無
論
、
精
神
的
な
鬱
状
態
に
あ

る
人
に
と
っ
て
は
症
状
が
好
転
す
る
手
が
か
り
と
な
る
重
要
な
要
素
に
な
る
。
こ

の
女
の
場
合
に
は
そ
れ
が
マ
イ
ナ
ス
方
向
へ
と
推
し
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
異
常

で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
持
つ
凶
暴
性
や
タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
絶
対
悪
へ
の
憧
れ
と

い
っ
た
心
の
深
層
に
潜
む
性
質
を
掘
り
起
こ
す
も
の
で
も
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ

ば
、
平
常
と
非
常
、
愛
情
と
非
情
、
善
と
悪
、
良
心
と
邪
心
、
服
従
と
反
抗
な
ど

人
の
心
に
あ
る
相
反
す
る
心
理
や
意
識
が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て

い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
女
は
こ
の
神
託
に
よ
り
鬼
に
な
る
決
意
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
未
練
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
、
苦
悩
や
葛
藤
の
苦
し
み

か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

七

能
楽
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
の
構
造
と
メ
カ
ニ
ズ
ム　

―
主
人
公
の
心
理
分
析
を
通
し
て
う
ら
み
と
呪
詛
報
復
の
因
果
を
探
る
―
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四　

後
場
に
お
け
る
主
人
公
の
心
理
の
流
れ

　

後
場
で
は
ま
ず
女
の
前
夫
（
ワ
キ
ツ
レ
）
が
登
場
し
、
夢
見
が
悪
い
の
で
安
倍

清
明
の
と
こ
ろ
に
夢
占
い
を
し
て
も
ら
い
に
参
る
こ
と
を
述
べ
る（
第
五
段
）。
清

明
（
ワ
キ
）
は
占
う
ま
で
も
な
く
男
が
女
の
う
ら
み
で
今
夜
の
う
ち
に
命
も
危
な

く
、
も
は
や
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
を
告
げ
る
。
男
の
必
至
の
願

い
に
応
じ
、
清
明
も
な
ん
と
か
し
て
命
を 
形  
代 
に
転
じ
替
え
て
救
う
こ
と
を
男
に

か
た 
し
ろ

約
束
す
る
（
第
六
段
）。
舞
台
正
面
に
一
畳
台
と
高
棚
の
祈 

の
作
り
物
が
置
か

れ
、
棚
の
上
に
は
男
女
の 
形  
代 
が 
置
か
れ
、
囃
子
が
始
ま
る
と
清
明
は
一
畳
台
に

か
た 
し
ろ

あ
が
り
祈 

を
始
め
る
（
第
七
段
）。

（　

）
１５

　
﹇
出
端
﹈
の
囃
子
で
鬼
女（
シ
テ
）が
登
場
す
る
。
火
を
灯
し
た
鉄
輪
（
五
徳
） 

を
頭
に
載
せ
、
打
ち
杖
を
持
ち
、
一
の
松
に
立
ち
謡
う
。

﹇
サ
シ
﹈

シ
テ　

そ
れ
花
は
斜
脚
の
暖
風
に
開
け
て
、
同
じ
く
暮
春
の
風
に
散
り
、
月
は
東

山
よ
り
出
で
て
早
く
西
巌
に
隠
れ
ぬ
、
世
上
の
無
常
か
く
の
ご
と
し
、
因

果
は
車
輪
の
巡
る
が
ご
と
く
、
わ
れ
に
憂
か
り
し
人
び
と
に
、
た
ち
ま
ち

報
ひ
を
見
す
べ
き
な
り

　
「
花
は
斜
め
に
振
る
春
の
小
雨
や
暖
か
い
に
吹
か
れ
て
開
く
が
、
晩
春
の
風
で

散
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
都
の
月
は
東
山
か
ら
出
て
す
ぐ
に
西
の
峰
に
隠
れ
て
し
ま

う
。
こ
ん
な
風
に
無
常
な
の
が
こ
の
世
で
す
。
因
果
は
車
輪
が
回
る
よ
う
に
巡
っ

て
き
ま
す
。
わ
た
し
に
辛
い
思
い
を
さ
せ
た
人
々
に
い
ま
す
ぐ
そ
の
報
い
を
見
せ

て
や
ろ
う
と
思
い
ま
す
。」

　

鬼
女
と
な
っ
て
現
れ
た
女
は
、
因
果
応
報
の
摂
理
を
盾
に
、
自
分
に
辛
い
思
い

を
さ
せ
た
人
に
は
当
然
の
報
い
が
来
る
の
だ
と
威
勢
よ
く
口
上
を
述
べ
る
。
そ
こ

に
は
も
は
や
未
練
は
な
く
非
情
な
決
意
が
感
じ
ら
れ
る
。
鬼
に
な
っ
た
と
い
う
自

覚
の
表
明
で
も
あ
る
が
、
鬼
と
は
神
の
神
託
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
身
の
変

化
で
あ
っ
て
、
女
自
身
で
は
な
く
、
神
様
が
手
を
下
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
一
種

の
責
任
転
嫁
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
自
ら
が
殺
意
を
も
っ
て
相
手
を
殺
め
る
の
で

あ
れ
ば
当
然
自
分
が
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
神
様
の
代
理
行
動
に
よ
っ

て
偐
天
罰
を
下
す
做
と
い
う
す
り
替
え
ら
れ
た
論
理
に
よ
れ
ば
女
の
行
為
は
正
当

化
さ
れ
る
。
自
分
が
や
っ
た
の
で
は
な
く
鬼
（
神
）
が
や
っ
た
の
だ
、
と
い
う
非

（　

）
１６
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（写真１１　清明神社境内に置
かれた安倍清明の坐像）

（写真１２　厄除桃の碑。陰陽五
行のシンボルとして清明は五
芒星の紋を用いた。桔梗の花
を図案化した桔梗紋の変形で
あるこの紋を「晴明桔梗」とも
言う）

鬼
女
（
後
シ
テ
）
が
現
れ
偐
う
ら
み
做
を
述
べ

夫
の
形
代
に
迫
る
（
第
八
段
）



論
理
的
、
非
現
実
的
な
自
己
保
身
的
言
い
訳
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
も
仕
方
が

な
い
。
ま
た
現
代
に
お
い
て
は
心
神
耗
弱
に
よ
っ
て
分
別
が
つ
か
な
い
心
理
状
況

に
あ
る
と
か
、
即
、
精
神
鑑
定
の
必
要
性
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
の
鬼
女
は
生
霊
で
あ
る
か
ら
、
現
実
的
に
女
本
人
が
現
れ
て
人
を
殺
め

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
生
霊
が
や
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、
本
人
に
は
罪
の

追
及
が
及
ば
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
鬼
女
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の

は
偐
う
ら
み
が
怒
り
に
転
化
し
た
究
極
の
か
た
ち
做
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

た
だ
ひ
た
す
ら
に
う
ら
み
の
対
象
で
あ
る
夫
と
そ
の
相
手
の
女
を
取
り
殺
す
こ
と

だ
け
に
意
識
が
集
中
し
て
い
る
。
ま
さ
に
女
は
物
に
取
り
憑
か
れ
た
状
況
に
あ

る
。

　

鬼
女
は
さ
ら
に
続
け
て
（﹇
一
セ
イ
﹈、﹇
ノ
リ
地
﹈）、
恋
に
責
め
ら
れ
て
賀
茂

川
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
人
は
青
い
鬼
と
な
っ
た
が
、
こ
の
わ
た
し
は
貴
船
川
の
川

瀬
の
蛍
火
の
よ
う
に
頭
に
頂
い
た
鉄
輪
の
足
に
火
を
灯
し
、
そ
の
炎
の
よ
う
な
赤

い
鬼
と
な
っ
て
、

地
謡　

臥
し
た
る
男
の
、
枕
に
寄
り
添
ひ
、
い
か
に
殿
御
よ
、
め
づ
ら
し
や

　
「
寝
て
い
る
男
の
枕
元
に
寄
り
添
い
、
ね
え
あ
な
た
、
お
久
し
ぶ
り
だ
こ
と
。」

と
女
は
夫
に
迫
っ
て
い
く
。
共
に
生
活
を
営
ん
だ
夫
へ
の
未
練
も
は
や
は
な
い
。

鬼
と
化
し
た
女
は
冷
酷
非
情
な
目
的
意
識
の
み
で
行
動
し
て
い
る
。
そ
の
根
源
に

あ
る
の
は
夫
へ
の
う
ら
み
で
あ
り
、
そ
こ
へ
至
る
ま
で
の
苦
し
い
状
況
が
次
の
段

で
赤
裸
々
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

偐
う
ら
み
做
に
至
っ
た
未
練
や
苦
悩
を
語
り
夫
に
迫
る
（
第
九
段
）

　
﹇
ク
ド
キ
﹈
の
冒
頭
、「
恨
め
し
や
」
で
い
き
な
り
始
ま
る
の
は
何
を
置
い
て
も

先
に
来
る
気
持
ち
を
抑
え
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
理
由
が
あ
れ

「
恨
め
し
い
」
気
持
ち
は
変
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
そ
う
い
う
気
持
ち
に
さ
せ

た
夫
は
絶
対
に
許
せ
な
い
。
ま
た
夫
へ
の
う
ら
み
か
ら
呪
詛
を
し
、
報
復
す
る
た

め
に
鬼
女
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
彼
女
自
身
を
憂
い
る
気
持
ち
も
あ
る
。
こ
ん
な
自

分
に
し
て
し
ま
っ
た
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
状
況
に
い
る
自
分
へ
の
怒
り
と
悲
哀

も
あ
る
だ
ろ
う
。「
永
遠
の
愛
を
誓
っ
た
の
に
ど
う
し
て
私
を
捨
て
て
し
ま
っ
た

の
か
？
あ
あ
恨
め
し
い
。」
と
、
次
第
に
う
ら
み
に
至
る
あ
り
さ
ま
を
嘆
き
始
め

る
。

﹇
ノ
リ
地
﹈

シ
テ　

捨
て
ら
れ
て

地
謡　

捨
て
ら
れ
て
、
思
う
ふ
思
ひ
の
、
涙
に
沈
み
、
人
を
恨
み

シ
テ　

夫
を 
喞 
ち
か
こ

地
謡　

或
時
は
恋
し
く

シ
テ　

又
は
恨
め
し
く

地
謡　

起
き
て
も
寝
て
も
、
忘
れ
ぬ
思
ひ
の
、
因
果
は
今
ぞ
と
、

白
雪
の
消
え
な
ん
、
命
は
今
宵
ぞ
、
い
た
は
し
や

 　
「
捨
て
ら
れ
て
、
悲
し
く
悔
し
い
涙
に
沈
み
、
相
手
の
女
を
恨
み
、
夫
を
な
じ

り
、
あ
る
時
は
夫
が
恋
し
く
、
ま
た
あ
る
時
は
恨
め
し
く
、
寝
て
も
覚
め
て
も
忘

れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
ん
な
思
い
を
さ
せ
た
報
い
を
今
こ
そ
知
る
が
い
い
。

あ
な
た
の
命
が
白
雪
の
よ
う
に
消
え
る
の
は
今
宵
限
り
。
お
気
の
毒
さ
ま
。」

　

苦
悶
の
日
々
を
送
っ
て
き
た
女
の
心
中
は
、
誰
し
も
が
体
験
し
た
こ
と
の
あ
る

内
容
で
あ
る
。
と
り
た
て
て
異
常
さ
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
極
め
て
ノ
ー
マ
ル
な

心
の
作
用
と
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
き
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
主
人
公
の
気
持
ち
に
対

す
る
理
解
と
共
感
は
、
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
我
が
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
主
人
公
は
苦
悩
に
耐
え
切
れ
ず
必
死
の
思
い
で
呪
詛
す
る

九

能
楽
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
の
構
造
と
メ
カ
ニ
ズ
ム　

―
主
人
公
の
心
理
分
析
を
通
し
て
う
ら
み
と
呪
詛
報
復
の
因
果
を
探
る
―
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こ
と
に 
縋 
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
呪
詛
す
る
と
い
う
非
現
実
的
、
非
理
性

す
が

的
な
意
識
と
行
為
に
陥
る
こ
と
に
と
う
と
う 
嵌 
ま
り
込
ん
で
い
く
。
人
に
よ
っ
て

は

は
そ
う
し
た
状
況
に
陥
り
や
す
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
は
あ
り
え
る
し
、
そ
う

で
な
い
人
で
も
こ
う
し
た
誘
惑
や
懸
念
を
抱
く
こ
と
ま
ま
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ

の
主
人
公
の
場
合
呪
詛
す
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
、
つ
い
に
は
理
性
的
抑
制

の 
箍 
を
外
す
し
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
呪
詛
が
叶
い
鬼
と
な
っ
て
か
ら
は
夫

た
が

に
は
も
は
や
未
練
は
な
く
、
非
情
な
決
意
と
心
境
で
夫
と
相
手
の
女
を
取
り
殺
す

こ
と
が
出
来
る
。
こ
う
し
た
う
ら
み
に
よ
る
報
復
行
為
は
日
常
的
、
現
実
的
に
は

成
し
遂
げ
る
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
を
一
般
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
こ
そ
主
人
公
の
報
復
に
は
痛
快
な
達
成
感
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
う
ら
み
に

は
普
段
は
蓋
を
さ
れ
て
い
る
邪
悪
な
欲
求
や
願
望
を
促
す
反
作
用
的
な
力
が
あ

る
。
良
識
あ
る
判
断
や
行
動
を
求
め
ら
れ
そ
れ
を
良
し
と
す
る
社
会
生
活
に
対
し

て
、
理
性
や
常
識
に
縛
ら
れ
ず
ス
ト
レ
ー
ト
に
自
ら
の
意
識
や
思
い
を
表
し
た
い

と
い
う
本
能
的
な
欲
求
を
誰
し
も
が
抱
い
て
い
る
。
た
だ
そ
の
欲
求
や
願
望
を
現

実
的
に
行
う
こ
と
は
希
で
あ
る
。

　

鬼
に
な
っ
た
こ
と
で
主
人
公
の
う
ら
み
が
果
た
せ
る
こ
と
に
な
り
、
ほ
ぼ
確
実

に
報
復
行
為
は
成
就
さ
れ
る
と
い
う
確
信
が
あ
る
た
め
、
主
人
公
の
言
葉
に
も

「
い
た
は
し
や
」と
い
う
相
手
を
憐
れ
蔑
む
皮
肉
な
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

鬼
女
の
報
復
と
退
散
（
第
十
段
）

　

第
十
段
で
は
報
復
の
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
報
復
に
臨
む
主
人
公
の
心
理

が
生
々
し
く
吐
露
さ
れ
る
臨
場
感
に
溢
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
「
互
い
に
良
か
れ
と
思
っ
て
い
る
間
柄
で
も
嘆
き
は
生
ま
れ
る
も
の
だ
。
と
い

う
歌
に
も
あ
る
よ
う
に
、
長
年
辛
い
思
い
に
沈
ん
で
き
た
恨
み
が
積
も
っ
た
せ
い

で
、
私
が
執
心
の
鬼
と
な
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
さ
あ
命
を
取
っ
て
や

り
ま
し
ょ
う
。」
と
言
っ
て
、
打
ち
杖
を
振
り
上
げ
ま
ず
相
手
の
女
（
形
代
）
の

鬘
を
手
に
巻
き
つ
け
て
打
ち
据
え
る
。

地
謡　

夢
現
と
も
分
か
ざ
る
憂
き
世
に
、
因
果
は
巡
り
合
ひ
た
り
、

　
　
　

今
更
さ
こ
そ
悔
し
か
る
ら
め
、
さ
て
懲
り
や
思
ひ
知
れ

　
「
夢
か
現
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
こ
の
憂
き
世
に
も（
お
前
が
生
ま
れ
変
わ
ら
ぬ

う
ち
に
私
の
夫
を
奪
っ
た
）因
果
が
巡
っ
て
き
て
報
復
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
に
な
っ
て
は
さ
ぞ
後
悔
し
て
い
る
だ
ろ
う
よ
。
さ
あ
懲
り
た
か
、
思
い
知
る
が

い
い
。」

　

ま
ず
相
手
の
女
に
報
復
の
手
が
及
ん
だ
の
は
、
先
に
程
度
の
軽
い
も
の
か
ら
片

づ
け
る
優
先
順
位
か
ら
だ
ろ
う
。
一
番
の
う
ら
み
の
元
凶
は
夫
に
あ
り
、
そ
の
相

手
で
あ
る
女
も
同
罪
な
が
ら
夫
へ
の
う
ら
み
は
そ
れ
以
上
に
深
く
強
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
女
を
葬
り
去
っ
た
後
で
、
じ
っ
く
り
と
夫
を
取
り
殺
す
。
美
味
し
い

も
の
や
一
番
楽
し
み
に
し
て
い
た
こ
と
は
後
に
と
っ
て
お
く
と
い
う
欲
求
に
も
似

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
主
人
公
の
気
持
ち
に
は
も
は
や
相
手
に
対
す
る
憐

み
や
悲
し
み
を
超
越
し
た
冷
酷
非
情
な
ま
で
の
意
識
で
臨
ん
で
お
り
、
同
情
心
な

ど
微
塵
も
な
い
状
況
に
あ
る
。
そ
れ
が
鬼
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
人
間
で
あ
れ
ば

相
手
の
憐
み
や
同
情
心
か
ら
、
報
復
に
一
瞬
躊
躇
す
る
と
か
悲
哀
を
感
じ
て
し
ま

う
も
の
で
あ
る
が
、
鬼
と
な
っ
た
主
人
公
に
は
そ
う
し
た
気
配
が
全
く
見
え
な
い

か
ら
だ
。

　

さ
ら
に
主
人
公
は
「
殊
更
恨
め
し
き
」
と
言
っ
て
本
命
の
夫
の
烏
帽
子
（
形
代
）

に
近
づ
く
も
の
の
、
清
明
の
祈 

が
呼
び
寄
せ
た
守
護
神
の
神
力
に
よ
っ
て
責
め

ら
れ
、
勢
い
も
衰
え
て
撤
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

地
謡　
 
時
節 
を
待
つ
べ
し
や
、
ま
づ
こ
の
度
は
帰
る
べ
し
と
、

じ
せ
っ
と

　
　
　

言
ふ
声
ば
か
り
は
さ
だ
か
に
聞
こ
へ
て
、

　
　
　

言
ふ
声
ば
か
り
聞
こ
え
て
姿
は
、

　
　
　

目
に
見
え
ぬ
鬼
と
ぞ
な
り
に
け
る
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「
ま
た
巡
り
逢
う
時
を
待
と
う
。
ひ
と
ま
ず
今
日
の
と
こ
ろ
は
帰
っ
て
や
ろ
う
。

と
い
う
声
だ
け
が
聴
こ
え
た
か
と
思
う
と
目
に
見
え
ぬ
鬼
と
な
っ
て
消
え
て
し

ま
っ
た
。」

　

主
人
公
は
報
復
を
途
中
で
断
念
し
退
散
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
鬼
と
な
っ
た

い
ま
で
は
目
的
が
果
た
さ
れ
る
ま
で
何
度
で
も
現
れ
、
報
復
が
成
就
す
る
ま
で
続

け
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
鬼
と
な
っ
て
う
ら
み
を
晴
ら
す
と
い
う
こ
と

は
果
て
し
が
な
く
非
情
な
実
践
行
為
で
あ
る
。
う
ら
み
は
報
復
が
完
了
す
る
ま
で

消
え
る
こ
と
な
く
い
ず
れ
は
夫
も
殺
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
「
鉄

輪
」
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。
う
ら
み
に
よ
る
報
復
の
執
念
深
さ
は
主
人
公
の
怒
り

か
ら
来
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
の
強
い
怒
り
は
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
だ
け
男
へ
の

思
い
が
深
く
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
根
底
に
は
救
い
の
な
い
悲
し
み
が

広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
能
で
は
そ
う
し
た
主
人
公
の
内
面
的
な
悲
し
み
も
洞
察
し

て
い
る
か
ら
、
観
能
の
あ
と
に
は
何
か
遣
り
切
れ
な
い
悲
し
く
も
切
な
い
余
韻
が

残
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

五　

鉄
輪
（
五
徳
）
の
象
徴
的
な
使
用
法　

　
「
鉄
輪
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
主
人
公
が
鬼
に
な
る
重
要

な
役
割
を
果
た
す
道
具
の
一
つ
が
鉄
輪
（
五
徳
）
で
あ
る
。
通
常
五
徳
は
火
鉢
に

三
脚
の
足
を
突
き
刺
し
て
そ
の
上
の
円
形
の
鉄
輪
に
土
瓶
や
鉄
瓶
、
焼
き
網
な
ど

を
の
せ
て
お
湯
を
沸
か
し
た
り
鍋
で
調
理
し
た
り
、
食
材
を
炙
っ
た
り
す
る
極
め

て
日
常
的
で
家
庭
的
な
生
活
必
需
品
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
古

来
よ
り
五
徳
は
そ
う
し
た
認
識
の
も
と
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
し
、
現
代

で
も
変
形
は
し
て
い
て
も
未
だ
に
日
用
品
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
る
。「
宇
治

の
橋
姫
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
鬼
に
な
る
必
要
条
件
に
は
、
こ
の
五
徳
を
逆
に
し

て
頭
に
か
ぶ
り
三
脚
の
足
に
松
を
燃
や
し
て
火
を
灯
す
よ
う
に
要
求
さ
れ
て
い

る
。「
鉄
輪
」
の
主
人
公
も
こ
の
通
り
実
践
し
て
い
る
訳
だ
が
、
五
徳
の
本
来
の
使

い
方
と
は
真
逆
な
誤
っ
た
使
い
方
を
し
て
い
る
訳
で
、
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の

か
？
推
測
す
る
に
お
そ
ら
く
は
三
脚
の
足
は
鬼
の
角
に
見
立
て
て
い
る
の
で
あ
る

し
、
そ
れ
に
火
を
灯
す
の
は
五
徳
が
火
器
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ

る
と
共
に
、
見
た
目
の
奇
異
さ
や
尋
常
な
ら
ざ
る
い
わ
ば
常
軌
を
逸
し
た
風
貌
を

演
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
課
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
生
活
の
営

み
に
は
不
可
欠
で
あ
る
家
庭
用
品
を
、
そ
れ
と
は
対
極
に
あ
る
非
人
道
的
な
使
い

方
（
鬼
に
な
る
た
め
の
道
具
）
と
し
て
利
用
す
る
皮
肉
！
そ
れ
が
日
常
的
で
親
し

み
の
あ
る
物
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
異
様
な
使
い
方
に
驚
き
そ
し
て
そ
う
し

て
い
る
ひ
と
の
精
神
状
態
に
恐
れ
を
な
す
の
で
あ
る
。
五
徳
は
そ
う
い
う
意
味

で
、
鬼
へ
と
変
身
す
る
た
め
の
安
易
な
道
具
の
み
な
ら
ず
、
鬼
に
な
る
と
い
う
尋

常
な
ら
ざ
る
人
心
の
象
徴
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
う
。

六　
「
鉄
輪
」
と
「
葵
上
」
の
違
い

　
「
鉄
輪
」
と
同
様
に 
後  
妻 
打
ち 
を
題
材
に
し
た
有
名
な
能
に
「
葵
上
」 
が
あ
る
。

う
わ 
な
り

二
つ
の
能
は
相
手
の
男
に
対
す
る
う
ら
み
か
ら
生
霊
と
な
っ
て
報
復
を
行
う
も
の

の
陰
陽
師
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
報
復
は
未
遂
に
終
わ
り
退
散
す
る
、
と
い
う
構
図

は
同
じ
で
あ
る
。
決
定
的
な
違
い
は
、「
鉄
輪
」
の
場
合
は
夫
と
相
手
の
女
を
取
り

殺
そ
う
と
す
る
が
、「
葵
上
」
で
は
相
手
の
女
の
み
に
報
復
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
る

点
に
あ
る
。「
鉄
輪
」
の
主
人
公
は
夫
へ
の
う
ら
み
が
強
く
て
鬼
女
と
な
っ
た
が
、

「
葵
上
」
の
主
人
公
で
あ
る
六
条
御
息
所
は
鬼
に
は
な
ら
ず
、
生
霊
と
な
っ
て
葵
の

前
に
登
場
し
後
妻
打
ち
を
し
て
報
復
す
る
。
六
条
御
息
所
は
「
丑
の
刻
参
り
」
な

ど
は
し
て
い
な
い
し
、
鬼
に
な
っ
て
報
復
し
て
や
ろ
う
と
い
う
決
意
も
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
本
人
自
身
生
霊
と
な
っ
て
葵
上
に
報
復
し
て
い
る
こ
と
自
体
知
っ
て
い

た
の
が
知
ら
な
か
っ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
不
実
を
し
た
男
の
方

（　

）
１７

（　

）
１８

一
一

能
楽
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
の
構
造
と
メ
カ
ニ
ズ
ム　

―
主
人
公
の
心
理
分
析
を
通
し
て
う
ら
み
と
呪
詛
報
復
の
因
果
を
探
る
―

132



（
光
源
氏
）
が
も
っ
と
憎
い
は
ず
だ
が
、
そ
の
矛
先
が
相
手
の
女
の
方
に
し
か
向
け

ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
釈
然
と
し
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
六
条
御
息
所
に
は

ま
だ
光
源
氏
に
未
練
が
残
っ
て
い
て
、
報
復
で
き
な
い
で
い
る
状
態
に
あ
る
と
み

る
べ
き
よ
う
に
思
う
。
光
源
氏
に
は
振
ら
れ
た
け
れ
ど
も
ま
だ
ま
だ
未
練
が
あ

り
、
ま
し
て
や
う
ら
ん
で
取
り
殺
す
よ
う
な
報
復
す
る
気
持
に
は
な
れ
な
い
。
そ

う
し
た
苦
悩
に
苛
ま
れ
心
が
揺
れ
動
い
て
い
る
六
条
御
息
所
は
最
終
的
に
成
仏
で

き
ず
浮
遊
霊
の
よ
う
に
な
っ
て
時
を
経
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。「
鉄
輪
」の
主

人
公
の
よ
う
に
、
夫
へ
の
強
い
う
ら
み
か
ら
鬼
と
な
っ
て
最
終
的
に
は
夫
と
相
手

の
女
を
取
り
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
報
復
と
し
て
納
得
の
い
く
結
末
で
は
あ

る
。「
鉄
輪
」で
は
そ
う
し
た
構
図
が
明
解
に
見
え
て
い
る
。
た
だ
陰
陽
師
の
阻
害

に
よ
り
達
成
で
き
な
か
っ
た
不
慮
の
幕
切
れ
で
、
そ
の
後
の
展
開
が
ど
う
な
っ
た

の
か
、
と
い
う
思
わ
せ
ぶ
り
な
期
待
感
と
恐
怖
感
が
後
味
に
残
る
。
周
知
の
こ
と

で
は
あ
る
が
、「
葵
上
」
で
は
そ
の
直
後
に
葵
上
は
亡
く
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
物
語
の
筋
か
ら
言
え
ば
、
六
条
御
息
所
の
怨
霊
に
取
り
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。「
鉄
輪
」に
お
い
て
も
清
明
と
い
う
強
力
な
陰
陽
師
の
神
力
に
よ
っ
て

一
時
は
報
復
の
手
を
逃
れ
た
も
の
の
、
鬼
女
と
な
っ
た
主
人
公
の
霊
力
と
執
拗
な

報
復
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
夫
の
命
が
尽
き
る
の
は
時
間
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
じ
「
後
妻
打
ち
」
と
い
う
題
材
を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
、
ひ
と
の
偐
う
ら
み
做
に

よ
る
報
復
劇
も
そ
の
主
人
公
の
心
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
は
結
果
が
随
分
変
わ
っ
て

く
る
。「
鉄
輪
」
の
主
人
公
の
偐
う
ら
み
做
は
底
知
れ
ず
、
ま
た
鬼
と
な
っ
た
非

情
な
心
理
に
は
身
震
い
さ
せ
る
よ
う
な
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

七　
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
の
構
造
と
メ
カ
ニ
ズ
ム　

　
偐
う
ら
み
做
は
人
と
人
と
の
対
応
の
中
で
生
ま
れ
る
憎
し
み
に
そ
の
発
端
が
あ

る
。
そ
れ
は
ど
ん
な
対
人
関
係
で
あ
っ
て
も
起
こ
り
う
る
心
の
現
象
で
あ
る
が
、

そ
の
対
象
者
が
非
常
に
親
し
い
、
あ
る
い
は
愛
情
を
注
ぎ
合
い
、
深
い
信
頼
関
係

で
結
ば
れ
て
い
た
人
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、偐
う
ら
み
做
は
よ
り
強
く
よ
り
深
い
も

の
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。「
鉄
輪
」で
は 
永  
久 
の
愛
を
誓
い
合
っ
た
夫
婦
の
離
別

と 

わ

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
。
お
互
い
に
愛
想
を
尽
か
し
も
は
や
一
緒
に

生
活
で
き
な
く
な
っ
て
夫
婦
生
活
が
破
綻
し
て
し
ま
う
離
別
で
は
な
く
、
夫
が
他

の
女
と
二
股
を
か
け
、
一
方
的
に
主
人
公
を
捨
て
て
他
の
女
と
一
緒
に
な
っ
た
。

主
人
公
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
青
天
の
霹
靂
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら

の
主
人
公
の
心
理
状
態
は
悲
惨
な
状
況
に
置
か
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
夫

と
の
生
活
や
愛
情
、
過
去
の
記
憶
が
裏
切
り
に
よ
っ
て
す
べ
て
偽
り
の
も
の
だ
っ

た
の
か
、
と
い
う
驚
き
と
困
惑
、
そ
し
て
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
人
生
や
生
き
方
ま

で
も
全
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
悲
し
さ
、
信
じ
て
い
た
も
の
が
無
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
あ
と
の
虚
無
感
、
さ
ら
に
は
女
と
し
て
生
き
て
い
く
支
え
を
奪
わ
れ

て
し
ま
っ
た
喪
失
感
や
絶
望
感
な
ど
、
思
い
悩
め
ば
悩
む
ほ
ど
苦
悩
と
葛
藤
は
深

刻
さ
を
増
し
、
遂
に
は
耐
え
切
れ
な
い
苦
境
に
陥
る
。
夫
を
恨
み
、
相
手
の
女
を

恨
み
、
呪
詛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
し
か
生
き
る
目
的
を
見
出
せ
な
く
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
は
何
と
し
て
も
呪
詛
を
叶
え
報
復
を
果
た

す
こ
と
し
か
な
い
。
う
ら
み
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
思
い
込
み
が
激
し
く
な

り
、
見
識
が
狭
く
な
り
（
人
の
意
見
を
聞
か
ず
、
人
か
ら
ど
う
思
わ
れ
て
い
よ
う

が
気
に
し
な
い
）、
一
心
不
乱
に
「
丑
の
刻
参
り
」
に
専
念
す
る
。
こ
う
し
て
偐

う
ら
み
做
は
呪
詛
す
る
こ
と
に
転
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
鬼
と
な
っ
て
報
復
す
る
こ

と
が
偐
う
ら
み
做
を
解
消
さ
せ
る
最
大
の
方
策
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
偐
う
ら
み
做
を
晴
ら
す
こ
と
は
世
間
一
般
に
は
非
合
法
な
行
為
に
よ
る
悪
い
イ

齋

藤

澄

子

一
二
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八　
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
と

呪
詛
報
復
の
因
果
に
つ
い
て　
　



メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
う
。
し
か
し
当
事
者
に
と
っ
て
は
非
合
法
で
あ
れ
合
法
で
あ

れ
、
手
段
を
問
わ
ず
偐
う
ら
み
做
を
解
消
さ
せ
た
い
一
心
で 
縋 
っ
て
生
き
て
い
く

す
が

し
か
な
い
。「
鉄
輪
」
に
お
け
る
呪
詛
に
よ
る
報
復
と
い
う
手
段
は
、
非
現
実
的
で

不
確
実
な
方
法
で
は
あ
る
が
、
主
人
公
は
こ
れ
を
拠
り
所
に
す
る
し
か
他
に
手
段

が
な
か
っ
た
。
幸
い
に
も
呪
詛
が
叶
い
神
託
を
得
て
（
神
様
の
後
ろ
盾
を
得
て
）、

今
度
は
鬼
と
な
っ
て
よ
う
や
く
報
復
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た

一
連
の
代
償
行
動
に
よ
っ
て
の
み
し
か
偐
う
ら
み
做
を
解
消
す
る
手
段
は
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
？
「
鉄
輪
」
の
偐
う
ら
み
做
は
、
異
性
間
の
愛
憎
と
い
う
非
常

に
身
近
で
あ
り
が
ち
な
要
因
か
ら
起
き
る
問
題
を
題
材
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

理
屈
や
常
識
で
は
割
り
切
れ
な
い
感
情
的
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
要
素
も
絡
む
だ
け

に
、偐
う
ら
み
做
を
た
や
す
く
解
消
す
る
方
法
や
手
段
は
困
難
を
極
め
る
の
が
現
実

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

逆
な
見
方
を
す
れ
ば
、
例
え
ば
現
代
で
も
「
う
ら
み
を
晴
ら
す
」
こ
と
を
主
眼

に
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
人
気
を
博
し
て
い
る
。
人
間
心
理
の
隠
れ
た
願
望
や
欲

求
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ド
ラ
マ
の
人
気
の
背
景

に
は
、
偐
や
ら
れ
た
ら
や
り
返
す
做
と
か
偐
倍
返
し
做
な
ど
正
当
な
理
由
と
根
拠

が
あ
れ
ば
た
と
え
そ
れ
が
非
合
法
な
方
法
で
あ
っ
て
も
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い

う
の
が
、
人
間
感
情
や
人
間
心
理
に
は
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
現
実
的
な
報
復
は
無

理
に
し
て
も
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
か
ら
ゆ
え
に

日
頃
の
う
ら
み
や
鬱
憤
を
解
消
し
て
く
れ
る
あ
る
種
の
達
成
感
や
カ
タ
ル
シ
ス
を

お
ぼ
え
さ
せ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
「
鉄
輪
」
の
も
つ
人
気
の
要
因

で
あ
り
、
普
遍
的
な
人
間
の
心
理
を
読
み
込
ん
で
い
る
証
と
も
い
え
る
の
だ
。

ま
と
め　

　
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
は
非
常
に
根
深
く
重
い
が
、
そ
の
解
消
法
は

実
に
明
解
で
直
截
的
、
し
か
も
非
現
実
的
で
非
常
識
的
な
方
法
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
共
感
や
達
成
感
を
覚
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
人
間
の
心
理
の
奥
深
く
潜
む

本
能
的
な
欲
求
や
願
望
を
呼
び
覚
ま
す
、
何
か
普
遍
的
な
一
部
の
感
情
が
偐
う
ら

み
做
の
根
源
的
な
生
成
要
素
と
し
て
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
解

消
法
を
解
く
鍵
も
、
偐
う
ら
み
做
の
構
造
を
解
析
し
、
解
消
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を

辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。「
鉄
輪
」の
主
人
公
は
常
軌
を
逸
し

た
精
神
状
態
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
報
復
も
極
端
な
代
償
行
動
を
取
っ
て
い
る
も
の

の
、
わ
れ
わ
れ
見
る
者
に
と
っ
て
は
、
不
快
感
や
矛
盾
点
を
感
ず
る
こ
と
な
く
受

け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
、
さ
ら
に
は
達
成
感
す
ら
覚
え
さ
せ
て
く
れ
る
。
時
空
を

超
え
て
日
本
人
と
し
て
の
普
遍
的
な
意
識
感
情
を
共
有
で
き
る
「
鉄
輪
」
の
魅
力

は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

註（
１
）
鉄
輪
（
か
な
わ
）　

四
、
五
番
目
物
。「
貴
船
」
あ
る
い
は
「
木
船
」
と
も

呼
ば
れ
て
い
た
。
作
者
は
不
詳
。

（
２
）
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
屋
代
本
『
平
家
物
語
』「
剣
之
巻
」
に
登
場
す
る

「
宇
治
の
橋
姫
」
と
い
う
女
性
が
、
怨
み
を
は
ら
す
た
め
鬼
に
な
り
た
い
と
願

を
か
け
、
貴
船
神
社
に
「
丑
の
刻
参
り
」
を
行
っ
て
願
い
を
成
就
さ
せ
た
と

い
わ
れ
る
。

（
３
）
本
説
（
ほ
ん
ぜ
つ
）　

素
材
典
拠
が
著
名
な
も
の
。
世
阿
弥
は
伝
書
の
中

で
能
は
本
説
に
基
づ
い
て
作
る
べ
き
と
記
し
て
い
る
。

（
４
）「
今
昔
物
語
集
」
巻
二
十
四

（
５
）
貴
船
神
社
（
き
ふ
ね
じ
ん
じ
ゃ
）　

京
都
府
京
都
市
左
京
区
鞍
馬
貴
船
町

に
あ
る
貴
船
川
沿
い
の
神
社
で
、
源
義
経
に
縁
の
あ
る
鞍
馬
寺
と
隣
接
し
た

立
地
の
た
め
、
現
在
で
も
人
気
の
周
遊
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
水
神
で
あ

る
高 

神
（
た
か
お
か
み
の
か
み
）
を
祀
り
、
古
く
か
ら
祈
雨
の
神
と
し
て

一
三

能
楽
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
の
構
造
と
メ
カ
ニ
ズ
ム　

―
主
人
公
の
心
理
分
析
を
通
し
て
う
ら
み
と
呪
詛
報
復
の
因
果
を
探
る
―
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信
仰
さ
れ
た
。
創
建
年
代
は
不
詳
な
が
ら
白
鳳
六
年
（
六
六
六
年
）
に
社
殿

造
替
え
の
記
録
が
あ
る
。
十
一
世
紀
半
ば
に
出
水
に
よ
り
社
殿
が
流
失
し
、

そ
の
後
七
百
ｍ
下
流
に
社
殿
を
再
建
遷
座
し
て
本
宮
と
し
、
元
の
鎮
座
地
は

奥
宮
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
（
現
在
で
は
本
宮
・
結
社
（
中
宮
）・
奥

宮
の
三
つ
の
社
殿
が
分
か
れ
て
立
っ
て
い
る
）。
古
来
よ
り
絵
馬
の
発
祥
と

し
て
知
ら
れ
、
縁
結
び
の
神
と
し
て
信
仰
を
あ
つ
め
て
い
る
。
他
方
で
は
丑

の
刻
に
貴
船
明
神
が
降
臨
し
た
と
い
う
由
緒
か
ら
、「
丑
の
刻
参
り
」
で
知
ら

れ
、
縁
切
り
の
神
、
呪
咀
神
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
た
こ
と
で
も
有
名
に
な
っ

た
。

（
６
）
丑
の
刻
参
り
（
う
し
の
こ
く
ま
い
り
）　

古
く
は
祈
願
成
就
の
た
め
、
丑

の
刻
（
午
前
二
時
こ
ろ
）
に
神
仏
に
参
拝
す
る
こ
と
を
い
っ
た
が
、
後
に
は

呪
詛
す
る
参
詣
行
為
に
転
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
７
）
安
倍
清
明
（
あ
べ
の
せ
い
め
い
）　

平
安
時
代
の
陰
陽
師
（
九
二
一
〜
一

〇
〇
五
）。
当
時
最
先
端
の
学
問
で
あ
っ
た
「
天
文
道
」
や
占
い
を
体
系
化

し
た
陰
陽
道
に
長
じ
た
陰
陽
師
と
し
て
朝
廷
や
貴
族
か
ら
信
頼
を
受
け
、
そ

の
事
跡
は
神
秘
化
さ
れ
て
数
多
く
の
伝
説
的
逸
話
を
生
ん
で
い
っ
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
一
条
戻
橋
付
近
に
あ
る
清
明
神
社
は
安
倍
晴
明
の
屋
敷
跡
に
建

て
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

（
８
）「
長
な
る
髪
を
ば
五
つ
に
分
け
五
つ
の
角
に
ぞ
造
り
け
る
。
顔
に
は
朱
を
指

し
、
身
に
は
丹
を
塗
り
、
鉄
輪
を
戴
き
て
三
つ
の
足
に
は
松
を
燃
や
し
、
続

松
を
拵
へ
て
両
方
に
火
を
付
け
て
口
に
く
は
へ
、（
略
）、
貴
船
の
社
の
計
ら

ひ
に
て
、
生
き
な
が
ら
鬼
と
な
り
ぬ
。
宇
治
の
橋
姫
と
は
こ
れ
な
る
べ
し
。」

屋
代
本
『
平
家
物
語
』「
剣
之
巻
」

（
髪
を
五
つ
に
分
け
五
本
の
角
に
し
、
顔
に
は
朱
を
さ
し
体
に
は
丹
を
塗
っ

て
全
身
を
赤
く
し
、
鉄
輪
を
逆
さ
に
頭
に
載
せ
、
三
本
の
脚
に
は
松
明
を
燃

や
し
、
さ
ら
に
両
端
を
燃
や
し
た
松
明
を
口
に
く
わ
え
、（
略
）、
貴
船
大
明

神
の
言
っ
た
と
お
り
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
宇
治
の
橋
姫
で
あ

る
。）　

（
９
）
日
本
古
典
文
学
大
系　

謡
曲
集　

下
（
三
四
九
〜
三
五
二
頁
）　

を
参
照

（　

）
小
鼓
を
中
心
と
し
た
単
調
な
調
子
の
囃
子
。
こ
こ
で
は
神
官
の
祝
詞
や
呪

１０
文
が
始
ま
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

（　

）
出
端
（
で
は
）　

太
鼓
入
り
の
登
場
楽
で
こ
こ
で
は
鬼
女
の
怨
念
を
あ
ら

１１
わ
す
。

（　

）
糺
河
原
（
た
だ
す
の
か
わ
ら
）
は
、
加
茂
川
と
高
野
川
の
合
流
し
た
三
角

１２
地
点
あ
た
り
。

（　

）
出
深
泥
池
（
み
ど
ろ
が
い
け
、
み
ぞ
ろ
が
い
け
）
は
、
京
都
市
北
区
上
賀

１３
茂
深
泥
池
町
お
よ
び
狭
間
町
に
あ
る
池
お
よ
び
湿
地
。
深
泥
ケ
池
と
も
記

す
。
近
世
ま
で
深
泥
池
を
「
御
菩
薩
池
」
と
記
す
の
が
一
般
的
な
表
記
だ
っ

た
と
い
う
。

（　

）
市
原
野
（
い
ち
は
ら
の
）　

京
都
市
左
京
区
中
西
部
の
一
地
区
。
櫟
原
野

１４
と
も
書
く
。
鞍
馬
寺
参
詣
の
鞍
馬
街
道
沿
い
に
あ
り
早
く
か
ら
開
け
た
。
小

野
小
町
終
焉
の
地
と
伝
え
ら
れ
る
小
野
寺
（
補
陀
洛
寺
）
も
あ
る
。

（　

）
形
代
（
か
た
し
ろ
）　

神
霊
が
憑
く
依
り
代
の
一
種
で
、
人
間
の
例
を
宿

１５
す
場
合
は
人
形
を
用
い
る
。「
鉄
輪
」の
舞
台
で
は
侍
烏
帽
子
と 
鬘 
を
男
女
の

か
づ
ら

形
代
と
し
、
さ
ら
に
五
色
の 
幣 
（
神
道
の
祭
祀
に
用
い
ら
れ
る
二
本
の
紙
垂

へ
い

れ
）
が
立
て
ら
れ
る
。

（　

）
五
徳
（
ご
と
く
）　

五
徳
は
小
規
模
な
炉
や
囲
炉
裏
、
火
鉢
や
七
輪
な
ど

１６
に
設
置
し
て
鍋
や
や
か
ん
、
土
瓶
や
鉄
瓶
な
ど
の
加
熱
容
器
あ
る
い
は
焼
き

網
を
上
に
乗
せ
る
た
め
の
器
具
で
あ
る
。
金
属
製
の
も
の
は
鉄
輪（
か
な
わ
）

と
も
呼
ば
れ
る
。
呪
詛
で
は
鉄
輪
を
上
下
逆
に
し
て
頭
に
載
せ
、
三
本
の
足

に
蝋
燭
を
立
て
て
火
を
灯
す
。

（　

）
後
妻
打
ち
（
う
わ
な
り
う
ち
）　

中
世
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
あ
っ
た
風
習

１７

齋

藤

澄

子

一
四
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で
、
離
縁
し
た
夫
が
後
妻
を
む
か
え
る
と
き
、
先
妻
は
予
告
し
た
上
で
後
妻

の
家
を
襲
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
。

（　

）「
葵
上
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
著
者
に
よ
る
論
文
を
参
照
。

１８『
能
楽
「
葵
上
」
と
「
野
宮
」
に
お
け
る
主
人
公
の
表
現
構
造
と
そ
の
特
長
』

―
六
条
御
息
所
の
心
の
中
の「
葛
藤
と
癒
し
」の
心
理
分
析
―　

〜
そ
の
一
〜

齋
藤
澄
子　

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
紀
要　

第
四
一
号　

一
〇
五
〜
一
二
〇

頁　

二
〇
〇
七
年

『
能
楽
「
葵
上
」
と
「
野
宮
」
に
お
け
る
主
人
公
の
表
現
構
造
と
そ
の
特
長
』

―
六
条
御
息
所
の
心
の
中
の「
葛
藤
と
癒
し
」の
心
理
分
析
―　

〜
そ
の
二
〜

齋
藤
澄
子　

茨
城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
紀
要　

第
四
二
号　

一
七
八
〜
一
九
六

頁　

二
〇
〇
八
年

参
考
文
献

・
謡
曲
集　

上
、
下　

日
本
古
典
文
學
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
六
〇
年
、
一

九
六
三
年

・
歌
論
集　

能
樂
論
集　

日
本
古
典
文
學
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
六
一
年

・
世
阿
弥　

日
本
の
名
著
第
十
巻　

中
央
公
論
社　

一
九
六
九
年

・
謡
曲
集　

上
、
下　

新
潮
日
本
古
典
集
成　

新
潮
社　

一
九
八
三
年
、
一
九

八
八
年

・
岩
波
講
座　

能
狂
言　

全
７
巻
、
別
巻
１　

岩
波
書
店　

一
九
八
七
〜
一
九

九
二
年

・
表
章
、
加
藤
周
一
校
注
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
岩
波
書
店　

一
九
九
五
年

・
謡
曲
集　

１
、
２　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

小
学
館　

一
九
九
七
年
、

一
九
九
八
年

・
謡
曲
百
番　

新　

日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
九
八
年

・
小
西
甚
一　

編
訳
「
世
阿
弥
能
楽
論
集
」
た
ち
ば
な
出
版　

二
〇
〇
四
年　

・
高
安
流
大
鼓　

序
ノ
巻　

安
福
春
雄　

能
楽
書
林　

二
〇
〇
四
年

・『
観
世
流　

舞
の
囃
子
』（
復
刻
）　

監
修　

金
春
惣
右
衛
門　

増
田
正
造　

財
団
法
人
日
本
伝
統
文
化
振
興
財
団　

二
〇
一
〇
年

・
小
能
狂
言
事
典　

平
凡
社　

二
〇
一
一
年

・『
能
楽
囃
子
体
系
』（
復
刻
）　

監
修　

金
春
惣
右
衛
門　

増
田
正
造　

財
団

法
人
日
本
伝
統
文
化
振
興
財
団　

二
〇
一
一
年

・
鉄
輪　

観
世
流
謡
本　

観
世
左
近　
　

檜
書
店　

・
鉄
輪　

宝
生
流
謡
本　

宝
生
九
郎　
　

わ
ん
や
書
店

・
鉄
輪　

金
春
流
謡
本　

金
春
信
高　
　

金
春
刊
行
会

・
鉄
輪　

金
剛
流
謡
本　

金
剛　

巌　
　

檜
書
店

・
鉄
輪　

喜
多
流
謡
本　

喜
多
節
世　
　

喜
多
流
刊
行
会

参
考
図
書
（
年
代
順
）

・
小
川
国
夫　
　
「
天
の
花　

淵
の
声
」　

角
川
書
店　

一
九
七
六
年

・
馬
場
あ
き
子　
「
鬼
の
研
究
」　

ち
く
ま
文
庫　

一
九
八
八
年

・
観
世
栄
夫
編
「
日
本
の
名
随　

能
」　

作
品
社　

一
九
九
〇
年

・
渡
辺
保　
　
　
「
能
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー　

友
枝
喜
久
夫
仕
舞
百
番
日
記
」
角

川
書
店　

一
九
九
五
年

・
杉
本
苑
子　
「
能
の
女
た
ち
」　

文
藝
春
秋
社　

一
九
九
九
年

・
観
世
清
和　
「
一
期
初
心
」
淡
交
社　

二
〇
〇
〇
年

・
観
世
寿
夫　　
「
世
阿
弥
を
読
む
」　

荻
原
達
子
編　

平
凡
社　

二
〇
〇
一
年

・
梅
原
猛　
　
「
梅
原
猛
の
授
業　

能
を
観
る
」　

朝
日
出
版
社　

二
〇
一
二
年

・
梅
原
猛　
　
「
能
を
読
む
」
①
〜
④　

角
川
学
芸
出
版　

二
〇
一
三
年

参
考
論
文
（
年
代
順
）

・
能
謡
名
所
「
鉄
輪
」
の
女
と
安
倍
晴
明　

栗
林
貞
一　

観
世
三
十
三
―
十
二

一
五

能
楽
「
鉄
輪
」
に
お
け
る
偐
う
ら
み
做
の
構
造
と
メ
カ
ニ
ズ
ム　

―
主
人
公
の
心
理
分
析
を
通
し
て
う
ら
み
と
呪
詛
報
復
の
因
果
を
探
る
―
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一
九
六
六
年
十
二
月

・
謡
曲
「
葵
の
上
」
を
め
ぐ
っ
て
―
後
妻
打
ち
の
御
振
舞
ひ
付
「
鉄
輪
」「
三

山
」　

吉
田
き
や
う　
　

芸
文
東
海　
　
　

一
九
九
〇
年
十
二
月

１６

・
特
集
・
平
家
物
語
―
生
ま
れ
か
わ
り
つ
づ
け
る
物
語　

物
語
が
物
語
を
生
む

―
『
平
家
物
語
』「
剣
巻
」
を
め
ぐ
っ
て
神
野
藤
昭
夫　
　

国
文
学
四
十
七

－
十
二　

六
八
九　

十
二
〜
十
八
頁　

二
〇
〇
二
年
十
月
十
日

・
鉄
輪
説
話
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
髪
の
表
現
を
手
掛
か
り
に
し
て
蝉
丸
と
逆
髪 

綿
引
香
織　
「
平
家
物
語
」の
転
生
と
再
生　
　

二
三
二
〜
二
五
一
頁　

二
〇

〇
三
年
三
月
三
十
一
日

・
能
の
な
か
の
異
界
（　
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Structures and Mechanisms of “Grudges” in the Noh Play Kanawa
―Causes and effects of grudges and cursing revenge explored through main 

character psychoanalysis―

Sumiko Saito 
 

Abstract
　　In human feelings, a “grudge” is an action of mind arising from personal relationships. 
Differing from joy, sorrow, and other feelings that easily become apparent in facial expressions or 
actions, it is a strong feeling that is concealed, but harbored in the mind without fading. These are 
“grudge” characteristics. Various forms and degrees of “grudge”, a strong stressor on the mind, can 
be found. The solutions to them are multifarious. Since ancient times, there has been no shortage 
of stories and plays in which such “grudges” are resolved. Struggle with grudges is a universal 
action of mind for humanity irrespective of time and culture. It is readily apparent that the ways 
to cope elicit sympathy. As concrete solutions,  “satisfying a grudge”, which is a common wish and 
practical action, is a typical approach. In the world of Noh, Kanawa is at the top of the list of plays 
dealing with the theme. It is still performed today as a popular program.
　　This paper is intended to analyze the “grudge” structure, emphasizing the main character of 
Kanawa, and clarifying the “grudge” mechanism, tracing the process leads to getting rid of it. 
What becomes clear from the results of analysis is that the “grudge” in “Kanawa” is a deep-rooted 
and heavy one, but the solution is truly clear and straightforward. It induces people to experience 
a sense of sympathy or achievement despite its unrealistic and preposterous approach. Some 
universal feelings which bring back instinctive desires and wishes hidden deep inside of human 
psychology are the fundamental elements generating “grudges”. The key to getting rid of a grudge 
has been clarified by analyzing the “grudge” structure and tracing the process leading to the 
solution. The main character of Kanawa, in an insane state of mind, takes an extreme substitute 
action for revenge. However, we, the audience, can accept that without feeling discomfort or 
contradictions and even experience a sense of achievement. That might be the attractiveness of 
Kanawa, in which we can share universal conscious feelings as Japanese people beyond time and 
space.


