
京
都
の
祭
り
と
民
間
信
仰

│
│
暮
ら
し
の
な
か
の
祈
り
│
│

川

口

朋

子

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
、
工
藤
先
生
か
ら
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
川
口
朋
子
と
申
し
ま
す
。

金
曜
日
の
夕
方
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
九
十
分
間
、
私
の
話

に
お
付
き
合
い
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
、
工
藤
先
生
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、

私
は
、
宗
教
学
の
専
門
家
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
京
都
の
町
の
歴
史
に
興
味
を
も
っ
て
、
そ
れ
を

専
門
に
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。
町
の
歴
史
を
研
究
す
る
う
え
で
、
自
然
と
そ
の
町
に
住
む
人
々
の
歴
史
に

も
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
今
日
は
、
京
都
に
住
む
人
々
の
暮
ら
し
、
そ
の
暮
ら
し
に
密
着
し

た
お
祭
り
と
か
民
間
信
仰
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
に
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
日
の
宗
教

講
座
を
通
し
て
、
私
な
り
に
み
な
さ
ん
に
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ

が
伝
わ
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ま
ず
、
京
都
の
お
祭
り
と
か
民
間
信
仰
を
知
る
前
に
、
私
た
ち
の
遠
い
遠
い
祖
先
、
む
か
し
む
か
し
、

日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
伝
統
的
な
生
活
を
送
っ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
の

私
た
ち
の
生
活
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
点
も
あ
り
ま
す
し
、
共
通
し
て
い
る
点
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
食

事
。
日
本
人
が
伝
統
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
時
代
に
は
�
米
�
を
主
食
と
す
る
生
活
が
当
た

り
前
で
し
た
。
今
み
な
さ
ん
の
よ
う
な
特
に
若
い
女
性
の
な
か
に
は
、
お
米
を
食
べ
な
い
人
が
増
え
て
い

る
そ
う
で
す
。「
お
米
を
食
べ
る
と
太
る
か
ら
」
と
い
う
声
も
聞
き
ま
す
し
、「
パ
ン
が
手
軽
で
美
味
し
い

か
ら
」
と
か
、「
パ
ス
タ
の
方
が
カ
ロ
リ
ー
が
低
い
か
ら
」
と
か
、
そ
う
い
う
勘
違
い
で
お
米
を
食
べ
な

い
人
が
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
米
は
、
栄
養
価
が
高
い
だ
け
で
な
く
、
日
本
で
は
食

糧
自
給
率
が
九
割
を
超
え
て
い
て
、
現
在
で
も
ほ
ぼ
自
給
自
足
で
き
て
い
る
作
物
で
す
。
昔
、
日
本
人
は

米
を
育
て
て
、
収
穫
を
し
て
食
べ
て
生
活
を
し
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
米
と
い
う
の
は
植
え
て
お

け
ば
勝
手
に
育
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
五
月
頃
に
、
農
家
で
は
田
植
え
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
苗

を
植
え
て
い
く
作
業
で
す
が
、
そ
の
前
に
種
を
用
意
し
稲
を
育
て
、
田
ん
ぼ
を
耕
し
た
り
水
を
張
っ
た

り
、
い
ろ
い
ろ
準
備
が
必
要
で
す
。
そ
れ
か
ら
米
作
り
に
は
季
節
ご
と
の
天
候
が
重
要
で
、
お
い
し
い
お

米
を
収
穫
す
る
に
は
、
梅
雨
の
時
期
に
た
く
さ
ん
雨
が
降
っ
て
、
夏
に
は
稲
に
日
が
当
た
っ
て
す
く
す
く
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と
育
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。
穂
が
出
て
実
る
と
秋
に
収
穫
し
ま
す
。
そ
れ
を
脱
穀
し
て
精
米
し
た
も
の

を
、
家
庭
で
私
た
ち
が
炊
い
て
や
っ
と
お
米
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
ん
で
す
。
た
だ
、
米
を
主
食
と
す
る
生

活
を
送
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
水
田
の
近
く
に
住
む
必
要
が
で
て
き
ま
す
。
世
界
に
は
定
住
し
な
い
、
例

え
ば
、
季
節
ご
と
に
家
畜
の
群
を
と
も
な
っ
て
点
々
と
住
む
場
所
を
変
え
る
、
い
わ
ゆ
る
遊
牧
生
活
を
送

っ
て
い
る
よ
う
な
人
々
も
い
ま
す
。
日
本
人
の
場
合
に
は
お
米
を
主
食
と
す
る
の
で
、
お
米
の
育
ち
具
合

を
頻
繁
に
観
察
し
て
手
入
れ
を
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
水
田
の
そ
ば
に
定
住
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
定
住
生
活
は
、
現
在
で
は
、
農
薬
が
改
良
さ
れ
た
り
、
機
械
化
が
進
ん
だ
り
、
品
種
改
良
が
進

ん
だ
り
し
て
秋
に
お
い
し
い
お
米
を
収
穫
で
き
る
確
率
は
随
分
高
く
な
り
ま
し
た
が
、
昔
は
も
っ
と
不
安

定
な
生
活
で
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
年
に
お
米
が
ど
れ
だ
け
収
穫
で
き
る
の
か
わ
か
ら
な
い
生
活
で
し

た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
天
候
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
す
ね
。
例
え
ば
、
夏
、
毎
日
毎
日
と
て
も

暑
い
日
が
続
い
て
日
照
り
に
な
っ
て
し
ま
う
年
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
梅
雨
に
十
分
な
雨
が
降

ら
な
い
。
日
照
り
と
は
逆
に
、
夏
の
気
温
が
十
分
に
上
が
ら
な
い
、
涼
し
い
夏
に
な
っ
て
し
ま
う
。
冷
夏

と
言
い
ま
す
。
害
虫
が
発
生
し
た
り
、
予
想
も
し
て
い
な
い
災
害
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
川
が
氾

濫
し
て
水
田
が
水
浸
し
に
な
っ
た
。
台
風
が
来
て
稲
が
な
ぎ
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
日
照
り

と
か
冷
害
と
か
自
然
災
害
が
発
生
す
る
と
、
お
米
の
出
来
が
悪
く
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
年
が
天

京都の祭りと民間信仰
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候
に
恵
ま
れ
る
と
秋
に
美
味
し
い
お
米
が
た
く
さ
ん
獲
れ
る
。
豊
作
に
な
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
、

昔
の
日
本
人
と
い
う
の
は
自
然
や
天
候
に
直
接
左
右
さ
れ
る
生
活
を
送
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
だ
っ
た

ら
、
例
え
ば
台
風
が
来
る
と
な
る
と
、
気
象
予
報
士
の
お
姉
さ
ん
が
テ
レ
ビ
で
気
象
予
報
図
の
前
に
立
っ

て
、
な
ぜ
台
風
が
来
る
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
、
い
つ
来
る
か
、
ど
れ
く
ら
い
大
き
い
の
か
、
風
向

き
や
風
力
が
ど
う
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
と
っ
た
ら
良
い
の
か
ま
で
事
細
か
に
説
明
し
て
く
れ
ま

す
。
で
も
、
現
代
の
よ
う
に
科
学
が
発
達
し
て
い
な
い
昔
と
い
う
の
は
、
人
々
に
と
っ
て
は
台
風
は
か
な

り
突
発
的
に
遭
遇
す
る
も
の
で
す
。
台
風
が
よ
く
発
生
す
る
季
節
は
分
か
っ
て
い
て
も
、
正
確
に
は
予
想

で
き
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
台
風
な
ど
の
自
然
災
害
が
発
生
す
る
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解
明
さ

れ
て
い
な
い
時
代
は
、
災
害
が
発
生
し
た
り
米
が
不
作
の
年
が
続
い
た
り
す
る
と
、
人
々
は
「
こ
れ
は
き

っ
と
神
様
が
怒
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
か
、「
祟
り
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

逆
に
、
豊
作
に
な
る
と
「
こ
れ
は
き
っ
と
神
様
の
恵
み
だ
」
と
考
え
ま
し
た
。
昔
の
日
本
人
は
、
自
分
た

ち
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
自
然
界
の
な
か
に
、
自
分
た
ち
の
力
が
及
ば
な
い
存
在
を
見
出
し
た
の

で
す
。
自
然
界
に
は
た
く
さ
ん
神
様
が
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
自
然
に
左
右
さ
れ
な
が
ら
営
む
自
分
た

ち
の
生
活
は
、
神
様
の
存
在
に
影
響
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
思
想
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、

自
然
に
対
し
て
人
間
の
力
で
は
適
わ
な
い
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
自
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然
へ
の
謙
虚
な
気
持
ち
、
敬
虔
な
精
神
性
も
育
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
随
分
か
い
つ
ま
ん
で
話
を
し
て

い
ま
す
が
、
自
然
を
敬
う
気
持
ち
は
、
日
本
独
自
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
も
育
み
ま
し
た
。
柔
ら
か

く
い
う
と
、
自
然
の
中
に
様
々
な
神
様
が
た
く
さ
ん
い
る
。
神
様
は
自
然
か
ら
生
ま
れ
、
自
然
を
生
み
、

自
然
と
共
に
生
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
す
。
こ
の
よ
う
な
昔
の
日
本
人
の
よ
う
な
考
え
方
と

い
う
の
は
、
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
も
何
と
な
く
ス
ッ
と
入
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
腑
に
落
ち

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
欧
米
な
ど
異
な
る
文
化
圏
で
も
共
通
す
る
考
え
方

と
は
限
り
ま
せ
ん
。

自
然
に
対
す
る
日
本
人
と
西
洋
の
人
々
の
考
え
方
の
違
い
を
次
の
写
真
で
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
で
は
有
名
な
庭
園
で
す
の
で
、
日
本
と
欧
米
の
自
然
観
の
違
い
を
象
徴
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
庭
園
の
中
に
植
物
、
つ
ま
り
自
然
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
ど
れ
ぐ
ら
い
人
間
が
手
を
加
え

て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
初
め
の
二
枚
は
、
こ
れ
は
ど
ち

ら
も
フ
ラ
ン
ス
の
庭
園
で
す
。
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
の
庭
園
、
直
線
と
曲
線
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
非
常

に
幾
何
学
的
な
庭
園
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
植
木
は
左
右
対
称
、
シ
ン
メ
ト

リ
ー
に
人
工
的
に
手
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
花
壇
の
中
を
見
て
も
、
き
ち
ん
と
高
さ
が
揃
え
ら
れ
た
植

京都の祭りと民間信仰
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木
が
複
雑
な
模
様
を
描
い
て
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
本
来
自
然
界
の
植
物
が
こ
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
ん
な
に
も
き
っ
ち
り
と
人
間
が
手
を
加
え
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
奥

に
池
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
角
が
ほ
ぼ
九
〇
度
の
真
四
角
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
下
の
写
真
は
フ
ラ
ン
ス
に

あ
る
フ
ォ
ン
ト
ネ
ー
修
道
院
の
お
庭
で
す
。
修
道
院
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
神
様
の
教
え
を
で
き

る
だ
け
忠
実
に
守
っ
て
生
き
る
た
め
に
共
同
生
活
を
し
て
い
る
施
設
で
す
。
庭
園
を
見
る
と
、
歩
道
の
よ

う
に
人
々
が
歩
く
場
所
と
そ
う
で
な
い
芝
生
が
き
っ
ち
り
と
分
け
ら
れ
て
い
て
、
や
は
り
植
木
も
綺
麗
な

形
に
整
え
ら
れ
て
い
て
、
木
が
定
め
ら
れ
た
場
所
に
き
っ
ち
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
、
こ
ち
ら
も
幾
何
学

的
に
作
ら
れ
た
庭
園
で
す
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
例
か
ら
は
、「
自
然
は
人
間
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
対

象
」
と
考
え
て
い
る
文
化
圏
も
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
自
然
に
対
し
て
人
間
が
手
を
加
え
る
こ

と
で
美
し
く
す
る
。
そ
う
い
っ
た
考
え
方
が
庭
作
り
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

決
し
て
欧
米
の
人
々
が
自
然
に
対
し
て
傲
慢
だ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
で
は
、
自
然
の
中
に

神
が
宿
る
と
考
え
た
我
々
の
祖
先
は
ど
う
い
っ
た
庭
を
造
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
京
都

市
内
に
あ
る
庭
園
で
す
。
上
は
西
芳
寺
、
通
称
、
苔
寺
と
呼
ば
れ
る
お
寺
の
お
庭
で
す
。
苔
寺
は
大
学
の

近
く
で
す
ね
、
松
尾
大
社
か
ら
歩
い
て
行
け
る
距
離
に
あ
り
ま
す
。
苔
寺
と
言
う
だ
け
あ
っ
て
、
苔
の
美

し
さ
が
非
常
に
有
名
な
お
寺
で
す
。
写
真
を
な
ん
と
な
く
見
る
と
地
面
か
ら
ご
つ
ご
つ
と
し
た
岩
が
浮
き
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出
て
い
て
、
こ
れ
が
庭
な
の
か
し
ら
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
�
枯
山
水
�
と
い
う

手
法
で
造
ら
れ
た
庭
で
す
。
枯
山
水
と
い
う
の
は
、
水
を
一
滴
も
使
わ
な
い
で
、
主
に
岩
や
石
、
砂
な
ど

を
使
っ
て
水
の
動
き
を
表
現
す
る
庭
の
造
り
方
で
す
。
苔
寺
の
場
合
は
、
山
の
斜
面
を
利
用
し
て
石
を
配

置
し
て
、
水
の
流
れ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。
下
の
写
真
は
二
条
城
の
お
庭
で
す
。
二
条
城
の
二
の
丸

庭
園
と
い
う
、
御
殿
の
中
か
ら
一
番
見
栄
え
の
す
る
お
庭
で
す
。
こ
ち
ら
に
は
水
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
水
は
も
ち
ろ
ん
引
い
て
き
ま
す
し
、
岩
が
適
当
な
場
所
に
配
置
さ
れ
、
松
も
人
間
に
よ
っ
て
植
樹
さ

れ
た
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
見
る
と
、
岩
は
岩
の
形
の
ま
ま
、
表
面
が
ご
つ
ご
つ
し
た
本
来
の

姿
を
よ
く
残
し
て
い
ま
す
。
石
の
専
門
家
に
言
わ
せ
る
と
、
石
に
は
顔
が
あ
っ
て
、
顔
が
正
面
を
向
く
よ

う
に
配
置
す
る
こ
と
が
重
要
だ
そ
う
で
す
が
。
そ
し
て
、
人
間
が
庭
園
の
中
を
散
策
し
て
楽
し
め
る
よ
う

に
、
右
側
に
石
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
石
を
利
用
し
た
橋
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
奥
に
小
さ

な
丘
の
よ
う
な
も
の
、�
築
山
�
と
言
わ
れ
る
小
山
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
れ
を
見
る
と
、
い
く
ら

人
間
が
手
を
加
え
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
で
き
る
だ
け
自
然
は
自
然
の
ま
ま
の
形
を
い
か
し
て
庭
を
造

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
写
真
と
見
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
違
い
が

あ
っ
て
、
こ
れ
は
や
は
り
、
自
然
に
対
し
て
人
間
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
神
聖
で
侵

す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
い
う
精
神
性
が
、
造
園
と
い
う
目
に
見
え
る
形
で
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う

京都の祭りと民間信仰
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こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
の
中
に
は
た
く
さ
ん
神
様
が
宿
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
日
本
に
は
民
族

宗
教
と
し
て
�
神
道
�
と
い
う
も
の
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
い
つ
発
生
し
た
の
か
と
い
う
と
明
ら
か

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
か
し
む
か
し
の
人
々
の
営
み
の
積
み
重
ね
な
の
で
、
自
然
に
発
生
し
た
と
言
え
ま

す
。
神
様
は
何
人
い
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
自
然
の
中
に
い
っ
ぱ
い
お
ら
れ
る
わ

け
で
す
ね
。
山
の
神
様
、
川
の
神
様
、
水
の
神
様
、
石
の
神
様
…
、
だ
か
ら
多
神
教
と
言
え
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
系
統
的
な
教
義
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、「
こ
れ
こ
れ
を
し
な
さ
い
」
と
い
う
規
律
・
戒

律
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
神
道
の
精
神
性
と
い
う
の
は
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
の
中
に

や
お
よ
ろ
ず

も
表
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
神
道
で
た
く
さ
ん
い
る
神
様
の
こ
と
を
、
八
百
万
の
神
と
書
い
て
、
八
百
万

の
神
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
〇
〇
一
年
に
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
が
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
と
い
う

映
画
を
公
開
し
ま
し
た
。
た
ぶ
ん
見
た
こ
と
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。『
千
と
千
尋
の
神
隠

し
』
の
中
で
、
主
人
公
の
千
尋
と
い
う
小
学
生
の
女
の
子
が
、
湯
屋
、
つ
ま
り
お
風
呂
や
さ
ん
で
働
く
場

面
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
八
百
万
の
神
様
が
訪
れ
る
わ
け
で
す
。
形
も
さ
ま
ざ
ま
、
服
装
な
ん

か
も
さ
ま
ざ
ま
、
性
格
も
さ
ま
ざ
ま
、
た
く
さ
ん
の
神
様
が
千
尋
が
働
く
お
風
呂
や
さ
ん
を
訪
れ
ま
す
。
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現
代
の
映
画
の
中
に
も
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
み
な
さ
ん
も

時
々
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
飲
む
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
中
に
、
サ

ン
ト
リ
ー
が
出
し
て
い
る
『
天
然
水
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
Ｃ
Ｍ
を
見
る
と
、
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
が
「
山
の
神
様
が
く
れ
た
天
然
水
」
と
い
う
言
葉
な
ん
で
す
ね
。
山
の
神
様
が
く
れ
た
天
然
水
と
あ

っ
て
、
次
に
サ
ン
ト
リ
ー
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
画
面
に
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
も
飲
料
メ
ー
カ
ー
と
し
て

は
、「
こ
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
山
の
恵
み
で
あ
る
、
清
い
お
い
し
い
水
」
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
お
客
さ
ん
に
た
く
さ
ん
買
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
戦
略
な
の
で
す
ね
。
み

な
さ
ん
が
「
山
の
神
様
が
く
れ
た
天
然
水
」
と
聞
い
て
も
割
と
し
っ
く
り
く
る
と
い
う
の
は
、
自
然
の
中

に
た
く
さ
ん
の
神
様
が
い
る
と
い
う
神
道
の
考
え
方
を
、
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
な
く
自
分
の
生
活
の
中
に
受

け
入
れ
る
社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
少
し
世
界
の
他
の
宗
教
に
も
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
世
界
に
は
、
た
く
さ
ん
の
信
者
を

抱
え
て
い
る
宗
教
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
と
か
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム

教
と
い
う
の
は
、
神
道
と
は
違
っ
て
一
神
教
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
の
中
に
神
様
は
一
人
し
か
い
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
ば
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
以
外
に
こ
の
世
の
中
に

神
様
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
系
統
的
な
教
義
を
持
っ
て
い
る
宗
教
も
多
く
て
、
イ
ス
ラ
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ム
教
の
場
合
に
は
、
有
名
な
も
の
と
し
て
一
日
五
回
、
聖
地
で
あ
る
メ
ッ
カ
の
方
向
へ
向
か
っ
て
礼
拝
す

る
と
か
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
の
時
期
に
は
太
陽
が
昇
っ
て
い
る
間
に
は
ご
は
ん
や
飲
み
物
を
口
に
し
な
い
、
断

食
を
す
る
と
か
。
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
か
ら
生
き
て
い
る
間
に
一
度
は
聖
地
を
巡
礼
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
い
ろ
ん
な
教
え
が
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
仰
す
る
者
は
そ
れ
を
守
ら
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
と
比
較
す
る
と
、
神
道
と
い
う
の
は
枠
組
み
が
あ
や
ふ
や
で
、
曖

昧
な
信
仰
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
日
本
人
の
古
代
か
ら
育
ま
れ
た
宗
教
文
化
、
そ
の
背
景
、
精
神
性
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し

た
。
次
に
お
祭
り
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
自
然
界
に
い
る
た
く
さ
ん
の
神
様

を
古
代
日
本
人
は
お
ま
つ
り
し
て
き
ま
し
た
。
お
ま
つ
り
し
て
き
た
と
い
っ
て
み
な
さ
ん
ど
う
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
す
か
。
お
ま
つ
り
と
い
う
と
法
被
を
着
た
り
、
御
輿
を
担
い
で
、
す
ご
く
賑
や
か
な
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
元
々
、�
お
ま
つ
り
�
と
い
う
の
は
、

神
様
を
お
迎
え
し
て
、
神
様
に
お
酒
と
か
食
べ
物
を
お
供
え
す
る
行
為
を
意
味
し
ま
す
。
自
然
界
に
い
る

よ
り
し
ろ

神
様
が
降
り
て
く
る
場
所
、�
依
り
代
�
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
降
り
て
く
る
場
所
に
お
酒
と
か
食
べ

や
し
ろ

物
を
お
供
え
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
依
り
代
に
建
物
が
建
つ
と
、�
お
社
�、
神
社
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
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ど
う
し
て
人
間
は
こ
の
よ
う
に
神
様
を
お
祭
り
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
神
様
に
お
酒
と
か
食
べ
物
を
お
供

え
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
例
え
ば
山
の
神
様
が
怒
り
ま
せ
ん
よ
う
に
と
か
、
川
の
神
様
が
機
嫌
を

悪
く
し
ま
せ
ん
よ
う
に
と
か
、
い
ろ
ん
な
願
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。
神
様
を
お
祭
り
す
る
こ
と
で
、
天
候

に
恵
ま
れ
て
稲
作
を
中
心
と
し
た
自
分
た
ち
の
生
活
が
安
定
す
る
よ
う
に
望
ん
だ
の
で
す
。
つ
ま
り
お
祭

り
と
い
う
の
は
賑
や
か
な
側
面
も
確
か
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
よ
り
人
々
の
希
望
や
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ん
と
な
く
御
神
輿
を
担
い
だ
り
、
な
ん
と
な
く
行
列
で
ぞ
ろ
ぞ
ろ
歩
く

の
で
は
な
く
て
、
必
ず
そ
こ
に
人
々
の
思
い
・
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
京
都
の
お
祭
り
を

こ
こ
か
ら
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
京
都
の
人
々
が
そ
の
お
祭
り
を
行
う
こ
と
で
、
ど
う
い

う
願
い
を
込
め
た
の
か
、
祈
り
を
込
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
葵
祭
で
す
。
京
都
の
三
大
祭
の
一
つ
と
言
わ
れ
る
大
き
な
お
祭
り
で
、

毎
年
五
月
十
五
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
見
た
こ
と
あ
る
人
い
ま
す
か
。
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
れ
何
の
た
め
に
こ
う
い
っ
た
お
祭
り
を
す
る
の
か
と
言
う
と
、
六
世
紀
、
今
か
ら
約
一
五
〇
〇
年

ほ
ど
前
に
、
京
都
で
、
な
か
な
か
お
米
が
で
き
な
い
年
が
続
き
ま
し
た
。
凶
作
が
続
い
た
そ
の
時
に
、

「
あ
ぁ
、
こ
れ
は
き
っ
と
神
様
が
お
怒
り
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
考
え
た
当
時
の
人
々
が
、
そ
の
神
様

京都の祭りと民間信仰
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の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め
に
は
じ
め
た
の
が
葵
祭
で
す
。
当
時
、
京
都
に
は
�
賀
茂
の
神
様
�
と
い
う
神
様

が
い
ま
し
た
の
で
、「
き
っ
と
こ
れ
は
賀
茂
の
神
様
が
怒
っ
て
い
る
」
と
考
え
た
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、

葵
祭
と
い
う
の
は
、
五
穀
豊
穣
を
祈
っ
て
始
め
た
の
が
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
す
。
お
米
が
獲
れ
ま
す
よ

う
に
、
野
菜
が
獲
れ
ま
す
よ
う
に
、
そ
う
い
っ
た
祈
り
を
込
め
て
始
め
た
お
祭
り
で
す
。
京
都
に
平
安
京

が
造
ら
れ
る
前
の
時
代
の
話
で
す
。
現
在
で
も
賀
茂
の
神
様
が
お
ら
れ
る
上
賀
茂
神
社
と
下
鴨
神
社
の
お

祭
り
と
し
て
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
写
真
は
、
お
祭
り
の
様
子
で
す
。
葵
祭
は
京
都
御
所
か
ら
出
発
し

て
、
て
く
て
く
…
京
都
の
町
を
歩
い
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
下
鴨
神
社
に
到
着
し
ま
す
。
そ
こ
で
お
昼
休
憩

を
し
て
、
ま
た
、
て
く
て
く
…
上
賀
茂
神
社
ま
で
進
ん
で
い
く
、
そ
の
様
子
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
当

ぎ
っ
し
ゃ

時
の
昔
の
人
々
の
格
好
を
し
た
行
列
で
す
。
牛
の
車
と
書
い
て
�
牛
車
�
と
読
み
ま
す
が
、
牛
車
を
お
供

の
人
々
が
引
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
牛
車
の
背
中
に
あ
る
小
部
屋
の
中
に
は
身
分
の
高
い
人
が
座
っ

て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
五
月
な
の
で
牛
車
は
藤
の
花
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
馬
に
乗

っ
て
、
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
狩
衣
と
い
う
公
家
の
ス
タ
イ
ル
を
し
て
歩
い
て
い
る
人
の
姿
で
す
。
冠
に
緑
の

葉
っ
ぱ
が
つ
い
て
い
る
の
が
見
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
葵
祭
と
言
わ
れ
る
起
源
で
、
葵
と
い
う
植
物

の
葉
っ
ぱ
を
必
ず
冠
な
ど
に
つ
け
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
葵
祭
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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次
に
、
葵
祭
よ
り
も
っ
と
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
お
祭
り
と
し
て
、
祇
園
祭
を
み
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
祇
園
祭
は
お
そ
ら
く
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
か
、
一
回
く
ら
い
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い

う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
祇
園
祭
も
何
ら
か
の
昔
の
人
々
の
何
か
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は
ず

で
す
。
祇
園
祭
は
七
月
の
一
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
、
一
ヶ
月
か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
一
ヶ
月
間
、

毎
日
何
か
し
ら
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
行
事
を
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
祇
園
祭
と
言
う
の
で

す
。
七
月
と
い
う
の
は
ち
ょ
う
ど
梅
雨
が
明
け
る
こ
ろ
、
か
な
り
蒸
し
暑
い
時
期
で
す
。
京
都
の
地
形
を

見
る
と
、
東
と
北
と
西
を
山
に
囲
ま
れ
て
い
て
、
お
椀
の
底
の
よ
う
な
地
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
盆
地
の

地
形
は
湿
気
が
た
ま
り
や
す
い
の
で
非
常
に
蒸
し
暑
い
ん
で
す
。

遡
る
こ
と
九
世
紀
、
梅
雨
か
ら
初
夏
に
か
け
て
京
都
の
土
地
で
疫
病
・
伝
染
病
が
流
行
っ
た
年
が
あ
り

ま
し
た
。
た
だ
で
さ
え
蒸
し
暑
い
盆
地
の
京
都
に
は
、
当
時
平
安
京
と
い
う
都
が
あ
り
多
く
の
人
間
が
生

活
し
て
い
ま
し
た
。
昔
の
こ
と
で
す
か
ら
、
今
よ
り
病
気
も
発
生
し
や
す
く
流
行
し
や
す
い
環
境
に
あ
り

ま
す
。
こ
の
時
に
疫
病
神
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め
に
始
め
た
の
が
祇
園
祭
で
す
。
つ
ま
り
、
祇
園
祭
と
い

う
の
は
、
病
気
退
散
、
そ
れ
か
ら
病
気
平
癒
、
病
気
が
治
る
こ
と
を
願
っ
て
始
ま
っ
た
お
祭
り
で
す
。
八

坂
神
社
の
祭
礼
で
す
。
疫
病
・
伝
染
病
が
流
行
し
た
と
い
っ
て
も
、
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
で
は
伝
染
病
が
流
行
る
と
い
う
と
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行

京都の祭りと民間信仰
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っ
た
と
か
、
新
型
の
ウ
ィ
ル
ス
が
蔓
延
す
る
と
い
う
程
度
の
イ
メ
ー
ジ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
疫
病
と
い

う
の
は
非
常
に
深
刻
な
問
題
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
伝
染
病
が
流
行
る＝

す
ぐ
人
が
死
ん
で
し
ま
う
く
ら
い

そ
の
社
会
全
体
、
国
全
体
に
と
っ
て
深
刻
な
事
態
な
の
で
す
。
ど
う
い
う
も
の
が
伝
染
病
と
言
わ
れ
る
か

と
い
う
と
、
昔
流
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
コ
レ
ラ
・
赤
痢
・
腸
チ
フ
ス
・
ジ
フ
テ
リ
ア
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
聞
い
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
病
気
の
名
前
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
私

の
友
達
が
今
年
の
夏
に
ち
ょ
っ
と
西
ア
ジ
ア
に
行
っ
た
ら
赤
痢
に
罹
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
し

て
日
本
で
は
罹
ら
な
い
の
に
他
の
地
域
で
罹
る
の
か
と
言
う
と
、
一
つ
に
衛
生
環
境
の
問
題
が
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
こ
の
祇
園
祭
が
始
ま
っ
た
九
世
紀
に
疫
病
が
流
行
っ
た
の
か
。
当
時
の
衛
生
環
境
を
ち
ょ
っ
と

見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

だ
い
た
い
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
頃
を
想
定
し
ま
す
。
ま
ず
排
泄
物
の
処
理
で
す
が
、
現
在
は
水
洗
ト
イ

レ
が
普
及
し
て
い
ま
す
の
で
、
用
を
足
し
た
ら
レ
バ
ー
を
押
せ
ば
、
排
泄
物
が
下
水
管
中
を
通
っ
て
流
れ

て
、
下
水
処
理
場
で
キ
レ
イ
に
処
理
さ
れ
て
海
や
川
に
流
さ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
九
世
紀
か
ら
十
世

紀
に
か
け
て
、
も
ち
ろ
ん
今
の
よ
う
な
下
水
管
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
基
本
的

に
は
庶
民
の
場
合
放
置
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
平
安
京
に
住
む
庶
民
の
ト
イ
レ
は
、
家
の
周

り
に
巡
ら
さ
れ
た
溝
で
あ
っ
て
そ
こ
で
普
通
に
用
を
足
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
衛
生
面
や
プ
ラ

１３８

　『真實心』第三十四集 平成24年度2013年3月発行（京都光華女子大学）



イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
た
現
在
の
よ
う
な
ト
イ
レ
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
ゴ
ミ
の
処
理
に
つ

い
て
で
す
が
、
ゴ
ミ
は
、
今
だ
と
燃
え
る
ゴ
ミ
と
燃
え
な
い
ゴ
ミ
に
分
別
し
、
燃
え
る
ゴ
ミ
は
何
曜
日
と

何
曜
日
に
出
す
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
日
に
ゴ
ミ
収
集
車
が
回
収
に
来
ま
す
け
れ
ど
も
、
昔
は

都
市
に
お
け
る
塵
芥
収
集
は
徹
底
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
大
前
提
と
し
て
現
代
ほ
ど
ゴ
ミ
も
多
く
出

な
か
っ
た
、
人
間
も
多
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ゴ
ミ
溜
め
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
放
置
す

る
の
が
普
通
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
死
人
の
処
理
。
こ
れ
は
今
で
は
想
像
が
つ
き
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
平
安
京
の
時
代
、
行
き
倒
れ
の
人
間
は
、
今
よ
り
ず
っ
と
日
常
的
に
都
市
の
中
に
存
在
し
て
い
ま
し

た
。
け
っ
し
て
珍
し
く
は
な
い
の
で
す
。
道
端
で
飢
え
て
そ
の
ま
ま
倒
れ
て
し
ま
う
人
間
の
存
在
も
、
街

の
風
景
の
一
部
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、『
平
安
京
の
ニ
オ
イ
』
と
い
う
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
読

む
と
、
雅
で
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
を
抱
き
が
ち
な
平
安
京
の
日
常
を
、
臭
い
・
匂
い
と
い
う
面
白

い
観
点
か
ら
見
つ
め
て
い
ま
す
。
生
活
し
て
い
く
上
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
排
泄
物
や
ゴ
ミ
、
死
臭
み
た

い
な
も
の
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
た
研
究
で
す
。
水
洗
便
所
が
こ
れ
ほ
ど
一
般
化
し
た
の
は
、
京
都

市
内
で
は
こ
こ
二
、
三
十
年
の
こ
と
で
す
。
疫
病
が
は
や
る
背
景
に
、
昔
は
も
っ
と
衛
生
環
境
が
悪
か
っ

た
と
い
う
話
で
す
。
そ
れ
か
ら
食
糧
事
情
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
今
は
二
四
時
間
営
業
の
ス
ー
パ
ー
や
コ

ン
ビ
ニ
も
多
い
で
す
し
、
食
べ
た
い
時
に
店
へ
行
け
ば
、
季
節
を
問
わ
ず
、
食
べ
た
い
も
の
が
棚
に
並
ん

京都の祭りと民間信仰
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で
い
て
、
お
金
を
払
え
ば
す
ぐ
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
平
安
京
の
時
代
、
天
候
次
第

で
は
お
米
が
実
ら
ず
飢
饉
が
発
生
し
ま
す
し
、
食
べ
物
が
な
い
と
い
う
の
は
体
力
が
落
ち
ま
す
の
で
、
伝

染
病
が
流
行
っ
た
場
合
に
瞬
く
間
に
広
が
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
特
効
薬
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
疫
病
神
が
い
な
く
な
る
こ
と
を
昔
の
人
々
は
願
っ
た
し
、
祇
園

祭
も
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

ヤ
マ

ホ
コ

こ
れ
は
今
年
の
宵
山
、
宵
々
山
の
風
景
で
す
。
祭
り
の
山
車
、�
山
�
と
か
�
鉾
�
と
か
呼
ば
れ
る
も

の
が
止
ま
っ
た
状
態
で
ほ
ぼ
展
示
し
て
あ
る
様
子
で
す
。
こ
れ
は
夜
で
す
の
で
、
た
く
さ
ん
の
出
店
が
出

て
お
り
、
み
な
さ
ん
山
や
鉾
を
見
物
し
た
り
、
出
店
で
食
べ
物
を
買
っ
た
り
し
て
そ
ぞ
ろ
歩
く
ん
で
す
。

だ
い
た
い
毎
年
二
十
万
人
か
ら
三
十
万
人
く
ら
い
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。
元
々
は
そ
の
よ
う
な
疫
病
退

散
を
願
っ
て
始
ま
っ
た
お
祭
り
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
情
緒
が
あ
り
雰
囲
気
が
あ
る
お
祭
り
で
す
。
山
車

を
見
て
み
る
と
、
こ
れ
は
鉾
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
山
よ
り
ず
っ
と
大
き
く
重
い
山
車
で
す
け
れ
ど
も
、

ち
ょ
う
ど
二
階
の
部
分
に
笛
と
か
鐘
、
太
鼓
で
お
囃
子
を
す
る
人
々
が
乗
っ
て
い
て
、
屋
根
の
上
に
も
乗

っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
手
前
に
い
る
人
々
が
綱
を
引
い
て
、
山
車
に
車
が
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
山
車

を
引
い
て
巡
行
し
ま
す
。
い
ろ
ん
な
鉾
と
か
山
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
�
船
鉾
�
と
呼
ば
れ
る
船
の
形
を

し
た
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
鉾
で
す
。
大
き
な
車
が
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
引
っ
張
る
。
ゴ
ト
ゴ
ト

１４０

　『真實心』第三十四集 平成24年度2013年3月発行（京都光華女子大学）



…
ゆ
っ
く
り
巡
行
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
鯉
が
乗
っ
て
い
る
山
車
も
あ
り
ま
す
。�
鯉
山
�
と
い

う
山
車
で
す
。
こ
れ
も
同
じ
よ
う
に
ゴ
ロ
ゴ
ロ
…
引
か
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
山
車
は
非
常
に
美

し
い
の
で
す
。
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
、
織
物
な
ん
か
で
飾
り
つ
け
ら
れ
て
い
て
非
常
に
華
や
か
で
す
。
こ
う
い

っ
た
も
の
が
観
光
客
の
人
が
一
度
見
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
こ
と
で
、
お
客
を
引
き
寄
せ
る
の
か
な
と
思

い
ま
す
。

祇
園
祭
が
終
わ
る
と
、
京
都
で
は
八
月
に
五
山
の
送
り
火
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
八
月
十
六
日
に
行
わ

れ
ま
す
。
送
り
火
が
灯
っ
て
い
る
時
間
は
非
常
に
わ
ず
か
で
す
。
夜
の
八
時
に
東
山
の
�
大
�
の
字
に
火

が
灯
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
反
時
計
回
り
に
、
ぐ
る
っ
と
十
分
間
隔
で
�
法
��
妙
�
と
か
、
左
側
に
あ
る

の
で
同
じ
�
大
�
で
す
が
�
左
大
文
字
�、
そ
れ
か
ら
北
の
方
に
船
の
形
を
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
嵐

山
に
は
鳥
居
の
形
を
し
た
送
り
火
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
順
々
に
点
火
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
こ

の
お
祭
り
で
は
、
京
都
市
内
の
中
で
こ
の
送
り
火
が
い
っ
ぺ
ん
に
見
え
る
所
は
ど
こ
だ
ろ
う
？
と
い
う
こ

と
で
、
高
い
建
物
を
探
し
た
り
、
一
番
よ
く
見
え
る
ス
ポ
ッ
ト
を
探
し
た
り
す
る
の
が
毎
年
流
行
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
五
山
の
送
り
火
は
た
だ
単
に
山
に
火
を
灯
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

元
々
な
ぜ
始
ま
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
八
月
十
六
日
と
い
う
の
は
、
京
都
で
は
ち
ょ
う
ど
お
盆
の
終

京都の祭りと民間信仰

１４１

　『真實心』第三十四集 平成24年度2013年3月発行（京都光華女子大学）



わ
り
の
時
期
に
当
た
り
ま
す
。
お
盆
の
時
期
は
家
に
祖
先
の
霊
が
帰
っ
て
き
ま
す
の
で
、
そ
の
祖
先
の
霊

を
ま
た
あ
の
世
へ
送
り
ま
す
が
、
そ
の
送
る
時
に
山
に
火
を
灯
し
て
帰
り
道
を
明
る
く
す
る
の
で
す
。
祖

先
が
迷
わ
ず
あ
の
世
へ
帰
れ
ま
す
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
送
り
火
を
灯
す
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
送

り
火
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
右
上
に
大
き
く
�
大
�
の
字
が
燃
え
て
い
る
の
が
分
か
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
よ
く
見
る
と
、
文
字
は
一
つ
一
つ
の
点
の
集
ま
り
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
遠
く
か
ら
見
る

ひ
ど
こ

と
大
の
字
に
見
え
ま
す
。
こ
の
一
つ
一
つ
の
点
々
は
、
左
の
よ
う
な
、�
火
床
�
と
呼
ば
れ
る
、
火
を
燃

や
す
場
所
が
繋
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
火
床
に
�
護
摩
木
�
と
呼
ば
れ
る
木
を
井
形
に
組
ん
で
、

そ
れ
に
火
を
灯
し
て
時
を
見
計
ら
っ
て
八
時
か
ら
順
番
に
火
を
つ
け
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
た
だ

単
に
火
を
燃
や
し
て
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
く
て
、
こ
の
大
文
字
の
送
り
火
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
言
い
伝

え
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
器
を
用
意
し
て
お
酒
や
お
水
を
注
ぎ
、
火
が
燃
え
て
い
る
時
に
、
火
が
灯
っ
て

い
る
大
の
字
を
器
に
映
し
て
、
そ
れ
を
飲
む
、
そ
う
す
る
と
病
気
に
罹
ら
な
い
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ナ
ス
に
穴
を
開
け
て
大
の
字
を
見
る
と
、
目
の
病
に
罹
ら
な
い
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
護
摩
木
、
さ
っ
き
火
床
に
な
る
た
め
に
組
ん
で
い
た
木
で
す
が
、
こ
の
護
摩
木
は
前
日
ま
で
送

り
火
の
麓
に
あ
る
神
社
の
御
門
前
な
ど
で
買
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
護
摩
木
に
自
分
の
名
前
と
年
齢
、
性

別
を
書
い
て
奉
納
し
て
燃
や
し
て
も
ら
う
と
、
こ
れ
ま
た
病
気
に
罹
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
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大
文
字
の
送
り
火
が
燃
え
き
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
翌
朝
、
燃
え
残
り
の
炭
を
取
り
に
い
く
わ
け
で
す
。

取
り
に
行
っ
て
戸
口
に
飾
る
と
災
い
避
け
に
な
る
、
こ
う
い
う
言
い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
言

い
伝
え
は
科
学
的
な
根
拠
は
な
い
わ
け
で
す
。
迷
信
で
あ
っ
た
り
俗
信
で
あ
っ
た
り
、
呪
術
的
、
占
い
の

よ
う
な
も
の
で
す
ね
、
非
科
学
的
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
生
活
の
中
で
親
か
ら
子
へ
伝
え
ら

れ
た
り
、
地
域
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
教
え
を
民
間
信
仰
と
呼
び
ま
す
。
民
間
信
仰
の
特
徴
は
組
織
的
な
教

団
・
組
織
を
持
た
な
い
こ
と
、
そ
れ
か
ら
規
律
や
戒
律
と
い
っ
た
教
義
を
持
た
な
い
こ
と
、
そ
れ
か
ら
自

然
に
発
生
し
て
言
い
伝
え
ら
れ
て
残
っ
て
い
た
り
書
物
に
書
か
れ
て
残
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
、
そ
し
て

生
活
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
祇
園
祭
の
中
で
も
民
間
信
仰
は
見
ら
れ
ま
す
。

大
文
字
の
送
り
火
か
ら
一
ヶ
月
時
間
を
巻
き
戻
し
て
、
祇
園
祭
の
話
で
す
が
、
祇
園
祭
が
行
わ
れ
る
七

月
中
と
い
う
の
は
、
そ
の
山
車
、
山
と
か
鉾
を
出
す
町
内
の
人
々
は
キ
ュ
ウ
リ
を
食
べ
な
い
と
い
う
な
ら

わ
し
が
あ
り
ま
す
。
も
し
く
は
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
信
仰
で
す
が
、
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、

八
坂
神
社
の
神
紋
（
マ
ー
ク
）
が
キ
ュ
ウ
リ
に
非
常
に
良
く
似
て
い
る
か
ら
で
す
。
右
側
に
あ
る
写
真
が

八
坂
神
社
の
神
紋
で
す
け
れ
ど
も
、
キ
ュ
ウ
リ
を
切
っ
た
時
、
キ
ュ
ウ
リ
の
断
面
が
ち
ょ
う
ど
八
坂
神
社

の
マ
ー
ク
に
似
て
い
る
、
そ
れ
で
恐
れ
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
か
、
食
べ
な
い
と

か
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
は
個
人
的
に
は
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
守
っ
て
い
る
人

京都の祭りと民間信仰
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は
あ
ま
り
い
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
年
、
京
都
の
伝
統
的
な
町
家
の
生
活
を
伝
え
残

し
て
い
る
家
と
し
て
有
名
な
秦
家
と
い
う
お
宅
に
祇
園
祭
の
お
手
伝
い
に
行
っ
た
時
、
祇
園
祭
の
あ
る
一

ケ
月
間
は
食
事
時
に
キ
ュ
ウ
リ
を
食
べ
な
い
と
伺
い
ま
し
た
。
キ
ュ
ウ
リ
を
間
違
っ
て
買
い
そ
う
に
な
っ

て
、「
い
け
な
い
、
い
け
な
い
」
と
慌
て
て
買
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
お
手
伝
い
さ
ん
の
お
話
も
伺
い
ま

し
た
の
で
、
言
い
伝
え
を
実
際
に
守
っ
て
お
ら
れ
る
姿
に
感
動
し
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
京
都
に
残
る
民
間
信
仰
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
写
真
は
夏
で
す
。
ち
ょ
う
ど

な
ご
し

は
ら
え

六
月
に
行
わ
れ
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、�
夏
越
の
祓
�
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
六
月
の
三
十
日
に
、

大
き
い
神
社
か
ら
小
さ
い
神
社
ま
で
、
市
内
の
あ
ち
こ
ち
の
神
社
の
境
内
に
こ
の
よ
う
な
大
き
な
輪
っ
か

ち
が
や

が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
輪
っ
か
は
�
茅
�
と
い
う
植
物
を
編
ん
で
作
っ
て
い
る
ん
で

ち

の

わ

す
。
だ
か
ら
�
茅
の
輪
�
と
言
い
ま
す
。
こ
の
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
で
、
六
月
三
十
日
と
い
う
の
は
年

が
明
け
て
一
月
一
日
か
ら
ち
ょ
う
ど
半
年
に
な
り
ま
す
の
で
、
残
り
の
半
年
間
も
無
事
に
健
康
で
過
ご
せ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
茅
を
引
き
抜
い
て
持
っ
て
帰
っ
て
家
に
大
事
に
飾
る
家
庭
も
あ
り
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
蒸
し
暑
い
梅
雨
の
時
期
で
す
し
、
夏
バ
テ
を
し
な
い
よ
う
に
、
残
り
半
年
健
康
に
過
ご
せ
ま
す

し
ょ
き
ば
ら

よ
う
に
と
い
う
願
い
を
込
め
て
夏
越
の
祓
が
行
わ
れ
る
の
で
す
。
も
う
一
つ
こ
の
時
期
に
暑
気
払
い
に
な
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る
お
菓
子
を
食
べ
ま
す
。
京
菓
子
と
し
て
よ
く
紹
介
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、�
水
無
月
�
と
い
う
お
菓
子

で
す
。
下
の
部
分
は
、
葛
や
う
い
ろ
う
で
固
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
に
小
豆
を
あ
し
ら
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
お
菓
子
の
形
が
三
角
で
あ
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
、
三
角
形
は
氷
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
か

ら
小
豆
は
悪
魔
払
い
の
意
味
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
蒸
し
暑
い
時
期
に
氷
を
意
味
す
る
水
無
月
を
食

べ
る
こ
と
で
暑
気
払
い
に
な
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
水
無
月
は
今
は
一
年
中
ス
ー
パ
ー
で
見
ら
れ
る
よ
う
に

は
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
六
月
頃
に
和
菓
子
屋
さ
ん
の
前
を
通
る
と
、「
水
無
月
で
き
ま
し
た
」「
水
無

月
あ
り
ま
す
」
と
い
う
小
さ
な
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
る
と
、「
あ
ぁ
、

六
月
に
な
っ
た
ん
だ
な
」
と
実
感
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
京
菓
子
で
も
あ
り

ま
す
。

い
っ
き
に
季
節
が
進
ん
で
冬
の
話
で
す
が
、
今
日
が
十
一
月
の
最
終
日
で
す
の
で
、
だ
い
た
い
来
週
か

ら
再
来
週
に
か
け
て
京
都
の
い
ろ
ん
な
お
寺
で
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
の
写
真
で
す
。
千
本
釈
迦
堂
の
も
の

だ
い
こ

が
有
名
で
す
け
れ
ど
も
、�
大
根
炊
き
�
と
言
い
ま
す
。
大
根
を
大
釜
に
入
れ
て
炊
い
て
食
べ
る
と
厄
よ

け
に
な
る
と
か
中
風
よ
け
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
観
光
客
の
方
が
大

根
炊
き
を
目
当
て
に
そ
の
お
寺
と
か
神
社
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
地
元
の
人
向

京都の祭りと民間信仰
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け
に
商
店
街
や
地
域
で
大
根
炊
き
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
数
百
円
で
振
る
舞
わ
れ
る
こ
と
も
多
い

で
す
。
こ
れ
も
た
だ
単
に
大
根
を
食
べ
る
の
で
は
な
く
て
、
十
二
月
の
ち
ょ
う
ど
寒
い
時
期
で
す
の
で
、

風
邪
に
罹
り
ま
せ
ん
よ
う
に
、
と
い
う
願
い
を
込
め
て
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
暑
い
夏
に
は
夏
越
し
の
祓

を
行
い
ま
す
し
、
寒
い
冬
に
は
大
根
炊
き
、
そ
の
他
健
康
を
願
う
行
事
は
数
多
く
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
を
行
う
こ
と
で
互
い
に
健
康
で
い
ら
れ
ま
す
よ
う
に
と
願
う
わ
け
で
す
。

今
ま
で
は
生
活
す
る
う
え
で
最
重
要
事
項
で
あ
る
健
康
と
か
食
べ
物
に
関
す
る
昔
の
人
々
の
願
い
を
紹

介
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ほ
か
に
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
縁
切
り
・
縁
結
び
に
関

す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
人
間
関
係
の
煩
わ
し
さ
を
解
消
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
東
山
に
あ
る
安
井
金
比
羅
宮
と
い
う
、
神
社
で
の
様
子
で
す
。
割
と
若
い
女
性

に
人
気
な
ん
で
す
け
ど
、
行
っ
た
こ
と
あ
る
人
い
ま
す
か
？

知
っ
て
た
っ
て
人
い
ま
す
か
？

全
然
知

り
ま
せ
ん
か
。
縁
結
び
の
場
所
と
し
て
有
名
で
す
け
れ
ど
も
、
縁
切
り
も
し
て
下
さ
る
場
所
で
す
。
こ
れ

か
た
し
ろ

は
右
側
に
�
形
代
�
と
い
う
小
さ
な
お
札
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
札
に
縁
を
切
り
た
い
人
の
名
前
、

も
し
く
は
縁
を
結
び
た
い
人
の
名
前
を
書
い
て
、
大
き
な
岩
の
上
に
ペ
タ
ッ
と
貼
る
わ
け
で
す
。
貼
っ

て
、
穴
を
手
前
か
ら
奥
に
通
る
か
、
も
し
く
は
奥
か
ら
手
前
に
通
る
か
で
、
縁
を
結
ぶ
か
、
縁
切
り
か
、

ど
ち
ら
か
が
叶
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
穴
の
通
り
方
は
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
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す
。
こ
れ
を
見
る
と
非
常
に
面
白
く
て
、
縁
結
び
を
祈
る
気
持
ち
は
分
か
り
や
す
い
で
す
よ
ね
。
人
間
関

係
の
縁
だ
と
、
誰
か
と
結
ば
れ
ま
す
よ
う
に
だ
と
か
、
仕
事
の
縁
だ
と
、
良
い
仕
事
に
巡
り
会
い
ま
す
よ

う
に
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
縁
切
り
と
い
う
の
は
、
自
分
が
縁
を
切
り
た
い
だ
け

で
は
な
く
て
、
誰
々
く
ん
と
誰
々
さ
ん
が
別
れ
ま
す
よ
う
に
と
か
、
そ
う
い
っ
た
縁
切
り
の
願
い
も
こ
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
形
代
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
見
る
と
、
非
常
に
大
き
な
ド

ー
ム
型
の
岩
が
人
々
の
壮
絶
な
想
い
、
願
い
だ
け
で
な
く
恨
み
つ
ら
み
も
含
め
て
、
人
間
関
係
を
思
い
通

り
に
し
た
い
と
い
う
切
な
る
願
い
が
こ
も
っ
て
い
る
の
が
良
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
そ
の
他
の
民
間
信
仰
と
し
て
、�
供
養
祭
�
と
い
う
も
の
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

供
養
と
い
う
と
死
ん
だ
者
の
霊
を
弔
う
行
為
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
が
、
今
か
ら
紹
介
す
る
供
養
祭
は
、
死

者
を
供
養
す
る
の
で
な
く
、
も
の
を
供
養
し
ま
す
。
供
養
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
技
や
技
術
が
上
達
し
ま

す
よ
う
に
と
い
う
願
い
も
こ
も
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
嵐
山
に
あ
る
法
輪
寺
で
行
わ
れ
て
い
る
�
針
供
養
�
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
針
を
二
月
と
十

二
月
、
寒
い
時
期
に
行
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
針
に
は
細
い
糸
が
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
針
を
こ
ん
に
ゃ

く
の
上
に
刺
し
て
い
る
様
子
で
す
。
こ
れ
が
供
養
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
年
間
お
世
話
に
な
っ

京都の祭りと民間信仰
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た
針
に
感
謝
を
し
て
、
針
が
上
手
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
技
が
上
達
し
ま
す
よ
う
に
と
い
う
思
い
を
込
め

て
い
る
。
特
に
京
都
の
場
合
に
は
、
和
装
関
係
の
お
仕
事
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
ま
だ
ま
だ
多
い
ん

で
す
ね
。
西
陣
織
と
か
、
友
禅
染
と
か
。
だ
か
ら
針
子
さ
ん
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
針
を
使
っ
て
お
仕

事
を
す
る
人
は
多
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
に
針
に
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
そ
れ
か
ら
上
達
を

願
っ
て
供
養
を
し
ま
す
。�
供
養
祭
�
と
い
う
の
は
ま
だ
ま
だ
も
の
が
少
な
い
時
代
に
、
物
を
大
事
に
す

る
と
い
う
気
持
ち
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。
現
在
だ
と
、
お
金
を
出
せ
ば
針
だ
っ
て
何
だ
っ
て
す
ぐ
買

え
る
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
昔
は
針
が
も
っ
と
身
近
な
生
活
必
需
品
で
し
た
の
で
、
命
が

あ
る
よ
う
に
大
事
に
使
い
、
折
れ
た
り
使
え
な
く
な
る
と
気
持
ち
を
込
め
て
供
養
し
た
の
で
す
。

供
養
す
る
も
の
は
針
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
櫛
の
供
養
も
行
わ
れ
ま
す
。�
櫛
供
養
�
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
す
。
安
井
金
比
羅
宮
と
い
う
縁
切
り
・
縁
結
び
の
神
社
を
紹
介
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
行

わ
れ
て
い
る
櫛
供
養
で
す
。
櫛
供
養
の
場
合
に
は
、
女
性
が
使
う
櫛
が
奉
納
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

も
っ
と
キ
レ
イ
に
な
り
た
い
と
か
、
髪
が
美
し
く
な
り
た
い
と
か
、
そ
う
い
う
気
持
ち
も
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
櫛
供
養
を
行
う
際
に
、
同
時
に
�
櫛
祭
り
�
と
い
う
お
祭
り
も
行
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
も
非
常
に

華
や
か
で
面
白
い
お
祭
り
で
す
。
安
井
金
比
羅
宮
と
い
う
の
は
近
く
に
花
街
と
呼
ば
れ
る
、
舞
妓
さ
ん
と

か
芸
妓
さ
ん
が
働
い
て
い
る
お
茶
屋
さ
ん
が
多
く
建
ち
並
ん
で
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
の
女
性
や
一
般
公
募

１４８

　『真實心』第三十四集 平成24年度2013年3月発行（京都光華女子大学）



し
た
女
性
た
ち
が
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
女
性
の
髪
型
と
服
装
を
し
て
、
町
を

ね
り
歩
く
の
で
す
。
時
代
ご
と
の
衣
装
を
す
る
点
は
、
時
代
祭
と
も
似
て
い
ま
す
ね
。

そ
し
て
、
次
に
筆
を
供
養
す
る
行
事
も
紹
介
し
ま
す
。
東
福
寺
の
塔
頭
で
行
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
広
場
の
中
心
に
筆
を
積
み
上
げ
て
、
そ
の
周
り
に
竹
で
作
っ
た
巨
大
な
筆
を
立
て
掛
け
、
火
を
つ

け
て
燃
や
し
ま
す
。
昔
は
文
章
を
書
く
の
も
手
紙
を
書
く
の
も
何
で
も
筆
を
用
い
ま
す
。
今
は
シ
ャ
ー
ペ

ン
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
、
鉛
筆
が
あ
り
ま
す
が
、
昔
、
筆
と
い
う
の
は
非
常
に
大
事
な
日
用
品
で
し
た
。
硯
で

墨
を
擦
っ
て
、
墨
を
筆
の
先
に
つ
け
て
使
い
ま
す
。
筆
の
使
い
方
は
学
校
で
習
字
の
時
間
に
習
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
昔
は
日
常
的
に
筆
を
用
い
て
書
く
の
で
す
。
東
福
寺
の
筆
供
養
で
は
、
文
章
を
書
く
た
め
の

筆
以
外
に
も
、
絵
筆
も
供
養
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
見
て
き
た
よ
う
に
、
お
祭
り
と
か
年
中
行
事
に
は
民
間
信
仰
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
多
く
、
た
だ
何
と

な
く
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
長
い
長
い
歴
史
の
中
で
、
私
た
ち
の
祖
先
が
、
日
々
、
い
ろ
ん
な

悩
み
と
か
苦
し
み
を
抱
え
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
生
ま
れ
、
行
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
い
こ
と
が
分

か
る
か
と
思
い
ま
す
。
観
光
客
が
大
勢
訪
れ
る
有
名
な
お
祭
り
も
、
起
源
を
た
ど
る
と
神
様
の
祟
り
を
鎮

め
る
た
め
に
、
と
い
う
人
間
の
思
い
が
生
み
出
し
た
も
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
日
々
を
生
き
抜
い
て
き
た

京都の祭りと民間信仰
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こ
と
の
表
れ
で
も
あ
り
ま
す
。
京
都
は
毎
日
ど
こ
か
で
お
祭
り
を
や
っ
て
い
る
、
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
人
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
き
な
お
祭
り
か
ら
地
域
的
な
小
さ
な
お
祭
り
ま
で
、
京
都
で

は
三
六
五
日
、
毎
日
ど
こ
か
で
お
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
れ
だ
け
た

く
さ
ん
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
祈
り
と
か
、
祖
先
の
祈
り
と
か
、
願
い
・
信
仰
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
京
都
は
国
際
的
な
観
光
都
市
で
す
か
ら
、
毎
年
国
内
外
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
す
。
京

都
の
風
情
あ
る
町
並
み
や
、
美
し
い
京
料
理
や
お
菓
子
、
歴
史
の
あ
る
神
社
寺
院
な
ど
は
メ
デ
ィ
ア
で
も

よ
く
紹
介
さ
れ
ま
す
が
、
実
際
の
京
都
は
住
ん
で
い
る
者
か
ら
す
る
と
と
て
も
人
間
ら
し
い
町
の
よ
う
に

感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
。
今
日
の
お
話
さ
せ
て
頂
い
た

よ
う
な
祭
り
や
民
間
信
仰
を
見
る
と
、
昔
の
人
々
の
様
々
な
願
い
や
祈
り
な
ど
人
間
臭
い
と
も
言
え
る
等

身
大
の
人
間
の
姿
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
京
都
は
観
光
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
都
市
で
す

が
、
祭
り
や
年
間
の
様
々
な
行
事
は
京
都
で
生
活
す
る
人
々
の
日
常
に
寄
り
添
う
形
で
生
ま
れ
、
発
展
し

て
き
た
の
で
す
。

今
日
、
私
が
是
非
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
し
た
か
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
最
後
に
述
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
と

思
い
ま
す
が
、
大
学
四
年
間
の
中
で
、
悩
み
を
抱
え
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
就
職
の
こ
と
、
勉
強
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の
こ
と
、
人
間
関
係
な
ど
い
ろ
ん
な
悩
み
を
持
ち
な
が
ら
大
学
生
活
を
送
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
ん
な

と
き
は
、
せ
っ
か
く
こ
の
京
都
光
華
女
子
大
学
で
勉
強
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
京
都
の
地
で
、
私
た
ち
の

祖
先
が
い
ろ
ん
な
悩
み
や
苦
し
み
に
も
が
き
、
解
決
し
よ
う
と
が
ん
ば
っ
て
き
た
、
そ
の
歴
史
に
思
い
を

は
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
気
持
ち
を
慰
め
て
、
和
ら
げ
て
、
少
し
で
も
ま
た

前
に
進
も
う
と
思
え
た
ら
良
い
か
な
と
思
う
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
昔
の
人
々
の
願
い
も
、
現
代
の
私
達

が
抱
く
悩
み
も
、
悩
み
を
突
き
詰
め
る
と
結
局
は
、
幸
せ
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
は
根
底
の
部
分
で
共

通
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
是
非
、
み
な
さ
ん
が
充
実
し
た
大
学
生
活
を
送
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
。

も
し
何
か
質
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
遠
慮
な
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ：

関
係
あ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
供
養
の
話
が
あ
っ
た
の
で
ち
ょ
っ
と
質
問
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
お
守
り
の
供
養
っ
て
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

Ａ：

お
守
り
は
、
買
っ
た
神
社
に
ま
た
持
っ
て
い
く
と
、
そ
こ
で
ご
祈
祷
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
買
っ
た

神
社
で
な
く
て
も
、
だ
い
た
い
ど
こ
の
神
社
で
も
受
け
付
け
て
い
た
だ
け
ま
す
。

京都の祭りと民間信仰
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Ｑ：

さ
っ
き
、
平
安
京
の
に
お
い
に
つ
い
て
お
話
さ
れ
て
ま
し
た
け
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
町
と
い
う
の
は

割
と
不
衛
生
で
、
日
本
の
昔
の
都
市
と
い
う
の
は
随
分
衛
生
的
だ
っ
た
と
い
う
印
象
が
あ
る
ん
で
す
け

ど
、
そ
う
い
う
の
で
は
な
い
ん
で
す
か
。

Ａ：

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
不
衛
生
と
い
う
の
も
時
代
に
も
よ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
よ
く
フ
ラ
ン
ス
、
パ

リ
な
ん
か
は
ゴ
ミ
を
そ
の
ま
ま
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
窓
か
ら
捨
て
た
と
い
う
話
し
が
有
名
で
す
し
、
そ
れ
で

そ
の
ゴ
ミ
や
排
泄
物
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
、
女
性
が
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
履
く
よ
う
に
な
っ
て
、
ハ
イ
ヒ
ー
ル

が
誕
生
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
不
衛
生
な
時
代
は
あ
り
ま
し
た
が
、
た
だ
、
か
と

い
っ
て
日
本
が
衛
生
的
と
い
う
の
も
近
世
江
戸
な
ど
限
ら
れ
た
時
代
、
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
思
い

ま
す
。
欧
米
と
の
違
い
で
い
う
と
、
元
々
日
本
の
伝
統
的
な
生
活
は
、
建
具
や
家
具
な
ど
物
が
少
な
い
暮

ら
し
方
で
、
人
糞
尿
を
肥
料
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
ゴ
ミ
が
出
に
く
い
生

活
で
あ
っ
た
と
い
う
面
は
確
か
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

│
│
二
〇
一
二
年
一
一
月
三
〇
日
│
│
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