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た
け
だ
ゆ
き
ふ
さ

撮影：前島吉裕

〔
本
日
の
能
の
シ
テ
の
ご
紹
介
〕

本
日
は
、花
影
会
に
ご
来
場
賜
わ
り
、衷
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。こ
の
会
は
四
十
年
余

り
以
前
に
、父
太
加
志
が
、自
分
の
勤
め
た
い
曲
を
舞
う
為
に
始
め
、父
亡
き
後
私
が
引
継
ぎ
、

今
回
が
四
十
七
回
目
と
な
り
ま
す
。平
成
二
十
八
年
に
、父
の
遺
し
た
舞
台
と
土
地
、又
、面
装

束
等
を
寄
付
し
父
の
名
を
戴
い
た
財
団
法
人
を
設
立
し
、主
催
を
財
団
に
移
し
ま
し
た
。平
成

三
十
年
よ
り
、江
戸
式
楽
に
倣
い「
翁
」と
脇
能
を
一
人
の
シ
テ
が
勤
め
る
演
能
形
式
を
始
め
、

今
回
が
四
回
目
と
な
り
ま
す
。私
も
満
七
十
九
歳
と
な
り
、二
曲
勤
め
る
体
力
的
な
こ
と
が
少

し
気
に
か
か
り
、脇
能
に「
鶴
亀
」を
選
び
ま
し
た
。こ
の
曲
は
ご
存
じ
の
通
り
中
国
の
皇
帝
が

新
年
を
寿
ぐ
曲
で
、目
出
度
い
鶴
と
亀
に
舞
を
舞
わ
せ
、自
ら
も
舞
う
と
い
う
、五
十
分
ほ
ど

の
曲
で
す
。「
翁
」の
千
歳
を
従
弟
尚
浩
の
長
男
祥
照
に
、鶴
と
亀
を
長
男
友
志
と
孫
の
章
志
に

勤
め
さ
せ
ま
す
。な
お
章
志
は
こ
の
役
が
初
面（
ハ
ツ
オ
モ
テ
）と
な
り
ま
す
。初
面
と
は
、初

め
て
面
を
掛
け
舞
台
に
立
つ
こ
と
で
す
。本
日
は
長
時
間
の
催
し
と
な
り
ま
す
が
、最
後
迄
ご

ゆ
っ
く
り
ご
鑑
賞
賜
わ
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

シ
テ
方
観
世
流
。重
要
無
形
文
化
財
総
合
指
定
保
持
者
。昭
和
十
七
年
二
月
十
日
生
。父
太
加

志
及
び
二
十
五
世
観
世
左
近
に
師
事
。昭
和
二
十
三
年
、仕
舞「
合
浦
」の
初
舞
台
以
降
、軌
道

七
十
年
に
わ
た
り
観
世
流
の
重
習（
お
も
な
ら
い
）の
殆
ど
を
開
曲
し
、平
成
二
十
九
年
十
一

月
に
能
の
最
奥
曲
と
い
え
る「
関
寺
小
町
」を
抜
き
、文
化
庁
芸
術
祭
賞
を
受
賞
。平
成
二
十
四

年
旭
日
雙
光
章
を
受
賞
。平
成
二
十
八
年
十
一
月
、長
男
友
志
と
共
に
、武
田
太
加
志
記
念
能

楽
振
興
財
団
を
設
立
。一
般
社
団
法
人
観
世
会
顧
問
、公
益
財
団
法
人
武
田
太
加
志
記
念
能
楽

振
興
財
団
評
議
員
。

太
加
志
先
生
、志
房
先
生
が
能
の
最
奥
曲
で
あ
る「
関
寺
小
町
」を
舞
わ
れ
た
こ
の
花
影
会
で
、

初
め
て
シ
テ
を
勤
め
さ
せ
い
た
だ
く
栄
誉
に
粛
然
た
る
思
い
が
し
て
お
り
ま
す
。弱
法
師
は

親
に
捨
て
ら
れ
て
信
仰
に
救
い
を
求
め
る
盲
目
の
少
年
の
お
話
で
す
が
、家
の
子（
※
注
）で

は
な
い
私
に
と
っ
て
、能
楽
界
で
の
修
行
の
道
は
、ま
さ
に
闇
の
中
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
ぶ
つ

か
り
な
が
ら
の
紆
余
曲
折
の
道
の
り
で
あ
り
、勝
手
な
が
ら
大
変
共
感
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。

今
、先
生
を
始
め
諸
先
輩
方
の
導
き
の
お
蔭
で
こ
の
舞
台
を
勤
め
ら
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
感

謝
し
、精
一
杯
舞
台
に
臨
む
所
存
で
す
。皆
様
に
は
一
時
世
俗
の
喧
騒
を
忘
れ
、四
天
王
寺
の

群
集
の
お
一
人
と
な
っ
て
、盲
目
の
少
年
を
お
見
守
り
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

※
注
…
能
楽
界
で
は
、能
楽
師
の
家
で
生
ま
れ
育
っ
て
能
楽
師
と
な
っ
た
者
を
家
の
子
と
言

い
ま
す
。

シ
テ
方
観
世
流
。重
要
無
形
文
化
財
総
合
指
定
保
持
者
。昭
和
四
十
六
年
十
二
月
十
八
日
生
。

平
成
二
年
に
國
學
院
大
學
に
入
学
し
國
學
院
大
學
観
世
会
に
入
部
、武
田
志
房
の
指
導
を
受

け
る
。平
成
八
年
武
田
志
房
に
住
み
込
み
の
内
弟
子
と
し
て
入
門
。十
四
年「
小
鍛
冶
」に
て
初

シ
テ
。十
七
年
独
立
。十
八
年「
石
橋
」、二
十
年「
乱
」、二
十
三
年「
道
成
寺
」を
披
く
。公
益
社

団
法
人
能
楽
協
会
及
び
一
般
社
団
法
人
観
世
会
会
員
。平
成
三
十
年
よ
り
公
益
財
団
法
人
武

田
太
加
志
記
念
能
楽
振
興
財
団 

常
務
理
事
と
し
て
、東
京
都
小
中
学
校
の
能
楽
講
座
の
実
施

等
に
尽
力
し
て
い
る
。

佐
川
勝
貴

﹇
弱
法
師
﹈

さ
が
わ
ま
さ
た
か

　
芸
能
の
本
質
を
考
え
る
た
め
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に〈
祝
言
性
〉が
あ
り
ま

す
。古
今
東
西
の
芸
能
の
ほ
と
ん
ど
は
、こ
の
世
の
平
和
を
祈
り
、来
た
る
べ
き
未

来
の
幸
福
を
願
う
と
い
う
性
格
を
、そ
の
根
底
に
含
み
込
ん
で
い
ま
す
。歌
を
謡

い
、舞
を
舞
う
と
い
う
非
日
常
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、私
た
ち
の
生
き
る
こ
の
世

の
中
を
祝
福
し
よ
う
と
す
る
営
み
。―
そ
れ
こ
そ
が
、芸
能
と
い
う
営
為
の
も

つ
本
旨
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
そ
れ
は
、能
楽
の
場
合
も
同
様
で
す
。現
在
で
こ
そ
、一
日
の
公
演
で
演
じ
ら
れ

る
曲
数
は
二
、三
曲
程
度
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、昔
は
も
っ
と
多
く
の
曲

を
上
演
す
る
の
が
通
例
で
し
た
。そ
の
際
、最
も
正
式
な
形
と
さ
れ
た
の
が
、招

福
の
儀
式
芸
能
で
あ
る《
翁
》を
一
日
の
冒
頭
に
置
き
、そ
の
直
後
に
祝
言
を
本

旨
と
す
る
能（「
脇
能
」）、さ
ら
に
そ
れ
に
続
い
て
祝
言
性
の
高
い
狂
言（「
脇
狂

言
」）を
続
け
て
上
演
す
る
と
い
う
、祝
言
に
始
ま
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
編
成
の
形
式
で

し
た
。室
町
時
代
に
は
既
に
そ
の
原
型
と
な
る
も
の
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、そ
の
後
、江
戸
時
代
を
経
る
中
で
し
き
た
り
の
体
系
が
形
づ
く
ら
れ
、現
在

に
伝
承
さ
れ
る
形
へ
と
整
理
さ
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。こ
の
、一
日
の
冒
頭
に《
翁
》・

脇
能
・
脇
狂
言
を
一
続
き
の
祝
言
演
目
と
し
て
演
じ
る
形
式
は「
翁
附
」と
呼
ば

れ
、現
在
で
も
極
め
て
格
式
あ
る
上
演
形
態
と
さ
れ
て
い
ま
す
。本
公
演
で
は
、こ

の
翁
附
の
形
に
よ
る
祝
言
の
芸
を
ご
覧
頂
き
ま
す
。

　
翁
附
の
際
に
は
、地
謡
・
囃
子
方
は《
翁
》終
了
後
の
脇
能
に
も
続
け
て
出
演

し
、囃
子
方
は
さ
ら
に
そ
の
後
の
脇
狂
言
に
も
続
け
て
出
演
し
ま
す
。い
わ
ば
、

《
翁
》に
は
じ
ま
る
フ
ル
セ
ッ
ト
の
祝
福
儀
礼
全
体
に
奉
仕
す
る
役
を
担
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。ま
た
、《
翁
》で
大
夫
を
勤
め
た
演
者
は
引
き
続
い
て
脇
能
の
シ
テ

（
主
役
）も
勤
め
、《
翁
》と
脇
能
の
双
方
に
お
い
て
祝
言
を
体
現
す
る
の
が
本
来
の

形
と
さ
れ
て
お
り
、本
日
は
そ
の
形
で
ご
覧
頂
き
ま
す
。能
楽
の
根
底
に
流
れ
る

〈
祝
言
〉を
、た
っ
ぷ
り
と
感
じ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

解
説能

翁
附 

鶴
亀
・
大
黒
連
歌

〈
お
き
な
つ
き 

つ
る
か
め
・
だ
い
こ
く
れ
ん
が
〉

◆《
翁
》

　
仮
面
劇
で
あ
る
能
楽
に
と
っ
て
、面
は
芸
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
、極
め
て

大
切
な
存
在
で
す
。世
界
の
各
地
で
仮
面
が
神
と
し
て
祀
ら
れ
、面
に
宿
る
霊
力

に
対
し
て
人
々
が
畏
敬
の
念
を
抱
い
て
い
る
の
と
同
様
、能
楽
の
世
界
で
も
面
は

神
聖
な
存
在
と
見
な
さ
れ
、単
な
る
小
道
具
で
は
な
い
特
別
の
扱
い
を
受
け
て
い

ま
す
。

　
こ
れ
ら
能
楽
の
面
の
中
で
も
特
に
神
聖
視
さ
れ
る〝
翁
面
〞を
用
い
、そ
の
霊
力

を
借
り
る
こ
と
で
天
下
泰
平
を
祈
る
と
い
う
儀
式
演
目
が《
翁
》で
す
。《
翁
》は
、

演
劇
と
し
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
つ
通
常
の
能
と
は
異
な
り
、翁
面
を
祀
る
た
め

の
神
事
で
あ
り
、そ
の
成
立
は
他
の
能
よ
り
も
古
く
鎌
倉
時
代
に
遡
り
ま
す
。白

黒
二
つ
の
翁
面
を
御
神
体
と
し
、そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
着
用
し
て
祝
祷
の
言
葉
を
述

べ
、舞
を
舞
っ
て
世
の
平
安
を
祝
い
願
う
と
い
う
、《
翁
》の
神
事
。本
曲
は
、そ
う
し

た
謡
や
舞
と
い
う
芸
の
力
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
に
幸
福
を
呼
び
込
む
、祈
り
と
喜

び
の
演
目
な
の
で
す
。

◆
脇
能《
鶴
亀
》

　
皇
帝
が
臣
下
た
ち
と
と
も
に
治
ま
る
御
代
の
日
々
を
謳
歌
し
、嘉
例
に
任
せ

て
鶴
亀
を
舞
い
遊
ば
せ
る
う
ち
、自
ら
も
興
に
乗
っ
て
舞
楽
を
舞
い
出
す
―
。

《
鶴
亀
》は
、言
っ
て
し
ま
え
ば
何
の
て
ら
い
も
無
い
、た
だ
そ
れ
だ
け
の
素
朴
な

能
で
す
。

　
実
は
こ
の
本
作
の
筋
立
て
は
、中
世
に
お
い
て
能
楽
と
並
ぶ
ほ
ど
盛
ん
で

あ
っ
た
芸
能〝
延
年
〞の
う
ち
、「
大
風
流
」と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
演
目
群
と
同

型
の
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。臣
下
た
ち
を
従
え
た
帝
王
、そ
こ
へ
現
れ
た

動
物
や
精
霊
、そ
し
て
最
後
に
帝
王
が
舞
う
祝
言
の
舞
楽
。そ
ん
な
延
年

大
風
流
の
類
型
を
借
り
、能
楽
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
も
意
図
的
に
延
年

風
の
味
付
け
で
作
ら
れ
た
の
が
、こ
の《
鶴
亀
》で
し
た
。



能

弱
法
師

　
通
常
の
脇
能
で
は
、《
高
砂
》に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、神
が
出
現
し
て
こ

の
世
に
祝
福
を
も
た
ら
す
と
い
う
筋
立
て
と
な
っ
て
お
り
、本
作
と
は
全
く

趣
を
異
に
し
ま
す
。本
作
で
は
、そ
う
し
た
劇
的
展
開
の
ド
ラ
マ
性
は
ほ
と

ん
ど
排
除
さ
れ
、た
だ
た
だ
平
和
に
治
ま
る
王
宮
の
描
写
が
重
ね
ら
れ
た

上
で
、そ
の
中
で
皇
帝
の
舞
楽
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。舞

を
舞
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、祝
言
を
体
現
し
よ
う
と
す
る
本
作
。

そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、《
翁
》に
も
通
じ
る
、芸
の
ち
か
ら
に
よ
る
招
福
の

精
神
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

◆
脇
狂
言《
大
黒
連
歌
》

　
年
越
し
の
恒
例
行
事
と
し
て
、大
黒
天
へ
の
参
詣
を
毎
年
欠
か
さ
な
い

男
た
ち
。そ
ん
な
二
人
の
信
心
深
さ
に
応
え
、数
々
の
宝
を
与
え
て
く
れ
た

大
黒
天
。―《
大
黒
連
歌
》に
描
か
れ
た
の
は
、そ
ん
な
庶
民
信
仰
の
世

界
に
生
き
る
、素
朴
で
お
お
ら
か
な
神
の
姿
で
し
た
。

　
本
作
の
シ
テ・三
面
大
黒
天
は
、比
叡
山
延
暦
寺
の「
大
黒
堂
」に
祀
ら
れ

る
神
。平
安
時
代
最
初
期
、伝
教
大
師
最
澄
が
延
暦
寺
を
創
建
す
る
に
当

た
っ
て
、一
山
の
守
護
神
と
し
て
こ
の
神
を
招
き
請
じ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。こ
の
三
面
大
黒
天
は
、大
黒
天・毘
沙
門
天・弁
才
天
の
三
つ
の
顔
と

六
本
の
腕
を
も
っ
て
人
々
を
救
う
神
と
さ
れ
、俗
に「
出
世
大
黒
天
」と
も

呼
ば
れ
る
よ
う
に
、現
世
の
福
徳
を
願
う
庶
民
た
ち
の
篤
い
信
仰
を
受
け

ま
し
た
。本
作
に
描
か
れ
た
の
は
、そ
ん
な
さ
さ
や
か
な
幸
せ
を
祈
る
名

も
な
き
人
々
の
願
い
と
、そ
れ
に
応
え
て
く
れ
る
身
近
な
神
の
姿
だ
っ
た
の

で
す
。

　
本
作
は
、年
越
し
の
夜
の
物
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。今
日
ま
で
の

一
年
間
が
平
穏
無
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
安
堵
し
つ
つ
、新
し
い
春
の
訪
れ
を

心
待
ち
に
す
る
ひ
と
と
き
。そ
れ
は
、さ
さ
や
か
な
日
々
の
幸
せ
を
祈
る

人
々
の
願
い
が
、最
も
純
化
す
る
時
間
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。折
し
も
疫

病
の
蔓
延
に
よ
っ
て
誰
も
が
不
安
や
苦
し
み
を
抱
え
て
い
る
昨
今
、人
々

の
変
わ
ら
ぬ
願
い
を
描
い
た
本
作
は
、そ
ん
な
今
の
私
た
ち
と
も
重
な
る

テ
ー
マ
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　
穏
や
か
な
陽
気
に
包
ま
れ
た
、春
の
四
天
王
寺
。盲
目
の
乞
食・俊
徳
丸

が
施
し
の
列
に
連
な
れ
ば
、芳
し
い
梅
の
花
び
ら
が
、彼
の
袖
に
散
り
か
か

る
。―
本
作
は
、そ
ん
な
春
の
難
波
の
地
で
起
こ
っ
た
、心
の
内
な
る
奇

蹟
を
描
い
た
作
品
で
す
。

　
本
作
の
主
人
公
・
俊
徳
丸
は
、室
町
時
代
の
語
り
物〝
説
経
節
〞の
作
品

『
し
ん
と
く
丸
』に
も
登
場
す
る
、悲
劇
の
青
年
で
す
。継
母
に
陥
れ
ら
れ
て

家
を
追
わ
れ
、果
て
は
盲
目
の
身
と
な
っ
た
俊
徳
丸
。彼
は
、ひ
と
り
献
身

的
に
付
き
添
っ
て
く
れ
る
妻
の
手
に
引
か
れ
な
が
ら
、流
浪
の
日
々
を
送

り
ま
す
。古
代
イ
ン
ド
の
王
子
・ク
ナ
ラ
太
子
の
伝
説
を
も
と
に
、日
本
を

舞
台
に
翻
案
さ
れ
た
こ
の
物
語
は
、室
町
時
代
に
は
寺
院
の
説
法
の
場
な

ど
で
盛
ん
に
語
り
継
が
れ
、聴
衆
の
涙
を
誘
っ
て
き
ま
し
た
。本
作
が
取
材

し
た
の
は
、そ
ん
な
人
々
の
記
憶
と
伝
承
の
中
に
生
き
続
け
た
、悲
劇
の
物

語
だ
っ
た
の
で
す
。

　
同
じ
俊
徳
丸
の
物
語
で
も
、説
経
節『
し
ん
と
く
丸
』で
は
、彼
の
目
は
清

水
観
音
の
加
護
に
よ
っ
て
開
く
こ
と
が
叶
い
ま
す
。彼
の
父
も
、無
実
の
息

子
を
苦
し
め
た
天
罰
で
同
じ
く
盲
目
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、こ
れ
も
最

後
に
は
息
子
の
助
け
に
よ
っ
て
目
が
開
き
、父
子
は
め
で
た
く
再
会
を
果

た
す
の
で
す
。俊
徳
丸
を
陥
れ
た
継
母
は
断
罪
さ
れ
、体
も
家
庭
も
あ
ら

ゆ
る
困
難
が
解
消
さ
れ
て
再
び
幸
せ
な
日
々
に
戻
る
と
い
う
、『
し
ん
と
く

丸
』の
結
末
。し
か
し
能
の《
弱
法
師
》は
、そ
れ
と
は
趣
を
大
き
く
異
に
し

て
い
ま
す
。盲
目
の
身
の
ま
ま
父
に
連
れ
ら
れ
て
実
家
へ
と
戻
っ
て
ゆ
く
、

能
の
中
の
俊
徳
丸
。失
わ
れ
た
時
間
は
永
久
に
戻
ら
ず
、決
し
て
元
通
り
の

ハッ
ピ
ー
エ
ン
ド
な
ど
あ
り
得
な
い
―
そ
ん
な
残
酷
な
現
実
を
、本
作
は

我
々
に
突
き
つ
け
て
き
ま
す
。初
演
の
頃
に
は
登
場
し
て
い
た
ら
し
い
、彼

の
手
を
引
く
妻
の
存
在
も
、長
い
歴
史
の
中
で
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
ゆ

き
ま
し
た
。能
が
描
く
俊
徳
丸
は
、残
酷
な
現
実
を
背
負
っ
て
ひ
と
り
闇
路

を
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
む
、孤
独
な
青
年
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
ん
な
彼
が
す
が
っ
た
の
は
、宗
教
に
よ
る
救
い
で
し
た
。本
作
の
舞

台・四
天
王
寺
は
、聖
徳
太
子
創
建
の
霊
場
。中
で
も
こ
の
寺
の
西
門
は
、極

楽
浄
土
の
東
門
の
真
向
か
い
に
当
た
る
と
信
じ
ら
れ
た
聖
地
で
し
た
。折

し
も
今
日
は
春
の
彼
岸
、日
輪
が
真
西
の
水
平
線
へ
と
沈
み
ゆ
く
日
。そ
の

夕
陽
の
遥
か
か
な
た
に
は
、浄
土
の
門
が
私
た
ち
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い

る
…
。そ
う
信
じ
て
や
ま
ぬ
人
々
は
、こ
の
日
、こ
ぞ
っ
て
天
王
寺
へ
と
集

い
、西
の
空
へ
と
思
い
を
馳
せ
ま
す
。清
ら
か
な
日
没
の
光
の
中
に
仏
国
土

の
す
が
た
を
思
い
描
く
、浄
土
経
典
に
説
か
れ
た
修
行「
日
想
観
」を
行
う

人
々
。そ
ん
な
参
詣
人
た
ち
の
列
に
、か
の
俊
徳
丸
も
連
な
る
の
で
し
た
。

　
決
し
て
開
く
こ
と
の
な
い
、俊
徳
丸
の
目
。日
没
を
見
る
こ
と
の
叶
わ
ぬ

盲
目
の
彼
は
、か
つ
て
の
幸
せ
だ
っ
た
日
々
に
見
た
夕
暮
れ
の
景
色
の
記
憶

を
頼
り
に
、心
眼
に
よ
っ
て
日
輪
の
す
が
た
を
見
よ
う
と
し
ま
す
。彼
の
心

に
映
し
出
さ
れ
た
、夕
陽
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
難
波
浦
の
致
景
の
数
々
。そ

れ
は
、肉
眼
で
見
る
リ
ア
ル
な
風
景
よ
り
も
、何
倍
も
美
し
く
、輝
か
し
い

も
の
で
し
た
。目
が
見
え
ぬ
ゆ
え
に
こ
そ
見
る
こ
と
の
で
き
た
、こ
の
世
の

浄
土
と
も
い
う
べ
き
絶
景
の
数
々
だ
っ
た
の
で
す
。

　
俊
徳
丸
の
心
に
は
じ
め
て
映
し
出
さ
れ
た
、難
波
浦
の
致
景
の
数
々
。そ

れ
は
、浄
土
を
思
慕
す
る
中
世
の
人
々
が
願
っ
て
や
ま
な
か
っ
た
、奇
蹟
の

体
験
で
し
た
。中
世
、四
天
王
寺
を
訪
れ
る
参
詣
者
た
ち
の
間
に
は
、「
浄

土
参
り
の
遊
び
」と
呼
ば
れ
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
は
、目
隠
し
を

し
な
が
ら
西
門
に
向
か
っ
て
歩
む
こ
と
で
、浄
土
往
生
を
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に

体
験
す
る
と
い
う
も
の
。あ
え
て
視
界
を
遮
り
、心
眼
に
よ
っ
て
、天
王
寺

の
西
門
へ
―
そ
し
て
そ
の
向
こ
う
に
開
か
れ
た
浄
土
の
東
門
へ
と
突
き

進
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
、心
の
内
に
映
し
出
さ
れ
る
奇
蹟
の
光
景
を
、人
々
は

擬
似
体
験
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。そ
ん
な
中
世
の
人
々
の
夢
見
た
救
い

の
体
験
が
、本
作
の
俊
徳
丸
に
は
、真
の
奇
蹟
と
な
っ
て
わ
が
身
に
訪
れ
た

の
で
し
た
。

　
と
は
い
え
、そ
れ
も
所
詮
は
一
時
の
幻
想
に
過
ぎ
ぬ
も
の
。他
の
参
詣
人

と
衝
突
し
、盲
人
と
い
う
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
彼
は
、そ
の
心
の
内
な

る
救
い
の
ひ
と
と
き
す
ら
も
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。失
わ
れ
た
目
は
戻
る

こ
と
な
く
、奇
蹟
の
瞬
間
も
儚
く
消
え
、あ
と
に
残
っ
た
の
は
た
っ
た
一
人

の
非
力
な
わ
が
身
―
。し
か
し
そ
ん
な
俊
徳
丸
の
非
力
さ
こ
そ
が
、見

る
者
の
共
感
を
呼
び
起
こ
し
、本
作
を
普
遍
的
な
ド
ラ
マ
に
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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