
（ 1 ） 統御する琴　―上代日本の琴の様態―

統
御
す
る
琴
　
―
上
代
日
本
の
琴
の
様
態
―

畠　

山　
　
　

篤

五
　
社
会
の
統
御

１　

琴
の
音
に
よ
る
統
治

◎
前
承　

本
論
は
「
神
霊
・
自
然
を
統
御
す
る
琴
―
上
代
の
琴
の
用
途
―
」﹇
畠
山
、

二
〇
一
三
﹈
を
承
け
て
い
る
。

◎
首
都
圏
の
安
定
を
呪
祷
す
る
枯
野
琴　

次
に
、
社
会
を
統
御
す
る
政
治
的
な
用

途
に
つ
い
て
述
べ
る
。

前
述
し
た
原
初
の
枯
野
琴
は
、
由ゆ

良ら

の
門と

（
紀
淡
海
峡
）、
ひ
い
て
は
大
阪
湾
の

時し

化け

（
自
然
）
を
静
め
る
呪
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
枯
野
琴
の
呪
力
を

用
い
て
朝
廷
に
奉
仕
し
た
淡
路
の
海あ

人ま

族
は
、
朝
廷
へ
の
服
属
の
証
し
と
し
て
彼

ら
の
持
ち
伝
え
た
原
初
の
枯
野
伝
承
を
枯
野
琴
と
と
も
に
河
内
王
朝
に
奉
献
し
た
。

す
る
と
そ
の
琴
の
呪
力
と
枯
野
伝
承
が
、
次
の
よ
う
に
変
容
し
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
神
事
芸
能
を
納
受
し
た
河
内
王
朝
の
歴
代
の
天
皇
た
ち
は
、
枯
野
琴
を
静
か

に
弾
き
な
が
ら
〈
枯
野
琴
の
歌
〉（
記
歌
謡
74
）
を
静
か
に
歌
っ
た
、
と
想
定
で
き

る
。
す
る
と
枯
野
琴
の
元
に
な
る
巨
木
の
影
の
及
ぶ
範
囲
（
大
阪
湾
と
河
内
国
）
は

首
都
圏
を
意
味
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
巨
木
か
ら
転
生
し
た
枯
野
琴
の
音
（
音お
と

霊だ
ま

）

は
巨
木
の
影
と
呼
応
し
て
首
都
圏
に
「
さ
や
さ
や
」
と
清さ

や

か
に
響
き
渡
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
阪
湾
の
制
海
権
を
握
る
と
と
も
に
、
河
内
国

の
平
和
的
な
安
定
を
も
も
た
ら
し
え
た
。

そ
の
国
事
行
為
と
し
て
の
弾
琴
は
、
め
で
た
い
初
春
に
定
期
的
に
行
わ
れ
た
ろ

う
。

◎
仁
徳
朝
の
治
世
謳
歌　

こ
の
王
朝
の
統
治
儀
礼
と
そ
の
由
来
譚
は
、
や
が
て
歴

史
化
さ
れ
て
仁
徳
記
に
定
着
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
弾
琴
に
よ
る
河
内
王
家
の
初

春
の
統
治
儀
礼
の
由
来
譚
を
仁
徳
記
の
掉
尾
に
位
置
付
け
、
こ
れ
に
対
し
て
初
春

の
国
見
儀
礼
を
踏
ま
え
た
聖
帝
の
御
世
の
条
を
仁
徳
記
の
冒
頭
に
位
置
付
け
、
こ

の
二
つ
を
呼
応
さ
せ
て
首
都
圏
を
中
核
に
し
た
仁
徳
朝
の
治
世
を
謳
歌
し
て
い
る
。

な
お
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
海
の
凪な

ぎ
と
国
土
の
平
安
を
合
体
さ
せ
た
呪
祷

と
そ
の
成
就
の
あ
り
方
は
、〈
舒
明
天
皇
の
国
見
歌
〉（
万
・
一
・
２
）
に
結
晶
し
て
い
る
。

◎
応
神
朝
の
全
国
統
治
と
国
威
発
揚　

ま
た
こ
の
河
内
王
家
の
統
治
儀
礼
は
新
た

に
解
釈
し
直
さ
れ
て
歴
史
化
さ
れ
、
応
神
紀
に
定
着
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
枯
野

琴
の
音
（
音お
と

霊だ
ま

）
の
響
く
範
囲
は
全
国
は
お
ろ
か
東
ア
ジ
ア
に
も
及
び
、
全
国
を

版
図
に
し
た
応
神
朝
の
統
治
を
謳
歌
し
、
東
ア
ジ
ア
に
国
威
を
発
揚
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
宮
廷
に
入
っ
て
か
ら
の
枯
野
琴
に
は
、
前
述
し
た
自
然
と
と

も
に
社
会
を
も
統
御
で
き
る
呪
力
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
淡
路
の
海あ

人ま

族
の
原
初
の
枯
野
伝
承
が
服
属
伝
承
と
し
て
宮
廷
に
入

り
、
そ
れ
が
首
都
圏
の
平
和
を
呪
祷
す
る
枯
野
伝
承
に
な
り
、
さ
ら
に
記
紀
に

定
着
し
た
経
緯
は
、『
河
内
王
朝
の
山
海
の
政
ー
枯
野
琴
と
国
栖
奏
ー
』﹇
畠
山
、

二
〇
一
四
﹈
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

◎
琴
を
調
ぶ
る
如
天
下
治
む　

清
寧
記
の
二
皇
子
の
舞
の
条
に
お
け
る
次
の
〈
袁を

祁け
の

皇み

子こ

の
名
乗
り
〉
も
、
天
皇
の
弾
琴
が
天
下
の
治
世
を
意
味
し
て
い
る
。

（
前
略
）
八や

つ

絃を

の
琴
を
調し

ら

ぶ
る
如ご

と　

八は
ち

絃げ
ん

の
琴
の
調
子
を
上
手
に
調
え
る
よ
う
に
平
安
に
、

天あ
め
の
し
た下

治
め
賜
ひ
し　
　
　
　
　
　
天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た

伊い

耶ざ

本ほ

和わ

気け
の

天す
め
ら
み
こ
と皇
の　
　
　
　
　
伊い

耶ざ

本ほ

和わ

気け
の

天す
め
ら
み
こ
と皇
の
、

御み

子こ

市い
ち

辺の
へ

之の

忍お
し

歯は
の

王み
こ

の　
　
　
　
皇
子
市い
ち

辺の
へ

之の

忍お
し

歯は
の

王み
こ

の
、
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を
招
く
。
そ
し
て
、
怒
れ
る
天
皇
と
し
て
と
く
に
有
名
な
雄
略
天
皇
が
怒
り
の
ま

ま
に
行
動
す
れ
ば
、
社
会
は
秩
序
を
失
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
侍
臣
の
秦は
だ
の

酒さ
け
の

公き
み

が

琴
を
弾
き
な
が
ら
歌
っ
た
〈
御
田
の
助
命
の
歌
〉
に
よ
っ
て
、
そ
の
乱
調
が
未
然

に
防
が
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
秦
酒
公
が
歌
っ
た
歌
の
言こ
と

霊だ
ま

と
弾
い
た
琴
の
音お

と

霊だ
ま

は
、
天
皇

を
統
御
し
、
結
果
的
に
は
雄
略
天
皇
（
王
権
）
の
名
の
下
に
社
会
を
も
統
御
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

◎
雁
の
卵
の
瑞
祥　

仁
徳
記
の
雁か
り

の
卵こ

の
条
も
、
右
の
あ
り
方
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
の
梗
概
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
天
皇
の
色
好
み
に
端
を
発
し
て
女め
と
り
の
み
こ

鳥
王
と

速は
や
ぶ
さ
わ
け
の
み
こ

総
別
王
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
す
も
の
の
、
天
皇
は
こ
の
事
態
を
軍
事
行
動
に

よ
っ
て
辛
う
じ
て
解
決
し
た
。
そ
の
後
、
日ひ

女め

島し
ま

で
雁
が
産
卵
し
た
の
で
、
そ
の

意
味
を
側
近
の
武た
け
し
う
ち
の
す
く
ね

内
宿
禰
に
問
う
。
す
る
と
武た

け
し
う
ち内

が
天
皇
か
ら
「
御み

琴こ
と

を
給
は
り

て
」、
こ
れ
を
弾
き
な
が
ら
次
に
挙
げ
る
〈
雁か
り

の
卵こ

の
歌
〉
を
歌
い
、
雁
の
産
卵

は
天
皇
の
末
長
い
安
定
し
た
統
治
（
安
定
し
た
皇
位
継
承
と
も
）
を
示
す
瑞
祥
だ
、
と

予
祝
す
る
。

汝な

が
御み

子こ

や　

遂つ
ひ

に
知し

ら
む
と　
　
　
天
皇
さ
ま
が
最
後
ま
で
末
長
く
、
国
を
お
治

め
に
な
る
し
る
し
と
し
て
、

雁か
り

は
卵こ産
む
ら
し
。（
記
歌
謡
73
）　　
　
雁
は
卵
を
産
ん
だ
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

◎
天
皇
の
乱
調
を
安
定
さ
せ
る
琴　

前
述
し
た
よ
う
に
天
皇
は
社
会
を
統
治
す
る

者
な
の
で
、
天
皇
の
乱
調
は
社
会
の
乱
調
（
動
乱
）
を
招
く
。
事
実
そ
れ
ま
で
の

仁
徳
天
皇
の
色
好
み
に
起
因
し
た
乱
調
が
、
鎮
静
を
伴
い
つ
つ
連
続
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
天
皇
の
色
好
み
に
よ
る
騒
動
は
、
妬
み
深
き
石い
は
の
ひ
め

之
日
売
皇
后
と
吉き

備び

の
黒く

ろ
ひ
め

日
売
の
条
（
黒
日
売
と
の
色
好
み
）、
石
之
日
売
皇
后
の
嫉
妬
の
条
（
八や
た
の
わ
き
い
ら
つ
め

田
若
郎
女

と
の
色
好
み
）、
筒つ
つ
き
の
み
や

木
宮
の
石
之
日
売
皇
后
の
条
（
八
田
若
郎
女
と
の
色
好
み
の
波
紋
）、

速は
や
ぶ
さ
わ
け
の
み
こ

総
別
王
と
女め
と
り
の
み
こ

鳥
王
の
条
（
女
鳥
王
と
の
色
好
み
）
へ
と
漸ぜ
ん

層そ
う

的
に
拡
大
し
て
い
た
。

と
く
に
速
総
別
と
女
鳥
の
起
こ
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
は
王
権
の
存
亡
に
か
か
わ
る
大

危
機
で
、
武
力
で
よ
う
や
く
鎮
圧
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
と
す
る
と
今
ま
で
の
展
開

か
ら
す
る
と
、
こ
の
鎮
圧
の
後
に
究
極
の
危
機
＝
仁
徳
朝
の
転
覆
が
実
現
し
そ
う

な
不
穏
な
空
気
が
漂
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
度
の
側
近
に
よ
る
弾
琴
を
伴
っ
た
〈
雁か
り

の
卵こ

の
歌
〉
は
、
動
乱
か

ら
安
定
し
た
統
治
に
向
か
う
こ
と
を
祝
福
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仁
徳
天
皇
の

側
近
が
琴
を
弾
い
て
歌
う
歌
に
よ
っ
て
、
仁
徳
天
皇
の
乱
調
に
起
因
す
る
動
乱
・

不
安
が
払
拭
さ
れ
、
仁
徳
天
皇
の
安
定
し
た
統
治
が
予
祝
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
予
祝
ど
お
り
に
治
世
が
安
定
し
た
こ
と
が
、
掉
尾
を
飾
る
枯
野
伝

承
に
お
い
て
仁
徳
天
皇
自
ら
が
静
か
に
弾
く
琴
の
音お
と

霊だ
ま

と
静
か
に
歌
う
〈
枯
野
琴

の
歌
〉（
記
歌
謡
74
）
の
言こ

と

霊だ
ま

に
よ
っ
て
謳
歌
さ
れ
、
皇
位
も
仁
徳
天
皇
の
皇
子
が

順
当
に
三
代
（
履り
ち
ゅ
う中
・
反は
ん

正ぜ
い

・
允い
ん
ぎ
ょ
う恭
）
に
わ
た
っ
て
継
承
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
仁
徳
天
皇
の
側
近
に
よ
る
琴
と
歌
の
あ
り
方
（
音お
と

霊だ
ま

と
言こ
と

霊だ
ま

の
相
乗
効
果
）
は
、

乱
調
の
仁
徳
天
皇
を
理
想
的
な
姿
に
好
転
・
本
復
さ
せ
、
間
接
的
な
が
ら
仁
徳
天

皇
（
王
権
）
の
名
の
下
に
社
会
を
統
御
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

◎
側
近
の
弾
琴
に
よ
る
為
政
者
の
安
定　

前
述
し
た
よ
う
に
天
皇
な
ど
の
リ
ー

ダ
ー
が
琴
を
管
理
し
、
統
治
行
為
と
し
て
自
ら
弾
琴
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し

リ
ー
ダ
ー
が
怒
り
や
放ほ
う

恣し

（
乱
調
）
に
ま
か
せ
て
琴
を
弾
け
ば
、
そ
の
音
色
は
和

音
を
欠
い
た
乱
れ
弾
き
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
発
動
す
る
音お
と

霊だ
ま

は

社
会
の
乱
調
（
動
乱
）
を
招
く
の
み
な
ら
ず
、
天
変
地
異
を
も
誘
発
し
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
の
乱
調
に
よ
っ
て
、
社
会
や
自
然
の
乱
調
が
予
想
さ
れ
た

り
、
乱
調
が
起
こ
り
続
け
た
り
し
た
場
合
、
そ
の
乱
調
を
未
然
に
防
い
だ
り
、
断

ち
切
っ
た
り
す
る
装
置
が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
仕
組
み
と
は
、
側
近
の
弾
琴
に
よ
っ
て
発
動
す
る
音お
と

霊だ
ま

に
乗
せ
て

歌
う
歌
の
言こ
と

霊だ
ま

に
よ
っ
て
リ
ー
ダ
ー
の
安
定
を
図
る
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち

リ
ー
ダ
ー
が
変
調
を
き
た
し
て
い
る
場
合
は
、
側
近
が
リ
ー
ダ
ー
の
管
理
す
る
琴

を
臨
時
に
借
り
受
け
（
秦
酒
公
の
弾
い
た
琴
も
天
皇
か
ら
借
り
た
も
の
だ
ろ
う
）、
和
音
を

調
え
て
静
か
に
弾
き
な
が
ら
呪
祷
性
の
強
い
歌
を
歌
い
、
リ
ー
ダ
ー
を
負
の
状
況

か
ら
正
の
状
況
に
転
換
さ
せ
て
い
る
。
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奴や
つ
こ

末す
ゑ（

清
寧
記
・
二
皇
子
の
舞
）　       

私
は
子
ど
も
で
す
ぞ

こ
の
名
乗
り
の
条
に
は
次
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
。
伊い

耶ざ

本ほ

和わ

気け
の

天す
め
ら
み
こ
と皇

（
履り

中ち
ゆ
う

天
皇
）
の
御
子
に
市い
ち

辺の
へ

之の

忍お
し

歯は
の

王み
こ

が
お
り
、
有
力
な
皇
位
継
承
者
の
一
人
だ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
御
子
に
、
意お

祁け
の

皇み

子こ

と
袁を

祁け
の

皇み

子こ

の
兄
弟
が
い
た
。
し
か
し
市
辺

之
忍
歯
が
大お
ほ

長は
つ

谷せ
の

王み

子こ

（
雄
略
天
皇
）
に
暗
殺
さ
れ
、
二
皇
子
は
逃
亡
生
活
を
送
る
。

そ
の
後
、
清
寧
天
皇
の
没
後
、
逃
亡
先
で
右
の
名
乗
り
を
挙
げ
、
自
分
（
袁を

祁け
の

皇み

子こ

）
が
伊
耶
本
和
気
の
孫
な
の
で
正
当
な
皇
位
継
承
者
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
名
乗
り
で
は
、
八
絃
の
琴
を
破
綻
な
く
調
和
を
も
っ
て
弾
き
こ
な
す
こ
と

が
、
平
安
な
統
治
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
弾
琴
（
音
霊
の
発
動
）
自

体
が
、
歴
代
の
天
皇
の
平
和
的
呪
術
的
な
統
治
行
為
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
天
皇

の
弾
琴
が
統
治
行
為
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
調
和
の
と
れ
た
弾
琴
が
平
安
な
統
治
の
比

喩
に
な
り
え
た
。
こ
の
伊い

耶ざ

本ほ

和わ

気け
の

天す
め
ら

皇み
こ
と

が
統
治
行
為
に
用
い
た「
八や

つ

絃を

の
琴
」は
、

履
中
天
皇
が
父
の
仁
徳
天
皇
か
ら
継
承
し
た
枯
野
琴
だ
っ
た
、
と
考
え
て
も
お
か

し
く
な
い
。

◎
今
朝
の
言
出
は
琴
を
調
べ
た
る
如　

次
の
〈
東あ
づ
ま

遊あ
そ
び

歌う
た

２
〉
も
、
東
国
の
男
性
の

リ
ー
ダ
ー
が
琴
を
調
べ
る
こ
と
（
音
霊
の
発
動
）
に
よ
っ
て
社
会
を
統
治
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

え　

我わ

が
夫せ

子こ

が　

今け

朝さ

の
言こ

と

出で

は

七な
な
つ

絃を

の　

八や
つ

絃を

の
琴こ

と

を　

調し
ら

べ
た
る
如ご

と

や

汝な

を
か
け
山や

ま

の　

か
づ
の
木け

や　

を
を
を
を
（
東
遊
歌
２
）

「
我わ

が
夫せ

子こ

」
は
為
政
者
で
あ
り
、「
今け

朝さ

の
言こ

と

出で

」
が
朝
政
に
お
け
る
為
政
者

の
政
治
的
判
断
だ
、
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
為
政
者
の
政
治
的
な
こ
と
ば
が
、

本
人
の
和
音
を
調
え
て
静
か
に
「
七な
な
つ

絃を

の
八や
つ

絃を

の
琴こ
と

を
調し
ら

べ
た
る
」
統
治
行
為
の

と
お
り
に
、
調
和
を
も
っ
て
清さ
や

か
に
行
き
渡
り
、
そ
の
統
治
す
る
社
会
が
よ
く
治

ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

な
お
「
え
」
と
「
を
を
を
を
」
は
囃
子
詞
で
あ
る
。
ま
た
「
汝な

を
か
け
山
の
」

以
下
の
句
は
、
難
解
で
あ
る
。

２　

側
近
の
弾
琴
に
よ
る
為
政
者
の
安
定

◎
御
田
の
助
命
譚　

雄
略
紀
十
二
年
の
条
は
、
側
近
が
琴
を
弾
き
な
が
ら
歌
う
歌

に
よ
っ
て
天
皇
の
怒
り
（
乱
調
）
を
静
め
て
い
る
。
そ
の
梗
概
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
闘つ
げ
の鶏
御み

田た

と
い
う
大
工
が
采う
ね

女め

を
犯
し
た
と
誤
解
さ
れ
、
怒
っ
た
雄
略
天

皇
が
彼
を
直
ち
に
死
刑
に
し
よ
う
と
し
た
。
天
皇
の
侍
臣
の
秦は
だ
の

酒さ
け

公の
き
み

は
こ
の
大
工

の
助
命
の
た
め
に
「
琴こ
と

の
聲こ
ゑ

を
以も

て
、
天
皇
に
悟さ
と

ら
し
め
む
と
欲お
も

ふ
。
琴こ
と

を
横よ
こ
た

へ

て
弾ひ

き
」、
次
に
挙
げ
る
〈
御
田
の
助
命
の
歌
〉
を
歌
っ
た
。

神か
む

風か
ぜ

の　

伊い

勢せ

の　

伊い

勢せ

の
野ぬ

の
（
神か
む

風か
ぜ

の
）
伊
勢
の
野
の

栄さ
か

枝え

を　

五い

百ほ

経ふ

る
懸か

き
て
、　
　
栄
え
た
木
の
枝
を
、五
百
年
を
経
る
ま
で
も
懸
け
て
、

其し

が　

尽つ

く
る
ま
で
に　
　
　
　
　
其
の
枝
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ま
で
（
末
長
く
）、

大お
ほ

君き
み

に　

堅か
た

く　

仕つ
か

へ
奉ま

つ

ら
む
と
、
大
君
に
堅
固
に
お
仕
え
申
し
上
げ
よ
う
と
、

我わ

が
命い

の
ち

も　

長な
が

く
も
が
と
、　
　
（
そ
の
た
め
に
）自
分
の
命
も
長
く
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と

言い

ひ
し
工た

く
み匠

は
や
、　
　
　
　
　
　
言
っ
た
（
忠
実
な
）
大
工
よ
。

あ
た
ら
工た

く
み匠

は
や
。（
紀
歌
謡
78
） 

（
処
刑
さ
れ
る
な
ん
て
）
ほ
ん
と
に
惜
し
い
大
工
よ
。

こ
の
歌
は
、
建
築
儀
礼
で
新
築
し
た
家
が
永
遠
に
栄
え
る
よ
う
に
栄さ

か

枝え

を
懸
け

る
と
歌
っ
た
呪
祷
歌
を
、
大
工
の
御み

田た

が
天
皇
に
永
久
の
忠
誠
を
誓
っ
て
長
命
を

願
う
歌
に
転
換
し
、
そ
の
忠
実
で
優
秀
な
大
工
を
失
う
の
は
惜
し
い
、
と
述
べ
て

い
る
。
す
る
と
天
皇
は
「
琴こ
と

の
聲こ

ゑ

に
悟さ

と

り
た
ま
ひ
て
」、
彼
を
許
し
た
。

◎
天
皇
の
怒
り
を
静
め
る
琴　

こ
の
伝
承
は
琴
が
呪
力
を
持
つ
と
も
、
歌
が
静し
つ

歌う
た

だ
と
も
、
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
お
そ
ら
く
由
緒
あ
る
琴
を
静
か
に
弾
き
な
が

ら
こ
の
呪
祷
性
の
強
い
〈
御
田
の
助
命
の
歌
〉
を
静
か
に
歌
っ
た
の
で
、
こ
の
琴

の
音お

と

霊だ
ま

と
歌
の
言こ

と

霊だ
ま

が
天
皇
の
心
に
共
鳴
・
感
染
し
、
天
皇
の
憤
怒
（
乱
調
）
を

静
め
え
た
の
だ
ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
天
皇
は
、
乱
調
気
味
の
社
会
が
平
安
に
な
る
こ
と
を
願
い
、

国
事
行
為
と
し
て
琴
を
弾
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
事
例
は
逆
で
、
天
皇
の
乱
調

が
側
近
の
弾
琴
と
呪
祷
性
の
強
い
歌
に
よ
っ
て
安
定
す
る
よ
う
に
図
ら
れ
て
い
る
。

天
皇
は
社
会
を
統
治
（
統
御
）
す
る
者
な
の
で
、天
皇
の
乱
調
は
社
会
の
乱
調
（
動
乱
）
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を
招
く
。
そ
し
て
、
怒
れ
る
天
皇
と
し
て
と
く
に
有
名
な
雄
略
天
皇
が
怒
り
の
ま

ま
に
行
動
す
れ
ば
、
社
会
は
秩
序
を
失
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
侍
臣
の
秦は
だ
の

酒さ
け
の

公き
み

が

琴
を
弾
き
な
が
ら
歌
っ
た
〈
御
田
の
助
命
の
歌
〉
に
よ
っ
て
、
そ
の
乱
調
が
未
然

に
防
が
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
秦
酒
公
が
歌
っ
た
歌
の
言こ
と

霊だ
ま

と
弾
い
た
琴
の
音お

と

霊だ
ま

は
、
天
皇

を
統
御
し
、
結
果
的
に
は
雄
略
天
皇
（
王
権
）
の
名
の
下
に
社
会
を
も
統
御
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

◎
雁
の
卵
の
瑞
祥　

仁
徳
記
の
雁か
り

の
卵こ

の
条
も
、
右
の
あ
り
方
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
の
梗
概
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
天
皇
の
色
好
み
に
端
を
発
し
て
女め
と
り
の
み
こ

鳥
王
と

速は
や
ぶ
さ
わ
け
の
み
こ

総
別
王
が
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
す
も
の
の
、
天
皇
は
こ
の
事
態
を
軍
事
行
動
に

よ
っ
て
辛
う
じ
て
解
決
し
た
。
そ
の
後
、
日ひ

女め

島し
ま

で
雁
が
産
卵
し
た
の
で
、
そ
の

意
味
を
側
近
の
武た
け
し
う
ち
の
す
く
ね

内
宿
禰
に
問
う
。
す
る
と
武た

け
し
う
ち内

が
天
皇
か
ら
「
御み

琴こ
と

を
給
は
り

て
」、
こ
れ
を
弾
き
な
が
ら
次
に
挙
げ
る
〈
雁か
り

の
卵こ

の
歌
〉
を
歌
い
、
雁
の
産
卵

は
天
皇
の
末
長
い
安
定
し
た
統
治
（
安
定
し
た
皇
位
継
承
と
も
）
を
示
す
瑞
祥
だ
、
と

予
祝
す
る
。

汝な

が
御み

子こ

や　

遂つ
ひ

に
知し

ら
む
と　
　
　
天
皇
さ
ま
が
最
後
ま
で
末
長
く
、
国
を
お
治

め
に
な
る
し
る
し
と
し
て
、

雁か
り

は
卵こ産
む
ら
し
。（
記
歌
謡
73
）　　
　
雁
は
卵
を
産
ん
だ
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

◎
天
皇
の
乱
調
を
安
定
さ
せ
る
琴　

前
述
し
た
よ
う
に
天
皇
は
社
会
を
統
治
す
る

者
な
の
で
、
天
皇
の
乱
調
は
社
会
の
乱
調
（
動
乱
）
を
招
く
。
事
実
そ
れ
ま
で
の

仁
徳
天
皇
の
色
好
み
に
起
因
し
た
乱
調
が
、
鎮
静
を
伴
い
つ
つ
連
続
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
天
皇
の
色
好
み
に
よ
る
騒
動
は
、
妬
み
深
き
石い
は
の
ひ
め

之
日
売
皇
后
と
吉き

備び

の
黒く

ろ
ひ
め

日
売
の
条
（
黒
日
売
と
の
色
好
み
）、
石
之
日
売
皇
后
の
嫉
妬
の
条
（
八や
た
の
わ
き
い
ら
つ
め

田
若
郎
女

と
の
色
好
み
）、
筒つ

つ
き
の
み
や

木
宮
の
石
之
日
売
皇
后
の
条
（
八
田
若
郎
女
と
の
色
好
み
の
波
紋
）、

速は
や
ぶ
さ
わ
け
の
み
こ

総
別
王
と
女め

と
り
の
み
こ

鳥
王
の
条
（
女
鳥
王
と
の
色
好
み
）
へ
と
漸ぜ

ん

層そ
う

的
に
拡
大
し
て
い
た
。

と
く
に
速
総
別
と
女
鳥
の
起
こ
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
は
王
権
の
存
亡
に
か
か
わ
る
大

危
機
で
、
武
力
で
よ
う
や
く
鎮
圧
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
と
す
る
と
今
ま
で
の
展
開

か
ら
す
る
と
、
こ
の
鎮
圧
の
後
に
究
極
の
危
機
＝
仁
徳
朝
の
転
覆
が
実
現
し
そ
う

な
不
穏
な
空
気
が
漂
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
度
の
側
近
に
よ
る
弾
琴
を
伴
っ
た
〈
雁か
り

の
卵こ

の
歌
〉
は
、
動
乱
か

ら
安
定
し
た
統
治
に
向
か
う
こ
と
を
祝
福
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仁
徳
天
皇
の

側
近
が
琴
を
弾
い
て
歌
う
歌
に
よ
っ
て
、
仁
徳
天
皇
の
乱
調
に
起
因
す
る
動
乱
・

不
安
が
払
拭
さ
れ
、
仁
徳
天
皇
の
安
定
し
た
統
治
が
予
祝
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
予
祝
ど
お
り
に
治
世
が
安
定
し
た
こ
と
が
、
掉
尾
を
飾
る
枯
野
伝

承
に
お
い
て
仁
徳
天
皇
自
ら
が
静
か
に
弾
く
琴
の
音お
と

霊だ
ま

と
静
か
に
歌
う
〈
枯
野
琴

の
歌
〉（
記
歌
謡
74
）
の
言こ
と

霊だ
ま

に
よ
っ
て
謳
歌
さ
れ
、
皇
位
も
仁
徳
天
皇
の
皇
子
が

順
当
に
三
代
（
履り
ち
ゅ
う中
・
反は
ん

正ぜ
い

・
允い
ん
ぎ
ょ
う恭
）
に
わ
た
っ
て
継
承
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
仁
徳
天
皇
の
側
近
に
よ
る
琴
と
歌
の
あ
り
方
（
音お
と

霊だ
ま

と
言こ
と

霊だ
ま

の
相
乗
効
果
）
は
、

乱
調
の
仁
徳
天
皇
を
理
想
的
な
姿
に
好
転
・
本
復
さ
せ
、
間
接
的
な
が
ら
仁
徳
天

皇
（
王
権
）
の
名
の
下
に
社
会
を
統
御
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

◎
側
近
の
弾
琴
に
よ
る
為
政
者
の
安
定　

前
述
し
た
よ
う
に
天
皇
な
ど
の
リ
ー

ダ
ー
が
琴
を
管
理
し
、
統
治
行
為
と
し
て
自
ら
弾
琴
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し

リ
ー
ダ
ー
が
怒
り
や
放ほ
う

恣し

（
乱
調
）
に
ま
か
せ
て
琴
を
弾
け
ば
、
そ
の
音
色
は
和

音
を
欠
い
た
乱
れ
弾
き
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
発
動
す
る
音お
と

霊だ
ま

は

社
会
の
乱
調
（
動
乱
）
を
招
く
の
み
な
ら
ず
、
天
変
地
異
を
も
誘
発
し
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
の
乱
調
に
よ
っ
て
、
社
会
や
自
然
の
乱
調
が
予
想
さ
れ
た

り
、
乱
調
が
起
こ
り
続
け
た
り
し
た
場
合
、
そ
の
乱
調
を
未
然
に
防
い
だ
り
、
断

ち
切
っ
た
り
す
る
装
置
が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
仕
組
み
と
は
、
側
近
の
弾
琴
に
よ
っ
て
発
動
す
る
音お
と

霊だ
ま

に
乗
せ
て

歌
う
歌
の
言こ
と

霊だ
ま

に
よ
っ
て
リ
ー
ダ
ー
の
安
定
を
図
る
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち

リ
ー
ダ
ー
が
変
調
を
き
た
し
て
い
る
場
合
は
、
側
近
が
リ
ー
ダ
ー
の
管
理
す
る
琴

を
臨
時
に
借
り
受
け
（
秦
酒
公
の
弾
い
た
琴
も
天
皇
か
ら
借
り
た
も
の
だ
ろ
う
）、
和
音
を

調
え
て
静
か
に
弾
き
な
が
ら
呪
祷
性
の
強
い
歌
を
歌
い
、
リ
ー
ダ
ー
を
負
の
状
況

か
ら
正
の
状
況
に
転
換
さ
せ
て
い
る
。
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の
だ
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
が
、琴
の
精
（
娘を
と
め子
）
の
語
っ

た
「
君う
ま
ひ
と子
の
左さ

琴き
ん

」
で
あ
る
。
そ
し
て
三
首
と
も
、
こ
の
「
君
子
の
左
琴
」
を
和

語
で
巧
み
に
言
い
換
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
礼
楽
を
弁わ
き
ま

え
て
社
会
の
リ
ー
ダ
ー

に
な
る
べ
き
君
子
は
常
に
七
絃
琴
を
身
か
ら
離
さ
な
い
と
い
う
思
想
を
、
繰
り
返

し
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
中
国
思
想
を
受
容
し
た
大
伴
氏
や

藤
原
氏
な
ど
の
支
配
者
層
の
教
養
を
色
濃
く
反
映
し
、
高
い
文
学
性
を
獲
得
し
て

い
る
。

◎
磐
余
の
呉
の
琴
弾
き　

こ
の
よ
う
な
君く
ん

子し

左さ

琴き
ん

の
思
想
が
輸
入
さ
れ
る
に
あ

た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
大
陸
か
ら
の
渡
来
人
の
力
が
与
か
っ
て
い
た
ろ
う
。
雄

略
紀
十
一
年
の
条
に
よ
る
と
、「
磐い
は
れ余

の
呉く

れ

の
琴こ

と

彈ひ
き

壃さ
か

手て
の

屋や

形か
た

麻ま

呂ろ

等ら

」
の
祖
先
は
、

百く
だ
ら
の
く
に

済
国
あ
る
い
は
呉く

れ
の
く
に国

か
ら
亡
命
し
て
き
た
貴く

ゐ

信し
ん

だ
と
い
う
。
こ
の
磐い

は
れ余

の
呉く

れ

の

琴こ
と

弾ひ

き
一
族
な
ど
が
、
中
国
の
君
子
左
琴
の
思
想
と
琴
の
弾
き
方
を
日
本
に
流
布

さ
せ
る
こ
と
に
一
役
買
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

六
　
儀
礼
・
芸
能
の
統
御

１　

歌
垣
・
芸
謡
な
ど
の
統
御

◎
神
霊
の
統
御
か
ら
派
生　

祭
祀
儀
礼
は
神
迎
え
と
神
送
り
を
基
本
構
造
に
す
る

の
で
、
司
祭
者
が
琴
を
用
い
て
神
霊
を
統
御
し
な
が
ら
儀
礼
を
進
行
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
琴
は
、
神
霊
を
統
御
す
る
こ
と
か
ら
発
し
て
、
祭
祀
儀
礼
や
そ
こ

で
催
さ
れ
る
神
事
芸
能
を
統
御
す
る
中
核
的
な
楽
器
に
な
る
。

前
述
し
た
雄
略
記
の
吉
野
の
童を
と
め女

の
舞
と
允
恭
紀
の
忍お

し
さ
か
の
お
ほ
な
か
つ
ひ
め

坂
大
中
姫
の
舞
は
、
そ

の
神
事
芸
能
の
例
と
も
い
え
る
。

◎
歌
垣
の
琴　

春
秋
に
催
さ
れ
る
歌う
た

垣が
き

は
神
祭
り
に
お
け
る
男
女
の
集
い
な
の
で
、

こ
の
祭
場
に
は
琴
が
必
要
だ
っ
た
。
肥
前
國
風
土
記
逸
文
の
杵き

島し
ま

山や
ま

の
条
に
、
次

の
よ
う
な
歌
垣
の
記
述
が
あ
る
。

郷む
ら

閭ざ
と

の
士を
と
こ

女を
み
な

、
酒さ
け

を
提た
づ
さ

へ
琴
を
抱い
だ

き
て
、
歳と
し

毎ご
と

の
春
と
秋
に
、
手
を
携た
づ
さ

へ
て

登の
ぼ

り
望み
さ

け
、
樂さ
け

飮の

み
歌
ひ
舞ま

ひ
て
、
曲う
た

盡つ

き
て
歸か
へ

る
。

（
肥
前
國
風
土
記
逸
文
・
杵
島
山
）

そ
し
て
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
歌
と
し
て
、〈
杵き

島し
ま

曲ぶ
り

〉
と
称
す
る
恋
歌
〈
杵き

島し
ま

が

嶽た
け

の
草
の
歌
〉（
風
土
記
歌
謡
19
）
を
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
男
性
の
司
祭
者
が
ま
ず
琴
を
弾
き
な
が
ら
神
祭
り
に
来
臨

す
る
神
霊
を
統
御
し
て
神
事
を
執
り
行
い
、
そ
れ
に
続
く
男
女
の
歌
の
掛
け
合
い

も
そ
の
琴
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
ろ
う
。

◎
天
の
鳥
琴　

常
陸
國
風
土
記
行な
め

方か
た

郡
の
条
に
よ
る
と
、
こ
の
杵
島
山
の
歌
垣
で

歌
わ
れ
た
〈
杵き

嶋し
ま

の
唱う

た

曲ぶ
り

〉
を
「
天あ

め

の
鳥と

り

琴ご
と

」
と
「
天あ

め

の
鳥と

り

笛ぶ
ゑ

」
に
合
わ
せ
て

「
七な
ぬ

日か

七な
な

夜や

遊あ
そ

び
樂た

の
し

み
歌う

た

ひ
舞ま

」
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
國く

栖ず

を
お
び
き
寄
せ
討
伐

し
て
い
る
。こ
こ
で
は
歌
垣
の
歌
舞
を
敵
地
で
再
現
し
、騙
し
討
ち
に
用
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
歌
垣
の
〈
杵き

嶋し
ま

の
唱う

た

曲ぶ
り

〉
に
「
天
の
鳥
琴
」
が
登
場
す
る
と
こ
ろ

を
み
る
と
、
鳥
の
尾
の
形
を
し
た
聖
な
る
琴
（
例
え
ば
伊
勢
神
宮
の
神
宝
と
し
て
鵄と
び
の

尾お
の

御お
ん

琴こ
と

が
あ
る
）、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
鳥
に
か
か
わ
る
神
秘
的
な
い
わ
れ
を
持
つ
聖
な

る
琴
が
、
こ
の
歌
垣
に
必
須
の
楽
器
だ
っ
た
ろ
う
。
当
然
、
こ
の
天
の
鳥
琴
は
歌

垣
の
神
祭
り
の
神
霊
を
統
御
し
、
歌
掛
け
の
進
行
を
も
統
御
し
て
い
た
ろ
う
。

◎
蟹
の
琴
弾
き　

万
葉
歌
の
〈
蟹
の
た
め
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
〉（
万
・

十
六
・
３
８
８
６
）
は
、
祝
福
芸
能
集
団
（
乞ほ

か

ひ
食
者
た
ち
）
が
蟹
の
扮
装
を
し
、
蟹
の
所

作
を
し
な
が
ら
歌
っ
た
芸
謡
で
あ
る
。
こ
の
〈
蟹
の
歌
〉
に
、
蟹
の
こ
と
ば
と
し

て
琴
弾
き
を
述
べ
る
次
の
箇
所
が
あ
る
。

歌う
た

人び
と

と　

我わ

を
召
す
ら
め
や　
　
歌
い
手
と
し
て　

わ
た
し
を
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か

笛ふ
え

吹ふ

き
と　

我わ

を
召
す
ら
め
や　
笛
吹
き
と
し
て　

わ
た
し
を
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か

琴こ
と

弾ひ

き
と　

我わ

を
召
す
ら
め
や　
琴こ
と

弾ひ

き
と
し
て　

わ
た
し
を
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か

（
万
・
十
六
・
３
８
８
６
、
蟹
の
た
め
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
）

こ
れ
は
こ
の
芸
能
集
団
に
歌
人
・
笛
吹
き
・
琴
弾
き
が
お
り
、
蟹
の
所
作
を
す

る
踊
り
手
を
導
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
蟹
の
述
べ
る
祝
言
の
背
景
に
は
、
同
じ
く
乞ほ

か

ひ
食
者
の
歌
い
舞
っ
た
〈
鹿
の
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◎
平
和
的
な
社
会
の
統
治　

以
上
、〈
枯
野
琴
の
歌
〉の
琴
、〈
袁を

祁け
の

皇み

子こ

の
名
乗
り
〉

の
八や
つ

絃を

の
琴
、〈
東あ

づ
ま

遊あ
そ
び

歌う
た

２
〉
の
七な

な
つ

絃を

の
八や

つ

絃を

の
琴
、〈
御
田
の
助
命
の
歌
〉
の
琴
、

〈
雁か
り

の
卵こ

の
歌
〉
の
琴
は
、
社
会
の
平
和
的
な
統
治
を
願
っ
て
和
音
を
調
え
て
静

か
に
弾
か
れ
た
ろ
う
。

３　

託
宣
に
よ
る
統
治

◎
出
雲
を
統
一
す
る
琴　

前
述
し
た
よ
う
に
神
代
記
に
お
け
る
大お

ほ
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
が
入
手

し
た
「
天あ
め

の
詔の

り

琴ご
と

」
は
、
本
来
そ
の
名
義
ど
お
り
神
霊
を
統
御
し
て
託
宣
を
下
す

呪
具
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
自
然
を
も
統
御
す
る
呪
具
だ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
「
天
の
詔
琴
」
は
祭
祀
的
な
支
配
権
を
示
す
呪
具
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

同
じ
く
大
国
主
が
入
手
し
た
「
生い
く

大た

刀ち

」・「
生い

く

弓ゆ
み

矢や

」
は
軍
事
的
政
治
的
な
支
配

権
を
示
す
呪
具
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
国
主
は
神
の
国
か
ら
求
め
た
こ
れ
ら
の
呪

具
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
祭
政
を
取
り
ま
と
め
て
出
雲
国
を
統
一
し
、
名
実
と
も

に
「
大お
ほ
く
に
ぬ
し

国
主
」
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
「
天
の
詔
琴
」
は
、
神
霊
を
統
御
し
て
託
宣
を
下
す
機
能
を

中
核
に
し
な
が
ら
、
自
然
と
と
も
に
社
会
を
も
統
御
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

◎
支
配
者
層
の
神
懸
か
り　

そ
う
だ
と
す
る
と
そ
の
他
の
支
配
者
層
の
神
懸
か
り

も
ま
た
、
そ
の
事
例
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
神
功
皇
后
の
神
懸
か
り
、〈
影か
げ

媛ひ
め

恋

慕
の
歌
〉
の
条
、
神
懸
か
り
を
様
式
化
し
た
吉
野
の
童を
と
め女

の
舞
、
忍お

し
さ
か
の
お
ほ
な
か
つ
ひ
め

坂
大
中
姫
の

舞
な
ど
も
、
神
霊
を
統
御
し
て
託
宣
を
下
す
機
能
を
中
核
に
し
な
が
ら
、
社
会
を

も
統
御
し
て
い
る
（
統
御
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
と
い
え
よ
う
。

４　

君
子
の
左
琴

◎
梧
桐
の
日
本
琴　

次
の
万
葉
歌
の
〈
梧ご

桐ど
う

の
日や
ま
と
ご
と

本
琴
〉
も
、
社
会
を
統
御
す
る

琴
の
典
型
例
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
琴
を
め
ぐ
る
大お
ほ
と
も
の
た
び
と

伴
旅
人
と
藤ふ
じ
は
ら
の
ふ
さ
さ
き

原
房
前
の
交

情
を
主
題
に
し
て
い
る
。
そ
の
梗
概
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
梧ご

桐ど
う

の
日や

ま
と
ご
と

本
琴
一

面
は
小を

琴ご
と

で
、
対つ
し
ま馬
の
結ゆ
ひ
し
や
ま

石
山
の
霊
木
・
梧ご

桐ど
う

か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
琴
が

娘を
と
め子

に
化
し
て
旅
人
の
夢
枕
に
立
ち
、「
君う

ま
ひ
と子

の
左さ

琴き
ん

」
に
な
り
た
い
と
願
っ
た
。

そ
こ
で
旅
人
は
こ
の
琴
を
藤
原
房
前
に
贈
り
、
房
前
が
こ
れ
に
感
謝
し
た
と
い
う
。

ま
ず
日や
ま
と
ご
と

本
琴
の
精
（
娘を
と
め子
）
が
、
次
の
よ
う
に
旅
人
に
歌
い
か
け
て
い
る
。

い
か
に
あ
ら
む　

日
の
時
に
か
も　
　
　
　
　
い
つ
ど
ん
な　

時
に
な
っ
た
ら

音お
と

知
ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
音
を
聞
き
知
っ
て
く
だ
さ
る

人
の
膝
の
上へ　

我わ

が
枕ま
く
ら

か
む（
万
・
五
・
八
一
〇
）　

お
方
の
膝ひ
ざ

を　

枕
に
で
き
よ
う
か

こ
れ
に
対
し
て
旅
人
は
、
娘
子
に
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

言こ
と

問と

は
ぬ　

木
に
は
あ
り
と
も　
　
　
も
の
を
言
わ
ぬ　

木
で
は
あ
っ
て
も

う
る
は
し
き　

君
が
手た

馴な

れ
の　
　
　
す
ば
ら
し
い　

お
方
の
ご
寵ち
ょ
う

愛あ
い

を
受
け
る

琴
に
し
あ
る
べ
し
（
八
一
一
）　　
　
　
　
　
琴
に
違
い
あ
る
ま
い

そ
れ
か
ら
そ
の
琴
は
、
旅
人
か
ら
房
前
に
贈
ら
れ
る
。
す
る
と
房
前
は
旅
人
に

対
し
て
、
次
の
感
謝
の
歌
を
返
し
て
い
る
。

言こ
と

問と

は
ぬ　

木
に
も
あ
り
と
も　
　
　
も
の
を
言
わ
ぬ　

木
で
あ
り
ま
し
ょ
う
と
も

我わ

が
背せ

子こ

が　

手て

馴な

れ
の
み
琴こ

と　
　
　
あ
な
た
が　

お
気
に
入
り
の
琴
は

地つ
ち

に
置
か
め
や
も
（
八
一
二
）　　
　
　

粗
末
に
し
ま
し
ょ
う
か

三
首
目
の
「
我わ

が
背せ

子こ

」
は
男
子
が
男
子
を
称
し
て
い
さ
さ
か
奇
異
な
感
じ
を

与
え
る
も
の
の
、
二
人
の
男
性
が
親
し
い
関
係
に
あ
る
と
き
は
恋
歌
め
か
し
て
し

ば
し
ば
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
梧ご

桐ど
う

の
日や

ま
と
ご
と

本
琴
は
、
大
人
の
男
性
の
膝

を
枕
に
す
る
ほ
ど
の
「
小を

琴ご
と

」
で
あ
る
。
右
の
三
首
の
歌
の
う
ち
、
琴
の
「
音お

と

知

ら
む
人
」（
一
首
目
）は
琴
を
愛
す
る「
君う

ま
ひ
と子

」、「
う
る
は
し
き
君
が
手た

馴な

れ
の
琴
」（
二

首
目
）
と
「
我わ

が
背せ

子こ

が
手て

馴な

れ
の
御み

琴こ
と

」（
三
首
目
）
は
「
君う

ま
ひ
と子

の
左さ

琴き
ん

」
の
謂い

い

で
、

結
句
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
旅
人
と
房
前
は
、「
我わ

が
背せ

子こ

」
と

呼
ぶ
ほ
ど
に
親
密
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
も
、互
い
を
「
君
子
」
と
し
て
崇
め
合
っ

て
い
る
。

◎
君
子
の
左
琴　
「
聖
な
る
琴
の
文
化
圏
」﹇
西
本
香
子
、
二
〇
〇
九
、五
四
頁
﹈
に
よ

る
と
、「
日や
ま
と
ご
と

本
琴
」
は
七
絃
琴
で
、
中
国
の
儒
教
思
想
の
礼
楽
に
お
い
て
最
高
の

権
威
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
七
絃
琴
の
音
色
に
よ
っ
て
社
会
の
乱
れ
を
正
し
う
る
も
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の
だ
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
が
、琴
の
精
（
娘を
と
め子
）
の
語
っ

た
「
君う
ま
ひ
と子

の
左さ

琴き
ん

」
で
あ
る
。
そ
し
て
三
首
と
も
、
こ
の
「
君
子
の
左
琴
」
を
和

語
で
巧
み
に
言
い
換
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
礼
楽
を
弁わ
き
ま

え
て
社
会
の
リ
ー
ダ
ー

に
な
る
べ
き
君
子
は
常
に
七
絃
琴
を
身
か
ら
離
さ
な
い
と
い
う
思
想
を
、
繰
り
返

し
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
中
国
思
想
を
受
容
し
た
大
伴
氏
や

藤
原
氏
な
ど
の
支
配
者
層
の
教
養
を
色
濃
く
反
映
し
、
高
い
文
学
性
を
獲
得
し
て

い
る
。

◎
磐
余
の
呉
の
琴
弾
き　

こ
の
よ
う
な
君く
ん

子し

左さ

琴き
ん

の
思
想
が
輸
入
さ
れ
る
に
あ

た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
大
陸
か
ら
の
渡
来
人
の
力
が
与
か
っ
て
い
た
ろ
う
。
雄

略
紀
十
一
年
の
条
に
よ
る
と
、「
磐い
は
れ余
の
呉く
れ

の
琴こ
と

彈ひ
き

壃さ
か

手て
の

屋や

形か
た

麻ま

呂ろ

等ら

」
の
祖
先
は
、

百く
だ
ら
の
く
に

済
国
あ
る
い
は
呉く
れ
の
く
に国
か
ら
亡
命
し
て
き
た
貴く
ゐ

信し
ん

だ
と
い
う
。
こ
の
磐い
は
れ余
の
呉く
れ

の

琴こ
と

弾ひ

き
一
族
な
ど
が
、
中
国
の
君
子
左
琴
の
思
想
と
琴
の
弾
き
方
を
日
本
に
流
布

さ
せ
る
こ
と
に
一
役
買
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

六
　
儀
礼
・
芸
能
の
統
御

１　

歌
垣
・
芸
謡
な
ど
の
統
御

◎
神
霊
の
統
御
か
ら
派
生　

祭
祀
儀
礼
は
神
迎
え
と
神
送
り
を
基
本
構
造
に
す
る

の
で
、
司
祭
者
が
琴
を
用
い
て
神
霊
を
統
御
し
な
が
ら
儀
礼
を
進
行
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
琴
は
、
神
霊
を
統
御
す
る
こ
と
か
ら
発
し
て
、
祭
祀
儀
礼
や
そ
こ

で
催
さ
れ
る
神
事
芸
能
を
統
御
す
る
中
核
的
な
楽
器
に
な
る
。

前
述
し
た
雄
略
記
の
吉
野
の
童を
と
め女

の
舞
と
允
恭
紀
の
忍お

し
さ
か
の
お
ほ
な
か
つ
ひ
め

坂
大
中
姫
の
舞
は
、
そ

の
神
事
芸
能
の
例
と
も
い
え
る
。

◎
歌
垣
の
琴　

春
秋
に
催
さ
れ
る
歌う
た

垣が
き

は
神
祭
り
に
お
け
る
男
女
の
集
い
な
の
で
、

こ
の
祭
場
に
は
琴
が
必
要
だ
っ
た
。
肥
前
國
風
土
記
逸
文
の
杵き

島し
ま

山や
ま

の
条
に
、
次

の
よ
う
な
歌
垣
の
記
述
が
あ
る
。

郷む
ら

閭ざ
と

の
士を
と
こ

女を
み
な

、
酒さ
け

を
提た
づ
さ

へ
琴
を
抱い
だ

き
て
、
歳と
し

毎ご
と

の
春
と
秋
に
、
手
を
携た
づ
さ

へ
て

登の
ぼ

り
望み

さ

け
、
樂さ

け

飮の

み
歌
ひ
舞ま

ひ
て
、
曲う

た

盡つ

き
て
歸か

へ

る
。

（
肥
前
國
風
土
記
逸
文
・
杵
島
山
）

そ
し
て
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
歌
と
し
て
、〈
杵き

島し
ま

曲ぶ
り

〉
と
称
す
る
恋
歌
〈
杵き

島し
ま

が

嶽た
け

の
草
の
歌
〉（
風
土
記
歌
謡
19
）
を
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
男
性
の
司
祭
者
が
ま
ず
琴
を
弾
き
な
が
ら
神
祭
り
に
来
臨

す
る
神
霊
を
統
御
し
て
神
事
を
執
り
行
い
、
そ
れ
に
続
く
男
女
の
歌
の
掛
け
合
い

も
そ
の
琴
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
ろ
う
。

◎
天
の
鳥
琴　

常
陸
國
風
土
記
行な
め

方か
た

郡
の
条
に
よ
る
と
、
こ
の
杵
島
山
の
歌
垣
で

歌
わ
れ
た
〈
杵き

嶋し
ま

の
唱う
た

曲ぶ
り

〉
を
「
天あ
め

の
鳥と
り

琴ご
と

」
と
「
天あ
め

の
鳥と
り

笛ぶ
ゑ

」
に
合
わ
せ
て

「
七な
ぬ

日か

七な
な

夜や

遊あ
そ

び
樂た
の
し

み
歌う
た

ひ
舞ま

」
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
國く

栖ず

を
お
び
き
寄
せ
討
伐

し
て
い
る
。こ
こ
で
は
歌
垣
の
歌
舞
を
敵
地
で
再
現
し
、騙
し
討
ち
に
用
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
歌
垣
の
〈
杵き

嶋し
ま

の
唱う

た

曲ぶ
り

〉
に
「
天
の
鳥
琴
」
が
登
場
す
る
と
こ
ろ

を
み
る
と
、
鳥
の
尾
の
形
を
し
た
聖
な
る
琴
（
例
え
ば
伊
勢
神
宮
の
神
宝
と
し
て
鵄と
び
の

尾お
の

御お
ん

琴こ
と

が
あ
る
）、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
鳥
に
か
か
わ
る
神
秘
的
な
い
わ
れ
を
持
つ
聖
な

る
琴
が
、
こ
の
歌
垣
に
必
須
の
楽
器
だ
っ
た
ろ
う
。
当
然
、
こ
の
天
の
鳥
琴
は
歌

垣
の
神
祭
り
の
神
霊
を
統
御
し
、
歌
掛
け
の
進
行
を
も
統
御
し
て
い
た
ろ
う
。

◎
蟹
の
琴
弾
き　

万
葉
歌
の
〈
蟹
の
た
め
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
〉（
万
・

十
六
・
３
８
８
６
）
は
、
祝
福
芸
能
集
団
（
乞ほ

か

ひ
食
者
た
ち
）
が
蟹
の
扮
装
を
し
、
蟹
の
所

作
を
し
な
が
ら
歌
っ
た
芸
謡
で
あ
る
。
こ
の
〈
蟹
の
歌
〉
に
、
蟹
の
こ
と
ば
と
し

て
琴
弾
き
を
述
べ
る
次
の
箇
所
が
あ
る
。

歌う
た

人び
と

と　

我わ

を
召
す
ら
め
や　
　
歌
い
手
と
し
て　

わ
た
し
を
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か

笛ふ
え

吹ふ

き
と　

我わ

を
召
す
ら
め
や　
笛
吹
き
と
し
て　

わ
た
し
を
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か

琴こ
と

弾ひ

き
と　

我わ

を
召
す
ら
め
や　
琴こ
と

弾ひ

き
と
し
て　

わ
た
し
を
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か

（
万
・
十
六
・
３
８
８
６
、
蟹
の
た
め
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
）

こ
れ
は
こ
の
芸
能
集
団
に
歌
人
・
笛
吹
き
・
琴
弾
き
が
お
り
、
蟹
の
所
作
を
す

る
踊
り
手
を
導
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
蟹
の
述
べ
る
祝
言
の
背
景
に
は
、
同
じ
く
乞ほ

か

ひ
食
者
の
歌
い
舞
っ
た
〈
鹿
の
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俗
世
を
厭
い
離
れ
て
浄
土
を
求
め
た
い
（
一
首
目
）
と
述
べ
つ
つ
も
、
俗
世
に
住

み
続
け
て
行
き
着
く
国
の
様
子
が
分
か
ら
な
い
（
二
首
目
）
と
も
述
べ
る
釈
教
歌

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
悟
り
た
い
も
の
の
悟
れ
な
い
と
い
う
歌
は
、
修
行
僧
の
歌

う
べ
き
も
の
で
、
仏
教
徒
の
葬
儀
で
歌
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

と
す
る
と
こ
の
寺
の
琴
は
、
僧
侶
だ
け
の
集
い
で
こ
の
釈
教
歌
を
歌
う
と
き
の

伴
奏
に
使
わ
れ
た
ろ
う
。
そ
し
て
今
ま
で
の
琴
弾
き
の
あ
り
方
か
ら
見
る
と
、
こ

の
寺
に
縁ゆ
か
り

あ
る
皇
族
あ
る
い
は
僧
侶
集
団
の
指
導
者
が
、
こ
の
琴
を
弾
き
な
が
ら

こ
の
釈
教
歌
を
歌
い
、
仏
事
を
統
御
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

３　

葬
送
の
琴

◎
葬
送
の
琴　

葬
送
儀
礼
に
も
弾
琴
が
伴
っ
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
、
古
墳
か
ら
弾

琴
埴
輪
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
予
想
さ
れ
る
。
立
派
な
墳
墓
を
作
れ
る
ほ
ど
の
死

者
（
支
配
者
）
の
後
継
者
が
司
祭
者
に
な
っ
て
琴
を
弾
き
、
死
者
の
霊
を
招
き
静
め
、

ま
た
葬
送
儀
礼
を
も
統
御
し
て
い
た
ろ
う
。

◎
伊
奘
冉
尊
の
葬
り　

し
か
し
意
外
に
も
、
そ
の
こ
と
を
示
す
端
的
な
事
例
が
上

代
の
伝
承
に
は
な
い
。
葬
儀
の
始
ま
り
と
も
い
え
る
伊い
ざ
な
み
の
み
こ
と

奘
冉
尊
の
葬は
ふ

り
が
、
神
代

紀
上
の
第
五
の
一
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
伊
奘
冉
を
葬は
ふ

っ
た
有あ
り
ま馬
の

「
土く
に

俗ひ
と

」
は
「
此こ

の
神
の
魂み

た
ま

を
祭
る
に
は
、
花は

な

の
時
に
は
亦ま

た

花
を
以も

て
祭
る
。
又

鼓つ
づ
み

吹ふ
え

幡は

た旗
を
用も

て
、
歌う

た

ひ
舞ま

ひ
て
祭
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
楽
器
と
し
て
鼓
と

笛
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
琴
の
記
述
が
な
い
。

◎
倭
の
琴
彈
原　

景
行
紀
四
十
年
の
条
に
よ
る
と
「
倭や
ま
と

の
琴こ

と

彈ひ
き
の

原は
ら

」
が
、
倭や

ま
と

建た
け
る

命の
み
こ
と

の
白し

ら

鳥と
り

の
御
陵
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
倭
の
琴
彈
原
は
、
葬
送
儀
礼
で
琴

を
弾
い
た
こ
と
を
そ
の
地
名
の
由
来
に
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
允
恭
紀
四
十
二
年
の
条
に
よ
る
と
、
允
恭
天
皇
の
葬
儀
に
新し
ら
ぎ
の
く
に

羅
国
の
使
節

団
が
来
朝
し
、
そ
の
帰
途
に
こ
の
琴
彈
原
に
た
ま
た
ま
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
そ
し

て
彼
ら
の
不
自
由
な
日
本
語
の
発
音
か
ら
誤
解
を
招
き
、
生
死
に
か
か
わ
る
一
悶

着
を
起
こ
し
て
い
る
。

◎
野
中
川
原
史
満
の
挽
歌　

孝
徳
紀
大
化
五
年
の
条
に
よ
る
と
、
皇
太
子
の

中な
か
の
お
ほ
え
の
み
こ
と

大
兄
命
が
妻
の
造み
や
つ
こ
ひ
め媛
の
死
を
ひ
ど
く
悲
し
ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
の
傷
心
を
臣
下

が
挽
歌
を
奉
献
し
て
慰
め
た
。
そ
の
歌
は
〈
野の
な
か
の
か
は
ら
の
ふ
ひ
と
ま
ろ

中
川
原
史
満
の
挽
歌
〉（
紀
歌
謡

１
１
３
・
１
１
４
）
で
あ
る
。
す
る
と
中
大
兄
が
こ
れ
を
誉
め
て
、「
御み

琴こ
と

を
授
け
て

唱う
た

は
し
め
」
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
中
大
兄
は
大
化
改
新
を
成
し
遂
げ
、
事
実
上

は
天
皇
に
等
し
い
立
場
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
御
琴
を
授
け
て
挽
歌
を
歌

わ
せ
た
こ
と
は
、
王
族
の
葬
送
儀
礼
に
天
皇
の
管
理
す
る
琴
を
用
い
た
こ
と
の
延

長
線
上
に
あ
る
だ
ろ
う
。

◎
春
日
皇
女
の
恋
歌　

継け
い

体た
い

紀
七
年
の
〈
春か

す
が
の
ひ
め
み
こ

日
皇
女
の
恋
歌
〉（
紀
歌
謡
97
）
の

「
流な
が
れ

来く

る
竹た

け

の
い
組く

み

竹だ
け

世よ

竹だ
け

。
本も

と

へ
を
ば
琴こ

と

に
作つ

く

り
、
末す

ゑ

へ
を
ば
笛ふ

え

に
作つ

く

り
」
が

あ
る
。
こ
の
恋
歌
は
、〈
勾ま
が
り
の
お
ほ
え
の
み
こ

大
兄
皇
子
の
恋
歌
〉（
紀
歌
謡
96
）
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
文
脈
か
ら
は
、
こ
の
琴
の
用
途
が
ま
る
で
読
み
取
れ
な
い
。

橘た
ち
ば
な

守も
り

部べ

『
稜い

つ
の
こ
と
わ
き

威
言
別
』
に
よ
る
と
、こ
の
歌
の
実
体
は
春
日
皇
女
が
皇
后
に
立
っ

た
後
、
夫
の
安あ
ん

閑か
ん

天
皇
（
勾ま
が
り
の
お
ほ
え
の
み
こ

大
兄
皇
子
）
の
葬
儀
で
歌
っ
た
挽
歌
だ
と
い
う
。
け
れ

ど
も
、
そ
の
挽
歌
が
ど
う
し
て
恋
歌
と
し
て
物
語
化
さ
れ
た
か
も
辿
り
き
れ
な
い
。

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
日
本
書
紀
編
―
』
は
、
こ
の
歌
は
〈
勾
大
兄
皇
子
の
恋
歌
〉

と
と
も
に
研
究
者
泣
か
せ
の
歌
だ
、
と
嘆
い
て
い
る
。

◎
琴
酒
の
歌　

万
葉
歌
の
〈
琴こ
と

酒ざ
け

の
歌
〉（
万
・
十
六
・
３
８
７
５
）
は
、「
琴こ

と

酒ざ
け

を
」

か
ら
始
ま
る
。
こ
の
歌
の
作
者
は
恋
す
る
女
で
、
恋
し
い
男
と
人
目
の
少
な
い
道

で
逢
い
、
男
の
笠
を
自
分
の
高
価
な
七
つ
の
玉
の
緒
と
換
え
て
も
ら
い
た
い
、
と

述
べ
て
い
る
。

「
琴こ
と

酒ざ
け

を
」は
、「
押お

し

垂た
れ

小を

野の

」（
地
名
）
の
枕ま

く
ら

詞こ
と
ば

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
琴
酒
」

の
語
義
と
枕
詞
の
「
琴こ
と

酒ざ
け

を
」
の
懸
か
り
方
が
難
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
琴こ

と

酒ざ
け

」
が
琴
と
酒
の
義
だ
と
す
る
と
、「
押お
し

垂た
れ

小を

野の

」
へ
の
懸
か
り
方
が
説
明
で
き

な
い
。
こ
の
点
、「
琴こ
と

酒ざ
け

」
が
「
殊こ
と

酒ざ
け

」（
格
別
な
酒
・
上
酒
・
澄
ま
し
酒
）
の
義
だ
と

す
る
と
、
澄
ま
し
酒
は
圧
し
て
搾
り
垂
れ
る
の
で
「
押お
し

垂た
れ

」
へ
の
懸
か
り
方
が
う

ま
く
説
明
で
き
る
。
も
し
こ
の
殊こ
と

酒ざ
け

説
が
妥
当
だ
と
す
る
と
、「
琴こ
と

酒ざ
け

」
の
「
琴こ
と

」
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た
め
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
〉（
万
・
十
六
・
３
８
８
５
）
と
と
も
に
、
農
作
業
に
害
を

な
す
蟹
と
鹿
（
蟹
は
鋏
で
稲
を
切
り
、
鹿
は
稲
を
食
べ
る
）
の
田た

主ぬ
し

に
服
従
を
誓
う
神
事

芸
能
が
あ
る
、
と
想
定
で
き
る
。
し
て
み
る
と
こ
れ
ら
の
芸
謡
の
古
態
は
、
琴
に

よ
っ
て
蟹
と
鹿
の
精
霊
を
統
御
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
働
き
を
万
葉

歌
の
蟹
と
鹿
の
芸
謡
が
揺
曳
し
、
琴
が
こ
の
芸
能
を
主
導
・
統
御
し
て
い
た
、
と

考
え
ら
れ
る
。

と
す
る
と
こ
の
芸
謡
で
琴
を
弾
く
者
は
、
蟹
と
鹿
の
精
霊
を
統
御
す
る
司
祭
者

の
後
裔
で
あ
り
、
そ
れ
は
祝
福
芸
能
一
座
の
座
長
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る

と
琴
弾
き
を
述
べ
て
い
な
い
〈
鹿
の
歌
〉
も
ま
た
、
こ
の
座
長
の
弾
く
琴
に
よ
っ

て
主
導
・
統
御
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

２　

集
い
で
の
指
導
者
の
琴

◎
宴
で
の
天
皇
の
弾
琴　

肥
前
國
風
土
記
佐さ

嘉か

の
郡こ

ほ
り

の
琴こ

と

木き

の
岡を

か

の
条
に
よ
る
と
、

景
行
天
皇
が
平
原
に
造
ら
せ
た
岡
で
「
宴う
た
げ賞
」
を
催
し
、
そ
こ
で
天
皇
が
琴
を
弾

き
、
そ
の
琴
を
立
て
た
ま
ま
残
し
た
と
こ
ろ
、
元
の
樟く
す
の
き

に
な
っ
た
。
そ
れ
で
、
琴

木
の
岡
と
名
づ
け
た
と
い
う
。

こ
の
伝
承
は
、
饗
宴
の
主
催
者
で
あ
る
景
行
天
皇
（
指
導
者
）
が
琴
を
弾
い
て

集
い
を
統
御
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

◎
原
木
と
琴
の
自
在
な
転
換　

ま
た
樟く
す
の
き

か
ら
作
ら
れ
た
琴
が
元
の
樟
に
戻
っ
た
と

い
う
の
は
、
原
木
と
そ
れ
か
ら
造
ら
れ
た
琴
が
自
在
に
転
換
で
き
る
関
係
に
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
自
在
性
は
河
内
王
朝
の
首
都
圏
を
覆
う
巨
木
と
そ
れ
か
ら
造
ら
れ
た
枯
野

船
と
枯
野
琴
に
も
い
え
、
枯
野
船
と
枯
野
琴
は
い
つ
で
も
巨
木
に
戻
り
う
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
三
者
は
、
事
実
上
一
体
で
あ
る
。

し
て
み
る
と
琴こ
と

木き

の
岡
の
伝
承
が
成
長
す
る
と
、
こ
の
琴
木
の
岡
の
樟く
す
の
き

は
こ
の

地
域
の
シ
ン
ボ
ル
の
巨
木
に
な
り
、
琴
に
も
な
り
、
そ
の
影
と
音
（
音お
と

霊だ
ま

）
に
よ
っ

て
生
活
圏
・
安
全
圏
・
支
配
圏
を
示
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
琴
と
巨
木
伝

承
を
管
理
す
る
者
は
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
佐さ

嘉か

の
郡こ

ほ
り

の
指
導
者（
司
祭
者
）で
あ
る
。

◎
新
室
の
宴
で
の
弾
琴　
「
琴
」
の
文
字
は
用
い
て
い
な
い
け
れ
ど
も
「
琴こ
と

」
と

読
め
る
「
絃
」
を
用
い
て
、
新に
ひ

室む
ろ

の
宴う
た
げ

で
最
高
位
の
者
が
琴
を
弾
い
て
参
列
者
に

芸
能
を
披
露
さ
せ
て
い
る
場
面
が
、
顕
宗
即
位
前
紀
に
あ
る
。

清
寧
天
皇
の
二
年
冬
十
一
月
に
播は
り
ま
の
く
に

磨
国
の
国み
こ
と
も
ち司
の
小を

楯だ
て

が
、
朝
廷
の
新
嘗
祭
に

奉
る
料し
ろ

を
調
達
す
る
た
め
に
赤あ
か
し
の
こ
ほ
り

石
郡
に
行
っ
た
。
す
る
と
た
ま
た
ま
縮し
じ
み
の
み
や
け
の
お
び
と

見
屯
倉
首

が
新
室
の
宴
を
開
い
て
お
り
、
彼
は
そ
の
席
に
招
か
れ
た
。
国
司
の
立
場
上
、
小

楯
は
主
賓
の
座
を
与
え
ら
れ
た
ろ
う
。
そ
し
て
小
楯
は
「
絃こ
と

撫ひ

き
て
」、
宴
の
場

で
火
を
燭と
も

し
て
い
た
二
皇
子
に
「
起た

ち
て
儛ま

へ
」
と
命
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
兄
皇

子
に
次
い
で
弟
の
弘を
け
の
み
こ

計
皇
子
が
祝
歌
を
歌
い
な
が
ら
舞
い
、
最
後
に
〈
名
乗
り
の

歌
〉
を
歌
っ
て
皇
位
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
の
例
は
、
集
い
で
琴
を
弾
く
者
が
最
高
位
の
者
・
指
導
者
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

◎
皇
族
の
弾
琴　

そ
し
て
以
下
の
例
に
よ
る
と
、
琴
を
弾
く
者
は
や
は
り
指
導

者
に
準
じ
る
者
で
あ
る
。
皇お
ほ
き
さ
き
の
み
や

后
宮
の
維ゆ

い

摩ま

講か
う

で
は
、〈
仏ぶ

つ

前ぜ
ん

の
唱し

や
う
か歌

〉（
万
・
八
・

１
５
９
４
）
の
弾こ

と
ひ琴

き
が
、
市い

ち
は
ら
の
お
ほ
き
み

原
王
・
忍お

さ
か
の
お
ほ
き
み

坂
王
な
ど
の
皇
族
で
あ
り
、
歌う

た

子び
と

が

田た
の
く
ち
の
あ
そ
み

口
朝
臣
家や

か

守も
り

・
河か

は
へ
の
あ
そ
み

辺
朝
臣
東あ

づ
ま
と人

・
置お

き
そ
め
の
む
ら
じ

始
連
長は

つ
せ谷

な
ど
の
臣
下
で
あ
る
。

ま
た
「
宴
居
」（
宴
会
）
で
は
皇
族
の
弾
琴
が
中
心
で
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な

〈
宴
居
の
琴
の
歌
〉
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
河か
は
む
ら
の
お
ほ
き
み

村
王
は
宴
居
で
ま
づ
琴
を
弾
い
て
万
・

十
六
・
３
８
１
７
・
３
８
１
８
を
歌
う
こ
と
を
「
常
の
行わ
ざ

と
為な

」
し
、
小こ

だ
ひ
の
お
ほ
き
み

鯛
王
も
同

じ
く
「
琴
を
取
れ
ば
登す
な
は
ち時

必
ず
先ま

づ
」
万
・
十
六
・
３
８
１
９
・
３
８
２
０
を
「
吟ぎ

ん

詠え
い

」
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ソ
ン
グ
だ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
れ
以
降
は
、
王お
ほ
き
み

の
弾
琴
に
よ
っ
て
参
列
者
の
歌
が
次
々
と
披
露
さ
れ
た
ろ

う
。

◎
河
原
寺
の
倭
琴　

万
葉
歌
の
〈
世よ
の
な
か間
の
無
常
を
厭い
と

ふ
歌
〉
二
首
（
万
・

十
六
・
３
８
４
９
・
３
８
５
０
）
は
、
そ
の
左
注
に
よ
る
と
明
日
香
村
の
河か

原は
ら

寺で
ら

（
現
弘ぐ

福ふ
く

寺じ

）
の
仏
堂
の
中
に
あ
る
倭や
ま
と

琴ご
と

の
面お
も
て

に
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
二
首
は
、
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俗
世
を
厭
い
離
れ
て
浄
土
を
求
め
た
い
（
一
首
目
）
と
述
べ
つ
つ
も
、
俗
世
に
住

み
続
け
て
行
き
着
く
国
の
様
子
が
分
か
ら
な
い
（
二
首
目
）
と
も
述
べ
る
釈
教
歌

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
悟
り
た
い
も
の
の
悟
れ
な
い
と
い
う
歌
は
、
修
行
僧
の
歌

う
べ
き
も
の
で
、
仏
教
徒
の
葬
儀
で
歌
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

と
す
る
と
こ
の
寺
の
琴
は
、
僧
侶
だ
け
の
集
い
で
こ
の
釈
教
歌
を
歌
う
と
き
の

伴
奏
に
使
わ
れ
た
ろ
う
。
そ
し
て
今
ま
で
の
琴
弾
き
の
あ
り
方
か
ら
見
る
と
、
こ

の
寺
に
縁ゆ
か
り

あ
る
皇
族
あ
る
い
は
僧
侶
集
団
の
指
導
者
が
、
こ
の
琴
を
弾
き
な
が
ら

こ
の
釈
教
歌
を
歌
い
、
仏
事
を
統
御
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

３　

葬
送
の
琴

◎
葬
送
の
琴　

葬
送
儀
礼
に
も
弾
琴
が
伴
っ
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
、
古
墳
か
ら
弾

琴
埴
輪
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
予
想
さ
れ
る
。
立
派
な
墳
墓
を
作
れ
る
ほ
ど
の
死

者
（
支
配
者
）
の
後
継
者
が
司
祭
者
に
な
っ
て
琴
を
弾
き
、
死
者
の
霊
を
招
き
静
め
、

ま
た
葬
送
儀
礼
を
も
統
御
し
て
い
た
ろ
う
。

◎
伊
奘
冉
尊
の
葬
り　

し
か
し
意
外
に
も
、
そ
の
こ
と
を
示
す
端
的
な
事
例
が
上

代
の
伝
承
に
は
な
い
。
葬
儀
の
始
ま
り
と
も
い
え
る
伊い
ざ
な
み
の
み
こ
と

奘
冉
尊
の
葬は

ふ

り
が
、
神
代

紀
上
の
第
五
の
一
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
伊
奘
冉
を
葬は
ふ

っ
た
有あ

り
ま馬

の

「
土く
に

俗ひ
と

」
は
「
此こ

の
神
の
魂み

た
ま

を
祭
る
に
は
、
花は

な

の
時
に
は
亦ま

た

花
を
以も

て
祭
る
。
又

鼓つ
づ
み

吹ふ
え

幡は

た旗
を
用も

て
、
歌う

た

ひ
舞ま

ひ
て
祭
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
楽
器
と
し
て
鼓
と

笛
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
琴
の
記
述
が
な
い
。

◎
倭
の
琴
彈
原　

景
行
紀
四
十
年
の
条
に
よ
る
と
「
倭や
ま
と

の
琴こ

と

彈ひ
き
の

原は
ら

」
が
、
倭や

ま
と

建た
け
る

命の
み
こ
と

の
白し

ら

鳥と
り

の
御
陵
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
倭
の
琴
彈
原
は
、
葬
送
儀
礼
で
琴

を
弾
い
た
こ
と
を
そ
の
地
名
の
由
来
に
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
允
恭
紀
四
十
二
年
の
条
に
よ
る
と
、
允
恭
天
皇
の
葬
儀
に
新し
ら
ぎ
の
く
に

羅
国
の
使
節

団
が
来
朝
し
、
そ
の
帰
途
に
こ
の
琴
彈
原
に
た
ま
た
ま
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
そ
し

て
彼
ら
の
不
自
由
な
日
本
語
の
発
音
か
ら
誤
解
を
招
き
、
生
死
に
か
か
わ
る
一
悶

着
を
起
こ
し
て
い
る
。

◎
野
中
川
原
史
満
の
挽
歌　

孝
徳
紀
大
化
五
年
の
条
に
よ
る
と
、
皇
太
子
の

中な
か
の
お
ほ
え
の
み
こ
と

大
兄
命
が
妻
の
造み

や
つ
こ
ひ
め媛

の
死
を
ひ
ど
く
悲
し
ん
だ
と
こ
ろ
、
そ
の
傷
心
を
臣
下

が
挽
歌
を
奉
献
し
て
慰
め
た
。
そ
の
歌
は
〈
野の
な
か
の
か
は
ら
の
ふ
ひ
と
ま
ろ

中
川
原
史
満
の
挽
歌
〉（
紀
歌
謡

１
１
３
・
１
１
４
）
で
あ
る
。
す
る
と
中
大
兄
が
こ
れ
を
誉
め
て
、「
御み

琴こ
と

を
授
け
て

唱う
た

は
し
め
」
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
中
大
兄
は
大
化
改
新
を
成
し
遂
げ
、
事
実
上

は
天
皇
に
等
し
い
立
場
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
御
琴
を
授
け
て
挽
歌
を
歌

わ
せ
た
こ
と
は
、
王
族
の
葬
送
儀
礼
に
天
皇
の
管
理
す
る
琴
を
用
い
た
こ
と
の
延

長
線
上
に
あ
る
だ
ろ
う
。

◎
春
日
皇
女
の
恋
歌　

継け
い

体た
い

紀
七
年
の
〈
春か
す
が
の
ひ
め
み
こ

日
皇
女
の
恋
歌
〉（
紀
歌
謡
97
）
の

「
流な
が
れ

来く

る
竹た
け

の
い
組く
み

竹だ
け

世よ

竹だ
け

。
本も
と

へ
を
ば
琴こ
と

に
作つ
く

り
、
末す
ゑ

へ
を
ば
笛ふ
え

に
作つ
く

り
」
が

あ
る
。
こ
の
恋
歌
は
、〈
勾ま
が
り
の
お
ほ
え
の
み
こ

大
兄
皇
子
の
恋
歌
〉（
紀
歌
謡
96
）
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
文
脈
か
ら
は
、
こ
の
琴
の
用
途
が
ま
る
で
読
み
取
れ
な
い
。

橘た
ち
ば
な

守も
り

部べ

『
稜い

つ
の
こ
と
わ
き

威
言
別
』
に
よ
る
と
、こ
の
歌
の
実
体
は
春
日
皇
女
が
皇
后
に
立
っ

た
後
、
夫
の
安あ
ん

閑か
ん

天
皇
（
勾ま
が
り
の
お
ほ
え
の
み
こ

大
兄
皇
子
）
の
葬
儀
で
歌
っ
た
挽
歌
だ
と
い
う
。
け
れ

ど
も
、
そ
の
挽
歌
が
ど
う
し
て
恋
歌
と
し
て
物
語
化
さ
れ
た
か
も
辿
り
き
れ
な
い
。

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
日
本
書
紀
編
―
』
は
、
こ
の
歌
は
〈
勾
大
兄
皇
子
の
恋
歌
〉

と
と
も
に
研
究
者
泣
か
せ
の
歌
だ
、
と
嘆
い
て
い
る
。

◎
琴
酒
の
歌　

万
葉
歌
の
〈
琴こ
と

酒ざ
け

の
歌
〉（
万
・
十
六
・
３
８
７
５
）
は
、「
琴こ

と

酒ざ
け

を
」

か
ら
始
ま
る
。
こ
の
歌
の
作
者
は
恋
す
る
女
で
、
恋
し
い
男
と
人
目
の
少
な
い
道

で
逢
い
、
男
の
笠
を
自
分
の
高
価
な
七
つ
の
玉
の
緒
と
換
え
て
も
ら
い
た
い
、
と

述
べ
て
い
る
。

「
琴こ
と

酒ざ
け

を
」は
、「
押お

し

垂た
れ

小を

野の

」（
地
名
）
の
枕ま

く
ら

詞こ
と
ば

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
琴
酒
」

の
語
義
と
枕
詞
の
「
琴こ
と

酒ざ
け

を
」
の
懸
か
り
方
が
難
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
琴こ

と

酒ざ
け

」
が
琴
と
酒
の
義
だ
と
す
る
と
、「
押お

し

垂た
れ

小を

野の

」
へ
の
懸
か
り
方
が
説
明
で
き

な
い
。
こ
の
点
、「
琴こ
と

酒ざ
け

」
が
「
殊こ

と

酒ざ
け

」（
格
別
な
酒
・
上
酒
・
澄
ま
し
酒
）
の
義
だ
と

す
る
と
、
澄
ま
し
酒
は
圧
し
て
搾
り
垂
れ
る
の
で
「
押お
し

垂た
れ

」
へ
の
懸
か
り
方
が
う

ま
く
説
明
で
き
る
。
も
し
こ
の
殊こ
と

酒ざ
け

説
が
妥
当
だ
と
す
る
と
、「
琴こ
と

酒ざ
け

」
の
「
琴こ
と

」
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ら
、「
梧ご

桐ど
う

の
日
本
琴
一
面
」
は
対つ
し
ま馬
の
結ゆ
ひ
し
や
ま

石
山
の
霊
木
・
梧ご

桐ど
う

か
ら
作
ら
れ
た

小を

琴ご
と

で
、
神
秘
な
由
来
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
。

八
　
祭
政
一
致
の
呪
具

１　

祭
政
一
致
の
呪
具

◎
対
象
の
統
御　

以
上
、
音
楽
・
文
学
の
用
例
を
除
く
琴
の
あ
ら
か
た
の
用
例
を
、

文
脈
に
そ
っ
て
神
霊
の
統
御
、
自
然
の
統
御
、
社
会
の
統
御
、
儀
礼
・
芸
能
の
統

御
に
分
類
し
て
記
述
し
て
み
た
。
こ
の
分
類
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
琴

の
用
途
・
機
能
は
「
統
御
」
で
一
貫
し
て
お
り
、
琴
の
統
御
す
る
対
象
が
神
霊
、

自
然
、
社
会
、
儀
礼
・
芸
能
に
な
っ
て
い
る
。

◎
兼
備
す
る
諸
機
能　

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
琴
の
機
能

は
、
例
え
ば
代
表
的
な
次
の
例
の
よ
う
に
重
複
し
て
い
る
。
大
国
主
命
が
神
の
国

か
ら
盗
み
出
し
た
「
天あ
め

の
詔の
り

琴ご
と

」
は
、
神
霊
を
統
御
し
て
シ
ャ
ー
マ
ン
に
憑
依

さ
せ
て
託
宣
を
下
す
と
と
も
に
、
地
震
（
自
然
）
を
も
統
御
し
、
さ
ら
に
は
他
の

呪
具
も
併
用
し
て
出
雲
国
と
い
う
社
会
を
も
統
御
し
て
い
る
。
雄
略
天
皇
や
允

恭
天
皇
の
弾
く
琴
は
神
霊
を
統
御
し
、
そ
れ
を
憑
依
さ
せ
た
神
女
（
吉
野
の
童を
と
め女
・

忍を
し
さ
か
の
お
ほ
な
か
つ
ひ
め

坂
大
中
津
姫
）
の
舞
＝
芸
能
と
儀
礼
を
統
御
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
和
朝
廷
と

い
う
社
会
を
も
統
御
し
て
い
る
。
枯
野
琴
は
海
（
自
然
）
を
統
御
す
る
と
と
も
に
、

首
都
圏
を
中
心
に
し
た
社
会
を
も
統
御
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
以
上
の
琴
の
働
き
は
一
連
の
も
の
で
、
ど
の
琴
に
も
元
々
こ

れ
ら
の
諸
機
能
が
濃
淡
を
帯
び
な
が
ら
兼
ね
備
わ
っ
て
い
た
ろ
う
。

◎
静
か
な
和
音　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
琴
は
、
神
霊
・
自
然
・
社
会
・
儀
礼
・
芸
能

を
統
御
す
る
時
は
、
と
も
に
和
音
を
調
え
て
静
か
に
弾
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

◎
弾
琴
者
は
支
配
者
層
の
男
性　

上
代
の
文
献
に
登
場
す
る
弾
琴
者
の
ほ
と
ん
ど

は
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
天
皇
・
そ
の
側
近
・
皇
族
・
支
配
神
・
司
祭
者
・
族
長
・

君
子
・
貴
族
・
祝
福
芸
能
一
座
の
座
長
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
弾
琴
埴
輪

が
ほ
ぼ
正
装
し
た
支
配
者
層
の
男
性
で
あ
る
こ
と
と
合
致
し
て
い
る
。

◎
祭
政
一
致
の
呪
具　

こ
う
し
て
み
る
と
琴
弾
き
が
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
・
司
祭
者

で
あ
る
こ
と
の
背
景
は
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
祭さ
い

政せ
い

一
致
体
制
を
と
る
上

代
に
お
い
て
は
、
司
祭
者
は
為
政
者
に
成
長
し
や
す
か
っ
た
。
司
祭
者
の
本
来
の

役
割
は
祭
祀
に
よ
っ
て
神
霊
や
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
り
、
為
政

者
の
役
割
は
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
上
代
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
祭さ
い

と
政せ

い

は
合
体
し
て
儀
礼
・
芸
能
の
形
態
を
も
取
る
の
で
、
司
祭
者
・

為
政
者
は
そ
の
儀
礼
・
芸
能
を
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
祭さ
い

と
政せ

い

を
滞
り
な
く
管
掌
で
き
る
者
は
、
こ
れ
ら
を
統
御

で
き
る
呪
具
の
琴
を
所
有
し
て
巧
み
に
弾
き
こ
な
せ
る
者
だ
っ
た
。
こ
の
意
味
で

琴
は
、
祭さ
い

政せ
い

一
致
体
制
を
護
持
す
る
象
徴
的
な
呪
具
・
神
具
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち

琴
は
、
祭
祀
的
な
支
配
権
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
な
支
配
権
を
も
示
し
て
い
た
。

◎
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
の
独
占　

し
た
が
っ
て
当
然
、
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
ろ
う

と
す
る
者
は
、
競
っ
て
こ
の
呪
具
・
神
具
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
。
大
国
主
神
が

天あ
め

の
詔の
り

琴ご
と

を
神
の
国
か
ら
盗
み
出
し
た
の
も
、
河
内
王
朝
の
天
皇
が
淡
路
の
海あ

人ま

族
に
枯か
ら

野の

琴こ
と

を
献
上
さ
せ
た
の
も
、
そ
し
て
恐
ら
く
風
土
記
に
記
す
各
地
域
の

リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
琴
引
山
の
神
の
琴
・
唐
琴
・
琴
神
丘
（
琴
丘
）
の
琴
を
入
手
し

た
ろ
う
こ
と
も
、
そ
の
一
環
で
あ
る
。
こ
う
し
て
琴
は
、
次
第
に
男
性
の
最
高
権

力
者
に
寡
占
化
さ
れ
て
い
く
。

以
上
、
弾
琴
者
が
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
に
集
中
す
る
傾
向
は
、
既
に
古
代
の
古
層

に
あ
っ
た
。

２　

東
ア
ジ
ア
の
琴
の
文
化
圏

◎
画
文
帯
神
獣
鏡
の
伯
牙
と
鐘
子
期　

そ
し
て
こ
れ
に
併
行
、
あ
る
い
は
先
行
す

る
よ
う
に
、
画
文
帯
神
獣
鏡
の
琴
の
画
像
が
あ
る
。「
画
文
帯
神
獣
鏡
の
琴
か
ら

み
る
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
出
土
琴
に
つ
い
て
の
推
察
」﹇
山
田
光
洋
、
二
〇
一
一
﹈
は
、

こ
の
琴
の
画
像
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。
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は
「
殊こ

と

」
の
借
字
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
〈
琴
酒
の
歌
〉
は
琴
の
用
例
か
ら

外
れ
る
。

七
　
神
々
の
琴

◎
神
々
が
弾
く
琴　

以
上
、共
同
体
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、琴
を
弾
く
こ
と
に
よ
っ

て
神
霊
、
自
然
、
社
会
、
儀
礼
・
芸
能
を
統
御
し
て
い
る
。
と
す
る
と
共
同
体
の

リ
ー
ダ
ー
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
た
と
え
ば
大
国
主
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
呪

力
あ
る
琴
を
神
の
国
か
ら
入
手
し
て
、
現
世
で
そ
の
威
力
を
発
揮
し
、
偉
大
な
王

に
な
る
こ
と
を
渇
望
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

そ
の
神
々
の
弾
く
琴
の
伝
承
は
、
次
の
よ
う
に
風
土
記
に
三
例
ほ
ど
見
ら
れ
る
。

琴こ
と

引ひ
き

山
。（
中
略
）
古ふ

る

老お
き
な

の
傳つ

た

へ
て
い
へ
ら
く
、
此
の
山
の
峯み

ね

に
窟い

は
や

あ
り
。
裏う

ち

に
天あ

め

の
下し

た

造
ら
し
し
大
神
の
御み

琴こ
と

、
長
さ
七
尺さ

か

、
廣ひ

ろ

さ
三
尺さ

か

、
厚あ

つ

さ
一
尺さ

か

五

寸き

な
り
。
又
、
石い

し

神が
み

あ
り
。
高
さ
二
丈つ

ゑ

、
周め

ぐ

り
四
丈つ

ゑ

な
り
。
故か

れ

、
琴こ

と

引ひ
き

山
と

い
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
出
雲
國
風
土
記
・
飯い
ひ
し石
の
郡こ
ほ
り

）

カ
ラ
コ
ト
ゝ
云い

ふ

所
ハ
、
伊い

が
の賀

國
ニ
ア
リ
。
彼か

の

國
ノ
風
土
記
云に

い
は
く

、
大や

ま
と和

・
伊い

賀が

ノ
堺
ニ
河
ア
リ
。
中
嶋
の
邊ほ

と
り

ニ
神
女
常
ニ
來
テ
琴こ

と

ヲ
皷こ

ス
。
人
恠あ

や
し
み

テ
見み

る
に之

、

神
女
琴
ヲ
捨す
て

テ
ウ失

セ
ヌ
。
此
琴
ヲ
神
ト
イ齋
ハ
ヘ
リ
。
故
ニ
其
所
ヲ
號
シ
テ

カ唐ラ
コ琴ト
ゝ
云い

ふ

也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
賀
國
風
土
記
逸
文
・
唐
琴
）

伊い

和わ

の
里さ

と

。
船ふ
な

丘を
か

、
波な
み

丘を
か

、
琴こ
と

丘を
か

、
筥は
こ

丘を
か

、
匣く
し
げ

丘を
か

、
箕み

丘を
か

、
甕み
か

丘を
か

、
稻い
な

丘を
か

、
冑か
ぶ
と

丘を
か

、

沈い
か
り
を
か

石
丘
、
藤ふ
ぢ

丘を
か

、
鹿し
か

丘を
か

、
犬い
ぬ

丘を
か

、
日ひ

女め

道ぢ

丘を
か

（
中
略
）
右み

ぎ

、
伊い

和わ

部べ

と
號な

づ

く
る
は
、

積し

嶓さ
は

の
郡こ

ほ
り

の
伊い

わ
の
き
み
ら

和
君
等
が
族や

か
ら

、
到き來
た
り
て
此こ

こ

に
居を

り
き
。
故か

れ

、
伊い

和わ

部べ

と

號な
づ

く
。（
中
略
）
右
の
十
四
丘を
か

は
、已す
で

に
下し
も

に
詳つ
ま
び
ら

か
な
り
。
昔
、大お
ほ
な
む
ぢ
の
み
こ
と

汝
命
の
み
子
、

火ほ
あ
か
り
の
み
こ
と

明
命
、
心こ
こ
ろ

行し
わ
ざ

甚い
と

強こ
は

し
。
こ
こ
を
以も

ち
て
、
父ち
ち

の
神
患う
れ

へ
ま
し
て
、
遁の
が

れ
棄す

て
む
と
欲お
も
ほ

し
ま
し
き
。
乃す
な
は

ち
、
因い

達だ
て

の
神か
み

山や
ま

に
到
り
、
其
の
子
を
遣や

り
て
水

を
汲く

ま
し
め
、
未い

ま

だ
還か

へ

ら
ぬ
以さ

き前
に
、
卽や

が

て
發ふ

な
だ
ち船

し
て
遁の

が

れ
去さ

り
た
ま
ひ
き
。

こ
こ
に
、
火ほ
あ
か
り
の
み
こ
と

明
命
、
水
を
汲く

み
還か
へ

り
來
て
、
船
の
發い

で
去ゆ

く
を
見
て
、
卽す
な
は

ち

大
き
に
瞋い

怨か

る
。
仍よ

り
て
波な

み

風か
ぜ

を
起お

こ

し
て
、
其
の
船ふ

ね

に
追お

ひ
迫せ

ま
り
き
。
こ

こ
に
、
父ち
ち

の
神
の
船
、
進
み
行
く
こ
と
能あ

た

は
ず
し
て
、
遂つ

ひ

に
打
ち
破や

ぶ

ら
れ
き
。

こ
の
所ゆ

以ゑ

に
、
其そ

處こ

を
船ふ
な

丘を
か

と
號な
づ

け
、
波な
み

丘を
か

と
號な
づ

く
。
琴こ
と

落お

ち
し
處と
こ
ろ

は
、
卽す
な
は

ち
琴こ
と

神か
み

丘を
か

と
號な
づ

け
、（
下
略
）　　
　
　
　
　
　
　
（
播
磨
國
風
土
記
・
餝し
か
ま磨
の
郡こ
ほ
り

）

い
ず
れ
も
地
名
の
由
来
を
語
っ
て
い
る
。
人
が
神
の
琴
を
見
出
す
場
所
は
、
時

に
は
密
や
か
な
山
奥
や
国
境
の
川
の
中
島
で
あ
り
、時
に
は
神
の
持
ち
物
（
琴
な
ど
）

か
ら
で
き
た
丘
に
そ
の
形
見
が
見
ら
れ
る
。
特
に
伊い

和わ

の
里さ

と

の
十
四
丘を

か

伝
承
は
壮

大
で
、
姫
路
市
街
か
ら
西
方
お
よ
び
西
南
方
に
か
け
て
散
在
し
て
い
る
十
四
の
小

丘
が
、
こ
の
神
の
船
の
伝
承
に
よ
っ
て
括
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
十
四
丘を
か

伝
承
は
、
緊
密
な
生
活
圏
・
信
仰
圏
を
形
成
し
て
い
る
。

な
お
唐か
ら

琴こ
と

の
条
は
弾
琴
者
が
女
性
で
、
琴
を
弾
く
神
功
皇
后
（
神
功
摂
政
前
紀
の

一
書
）
と
と
も
に
異
例
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
神
女
」
は
巫
女
で
は
な
く
女
神

と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
女
神
の
弾
く
琴
は
神
器
に
な
り
え
よ
う
。
こ
の
神

女
と
唐
琴
の
セ
ッ
ト
は
、
大
国
主
命
の
根ね
の
く
に国

行
き
の
条
の
須す

勢せ

理り

毘び

売め

と
天あ

め

の
詔の

り

琴ご
と

の
セ
ッ
ト
に
相
当
し
て
い
よ
う
。

◎
神
権
の
象
徴　

以
上
の
琴
引
山
の
「
神
の
御み

琴こ
と

」、
神
と
し
て
祀
る
「
唐か

ら

琴こ
と

」、

「
琴こ
と

神か
み

丘を
か

（
琴こ
と

丘を
か

）」
に
落
ち
た
「
琴
」
に
か
か
わ
る
地
名
の
由
来
を
、
そ
の
地
域

の
人
々
は
誇
ら
か
に
語
り
続
け
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
地
域
の
支
配
者
（
司

祭
者
）
が
こ
れ
ら
の
神
の
琴
を
管
理
し
、
呪
具
と
し
て
祭
祀
に
用
い
、
神
権
の
象

徴
に
し
た
ろ
う
。
例
え
ば
「
琴こ
と

神か
み

丘を
か

」
に
落
ち
た
「
琴
」
の
場
合
、
こ
の
丘
の
あ

る
伊い

和わ

の
里さ

と

の
開
拓
者
で
あ
る
伊
和
君
が
こ
の
琴
を
神
権
の
象
徴
に
し
、
十
四
の

丘
が
散
在
す
る
地
域
を
支
配
し
た
の
だ
ろ
う
。

◎
琴
の
神
秘
な
由
来　

こ
う
し
て
み
る
と
天
の
鳥
琴
な
ど
も
、
神
の
国
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
と
い
う
神
秘
な
由
来
譚
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
枯
野

琴
は
、
神
の
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
河
内
国
の
巨
大
な
神

木
か
ら
造
ら
れ
た
高
速
船
の
精
髄
な
の
で
、
神
秘
的
な
言
わ
れ
を
も
つ
神
の
琴
だ

と
い
え
よ
う
。
ま
た
中
国
思
想
の
君
子
左
琴
に
基
づ
い
た
大
伴
旅
人
の
創
作
な
が

― 73 ―
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ら
、「
梧ご

桐ど
う

の
日
本
琴
一
面
」
は
対つ

し
ま馬

の
結ゆ

ひ
し
や
ま

石
山
の
霊
木
・
梧ご

桐ど
う

か
ら
作
ら
れ
た

小を

琴ご
と

で
、
神
秘
な
由
来
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
。

八
　
祭
政
一
致
の
呪
具

１　

祭
政
一
致
の
呪
具

◎
対
象
の
統
御　

以
上
、
音
楽
・
文
学
の
用
例
を
除
く
琴
の
あ
ら
か
た
の
用
例
を
、

文
脈
に
そ
っ
て
神
霊
の
統
御
、
自
然
の
統
御
、
社
会
の
統
御
、
儀
礼
・
芸
能
の
統

御
に
分
類
し
て
記
述
し
て
み
た
。
こ
の
分
類
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
琴

の
用
途
・
機
能
は
「
統
御
」
で
一
貫
し
て
お
り
、
琴
の
統
御
す
る
対
象
が
神
霊
、

自
然
、
社
会
、
儀
礼
・
芸
能
に
な
っ
て
い
る
。

◎
兼
備
す
る
諸
機
能　

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
琴
の
機
能

は
、
例
え
ば
代
表
的
な
次
の
例
の
よ
う
に
重
複
し
て
い
る
。
大
国
主
命
が
神
の
国

か
ら
盗
み
出
し
た
「
天あ
め

の
詔の

り

琴ご
と

」
は
、
神
霊
を
統
御
し
て
シ
ャ
ー
マ
ン
に
憑
依

さ
せ
て
託
宣
を
下
す
と
と
も
に
、
地
震
（
自
然
）
を
も
統
御
し
、
さ
ら
に
は
他
の

呪
具
も
併
用
し
て
出
雲
国
と
い
う
社
会
を
も
統
御
し
て
い
る
。
雄
略
天
皇
や
允

恭
天
皇
の
弾
く
琴
は
神
霊
を
統
御
し
、
そ
れ
を
憑
依
さ
せ
た
神
女
（
吉
野
の
童を
と
め女
・

忍を
し
さ
か
の
お
ほ
な
か
つ
ひ
め

坂
大
中
津
姫
）
の
舞
＝
芸
能
と
儀
礼
を
統
御
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
和
朝
廷
と

い
う
社
会
を
も
統
御
し
て
い
る
。
枯
野
琴
は
海
（
自
然
）
を
統
御
す
る
と
と
も
に
、

首
都
圏
を
中
心
に
し
た
社
会
を
も
統
御
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
以
上
の
琴
の
働
き
は
一
連
の
も
の
で
、
ど
の
琴
に
も
元
々
こ

れ
ら
の
諸
機
能
が
濃
淡
を
帯
び
な
が
ら
兼
ね
備
わ
っ
て
い
た
ろ
う
。

◎
静
か
な
和
音　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
琴
は
、
神
霊
・
自
然
・
社
会
・
儀
礼
・
芸
能

を
統
御
す
る
時
は
、
と
も
に
和
音
を
調
え
て
静
か
に
弾
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

◎
弾
琴
者
は
支
配
者
層
の
男
性　

上
代
の
文
献
に
登
場
す
る
弾
琴
者
の
ほ
と
ん
ど

は
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
天
皇
・
そ
の
側
近
・
皇
族
・
支
配
神
・
司
祭
者
・
族
長
・

君
子
・
貴
族
・
祝
福
芸
能
一
座
の
座
長
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
弾
琴
埴
輪

が
ほ
ぼ
正
装
し
た
支
配
者
層
の
男
性
で
あ
る
こ
と
と
合
致
し
て
い
る
。

◎
祭
政
一
致
の
呪
具　

こ
う
し
て
み
る
と
琴
弾
き
が
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
・
司
祭
者

で
あ
る
こ
と
の
背
景
は
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
祭さ
い

政せ
い

一
致
体
制
を
と
る
上

代
に
お
い
て
は
、
司
祭
者
は
為
政
者
に
成
長
し
や
す
か
っ
た
。
司
祭
者
の
本
来
の

役
割
は
祭
祀
に
よ
っ
て
神
霊
や
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
り
、
為
政

者
の
役
割
は
社
会
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
上
代
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
祭さ
い

と
政せ

い

は
合
体
し
て
儀
礼
・
芸
能
の
形
態
を
も
取
る
の
で
、
司
祭
者
・

為
政
者
は
そ
の
儀
礼
・
芸
能
を
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
祭さ
い

と
政せ
い

を
滞
り
な
く
管
掌
で
き
る
者
は
、
こ
れ
ら
を
統
御

で
き
る
呪
具
の
琴
を
所
有
し
て
巧
み
に
弾
き
こ
な
せ
る
者
だ
っ
た
。
こ
の
意
味
で

琴
は
、
祭さ
い

政せ
い

一
致
体
制
を
護
持
す
る
象
徴
的
な
呪
具
・
神
具
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち

琴
は
、
祭
祀
的
な
支
配
権
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
な
支
配
権
を
も
示
し
て
い
た
。

◎
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
の
独
占　

し
た
が
っ
て
当
然
、
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
ろ
う

と
す
る
者
は
、
競
っ
て
こ
の
呪
具
・
神
具
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
。
大
国
主
神
が

天あ
め

の
詔の

り

琴ご
と

を
神
の
国
か
ら
盗
み
出
し
た
の
も
、
河
内
王
朝
の
天
皇
が
淡
路
の
海あ

人ま

族
に
枯か

ら

野の

琴こ
と

を
献
上
さ
せ
た
の
も
、
そ
し
て
恐
ら
く
風
土
記
に
記
す
各
地
域
の

リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
琴
引
山
の
神
の
琴
・
唐
琴
・
琴
神
丘
（
琴
丘
）
の
琴
を
入
手
し

た
ろ
う
こ
と
も
、
そ
の
一
環
で
あ
る
。
こ
う
し
て
琴
は
、
次
第
に
男
性
の
最
高
権

力
者
に
寡
占
化
さ
れ
て
い
く
。

以
上
、
弾
琴
者
が
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
に
集
中
す
る
傾
向
は
、
既
に
古
代
の
古
層

に
あ
っ
た
。

２　

東
ア
ジ
ア
の
琴
の
文
化
圏

◎
画
文
帯
神
獣
鏡
の
伯
牙
と
鐘
子
期　

そ
し
て
こ
れ
に
併
行
、
あ
る
い
は
先
行
す

る
よ
う
に
、
画
文
帯
神
獣
鏡
の
琴
の
画
像
が
あ
る
。「
画
文
帯
神
獣
鏡
の
琴
か
ら

み
る
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
出
土
琴
に
つ
い
て
の
推
察
」﹇
山
田
光
洋
、
二
〇
一
一
﹈
は
、

こ
の
琴
の
画
像
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。
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画
文
帯
神
獣
鏡
は
中
国
の
青
銅
鏡
で
、
弥
生
時
代
終
末
は
、
中
期
か
ら
古
墳
時

代
初
頭
に
か
け
て
の
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
画
像
は
、
中
国
の
神
仙

思
想
を
反
映
し
て
い
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
琴
を
弾
く
者
と
し
て
中
国
の

春
秋
時
代
の
琴
弾
き
の
名
手
・
伯は
く

牙が

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
鏡
に
描
か
れ
て
い
る
伯
牙
は
、
聖
人
・
君
子
す
ら
は
る
か
に
超
越
し
、「
宇
宙

を
調
和
す
る
」
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
の
想
い
描
い
て
弾
い
た
琴
の
世
界

は
、
知
己
の
鐘し
ょ
う

子し

期き

に
よ
っ
て
完
璧
な
ま
で
に
聴
き
届
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
と

き
に
は
こ
の
画
像
に
鐘
子
期
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
鏡
は
古
墳
に
副
葬
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
古
墳
時
代
の
有
力
者
が
こ
の
鏡
に
描
か
れ
た
神
仙
思
想
を
受
容
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
琴
を
弾
く
伯
牙
の
政
治
的
・
祭
祀
的
な
意

味
が
、
古
墳
の
埋
葬
者
た
ち
に
浸
透
・
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ほ
ぼ
以
上

の
よ
う
に
説
く
。

◎
中
国
の
琴
の
思
想
の
渡
来　

正
に
炯
眼
と
い
う
べ
き
説
で
あ
る
。
伯
牙
の
弾
く

琴
が
宇
宙
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
、
古
代
日
本
の
指
導
者
た
ち
の
弾
く
琴
が
神
霊
、

自
然
、
社
会
、
儀
礼
・
芸
能
を
統
御
す
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
既

に
日
本
の
古
代
の
古
層
に
あ
っ
て
中
国
の
琴
の
思
想
が
渡
来
し
、
日
本
の
琴
の
あ

り
方
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
亡
命
し
て
き
た
磐い
は
れ余

の
呉く

れ

の
琴
弾
き
一
族

は
、
画
文
帯
神
獣
鏡
の
琴
の
画
像
の
意
義
を
体
現
・
継
承
す
る
後
裔
で
、
宇
宙
・

世
界
を
調
和
さ
せ
る
琴
の
思
想
と
そ
の
琴
の
弾
き
方
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
、
旅
人
の
「
君
子
の
左
琴
」
を
主
題
に
し
た
〈
梧ご

桐ど
う

の
日や

ま
と
ご
と

本
琴
〉
が
位
置
す
る
だ
ろ
う
。

◎
琴
を
弾
く
者
と
聴
く
者
の
逆
転　

な
お
前
述
し
た
よ
う
に
、為
政
者
（
雄
略
天
皇
・

仁
徳
天
皇
）
の
安
定
を
図
る
た
め
に
弾
琴
し
た
側
近
と
し
て
、〈
御
田
の
助
命
の
歌
〉

を
歌
っ
た
秦は
だ
の

酒さ
け
の

公き
み

や
〈
雁か
り

の
卵こ

の
歌
〉
を
歌
っ
た
武た
け
し
う
ち
の
す
く
ね

内
宿
禰
が
い
た
。
こ
れ
ら
の

伝
承
の
あ
り
方
は
、
想
い
を
込
め
て
琴
を
弾
く
者
（
伯
牙
）
と
そ
れ
を
聴
き
分
け

る
者
（
鐘
子
期
）
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
逆
転
し

た
世
界
の
調
和
の
取
り
方
・
統
御
の
し
方
は
、
非
常
事
態
に
柔
軟
に
対
応
し
た
日

本
独
自
の
創
案
か
も
し
れ
な
い
。

◎
東
ア
ジ
ア
の
琴
の
文
化
圏　

以
上
、「
聖
な
る
琴
の
文
化
圏
」﹇
西
本
、
二
〇
〇
九
﹈

が
説
く
よ
う
に
、
古
代
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
（
漢
字
を
共
有
し
、
儒
教
・
律
令
・
漢
訳
仏
教

と
い
っ
た
中
国
に
起
源
す
る
文
化
を
受
容
し
た
地
域
）
で
は
、
支
配
者
層
が
琴
を
儀
式
に

用
い
る
楽
器
と
し
て
特
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
古
代
日
本
が
東
ア
ジ

ア
に
共
通
す
る
琴
の
文
化
圏
に
あ
っ
た
と
わ
か
る

テ
キ
ス
ト

秋
本
吉
郎　

一
九
六
八　
『
風
土
記
』
岩
波
書
店

荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄　

一
九
七
九　
『
古
事
記
上
代
歌
謡
』　

小
学
館

小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
佐
竹
昭
広　

一
九
七
一　
『
萬
葉
集
一
』　

小
学
館

一
九
七
二　
『
萬
葉
集
二
』　

小
学
館

一
九
七
九　
『
萬
葉
集
三
』　

小
学
館

一
九
七
六　
『
萬
葉
集
四
』　

小
学
館

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋　

一
九
六
八
『
日
本
書
紀
上
』　

岩
波
書
店

土
橋　

寛　

一
九
七
六　
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
日
本
書
紀
編
―
』　

角
川
書
店

一
九
七
六　
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
古
事
記
編
―
』　

角
川
書
店

土
橋　

寛
・
小
西
甚
一　

一
九
六
八　
『
古
代
歌
謡
集
』　

岩
波
書
店

引
用
・
参
照
文
献

西
本
香
子　

二
〇
〇
九　
「
聖
な
る
琴
の
文
化
圏
」『〈
琴
〉の
文
化
史
―
東
ア
ジ
ア
の
音
風
景
―
』

勉
誠
社

畠
山　

篤　

二
〇
一
三
「
神
霊
・
自
然
を
統
御
す
る
琴
―
上
代
の
琴
の
用
途
―
」　
『
弘
学
大

語
文
』
三
九
号

　
　
　
　
　

二
〇
一
四　
『
河
内
王
朝
の
山
海
の
政
―
枯
野
琴
と
国
栖
奏
―
』　

白
土
社

山
田
光
洋　

二
〇
一
一
「
画
文
帯
神
獣
鏡
の
琴
か
ら
み
る
弥
生
時
代
・
古
墳
時
代
出
土
琴
に

つ
い
て
の
推
察
」
音
楽
考
古
学
研
究
会
資
料
（
於
：
東
京
文
化
財

研
究
所
）

― 71 ―


	紀要-第50号 84
	紀要-第50号 83
	紀要-第50号 82
	紀要-第50号 81
	紀要-第50号 80
	紀要-第50号 79
	紀要-第50号 78
	紀要-第50号 77
	紀要-第50号 76
	紀要-第50号 75

