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（ 1 ） 日の御子の誕生⑵　―秘儀から顕儀へ―

日
の
御
子
の
誕
生
⑵

　―
秘
儀
か
ら
顕
儀
へ
―

畠
　
山

　
　
　
篤

二

　日
の
御
子
の
誕
生

５
　
天
語
歌

承
前

　
本
論
は
、「
日
の
御
子
の
誕
生
⑴
―
秘
儀
か
ら
顕
儀
へ
―
」［
畠
山
］
を
承う

け
て
い
る
。

天
語
歌

　
⑷
⑸
⑹
（
記
歌
謡
100
・
101
・
102
）
の
天あ

ま
が
た
り
う
た

語
歌
は
、
雄
略
記
の
三み

重へ

の
采う

ね

女め

の
条
の
前
半
部
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
紙
幅
の
関
係
で
、
雄
略
記
の
三
重
の

采
女
の
条
の
前
半
部
の
本
文
は
省
略
す
る
）

新
嘗
祭
の
勧
酒
歌

　
こ
の
条
は
宮
廷
の
新に

ひ

嘗な
め

祭さ
い

の
豊と

よ

の
明あ

か
り
（
酒
盛
り
）
を
場

に
し
て
お
り
、
こ
の
祭
祀
も
一
年
の
区
切
れ
目
の
初
春
に
催
す
も
の
だ
っ
た
。

一
首
目
の
⑷
〈
三み

重へ

の
采う

ね

女め

の
勧
酒
歌
〉（
記
歌
謡
100
）
は
、
本
来
そ
の
新
嘗

祭
で
歌
わ
れ
た
宮
廷
儀
礼
歌
で
、
毎
年
歴
代
の
三
重
の
采
女
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る

も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
新
嘗
祭
を
催
す
新
嘗
屋
は
宇
宙
木
の
槻つ

き

（
欅け

や
き

）

の
傍
ら
に
あ
り
、
そ
こ
に
座
を
占
め
る
①
祭さ

い

主し
ゅ

の
天
皇
を
②
神
女
の
三
重
の
采
女

が
「
日
の
御
子
」
と
賛
美
し
、
そ
の
宇
宙
木
の
霊
力
の
籠
も
る
御み

酒き

を
①
天
皇
に

勧
め
て
い
る
。

怒
れ
る
雄
略
天
皇

　
当
初
か
ら
め
で
た
い
こ
の
規
模
雄
大
な
勧
酒
歌
は
、
地
の
文

で
は
三
重
の
采
女
が
槻つ

き

の
落
ち
葉
入
り
の
酒
杯
を
勧
め
た
こ
と
を
誤
り
と
し
て
怒

り
猛た

け

っ
た
雄
略
天
皇
か
ら
咎
め
ら
れ
、
殺
さ
れ
か
か
っ
た
時
に
、
釈
明
の
た
め
に

三
重
の
采
女
が
歌
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
雄
略
記
・
三
重
婇
女
物
語
の
形
成
」

［
青
木
周
平
］
が
説
く
よ
う
に
、
こ
の
伝
承
は
雄
略
天
皇
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い

る
「
怒
れ
る
天
皇
像
」
を
こ
の
⑷
〈
三
重
の
采
女
の
勧
酒
歌
〉
の
「
槻
の
葉
が
瑞み

づ

玉た
ま

盞う
き

の
中
に
落
ち
る
」
と
い
う
歌
の
叙
事
的
部
分
に
結
び
付
け
、
新
た
に
も
う
一

つ
の
怒
れ
る
雄
略
天
皇
の
物
語
を
作
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
っ
た
。

倭
建
時
代
に
始
ま
る
御
酒
の
生
産
叙
事

　
ま
た
『
河
内
王
朝
の
山
海
の
政
―
枯
野

琴
と
国
栖
奏
―
』［
畠
山
］
が
説
く
よ
う
に
、
こ
の
勧
酒
歌
で
は
、
献
上
し
た
御み

酒き

は
私
（
三
重
の
采
女
）
が
勝
手
に
作
っ
て
捧
げ
た
も
の
で
は
な
く
、「
纏ま

き

向む
く

の

日ひ

代し
ろ

の
宮み

や

」に
都
が
あ
っ
た
倭や

ま
と
た
け
る建

の
命み

こ
と

の
時
代（
景
行
朝
）の
作
法
ど
お
り
に
作
っ

て
捧
げ
た
呪
物
だ
、
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
酒
杯
に
世
界
を
覆
う
宇
宙
木

の
槻つ

き

の
落
ち
葉
を
浮
か
べ
る
の
は
、
御
酒
に
宇
宙
木
の
霊
力
を
籠
め
る
由
緒
あ
る

作
り
方
で
あ
り
、
そ
の
御
酒
の
醸か

も

し
方
は
倭
建
の
命
の
時
代
に
始
ま
る
、
と
述
べ

て
い
る
。
猛
々
し
い
「
倭や
ま
と
た
け
る建

」
の
再
来
と
い
わ
れ
る
怒
れ
る
「
大お

ほ
は
つ
せ

長
谷
若わ

か
た
け
る建

」（
雄

略
天
皇
）
に
と
っ
て
、
こ
の
倭や

ま
と
た
け
る建

と
縁ゆ

か
り

の
深
い
勧
酒
歌
で
御
酒
を
勧
め
ら
れ
る
こ

と
ほ
ど
喜
ば
し
い
こ
と
は
な
か
ろ
う
。

こ
う
し
て
猛
々
し
い
倭
建
の
時
代
に
始
ま
る
由
緒
あ
る
御
酒
の
生
産
叙
事
を
も

つ
⑷
〈
三
重
の
采
女
の
勧
酒
歌
〉
に
、
こ
れ
も
王
権
の
猛
々
し
さ
を
誇
示
す
る
大

長
谷
若
建
時
代
の
由
緒
あ
る
語
り
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。

伊
勢
の
国
の
三
重
の
海
人
族
の
服
属

　
そ
し
て
こ
の
饗
宴
の
後
に
、
三
重
の
采
女

が
雄
略
天
皇
の
一ひ

と

夜よ

妻づ
ま

に
な
っ
て
聖
婚
を
成
就
し
た
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
同
時

に
、
三
重
の
采
女
の
出
自
で
あ
る
伊
勢
の
国
の
三
重
の
海あ

人ま

族ぞ
く

の
服
属
を
示
す
も

の
だ
っ
た
。

そ
の
服
属
の
あ
り
方
は
、
倭
建
に
月
経
の
禁
忌
を
指
摘
さ
れ
て
窮
地
に
立
っ
た

尾
張
の
美み

や

ず

ひ

め

夜
受
比
売
が
、
こ
と
ば
巧
み
に
め
で
た
い
こ
と
に
言
い
な
し
て
危
機
を

脱
し
、
献
酒
を
無
事
に
終
え
、
饗
宴
（
顕
儀
）
の
後
に
共
寝
に
至
っ
て
い
る
こ
と
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と
、
同
じ
位
相
に
あ
る
。

始
祖
の
三
重
の
采
女
へ
の
敬
意

　
な
お
、
⑷
〈
三み

重へ

の
采う

ね

女め

の
勧
酒
歌
〉（
記
歌

謡
100
）
の
「
三み

重へ

の
采う

ね

女め

が
捧さ

さ

が
せ
る
瑞み

づ

玉た
ま

盞う
き

」
の
「
せ
」
は
親
愛
あ
る
い
は
尊

敬
の
助
動
詞
な
の
で
、
こ
れ
で
は
三
重
の
采
女
の
自
称
敬
語
に
な
り
か
ね
な
い
。

下
位
者
が
上
位
者
に
献
酒
す
る
時
、
下
位
者
が
自
分
を
尊
敬
す
る
の
は
、
常
識
的

に
は
考
え
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
勧
酒
歌
の
歌
い
手
で
あ
る
歴
代
の
三
重
の
采
女
が
こ
の
⑷
を
歌
い

始
め
た
始
祖
の
三
重
の
采
女
に
敬
意
を
抱
い
た
た
め
の
敬
語
だ
と
み
れ
ば
、
問
題

は
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
勧
酒
歌
も
謝
酒
歌
も
、
御
酒
の
始
原
の
十
全
の
霊
力

を
言こ

と

霊だ
ま

を
駆
使
し
て
述
べ
る
も
の
な
の
で
、
こ
の
勧
酒
歌
を
歌
い
は
じ
め
た
偉
大

な
始
祖
へ
の
敬
意
は
当
然
伴
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

日
の
皇
子
と
勧
酒
の
指
示

　
二
首
目
の
⑸
〈
大お

ほ
き
さ
き后

の
勧
酒
歌
〉（
記
歌
謡
101
）
の

新
嘗
屋
は
小
高
い
市
の
丘
に
あ
り
、
や
は
り
そ
こ
に
座
を
占
め
る
①
天
皇
を
②

大お
ほ
き
さ
き后

（
皇
后
）
が
「
日
の
御
子
」
と
賛
美
し
、
そ
の
①
「
日
の
御
子
」
に
め
で
た

い
御
酒
を
②
三
重
の
采
女
が
し
っ
か
り
と
勧
め
よ
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
⑸
の
勧
酒
歌
の
大
部
分
は
、「
日
の
御
子
」
を
「
椿つ

ば
き

」（
山さ

ざ
ん
か

茶
花
）
に
譬
え

て
賛
美
す
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、冬
か
ら
初
春
に
咲
く
「
椿
」

が
祭
場
に
あ
り
、
こ
の
花
と
葉
の
生
命
力
溢
れ
る
輝
き
に
よ
っ
て
一
陽
来
復
し
た

「
日
の
御
子
」
の
輝
き
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
日
の
御
子
」
に
御み

酒き

を
勧
め
よ
、
と
采
女
に
指
示
す
る
一
文
が
続
い
て
い
る
。

一
首
目
の
⑷
〈
三み

重へ

の
采う

ね

女め

の
勧
酒
歌
〉
が
御
酒
の
生
産
叙
事
に
重
点
を
置
い

て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
二
首
目
の
⑸
〈
大お

ほ
き
さ
き后

の
勧
酒
歌
〉
は
天
皇
賛
美
と
勧

酒
の
指
示
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

代
理
人
を
立
て
る
大
后

　
⑸
の
〈
大お

ほ
き
さ
き后

の
勧
酒
歌
〉
は
、本
来
な
ら
ば
②
大
后
（
皇

后
）
が
①
雄
略
天
皇
を
「
日
の
御
子
」
と
賛
美
し
て
御
酒
を
勧
め
る
と
こ
ろ
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
代
理
と
し
て
三
重
の
采
女
を
立
て
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
の
②
大
后
が
新
嘗
祭
で
若
い
代
理
人
の
②
三
重
の
采
女
を
立
て
る
あ
り
方
は
、

六
で
前
述
し
た
允い

ん
ぎ
ょ
う恭

紀
七
年
十
二
月
の
新に

ひ

室む
ろ

の
宴
で
、
皇
后
の
②
忍お

し

坂さ
か

の
大お

ほ

中な
か

つ

姫ひ
め

が
允
恭
天
皇
に
「
娘を

と
め子

（
弟を

と
ひ
め姫

＝
衣そ

と
ほ
し通

の
郎い

ら
つ
め姫

）
奉た

て
ま
つ

る
」
と
言
上
し
、
そ
の
②

娘を
と
め子

が
允
恭
天
皇
の
一
夜
妻
に
な
る
べ
き
こ
と
と
同
じ
位
相
に
あ
る
。

大
后
の
勧
酒
歌
の
原
形

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
⑸
〈
大
后
の
勧
酒
歌
〉
の
原
形
が

見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
歌
の
「
高
光
る
日
の
御
子
に
」
の
「
に
」
を
除
く

と
、
こ
の
歌
の
原
形
が
復
原
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
に
」
を
取

り
除
く
だ
け
で
、
こ
の
歌
の
意
味
は
宮
廷
の
顕
儀
（
饗
宴
）
で
最
高
神
女
で
あ
る

②
大
后
が
①
雄
略
天
皇
を
「
日
の
御
子
」
と
賛
美
し
、「
豊と

よ

御み

酒き

献た
て
ま
つ

ら
せ
」（
め
で

た
い
御
酒
を
お
召
し
上
が
れ
）
と
勧
め
る
こ
と
に
な
る
。
現
行
の
⑸
の
「
日
の
御み

子こ

に
豊と

よ

御み

酒き

献た
て
ま
つ

ら
せ
」
は
日
の
御み

子こ

に
め
で
た
い
御
酒
を
差
し
上
げ
よ
の
義
な
が

ら
、
そ
の
原
形
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
日
の
御み

子こ

に
御み

酒き

を
勧
め
る
義
に
な
る
。

そ
し
て
本
来
は
こ
の
②
大
后
こ
そ
、
勧
酒
の
後
に
①
祭
主
＝
雄
略
天
皇
の
一ひ

と

夜よ

妻づ
ま

に
な
る
べ
き
だ
っ
た
。

豊
の
明
か
り
の
大
后
の
座

　
こ
の
本
来
の
⑸
〈
大
后
の
勧
酒
歌
〉
の
あ
り
方
は
、

神か
む
が
た
り語

の
〈
須す

勢せ

理り

毘ひ

売め

の
勧
酒
歌
〉（
記
歌
謡
6
）
と
同
類
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

②
正
妻
の
須
勢
理
毘
売
が
①
出
雲
の
国
の
首
領
で
あ
る
八や

千ち

矛ほ
こ

の
神か

み

を
「
日
の
御

子
」
に
相
当
す
る
①
「
大お

ほ

国く
に

主ぬ
し

」（
国
を
大
き
く
す
る
色
好
み
の
大お

ほ

王き
み

）
と
賛
美
し
、

「
豊と

よ

御み

酒き

献た
て
ま
つ

ら
せ
」
と
御
酒
を
勧
め
、
そ
の
後
に
共
寝
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
位

相
に
あ
る
。
そ
し
て
②
須
勢
理
毘
売
の
場
合
、
夫
を
①
「
吾あ

が
大
国
主
」
と
賛
美

す
る
こ
と
は
、
八
千
矛
を
最
上
位
に
置
き
、
八
千
矛
が
②
他
の
神
女
た
ち
と
婚
す

る
こ
と
（
色
好
み
）
を
容
認
す
る
こ
と
だ
っ
た
（
後
述
）。

し
て
み
る
と
こ
の
大
和
朝
廷
の
②
大
后
も
、
自
ら
勧
酒
し
て
一ひ

と

夜よ

妻づ
ま

に
な
る
べ

き
と
こ
ろ
を
、
夫
の
①
天
皇
を
「
日
の
御
子
」
と
賛
美
し
て
そ
の
色
好
み
を
容
認

し
、
②
三
重
の
采
女
を
一
夜
妻
と
し
て
勧
め
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

儀
礼
で
貴
人
に
御
酒
を
捧
げ
る
女
性
は
、
そ
の
貴
人
の
妻
に
な
る
事
例
が
多
い
。

例
え
ば
応
神
記
の
髪か

み

長な
が

比ひ

売め

の
伝
承
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
応
神
天

皇
の
色
好
み
の
対
象
に
な
る
べ
き
髪
長
比
売
を
、
皇
子
の
大お

ほ
さ
ざ
き雀

の
命み

こ
と

が
妻
に
し
た
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い
と
願
い
出
た
。
す
る
と
父
の
応
神
天
皇
は
、
儀
礼
の
饗
宴
の
場
で
上
座
に
い
る

大
雀
に
対
し
て
髪
長
比
売
に
勧
酒
さ
せ
、
髪
長
比
売
と
の
婚
を
許
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
⑸
〈
大
后
の
勧
酒
歌
〉
を
歌
っ
て
②
三
重
の
采
女
を
夫
の
①

雄
略
天
皇
に
勧
め
る
②
大
后
の
立
ち
位
置
は
、
豊と

よ

の
明あ

か
り
（
饗
宴
）
に
お
け
る

女お
ん
な
あ
る
じ

主
人
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
三
重
の
采
女
も
大
后
も
共
に
天
皇
を「
日
の
御
子
」

と
賛
美
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
の
両
者
の
重
み
は
ま
る
で
異
な
り
、
大
后

の
い
う
①「
日
の
御
子
」は
夫
を
①
色
好
み
の
大お

ほ

王き
み

と
し
て
認
め
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。

一
夜
妻
＝
神
の
妻

　
な
お
「
大
化
前
代
の
服
属
伝
承
と
新
嘗
」［
岡
田
精
司
、

三
五
頁
］
が
説
く
よ
う
に
、「
采
女
と
天
皇
の
性
的
関
係
は
、
デ
ス
ポ
ッ
ト
の
恣

意
的
な
ハ
ー
レ
ム
と
し
て
の
み
見
る
べ
き
で
は
な
い
（
中
略
）、
少
な
く
と
も
本

来
は
新
嘗
の
夜
の
み
に
限
ら
れ
た
行
為
だ
っ
た
」。だ
か
ら
こ
そ
、聖
婚
す
る
神（
神

に
相
当
す
る
貴
人
）
の
妻
は
②
「
一ひ

と

夜よ

妻づ
ま

」
と
い
わ
れ
て
い
た
。

勧
酒
の
組
歌

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
御み

酒き

の
生
産
叙
事
に
重
点
を
置
く
一

首
目
の
⑷
勧
酒
歌
（
記
歌
謡
100
）
に
勧
酒
の
こ
と
ば
の
「
豊と

よ

御み

酒き

献た
て
ま
つ

ら
せ
」
が
な

く
、
天
皇
賛
美
に
重
点
を
置
く
二
首
目
の
⑸
勧
酒
歌
（
記
歌
謡
101
）
に
「
豊
御
酒

献た
て
ま
つ

ら
せ
」
が
あ
る
事
情
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
三
重
の
采
女
は
、
大
后
の
歌

う
⑸
の
勧
酒
の
指
示
（
日
の
御
子
に
し
っ
か
り
と
勧
酒
せ
よ
と
い
う
指
示
）
が
終

わ
る
の
を
待
っ
て
か
ら
、
天
皇
に
勧
酒
で
き
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
天
皇
が
聖
な
る
御み

酒き

を
飲
め
る
の
も
、
大
后
が
二
首
目
の
⑸
勧
酒
歌
を

歌
い
終
え
て
か
ら
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
大
后
は
自
ら
御み

酒き

を
勧
め
る
本
来
の
立
場
を
御
酒
を
勧
め
さ
せ
る

立
場
に
切
り
替
え
、
下
位
者
に
勧
酒
を
指
示
す
る
権
限
を
確
保
し
て
い
る
。
そ
の

権
限
は
同
時
に
、
天
皇
の
一
夜
妻
を
指
名
す
る
権
限
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
大
后

の
豊
の
明
か
り
に
お
け
る
女
主
人
と
し
て
の
確
固
た
る
座
が
、
明
示
さ
れ
て
い
よ

う
。こ

う
し
て
み
る
と
、一
首
目
の
⑷〈
三み

重へ

の
采う

ね

女め

の
勧
酒
歌
〉と
二
首
目
の
⑸〈
大

后
の
勧
酒
歌
〉
は
緊
密
な
二
段
構
え
の
構
造
を
も
ち
、
二
首
目
が
一
首
目
を
補
完

す
る
と
い
う
勧
酒
の
組
歌
だ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

参
会
者
を
代
表
し
た
謝
酒
歌

　
三
首
目
の
⑹
〈
雄
略
天
皇
の
謝
酒
歌
〉（
記
歌
謡

102
）
の
「
今け

日ふ

も
か
も
酒さ

か

水み

漬づ

く
ら
し
」
か
ら
、
こ
の
酒
盛
り
は
数
日
間
に
亙
る

と
わ
か
る
。
そ
し
て
天
皇
が
新
嘗
祭
に
参
列
す
る
宮み

や

人ひ
と

を
「
百も

も

磯し

城き

の
高た

か

光ひ
か

る
日ひ

の
宮み

や

人ひ
と

」
と
賛
美
し
、
大
宮
人
が
数
日
間
気
持
ち
よ
く
御み

酒き

に
酔
っ
て
宴
が
盛
り

上
が
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
倭
建
時
代
の
生
産
過
程
（
酒
杯
に

聖
な
る
槻つ

き

の
若
葉
を
浮
か
せ
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
御
酒
は
、
天
皇
を
上

機
嫌
に
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、
文
武
百
官
や
女
官
た
ち
に
も
下
さ
れ
て
彼
ら
を
も

上
機
嫌
に
さ
せ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
日
の
御
子
」
の
余
徳

に
与あ

ず

か
っ
て
「
日ひ

の
宮み

や

人ひ
と

」
と
賛
美
さ
れ
た
宮
人
が
、
勧
め
ら
れ
た
御
酒
に
よ
っ

て
長の

ど
か閑

に
気
分
よ
く
酔
い
痴
れ
て
い
る
、
と
①
祭
主
＝
雄
略
天
皇
が
歌
っ
て
い
る

の
で
、
こ
れ
は
参
会
者
を
代
表
し
た
天
皇
の
謝
酒
歌
だ
と
い
え
よ
う
。

新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
謝
酒
歌

　
同
じ
く
宮
廷
の
饗
宴
で
歌
わ
れ
た
と
想
定
さ
れ

る
〈
酒さ

か

楽く
ら

の
歌
の
謝
酒
歌
〉（
記
歌
謡
41
）
は
、
次
の
よ
う
に
酒
神
の
作
っ
た
御み

酒き

を
勧
め
ら
れ
て
飲
ん
だ
ら
、「
あ
や
に
甚う

た

楽た
の

し
」（
た
い
へ
ん
気
持
が
よ
い
）
と

述
べ
て
い
る
。（
紙
幅
の
関
係
で
、
こ
の
歌
謡
は
省
略
す
る
）

そ
し
て
こ
の
三
首
目
の
⑹
〈
雄
略
天
皇
の
謝
酒
歌
〉
も
、
参
会
者
た
ち
が
楽
し

げ
に
群
れ
成
し
て
「
今け

日ふ

も
か
も
酒さ

か

水み

漬づ

く
ら
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
「
あ

や
に
甚う

た

楽た
の

し
」
と
同
じ
位
相
に
あ
る
。
そ
れ
も
天
皇
個
人
へ
の
勧
酒
に
対
す
る
謝

酒
を
越
え
、
参
会
者
全
体
を
代
表
す
る
謝
酒
歌
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

同
時
に
、
天
皇
の
主
催
す
る
新
嘗
祭
の
饗
宴
が
大
盛
会
で
、
①
祭
主
＝
天
皇
が
大

い
に
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
新
機
軸
を
打
ち
出
し
た
三

首
目
の
謝
酒
歌
は
、
一
首
目
の
規
模
雄
大
な
勧
酒
歌
に
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

三
重
の
采
女
の
顕
彰

　
以
上
の
三
首
の
天あ

ま
が
た
り
う
た

語
歌
は
、
元
々
新に

ひ

嘗な
め

祭さ
い

・
大だ

い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
の
顕

儀
で
歌
わ
れ
た
宮
廷
儀
礼
歌
で
あ
る
。
そ
れ
が
次
第
に
整
序
さ
れ
、
そ
の
由
来
が

雄
略
記
の
三
重
の
采
女
の
条
と
し
て
物
語
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
由
来
譚
の
最
後
で
、「
そ
の
三
重
の
采
女
を
誉ほ

め
て
、
多あ

ま
た

の
禄も

の

を
」
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賜
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
三
重
の
采
女
が
罪
を
許
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
顕
彰
ま

で
さ
れ
て
い
る
の
は
、
荒
々
し
い
英
雄
の
活
躍
し
た
倭や

ま
と
た
け
る建

時
代
（
景
行
朝
）
に
由

来
す
る
一
首
目
の
⑷
〈
三
重
の
采
女
の
勧
酒
歌
〉
が
大お

ほ
は
つ
せ
わ
か
た
け
る

泊
瀬
若
建
時
代
（
雄
略
朝
）

の
怒
れ
る
雄
略
天
皇
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
御
酒
の
霊
力
が
倍
加

し
、
豊
の
明
か
り
が
盛
り
上
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
景
行
朝
か
ら
継

承
し
て
き
た
こ
の
勧
酒
歌
は
、
雄
略
天
皇
の
事
績
に
よ
っ
て
さ
ら
に
パ
ワ
ー
ア
ッ

プ
し
、
天
語
歌
三
首
の
組
歌
を
作
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

三
重
の
采
女
の
賢
し
女
ぶ
り

　
ま
ず
、
三
重
の
采
女
が
酒
杯
に
槻つ

き

の
落
ち
葉
を
浮

か
べ
て
勧
酒
し
た
ば
か
り
に
新
春
の
め
で
た
い
宴
席
で
殺
さ
れ
か
か
る
と
い
う
破

天
荒
な
事
態
に
陥
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
重
の
采
女
は
神
女
の
持
ち
前
の

「
賢さ

か

し
女め

」
ぶ
り
を
発
揮
し
て
酒
杯
に
槻
の
落
ち
葉
が
浮
く
こ
と
を
こ
と
ば
巧
み

に
慶
び
に
溢
れ
る
こ
と
だ
と
賛
美
し
、
そ
の
危
機
を
脱
し
て
い
る
。

大
后
の
理
想
像

　
次
い
で
、
こ
の
大
逆
転
を
な
し
た
三
重
の
采
女
の
賢さ

か

し
女め

ぶ
り

を
認
め
た
大
后
は
、
豊
の
明
か
り
の
女お

ん
な
あ
る
じ

主
人
と
し
て
二
首
目
の
⑸
〈
大
后
の
勧
酒

歌
〉
で
采
女
に
「
豊と

よ

御み

酒き

献た
て
ま
つ

ら
せ
」
と
「
せ
」
を
用
い
て
親
愛
の
情
を
示
し
、
天

皇
の
色
好
み
に
嫉
妬
も
し
な
い
で
天
皇
の
一
夜
妻
と
し
て
三
重
の
采
女
を
勧
め
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
大
后
（
皇
后
）
の
理
想
的
な
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

天
皇
の
満
足

　
そ
れ
で
こ
の
朝
廷
内
の
調
和
の
と
れ
た
円
満
な
女
性
関
係
（
色
好

み
）
に
よ
っ
て
、
豊
の
明
か
り
は
大
い
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら

二
首
の
勧
酒
歌
を
受
け
て
、
参
会
者
全
体
を
代
表
し
て
天
皇
の
大
い
な
る
満
足
を

主
題
に
す
る
三
首
目
の
⑹
〈
雄
略
天
皇
の
謝
酒
歌
〉
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

三
重
の
采
女
の
功
績
　
こ
の
よ
う
な
め
で
た
い
典
型
的
な
豊
の
明
か
り
の
次
第
を

創
り
上
げ
る
き
っ
か
け
が
⑷
〈
三
重
の
采
女
の
勧
酒
歌
〉
に
あ
っ
た
の
で
、
三
重

の
采
女
の
功
績
を
称
え
て
「
多あ

ま
た

の
禄も

の

」
を
賜
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
歴
代

の
天
皇
の
執
り
行
う
毎
年
の
宮
廷
の
新
嘗
祭
で
こ
の
三
首
の
天
語
歌
を
歌
う
の
は
、

こ
の
雄
略
朝
の
三
重
の
采
女
の
条
を
起
点
に
し
て
い
る
、
と
雄
略
記
は
説
い
て
い

る
。以

上
の
三
首
の
天あ

ま
が
た
り
う
た

語
歌
は
、
二
段
構
え
の
勧
酒
歌
と
こ
れ
に
答
え
た
謝
酒
歌
と

し
て
一
括
で
き
、
緊
密
な
関
係
に
あ
る
。

６
　
琴
弾
き
か
ら
日
の
御
子
へ

新
春
の
饗
宴
で
の
天
皇
の
称
号

　
こ
の
よ
う
に
①
祭
主
の
天
皇
（
天
皇
に
相
当
す

る
人
物
）
が
、
太
陽
（
太
陽
神
）
の
復
活
し
た
後
の
初
春
の
饗
宴
で
御み

酒き

を
勧
め

ら
れ
な
が
ら
①
「
日
の
御
子
」
と
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
年
の
饗
宴

で
天
皇
（
天
皇
に
相
当
す
る
人
物
）
に
御
酒
を
勧
め
る
こ
と
と
天
皇
（
天
皇
に
相

当
す
る
人
物
）
を
「
日
の
御
子
」
と
賛
美
す
る
こ
と
は
、
緊
密
な
関
係
に
あ
る
。

し
て
み
る
と
「
日
の
御
子
」
は
復
活
・
蘇
生
し
た
太
陽
神
の
子
孫
＝
天
皇
と
し

て
の
原
義
を
よ
く
残
し
、
新
春
の
饗
宴
に
お
け
る
天
皇
の
称
号
だ
っ
た
、
と
わ
か

る
。
そ
し
て
鎮
魂
祭
と
新
嘗
祭
の
秘
儀
で
太
陽
神
を
招
き
、
そ
の
霊
威
を
付
着
さ

せ
て
①
「
日
の
御
子
」
＝
天
皇
と
し
て
誕
生
し
た
こ
と
が
、天
皇
へ
の
勧
酒
と
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
饗
宴
（
顕
儀
）
で
誇
ら
か
に
お
披
露
目
さ
れ
て
い
る
。

御
酒
を
勧
め
る
神
女

　
そ
し
て
御
酒
を
①
天
皇
（
天
皇
に
相
当
す
る
者
）
に
勧
め

る
者
は
、
⑴
美み

夜や

受ず

比ひ

売め

と
の
合
歓
の
条
で
は
②
美
夜
受
比
売
、
⑷
⑸
の
天あ

ま
が
た
り
う
た

語
歌

の
条
で
は
②
采う

ね

女め

で
、
共
に
神
女
で
あ
る
。
そ
し
て
天あ

ま
が
た
り
う
た

語
歌
の
条
の
⑸
〈
大お

ほ
き
さ
き后

の

勧
酒
歌
〉
の
原
形
を
辿
っ
て
み
る
と
、
①
天
皇
に
御
酒
を
勧
め
る
者
は
宮
廷
の
最

高
神
女
の
②
大
后
だ
っ
た
。

こ
の
点
、
⑵
国
栖
の
歌
の
条
と
⑶
雁か

り

の
卵こ

の
条
で
は
、
②
神
女
の
存
在
が
不
詳

だ
っ
た
。
し
か
し
前
述
し
た
雄
略
記
に
お
け
る
吉
野
の
童を

と
め女

は
雄
略
天
皇
と
聖
婚

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
吉
野
の
童を

と
め女

が
国
栖
族
の
童
女
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、こ
の
国
栖
伝
承
に
お
い
て
は
②
国
栖
の
神
女
＝
童を

と
め女

が
⑵〈
国

栖
の
勧
酒
歌
〉
で
①
大
雀
に
勧
酒
し
た
後
に
、
大
雀
の
一
夜
妻
に
な
っ
た
、
と
想

定
で
き
る
。

ま
た
⑶
雁か

り

の
卵こ

の
条
の
場
が
河
内
の
国
の
「
日ひ

女め

島し
ま

」
だ
と
あ
る
の
は
、
こ
の
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伝
承
の
裏
に
日ひ

女め

島し
ま

＝
姫ひ

め

島し
ま

の
由
来
譚
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
上
代
特

殊
仮
名
遣
い
で
は
「
日ひ

女め

」
の
音
韻
は
と
も
に
甲
類
で
あ
り
、
そ
の
義
は
「
姫ひ

め

」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
建た

け
し
う
ち内

の
宿す

く

禰ね

が
琴
を
弾
き
な
が
ら
⑶
〈
雁か

り

の
卵こ

の
寿
歌
〉

を
歌
っ
て
か
ら
②
姫
島
の
姫ひ

め

＝
神
女
が
①
仁
徳
天
皇
に
勧
酒
歌
を
歌
い
な
が
ら
御み

酒き

を
勧
め
た
こ
と
に
、
日ひ

女め

島し
ま

の
由
来
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
も

と
よ
り
こ
の
姫
も
、
仁
徳
天
皇
の
一
夜
妻
に
な
っ
た
ろ
う
。

日
の
御
子
の
誕
生

　
ま
た
こ
れ
ら
の
伝
承
上
の
「
日
の
御
子
（
日
の
宮
人
）」
の

饗
宴
の
場
は
、
⑷
⑸
⑹
で
は
宮
廷
の
新
嘗
祭
で
あ
る
。
そ
し
て
⑴
⑵
⑶
の
饗
宴
の

場
も
、
こ
れ
を
宮
廷
の
儀
礼
の
場
に
置
き
換
え
る
と
新
嘗
祭
の
豊
の
明
か
り
の
節せ

ち

会ゑ

と
共
通
す
る
も
の
だ
っ
た
。

ま
ず
⑶
雁か

り

の
卵こ

の
条
は
、
宮
廷
の
新
嘗
祭
の
発
想
を
河
内
の
国
の
日ひ

女め

島し
ま

に
移

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
⑴
美
夜
受
比
売
と
の
合
歓
の
条
の
場
は
、
尾
張
の
国
の

国く
に
の
み
や
つ
こ造

の
新
春
の
儀
礼
（
新
嘗
祭
）
と
宮
廷
の
新
嘗
祭
の
豊
の
明
か
り
の
節せ

ち

会ゑ

が
合

体
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
⑵
国く

栖ず

歌う
た

の
条
の
場
も
、
大
和
の
国
の
吉

野
の
国
栖
の
春
を
招
く
儀
礼
と
宮
廷
の
新
嘗
祭
が
合
体
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
新
嘗
祭
（
大
嘗
祭
）
は
、
①
天
皇
が
①
天
照
大
御
神
（
太
陽
神
）
の
子

孫
＝
「
日
の
御
子
」
と
し
て
復
活
・
蘇
生
し
、
誕
生
す
る
祭
祀
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
①
「
日
の
御
子
」
は
、
鎮
魂
祭
と
新
嘗
祭
の
秘
儀
を
母
胎
に
し
て
孕
み
、
新
嘗

祭
の
饗
宴
の
勧
酒
の
場
・
顕
儀
で
誕
生
し
て
い
る
。

新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
と
弾
琴

　
　
し
て
み
る
と
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
に
は
弾
琴
が
伴
っ

て
い
た
の
で
、
右
の
「
日
の
御
子
」（
五
例
）
な
ら
び
に
「
日
の
宮
人
」（
一
例
）

と
賛
美
さ
れ
た
饗
宴
の
場
に
も
、
弾
琴
が
伴
っ
て
い
た
ろ
う
。
⑷
⑸
⑹
（
記
歌
謡

100
･

101
･

102
）
の
天
語
歌
は
宮
廷
の
新
嘗
祭
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
い
る
の

で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
弾
琴
を
伴
っ
て
い
た
。

ま
た
雁か

り

の
卵こ

の
条
の
建た

け
し
う
ち内

の
宿す

く

禰ね

の
⑶
〈
雁か

り

の
卵こ

の
寿
歌
〉（
記
歌
謡
74
）
は
、

か
つ
て
秘
儀
で
審さ

に

は
神
者
や
弾
琴
者
を
務
め
た
③
側
近
の
神
人
・
建た

け
し
う
ち内

の
弾
琴
に

よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

国
栖
奏
と
弾
琴

　
そ
し
て
⑵
〈
国く

栖ず

の
大た

刀ち

の
歌
〉（
記
歌
謡
48
）
は
、
後
世
の

国く

栖ず

奏そ
う

に
よ
る
と
専
ら
笛
を
伴
奏
に
し
て
い
る
。
し
か
し
雄
略
記
の
吉
野
の
童を

と
め女

の
条
に
よ
る
と
、
②
吉
野
の
童
女
の
神
舞
い
（
記
歌
謡
96
）
は
①
雄
略
天
皇
の
弾

く
琴
を
伴
奏
に
し
て
い
た
。
と
す
る
と
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
吉
野
の
童
女
が
②

国
栖
族
の
神
女
だ
と
す
る
と
、
国
栖
に
も
琴
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
古
層
の
国

栖
奏
に
は
琴
が
伴
っ
て
い
た
、
と
想
定
で
き
る
。

月
立
ち
贈
答
歌
と
弾
琴

　
こ
う
し
て
み
る
と
、尾
張
の
美み

夜や

受ず

比ひ

売め

の
条
の
⑴〈
月

立
ち
贈
答
歌
〉（
記
歌
謡
27
・
28
）
も
、
尾
張
氏
の
新
春
の
饗
宴
（
豊
の
明
か
り
）

で
尾
張
氏
の
側
近
＝
伶
人
が
弾
い
た
琴
を
伴
奏
に
し
て
歌
わ
れ
た
ろ
う
。
す
な
わ

ち
琴
の
音お

と

霊だ
ま

と
⑴
〈
月
立
ち
贈
答
歌
〉
の
言こ

と

霊だ
ま

に
よ
っ
て
、
月
経
の
タ
ブ
ー
を
犯

し
た
美
夜
受
比
売
に
対
す
る
倭や

ま
と
た
け
る建

の
猛た

け

々だ
け

し
い
怒
り
の
芽
が
静
ま
っ
て
い
る
、
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

秘
儀
（
祭
）
の
主
役
＝
神
女

　
以
上
、
神
霊
を
招
い
て
神
の
こ
と
ば
を
聞
く
に
当

た
っ
て
、
①
大お

ほ

王き
み

が
司
祭
者
と
し
て
琴
を
弾
き
、
后
な
ど
の
②
神
女
が
神
懸
か
り
、

③
側
近
の
審さ

に

は
神
者
が
神
の
こ
と
ば
を
確
定
す
る
と
い
う
三
点
セ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。

こ
れ
が
様
式
化
さ
れ
、
①
大
王
が
琴
を
弾
い
て
②
后
な
ど
の
神
女
（
忍お

し

坂さ
か

の
大お

ほ

中な
か

つ
姫ひ

め

・
吉
野
の
童を

と
め女

）
が
神か

み

態わ
ざ

を
演
じ
て
い
る
。

宮
廷
の
鎮
魂
祭
と
新
嘗
祭
も
、
こ
の
系
列
に
入
る
。
鎮
魂
祭
で
は
、
①
司
祭
者

＝
天
皇
か
ら
琴
弾
き
役
を
委
譲
さ
れ
た
③
側
近
の
神
人
の
弾
く
琴
に
合
わ
せ
て
、

②
猿さ

る

女め

（
天あ

め

の
宇う

受ず

売め

）
が
神か

み

態わ
ざ

を
演
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
は
い
わ
ば
祭
の

領
域
に
軸
足
を
置
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
で
の
三
点
セ
ッ
ト
の
主
役
は
神
懸
か

る
②
神
女
で
あ
る
。

そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
儀
礼
は
基
本
的
に
は
、
人
目
に
つ
か
な
い
暗
闇

で
行
わ
れ
る
秘
儀
で
あ
る
。

顕
儀（
政
）の
主
役
＝
日
の
御
子

　
こ
れ
に
対
し
て
、鎮
魂
祭
と
新
嘗
祭（
大
嘗
祭
）

の
秘
儀
で
太
陽
神
を
招
い
て
そ
の
霊
威
を
付
着
さ
せ
た
①
天
皇
は
、
新
嘗
祭
（
大

嘗
祭
）
の
豊
の
明
か
り
の
節
会
で
「
日
の
御
子
」
に
な
り
、
②
神
女
が
天
皇
に
勧
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酒
し
、
③
側
近
（
伶
人
）
が
琴
を
弾
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
琴
を
弾
い
て
神
霊
を

統
御
し
て
い
た
①
司
祭
者
の
天
皇
は
、
琴
弾
き
の
役
を
③
側
近
に
渡
し
、
②
神
女

か
ら
勧
め
ら
れ
た
御み

酒き

を
飲
む
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
は
い
わ
ば
政
の
領
域

に
軸
足
を
置
い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
場
で
の
三
点
セ
ッ
ト
の
主
役
は
①
天
皇

＝
「
日
の
御
子
」
で
あ
る
。

こ
の
儀
礼
で
は
秘
儀
を
経
て
「
日ひ

の
御み

子こ

」
に
な
っ
た
こ
と
が
晴
れ
が
ま
し
く

披
露
さ
れ
て
い
る
の
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
顕
儀
に
な
っ
て
い
る
。

三

　天
語
歌
の
琴
の
語
り
言

１
　
琴
の
語
り
言

天
語
歌
の
琴
の
語
り
言

　
新
春
の
宮
廷
儀
礼
を
最
も
反
映
し
て
い
る
の
は
、⑷〈
三

重
の
采
女
の
勧
酒
歌
〉・
⑸
〈
大
后
の
勧
酒
歌
〉・
⑹
〈
雄
略
天
皇
の
謝
酒
歌
〉
の

天あ
ま
が
た
り
う
た

語
歌
の
由
来
を
雄
略
朝
に
求
め
た
伝
承
で
、
こ
れ
は
大
和
朝
廷
の
新
嘗
祭
の
顕

儀
・
饗
宴
を
ほ
ぼ
な
ぞ
っ
て
い
る
。

こ
の
天
語
歌
の
最
後
に
、「
こ
と
の
か
た
り
ご
と
も
こ
を
ば
」
と
い
う
囃は

や
し
こ
と
ば

子
詞

が
つ
い
て
い
る
。
通
説
で
は
こ
の
囃
子
詞
は
「
事こ
と

の
語か

た

り
言ご

と

も
是こ

を
ば
」（
事こ

と

の

語か
た

り
言ご

と

と
し
て
こ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
）
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「〈
こ

と
の
か
た
り
ご
と
〉
の
系
譜
―
琴
と
琵
琶
―
」［
山
上
伊
豆
母
］
に
よ
る
と
、
こ

の
囃
子
詞
は
「
琴こ
と

の
語か

た

り
事ご

と

も
是こ

を
ば
」
で
あ
り
、
琴
を
伴
奏
に
し
た
こ
と
に
よ

る
と
説
く
。「
言こ

と

」・「
事こ

と

」・「
琴こ

と

」
に
相
当
す
る
仮
名
は
「
許こ

登と

」
で
、
い
ず
れ

も
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
乙
類
で
あ
り
、
用
字
上
は
「
言こ

と

」
で
も
「
事こ

と

」
で
も

「
琴こ

と

」
で
も
あ
り
う
る
。

埴
輪
群
像
の
三
点
セ
ッ
ト

　
こ
こ
で
、
前
述
し
た
埴
輪
群
像
の
三
点
セ
ッ
ト
を
思

い
起
こ
し
た
い
。
①
王
が
威
風
堂
々
と
椅
子
に
座
し
、
同
じ
く
椅
子
に
座
し
た
②

巫
女
が
こ
の
王
に
対
面
し
て
献
杯
し
て
い
る
。
そ
の
傍
ら
に
こ
れ
も
同
じ
く
椅
子

に
座
し
た
③
側
近
ら
し
い
男
性
が
い
て
、
琴
を
弾
い
て
い
る
。

弾
琴
を
伴
う
新
春
の
儀
礼

　
こ
の
埴
輪
群
像
の
三
点
セ
ッ
ト
が
中
央
の
宮
廷
の
新

春
の
儀
礼
、
あ
る
い
は
地
方
豪
族
の
新
春
の
儀
礼
を
表
現
し
て
い
る
と
す
る
と
、

宮
廷
で
歌
わ
れ
た
天あ

ま
が
た
り
う
た

語
歌
の
儀
礼
の
場
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

中
央
も
地
方
も
、
王
た
ち
が
共
通
し
た
儀
礼
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
統
治
が
な
さ

れ
、
ま
た
こ
の
儀
礼
を
通
じ
て
地
方
が
中
央
に
服
属
す
る
関
係
も
成
り
立
っ
て
い

る
。こ

の
論
理
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
尾
張
氏
の
服
属
儀
礼
、
吉
野
の
国

栖
族
の
服
属
儀
礼
、
雁か

り

の
卵こ

の
条
に
お
け
る
日ひ

女め

島し
ま

で
の
儀
礼
も
、
容
易
に
説
明

で
き
る
も
の
だ
っ
た
。

そ
う
だ
と
す
る
と
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、
初
春
の
顕
儀
で
は
②
巫
女
が
①
王

を
賛
美
し
な
が
ら
勧
酒
歌
を
歌
う
時
、
③
側
近
が
琴
を
弾
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
琴
と
は
、
新
嘗
祭
の
秘
儀
で
用
い
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
秘
儀

で
①
司
祭
者
の
王
（
あ
る
い
は
③
側
近
の
審さ

に

は
神
者
）
が
神
霊
を
統
御
し
た
神
琴
を
、

新
春
の
饗
宴
で
は
③
側
近
（
伶
人
）
が
王
か
ら
借
り
受
け
て
弾
い
た
だ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
の
③
側
近
と
は
、
本
来
は
秘
儀
に
お
い
て
③
審さ

に

は
神
者
を
務
め
る
者
だ
っ
た
。

天
語
歌
の
歌
い
手

　
宮
廷
の
新
春
の
儀
礼
の
場
合
、
そ
の
勧
酒
に
か
か
わ
る
歌
で

最
も
権
威
あ
る
の
が
、
新
嘗
祭
で
用
い
ら
れ
た
天あ

ま
が
た
り
う
た

語
歌
で
あ
り
、
③
側
近
が
天
皇

か
ら
借
用
し
た
琴
を
伴
奏
楽
器
に
し
て
い
た
ろ
う
。
そ
し
て
儀
礼
に
お
け
る
天
語

歌
の
本
来
の
歌
い
手
は
、
⑷
〈
三
重
の
采
女
の
勧
酒
歌
〉（
記
歌
謡
100
）
で
は
歴

代
の
②
三
重
の
采
女
で
あ
り
、
⑸
〈
大
后
の
勧
酒
歌
〉（
記
歌
謡
101
）
で
は
歴
代

の
②
大
后
で
あ
り
、
⑹
〈
雄
略
天
皇
の
謝
酒
歌
〉（
記
歌
謡
102
）
で
は
歴
代
の
①

天
皇
だ
っ
た
ろ
う
。

側
近
の
弾
琴
者
の
刻
印

　
そ
し
て
、最
後
の
囃
子
詞
の
「
琴こ
と

の
語か

た

り
言ご
と

も
是こ

を
ば
」

（
琴
を
用
い
た
語か

た

り
言ご

と

と
し
て
こ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
）
だ
け
は
、
③
側
近

の
琴
弾
き
が
歌
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
囃
子
詞
は
、
三
首
の
天
語
歌
を
最
も

大
切
に
管
理
し
た
③
側
近
の
弾
琴
者
の
刻
印
だ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

山
上
論
の
論
拠
は
い
さ
さ
か
薄
弱
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
右
の
よ
う
に
秘
儀
と
顕
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儀
に
お
け
る
三
点
セ
ッ
ト
の
対
置
を
視
点
に
据
え
る
な
ら
ば
、
山
上
論
を
若
干
修

正
し
た
「
琴
の
語
り
言
も
是こ

を
ば
」
説
は
考
え
る
に
価
す
る
だ
ろ
う
。

三
点
セ
ッ
ト
の
柔
軟
な
対
置
性
・
連
続
性

　
こ
の
よ
う
に
秘
儀（
祭
）と
顕
儀（
政
）

に
お
け
る
三
点
セ
ッ
ト
に
は
、
対
置
性
・
連
続
性
が
あ
る
。
②
神
功
皇
后
の
一
回

目
の
神
懸
か
り
＝
秘
儀
の
と
き
に
③
側
近
の
審さ

に

は
神
者
を
務
め
た
建た

け
し
う
ち内

が
、
二
回
目

の
②
神
功
皇
后
の
神
懸
か
り
の
時
に
は
①
祭
主
の
天
皇
に
代
わ
っ
て
琴
弾
き
を
務

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
秘
儀
に
お
い
て
も
①
天
皇
の
弾
く
べ
き
琴
が
、
場
合
に

よ
っ
て
は
③
側
近
の
審さ

に

は
神
者
に
よ
っ
て
弾
か
れ
て
い
た
。

秘
儀
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
柔
軟
な
あ
り
方
が
あ
っ
た
の
で
、
本
来
は
秘
儀
に

お
い
て
審さ

に

は
神
者
を
務
め
る
べ
き
③
側
近
の
建た

け
し
う
ち内

が
、
顕
儀
に
お
け
る
初
春
の
饗
宴

の
雁か

り

の
卵こ

の
条
で
日ひ

の
御み

子こ

に
な
っ
た
仁
徳
天
皇
を
賛
美
す
る
時
に
、
①
天
皇
か

ら
琴
を
賜
っ
て
琴
を
弾
い
て
い
る
事
情
が
理
解
で
き
る
。

２
　
琴
と
歌
に
よ
る
鎮
魂

静
か
な
弾
奏

　
前
述
し
た
よ
う
に
天
語
歌
三
首
⑷
⑸
⑹
に
は
、
琴
の
演
奏
を
伴
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
そ
の
弾
奏
と
歌
い
方
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
怒
れ
る
雄
略
天
皇
を
鎮
め
る
た
め
に
、

琴
の
和
音
を
整
え
て
静
か
に
演
奏
し
、
静
か
に
歌
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

御
田
の
助
命
譚

　
雄
略
記
の
三
重
の
采
女
の
条
に
お
け
る
怒
れ
る
雄
略
像
は
、『
河

内
王
家
の
伝
承
』［
中
西
進
、
一
八
五
頁
］
に
よ
る
と
、「『
日
本
書
紀
』
で
は
雄

略
の
強
暴
な
一
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、『
古
事
記
』
で
は
葛
城
の
話
で
も
、

彼
は
粗
暴
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
点
で
言
え
ば
、
こ
の
話
は
古
事
記
型
で
は

な
く
、
日
本
書
紀
型
で
あ
る
」
と
説
く
。

こ
の
日
本
書
紀
型
の
怒
れ
る
雄
略
像
の
典
型
的
な
例
が
、
雄
略
紀
十
二
年
の
条

の
御み

田た

の
助
命
譚
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
天
皇
の
側
近
が
琴
を
弾
き
な
が
ら
う
た
う

歌
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
怒
り
を
静
め
、
天
皇
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
か
か
っ
た
御み

田た

の

命
が
救
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
梗
概
は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
闘つ

げ鶏
の
御み

た田
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

の
公き

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
」、〈
御
田
の
助
命
の
歌
〉

（
紀
歌
謡
78
）
を
歌
っ
た
。（
紙
幅
の
関
係
で
、
こ
の
歌
謡
は
省
略
す
る
）

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
呪じ

ゅ

祷と
う

歌か

を
、
大
工
の
御み

田た

が
天
皇
に
永
遠
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
と
い
う
。

雄
略
天
皇
の
怒
り
を
静
め
る
琴
と
歌

　
こ
の
伝
承
は
琴
に
呪
力
が
あ
る
と
も
、
歌

を
静
か
に
歌
っ
て
魂
を
静
め
る
「
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
め
で
た
い
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
発
動
し
て
、
天
皇
の
怒
れ
る
魂
を
静
め
え
た

ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
三
重
の
采
女
の
条
で
も
、
一
首
目
の
⑷
〈
三
重
の
采
女
の
勧

酒
歌
〉
は
元
よ
り
二
首
目
の
⑸
〈
大
后
の
勧
酒
歌
〉
も
、
天
皇
の
怒
り
を
鎮
め
る

た
め
に
静
か
に
歌
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
天
語
歌
に「
琴こ

と

の
語か

た

り
言ご

と

も
是こ

を
ば
」

が
付
随
し
て
い
る
の
で
、
側
近
の
弾
く
琴
が
こ
れ
ら
の
静
か
な
歌
に
伴
っ
て
い
る

と
想
定
で
き
、
そ
の
弾
琴
の
曲
調
も
和
音
を
整
え
た
静
か
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
雄
略
天
皇
に
生
命
を
奪
わ
れ
か
か
っ
た
三み

重へ

の
采う

ね

女め

が
、
自
ら

う
た
っ
た
歌
と
側
近
の
弾
い
た
琴
に
よ
っ
て
生
き
延
び
ら
れ
た
歌
物
語
は
、
雄
略

天
皇
に
生
命
を
奪
わ
れ
か
か
っ
た
御み

田た

が
、
側
近
の
歌
を
う
た
い
な
が
ら
弾
い
た

琴
に
よ
っ
て
生
き
延
び
ら
れ
た
助
命
譚
と
同
じ
話わ

柄へ
い

を
持
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、

御
田
の
助
命
譚
で
雄
略
天
皇
が
「
琴こ

と

の
聲こ

ゑ

に
悟さ

と

り
た
ま
ひ
て
」
御
田
の
生
命
を
助

け
た
よ
う
に
、
三
重
の
采
女
の
条
で
も
怒
れ
る
雄
略
天
皇
が
「
琴こ

と

の
聲こ

ゑ

に
悟さ

と

り
た

ま
ひ
て
」
三
重
の
采
女
の
生
命
を
助
け
た
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
ど
こ
ろ
か
雄
略
天
皇
は
さ
ら
に
気
を
よ
く
し
、
三
首
目
の
⑹
〈
雄
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略
天
皇
の
謝
酒
歌
〉
を
静
か
な
琴
の
音
を
伴
奏
に
し
て
心
穏
や
か
に
高
ら
か
に
歌

い
、「
三
重
の
采
女
を
誉ほ

め
て
、
多あ

ま
た

の
禄も

の

」
ま
で
賜
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
天

語
歌
三
首
は
、
③
琴
弾
き
（
伶
人
）
の
「
琴こ

と

の
語か

た

り
言ご

と

も
是こ

を
ば
」
で
歌
い
収
め

ら
れ
て
い
る
。

音
霊
と
言
霊
の
威
力
を
示
す
囃
子
詞

　
こ
う
し
て
み
る
と
、「
琴こ

と

の
語か

た

り
言ご

と

も
是こ

を
ば
」
は
、「
琴
の
音お

と

霊だ
ま

を
伴
っ
た
語
り
言ご

と

の
言こ

と

霊だ
ま

の
威
力
は
か
く
の
如
し
」
と

い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
こ
の
囃
子
詞
は
、
天
語
歌
を
管
理
す
る

③
側
近
の
琴
弾
き
（
伶
人
）
の
聖
な
る
琴
と
歌
の
力
に
対
す
る
信
仰
心
・
自
負
・

賛
嘆
の
こ
と
ば
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
が
、「
こ
と
の
か
た
り
ご
と
を
こ
を
ば
」

「
琴こ
と

の
語か

た

り
言ご

と

を
是こ

を
ば
」
と
解
し
た
所ゆ

え
ん以

で
あ
る
。

時
化
を
静
め
る
枯
野
琴
の
歌

　
こ
こ
で
琴
の
音お

と

霊だ
ま

と
歌
の
言こ

と

霊だ
ま

の
威
力
を
示
す
典

型
と
し
て
仁
徳
記
の
〈
枯
野
琴
の
歌
〉（
記
歌
謡
74
）
を
中
核
に
し
た
枯
野
伝
承

を
挙
げ
れ
ば
、
理
解
は
も
っ
と
容
易
に
な
ろ
う
。
こ
の
伝
承
に
よ
る
と
〈
枯
野
琴

の
歌
〉
は
、「
志し

都つ

歌う
た

（
静
歌
）
の
歌う

た
ひ
か
へ
し返

」
で
歌
わ
れ
て
い
る
。

枯か
ら

野の

を
　
塩し

ほ

に
焼や

き
、

　
　
　
　
　
　
　
枯
野
を
焼
い
て
塩
を
作
り
、

其し

が
余あ

ま

り
　
琴こ

と

に
作つ

く

り
　
掻か

き
弾ひ

く
や
、
そ
の
焼
け
残
り
の
木
で
琴
を
作
っ
て
、
掻
き
鳴
ら
す
と
、

由ゆ

良ら

の
門と

の
　
門と

中な
か

の
　
　
　
　
　
　
　
由
良
の
海
峡
の
海
中
の

海い
く
り石

に
　
振ふ

れ
立た

つ
　
浸な

漬づ

の
木き

の
、

　
岩
に
生
え
て
激
し
く
揺
れ
動
く
海
藻
が
、

さ
や
さ
や
。（
記
歌
謡
74
）　

　
　
　
　
　
さ
や
さ
や
と
鳴
り
響
く
よ
。

『
河
内
王
朝
の
山
海
の
政
―
枯
野
琴
と
国
栖
奏
―
』［
畠
山
］
に
よ
る
と
、
こ
の

歌
の
原
初
の
意
味
は
難
所
の
「
由ゆ

良ら

の
門と

」（
紀
淡
海
峡
）
の
荒
れ
（
時し

化け

）
を

静
め
る
呪じ

ゅ

祷と
う

歌か

だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
潮
流
が
激
し
く
て
荒
れ
や
す
い
「
由ゆ

良ら

の

門と

」（
紀
淡
海
峡
）を
朝
夕
に
安
全
迅
速
に
渡
海
し
た
枯か

ら

野の

船ふ
ね

の
焼
け
残
り（
精
髄
）

で
枯
野
琴
を
作
り
、
こ
れ
を
掻
き
弾
く
と
、
海
底
か
ら
生
え
て
激
し
く
揺
れ
動
い

て
い
る
海
藻
が
、
爽
や
か
な
音
を
出
し
て
凪
ぐ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
て
み
る
と
、
こ
の
呪
祷
の
〈
枯
野
琴
の
歌
〉
を
和
音
を
整
え
て
静
か
に
弾
く

枯
野
琴
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
歌
う
と
、
歌
の
言こ

と

霊だ
ま

と
琴
の
音お

と

霊だ
ま

が
発
動
し
、
荒
れ

る
「
由ゆ

良ら

の
門と

」（
動
乱
）
が
静
ま
り
、
そ
れ
で
こ
の
海
峡
を
安
全
迅
速
に
渡
海

で
き
る
こ
と
に
な
る
。

河
内
王
朝
の
統
治
儀
礼

　
こ
の
淡
路
の
海あ

人ま

族
の
管
理
す
る
神
歌
の
〈
枯
野
琴
の

歌
〉
を
含
む
枯
野
伝
承
は
、
後
に
服
属
芸
能
と
し
て
こ
の
琴
と
と
も
に
河
内
王
朝

に
奉
献
さ
れ
る
と
、
王
朝
は
こ
の
歌
と
琴
の
呪
力
を
首
都
圏
（
大
阪
湾
と
河
内
の

国
）
の
海
と
陸
の
民
を
穏
や
か
に
統
治
す
る
儀
礼
に
転
用
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
河
内
王
朝
の
歴
代
の
天
皇
が
初
春
に
枯
野
琴
を
和
音
を
整
え
て
静
か

に
弾
い
て
〈
枯
野
琴
の
歌
〉
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
首
都
圏
の
平
和
を
呪
祷
し

て
い
た
ろ
う
。

仁
徳
朝
の
治
世
謳
歌

　
そ
し
て
こ
の
伝
承
が
歴
史
化
・
物
語
化
さ
れ
て
、
仁
徳
記

の
掉と

う

尾び

に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
構
造
上
の
位
置
付
け
は
、
仁
徳
天
皇
の
色
好

み
に
発
し
た
数
々
の
動
乱
が
静
ま
り
、
最
終
的
に
仁
徳
朝
が
よ
く
統
治
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
謳
歌
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
枯
野
琴
は
、
和
音
を
整
え
て
静
か
に
弾
か
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
静し

つ

歌う
た

の
歌う

た
ひ
が
へ
し返

で
歌
わ
れ
る
〈
枯
野
琴
の
歌
〉
の
効
用
は
、
一
貫
し
て
動
乱
を
静
め
る

こ
と
に
あ
る
。

枯
野
琴
を
伴
う
天
語
歌

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
雄
略
朝
で
天
語
歌
を
歌
い
な

が
ら
雄
略
天
皇
の
怒
り
（
動
乱
）
を
静
め
る
こ
と
に
用
い
ら
れ
た
琴
と
は
、
こ
の

「
枯
野
琴
」（
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
い
す
る
神
琴
）
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

３
　
盞
歌
と
静
歌

宇
岐
歌
と
志
都
歌

　
三
重
の
采
女
の
条
の
後
半
部
は
、「
宇う

岐き

歌う
た

（
盞
歌
）」（
記

歌
謡
103
）
と
「
志し

都つ

歌う
た

（
静
歌
）」（
記
歌
謡
104
）
で
、
こ
れ
ら
も
同
じ
新
嘗
祭
の

豊
の
明
か
り
で
天
語
歌
三
首
に
続
い
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ

こ
で
も
天
語
歌
の
主
題
が
揺
曳
し
、
①
祭
主
＝
雄
略
天
皇
の
鎮
魂
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
て
い
る
。（
紙
幅
の
関
係
で
、
雄
略
記
の
三
重
の
采
女
の
条
の
後
半
部
の
本

文
は
省
略
す
る
）
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緊
張
を
も
た
ら
し
た
宇
岐
歌

　〈
雄
略
天
皇
の
宇う

岐き

歌う
た

（
盞
歌
）〉（
記
歌
謡
103
）

は
勧
酒
歌
で
、
雄
略
天
皇
が
「
ほ
だ
り
」（
酒さ

か

甕が
め

）
を
し
っ
か
り
と
お
持
ち
に
な

り
な
さ
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
ほ
だ
り
」
を
持
つ
春か

す
が
の

日
之
袁を

杼ど

比ひ

売め

は
、

春か
す
が日

氏
の
巫
女
・
神
女
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
埴
輪
群
像
の
三
点
セ
ッ
ト
の
な
か
に
、
椅
子
に
座
っ
て
い
る

①
大
王
に
正
対
し
て
同
じ
く
椅
子
に
座
っ
て
献
杯
す
る
②
巫
女
が
お
り
、
そ
の
巫

女
に
付
き
従
う
複
数
の
巫
女
た
ち
が
立
っ
た
ま
ま
小
さ
い
甕か

め

・
壷つ

ぼ

を
手
に
持
っ
て

控
え
て
い
る
。
ほ
だ
り
（
酒さ

か

甕が
め

）
を
持
つ
袁
杼
比
売
は
、
こ
の
付
き
従
う
巫
女
た

ち
の
一
人
だ
っ
た
、
と
想
定
さ
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
今
ま
で
の
怒
れ
る
雄
略
の
物
語
の
延
長
線
上
に
こ
の
歌
を
置

い
て
み
る
と
、
雄
略
天
皇
の
関
心
は
直
接
献
杯
す
る
②
三み

重へ

の
采う

ね

女め

か
ら
こ
れ
に

付
き
従
う
袁を

杼ど

比ひ

売め

に
向
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
怒
り
や
す
い
雄
略
天
皇

が
勧
酒
者
の
周
辺
に
関
心
を
寄
せ
た
こ
と
は
、
ほ
だ
り
を
持
つ
袁を

杼ど

比ひ

売め

に
は
元

よ
り
宴
席
に
い
る
大お

ほ

宮み
や

人ひ
と

に
も
緊
張
・
戦
慄
を
走
ら
せ
た
ろ
う
。
も
し
も
緊
張
の

あ
ま
り
ほ
だ
り
を
取
り
落
と
す
な
ど
の
粗
相
が
あ
れ
ば
、
ま
た
し
て
も
怒
り
や
す

い
天
皇
の
逆
鱗
に
触
れ
、
よ
う
や
く
回
復
し
た
長
閑
な
酒
盛
り
が
血
ま
み
れ
に
な

る
惧
れ
が
あ
っ
た
。

怒
り
を
静
め
る
志
都
歌

　
し
か
し
神
女
の
袁を

杼ど

比ひ

売め

も
賢さ

か

し
女め

で
、〈
袁
杼
比
売

の
志し

都つ

歌う
た

（
静
歌
）〉（
記
歌
謡
104
）
を
歌
い
、
自
分
は
天
皇
の
脇
息
の
下
の
板
に

な
り
た
い
、
と
応
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
徹
底
的
な
服
属
・
奉
仕
を
誓
っ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
怒
り
や
す
い
雄
略
天
皇
の
心
を
予
め

静
め
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
歌
が
「
志し

都つ

歌う
た

（
静
歌
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
然
そ
の

歌
唱
法
は
静
か
で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
う
琴
も
和
音
を
整
え
て
静
か
に
演
奏
さ
れ
た

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
歌
の
言こ

と

霊だ
ま

と
琴
の
音お

と

霊だ
ま

に
よ
っ
て
、
怒
り
や
す
い
雄
略
天
皇

の
心
が
静
ま
っ
て
い
る
。

袁
杼
比
売
の
賢
し
女
ぶ
り

　
天
皇
は
嘱し

ょ
く
も
く目

す
る
酒
器
の
ほ
だ
り
に
つ
い
て
歌
い
か

け
て
い
る
の
に
、
袁
杼
比
売
は
酒
器
に
つ
い
て
何
も
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
噛

み
合
っ
て
い
な
い
印
象
を
与
え
る
。
こ
れ
は
勧
酒
に
つ
い
て
は
大お

ほ
き
さ
き后

が
最
高
責
任

者
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
命
令
に
従
う
三み

重へ

の
采う

ね

女め

の
職
掌
な
の
で
、
彼
女
た
ち
に

従
う
巫
女
の
一
人
に
過
ぎ
な
い
袁を

杼ど

比ひ

売め

は
、
御み

酒き

に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
を

控
え
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
天
皇
の
歌
に
は
、
そ
れ
な
り
の
歌
で
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
饗
宴
の
焦
点
で
あ
る
御
酒
・
勧
酒
か
ら
若
干
視
点
を
ず
ら
し
、
天
皇
の
座
る
椅

子
の
傍
ら
に
あ
る
脇
息
に
目
を
つ
け
、
そ
の
脇
息
の
下
板
に
な
り
た
い
、
と
応
じ

た
。
も
と
も
と
天
皇
の
歌
自
体
が
勧
酒
歌
の
核
心
か
ら
周
辺
部
に
あ
る
神
女
の
ほ

だ
り
（
酒
壷
）
に
及
ん
で
い
る
の
で
、
こ
れ
に
答
え
る
歌
も
天
皇
の
周
辺
に
及
ぶ

の
が
相ふ

応さ

わ
し
い
だ
ろ
う
。
天
皇
の
酒
杯
か
ら
天
皇
の
傍
ら
の
脇
息
に
及
ん
だ
の

は
、
賢
明
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
四
方
に
目
配
り
を
し
た
模
範
的
な
答
歌

と
い
う
べ
き
で
、
こ
こ
に
袁
杼
比
売
の
賢さ

か

し
女め

ぶ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。

天
語
歌
の
反
復

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
〈
雄
略
天
皇
の
宇う

岐き

歌う
た

（
盞
歌
）〉
と

〈
袁を

杼ど

比ひ

売め

の
志し

都つ

歌う
た

（
静
歌
）〉
の
二
首
を
貫
流
す
る
も
の
は
、天あ

ま
が
た
り
う
た

語
歌
三
首
（
⑷

⑸
⑹
）
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
二
群
の
歌
物
語
は
、
同
じ
主
題

を
反
復
し
て
い
る
。
と
く
に
最
後
の
歌
が
志
都
歌
（
静
歌
）
で
歌
わ
れ
て
い
る
の

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
歌
の
言こ

と

霊だ
ま

と
琴
の
音お

と

霊だ
ま

に
よ
っ
て
、
怒
り
や
す
い
雄
略
天

皇
の
心
を
予
め
静
め
る
も
の
だ
っ
た
。

雄
略
朝
の
治
世
謳
歌

　
以
上
、
新
嘗
祭
の
饗
宴
に
お
い
て
③
側
近
（
伶
人
）
が
天

皇
か
ら
聖
な
る
琴
を
借
り
受
け
て
静
か
に
弾
き
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
②
神
女
の
三

重
の
采
女
が
御
酒
を
①
祭
主
＝
雄
略
天
皇
に
御
酒
を
捧
げ
な
が
ら
歌
う
勧
酒
の
歌

を
は
じ
め
と
す
る
五
首
の
歌
を
雄
略
記
の
最
後
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
王
朝
が
安
定
し
て
栄
え
て
い
る
こ
と
を
謳
歌
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
特
に
最

後
の
志し

都つ

歌う
た

（
静
歌
）
を
も
っ
て
、
雄
略
記
の
掉と

う

尾び

を
飾
っ
て
い
る
の
で
、
怒
り

や
す
い
天
皇
の
鎮
魂
が
叶
い
、
こ
の
王
朝
の
治
世
が
安
定
し
て
い
る
と
謳
歌
し
て

い
る
だ
ろ
う
。
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そ
の
あ
り
方
は
、
枯
野
琴
を
和
音
を
整
え
て
静
か
に
弾
き
な
が
ら
〈
枯
野
琴
の

歌
〉（
記
歌
謡
74
）
を
静
か
に
歌
う
と
い
う
「
静し

つ

歌う
た

の
歌う

た
ひ
か
へ
し返

」
を
仁
徳
記
の
掉
尾

に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
仁
徳
王
朝
の
治
世
を
謳
歌
し
て
い
る
こ
と
と
、
同

じ
で
あ
る
。

４
　
万
葉
集
の
巻
頭
歌

万
葉
集
の
巻
頭
歌

　
以
上
の
新
春
の
顕
儀
に
お
け
る
古
代
の
大
和
朝
廷
の
典
型
的

な
「
日
の
御
子
」
と
し
て
の
雄
略
天
皇
は
、『
万
葉
集
』
の
巻
頭
歌
（
万
・
一
・
１
）

に
再
登
場
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
万
葉
の
巻
頭
歌
（
万
・
一
・
1
）
の
武
を
背
景
に

し
た
文
（
色
好
み
）
の
あ
り
方
は
、
基
本
的
に
雄
略
記
の
天
語
歌
の
あ
り
方
を
継

承
し
た
も
の
で
あ
る
。（
紙
幅
の
関
係
で
、
こ
の
歌
は
省
略
す
る
）

大
和
朝
廷
の
治
世
の
理
想

　
こ
の
万
葉
の
巻
頭
歌
（
万
・
一
・
1
）
は
毎
年
の
新
春

の
顕
儀
で
演
じ
ら
れ
、
そ
の
あ
り
方
は
大
和
朝
廷
の
治
世
の
理
想
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
和
朝
廷
の
方
針
は
、
武
を
背
景
に
し

な
が
ら
、
文
＝
恋
（
色
好
み
）
で
も
っ
て
治
世
を
行
う
こ
と
を
高
ら
か
に
宣
言
し

て
い
る
。
前
段
（
籠こ

も
よ
～
名
告の

ら
さ
ね
）
は
「
菜な

摘つ

ま
す
児こ

」
に
姓
名
を
尋
ね

る
と
い
う
求
愛
行
為
を
示
し
、
後
段
（
そ
ら
み
つ
～
家
を
も
名
を
も
）
も
自
分
の

素
姓
を
告
げ
る
と
い
う
求
愛
行
為
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
比
重
は
、
前
段

は
求
愛
に
力
点
を
置
き
、
後
段
は
大
和
の
国
を
武
力
で
（
押お

し
靡な

べ
て
・
敷し

き
靡な

べ
て
）
支
配
す
る
大お

ほ

王き
み

＝
最
高
権
力
者
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
て
い
る
。

『
萬
葉
集
釋
注
一
』［
伊
藤
博
、二
四
頁
］は
、こ
の
二
段
を
次
の
よ
う
に
説
く
。「
前

段
の
天
皇
は
心
を
と
き
め
か
せ
な
が
ら
も
お
だ
や
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
後
段

の
天
皇
は
別
人
の
よ
う
に
昂た

か
ぶ

っ
て
い
る
。
上
代
で
は
、
名
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
婚

を
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
の
場
合
、
女
は
相
手
を
好
も
し
く
思
っ
て

も
、
一
度
は
拒
否
す
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
そ
こ
で
、
う
っ
て
代
わ
っ

て
天
皇
の
強
い
言こ

と

挙あ

げ
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
う
た
い
終

わ
っ
て
、二
人
の
間
に
は
つ
い
に
結
婚
が
成
立
し
た
は
ず
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
歌
は
め
で
た
い
成
婚
を
示
し
、
万
葉
時
代
の
歴
代
の
天
皇
の
理
想
的
な
色
好

み
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。

菜
摘
ま
す
児

　
雄
略
天
皇
は
恋
の
相
手
で
あ
る
「
菜
摘
ま
す
児
」
に
尊
敬
の
助
動

詞
「
す
」
を
用
い
て
敬
愛
の
念
を
抱
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
女
性
は
し
か
る
べ
き

高
貴
な
女
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
菜
摘
ま
す
児
」
と
は
、
春
の
祭
場
で
神
に
捧

げ
る
神し

ん

饌せ
ん

の
若
菜
を
摘
む
神
女
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
雄
略
天
皇
の
求
愛
を
承
諾
し

て
雄
略
天
皇
の
一
夜
妻
に
な
る
べ
き
最
高
神
女
で
あ
る
。

日
の
御
子
へ
の
答
歌
が
な
い

　
こ
の
よ
う
に
上
位
者
か
ら
「
菜
摘
ま
す
児
」
と
賛

美
さ
れ
た
場
合
、
下
位
者
は
賛
美
し
返
し
て
い
る
。
今
の
よ
う
に
新
春
の
顕
儀
に

お
い
て
は
、「
日
の
御
子
」
の
用
例
か
ら
み
る
と
、
新
春
の
顕
儀
に
ふ
さ
わ
し
く

雄
略
天
皇
を
「
高
光
る
日
の
御
子
」
と
賛
美
し
返
し
、
一
夜
妻
に
な
る
こ
と
を
受

諾
し
た
、
と
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
天
皇
か
ら
「
菜
摘
ま
す
児
」
と
賛
美
さ
れ
た
神
女
は
、
な
ん
ら
の
答
歌

も
返
し
て
い
な
い
。
天
皇
か
ら
「
菜
摘
ま
す
児
」
へ
の
求
愛
の
贈
歌
だ
け
が
あ
り
、

そ
れ
に
対
す
る
娘
の
天
皇
へ
の
答
歌
が
な
い
。
上
位
の
天
皇
か
ら
歌
を
贈
ら
れ
て

下
位
の
者
が
こ
れ
に
答
え
て
い
な
い
の
は
、
不
審
な
こ
と
で
あ
る
。
雄
略
天
皇
は

武
力
で
支
配
す
る
大
王
で
あ
り
、
雄
略
記
紀
に
よ
る
と
怒
り
や
す
い
大
王
な
の
で
、

「
菜
摘
ま
す
児
」
が
天
皇
の
求
愛
を
無
視
し
た
と
は
、
到
底
考
え
が
た
い
。

新
年
の
顕
儀
の
変
容

　
と
す
る
と
、
右
の
よ
う
な
状
況
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ

ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
万
葉
時
代
に
は
新
春
の
天
皇
を
「
高
光
る
日
の

御
子
」
と
す
る
こ
と
は
、
既
に
過
去
の
祭
式
語
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。『
万
葉
集
』
の
「
高
光
る
日
の
御
子
」
の
用
例
を
み
る
と
、
そ
の
時
季
は
新

春
に
限
定
で
き
ず
、
そ
の
対
象
は
天
皇
の
場
合
は
天
武
・
持
統
両
帝
に
限
り
な
が

ら
も
、
天
武
系
の
皇
子
た
ち
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
宮
廷
の
新
年

の
顕
儀
も
そ
の
顕
儀
を
下
敷
き
に
し
た
歌
劇
も
、
新
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。

菜
摘
ま
す
児
の
愛
の
所
作

　『
萬
葉
集
釋
注
一
』［
二
五
・
二
六
頁
］
は
、
こ
の
歌
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に
雄
略
天
皇
を
主
人
公
に
し
た
原
始
的
な
歌
劇
を
想
定
し
、
天
皇
の
国
見
歌
と
し

て
身
振
り
や
所
作
を
伴
っ
て
歌
わ
れ
た
と
み
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
に
三
つ
の

間ま

が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
一
つ
は
前
段
の
終
わ
り
（
名
告の

ら
さ
ね
）
で
、
娘

子
が
木
陰
な
ど
に
い
っ
た
ん
身
を
ひ
そ
め
て
し
ま
う
ほ
ど
の
間
。
二
つ
目
は
、「
押

し
靡な

べ
て
我わ

れ

こ
そ
居を

れ
。
敷
き
靡な

べ
て
我わ

れ

こ
そ
い
ま
せ
」
の
対
句
の
後
で
、
天
皇

の
視
点
が
木
陰
に
注
が
れ
、
娘
子
が
ち
ら
り
と
の
ぞ
か
せ
る
ほ
ど
の
間
。
三
つ
目

は
、「
家
を
も
名
を
も
」
と
歌
い
終
わ
っ
た
後
の
長
い
間
。
そ
し
て
木
陰
か
ら
出

て
き
た
娘
子
が
天
皇
に
つ
き
従
い
、
衆
人
に
よ
っ
て
拍
手
喝
采
さ
れ
る
所
作
が
続

く
。
こ
の
解
釈
は
と
て
も
見
事
で
、
敬
服
に
値
す
る
。

菜
摘
ま
す
児
の
賢
し
女
ぶ
り

　
し
か
し
、
強
力
な
武
力
を
背
景
に
し
た
怒
り
や
す

い
天
皇
の
求
愛
に
対
し
て
、
神
女
の
柔
順
な
愛
の
仕
草
の
み
な
ら
ず
、
何
ら
か
の

儀
礼
的
な
所
作
も
黙
劇
の
形
で
示
し
、服
属
を
誓
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
菜

摘
ま
す
児こ

」
＝
こ
の
地
方
の
最
高
神
女
の
本
来
の
仕
事
は
、
摘
ん
だ
新
春
の
菜
を

神
饌
に
し
、
こ
れ
を
御
酒
と
と
も
に
神
に
供
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
祭
場
に
高

貴
な
雄
略
天
皇
が
訪
れ
て
求
愛
し
た
の
で
、
こ
の
神
女
は
神
を
祭
る
方
式
で
天
皇

を
迎
え
た
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
摘
ん
だ
新
春
の
菜
の
神
饌
を
御
酒
に
添
え

て
天
皇
に
献
上
し
、
求
愛
を
受
諾
し
た
、
と
想
定
で
き
る
。
こ
こ
に
新
春
の
「
菜

摘
ま
す
児
」
と
歌
い
か
け
ら
れ
た
神
女
ら
し
い
「
賢
し
女
」
ぶ
り
が
発
揮
さ
れ
、

そ
こ
に
こ
そ
拍
手
喝
采
が
起
こ
っ
た
ろ
う
。

皇
后
の
認
め
た
一
夜
妻

　
こ
の
神
女
＝
「
菜
摘
ま
す
児こ

」
は
、
祭
祀
儀
礼
に
お
い

て
皇
后
・
大
后
の
公
認
し
た
神
女
・
一
夜
妻
で
、
天
語
歌
の
三
重
の
采
女
、
吉
野

の
童を

と
め女

、
允
恭
紀
の
弟
姫
の
系
列
に
属
し
て
い
る
。

琴
を
伴
っ
た
歌
劇
・
黙
劇

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
雄
略
天
皇
の
求
愛
の
万
葉
歌
が
弾

琴
を
伴
う
宮
廷
の
天
語
歌
の
⑷
〈
三
重
の
采
女
の
勧
酒
歌
〉（
記
歌
謡
100
）・〈
吉

野
の
童
女
賛
美
の
歌
〉（
記
歌
謡
95
）・〈
弟
姫
と
允
恭
天
皇
の
三
首
の
歌
〉（
紀
歌

謡
65
・
66
・
67
）
の
系
譜
に
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
の
求
愛
の
万
葉
歌
（
万
・

一
・
1
）
も
琴
弾
き
の
歌
っ
た
「
琴こ

と

の
語か

た

り
言ご

と

を
是こ

を
ば
」
や
雄
略
天
皇
の
弾
琴
、

允
恭
天
皇
の
弾
琴
を
揺
曳
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
皇
后
・
大
后
役
の
立
ち
会

い
の
も
と
に
、
③
天
皇
の
側
近
が
琴
を
弾
き
、
①
雄
略
天
皇
役
の
俳
優
が
求
愛
歌

を
歌
い
、
②
神
女
＝
「
菜
摘
ま
す
児
」
が
こ
の
求
愛
を
受
諾
す
る
愛
の
仕
草
を
し
、

御
酒
に
新
春
の
菜
を
調
理
し
た
神
饌
を
添
え
て
①
天
皇
に
献
上
し
た
、
と
想
定
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
皇
后
役
の
見
守
る
な
か
で
、
③
側
近
の
弾
く
琴
の
音
に
乗
せ

た
①
雄
略
天
皇
役
の
俳
優
の
歌
と
所
作
が
あ
り
、
②
「
菜
摘
ま
す
児
」
役
の
俳
優

の
所
作
が
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
顕
儀
の
歌
劇
・
黙
劇
で
も
秘
儀
と
顕
儀
に
お
け
る
三

点
セ
ッ
ト
（
①
天
皇
・
②
神
女
・
③
側
近
）
が
芸
能
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

天
皇
の
贈
歌
だ
け
が
あ
っ
て
神
女
の
答
歌
が
な
い
の
は
、
一
見
す
る
と
整
わ
な

い
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
と
ば
だ
け
に
視
点
を
当
て
て
い
る
か
ら

で
、
琴
の
音
に
乗
せ
た
所
作
を
伴
う
歌
劇
・
黙
劇
仕
立
て
を
想
定
す
れ
ば
、
天
皇

の
贈
歌
は
神
女
の
勧
酒
の
所
作
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
完
成
体
を
な
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

テ
キ
ス
ト

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

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
八
九

　『
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
四

　『
古
代
歌
謡
集
』　
岩
波
書
店

引
用
文
献
・
参
照
文
献

青
木
周
平

　
一
九
九
四

　「
雄
略
記
・
三
重
婇
物
語
の
形
成
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『
古
事
記
研
究
―
歌
と
神
話
の
文
学
的
表
現
―
』　
お
う
ふ
う

伊
藤

　
博

　
一
九
九
五

　『
萬
葉
集
釋
注

　
一
』　
集
英
社
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大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
編

　
二
〇
〇
八

　『
埴
輪
群
像
の
考
古
学
』　
青
木
書
店

岡
田
精
司

　
一
九
七
〇

　「
大
化
前
代
の
服
属
伝
承
と
新
嘗
」　『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』　
塙
書
房

倉
林
正
次

　
一
九
八
七

　『
饗
宴
の
研
究
（
祭
祀
編
）』　
桜
楓
社

中
西

　
進

　
一
九
八
六

　『
河
内
王
家
の
伝
承
』　
角
川
書
店

畠
山

　
篤

　
二
〇
一
四

　『
河
内
王
朝
の
山
海
の
政
―
枯
野
琴
と
国
栖
奏
―
』　
白
地
社

　
　
　
　
　
二
〇
一
五

　「
日
の
御
子
の
誕
生
⑴
―
秘
儀
か
ら
顕
儀
へ
―
」　

　『
弘
学
大
語
文
41
』

水
野
正
好

　
一
九
七
一

　「
埴
輪
芸
能
論
」『
古
代
の
日
本

　
第
２
巻

　
風
土
と
生
活
』　
角
川
書
店

山
上
伊
豆
母

　
一
九
七
三

　「〈
こ
と
の
か
た
り
ご
と
〉
の
系
譜
―
琴
と
琵
琶
―
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　『
古
代
祭
祀
伝
承
の
研
究
』　
雄
山
閣

若
狭

　
徹

　
二
〇
一
二

　『
も
っ
と
知
り
た
い

　
は
に
わ
の
世
界
』　
東
京
美
術
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