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も
う
一
つ
の
「
日
の
御
子
」
の
誕
生

　―
二
皇
子
発
見
譚
の
生
成
―

畠
　
山

　
　
　
篤

一

　は
じ
め
に

「
日
の
御
子
」
の
称
号

　「
日
の
御
子
の
誕
生
⑴
⑵
―
秘
儀
か
ら
顕
儀
へ
―
」﹇
畠
山
﹈
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
に
登
場
す
る
「
日ひ

の
御み

子こ

」
の
用
例
は
、
次
の
《「
日

の
御
子
」
の
用
例
（
表
１
）》
に
示
す
よ
う
に
五
例
あ
る
。

《「
日
の
御
子
」
の
用
例
（
表
１
）》

「
日
の
御
子
」
の
用
例

人

物

名

歌

謡

名

出

典

⑴

高
光
る

　
日
の
御
子

倭や
ま
と

建た
け
るの

命み
こ
と　

〈
月つ

き

立た

ち
の
答
歌
〉　

　
　
　
　
　
　
　（
記
28
）
美み

や

ず

ひ

め

夜
受
比
売
と
の
合
歓
の
条

⑵

品ほ
む
だ陀

の
　
日
の
御
子

　
大お

ほ

雀さ
ざ
き　

大お
ほ
さ
ざ
き

雀
の
命み

こ
と（

後
の
仁
徳
天
皇
）
〈
国く

ず栖
の
大た

ち刀
の
歌
〉　

　
　
　
　
　
　（
記
47
）
国
栖
伝
承
の
条

⑶

高
光
る
　
日
の
御
子

仁
徳
天
皇

〈
雁か

り

の
卵こ

の
答
歌
〉　
　
　
　
　
　
　
　（
記
72
）
雁
の
卵
の
条

⑷

高
光
る
　
日
の
御
子

雄
略
天
皇

〈
三み

へ重
の
采う

ね

女め

の
勧
酒
歌
〉　
　
　（
記
１
０
０
）
三
重
の
采
女
の
条

⑸

高
光
る
　
日
の
御
子

雄
略
天
皇

〈
大お

ほ

后き
さ
きの

勧
酒
歌
〉　
　
　
　
　
　（
記
１
０
１
）
三
重
の
采
女
の
条

こ
の
「
日
の
御
子
」
の
用
例
は
、
基
本
的
に
は
一
陽
来
復
な
っ
た
冬
至
祭
の
秘
儀
の
後
で
催
さ
れ
る
新に
ひ
な
め
さ
い

嘗
祭
＝
米
の
収
穫
祭
（
あ
る
い
は
⑵
の
場
合
は
そ
れ
に
相
当
す
る

森
に
春
を
招
く
祭
り
）
の
豊と
よ

の
明あ

か
り
（
饗
宴
）・
顕
儀
で
だ
け
用
い
ら
れ
た
天
皇
の
称
号
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、太
陽
（
日
神
）
の
復
活
す
る
冬
至
に
鎮ち

ん
こ
ん
さ
い

魂
祭
が
催
さ
れ
、

こ
こ
で
天あ
ま

照て
ら
す

大お
ほ

御み

神か
み

（
日
神
）
か
ら
次
の
年
の
大お
ほ
き
み王
に
な
る
こ
と
を
指
名
さ
れ
た
天
皇
が
、そ
の
後
に
催
さ
れ
る
新
嘗
祭
の
豊
の
明
か
り
で
百
官
の
前
に
英
姿
を
表
し
、「
日

の
御
子
」（
日
神
の
子
孫
）
で
あ
る
こ
と
を
讃
美
さ
れ
て
い
る
。

祭
式
と
神
話
　
こ
の
よ
う
に
天
皇
が
日
神
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
祭
式
（
冬
至
を
折
目
に
し
た
鎮
魂
祭
・
新
嘗
祭
）
の
執
行
と
そ
の
祭
祀
世
界
を
説
明
す
る
神
話

（
天
の
岩
戸
神
話
と
天
孫
降
臨
神
話
）
に
よ
っ
て
、
補
完
さ
れ
な
が
ら
強
固
に
保
持
さ
れ
て
い
た
。
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二
皇
子
発
見
譚
　
さ
て
、
こ
の
祭
式
と
神
話
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
「
日
の
御
子
」
の
誕
生
は
、
別
の
形
で
も
う
一
つ
存
在
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
日
の
御
子
」

と
ま
で
は
称
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
新
嘗
祭
の
饗
宴
の
場
で
後
に
天
皇
に
即
位
す
る
二
皇
子
（
意お

祁け

の
王み

こ

と
袁を

け祁
の
王み

こ

）
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
嘗
祭
に
お
け
る

二
皇
子
の
発
見
は
、「
日
の
御
子
」
＝
新
年
の
天
皇
の
誕
生
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。

神
霊
を
統
御
す
る
琴

　
こ
の
新
天
皇
＝
「
日
の
御
子
」
の
誕
生
に
は
、「
琴
」
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
冬
至
に
催
さ
れ
る
宮
廷
の
鎮
魂
祭
の
原
形
は
、
①
神
琴
を
弾
い

て
神
霊
を
統
御
す
る
司
祭
者
（
天
皇
）、
②
そ
の
神
霊
を
憑
依
す
る
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
（
皇
后
）、
③
祭
場
に
来
臨
し
て
託
宣
を
下
す
神
霊
の
神
名
を
審つ
ま
びら
か
に
す
る
と
と
も

に
そ
の
託
宣
を
確
定
す
る
審さ

に

は
神
者
の
三
点
セ
ッ
ト
に
あ
る
。
こ
の
三
点
セ
ッ
ト
に
は
柔
軟
性
が
あ
り
、
③
審さ

に

は
神
者
が
①
司
祭
者
の
神
琴
を
弾
く
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
通
常

で
は
予
定
調
和
的
に
こ
の
三
点
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
現
天
皇
が
次
の
年
の
天
皇
と
し
て
再
任
さ
れ
、
そ
の
後
に
催
さ
れ
る
新
嘗
祭
に
臨
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

芸
能
を
統
御
す
る
琴

　
そ
し
て
新
嘗
祭
の
饗
宴
で
は
、
基
本
的
に
①
司
祭
者
の
天
皇
が
琴
を
弾
い
て
諸
芸
能
の
進
行
を
統
御
す
る
の
が
原
則
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て

以
下
、
次
々
と
諸
芸
能
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
が
時
に
は
柔
軟
に
考
え
ら
れ
、
秘
儀
で
③
審
神
者
を
務
め
た
者
が
、
①
「
日
の
御
子
」
の
天
皇
か
ら
琴
を
借
り
て
弾
⑷
〈
三
重
の
采
女
の
勧
酒
歌
〉（
記
１
０
０
）・

⑸
〈
大
后
の
勧
酒
歌
〉（
記
１
０
１
）
に
合
わ
せ
、
ま
た
⑶
〈
雁か
り

の
卵こ

の
寿
歌
〉（
記
72
）
を
う
た
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
饗
宴
の
場
で
の
琴
の
働
き
の
大
き
さ
は
、
③

審さ

に

は
神
者
を
務
め
た
琴
弾
き
が
「
日
の
御
子
」
の
二
例
（
記
１
０
０
・
１
０
１
）
を
占
め
る
雄
編
の
「
天あ

ま

語が
た
り

歌う
た

」
で
、
囃
子
詞
と
し
て
「
琴こ

と

の
語か

た

り
言ご

と

も
是こ

を
ば
」（
琴
を
用

い
た
語
り
言
と
し
て
こ
の
こ
と
を
ば
申
し
上
げ
ま
す
）
と
こ
の
歌
の
由
緒
正
し
さ
を
唱
え
て
い
る
こ
と
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鎮
魂
祭
と
い
う
秘
儀
に
お
い
て
も
、
新
嘗
祭
の
饗
宴
と
い
う
顕
儀
に
お
い
て
も
、
神
霊
あ
る
い
は
芸
能
を
①
司
祭
者
（
あ
る
い
は
そ
の
代
理
人
の
③
審
神
者
）

が
琴
を
弾
く
こ
と
に
よ
っ
て
統
御
し
て
い
る
。

二
皇
子
発
見
譚
の
琴
弾
き
　
こ
の
点
、
記
紀
風
土
記
に
記
さ
れ
る
二
皇
子
発
見
譚
で
も
、
新
嘗
祭
の
新
築
祝
い
で
途
中
か
ら
播は
り

磨ま

の
国く
に

の
造
み
や
つ
この
小を

楯だ
て

が
琴
弾
き
に
な
っ
て
二

皇
子
の
歌
舞
を
統
御
し
、
そ
れ
が
契
機
に
な
っ
て
二
皇
子
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
播
磨
の
国
と
い
う
地
方
で
も
、
基
本
的
に
宮
廷
と
同
質
の
新
嘗
祭
の
饗
宴
が
あ
っ
た
、
と
想
定
で
き
る
。

た
だ
し
、
宮
廷
と
同
質
の
鎮
魂
祭
ま
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
祭
り
に
神
霊
を
招
請
す
る
こ
と
が
常
道
な
の
で
、
こ
の
新
嘗
祭
に
備

え
た
新
室
寿
ぎ
に
神
迎
え
と
神
送
り
を
し
、
そ
の
際
に
神
霊
の
統
御
の
た
め
に
司
祭
者
が
琴
を
弾
い
て
い
た
ろ
う
。

本
論
の
ね
ら
い
　
本
論
で
は
、
ま
ず
播
磨
の
国
と
い
う
地
方
レ
ベ
ル
の
新
嘗
祭
の
饗
宴
の
式
次
第
を
で
き
る
だ
け
復
原
し
て
み
る
。
そ
し
て
、
こ
の
琴
を
用
い
た
新
嘗
祭
の

祭
式
を
母
胎
と
し
て
大
和
王
権
の
「
日ひ

の
御み

子こ

」
＝
皇
位
継
承
者
が
誕
生
し
、
さ
ら
に
は
二
皇
子
発
見
譚
が
こ
の
祭
式
の
饗
宴
で
語
ら
れ
た
り
、
歌
劇
と
し
て
演
じ
ら
れ
た

り
し
て
生
成
・
生
長
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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二

　二
皇
子
発
見
譚
の
構
造

１
　

概

出
典

　
記
紀
風
土
記
に
記
す
二
皇
子
発
見
譚
の
伝
承
は
、
次
の
八
つ
で
あ
る
。
⑴
安
康
記
の
市い

ち

辺の
べ

之の

押お
し

歯は

の
王み

こ

の
難
の
条
、
⑵
清
寧
記
の
二
皇
子
の
歌
舞
の
条
、
⑶
雄
略
即

位
前
紀
、
⑷
清
寧
紀
二
年
十
一
月
の
条
、
⑸
顕
宗
即
位
前
紀
、
⑹
仁
賢
即
位
前
紀
、
⑺
播
磨
国
風
土
記
の
賀か

毛も

郡
玉た
ま

野の

の
村
の
条
、
⑻
播
磨
国
風
土
記
の
美み

囊な
ぎ

郡
志し

深じ
み

の
里

の
条
。

二
皇
子
の
名

　
二
皇
子
の
う
ち
兄
の
「
意お

け祁
の
王み

こ

」（
記
）
は
、
億お

け計
の
王み

こ

（
紀
）・
意お

け奚
・
於お

け奚
（
風
土
記
）
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
別
名
を
、
島し

ま

の
稚わ

く

子ご

・

大お
ほ
い
し石
の
尊み
こ
と・
島し
ま

の
郎
い
ら
つ
こ・
大お
ほ

脚し

・
大お
ほ

為す

（
紀
）
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
弟
の
「
袁を

け祁
の
王み

こ

」（
記
）
は
、
袁を

け祁
の
王み

こ

之の

石い
は

巣す

別わ
け

の
命み

こ
と（

記
）・
弘を

け計
の
王み

こ

（
紀
）・
袁を

け奚
（
風
土
記
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
別
名
を
、

来く

め目
の
稚わ

く

子ご

と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
二
皇
子
は
、「
小わ
ら
は子
・
少わ
ら
は子
」（
記
）・「
丹た
に
は波
の
小わ
ら
は子
」（
紀
）・「
子こ

」（
風
土
記
）
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
記
紀
風
土
記
に
記
す
二
皇
子
発
見
譚
は
、
い
ず
れ

も
二
皇
子
を
少
年
（
未
成
年
）
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

概
　
こ
れ
ら
の
伝
承
の

概
は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

安
康
天
皇
の
没
後
、
有
力
な
皇
位
継
承
者
で
あ
る
市い
ち

辺の
べ

之の

忍お
し

歯は

の
王み

こ

が
、
従い

と

こ
兄
弟
の
大お

ほ
は
つ
せ

長
谷
の
王み

こ

（
後
に
即
位
し
て
雄
略
天
皇
）
に
謀
殺
さ
れ
た
。
忍お

し

歯は

の
王み

こ

の
二
人
の

遺
児
で
あ
る
兄
の
意お

け祁
の
王み

こ

と
弟
の
袁を

け祁
の
王み

こ

は
、
こ
の
事
変
を
聞
い
て
逃
亡
す
る
。
そ
の
途
中
、
山
城
の
国
で
食
事
を
し
よ
う
と
し
た
時
、
顔
面
に
入
れ
墨
を
し
た
老
人

に
食
糧
を
奪
わ
れ
た
。「
食
糧
は
惜
し
ま
な
い
が
、
お
前
は
誰
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
山
城
の
国
の
猪い

飼か

い
だ
」
と
答
え
た
。
そ
れ
か
ら
河
内
の
国
、
播
磨
の
国
へ
と
逃
げ
、

志し

じ

む
自
牟
と
い
う
家
に
入
り
、
身
分
を
隠
し
て
最
下
層
の
馬
飼
い
・
牛
飼
い
と
し
て
使
わ
れ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
雄
略
天
皇
の
時
代
も
終
わ
り
、
適
当
な
皇
位
継
承
者
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
皇
嗣
問
題
を
抱
え
た
ま
ま
、
宮
廷
に
は
忍お
し

歯は

の
王み

こ

の
妹

い
も
う
とで

あ

る
飯い
ひ
と
よ豊
の
王み
こ

（
紀
に
よ
る
と
清
寧
天
皇
）
が
い
た
。

さ
て
、
播
磨
の
国
の
長
官
に
任
命
さ
れ
た
山や
ま

部べ

の
連

む
ら
じ

小を

楯だ
て

が
、
十
一
月
に
執
り
行
わ
れ
た
志し

じ

む
自
牟
の
新
築
祝
い
の
饗
宴
に
臨
席
し
た
。
宴
は
盛
り
上
が
り
、
参
会
者
は
貴

賤
長
幼
の
順
に
舞
を
奏
し
た
。か
ま
どの

傍
に
い
て
篝か

が
り
び火

焚た

き
を
し
て
い
た
二
人
の
皇
子
も
舞
（
詠な

が

め
・
詠な

が
め
ご
と辞と

も
）
を
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
二
皇
子
は
舞
の
順
を
譲
り
あ
っ

た
の
で
、
参
会
者
は
笑
っ
た
。
二
皇
子
の
譲
り
合
い
が
君
子
の
礼
に
適か
な

っ
て
い
た
の
で
、
小
楯
が
琴
を
弾
き
、
二
皇
子
に
舞
を
強
く
求
め
た
。
ま
ず
兄
の
皇
子
が
舞
を
奏
し

た
。
そ
し
て
次
い
で
弟
皇
子
が
歌
舞
を
奏
し
て
、
自
分
が
皇
位
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
を
聞
い
た
小
楯
は
驚
い
て
参
会
者
を
室む
ろ

か
ら
追
い
出
し
、
二
皇
子
を
両
膝
に
据
え
て
感
涙
に
む
せ
び
、
仮
宮
を
作
っ
て
二
皇
子
を
住
ま
わ
せ
、
そ
れ
か
ら
都
へ
向
け

て
、
早
馬
を
走
ら
せ
た
。
飯い
ひ
と
よ豊

の
王み

こ

（
清
寧
天
皇
と
も
）
は
喜
び
、
二
皇
子
を
都
に
上
ら
せ
た
。
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２
　
記
紀
風
土
記
の
比
較

本
文
の
比
較

　
右
の
出
典
の
う
ち
、
二
皇
子
発
見
譚
の
核
心
部
と
も
い
え
る
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
饗
宴
を
場
に
す
る
伝
承
は
次
の
三
つ
で
、
そ
れ
を
伝
承
の
粗
密
の
度
合

い
で
並
べ
る
と
、
⑸
顕
宗
即
位
前
紀
、
⑻
播
磨
国
風
土
記
の
美み

囊な
ぎ

郡
志し

深じ
み

の
里
の
条
、
⑵
清
寧
記
の
二
皇
子
の
歌
舞
の
条
の
順
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
各
プ
ロ
ッ
ト
毎
に
比
較

し
て
み
る
と
、《
記
紀
風
土
記
の
本
文
の
比
較
（
表
２
）》
の
よ
う
に
な
る
。

《
記
紀
風
土
記
の
本
文
の
比
較
（
表
２
）》

番
号

プ
ロ
ッ
ト

顕
　

宗
　

即
　

位
　

前
　

紀

播
磨
国
風
土
記
の
志
深
の
里
の
条

清
寧
記
の
二
皇
子
の
歌
舞
の
条

①

時
季

白し
ら

髪か

の
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
の
二
年
の
冬ふ

ゆ

十し
も
つ
き

一
月
に
、

②

儀
礼（
新
嘗
祭
・

新
室
寿
ぎ
）

播は
り

磨ま

の
国く
に

の
司
み
こ
と
も
ち

山や
ま

部べ

の
連む
ら
じ
の
先
と
ほ
つ
お
や祖
伊い

よ予
の
来く

め

べ
目
部
の
小を

楯だ
て

、

赤あ
か
し石

の
郡こ

ほ
りに

し
て
、親み

づ
から

新に
ひ
な
へ嘗

の
供

た
て
ま
つ
り
も
の

物
を
弁そ

な

ふ
。（
一あ

る

に
云い

は
く
、

郡こ
ほ
り

県あ
が
たを
巡め
ぐ

り
行あ
り

き
て
、
田た
ち

租か
ら

を
収を

さ斂
む
と
い
ふ
。）
適
た
ま
た
ま、
縮し
じ

見み

の

屯み
や
け倉

の
首お

び
と、

新に
ひ
む
ろ室

に
縦あ

そ
び賞

し
て
、
夜よ

を
以も

て
昼ひ

る

に
継つ

げ
る
に
会
ひ

ぬ
。

伊い

等と

尾み

が
新に
ひ
む
ろ室
の
宴う
た
げ
に
因よ

り

て
、（
⑤
の
一
節
）

爾こ
こ

に
山や
ま

部べ

の
連
む
ら
じ

小を

楯だ
て

を
針は
り

間ま

の
国
の

宰み
こ
と
も
ちに

任ま

け
た
ま
ひ
し
時
、
其そ

の
国

の
人
お
ほ
み
た
か
ら
民
、
名
は
志し

自じ

牟む

の
新に
ひ
む
ろ室
に
到い
た

り
て
楽う

た
げし

き
。

③

二
皇
子
の
境
遇

爾し
か
うし

て
乃す

な
はち

、
天
皇
、
兄

い
ろ
ね

億お

け計
の
王み

こ

に
謂か

た

り
て
曰の

た
まは

く
、「
乱

わ
ざ
は
ひを

斯こ
こ

に
避さ

り
て
、
年あ

ま
た
の数

紀と
し

踰
か
さ
な

り
ぬ
。
名
を
顕あ

ら
は

し
貴

た
ふ
と
き
こ
とを

著あ
ら
は

さ
む
こ
と
、
方ま

さ

に
今こ

よ
ひ宵

に
属あ

た

れ
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
億お

計け

の

王み
こ

、
惻い

然た

み
嘆な

げ

き
て
曰の

た
まは

く
、「
其そ

れ
自み

づ
から
い

ひ
揚あ

げ
て
害こ

ろ

さ
れ
む
と
、
身み

を
全ま

た

く
し
て
厄

た
し
な
み

を
免ま
ぬ
かれ
む
と
孰い
づ
れか
」
と
の
た
ま
ふ
。
天
皇
の
曰の
た
まは
く
、「
吾わ
れ

は
、
是こ
れ

去い

ざ来
穂ほ
わ
け別
の
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
の
孫
み
ま
ご

な
り
。
而し

か

る
を
人
に
困た

し
なみ

事つ
か

へ
、
牛う

し

馬う
ま

を
飼か牧
ふ
、
豈あ

に

名
を
顕あ

ら
はし

て
害こ

ろ

さ
れ
む
に
若し

か
む
や
」

と
の
た
ま
ふ
。
遂
に
億
計
の
王
と
、
相あ
ひ
い
だ抱
き
て
涕な泣
く
。
自
ら
禁お
さ

ふ
る
こ
と
能あ
た

は
ず
。
億
計

の
王
の
曰の
た
まは

く
、「
然し

か

ら
ば
弟い

ろ
どに

非あ
ら

ず
し
て
、
誰た

れ

か
能よ

く
大こ

と

節わ
り

を
激あ揚
げ
て
、
顕あ

ら
は著

す
べ
け
む
」

と
の
た
ま
ふ
。
天
皇
、固か
た

く
辞い

な

び
て
曰の

た
まは
く
、「
僕

や
つ
か
れ、不み
つ
な才
し
。
豈あ

に

敢あ

へ
て
徳

お
ほ
き
な
る
む
ね
業
を
宣あ揚
げ
む
」

と
の
た
ま
ふ
。
億
計
の
王
の
曰の
た
まは

く
、「
弟い

ろ
ど、

英か
し
こ才

く
賢さ

徳か

し
く
ま
し
ま
す
。
爰こ

こ

に
過す

ぐ
る

ひ
と
無
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
如か

是く

相あ
ひ

譲ゆ
づ

り
た
ま
へ
る
こ
と
、
再

ふ
た
た
び
み
た
び

三
。
而し

か
うし

て
果は

た

し
て
天
皇

を
し
て
、
自
ら
称の
べ

述あ

げ
む
と
許ゆ

る

さ
し
め
て
、
俱と

も

に
室む

ろ

の
外と

に
就ゆ

き
て
、
下く

ら
し
り風
に
居ま

し
ま
す
。

爾こ
こ

に
、
二
人
の
み
子
達た

ち

、
彼

こ
こ
か
し
こ此

に
隠か
く

り
、東

ひ
む
が
し
に
し

西
に
迷ま

よ

ひ
、仍す

な
はち

、

志し

深じ
み

の
村
の
首お

び
と、

伊い

等と

尾み

の

家い
へ

に
役つ
か

は
れ
た
ま
ひ
き
。

④

琴
弾
き

小を

楯だ
て

、
絃こ

と

撫ひ

き
て
、（
⑤
の
一
節
）
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⑤

二
皇
子
の
歌
舞

屯み
や
け倉

の
首お

び
と、

命
こ
と
お
ほせ

て
か
ま

傍わ
き

に
据す

ゑ
て
、
左

こ
な
た
か
な
た

右
に
秉ひ

燭と
も

さ
し
む
。
夜よ

深ふ

け
酒さ
け

酣た
け
な
はに
し
て
、
次
つ
い
で

第つ
い
で

儛ま

ひ
訖を
は

る
。
屯
倉
の
首
、
小を

楯だ
て

に
語か
た

り
て
曰い

は
く
、「
僕

や
つ
か
れ、

此
の
秉ひ

燭と
も

せ
る
者も

の

を
見
れ
ば
、
人
を
貴た

ふ
とび

て
己お
の
れを

賤い
や

し
く
し
、
人
を
先さ

き

に
し
て
己
を
後の

ち

に
せ
り
。
恭つ

つ
しみ

敬ゐ
や
まひ

て
節こ
と

にお
も
ぶく
。
退し

り
ぞき
譲ゆ

づ

り
て
礼

ゐ
や
ま
ひを
明

あ
き
ら
かに
す
。（

は
、猶な

ほ

趍は
し
るな
り
。

相あ
ひ

従し
た
が
ふな

り
。
止

と
ど
ま
るな

り
。）
君

う
ま
ひ
と
の
こ

子
と
謂い

ふ
べ
し
」
と
い
ふ
。
是こ

こ

に
、

小を

楯だ
て

、
絃こ

と

撫ひ

き
て
、
秉ひ

燭と
も

せ
る
者も

の

に
命

こ
と
お
ほせ

て
曰い

は
く
、「
起た

ち
て

儛ま

へ
」
と
い
ふ
。
是こ
こ

に
、
兄あ
に
お
と弟
相あ
ひ

譲ゆ
づ

り
て
、
久ひ
さ

に
起た

た
ず
。
小
楯
、

嘖せ

め
て
曰い

は
く
、「
何な
に

為す

れ
ぞ
太は
な
は
だ
遅お
そ

き
。
速
す
み
や
かに
起た

ち
て
儛ま

へ
」

と
い
ふ
。
億
計
の
王
、
起
ち
て
儛ま

ひ
た
ま
ふ
こ
と
既
に
了を

は

り
ぬ
。

伊い

等と

尾み

が
新に

ひ
む
ろ室

の
宴う

た
げ

に
因よ

り

て
、
二ふ

た
り
の
み
子こ

等た
ち

に
燭ひ
と
もさ

し
め
、
仍よ

り
て
、
詠な

が
め
ご
と辞を

挙あ

げ

し
め
き
。
爾こ
こ

に
、
兄あ

に
お
と弟

各
お
の
も
お
の
も

相あ
ひ

譲ゆ
づ

り
、
乃す

な
はち
弟お

と

立た

ち
て
詠な

が

め

た
ま
ひ
き
。
其
の
辞こ
と
ばに
い
へ
ら

く
、

是こ
こ

に
盛さ

か
り

に
楽う

た

げ
て
、
酒
酣た

け
な
はに

し
て

次つ
ぎ
て第
を
以も

ち
て
皆
儛ま

ひ
き
。

故か
れ

、
火ひ

焼た
き

の
小わ

ら
は子

二ふ
た
り口
か
ま

の
傍

か
た
は
らに

居

た
る
、其
の
少わ
ら
は子

等ど
も

に
儛ま

は
し
め
き
。

爾こ
こ

に
其
の
一ひ

と
り
の
少わ

ら
は子
、「
汝な

兄せ

先
に

儛ま

ひ
た
ま
へ
」
と
曰い

へ
ば
、
そ
の
兄せ

も
亦ま

た

、「
汝な

弟お
と

先
に
儛ま

へ
」と
曰い

ひ
て
、

如か

此く

相あ
ひ

譲ゆ
づ

り
し
時
、
其
の
会つ
ど

へ
る

人ひ
と
ど
も等
、
其
の
相
譲
る
状さ
ま

を
咲わ
ら

ひ
き
。

爾こ
こ

に
遂つ

ひ

に
兄せ

儛ま

ひ
訖を

へ
て
、

⑥

新
室
寿
ぎ
の
唱

え
言

天す
め
ら
み
こ
と

皇
、
次つ

ぎ

に
起
ち
て
、
自み

づ
から

衣み
そ
み
お
び帯を

整
ひ
き
つ
く
ろひ

て
、
室む

ろ
ほ
き寿

し
て
曰の

た
まは

く
、築つ

き
立た

つ
る

　
稚わ
か
む
ろ室
葛つ
な

根ね

、

築つ

き
立た

つ
る

　
柱は

し
らは

、

此こ

の
家い

へ
ぎ
み長

の
　
御み

心こ
こ
ろの

鎮し
づ
まり

な
り
。

取と

り
挙あ

ぐ
る
　
棟う
つ
ば
り梁
は
、

此こ

の
家い
へ
ぎ
み長
の
　
御み

心こ
こ
ろの
林は
や
しな
り
。

取と

り
置お

け
る
　
椽は

へ
き橑

は
、

此こ

の
家い
へ
ぎ
み長
の
　
御み

心こ
こ
ろの
斉と
と
のひ
な
り
。

取と

り
置お

け
る
　
蘆え
つ
り萑
は
、

此こ

の
家い

へ
ぎ
み長

の
　
御み

心こ
こ
ろの

平た
ひ
らぎ

な
り
。

取と

り
結ゆ

へ
る
　
縄つ

な

葛か
づ
らは

、

此こ

の
家い
へ
ぎ
み長
の
　
御み

寿い
の
ちの
堅か
た

め
な
り
。

取と

り
葺ふ

け
る
　
草か

や葉
は
、

此こ

の
家い

へ
ぎ
み長
の
　
御み

　と
み富
の
余あ

ま

り
な
り
。
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（
築
き
立
て
る
　
新
し
い
家
の
葛か

ず
ら、

築
き
立
て
る

　
柱
は
、

こ
の
家
の
主
の

　
御
心
が
揺ゆ
る

ぐ
こ
と
な
く
鎮し
ず

ま
る
し
る
し

で
あ
る
。

家
の
上
に
取
り
上
げ
る

　
棟む
な

木ぎ

や
梁は
り

は
、

こ
の
家
の
主
の

　
御
心
の
栄
え
の
し
る
し
で
あ
る
。

取
り
置
い
た

　
垂た
る

木き

は
、

こ
の
家
の
主
の

　
御
心
が
整
っ
て
い
る
こ
と
の
し
る
し
で

あ
る
。

取
り
置
い
た

　
屋
根
下
の
桟え
つ
りは

、

こ
の
家
の
主
の

　
御
心
が
平
ら
か
で
あ
る
し
る
し
で
あ
る
。

し
っ
か
り
結
ん
だ
縄
は
、

こ
の
家
の
主
の

　
御
命
の
堅
固
な
し
る
し
で
あ
る
。

屋
根
を
葺
い
た
萱か
や

は
、

こ
の
家
の
主
の

　
御
富
の
有
り
余
る
し
る
し
で
あ
る
。）

⑦

若
者
へ
の
勧
酒

の
唱
え
言

出い
づ
も雲

は
　
新に

ひ
ば
り墾

、

新に
ひ
ば
り墾
の
　
十と

握つ
か

稲し
ね

の
穂
を
、

浅あ
さ
ら
け

に
　
醸か

め
る
酒

お
ほ
み
き。

美う
ま

ら
に
を
　
飲や

ら喫
ふ
る
が
ね
。
吾あ

が
子こ

等ど
も

。

（
出
雲
は
　
新
墾
の
国
、

そ
の
新
墾
の
　
田
の
長
い
穂
の
稲
を
、

浅
い
か
め

で
　
醸か

も

し
た
お
酒
だ
。

お
い
し
く
　
召
し
上
が
れ
。
若
者
た
ち
よ
。）
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⑧

長
老
へ
の
勧
酒

の
唱
え
言

あ
し
ひ
き
の
　
此こ

の
傍か

た
や
ま山

の

牡さ
を
し
か鹿
の
角つ
の

　
挙さ

さ

げ
て

　
吾わ
れ

儛ま

へ
ば
、
旨う
ま

酒さ
け

。

餌ゑ

香か

の
市い

ち

に
　
直あ

た
へも

ち
て
は
買か

は
ず
。

手た
な

掌そ
こ

も
や
ら

亮ら

に
　
拍う

ち
上あ

げ
賜た

ま

は
ね
。

吾あ

が
常と

こ

世よ

等た
ち

。

（（
あ
し
ひ
き
の
）　
こ
の
片
山
の

牡
鹿
の
角
を

　
か
ぶ
っ
て

　
私
が
舞
う
と
、
旨う
ま

く
な
る
酒
。

（ 

こ
の
お
い
し
い
酒
は
、）
餌
香
の
市
で

　
大
金
を
出
し
て
も

買
え
な
い
酒
だ
。

（ 
だ
か
ら
こ
の
酒
を
召
し
上
が
っ
て
）
手
の
音
も
さ
わ
や
か
に

拍
手
を
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
お
年
寄
り
た
ち
よ
。）

と
の
た
ま
ふ
。

⑨

拍
手
の
唱
え
言

手て

拍う

つ
歌

た
ら
ち
し

　
吉き

び備
の
鉄ま
が
ねの

　
狭さ
ぐ
は

持も

ち
、

田た

打う

つ
如な

す
、
手て

打う

て
。
子こ

等ら

。
吾あ

れ

は
儛ま

ひ
せ
む
。

（ （
た
ら
ち
し
）　
吉
備
産
の
鉄
の
　
鍬
を
手
に
持
っ
て
、

田
を
す
き
返
す
、
そ
の
田た

う打
ち
の
よ
う
に
、
手て

う打
ち
・
手
拍

子
を
取
っ
て
囃
せ
。
み
な
さ
ん
。
私
は
舞
お
う
。）

⑩

柳
の
歌

寿ほ

ぎ
畢を
は

り
て
、
乃す
な
はち
節
こ
と
の
を
りに
赴あ
は

せ
て
歌
ひ
て
曰
は
く
、

稲い
な
む
し
ろ　

川か
は
そ
ひ副

柳や
な
ぎ。

水み
づ

行ゆ

け
ば

靡な
び

き
起お

き
立た

ち
　
そ
の
根ね

は
失う

せ
ず
。
　
　
　
　
　
　（
紀
83
）

（（
稲

）　
川
に
添
っ
て
生
え
て
い
る
川
柳
。
水
が
流
れ
る
と

そ
の
枝
は
靡
い
た
り
起
き
上
が
っ
た
り
し
て
、
そ
の
根
は
失

せ
な
い
。）
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⑪

名
宣
り
⑴

そ
そ
茅ち

原は
ら

の
唱

え
言

青
垣
の
倭
の
唱

え
言

小
楯
、
謂か
た

り
て
曰
は
く
、「
可お
も
し
ろ怜
し
。
願
は
く
は
復ま
た

聞
か
む
」
と

い
ふ
。
天
皇
、
遂
に
殊
た
つ
づ

儛ま
ひ

を
作し

た
ま
ふ
。
誥た
け

び
て
曰の
た
まは
く
、

倭や
ま
とは

　
そ
そ
茅ち

原は
ら

。

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

の
　
弟お

と

日ひ

。
僕や

つ
こら

ま
。

（
大や
ま
と和

の
さ

　
さ
や
さ
や
と
音
を
立
て
る
茅ち

原は
ら

。

そ
の
浅あ
さ

茅ち

原は
ら

の
　
弟お
と

日ひ

の
御み

子こ

だ
。
俺
は
。）

又
、
詠な
が

め
た
ま
ひ
き
。
其
の
辞こ
と
ばに
い
へ
ら
く
、

淡あ
ふ

海み

は
　
水み
づ

渟た
ま

る
国
。

倭や
ま
とは

　
青あ
を
が
き垣
。

青あ
を
が
き垣
の

　
山や
ま

投と

に
坐ま

し
し
、

市い
ち
の
べ辺
の
天

す
め
ら
み
こ
と
皇
が

　
御み

足あ
な

末す
ゑ

。
奴や

つ
こら
ま
。

（ 

近
江
は

　
豊
か
に
水
の
溜
ま
っ
て
い
る
国
。

大
和
は

　
青
垣
の
よ
う
に
緑
豊
か
な
山
の
取
り
囲
む

国
だ
。

そ
の
青
垣
の

　
大
和
の
国
に
お
い
で
だ
っ
た
、

市
辺
の
天
皇
の
子
孫
だ
。
俺
は
。）

と
な
が
め
た
ま
ひ
き
。

⑫

名
宣
り
⑵

神か
む

榲す
ぎ

の
唱
え
言

竹
と
琴
の
唱
え

言

小
楯
、
是
に
由よ

り
て
深
く
奇あ

や異
し
ぶ
。
更
に
唱い

は
し
む
。
天
皇
、

誥た
け

び
て
曰の

た
まは

く
、

石い
そ

の
上か

み

　
布ふ

る留
の
神か

む

榲す
ぎ

。

本も
と

伐き

り
　
末す

ゑ

截お
し
ば
らひ

、

市い
ち
の
べ辺

の
宮み

や

に
　
天あ

め

の
下し

た

治し
ら

し
し
、

天あ
め

万よ
ろ
づ

国く
に

万よ
ろ
づ　
押お

し

磐は

の
尊み

こ
との

　
御み

あ
な
す
ゑ裔。

僕や
つ
こら

ま
。

（（
石
の
上
）　
布
留
の
社
の
神
杉
。

そ
の
杉
の
根
元
を
切
り
、
こ
ず
え
の
枝
を
さ
っ
ぱ
り
と
切
り

払
う
よ
う
に
、
邪
魔
者
を
払
い
平
ら
げ
て
、
市
辺
の
宮
で
　

天
下
を
　
お
治
め
に
な
っ
た
、
押お
し

磐は

の
尊み

こ
との

　
ご
子
孫
で
あ

る
ぞ
。
僕
は
。）

次
に
弟お
と

儛ま

は
む
と
す
る
時
、
詠

な
が
め
ご
と

為し

て
曰
は
く
、

物も
の
の
ふ部

の
　
我わ

が
夫せ

こ子
の

取
り
佩は

け
る

　
大た

ち刀
の
手た

が
み上

に
、

丹に

か画
き
著つ

け
、
そ
の
緒を

は
　
赤あ

か

幡は
た

を
戴か

ざ

り
、

赤あ
か

幡は
た

を
立
て
て
、
見
れ
ば
、

五い

か

く
十
隠
る
　
山
の
三み

を尾
の
、

竹
を
か
き
苅か

り
、
末す

ゑ

押お

し
縻な

び
かす

如な

す
、

八や
つ

絃を

の
琴
を
　
調し

ら

ぶ
る
如ご

と

、

天あ
め

の
下し

た

治お
さ

め
賜た

ま

ひ
し
　
伊い

ざ

ほ
耶
本
和わ

け気
の
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
の

御み

こ子
市い

ち

辺の
べ

之の

押お
し

歯は

の
王み

こ

の
　
奴

や
つ
こ

末す
ゑ

。

（ 

武
人
で
あ
る
　
我
が
君
が
　
腰
に
付
け
て
い
る
　

大た

ち刀
の
柄つ

か

に
、

赤
土
を
塗
り
付
け
、
そ
の
下さ
げ

緒お

は
　
赤
い
布
で
飾
り

つ
け
、

戦
陣
に
靡
か
す
赤
旗
を
立
て
て
、
見
る
と
、
そ
の
赤

旗
の

弘前学院大学文学部紀要　第56号（2020）

― ―43



（ 9） もう一つの「日の御子」の誕生

多
さ
に
隠
れ
て
し
ま
う
、
そ
の
山
の
峰
に
生
え
る
、

竹
を
根
元
か
ら
刈
り
、
そ
の
先
を
押
し
靡
か
す
よ
う

に
、

ま
た
八は
ち
げ
ん絃
の
琴
の

　
調
子
を
調と
と
のえ
る
よ
う
に
、

天
下
を
お
治
め
に
な
っ
た

　
伊い

ざ

ほ
耶
本
和わ

け気
の
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
の

御み

こ子
市い

ち

辺の
べ

之の

押お
し

歯は

の
王み

こ

の
　
私
は
子
だ
。）

⑬

二
皇
子
の
発
見

三
つ
の
伝
承
は
、
い
ず
れ
も

概
と
大
同
小
異
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
聞
い
た
小
楯
は
驚
い
て
参
会
者
を
室む

ろ

か
ら
追
い
出
し
、
二
皇

子
を
両
膝
に
据
え
て
感
涙
に
む
せ
び
、
仮
宮
を
作
っ
て
二
皇
子
を
住
ま
わ
せ
て
後
、
都
へ
早
馬
を
走
ら
せ
た
。
飯い
ひ
と
よ豊

の
王み

こ

（
清
寧
天
皇
と
も
）

は
喜
び
、
宮
廷
に
上
ら
せ
た
。

３
　
二
皇
子
発
見
譚
の
構
造

二
皇
子
発
見
譚
の
構
造

　
こ
の
二
皇
子
発
見
譚
は
、
前
半
の
散
文
の
部
分
（
①
〜
⑤
）
と
中
間
の
韻
文
＝
歌
舞
・
名な

の宣
り
の
部
分
（
⑥
〜
⑫
）
と
後
半
の
散
文
の
部
分
（
⑬
）

の
三
つ
か
ら
成
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
当
初
は
社
会
の
最
下
層
に
あ
っ
た
二
皇
子
が
、
新
嘗
祭
に
伴
う
新
室
の
宴
で
（
前
半
）、
ま
ず
上
位
の
者
に
祝
福
の
歌
舞
を
奏
し
、
や
が
て
自
分
た
ち
こ
そ

王
権
の
座
に
就
く
べ
き
貴
種
で
あ
る
こ
と
を
上
か
ら
宣の

り
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
身
分
を
明
か
す
（
中
間
）。
そ
こ
で
こ
の
宴
で
主
賓
を
務
め
て
い
た
国
の
司
・
小
楯
が

大
い
に
驚
く
と
と
も
に
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
二
皇
子
を
戴
き
、
宮
廷
に
お
連
れ
す
る
（
後
半
）。
や
が
て
二
人
は
相
次
い
で
天
皇
に
即
位
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
二
皇
子
発
見
譚
の
構
造
は
、
新
嘗
祭
に
お
け
る
新
築
祝
い
を
場
に
し
て
、
中
間
の
歌
舞
・
名な

の宣
り
の
条
を
挟
ん
で
二
皇
子
は
最
下
層
の
立
場
か
ら
社
会

の
最
高
位
に
上
り
詰
め
る
と
い
う
劇
的
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
で
の
歌
舞
　
以
上
、
顕
宗
即
位
前
紀
・
播
磨
国
風
土
記
・
清
寧
記
に
は
粗
密
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
共
に
同
一
の
構
造
と
主
題
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
『
河
内
王
家
の
伝
承
』﹇
中
西
進
﹈
は
、
二
皇
子
発
見
譚
が
広
く
語
ら
れ
た
結
果
の
増
大
で
あ
ろ
う
、
と
説
く
。

し
か
し
こ
れ
は
語
り
の
み
な
ら
ず
、
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
饗
宴
で
こ
れ
ら
の
二
皇
子
発
見
譚
が
歌
舞
を
伴
っ
て
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
結
果
に
よ
る
増
大
で
あ
る
、

と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
増
加
が
あ
っ
て
も
そ
の
基
本
構
造
と
主
題
が
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
二
皇
子
発
見
譚
を
語
っ
た
り
演
じ
た
り
す
る
場
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
意
義

が
、
宮
廷
で
は
新
春
の
「
日
の
御
子
」
＝
天
皇
の
誕
生
を
毎
年
の
よ
う
に
祝
う
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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三

　新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ

１
　
新
嘗
祭
と
新
室
寿
ぎ

本
節
の
ね
ら
い

　
本
節
で
は
、本
伝
承
の
前
半
部
に
あ
る
時
季
（
①
）、儀
礼
（
新に
ひ
な
め
さ
い

嘗
祭
・
新に
ひ

室む
ろ

寿ほ

ぎ
）（
②
）、二
皇
子
の
境
遇
（
③
）、琴
弾
き
（
④
）、二
皇
子
の
歌
舞
（
⑤
）

ま
で
を
ま
と
め
て
述
べ
、
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
性
格
と
実
態
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

新
嘗
祭
と
新
室
寿
ぎ

　
二
皇
子
が
最
下
層
の
身
分
か
ら
一
気
に
復
活
す
る
劇
的
な
場
は
、
新に
ひ

室む
ろ

寿ほ

ぎ
で
あ
っ
た
。
顕
宗
即
位
前
紀
に
よ
る
と
、
播
磨
の
国
の
司
み
こ
と
も
ちの
山や
ま

部べ

の

小を

楯だ
て

が
、
冬
十
一
月
に
宮
廷
の
「
新に
ひ
な
へ嘗
の
供
た
て
ま
つ
り
も
の
物
を
弁そ
な

ふ
」（
あ
る
い
は
郡
こ
ほ
り
あ
が
た
県
を
巡め
ぐ

り
行あ
り

き
て
、
田た

租ち
か
らを
収を

さ斂
む
）
た
め
に
赤あ
か
し石
の
郡
こ
ほ
り

縮し
じ

見み

の
屯み
や
け倉
に
至
り
、
そ
こ
の

「
新に
ひ
む
ろ室

」
の
祝
い
に
列
席
し
て
い
る
。

播
磨
国
風
土
記
は
そ
の
時
季
を
明
示
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、「
志し

深じ
み

の
村
の
首お

び
と、
伊い

等と

尾み

」
の
「
新に

ひ
む
ろ室
の
宴う

た
げ」
と
伝
え
、
状
況
が
顕
宗
即
位
前
紀
と
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で

十
一
月
の
新
嘗
祭
に
伴
っ
た
新に
ひ

室む
ろ

寿ほ

ぎ
の
宴
だ
っ
た
、
と
容
易
に
推
定
で
き
る
。

こ
の
点
、
清
寧
記
も
同
じ
で
、
小
楯
が
「
志し

自じ

牟む

の
新に

ひ
む
ろ室

に
到い

た

り
て
楽う

た
げ」

し
た
と
伝
え
て
い
る
の
で
、
や
は
り
十
一
月
の
新
嘗
祭
に
伴
っ
た
宴
だ
っ
た
、
と
わ
か
る
。

新
室
寿
ぎ
＝
新
嘗
祭

　
新
室
寿
ぎ
の
原
義
は
、
新
築
や
移
転
に
伴
っ
て
建
物
の
平
安
・
繁
栄
を
願
う
祭
り
だ
っ
た
。
そ
れ
は
本
来
新
築
祝
い
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
祝
い
は
時

季
を
特
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
大
き
な
祭
祀
で
は
、
毎
年
時
季
を
定
め
て
来
訪
す
る
神
々
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、
祭
場
に
な
る
室
を
新
築
す
る
こ
と
が

原
則
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
年
中
行
事
の
最
大
の
祭
り
が
新
嘗
祭
だ
っ
た
の
で
、
新
室
寿
ぎ
は
新
嘗
祭
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
大
祭
ご
と
に
毎
回
新
築
す
る
こ
と
は
現
実
に
は
難
し
い
の
で
、
祝の
り
と詞
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
に
あ
る
室
を
新
築
扱
い
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
太
陽
の
復
活

す
る
十
一
月
の
冬
至
こ
ろ
に
催
さ
れ
る
新
嘗
祭
で
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
祭
り
の
前
後
に
言こ
と
だ
ま霊

の
こ
も
る
寿
詞
の
「
大お

ほ
と
の殿

祭ほ
が
ひ」

を
唱
え
て
祭
場
の
宮
殿
を
新
室
に
見
立
て
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
新に
ひ
む
ろ室

は
新
嘗
祭
の
条
件
だ
っ
た
の
で
、
新に

ひ

室む
ろ

寿ほ

ぎ
は
新に

ひ
な
め
さ
い

嘗
祭
と
同
じ
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
稲
は
民
の
主
食
で
あ
り
、
支
配
者
に
と
っ
て
も
租
税

（
田た

租ち
か
ら・

穀
物
税
）
を
徴
収
す
る
最
大
の
機
会
だ
っ
た
。
そ
こ
で
稲
の
収
穫
祭
・
新に

ひ
な
め
さ
い

嘗
祭
は
こ
れ
に
伴
う
新に

ひ

室む
ろ

寿ほ

ぎ
と
と
も
に
注
目
の
対
象
に
な
り
、
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
と

し
て
古
典
に
登
場
し
て
く
る
。
記
紀
風
土
記
に
伝
わ
る
二
皇
子
発
見
譚
の
主
た
る
場
に
な
る
十
一
月
の
新に
ひ

室む
ろ

寿ほ

ぎ
は
、同
時
に
新に
ひ

嘗な
め

祭さ
い

で
も
あ
っ
た
そ
の
典
型
例
で
あ
っ
た
。

２
　
熊
曾
征
討
の
新
室
寿
ぎ

熊
曾
征
討
の
新
室
寿
ぎ
　
新
室
寿
ぎ
が
即
新
嘗
祭
で
あ
る
二
つ
目
の
事
例
は
、
倭
や
ま
と

建た
け
るの
命み
こ
との
熊く
ま

曾そ

征
討
の
条
に
見
ら
れ
る
。
景
行
記
の
熊く
ま

曾そ

征
討
の
条
で
は
、
熊く
ま

曾そ

建た
け
るを
祭

主
と
し
て
催
さ
れ
た
華
や
か
な
「
御み

室む
ろ

楽う
た
げ」

が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
熊
曾
建
が
未
成
年
の
「
倭

や
ま
と

男を

具ぐ

那な

の
王み

こ

」（
倭
の
少
年
皇
族
将
軍
と
い
う
義
と
考
え
ら
れ
る
）

に
よ
っ
て
征
討
さ
れ
、
そ
の
死
に
臨
ん
で
「
倭
や
ま
と

男を

具ぐ

那な

の
王み

こ

」
に
「
倭

や
ま
と

建た
け
るの
命み

こ
と」
と
い
う
倭
を
代
表
す
る
英
雄
（
倭
の
大お

ほ
き
み王
）
の
名
を
与
え
て
い
る
。

同
じ
話
柄
を
も
つ
伝
承
が
景
行
紀
に
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
十
二
月
に
催
さ
れ
た
「
宴
に
ひ
む
ろ
う
た
げ」

が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
熊
曾
の
魁た

け
るが

十
六
歳
だ
っ
た
「
日や

ま
と本

童を
ぐ
な男

」

に
征
討
さ
れ
、
そ
の
死
に
臨
ん
で
「
日や
ま
と本

童を
ぐ
な男

」
に
「
日や

ま
と本

武た
け
るの

皇み

こ子
」（
倭
の
大お

ほ
き
み王

）
と
い
う
名
を
与
え
て
い
る
。
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こ
の
熊
曾
に
お
け
る
十
二
月
の
新
室
寿
ぎ
は
、
倭
王
権
の
天
皇
が
催
す
新
嘗
祭
と
同
様
に
熊
曾
建
が
支
配
地
か
ら
租
税
を
徴
収
す
る
た
め
の
新
嘗
祭
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

穀
物
税
の
起
こ
り

　
神
授
の
稲
種
・
種
物
を
育
て
て
刈
り
上
げ
を
迎
え
、
神
に
初は
つ
も
の物

を
捧
げ
る
の
が
、
新
嘗
祭
の
原
義
で
あ
る
。
そ
の
種
物
と
初
物
を
チ
カ
ラ
（
力
）
と
い

う
。
す
な
わ
ち
主
食
の
穀
物
は
、
生
き
る
た
め
の
力ち
か
らの
根
源
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
神
に
捧
げ
ら
れ
た
力
ち
か
ら

＝
初
物
・
神
饌
は
、
祭
主
・
司
祭
者
の
所
得
に
な
る
。「
倭
建
命

の
熊
曾
征
討
物
語
の
生
成
（
上
）」﹇
畠
山
﹈
が
述
べ
る
よ
う
に
、
神
に
捧
げ
る
初
物
（
チ
カ
ラ
）
の
考
え
方
に
祭
政
一
致
の
体
制
が
関
わ
る
と
、
こ
の
チ
カ
ラ
は
祭
主
＝
為

政
者
の
所
得
に
な
り
、
こ
の
チ
カ
ラ
は
税ち
か
らに

変
わ
る
。
例
え
ば
顕
宗
即
位
前
紀
で
は
租
税
・
穀
物
税
の
こ
と
を
「
田た

租ち
か
ら」、

雄
略
紀
十
三
年
の
条
で
は
「
租

ち
か
ら
み
つ
き

賦
」
と
い
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
稲
作
を
基
盤
に
し
た
新
嘗
祭
の
チ
カ
ラ
（
力
）
の
奉
献
が
、「
田た

租ち
か
ら」・「

租
ち
か
ら
み
つ
き

賦
」（
穀
物
税
）
の
徴
収
に
移
行
し
て
い
る
の
で
、
税
の
徴
収
に
直
結
す
る
新

嘗
祭
と
そ
れ
に
伴
う
新
室
寿
ぎ
を
掌
握
す
る
者
・
祭
主
が
、
権
力
を
握
る
こ
と
に
な
る
。

新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
と
権
力
闘
争

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
倭
の
王
権
も
熊
曾
の
権
力
も
、
稲
作
を
基
盤
に
し
た
祭
政
一
致
体
制
を
鋭
角
化
し
て
互
い
に
覇
を
競
う
英
雄
時
代

に
突
入
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
権
力
の
中
枢
部
が
稲
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
に
あ
っ
た
の
で
、
権
力
闘
争
も
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
を
主
た
る
場
に
し
が
ち
だ
っ
た
。

３
　
尊
貴
者
の
出
現

尊
貴
者
・
王
の
出
現

　
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
に
は
当
然
、
神
が
来
臨
し
て
い
る
。
祭
場
の
建
物
を
新
築
（
新
築
扱
い
）
す
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
場
に
臨
む
の
は
、
神
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
時
に
は
神
に
等
し
い
者
・
王
が
出
現
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
王
は
、
そ
こ
で
奉
納
さ
れ
た
チ
カ

ラ
（
初
物
・
税
）
を
入
手
す
る
資
格
を
与
え
ら
れ
る
。

日
の
御
子
の
誕
生
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
の
十
一
月
の
新
嘗
祭
の
饗
宴
で
は
、
古
事
記
に
よ
る
と
天
皇
（
仁
徳
天
皇
・
雄
略
天
皇
）
が
「
日ひ

の
御み

こ子
」（
天
照
大

御
神
の
子
孫
）
と
し
て
誕
生
し
た
こ
と
を
群
臣
の
前
で
披
露
し
て
お
り
、
新
嘗
祭
に
相
当
す
る
地
方
（
吉
野
の
国く

ず栖
・
尾お

張は
り

）
の
新
春
の
饗
宴
で
天
皇
に
相
当
す
る
皇
子

（
倭
や
ま
と

建た
け
るの
命み
こ
と・
大お
ほ

雀さ
ざ
きの
命み
こ
と）
が
「
日ひ

の
御み

こ子
」
と
し
て
讃
美
さ
れ
て
い
る
。

倭
建
の
命
の
出
現
　
こ
の
伝
で
い
け
ば
新
室
寿
ぎ
で
「
童を
と
め女

」
＝
若
い
神
女
に
女
装
し
て
熊
曾
建
を
征
討
し
た
倭
建
も
、
こ
の
新
室
寿
ぎ
だ
け
で
用
い
ら
れ
る
称
号
・「
日

の
御
子
」
で
讃
美
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
場
で
勇
猛
果
敢
な
作
戦
に
よ
っ
て
大
逆
転
を
な
し
た
少
年
皇
族
将
軍
・
倭
や
ま
と

男を

具ぐ

那な

（
日や

ま
と本
童を

ぐ
な男
）
が
、
自
ら
が
熊
曾
建
に
服
属
を
誓
う
下
々
の
豪
族
の
神
女
な
ど
で
は
な
く
、
い
か
に
尊
貴
者
か
と
い
う
名な

の宣
り
を
高
々
と
上
げ
、
大
和
朝
廷
を
代
表
す

る
英
雄
「
建た
け
るの

命み
こ
と」

に
な
る
の
は
、
大
和
朝
廷
の
「
日
の
御
子
」
の
誕
生
に
準
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
わ
か
る
。

袁
祁
の
名
宣
り
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
で
尊
貴
者
の
倭
や
ま
と

建た
け
るの
命み
こ
とが
出
現
し
た
伝
承
と
ほ
ぼ
同
じ
位
相
に
あ
る
の
が
、
二
皇
子
の
発
見
譚
で
あ
る
、
と
知

ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
二
皇
子
は
最
下
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
「
牛
飼
ひ
・
馬
飼
ひ
」
に
従
事
し
、
ま
た
新
室
寿
ぎ
で
は
賤
業
の
火
焚
き
を
し
、
貴
賤
長
幼
の
順
に
舞
を

奏
す
る
時
も
最
後
の
方
の
序
列
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
祝
福
芸
を
「
座く
ら
か
み上
」
を
中
心
に
し
た
参
会
者
に
奏
上
し
た
後
、
倭
建
同
様
に
自
分
た
ち
が
本
来
今
の
よ
う
な
下
賤
な
者

で
は
な
く
、
い
か
に
尊
貴
な
者
で
あ
る
か
を
堂
々
と
名
宣
り
、
正
統
な
皇
位
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。

 

― ―40



（ 12 ）弘前学院大学文学部紀要　第56号（2020）

し
か
し
そ
の
名
宣
り
が
い
か
に
危
険
な
こ
と
か
は
、
③
二
皇
子
の
境
遇
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
自み
づ
から
い

ひ
揚あ

げ
て
害こ
ろ

さ
れ
む
」
か
「
身み

を
全ま
た

く
し
て
厄
た
し
な
みを
免
ま
ぬ
か

れ
む
」
か
と
い
う
、
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
弟
皇
子
が
大
い
な
る
勇
気
を
も
っ
て
周
到
な
段
取
り
を
踏
ん
で
、
結
果
的
に
は
成
功
し
て
い
る
。

山
部
の
小
楯
の
功
績
譚

　
そ
し
て
新
室
寿
ぎ
・
新
嘗
祭
の
宴
の
座く
ら
か
み上

に
い
る
小
楯
は
こ
の
事
態
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
、
二
皇
子
が
自
分
を
遥
か
に
越
え
る
貴
種
・
皇
位
継

承
者
で
、
こ
の
祭
祀
の
頂
点
に
立
つ
べ
き
者
だ
、
と
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
い
る
。
二
皇
子
の
発
見
は
、
弟
皇
子
の
勇
気
あ
る
決
断
、
な
ら
び
に
周
到
に
計
画
さ
れ
た
歌

舞
と
名
宣
り
に
よ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
山や
ま

部べ

の
連

む
ら
じ

小を

楯だ
て

が
皇
位
継
承
者
を
探
し
て
い
る
王
権
の
苦
し
い
事
情
を
知
っ
て
い
て
、
そ
の
懸
案
の
解
決
に
よ
く
貢
献

し
て
い
る
（
⑬
）
こ
と
に
も
よ
る
。
こ
の
二
皇
子
発
見
譚
は
、
山
部
の
小
楯
の
功
績
譚
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
こ
の
播
磨
の
国
の
一
地
方
の
新
室
寿
ぎ
・
新
嘗
祭
を
場
に
し
て
、
今
一
つ
の
「
日
の
御
子
」
の
誕
生
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

４
　
成
人
式

八
重
山
の
赤
面
・
黒
面

　
新
嘗
祭
・
収
穫
祭
に
よ
く
成
人
戒
が
伴
う
こ
と
は
、
今
日
に
伝
わ
る
南
島
の
民
俗
か
ら
も
わ
か
る
。

例
え
ば
八や

重え

山や
ま

諸
島
に
は
、
六
月
の
稲
の
収
穫
祭
（
穂ぷ

う

利り

と
い
う
）
で
赤あ

か
ま
た面

・
黒く

ろ
ま
た面

と
い
う
夫
婦
神
が
出
現
す
る
。
こ
の
二
神
の
出
現
を
担
当
す
る
の
が
、
秘
密
結
社
的

性
格
を
も
つ
年
齢
階
梯
制
に
所
属
す
る
男
性
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
収
穫
祭
に
は
こ
の
結
社
に
加
入
す
る
た
め
の
成
人
戒
が
付
随
し
、
数
え
年
一
五
歳
の
少
年
が
過
酷

な
試
練
に
耐
え
て
成
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

久
高
島
の
名
付
け

　「
イ
ザ
イ
ホ
ー
と
名
付
け
〔
久
高
島
〕」﹇
畠
山
﹈
に
よ
る
と
、
沖
縄
本
島
の
久く

高だ
か
じ
ま島
で
は
一
二
年
に
一
度
巡
っ
て
く
る
午う
ま

歳ど
し

の
八
月
一
〇
日
の
柴し
ば

差さ

し

の
日
に
、
数
え
年
一
五
歳
か
ら
二
六
歳
の
青
少
年
を
対
象
に
し
て
「
名な
う
ぢ
き

付
け
」
を
執
り
行
っ
て
い
た
。
こ
の
儀
礼
に
は
根に
っ
ち
ゅ人
（
男
神
人
の
最
高
位
）
以
下
の
大う
ぷ
す主
（
五
一
歳

か
ら
七
〇
歳
ま
で
の
長
老
で
、
男
性
年
齢
階
梯
制
の
最
上
部
）
が
臨
席
し
、
根
人
が
司
祭
す
る
。
そ
し
て
、
青
少
年
た
ち
は
三
年
刻
み
に
ウ
ン
サ
ク
・
マ
ク
ラ
カ
ー
・
チ
ク

ド
ン
・
ウ
ヤ
ウ
ム
イ
の
名
が
、
女
性
祭
集
団
の
高
級
神
人
・
根に
い

神が
ん

に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
る
。

久
高
島
は
稲
作
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、こ
の
島
に
は
琉
球
の
五
穀
の
種
物
が
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
（
海
の
彼
方
に
あ
る
神
の
国
）
の
神
か
ら
授
か
っ
た
と
い
う
神
話
が
あ
り
、

こ
れ
と
連
動
し
て
首し
ゅ

里り

王
府
と
共
催
で
穀
物
の
収
穫
祭
を
執
り
行
っ
て
い
た
。
こ
の
島
の
名
付
け
は
、
王
権
の
影
響
も
あ
っ
て
王
府
の
最
高
神
女
・
聞き

こ
え
お
お
ぎ
み

得
大
君
に
仕
え
る
一

般
神
女
の
組
織
を
改
編
す
る
イ
ザ
イ
ホ
ー
と
と
も
に
、
国
王
に
仕
え
る
男
子
の
年
齢
階
梯
制
度
の
改
編
と
し
て
肥
大
化
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
起
源
を
辿
る
と
、
毎
年
、

稲
の
収
穫
で
一
年
を
区
切
る
代
表
的
な
八
月
の
柴
差
し
の
日
に
一
五
歳
の
少
年
を
対
象
に
し
て
行
っ
て
い
た
成
人
戒
だ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
こ
の
島

の
名
付
け
の
原
質
は
、
穀
物
の
収
穫
祭
に
付
随
す
る
成
人
戒
だ
っ
た
ろ
う
。

元
服
で
の
名
替
え
　
成
人
戒
で
名
を
替
え
る
こ
と
は
、
本
土
で
も
同
じ
こ
と
で
、
権
威
あ
る
者
が
名
付
け
親
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
名
を
替
え
る
こ
と
は
一

人
前
の
男
子
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
だ
っ
た
。

新
嘗
祭
の
成
人
戒
と
即
位
儀
礼
　
以
上
、
収
穫
祭
に
伴
う
成
人
戒
の
名
替
え
で
少
年
た
ち
が
新
し
い
名
前
を
付
与
さ
れ
て
成
人
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
熊
曾

の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
を
境
に
し
て
、
少
年
皇
族
将
軍
「
倭
や
ま
と

男を

具ぐ

那な

」
が
こ
の
儀
礼
の
祭
主
の
熊く

ま

曾そ

建た
け
るか

ら
「
倭

や
ま
と

建た
け
るの

命み
こ
と」

＝
倭
の
英
雄
の
御
名
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と

の
意
味
が
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
熊
曾
建
は
、
少
年
の
「
倭
や
ま
と

男を

具ぐ

那な

」
を
成
人
と
し
て
認
め
、
さ
ら
に
は
正
統
な
皇
位
継
承
者
と
認
め
て
新
し
い
名
を
与
え
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る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

ま
た
や
が
て
皇
位
に
就
く
二
皇
子
に
し
て
も
、
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
を
境
に
し
て
、「
小わ
ら
は人

」・「
少わ

ら
は子

」
の
称
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
も
浮
き
彫
り
に
な
る
だ

ろ
う
。
祭
式
を
基
に
し
た
語
り
・
歌
劇
の
型
と
し
て
は
、
途
中
か
ら
新
室
寿
ぎ
の
祭
主
に
な
っ
た
山
部
の
小
楯
が
、
少
年
の
二
皇
子
を
成
人
と
し
て
認
め
、
さ
ら
に
は
天
皇

の
皇
位
継
承
者
と
し
て
新
し
い
名
を
与
え
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
天
皇
が
天
皇
と
し
て
認
め
ら
れ
る
儀
礼
が
、
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
に
付
随
し
て
い
る
の
は
、
新
嘗
祭
が
本
来
成
人
戒
を
伴
っ
て
い
た
か
ら
で
、
こ
の
成
人
戒

を
母
胎
に
し
て
天
皇
＝
「
日
の
御
子
」
が
誕
生
し
て
い
た
、
と
わ
か
る
。

５
　
允
恭
紀
の
新
室
寿
ぎ

十
二
月
の
新
室
寿
ぎ
と
そ
の
後

　
新
室
寿
ぎ
が
即
新
嘗
祭
で
あ
る
三
つ
目
の
事
例
は
、
允
恭
紀
七
年
十
二
月
の
「
新に

ひ
む
ろ室

の
讌う

た
げ」

の
条
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
皇
后
の
忍お

し
さ
か坂

の

大お
ほ
な
か中

つ
姫ひ

め

が
、天
皇
の
弾
く
琴
に
合
わ
せ
て
神
舞
を
舞
っ
て
い
る
。
当
時
、舞
い
終
わ
っ
て
か
ら
宴う

た
げ会

が
あ
り
、そ
の
場
で
皇
后
が
座く

ら
か
み上

＝
天
皇
に
娘を

み
な子

を
奉
る
習
い
が
あ
っ

た
。
皇
后
は
嫉
妬
か
ら
こ
の
習
い
に
容
易
に
従
お
う
と
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
渋
々
妹
い
も
う
との
「
弟お
と

姫ひ
め

」
＝
「
衣そ
と
ほ
し通
の
郎い
ら
つ
め女
」
を
奉
っ
た
。
し
か
し
弟
姫
は
、
姉あ
ね

の

皇
后
の
心
情
を
恐
れ
て
参
上
し
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
翌
八
年
の
二
月
に
、
二
人
は
よ
う
や
く
逢
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
時
、
天
皇
と
弟
姫
は
三
首
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
の
天
皇
の
詠
ん
だ
二
首
目
の

〈
細さ
さ
ら
が
た

紋
形
錦
の
紐
の
歌
〉（
紀
66
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

細さ
さ
ら
が
た

紋
形
　
錦に

し
きの
紐ひ

も

を
　
解
き
放さ

け
て
、 

細
紋
模
様
の
　
錦
の
紐
を
　
解
き
放
し
て
、

数あ
ま
た多

は
寝
ず
に
、
た
だ
一ひ

と

夜よ

の
み
。 

た
だ
一
夜
だ
け
の
共
寝
と
は
、
辛
い
こ
と
だ
。 

（
紀
66
）

冬
至
祭
の
秘
儀
と
新
春
の
顕
儀
　
物
語
化
が
進
ん
で
話
が
引
き
延
ば
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
伝
承
の
背
後
に
は
宮
廷
の
冬
至
祭
と
新
嘗
祭
の
宴
の
式
次
第
が
中
核
に

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
太
陽
の
運
行
を
基
に
し
た
年
の
区
切
れ
目
の
冬
至
祭
・
鎮
魂
祭
が
あ
り
、
こ
の
年
末
の
秘
儀
と
し
て
神
迎
え
が
あ
り
、
こ
れ
に
続
く
新
嘗
祭
・

新
室
寿
ぎ
の
顕
儀
に
お
い
て
神
舞
や
祝
福
芸
能
の
奏
上
、
そ
し
て
一
夜
妻
と
の
聖
婚
の
次
第
が
あ
っ
た
、
と
想
定
さ
れ
る
。

琴
を
伴
う
神
迎
え
と
神
舞
　
ま
ず
鎮
魂
祭
に
お
い
て
、
天
皇
は
神
琴
を
弾
い
て
天
照
大
御
神
な
ど
の
神
々
を
招
請
し
て
い
た
ろ
う
。

そ
し
て
新
室
の
宴
と
は
、
そ
の
鎮
魂
祭
の
直
後
の
新
嘗
祭
の
宴
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
司
祭
者
の
天
皇
の
弾
く
神
琴
に
合
わ
せ
て
、
最
高
神
女
と
し
て
の
皇
后
・
忍お
し
さ
か坂

の

大お
ほ
な
か中
つ
姫ひ
め

が
神
舞
を
舞
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
室
寿
ぎ
の
祭
祀
に
来
臨
し
て
い
る
神
霊
を
祭
主
の
天
皇
が
琴
に
よ
っ
て
統
御
し
、
そ
の
神
霊
を
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し

て
の
皇
后
が
憑
依
し
て
神か
み
わ
ざ態

を
演
じ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
の
神
態
は
、
例
祭
に
お
け
る
様
式
化
さ
れ
た
神
舞
だ
ろ
う
。

聖
婚
で
の
一
夜
妻
　
皇
后
が
舞
い
終
わ
る
と
「
座く
ら
か
み上
」
＝
天
皇
に
「
娘を

み
な子
奉
る
」
と
言
上
し
、
天
皇
が
娘を

み
な子
と
聖
婚
す
る
の
は
、
新
春
の
顕
儀
で
の
式
次
第
だ
っ
た
ろ
う
。

後
宮
の
女
お
ん
な

主あ
る
じ人
の
座
に
あ
る
皇
后
か
ら
推
挙
さ
れ
た
娘を

み
な子
（
衣そ

と
ほ
し通
の
郎い

ら
つ
め女
）
は
若
い
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
で
あ
り
、皇
后
に
代
わ
っ
て
聖
婚
で
一ひ

と

夜よ

妻づ
ま

を
務
め
る
は
ず
だ
っ
た
。
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そ
の
共
寝
が
翌
八
年
の
二
月
ま
で
延
期
さ
れ
た
の
は
、
皇
后
の
嫉
妬
へ
の
気
兼
ね
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、〈
細さ
さ
ら
が
た

紋
形
錦
の
紐
の
歌
〉（
紀
66
）
の
共
寝
の
場
面

が
「
数あ
ま
た多
は
寝
ず
に
た
だ
一ひ
と

夜よ

の
み
」
と
あ
っ
て
、
聖
婚
に
つ
き
纏
う
一
夜
妻
の
姿
を
見
せ
て
い
る
。

琴
を
弾
く
天
皇

　
以
上
、
祭
主
の
天
皇
が
神
迎
え
で
琴
を
弾
き
、
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
神
舞
で
も
琴
を
弾
い
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
神
舞
に
続
く
祝
福
芸
能
で
も
ま
た
祭

主
の
天
皇
が
琴
を
弾
い
て
諸
芸
能
を
統
御
し
て
い
た
ろ
う
。

６
　
琴
を
弾
く
者
＝
祭
主

琴
を
弾
く
屯
倉
の
首
と
小
楯

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
琴
弾
き
を
伝
え
る
顕
宗
即
位
前
紀
の
新
室
寿
ぎ
の
式
次
第
も
、
あ
る
程
度
復
原
で
き
そ
う
で
あ
る
。
縮し
じ

見み

の
屯み
や
け倉
レ
ベ

ル
の
冬
至
祭
で
祭
場
に
神
霊
の
降
臨
を
乞
う
た
め
に
、
そ
の
祭
主
・
司
祭
者
と
し
て
屯み
や
け倉

の
首お

び
と（

播
磨
国
風
土
記
に
よ
る
と
伊い

等と

尾み

、
清
寧
紀
二
年
十
一
月
の
条
に
よ
る
と

忍お
し
ぬ
み
べ

海
部
の
造

み
や
つ
こ

細ほ
そ

目め

）
が
琴
を
弾
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
祝
福
芸
能
も
、
彼
ら
の
弾
く
琴
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
儀
礼
の
次
第
を
統
括
し
て
い
た
祭
主
の
屯み
や
け倉

の
首お

び
とは

、
二
皇
子
に
君
子
の
相
が
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
、
主
賓
の
播は

り

磨ま

の
国
の
司

み
こ
と
も
ち・

小を

楯だ
て

に
そ
の
こ
と
を
告
げ
た
。

す
る
と
小
楯
が
琴
を
弾
き
、
二
皇
子
に
舞
（
詠な
が
め
ご
と辞と

も
）
を
勧
め
て
い
る
。
こ
れ
は
屯み

や
け倉

レ
ベ
ル
の
新
嘗
祭
が
播
磨
の
国
レ
ベ
ル
に
格
上
げ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
琴
弾
き

の
祭
主
が
屯
倉
の
首
か
ら
国
の
司
み
こ
と
も
ちに
移
譲
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

琴
を
弾
く
べ
き
皇
位
継
承
者

　
す
る
と
二
皇
子
が
祝
福
の
歌
舞
・
唱と
な

え
言こ

と

を
奏
上
し
た
後
に
、
名な

の宣
り
を
上
げ
た
の
で
、
彼
ら
が
皇
位
継
承
者
で
あ
る
と
判
明
し
た
。
こ
れ

を
換
言
す
る
と
、
播
磨
の
国
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
全
国
を
統
治
す
る
天
皇
に
相
当
す
る
尊
貴
者
＝
「
日
の
御
子
」
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
す
る
と
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
こ
の
皇
子
が
新
室
寿
ぎ
の
祭
主
＝
琴
弾
き
と
し
て
諸
芸
能
を
統
御
す
る
立
場
に
立
っ
て
も
い
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
今
一
度
図
式
的
に
い
え
ば
、
祭
主
の
琴
弾
き
に
三
段
飛
び
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
祭
主
の
琴
弾
き
が
ホ
ッ
プ
の
屯
倉
の
首
か
ら
ス
テ
ッ
プ
の
国
の

司

み
こ
と
も
ち

に
移
譲
さ
れ
る
の
は
異
例
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ジ
ャ
ン
プ
と
し
て
宮
廷
の
琴
弾
き
＝
天
皇
に
な
り
う
る
皇
子
が
出
現
し
た
こ
と
も
、
さ
ら
に
異
例
中
の
異
例
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
天
皇
家
の
直
轄
領
と
は
い
え
そ
の
最
末
端
の
一
細
胞
に
す
ぎ
な
い
屯
倉
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
が
、
宮
廷
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
と
同
位
相
に
立
つ
と
い
う
破
天

荒
が
起
き
た
こ
と
に
な
る
。

琴
を
弾
く
熊
曾
建
　
こ
う
し
て
み
る
と
景
行
記
紀
の
熊く
ま

曾そ

征
討
の
条
に
お
い
て
も
、
祭
主
の
熊く
ま

曾そ

建た
け
るが
琴
を
弾
い
て
神
霊
や
芸
能
を
統
御
し
て
い
た
ろ
う
。
そ
し
て
宴
で
は

女
装
し
た
倭
建
が
神
舞
を
舞
い
、
一
夜
妻
と
し
て
聖
婚
す
べ
き
段
取
り
に
な
っ
て
い
た
、
と
知
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
の
儀
礼
の
進
行
は
宴え
ん

酣た
け
な
わで

大
逆
転
し
、
女
装
し
て
一
夜
妻
に
な
る
べ
き
倭
建
は
熊
曾
建
の
「
背せ

の
皮
を
取
り
て
、
剣
を
尻し

り

よ
り
刺
し
通
し
た
ま
ひ
き
」
と

い
う
仕
儀
に
立
ち
至
る
。
こ
の
性
的
な
位
相
の
大
逆
転
は
、
祭
式
上
は
琴
を
弾
く
司
祭
者
が
熊
襲
建
か
ら
倭
建
に
変
更
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

祭
政
一
致
体
制
を
と
る
英
雄
時
代
の
祭
政
と
は
、
か
ほ
ど
に
神
霊
を
統
御
し
た
り
芸
能
を
統
御
す
る
者
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
交
替
さ
せ
、
ま
た
目
く
る
め
く
よ
う
な
破
天

荒
な
性
の
転
換
ま
で
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
恐
れ
気
も
な
く
命い
の
ちの
や
り
取
り
を
し
た
英
雄
時
代
の
無
骨
で
好
色
な
人
び
と
の
野
太
い
哄
笑
を
聞
く
思
い
が
す

る
。
素
よ
り
そ
の
哄
笑
は
、
新
嘗
祭
の
饗
宴
で
演
じ
ら
れ
る
熊
曾
征
討
の
語
り
・
演
劇
を
鑑
賞
す
る
者
た
ち
の
哄
笑
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
よ
う
。
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７
　
万
葉
歌
の
新
室
寿
ぎ

組
に
な
る
二
首

　
新に

ひ

室む
ろ

寿ほ

ぎ
が
新
嘗
祭
と
も
通
じ
て
い
る
四
つ
目
の
事
例
は
、
次
の
万
葉
の
新
室
寿
ぎ
の
歌
で
あ
る
。

新に
ひ
む
ろ室

の
　
壁か

べ

草く
さ

刈か

り
に

　
い
ま
し
た
ま
は
ね
。 

新
室
の
　
壁
草
を
刈
り
に
　
お
越
し
く
だ
さ
い
。

草
の
如ご

と

　
依
り
あ
ふ
未を

通と

め女
は
、
君
が
ま
に
ま
に
。 

そ
の
草
の
よ
う
に
　
依
り
添
う
乙
女
は
、
君
の
い
い
な
り
。 

（
十
一
―
２
３
５
１
）

新に
ひ
む
ろ室

を
　
踏
み
鎮し

づ

む
児こ

し
　
手た

玉だ
ま

鳴
ら
す
も
。 

新
室
を
　
踏
み
鎮
め
る
娘こ

が
　
手た

玉だ
ま

を
鳴
ら
す
よ
。

玉
の
如ご
と

　
照
り
た
る
君
を
。
内
に
と
申ま

を

せ
。 

「
そ
の
玉
の
よ
う
に
　
照
り
輝
く
君
よ
。
中
へ
ど
う
ぞ
」
と
申
し
上
げ
よ
。 

（
２
３
５
２
）

右
の
二
首
は
場
を
示
す
「
新
室
」
と
譬
喩
の
「
如ご

と

」
を
共
有
し
、い
ず
れ
も
そ
の
新
室
寿
ぎ
の
場
に
い
る
男
女
の
結
合
を
勧
め
て
い
る
。
そ
し
て
新
室
の
壁
草
刈
り
に
「
君
」

扱
い
さ
れ
た
若
者
が
従
事
し
た
後
、
神
女
に
よ
る
家
の
霊
の
鎮
め
の
神
事
舞
が
あ
り
、
そ
の
神
女
が
一
夜
妻
と
し
て
「
君
」
を
家
の
中
に
誘
う
と
述
べ
、
こ
の
二
首
が
時
系

列
に
沿
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
二
首
の
旋せ

頭ど
う

歌か

は
、
組
歌
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

実
際
に
壁
草
刈
り
に
従
っ
た
若
者
が
「
君
」
と
も
て
は
や
さ
れ
、
新
室
の
神
事
を
司
る
神
女
を
一
夜
妻
に
す
る
と
う
た
う
の
は
、
楽
し
い
幻
想
・
戯
れ
で
、
宴
席
を
盛
り

上
げ
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

琴
を
用
い
た
新
室
寿
ぎ
の
式
次
第

　
こ
の
組
歌
は
新
築
祝
い
の
宴
席
で
う
た
わ
れ
た
祝
い
歌
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
で
も
う
た
わ
れ
た
ろ
う
。

今
ま
で
の
新
室
寿
ぎ
の
式
次
第
を
参
照
す
る
と
、
若
者
た
ち
の
壁
草
刈
り
な
ど
に
よ
っ
て
、
新
室
が
完
成
し
、
そ
の
祝
い
と
し
て
祭
主
・
司
祭
者
が
琴
を
弾
い
て
神
を
招

い
て
年
若
い
神
女
が
神
舞
を
舞
う
。
そ
し
て
そ
の
祭
主
の
弾
く
琴
に
合
わ
せ
て
舞
う
神
舞
の
所
作
が
、「
新に
ひ
む
ろ室

を
踏
み
鎮し

づ

む
児こ

し
手た

玉だ
ま

鳴
ら
す
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

後
に
、「
手た

玉だ
ま

鳴
ら
す
」「
児こ

」
が
祭
主
を
「
照
り
た
る
君
」
と
讃
美
し
て
「
内
に
」
と
申
し
、
聖
婚
を
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
神
舞
を
す
る
神
女
を
労
働
提
供
し
た
若

者
の
意
の
ま
ま
と
歌
う
の
は
、
甘
美
な
夢
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
宴
を
盛
り
上
げ
る
戯
れ
歌
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
実
際
に
実
践
さ
れ
た
儀
礼
に
お
い
て
は
、
神
事
舞
も
そ
の
後
の
祝
い
歌
も
統
御
す
る
の
は
祭
主
の
弾
く
琴
に
あ
る
の
で
、
こ
の
二
首
の
組
歌
も
祭
主
の
琴
に

合
わ
せ
て
う
た
わ
れ
た
、
と
想
定
で
き
る
。

〈
新
室
の
こ
ど
き
の
歌
〉　
な
お
万
葉
歌
に
は
、
東
あ
づ
ま

歌う
た

に
も
う
一
例
だ
け
「
新
室
」
の
用
例
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。

新に
ひ
む
ろ室
の
　
こ
ど
き
に
至
れ
ば
、
は
だ
す
す
き 

新
室
の

　
こ
ど
き
に
な
る
と
、（
は
だ
す
す
き
）

穂ほ

に
出
し
君
が
、
見
え
ぬ
こ
の
頃
。 

わ
た
し
に
恋
の
思
い
を
告
げ
た
君
が
、
見
え
な
い
こ
の
頃
だ
。 

（
十
四
―
３
５
０
６
）

「
こ
ど
き
」
の
語
義
が
未
詳
な
の
で
、
全
体
の
歌
意
が
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
こ
ど
き
」
を
「
蚕こ

時ど
き

」（
養
蚕
の
時
）
と
解
し
、
新
室
を
養
蚕
の
た
め
に
新
築
し
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た
建
物
と
す
る
説
も
あ
る
。

ま
た
「
こ
ど
き
」
を
「
言こ
と

寿ほ

ぎ
」
の
訛
り
と
解
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
っ
て
こ
の
歌
を
解
釈
す
る
と
、
十
一
月
の
新
室
の
言こ
と

寿ほ

ぎ
＝
祝
い
は
男
女
の
出
会
い
の
場

で
も
あ
る
の
で
、そ
の
時
に
い
つ
も
恋
心
を
示
し
て
く
れ
た
君
が
、最
近
私
の
前
に
姿
を
見
せ
な
い
、と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。『
記
紀
歌
謡
全
註
解
』﹇
相
磯
貞
三
﹈
は
、

新
室
を
鎮
め
る
舞
姫
を
勤
め
て
賓
客
の
枕
席
に
侍
っ
た
女
の
嘆
息
が
聞
か
れ
る
歌
だ
、
と
解
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
恋
歌
は
新
室
寿
ぎ
で
う
た
わ
れ
た

歌
で
は
な
く
、
毎
年
催
さ
れ
る
新
室
寿
ぎ
の
圏
外
で
う
た
わ
れ
た
個
人
的
な
抒
情
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
と
め

　
以
上
、
国
家
・
宮
廷
レ
ベ
ル
の
冬
至
祭
・
鎮
魂
祭
と
新
嘗
祭
の
性
格
や
式
次
第
は
、
後
世
の
記
録
か
ら
あ
る
程
度
判
然
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
地
方
レ
ベ
ル
・

屯み
や
け倉
の
そ
れ
は
判
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
顕
宗
即
位
前
紀
、
播
磨
国
風
土
記
の
志し

深じ
み

の
里
の
条
、
清
寧
記
の
二
皇
子
の
歌
舞
の
条
、
な
ら
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
新
室
寿
ぎ
の
事
例
（
倭
建
の
命
の
熊

曾
征
討
の
条
、
允
恭
紀
二
年
十
二
月
の
条
、
新
室
の
万
葉
歌
な
ど
）
か
ら
、
宮
廷
レ
ベ
ル
も
含
め
た
地
方
レ
ベ
ル
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
性
格
や
実
態
を
あ
る
程
度
再
現

で
き
た
か
と
思
う
。

四

　民
俗
の
祝
福
芸
能

１
　
弾
琴
と
の
照
応

弾
琴
と
の
照
応

　
本
節
で
は
、
本
伝
承
の
中
間
部
で
あ
る
、
二
皇
子
の
登
場
す
る
儀
礼
の
式
次
第
や
そ
こ
で
の
唱
え
言
（
⑥
〜
⑨
）
を
民
俗
の
祝
福
芸
能
と
し
て
そ
の
性
格

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
検
討
に
入
る
前
に
、
祭
主
の
弾
く
琴
と
弟
皇
子
の
出
し
物
（
⑥
〜
⑫
）
の
照
応
関
係
を
確
認
し
て
お
く
。

記
紀
の
場
合
　
顕
宗
前
紀
と
清
寧
記
に
よ
る
と
、
屯み
や
け倉

の
首お

び
とが

弾
い
た
で
あ
ろ
う
琴
に
合
わ
せ
て
「
次

つ
い
で
つ
い
で

次
」「
儛ま

ひ
訖を

は

る
」
の
を
み
る
と
、
参
列
者
は
自
ら
歌
う
こ
と
な
く
、

司
祭
者
＝
弾
琴
者
が
歌
い
つ
つ
弾
く
琴
に
合
わ
せ
て
舞
う
（
あ
る
い
は
弾
琴
者
と
歌
唱
担
当
者
の
分
担
す
る
歌
曲
に
合
わ
せ
て
舞
う
）
だ
け
で
あ
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
の
琴
弾
き
の
役
が
小
楯
に
移
譲
さ
れ
て
か
ら
も
、
二
皇
子
に
「
起た

ち
て
儛ま

へ
」
と
命
じ
た
の
は
、
参
列
者
の
芸
は
舞
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ

う
。
兄
皇
子
は
他
の
参
列
者
と
同
じ
で
こ
の
習
い
に
従
順
で
、「
起た

ち
て
儛ま

ひ
た
ま
ふ
こ
と
既す

で

に
了を

は

り
ぬ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。

弟
皇
子
の
逸
脱
　
と
こ
ろ
が
こ
の
点
、
弟
皇
子
の
動
き
は
こ
と
ご
と
く
こ
の
習
い
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。

〈
新
室
寿
ぎ
の
唱
え
言
〉（
⑥
）・
二
首
の
〈
勧
酒
の
唱
え
言
〉（
⑦
⑧
）・
一
首
の
〈
拍
手
の
唱
え
言
〉（
⑨
）・
二
つ
の
〈
名
宣
り
〉（
⑪
⑫
）
は
、『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―

紀
編
―
』﹇
土
橋
﹈
が
説
く
よ
う
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
伴
っ
た
歌
で
は
な
く
、
律
文
・
唱
え
言
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
記
紀
風
土
記
で
は
、〈
柳
の
歌
〉（
⑩
）
を
含
む
歌
謡
は
す

べ
て
音
仮
名
で
あ
る
の
に
対
し
て
、〈
新
室
寿
ぎ
の
唱
え
言
〉・
二
首
の
〈
勧
酒
の
唱
え
言
〉・
一
首
の
〈
拍
手
の
唱
え
言
〉・
二
つ
の
〈
名
宣
り
〉
は
す
べ
て
音
訓
表
記
を
混

用
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
律
文
・
唱
え
言
で
あ
る
。

弟
皇
子
は
、
ま
ず
小
楯
の
「
儛
へ
」
と
い
う
命
令
に
対
し
て
、
命
令
に
反
し
て
こ
れ
ら
の
唱
え
言
を
唱
え
て
い
る
。
ま
た
名
宣
り
⑴
（
⑪
）
で
は
、
小
楯
が
「
復ま
た

聞
か
む
」
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と
歌
・
唱
え
言
だ
け
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
今
度
は
求
め
ら
れ
て
も
い
な
い
「
殊
た
つ
づ

儛ま
ひ

」（
立
っ
た
り
座
っ
た
り
す
る
舞
）
を
交
え
な
が
ら
、「
誥た
け

び
て
」（
大
声
を
出
し
て
）

名
宣
り
（
神か
む

榲す
ぎ

の
唱
え
言
）
を
し
、
そ
し
て
名
宣
り
⑵
（
⑫
）
で
は
、
舞
だ
け
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
舞
に
「
詠

な
が
め
ご
と」（

竹
と
琴
の
唱
え
言
）
を
添
え
て
名
宣
り

を
し
て
い
る
。

さ
ら
に
〈
柳
の
歌
〉（
⑩
）
で
は
、
こ
の
祝
い
歌
を
小
楯
の
弾
く
「
節
こ
と
の
を
りに

赴あ
は

せ
て
歌
ひ
」（
琴
の
伴
奏
に
合
わ
せ
て
歌
い
）、
習
い
に
な
っ
て
い
る
舞
は
舞
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
弟
皇
子
の
動
き
は
ど
の
条
も
、
弾
琴
を
担
当
す
る
祭
主
の
小
楯
の
指
示
や
当
時
の
習
い
を
か
な
り
無
視
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
屯み
や
け倉

レ
ベ
ル
あ
る
い
は
地

方
の
長
官
レ
ベ
ル
の
祭
主
の
示
す
秩
序
に
と
ら
わ
れ
な
い
王
族
の
立
場
を
ほ
の
見
せ
て
小
楯
な
ど
の
参
列
者
の
注
意
を
引
き
、最
後
の
名
宣
り
に
至
っ
て
王
位
継
承
者
＝「
日

の
御
子
」
の
誕
生
を
劇
的
に
見
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
透
け
て
見
え
る
。

風
土
記
の
場
合

　
こ
の
点
、
播
磨
国
風
土
記
は
屯み
や
け倉
の
首お
び
とが
弾
い
た
で
あ
ろ
う
琴
に
合
わ
せ
て
二
皇
子
が
「
詠な
が
め
ご
と辞」
を
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
応
え
て
弟
皇
子
が
〈
拍
手
の
唱

え
言
〉
（
⑨
）
を
「
詠な
が

め
」
な
が
ら
「
立
ち
て
」
「
儛ま

ひ
」
て
記
紀
と
同
じ
あ
り
方
を
し
、
他
方
で
は
首お

び
との

求
め
ど
お
り
に
名
宣
り
⑴
〈
青
垣
の
倭
の
唱
え
言
〉
（
⑪
）
を

「
詠な
が

め
」
て
だ
け
い
る
。
こ
の
よ
う
に
風
土
記
の
場
合
は
、
琴
に
伴
う
唱
え
言
と
舞
の
記
述
が
簡
略
に
過
ぎ
、
新
室
寿
ぎ
に
お
け
る
弾
琴
と
舞
・
唱
え
言
の
照
応
関
係
が
い

さ
さ
か
不
鮮
明
で
あ
る
。

な
お
後
述
す
る
よ
う
に
、〈
柳
の
歌
〉
は
素
よ
り
こ
れ
ら
の
諸
々
の
唱
え
言
と
名
宣
り
に
は
、
弾
琴
が
伴
っ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

例
年
ど
お
り
の
式
次
第

　
こ
の
よ
う
に
弟
皇
子
の
歌
舞
の
条
に
は
、
新
室
寿
ぎ
の
式
次
第
の
展
開
に
若
干
の
逸
脱
が
あ
る
。
し
か
し
後
半
の
名
宣
り
に
し
て
も
、
後
述
す
る

よ
う
に
彼
の
唱
え
言
の
発
想
法
に
お
い
て
は
新
嘗
祭
後
に
続
く
穀
物
儀
礼
・
国
見
儀
礼
・
歌
垣
な
ど
の
歌
を
踏
ま
え
て
お
り
、
新
室
寿
ぎ
の
饗
宴
は
例
年
ど
お
り
に
進
行
し

て
い
た
、
と
も
い
え
る
。

２
　
鹿
の
祝
福
芸
能

〈
新
室
寿
ぎ
の
唱
え
言
〉　
以
下
に
展
開
す
る
出
し
物
（
⑥
〜
⑫
）
は
、
す
べ
て
弟
皇
子
が
演
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
〈
新
室
寿
ぎ
の
唱
え
言
〉（
⑥
）
は
、
新
室
の
葛つ

な

根ね

・
柱
な
ど
六
か
所
を
挙
げ
て
そ
の
「
家い
へ
ぎ
み長
」
を
寿こ
と
ほい
で
い
る
。『
日
本
書
紀
【
歌
】
全
注
釈
』「
顕
宗
紀
」﹇
居
駒
﹈
に
よ
る
と
、
葛つ
な

根ね

・
柱
以
下
の
六
か
所
（
葛つ
な

根ね

と
柱
、

棟う
つ
ば
り梁

、
椽は

へ
き橑

、
蘆え

つ
り萑

、
縄つ

な
か
づ
ら葛、

草か

や葉
）
の
列
挙
は
家
造
り
の
過
程
に
沿
う
理
想
的
な
建
築
叙
事
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
建
物
に
見
合
う
よ
う
に
、
そ
の
家い

へ
ぎ
み長

の
理
想
像
（
御み

心こ
こ
ろの

鎮し
づ
まり

、
御み

心こ
こ
ろの

林は
や
し、

御み

心こ
こ
ろの

斉と
と
のひ

、
御み

心こ
こ
ろの

平た
ひ
らぎ

、
御み

寿い
の
ちの

堅か
た

め
、
御み

富と
み

の
余あ

ま

り
）
を
も
讃
め
称
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
新
築
・
移
築
祝
い
の
め
で
た
い
儀
礼
歌
は
、
生
活
に
深
く
根
差
し
た
も
の
で
、
民
間
に
も
宮
廷
に
も
広
く
流
布
し
て
い
た
。

〈
若
者
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
〉　『
古
代
和
歌
の
発
生
―
歌
の
呪
性
と
様
式
―
』﹇
古
橋
﹈
に
よ
る
と
、
次
の
〈
若
者
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
〉（
⑦
）
は
酒
造
り
の
過
程
を
述
べ

た
生
産
叙
事
の
典
型
で
あ
り
、
最
高
に
す
ば
ら
し
い
酒
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
紀
編
―
』﹇
土
橋
﹈
に
よ
る
と
、「
出
雲
は
新に
ひ
ば
り墾

」
は
出
雲
が
開
墾
し
た
田
の
多
い
豊
か
な
国
だ
、
と
出
雲
の
国
を
讃
め
た
詞
で
あ
る
。「
新に

ひ
ば
り墾

の
十と

握つ
か

稲し
ね

」
は
、
新
墾
の
田
か
ら
収
穫
さ
れ
た
稲
米
が
十
握
り
も
あ
る
長
い
も
の
で
、
マ
ナ
に
富
ん
で
い
る
。「
浅あ

さ
ら
け

に
醸か

め
る
酒

お
ほ
み
き」
は
、
そ
の
稲
米
を
浅
い

に
醸
す
と
美
酒

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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以
上
の
理
想
的
な
醸
造
法
に
よ
っ
て
造
っ
た
美
酒
を
参
会
す
る
若
者
た
ち
に
勧
め
る
の
が
、「
美う
ま

ら
に
を
飲や

ら喫
ふ
る
が
ね
。
吾あ

が
子こ

等ど
も

」
で
あ
る
。

こ
の
勧
酒
の
唱
え
言
も
、
民
間
に
流
布
し
て
い
た
祝
言
だ
っ
た
。

〈
長
老
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
〉　〈
長
老
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
〉（
⑧
）
は
、
前
の
〈
若
者
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
〉（
⑦
）
と
対
に
な
る
勧
酒
の
唱
え
言
で
あ
る
。「
牡さ
を
し
か鹿

の
角つ

の

挙さ
さ

げ
て
吾わ

が
儛ま

へ
ば
、
旨う
ま

酒さ
け

」
は
、
鹿
の
角
を
つ
け
た
扮
装
を
し
て
舞
う
こ
と
で
、
そ
の
舞
の
稜い

威つ

が
御み

き酒
に
籠
っ
て
美
酒
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
る
と
こ
の
一
節

も
、
御
酒
の
理
想
的
な
生
産
叙
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
酒
神
（
酒
神
に
扮
す
る
者
）
や
神
人
に
よ
る
歌
舞
の
稜い

威つ

が
美
酒
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
次
の
〈
酒さ

か

楽く
ら

の
歌
〉（
記

39
・
40
）
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
御み

き酒
は

　
我わ

が
御み

き酒
な
ら
ず
。 

こ
の
御
酒
は
　
私
が
醸
し
た
御
酒
で
は
な
い
。

酒く
し

の
司か

み

　
常と

こ

世よ

に
い
ま
す 

酒
の
支
配
者
で
　
常
世
の
国
に
お
い
で
に
な
る
、

石い
は

立た

た
す

　
少す

く

名な

御み

神か
み

の
、 

石
と
し
て
お
立
ち
に
な
っ
て
い
る
、
少
名
彦
の
神
が
、

神か
む

寿ほ

き
　
寿ほ

き
狂く

る

ほ
し
、 

寿こ
と
ほぎ
の
た
め
に
　
踊
り
狂
い
、

豊と
よ

寿ほ

き
　
寿ほ

き
廻も
と
ほし
、 

寿こ
と
ほぎ
の
た
め
に
　
踊
り
回
っ
て
、

献ま
つ

り
来こ

し
　
御み

き酒
ぞ
。
残あ

さ
ず
飲を

せ
。
さ
さ
。 

献
上
し
て
き
た
　
御
酒
だ
。
残
ら
ず
飲
み
干
せ
。
弥い
や
さ
か栄
。
弥い
や
さ
か栄
。 

（
記
39
）

こ
の
御み

き酒
を

　
醸か

み
け
む
人
は
、 

こ
の
御
酒
を
　
醸
し
た
人
は
、

そ
の
鼓つ

づ
み　

臼う
す

に
立
て
て
、 

鼓
を
　
臼
の
よ
う
に
立
て
て
、

歌
ひ
つ
つ
　
醸
み
け
れ
か
も
、 

歌
い
な
が
ら

　
醸
し
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、

舞
ひ
つ
つ
　
醸
み
け
れ
か
も
、 
舞
い
な
が
ら
　
醸
し
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、

こ
の
御み

き酒
の
　
御
酒
の 
こ
の
御
酒
は
（
美
酒
で
）

あ
や
に
転う
た

楽だ
の

し
。
さ
さ
。 

た
い
へ
ん
気
持
ち
が
い
い
。
弥い
や
さ
か栄
。
弥い
や
さ
か栄
。 

（
記
40
）

「
餌ゑ

香か

の
市い

ち

に
直あ

た
へも

ち
て
買か

は
ず
。」は
、そ
の
御
酒
が
い
か
に
美
酒
で
容
易
に
入
手
で
き
な
い
も
の
か
を
讃
美
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
紀
編
―
』﹇
土

橋
﹈
に
よ
る
と
、「
餌ゑ

香か

の
市い
ち

」
は
現
大
阪
府
藤
井
寺
市
に
あ
り
、
朝
鮮
渡
来
の
高
麗
人
が
住
ん
で
旨う
ま

酒さ
け

を
醸
し
、
時
の
人
が
競
っ
て
高
価
で
買
っ
た
と
い
う
。

「
手た
な
ご
こ
ろ掌も
や
ら

亮ら

に
拍う

ち
上
げ
賜た

ま

は
ね
。
吾あ

が
常と

こ

世よ

等た
ち

」
は
、
こ
の
美
酒
を
飲
ん
で
手
拍
子
を
取
っ
て
ほ
し
い
、
と
参
会
す
る
長
老
た
ち
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

鹿
の
服
属
　
こ
の
鹿
の
舞
に
は
、
今
一
つ
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。『
古
代
歌
謡
の
世
界
』﹇
土
橋
﹈
が
説
く
よ
う
に
、
鹿
踊
り
は
鹿
が
人
間
に
田
を
荒
ら
さ
ぬ
こ
と
を
誓
う

寿
詞
を
捧
げ
る
農
村
の
寿
祝
芸
能
に
起
源
し
、
こ
れ
が
都
市
に
も
進
出
し
て
「
乞ほ

か

ひ
食
者
」
た
ち
（
家
々
を
ま
わ
っ
て
食
を
乞
い
〈
寿ほ

き
う
た歌

〉
を
う
た
い
な
が
ら
舞
う
民
間
の
芸

能
集
団
）
に
よ
る
祝
福
芸
能
の
代
表
に
な
っ
て
い
る
。
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し
て
み
る
と
、
新
嘗
祭
は
新
年
の
豊
作
祈
願
の
祭
り
で
も
あ
る
の
で
、
害
獣
の
鹿
が
田た

主あ
る
じに
服
属
し
て
田
を
荒
ら
さ
な
い
こ
と
を
誓
う
こ
と
を
下
地
に
し
て
、
さ
ら
に
そ

の
歌
舞
の
力
に
よ
っ
て
美
酒
を
田
主
＝
祭
主
や
参
会
者
に
奉
献
す
る
芸
能
が
生
じ
て
も
い
い
。

弾
琴
を
伴
う
唱
え
言

　
そ
の
乞ほ

か

ひ
食
者
の
芸
能
集
団
が
持
ち
伝
え
た
定
番
の
〈
鹿
の
痛
み
の
歌
〉（
万
・
十
六
―
３
８
８
５
）
や
〈
蟹
の
痛
み
の
歌
〉（
３
８
８
６
）
に
よ
る
と
、

こ
れ
ら
の
鹿
や
蟹
の
芸
能
は
「
琴こ
と

弾
き
」
や
「
笛ふ

え

吹
き
」
を
伴
奏
に
し
て
う
た
う
「
歌う

た
び
と人

」
の
歌
に
合
わ
せ
て
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
こ
の
〈
長
老
へ

の
勧
酒
の
唱
え
言
〉（
⑧
）
も
、「
牡を

鹿し
か

の
角つ

の

挙さ
さ

げ
て
吾わ

れ

儛ま

へ
ば
、
旨う

ま
さ
け酒

」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
鹿
舞
に
伴
う
〈
長
老
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
〉
に
も
琴
は
素
よ
り
笛
も
伴
奏
楽

器
と
し
て
あ
っ
た
、
と
想
定
で
き
よ
う
。

一
群
の
鹿
の
祝
福
芸

　
以
上
の
う
ち
二
つ
の
勧
酒
の
祝
言
（
⑦
⑧
）
は
、
同
じ
構
造
を
も
っ
て
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
同
じ
鹿
の
祝
福
芸
だ
、
と
推
定
で
き
る
。

で
は
こ
れ
に
対
し
て
、
最
初
の
〈
新
室
寿
ぎ
〉（
⑥
）
は
鹿
の
芸
能
と
は
別
の
出
し
物
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
や
は
り
こ
れ
も
、
鹿
の
芸
能
の
一
つ
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。

民
俗
に
残
る
獅
子
舞
を
み
る
と
、
そ
の
各
種
の
楽
器
を
伴
う
祝
福
芸
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
多
彩
を
極
め
て
い
る
。
例
え
ば
津
軽
地
方
の
獅
子
舞
は
『
岩
崎
村
史
下
巻
』
や

『
平
賀
町
史
下
巻
』
に
よ
る
と
、
寺
社
の
讃ほ

め
、
橋
の
讃ほ

め
、
門
の
讃ほ

め
、
玄
関
並
び
に
広
間
の
讃ほ

め
、う

ま
やの

讃ほ

め
、
蔵
讃ほ

め
、
庭
讃ほ

め
、
館
（
家
）
讃ほ

め
、
新
築
移
転
の

時
の
新
屋
敷
の
誉ほ

め
言こ
と

、
亭
主
讃ほ

め
、
御ご

酒し
ゅ

讃ほ

め
、
婚
礼
の
時
の
祝
言
、
墓
踊
り
の
誉ほ

め
様よ
う

な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
働
き
は
ど
れ
も
同
一
で
、
祝
言
と
舞
踊
に
よ
っ
て

相
手
や
対
象
に
幸
福
・
富
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
生
活
に
根
差
し
た
節
目
ご
と
の
祝
い
に
、
鹿
な
り
獅
子
な
り
の
扮
装
を
し
た
芸
能
集
団
が
舞
い
込
み
、
諸
々
の
楽
器
を
奏
で
な
が
ら
祝
福
芸
能
を
奉

献
す
る
こ
と
が
古
今
東
西
に
わ
た
っ
て
必
要
だ
っ
た
、
と
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
顕
宗
即
位
前
紀
に
〈
新
室
寿
ぎ
の
唱
え
言
〉（
⑥
）
と
二
首
の
勧
酒
の
祝
言
（
⑦
⑧
）

を
一
括
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
同
じ
鹿
踊
り
集
団
の
祝
福
芸
能
の
ほ
ん
の
一
部
の
代
表
的
な
出
し
物
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
理
解
で
き
る
。

下
か
ら
の
奏
上
　
以
上
、
民
俗
の
祝
福
芸
能
の
寿
詞
は
、『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
紀
編
―
』﹇
土
橋
﹈
が
述
べ
る
よ
う
に
「
常
に
下
の
者
か
ら
上
の
者
に
対
し
て
奏
せ
ら
れ
、

そ
れ
は
忠
誠
を
誓
う
意
味
を
持
つ
」
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
三
つ
の
祝
言
（
⑥
⑦
⑧
）
は
、
祝
宴
の
初
め
の
方
で
既
に
琴
な
ど
を
持
参
し
た
芸
能
集
団
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
宴
の
最
後
の
方
で
弟

皇
子
に
お
さ
ら
い
さ
せ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
前
半
部
で
二
皇
子
が
社
会
の
最
下
層
の
奴
婢
と
し
て
祭
主
や
参
会
者
に
奉
仕
・
服
属
し
て
い
る
こ
と
を
く

ど
い
ほ
ど
に
誓
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
半
部
の
名
宣
り
⑴
⑵
（
⑪
⑫
）
で
上
か
ら
の
誥た
け

び
（
声
を
荒
げ
た
申
し
渡
し
）
に
よ
っ
て
社
会
の
最
高
位
に
立
っ
た
こ
と
を
殊

更
に
際
立
た
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

３
　〈
拍
手
の
唱
え
言
〉

稲
の
生
産
叙
事
の
転
用
　
播
磨
国
風
土
記
に
記
す
〈
拍
手
の
唱
え
言
〉（
⑨
）
も
、
民
俗
に
根
差
し
た
、
琴
な
ど
を
伴
っ
た
祝
福
芸
能
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
て
い

る
よ
う
に
、
新
嘗
祭
は
新
年
の
豊
作
を
予
祝
す
る
祭
り
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
農
耕
の
予
祝
儀
礼
を
伴
う
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
農
耕
の
予
祝
儀
礼
が
祝
宴
に
反

映
さ
れ
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
え
る
。

「
た
ら
ち
し
」
は
通
常
は
「
母は
は

」
に
懸
か
る
枕
詞
と
解
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
「
吉き

び備
」
に
懸
か
る
讃
め
詞
の
よ
う
で
あ
る
。「
狭さ

ぐ
は

」
は
「
真ま

鍬く
は

」
と
同
義
で
、
立
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派
な
鍬
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
鍬
で
「
田た

打う

つ
」
と
い
う
の
は
、
初
春
の
農
耕
の
予
祝
儀
礼
を
描
写
し
た
も
の
で
、「
た
ら
ち
し
」
か
ら
「
田た

打う

つ
」
ま
で
は
、
最
上
の
吉

備
の
国
産
の
狭さ
ぐ
は

で
模
擬
的
に
田
を
打
つ
所
作
と
と
も
に
う
た
わ
れ
た
儀
礼
歌
の
一
節
で
あ
ろ
う
。
こ
の
儀
礼
歌
は
、
田
打
ち
か
ら
種
蒔
き
、
草
取
り
、
刈
り
取
り
、
収
納

ま
で
の
理
想
的
な
稲
の
一
生
を
描
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
め
で
た
い
神
歌
の
一
節
の
「
田た

う打
ち
」
が
、
そ
の
後
の
祝
宴
で
喜
ば
し
い
「
手て

拍う

ち
」（
拍
手
）
に
転
用
さ
れ
、
大
い
に
座
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。

宴
席
を
盛
り
上
げ
る
拍
手

　
宴
の
盛
り
上
が
り
・
熱
気
は
参
列
者
の
息
の
合
っ
た
「
ゑ
ら
き
」（
歓
び
楽
し
み
）
の
拍
手
に
あ
る
。〈
長
老
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
〉（
⑧
）
で

も
「
手た
な
そ
こ掌
も
や
ら

亮ら

に
打
ち
上
げ
賜
は
ね
。
吾あ

が
常と
こ

世よ

等た
ち

」
と
、
拍
手
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
の
〈
拍
手
の
唱
え
言
〉（
⑨
）
も
、
こ
の
拍
手
に
乗
せ
て
歌
い
手
で
あ
る

「
吾あ
れ

」
が
「
儛ま

ひ
は
せ
む
」
と
、
一
層
の
座
の
盛
り
上
が
り
を
図
っ
て
い
る
。
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
宴う
た
げ」
の
語
源
か
ら
し
て
、
盛
り
上
が
っ
た
参
列
者
た
ち
が
陽
気
に
手
を

「
打う

ち
上あ

げ
」
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。

現
在
の
稲
の
生
産
叙
事

　
現
在
で
も
、
農
作
の
予
祝
儀
礼
で
稲
の
生
産
叙
事
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
神じ
ん
ぐ
う宮
神し

ん
で
ん田
（
伊
勢
市
楠く

す

部べ

町ち
ょ
う）
で
は
神か

ん

田だ

げ下
種し

ゅ

祭さ
い

が
行
わ
れ
、

天あ
ま

鍬ぐ
は

を
持
ち
ま
さ
き
の
葛か

づ
らの

笠
を
被
っ
た
宮み

や

人ひ
と

に
よ
る
春
田
打
ち
の
場
面
で
は
、
各
種
の
楽
器
を
伴
っ
て
次
の
〈
御お

田た

歌う
た

〉
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

天あ
ま

鍬ぐ
は

や
、
ま
さ
き
の
葛か
づ
ら、
笠か
さ

に
着
て
、
御お

た

う
田
打
ち
ま
つ
る
、
春
の
宮み
や

人ひ
と

。

ま
た
青
森
県
南
部
地
方
に
伝
わ
る
小
正
月
の
〈
え
ん
ぶ
り
〉
で
も
、
理
想
的
な
種
蒔
き
か
ら
収
納
ま
で
の
所
作
を
演
じ
な
が
ら
そ
れ
に
見
合
っ
た
稲
の
見
事
な
生
産
過
程

が
各
種
の
楽
器
を
伴
っ
て
華
や
か
に
歌
い
囃
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
歌
の
一
節
が
例
え
ば
、
次
の
稲
の
生
産
叙
事
歌
で
あ
る
。

春
が
来
れ
ば
春は

る

田た

う打
ち
。
鍬
を
ば
担か
つ

ぎ
揃そ
ろ

え
た
。
揃そ
ろ

ぐ
に
も
揃そ
ろ

え
た
。
四
十
八
ち
ょ
うも
揃そ
ろ

え
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
め
で
た
い
神
歌
の
一
節
の
「
田た

う打
ち
」
が
そ
の
後
の
祝
宴
で
喜
ば
し
い
「
手て

拍う

ち
」（
拍
手
）
に
転
用
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
神
歌
の
後
に
、「
そ
の
よ
う

に
聖
な
る
天あ
ま

鍬ぐ
は

で
御お

田た

打う

つ
如な

す
、
立
派
に
手て

拍う

て
」
と
か
、「
そ
の
四
十
八

の
鍬
で
田た

打う

つ
如な

す
、　
大
勢
で
賑
や
か
に
手て

拍う

て
」
と
か
う
た
っ
て
、
大
い
に
座
を
盛
り

上
げ
る
こ
と
も
あ
り
え
る
。

大
根
の
生
産
叙
事
の
転
用
　
こ
の
よ
う
に
楽
器
を
伴
っ
た
農
作
物
の
予
祝
儀
礼
の
神
歌
が
別
種
の
歌
に
転
用
さ
れ
た
例
と
し
て
、
次
の
〈
根ね

白じ
ろ

の
白し

ろ

腕た
だ
む
きの

歌
〉（
記
61
）
が

あ
る
。つ

ぎ
ね
ふ
　
山や

ま

代し
ろ

女め

の
、 

（
つ
ぎ
ね
ふ
）　
山
代
の
女
が
、

木こ

鍬く
は

持も

ち
　
打う

ち
し
大お

ほ

根ね

、 

木
の
鍬
を
持
っ
て

　
打
ち
起
こ
し
た
大
根
。

根ね

白じ
ろ

の
　
白し

ろ

腕
た
だ
む
き 

そ
の
根
が
白
い
よ
う
に
　
白
い
腕
で
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纏ま

か
ず
け
ば
こ
そ
、 

私
を
抱
か
な
か
っ
た
の
な
ら
、

知
ら
ず
と
も
言
は
め
。 

知
ら
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
よ
。 

（
記
61
）

こ
の
歌
は
、
山
代
の
国
の
大
根
の
播
種
儀
礼
に
お
い
て
大
根
の
理
想
的
な
一
生
を
う
た
い
な
が
ら
大
根
作
り
の
摸
擬
演
技
を
し
て
い
た
こ
と
を
下
地
に
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
「
つ
ぎ
ね
ふ
山や

ま

代し
ろ

女め

が
木こ

鍬く
は

持
ち
打
ち
し
大お

ほ

根ね

根ね

白じ
ろ

」
は
神
歌
の
一
節
で
、
山
代
の
国
の
聖
な
る
女
が
儀
礼
用
の
聖
な
る
木こ

鍬く
は

を
持
っ
て
畑
を
打
て
ば
根
の
白
い
最
高

の
大
根
が
収
穫
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
豊
穣
を
も
た
ら
す
神
言
の
「
大お
ほ

根ね

根ね

白じ
ろ

」
を
、
最
高
の
恋
人
の
美
し
い
「
白し
ろ

腕た
だ
む
き」
に
見
立
て
て
恋
歌
に

転
用
し
、
恋
人
の
肉
体
的
美
質
を
最
大
限
に
讃
美
し
て
い
る
。『
紫
と
榛
の
発
想
―
恋
衣
の
発
想
―
』・「
琴
と
静
歌
⑵
―
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
の
伝
承
―
」﹇
畠
山
﹈
が
述

べ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
予
祝
儀
礼
に
お
け
る
生
産
叙
事
歌
が
別
種
の
歌
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

五

　〈柳
の
歌
〉

１
　
柳
の
祝
い
歌

独
立
歌
謡
と
物
語
歌
謡

　
本
伝
承
は
次
第
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
近
づ
い
て
い
く
。

〈
柳
の
歌
〉（
⑩
）
が
祝
福
の
独
立
歌
謡
な
の
か
、
零
落
し
た
弟
皇
子
の
弘を

け計
の
王み

こ

の
決
意
を
述
べ
た
物
語
歌
謡
（
創
作
歌
謡
）
な
の
か
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、「
稲い
な
む
し
ろ」

と
「
川か

は

副そ
ひ

柳や
な
ぎ」

の
関
係
を
明
快
に
説
い
た
解
釈
も
な
い
。

「
稲い
な
む
し
ろ」
の
用
例
と
し
て
は
他
に
、
万
葉
の
〈
七
夕
の
歌
〉（
八
―
１
５
２
０
・
山
上
の
憶
良
）
に
、
七た

な
ば
た夕
で
彦ひ

こ
ぼ
し星
と
織

た
な
ば
た
つ
め
女
が
天
の
川
を
挟
ん
で
「
稲い

な
む
し
ろ

川か
は

に
向む

き
立た

ち
」、

恋
を
叶
え
る
と
い
う
用
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
通
説
で
は
、
右
の
二
例
に
共
通
す
る
部
分
に
注
目
し
て
「
稲い
な
む
し
ろ」

は
「
川
」
に
懸
か
る
枕
詞
だ
と
す
る
。
と
は
い

え
そ
の
懸
か
り
方
が
う
ま
く
説
明
で
き
ず
、
結
局
そ
の
懸
か
り
方
は
不
詳
だ
と
い
う
。

稲
は
柳
に
生
ず
　
し
か
し
柳
と
稲
が
相
関
関
係
に
あ
っ
て
柳
が
稲
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
問
題
は
か
な
り
氷
解
し
そ
う
で
あ
る
。

柳
と
稲
の
関
係
は
深
く
、
江
戸
時
代
の
農
学
者
・
宮
崎
安
貞
は
『
農
業
全
書
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

稲い
ね

ハ
柳や

な
ぎに
生し

や
うず
と
て
、
楊や

う

楊り
う

〈
や
な
ぎ
〉
の
さ
か
ゆ
る
歳
が
稲
の
よ
き
も
の
な
り
。
本ほ

ん
て
う朝
に
て
も
、
農の

う
ミ
ん民
の
世せ

わ話
に
、
梅う

め
だ田
、
枇び

ハ杷
麦む

ぎ

と
云い

ふ

な
り
。
考か

ん
がへ
み
る
に
、

此こ
の
せ
つ説

大た
い
て
い抵

た
が
ハ
ず
。

（ 

中
国
で
は
、
稲
は
柳
と
と
も
に
成
長
す
る
も
の
と
い
わ
れ
て
、
楊
柳
の
生
育
が
盛
ん
な
年
に
は
稲
は
豊
作
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
、
農
民
の
言
い
草
に
「
梅

田
、
枇
杷
麦
」（
梅
と
稲
、
枇
杷
と
麦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
年
に
作
柄
が
良
い
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
説
は
た
い
て
い
当
た
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『
農
業
全
書
』）
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す
な
わ
ち
柳
や
梅
の
生
育
の
い
い
年
は
、
田
の
稲
の
稔
り
も
い
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

正
月
の
家
の
民
俗
行
事

　
こ
の
柳
な
ど
の
植
物
と
稲
な
ど
の
穀
物
の
密
接
な
関
係
は
、
柳
・
瑞み
ず

木き

・
ヌ
ル
デ
の
枝
が
穀
物
の
豊
穣
を
予
祝
し
て
初
春
に
飾
る
粟
穂
・
稲
穂
・

稗
穂
・
繭ま
ゆ
だ
ま玉

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。『
青
森
県
史
―
民
俗
編
資
料
津
軽
―
』
の
「
民
俗
行
事
」
に
よ
る
と
、
粟
穂
の
儀
礼
は
粟
穂
・
稲
穂
・
メ
ダ
マ
・

繭
玉
と
も
い
わ
れ
、
柳
や
瑞
木
の
枝
に
小
餅
を
つ
け
て
飾
り
、
い
い
稲
（
粟
・
繭
）
だ
な
ど
と
誉
め
そ
や
し
て
い
る
。
こ
の
正
月
行
事
は
津
軽
で
は
か
つ
て
一
般
的
な
民
俗

行
事
で
あ
り
、
ま
た
か
な
り
全
国
的
な
行
事
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

神
社
の
正
月
行
事

　
こ
の
正
月
の
民
俗
の
基
層
に
あ
る
家
の
祭
り
の
粟
穂
・
稲
穂
は
、
共
同
体
の
神
社
の
祭
り
と
し
て
、
例
え
ば
津
軽
の
修し
ゅ

正し
ょ
う

会え

に
柳
を
用
い
る
行
事
と

し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
岩い
わ

木き

山や
ま

神
社
と
猿さ
る

賀か

神
社
で
は
こ
の
修し
ゅ

正し
ょ
う

会え

を
正
月
七
日
に
行
う
の
で
七な
の
か
ど
う
ま
つ
り

日
堂
祭
と
称
し
、
鬼お
に

神
社
で
は
こ
の
行
事
を
正
月
二
九
日
に
行

う
の
で
二に
じ
ゅ
う
く
に
ち
ど
う
ま
つ
り

十
九
日
堂
祭
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
行
事
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
柳
を
用
い
て
稲
の
豊
凶
を
占
う
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
岩
木
山
神
社
で
は
「
御み

柳や
な
ぎ

神
事
」、
鬼

神
社
で
は
「
御お
ん

柳や
な
ぎ

神
事
」、
猿
賀
神
社
で
は
「
柳や

な
ぎか
ら
み
神
事
」
と
い
っ
て
い
る
。

柳
を
用
い
る
年
占

　
こ
の
年と
し

占う
ら

に
用
い
ら
れ
る
柳
は
、
豊
か
に
稔
っ
た
稲
穂
を
表
す
と
い
う
。
岩
木
山
神
社
の
「
御み

柳や
な
ぎ

神
事
」
は
、
柳
の
大
枝
に
、
柳

や
な
ぎ

守も
り

（
六
角
形
の

「
蘇そ

民み
ん

将し
ょ
う

来ら
い

の
子し

そ
ん孫

」
と
書
い
た
札ふ

だ

）・
虫む

し
よ
け除

札ふ
だ

・
蘇
民
将
来
の
各
神し

ん

札さ
つ

・
種た

ね
も
み

な
ど
を
、
稔
っ
た
稲
穂
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
。
そ
し
て
こ
の
枝
を
持
ち
上
げ
、
左
右
前

後
に
振
り
動
か
し
、
根
元
を
盤
上
に
突
き
立
て
る
。
こ
れ
を
三
度
行
い
、
早わ

せ稲
・
中な
か
せ稲
・
晩お
く
て稲
の
稔
り
具
合
を
占
う
。
神
札
が
落
下
し
な
け
れ
ば
吉
と
す
る
。

鬼
神
社
の「
御お
ん

柳や
な
ぎ

神
事
」の
柳
は
、岩
木
山
の
鬼
神
が
一
夜
で
開
削
し
て
鬼お

に
ざ
わ沢

の
里
人
に
与
え
た
と
伝
え
る
鬼き

神じ
ん

堰ぜ
き

の
両
側
に
植
栽
し
た
柳
の
大
枝
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
柳
の
大
枝
に
、
や
は
り
柳
や
な
ぎ

守も
り

・
護
符
・
除い
な
ご
よ
け蝗の
神
札
・
蘇
民
将
来
の
各
神し
ん

札さ
つ

・
種た
ね
も
み

な
ど
を
、
稔
っ
た
稲
穂
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
。
そ
し
て
や
は
り
岩
木

山
神
社
の
場
合
と
同
じ
所
作
を
し
、
稲
の
稔
り
具
合
を
占
う
。

こ
の
神
事
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
岩
木
山
の
鬼
神
が
氏
子
の
里
人
に
与
え
て
く
れ
た
堰せ
き

水み
ず

の
両
側
に
植
栽
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
川か

は

副そ
ひ

柳や
な
ぎ」

を
神
木
と
し
て
占
い
に

用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
稲
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
こ
の
川
副
柳
は
、
鬼
神
の
与
え
る
沢
水
に
よ
っ
て
大
い
に
繁
茂
し
て
い
る
。

猿
賀
神
社
の
「
柳
か
ら
み
神
事
」
は
、
柳
の
大
枝
を
奉
仕
者
が
掛
け
声
と
と
も
に
盤
に
打
ち
付
け
る
。
平
年
は
一
二
回
（
閏
年
は
一
三
回
）
打
ち
付
け
、
柳
の
枝
が
早
く

折
れ
る
と
豊
年
と
し
て
い
る
。

柳
田
・
梅
田
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
地
名
や
苗
字
の
柳
や
な
ぎ

田だ

や
梅う
め

田だ

も
、
そ
の
起
源
は
柳
梅
と
田
の
相
関
関
係
か
ら
稲
の
豊
作
を
祝
福
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
柳
や
な
ぎ

田だ

や
梅う

め

田だ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
福ふ

く

田だ

・
富と

み

田た

な
ど
と
同
じ
だ
ろ
う
。

以
上
、
初
春
の
民
俗
に
み
ら
れ
る
「
川か
は

副そ
ひ

柳や
な
ぎ」

と
稲
の
豊
作
の
深
い
関
わ
り
を
み
て
み
た
。

秋
の
稲
の
豊
作
と
初
春
の
柳
　
以
上
の
よ
う
な
稲
と
柳
の
濃
密
な
関
係
に
基
づ
い
て
み
る
と
、〈
柳
の
歌
〉
の
枕
詞
「
稲い
な
む
し
ろ」（
稲
の
藁
で
編
ん
だ
敷
物
）
が
「
川か
は

副そ
ひ

柳や
な
ぎ」
に

懸
か
る
事
情
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
柳
の
豊
か
な
生
命
力
と
稲
の
豊
作
の
関
係
と
い
う
内
実
を
考
慮
す
る
と
、「
稲

」（
収
穫
さ
れ
た
稲
穂
が
何
列
に
も
向
か
い
合
っ

て
積
み
上
げ
ら
れ
た
敷
物
）
が
、
川
沿
い
に
向
か
い
合
っ
て
立
ち
並
ぶ
青
々
と
し
た
初
春
の
柳
に
幻
視
さ
れ
て
く
る
。「
稲い
な
む
し
ろ

川か
は

副そ
ひ

柳や
な
ぎ」
の
表
現
は
、
こ
の
よ
う
な
秋
の
豊

か
な
稔
り
と
初
春
の
川
辺
の
生
命
力
旺
盛
な
柳
の
相
関
関
係
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
み
れ
ば
、
上
二
句
の
「
稲い
な
む
し
ろ

川か
は

副そ
ひ

柳や
な
ぎ」

と
は
、
秋
の
豊
作
を
見
据
え
な
が
ら
生
成
さ
れ
た
め
で
た
い
初
春
の
豊
作
の
祝

し
ゅ
う

言げ
ん

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
下
三
句
は
、
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初
春
の
理
想
的
な
姿
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
溢
れ
出
る
豊
か
な
水
の
流
れ
に
柳
の
枝
が
靡
い
た
り
起
き
上
が
っ
た
り
し
、
そ
れ
で
い
て
そ
の
根
は
堅
く
定
ま
っ
て
水
に

流
さ
れ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
に
稲
は
水
に
恵
ま
れ
た
自
然
状
況
に
あ
っ
て
、
し
な
や
か
な
強
靭
さ
を
保
っ
て
そ
の
稲
の
根
は
定
ま
っ
て
お
り
、
秋

に
確
実
に
豊
作
に
な
る
、
と
言
っ
て
い
る
。

『
桜
井
満
著
作
集
９

　
花
の
民
俗
学
』
が
説
く
よ
う
に
、「
柳
は
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
で
、
舶
来
の
植
物
で
あ
る
が
、
春
の
こ
と
ぶ
れ
の
木
と
し
て
、
ま
た
旺
盛
な
生
命
力
を
持

つ
木
と
し
て
、
さ
ら
に
は
占
い
の
木
と
し
て
、
万
葉
の
昔
か
ら
人
び
と
の
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
」。

〈
吾
跡
川
楊
の
祝
い
歌
〉　
同
じ
川
楊
を
う
た
っ
た
歌
と
し
て
、
次
の
万
葉
歌
が
注
目
さ
れ
る
。

あ
ら
れ
降ふ

り
　
遠
と
ほ
つ
あ
ふ
み
江
の

　
吾あ

跡ど

川か
は

楊や
な
ぎ。 

（
あ
ら
れ
降
り
）　
遠と
お
と
う
み江の

　
吾
跡
川
の
柳
よ
。

刈
れ
ど
も

　
ま
た
も
生お

ふ
と
い
ふ

　
吾
跡
川
楊
。 

刈
っ
て
も
　
ま
た
生は

え
る
と
い
う
　
吾
跡
川
の
柳
よ
。 

（
万
・
七
―
１
２
９
３
）

『
萬
葉
集
二
』﹇
小
島
憲
之
ほ
か
﹈
は
、
こ
の
歌
を
「
譬
喩
の
歌
で
あ
ろ
う
が
、
さ
す
と
こ
ろ
は
不
明
。
恋
の
止
ま
な
い
こ
と
を
い
う
か
」
と
い
う
。
ま
た
『
中
西
進
著
作

集
20
　
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
二
』
は
、「
楊
の
面
白
い
育
成
に
興
じ
た
歌
」
と
い
う
。

し
か
し
、
民
間
の
口
承
的
性
格
を
強
く
帯
び
る
「
柿
本
の
人
麻
呂
の
歌
集
」
の
旋せ

頭ど
う

歌か

は
、
遠
江
の
国
の
吾あ

跡ど

川か
は

流
域
の
初
春
に
お
け
る
祝
い
歌
で
、
刈
っ
て
も
刈
っ
て

も
生
え
て
く
る
生
命
力
旺
盛
な
川
柳
が
そ
の
年
の
稲
の
豊
作
を
予
祝
し
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
今
和
歌
六
帖
の
祝
い
歌

　『
古
今
和
歌
六
帖
』﹇
九
七
三
〜
九
八
二
﹈
巻
六
の
柳
の
項
に
、〈
柳
の
歌
〉
と
ほ
ぼ
同
じ
歌
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

稲

　
川
副
柳
、　
水
行
け
ば
　
起
き
伏
し
す
れ
ど
、
そ
の
根
は
失
せ
ず
。 

（
六
―
四
一
五
五
）

こ
の
詠
み
人
知
ら
ず
の
歌
も
や
は
り
民
間
に
流
布
し
て
い
た
初
春
の
祝
い
歌
で
、
こ
の
種
の
川
柳
と
豊
作
を
述
べ
る
歌
は
時
代
を
超
え
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
。

栄
華
物
語
の
祝
い
歌
　『
古
代
歌
謡
集
』﹇
土
橋
・
小
西
﹈
の
補
注
に
よ
る
と
、『
栄
華
物
語
』
玉た
ま

の
村む

ら

菊ぎ
く

の
長
和
五
（
一
〇
一
六
）
年
二
月
の
後
一
条
天
皇
即
位
の
条
か
ら
、

当
時
こ
の
歌
が
祝
い
歌
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
条
で
は
、道
長
の
栄
華
を
讃
え
て
、「
大
殿
（
道
長
）
は
、世
は
変
ら
せ
給
へ
ど
も
、我
が
身
（
御

身
）
は
い
と
ど
栄
え
さ
せ
た
ま
ふ
や
う
に
て
、「
川か
は

副ぞ
ひ

柳や
な
ぎ

風か
ぜ

吹ふ

け
ば
、
動
く
と
見
れ
ど
（
す
れ
ど
）、
根
は
静
か
な
り
（「
強
し
」
と
も
）」
と
い
ふ
古ふ

る
う
た歌

の
や
う
に
、
動
き

な
く
お
は
し
ま
す
も
、
え
も
言
は
ず
め
で
た
き
御
有
様
な
り
し
に
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
が
書
紀
か
ら
の
引
用
な
ら
ば
、
も
っ
と
書
紀
の
歌
詞
の
ま
ま
の
形
で
引
用
す
る

筈
で
、
歌
詞
も
詞
形
も
か
な
り
変
化
し
て
い
る
の
は
、
書
紀
に
取
ら
れ
た
原
歌
が
平
安
朝
ま
で
少
し
ず
つ
変
化
し
な
が
ら
歌
い
継
が
れ
て
来
た
こ
と
を
物
語
る
、
と
小
西
は

述
べ
て
い
る
。
け
だ
し
正
鵠
を
射
た
指
摘
で
あ
ろ
う
。

川
柳
と
豊
作
　
こ
の
他
、「
柳
を
詠
む
」
作
者
未
詳
の
万
葉
歌
（
十
―
１
８
４
６
〜
１
８
５
３
）
が
あ
り
、こ
の
う
ち
の
次
の
二
首
は
〈
柳
の
歌
〉
と
〈
吾
跡
川
柳
の
祝
い
歌
〉
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（
万
・
七
―
１
２
９
３
）
の
系
列
に
あ
る
創
作
歌
の
よ
う
で
あ
る
。

山
の
ま
に

　
雪
は
降
り
つ
つ
。
し
か
す
が
に 

山
あ
い
に
　
雪
は
降
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に

こ
の
川か
は

柳や
ぎ

は
　
萌
え
に
け
る
か
も
。 

こ
の
川
柳
は
　
芽
が
出
た
こ
と
だ
。 

（
十
―
１
８
４
８
）

山
の
ま
に

　
雪
は
消け

ざ
る
を
、
み
な
ぎ
ら
ふ 

山
あ
い
の
　
雪
は
消
え
ぬ
が
、
水
増
さ
る

川か
は

の
副そ
ひ

に
は

　
萌
え
に
け
る
か
も
。 

川
の
そ
ば
で
は
　
芽
が
出
た
こ
と
だ
。 

（
十
―
１
８
４
９
）

山
間
の
雪
に
も
め
げ
ず
に
、
水
の
増
さ
る
川か

は
そ
ひ副
の
柳
が
新
芽
を
出
し
て
い
る
、
と
祝
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
真
意
は
、
稲
の
豊
作
を
予
祝
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

七
夕
に
恋
を
実
ら
せ
る
二
人

　
そ
し
て
万
葉
の
〈
七
夕
の
歌
〉（
八
―
１
５
２
０
）
は
こ
の
よ
う
な
春
秋
の
柳
と
稲
の
幸
せ
な
あ
り
方
を
踏
ま
え
、
稲
の
収
穫
期
を
迎
え
た

秋
七
月
に
、
天
の
川
を
挟
ん
で
待
ち
に
待
っ
た
男
女
が
豊
か
な
恋
を
実
ら
せ
よ
う
と
満
を
持
し
て
「
稲い
な
む
し
ろ

川
に
向
き
立
」
つ
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、「
稲い
な
む
し
ろ」
は
稲
の
藁
で
編
ん
だ
敷
物
と
い
う
義
だ
け
で
は
な
く
、
収
穫
さ
れ
た
稲
穂
を
た
く
さ
ん
積
み
上
げ
た

と
い
う
義
に
も
な
り
、
そ
れ
が
川
を
挟
ん

で
青
柳
に
幻
視
さ
れ
る
の
で
、「
稲い
な
む
し
ろ

川か
は

副そ
ひ

柳や
な
ぎ」

と
い
う
典
型
的
な
豊
作
の
祝
言
が
定
着
し
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
人
口
に
膾か

い
し
ゃ炙

し
た
祝
言
を
転
用
し
て
、
恋
す
る
二
人
が

天
の
川
を
挟
ん
で
溢
れ
る
ほ
ど
の
恋
心
を
豊
か
に
実
ら
せ
よ
う
と
「
稲

川
に
向
き
立
ち
」
と
い
う
表
現
を
生
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

新
嘗
祭
で
の
予
祝
の
独
立
歌
謡

　
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
は
稲
の
収
穫
祭
で
あ
る
と
と
も
に
新
年
の
稔
り
を
予
祝
す
る
祭
り
で
も
あ
る
の
で
、
琴
弾
き
に
合
わ
せ
て
弘を

け計
の
王み
こ

の

う
た
っ
た
〈
柳
の
歌
〉
は
こ
の
祭
祀
儀
礼
で
こ
そ
う
た
わ
れ
る
べ
き
豊
年
の
予
祝
の
独
立
歌
謡
だ
っ
た
。
弘を

け計
の
王み

こ

が
こ
の
祝
い
歌
を
宮
廷
の
新
嘗
祭
に
接
続
す
る
地
方
の

新
嘗
祭
の
祝
い
の
席
で
う
た
っ
た
の
は
、
豊
作
祈
願
の
趣
旨
に
適か
な

っ
た
行
為
だ
っ
た
。

２
　
皇
子
の
境
遇
と
決
意
の
表
明

境
遇
と
決
意
を
明
か
す
物
語
歌
謡
　
そ
し
て
、
落
魄
の
弘を

け計
の
王み
こ

が
こ
の
祝
い
歌
を
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
運
命
を
も
予
祝
し
、
苦
難
に
耐
え
て
や
が
て
天
皇
に

即
位
す
る
決
意
を
も
示
し
て
い
る
、
と
解
釈
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
【
歌
】
全
注
釈
』「
顕
宗
紀
」﹇
居
駒
永
幸
﹈
が
説
く
よ
う
に
、「
説
話
と
の
関
係
で
言
え
ば
、「
水
行
け
ば
靡
き
」
の
句
は
、
心
な
ら
ず
も
播
磨

に
身
を
隠
す
こ
と
に
な
っ
た
二
皇
子
の
不
遇
を
伝
え
、
い
ず
れ
は
再
起
し
て
皇
位
に
即
く
こ
と
を
「
起
き
立
ち
」
は
示
す
も
の
で
あ
る
。
結
句
の
「
そ
の
根
は
失
せ
ず
」
も

思
わ
ぬ
皇
位
継
承
者
の
発
見
と
履
中
皇
統
の
復
活
を
物
語
っ
て
い
て
、
確
か
に
顕
宗
即
位
の
経
緯
に
は
ぴ
っ
た
り
の
歌
で
あ
る
」。

そ
し
て
、
天
皇
の
即
位
は
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
で
完
結
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
や
が
て
次
期
天
皇
に
な
る
弘を

け計
の
王み

こ

が
こ
の
確
か
な
豊
作
を
予
祝
す
る
〈
柳
の
歌
〉

を
う
た
う
こ
と
は
、
新
天
皇
（
日
の
御
子
）
と
し
て
誕
生
す
る
こ
と
を
予
告
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
に
弘を

け計
の
王み

こ

は
天
皇
の
後
継
者
と
し
て
こ
の
新
嘗
祭
で
認

め
ら
れ
、
兄
皇
子
と
の
長
い
互
譲
の
末
に
新
天
皇
（
日
の
御
子
）
に
な
っ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
〈
柳
の
歌
〉
は
独
立
歌
謡
と
し
て
用
い
ら
れ
、
同
時
に
物
語
歌
謡
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

歌
舞
の
条
の
折
り
返
し
点

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、こ
の
〈
柳
の
歌
〉（
⑩
）
は
表
面
的
に
は
今
ま
で
新
嘗
祭
で
奏
上
さ
れ
た
民
俗
の
祝
福
芸
の
〈
新に
ひ
む
ろ室

寿ほ

ぎ
の
唱
え
言
〉

（
⑥
）・〈
若
者
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
〉（
⑦
）・〈
長
老
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
〉（
⑧
）
の
延
長
線
上
に
あ
る
独
立
し
た
祝
い
歌
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
裏
面
に
は
二
皇
子
の

心
境
・
決
意
を
述
べ
る
物
語
歌
謡
に
も
転
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
〈
柳
の
歌
〉（
⑩
）
を
境
に
し
て
、
以
下
の
名な

の宣
り
（
⑪
⑫
）
は
明
ら
か
に
皇
子
た

ち
の
素
姓
を
明
か
す
物
語
的
様
相
を
濃
く
し
て
く
る
。

し
て
み
る
と
こ
の
〈
柳
の
歌
〉（
⑩
）
は
、
中
盤
の
歌
舞
の
折
り
返
し
点
に
位
置
し
、
新
嘗
祭
の
宴
の
歌
舞
の
一
般
的
な
祝
福
芸
の
次
第
が
特
別
な
物
語
的
な
唱
え
言
に

転
換
す
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
、
と
知
ら
れ
る
。

「
節
に
赴
せ
」　
そ
の
よ
う
に〈
柳
の
歌
〉（
⑩
）が
一
般
的
な
独
立
歌
謡
か
ら
皇
子
た
ち
の
個
人
的
な
境
遇
と
心
情
を
述
べ
る
物
語
歌
謡
へ
と
軸
足
を
動
か
し
て
い
る
こ
と
は
、

⑩
の
地
の
文
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
こ
の
歌
を
う
た
う
前
に
わ
ざ
わ
ざ
「
寿ほ

き
畢を

は

り
て
、
乃す

な
はち

節こ
と

に
赴あ

は

せ
て
歌
ひ
曰
は
く
」（
祝
い
の
歌
舞
を
終
え
て
小
楯
の
弾
く
琴
に
合

わ
せ
て
う
た
う
こ
と
に
は
）
と
記
す
の
は
、
一
見
す
る
と
祝
い
の
歌
舞
が
す
べ
て
終
わ
っ
て
か
ら
皇
子
の
心
情
を
述
べ
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
前
の
三
首
の
祝

い
の
歌
舞
を
一
括
り
に
し
て
そ
の
一
群
の
定
番
の
芸
能
を
終
え
、
次
の
祝
福
芸
能
に
移
る
べ
く
し
て
自
然
に
移
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
の
〈
柳
の
歌
〉（
⑩
）
が
当
初
主
賓
の
小
楯
に
と
っ
て
祝
言
の
歌
と
し
か
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
歌
を
聞
い
た
直
後
の
小
楯
が
「
可お
も
し
ろ怜

し
。
願
は
く
は
復ま

た

聞

か
む
」
と
楽
し
げ
に
次
の
祝
福
芸
を
所
望
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
こ
の
〈
柳
の
歌
〉（
⑩
）
の
裏
に
今
一
つ
皇
子
の
個
人
的
な
心
情
が
籠
っ
て
い
る
と
悟
ら
れ
る
の
は
、

そ
れ
以
後
の
二
つ
の
名
宣
り
（
⑪
⑫
）
に
皇
子
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
と
分
か
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

六

　名
宣
り

１
　
初
春
の
国
土
讃
美
に
よ
る
皇
統
の
宣
揚

名
宣
り
⑴
　
本
伝
承
は
や
が
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
・
核
心
部
の
名
宣
り
⑴
⑵
に
達
す
る
。

名
宣
り
⑴
（
⑪
）
に
分
類
し
た
〈
そ
そ
茅ち

原は
ら

の
唱
え
言
〉
と
〈
青
垣
の
倭
の
唱
え
言
〉
は
、
新
嘗
祭
後
の
新
春
に
執
行
さ
れ
る
穀
物
の
予
祝
儀
礼
・
国
見
儀
礼
を
踏
ま
え

て
皇
統
を
宣
揚
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

〈
そ
そ
茅
原
の
唱
え
言
〉　〈
そ
そ
茅ち

原は
ら

の
唱
え
言
〉
の
前
半
の
「
倭や

ま
とは
そ
そ
茅ち

原は
ら

」
は
、
新
春
の
大
和
の
国
の
茅
原
が
萌
え
出
る
若
草
の
さ
わ
や
か
な
音
に
満
ち
て
い
る
こ

と
を
述
べ
、
こ
の
国
の
大
地
が
見
事
な
穀
物
を
稔
ら
す
兆
し
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
讃
美
し
て
い
よ
う
。

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
紀
編
―
』﹇
土
橋
﹈
が
説
く
よ
う
に
、「
そ
そ
」
は
草
の
葉
が
そ
よ
そ
よ
と
鳴
る
擬
声
語
で
、
倭
の
国
讃
め
で
あ
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
【
歌
】
全

注
釈
』「
顕
宗
紀
」﹇
居
駒
﹈
が
『
日
本
書
紀
上
』﹇
坂
本
ほ
か
﹈
の
説
を
引
い
て
、
こ
の
一
節
の
「
そ
そ
」
は
茅ち
が
やが

風
に
揺
れ
て
鳴
る
擬
声
語
で
、
そ
の
「
茅ち

原は
ら

」
は
国
土

創
成
神
話
に
お
い
て
こ
の
「
大
和
」
を
「
豊と
よ

葦あ
し
は
ら原
」
と
讃ほ

め
る
始
原
の
風
景
に
通
じ
て
お
り
、
倭
の
国
を
讃
め
る
呪
詞
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

自
ら
発
す
る
双
葉
の
音
　
た
だ
し
そ
の
「
そ
そ
」
は
茅
の
若
葉
が
風
な
ど
に
よ
っ
て
さ
や
ぐ
音
で
は
な
く
、
自
ら
力
強
く
成
長
し
て
発
す
る
双
葉
の
葉
擦
れ
の
音
で
あ
り
、
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そ
の
よ
う
な
生
命
力
溢
れ
る
大
地
が
大
和
の
国
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
茅ち
が
や（
イ
ネ
科
植
物
）
の
双
葉
の
旺
盛
な
生
育
は
、
同
じ
植
物
の
稲い
ね

（
イ
ネ
科
植
物
）
の

生
育
に
連
動
す
る
も
の
で
、
豊
作
の
予
兆
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
茅ち
が
やと
稲
の
あ
り
方
は
、
柳
と
稲
の
相
関
関
係
に
等
し
い
。

宇
摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
の
神
の
誕
生

　
大
和
の
「
豊
葦
原
」
と
讃ほ

め
る
始
原
の
風
景
と
は
、
神
代
記
の
冒
頭
に
位
置
す
る
国
土
創
成
神
話
の
次
の
条
で
あ
る
。

国
稚わ

か

く
浮う

か

べ
る
脂あ

ぶ
らの

如ご
と

く
し
て
、
く
ら
げ
如な

す
漂た

だ

よ
へ
る
時
、
葦あ

し

牙か
び

の
萌も

え
騰あ

が

る
物
に
因よ

り
て
成
れ
る
神
の
名
は
、
宇う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

ぢ

摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
の
神か

み

。 

（
神
代
記
）

こ
の
宇う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

ぢ

摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
の
神か
み

（
立
派
な
葦
の
芽め

の
男
神
）
の
誕
生
は
、
こ
の
国
土
に
お
け
る
稲
の
豊
穣
の
め
で
た
い
（
芽め

出で

た
い
）
兆
し
を
先
取
り
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
葦あ
し

牙か
び

の
萌も

え
騰あ

が

る
物
」
と
は
、
冬
至
明
け
の
早
春
に
萌
え
あ
が
る
葦あ

し

牙か
び

＝
葦あ

し

の
芽め

そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
生
命
力
旺
盛
な
葦
の
新
芽

は
、ぐ
ん
ぐ
ん
と
力
強
く
繁
茂
し
て
自
ら
「
そ
そ
」「
さ
や
さ
や
」
と
双
葉
の
葉
摺
れ
の
音
を
出
し
、秋
の
稲
が
豊
作
に
な
る
こ
と
の
吉
兆
を
示
し
て
い
る
、と
考
え
ら
れ
る
。

葦
も
ま
た
茅ち
が
やと

同
様
に
、
イ
ネ
科
植
物
で
あ
る
。

豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国
　
そ
し
て
「
豊と
よ

葦あ
し
は
ら原

」
は
、
稲
穂
の
稔
る
「
瑞み

づ

穂ほ

の
国
」
と
連
動
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
葦
原
が
水
稲
栽
培
に
最
適
の
土
地
で
、
豊
葦
原
を
耕
せ
ば
容

易
に
稲
の
瑞
穂
の
国
に
化
し
、
こ
れ
を
休
耕
田
に
す
れ
ば
直
ち
に
元
の
豊
葦
原
に
戻
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
葦あ
し

牙か
び

と
稲
の
あ
り

方
も
、
柳
と
稲
の
相
関
関
係
と
同
じ
位
相
に
あ
る
、
と
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、「
宇う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

ぢ

摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
の
神か

み

」（
紀
の
一
書
）
で
は
「
可う

ま
し美

葦あ
し

牙か
び

彦ひ
こ

舅ぢ

の
尊み

こ
と」

は
、
稲
を

中
心
に
し
た
五
穀
の
豊
作
を
予
告
す
る
立
派
な
新
年
の
男
神
だ
っ
た
と
わ
か
る
。

「
冬
木
の
下
木
」
の
「
さ
や
さ
や
」　
こ
の
よ
う
に
一
陽
来
復
す
る
冬
至
祭
な
ど
で
大
地
・
森
に
生
え
る
植
物
が
若
葉
を
茂
ら
せ
て
さ
わ
や
か
な
音
を
自
ら
発
す
る
例
と
し
て
、

今
一
つ
《
日
の
御
子
の
用
例
》
の
⑵
〈
国
栖
の
大
刀
の
歌
〉（
記
47
）
が
あ
る
。

品ほ
む
だ陀

の
　
日ひ

の
御み

こ子
　
大お

ほ

雀さ
ざ
き　 

品
陀
の
　
日
の
御
子
で
あ
る
　
大
雀
の
命
が

佩は

か
せ
る
大た

ち刀
。 
帯
び
て
お
い
で
の
大
刀
。

本も
と

吊つ

る
き
　
末す
ゑ

振ふ

ゆ
。 

そ
の
大
刀
の
本
を
吊
り
佩は

き
、
先
が
振
れ
る
。

冬ふ
ゆ

木き

の
　
素す

幹か
ら

が
下し

た

木き

の
、 

す
る
と
冬
木
の
　
裸
の
幹
の
　
下
木
が
、

さ
や
さ
や 

若
々
し
い
枝
葉
を
茂
ら
せ
て
さ
や
さ
や
と
鳴
り
響
か
す
よ
。 

（
記
47
）

『
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
「
品ほ

む
だ陀

の
日ひ

の
御み

こ子
大お

ほ
さ
ざ
き

雀
」
は
、
後
世
の
物
語
化
・
歴
史
化
さ
れ
た
姿
で
あ
る
。
こ

の
名
前
の
部
分
は
入
れ
替
え
可
能
で
、
原
初
の
形
は
国
栖
社
会
の
最
高
位
の
者
の
名
前
が
入
っ
て
い
た
ろ
う
。
そ
の
名
前
と
は
、
国
栖
族
の
族
長
＝
最
高
司
祭
者
の
神
名
で
、

そ
れ
は
神
武
東
征
の
条
に
登
場
す
る
「
吉
野
の
国く

巣ず

の
祖お

や

」
の
「
石い

は

押お
し

分わ
く

之の

子こ

」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
石い

は

押お
し

分わ
く

之の

子こ

」
の
腰
に
吊
り
佩
く
大た

ち刀
は
呪
力
あ
る
神
剣
で
、
こ
の

大
刀
の
末
が
「
振ふ

ゆ
」（
振
れ
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
刀
の
呪
力
が
発
動
し
て
い
る
。
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そ
し
て
そ
の
大
刀
の
呪
力
が
も
た
ら
す
効
用
は
、
枝
葉
の
枯
れ
果
て
た
橿か
し

の
冬
木
の
素す

幹か
ら

の
下し
た

木き

（
若
木
・ひ
こ
ば
え）
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
神
剣
の
呪
力
は
こ
の
下し
た

木き

に

向
け
ら
れ
、
老
い
た
冬
木
の
素す

幹か
ら

に
代
わ
っ
て
次
の
世
代
を
担
う
下
木
が
、
青
葉
を
茂
ら
せ
て
自み

ず
から

「
さ
や
さ
や
」
と
葉
擦
れ
の
音
を
発
す
る
。
こ
う
し
て
こ
の
森
に
春
を

招
く
祭
祀
に
よ
っ
て
、
橿か
し

な
ど
の
木
の
実
を
常
食
に
す
る
国
栖
人
の
生
活
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

え
ん
ぶ
り
の
〈
御
祝
い
〉　
前
述
し
た
現
代
の
南
部
地
方
の
〈
え
ん
ぶ
り
〉
も
稲
の
生
産
叙
事
を
伴
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
注
目
す
べ
き
次
の
〈
御ご

祝い
わ

い
〉
が
あ
る
。

御ご

祝い
わ

い
は

　
繁し
げ

け
れ
ば

　
お
庭に
わ

の
松ま
つ

は
　
そ
よ
め
ぐ
。
そ
よ
め
ぐ
。

こ
れ
は
田
植
え
の
場
面
で
、
大だ

ゆ
う夫
な
ど
の
祝
福
芸
人
の
訪
れ
た
家
の
庭
を
田
に
、
大
夫
の
手
に
す
る
小
松
を
稲
の
苗
に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
立
て
、
こ
の
〈
御
祝
い
〉
に
合
わ

せ
て
大
夫
た
ち
が
田
植
え
の
神
遊
び
を
す
る
。
こ
の
歌
の
義
は
、
こ
の
格
式
の
あ
る
〈
御
祝
い
〉
の
神
遊
び
に
よ
っ
て
植
え
た
ば
か
り
の
庭
の
小
松
＝
稲
の
苗
の
生
育
が
促

さ
れ
、
稲
の
双ふ
た

葉ば

が
早
く
も
自
ず
か
ら
葉
摺
れ
の
音
を
発
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、〈
国く

ず栖
の
大た

ち刀
の
歌
〉
と
ま
っ
た
く
同
じ
構
造
と
働
き
を
も
っ
て

い
る
。

「
さ
さ
茅
原
」
の
「
さ
さ
」　
こ
う
し
て
み
る
と
「
さ
さ
茅ち

原は
ら

」
の
「
さ
さ
」
が
、〈
国
栖
の
大
刀
の
歌
〉
に
お
け
る
国
栖
の
橿
の
森
の
「
下
木
」
の
「
さ
や
さ
や
」
や
〈
御

祝
い
〉
の
稲
の
苗
に
見
立
て
ら
れ
た
小
松
の
「
さ
や
め
き
」
に
相
当
す
る
と
わ
か
る
。
素
よ
り
、
一
方
は
山
の
樹
木
の
新
生
・
再
生
の
姿
、
あ
る
い
は
小
松
（
稲
の
苗
）
の

新
生
・
再
生
の
姿
、
他
方
は
平
原
の
草
の
新
生
・
再
生
の
姿
と
い
う
相
違
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
地
に
生
え
る
植
物
の
新
生
・
再
生
の
理
想
的
な
姿
で
は
共
通
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
「
倭や
ま
との

さ
さ
茅ち

原は
ら

」
も
、
大
和
の
国
の
大
地
の
理
想
的
な
植
物
の
新
生
・
再
生
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
の
民
の
主
食
で
あ
る
稲
の
豊
作
を
保
証
し
て
い
る
、
と
わ

か
る
。

倭
の
弟
日
の
御
子
　
後
半
の
「
浅あ
さ

茅ち

原は
ら

の
弟お

と
ひ
や
つ
こ

日
僕
ら
ま
」
は
名
宣
り
で
、
自
分
は
そ
の
「
豊
穣
の
倭
の
国
の
弟お

と

日ひ

」
だ
と
い
う
。
こ
の
「
弟お

と

日ひ

」
の
「
弟お

と

」
は
、
年
下
の
者

（
弟
・
妹
）
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
伝
で
い
け
ば
、
兄
皇
子
は
「
兄え

日ひ

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

通
説
に
よ
る
と
こ
の
「
日ひ

」
は
、「
日ひ

こ子
」（
彦
）
の
「
日ひ

」
で
あ
る
。
こ
の
「
弟お
と

日ひ

」
の
「
日ひ

」
は
極
め
て
暗
示
的
で
、
ど
こ
か
遠
慮
気
味
な
が
ら
も
そ
れ
な
り
の
確
固

た
る
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
と
明
確
に
い
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
大
和
王
権
に
お
け
る
天
皇
は
天あ
ま

照て
ら
す

大お
ほ

御み

神か
み

の
子
＝
「
日ひ

の
御み

こ子
」
と
し

て
新
嘗
祭
の
豊
の
明
か
り
で
輝
か
し
く
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
弟お
と

日ひ

」
の
「
日ひ

」
は
、そ
の
新
嘗
祭
に
お
け
る
「
日ひ

の
御み

こ子
」
の
「
日ひ

」
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、

結
句
「
倭や
ま
との
弟お

と

日ひ

」
は
「
倭や

ま
との
弟お

と

日ひ

の
御み

子こ

」
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

崇
神
紀
の
神
浅
茅
原
の
条
　
新
春
の
萌
え
出
る
植
物
の
若
葉
の
そ
よ
ぎ
の
音
響
に
は
焦
点
が
当
た
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
崇
神
紀
七
年
の
条
に
よ
る
と
崇
神
天
皇
は
国
の

一
大
事
に
あ
た
っ
て
聖
な
る
「
神か
む

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

」
で
祭
祀
を
執
り
行
い
、
国
難
を
解
決
す
る
た
め
に
諸
々
の
神
々
を
招
請
し
て
そ
の
神
意
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
以
下
に
述
べ

る
よ
う
に
、
こ
の
神
事
は
本
来
「
神
浅
茅
原
」
で
行
わ
れ
る
べ
き
穀
物
儀
礼
を
転
用
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

三
輪
山
の
麓
の
磯し

き城
の
瑞み

づ
か
き籬
の
宮
に
都
を
お
い
た
崇
神
朝
は
、
神
権
の
著
し
く
強
い
王
朝
で
あ
っ
た
。
特
に
そ
の
初
期
に
お
け
る
こ
の
王
権
は
神
々
の
支
持
を
得
ら
れ
な

い
ま
ま
、
神
々
の
祟
り
に
よ
っ
て
「
国く
に
の
う
ち内の
疾

え
の
や
ま
ひ疫
多
く
し
て
、
民

お
ほ
み
た
か
ら

死ま

亡か

れ
る
者
」
が
民
の
半
数
に
も
及
ん
で
い
た
（
五
年
の
条
）。
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そ
し
て
そ
の
次
の
年
に
は
さ
ら
に
、「
百
お
ほ
み
た
か
ら姓
流さ
す
ら離
へ
」、
王
権
に
「
背そ
む
く叛
も
の
」
が
多
か
っ
た
の
で
、
神
々
を
丁
重
に
祀
っ
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
神
々
の
納
受
す
る
と

こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
（
六
年
の
条
）。

そ
こ
で
そ
の
翌
年
の
春
二
月
に
、
崇
神
天
皇
は
「
神か
む

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

に
幸い

で
まし

て
、
八や

そ
よ
ろ
づ

十
万
の
神

か
み
た
ちを

会つ
ど

へ
て
、
卜う

ら

問と

ふ
」。
こ
の
時
、
三
輪
山
の
大お

ほ

物も
の

主ぬ
し

の
神
が
朝
廷
の
代
表
的
な

神
女
の
「
神か
み
や
ま
と
と
と
ひ
も
も
そ
ひ
め

明
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
の
命み
こ
とに
憑か
か

」
っ
て
出
現
し
、
そ
の
神
の
祟
り
に
よ
る
災
難
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

ま
た
同
年
の
秋
の
八
月
に
、
春
の
二
月
に
神か
む

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

で
見
事
に
神
語
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
倭や

ま
と
と
は
や
か
む
あ
さ
ち
は
ら
ま
ぐ
は
し
ひ
め

迹
速
神
浅
茅
原
目
妙
姫
」
と
賞
賛
さ
れ
た
神か

み
や
ま
と
と
と
ひ
も
も
そ
ひ
め

明
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
の
命

み
こ
と

な
ど
が
同
時
に
同
じ
神
夢
を
見
、
王
朝
に
祟
り
を
な
す
大
物
主
の
神
と
倭
や
ま
と

大お
ほ

国く
に

魂た
ま

の
神
の
祭
り
方
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
天
皇
は
改
め
て
「
神か
む

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

に
臨い
で
ま
し
て
、

諸お
ほ
き
み
た
ち王

卿
ま
へ
つ
き
み
た
ち

及
び
八や

十そ

諸
も
ろ
と
も
の
をを
会
め
し
つ
どへ
」、
神
事
を
執
り
行
っ
て
さ
ら
に
神
意
を
得
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
年
の
十
一
月
に
も
神
意
を
伺
い
な
が
ら
そ
の
神
意
に
適
っ
た
祭
り
方
を
し
た
と
こ
ろ
、「
疫
え
の
や
ま
ひ病

始は
じ

め
て
息や

み
て
、
国

く
に
の
う
ち内

漸や
う
や
くに

謐し
づ
まり

ぬ
。
五

い
つ
つ
の
た
な
つ
も
の

穀
既す

で

に
成み

の

り

て
、
百
お
ほ
み
た
か
ら姓
饒に

ぎ
はひ
ぬ
」
と
、
か
つ
て
の
繁
栄
を
回
復
し
て
い
る
（
七
年
の
条
）。

神
浅
茅
原
＝
穀
物
儀
礼
の
祭
場

　
七
年
の
条
で
神
々
を
二
度
に
わ
た
っ
て
招
請
し
た
祭
場
の
「
神か
む

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

」
は
『
日
本
書
紀
上
』﹇
坂
本
ほ
か
﹈
の
頭
注
に
よ
る
と
桜
井
市

笠
の
浅
茅
原
あ
る
い
は
同
市
茅
原
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
自
ず
か
ら
な
る
茅
原
の
双
葉
の
そ
よ
ぎ
に
稲
の
豊
作
の
予
兆
を
み
て
き
た
こ
と
を

勘
案
し
て
み
る
と
、
三
輪
山
の
麓
に
都
を
置
い
た
崇
神
王
朝
に
と
っ
て
「
神か
む

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

」
は
、
毎
年
の
新
春
に
五
穀
の
豊
作
を
占
い
、
か
つ
予
祝
す
る
例
祭
の
祭
場
だ
っ
た
、

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
年
の
初
春
に
行
わ
れ
る
神
浅
茅
原
で
の
神
事
は
、
そ
の
茅
の
若
葉
に
よ
っ
て
そ
の
年
の
豊
凶
を
示
す
神
意
を
聞
き
取
る
こ
と
に
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
神
事
を
司
祭
す
る
崇
神
天
皇
は
神
琴
を
弾
い
て
神
霊
を
統
御
し
、
神
懸
っ
た
神
女
が
神
語
を
述
べ
、
審さ

に

は
神
者
が
そ
れ
を
確
定
し
て
い
た
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
王
朝
の
存
亡
の
危
機
に
際
会
し
て
、
そ
の
農
耕
の
祭
祀
の
延
長
線
上
に
こ
の
国
難
を
解
決
す
る
方
策
を
探
る
臨
時
の
祭
祀
を
位
置
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
王
朝
を
代
表
す
る
神
女
の
「
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
」
が
こ
の
祭
場
の
神か
む

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

で
天
皇
の
弾
く
琴
に
合
わ
せ
て
神
懸
り
、
審さ

に

は
神
者
の
力
も
与
あ
ず
か

っ
て
見
事
に
神
意
を
得

た
と
い
う
の
は
、
こ
の
茅ち

の
若
葉
を
依
り
代
に
し
て
そ
の
自
ら
発
し
た
さ
や
め
き
の
「
さ
さ
」
か
ら
神
語
を
知
り
え
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
巫ふ

業ぎ
ょ
うが

よ
ほ
ど
見
事
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
神
女
は
別
に
「
神か

む

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

目ま
ぐ

妙は
し

姫ひ
め

」
と
ま
で
讃
美
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
神
語
を
得
た
「
神
浅
茅
原
」
が
元
来
五
穀
の
豊
作
を
占
い
つ
つ
予
祝
す
る
祭
場
だ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
国
内
の
乱
れ
を
語
る
伝
承
の
最
後
が
、
豊
作
を
占
い
つ
つ
予

祝
す
る
二
月
と
呼
応
し
て
「
五
い
つ
つ
の
た
な
つ
も
の

穀
既す

で

に
成み

の

り
て
、
百

お
ほ
み
た
か
ら姓

饒に
ぎ
はひ

ぬ
」
と
豊
作
で
結
ん
で
い
る
こ
と
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
う
し
て
二
年
間
に
わ
た
っ
た
国
の

災
禍
は
、
神
浅
茅
原
を
祭
場
に
す
る
穀
物
儀
礼
の
祭
式
を
踏
ん
で
三
年
目
に
大
団
円
を
迎
え
て
い
る
。

倭
の
茅
原
の
日
の
御
子
＝
司
祭
者
　
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
崇
神
紀
の
伝
承
の
舞
台
の
土
台
に
な
っ
た
早
春
の
神
浅
茅
原
に
お
け
る
穀
物
儀
礼
の
司
祭
者
＝
崇
神
天
皇
は

〈
そ
そ
茅ち

原は
ら

の
唱
え
言
〉
の
「
倭
は
そ
そ
茅ち

原は
ら

。
浅あ

さ

茅ち

原は
ら

の
弟お

と

日ひ

」
＝
後
の
顕
宗
天
皇
と
重
ね
写
真
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
、
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
の
「
弟お

と

日ひ

」

＝
顕
宗
天
皇
は
初
春
の
崇
神
天
皇
の
み
な
ら
ず
歴
代
の
倭
の
国
の
天
皇
像
と
も
結
び
つ
き
、
倭
の
国
の
「
そ
そ
」
と
さ
や
ぐ
茅
原
で
初
春
の
穀
物
儀
礼
を
司
祭
す
る
歴
代
の

「
日ひ

の
御み

子こ

」
＝
天
皇
の
像
を
彷
彿
と
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
を
も
う
少
し
発
生
的
に
言
い
換
え
る
と
、〈
そ
そ
茅
原
の
唱
え
言
〉
は
次
の
司
祭
者
賛
美
が
本
来
の
姿
だ
っ
た
、
と
想
定
で
き
る
。
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（ 29 ） もう一つの「日の御子」の誕生

倭
は
　
そ
そ
茅ち

原は
ら

。 

倭
の
国
の
さ

　
そ
そ
と
双
葉
の
音
を
発
す
る
豊
穣
の
茅
原
。

浅あ
さ

茅ち

原は
ら

の
　
日
の
御
子
。 

そ
の
浅
茅
原
の
　
日
の
御
子
。

そ
の
本
義
・
古
義
は
、
倭
の
国
の
豊
穣
の
茅ち

　は
ら原

で
茅ち

の
双
葉
の
成
長
す
る
音
＝
「
そ
そ
」
で
五
穀
の
豊
凶
を
示
す
神
意
を
占
う
初
春
の
祭
り
の
司
祭
者
は
「
日
の
御
子
」

＝
天
皇
で
あ
る
、
と
讃
美
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
こ
の
祭
祀
の
主
催
者
を
称
賛
し
た
神
歌
の
定
型
句
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
句
の
「
日
の
御
子
」
は
、
素
よ
り
一
陽
来
復
し
た

新
春
の
儀
礼
で
司
祭
者
を
務
め
る
歴
代
の
倭
の
国
の
天
皇
を
指
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、「
日
の
御
子
」
の
尊
称
は
、
新
嘗
祭
・
新に
ひ

室む
ろ

寿ほ

ぎ
の
顕
儀
・
饗
宴
だ
け
で
用
い
ら
れ
た
天
皇
の
尊
称
で
は
な
く
、
太
陽
神
の
御
子
と
い
う
立
場
で
早

春
の
二
月
の
穀
物
の
豊
凶
を
見
定
め
つ
つ
予
祝
す
る
儀
礼
の
司
祭
者
と
し
て
の
尊
称
に
も
な
っ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
い
え
ば
允
恭
紀
に
よ
る
と
、
七
年
の
十
二
月
の
新
嘗
祭
の
宴
で
「
日
の
御
子
」
の
立
場
に
立
っ
た
允
恭
天
皇
が
翌
八
年
の
二
月
に
〈
細さ
さ
ら
が
た

紋
形
錦
の
紐
の
歌
〉（
紀
66
）

を
う
た
っ
て
弟お
と
ひ
め姫

と
一
夜
の
聖
婚
を
し
て
い
た
の
は
、
天
皇
が
「
日
の
御
子
」
と
し
て
執
り
行
う
儀
礼
が
二
月
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
の
定
型
句
を
用
い
た
名
宣
り
の
〈
そ
そ
茅
原
の
唱
え
言
〉
が
、
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
を
場
に
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
、「
日
の
御
子
」
の
用
例
が
新

嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
を
磁
場
に
し
た
晴
の
尊
称
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
と
も
い
え
る
。
こ
の
点
、
允
恭
紀
の
場
合
も
同
じ
で
、
允
恭
天
皇
と
弟お
と
ひ
め姫

（
衣そ

と
ほ
し通

の
郎い

ら
つ
め女

）

が
十
二
月
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
で
行
う
べ
き
一
夜
の
聖
婚
を
二
月
ま
で
延
期
し
た
愛
の
物
語
も
、
や
は
り
十
二
月
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
饗
宴
で
演
じ
ら
れ
た
歌
劇
で

あ
っ
た
ろ
う
。

二
番
目
の
皇
位
継
承
者

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
定
型
句
の
司
祭
者
讃
美
の
「
日
の
御
子
」
に
若
干
手
を
加
え
て
「
弟お
と

日ひ

の
御み

子こ

」（
年
下
の
日
の
御
子
）
＝
「
弟お

と

日ひ

」

が
自
分
な
の
だ
、
と
弟
皇
子
が
名
宣
る
こ
と
は
、
こ
の
初
春
の
祭
祀
を
司
祭
す
る
尊
貴
者
で
あ
る
天
皇
の
二
番
目
の
皇
位
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
宣
揚
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
を
逆
か
ら
い
え
ば
、
弟
皇
子
は
あ
く
ま
で
も
兄
皇
子
を
第
一
の
皇
位
継
承
者
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
に
長
幼
の
序
を
守
る
君
子
の
相
を
見
て
と
る
べ
き
で

あ
る
。

地
方
か
ら
中
央
へ
　
こ
の
名
宣
り
の
条
（
⑪
⑫
）
か
ら
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
に
お
け
る
王
権
の
あ
り
方
が
登
場
す
る
の
は
、
唱
え
言
の
場
が
王
権
の
所
在
す
る
「
倭や
ま
と」
を
舞

台
に
す
る
こ
と
と
照
応
し
て
い
る
。
弟
皇
子
の
視
点
は
播
磨
の
国
の
縮し
じ

見み

村
を
遥
か
に
飛
び
越
え
、
中
央
政
府
の
中
枢
で
あ
る
倭
王
権
に
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
こ
の

「
弟お
と

日ひ

の
御み

こ子
」（
年
下
の
日
の
御
子
・
二
番
目
の
皇
位
継
承
者
）
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
伝
で
い
け
ば
、兄
の
皇
子
は
「
兄え

日ひ

の
御み

こ子
」（
年

上
の
日
の
御
子
・
一
番
目
の
皇
位
継
承
者
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

上
か
ら
の
誥
び
　
こ
の
地
方
か
ら
中
央
へ
と
い
う
視
点
の
移
動
は
、
今
ま
で
の
下
の
者
か
ら
上
の
者
に
対
す
る
目
線
と
は
逆
に
、
上
か
ら
下
の
者
へ
の
目
線
と
連
動
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
唱
え
言
は
「
誥た
け

び
」
す
な
わ
ち
「
建た
け

び
」
で
、
荒
い
声
を
出
し
て
上
か
ら
下
に
告
げ
る
形
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
弟
皇
子
の
百
八
十
度
の
転
換
・

変

ぶ
り
が
、
こ
こ
い
ら
に
か
な
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。

〈
青
垣
の
倭
の
唱
え
言
〉　
こ
の
点
、
播
磨
国
風
土
記
の
〈
青
垣
の
倭
の
唱
え
言
〉
も
同
一
の
位
相
に
あ
る
。
前
半
の
「
淡あ
ふ

海み

は
水み

づ

渟た
ま

る
国
、
倭や

ま
とは
青あ

を
が
き垣
、
青あ

を
が
き垣
の
山や

ま

投と

」
は
、

初
春
の
国
見
儀
礼
に
お
け
る
近
江
の
国
と
大
和
の
国
の
国く
に

讃ほ

め
の
詞
で
、「
淡あ

ふ

海み

は
水み

づ

渟た
ま

る
国
」
は
近
江
の
国
が
農
耕
に
必
要
な
水
の
豊
か
に
あ
る
国
だ
の
義
、「
倭や

ま
とは
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青あ
を
が
き垣
」
は
大
和
の
国
が
青
垣
の
よ
う
な
山
に
囲
ま
れ
て
や
は
り
農
耕
に
必
要
な
水
が
青
垣
の
山
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
豊
か
な
国
だ
の
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
国
讃

め
の
詞
が
、
同
義
の
国
讃
め
の
詞
「
青
垣
の
山や
ま

投と

（
倭や
ま
と・
大や
ま
と和
）」
を
導
い
て
い
る
。
こ
の
国
讃
め
の
詞
の
類
例
と
し
て
、〈
青
垣
山
籠
も
れ
る
大
和
の
国
見
歌
〉（
記
30
）・

〈
千ち

葉ば

の
葛か

づ

野の

の
国
見
歌
〉（
記
41
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
国
見
歌
は
そ
の
土
地
の
支
配
者
が
豊
作
を
祈
願
し
て
早
春
の
国
見
儀
礼
で
う
た
っ
て
い
た
。

名
宣
り

　
そ
し
て
後
半
の
そ
の
「
青
垣
の
山や
ま

投と

に
坐ま

し
し
市い
ち
の
べ辺
の
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
が
御み

足あ
な

末す
ゑ

。
奴や
つ
こら
ま
。」
で
、
そ
の
豊
穣
の
大
和
の
国
を
支
配
す
る
天
皇
の
子
な
の
だ
、
と
名
宣
り

す
る
こ
と
に
な
る
。
記
紀
に
よ
る
と
、
二
皇
子
の
父
は
「
市い
ち

辺の
べ

之の

忍お
し

歯は

の
王み

こ

」・「
市い

ち
の
べ辺

の
押お

し

磐は

の
皇み

こ子
」
と
皇
子
扱
い
さ
れ
て
い
て
、
天
皇
に
即
位
し
て
い
な
い
。
し
か
し

「
市い
ち
の
べ辺
の
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
」
だ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

初
春
の
国
土
讃
美
に
よ
る
皇
統

　
こ
う
し
て
み
る
と
、〈
そ
そ
茅ち

原は
ら

の
唱
え
言
〉
と
〈
青
垣
の
倭
の
唱
え
言
〉
の
伝
承
は
、
天
皇
な
ど
の
為
政
者
が
初
春
の
国
土
を
讃
美
し

て
豊
穣
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
穀
物
の
予
祝
儀
礼
や
国
見
儀
礼
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
二
皇
子
が
そ
の
統
治
儀
礼
を
行
い
得
る
皇
統
に
あ
る
こ
と
を
宣
揚
し
て
い
る
、
と
い
え

よ
う
。

２
　
文
と
武
に
よ
る
皇
統
の
宣
揚

名
宣
り
⑵

　
名
宣
り
⑵
（
⑫
）
に
分
類
し
た
〈
神か
む

榲す
ぎ

の
唱
え
言
〉
と
〈
竹た
け

と
琴こ
と

の
唱
え
言
〉
は
、武
と
文
に
よ
っ
て
国
土
を
統
治
す
る
皇
統
を
宣
揚
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

〈
神
榲
の
唱
え
言
〉　
顕
宗
即
位
前
紀
の
〈
神
榲
の
唱
え
言
〉
の
前
半
の
「
石い
そ

の
上か

み

布ふ

る留
の
神か

む

榲す
ぎ

。
本も

と

伐き

り
末す

ゑ

截お
し
ば
らひ

市い
ち
の
べ辺

の
宮み

や

に
天あ

め

の
下し

た

治し
ら

し
し
天あ

め

万よ
ろ
づ

国く
に

万よ
ろ
づ

押お
し

磐い
は

の
尊み

こ
と」

に
つ
い
て
は
、『
古
代
歌
謡
全
注
釈
―
紀
編
―
』﹇
土
橋
﹈
が
委
曲
を
尽
く
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
榲
の
木
を
切
り
払
う
よ
う
に
、
天
下
を
平
定
し
た
押お
し

磐い
は

の
尊み
こ
とと
続
く

文
脈
と
理
解
し
て
い
る
。

武
に
よ
る
統
治
　
記
紀
世
界
の
天
皇
は
、
敵
対
者
を
「
払
い
」
除
く
こ
と
が
何
よ
り
も
優
先
し
、
統
治
の
あ
り
方
が
ま
ず
「
押お

し
靡な

び

」
か
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
明
示

す
る
例
が
、
初
春
の
野
遊
び
＝
歌
垣
に
お
け
る
次
の
万
葉
の
巻
頭
歌
の
〈
雄
略
天
皇
の
求
愛
歌
〉（
万
・
一
―
１
）
の
一
節
で
あ
る
。

天
皇
（
雄
略
天
皇
）
の
御お

ほ
み
う
た

製
歌

籠こ

も
よ
　
み
籠こ

持
ち 

籠
を
さ
　
良
い
籠
を
持
ち
、

ふ
く
し
も
よ
　
み
ぶ
く
し
持
ち
、 

ふ
く
し
（
へ
ら
）
を
さ
　
良
い
ふ
く
し
を
持
ち
、

こ
の
岡を

か

に
　
菜な

摘つ

ま
す
児こ

。 

こ
の
岡
で
　
菜
を
お
摘
み
の
娘
さ
ん
よ
。

家い
へ

聞
か
な
。
名
告の

ら
さ
ね
。 

家
を
聞
き
た
い
。
名
宣
っ
て
お
く
れ
。

そ
ら
み
つ
　
大
和
の
国
は
、 

（
そ
ら
み
つ
）　
こ
の
大
和
は
、

押
し
靡な

べ
て
　
吾わ

れ

こ
そ
居を

れ
。 

押
し
靡
か
せ
て
　
わ
た
し
こ
そ
が
領
有
し
て
い
る
。

敷
き
靡な

べ
て
　
吾わ

れ

こ
そ
座ま

せ
。 

敷
き
靡
か
せ
て

　
わ
た
し
こ
そ
が
領
有
し
て
い
る
。

吾わ
れ

こ
そ
は
　
告の

ら
め
。 

わ
た
し
こ
そ
　
告
げ
よ
う
。

弘前学院大学文学部紀要　第56号（2020）

― ―21



（ 31 ） もう一つの「日の御子」の誕生

家
を
も
名
を
も
。 

家
も
名
前
も
。 

（
万
・
一
―
１
）

こ
こ
で
は
、「
吾わ

れ

」
＝
雄
略
天
皇
が
国
土
を
強
引
に
「
押お

し
靡な

べ
」・「
敷し

き
靡な

べ
て
」
い
る
こ
と
を
誇
示
し
、
相
手
に
結
婚
に
よ
る
服
属
を
求
め
て
い
る
。

ま
た
、
人
麻
呂
が
軽か
る

の
皇み

こ子
（
後
の
文
武
天
皇
）
の
御み

猟か
り

に
従
っ
て
安あ

騎き

の
野の

に
野
宿
し
た
時
の
次
の
〈
安
騎
の
野
の
御み

猟か
り

の
歌
〉（
一
―
45
）
も
、
こ
の
武
に
よ
る
天

皇
の
統
治
の
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

真ま

き木
立
つ

　
荒あ

ら

山や
ま
み
ち道

を 

真ま

き木
が
茂
り
立
つ
　
荒
い
山
道
だ
が
、

石い
は

が
根ね

　
禁さ

へ

木き

お押
し
靡な

べ
、 

岩
石
や
　
邪
魔
な
木
を
押
し
伏
せ
、

坂さ
か

鳥ど
り

の
　
朝
越
え
ま
し
て
、 

（
坂さ
か

鳥ど
り

の
）　
朝
越
え
ら
れ
て
、

玉た
ま
か
ぎ限

る
　
夕
さ
り
来
れ
ば
、 

（
玉た
ま
か
ぎ限
る
）　
夕
方
に
な
る
と
、

み
雪
ふ
る

　
安あ

騎き

の
大お
ほ

野の

に
、 

雪
の
降
る
　
安あ

騎き

の
大お
お

野の

に
、

旗は
た

薄す
す
き　
篠し

の

を
押お

し
靡な

べ
、 

薄
の
穂
や
　
小し

の竹
を
押
し
伏
せ
て
、

草く
さ

枕ま
く
ら　
旅た

び
や
ど宿
り
せ
す
。 

（
草
枕
）　
旅
寝
を
な
さ
る
。 

（
万
・
一
―
45
）

こ
の
歌
の
二
か
所
で
「
禁さ

へ

木き

」
や
「
旗は

た

薄す
す
き

篠し
の

」
を
「
押お

し
靡な

べ
」
て
荒
山
道
を
闊
歩
し
た
り
野
宿
し
た
り
す
る
皇
子
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
あ
る
べ
き
天
皇
と
し
て
の
統

治
の
あ
り
方
と
重
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
土
橋
は
説
く
。

こ
う
し
て
み
る
と
、（
石い
そ

の
上か

み

）
布ふ

る留
に
あ
る
石

い
そ
の
か
み上

神
宮
の
神か

む

榲す
ぎ

は
、
禁さ

へ

木き

・
旗
薄
・
篠
と
同
位
相
に
あ
り
、
た
と
え
石
上
神
宮
ほ
ど
の
神
榲
で
あ
っ
て
も
、
力
ま
か
せ

に
「
本も
と

伐き

り
末す

ゑ

截お
し
ば
らひ

」
し
て
天あ

め

の
下し

た

を
治し

ら

す
の
が
王
権
で
あ
り
、
そ
の
王
権
を
帯
び
る
典
型
が
「
市い

ち
の
べ辺

の
宮
に
天あ

め

の
下し

た

治し
ら

し
し
万

よ
ろ
づ

国く
に

万よ
ろ
づ

押お
し

磐い
は

の
尊み

こ
と」（

天あ
め

万よ
ろ
づ

国く
に

万よ
ろ
づは

和
風

諡し

号ご
う

）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〈
竹
と
琴
の
唱
え
言
〉　
清
寧
記
の
〈
竹
と
琴
の
唱
え
言
〉
は
、
前
述
の
武
に
文
を
加
味
し
た
統
治
法
を
取
る
履
中
天
皇
像
を
造
形
し
、
二
皇
子
が
そ
の
皇
統
に
あ
る
こ
と
を

宣
揚
し
て
い
る
。

武
の
誇
示
　〈
竹
と
琴
の
唱
え
言
〉
の
大
部
分
を
占
め
る
「
物も
の
の
ふ部
の
我わ

が
夫せ

こ子
の
取
り
佩は

け
る
大た

ち刀
の
手た

が
み上
に
、
丹に

か画
き
著つ

け
、
そ
の
緒を

は
赤あ

か

幡は
た

を
載か

ざ

り
、
赤あ

か

幡は
た

を
立
て
て
、

見
れ
ば
、
五い十
隠か

く

る
山
の
三み

を尾
の
、
竹
を
か
き
苅か

り
、
末す

ゑ

押お

し
縻な

び
かす

如な

す
」
は
、
履
中
天
皇
の
武
威
を
誇
る
も
の
で
、「
如な

す
」
は
「
天あ

め

の
下し

た

治お
さ

め
賜た

ま

ひ
し
」
に
懸
か
り
、

武
に
よ
る
統
治
法
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
物も
の
の
ふ部
の
」
か
ら
「
赤あ
か

幡は
た

を
載か
ざ

り
」
ま
で
は
、武
人
と
し
て
の
天
皇
が
戦
場
で
大た

ち刀
の
柄
に
赤
土
を
塗
り
つ
け
た
赤あ
か

幡は
た
（
赤

布
）
を
飾
り
つ
け
る
雄
姿
を
描
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
赤あ
か

幡は
た

を
反
復
し
、
そ
の
赤あ

か

幡は
た

で
は
な
い
が
、
天
皇
旗
と
し
て
そ
の
「
赤あ

か

幡は
た

を
立
て
て
見
れ
ば
」
と
続

き
、
そ
の
威
勢
の
い
い
赤
幡
の
多
さ
に
「
五い十
隠か

く

る
山
の
三み

を尾
」（
隠
れ
て
し
ま
う
御み

を尾
・
峰
）
を
導
く
。
そ
し
て
こ
の
御み

を尾
に
生
え
る
竹
を
敵
に
見
立
て
、
前
述
の
「
石い

そ

の
上か

み

布ふ

る留
の
神か

む

榲す
ぎ

。
本も

と

伐き

り
末す

ゑ

截お
し
ば
らひ
」「
天あ

め

の
下し

た

治し
ら

」
す
よ
う
に
、
武
力
で
「
竹
を
か
き
苅か

り
、
末す

ゑ

押お

し
縻な

び
かす
如な

す
」「
天あ

め

の
下し

た

治お
さ

め
賜た

ま

ひ
」
て
い
る
。
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琴
の
音
に
よ
る
統
治
　
以
上
の
武
に
よ
る
統
治
に
対
し
て
、
後
半
の
「
八や
つ

絃を

の
琴
を
調し
ら

ぶ
る
如ご
と

、
天あ
め

の
下し
た

治お
さ

め
賜た
ま

ひ
」
は
、
弾
琴
と
い
う
文
を
も
っ
て
統
治
す
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

枯
野
琴
の
伝
承

　
琴
の
音
に
よ
っ
て
社
会
を
統
治
す
る
二
つ
目
の
例
と
し
て
は
、
仁
徳
記
の
掉と
う

尾び

に
位
置
す
る
枯か

ら

野の

琴こ
と

の
伝
承
が
あ
る
。
こ
の
伝
承
の

概
と
歌
謡
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

仁
徳
天
皇
の
御み

よ世
の
こ
と
、
河
内
の
国
の
兎と
の

寸き

河か
は

の
西
に
一
本
の
高
い
木
が
あ
っ
た
。
そ
の
木
の
影
は
、
朝
日
が
当
た
る
と
淡あ
は

路ぢ

島し
ま

に
及
び
、
夕
日
に
当
た
る
と

高た
か
や
す
や
ま

安
山
を
越
え
た
。

そ
こ
で
こ
の
木
を
切
っ
て
船
を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
船
は
と
て
も
速
か
っ
た
。
時
の
人
は
、
そ
の
船
に
枯か
ら

野の

と
名
づ
け
た
。

そ
こ
で
そ
の
船
で
、
毎
日
朝
夕
、
淡
路
島
の
冷
た
い
水
を
運
ん
で
、
難
波
の
宮
に
い
る
仁
徳
天
皇
に
差
し
上
げ
た
。

こ
の
船
が
壊
れ
た
の
で
、
そ
の
船
材
で
塩
を
焼
き
、
焼
け
残
っ
た
木
で
琴
を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
音
は
七
里
四
方
ま
で
鳴
り
響
い
た
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
歌
っ
た
。

枯か
ら

野の

を
　
塩
に
焼
き
、 

枯
野
船
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
り
、
掻
き
鳴
ら
す
と
、

由ゆ

ら良
の
門と

の
　
門と

中な
か

の
海い

石く
り

に 

由
良
の
海
峡
の
　
海
中
の
岩
に
生
え
て
、

振ふ

れ
立た

つ
　
浸な

漬づ

の
木き

の
、
さ
や
さ
や
。 

激
し
く
揺
れ
動
く
　
海
藻
が
、
さ
や
さ
や
と
鳴
り
響
く
よ
。 

（
記
74
）

こ
れ
は
「
志し

都つ

歌う
た

（
静し
つ
う
た歌
）
の
歌
う
た
ひ
か
へ
し
返
」
と
い
う
。

紀
淡
海
峡
の
時
化
の
静
め
　
枯か

ら

野の

琴こ
と

は
、
大
阪
湾
と
河
内
の
国
を
覆
う
ほ
ど
の
名
だ
た
る
巨
木
が
高
速
船
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
琴
に
変
身
し
た
呪
具
だ
っ
た
。
し
て
み
る
と
、

こ
の
〈
枯か
ら

野の

琴こ
と

の
歌
〉
の
原
初
形
は
、
こ
の
由
緒
あ
る
枯
野
琴
を
「
静し
つ

歌う
た

の
歌
う
た
ひ
か
へ
し
返
」
の
形
式
で
和
音
を
整
え
て
何
度
も
静
か
に
弾
い
て
こ
の
呪
歌
を
う
た
う
と
、
大
阪
湾
の

最
大
の
難
所
の
由ゆ

ら良
の
門と

＝
紀き

淡た
ん

海
峡
（
淡
路
島
と
紀
州
半
島
の
間
の
海
峡
）
の
時し

け化
が
統
御
さ
れ
て
静
め
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
淡
路
の

海あ

ま人
族
が
、
こ
の
海
の
荒
れ
を
静
め
る
呪
力
を
も
つ
枯
野
琴
を
弾
い
て
、
紀
淡
海
峡
な
ど
の
大
阪
湾
を
安
全
迅
速
に
渡
海
し
、
難
波
の
宮
に
い
る
仁
徳
天
皇
以
下
の
河
内
王

朝
の
天
皇
た
ち
に
冷
水
を
運
ぶ
奉
仕
を
し
続
け
る
こ
と
の
由
来
を
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
枯
野
琴
の
呪
力
を
用
い
て
河
内
王
朝
に
奉
仕
し
た
淡
路
の
海あ

ま人
族
は
、
彼
ら
の
持
ち
伝
え
た
こ
の
原
初
の
枯
野
伝
承
を
枯
野
琴
と
と
も
に
朝
廷
へ
の
服

属
の
証
し
と
し
て
朝
廷
に
奉
献
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

首
都
圏
の
平
安
を
呪
祷
す
る
枯
野
琴
　
す
る
と
そ
の
琴
の
呪
力
を
用
い
て
奉
仕
し
た
こ
と
を
説
く
淡
路
の
海あ

人ま

族
の
枯
野
琴
の
伝
承
は
、
次
の
よ
う
に
変
容
し
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
神
事
芸
能
を
伴
う
伝
承
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
〉
を
う
た
う
儀
礼
を
執
行
し
た
、
と
想
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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
の
国
）
は
河
内
王
朝
の
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
、
河
内
の
王
朝
は
大
阪
湾
の
制
海

権
を
握
る
と
と
も
に
、
河
内
の
国
に
も
平
穏
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
た
ろ
う
。

そ
の
首
都
圏
に
平
安
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
国
事
行
為
と
し
て
の
弾
琴
は
、
め
で
た
い
初
春
に
行
わ
れ
た
ろ
う
。
こ
の
海
の
凪な

ぎ
（
制
海
権
の
確
保
）
と
国
土
の
平
安
を

合
体
さ
せ
た
神
事
が
、
後
に
〈
舒
明
天
皇
の
国
見
歌
〉（
万
・
一
―
２
）
に
、「
国く
に
は
ら原

は
煙
立
ち
立
つ
」
と
い
う
国
土
の
繁
栄
の
呪
詞
に
「
海う

な
ば
ら原

は
か
ま
め
立
ち
立
つ
」
と
い

う
海
の
繁
栄
の
呪
詞
を
付
加
す
る
形
で
結
晶
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

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
朝
の
初
春
の
統
治

儀
礼
の
由
来
譚
を
仁
徳
記
の
掉と
う

尾び

に
位
置
付
け
、
こ
れ
に
対
し
て
初
春
の
国
見
儀
礼
を
踏
ま
え
た
聖せ
い

帝て
い

の
御み

よ世
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
（
大
阪
湾
と
河
内
の
国
）
を
中
核
に
し
た
仁
徳
朝
の
治
世
を
謳
歌
し
て
い
る
。

な
お
、
淡
路
の
海あ

ま人
族
の
枯
野
琴
伝
承
が
服
属
伝
承
と
し
て
宮
廷
に
入
り
、
そ
れ
が
首
都
圏
の
平
和
的
な
統
治
を
呪
祷
す
る
祭
祀
伝
承
に
な
り
、
さ
ら
に
仁
徳
記
に
定
着

し
て
仁
徳
朝
の
治
世
を
謳
歌
し
て
い
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
河
内
王
朝
の
山
海
の
政
―
枯
野
琴
と
国
栖
奏
―
』﹇
畠
山
﹈
に
詳
述
し
て
い
る
。

今
朝
の
言
出
は
琴
を
調
べ
た
る
如

　
次
に
挙
げ
る
三
つ
目
の
〈
今け

さ朝
の
言こ

と

出で

の
歌
〉（
東

あ
づ
ま

遊あ
そ
び

歌う
た

２
）
も
、
男
性
の
リ
ー
ダ
ー
が
琴
を
調
べ
る
こ
と
（
音お

と

霊だ
ま

の
発
動
）
に
よ
っ

て
己
の
管
轄
す
る
社
会
を
平
和
的
に
統
治
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

え
　
我わ

が
夫せ

こ子
が

　
今け

さ朝
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
の
　
か
づ
の
木け

や
、
を
を
を
を
。 

 

（
東

あ
づ
ま

遊あ
そ
び

歌う
た

２
）

「
我わ

が
夫せ

こ子
」
は
東
国
の
為
政
者
・
首
長
で
あ
り
、「
今け

さ朝
の
言こ
と

出で

」
が
朝
政
に
お
け
る
首
長
の
政
治
的
な
判
断
だ
、
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
首
長
の
こ
と
ば
が
、

本
人
の
和
音
を
整
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
」
祭
祀
行
為
＝
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
」
は
囃
子
詞
で
あ
り
、「
汝な

を
か
け
山
」
以
下
の
句
は
難
解
で
あ
る
。

仲
哀
天
皇
の
弾
琴
　
琴
の
音
に
よ
っ
て
神
霊
を
含
む
社
会
を
統
御
す
る
四
つ
目
の
例
と
し
て
、
仲
哀
天
皇
の
弾
琴
の
伝
承
が
あ
る
。
仲
哀
記
の
神
功
皇
后
の
神
懸
か
り
と
天

皇
の
崩
御
の
条
、
な
ら
び
に
仲
哀
紀
八
年
の
条
、
神
功
摂
政
前
紀
九
年
の
条
な
ど
に
よ
る
と
、
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
の
神
功
皇
后
が
神
懸
か
り
し
て
託
宣
を
詔の

る
と
き
、
祭
主

の
仲
哀
天
皇
が
琴
を
弾
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
男
性
の
祭
主
が
琴
を
弾
い
て
神
霊
を
統
御
し
、
神
迎
え
・
神
と
の
対
峙
・
神
送
り
な
ど
の
式
次
第
を
進
め
て
い
る
。
そ
の

際
、
神
下
ろ
し
の
祭
場
に
は
審さ

神に

は者
が
い
て
、
神
（
そ
の
実
体
は
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
）
と
こ
と
ば
を
交
わ
し
、
出
現
し
た
神
々
の
名
と
託
宣
を
聞
き
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
仲
哀
天
皇
の
弾
琴
の
伝
承
で
は
、そ
の
弾
琴
に
失
敗
が
あ
っ
た
。
祭
主
の
弾
琴
が
乱
暴
で
和
音
を
欠
い
た
り
、弾
く
べ
き
と
き
に
弾
か
な
か
っ
た
り
す
る
と
、猛
々
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し
い
神
霊
や
い
か
が
わ
し
い
神
霊
が
出
現
し
た
り
、
神
霊
が
怒
り
猛
っ
て
祟
り
を
な
し
た
り
す
る
。
仲
哀
天
皇
の
場
合
は
後
者
の
事
例
で
、
結
局
天
皇
は
落
命
し
、
国
の
統

治
・
外
交
に
か
か
わ
る
指
針
を
神
々
か
ら
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
改
め
て
柔
軟
に
組
み
替
え
ら
れ
た
三
点
セ
ッ
ト
（
祭
主
の
琴
弾
き
・
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
・
審さ

神に

は者
）
が
役
割
り
ど
お
り
に
「
千ち

繪は
た

高た
か

繪は
た

を
以
て
琴こ

と

頭か
み

尾こ
と
し
りに

置
」

い
て
琴
を
弾
き
な
が
ら
神
霊
を
統
御
し
、
皇
后
が
神
懸
っ
て
託
宣
を
下
し
、
審さ

神に

は者
が
そ
れ
を
確
定
し
て
い
る
。
そ
の
託
宣
は
新し
ら
ぎ羅
を
親
征
し
て
大
和
朝
廷
の
支
配
下
に
置

く
と
い
う
、
武
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
、
新
羅
親
征
の
神
託
の
と
お
り
に
朝
廷
の
大
勝
利
に
終
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
仲
哀
天
皇
は
弾
琴
に
失
敗
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
天
皇
の
身
代
わ
り
が
弾
琴
に
成
功
し
て
来
臨
す
る
神
霊
と
調
和
の
取
れ
た
関
係
を
回
復
し
、
国
を
統
治

す
る
指
針
と
し
て
の
神
託
を
得
て
い
る
。

武
と
文
を
加
味
し
た
統
治

　
以
上
こ
の
神
託
は
武
を
伴
う
戦
争
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
仲
哀
天
皇
・
神
功
皇
后
に
ま
つ
わ
る
新
羅
親
征
は
、
武
と
文
を
な
い
交
ぜ
に
し
て
「
竹

を
か
き
苅か

り
、
末す

ゑ

押お

し
縻な

び
かす
如な

す
、
八や

つ

絃を

の
琴
を
調し

ら

ぶ
る
如ご

と

、
天あ

め

の
下し

た

を
治お

さ

め
」
る
大お

ほ
き
み王
像
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

大
国
主
の
天
の
詔
琴
と
生
大
刀
・
生
弓
矢

　
琴
に
よ
っ
て
神
霊
を
含
む
社
会
を
統
治
す
る
五
つ
目
の
例
と
し
て
、
出
雲
神
話
に
お
け
る
大お
ほ
く
に
ぬ
し

国
主
の
命み

こ
との

弾
い
た
で
あ
ろ
う
琴

の
伝
承
が
あ
る
。
こ
の
伝
承
に
は
、
大
国
主
の
武
に
よ
る
統
治
も
同
時
に
語
ら
れ
て
い
る
。
出
雲
王
国
は
大
和
王
権
と
し
ば
し
ば
対
に
な
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
出
雲

王
権
も
大
和
王
権
と
同
様
に
琴
な
ど
の
呪
具
を
用
い
て
武
と
文
に
よ
っ
て
国
を
統
治
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。

神じ
ん

代だ
い

記き

の
大お

ほ
く
に
ぬ
し

国
主
の
命み

こ
との

根ね

の
国く

に

行
き
の
条
に
よ
る
と
、
大
国
主
（
当
時
は
葦あ

し
は
ら原

の
色し

こ許
男を

と
称
す
る
）
は
、
出
雲
の
国
か
ら
須す

さ

の

を

佐
之
男
の
主
宰
す
る
根ね

の
堅か

た

州す

国く
に

（
神

の
国
）
に
入
る
。
そ
し
て
こ
の
国
で
数
々
の
試
練
に
耐
え
た
後
、
神
託
を
宣の

り
下
す
「
天あ
め

の
詔の
り

琴ご
と

」（
あ
る
い
は
「
天あ
め

の
沼ぬ

琴ご
と

」
＝
瓊ぬ

琴ご
と

・
聖
な
る
玉
を
ち
り
ば
め
た
琴
の

義
と
も
）、
な
ら
び
に
神
威
の
こ
も
っ
た
「
生い
く

大た

ち刀
・
生い
く

弓ゆ
み

矢や

」
を
盗
み
出
し
、
そ
し
て
須す

せ

り

び

め

世
理
毘
売
（
須
佐
之
男
の
娘
で
大
国
主
の
妻
）
ま
で
背
負
っ
て
逃
げ
出
し
、

葦あ
し
は
ら原

の
中
つ
国
（
現う

つ

し
国く

に

）
に
帰
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
須
佐
之
男
は
葦
原
の
色
許
男
に
向
か
っ
た
次
の
よ
う
に
彼
の
将
来
を
予
祝
し
て
い
る
。

其そ

の
汝な

が
持
て
る
生い

く

大た

ち刀
、
生い

く

弓ゆ
み

矢や

を
以も

ち
て
、
汝な

が
庶ま

ま

兄あ
に
お
と弟

を
ば
坂
の
御み

尾を

に
追
ひ
伏
せ
、
亦ま

た

河
の
瀬
に
追
ひ
撥は

ら

ひ
て
、
お
れ
大お

ほ

国く
に

主ぬ
し

の
神か

み

と
為な

り
、
亦ま

た

宇う

つ都
志し

国く
に

玉た
ま

の
神か

み

と
為な

り
て
、
其
の
我あ

が
女

む
す
め

須
世
理
毘
売
を
適む

か
ひ
め妻

と
為し

て
、
宇う

か迦
の
山
の
山や

ま
も
と本

に
、
底そ

こ

つ
石い

は

根ね

に
宮み

や

柱ば
し
らふ

と
し
り
、
高た

か
ま天

の
原は

ら

に
氷ひ

椽ぎ

た
か
し
り
て
居を

れ
。
是こ

の

奴や
つ
こよ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
神
代
記
）

生
大
刀
と
生
弓
矢
　
そ
し
て
武
に
よ
る
統
治
は
直
ち
に
実
践
さ
れ
、
前
述
し
た
予
祝
の
こ
と
ば
の
直
後
に
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

故か
れ

、
其
の
大た

刀ち

・
弓ゆ

み

を
持
ち
て
其そ

の
八や

そ十
神が

み

を
追
ひ
避さ

り
し
時
、
坂
の
御み

を尾
毎ご

と

に
追
ひ
伏
せ
、
河
の
瀬
毎ご

と

に
追
ひ
撥は

ら

ひ
て
、
国
を
作
り
始
め
た
ま
ひ
き
。
　（
神
代
記
）

以
上
は
大
国
主
が
、
神
授
の
呪
具
（
生
大
刀
・
生
弓
矢
）
に
よ
っ
て
武
を
主
体
に
し
た
支
配
力
を
獲
得
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

天
の
詔
琴
　
こ
の
武
に
対
し
て
、
文
に
よ
る
宗
教
的
な
支
配
力
を
示
す
神
授
の
呪
具
が
、「
天あ

め

の
詔の

り

琴ご
と

」
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
出
雲
王
国
に
お
い
て
こ
の
神
琴
が
用
い
ら
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れ
る
場
面
は
、
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
前
述
の
須
佐
之
男
の
予
祝
の
こ
と
ば
か
ら
、
あ
る
程
度
の
推
測
は
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
大
国
主
が
宇う

つ都
志し

国く
に

玉た
ま

（
現
実
の

国
土
の
神
霊
）
の
神か
み

名な

の
下
に
祭
主
と
し
て
調
和
の
取
れ
た
和
音
を
も
っ
て
「
天あ

め

の
詔の

り

琴ご
と

」
を
弾
い
て
来
臨
す
る
神
霊
を
統
御
し
、
彼
の
正
妻
の
須
世
理
毘
売
を
シ
ャ
ー
マ

ン
に
し
て
そ
の
神
霊
を
神
懸
ら
せ
、
そ
の
宣の

り
下
す
託
宣
を
審さ

神に

は者
が
確
定
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
素
よ
り
そ
の
託
宣
は
、
出
雲
の
国
を
安
定
し
て
統
治
す
る
こ
と
を
主
題

に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

自
然
を
統
御
す
る
琴

　
神
霊
を
統
御
し
て
神
託
を
得
る
働
き
に
注
目
し
て
命
名
さ
れ
た
「
天あ
め

の
詔の

り

琴ご
と

」
は
、
神
霊
の
み
な
ら
ず
大
地
な
ど
の
自
然
を
も
統
御
し
て
い
る
。
神

代
記
に
よ
る
と
、
大
国
主
が
「
天あ
め

の
詔の
り

琴ご
と

」
な
ど
の
呪
具
を
神
の
国
か
ら
盗
み
出
す
折
、「
其そ

の
天あ
め

の
詔の
り

琴ご
と

樹き

に
払ふ

れ
て
、
地つ
ち
と
よ動
み
鳴
り
き
。
故か
れ

、
其そ

の
寝い

ね
ま
せ
る
大
神

聞
き
驚
き
て
、
其
の
室む
ろ

を
引
き
仆た

ふ

し
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
琴
は
、
不
用
意
に
乱
暴
に
和
音
を
欠
い
て
弾
け
ば
、
そ
の
音
（
音お

と

霊だ
ま

）
が
大
地
に
共
鳴
し
て
大

地
震
を
引
き
起
こ
す
呪
力
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
逆
か
ら
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
琴
を
和
音
を
整
え
て
静
か
に
弾
け
ば
、
そ
の
音
（
音お
と

霊だ
ま

）
に
よ
っ
て
地
震
や
そ
れ
に
伴

う
津
波
を
静
め
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
大
地
・
海
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
自
然
現
象
の
乱
調
（
暴
風
雨
・
台
風
な
ど
の
大
気
の
異
変
な
ど
）
を
も
静
め
え

る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

社
会
を
統
御
す
る
琴

　
そ
し
て
そ
の
天
変
地
異
を
統
御
す
る
琴
の
呪
力
は
出
雲
の
国
の
人
間
社
会
に
も
及
び
、
民
の
心
の
乱
調
を
も
正
す
威
力
を
も
つ
、
と
考
え
ら
れ
た
ろ

う
。前

述
し
た
枯か
ら

野の

琴こ
と

の
事
例
は
、
そ
の
原
初
に
お
い
て
は
海
の
時し

け化
（
自
然
の
乱
調
）
を
統
御
で
き
る
呪
具
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
海あ

ま人
族
が
持
ち
伝
え
た
琴
と
そ
の

伝
承
が
王
権
側
に
奉
献
さ
れ
る
と
、王
権
の
論
理
の
下
に
こ
の
琴
は
別
の
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
枯
野
琴
を
静
か
に
和
音
を
も
っ
て
時
の
天
皇
が
弾
く
と
、

王
朝
の
首
都
圏
（
大
阪
湾
と
河
内
の
国
）
の
安
定
を
も
た
ら
す
と
い
う
国
事
行
為
を
生
み
出
し
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
。

し
て
み
る
と
、
こ
の
大
和
朝
廷
に
お
け
る
枯
野
琴
の
あ
り
方
は
、
出
雲
王
権
に
も
あ
り
え
、
自
然
の
乱
調
を
正
常
に
回
復
さ
せ
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
天あ
め

の
詔の

り

琴ご
と

」
は
、出
雲
の
国
の
政
治
的
な
安
定
を
呪
祷
す
る
呪
具
に
も
な
り
え
た
、と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
そ
の
際
に
唱
え
た
り
歌
っ
た
り
し
た
だ
ろ
う
唱
え
言
や
神
歌
は
伝
わ
っ

て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
琴
を
弾
い
て
発
動
す
る
音お
と

霊だ
ま

と
、
そ
の
音
霊
の
威
力
の
由
来
を
説
く
唱
え
言
・
神
歌
の
言こ

と
だ
ま霊

が
合
体
し
て
、
出
雲
の
国
の
平
和
的
な
安
定
が

図
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

以
上
、
大
国
主
が
「
生い
く

大た

ち刀
・
生い

く

弓ゆ
み

矢や

」
を
用
い
た
武
の
統
治
、
な
ら
び
に
「
天あ

ま

の
詔の

り

琴こ
と

」
を
用
い
た
文
の
統
治
は
、
歴
代
の
大
国
主
の
後
裔
で
あ
る
出
雲
の
国く

に

の
造

み
や
つ
この

統
治
法
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
種
の
呪
具
（
生い
く

大た

ち刀
・
生い

く

弓ゆ
み

矢や

・
天あ

ま

の
詔の

り

琴こ
と

）
は
国く

に

の
造

み
や
つ
この

レ
ガ
リ
ア
に
も
な
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
呪
具
・
レ
ガ
リ
ア
と

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
儀
礼
・
伝
承
も
代
々
継
承
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
伝
承
の
主
要
部
が
記
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
次
第
だ
ろ
う
。

武
と
文
に
よ
る
皇
統
　
こ
う
し
て
み
る
と
〈
竹
と
琴
の
唱
え
言
〉
は
、
前
述
の
仲
哀
天
皇
な
ど
の
弾
琴
の
伝
承
な
ら
び
に
大
国
主
の
弾
い
た
ろ
う
琴
の
伝
承
と
共
通
し
、「
竹

を
か
き
苅
り
、
末
押
し
靡
か
す
如な

す
」
武
と
、「
八や
つ

絃を

の
琴
を
調し
ら

ぶ
る
如ご
と

」
き
文
に
よ
る
統
治
の
し
方
を
高
々
と
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
武
と
文
を
最
大

限
に
用
い
て
「
天あ
め

の
下し

た
お
さ治

」
め
た
「
伊い

耶ざ

本ほ

わ

け
和
気
の
天

す
め
ら

皇み
こ
と」（

履
中
天
皇
）
の
皇
位
継
承
者
が
二
皇
子
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

琴
を
調
ぶ
る
如
天
の
下
治
む
　
そ
し
て
〈
竹
と
琴
の
唱
え
言
〉
の
う
ち
、
文
に
属
す
る
琴
に
今
一
度
注
目
し
て
み
る
と
、「
八や
つ

絃を

の
琴
を
調し

ら

ぶ
る
如ご

と

、
天あ

め

の
下し

た

治お
さ

め
」
も
、

天
皇
の
弾
琴
が
天
下
を
泰
平
に
統
治
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
わ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
名
宣
り
で
は
、
八
絃
の
琴
を
破
綻
な
く
調
和
を
も
っ
て
弾
き
こ
な
す
こ
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と
が
、
平
安
な
統
治
の
譬
喩
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
弾
琴
に
よ
る
音お
と

霊だ
ま

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

を
は
じ
め
と
し
た
首
長
た
ち
の
弾
琴
が
統
治
行
為
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
調
和
の
と
れ
た
弾
琴
が
統
治
の
譬
喩
に
な
り
え
た
。

八
絃
の
琴
＝
枯
野
琴

　
し
て
み
る
と
、
こ
の
伊い

耶ざ

本ほ

わ

け
和
気
の
天

す
め
ら

皇み
こ
と

＝
履
中
天
皇
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

枯か
ら

野の

琴こ
と

だ
っ
た
、
と
想
定
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
履
中
天
皇
の
皇
統
に
あ
る
二
皇
子
が
皇
位
に
就
い
た
暁
に
は
、
竹
を
押
し
靡
か
せ
る
よ
う
に
武
力
を
行
使

す
る
と
と
も
に
、
新
春
に
こ
の
枯
野
琴
を
弾
い
て
平
和
的
に
国
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
。

文
武
を
兼
備
す
る
天
皇
像

　
清
寧
記
の
二
皇
子
の
歌
舞
の
条
は
、
民
俗
に
根
差
し
た
祝
福
芸
を
一
切
取
り
上
げ
ず
に
、
文
武
両
道
を
兼
ね
備
え
た
理
想
的
な
履
中
天
皇
像
だ

け
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
伝
承
の
結
論
が
「
日
の
御
子
」
＝
皇
位
継
承
者
の
発
見
に
こ
そ
あ
る
の
で
、
そ
の
要
諦
を
最
も
と
ら
え
て
い
る
の
が
こ
の
〈
竹
と
琴

の
唱
え
言
〉
に
あ
る
、
と
記
の
編
者
が
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

歌
垣
で
の
天
皇
の
名
宣
り

　
以
上
の
名
宣
り
⑵
は
、
二
例
と
も
最
後
の
「
御み

裔
あ
な
す
ゑ

僕や
つ
こら
ま
」・「
奴

や
つ
こ

末す
ゑ

」
を
除
く
と
、
武
あ
る
い
は
文
武
に
秀
で
た
天
皇
像
を
誇
示
す
る
定
型

的
な
名
宣
り
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
定
型
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
初
春
の
野
遊
び
＝
歌
垣
に
お
け
る
典
型
的
な
天
皇
の
妻
訪
い
の
歌
〈
雄
略
天
皇
の
求
愛
歌
〉（
万
・
一
―
１
）
に
見
ら
れ
る
武
に

よ
る
統
治
、
な
ら
び
に
弾
琴
＝
文
に
よ
る
統
治
と
通
じ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
こ
の
名
宣
り
⑵
の
二
例
も
初
春
の
野
遊
び
な
ど
を
踏
ま
え
て
お
り
、
そ
の
祭
場
で
多
用
さ
れ

た
理
想
的
な
天
皇
と
し
て
の
名
宣
り
を
転
用
し
た
一
節
か
も
知
れ
な
い
。

倭
建
の
名
宣
り
と
の
共
通
点

　
な
お
、
名
宣
り
⑴
⑵
の
あ
り
方
は
、
熊
曾
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
に
お
け
る
今
一
つ
の
「
日
の
御
子
」
の
誕
生
と
も
い
え
る
景
行
記
の
「
倭
や
ま
と

建た
け
る」
の
次
の
名
宣
り
と
も
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
立
派
な
宮
都
で
広
大
な
国
土
を
統
治
す
る
現
在
の
父
天
皇
を
讃
美
し
、
自
分
は
そ
の
由
緒
あ
る
皇
位
継
承
者
で
あ

る
、
と
宣
揚
し
て
い
る
。

吾わ

は
纏ま

き

向む
く

の
日ひ

　し
ろ代

の
宮
に
坐ま

し
ま
し
て
、
大お

ほ

八や

島し
ま

国く
に

知し

ら
し
め
す
大お

ほ

帯た
ら
し

日ひ

子こ

淤を

斯し

呂ろ

和わ

気け

の
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
の
御
子
、
名
は
倭

や
ま
と

男を

具ぐ

那な

の
王み

こ

ぞ
。
　
　
　
　
　
　
　
（
景
行
記
）

と
す
る
と
、「
大
八
島
知
ら
し
め
す
」
景
行
天
皇
の
統
治
行
為
の
内
実
は
、
武
力
と
琴
の
呪
力
に
よ
る
、
と
想
定
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
倭
朝
廷
の
少
年
皇
族
将
軍
・「
倭

や
ま
と

男を

具ぐ

那な

の
王み

こ

」
は
直
ち
に
「
倭

や
ま
と

建た
け
るの

命み
こ
と」（

大
和
の
国
の
英
雄
・
大
王
）
に
昇
格
し
、
事
実
上
、
皇
位
継
承
者
と
等
し
い

存
在
に
な
っ
て
い
る
。

弾
琴
　
以
上
の
名
宣
り
⑴
⑵
の
唱
え
言
に
も
弾
琴
が
伴
っ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
皇
子
発
見
譚
に
お
け
る
新
室
寿
ぎ
を
主
催
す
る
琴
弾
き
の
祭
主
（
小を

楯だ
て

や
伊い

等と

尾み

な
ど
）
に
と
っ
て
、
弟
皇
子
の
名
宣
り
は
突
発
的
な
出
来
事
な
の
で
、
と
て
も
琴
を
弾
い
て
い
る
場
合
な
ど
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
二
皇
子
発
見
譚
の

内
部
の
事
情
で
あ
り
、
十
一
月
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
で
こ
れ
を
歌
劇
と
し
て
演
じ
る
の
が
恒
例
だ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
演
出
と
し
て
予
定
調
和
的
に
こ
れ
ら
の
名
宣
り
に
琴

弾
が
伴
っ
て
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
で
な
く
て
も
、
こ
れ
ら
の
名
宣
り
に
は
「
そ
そ
」
と
い
う
爽
や
か
な
早
春
の
植
物
の
音
響
を
表
す
語
や
「
八や
つ

絃を

の
琴
を
調し

ら

ぶ
る
如ご

と

」
が
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
は
天
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皇
の
執
り
行
う
弾
琴
に
よ
る
祭
祀
行
為
・
統
治
行
為
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。

と
す
る
と
歌
劇
内
に
お
け
る
弾
琴
者
は
、
こ
れ
ら
の
出
し
物
で
演
じ
て
い
る
祭
主
役
（
伊い

等と

尾み

や
小を

楯だ
て

を
演
じ
る
俳
優
）
が
、
そ
の
時
に
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
を
主
宰
し

て
い
る
祭
主
（
屯
倉
の
首
・
国
司
・
天
皇
）
か
ら
琴
を
借
り
受
け
て
弾
き
、
弟
皇
子
役
を
演
じ
る
俳
優
の
唱
え
言
や
歌
を
統
御
し
て
い
た
、
と
想
定
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
民
間
の
四
首
の
唱
え
言
・〈
柳
の
歌
〉・
王
権
関
係
の
名
宣
り
の
四
首
の
唱
え
言
は
、
結
局
す
べ
て
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
祭
主
の
代
理
役
の
弾
く
琴

を
伴
奏
に
し
て
お
り
、
そ
の
琴
弾
に
よ
っ
て
歌
劇
が
統
御
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

七

　結
び

新
春
の
儀
礼
の
式
次
第

　
稲
の
収
穫
祭
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
予
祝
祭
で
も
あ
っ
た
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
は
、
宮
廷
で
は
新
春
の
「
日
の
御
子
」
＝
天
皇
の
誕
生
を
祝
う

晴
の
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
二
皇
子
発
見
譚
の
構
想
は
、
一
陽
来
復
す
る
冬
至
直
後
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
饗
宴
の
式
次
第
を
辿
り
つ
つ
も
、
こ
の
新
嘗
祭
に
付
随
す

る
農
耕
の
予
祝
儀
礼
・
国
見
儀
礼
・
歌
垣
な
ど
を
も
踏
ま
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
流
浪
す
る
二
皇
子
が
正
当
な
皇
位
継
承
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
は
、
こ
の
新
嘗
祭
・

新
室
寿
ぎ
を
中
核
に
し
た
祭
式
・
祭
祀
以
外
に
は
な
か
っ
た
。

琴
を
弾
く
祭
主

　
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
は
、
こ
の
祭
り
を
主
催
す
る
祭
主
の
弾
く
琴
に
よ
っ
て
来
臨
す
る
神
霊
も
饗
宴
の
芸
能
も
統
御
さ
れ
て
い
た
。
二
皇
子
発
見
譚
を
こ

の
琴
弾
き
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
当
初
の
琴
弾
き
は
縮し
じ

見み

の
屯み

や
け倉

を
統
治
す
る
首お

び
とだ

っ
た
。
次
い
で
播
磨
の
国
の
司

み
こ
と
も
ちの

山や
ま

部べ

の
小を

楯だ
て

が
、
琴
弾
き
を
務
め
て
い
る
。
そ
し

て
最
後
に
大
和
王
権
の
皇
位
継
承
者
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
発
見
さ
れ
た
二
皇
子
が
宮
廷
の
催
す
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
祭
主
と
し
て
祝
い
の
場
で
琴
を
弾
く
立

場
に
立
っ
た
こ
と
に
な
る
。

民
俗
の
祝
福
芸
能
　
播
磨
の
国
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
条
は
、
ま
ず
下
位
の
者
が
上
位
の
者
を
祝
福
す
る
芸
能
か
ら
は
じ
ま
り
、
定
番
の
鹿
踊
り
集
団
に
よ
る
〈
新
室
寿

ぎ
の
唱
え
言
〉・
若
者
た
ち
や
長
老
た
ち
に
め
で
た
い
御み

き酒
を
勧
め
る
〈
勧
酒
の
唱
え
言
〉
が
披
露
さ
れ
る
。

ま
た
こ
の
新
嘗
祭
に
は
農
耕
の
予
祝
儀
礼
が
付
随
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
め
で
た
い
儀
礼
歌
の
一
節
を
転
用
し
て
酒
宴
に
参
列
す
る
人
々
に
拍
手
を
促
す
〈
手て

拍う

つ
歌
〉

も
う
た
わ
れ
て
い
た
。

以
上
は
民
俗
に
根
差
し
た
祝
福
芸
能
で
あ
る
。

独
立
歌
謡
と
物
語
歌
謡
　
そ
し
て
中
間
に
位
置
す
る
〈
柳
の
歌
〉
は
、
こ
れ
も
民
俗
に
根
差
し
て
稲
の
豊
作
を
予
祝
す
る
歌
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
二
皇
子
の
不
遇
と
復
活
を

も
主
題
に
し
て
い
る
。

統
治
儀
礼
の
発
想
　
そ
し
て
後
半
の
二
皇
子
の
名
宣
り
の
条
に
な
る
と
、
一
転
し
て
物
語
化
が
進
展
し
、
中
央
の
支
配
者
特
有
の
上
か
ら
目
線
に
な
り
、
ま
ず
新
嘗
祭
の
後

に
続
く
新
春
の
穀
物
儀
礼
・
国
見
儀
礼
の
発
想
を
と
っ
て
初
春
の
国
土
を
讃
美
し
、
そ
の
国
土
を
統
治
す
る
天
皇
の
皇
孫
で
あ
る
、
と
宣
り
下
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
新
春

の
歌
垣
で
天
皇
が
求
愛
す
る
と
き
に
自
己
を
誇
示
す
る
一
節
を
も
転
用
し
、
ま
た
歴
代
の
天
皇
の
弾
琴
に
よ
る
統
治
行
為
を
も
踏
ま
え
て
、
天
下
を
見
事
に
統
治
す
る
天
皇

の
皇
孫
で
あ
る
、
と
力
強
く
宣
り
下
し
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
二
皇
子
発
見
譚
は
、
年
始
の
一
連
の
祭
祀
儀
礼
を
中
心
に
し
た
式
次
第
を
背
景
に
し
て
い
る
、
と
み
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
の
「
日
の
御
子
」
の
誕
生

　
一
陽
来
復
し
た
宮
廷
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
で
は
、
天
皇
が
「
日
の
御
子
」
＝
天
照
大
御
神
の
子
孫
と
し
て
讃
美
さ
れ
て
い
る
。
し

て
み
る
と
、
こ
の
播
磨
の
国
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
は
、
二
皇
子
が
「
日
の
御
子
」
＝
皇
位
継
承
者
と
し
て
誕
生
す
る
場
で
も
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
二
皇
子
発
見
譚
は
、冬
至
後
の
年
始
の
一
連
の
祭
祀
儀
礼
を
背
景
に
し
、「
日
の
御
子
」
が
誕
生
し
た
と
は
直
截
に
は
語
ら
な
い
け
れ
ど
も
、事
実
上
「
日
の
御
子
」

が
誕
生
し
た
こ
と
を
主
題
に
し
て
い
る
。

新
嘗
祭
の
饗
宴
の
演
目

　
こ
の
二
皇
子
発
見
譚
は
、
宮
廷
は
素
よ
り
縁ゆ
か
りの
深
い
播
磨
の
国
（
と
く
に
縮し
じ

見み

の
屯み
や
け倉
）
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
に
お
け
る
語
り
あ
る
い
は
歌
劇

の
代
表
的
な
演
目
で
、
祭
主
（
天
皇
・
国
司
・
屯
倉
の
首
な
ど
）
に
よ
る
弾
琴
を
伴
っ
て
い
た
、
と
想
定
さ
れ
る
。

中
で
も
顕
宗
即
位
前
紀
は
民
俗
の
三
首
の
祝
言
（
新
室
寿
ぎ
の
唱
え
言
・
若
者
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
・
長
老
へ
の
勧
酒
の
唱
え
言
）、
一
首
の
祝
い
歌
（
柳
の
歌
）、
次
い

で
二
首
の
名
宣
り
（
そ
そ
茅ち

　は
ら原
の
唱
え
言
・
神
榲
の
唱
え
言
）、
を
挙
げ
て
、
歌
劇
と
し
て
最
も
完
成
さ
れ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

次
い
で
風
土
記
は
、
民
俗
の
一
首
の
祝
言
（
拍
手
の
唱
え
言
）
と
一
首
の
名
宣
り
（
青
垣
の
倭
の
唱
え
言
）
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
点
、
清
寧
記
は
韻
文
が
少
な
く
て
一
首
の
名
宣
り
（
竹
と
琴
の
唱
え
言
）
し
か
な
い
け
れ
ど
も
、
国
土
を
武
と
文
に
よ
っ
て
理
想
的
に
統
治
す
る
王
権
の
あ
り
方
を

連
綿
と
綴
り
、
二
皇
子
が
そ
の
よ
う
な
統
治
者
の
皇
統
を
継
ぐ
者
だ
と
い
う
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
だ
け
を
述
べ
て
、
そ
れ
な
り
に
劇
的
な
要
素
を
残
し
て
い
る
。

天
皇
の
強
固
な
人
気
　
以
上
、
順
当
に
行
け
ば
皇
位
を
継
承
し
て
「
天あ
め

の
下し

た

治し
ら

し
」
た
ろ
う
市い

ち

辺の
べ

之の

押お
し

歯は

の
王み

こ

は
、
皇
位
継
承
の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
暗
殺
さ
れ
、
そ
の

二
人
の
皇
子
も
数
奇
な
運
命
を
辿
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
皇
子
は
逃
亡
の
末
に
、
当
時
の
首
都
圏
の
西
端
で
あ
る
摂
津
の
国
か
ら
外
部
に
逸そ

れ
て
隣
の
播
磨
の
国
に
潜
む

に
至
っ
た
。
そ
の
途
中
、社
会
の
最
下
層
に
あ
っ
た
猪い

か飼
い
か
ら
も
迫
害
さ
れ
、自
分
た
ち
も
最
下
層
の
牛
飼
い
、馬
飼
い
と
し
て
辛
う
じ
て
生
き
延
び
る
と
い
う
有
様
だ
っ

た
。し

か
し
、
宮
廷
で
は
「
日
の
御
子
」
＝
天
皇
の
誕
生
の
場
に
な
る
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
と
同
じ
性
格
を
帯
び
る
地
方
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
で
、
最
下
層
ま
で
零
落
し
た

身
分
が
一
気
に
上
昇
し
て
首
都
圏
の
核
心
部
・
最
高
位
に
あ
る
皇
位
継
承
者
の
立
場
を
回
復
し
て
い
る
。

そ
の
回
復
の
道
程
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
の
式
次
第
を
辿
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
弟
皇
子
は
、
ま
ず
社
会
の
下
層
に
あ
る
鹿
の
芸
能
集
団
の
持
ち
伝

え
た
民
俗
芸
能
を
演
じ
、
民
間
の
豊
作
祈
願
の
神
歌
に
根
ざ
す
宴
の
歌
を
う
た
い
、
初
春
の
豊
作
を
予
祝
す
る
民
間
の
祝
い
歌
を
う
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
皇
子
が
社
会

の
下
々
の
生
活
を
身
を
も
っ
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

次
い
で
生
ま
れ
な
が
ら
身
に
つ
け
て
い
た
支
配
者
の
論
理
を
持
ち
出
し
て
、
皇
位
継
承
者
ら
し
い
文
武
に
通
じ
た
風
格
を
見
せ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
二
皇
子
発
見
譚
に
は
国
の
ほ
ぼ
全
階
層
の
世
情
に
通
じ
、
な
お
か
つ
武
あ
る
い
は
文
武
を
備
え
た
天
皇
像
が
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
れ
が
機
会
あ
る
毎
に
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
で
語
ら
れ
演
じ
続
け
ら
れ
れ
ば
、
天
皇
家
に
対
す
る
人
び
と
の
人
気
が
増
し
、
そ
の
支
持
は
さ
ら
に
強
固
に
な
っ
て
い
っ

た
ろ
う
。

日
の
御
子
誕
生
の
母
胎
・
揺
り
籠
　
そ
し
て
ま
た
こ
の
新
嘗
祭
・
新
室
寿
ぎ
に
お
い
て
、「
日
の
御
子
」
と
し
て
二
皇
子
が
発
見
さ
れ
た
伝
承
を
機
会
あ
る
ご
と
に
語
り
、

か
つ
歌
劇
と
し
て
上
演
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
祭
式
が
日
神
を
復
活
さ
せ
、「
日
の
御
子
」
を
誕
生
さ
せ
て
育
む
母
胎
・
揺
り
籠
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
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（ 39 ） もう一つの「日の御子」の誕生

テ
キ
ス
ト
・
引
用
・
参
照
文
献

秋
元
吉
郎
　
一
九
六
八
　『
風
土
記
』　
岩
波
書
店

相
磯
貞
三
　
一
九
七
六
　『
記
紀
歌
謡
全
註
解
』　
有
精
堂

青
森
県
史
編
さ
ん
民
俗
部
会
　
二
〇
一
四
　『
青
森
県
史
―
民
俗
編
資
料
津
軽
―
』　
青
森
県

岩
崎
村
史
編
集
委
員
会

　
一
九
八
九

　『
岩
崎
村
史
下
巻
』　
第
一
法
規

大
久
間
喜
一
郎
・
居
駒
永
幸
　
二
〇
〇
八
　『
日
本
書
紀
【
歌
】
全
注
釈
』　
笠
間
書
院

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
　『
萬
葉
集
　
二
』　
小
学
館

坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・
大
野
晋

　『
日
本
書
紀
上
』　
岩
波
書
店

桜
井
　
満
　
二
〇
〇
〇
　『
桜
井
満
著
作
集
９
　
花
の
民
俗
学
』　
お
う
ふ
う

土
橋
　
寛
　
一
九
七
〇
　『
古
代
歌
謡
の
世
界
』　
塙
書
房

　
　
　
　
　
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
八

　『
古
代
歌
謡
集
』　
岩
波
書
店

中
西
　
進
　
一
九
八
六
　『
河
内
王
家
の
伝
承
』　
角
川
書
店

　
　
　
　
　
二
〇
〇
八
　『
中
西
進
著
作
集
20
　
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
二
』　
四
季
社

畠
山
　
篤
　
一
九
九
三
　「
意
祁
・
袁
祁
の
流
浪
」　『
上
代
説
話
事
典
』　
雄
山
閣

　
　
　
　
　
二
〇
〇
六
　「
イ
ザ
イ
ホ
ー
と
名
付
け
〔
久
高
島
〕」　『
沖
縄
の
祭
祀
伝
承
の
研
究
』　
瑞
木
書
房

　
　
　
　
　
二
〇
一
一

　「
倭
建
命
の
熊
曾
征
討
の
物
語
の
生
成
（
上
）」　『
弘
前
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
47
号

　
　
　
　
　
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

　
　
　
　
　
二
〇
一
六
　「
日
の
御
子
の
誕
生
⑵
―
秘
儀
か
ら
顕
儀
へ
―
」　『
弘
前
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
52
号

　
　
　
　
　
二
〇
一
八

　「
琴
と
静
歌
⑵
―
仁
徳
天
皇
と
石
之
日
売
の
伝
承
―
」　『
弘
前
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
54
号

　
　
　
　
　
二
〇
二
〇
　『
万
葉
の
紫
と
榛
の
発
想
―
恋
衣
の
系
譜
―
』　
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ

平
賀
町
誌
編
さ
ん
委
員
会

　
一
九
八
五
　『
平
賀
町
誌
』　
平
賀
町

古
橋
信
孝

　
一
九
八
八
　『
古
代
和
歌
の
発
生
―
歌
の
呪
性
と
様
式
―
』　
東
京
大
学
出
版
会

宮
崎
安
貞

　
一
六
九
七
　『
農
業
全
書
』　『
日
本
農
業
全
書
12
巻
』﹇
一
九
七
八
﹈
所
収
　
農
山
村
文
化
協
会

山
上
伊
豆
母

　
一
九
八
〇

　「
五
世
紀
王
朝
と
日
本
琴
」　『
講
座
日
本
の
古
代
信
仰
第
五
巻
―
呪
祷
と
芸
能
』　
学
生
社
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