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延
喜
式
の
祝
詞
を
、
世
間
で
は
、
非
常
に
古
い
も
の
だ
と
考
へ
て
居
る
。
或

は
、
高
天
原
か
ら
持
ち
来
さ
れ
た
も
の
ゝ
や
う
に
も
云
う
て
ゐ
る
が
、
さ
う

で
は
無
く
、
自
分
は
悉
、
平
安
朝
の
息
が
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
か
う
言

ふ
の
は
、
祝
詞
の
性
質
と
し
て
為
方
の
無
い
事
で
、
第
一
、
祝
詞
が
我
々
に

訣
る
と
い
ふ
の
は
、
そ
れ
が
新
し
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
全
部
が
、
平
安
朝

時
代
の
新
作
だ
と
い
ふ
の
で
は
無
く
、
大
体
平
安
朝
の
初
め
、
百
年
ば
か
り

の
間
に
、
今
我
々
が
見
る
や
う
な
風
の
も
の
に
固
定
し
た
の
で
あ
る
。

祝
詞
は
、
そ
の
時
代
々
々
の
改
作
を
受
け
て
ゐ
る
の
で
、
新
古
入
り
混
つ
て

ゐ
る
。
昔
の
人
が
、
そ
の
時
の
気
分
次
第
で
、
文
章
を
変
へ
て
行
つ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
文
章
は
継
ぎ
は
ぎ
で
あ
る
。
今
で
も
、
学
問
の
無
い
人
は
、
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か
し
こ
ま
る
と
い
ふ
言
葉
を
、
あ
ら
た
ま
つ
て
云
ふ
時
に
は
、
か
し
こ
ま
ゐ

る
だ
と
思
う
て
、
さ
う
云
う
て
、
平
気
で
ゐ
る
事
が
あ
る
が
、
祝
詞
に
も
、

か
う
し
た
間
違
ひ
が
あ
る
。

何
故
か
う
い
ふ
風
に
な
つ
た
か
。
そ
れ
に
は
原
因
が
あ
る
。
こ
れ
を
頭
に
入

れ
て
お
か
ね
ば
、
祝
詞
は
釈
け
な
い
。
こ
の
間
違
ひ
の
筋
道
を
辿
つ
て
行
か

な
け
れ
ば
、
ほ
ん
と
う
の
事
は
得
ら
れ
な
い
。
先
輩
達
が
、
講
義
を
し
て
ゐ

る
所
を
見
る
と
、
祝
詞
は
訣
る
も
の
だ
と
思
は
れ
る
。
併
し
、
我
々
に
は
、

出
来
る
だ
け
訣
ら
う
と
し
て
ゐ
る
が
、
と
て
も
訣
ら
な
い
。
が
、
簡
単
に
解

い
て
行
け
ば
、
何
で
も
無
く
、
解
け
る
の
で
あ
る
。
此
延
喜
式
祝
詞
に
も
、

か
う
い
ふ
改
作
や
そ
れ
に
伴
ふ
間
違
ひ
が
あ
つ
て
、
或
は
国
家
組
織
以
前
か

ら
の
言
葉
が
、
其
中
に
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
と
も
思
は
れ
る
。
そ
の
中
に
、
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段
々
時
代
が
移
つ
て
行
く
に
連
れ
て
、
そ
の
時
代
々
々
の
特
徴
を
示
す
も
の

も
見
え
る
が
、
そ
れ
が
、
平
安
朝
の
は
じ
め
に
、
大
き
な
変
化
を
蒙
つ
た
、

と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
延
喜
式
祝
詞
は
、
祝
詞
の
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
、
祝
詞

と
は
云
へ
な
い
も
の
も
混
つ
て
ゐ
る
。
延
喜
式
の
祝
詞
の
巻
を
略
し
て
、
祝

詞
式
と
も
云
ふ
が
、
此
を
普
通
に
は
、
中
臣
祝
詞
と
、
斎
部
祝
詞
と
の
二
つ

に
分
け
て
ゐ
る
。
勿
論
、
宮
廷
に
於
け
る
、
公
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
さ

う
す
る
と
、
平
安
朝
の
宮
中
に
仕
へ
て
ゐ
た
、
昔
か
ら
の
伝
統
あ
る
官
吏
、

或
は
其
部
下
で
あ
る
中
臣
・
斎
部
の
二
家
で
、
此
宮
中
の
祝
詞
を
持
つ
て
ゐ

た
と
い
ふ
事
に
な
る
。
一
方
地
方
の
国
々
・
村
々
の
祝
詞
は
、
何
処
で
持
つ

て
ゐ
、
ど
う
な
つ
た
か
と
い
ふ
と
、
惜
し
い
事
に
は
、
只
今
で
は
、
全
部
滅
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び
て
了
う
て
ゐ
て
訣
ら
な
い
。
時
々
、
昔
の
祝
詞
だ
と
い
ふ
も
の
が
出
て
来

る
が
、
大
抵
は
、
偽
物
で
あ
る
。
然
も
其
祝
詞
が
、
完
全
な
も
の
な
の
で
、

祝
詞
の
間
違
ひ
方
を
知
つ
て
ゐ
る
も
の
が
、
検
査
し
た
時
、
そ
の
完
全
な
点

が
、
却
つ
て
不
完
全
を
示
し
て
ゐ
る
。

で
、
此
地
方
の
国
々
・
村
々
の
祝
詞
が
、
何
故
滅
び
た
か
。
其
は
、
口
伝
せ

ら
れ
て
、
秘
密
で
あ
つ
た
が
為
で
あ
る
。
祝
詞
を
伝
へ
て
ゐ
る
者
が
、
秘
密

に
し
て
お
い
て
、
伝
へ
な
い
中
に
死
に
な
ど
し
て
、
全
部
滅
び
た
も
の
と
思

は
れ
る
。
又
昔
の
祝
詞
は
、
今
の
様
に
、
書
き
物
に
書
い
て
読
む
の
で
は
無

く
、
口
伝
へ
で
あ
つ
た
故
、
保
存
せ
ら
れ
な
い
で
、
云
ふ
人
の
気
持
ち
で
変

つ
た
り
、
毀
れ
た
り
し
て
も
滅
び
た
の
で
あ
る
。
宮
中
の
祝
詞
で
も
、
中
臣

・
斎
部
の
も
の
以
外
に
、
ま
だ
あ
つ
た
筈
で
あ
る
。
中
臣
・
斎
部
の
も
の
は
、
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表
向
き
の
、
他
人
が
聞
い
て
も
差
し
支
へ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
内
ら
の
、

秘
密
に
属
す
る
も
の
は
、
隠
し
て
あ
つ
た
。
事
実
、
祝
詞
を
見
る
と
、
天
つ

祝
詞
と
書
い
て
あ
る
も
の
も
、
其
秘
密
で
あ
る
天
つ
祝
詞
の
文
章
は
、
省
い

て
あ
つ
た
。
今
の
人
は
、
今
日
残
つ
て
ゐ
る
様
な
文
字
に
書
い
た
も
の
が
、

其
儘
読
ま
れ
た
、
と
考
へ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、
昔
は
文
字
に
書
い
て
無
く

て
読
ま
れ
る
も
の
も
、
中
に
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
わ
け
で
、
中
臣
・
斎
部
が
、
公
に
扱
ふ
祝
詞
以
外
に
、
各
役
所
で
扱

う
た
も
の
が
、
ど
れ
だ
け
消
失
し
て
ゐ
る
か
訣
ら
な
い
。
宮
中
の
政
は
皆
、

神
様
の
為
事
で
、
所
謂
ま
つ
り
ご
と
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
皆
、
一
々
、
祝
詞

や
呪
詞
を
伴
う
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
消
失
し
た
も
の
ゝ
中
で
も
、
殊
に
、
一

番
神
に
近
い
、
宮
廷
の
巫
女
達
（
平
安
朝
で
は
内
侍
）
の
も
の
は
、
殆
、
無
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く
な
つ
て
了
う
た
。
次
に
、
此
祝
詞
の
不
完
全
な
の
は
、
返
し
祝
詞
・
返
り

申
し
の
欠
け
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
祝
詞
は
唱
へ
た
ゞ
け
で
は
い
け
な
い
の
で
、

唱
へ
ら
れ
た
神
の
返
事
が
、
必
要
な
の
で
あ
る
。
此
が
、
今
の
祝
詞
に
は
残

つ
て
ゐ
な
い
。

  

鎮    

火    

祭  

ホ
シ
ヅ
メ
ノ
マ
ツ
リ

、
こ
の
祝
詞
に
は
、
う
つ
か
り
し
て
、
天
つ
祝
詞
を
書
き
出

し
て
あ
る
が
、
他
は
皆
、
天
つ
祝
詞
を
以
て
申
す
と
あ
り
な
が
ら
、
天
つ
祝

詞
は
省
い
て
あ
る
。
省
い
て
は
あ
る
が
、
文
章
は
わ
か
つ
て
ゐ
る
。
実
に
変

な
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
文
章
は
、
皆
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
。
江
戸
の
歌
謡

類
も
さ
う
で
、
殊
に
、
長
唄
に
於
い
て
甚
し
い
。
こ
れ
に
は
、
そ
の
文
の
一

方
を
な
し
て
ゐ
る
、
役
者
の
言
葉
が
省
い
て
あ
つ
て
、
地
の
文
章
ば
か
り
だ

か
ら
で
あ
る
。
日
本
に
は
、
か
う
し
た
芸
術
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
説
い
た
所
に
よ
つ
て
、
大
体
延
喜
式
祝
詞
に
関
す
る
、
値
打
ち
の
定
め

方
が
き
ま
つ
た
訣
で
あ
る
。
即
、
延
喜
式
祝
詞
は
、
元
の
姿
と
は
非
常
に
、

意
味
が
変
つ
て
ゐ
て
、
祝
詞
以
外
の
も
の
を
も
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

祝
詞
に
は
、
三
種
類
の
内
容
が
あ
る
。
此
祝
詞
と
い
ふ
語
に
つ
い
て
は
、
昔

か
ら
い
ろ
〳
〵
の
説
が
あ
る
が
、
私
は
、
か
う
考
へ
て
ゐ
る
。
即
の
る
と
い

ふ
事
は
、
天
皇
、
或
は
、
国
々
の
君
が
、
神
様
の
資
格
で
、
高
い
処
に
上
つ

て
命
令
す
る
事
で
あ
る
。
此
の
り
を
発
す
る
場
所
を
「
宣
処
ノ
リ
ト
」
と
云
う
た
。

即
、
信
仰
的
に
設
け
た
、
一
段
高
い
座
な
の
で
あ
る
。
此
処
で
唱
へ
る
言
葉

が
、
の
り
と
ご
と
で
あ
つ
た
。
其
を
、
次
第
に
略
し
て
、
の
り
と
と
い
ふ
様

に
な
つ
た
。
の
り
と
と
言
ふ
だ
け
で
、
既
に
其
中
に
、
ご
と
の
意
が
含
ま
れ

て
ゐ
る
の
で
、
の
り
と
ご
と
の
ご
と
は
、
の
り
と
の
意
味
を
、
忘
れ
て
後
の
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附
加
で
あ
る
、
と
い
ふ
の
は
間
違
ひ
で
あ
る
。

祝
詞
は
、
最
初
は
天
皇
が
な
さ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
処
が
、
日
本
に
は
、
代

役
の
思
想
が
あ
つ
た
為
に
、
後
、
中
臣
が
専
唱
へ
る
や
う
に
な
つ
た
。
天
皇

御
自
身
が
、
既
に
代
役
で
あ
つ
て
、
神
漏
岐
・
神
漏
美
の
御
言
持
ち
と
し
て
、

此
国
に
降
つ
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
御
言
持
ち
と
は
、
そ
の
神
漏
岐
・
神

漏
美
の
命
令
を
、
伝
達
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
何
々
の
命
と
い
ふ
み
こ
と

は
、
此
御
言
持
ち
の
略
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
後
、
尊
い
人
を
意
味
す
る
言
葉

だ
、
と
思
ふ
や
う
に
な
り
、
更
に
、
日
本
紀
に
命
・
尊
な
ど
ゝ
区
別
す
る
様

に
な
つ
て
か
ら
、
元
の
意
味
は
、
全
く
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
た
。
さ
て
か
う

し
た
、
代
役
の
思
想
が
行
き
亘
つ
て
ゐ
た
為
に
、
段
々
、
上
か
ら
下
に
及
ん

で
行
つ
て
、
遂
に
中
臣
が
、
専
属
に
、
天
皇
の
仰
つ
し
や
る
事
を
代
つ
て
云
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ふ
や
う
に
な
つ
た
。
か
う
し
て
、
中
臣
祝
詞
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

此
と
、
斎
部
祝
詞
と
云
は
れ
て
ゐ
る
も
の
と
は
、
全
く
別
で
あ
つ
て
、
斎
部

の
も
の
は
、
祝
詞
で
は
無
い
、
寿
詞
ヨ
ゴ
ト
で
あ
る
。
天
皇
の
仰
つ
し
や
る
の
り
と

ご
と
に
対
す
る
御
返
事
、
即
す
な
は
ち返
し
祝
詞
・
返
り
申
し
を
古
い
言
葉
で
、
寿
詞

と
い
ふ
。
毎
年
、
初
春
に
奏
す
る
寿
詞
は
、
約
束
を
き
り
か
へ
る
も
の
で
あ

つ
た
。

服
従
を
誓
ふ
こ
と
は
、
実
は
、
一
度
で
よ
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
其
を
確
実

に
す
る
為
に
、
い
つ
と
な
く
毎
年
繰
り
返
す
や
う
に
な
つ
て
、
後
の
朝
賀
の

式
に
ま
で
発
達
し
た
。
此
式
で
は
、
ま
づ
天
皇
よ
り
の
詔
詞
が
あ
り
、
此
に

対
し
て
、
群
臣
中
の
、
二
三
の
大
き
な
家
の
氏
上
が
、
全
体
を
代
表
し
て
出

て
（
元
は
、
家
々
で
出
た
も
の
で
あ
る
）
、
今
年
も
俺
に
服
従
し
ろ
、
と
い
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ふ
意
味
の
御
言
葉
に
対
し
て
、
叛
か
ぬ
と
い
ふ
事
を
申
し
上
げ
る
。
此
が
寿

詞
で
あ
る
。

寿
詞
の
よ
は
、
時
代
に
よ
つ
て
変
遷
も
あ
つ
た
が
、
い
の
ち
・
寿
命
な
ど
の

意
で
、
又
魂
を
意
味
す
る
。
此
を
唱
へ
る
と
、
唱
へ
か
け
ら
れ
た
人
に
、
唱

へ
た
方
の
魂
が
移
る
の
で
あ
る
。
此
唱
へ
言
の
、
最
小
限
度
の
も
の
が
、
諺

で
あ
る
。
と
に
か
く
、
唱
へ
言
を
す
る
と
、
其
言
葉
の
中
に
つ
い
て
ゐ
る
魂

が
、
先
方
に
く
つ
附
く
。
家
々
に
は
、
大
切
な
魂
が
あ
る
が
、
此
が
寿
詞
を

唱
へ
る
と
、
天
皇
の
御
体
に
う
つ
ゝ
て
行
く
。
そ
れ
故
天
皇
は
、
国
々
村
々

の
魂
を
沢
山
持
つ
て
ゐ
て
、
其
勢
力
は
、
非
常
に
強
く
な
る
。
か
う
し
た
所

か
ら
、
天
皇
が
不
要
の
魂
を
、
臣
下
に
与
へ
る
と
い
ふ
様
な
事
も
出
て
来
た
。

か
う
考
へ
て
来
る
と
、
返
り
申
し
で
あ
り
、
魂
を
先
方
の
身
体
に
く
つ
附
け
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る
言
葉
で
あ
る
寿
詞
は
、
祝
詞
と
同
一
の
も
の
で
な
い
事
が
訣
る
。

延
喜
式
祝
詞
は
、
祝
詞
・
寿
詞
、
其
他
の
も
の
が
混
つ
て
ゐ
る
た
め
に
、
訣

ら
ぬ
処
が
多
い
。
祝
詞
は
、
上
か
ら
下
に
対
し
て
云
ふ
も
の
で
あ
る
。
寿
詞

は
、
下
か
ら
上
に
対
し
て
云
ひ
、
其
と
共
に
、
服
従
を
誓
ふ
。
天
皇
に
寿
詞

が
無
く
、
氏
々
に
此
が
あ
る
の
は
、
此
故
で
あ
る
。
又
寿
詞
は
、
氏
々
の
家

が
、
天
皇
の
御
祖
先
と
交
渉
を
始
め
た
来
歴
を
、
云
ひ
か
へ
れ
ば
、
自
分
々

々
の
家
の
為
事
の
始
め
、
本
縁
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
意
味
で
室
寿

詞
は
、
真
の
意
味
の
寿
詞
で
は
な
い
。
と
も
か
く
何
時
で
も
、
誓
ひ
、
服
従

す
る
時
に
唱
へ
る
の
が
、
寿
詞
で
あ
る
。
処
が
、
学
者
達
は
、
寿
詞
は
祝
詞

の
古
い
も
の
だ
、
と
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
私
は
、
さ
う
は
思
は
な
い
。

次
に
、
も
う
一
種
の
祝
詞
が
あ
る
。
そ
れ
は
鎮
詞
・
護
詞
・
鎮
護
詞
な
ど
ゝ
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書
か
れ
る
い
は
ひ
ご
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ご
ち
や
〳
〵
に
な
つ
て
、
祝
詞

の
中
に
混
つ
て
ゐ
る
。
斎
部
の
祝
詞
は
皆
、
此
鎮
詞
で
あ
る
。
い
は
ふ
と
い

ふ
言
葉
は
、
今
、
神
を
い
は
ひ
こ
め
る
等
い
ふ
の
と
、
略
同
じ
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
む
か
ら
出
て
ゐ
る
。
い
む
は
、
単
に
慎
む
と
い
ふ
意
で
、
い
ま
は

る
と
な
る
と
、
そ
の
上
に
、
身
の
周
り
を
浄
め
る
意
味
が
出
て
来
る
。
い
は

ふ
は
周
囲
を
浄
め
て
中
に
物
を
容
れ
る
、
又
は
く
つ
附
け
る
と
い
ふ
意
味
で

あ
る
。
即
す
な
は
ち魂
を
く
つ
附
け
て
、
離
さ
ぬ
や
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
鎮
詞
と
い

ふ
の
は
、
そ
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
鎮
詞
・
鎮
護
詞
な
ど
ゝ
書
か

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

鎮
詞
は
、
不
思
議
な
も
の
で
、
そ
の
発
達
に
よ
つ
て
、
祝
詞
や
、
寿
詞
の
古

格
が
乱
れ
た
。
祝
詞
と
、
鎮
詞
と
の
区
別
は
、
大
体
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
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祝
詞

　
　
　
　
　
　
　
┌
↓
イ

　
　
　
ａ
─
↓
ａ
’
│
↓
ロ

　
　 

　
　
　
　
　
└
↓
ハ

　
　
鎮
詞

　
　
　
　
　
　
　
┌
↓
イ

　
　
　
ａ
─
↓
ｂ
│
↓
ロ

　
　
　
　
　
　
　
└
↓
ハ

　
　
ａ
は
天
皇
、
ａ
’
は
中
臣
、
ｂ
は
斎
部
、
イ
ロ
ハ
は
中
臣
・
斎
部
そ
れ

　
　
／
″
＼
の
命
令
を
き
く
も
の

祝
詞
は
、
天
皇
の
資
格
で
、
そ
の
御
言
葉
の
と
ほ
り
に
、
中
臣
が
云
ふ
の
で

15



あ
る
が
、
鎮
詞
は
、
少
し
趣
き
が
違
ふ
。
氏
族
の
代
表
者
が
、
ほ
ん
と
う
に

服
従
を
誓
う
た
後
、
其
下
に
属
し
て
ゐ
る
者
に
、
俺
も
か
う
だ
か
ら
、
お
前

達
も
、
か
う
し
て
貰
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
や
う
な
命
令
の
為
方
で

あ
る
。
ち
よ
う
ど
、
掏
児
や
博
徒
の
親
方
が
、
其
手
下
に
、
警
察
の
意
嚮
を

伝
へ
る
と
い
つ
た
や
う
な
具
合
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
此
は
御
言
持
ち

で
は
無
く
、
自
分
の
感
情
に
、
飜
訳
し
て
云
ふ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
鎮
詞
は
、

祝
詞
の
言
葉
の
命
令
的
な
る
に
対
し
、
妥
協
的
で
あ
る
。
其
で
鎮
詞
は
、
大

抵
の
場
合
は
、
土
地
の
精
霊
が
、
自
由
に
動
か
ぬ
や
う
に
、
居
る
べ
き
処
に

落
ち
つ
け
る
言
葉
に
な
つ
て
ゐ
る
。
即
い﹅
は﹅
ひ﹅
込
め
て
し
ま
ふ
詞
で
あ
る
。

此
は
、
祝
詞
の
意
志
を
、
中
間
に
立
つ
者
が
、
飜
訳
し
て
云
ふ
の
で
あ
つ
て
、

多
く
の
場
合
は
、
被
征
服
者
の
中
の
、
代
表
者
が
云
ふ
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ

16呪詞及び祝詞



を
司
つ
た
の
が
、
山
の
神
で
、
山
の
神
は
、
土
地
の
精
霊
の
代
表
者
で
あ
つ

た
。

祝
詞
に
は
、
以
上
説
明
し
た
や
う
な
、
三
種
類
の
区
別
が
あ
る
が
、
此
を
延

喜
式
の
祝
詞
に
当
て
篏
め
て
見
る
と
、
ど
れ
も
此
も
、
厳
重
に
、
此
区
別
に

は
合
は
な
い
。
殊
に
、
出
雲
国
造 

神 

賀 

詞 

カ
ム
ヨ
ゴ
ト

と
、
中
臣
寿
詞
と
は
、
寿
詞
と

云
ひ
な
が
ら
、
頻
り
に
、
自
分
か
ら
鎮
詞
を
述
べ
て
ゐ
る
。
此
頃
既
に
、
寿

詞
と
鎮
詞
と
が
、
ご
ち
や
〳
〵
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
事
が
訣
る
。

国
々
の
神
が
、
位
を
貰
ふ
と
い
ふ
不
思
議
を
、
仏
教
で
は
、
王
は
十
善
・
神

は
九
善
な
ど
ゝ
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
此
は
、
当
然
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
天
皇

は
天
津
神
の
子
孫
で
あ
つ
て
、
同
時
に
、
祝
詞
を
唱
へ
る
時
だ
け
は
、
そ
の

天
津
神
で
あ
つ
た
。
故
に
、
天
皇
は
神
で
あ
る
と
共
に
、
人
間
で
あ
つ
た
。
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天
皇
の
お
つ
し
や
る
御
言
葉
が
、
精
霊
或
は
、
精
霊
か
ら
成
り
上
り
の
神
に

対
し
て
、
高
い
も
の
か
ら
、
低
い
者
に
云
ひ
下
す
言
葉
に
な
る
の
は
、
当
然

で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
神
の
位
が
段
々
昇
進
す
る
の
は
、
か
う
し
た
、
信
仰
か

ら
来
た
自
然
で
あ
つ
て
、
次
第
に
、
天
津
神
に
近
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

処
が
、
延
喜
式
な
ど
を
見
る
と
、
已すで
に
変
な
所
が
見
え
る
。
天
皇
が
、
神
に

対
し
て
、
非
常
に
丁
寧
で
あ
る
。
天
皇
が
、
祝
詞
を
下
さ
れ
る
と
い
ふ
考
へ

が
、
変
化
し
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
、
ほ
ん
と
う
の
祝
詞
で
は
無
く
な

つ
て
来
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
延
喜
式
祝
詞
が
、
古
い
祝
詞
で
無
い
事
は
、
此
に

よ
つ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

天
つ
祝
詞
は
、
高
天
原
か
ら
伝
つ
て
ゐ
る
も
の
だ
、
と
い
ふ
信
仰
を
以
て
、

唱
へ
伝
へ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
。
唯
今
、
天
つ
祝
詞
と
い
ふ
言
葉
の
這
入
つ
て
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ゐ
る
も
の
は
、
主
と
し
て
、
斎
部
祝
詞
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
鎮
詞
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
。
斎
部
は
、
天
皇
に
対
す
る
雑
役
に
与
つ
て
ゐ
た
。
又
中
臣
大

祓
詞
、
こ
れ
は
、
斎
部
祝
詞
に
似
て
ゐ
る
が
、
此
中
に
、
天
つ
祝
詞
と
い
ふ

言
葉
が
あ
る
。
此
天
つ
祝
詞
と
い
ふ
言
葉
は
、
常
に
「
あ
ま
つ
の
り
と
の
太

の
り
と
ご
と
」
と
続
く
。
此
中
の
「
太
」
は
、
単
に
、
天
つ
祝
詞
の
美
称
と

考
へ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
が
、
私
は
、
壮
重
な
の
り
と
に
於
い
て
、
唱
へ
ら
れ

る
言
葉
、
即
天
つ
宣ノ
り
処ト
に
於
け
る
、
壮
重
な
の
り
と
ご
と
ゝ
解
す
る
方
が

よ
い
と
お
も
ふ
。
天
つ
祝
詞
を
唱
へ
る
個
処
は
、
動
作
を
伴
ふ
と
こ
ろ
で
あ

る
ら
し
い
。
其
動
作
を
す
る
の
が
、
斎
部
の
役
人
達
で
あ
つ
た
。
こ
れ
を
唱

へ
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
が
あ
ら
は
れ
て
来
る
。

天
つ
祝
詞
は
、
大
体
に
短
く
て
、
諺
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
即
、
神
の
云
う
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た
事
の
え
つ
せ
ん
す
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
が
私
は
、
天
つ
祝
詞
が
、
祝

詞
の
初
め
だ
と
は
思
は
な
い
。
ず
つ
と
昔
か
ら
の
、
祝
詞
の
諸
部
分
が
脱
落

し
て
、
一
番
大
事
な
も
の
だ
け
が
、
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
が
、
天
つ
祝
詞
で

あ
る
と
お
も
ふ
。
一
寸
考
へ
る
と
、
単
純
か
ら
複
雑
に
進
む
の
が
、
当
然
の

様
に
思
は
れ
る
が
、
複
雑
な
も
の
を
単
純
化
す
る
の
が
、
我
々
の
努
力
で
あ

つ
た
。
そ
れ
で
、
極
め
て
端
的
な
命
令
の
、
或
は
呪
ひ
の
言
葉
が
、
天
つ
祝

詞
で
あ
つ
た
が
、
其
が
段
々
、
世
の
中
に
行
は
れ
て
来
る
と
、
諺
に
な
る
。

故
に
私
は
、
此
と
諺
と
の
起
原
は
、
同
一
な
も
の
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
。
だ
か

ら
諺
は
、
命
令
的
で
あ
る
。
元
は
そ
の
句
は
、
二
句
位
で
あ
つ
て
、
三
句
に

成
る
と
、
諺
で
は
無
く
、
歌
に
な
つ
た
。
古
事
記
・
日
本
紀
な
ど
を
見
て
も
、

諺
は
、
二
句
を
本
体
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
、
今
の
諺
の
発
達
の
途
に
は
、
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天
つ
祝
詞
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

口
頭
の
詞
章
に
は
、
歌
と
、
唱
詞
と
、
語
詞
と
、
三
通
り
あ
つ
た
。
唱
詞
は
、

所
謂
祝
詞
で
、
長
い
語
詞
の
中ウチ
の
も
の
が
脱
落
し
て
、
後
に
残
つ
た
、
有
力

な
部
分
が
、
歌
で
あ
る
。
唱
ふ
に
は
、
し
た
が
ふ
と
い
ふ
意
味
が
あ
つ
て
、

相
手
に
命
令
し
て
、
自
分
と
同
じ
動
作
を
さ
せ
る
事
が
、
其
力
で
あ
つ
た
。

徇
は
、
し
た
が
ふ
と
訓
む
が
、
と
な
ふ
と
も
、
訓
み
伝
へ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
。

以
上
の
三
種
類
の
も
の
は
皆
、
声
楽
的
に
異
つ
て
ゐ
る
。
唱
詞
は
、
声
楽
的

に
歌
や
語
詞
と
も
別
な
要
素
を
持
ち
、
又
別
の
効
果
を
持
つ
て
ゐ
た
。
我
々

は
、
延
喜
式
に
、
祝
詞
と
し
て
あ
る
三
種
類
の
も
の
を
、
唱
詞
と
い
ふ
言
葉

で
総
括
し
て
行
き
た
い
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　3

」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年4

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
『
古
代
研
究
』
第
一
部
　
民
俗
学
篇
第
二
」
大
岡
山
書
店

　
　
　1930

（
昭
和5
）
年6

月20

日

初
出
：
「
民
俗
学
　
第
一
巻
第
一
号
」

　
　
　1929

（
昭
和4

）
年7
月

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
信
州
松
本
、
講
演
筆
記
。
昭
和
四

年
七
月
「
民
俗
学
」
第
一
巻
第
一
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
「
注
記
」

欄
に
移
し
ま
し
た
。
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※
「
祝
詞
と
、
鎮
詞
と
の
区
別
」
の
図
は
、
底
本
で
は
、
三
つ
の
要
素
（

「
祝
詞
」
「
鎮
詞
」
「
記
号
の
説
明
」
）
を
縦
に
配
置
し
て
あ
り
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2007

年5

月2

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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