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何
度
目
か
の
日
本
文
学
の
発
生
を
書
く
こ
と
に
な
つ
た
。
此
に
は
、

　
　
　
別
に
序
説
の
や
う
な
も
の
が
あ
つ
て
、
此
文
章
と
殆
ど
同
時
に
発
表

　
　
　
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
具
体
的
な
こ
と
を
、
落
ち
つ
い
て

　
　
　
書
き
進
め
て
も
、
さ
し
支
へ
は
な
い
の
だ
と
言
ふ
、
安
堵
の
や
う
な

　
　
　
も
の
が
あ
つ
て
、
之
を
書
く
こ
と
が
、
今
の
う
ち
は
、
愉
し
い
気
が

　
　
　
す
る
。
ど
う
ぞ
、
こ
の
心
持
ち
が
、
い
つ
ま
で
も
続
い
て
く
れ
る
や

　
　
　
う
に
と
考
へ
な
が
ら
、
書
き
出
し
を
作
る
。

　
　
　
　
　
　
詞
章
伝
承
の
情
熱
の
起
り
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伝
承
す
る
習
俗
と
、
把
持
す
る
意
力
と
が
先
祖
の
心
に
な
か
つ
た
ら
、
吾
々

の
文
学
は
、
ど
う
な
つ
て
居
た
か
知
れ
な
い
。
恐
ら
く
、
文
学
の
現
れ
ず
に

し
ま
つ
た
訣
も
な
か
ら
う
が
、
ち
よ
つ
と
想
像
出
来
ぬ
姿
と
、
内
容
と
を
持

つ
た
、
も
つ
と
脆
弱
な
も
の
が
出
て
来
た
こ
と
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
。
吾

々
の
先
祖
は
、
何
も
神
に
報
謝
す
る
為
に
、
神
の
詞
を
伝
へ
よ
う
と
し
た
の

で
は
な
い
。
神
の
威
力
の
永
続
を
希
う
て
、
其
呪
力
あ
る
詞
章
を
伝
へ
遺オト
す

ま
い
、
と
努
力
し
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。

こ
の
詞
章
を
伝
承
す
る
事
業
は
、
容
易
な
こ
と
ゝ
は
、
昔
の
人
程
考
へ
て
は

居
な
か
つ
た
。
こ
ゝ
に
、
日
本
の
古
代
宗
教
の
形
態
の
拠
り
処
が
あ
つ
た
ら

し
く
思
は
れ
る
。
神
が
神
と
し
て
の
霊
威
を
発
揮
す
る
に
は
、
神
の
形
骸
に
、

威
霊
を
操
置
す
る
授
霊
者
が
居
る
も
の
と
考
へ
た
。
神
々
の
系
譜
の
上
に
、

4日本文学の発生



高
皇
産
霊
尊
・
神
皇
産
霊
尊
　
　
天
御
中
主
神
の
意
義
だ
け
は
、
私
に
は
ま

だ
訣
ら
ぬ
　
　
を
据
ゑ
て
居
る
の
は
、
此
為
で
あ
つ
た
。
此
神
の
信
仰
が
延

長
せ
ら
れ
て
、
生
産
の
神
の
様
に
思
は
れ
て
来
た
が
、
む
す
び
と
言
ふ
語
の

用
語
例
以
外
に
、
此
神
の
職
掌
は
な
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。

形
骸
に
霊
魂
を
結
合
さ
せ
る
と
、
形
骸
は
肉
体
と
し
て
活
力
を
持
つ
や
う
に

な
り
、
霊
魂
は
そ
の
中
で
、
育
つ
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
其
霊
魂
は
、
肉
体

を
発
育
さ
せ
る
　
　
さ
う
言
ふ
風
な
信
仰
が
、
更
に 

鎮  

魂 

タ
マ
フ
リ

の
技
術
を
発
達

さ
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
産
霊
ム
ス
ビ
は
信
仰
で
、
鎮
魂
は
呪

術
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

高
皇
産
霊
・
神
皇
産
霊
二
神
の
中
、
多
く
の
場
合
、
高
皇
産
霊
尊
を
代
表
と

見
な
し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
又
当
然
、
二
尊
の
間
に
、
職
掌
の
分
担
を
考
へ
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て
ゐ
た
こ
と
も
思
は
れ
る
。
と
も
か
く
も
、
産
霊
ノ
神
の
職
掌
の
重
大
な
部

分
と
し
て
挙
げ
て
よ
い
も
の
が
、
一
つ
あ
る
。

尊
い
神
が
、
神
の
詞
を
宣ノ
る
時
に
、
其
を
自
ら
発
言
す
る
こ
と
の
出
来
る
資

格
を
授
け
る
為
に
、
此
神
の
出
現
し
た
と
考
へ
た
の
が
、
古
代
の
考
へ
方
で

あ
る
。
天
照
大
神
に
添
う
て
、
此
神
の
出
現
す
る
時
は
、
重
要
な
神
事
が
行

は
れ
る
訣
で
あ
る
。

天
照
大
神
の
神
格
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
〳
〵
の
考
へ
も
あ
る
が
、
此
神
に
、

人
間
的
な
要
素
を
深
く
考
へ
て
ゐ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
最
大
の
神

言
を
発
せ
ら
れ
る
場
合
に
、
き
ま
つ
て
居
る
と
言
へ
る
。
其
人
格
を
し
て
、

十
分
に
神
の
能
力
を
伸
べ
さ
せ
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
威
霊
を
、
そ
の
身
に

結
合
さ
せ
る
外
は
な
い
。
こ
の
大
神
を
し
て
、
完
全
円
満
に
し
て
、
永
遠
に
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効
験
あ
る
神
言
を
発
せ
さ
せ
申
す
為
に
は
、
さ
う
し
た
大
威
力
あ
る
霊
魂
を
、

神
の
体
中
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
其
威
霊
は
別
に
存
在

す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
霊
魂
を
処
置
す
る
も
の
な
る
、
高
皇
産
霊
尊
は
、

ど
う
し
て
も
考
へ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
訣
で
あ
る
。
か
う
し
て
、
最
高
の
威

力
を
具
へ
ら
れ
た
天
照
大
神
の
発
せ
ら
れ
た
神
言
は
、
瓊
々
杵
尊
之
を
、
下

界
に
伝
達
せ
ら
れ
た
も
の
、
と
信
じ
て
来
た
。
此
地
上
に
於
い
て
、
聖
な
る

御
子
の
神
言
を
発
せ
ら
れ
る
際
は
、
其
が
伝
達
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
勿
論

だ
が
、
や
は
り
、
さ
う
し
た
呪
術
者
が
、
身
辺
に
居
て
、
威
霊
を
結
合
さ
せ

る
。
さ
う
す
る
と
、
天
上
の
神
に
現
れ
た
様
に
、
威
力
あ
る
詞
が
聖
な
る
御

子
に
よ
つ
て
発
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
る
、
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
此
呪
術
を

行
ふ
者
が
、
天
児
屋
命
或
は
太
玉
命
と
謂
は
れ
る
神
々
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
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週
期
的
に
神
言
を
発
す
る
時
が
、
廻
つ
て
来
る
の
が
常
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ

る
。
一
度
限
り
な
ら
、
さ
う
し
て
呪
術
者
が
、
天
上
か
ら
随
伴
す
る
必
要
は

な
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

神
語
を
発
す
る
能
力
あ
る
神
と
な
る
こ
と
を
考
へ
た
の
が
、
次
に
は
、
神
語

を
発
す
る
能
力
自
ら
が
来
り
寓
る
も
の
と
思
ふ
時
が
来
た
。
神
語
を
発
す
る

神
で
な
く
、
神
語
の
威
霊
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
此
信
仰
が
展
開
し
て
、
言コ

   

霊 

ト
ダ
マ
信
仰
が
現
れ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

天
照
大
神
に
高
皇
産
霊
尊
が
随
う
た
如
く
、
亦
瓊
々
杵
尊
に
天
児
屋
命
が
随

う
た
如
く
、
尊
い
神
事
を
行
ふ
者
に
は
、
威
霊
を
操
置
す
る
呪
術
者
が
随
伴

す
る
も
の
と
考
へ
た
の
が
、
こ
ゝ
に
言
は
う
と
し
た
日
本
古
代
信
仰
の
、
重

要
な
一
つ
の
形
態
な
の
で
あ
る
。
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か
う
し
た
形
が
定
つ
た
上
は
、
い
つ
も
尊
い
人
を
表
現
す
る
の
に
も
、
其
人

の
介
添
へ
と
な
り
、
其
人
を
育
成
す
る
者
を
相
並
べ
て
考
へ
な
い
で
は
居
ら

れ
な
か
つ
た
。
即
、
う
し
ろ
み
　
　
後
見
　
　
の
習
俗
が
、
此
か
ら
出
発
し

た
。
多
く
の 
後  

見 
ウ
シ
ロ
ミ

は
、
主
人
に
対
し
て
、
低
い
位
置
に
あ
る
も
の
で
あ
つ

た
。
併
し
権
威
は
、
主
人
に
向
つ
て
も
、
振
ふ
こ
と
は
出
来
た
の
で
あ
る
。

後
代
の
語
で
言
ふ
お
と
な
な
ど
に
も
当
る
が
、
め
の
と
　
　
女
よ
り
転
じ
て
、

男
に
も
言
ふ
こ
と
に
な
つ
た
　
　
に
も
、
此
定
義
が
あ
る
。
幼
君
を
養
育
す

る
者
が
、
成
長
後
は
、
主
人
と
し
て
其
人
を
崇
め
な
が
ら
、
尚
親
近
感
以
外

に
、
あ
る
勢
力
を
持
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
た
者
を
う
し
ろ
み
と
言
う
た
。
従

つ
て
亦
、
夫
に
対
し
て
妻
を
う
し
ろ
見
と
言
ひ
、
妻
に
対
し
て
、
夫
を
う
し

ろ
見
と
言
ふ
こ
と
も
あ
る
の
は
、
お
な
じ
理
由
か
ら
出
て
ゐ
る
。
必
、
夫
な
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り
妻
な
り
が
、
其
相
手
よ
り
も
若
く
て
、
年
増
し
の
妻
な
り
、
年
長
の
夫
な

り
の
介
添
へ
に
よ
つ
て
連
れ
添
う
て
来
た
と
言
ふ
間
柄
の
夫
婦
を
言
つ
て
ゐ

る
。
多
く
は
年オ
長イ
女
房
を 

後  

見 

ウ
シ
ロ
ミ

と
言
ふ
の
で
あ
る
。
此
な
ど
は
明
ら
か
に
、

神
及
び
尊
い
御
子
を
育
て
る
の
に
、
巫
女
が
扶
育
し
て
養
ひ
立
て
、
成
長
後

殆
ど
、
神
の
妻
の
や
う
な
交
情
を
以
て
、
神
聖
に
接
し
、
神
の
旨
を
伺
ふ
こ

と
に
な
つ
て
居
た
。

さ
う
し
た
神
を
養
育
す
る
、
と
言
ふ
信
仰
が
、
形
づ
く
ら
れ
る
に
到
つ
た
の

で
あ
る
。
此
形
態
が
、
社
会
に
も
家
庭
に
も
一
般
に
行
は
れ
、
貴
人
の
位
置

の
尊
さ
を
表
現
す
る
に
は
、
此
幾
重
の
う
し
ろ
見
を
具
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て

す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
乳
母
・
後
見
・
首
名
オ
ト
ナ
　
　
乙
名
・
老
職
、
あ
げ
れ
ば
、

貴
人
を
廻
つ
て
、
保
護
の
責
に
任
じ
て
ゐ
る
者
が
、
一
通
り
や
二
通
り
で
は
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な
か
つ
た
。
だ
が
、
此
形
式
の
重
畳
で
あ
つ
て
、
か
う
言
ふ
形
を
と
つ
て
居

た
か
ら
と
言
つ
て
、
直
に
其
御
主
人
が
、
古
く
は
神
の
地
位
に
あ
つ
た
と
は

言
は
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

宮
廷
に
お
い
て
も
や
は
り
、
其
と
ほ
り
で
あ
つ
た
。
此
幾
重
扶
育
者
が
あ
つ

て
、
主
上
を
扶
育
申
し
て
来
、
権
威
具
備
せ
ら
れ
て
後
ま
で
も
尚
此
形
は
存

続
し
て
ゐ
た
。
か
う
言
ふ
お
為シ
向ム
け
を
す
る
こ
と
が
、
家
庭
元
来
の
拠
る
べ

き
形
式
と
す
れ
ば
、
宮
廷
だ
つ
て
、
之
に
お
拠
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
つ
た
。
さ
う
で
な
く
ば
、
宮
廷
の
生
活
様
式
だ
け
が
、
独
立
し
て
し
ま
ふ

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
古
代
の
家
伝
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生
れ
立ダ
ち
か
ら
し
て
、
既
に
聖
な
る
運
命
を
以
て
現
れ
来
る
も
の
と
考
へ
ら

れ
て
ゐ
た
。
其
に
つ
い
で
考
へ
ら
れ
た
こ
と
は
、
択
ば
れ
た
、
聖
な
る
母
胎

に
寓
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
つ
た
。
尊
い
数
人
の
女
性
の
御
腹
に
、
各
御

子
が
あ
つ
た
時
に
は
、
之
を
選
択
す
る
に
、
其
生
れ
立
ち
の
奇
瑞
と
、
成
長

後
の
神
の
恩
寵
と
、
自
ら
持
つ
霊
威
力
と
を
、
第
一
の
条
件
と
し
た
。
さ
う

し
て
、
其
に
叶
う
た
数
人
　
　
概
し
て
二
三
人
を
「
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
」
と
し

て
、
神
聖
な
待
遇
と
其
に
適
し
た
生
活
様
式
を
お
さ
せ
申
し
た
。
さ
う
し
て
、

多
く
の
場
合
、
其
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
の
中
か
ら
、
ひ
の
み
こ
　
　
即
、
天
子
を

お
立
て
申
す
こ
と
に
な
つ
て
居
た
。
だ
か
ら
、
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
に
太
子
の
字

を
宛
て
る
こ
と
は
あ
つ
て
も
、
必
し
も
後
の
皇
太
子
に
は
当
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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其
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
に
択
ば
れ
ず
に
居
ら
れ
た
み
こ
た
ち
も
、
元
よ
り
そ
の
家

庭
生
活
の
形
は
、
前
に
言
つ
た
通
り
で
、
唯
、
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
、
ひ
の
み
こ

特
有
の
生
活
様
式
は
避
け
て
居
た
が
、
日
常
生
活
は
、
多
く
は
同
様
で
あ
つ

た
。
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
も
、
み
こ
の
時
期
は
、 

大  

凡 

お
ほ
よ
そ

同
じ
為
向
け
を
受
け
て

育
た
れ
た
も
の
ら
し
い
か
ら
、
ま
づ
皇
子
の
生
活
を
説
く
の
が
適
当
だ
ら
う

と
思
ふ
。
唯
私
は
こ
ゝ
で
、
上
古
史
を
語
る
つ
も
り
は
な
い
の
だ
か
ら
、
ほ

ん
の
輪
廓
を
書
く
だ
け
に
止
め
る
こ
と
の
諒
解
を
得
た
い
。

み﹅
こ﹅
と
言
ふ
風
に
、
な
つ
て
来
た
や
う
で
あ
る
。
併
し
其
は
壬
生
選
定
に
関

す
る
附
随
条
件
で
あ
つ
た
。
主
要
な
も
の
は
、
聖
な
る
み
こ
は
、
生
れ
立
ち

か
ら
、
宮
廷
の
人
で
あ
り
な
が
ら
、
他
氏
の
手
で
養
は
れ
て
育
つ
と
言
ふ
点

で
あ
る
。
其
養
育
の
任
に
当
る
壬
生
氏
に
、
種
々
な
家
が
選
定
せ
ら
れ
た
。
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か
う
し
て
生オフ
し
立
て
た
み
こ
が
、
聖
格
を
顕
現
し
て
、
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
に
儲マ

け
備
り
、
ひ
の
み
こ
に
至
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
様
に
な
る
の
は
、
自
然
の
勢

ひ
だ
が
、
必
し
も
さ
う
し
た
希
望
を
以
て
、
お
育
て
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
か

つ
た
。
唯
、
神
を
生オフ
し
育
て
る
家
々
の
習
俗
が
、
人
な
る
み
こ
を
育
ハ
グ
ヽみ
申
す

形
を
、
と
る
様
に
な
つ
て
来
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
す
る
こ
と
が
、

古
代
の  

民    

俗  

フ
オ
ク
ロ
ア

で
あ
り
、
又
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
其
家
の
家
格
を

外
に
示
す
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
時
代
を
経
て
後
、
「
む
こ
」
と

し
て
、
ゆ
く
り
な
く
一
家
庭
に
、
貴
人
の
出
現
を
迎
へ
る
形
が
分
化
し
て
来

た
。
之
を
迎
へ
て
子
の
如
く
、
子
よ
り
愛
し
、
更
に
其
穿
つ
た
沓クツ
を
と
つ
て

懐
に
す
る
ま
で
の
民
俗
の
残
つ
た
の
も
、
壬
生
氏
選
定
の
古
風
が
行
は
れ
ず

な
つ
て
後
、
世
間
の
婿
取
り
の
普
通
の
形
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
訣
で
あ
る
。
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之
を
扶
助
し
、
保
護
し
て
、
高
名
の
人
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
中
世
以
後
に

も
残
つ
た
民
俗
の
心
理
的
基
礎
は
、
こ
ん
な
処
に
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。

謂
は
ゞ
其
家
に
、
ゆ
く
り
な
く
出
現
し
た
神
の
子
で
あ
る
。
其
を
生オフ
し
立
て

ゝ
、
其
神
の
生
ひ
立
つ
ま
ゝ
に
発
現
す
る
霊
威
を
、
世
に
光
被
さ
せ
よ
う
と

す
る
。
唯
其
だ
け
が
、
古
代
の
宗
教
家
の
持
つ
て
ゐ
た
情
熱
の
全
部
で
あ
つ

た
。
だ
か
ら
、
神
を
携
行
し
て
、
永
い
旅
路
を
経
廻
つ
た
の
が
、
日
本
上
古

の
信
仰
布
教
の
通
常
の
形
と
な
つ
て
居
た
。
其
等
の
宗
教
家
は
、
多
く
は
団

体
と
し
て
移
動
し
、
神
を
斎
く
こ
と
の
為
に
よ
る
勢
力
よ
り
先
に
、
既
に
相

当
な
勢
威
を
以
て
、
世
間
を
游
行
す
る
も
の
で
あ
つ
た
訣
で
あ
る
。
さ
う
し

て
、
其
当
体
と
す
る
所
の
神
は
、
其
等
の
神
人
の
手
で
育
成
せ
ら
れ
て
、
次

第
に
霊
威
を
発
揮
し
た
尊
い
神
で
あ
る
が
、
時
に
は
、
ま
だ
幼
く
て
、
神
人
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の
保
護
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
未
完
成
の
神
で
あ
る
こ
と
も
あ
つ
た
程

だ
。

此
が
上
古
神
人
の
家
に
殆
共
通
だ
つ
た
と
思
は
れ
る
伝
承
だ
が
、
其
に
並
行

し
て
生
じ
た
伝
説
を
、
歴
史
と
信
じ
て
、
古
代
の
氏
々
は
、
守
つ
て
居
た
の

で
あ
る
。
歴
史
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
氏
々
未
来
へ
の
光
明
で
も
あ
つ
た
。

だ
か
ら
、
か
う
し
た
形
で
、
家
々
へ
出
現
す
る
所
の
尊
い
現
実
を
仰
ぎ
待
つ

て
居
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
宗
教
歴
史
の
並
行
し
て
行
は
れ
る
様
に
な
つ

た
最
大
の
条
件
は
、
氏
々
の
家
が
皆
、
神
人
の
大
き
な
も
の
で
あ
つ
た
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。

壬
生
の
氏
々
は
、
神
人
家
で
神
を
育
ん
だ
旧
伝
承
を
、
新
し
い
民
俗
と
し
て

現
実
生
活
の
上
に
実
現
し
た
。
さ
う
し
て
、
神
の
子
と
感
じ
る
に
最
適
し
た
、
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最
貴
の
家
庭
の
み
こ
を
迎
へ
て
、
は
ぐ
ゝ
み
育
て
た
。

此
形
の
ま
ゝ
に
進
ん
で
行
つ
た
と
し
た
ら
、
み
こ
の
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
と
な
り
、

ひ
の
み
こ
と
な
ら
れ
る
に
従
う
て
、
壬
生
と
し
て
奉
仕
し
た
氏
の
長
上
は
、

天
子
を
輔
佐
す
る
位
置
ま
で
行
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
民
俗
と
歴
史
と
は
、
　

　
そ
の
現
実
が
、
信
仰
に
背
信
コ
ロ
ビ
を
打
つ
た
や
う
に
、
明
ら
か
に
豹
変
し
た
形

を
示
し
て
ゐ
る
。

時
代
毎
に
替
る
は
ず
の
壬
生
氏
が
、
一
々
政
権
の
首
班
或
は
其
に
近
い
位
置

に
居
る
と
い
ふ
こ
と
が
な
く
な
つ
て
、
政
柄
を
と
る
家
筋
は
、
大
体
に
固
定

す
る
傾
き
を
見
せ
て
来
た
。

併
し
其
に
も
繋
ら
ず
、
常
に
執
柄
者
が
、
ひ
の
み
こ
に
と
つ
た
行
き
方
は
、

一
つ
姿
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。
其
は
、
我
々
が
想
像
し
て
ゐ
る
形
で
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は
な
か
つ
た
。
ど
の
時
代
を
見
て
も
、
布
教
者
が
若
き
神
を
は
ぐ
ゝ
み
申
し

た
の
と
、
同
じ
態
度
を
と
つ
て
居
る
。
津
田
左
右
吉
さ
ん
が
、
「
世
界
」
第

三
号
で
、
こ
ゝ
の
疑
問
を
提
出
し
て
ゐ
ら
れ
た
。
尤
な
話
で
あ
る
。
家
庭
に

お
け
る
主
人
と
、
家
お
と
な
　
　
う
し
ろ
見
　
　
と
の
間
柄
、
即
、
古
い
、

  

幼    

神  

ヲ
サ
ナ
ガ
ミ

と
布
教
者
と
の
関
係
を
延
長
し
た
民
俗
が
、
宮
廷
に
も
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
朝
権
の
薄
ら
い
だ
世
に
は
、
執
柄
家
が
、
ひ
の
み
こ

の
御ミ
名
に
お
い
て
、
恣
ほ
し
い
ま
まに
事
を
行
う
た
こ
と
も
、
あ
た
ま
か
ら
歴
史
的
意
義

の
な
い
こ
と
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
つ
た
。
朝
政
摂
行
の
時
代
と
も
言
ふ
べ

き
平
安
時
代
を
通
じ
て
見
て
も
、
か
の
古
代
家
庭
民
俗
を
隔
て
ゝ
見
る
と
、

な
る
程
と
肯
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。

だ
か
ら
思
ふ
。
藤
原
氏
が
天
児
屋
命
の
後
と
称
し
て
居
た
理
由
も
、
大
い
に
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肯
け
る
の
だ
。
か
う
し
た
形
の
更
に
古
い
も
の
が
、
産
霊
ム
ス
ビ
信
仰
な
の
だ
か
ら
、

此
信
仰
の
分
岐
し
た
姿
の
、
産
霊
神
を
以
て
先
祖
と
す
る
考
へ
は
、
幼
神
と

布
教
者
と
の
関
係
よ
り
も
、
も
つ
と
根
本
的
な
も
の
に
、
還
す
こ
と
に
な
る

と
信
じ
た
の
で
あ
ら
う
。

こ
の
日
本
古
代
宗
教
の
基
礎
観
念
が
、
又
日
本
の
文
学
以
前
か
ら
の
、
大
き

な
一
つ
の
主
題
と
し
て
、
文
学
を
成
立
さ
せ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
文
学
以
後

に
も
、
大
い
に
其
を
誘
導
す
る
運
命
的
な
も
の
に
な
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

私
の
文
学
史
は
、
此
事
か
ら
、
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

言コ
語ト
精ダ
霊マ
の
存
在
を
考
へ
た
の
は
、
わ
が
民
族
に
と
つ
て
、
極
め
て
古
い
事

実
で
あ
る
。
併
し
此
が
、
言
語
信
仰
に
お
い
て
の
第
一
次
の
も
の
で
な
い
こ

と
は
、
少
く
と
も
我
が
国
だ
け
で
は
、
言
ふ
こ
と
の
出
来
る
事
実
で
あ
る
。
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詞
章
に
持
つ
た
信
仰

神
の
発
し
た
神
語
が
、
絶
対
の
効
果
を
現
ず
る
。
其
が
、
神
に
託
せ
ら
れ
て

伝
達
す
る
聖
者
の
口
を
隔トホ
し
て
ゞ
も
、
神
自
身
発
言
す
る
の
と
お
な
じ
結
果

を
表
す
。
其
が
更
に
、
聖
者
に
代
つ
て
、
神
言
を
伝
達
す
る
聖
者
の
親
近
の

人
々
の
口
を
越
し
て
も
、
同
様
の
効
果
を
示
す
。
さ
う
信
じ
て
疑
は
な
か
つ

た
。
そ
の
信
仰
の
下
に
、
古
代
日
本
の
神
の
旨
は
遂
げ
ら
れ
、
宮
廷
の
命
令

は
、
遵
奉
せ
ら
れ
て
、
政
治
は
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
其
に
は
、
発

言
し
た
時
の
神
の
心
理
が
、
そ
の
ま
ゝ
貴
人
・
聖
者
・
宮
廷
の
近
臣
の
心
理

に
現
ず
る
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
は
、
其
々
伝
達
者
の
地
位
・
階

級
に
拘
り
な
く
、
お
な
じ
言
語
効
果
が
現
ず
る
こ
と
を
器
械
的
に
考
へ
る
や
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う
に
な
つ
た
。
即
、
神
の
発
言
は
、
神
の
詞
な
る
故
に
、
威
力
を
持
つ
て
ゐ

る
。
其
威
力
あ
る
故
に
、
何
人
の
口
を
越
し
て
出
て
も
、
効
果
が
あ
る
の
だ
。

畢
竟
、
言
語
自
体
が
、
神
の
威
力
を
伝
へ
て
ゐ
る
の
だ
と
し
た
。
其
が
更
に
、

単
に
言
語
そ
の
物
に
威
力
が
あ
る
と
す
る
や
う
に
な
つ
て
、
言
語
精
霊
を
考

へ
る
様
に
な
つ
た
。

中
世
に
な
る
と
、
あ
る
種
の
言
語
に
は
、
祝
福
力
・
呪
咀
力
が
あ
る
と
見
、

更
に
幸
福
化
す
る
力
や
、
不
幸
化
す
る
力
が
、
其
言
語
の
表
面
的
意
義
と
並

行
し
て
現
れ
る
、
と
言
ふ
風
な
考
へ
が
出
て
来
た
。
ど
の
言
語
に
も
其
が
あ

る
、
と
信
じ
た
痕
は
な
い
が
、
意
義
が
幸
不
幸
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
に

は
、
其
力
が
あ
る
と
信
じ
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
さ
う
し
て
其
信
仰
の
末

が
今
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

21



だ
が
こ
ん
な
の
は
、
完
全
な
こ﹅
と﹅
だ﹅
ま﹅
信
仰
で
は
な
い
。
言
霊
は
詞
霊
と
書

き
改
め
た
方
が
、
わ
か
り
易
い
か
も
知
れ
ぬ
。
最
小
限
度
で
言
う
て
も
、
句

或
は
短
文
に
貯
蔵
せ
ら
れ
て
ゐ
る
威
力
が
あ
り
、
其
文
詞
の
意
義
そ
の
ま
ゝ

の
結
果
を
表
す
も
の
、
と
考
へ
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
其
様
な

諺
や
、
言
ひ
習
な
ら
はし
、
呪
歌
・
呪
言
な
ど
に
、
詞
霊
の
考
へ
を
固
定
さ
せ
る
に

到
る
前
の
形
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

神
の
発
言
以
来
、
失
は
ず
、
忘
れ
ず
、
錯
ア
ヤ
マた
ず
、
乱
れ
ず
伝
へ
た
詞
章
が
あ

つ
た
。
其
詞
章
が
、
伝
誦
者
に
よ
つ
て
唱
へ
ら
れ
る
毎
に
、
必
其
詞
章
の
内

容
ど
ほ
り
の
効
果
が
現
は
れ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
。
此
が
詞
霊
信
仰
で
あ

つ
て
、
其
に
必
伴
ふ
条
件
と
し
て
、
若
し
誤
り
誦
す
る
時
は
、
誤
つ
た
事
の

為
に
、
詞
章
の
中
か
ら
、
精
霊
発
動
し
て
、
之
を
罰
す
る
も
の
と
し
て
ゐ
た
。
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此
は
、
「
ま
が
つ
び
」
の
神
と
謂
は
れ
る
も
の
ゝ
、
所
業
で
あ
る
。
古
い
詞

章
が
伝
誦
の
間
に
、
錯
誤
を
教
へ
て
ゐ
る
こ
と
も
あ
る
筈
だ
か
ら
と
の
虞
れ

が
あ
つ
て
、
古
詞
章
を
唱
へ
る
時
、
其
に
併
せ
て
唱
へ
て
お
く
短
章
の
詞
句

が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
其
詞
句
の
神
は
、
誤
つ
た
詞
章
を
誦
し
た
こ
と
に

対
し
て
の
懲
罰
を
緩
め
て
、
錯
誤
の
効
果
を
直
き
に
返
す
と
い
ふ
信
仰
か
ら

「
な
ほ
び
」
（
直
日
）
の
神
と
称
し
て
ゐ
た
。
此
は
皆
こ﹅
と﹅
だ﹅
ま﹅
信
仰
の
範

囲
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
し
た
少
数
の
詞
章
が
、
次
第
に
数
を
増
し
た

世
の
中
に
な
つ
て
も
、
愈
い
よ
い
よ詞
霊
信
仰
は
、
盛
ん
に
な
つ
て
行
つ
た
。

だ
か
ら
詞
霊
を
考
へ
る
こ
と
は
、
発
言
者
た
る
神
の
考
へ
が
薄
く
な
つ
て
来

た
為
だ
と
言
ふ
こ
と
を
、
ま
づ
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

時
を
経
て
、
世
の
中
は
複
雑
味
を
加
へ
、
古
来
伝
承
の
神
授
の
詞
章
だ
け
で
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は
、
如
何
に
意
義
を
延
長
し
て
考
へ
、
象
徴
的
な
効
果
を
予
期
し
て
見
て
も

満
足
出
来
ぬ
程
、
神
言
の
対
象
と
な
る
べ
き
事
件
が
、
こ
み
入
つ
て
来
る
。

其
を
、
宮
廷
に
限
つ
て
言
つ
て
も
、
宣
命
や
祝
詞
の
前
身
た
る
呪
詞
が
、
非

常
に
多
く
な
つ
て
来
、
其
が
次
第
に
目
的
を
分
化
し
、
人
に
聞
か
す
も
の
・

精
霊
に
宣
る
も
の
・
神
に
ま
を
す
も
の
・
長
上
に
ま
を
す
も
の
な
ど
言
ふ
風

に
、
複
雑
多
端
に
岐
れ
て
行
つ
た
。

だ
か
ら
、
宣
命
祝
詞
の
類
の
詞
章
が
、
多
少
古
色
を
帯
び
て
ゐ
る
か
ら
と
言

つ
て
、
之
を
以
て
、
日
本
文
学
の
母
胎
と
言
ふ
風
に
考
へ
て
は
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。

や
ご
ゝ
ろ
お
も
ひ
か
ね
（
八
意
思
兼
）
の
神
を
、
祝
詞
神
と
す
る
の
は
、
理

由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
祝
詞
以
前
の
古
代
詞
章
の
神
で
あ
つ
た
此
神
は
、
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同
時
に
、
産
霊
ム
ス
ビ
の
神
の
所
産
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

此
神
名
自
体
が
、
神
言
詞
章
の
数
少
か
つ
た
古
代
を
、
さ
な
が
ら
に
示
し
て

居
る
。
多
方
面
の
意
義
を
兼
ね
た
詞
章
を
案
出
し
た
神
或
は
、
多
方
面
に
効

果
あ
る
詞
章
を
考
へ
出
し
た
神
と
謂
つ
た
意
義
は
、
こ
の
神
名
の
近
代
的
な

理
会
に
よ
つ
て
も
感
じ
ら
れ
る
。
古
代
的
に
は
、
更
に
深
い
定
義
が
あ
つ
て
、

「
お
も
ふ
」
と
い
ふ
語
が
、
特
に
別
の
用
語
例
を
持
つ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
こ
ゝ

に
は
述
べ
ぬ
こ
と
に
す
る
。

と
も
か
く
此
神
名
か
ら
見
る
と
、
神
言
呪
詞
の
伝
誦
数
が
非
常
に
少
く
、
一

詞
章
に
し
て
多
く
の
場
合
を
兼
ね
、
意
義
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と

が
察
せ
ら
れ
る
。

思
ふ
に
、
高
皇
産
霊
尊
、
威
霊
を
神
の
身
に
結
合
す
る
と
、
神
、
霊
威
を
発
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し
て
、
神
言
を
発
す
る
。
而
も
、
其
神
言
の
効
果
を
保
持
す
る
神
と
し
て
、

思
兼
神
が
考
へ
ら
れ
た
。
即
、
神
言
神
は
、
産
霊
神
で
あ
る
と
共
に
、
自
ら

神
言
を
製
作
す
る
霊
威
が
あ
る
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
と
詞
霊
と
は

自オノ
ヅ
カ
ら
別
で
あ
り
、
詞
霊
が
進
ん
で
、
八
意
思
兼
と
な
つ
た
と
は
言
へ
な
い
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
呪
詞
の
種
類

重
大
な
神
言
の
発
せ
ら
れ
た
場
合
を
考
へ
る
と
、
必
天
孫
降
臨
に
関
聯
し
て

ゐ
る
。
天
孫
降
臨
は
、
神
意
を
達
す
る
為
に
、
神
子
が
天
の
直
下
の
国
に
降

ら
れ
る
と
言
ふ
信
仰
で
あ
る
。
神
意
を
達
す
る
に
は
、
唯
一
の
方
法
を
以
て
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し
た
。
其
は
、
神
言
伝
達
で
あ
る
。
神
言
に
含
ま
れ
た
神
の
命
は
、
伝
達
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
現
れ
る
。
だ
か
ら
、
高
皇
産
霊
尊
出
現
、
神
言
発
現
、
神

言
伝
達
　
　
天
孫
降
臨
と
謂
つ
た
関
聯
を
持
つ
て
ゐ
る
。

之
を
以
て
見
て
も
、
最
古
い
詞
章
は
、
神
授
の
も
の
で
あ
り
、
天
伝
来
の
も

の
と
信
じ
ら
れ
た
少
数
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

即
、
此
れ
が
、
古
代
の
表
現
を
以
て
す
れ
ば
、
「
天アマ
つ
祝
詞
ノ
リ
ト
」
と
言
は
れ
る

も
の
に
相
当
す
る
。
天
伝
来
の
祝
詞
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
尤
の﹅
り﹅
と﹅
と
い

ふ
語
が
、
神
言
を
表
す
こ
と
は
、
古
く
か
ら
の
慣
ひ
で
あ
る
が
、
必
し
も
平

安
朝
初
期
に
決
定
し
た
新
し
い
祝
詞
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。
其
と
共
に
平

安
朝
祝
詞
　
　
延
喜
式
に
載
録
せ
ら
れ
た
祝
詞
　
　
の
中
に
あ
る
天
津
祝
詞

は
、
必
し
も
さ
う
し
た
古
い
伝
来
あ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
唯
さ
や
う
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な
修
飾
を
以
て
あ
る
種
の
祝
詞
の
尊
厳
や
、
古
さ
を
示
さ
う
と
し
た
に
過
ぎ

な
く
思
は
れ
る
。
時
に
は
、
祝
詞
中
、
呪
術
を
行
ふ
際
の
唱
へ
詞
を
、
特
に

さ
う
言
つ
た
と
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
も
「
天
つ
の
り
と
」
な
る
も
の
が
、
伝
来
し
て
ゐ
る
中
に
、
個
々

の
場
合
に
適
切
な
多
く
の
呪
詞
が
現
れ
た
も
の
と
考
へ
る
こ
と
は
正
し
い
の

で
あ
る
。

か
う
言
ふ
信
仰
の
為
に
、
古
代
詞
章
が
保
有
せ
ら
れ
、
同
時
に
又
種
々
な
新

し
い
詞
章
が
作
り
出
さ
れ
た
。
何
に
し
て
も
呪
詞
の
把
持
と
い
ふ
事
実
が
、

詞
章
を
時
代
久
し
く
伝
へ
、
此
が
類
型
の
地
と
な
つ
て
、
多
く
の
詞
章
が
製

作
せ
ら
れ
て
来
た
。

此
等
の
も
の
は
、
皆
口
頭
詞
章
と
し
て
、
諳
誦
に
よ
つ
て
表
現
せ
ら
れ
、
又
、
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保
持
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
決
し
て
、
筆
に
よ
つ
て
記
録
せ
ら
れ
た
も
の

で
は
な
か
つ
た
。
口
誦
す
る
時
に
当
つ
て
、
常
に
新
し
く
発
現
す
る
外
は
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。
文
字
を
知
り
、
記
録
の
便
利
を
悟
る
や
う
に
な
つ
た
こ

と
が
、
呪
詞
の
記
録
を
早
め
た
と
い
ふ
風
に
考
へ
て
は
な
ら
ぬ
。
其
ば
か
り

か
却
て
逆
に
、
筆
録
し
て
置
く
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
甚
し
か
つ
た
に
違
ひ

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
神
言
は
、
人
の
口
を
仮
り
て
の
み
再
現
せ
ら
れ
る
。

其
以
外
の
方
法
を
以
て
し
て
は
、
表
現
せ
ら
れ
る
こ
と
を
考
へ
な
か
つ
た
時

代
に
生
産
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
。
書
く
こ
と
は
、
寧
ろ
冒
涜
だ
と
せ

ら
れ
た
に
違
ひ
な
い
。
其
よ
り
も
も
つ
と
苦
々
し
い
事
実
は
、
書
か
れ
る
こ

と
は
、
人
の
目
に
触
れ
易
く
な
る
こ
と
で
も
あ
り
、
神
聖
な
る
秘
密
の
洩
れ

る
機
会
が
多
く
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
其
故
、
書
か
れ
ざ
る
詞
章
と
し
て
、
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長
い
年
代
を
経
た
に
違
ひ
な
い
。
其
が
種
類
、
用
途
に
よ
つ
て
は
、
其
詞
章

の
人
目
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
る
必
要
の
な
い
も
の
が
、
相
当
に
あ
る
。
宮

廷
や
、
官
庁
に
、
公
式
の
儀
式
に
用
ゐ
ら
れ
る
詞
章
の
如
き
は
、
常
に
人
の

耳
の
多
い
事
を
予
期
し
て
、
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
、
宮
や
官
の
「
大

事
」
に
当
つ
て
、
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
は
、
秘
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

此
種
の
も
の
は
、
相
当
早
く
筆
録
せ
ら
れ
て
居
た
に
違
ひ
な
い
。
大
分
遅
れ

る
が
、
延
喜
式
詞
章
の
如
き
は
、
す
べ
て
公
然
発
表
を
く
り
返
し
た
詞
章
で

あ
る
。
だ
か
ら
呪
詞
は
ま
づ
、
神
秘
観
を
失
つ
た
も
の
、
公
式
な
も
の
か
ら
、

固
定
の
機
運
が
到
る
こ
と
に
な
つ
た
。
中
に
は
、
絶
対
に
筆
録
の
拒
ま
れ
た

も
の
が
あ
つ
て
、
此
が
天
津
祝
詞
の
名
を
以
て
伝
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

此
ま
で
祝
詞
の
類
を
分
類
す
る
の
に
、
宣
下
式
の
も
の
と
、
奏
上
式
の
も
の
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と
に
分
け
、
又
此
祝
詞
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
宣
命
を
考
へ
て
ゐ
た
。
さ

う
し
て
別
に
、
寿
詞
ヨ
ゴ
ト
に
注
意
を
向
け
た
人
は
、
祝
詞
の
古
い
も
の
だ
と
称
し

て
ゐ
た
。
勿
論
祝
詞
に
宣
下
・
奏
上
両
方
面
の
あ
る
こ
と
は
、
固
よ
り
で
あ

る
。
併
し
元
来
が
の﹅
り﹅
と﹅
の
名
称
の
範
囲
が
拡
つ
て
後
、
両
方
面
の
も
の
が
、

併
合
せ
ら
れ
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
の﹅
り﹅
と﹅
と
し
て
、
人
を
考
へ
て
ゐ
る
場
合

も
あ
る
。
だ
が
宣
命
の
方
は
、
常
に
人
を
対
象
と
し
て
ゐ
る
。
但
、
生
者
及

び
過
去
の
生
存
者
と
し
て
の
人
で
あ
る
。
此
は
恐
ら
く
ま
だ
神
格
を
得
ぬ
も

の
に
言
ひ
か
け
る
と
い
ふ
考
へ
を
持
つ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。

生
者
に
宣
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
ゐ
る
点
か
ら
見
れ
ば
、
国
語
を
以
て
表
現

し
た
詔
旨
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
さ
う
し
て
現
存
の
宣
命
は
、
伊
勢
神
宮
及

び
陵
墓
に
告
げ
る
場
合
の
固
定
し
た
も
の
ゝ
外
は
、
常
に
同
一
の
詞
章
を
用
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ゐ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
必
、
一
つ
〳
〵
の
事
情
に
適
合
す
る
や
う
に
、
全

然
新
し
い
文
章
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

宣
命
使
を
出イダ
し
立
て
る
場
合
は
、
神
宮
を
以
て
、
単
な
る
神
と
は
考
へ
て
ゐ

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

ま
づ
の
り
と
・
よ
ご
と
其
他
の
語
義
か
ら
説
明
し
て
見
よ
う
。

の﹅
り﹅
と﹅
き
言ゴト
で
も
な
か
つ
た
。
の
り
た
べ
ご
と
で
も
な
か
つ
た
。
天
津
詔
刀

乃
太
詔
刀
な
ど
と
い
ふ
宛
字
は
、
語
原
の
他
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
も
の
ゝ

様
に
見
え
る
。
古
代
信
仰
の
用
語
の
類
型
を
集
め
て
見
る
と
、
著
し
く
「
と
」

と
い
ふ
語
尾
ら
し
い
も
の
が
浮
ん
で
来
る
。
神
事
一
座
を
行
ふ
廓
を
さ
す
も

の
ゝ
様
に
見
え
る
。
の
り
と
は
即
、
宣ノ
る
所
の
神
事
座
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

宣ノ
り
処ト
に
お
け
る
口
誦
文
が
、
の
り
と
ご
と
で
あ
つ
た
。
「
あ
ま
つ
の
り
と
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の
ふ
と
の
り
と
ご
と
」
な
る
古
語
は
、
神
秘
な
る
宣
り
処
に
お
け
る
壮
大
な

る
「
宣ノ
り
処ト
」
の
詞
章
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
古
風
な
修
飾
発
想
を
し
て
ゐ

る
が
、
結
局
、
神
聖
な
宣
り
処
に
起
つ
た
詞
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、

の
り
と
は
、
の
り
と
ご
と
の
略
で
あ
る
。
の
り
と
き
言
で
も
、
の
り
た
べ
ご

と
で
も
、
又
直
観
的
に
言
は
れ
る
宣ノ
り
言ゴト
の
略
で
も
何
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

宣
り
処
に
お
け
る
儀
礼
に
用
ゐ
る
詞
章
と
い
ふ
こ
と
は
、
神
が
宣ノ
り
の
方
式

を
以
て
、
命
ず
る
詞
章
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
祝
詞
以
前

古
代
日
本
の
重
要
な
信
仰
の
一
つ
に
、
か
う
言
ふ
考
へ
が
あ
つ
た
。
伝
誦
せ
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ら
れ
て
ゐ
る
詞
章
の
中
に
、
始
原
的
の
詞
章
が
若
干
あ
り
、
其
が
分
化
し
て

現
行
の
あ
ら
ゆ
る
口
頭
伝
誦
の
詞
章
に
な
つ
た
と
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
其

若
干
の
古
い
詞
章
は
、
神
授
の
文
で
あ
つ
て
、
宮
廷
の
祖
先
が
、
之
を
天
上

か
ら
将
来
せ
ら
れ
た
も
の
、
と
言
ひ
伝
へ
て
居
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
名
を

明
ら
か
に
他
と
別
つ
為
に
、
「
あ
ま
つ
の
り
と
」
と
称
へ
て
ゐ
た
ら
し
い
こ

と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

詔
座
ノ
リ
ト
に
お
け
る
発
言
に
慣
用
せ
ら
れ
た
詞コ
章ト
が
、
の﹅
り﹅
と﹅
ご﹅
と﹅
で
あ
り
、
其

名
が
く
り
返
さ
れ
て
耳
に
馴
れ
る
に
連
れ
て
、
下
部
省
略
が
行
は
れ
て
、
の﹅

り﹅
と﹅
と
言
ふ
語
形
を
採
る
や
う
に
な
る
。
さ
う
し
た
慣
用
詞
章
の
、
数
益
る

に
つ
け
て
、
其
中
自
ら
、
神
聖
に
し
て
天
将
来
の
も
の
と
尊
ば
れ
る
も
の
が

考
へ
出
さ
れ
て
来
る
。
其
は
、
地
上
の
神
事
に
お
け
る
詔
座
ノ
リ
ト
に
、
発
現
し
た
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も
の
で
は
な
い
。
天
上
の
詔
座
に
お
い
て
は
じ
め
て
表
現
せ
ら
れ
、
神
之
を

神
子
に
授
け
て
、
其
威
力
を
以
て
、
地
上
に
詔
命
を
及
さ
う
と
し
た
も
の
と

考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
即
、
「
天アマ
つ
詔
座
ノ
リ
ト
」
と
名
づ
け
る
神
事

の
一
様
式
を
、
天
上
に
も
あ
る
こ
と
を
想
像
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
さ
う
言

ふ
の﹅
り﹅
と﹅
ご﹅
と﹅
の
性
質
上
、
荘
厳
な
讃
辞
を
加
へ
る
の
が
常
で
あ
る
。
天
上

の
詔
座
に
お
け
る
詞
章
に
し
て
　
　
其
は
最
壮
大
な
詔
座
の
詞
章
と
云
ふ
表

現
を
持
つ
た
「
あ
ま
つ
の
り
と
の
　
ふ
と
の
り
と
ご
と
」
（
天
津
詔
刀
乃
太

詔
刀
言
）
な
る
讃ホ
め
語
が
行
は
れ
た
訣
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
の
り
と
」
を
原

形
と
信
じ
て
、
「
の
り
と
ご
と
」
を
そ
の
重
言
と
す
る
考
へ
は
、
皆
「
の
り

と
」
の
と﹅
に
言コト
の
意
義
を
推
測
し
て
ゐ
る
の
で
、
当
つ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ

る
。
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吾
々
の
今
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
そ
の
「
天
つ
の
り
と
」
が
後
世
ま
で

伝
誦
せ
ら
れ
た
、
ど
の
詞
章
に
当
つ
て
ゐ
る
か
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
其
と

同
時
に
、
天﹅
つ﹅
の﹅
り﹅
と﹅
は
姑
く
措
い
て
、
現
存
或
は
、
亡
失
し
た
の﹅
り﹅
と﹅
の

中
、
大
体
ど
う
言
ふ
種
類
の
も
の
が
、
古
風
の
も
の
か
、
と
言
ふ
問
題
が
あ

る
。

其
に
先
さ
き
だつ
て
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
「
祝
詞
」
又
は
略
し
て
「
祝
」
の

字
面
を
以
て
、
の﹅
り﹅
と﹅
に
宛
て
る
の
は
、
大
体
平
安
朝
以
後
の
慣
例
と
見
て

よ
く
、
さ
う
し
て
、
さ
う
言
ふ
字
面
が
用
ゐ
ら
れ
、
其
用
例
か
ら
認
容
せ
ら

れ
た
の﹅
り﹅
と﹅
の
内
容
は
、
や
は
り
延
喜
式
の
祝
詞
か
ら
、
百
年
前
以
往
に
は

溯
れ
な
い
だ
ら
う
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
平
安
朝
の
祝
詞
の
様
式
は
、
凡
延

喜
式
の
も
の
と
大
差
の
な
か
つ
た
筈
の
貞
観
儀
式
、
其
よ
り
も
溯
つ
て
、
嵯
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峨
天
皇
時
代
の
弘
仁
式
　
　
此
に
も
祝
詞
式
は
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
　
　
か

ら
考
へ
て
見
る
と
、
や
は
り
此
時
代
に
も
既
に
、
平
安
祝
詞
ら
し
い
も
の
が
、

制
定
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
思
う
て
よ
い
や
う
だ
。
さ
う
な
ら
ば
、
其
以
前

は
ど
う
で
あ
ら
う
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
。
溯
る
に
従
う
て
、
次
第
に
所
謂
祝

詞
風
の
色
彩
は
薄
く
、
之
に
替
る
古
風
な
姿
態
が
、
現
れ
て
来
る
の
で
は
な

い
か
と
考
へ
る
。

其
で
も
の﹅
り﹅
と﹅
と
言
ふ
名
称
は
、
更
に
溯
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
だ
か
ら
、

其
時
代
は
固
よ
り
、
其
よ
り
も
寧
、
前
か
ら
も
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、

確
か
で
あ
る
が
、
様
式
も
、
内
容
も
、
性
質
も
違
つ
て
居
た
こ
と
も
、
ま
づ

考
へ
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
に
、
所
謂
神
事
ば
か
り
に
用
ゐ
る
平
安
朝
式
の
よ
り
は
、
其
用
途
は
、
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も
つ
と
範
囲
の
広
か
つ
た
こ
と
（
一
）
。
恐
ら
く
神
事
の
限
界
が
、
宮
廷
伝

来
の
儀
式
す
べ
て
に
通
じ
て
ゐ
た
古
代
だ
か
ら
、
儀
式
々
々
に
用
ゐ
ら
れ
る

慣
例
の
詞
章
は
、
悉
く
の﹅
り﹅
と﹅
と
称
し
た
ゞ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
（
二
）
。
神

主
の
伝
承
口
誦
す
る
も
の
と
言
ふ
よ
り
も
、
天
子
自
ら
宣ノ
り
給
ふ
所
の
詞
章

と
言
ふ
側
の
意
義
が
深
か
つ
た
。
宮
廷
の
儀
礼
に
、
主
上
或
は
伝
達
者
の
発

言
あ
つ
た
古
伝
、
又
は
新
制
の
詞
章
で
あ
つ
た
こ
と
（
三
）
。
其
前
は
、
神

授
の
聖
語
と
し
て
、
宮
廷
に
伝
誦
せ
ら
れ
て
来
た
日
本
最
古
の
詞
章
と
い
ふ

こ
と
（
四
）
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
口
に
言
へ
ば
、
祝
詞  

宣    

命  

セ
ン
ミ
ヤ
ウ

と
併
称
せ
ら
れ
る
習
慣
の
宣
命
の
、
ま
だ

祝
詞
と
分
化
せ
ぬ
形
が
、
奈
良
朝
よ
り
も
前
の
の﹅
り﹅
と﹅
で
あ
つ
た
こ
と
に
な

る
。
其
と
共
に
考
へ
落
し
て
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
地
方
の
大
社
々
々
に
お
け
る
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の﹅
り﹅
と﹅
の
問
題
で
あ
る
。
宮
廷
祝
詞
と
似
た
も
の
が
、
地
方
の
大
社
・
旧
族

の
間
に
も
あ
つ
た
に
は
違
ひ
な
い
が
、
凡
は
亡
び
、
其
な
ご
り
だ
と
称
す
る

も
の
も
、
偽
作
の
疑
ひ
の
濃
い
も
の
が
多
い
。
地
方
の
旧
族
及
び
、
そ
の
伝

説
に
お
い
て
祀
つ
て
来
た
大
社
々
々
に
は
、
宮
廷
の
大
祭
毎
に
官
幣
が
頒
た

れ
、
又
古
く
か
ら
宮
廷
に
お
い
て
、
其
社
を
対
象
と
す
る
祭
り
が
行
は
れ
て

ゐ
た
と
す
れ
ば
、
祭
り
の
詞
章
は
、
宮
廷
を
出
て
、
そ
の
社
で
も
唱
へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
社
々
の
の﹅
り﹅
と﹅
が
、
宮
廷
と
同
様
の
も
の
を
交
へ
る
と
言
ふ

こ
と
が
、
旧
来
の
神
事
詞
章
の
価
値
を
低
下
さ
せ
て
行
く
。
宮
廷
専
用
で
あ

る
筈
の
の﹅
り﹅
と﹅
な
る
語
が
、
地
方
に
も
又
、
下
級
の
社
々
の
詞
章
の
名
称
に

も
転
用
せ
ら
れ
て
行
く
道
筋
が
、
こ
ゝ
に
あ
る
。

そ
こ
に
、
平
安
朝
の
祝
詞
の
新
し
い
性
格
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
宮
廷
・
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地
方
に
繋
ら
ず
、
神
に
向
つ
て
口
誦
す
る
詞
章
を
、
す
べ
て
祝
詞
ノ
リ
ト
と
言
ふ
や

う
に
な
つ
た
の
は
、
此
為
で
あ
る
。
其
と
、
平
安
朝
祝
詞
で
、
は
や
く
理
由

の
理
会
の
出
来
な
く
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
祝
詞
に
、
所
謂
宣
下
式
と
、
奏

上
式
と
が
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
平
安
朝
祝
詞
は
、
皆
神
を

対
象
と
し
、
尠
く
と
も
神
を
中
介
と
し
て
、
之
を
唱
へ
る
の
だ
が
、
宣
下
式

と
言
つ
て
も
、
奏
上
式
と
言
つ
て
も
、
結
局
神
に
表
白
す
る
詞
遣
ひ
は
一
つ

で
あ
つ
て
、
唯
、
開
口
に
当
つ
て
、
神
事
に
列
座
す
る
人
た
ち
に
、
旨
を
含

め
給
ふ
条
が
、
宣
下
式
に
な
つ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
列
座
の
人
々
が
、

宮
廷
に
侍
る
皇
族
・
官
吏
な
ど
の
場
合
と
、
地
方
の
旧
族
の
代
表
者
を
意
味

す
る
大
社
の
神
職
　
　
神
主
・
祝
部
　
　
で
あ
る
こ
と
と
の
区
別
が
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
さ
う
し
て
後
者
は
、
平
安
朝
に
は
形
式
だ
け
に
な
つ
て
ゐ
た
。
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元
、
此
祝
詞
を
唱
へ
る
儀
式
に
は
、
大
社
の
神
官
列
席
し
て
、
官
幣
と
祝
詞

と
を
頂
い
て
、
其
社
に
還
つ
て
、
其
宮
廷
祝
詞
を
奏
す
る
こ
と
に
な
つ
て
居

た
の
だ
が
、
祭
日
に
も
、
其
社
の
神
官
至
ら
ず
、
宮
廷
に
お
い
て
た
ゞ
、
そ

の
旧
儀
が
行
は
れ
、
神
主
祝
部
を
呼
ぶ
形
式
の
語
が
あ
つ
た
に
過
ぎ
ぬ
の
で

あ
る
。

宮
廷
近
侍
の
皇
親
・
京
官
を
以
て
行
ふ
神
事
は
、
即  

司    

召  

ツ
カ
サ
メ
シ

の
朝
儀
と
意

義
が
通
じ
て
居
り
、
地
方
の
神
職
を
召
集
す
る
儀
式
は
、  

県    

召  

ア
ガ
タ
メ
シ

と
同
じ

精
神
を
持
つ
て
ゐ
た
。
京
官
ツ
カ
サ
を
召
し
、 

地 

方 

官 

ア
ガ
タ
ヅ
カ
サ
を
召
す
の
は
、
宮
廷
の
政

を
京
地
方
に
施
さ
う
と
す
る
神
事
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
其
が
一
方
に

は
、
京
官
・
地
方
官
叙
任
の
儀
式
と
し
て
の
み
固
定
す
る
様
に
な
つ
た
。
此

宣
下
式
の
祝
詞
は
、
列
座
の
人
々
に
、
其
任
を
奉
仕
す
る
こ
と
を
命
じ
て
ゐ
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。
奏
上
式
の
も
の
は
、
主
上
直
接
に
仰
せ
ら
れ
る
詞
と
見

る
べ
き
で
は
な
く
、
凡
中
臣
斎
部
の
神
主
の
要
望
と
感
情
と
を
述
べ
る
様
な

形
で
、
中
介
者
と
し
て
、
と
り
な
し
の
姿
の
表
現
様
式
を
と
つ
て
ゐ
る
も
の

で
あ
る
。
神
々
の
位
置
の
高
ま
つ
て
後
の
形
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
宣

下
・
奏
上
両
式
の
祝
詞
、
共
に
、
主
上
御
自
身
と
し
て
の
発
想
で
は
な
い
。

の﹅
り﹅
と﹅
と
言
は
れ
た
詞
章
の
性
格
が
一
変
し
た
こ
と
が
思
は
れ
る
。
の﹅
り﹅
と﹅

の
変
形
が
、
平
安
祝
詞
で
あ
る
こ
と
は
論
の
な
い
所
だ
が
、
其
分
化
理
由
は

自
ら
察
せ
ら
れ
る
。
下
級
の
神
　
　
寧
、
精
霊
の
類
　
　
に
向
い
て
発
す
る

呪マジ
ナひ
式
な
精
神
が
、
の﹅
り﹅
と﹅
の
形
の
上
に
表
現
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
為

で
あ
る
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
詞
章
の
歴
史
か
ら
言
へ
ば
、
宣
命
式
の
も
の
が
、

の﹅
り﹅
と﹅
の
正
系
で
あ
り
、
の﹅
り﹅
と﹅
は
直
に
、
宣
命
に
聯
接
し
て
ゐ
る
訣
で
あ
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る
。

奏
上
式
の
祝
詞
の
発
想
法
は
、
平
安
祝
詞
の
中
に
見
え
て
ゐ
る 

鎮 

護 

詞 

イ
ハ
ヒ
ゴ
ト

と

言
は
れ
る
詞
章
の
系
統
で
あ
る
。
霊
魂
を
鎮
定
す
る
呪
術
を
い﹅
は﹅
ひ﹅
と
言
ひ
、

其
詞
章
を
「
い
は
ひ
ご
と
」
と
言
ふ
。
其
だ
け
に
、
所
謂  

媚    

仕  

コ
ビ
ヅ
カ
ヘ

の
姿
を

と
つ
て
居
る
。

宣
下
式
と
謂
は
れ
る
宣
命
系
統
の
祝
詞
も
、
内
容
を
見
る
と
、
奏
上
式
の
祝

詞
と
変
つ
た
所
の
な
い
も
の
ゝ
多
く
な
つ
て
ゐ
る
の
が
、
平
安
朝
祝
詞
の
通

念
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
古
式
の
の﹅
り﹅
と﹅
か
ら
見
れ
ば
、
非
常
に
変
化
し
て
来

た
も
の
で
あ
ら
う
。
唯
古
式
な
も
の
は
、
宣
命
に
よ
つ
て
想
像
出
来
る
だ
け

で
、
　
　
寧
、
宣
命
を
以
て
古
式
の
り
と
と
考
へ
て
置
く
外
の
な
い
ま
で
、

痕
も
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
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い
は
ひ
詞
は
、
霊
魂
の
逸
出
を
防
い
で
安
定
さ
せ
る
詞
で
あ
る
。
結
局
は
、

ま
じ
な
ひ
の
詞
章
で
あ
る
。
神
秘
な
技
術
を
以
て
、
霊
魂
を
鎮
定
す
る
の
で

あ
る
。
威
力
あ
る
神
の
発
し
た
詞
章
の
力
に
よ
つ
て
、
対
者
の
霊
魂
を
圧
す

る
効
果
を
表
す
の﹅
り﹅
と﹅
と
は
、
意
義
に
お
い
て
違
つ
て
居
る
。

か
う
し
て
見
る
と
、
い﹅
は﹅
ひ﹅
ご﹅
と﹅
の
対
照
に
立
つ
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
寿

詞
の
目
的
が
、
非
常
に
延
長
せ
ら
れ
て
、
鎮
魂
か
ら
、
融
け
あ
ひ
、
ひ
き
立

て
、
皆
此
い
は
ひ
の
技
術
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
い
は
ひ
詞
の
効
果
と
し
て

現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
畢
竟
霊
魂
の
遊
離
を
防
い
で
、
斎イハ
ひ
鎮シヅ
め
る
の
だ
か

ら
、
怒
り
・
嫉
み
を
静
平
に
し
、
病
気
を
癒
し
鬱
悒
を
霽
ら
す
　
　
霊
魂
を

鎮
め
る
こ
と
ゝ
、
呪
ひ
を
行
ふ
こ
と
ゝ
が
、
一
続
き
の
呪
術
だ
つ
た
の
で
あ

る
。
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神
賀
詞

　
…
…
さ
て
、
お
親
し
い
御
先
祖
の
男
神
・
御
先
祖
の
女
神
の
仰
せ
ら
れ
た

　
こ
と
に
は
、
「
汝
あ﹅
め﹅
の﹅
ほ﹅
ひ﹅
の
命
の
伝
承
通
り
に
、  

供    

斎  

イ
ハ
ヒ
ゴ
ト

を
奉
仕

　
を
し
て
、
今
、
朝
の
日
の
だ
う
〳
〵
と
登
る
際
、
そ
の
登
る
日
の
如
く
、

　
神
と
し
て
は
宮
廷
へ
の
敬
意
の
表
現
・
大
身
の
臣
下
と
し
て
も
、
宮
廷
へ

　
の
敬
意
の
表
現
と
し
て
、
主
上
を
祝
福
す
る
御
為
の
、
神
聖
な
る
呪
物
を

　
献
上
す
る
こ
と
、
か
く
の
と
ほ
り
と
申
し
あ
げ
る
。
扨さて
そ
の
呪
物
の
真マツ
其

　
ま
ゝ
に
、
白
玉
の
如
く
、
御
白
髪
が
お
あ
り
に
な
り
、
赤
珠
の
如
く
、
健

　
康
で
赤
々
と
血
色
よ
く
お
あ
り
に
な
り
、
青
玉
其
は
、
水
江
ミ
ヅ
エ
の
青
玉
の
穴

45



　
が
両
方
か
ら
程
よ
く
交
叉
し
て
ゐ
る
如
く
、
す
べ
て
が
程
よ
く
つ
り
あ
う

　
て
、
生
き
神
と
し
て
、
神
の
如
く
大
八
洲
国
を
お
治
め
な
さ
る
尊
い
御
方

　
の
寸
法
長
い
御
生
命
を
、
神
宝
の
中
の
御
横
刀

ミ
ハ
カ
シ

の
刃ハ
が
広
く
打
つ
て
あ
る

　
や
う
に
、
先
に
な
る
ほ
ど
、
広
く
し
つ
か
り
と
う
ち
堅
め
、
お
な
じ
く
白

　
い
御
馬
の
前
足
の
爪
・
後
足
の
爪
を
踏
み
立
て
る
事
を
比
喩
に
と
つ
て
言

　
へ
ば
、
宮
廷
の
内
の
御
門
・
外
の
御
門
の
柱
を
し
つ
か
り
と
、
上
か
は
の

　
岩
に
踏
み
堅
め
、
底
の
岩
に
集
注
す
る
や
う
に
踏
み
つ
け
、
又
ふ
り
立
て

　
る
事
を
比
喩
に
と
つ
て
言
へ
ば
、
其
白
馬
の
耳
の
如
く
、
益
年
高
く
、
天

　
の 

直  

下 

チ
ヨ
ク
カ

の
国
を
お
治
め
な
さ
る
事
の
兆
し
、
又
こ
の
白
い
鵠
ク
グ
ヒの
活
け
た

　
貢
物
の
お
侍ソバ
の
お
手テ
馴ナ
れ
の 

魂  

移 

タ
マ
ウ
ツ

し
の
道
具
と
な
つ
て
あ
る
為
に
、
御

　
気
分
は
何
時
も
〳
〵
此
倭シ
文ヅ
織オ
り
の
し
つ
か
り
し
て
ゐ
る
様
に
確
か
で
あ
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り
、
水
に
縁
あ
る
譬
へ
で
申
さ
ば
、
向
う
に
見
え
る
古
川
岸
、
此
方
に
見

　
え
る
古
川
岸
、
古
川
の
川
岸
に
育
つ
た 

若 

水 

沼 

ワ
カ
ミ
ヌ
マ

の
女
神
メ
ガ
ミ
の
如
く
、
時
が

　
経
つ
ほ
ど
益
お
若
返
り
遊
ば
し
、
又
此
穢
れ
を
祓
ひ
ふ
り
か
け
る
淵
の
凝ヲ

　
滞ド
み
の
水
の
、
変ヲ
若チ
返
り
に
愈
変ヲ
若チ
返
り
遊
ば
し
、
此
又
澄
み
き
つ
た
御

　
鏡
を
御
覧
に
な
つ
て
、
ど
こ
の
ど
こ
ま
で
も
御
覧
じ
遂
げ
な
さ
れ
る
様
に
、

　
こ
の
生
き
神
様
が
、
大
八
洲
国
を
、
天
地
日
月
の
つ
ゞ
く
限
り
、
安
ら
か

　
に
、
な
だ
ら
か
に
お
治
め
に
な
る
こ
と
の
兆
し
と
し
て
、
御
祝
福
の
力
を

　
発
揮
す
る
所
の
神
聖
な
る
呪
物
の
品
々
を
、
こ
の
通
り
、
捧
げ
持
つ
て
　

　
　
神
と
し
て
は
、
宮
廷
へ
の
敬
意
の
表
現
・
大
身
の
臣
下
と
し
て
も
宮
廷

　
へ
の
敬
意
の
表
現
と
し
て
、
何
処
々
々
ま
で
も
敬
虔
な
心
を
持
つ
て
、
恐

　
れ
な
が
ら
神
聖
な
る
継
承
に
よ
る
、
我
が
家
伝
統
の
神
秘
な
祝
福
の
寿
詞
ヨ
ゴ
ト
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を
、
か
く
の
如
く
奏
上
い
た
し
ま
す
次
第
と
、
申
し
あ
げ
ま
す
。

此
は
、
所
謂
「    

出  

雲  

国  

造  

神  

賀  

詞    

イ
ヅ
モ
ノ
ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
ノ
カ
ム
ヨ
ゴ
ト

」
の
拙
劣
な
飜
訳
で
あ
る
が
、

　
　
出
雲
国
造
新
任
の
後
、
再
度
上
京
し
て
、
其
度
毎
に
神
宝
　
　
呪
物
の

神
器
と
、
御
贄
ミ
ニ
ヘ
の
品
々
を
献
り
、
こ
の 

神 

賀 

詞 

カ
ム
ヨ
ゴ
ト

を
唱
へ
て
主
上
を
呪
し
奉

る
例
に
な
つ
て
ゐ
た
。
出
雲
国
造
家
に
伝
へ
た
祖
先
穂
日
命
以
来
の
慣
例
で

あ
る
。
呪
詞
の
上
に
あ
が
つ
て
居
る
　
　
「
白
玉
・
赤
玉
・
青
玉
・
横
刀
・

白
馬
・
白
鵠
・
倭
文
布
・ 
真  
澄 
マ
ソ
ビ
ノ

鏡
及
び
聖
な
る
水
」
は
、
こ
の
呪
法
の
為

に
持
参
し
た
神
宝
の
類
な
の
で
あ
る
。
其
を
以
て
、
呪
し
つ
ゝ
、
一
つ
〳
〵

の
品
物
の
名
称
を
、
其
効
験
に
関
係
さ
せ
た
表
現
を
し
て
行
く
、
　
　
此
が
、

呪
的
効
果
を
発
揮
さ
せ
る
方
法
だ
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
呪
物
の
名
と
、
呪

物
の
効
験
と
は
、
無
関
係
で
あ
つ
た
の
を
、
更
に
詞コ
章ト
精ダ
霊マ
の
活
動
を
信
じ
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る
時
代
に
な
つ
て
、
さ
う
し
た
二
重
の
効
果
を
合
理
的
に
考
へ
る
様
に
な
つ

た
も
の
で
あ
る
。
か
う
す
る
手
段
に
よ
つ
て
、
呪
物
と
呪
力
と
の
威
力
を
完

全
に
発
現
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
の
で
、
此
等
の
呪
物
は
皆
、
霊
魂
を
斎イ
鎮ハ
ふ

為
の
神
器
で
あ
り
、
其
に
よ
つ
て
鎮
め
籠
め
ら
れ
る
こ
と
に
深
い
意
義
を
感

じ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。

霊
魂
を
鎮
斎
す
る
技
術
は
、
単
に
、
技
術
と
し
て
発
達
し
て
行
く
の
で
あ
る

が
、
之
は
其
施
術
者
が
受
術
者
に
対
す
る
服
従
表
白
の
手
段
で
あ
つ
た
。
其

斎
ひ
憑ツ
け
る
所
の
霊
魂
は
、
施
術
者
の
持
つ
た
、
其
人
自
身
の
威
力
の
根
源

に
な
つ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
之
を
他
に
つ
け
る
こ
と
が
、
絶
対
の
服
従
を

表
現
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
信
仰
の
表
に
は
、
必
し
も
技
術
を
要
す
る
様
に

は
見
え
て
居
な
い
。
唯
詞
章
の
威
力
に
乗
せ
て
、
完
全
に
対
者
の
身
に
霊
魂
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を
送
り
籠
め
、
鎮
定
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
見
え
る
が
、
此
に
は
必

技
術
が
伴
つ
て
居
た
こ
と
に
疑
ひ
は
な
い
。
後
々
の
如
く
技
術
が
修
練
せ
ら

れ
て
ゐ
な
か
つ
た
ら
う
が
、
其
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
唯

其
が
次
第
に
熟
達
し
て
、
個
々
の
旧
族
固
有
の
方
法
と
、
其
に
呪
物
が
分
化

し
、
各
其
伝
統
と
効
験
を
誇
る
や
う
に
な
り
、
鎮
魂
術
は
成
立
し
た
の
で
あ

る
。

だ
か
ら
、
服
従
を
誓
ひ
、
忠
誠
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
唱
へ
た
詞
章
は
、

寿
詞
ヨ
ゴ
ト
と
い
ふ
古
語
を
用
ゐ
た
。
其
が
転
じ
て
、
対
等
或
は
其
以
下
の
者
に
も

行
ふ
こ
と
の
出
来
る
技
術
と
な
つ
て
は
、 

鎮 

護 

詞 
イ
ハ
ヒ
ゴ
ト

な
る
名
と
、
其
に
従
ふ

内
容
の
分
化
が
起
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
現
代
に
残
つ
た
平
安
朝
祝

詞
は
、
古
来
の
の﹅
り﹅
と﹅
に
、
極
め
て
多
量
の
い
は
ひ
詞
式
の
分
子
を
包
含
さ

50日本文学の発生



せ
て
来
た
の
で
あ
る
。

祝
詞
が
、
寿
詞
要
素
を
多
く
持
つ
た
様
に
見
え
る
の
は
、
そ
の
系
統
な
る
い

は
ひ
詞
の
分
量
が
勝
つ
て
来
た
為
な
の
で
あ
つ
た
。
の﹅
り﹅
と﹅
の
古
風
な
形
態

は
、
其
部
分
を
排
除
し
て
見
れ
ば
、
顕
れ
て
来
る
訣
で
あ
る
。
そ
こ
に
出
て

来
る
姿
は
、
宣
命
・
祝
詞
分
化
以
前
の
も
の
で
、
ど
こ
ま
で
も
宣
命
に
近
い

様
式
と
、
内
容
と
を
持
つ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

こ
ゝ
に
更
に
明
ら
か
に
、
の﹅
り﹅
と﹅
と
よ﹅
ご﹅
と﹅
と
の
対
立
の
姿
が
、
現
れ
て
来

る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
今
在
る
も
の
は
、
悉
く
第
一
義
の
古
い
詞
章
で
は

な
い
。
唯
伝
承
を
信
じ
れ
ば
、
寿
詞
は
、
大
嘗
祭
の
行
は
れ
る
毎
に
、
中
臣

神
主
の
奏
上
し
た
「   

中  

臣  

天  

神  
寿  
詞   

ナ
カ
ト
ミ
ノ
ア
マ
ツ
カ
ミ
ノ
ヨ
ゴ
ト

」
と
、
「
出
雲
国
造 

神 

賀 

カ
ム
ヨ
ゴ

詞 ト
」
と
が
極
め
て
久
し
い
伝
来
の
も
の
と
思
は
れ
て
ゐ
る
。
が
、
詞
章
の
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部
分
々
々
に
は
、
必
し
も
第
一
次
の
姿
で
も
な
く
、
古
代
さ
な
が
ら
の
形
だ

と
も
言
へ
な
い
も
の
が
あ
る
。
唯
通
覧
し
た
外
見
に
、
極
め
て
古
式
な
情
調

を
保
留
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
の
が
、
一
番
当
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。

勿
論
意
識
し
て
詞
章
を
改
作
す
る
こ
と
は
、
神
授
詞
章
に
対
す
る
冒
涜
に
な

る
か
ら
、
昔
の
人
の
能
く
す
る
所
で
は
な
い
が
、
古
語
の
忘
却
が
、
次
第
に

無
意
識
の
変
化
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
、
一
方
に
は
、
詞
章
の
神
秘
性

を
絶
対
に
信
じ
て
ゐ
る
為
に
、
意
識
不
明
の
ま
ゝ
に
固
定
し
た
句
・
文
・
段

が
、
移
り
行
く
詞
章
の
上
に
、
化
石
の
如
く
残
つ
た
の
で
あ
る
。
此
が
即
、

祝
詞
寿
詞
の
上
に
見
え
る
解
釈
法
の
及
ぶ
所
と
、
其
及
ば
ぬ
所
と
の
あ
る
理

由
で
あ
る
。
何
よ
り
も
第
一
に
、
古
代
の
詞
章
が
近
代
の
人
の
解
釈
に
堪
へ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
素
朴
な
疑
念
が
物
を
言
ふ
。
現
存
の
形
の
固
定
す
る
ま
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で
に
幾
度
も
〳
〵
改
竄
せ
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
外
に
、
此
問
題

は
解
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
最
古
い
物
は
、
殆
永
遠
と
も
言
ふ
べ
き
永
い
時

間
に
徐
々
に
変
化
し
て
、
或
は
原
形
を
残
し
て
居
ぬ
程
に
な
つ
た
こ
と
で
あ

ら
う
。
今
日
あ
る
も
の
ゝ
古
い
も
の
も
、
さ
う
し
た
改
作
の
上
に
現
れ
た
、

古
典
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
わ
り
あ
ひ
に

意
義
の
概
観
に
不
便
な
化
石
層
と
も
謂
ふ
べ
き
古
詞
章
の
固
定
し
た
も
の
を

残
す
こ
と
の
少
い
理
由
は
、
一
往
全
体
に
変
化
が
行
き
渉
つ
た
と
い
ふ
こ
と

の
外
に
、
全
体
に
行
き
亘
つ
て
の
整
理
が
、
行
は
れ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
神
の
許ユル
し
が
、
必
あ
る
方
法
に
よ
つ
て
、
予
期
出
来
た
の
で
あ

ら
う
。
さ
う
で
な
く
ば
、
た
と
へ
ば
、
右
の
両
寿
詞
に
し
て
も
、
あ
の
程
度

の
快
い
詞
章
感
を
保
つ
こ
と
は
出
来
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
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右
の
古
詞
章
の
中
、
出
雲
国
造
の
分
は
、
延
喜
式
に
記
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か

ら
、
そ
の
完
全
な
固
定
は
少
く
と
も
、
平
安
朝
の
初
期
位
ま
で
溯
つ
て
見
る

の
を
適
当
だ
と
考
へ
る
。
が
、
中
臣
の
方
は
、
平
安
朝
末
に
記
録
せ
ら
れ
た

形
で
あ
つ
た
。
藤
原
頼
長
の
台
記
別
記
に
、
記
入
せ
ら
れ
た
大
中
臣
清
親
の

記
録
で
あ
る
、
近
衛
天
皇
即
位
の
康
治
元
年
当
時
の
形
で
あ
る
。
尠
く
と
も
、

康
治
に
改
作
せ
ら
れ
た
部
分
も
、
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
「
…
…
堅
磐
常
磐

カ
キ
ハ
ト
キ
ハ
に
斎イハ
ひ
ま
つ
り
て
、
い
か
し
御
世
に
栄
え
し
め
ま
つ

　
　
り
、
康
治
元
年
よ
り
始
め
て
、
天
地
日
月
と
共
に
、
照
し
明アカ
ら
し
ま
し

　
　
ま
さ
む
こ
と
に
、 

本  

末 

モ
ト
ス
ヱ

傾
か
ず
、
い
か
し
ほ
こ
の
中ナカ
執ト
り
持
ち
て
、

　
　
仕
へ
奉
る
中
臣  

祭    

主  

イ
ハ
ヒ
ヌ
シ

正
四
位
上
神
祇
大
副
大
中
臣
清
親
寿ヨ
詞
を
た
ゝ

　
　
へ
、
こ
と
定
め
ま
つ
ら
く
と
申
す
。
」
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傍
線
の
部
分
は
、
大
嘗
祭
毎
に
、
年
号
・
祭
主
の
氏
名
を
入
れ
替
へ
て
唱
へ

た
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
る
。

出
雲
の
方
に
し
て
も
、

　
　
「
八ヤ
十ソ
日カ
ビ々

は
あ
れ
ど
も
、
今
日
の
生
日
イ
ク
ヒ
の
足
日
タ
ル
ヒ
に
、
出
雲
国   

国     

ク
ニ
ノ
ミ

　
　 

造   

ヤ
ツ
コ
姓
名
恐
み
恐
み
も
申
し
た
ま
は
く
…
…
手
長
タ
ナ
ガ
の
大
御
世
を
斎イハ
ふ
と

　
　
し
て
…
…
」

「
姓
名
」
と
あ
る
部
分
は
、
其
時
の
国
造
の
姓
名
出
雲
臣
ヽ
ヽ
と
い
ふ
名
詞

が
入
れ
替
へ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
数
音
の
変
化
は
あ
つ
た
筈
で
あ
る
。
又

「
斎
ふ
と
し
て
」
の
処
は
、
延
喜
式
に
、
『
若
、
後
斎
時
者
、
加
後
字
』
と

あ
る
か
ら
、
こ
ゝ
も
、
其
都
度
一
語
の
変
化
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
う
言

ふ
必
要
な
変
化
や
、
入
れ
替
へ
は
、
相
当
に
あ
つ
た
筈
だ
が
、
此
二
つ
の
記
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録
に
よ
つ
て
推
測
し
て
も
、
延
喜
式
や
、
台
記
に
記
さ
れ
る
以
前
に
、
既
に

記
録
せ
ら
れ
て
久
し
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
唯
記
録
に
な
つ
て
ゐ
る

こ
と
は
、
表
面
は
、
秘
密
で
あ
つ
た
ら
う
。
さ
う
考
へ
る
の
が
一
番
適
切
で

あ
る
。
而
も
、
記
録
し
な
が
ら
、
し
て
ゐ
な
い
貌
を
つ
く
つ
て
居
る
と
こ
ろ

に
、
深
い
意
義
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
呪
詞
の
記
録

宮
廷
公
式
用
の
詞
章
は
、
弘
く
発
表
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
秘
密
に
す
る
こ

と
は
な
い
。
早
く
か
ら
記
録
と
な
り
、
国
史
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

宣
命
・
詔
旨
の
類
で
見
て
も
明
ら
か
だ
。
が
、
の﹅
り﹅
と﹅
に
な
る
と
、
さ
う
は
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行
か
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
だ
が
其
と
て
、
皇
親
・
官
吏
・
神
職
等
列
座
の

儀
礼
の
一
部
分
な
の
だ
か
ら
、
周
知
の
詞
章
で
あ
る
。
結
局
、
式
・
儀
式
類

の
、
人
の
見
る
書
類
に
記
録
す
る
に
到
る
の
は
、
さ
う
あ
る
べ
き
道
筋
で
あ

る
と
言
へ
る
。

だ
が
さ
う
し
た
公
式
の
も
の
ゝ
外
は
、
詞
章
の
神
聖
な
る
力
は
、
周
目
に
さ

ら
さ
ぬ
所
に
保
た
れ
る
の
だ
か
ら
、
神
秘
を
要
す
る
も
の
と
し
て
、
記
録
は

し
な
か
つ
た
。
其
上
、
唱
へ
る
際
も
、
列
座
の
耳
に
も
入
ら
ぬ
程
、
微
音
に

発
語
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
延
喜
式
祝
詞
に
度
々
出
て
来
る
「
天
つ
の
り

と
の
太
の
り
と
ご
と
を
持
ち
て
申
さ
く
」
と
あ
る
の
は
、
場
所
に
よ
る
と
、

其
後
に
つ
ゞ
く
部
分
が
、
後
世
の
人
に
は
、
如
何
に
も
「
天
つ
の
り
と
」
ら

し
く
見
え
る
の
だ
が
、
事
実
は
、
其
「
天
つ
の
り
と
」
を
唱
へ
に
か
ゝ
る
と
、
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扱
ひ
方
が
違
つ
た
と
見
え
て
、
其
詞
章
は
抜
い
て
あ
る
。
先
に
訳
し
た
中
臣

寿
詞
の
「
天
都
詔
刀
の
太
詔
刀
言
を
以
ち
て
宣ノ
れ
。
か
く
宣
ら
ば
、
兆マチ
は
、

 

弱  

蒜 

ワ
カ
ヒ
ル

に
五
百
箇

ユ

ツ

篁
タ
カ
ム
ラ生
ひ
出
で
む
…
…
」
、
古
代
も
、
そ
の
条
で
天﹅
つ﹅
の﹅
り﹅

と﹅
を
唱
へ
た
と
信
じ
て
ゐ
た
為
に
、
此
寿
詞
を
唱
へ
る
度
毎
に
、
や
は
り
こ
ゝ

に
な
る
と
、
天﹅
つ﹅
の﹅
り﹅
と﹅
な
る
呪
詞
を
唱
へ
た
の
で
あ
る
。
此
な
ど
は
、
後

世
の
理
会
か
ら
す
る
と
、
天
つ
の
り
と
を
挿
ん
で
唱
へ
な
い
方
が
、
却
て
適

切
ら
し
く
思
は
れ
る
位
で
あ
る
。
「
か
く
宣
ら
ば
」
と
言
ふ
語
は
、
其
天
つ

の
り
と
を
唱
へ
終
へ
て
か
ら
「
天
つ
の
り
と
も
、
左
様
に
唱
へ
た
上
は
」
と

い
ふ
形
で
、
又
祝
詞
の
本
文
に
戻
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
…
…
天
つ 

宮  

事 

ミ
ヤ
ゴ
ト

も
ち
て
、
大
中
臣
、
天
つ
金
木
カ
ナ
ギ
を
本
う
ち
き
り
、

　
　
末
う
ち
断
ち
て
、
千
座
チ
ク
ラ
の 

置  

座 

オ
キ
ク
ラ

に
お
き
充タラ
は
し
て
、
天
つ
菅
曾
ス
ガ
ソ
を
本
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刈
り
断
ち
、
末
刈
り
切
り
て
、
八
針
に
と
り
辟サ
き
て
、
天
津
祝
詞
の
太

　
　
祝
詞
事
を
宣
れ
。
か
く
の
ら
ば
、
ヽ
ヽ
ヽ
」
　
　
六
月
晦
大
祓

「
ヽ
ヽ
ヽ
」
は
、
天
つ
の
り
と
の
別
に
唱
へ
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

此
間
に
、
斎
部
が
呪
詞
を
唱
へ
て
、
呪
術
を
行
ふ
の
で
あ
る
。

  

鎮    

火    

祭  

ホ
シ
ヅ
メ
ノ
マ
ツ
リ

・  
道    

饗    

祭  
ミ
チ
ア
ヘ
ノ
マ
ツ
リ

の
祝
詞
な
ど
は
、
最
後
に
、
天
つ
の
り
と

云
々
の
文
句
が
つ
い
て
ゐ
る
の
で
、
本
文
が
す
べ
て
天
つ
の
り
と
ら
し
く
見

え
る
。
が
、
其
祝
詞
以
外
に
、
呪
詞
を
別
に
唱
へ
し
づ
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
天
の
下
よ
さ
し
奉マツ
り
し
時
に
、
こ
と
よ
さ
し
ま
つ
り
し 

天 

都 

詞 

ア
マ
ツ
ノ
リ
ト
の

　
　  

太  

詞  

事  

フ
ト
ノ
リ
ト
ゴ
ト

を
以
ち
て
申
さ
く
、
神
い
ざ
な
ぎ
・
い
ざ
な
み
の
命
…
…

　
　
こ
と
を
し
へ
悟
し
給
ひ
き
。
此
に
よ
つ
て
…
…
進
タ
テ
マ
ツる
物
は
、
…
…
横
山

　
　
の
如
く
置
き
高
成
タ
カ
ナ
し
て
、
天
津
祝
詞
の
太
祝
詞
事
を
以
ち
て
た
ゝ
へ
、
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辞コト
を
へ
ま
つ
ら
く
と
申
す
。
」
　
　
鎮
火
祭

　
　
「
…
…
親
王
た
ち
・
王
た
ち
・
臣
た
ち
・
百
官
人
た
ち
・
天
の
下
の
公

　
　
民
に
至
る
ま
で
に
、
平
ら
け
く
斎
ひ
給
へ
と
、  

神    

官  

カ
ム
ツ
カ
サ

天
津
祝
詞
の

　
　
太
祝
詞
事
を
以
ち
て
た
ゝ
へ
、
辞
を
へ
ま
つ
ら
く
と
申
す
。
」
　
　
道

　
　
饗
祭

鎮
火
祭
の
方
は
、
如
何
に
も
、
祝
詞
の
大
部
分
が
、
天
つ
の
り
と
の
や
う
に

見
え
る
様
な
形
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
道
饗
祭
の
分
を
参
照
す
れ
ば
、
天

つ
の
り
と
は
、
別
に
唱
へ
ら
れ
た
事
が
推
測
出
来
る
。
つ
ま
り
、
天
つ
の
り

と
に
移
る
部
分
と
、
其
が
す
ん
で
本
文
に
還
る
処
と
の
継
ぎ
目
の
様
子
が
、

変
化
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
殊
に
最
後
の
「
天
つ
の
り
と
云
々
」
の
続
き
あ

ひ
を
見
る
と
、
其
が
知
れ
る
で
あ
ら
う
。
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併
し
若
し
万
一
の
偶
然
に
依
頼
し
て
よ
け
れ
ば
、
鎮
火
祭
の
祝
詞
の
火
産
霊

神
の
生
れ
、
其
神
の
威
力
を
防
ぐ
為
の
呪
物
を
母
神
が
教
へ
ら
れ
た
と
説
く

部
分
は
、
天
つ
の
り
と
な
の
か
も
知
れ
ぬ
。
若
し
さ
う
な
ら
ば
、
愈
天
つ
の

り
と
と
言
は
れ
た
も
の
ゝ
本
体
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

さ
う
で
な
く
と
も
、
察
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
あ
る
呪
術
に
直
属
し
た
短
い
詞

章
に
、
天
つ
の
り
と
と
言
は
れ
る
も
の
が
あ
つ
て
、
其
が
恰
も
初
め
の
天
つ

の
り
と
の
様
に
聞
え
る
様
に
な
つ
た
も
の
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
元
来

天
つ
の
り
と
と
称
す
べ
き
も
の
は
、
別
に
あ
つ
て
、
伝
来
尊
く
、
伝
襲
厳
し

か
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
記
録
に
も
上
ら
ず
、
終
に
は
永
劫
に
亡
び
て
し
ま
つ

た
も
の
と
思
は
れ
る
。

恐
ら
く
さ
う
し
た
、
呪
術
関
係
よ
り
も
、
儀
礼
の
起
原
に
即
し
た
詞
章
で
な
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か
つ
た
か
と
思
は
れ
る
。
譬
へ
ば
、
「
天
窟
戸
籠
り
」
に
絡
ん
だ
詞
章
、

「
橘  
檍    

原  
ア
ハ
ギ
ハ
ラ

の
禊
ミ
ソ
ギ」
を
伝
へ
た
詞
章
、
「
天
つ
罪
の
起
原
」
、
「
す
さ
の

を
の
尊 
神 
追 

放 
カ
ム
ヤ
ラ
ヒ

」
に
関
し
た
詞
章
、
か
う
言
ふ
種
類
の
も
の
で
あ
つ
た
ら

し
く
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
が
、
今
日
「
天
つ
の
り
と
」
と
し
て
推
定
す
る

こ
と
の
出
来
る
も
の
は
、
先
に
言
つ
た
短
章
の
呪
術
の
章
句
ば
か
り
で
あ
る
。

即
、
我
が
文
化
の
悠
遠
な
る
こ
と
は
、
天
つ
の
り
と
に
於
い
て
も
、
然シカ
第
何

次
か
の
変
化
の
末
を
存
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

  

大  

殿  

祭  

オ
ホ
ト
ノ
ホ
ガ
ヒ

の
祝
詞
に
見
え
る
、
「
…
…  

汝  

屋  

船  

イ
マ
シ
ヤ
フ
ネ
ノ

命
に
、  

天  

津  

奇  

ア
マ
ツ
ク
ス
シ
イ

護  

言  

ハ
ヒ
ゴ
ト

を
以
ち
て
言
寿
コ
ト
ホ
ぎ
鎮
め
申
さ
く
、
こ
の
敷
き
ま
す  

大  

宮  

地  

オ
ホ
ミ
ヤ
ト
コ
ロ

の
底

つ
岩
ね
の
極
み
…
…
平
ら
け
く
安
ら
け
く
ま
も
り
ま
つ
る
神
の
御
名
を
白マヲ
さ

く
、
屋
船
く
ゝ
の
ち
の
命
・
や
ふ
ね
と
よ
う
け
姫
の
命
と
、
御
名
を
ば
称タヽ
へ
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ま
つ
り
て
…
…
瑞
八
尺
瓊

ミ
ヅ
ヤ
サ
カ
ニ
の
御
吹
ミ
ホ
キ
の
五イ
百ホ
つ 

御  

統 

ミ
ス
マ
ル

の
玉
に
、 

明 

和 

幣 

ア
カ
ル
ニ
ギ
テ
・

 
曜 
和 
幣 
テ
ル
ニ
ギ
テ

を
つ
け
て
、
斎
部
宿
禰
某
が 

弱  

肩 

ヨ
ワ
ガ
タ

に  

太    

襁  

フ
ト
タ
ス
キ

と
り
か
け
て
、

言
寿
コ
ト
ホ
ぎ
し
づ
め
ま
つ
れ
る
こ
と
の
…
…
」

詞
章
の
様
式
や
、
そ
の
中
に
出
る
神
宝
か
ら
見
て
も
、
呪
術
に
交
渉
の
深
い

も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
訣
る
だ
ら
う
。
さ
う
し
て
、
此
あ
ま
つ
く
す
し
い
は

ひ
ご
と
の
続
き
あ
ひ
が
、
祝
詞
の
中
に
お
け
る
あ
ま
つ
の
り
と
挿
入
の
形
と

似
て
ゐ
る
。
而
も
そ
の
意
義
も
、
あ
ま
つ
の
り
と
と
言
は
れ
て
ゐ
る
も
の
と

変
る
所
が
な
い
。
此
斎
部
神
主
等
の
と
り
扱
ひ
に
な
つ
て
居
た
「
天
つ
い
は

ひ
詞
」
が
、
斎
部
神
事
の
常
と
し
て
、
伝
来
や
、
外
貌
を
も
の
〳
〵
し
く
す

る
癖
か
ら
、
「
天
つ
の
り
と
」
の
名
を
冒ヲカ
す
や
う
に
な
つ
た
も
の
で
は
な
い

か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
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如
何
に
誇
張
し
て
も
、
い
は
ひ
ご
と
と
の
り
と
ご
と
と
は
、
一
つ
に
は
な
ら

ぬ
。
の
り
と
は
の
り
と
で
あ
る
。
い
は
ひ
ご
と
を
以
て
祝
詞
に
所
属
せ
し
め

た
の
は
、
平
安
朝
に
到
つ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
其
も
、
其
中
の
伝
来

正
し
く
寿
詞
ヨ
ゴ
ト
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
に
限
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
呪
術
の
呪

言
を
天
つ
の
り
と
と
称
す
る
の
は
、
何
と
し
て
も
、
僣
称
す
る
も
の
が
あ
つ

て
言
ひ
は
じ
め
た
こ
と
が
、
世
間
の
無
知
に
よ
つ
て
、
一
般
に
通
る
様
に
な

つ
た
の
だ
と
言
ふ
外
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
新
室
寿
詞

寿
詞
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
古
伝
の
詞
章
で
は
、
今
一
つ
あ
つ
た
。
顕
宗
天
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皇
・
仁
賢
天
皇
若
く
し
て
、
播
磨
の
奥
、
縮
見
シ
ジ
ミ
の
邑
に
隠
れ
居
ら
れ
た
時
、

  
新  
嘗  

使  
ニ
ヒ
ナ
メ
ツ
カ
ヒ

と
し
て
、
其
家
主
細
目
の
家
を
訪
れ
た
山
部
小
楯
を
中
心
に
し

た  

新    
室    

宴  

ニ
ヒ
ム
ロ
ノ
ウ
タ
ゲ

に
、
弘
計
ヲ
ケ
ノ
王
の
唱
へ
ら
れ
た
「
室
寿
詞
」
が
伝
つ
て
ゐ
る
。

「
む
ろ
ほ
ぎ
の
よ
ご
と
」
と
言
ふ
風
に
訓
む
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

ふ
。
此
は
、
寿
詞
と
い
ふ
字
で
伝
へ
ら
れ
た
も
の
ゝ
古
い
完
全
な
も
の
ゝ
最

初
で
あ
る
が
、
伝
来
を
、
顕
宗
天
皇
に
寄
せ
て
説
い
て
ゐ
る
が
、
起
原
と
、

伝
承
の
径
路
は
、
自
ら
別
に
推
測
せ
ら
れ
さ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
築ツ
き
立タ
つ
　
稚 

室 

葛 

根 

ワ
カ
ム
ロ
ツ
ナ
ネ

　
　
築
き
立
つ
る
柱
は
、
此 

家  
長 

イ
ヘ
ヲ
サ

の
御ミ
心
の
鎮
り
な
り
。

　
　
と
り
挙
ぐ
る  

棟    

梁  

ム
ネ
ウ
ツ
バ
リ
は
、
此
家
長
の
御
心
の
賑ハヤ
し
な
り
。

　
　
と
り
お
け
る
椽
※
タ
ル
キは
、
此
家
長
の
御
心
の
斉
ト
ヽ
ノ
ホり
な
り
。
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と
り
お
け
る
蘆
雚
エ
ツ
リ
は
、
此
家
長
の
御
心
の
平
タ
ヒ
ラぎ
な
り
。

　
　
と
り
結ユ
へ
る
縄
葛
ツ
ナ
ネ
は
、
此
家
長
の
御ミ
命
の
堅カタ
め
な
り
。

　
　
と
り
葺
け
る
草カ
葉ヤ
は
、
此
家
長
の
御
富
ミ
ト
ミ
の
剰アマ
り
な
り
。

　
　
　
出
雲
は
、
新
墾
ニ
ヒ
バ
り
。

　
　
　
新
墾
り
の
　 
十 

握 

稲 
ト
ツ
カ
シ
ネ

の
穂
を

　
　
　
　 

浅  

甕 

ア
サ
ラ
ケ

に
醸
み
し
酒ミキ
を

　
　
　
　
　
美ウマ
ら
に 

飲  
喫 

ヲ
ヤ
ラ
フ

る
哉カネ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吾
子
等

ワ
コ
タ
チ

。

　
　
あ
し
び
き
の
　
此 

傍  

山 

カ
タ
ヤ
マ

の
さ
牡
鹿
の

　
　
　
　
角
さ
ゝ
げ
て
　
わ
が
舞
へ
ば
、

　
　
う
ま
ざ
け
　 

餌 

我 

市 

ヱ
ガ
ノ
イ
チ

に
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直
ア
タ
ヒも
て
易カ
は
ず
　
　

　
　
手 

掌 

摎 

亮 
タ
ナ
ソ
コ
ヤ
ラ
ヽ

　
拍ウ
上タ
げ
給
へ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吾
が
長
寿
ト
コ
ヨ
た
ち
　
　
日
本
紀
顕
宗
即
位
前
紀

此
寿
詞
は
上
中
下
三
段
に
分
れ
て
ゐ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
家
長
を
祝
福
し

た
前
段
と
、
吾
子
た
ち
と
呼
び
か
け
た
饗
宴
に
列
座
し
て
ゐ
る
人
々
に
対
し

て
言
ふ
詞
章
と
、
と﹅
こ﹅
よ﹅
た
ち
と
言
ひ
か
け
た 

客  

人 

マ
レ
ビ
ト

に
申
す
詞
と
の
三
段

で
あ
る
。

新
嘗
を
行
ふ
為
に
は
、
原
則
と
し
て
は
、
新
嘗
屋
を
作
る
の
で
あ
る
が
、
後

世
は
多
く
旧
屋
を
以
て
新
室
の
如
く
見
な
し
、
寿
詞
ヨ
ゴ
ト
が
其
を
、
新
し
く
変
化

せ
し
め
る
効
果
あ
る
も
の
と
し
た
。
だ
が
此
伝
へ
で
は
、
新
嘗
屋
を
築
い
た

こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
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新  

室 
ニ
ヒ
ム
ロ

の
古
び
な
い
力
を
讃
め
て
、 

稚  

室 

ワ
カ
ム
ロ

と
い
ひ
、
其
各
部
を
縛
り
、
殊

に
屋
上
か
ら
結
び
垂
し
て
、
地
上
に
届
く
ま
で
に
結
び
さ
げ
た
蔓
を
以
て
し

た
綱
の
長
き
を
仰
ぎ
乍
ら
、
讃
め
詞
は
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
第
一
、
柱
ぼ

め
。
家
あ
る
じ
の
気
分
の
ど
つ
し
り
落
ち
つ
く
様
に
圧
へ
て
あ
る
こ
と
が
思

は
れ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
第
二
、
棟
ぼ
め
。
屋
根
裏
に
放
射
し
た
棟
梁
類

の
は
な
や
か
さ
は
、
家
あ
る
じ
の
気
分
の
饒
し
く
な
る
を
表
示
す
る
と
言
ふ

の
だ
。
第
三
、
椽
の
類
の
均
整
し
て
並
ん
で
ゐ
る
の
を
見
れ
ば
、
か
く
の
如

く
家
あ
る
じ
の
気
分
は
乱
れ
る
こ
と
は
な
い
と
祝
福
す
る
の
で
あ
る
。
葺カ
草ヤ

下
地
の
凹
凸
な
く
葺
か
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
気
分
の
変
化
動
揺
な
く
続

く
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
堅
く
ひ
き
結ユハ
へ
た
綱
の
結
び
目

を
、
命
の
脱
出
を
防
ぐ
結
び
目
と
見
て
祝ホ
ぐ
の
で
あ
る
。
切
り
揃
へ
ず
に
、
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軒
に
葺
き
あ
ま
し
た
葺
草
の
程
度
以
上
な
る
如
く
、
此
家
あ
る
じ
の
富
み
も
、

際
限
は
な
か
ら
う
と
、
讃
美
し
て
ゐ
る
。

第
二
段
は
、
か
く
の
如
く
出
来
あ
が
つ
た
新
室
の
作
業
に
、
共
に
働
い
た
同

族
の
人
た
ち
に
呼
び
か
け
て
、
吾
子
た
ち
と
言
つ
て
、
酒
を
勧
め
る
の
で
あ

る
。
此
酒
は
、
新
墾
り
の
出
雲
の
豊
年
の
今
年
の
稲
を
以
て
、
浅
甕
に
醸
し

た
酒
だ
。
十
分
に
飲
ん
で
く
れ
る
様
に
と
い
う
て
ゐ
る
。
新
室
の
祝
ひ
に
は
、

共
通
の
発
想
法
で
、
労
働
を
共
に
し
た
様
を
思
ひ
返
し
乍
ら
、
う
た
げ
遊
ぶ

の
で
あ
る
。

後
段
は
、
客
座
に
向
つ
て
唱
へ
る
詞
で
、
恐
ら
く
謡ウタ
に
近
い
も
の
で
あ
ら
う
。

舞
人
は
、
饗
宴
に
必
伴
ふ
も
の
で
あ
る
。
主
人
の
娘
或
は
、
家
人
が
勤
め
る

役
で
あ
る
。
家
屋
の
精
霊
の
出
て
、
賓
客
を
讃
美
す
る
と
言
ふ
信
仰
か
ら
出
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た
も
の
で
あ
つ
た
。
鹿
が
農
村
の
為
に
降
伏
し
て
作
物
の
妨
げ
を
せ
ぬ
事
を

誓
ふ
状
を
模
す
る
舞
踊
が
、
古
く
行
は
れ
て
ゐ
た
。
其
が
新
室
宴
に
も
採
用

せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
角
さ
ゝ
げ
て
と
言
ふ
の
は
、
「
あ
し
び
き
の
」

以
下
が
、
序
歌
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。
手
を
投
げ
て
舞
ふ
こ
と
を
、
さ
さ
げ

て
と
言
ふ
語
で
表
し
た
の
ら
し
い
。
か
う
言
ふ
風
に
、
出
来
る
だ
け
の
奉
仕

を
す
る
か
ら
は
、
客
人
た
ち
も
、
「
存
分
に
無
条
件
に
、
志
を
お
う
け
下
さ

れ
て
」
の
意
味
を
、
「
直
ア
タ
ヒ以
て
易カ
は
ず
」
で
示
し
た
の
だ
。
代
物
で
交
易
す

る
と
言
ふ
意
識
な
く
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
餌
我
の
市
は
、
南
河
内
石
川
の

ほ
と
り
の
恵
我
の
市
で
あ
る
。
「
う
ま
さ
け
」
は
枕
詞
、
前
段
の
酒
の
聯
想

か
ら
来
た
ま
で
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
は
酒
の
事
は
言
は
な
い
で
、
た
ゞ
恵
我
市

で
交
易
す
る
様
な
気
に
は
な
ら
ず
、
「
十
分
気
を
ゆ
る
し
て
、
無
条
件
で
お
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受
け
下
さ
い
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
「
た
な
そ
こ
や
ら
ゝ
に
云
々
」
は
、
饗

宴
の
楽
し
み
を
享
受
す
る
様
。
志
を
賓
客
の
納
受
し
た
表
出
を
見
た
い
と
望

む
の
で
あ
る
。
と﹅
こ﹅
よ﹅
た﹅
ち﹅
は
、
長
寿
者
た
ち
の
義
で
、
第
一
義
の
常
世
ト
コ
ヨ
の

国
は
、
富
と
、
命
と
、
恋
の
浄
土
と
せ
ら
れ
た
古
代
の
理
想
国
で
あ
る
。
其

処
に
住
ん
で
、
時
あ
つ
て
、
こ
の
土
へ
来
る
人
あ
る
を
想
像
し
て
、
と﹅
こ﹅
よ﹅

と
言
つ
た
の
で
あ
る
。
古
来
饗
宴
の
賓
客
を
、
神
聖
な
も
の
と
し
て
、
常
世

の
国
か
ら
の
来
訪
者
と
考
へ
て
来
た
の
が
、
わ
が
国
の
民
俗
で
あ
る
。

此
寿
詞
に
つ
い
て
、
尚
一
つ
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
残
つ
た
。
其
は
、
文

中
に
在
る
二
つ
の
地
名
で
あ
る
。
出
雲
は
、
恐
ら
く
本
国
出
雲
で
は
あ
る
ま

い
。
出
雲
人
の
移
動
し
て
住
み
つ
い
た
地
を
さ
す
も
の
と
思
は
れ
る
。
此
処

の
恵
我
市
と
相
叶
ふ
出
雲
は
、
恵
賀
に
近
い
土
師
郷
附
近
で
あ
る
。
此
は
出
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雲
宿
禰
か
ら
分
れ
た
土
師
宿
禰
の
根
拠
地
で
あ
る
。
此
外
に
も
、
姓
氏
録
に

は
、
河
内
の
出
雲
宿
禰
姓
が
記
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
土
師
・
恵
我
は
同
郡
、

隣
郡
古
市
郡
に
は
、
又
恵
我
古
市
が
あ
る
。
何
に
し
て
も
此
は
、
新
室
の
寿

詞
の
、
河
内
に
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
ゝ
形
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
出
雲
恵
我

を
言
う
た
理
由
は
、
恐
ら
く
偶
然
で
は
な
か
ら
う
。
出
雲
人
の
中
、
建
築
に

交
渉
の
多
い
者
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
す
さ
の
を
の
命
の
出
雲
八
重
垣
の
歌
、

大
国
主
の
た
ぎ
し
の
小
浜
の
火
燧キ
り
の
呪
詞
、
播
磨
風
土
記
の
出
雲
墓
屋

イ
ヅ
モ
ハ
カ
ヤ
の

条
、
引
い
て
は
出
雲
人
で
河
内
に
移
住
し
、
土
師
氏
の
祖
先
と
な
つ
た
野
見

宿
禰
の
陵
墓
に
関
す
る
伝
承
等
が
示
し
て
ゐ
る
。
墓
屋
や
陵
墓
の
築
造
は
、

昔
は
、
建
築
事
業
に
な
つ
て
ゐ
た
。
出
雲
建
築
が
、
古
代
文
化
の
上
に
著
れ

て
居
た
時
代
が
あ
る
の
で
あ
る
。
出
雲
人
の
建
築
法
と
、
新
室
営
造
と
の
関
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係
は
わ
か
つ
て
も
、
之
が
両
天
子
に
持
つ
た
交
渉
は
、
知
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

た
ゞ
今
の
間
は
、
河
内
人
の
間
に
行
は
れ
て
ゐ
た
新
室
の
寿
詞
が
、
何
か
の

機
会
に
、
久
米
若
子
の
伝
承
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
見
て
お
く
外
は
な

い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
寿
詞
と
恋
歌
と
の
関
係

あ
る
種
の
考
へ
方
を
す
る
人
に
は
、
思
ひ
が
け
な
い
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
。
古

代
日
本
の
文
学
以
前
の
詞
章
に
、
悲
恋
悲
歌
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
ゝ
多
か
つ

た
こ
と
で
あ
る
。
其
と
、
も
一
つ
意
外
な
こ
と
に
は
、
配ツ
偶マ
争
ひ
の
「
物
語
」

や
、
「
物
語
歌
」
が
、
相
当
に
伝
へ
ら
れ
て
居
た
。
配ツ
偶マ
争
ひ
と
言
ふ
語
は
、
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少
し
不
正
確
で
あ
る
。
二
人
で
そ
の
同
性
が
、
一
人
の
異
性
を
獲
よ
う
と
し

て
争
ふ
と
言
つ
た
こ
と
の
外
に
、
夫ツマ
と
婦ツマ
と
が
争
闘
す
る
こ
と
も
、
「
つ
ま

あ
ら
そ
ひ
」
と
言
ふ
語
に
這
入
る
。
だ
が
さ
う
言
ふ
繁
雑
ヤ
ヽ
コ
し
い
用
語
は
避
け

た
方
が
よ
い
。
前
者
を
常
識
に
任
せ
て
、
「
つ
ま
あ
ら
そ
ひ
」
と
呼
ん
で
お

き
、
後
者
の
中
を
、
そ
の
姿
に
よ
つ
て
、
別
々
の
名
を
つ
け
て
お
く
。
配ツ
偶マ

ど
う
し
の
間
に
相
闘
ふ
物
語
を
、
つ﹅
ま﹅
ど﹅
ひ﹅
（
求
婚
）
、
ね﹅
た﹅
み﹅
づ﹅
ま﹅
（
妬

婦
）
、
つ﹅
ま﹅
さ﹅
り﹅
（
離
婚
）
の
物
語
と
言
ふ
や
う
に
、
大
体
三
通
り
に
画クギ
り
、

配ツ
偶マ
ど
う
し
安
ら
か
に
相
住
む
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
別
れ
て
暮
す
こ
と
を

伝
へ
る
も
の
を
、
つ﹅
ま﹅
わ﹅
か﹅
れ﹅
（
配
偶
別
離
）
の
物
語
と
言
ふ
名
に
し
て
お

け
ば
、
凡
は
、
共
通
し
た
処
、
差
別
の
あ
る
処
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ら
う
。

妬
婦
伝
と
相
愛
別
離
譚
と
は
、
全
然
別
殊
の
も
の
だ
と
思
ふ
人
が
な
い
と
も
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限
ら
ぬ
。
が
少
く
と
も
、
古
代
日
本
の
つ
ま
物
語
り
に
は
、
如
何
に
し
て
も

放
つ
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
の
絡﹅
み﹅
あ﹅
ひ﹅
が
あ
る
の
だ
。

其
分
類
の
よ
つ
て
来
る
所
を
言
ひ
な
が
ら
「
つ﹅
ま﹅
物
語
」
の
原
因
も
説
い
て

行
け
る
と
思
ふ
。

つ﹅
ま﹅
わ﹅
か﹅
れ﹅
の
物
語
の
あ
は
れ
は
、
日
本
人
が
記
録
書
を
持
つ
た
時
代
に
は
、

既
に
知
り
尽
し
、
聞
き
旧フル
し
て
居
た
。
記
紀
万
葉
其
い
づ
れ
を
見
て
も
、
我

々
の
想
像
も
つ
か
ぬ
程
古
き
世
の
祖
先
を
哭
か
し
め
、
愁
ひ
さ
せ
た
長
物
語

が
、
少
か
ら
ず
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
古
代
の
人
ご
ゝ
ろ
を

泣
き
覆
ら
し
め
た
も
の
は
、
「 

天 
田 
振 

ア
マ
タ
ブ
リ

」
と
言
は
れ
た
歌
群
と
、
其
か
ら

其
等
と
起
原
が
一
つ
だ
と
し
て
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
歌
々
で
あ
る
。

人
の
家
の
子
と
し
て
は
こ
の
上
な
く
貴
い
兄
み
こ
と
妹
み
こ
と
が
、
つ
ま
ど
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ひ
の
末
、
兄
は
宮
を
追
ひ
逐ヤラ
は
れ
る
。
古
事
記
は
、
如
何
に
も
さ
う
し
た
物

語
が
記
録
以
前
に
、
語カタ
り
を
職
と
す
る
者
に
よ
つ
て
、
世
に
広
く
、
時
久
し

く
諷
誦
せ
ら
れ
た
こ
と
を
思
は
せ
る
や
う
な
、
美
し
い
歌
詞
の
多
く
と
、
其

を
擁イダ
く
叙
事
体
の
詞
章
の
俤
を
止
め
て
ゐ
る
。
日
本
紀
に
も
、
簡
単
な
が
ら

人
を
哀
し
ま
せ
る
部
分
だ
け
は
書
き
と
め
て
居
る
。
唯
違
ふ
の
は
、
伊
予
の

国
に
流
さ
れ
た
の
を
、
女
王
だ
と
す
る
伝
へ
を
書
い
た
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
此
貴
い
女
性
が
恋
慕
に
堪
へ
ず
、
兄
み
こ
の
後
を
慕
う
て
遠
い
旅
に
出

た
時
の
歌
の
中
の
一
首
と
い
ふ
の
が
、
万
葉
集
の
巻
二
の
巻
頭
の
相
聞
歌
　

　
か
け
あ
ひ
の
歌
　
　
の
中
に
も
、
記
載
せ
ら
れ
た
。
た
ゞ
万
葉
に
は
、
他

の
三
首
（
或
は
四
首
）
の
歌
と
共
に
、
作
者
を
其
女
み
こ
の
祖
母
な
る
、
難

波
高
津
宮
の
皇
后
磐
姫
と
伝
へ
る
点
が
変
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
伝
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へ
る
行
跡
を
近
代
の
感
情
で
理
解
し
て
行
く
と
、
女
み
こ
は
極
め
て
や
さ
し

く
、
心
は
其
か﹅
ん﹅
ば﹅
せ﹅
に
匂
ふ
が
如
く
、
美
し
い  

女    

性  

ニ
ヨ
シ
ヤ
ウ

で
あ
つ
た
。
そ

の
祖
母
君
な
る
万
葉
集
の
作
者
は
、
日
本
妬
婦
伝
の
は
じ
め
に
居
る
ほ
ど
、

人
を
や
き
、
お
の
れ
を
燃
す
す
さ
ま
じ
い
情
熱
を
伝
へ
ら
れ
た
ね﹅
た﹅
み﹅
づ﹅
ま﹅

で
あ
つ
た
。
而
も
、
そ
の
詠
歌
と
伝
へ
る
も
の
を
見
れ
ば
、
か
く
の
如
く
優

に
、
然シカ
、
人
を
し
て
愁
ひ
し
む
る
、
幽
か
な
る
思
ひ
を
持
つ
た
お
人
と
、
昔

び
と
は
伝
へ
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。
史
学
者
や
、
文
学
研
究
者
は
、
古
事
記

万
葉
の
伝
へ
の
い
づ
れ
か
ゞ
誤
つ
て
ゐ
る
証
拠
を
、
こ
の
歌
か
ら
獲
よ
う
と

す
る
だ
ら
う
。
だ
が
其
よ
り
大
切
な
の
は
、
嫉
み
づ
ま
と
、 

情  

濃 

ナ
サ
ケ
コ

き
あ
く

が
れ
人
と
の
間
に
、
共
通
す
る
も
の
を
考
へ
た
、
古
人
の
心
で
あ
る
。
其
に

導
か
れ
る
、
今
一
つ
の
こ
と
、
即
ね
た
み
づ
ま
と
つ
ま
わ
か
れ
の
物
語
と
に
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は
、
ど
う
し
て
も
離
れ
ぬ
程
、
根
柢
に
疏
通
し
て
居
る
も
の
が
あ
つ
た
の
で

あ
る
。
一
つ
の
形
式
の
伝
へ
が
同
時
に
、
他
の
形
式
の
要
素
を
具
へ
て
居
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
言
つ
た
必
須
な
る
項
が
、
此
二
つ
の
間
に
横
つ
て
ゐ
る

の
で
あ
ら
う
。

近
代
風
の
物
思
ひ
よ
り
外
に
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
我
々
は
、
ど
う
か
す
れ
ば
、

磐
姫
皇
后
の
嫉
み
の
中
に
、
す﹅
さ﹅
の﹅
を﹅
の﹅
と
い
ふ
語
は
、
我
々
の
持
つ
く﹅
す﹅

べ﹅
る﹅
・
く﹅
す﹅
ぼ﹅
る﹅
に
当
る
古
代
語
で
あ
り
、
中
世
の
ふ﹅
す﹅
ぶ﹅
と
言
ふ
語
の
持

つ
、
二
つ
の
意
義
を
、
そ
の
ま
ゝ
兼
ね
備
へ
て
ゐ
る
。
い
ぶ
し
・
く
す
べ
る

と
共
に
、
ね
た
み
・
や
く
と
い
ふ
用
語
例
を
も
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
即
、

や
き
媛
、
く
す
べ
媛
と
言
ふ
、
嫉
み
の
女
性
な
る
こ
と
を
示
す
名
で
あ
つ
た
。

ま
こ
と
に
黄
泉
の
国
か
ら
、
伴
ひ
帰
つ
た
女
神
だ
け
に
、
嫉
妬
の
感
情
ま
で
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も
、
其
国
か
ら
携
へ
来
つ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
我
が
古

代
人
も
亦
、
嫉
妬
を
冥
府
の
所
産
と
信
じ
て
ゐ
た
こ
と
が
、
知
ら
れ
る
で
は

な
い
か
。

磐
姫   

嫉      
妬   

ウ
ハ
ナ
リ
ネ
タ
ミ

の
記
述
は
、
記
紀
い
づ
れ
に
も
あ
る
が
、
国
語
の
表
現
に

近
寄
つ
て
ゐ
る
だ
け
に
、
古
事
記
の
方
が
感
じ
も
深
く
、
表
現
も
行
き
と
ゞ

い
て
居
り
、
古
代
人
の
官
能
ま
で
、
直
に
肌
や
毛
孔
か
ら
通
ふ
や
う
に
覚
え

る
の
で
あ
る
。 

語  

部 

カ
タ
リ
ベ

の
物
語
　
　
其
は 

葛 

城 

部 

カ
ツ
ラ
ギ
ベ

の
伝
承
と
名
づ
く
べ
き

も
の
で
、
記
紀
の
此
記
述
の
根
本
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
う
　
　
が
あ

つ
た
と
す
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
人
生
を
美
し
く
又
饒ユタ
け
く
感
ぜ
し
め
る
こ
と
で

あ
つ
た
ら
う
と
、
其
飜
文
し
た
古
事
記
高
津
宮
の
、
か
の
条
か
ら
感
銘
を
受

け
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
暢
や
か
な
長
篇
の
叙
事
詩
を
見
る
心
持
ち
を
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覚
え
る
の
は
、
私
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

甘
美
な
叙
事
詩
「
天
田
振
」
が
、
文
学
以
前
に
あ
つ
た
こ
と
す
ら
、
我
々
に

と
つ
て
は
大
き
な
事
柄
で
あ
る
。
其
上
、
祖
先
の
人
々
は
、
こ
の
辛
く
し
て

舌
に
沁
む
美
し
さ
を
湛
へ
た
志
都
歌

シ
ヅ
ウ
タ

の
返
カ
ヘ
シ歌
　
　
葛
城
部
の
物
語
歌
　
　
を

遺
し
た
の
で
あ
る
。

「
志
都
歌
の  

返    

歌  

カ
ヘ
シ
ウ
タ

」
と
い
ふ
名
で
、
六
首
の
歌
が
、
宮
廷
の
大
歌
所
に

古
く
か
ら
伝
誦
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
其
一
つ
〳
〵
に
古
事
記
に
あ
る

来
歴
が
、
順
を
追
つ
て
語
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
「
志
都
歌
之
返

歌
」
は
、
母
胎
と
し
て
葛
城
部
の
物
語
を
持
つ
た
こ
と
は
、
此
後
に
述
べ
る

「
叙
事
詩
と
名
代
部

ナ
シ
ロ
ベ

」
に
絡
ん
だ
推
測
を
予
あ
ら
か
じめ
す
ゝ
め
て
置
く
。
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宮
廷
詩
の
意
義

古
歌
即
、
宮
廷
詩
は
、
そ
の
来
歴
や
、
其
歌
詞
を
と
つ
て
名
づ
け
た
も
の
も

あ
る
が
、
其
て
く
に
く
に
よ
る
所
の
分
類
が
多
い
。
さ
う
し
て
後
に
な
る
程
、

其
々
の
部
類
　
　
区
画
　
　
に
、
新
歌
詞
を
と
り
入
れ
た
。
本
歌
の
外
に
、

替
へ
歌
が
幾
つ
と
な
く
出
来
て
来
る
訳
だ
。
だ
か
ら
、
記
紀
に
伝
は
る
其
出

来
た
場
合
の
伝
へ
や
、
其
主テ
題マ
の
傾
向
や
、
或
は
単
に
そ
の
名
物
な
ど
か
ら
、

其
々
の
歌
の
ほ
ん
た
う
の
来
歴
や
、
用
途
や
性
質
は
訣
ら
な
い
。
ま
し
て
大

歌
の
末
期
と
も
言
ふ
べ
き
平
安
朝
の
状
態
に
よ
つ
て
す
る
、
一
切
の
判
断
な

ど
は
、
悉
く
無
意
味
で
あ
る
。

 

静  

歌 

シ
ヅ
ウ
タ

だ
と
か
、 

賤  

歌 

シ
ヅ
ウ
タ

と
か
　
　
一
々
理
由
は
今
説
か
ぬ
が
　
　
直
観
式
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な
解
釈
を
語
原
に
加
へ
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
為
方
は
な
い
。
大
歌
の
す
べ
て

に
共
通
し
た
目
的
な
る
鎮
魂
呪
術
の
印
象
を
、
　
　
其
が
漸
く
忘
れ
ら
れ
て

来
た
後
ま
で
も
、
最
著
し
く
而
も
、
後
代
的
に
変
化
し
た
意
味
で
　
　
持
つ

て
ゐ
た
の
が
、
志﹅
都﹅
歌
で
あ
る
。
鎮
魂
信
仰
に
つ
い
て
は
長
い
説
明
を
要
す

る
が
、
威
力
あ
る
外
来
魂
を
、
体
内
に
安
定
す
る
義
（
第
一
）
、
此
方
は
、

字
は
鎮
魂
で
あ
る
が
、
語
は
古
く
は
た﹅
ま﹅
ふ﹅
り﹅
と
言
つ
て
ゐ
る
。

又
、
興
奮
に
よ
つ
て
遊
離
す
る
魂
を
鎮
定
す
る
義
（
第
二
）
以
下
、
い
ろ
〳

〵
の
考
へ
方
が
生
じ
て
来
た
が
、
普
通
は
、
唯
無
意
識
に
、
不
可
抗
的
に
遊

離
す
る
魂
が
、
体
外
に
於
て
、
他
の
危
険
な
魂
に
行
き
触
れ
る
の
を
避
け
る

為
に
、
魂
を
呼
び
返
し
、
体
内
に
固
着
せ
し
め
る
と
言
つ
た
呪
術
を
、
鎮
魂

法
と
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
最
古
い
の
は
、
第
一
だ
が
、
第
二
義
も
亦
早
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く
か
ら
、
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
其
は
多
く
、
怒
り
と
な
つ
て
現
れ
る
。

魂
の
遊
離
に
よ
つ
て
、
極
度
な
憤
怒
を
発
す
る
。
其
魂
を
体
内
に
請コ
ひ
返
し

て
鎮
め
る
と
、
怒
り
は
釈ト
け
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
た
。
憤
怒
の
最
素
朴
に
発

し
、
ま
た
鎮
静
し
た
伝
へ
は
、
雄
略
天
皇
に
多
か
つ
た
。
采
女
ウ
ネ
メ
や
舎
人
ト
ネ
リ
を
殺

さ
う
と
せ
ら
れ
た
怒
り
が
、
歌
を
聴
い
て
、
即
座
に
之
を
赦
す
心
に
迫
ら
れ

た
と
言
ふ
類
の
伝
へ
、
其
か
ら  

秦  

酒  

公  

ハ
ダ
ノ
サ
ケ
キ
ミ

の
琴
歌
に
よ
つ
て
、
闘
鶏
御
田

ツ
ゲ
ノ
ミ
ダ

を
免
さ
れ
た
こ
と
、
木
工
猪
名
部
真
根

ヰ
ナ
ベ
ノ
マ
ネ

の
刑
死
す
る
時
、
真
根
の
友
匠
ナ
カ
マ
の
惜

ん
で
歌
つ
た
歌
に
よ
つ
て
命
を
助
け
ら
れ
た
こ
と
な
ど
、
歌
も
て
怒
り
の
魂

を
鎮
め
た
伝
へ
の
多
か
つ
た
こ
と
が
訣
る
。
恐
ら
く
人
の
怒
り
哮タケ
つ
た
時
、

之
を
鎮
め
る
為
に
歌
つ
た
呪
歌
を
、
凡
ゆ
る
こ
の
長
谷
ハ
ツ
セ
天
皇
の
故
事
に
基
く

も
の
と
伝
へ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
其
ほ
ど
又
直
に
怒
り
、
直
に
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和
む
、
古
代
人
ら
し
い
心
う
つ
く
し
い
、
天
子
と
し
て
伝
へ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
霊
魂
の
怒
り
に
つ
い
て
、
尚
此
天
皇
の
関
聯
を
説
く
伝
へ
が
、
令
集

解
「
葬
喪
令
」
の 

遊  

部 

ア
ソ
ブ
ベ

の
項
の
古
註
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
長
谷
天
皇

崩
じ
て
後
、
殯
宮
に
お
け
る
御
む
く
ろ
に
鬚
毛
長
く
伸
び
る
ま
で
、
御
魂
し

づ
ま
る
こ
と
な
く
荒アラ
び
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
。
之
を
鎮
め
た
こ
と
を

以
て
、 

遊  

部 

ア
ソ
ブ
ベ

の
職
の
起
原
を
説
い
た
の
だ
。
霊
魂
の
遊
離
発
動
が
、
怒
り

の
原
因
と
な
る
こ
と
、
固
よ
り
で
あ
る
。
死
後
に
も
か
う
し
て
、
怒
り
が
あ

る
と
し
た
。
此
ら
の
怒
り
を
鎮
め
た
事
の
伝
へ
か
ら
、
男
性
の
怒
り
に
関
す

る
こ
と
は
、
長
谷
天
皇
に
仮
託
し
て
言
ふ
や
う
に
な
つ
た
。

志
都
歌
の
「
し
づ
」
は
、
第
二
義
に
お
け
る
鎮
魂
呪
術
に
関
し
て
言
ふ
の
で

あ
る
。
第
一
義
の
鎮
魂
は
、
「
ふ
り
」
で
あ
る
。
雄
略
朝
の
歌
と
し
て
伝
る
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も
の
は
、
概
ね
「
志
都
歌
」
と
言
ふ
べ
き
も
の
な
の
だ
ら
う
が
、
其
中
、
古

く
て
名
高
い
も
の
は
、
名
高
い
だ
け
に
、
各
早
く
別
々
に
独
立
し
た
。  

天  

ア
マ
ガ

  

語  

タ
リ

歌
な
ど
は
最
著
し
い
鎮
魂
の
来
由
を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
志
都

歌
」
か
ら
出
て
、
別
の
歌
群
を
形
づ
く
つ
た
訣
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
「
志

都
歌
」
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
穏
か
な
詞
章
だ
け
が
残
つ
た
訳
で
あ

る
。
だ
が
、
一
方
の
「
志
都
歌
の  

返    

歌  

カ
ヘ
シ
ウ
タ

」
　
　
此
は
、  

歌    

返  

ウ
タ
ガ
ヘ
シ

だ
と

す
る
説
も
あ
る
　
　
の
方
は
、
ま
だ
名
義
が
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
。
其
程
、

鎮
魂
の
意
味
を
は
つ
き
り
持
つ
て
ゐ
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
怒
り
と
鎮
魂
と
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古
代
の
皇
后
は
、
そ
の
常
に
、
聖
事
と
し
て
、
清
き
水
と
、
清
き
水
を
以
て

天
子
の
大
御
身
を
清
め
る
行
事
と
、
清
き
水
の
聖
事
を
と
り
行
ふ
時
の
採ト
り

物モノ
に
関
す
る
こ
と
は
、
躬
ら
お
行
ひ
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
葛
城
部

の
伝
承
の
主
人
公
な
る
貴
い
女
性
は
、
採
り
物
の
一
種
、
酒
杯
用
の 

御 

綱 

ミ
ツ
ナ
ガ

柏 シハ
を
紀
伊
の
国
に
と
り
に
お
い
で
に
な
つ
た
。
其
間
に
、 

後  

妻 

ウ
ハ
ナ
リ

と
し
て

  

八
田
若
郎
女  

ヤ
タ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
を
宮
廷
に
召
さ
れ
た
。
帰
途
、
海
上
で
其
噂
を
聞
い
て
、
御

綱
柏
を
海
に
投
げ
入
れ
、
御
舟
は
高
津
宮
の
下
を
通
り
過
ぎ
て
、
淀
川
を
溯

つ
て
山
代
川
（
木
津
川
）
か
ら
綴
喜
の
地
に
上
ら
れ
た
。
其
か
ら
、
故
郷
大

和
国
葛
城
を
望
む
為
に
、
奈
良
山
の
登
り
口
ま
で
行
つ
て
引
き
返
さ
れ
た
が
、

綴
喜
の
韓
種
帰
化
人
の
豪
族
の
家
に
滞
在
せ
ら
れ
た
と
言
ふ
風
聞
に
、
高
津

宮
の
帝
は
、
舎
人 

鳥  

山 

ト
リ
ヤ
マ

を
迎
へ
に
遣
さ
れ
た
。
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山  

背 

ヤ
マ
シ
ロ

に
い
及シ
け
　
鳥
山
。
い
及シ
け
い
及シ
け
。
わ
が 

愛  

妻 

ハ
シ
ヅ
マ

に
　
い
頻
シ
キ

　
　
逢
は
む
か
も

又
ひ
き
続
い
て
、  

丸
邇
臣
口
子  

ワ
ニ
ノ
オ
ミ
ク
チ
コ

を
迎
へ
に
や
ら
れ
た
。
其
に
託
せ
ら
れ
た

御
歌
、

　
　
み
も
ろ
の
其
高
き
な
る
　
お
ほ
ゐ
こ
が
原
。
』

　
　
大
猪
子

オ
ホ
ヰ
コ

が
腹
に
在
る
　
き
も
む
か
ふ
心
を
だ
に
か
、
相
思
は
ず
あ
ら
む

も
一
つ
、

　
　
つ
ぎ
ね
ふ 

山 

背 

女 

ヤ
マ
シ
ロ
メ

の
　
小
鍬
コ
ク
ハ
持
ち
う
ち
し
大
根
オ
ホ
ネ
。
』

　
　
根
白
ネ
ジ
ロ
の  

白  

臂  

枕  

シ
ロ
タ
ヾ
ム
キ
マ

か
ず
来ケ
ば
こ
そ
知
ら
ず
と
も
言
は
め

そ
こ
で
、
綴
喜
の
宮
に
参
つ
た
口
子
ク
チ
コ
、
こ
の
歌
を
申
し
上
げ
る
際
、
ど
し
や

降
り
の
雨
が
来
た
。
雨
に
う
た
れ
乍
ら
、
御
殿
の
前
の
戸
に
参
り
て
平
伏
す
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る
と
、
や
り
違
ひ
に
後
の
戸
に
出
ら
れ
、
御
殿
の
う
し
ろ
戸
へ
参
つ
て
平
伏

す
る
と
、
引
き
は
づ
し
て
御
殿
の
前
戸
に
お
出
に
な
る
。
山
背
川
の
川
原
に

あ
つ
た
御
殿
の
こ
と
ゝ
て
、
水
層
が
増
し
て
来
た
。
匍
ハ
ラ
バひ
な
が
ら
お
庭
に
平

伏
し
て
ゐ
る
時
、
水
は
段
々
川
を
氾
え
て
其
腰
の
あ
た
り
に
と
ゞ
い
た
。
口

子
の
臣
は
、
そ
の
時
、  

青  

摺  

衣  
ア
ヲ
ズ
リ
ゴ
ロ
モ

を
著
て
、
紅
の 

上  

紐 

ウ
ハ
ヒ
モ

を
ひ
ら
つ
か
せ

て
居
た
。
紅
の
紐
に
水
が
達ツ
い
て
、
色
が
お
り
る
。
青
摺
り
が
、
す
つ
か
り

真
赤
に
な
つ
た
。
口
子
臣
の
妹
の
口
比
売

ク
チ
ヒ
メ

、
皇
后
の
お
供
と
し
て
、
こ
の
宮

に
居
た
。
其
で
、
口
比
売
の
う
た
う
た
歌
、

　
　
山
背
の
綴
喜
の
宮
に
　
も
の
請マヲ
す
。
わ
が
兄セ
の
君
は
、 

涙  

含 

ナ
ミ
ダ
グ

ま
し
も

　
　
　
　
紀
、
わ
が
兄
を
見
れ
ば
　
　

皇
后
が
、
さ
う
言
ふ
歌
を
作
つ
た
わ
け
を
お
問
ひ
な
さ
れ
た
時
に
、
私
の
兄
、
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口
子
臣
で
ご
ざ
い
ま
す
と
申
し
あ
げ
た
。
　
　
古
事
記

さ
て
、
口
子
臣
、
其
か
ら
そ
の
女
兄
弟
、
其
に
宿
主
ぬ
り
の
み
、
三
人
に
よ

つ
て
考
へ
を
出
し
、
天
子
に
奏
し
あ
げ
さ
せ
た  

口    

状  

コ
ウ
ジ
ヤ
ウ

は
、
皇
后
の
い
ら

つ
し
や
つ
た
訣
は
、
ぬ
り
の
み
の
飼
う
て
ゐ
る
虫
の
中
に
、
あ
る
時
は
這
ひ

虫
に
な
り
、
あ
る
時
は
卵
に
な
り
、
あ
る
時
は
鳥
に
な
り
、
三
と
ほ
り
に
変

る
不
思
議
な
虫
が
居
り
ま
す
。
こ
の
虫
を
御
覧
に
な
つ
て
入
ら
つ
し
や
つ
た

の
で
す
。
よ
く
な
い
心
は
全
然
お
あ
り
に
な
り
ま
せ
ん
。
か
う
申
し
あ
げ
た

ら
、
天
子
様
が
、
さ
う
か
、
そ
ん
な
ら
お
れ
も
不
思
議
と
思
ふ
か
ら
、
見
に

出
か
け
よ
う
、
と
お
つ
し
や
つ
て
、
宮
廷
か
ら
淀
川
を
溯
つ
て
お
出
で
に
な

つ
た
。
ぬ
り
の
み
の
家
に
お
著
き
に
な
つ
た
際
、
其
ぬ
り
の
み
自
分
の
飼
つ

て
る
三
通
り
の
虫
を
、
皇
后
に
さ
し
あ
げ
た
。
さ
て
、
天
子
は
、
皇
后
の
い
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ら
つ
し
や
る
御
殿
の
方
に
お
立
ち
な
さ
れ
て
、
お
う
た
ひ
な
さ
れ
た
の
は
、

　
　
つ
ぎ
ね
ふ 

山 

背 

女 

ヤ
マ
シ
ロ
メ

の
　
小
鍬
持
ち
う
ち
し
大
根
。

　
　 
爽  
快 

サ
ワ
サ
ワ

に
汝ナ
が
言イ
へ
せ
こ
そ
、
う
ち
わ
た
す
や﹅
が﹅
は﹅
え﹅
な﹅
す﹅
、
来キ
入イ
り

　
　
参
来
マ
ヰ
ク
れ

こ
の
天
子
と
、
皇
后
と
の
お
歌
ひ
な
さ
れ
た
六
つ
の
歌
は
、
志
都
歌
の
返
歌

　
　
又
、
歌
返
し
で
あ
る
。

こ
の
外
に
も
、
ま
う
一
首
、
お
な
じ
仁
徳
記
に
、
志
都
歌
の
返
歌
が
伝
つ
て

ゐ
る
。

古
事
記
の
順
序
で
見
る
と
、
此
で
、
皇
后
の
御
心
が
鎮
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ

る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
其
後
に
、
皇
后
宮
廷
の
饗
宴
に
参
上
し
た
氏
々
の
女

た
ち
に
、
柏
を
と
つ
て
、
御
酒
を
賜
ふ
際
、
亡
き 
女 

鳥 

王 
メ
ト
リ
ノ
ミ
コ
の
珠
を
盗
み
つ
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け
た
大
楯
連
の
妻
を
見
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
で
見
る
と
、

日
本
紀
に
、
其
年
か
ら
五
年
目
、
三
十
五
年
夏
六
月
、
皇
后
磐
之
媛
命
、
筒

城
宮
に
薨
ず
と
あ
る
の
は
、
古
事
記
の
伝
へ
と
は
、
別
の
と
こ
ろ
か
ら
出
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
磐
之
媛
の
う﹅
は﹅
な﹅
り﹅
ね
た
み
に
関
し
た
歌
は
古
事
記
に
伝

へ
ぬ
も
の
が
、
之
に
は
記
し
て
あ
る
。
其
中
、
八
田
皇
女
を
宮
中
に
納
れ
る

こ
と
の
同
意
を
求
め
ら
れ
た
時
の
唱
和
の
歌
の
中
に
、
「
夏
む
し
の
ひ
む
し

の
衣
二
重
著
て
、
か
く
み
や
た
り
は
、
あ
に
よ
く
も
あ
ら
ず
」
と
言
ふ
皇
后

の
御
歌
は
、
あ
り
場
処
の
伝
へ
が
誤
つ
た
の
で
な
か
ら
う
か
。
古
事
記
の
伝

来
に
は
、
之
を
失
つ
て
ゐ
る
、
が
、
こ
の
ぬ
り
の
み
の
家
の
条
に
持
つ
て
来

れ
ば
、
最
適
切
な
感
じ
が
す
る
。
さ
う
し
て
其
上
に
、
今
一
首
、
皇
后
の
う

ち
と
け
て
相
あ
ひ
た
ま
ふ
お
心
を
よ
ん
だ
御
歌
が
あ
れ
ば
、
完
全
な
の
だ
と
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い
ふ
気
が
す
る
。
と
も
か
く
古
事
記
は
、
明
ら
か
に
志
都
歌
と
し
て
の
効
果

の
あ
る
べ
き
原
因
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
序
に
言
ふ
。
万
葉
集
巻
一
に
、
雄
略
天
皇
、
巻
二
に
磐
姫
皇
后
、
各
御
歌

　
を
巻
頭
に
す
ゑ
、
第
二
首
目
か
ら
は
、
遥
か
に
時
代
離
れ
た
飛
鳥
、
近
江

　
朝
の
歌
を
並
べ
て
ゐ
る
理
由
は
、
歌
の
伝
来
に
尊
い
由
緒
あ
る
も
の
と
し

　
て
、
古
代
宮
廷
の
伝
承
歌
を
据
ゑ
た
の
で
あ
ら
う
。
歌
の
徳
を
、
怒
り
を

　
鎮
め
る
こ
と
に
置
い
て
考
へ
た
時
代
の
姿
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ

　
る
。
巻
一
は
男
の
怒
り
、
巻
二
は
女
の
怒
り
　
　
こ
れ
の
鎮
り
な
さ
れ
た

　
方
々
の
御
作
と
言
ふ
と
こ
ろ
に
、
古
人
の
意
図
が
窺
は
れ
る
。
或
は
、
人

　
君
と
し
て
は
、
ま
づ
怒
り
を
抑
へ
る
こ
と
が
、
第
一
で
あ
る
と
し
た
宮
廷

　
の
理
想
が
、
そ
こ
に
こ
め
て
あ
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
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男
性
に
な
い
怒
り
と
し
て
、
嫉
み
　
　
う
は
な
り
ね
た
み
　
　
を
女
性
の
怒

り
と
し
た
の
で
あ
る
。

う
は
な
り
は
後
妻
と
あ
る
が
、
第
二
第
三
と
言
ふ
様
に
、
後
に
家
に
入
つ
た

夫
人
で
あ
る
。
妾
で
は
な
い
。
第
一
の
妻
　
　
こ﹅
な﹅
み﹅
　
　
が
嫡
妻
と
し
て
、

若
き
妻
な
る
後
入
妻

ウ
ハ
ナ
リ

を
夫
に
近
づ
け
ま
い
と
す
る
行
動
又
は
、
そ
の
感
情
を

言
ふ
語
で
あ
る
。
単
な
る
嫉
妬
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
此
嫡
妻
の
女
性
と
し

て
の
怒
り
は
、
正
当
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
だ
。

古
事
記
の
、
日
本
紀
と
区
別
せ
ら
れ
る
一
つ
の
大
き
な
点
は
、
宮
廷
詩
　
　

大
歌
　
　
の
由
来
を
説
き
、
又
其
に
よ
つ
て
歴
史
を
説
き
証アカ
さ
う
と
し
て
ゐ

る
こ
と
で
あ
る
。
志
都
歌
に
は
自
オ
ノ
ヅ
カら
志
都
歌
と
し
て
の
立
ち
場
が
あ
つ
た
。

憤
り
の
ま
ゝ
に
宮
廷
に
還
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
は
「
志
都
歌
」
の
呪
術
的
意
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義
を
失
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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文
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：
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