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発
生
日
本
文
学
史

〔
凡
例
〕

•
本
資
料
は
、
国
文
学
者
、
折
口
信
夫
（
釈
迫
空
）
が
昭
和
三
年
度
に
國

學
院
大
學
に
て
行
っ
た
「
発
生
日
本
文
学
史
」
の
講
義
を
、
学
生
で
門

弟
の
小
池
元
男
氏
が
筆
記

・
整
理
し
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

・
資
料
の
解
題
は
、
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
國
文
學
會
の

『野
州
國

文
學
』
第
八
十
六
号

（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
及
び
「
國
學
院
雑
誌
j

第

一
―
四
巻
第
十
号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
）
に
報
告
し
て
い
る
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

•
本
紀
要
に
翻
刻
す
る
資
料
は
、
そ
の
ノ
ー
ト
番
号

5
4で
、
ノ
ー
ト
の
表

紙
に
「
折
口
侶
夫
先
生
国
文
学
史
小
池
元
男
」
と
あ
り
、
裏
表
紙

に
は
「
國
學
院
大
學
國
文
科
小
池
元
男
」
と
あ
っ
て
、
ノ
ー
ト
の

1
頁
に
「
発
生
日
本
文
学
史
折
口
信
夫
教
授
」
、
途
中
39
頁
「
今
日

は
こ
の
前
…
…
」
の
上
部
欄
外
に

「六
月
廿

一
日
」
、
同
じ
く
46
頁
「
踏

歌
と
万
葉
集
」
の
欄
外
に
昭
和
三
年
九
月
」
、
同
じ
く
52
頁
の
末
尾
欄

外
に

「
昭
和
一二
年
九
月
文
学
史
特
講
」
と
あ
り
、
同
じ
く
59
頁
の
末

尾
に
「
昭
和
三
年
九
月
二
十
七
日
」
、

83
頁
の
末
尾
に

「
昭
和
三
年
十

資
料

昭
和
三
年

折
口
倍
夫
・
國
學
院
大
學
講
義

一
月
八
日
」
、
最
終
頁
の

95
頁
末
尾
に
「
昭
三
・
―
ニ
・
ニ

O
」
と
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
昭
和
三
年
度
の
國
學
院
大
學
國
文
科
の
「
国
文
学
史
」

講
義
の
清
書
ノ
ー
ト
と
知
れ
る
。

•
ノ
ー
ト
は
ブ
ル
ー
ブ
ラ

ッ
ク
の
ペ
ン
書
き
で

、
見
開
き
の
下
の
頁
に

9
5

頁
分
の
折
口
の
講
義
が
清
書
で
記
さ
れ
、
上
の
頁
に
見
出
し
と
摘
要

・

参
考
欄
が
設
け
ら
れ
、
用
語
の
説
明
や
参
照
す
べ
き
文
献
な
ど
が
時
に

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
小
池
氏
の
学
習
の
た
め
の
も
の
と
見
ら
れ
、

本
翻
刻
で
は
割
愛
し
た
。
そ
の
一

部
を
参
考
ま
で
に
載
せ
る
と
、
た
と

え
ば
冒
頭
の
部
分
で
は
、
「
部
曲
」
と
見
出
し
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
傍

ら
に

一
段
落
と
し
て
、

「
H
本
文
学
の
発
生
点
。
部
曲
が
変
化
を
起
し

て
上
に
は
女
房
の
文
学
が
派
生
さ
れ
、
此
と
併
行
し
て
巡
遊
文
学
が
出

て
来
た
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
参
考
欄
に
は
、

女
房
文
学

部
二

巡

遊

文

学
[

:

:

〕

尉

豆

芸

の
図
が
記
さ
れ
、
そ
の
横
に

「部
曲
」
に
つ
い
て
の
説
明
が
載
る
。
以

（上）

伊

藤

高

雄

編
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下
の
通
り
で
あ
る
。
「註

一

部
曲
上
代
、
臣
、
連
、
伴
造
、
国
造
、

村
首
等
の
有
し
た
る
私
民
を
云
ふ
。
カ
キ
又
は
カ
キ
ノ
タ
ミ
と
云
う
。

又
民
部
と
も
書
き
、
カ
キ
と
も
云
ふ
。
和
訓
栞
「
顕
宗
紀
に
民
を
よ
め

り
、
瑞
籠
の
義
な
る
べ
し
、
部
曲
と
も
よ
め
り
」
、
姓
序
考

「部
曲
を

ト
モ

ベ
又
は
ム
レ
と
訓
む
べ
し
、
ト
モ
ベ
は
伴
部
の
意
、
ム
レ
は
群
の

義
な
り
、
総
て
も
の
、
多
く
集
れ
る
を
ム
レ
、
ム
ラ
等
云
へ
る
は
古
言

也
」
、
裡
言
集
覧
に
「
民
部
、
雄
略
紀
、
垣
カ
キ
又
は
カ
コ
ミ
な
り
と

云
へ
り
、
コ
ミ
反
キ
也
」
、
歴
史
地
理
所
載

「古
代
の
郷
と
戸
と
家
に

就
き
て
」
中
に
諸
書
に
家
人
、
又
は
部
曲
、
民
部
を
カ
キ
ベ
と
云
ふ
は
、

家
垣
内
の
部
民
の
意
な
り
と
。
宮
崎
博
士
「
広
く
私
家
の
従
僕
を
云
ヘ

ウ
チ
ャッ
コ

る
も
の
な
り
、
安
閑
紀
の
古
訓
に
部
曲
を
氏
奴
と
よ
ま
せ
、
天
智
三
年

の
条
に
民
部
家
部
と
あ
る
を
天
武
紀
四
年
、
同
じ
人
民
の
こ
と
を
指
し

て
部
曲
と
云
へ
る
に
て
証
と
す
べ
し
、
其
語
源
は
皆
叱
智
、
女
真
語
の

古
出
と
類
似
し
て
友
伴
の
義
に
従
者
の
義
を
兼
ね
た
り
」
、
従
ふ
べ
き

に
似
た
り
。
猶
詳
し
く
は
同
博
士
部
曲
考
参
照
。
按
ず
る
に
部
曲
の
民

は
上
代
よ
り
あ
り
。
豪
族
皆
之
を
有
し
た
る
を
以
て
、
頗
る
勢
力
あ
り

し
が
、
孝
徳
帝
大
化
二
年
詔
し
て
、
悉
く
こ
れ
を
停
廃
せ
り
」
と
あ
る
。

師
の
講
義
を
聞
い
て
、
速
記
し
、
そ
れ
を
消
書
し
な
が
ら
、
更
に
そ
の

内
容
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
努
力
を
怠
ら
な
か
っ
た
様
子
が
よ
く
わ

か
る
。

・
表
記
は
、
原
則
と
し
て
漢
字
は
常
用
漢
字
と
し
、
古
典
的
仮
名
遣
い
と

し
た
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は
正
字
を
用
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、

翻
刻
の
整
理
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
を
考
え
て
、
省
略
字
体
や
文
中
・

文
末
表
現
を
若
干
整
え
た
場
合
が
あ
る
。
翻
字
不
明
の
箇
所
は
、

口
と

折
口
信
夫
教
授

（昭
和
三
年
度

小
池
ノ
ー
ト

54)

し
た
。

•

本
翻
刻
に
際
し
て
は
、
伊
藤
と
、
國
學
院
大
學
学
部
生
の
藤
本
千
織
（
現

國
學
院
大
學
大
学
院
博
士
課
程
前
期
在
学
中
）
が
翻
刻
を
行
い
、
國
學

院
大
學
学
部
生
の
小
野
智
恵
美
が
加
わ

っ
て
読
合
せ
を
し
た
後
、
伊
藤

が
整
理
し
た
。

発
生
日
本
文
学
史

日
本
文
学
を
支
配
し
て
ゐ
る
原
理
は
、
古
い
時
代
か
ら
横
に
枝
を
出
す
こ

と
は
出
し
て
ゐ
る
が
、
と
に
か
く
併
行
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。

こ
こ
に
、
職
業
団
体
或
ひ
は
氏
族
団
体
を
込
め
て
、
部
曲
と
い
ふ
。
私
の

考
へ
に
よ
る
と
こ
の
部
曲
が
日
本
文
学
の
発
生
点
で
あ
る
。
こ
の
部
曲
が

や
が
て
変
化
を
起
し
て
、
上
の
方
に
は
女
房
の
文
学
が
派
生
さ
れ
、
こ
れ

と
平
行
し
て
巡
遊
文
学
な
る
も
の
が
出
て
来
た
。
や
、
も
す
る
と
巡
遊
文

学
な
る
文
字
は
、
米
国
の

モ
ー
ル
ト
ン
の
云
ふ
と
こ
ろ
の
遊
離
し
た
、
ふ

ら
／
＼
し
た
文
学
と
混
同
し
勝
ち
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
云
ふ
の
は
こ
れ
と

は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
大
昔
か
ら
あ
る
文
学
に
は
、
諸
国
を
廻
り
歩
く
団
体
の
手
に
よ
っ

て
、
維
持
し
発
達
さ
せ
ら
れ
た
文
学
が
あ
る
。
こ
れ
は
女
房
文
学
と
そ
の

古
さ
を
争
ふ
位
、
早
い
時
代
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
殆
ん
ど
女
房

文
学
と
期
を
同
じ
う
す
る
位
古
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
や
は
り
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今
日
よ
り
見
て
、
一
番
古
い
文
学
は
女
房
文
学
で
あ
っ
て
、
国
家
の
基
礎

が
固
く
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
組
織
か
ら
は
み
出
さ
れ
た
人
々
の
浮
浪
し

て
持
ち
歩
い
た
文
学
、
即
ち
巡
遊
文
学
は
、
そ
の
次
に
位
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
巡
遊
文
学
派
生
の
暗
示
は
、
既
に
部
曲
の
文
学
の
中
に
存
し
た
。

国
々
の
神
事
を
持
つ
と
こ
ろ
の
神
部
が
歩
い
て
行
く
道
に
残
っ
て
行
く
文

学
が
巡
遊
文
学
で
あ
る
。
こ
の
女
房
文
学
及
び
、
巡
遊
文
学
の
二
流
が
併

び
進
ん
で
行
く
中
に
、
再
び
接
近
し
て
来
て
、
他
の
多
く
の
事
情
と
も
合

し
て
、
こ
こ
に
平
安
初
期
の
隠
者
文
学
が
生
じ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
本

筋
は
巡
遊
文
学
か
ら
出
た
も
の
で
、
こ
の
隠
者
文
学
と
一
緒
に
な
る
も
の

が
出
来
て
来
た
。
即
ち
無
頼
漢
の
文
芸
で
あ
る
。
隠
者
と
は
、
無
頼
漢
と

そ
の
差
、
紙
一
重
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
無
頼
文
芸
の
他
に
恐
ら
く
隠

者
文
学
の
出
と
思
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
商
人
の
文
学
で
あ
る
。

今
迄
職
人
と

一
括
し
て
呼
ば
れ
て
ゐ
た
階
級
か
ら
―
つ
だ
け
の
職
人
が
室

町
の
末
期
戦
国
の
頃
か
ら
有
力
と
な
っ
て
来
た
。
所
謂
商
人
の
階
級
を
な

す
も
の
で
あ
る
。
商
人
階
級
が
隠
者
の
文
学
に
触
れ
て
出
て
来
た
も
の
が

商
人
の
文
学
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
女
房
文
学
、
巡
遊
文
学
、
隠
者
の
文
学
、

無
頼
漢
の
文
芸
、
商
人
の
文
学
の
五
者
は
、
大
体
に
お
い
て
日
本
文
学
の

本
筋
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
五
者
の
中
、
戦
国
の
末
か
ら
起
つ
て
来
た
と
こ
ろ
の
商
人
の
文
芸
は

特
殊
な
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
無
か
っ
た
も
の
を
そ
の
中
に
含
ん
で
ゐ
る
。

よ
し
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
も
の
の
種
は
商
人
文
芸
以
前
の
も
の
に
あ

っ
た
に
も
せ
よ
、
こ
の
意
味
に
於
て
江
戸
文
学
は
文
学
史
の
上
に
光
り
を

保
つ
も
の
で
あ
り
得
る
。

さ
て
私
は
巡
遊
文
学
を
常
に
ほ
か
ひ
ゞ
と
の
文
学
と
云
ひ
慣
れ
て
来
て
居

る
か
ら
、
ま
ぎ
ら
は
し
い
巡
遊
文
学
の
文
字
を
離
れ
て
、
ほ
か
ひ
ゞ
と
の

文
学
と
今
後
呼
ぶ
事
に
す
る
。

女
房
文
学
、
ほ
か
ひ
ゞ
と
の
文
学
、
隠
者
の
文
学
、
無
頼
漢
の
文
芸
（
歌

舞
伎
も
の
>
文
芸
）
と
商
人
の
文
学
、
と
こ
の
五
つ
の
中
で
、
ほ
か
ひ
ゞ

eiの
文
学
は
昨
年
の
文
学
史
と
重
な
る
点
も
あ
り
、
気
分
を
新
た
に
し
度

く
も
思
ふ
か
ら
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
女
房
文
学
の
話
か
ら
初
め
る
事

と
す
る
。
こ
の
五
者
以
外
に
は
、

H
本
文
学
の
系
統
は
な
い
の
で
あ
る
。

例
へ
ば
、
僧
侶
の
手
に
な
る
文
学
は
隠
者
の
文
学
の

一
部
分
と
見
れ
ば
よ

ろ
し
い
如
く
。

女
房
文
学

日
本
文
学
の
発
生
点
は
、
宗
教
に
あ
っ
た
。
そ
の
発
生
し
た
文
学
を
専
門

に
維
持
す
る
階
級
が
、
神
事
を
あ
づ
か
る
を
職
掌
と
す
る
神
部
の
中
に
出

ほ
か

ひ
ぴ
と

て
来
た
。
即
ち

一
口
に
云
へ
ば
、
語
り
部
と
祝
言
職
（
乞
食
と
神
主
と
は
、

余
程
近
い
関
係
に
あ
る
。
神
主
か
ら
乞
食
が
出
た
の
で
あ
る
。
）
及
び

み

こ

と

も
ち

伝
宜
職
の
三
種
で
あ
る
。
こ
の
三
通
の

一
種
幼
稚
な
古
代
詞
章
（
高
野
斑

山
博
士
が
好
ん
で
用
ゐ
ら
れ
た
）
を
扱
っ
て
ゐ
た
神
部
に
三
通
り
あ
る
。

即
ち
そ
の
―
つ
で
あ
る
語
り
部
は
、
宮
廷
及
び
貴
族
の
中
の
古
い
叙
事
詩

を
談
り
伝
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

ほ
か
ひ
ゞ
と
は
語
部
と
ほ
と
ん
ど
違
は
な
い
が
、
古
く
か
ら
伝
つ
て
ゐ
る

の
り
と
（
今
の
祝
詞
と
は
異
な
る
。
今
の
祝
詞
は
、
延
喜
式
に
あ
る
も
の

を
最
も
古
い
と
し
て
ゐ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
以
前
に
あ
っ
た
祝
詞

の
改
作
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
）
即
ち
神
の
言
葉
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
呪

詞
を
ば
伝
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
呪
詞
を
唱
へ
て
、
初
春
又
は
何
か
事
を
お
こ
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す
時
に
村
や
家
を
祝
福
し
に
来
る
も
の
が
、
ほ
か
ひ
ゞ
と
で
あ
る
。
こ
れ

が
乞
食
の
親
分
で
、
早
く
か
ら
諸
国
を
巡
り
歩
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
伝
宣
職
が
あ
る
。
伝
宜
職
と
は
、
つ
ま
り
神
の
言
葉
を
持
つ
役
（
昔

の
所
謂
持
つ
と
は
代
つ
て
伝
へ
る
こ
と
に
云
ふ
。
）
で
あ
る
。
即
ち
み
こ

elを
発
し
た
人
に
代
つ
て
持
ち
歩
く
人
で
、
古
事
記
・
日
本
紀
に
は
、
宰
・

大
夫
等
を
み
こ
と
も
ち
と
読
ま
せ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
五
位
の
事
務
官
を

新
し
く
は
意
味
し
て
ゐ
る
が
、
も
と
伝
宜
職
は
こ
の
様
に
低
い
官
で
は
な

か
っ
た
。

天
皇
は
大
き
な
神
の
伝
宜
職
で
あ
る
。
す
る
と
天
子
を
通
し
て
そ
の
神
の

み
こ
と
を
持
つ
伝
宣
懺
が
更
に
又
現
は
れ
て
来
る
。
こ
の
頃
は
人
に
関
係

な
く
、
言
葉
に
威
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
持
つ
人
は
汚
れ
の

な
い
神
聖
な
生
活
を
し
た
人
な
ら
ば
宜
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

古
代
の
日
本
の
思
想
か
ら
し
て
は
、
み
こ
と
を
持
つ
者
は
、
そ
の
み
こ
と

を
発
し
た
人
と
同
資
格
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
下
の
も
の
で
も
上
の

も
の
と
同
資
格
に
な
り
得
る
と
い
ふ
思
想
は
、
や
が
て
戦
国
時
代
の
初
期

に
お
け
る
下
剋
上
の
風
習
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
神
の
唱
へ
事
を
唱
へ
れ

ば
、
上
位
の
人
と
同
資
格
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
下
剋
上
の
風
習

の
起
る
原
因
は
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
下
剋
上
な
る
詞
は
、
初

め
は
思
想
上
の
詞
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
専
ら
政
治
上
の
詞
と
し
て
用
ゐ

ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
古
義
は
、
神
、
天
子
、
又
は
国
村
の

君
の
言
葉
を
下
の
人
々
に
伝
達
す
る
人
が
、
み
こ
と
も
ち
と
な
る
と
、
そ

の
人
と
同
資
格
と
な
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
語
部
、
祝
言
職
、
伝
宣
職
の
三
つ
の
古
代
詞
章
を
司
る
神
部
は
、
兼

務
せ
ら
れ
た
事
も
あ
っ
た
ら
う
が
、
後
に
な
る
と
一二
つ
に
分
れ
る
。
男
女

の
別
な
く
、
男
女
共
通
の
こ
と
も
あ
り
、
男
子
か
女
子
か
一
方
に
定
つ
て

ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
伝
宜
識
は
、
大
和
の
朝
廷
又
は
そ
れ
に
親
近
し
て
ゐ

た
豪
族
の
家
庭
の
事
情
を
見
る
と
男
子
と
女
子
の
伝
宣
職
が
あ
っ
て
、
そ

の
仕
事
が
違
っ
て
居
つ
た
。
後
世
の
政
治
的
な
も
の
と
な
る
べ
き
も
の
は

男
子
が
、
家
事
上
の
こ
と
非
公
式
な
事
は
女
子
の
伝
宣
職
が
行
っ
て
ゐ
た
。

こ
の
男
女
の
伝
宜
職
が
互
に
平
行
し
て
存
し
て
居
つ
た
の
で
あ
る
。
宮
廷

さ
く
ゃ
＾

で
云
ふ
と
太
政

官
の
尉
•
目

等
の
官
位
以
下
の
人
々
が
、
男
子
の
伝
宣

職
に
当
る
の
で
あ
る
。
詔
勅
又
は
宣
命
の
類
は
、
弁
官
以
下
の
太
政
官
の

男
の
み
こ
と
も
ち
の
扱
ひ
で
あ
り
、
宮
廷
又
は
貴
族
の
家
庭
の
内
部
の
事

は
女
の
伝
宣
職
に
よ
っ
て
扱
は
れ
た
。

君
主
、
女
の
貴
人
、
后
、
皇
女
、
貰
族
の
家
の
貴
い
人
に
女
が
仕
へ
て
ゐ

て
、
そ
の
言
は
れ
た
言
葉
を
そ
の
ま
、
伝
宜
す
る
の
で
あ
る
。
初
め
は
男

女
共
に
、
口
頭
で
伝
宣
し
て
ゐ
た
が
、
次
第
に
物
に
書
か
れ
る
や
う
に
な

っ
た
。
男
の
伝
宣
職
の
扱
っ
た
も
の
は
、
女
の
そ
れ
よ
り
も
早
く
漢
字
に

よ
っ
て
記
さ
れ
た
。
そ
し
て
早
く
文
学
と
な
っ
た
。
漢
字
に
よ
っ
て
書
か

（
マ
マ
）

れ
た
伝
宣
は
早
い
が
、
日
本
文
に
書
か
れ
た
も
の
も
既
に
天
武
天
皇
二
十

年
以
前
に
書
か
れ
て
ゐ
る
。

漢
文
の
も
の
は
早
く
書
き
と
め
ら
れ
た
が
、
女
の
も
の
は
ま
だ
口
頭
で
行

は
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
、
や
が
て
文
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
に
至
っ
た
。

女
の
も
の
は
漢
文
に
よ
つ
て
記
録
せ
ら
れ
ず
し
て
、
他
の
方
法
に
よ
っ
た
。

そ
れ
が
万
葉
仮
名
発
達
の
主
な
る
原
因
で
あ
る
。
(
-
は
寺
の
僧
侶
が
、

経
文
の
傍
に
附
し
た
も
の
か
ら
発
達
し
た
）
他
の
も
の
は
宮
廷
内
部
の
女

み
こ
と
も
ち
の
間
に
発
達
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
万
葉
仮
名
を
用

ゐ
て
ゐ
る
。
仮
名
文
の
本
筋
を
観
や
う
と
す
る
な
ら
ば
女
の
み
こ
と
も
ち
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の
文
学
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
伝
宜
職
の
持
つ
古
い
み
こ
と
は
何
の
場
合
は
何
、
と
定
ま
つ
て
ゐ
た
。

そ
れ
を
女
の
伝
宜
職
が
暗
誦
し
て
ゐ
た
の
で
、
必
ず
し
も
天
子
の
発
言
を

侯
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
出
方
の
定
ま
っ
た
、
み
こ
と
の
他
に
臨
時
に
新

し
い
み
こ
と
が
創
作
さ
れ
て
、
自
由
な
意
志
の
発
表
が
な
さ
れ
た
。
こ
の

活
発
な
新
し
い
も
の
が
次
第
に
行
は
れ
て
、
古
い
も
の
は
次
第
に
亡
び
て

来
た
。
然
様
に
な
る
と
口
頭
の
伝
宣
で
な
し
に
文
字
と
な
っ
た
。
既
に
男

の
方
で
は
漠
字
に
時
々
送
り
仮
名
を
混
じ
た
宜
命
書
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の

で
あ
る
。
さ
う
し
た
態
が
、
女
の
方
に
影
響
し
て
初
め
か
ら
万
葉
仮
名
に

ょ
っ
て
音
通
り
に
写
し
た
。
さ
う
し
て
時
代
を
経
て
発
達
し
て
来
て
内
の

記
録
と
表
の
そ
れ
と
平
行
す
る
に
至
っ
た
。
表
向
き
に
は
、
漢
文
の
詔
旨
、

宣
命
、
内
部
で
は
、
万
葉
仮
名
に
よ
る
宣
、
或
は
宣
旨
が
次
第
に
発
達
し

こ
°

t
 

こ
の
伝
宣
職
の
女
は
天
子
が
神
で
あ
る
と
い
ふ
信
仰
を
持
っ
た
社
会
に
そ

の
地
盤
を
堅
め
て
米
た
の
で
あ
る
。
そ
の
神
の
代
理
者
で
あ
る
天
子
は
、

そ
の
代
理
者
と
し
て
立
っ
た
時
は
、
即
ち
神
と
同
前
で
あ
る
。
や
が
て
は
、

天
子
は
常
に
神
と
し
て
考
へ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
天
子
に
仕
へ
た
女
の
伝

宣
職
は
皆
巫
女
で
あ
る
。
こ
の
巫
女
が
平
安
朝
に
な
っ
て
は
、
一
口
に
女

房
と
呼
ば
れ
た
。
つ
ま
り
女
房
に
住
む
人
の
意
で
あ
る
。
支
那
に
は
男
房

が
あ
る
が
、
日
本
に
は
男
房
は
な
く
し
て
女
房
の
み
で
あ
る
。
巫
女
の
住

む
後
宮
が
女
房
で
あ
っ
て
、
一
っ

―
つ
の
区
画
か
ら
出
た
名
前
と
す
る
よ

り
は
、
巫
女
の
住
む
後
宮
一
般
の
称
か
ら
転
じ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ-i

o
つ

る
。
故
に
そ
の
女
房
は
や
は
り
巫
女
で
あ
る
。
し
か
る
に
更
に
女
房
と
女

カ
ン官

と
の
二
つ
に
分
れ
て
来
た
。
女
房
は
、
高
級
の
女
官
の
呼
称
で
あ
り
、

下
級
の
女
官
を
特
に
女
官
と
云
っ
た
の
で
あ
る
。
貴
族
の
家
に
あ
っ
て
も

女
房
と
女
官
と
に
区
別
し
て
ゐ
た
。
女
房
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
神
事
に
与

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
の
神
秘
に
触
れ
て
ゐ
る
女
房
は
、
自
然
実
務
を

離
れ
て
来
る
か
ら
し
て
勢
力
を
失
ひ
、
卑
い
も
の
に
な
つ
て
来
る
。
神
秘

な
事
に
与
る
も
の
が
、
や
が
て
社
会
的
に
卑
し
く
な
る
の
は
昔
か
ら
の
事

―-
5カ
ン

で
あ
る
。
神
事
に
与
る
も
の
が
女
官
と
な
り
、
神
事
に
与
ら
ぬ
者
の
方
が

ジ
•

カ

ン

却
つ
て
女
官
と
称
し
て
上
位
に
居
る
に
至
る
。

そ
の
女
房
が
、
天
子
の
言
葉
や
行
為
を
記
録
し
、
又
は
天
子
の
代
り
に
天

子
の
意
志
を
発
表
す
る
文
を
書
き
、
宮
廷
内
の
日
記
を
つ
け
る
事
と
な
る
。

表
向
き
の
大
政
官
の
日
記
に
対
す
る
こ
の
宮
廷
内
で
天
子
の
言
葉
等
を
記

し
た
日
記
が
、
女
房
日
記
の
初
め
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
女
房

日
記
の
初
め
が
何
時
頃
で
あ
っ
た
か
、
確
か
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。

平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら
は
、
初
め
か
ら
あ
っ
た
ら
し
い
。

広
義
の
女
房
文
学
は
、
宮
廷
の
初
め
頃
よ
り
あ
っ
た
が
、
記
録
を
と
る
に

至
っ
て
俄
か
に
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
文
学
は
女
房
日
記
が
、
万

葉
仮
名
と
共
に
発
達
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
日
本
文
学
中
の
純
粋
な
る

も
の
は
、
女
房
日
記
中
に
自
然
に
宿
つ
て
来
る
。
こ
の
女
房
の
日
記
は
何

ん
な
事
で
も
一
切
書
い
た
ら
し
い
。
日
記
の
中
で
、
後
世
ま
で
行
は
れ
て

ゐ
た
も
の
は
、
お
湯
殿
の
上
の
日
記
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
徳
川
時
代
の
初

め
ま
で
行
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
そ
の
始
ま
っ
た
の
は

何
時
の
事
で
あ
る
か
、
不
明
で
あ
る
。
お
湯
殿
の
日
記
は
纏
つ
て
残
っ
た

も
の
は
な
い
が
、
そ
の
断
片
は
、
群
書
類
従
な
ど
に
多
く
残
っ
て
ゐ
る
。

何
故
に
こ
の
日
記
が
後
世
ま
で
行
は
れ
た
か
と
云
ふ
と
、
こ
の
日
記
が
重

要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
重
要
視
せ
ら
れ
る
の
は
、
天
子
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が
お
湯
に
入
ら
せ
ら
れ
る
の
は
大
切
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
節
の
事
を

記
載
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
本
来
は
、
天
子
が
湯
に
入
ら
れ
る
の
は
、

湯
で
は
な
く
し
て
水
で
あ
っ
た
。
水
に
よ
っ
て
、
物
斎
み
後
、
初
め
て
衣

を
解
い
て
神
と
な
ら
れ
る
時
の
楔
ぎ
を
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

後
に
次
第
に
湯
を
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
が
、
や
は
り
物
斎
み
の
意

味
で
あ
る
。
こ
の
水
な
り
、
湯
な
り
に
這
入
ら
れ
て
、
瞬
間
神
と
な
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
の
事
を
記
し
た
日
記
は
重
要
視
せ
ら
れ
従
っ
て

後
且
に
ま
で
残
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
お
湯
殿
の
日
記
を
扱
っ
た
の
は
女

で
あ
っ
て
、
こ
の
お
湯
殿
内
で
、
神
秘
が
起
つ
て
布
し
た
子
供
は
神
の
子

と
し
て
神
聖
な
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
入
湯
の
瞬
間
、
神
と
な
っ
た

天
子
が
神
秘
を
受
け
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
は
武
家
階
級
に
も
行

は
れ
た
事
で
あ
っ
て
、
後
世
に
は
湯
殿
で
出
来
た
子
供
は
卑
し
い
も
の
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
儒
教
風
の
道
徳
観
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
神
と
な
ら
れ
る
お
湯
殿
の
事
が
、
宮
廷
に
於
て
一
番
大
切
な
事
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
、
お
湯
殿
の
上
の

B
記
が
断
え
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。

国
々
の
文
学

記
に
は
国
々
の
特
色
が
出
て
ゐ
る
。
そ
の
方
か
ら
昔
の
文
学
、
文
献
を
見

た
い
。

今
日
は
、
国
々
の
文
学
の
話
を
す
る
。
書
物
が
国
々
の
文
章
を
基
礎
と
し

て
生
れ
た
事
か
ら
話
し
か
け
て
、
古
事
記
、
日
本
紀
、
風
土
記
へ
話
を
進

め
た
い
。

国
々
の
文
学
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
国
々
の
文
学
と
国
風
と
の
二
つ
で
あ

る
。
そ
れ
が
記
録
の
形
を
と
つ
て
文
学
、
書
物
と
な
つ
て
来
る
。
例
へ
ば

古
事
記
を
見
る
と
、
著
し
く
近
江
、
山
城
の
国
の
山
々
を
中
心
と
し
た
地

方
の
特
色
が
出
て
ゐ
る
。
そ
の
一
口
に
は
、
国
語
り
と
国
風
と
い
ふ
事
は
、

少
し
く
詳
し
く
云
へ
ば
、
国
々
の
語
部
の
語
っ
た
も
の
が
、
国
語
り
で
あ

り
、
国
々
の
語
部
の
語
る
物
語
の
目
的
物
ー
語
が
少
し
お
か
し
い
が
、

つ
ま
り
、
物
語
に
一
の
新
し
い
対
象
が
あ
る
。
物
語
り
を
物
語
と
し
て
単

独
に
語
る
方
で
な
し
に
即
ち
国
風
の
歌
を
対
象
と
す
る
。
こ
れ
が
国
風
の

歌
で
あ
る
。

一
昨
年
の
人
類
学
雑
誌
に
古
事
記
は
偽
書
か
と
の
論
文
が
出
て
論
戦
が
行

は
れ
た
。
そ
の
説
の
中
に
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
、
古
事
記
は
都
が
山
城

へ
移
つ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
証
拠
を
二
つ
挙
げ
て
ゐ
た

事
で
あ
る
。
即
ち
―
つ
は
、
記
の
中
に
は
多
賀
神
社
の
事
が
記
さ
れ
て
ゐ

る
。
然
る
に
こ
の
社
の
記
録
は
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
多
賀
神
社

の
世
間
に
注
意
さ
れ
て
後
、
即
ち
平
安
朝
中
期
以
後
の
も
の
で
あ
ら
う
と
。

ニ
に
は
、
山
城
の
神
社
で
、
大
山
咋
の
神
を
祀
っ
た
有
力
の
社
で
あ
る
近

江
の
日
枝
と
山
城
の
松
尾
に
関
す
る
記
事
が
出
て
ゐ
る
。
こ
の
社
は
山
城

京
に
遷
都
に
な
る
ま
で
は
、
や
か
ま
し
い
社
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
社
の

記
事
が
神
代
巻
に
出
て
ゐ
る
以
上
は
、
古
事
記
は
平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら

の
作
で
あ
る
、
と
云
ふ
推
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
何
う
い
ふ
事
か
と
云
ふ

と
、
私
の
考
へ
で
は
、
日
枝
と
近
江
の
多
賀
と
の
関
係
は
、
猿
女
君
の
物

語
の
残
り
で
あ
る
と
考
へ
る
。
猿
女
君
の
土
地
、
即
ち
猿
女
養
田
は
叡
山

の
西
麓
小
野
に
あ
っ
た
。
こ
の
猿
女
君
が
果
し
て
平
安
朝
に
入
っ
て
日
枝

に
ゐ
た
か
、
そ
れ
前
よ
り
一
部
が
山
城
に
居
つ
た
か
、
こ
の
事
を
定
め
て

か
ら
で
な
く
て
は
、
問
題
は
結
着
し
な
い
。

猿
女
君
は
、
女
で
猿
の
職
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
猿
と
は
何
故
つ
け
た
の
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か
。
猿
女
の
先
祖
で
あ
る
釧
女
命
は
、
猿
田
彦
と
結
婚
し
た
か
ら
、
そ
の

猿
を
称
へ
た
と
の
説
が
あ
る
、
又

一
説
に
は
、
猿
女
君
は
語
部
で
あ
る
。

マ
ネ

語
部
は
物
を
学
ぶ
故
に
猿
と
称
し
た
と
云
ふ
。
少
な
く
と
も
、
古
人
の
考

へ
は
か
う
し
た
語
源
説
に
よ
っ
た
も
の
で
、
か
う
し
た
説
が
あ
っ
た
か
ら

と
て
信
ず
る
事
は
出
来
な
い
。
そ
れ
に
拘
る
事
な
し
に
自
由
に
解
し
て
、

自
由
に
意
味
の
拡
つ
て
行
っ
た
の
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

猿
女
は
猿
を
扱
っ
た
信
仰
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
叡
山
に
あ
っ
て
は
、
後
世

で
は
、
猿
は
叡
山
の
つ
か
は
し
め
と
し
て
了
つ
て
ゐ
る
が
、
も
と
叡
山
の

信
仰
の
中
心
は
、
猿
で
あ
っ
た
。
叡
山
の
手
し
ろ
の
君
で
あ
る
。
後
世
は
、

ア
ナ
ホ

穴
太
猿
部
屋
の
猿
の
祖
先
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
（
猿
は
馬
の
神

で
あ
る
。
馬
が
大
津
東
町
と
い
ふ
腹
掛
を
し
て
ゐ
る
。
大
津
東
町
は
、
穴

太
の
旧
地
で
、
猿
が
馬
を
守
つ
て
ゐ
る
し
る
し
に
そ
の
名
を
腹
掛
に
染
め

出
し
た
の
で
あ
る
。
）
猿
部
屋
の
あ
ほ
り
と
い
ふ
事
に
な
る
。
猿
女
君
と

叡
山
の
信
仰
と
関
係
な
い
と
は
云
へ
な
い
。
叡
山
は
東
と
西
に
わ
た
り
、

結
局
、
近
江
側
が
主
と
な
つ
て
、
坂
本
か
ら
登
る
と
日
枝
権
現
が
あ
る
の

で
あ
る
。
と
に
か
く
山
城
か
ら
這
入
っ
た
も
の
が
、
山
城
の
方
を
塞
い
で
、

近
江
側
を
開
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
大
山
咋
の
信
仰
、
猿
女
の
信
仰
は
、

山
城
と
近
江
と
の
山
を
挟
ん
で
両
側
に
あ
っ
た
。

猿
女
の
信
仰
に
就
い
て
は
、
柳
田
氏
の
「
神
を
助
け
た
話
」
の
中
に
、
そ

の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
結
局
、
小
野
神
が
あ
っ
て
、
山
城
よ
り

近
江
に
入
り
、
更
に
湖
水
を
渡
っ
て
、
南
東
近
江
に
渡
り
、
東
へ
上
つ
て
、

関
東
に
来
て
、
小
野
の
名
を
止
め
た
。
そ
れ
が
山
の
神
の
信
仰
を
宣
伝
し

て
ゐ
る
の
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
近
江
の
多
賀
社
と
小
野
神
と
の
関
係
は

不
明
確
で
あ
る
が
、
多
賀
は
小
野
神
を
守
つ
て
ゐ
た
子
孫
（
木
地
屋
）
の

根
拠
地
で
、
木
地
屋
の
一
番
最
初
の
出
処
が
近
江
の
多
賀
付
近
で
あ
る
。

日
野
か
ら
多
賀
へ
の
線
の
東
に
続
い
て
ゐ
る
山
岳
地
が
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。

こ
の
木
地
屋
が
小
野
神
に
関
係
あ
る
こ
と
は
柳
田
氏
の
説
で
殆
ど
明
ら
か

に
な
つ
て
ゐ
る
。
多
賀
と
叡
山
の
信
仰
は
、
或
点
共
通
で
あ
る
。
た
ゞ
神

が
違
ふ
の
で
あ
る
。
叔
山
は
、
大
山
咋
即
ち
山
の
神
で
あ
り
、
多
賀
は
何

時
の
頃
か
、
記
紀
に
も
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
伊
眸
諾
尊
が
日
少
宮
に
鎮

ま
ら
れ
た
と
云
ひ
、
日
少
宮
は
大
空
の
日
少
宮
で
あ
る
と
同
時
に
地
上
の

日
少
宮
で
も
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
た
。
そ
の
地
上
の
日
少
宮
の
在
所
が
即

ち
日
野
で
あ
る
（
近
江
国
日
ノ
少
宮
の
在
所
）
。

H
本
古
代
の
信
仰
で
は
、
同
一
地
名
に
対
し
て
、
天
上
と
地
上
と
に
二
つ

の
同
名
箇
所
を
考
へ
て
ゐ
る
。
時
に
は
、
又
古
代
人
の
自
由
さ
か
ら
し
て
、

両
者
が

一
箇
所
で
あ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
時
も
あ
る
。

日
少
宮
は
、
近
江
の
日
野
の
日
少
宮
で
あ
る
と
同
時
に
、
又
は
そ
れ
よ
り

先
に
天
上
に
も
日
少
宮
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
こ
の
日
少
宮
の
地
が
日
野

で
あ
る
。
日
少
宮
は
、
神
聖
な
、
若
々
し
い
宮
の
在
る
と
こ
ろ
の
意
で
あ

る
。
天
上
の
日
少
宮
が
地
上
に
移
つ
て
、
地
名
を
作
っ
た
。
近
江
の
多
賀

は
、
伊
眸
諾
藤
の
居
ら
る
、
所
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
実
は
こ
れ
は
伊

カ
｀
＜
ミ
ヤ

眸
諾
再
尊
の
幽
宮
（
神
に
な
ら
れ
て
か
ら
の
居
所
）
で
あ
る
。
尊
は
天
に

も
地
上
に
も
居
ら
れ
た
。
そ
の
日
野
少
宮
の
神
（
播
磨
風
士
記
の
近
江
の

ヒ
nヂ

国
の
花
浪
の
女
神
が
夫
の
神
と
争
つ
て
切
腹
し
た
）
、
こ
の
神
が
近
江
の

伊
拌
諾
再
神
と
関
係
が
あ
る
と
思
ふ
。
多
賀
の
神
で
伊
拝
諾
再
神
が
近
江

の
花
浪
の
神
と
な
る
ら
し
い
。

結
局
、
多
賀
と

H
枝
と
で
は
信
仰
が
一
一
分
し
て
ゐ
る
。
多
賀
に
は
日
本
の

古
い
猿
女
の
祖
、
釧
女
命
の
出
る
ま
で
の
事
が
主
と
し
て
伝
へ
ら
れ
、
日
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枝
よ
り
小
野
へ
の
地
方
は
、
意
義
分
化
に
よ
り
、
猿
を
神
事
の
主
神
と
す

．．．． 

る
を
の
が
み
の
鎮
魂
行
事
を
主
に
し
た
の
が
、
日
枝
の
信
仰
で
は
な

い
か

と
思
は
れ
る
。
人
に
よ
る
と
、
近
江
を

H
本
の
一
番
古
い
土
地
と
考
へ
る

人
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
う
で
も
云
へ
る
。
学
的
の
推
論
の
正
し
い
も
の

が
定
説
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
に
か
く
日
本
の
古
い
書
物
と
近
江
の
国
と
の
関
係
は
、
存
外
深

い
の
で
あ
る
。

先
づ
国
々
の
文
学
の
出
発
点
と
し
て
、
近
江
の
国
の
話
を
致
し
た
い
。
先

づ
今
ま
で
の
話
を
推
論
の
基
礎
と
し
て
、
そ
の
基
礎
が
何
処
ま
で
這
入
る

事
が
出
来
る
か
試
み
や
う
。

近
江
と
山
城
の
境
の
信
仰
が
、
近
江
へ
拡
が
つ
た
。
そ
れ
が
近
江
文
学
の

碁
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

出
来
れ
ば
、
猿
女
の
君
が
、
宮
廷
の
語
部
で
あ
る
と
同
時
に
近
江
の
語
部

の
中
に
も
そ
の

一
族
が
あ
っ
た
と
考
へ
た
い
。
注
意
す
べ
き
は
、
猿
女
の

君
は
小
野
に
養
田
を
持
つ
た
理
由
は
何
か
、
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

近
江
が
開
け
て
来
る
と
神
事
に
携
は
る
も
の
は
山
陰
に
隠
れ
る
。
猿
女
君

が
山
の
中
に
居
つ
た
の
は
、
山
城
京
の
為
に
山
城
の
西
北
の
山
の
中
に
居

っ
た
の
で
は
な
い
。
近
江
を
対
象
と
し
て
山
城
の
西
陰
に
部
落
を
作
っ
て

ゐ
た
と
見
て
よ
ろ
し
い
。

古
今
集
巻
―
-
＋
に
近
江
ぶ
り
と
云
ふ
の
が
挙
げ
て
あ
る
。

あ
ふ
み
よ
り
朝
立
ち
来
れ
ば
う
ね
の
、
に
た
づ
ぞ
鳴
く
な
る
あ
け
ぬ

こ
の
夜
は

こ
の
近
江
風
の
う
ち
も
、
歌
に
よ
っ
て
色
々
に
分
れ
て
ゐ
る
。

み
づ
く
き
の
岡
の
舘
に
妹
と
あ
れ
と
寝
て
の
あ
さ
け
の
霜
の
ふ
り
は

こ
の
歌
に
は
説
が
あ
る
が
、
一
般
に
は
近
江
だ
ら
う
と
な
っ
て
ゐ
る
。
そ

し
て
そ
の
推
定
地
と
し
て
近
江
八
幡
の
水
茎
の
岡
が
指
さ
れ
て
ゐ
る
。
歌

．．．． 

に
云
ふ
と
こ
ろ
の
み
づ
く
き
は
枕
詞
で
あ
る
か
ら
、

「み
づ
く
き
の
岡
」

も
怪
し
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
近
江
ぶ
り
は
、
そ
れ
ら
の
歌
を
総
称
す

る
の
か
と
い
ふ
と
、
古
今
を
見
る
と
「
み
づ
く
き
の
」
は
「
み
づ
く
き
ぶ

り
」
と
な
っ
て
ゐ
る
。
「
近
江
ぶ
り
」
と
は
、
近
江
と
い
ふ
文
句
を
持
つ

た
歌
に
云
ふ
事
と
な
る
。

「
風
」
と
は
何
か
。
「
風
」
と
は
、
国
々
の
文
学
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
歌
の

文
句
が
ふ
り
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
ふ
り
と
云
ふ
行
事
に
用
ゐ
ら
れ

る
歌
で
あ
る
か
ら
ふ
り
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
又
ふ
り
の
行
事
に
行
は
れ
る

舞
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
舞
の
手
も

tiと
云
ふ
。
今
の
考
へ
方
か
ら
す
る

と
、
舞
ぶ
り
を
主
と
し
て
考
へ
勝
ち
で
あ
る
。
私
も
五
六
年
前
ま
で
は
、

こ
の
考
へ
方
で
あ
っ
た
が
、
今
は
全
々
変
つ
て
ゐ
る
。
舞
ぶ
り
が
ふ
り
の

本
で
は
な
く
し
て
、
ふ
り
と
云
ふ
行
事
に
行
は
れ
る
舞
だ
か
ら
舞
ふ
り
と

云
ふ
。
舞
の
舞
方
も
歌
も
や
が
て
ふ
り
と
称
せ
ら
れ
る
。
日
本
の
昔
に
於

て
は
、
う
た
と
舞
と
が
表
裏
の
関
係
に
な
つ
て
ゐ
る
。

こ
の
行
事
が
ふ
り
で
、
こ
の
ふ
り
の
中
に
宮
廷
の
も
の
と
国
々
の
も
の
と

二
通
あ
り
、
そ
の
国
々
の
ふ
り
が
国
ぶ
り
で
あ
る
。
宮
廷
の
ふ
り
は
特
に

何
ふ
り
と
云
は
な
い
で
も
判
る
。
繰
り
返
さ
れ
て
、
目
に
新
し
い
の
は
国
々

の
も
の
で
あ
る
。
故
に
国
々
の
ふ
り
を
ふ
り
の

一
語
で
表
は
す
に
到
っ
た
。

宮
廷
の
ふ
り
と
は
何
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
、
支
那
の
文
字
を
貸
り
て
、

鎖
魂
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鎮
魂
は
後
に
は
魂
し
づ
め
と
云
ふ
が
、

た
ま
ふ
り
と
た
ま
し
づ
め
と
は
大
分
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ふ
る
と
は
衝

も
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突
さ
せ
て
密
着
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
今
で
は
衝
突
す
れ
ば
ぶ
つ
と
ば
す
や

う
に
思
は
れ
る
が
、
昔
の
は
接
着
さ
せ
る
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
ま
ふ

り
で
あ
る
。
即
ち
外
部
の
魂
を
つ
け
る
に
云
ふ
の
で
あ
る
。
後
世
の
鎮
魂

は
、
内
部
の
魂
の
抜
け
出
る
の
を
抑
へ
つ
け
る
の
で
あ
る
。
た
ま
し
づ
め

で
あ
る
。

外
部
の
魂
を
附
け
る
の
と
、
内
部
の
を
抑
へ
る
の
と
は
、
同
様
に
昔
は
考

へ
ら
れ
た
。
人
が
死
ぬ
と
魂
は
外
へ
行
っ
て
了
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
又

自
分
の
魂
の
外
へ
行
っ
て
ゐ
る
の
を
呼
び
戻
す
と
考
へ
る
や
う
に
な
っ
た
。

混
乱
し
た
為
に
、
鎮
魂
と
魂
ふ
り
と
混
同
さ
れ
る
に
到
つ
た
。
今
日
所
謂
、

鎮
魂
の
方
は
魂
し
づ
め
に
近
い
。

魂
ふ
り
の
宮
廷
内
に
行
は
れ
る
も
の
は
細
目
命
が
初
め
た
。
細
女
命
が
そ

れ
を
始
め
た
本
縁
を
説
く
物
語
が
日
本
の
神
典
の
大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
。

窟
戸
籠
り
前
後
の
事
は
、
猿
女
氏
の
伝
へ
て
、
魂
の
行
事
の
本
縁
を
説
く

も
の
で
あ
る
。

宮
廷
の
た
ま
ふ
り
祭
が
分
裂
し
た
り
、
合
し
た
り
し
て
、
鎮
魂
祭
の
他
に、

神
楽
を
作
り
、
鎮
魂
に
二
つ
の
行
事
が
つ
い
た
。

猿
女
の
鎮
魂
と
大
和
の
王
た
る
物
部
氏
の
鎮
魂
と

一
緒
に
な
っ
た
。
こ
れ

が
宮
廷
で
冬
行
は
れ
た
鎮
魂
の
行
事
で
あ
る
。
上
古
の
事
は
、
離
合
常
な

く
、
意
味
内
容
の
変
遷
も
甚
だ
し
い
か
ら
単
純
な
頭
で
、
所
謂
馬
鹿
の

一

つ
覚
え
風
の
考
へ
方
で
は
推
論
出
来
な
い
。

こ
の
た
ま
ふ
り
の
時
に
唱
へ
る
文
句
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
早
く
か
ら
変
化

し
て
来
た
。
叙
事
詩
か
ら
歌
が
遊
離
す
る
初
め
は
、
た
ま
ふ
り
の
行
事
に

あ
る
。
こ
の
行
事
が
、

一
番
先
き
に
物
語
歌
を
分
離
さ
せ
た
。
他
の
行
事

は
、
か
な
り
後
ま
で
共
に
う
た
っ
て
ゐ
た
。
た
ま
ふ
り
は
歌
を
用
ゐ
、
歌

を
独
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

話
の
方
向
が
変
る
が
、
平
安
中
頃
に
固
定
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
神
楽
謡

ー

神

楽
謡
譜
中
に
採
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
神
楽
歌
は
、
鎖
魂
祭
の
分
脈
で

あ
る
。
冬
の
御
神
楽
に
用
ゐ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
鎮
魂
歌
か
ら
出
て
発

達
し
た
も
の
で
あ
る
。
鎮
魂
歌
は
固
定
し
た
。
鎮
魂
歌
の
行
事
と
神
楽
を

一
括
し
て
総
称
す
る
と
神
遊
び

i
神
舞
で
あ
る
。

神
遊
び
の
古
い
も
の
は
鎮
魂
の
歌
で
、
新
し
い
も
の
が
神
楽
謡
で
あ
る
。

鎮
魂
歌
は
、
平
安
中
頃
に
固
定
し
た
が
、

神
楽
の
本
を
な
し
た
組
織
を
有

し
て
ゐ
る
。
鎮
魂
歌
の
組
織
を
延
ば
し
た
も
の
が
神
楽
で
あ
る
。
そ
れ
が

や
は
り
み
た
ま
ふ
り
の
う
た
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宮
廷
の
鎮
魂
歌
よ
り

更
に
古
く
、
宮
廷
の
た
ま
ふ
り
の
歌
に
短
歌
の
形
を
離
れ
た
も
の
（
宮
廷

の
神
楽
謡
は
、
短
歌
の
形
）
が
あ
る
。
舞
の
律
に
叶
ふ
や
う
に
調
子
の
早

い
、
歌
の
形
に
変
化
の
多
い
長
う
た
が
古
鎮
魂
歌
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
事

が
想
像
出
来
る
。
即
ち
古
事
記

・
日
本
紀
の
何
々
ぶ
り
と
称
す
る
も
の
で

あ
る
。
記
紀
の
何
々
ぶ
り
と
称
す
る
も
の
は
短
歌
も
存
す
る
が
、
概
し
て

長
く
、
普
通
の
ふ
り
よ
り
早
い
。
細
密
に
云
ふ
な
ら
ば
、
ふ
り
と
、
う
た

と
は
分
け
る
事
は
出
来
な
い
。
而
し
概
し
て
ふ
り
は
短
く
、
音
楽
的
の
効

果
の
あ
る
も
の
、
を
云
ふ
。
宮
廷
詞
の
中
に
う
た
と
ふ
り
と
の
区
別
が
立

っ
た
。
云
は
ゞ
う
た
は
叙
情
的
に
し
て
、
叙
事
脈
の
多
い
も
の
を
云
ひ
、

ふ
り
は
叙
事
的
に
純
粋
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
う
た
は
今
、
所
謂
、

口
説

で
あ
る
。
口
説
は
う
た
の
く
ど
き
方
で
あ
る
。
即
ち
く
ど
人
＼
と
情
を
訴

へ
る
形
で
説
明
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
ふ
り
と
う
た
と
の
目
的
の
違
ひ
か
ら

来
た
も
の
で
あ
る
。

宮
廷
の
ふ
り
は
、
次
第
に
宮
廷
詞
を
征
服
し
て
殆
ど
今
日
見
る
宮
廷
の
う
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た
は
ふ
り
に
近
づ
い
て
ゐ
る
。
記
紀
に
於
て
、
そ
の
区
別
の
出
来
ぬ
の
は

当
前
で
あ
る
。
こ
の
頃
で
す
ら
、
ふ
り
が
う
た
の
領
分
を
侵
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
ふ
り
が
う
た
を
侵
し
た
の
は
、
い
け
な
い
事
は
、
鎮
魂
の
方
法

に
よ
っ
て
易
へ
る
事
が
出
来
る
と
云
ふ
信
仰
に
よ
る
の
で
あ
る
。
後
世
の

宮
廷
詞
、
今
の
宮
廷
詞
の
も
の
は
み
な
ふ
り
で
あ
る
。
鎮
魂
を
目
的
と
す

る
歌
の
み
で
あ
る
。

さ
て
、
国
々
の
国
ぶ
り
も
宮
廷
内
に
於
け
る
ふ
り
と
同
様
に
、
た
ゞ
前
者

の
方
（
国
々
の
ふ
り
）
が
複
雑
に
し
た
路
を
通
つ
て
来
て
ゐ
る
。
こ
の
国

の
た
ま
ふ
り
の
歌
が
つ
ま
り
国
ぶ
り
で
あ
る
。
概
し
て
ふ
り
で
通
ず
る
も

の
は
、
皆
国
の
た
ま
ふ
り
の
う
た
で
あ
る
。

こ
の
事
は
昨
年
も
述
べ
た
が
、
大
嘗
祭
の
時
、
国
々
の
語
部
が
来
て
、
語

部
の
物
語
を
す
る
の
は
、
本
当
の
昔
か
ら
の
叙
事
詞
を
語
る
に
は
非
ず
し

て
、
そ
れ
は
う
た
の
本
縁
を
語
る
の
み
で
あ
る

。

こ
の
う
た
、
凶
~
が
正

し
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
証
拠
と
し
て
、
叙
事
詞
を
語
部
が
語
る
の
で
あ

る
。
国
々
の
語
部
の
来
る
の
は
国
々
の
う
た
の
保
証
役
と
し
て
来
る
の
で

あ
る
。

前
回
は
、
古
事
記
の
製
作
年
代
に
対
す
る
疑
問
を
述
べ
た
論
文
に
つ
い
て

お
話
を
し
た
。
即
ち
右
論
文
は
古
事
記
に
は
山
城
京
の
周
り
の
神
の
事
が

記
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
山
城
の
神
々
に
注
意
が
向
き
始
め
て
か
ら
後
に
、

古
事
記
が
出
来
た
証
拠
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
、
こ
れ
は
近
江

文
学
の
理
会
が
な
い
為
に
出
た
論
文
で
あ
る
。

古
事
記
に
見
え
て
ゐ
る
山
背
の
神
と
は
、
日
吉
山
王
と
松
の
尾
の
神
で
、

共
に
大
山
昨
の
神
で
あ
る
。
こ
の
神
は
、
山
背
の
神
で
は
な
く
し
て
、
近

江
の
神
で
あ
る
。
松
の
尾
の
神
は
、
京
を
中
心
と
し
た
桂
川
の
向
側
即
ち

嵐
山
の
南
に
あ
る
神
で
、
日
吉
の
神
の
分
れ
で
あ
る
。
日
吉
の
神
は
近
江

の
神
で
あ
る
。
古
事
記
に
日
吉
、
松
の
尾
の
神
の
出
て
来
る
の
は
、
近
江

に
お
い
て
信
仰
せ
ら
れ
た
神
の
事
を
書
い
た
の
で
あ
っ
て
、
山
背
の
神
と

し
て
で
は
な
い
。
で
は
、
何
故
に
近
江
の
神
の
事
等
を
書
い
た
か
。
そ
れ

は
、
都
と
水
と
が
深
い
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

抑
、
都
が
非
常
に
水
と
縁
が
深
い
と
云
ふ
事
は
、
ず
つ
と
古
代
か
ら
の
事

で
は
な
い
。
先
づ
飛
烏
京
よ
り
後
の
事
で
あ
る
ら
し
い
。
す
る
と
、
一
般

学
者
は
、
直
ぐ
支
那
思
想
に
起
因
す
る
と
考
へ
て
来
る
が
、
然
様
簡
単
に

は
行
か
な
い
。
比
較
的
水
に
縁
の
薄
い
飛
烏
京
か
ら
近
江
京
へ
、
こ
、
は

琵
琶
湖
に
近
い
地
で
あ
る
。
そ
れ
が
更
に
藤
原
の
都
へ
遷
つ
た
。
こ
、
は

藤
井
と
云
ふ
清
水
が
あ
っ
て
、
中
心
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
藤
原
京
の
後

は
、
奈
良
に
遷
り
、
聖
武
天
皇
は
平
城
京
を
山
背
の
恭
仁
宮
に
、
更
に
難

波
の
宮
に
遷
都
な
さ
つ
て
ゐ
る
。
最
後
に
、
西
と
東
に
川
を
控
へ
た
山
背

京
の
地
を
選
ば
れ
た
。
こ
れ
か
ら
見
て
も
、
都
と
水
と
は
関
係
が
あ
る
と

思
は
れ
る
。
そ
の
推
定
に
つ
い
て
云
つ
て
見
た
い
と
思
ふ
。

右
の
中
で
一
番
著
し
い
の
は
飛
烏
の
都
よ
り
近
江
へ
行
か
れ
た
事
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
時
に
歴
史
上
に
注
意
せ
ら
れ
る
の
は
中
臣
氏
の
勃
興
で
あ
る
。

オ
ホ
ン
ペ

中
臣
氏
は
水
と
縁
の
深
い
家
で
、
祝
詞
を
見
て
も
、
新
嘗
祭
、
大
嘗
祭
に

奉
る
水
、
即
ち
米
や
酒
と
混
和
す
べ
き
水
の
由
緒
を
中
臣
が
伝
へ
て
ゐ
る
。

こ
の
部
分
が
大
嘗
祭
の
時
の
中
臣
の
寿
洞
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
臣
の
持
つ

水
の
梢
霊
を
天
子
に
奉
る
の
で
あ
る
。
中
臣
氏
が
天
子
の
召
し
上
が
り
物

に
深
い
関
係
の
あ
る
こ
と
は
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
は
中
臣
は
楔
の
水

に
は
関
係
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
時
の
間
に
か
、
楔
の
水
に
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ま
で
関
係
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
こ
の
楔
の
水
に
関
係
を
有
す
る
や
う
に

な
っ
た
事
が
中
臣
の
盛
を
来
す
所
以
で
あ
る
。
中
臣
の
持
っ
た
水
は
、
お

そ
ら
く
天
の
水
で
あ
ら
う
。

中
臣
の
信
仰
に
よ
れ
ば
、
都
は
必
ず
し
も
海
辺•

湖
水
で
な
く
と
も
、
山

の
上
の
水
で
も
よ
か
っ
た
。
飛
鳥
宮
時
代
に
中
臣
の
根
拠
地
と
し
た
の
は
、

所
謂
飛
鳥
の
大
原
又
は
藤
原
で
あ
っ
て
、
飛
鳥
の
岡
の
上
に
あ
る
。
中
臣

の
水
を
司
る
も
の
は
、
お
か
み
と
云
ふ
覇
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
山
に
も
谷

に
も
ゐ
る
。
飛
鳥
の
大
原
の
岡
の
上
に
、
居
を
占
め
て
、
都
の
水
の
事
を

司
り
、
遂
に
天
子
の
楔
の
水
ま
で
司
る
に
至
る
。

こ
れ
ま
で
に
仁
徳
天
皇
や
孝
徳
天
皇
が
大
和
を
出
て
難
波
へ
行
か
れ
た
の

も
そ
の
関
係
で
あ
る
。
更
に
古
く
応
神
天
皇
は
大
和
に
都
な
さ
っ
た
が
、

近
江
？

（敦
賀
？
）
へ
行
か
れ
た
。
こ
れ
も
楔
の
水
を
求
め
て
行
か
れ
た

の
で
あ
る
。

大
津
の
都
に
あ
っ
て
は
、
琵
琶
湖
と
の
関
係
を
お
ろ
そ
か
に
出
来
な
い
と

思
ふ
。
大
体
、
こ
の
頃
よ
り
中
臣
氏
が
水
と
の
縁
を
拡
張
し
て
来
て
、
楔

の
水
を
扱
ふ
に
至
っ
た
。
楔
の
水
を
使
ふ
者
は
、
天
子
の
御
下
帯
を
水
中

に
て
解
く
役
で
あ
る
。
天
子
と
の
接
触
が
密
接
に
な
っ
て
来
て
、
楔
の
時

に
天
子
の
神
秘
を
受
け
て
、
皇
胤
を
宿
す
や
う
に
な
る
。
こ
れ
、
中
臣
氏

よ
り
后
が
立
つ
て
、
や
が
て
中
臣
が
勃
興
し
た
の
で
あ
る
。

飛
鳥
の
都
以
後
、
水
と
宮
廷
と
の
関
係
が
深
く
な
っ
た
。
都
が
長
く
続
け

ら
れ
る
や
う
に
な
る
と
、
水
を
見
立
て
、
都
を
遷
さ
れ
た
が
、
も
と
は
臨

時
に
水
の
あ
る
所
へ
行
幸
な
さ
つ
た
。
こ
の
形
が
、
つ
ま
り
拡
大
し
て
水

辺
に
都
し
た
と
見
て
よ
い
。

中
臣
は
水
を
求
め
る
家
ら
し
い
。
中
臣
の
寿
詞
に
も
あ
め
の
お
し
く
も
ね

の
神
に
天
神
に
奉
る
水
は
何
ん
な
水
が
よ
い
か
と
問
ふ
た
と
こ
ろ
が
、
そ

れ
は
地
上
の
水
に
天
の
水
を
加
へ
て
奉
れ
と
云
は
れ
た
と
な
っ
て
ゐ
る
。

そ
の
時
に
水
を
如
何
に
し
て
得
た
か
。
天
の
二
上
の
所
に
玉
石
を
立
て
、

祈
つ
た
と
こ
ろ
が
、
竹
薮
が
出
来
て
来
て
、
そ
の
下
か
ら
多
く
の
清
水
が

出
て
く
る
だ
ら
う
と
云
ふ
の
で
、
水
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
と
あ
る
。
か

く
し
て
中
臣
氏
は
大
嘗
祭
、
新
嘗
の
水
を
扱
ふ
に
至
っ
た
。

お
し
く
も
ね
の
命
が
水
を
求
め
た
と
云
ふ
の
は
、
つ
ま
り
、
こ
の
寿
詞
を

唱
へ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
つ
て
水
の
湧
出
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

例
へ
ば
、
藤
原
の
都
は
藤
井
が
原
に
都
し
た
の
が
、
藤
原
と
呼
ば
れ
る
や

う
に
な
っ
た
の
だ
と
普
通
云
ふ
て
ゐ
る
が
、
実
は
都
が
定
め
ら
れ
る
前
か

ら
藤
原
が
あ
り
、
そ
れ
が
都
の
士
地
に
遷
つ
た
。
そ
こ
の
藤
井
が
中
心
と

な
っ
て
、
都
が
営
ま
れ
た
。

思
ふ
に
中
臣
氏
と
陰
陽
道
に
関
係
が
あ
っ
て
、
中
臣
氏
は
清
水
の
求
め
方
、

水
の
出
る
地
の
相
し
方
を
知
つ
て
居
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
藤
原
の
都
が

飛
鳥
の
藤
原
を
遷
し
た
事
実
と
、
近
江
の
都
の
で
き
た
事
情
と
の
間
に
関

係
が
あ
り
、
聖
武
天
皇
が
久
週
の
都
よ
り
紫
香
楽
へ
遷
り
、
更
に
奈
良
へ

移
ら
れ
た
。
こ
の
一
時
代
は
、
中
臣
の
女
が
勢
力
を
得
て
、
初
め
て
王
氏

の
女
以
外
の
女
と
し
て
宮
廷
へ
入
れ
ら
れ
た
。
こ
れ
、
光
明
皇
后
で
あ
る
。

こ
の
事
は
平
城
京
遷
都
と
同
様
に
、
当
時
の
大
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
と

中
臣
•
藤
原
と
水
と
の
関
係
に
糸
を
引
い
て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ

。

聖
武
天

皇
は
、
中
臣
と
水
を
求
め
て
ゐ
た
と
云
へ
る
。

上
述
し
た
如
く
陰
陽
道
思
想
の
為
に
水
を
や
か
ま
し
く
云
ふ
。
こ
れ
が
都

と
関
係
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
都
と
水
と
の
関
係
が
深
く
な
っ
た
為
に
や

か
ま
し
く
云
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
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そ
の
以
前
に
難
波
、
敦
賀
に
一
時
居
ら
れ
た
の
は
殺
の
水
の
関
係
か
ら
し

て
で
あ
る
。
時
代
が
下
つ
て
は
、
家
相
、
都
の
相
、
土
地
の
相
を
い
ろ
い

ろ
云
つ
て
都
を
定
め
る
や
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
昔
の
天
子
は
、
何
度
も

／
＼
も
物
斎
み
の
水
を
浴
び
て
居
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
に
は
、
必

ず
し
も
海
水
で
な
く
と
も
よ
く
な
っ
た
が
、
も
と
は
決
ま
つ
て
ゐ
た
。
然

る
に
、
天
子
の
水
は
平
群
真
鳥
が
呪
つ
た
の
で
、
何
処
の
水
も
用
ゐ
る
こ

と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
た
ゞ
一
個
所
だ
け
、
即
ち
越
前
の
敦
賀
の
水
だ

け
は
呪
ひ
忘
れ
た
の
で
、
そ
こ
へ
都
を
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
時
代
が
下

る
と
忘
れ
ら
れ
て
、
又
何
処
の
水
で
も
用
ゐ
る
や
う
に
な
っ
た
。
天
子
の

神
聖
さ
は
、
水
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
。
即
ち
水
に
よ
っ
て
神
と
な
る
の
で

あ
る
。
然
る
に
そ
の
水
が
呪
は
れ
て
了
っ
た
の
で
、
僅
に
忘
れ
て
呪
は
な

か
っ
た
一
個
所
で
あ
る
敦
賀
の
水
の
み
を
殺
の
水
に
用
ゐ
た
の
で
あ
る
。

宮
廷
の
水
は
大
切
で
あ
っ
た
。
在
来
の
風
習
に
よ
る
と
、
釈
の
水
を
自
由

に
す
る
事
が
家
の
栄
え
で
あ
っ
た
。
で
、
中
臣
氏
は
召
し
上
り
も
の
の
水

を
扱
っ
て
ゐ
た
の
が
、
殺
の
水
に
ま
で
関
係
し
て
来
た
。
そ
れ
が
拡
張
せ

ら
れ
て
国
、
村
、
宮
廷
の
相
ま
で
水
に
よ
っ
て
定
め
る
仕
事
を
し
て
来
た
。

祝
詞
の
大
祓
の
詞
は
（
今
の
は
本
形
と
可
成
り
形
が
変
は
つ
て
ゐ
る
。
学

者
の
説
に
よ
る
と
、
だ
い
た
い
現
存
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
近
江
（
淡
海
）

の
都
の
頃
に
で
き
た
と
云
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
当
否
は
明
ら
か
に

云
へ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
本
あ
っ
た
も
の
が
改
作
を
経
て
、
現
存
の
形

に
な
っ
た
事
は
事
実
で
あ
る
。
）
中
臣
の
重
大
な
仕
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。

中
臣
の
寿
詞
、
及
び
大
嘗
祭
の
詞
の
他
に
、
大
祓
の
詞
を
も
つ
て
、
天
子

の
大
切
な
水
を
扱
ふ
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。
で
、
そ
の
詞
の
中
に
近
江
の
宮

廷
の
印
象
を
遺
し
て
ゐ
る
の
は
意
味
の
あ
る
事
で
あ
る
。

山
背
と
は
、
大
和
の
向
ふ
側
の
意
で
、
こ
の
土
地
は
泉
川
が
あ
っ
て
、
重

大
な
関
係
が
あ
っ
た
。
即
ち
こ
の
地
は
古
代
日
本
の
皇
后
の
出
所
で
あ
る
。

何
の
関
係
も
な
い
や
う
な
仁
徳
天
皇
の
皇
后
磐
の
姫
も
山
背
の
綴
喜
の
宮

に
居
っ
た
。
こ
れ
を
見
て
も
判
る
や
う
に
山
の
向
ひ
側
に
あ
る
水
が
意
味

が
あ
る
の
で
あ
る
。
山
の
向
ふ
側
の
水
が
日
本
古
代
の
宮
廷
の
生
活
に
重

大
な
関
係
が
あ
る
。
山
背
の
国
へ
都
が
遷
る
と
、
大
和
と
泉
川
と
の
関
係

が
、
山
背
と
近
江
の
関
係
と
な
る
。
都
が
近
江
に
な
る
と
、
越
前
の
敦
賀

が
考
へ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
都
の
先
々
に
山
背
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
山
背
か
ら
皇
后
が
出
る
や
う
に
な
る
以
前
は
、
丹
波
の
女
が
后
に
な

つ
て
ゐ
た
。
与
謝
の
海
、
天
の
真
名
井
の
関
係
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

と
に
か
く
と
し
て
、
始
終
、
山
の
向
ふ
の
水
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

私
は
、
近
江
の
都
が
問
題
に
な
っ
た
も
と
は
、
山
背
に
集
つ
て
来
る
水
の
、

中
央
の
宇
治
川
を
遡
つ
て
琵
琶
湖
に
出
る
、
つ
ま
り
山
背
の
更
に
向
ふ
の

水
の
溢
へ
所
が
、
非
常
に
天
皇
の
宮
殿
を
定
め
、
天
皇
の
神
聖
を
増
す
と

云
ふ
信
仰
の
も
と
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
故
に
、
近
江
が
、
注
意
を
引
い

，、
E
-ヽ

Jiゴこ令ll 

で
は
、
何
故
に
近
江
の
国
を
問
題
に
す
る
の
か
。
大
和
の
国
よ
り
山
背
の

奈
良
の
都
の
向
側
、
即
ち
北
の
向
ふ
の
側
、
木
津
川
（
昔
の
泉
川
）
の
南

岸
の
地
、
後
に
は
北
岸
に
及
ん
で
ゐ
る
。
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た
も
の
と
思
ふ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
未
だ
仮
説
で
あ
る
。

も
し
こ
の
仮
定
が
許
さ
れ
る
と
し
て
、
平
安
期
中
頃
ま
で
の
歌
謡
に
、
不

思
議
に
近
江
に
関
係
し
た
も
の
が
多
い
。
例
へ
ば
、
平
安
中
期
を
下
っ
た

時
代
に
出
来
た
も
の
に
催
馬
楽
譜
が
あ
る
。
こ
の
催
馬
楽
譜
に
近
江
を
主

題
と
し
た
も
の
I

‘

さ
さ
な
み
の
云
々

そ
の
他
に
あ
ふ
み
と
云
ふ
詞
を
用
ゐ
て
ゐ
る
も
の
が
数
々
あ
る
。

ア
フ
ミ
チ

逢
路
と
云
ふ
歌
と
囃
し
詞
が
、
催
馬
楽
の
中
に
出
て
来
る
。
そ
の
も
と
の

歌
は
、

近
江
路
の
篠
の
小
蕗
早
引
か
ず
子
持
ち
待
ち
痩
せ
ぬ
ら
む
篠
の

小
蕗
や
さ
き
ん
だ
ち
ゃ

の
如
く
、
囃
し
詞
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
も
少
し
前
に
遡
っ
て
来
る

と、

I

催
馬
楽
は
、
古
今
集
の
時
代
に
固
定
し
て
、
一
条
天
皇
の
時
に

譜
が
付
け
ら
れ
た
。
1

古
今
集
の
時
代
は
、
近
江
ぶ
り
•
水
茎
ぶ
り
の

歌
が
あ
る
。

近
江
よ
り
朝
た
ち
来
れ
ば
う
ね
の
野
に
鶴
ぞ
鳴
く
な
る
開
け
ぬ

こ
の
夜
は

水
ぐ
き
の
岡
の
や
か
た
に
妹
と
あ
れ
と
寝
て
の
朝
け
の
霜
の
ふ

り
は
も

等
と
あ
る
。
こ
の
他
、
近
江
を
主
題
と
し
た
詞
が
、
他
の
国
々
の
歌
よ
り

ず
つ
と
多
い
。
そ
の
訳
は
、
何
故
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
問
に
対
し
て
は
、
近
江
ふ
り
の
話
か
ら
し
て
行
き
た
い
。

近
江
曲
と
名
付
け
た
の
は
、
「
近
江
よ
り
」
と
歌
の
前
に
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
し
て
で
あ
っ
て
、
ふ
り
に
記
紀
は
、
曲
や
振
（
当
字
）
の
文
字
を
使
用

し
て
ゐ
る
。
近
江
曲
と
は
、
近
江
と
云
ふ
詞
を
持
っ
た
曲
と
云
ふ
事
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
論
理
で
推
し
て
行
く
と
、
記
紀
の
ふ
り
は
、
初
め

又
は
二
句
且
二
句

H
の
詞
を
も
つ
て
「
…
…
ふ
り
」
と
称
す
る
例
外
の
も

の
が
出
来
る
こ
と
、
な
る
。

私
は
、
近
江
曲
と
は
、
近
江
の
国
曲
の
歌
と
云
ふ
事
で
あ
る
と
思
ふ
。
み

づ
く
き
ぶ
り
、
し
は
つ
や
ま
ぶ
り
は
、
ふ
り
が
曲
で
あ
る
と
云
ふ
理
解
に

な
っ
て
か
ら
の
名
で
あ
る
か
ら
し
て
、
記
紀
の
時
と
は
異
な
り
、
ふ
り
は

曲
と
か
詞
幸
と
か
の
意
に
成
つ
て
了
つ
て
ゐ
る
。
曲
や
詞
章
を
ふ
り
と
考

へ
て
、
何
々
ぶ
り
と
云
ふ
の
は
、
比
較
的
新
し
い
。
古
く
は
、
何
処
の
国

の
ふ
り
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
一
口
に
云
へ
ば
、
何
処
の
国
ぶ
り
の
歌
と
云

ふ
事
に
な
る
。
国
ぶ
り
の
歌
と
云
ふ
の
を
、
平
安
朝
の
詞
に
よ
っ
て
一
口

フ
ゾ
ク

に
云
へ
ば
、
風
俗
歌
（
大
嘗
祭
に
用
う
。
後
世
に
は
、
東
国
の
風
俗
を
用

う
る
こ
と
に
句
限
せ
ら
る
。
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
ぶ
り
の
歌
と
云
ふ
の
を
、

風
俗
に
訳
し
た
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
ふ
り
と
は
何
ぞ
や
。

諸
国
の
文
学
を
説
く
に
当
つ
て
は
、
何
う
し
て
も
こ
の
ふ
り
を
説
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
即
ち
、
う
た
と
ふ
り
と
の
区
別
に
関
し
て
は
、
昨
年
の
文
学

史
に
於
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
一
度
理
会
の
為
に
大
約
を
云
つ

て
見
れ
ば
、
う
た
と
は
、
神
に
自
分
の
事
情
を
述
べ
て
口
説
く
も
の
で
あ

る
。
ふ
り
と
は
、
人
の
魂
を
鎮
め
る
も
の
で
あ
る
。

引
ば
は
叙
事
詩
の
出
発
点
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
事
情
を
説
い

て
相
手
に
徹
底
さ
せ
る
も
の
で
、
近
世
の
口
説
で
あ
る
。
短
歌
は
、
う
た

の
本
体
で
は
な
い
。
ふ
り
・
う
た
の
亡
び
た
後
に
出
米
た
の
が
短
歌
で
あ

る
。
ふ
り
の
一
番
発
達
し
た
形
で
あ
っ
て
、
短
歌
が
発
生
し
た
時
に
は
、
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引
な
の
正
式
の
型
は
亡
び
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
短
歌
が

iIに
代
つ
て
、
う

た
と
称
せ
ら
れ
る
に
至
り
、

一
般
に
は
短
歌
が
本
体
で
あ
る
か
に
思
は
れ

る
に
至
っ
た
。
実
際
は
、
短
歌
は
ふ
り
の
頂
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ふ
り
は
、
宮
廷
に
も
諸
国
に
も
あ
っ
て
、
鎮
魂
を
行
ふ
時
に
唱
へ
ら

れ
た
文
旬
で
あ
る
。
た
ま
ふ
り
の
う
た
と
云
ふ
こ
と
を
略
し
て
ふ
り
と
云

ふ
の
で
あ
る
。

た
ま
ふ
り
の
う
た
が
ふ
り
の
語
源
で
あ
る
。
宮
廷
の
た
ま
ふ
り
の
う
た
は

鎮
魂
歌
と
し
て
遺
つ
て
ゐ
る
短
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
短
歌
の
形
の
碁
礎

に
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
同
じ
形
で
発
達
し
た
の
が
神
楽
で
、
両
者
を
併

せ
た
も
の
が
神
遊
で
あ
る
。

歌
垣
も
こ
れ
と
同
じ
も
の
で
、
そ
の
新
し
い
も
の
が
神
楽
で
あ
る
。
こ
れ

を
総
称
し
て
、
神
遊
び
と
称
す
る
。
賀
茂
真
淵
、
本
居
大
平
が
神
楽
と
神

遊
び
は
同
一
事
で
あ
る
と
な
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
神
楽
は
組
織
は
ふ
り

と
同
じ
こ
と
で
、
こ
の
宮
廷
で
行
ふ
ふ
り
の
う
た
が
た
ま
ふ
り
で
あ
っ
て
、

神
楽
歌
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。

諸
国
の
た
ま
ふ
り
~

国
ふ
り
の
う
た
が
宮
廷
に
入
る
こ
と
が
多
く
、
そ

の
中
に
は
宮
廷
の
た
ま
ふ
り
の
う
た
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
国
ぶ
り
の

う
た
と
は
、
諸
国
の
鎖
魂
歌
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
諸
国
の
鎖
魂
歌
の
宮

廷
に
奉
ら
れ
た
も
の
が
、
風
俗
で
あ
る
。

古
へ
の
風
俗
は
、
即
位
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
年
々
繰
り
返
す
新
嘗
の
時

に
称
へ
る
日
本
全
国
の
鎮
魂
の
歌
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
後
に
な
る
と
、
代

表
者
と
し
て
十
数
国
か
ら
国
ぶ
り
の
う
た
を
奉
る
や
う
に
な
り
、
遂
に
は
、

悠
紀
•
主
碁
二
国
の
風
俗
歌
の
み
を
奉
る
事
と
な
る
。

そ
れ
か
ら
平
安
朝

に
な
る
と
国
ぶ
り
の
う
た
の
意
味
が
拡
が
つ
て
、
東
歌
の

一
種
と
云
ふ
や

う
に
な
る
。
奈
良
、
平
安
期
の
新
し
い
も
の
で
、
こ
れ
を
東
遊
と
云
ふ
。

東
の
国
の
鎮
魂
歌
で
あ
る
。
こ
の
東
遊
の
一
分
派
が
、
今
あ
る
風
俗
で
あ

る
。
平
安
中
期
の
下
っ
た
頃
に
固
定
し
た
。

つ
ま
り
風
俗
に
は
、

三
種
あ
る
こ
と
、
な
る
。

国
々
の
国
ぶ
り
。

そ
の
代
表
者
は
、
悠
紀
•
主
基
の
国
ぶ
り
。
終
り
が
、

平
安
朝
の
風
俗
歌
。

こ
の
第
三
期
に
な
る
と
、
風
俗
歌
は
遠
国
の
も
の
と
な
る
。
趣
の
変
つ
た

旧
H
本
と
称
す
る
西
国
の
歌
は
、
日
本
の
古
地
の
歌
は
国
ぶ
り
と
考
へ
な

い
で
、
催
馬
楽
と
考
へ
て
、
一
種
の
小
唄
の
中
へ
人
れ
て
来
る
。
宮
廷
、

都
の
も
の
の
他
は
、
皆
国
ぶ
り
で
あ
っ
た
の
が
、
都
が
大
き
く
な
る
と
共

に
遠
く
の
歌
と
な
り
、
風
俗
に
一
二
期
考
へ
得
る
こ
と
、
な
っ
た
。

国
ぶ
り
の
う
た
を
天
子
に
奉
る
の
は
、
宮
廷
の
鎮
魂
と
同
じ
意
味
と
な
つ

た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
人
の
考
へ
で
は
、

一
年
末
毎
に
、
新
し
い
魂
を
身
に
つ
け
る
の
で
あ

る
。
初
春
を
向
へ
る
象
と
し
て
、
魂
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
別
の
魂
を
つ

け
る
の
で
は
な
く
、
初
め
の
魂
で
は
あ
る
が
、
幾
度
も
／
＼
繰
り
返
し
て

身
に
つ
け
る
の
で
あ
る
。
天
子
の
即
位
前
に
、
天
子
の
魂
を
つ
け
て
即
位

す
る
。
そ
の
式
を
毎
年
末
に
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。

新
嘗
と
大
嘗
と
何
れ
が
本
形
か
。

普
通
は
新
嘗
が
本
形
で
、
そ
の
天
子
即
位
後
、
最
初
の
も
の
を
お
ん
べ
祭

り
（
大
嘗
祭
）
と
云
ふ
と
考
へ
易
い
。
大
嘗
は

一
度
行
へ
ば
い
い
の
を
幾

度
も
繰
り
返
す
。
こ
れ
を
新
嘗
と
云
ふ
の
だ
、
そ
し
て
新
嘗
は
、
後
に
は

刈
上
の
祭
で
あ
る
と
合
理
化
し
た
理
解
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
古
代
研
究
を
な
す
の
に
合
理
化
を
行
ふ
の
は
、
何
処
ま
で
も
誤
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り
で
あ
る
。
本
来
は
大
嘗
祭
で
新
嘗
を
表
し
た
。
そ
れ
を
毎
年
末
に
繰
り

返
し
て
魂
の
切
り
替
へ
を
し
た
の
で
あ
る
。
で
、
御
代
の
初
め
に
た
ま
ふ

り
を
し
、
そ
れ
を
毎
年
一
回
、
時
に
は
臨
時
に
さ
へ
も
行
ふ
や
う
に
な
っ

た
。
天
皇
魂
（
天
子
の
魂
は
外
部
に
あ
る
）
を
つ
け
る
祭
が
た
ま
ふ
り
祭

り
で
あ
る
。
宮
廷
の
祭
を
見
て
も
、
た
ま
ふ
り
に
三
様
あ
る
こ
と
に
な
る
。

即
ち
宇
受
売
命
が
た
ま
ふ
り
の
根
元
で
あ
る
。
次
に
物
語
の
鎖
魂
歌
が
合

体
し
、
こ
れ
が
宮
廷
の
鎮
魂
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
物
語
の
力
に
て
、

魂
を
天
子
に
つ
け
る
。
そ
の
力
に
よ
つ
て
、
大
和
を
以
前
、
治
め
て
ゐ
た
。

も
一
種
の
鎮
魂
は
、
神
楽
で
あ
る
。
奈
良
朝
の
出
来
と
思
は
れ
る
。
霜
月

に
行
ふ
。
こ
の
三
種
が
宮
廷
で
も
た
ま
ふ
り
と
し
て
行
は
れ
た
。

昔
は
天
子
の
御
体
に
魂
を
つ
け
る
と
信
じ
た
。
そ
の
時
に
唱
へ
る
の
が
凶

り
の
う
た
で
あ
る
。
国
々
の
を
国
ぶ
り
の
う
た
と
云
ひ
、
天
子
に
魂
を
作

け
る
唱
へ
言
が
国
ぶ
り
の
う
た
で
あ
る
。

例
へ
ば
、
土
佐
の
国
ぶ
り
の
う
た
で
天
子
に
土
佐
の
魂
が
付
い
た
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
土
佐
の
頭
は
、
天
子
に
頭
が
上
が
ら
ぬ
と
云
ふ
誓
ひ
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
毎
年
全
国
の
国
ぶ
り
を
聞
く
の
は
煩
雑

で
あ
っ
た
の
で
、
次
第
に
手
数
が
省
か
れ
て
、
そ
の
中
の
十
数
国
が
代
表

と
し
て
選
ば
れ
、
そ
れ
等
の
国
の
語
部
が
宮
廷
の
大
嘗
祭
に
来
て
語
り
ご

と
を
し
た
。

語
り
ご
と
を
す
る
時
に
う
た
を
歌
ひ
つ
A

舞
ひ
を
舞
ふ
、
そ
の
間
に
、
国

の
魂
が
天
子
に
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
式
は
舞
踊
を
中
心
と
し
て
行
は
れ

て
ゐ
る
。

国
ぶ
り
の
う
た
の
証
明
を
す
る
の
が
、
語
部
の
物
語
り
で
あ
る
。
国
ぶ
り

の
う
た
は
、
物
語
中
の
一
部
で
あ
る
。
物
語
を
語
っ
て
、
そ
の
国
ぶ
り
の

う
た
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
証
明
を
し
た
の
で
あ
る
。
一
体
、
引

た
は
長
い
叙
事
詞
の
一
部
分
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
う
た
だ
け
歌
ふ
と
、

そ
の
叙
事
詞
を
全
体
語
っ
た
と
同
様
の
役
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
又
、
そ

の
歌
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
証
明
の
た
め
に
、
元
の
叙
事
詞
を
語
っ
た
。

即
ち
国
ぶ
り
の
う
た
の
保
証
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

国
数
は
、
本
米
は
全
国
で
あ
っ
た
の
が
、
十
数
ヶ
国
と
な
り
、
更
に
悠
紀
・

主
基
ニ
ヶ
国
と
な
り
、
平
安
朝
頃
に
は
東
国
と
な
っ
た
。
と
云
ふ
の
は
、

東
国
が
常
に
服
従
を
誓
は
せ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
為
に
東
国
の
東

遊
が
盛
ん
に
な
り
、
中
の
一
部
分
が
国
ぶ
り
の
う
た
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

全
国
を
代
表
し
た
。

さ
て
、
話
を
近
江
に
戻
し
て
、
近
江
ぶ
り
の
大
切
な
訣
は
、
そ
こ
に
出
て

米
る
。

そ
の
ふ
り
の
う
た
は
、
つ
ま
り
語
部
の
語
る
歌
の
断
片
な
ら
ば
、
特
殊
な

も
の
の
他
は
ふ
り
と
云
ふ
た
。
そ
の
為
に
鎮
魂
の
歌
ら
し
く
な
い
も
の
も

記
紀
に
ふ
り
と
云
ふ
に
至
っ
た
。

吾
々
が
、
国
ぶ
り
で
も
鎮
魂
で
も
な
い
、
あ
る
国
の
民
謡
で
も
、
宮
廷
の

鎮
魂
歌
で
も
な
い
も
の
を
ふ
り
と
云
ふ
の
に
は
訣
が
あ
る
。
こ
れ
等
の
ふ

り
は
あ
る
ふ
り
の
う
た
の
替
へ
歌
で
、
そ
の
替
へ
歌
に
よ
っ
て
、
本
歌
と

同
じ
効
果
を
来
す
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
の
で
、
ふ
り
と
云
ふ
。
そ
れ

か
ら
混
乱
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
国
ぶ
り
の
う
た
は
元
は
長
い
う
た
も
あ

っ
た
ら
う
。
け
れ
ど
、
今
の
も
の
に
は
長
い
の
は
な
い
。

大
体
、
宮
廷
の
も
の
は
長
い
が
、
そ
の
中
の
あ
る
も
の
は
、
他
村
、
他
国

の
ふ
り
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
部
曲
の
ふ
り
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な
い
、
と
考

へ
ら
れ
る
。
国
ぶ
り
を
や
か
ま
し
く
云
ふ
時
代
に
な
っ
て
は
、
皆
短
歌
の
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形
で
あ
っ
た
。

宮
廷
の
ふ
り
と
国
ぶ
り
と
の
間
に
は
自
ら
形
式
の
別
が
あ
り
、
国
ぶ
り
は

短
歌
に
近
く
、
宮
廷
の
は
叙
事
詞
の
分
れ
で
あ
る
。
諸
国
の
は
、
叙
情
部

分
の

一
部
は
な
れ
た
も
の
が
、
国
ぶ
り
と
云
は
れ
、
形
で
見
る
と
、
長
歌

の
う
ち
で
繰
り
返
へ
さ
れ
る
部
分

（最
後
の
旬
、

五
つ
）
が
独
立
し
て
、

国
ぶ
り
の
歌
が
出
米
た
。
右
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
私
は
宮
廷
の
ふ
り
と

国
ぶ
り
の
間
に
は
あ
る
区
別
を
置
く
こ
と
を
要
す
る
と
思
ふ
。
形
式
の
長

短
に
お
い
て
ゞ
あ
る
。

諸
国
の
う
た
の
中
で
長
い
も
の
は
鎖
魂
の
歌
で
は
な
く
、
乞
食
者
の
う
た

と
な
っ
て
、
一
種
の
演
芸
的
な
意
味
の
も
の
と
な
り
、
更
に
長
歌
の
形
の

く
だ
け
た
も
の
が
、
平
安
期
に
入
る
と
著
し
く
見
え
て
く
る
。
雑
芸
の
こ

と
＇
~

小
唄
ー
と
な
っ
て
米
る

。

こ
の
国
ぶ
り
の
う
た
が
、
宮
廷
の
ぶ

り
に
影
響
し
て
宮
廷
の
魂
ふ
り
が
変
つ
て
来
た
。
今
伝
は
つ
て
ゐ
る
も
の

は
、
現
存
し
て
ゐ
る
神
楽
歌
よ
り
古
い
が
、
形
の
崩
れ
た
も
の
で
、
そ
の

出
来
た
時
は
、
何
ん
な
に
遡
つ
た
と
し
て
も
、

平
安
朝
よ
り
遡
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
国
ぶ
り
の
影
響
に
よ

っ
て
変
つ
て
来
た
宮
廷
の
ふ
り
は
、
短

歌
の
形
を
と
つ
て
来
た
。
こ
の
後
、

宮
廷
の
も
ず
つ
と
短
歌
の
形
と
な
る
。

長
歌
、
叙
事
詞
で
あ
っ
た
も
の
が
、
短
歌
と
な
り
、
宮
廷
詞
庁
の
う
た
は

皆
短
歌
で
あ
る
。
お
か
し
い
事
に
は
古
今
集
の
宮
廷
詞
庁
の
歌
の
中
に
、

諸
国
の
国
ぶ
り
、
東
歌
ま
で
入
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
記
紀
を
見
る
と
、

ふ
る
、
ふ
ら
ふ
、
ふ
ら
は
ふ
等
と
あ
る
の
は
、
皆
鎮
魂
の
詞
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
古
事
記
の
応
神
天
皇
の
巻
に
、

品
陀
の
日
の
皇
子
大
雀
／
＼
侃
か
せ
る
太
刀

冬
木
の
す
殻
が
下
木
の
さ
や
／
＼

も
と
剣
末
ふ
ゆ

と
あ
る
。
ふ
ゆ
と
は
分
割
す
る
と
で
も
云
ふ
べ
き
で
、
悉
解
す
る
こ
と
の

出
来
な
い
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
昔
の
人
は

刻
劇
を
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
伝
へ
に
よ
れ
ば
、
吉
野
の
原
住
民
が
大

雀
命
の
太
刀
を
誉
め
た
歌
で
あ
る
と
云
ふ
。
歌
の
大
意
は
、

伝
来
の
久
し
い
剣
の
先
が
分
か
れ
て
ゐ
る
。
末
の
ふ
ゆ
、
そ
の
冬
木

を
な
す
枯
木
の
振
り
回
す
と
さ
や
／
＼
鳴
る
。

と
云
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
半
分
は
仁
徳
紀
に
出
て
ゐ
る
。

枯
野
を
塩
に
焼
き
其
が
余
り
琴
に
作
り
掻
き
弾
く
や
由
良
の

門
の
門
中
の
海
石
に
触
れ
立
つ
な
づ
の
木
の
さ
や
／
＼
｀

こ
の
歌
が
前
歌
と
対
照
し
て
行
は
れ
て
ゐ
た
。
と
云
ふ
の
は
、
鎮
魂
が
先

に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
話
が
後
に
出
来
て
来
た
の
で
あ
る
。
昔
の

物
語
は
、
ふ
り
、
う
た
を
説
く
た
め
に
物
語
が
出
来
た
。
語
部
が
作
っ
た

に
せ
も
の
：
物
語
が
出
来
て
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
応
神
記
と
仁
徳
記
の
話
は

―
つ
も
の
で
あ
る
。
梓
を
振
り
廻
す
と
さ

や
／
＼
と
鳴
つ
て
、
魂
が
そ
の
時
つ
く
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
で
、
私
の
注

意
に
よ
っ
て
、
万
葉
等
に
ふ
る
と
あ
る
歌
を
探
し
て
見
よ
。
数
多
い
事
と

思
ふ
。
そ
れ
等
の
歌
は
、
鎮
魂
と
関
係
の
あ
る
も
の
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ

が
次
第
に
短
歌
の
形
を
と
り
、
ふ
る
を
捨
て
、
来
る
。
短
歌
中
心
と
し
て

も
ふ
り
歌
の
威
厳
は
維
持
し
て
ゐ
る
。

国
々
に
お
い
て
も
色
々
な
国
ふ
り
の
う
た
を
考
へ
て
来
る
。
又
鎮
魂
の
内

容
も
、
そ
の
理
解
が
変
つ
て
来
て
、
支
那
流
の
鎮
魂
（
た
ま
し
づ
め
の
方
）

の
考
へ
方
と
な
つ
て
来
た
。
色
々
な
方
法
、
用
に
用
う
る
も
の
が
諸
国
に

多
く
あ
り
、
宮
廷
の
み
な
ら
ず
、
王
族
、

貿
族
が
利
用
す
る
や
う
に
な
っ

た
。
王
族
、
貴
族
は
、
そ
の
歌
を
多
く
知
る
事
が
、
上
位
を
保
つ
資
格
と
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な
る
。
そ
の
為
に
平
安
朝
の
歌
物
語
が
栄
え
て
来
た
の
で
あ
る
。

歌
物
語
と
は
歌
を
中
心
と
し
た
物
語
で
、
そ
れ
を
集
め
て
米
た
平
安
朝
に

は
、
国
を
中
心
と
し
て
大
和
物
語
、
伊
勢
物
語
等
と
名
付
け
ら
れ
る
も
の

が
多
い
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
最
も
今
日
存
し
て
ゐ
る
大
和
物
語
、
伊
勢

物
語
等
の
国
名
を
書
名
と
し
た
物
語
は
、
名
の
み
古
き
を
伝
へ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
本
形
で
は
な
く
、
さ
う
簡
単
に
説
く
事
は
出
来
な
い
。
現

存
の
も
の
は
、
何
か
に
す
が
つ
て
、
或
は
大
和
と
名
つ
け
、
或
は
伊
勢
と

つ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
前
の
大
和
物
語
や
伊
勢
物
語
は
各
の
国
ぶ
り
の

う
た
に
物
語
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
大
和
と
言
ひ
、
伊
勢
と
呼
ぶ

の
で
あ
る
。
上
述
の
如
く
諸
国
に
渉
つ
て
、
何
処
／
＼
＇
物
語
と
称
す
る
も

の
が
あ
っ
た
の
が
亡
び
て
了
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
僅
か
に
現
存
す

る
大
和
物
語
、
伊
勢
物
語
等
も
名
の
み
本
の
跡
を
止
め
て
、
内
容
は
異
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

歌
物
語
の
一
方
、
叙
事
詩
を
集
め
た
も
の
は
、
別
に
事
件
、
人
物
を
中
心

と
し
て
発
達
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
最
后
に
近
江
に
関
係
の
あ
る
歌
を

一

つ
あ
げ
る
。

ア
ヲ
｀
く

碧
海
づ
ら
依
羅
原
に
人
も
会
は
な
む
、
い
は
は
し
の
淡
海
県
の
物
語

せ
む
（
『
万
葉
集
j

巻
七
の
ニ

―八
七
）

こ
の
旋
頭
歌
の
淡
海
は
、
遠
州
の
浜
名
湖
の
事
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
私
は

段
々
述
べ
て
来
た
や
う
に
考
へ
て
、
こ
の
歌
を
近
江
の
国
の
も
の
と
思
ふ
。

国
ぶ
り
の
歌
に
つ
い

て
は
、
あ
は
津
、
播
磨
、
丹
後
、
そ
の
他
、
色
々
の

話
が
あ
る
が
、
話
し
て
居
れ
ば
際
限
が
な
い
か
ら
、
大
体
、
今
度
の
話
で

打
切
っ
て
、
古
事
記
の
話
の
方
に
入
っ
て
行
き
た
い
。
た
ゞ
国
々
に
国
曲

の
歌
が
あ
っ
た
と
云
ふ
事
は
、
よ
く
記
憶
し
て
置
い
て
貰
い
た
い
。

国
曲
の
歌
の
中
で
も
古
い
日
本
の
国
の
も
の
と
新
し
い
日
本
の
国
の
も
の

と
で
、
国
曲
の
歌
が
違
ふ
の
で
あ
る
。
旧
日
本
と
新
日
本
と
の
関
係
は
、

昔
か
ら
あ
っ
た
こ
と
で
、
新
し
い
国
を
東
の
国
と
言
ふ
た
。
東
の
語
源
説

に
対
し
て
は
、
批
判
的
に
見
る
な
ら
ば
、
今
の
説
に
よ

っ
て
は
駄
目
で
あ

る
。
今
の
説
は
、
伝
説
は
本
当
で
あ
る
が
、
語
源
説
と
し
て
は
侶
じ
て
は

い
け
な
い
。
今
の
語
源
説
と
は
、
古
事
記
中
巻
景
行
天
皇
の
條
の
日
本
武

尊
の
話
に
、

故
登
二
立
其
坂
―。
三
歎
。
詔
二
云
阿
豆
麻
波
夜
―。
故
号
二
其
国
謂
阿

豆
麻
一也
。

に
よ
っ
て
東
国
を
あ
づ
ま
と
称
す
る
と
云
ふ
説
で
あ
る
。
平
安
朝
の
頃
ま

で
東
人
な
る
用
法
は
、
檸
猛
な
人
の
意
味
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
点
か

ら
考
へ

て
見
る
と
、
東
人
と
は
未
開
で
檸
猛
な
従
は
ぬ
人
の
意
で
あ
っ
た

の
が
、
後
専
ら
東
地
方
の
汎
称
と
な
っ
て
了
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
今

ま
で
東
人
同
様
に
、
檸
猛
な
人
間
が
住
む
、
だ
か
ら
東
と
云
ふ
と
説
か
れ

て
ゐ
る
が
、
私
は
そ
れ
に
従
ふ
事
は
出
来
な
い
。
人
間
が
あ
づ
ま
と
云
は

れ
、
あ
づ
ま
以
外
に
あ
づ
ま
と
称
す
る
地
が
な
く
な
り
、
東
を
も
つ
て
所

謂
東
地
方
の
汎
称
と
し
た
も
と
、
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
も
か
く
東
と
云
ふ
の
は
、
新
し
い

H
本
の
土
地
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
新
し
く
帰
服
し
た
土
地
を
東
と
考
へ
た
。
旧
日
本
に
属
す
る
国
も

二
つ
に
別
け
た
。
即
ち
悠
紀
の
国
と
主
基
の
国
と
で
あ
る
。
私
は
悠
紀
と

は
進
む
方
の
国
、
主
基
と
は
経
過
し
て
来
た
国
の
事
で
あ
る
と
見
当
を
立

て
、
ゐ
る。

日
本
民
族
の
進
む
方
の
国
が
悠
紀
の
国
で
、
過
ぎ
て
来
た
後

方
の
国
が
主
基
の
国
で
あ
る
。

一
寸
の
と
こ
ろ
で
近
江
や
伊
勢
は
何
れ
に

属
す
る
か
、
疑
ひ
が
起
り
易
い
が
。
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し
か
し
て
世
が
進
む
に
つ
れ
て
悠
紀
•
主
基
の
国
の
他
に
、
も
一
っ
帰
服

せ
ぬ
国
を
考
へ
る
に
至
っ
た
。
即
ち
東
人
の
住
む
国
で
あ
る
。

東
人
の
奉
る
歌
は
大
切
で
あ
る
。
万
葉
に
て
は
巻
十
四
、
二
十
、
古
今
集

に
あ
っ
て
は
巻
二
十
に
東
歌
が
採
録
さ
れ
て
ゐ
る
。
平
安
朝
の
中
頃
の
後
、

明
ら
か
に
な
っ
た
東
遊
び
。
二
種
の
あ
づ
ま
う
た
。
東
遊
は
、
私
は
一
の

根
源
か
ら
出
た
と
思
ふ
て
ゐ
る
。

万
葉
集
の
東
歌
と
は
、
十
四
、
二
十
の
両
巻
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

た
ゞ
、
こ
れ
に
二
種
の
別
が
あ
る
。
十
四
は
作
者
不
明
の
恋
愛
歌
が
ほ
と

ん
ど
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
居
り
、
巻
二
十
の
方
は
防
人
の
歌
で
、
作
者

を
知
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
防
人
即
ち
筑
紫
へ
や
ら
れ
た
東
人
で
あ
る
。

何
故
に
万
葉
集
で
東
歌
が
大
切
の
位
置
に
居
る
か
。
つ
ま
り
こ
れ
は
単
な

る
日
本
人
の
東
国
に
対
す
る
異
国
趣
味
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
エ
キ
ゾ

チ
シ
ズ
ム
の
表
れ
で
は
な
い
。
即
ち
東
人
に
服
従
の
誓
約
を
行
は
せ
る
形

で
あ
る
。
勿
論
東
歌
は
、
誓
ひ
の
歌
が
大
部
分
を
占
む
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
全
部
が
誓
ひ
の
歌
と
は
云
へ
な
い
。
た
｀
、
全
部
が
恋
愛
的
気

分
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
云
へ
る
。

鎌
倉
の
み
こ
し
が
崎
の
岩
く
へ
の
、
君
が
く
ゆ
べ
き
心
は
持
た
じ

（巻
十
四
の
三
三
六
五
）

は
、
男
女
恋
愛
の
誓
ひ
の
歌
で
あ
る
。
誓
ひ
の
歌
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

そ
の
ま
；
直
ぐ
に
朝
廷
へ
の
転
用
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
歌

は
、
非
常
に
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た

ゞ
そ
の
国
の
歌
で
さ
へ
あ
れ
ば
、

何
ん
な
歌
で
も
た
ま
ふ
り
の
歌
の
替
へ
歌
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
。
故
に

必
ず
し
も
誓
ひ
、
神
事
の
形
式
を
具
へ
ず
と
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
故

に
吾
々
か
ら
考
へ

て
見
る
と
、
す
こ
ぶ
る
戯
曲
的
、
叙
事
詩
的
の
誇
張
に

よ
る
歌
が
多
い
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
大
体
国
曲
の
歌
ら
し
い
誇
張
を
も

つ
て
ゐ
る
。
そ
の
外
の
点
は
自
由
で
あ
る
。
巻
の
二
十
に
な
る
と
、
同
じ

＜
菩
ひ
の
歌
で
は
あ
る
が
、
皆
天
子
に
誓
つ
て
ゐ
る
性
質
が
明
ら
か
で
あ

る
。
た
と
へ
親
子
の
別
れ
、
夫
婦
の
別
れ
等
歌
っ
た
も
の
を
奉
つ
て
も
、

天
子
に
晉
ふ
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
巻
二
十
は
、
防
人
が
個
人
々
々
で

誓
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
巻
十
四
の
よ
う
に
国
と
し
て
の
誓
ひ
を
し
て

ゐ
る
の
で
は
な
い
。
個
人
的
に
人
に
督
ふ
か
ら
歌
の
思
想
が
変
り
、

二
十

巻
の
方
が
個
性
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
叙
情
詩
ら
し
い
。
主
と
し
て
親
を
思

ひ
、
旅
中
の
夫
を
恋
ひ
、
天
子
の
行
為
を
諧
美
す
る
歌
で
あ
る
が
、
稀
に

は
役
人
の
仕
事
を
個
人
的
に
呪
っ
た
歌
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
一
旦
歌
は
れ

る
と
き
は
、
個
人
の
祝
福
が
天
子
に
向
ふ
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。

あ
ら
れ
ふ
り
か
し
ま
の
神
を
祈
り
つ
ヽ
、
す
め
ら
御
戦
に
わ
れ
は
来

に
し
を
（
巻
二
十
の
四
三
七
O
)

服
従
の
意
が
出
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

ふ
た
ほ
か
み
あ
し
け
人
な
り
。
あ
た
ゆ
ま
ひ
、
わ
が
す
る
時
に
、
防
人

に
さ
す
（
巻
二
十
の
四
三
八
二
）
あ
た
ゆ
ま
ひ
11

あ
つ
い
物
斎
み

こ
の
歌
は
、
防
人
に
さ
れ
た
事
を
呪
つ
て
ゐ
る
。
丁
度
逆
を
歌
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
然
様
し
た
導

き
で
東
歌
の
古
く
採
集
さ
れ
た
も
の
と
新
し
い
も
の
と
あ
り
、
そ
れ
が
巻

十
四
と
巻
二
十
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
つ
づ
く
）
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