
記
紀
歌
謡
の
伝
承
に
関
す
る
一
考
察

－
　
段
階
的
変
質
に
　
つ
　
い
　
て

1
、
従
来
の
記
紀
歌
謡
研
究
の
大
勢

記
紀
は
古
代
日
本
の
歴
史
書
で
あ
る
と
共
に
、
多
く
の
歌
謡
を
も
含
ん
だ
一

種
の
文
芸
の
書
と
し
て
の
性
格
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。

（1）

土
橋
寛
は
記
紀
歌
謡
の
研
究
史
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
近
世
の
学
者
の
古
事
記
神
輿
観
に
対
し
て
、
そ
れ
が
政
治
的
意
図
を
以
て

作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
本
文
批
評
の
上
に
立
っ
て
主
張
し
た
の

が
、
浮
田
左
右
吉
博
士
の
画
期
的
な
研
究
『
古
事
記
及
日
本
書
紀
の
研
究
』

『
神
代
史
の
研
究
』
な
ど
一
連
の
著
作
で
、
こ
こ
に
記
紀
歌
謡
も
根
本
か
ら
考

え
直
す
必
要
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
津
田
博
士
の
考
え
は
、

単
に
l
部
の
宮
廷
人
の
知
的
な
作
為
虚
構
と
の
み
見
て
、
伝
承
さ
れ
て
来
た
民

族
文
化
と
の
つ
な
が
り
を
捉
え
得
な
か
っ
た
点
に
根
本
的
な
欠
陥
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
津
田
博
士
の
菜
銃
の
上
に
立
ち
つ
つ
も
、
そ
の
欠
陥
の
批
判
に
基
づ

い
て
、
歌
謡
を
物
語
か
ら
切
り
離
す
と
共
に
、
歌
謡
の
文
学
性
を
追
求
し
た
の

が
和
辻
哲
郎
博
士
の
『
日
本
古
代
文
化
』
で
あ
り
、
更
に
進
ん
で
歌
謡
と
し
て

の
実
態
を
追
求
し
た
の
が
高
木
市
之
助
博
士
の
『
書
野
の
鮎
』
で
あ
り
、
こ
こ

に
記
紀
歌
謡
は
初
め
て
歌
謡
と
し
て
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
日
が
来
た
と
言
っ

原
　
　
田

て
い
い
。
こ
の
ほ
か
に
民
俗
学
的
方
法
を
以
て
記
紀
歌
謡
に
も
新
し
い
光
を
あ

て
た
折
口
信
夫
博
士
の
『
古
代
研
究
』
　
『
日
本
文
学
の
発
生
序
説
』
な
ど
の
業

拾
（
そ
の
考
え
方
は
前
記
相
磯
氏
の
『
新
解
』
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
）
も
忘

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

す
な
わ
ち
、
記
紀
歌
謡
の
研
究
は
従
来
（
戦
後
）
、
津
田
左
右
吉
の
記
紀
批

判
を
基
礎
と
し
て
、
初
め
て
学
問
的
な
展
開
を
成
し
え
た
と
い
っ
て
い
る
の
で

あ
る
（
文
中
『
新
解
』
と
は
、
相
磯
貞
三
の
『
記
紀
歌
謡
新
解
』
を
指
す
）
。

津
田
左
右
吉
は
、
記
紀
の
説
話
の
ほ
と
ん
ど
に
史
実
性
を
認
め
ず
、
六
世
紀

以
降
の
史
官
に
よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
と
み
な
し
た
。
こ
の
学
説
は
、
戦
時
中
に

お
け
る
記
紀
神
典
視
へ
の
反
省
の
下
、
一
世
を
風
靡
し
、
戦
後
史
学
の
礎
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
戦
後
、
こ
の
津
田
学
説
の
立
場
か
ら
、
記
紀
歌
謡
も
ま
た
説
話

同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
史
実
と
の
関
連
を
否
定
さ
れ
、
民
謡
・
但
謡
や

宮
廷
歌
司
さ
ら
に
説
話
に
あ
わ
せ
て
創
作
さ
れ
た
物
語
歌
の
集
精
と
し
て
理

解
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
記
紀
歌
謡
研
究
史
は
、
歌
謡
を
記
紀
の
説
話
か
ら
、
い
か
に
切
り
離

す
か
を
主
題
と
し
て
い
た
と
評
し
て
も
、
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
記
紀
歌
謡
の

個
々
の
歌
を
切
り
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
超
歴
史
的
な
民
謡
・
佳
謡
あ
る
い
は
寿
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歌
　
l
と
し
て
の
宮
廷
歌
謡
と
み
な
す
方
法
は
容
易
に
民
俗
学
的
手
法
と
結
び
つ
き

う
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
折
口
を
は
じ
め
と
す
る
民
俗
学
者
の
業
続

が
、
記
紀
歌
謡
研
究
史
の
上
で
大
き
な
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た

の
で
あ
る
。
吉
本
隆
明
の
『
初
期
歌
謡
論
』
な
ど
、
最
近
の
記
紀
歌
謡
研
究
に

関
す
る
業
績
も
そ
の
多
く
は
戦
後
研
究
史
の
大
勢
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
他
、
国
語
学
や
、
歌
謡
の
形
式
・
用
語
法
の
方
面
か
ら
の
研

究
に
も
優
れ
た
も
の
は
あ
る
が
、
記
紀
の
史
実
性
否
定
と
い
う
大
前
提
は
守
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

極
端
な
研
究
者
に
な
る
と
「
実
は
『
古
事
記
』
も
、
こ
の
『
日
本
書
紀
』
を

書
き
直
し
て
、
宮
廷
音
楽
の
歌
詞
を
は
め
こ
ん
で
、
約
百
年
後
の
平
安
朝
初
期

に
出
来
た
も
の
で
あ
る
」
と
ま
で
評
し
て
い
る
（
岡
田
英
弘
『
倭
国
』
中
公
新

書
、
序
文
よ
り
）
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
『
古
事
記
』
　
の
歌
謡
な
ど
ほ
後
世
も

後
世
、
平
安
時
代
の
宮
廷
歌
謡
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
近
年
で
は
考
古
学
的
資
料
と
の
比
較
や
、
文
献
操
作
を
通
し
て
、

津
田
の
記
紀
批
判
の
矛
盾
点
を
指
摘
し
、
記
紀
の
史
実
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ

（
2
）
　
　
　
　
　
（
3
）

る
と
す
る
研
究
者
も
現
れ
ほ
じ
め
て
い
る
。
古
田
武
彦
、
安
本
美
典
、
ま
た
、

（

－

）

在
野
の
考
古
学
者
で
最
近
、
物
故
さ
れ
た
原
田
大
六
な
ど
の
諸
家
で
あ
る
。

こ
の
立
場
を
と
れ
ば
、
記
紀
歌
謡
も
ま
た
史
実
と
の
関
連
に
お
い
て
新
し
い

観
点
よ
り
研
究
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

記
紀
歌
謡
は
本
来
、
「
史
実
」
と
の
関
連
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
、
あ
る

い
は
少
な
く
と
も
記
紀
編
纂
時
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
歌
謡
と
関
連
す
る
説

話
が
「
史
実
」
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
六
～
八
世
紀

の
史
官
が
随
意
に
歌
謡
を
挿
入
、
あ
る
い
は
創
作
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
古
田
は
、
い
わ
ゆ
る
神
武
東
征
説
話
（
古
田
は
こ
れ
を
「
神
武
東

進
」
と
す
る
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
史
実
と
見
な
し
、
神
武
記
の
歌
謡
に
そ
の

（5）

リ
ア
ル
な
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
神

功
紀
に
あ
る
武
内
宿
蘭
の
忍
熊
王
追
跡
の
歌
に
つ
い
て
も
、
古
田
は
後
代
の
造

（6）

作
と
は
考
え
に
く
い
と
し
て
、
そ
の
史
実
性
を
認
め
て
い
る
。

本
論
で
は
、
記
紀
歌
謡
に
史
実
と
の
関
わ
り
を
認
め
る
立
場
が
妥
当
な
も
の

か
否
か
、
記
紀
中
の
宮
廷
歌
謡
、
特
に
宴
席
で
歌
わ
れ
た
歌
を
中
心
と
し
て
検

証
し
て
い
き
た
い
。
以
下
、
歌
謡
の
番
号
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡

集
』
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

2
、
『
古
事
記
』
倭
建
の
歌
に
関
す
る
疑
問

さ
て
、
本
題
に
入
る
前
に
、
い
さ
さ
か
触
れ
て
お
き
た
い
問
題
が
あ
る
。
そ

れ
は
す
な
わ
ち
記
紀
に
お
け
る
「
歌
ふ
」
と
い
う
動
詞
の
意
義
に
つ
い
て
で
あ

る
。従

来
、
記
紀
歌
謡
の
史
実
性
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
要
因
と
し
て
、
『
古
事

記
』
と
『
日
本
書
紀
』
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
歌
が
異
な
る
説
話
の
中
で
、
異
な
る

人
物
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
確
か

に
一
見
、
矛
盾
し
た
状
況
で
あ
る
。

し
か
し
、
記
紀
で
重
出
す
る
と
さ
れ
る
歌
謡
四
十
四
首
の
内
、
両
者
が
ほ
と

ん
ど
同
じ
歌
を
ま
っ
た
く
異
な
る
説
話
の
中
で
用
い
て
い
る
例
は
、
実
は
四
首

し
か
な
い
。
そ
の
四
首
は
い
ず
れ
も
『
古
事
記
』
で
ほ
、
倭
建
が
歌
っ
た
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
重
出
歌
は
そ
の
舞
台
と
な
る
時
代
が
若
干
ず
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
説
話
で
あ
り
、
記
紀
の
原
資
料
の
記
年
法

の
差
に
基
づ
く
、
単
な
る
異
伝
と
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
巨
船

か
れ
の
　
　
　
　
　
　
か
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ぐ
り

「
枯
野
」
の
歌
、
軽
皇
子
の
悲
劇
、
平
群
氏
滅
亡
詔
な
ど
）
。

そ
の
例
外
的
な
四
首
の
内
の
一
つ
と
し
て
、
次
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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い

つ

も

た

け

る

　

は

　

　

た

ち

　

つ

づ

ら

さ

は

ま

や
つ
め
さ
す
　
出
雲
定
が
　
侭
け
る
太
刀
　
黒
着
多
巻
き

は
れ

や
ノ
ヽ
J
u
に
　
　
　
い
つ
も
た
け
る
　
　
　
は
　
　
　
　
た
　
ち
　
　
つ
づ
ら
さ
は
ま

八
雲
立
つ
　
出
雲
建
が
　
侃
け
る
太
刀
　
黒
石
多
巻
き

れ

み
な
し

さ
身
無
に
あ

（
景
行
記
2
3
）

み
な
し

さ
身
無
に
あ
ほ

（
崇
神
紀
2
0
）

こ
の
記
2
3
、
紀
2
0
の
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
よ
う
な
説
話
を
伴
っ
て
い
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
崇
神
紀
の
説
話
か
ら
先
に
紹
介
し
た
い
。

た
け
ひ
な
て
る

崇
神
天
皇
即
位
六
十
年
、
天
皇
は
出
雲
大
神
の
官
に
あ
る
と
い
う
「
武
日
照

も

ち

さ

に

　

か

む

た

か

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

け

も

ろ

す

み

の
命
が
天
よ
り
持
来
り
し
神
　
宝
」
を
見
た
い
と
欲
し
、
臣
下
の
武
諸
隅
を
出

い
つ
も
ふ
る
ね

雲
へ
と
遣
わ
し
た
。
そ
の
時
、
神
宝
の
守
護
者
で
あ
っ
た
出
雲
振
根
は
筑
紫
に

い
ひ
い
り
ね

往
っ
て
い
て
不
在
だ
っ
た
た
吟
、
振
根
の
弟
で
留
守
役
の
飯
入
板
は
天
皇
の
威

勢
を
恐
れ
て
神
宝
を
宮
中
に
献
上
し
て
し
ま
っ
た
。

出
雲
に
帰
国
し
た
振
根
は
、
神
宝
を
手
放
し
た
弟
を
烹
め
、
数
年
を
経
て
も

彼
を
殺
そ
う
と
す
る
志
を
捨
て
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
振
根
は
ひ
そ

か
に
木
刀
を
作
り
、
弟
を
水
浴
び
に
さ
そ
っ
て
、
そ
の
腰
の
刀
を
水
辺
に
置
か

せ
、
そ
こ
に
自
ら
の
木
刀
を
並
べ
て
置
い
た
。

水
か
ら
上
が
っ
た
後
、
担
税
は
弟
の
刀
を
と
っ
て
斬
り
か
か
っ
た
。
飯
入
根

は
兄
の
刀
を
と
っ
て
抜
こ
う
と
し
た
が
、
木
刀
が
抜
け
る
は
ず
も
な
く
、
殺
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

天
皇
は
こ
の
事
件
を
、
出
雲
へ
の
介
入
の
好
機
と
見
て
兵
を
興
し
、
振
板
を

さ

な

か

　

と

き

の

ひ

と

滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
事
件
の
最
中
、
「
時
人
」
が
歌
っ
た
と
さ

れ
る
の
が
こ
の
歌
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
さ
身
無
し
に
あ
は
れ
」
と
い
う

の
は
、
兄
に
殺
さ
れ
た
飯
入
板
に
対
す
る
同
情
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
記
で
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
話
を
伝
え
て

い
る
。

や
ま
と
た
け
る

西
征
の
旅
に
出
て
い
た
倭
　
定
は
、
出
雲
国
に
入
り
、
そ
の
国
の
長
で
あ

る
出
雲
建
を
暗
殺
し
ょ
う
と
し
て
い
た
。
彼
は
ま
ず
、
友
好
的
な
素
振
り
で
出

雲
理
に
近
づ
き
、
そ
の
信
頼
を
得
た
。

そ
し
て
、
ひ
そ
か
に
イ
チ
イ
の
木
で
木
刀
を
作
る
と
、
共
に
肥
の
河
で
水
浴

び
を
し
た
。
河
か
ら
上
が
っ
た
倭
理
は
出
雲
理
に
刀
を
交
換
す
る
こ
と
を
申
し

入
れ
、
そ
れ
が
聞
き
と
ど
け
ら
れ
る
と
、
あ
た
か
も
戯
れ
る
か
の
よ
う
に
刀
の

勝
負
を
挑
ん
だ
。
か
く
て
倭
窪
は
、
刀
を
抜
こ
う
と
し
て
も
が
く
出
雲
建
を
試

合
に
か
こ
つ
け
て
斬
殺
し
、
こ
の
歌
を
歌
っ
て
朝
廷
へ
と
復
命
し
た
の
で
あ

る
。

く
ま
そ
に
D
り
る

こ
れ
は
、
倭
窪
が
女
装
し
て
九
州
の
熊
曽
定
に
近
づ
き
、
暗
殺
し
た
と
い

ぅ
説
話
と
共
に
、
彼
の
知
謀
の
将
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
た
も
の
と
い
え
よ

う
。
『
古
代
歌
謡
集
』
の
頭
証
で
は
、
こ
こ
で
の
「
さ
身
無
し
に
あ
は
れ
」

は
、
紀
に
お
け
る
用
法
と
異
な
り
、
出
雲
定
に
対
す
る
嘲
笑
の
表
現
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
歌
が
、
記
で
は
景
行
朝
の
倭
建

に
よ
っ
て
歌
わ
れ
、
紀
で
は
崇
神
朝
の
時
の
人
（
名
も
無
い
民
衆
）
に
よ
っ
て

歌
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
、
大
和
朝
廷
の
史
官

が
、
出
来
合
い
の
歌
（
民
謡
・
但
謡
、
宮
廷
歌
謡
な
ど
）
を
記
紀
の
説
話
に
挿

入
し
た
例
証
の
l
つ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
記
に
倭
建
が
歌
っ
た

と
あ
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
倭
建
の
作
歌
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
否
か
で

あ
る
。
こ
こ
で
記
紀
に
お
け
る
「
歌
ふ
」
と
い
う
動
詞
の
苦
味
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

我
々
が
た
だ
単
に
「
歌
う
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
い
か
な
る
行
為
を
意
味
す

る
だ
ろ
う
か
。
誰
そ
れ
が
歌
っ
て
い
る
、
と
い
う
時
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
作
歌

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
否
、
む
し
ろ
そ
う
で
な
い
場
合
の
方
が
多
い
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だ
ろ
う
。
現
代
人
に
と
っ
て
「
歌
う
」
と
い
う
動
詞
は
、
歌
を
つ
く
る
こ
と
自

体
よ
り
も
、
自
作
で
あ
れ
、
出
来
合
い
の
も
の
で
あ
れ
、
と
に
か
く
歌
を
声
に

出
し
て
詠
唱
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
歌
う
」

と
い
う
動
詞
の
意
味
は
、
記
紀
の
時
代
か
ら
そ
ん
な
に
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
歌
集
の
場
合
、
そ
の
作
品
集
と
し
て
の
性
格

上
、
「
歌
ふ
」
と
い
う
動
詞
が
作
歌
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
て
も
お
か
し
く

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
特
殊
な
用
法
を
、
一
種
の
史
書
で
あ
り
、
ま
っ
た
く

資
料
性
格
の
異
な
る
記
紀
に
適
用
す
る
こ
と
は
あ
や
ま
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
記
紀
に
お
い
て
「
歌
ふ
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
、
歌
う
こ
と
だ
ろ
う
。

倭
琵
が
2
3
の
歌
を
歌
っ
た
と
い
う
箇
所
の
原
文
は
「
商
御
歌
日
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
従
来
、
「
か
れ
御
歌
よ
み
し
た
ま
ひ
し
く
」
と
訓
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ

の
訓
で
は
、
倭
趣
が
自
ら
作
歌
と
い
う
意
味
に
し
か
と
れ
な
い
。
し
か
し
、
原

文
に
よ
る
限
り
、
倭
窪
の
歌
っ
た
の
が
、
彼
自
信
の
作
っ
た
歌
な
の
か
、
以
前

か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
歌
な
の
か
ほ
判
別
が
つ
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
こ
の
「
御
歌
」
と
い
う
表
現
は
あ
た
か
も
倭
定
に
よ
る
御
製

（
倭
建
自
身
は
天
皇
で
は
な
い
が
、
そ
の
子
は
仲
哀
天
皇
と
し
て
皇
位
に
つ
い

て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
倭
建
も
天
皇
に
準
ず
る
人
物
と
見
ら
れ
る
）
が
よ
ま

れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
「
歌
ふ
」
と
い
う
行
為
そ
の
も

の
を
設
え
る
意
味
で
「
御
」
が
付
け
ら
れ
た
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
景
行
記

み

を

し

　

　

　

　

み

あ

ひ

に
は
、
他
に
も
倭
建
の
行
為
そ
の
も
の
に
　
「
御
食
せ
し
」
　
「
御
合
せ
し
」
な

ど
、
「
御
」
を
付
け
た
例
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
記
紀
成
立
時
、
崇
神
朝
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
佳
謡
を
倭
理
が
歌

っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
何
ら
矛
盾
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
い
え
ば
、
仲
京
天
皇
の
父
と
し
て
実
在
し
た
倭
理

が
、
古
の
飯
振
根
と
同
様
の
運
命
を
た
ど
っ
た
も
う
一
人
の
出
雲
更
へ
の
鎮
魂

の
た
め
に
、
出
雲
に
伝
わ
る
但
謡
を
歌
っ
た
と
い
う
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
の
で

は
な
い
か
（
そ
の
場
合
、
「
さ
身
無
し
に
あ
は
れ
」
と
い
う
の
は
嘲
笑
の
意
味

で
は
な
く
、
や
は
り
同
情
の
意
味
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
。

ま
た
、
記
紀
の
重
出
歌
の
中
で
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
倭
理
が
東
方

の

は

の

遠
征
か
ら
の
帰
途
に
能
頼
野
で
歌
っ
た
と
さ
れ
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は

こ

ゆ

　

　

　

　

　

　

　

J

ヽ

に

レ

の

ひ

う

た

景
行
天
皇
が
九
州
巡
行
に
お
い
て
日
向
の
子
湯
で
歌
っ
た
と
さ
れ
る
思
邦
歌

三
首
（
景
行
記
3
0
、
3
1
、
3
2
、
景
行
紀
2
1
、
輿
　
2
3
）
に
し
て
も
、
旅
人
た
ち

の
問
で
以
前
か
ら
歌
い
継
が
れ
て
き
た
望
郷
歌
を
倭
建
と
景
行
が
そ
れ
ぞ
れ
歌

っ
た
と
考
え
れ
ば
、
矛
盾
は
な
い
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
貴
ぶ
と
い
う
の
は
近

代
人
の
悪
し
き
偏
見
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
記
紀
編
纂
当
時
の
人
々
は
、
説
話

の
中
の
歌
が
登
場
人
物
の
作
歌
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
舞
台
と
な
る
時
代
以

前
か
ら
の
但
謡
な
の
か
、
さ
し
て
気
に
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
倭
建
や

景
行
の
遠
征
・
巡
行
が
、
た
と
え
そ
の
ま
ま
史
実
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、

記
紀
編
纂
時
に
は
、
す
で
に
歌
謡
を
含
ん
だ
説
話
が
、
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
て
お

り
、
そ
れ
を
伝
承
し
て
き
た
人
々
は
両
者
の
問
に
矛
盾
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
は
確
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
「
歌
ふ
」
と
い
う
動
詞
が
必
ず
し
も
作
歌
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
視
点
は
、
今
後
、
私
た
ち
に
重
要
な
問
題
を
提
議
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

3
、
神
武
記
に
見
ら
れ
る
宮
廷
歌
謡
の
濫
腸

「
歌
ふ
」
と
い
う
動
詞
が
必
ず
し
も
作
歌
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し

た
場
合
、
か
え
っ
て
説
明
が
容
易
に
な
る
問
題
に
、
民
謡
・
但
謡
と
し
て
の
性
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格
を
強
く
持
っ
た
歌
が
記
紀
歌
謡
に
混
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
文
意
か
ら
、
特
定
の
個
人
が
「
歌
ふ
」
と
さ
れ
る
歌
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
人
物
の
創
作
と
は
限
ら
ず
、
古
く
か
ら
の
民
謡
・
任
謡
で
あ
る
こ
と
さ
え

あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
記
紀
歌
謡
の
内
、
従
来
よ
り
宮
廷
歌
謡
に
分
類
さ
れ
て
は
き
た
が
、

い
か
に
も
民
謡
的
な
印
象
を
与
え
る
も
の
に
次
の
歌
が
あ
る
。

ぅ

だ

た

か

さ

　

し

ぎ

わ

な

は

　

わ

ま

　

　

し

ぎ

き

や

宇
陀
の
高
城
に
鴫
窮
張
る
我
が
待
つ
や
謂
障
ら
吋
等
く
わ

く

ぢ

ら

さ

や

　

こ

な

み

　

な

こ

し
　
鯨
　
障
る
　
前
妻
が
　
肴
乞
は
さ
は
　
立
拡
榎
の
　
実
の
無
け
く
を

こ

　

　

　

　

う

は

な

り

　

な

こ

　

　

い

ち

さ

か

さ

み

　

ね

は

　

こ

き

だ
扱
き
し
ひ
ゑ
ね
　
後
妻
が
　
肴
乞
は
さ
ば
　
椅
　
実
の
多
け
く
を
許

多
ひ
ゑ
ね

（
神
武
記
9
、
神
武
紀
7
）
．

神
武
記
で
は
、
こ
の
歌
に
「
え
え
　
L
や
こ
し
や
　
こ
は
い
の
ご
ふ
そ
　
え

あ
ぎ
わ
ら

え
　
L
や
こ
し
や
　
こ
は
嘲
笑
ふ
そ
」
と
い
う
掛
け
声
ま
で
入
っ
て
お
り
、
い

か
に
も
酒
宴
の
席
で
歌
わ
れ
そ
う
な
素
朴
な
歌
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
神
武
紀
で

こ

れ

　

く

め

う

に

い

　

　

う

た

ま

ひ

の

つ

か

き

　

　

う

た

は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
「
是
を
久
米
歌
と
謂
ふ
。
今
　
楽
　
府
　
に
此
歌
を
奏

た

は

か

り

　

　

　

ち

さ

　

　

　

　

う

た

こ

ゑ

．

ふ

と

　

は

そ

　

　

　

　

こ

　

い

ほ

し

へ

ふ
時
は
、
な
は
手
量
の
大
き
小
き
、
ま
た
童
戸
の
巨
き
細
き
有
り
。
此
は
古

の
こ
れ
る
の
h
ソ

の
遺
l
　
式
な
り
」
と
し
て
、
こ
の
歌
が
記
紀
掃
基
当
時
、
宮
廷
歌
謡
と
し
て
定

着
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

鴫
を
と
ら
え
る
つ
も
り
の
罠
に
鯨
が
か
か
っ
た
（
「
く
ぢ
ら
」
を
贋
、
猪
な

ど
と
と
る
説
も
あ
る
が
根
拠
は
薄
弱
で
あ
り
、
滑
穂
歌
と
し
て
ほ
鯨
と
解
す
る

方
が
か
え
っ
て
理
解
し
や
す
い
）
、
こ
の
大
物
を
と
り
わ
け
る
の
に
、
昔
っ
か

ら
の
古
女
房
に
は
ク
チ
ソ
バ
の
木
の
枝
の
よ
う
に
身
（
笑
）
が
つ
い
て
い
な
い

と
こ
ろ
を
や
ろ
う
、
か
わ
い
い
若
妻
に
は
イ
チ
サ
カ
キ
の
木
の
枝
の
よ
う
に

身
（
実
）
が
た
く
さ
ん
つ
い
た
と
こ
ろ
を
や
ろ
う
と
い
う
話
語
歌
だ
が
、
こ
う

し
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
現
は
、
格
式
ぼ
っ
た
宮
廷
儀
礼
と
は
ほ
ど
遠
い
印
象
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。
神
武
が
九
州
よ
り
東
侵

え

う

か

し

　

お

と

う

か

し

し
て
畿
内
に
の
り
こ
ん
だ
時
、
宇
陀
の
地
に
兄
宇
迦
斯
と
蛍
干
迦
斯
と
い
う
兄

弟
の
長
が
い
た
（
神
武
紀
で
は
兄
狩
・
弟
滑
）
。

ね
し
．
さ

兄
宇
迦
新
は
一
計
を
案
じ
、
押
機
（
吊
り
天
上
の
よ
う
な
も
の
か
）
の
あ
る

家
を
作
っ
て
神
武
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
計
略
を
見
抜
い
た
神
武
は
、
逆
に
兄

字
迦
斯
を
そ
の
家
に
追
い
込
ん
で
殺
し
、
押
機
の
下
か
ら
引
き
出
し
た
死
体
を

わ
ほ
み
あ
へ

切
り
刻
ん
で
ば
ら
ま
い
た
と
い
う
。
弟
宇
迦
斯
ほ
神
武
に
帰
順
し
て
大
饗
を

供
し
た
、
そ
の
宴
席
に
際
し
て
歌
わ
れ
た
の
が
、
こ
の
歌
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

神
武
記
の
原
文
で
は
、
こ
の
歌
を
歌
っ
た
人
物
に
つ
い
て
直
接
は
記
さ
ず
、

た
だ
「
此
時
歌
日
」
と
だ
け
し
て
い
る
が
、
『
古
代
歌
謡
集
』
で
は
「
（
神
武

天
皇
が
）
こ
の
時
に
歌
よ
み
し
た
ま
ひ
し
く
」
と
し
て
、
仮
の
主
語
を
補
っ
て

訓
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
が
も
と
も
と
但
謡
で
あ
り
、
神
武
の
軍
の
著

た
ち
が
い
っ
せ
い
に
歌
っ
た
と
す
れ
ば
、
無
理
に
神
武
を
主
語
と
す
る
必
要
は

あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
も
「
歌
ふ
」
の
普
味
を
作
歌
に
限
定
し
な
い
方
が
、
原
文

を
理
解
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
「
久
米
歌
」
と
い
う
以
上
、
こ
の
歌
を
伝
承
し

て
き
た
の
は
神
武
東
進
以
来
の
戦
士
集
団
た
る
こ
と
を
誇
る
久
米
部
の
人
々
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ
酒
宴
の
席
で
歌
わ
れ
た
但
謡
の
類
が
、
後
世
「
久
米
歌
」
と
し
て

宮
廷
歌
謡
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
神
武
東
進
説
話

が
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
で
は
な
く
、
史
実
を
伝
え
る
も
の
と
し
た
場
合
に
こ

そ
、
鮮
明
に
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

し
し
さ
け

神
武
紀
で
は
、
こ
の
歌
が
歌
わ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、
「
弟
滑
大
い
に
牛
酒
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み

い

く

さ

ね

　

み

あ

へ

　

　

　

　

さ

け

し

し

　

み

い

く

さ

ど

も

を
設
け
て
、
皇
帥
を
労
ぎ
饗
し
き
。
天
皇
そ
の
酒
と
宍
と
を
軍
　
卒
に
班

ち
賜
ひ
き
」
と
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
武
と
そ
の
軍
勢
は
弟
滑
の
差
し
出

し
た
肉
と
酒
で
、
扱
い
の
連
続
の
日
々
か
ら
よ
う
や
く
一
息
つ
く
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
記
紀
の
神
武
東
進
説
話
を
史
実
と
し
た
場
合
、
神
武
た
ち
は
あ

く
ま
で
九
州
の
一
角
か
ら
畿
内
に
侵
攻
し
て
き
た
侵
略
者
の
一
団
に
過
ぎ
な

い
。
彼
ら
が
当
座
の
飢
え
を
し
の
ぐ
に
は
、
掠
雅
か
、
在
地
勢
力
に
よ
る
援

助
、
そ
し
て
降
伏
し
た
現
地
の
勢
力
か
ら
食
料
献
上
に
頼
る
ほ
か
は
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
開
拓
初
期
の
ア
メ
リ
カ
移
民
た
ち
は
イ
ソ
デ
ィ
ア
ソ
か
ら
好
意

で
与
え
ら
れ
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
七
面
鳥
で
当
座
の
飢
え
を
し
の
い
だ
。
彼
ら

は
そ
の
恩
に
対
し
て
、
大
虐
殺
と
い
う
仇
を
も
っ
て
報
い
た
わ
け
だ
が
、
神
武

た
ち
の
畿
内
に
お
け
る
立
場
は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
開
拓
民
と
さ
し
て
遠
か
ら
ざ

る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

記
紀
は
神
武
東
進
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
歌
を
も
伝
え
る
。

に

に

な

　

　

　

　

い

な

さ

　

や

ま

　

　

こ

　

　

ま

　

　

　

　

　

ゆ

　

ま

も

　

　

　

た

た

か

柿
並
め
て
　
伊
那
佐
の
山
の
　
木
の
問
よ
も
　
い
行
き
守
ら
ひ
　
戦
へ
は

わ
れ
　
　
　
ゑ
　
　
　
し
ま
　
と
り
　
う
か
ひ
　
と
も
　
い
ま
す
　
　
　
こ

我
は
や
飢
ぬ
　
島
つ
鳥
　
鵜
飼
が
伴
　
今
助
け
に
来
ね

（
神
武
記
1
4
、
神
武
紀
1
2
）

故
郷
（
九
州
）
を
遠
く
離
れ
た
異
郷
（
畿
内
）
で
の
行
軍
中
、
飢
え
に
苦
し

む
神
武
た
ち
の
姿
が
よ
く
示
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
苦
し
い
行
軍
の
な
か
で

よ
う
や
く
得
ら
れ
た
一
時
の
や
す
ら
ぎ
、
弟
宇
迦
斯
か
ら
献
ぜ
ら
れ
た
食
物
を

わ
か
ち
あ
う
喜
び
を
、
但
謡
の
内
に
「
宇
陀
」
と
い
う
地
名
を
よ
み
こ
み
つ
つ

皆
で
歌
っ
た
も
の
が
こ
の
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
歌
は

「
古
事
記
」
中
巻
、
す
な
わ
ち
人
畠
の
世
に
入
っ
て
か
ら
の
最
初
の
歌
謡
と
い

う
重
要
な
位
置
を
占
め
、
後
世
、
宮
廷
歌
謡
と
し
て
の
位
置
を
得
る
に
い
た
っ

た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、
大
和
朝
廷
草
創
期
の
苦
難
の
歴
史
が
反
映
し
た
歌
と

し
て
、
祖
先
の
苦
労
を
し
の
ぶ
た
め
に
操
り
返
し
歌
わ
れ
で
き
た
の
で
あ
る
。

4
、
宮
廷
歌
謡
と
民
間
の
歌
が
未
分
化
の
時
代

神
武
記
に
お
け
る
久
米
歌
の
分
析
は
重
要
な
命
題
を
私
た
ち
に
も
た
ら
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
廷
歌
謡
と
い
え
ど
も
、
超
歴
史
的
な
も
の
で
は
な
く
、

元
が
但
謡
で
あ
っ
た
に
し
ろ
創
作
歌
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
何
ら
か
の
歴
史
的
事

件
が
契
践
と
な
っ
て
宮
廷
歌
謡
と
し
て
の
定
着
を
見
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
記
紀
の
説
話
の
分
析
を
通
し
て
、
個
々

の
宮
廷
歌
謡
が
定
着
し
た
時
代
を
も
、
あ
る
程
度
は
推
定
で
き
る
か
も
知
れ
な

い
。そ

れ
は
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
伝
え
ら
れ
て
き
た
宮
廷
歌
謡
が
六
～
八
世
紀

ご
ろ
の
史
官
に
よ
っ
て
突
然
記
録
さ
れ
、
記
紀
の
説
話
に
く
み
こ
ま
れ
た
と
い

う
従
来
の
通
説
と
対
抗
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
し
い
立
場
の
方

が
通
説
よ
り
も
鮮
明
な
記
紀
歌
謡
理
解
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
本
論
で
は
宮
廷
歌
謡
、
特
に
宴
席
で
歌
わ
れ
た
歌
を
例
に
と
っ
て
考
え
て

い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
物
語
歌
に
つ
い
て
も
、
そ
の
成
立
に
は
宮
廷
歌
謡
の
場
合

以
上
に
具
体
的
な
歴
史
的
事
件
、
す
な
わ
ち
史
実
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
超
歴
史
的
な
「
物
語
」
も
し
く
は
「
歌
謡
」
が
あ
り
、
そ
の
一
方
か

ら
一
方
が
派
生
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
感
動
的
な
何
ら
か
の
事
件
を
契
機
と

し
て
物
語
が
生
ま
れ
、
そ
れ
に
関
連
す
る
歌
謡
が
語
り
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る

方
が
、
人
間
の
思
考
と
し
て
は
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
神
武
か
ら
崇
神
ま
で
の
問
に
は
さ
ま
る
八
代
の
天
白
芸
御
世
は
、
い

わ
ゆ
る
欠
史
時
代
で
あ
り
記
紀
に
も
歌
謡
や
説
話
に
関
す
る
記
事
は
な
い
。
神

武
よ
り
以
降
、
よ
う
や
く
宮
廷
歌
謡
と
し
て
明
確
な
も
の
が
出
て
く
る
の
は
紀
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で
は
崇
神
、
記
で
は
応
神
即
位
前
夜
の
こ
と
で
あ
る
。

み

き

　

　

わ

　

み

．

き

こ
の
御
酒
は
　
我
が
御
酒
な
ら
ず

み
　
き
　
　
い
く
ひ
さ
　
い
く
ひ
き

御
酒
　
幾
久
　
幾
久

（
崇
神
紀
1
5
、

1
ノ
ま
さ
け
　
　
み
　
わ
　
と
の
　
　
　
あ
さ
と

味
酒
　
三
輪
の
殿
の
　
朝
戸
に
も

ぅ

ま

さ

け

み

わ

　

と

の

　

あ

さ

と

味
酒
　
三
輪
の
原
の
　
朝
戸
に
も

や
ま
と
な
　
　
　
お
は
も
の
な
し
　
　
　
か

日
本
成
す
　
大
物
主
の
　
疎
み
し

歌
ひ
手
は
高
橋
の
邑
の
人

い

　

　

ゆ

出
で
て
行
か
な

（
崇
神
紀
1
6
、

お

　

ひ

押
し
開
ら
か
ね　歌

ひ
三み手

経藍
富等譜等

（
崇
神
紀
1
7
、
歌
ひ
手
は
崇
神
天
皇
自
身
）

み

．

き

　

　

　

わ

　

み

き

　

　

　

　

　

　

く

レ

　

か

み

　

と

こ

よ

。
の
神
酒
は
す
緬
錆
酒
綾
等
増
拍
常
世
に
い
ま
す

い
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
上
は

石
立
た
す

ま

つ

　

こ

蹴
り
来
し

み
き

こ
の
神
酒
を

う
に歌

ひ
っ
つ

み
き

こ
の
神
酒
の

つ
づ
み

醸
み
け
む
人
は
　
そ
の
鼓

力

　

　

　

　

　

　

　

寸

－

醸
み
け
れ
か
も
　
舞
ひ
つ
つ

み
き
　
　
　
　
　
　
　
　
う
だ
だ
ぬ

神
酒
　
あ
や
に
　
輯
楽
し

（
仲
京
記
4
0
　
神
功
紀
輿

．
つ
く
も
童
力
み
　
　
よ
〃
h
U
円
　
　
　
　
は
　
　
く
る
　
　
　
　
　
と
よ
は
　
　
　
　
は
　
も
と
は

少
名
御
神
の
神
寿
ぎ
　
寿
ぎ
狂
は
し
　
盟
寿
ぎ
　
寿
ぎ
廻
し

み

き

　

　

あ

　

　

を

神
酒
ぞ
　
残
さ
ず
飲
せ
　
さ
さ

（
仲
京
記
3
9
－
押
切
紀
軍
歌
ひ
手
は
神
功
皇
后
）

う
す白

に
立
て
て

醸
み
け
れ
か
も

さ
さ

た
り
し
う
ち
の
す
く
ね

歌
ひ
手
は
建
内
宿
禰
）

こ
れ
ら
の
歌
の
内
で
も
崇
神
紀
の
三
首
は
従
来
、
民
間
の
但
謡
や
酒
宴
歌
の

煩
が
記
紀
（
も
し
く
は
そ
の
原
資
料
）
編
去
時
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
て
き
た
。

仲
哀
記
（
神
功
紀
）
の
二
首
に
つ
い
て
は
『
琴
歌
語
』
に
「
正
月
十
六
日
節

さ
か
く
ら
‘
ノ
た

の
酒
坐
歌
」
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
宮
廷
歌
謡
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
は
認

め
ら
れ
て
r
い
た
が
「
民
謡
の
酒
宴
歌
と
比
べ
て
見
る
と
詩
形
が
少
し
長
く
な
っ

て
い
．
る
ほ
か
は
殆
ど
同
じ
で
、
酒
宴
の
儀
礼
歌
は
宮
廷
の
も
民
間
の
も
、
大
体

（9）

は
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
こ
う
し
た
歌
が
い
か
に
し
て
宮
廷
歌
謡
に
そ
の
位
置
を
得
た
の
か
と
い
う

問
題
は
、
い
さ
さ
か
、
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
な
い
で
は
な
い
。

た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
歌
は
素
朴
な
酒
宴
の
歌
で
あ
り
、
酒
の
神
（
大
物
主
、

少
名
御
神
）
へ
の
讃
歌
で
も
あ
る
点
で
、
古
代
人
の
生
活
や
信
仰
を
も
し
の
ば

せ
て
く
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
に
類
す
る
歌
が
古
代
で
は
、

何
処
の
宴
席
で
も
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
ら
の
歌
が
単
純
に
、
民
間
の
但
謡
か
ら
記

紀
歌
謡
や
宮
廷
歌
謡
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
と
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
的

外
れ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
崇
神
朝
な
ら
び
に
応
神
即
位
前
夜

に
歌
わ
れ
た
も
の
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ

れ
ら
の
歌
は
、
ぜ
ひ
と
も
後
世
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
の
重
要
な
事

件
に
付
随
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
歌
が
素

朴
な
響
き
を
保
っ
て
い
る
の
は
、
記
紀
編
基
当
時
の
宮
廷
歌
謡
全
般
の
傾
向
よ

り
も
、
む
し
ろ
、
荘
重
な
宮
廷
文
化
が
未
だ
成
立
せ
ず
民
間
と
宮
廷
の
文
化
が

未
分
化
だ
っ
た
上
古
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
た
と
え
、

こ
れ
ら
の
歌
の
い
く
つ
か
が
、
『
琴
歌
譜
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代

以
降
ま
で
、
宮
廷
歌
謡
と
し
て
定
着
し
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
歌
が

そ
れ
だ
け
印
象
的
な
史
実
に
付
随
す
る
形
で
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
か
ら
に
他
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

仲
京
記
（
神
功
紀
）
の
二
首
が
歌
わ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
は
記
紀
と
も
共
通
で

あ
り
、
そ
れ
は
大
和
に
帰
還
し
た
神
功
の
凱
旋
の
宴
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
「
凱
旋
」
と
は
、
戦
前
に
広
く
信
じ
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
三
韓

征
伐
」
の
成
功
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
（
『
古
事
記
』
に
よ
る
限
り
、
神
功
の
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朝
鮮
半
島
進
出
は
、
た
か
だ
か
新
羅
と
の
国
交
成
立
と
い
っ
た
程
度
の
成
果
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
）
、
同
じ
大
和
朝
廷
内
で
、
幼
帝
応
神
上
恩
位
を
争
う
関
係

わ
し
′
、
ま
　
　
か
こ
き
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
）

に
あ
っ
た
忍
綿
王
・
香
坂
王
を
例
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
は
も
の
ぬ
し

崇
神
紀
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
歌
は
大
和
の
古
く
か
ら
の
神
・
大
物
主

命
の
崇
り
を
よ
う
や
く
鎮
め
た
際
の
宴
席
で
歌
わ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

大
物
主
命
の
崇
り
に
つ
い
て
は
、
記
紀
と
も
に
こ
れ
を
伝
え
、
疫
病
の
流
行
や
民

衆
の
流
民
化
に
よ
っ
て
朝
廷
が
危
う
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
実
態
は
侵

略
者
と
し
て
の
大
和
朝
廷
に
対
す
る
在
地
勢
力
の
レ
ジ
ス
タ
ソ
ス
だ
っ
た
の
か

和

1

．

‘

た

た

ね

こ

も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
崇
神
は
、
大
物
主
命
の
子
孫
・
大
田
田
板
子
な
る
人
物

を
捜
し
出
し
、
彼
に
神
祭
り
を
さ
せ
る
こ
と
で
よ
う
や
く
崇
り
を
鎮
め
る
こ
と

が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
崇
神
紀
の
酒
宴
歌
は
、
大
和
朝
廷
と
在
地
努
力
の
間
で

よ
う
や
く
和
解
が
成
立
し
た
、
そ
の
祝
い
の
場
で
歌
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
歌
の
中
で
大
物
主
命
が
準
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
決
し
て
偶
然

で
は
な
く
、
む
し
ろ
重
大
な
意
義
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ

え
ノ
0

崇
神
紀
や
仲
夏
記
（
神
功
紀
）
の
酒
宴
歌
を
単
な
る
但
謡
の
煩
と
し
て
、
そ

の
歌
わ
れ
て
い
る
状
況
に
注
目
せ
ず
、
史
実
ど
こ
ろ
か
説
話
と
さ
え
無
関
係
と

し
て
い
る
従
来
の
（
た
と
え
ば
『
古
代
歌
謡
集
』
頭
注
な
ど
）
の
解
釈
に
は
大

き
な
盲
点
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ら
の
歌
と
い
え
ど
も
、
も
と
も
と
は

民
謡
・
但
謡
の
煩
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
後
世
の
史

官
に
よ
っ
て
記
紀
の
説
話
の
内
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
崇

神
や
神
功
の
御
世
に
同
時
代
的
に
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
ら

の
主
催
す
る
宴
席
で
歌
わ
れ
た
と
い
う
史
実
を
背
景
と
し
て
説
話
の
一
部
と
な

り
、
後
世
ま
で
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

5
、
河
内
王
朝
に
お
け
る
宮
廷
文
化
の
形
成

大
阪
湾
近
辺
に
都
し
、
い
わ
ゆ
る
河
内
王
朝
の
隆
盛
を
築
い
た
応
神
・
仁
徳

如

は

や

ま

も

り

　

　

は

や

ぷ

さ

わ

け

の
治
世
は
、
記
紀
に
よ
る
と
大
山
守
命
や
速
総
別
王
な
ど
に
よ
る
局
地
的

な
反
乱
は
あ
っ
た
も
の
の
、
総
じ
て
平
和
な
、
牧
歌
的
な
時
代
と
し
て
語
ら
れ

て
い
る
。
そ
う
し
た
時
代
だ
け
に
酒
宴
の
席
の
歌
も
ま
た
多
い
。

と
よ
の
あ
か
h
ソ

ま
た
、
こ
の
時
代
か
ら
天
皇
主
催
の
酒
宴
に
対
し
て
豊
　
明
　
（
あ
る
い
は

と
よ
の
あ
か
り

盟
　
楽
）
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
始
め
て
い
る
（
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
記
紀
編
纂
者
に
よ
る
原
資
料
の
用
語
の
容
き
換
え
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
）
。

わ

に

　

ひ

ふ

れ

　

　

む

す

め

や

が

わ

九

ひ

め

た
と
え
ば
、
応
神
が
和
粥
の
日
蝕
の
臣
の
女
・
矢
河
枝
日
売
と
婚
し
た
際
、

お
は
み
あ
へ

そ
の
大
御
饗
の
席
で
自
ら
を
蟹
に
撃
見
て
詠
ん
だ
歌
（
応
神
記
望
、
応
神
が

ひ
ひ
か
　
も
ろ
あ
が
に
　
き
み
　
　
　
　
か
み
な
が
ひ
め
　
如
は
き
ざ
き

日
向
の
諸
県
君
の
女
・
髪
長
比
充
を
大
雀
命
（
後
の
仁
徳
）
に
与
え
る
た

め
に
豊
明
の
席
で
詠
ん
だ
歌
（
応
神
記
4
3
、
4
4
　
応
神
紀
輿
望
、
そ
の
応

如
は
さ
ぎ
き

神
の
歌
に
応
え
て
大
雀
命
が
詠
ん
だ
歌
（
応
神
記
彗
4
6
　
応
神
紀
冥
二
巴
、

く

ず

　

　

わ

は

さ

ぎ

き

同
じ
豊
明
に
お
い
て
吉
野
の
国
主
た
ち
が
大
雀
命
を
寧
え
て
詠
ん
だ
歌
（
応
神

記
霊
、
書
野
の
国
主
た
ち
が
応
神
に
酒
を
献
じ
る
際
に
伎
芸
を
な
し
つ
つ
詠

ん
だ
歌
（
応
神
記
4
8
　
応
神
紀
3
9
）
な
ど
が
あ
る
。

ひ
の

ま
た
、
仁
徳
が
豊
楽
の
た
め
に
日
女
島
に
孝
行
し
た
際
、
建
内
宿
頑
に
、
雁

さ
ま

の
卵
を
生
む
状
を
問
う
た
歌
（
仁
徳
記
れ
、
な
お
仁
徳
紀
6
2
と
し
て
類
似
の
歌

あ
り
）
、
建
内
宿
蘭
が
そ
れ
に
答
え
た
歌
（
仁
徳
記
7
2
、
7
3
　
な
お
仁
徳
紀
6
3
と

し
て
類
似
の
歌
あ
り
）
や
、
こ
の
時
代
に
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
多
く
の
恋
歌
も

ま
た
、
記
紀
に
明
記
こ
そ
さ
れ
な
い
も
の
の
宴
席
で
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推

定
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
は
、
応
神
記
4
8
の
国
主
の
歌
を
除
い
て
は
但
謡
め
い

た
性
格
は
希
薄
で
あ
り
、
む
し
ろ
即
興
的
な
趣
向
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
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る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
代
か
ら
、
宮
廷
文
化
と
し
て
の
歌
謡
は
、
民
謡
や
任

謡
か
ら
離
れ
て
次
第
に
独
自
の
発
展
に
向
か
い
始
め
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
お
、
こ
の
時
代
に
い
た
っ
て
も
記
紀
は
、
酒
宴
の
席
で
荘
重
な
歌

く

に

み

う

た

が
詠
ま
れ
た
と
い
う
例
を
伝
え
て
は
い
な
い
。
広
神
・
仁
徳
と
も
国
見
歌
（
応

神
記
4
1
、
応
神
紀
墾
仁
徳
記
5
3
な
ど
）
の
よ
う
な
祭
祀
性
の
強
い
荘
盃
な
歌

を
詠
ん
で
は
い
る
が
、
彼
ら
は
決
し
て
そ
の
雰
囲
気
を
酒
宴
の
場
に
持
ち
込
も

う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

後
世
、
「
豊
明
」
も
し
く
は
「
豊
楽
」
と
い
う
語
は
、
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
の

一
貫
と
し
て
行
わ
れ
る
儀
礼
的
な
酒
宴
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
が
、
こ
の

時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
は
か
な
り
天
皇
個
人
を
主
催
と
す
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

要
素
の
強
い
酒
宴
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

応
神
・
仁
徳
か
ら
以
降
、
数
代
ま
で
の
天
皇
は
い
ず
れ
も
山
野
に
遊
ん
で
恋

を
し
、
宴
し
、
そ
の
人
生
を
大
い
に
楽
し
ん
で
い
た
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
。
時
に
そ
の
自
由
さ
は
暗
殺
や
反
乱
の
危
険
と
隣
合
わ
せ
で
あ
り
、
不
慮
の

最
期
を
遂
げ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
に
し
て
も
、
お
お
む
ね
彼
ら
は
自
ら
の
権
力

に
さ
え
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
奔
放
に
生
活
を
謳
歌
し
て
い
た
か
の
よ
う

に
見
え
る
。

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
、
未
だ
彼
ら
の
王
権
は
、
天
皇
自
身
を
も

終
り
つ
け
る
ほ
ど
、
強
固
な
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

6
、
饗
宴
の
儀
礼
化
　
－
　
雄
喝
天
皇
の
御
世
　
－

コ
旦
軍
記
』
に
お
い
て
酒
宴
の
席
で
歌
わ
れ
た
と
さ
れ
る
歌
謡
の
中
で
、
初

め
て
荘
重
な
調
べ
を
響
か
せ
た
の
は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

票尊家
を　の

語だろ子か

た

ご

と

語
り
言
も
　
こ
を
は

が

ま

き

む

く

　

ひ

し

ろ

　

み

や

趨
向
の
　
日
代
の
官
は

た

け

ね

　

　

ね

た

　

み

や

竹
の
枚
の
　
枚
足
る
官

き

づ

き

　

み

や

　

ま

き

さ

い
杵
築
の
宮
　
真
木
栄
く

も
も
だ
　
　
　
　
つ
i
　
　
九
　
　
　
　
は

あ

さ

ひ

　

ひ

で

朝
日
の
　
日
照

こ

　

ね

木
の
板
の

棍ね

ひ
　
み
か
ど

槍
の
御
門

九
　
　
　
　
　
あ
め

j・ささ

炉告；ゆ
這君寵

百
足
る
　
硯
が
枝
は
　
上
つ
枝
は
　
天
を
榎
へ
り

野生ぷ即
ひ　土に

ひ
か
げ
　
み
や

日
影
る
官

は　立たよ
て　し

る

あ

づ

ま

お

　

　

　

し

　

え

東
を
複
へ
り
　
下
づ
枝
は

な
か
　
　
九
　
　
　
　
お
　
ふ
ら

中
つ
枝
に
　
落
ち
蝕
は
へ

即
を
榎
へ
り

き
さ拝

が
せ
る

こ
を
ろ
に

し

　

　

九

下
づ
枝
の

み

つ

た

ま

う

き

瑞
玉
義
に

枝
の
末
葉
は

う

　

あ

ぷ

浮
き
し
脂

は

　

え

．
上
つ
枝
の

え
　
・
ヽ
ノ
ら
ば

蓋軍曹
蚕
衣
の

わ落
ち
な
づ
さ
ひ

か
し
こ

是
L
も
　
あ
や
に
畏
し

た

か

ひ

か

　

ひ

　

み

こ

高
光
る
　
日
の
御
子

（
雄
略
記
間
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
説
話
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
雄

よ
ノ
ね
め

略
天
皇
が
豊
楽
を
行
っ
た
際
、
伊
勢
の
国
の
三
重
の
採
が
、
大
義
を
献
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
煤
に
規
の
落
葉
が
浮
い
て
い
た
た
め
に
雄
略
は
怒
り
、
妹
を

殺
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
採
が
雄
略
の
怒
り
を
し
ず
め
る
た
め
に
「
吾
が
身
を

な
殺
し
た
ま
ひ
そ
。
日
す
べ
き
事
有
り
」
と
し
て
歌
っ
た
の
が
、
こ
の
歌
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
内
容
で
説
話
と
具
体
的
に
対
応
し
て
い
る
の
は
「
蚕
衣
の
　
三
重
の
子

が
　
拝
が
せ
る
　
埼
玉
鳶
に
　
浮
き
し
脂
　
落
ち
な
づ
さ
ひ
」
と
い
う
箇
所
の

み
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
畿
内
よ
り
出
で
て
東
国
に
ま
で
勢
力
を
伸
ば
し
た
大

和
朝
廷
を
準
え
る
も
の
で
あ
り
、
以
降
は
国
生
み
神
話
の
表
現
を
借
り
て
天
皇

そ
の
人
を
賛
美
す
る
も
の
で
あ
る
。

あ

ま

が

た

h

ソ

え

ノ

た

　

　

　

　

あ

ま

こ
の
歌
は
『
古
事
記
』
に
「
天
語
歌
」
す
な
わ
ち
海
人
部
が
語
り
伝
え
た

歌
の
一
首
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
元
来
は
伊
勢
の
海
人
部
が
臣
従
を
誓
う
歌
と
し

て
、
新
嘗
祭
の
場
で
歌
わ
れ
た
も
の
が
、
雄
略
天
皇
の
物
語
に
は
め
こ
ま
れ
て
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（
〓
）

伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
従
来
の
理
解
で
は
、
こ
の
歌
は
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
伊
勢
の
海

人
部
に
よ
っ
て
天
皇
に
献
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
雄

略
天
皇
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

l
見
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
如
き
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
歌
に
出

て
く
る
「
腿
向
の
日
代
の
官
」
は
、
記
紀
に
よ
る
と
、
景
行
天
皇
の
郡
で
あ

り
、
雄
略
天
皇
の
郡
は
あ
く
ま
で
長
谷
の
朝
倉
の
官
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
は
、
も
と
も
と
雄
略
天
皇
と
無
関
係
の
も
の

で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
る
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
、
こ
の
歌
の
全

体
が
三
重
の
妹
に
よ
る
即
興
の
作
歌
と
し
た
場
合
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
述
べ
き

た
っ
た
如
く
「
歌
ふ
」
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
作
歌
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
実
は
伊
勢
の
三
重
の
嬢
の
一
族
が
、
景
行
朝
か
ら

代
々
、
語
り
継
い
で
き
た
歌
を
、
あ
え
て
雄
略
に
献
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
の
歌
の
後
半
に
つ
い
て
は
宴
席
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
多
少

の
即
興
の
要
素
を
ま
じ
え
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
前
半
に
つ
い

て
は
、
本
来
、
景
行
天
皇
の
御
世
の
繁
栄
を
祝
う
寿
歌
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

そ
れ
を
示
す
と
思
わ
れ
る
の
は
「
上
つ
枝
は
　
天
を
覆
へ
り
　
中
つ
枝
は

東
を
覆
へ
り
　
下
づ
枝
は
　
部
を
覆
へ
り
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
記
紀
に
よ

る
限
り
、
雄
略
朝
に
は
朝
鮮
半
島
や
吉
備
に
ま
つ
わ
る
説
話
こ
そ
あ
っ
て
も
、

大
和
朝
廷
の
勢
力
が
大
き
く
東
方
に
進
出
し
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
説
話
は
な

い
。
埼
玉
県
の
稲
荷
山
鉄
剣
銘
文
に
し
て
も
、
そ
こ
に
出
て
く
る
「
大
王
」
が

雄
略
で
あ
る
こ
と
を
示
す
確
証
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
．

と
こ
ろ
が
景
行
朝
と
は
、
倭
建
の
説
話
が
示
す
よ
う
に
、
大
和
朝
廷
の
勢
力

が
大
き
く
東
方
に
進
展
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
倭
建
の
東
方
遠
征
が
単
な
る
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
古
田
武
彦
に
よ
る
考
古
学
的

（12）

考
証
が
あ
る
。

ま

き

む

く

ま
た
、
景
行
が
都
し
た
と
い
う
趨
向
は
垂
仁
の
都
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
所

ま
ヽ
さ
ひ
ノ
1
い
し
つ
か

で
も
あ
る
が
、
有
名
な
趨
向
遺
跡
や
趨
向
石
塚
な
ど
を
擬
し
、
古
墳
時
代
初

頭
に
お
け
る
繁
栄
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
地
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
大

和
朝
廷
の
揺
鑑
の
地
の
一
つ
と
も
い
い
う
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
歌
の
原
型
は
本
来
、
朝
廷
の
発
展
を
木
の
成
長
に
た
と
え
、
大
和
（
趨

向
）
と
い
う
根
か
ら
出
た
大
樹
が
つ
い
に
「
部
」
を
越
え
て
、
「
東
」
と
い
う

新
天
地
ま
で
、
そ
の
枝
を
伸
ば
す
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
喜
び
を
あ
ら
わ
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
景
行
朝
と
い
う
時
代
に
ふ
さ
わ

し
い
祝
い
の
歌
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

L
が
た
か
あ
な
は

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
景
行
は
在
位
五
十
八
年
、
近
江
の
志
賀
高
穴
穂
官

に
御
幸
し
て
、
そ
こ
で
晩
年
を
過
ご
す
（
在
位
六
十
年
で
崩
御
）
。
『
古
事
記
』

に
よ
る
と
次
の
成
務
天
皇
は
淡
海
の
志
賀
高
穴
穂
官
に
都
し
た
と
あ
り
、
こ
の

時
期
、
大
和
朝
廷
の
中
心
が
近
江
に
移
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

景
行
朝
の
宮
廷
儀
礼
が
近
江
の
地
で
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
模
様
が
東

方
の
隣
国
・
伊
勢
に
伝
わ
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う

よ
り
、
景
行
朝
の
儀
礼
そ
の
も
の
が
近
江
や
伊
勢
に
古
く
か
ら
住
し
た
海
人
た

ち
の
文
化
を
と
り
入
れ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
天
語
歌
」
に
は
、
神
代
記
の
出
雲
神
話
に
大
国
主
命
ゆ
か
り
の
歌
と
し
て

記
さ
れ
た
「
神
語
」
と
い
う
歌
謡
と
煩
似
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

起
源
は
出
雲
大
社
近
く
、
荒
神
谷
遺
跡
に
よ
っ
て
そ
の
実
在
が
暗
示
さ
れ
た
弥

P
（
1
3
）

生
時
代
の
出
雲
王
朝
ま
で
遡
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
来
、
儀
礼
歌
と
い
う
も
の
は
、
文
字
通
り
儀
礼
の
場
に
お
い
て
の
み
歌
わ
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れ
る
べ
．
き
も
の
で
あ
り
、
酒
宴
の
膀
な
．
ど
に
み
だ
り
に
持
ち
出
さ
れ
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
雄
略
朝
よ
り
前
の
記
紀
歌
謡
を
見
る
限

り
、
酒
宴
の
席
で
荘
重
な
調
べ
が
歌
わ
れ
た
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
雄
略
期
に
い
た
っ
て
、
そ
う
し
て
タ
ブ
ー
は
く
ず
れ
た
ら
し
い
。

三
重
の
妹
は
、
お
そ
ら
く
自
ら
の
氏
族
の
帰
順
の
証
と
し
て
、
そ
の
儀
礼
歌
に

自
ら
の
即
興
を
折
り
込
み
つ
つ
、
酒
宴
の
席
で
献
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
儀
礼
歌
の
世
俗
化
を
も
た
ら
す
と
共
に
、
酒
宴
の
席
の
儀
礼
化
を
も
た
ら
す

行
為
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
雄
略
の
宮
廷
は
、
景
行
朝
の
宮
廷
儀
礼
を
伝
え

る
三
重
の
嬢
の
服
属
に
よ
っ
て
、
そ
の
饗
宴
の
場
に
古
の
典
俵
を
再
現
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

雄
略
記
に
よ
る
と
、
こ
の
三
重
の
煤
の
歌
に
和
し
て
、
次
の
よ
う
な
歌
が
そ

れ
ぞ
れ
即
興
で
歌
わ
れ
た
と
い
う
。
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と
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光
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日
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御
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に
　
豊
神
酒
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ら
せ
　
事
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こ
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は
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ほ
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百
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大
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へ
　
庭
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躍
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り
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て

ひ

み

や

ぴ

と

こ

と

　

　

か

た

ご

と

日
の
官
人
　
事
の
　
語
り
事
も

（
雄
略
記
1
0
1
、
歌
ひ
手
は
大
后
）

ひ
　
れ
　
と
　
　
か
　
　
　
　
ま
な
ば
し
ら
　
を
l
ゆ

杭
巾
取
り
掛
け
て
　
璃
鶏
　
尾
行
き

け
　
ふ
　
　
　
　
　
　
さ
け
み
つ
　
　
　
　
　
た
か
ひ
か

今
日
も
か
も
　
酒
漬
く
ら
し
　
高
光
る

こ
を
ば

（
雄
略
記
聖
歌
ひ
手
は
天
皇
自
身
）

こ
の
二
首
は
、
三
重
の
妹
の
歌
よ
り
言
辞
を
と
り
な
が
ら
も
、
荘
重
さ
に
は

欠
け
、
酒
宴
の
席
で
歌
う
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
内
容
の
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
や
は
り
、
酒
宴
の
席
で
古
儀
を
再
現
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
古
俵
の
・
ハ

ロ
デ
ィ
め
い
た
も
の
し
か
生
み
出
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
酒
宴
の
席
で
、
儀
礼
歌
を
ベ
ー
ス
と
し
た
荘
重
な
歌
を
天
皇
に
献

じ
る
と
い
う
先
例
は
、
そ
の
後
に
宮
廷
歌
謡
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
き
、

や
が
て
は
万
葉
朝
の
壮
屁
な
歌
群
を
生
み
出
す
契
機
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
日
本
の
宮
廷
文
化
を
完
成
へ
と
押
し
進
め
た
第
一
人
者
は

雄
略
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
万
菓
集
』
巻
頭
に
、
雄
略
の
歌
が
置
か

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
意
味
か
ら
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ

る
。い

ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
雄
略
や
三
重
の
採
ら
の
試
み
は
「
か
れ
こ
の
豊
楽

に
、
そ
の
三
重
の
妹
を
誉
め
て
、
多
き
禄
給
ひ
き
」
と
い
う
結
果
を
招
い
た
。

三
重
の
採
が
誉
め
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
民
間
の
宴
席
と
さ
ほ
ど
大
差
な
い

雰
囲
気
で
あ
っ
た
宮
廷
の
宴
席
に
、
は
じ
め
て
厳
粛
な
要
素
を
も
た
ら
し
た
功

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
天
皇
の
王
権
を
強
化
し
ょ
う
と
す
る
雄
略
の

志
向
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
重
の
煤
の
一
族
と
思
わ
れ
る
伊
勢
の
天
語

部
は
、
こ
の
祖
先
の
功
業
を
後
世
に
残
す
た
め
に
、
三
重
の
採
と
、
大
后
、
雄

略
の
歌
を
合
わ
せ
て
「
天
語
歌
」
と
し
て
伝
え
、
宮
廷
歌
謡
の
内
に
定
着
さ
せ

る
ま
で
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

三
重
の
採
の
歌
、
そ
れ
は
牧
歌
的
な
時
代
か
ら
、
強
大
な
王
権
が
人
々
を
支

配
す
る
時
代
へ
の
転
換
を
示
す
一
つ
の
エ
ピ
ッ
ク
と
な
っ
た
も
の
と
も
い
い
う

る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
記
紀
歌
謡
に
お
け
る
酒
宴
の
席
の
歌
を
見
て
い
く
だ
け
で

も
、
そ
こ
に
は
民
謡
に
近
い
も
の
を
そ
の
ま
ま
歌
っ
た
時
期
、
即
興
的
な
趣
向

が
喜
ば
れ
た
時
期
、
宴
席
に
ま
で
荘
重
さ
が
求
め
ら
れ
は
じ
め
た
時
期
と
い
う
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変
遷
が
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
、
一
貫
し
た
流
れ

を
う
か
が
う
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
記
紀
歌
謡
が
後
世
の
史
官
に
よ
っ
て
、
説
話
の
内
に
適
当
に
は
め
こ

ま
れ
た
と
い
う
通
説
的
理
解
を
襲
切
る
結
果
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
記
紀

歌
謡
の
伝
承
は
、
原
則
と
し
て
、
史
実
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
歌
は
各
々
の
説
話
の
舞
台
と
さ
れ
る
時
代
に
実
際
に
歌
わ
れ
て
い
た
も
の
と

み
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
考
え
方
は
、
今
後
の
記
紀
歌
謡
研
究
に
重
要
な
視
点
を
提
示
す
る
も
の

で
は
な
い
か
、
と
愚
考
す
る
次
第
で
あ
る
。

註

（
1
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
岩
波
書
店
、
解
説
　
二
五
～
二

六
頁

（
2
）
　
昭
和
薬
科
大
学
教
授
。
記
紀
関
係
の
著
作
と
し
て
は
『
盗
ま
れ
た
神
話
』

角
川
文
庫
、
『
邪
馬
董
国
の
論
理
』
『
こ
こ
に
古
代
王
朝
あ
り
き
』
　
『
古
代

は
輝
い
て
い
た
・
I
』
『
同
・
Ⅱ
』
『
同
・
Ⅲ
』
朝
日
新
聞
社
、
『
古
代
の

霧
の
中
か
ら
』
　
『
邪
馬
一
国
の
挑
戦
』
徳
間
書
店
、
『
多
元
的
古
代
の
成

立
・
上
』
『
同
・
下
』
『
古
代
史
を
疑
う
』
『
よ
み
が
え
る
卑
弥
呼
』
『
古
代

は
沈
黙
せ
ず
』
煩
々
堂
、
『
倭
人
伝
を
徹
底
し
て
読
む
』
大
阪
書
籍
、
『
ま

ぼ
ろ
し
の
祝
詞
誕
生
』
新
泉
社
、
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
　
産
業
能
率
大
学
教
授
。
記
紀
関
係
の
著
作
と
し
て
は
『
邪
馬
台
国
へ
の

道
』
筑
摩
書
房
、
『
卑
弥
呼
の
謎
』
『
倭
の
五
王
の
謎
』
講
談
社
、
『
卑
弥

呼
と
邪
馬
台
国
』
P
H
P
研
究
所
、
『
神
武
東
遷
』
『
高
天
原
の
謎
』
徳
間

書
店
、
な
ど
が
あ
る
。

（
4
）
　
日
本
考
古
学
協
会
会
員
。
．
記
紀
関
係
の
著
作
と
し
て
ほ
『
磐
井
の
反

（5）（6）（7）

（8）

乱
』
河
出
書
房
新
社
、
『
実
在
し
た
神
話
』
学
生
社
、
『
邪
馬
台
国
論
争
』

『
日
本
国
家
の
起
源
・
上
』
『
同
・
下
』
『
雷
雲
の
神
話
』
一
三
書
房
、
『
万

葉
集
発
掘
』
朝
日
新
聞
社
、
『
卑
弥
呼
の
義
』
『
卑
弥
呼
の
鏡
』
　
『
銅
鐸
へ

の
挑
戦
・
全
五
巻
』
六
興
出
版
、
な
ど
が
あ
る
。

『
こ
こ
に
古
代
王
朝
あ
り
き
』
一
九
九
～
二
〇
〇
頁
、
二
一
七
頁
。

『
古
代
史
を
疑
う
』
八
五
～
八
六
頁
、
『
古
代
は
輝
い
て
い
た
・
Ⅱ
』

一
一
五
～
一
一
六
頁
。

日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
　
祝
詞
』
に
よ
る
。

先
に
挙
げ
た
古
田
、
安
本
、
原
田
の
各
氏
と
も
記
紀
の
神
武
東
進
説
話

を
、
史
実
と
し
て
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
原
田
に
つ
い
て
は
神
武
、
崇

神
、
武
整
槌
命
の
三
者
を
同
一
人
物
と
す
る
点
で
独
自
の
説
を
成
し
て
い

る
。『

古
代
歌
謡
集
』
解
説
十
二
頁
。

神
功
皇
后
・
建
内
宿
繭
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
幼
帝
・
応
神
よ
り
も
、

香
坂
王
・
忍
態
王
の
方
が
大
和
朝
廷
の
正
系
に
近
く
、
よ
り
強
い
皇
位
継

承
権
を
有
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
田
『
古
代

史
を
疑
う
』
　
『
古
代
は
輝
い
て
い
た
・
Ⅲ
』
参
照
。

『
古
代
歌
謡
集
』
補
注
、
一
二
〇
頁
。

『
こ
こ
に
古
代
王
朝
あ
り
き
』
二
五
八
～
二
六
三
頁
。

『
古
代
史
を
疑
う
』
九
九
～
一
〇
九
頁
、
一
八
一
～
一
八
五
頁
。

－
　
昭
和
薬
科
大
学
副
手
　
－
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