
平安時代の｢遊び｣1『古今和歌集』をめぐって
今
日
我
々
が
用
い
て
い
る
｢
芸
術
｣
と
い
う
嘗
菓
ほ
'
西
洋
に
お
け
る
一
連
の

同
族
畜
K
t
l
n
S
t
(
独
)
･
a
l
t
棄
･
仏
)
a
r
t
e
房
)
な
ど
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
(
以
下
西
洋
に
お
け
る
芸
術
と
い
う
青
葉
を
ド
イ
ツ
詩
の
タ
ン
ス
ト
に
代

表
さ
せ
る
)
o
そ
の
対
応
は
次
の
二
つ
の
局
面
紅
認
め
ら
れ
る
.
第
1
に
タ
ン
ス

ト
ほ
膏
薬
･
文
芸
･
演
劇
･
舞
踊
･
絵
画
･
彫
刻
･
建
築
な
ど
を
総
括
す
る
類
概

念
で
あ
る
が
､
日
本
欝
空
茶
術
も
今
日
で
は
ク
ソ
ス
ト
と
同
様
に
類
概
念
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
｡
江
戸
時
代
以
前
に
お
い
て
は
詩
歌
･
管
絃
･
能
狂
言
･
歌
舞

伎
･
書
画
･
彫
刻
･
建
築
･
茶
道
な
ど
を
包
括
す
る
名
称
は
な
か
っ
た
.
対
応
の

第
二
の
局
面
ほ
青
葉
の
意
味
内
容
で
あ
る
o
西
洋
に
お
い
て
タ
ン
ス
ト
が
今
日
的

な
意
味
を
獲
得
す
る
の
は
十
八
世
紀
で
あ
り
､
そ
れ
が
一
般
旺
定
着
す
る
の
ほ
十

九
世
紀
で
あ
っ
た
｡
そ
の
意
味
は
西
洋
の
近
代
社
会
に
成
立
し
た
特
別
の
考
え
方

旺
基
づ
く
も
の
で
あ
り
'
同
時
代
に
髭
生
し
た
｢
美
学
｣
が
高
調
し
た
｢
美
的
自

律
性
｣
の
愚
老
陪
観
走
さ
れ
て
い
る
o
我
々
も
今
日
芸
術
を
そ
の
タ
ン
ス
ト
と
同

じ
意
味
で
用
い
て
い
る
o
た
だ
し
'
日
本
爵
の
芸
術
は
西
洋
の
タ
ン
ス
ト
に
対
応

す
る
青
葉
で
あ
る
と
ほ
い
え
､
明
治
以
後
の
新
造
藩
で
は
な
い
｡
中
国
･
日
本
に

お
い
て
古
く
か
ら
使
用
き
れ
て
い
た
首
薫
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
意
味
内
容
は
今
日

平
安
時
代
の
r
運
び
｣

-

F
古
今
和
歌
集
i
を
め
ぐ
つ
て

辞
書
楽
教
室
)

と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
.

芸
術
と
い
う
言
葉
は
西
洋
的
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
､
｢
日
本
の
芸
術
｣

と
言
う
時
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
O
芸
術
を
単
な
る
類
概
念
と
し
て
､
つ
ま

り
日
本
の
詩
歌
･
管
絃
･
能
狂
言
･
歌
舞
伎
･
書
画
･
彫
対
･
建
築
･
茶
道
な
ど

を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
紅
ほ
問
題
は
な
い
が
'
意
味
内
容
の
商

で
､
そ
の
芸
術
を
タ
ン
ス
ト
と
し
て
､
つ
ま
り
西
洋
近
代
の
美
学
に
規
定
さ
れ
た

概
念
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
適
当
で
ほ
な
い
で
あ
ろ
-
う
O
｢
日
本
の
芸
術
｣
を
､

西
洋
的
観
点
か
ら
で
ほ
な
く
｢
日
本
の
芸
術
｣
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
て
い
く
旺

は
､
西
洋
近
代
の
ク
ソ
ス
ト
に
代
わ
る
な
ん
ら
か
の
統
1
概
念
が
必
要
で
あ
る
｡

そ
れ
は
､
す
で
紅
拙
稿
｢
日
本
の
古
代
に
お
け
る
(
遊
び
)
｣
(
1
)
で
詠
じ
た
よ
う

に
｢
遊
び
｣
で
あ
る
.
｢
日
本
空
茶
術
｣
を
美
学
の
立
場
か
ら
考
え
て
い
く
紅
は
､

遊
び
の
薬
学
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
.

日
本
紅
お
け
る
遊
び
の
問
題
ほ
､
こ
れ
ま
で
も
と
く
紅
民
俗
学
･
芸
能
史
が
扱

っ
て
き
た
が
'
そ
こ
で
ほ
歴
史
的
観
点
が
欠
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
つ
ま

り
遊
び
の
歴
史
性
が
看
過
さ
れ
て
い
た
｡
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
､
遊
び
の

意
味
､
あ
る
い
は
何
を
遊
び
と
み
な
す
か
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
｡
し

か
し
'
7
般
に
ほ
､
例
え
ば
奈
良
時
代
以
前
の
遊
び
と
平
安
時
代
の
遊
び
が
'
そ

の
意
味
の
違
い
も
顧
慮
さ
れ
ず
に
同
1
の
地
平
で
論
じ
ら
れ
る
｡
あ
る
い
は
今
日

の
我
々
の
意
味
を
過
去
の
時
代
の
遊
び
に
も
投
影
き
せ
て
し
ま
う
｡
例
え
ば
､
平

f五



況

平
安
時
代
の
｢
遊
び
｣

-

F
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
つ
て

安
時
代
の
宮
廷
あ
る
い
は
貴
族
の
遊
び
と
し
て
､
雅
楽
の
管
絃

(
神
楽
･
邸
曲
･

琵
琶
･
寧
･
笠
･
草
葉
･
笛
･
和
琴
)
･
蹴
鞠
･
鷹
匠
･
和
歌
･
具
合
･
囲
碁
･

将
棋
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
(
2
)
､
こ
れ
は
我
々
の
意
味
で
の
遊
び
で

あ
る
o

こ
れ
ら
の
中
に
ほ
平
安
時
代
に
は
遊
び
と
ほ
み
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も

あ
る
｡
平
安
時
代
は
遊
び
を
我
々
と
は
別
様
に
考
え
て
い
た
｡
各
時
代
･
時
期
の

遊
び
を
探
っ
て
い
く
に
は
､
我
々
の
意
味
で
は
な
く
'
そ
の
時
代
･
時
期
の
意
味

の
検
討
が
重
要
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
観
点
か
ら
､
前
記
の
拙
稿
お
よ
び
｢
日
本
の
古

代
に
お
け
る
音
楽
と
(
遊
び
)
｣
(
3
)

に
お
い
て
遊
び
の
問
題
を
放
っ
て
き
た
の
で

あ
る
が
､
今
回
ほ
さ
ら
紅
時
代
を
進
め
て
平
安
時
代
の
遊
び
を
取
り
上
げ
て
み
た

い｡

こ
れ
ら
の
二
つ
の
論
稿
で
も
み
た
よ
う
に
､
す
で
に
記
紀
･
風
土
記
･
万
葉
集

に
お
い
て
'
遊
び
の
意
味
は
そ
の
昔
層
と
新
層
の
重
層
構
造
を
な
し
て
い
た
.
辛

安
時
代
に
は
､
遊
び
ほ
そ
の
古
層
と
新
層
の
両
面
に
お
い
て
新
た
な
変
化
を
み
せ

る
｡
九
〇
〇
年
頃
が
そ
の
境
で
あ
り
､
こ
の
変
化
は
当
時
成
立
し
た
『
古
今
和
歌

集
』
紅
反
映
し
て
い
る
.
遊
び
の
歴
史
的
展
開
旺
お
い
て
､
新
層
の
誕
生
が
遊
び

の
第
一
の
転
換
期
で
あ
っ
た
が
､
『
古
今
和
歌
集
』

ほ
第
二
の
転
換
期
を
表
明
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
そ
こ
で
本
稿
で
は
『
古
今
和
歌
集
』
を
通
し
て
遊
び

の
新
し
い
諸
相
を
探
っ
て
み
た
い
｡

け
る
傍
点
は
筆
者
｡
『
古
今
和
歌
集
』
以
外
の
場
合
も
同
じ
｡
)

l

心
の
遊
び

(
一
)

遊
び
の
用
例

-

『
古
今
和
歌
集
』
を
中
心
に

『
古
今
和
歌
集
』

旺
お
い
て

｢
遊
び
｣

と
い
う
言
葉
の
用
例
は
き
わ
め
て
少
な

い
o
わ
ず
か
三
箇
所
で
あ
る
o
そ
の
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
(
4
)
.
(
引
用
に
お

③

九
〇
t
ニ
の
題
詞

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢
同
じ
御
時
の
殿
上
の
侍
紅
て
､
男
ど
も
に
､
大
御
酒
腸
ひ
て
､
大
御
遊
び

あ
り
け
る
つ
い
で
に
'
仕
う
奉
れ
る
｣

②

九
二
〇
の
題
詞

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

｢
中
務
親
王
の
､
家
の
池
に
､
舟
を
作
り
て
､
下
し
初
め
て
蓬
び
け
る
日
'

法
皇
御
覧
じ
に
お
は
し
ま
し
た
り
け
り
｣

ヽ

ヽ

ヽ

⑧

神
遊
び
の
歌
(
1
〇
七
四
-
]
〇
八
｣
ハ
)

最
初
の
例
の
意
味
は
､
｢
宇
多
天
皇
の
治
世

(
八
八
七
-
八
九
七
年
)

に
､
侍

臣
の
控
え
る
清
涼
殿
の
殿
上
の
間
で
､
宴
席
に
列
席
し
た
殿
上
人
た
ち
に
大
御
酒

を
勝
っ
て
大
御
遊
び
を
な
さ
っ
た
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
'
こ
の
大
御
遊
び
ほ

い
く
つ
か
の
伝
本
で
は
｢
御
遊
｣
と
な
っ
て
お
り
(
元
永
本
･
雅
俗
山
庄
本
･
雅

経
本
)
､
ま
た
､
『
古
今
栄
雅
抄
』

(
一
六
七
四
年
刊
)

では

｢
お
お
み
あ
そ
び
は

御
遊
也
｣
と
あ
り
(
5
)
'
こ
れ
は

｢
御
蓬
｣
を
指
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
｢
御
遊
｣

に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
が
'
音
楽
の
こ
と
で
あ
る
｡
『
新
大
系

本
』
の
脚
注
で
は

｢
天
皇
主
催
の
奏
楽
､
腸
宴
な
ど
を
広
く
い
う
｡
｣
と
説
明
し

て
い
る
｡

第
二
の
引
用
の
意
味
ほ
'
｢
字
多
天
皇
の
皇
子
'
敦
慶
親
王
が
'
家
の
泡
紅
ほ

じ
め
て
舟
を
浮
か
べ
て
遊
び
を
な
さ
っ
た
日
に
､
宇
多
上
皇
が
御
覧
に
な
る
た
め

に
行
事
な
さ
っ
た
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
道
び
は
｢
舟
遊
び
｣
で
あ
る
が
､

平
安
時
代
の
舟
遊
び
は
､
す
で
に
古
層
と
し
て
の
意
味
を
失
い
'
遊
び
の
重
点
は

舟
遊
び
そ
れ
自
体
よ
り
も
舟
の
上
で
の
音
楽
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
'
こ
の
道
び

も
音
楽
で
あ
る
.



第
三
の
｢
神
速
び
の
歌
｣
ほ
『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十
の
分
類
項
目
の
一
つ
で

あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
後
に
扱
う
こ
と
に
す
る
.

｢
神
遊
び
の
歌
｣

の
例
を
別
に
す
る
と
､
二
つ
の
用
例
で
の
遊
び
は
音
楽
を
拷

す
も
の
で
あ
っ
た
.
こ
れ
は
運
び
の
新
し
い
用
法
で
あ
る
.
記
紀
･
風
土
記
･
万

葉
集
で
の
遊
び
は
多
様
な
意
味
を
も
つ
言
葉
で
あ
り
､
そ
の
古
層
と
新
層
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
'
音
楽
を
包
含
す
る
よ
り
大
き
な
出
来
事
･
事
象
が
遊
び
と
呼
ば

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
､
音
楽
そ
れ
自
体
が
遊
び
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
0

『
古
事
記
』
で
は
'
神
の
託
宣
を
請
う
乾
さ
い
し
て
の
仲
京
天
皇
の
弾
琴
が
｢
ア

ソ
プ
｣
と
称
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
ほ
遊
ぶ
が
他
動
詞
で
用
い
ら
れ
て
い
る
唯
1

の
例
で
あ
り
､
遊
び
の
例
外
的
な
用
法
で
あ
る
｡

『
古
今
和
歌
集
』
で
の
新
し
い
用
法
が
､
こ
の
和
歌
集
に
限
ら
れ
た
も
の
で
な

い
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
'
同
じ
時
期
に
善
か
れ
た
他
の
文
献
で
の
遊
び
の
用
例

を
探
っ
て
み
る
が
､
そ
の
前
に
､
音
楽
へ
の
限
定
が
遊
び
の
新
し
い
用
法
で
あ
る

こ
と
を
確
か
め
て
お
こ
う
｡
遊
び
の
用
法
に
関
し
て
は
､
平
安
時
代
に
入
っ
て
も

最
初
の
一
世
紀
は
記
紀
･
風
土
記
･
万
葉
集
の
延
長
で
あ
っ
た
が
'
こ
の
こ
と
を

九
世
紀
前
期
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
る
『
日
本
霊
異
記
』
で
検
討
し
て
み
る
.
普

ず
､
当
事
で
の
遊
び
の
用
例
を
列
挙
し
て
み
よ
う
｡

③

聖
徳
太
子
の
具
し
き
表
を
示
し
た
ま
ひ
し
縁

第
四
｢
皇
太
子
鰻
の
岡
本

ヽ

ヽ

の
官
紀
居
住
し
し
時
に
'
縁
者
り
て
官
よ
り
出
で
て
達
観
に
専
行
す
.
｣
(
遊

r
競
と
は
視
察
･
巡
視
の
こ
と
で
あ
る
)

⑧

勤
に
仏
教
を
求
学
し
､
法
を
弘
め
物
に
利
あ
ら
し
め
､
命
終
の
時
に
臨
み

ヽ

ヽ

て
具
し
き
衰
を
示
し
し
線

第
二
十
｢
遍
く
諸
方
に
遊
び
､
法
を
弘
め
物
を

化
す
｡
｣

(
遊
び
は
遊
歴
で
あ
る
)

⑧

孔
雀
王
の
兄
法
を
修
持
し
て
具
し
き
験
カ
を
得
'
以
て
現
に
仙
と
作
り
て

天
を
飛
び
し
線

第
二
十
八
｢
毎
に
庶
ハ
ク
ハ
五
色
の
雲
虹
技
り
て
､
伸
虚

ヽ

ヽ

の
外
に
飛
び
､
仙
宮
の
賓
と
携
り
､
億
載
の
庭
に
遊
び
｣
(
永
遠
の
世
界
に

遊
ぶ
こ
と
で
あ
る
)

⑧

悪
夢
紅
依
り
て
'
誠
の
心
を
重
し
て
経
を
葡
ぜ
し
め
､
奇
し
き
表
を
示
し

て
､
命
を
全
く
す
る
こ
と
得
し
線

第
二
十
｢
生
め
る
子
､
館
の
魔
の
中
に

ヽ

ヽ

遊
び
､
母
ほ
屋
の
裏
な
り
｡
｣
亭
供
の
遊
び
で
あ
る
)

⑤

村
童
の
戯
れ
紅
木
の
仏
像
を
勉
み
､
愚
な
る
夫
祈
き
破
り
て
､
以
て
現
紅

悪
死
の
報
を
得
し
録

第
二
十
九
｢
当
の
里
の
小
子
'
山
に
入
り
て
薪
を
拾

ヽ

ヽ

ひ
､
其
の
山
道
の
側
に
戯
れ
遊
ぷ
｡
木
を
栽
み
て
以
て
仏
の
像
を
為
り
､
石

を
累
ね
て
塔
と
し
'
戯
れ
に
勉
め
る
仏
を
以
て
石
の
寺
紅
居
ゑ
､
時
々
に
戯

ヽ

ヽ

れ
遊
ぶ
｣
(
子
供
の
遊
び
で
あ
る
)

①
ほ
｢
野
の
遊
び
｣
の
系
列
､
⑧
は
｢
遊
行
｣
の
系
列
で
､
中
国
的
な
意
味
が

加
わ
っ
て
い
る
｡
⑧
は
『
遊
仙
窟
』
に
影
響
さ
れ
た
道
教
的
な
意
味
で
の
遊
び
､

④
と
⑤
は
子
供
の
遊
び
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
遊
び
の
新
層
で
あ
る
が
､
そ
の
用
法

は
奈
良
時
代
以
前
と
変
わ
り
は
な
い
.
つ
ま
り
､
九
世
紀
ま
で
は
遊
び
の
用
法
に

変
化
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
｡

次
に
'
『
古
今
和
歌
集
』
と
同
様
に
新
し
い
債
向
を
示
し
て
い
る
例
を
取
り
上

げ
て
み
よ
う
｡

平安時代の｢遊び｣1『古今和歌集』をめぐつて

◇

『
竹
取
物
語
』
(
6
)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

①

｢
こ
の
ほ
ど
三
日
､
う
ち
あ
げ
遊
ぶ
｡
よ
ろ
づ
の
遊
び
を
ぞ
し
け
る
｡
男

ヽ

ヽ

は
う
け
き
ら
は
ず
招
び
集
へ
て
'
い
と
か
し
こ
-
遊
ぶ
｡
｣
孟
二
)

ヽ

ヽ

⑧
｢
か
の
国
の
父
母
の
事
も
お
ぼ
え
ず
o
こ
こ
に
ほ
'
か
-
久
し
-
遊
び
せ

こ
え
て
'
慣
ひ
た
て
ま
つ
れ
り
｡
｣

(
九
八
)

一七



脱

平安時代の｢遵び｣-

『
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
つ
て

⑧

｢
ひ
ろ
げ
て
御
覧
じ
て
'
い
と
あ
ほ
れ
が
ら
せ
た
ま
ひ
て
､
物
も
き
こ
し

ヽ

ヽ

ヽ

め
さ
ず
'
御
遊
び
な
ど
も
な
か
り
け
り
｡
｣
(
一
〇
七
)

①
は
か
ぐ
や
姫
の
命
名
式
の
祝
い
で
の
選
び
で
あ
る
が
､
い
ず
れ
も
音
楽
を
意

味
し
て
い
る
｡
｢
う
も
あ
げ
遊
ぶ
｣
と
ほ
声
を
は
り
あ
げ
て
音
楽
を
す
る
こ
と
で

あ
る
套
集
寒
の
頭
注
)
.
㊧
は
仙
境
紅
蓮
ぶ
こ
と
で
あ
り
'
『
西
遊
記
』
な
ど
の

遊
び
と
同
じ
意
味
で
あ
る

(
全
集
本
の
茸
聾
.
こ
れ
も
中
国
的
な
遊
び
に
影
響

さ
れ
た
遊
び
の
新
層
で
あ
る
｡
⑧
は
｢
御
違
｣
'
つ
ま
り
音
楽
と
し
て
の
遊
び
で

あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
『
竹
取
物
音
』
で
の
遊
び
の
用
例
の
二
つ
ほ
音
楽
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
り
､
『
古
今
和
歌
集
』
と
同
様
の
新
し
い
局
面
牽
不
し
て
い
る
｡
そ
し
て

達
び
の
用
法
か
ら
す
れ
ば
'
『
竹
取
物
藩
』
が
『
古
今
和
歌
集
』
と
同
じ
時
期
匠

成
立
し
た
と
貰
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
｡
'

◇

『
伊
勢
物
藩
』
(
t
o
)

ヽ

ヽ

①

｢
白
き
鳥
の
､
は
し
と
あ
し
と
赤
き
､
噂
の
大
き
き
な
る
'
水
の
上
配
達
び

つ
つ
い
を
を
食
ふ
｡
｣
二
四
二
)

⑧

｢
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
予
ど
も
､
井
の
も
と
紅
い
で
て
藩
び
け
る

を
｣
〓
五
五
)

ヽ

ヽ

◇

『
土
佐
日
記
』
(
6
)

①

｢
あ
り
と
あ
る
上
下
'
童
ま
で
酔
ひ
痴
れ
て
､
1
文
字
を
だ
に
知
ら
ぬ
者
I

ヽ

ヽ

し
が
足
は
十
文
事
に
凍
み
て
ぞ
運
ぶ
｣
〓
こ
月
〓
西
里

ヽ

ヽ

⑧

｢
日
一
日
'
夜
7
夜
､
と
か
く
遊
ぶ
よ
う
に
て
､
明
け
酷
け
り
｣
二
二
月

二
五
日
)

①
は
別
れ
の
婁
で
遊
び
興
じ
る
こ
と
で
あ
り
､
子
供
の
遊
び
で
あ
る
o
⑧
の
運

び
ほ
音
楽
で
あ
り
､
｢
新
任
の
守
の
音
楽
が
本
格
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
旺
対
す

る
皮
肉
｣
(
全
集
本
の
帝
注
)

で
あ
る
が
､
こ
こ
で
も
蕃
び
ほ
音
楽
の
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
｡

⑧

｢
時
ほ
六
月
の
つ
ご
も
り
､
い
と
着
き
こ
ろ
ほ
ひ
に
､
宵
は
遊
び
を
り
て
､

夜
ふ
け
て
'
や
や
涼
し
吹
き
風
き
け
り
｡
｣
(
1
七
二
)

④

｢
十
月
の
つ
ご
も
り
が
た
､
菊
の
花
う
つ
ろ
ひ
尊
か
り
な
る
紀
､
も
み
ぢ

の
ち
ぐ
さ
紅
見
ゆ
る
を
り
､
親
王
た
ち
お
は
し
ま
さ
せ
て
､
夜
ひ
と
夜
､
酒

ヽ

ヽ

ヽ

飲
み
遊
び
て
､
夜
明
け
も
て
ゆ
く
殆
ど
旺
｣
≡
O
〓
)

ヽ

ヽ

⑨

｢
そ
の
家
の
南
の
海
の
ほ
と
り
紅
､
達
び
歩
き
ず
こ
三
〇
九
)

『
伊
勢
物
膏
』
で
は
蓬
び
ほ
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
J
C
/
⑤
ほ
鳥
の
遊

泳
､
⑧
は
子
供
の
遊
び
'
⑤
ほ
造
造
･
遊
覧
で
あ
る
が
､
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
記

紀
･
風
土
記
･
万
葉
集
監
見
ら
れ
た
遊
び
の
形
態
で
あ
る
｡
⑧
と
④
ほ
音
楽
で
あ

り
､
⑧
の
音
楽
ほ
死
者
の
霊
を
慰
め
る
た
め
の
も
の
基
集
奉
頭
墜
で
あ
る
が
､

こ
れ
ほ
｢
モ
ガ
リ
の
遊
び
｣
の
新
し
い
姿
で
あ
る
う
O

以
上
の
よ
う
に
､
音
楽
と
し
て
の
遭
び
の
意
味
ほ
『
古
今
和
歌
集
』
だ
吋
で
は

な
く
,
当
時
の
他
の
文
献
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
ほ
『
古
今
和
歌

集
』
の
頃
に
新
し
v
加
わ
り
た
遊
び
の
用
法
な
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
平
安
時
代
の

中
頃
に
ほ
'
運
び
は
も
っ
ば
ら
｢
管
汝
の
遵
び
｣
を
持
す
よ
う
紅
な
り
､
膏
薬
と

し
て
の
意
味
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
¢



(
二
)

｢
御
遊
｣

九
〇
〇
年
頃
か
ら
遊
び
の
意
味
の
重
点
は
音
楽
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
だ

が
'
ど
ん
な
音
楽
も
遊
び
と
み
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
.
あ
る
特
定
の
音
楽
が

遊
び
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
『
古
今
和
歌
集
』
-
で
は

｢
大
御
遊
び
｣

と
言
わ
れ

て
い
た
音
楽
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
後
に
｢
御
蓬
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
o
そ

し
て
こ
の
｢
御
遷
｣
は
遊
び
が
固
有
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
最
初
で
あ
っ
た
｡

多
様
な
音
楽
的
事
象
の
中
で
と
く
に
御
遊
と
呼
ば
れ
る
音
楽
と
は
い
か
な
る
も

の
な
の
か
.
1
般
匠
は
｢
宮
中
で
天
皇
な
ど
が
主
催
さ
れ
る
達
び
.
天
皇
や
宮
廷

の
高
級
貴
族
に
よ
っ
て
奏
せ
ら
れ
る
管
絃
と
歌
(
催
馬
楽
)

や
朗
詠
を
さ
す
こ
と

が
多
い
｣

(
『
日
本
国
音
大
事
典
』
) と

さ
れ
て
い
る
o

演
奏
さ
れ
る
場

(
あ
る
い

は
機
会
)

や
演
奏
す
る
者

(
所
作
人
)

が
特
定
の
音
楽
で
あ
る
｡
そ
の
場
か
ら
み

て
い
こ
う
｡

御
違
犯
関
す
る
文
献
に
は
十
五
世
紀
に
成
立
し
た
『
御
遊
抄
』
が
あ
る
｡
こ
れ

ほ
御
遷
の
所
作
人
を
国
史
･
記
録
尊
か
ら
抄
出
し
､
類
来
し
た
も
の
で
あ
る
が
'

そ
の
記
述
の
仕
方
ほ
御
蓬
の
場
に
従
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
場
ほ
清
暑
堂
･

内
案
･
中
殿
御
会
･
朝
執
行
率
･
御
賀
･
御
産
･
御
元
服

(
主
上
･
春
宮
･
親

王
)
!
御
著
袴
･
御
書
始
･
御
金
婚
･
臨
時
御
会
･
臨
時
御
幸
･
立
后
･
任
大
臣
･

臨
時
客
で
あ
る
.
場
が
こ
の
よ
う
匠
多
様
な
の
は
､
こ
の
蕃
は
御
遊
の
意
味
範
囲

を
か
な
り
広
く
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
.
だ
が
､
こ
の
多
様
な
場
を
宮
廷
に
限

っ
て
い
る
点
で
ほ
､
御
遊
の
場
を
限
定
し
て
い
る
o
平
安
時
代
に
お
い
て
､
御
遊

の
主
な
場
に
は
､
宮
廷
で
の
大
嘗
祭
ば
か
り
で
な
く
､
貴
族
の
邸
宅
で
の
大
臣
大

饗
や
仲
秋
観
月
(
7
)
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
.
こ
の
三
つ
の
場
の
う
ち
'

と
く
に
重
要
な
の
は
大
嘗
祭
と
大
臣
犬
饗
で
あ
る
｡
『
御
遊
抄
』

で
は
清
暑
堂
が

平
安
時
代
の
｢
遊
び
｣

-

『
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
つ
て

大
嘗
祭
乾
当
た
る
｡

『
御
遊
抄
』
に
お
い
て
大
嘗
祭
は
天
武
天
皇
に
始
ま
る
と
し
､
御
遊
を
清
和
天

皇
か
ら
記
述
し
て
い
る
が
､
そ
こ
で
は
｢
御
遊
｣
と
い
う
名
称
ほ
用
い
て
い
な
い
｡

御
遊
の
名
が
最
初
に
現
わ
れ
る
の
は
村
上
天
皇
の
天
慶
九
年

(
九
四
六
)

の
｢
御

神
楽
御
遊
｣
で
あ
る
｡
そ
れ
に
冷
泉
院
の
安
和
元
年
(
九
六
八
)
の
｢
於
こ
清
暑
堂
]

聯
有
三
御
遊
]
]
､
1
粂
院
の
寛
和
三
年
(
九
八
七
)

の
｢
雄
有
三
呂
律
御
遵
]
無
二
神

寄
]
｣
が
続
く
.
だ
が
､
記
録
の
上
で
御
遊
の
最
初
は
､
『
西
宮
記
』

(
巻
第
1
の

節
会
尭
)
y
に
延
喜
八
年
(
九
〇
八
)
の
こ
と
と
し
て
記
し
て
い
る
｢
於
こ
本
殿
]
有
こ

御
遊
l
｣
で
あ
る
｡
そ
の
他
の
記
録
と
し
て
は
､
『
中
右
記
』
に
｢
神
宴
之
後
御
遊
｣
'

『
北
山
抄
』
(
巻
五
r
大
嘗
会
事
｣
)

に
｢
御
二
清
暑
堂
l
有
こ
御
遊
事
L
と
い
う
記
述

が
見
ら
れ
る
.
こ
う
し
た
記
録
か
ら
判
断
す
る
と
､
御
遷
と
い
う
音
楽
的
形
態
が

形
を
整
え
る
の
は
九
世
紀
後
半
で
あ
っ
た
が
'
そ
の
名
称
が
固
有
名
詞
的
旺
固
定

し
た
の
は
十
世
紀
後
半
以
後
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
o

宮
廷
の
儀
式
に
お
い
て
最
も
重
要
な
大
嘗
祭
ほ
十
1
月
の
卯
日
か
ら
午
日
ま
で

の
四
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
が
､
辰
･
巳
･
午
日
に
は
､
儀
式
の
様
々
な
局
面

で
音
楽
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
.
辰
･
巳
日
に
ほ
節
会
の
後
醍
溶
着
真
の

行
事
が
な
さ
れ
た
.
『
三
代
実
録
』

の
清
和
天
皇
貞
観
元
年
の
箇
所
で
は
､
そ
れ

ほ
｢
琴
歌
神
宴
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
.
こ
の
薄
暑
堂
の
行
事
は
､
後
に
薄
暑
豊
御

神
楽
に
発
展
し
て
い
く
｡
御
遊
は
こ
の
琴
敬
神
宴
･
御
神
楽
の
後
匠
午
日
の
豊
明

節
会
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
.
つ
ま
り
御
遵
は
琴
歌
神
宴
や
御
神
楽
と
は
異
な

っ
た
余
興
的
な
音
楽
で
あ
る
(
8
)
0

次
に
大
臣
大
饗
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
o
そ
れ
は
太
政
官
の
宮
人
た
も
が

そ
の
長
官
で
あ
る
大
臣
家
に
新
年
の
挨
拶
に
出
掛
け
て
馳
走
に
あ
ず
か
る
催
し
で

あ
り
､
平
安
時
代
の
饗
宴
の
中
で
も
最
も
盛
儀
を
つ
く
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ

は
延
事
頃
に
摂
関
政
治
の
発
展
に
従
い
盛
ん
と
な
っ
た
o

こ
の
宴
会
で
も
音
楽
紘

]九



川

平
安
時
代
の
｢
遊
び
｣

-

『
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
.
こ
の
行
事
ほ
｢
宴
座
｣
と
｢
穏
座
｣
と
に
分
か

れ
て
い
た
が
､
正
式
の
宴
会
で
あ
る
宴
座
で
な
さ
れ
る
音
楽
は
雅
楽
寮
伶
人
に
よ

る
も
の
で
あ
り
､
い
わ
ば
式
楽
で
あ
る
.
他
方
､
1
種
無
礼
薫
の
よ
う
な
穏
座
で

は
'
琵
琶
･
倭
琴
･
挙
･
笛
類
な
ど
の
｢
御
遊
具
｣
が
音
楽
堪
能
者
の
殿
上
人
に

渡
さ
れ
､
堂
上
堂
下
が
相
和
し
て
奏
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
の
音
楽
が
御

遊
で
あ
る
o
そ
こ
で
ほ
'
専
門
の
楽
人
は
簾
手
数
の
下
の
召
人
座
に
あ
っ
て
殿
上

人
た
ち
の
演
奏
を
助
け
る
の
で
あ
っ
て
'
御
蓬
の
主
役
は
殿
上
人
た
ち
で
あ
る
.

御
遊
ほ
｢
糸
竹
の
興
｣
と
も
言
わ
れ
た
が
､
そ
の
中
心
は
雅
楽
と
催
馬
楽
で
あ
る
.

宴
座
の
音
楽
が
舞
楽
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
'
御
遊
は
舞
を
伴
わ
な
い
音
楽

で
あ
る
｡

大
嘗
祭
､
大
臣
大
饗
宴
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
'
御
遊
は
式
楽
で
は
な
-
'
い

わ
ば
余
興
の
音
楽
で
あ
る
.
そ
し
て
そ
の
担
い
手
も
式
楽
が
雅
楽
寮
や
大
歌
所
の

専
門
の
楽
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
天
皇
を
含
め
た
殿
上
人
た
ち
で
あ
る
o

こ
う
し
た
御
蓬
が
生
ま
れ
る
背
景
と
し
て
'
平
安
時
代
に
お
け
る
節
会
の
成
立

と
音
楽
の
普
及
が
考
え
ら
れ
る
o
節
会
は
､
儒
教
思
想
の
影
響
の
も
と
平
城
朝
か

ら
嵯
峨
朝
(
八
〇
六
-
八
二
三
年
)

に
か
け
て
成
立
し
た
と
言
わ
れ
る
.
節
会
と

は
｢
節
日

(
せ
ち
に
ち
)

そ
の
他
重
要
な
公
事
の
あ
る
日
に
､
五
位
ま
た
は
六
位

以
上
の
諸
臣
を
朝
廷
に
集
め
､
天
皇
が
出
御
し
て
賜
わ
っ
た
宴
会
｣
(
『
日
本
国
苦

大
事
典
』
)
で
あ
る
｡
そ
れ
と
と
も
に
､
嵯
峨
天
皇
以
後
三
代
の
う
ち
に
宮
中
儀

式
が
整
備
さ
れ
､
年
間
を
通
じ
て
の
恒
例
公
事
が
年
中
行
事
と
し
て
定
着
す
る
｡

そ
し
て
官
撰
の
儀
式
書
と
し
て
｢
三
儀
式
｣
が
縮
ま
れ
る
.

節
会
･
儀
式
･
行
事
が
整
備
さ
れ
る
と
､
そ
れ
ら
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
も
･

つ
音
楽
も
整
備
さ
れ
る
｡
す
で
に
'
七
世
紀
に
ほ
中
国
の
制
度
を
な
ら
っ
て
雅
楽

寮
を
設
け
'
国
家
に
よ
る
音
楽
の
管
理
と
専
門
の
音
楽
家
の
養
成
が
始
ま
っ
て
い

た
が
､
平
安
時
代
に
な
る
と
'
日
本
の
実
状
に
合
わ
せ
た
整
備
が
な
さ
れ
る
o
外

二〇

来
の
音
楽
が
日
本
的
紅
定
着
す
る
の
で
あ
る
.
仁
明
朝
(
八
三
三
年
-
五
〇
年
)

の
楽
制
改
革
､
つ
ま
り
楽
器
や
音
組
織
の
整
理
統
合
'
左
方
と
右
方
の
両
部
制
の

採
用
な
ど
は
そ
の
具
体
的
な
現
わ
れ
で
あ
っ
た
o
ま
た
'
楽
人
･
楽
官
が
帰
化
人

よ
り
日
本
人
の
手
に
移
る
よ
う
に
な
り
'
音
楽
を
職
業
と
す
る
人
た
ち
は
楽
家
を

形
成
す
る
よ
う
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
な
外
来
音
楽
の
日
本
化
は
､
同
時
に
音
楽
の
普
及
で
も
あ
っ
た
o
平

安
時
代
に
は
音
楽
は
貴
族
た
ち
の
必
須
の
教
養
と
な
る
｡
『
禁
秘
抄
』
(
順
徳
天
皇

御
選
)

に
は
天
子
が
修
め
る
べ
き
｢
諸
芸
能
事
｣
と
し
て
､
何
よ
り
も
御
学
問

(
漢
学
)
と
管
絃
'
そ
れ
に
和
歌
･
詩
情
･
能
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
管

絃
の
｢
必
可
通
一
曲
｣
と
し
て
笛
･
和
琴
･
寧
･
琵
琶
･
催
馬
楽
･
今
様
が
記
さ

れ
て
い
る
o
当
然
貴
族
た
ち
に
も
同
様
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
.
平
安

時
代
に
は
音
楽
ほ
皇
族
･
貴
族
の
間
に
も
広
ま
り
､
す
ぐ
れ
た
音
楽
家
が
輩
出
す

る
よ
う
に
な
る

(
仁
明
天
皇
､
尾
張
浜
主
､
常
世
乙
魚
､
大
戸
清
上
'
源
信
､
源

弘
､
源
定
'
恒
貞
親
王
'
藤
原
保
忠
､
.
藤
原
敦
忠
､
藤
原
貞
敏
な
ど
)
.
彼
ら
に

と
っ
て
音
楽
は
職
業
で
は
な
く
'
教
養
で
あ
っ
た
の
だ
が
､
御
蓬
ほ
そ
の
彼
ら
の

才
能
を
発
揮
す
る
場
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
｡

三
一
)

遊
び
の
日
本
化

-

心
の
遊
び

記
紀
･
風
土
記
･
万
葉
集
に
お
い
て
､
遊
び
は
す
で
に
古
層
と
新
層
の
重
層
構

造
を
な
し
て
い
た
｡
そ
の
新
層
と
し
て
の
遊
び
の
特
色
は
､
遊
び
が
そ
の
固
有
の

場
と
し
て
の
祭
か
ら
分
離
し
､
タ
マ
フ
リ
の
性
格
を
失
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た

が
'
こ
の
新
し
い
遊
び
の
成
立
に
は
大
陸
の
影
響
､
と
く
に
中
国
の
詩
お
よ
び
詩

宴
･
『
文
選
』
･
『
遊
仙
窟
』
･
道
教
･
老
荘
思
想
が
大
き
-
作
用
し
て
い
る
｡
そ
れ

ら
に
お
い
て
も
遊
び
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
.



そ
の
中
国
の
遊
び
は
'
1
方
に
お
い
て
日
本
の
漢
詩
お
よ
び
詩
宴
に
見
ら
れ
る
よ

ぅ
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
た
.
他
方
'
日
本
の
古
来
の
遊
び
に
も
変
貌
を
も

た
ら
し
た
.
新
層
の
遊
び
と
は
､
中
国
風
の
遊
び
と
中
国
化
さ
れ
た
日
本
の
遊
び

で
あ
る
｡
そ
の
顕
著
な
特
色
は
｢
自
己
目
的
的
｣
性
格
と
現
実
離
脱
的
債
向
で
あ

る
が
､
そ
れ
は
タ
マ
フ
リ
の
遊
び
と
い
う
古
層
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
.
こ
の
新
層
の
遊
び
が
定
着
す
る
の
は
七
･
八
世
紀
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
時
が

遊
び
の
歴
史
的
展
開
に
お
け
る
最
初
の
転
換
期
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

そ
の
新
層
ほ
､
平
安
時
代
に
入
る
と
'
文
化
一
般
に
見
ら
れ
る
国
風
化
あ
る
い

ほ
和
様
風
の
動
向
に
応
じ
て
日
本
化
さ
れ
る
o
中
国
的
あ
る
い
は
中
国
化
さ
れ
た

遊
び
が
日
本
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
o
そ
の
儀
向
が
明
確
に
現
わ
れ
る
の
が
九
〇
〇

年
頃
で
あ
り
､
こ
の
時
を
遊
び
の
第
二
の
転
換
期
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
よ
う
｡

遊
ザ
の
日
本
化
と
は
､
中
国
の
遊
び
に
見
ら
れ
た
自
己
目
的
的
お
よ
び
現
実
離
脱

的
性
格
に
お
け
る
彼
岸
的
意
味
の
希
薄
化
と
､
遊
び
の
音
楽
へ
の
収
放
で
あ
る
o

こ
の
日
本
化
に
お
い
て
'
遊
び
は
蓬
莱
的
あ
る
い
は
遊
興
的
傾
向
を
強
め
､
そ
れ

に
よ
っ
て
人
間
の
｢
生
｣

全
体
と
の
連
関
を
失
い
､
｢
心
｣

に
関
わ
る
行
為
と
な

る
.
そ
れ
は
､
日
常
的
生
活
か
ら
心
を
別
の
生
活
に
解
放
し
て
､
そ
の
心
を
楽
し

ま
せ
よ
う
と
す
る
､
い
わ
ば
｢
心
の
遊
び
｣
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
｢
心
の

遊
び
｣

の
中
心
を
占
め
た
の
が
音
楽
で
あ
る
o

『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
遊
び

の
用
例
の
最
初
の
二
つ
は
､
こ
う
し
た
日
本
化
さ
れ
た
｢
心
の
遊
び
｣
を
表
明
す

る
も
の
で
あ
っ
た
｡

な
お
'
遊
び
に
お
け
る
心
の
強
調
は
歌
の
世
界
で
も
遂
行
さ
れ
る
.
前
稿
で
す

で
に
見
た
よ
う
に
､
も
と
も
と
そ
の
形
態
か
ら
言
え
ば

｢
三
位
1
体
の
コ
レ
イ

ア
｣
と
も
言
う
べ
き
タ
マ
フ
リ
と
し
て
の
遊
び
か
ら
分
化
し
て
､
い
ち
早
く
自
立

の
道
を
歩
み
始
め
た
の
は
和
歌
で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
い

て
心
を
中
心
と
す
る
芸
術
'
つ
ま
り
｢
心
の
芸
術
｣
に
昇
華
す
る
.
そ
し
て
そ
の

｢
心
の
芸
術
｣
と
し
て
の
和
歌
ほ
も
ほ
や
｢
遊
び
｣
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
.

〓

｢
神
遊
び
｣

平
安
時
代
の
｢
遊
び
｣

-

『
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

(
一
)

神
楽
と
の
関
連

『
古
今
和
歌
集
』
に
み
ら
れ
る
｢
遊
び
｣

の
第
三
の
用
例
は

｢
神
遊
び
の
歌
｣

で
あ
る
｡
最
後
の
巻
第
二
十
に
は
大
歌
所
御
歌

(
五
葦
･
神
遊
び
の
歌

手三

育
)
･
東
歌
(
十
四
書
が
含
ま
れ
て
い
る
が
'
｢
神
速
び
の
歌
｣
は
十
三
首
の
歌

の
標
目
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢
神
遊
び
｣
と
い
う
言
葉
は
､
記
紀
･
風
土
記
･
律
令
･
万
葉
集
に
ほ
現
れ
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
.
そ
れ
ほ
遊
び
の
新
し
い
形
態
な
の
か
.
そ
れ
と
も
す
で
に

あ
っ
た
遊
び
に
対
す
る
新
し
い
名
称
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
.
新
大
系
本
ほ
､

巻
二
十
の
歌
は
｢
神
に
対
し
'
又
は
､
神
の
み
前
で
歌
う
神
歌
｣
で
｢
神
道
び
の

歌
は
､
神
前
で
音
曲
を
演
奏
し
歌
う
そ
の
歌
の
こ
と
で
､
い
わ
ゆ
る
神
楽
歌
を
含

む
｣
と
説
明
し
て
い
る
が
､
｢
神
遊
び
｣

に
つ
い
て
は
定
説
が
な
い
o

こ
れ
ま
で

も
､
そ
れ
が
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
多
く
の
人
ほ
神
楽
を

主
題
と
し
､
神
楽
を
詠
ず
る
な
か
に
神
遊
び
の
問
題
に
も
触
れ
て
き
た
の
で
あ
る

が
'
そ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
見
解
は
､
①
神
速
び
と
神
楽
は
同
一
の
も
の
I

⑧
神
遊
び
と
神
楽
ほ
別
の
も
の
'
⑧
神
遊
び
は
神
楽
の
前
身
､
と
い
う
三
つ
に
分

か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
的
見
解
を
検
討
し
て
み
よ
う
.

①
神
道
び
は
神
楽
と
同
一
の
も
の

神
速
び
を
神
楽
と
同
一
視
す
る
見
解
の
代
表
的
例
と
し
て
土
橋
寛
を
取
り
上
げ

て
み
よ
う
(
9
)
｡
土
橋
は
｢
従
来
(
神
遊
び
)
と
(
神
楽
)
と
を
区
別
す
る
説
も

ニ
ー



1-6

平
安
時
代
の
r
運
び
｣

-

F
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
つ
て

あ
る
が
'
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
内
容
的
な
相
違
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
､
相

違
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
､
広
･
狭
義
の
用
法
が
あ
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
｣

か
ら
だ
と
言
う
｡

土
橋
の
場
合
も
考
察
の
重
点
は
神
楽
の
方
に
あ
り
､
そ
の
神
楽
か
ら
神
道
び
を

問
題
に
し
て
い
る
.
神
楽
を
中
心
に
考
察
し
ょ
う
と
す
る
限
り
､
ま
ず
'
神
楽
を

明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
'
そ
の
意
味
を
広
･
狭
義
に
お
い
て
整
理
し

て
い
る
｡
ま
ず
'
広
義
に
お
い
て
は
｢
固
有
名
詞
と
し
て
で
は
な
く
'
何
ら
か
の

歌
舞
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
た
｣
(
柑
)
.
次
に
､
狭
義
に
は
固
有
名

詞
と
し
て
の
神
楽
で
あ
る
が
､
そ
れ
も
内
侍
所
神
楽
だ
け
で
な
く
､
そ
れ
が
固
定

す
る
以
前
に
､
そ
れ
に
影
響
を
与
え
た
先
行
儀
礼
と
し
て
の
い
く
つ
か
の
形
態
も

含
ま
れ
る
｡
土
橋
は
そ
れ
を
｢
舌
神
楽
｣
と
呼
び
'
清
暑
堂
御
神
楽
･
賀
茂
臨
時
慕

の
遼
立
の
御
神
楽
･
園
韓
神
祭
･
石
清
水
臨
時
祭
の
神
楽
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
o

土
橋
は
､
神
遊
び
を
こ
の
広
義
の
神
楽
と
同
一
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
｡
だ

が
'
神
楽
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
､
広
義
の
神
楽
か
ら
古
神
楽
へ
､
古
神
楽
か

ら
内
侍
所
神
楽
へ
と
い
う
発
展
を
辿
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
な
ら
ば
､
神
道
び

は
御
神
楽
の
前
身
と
み
な
す
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.

⑧

神
速
び
ほ
神
楽
と
別
の
も
の

神
遊
び
と
神
楽
の
遠
い
ほ
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
､
近
代
に
な
っ
て
も

こ
の
立
場
を
主
張
す
る
人
ほ
少
な
く
な
い
(
l
l
)
｡
そ
の
代
表
的
見
解
は
津
田
左
右

書
に
み
ら
れ
る
(
S
!
)
.

津
田
は
､
賀
茂
臨
時
祭
の
還
立
の
神
楽
･
大
嘗
祭
の
漕
暑
堂
神
楽
･
園
韓
神

楽
･
鎮
魂
祭
･
夏
神
楽
な
ど
の
豊
富
な
資
料
を
基
に
し
な
が
ら
'
神
道
び
と
神
楽

を
同
義
に
用
い
た
明
証
が
な
い
と
結
論
す
る
.
両
者
の
相
違
匠
関
す
る
津
田
の
見

解
を
ま
と
め
て
み
よ
う
｡

二二

◇

｢
か
み
あ
そ
び
｣

ア

神
事
と
の
関
連
=
神
事
と
し
て
つ
ね
に
神
前
で
奏
さ
れ
る
o

イ

演
奏
者
=
御
重
･
神
都

ウ

演
奏
の
仕
方
=
本
末
に
分
か
れ
て
い
な
い
｡

エ
内
容
=
採
物
の
歌
を
主
｡
そ
の
採
物
の
歌
ほ
本
末
が
1
首
ず
つ
別
に
な

っ
て
お
り
'
し
か
も
そ
め
間
の
意
味
の
連
絡
が
な
い
｡

オ

楽
器
=
神
琴
･
神
笛
の
み

◇

か
ぐ
ら

ア

神
事
と
の
閑
適
=
神
事
に
関
係
ほ
あ
る
が
､
何
れ
も
神
前
で
奏
す
る
も

の
で
は
な
い
.
余
興
的
で
､
お
お
む
ね
神
事
の
後
に
な
さ
れ
る
o

イ

演
奏
者
=
近
衛
の
宮
人
､
殿
上
地
下
の
陪
従
で
あ
っ
て
､
神
醜
官
で
な

ヽ

O

.1

ウ

演
奏
の
仕
方
=
歌
人
が
本
方
末
方
に
別
れ
て
唱
和
し
'
舞
人
は
人
長
と

い
う
も
の
1
人
で
､
そ
の
舞
は
歌
と
は
関
係
が
無
い
｡
こ
れ
は
歌
壇
と
の

関
連
を
示
し
て
い
る
｡

ユ
歌
の
内
容
-
歌
の
意
義
は
神
武
に
関
係
の
あ
る
も
の
は
無
-
､
僅
謡
ら

し
い
も
の
の
中
旺
は
か
な
り
濃
雑
な
も
の
も
あ
り
､
ま
た
才
の
男
の
散
楽

め
い
た
も
の
が
あ
る
｡
神
事
旺
関
係
の
無
い
前
菜
が
主
で
あ
る
o
採
物
の

歌
は
後
の
出
来
事
で
あ
る
｡

.オ

楽
器
=
和
琴
･
大
笛
(
神
楽
笛
)
･
筆
築
･
第

津
田
は
両
者
の
相
違
を
構
造
の
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
だ
が
､
そ
の
見

解
の
特
色
は
構
造
に
お
い
て
音
楽
的
局
面
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
音
楽

の
面
か
ら
の
両
者
の
相
違
の
指
摘
は
'
他
の
人
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る｡

津
田
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
神
遊
び
と
神
楽
は
異
な
り
て
い
る
.



だ
が
､
問
題
は
比
較
さ
れ
て
い
る
二
つ
が
同
時
代
の
も
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

神
楽
ほ
神
遊
び
よ
り
も
後
の
時
代
に
固
定
J
た
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
彼
の
見

解
乾
そ
の
歴
史
的
観
点
を
導
入
し
､
神
楽
が
内
侍
所
御
神
楽
と
し
て
固
定
し
て
い

-
過
程
を
遡
っ
て
い
け
ば
､
そ
の
源
ほ
神
道
び
l
と
結
び
つ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
･

坪
田
の
見
解
は
②
の
立
場
と
は
相
反
す
る
の
で
ほ
あ
る
が
'
そ
こ
か
ら
も
神
遊
び

か
ら
神
楽
へ
と
い
う
同
一
の
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
｡

⑧

神
速
び
ほ
神
楽
の
前
身

神
速
び
か
ら
神
楽
へ
'
つ
ま
り
神
速
び
は
神
楽
の
古
態
と
す
る
見
解
を
表
明
し

て
い
る
の
ほ
折
口
偉
大
で
あ
る
o
,
｣
の
問
題
に
関
す
る
折
口
の
言
説
は
彼
の
著
述

の
各
所
に
散
在
す
る
が
､
そ
の
な
か
で
大
切
な
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
･

折
口
も
､
津
田
と
同
様
紅
､
神
遊
び
と
神
楽
と
ほ
別
の
も
の
と
考
え
て
い
る
.

｢
神
遊
び
に
出
た
舞
人
は
'
宮
廷
の
盛
女
で
あ
る
が
､
神
楽
で
は
､
人
長
は
宮
人

で
､
才
の
男
ほ
元
山
人
の
役
で
あ
っ
た
ら
し
い
｣
(
f
3
)
.
二
つ
は
そ
の
担
い
手
が
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
.
こ
の
こ
と
を
､
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
｡
｢
宮

廷
の
鎮
魂
歌
を
扱
う
た
も
の
は
'
物
部
氏
で
あ
っ
た
が
'
其
以
前
に
は
､
猿
女
氏

の
鏡
魂
が
あ
っ
て
､
物
部
の
鏡
魂
と
合
体
し
て
ゐ
る
｡
そ
の
合
体
し
た
の
が
冬
の

鏡
魂
条
で
､
其
後
紅
又
､
神
遊
び
が
這
入
っ
た
の
で
あ
る
.
神
道
び
と
ほ
､
神
事

舞
踊
の
意
味
で
､
物
部
の
鎮
魂
紅
神
道
び
の
蓬
入
っ
た
も
の
が
､
神
楽
で
あ
る
｡

神
楽
は
'
海
審
の
系
統
の
神
道
び
で
､
海
部
が
石
清
水
の
神
を
紀
る
時
に
謡
う
た

も
の
で
あ
る
｣
(
第
十
二
巻

二
九
六
事
.
こ
こ
で
､
す
で
紅
神
速
び
と
神
楽
の

歴
史
的
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
用
語
の
上
か
ら
は

次
の
よ
う
望
芸
れ
る
.
｢
神
楽
と
言
ふ
名
は
､
近
代
で
は
､
神
事
に
閲
し
た
音

楽
舞
踊
の
類
を
､
漠
然
と
さ
す
吾
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
Q
さ
う
言
ふ
広
い
用
語

例
に
当
る
も
の
と
し
て
､
神
速
び
と
言
ふ
語
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
o

1
体
日
本
舌

代
の
遊
び
と
か
舞
ひ
と
か
言
は
れ
る
も
の
に
は
'
鎮
魂
の
意
義
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
0

<
神
遊
>
ほ
､
神
聖
な
鎮
魂
舞
踊
と
か
､
或
は
神
自
ら
行
ふ
舞
踊
(
ア
ソ
ビ
)
と

か
言
ふ
意
味
ら
し
い
の
で
あ
る
o
其
神
道
び
の
1
種
と
し
て
､
平
安
朝
の
中
頃
か

ら
宮
廷
紀
行
は
れ
始
め
た
の
が
神
菜
で
'
最
初
は
(
琴
歌
神
宴
)
と
称
し
て
､
大

嘗
祭
の
1
部
分
の
､
夜
の
行
事
か
ら
出
た
と
言
ふ
説
が
､
有
力
紅
な
っ
て
ゐ
る
｣

(
第
十
七
巻

二
六
六
貢
)
｡

歴
史
的
に
見
れ
ば
､
も
と
も
と
存
在
し
た
の
は
神
速
び
で
あ
る
.
｢
鏡
魂
条
の

神
道
の
形
の
上
に
'
更
空
つ
加
っ
て
来
た
の
が
神
楽
で
あ
る
｣
棄
七
巻

二

九
二
貢
)
､
あ
る
い
は
｢
神
楽
ほ
そ
の
中
再
挙
の
特
殊
な
も
の
宣
言
語
で
､

元
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
｣
嚢
十
七
巻二

六
九
貢
)
｡
さ
ら
聖
口
え
ば
,
｢
神
遊

び
の
中
に
'
神
楽
と
冨
ふ
滝
行
を
捲
き
起
す
も
の
が
現
れ
た
･
中
安
中
期
の
事
で

ぁ
る
｡
そ
れ
以
前
か
ら
必
'
神
速
び
が
神
事
芸
能
と
し
て
の
享
楽
方
面
を
拓
い
て

居
た
に
ほ
達
ひ
な
い
｣
奮
十
七
巻二

七
九
貢
)
｡
従
っ
て
'
神
楽
も
も
と
ほ

｢
カ
ミ
ア
ソ
ヒ
｣
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
｡
｢
神
遊
び
と
の
名
義
上

で
の
問
題
は
あ
る
が
､
大
し
た
障
碍
と
ほ
思
へ
ぬ
こ
と
で
あ
る
｡
神
楽
の
字
面
は

宛
て
字
で
､
之
を
(
か
み
あ
そ
び
)
と
訓
む
の
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
｡
所
謂
神

楽
を
(
神
遊
)
と
書
い
た
本
も
あ
る
｡
｣
棄
十
七
巻

八
九
貢
)

さ
ら
に
'
神
遊
び
は
神
楽
の
音
感
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
､
催
馬
楽
･
風
俗
.

東
遊
び
も
も
と
は
神
遊
び
で
あ
っ
た
棄
七
巻

二
九
八
-
1
1
f
〇
四
貢
)
.

(
7
1
)

『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
｢
神
遊
び
｣

平
安
時
代
の
｢
遊
び
｣

-

『
古
今
和
歌
集
G
]
を
め
ぐ
つ
て

折
口
が
説
く
よ
う
に
神
遊
び
は
神
楽
の
舌
態
と
み
な
す
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
o
で
は
'
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
神
速
び
は
､
神
道
び
か

ら
神
楽
へ
の
道
と
い
う
過
程
に
お
い
て
ど
の
段
階
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
?

二≡



ほ

平
安
時
代
の
｢
違
び
｣

-『古今和歌集』なめゃって

こ
の
問
題
を
解
く
緯
は
神
遊
び
の
歌
の
構
成
に
あ
る
.

神
速
び
の
歌
に
は
｢
採
物
の
歌
｣
宍
葦
･
｢
日
霊
女
の
歌
｣
二
革
･
｢
返
し

物
の
歌
｣

二ハ善

が
含
ま
れ
て
い
る
.
こ
の
構
成
紅
関
し
て
多
く
の
人
が
問
題

と
し
て
い
る
の
が
､
後
の
神
楽
歌
と
の
関
連
で
あ
る
｡
こ
の
構
成
は
､
『
拾
遺
集
』

巻
十
の
神
楽
､
薄
暑
堂
の
神
楽
､
内
侍
所
御
神
楽
と
ほ
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
.
『
拾
遺
集
』
は
取
物
･
わ
が
駒
･
前
張
'
清
書
堂
の
神
楽
は
採
物
･
韓
神
･

前
軍
内
侍
所
御
神
楽
は
採
物
･
前
張
･
星
で
あ
る
｡
『
古
今
和
歌
集
』
の
神
速

び
の
歌
に
は
､
神
楽
に
み
ら
れ
る
韓
神
･
前
張
･
朝
倉
･
其
駒
が
な
く
'
そ
の
代

わ
り
に
｢
日
霊
女
の
歌
｣
と
｢
返
し
物
の
歌
｣
が
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o
『
古

今
和
歌
集
』
の
神
道
び
の
歌
の
構
成
は
､
あ
る
特
定
の
時
代
の
様
相
を
反
映
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
｡

こ
の
点
に
関
し
て
説
得
力
の
あ
る
見
解
を
示
し
て
い
る
の
が
土
橋
で
あ
る
が
､

土
橋
は
『
拾
遺
集
』
以
外
に
も
『
西
官
記
』
の
賀
茂
臨
時
祭
や
'
神
楽
譜
の
古
写

の
う
ち
最
も
古
い
『
神
楽
和
琴
秘
譜
』
と
比
較
し
､
『
古
今
和
歌
集
』
の
神
遊
び

の
歌
が
『
拾
遺
集
』
よ
り
一
段
前
の
薄
暑
堂
御
神
楽
の
形
式
で
あ
る
と
推
量
し
て

い
る
(
1
4
)
0

次
に
問
題
と
な
る
の
は
'
こ
の
神
速
び
の
歌
が
奏
さ
れ
た
場
あ
る
い
ほ
擁
会
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
間
題
は
採
物
の

歌
･
日
霊
女
の
歌
･
返
し
物
の
歌
が
｢
(
神
道
び
)
を
構
成
す
る
三
要
素
と
見
る

か
､
ま
た
は
異
な
る
場
の
(
神
遊
び
)
の
歌
の
集
録
と
見
る
か
｣
(
5
)
と
い
う
問
い

に
関
連
す
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
'
土
橋
ほ
大
嘗
祭
の
清
暑
堂
の
神
宴
が
そ
の
場

で
あ
る
と
す
る
｡
だ
が
､
こ
こ
に
新
た
な
問
題
が
生
ず
る
｡
『
古
今
和
歌
集
』

の

神
遊
び
の
歌
は
'
大
嘗
祭
で
奏
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
､
そ
の
薄
暑
堂
の

神
宴
に
導
入
さ
れ
る
以
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
'
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
､
手

掛
か
り
は
｢
大
歌
所
｣
紅
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
『
古
今
和
歌
集
』
の
神
遊
び

二四

の
歌
は
大
歌
所
に
お
い
て
伝
習
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
'
神
遊
び
の
古
来
の

場
は
そ
の
大
歌
所
の
職
掌
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
.

令
紅
規
定
さ
れ
た
雅
楽
棄
は
も
と
も
と
外
来
系
の
楽
舞
と
日
本
的
楽
舞
を
併
せ

て
教
習
す
る
機
関
で
あ
っ
た
が
.
重
点
ほ
外
来
系
楽
舞
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
･
そ
こ
で
奈
良
時
代
に
は
日
本
的
楽
舞
を
教
習
す
る
機
関
ほ
雅
楽
棄
か
ら
独
立

し
て
い
く
よ
う
に
な
る
｡
芳
葉
集
』
巻
六
二
〇
1
1
)
に
現
わ
れ
る
｢
歌
僻

所
｣
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
､
大
歌
所
は
そ
の
系
欝
を
引
く
も

の
で
あ
る
(
S
)
0
設
立
期
は
確
か
で
ほ
な
い
が
'
林
産
辰
三
郎
は
光
亡
萄
(
七
七

〇
-
七
八
1
年
)
で
あ
る
と
推
定
し
､
天
応
元
年
宅
八
1
年
)
の
大
嘗
会
紅
ほ

成
立
し
て
小
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
言
う
(
5
)
.
で
ほ
大
歌
所
ほ
い
か
な
る
役

所
な
の
か
｡

『
西
官
記
』
で
は
大
歌
所
の
役
目
ほ
｢
新
嘗
時
供
奉
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
新

嘗
祭
に
奉
仕
し
た
の
で
あ
る
か
ら
､
当
然
､
新
天
皇
が
即
位
し
た
後
の
最
初
の
新

嘗
祭
で
あ
る
大
嘗
祭
に
供
奉
し
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
当
時
の
記
録
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
り
'
大
嘗
祭
で
の
豊
明
節
会
に
革
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
5
)
O
従
っ
て
､

大
歌
所
が
掌
る
神
道
び
の
歌
は
'
条
の
中
で
も
最
も
重
要
な
新
嘗
祭
(
大
嘗
祭
)

で
奏
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
だ
が
'
こ
こ
で
問
題
な
の
は
'
大
歌
所
が
大
嘗
祭
で

奉
仕
し
た
場
面
が
午
日
の
豊
明
筋
金
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
豊
明
節

会
の
主
役
は
殿
上
人
た
ち
で
あ
り
'
大
歌
所
が
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
,
大
歌
所
が
奉
仕
す
る
本
来
の
場
は
辰
･
巳
日
で
の
琴
歌
神
宴
あ
る
い
は
清
暑

堂
の
神
楽
で
は
な
い
の
か
.
こ
の
点
に
関
し
て
は
､
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
o



(喜
タ
マ
フ
リ
の
遊
び
と
し
て
の
神
速
び

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
｢
神
遊
び
｣
と
い
う
言
葉
は
記
紀
･
風
土
記
･
万
葉

集
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
.
『
古
今
和
歌
集
』
に
初
め
て
現
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
o
だ
が
'
｢
神
遊
び
｣
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
に
生
ま
れ
た
新
し
い

遊
び
の
形
潜
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
蓬
び
に
対
す
る
新

し
い
名
称
で
あ
っ
た
.
で
は
､
い
か
な
る
運
び
の
新
し
い
名
称
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
o

最
初
に
挙
げ
た
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
'
記
紀
･
風
土
記
･
万
葉
集
に
お
け
る

遊
び
の
諸
形
態
は
古
層
と
新
層
が
混
精
し
て
い
た
｡
そ
の
新
層
と
は
中
国
的
な
､

あ
る
い
は
中
国
化
さ
れ
た
遊
び
で
あ
り
､
そ
れ
は
平
安
時
代
に
｢
心
の
遊
び
｣
と

L
て
日
本
化
さ
れ
､
｢
御
遊
｣
に
そ
の
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
神
道
び
が

結
び
つ
-
の
は
こ
の
新
層
で
は
な
く
､
古
層
で
あ
る
｡
遊
び
の
古
層
の
形
態
を
整

理
し
て
み
よ
う
｡

⑦⑥⑤⑧⑧⑧①

天
宇
受
売
命
の
｢
楽
｣

弾琴神
と
し
て
の
出
現

(
遊
行
)

モ
ガ
リ
の
遊
び

野
の
遊
び

(
国
見
･
歌
垣
)

遊猟舟
の
遊
び

こ
れ
ら
の
多
様
な
古
層
の
遊
び
に
共
通
す
る
の
は
､
い
ず
れ
も
｢
ク
マ
フ
リ
の

平安時代の｢遊び｣-『古今和歌集Jをめぐつて

遊
び
｣
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
タ
マ
フ
リ
の
遊
び
に
固
有
の
場
は

条
で
あ
っ
た
｡
神
遊
び
が
結
び
つ
-
の
ほ
､
こ
の
古
層
の
う
ち
で
も
①
の
天
字
受

売
命
の
｢
楽
｣
(
ア
ソ
ピ
)

で
あ
る
｡
こ
れ
は
多
く
の
人
が
認
め
て
い
る
こ
と
で

ぁ
り
'
ま
た
､
斎
部
広
成
が
『
古
語
拾
遺
』
に
お
い
て
､
鎮
魂
の
儀
に
関
し
て

｢
天
釦
女
命
の
遺
跡
な
り
.
然
れ
ば
則
ち
御
室
に
職
は
､
旧
氏
を
任
ず
べ
し
｣
と

述
べ
'
そ
れ
を
｢
神
楽
｣
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
､
そ
れ
は
｢
カ
ミ
ア
リ
ピ
｣
で

ぁ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
神
遊
び
は
､
天
宇
受
売
命
の
｢
楽
｣
(
ア
ソ

ど
)
と
そ
の
命
脈
に
対
す
る
新
し
い
名
称
で
あ
る
｡

だ
が
'
こ
の
名
称
に
お
け
る
カ
･
-
に
は
あ
ま
り
重
み
を
置
く
べ
き
で
は
な
い
.

土
橋
は
､
神
速
び
の
カ
,
,
､
は
美
称
で
あ
っ
て
､
そ
の
本
意
は
遊
び
で
あ
る
と
言
う
｡

土
橋
ほ
カ
､
､
､
が
美
称
で
あ
T
Q
い
-
つ
か
の
例
を
挙
げ
'
｢
神
の
わ
ざ
､
神
に
関
す

る
わ
ざ
な
る
が
ゆ
え
に
､
(
秤
)
の
語
が
用
い
ら
れ
る
と
ほ
限
ら
な
い
｣
と
述
べ

る
(
e
)
.
逆
に
｢
神
｣
の
名
が
な
い
遊
び
も
神
速
び
で
あ
り
得
る
｡
そ
の
例
と
し

て
天
宇
受
売
命
の
｢
楽
｣
と
天
若
日
子
の
｢
遊
｣
つ
ま
り
モ
ガ
リ
の
遊
び
を
挙
げ

て
い
る
｡
で
は
､
何
故
カ
ミ
遊
び
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
o
こ
の
点
に
つ
い

て
折
口
は
次
の
よ
う
望
冒
｡
｢
神
遊
び
と
い
ふ
の
は
'
あ
そ
び
に
神
を
修
飾
的

に
据
ゑ
て
神
秘
神
聖
味
を
帯
び
さ
せ
た
と
言
ふ
夙
に
も
と
れ
る
が
,
さ
う
で
ほ
な

い
｡
神
自
身
の
呪
的
行
動
と
言
っ
た
意
義
と
思
ふ
｡
な
ぜ
な
ら
'
神
道
び
･
神
楽

に出て来るものは人間ではなく'神-又は之に相手する所の精霊でぁ
る
-
で
あ
る
｣
套
十
七
巻

八
九
貢
)
.
神
遊
び
と
言
っ
て
も
､
神
を
祭
る

遊
び
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
｢
神
を
背
景
と
し
神
の
資
格
に
お
い
て
行
わ
れ
る
歌

舞
を
主
に
し
た
も
の
｣
垂
で
あ
り
'
そ
の
実
質
ほ
呪
術
と
し
て
の
｢
タ
マ
フ
リ
の

遊
び
｣
で
あ
っ
た
.
そ
し
て
こ
の
タ
マ
フ
リ
の
遊
び
と
し
て
の
神
遊
び
の
固
有
の

場
は
鎮
魂
祭
･
園
韓
神
祭
･
新
嘗
祭
(
大
嘗
祭
)
で
あ
っ
た
が
'
そ
れ
ら
の
条
の

中
核
は
ク
マ
フ
リ
で
あ
り
､
期
日
に
関
し
て
も
連
続
し
て
催
さ
れ
る
7
続
き
の
奈

t一五



川

平安時代のr達びA主音今和歌集』をめぐウて

で
あ
っ
た
｡
『
古
今
和
歌
集
』
狂
お
け
る
神
速
び
ほ
､
古
来
の
タ
マ
フ
リ
の
遊
び

と
し
て
の
神
道
か
ら
神
楽
が
成
立
し
て
い
く
途
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
I

こ
雪
し
と
を
別
の
角
度
か
ら
言
え
ば
､
ク
マ
フ
リ
の
遊
び
と
い
う
古
層
の
選
び
を

｢
神
道
び
｣
と
し
て
再
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
(
a
)
0

『
古
今
和
歌
集
』
旺
お
け
る
達
び
の
用
例
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
が
'
そ
れ

紘
,
]
方
位
お
い
て
遊
び
の
新
層
の
日
本
化
を
､
他
方
に
お
い
て
遊
び
の
古
層
の

再
確
認
宮
不
す
も
の
と
し
て
､
遊
び
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
新
し
い
局
面
を
表

明
ず
る
も
･
の
で
あ
っ
た
.

(
9
)

(10){
u
)

(12)(13)(14)(15)(16)

註｢
日
本
の
古
代
に
お
け
る
(
遊
び
)
｣
(
『
横
浜
国
立
大
学
教
育
紀
要
第
二
二
集
≡

九
八
六
年
)

(17)

I
(
L
D
)

伝
本
･
注
釈
書
に
関
し
て
は
,
竹
岡
正
夫
冨
今
和
歌
集
全
評
釈
』
義
和
至
年

右
文
書
院
)

に
よ
っ
た
.

(
6
)

『
日
本
霊
異
記
』
･
『
竹
取
物
語
』
･
『
土
佐
日
記
』
･
『
伊
勢
物
語
』
の
テ
ク
ス
ト
と
し

て
は
盲
本
古
典
文
学
全
集
三
小
学
館
)
を
用
い
る
｡
以
下
全
集
本
と
約
す
｡
括

弧
内
の
数
字
は
そ
の
全
集
本
で
の
真
数
で
あ
る
｡

(
7
)

『
栄
華
物
語
』
(
康
保
三
年
九
六
九
)
･
『
中
右
記
』
(
寛
治
八
年
一
〇
九
四
)
秦

照｡

(
8
)

『
江
家
次
第
』
で
は
｢
御
遊
｣
と
｢
神
楽
苛
｣
が
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
｡

(
3
)

(
4
)

池
田
亀
鑑
『
平
安
時
代
の
生
活
と
文
学
』
(
昭
和
三
九
年
角
川
文
庫
)
､
冒
本
思

想
大
系
近
世
芸
道
論
』
二
九
七
二
年

岩
波
書
店
)

の
解
説
､
樋
口
清
乏
『
遊
び
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二
'
･
一
.
,
a
,

小
弓
･
碁
な
ど
我
々
の
意
味
で
の
遊
び
は
『
枕
草
子
』
で
は
｢
遊
び
｣
と
区
別
し
て

｢
適
業
｣
(
あ
そ
び
わ
ざ
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

｢
日
本
の
古
代
に
お
け
る
音
楽
と
〈
遊
び
>
｣
(
『
横
浜
国
立
大
学
教
育
紀
要
第
二
七

(1
9)

集
』
一
九
八
七
年
)

『
古
今
和
歌
集
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
｢
新
日
本
古
典
文
学
大
系

5
｣
(
一
八
九

九年

岩
波
書
店
)
を
用
い
る
｡
以
後
当
事
は
新
大
系
本
と
給
す
｡

二六

土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
義
和
囚
十
年
岩
波
書
店
)
.
武
田
祐
軍

小
西
甚
一
､
志
田
延
義
ら
も
同
様
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
｡

前
掲
書

ニ
ー
八
貢
｡

西
角
井
正
慶
『
神
楽
研
究
』
二
九
三
三
年

壬
中
書
墜
､
本
田
安
次
『
神
楽
』

二
九
六
六
年

木
耳
社
)
な
ど
｡

津
田
左
右
青
『
全
集
第
十
巻
』
義
和
≡
九
年

若
故
事
店
)

折
口
信
夫
『
全
集
第
一
巻
』
(
昭
和
五
十
年
中
央
公
論
社
ニ
≡
三
宅
以
下
､

全
集
か
ら
の
引
用
ほ
巻
数
と
真
数
の
み
を
も
っ
て
示
す
｡

土
橋
寛

前
掲
書

二
四
1
責
以
下
o

前
掲
章

二
四
五
菜
o

荻
美
津
夫
は
,
大
敵
所
は
歌
舞
所
か
ら
発
展
し
た
の
で
は
な
く
､
雅
楽
寮
の
儀
礼
的

要
素
の
強
い
日
本
古
来
の
歌
舞
の
一
部
が
も
っ
ぱ
ら
儀
式
に
奉
仕
す
る
目
的
を
も
う

て
独
立
し
て
誕
生
し
た
と
推
量
し
て
い
る
(
冒
本
音
代
音
楽
史
論
≡
唱
和
蔓
奉

書
川
弘
文
館
】

二
田
九
頁
)
｡

林
星
堅
廊
『
中
世
芸
能
史
の
研
究
』
二
九
六
〇
年
岩
波
書
店
)

完九貫o

な
お
､
松
田
武
夫
は
平
城
天
皇
の
弘
仁
期
(
八
一
〇
-
≡
二
年
)
で
あ
る
と
言
う
が

(
『
古
今
集
の
構
造
に
関
す
る
研
究
≡
昭
和
国
十
年
風
間
蕃
要
六
七
三
宰
､
そ

の
根
拠
ほ
示
し
て
い
な
い
｡

林
星
辰

三
郎
前
掲
幸

二
〇
〇
頁
参
照
｡
な
お
'
大
歌
所
が
奉
仕
す
る
場
は
新
嘗

祭
芙
嘗
祭
)
ば
か
り
で
は
な
い
｡
r
元
旦
､
白
馬
(
あ
お
う
ま
)
､
踏
歌
言
う
か
)
I

端
午
(
た
ん
ご
)
､
豊
明
言
よ
の
あ
か
り
)
の
五
節
(
ご
せ
ち
)
の
節
会
毒
ち

え
)
に
宮
中
の
宴
会
で
奏
せ
ら
れ
た
]
(
日
本
国
静
大
事
典
)
.

土
橋
寛
前
掲
書

三
七
貢
｡
折
口
も
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
棄
十
七
巻

二
六
九
貫
)
｡

上
田
正
昭
｢
神
楽
の
命
脈
｣
(
日
本
の
古
典
芸
能
1
『
神
楽

古
代
の
歌
舞
と
ま
つ

り
』
頑
和
四
四
年

平
凡
社
〓
十
二
支
｡

｢
神
遊
び
｣
と
と
も
に
'
遊
び
の
古
層
を
留
め
て
い
る
相
法
は
神
楽
歌
と
催
馬
楽
敬

で
の
｢
達
び
｣
の
用
語
に
見
ら
れ
る
が
､
そ
の
検
討
ほ
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
.


