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1

「
軽
太
子
と
衣
通

王
」
(古
事
記
)
の
伝
承

ー

そ
の
芸
能
的
側
面
に
関
す
る
覚
え
書
き
ー

〔

一
〕

(允
恭
)
天
皇
崩
り
ま
し
て
後
、
木
梨
之
軽
太
子
、
日
継
知
う
し
め
す
に
定

ま
れ
る
を
、
未
だ
位
に
即
き
た
ま
は
ざ
り
し
間
に
、
其
の
伊
呂
妹
軽
大
郎
女
に

粁
け
て
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

あ
し
ひ
き
の

山
田
を
作
り

山
高
み

下
樋
を
走
せ

下
訪
ひ
に

我

が
訪
ふ
妹
を

下
泣
き
に

我
が
泣
く
妻
を

今
夜
こ
そ
は

安
く
肌
触

れ

此
は
志
良
宜
歌
な
り
。

又
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

小
竹
葉
に

打

つ
や
霰
の

た
し
だ
し
に

率
寝
て
む
後
は

人
は
離
ゆ

と
も

う
る
は
し
と

さ
寝
し
さ
寝

て
ば

刈
薦
の

乱
れ
ば
乱
れ

さ
寝
し
さ

寝
て
ば

此
は
夷
振
の
上
歌
な
り
。

是
を
以
ち
て
百
の
官
及
天
の
下

の
人
等
、
軽
太
子
に
背
き
て
穴
穂
御
子
に
帰

り
き
。
爾
、
軽
太
子
畏
み
て
、
大
前
小
前
宿
祢

の
大
臣
の
家
に
逃
げ
入
り
て
、

兵
器
を
備

へ
作
り
た
ま
ひ
き

(兵
器
、
軽
箭
の
割
注
略
)。

穴
穂
御
子
も

兵
器
を

菅
本

田

義

寿

作
り
た
ま
ひ
き

(兵
器
、
穴
穂
箭
の
割
注
略
)。

是
に
穴
穂
御
子
軍
を

興
し
て
、

大
前
小
前
宿
祢
の
家
を
園
み
た
ま
ひ
き
。
爾
、
其
の
門
に
到
り
ま
し
し
時
に
、

大
氷
雨
降
り
き
。
故
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

大
前
小
前
宿
祢
が

金
門
蔭

か
く
寄
り
来
ね

雨
立
ち
止
め
む

爾
に
其
の
大
前
小
前
宿
祢
、
手
を
挙
げ
膝
を
打
ち
て
、
侮
ひ
か
な
で
、
歌
ひ
参

来
り
。
其
の
歌
は
、

宮
人
の

足
結
の
小
鈴

落
ち
に
き
と

宮
人
響
む

里
人
も
ゆ
め

此
の
歌
は
宮
人
振
な
り
。
如
此
歌
ひ

つ
つ
参
帰
て
白
し
し
く
、

「我
が
天
皇
の

御
子
、
伊
呂
兄
の
王
を
な
攻
め
た
ま
ひ
そ
。
若
し
攻
め
た
ま
は
ば
、
必
ず
人
咲

は
む
。
僕
、
捕

へ
て
貢
進
ら
む
」
と
ま
を
し
き
。
爾
、
兵
を
解
め
て
退
き
坐
し

き
。
故
、
大
前
小
前
宿
祢
、
其
の
軽
太
子
を
捕

へ
て
、
率

て
参
出
で
て
貢
進
り

き
。其

の
太
子
、
捕

へ
ら
れ
て
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

天
飛
む

軽

の
嬢
子

甚
泣
か
ば

人
知
り
ぬ
べ
し

波
佐
の
山
の

鳩

の

下
泣
き
に
泣
く

又
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

天
飛
む

軽
嬢
子

し
た
だ
に
も

寄
り
寝
て
通
れ

軽
嬢
子
ど
も

故
、
其
の
軽
太
子
を
ば
、
伊
余
の
湯
に
流
し
ま

つ
り
き
。
亦
流
さ
れ
む
と
せ
し
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時
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

天
飛
ぶ

鳥
も
使
そ

鶴
が
音

の

聞
こ
え
む
時
は

我
が
名
問
は
さ
ね

此
の
三
歌
は
天
田
振
な
り
。

又
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

大
君
を

島
に
放
ら
ば

船
余
り

い
帰
り
来
む
ぞ

我
が
畳
ゆ
め

言

を
こ
そ

畳
と
言
は
め

我
が
妻
は
ゆ
め

此
の
歌
は
夷
振
の
片
下
な
り
。

ヘ

ヘ

へ

其
の
衣
通
王
、
歌
を
献
り
き
。
そ
の
歌
は
、

夏
草
の

阿
比
泥
の
浜
の

蠣
貝
に

足
踏
ま
す
な

明
か
し
て
通
れ

故
、
後
の
恋
慕
ひ
に
堪

へ
ず
て
、
追

ひ
往
き
ま
し
し
時
に
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

君
が
行
き

日
長
く
な
り
ぬ

山
た
つ
の

迎

へ
を
行
か
む

待

つ
に
は

待
た
じ

故
、
追
ひ
到
り
ま
し
し
時
に
、
待
ち
懐
ひ
て
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

こ
も
り
く
の

泊
瀬
の
山
の

大
峰
に
は

幡
張
り
立
て

さ
小
峰
に
は

幡
張
り
立
て

大
峰
に
し

仲
定
め
る

思
ひ
妻
あ
は
れ

槻
弓
の

臥

り
臥
る
も

梓
弓

立
て
り
立

て
り
も

後
も
取
り
見
る

思
ひ
妻
あ
は

れ

又
、
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

こ
も
り
く
の

泊
瀬
の
川
の

上

つ
瀬
に

斎
代
を
打
ち

下

つ
瀬
に

真
代
を
打
ち

斎
代
に
は

鏡
を
懸
け

真
代
に
は

真
玉
を
懸
け

真

玉
な
す

吾
が
思
ふ
妹

鏡
な
す

吾
が
思
ふ
妻

在
り
と

言
は
ば
こ

そ
よ

家
に
も
行
か
め

国
を
も
偲
は
め

か
く
歌
ひ
て
、
即
ち
共
に
自
ら
死
せ
た
ま
ひ
き
。
故
、
此
の
二
歌
は
読
歌
な
り
。

古
事
記
に
お
け
る
軽
太
子
と
衣
通
王

(軽
大
郎
女
)
に
か
か
わ
る
伝
承
の
本
文

は
右
に
掲
げ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
本
書
紀

に
よ
れ
ば

軽
大
娘
皇
女

(軽
大
郎

女
)
が
伊
予
に
配
流

(允
恭
紀
二
四
年
)
と
な
り
、
軽
太
子
は
大
前
宿
祢
の
家
で

自
決

(安
康
即
位
前
紀
)
し
た
と
あ
る
。
記
紀
の
相
違
、
史
実
と
の
か
か
わ
り
も

重
要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
古
事
記
の
伝
承
に
重
点
を
お
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
記
紀
の
所
伝
の
相
違
か
ら
み
て

「古
事
記
が
い
か
に
浪

(
-

)

漫
性
を
重
ん
じ
て
い
る
か
が
う
か
が
え
る
」

(荻
原
氏
)
と
か
、
「
こ
の
物
語
は
古

(
2

)

事
記
の
懸
物
語
中
の
絶
頂
で
あ
る
」
(
和
辻
氏
)
と
か
諸
説
に

そ
の
文
学
性
が

高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
伝
承
が

「古
代
の
歌
謡

(
3

)

劇
の
存
在
を
想
定
」
(益
田
氏
)
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
で
は
、
な
ぜ
浪
漫
性
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
、
な
ぜ
歌
謡
劇
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ

い
く
ら
か
の
不
満
が
残
る
の
で
あ
る
。

小
考
は
そ
の
不
満
を
、
芸
能
的
な
側
面
か

ら
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
い
く
ら
か
で
も
解
消
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
、

そ
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。

〔
二
〕

小
考
は
題
目
を

「軽
太
子
と
衣
通
王
の
伝
承
」
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
冒
頭
に

掲
げ
た
本
文
の
初
め
の
登
場
人
物
か
ら
す
れ
ば
、
「軽
太
子
と
軽
大
郎
女
の
伝
承
」

と
す
る
方
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
伝
承
の
主
題
、
記
紀
の
所

伝
の
相
違
点
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
文
の
終
末
部
に
軽
大
郎
女
が
突
然
に
衣
通

王
と
い
う
名
で
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
衣
通
王

の
名
を
題
目
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
事
記
が
允
恭
天
皇
の
后
妃
皇
子

ヘ

へ

女
を
列
挙
す
る
と
こ
ろ
に
は

「軽
大
郎
女
、
亦
の
名
は
衣
通
郎
女
」
と
あ

っ
て
、

ヘ

へ

衣
通
王
で
は
な
い
。
衣
通
王
と
い
う
名
は
衣
通
郎
女
の
割
注
に

「御
名
を
衣
通
王

と
負
は
せ
る
所
以
は
、
其
の
身
の
光
、
衣
よ
り
通
り
出
つ
れ
ば
な
り
」
と
あ
る
と

ヘ

ヘ

へ

こ
ろ
に
み
え
る
名
で
あ

っ
て
、
衣
通
郎
女
即
ち
衣
通
王
と
直
結
す
る
こ
と
に
は
ま

だ
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
日
本
書
紀
に
は
軽
大
娘
皇
女
と
あ
る
が
、
衣
通
郎
女
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3

.
衣
通
王
と
い
う
亦
の
名
は
み
え
な
い
。
衣
通
に
か
か
わ
る
名
と
し
て
は
、
允
恭

天
皇
の
皇
后
忍
坂
大
中
姫
の
妹
と
し

て
、

か

ほ

す

ぐ

う
る
は

て

弟
姫
、
容
姿
絶
妙
れ
て
比
無
し
。
其
の
艶
し
き
色
、
衣
よ
り
徹
り
て
晃
れ
り
。

な

つ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

是
を
以
て
、
時
人
、
号
け
て
、
衣
通
郎
姫
と
日
す
。
(允
恭
紀
七
年
)

と
弟
姫
即
ち
衣
通
郎
姫
な
る
女
性
が
み
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
衣
通
郎
姫
に
つ

(
4
)

い
て
は
古
事
記
伝
に
あ
る
よ
う
に
藤
原

の
琴
節
郎
女

(記
応
神
)
と
の
か
か
わ
り

を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に

ソ
ト
ホ
シ
と
コ
ト
フ
シ
の
音
の
相
違
の
問

題
は
残
る
に
し
て
も
、
衣
通
郎
女
を

「軽
大
郎
女
の
亦
ノ
名
と
あ
る
は
紛
れ
た
る

傳

へ
か
」
(記
伝
)
と
い
う
疑
問
は
捨

て
難
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て

な
お
そ
の
疑

へ

問
を
残
し
な
が
ら
、
こ
の
伝
承
に
お
い
て
は
衣
通
王
と
さ
れ
、
そ
の
衣
通
王
は
前

に
触
れ
た
と
お
り
衣
通
郎
女
の
割
注
に
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点

へ

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
衣
通
王
と
い
う
表
記
が
、
軽
大
郎
女
11
衣
通
郎
女
"
衣
通
王

と
直
結
す
る
こ
と
に
問
題
を
含
み
な
が
ら
も
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
の
伝

承
を
伝
承
と
し
て
あ
ら
し
め
る
た
め
の
構
成
の
意
図
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
題
目
に
、
確
か
で
あ
る
軽
大
郎
女
の
名
を
と
ら
ず
、
衣

通
王
の
名
を
入
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
名

に
よ

っ
て
暗
示
さ
れ
る
こ
の
伝
承
の
構
成

の
意
図
を
、
い
く
ら
か
で
も
考
え
た
い
と
思

っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

〔
三
〕

「伝
承
」
と
い
ら
言
葉
を
題
目
に
用

い
、
ま
た
し
ば
し
ば
使

っ
て
き
た
。
そ
れ

に
つ
い
て
も
少
し
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
デ
ン
シ
ョ
ウ
と
い
う
言
葉
は
万
葉

へ

集

に
も

み
え

る
と

こ

ろ

で
あ

る

が
、

そ

の

用
字

は
す

べ
て

「
伝

調

」

(
皿

・
一
六

五

へ

○
左
注
等

一
一
例
、

デ
ン
ジ

ュ
と
訓
む

説
も
あ
る
)
で
あ

っ
て
、
「伝
承
」
と
い

う
用
字
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
用
字

の
点
か
ら
も
当
時
の
享
受

の
あ
り
方
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と

思
う
の
で
あ
る
。
「請
」
は
稗
田
阿
礼
が

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
目
に
度
れ
ば
口
に
調
み
」
(記
序
)
と
も
み
え
る
よ
う
に
、

言
語
詞
章
に

か
か

わ
る
も

の
で
あ

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「伝
調
」
は
そ
の
言
語
詞
章
を

相
伝
え
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
万
葉
集
巻

一

六

「有
由
縁
井
雑
歌
」
に
み
え
る

「右
伝
云
」
や

「右
歌
伝
云
」
(三
八
〇
七
左

注
等
)
は

「宴
楽
」
や

「野
遊
」
の
場
の
説
明
を

含
ん
で
、
「
伝
諦
」
と
は

や
や

様
相
を
異
に
す
る
。
い
わ
ば

「伝
諦
」
が
言
語
詞
章
を
相
伝
え
る
こ
と
を
示
す
の

に
対
し
て
、
「伝
云
」
は
そ
の
言
語
詞
章
が

単
に
言
語
詞
章

だ
け
で
あ

っ
た
の
で

レ
ゴ

ロ

メ

ノ

ン

ド

ロ

カ

メ

ノ

ン

は
な
く
、
あ
る
場
に
お
い
て
言
語
詞
章
と
対
応
す
る
劇
的
所
作
と
と
も
に
あ

っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
視
点
か
ら

小
考

に
お
い
て
は
、
「伝

承
」
と
い
う
言
葉
を
単
に
言
語
詞
章
を
相
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
な
く
、
言
語
詞

章
と
劇
的
所
作
の
融
合
し
た
文
化
的
遺
産
の
継
承
と
い
う
意
味
と
し
て
用
い
た
い

と
思

っ
た
の
で
あ
る
。
「伝
承
」
が

一
般
的
に

「
つ
た
え

う
け
る
こ
と
。

人
づ
て

に
聞
く
こ
と
。
社
会

の
進
化
過
程
に
於

て
、
前
代
の
文
化
的
遺
産
を
譲
り
承
け
る

こ
と
」
(大
漢
和
辞
典
)
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を

も
と
と
し
て
、

軽
太
子
と

衣
通
王
の

一
ま
と
ま
り
に
つ
い
て
は
、
「伝
調
」
や

「伝
云
」
と
の
か
か
わ
り

か

ら
、
い
ま
述

べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
用
い
た
い
と
思

っ
た
ま
で
の
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
従
来
こ
の

一
ま
と
ま
り
が

「物
語
」
と
言
わ
れ
た
り
、

一
般
的
な
意
味
と
し
て
の

「伝
承
」
と
言
わ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る

ヘ

へ

も
の
で
は
な
い
。
「淡
海
県
の
物
語
」
(万
葉
集
W

・
一
二
八
七
)
な
ど
と
も
み
え

る
よ
う
に
、
あ
る
場
合
に
は
軽
太
子
と
衣
通
王
の
物
語
で
も
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

「物
語
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ

っ
た
か
が
判

ヘ

へ

然

と

し

な

い

の
で

あ

る

。

古

事

記

に

み

え

る

「
神

語
」
(
カ

ム
ガ

タ

リ
)

や

「
天

語

歌

」

(
ア

マ
ガ

タ

リ

ウ

タ
)

が
単

に
言

語

詞
章

だ

け

の

も

の

で
な

く

、

そ

こ

に
劇

的

所

作

が
対

応

し

て

あ

っ
た

ら

し

い

こ
と

を

思

え
ば

、

「
語

」

(
カ

タ

リ
)

の
実

体

が

ど

う

い
う

も

の
で

あ

っ
た

の
か

が

ど

う

も

解

り

に

く

い

の

で
あ

る
。

そ
れ

は

な

お

「
天

語

連
」

(
姓

氏

録

)

や
広

く

「
語

部

」

の
職

掌

と

も

か

か

わ

り

を

持

つ
で

あ

ろ

う

し

、

そ

の

「
語

」

(
カ

タ

リ
)

こ
そ

が
伝

承

を

担

っ
て

い
た

で

あ

ろ
う

と
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空
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

な
お
考

え
る
べ
き
点
も

多
い
の
で
、
「物
語
」
と

言
う
の
を
避
け
、
恣
意
的
に

「伝
承
」

に
私
見
を

つ
け
て
用
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
軽
太
子
と
衣
通
王
の
伝
承

が
そ
こ
に
言
語
詞
章
と
劇
的
所
作
の
融
合

を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
、
稗
田

阿
礼

の

「調
習
」

(記
序
)
が
言
語
詞
章

だ
け
で

あ

っ
た
と
し
て
も
、

当
時
の
享

受
者
と
し
て
は
劇
的
所
作
と
融
合
し
た
も
の
と
し
て
受
容
せ
ら
れ
た
と
思
う
こ
と

ヘ

へ

と
も
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
こ
の
伝
承
は
必
然
的
に
芸
能
的

で
あ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
「歌
謡
劇
」
(益

田
氏
)
と
い
う
見
方
も
承
認
さ
れ
て
よ
い

(
5
)

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
芸
能
に

つ
い
て
は
林
屋
辰
三
郎
博
士
が
既
に
説
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

一
般
に
は
広
い
意
味
で
古
代
の
呪
能
を
も
含
ん
で

用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

の
で
、
そ
の
点
を
は

っ
き
り
さ
せ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

「か

つ
て
土
偶
の
果
た
し
た
究
能
的
役
割
を
人
間

じ
し
ん
が
に
な

っ
た
と
こ
ろ
に
、

日
本
藝
能
の
蛮
生
が
あ

っ
た
」
(林
屋
博
士
)

と
さ
れ
、
呪
能
が

一
回
的
臨
時
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
芸
能
は
反
復
的
周
期
的

で
あ
る
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
J

・
E

・
ハ
リ
ソ
ン
が
ド

ロ
ー

オ

ル

ケ

ス

ト

ラ

テ

ア

ト

ル

メ

ノ

ン
か

ら

ド

ラ

ー

マ

へ
の
展

開

に
か

か

わ

っ
て
、

舞

唱

す

る

場

所

と

観

る
場

所

(
6

)

と
の
区
分
の
有
無
を
指
摘
し
た
こ
と
と
も
か
か
わ

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば

呪
能
は
そ
の
区
分
を
も
た
ず
、
芸
能
は
そ
の
区
分
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
小
考
が
副
題
と
し
た
芸
能
的
側

面
と
い
う
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
用

い
た
も
の
で
あ
る
。

〔
四
〕

軽
太
子
と
衣
通
王
の
伝
承
は
冒
頭
に
掲
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
大
前
小
前
宿

祢
の
家
の
場
面
に
い
く
ら
か
散
文
的
叙
述
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
歌
謡
を
主
と
し

て
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
な
お

一
つ
の
特
長
は
衣
通
王
の
歌

っ
た
歌
謡
二
首
を
除

い
て
、
い
く
ら
か
の
問
題
を
含
み
は
す

る
が
、
そ
の
ほ
か
の
す
べ
て
に
曲
名
が
つ

け

ら

れ

て

い

る
と

も

み
え

る

こ
と

で
あ

る

。

志
良
宜
歌

夷
振
の
上
歌

宮
人
振

天
田
振

夷
振
の
片
下

B

議
鷲
野
露
鎌

選

る
・

79

・
80

⑳

・
82

83

84

・
85

86

(衣
通
王
の
歌
謡

87

・
88
)

読
歌

89

・
90

右
の
十
三
首

(
79

・
80
を

一
首
と
す
る
説
で
は
十
二
首
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
古
事

記
の
歌
謡
に
か
か
わ
る
曲
名
と
し
て

「○
○
歌
」
「○
○
振
」

の
あ
る
こ
と
は

周

知
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で

「○
○
振
」
と
あ
る

も
の
は

「夷
振
」
「宮
人

振
」
「天
田
振
」
の
三
つ
で
あ
り
、

そ
れ
が
集
中
的
に
こ
こ
に

み
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
た
だ

「夷
振
」
は
こ
こ
だ
け
で
な
く
、
阿
治
志
貴
高
日

子
根
神
に
か
か
わ
る
高
比
売
命
の
歌

(記
上
、
神
代
紀
下
第
九
段

一
書
第

一
に
は

夷
曲
と
し
歌
い
手
も
異
な
る
)
や
、
聖
徳
太
子
伝
暦

(し
な
て
る
片
岡
山
)
に
も

み
え
、

い
く
ら
か
の
問
題
を

残
し
は
す
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も

三
つ
の

「○
○

振
」
が
三
つ
と
も

こ
こ
に
集

っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
構
成
の
意
図

が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
ら
三
つ
の

「○
○
振
」

が
、
終
末
部
の
衣
通
王
の
登
場
の
前
に

あ
ら
わ
れ
、
「夷
振
の
上
歌
」
に

は
じ
ま

り

「夷
振
の
片
下
」
に
終
る
と
み
え
る
の
は
、
い
っ
た
い
何
を
示
す
の
で
あ
ろ
う

か
。

臆
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
「夷
振
」
が
こ
の
伝
承
だ
け
で
な
く

他
に
も

散
見
す
る
こ
と
と
か
か
わ

っ
て
、

享
受
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば

「宮
人
振
」
「天

田
振
」
よ
り
も
な
じ
み
や
す
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

い
わ
ば
こ
の

「○
○
歌
」
「○
○
振
」
の
配
列
は
、

舞
唱
す
る
場
所

と
観
る
場
所
の
明
確
な
区
分
、
享
受
す
る
側
の
享
受
の
し
か
た
を
意
識
し
た
配
列

構
成
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
琴
歌
譜
序
に
み
え
る
よ
う
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に

「其
委
曲
須
師
範
耳
」
と
い
う
よ
う

な
状
況
に
あ

っ
て
、
舞
唱
す
る
場
所

の
側

と
し
て
は

「○
○
歌
」
「○
○
振
」
と

い
う
指
定
さ
え
あ
れ
ば
、

そ
れ
で
十
分
で

あ

っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
言
語
詞
章
だ
け
に
よ

っ
て
は
区
別
し
難
い

歌
謡
の
ゆ
え
に
、

わ
ざ
わ
ざ

「○
○
歌
」
「○
○
振
」
と
い
う
指
定
を
し
た
の
で

あ

っ
て
、
そ
の
点
だ
け
か
ら
も

「○
○
歌
」
と

「○
○
振
」
が
異
名
同
質
と
は
考

え
難
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば

「
○
○
歌
」
と

「
○
○
振
」
と
は
ど
の
よ
う
に
相
違
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は

「
○
○
振
」

を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

一
つ
の
て

が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
○
○
振
」
に

つ
い
て
も
、
古
来
種
々
の
論
の

あ
る
所
で
あ
る
が
、

ナ

リ

フ

リ

サ
マ

振
と
は
俗
に
云
フ
形
状
進
止
の
布
理
に
て
、
人
に
ま
れ
物
に
ま
れ
、
動
く
貌
を

コ

ヱ

ナ
ガ
ミ
ジ
カ
フ
ト
ボ
ソ
ア
ガ
リ
サ
ガ
リ

サ
マ

云
て
、
歌
に
て
は
、
奏
ふ
音
聲

の
長

短

巨
細

低

昂

な
ど
の
貌
な
り
。

(記
伝

皿
72
、
全
集
10
)

と
、
そ
れ
を
否
定
す
る

此

ノ
布
利
て
ふ
言
を
、

舞
の
手
よ
り
出
た
る
言
と

思

へ
る
も
俗
意
な
り
。
(橘

守
部

『稜
威
言
別
」
1
)

と
の
対
立
は
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち

ら
と
も
決
し
難
い
の
で
あ
る
が
、
小
考

は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
前
者
に
傾
く
の
で

あ
る
。
古
事
記
に
み
え
る

「
○
○
振
」

が

「夷
振
」
「宮
人
振
」
「天
田
振
」
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
日
本
書
紀
に

「夷
曲
」

の
あ
る
こ
と
な
ど
は
前
に
述

べ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
し
て
な
お
そ
の
他
に
、

ウ
タ
フ
リ

杵
島
唱
曲

(常
陸
風
土
記
、
行
方
郡
)

難
波
曲
、
倭
部
曲
、
浅
茅
原
曲
、
広
瀬
曲
、
八
裳
刺
曲

(聖
武
続
紀
、
天
平
六

年
二
月
)

高
橋
振
、
埴
安
振
、
天
人
振
、
継
根
振
、
庭
立
振
、

あ
ふ
し
て
振
、
山
口
振
、

あ
ゆ
だ
振

(琴
歌
譜
)

近
江
ぶ
り
、
水
茎
ぶ
り
、
し
は

つ
山
ぶ
り

(古
今
集
)

と
い
う
よ
う
な
曲
名
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
令
集
解
に

「
古
説
云
、
曲
通
歌
憐
。

…
…
穴
云
、
曲
通
歌
舞
也
。
…
…
古
記
云
…
曲
字
通
歌
憐
也
」
(職
員
令
雅
楽
寮
)

と
あ
る
の
を
み
れ
ば
、雅
楽
寮
は
も
と
よ
り
歌
舞
所
な
ど
に
か
か
わ

っ
て
は
、
「○

○
振
(曲
)
」
と
あ
る
も
の
は
、
歌
舞
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ

っ
た
と

言

っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
期
は
古
事
記
編

纂
の
時
期
と
も
重
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

常
陸
風
土
記
に

「杵
島
の
唱
曲
を
七
日
七
夜
遊
び
楽
し
み
歌
ひ
舞
ひ
き
」
(行
方

郡
)
と
あ
り
、
前
に
あ
げ
た
聖
武
続
紀
天
平
六
年
の
五
曲
が
、
朱
雀
門
前
の
歌
垣

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
お
い
て
男
女
二
百
三
十
余
人
に
よ

っ
て
整
然
と
行
わ
れ
、「五
品
已
上
有
風
流
者

皆
交
雑
其
中
」
と
記
し
、
長
田
王
、
栗
栖
王
、
門
部
王
、
野
中
王
等
を

「為
頭
以

本
末
唱
和
」
な
ど
と
も

記
し
て
い
る
の
を

み
れ
ば
、

や
は
り

そ
れ
ら
の

「
○
○

曲
」
が
舞
唱
曲
と
し
て

「
風
流
」
な
る
芸
能
で
あ

っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
河
内
の
由
義
宮
の
宮
讃
め
と
し
て
、

葛
井
、
船
、
津
、
文
、
武
生
、
蔵
六
氏
男
女
二
百
三
十
人
、
供
奉
歌
垣
。
其
服

ヘ

ヘ

へ

並
著
青
摺
細
布
衣
垂
紅
長
紐
。

男
女
相
並
分
行
徐
進
。
(歌
二
首
略
)

毎
歌
曲

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

折
、
挙
挟
為
節
。
其
余
四
首
並
是
古
詩
。
不
復
煩
載
。

(称
徳
続
紀
、

宝
亀
元

年
三
月
)

と
あ
る
の
も
、
衣
裳
を
も
整
然
と
揃
え
た
男
女
の
群
舞
が

「毎
歌
曲
折
、
挙
挟
為

ヘ

へ

節
」
と
み
え
、
そ
れ
に
と
も
な
う
言
語
詞
章
は

「其
余
四
首
並
是
古
詩
、
不
復
煩

載
」
と
さ
れ
る
程
度

の
も
の
で
充
分
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
前
に
あ
げ
た
朱
雀
門

ヘ

へ

前
の
歌
垣
に
み
え
る
五

つ
の

「曲
」
も
、
「為
…

(五
曲
)
之
音
」
と

あ
る

の
に

よ
れ
ば
、
言
語
詞
章
よ
り
も
そ
の
劇
的
所
作
に
重
点
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
琴
歌
譜
や
古
今
集
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
か

ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
「其
委
曲
須
師
範
耳
」
(琴
歌
譜
庁
)
と
み
え
る
こ
と
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に
よ
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
は
や
は
り
こ
の
よ
う
な
状
況
が
残
痕
を
と
ど
あ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
見
方
が
で
き
る
な
ら
ば
、
夷
振
の
夷
は
特
定
の
地
名
で
は
な
く
概
括

的
に
田
舎
を
示
し
、
土
橋
寛
博
士
が
民
謡
の
原
詞
章
を
宮
廷
歌
謡
風
に
改
作
し
て

(
7

)

採
録
し
そ
れ
を
夷
振
と
呼
ん
だ
と
さ
れ
た
こ
と
に
従

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

こ
と
は
言
語
詞
章

の
み
な
ら
ず
、
「五
品

已
上
の
風
流
あ
る
者
」
が

そ
の
中
に

ま

じ
わ
る
こ
と
が
で
き
る
程
に
も

「
風
流
」
化
さ
れ
た
劇
的
所
作
11
舞
踊
に
も
か
か

わ
る
と
み
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
い
わ
ば
夷
振
は
民
俗
舞
唱
曲
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
フ
ォ
ル
ク
ス
・
タ
ン
ツ
ェ
の
曲
と
し

て
整
斉
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
に
か
か
わ
る

「
し
な
て
る
片
岡
山
に
…
…
」

の
夷
振
が
、

あ
る
い
は

「天
さ
か
る
夷

つ
女

の
…
」

の
夷
曲
が
、

お
そ
ら
く

高
橋
虫
麻
呂

の

「河
内
大
橋
独
去
娘
子
歌
」
(万
葉
集

双

・
一
七
四
二
)
に

投
影
し
て
い
る
で
あ

(
8
)

ろ
う
と
み
え
る
こ
と
を
思
え
ば
、
虫
麻
呂
の
そ
れ
が
橋
の
詰
の
歌
垣
に
か
か
わ
る

舞
唱
曲
で
あ
る
ら
し
い
点
を
も
含
ん
で
、
夷
振
は
や
は
り
民
俗
舞
唱
曲
で
あ

っ
たへ

と
考
え
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
曲
名
で
は
な
い
と
み
え
る
が

「鄙

へ歌
」
(万
葉
集
V

・
八
六
八
～
八
七
〇
題
詞
、
山
上
憶
良
)
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、

や
は
り
夷
振
は
舞
唱
に
か
か
わ
る
と
考

え
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て

「○
○
振
」

の

「
振
」
を
舞
唱
曲
の
意
で
あ
る
と
考
え
、
夷

振
を
民
俗
舞
唱
曲
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宮
人
振
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
古
事

記
に
み
る
限
り
で
は
大
前
小
前
宿
称
の
歌
が
宮
人
振
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
か
し
天
田
振
が

「此
の
三
歌
は
」
と
さ
れ
、
読
歌
が

「此

の
二
歌
は
」
と
あ
る

の
に
対
し
て
、
こ
こ
に
は

「此

の
歌
は
宮
人
振
な
り
」
と
あ

っ
て
、
歌
数
が
示
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
す
ぐ
前
に
あ
る
穴
穂
御
子
の
歌
を

も
宮
人
振
と
い
う
こ
と
に
は
疑
問
が
残

る
の
で
あ

っ
て
、
何
と
も
言

い
き
り
難
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
に
曲
名
を
概
括

し
た
と
こ
ろ
で
は
便
宜
的
に
宮
人
振
の
と

こ
ろ
に
⑳
と
し
て
そ
こ
に
含
め
て
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
個
々
の
場
面
に
か
か
わ

っ

て
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
だ
問
題
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
宮
人

振
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
穴
穂
御
子
の
歌
が
曲
名
を
持
た
な
い
歌
謡
で
あ

る
の
か
、
あ
る
い
は
宮
人
振
と
考
え
て
よ
い
の
か
は
早
急
に
は
定
め
難
く
、
疑
問

の
ま
ま
に
残
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
大
前
小
前
宿
称
の
宮
人
振
は
歌
謡

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

前
文
に

「手
を
挙
げ
膝
を
打
ち
て
、
侮
ひ
か
な
で
、
歌
ひ
参
来
り
。
其
の
歌
は
」

と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
こ
の
場
面
に
か
か
わ

る
人
物
が
、
穴
穂
御
子
と
大
前
小
前
宿
祢
で
あ
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
宮

廷
の
舞
唱
曲
を
宮
人
振
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
琴
歌

譜

の
天
人
振
に
み
え
る

「天
人
の
作
り
し
田
の
…
」
の

「天
人
」
が
、
天
の
神
あ

る
い
は
都
人

(古
典
大
系
)
と
み
ら
れ
る
点
か
ら
も
、
宮
人
振
は
宮
廷
舞
唱
曲
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

夷
振
、
宮
人
振
が
以
上
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
田
振
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
言
語
詞
章

「天
飛
む
軽
の
…
」
か
ら
天
田
振
と
い
う
名
が
出
て
い
る
点
か
ら

す
れ
ば
、
そ
れ
は

「軽
」

の
枕
詞
と
し
て
の

「
天
飛
む
」
に
か
か
わ
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
の

「
軽
」
は
古
来
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
「軽
の
市
」
(万
葉
集
皿

・
二
〇

七
)
と
も
歌
わ
れ
る

「
市
」
で
あ

っ
た
。
い
わ
ば
夷
に
対
す
る
都
で
あ

っ
た
と
考

え
て
よ
い
。
山
上
憶
良
が

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

天
ざ
か
る
鄙
に
五
年
す
ま
ひ
つ
つ
都
の
手
ぶ
り
忘
ら
え
に
け
り

(万
葉
集
V

・
八
八
〇
)

と
歌

っ
た
そ
の

「
都
の
手
ぶ
り
」
が
、
都
の
風
習
の
意
で
あ
る
に
し
て
も
、
前
に

も
あ
げ
た

「鄙
歌
」
(
V

・
八
六
八
～
八
七
〇
題
詞
)
と
い
う
言
葉
を
も

用
い
た

人
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
都
の
風
習
を
具
体
的
に
印
象
づ
け
る
も
の
と
し
て
、

天
田
振
に
類
す
る
も
の
が
そ
こ
に
ひ
そ
ん
で
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
い
わ
ば
天
田
振
は
そ
う
い
う
都
の
舞
唱
曲
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
な
ら
ば

、
「
○
○
歌
」
と

「
○
○
振
」

の
相
違
は
、

「○
○
歌
」
が
言
語
詞
章
を

主
と
す

る

歌
唱
曲
で
あ
り
、
「○
○
振
」
が
劇
的
所

作

("
舞
踊
)
と
言
語
詞
章
が
融
合
し

て
い
る
舞
唱
曲
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
軽
太
子
と
衣
通
王
の
伝
承
に
お
い
て
、
衣
通
王
の
登
場
の
前
に
、

夷
振
、
宮
人
振
、
天
田
振
、
夷
振
と
配
列
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
触
れ
た

ヘ

へ

朱
雀
門
前
の
歌
垣
に
つ
い
て
、
「令
都

中
士
女
縦
覧
、
極
歓
而
罷
」
(聖
武
続
紀
、

天
平
六
年
)
と
も
あ
る
よ
う
に
、
見
せ
る
も
の
と
し
て
整
斉
さ
れ
、
観
る
場
所
の

人
々

へ
の

「極
歓
」
を
意
識
し
た
芸
能
的
な
配
慮

の
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
夷
振
は
な
じ
み
深
い
民
俗
舞
唱
曲
で
あ
り
、
宮
人
振
は
威
儀
を
正
し

た
宮
廷
の
舞
唱
曲
で
あ
り
、
天
田
振
は
洗
練
さ
れ
た
都

の
舞
唱
曲
と
し
て
、
舞
唱

す
る
場
所
を
華
麗
に
彩
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
主
題
に
か
か
わ
る
波
燗
を
も
含
ん
で
、

観
る
場
所
の
人

々
に
、
次
の
場
面
を
期
待
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
観
る
場
所
の
人
々

は
こ
の
伝
承
に
か
か
わ
る
事
実
が
、
あ

る
い
は
日
本
書
紀
の
よ
う
に
、
軽
大
娘
皇

女
が
伊
予
に
配
流
さ
れ
、
軽
太
子
が
大
前
宿
祢
の
家
で
自
決
し
た
と
知

っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
軽
太
子
が
配
流
さ
れ

遂
に
軽
大
郎
女
と
は
逢

い
得
な
か
っ
た
と

知

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
観
る
場
所
の
人
々
と
し
て
は
そ
の
事
実

の
再
現
を
期
待
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
事
実

の
底
に
ひ
そ
む
、
事
実
と
は

背
反
す
る
か
に
見
え
る
に
し
ろ
、
そ
の
真
実
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
期
待
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
実
に
か
か
わ
る
否
応
な
し
の
現
実
で
は
な
く
、
あ
る
意
味

で
観
念
化
さ
れ
た
領
域
の
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
期

待
に
応
え
得
な
い
も
の
は
事
実
の
外
面
的
な
記
録
で
は
あ
り
得
て
も
、
観
念
化
さ

れ
た
領
域
に
か
か
わ
る
も
の
、
い
わ
ば
伝
承
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

土
橋
博
士
が

「
二
人
い
っ
し
ょ
に
自
殺

す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
古
事
記
編
者

の

(
9
)

せ
め
て
も
の
思
い
や
り
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
」
と
い
う

「思

い
や
り
」
と
し

て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
伝
承
を
構
成
す
る
核
心
に
触
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

観

る
場

所

の
人

々

の
期

待

は
、

く

ふ
く

ら

む

の

で
あ

っ
た
。

〔
五
〕

そ
の
核
心
で
あ
る
場
面
の
衣
通
王
の
登
場
に
大
き

観
る
場
所
の
人

々
の
期
待
を
う
け
て
、
こ
こ
に
衣
通
王
が
登
場
す
る
。
前
に
も

へ

述

べ
た
と
お
り
衣
通
王
と
い
う
名
は
い
く
ら
か
の
疑
問
を
含
む
名
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
衣
通
王
が

一
見
し
た
と
こ
ろ
実
在

の
人
物
で

あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
は
す
る
が
、
伝
承
の
論
理
に
従

っ
て
の
、
あ
る
意
味
で
観

念
化
さ
れ
た
領
域

の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
の
事

実
は
既
に
事
実
と
し
て
周
知
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
周
知
で
あ

っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
事
実

の
再
現
だ
け
で
は
観
る
場
所
の
人
々
に
か
か
わ
る
伝
承
と

へ

し
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
衣
通
王
と
い
う
名
は
事

実
で
あ
る
か
の
如
く
、
伝
承

の
領
域
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
に
用
意
さ
れ
た
名

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
亦
の
名
の
衣
通
郎
女
に
つ
け
ら
れ
た
割
注
に
唐
突
に
衣

へ

通
王
と
み
え
る
の
は
、

あ
る
い
は
こ
の
伝
承
の
構
成
に
か
か
わ
る

伏
線
と
し
て

注
せ
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
衣

通
王
の
歌
の
第
二
首
目
の
歌
が
、
万
葉
集
巻
二

「相
聞
」
の
巻
頭
部
に
、
語
句
に

微
妙
な
相
違
を
示
し
つ
つ
も
、
「磐
姫
皇
后
思
天
皇
御
作
歌
四
首
」
(八
五
～
八
八
)

の
第

一
首
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
か
か
わ
り
を
持

つ
の
で
あ
る
。
こ

の
磐
姫
皇
后
作
と
さ
れ
る

一
連
四
首
が

「遙
か
に
後
の
作
が
皇
后
の
御
作
に
假
託

(
10
)

、

、

せ
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
(注
釈
)
と
認
め
ら
れ
、
ま
た

「現
代
宮
廷
ロ
マ
ン

o

o

(
11

)

ス
歌
群
の
古
代
的
な
規
範
と
し
て
、
巻
二
相
聞
の
冒
頭
に
飾
ら
れ
た
」
(伊

藤

博

士
)
と
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
は
、
こ
の
歌
が
衣
通
王
の
背
景
に
あ
る

不
倫
の
恋
に
か
か
わ
る
伝
承
が
、
巻
二
編
纂
以
前
に
あ

っ
た
と
は
考
え
難
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
不
倫
の
印
象
を
も

つ
歌
が
相
聞
歌
群
の
巻
頭
に
あ
り
得
る
と
は
ど
う

に
も
考
え
難
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
衣
通
王
の
こ
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の
歌
は
万
葉
集
巻
二
の
編
纂
以
後
に
こ
の
伝
承
に
採
録
さ
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
伝
承
が
、
当
時
の
現
代
の
享
受
者
を
意
識
し
て
構
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
こ
れ
は
過
去

の
事
実
の
再
現

で
は
な
く
、
当
時
の
現
代
の
課
題
と
し
て
構
成
さ
れ
た
伝
承
な
の
で
あ
る
。
国
崎

望
久
太
郎
博
士
が
、
伝
承
は
日
常
生
活

の
直
接
の
反
映
で
は
な
く
、
現
実
は
現
実

と
し
て
肯
定
し
な
が
ら
も
、
な
お
肯
定
し
難
い
痛
み
を
内
部
に
抱
く
時
、
人
間
性

に
対
す
る
自
覚
が
幻
想
的
で
は
あ
る
に
し
て
も
自
覚
せ
ら
れ
た
時
、
そ
の
外
的
現

実
と
内
的
幻
想
の
二
重
構
造
の
接
点
に
、
観
念
化
せ
ら
れ
た
領
域
の
も
の
と
し
て

成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は

ハ
レ

(晴
)
と
ケ

(褻
)
の
二
重
構
造
と

も
た
と
え
得
な
い
か

(
53

・
10

・
2
直

話
、
誤
解
し
て
お
り
ま
し
た
ら
御
寛
容
下

さ
い
。)

と
い
う
意
味
の
こ
と
を
御
教
示
下
さ

っ
た
。

そ
の
観
念
化
の
領
域
の
象

へ

徴
的
な
行
為
者
と
し
て
、
衣
通
王
な
る
名
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
歌
が

こ
こ
に
採
録
せ
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
の
歌
が
、
こ
の
曲
名

の
指
定
が
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
に
わ
た

っ
て
い
る
伝
承

の

中
で
、
た
だ
衣
通
王
の
歌

っ
た
も
の
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
歌

舞
所
や
雅
楽
寮
で

一
般
化
し
た

「○
○
歌
」
や

「○
○
振
」
で
な
く
、
衣
通
王
の

プ

リ

マ

ド

ン

ナ

ァ

リ

ァ

名
に
ふ
さ
わ
し
い
花
形
舞
唱
手
に
よ

っ
て
歌
わ
れ
る
べ
き
詠
唱
で
あ

っ
た
こ
と
に

よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
事
記

の
筆
録
が

「楽
家
多
氏
」
の
源
流
に
位
置

(
12
)

し
、
か

つ
歌
舞
的
性
格
を
も
持

っ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
太
安
万
侶
で
あ

っ
た
こ

と
を
思
え
ば
、
天
賦
の
美
声
と
声
楽
の
高
度
な
技
術
と
、
容
姿
や
所
作
ま
で
も
が

第

一
級
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
詠
唱
と
し
て
、
こ
こ
に
採
録
さ
れ
た

と
考
え
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
こ
の
舞
唱
手
が
衣
通
王
で
あ
る

と
示
す
だ
け
で
十
分
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
衣
通
王
の
舞
唱
の
あ
と
に
、
軽
太
子
に
よ
る
読
歌
二
首
が
歌
わ
れ
る
。
そ

の
第
二
首
目
は

一
見
挽
歌
の
ご
と
く
に
見
え
は
す
る
。
し
か
し
、
万
葉
集
巻
十
三

相
聞
に
語
句
に

微
妙
な

相
違
を

示
し

つ
つ
も

採
録
さ
れ
て
い
る

(皿

・
三
二
六

三
)
こ
と
を
見
れ
ば
、
相
聞
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

小
島
憲
之
博
士
が
、

読
歌
は

中
国
の
独
曲

(読
曲
)
〔
"
恋
の
歌
〕

の
歌
い
方
と

(
13

)

そ
の
名
称
が
中
国
か
ら
上
代
歌
謡
に
移
植
せ
ら
れ
た
も
の
と
み
て
お
ら
れ
る
点
か

ら
す
れ
ば
、
そ
の
前
の
衣
通
王
の
詠
唱
に
対
応
す
る
舶
来

の
洒
落
た
歌
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
詠
唱
に
対
応
す
る
と
い
う
歌
と
し
て
あ
え
て
い
え
ば
、
前

段
の
叙
唱
的
で
あ
る
こ
と
と
後
段
の
詠
唱
的
で
あ
る
点
か
ら
、
叙
詠
唱
曲
で
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
小
島
博
士
は
こ
の
読
歌
と
琴
歌
譜
に
み
え

ヘ

ヘ

へ

る
正
月
元
日
余
美
歌
と
は
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

な
お
問
題
と
し
て
残
る
に
し
て
も
、
読
歌
が
土
橋
博
士
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
寿
歌
、

祝
歌
の
意
で
あ
る
こ
と
も
捨

て
難
い
の
で
あ

っ
て
、
早
急
に
結
論
は

つ
け
難
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
読
歌
が
挽
歌
的
で
は
あ
る
に
し
て
も

挽
歌
で
な
い
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

こ
の
読
歌
の
後
に
、
説
明

の
文
と
し
て

「即
ち
共
に
自
ら
死
せ
た
ま
ひ
き
」
と
い

う
の
が
、
軽
太
子
と
衣
通
王
以
外
の
人
に
よ

っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
か
か

わ

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
読
歌
の
あ
と
に
二
人
が
再
会
す
る
場
面
の
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
無
言
で
あ
る
。
そ
の
無
言
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
何
も
お
こ
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。

言
語
詞
章
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
劇
的
所
作
ま
で
も
が
な
い
と
は
考
え
難
い
の
で

あ
る
。
読
歌
が
恋
の
歌
で
あ
り
、
寿
歌
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
軽
太
子
と
衣

グ

ラ

ン

コ
パ

コ
ド

ロ
ド

ウ

通
王
の
共
憺
の
舞
踊
が
あ

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
観
る
場
所

の
人
々
は
そ
こ
ま
で
を
観
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
共
灌
の
舞
踊
で
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
あ
る
い
は
秘
儀
的
性
格

の
も
の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
死
と
対
峠

す
る
愛

の
世
界
が
愛

の
讃
歌
を
象
徴
的
に
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
人
が
舞

唱
す
る
場
所
か
ら
去

っ
て
後
に
、
傍
唱
者
に
よ

っ
て

「即
ち
土
ハに
自
ら
死
せ
た
ま

ひ
き
」
と
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、

ハ
リ
ソ
ン
も
言
う
よ
う
に
死
は
使
者
に
よ



本 田:「軽太子 と衣通王」(古 事記)の 伝承

 

9

っ
て
伝

え

ら

れ

る
と

い
う

原

則

が

、

の
で

あ

る

。

〔六
〕

要

す

る

に

こ

の
伝

承

は

、

で

あ

ろ

う

。

第

一
幕

第
二
幕

第 第 第 第 第 第

場 場 場 場 場 場

芸
能
と
し
て
の
こ
の
場
面
に
も
あ
て
は
ま
る

か
り
に
舞
台
風
に
構
成
を
言
え
ば
次
の
よ
う
に
な
る

と
で
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

の
集
成
と
し
て
、
成
年
式
な
ど
に
舞
唱
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

倫
の
恋
を
契
機
と
す
る
波
燗
万
丈
の
第

一
幕
と
、

は
そ
こ
に
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。

自
ら
死
せ
た
ま
ひ
き
」

が
不
分
明
の
ま
ま
に
重
な
っ
て
い
る
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

志
良
宜
歌
と
夷
振
の
上
歌

大
前
小
前
宿
祢

の
家
、
宮
人
振
と
天
田
振
の
第

一
、
二
首

伊
予
に
流
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
天
田
振
の
第
三
首

衣
通
王
の
詠
唱

軽
太
子
の
叙
詠
唱

(読
歌
)

共
灌

の
舞
踊

そ
れ
は
当
時

の
現
代
に
お
け
る
古
代
的
な
愛

の
芸
能不

共
灌

の
舞
踊
に
終
る
第
二
幕
と

そ
れ
を
僅
か
に
統

一
す
る
の
は
終
末

の

「共
に

で
あ

っ
て
、
現
実
の
論
理
の
領
域
と
伝
承

の
論
理
の
領
域

(未
完
)

7
、
土
橋
寛

「
古
代
歌
謡
と
儀
礼

の
研
究
」
第
七
章

8
、
本

田
義
憲

「
古
代

歌
謡

の
方
法
、
発
想
と
表
現

ー
ア
ヂ

ス
キ
タ
カ
ピ

コ
ネ
神
話

『
夷

振
』
歌
謡
を
中
心
と
す
る
覚
書
1
」

(解
釈
と
鑑
賞
、

一
九
七
五

・
九
)

9
、
土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
」
古
事
記
編

三

一
九
頁

10
、
沢
潟
久
孝

『
萬
葉
集
注
繹
」
巻
第

二
、

一
四
頁

11
、
伊
藤
博

「
万
葉
集

の
構
造

と
成
立
」
上
、
第

二
章
、
九
四
頁

12
、
山
上
伊
豆
母

「
楽
家
多

氏
成
立

の
背
景
ー
神
話

か
ら
神
楽

へ
ー
」
(芸
能
史
研
究

四
七

号
)

一
五
頁

13
、
小
島
憲
之

『
上
代

日
本
文
学

と
中
国
文
学
』
上
、
五
五
九
頁

付

記

小
考

は

「
軽
太

子
と
軽
大
郎
女

の
伝
承
1
そ
の
芸
能
的
側
面
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
と

題

し
て
、
伝
承
文
学
研
究
会
大
会

(
53

・
8

・
27
)

で
発
表

し
た
も

の
を
骨
子
と
す

る
も

の
で
あ
る
。

紙
数

の
制
限
も
あ

っ
て
、
第

一
幕
と
第

二
幕

と
の
矛
盾
、
お
よ
び
そ

の
統

一
の
問
題
そ

の
他

こ
の
伝
承
に
か
か
わ
る
多
く

の
問
題
を
と
り
あ
げ
得
な
か

っ
た
。
そ
れ
ら
に

つ
い
て

は
、
稿
を
改
め
た

い
と
思
う
。
そ

の
点
に
お

い
て
こ
れ
は
部
分
的
な
素
描
で
あ

り
未
完
で

あ

る
。

注

1
、
荻
原
浅
男

「古
事

記

・
上
代
歌
謡
』
(
日
本
古
典
文
学
全
集
)

二
〇
〇
頁

和
辻
哲
郎

「
日
本
古
代
文
化
」

二
四
六
頁

2
、

3
、
益

田
勝

実

「
記
紀
歌
謡
』

(
日
本
詩
人
選
1
)

二
〇

二
頁

4
、
本
居
宣
長

『
古
事
記
伝
」

三
四
、

三
九
巻

(全
集

12
)

5
、
林
屋
辰
三
郎

『
中
世
芸
能
史

の
研
究

」
第

一
部

「
古
代
芸
能
と
そ

の
継
承

」

6
、
J

・
E

・
ハ
リ
ソ

ン

(佐

々
木
理
訳
)
『
古
代
芸
術
と
祭
式
」
第
五
章
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AtraditionalTerritoryof

KarunohitsuginomikoandSotohoshinomiko(Kojiki)

‐Amemorandumonasideoftheperformingarts‐

YoshinagaHoNDA

Summary

ThisthesistreatsofthesubjectofatraditionalterritoryinKojiki.First

ofall,IdescribethatLegomenonandDromenonmustbeinharmonyforthe

purposeofatraditionalterritoryexistsasitself.NextIstatethatatradit-

Tonalterritoryshouldberepresentedastheperformingartsandthatthe

sectionoftheOrchestraandtheTheatreshouldbeclearintheperforming

arts.Thisthesisalsotreatsthatasthekeyofit,thestoryofKaru-no

hitsuginomikoandSotohos1ユinornikoisnotonlyromanticliterarywork

butitmustberegardedtheancienttraditionalterritory.


