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履
中
記

の
歌
謡
伝
承
覚
え
書
き

管
本

田

義

寿

(
一
)

(履
中
)
も
と
難
波

の
宮
に
坐
し
ま
し
し
時
、
大
嘗
に
坐
し
て
豊
明
し
た
ま
ひ

し
時
に
、
大
御
酒
に
う
ら
げ
て
大
御
寝
ま
し
き
。
こ
こ
に
そ
の
弟
墨
江
中
王
、

天
皇
を
取
ら
む
と
欲
ひ
て
、
大
殿
に
火
を
著
け
き
。
こ
こ
に
倭

の
漢
直

の
祖
、

阿
知
直
盗
み
出
で
て
、
御
馬
に
乗
せ

て
、
倭
に
幸
で
ま
さ
し
め
き
。
か
れ
多
遅

比
野
に
到
り
て
籍
め
ま
し
て
、
「
此
間

は
何
処
ぞ
。
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。

こ
こ

に
阿
知
直

「
墨
江
中
王
、
大
殿
に
火
を
著
け
た
ま

へ
り
。
か
れ
率
ま
つ
り
て
倭

に
逃
げ
ゆ
く
な
り
。」

と
白
し
き
。
こ

こ
に
天
皇
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

た

つ
こ
も

多
遅
比
野
に

寝
む
と
知
り
せ
ぽ

防
壁
も

持
ち
て
来
ま
し
も

の

寝

む
と
知
り
せ
ぽ

み

さ

も

波
魎
賦
坂
に
到
り
て
、
難
波
の
宮
を
望
見
け
た
ま

へ
ぽ
、
そ
の
火
な
ほ
柄
え
た

り
。
こ
こ
に
天
皇
ま
た
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

埴
生
坂

わ
が
立
ち
見
れ
ば

か
ぎ
ろ
ひ
の

燃
ゆ
る
家
群

妻
が
家

の

あ
た
り

を

な

み

か
れ
大
坂
の
山
口
に
到
り
幸

で
ま
し
し
時
に
、

一
女
人
遇

へ
り
。

そ

の
女

人

あ
ま
た

せ

「
兵

を

持

た

る
人

ど

も

、

多

こ

の
山

を

塞

き

を

り
。

当

岐

麻

道

よ

り

廻

り

て
越

え

幸

で
ま

す

べ

し
。
」

と
白

し
き

。

こ

こ

に
天

皇

歌

ひ

た

ま

ひ

し

く
、

を

と

め

大
坂
に

遇
ふ
や
嬢
子
を

道
問

へ
ば

直
に
は
告
ら
ず

告
る

か
れ
上
り
幸
で
ま
し
て
、
石
上
の
神
宮
に
坐
し
ま
し
き
。

当
芸
麻
道
を

古
事
記
下
巻
、
履
中
の
条
に
歌
謡
三
首

の
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
見
す
る

　
　
　

　
ニ
　

と
こ
ろ

「墨
江
中
王
の
反
逆
」
あ
る
い
は

「履
中
天
皇

の
難
波
宮
脱
出
」
な
ど
の

見
出
し
に
よ
っ
て
ま
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
み

え
る
場
面
が
、
難
波

の
宮
に
お
け
る
大
嘗
に
か
か
わ
る
豊
明
、

墨
江

中

王

の
反

逆
、
そ
の
後
、
多
遅
比
野
、
波
魎
賦
坂
、
大
坂
の
山
口
、
当
岐
麻
道
、
石
上
の
神

宮
と
移
り
変

っ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、

一
概
に

「
反
逆
」
と
か

「
脱
出
」
に
か

か
わ
る
逃
避
行
諏
と
ば
か
り
は
言
い
き
れ
な
い
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

段
だ
け
で
言
え
ば
逃
避
行
諏
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
そ

う
で
あ
る
が
、
古
事
記

の
履
中

の
条

の
全
般
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
の

一
環
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
、
履
中
紀
に
み
え
る
様
相
を
も
含
む
履
中
伝
承
の

一

段
と
し
て
、
伝
承
の
論
理
に
従

っ
て
そ
こ
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
掲
げ
た
歌
謡
を
含
む
部
分

の
後
、
古
事
記
本
文
は
、
石
上
神
宮
を
拠
点

と
し
た
履
中
が

「
伊
呂
弟
水
歯
別
命
」
に
命
じ
て

「弟
墨
江
中
王
」
を
討
た
せ
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
水
歯
別
の
忠
誠
服
属
を
受
容
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
こ

と
と
、
冒
頭
に
掲
げ
た
部
分
が

「
も
と
」

に
は
じ
ま
り

「
か
れ
上
り
幸
で
ま
し
て
、

石
上
の
神
宮
に
坐
し
ま
し
き
。」

で
終
る
こ
と
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の

履
中
の
条
は
、
石
上
神
宮
に
か
か
わ
る
履
中
の
諸
問
題
を
主
題
と
し
て
整
序
さ
れ

も

も

た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
履
中
が

「
も
と
難
波
の
宮
に
坐
し

ま
し
」
た
と
し
て
も
、
古
事
記
が
履
中
の
条

の
最
初
に

「伊
邪
本
和
気
命

(履
中
)、

伊
波
礼
の
若
桜
宮
に
坐
し
ま
し
て
、
天
の
下
治
ら
し
め
し
き
」
と
記
し
、
ま
た
後

に

「
若
桜
部
」

「伊
波
礼
部
」
を
定
め
た
と
み
え
る
こ
と
も
、
冒
頭
に
掲
げ
た
部

分
の
主
題
が
、
小
主
題
と
し
て
は

「
反
逆
」
や

「脱
出
」
で
あ
り
つ
つ
も
、
履
中

の
条
の

一
環
と
し
て
整
序
さ
れ
た
と
み
え

る
点
か
ら
は
、
大
主
題
と
し
て
の
石
上

神
宮
に
か
か
わ
る
履
中
の
問
題
に
統
括
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

「
伊
波
礼
の
若
桜
宮
」
の

「
若
桜
」
が
、
神
武

の
国
見
に
か
か
わ
る

「
液
上
」

と
き
じ
く

の
室
上
山
の
桜
の
花
が

「
非
時
に
し
て
来
」
り
、
そ
の
瑞
祥
に
よ

っ
て
名
づ
け
ら

ふ
み
ひ
と

れ
た
名

で
あ

り

(履
中
紀
三
年
十

一
刀
)、
ま
た

「始
め
て
諸
国
に
国
史
を
置
く
」

(同
四
年
八
月
)
と
み
え
る
こ
と
も
、
冒
頭

に
掲
げ
た
歌
謡
を
含
む
部
分
が
文
字
に

よ

っ
て
記
録
さ
れ
た
こ
と
の
根
本
的
な
意
味
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
石
上
神
宮

に
お
け
る

「
も
と
」
の
場
面
の
反
祝
祭
性

の
再
現
と
、
そ
れ
を
克
服
し
て
の
活
動

の
展
開
は
、

い
わ
ば
成
年
式
あ
る
い
は
即
位
式
に
お
け
る
死
と
再
生
の
象
徴
的
行

為

の
文
字
化
な
の
で
あ

っ
た
Q
そ
の
こ
と
は
広
く
古
事
記
全
般
に
か
か
わ
る
こ
と

で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

「始
め
て
諸
国
に
国
史
を
置
く
」
と
あ
る
点
を
考
慮
す
れ

ば
、
特
に
履
中
の
条
の
背
景
に
そ
れ
が
色
濃
く
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
川
田
順
造
氏
が
無
文
字
社
会
に
お
け
る

「
よ
そ
お
う
こ
と
と
名
づ
け
る

こ
と
」
に
関
連
し
て
、
そ
れ
が

「類
と
個
、
自
己
異
化
と
自
己
同

一
性
保
持
の
二

面
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
」
を
指
摘
さ
れ
、
ま
た

「
日
常
語
と
は
ち
が
う
朗
諦
と

い
う
形
式
」

で
即
位
式
な
ど
に
お
い
て
披

露
さ
れ
、
年
ご
と
の
大
祭
で
く
り
か
え

さ
れ
る
こ
と
を
も
示
さ
れ
、
同
時
に
そ
れ
が
古
代
日
本
に
お
け
る
帝
紀
の
記
録
、

「『
古
事
記
』
等
原
初
的
な

『
歴
史
』
と
し
て
の
文
字
記
録
を
の
こ
す
こ
と

へ
発
展

　
ニじ

し
て
い
っ
た
」
と
み
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
歌
謡

を
含
む
部
分
も
、
こ
れ
と
類
推
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
履
中
の

聖
化
と
独
自
性
の
保
証
、
同
時
に
そ
れ
は
天
皇
の
系
譜
に
も
か
か
わ
っ
て
、
古
事

記
全
般
に
流
れ
る
生
命
力

の
更
新
の
根
本
の
意
味
の
顕
現
の
主
題
に
連
な
る
の
で

あ
る
。

履
中
の
難
波
の
宮
に
お
け
る

「
大
嘗
」

の

「
豊
明
」
は
、
そ
の
祝
祭
に
対
す
る

反
祝
祭
的
な
墨
江
中
王
の
反
逆
に
よ
っ
て
ま
ず
中
断
さ
れ
る
。
そ
の
反
祝
祭
的
な

場
面
か
ら
の
脱
出
、
お
よ
び
反
祝
祭
性
を
祝
祭

の
本
義

へ
転
換
す
る
過
程
と
し
て
、

多
遅
比
野
以
下
の
場
面
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に

「
か
れ
上
り
幸
で
ま

し
て
、
石
上
の
神
宮
に
坐
し
ま
し
き
。
」

と
し
て
、
祝
祭
的
な
場

の
も
の
と
し
て

完
結
す
る
と
い
う
の
が
、
冒
頭
に
掲
げ
た
部
分

の
基
本
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
石
上

神
宮
に
お
け
る
成
年
式
の
主
題
を
、
履
中
に
こ
と
よ
せ
て
構
成
し
、
具
体
的
に
は

天
皇
の
系
譜
に
か
か
わ
る
聖
性
と
独
自
性
を
顕
現
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
な
意
図

を
含
ん
で
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
い
え
ば
津
田

左
右
吉
博
士
が

「
こ
れ
ら
の
物
語
は
名
を
古

の
皇
族
に
託
し
て
、
あ
り
ふ
れ
た
話

　
　
　

柄
を
昔
物
語
と
し
た
ま
で
の
も

の
で
あ
る
」
と
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
別
に
行

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
成
年
式
の
規
範
的
な
も

の
と
し
て
、
個
別
の
場
に
演
繹
し
得
る

聖
性
を
顕
現
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
小
考

は
そ
う
い
う
問

題
が
芸
能
的
な
側
面
を
含
め
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
か
で
も
解
け
る
の

で
は
な
い
か
と
思

っ
た
そ
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。

(
二
)

履
中
即
位
前
紀
に
よ
れ
ば
、
石
上
の
振
神
宮
に
お
い
て

「
倭
直
等
、
采
女
貢
る

こ
と
、
蓋
し
此
の
時
に
始
る
か
」
と
も
み
え
、
ま
た
住
吉
仲
皇
子

(墨
江
中
王
)
討
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伐

の
復
命
も
こ
こ
で
受
け
た
と
み
え
る
よ
う
に
、
即
位
前
の
履
中
に
と

っ
て
石
上

神
宮
が
重
要
な
拠
点
で
あ

っ
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
そ
の
後
、

磐

余
稚

桜
宮

(伊
波
礼
の
若
桜
宮
)に
即
位

(履
中
紀
元
年
)、
磐
余
に
都
を

つ
く

っ
た
(同
二
年
十
月
)

の
で
あ
る
が
、
な
お

「
石
上
溝
を
堀
る
」

(同
四
年
+
月
)

と
も
み
え
、
石
上
と
の

か
か
わ
り
の
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
石
上
に
は
古
く

「蛇

の

鹿
正
」
(神
代
紀
上
八
段

一
書
第
二
)、
「師
霊
」
(神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
六
月
、
記
神
武

.
佐
士
布
都
神
)
に
か
か
わ
る
伝
承
も
あ
り
、
履
中
以
後
に
つ
い
て
も

「
水
工
を
し

て
渠
穿
ら
し
む
、
香
山
の
西
よ
り
石
上
山

に
至
る
。
」
(斉
明
紀
二
年
是
歳
)
な
ど
と

み
、兄
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中

で
こ
の
履
中
に
つ
い
て
、

「
風
の
如
く
に
、

大
虚
に
呼
ば
ふ
こ
と
有
り
て
曰
は
く
、
『
剣
刀
太
子
王
』
と
い
ふ
。
」
(履
中
紀
五
年

九
月
)

と
あ
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。

こ
の

「
剣
刀
太
子
王
」
が
皇
太
子
瑞
歯

別
皇
子
を
さ
す

(通
証

.
集
解

.
標
注
)
と
み
る
か
、
太
子
に
立
て
ら
れ
て
名
の
伝

わ
ら
ぬ
者

(通
釈
)
と
み
る
か
、
履
中
を
さ
す
と
み
る
か
に
わ
か
れ
て
疑
問
の
あ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
批
判
し

て

「
む
し
ろ
こ
れ
は
天
皇
に
対
す
る
呼
び

か
け
で
、
太
子
と
あ
る
の
は
、
本
来
皇
太
子
時
代
に
関
す
る
伝
承
で
あ

っ
た
故
か

　
　
　

と
思
わ
れ
る
。
」

と
あ
る
の
に
従

っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
履
中
が
皇
太
子
時
代
に

「
剣
刀
太
子
王
」
と
よ
ば
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
そ
こ
に
古
来
の
石
上
に
か
か
わ

る
剣
の
伝
承
が
集
約
的
に
象
徴
化
さ
れ
得

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は

石
上
の
伝
承
が
伝
承
と
し
て
整
序
さ
れ
、
文
字
化
さ
れ
る
段
階
に
お
い
て
、
分
割

さ
れ
て
古
代
に
投
影
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
神
武
が
そ
の
名
に

ふ
み
ひ
と

こ
と
わ
さ

「
伊
波
礼
」
を
も
ち
、
履
中
が

「
始
め
て
諸
国
に
国
史
を
置
く
。
言
事
を
記
し
て
、

ふ
み

い
た

四
方

の
志
を
達
す
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
も

こ
う
い
う
推
測
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。

「剣
刀
太
子
王
」
と
い
う
名
は
古
事
記
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の

こ
と
は
逆
に
そ
の
名
に
か
か
わ
る
諸
側
面
が
伝
説
的
に
周
知
で
あ

っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
伝
説
が
伝

説
で
あ
る
た
め
に
は
、

「
た
だ
其
要
点

　
　
　

の
二
三
句
を
感
動
の
深
い
言
葉
で
述
べ
た
だ
け
で
、
復
習
の
目
的
は
達
し
得
た
」

と
い
う
柳
田
国
男
氏
の
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
古
事
記
の
記
録
だ
け
で
十
分
で
あ

も

も

も

へ

も

も

っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
伊
波
礼

(磐
余
)
の
若
桜
宮
、
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命

(神

武
)
な
ど
に
み
え
る
イ

ハ
レ
が
、
伝
説
の
本
質
的
な
聖
性
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う

　
セ
　

と
い
う
こ
と
も
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
古

事
記
の
記
録
だ
け
で
日
本
書
紀
の
記
録
し
た
関
連
事
項
な
ど
も
自
明
で
あ

っ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、

「
か
れ
上
り
幸
で
ま
し
て
、
石
上
の
神
宮

に
坐

し

ま
し

き
。」

と
言
う
だ
け
で
こ
と
足
り
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
最
も
重
要
な
部
分

が
、
歌
謡
を
含
む
長
い
部
分

の
終
末
部
に
わ
ず
か
な
語
句
で
示
さ
れ
る
と
い
う
様

　
　
ゾ

式
は
、
神
武
の
皇
后
選
定
に
か
か
わ
る
高
佐
士
野
の
伝
承
と
も
類
推
的
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
が

「そ
こ
よ
り
更
に
」
(記
倭
建
命
)
や

「
～
の
方
よ
り
廻
り
幸
で
ま

へ

も

し
」
(記
神
武
)
な
ど
の
表
現
で
な
く
、

「
か
れ
上
り
幸
で
ま
し
て
」
と
あ
る
こ
と

も
、
冒
頭
に
掲
げ
た
部
分
が
反
逆
や
脱
出
、
逃
避
行
の
説
明
を
主
と
す
る
の
で
な

く
、
石
上
に
行
く
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
の
過
程
と
し
て
整
序
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
そ
の
こ
と
は
墨
江
中
王
の
反
逆
、
履
中

の
難
波

の
宮
か
ら

の
脱
出
を
小
主
題
と
し
、
石
上

の
神
宮
に
お
け
る
聖
性

の
顕
現
、
す
な
わ
ち
中
断

さ
れ
た

「大
嘗
」

の

「
豊
明
」
の
完
結
を
大
主
題
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
そ
の
小
主
題
が
あ
た
か
も
道
行
文
で
あ
る
か
の
よ
う
な
構
成
を
も

つ
の
は
な
ぜ
な

の
で
あ
ろ
う
。
道
行
文
が
道
行
文
と
し
て
成
立
し
得
る
の
は
そ
の

道
行
が
終

っ
た
後
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ぽ
、
こ
の
道
行
文
の
よ
う
な
構
成
は
、
石

上
に
か
か
わ
る
剣
刀
太
子
王

(履
中
)
の
主
題
の
再
現
の
場
面
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

　　
　

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は

「
道
行
文
の
源
流
」
と
み
ら
れ
る
影
媛

の
哀
歌

(武
烈
即
位
前
紀
)
が
、
歌
詞
と
地
の
文
の
間
に
矛
盾
を
持
ち
は
す
る
が
、

歌
詞
か
ら
す
れ
ば

「
や
は
り
葬
送
に
従
う
影
媛
の
姿
と
し
か
解
さ
れ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
現
在
の

『
書
紀
』
と
は
異
な
る
葬
送
の
物
語
を
背
景
と
す
る
歌
で
あ

っ
た

　
　
　
　

の
か
も
し
れ
な
い
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
類
推
的
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
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の
場
面
を
そ
の
こ
と
の
現
在
に
お
い
て
語
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
こ
と
を
再
構
成

し
整
序
し
再
現
す
る
場
面
に
お
い
て
語
る

の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
の
事
実
を
そ
の

こ
と
の
事
実
と
し
て
記
録
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
折
ご
と
に
繰
り
返
さ
る
べ
き

伝
承
の
真
実
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
再
構
成
、
再
現
と
い
う

点
か
ら
す
れ
ぽ

「霊
亀
元
年
歳
次
乙
卯
秋
九
月

志
貴
親
王
麗
時
作
歌

一
首
井
短

歌
」
(万
葉
集
H
・
二
一二
〇
～
二
三
二
)
も
ま
た
阿
様
で
あ
ろ
う
。

「
繁
に
荒
れ
た
る

か
久
に
あ
ら
な
く
に
」
(二
三
二
)
と
あ
る
よ
う
に
、

「
久
に
あ
ら
な
く
に
」
と
言

う
時
期
に
お
け
る
追
慕
哀
悼
の
象
徴
的
行
為
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し

て
な
お
影
媛

の
哀
歌
や
志
貴
親
王
へ
の
挽
歌
が
、
単
に
言
語
詞
章
だ
け

の
も
の
で

　コ
　

な
く
、
そ
こ
に
劇
的
所
作
も
融
合
し
て
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
と
み
え
る
こ
と
も
見
逃

す

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

冒
頭
に
掲
げ
た
部
分
は
こ
う

い
う
挽
歌
的
な
場
面
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に

見
ら
れ
る
道
行
文

の
よ
う
な
構
成
は
、
そ

の
道
行
的
な
場
面
を
過
程
と
す
る
終
着

点

に
お
け
る
儀
礼

の
た
め
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
な
ら

ば
石
上
に
お
け
る
儀
礼
、
す
な
わ
ち
石
上

に
か
か
わ
る
剣
刀
太
子
王
の
聖
性
顕
現

が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
過
程

の
構
成
意
図
を
推
測

す
る
手
が
か
り
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。
そ

の
石
上
に
お
け
る
柿
本
人
麻
呂
の

も

も

へ

も

も

へ

も

も

未
通
女
ら
が
袖
振
る
山
の
瑞
垣
の
久

し
き
時
ゆ
思
ひ
き
わ
れ
は

(万
葉
集
W

・
五
〇

一
)

に
み
え
る
序
詞
が
、
石
上
信
仰
の
核
心
で
あ

っ
た
と
も
い
え
る

「
神
剣
神
宝
を
振

ふ

っ
て
そ

の
生
命
原
理
と
し
て
の
タ
マ
を
振

り
起
し
、
そ
の
タ
マ
の
威
力
を
殖
や
す

ヘ
コ
ご

と
い
う
、
石
上
の
巫
女
の
剣
の
舞
」
の
印
象
を
そ
こ
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
は
、

「蛇

の
鹿
正
」
や

「
師
霊
」
「
七
支
刀
」
「鉄
盾
」
「
玉
」
「鏡
」
な
ど
の
呪
物
信
仰

に
か
か
わ
る

「
天
神
庫
」

(垂
仁
紀
八
七
年
)
の
祭
式

の
印
象
と
も
車
層
的
で
あ
る
。

神
楽
歌

「剣
」
や
年
中
行
事
秘
抄

「布
留
社
」
な
ど
に
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
石

も

も

へ

も

も

も

も

へ

も

上
の
伝
承
を
思
え
ぽ
、
履
中
が
後
に

「
八
絃

の
琴
を
調
ふ
る
如
、
天
の
下
治
め
賜

ひ
し
伊
邪
本
和
気
の
天
皇
」
(記
清
寧
)
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
調
絃
の

比
喩
は
単
な
る
比
喩
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「八
絃
の
琴
」
に
象
微
さ
れ
る
よ

う
な
性
格
を
含
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を

あ
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
冒
頭
に
掲
げ
た
部
分
は
、
剣
刀
太
子
王
(履
中
)
を
中
心

と
す
る

(あ
る
い
は
再
構
成
す
る
段
階
に
お
い
て
そ
れ
に
仮
託
し
た
)
石
上
の
伝

承
の
、
言
語
詞
章
と
劇
的
所
作

の
融
合
し
た
芸
能
的
な
場
面
に
か
か
わ
る
も
の
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
石
上
の
穴
穂
宮
(安
康
即
位
前
紀
)
、
石

上
の
広
高
宮

(仁
賢
紀
元
年
)、
ま
た
石
上
の
高
抜
原
に
呉
人
に
饗
し
た

(雄
略
紀

一

四
年
四
月
)履
中
以
後

の
こ
と
ど
も
ま
で
も
が
、
享
受
す
る
側
に
は
揺
曳
し
た
か
も

し
れ
な
い
。

い
わ
ぽ

い
わ
ゆ
る
河
内
王
朝
と
大
倭
と
の
関
係
が
、
石
上
神
宮
と
そ

の
周
辺
を
接
点
と
し
て
複
雑
に
渦
巻
い
て
い
た
そ
の
地
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
享
受
者
に
と

っ
て
そ
の
詳
細
は
さ
だ
か
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
古
い
伝

承
と
渡
来
系

の
新
し
い
文
明
の
錯
綜
す
る
聖
地
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ

っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
、
伝
承
は
再
構
成
さ
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

〔
三
〕

難
波

の
宮
か
ら
の
脱
出
を
た
す
け
た
人
物
と
し
て
古
事
記
は
倭
の
漢
直
の
祖
阿

知
直
を
記
す
だ
け
で
あ
る
が
、
日
本
書
紀
は
平
群
木
菟
宿
禰

.
物
部
大
前
宿
禰

.

漢
直

の
祖
阿
知
使
主
の
三
人
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
三
人
に
よ
る
脱
出
の
後
、
倭
直
吾
子
籠
の
服
属
諏
を
記
し
、

「
倭
直
等
、

す
で

采
女
貢
る
こ
と
、
蓋
し
此
の
時
に
始
る
か
。
太
子
、
便
に
石
上
の
振
神
宮
に
ま
し

ま
す
」

(履
中
即
位
前
紀
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
瑞
歯
別
皇
子
と
木
菟
宿

禰
に
よ
る
仲
皇
子
討
伐
及
び
石
上
に
お
け
る
そ
の
復
命
を
記
し
て
、

「
皇
太
子
、

へ

も

磐
余
稚
桜
宮
に
即
位
す
。
」

(履
中
紀
元
年
)
と
み
え
る
。
…便
に
石
上
の
振
神
宮
に

ま
し
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「便
に
石
上
」
に
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
と
こ
の
三
人
の
か
か
わ
り
は
何
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
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物
部
氏
が
石
上
神
宮
に
深
い
関
係
を
も

つ
こ
と
は
、
物
部
首
の
始
祖
市
河
が
石

上
神
宮
に
仕
え
(垂
仁
紀
三
九
年
)、
物
部
十
千
根
大
連
以
来

「物
部
連
等
、
今
に
至

る
ま
で
に
、
石
上
の
神
宝
を
治
む
る
は
、
是
其
の
縁
な
り
。
」
(同
八
七
年
)と
あ
り
、

ま
た

「履
中
天
皇
御
世
、
採
桜
花
献
之
。
傍
改
物
部
連
賜
姓
若
桜
部
造
」

(新
撰

姓
氏
録
和
泉
国
神
別
)
な
ど
と
あ
る
こ
と
な
ど
を
み
れ
ぽ
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
古
事

記
に
そ

の
名
は
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
石
上
と
い
う
だ
け
で
自
明
の
こ
と
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
そ
こ
に
物
部
大
前
宿
禰
と

「
手
を
挙
げ
膝
を
打
ち
て
、
舞

ひ
か
な
で
、
歌
ひ
参
来
り
」
(記
允
恭
)
と
あ
る
大
前
小
前
宿
禰
の
印
象
を
い
く
ら

か
で
も
重
ね
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
そ
こ
に
劇
的
所
作
と
の
か
か
わ
り
も

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
平
群
木
菟
宿
禰
の
登
場
は
何
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
仁
徳
お
よ

び
武
内
宿
禰
の
子
の
誕
生
、
命
名
に
か
か
わ
る
木
菟
と
鵯
鵬
の
吉
祥
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
大
鵜
鵬
皇
子
、
木
菟
宿
禰
と
命
名

さ
れ
た
こ
と

(仁
徳
紀
元
年
正
月
)
は
、

木
菟
宿
禰
が

「
平
群
臣
が
始
祖
」
と
さ
れ
る
こ
と
を
含
ん
で
、
仁
徳
と
の
関
係

の

深

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
石
上
神
宮
の
創
立
が
定
か
で
は
な

い
に
し
て
も
、
あ
る
い
は

「大
鵤
鵬
天
皇
御
世
、
達
倭
賀
布
都
努
斯
神
社
於
石
上

御
布
留
村
高
庭
之
地
」
(姓
氏
録
大
和
国
皇
別
)
と
も
み
え
て
、
仁
徳
が
そ
の
創
立
に

か
か
わ
り
を
も
つ
と
い
う
伝
承
も
あ
っ
た
ら
し
い
様
相
を
示
し
て
い
る
。

い
わ
ば

平
群
木
菟
宿
禰
の
登
場
は
、
冒
頭
に
掲
げ

た
部
分
の
伝
承
が
単
に
履
中
だ
け
に
か

か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
河
内
王
朝
と
大
倭
と
の
関
係
を
そ
こ
に
重
層

的
に
暗
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は

「始
め
て
諸
国
に
国
史
を

置
く
。
言
事
を
記
し
て
、
四
方

の
志
を
達
す
。」

(履
中
紀
四
年
)
が
応
神
朝

に
お
け

　
ご
ニ
　

る
文
字
の
伝
来
を
う
け
て
の
も
の
と
み
え
、
ま
た
直
木
孝
次
郎
博
士
が
、
応
神
王

朝
成
立
以
前
に
大
倭
を
中
心
と
す
る
有
力
な
政
治
勢
力
が
存
在
し
、
応
神
王
朝
が

そ
の
先
応
神
王
朝
と
入
り
婿
型
の
婚
姻
で
結
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
お
ら

コ

　
　

れ
る
こ
と
と
と
も
に
、
冒
頭
に
掲
げ
た
部
分
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
石
上
に
お

け
る
剣
刀
太
子
王

(履
中
)
の
伝
承
の
背
景
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
平
群
木
菟
宿
禰
が
武
内
宿
禰
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
七
世
紀
前

ニ

　
　

半
以
降
に
作
ら
れ
た
伝
承
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
そ
こ
に

武
内
宿
禰
の
担

っ
た
伝
承
に
か
か
わ
る
楽
劇
的
な
側
面

(神
功
摂
政
前
紀
、
記
仲
哀

等
)

の
意
味
が
い
く
ら
か
は
反
映
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
履
中
が

一
女
人
の
示
し
た
当
岐
麻
道
を
経
ず
、

「
竜
田
山
よ
り
輸
え
」

(履
中
即
位
前
紀
)
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
方
の
歌
謡

の
採
録
さ
れ
る
必
然
性

に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
に
掲
げ
た
歌
謡
の
第

一
首
第
二
首
の
構
成
が

「
思

国
歌
」
(記
倭
建
命
)
と
も
類
推
的
で
あ
る
点
を
も
含
め
て
、
平
群
木
菟
宿
禰
の
名

が
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
自
明
で
あ

っ
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

物
部
大
前
宿
禰
と
平
群
木
菟
宿
禰
に
つ
い
て
右
の
よ
う
に
み
て
よ
い
な
ら
ば
、

記
紀
と
も
に
阿
知
直

(阿
知
使
主
)
の
名
を
あ
げ
た
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ら
う
。

阿
知
使
主
は
応
神
紀
二
十
年
九
月
に
来
帰
し
た
こ
と
が
み
え
る
が
、
阿
知
直
は
雄

略
紀
十
六
年
十
月
に

「
姓
を
賜
ひ
て
直
と
日
ふ
。

一
に
云
は
く
、
賜
ふ
と
は
漢
使

主
等
に
、
姓
を
賜
ひ
て
直
と
日
ふ
ぞ
。
」

と
あ
る
時
以
後
の
名
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
そ
こ
に
応
神
朝
に
お
け
る
文
字
の
伝
来

の
印
象
を
含
み
つ
つ
、
後
に
再
構
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
か
わ
り
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
もも

な
お

「
阿
智
王

(阿
知
使
主
)
奏
請
日
、
臣
旧
居
在
於
帯
方
、
人
民
男
女
皆
有
才

へ芸
。
」

(桓
武
続
紀
延
暦
四
年
六
月
)
と
み
え
る

「
才
芸
」

の
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ

で
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
才
芸
あ
る
人
民
を
率
て
来
帰
し
た
の
が

阿
知
使
主
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
古
事
記
が
阿
知
直
の
名
だ
け
を
記
し
た
の
は
、

そ
の
渡
来
系
の
才
芸
が
こ
の
場
面
に
お
い
て
重
要
で
あ

っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
河
内
王
朝
と
大
倭
の
接
点
と
し
て
の
石
上
神
宮
に
お
け
る

聖
性
顕
現
の
象
徴
的
行
為
に
か
か
わ

っ
て
、
阿
知
直
の
才
芸
が
必
要
で
あ

っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
雄
略
が
石
上
の
高
抜
原
に
呉
人
に
饗
し
た
こ
と
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と
も
類
推
的
に
、
新
し
い
渡
来
系
の
芸
能
が
こ
こ
に
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
七
支
刀
や
鉄
盾
が
神
宝
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
も
無
縁
で
は

な
い
。
そ
の
故
に
こ
そ
冒
頭
に
掲
げ
た
部
分
が
難
波
か
ら
石
上

へ
と
い
う
道
行
的

も

も

な
構
成
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
芸
能
は

「
漢
人
等
踏
歌

奏
る
」
(持
統
紀
七
年
正
月
)
と
み
え
る

「
踏
歌
」
に
も
類
似
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

も

へ

そ
れ
は

「復
有
王
臣
諸
氏
五
節
、
久
米
侮
、
楯
伏
、
踏
歌
、
抱
袴
等
歌
侮
、
東
西

ヘ

へ

も

へ

も

へ

る

も

発
声
、
分
庭
而
奏
、
所
作
奇
偉
不
可
勝
記
」
(孝
謙
続
紀
天
平
勝
宝
四
年
四
月
)
と
も

み
え
る
よ
う
な

「
所
作
奇
偉
不
可
勝
記
」

の
も

の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
在
来
の

も
の
は
も
と
よ
り
自
明
で
あ

っ
た
。
そ
の
故
に
古
事
記
は
平
群
木
菟
宿
禰
、
物
部

大
前
宿
禰

の
名
を
記
さ
ず
、
特
に
注
目
す

べ
き
阿
知
直
の
名
だ
け
を
記
し
た
の
で

あ
ろ
う
Q

〔
四
〕

冒
頭
に
掲
げ
た
部
分
に
、
難
波
の
宮
か
ら
の
脱
出
、
石
上
の
神
宮
に

「上
り
幸

で
ま
し
」
た
こ
と
に
か
か
わ

っ
て
、
阿
知

直
の
名
が
特
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
理
由

を
右

の
よ
う
な
印
象
を
含
む
も
の
と
考
え
て
よ
い
な
ら
ぽ
、
そ
こ
に
み
え
る
歌
謡

は
そ
れ
ら
の
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

士
橋
寛
博
士
が
既
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
第

一
首

・
第
二
首
が
倭
漢

直
氏
と
密
接
な
関
係
に
あ

っ
た
土
師
氏
が

「
丹
比
野
の
民
謡
二
首
を
取
り
入
れ
て

　
エ

ハ
　

物
語
を
作
り
上
げ
た
」
も
の
で
あ
る
と
み
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
倭

・建
命

の
葬
歌
四
首
が
や
は
り
こ
の
土
師
氏
と
か
か
わ
り
を
持

つ
と
み
て
お
ら
れ
る

こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第

一
首

に
み
え
る
歌
詞
が

「
物
語
と
は
大
き
く

ず
れ
て
い
る
」
(全
注
釈
)
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
そ

れ
が
こ
こ
に
採
録
さ
れ
た
の
は
、

「防
壁
も
持
ち
て
来
ま
し
も
の
」
に
よ
る
で
あ

ろ
う
。
独
立
歌
謡
が
物
語
に
採
録
さ
れ
て
物
語
歌
的
な
役
割
を
は
た
す
場
合
、
そ

の
も
と
の
歌
詞
全
体
が
そ
の
役
割
を
担
う

の
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
重
要
な
部
分

が
そ
れ
に
該
当
し
さ
え
す
れ
ば
十
分
で
あ

っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
石

上
に
お
け
る
祝
祭
を
祝
祭
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
反
祝
祭

的
要
素
の
克
服
の
場
面
が
設
定
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
十
分

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
言
語
詞
章
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
劇
的
所
作
が

象
徴
的
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
顕
示
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
防
壁
」
が
そ
の
語
義
と
し
て
は

「
立
薦
」
で
あ
ろ
う

(全
注
釈
)
と
み
え
る
点

か
ら
は
、

「畳
薦
平
群
」
(思
国
歌
)
と
の
か
か
わ
り
も
推
測
さ
れ
て
よ
い
。
あ
る

い
は
石
上
に
か
か
わ
っ
て
は
鉄
盾
の
印
象
も
揺
曳
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
平
群

地
方
の
歌
垣
の
歌
謡
が
思
国
歌
の
第
二
首
と
し
て
採
録
さ
れ
、
第
三
首

は
し
け
や
し
我
家

の
方
よ
雲
居
立
ち
来
も

に
展
開
し
て
い
る
寿
歌

の
構
成
も
、
こ
の
冒
頭
に
掲
げ
た
部
分
の
構
成
と
類
推
的

に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

埴
生
坂

わ
が
立
ち
見
れ
ば

か
ぎ
ろ
ひ
の

燃
ゆ
る
家
群

妻
が
家
の
あ
た
り

と
い
う
第
二
首
は
、
反
祝
祭
的
要
素
を
克
服
し
て
次
第
に
祝
祭
的
な
場
面
へ
転
換

し
て
行
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
前
文

「
そ
の
火
な
ほ
嫡
え
た
り
」
は
、
単

へ

も

も

に
も
え
る
こ
と
の
象
徴
的
な
意
味
の
み
な
ら
ず
、
難
波

の
宮
か
ら
の
脱
出
に
か
か

わ

っ
て
は
、
火
中
に
誕
生
す
る
神
々
の
印
象
を
と
ど
め
る
で
あ
ろ
う
。
石
上
に
か

か
わ
り
深
い
神
武
が
、
そ
の
諦

に

「彦
火
火
出
見
」

(神
武
即
位
前
紀
)
と
あ
る
こ

と
を
も
含
ん
で
、
石
上
に
お
け
る
大
嘗
祭
式

の
火
の
必
然
性
を
示
し
て
い
る
と
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
大
嘗
祭
式

の
夜

の
火
祭
に
か
か
わ
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
い
わ
ば

「
大
嘗
」
の

「
豊
明
」

の

一
環
と
し
て
の
歌
垣
、
国
見
が
、

反
祝
祭
的
要
素
を
克
服
し
て
祝
祭
に
至
る
必
然
的
な
過
程
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
履
中
の

「
此
間
は
何
処
ぞ
」
と
い
う
問
に
対
し
て
、

も

も

多
遅
比
野
、
埴
生
坂
、
大
坂
の
山
口
は
答
で
は
な
い
。

「
率
ま
つ
り
て
倭
に
逃
げ
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ゆ
く
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
聖
地
石
上

の
神
宮
に
至
る
過
程
と
し
て
と
り
あ
げ

ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第

三
首
に
か
か
わ
る

一
女
人
の
登
場
が
、

そ
の
過
程

の
聖
化
と
し
て
の
必
然
的
な
意
味
を
持

つ
に
違
い
な
い
。
直
木
博
士
の

指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
古
く

「
戦
争
に
際

し
て
女
装

の
男
が
戦
勝
を
神
に
祈
る
と

コ

セ
　

い
う
儀
礼
が
行
わ
れ
た
こ
と
」
を
背
景
と
し
、
そ
の
女
装
の
本
来
の
意
義
が
次
第

に
忘
れ
ら
れ
て
、
た
だ

一
女
人
の
登
場
が
必
然
的
な
慣
習
と
し
て
こ
こ
に
示
さ
れ

て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
記
紀
と
も
に
こ
の
第
三
首
を
採
録
し
た
理
由
も

そ
れ
に
よ
る
は
ず

で
あ
る
。
日
本
書
紀
が
第

一
首
、
第
二
首
を
採
録
し
な
か

っ
た

の
は
、
あ
る
い
は
由
義
宮
讃
頒
の
歌
垣
に
か
か
わ

っ
て
、

「
そ
の
余

の
四
首
、
並

に
是
れ
古
詩
な
り
。
復
煩
し
く
載
す
る
こ
と
を
せ
ず
。」
(称
徳
続
紀
宝
亀
元
年
三
月
)

と
あ
る
よ
う
な
採
録
の
規
準
を
持

っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
書
紀
と
し

て
は
聖
化
に
か
か
わ
る
第
三
首
だ
け
で
十
分
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
は

阿
知
直
だ
け
を
記
録
し
た
こ
と
と
も
か
か
わ

っ
て
、
単
に
事
実
を
事
実
と
し
て
記

録
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
言
語
詞
章
と
劇
的
所
作
の
融
合
し
た
伝
承
の
領
域

の
も
の
と
し
て
、
芸
能
的
に
復
元
の
可
能
な
整
序
の
意
図
を
基
底
に
持

っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格

の
相
違
を
示
し
な
が
ら
、
記
紀
と
も
に
こ
の

一

女
人
と
第
三
首
を
採
録
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
日
本
書
紀
は
そ
の

一
女
人
の
告

げ
た
当
岐
麻
道
を
経
ず
、

「
竜
田
山
よ
り
鍮
え
」
て
石
上
の
振
神
宮
に
入

っ
た
と

記
し
て
い
る
。
古
事
記
は
ど
の
経
路
を
と

っ
た
か
は
明
示
せ
ず
、
第
三
首
の
あ
と

「
か
れ
上
り
幸
で
ま
し
て
、
石
上
の
神
宮

に
坐
し
ま
し
き
」
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

い
わ
ば
こ
れ
が

「此
間
は
何
処
ぞ
」
と
い
う
問
に
対
す
る
答

な

の
で
あ

ろ
う
。

「
石
上
の
神
宮
に
坐
し
ま
」
す
イ

ハ
レ
を
そ
れ
は
ま
さ
に
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

難
波

の
宮
に
お
い
て
中
断
さ
れ
た

「大
嘗
」

の

「
豊
明
」
は
、
そ
の
中
断

の
反

祝
祭
的
要
素
を
克
服
し
、
聖
化
を
う
け
て
石
上
の
神
宮
に
お
け
る
祝
祭
と
し
て
完

　
　
　
　

成
す
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
伝
な
ど
に
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
冒
頭
に
掲

げ
た
部
分
が

「
も
と
」
で
は
じ
ま
る
珍
し

い
形
式
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
れ
が
石
上

に
お
い
て
再
構
成
さ
れ
た
祝
祭

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

〔
五
〕

石
上
神
宮
に
か
か
わ
る
履
中
の
歌
謡
を
含
む
部
分
の
伝
承
を
概
観
し
た
の
で
あ

る
が
、
古
事
記
が
日
本
書
紀
と
は
異

っ
て
履
中
と
阿
知
直
だ
け
を
と
り
あ
げ
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
と
り
あ
げ

て
お
き
さ
え
す
れ
ば
伝
承
の
記
憶
と
し
て
こ
の

場
面
の
復
元
が
可
能
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
復
元
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
そ
れ
が
伝
承
と
し
て
或
る
折
ご
と
に
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
べ
き
性
格

を
持

つ
こ
と
と
関
連
す
る
。

し
か
も
そ
れ
が
石
上
神
宮
に
か
か
わ
る
と
い
う
点
か

ら
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
人
物
と
し
て
は
剣
刀
太
子
王
と
よ
ぼ
れ
る
人
物
で
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
阿
知
直
が
必
要
で
あ

っ
た
の
は
、
剣
刀
太

子
王
に
か
か
わ
る
聖
性
を
顕
現
す
る
行
為
者
と
し
て
、
在
来

の
様
式
ぼ
か
り
で
な

く
、
新
し
い
様
式
が
、
い
わ
ゆ
る
河
内
王
朝
と
大
倭

の
接
点
と
し
て
の
石
上
に
お

い
て
は
、
必
然
的
に
要
求
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
伝
承
が
言
語

も

も

詞
章
だ
け
の
伝
諦
で
は
な
く
、
言
語
詞
章
と
劇
的
所
作
の
融
合
し
た
領
域
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
は
、
ま
さ
に
こ
れ
は
伝
承
と
し
て
、
才
芸
あ
る
阿
知
直
の

登
場
は
必
然
的
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
寿
祝
の
場
面
に
お
い
て
歌
垣
が
芸
能
的
に

整
然
と
行
わ
れ
、
ま
た

「所
作
奇
偉
不
可
勝
記
」
と
あ
る
よ
う
な
踏
歌
と
も
言
え

る
よ
う
な
歌
舞
が
、
こ
の
阿
知
直
に
か
か
わ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
神
楽
歌
や
年
中
行

事
・秘
抄
に
痕
跡
を
と
ど
め
る
石
上
の
剣
の
舞
の
原
形
が
、
あ
る
い
は
こ
の
頃
に
整

序
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
由
義
宮
讃
頒
の
芸
能
的
な
歌
垣
が
渡
来
系
の

「
六

氏
の
男
女
二
百
三
十
人
」
に
及
び
、
装
束
を
整
え

「
相
並
び
て
、
行
を
分
け
て
徐

う
に
進
む
。
」

と
み
え
、
ま
た

「
歌
の
曲
折
毎
に
訣
を
挙
げ
て
節
を
為
す
。」

(宝

亀
元
年
三
月
)
な
ど
と
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
石
上
の
場
面
が
道
行
的
な
様
式

に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
た
背
景
に
は
、
そ
う
い
う
群
舞
に
対
す
る
配
慮
も
あ

っ
た
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
藤
原
宮
讃
歌

(万
葉
集
1
・
五
〇
～
五
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三
)

が
、
男
性
群
舞
、
主
題
の
独
舞
ま
た
は
主
役
男
女
の
舞
踊
、
女
性
群
舞
と
い

コ

ぬ
　

う
三
場
に
対
応
す
る
舞
唱
曲

の
様
式
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
祝
祭

の
場

に
お
け
る
舞
唱
の
意
味
を
示
す

で
あ
ろ
う
。

冒
頭
に
掲
げ
た
部
分

の
歌
謡

の
第

一
首
は
、
そ
の
前
文
墨
江
中
王
の
反
逆
、
難

波
の
宮
か
ら
の
脱
出
を
含
ん
で
、
反
祝
祭
的
要
素
の
克
服
に
か
か
わ
る
男
性
群
舞

の
た
め
の
歌
謡
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
第

二
首
が
そ
の
前
文
に

「
そ
の
火
な
ほ
柄

え
た
り
」
と
記
す

こ
と
を
み
れ
ぽ
、
あ
る
い
は
そ
の
再
現
の
場
面
に
お
い
て
は
火

中
に
誕
生
す
る
神

々
の
印
象
を
も
重
ね
て
、
火
祭
と
で
も
い
う
べ
き
聖
火
に
か
か

わ
る
女
性
群
舞
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
剣
刀
太
子
王
の
祝
歌
が

「
か
ぎ
ろ
ひ

一
の
燃
ゆ
る
家
群
妻
が
家
の
あ
窒

と
歌
わ
れ
た
か
と
も
思
わ
鴛

そ
の
こ
と

は
成
年
式
あ
る
い
は
即
位
式
に
か
か
わ
る
皇
后
選
定
の
意
味
を
も
含
む
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
第
三
首
の

一
女
人
の
登
場
が
勝
利
と
聖
化
の
意
味
を
含
み
な
が
ら
認
め
ら

　

一
れ
る
。
そ
こ
に

「
直
に
は
告
ら
ず
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
雄
略
の
衰
仔
比
売
求
婚

に

か
か
わ
る
金
銀
岡
の
、

「媛
女
逢
道
」
と
も
類
推
的
で
あ
る
。
古
事
記
雄
略
の
条

の
こ
の
伝
承
は
、
金
銀
岡
の
場
面
を
序
曲
と
し
て
そ
の
後
に
長
谷
に
お
け
る
豊
楽

　
ニ
　
　

の
場
面
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
履
中
の
条
で
は

一
女
人
に
逢

っ
た
あ
と

「
か
れ
上
り
幸
で
ま
し
て
、
石
上
の
神
宮

に
坐
し
ま
し
き
。
」

と
記
す
に
と
ど
ま

る
。
そ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
神
武

の
皇
后
選
定
に
か
か
わ
る
高
佐
士
野
の

伝
承
の
様
式
と
同
様
に
、
最
も
重
要
な
部
分
が
歌
謡
を
含
む
部
分
の
終
末
部
に
わ

ず
か
な
語
句
で
語
ら
れ
る
と
い
う
様
式
に
従

っ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
最

も
重
要
な
こ
と
が
ら
は
し
ば
し
ば
言
語
な
ど

の
踏
み
こ
ん
だ
こ
と
の
な
い
領
域
で

行
わ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
秘
儀
な

の
で
あ

っ
た
。

聖
地
石
上
の
神
宮
に
お
け
る
剣
刀
太
子

王
の
主
題
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
の

「
も
と
」
の
場
面
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
石
上
に
お
け

る
現
在
な
の
で
あ
る
。
あ
る
場
合
に
は
即
位
以
後
に
お
い
て
も
、
ま
た
は
他
の
天

互

の
石
上
祭
式
の
場
合
に
も
.」
れ
は
繰
り
返
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
祭

式
の
舞
唱
は

「未
通
女
ら
が
袖
振
る
山
の
瑞
垣
の
久
し
き
時
」
以
来
、

「
大
宮
つ

か
へ
あ
れ
つ
ぐ
や
処
女
が
と
も
」
(万
葉
集
1

.
五
三
)と
歌
わ
れ
る
よ
う
な
聖
処
女

あ
る
い
は
神
聖
巫
女
の
象
徴
的
な
剣
の
舞
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
剣

刀
太
子
王
と
し
て
の
履
中
の
登
場
は
、
履
中
で
あ
る
事
実
よ
り
も
、
そ
の
名
が
象

徴
的
で
あ
る
剣
刀
太
子
王
と
し
て
の
意
味
が
、
こ
の
伝
承
の
真
実
で
あ

っ
た
の
で

あ
る
。

そ
こ
に
は
現
実
的
政
治
的
な
問
題
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
河
内
王
朝
と
大
倭
と
の

か
か
わ
り
の
問
題
が
潜
在
し
、
あ
る
い
は
物
部
氏

・
平
群
氏

・
倭
漢
氏
な
ど
の
服

属
儀
礼
と
し
て
の
意
味
も
含
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
お
こ
れ
は
、
石
上
に

お
け
る
履
中
を
眼
前

の
主
題
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
履
中
の
剣
刀
太
子
王
と
し
て
の

成
年
式
の
意
味
を
、
そ
の
イ

ハ
レ
を

「
神
語
」
(記
.
上
)
の
ご
と
く
説
き
あ
か
す

「語
リ
」
な
の
で
あ

っ
た
。
古
く
石
上
に
伝
わ
る
成
年
式
の
伝
承
を
原
伝
承
と
し
、

そ
こ
に
剣
刀
太
子
王
の
意
味
を
重
層
的
に
含
ま
せ
て
再
構
成
さ
れ
た
も
の
が
、

こ

の
伝
承
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
雅
楽
寮
に
お
い
て
整
序
さ
れ

た
大
嘗
会

(新
嘗
会
)
の
儀
礼
の
源
流
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
こ
の
伝
承
を
位
置
づ

け
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

注

1
、
倉
野
憲
司

・
武

田
祐
吉
校
注

『
古
事

記

・
祝
詞
』

(
日
本
古
典
文
学
大
系

1
)

二

八
三
頁
。

2
、
土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈

〈
古
事

記
編

〉
』

二
八
三
頁
。

3
、
川

田
順
造

「
サ
バ

ン
ナ

の
手

帖
」

97
～
㎜

(朝

日
新
聞
夕
刊
連
載

55

・
1

・
22
～

25
)
。

4
、
津

田
左
右
吉

『
日
本

上
代

史
研
究
』
四
三
頁
。

5
、
坂
木
太
郎

・
家

永
三
郎

・
井
上
光
貞

・
大

野
晋
校

注

『
日
本

書
紀

(
上
)
』
(
日
本

古
典
文
学
大
系

67
)

六
三

一
頁
。

6
、
柳

田
国
男

「
伝
説
」

(全
集

5
)
八
六
頁
。
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7
、
同
前
、
九
～

一
〇
頁
。

8
、
拙
稿

コ
ロ同
佐
士
野

の
伝
承

(記
神
武
)
覚

え
書
き
L

(奈
良
大
学
紀
要

六
号
)

七

頁

な
ど
。

9
、
土
橋
寛
校
注

『
古
代
歌
謡
集
』

(
日
本

古
典
文
学

大
系
3
)

一
八

七
頁
頭
注
。

10
、
土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈

〈
日
本
書
紀

編
〉
』
二
九
〇
～
二
九

二
頁
。

11
、

拙
稿

「
藤
原
宮
讃
歌
と
志
貴
皇
子
」

(芸
能
史
研
究

四
七
号
)
二
七
頁
。

12
、
本

田
義
憲

『
万
葉

の
旅
』

一
〇
号

(
45

・
5

・
17
)

一
三
～

一
四
頁
。

13
、
津

田
左
右
吉

『
古
事

記
及

日
本
書
紀

の
研
究
』

五
九

二
頁

。

14
、
直
木
孝
次
郎

『
日
本

古
代

の
氏
族
と
天
皇
』

一
九

六
頁

。

15
、
前
掲

『
日
本
書
紀

(
上
)
』
五
九
五
頁
補
注

七
-

三
。

16
、
土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注

釈
〈
古
事
記
編
〉
』

二
八
七
頁
。

17
、
直
木
孝
次
郎

『
日
本
古
代

の
氏
族
と
天
皇
』

二
七
〇
～

二
七

一
頁

。

18
、
本
居
宣
長

『
古
事

記
伝
』

(
全
集
12
)

一
五
三
頁
。
宮
岡
薫

「
履
中
記

の
歌
物
語

的
方
法
」

(国
崎
望
久
太
郎

博
士
古
稀
記
念

・
日
本
文
学

の

重

層

性

)
五
二
頁
は

「
独
立
す

る
物
語

の
冒
頭

に
使

用
さ
れ
た
用
例
と
し

て
は
他

に
見
え
ず
、

こ
の

一
例

の
み

で
あ

る
。
」

と
指
摘

し
て
い
る
。

19
、
同

11
拙
稿
。

20
、
拙
稿

「
雄
略
と
震
秤

比
売

(
記
雄
略
)

の
伝
承
」

(国
崎
望
久
太
郎

博
士
古
稀
記

念

・
日
本
文
学

の
重
層
性
)

(
55

・
9

・
29
)

(付

記
)

小
稿
は
、
宮
岡
薫
氏

の

「
履
中

記

の
歌
謡

に
関
す

る
覚
書
」

の
発
表

(
日
本

文
学

談
話
会
、

54

.
10

.
13
、
後

に
注

18

の
論

文
)
に

つ
い
て

の
質
疑
討
論

の
時

、

芸
能

的
側
面
に
か
か
わ
る
思

い
つ
き
と

し
て
述

べ
た
と

こ
ろ
を
、
と
り
と
め
も

な
く

記

し
た
も

の
で
あ

る

こ
と
を
付
記
す

る
。

TheTraditionoftheEmperorRichuinKojiki

YoshinagaI-IONDA

Summary

Thistraditioniscomposedofincludingofthethreeoldfolksongs.Thiscomposi-

tionisconstructedlikeaballad,butnotmerelyoralexpressionitistheperforming

artswhichisinharmonywithancientLegomenonandDromenon.

ThistraditionshowsthatatthesceneofRiche'senthronement,theenthronement

wasbroughtintothecelebrationafterovercominganticelebration.Itisbasedonthat

theancientcoming-of-ageorinitiationceremonywasbroughtbyovercomingdi伍cult

problems.

Thismemorandumismentionedthatthistraditionmarrystheoldfolklorewiththe

newpoliticalmeaningandistheperformingartsofthecoming-of-ageceremonyrecom-

posedbythetheme,Richu'senthronement.


