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一
)

こ
こ
に
七
媛
女
、
高
佐
士
野

に
遊
行
べ
る
に
、
伊
須
気
余
理
比
売
そ
の
中
に

あ
り
き
。
大
久
米
の
命
、
そ
の
伊
須
気
余
理
比
売
を

見

て
、

歌

も

て

(神

武
)
天
皇
に
申
し
し
く
、

倭
の
高
佐
士
野
を
七
行
く
媛
女
ど
も
誰
を
し
枕
か
む

こ
こ
に
伊
須
気
余
理
比
売
は
、
そ
の
媛
女
ど
も
の
前
に
立
て
り
き
。
天
皇
そ

の
媛
女
ど
も
を
見
そ
な
は
し
て
、
御
心
に
伊
須
気
余
理
比
売

の
最
前
に
立
て

る
こ
と
を
知
り
た
ま
ひ
て
、
歌
も
て
答

へ
た
ま
ひ
し
く
、

か
つ
が

つ
も
最
前
立
て
る
兄
を

し
枕
か
む

こ
こ
に
大
久
米

の
命
、
天
皇
の
命
を
、
そ
の
伊
須
気
余
理
比
売
に
詔
り
し
時

に
、
そ
の
大
久
米

の
命

の
鯨
け
る
利
目
を
見
て
、
奇
し
と
思
ひ
て
、

あ
め
つ
つ
千
鳥
ま
鴫
何
ど
鯨
け

る
利
目

と
歌
ひ
け
れ
ば
、
大
久
米
の
命
答

へ
て
歌
ひ
し
く
、

媛
女
に
直
に
逢
は
む
と
我
が
鯨

け
る
利
目

か
れ
、
そ
の
媛
女
、
仕

へ
奉
ら
む
と
申
し
き
。

こ
こ
に
そ
の
伊
須
気
余
理
比
売
の
命

の
家
、
狭
井
河
の
上
に
あ
り
き
。
天
皇

そ
の
伊
須
気
余
理
比
売
の
許
に
幸
行
で
ま
し
て
、

一
夜
御
寝
坐
し
き
。
後
に

そ
の
伊
須
気
余
理
比
売
、
宮
内
に
参
り
し
時
に
、
天
皇
御
歌
よ
み
し
た
ま
ひ

し
く
、芦

原
の
し
け
し
き
小
屋
に
菅
畳
い
や
さ
や
敷
き
て
我
が

二
人
寝
し

古
事
記
中
巻
、
神
武
天
皇
の
皇
后
選
定
に
か
か
わ
る
高
佐
士
野

の
場

面

で
あ

る
。
神
武
天
皇
が
伝
説
的
な
人
物
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
を

「
始
駅
天
下
之

天
皇
」
(神
武
紀
元
年
正
月
)
と
し
、「
媛
躇
輔
五
十
鈴
媛
命
を
納
れ
て
、
正
妃
と
し

た
ま
ふ
」
(神
武
即
位
前
紀
庚
申
年
)
と
あ
る
よ
う
に
簡
略
に
記
す
の
で
な
く
、
そ

の
部
分
を
前
に
掲
げ
た
よ
う
に
具
体
的
に
記
録
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
初
代
の
天

皇
の
皇
后
選
定
の
様
式
が
、
通
過
儀
礼
に
か
か
わ
る
古
代
の
民
俗
を
背
景
と
し
、

婚
姻
儀
礼
の
様
式
の

一
つ
の
規
範
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「鯨
け
る
利
目
」
に
か
か
わ
る
問
答
が
、
も
と

「春

　こ

の
野
遊
び
の
歌
掛
き
に
よ
る
婚
約
の
習
俗
を
反
映
す
る
も
の
で
」
あ
り
、
天
皇
の

求
婚
物
語
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
「民
間
の
野
遊
び
に
お
け
る
婚
約

習
俗
の
反
映
と
し
て
の
み
理
解
で
き
る
」
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
土
橋
寛
博
士
が

述
べ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
そ
こ
に
残
る
さ
さ
や
か
な
疑
問
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大奈 良

は
、
大
久
米

の
命
が
天
皇
の
代
理
と
し
て
問
答

に
か
か
わ
り
、
そ
の
機
智
的
な
答

に
よ

っ
て
伊
須
気
余
理
比
売
が

「仕

へ
奉

ら
む
」
と
答
え
た
に
し
て
も
、
そ
の
結

婚
の
当
事
者
で
あ
る
天
皇
に
つ
い
て
、
「後

に
そ
の
伊
須
気
余
理
比
売
、
宮
内
に
参

り
し
時
」
ま
で
、
歌
は
も
ち
ろ
ん
、

一
言
も
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。

こ
と
結
婚
に
関
し
て
は
、
天
皇
が

「伊
須
気
余
理
比
売
の
許
に

幸
行
で
ま
し
て
、

一
夜
御
寝
坐
し
き
」
と
、
そ
の
事
実
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ

の
物
語
が
民
間
の
習
俗
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
初
代
の
天
皇
の
皇

后
選
定
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
こ
れ

が
婚
姻
儀
礼
の

一
つ
の
規
範
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
民
間
の
習
俗
を
そ
の
底
に
も
つ
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
古
事
記
述
作

の
意
図
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
民
間
の
習
俗
に
近
か

っ
た
風

土
記
で
さ
え
も
、
「詠

へ
る
歌
甚
多
く
し
て
載
す
る
に
勝

へ
ず
」
(常
陸
国
風
土
記
、

筑
波
郡
)
な
ど
の
よ
う
に
、
取
捨
選
択
が

行
な
わ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
古
事

記
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
扱

い
、
ど

の
よ
う
に
整
備
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
皇

后
選
定
の
場
に
お
け
る
天
皇
の
無
言
は
何
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
稿
は
そ
の

さ
さ
や
か
な
疑
問
を
め
ぐ

っ
て
、
芸
能
的
な
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
と
思

っ
た
そ
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。

(
二
)

こ
の
高
佐
士
野
の
場
面
に
お
い
て
は
、
神
武
天
皇
と
大
久
米
の
命
、
大
久
米
の

命
と
伊
須
気
余
理
比
売
の
問
答
と
い
う
二
段
の
構
成
に
よ
っ
て
、
神
武
天
皇
と
伊

須
気
余
理
比
売
の
婚
約
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
久
米
の
命
が

天
皇
の
代
理
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
特
に
不
合
理
な
点
も
な
く
そ

れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
結

婚
の
当
事
者
は
神
武
天
皇
と
伊
須
気
余

理
比
売
な
の
で
あ

っ
て
、
婚
姻
に
か
か
わ
る
最
も
重
要
な
点
は
そ
の
二
人
の
共
灌

に
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
伊
須
気
余
理
比
売
は
後
宮
の
女
性
の

一
人
と

し
て
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
。
高
佐
士
野
の
こ
の
場
面
の
前
に
、
神
武
天
皇
が
既

に

「阿
比
良
比
売
を
嬰
し
て
」
二
子
を
得
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「更
に
大
后

と
為
む
美
人
を
求
ぎ
た
ま
ひ
し
時
」
に
、
大
久
米

の
命
が

「
神
の
御
子
」
と
言
わ

れ
て
い
た
伊
須
気
余
理
比
売
を
推
挙
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

っ

て
、
大
后
と
な
る
べ
き
女
性
と
し
て
求
婚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
人
の
結
婚

が
代
理
者
に
よ
る
問
答
だ
け
で
成
立
し
た
と
は
ど
う
も
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

も

も

も

も

も

婚
姻
に
か
か
わ

っ
て
は

「是

の
物
は
、
今
日
道
に
得

つ
る
奇
し
き
物
ぞ
。
故
、

も

も

へ

も

も

妻
問
ひ
の
物
と
言
ひ
て
賜
ひ
入
れ
た
ま
ひ
き
」

(記
雄
略
)
な
ど
と
あ
る
よ
う
な

「奇
し
き
」
妻
問
い
の
物
の
贈
与
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
媛
女

の
方

と

し
て

は

「仕

へ
奉
ら
む
」
と
求
婚
を
受
諾
し
た
か
ら
に
は
、
「そ
の
家
を
よ
そ
ほ
ひ
餅
り
て

候
ひ
待
て
ば
、
明
日

(天
皇
が
)
入
り
坐
し
き
」
(記
応
神
、
矢
河
枝
比
売
)
と
い

う
よ
う
な
状
況
に
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
当
然
結
婚
の
祝
宴
が
催
さ
れ
、

天
皇
の
歌
な
ど
も
あ

っ
て
、
そ
の
結
婚
が
無
事
に
成
立
し
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

古
く
伊
邪
那
岐
命

・
伊
邪
那
美
命
の
結
婚
に
か
か
わ
る

阿
那
遡
夜
志
愛
蓑
登
売
衰

阿
那
遍
夜
志
愛
衰
登
古
蓑

の
呪
言
も
、
そ
の
劇
的
所
作
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
神
武
天
皇
の
皇
后
選
定
の
条
に
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
全
く
語
ら
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
場
の
状
況
は
自
明
の
こ
と
で
あ

っ
て
、

婚
約
成
立
と
結
婚
の
完
成
が
示
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ

っ
た
こ
と

を
暗
示
す
る
。

そ
の
よ
う
な
場
に
関
し
て
は
記
録
さ
れ
た
も
の
が
す
べ
て
な
の
で
は
な
い
。
記

録
さ
れ
な
か

っ
た
部
分
も
ま
た
重
要
な
部
分
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
記
録
さ
れ
た
も
の
が
事
実
な
の
で
は
な
い
。
記
録
は
そ
の
事
実
を

ど
う
見
た
か
と
い
う
見
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
記
録
し
た
者
と
そ
の

周
辺
は
、
そ
の
記
録
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
容
易
に
そ
の
事
実
の
す
べ
て
を
復
元
で
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き
る
と
い
う
の
が
、
記
録
に
あ
た

っ
て
の
約
束
で
あ

っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
稗

田
阿
礼
が

「
目
に
度
れ
ば

口
に
諦
み
、
耳

に
ふ
る
れ
ば
心
に
勒
し
」
(記
序
)
た
そ

れ
を
、
太
安
万
侶
が
筆
録
し
た
古
事
記
の
記
述
も
、
そ
の
約
束
に
従

っ
て
の
も
の
で

あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
稗
田
阿
礼
が
見
聞
し

た
も
の
は
、
言
語
詞
章

(い
①αq
oヨ
8
8
)

と
劇
的
所
作

(一)
同0
5P①】PO
b.)

が
融
合
し
て
、
分
離
し
難
く
必
然
的
に
結
び
つ
く

こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
伝
承
の
領
域
の
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
神
武
天

皇
の
皇
后
選
定
に
か
か
わ
る
こ
の
場
も
そ

の
領
域
の
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
通

過
儀
礼
の

一
環
と
し
て
の
結
婚
の

一
つ
の
規
範
と
し
て
、

ハ
レ

(晴
)
の
儀
礼
の

様
式
と
し
て
、
言
語
詞
章
に
よ

っ
て
記
録
す
る
時
、
そ
こ
に
い
く
ら
か
の
整
備
は

当
然
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
劇
的
所
作
を
言
語
詞
章
に
よ

っ
て
記
録
す
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近

い
の
で
あ
る
。
人
間
に
と

っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
言
葉
な
ど

の
踏
み
こ
ん
だ
こ
と

の
な
い
領
域
で
行
な
わ
れ
る

(P

・
ヴ

ァ
レ
リ
ィ
)
の
で
あ
り
、
劇
的
所
作
は
そ

の
領
域
を
象
徴
的
に
で
は
あ
る
が
、
具

体
的
に
顕
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
記
録
は
そ
の
象
徴
性
を
も

っ
た
劇
的
所
作

が
、
そ
こ
に
復
元
で
き
る
よ
う
に
さ
え
書

か
れ
て
い
れ
ば
よ
か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
点
に
か
か
わ
る
整
備
が
、
こ
の
高
佐
士
野
を
舞
台
と
す
る
神
武
天
皇
の

皇
后
選
定
の
背
後

に
も
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
天
皇
そ
の
伊
須
気
余
理
比
売
の
許
に
幸
行
で
ま
し
て
、

一
夜
御
寝
坐
し
き
」
と

結
婚
の
事
実

の
み
を
簡
明
に
記
し
、
「後
に
そ
の
伊
須
気
余
理
比
売
、
宮
内
に
参
り

し
時
に
」
天
皇
の
歌
と
し
て
う
た
わ
れ
た
詠
唱
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
結
婚
の

儀
礼
の
規
範
と
も
な
る
べ
き
様
式
の
も
の
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
暗
示
す
る
。

い
わ
ば
そ
の
様
式
は
伝
承

の
論
理
に
従

っ
て
の
、
劇
的
所
作
を
必

然
的
に
含
む
場
の
様
式
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
民
間
の
習
俗
を
反
映
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
が
、
皇
后
選
定

の
場
に
か
か
わ
る
点
か
ら
は
、

ハ
レ
の

儀
礼

の

一
つ
の
規
範
と
な
る
様
式
の
も
の
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
劇
的
所
作
は
そ
の
結
婚
の
意
味
を
象
徴
的
に
顕
現
す
る
も
の
と
し
て

整
斉
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
生
命
力
の
更
新

の
根
本
の
意
味

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
婚
姻
儀
礼
に
お
け
る
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
点
に
関
し
て
は
観
る
も
の
と
し
て
の
整
備
も
ま
た
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
。
そ
こ
に
言
語
詞
章
を
と
も
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
な
ど
の
踏
み
こ

ん
だ
こ
と
の
な
い
領
域
に
お
け
る
最
も
重
要
な
意
味
の
、
象
徴
的
な
顕
現
の
行
為

と
し
て
の
劇
的
所
作
を
、
言
語
詞
章
の
領
域
に
限
定
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
の
で
あ
る
。
結
婚
に
か
か
わ
る
呪
言
の
唱
和
や
、
生
命
力
の
更
新
の
根
本
の
意

味

の
象
徴
的
な
行
為
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
直
接
に
は
当
事
者
に
か
か
わ
り
、
あ

え
て
見
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
婚
姻
儀
礼
の
様
式
の
規

範
と
も
な
る
べ
き
場
の
も
の
で
あ
る
点
か
ら
は
、
婚
姻
の
祝
福
さ
れ
る
べ
き
性
格

と
も
か
か
わ

っ
て
、
や
は
り
見
せ
る
も
の
と
し
て
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
秘
儀
な
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
秘
儀
で
あ

っ
た

ゆ
え
に
、
そ
の
詳
細
は
記
さ
れ
ず
、
「其
委
曲
須
師
範
耳
」
(琴
歌
譜
序
)
と
い
う
よ

う
な
伝
承
の
領
域
の
も
の
と
し
て
、
婚
姻
の
儀
礼
の
最
も
重
要
な
場
面
は
、
コ

夜

御
寝
坐
し
き
」
と
記
さ
れ
る
に
と
ど
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伝
承
者
と
し
て
も
享

受
者
と
し
て
も
、
言
語
詞
章
と
し
て
は
そ
れ
で
十
分
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

(
三
)

伝

承

の
領

域

に

お
け

る

ハ
レ

の
儀

礼

の
様

式
が

、

そ

こ

に
歌

謡

を

と

も

な

う

こ

と

に

よ

っ
て
完

成

す

る
様

式

で
あ

っ
た

こ
と

は

否

め

な

い
。

ま

た

そ

れ

に
よ

っ
て

は

劇

的

所

作

が

舞

踊

で
あ

っ
た

こ

と

も
自

然

で
あ

る
。

そ

し

て

そ

れ
が

ハ
レ

の
場

の
歌

謡

で
あ

る

た

め

に

は

、

叙

唱

(閑
O
O
一什9◎
台一く
O
)

と

詠

唱

(〉
ユ
9
)
と

に
よ

っ
て
、

　
ニ
　

「
長
歌
+
短
歌

(ま
た
は
片
歌
)」
の
様
式
と
し
て
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
代
で
あ

っ
た
。
そ
の
点
か
ら
み
れ
ば
こ
の
高
佐
士
野
に
お
け
る
歌
謡
の

一
連
は
、

片
歌
形
式
に
よ
る
問
答
を
叙
唱
部
と
し
、
「後
に
」
と
あ
る
天
皇
の
歌
を
詠
唱
と
し

て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
わ
ざ
わ
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「後
に
」
と
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ

っ
て
、
二

夜
御
寝
坐
し
き
L
と
記
す

に

と
ど
め
た
部
分
に
、
秘
儀
の
芸
能
に
か
か
わ
る
叙
唱
部
が
秘
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
に
対
応
し
て
天
皇
の
詠
唱
が
あ

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、「後

に
」
と
記
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
こ
に
言
語
詞
章
に
よ
る
物
語
と
し
て
記
録
す
る
際
の
合
理
化
、

　
天
皇
の
幸
行
、
伊
須
気
余
理
比
売
の
参
内

な
ど
を
記
述
し
た
た
め
に
、
「後
に
」
の

臨

示
が
あ
い
ま
い
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
・
そ
の
こ
と
は
天
皇
の

歌
と
し
て
記
録
さ
れ
た

「
芦
原
の
し
け
し
き
小
屋
に
」
の
歌
が
、
も
と
独
立
歌
謡

と
し
て
恋
歌
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
で
天
皇
の
歌
と
し
て
享
受
し
得
た
と
い

う
こ
と
と
も
か
か
わ
り
を
持
つ
の
で
あ
る
。

「
し
け
し
き
」
が
そ
の
訓
釈
に
い
く

ら
か
の
問
題
を
残
す
に
し
て
も
、
「そ
の
家
を
よ
そ
ほ
ひ
館
り
て
候
ひ
待
て
ば
、
明

日

(天
皇
が
)
入
り
坐
し
き
」
(記
応
神

)
と
い
う
よ
う
な
、「
よ
そ
ほ
ひ
餅
り
て
」

の
印
象
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
歌
も
ま
た
高
佐
士
野
に
お
け
る
舞
唱
と

一
連

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
後
日
で
は
な
く
て
、
高
佐
士

野
の
そ
の
場
に
お
け
る
詠
唱
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に

「後
に
」
と
あ
え

て
記
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
前
後
の
記
述
が
、
秘
儀
の
芸
能
の
場
面

へ
転
換

す
る
た
め
の
導
入
部
で
あ
り
、
そ
の
説
明

に
よ
っ
て
享
受
者
が
そ
れ
を
秘
儀
と
し

一
て
受
け
入
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
天
皇
の
歌
を
詠
唱
と
す
る

ハ
レ
の
様
式
の
叙
唱
部
、
秘
儀
の
芸
能

[
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
具
体
的
な
所
作
ま
で
は
復

元
し
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
意
図
は
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
既

に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
片
歌
形
式

の
歌
に
よ
る
二
組
の
問
答

に
よ

っ
て
、

…
神
武
天
皇
と
伊
須
気
余
理
比
売
の
婚
約
が
成
立
し
た
こ
と
は
う
な
ず
け
る
。
し
か

し
そ
の
結
婚
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
ま
だ
十
分
と
は
言
い
難

い
の

で
あ

る
。

}

「仕

へ
奉
ら
む
」
と
答
え
た
伊
須
気
余
理
比
売
と
そ
れ
を
聞
い
た
神
武
天
皇
は
い

っ
た
い
ど
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
事
記

は
そ
の
答
に
ひ
き
続
い
て
、
狭
井
河
の

ほ
と
り
の
伊
須
気
余
理
比
売

の
家
に
天
皇
が
行
き
、
コ

夜
御
寝
坐
し
き
」
と
記
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の

「仕

へ
奉
ら
む
」
と

コ

夜
御
寝
坐
し
き
」

と
の
間
に
は
、
二
人
の
婚
約

・
結
婚
の
成
立
に
か
か
わ
る
共
惟
の
舞
唱
が
あ

っ
た

は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
こ
に
は

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

も

人
の
知
ら
む
こ
と
を
恐
り
て
、
遊
の
場
よ
り
避
け
、
松
の
下
に
蔭
り
て
、
手

携
は
り
、
膝
を
つ
ら
ね
、
懐
を
陳
べ
、
憤
を
吐
く
。
既
に
故
き
恋
の
積
れ
る

疹
を
釈
き
、
ま
た
新
し
き
歓
び
の
頻
な
る
咲
を
起
こ
す
。

(常
陸
国
風
土
記
、

香
島
郡
、
童
子
女
松
原
)

な
ど
と
あ
る
よ
う
な
、
「
人
の
知
ら
む
こ
と
を
恐
り
て
、
遊

(ウ
タ
ガ
キ
)
の
場
よ

り
避
け
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
約
が
あ

っ
た
。
そ
れ
が
約
束
な
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
に
従

っ
て
古
事
記
は
簡
明
に

コ

夜
御
寝
坐
し
き
」
と
記
し
た
に
と
ど
ま
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
伝
承
の
約
束
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
詳
細

が
記
録
さ
れ
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
見
聞
す
る
人
々
に
と

っ
て
そ
の
事
情
は
自
明

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
神
武
天
皇
と
伊
須
気
余
理
比
売
の
共
灌
の
舞
唱
は
、
ま
さ

に
そ
の
伝
承
の
約
束
に
従

っ
て
の
秘
儀
の
芸
能
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ

た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
片
歌
形
式
の
歌
に
よ
る
現
実
的
な
問
答
の
あ
と
に
、
言
語
詞
章
を
と
も

な
わ
な
い
象
徴
的
な
叙
唱
部
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
語
部
あ
る
い

は
楽
人
に
よ
る
伝
承
が
、
言
語
詞
章
を
と
も
な
わ
な
い
で
楽
器
だ
け
で
語
ら
れ
る

ニ
じ

よ
う
な
こ
と
も
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「所
部
の
百
姓
の
能
く
歌
ふ
男
女
、

及
び
仙休
儒

・
伎
人
を
選
び
て
貢
上
れ
」
(天
武
紀
四
年
二
月
)
や

「
凡
そ
諸
の
歌
男

・
歌
女

・
笛
吹
く
者
は
、
即
ち
己
が
子
孫
に
伝

へ
て
、
歌
笛
を
習
は
し
め
よ
」
(同

十
四
年
九
月
)
な
ど
と
み
え
る
楽
人
の
保
護
育
成
も
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
言
語

詞
章

に
よ
ら
な
い
伝
承
の
継
承
に
か
か
わ

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
歌
侮
所
」
の
設
置
が
い
つ
の
こ
と
か
は
明
確
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
に
か
か

も

へ

わ
る
諸
王
臣
子
等
の
宴
歌
の
題
詞

(万
葉
集
W

・
一
〇

一
一
)
に

「
比
来
古
侮
盛

興
」
な
ど
と
あ
る
の
を
み
れ
ば
、
そ
の
天
平
八
年
以
前
に
そ
う
い
う
形
で
の
伝
承



一
の
整
備
の
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
し
て
太
安
万
侶
が

「楽
家
多
氏
」

　
　
　

…
の
源
流
と
し
て
芸
能
に
か
か
わ

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
筆
録
の
背

.
後

に
、
そ
う
い
う
言
語
詞
章
に
よ
ら
な

い
伝
承
の
領
域
の
あ
る
こ
と
も
推
測
で
き

…
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

「其
委

曲
須
師
範
耳
」
と
も
い
う
べ
き
領
域
な
の

で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
片
歌
形
式
の
歌
に
よ
る
問
答
の
後
半
、
大

…
久
米
の
命
の

「鯨
け
る
利
目
」
も
、
そ

の
解
釈
に
は
ま
だ
疑
問
を
残
し
な
が
ら
、

}
単
に
目
の
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず

、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
扮
装
、
所
作
が
と

き

…
も
な

っ
て
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
.
俳
響

し
て
は
袋

的
な
も
の
の
指
定

書

一
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
場
に
要
求
さ
れ
る
意
味
を
演
じ
て
み
せ
る
こ
と
が
可

え

(五
)

覚

…
能
な
の
で
あ
る
。
そ
の
問
答
の
大
久
米

の
命
の
答
が
機
智
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

即

一
っ
て

「仕

へ
奉
ら
む
」
と
い
う
言
葉
が
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
久
米

の
命
が
神

　

り

占

・
武
天
曳
と
伊
須
気
余
理
比
売
を
取
り
持

っ
た
、
い
わ
ば
道
化

で
あ

っ
て
、
そ
の
道

G

…
化
の
ゆ
え
に
異
常
な
扮
装
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

の
で
あ
ろ

う
。
日
本
書
紀

承

一

伝

一
が

「時
に
人
有
り
て
」
伊
須
気
余
理
比
売
の
こ
と
を
天
皇
に
申
し
た
と
し
、
特
に

駒

大
粂

の
命
と
指
定
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
記
紀
の
基
本
的
な
態
度
の
相
違
に
よ

杜

る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
大
久
米
の
命
と
い
う
指
定
は
、
久
米
歌

・
久
米
舞
な

葡

ど
の
伝
承
芸
能

に
か
か
わ
る

一
族
の

一
人
と
し
て
、
こ
の
儀
礼
の
場
に
お
け
る
重

田

　
要
な
役
割
を
担

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
鯨
け
る
利
目
」
が
賎

本

一
民
や
罪
人
に
科
せ
ら
れ
た
文
身
で
あ
る
な
ら
ば
問
題
は
別
で
あ

る
が
、

そ

れ
が

　　
　

「開

(栄
)
キ
ア
ル
」
大
き
な
目
の
意
味
で
、
栄

ク
状
態
を
示
し
た
も
の
と
す
れ

ば
、
芸
能
的

に
整
備
さ
れ
た

ハ
レ
の
儀
礼
の
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
仮
面
な
ど

で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
道
化
の
扮
装

と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
田
楽

や
田
植
行
事
な
ど
に
そ
の
痕
跡
を
と
ど

め
る
道
化
の
原
初
的
な
形
態
で
あ

っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
仮
面
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
あ
る
場
合
に
は
そ

れ
が
野
外
劇
場
に
お
け
る
メ
ガ
ホ
ン
の
役
割
を
果
す
実
用
的
な
利
点
を
も

っ
て
い

　
セ
　

5

へ
た
こ
と
も
、
高
佐
士
野
に
お
け
る
芸
能

と
し
て
は
好
都
合
で
あ
る
。
し
か
し
仮
面

が
あ

っ
た
と
は
断
定
で
き
ず
、
そ
う
い
う
扮
装
が
あ

っ
た
こ
と
も
臆
測
に
と
ど
ま

る
。
と
は
い
え
機
智
的
な
応
答
に
よ
る
効
果
は
予
想
さ
れ
、
そ
こ
に
笑
い
を
も
た

ら
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
儀
礼
の
場
に
か
か
わ
る
芸
能
の
道

化
の
役
割
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
天
皇
が
直
接
に
求
婚
す
る
の
で
な
く
、
大

久
米
の
命
を
代
理
と
し
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
神

々
の
笑
い
に
よ
っ

て
天
の
岩
屋
戸
も
開
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
冬
至
の
祭
で
あ

っ
た
に
し
て
も

　　
　

ま
た
春

の
祭

に
も
通
じ
、
神

々
の
笑
い
が
儀
礼
的
に
春
を
ひ
ら
く
こ
と
は
周
知
の

こ
と
な
の
で
あ

っ
た
。
そ
う
い
う
背
景
の
う
え
に
、
こ
の
高
佐
士
野
の
婚
姻
儀
礼

は
芸
能
的
に
整
備
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
四
)

神
武
天
皇
の
皇
后
選
定
の
条
は
、
ま
ず
登
場
人
物
を
設
明
す
る
こ
と
か
ら
は
じ

め
ら
れ
る
。

一
族
長
の
孫
娘
に
す
ぎ
な
い
伊
須
気
余
理
比
売
を
皇
后
と
す
る
た
め

に
は
、
皇
后
に
ふ
さ
わ
し
い
出
自
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
。
神
武
天
皇
が
天
津
日
高
日
子
波
限
建
鵜
葺
草
葺
不
合
命
と
海
神
の
女

玉
依
毘
売
命
と
の
子
、
若
御
毛
沼
命
で
あ
り
、「後
に
天
下
を
撲
ひ
平
げ
て
八
洲
を

し
ろ
し
め
す
。
故
ま
た
号
を
加

へ
て
、
神
日
本
磐
余
彦
尊
と
日
す
」
(神
代
紀
、
第

十

一
段

一
書
第

一
)
な
ど
と
言
わ
れ
、
橿
原
に
即
位
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
い
皇
后
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
伊

須
気
余
理
比
売
の
母
は

一
族
長
三
島
溝
咋

の
女
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、
「名
は
勢
夜

陀
多
良
比
売
、
其
の
容
姿
麗
美
し
か
り
き
」
(記
)
と
さ
れ
、
あ
る
い
は

「
三
嶋
溝

も

も

も

薇
耳
神
の
女
、
玉
櫛
媛
」
(神
武
即
位
前
紀
庚
申
年
)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

母
を

「見
感
で
て
」
美
和
の
大
物
主
神

(紀
は
事
代
主
神
)
が

即
ち
そ
の
美
人
を
嬰
し
て
生
め
る
子
、
名
は
富
登
多
多
良
伊
須
須
岐
比
売
命

と
謂
ひ
、
亦

の
名
は
比
売
多
多
良
伊
須
気
余
理
比
売
と
謂
ふ
。
故
、
是
を
以

も

も

も

も

ち
て
神

の
御
子
と
謂
ふ
な
り
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大良奈

な
ど
と
み
え
る
よ
う
に
、
母
を
ま
た
神

の
女
と
し
父
は
美
和
の
大
物
主
神
と
す
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
三
輪
王
朝
の
帰
趨
に
か
か
わ
る
複
雑
な
問
題
が

…
か
ら
む
の
で
あ
ろ
う
。
今
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
伊
須
気
余
理
比
売
は
も
は
や

一
族

長
の
孫
娘
で
は
な
く
、
「神
の
御
子
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
皇
后

・
と
し
て
の
出
自
に
不
足
は
な
い
。

こ
う

い
う
前
お
き
が
あ

っ
て
こ
そ
、
古

い
民
間

　
習
俗
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
な
く
、
通
過
儀
礼
の

一
環
と
し
て
の
婚
約

・
結
婚
の

一

つ
の
規
範
と
な
る
べ
き
伝
承
と
し
て
、
具
体
的
に
は
高
佐
士
野
に
お
け
る
芸
能
と

ビ

て
・
素
直
に
享
受
さ
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
・
こ
の
前
提
部
の
あ
と
に
・
冒
頭
に

一
あ
げ
た
そ
の
場
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
高
佐
士
野
に
お
け
る
舞
唱
が
、
竹
取
の
翁
と
九
人
の
娘

(万
輩

皿

・
三

一
七
九

一
～
三
八
〇
二
)
の
そ
れ
と
類
推
的
で
あ
る
こ
と
も

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い

　

　
　
　

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
芸
能
的
背
景

の
解
明
か
ら
も
、
こ
れ
が
春
の
季
節
祭
式

に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
万
葉
集
巻
頭
歌
も

同
じ
系
列
の
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
共
通
し
て
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
登
場
人
物
が
ま
ず
具
体
的

に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
場
の
舞
唱

}
の
も

つ
象
徴
性
は
儀
礼
に
か
か
わ
る
芸
能
の
も
の
と
し
て
成
り
立
た
な
い
の
で
あ

.
る
。
そ
れ
が
呪
能
の
場
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
の
全
員
が
直
接
に
そ
れ
に
か
か

　
わ
る
の
で
あ

っ
て
、
登
場
人
物

の
説
明
な
ど
な
く
て
も
よ
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し

が

し
芸
能
は
そ
う
で
は
な
い
・
そ
こ
で
は
讃

す
る
場
所

(9

・げ
Φ.・旦

と
観
る

…
場
所

(目
ゲ
8
#
①)
と
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
観
る
場
所
、
す
な
わ

一
ち
享
受
す
る
側
の
参
加
は
間
接
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、

…
前
提
部
と
し
て
伊
須
気
余
理
比
売
の
出
自
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
必
須

の
条
件

…
な
の
で
あ

っ
た
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
場
が
芸
能
的
に

…
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
そ
れ

一
は
高
佐
士
野

の
場
の
開
幕
前
の
前
奏
部

と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
神
武
天

一
皇
が

「更
に
大
后
と
為
む
美
人
を
求
ぎ

た
ま
ひ
し
時
」
の
大
久
米

の
命

の
答
が
、

も

も

も

も

も

も

も

も

「
此
間
に
媛
女
有
り
。
是
を
神
の
御
子
と
謂
ふ
。
そ
の
神
の
御
子
と
謂
ふ
所
以
は

云
々
」
に
は
じ
ま
り
、
美
和
の
大
物
主
神
と
の
か
か
わ
り
の
要
点
の
み
を
述
べ
、

も

も

も

も

「
故
、
是
を
以
ち
て
神
の
御
子
と
謂
ふ
な
り
」
と
終
る
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
間

に
三
回
も

「
神
の
御
子
」
と
語
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
あ
と
に
す
ぐ
登
場
す
る
七
媛

女

の
印
象
を
、
観
る
場
所
の
人
々
に
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ

っ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
神
の
御
子
伊
須
気
余
理
比
売
を
前
に
立
て
て
七
媛
女
が
登
場
す
る
の
で

あ
る
。
比
売
多
多
良
伊
須
気
余
理
比
売
の
名
の
由
来
は
判
然
と
し
な
い
に
し
て
も
、

　
　
　
　

多
多
良
が

「
立
た
れ
」
の
古
い
名
詞
形
で
あ
り
、
伊
須
気
が
伊
須
須
岐
と
も
み
え

る
点
か
ら
は
、
そ
れ
が
立
ち
舞
い
の
所
作
の
印
象
的
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
名
か

と
も
想
像
せ
ら
れ
な
く
も
な
い
。
容
姿
、
出
自
な
ど
と
と
も
に
、
舞
唱
に
す
ぐ
れ

て
い
る
こ
と
も
第

一
級
の
女
性
た
る
べ
き
要
件
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
秀

抜

の
ゆ
え
に
、
「
誰
を
し
枕
か
む
」
と
い
う
大
久
米

の
命

の
問
に
、
H
え
を
し
枕
か

む
」
の
答
が
、
皇
后
選
定
の
場
の
も
の
と
し
て
ご
く
自
然
な
の
で
あ
る
。
伊
須
気

余
理
比
売
を
第

一
舞
唱
手
と
す
る
そ
の
他
六
人
の
女
性
群
舞
は
、
花
開
く
日
の
予

感

に
高
佐
士
野
を
彩

っ
た
で
あ
ろ
う
。
聖
数
七
に
か
か
わ
る
そ
の
人
数
も
、
多
数

の
舞
唱
団
の
中
か
ら
選
抜
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
り
、
群
舞
六
人
と
い

う
偶
数
は
あ
る
い
は
観
る
場
所

へ
の
配
慮
を
も
そ
の
底
に
も

つ
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
臆
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
林
屋
辰
三
郎
博
士
が
万
葉
集
巻
頭
歌
に
つ
い

　　
こ

て
指
摘
さ
れ
た
、
「
六
の
御
県
」
か
ら
の
春
菜
貢
献
の
問
題
と
も
か
か
わ
り
を
持
つ

か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
片
歌
形
式
の
歌
に
よ
る
問
答
が
行

な
わ
れ
て
い
る
間
中
、
そ
の
七
人
が
ぼ
ん
や
り
立

っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

伊
須
気
余
理
比
売
が

「そ
の
媛
女
ど
も
の
前
に
立
て
り
き
」
と
あ
る
こ
と
も
、
伊

須
気
余
理
比
売
を

「前
に
立
て
」
る
べ
く
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ

け
る
。
時
代
は
下
る
け
れ
ど
も
、
芸
能
と
し
て
整
然
と
演
じ
ら
れ
た
男
女
二
百
三

十
余
人
の
歌
垣
の
群
舞

(聖
武
続
紀
、
天
平
六
年
二
月
等
)
が
、
五
品
以
上
の
風
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流
あ

る
者
を
皆
そ
の
中
に
ま
じ
え
、
そ
の
特
定
の
数
人
を
先
導
舞
唱
手

(O
o
蔓
マ

冨
。)
と
し
て

「以
本
末
唱
和
」
と
み
え
る
よ
う
な
整
備
を
受
け
、
「都
中
士
女
縦
覧
、

皿
極
歓
」
と
あ
る
よ
う
な
観
る
場
所
の
状
況

は
、
こ
の
高
佐
士
野
の
芸
能
と
無
縁
で

…
は
な
い
・
六
人
の
群
舞
は
そ
れ
ぞ
れ
が
舞

唱
団
の
中
に
あ

っ
て
は
・
先
嚢

唱
手

た
り
得
る
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
聖
数
七
に
よ
る
舞
唱

一
に
は
か
か
わ
り
得
な
か

っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
の
七
媛
女

た

ち

の
群
舞

は

「
う
ち
な
び
く
春
」
の
予
感
を
舞
唱
す
る
の
で
あ

っ
た
。

…

そ
の
さ
な
か
に

「
鯨
け
る
利
目
」
の
大
久
米
の
命
が
入
り
こ
む
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
媛
女
た
ち
は

「
奇
し
」
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
観
る
場
所

へ
の
効
果
と
し
て

も
や
は
り
同
様

に

「
奇
し
」
と
み
ら
れ
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
観
る
場

所

の
享
受
者
は
そ
の
前
の
神
武
天
皇
と
の
問
答
に
よ

っ
て
、
「奇
し
」
い
人
物
が
大

}
久
米

の
命
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
・

神
武
天
皇
と
の
問
答
の
あ
と
、
大
久
米
の
命
が
仮
面
な
ど
を
用
い
た
の
で
は
な
い

か
と
も
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
媛
女
た
ち
は

「奇
し
」
と
周
章
狼

狽
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
背
景
と
し
て
大
久
米

の
命
と
伊
須
気
余
理
比
売

の
問

[
答
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え

に
こ
そ
こ
の
機
智
的
な
答
に
よ

っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
笑
い
は
、
春
を
開
く
神

々
の
笑

い
に
も
通
じ
て
、
「仕

へ
奉
ら
む
」
を

」
契
機
と
す
る
い
よ
い
よ
明
る
い
春
の
舞
唱

へ
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
大
久
米

の

　

一
命
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
ま
さ
に
道
化
で
あ

っ
た
。
そ
の
道
化
の
も
た
ら
し
た
笑

　
い
に
よ

っ
て
婚
約
は
無
事
に
成
立
す
る
の
で
あ

っ
た
・
し
か
し
結
婚
の
当
事
者
は

　
神
武
天
皇
と
伊
須
気
余
理
比
売
で
あ

っ
て
、
大
久
米
の
命
で
は
な
い
。
そ
の
二
人

…
は
こ
の
笑
い
の
う
ち
に

「
し
け
し
き
小
屋
」
に
入
る
と
い
う
形
で
場
面
の
転
換
が

…
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
結
婚

に
か
か
わ
る
共
灌
の
場
が
展
開
す
る
の

で
あ
る
。

皿

そ
の
共
灌
の
場
は
原
則
と
し
て
見
せ
る

べ
き
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

「
遂
に
人

一
の
見
む
こ
と
を
悦
ぢ
て
松
の
樹
と
な
れ
り
」
(童
子
女
松
原
)
な
ど
の
物
語
も
伝
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
規
範
と
も
な
る
べ
く
整
備
さ
れ
た
儀
礼
に
か
か

わ
る
芸
能
と
し
て
は
、
そ
れ
を
も
見
る
も
の
と
し
て
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
舞
踊
こ
そ
は
そ
の
儀
礼
の
場
の
要
求
す
る
最
も
重
要
な
聖
性
を
、
具
体
的

　
　
ご
　

に
顕
現
す
る
象
徴
的
な
行
為
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
古
事
記
が

「
伊
須
気
余
理
比

売
の
許
に
幸
行
で
ま
し
て
、

一
夜
御
寝
坐
し
き
」
と
の
み
記
し
た
の
は
、
そ
う
い

う
事
情
に
か
か
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。
伝
説
が
伝
説
と
し
て
語
り
つ
が
れ
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
日

　ニ
ご

的
は
達
し
得
た
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
、
そ
こ
に
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

俳
優
と
し
て
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ

っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
そ
の
部
分
が
秘
儀
で

あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ

っ
た
。
言
語
詞
章
に
よ

っ
て
記
述
す
る
こ
と
は
、
そ
の
秘

儀
と
し
て
の
聖
性
を
秘
儀
の
も
の
で
な
く
す
る
ほ
か
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
結
婚
の
呪
言
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は

二
重
唱
の
よ
う
に
か
ら
み
あ

っ
て
歌
わ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
そ
れ
が
秘
儀
に
か
か
わ
る
点
か
ら
は
、
琴
や
笛
な
ど
の
楽
器
に
よ

っ
て
表
現

さ
れ
、
そ
の
生
命
力
の
更
新
の
根
本
の
意
味
は
、
象
徴
的
に
顕
現
す
る
舞
踊
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。
伊
邪
那
岐
命

・
伊
邪
那
美
命

の
結
婚
に
か
か
わ

っ
て
、

時
に
鶴
鵠
有
り
て
、
飛
び
来
り
て
そ
の
首
尾
を
揺
す
。
二
の
神
、
見
L
て
学

ひ
て
即
ち
交
の
道
を
得

つ
。

(神
代
紀
上
、
第
四
段

一
書
第
五
)

な
ど
と
あ
る
よ
う
な
、
象
徴
的
な
男
女

の
舞
踊
が
あ

っ
た
と
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
単
に
結
婚
に
か
か
わ
る
劇
的
所
作
な
の
で
は
な
く
、
御
田
祭

(飛
鳥

坐
神
社
な
ど
)
に
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
季
節
祭
式

の
秘
儀

の
形
式
な
の
で
あ

っ

た
。
そ
れ
が
こ
の
高
佐
士
野
の
場
に
お
け
る
神
武
天
皇
と
伊
須
気
余
理
比
売

の
共

　
　
　
　

灌

の
舞

踊

(○
円
9。
巳

℃
9。
。。
α
①
山
2

図
)
な

の

で
あ

っ
た
。

そ

の
華

麗

に

し

て

優

雅

な

舞

踊

の
後

、

完

結

部

(
O
o
匹
9
)
と

で
も

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う

か
、

芦

原

の

し
け

し
き

小

屋

に

菅

畳

い
や

さ

や

敷

き

て

わ

が

二
人

寝

t
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…
が
舞
唱
さ
れ
、
こ
の
儀
礼
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
完
結
部
が
必
要
で
あ

っ

一
た
の
は
、
共
灌
の
舞
踊
が
秘
儀
で
あ
る
と

い
う
約
束
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ゆ
え
に
再
び
秘
儀
で
な
い
祝
祭

の
場
に
も
ど

っ

て
の
、
結
婚
の
完
成
を
祝
う
詠
唱
が
必
要

で
あ

っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ

一
ろ
う
。

.

く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が

こ
の
様
式
の
概
略
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

一
、
前
奏
部
と
し
て
神
武
天
皇
登
場
の
理
由
と
伊
須
気
余
理
比
売
の
出
自
が
語

号

一
ら
れ
る
。

6

二
、
叙
唱
部

の
第

一
部
、
あ
る
い
は
導

入
部
と
し
て
、
神
武
天
皇
と
大
久
米
の

デ

フ

　

舞

一
命
、
大
久
米
の
命
と
伊
須
気
余
理
比
売
の
片
歌
形
式

の
歌
に
よ
る
問
答
に
よ
っ
て
、

要

}
神
武
天
皇
と
伊
須
気
余
理
比
売
の
婚
約
の
成
立
が
舞
唱
さ
れ
る
。

紀

…

三
、
神
武
天
皇
と
伊
須
気
余
理
比
売
に
よ
る
共
灌

の
舞
踊
。
そ
れ
は
秘
儀
の
芸

学

罷

と
し
て
.あ

場
の
聖
性
を
、
生
命
力
の
更
新
の
根
本

の
立.喋

を
象
徴
的
に
顕
現

　
す

る
。

完

結

部

の

詠

唱

に
対

し

て

は

こ
れ

が

叙

唱
部

と

な

る

の

で
あ

る

。

そ

う

み

大

一

、

良奈

}
る
な
ら
ば
片
歌
形
式
の
歌
に
よ
る
問
答
の
場
面
は
、
導
入
部
と
み
て
も
よ
い
で
あ

　
ろ
う
・
し
か
し
そ
の
場
面
を
う
け
て
共
懐

の
舞
踊
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
点
か
ら

皿
は
・
こ
れ
が
詠
唱
部
と
な
る
の
で
あ

っ
て
・
虚藷

部
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で

}
あ
る
。
し
か
し
既
に
述
べ
た
よ
う
に

「後

に
」
と
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ

…
れ
が
完
結
部
を
含
む
詠
唱
部
で
あ
る
と
も
言
い
切
り
難
い
・
そ
の
占
描に
お
い
て
・

[「
前
を
叙
唱
部
の
第

一
部
と
し
、
こ
れ
を
詠

唱
性
を
含
む
叙
唱
部
の
第
二
部
と
み
て

一
お
き
た
い
・

へ

「

四
、

完

結

部

、

こ
れ

は
言

う

ま

で
も

な

く

詠

唱
部

で

あ

り

、

秘

儀

の
場

を

も

と

　
の
場
面
に
も
ど
し
つ
つ
・
共
灌
の
欝

を
う
け
て
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
・

…

大
体
以
上
の
よ
う
に
要
約
し
て
お
き
た
い
。
古
事
記
、
万
葉
集
に
お
い
て

「長

一
歌
+
短
歌
(ま
た
は
片
歌
)」
の
様
式
と
し
て
整
備
さ
れ
る
以
前
の
、
寿
歌
の
様
式

の
源
流
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
巻

頭
歌
は
こ
の
叙
唱
部
の
第

一
部
に
あ
た
る
言
語
詞
章
を
そ
こ
に
と
ど
め
、
秘
儀
の

芸
能
を
詠
唱
部
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
古

事
記

に
み
え
る
寿
歌
と
し
て
の

「思
国
歌
」
や

「本
岐
歌
」
に
か
か
わ
る

「長
歌

+
片
歌
」
の
様
式
は
、
源
流
か
ら
の

一
つ
の
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
得
る
で
あ
ろ

う
。
万
葉
集
に
み
え
る

「長
歌
+
短
歌
(反
歌
で
は
な
い
)
」
の
様
式
も
そ
の
流
れ

を
受
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
完
成
は
志
貴
皇
子
や
柿
本
人
麻
呂
の
時
代
ま

で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
完
成
に
よ

っ
て
、
聖
性
の
顕

現
は
伝
承
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
語
詞
章
の
領
域
を
拡
大
し
つ
つ
、
文
芸
と

し
て
花
開
く
の
で
あ

っ
た
。

高
佐
士
野
の
伝
承
を
め
ぐ

っ
て
あ
ら
あ
ら
と
思
い
つ
き
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
る
。

御
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

(52

・
9

・
30
)

注

1
、
土
橋
寛

『
古
代
歌
謡

と
儀
礼

の
研
究
』

四
〇

一
頁
。

2
、
拙
稿

「
万
葉
集

に
お
け

る

『
長
歌

+
短
歌
』

の
様
式
」

(奈
良
大
学
紀

要
、

四
号
)
。

3
、
川
田
順
造

『
無
文
字
社
会

の
歴
史
』

六
頁
、

ベ
ン
ダ

(語

り
部

・
楽
師
)

の
朗
涌

が
、
「
太
鼓

の
音
だ
け

で
、
歴
代

の
王

と
そ
れ
ぞ
淑

の
王

へ
の
讃
美

を
表
わ
す

と

い

う

こ
と
」

の
あ

る
の
を
指
摘

さ
れ

て

い
る
。

4
、
山
上
伊
豆
母

「
楽
家
多
氏
成

立
の
背
景
」

(芸
能
史
研
究
、
四
七
号
、

.
五
頁
)
。

5
、
小
山
内
薫

『
芝
居
入
門
』

晶
三
～

一
九
頁
。

6
、
土
橋

『
古
代
歌
謡
集
』

(
口
本
古
典
文
学
大
系
)
古
事
記
歌
謡
補
注

口

二
頁
。

7
、

K

・
マ
ッ
ク

・
ゴ

ー
ワ

ン
、

H

・
ロ
ー
ゼ

『
仮
面

と
悪
魔
』
(印
南
喬
訳
)

コ
〇
九

頁
。

8
、
本
田
義
憲

『
日
本

人
の
無

常
観
』

一
二
頁
。

9
、
同
前

「
竹
取
翁
歌
拾
遺
」

(
万
葉
学
論
叢
)
。

10
、
大
野
晋

ほ
か

『
口
本
書

紀
』
上

(
日
本
古
典
文
学
大
系
)

。
ご
、○
頁
頭
注
。



9 本 田:高 佐士野 の伝承(記 神武)覚 え書 き

(付

記
)

1
、

「
片
歌
」
と

「
片
歌
形
式

の
歌
」

と

の
使

い
わ
け

は
、
拙
稿

「
片
歌
管

見
」
(
立
命

館
文
学
、
三
七
九
～

三
八

一
合
併

号
)

に
よ

る
も

の
で
す
。

2
、

こ
の
覚
え
書
き

を
ま
と
め
る
に

つ
い
て
、
国
崎
望
久
太
郎
先
生

・
鷹

津
義
彦
先
生

か
ら
多
大

の
御
教
示

を
戴

ぎ
ま

し
た
。
末
筆
な
が
ら
付
記

し
て
御
礼

申
し
あ
げ
ま

す
。

11

、

12

、

13

、

14

、

林
屋
辰
三
郎

「
大
和
」

(万
葉
集
大

成
、
風
土
篇
三

]
七
頁
)
。

も

も

も

も

そ
ら

み

つ
倭

の
国

は
神

か
ら

し
尊
く
あ

る
ら

し
こ
の
舞
見

れ
ば

(
聖
武
続
紀
天
平

十

五
年

五
月
、

五
節
)

柳

田
国
男

「
伝
説

」
(定
本

柳
田
国
男
集
第

五
巻
、

八
六
頁
)
。

グ

ラ

ン

・
パ

・
ド

・
ド

ゥ
。
そ

の
場

の
主

題
を
主
役

の
男
女

二
人

に
よ

っ
て
踊

る
、

も

っ
と
も
優

雅

に
し
て
、
技
術
的

に
も
完

成
し
た
も

の
の
要
求
さ
れ

る
舞
踊
。

AtraditionalTerritoryonTakasajino(Kojiki)

‐Amemorandumonasideoftheperformingarts‐

YoshinagaHONDA

Summary

ThetraditiononthestageofTakasajinoinKojikiisorganizedbysomelied(Legome-

non)andoldballet(Dromenon).ThisisrelatedtothemarriageoftheEmperorJinmu

andIsukeyorihimewhowasthedaughterofthegodofMiwa.Itissuggestedthatinthis

scenetherewasthesolemnperformingartswhichcouldn'tbedescribedbyLegomenon.

Thismemorundumsupposesthatthesolemnperformingartswereconstructedbythe

formofRecitativeandAriawhichwasperformedbyGrandpasdedeux.


