
国
栖
の
歌
笛
奏
上
と
こ
れ
に
関
わ
る
官
司
に
つ
い
て

原
口
耕

一
郎

要
旨
　

か

つ
て
大
和
の
国

の
吉
野
山
中
に
は
国
栖
と
よ
ば
れ
た
人
々
が
暮
ら
し

て
い
た
と

い
う
。
『
記
紀
』

で
は
彼
ら
の
先
祖
が
王
権
と
出
会
う
こ
と
に
よ
り

贄
を
献
じ
歌
笛
を
奏
上
す
る
こ
と
に
な

っ
た
起
源
譚

が
語
ら
れ
て
い
る
。

・
日
本
古
代

に
お
い
て
夷
狄

と
さ
れ
た
人

々
の
中
に
お
い
て
も
、
国
栖
は
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
研
究

の
蓄
積
が
あ
る
隼
人

や
蝦
夷
と
は
異
な
り
、
国
栖
に

つ
い
て
論
じ
た
研
究
は
き
わ
め
て
少
な

い
と
い

え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
栖
は
吉
野
と
い
う
飛
鳥

・
奈
良

・
京
都
に
ほ
ど
近

い
場
所
に
居
住

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
大
嘗
祭
な
ど
王
権
に
と

つ
て
重

要
だ
と
さ
れ
る
儀
礼
に
贄

を
献
上
し
歌
笛
を
奏
上
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点

か
ら
、
国
栖

は
夷
狄

研
究

の
文
脈
に
お
い
て
無

視
す
る
こ
と

の
で
き
な

い
存
在

で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

小
論
で
は

『
古
事
記
』
『
六
国
史
』
『
延
喜
式
』
と
い

っ
た
史
料
を
も
と
に
、

国
栖

の
歌
笛
奏
上
と
、

こ
れ
ま
で
具
体
的
な
研
究

の
な
か

っ
た
国
栖
の
歌
笛
奏

上
に
関
わ

る
官
司
に

つ
い
て
論

じ
た

い
。
ま
ず
国
栖

の
服
属
を
説
く
説
話
/

「神
話
」
に

つ
い
て
触
れ
、
国
栖

の
特
徴
に

つ
い
て
大
ま
か
に
論
じ
る
。
次
に

国
栖

の
歌
笛
奏
上
を
管
轄

し
た
官
司
に

つ
い
て
考
察

し
、
貞
観
年
間
に
お
い
て

国
栖

の
歌
笛
奏
上
が
宮
内
省
に
管
轄
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
そ

れ
は
遅
く
と
も
天
長
年
間
後
半
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら

に
天
武
朝
以
降

の
歌
舞
に
関
す
る
王
権

の
関
わ
り
や
、
隼
人
司

の
成
立
状
況
な

ど
に
言
及
し
、
大
宝
令
制
定

の
時
期
あ
た
り
ま

で
宮
内
省
管
轄
下
に
国
栖

の
歌

笛
奏
上
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
に
触
れ
、
最
後
に
国
栖
と

い
う

「概
念
」
自

体
が
遅
く
と
も

『
記
紀
』
編
纂

の
最
終
段
階
ま

で
に
は
ほ
ぼ
成
立
し
て
い
た
こ

と
を
論
じ
る
。

キ
ー

ワ
ー

ド
：
　
国

栖

、
夷
狄

、
王
権

、

風
俗
歌
舞

一
.

は

じ
め

に

く
ず

　く
に
す
　

か

つ
て
大
和

の
国

の
吉
野
山
中
に
は
国

栖

(國
樔

、
国
巣
、
国
主
と
も
表

記
さ
れ
る
)
と
よ
ば
れ
た
山
民
的
性
格
を
持

つ
人

々
が
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
。

彼
ら
は

『
類
聚
国
史
』
巻
百
九
十
風
俗
部

に
お
い
て
、

「國
樔

、
隼
人
、
多
祢
、

　　
ソ

南
嶋
、
掖

玖
人
、
蝦
夷
、
俘
囚
」
と
夷
狄

と
さ
れ
た
人

々
と
と
も
に
列
記
さ
れ
て

い
る
。
『
記
紀
』
で
は
彼
ら

の
先
祖
が
王
権
と
出
会
う

こ
と
に
よ
り
贄

を
献

じ
歌

笛
を
奏
上
す
る
こ
と
に
な

っ
た
起
源
譚

が
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
の

一
部
は
い

つ

の
頃
か
ら
か
山
城
国

の
河
辺
に
移
り
住
ん
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

国
栖
を
論
じ
た
研
究

は
極
め
て
少
な
く
、
特
に
歴
史
学

の
立
場
か
ら
国
栖
を
主



　　
ソ

題
に
し
た
も
の
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
林
屋
辰
三
郎
氏
に
よ
る
研
究
に
ま

で
さ
か

　
ヨ
ソ

の
ぼ

る
。

従
来

の
夷
狄

研
究
か
ら
国
栖
を
み
て
み
る
と
、
林
屋
氏
は
、
国
栖
と
隼
人
は
国

　
る
　

内
統

一
過
程
の
始
終

の
両
極

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
中
村

明
蔵
氏
は
こ
の
林
屋
氏

の
見
解
に
触
れ
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
地
域
的
に
も
時
期
的
に
も
当

て
は
ま
る

の

　
ら
　

で
は
な

い
か
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
私
も
両
氏
と
同
様
に

現
時
点

で
は
推
測

の
域
を
出
な

い
と
は
い
え
－

国
栖
と
隼
人
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
王
権
か

ら
す
れ
ば

「も

っ
と
も
近
い
夷
狄

」
と

「
も

っ
と
も
遠

い
夷
狄

」
で
あ
る
と
考
え

　
　
　

る
。
す
な
わ
ち
、
国
栖
は
飛
鳥
か
ら
ほ
ど
近
い
吉
野
山
中

に
居
住
し
、
隼
人
は
は

る
か
辺
境

の
か
な
た
南
九
州
に
居
住
し
て
い
る
と
観
念
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
ま
た

国
栖
は
お
そ
ら
く

『
記
紀
』
編
纂
段
階
よ
り
以
前
に
王
権
に
服
属
し
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
隼
人
は

『
記
紀
』
編
纂
段
階
に
お

い
て
王
権
に
取
り
込
ま
れ

つ
つ
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

そ

の
実
態

は
と
も
あ
れ
、
『
記
紀
』
編
纂

段
階

に
お
け
る
王
権

の

「公
式
見
解
」
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

一
般
に
国
栖
と
隼
人
は
、
『
記
紀
』
な
ど

の
中
に
服
属
説
話
/

「神
話
」
が
み

ら
れ
、
と
も
に
大
嘗
祭
に
参
加
し
、
芸
能
で
王
権
に
奉
仕

し
、
そ
の
芸
能
は
多
分

に
王
権
を
守
護
す
る
呪
術
的
要
素
を
含
む
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
点
は
蝦

夷
や
南
嶋
に
は
み
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
武
田
佐
知
子
氏
は
隼
人

や
国
栖
が
儀
礼

の
際
に
着
用
す
る

「異
服
」
が
身
分
的
標
識
と
な

っ
て
い
た
点
を

ハ　
　

指
摘
さ
れ
、
伊
藤
循
氏
は
、
儀
礼
に
お
け
る
国
栖

の
衣
服
は
隼
人
と
同
様

の
も
の

で
あ
り
、
儀
礼
に
参
列
す
る
諸
集
団

の
な
か
で
も
も

っ
と
も
低

い
特
種
な
身
分
に

　　
　

属
す

る
、

と

い
う

主
旨

の
こ
と

を
述

べ
ら

れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
周
知

の
通
り
、
夷
狄

と
さ
れ
て
き
た
人

々
に

つ
い
て
は
、
隼
人
の

み
に
対
し
て
隼
人
司
と
い
う
専
門
的
な
管
轄
官
司
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
蝦
夷
や

南
嶋

に

つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
そ

の
よ
う
な
官
司
は
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
国
栖
と
隼
人
に
は
意
外
な
親
近
性
が
あ
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
、
両
者
を
比
較
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
夷
狄

研
究
に
新
た
な
視
点

を
持
ち
込
む
た
め
に
も
1

将
来
的

に
は
、
そ
も
そ
も
国
栖
は
夷
狄

で
あ

る
の
か
、

と

い
う
問
題
も
論
ぜ
ね
ば
な
ら
い
で
あ
ろ
う
ー

、
私
は
国
栖
を
研
究
す

る
こ
と

の
意
義
を
認
め
た
い
。

な
に
ぶ
ん
国
栖

の
研
究

は
手
薄

の
観
が
あ
り
、
基
本
的
な
事
柄
に

つ
い
て
も
不

明
な
点
が
多

い
と
考
え
る
。
小
論
で
は
国
栖

の
歌
笛
奏
上
と

こ
れ
に
関
わ
る
官
司

に

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
な
り
の
国
栖
研
究
の
第

一
歩
と
し
た
い
。

二
.
国
栖

の
服
属
説
話
/

「神
話
」

に
つ
い
て

こ
こ
で
国
栖

が
王
権
に
服
属
す

る
こ
と
に
な

っ
た
由
来
を
説
く
説
話
/

話
」
を
簡
単

に
振
り
返

っ
て
お
こ
う
。

(
一
)
『
古
事
記
』
に
お
け
る
国
栖

の
服
属
説
話
/

「神
話
」

史
料
A

"

『
古
事
記
』
中
巻

神
武
天
皇

こ
こ

ま
た

た
か
ぎ
の
お
ほ
か
み

み
こ
と
も
ち

さ
と

ま
を

是

に
、

亦
、

高

木
大

神

の

命

以

て
、

覚

し
て
白

し

し
く
、

「
神

あ
ま

か
み

み

こ

「
天

つ
神
御

子

、



こ
れ

お
く

か
た

す
な
は

い

い
で
ま

な
か

あ
ら

い
と

此
よ
り
奥

つ
方
に

便

ち
入
り

幸

す
こ
と
莫
れ
。
荒
ぶ
る
神
、
甚
多

し
。
今
、

あ
め

や
あ
た
か
ら
す

つ
か
は

か
れ

そ

み
ち

び

天
よ
り
八
咫
烏
を

遣

さ
む
。
故
、
其

の
八
咫
烏
、
引
道
き
て
む
。
其

の
立
た

し
り

へ

い

で
ま

む

後

よ

り
幸

行
す

べ

し
」

と
ま

を
し
き
。

を
し

さ
と

ま
に
ま

し
り

へ

い

で
ま

よ
し
の
の

故
、
其
の
教

へ
覚
し
の

随

に
、
其

の
八
咫
烏

の

後

よ
り
幸
行
せ
ぱ
、
吉
野

か
は

か
は
し
り

い
た

う
へ

う
を

し
か

河

の
河
尻
に
到
り
し
時

に
、
筌

を
作
り
て
魚
を
取
れ
る
人
有
り
。
爾
く
し
て
、

な
む
ち

た
れ

ま
を

天

つ
神
御

子

の
問

ひ
し
く
、

「
汝

は
、
誰

ぞ
」

と
と

ひ
し

に
、

答

へ
て
白

し
し

や
つ
か
れ

に

へ
も

つ
の
こ

い

こ
れ

あ

だ

う

か
ひ

く
、

「
僕

は
、
国

つ
神

、

名

は
贄

持

之
子

と
謂

ふ

〈此

は

、

阿
陀

の
鵜

養

が

お
や

そ

こ

い
で
ま

を

お

ゐ

祖
ぞ
〉
」
と
ま
を
し
き
。
其
地
よ
り
幸
行
せ
ば
、
尾
生
ひ
た
る
人
、
井
よ
り
出

ひ
か
り

な
む
ち

た
れ

で
来

た

り
。

其

の
井

に

光

有

り
。

爾

く

し

て
、

問

ひ
し

く

、

「
汝

は

、

誰

ま
を

や
つ
か
れ

ゐ

ひ

か

、
ぞ

」

と
と

ひ

し
に
、

答

へ
て
白

し
し
く

、

「
僕

は
、

国

つ
神

、
名

は

井

氷
鹿

い

よ
し
の
の
お
び
と
ら

お
や

と

謂
ふ
。

〈此

は
、
吉

野
首
等

が
祖

ぞ
〉
」

と
ま
を

し
き
。

即

ち
、

其

の
山

に
入

ま
た

を

お

あ

い
は
お

れ

ば
、

亦
、

尾

生

ひ
た

る
人

に
遇

ひ
き
。

此

の
人
、

巌

を

押

し
分

け

て
出

で

来

た

り
。
爾

く

し

て
、
問

ひ
し
く
、

「汝

は
、
誰

ぞ
」

と

と

ひ
し

に
、
答

へ
て

ま
を

や
つ
か
れ

い
は
お
し

わ
く

の
こ

い

白

し

し
く
、

「
僕

は
、

国

つ
神
、

名

は

石
押
分

之
子

と
謂

ふ
。

今
、

天

つ
神

い
で
ま

ゆ
ゑ

ま

む
か

よ
し

の

御
子
幸
行
し
ぬ
と
聞
き

つ
る
が
故
に
、
参
ゐ
向

へ
た
ら
く

の
み

〈此
は
、
吉
野

く
に

す

そ

こ

ふ

う
か

う

だ

こ

い
で
ま

の
国
巣
が
祖
ぞ
〉
」
と
ま
を
し
き
。
其
地
よ
り
蹈

み
穿
ち
て
、
宇
陀
に
越
え

幸

か
れ

う

だ

う
か
ち

い

し
き
。
故
、
宇
陀

の
穿

と
日
ふ
。

(訓
読
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本

(
小
学
館
)
に
よ
る
)

東
征
の
折
、
熊
野
に
上
陸
し
た
神
武
ら
は
天
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
八
咫
烏

に
導
か

に

へ
も

つ
の
こ

れ
吉
野
川

の
辺
に
た
ど
り

つ
い
た
。
こ
こ
で

「
贄
持
之
子
」
た
る
①
阿
陀

の
鵜
養

の
祖
に
出
会

い
、
次
に
②
吉
野
首

の
祖
に
出
会
う
。
さ
ら
に
③
吉
野
国
巣

の
祖
に

出
会
う
。
①
、
②
に

つ
い
て
は
省
略
す
る
。

こ
こ
で
は
③
吉
野
国
巣

の
祖
に

つ
い

て
み
て
い
き
た
い
。

こ
こ
で
王
権
と
国
栖

の
出
会

い
が
語
ら
れ

て
い
る
。
吉
野
国
巣

の
祖

で
あ
る
石

押
分
之
子
が
、
天
神
の
御
子
が
お
い
で
に
な

っ
た

の
で
お
迎
え
に
参
上
し
た
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
栖
が
王
権
に
服
属
す
る
こ
と
に
な

っ
た
経
緯
が
語
ら
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
具
体
的
な
儀
礼
等

の
模
様
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
な

お
、

尾
が
生
え
岩
を
押

し
わ
け
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
、
と

い
う

こ
と
は
国
栖

の
異
形
性

と
山
民
的
性
格
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

史
料

B
：

『
古
事
記
』
中
巻
　

応
神
天
皇

よ
し

の

く

に

す

ら

お
ほ
さ
ざ
き
の
み
こ
と

は

み
は
か
し

み

い

又
、
吉
野
の
国
主
等
、
大

雀

命

の
佩

け
る
御

刀
を
瞻

て
、
歌

ひ
て
日
は

　

く

ほ
む
た

ひ

み

こ

お
ほ
さ
ざ
き

は

た

ち

も
と

つ
る

す
ゑ

誉
田
の
　
日
の
御
子
　
大

雀
　

大
雀
　
佩
か
せ
る
太
刀
　
本
吊
ぎ
　
末

ふ

ふ
ゆ

き

す

か
ら

し
た

き

振
ゆ
　
冬
木
の
　
素
幹
が
下
木
の
　
さ
や
さ
や

よ
し

の

か

し

う
へ

よ
く
す

そ

よ

く
す

お
ほ

み

き

か

又
、
吉
野
の
白
檮

の
上
に
、
横
臼
を
作
り
て
、
其

の
横
臼
に
大
御
酒
を
醸
み

た
て
ま

つ

く
ち

つ
づ
み

う

わ
ざ

し

て
、
其

の
大
御

酒

を

献

り
し
時

に
、

口

鼓

を
撃

ち

て
、

伎
を

為

て
、

歌

ひ

て

日
は
く
、

か

し

ふ

よ

く
す

よ
く

す

か

お
ほ

み

き

う

ま

白
檮
の
生
に
　
横
臼
を
作
り
　
横
臼
に
　
醸
み
し
大
御
酒
　
美
味
ら
に

き
こ

を

ち

聞
し
も
ち
飲
せ
　

ま
ろ
が
父

こ

く

に

す

ら

お
ほ
に

へ

と
き
と
き

つ
ね

う
た

此

の
歌
は
、
国
主
等
が
大
贄

を
献
る
時

々
に
、
恒

に
今
に
至
る
ま

で
詠
ふ
歌

ぞ
。

(
訓
読
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本

(小
学
館
)
に
よ
る
)



大
雀
命
と
は
次
代

の
仁
徳
天
皇
、
誉
田
の
日
の
御
子
が
応
神
天
皇

の
こ
と
で
あ

る
。
応
神
の
和
風
諡

号
は

『
古
事
記
』
で
は
大
鞆

和
気
命
で
あ

っ
た
が
後
に
品
陀

和
気
命
に
変
わ
る
。
仁
徳
の
和
風
諡

号
は

『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
大
雀
命

で
あ

る
。

こ
こ
で
国
栖
は
次
の
天
皇
で
あ
る
仁
徳
を
言
祝
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
小
学
館

「新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
」

の
注
釈
者

に
よ
る
と
、
こ
こ

で
王
権
が
山
の
民

の
世
界
ま

で
広
が

っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
だ
と

い

う
。

な
お
、

こ
こ
で
国
栖
が
贄

を
献
上
し
、
ま
た
芸
能
で
も

っ
て
王
権
に
奉
仕
す
る

こ
と
の
起
源
譚

が
語
ら
れ
て
い
る
。
国
栖
が

口
鼓
を
う
ち
何
ら
か
の
所
作
を
な
す

わ
ざ

し

こ
と
が

、

「今

に
至

る
ま

で
」
行
わ

れ

て

い
る
、

と

い
う
。

林

屋
氏

は

「伎

を
為

　い
　

て
」
と
い
う
こ
と
が
国
栖
舞

の
由
来
と
し
て
い
る
。

(
二
)

『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
国
栖

の
服
属
説
話
/

「神
話
」

史
料
C
：

『
日
本
書
紀
』
巻
三
　

神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年

か
ふ

ご

つ
き
た
ち

い
つ

び

こ

の
ち

す
め
ら
み
こ
と
よ
し

秋
八
月
の
甲
午

の

朔

に
し
て
乙
未
に
、

[中
略
]
是

の
後
に
、

天

皇

吉

の

と
こ
ろ

み

お
も
ほ

す
な
は

う

だ

う
か
ち
の
む
ら

み
つ
か

か
ろ
き

つ
は
も
の

野
の

地

を
省
む
と

欲

し
、

乃

ち
菟
田
の

穿

邑
よ
り
、

親

ら

軽

兵

を

ひ
き

め
ぐ
り
い
で
ま

い
た

ひ
と

あ

ゐ
の
な
か

い

率
ゐ
て

巡

幸

す
。
吉
野
に
至
り
ま
し
し
時
に
、
人
有
り
て
井
中
よ
り
出
で
た

ひ
か

を

と

の
た
ま

な
む
ち

な
に
ひ
と

り
。

光
り

て
尾
有

り
。

天
皇

問

ひ

て

曰

は
く

、

「
汝

は
何

人

ぞ
」

と

の
た

ま

こ
た

ま
を

や
つ
か
れ

こ
れ
く
に
つ
か
み

な
つ

ゐ

ひ
か

い

ふ
。

対

へ
て

日
さ

く
、

「
臣

は
是

国

神

な

り
。

名

け

て
井

光
と

為
ふ
」

と

ま

こ
れ
す
な
は

よ
し

の

お
び
と
ら

は
じ
め
の
お
や

ま
た
す
こ

す
す

を
す
。
此

則

ち
吉
野

の
首
部
が

始

祖
な
り
。
更
少
し
く
進

み
た
ま
ふ
に
、

ま
た

い

は

お
し
わ

い

も
の

の
た
ま

亦
尾
有
り
て
磐

石
を

披

け

て
出
つ
る
者
あ
り
。
天
皇
問
ひ
て

曰

は
く
、

「汝

ま
を

や
つ
か
れ

こ
れ
い
は
お
し
わ
く

こ

は
何
人
ぞ
」
と

の
た
ま
ふ
。

対

へ
て
日
さ
く
、

「
臣

は
是
磐
排
別

の
子
な

こ
こ

お

し

わ

く

い

く
に

す

り
」
と
ま
を
す
。

〈排
別
、
此
に
は
飫
時
和
句
と
云
ふ
。
〉
此
則
ち
吉
野
の
国
樔

ら

は
じ
め
の
お
や

か
は

よ

に
し
の
か
た

ゆ

い
た

や
な

う

部
が

始

祖
な

り
。
水

に
縁
り

西

に
行
き
た
ま
ふ
に
及
り
て
、
亦
梁
作
ち

す
な
ど
り

こ
こ

や

な

取
魚
す

る
者
有
り
。

〈梁
、
此
に
は
椰
奈
と
云
ふ
。
〉
天
皇
問
ひ
た
ま
ふ
。
対

へ

ま
を

や
つ
か
れ

こ
れ

に

へ
も

つ

こ

て

日
さ

く
、

「
臣

は
是
苞
苴

担

が

子
な
り

」
と

ま
を
す

。

〈苞
苴

担

、
此

に
は

に

へ

も

つ

こ
れ
す
な
は

あ

だ

う

か
ひ

ら

は
じ
め
の
お
や

珥
倍
毛
菟
と
云
ふ
。
〉
此

則

ち
阿
太

の
養
鵜
部
が

始

祖
な
り
。

(訓
読
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本

(小
学
館
)
に
よ
る
)

史
料
A
で
み
て
き
た

こ
と
と
ほ
ぼ
同
様

の
こ
と
が

『
書
紀
』

で
も
服
属
の
由
来

を
説
く
も

の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
ち
ら
で
は
、
①
吉
野
首
部
の
始

祖
、
②
吉
野
国
樔

部
の
始
祖
、
③
阿
太
養
鵜
部

の
始
祖
と
、
史
料

A
と
は
出
現
す

る
順
番
が
異
な

っ
て
い
る
。
国
栖

の
祖

に

つ
い
て

い
え
ば
、
『
書
紀
』

で
も

『
古

事
記
』
の
場
合
と
同
様
に
、
尾
が
生
え
、
岩
を
押

し
分
け
て
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に

な

っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
そ
の
異
形
性
と
山
民
的
性
格
を
強
調
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

史
料
D

u
『
日
本
書
紀
』
巻
十

応
神
天
皇
十
九
年

ぽ

じ
ゅ
つ

つ
き
た
ち

よ
し
の
の
み
や

い
で
ま

く
に

す

ひ
と

十
九
年
の
冬
十
月
の
戊

戌

の

朔

に
、
吉
野
宮
に

幸

す
。
時
に
、
国
櫟
人

ま
ゐ
け

よ

こ

さ
け

す
め
ら
み
こ
と

た
て
ま
つ

う
た
よ
み

ま
を

来

朝

り
。

因

り

て
、
醗

酒

を

以
ち

て

天

皇

に

献

り

て
、

歌

し

て

日
さ

く
、

か
し

ふ

よ
く
す

つ
く

よ
く

す

か

お
ほ

み

き

き
こ

橿

の
生
に

横
臼
を
作
り

横

臼
に

醸
め
る
大
御
酒

う
ま
ら
に

聞

も

を

ち

し
持
ち
食
せ

ま
う
が
父



う
た

す
で

を
は

す
な
は

く
ち

う

あ
ふ

わ
ら

い
ま

く
に

と
ま
を
す
。
歌
ふ
こ
と
既
に
訖

り
、

則

ち

口
を
打
ち
て
仰
ぎ
咲
ふ
。
今
し
国

す

く
に
つ
も
の

た
て
ま
つ

ひ

う
た

す
な
は

う

わ
ら

樔、

土
毛

を

献

る
日
に
、
歌
ひ
訖
り
て

即

ち

口
を
撃
ち
て
仰
ぎ
咲
ふ
は
、

け
だ

い
に
し

へ

の
こ

の
り

そ

そ

ひ
と
と
な
り
は
な
は

す

な
ほ

蓋
し
上
古

の
遺
れ
る
則
な
り
。
夫
れ
国
樔

は
、
其

の
為
人

甚

だ
淳
朴
な
り
。

つ
ね

や
ま
の
こ
の
み

と

く
ら

ま
た

か

へ
る

に

よ
き
あ
ぢ
は
ひ

な
つ

も

み

毎
に

山

菓

を
取
り
て
食
ひ
、
亦
蝦
蟆

を
煮

て
上

味

と
す
。
名
け
て
毛
瀰

と

い

そ

く
に

み
や
こ

た
つ
み
の
す
み

や
ま

へ
だ

よ
し

の

が
は

ほ
と
り

を

日
ふ
。
其

の
土

は
、

京

よ

り

東
南

、

山
を
隔

て

て
吉

野
河

の

上

に
居

り
、

み
ね
さ
が

た
に
ふ
か

み

ち

さ

さ
が

か
れ

み
や
こ

と
ほ

い
へ
ど

峰
嶮

し
く
谷
深

く

し
て
、
道
路
狹

く
?

し
。

故
、

京

よ
り
遠

か
ら
ず

と
雖

も
、

も
と

ま

ゐ
く

ま
れ

ノ

し
か

こ
れ

の
ち

し
ば
し
ば
ま

ゐ
き

く
に
つ
も
の

本
よ
り
朝
来
る
こ
と
希
な
り
。
然
れ
ど
も
、
此
よ
り
後
、
?

参
赴
て

土
毛

た
て
ま
つ

く
り

た
け

あ

ゆ

た
ぐ
ひ

を

献

る
。
其

の
土
毛
は
、
栗

・
菌
と
年
魚

の

類

な
り
。

(訓
読
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本

(小
学
館
)
に
よ
る
)

こ
れ
も
史
料
B
と
同
様

の
内
容
で
、
『
古
事
記
』
と

『
書
紀
』

で
内
容
は
あ
ま

り
変
わ
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、

こ
ち
ら

の
方
が
よ
り
具
体
的
な
服
属
起
源
課
が
語

ら
れ
て
い
る
。

く
ち

う

あ
ふ

わ
ら

「
口
を
打

ち

て
」

と

は

口
鼓

で
あ

り
、

「仰
ぎ

咲

ふ

」

こ
と

に

は
招

福

・
除

災

　
け
　

い
ま

く
に

す

く
に
つ
も
の

た
て
ま

つ

ひ

の
意
味
合

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
。

「今

し
国
樔
、

土
毛

を

献

る
日
に
、

う
た

す
な
は

う

わ
ら

け
だ

い
に
し
へ

の
こ

の
り

歌
ひ
訖

り
て

即

ち

口
を
撃
ち
て
仰
ぎ
咲
ふ
は
、
蓋

し
上
古

の
遺
れ
る
則
な
り
」

と
あ
り
、

「
現
在
」
行
わ
れ

て
い
る
国
栖

の
歌
笛
奏
上
は
、
遠

い
昔
か
ら

の
な
ご

り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
国
栖

の
芸
能
が

「古
風
」
と
称
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
呪
能
に
よ
る
王
権

の
守
護
、
と
い
う
性
格
は
隼
人
と
同
様
で
あ
る
。

そ

く
に

す

そ

ひ
と
と
な
り
は
な
は

す
な

ほ

た
だ
し
、
国
栖

は

「夫
れ
国
樔

は
、
其

の
為
人

甚

だ
淳
朴
な
り
」
と
あ
る
よ
う

に
、
神
話
世
界
に
お
い
て
も
記
録
に
み
え
る
現
実
的
な
世
界
に
お

い
て
も
、
王
権

に
反
抗
的
な
態
度
は
認
め
ら
れ
ず
、
こ
の
点
は
隼
人
や
蝦
夷
な
ど
と
大

い
に
異
な

る
点

で
あ
る
。
国
栖

の
歌
に
み
え
る

「
ま
う
が
父
」
と

い
う
表
現
を
、

「
新
編

日

　
ね
　

本
古
典
文
学
全
集
」
版

の
注
釈
者
は

「
我
が
父
よ
」
と
訳
し
て
い
る
。
史
料

B
で

　ほ
　

み
た

『
古
事
記
』

の
場
合
に
は
、

「わ
れ
ら
の
親

父
さ
ん
よ
」
と
訳
し
て
い
る
。

こ
れ
は
国
栖
が
王
権
に
親
し
み
を
持

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
山
菓
を
食
し
て
い
た
り
、
吉
野
の
地
勢

に
言
及
が
あ

っ
た
り
、
国

栖

の
献
じ
る
土
毛
は
栗

・
キ
ノ

コ
類

・
鮎

で
あ
り
、

こ
こ
で
も
山
民
的
性
格
を
繰

か

へ
る

に

よ
き
あ
ぢ
は
ひ

な
つ

も

み

り
返
し
述

べ
て
い
る
し
、
ま
た
、
「
蝦
蟆
を
煮

て
上

味

と
す
。
名
け
て
毛
瀰

と

日
ふ
」
と
特
に
記
し
て
い
る
。
古
代
に
蛙
を
食
す
る
こ
と
が

一
般
的

に
行
わ
れ
て

い
た
の
か
、
私
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
ど
う
や
ら
国
栖

の
異
質

　
り
　

性
を
あ
ら
わ
す

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
秘
め
た
言
及
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。

(
三
〉

『
新
撰
姓
氏
録
』
に
お
け
る
国
栖

の
服
属
説
話
/

「
神
話
」

史
料

E
：

『
新
撰
姓
氏
録
』
大
和
国
神
別

く

ず

い
は
ほ
お
し
わ
く
の
か
み

よ

い

じ
ん

む

て
ん
わ
う

よ
し

の

い
で
ま

と
き

国
栖
。
石
穂
押
別
神
自
り
出
づ
。
神
武
天
皇
、
吉
野
に
幸
行
し
け
る
時
に
、

か
は
か
み

あ
そ

ひ
と

あ

と
き

す
め
ら
み
こ
と
み
そ
は
な

や
が

あ
な

い

川
上
に
遊
べ
る
人
有
り
。
時
に
、

天

皇

御
覧
し
け
れ
ば
、
即
て
穴
に
入
り
、

し
ば
ら
く

ま
た

い

あ
そ

ひ
そ
か

う
か
が

よ

と

須
曳
に
し
て
又
出
で
て
遊

べ
り
。

穿

に

窺

ひ
て
、
喚
び
て
問
は
し
け
れ
ば
、

こ
た

ま
う

い
は
ほ
お
し
わ
く
の
か
み

そ
の
と
き

み
こ
と
の
り

答

へ
て
日
さ

く

、

石

穂
押

別

神

の
子

な

り
と
ま

う

す
。

爾

時
、

詔

し

て
、

く

ず

な

た
ま

そ
の
の
ち

か
う
と
く
て
ん
わ
う

み

よ

は
じ

な

た
ま

国
栖
と
い
ふ
名
を
賜
ひ
き
。
然
後
、
孝
徳
天
皇
の
御
世
に
、
始
め
て
名
を
賜
は

ひ
と

く

ず

の

お

せ

こ

つ
ぎ

せ

こ

な
つ

ふ
た

り

い
ん
ぎ
ょ
う
て
ん
わ
う

み

れ
る
人
、
国
栖
意
世
古
、
次
に
世
古
と
号
け
る
二
人
あ
り
。
允

恭

天
皇

の
御

よ

き
の
と
ひ
つ
じ

と
し

ふ
み
づ
き
な
ぬ
か
の
ひ

み

に

へ

た
て
ま
つ

か
む
わ
ざ

つ
か

ま
つ

世
、

乙

未

の
年

の

中
七
節

に
、
御
贄

を

進

り
、
神
態

に
仕

へ
奉
る
。



い
ま

い
た

や
む

今

に
至
る
ま
で
に
絶

こ
と
な
し
。

(訓
読
文
は
佐
伯
有
清

(『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
　
考
證

篇
第
四
』
)
に
よ
る
)

こ
の
記
事
に
関
し
て
は
訓
読
文

の
引
用
書
に
て
佐
伯
有
清
氏
が
詳
細
な
注
を
施

さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た

い
。

こ
こ
で
は
神
武
と
吉
野
山
中
で
出
会

い
、
そ
の
と
き
に
国
栖
の
名
称
を
授
け
ら

あ
な

い

れ
た

こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

「穴

に
入
り
」
と
い
う

の
で
、

こ
こ
で
も
国
栖

の
異

質
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
允
恭
朝
よ
り
贄

を
献
じ
神
態

で

も

っ
て
奉
仕
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
記
事

で

は
意
世
古
、
世
古
と
国
栖

の
個
人
名
が
出
て
く
る
こ
と
が
特
徴
的

で
あ
る
。

最
後
に

こ
の
節

に

つ
い
て
簡
単

に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
『
古
事
記
』
『
書
紀
』

『
新
撰
姓
氏
録
』

の
い
ず
れ
を
と

っ
て
も
、
国
栖
は
神
武

の
代
に
王
権
と
出
会

っ

た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た

い
ず
れ
の
記
事
を
み
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
国

栖
の
山
民
的
性
格
や
異
形
性
と
い
っ
た
異
質
な
側
面
に
言
及
が
あ
る
こ
と
を
確
認

し
て
お
こ
う
。
最
後
に
、
国
栖
が
奏
上
す
る
歌
笛
に
は
、
ど
う
や
ら
王
権
を
守
護

　ぼ
　

す
る
呪
術
的
機
能
が
含
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

三
.
　国
栖
の
歌
笛
奏
上
に
関
わ
る
官
司
に

つ
い
て

さ
て
、

こ
こ
で
諸
史
料
に
み
え
る
国
栖

の
歌
笛
奏
上
に

つ
い
て
論
じ
て
み
た

い
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
す
べ
て
を
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
、

こ
こ
で
は
小
論

の

主
題
に
関
わ
る
も
の
を
扱
う
。

い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
嘗
祭
な
ど
に
お

い
て
国
栖
が
歌
笛
を
奏
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
を

実
務
レ
ベ
ル
で
支
え
た
人
々
が
誰

で
あ

っ
た

の
か
は
定
か
で
は
な

い
。

こ
こ
で
は

そ
れ
を
探

っ
て
み
た
い
と
思
う
。

(
一
)
　諸
史
料
に
み
え
る
国
栖

の
歌
笛
奏
上

史
料

F
：

『
類
聚
国
史
』
七

一

朝
賀

天
長
九

(八
三
二
)
年

天
長
九
年
春
正
月
乙
未
朔
。
御
二
大
極
殿

一受
二
朝
賀

一。
畢
御
二
紫
宸

殿

一。
中

務
省
進
二
七
曜
暦

一。
宮
内
省
献
二
氷
様

一
。
例
也
。
吉
野
国
栖
奏
二
歌
笛

一。
但

依
二
新
誕
皇
子

一
薨
。
不
レ
奏
二
音
楽

一。
賜
二
親
王
已
下
五
位
已
上
被

一。

こ
の
記
事
は

『
日
本
後
紀
』

の
逸
文
で
あ
る
。
淳
和
天
皇
の
代
で
あ
る
天
長
九

年
正
月
の
、
お
そ
ら
く
は
朝
賀
儀
終
了
後

の
元
日
節
会
に
お

い
て
の
こ
と
で
あ
る

　
お

　

り

　

と
思
わ
れ
る
が
、
吉
野
国
栖
が
歌
笛
を
奏
し
た
が
、
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
皇
子
が

亡
く
な

っ
た
た
め
音
楽
は
奏
し
な
か

っ
た
。

こ
こ
で
音
楽
を
担
当
し
て
い
た
の
は
、

雅
楽
寮
だ
と
思
わ
れ
る
。
荻
美
津
夫
氏
に
よ
る
と
、

一
般
的
な
音
楽

は
雅
楽
寮
に

よ
り
掌
ら
れ
、
特

に
雅
楽
寮
は
饗
宴

・
儀
式

の
音
楽
を
掌
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と

バリ
　

い
う
。

ま
た
、
後
述

の
別
表
も
参
照
さ
れ
た

い
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
国
栖

の
歌
笛
奏
上
と
雅
楽
寮
が
音
楽
を
奏
上
す
る
こ
と
が

別
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



史
料
G
：

『
日
本
三
代
実
録
』
巻
二
三

貞
観
十
五

(
八
七
三
)
年

癸
巳
十
五
年
春
正
月
丁
夘
朔
。

天
皇
不
レ
受
二
朝
賀

一。

以
二
雨
後
地
湿

一也
。

春
宮
坊
及
所
司
献
二
剛
夘
杖

一。
付
二
内
侍

一奏
。

天
皇
御
二
紫
宸

殿

一
。
賜
二

宴
侍
臣

一。
停
二
雅
楽
寮
音
楽
井
吉
野
国
栖
風
俗
歌

一
。
以
二
去
年
九
月
太
政
大

臣
亮

一也
。
宴
竟

賜
レ
被
。

貞
観

一
五
年
正
月
に
お

い
て
は
、
前
年
の
九
月
に
太
政
大
臣
藤
原
良
房
が
亡
く

ハ　
　

な

っ
て
い
る
た
め
、
朝
賀

の
儀
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
。

「賜
二
宴
侍
臣

」

と
あ
る

の
で
、

こ
れ
も
お
そ
ら
く
は
通
常
な
ら
朝
賀
儀
終
了
後
に
行
わ
れ
る
元
日
節
会
に

お
い
て
、
雅
楽
寮
の
音
楽
と
吉
野
国
栖
の
風
俗

・
歌
を
奏
す
る
こ
と
を
や
め
た
と

い
う
。
こ
こ
で
も
雅
楽
寮
と
国
栖
が
別
の
扱

い
で
登
場
す
る
。

以
上
、
二

つ
の
記
事
よ
り
儀
礼
に
お
い
て
音
楽
を
奏
す
る
代
表
的
な
官
司
で
あ

る
雅
楽
寮
と
国
栖

の
歌
笛
奏
上
が
直
結
す
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
な
こ
と
が
判
明

し
た
。
次
に

『
延
喜
式
』

の
中
か
ら
こ
の
こ
と
に
関
連
し
そ
う
な
規
定
を
並
べ
て

み
よ
う
。

史
料

H
：

『
延
喜
式
』
巻
七
　

神
祇
七
　
践
祚

大
嘗
祭
　

油
以
下
事
条

[前
略
]
佐
伯
氏
各

二
人
開
二
大
嘗
宮
南

門

一。
衛
門
府
開
二
朝
堂
院
南
門

一。

宮
内
官
人
引
二
吉
野
国
栖
十
二
人
。
楢
笛

工
十

二
人

一。
？
？

入
レ
自
二
朝
堂
院

東
掖

門

}。
就
レ
位
奏
二
古
風

一。
悠
紀

国
司
引
二
歌
人

一
入
レ
自

二
同
門

一
。
就
レ

位
奏

二
国
風

}
。
伴
宿
祢

一
人
。
佐
伯
宿
祢

一
人
。

各
引
二
語
部

十
五
人

一
。

？
？

入
レ
自

二
東
西
掖

門

一。
就
レ
位
奏
二
古
詞

一。
皇
太
子
入
レ
自
二
東
南
掖

門

一。

諸
親

王
入
レ
自
二
西
門

一
。
大
臣
以
下
五
位
以
上
入
レ
自
二
南
門

一。
並
就
二
幄
下

座

一。

六
位
以
下
在

二
暉
章
。
修
式

二
堂
後

一。
依
レ
次
列
立
。
群
官
初
入
隼
人

発
レ
声
。
立
定
乃
止
。
進
二
於
楯
前

一。
拍

レ
手
歌
?

。
五
位

以
上
共
起
。
就
二

中
庭
版
位

一
。
脆
拍
レ
手
四
度
。

々
別
八
遍
。
？
？
？
？
？
？
？
？

六
位
以
下

相
承
拍
レ
手
亦
如
レ
之
。
？
？
？
？
訖
退
出
。

[後
略
]

具
体
的
な
式
次
第
に

つ
い
て
は
省
略
す
る
。
こ
こ
で
私
に
と

っ
て
興
味
深
い
の

は
、

「宮
内
官
人
引
二
吉
野
国
栖
十
二
人
。
楢
笛
工
十

二
人

一。
？
？
」
と
み
え

る

こ
と
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
国
栖
は
宮
内
省

の
官
僚
に
率

い
ら
れ
て
歌
笛
を
奏
し
て

い
る
よ
う
だ
。
雅
楽
寮
は
治
部
省
被
官

で
あ
る
。
よ

っ
て

『
延
喜
式
』
宮
内
省
関

連
規
定
か
ら
国
栖
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も

の
を
さ
ら
に
み
て
い
こ
う
。

史
料

1

"
『
延
喜
式
』
巻
三
十

一

宮
内
省

大
斎
条

大
斎

内
膳
司
十
四
人
。
？

采
女
司
廿
八
人
。
？
？
？
？
？
？主
水
司
廿
三
人
。
？
？
？
？
？

国
栖
十
二
人
。
笛
工
五
人
。

供
ニ
ー
奉
神
事

一諸
司
行
列

[後
略
]

史
料
J
：

『
延
喜
式
』
巻
三
十

一
　
宮
内
省
　
諸
節
条

凡
諸
節
賜
二
群
官
饗

一者
。
正
月

一
日
。
十
六
日
。
九
月
九

日
等

三
節
。
親

王



巳
下
次
侍
従
已
上
及
命
婦
。
大
歌
立
歌
人
。
国
栖
。
笛
工
。
？
？
？
？
？
？
正
月

七
日
。
十
七
日
。
五
月
五
日
。
七
月
廿
五
日
。
十

一
月
新
嘗
会
等
五
節
。
親
王

已
下
五
位
已
上
及
内
命
婦
。
大
歌
立
歌
人
。
国
栖
。
笛
工
。
？
？
？
？
？
？
？
？
？

？
？
？
？
？
？
？
？
？
？

其
食
法
見
二
大
膳
大
炊
等
式

一。

凡
諸
節
会
給
レ
千
饌者
。
当
日
平
旦
陳
ニ
ー
置
饌

具
於
便
処
幄

下

一。
大
膳
官
人
巳

下
膳
部

已
上
就
レ
幄
。

丞
録
率
二
史
生
等

一。
検
ニ
ー
校
饌

具

一
。
群
官
未
レ
入
之

前
。
大
膳
職
。
造
酒
司
預
陳
。

凡
正
月
。

五
月
両
節
。
供
奉
諸

司
伴
部
者
。
預
前
申
レ
官
並
給
二
杉
?

一
。

？
？
？

凡
諸
司
供
膳
人
等
。
給
二
潔
?
并
?

一。

凡
供
奉
雑
物
送

二
大
膳
。
大
炊
。
造
酒
等
司

一
者
。
皆
駄
担
上
竪
二
小
緋
幡

一。

以
為
二
標
幟

一。
其
幡

一
給
之
後
。
随
レ
破
請
替
。
以
二
内
侍
印

一
印
之
。

史
料
K
：

『
延
喜
式
』
巻
三
十

一
　
宮
内
省
　

諸
王
条

[前
略
]

凡
諸
節
会
。
吉
野
国
栖
献

二
御
贄

一奏

二
歌
笛

一
。
毎
レ
節
以
二
十
七
人

一為
レ
定
。

？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？

其
十

一
月
新
嘗
会
各
給
レ
禄
。
？
？
？
？
？

[後
略
]

史
料

1
、

J
、

K
に

つ
い
て
み
て
い
く
。
な
お
、
他
に
も
宮
内
省
関
連
項
目
で

国
栖
は
確
認

で
き
る
の
だ
が
、
小
論

の
主
題
に
と

っ
て
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は

な
い
よ
う
な

の
で
割
愛
す
る
。

史
料

1
に
お
い
て
は
、
大
斎
に
参
加
す
る
も
の
と
し
て
、
内
膳
司
、
采
女
司
、

主
水
司
、
そ
れ
に
国
栖
と
笛
工
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、

「
供
二
-
奉
神
事

一
諸
司
行

列
」
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
内
膳
司
、
采
女
司
、
主
水
司
は
宮
内
省
被
官
で

あ
る
。

次

に
史
料

J
。
諸
節
会
に
お
い
て
は
、

「正
月

一
日
。
十
六
日
。
九
月
九

日
等

三
節
」
に
国
栖
と
笛
工
の
規
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
割
注
に
み
え
る
例

外
規
定
を
勘
案
す

る
と
、

「
正
月
七
日
。

五
月
五
日
。
十

一
月
新
嘗
会
等
三
節
」

に
国
栖
と
笛

工
の
参
加
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
正
月

一
日
と
は
元
日
節
会
、

七
日
は
白
馬
節
会
、

一
六
日
は
踏
歌
節
、
五
月
五
日
は
端
午
節
会

(菖
蒲
献
上
儀

バ
リ
　

礼
)
、
九
月
九
日
は
重
陽
節

(菊
花
宴
)
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
述

の
別
表
も
参

照
さ
れ
た

い
。

次
に
史
料

K
。

こ
こ
で
は
諸
節
会
に
参
加
す
る
国
栖
に

つ
い
て
、
具
体
的
な
人

数
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
節
会
ご
と
に
国
栖
は

一
七
名
が
贄

の
献
上
と
歌
笛
奏

上

の
た
め
に
参
列
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
内
訳
は
国
栖
が

一
二
名
、
笛
工
が
五
名
、

た
だ
し
笛

工
の
う
ち
二
名
は
山
城
国
綴
喜
郡
在
住
の
者

に
せ
よ
と

の
規
定

で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
笛
工
と
は
国
栖
と
ペ
ア
で
各
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
楢
笛
工
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
同
じ

『
延
喜
式
』

で
も
践
祚

大
嘗
祭
に
お
い
て
は
国
栖
が

一
二
名
に
楢
笛
工
が

一
二
名
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で

(史
料

H
)
、
各
節
会
と

は
規
定

の
人
数
が
異
な

っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
貞
観
年
間
に
編
纂
さ

れ
た
と
さ
れ
る

『
(貞
観
)
儀
式
』
に
も
践
祚

大
嘗
祭
に
参
加
す
る
国
栖

の
人
数
が
記
さ
れ

て
い
る
。



史
料
L
：

『
(貞
観
)
儀
式
』
巻
第
三

践
祚

大
嘗
祭
儀
中

[前
略
]
宮
内
官
人
率
二
吉
野
国
栖
十
二
人
。
楢
笛

工
十
二
人
一
。
？
？
？

[後

略
]

こ
こ
で
も
国
栖
が

一
二
名
に
楢
笛

工
が

一
二
名
と
な

っ
て
お
り
、
と
も
に
宮
内
省

の
官
僚
に
率

い
ら
れ
て
参
列
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(二
)
国
栖
の
歌
笛
奏
上
に
関
わ
る
官
司
に

つ
い
て

こ
こ
ま
で
の
考
察
に
よ

っ
て
、
国
栖

の
歌
笛
奏
上
は
宮
内
省
が
管
轄
し
て
い
た

と
結
論
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
論
じ
残
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で
、
そ

れ
に

つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
前
項
史
料

F
、

G
の
考
察
に
お
い
て
、
雅
楽
寮

の

管
轄
す
る
音
楽
奏
上
と
国
栖

の
歌
笛
奏
上
が
別
扱
い
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ

た
が
、
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
こ
う
。

荻
氏

は
日
本
古
代
音
楽
史

の
研
究
に
お
い
て
、
各
儀
式
書

(『
内
裏
式
』
『
(貞

観
)
儀
式
』
『
西
宮
記
』
な
ど
)
に
み
え
る
音
楽
を
と
も
な
う
儀
式

の

一
覧
表
を

　の
　

作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
小
論
末
尾
に
あ
る
別
表
は
荻

氏
作
成
の
表
か
ら
私
が
小
論
に
関
わ
る
部
分
を
抜
き
出
し

一
部
を
改
変
し
た
も
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
元
日
節
会
、
白
馬
節
会
、
踏
歌
節
、
供
菖
蒲
、
新
嘗

祭
、
大
嘗
祭
な
ど
に
お
い
て
国
栖

の
歌
笛
奏
上
と
雅
楽
寮

の
奏
楽
が
と
も
に
行
わ

れ
て
お
り
、
踏
歌
節

に
お
い
て
は
蕃
客
が
あ
る
場
合
に
は
吉
野
国
栖
の
歌
笛

・
大

歌

.
立
歌

・
踏
歌
が
雅
楽
寮

の
奏
楽

・
客
徒
に
よ
る
そ

の
国
楽

・
踏
歌

に
切
り
替

え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

(『
内
裏
式
』
『
(貞
観
)
儀
式
』

の
場
合
)
。

ま
た
荻
氏
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
律
令
制
が
成
立
す
る
と

宮
廷
で
は
日
本
古
来

の
歌
舞
を
基
盤
に
い
く

つ
か
の
歌
舞
が
儀
礼
化
さ
れ
、
雅
楽

寮
に
お
い
て
そ
れ
ら

の
歌
舞

は
教
習
さ
れ
た
が
、
隼
人
や
国
栖
の
歌
舞
や
地
方

の

バの
　

歌
舞

の
教
習
は
民
衆
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

も

っ
と
も
隼
人

の
歌
舞

に
つ
い
て
は
、
『
職
員
令
』
隼
人
司
条
に
お
い
て
、
隼

人
正
の
職
掌
に

「教
二
-
習
歌
?

」

と
規
定
さ
れ

て
い
る
の
で
、
隼
人
司
の
責

任

で
隼
人
の
歌
舞

の
教
習
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
隼
人

の
歌
舞
も

雅
楽
寮

の
管
轄
外
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。

と
も
あ
れ
、

こ
れ
で
国
栖

の
歌
笛
奏
上
と
雅
楽
寮
が
直
結
す

る
も
の
で
は
な

い

こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
『
延
喜
式
』
に
お
い
て
諸
節
会

に
参
加
す
る
国
栖
に
関
す
る
規
定
は
宮
内
省
関
連
記
事
以
外
に
見
当
た
ら
な

い
た

め
、
延
喜
五

(九
〇
五
)
年
に
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
延
長
五

(九
二
七
)
年
に

一

応
撰
進
さ
れ
、
こ
の
後
修
訂
作
業
を
行
う
も
完
了
し
な

い
ま
ま
康
保
四

(九
六

七
)
年

に
施
行
さ
れ
た
と

い
う

『
延
喜
式
』
段
階
に
お
い
て
、
各
儀
礼
に
お
け
る

国
栖

の
歌
笛
奏
上

の
管
轄
は
宮
内
省
が
担
当
し
て
い
た
と
判
断
す
る
。
ま
た
そ
れ

は
、
『
日
本
三
代
実
録
』

(史
料
G
)
と

『
(貞
観
)
儀
式
』

(史
料

L
)
に
関
連
記

事

の
み
え
る
貞
観
年
間
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
り
う
る
、
と
結
論
す
る
。

で
は
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
儀
礼

に
お
け
る
国
栖
の
歌
笛
奏
上
が
、
あ
る



い
は
そ
れ
が
宮
内
省
に
管
轄
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
、
お
よ
そ
い
つ
頃
ま
で

さ
か

の
ぼ

り
う
る
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

四
.
国
栖

の
歌
笛
奏
上

の
開
始
時
期
に

つ
い
て

さ

て
、
次
に
国
栖
の
歌
笛
奏
上
が

い
つ
か
ら
宮
内
省
管
轄
下
に
あ
る
の
か
と
い

う

こ
と
、
さ
ら
に
は
国
栖

の
歌
笛
奏
上
そ

の
も
の
の
開
始
時
期
に

つ
い
て
で
あ
る
。

前
節

に
お
い
て
私
は
、
史
料

F
の
天
長
九
年
の
段
階
に
お
い
て
、
国
栖

の
歌
笛

奏
上
と
雅
楽
寮

の
音
楽
奏
上
が
直
結
す
る
も
の
で
は
な

い
ら
し
い
こ
と
を
指
摘
し

た
。
ま
た
別
表

の
通
り
、
『
内
裏
式
』
に
お
け
る
元
日
節
会

の
項
目
で
も
国
栖
と

雅
楽
寮
は
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
『
内
裏
式
』

は
弘
仁

一
二

(八
二

一
)
年

に
藤
原
冬
嗣
ら
に
よ

っ
て
撰
上
さ
れ
、
そ

の
後
、
天
長

一
〇

(八
三
三
)
年
に
清

原
夏
野
ら
に
よ

っ
て
補
訂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
よ

っ
て
遅
く
と
も
両
記

事

の
み
え
る
天
長
年
間
後
半
ま
で
に
は
、
国
栖
は
宮
内
省
の
官
僚
に
率
い
ら
れ
て

歌
笛
を
奏
上
し
て
い
た
と
み
な
し
て
も
構
わ
な

い
と
考
え
る
。

で
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述

べ
る
と
私
は

現
時
点
で
は
そ
れ
を
明
確
に
論
じ
う
る
材
料
を
持
た
な
い
。
よ

っ
て
判
断
を
保
留

す
る
し
か
な

い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
に

つ
い
て
の
傍
証
と
な
り

う
る
か
も
し
れ
な

い
点
を

い
く

つ
か
あ
げ

て
み
た

い
。

(
一
)
天
武
朝
に
お
け
る
歌
舞
の
整
備
に

つ
い
て

話
は
前
後
す
る
が
、
こ
こ
で
天
武
朝

に
歌
舞

へ
の
注
目
が
高
ま

っ
た
こ
と
に

つ

い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
天
武
朝
に
は
次

の
二
つ
の
詔
が
だ
さ
れ
諸
国
の
歌
舞
を

継
承

・
保
存
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

史
料
M
：

『
日
本
書
紀
』
巻

二
九

天
武
天
皇
四

(六
七
五
)
年

二
月
乙
亥
朔
癸
未
、
勅
二
大
倭

・
河
内

・
摂
津

.
山
背

.
播
磨

.
淡
路

。
丹
波

・
但
馬

・
近
江

・
若
狭

・
伊
勢

・
美
濃

・
尾
張
等
国

一
日
、
選
二
所
部
百
姓
之

能
歌
男
女
及
侏

儒

.
伎
人

一而
貢
上
。

史
料
N
：

『
日
本
書
紀
』
巻

二
九
　

天
武
天
皇
十
四

(
六
八
五
)
年

九
月
戊
午
、
[
中
略
]
是
日
、
詔

日
、
凡
諸
歌
男

.
歌
女

.
笛
吹
者
、

即
伝
二

己
子
孫

一、
令
レ
習
二
歌
笛

一。

荻
氏

は
、
『
書
紀
』
を
通
じ
て
天
武
朝
ほ
ど
多

く
の
音
楽
関
連
記
事
が
あ
ら
わ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
そ
の
内
容
に
も
注
目
す
べ
き
も

の
が
多

い
と
述

べ
ら
れ

バカ
　

て
い
る
。
な
お
荻
氏
は
雅
楽
寮

の
成
立
時
期
に

つ
い
て
、
『
令
集
解
』

の
同
寮

の

頭

の
職
掌
に

つ
い
て

『
古
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
大
宝
令
段
階
に
お
け
る

雅
楽
寮

の
存
在

は
確
実

で
あ
る
と
し
、
『
続
紀
』
大
宝
元

(七
〇

一
)
年
七
月
戊

戌
条
に

「雅
楽
諸
師
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
大
宝
律
令

に
よ
る
官
名
位

号
の
改
正
の
記
事
と
捉
え
、
大
宝
令
以
前

の
浄
御
原
令
に
お

い
て
も
雅
楽
寮

の
存

在
を
推
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に

『
職
員
令
集
解
』
雅
楽
寮
条
に

『
別
記
』

の
説
と

し
て

「
別
記
云
。
歌
人
歌
女
笛
吹
。
右
三
色
人
等
男
。
直
身
免
二
課
役

一
。
女
給
二



養
丁

一也
。

不
レ
限
二
國
遠
近

一
。
取
二
能
レ
歌
人

一
耳
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
史
料

N
記
事
と
同
様

の
内
容
で
あ
る
た
め
、
史
料
M
記
事

の
勅
が
雅
楽
寮
成
立

の

一
つ

の
基
点

で
あ

っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
天
武
朝
に
は
雅
楽
寮

の
制
度
が
整
備
さ

れ

つ
つ
あ
り
浄
御
原
令
に
も
雅
楽
寮
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。ま

た
熊

田
亮
介
氏
は
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
国
栖
が

「古
風
」
を
奏
す
る
こ
と
を

服
属
儀
礼
と
し
て
の
風
俗
歌
舞

の
奏
上
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
あ
と
、

大
嘗
祭
も
天
武

・
持
統
朝
に
成
立
し
た
。
隼
人
は
エ
ミ
シ
と
と
も
に
、
そ
の

異
俗
な

い
し
異
種
族
性
を
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多

か

っ
た
が
、
特
異
な
異
俗
集

団
で
あ
る
こ
と
を
強
制
さ
れ

て
は
い
る
も

の
の
、
す
で
に
王
化
に
従

っ
て
い
る

人
々
と
し
て
、
大
嘗
祭
に
組
み
込
ま
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意

味

で
隼
人
の
位
置
づ
け
は
、
国
栖
は
も
と
よ
り
、
諸
国

の
人

々
と
基
本
的
に
変

わ
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　お
　

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
中
村
氏
は
、
天
武
天
皇

二

(六
七
三
)
年
二
月
に
天
武
が

「設
二
壇
場

一
、
即
二
帝
位
於
飛
鳥
浄
御
原
宮

一
」

(『
書
紀
』
)
し
た
の
ち
、

史
料

0

"
『
日
本
書
紀
』
巻

二
九

天
武
天
皇

二

(六
七
三
)
年

十
二
月
壬
午
朔
丙
戌
、
侍
二
奉
大
嘗

一
中
臣
.忌
部
及
神
官
人
等
、
并

播
磨

・
丹

波

二
国
郡
司
、
亦
以
下
人
夫
等
、
悉
賜
レ
禄
。
因
以
郡
司
等
各
賜
二
爵

一
級

一。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
以
前
に

(
お
そ
ら
く
は

一
一
月
ま
で
に
)
こ
の
記
事

で

言
及
さ
れ
て
い
る
祭
事
が
終

了
し
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
大
嘗
祭

の
開
始

時
期
に

つ
い
て
天
武
朝
ま
で
そ
の
原
型
が
さ
か
の
ぼ
り
う
る
と
し
、
天
武
以
降
大

嘗
祭

の
祭
事
が
形
式
を
整
え

て
い
く
中
で
隼
人
司
の
前
身
も
そ
の
行
事

へ
加
わ
り　ガ

　

一
部

で
隼
人
の
歌
舞
奏
上
も
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

(二
)
隼
人
の
歌
舞
奏
上
と
隼
人
司
に

つ
い
て

現
在

の
隼
人
研
究
に
お
い
て
史
料
上
確
実

(
つ
ま
り
、
粉
飾
や
造
作
が
少
な

い
)
と
み
な
さ
れ
る
隼
人

の

「初
見
」
は

『
書
紀
』
天
武

=

年
秋
七
月
条
だ
と

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前

の
も
の
は
何
ら
か
の
粉
飾
を
含
む
か
、
あ
る
い
は
ま

っ

た
く
の
造
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

史
料

P
：

『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十

一

(六
八
二
)
年

秋
七
月
壬
辰
朔
甲
午
、
隼
人
多
来
貢
二
方
物

一
。
是

日
、
大
隅
隼
人
与
二
阿
多
隼

人

一、
相
二
撲
於
朝
庭

一。
大
隅
隼
人
勝
之
。

七
月
丙
辰
、
多
禰
人

.
掖
玖
人

.
阿
麻
弥
人
賜
レ
禄
。
各
有
レ
差
。

七
月
戊
午
、
饗
二
隼
人
等
於
飛
鳥
寺
之
西

一、
発
二
種

々
楽

一。
伽
賜
レ
禄
各
有
レ

差
。
道
俗
悉
見
之
。
[
後
略
]

中
村
氏
は
、



・
天
武

=

年
の

『
書
紀
』
記
事
が
隼
人
に

つ
い
て
は
じ
め
て
の
具
体
的
内
容

を
と
も
な

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

・
隼
人
と

い
う
用
語
は
お
そ
ら
く
天
武
朝
か
ら
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
天
武

朝
は
日
本
型
中
華
思
想
、
律
令
国
家
成
立
、
浄
御
原
令
制
定
な
ど

の
点
で
画

期
と
な

っ
た

こ
と
。

・
隼
人
は
そ

の
よ
う
な
状
況
か
ら
生
ま
れ
た
政
治
的
な
名
称
で
あ
る
こ
と
。

・
こ
の
時
期
に
筑
紫
大
宰
が
積
極
的
に
南
九
州

・
南
嶋
に
進
出
し
て
い
る
こ
と
。

ハお
ソ

と

い
っ
た
点
を
説
明
さ
れ
、

こ
れ
が
通
説
に
な

っ
て
い
る
と

い
え
る
。

隼
人
は
南
九
州
か
ら
畿
内
お
よ
び
そ
の
近
辺

へ
と
移
配
さ
れ
て
い
る
が
、
永
山

　
ゐ
　

修

一
氏
は
そ
の
本
格
的
な
移
配
の
開
始
時
期
を
天
武
朝
に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
れ
　

次
に
隼
人
司
で
あ
る
が
、
中
村
氏
は
隼
人
司
の
職
掌
を
お
お
き
く
三

つ
に
分
け

て
お
ら
れ
る
。

A
畿
内
隼
人

の
統
括
、
B
軍
事
的
任
務
、
C
天
皇
の
権
威
発
揚

で

あ
る
。

こ
の
う
ち

C
に

つ
い
て
、
服
属
し
た
隼
人
が
王
権
儀
礼

の
場
で
誇
示
さ
れ

る
こ
と
が
天
皇
権
威

の
発
揚

に
な

っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
『
職
員
令
集

解
』
隼
人
司
条
に

『
古
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
令
に
隼
人
司

の
規
定
が
あ

っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
中
村
氏
と
永
山

氏
と
で
は
論
拠
が
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
に
隼
人
司

(あ
る
い
は
そ

の
前
身

的
機
関
)

の
成
立
を
天
武
朝
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
永
山
氏
は
即
位
儀
礼
な
ど
王
権
に
密
着
し
た
行
事

へ
の

隼
人
の
関
与
に

つ
い
て
、
隼
人
が
天
武

の
殯
宮
に
際
し
て
誄
を
し
て
い
る
こ
と
か

　お
　

ら
、
大
宝
令
段
階
よ
り
も
早
い
時
期

へ
さ
か

の
ぼ

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

　
お
　

さ
れ
て
い
る
。
永
山
氏
は
隼
人
の
儀
式

へ
の
関
与
に

つ
い
て
、
朝
貢
は
七
世
紀
末

に
、
元
日
朝
賀
、
竹
製
品

の
製
作
、
歌
舞
の
奏
上
は
八
世
紀
初
頭
か
ら
確
認

で
き

る
と
さ
れ
、
行
幸
と
吠
声
に

つ
い
て
は
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
そ
の
存
在
を
推
定

　み
　

さ
れ
て
い
る
。

(三
)
国
栖
の
歌
笛
奏
上

の
開
始
時
期
に

つ
い
て

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
振
り
返

っ
て
み
よ
う
。
前
項
ま
で
に
、
天
武
朝
に
お
い
て

諸
国

の
歌
舞
を
教
習

・
奏
上
さ

せ
る
機
運
が
高
ま
り
雅
楽
寮
や
大
嘗
祭
の
存
在
を

想
定
さ
せ
る
動
き
も
あ
り
、
ま
た
隼
人
司
の
前
身
的
機
関
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
触
れ
た
。
時
代

の
下
る
史
料

で
あ
る
が
、
『
職
員
令
集
解
』
隼

人
司

　
ね
　

条
所
引

の

『
穴
記
』
で
は
、
中
村
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
隼
人
の

「教
二

-
習
歌
?

一
」
を

「
穴
云
。
隼
人
之
職
是
也
。
」
と
ま

で
論
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
序
文
に
は
、
神
武
が

「舞
を
舞

っ
て
賊
を
打
ち
払

い
な
さ
り
、
歌

ハお
　

を
合
図
に
敵
を
お
討
ち
に
な

っ
た
」
と
あ
り
、
天
武
が
壬
申

の
乱
平
定
後
、

「歌

　お
ソ

舞
し
て
飛
鳥
の
宮
に
お
と
ど
ま
り
な
さ

っ
た
」
と
あ
る
。
荻
氏
は
こ
の
こ
と
に

つ

い
て
、
神
武
に

つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
神
話

で
あ
り
、
天
武
の
例
に

つ
い
て
も
潤
色

を
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
国
造
り
の
始
め
と
し
て
の
神
武

の
事
跡
、
さ
ら
に
こ

れ
を
正
統
に
継
承
し
た
第
二
の
国
造

り
と
で
も
い
う

べ
き
天
武
の
事
跡

の
な
か
に
、

と
も
に
歌
舞
が
重
要
な
役
割
を
も

っ
て
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す

べ
き
点

で
あ
る

　
　
　

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
本

の
注
釈
者
も
ま
た
、

こ



こ
で
の
天
武
に

つ
い
て
、
周

の
武
王
に
な
ぞ
ら
え
る
よ
う
に
新
し
い
王
朝
の
創
始

と

い
う

べ
き
意
識
が
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
る
が
、
『
古
事
記
』

の
編
纂
開
始
を
天

武
に
帰
し
、
す
べ
て
を
天
武
に
負
う
と
す
る
の
は
天
武

へ
の
特
別
な
崇
拝
に
よ
る　

お
　

も

の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
史
実
と
み
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

傾
聴
す
べ
き
見
解
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
小
論
に
と

っ
て
は
、
『
古
事
記
』

編
纂
か
ら
そ
の
完
成
時
に
か
け
て
、
編
纂
者
が
、
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
存
在
す

る
と
想
定
さ
れ
る
王
権
が
、
ど

の
よ
う
な
意
図
を
持

っ
て
叙
述
を
行

っ
た

の
か
を

確
認
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
隼
人
の
服
属
の
由
来
が
説
か
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
海
幸
山
幸
神
話
を
思

い

出
し
て
み
る
と
、
阿
多
隼
人
の
祖
で
あ
る
兄
の
海
幸
彦
が
、
皇
室

の
祖
で
あ
る
弟

の
山
幸
彦

に
屈
服
す
る
場
面
を
、
『
記
紀
』

で
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下

の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

史
料

Q
：

『
古
事
記
』
上
巻

ぬ
か

つ

ま
を

や
つ
か
れ

の

ち

な
が
み
こ
と

ひ
る
よ
る

[前
略
]
稽
首
き
て
白
し
し
く
、
「
僕

は
、
今

よ
り
以
後
、
汝

命

の
昼
夜

の

ま

も
り

ぴ
と

し

つ
か

ま
つ

か
れ

そ

お
ぽ
ほ

守
護
人
と
為
て
仕

へ
奉
ら
む
」
と
ま
を
し
き
。
故
、
今

に
至
る
ま
で
其

の

溺

く
さ
ぐ
さ

わ
ざ

ま
つ

れ
し
時

の
種

々
の
態
絶
え
ず
し
て
、
仕

へ
奉
る
ぞ
。

(訓
読
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本

(小
学
館
)
に
よ
る
)

史
料
R
：

『
日
本
書
紀
』
巻

二
　
神
代
下
　
第
十
段

一
書
第
二

あ
る
ふ
み

い
は

す
な
は

し
た

が

ま
を

わ
れ
す
で

あ
や
ま

一
書

に

曰
く
。

[中

略
]

乃

ち

伏
罪

ひ

て
日
さ

く
、

「吾

巳
に

過

て
り
。

今

ゆ
く
さ
き

あ

う
み
の
こ

や

そ

つ

つ

き

つ
ね

い
ま
し

わ
ざ
ひ
と

な

あ
る

い

よ
り
以
往
、
吾
が
子
孫

の
八
十
連
属
、
恒

に

汝

の
俳
人
と
為
ら
む
。

一
に
云

い
ぬ
ひ
と

ね
が

あ
は
れ

ま
た
し
ほ
ふ
る
た
ま

は
く
、
狗
人
と

い
ふ
。
請

は
く
は
哀

び
た
ま

へ
」
と
ま
を
す
。
弟
還
涸
瓊

い
だ

し
ほ
お
の

や

こ
こ

あ
や
し
き
と
く

ま

を
出
し
た
ま

へ
ば
、
潮
自
つ
か
ら
に
息

み
ぬ
。
是
に
兄
、
弟
の

神

徳
有
し
ま

つ
ひ

そ

し
た
が

こ
こ

も

ほ
の

す

せ
り
の
み
こ
と

の

ち

す
こ
と
を
知
り
、
遂

に
其

の
弟
に
伏
事
ふ
。
是
を
以
ち
て
火
酢

芹

命

の
苗
裔

、

も
ろ
も
ろ

は
や
ひ
と

ら

い
た

す
め
ら
み
こ
と

み

か
き

も
と

ほ

い
ぬ

諸

の
隼
人
等
、
今

に
至
る
ま
で

天

皇

の
宮
墻

の
傍
を
離
れ
ず
、
吠
ゆ
る
狗

か
は

つ
か

ま
つ

も
の

よ
の
ひ
と

う

は
り

は
た

こ
れ

に
代
り
て
事

へ
奉
れ
る
者
な
り
。
世
人
、
失
せ
た
る
針
を
債
ら
ざ
る
は
、
此
、

そ

え
に

其

の
縁
な
り
。

(訓
読
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本

(小
学
館
)
に
よ
る
)

史
料
S
：

『
日
本
書
紀
』

巻

二
神
代
下
　
第
十
段

一
書
第
四

あ
る
ふ
み

い
は

か
れ

と
く

み
ず
か

し

た
が

一
書

に

曰
く
。

[中

略
]

故
、

兄
、
弟

の
徳
を

知

り
、

自

ら
伏
辜

ひ
な

む
と

し
か

お
も
ほ
て
り

あ

ひ

い

こ
こ

た
ふ
さ
き

つ

す
。
而
る
を
弟
、
慍

色

し
て
与
共
言
ひ
た
ま
は
ず
。
是

に
兄
、
犢

鼻
を
著
け
、

そ
ほ
に

も

た
な
う
ら

ぬ

お
も
て

ぬ

そ

ま
を

ま
を

わ
れ

み

赭
を
以
ち

て

掌

に
塗
り

面

に
塗

り
、
其

の
弟

に
告
し
て
日
さ
く
、
「
吾
身

け
が

か
く

ご
と

と
こ
し
へ

い
ま
し

わ
ざ
を
き
ひ
と

た

す
な
は

を
汚
す

こ
と
此

の
如
し
。

永

に

汝

の
俳
優
者
為
ら
む
」
と
ま
を
す
。

乃

ち

あ

ふ
み

ゅ

そ

お
ぽ
ほ

か
た
ち

ま
ね

は
じ

し
ほ

つ

足
を
挙
げ

て
踏
行
き
、
其

の
溺

れ
苦
し
ぶ

状

を
学
ぶ
。
初
め
潮
足
に
漬
く
時

あ
し
う
ら

な

ひ
ざ

い
た

あ

も
も

は
し

め
ぐ

に
は
足
占
を
為
し
、
膝
に
至
る
時
に
は
足
を
挙
げ
、
股
に
至
る
時
に
は
走
り
廻

こ
し

い
た

な

わ
き

て

む
ね

く
ぴ

り
、
腰
に
至
る
時

に
は
腰
を
捫

で
、
腋
に
至
る
時
に
は
手
を
胸

に
置
き
、
頸
に

あ

た
ひ
ろ
か

そ
れ

い
た

か
つ

や

至
る
時
に
は
手
を
挙
げ
飄

掌
す
。
爾
よ
り
今

に
及
る
ま
で
に
、
曾
て
廃
絶
む
こ

な

と
無

し
。

[後
略
]

(訓
読
文
は
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
本

(小
学
館
)
に
よ
る
)

詳
細
は
省
く
が
、

こ
こ
で
隼
人
が
王
権

に
芸
能
を
も

っ
て
服
属
す

る
こ
と
に
な



っ
た
起
源
譚

が
語
ら
れ
て
い
る
。
隼
人
が
犬

の
吠
声
を
ま
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
王

権
の
た
め
に
破
邪
を
な
す
と

い
う
狗
吠
や
、
溺
れ
る
仕
草
を
も

っ
て
な
す
と
い
う

隼
人
舞
の
由
来
で
あ
る
。
歴
史
上

の
隼
人
の
狗
吠
や
隼
人
舞
が
、
ど

の
よ
う
な
発

声
を
と
も
な
い
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
所
作
で
あ

っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、

狗
吠
が
行
わ
れ
て

い
た

こ
と
は
、
例
え
ば

『
(貞
観
)
儀
式
』
な
ど
で
確
認
で
き

　あ
レ

る

。

も
ろ
も
ろ

は
や
ひ
と

ら

い
ま
し

わ
ざ
を
き
ひ
と

た

と
も
あ
れ
、

こ
こ
で
は

「
諸

の
隼
人
等
」
が

「
汝

の
俳
優
者
為
ら
む
」

こ

な
が
み
こ
と

ひ
る
よ
る

ま
も

り

び
と

す
め
ら
み
こ
と

み

か
き

も
と

ほ

と
、
「汝

命

の
昼
夜

の
守
護
人
」
と
し
て

「
天

皇

の
宮
墻

の
傍
を
離
れ
ず
、
吠

い
ぬ

か
は

つ
か

ま

つ

と
こ
し
へ

い
た

か
つ

ゆ
る
狗
に
代
り
て
事

へ
奉
れ
る
」
こ
と
が

「
永

に
」

「今
に
及
る
ま

で
に
、
曾

や

な

て
廃
絶
む
こ
と
無
」
く
続

い
て
い
る
と

い
う
よ
う
に
、
隼
人
の
服
属
が

い
わ
ば
神

話
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
こ
う
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う

「今
」
と
は
、
遅
く
み
て
も

『
記
紀
』
編
纂

の
最
終
段
階

か
ら
完
成
時
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
古
事
記
』

の
撰
上

は
和
銅
五

(七

一
二
)
年

で
あ
り
、
『
書
紀
』

の
奏
上
は
養
老
四

く七
二
〇
)
年

で
あ
る
。

こ
の

時
期
は
隼
人
司
の
存
在
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
大
宝
令
段
階
以
降

の

時
代
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
隼
人
の
服
属
儀
礼
奏
上
や
隼
人
司

(あ

る
い
は

そ

の
前
身
的
機
関
)

の
設
立
を

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
儀
礼
/
歌
舞
が

王

権
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
く
流
れ
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ

ご
こ
で
国

栖

に

目
を
転

じ

て

み
る
と

、
国

栖

も
ま

た

『
記
紀

』

中

で
、

「此

の

く

に

す

ら

お
ほ
に
へ

た
て
ま
つ

と
き
と
き

つ
ね

う
た

歌
は
、
国
主
等
が
大
贄

を

献

る
時

々
に
、
恒
に
今

に
至
る
ま
で
詠
ふ
歌
ぞ
」
だ

い
ま

く
に

す

く
に
つ
も
の

た
て
ま
つ

ひ

う
た

を
は

す
な
は

う

と

か
、

「今

し
国
樔

、

土
毛

を

献

る

日

に
、
歌

ひ
訖

り

て

即

ち

口
を

撃

ち

て

あ
ふ

わ
ら

け
だ

い
に
し
へ

の
こ

の
り

仰
ぎ
咲
ふ
は
、
蓋
し
上
古
の
遺
れ
る
則
な
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る

と
す
る
と
、
遅
く
と
も

『
記
紀
』
編
纂

の
最
終
段
階
か
ら
完
成
時
に
か
け
て
の
時

期
に
は
、
も

っ
と
い
う
な
ら
ば
大
宝
令
段
階

に
は
、
宮
内
省

の
官
僚

に
率

い
ら
れ

た
国
栖

の
歌
笛
奏
上
が
行
わ
れ
て
い
て
、
隼
人

の
場
合
と
同
様
に
、
王
権
は
国
栖

の
服
属
を
神
話

の
時
代
に
ま

で
さ
か
の
ぼ

っ
て
正
当
化
し
て
い
た
、
と
想
定
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し
、
私
は
こ
の
想
定
を
明
証
し
う
る
根
拠
を
持
た
ず
、
現
時
点

で
は
そ
の

可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
吉
野
山
中
に
国
栖
と
い

う
名
と
山
民
的
性
格
を
持

つ
人
々
が
住
ん
で
お
り
、
彼
ら
は
贄

の
献
上
や
歌
笛
の

奏
上
で
も

っ
て
王
権
に
奉
仕
す
る
と

い
う

「観
念
」
は
ー

そ

の
「実
態
」
は
と
も

か
く
と
し
て
も
ー

、
少
な
く
と
も

『
記
紀
』
完
成

の
時
期
ま
で
に
は
形
を
整
え

つ
つ
あ

っ
た
、
と

い
う
指
摘

は
な
せ
る
と
考
え
る
。

最
後
に

一
応
述
べ
て
お
く
と
、
吉
川
真
司
氏
は
天
武
朝
に
宮
内
省
が
存
在
し
た

　
れ
　

可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
村
氏
や
永
山
氏
の
、
隼
人
司

(あ
る
い
は

そ
の
前
身
的
機
関
)

の
存
在
が
天
武
朝
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
指
摘
、
さ
ら
に
は
荻
氏

の
雅
楽
寮
の
成
立
に

つ
い
て
の
指
摘
、
天
武
朝
に

諸
国

の
歌
舞
な
ど
を
重
視
す
る
政
策
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
国
栖
の

歌
笛
奏
上
も
天
武
朝

(特
に
末
期
)
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
大
宝
令
段
階
に
お
い
て
よ
り
も
明
証
性
に
乏
し
い
と

い
わ
ざ

る
を
え
ず
、

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
今

は
不
問
と

し
て
お
き
た
い
。



五
.
お
わ
り
に

小
論
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
は
じ
め
に
説
話
/

「神
話
」

を
振
り
返
り
、
国
栖
は
神
武
の
代
に
王
権
と
出
会

っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
こ
と
、

多
か
れ
少
な
か
れ
国
栖
の
山
民
的
性
格
や
異
形
性
と

い
っ
た
異
質
な
側
面
に
言
及

が
あ
る
こ
と
、
国
栖
が
奏
上
す
る
歌
笛
に
は
、
ど
う
や
ら
王
権
を
守
護
す
る
呪
術

的
機
能
が
含
ま
れ
て
い
る
ら
し

い
こ
と
を
み
て
き
た
。

次
に
国
栖

の
歌
笛
奏
上
や

こ
れ
を
管
轄
す
る
官
司
に

つ
い
て
論
じ
た
。
私
は
、

各
儀
礼
に
参
列
し
歌
笛
を
奏
上
す
る
国
栖
と
楢
笛
工
は
宮
内
省

の
官
僚

に
率

い
ら

れ
て
い
た
、

つ
ま
り
、
国
栖

の
歌
笛
奏
上
が
宮
内
省
管
轄
下
に
あ

っ
た
こ
と
は
、

貞
観
年
間
に
お
い
て
は
確
実
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
遅
く
と
も
天
長

年
間
後
半
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
り
う
る
と
思
う
。
で
は
、
国
栖

の
歌
笛
奏
上
が
宮
内

省
に
管
轄
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
い

つ
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は

こ
の
こ
と
が
大
宝
令
成
立
段
階
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
り
う
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
を
明
証
し
う
る
論
拠
を
持
た
な
い
た
め
、
現
時
点

で
は
あ
く
ま
で

そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
な
お
、
国
栖
と
い
う

「
民
族
集
団
」

の
概
念
自
体
は
、
『
記
紀
』
編
纂

の
最
終
段
階
か
ら
そ

の
完
成
時
期
ま
で
に
、

つ

ま
り
八
世
紀

の
最
初
の
四
半
世
紀
ま
で
に
は
ほ
ぼ
成
立
し
て
い
た

こ
と
が
認
め
ら

れ
る
と
考
え
る
。

な
に
ぶ
ん
国
栖
に
関
連
す
る
史
料

は
隼
人
以
上
に
断
片
的
で
あ
る
た
め
、
直
接

的
に
論
ず
る
こ
と
は
難
し
い
。
間
接
的
な

「状
況
証
拠
」
な
ど
を
押
さ
え
て
い
き
、

い
わ
ば
外
堀
を
埋
め
る
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
く
し
か
な

い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
今
後

の
見
通
し
に
簡
単
に
触
れ
て
、
筆
を
擱

く
こ
と
と
し
た

い
。

近
年

の
夷
秋
研
究
に
お

い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
日
本
型
中
華
思
想
に
基
づ
き
、
夷

狄
と
は

「政
治
的

に
設
定
さ
れ
た
擬
似
民
族
集
団
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
有
力
な

ハ
お
　

見
解
と
な

っ
て
い
る
。
第

二
節

の
国
栖
の
服
属
を
語
る
説
話
/

「神
話
」

で
み
て

き
た
よ
う
に
、
私
は
国
栖
を
そ
の
異
形
性
や
山
民
的
性
格
を
誇
張
し
た
擬
似
民
族

　
お
　

と
考
え
て
い
る
。
も
と
よ
り
明
確
な
論
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
そ
れ
に
は
国
栖
の
名
称

の
由
来
、
賛

の
献
上

に

つ
い
て
、
そ
の
法
的
な
身

分
の
位
置
づ
け
と

い
っ
た
多
角
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
小
論
は
そ
の

一
助

を
な
す
も
の
の
つ
も
り
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
検
討
に

つ
い
て
は
他

日
を
期
し
た
い
。

ま
た
小
論
に
お

い
て
は
先
行
研
究
の
意
図
を
曲
解

し
た
お
そ
れ
が
あ
り
、
論
じ

切
れ
て
い
な

い
点
も
多

い
と
考
え
る
。

一
部
に

つ
い
て
は
後
日
改
め
て
詳
細
に
論

じ
る

つ
も
り
で
あ
る
が
、
諸
先
学

の
お
教
え
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

〔注
〕

(1
)

小
論
に
お
い
て
は
夷
狄

と

い
う
語
句
を
特
に
こ
と
わ
り
が
な

い
限
り

「
こ

れ
ま
で
通
常
夷
狄

と
よ
ば
れ

(あ
る
い
は
扱
わ
れ
)

一
般

の
倭
人

・
和
人

・

『
日
本
人
』
と
は
異
な
り

『
野
蛮
』
な

『
異
民
族
』
と
さ
れ
て
き
た
も
の
」

と

い
っ
た
程
度
の

一
般
的
な
意
味

で
用

い
る
こ
と
と
す
る
。
小
論
の
と
り
あ



え
ず

の
目
的

に
と

っ
て
は
、
先
に
述
べ
た
程
度

の
意
味
で
十
分
で
あ
り
、
例

え
ば
夷
狄

を
め
ぐ
る
法
的
な
身
分
上

の
位
置
づ
け
と
い
っ
た
問
題
等
に
は
踏

み
込
ま
な

い
も

の
と
す
る
。

(
2
)

林
屋
辰
三
郎

「國
栖
奏
」
同

『
中
世
芸
能
史

の
研
究
』
岩
波
書
店
、

一
九

六
〇
年

(
3
)

こ
れ
以
前
に
お
い
て
国
栖
を
論
じ
た
も
の
に
、
喜
田
貞
吉

「吉
野
の
国
巣

と
国
朷
樔部
」
同

『
喜
田
貞
吉
著
作
集
第
八
巻

民
族
史

の
研
究
』
平
凡
社
、

一
九
七
九
年
。

山
上
忠
麻

呂

「國
栖

の
奏
」
江
馬
務

・
編

『
藝
能
史

の
研

究
』
星
野
書
店
、

一
九
四
三
年
、
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降

に
お
い

て
国
栖
を
主
題
に
し
て
お
ら
ず
と
も
あ
る
程
度
具
体
的

に
国
栖
に

つ
い
て
の

何
事
か
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、
佐
伯
有
清

『
新
撰
姓
氏
録

の
研
究

考

謹
篇
第
四
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
二
年
。
川
副
武
胤

「吉
野
考
」
同

『
日

本
古
典
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
三
年
。
武

田
佐
知
子

「
日
本
古
代

に
お
け
る
民
族
と
衣
服
」
『
日
本
の
社
会
史

第
八
巻
』
岩
波
書
店
、

一
九

八
七
年
。
伊
藤
循

「古
代
王
権
と
異
民
族
」
歴
史
学
研
究
会

・
編

『
歴
史
学

研
究
』
六
六
五
号
、

一
九
九
四
年
、
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
民
俗
学

の
立
場
か

ら
国
栖
奏
を
論
じ
た
も

の
に
、
尾
崎
富
義

「国
栖
奏

の
由
来
と
現
況
」
古
典

と
民
俗
学

の
会

・
編

『
吉
野
の
祭
り
と
伝
承
』
桜
楓
社
、

一
九
九
〇
年
、
な

ど
が
、
国
文
学

の
立
場
か
ら
隼
人
舞
と
国
栖
奏
に

つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、

居
駒
永
幸

「地
方
諸
国
の
歌
舞
」
天
野
文
雄

・
他
編

『
講
座
日
本
の
伝
承
文

学
第
六
巻

芸
能
伝
承
の
世
界
』
三
弥
井
書
店
、

一
九
九
九
年
、
な
ど
が
あ

る
。

(
4
)

前
掲

林
屋
辰
三
郎

『
中
世
芸
能
史

の
研
究
』

九
九
頁

(
5
)

中
村
明
蔵

『
古
代
隼
人
社
会

の
構
造
と
展
開
』
岩
田
書
院
、

一
九
九
八
年

二
八
八
頁

(6
)

居
駒
永
幸
氏
も

「践
祚

大
嘗
祭
で
は
朝
廷
に
も

っ
と
も
近

い
大
和
国
の
国

栖
奏
と
も

っ
と
も
遠

い
大
隅

・
薩
摩

の
隼
人
舞
を
風
俗
歌
舞
と
し
て
代
表
さ

せ
、

こ
れ
を
奏
す
る
こ
と
で
天
皇

へ
の
服
属
と

い
う
政
治
的
支
配
を
儀
礼
的

に
演
出
す
る
と
い
う
意
味
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

(前
掲

居
駒
永
幸

「地
方
諸
国

の
歌
舞
」

=
二
七

-
=
二
八
頁
)

(
7
)

前
掲

武
田
佐
知
子

「日
本
古
代
に
お
け
る
民
族
と
衣
服
」

二
三

、
二

九
頁

(
8
)

前
掲

伊
藤
循

「古
代
王
権
と
異
民
族
」

三
頁

(
9
)

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集

『
古
事
記
』
小
学
館
、

一
九
九
七
年

二
六
五

頁

(
10
)

前
掲

林
屋
辰
三
郎

『
中
世
芸
能
史

の
研
究
』

九
人
頁

(
1
1)

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集

『
日
本
書
紀
①
』
小
学
館
、

一
九
九
四
年

四

八
六
頁

(
12
)

前
掲

『
日
本
書
紀
①
』

四
八
五
頁

(13
)

前
掲

『
古
事
記
』

二
六
七
頁

(
14
)

前
掲

伊
藤
循

「古
代
王
権
と
異
民
族
」

三
頁

(
15
)

前
掲

伊
藤
循

「古
代
王
権
と
異
民
族
」

五
頁

(
16
)

前
掲

佐
伯
有
清

『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
　

考
證
篇
第
四
』

一
〇
三
頁

(
17
)

荻
美
津
夫

『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
七
年

一
=



八

-
二

一
九
頁

(
18
)

『
日
本
三
代
実
録
』
巻
二
二

貞
観
十
四

(八
七
二
)
年
九
月
二
日
己
巳

条

(19
)

前
掲

林
屋
辰
三
郎

『
中
世
芸
能
史

の
研
究
』

一
〇
四
頁
。
前
掲

佐

伯
有
清

『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

考
證

篇
第
四
』

一
〇
二

-
一
〇
三
頁

(
20
)

前
掲

荻
美
津
夫

『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』

一
〇
〇

-
一
〇
三
頁

(
21
)

前
掲

荻
美
津
夫

『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』

=

頁

(22
)

以
下
、
荻
氏
の
議
論
に

つ
い
て
は

前
掲

荻
美
津
夫

『
日
本
古
代
音
楽

史
論
』

二
〇
六
頁
以
降
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
23
)

熊
田
亮
介

「夷
狄

・
諸
蕃
と
天
皇
」
大
津
透

・
他

『
日
本

の
歴
史
第
〇
八

巻

古
代
天
皇
制
を
考
え
る
』
講
談
社
、

二
〇
〇

一
年

一
五
〇

-
一
五

一

頁

(24
)

中
村
明
蔵

『
隼
人
と
律
令
国
家
』
名
著
出
版
、

一
九
九
三
年

一
二
六

,

一
二
七
頁

(
25
)

前
掲

中
村
明
蔵

『
隼
人
と
律
令
国
家
』
八

-
一
一
頁

(
26
)

永
山
修

一

「隼
人
司

の
成
立
と
展
開
」
隼
人
文
化
研
究
会

・
編

『
隼
人
族

の
生
活
と
文
化
』
雄
山
閣
、

一
九
九
三
年

(
27
>

以
後
、
本
項
に
お
け
る
議
論

で
中
村

・
永
山
両
氏
の
学
説
に
言
及
す
る
場

合
に
は
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
中
村
明
蔵

「
隼
人
司
の
成
立
と
そ
の
役

割
」
同

『
熊
襲

・
隼
人

の
社
会
史
研
究
』
名
著
出
版
、

一
九
八
六
年
。
前
掲

永
山
修

一

「隼
人
司

の
成
立
と
展
開
」
、
に
拠
る
も
の
と
す
る
。

(
82
)

『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元

(六
八
六
)
年
九
月
丙
寅
条
、
『
日
本
書
紀
』
持

統
天
皇
元

(六
八
七
)
年
五
月
甲
子
朔
乙
酉
条
。

(
2
9)

永
山
修

一

「
隼
人
と
律
令
制
」
下
條
信
行

・
他
編

『
新
版
古
代

の
日
本
第

三
巻

九
州

・
沖
縄
』
角
川
書
店
、

一九

九

一
年

一
七
六
頁

(
3
0)

前
掲

永
山
修

一

「隼
人
と
律
令
制
」

一
七
六
頁

(
31
)

前
掲

中
村
明
蔵

『
隼
人
と
律
令
国
家
』

一
二
八

-
一
二
九
頁

(32
)

前
掲

『
古
事
記
』

一
九
頁

(
3
3)

前
掲

『
古
事
記
』

二

一
頁

(
3
4)

前
掲

荻
美
津
夫

『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』

三
二
―
三
三

頁

(
35
)

前
掲

『
古
事
記
』

一
九
頁

(
36
)

『
(貞
観
)
儀
式
』
巻
第
三

践
祚

大
嘗
祭
儀
中

[前
略
]

門
部
糺
二
察
諸
門
出
入

一
、
隼
人
司
率
二
隼
人

}、
分
立
二
左
右

朝
集
殿
前

一
、
侍
二
開
門

一
乃
発
レ
声
、

[中
略
]
立
定
衛
門
開
二
会
昌

.
応
天

.
朱
雀
三
門

一、
如
二
元
会
儀

一、
供
物
入
二
応

天
門

一
、
隼
人
百
余
人
在

二
門

内

一、
自
二
胡
床

一起
、
発
二
犬
声

}
三
節
、

[中
略
]
皇
太
子
入
レ
自
二
東
方
南

掖
門

一
、
親
王
入
レ
自
二
西
門

【
、
大
臣
以
下
入
レ
自
二
南

門

一、
各
就
二
幄
下
座

一
、
六
位
以
下
在
二
暉
章

.
修
式
両
堂
後

一、
依
レ
次
列
立
、
其
群
官
初

入
、

隼
人
発
レ
声
、
立
定

乃
止
、
訖

國
栖
奏
二
古
風

一
、
五
成
、
次
悠
紀
國
奏

二
國

風

一
、
四
成
、
次
語
部
奏
二
古
詞

一、
次
隼
人
司
率
二
隼
人
等

一、
従
二
興
礼
門

一
参
入
、
於
二
御
在
所
屏
外

一、
北
向
立
、
奏
二
風
俗
歌
舞

一、
姓
嘩

[後
略
]

(
37
)

吉
川
真
司

「律
令
体
制

の
形
成
」
歴
史
学
研
究
会
/

日
本
史
研
究
会

・
編

『
日
本
史
講
座

一
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年

二
二
一二
頁

(
38
)

代
表
的

な
も

の
と
し
て
、

石
上
英

一

「
古
代
東

ア
ジ

ア
地
域

と
日
本
」



『
日
本

の
社

会
史

第

一
巻
』

岩
波
書

店
、

一
九

八
七
年

、

が

あ
げ

ら

れ

る
。

(
39
)

前

掲

石
上
英

一

「古

代
東

ア
ジ

ア
地
域

と

日
本

」

六
九

頁

(研
究
紀
要
編
集
委
員
会
は
、
編
集
発
行
規
程
第
5
条
に
基
づ
き
、

本
原
稿

の
査
読
を
論

文
審
査
委
員
会
に
依
頼
し
、
本
原
稿
を
本
誌
に
掲
載
可
と
す
る
判
定

を
受
理
す
る
、
二
〇

〇
五
年
十
月
十
八
日
付
)。



別
表
　

荻
美
津
夫

『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』

(吉
川
弘
文
館
　

一
九
七
七
年

一
O
O

-
一
〇
三
頁
)
よ
り
抜
粋
、

一
部
改
変
。


