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﹃
万
葉
集
﹄
と
鹿
の
呪
儀
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１　

は
じ
め
に

　
﹁
鹿
﹂
と
い
う
動
物
を
通
し
て
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る
自
然
と
美
（
・

文
芸
）
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

　

鹿
は
﹃
万
葉
集
﹄
に
約
六
十
首
の
歌
に
用
例
が
あ
る
︒
動
物
と
し
て
は

﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
な
ど
の
鳥
類
を
除
け
ば
︑
馬
（
八
十
例
余
）
に
つ
い
で

数
多
く
登
場
す
る
︒
馬
は
︑
人
に
飼
育
さ
れ
︑
主
に
貴
人
の
乗
用
と
し
て

広
く
用
い
ら
れ
た
︒﹃
万
葉
集
﹄
で
は
︑
狩
猟
や
行
旅
の
際
に
数
多
く
詠

ま
れ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
鹿
は
︑
野
生
／
自
然
の
側
の
存
在
で
あ
る
︒

人
の
生
活
に
親
し
い
馬
と
は
事
情
が
異
な
る
︒
鹿
が
多
く
の
歌
に
詠
ま
れ

た
の
は
︑
自
然
を
代
表
す
る
景
物
と
し
て
選
択
さ
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら

れ
る
︒
な
ぜ
鹿
は
自
然
を
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
か
︒
ま
た
︑
景
物

と
な
る
と
い
う
こ
と
は
︑
自
然
が
美
と
し
て
対
象
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味

す
る
︒
そ
う
し
た
事
柄
に
つ
い
て
鹿
を
め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
︒

２　

鹿
の
呪
儀
︱
﹃
風
土
記
﹄
の
鹿
と
︑
農
の
豊
穣

　

奈
良
時
代
の
初
め
に
編
纂
さ
れ
た
各
国
の
﹁
風
土
記
﹂
に
は
鹿
に
ま
つ

わ
る
多
く
の
伝
承
が
記
さ
れ
る
︒
事
実
を
重
ん
じ
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
荒

唐
無
稽
な
話
で
は
あ
る
が
︑そ
こ
に
は
古
代
の
人
々
の
心
意
が
伺
わ
れ
る
︒

と
く
に
︑﹃
播は

り
ま
の
く
に
ふ
ど
き

磨
国
風
土
記
﹄
に
は
鹿
に
寄
せ
て
地
名
の
起
源
を
語
る
地

名
起
源
譚
が
十
三
例
を
数
え
る
︒
他
の
﹁
風
土
記
﹂
も
含
め
て
便
宜
的
に

番
号
を
付
し
て
︑
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
︒

①
（
賀か

こ古
の
郡こ

ほ
り
）

　

四
方
を
望
み
覽
て
︑
勅の

り
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
此
の
土く

に

は
︑
丘
と
原
野
と

甚い
と
ひ
ろ

廣
大
く
し
て
︑
此
の
丘
を
見
る
に
鹿か

こ兒
の
如
し
﹂
と
の
り
た
ま
ひ
き
︒

故か
れ

︑
名
づ
け
て
賀
古
の
郡
と
い
ふ
︒

　

み
狩
せ
し
時
︑
一し

か鹿
︑
此
の
丘
に
走
り
登
り
て
鳴
き
き
︒
其
の
聲
は

比ひ

ひ々

と
い
ひ
き
︒
故
︑
日ひ

を
か岡
と
號な

づ

く
︒

②
（
餝し

か
ま磨
の
郡
）

　

餝
磨
と
號
く
る
所ゆ

ゑ以
は
︑
大お

ほ
み
ま
つ
ひ
こ
の
み
こ
と

三
間
津
日
子
命
︑
此
處
に
屋
形
を
造
り
て

座
し
し
時
︑
大
き
な
る
鹿
あ
り
て
鳴
き
き
︒
そ
の
時
︑
王
︑
勅
り
た
ま
ひ

し
く
︑﹁
壯し

か鹿
鳴
く
か
も
﹂
と
の
り
た
ま
ひ
き
︒
故
︑
餝
磨
の
郡
と
號
く
︒
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③
（
揖い

ひ
ぼ保

の
郡
）

　

香か
ぐ
や
ま山
の
里　

本
の
名
は
鹿か

ぐ
は
か

來
墓
な
り
︒
土
は
下
の
上
な
り
︒
鹿
來
墓
と

號
く
る
所
以
は
︑
伊い

わ和
の
大
神
︑
國
占
め
ま
し
し
時
︑
鹿
來
て
山
の
岑
に

立
ち
き
︒
山
の
岑
︑
是
も
亦
墓
に
似
た
り
︒
故
︑
鹿
來
墓
と
號
く
︒
後
︑

道ち
も
り
の
お
み

守
臣
︑
宰み

こ
と
も
ち

た
り
し
時
に
至
り
︑
乃
ち
名
を
改
め
て
香
山
と
爲
す
︒

④
（
託た

か賀
の
郡
）

　

比ひ
や
や
ま

也
山
と
い
ふ
は
︑
品ほ

む
だ太
の
天す

め
ら
み
こ
と皇
︑
此
の
山
に
み
狩
し
た
ま
ひ
し
に
︑

一し

か鹿
︑
み
前
に
立
ち
き
︒
鳴
く
聲
は
比
々
と
い
ひ
き
︒
天
皇
︑
聞
か
し
て
︑

即
ち
翼お

も
と
び
と人

を
止
め
た
ま
ひ
き
︒
故
︑
山
は
比
也
山
と
號
け
︑
野
は
比
也

野
と
號
く
︒

⑤
（
賀か

も毛
の
郡
）

　

鹿か
く
ひ
や
ま

咋
山
︒
右
︑
鹿
咋
と
號
く
る
所
以
は
︑
品
太
の
天
皇
︑
み
狩
に
行
で

ま
し
し
時
︑
白
き
鹿し

か

︑
己
が
舌
を
咋く

ひ
て
︑
此
の
山
に
遇あ

へ
り
き
︒
故
︑

鹿
咋
山
と
い
ふ
︒

　

①
は
︑
四
方
を
望
見
し
て
︑
丘
を
見
て
鹿
子
の
よ
う
だ
と
言
っ
た
の
で

﹁
か
こ
﹂
の
郡
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
︒
四
方
を
見
る
こ
と
は
﹁
国
見
﹂

の
行
為
で
あ
る
︒
国
見
は
︑
土
地
を
褒
め
る
国
ボ
メ
で
も
あ
る
︒
土
地
を

褒
め
る
こ
と
で
豊
饒
を
予
祝
す
る
︒
ま
た
︑
国
見
は
︑
土
地
を
支
配
す
る

﹁
国
占
め
﹂
の
要
素
を
含
む
︒
そ
の
行
為
が
命
名
に
関
係
す
る
こ
と
は
︑

そ
の
地
を
支
配
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
︒
こ
の
地
名
は
︑
平
地
に
一
つ
立

つ
丘
を
︑
鹿
子
に
見
立
て
て
名
づ
け
た
も
の
で
︑
鹿
は
一
回
に
一
頭
の
子

を
産
む
こ
と
に
ち
な
む
か
と
い
う
︒
あ
る
い
は
︑
丘
の
形
が
鹿
子
に
似
る

と
い
う
こ
と
か
︒

　

①
に
は
続
け
て
︑
狩
を
し
た
と
き
︑
一
頭
の
鹿
が
現
れ
︑
丘
に
走
り

登
っ
て
鳴
い
た
︒
鳴
き
声
は
﹁
ひ
ひ
﹂（
ピ
ー
）
と
い
っ
た
︒
そ
れ
で
﹁
ひ

を
か
﹂
と
名
づ
け
た
と
い
う
︒

　

②
の
伝
承
も
鹿
が
鳴
い
た
の
で
﹁
し
か
ま
﹂
と
名
づ
け
た
と
す
る
︒
④

も
ホ
ム
ダ
の
天
皇
（
応
神
天
皇
）
が
山
で
狩
を
し
た
と
き
に
︑
一
頭
の
鹿

が
現
れ
︑﹁
ひ
ひ
﹂
と
鳴
い
た
︒
天
皇
は
こ
れ
を
聞
い
て
︑
お
つ
き
の
者

（
が
矢
を
射
る
の
）
を
止
め
た
︒
そ
こ
で
こ
の
山
を
﹁
ひ
や
﹂
山
と
名
づ

け
た
と
い
う
︒

　

ホ
ム
ダ
の
天
皇
の
狩
は
⑤
の
伝
承
に
も
見
る
︒
天
皇
の
狩
に
際
し
て
︑

現
れ
た
白
鹿
が
お
の
れ
の
舌
を
か
ん
だ
の
で
︑﹁
か
く
ひ
﹂
山
と
い
う
（
舌

を
噛
む
意
味
は
不
明
︒〝
服
属
の
誓
い
〟
と
関
係
す
る
か
）︒

　

③
に
は
︑
イ
ワ
の
大
神
が
﹁
国
占
め
﹂
を
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
鹿

が
現
れ
て
山
の
峰
に
立
っ
た
︒
山
の
峰
が
墓
の
形
に
似
て
い
る
の
で
﹁
か

ぐ
﹂
墓
と
名
づ
け
ら
れ
た
が
︑
後
に
﹁
か
ぐ
﹂
山
と
改
め
た
と
い
う
︒
イ

ワ
の
大
神
が
来
た
こ
と
に
あ
わ
せ
て
鹿
が
山
の
峰
に
出
現
す
る
の
は
︑
鹿

が
︑
山
の
神
霊
の
現
れ
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
同
様
に
⑤
の
伝
承
で
も

﹁
白
鹿
﹂
は
﹁
か
く
ひ
山
﹂
の
神
霊
の
現
れ
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
鹿
に

ま
つ
わ
る
名
が
付
け
ら
れ
る
︒
な
お
︑
鹿
が
土
地
の
神
の
現
れ
で
あ
る
と

す
る
伝
承
は
﹃
古
事
記
﹄
景
行
天
皇
条
の
︑
つ
ぎ
の
説
話
に
も
み
ら
れ

る
︒

　

其
れ
よ
り
入
り
幸い

で
ま
し
て
︑
悉こ

と
ご
と

に
荒あ

ら
ぶ
る
え
み
し
ど
も

夫
琉
蝦
夷
等
を
言こ

と

向
け
︑
亦
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山
河
の
荒
ぶ
る
神
等
を
平や

は和
し
て
︑
還
り
上
り
幸
で
ま
す
時
︑
足
柄
の
坂

本
に
到
り
て
︑
御み

か
れ
い
ひ
を

粮
食
す
處
に
︑
其
の
坂
の
神
︑
白
き
鹿か

に
化
り
て
來
立

ち
き
︒
爾こ

こ

に
即
ち
其
の
咋
ひ
遣
し
た
ま
ひ
し
蒜ひ

る

の
片
端
を
以
ち
て
︑
待
ち

打
ち
た
ま
へ
ば
︑
其
の
目
に
中あ

た

り
て
乃
ち
打
ち
殺
し
た
ま
ひ
き
︒
故
︑
其

の
坂
に
登
り
立
ち
て
︑
三
た
び
歎
か
し
て
︑﹁
阿あ

づ

ま

は

や

豆
麻
波
夜
﹂
と
詔の

云
り

た
ま
ひ
き
︒
故
︑
其
の
國
を
號
け
て
阿
豆
麻
と
謂
ふ
︒

　
﹁
あ
づ
ま
﹂
の
地
名
起
源
譚
で
あ
る
︒
東
国
を
征
討
し
て
帰
途
に
つ
く

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
︑
足
柄
の
坂
の
麓
で
食
事
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
そ
の

坂
の
神
が
白
鹿
に
変
じ
て
姿
を
現
す
︒
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
食
べ
残
し
て
い

た
蒜
で
鹿
の
目
を
打
つ
と
︑
鹿
は
死
ん
だ
と
い
う
︒
呪
力
あ
る
蒜
で
打
つ

こ
と
に
よ
り
︑白
鹿
＝
坂
の
神
は
死
ぬ
︒
土
地
の
神
を
制
圧
す
る
こ
と
で
︑

東
国
の
平
定
は
果
た
さ
れ
る
︒

　

同
じ
く
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
景
行
天
皇
条
に
は
︑
日や

ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
が
信
濃
国
の

山
中
に
分
け
入
り
食
事
を
し
て
い
る
と
︑﹁
山
の
神
︑
王み

こ

を
苦
し
び
し
め

む
と
し
て
︑
白
き
鹿
と
化な

り
て
王
の
前
に
立
つ
﹂
と
あ
り
︑
蒜
で
鹿
の
目

を
弾
く
と
死
ん
だ
と
伝
え
る
︒

　
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
鹿
に
ま
つ
わ
る
地
名
起
源
譚
に
戻
れ
ば
︑
い
ず

れ
も
外
部
か
ら
訪
れ
る
神
や
天
皇
に
対
し
て
︑
土
地
の
神
霊
が
鹿
の
姿
を

と
っ
て
現
れ
る
︒
そ
の
鹿
に
ち
な
ん
で
地
名
が
付
け
ら
れ
る
︒
名
を
与
え

る
こ
と
は
︑
通
常
︑
上
位
に
あ
る
も
の
の
役
割
で
あ
り
︑
そ
の
地
を
支
配

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
地
名
の
起
源
は
︑
そ
の
地
の
支
配
の
由
来
（
・

神
話
）
を
も
語
る
︒
そ
れ
に
鹿
が
関
与
す
る
こ
と
は
︑
鹿
が
土
地
の
神
と

か
か
わ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

＊

　

土
地
を
占
有
す
る
﹁
国
占
め
﹂
は
︑
た
ん
に
支
配
す
る
こ
と
だ
け
で
は

な
く
︑
生
産
（
／
生
産
し
た
物
を
食
す
）
と
い
う
こ
と
が
関
係
す
る
︒
た

と
え
ば
︑﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
は
﹁
粒
丘
（
い
ひ
ぼ
を
か
）﹂
の
地
名
起

源
譚
が
あ
る
︒
韓か

ら
く
に国
か
ら
海
を
渡
っ
て
来
た
﹁
天
の
日ひ

ぼ
こ槍
の
命み

こ
と

﹂
を
恐

れ
た
﹁
葦
原
の
シ
コ
ヲ
の
命
﹂
は
︑
先
に
国
占
め
を
し
よ
う
と
粒
丘
に
登

り
︑
食
事
を
し
た
と
こ
ろ
︑
口
か
ら
飯
粒
が
こ
ぼ
れ
落
ち
た
︒
そ
れ
で

﹁
粒
丘
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
︒
こ
の
話
の
︑
食
事
を
す
る
こ
と
︑

飯
粒
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
こ
と
は
︑﹁
国
占
め
﹂
の
行
為
と
一
連
の
事
柄
と

し
て
伝
承
さ
れ
る
︒

　

つ
ぎ
の
話
に
も
鹿
が
登
場
す
る
が
︑
稲
作
と
の
か
か
わ
り
で
国
占
め
が

語
ら
れ
る
︒

⑥
（
讚さ

よ容
の
郡
）

　

讚
容
と
い
ふ
所
以
は
︑
大
神
︑
妹い

も
せ妋
二
柱
︑
各お

の
も
お
の
も

︑
競き

ほ

ひ
て
國
占
め

ま
し
し
時
︑
妹
玉た

ま
つ
ひ
め
の
み
こ
と

津
日
女
命
︑
生
け
る
鹿
を
捕
り
臥
せ
て
︑
其
の
腹
を
割さ

き
て
︑
其
の
血
に
稻
を
種ま

き
き
︒
仍
り
て
︑
一
夜
の
間
に
︑
苗
生
ひ
き
︒

即
ち
取
り
て
殖
ゑ
し
め
た
ま
ひ
き
︒

　

爾こ
こ

に
︑
大
神
︑
勅
り
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
汝な

に
も妹
は
︑
五さ

よ
月
夜
に
殖
ゑ
つ
る

か
も
﹂
と
の
り
た
ま
ひ
て
︑
即
ち
他あ

だ

し
處
に
去
り
た
ま
ひ
き
︒
故
︑

五さ

よ
月
夜
の
郡
と
號
け
︑
神
を
贊さ

よ
つ
ひ
め
の
み
こ
と

用
都
比
賣
命
と
名
づ
く
︒

　

今
も
讚
容
の
町
田
あ
り
︒
即
ち
︑
鹿
を
放
ち
し
山
を
鹿か

に
は
や
ま

庭
山
と
號
く
︒

　
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
讃
容
郡
（
兵
庫
県
佐
用
郡
）
の
︑
夫
婦
神
の
土
地
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争
い
（
国
占
め
）
の
話
で
あ
る
︒
早
く
田
植
え
を
し
た
方
が
土
地
を
手
に

入
れ
ら
れ
る
︒
妻
の
玉た

ま
つ
ひ
め
の
み
こ
と

津
日
女
命
（
賛さ

よ
つ
ひ
め
の
み
こ
と

用
都
比
売
命
の
別
名
）
は
鹿
を
生

け
捕
り
に
し
︑
腹
を
割
い
て
︑
稲
種
を
そ
の
血
に
ま
く
︒
す
る
と
︑
一
夜

で
苗
に
な
り
︑
先
に
田
植
え
を
し
て
︑
勝
利
を
得
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
夫

の
大
神
は
妻
に
︑
あ
な
た
は
﹁
さ
よ
﹂
に
田
植
え
を
し
た
︑
と
言
っ
て
︑

土
地
を
去
っ
た
と
い
う
︒
田
植
え
は
夜
に
は
行
わ
な
い
︒
そ
の
禁
忌
を
お

か
し
て
田
植
え
を
し
た
と
（
悔
し
紛
れ
に
）
妻
を
批
難
す
る
︒

　

加
え
て
︑
今
も
サ
ヨ
の
町
田
（
特
別
に
区
分
さ
れ
た
神
聖
な
田
）
が
あ

る
︑
と
伝
え
る
の
は
︑
神
話
の
事
実
性
を
保
証
す
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
い
う
︒
神
話
は
空
想
の
産
物
で
は
な
く
︑
つ
ね
に
現
実
に
働
き

か
け
る
力
で
あ
り
︑
現
に
こ
の
地
の
豊
か
さ
を
保
証
す
る
も
の
で
も
あ

る
︒

　
﹁
さ
よ
﹂
に
田
植
え
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
さ
よ
つ
ひ
め
﹂
と
名
づ

け
ら
れ
た
と
い
う
︒﹁
さ
よ
﹂
の
﹁
さ
﹂
は
︑
神
聖
な
も
の
と
さ
れ
た
稲
︑

ま
た
︑
田
植
え
の
月
を
い
う
︒
サ
ヨ
ツ
ヒ
メ
は
稲い

な
だ
ま霊
（
穀
霊
）
の
女
神

（
あ
る
い
は
神
を
迎
え
る
巫
女
）
と
い
え
る
︒

　

女
神
は
鹿
を
と
ら
え
︑
鹿
の
血
を
苗
代
と
し
て
種
を
ま
く
︒
チ
（
血
）

や
チ
（
乳
）
は
︑
生
命
を
支
え
は
ぐ
く
む
チ
（
霊
）
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
︒
血
（
／
乳
）
に
は
物
の
成
長
を
促
す
は
た
ら
き
が
あ
る
︒
そ
の
血

に
種
を
浸
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
夜
に
し
て
苗
に
成
長
さ
せ
る
︒
そ
し
て
︑

役
目
を
終
え
た
鹿
は
再
び
山
に
放
た
れ
る
︒
殺
し
て
供
犠
と
し
て
捧
げ
ら

れ
た
の
で
は
な
い
︒
生
き
た
鹿
の
血
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の

話
で
稲
霊
の
女
神
と
鹿
は
関
わ
り
を
も
つ
︒

　

鹿
と
農
の
関
係
に
つ
い
て
︑﹃
豊ぶ

ん
ご
の
く
に
ふ
ど
き

後
国
風
土
記
﹄
の
伝
承
を
見
て
み
よ

う
︒

⑦
（
速は

や
み見
の
郡
）

　

頚く
び

の
峯
︒
柚ゆ

ふ富
の
峯
の
西
南
の
か
た
に
あ
り
︒

　

此
の
峯
の
下
に
水こ

な
た田

あ
り
︒
本
の
名
は
宅や

け
だ田

な
り
き
︒
此
の
田
の
苗
子

を
︑
鹿
︑
恆
に
喫く

ひ
き
︒
田
主
︑
柵き

を
造
り
て
伺
ひ
待
つ
に
︑
鹿
︑
到き

來

た
り
て
︑
己
が
頚
を
擧
て
︑
柵
の
間
に
容い

れ
て
︑
即
ち
苗
子
を
喫
ふ
︒
田

主
︑
捕と

ら獲
へ
て
︑
其
の
頚
を
斬
ら
む
と
し
き
︒
時
に
︑
鹿
︑
請
ひ
て
云
ひ

し
く
︑﹁
我
︑
今
︑
盟ち

か
ひ

を
立
て
む
︒
我
が
死
ぬ
る
罪
を
免ゆ

る

し
た
ま
へ
︒
若も

し
︑
大
き
恩み

め
ぐ
み

を
垂
れ
て
︑
更ま

た

︑
存い

く
る
こ
と
を
得
ば
︑
我
が
子
孫
に
︑

苗
子
を
な
喫
ひ
そ
と
告
ら
む
﹂
と
い
ひ
き
︒
田
主
︑
こ
こ
に
大
き
に
恠あ

や異

し
と
懷お

も

ひ
て
︑
放ゆ

る免
し
て
斬
ら
ざ
り
き
︒

　

時こ
れ

よ
り
以
來
︑
此
の
田
の
苗
子
は
︑
鹿
に
喫
は
れ
ず
︑
其
の
實
を
獲
し

む
︒
因
り
て
頚く

び
た田
と
い
ひ
︑
兼
︑
峯
の
名
と
爲
す
︒

　
﹃
豊ぶ

ん
ご
の
く
に
ふ
ど
き

後
国
風
土
記
﹄
速は

や
み
の
こ
ほ
り

見
郡
頸く

び

の
峰
（
大
分
県
由
布
市
）
の
条
の
話
︒

頸
の
峰
（
由
布
岳
一
五
八
四
ⅿ
）
の
ふ
も
と
に
﹁
水
田
﹂（
よ
く
こ
な
れ

た
田
）
が
あ
る
︒
こ
の
良
田
の
苗
を
鹿
が
来
て
は
食
っ
て
し
ま
う
︒
田
の

主
は
︑柵
を
つ
く
る
︒
鹿
が
い
つ
も
の
よ
う
に
苗
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
︑

柵
に
首
が
は
さ
ま
る
︒
そ
こ
で
田
主
が
鹿
の
首
を
切
ろ
う
と
す
る
と
き
︑

鹿
が
︑
お
誓
い
し
ま
す
か
ら
許
し
て
く
だ
さ
い
︒
今
後
︑
こ
の
田
の
苗
を

子
々
孫
々
食
べ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︑
と
言
う
︒
田
主
が
許
す
と
︑
以

後
︑
田
の
苗
は
鹿
に
食
わ
れ
る
こ
と
な
く
︑
豊
か
な
稔
り
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
︒



帝京大学短期大学紀要 第 42号（2022年 3月）

－ 150（5）－

　

鹿
が
山
か
ら
お
り
て
き
て
は
︑
柔
ら
か
な
稲
の
苗
を
食
う
︒
稲
田
の
主

に
と
っ
て
は
深
刻
な
問
題
で
あ
る
︒
そ
の
首
を
斬
ろ
う
と
し
た
と
き
︑
鹿

が
人
語
を
発
し
て
許
し
を
請
う
︒

　

人
語
を
発
す
る
鹿
は
︑
人
が
扮
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
理
解
で
き
る
︒

こ
れ
は
鹿
の
祭
祀
の
起
源
を
語
る
話
で
あ
ろ
う
︒
鹿
が
人
に
服
従
し
︑
そ

れ
を
以
て
豊
穣
を
予
祝
す
る
︒
春
先
に
こ
う
し
た
祭
を
行
い
︑
一
年
の
豊

穣
を
願
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
︒
岡
田
精
司
は
︑﹁
田
を
荒
ら
す
精
霊
と

し
て
の
鹿
が
﹃
田
主
﹄
に
服
従
を
誓
っ
て
︑﹃
田
主
﹄
の
所
有
す
る
稲
田

の
守
り
神
と
転
化
す
る
﹂
の
だ
と
い（注
1
）う︒

　

害
を
な
す
も
の
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
を
転
じ
て
︑
稔
り
の
多

き
こ
と
を
祈
る
対
象
と
す
る
︒
害
を
な
す
も
の
が
︑
一
方
で
は
富
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
考
法
は
︑
民
話
﹁
鼠
浄
土
﹂
な
ど
に
も
見
ら

れ
る
︒

　

ま
た
︑
鹿
の
服
従
と
い
う
点
で
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
﹁
乞ほ

か
ひ
び
と

食
者
の
歌
﹂

が
あ
る
︒

　
　

乞
食
者
の
詠
二
首

愛い
と
こ子　

汝な

せ背
の
君　

居を

り
居
り
て　

物
に
い
行
く
と
は　

韓か
ら
く
に国
の　

虎
と
い
ふ
神
を　

生
け
取
り
に　

八
つ
取
り
持
ち
来　

そ
の
皮
を　

畳
に
刺
し　

八
重
畳　

平へ
ぐ
り群
の
山
に　

四う
づ
き月

と　

五さ
つ
き月

と
の
間
に　

薬く
す
り
が
り狩　

仕
ふ
る
時
に　

あ
し
ひ
き
の　

こ
の
片
山
に　

二
つ
立
つ　

櫟い
ち
ひ

が
本
に　

梓
弓　

八
つ
手
挾
み　

ひ
め
鏑か

ぶ
ら　

八
つ
手
挾
み　

鹿し
し

待
つ
と　

我
が
居
る
時
に　

さ
雄を

し
か鹿
の　

来
立
ち
嘆
か
く　

た
ち
ま
ち
に　

我
は
死
ぬ
べ
し　

大
君
に　

我
は
仕
へ
む　

我
が
角
は　

み
笠
の
は
や
し　

我
が
耳
は　

み
墨
の
坩つ

ぼ　

我
が
目
ら
は　

真
澄
の
鏡　

我
が
爪
は　

み
弓
の
弓ゆ

は
ず弭　

我
が
毛
ら
は　

み
筆ふ

み
て

は
や
し　

我
が
皮
は　

み
箱
の
皮
に　

我
が
肉し

し

は　

み
膾な

ま
す

は
や
し　

我
が
肝
も　

み
膾
は
や
し　

我
が
み
げ
は　

み
塩
の
は
や
し　

老
い
は
て
ぬ　

我
が
身
一
つ
に　

七
重
花
咲
く　

八
重
花
咲
く
と　

申
し
は
や
さ
ね　

申
し
は
や
さ
ね

　

右
歌
一
首　

為
鹿
述
痛
作
之
也
（
鹿
の
た
め
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
16
・
三
八
八
五
）

　
﹁
乞
食
者
詠
二
首
﹂
は
︑﹁
鹿
の
た
め
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
﹂
歌
と
︑

﹁
蟹
の
た
め
に
痛
み
を
述
べ
て
作
る
﹂
歌
の
二
首
か
ら
な
る
︒
右
は
前
者
︒

　

冒
頭
か
ら
﹁
八
重
畳
﹂
ま
で
は
﹁
へ
ぐ
り
の
山
﹂
の
﹁
へ
﹂
を
引
き
出

す
働
き
を
す
る
︒
平
群
の
山
（
奈
良
県
平
群
地
方
の
丘
陵
）
で
﹁
薬
狩
﹂

に
お
仕
え
し
よ
う
と
弓
矢
を
携
え
︑
鹿
が
現
れ
る
の
を
待
つ
と
︑
現
れ
た

雄
鹿
が
嘆
い
て
言
う
に
は
︑
自
分
は
た
ち
ま
ち
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
自
分
の
体
は
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
大
君
の
お
役
に
立
つ
と
︑
申

し
立
て
る
︒

　
﹁
薬
狩
﹂
は
鹿
の
袋
角
（
鹿ろ

く
じ
よ
う茸

）
を
採
る
狩
り
を
い
う
︒
鹿
茸
は
強
精

剤
と
し
て
今
日
も
漢
方
薬
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
薬
狩
の
記
録
は

﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
の
条
に
始
ま
る
︒
大
陸
の
影
響
を
受
け
て
︑
宮

廷
で
行
わ
れ
た
︒
鹿
茸
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
肉
も
﹁
薬
﹂
の
対
象
で
あ
っ

た
と
も
い
う
︒

　

鹿
の
言
う
︑
自
分
の
身
を
大
君
の
お
役
に
立
て
る
こ
と
は
︑
一
面
か
ら

は
﹁
喜
び
﹂
で
あ
る
が
︑
別
の
面
か
ら
い
え
ば
︑﹁
痛
み
﹂
に
ほ
か
な
ら
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な
い
︒
そ
し
て
︑﹁
痛
み
﹂
を
述
べ
る
こ
と
が
服
従
の
誓
い
と
な
る
︒

　
﹁
乞
食
者
﹂
＝
ホ
カ
ヒ
ビ
ト
は
︑
吉
事
を
招
く
た
め
に
歌
舞
し
︑
祝
言

を
献
じ
る
（
＝
コ
ト
ホ
ク
）
巡
遊
の
芸
能
者
で
あ
る
︒
折
口
信
夫
に
よ
れ

ば
︑
こ
の
﹁
乞
食
者
詠
﹂
は
︑
動
物
の
﹁
物
ま
ね
﹂
や
﹁
身
ぶ
り
﹂
が
と

も
な
っ
て
演
じ
ら
れ（注
2
）た︒

　

折
口
説
を
受
け
て
戸
谷
高
明
は
︑﹁
田
畑
を
荒
ら
し
ま
わ
る
動
物
に
︑

服
従
を
誓
約
さ
せ
る
こ
と
は
︑
や
が
て
は
作
物
の
豊
饒
を
も
た
ら
す
所
以

で
あ
つ
て
︑家
や
村
落
全
體
の
繁
榮
を
祈
願
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
﹂
と
し
︑

鹿
や
蟹
に
扮
し
た
者
が
呪
伏
さ
れ
誓
い
の
詞
を
述
べ
る
動
作
を
演
じ
た
と

推
測
し
︑
加
え
て
︑﹁
蟹
は
壽
福
を
も
た
ら
す
呪
力
的
性
能
の
内
在
を
認

め
ら
れ
︑
鹿
は
祥
瑞
あ
る
い
は
神
使
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
﹂
と

あ
わ
せ
て
︑
鹿
・
蟹
と
も
に
食
用
と
さ
れ
た
こ
と
が
選
ば
れ
た
理
由
だ
と

述
べ（注
3
）る︒

　
﹁
乞
食
者
詠
﹂
を
参
考
に
す
れ
ば
︑
服
属
す
る
も
の
は
︑
支
配
す
る
も

の
に
服
属
の
誓
い
を
申
し
述
べ
る
︒
そ
の
こ
と
で
︑
服
属
す
る
側
が
支
配

す
る
側
の
守
護
者
と
も
な
る
︒
稲
を
食
う
害
を
な
す
鹿
が
︑
人
に
服
従
の

誓
い
を
立
て
る
こ
と
で
︑
人
は
鹿
を
許
し
︑
一
方
︑
鹿
は
稲
田
を
守
護
す

る
も
の
と
も
な
る
︒﹁
頸
の
峰
﹂
の
話
は
︑
そ
の
起
源
譚
と
い
っ
て
よ
い
︒

な
お
︑﹁
頸
﹂
の
峰
の
﹁
く
ひ
﹂
は
︑﹁
杙
﹂（
く
ひ
）
＝
鹿
を
除
外
す
る

た
め
の
柵
＝
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

　

以
上
︑﹁
風
土
記
﹂
の
鹿
と
農
に
か
か
わ
る
伝
承
を
み
て
き
た
︒
鹿
が

人
に
服
従
す
る
話
で
は
︑
人
が
鹿
に
扮
し
て
服
従
を
誓
う
儀
礼
の
存
在
が

推
測
さ
れ
た
︒
鹿
は
自
然
の
側
を
代
表
す
る
︒
農
に
害
を
な
す
動
物
は
他

に
も
あ
る
が
︑
鹿
は
そ
う
し
た
も
の
た
ち
の
代
表
と
し
て
選
ば
れ
て
い

る
︒

　

ま
た
︑
稲
種
を
鹿
の
血
に
浸
す
こ
と
が
実
際
に
行
わ
れ
た
の
か
不
明
で

あ
る
が
︑
鹿
の
血
＝
自
然
の
持
つ
霊
威
に
よ
っ
て
発
芽
を
促
す
も
の
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
鹿
は
自
然
の
霊
威
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
︑
農
と

か
か
わ
り
を
も
つ
︒

３　

鹿
の
呪
儀
︱
泳
ぐ
鹿
と
神
性

　

鹿
は
思
い
の
外
︑
泳
ぎ
が
得
意
ら
し
い
︒
現
在
で
も
海
を
渡
る
鹿
の
姿

が
し
ば
し
ば
目
撃
さ
れ
て
い
る
︒

　
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
揖い

ひ
ぼ
の
こ
ほ
り

保
郡
伊い

と
し
ま

刀
嶋
（
家
島
群
島
か
）
の
条
に
︑
狩
人

に
追
い
立
て
ら
れ
た
牝
鹿
が
︑
海
に
入
り
︑
伊
刀
嶋
に
泳
ぎ
渡
っ
た
話
が

あ
る
︒

⑧
（
揖
保
の
郡
）

　

伊
刀
嶋
︒
諸
の
嶋
の
總
名
な
り
︒

　

右
は
︑
品
太
の
天
皇
︑
射い

め
ひ
と

目
人
を
餝
磨
の
射い

め
さ
き

目
前
に
立
て
て
み
狩
し
た

ま
ひ
き
︒
こ
こ
に
︑
我あ

が
ま
の

馬
野
よ
り
出
で
し
牝
鹿
︑
此
の
阜を

か

を
過よ

ぎ

り
て
海
に

入
り
︑
伊
刀
嶋
に
泳
ぎ
渡
り
き
︒
そ
の
時
︑
翼お

も
と
び
と
ら

人
等
︑
望
み
見
て
︑
相
語

り
て
い
ひ
し
く
︑﹁
鹿
は
︑
既
に
そ
の
嶋
に
到
り
就
き
ぬ
﹂
と
い
ひ
き
︒

故
︑
伊
刀
嶋
と
名
づ
く
︒

　

応
神
天
皇
が
︑
弓
の
射
手
を
︑
飾
磨
（
兵
庫
県
姫
路
市
）
の
イ
メ
サ
キ

と
い
う
所
に
配
置
し
て
︑
狩
り
を
す
る
︒
ア
ガ
マ
ノ
と
い
う
所
か
ら
追
わ
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れ
て
出
て
き
た
牝
鹿
が
︑
こ
の
丘
を
通
り
過
ぎ
て
︑
海
に
入
り
︑
伊
刀
嶋

に
泳
ぎ
渡
る
︒
そ
の
と
き
︑
天
皇
に
仕
え
る
者
た
ち
が
︑﹁
鹿
は
す
で
に
︑

そ
の
島
に
い
た
り
つ
い
た
﹂
と
言
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
イ
ト
島
と
い
う
︒
イ

タ
ル
か
ら
イ
タ
︑
イ
ト
︑
イ
ト
島
︑
と
転
訛
し
た
地
名
起
源
譚
で
あ
る
︒

　

泳
ぐ
鹿
の
話
は
﹁
風
土
記
﹂
に
他
に
も
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
万
葉
集
﹄
に

も
︑
つ
ぎ
の
歌
が
あ
る
︒

名な

ご児
の
海
を　

朝
漕
ぎ
来
れ
ば　

海わ
た
な
か中

に　

鹿か

こ子
ぞ
鳴
く
な
る　

あ
は
れ

そ
の
水か

こ手 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
7
・
一
四
一
七
）

　
﹁
名
児
﹂
は
現
在
の
大
阪
住
吉
か
と
い
う
︒﹁
朝
︑船
を
漕
い
で
く
る
と
︑

海
の
中
で
︑
鹿
が
鳴
い
て
い
る
︒
あ
あ
そ
の
水
手
よ
﹂︒
鹿
子
（
か
こ
）

が
水
夫
（
か
こ
）
の
語
と
重
ね
ら
れ
る
︒
鹿
子
の
声
が
水
手
の
語
を
呼
び

起
こ
す
︒
歌
は
巻
七
の
巻
末
の
﹁
挽
歌
﹂
の
部
に
配
列
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑

死
に
関
わ
る
歌
と
解
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
鹿
子
の
鳴
き
声
か
ら
︑
水
手
を

想
起
し
︑
か
つ
て
水
死
し
た
水
手
を
悼
ん
で
う
た
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒

海
に
生
き
る
人
々
は
︑
そ
の
生
業
の
中
で
命
を
お
と
す
こ
と
も
あ
る
︒
切

な
い
鹿
の
鳴
き
声
に
︑
死
者
へ
の
哀
悼
を
感
受
し
た
の
だ
ろ
う
︒

　

水
夫
を
カ
コ
と
い
う
こ
と
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
応
神
天
皇
十
三
年
条
に
︑

そ
の
起
源
を
説
く
伝
承
が
あ
る
︒
応
神
天
皇
は
日
向
国
の
諸も

ろ
あ
が
た
の
き
み
う
し
も
ろ
ゐ

県
君
牛
諸
井

の
娘
に
︑
髪
長
媛
と
い
う
美
女
が
い
る
こ
と
を
聞
い
て
︑
呼
び
寄
せ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
大お

ほ
さ
ざ
き
の
み
こ
と

鷦
鷯
尊
（
後
の
仁
徳
天
皇
）
が
髪
長
媛
に
心
を
寄
せ
て
い

る
こ
と
を
知
り
︑
皇
子
に
譲
る
︒
つ
ぎ
は
︑
そ
の
話
の
別
伝
で
あ
る
︒

　

一
に
云
は
く
︑
日
向
の
諸
縣
君
牛
︑
朝み

か
ど庭
に
仕
へ
て
︑
年
既
に
耆お

奄
い

て
仕
ふ
る
こ
と
能
は
ず
︒
仍
り
て
致ま

か
り
さ仕

り
て
本も

と
つ
く
に土

に
退ま

か

る
︒
則
ち
己
が

女
髮
長
媛
を
貢
上
る
︒
始
め
て
播
磨
に
至
る
︒
時
に
天
皇
︑
淡
路
嶋
に

幸い
で
ま

し
て
︑
遊
獵
し
た
ま
ふ
︒
是
に
︑
天
皇
︑
西
を
望
す
に
︑
數
十
の

麋お
ほ
じ
か鹿
︑海
に
浮
き
て
來
れ
り
︒
便
ち
播
磨
の
鹿か

こ
の
み
な
と

子
水
門
に
入
り
ぬ
︒
天
皇
︑

左
右
に
︑
謂
り
て
曰
は
く
︑﹁
其
︑
何
な
る
麋
鹿
ぞ
︒
巨お

ほ
う
み海

に
泛う

か

び
て
多

に
來
る
﹂
と
の
た
ま
ふ
︒
爰
に
左
右
共
に
視
て
奇あ

や
し

び
て
︑
則
ち
使
を
遣

し
て
察
し
む
︒
使
者
至
り
て
見
る
に
︑
皆
人
な
り
︒
唯
︑
角
著つ

け
る
鹿
の

皮
を
以
て
︑
衣
服
と
せ
ら
く
の
み
︒
問
ひ
て
曰
は
く
︑﹁
誰
人
ぞ
﹂
と
い

ふ
︒
對
へ
て
曰
さ
く
︑﹁
諸
縣
君
牛
︑
是
年
耆お

い
て
︑
致
仕
る
と
雖
も
︑

朝み
か
ど

を
忘
る
る
こ
と
得
ず
︒
故
に
︑
己
が
女
髮
長
媛
を
以
て
貢
上
る
﹂
と

ま
う
す
︒
天
皇
︑
悦
び
て
︑
即
ち
喚
し
て
御
船
に
從
へ
ま
つ
ら
し
む
︒
是

を
以
て
︑
時
人
︑
其
の
岸
に
著
き
し
處
を
號
け
て
︑
鹿
子
水
門
と
曰
ふ
︒

凡
そ
水
手
を
鹿
子
と
曰
ふ
こ
と
︑
蓋
し
始
め
て
是
の
時
に
起
れ
り
と
い

ふ
︒

　

諸
県
君
牛
が
髪
長
媛
を
天
皇
に
献
じ
る
点
は
本
文
の
伝
承
と
同
じ
だ

が
︑﹁
一
云
﹂
の
伝
承
に
は
︑
天
皇
が
淡
路
島
で
狩
を
し
た
と
き
︑
数
十

の
大
鹿
が
海
を
渡
っ
て
い
た
︒
調
べ
に
行
か
せ
る
と
︑
鹿
で
は
な
く
︑
鹿

の
皮
を
身
に
ま
と
っ
た
人
で
あ
る
︒
そ
の
鹿
子
（
か
こ
）
が
着
い
た
港
を

名
づ
け
て
﹁
鹿
子
（
か
こ
）
の
港
﹂（
加
古
川
市
）
と
い
う
︒
水
手
を
鹿

子
と
い
う
こ
と
は
こ
の
と
き
に
始
ま
る
︑
と
い
う
︒

　

水
手
を
カ
コ
と
い
う
の
は
︑
実
際
に
は
︑﹁
楫カ

＝
子コ

﹂
の
意
で
あ
る
と

い（注
4
）う︒
梶
を
操
る
人
を
さ
す
︒
そ
の
点
で
は
鹿
子
と
関
係
が
な
い
︒
ま
た
︑
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人
が
鹿
に
扮
し
て
海
を
渡
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
︑
現
実
に
は
あ
り
得
な

い
︒
し
か
し
︑
こ
こ
に
は
鹿
と
海
に
生
き
る
人
と
の
深
い
関
係
が
伺
わ
れ

る
︒
海
を
渡
る
鹿
人
は
︑
海
人
族
と
関
わ
る
だ
ろ
う
︒

　

平
林
章
仁
は
︑
海
を
渡
る
鹿
の
伝
承
が
︑
狩
猟
と
の
関
連
に
お
い
て
伝

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
泳
ぐ
鹿
を
狩
る
猟
法
の
存
在
を
推
測
し
て
い（注
5
）る︒

こ
う
し
た
猟
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
が
︑
鹿
と
海
人
の
結
び
つ

き
に
は
︑
別
の
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

　
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
仁
多
郡
条
に
は
︑
海
の
ワ
ニ
が
山
の
女
神
に
会
い

に
行
く
話
が
あ
る
︒

⑨
（
仁に

た多
の
郡
）

　

戀し
た
ひ
や
ま山
︒
郡
家
の
正
南
一
十
三
里
な
り
︒
古
老
の
傳
へ
て
い
へ
ら
く
︑

和わ

に爾
︑
阿あ

い伊
の
村
に
坐
す
神
︑
玉た

ま
ひ
め
の
み
こ
と

日
女
命
を
戀し

た

ひ
て
上
り
到
り
き
︒
そ
の

時
︑
玉
日
女
命
︑
石
を
以
ち
て
川
を
塞さ

へ
ま
し
け
れ
ば
︑
え
會
は
ず
し
て

戀
へ
り
き
︒
故
︑
戀
山
と
い
ふ
︒

　
﹁
恋
山
﹂
の
地
名
起
源
譚
で
あ
る
︒
ワ
ニ
（
海
に
住
む
霊
獣
︒
サ
メ
か
）

が
﹁
あ
い
﹂
の
村
に
い
る
神
︑﹁
玉
ヒ
メ
の
命
﹂
を
恋
い
慕
い
︑
海
か
ら

川
へ
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
く
︒
と
こ
ろ
が
︑
玉
ヒ
メ
の
命
は
巨
石
で
川
を
ふ

さ
い
で
拒
む
︒
ワ
ニ
は
恋
い
慕
う
し
か
な
か
っ
た
の
で
﹁
し
た
ひ
﹂
山
と

い
う
︒

　

類
話
が
﹃
肥
前
国
風
土
記
﹄
佐さ

嘉か

郡
の
条
に
見
え
る
︒
佐
嘉
川
の
﹁
川

上
に
石
神
あ
り
︑
名
を
世よ

田た

姫ひ
め

と
い
ふ
︒
海
の
神
（
鰐わ

に魚
を
謂
ふ
）︑
年

ご
と
に
流
れ
に
逆さ

か

へ
て
潜か

づ

き
上
り
︑こ
の
神
の
も
と
に
到
る
（
以
下
略
）﹂︒

海
の
神
（
ワ
ニ
）
が
川
を
さ
か
の
ぼ
り
︑
石
神
（
石
像
の
神
）
で
あ
る
世

田
姫
に
毎
年
逢
い
に
行
く
と
い
う
︒

　

か
つ
て
海
と
山
は
つ
な
が
り
︑
海
の
神
が
山
の
女
神
に
逢
い
に
川
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
恋
山
の
伝
承
で
は
︑
あ
る
と
き
︑
神
の
通

路
で
あ
る
川
は
石
で
塞
が
れ
る
︒

　

二
つ
の
異
な
る
世
界
が
石
で
塞
が
れ
て
通
行
で
き
な
く
な
る
話
は
︑

﹃
古
事
記
﹄﹁
黄
泉
国
訪
問
譚
﹂
な
ど
と
等
し
い
︒
二
つ
の
世
界
を
行
き
来

す
る
通
路
が
塞
が
れ
︑
異
界
と
の
通
行
は
不
可
能
と
な
る
︒

　

と
こ
ろ
が
︑山
の
神
の
化
身
で
あ
る
鹿
は
海
を
泳
ぎ
渡
っ
て
島
に
至
る
︒

そ
こ
に
特
別
な
霊
威
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
︒

　

若
干
補
足
す
る
︒
既
述
の
と
お
り
︑
景
行
記
・
景
行
紀
に
は
︑
坂
の
神

や
山
の
神
が
白
鹿
に
化
し
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
前
に
現
れ
た
と
あ
る
︒
一

方
で
︑﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄
に
は
︑
鹿
や
﹁
和わ

に尓
﹂
は
土
地
の
産
物
と
し

て
も
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
鹿
や
ワ
ニ
と
い
う
生
物
自
体
が
︑
神
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
（
た
だ
し
︑
人
智
を
超
え
る
動
物
の
働
き
に
︑
動
物
そ
の
も

の
が
神
で
あ
る
と
考
え
た
原
始
の
時
代
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
）︒

　

日
本
の
古
代
の
神
は
自
然
の
霊
威
（
畏
る
べ
き
力
︒
あ
る
い
は
巨
大
な

生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
類
す
る
も
の
）
そ
の
も
の
で
あ
り
︑
神
は
﹁
三
輪
山

伝
説
﹂
の
よ
う
に
︑
山
の
奥
深
く
か
ら
来
臨
し
︑
と
き
に
動
物
や
人
の
姿

を
と
る
と
考
え
ら
れ
た
︒
右
に
見
て
き
た
説
話
の
鹿
や
ワ
ニ
な
ど
は
そ
の

現
れ
（
ひ
と
つ
の
姿
）
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

　

話
を
戻
す
と
︑
鹿
と
海
人
族
と
の
関
係
は
浅
く
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
福

岡
県
志
賀
島
の
志し

か
う
み

賀
海
神
社
は
海
人
族
阿あ

づ
み曇
氏
の
本
拠
地
と
さ
れ
る
が
︑

そ
の
鹿
角
堂
に
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
鹿
の
角
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
︒
鹿
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の
角
は
何
を
意
味
す
る
の
か
︒

鹿
の
聖
性
は
そ
の
角
に
象
徴
さ
れ
る
︒
平
林
章
仁
は
︑﹁
抜
け
落
ち
て

は
新
し
く
生
え
か
わ
る
鹿
角
は
︑
そ
の
若
角
で
あ
る
鹿
茸
の
勝
れ
た
薬
効

も
ふ
く
め
︑
生
命
の
永
遠
性
︑
不
老
長
生
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ

の
た
め
に
鹿
そ
の
も
の
が
同
様
の
象
徴
︑
永
遠
の
生
命
を
も
つ
霊
獣
と
し

て
崇
敬
さ
れ
た
﹂
と
い
う
（
注
5
前
掲
書
16
頁
）︒
鹿
角
は
霊
威
の
象
徴

と
さ
れ
た
︒

　
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
に
は
﹁
角
折
れ
浜
﹂
の
話
が
あ
る
︒

⑩
（
香か

し
ま島
の
郡
）

　

そ
の
南
に
有
ら
ゆ
る
平
原
を
角
折
れ
の
濱
と
謂
ふ
︒
謂
へ
ら
く
は
︑古
︑

大を
ろ
ち蛇
あ
り
︒
東
の
海
に
通い

た

ら
む
と
欲お

も

ひ
て
︑
濱
を
堀
り
て
穴
を
作
る
に
︑

蛇へ
み

の
角
︑
折
れ
落
ち
き
︒
因
り
て
名
づ
く
︒

　

或
る
ひ
と
い
へ
ら
く
︑
倭や

ま
と
た
け
る武
の
天
皇
︑
此
の
濱
に
停や

ど宿
り
ま
し
て
︑

御み
け
つ
も
の膳
を
羞す

す

め
ま
つ
る
時
に
︑
都か

つ

て
水
な
か
り
き
︒
即
て
︑
鹿
の
角
を
執

り
て
地
を
堀
る
に
︑
其
の
角
折
れ
た
り
き
︒
こ
の
所
以
に
名
づ
く
︒

　

大
蛇
が
浜
に
穴
を
掘
っ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
角
が
折
れ
て
落
ち
た
︒

そ
れ
で
そ
の
地
を
﹁
角
折
れ
浜
﹂
と
い
う
︒﹁
大
蛇
﹂（
ヲ
ロ
チ
︑﹁
峰を

の

霊ち

﹂
／
﹁
尾
の
霊
﹂）
は
神
霊
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
角
を
失
う
と
﹁
蛇
﹂

と
な
る
︒

　

ま
た
︑
別
伝
に
︑﹁
倭
武
天
皇
﹂
が
こ
の
浜
に
宿
っ
た
と
き
︑
献
上
す

る
水
が
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
鹿
角
で
地
を
掘
っ
て
水
を
得
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
︑
そ
の
角
が
折
れ
た
の
で
︑
こ
の
名
が
付
い
た
と
い
う
︒

　

平
林
章
仁
は
︑
右
の
二
つ
の
話
に
つ
い
て
︑﹁
大
蛇
の
角
と
鹿
の
角
が

置
換
可
能
な
存
在
で
あ
り
︑等
し
く
水
を
象
徴
す
る
呪
物
と
観
念
さ
れ
た
﹂

と
し
︑
鹿
と
水
と
の
関
わ
り
を
説
く
（
注
5
前
掲
書
51
頁
）︒
ま
た
︑﹁
お

そ
ら
く
︑
再
生
・
永
遠
の
生
命
を
象
徴
す
る
霊
獣
と
し
て
崇
拝
す
る
観
念

が
︑
鹿
と
穀
霊
祭
儀
を
結
び
つ
け
た
一
番
の
要
因
で
あ
っ
た
﹂
と
も
述
べ

る
（
注
5
前
掲
書
54
頁
）︒

　

松
田
浩
も
︑
蛇
が
穴
を
掘
る
行
為
を
︑﹁
用
水
﹂
を
作
ろ
う
と
し
た
記

憶
に
も
と
づ
く
も
の
だ
と
し
︑
ま
た
︑
鹿
の
角
は
﹁
水
を
求
め
る
呪
具
﹂

で
あ
る
と
し
て
︑
蛇
は
水
神
と
関
わ
る
が
︑
鹿
も
同
様
で
あ
る
と
す（注
6
）る︒

　

蛇
と
鹿
︑
ま
た
︑
水
神
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
る
︒
蛇
は
水
神
と
し

て
崇
め
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
蛇
は
脱
皮
を
す
る
︒
脱
皮
は
︑
死
と
再
生
を
象

徴
す
る
︒
鹿
も
ま
た
︑
そ
の
角
が
生
え
替
わ
る
こ
と
で
︑
死
と
再
生
の
象

徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑
穀
物
に
宿
る
神
霊
︑
穀
霊
も
ま
た
︑

死
と
再
生
を
繰
り
返
す
︒
穀
物
の
種
に
は
再
生
を
促
す
︑
大
き
な
生
命
力

が
宿
る
︒
死
と
再
生
の
神
話
的
論
理
に
お
い
て
鹿
は
穀
霊
と
つ
な
が
る
︒

　

前
節
の
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
の
サ
ヨ
ツ
ヒ
メ
の
話
で
は
︑
女
神
は
生
き

た
鹿
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
︒
土
地
の
動
物
は
地
霊
を
象
徴
す
る
︒

狩
の
幸
の
多
さ
は
︑
土
地
の
豊
か
さ
を
表
し
︑
農
の
豊
穣
を
も
約
束
す
る
︒

﹃
万
葉
集
﹄
巻
一
の
︑
舒
明
天
皇
の
狩
に
際
し
て
︑
中
皇
命
が
豊
猟
を
予

祝
し
た
歌
（
三
・
四
番
歌
）
も
︑
こ
れ
と
か
か
わ
る
︒
生
き
た
鹿
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
の
地
は
す
で
に
女
神
の
も
の
で
あ
っ

た
︒
女
神
の
名
︑
サ
ヨ
ツ
ヒ
メ
は
︑﹁
神
稲
﹂
を
表
す
﹁
サ
﹂
に
共
通
す

る
︒
先
の
通
り
稲
の
女
神
か
︑
稲
の
神
を
迎
え
る
巫
女
の
神
格
化
と
み
ら

れ
る
︒
そ
し
て
︑
鹿
の
血
に
は
発
芽
を
促
す
霊
威
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
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ま
た
︑
今
に
伝
わ
る
各
地
の
民
俗
に
も
鹿
に
対
す
る
信
仰
が
う
か
が
わ

れ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
鹿
は
潤
沢
な
水
を
も
た
ら
す
霊
獣
と
し
て
崇
拝

さ
れ
た
こ
と
や
︑
雨
乞
い
の
鹿し

し
ま
い舞
が
あ
っ
た
こ
と
︑
鹿
を
見
︑
鹿
鳴
を
聞

く
こ
と
が
稲
霊
の
増
殖
に
か
か
わ
る
タ
マ
フ
リ
と
さ
れ
た
こ
と
︑
幼
い
鹿

の
鹿か

の
子
ま
だ
ら
の
白
い
斑
点
が
米
粒
と
類
似
し
︑
も
っ
て
稲
の
豊
穣
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
︑
鹿
の
血
や
肉
︑
皮
革
︑
角
︑
な

ど
の
用
途
と
呪
性
に
つ
い
て
︑
野
本
寛
一
は
詳
し
く
紹
介
す（注
7
）る︒

４　

鹿
と
猪

　

農
と
水
に
関
わ
る
鹿
の
呪
性
に
つ
い
て
見
て
き
た
︒
一
方
で
︑
鹿
は
狩

の
対
象
で
も
あ
る
︒
他
に
狩
の
主
要
な
対
象
と
し
て
猪
が
い
る
︒
鹿
と
猪

を
あ
わ
せ
て
﹁
し
し
﹂
と
い
う
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
﹁
朝
獦
尓
鹿
猪
踐
起
﹂

（
あ
さ
か
り
に
し
し
ふ
み
お
こ
し
）
な
ど
と
あ
る
︒﹁
し
し
﹂
は
食
用
に
な

る
獣
を
い
う
総
称
で
︑
そ
の
代
表
が
鹿
と
猪
で
あ
る
︒
猪
に
つ
い
て
も
鹿

と
同
様
の
呪
性
が
指
摘
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　

石
神
裕
之
は
︑
古
代
の
文
献
に
︑﹁
内
容
的
に
は
︑
猪
の
実
用
的
な
性
格

を
示
す
記
事
は
な
い
も
の
の
︑
霊
獣
性
︑
害
獣
性
と
い
う
点
に
お
い
て
は
︑

鹿
と
猪
の
双
方
が
説
話
を
持
っ
て
﹂
い
る
と
し
︑
稲
作
や
狩
猟
と
も
猪
は

か
か
わ
り
が
あ
る
と
い
う
︒
一
方
︑﹁
鹿
が
大
王
の
狩
猟
の
対
象
と
な
っ

た
の
は
実
は
新
し
く
︑
飛
鳥
時
代
以
降
に
薬
猟
が
流
入
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
︑
王
者
の
狩
る
対
象
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
述
べ（注
8
）る︒

　
﹃
古
事
記
﹄
景
行
天
皇
条
に
︑
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
尾
張
国
の
ミ
ヤ
ズ
ヒ

メ
と
結
婚
後
︑
伊
吹
山
の
神
を
討
ち
に
む
か
い
︑﹁
白
猪
﹂
と
出
会
う
説

話
が
あ
る
︒

　

故
爾
に
御み

あ
ひ合
し
た
ま
ひ
て
︑
其
の
御み

は
か
し刀
の
草く

さ
な
ぎ
の
つ
る
ぎ

那
藝
劒
を
︑
其
の

美み

や

ず

ひ

め

夜
受
比
賣
の
許
に
置
き
て
︑
伊い

ぶ

き

の

や

ま

服
岐
能
山
の
神
を
取
り
に
幸い

行
で
ま
し

き
︒
是
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
こ
の
山
の
神
は
︑
徒む

な
で手

に
直た

だ

に
取
り
て

む
︒﹂
と
の
り
た
ま
ひ
て
︑
其
の
山
に
騰の

ぼ

り
ま
し
し
時
︑
白
き
猪ゐ

︑
山
の

邊へ

に
逢
へ
り
︒
其
の
大
き
さ
牛
の
如
く
な
り
き
︒
爾
に
言こ

と
あ
げ
し

擧
爲
て
詔
り
た

ま
ひ
し
く
︑﹁
是
の
白
き
猪
に
化な

れ
る
は
︑
其
の
神
の
使
者
ぞ
︒
今
殺
さ

ず
と
も
︑
還
ら
む
時
に
殺
さ
む
︒﹂
と
の
り
た
ま
ひ
て
騰
り
坐
し
き
︒
是

に
大お

ほ
ひ
さ
め

氷
雨
を
零ふ

ら
し
て
︑
倭や

ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
を
打
ち
惑
は
し
き
︒（
此
の
白
き
猪

に
化
れ
る
は
︑
其
の
神
の
使
者
に
非
ず
て
︑
其
の
神
の
正た

だ
み身
に
當
り
し
を
︑

言
擧
に
因
り
て
惑
は
さ
え
つ
る
な
り
︒）

　

伊
吹
山
は
︑﹁
イ
吹
キ
﹂
と
い
う
名
の
と
お
り
︑
風
の
強
い
︑
天
候
の

変
化
の
激
し
い
所
と
し
て
知
ら
れ
る
︒ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
出
会
っ
た
の
は
︑

そ
の
山
の
神
で
あ
る
﹁
白
猪
﹂
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
神
の
使
い
﹂
で

あ
る
と
︑
誤
っ
た
言
挙
げ
を
し
た
こ
と
が
︑
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
敗
因
と
な

る
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
に
も
同
様
の
説
話
を
伝
え
る
が
︑﹁
白
猪
﹂
で
は
な
く

﹁
大
蛇
﹂
と
あ
る
︒
先
に
︑
鹿
と
蛇
が
置
換
可
能
な
も
の
と
し
て
伝
承
さ

れ
︑
鹿
が
水
神
と
か
か
わ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
が
︑
こ
こ
に
は
猪
と
蛇

が
置
換
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
︒

　

右
の
と
お
り
︑
猪
も
鹿
と
同
じ
く
山
の
神
と
し
て
出
現
す
る
が
︑
古
代

の
文
献
で
猪
は
主
に
狩
猟
の
対
象
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
多
く
︑
鹿
と

は
異
な
る
面
を
も
つ
︒
こ
れ
は
鹿
よ
り
猪
の
方
が
︑
人
の
生
活
に
近
か
っ
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た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄に
つ
ぎ
の
説
話
が
あ
る
︒

⑪
（
賀
毛
の
郡
）

　

猪ゐ
か
ひ
の

養
野
︒

　

右
︑
猪ゐ

か
ひ飼
と
號
く
る
は
︑
難
波
の
高
津
の
宮
に
御あ

め
の
し
た
し
ろ宇
し
め
し
し
天

皇
の
み
世
︑
日ひ

む
か向

の
肥く

ま
ひ
と人

︑
朝あ

さ
べ戸

君
︑
天
照
大
神
の
坐
せ
る
舟
に
︑
猪
を

持
ち
參ま

ゐ
き來
て
︑
進た

て
ま
つ

り
き
︒
飼
ふ
べ
き
所
を
︑
求ま

ぎ
申
し
仰
ぎ
き
︒
仍
り

て
此
處
を
賜
は
り
て
︑
猪
を
放
ち
飼
ひ
き
︒
故
︑
猪
飼
野
と
い
ふ
︒

　

仁
徳
天
皇
の
御
世
︑
天
照
大
神
を
奉
祀
す
る
船
に
︑
日
向
国
の
球
磨
の

人
︑
朝
戸
の
君
が
来
て
︑
持
参
し
た
猪
を
献
上
し
た
︒
そ
し
て
︑
飼
う
場

所
を
賜
う
こ
と
を
願
い
出
た
︒
そ
こ
で
こ
の
所
を
賜
り
︑
放
し
飼
い
に
し

た
の
で
︑
猪
飼
野
と
い
う
︒

　
﹁
猪
飼
野
﹂
の
︑
地
名
起
源
譚
で
あ
る
︒
船
に
天
照
大
神
を
祀
っ
て
い

る
︒
そ
こ
へ
南
九
州
の
人
が
来
て
︑
猪
を
飼
う
べ
き
地
を
賜
り
た
い
と
い

う
︒

　

右
の
話
に
基
づ
い
て
推
測
す
る
と
︑
当
時
︑
猪
は
放
牧
さ
れ
︑
一
部
︑

家
畜
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（﹃
万
葉
集
﹄
に
も
二
〇
三
番
歌
に
﹁
猪

養
乃
岡
﹂
の
地
名
を
見
る
）︒
こ
の
点
は
鹿
と
大
き
く
異
な
る
︒
鹿
は
つ

ね
に
自
然
の
側
に
あ
る
存
在
で
あ
る
︒

　
﹃
万
葉
集
﹄
に
猪
は
単
独
で
は
用
例
が
な
い
︒﹁
し
し
﹂（
鹿
猪
）
と
い

う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
万
葉
び
と
の
︑
鹿
と

猪
に
対
す
る
見
方
の
違
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
猪
は
和
歌
に
お
い
て
文

芸
の
素
材
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
︒

５　
﹃
万
葉
集
﹄
の
鹿
︱
大
王
︑﹁
鹿
鳴
﹂
を
聴
く

　
﹃
万
葉
集
﹄
で
鹿
を
う
た
う
﹁
最
古
﹂
の
作
品
は
︑
巻
九
巻
頭
の
雄
略

天
皇
の
歌
で
あ
る
︒

　　
　

泊は
つ
せ
あ
さ
く
ら

瀬
朝
倉
の
宮
に
御あ

め
の
し
た
を
さ
め
た
ま
ふ宇
大お

ほ
は
つ
せ
わ
か
た
け

泊
瀬
幼
武
天
皇
御
製
歌
一
首

夕
さ
れ
ば　

小
倉
の
山
に　

伏
す
鹿
し　

今こ
よ
ひ夜

は
鳴
か
ず　

寝い

ね
に
け
ら

し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
9
・
一
六
六
四
）

　
　

右
︑
或
本
に
云
は
く
︑
岡
本
天
皇
の
御
製
な
り
と
い
ふ
︒
正
指
を
審

ら
か
に
せ
ず
︒
因よ

り
て
か
さ

以
累
ね
載
す
︒

　

左
注
に
﹁
岡
本
天
皇
の
御
製
﹂
と
記
す
︒
巻
八
の
﹁
秋
雑
歌
﹂
の
冒
頭

に
︑﹁
崗
本
天
皇
御
製
歌
一
首
﹂
と
し
て
︑
つ
ぎ
の
歌
を
あ
げ
る
︒

夕
さ
れ
ば　

小
倉
の
山
に　

鳴
く
鹿
は　

今
夜
は
鳴
か
ず　

寝
ね
に
け
ら

し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
8
・
一
五
一
一
）

　
﹁
岡
本
天
皇
﹂
は
︑
岡
本
に
宮
を
置
い
た
天
皇
︑
舒
明
天
皇
と
︑
そ
の

妻
︑
皇
極
天
皇
の
二
人
が
該
当
す
る
︒
い
ず
れ
か
は
不
明
︒
雄
略
御
製
に

同
じ
く
︑
男
性
の
舒
明
天
皇
が
考
え
ら
れ
て
い
た
か
︒

　

右
の
二
首
に
は
︑﹁
伏
す
鹿
﹂
と
﹁
鳴
く
鹿
﹂
と
い
う
小
異
が
あ
る
︒

﹁
伏
す
﹂
は
横
に
な
る
︒
大
地
に
伏
し
て
鳴
く
の
で
あ
ろ
う
︒
想
像
の
景
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か
︒﹁
鳴
く
鹿
﹂
は
鳴
く
姿
に
は
言
及
し
な
い
︒

　
﹁
今
夜
は
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
雄
略
天
皇
︑
岡
本
天
皇
は
︑
毎

夜
︑
鳴
く
鹿
の
声
を
聞
い
て
い
た
︒
し
か
し
︑
今
夜
は
鳴
く
こ
と
な
く
︑

寝
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
︒
天
皇
が
夜
︑
鹿
の
声
を
聞
い
て
い
た
こ

と
に
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
仁
徳
天
皇
三
十
八
年
条
に
次
の
記
事
を

見
る
︒

　　

秋
七
月
に
︑
天
皇
と
（
八
田
）
皇
后
と
︑
高た

か
ど
の臺
に
居
し
ま
し
て
避あ

つ
き
こ
と
を
さ暑

り
た
ま
ふ
︒
時
に
毎
夜
︑
菟と

が

の
餓
野
よ
り
︑
鹿
の
鳴ね

聞
ゆ
る
こ
と
有
り
︒
其

の
聲
︑
寥さ

や
か亮

に
し
て
悲
し
︒
共
に
可あ

は
れ怜

と
お
も
ほ
す
情
を
起
し
た
ま
ふ
︒

月つ
ご
も
り盡
に
及
り
て
︑
鹿
の
鳴
聆き

こ

え
ず
︒
爰こ

こ

に
天
皇
︑
皇
后
に
語
り
て
曰
は
く
︑

﹁
是
夕
に
當
り
て
︑
鹿
鳴
か
ず
︒
其
れ
何
に
由
り
て
な
ら
む
﹂
と
の
た
ま

ふ
︒
明く

る
つ
ひ日

︑
猪ゐ

な
の
あ
が
た

名
縣
の
佐
伯
部
︑
苞お

ほ
に
へ
た
て
ま
つ

苴
獻
れ
り
︒
天
皇
︑
膳か

し
は
で夫

に
令
し

て
問
ひ
て
曰
は
く
︑﹁
其
の
苞
苴
は
何
物
ぞ
﹂
と
の
た
ま
ふ
︒
對
へ
て
言

さ
く
︑﹁
牡し

か鹿
な
り
﹂
と
ま
う
す
︒
問
ひ
た
ま
は
く
︑﹁
何
處
の
鹿
ぞ
﹂
と

の
た
ま
ふ
︒
曰
さ
く
︑﹁
菟
餓
野
の
な
り
﹂
と
ま
う
す
︒
時
に
天
皇
︑

以お
も
ほ爲
さ
く
︑
是
の
苞
苴
は
︑
必
ず
其
の
鳴
き
し
鹿
な
ら
む
と
お
も
ほ
す
︒

因
り
て
皇
后
に
語
り
て
曰
は
く
︑﹁
朕
︑
此こ

の
ご
ろ

懷も
の
お
も抱
ひ
つ
つ
有
る
に
︑
鹿

の
聲
を
聞
き
て
慰
む
︒
今
佐
伯
部
の
鹿
を
獲
れ
る
日
夜
及
び
山
野
を
推
る

に
︑
即
ち
鳴
き
し
鹿
に
當
れ
り
︒
其
の
人
︑
朕
が
愛よ

み
す
る
こ
と
を
知
ら

ず
し
て
︑
適た

ま
さ
か逢
に
猟い

え獲
た
り
と
雖
も
︑
猶
已
む
こ
と
得
ず
し
て
恨
し
き
こ

と
有
り
︒
故
︑
佐
伯
部
を
ば
皇
居
に
近
け
む
こ
と
を
欲
せ
じ
﹂
と
の
た
ま

ふ
︒
乃
ち
有つ

か
さ司
に
令
し
て
︑
安あ

き藝
の
渟ぬ

た田
に
移
郷
す
︒
此
︑
今
の
渟
田
の

佐
伯
部
の
祖
な
り
︒

　

俗く
に
ひ
と

の
曰
へ
ら
く
︑﹁
昔
︑
一
人
有
り
て
︑
菟と

が餓
に
往
き
て
︑
野
の
中

に
宿
れ
り
︒
時
に
二ふ

た
つ

の
鹿
︑
傍
に
臥
せ
り
︒
鶏あ

か
つ
き鳴
に
及
ば
む
と
し
て
︑

牡
鹿
︑
牝
鹿
に
謂
り
て
曰
は
く
︑﹃
吾
︑
今
夜
夢
み
ら
く
︑
白
霜
多
に
降

り
て
︑
吾
が
身
を
ば
覆
ふ
と
︒
是
︑
何
の
祥さ

が

ぞ
﹄
と
い
ふ
︒
牝
鹿
︑
答
へ

て
曰
は
く
︑﹃
汝
︑
出
行
か
む
と
き
に
︑
必
ず
人
の
爲
に
射
ら
れ
て
死
な

む
︒
即
ち
白し

ほ鹽
を
以
て
其
の
身
に
塗
ら
れ
む
こ
と
︑
霜
の
素し

ろ

き
が
如
く
な

ら
む
應し

る
し

な
り
﹄
と
い
ふ
︒
時
に
宿
れ
る
人
︑
心
の
裏
に
異あ

や
し

ぶ
︒

未あ

け

ぼ

の

及
昧
爽
に
︑
獵
人
有
り
て
︑
牡
鹿
を
射
て
殺
し
つ
︒
是
を
以
て
︑
時
人

の
諺
に
曰
は
く
︑﹃
鳴
く
牡
鹿
な
れ
や
︑
相い

め
あ
は
せ夢

の
隨ま

ま

に
﹄
と
い
ふ
﹂
と
い

へ
り
︒

　

話
は
二
段
か
ら
な
る
︒
前
段
で
は
︑
仁
徳
天
皇
が
毎
夜
︑
菟
我
野
か
ら

聞
こ
え
て
く
る
鹿
の
声
に
心
を
慰
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
鳴
く
声
が
︑

あ
る
夕
に
聞
こ
え
な
く
な
る
︒
翌
日
︑
佐
伯
部
が
牡
鹿
の
肉
を
献
じ
る
︒

天
皇
は
そ
れ
が
菟
我
野
の
鹿
で
あ
る
こ
と
を
知
り
︑
佐
伯
部
を
安
藝
国
に

遠
ざ
け
た
と
い
う
︒

　

後
段
は
︑
菟
我
野
の
夫
婦
の
鹿
の
話
で
あ
る
︒
夫
の
見
た
︑
白
い
霜
が

身
体
を
覆
う
と
い
う
夢
を
︑
妻
鹿
は
︑
塩
を
身
体
に
塗
ら
れ
る
し
る
し
だ

と
︑
夢
解
き
を
す
る
︒
そ
の
通
り
に
夫
は
猟
師
に
殺
さ
れ
る
︒

　

こ
の
類
話
が
﹁
摂
津
国
風
土
記
逸
文
﹂
に
﹁
夢
野
﹂
の
話
と
し
て
伝
え

ら
れ
る
︒
淡
路
島
の
愛
妾
の
も
と
に
通
う
牡
鹿
に
嫉
妬
し
て
︑
偽
っ
て
夢

合
わ
せ
を
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
通
り
に
牡
鹿
は
射
ら
れ
て
死
ん
だ
と
い

う
︒

　

雄
略
御
製
と
岡
本
天
皇
御
製
︑
そ
し
て
仁
徳
紀
の
伝
承
の
関
係
に
つ
い
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て
︑
小
島
憲
之
は
︑
佐
伯
部
の
伝
承
︑
仁
徳
天
皇
の
伝
承
が
先
に
あ
り
︑

こ
れ
が
歌
物
語
と
な
り
︑
つ
い
で
︑
雄
略
御
製
と
岡
本
天
皇
御
製
に
分
か

れ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
こ
れ
に
と
も
な
い
︑
難
波
の
伝
承
が
大
和
に
及
ん

で
︑
菟
我
野
か
ら
小
倉
山
へ
と
地
名
が
変
更
さ
れ
た
と
述
べ（注
9
）る︒

　

小
島
説
は
︑雄
略
御
製
と
岡
本
天
皇
御
製
に
明
確
な
先
後
関
係
は
な
く
︑

両
者
に
は
も
と
に
な
る
﹁
第
三
者
﹂
の
歌
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
そ
の
よ
う

に
考
え
た
上
で
︑
雄
略
御
製
も
岡
本
天
皇
御
製
も
︑
と
も
に
伝
承
歌
で
あ

り
︑
雄
略
天
皇
／
岡
本
天
皇
の
名
が
付
さ
れ
た
と
い
う
︒

　

小
島
論
文
を
参
照
し
て
伊
藤
博
は
︑
雄
略
御
製
一
六
六
四
番
歌
と
︑
仁

徳
紀
の
伝
承
（
前
後
段
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
︑﹁
雄
略
御
製
の
﹃
伏
す

鹿
﹄
は
菟
我
野
の
牡
鹿
の
よ
う
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
鹿
を
示
す
の
で
あ

り
︑
同
じ
く
︑
御
製
の
﹃
今
夜
は
鳴
か
ず
﹄
は
イ
（﹁
是
夕
に
當
り
て
︑

鹿
鳴
か
ず
﹂
の
箇
所
を
指
し
て
い
う
︒
本
稿
の
執
筆
者
注
）
の
言
葉
と
同

様
に
天
皇
の
愛
憐
の
情
を
示
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
﹂
と
指
摘
す（注
10
）る︒

　

伊
藤
は
︑﹁
伏
す
鹿
﹂
の
解
釈
が
難
し
い
と
し
て
︑
右
の
説
話
の
﹁
時

に
二
の
鹿
︑
傍
に
臥
せ
り
﹂（
伊
藤
は
こ
れ
を
﹁
傍
線
部
ロ
﹂
と
す
る
）

と
関
係
す
る
も
の
と
し
て
︑
右
の
理
解
を
示
す
︒
し
か
し
︑
雄
略
御
製
と

仁
徳
紀
の
説
話
を
直
接
結
び
付
け
る
の
は
飛
躍
が
あ
る
︒
雄
略
御
製
の

﹁
鹿
﹂
に
命
の
危
機
が
迫
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
︒

　

説
話
の
前
後
段
は
牡
鹿
の
死
と
い
う
共
通
性
を
も
つ
が
︑
着
目
す
べ
き

は
︑
鹿
の
声
を
天
皇
が
聞
い
て
︑
心
を
慰
め
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒

　

雄
略
御
製
︑
岡
本
天
皇
御
製
︑
仁
徳
紀
の
記
事
に
共
通
す
る
︑
天
皇
が

鹿
鳴
を
聴
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
井
口
樹
生
は
︑
鹿
鳴
は
﹁
土
地
の
精

霊
の
声
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
土
地
の
精
霊
の
意
向
を
感
受
し
た
の
で

あ
る
︒
そ
こ
に
古
代
の
天
子
が
鹿
の
声
を
聴
く
本
来
の
要
因
が
あ
っ
た
﹂

と
い（注
11
）う︒

　

ま
た
︑
岡
田
精
司
は
︑
稲
の
収
穫
の
季
節
に
︑
天
皇
が
高
殿
に
登
り
︑

皇
后
と
同
席
し
て
︑
妻
呼
ぶ
鹿
鳴
を
聴
く
収
穫
儀
礼
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
す
る
（
注
1
前
掲
書
144
頁
）︒

　

辰
巳
和
弘
も
︑
王
が
鹿
鳴
を
聴
き
︑
慈
悲
や
王
の
徳
を
示
す
と
い
う
点

に
着
目
し
て
︑﹁
鹿
鳴
を
聞
く
こ
と
は
神
の
声
を
聞
く
こ
と
で
あ
っ
て
︑

秋
に
妻
呼
ぶ
牡
鹿
の
声
は
豊
饒
を
期
待
す
る
魂
振
り
の
意
味
を
も
ち
︑
王

権
に
と
っ
て
重
要
な
祭
儀
で
あ
っ
た
︒
私
は
そ
の
祭
儀
を
﹃
鹿
鳴
聴
聞
﹄

と
呼
ん
で
い
る
﹂
と
述
べ（注
12
）る︒

た
し
か
に
︑
鹿
の
姿
は
銅
鐸
や
土
器
に
描

か
れ
︑
豊
饒
儀
礼
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
︑﹁
鹿

鳴
聴
聞
﹂
な
る
大
王
儀
礼
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　

寺
川
真
知
夫
は
︑
仁
徳
天
皇
が
﹁
毎
夜
﹂
鹿
鳴
を
聞
い
て
い
た
と
い
う

こ
と
か
ら
︑連
日
に
わ
た
っ
て
鹿
鳴
を
聞
く
よ
う
な
儀
礼
の
存
在
を
疑
う
︒

ま
た
︑﹁
風
土
記
に
は
鹿
鳴
を
情
感
を
込
め
て
聞
く
モ
チ
ー
フ
は
な
い
﹂

と
し
︑﹁
鹿
鳴
に
情
感
を
認
め
て
人
の
心
情
と
重
ね
て
聞
く
こ
と
︑
あ
る

い
は
そ
う
し
た
表
現
は
︑
お
そ
ら
く
地
方
の
民
衆
の
文
化
に
は
な
く
︑
都

の
し
か
も
飛
鳥
奈
良
時
代
の
貴
族
の
歌
の
世
界
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
﹂
と
述
べ
る
︒
さ
ら
に
︑
仁
徳
天
皇
は
鹿
鳴
に
︑
亡
き
磐
之
媛
を

思
慕
す
る
気
持
ち
を
重
ね
て
聞
い
た
と
し
︑
こ
の
物
語
は
﹁
書
紀
編
纂
の

時
代
の
文
化
を
反
映
さ
せ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
﹂
だ
と
い（注
13
）う︒

　

ま
た
︑
こ
れ
よ
り
先
に
中
西
進
も
︑
雄
略
御
製
の
﹁
鹿
鳴
歌
は
鹿
そ
の

も
の
の
情
緒
化
と
天
皇
物
語
の
発
展
と
に
よ
っ
て
出
来
上
っ
た
雄
略
の
鹿

物
語
を
伝
誦
背
景
と
す
る
歌
で
︑
奈
良
朝
に
な
っ
て
か
ら
家
持
周
辺
に
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あ
っ
て
定
着
し
た
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
﹂
と
述
べ（注
14
）る︒

　

一
方
︑
吉
村
誠
は
︑〝
鹿
が
鳴
か
な
い
〟
と
い
う
点
で
は
︑
雄
略
御
製
・

岡
本
天
皇
御
製
と
︑
仁
徳
紀
の
鹿
物
語
は
共
通
す
る
も
の
の
︑
鳴
か
な
い

原
因
は
全
く
異
な
る
た
め
︑
同
次
元
の
も
の
で
は
な
い
と
し
︑﹁
今
夜
は

鳴
か
ず
い
寝
に
け
ら
し
も
﹂
は
︑
田
畑
を
荒
ら
す
鹿
が
今
夜
は
来
な
い
安

心
感
と
︑﹁
こ
の
ま
ま
鹿
が
来
な
い
で
欲
し
い
と
い
う
祈
念
の
情
が
︑
そ

の
根
底
に
あ
る
﹂
と
い（注
15
）う︒

　

鹿
は
害
獣
で
あ
る
が
︑
雄
略
御
製
・
岡
本
天
皇
御
製
が
そ
れ
に
つ
い
て

う
た
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
先
の
中
西
進
は
︑
雄
略
御
製
が
巻
頭
に
据

え
ら
れ
た
の
は
︑﹁
鹿
鳴
﹂
に
心
引
か
れ
る
大
伴
家
持
の
所
為
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
が
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
家
持
は
雄
略
御
製
の
鹿
を
害
獣
と

は
理
解
し
て
い
な
い
︒

　

雄
略
御
製
・
岡
本
天
皇
御
製
の
特
色
は
︑﹁
今
夜
は
鳴
か
ず
﹂
と
い
う

点
に
あ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
で
﹁
鳴
く
﹂
鹿
を
詠
ん
だ
も
の
二
七
例
︑﹁
呼
ぶ
﹂

鹿
を
詠
ん
だ
も
の
九
例
を
数
え（注
16
）る︒
そ
の
中
で
﹁
鳴
か
ず
﹂
あ
る
鹿
を
詠

む
の
は
例
外
的
で
あ
る
︒﹁
鳴
か
ず
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
︑﹃
万
葉
集
﹄
の

中
で
は
︑﹁
ほ
と
と
ぎ
す
﹂
な
ど
の
鳥
が
鳴
か
な
い
こ
と
︑
早
く
聞
き
た

い
と
い
う
︑
鳴
く
こ
と
へ
の
期
待
を
い
う
︒

　

一
方
︑
牡
鹿
は
妻
鹿
を
求
め
て
鳴
く
︒﹁
今
夜
は
鳴
か
ず
﹂
と
は
︑
既

に
妻
と
共
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
雄
略
御
製
も
岡
本
天
皇
も
︑
そ
の
満

ち
足
り
た
共
寝
に
思
い
を
は
せ
る
︒﹁
伏
す
鹿
﹂︑
す
な
わ
ち
小
倉
山
に
い

つ
も
は
一
人
伏
し
て
悲
し
げ
に
鳴
く
鹿
は
︑
今
夜
は
満
ち
足
り
て
鳴
く
こ

と
が
な
い
︒
そ
の
充
足
を
う
た
う
の
で
あ
ろ
う
︒
憶
測
す
れ
ば
︑
そ
れ
は

王
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
世
界
の
充
足
で
も
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
︒
そ
の
点
で
︑
雄
略
御
製
︑
岡
本
天
皇
御
製
は
︑
王
に
ふ
さ
わ
し
い
歌

と
い
え
よ
う
︒

　

本
節
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
え
ば
︑
ま
ず
︑
大
王
の
﹁
鹿
鳴
聴

聞
﹂
と
い
う
豊
饒
儀
礼
の
存
在
は
考
え
に
く
い
こ
と
︑
仁
徳
紀
の
鹿
の
伝

承
は
そ
の
儀
礼
の
存
在
を
支
え
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
こ
と
︑
ま
た
︑
仁

徳
紀
の
伝
承
は
︑
雄
略
御
製
・
岡
本
天
皇
御
製
の
鹿
と
同
様
︑
鹿
鳴
に
人

間
的
な
情
感
を
重
ね
て
い
る
が
︑
前
者
は
鹿
鳴
の
喪
失
を
嘆
い
て
︑
仁
徳

天
皇
の
﹁
仁
徳
﹂
な
る
こ
と
を
語
る
儒
教
的
な
説
話
で
あ
る
︒
一
方
︑
後

者
の
二
首
は
︑
鹿
の
充
足
に
重
点
が
置
か
れ
る
︒
両
者
は
分
け
て
考
え
る

べ
き
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
い
え
ば
︑
鹿
の
充
足
は
天
皇
の
充
足
で
も
あ
り
︑

天
皇
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
世
界
の
充
足
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
雄
略

御
製
は
巻
九
の
巻
頭
に
据
え
ら
れ
て
い
る
︑
そ
こ
に
世
の
豊
饒
を
祝
福
す

る
編
者
の
意
図
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

６　
﹃
万
葉
集
﹄
の
鹿
︱
﹁
鹿
鳴
詩
﹂
と
の
関
係

　

鹿
鳴
を
聞
く
の
は
天
皇
だ
け
で
は
な
い
︒
巻
一
の
巻
末
に
︑
長な

が
の
み
こ

皇
子

（
天
武
天
皇
の
皇
子
）
と
志し

き
の
み
こ

貴
皇
子
（
天
智
天
皇
の
皇
子
）
が
佐さ

紀き

の
宮

（
長
皇
子
の
邸
宅
か
）
で
宴
を
し
た
と
き
の
歌
が
あ
る
︒
佐
紀
は
平
城
宮

の
北
方
に
あ
た
る
︒
標
目
を
含
め
て
掲
載
す
る
︒

寧な

ら楽
宮

　
　

長
皇
子
と
志
貴
皇
子
と
︑
佐
紀
宮
に
倶と

も

に
宴え

ん

せ
し
歌

秋
さ
ら
ば　

今
も
見
る
ご
と　

妻つ
ま
こ恋

ひ
に　

鹿か

な鳴
か
む
山
ぞ　

高た
か
の
は
ら

野
原
の
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上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
1
・
八
四
）

　

標
目
に
﹁
寧
楽
宮
﹂
と
あ
る
︒﹁
寧
楽
﹂
は
﹃
万
葉
集
﹄
に
の
み
見
ら

れ
る
特
殊
な
表
記
で
あ
る
︒
巻
一
の
五
四
番
歌
か
ら
は
年
号
を
立
て
て
歌

を
配
列
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
は
宮
号
を
標
目
と
し
て
立
て
る
︒
八
四
番

歌
は
巻
一
の
末
尾
に
追
補
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒

　

加
え
て
︑﹁
長
皇
子
と
志
貴
皇
子
と
﹂
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
長

皇
子
の
歌
し
か
な
い
︒
ま
た
︑
左
注
が
付
さ
れ
︑﹁
右
一
首
︑
長
皇
子
﹂

と
あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
右
一
首
︑
志
貴
皇
子
﹂
に
対
す
る
も
の
だ
か
ら
︑

志
貴
皇
子
の
一
首
が
あ
る
べ
き
で
︑
あ
る
段
階
で
︑
志
貴
皇
子
の
一
首
は

切
り
出
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
（﹃
萬
葉
集
釋
注
一
﹄
な
ど
）︒

　
﹁
秋
に
な
っ
た
ら
︑
今
見
て
い
る
よ
う
に
︑
妻
を
恋
し
が
っ
て
鹿
の
鳴

く
山
だ
︒
こ
の
高
野
原
の
あ
た
り
は
﹂︒﹁
秋
さ
ら
ば
今
も
見
る
ご
と
﹂
と

あ
る
か
ら
︑
今
は
秋
で
は
な
い
と
し
て
︑
今
見
て
い
る
の
は
﹁
絵
﹂
や
何

か
の
像
の
よ
う
な
も
の
と
推
測
す
る
説
も
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
秋
さ
ら
ば
﹂

は
恒
常
的
な
条
件
（
秋
に
な
れ
ば
い
つ
も
）
を
示
す
と
み
て
お
く
︒

　

秋
に
な
る
と
発
情
し
た
牡
鹿
は
牝
鹿
を
慕
っ
て
鳴
く
︒既
述
の
と
お
り
︑

万
葉
集
に
鹿
の
歌
は
六
十
首
ほ
ど
あ
る
が
︑
多
く
は
妻
に
求
愛
す
る
牡
鹿

の
鳴
き
声
を
う
た
う
︒
妻
を
求
め
る
牡
鹿
の
声
に
︑
人
は
︑
自
ら
の
恋
人

へ
の
切
な
い
思
い
を
重
ね
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
八
四
番
歌
は
友
と
宴
す
る
歌

で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
鹿
鳴
詩
﹂
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
︒

　
﹁
鹿
鳴
詩
﹂
は
︑
中
国
の
﹃
詩
経
﹄
小
雅
︑﹁
鹿ろ

く
め
い鳴

﹂
と
い
う
詩
で
あ
る
︒

先
の
仁
徳
紀
の
鹿
の
伝
承
に
関
し
て
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
江
戸
時
代
の
注

釈
書
﹃
書
紀
集し

つ
か
い解
﹄
は
︑﹁
有
聞
鹿
鳴
﹂
の
箇
所
に
︑﹁
毛
詩
小
雅
鹿
鳴
曰

呦
呦
鹿
鳴
食
野
之
苹
﹂（
原
文
割
注
）
と
注
す
る
︒

　

こ
の
﹁
鹿
鳴
詩
﹂
の
詩
の
影
響
が
八
四
番
歌
に
も
指
摘
さ
れ
る
︒
た
と

え
ば
︑
講
談
社
文
庫
﹃
万
葉
集
㈠
﹄
は
︑﹁﹃
詩
経
﹄
の
賓
客
を
遇
す
る
詩

﹃
鹿
鳴
﹄
を
踏
襲
す
る
﹂（
87
頁
）
と
し
︑
岩
波
文
庫
﹃
万
葉
集
㈠
﹄
も
︑

﹁
鹿
鳴
﹂
を
引
用
し
︑﹁
良
き
客
人
を
招
い
て
宴
す
る
こ
と
の
喜
び
を
詠
う

詩
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
﹂（
111
頁
）
と
述
べ
る
︒

　

つ
ぎ
に
﹁
鹿
鳴
﹂
の
第
一
章
を
あ
げ
る
︒

　
　
　
　

詩
經
小
雅　

鹿
鳴

　
　

呦
呦
鹿
鳴
︑
食
野
之
苹
︒

　
　

我
有
嘉
賓
︑
鼓
瑟
吹
笙
︒

　
　

吹
笙
鼓
簧
︑
承
筐
是
將
︒

　
　

人
之
好
我
︑
示
我
周
行
︒（
以
下
略
）

　　
　

呦い
う
い
う呦
と
し
て
鹿
鳴
き　

野や

の
苹よ

も
ぎ

を
食く

ら
ふ

　
　

我
に
嘉か

ひ
ん賓

有
り　
　
　

瑟し
つ

を
鼓こ

し
笙し

よ
う

を
吹
か
ん

　
　

笙
を
吹
き
簧こ

う

を
鼓
し　

筐き
よ
う

を
承さ

さ

げ
て
是こ

こ

に
将す

す

む

　
　

人
の
我
を
好よ

み

し　
　
　

我
に
周し

ゆ
う
こ
う行

を
示
せ

　
﹁
い
う
い
う
と
鹿
が
鳴
き
︑
野
の
苹
を
食
ら
う
︒
我
に
良
き
客
人
あ
り
︒

瑟
（
大
型
の
琴
）
を
弾
き
︑
笙
（
笛
）
を
吹
こ
う
︒
笙
を
吹
き
簧
（
笛
）

を
ふ
い
て
︑
か
ご
の
物
を
捧
げ
よ
う
︒
我
を
め
で
︑
我
に
正
し
き
道
を
示

し
給
え
﹂︒

　
﹁
鹿
鳴
﹂
は
︑
本
来
︑﹁
祖
霊
神
の
使
者
た
る
鹿
を
謡
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
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そ
の
神
が
一
族
の
も
と
に
来
臨
し
た
こ
と
を
示
し
︑（
中
略
）
供
物
を
捧

げ
︑
音
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
を
謡
い
︑
そ
の
歓
待
の
意
を
示
す
﹂
詩
で
あ

る
と
い（注
17
）う︒
し
か
し
︑﹃
詩
序
﹄
に
﹁
鹿
鳴
は
︑
群
臣
嘉
賓
を
燕
す
る
な

り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
君
主
が
群
臣
を
招
い
て
宴
す
る
詩
と
理
解
さ
れ
て

き
た
︒

　

馬
駿
は
︑﹁
呦
呦
鹿
鳴
﹂
に
つ
い
て
﹃
毛
傳
﹄
を
引
い
て
︑﹁
鹿
が
よ
い

餌
を
見
つ
け
る
と
︑
仲
間
を
呼
び
集
め
て
共
に
食
べ
る
と
い
う
よ
う
に
︑

主
君
は
真
心
を
込
め
て
宴
を
張
り
︑
賓
客
を
遇
す
る
の
意
﹂
だ
と
し
︑

﹁﹃
鹿
鳴
﹄
の
詩
は
︑
本
来
君
臣
和
楽
と
い
う
縦
の
関
係
を
主
旨
と
す
る
も

の
で
︑
酒
宴
と
い
う
誦
詠
の
﹃
場
﹄
を
持
つ
︒（
中
略
）
一
方
︑
時
代
の

移
り
変
わ
り
に
伴
い
︑
蘇
武
の
作
の
よ
う
に
︑
横
の
関
係
を
表
わ
す
﹃
鹿

鳴
﹄
の
用
法
が
出
現
す
る
﹂
と
述
べ（注
18
）る︒﹁
君
臣
和
楽
﹂
の
︑
王
を
讃
美

す
る
詩
に
用
い
ら
れ
た
﹁
鹿
鳴
﹂
だ
が
︑
草
を
食
む
鹿
が
友
を
呼
び
集
め

る
よ
う
に
︑
友
情
を
表
す
﹁
鹿
鳴
﹂
の
用
法
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
︒

　

こ
れ
を
受
け
て
︑
曹
咏
梅
は
︑﹁
志
貴
皇
子
を
賓
客
と
み
な
し
て
も
て

な
し
︑
二
人
の
友
情
関
係
を
示
す
た
め
に
﹃
鹿
鳴
﹄
を
踏
ま
え
た
の
で
あ

る
︒﹃
妻
恋
ひ
に
鹿
鳴
か
む
﹄
は
︑
友
情
を
求
め
る
声
が
恋
情
に
変
容
さ

れ
た
﹂
も
の
と
い（注
19
）う︒

　
﹁
鹿
鳴
詩
﹂
は
奈
良
時
代
初
め
に
は
︑
わ
が
国
に
知
ら
れ
て
い
た
︒﹃
懐

風
藻
﹄（
七
五
一
年
成
立
）
の
刀と

り
の
せ
ん
り
よ
う

利
宣
令
の
﹁
五
言
︒
秋
日
於
長
王
宅
宴

新
羅
客
︒
一
首
﹂
に
︑﹁
相
顧
鳴
鹿
爵
﹂（
相あ

ひ
か
へ
り顧
み
る
鳴
鹿
の
爵さ

か
づ
き

）
の
句

を
見
る
︒﹁
鳴
鹿
﹂
は
﹁
鹿
鳴
詩
﹂
を
さ
す
︒
題
詞
に
よ
れ
ば
︑
神
亀
三

年
（
七
二
六
）
五
月
に
来
朝
し
た
新
羅
使
を
送
る
宴
を
︑
長
屋
王
の
邸
宅

で
開
い
た
と
き
の
詩
と
さ
れ（注
20
）る︒

　

八
四
番
歌
は
標
目
に
﹁
寧
楽
宮
﹂
と
あ
り
︑
奈
良
遷
都
後
の
作
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
長
皇
子
は
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
に
︑
志
貴
皇

子
は
︑
同
年
か
翌
二
年
に
没
す
る
︒﹁
鹿
鳴
詩
﹂
が
貴
族
間
に
享
受
さ
れ
︑

長
皇
子
の
歌
に
反
映
し
て
い
る
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
︒

　

し
か
し
︑
近
藤
信
義
は
︑﹁
鹿
鳴
詩
に
は
︑﹃
鹿
鳴
﹄﹃
嘉
賓
﹄﹃
和
楽
﹄

﹃
旨
酒
﹄
の
詩
句
が
こ
の
詩
を
受
容
す
る
場
合
の
要
件
を
構
成
し
て
い
る
﹂

と
し
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
鹿
鳴
歌
に
は
﹁
詩
経
鹿
鳴
詩
の
モ
チ
ー
フ
と
す
る

四
つ
の
要
素
を
表
し
て
い
な
い
﹂
と
否
定
す（注
21
）る︒
と
こ
ろ
が
そ
の
後
︑
近

藤
信
義
は
︑
八
四
番
歌
に
つ
い
て
︑﹁
趣
向
は
﹃
鹿
鳴
﹄
詩
を
踏
ま
え
︑

歌
句
に
も
取
り
入
れ
︑
客
人
を
迎
え
た
歓
び
を
表
し
た
も
の
﹂
と
し
︑

﹃
万
葉
集
﹄
歌
と
﹁
鹿
鳴
詩
﹂
と
の
関
連
を
認
め
て
い（注
22
）る︒

　

以
上
︑﹁
鹿
鳴
詩
﹂
と
万
葉
歌
と
の
関
係
を
見
て
き
た
︒﹁
鹿
鳴
詩
﹂
が

万
葉
歌
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
八
四
番
歌
に

は
﹁
妻
恋
ひ
に
鹿
鳴
か
む
山
そ
﹂
と
︑
鹿
は
妻
恋
い
に
鳴
く
︒
こ
の
点
は

ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
︒

７　
﹃
万
葉
集
﹄
の
鹿
︱
﹁
妻
恋
ひ
に
﹂
鳴
く
鹿

　

長
皇
子
八
四
番
歌
は
志
貴
皇
子
と
の
変
わ
ら
ぬ
交
友
を
願
う
︒
こ
こ

に
友
を
呼
び
求
め
る
﹁
鹿
鳴
詩
﹂
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑

歌
に
は
﹁
妻
恋
ひ
に
﹂
鳴
く
と
い
う
︒
こ
の
妻
恋
い
に
鳴
く
鹿
こ
そ
︑

﹃
万
葉
集
﹄
の
鳴
く
鹿
の
歌
の
大
方
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
︒
馬
駿
は
︑

﹁﹃
鹿
鳴
﹄
＝
妻
恋
と
い
う
発
想
は
管
見
の
限
り
で
は
漢
土
に
な
い
ら
し
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い
﹂
と
し
︑
こ
の
﹁
発
想
は
︑
上
代
日
本
人
が
独
自
に
持
つ
に
至
っ
た
も

の
﹂
と
い
う
）（
注
18
前
掲
論
文
）︒
八
四
番
歌
と
﹁
鹿
鳴
詩
﹂
と
の
関
連

を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
が
︑
妻
恋
い
に
鳴
く
鹿
が
う
た
わ
れ
る
に
至
る

事
情
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒

　

井
上
さ
や
か
は
︑
八
四
番
歌
が
﹁
鳴
く
鹿
を
妻
呼
び
と
捉
え
る
類
型
の

先
駆
的
な
例
と
い
い
得
る
だ
ろ
う
︒
し
か
も
︑
ア
キ
サ
ラ
バ
と
あ
っ
て
︑

秋
の
事
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
さ
え
窺
う
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
し
︑﹁〝
鳴

く
鹿
〟
の
表
現
の
類
型
化
が
︑
平
城
遷
都
後
に
に
わ
か
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
﹂
と
も
述
べ（注
23
）る︒
妻
恋
い
に
鳴
く
鹿
と
い
う
表
現
は
八
四
番
歌
を

先
駆
と
し
︑
類
型
化
し
て
︑
秋
の
景
物
と
し
て
定
着
す
る
と
い
う
︒

　

巻
十
に
﹁
詠
鹿
鳴
﹂
と
題
す
る
十
六
首
が
あ
る
︒﹁
鹿
﹂
で
は
な
く
︑

﹁
鹿
鳴
﹂
と
あ
る
︒
ま
ず
︑
冒
頭
の
二
一
四
一
番
歌
を
あ
げ
る
︒

①
こ
の
こ
ろ
の　

秋
の
朝あ

さ
け明
に　

霧
隠ご

も

り　

妻
呼
ぶ
鹿
の　

声
の
さ
や
け

さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
10
・
二
一
四
一
）

　
﹁
こ
の
頃
の
︑
秋
の
夜
明
け
の
霧
に
包
ま
れ
て
妻
を
呼
ぶ
鹿
の
声
の
さ

や
か
に
聞
こ
え
る
こ
と
よ
﹂︒
鹿
は
夜
か
ら
明
け
方
ま
で
妻
を
求
め
て
鳴

い
て
い
た
︒
そ
の
切
な
く
悲
し
い
声
が
霧
の
中
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
︒
こ

れ
こ
そ
が
秋
の
景
で
あ
り
︑
情
緒
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

　

つ
ぎ
に
第
二
首
か
ら
第
五
首
ま
で
を
あ
げ
る
︒

②
さ
雄
鹿
の　

妻
と
と
の
ふ
と　

鳴
く
声
の　

至
ら
む
極
み　

な
び
け
萩

原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
二
）

③
君
に
恋
ひ　

う
ら
ぶ
れ
居
れ
ば　

敷し
き

の
野
の　

秋
萩
し
の
ぎ　

さ
雄
鹿

鳴
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
三
）　

④
雁
は
来
ぬ　

萩
は
散
り
ぬ
と　

さ
雄
鹿
の　

鳴
く
な
る
声
も　

う
ら
ぶ

れ
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
四
）　

⑤
秋
萩
の　

恋
も
尽
き
ね
ば　

さ
雄
鹿
の　

声
い
継
ぎ
い
継
ぎ　

恋
こ
そ

増
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
五
）

　

四
首
い
ず
れ
も
﹁
さ
雄
鹿
﹂
の
声
と
﹁
萩
﹂
を
う
た
う
︒
②
（
二
一
四
二

番
歌
）
は
︑﹁
牡
鹿
が
妻
を
呼
び
寄
せ
よ
う
と
鳴
く
声
の
届
く
果
て
ま
で
︑

な
び
き
ふ
せ
よ
︑
萩
原
﹂
と
︑
萩
原
に
対
し
て
︑
な
び
い
て
︑
鹿
の
声
が

遠
く
ま
で
届
く
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
願
う
︒
③
は
女
の
立
場
で
︑﹁
あ

の
人
に
恋
い
焦
が
れ
て
し
ょ
ん
ぼ
り
と
し
て
い
る
と
︑
敷
の
野
（
地
名
）

の
秋
萩
を
押
し
伏
せ
て
牡
鹿
が
鳴
く
﹂
と
い
う
︒
夫
君
に
会
え
な
い
で
萎

れ
て
い
る
自
分
は
︑
妻
を
求
め
て
萩
原
を
行
く
鹿
の
声
に
一
層
切
な
い
も

の
を
感
じ
る
と
い
う
︒

　

④
は
︑﹁
雁
が
渡
り
来
た
︒
萩
は
散
っ
た
と
︑
牡
鹿
が
鳴
く
︒
そ
の
声

も
し
ょ
ん
ぼ
り
と
し
て
い
る
﹂︒
雁
の
渡
る
頃
︑
萩
の
花
は
散
り
す
ぎ
︑

鹿
の
声
も
（
発
情
期
が
過
ぎ
て
）
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
⑤
は
︑﹁
秋

萩
に
焦
が
れ
る
思
い
も
つ
き
な
い
う
ち
に
︑
牡
鹿
の
声
が
次
々
と
聞
こ
え

て
き
て
︑
恋
心
が
一
層
ま
さ
る
﹂︒
鹿
の
声
に
我
が
恋
心
も
さ
ら
に
か
き

立
て
ら
れ
る
︒
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右
の
四
首
は
︑
牡
鹿
が
妻
を
求
め
て
萩
原
を
行
く
景
と
︑
萩
原
に
響
き

渡
る
鹿
鳴
が
描
か
れ
る
︒
つ
ぎ
の
四
首
を
あ
げ
る
︒

　
⑥
山
近
く　

家
や
居
る
べ
き　

さ
雄
鹿
の　

声
を
聞
き
つ
つ　

寝い

ね
か
て

ぬ
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
六
）

⑦
山
の
辺
に　

い
行
く
猟さ

つ
を雄
は　

多
か
れ
ど　

山
に
も
野
に
も　

さ
雄
鹿

鳴
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
七
）　

⑧
あ
し
ひ
き
の　

山
よ
り
来
せ
ば　

さ
雄
鹿
の　

つ
ま
呼
ぶ
声
を　

聞
か

ま
し
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
八
）

⑨
山
辺
に
は　

猟
雄
の
ね
ら
ひ　

恐か
し
こ

け
ど　

雄
鹿
鳴
く
な
り　

つ
ま
が
目

を
欲
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
四
九
）

　

こ
の
四
首
に
は
﹁
山
﹂
が
詠
ま
れ
る
︒
⑥
は
︑﹁
山
近
く
に
な
ど
住
む

も
の
で
は
な
い
︒
牡
鹿
の
声
を
聞
い
て
は
眠
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
﹂︒
歌

の
主
格
は
山
の
近
く
に
暮
ら
し
て
い
る
︒
妻
呼
ぶ
牡
鹿
の
声
を
聞
い
て
恋

情
を
刺
激
さ
れ
︑
眠
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
︒
⑦
は
︑﹁
山
の
あ
た

り
に
猟
師
が
多
く
獲
物
を
求
め
て
行
く
︒
し
か
し
︑
危
険
を
冒
し
て
も
山

に
も
野
に
も
牡
鹿
は
妻
を
求
め
て
鳴
い
て
い
る
﹂︒
山
に
い
る
鹿
は
山
を

お
り
て
野
に
も
行
く
︒
猟
師
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
声
を
あ
げ
て
鳴

く
︒
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
よ
い
が
︒
恋
に
命
を
賭
す
鹿
に
思
い
を
は
せ

る
︒

　

⑧
は
︑﹁
山
道
を
た
ど
っ
て
︑
こ
こ
へ
来
た
な
ら
︑
鹿
が
妻
を
呼
ぶ
声

が
聞
け
た
で
あ
ろ
う
が
﹂︒
山
道
を
た
ど
ら
ず
に
来
た
た
め
︑聞
き
た
か
っ

た
鹿
鳴
が
聞
け
な
か
っ
た
後
悔
で
あ
る
︒
⑨
は
︑﹁
山
の
あ
た
り
で
は
猟

師
の
ね
ら
い
が
恐
ろ
し
い
け
れ
ど
も
︑
鹿
の
声
が
聞
こ
え
る
︒
妻
に
会
い

た
い
と
﹂︒
⑦
と
同
じ
く
﹁
さ
つ
を
﹂（
狩
人
）
が
詠
ま
れ
る
︒
危
険
は

あ
っ
て
も
︑
妻
に
会
い
た
い
一
心
で
鹿
は
鳴
く
︒
条
理
を
超
え
た
恋
情
の

激
し
さ
を
︑
鹿
に
重
ね
な
が
ら
思
い
み
る
︒（
な
お
︑﹃
萬
葉
集
釋
注
五
﹄

に
は
当
歌
群
の
四
首
構
造
に
関
す
る
卓
説
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
触
れ
な

い
︒）

　

あ
と
の
七
首
を
み
て
お
こ
う
︒

⑩
秋
萩
の　

散
り
行
く
見
れ
ば　

お
ほ
ほ
し
み　

つ
ま
恋
す
ら
し　

さ
雄

鹿
鳴
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
五
〇
）

⑪
山
遠
き　

都
に
し
あ
れ
ば　

さ
雄
鹿
の　

つ
ま
呼
ぶ
声
は　

と
も
し
く

も
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
五
一
）

⑫
秋
萩
の　

散
り
過
ぎ
行
か
ば　

さ
雄
鹿
は　

わ
び
鳴
き
せ
む
な　

見
ず

は
と
も
し
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
五
二
）

⑬
秋
萩
の　

咲
け
る
野
辺
に
は　

さ
雄
鹿
そ　

露
を
別
け
つ
つ　

つ
ま
問

ひ
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
五
三
）

⑭
な
ぞ
鹿
の　

わ
び
鳴
き
す
な
る　

け
だ
し
く
も　

秋
野
の
萩
や　

繁
く
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散
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
五
四
）

⑮
秋
萩
の　

咲
き
た
る
野
辺
の　

さ
雄
鹿
は　

散
ら
ま
く
惜
し
み　

鳴
き

行
く
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
五
五
）

⑯
あ
し
ひ
き
の　

山
の
常と

か
げ陰

に　

鳴
く
鹿
の　

声
聞
か
す
や
も　

山
田
守も

ら
す
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
五
六
）

　

⑩
は
︑
秋
萩
が
散
り
行
く
の
を
見
て
︑
心
晴
れ
ず
︑
妻
恋
い
に
牡
鹿
が

鳴
く
︒
⑪
は
︑
山
か
ら
離
れ
た
都
に
住
ん
で
い
る
の
で
︑
牡
鹿
の
声
を
聞

く
こ
と
が
で
き
な
い
欠
乏
感
を
う
た
う
︒
藤
原
京
だ
と
︑
京
域
の
中
に
山

が
あ
る
︒
こ
こ
は
平
城
京
だ
ろ
う
︒
⑫
は
︑
秋
萩
が
散
っ
て
し
ま
う
と
牡

鹿
は
わ
び
し
く
て
鳴
く
だ
ろ
う
︑萩
の
花
を
見
な
い
と
物
足
り
な
い
か
ら
︒

⑬
は
︑
秋
萩
が
咲
い
て
い
る
野
辺
で
︑
牡
鹿
は
草
原
の
露
を
押
し
分
け
な

が
ら
︑
妻
問
い
を
し
た
よ
う
だ
︒
⑭
は
︑
ど
う
し
て
鹿
は
わ
び
し
そ
う
に

鳴
い
て
い
る
の
か
︑
た
ぶ
ん
秋
の
野
の
萩
が
し
き
り
に
散
っ
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
︒
先
の
⑫
と
類
想
の
歌
︒
⑮
は
︑
秋
萩
が
咲
い
て
い
る
野
辺
の
牡

鹿
は
︑
散
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
鳴
い
て
行
く
こ
と
だ
︒
最
後
の
⑯
は
︑
山

の
陰
に
鳴
く
鹿
の
声
を
お
聞
き
に
な
り
ま
し
た
か
︑
山
の
田
を
害
獣
か
ら

守
っ
て
い
る
あ
な
た
︒

　

⑫
・
⑭
・
⑮
に
よ
れ
ば
︑
牡
鹿
は
秋
萩
が
散
る
こ
と
を
﹁
わ
び
鳴
き
﹂

す
る
と
い
う
︒
牝
鹿
を
恋
し
て
鳴
く
の
で
は
な
い
︒
萩
は
牡
鹿
の﹁
花
妻
﹂

で
あ
る
と
い
う
︒
鹿
の
花
妻
と
は
何
か
︒

　
　

大
宰
帥
大
伴
卿
歌
二
首
（
の
う
ち
一
首
）

我
が
岡
に　

さ
雄
鹿
来
鳴
く　

初
萩
の　

花
妻
問
ひ
に　

来
鳴
く
さ
雄
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
8
・
一
五
四
一
）

　

大
伴
旅
人
が
大
宰
帥
で
あ
っ
た
の
は
︑
七
二
八
年
頃
～
七
三
〇
年
で
あ

る
か
ら
︑
萩
の
花
を
鹿
の
花
妻
と
す
る
見
方
は
そ
の
頃
に
は
成
立
し
て
い

た
︒
こ
の
ほ
か
︑﹁
秋
萩
の
妻
を
ま
か
む
と
﹂（
巻
9
・
一
七
六
一
︑
或
曰
︑

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
）︑﹁
秋
萩
を
妻
問
ふ
鹿
こ
そ
﹂（
巻
9
・
一
七
九
〇
︑

七
三
三
年
作
︑
遣
唐
使
の
母
）︑﹁
妻
問
ふ
萩
の
﹂（
巻
10
・
二
〇
九
八
）︑
な

ど
と
あ
る
が
︑﹁
柿
本
人
麻
呂
歌
集
﹂
に
も
︑﹁
詠
花
﹂（
花
を
詠
む
）
と

し
て
︑

さ
を
鹿
の　

心
相
思
ふ　

秋
萩
の　

時し
ぐ
れ雨
の
降
る
に　

散
ら
く
し
惜
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
10
・
二
〇
九
四
）

　
﹁
牡
鹿
と
︑
心
に
互
い
に
思
い
あ
う
秋
萩
が
︑
時
雨
の
降
る
中
に
散
る

こ
と
は
惜
し
い
こ
と
だ
な
﹂︒﹁
花
妻
﹂
と
い
う
言
葉
は
な
い
も
の
の
︑
鹿

と
萩
が
思
い
合
う
関
係
で
あ
る
と
い
う
︒
人
麻
呂
歌
集
は
人
麻
呂
自
身
に

よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
萩
を
鹿
の
思
い
人
と
す
る
見
方
は
︑

奈
良
遷
都
以
前
に
成
立
し
て
い
る
︒
一
方
で
︑こ
こ
は
鳴
く
鹿
で
は
な
い
︒

人
麻
呂
は
鳴
く
鹿
を
詠
ん
で
は
い
な
い
︒
つ
ぎ
は
﹁
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
三

首
﹂
と
題
す
る
歌
の
一
首
︒

夏
野
行
く　

小を

じ

か
牡
鹿
の
角
の　

束
の
間
も　

妹い
も

が
心
を　

忘
れ
て
思
へ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
4
・
五
〇
二
）

　
﹁
夏
の
野
を
行
く
牡
鹿
の
角
が
短
い
よ
う
に
︑
つ
か
の
間
（
短
い
間
）
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も
︑
妻
の
心
を
忘
れ
た
り
し
よ
う
か
﹂︒
鹿
の
角
は
夏
に
生
え
か
わ
る
︒

夏
の
鹿
角
は
ま
だ
短
い
︒
そ
れ
を
﹁
束
の
間
﹂
の
序
詞
と
す
る
︒
人
麻
呂

歌
に
は
鹿
は
秋
の
題
材
と
定
ま
っ
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑
生
い
茂
る
夏
の

草
む
ら
を
押
し
分
け
て
進
む
鹿
の
姿
に
躍
動
的
な
生
命
力
が
感
じ
ら
れ

る
︒
鹿
角
を
序
詞
と
す
る
が
︑
こ
こ
に
は
死
と
再
生
の
象
徴
と
し
て
の
角

と
い
う
︑
鹿
の
呪
性
が
思
わ
れ
る
︒

　

先
の
人
麻
呂
歌
集
歌
に
は
︑
萩
と
相
思
相
愛
の
鹿
を
詠
む
︒
し
か
し
︑

萩
を
﹁
花
妻
﹂
と
し
︑
妻
恋
い
に
鳴
く
鹿
は
奈
良
遷
都
以
後
に
成
立
す
る

の
だ
ろ
う
︒
で
は
︑
鹿
と
萩
は
ど
の
よ
う
に
し
て
結
び
つ
い
た
の
か
︒

　

新
垣
幸
得
は
︑
鹿
が
萩
の
葉
や
花
実
を
好
ん
で
食
べ
︑
ま
た
︑
鳴
く
鹿

と
散
る
萩
が
季
節
的
に
重
な
る
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
鹿
と
萩
と
に
愛
情
が
結

ば
れ
た
よ
う
に
詠
ん
﹂
だ
と
推
測
す（注
24
）る︒

　

鹿
は
萩
の
花
芽
を
食
べ
る
た
め
に
︑
山
か
ら
野
に
下
り
る
︒
や
が
て
︑

鹿
が
萩
を
求
め
て
来
る
こ
と
が
︑
男
が
女
の
家
を
訪
ね
る
﹁
妻
問
ひ
﹂
と

重
ね
ら
れ
る
︒
あ
わ
せ
て
︑
牝
鹿
を
呼
ぶ
牡
鹿
の
声
が
︑
妻
に
焦
が
れ
て

鳴
い
て
い
る
よ
う
に
感
受
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
人
は
そ
こ
に
自
ら
の
思
い

を
重
ね
合
わ
せ
て
鹿
鳴
に
親
し
む
よ
う
に
な
る
︒
妻
呼
ぶ
鹿
鳴
は
︑
散
る

萩
を
惜
し
ん
で
鳴
く
︑
と
さ
れ
る
に
い
た
る
︒
そ
こ
で
鹿
鳴
は
︑
枯
れ
衰

え
る
季
節
と
し
て
の
︑
い
わ
ば
﹁
悲
秋
﹂
の
景
物
と
し
て
成
立
す
る
︒
こ

の
よ
う
に
鹿
と
萩
の
関
係
を
考
え
て
よ
い
な
ら
ば
︑
そ
れ
が
な
ぜ
︑
奈
良

遷
都
以
後
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
︒

８　
﹃
万
葉
集
﹄
の
鹿
鳴
︱
都
市
と
自
然

　

秋
の
景
物
と
し
て
の
﹁
鹿
鳴
﹂
は
︑
奈
良
時
代
以
降
に
始
ま
る
︒﹁
鹿

鳴
に
人
の
心
情
を
重
ね
て
理
解
す
る
こ
と
は
（
中
略
）
お
そ
ら
く
は
奈
良

時
代
の
都
あ
る
い
は
貴
族
に
つ
ら
な
る
文
化
に
か
か
わ
る
営
み
で
あ
っ

た
﹂（
寺
川
︑
注
13
前
掲
論
文
）︒
平
城
京
の
成
立
が
秋
の
景
物
と
し
て
の

鹿
鳴
の
成
立
に
関
わ
る
︒

　

平
城
京
に
先
立
つ
藤
原
京
は
広
大
な
領
域
を
有
す
る
︑
か
つ
て
な
い
規

模
の
大
き
な
都
城
で
あ
る
が
︑
京
域
に
は
︑
神
聖
な
大
和
三
山
（
香
具

山
・
畝
傍
山
・
耳
成
山
）
を
含
み
︑
ま
た
︑
奈
良
盆
地
の
南
部
に
位
置
し

て
︑
山
々
の
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
︒
香
具
山
に
鹿
が
い
た
こ
と
も
︑
神
話

で
は
あ
る
が
︑﹃
古
事
記
﹄
の
﹁
天
石
屋
﹂
の
段
に
﹁
天
香
山
之
真
男
鹿
﹂

と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
藤
原
京
時
代
の
鹿
鳴
の
歌
は
﹃
万
葉

集
﹄
に
は
登
場
し
な
い
︒

　

藤
原
京
遷
都
は
六
九
四
年
だ
が
︑
こ
の
時
点
で
藤
原
宮
は
完
成
せ
ず
︑

七
〇
四
年
に
︑
藤
原
京
は
未
完
成
の
ま
ま
造
営
工
事
を
打
ち
切
る
こ
と
が

決
定
さ
れ
た
と
い（注
25
）う︒
そ
し
て
︑
七
一
〇
年
に
平
城
京
へ
と
遷
都
す
る
︒

　

平
城
京
は
︑
唐
の
長
安
城
を
モ
デ
ル
に
し
た
︑
当
時
最
先
端
の
都
城
で

あ
り
︑
世
界
有
数
の
大
都
市
と
な
る
︒
平
城
京
は
︑
国
家
の
理
想
と
す
る

律
令
的
秩
序
を
現
世
に
体
現
す
る
︒
天
子
南
面
の
思
想
の
も
と
︑
有
力
豪

族
を
そ
れ
ぞ
れ
の
本
貫
か
ら
引
き
離
し
︑
京
の
居
住
空
間
に
官
人
と
し
て

秩
序
正
し
く
位
置
づ
け
る
︒
直
接
的
な
生
産
の
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
︑

貴
族
階
級
に
お
け
る
都
市
生
活
が
成
立
す
る
︒
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古
橋
信
孝
は
︑
都
市
の
確
立
を
平
城
京
に
認
め
︑﹁
都
市
の
成
立
は
郊

外
の
成
立
で
も
あ
っ
た
︒
万
葉
集
に
は
︑
季
節
の
訪
れ
を
郊
外
に
出
て
受

感
す
る
歌
が
多
く
あ
る
﹂
と
し
︑﹁
季
節
を
詠
む
歌
は
郊
外
の
成
立
と
深

く
関
係
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う
い
う
場
合
の
歌
は
遊
び
の
歌
か
︑
自
然
の

変
化
そ
の
も
の
を
詠
む
歌
に
な
る
︒
い
わ
ば
︑自
然
詠
が
成
立
し
て
く
る
﹂

と
い（注
26
）う︒

都
市
と
郊
外
の
成
立
が
季
節
詠
を
う
み
な
し
た
と
い
う
︒

　

森
朝
男
も
︑﹁
自
然
と
の
直
接
的
な
接
触
が
薄
れ
た
京
を
基
盤
に
し
て
︑

季
節
の
趣
を
詠
む
歌
が
起
こ
っ
て
く
る
の
は
︑
一
見
不
思
議
な
こ
と
で
あ

る
よ
う
に
思
え
る
が
︑
都
市
と
い
う
人
工
的
な
空
間
が
で
き
る
こ
と
で
︑

自
然
と
の
間
に
で
き
た
適
度
な
間
接
性
に
よ
っ
て
︑
古
代
の
人
た
ち
は
自

然
を
美
的
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
い（注
27
）う︒

都
市

の
成
立
が
自
然
の
美
を
感
受
せ
し
め
る
︒

　

平
城
京
は
奈
良
盆
地
の
北
に
位
置
し
︑
藤
原
京
に
倍
す
る
程
の
人
口
を

有
し
て
い
た
ら
し
い
︒
市
大
樹
は
︑﹁
藤
原
京
の
推
定
人
口
は
三
万
～

五
万
人
で
︑
平
城
京
の
五
万
～
一
〇
万
人
と
比
べ
る
と
少
な
い
﹂
と
い
う

（
注
25
前
掲
書
192
頁
）︒

　

ま
た
︑
平
城
京
の
東
・
北
に
は
山
裾
か
ら
広
が
る
野
（
高
円
野
・
春
日

野
・
佐
保
・
佐
紀
な
ど
）
が
あ
り
︑
こ
こ
に
人
々
が
出
入
り
し
︑﹁
郊
外
﹂

を
形
成
し
て
い
く
︒
自
然
の
中
の
人
工
的
な
空
間
と
い
え
よ
う
︒
生
の
ま

ま
の
自
然
で
は
な
い
︑
人
に
馴
化
さ
れ
た
自
然
の
成
立
が
︑
自
然
を
美
と

す
る
見
方
を
生
じ
さ
せ
る
︒
自
然
は
本
来
︑
巨
大
な
生
命
力
を
有
す
る
畏

る
べ
き
神
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
自
然
が
美
の
対
象
と
な
る
に
は
都
市
の
成

立
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
秋
の
景
物
と
し
て
の
鹿
も
そ
こ
で
発
見
さ
れ
る
︒

　
﹁
神
体
山
﹂﹁
山
中
他
界
﹂
な
ど
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
︑
山
は
神

そ
の
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
︑
山
中
は
異
界
（
神
の
世
界
）
と
さ
れ
て
い
た
︒

鹿
は
山
の
霊
威
そ
の
も
の
と
し
て
呪
儀
の
対
象
と
も
さ
れ
た
︒
そ
の
︑
山

か
ら
野
に
下
る
鹿
が
︑
文
芸
の
対
象
と
な
る
に
は
﹁
郊
外
﹂
の
成
立
が
関

わ
る
︒
奈
良
時
代
に
い
た
っ
て
︑
妻
呼
ぶ
鹿
が
秋
の
景
物
と
し
て
万
葉
和

歌
の
題
材
と
な
る
に
は
そ
う
し
た
経
緯
が
あ
っ
た
と
考
え
る
︒

　

た
だ
し
︑
先
の
人
麻
呂
歌
集
歌
に
は
︑
鹿
と
萩
を
相
愛
の
仲
と
し
て
い

た
︒
自
然
を
相
対
化
し
︑
美
の
対
象
と
す
る
意
識
が
う
か
が
え
る
︒
人
麻

呂
は
︑﹁
皇お

ほ
き
み

は
神
に
し
い
ま
せ
ば
天あ

ま

雲く
も

の
雷い

か
づ
ち

の
上
に
廬い

ほ

り
せ
る
か
も
﹂

（
巻
3
・
二
三
五
）
と
︑
天
皇
を
自
然
の
神
（
雷
神
）
に
超
越
す
る
存
在

と
し
て
讃
美
す
る
︒
既
に
時
代
の
感
受
性
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

＊

　

本
稿
は
︑
主
に
﹁
風
土
記
﹂
や
﹃
万
葉
集
﹄
の
鹿
に
関
す
る
従
来
の
諸

説
を
ま
と
め
つ
つ
︑
そ
の
呪
性
と
文
芸
性
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ

る
︒

　
﹁
風
土
記
﹂
の
鹿
は
︑
農
の
害
獣
で
あ
り
︑
狩
り
の
獲
物
で
も
あ
っ
た

が
︑
山
や
水
と
い
う
自
然
の
神
霊
の
現
れ
と
い
う
面
も
有
し
︑
呪
儀
の
対

象
と
も
な
っ
て
い
た
︒

　

一
方
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
鹿
は
︑
一
部
の
歌
に
呪
的
な
要
素
も
見

ら
れ
る
も
の
の
︑
主
に
文
芸
的
（
美
的
）
な
対
象
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
て

い
る
︒
と
く
に
奈
良
遷
都
以
降
は
︑
妻
呼
ぶ
鹿
の
姿
が
秋
の
景
物
と
な
り
︑

せ
つ
な
く
悲
し
い
風
情
を
表
現
す
る
に
い
た
る
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
都
市
と

そ
の
郊
外
の
成
立
が
あ
る
︒
異
界
で
あ
る
山
か
ら
下
り
来
る
鹿
が
︑
郊
外
と

い
う
人
工
的
な
空
間
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
︑
自
然
の
象
徴
で

あ
っ
た
鹿
が
︑
文
芸
的
な
対
象
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
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注（注
1
）　

岡
田
精
司
﹁
古
代
伝
承
の
鹿
︱
大
王
祭
祀
復
元
の
試
み
︱
﹂（﹃
古
代
史

論
集　

上
﹄︑
直
木
孝
次
郎
先
生
古
稀
記
念
会
︑
塙
書
房
︑1988

︑138

頁
）

（
注
2
）　

折
口
信
夫
﹁
國
文
學
の
発
生
（
第
二
稿
）﹂（﹃
折
口
信
夫
全
集　

第
一

巻
﹄︑
中
公
文
庫
版
︑99

頁
）

（
注
3
）　

戸
谷
高
明
﹁﹃
乞
食
者
詠
二
首
﹄
の
背
景
と
成
立
﹂（﹃
国
文
学
研
究
﹄

（
早
稲
田
大
学
）
一
七
輯
︑1958.3

）

（
注
4
）　
﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
﹄（
三
省
堂
︑1983

第
三
刷
）

（
注
5
）　

平
林
章
仁
﹁
第
1
章　

海
を
渡
る
鹿
﹂（﹃
鹿
と
鳥
の
文
化
史
﹄︑
白
水

社
︑2011

︑30

頁
︑
初
版1992

）

（
注
6
）　

松
田
浩
﹁
鹿
の
古
代
伝
承
と
水
神
と
︱
日
本
武
尊
の
鹿
狩
り
を
め
ぐ
っ

て
︱
﹂（﹃
三
田
國
文
﹄（
慶
應
義
塾
大
学
）
三
〇
号
︑1999.9

）

（
注
7
）　

野
本
寛
一
﹁
第
1
章　

獣
︱
ケ
モ
ノ
﹂（﹃
生
き
も
の
民
俗
誌
﹄︑
昭
和

堂
︑2019

）

（
注
8
）　

石
神
裕
之
﹁
古
代
文
芸
と
鹿
・
猪
の
意
識
に
つ
い
て
︱
考
古
学
的
視
点

を
織
り
ま
ぜ
て
︱
﹂（﹃
三
田
國
文
﹄
三
〇
号
︑1999.9

）

（
注
9
）　

小
島
憲
之
﹁﹃
ト
ガ
野
﹄
の
鹿
と
﹃
ヲ
グ
ラ
山
﹄
の
鹿
︱
萬
葉
傳
誦
歌

を
め
ぐ
つ
て
︱
﹂（﹃
萬
葉
﹄
九
号
︑1953.10

）

（
注
10
）　

伊
藤
博
﹃
萬
葉
集
釋
注　

五
﹄（
集
英
社
︑1996

︑30
～31
頁
）

（
注
11
）　

井
口
樹
生
﹁
鹿
鳴
譚
の
由
来
︱
古
代
・
鹿
の
文
学
と
芸
能
﹂（﹃
金
田
一

春
彦
博
士
古
稀
記
念
論
文
集　

第
三
巻
﹄
文
学
芸
能
編
︑
金
田
一
春
彦
博

士
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
︑
三
省
堂
︑1984

︑26

頁
）

（
注
12
）　

辰
巳
和
弘
﹁
第
七
章　

獣
﹂（﹃
風
土
記
の
考
古
学
︱
古
代
人
の
自
然

観
﹄︑
白
水
社
︑1999

︑167

頁
）

（
注
13
）　

寺
川
真
知
夫
﹁
仁
徳
紀
聆
鹿
鳴
伝
承
の
意
味
﹂（﹃
文
藝
論
叢
﹄（
大
谷

大
学
）
五
六
号
︑2001.3

）

（
注
14
）　

中
西
進
﹁
二　

作
家
論　

第
二
章　

雄
略
御
製
の
伝
誦
﹂（﹃
中
西
進　

万
葉
論
集　

第
一
巻　

万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
上
﹄︑
講
談
社
︑

1995

︑109

頁
︑
原
著
初
版1963

）

（
注
15
）　

吉
村
誠
﹁﹃
万
葉
集
﹄
鹿
鳴
歌
﹃
今
夜
は
鳴
か
ず
い
寝
に
け
ら
し
も
﹄

の
一
解
釈
﹂（﹃
国
文
学
研
究
﹄（
群
馬
県
立
女
子
大
学
）
一
号
︑1981.3

）

（
注
16
）　

甲
斐
睦
朗
・
石
黒
由
香
里
﹁
物
の
名
・
植
物
と
動
物
の
歌
こ
と
ば
︱

﹁
萩
﹂
と
﹁
鹿
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂（﹃
古
代
文
学
講
座
7　

こ
と
ば
の
神

話
学
﹄︑
古
橋
信
孝
ほ
か
編
︑
勉
誠
社
︑1994

）

（
注
17
）　

石
川
忠
久
﹃
新
釈
漢
文
大
系
第111

巻　

詩
経
（
中
）﹄（
明
治
書
院
︑

1998

︑165

頁
）

（
注
18
）　

馬
駿
﹁
漢
籍
と
の
比
較
か
ら
見
た
﹃
鹿
鳴
﹄
の
歌
︱
そ
の
巻
頭
性
と
表

現
性
を
中
心
に
︱
﹂（﹃
国
語
国
文
研
究
﹄（
北
海
道
大
学
）
一
〇
五
号
︑

1997.3

）

（
注
19
）　

曹
咏
梅
﹁
宴
と
儀
礼
歌
︱
巻
一
・
八
四
番
歌
の
解
釈
を
中
心
に
︱
﹂

（﹃
万
葉
古
代
学
研
究
所
年
報
﹄
九
号
︑2011.3

）

（
注
20
）　

辰
巳
正
明
﹃
懐
風
藻　

古
代
日
本
漢
詩
を
読
む
﹄（
新
典
社
︑2019

︑

211

頁
）

（
注
21
）　

近
藤
信
義
﹁
桓
武
天
皇
遊
猟
歌
の
一
問
題
︱
喩
と
し
て
の
﹃
鹿
鳴
﹄
詩

︱
﹂（﹃
立
正
大
学
國
語
國
文
﹄
三
九
号
︑2001

）

（
注
22
）　

近
藤
信
義
﹁﹃
鹿
鳴
﹄
詩
と
鹿
鳴
歌
の
は
ざ
ま
﹂（﹃
上
代
文
學
﹄

一
二
六
号
︑2021.4

）

（
注
23
）　

井
上
さ
や
か
﹁
景
物
と
し
て
の
〝
鳴
く
鹿
〟
︱
詠
物
歌
と
物
色
の
倭
製

︱
﹂（﹃
万
葉
古
代
学
研
究
所
年
報
﹄
四
号
︑2006.3

）

（
注
24
）　

新
垣
幸
得
﹁
第
三
章　

第
三
節　

万
葉
の
萩
と
鹿
﹂（﹃
万
葉
集
の
風
土

文
芸
論
﹄︑
桜
楓
社
︑1976

）

（
注
25
）　

市
大
樹
﹃
飛
鳥
の
木
簡
︱
古
代
史
の
新
た
な
解
明
﹄（
中
公
新
書
︑

2012

︑174

頁
）

（
注
26
）　

古
橋
信
孝
﹁
万
葉
集
と
そ
の
時
代
﹂（﹃
万
葉
集
を
読
む
﹄︑
古
橋
信
孝

編
︑
吉
川
弘
文
館
︑2008

︑22

頁
）

（
注
27
）　

森
朝
男
﹃
読
み
な
お
す
日
本
の
原
風
景
﹄（
は
な
わ
新
書
︑
塙
書
房
︑

2014

︑88

頁
）

テ
キ
ス
ト

﹃
万  

葉  

集
﹄
：﹃
萬
葉
集
﹄
Ｃ
Ｄ
︱
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版　

塙
書
房
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﹃
風  

土  

記
﹄
：
日
本
古
典
文
學
大
系　

秋
本
吉
郎
校
注
﹃
風
土
記
﹄
岩
波
書
店

﹃
日
本
書
紀
﹄
： 

日
本
古
典
文
學
大
系　

坂
本
太
郎
他
校
注
﹃
日
本
書
紀
﹄
岩
波

書
店

﹃
古  
事  
記
﹄
： 

日
本
古
典
文
學
大
系　

倉
野
憲
司
他
校
注
﹃
古
事
記　

祝
詞
﹄

岩
波
書
店

　

＊
い
ず
れ
も
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
︒


