
ー

詞

常
陸
国
風
土
記
に
見
え
る
風
俗
諺
・
説
は
次
の
如
く
八
例
が
あ
る
。

ヒ
タ
チ
風
俗
の
諺
に
、
筑
波
岳
に
黒
雲
荏
り
、
衣
袖
漬
の
国
と
い
ふ
。

枕

ニ
ヒ
ハ
リ
風
俗
の
諺
に
、
白
遠
ふ
新
治
の
国
と
い
ふ
。

ツ
ク
バ
風
俗
の
説
に
、
握
飯
筑
波
の
国
と
い
ふ
。

ウ
バ
ラ
キ
風
俗
の
諺
に
、
水
泳
る
茨
城
の
国
と
い
ふ
。

ナ
メ
カ
タ
風
俗
の
諺
に
、
立
雨
零
り
行
方
の
国
と
い
ふ
。

カ
シ
マ
風
俗
の
説
に
、
霞
零
る
香
島
の
国
と
い
ふ
。

タ
カ
風
俗
の
説
に
、
薦
枕
多
珂
の
国
と
い
ふ
。

シ
ダ
風
俗
の
諺
に
い
へ
ら
く
、
葦
原
の
鹿
は
、
其
の
味
燗
れ
る
ご

としといへり。

３
こ
の
「
諺
」
と
「
説
」
と
が
、
ど
れ
程
の
意
味
の
違
い
を
有
し
て
い
る
の
か

２

は
検
討
を
今
は
省
く
が
、
と
も
か
く
内
容
は
同
質
と
考
え
得
る
。
以
上
に
あ
げ

本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
枕
詞
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
考
察
を
試
み
て
み

たい。常
陸
国
風
土
記
の
、
風
俗
諺
、
風
俗
説
に
、
歌
謡
に
お
け
る
枕
詞
と
類
似
し

注１

論
た
も
の
が
記
録
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
点
は
先
人
に
よ
っ
て
既
に
注
目
さ
れ
、
枕

詞
の
発
生
論
に
新
し
い
見
解
を
示
す
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

枕

詞

論

五

た
も
の
中
「
ヒ
タ
チ
」
の
「
筑
波
岳
に
黒
雲
荏
り
、
衣
袖
漬
の
国
」
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
、
そ
の
ヒ
タ
チ
に
関
す
る
国
名
伝
説
が
な
お
二
つ
あ
る
。

ゆ

き

き

み

ち

う

み

わ

た

り

往
来
の
道
路
、
江
海
の
津
済
を
隔
て
ず
郡
郷
の
境
界
、
山
河
の
峯
谷
に
相
続

ひ
た
み
ち

け
れ
ば
直
通
の
義
を
と
り
て
名
称
と
為
せ
り
。

と
「
直
通
１
１
ヒ
タ
チ
」
、
の
国
名
の
由
来
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、

第
二
の
伝
説
と
し
て
伝
え
て
い
る
、

倭
武
の
天
皇
、
東
の
夷
の
国
を
巡
狩
は
し
て
、
新
治
の
県
を
幸
過
し
し
に
国

造
毘
那
良
珠
命
を
遣
は
し
て
、
新
に
井
を
堀
ら
し
む
る
に
、
流
泉
浄
く
澄
み
、

尤
好
愛
ら
し
か
り
ぎ
。
時
に
乗
與
を
と
ど
め
て
、
水
を
翫
で
み
手
を
洗
ひ
た

ま
ひ
し
に
御
衣
の
袖
、
泉
に
垂
り
て
沽
ぢ
ぬ
。
便
ち
袖
を
潰
す
義
に
よ
り
て

此
の
国
の
名
と
為
せ
り
。

に
お
い
て
も
他
の
国
名
、
地
名
起
源
伝
説
の
多
く
が
、
不
自
然
な
よ
う
に
、
こ

の
場
合
も
袖
を
「
潰
す
」
が
「
ヒ
タ
チ
」
と
な
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の

第
二
の
伝
説
は
、
「
衣
袖
漬
の
国
」
の
「
衣
袖
」
を
説
明
す
る
為
に
後
か
ら
つ

け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
風
俗
諺
は
「
筑
波
岳
に
黒
雲

桂
り
、
衣
袖
漬
の
国
」
で
あ
っ
て
、
結
局
こ
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
そ
の
他
の
場
合
に
も
す
べ
て
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
ニ
ヒ
ハ
リ
の
場
合
は
、

近

藤

信

義



昔
、
美
麻
貴
の
天
皇
の
駁
宇
し
め
し
み
世
、
東
の
夷
の
荒
ぶ
る
賊
を
平
討
む

４２
と
し
て
新
治
の
国
造
が
祖
、
名
は
比
奈
良
珠
命
と
い
ふ
も
の
を
つ
か
は
し

ぎ
。
此
人
罷
り
到
り
て
よ
即
、
井
を
治
り
し
に
よ
り
て
、
郡
の
号
に
着
け

ぎ
。
そ
れ
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
、
其
の
名
を
改
め
ず
。
風
俗
の
諺
に
、
白

遠
ふ
新
治
の
国
と
い
ふ
。

或
は
、
ツ
ク
バ
で
は

筑
波
の
県
は
古
、
紀
の
国
と
謂
ひ
き
。
美
万
貴
の
天
皇
の
み
世
妥
女
臣
の
友

つ
く
は
の

属
、
筑
箪
命
い
ひ
し
ぐ
「
身
が
名
を
ば
国
に
着
け
て
後
の
代
に
流
伝
へ
し
め

む
と
欲
ふ
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
本
の
号
を
改
め
て
更
に
筑
波
と
称
ふ
と
い
へ

論
り
。
風
俗
の
説
に
、
握
飯
筑
波
の
国
と
い
ふ
。

更
に
、
タ
カ
で
は
、

斯
我
の
高
穴
穂
の
宮
に
大
八
洲
照
臨
し
め
し
し
天
皇
の
み
世
、
建
御
狭
日
命

詞
を
以
ち
て
、
多
珂
の
国
造
に
任
し
き
・
舷
に
人
初
め
て
至
り
、
地
体
を
歴
験

や
ま
た
か

て
、
峯
険
し
く
岳
崇
し
と
為
し
て
、
因
り
て
多
珂
の
国
と
名
づ
け
き
・
風
俗

枕
の
説
に
薦
枕
多
珂
の
国
と
い
ふ
。

と
あ
り
、
以
上
の
例
を
見
て
も
、
国
名
起
源
伝
説
に
続
く
、
風
俗
諺
・
説
の
記

さ
れ
か
た
は
突
飛
で
あ
る
。
こ
れ
ら
伝
説
の
中
に
は
、
国
名
に
冠
し
た
コ
ト
バ

が
如
何
な
る
理
由
で
国
名
に
連
な
る
か
を
語
る
本
縁
讓
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ

る。ク
ニ
ブ
リ
ノ
コ
ト
ワ
ザ
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
特
徴
は
、
地
名
と
、
そ
れ
に
冠
せ

ら
れ
た
コ
ト
バ
の
部
分
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
冠
せ
ら
れ
た
コ
ト
バ

と
地
名
が
、
一
つ
づ
き
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
理
由
は
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
の
部
分
は
、
現
在
の
我
々
は
お
ろ
か
、
既
に
、

「
衣
袖
潰
の
国
」
の
例
の
如
く
、
当
時
の
理
解
に
合
せ
て
、
再
説
明
を
要
し
た

時
点
に
於
て
も
、
も
早
、
記
憶
の
か
な
た
に
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
上

下
連
続
し
た
こ
れ
ら
の
コ
ト
ワ
ザ
が
、
い
か
な
る
発
生
の
理
由
を
有
し
て
い
た

か
は
不
明
と
し
て
も
、
い
い
伝
え
、
語
ら
れ
て
い
る
間
に
、
人
女
の
間
に
、
自

然
に
地
名
に
冠
し
た
コ
ト
バ
に
そ
の
土
地
に
対
す
る
、
ほ
め
詞
と
し
て
の
役
を

負
わ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
ク
ニ
ブ
リ
ノ
コ
ト
ワ

ザ
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
、
地
名
に
冠
せ
ら
れ
た
部
分
は
、
既
に
、
讃
詞
と
し
て

の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
又
そ
こ
に
Ａ
い
い
伝
え
Ｖ
ら
れ
た
理
由
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ク
ニ
ブ
リ
ノ
コ
ト
ワ
ザ
と
い
う
の
は
、
最
も
単
純
に
考
え
れ
ば
、
コ
ト
ワ
ザ

は
、
古
く
か
ら
の
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
コ
ト
バ
、
で
あ
り
、
ク
ニ
ブ
リ
と
つ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
の
地
名
に
ま
つ
わ
っ
て
い
る
い
い
伝
え
の
コ
ト
バ
、

の
意
味
で
あ
る
。

諺
の
他
の
例
の
場
合
、
例
え
ば
同
じ
常
陸
国
風
土
記
に
、
例
の
筑
波
山
の
歌

垣
の
説
明
の
後
に
、

俗
諺
（
ク
ニ
ヒ
ト
ノ
コ
ト
ワ
ザ
）
に
曰
く
、
筑
波
峯
の
会
に
婚
の
財
を
得
ざ

れ
ば
、
児
女
と
せ
ず
と
、
い
へ
り
。

の
如
く
、
こ
れ
は
地
方
の
行
事
に
関
し
て
の
土
地
の
人
の
い
い
伝
え
を
意
味
し

て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
風
俗
諺
の
最
後
に
記
し
た
「
葦
原
の
鹿

は
、
其
の
味
、
儲
れ
る
ご
と
し
と
い
へ
り
。
」
は
正
し
く
は
、
ク
ニ
ヒ
ト
ノ
コ
ト

ワ
ザ
、
と
呼
ば
れ
る
べ
き
範
囲
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
れ
は

土
地
の
狩
猟
に
関
し
て
の
い
い
伝
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
諺
は
か
な
り
教

訓
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
諺
の
性
格
を
見
る
為
に
、
他
の
例
を
上

げ
て
み
る
と
、
古
事
記
、
日
本
紀
に
い
く
つ
か
記
録
さ
れ
て
あ
る
。

ぎ
ぎ
し
の
ひ
た
づ
か
ひ

故
於
今
諺
日
、
雄
之
頓
使
本
是
也
（
神
代
記
）

と
こ
ろ
え
ぬ

故
諺
日
、
不
得
地
玉
作
也
（
垂
仁
記
）

ぼ
く
ら
も
は
し
だ
て
の
ま
ｋ
に

故
諺
日
、
神
之
神
庫
随
樹
梯
之
此
其
縁
也
（
垂
仁
紀
）



さ
ば
あ
ま

故
俗
人
諺
日
、
佐
腰
阿
摩
者
其
是
縁
也
（
応
神
紀
）

か
た
い
し
は
も
え
ひ
ぴ
と
を
さ
く

故
諺
日
、
堅
石
避
二
酔
人
一
也
（
応
神
紀
）

あ
ま
な
れ
や
お
の
が
も
の
か
ら
ね
な
く

故
諺
日
、
有
海
人
耶
、
因
己
物
以
泣
、
其
是
之
縁
也
（
仁
徳
紀
）

な
く
し
か
も
ゆ
め
あ
は
せ
の
ま
に
ま
に

諺
日
、
鳴
牡
鹿
突
随
相
夢
也
（
仁
徳
紀
）

以
上
の
七
例
が
記
紀
に
表
わ
れ
た
諺
の
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諺
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
を
示
す
本
縁
讓
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
検
討
し
て
み

る
と
、
本
縁
謹
は
必
ず
し
も
諺
と
密
着
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
例
え
ば

「
と
こ
ろ
得
ぬ
玉
作
り
」
の
物
語
で
は
、
垂
仁
天
皇
后
の
皇
后
の
兄
、
狭
穂
彦
王

の
謀
反
に
よ
っ
て
皇
后
自
ら
兄
の
城
に
走
る
。
こ
の
皇
后
と
御
子
を
と
り
返
す

論蝋腓脈臘鮴柵岫州か蝿か脈刎淑艫”伺珊州鰡仙脈臘鯛非鮎剛荊噸帥

し
、
且
酒
を
以
て
御
衣
を
腐
し
、
全
き
御
服
の
如
く
」
し
て
お
い
て
、
御
子
と

詞
皇
后
は
城
の
外
に
出
る
。
天
皇
側
の
足
速
い
力
士
等
は
、
こ
の
為
に
遂
に
御
子

は
得
ら
れ
た
が
、
皇
后
を
連
れ
も
ど
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
報
告
す

枕
る
。
天
皇
は
こ
の
結
果
と
し
て
、
玉
作
り
を
悪
ま
し
て
其
の
地
を
皆
召
し
上
げ

て
し
ま
わ
れ
た
。
そ
し
て
諺
が
続
く
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
か
ら
、
玉
作
り
が

最
も
悪
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
つ
か
み
に
く
い
。
し
か
し
天
皇
と
皇

后
の
仲
睦
ま
じ
い
と
こ
ろ
に
起
き
た
悲
劇
的
事
件
は
、
こ
の
諺
が
結
び
つ
く
に

は
好
都
合
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
一
例
を
あ
げ
る
。
仁
徳
紀
の
「
鳴
く
鹿
も
夢
相
せ
の
ま
に
ま
に
」
を
検
討

し
て
み
る
。
仁
徳
紀
で
は
、
こ
の
諺
に
関
連
す
る
物
語
は
二
段
構
え
に
な
っ
て

い
る
。
一
つ
は
、
天
皇
、
皇
后
が
毎
夜
お
聞
き
に
な
っ
て
い
た
鹿
の
声
が
、
あ

る
夜
聞
え
な
く
な
っ
た
。
次
の
日
佐
伯
部
が
献
っ
た
苞
首
に
鹿
が
入
っ
て
い

妬
た
。
天
皇
は
き
っ
と
こ
れ
が
夜
毎
に
鳴
い
て
自
分
を
慰
め
て
く
れ
た
鹿
に
違
い

な
い
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
佐
伯
部
を
大
変
憎
ま
れ
て
、
宮
廷
へ
の
出
入
を
禁

じ
ら
れ
た
、
と
い
う
物
語
に
続
い
て
、
莵
餓
野
に
宿
っ
た
旅
人
が
明
け
方
、
鹿
の

夫
婦
が
話
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
。
牡
鹿
が
「
夢
に
霜
が
降
っ
て
吾
が
身
を
覆

っ
た
、
こ
れ
は
何
の
祥
だ
ろ
う
」
牝
鹿
は
「
人
に
射
ら
れ
て
白
塩
を
其
の
身
に

塗
ら
れ
る
の
が
霜
の
如
く
な
の
で
し
ょ
う
」
と
答
え
た
。
明
け
ぼ
の
近
く
な
っ

た
時
に
、
猟
人
に
よ
っ
て
牡
鹿
は
射
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
諺
が
続
く

の
で
あ
る
。
仁
徳
紀
に
は
、
鹿
鳴
伝
説
と
、
諺
の
由
来
を
物
語
る
伝
説
を
接
合

さ
せ
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
来
は
、

こ
れ
ら
二
段
構
え
に
な
っ
て
い
る
物
語
は
別
女
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
諺
の
由
来
を
物
語
る
伝
説
は
、
摂
津
国
風
土
記
逸
文
に
も
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
風
土
記
で
は
、
牡
鹿
と
牝
鹿
の
語
ら
い
が
物
語
的
に
一
段
と
脚
色
さ

れ
て
を
り
、
若
干
筋
立
て
が
異
っ
て
は
い
る
が
、
同
糸
統
の
話
で
あ
る
。
夢
野

の
地
名
伝
説
と
、
諺
の
本
縁
謹
が
同
時
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
「
ク

ニ
ヒ
ト
ノ
コ
ト
ワ
ザ
・
に
い
へ
ら
く
『
刀
我
野
に
立
て
る
真
牡
鹿
も
、
夢
相
の
ま

に
ま
に
』
と
い
へ
り
」
と
結
ん
で
い
る
。
仁
徳
紀
の
諺
と
の
違
い
は
、
紀
で

は
、
「
鳴
く
鹿
も
」
で
あ
る
に
対
し
て
風
土
記
で
は
「
刀
我
野
に
立
て
る
真
牡

鹿
も
」
の
部
分
と
、
紀
が
単
に
「
諺
」
で
あ
る
に
対
し
て
風
土
記
は
「
俗
説
」

の
部
分
で
あ
る
。
要
す
る
に
コ
ト
ワ
ザ
の
部
分
と
し
て
重
要
な
の
は
「
夢
相
せ

の
ま
に
ま
に
」
で
あ
る
。
紀
で
は
風
土
記
の
地
名
起
源
伝
説
と
諺
と
が
結
び
つ

き
、
こ
の
鹿
の
連
絡
に
よ
っ
て
鹿
鳴
伝
説
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
（
紀
で
は
、
鹿
鳴
が
菟
餓
野
の
方
向
か
ら
と
し
て
い
る
。
）
仁
徳
紀
、
及

び
摂
津
国
風
土
記
の
物
語
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
古
く
か

ら
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
コ
ト
ワ
ザ
が
、
地
方
に
お
い
て
の
場
合
に
は
、
ク
ニ

ヒ
ト
ノ
コ
ト
ワ
ザ
と
し
て
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

きる。以
上
と
り
あ
げ
た
例
か
ら
、
コ
ト
ワ
ザ
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
記
憶
さ
れ
る



べ
き
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
、
本
縁
諏
を
引
き
起
し
て
い
る
と
い
え
る
。
諺

６２
自
身
は
、
古
代
人
の
生
活
の
知
恵
と
も
云
う
べ
く
、
教
訓
的
で
あ
り
、
お
か
し

みがある。

諺
は
古
く
か
ら
の
い
い
伝
え
で
あ
り
、
そ
れ
が
地
方
の
地
名
、
国
名
に
ま
つ

わ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
ク
ニ
ブ
リ
ノ
コ
ト
ワ
ザ
と
し
て
、
又
、
地
方

の
生
活
、
行
事
、
猟
に
関
す
る
場
合
の
も
の
は
、
ク
ニ
ヒ
ト
ノ
コ
ト
ワ
ザ
と
し

て
、
風
土
記
に
記
録
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
地
名
に
冠
せ
ら

れ
た
も
の
に
は
、
ク
ニ
ブ
リ
ノ
コ
ト
ワ
ザ
と
常
陸
国
風
土
記
の
よ
う
に
断
わ
ら

な
く
と
も
、
古
い
印
象
を
と
ど
め
、
形
体
、
性
格
が
同
じ
と
見
な
し
得
る
も
の

を
い
く
つ
か
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
出
雲
の
国
号
の
場
合
、

論
八
束
水
臣
津
野
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
「
八
雲
立
つ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故

八
雲
立
つ
出
雲
の
国
と
い
ふ
。

詞
或
は
ク
タ
ミ
の
場
合
、

天
下
造
ら
し
し
大
神
の
命
、
天
の
御
飯
田
の
御
倉
を
造
り
給
は
む
処
を
寛
ぎ

枕剛荊酬Ⅷ鋼管。その時「波夜佐雨久多美の山」と詔り給ひき。故

こ
の
二
つ
の
例
も
、
前
者
は
、
出
雲
の
説
明
に
な
ら
ず
、
後
者
は
、
な
ぜ
ハ
ャ

サ
メ
が
つ
く
の
か
分
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
も
古
い
い
い
伝
え
の
表
面
化
に
す
ぎ

な
い
。
そ
し
て
既
に
、
詔
り
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
時
点
で
は
、
明
ら
か
に
讃

詞
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
察
の
範
囲
の
も
の

と
し
て
、
ヤ
マ
ト
の
場
合
、

舟
有
一
年
夏
四
月
、
乙
酉
の
朔
の
日
、
皇
興
り
幸
し
て
、
因
り
て
腋
上
の
喋

間
の
丘
に
登
り
た
ま
ひ
て
、
国
状
を
廻
ら
し
望
り
て
の
り
た
ま
ひ
し
く
「
研

哉
国
し
獲
つ
。
内
木
綿
の
真
注
ぎ
国
な
れ
ど
も
、
蜻
蛉
の
智
岾
せ
る
が
如
も

あ
る
か
」
と
の
り
た
ま
ひ
ぎ
。
こ
れ
に
由
り
て
始
め
て
秋
津
洲
の
号
あ
り
。

昔
、
伊
弊
諾
の
尊
、
こ
の
国
を
目
け
て
の
り
た
ま
ひ
し
く
「
日
本
は
浦
安
の

国
、
細
し
戈
千
足
る
国
、
磯
上
秀
真
国
」
と
の
り
た
ま
ひ
、
ま
た
大
己
貴
の

大
神
、
目
け
て
の
り
た
ま
ひ
し
く
「
玉
塙
の
内
つ
国
」
と
の
り
た
ま
ひ
ぎ
。

饒
速
日
の
命
の
天
の
磐
船
に
乗
り
て
太
虚
を
測
行
り
、
こ
の
郷
を
睨
り
て
降

り
た
ま
ふ
に
及
至
り
て
、
故
因
り
て
目
け
て
「
虚
空
見
つ
日
本
の
国
」
と
日

へ

り

。

（

神

武

紀

）

と
あ
り
、
ヤ
マ
ト
の
讃
詞
に
関
す
る
も
の
が
一
束
に
示
さ
れ
て
あ
る
が
、
こ
の

中
の
本
縁
諄
に
つ
い
て
も
、
或
は
讃
詞
に
関
し
て
も
、
今
ま
で
の
考
察
と
同
様

で
あ
る
。
た
だ
「
日
本
は
浦
安
の
国
、
細
戈
千
足
る
国
、
磯
上
秀
真
国
」
と
日

本
の
国
の
讃
美
の
為
に
異
名
を
列
挙
す
る
ス
タ
イ
ル
が
目
新
し
い
。
こ
の
点
は

後
で
考
察
す
る
。
次
に
伊
勢
の
国
の
場
合
、

天
日
別
命
、
問
ひ
け
ら
く
「
汝
の
去
ら
む
時
は
何
を
以
て
か
験
と
為
さ
む
」

と
い
へ
ぱ
、
啓
し
け
ら
く
「
吾
は
今
夜
を
以
っ
て
、
八
風
を
起
し
て
海
水
を

吹
き
、
波
浪
に
乗
り
て
東
に
入
ら
む
。
此
は
則
ち
吾
が
却
る
由
な
り
。
」
と

ま
を
し
き
。
天
日
別
命
、
兵
を
整
へ
て
窺
ふ
に
、
中
夜
に
及
ぶ
比
、
大
風
四
も

に
起
り
て
、
波
潤
を
う
ち
あ
げ
、
光
耀
き
て
日
の
如
く
、
陸
も
海
も
共
に
朗

ら
か
に
、
遂
に
波
に
乗
り
て
東
に
ゆ
き
き
・
古
語
に
、
神
風
の
伊
勢
の
国
、

常
世
の
浪
寄
す
る
国
と
云
へ
る
は
、
蓋
し
く
は
此
れ
、
こ
れ
を
謂
ふ
な
り
。

（逸文伊勢国風土記）

と
あ
り
、
こ
の
「
古
語
に
云
友
」
を
読
め
ば
「
神
風
の
伊
勢
の
国
」
が
伊
勢
津

彦
の
物
語
と
断
層
が
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
「
古
語
」
と
い
う
の
も
、
字

義
通
り
古
く
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
ば
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
も
、
今

ま
で
の
考
察
と
同
様
、
い
い
伝
え
の
コ
ト
バ
の
定
着
を
伊
勢
津
彦
の
物
語
に
求

め
た
か
、
或
は
そ
の
逆
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
「
神
風
の
伊
勢
の
国
」

は
、
逸
文
伊
賀
国
風
土
記
に
「
伊
勢
の
加
佐
波
夜
の
国
」
と
記
さ
れ
て
い
る
如
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く
、
こ
の
土
地
の
最
も
顕
徴
な
も
の
が
、
今
で
い
う
台
風
、
暴
風
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
生
活
を
お
び
や
か
す
恐
る
べ
き
大
風
を
、
神
の
仕
様
と
し
て

お
そ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
い
い
伝
え
を
人
友
は
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
考
え
方
を
容
易
に
さ
せ
る
例
と
し
て
、
逸
文
大
和
国
風
土
記
の
、

昔
、
明
日
香
の
地
に
老
狼
あ
り
て
、
お
ほ
く
人
を
食
ふ
。
土
民
畏
れ
て
大
口

の
神
と
い
ふ
。
そ
の
住
あ
る
処
を
名
づ
け
て
、
大
口
の
真
神
原
と
云
ふ
。

が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
い
伝
え
の
起
源
を
素
朴
に
物
語
る

も
の
と
し
て
好
例
と
い
う
べ
き
も
の
と
思
う
。

以
上
、
常
陸
国
風
土
記
以
下
、
国
名
、
地
名
に
冠
せ
ら
れ
た
も
の
を
ひ
ろ
い

出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
コ
ト
バ
は
、
す
べ
て
記
憶
さ
れ
る
べ
く
、
神

論
の
物
語
に
、
或
は
神
の
詔
り
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
権
威
化
を
計
る
。
そ
れ
は
、

国
、
土
地
を
讃
美
す
る
意
識
が
、
こ
れ
ら
の
コ
ト
バ
に
深
く
負
わ
さ
れ
て
い
た

詞
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
い
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
コ
ト
バ
が
、
歌
謡
の
枕

枕
詞
と
し
て
登
場
す
る
に
は
、
単
に
地
名
の
讃
詞
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
だ
け

で
は
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
の
考
察
を
進
め
て
み

たい。土
地
に
冠
す
る
讃
詞
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
託
宣
が
あ
る
こ
と
は

既
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

時
に
天
照
ら
す
大
神
倭
姫
の
命
に
誇
へ
て
の
り
た
ま
ひ
し
く
「
こ
の
神
風
の

-

し

き

な

み

よ

か

た

う

ま

し

伊
勢
の
国
は
、
常
世
の
浪
の
重
浪
帰
す
る
国
な
り
。
傍
国
の
可
怜
国
な
り
。

こ
の
国
に
居
ま
ま
欲
し
」
…
…
（
垂
仁
紀
）

時
に
神
あ
り
、
皇
后
に
託
り
て
誇
へ
ま
つ
ら
く
、
「
天
皇
、
何
ぞ
は
熊
襲
の

服
は
ざ
る
こ
と
を
憂
へ
給
へ
る
。
こ
は
替
宍
の
空
し
国
な
り
。
あ
に
兵
を
挙

息
長
帯
日
女
命
、
新
羅
の
国
を
平
け
む
と
欲
し
て
下
り
ま
し
し
時
、
衆
神
に

祷
ぎ
ま
ひ
き
。
そ
の
時
肇
め
ま
し
し
大
神
の
み
子
、
爾
保
都
比
売
命
、
国
造

石
城
比
売
命
に
著
き
て
教
へ
た
ま
ひ
し
く
「
好
く
我
が
み
前
を
治
め
ま
つ
ら

ば
、
我
こ
こ
に
善
き
験
を
出
し
て
、
ひ
ひ
ら
木
の
八
尋
桙
、
根
底
附
か
ぬ

国
、
越
売
の
眉
引
き
の
国
、
玉
匝
か
が
や
く
国
、
苫
枕
宝
あ
る
国
、
白
衾
新

羅
の
国
を
丹
浪
以
ち
て
平
伏
け
賜
ひ
な
む
」
…
…
（
逸
文
播
磨
国
風
土
記
）

以
上
と
り
出
し
た
託
宣
の
文
体
は
、
か
な
り
文
飾
の
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
大
切
な
点
は
地
名
、
神
名
の
讃
詞
を
列
挙
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ

る
。
列
挙
の
ス
タ
イ
ル
は
、
神
武
紀
の
ヤ
マ
ト
に
関
す
る
も
の
も
同
様
で
あ

る
。
神
託
に
於
て
、
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
と
が
ら
れ
る
重
要
な
要
素
と
し

て
、
祝
詞
或
は
寿
詞
を
考
え
る
べ
き
と
思
う
。
（
現
在
の
ノ
リ
ト
、
ヨ
ゴ
ト
は

か
な
り
時
代
の
降
っ
た
時
の
筆
録
で
あ
る
が
、
し
か
し
古
形
は
保
ち
得
て
い
る

であろう。）

「
先
の
日
に
天
皇
に
教
へ
奉
り
し
は
誰
の
神
ぞ
。
願
は
く
は
そ
の
名
を
知
ら

む
」
と
日
し
給
ふ
。
七
日
七
夜
に
逮
り
て
、
答
へ
て
日
は
く
「
神
風
の
伊
勢

の
国
の
、
百
伝
ふ
度
逢
県
の
、
析
く
鈴
五
十
鈴
の
宮
に
居
せ
る
神
、
名
は
撞

賢
木
厳
の
御
魂
、
天
疎
る
向
津
媛
の
命
」
と
宣
り
ぎ
。
亦
問
ひ
給
は
く
「
こ

の
神
を
除
き
て
ま
た
神
ま
す
や
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、
答
へ
て
日
は
く
「
幡
荻

穂
に
出
る
吾
は
、
尾
田
の
吾
田
節
の
淡
の
郡
に
居
せ
る
神
ま
せ
り
」
と
宣
り

き

。

（

神

功

前

紀

）

り
て
伐
つ
に
足
ら
め
や
。
こ
の
国
に
愈
り
て
宝
の
国
あ
り
。
臂
へ
ば
処
女
の

腺
な
す
向
津
国
あ
り
。
眼
炎
く
金
銀
彩
し
ぎ
色
、
多
に
そ
の
国
に
あ
り
。
こ

を
拷
衾
新
羅
の
国
と
謂
ふ
。
…
…
」
（
仲
哀
紀
）
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青
玉
の
水
の
江
の
玉
の

華輌

行
相
に
、
明
つ
御
神
と

詞
更
に
「
室
の
寿
詞
」
も
好
例
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
列
挙
の
方
法
に
よ
っ
て
、
の

り
上
げ
る
こ
と
ば
の
装
荘
重
さ
、
重
厚
さ
を
示
す
。
そ
し
て
感
動
の
高
ま
り
に

よ
っ
て
、
更
に
よ
り
多
く
の
、
ほ
め
詞
を
列
ね
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
タ

枕
イ
ル
は
、
次
女
と
讃
詞
を
重
ね
て
い
く
神
託
の
場
合
の
例
と
共
通
の
意
識
に
よ

る
も
の
と
思
う
。
こ
う
し
た
感
情
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
コ
ト
バ
に

は
、
ご
く
自
然
発
生
的
に
リ
ズ
ム
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
神
託
の
よ
う

に
、
人
間
の
特
殊
な
興
奮
状
態
、
つ
ま
り
神
が
か
り
の
状
態
に
導
く
の
に
、
琴

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
神
功
皇
后
の
神
託
の
場
合
で
、
我
女
は
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
降
神
の
具
と
し
て
の
琴
の
役
割
は
色
友
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
楽
器
を

用
い
て
の
降
神
の
儀
式
で
神
の
コ
ト
バ
が
、
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ

と
は
充
分
想
像
で
き
る
。
こ
の
特
殊
な
状
態
に
導
か
れ
た
、
人
Ⅱ
神
、
の
コ
ト

バ
が
、
よ
り
深
い
感
動
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
あ
る
土
地
に
対
し
て

の
希
求
の
状
態
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
ほ
め
詞
の
重
ね
方
は
、
よ
り
多
く
な

皇
神
の
敷
き
ま
す
島
の
八
十
島
は

谷
蟆
の
さ
渡
る
極
み

塩
沫
の
留
ま
る
限
り

狭
き
国
は
広
く

、
俊
し
き
国
は
平
ら
け
く
…
…

…
…
（
祈
年
祭
・
六
月
月
次
）

或
は
も
っ
と
古
形
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
出
雲
国
造
神
賀
詞
の

白
玉
の
大
御
白
髪
ま
し

赤
玉
の
御
玉
ら
び
ま
し

る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
場
を
得
た
ほ
め
詞
が
、
や
が
て
歌
謡
に
入
り
こ
む
韻

律
の
基
礎
を
得
た
の
で
あ
る
。

枕
詞
と
後
世
名
付
け
ら
れ
た
コ
ト
バ
の
原
形
は
、
地
名
、
国
名
、
や
や
下
っ

て
神
名
の
讃
詞
と
し
て
の
意
識
が
長
く
続
い
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

が
古
代
歌
謡
以
前
か
ら
古
代
歌
謡
の
世
界
へ
、
さ
ら
に
万
葉
、
古
今
集
と
、
よ

り
文
学
性
が
深
ま
る
に
従
っ
て
、
讃
詞
の
基
の
意
味
性
が
忘
れ
ら
れ
て
、
単
な

る
修
辞
上
の
位
置
を
占
め
た
時
に
、
初
め
て
枕
詞
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

（㈹・８・”）

論
中
の
「
記
」
の
書
き
下
し
文
は
岩
波
古
典
大
系
本
。
「
紀
」
は
朝
日
古

典
全
書
本
。
風
土
記
は
、
岩
波
古
典
大
系
本
に
よ
っ
た
。

注
１
古
代
文
学
発
生
序
説
（
折
口
信
夫
全
集
７
）

枕
詞
の
発
生
（
高
崎
正
秀
著
、
文
学
以
前
）

枕
詞
の
源
流
（
土
橋
寛
著
、
立
命
館
文
学
９
）


