
特集・「生活」というまなざし

ｌ
特
集
・
「
生
活
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
ｌ
〈
民
俗
〉
的
方
法
を
介
し
て
Ｉ

神
話
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
お
い
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と

ば
が
あ
る
。
神
話
の
場
合
、
同
型
の
説
話
の
最
初
に
位
置
す
る
ゆ
え
、
そ

の
こ
と
ば
は
始
源
的
な
意
味
を
も
っ
て
話
の
枠
組
を
決
定
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
よ
う
な
神
話
の
こ
と
ば
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の

か
。
そ
こ
に
こ
そ
文
学
の
発
生
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す

る
の
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。

し
か
し
、
神
話
と
て
人
間
生
活
や
社
会
か
ら
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
神
話
の
核
と
な
る
こ
と
ば
は
、
神
を
取
り
巻
く
祭
祀
生

活
の
中
か
ら
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
た
と
見
な
し
て
よ
い
。
そ
れ
は
祭
祀

者
が
神
と
向
き
合
う
中
で
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
見
通
し
が
立
て
ら
れ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
現
在
の
祭
祀
生
活
を
モ
デ
ル
と
し
て
神
話
の
こ
と
ば
を

読
み
解
く
方
法
が
可
能
に
な
る
。

本
論
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
に
書
か
れ
た
三
輪
山

神
話
で
あ
る
。
三
輪
山
の
神
は
蛇
体
の
姿
を
と
る
が
、
そ
れ
と
わ
か
る
話

の
枠
組
と
し
て
機
能
す
る
の
が
「
へ
そ
の
紡
麻
」
と
「
櫛
笥
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
に
関
わ
る
こ
と
ば
は
神
話
の
生
成
に
直
接
つ
な
が

へ
そ
の
紡
麻
と
櫛
笥

は
じ
め
に Ｉ

三
輪
山
神
話
の
こ
と
ば
と
神
話
体
験
Ｉ

宮
古
島
狩
俣
で
は
ユ
ー
ム
ト
ゥ
（
四
元
）
と
呼
ば
れ
る
四
大
拝
所
を
中

心
に
祭
祀
が
行
わ
れ
る
。
ユ
ー
ム
ト
ゥ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
創
建
の
神
を
祭

り
、
祭
祀
を
執
り
行
う
女
性
神
役
が
組
織
さ
れ
る
。
一
番
目
が
狩
俣
の
中

っ
て
い
る
は
ず
で
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
三
輪
山
の
神
を
取
り
巻
く
祭
祀
生

活に根ざすものである、フ。

そ
う
し
た
神
話
の
読
み
解
き
を
進
め
る
上
で
、
宮
古
島
狩
俣
の
祭
祀
生

活
は
注
目
さ
れ
る
。
狩
俣
の
女
性
神
役
た
ち
は
神
を
祭
る
生
活
に
お
い
て

神
話
を
体
験
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
祭
祀
者
の
神
話
体
験
と
い

う
モ
デ
ル
か
ら
「
へ
そ
の
紡
麻
」
と
「
櫛
笥
」
と
い
う
神
話
の
こ
と
ば
が

と
ら
え
直
さ
れ
、
三
輪
山
神
話
の
新
た
な
読
み
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
、
神
話
の
こ
と
ば
の
と
ら
え
直
し
を
通
し
て
、
神
話
を
根
拠

と
し
て
う
た
わ
れ
る
万
葉
歌
の
表
現
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
三
輪
山
神
話
の
語
は
、
こ
こ
で
は
古
事
記
・
神
武
天
皇
条
の
丹

塗
矢
伝
説
、
同
・
崇
神
天
皇
条
の
三
輪
山
伝
説
、
日
本
書
紀
・
崇
神
天
皇

条
の
箸
墓
伝
説
と
そ
の
周
辺
の
三
輪
山
の
神
に
関
係
す
る
伝
承
の
総
称
と

して用いる。一
、
宮
古
島
狩
俣
の
女
性
神
役
と
神
話
体
験

居
駒
永
幸
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心
拝
所
で
あ
る
ウ
プ
グ
フ
ム
ト
ゥ
（
大
城
元
）
で
、
ア
サ
テ
ダ
（
父
太

陽
）
と
ン
マ
テ
ダ
（
母
太
陽
）
の
夫
婦
神
が
祭
ら
れ
、
女
性
神
役
の
最
高

位
に
あ
る
ア
ブ
ン
マ
（
大
母
）
が
そ
の
祭
祀
を
行
う
。
以
下
、
二
番
目
の

ナ
ー
マ
ム
ト
ゥ
（
仲
間
元
）
は
リ
ュ
ウ
グ
ヌ
ス
（
竜
宮
主
）
、
三
番
目
の

シ
ダ
テ
ム
ト
ゥ
（
志
立
元
）
は
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
（
世
の
主
）
、
四
番
目
の
ナ

ー
ミ
ム
ト
ゥ
（
仲
嶺
元
）
は
ミ
ズ
ヌ
ヌ
ス
（
水
の
主
）
を
祭
神
と
す
る
。

ア
プ
ン
マ
の
よ
う
な
ム
ト
ゥ
の
祭
祀
者
を
ウ
ヤ
パ
ー
と
呼
ぶ
が
、
シ
ダ
テ

ム
ト
ゥ
の
場
合
は
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
、
ナ
ー
ミ
ム
ト
ゥ
は
ミ
ズ
ヌ
ヌ
ス
が
そ
の

役
を
務
め
る
。
神
と
神
を
祭
る
者
と
の
未
分
化
な
関
係
が
こ
こ
に
見
ら
れ

つく》◎こ
の
よ
う
な
ユ
ー
ム
ト
ゥ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
創
建
神
話
が
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
一
番
目
の
ウ
プ
グ
フ
ム
ト
ゥ
と
三
番
目
の
シ
ダ
テ
ム
ト
ゥ
の
神
話
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

『
琉
球
国
由
来
記
』
（
一
七
一
三
年
）
所
載
の
「
大
城
御
嶽
」
の
記
述
に

よ
れ
ば
、
ウ
プ
グ
フ
ム
ト
ゥ
の
祭
神
、
豊
見
赤
星
テ
タ
ナ
フ
ラ
ハ
イ
主
と

い
う
女
神
が
若
い
男
と
逢
う
夢
を
見
て
懐
妊
し
出
産
す
る
。
父
な
き
子
な

の
で
、
初
め
て
見
る
者
を
父
に
し
よ
う
と
抱
い
て
外
に
出
た
と
こ
ろ
、
大

き
な
蛇
が
這
い
寄
っ
て
き
て
、
そ
の
子
を
見
て
首
を
上
げ
尾
を
振
っ
た
。

そ
の
時
女
神
は
、
夢
の
男
は
蛇
の
変
化
で
は
な
い
か
と
思
い
当
た
っ
た
と

い、フ。また
、
本
永
清
氏
採
集
の
川
満
メ
ガ
さ
ん
の
伝
承
で
は
、
ン
マ
テ
ダ
が

枕
上
に
青
年
が
来
る
の
を
夢
で
見
て
懐
妊
す
る
。
そ
こ
で
青
年
の
素
性
を

確
か
め
る
た
め
に
、
右
肩
に
糸
を
つ
け
た
針
を
刺
す
。
翌
朝
、
そ
の
糸
を

た
ど
っ
て
い
く
と
、
洞
穴
に
針
で
目
を
刺
さ
れ
た
大
蛇
が
苦
し
ん
で
い

た
。
そ
の
晩
、
青
年
が
現
れ
、
必
ず
男
子
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
と
言
い
、

男
子
の
出
産
後
、
大
蛇
は
天
上
に
消
え
た
。
ア
サ
テ
ダ
と
の
間
に
生
ま
れ

た
子
は
テ
ラ
ヌ
プ
ー
ズ
ト
ュ
ミ
ヤ
（
太
陽
の
大
按
司
豊
見
親
）
と
名
付
け

（１１）

ら
れ
、
狩
俣
の
始
祖
神
に
な
っ
た
と
い
う
。

上
地
太
郎
氏
は
こ
れ
と
少
し
異
な
る
話
を
報
告
し
て
い
る
。
女
神
テ
ラ

ヌ
プ
ズ
が
通
っ
て
く
る
男
に
ブ
ー
（
麻
糸
）
を
通
し
た
針
を
刺
し
、
そ
の

正
体
が
岩
穴
の
大
蛇
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
る
。
生
ま
れ
た
女
児
を
岩

穴
に
連
れ
て
行
く
と
、
大
蛇
が
イ
ソ
ガ
ー
（
磯
水
）
で
尻
尾
を
振
っ
て
四

（２）

日
水
を
か
け
て
く
れ
た
。
大
蛇
は
ア
サ
テ
ダ
と
称
さ
れ
た
と
い
う
。

次
は
シ
ダ
テ
ム
ト
ゥ
の
神
話
で
あ
る
。
久
米
島
の
兄
妹
が
夫
婦
の
契
り

を
結
ん
だ
た
め
に
追
放
さ
れ
、
狩
俣
の
南
浜
に
漂
着
し
た
。
そ
の
後
井
戸

を
探
し
て
村
立
て
を
し
た
の
が
シ
ダ
テ
ム
ト
ゥ
の
起
源
で
あ
る
。
兄
の
ユ

ー
ヌ
ヌ
ス
は
そ
こ
に
祭
ら
れ
た
。
兄
妹
は
持
っ
て
き
た
五
穀
の
種
を
播

（３）

き
、
そ
の
時
か
ら
畑
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

か
つ
て
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
ッ
カ
サ
を
務
め
た
久
貝
キ
ョ
さ
ん
も
同
様
の
話
を

語
っ
た
が
、
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
は
カ
ン
ジ
ャ
ー
（
鍛
冶
屋
）
を
起
こ
し
て
農
具

を
作
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
最
初
の
神
の
畑
に
は
い
ま
も
作
物
を
供
え
て

（４）

ト
ー
ト
イ
（
祈
願
）
を
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
神
話
の
概
要
は
神
役
の
人
な
ら
当
然
知
っ
て
お
り
、
特
に

ウ
ヤ
ー
ン
（
祖
神
）
で
あ
る
祭
祀
者
は
、
そ
れ
に
選
ば
れ
る
時
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
前
に
神
話
に
関
わ
る
不
思
議
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ち

な
み
に
ウ
ヤ
ー
ン
は
神
籔
で
選
ば
れ
、
ユ
タ
（
巫
者
）
の
判
詞
を
聞
い
て

決
め
ら
れ
る
。

か
つ
て
ア
ブ
ン
マ
を
務
め
た
根
間
チ
ョ
さ
ん
が
、
神
綴
に
当
た
っ
た

夜
、
夫
と
二
人
で
家
に
い
た
と
こ
ろ
、
家
の
座
敷
を
見
た
こ
と
も
な
い
よ

う
な
大
き
な
蛇
が
這
っ
て
行
っ
た
の
を
見
た
と
い
、
フ
不
思
議
な
話
を
真
下
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厚
氏
が
報
告
し
て
い
る
。
真
下
氏
は
、
こ
の
話
を
引
き
、
根
間
さ
ん
が
大

蛇
神
の
妻
と
意
識
し
た
こ
と
を
想
定
し
つ
つ
、
「
神
婚
神
話
と
深
く
関
わ

る
神
秘
的
な
体
験
が
な
さ
れ
、
神
に
仕
え
る
身
で
あ
る
こ
と
を
身
体
的
に

理
解
す
る
」
と
し
、
「
神
話
か
ら
神
秘
体
験
へ
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
提

（５）

示
し
て
い
る
。

根
間
さ
ん
が
見
た
大
き
な
蛇
は
、
前
掲
の
ウ
プ
グ
フ
ム
ト
ゥ
神
話
に
出

て
く
る
、
女
神
が
交
わ
る
大
蛇
神
と
確
か
に
重
な
る
。
そ
れ
は
ア
ブ
ン
マ

選
出
の
夜
、
夫
と
も
に
ウ
プ
グ
フ
ム
ト
ゥ
の
始
祖
神
話
を
思
い
起
こ
し
、

神
役
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
体
験
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
神
話
体
験
の
こ
と

（６）

ば
を
話
（
型
）
と
し
て
語
れ
ば
、
紛
れ
も
な
く
神
話
に
な
る
。
こ
の
場

合
、
神
話
は
祭
祀
生
活
に
お
け
る
祭
祀
者
の
体
験
と
し
て
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
神
話
体
験
と
呼
ん
で
お
く
。

次
は
、
私
が
聞
い
た
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
の
神
話
体
験
で
あ
る
。
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス

の
久
貝
マ
ツ
さ
ん
は
ウ
ヤ
ー
ン
に
選
ば
れ
る
前
に
夢
を
見
た
と
い
う
。
一

つ
は
、
オ
バ
ア
が
手
ぬ
ぐ
い
を
持
っ
て
手
招
き
を
し
た
と
い
う
も
の
。
ま

た
別
の
夢
で
は
、
男
が
現
れ
て
、
目
の
前
の
好
き
な
鎌
を
選
び
な
さ
い
と

言
う
の
で
、
久
貝
さ
ん
は
三
番
目
の
鎌
を
選
ん
だ
。
そ
の
時
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス

を
務
め
て
い
た
伊
良
部
マ
ツ
さ
ん
は
一
番
目
の
鎌
を
選
ん
だ
と
い
う
。
夢

の
通
り
に
久
貝
さ
ん
は
伊
良
部
さ
ん
の
後
任
と
し
て
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
に
選
出

さ
れ
、
伊
良
部
さ
ん
は
根
間
さ
ん
の
後
の
ア
プ
ン
マ
に
就
任
し
た
。
久
貝

さ
ん
は
後
日
、
伊
良
部
さ
ん
に
「
あ
ん
た
は
一
番
目
だ
っ
た
よ
」
と
夢
の

こ
と
を
話
し
た
と
い
う
。

久
貝
さ
ん
の
夢
で
は
オ
バ
ア
が
先
輩
ウ
ヤ
ー
ン
、
鎌
は
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
神

話
を
指
し
て
い
る
。
特
に
鎌
の
夢
は
久
貝
さ
ん
に
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
に
な
る
こ

と
を
受
け
入
れ
さ
せ
た
と
い
う
。
鎌
は
、
始
祖
神
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
が
シ
ダ
テ

右
に
述
べ
た
祭
祀
者
の
神
話
体
験
か
ら
、
記
・
紀
の
三
輪
山
神
話
は
ど

の
よ
壱
７
に
読
め
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ウ
プ
グ
フ
ム
ト
ゥ
神
話
と
同
じ
苧

環
型
蛇
婿
入
の
話
型
を
も
つ
古
事
記
・
崇
神
天
皇
条
の
三
輪
山
伝
説
を
見

ていくことにしよ、フ。

三
輪
山
伝
説
を
含
む
崇
神
記
の
大
物
主
関
係
記
述
は
、
次
の
三
つ
の
部

分
か
ら
な
る
。

①
大
物
主
神
の
神
託
１
１
と
示
神
天
皇
の
世
、
疫
病
が
椙
獄
を
き
わ
め
た

時
、
天
皇
の
夢
に
大
物
主
大
神
が
顕
れ
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
わ
が
前

ム
ト
ゥ
に
村
立
て
し
、
畑
の
耕
作
の
た
め
に
カ
ン
ジ
ャ
ー
を
し
て
作
っ
た

農
具
に
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
三
番
目
は
ユ
ー
ム
ト
ゥ
の
中
の

シ
ダ
テ
ム
ト
ゥ
の
位
置
で
あ
っ
た
。
久
貝
さ
ん
は
シ
ダ
テ
ム
ト
ゥ
の
創
建

神
話
を
夢
で
体
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
始
祖
神
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
の
行
為
を

自
ら
の
内
に
身
体
化
さ
せ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
「
三
番
目
の
鎌
」
は
、

久
貝
さ
ん
が
ユ
ー
ヌ
ヌ
ス
に
仕
え
る
身
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
リ
ア
ル

な
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
神
話
は
祭
祀
者
の
神
話
体
験
と
し
て
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
断
片
的
な
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
神
と
の
関

（７）

係
を
語
れ
ば
話
の
細
部
を
備
え
た
神
話
が
現
れ
る
。
こ
の
事
例
は
起
源
神

話
が
祭
祀
者
に
よ
っ
て
夢
な
ど
の
体
験
か
ら
生
成
さ
れ
、
反
復
さ
れ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
神
話
体
験
は
常
に
始
源
の
位
置
に
あ
る
の
だ
。
こ
の

よ
う
に
見
て
く
る
と
、
例
え
ば
ウ
プ
グ
フ
ム
ト
ゥ
神
話
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
は
、
祭
祀
者
そ
れ
ぞ
れ
の
神
話
体
験
の
差
異
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ

ブ（》０

二
、
三
輪
山
伝
説
の
「
へ
そ
の
紡
麻
」
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を
祭
ら
せ
れ
ば
、
崇
り
が
鎮
ま
り
、
国
家
が
平
安
に
な
る
と
告
げ

つ（》。
②
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
の
出
自
ｌ
河
内
か
ら
探
し
出
し
た
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ

に
天
皇
が
出
自
を
問
う
と
、
大
物
主
大
神
が
陶
津
耳
命
の
女
、
活
玉

依
毘
売
を
要
っ
て
生
ま
れ
た
の
が
櫛
御
方
命
、
そ
の
子
飯
肩
巣
見

命
、
そ
の
子
建
甕
槌
命
、
そ
の
子
が
自
分
で
あ
る
と
答
え
た
の
で
、

神
主
と
し
て
御
諸
山
の
意
富
美
和
の
大
神
を
祭
ら
せ
た
。

③
三
輪
山
伝
説
Ｉ
活
玉
依
毘
売
は
男
と
逢
う
よ
う
に
な
っ
て
程
な
く

懐
妊
し
た
の
で
、
父
母
が
怪
し
ん
で
女
に
、
男
の
正
体
を
知
る
た
め

に
床
に
赤
土
を
撒
き
、
男
の
衣
の
欄
に
へ
そ
の
紡
麻
を
通
し
た
針
を

刺
せ
と
教
え
る
。
翌
朝
、
麻
糸
は
鉤
穴
を
抜
け
て
美
和
山
の
神
の
社

に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
神
の
子
と
わ
か
っ
た
。
麻
糸
が
三
勾
残

っ
て
い
た
の
で
、
美
和
と
名
付
け
た
。
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
は
神
君
・
鴨

君の祖。

①
の
神
託
を
②
③
で
確
か
め
る
関
係
で
あ
る
。
②
と
③
は
対
で
、
②
は

大
物
主
神
の
子
孫
を
系
譜
で
示
し
、
③
は
そ
の
系
譜
の
説
明
と
し
て
あ

る
。
②
の
系
譜
で
は
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
は
大
物
主
神
の
子
で
は
な
く
五
世
の

孫
な
の
に
、
③
で
は
活
玉
依
毘
売
が
美
和
山
の
神
の
子
を
懐
妊
す
る
話
で

終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
系
譜
全
体
が
神
の
子
と
し
て
信
頼
で
き
る
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。

③
の
話
の
モ
チ
ー
フ
は
、
麻
糸
を
た
ど
っ
て
男
の
正
体
を
明
か
す
と
こ

（８）

ろ
に
あ
る
か
ら
、
「
へ
そ
の
紡
麻
」
は
③
に
と
っ
て
不
可
欠
の
こ
と
ば
で

あ
る
。
糸
巻
に
巻
い
た
麻
糸
の
意
の
こ
の
こ
と
ば
は
、
佐
竹
昭
広
氏
が
解

（９）

明
し
た
よ
う
に
、
活
玉
依
毘
売
が
機
織
る
巫
女
で
あ
る
こ
と
を
、
遠
回
し

で
あ
る
が
は
っ
き
り
と
伝
え
て
い
る
。
機
織
り
女
が
祭
祀
者
で
あ
る
こ
と

は
、
記
・
紀
の
天
の
石
屋
の
段
、
服
織
女
が
斎
服
殿
で
神
御
衣
を
織
る
話

か
ら
窺
え
る
。
ま
た
、
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
は
「
八
尋
殿
を
起
て

て
、
手
玉
も
玲
瀧
に
紙
織
る
少
女
」
（
紀
・
神
代
下
・
第
九
段
一
書
第
六
）

と
し
て
、
来
訪
す
る
一
三
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
出
逢
う
。
「
天
な
る
や
弟
棚
機
」

（旧）

（
記
６
・
紀
２
）
も
神
に
仕
え
る
天
上
の
若
い
機
織
り
女
で
あ
っ
た
。
折

口
信
夫
が
、
機
を
織
る
女
烏
王
の
歌
（
記
舶
）
を
引
き
、
「
機
織
る
殿
に
、

（Ⅱ）

お
と
づ
れ
る
ま
れ
び
と
の
姿
が
伝
え
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
る
よ
、
フ
に
、

こ
れ
ら
の
機
織
り
女
の
姿
に
は
、
神
衣
を
織
り
な
が
ら
神
を
待
ち
迎
え
る

巫
女
の
祭
祀
生
活
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
③
は
本
来
、
三
輪
の
巫
女
が
機
織
り
の
忌
み
篭
も
り
の
中

で
三
輪
山
の
神
の
来
訪
を
待
ち
迎
え
る
話
と
解
さ
れ
る
。
雄
略
記
に
は
赤

（肥）

猪
子
と
い
う
三
輪
の
巫
女
の
物
語
も
あ
る
。
赤
猪
子
が
「
河
の
辺
で
衣
を

洗
ふ
」
の
は
、
神
衣
を
織
る
こ
と
の
同
義
的
変
形
と
も
見
う
る
が
、
そ
れ

は
と
も
か
く
、
③
の
「
美
人
」
に
は
、
青
木
周
平
氏
の
用
例
分
析
に
よ
っ

（Ｂ）

て
、
巫
女
な
い
し
は
神
霊
的
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
③
で
は
そ
れ
が

「
相
感
で
て
、
共
に
婚
ひ
供
に
住
め
る
間
」
と
あ
る
よ
、
フ
に
、
妻
問
婚
に

（Ⅲ）

置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
婚
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
女
は
有

夫
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
父
母
が
「
夫
無
き
に
、
何
の
由
に
か
妊
身
め

〈旧）

る
」
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
女
の
答
え
に
は
「
夕
毎
に
到
来
り

て
」
と
あ
る
か
ら
男
は
確
か
に
通
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
文
脈
の
前
提
に

は
、
蛇
体
の
男
が
「
鉤
穴
」
か
ら
出
入
り
す
る
ゆ
え
姿
が
見
え
ず
、
女
の

部
屋
で
「
麗
美
し
き
壮
夫
」
に
化
身
す
る
と
い
う
理
解
が
あ
ろ
う
。
父
母

に
は
男
の
来
訪
す
る
姿
が
見
え
な
い
の
で
、
「
夫
無
き
」
と
言
い
表
し
た

と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
に
必
然
的
に
、
男
の
素
性
を
知
る
手
段
と
し
て
「
へ

そ
の
紡
麻
」
の
モ
チ
ー
フ
が
要
請
さ
れ
る
の
だ
。
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特集・「生活」というまなざし

「
へ
そ
の
紡
麻
」
は
苧
環
型
説
話
の
枠
組
を
決
定
す
る
語
で
あ
る
。
同

じ
話
型
の
肥
前
国
風
土
記
・
松
浦
郡
摺
振
の
峰
で
は
「
続
麻
」
と
見
え
、

常
陸
国
風
土
記
逸
文
・
伊
福
部
の
岳
に
も
「
績
麻
俗
、
云
倍
蘓
」
と
あ
る
。

古
事
記
の
場
合
、
「
へ
そ
の
紡
麻
」
に
「
閉
蘇
此
二
字
以
音
紡
麻
」
と
い
う

音
仮
名
の
指
示
が
あ
る
の
は
、
「
へ
そ
」
に
相
当
す
る
漢
字
が
な
か
っ
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
倭
語
と
し
て
訓
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
へ
そ
」
が
「
三
勾
」
（
糸
巻
の
糸
が
三
巻
き
）

と
呼
応
す
る
関
係
に
あ
り
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
糸
巻
を
明
示
す
る
必

要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
へ
そ
の
紡
麻
」
は
③
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
だ
け
な
く
、
苧
環

型
説
話
に
お
け
る
こ
の
こ
と
ば
の
始
源
性
を
も
伝
え
て
い
る
。
神
衣
を
織

り
な
が
ら
神
の
来
訪
を
待
ち
迎
え
る
巫
女
の
姿
こ
そ
、
苧
環
型
に
欠
か
せ

な
い
設
定
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
三
輪
山
傳
説
も
嘗
て
は
女
の
機
織
と

（旧）

い
う
光
景
を
、
必
ず
語
ら
る
べ
き
要
件
と
し
て
い
た
」
と
す
る
佐
竹
氏
の

推
察
は
首
肯
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
始
源
性
に
お
い
て
、
③
に
「
夫
無

き
」
と
あ
る
の
は
巫
女
が
神
に
仕
え
る
物
忌
み
の
期
間
と
理
解
さ
れ
る
。

東
歌
に
「
新
嘗
に
わ
が
背
を
遣
り
て
斎
ふ
こ
の
戸
を
」
（
Ｍ
・
三
四
六
○
）

と
あ
る
よ
う
に
、
神
来
臨
を
待
つ
祭
祀
生
活
は
「
夫
無
き
」
物
忌
み
の
期

間とい、フ認識があった。

巫
女
は
神
の
来
臨
に
よ
っ
て
神
の
嫁
と
な
る
わ
け
だ
が
、
共
同
体
の
祭

祀
か
ら
言
え
ば
、
狩
俣
の
女
性
神
役
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
神
を
祭

る
神
役
は
そ
の
神
に
選
ば
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
神
話
体
験
と
し
て
自
覚

す
る
。
そ
れ
は
狩
俣
の
女
性
神
役
に
と
っ
て
神
と
の
婚
姻
を
意
味
す
る

（Ⅳ）
か
ら
、
そ
の
時
、
神
と
接
し
、
そ
の
姿
を
見
る
と
い
う
神
話
体
験
を
も
つ

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
る
と
、
③
に
お
い
て
女
が
三
輪

山
の
神
を
「
麗
美
し
き
壮
夫
」
の
姿
と
見
る
の
は
、
祭
祀
生
活
で
の
神
話

体
験
と
い
う
文
脈
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
へ
そ
の
紡
麻
」
は
そ

の
よ
竜
フ
な
機
織
る
巫
女
の
祭
祀
生
活
が
生
み
出
す
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。

古
事
記
の
③
は
、
三
輪
の
巫
女
の
位
置
に
活
玉
依
毘
売
を
置
き
、
三
輪
山

の
神
を
大
物
主
神
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
益
田
勝
実
氏
は
、
活
玉
依
毘
売
は
河
内
の
陶
邑
の
巫
女
で
あ
る

か
ら
、
③
の
話
に
は
「
三
輪
山
へ
の
糸
の
長
さ
の
矛
盾
」
が
あ
る
と
す

る
。
そ
の
上
で
、
「
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
最
初
の
祀
り
手

（旧）

は
、
こ
の
物
語
を
負
っ
て
河
内
か
ら
き
た
」
と
想
定
し
た
。
だ
が
、
③
の

話
の
筋
立
て
と
し
て
は
活
玉
依
毘
売
を
三
輪
の
巫
女
と
し
、
あ
く
ま
で
も

三
輪
山
の
こ
と
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
①
②
の
河
内
と
③
の
三
輪
と
の
矛
盾
は
完
全
に
解
消
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
は
③
が
話
（
型
）
と
し
て
独
立
性
が
強
く
、
む
し
ろ
前
後
か

ら
遊
離
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
よ
、
フ
だ
。
そ
れ
と
連
動
す
る
形
で
、

祭
ら
れ
る
神
名
が
①
の
大
物
主
大
神
、
②
の
意
富
美
和
の
大
神
、
③
の
美

和
山
の
神
と
微
妙
に
異
な
る
。
三
輪
山
の
神
は
も
ち
ろ
ん
大
物
主
神
で
あ

る
が
、
そ
の
神
が
い
く
つ
か
の
位
相
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
古
事
記
は

前
提
と
し
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
詳
し
く
論
ず
る
余
裕
は
な
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
歴

史
の
神
話
化
と
い
う
古
事
記
の
叙
述
の
問
題
が
あ
ろ
う
。
「
国
家
安
平
」

に
崇
り
神
大
物
主
神
を
「
正
の
存
在
」
に
転
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
構
想
が

（旧）

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
も
、
崇
神
記
の
叙
述
方
法
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

古
事
記
は
大
物
主
神
の
祭
祀
を
通
し
て
「
初
国
知
ら
す
天
皇
」
を
叙
述
し

よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
外
来
王
神
話
の
図
式
に
し
た
が
っ

（鋤）

て
初
代
の
王
が
政
治
的
に
『
発
明
』
さ
れ
」
る
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
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へその紡麻と櫛笥

三
、
箸
墓
伝
説
の
「
櫛
笥
」

次
は
日
本
書
紀
・
崇
神
天
皇
条
の
箸
墓
伝
説
で
あ
る
が
、
崇
神
の
世
の

最
初
に
疫
病
が
書
か
れ
る
の
は
古
事
記
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
対
処
が
崇

神
の
治
世
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
関
係
箇
所
の
み
時
系
列
で
示
す

と次のよ、フになる。

七
年
二
月
①
疫
病
が
蔓
延
し
た
時
、
大
物
主
神
が
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ

モ
ソ
ヒ
メ
に
懇
り
、
そ
の
教
え
の
通
り
に
祭
る
が
効
果

なし。

②
天
皇
の
夢
に
大
物
主
神
が
顕
れ
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
わ

れ
を
祭
ら
せ
れ
ば
、
国
家
が
平
安
に
な
る
と
託
宣
す

ブ（》◎

七
年
八
月
③
目
妙
姫
ら
三
人
が
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を
大
物
主
神
の
祭

主
に
す
れ
ば
、
天
下
太
平
に
な
る
と
い
う
同
じ
夢
を
見

フ（》。
④
茅
淳
県
の
陶
邑
か
ら
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を
探
し
出
し
、
天

皇
が
出
自
を
問
、
フ
と
、
父
が
大
物
主
大
神
で
、
母
が
陶

津
耳
の
女
、
活
玉
依
毘
売
と
答
え
る
。

外
来
の
初
代
天
皇
の
「
発
明
」
は
古
事
記
に
お
い
て
む
し
ろ
神
武
に
顕
著

で
あ
る
。
崇
神
の
初
代
性
は
大
和
統
治
を
意
味
す
る
大
物
主
神
の
祭
祀
権

（副）

掌
握
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
初
代
祭
祀
者
と
し
て
河
内
か
ら
や
っ
て
き
た
神

の
子
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
の
話
が
三
輪
の
巫
女
の
神
話
を
べ
ｌ
ス
に
「
発
明
」

さ
れ
た
。
そ
れ
が
③
の
三
輪
山
伝
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
オ
ホ
タ
タ

ネ
コ
を
祖
と
仰
ぐ
三
輪
君
の
大
物
主
神
祭
祀
と
い
う
歴
史
の
神
話
化
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

七
年
十
一
月
⑤
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を
大
物
主
神
の
祭
主
に
す
る
。
疫
病
鎮

今十一つ（》◎

七
年
十
二
月
⑥
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
大
神
を
祭
ら
せ
、
活
日
、
天
皇
に
神

酒
を
献
ず
る
。
神
宴
の
歌
三
首
を
う
た
う
。
オ
ホ
タ
タ

ネ
コ
は
三
輪
君
等
の
始
祖
。

十
年
九
月
⑦
モ
モ
ソ
ヒ
メ
、
少
女
の
歌
に
武
埴
安
彦
の
謀
反
の
前
兆

を
知
り
、
天
皇
に
進
言
す
る
。

⑧
モ
モ
ソ
ヒ
メ
、
大
物
主
神
の
妻
と
な
り
、
昼
に
神
の
姿

を
見
た
い
と
乞
う
。
大
神
、
櫛
笥
に
い
る
か
ら
、
見
て

驚
く
な
と
い
う
。
翌
朝
、
櫛
笥
に
美
麗
し
き
小
蛇
が
い

た
の
で
驚
い
て
叫
ぶ
。
大
神
は
人
の
姿
に
な
り
、
わ
れ

に
恥
を
か
か
せ
た
、
お
前
に
も
恥
を
か
か
せ
よ
う
と
い

っ
て
、
大
空
を
踏
ん
で
御
諸
山
に
登
っ
て
い
っ
た
。
モ

モ
ソ
ヒ
メ
は
後
悔
し
て
尻
餅
を
つ
き
、
箸
で
陰
を
突
い

て
死
ん
だ
。
そ
の
墓
を
箸
墓
と
い
い
、
昼
は
人
が
造

り
、
夜
は
神
が
造
っ
た
。

こ
こ
に
は
対
照
的
な
事
柄
が
書
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
モ
モ
ソ
ヒ
メ
に

関
す
る
も
の
で
、
①
大
物
主
神
の
祭
祀
に
失
敗
、
⑦
予
知
の
力
で
謀
反
を

察
知
、
⑧
大
物
主
神
の
巫
女
の
死
と
い
う
内
容
。
も
う
一
つ
は
オ
ホ
タ
タ

ネ
コ
に
対
す
る
も
の
で
、
②
大
物
主
神
に
よ
る
祭
祀
の
指
名
、
③
大
物
主

神
の
祭
主
と
す
る
夢
、
④
大
物
主
の
神
の
子
と
い
う
出
自
、
⑤
大
物
主
神

祭
祀
の
成
功
、
⑥
大
神
の
祭
祀
と
三
輪
君
の
始
祖
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
二
系
列
の
叙
述
は
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
の
登
場
と
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
退
場

が
際
立
つ
形
で
描
き
出
さ
れ
、
大
物
主
神
祭
祀
の
旧
・
巫
女
と
新
・
祭
主

が
象
徴
的
に
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
古
事
記
に
は
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
物
語

-３５-
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が
な
い
。
西
條
氏
に
よ
れ
ば
、
古
事
記
は
そ
の
伝
承
を
消
し
去
っ
た
の
だ

（翅）

と
い
う
。
⑦
の
予
知
も
古
事
記
で
は
天
皇
の
行
為
と
さ
れ
、
④
で
オ
ホ
タ

（お）

タ
ネ
コ
を
大
物
主
神
の
子
と
す
る
点
も
異
な
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
日
本

書
紀
の
叙
述
に
は
大
物
主
神
祭
祀
の
交
替
と
い
う
明
ら
か
な
歴
史
意
識
が

あ
り
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
に
よ
っ
て
旧
き
世
が
終
わ
っ
た
と
す
る
認
識
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
す
ぐ
後
に
「
天
下
太
平
」
の
世
が
き
て
、
崇
神
が
「
御

肇
国
天
皇
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
⑧
の
箸
墓
伝
説
は

大
物
主
神
を
祭
っ
て
き
た
旧
き
世
の
巫
女
の
姿
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
っ

たと言える。

こ
の
よ
う
な
⑧
は
箸
墓
型
と
い
う
神
婚
神
話
の
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
。
し

か
し
、
神
婚
で
は
あ
る
が
、
大
久
間
喜
一
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
モ

モ
ソ
ヒ
メ
が
大
物
主
神
の
妻
と
さ
れ
る
の
は
巫
女
の
立
場
を
表
す
も
の
で

（餌）

あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
祭
祀
的
夫
婦
神
の
関
係
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意

味
で
は
古
事
記
の
三
輪
山
伝
説
に
見
え
る
活
玉
依
毘
売
と
重
な
る
が
、
日

本
書
紀
が
そ
の
伝
説
を
⑧
と
し
て
置
き
換
え
た
の
で
は
な
い
。
三
輪
の
巫

女
の
神
話
は
活
玉
依
毘
売
や
モ
モ
ソ
ヒ
メ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
位
相
で
あ

り得たのだ。

こ
の
話
の
筋
立
て
で
重
要
な
の
は
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
櫛
笥
の
中
に
、
大

物
主
神
の
小
蛇
の
姿
を
見
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
異
類
婚
型
の
神
婚
神

話
で
は
、
神
の
本
体
を
見
る
こ
と
を
必
須
の
要
素
と
す
る
。
そ
の
時
、
な

ぜ
「
吾
、
明
旦
に
汝
が
櫛
笥
に
入
り
て
居
ら
む
」
と
、
櫛
笥
が
持
ち
出
さ

れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
浦
島
子
の
歌
（
９
．
一
七
四
○
）
に
「
玉
筐
」
か

ら
「
白
雲
」
が
立
ち
上
っ
た
と
あ
り
、
丹
後
国
風
土
記
逸
文
の
浦
島
説
話

で
は
「
玉
匡
」
に
「
芳
蘭
之
体
」
が
入
っ
て
い
た
と
あ
る
よ
う
に
、
神
霊

や
霊
魂
が
宿
る
場
所
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
櫛
笥
」
は
神
を
祭
る
巫
女
の
祭
具
で
あ
り
、
神
の
依
代
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
従
っ
て
⑧
は
、
巫
女
が
忌
み
寵
も
り
の
祭
祀
生
活
の
中
で
、

「
櫛
笥
」
に
来
臨
す
る
神
を
待
ち
迎
え
る
と
い
う
文
脈
と
し
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
。
「
明
く
る
を
待
ち
て
櫛
笥
を
見
れ
ば
、
遂
に
美
麗
し
き
小
蛇

有
り
」
と
い
う
の
は
、
忌
み
篭
も
り
の
中
で
神
と
接
し
、
神
の
姿
を
見
る

巫
女
の
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
狩
俣
の
女
性
神
役
が

大
き
な
蛇
が
這
っ
て
い
く
の
を
見
て
、
大
蛇
神
の
妻
と
な
る
こ
と
を
意
識

す
る
神
話
体
験
と
等
し
い
関
係
で
と
ら
え
う
る
。
「
櫛
笥
」
は
蛇
神
を
見

る
と
い
う
神
話
体
験
に
関
わ
る
語
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
⑧
は
神
婚
神
話
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
子
の
誕
生
を
語
ら

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
神
の
妻
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
、
見
る
な
の
タ
ブ
ー
を

侵
し
、
陰
を
突
い
て
死
に
至
る
。
明
ら
か
に
丹
塗
り
矢
型
や
苧
環
型
の
神

婚
神
話
と
は
異
な
る
結
末
だ
。
そ
の
変
容
は
、
大
物
主
神
の
祭
祀
を
務
め

て
き
た
三
輪
の
巫
女
の
祭
祀
権
交
替
と
い
、
フ
歴
史
の
神
話
化
に
よ
る
も
の

と言えるだろ壱フ。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
へ
そ
の
紡
麻
」
と
「
櫛
笥
」
と
い
う
三
輪
山

神
話
の
こ
と
ば
は
、
万
葉
歌
の
中
に
「
へ
そ
が
た
」
と
「
玉
く
し
げ
」
と

い
う
、
対
応
す
る
歌
の
こ
と
ば
が
見
出
せ
る
。
最
後
に
、
そ
の
関
係
に
つ

い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

へ
そ
が
た
の
（
綜
麻
形
之
）
林
の
さ
き
の
狭
野
榛
の
衣
に
着
く
な
す

目
に
つ
く
わ
が
背
（
１
．
一
九
）

額
田
王
に
よ
る
三
輪
山
の
長
反
歌
（
１
．
一
七
、
一
八
）
に
、
「
井
戸

王
の
和
へ
た
る
歌
」
と
題
詞
に
あ
る
。
し
か
し
、
左
注
に
「
和
ふ
る
歌
に

四
、
三
輪
山
神
話
の
こ
と
ば
と
万
葉
歌
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似
ず
」
と
不
審
を
記
す
こ
と
か
ら
、
こ
の
歌
に
は
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ

て
き
た
。
た
だ
、
佐
竹
氏
が
初
句
の
「
形
」
は
「
條
」
、
す
な
わ
ち
「
苧

環
」
で
あ
っ
て
、
古
事
記
の
三
輪
山
伝
説
の
モ
チ
ー
フ
を
意
味
す
る
と
の

卓
説
を
提
示
し
て
以
雅
三
輪
山
伝
説
に
基
づ
く
歌
と
い
う
理
解
は
ほ
ぼ

動
か
ぬ
も
の
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
へ
そ
が
た
」
と
「
へ
そ

の
紡
麻
」
、
「
榛
」
と
「
針
」
、
そ
し
て
「
衣
」
と
「
衣
の
欄
」
と
い
う
対

応
関
係
で
あ
る
。
し
か
も
、
第
四
句
ま
で
が
序
で
、
そ
れ
が
比
嚥
と
し
て

結
句
の
「
目
に
つ
く
」
に
か
か
っ
て
い
く
と
い
う
、
万
葉
に
は
ほ
と
ん
ど

例のない、うたい方である。

こ
の
歌
に
つ
い
て
森
朝
男
氏
は
、
活
玉
依
毘
売
の
立
場
に
身
を
置
い
て

の
作
と
し
、
「
目
に
つ
く
わ
が
背
」
の
句
に
「
巫
女
が
神
霊
を
身
に
依
ら

し
め
た
こ
と
」
を
見
な
が
ら
、
同
時
に
伝
説
・
物
語
の
視
点
か
ら
は
「
異

世
界
の
者
で
あ
る
夫
と
の
、
運
命
的
な
別
離
に
泣
く
女
の
哀
惜
を
意
味

（妬）
す
る
」
と
と
ら
え
る
。
「
目
に
つ
く
」
は
夫
の
姿
が
目
に
焼
き
つ
い
て
離

れ
な
い
と
い
う
意
と
見
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
巫
女
に
よ
る
神
の
懇

依
と
い
う
語
感
を
も
つ
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
井
戸
王
が
巫
女
的
人
物

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
三
輪
山
の
神
を
意
識
し
鎮
め
よ

（訂）
う
と
、
額
田
王
と
唱
和
す
る
こ
と
か
ら
見
て
そ
の
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ

れる。こ
の
歌
に
は
、
見
て
き
た
よ
、
フ
に
、
三
輪
山
の
神
に
わ
が
背
を
重
ね
、

活
玉
依
毘
売
の
位
置
か
ら
う
た
う
構
造
が
読
み
取
れ
る
。
そ
、
フ
で
あ
れ

ば
、
う
た
い
手
の
井
戸
王
は
、
機
を
織
っ
て
三
輪
山
の
神
の
来
訪
を
待
つ

巫
女
の
位
置
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
「
へ
そ
が
た
」
は
「
へ
そ
の
紡
麻
」

と
同
様
に
、
三
輪
山
の
神
を
祭
る
神
話
体
験
に
根
ざ
す
こ
と
ば
で
、
第
四

句
ま
で
の
神
話
に
よ
る
叙
事
は
、
三
輪
山
の
神
の
祭
祀
に
関
わ
る
者
の
表

現
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

高
き
嶺
に
雲
の
着
く
の
す
わ
れ
さ
へ
に
君
に
着
き
な
な
高
嶺
と
思
ひ

て

（

Ｍ

・

三

五

一

四

）

こ
の
東
歌
の
例
は
、
同
じ
よ
う
に
「
着
く
」
を
重
ね
る
う
た
い
方
だ

が
、
「
着
く
」
に
神
話
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
な
い
。
こ
の
歌
と
比
較
す
れ

ば
、
井
戸
王
の
歌
に
お
け
る
神
話
の
叙
事
が
神
話
体
験
と
い
う
身
体
性
を

そ
の
こ
と
ば
の
う
ち
に
も
つ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

箸
墓
伝
説
に
見
た
も
う
ひ
と
つ
の
「
櫛
笥
」
は
、
す
で
に
浦
島
子
の
歌

で
触
れ
た
よ
、
フ
に
、
万
葉
歌
で
は
「
玉
く
し
げ
」
と
い
う
歌
語
と
し
て
用

い
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
枕
詞
か
序
で
、
か
か
り
方
は
お
よ
そ
三
通
り
に

絞られる。

①
玉
ぐ
し
げ
み
も
ろ
の
山
（
将
見
圓
山
）
の
さ
な
葛
さ
寝
ず
は
つ
ひ
に

有
り
か
つ
ま
し
じ

（２．九四、藤原鎌足）

②
わ
が
思
ひ
を
人
に
知
る
れ
や
玉
厘
開
き
明
け
つ
と
夢
に
し
見
ゆ
る

（４．五九一、笠女郎）

③
玉
匡
二
上
山
に
鳴
く
鳥
の
声
の
恋
し
き
時
は
来
に
け
り

（
Ⅳ
．
三
九
八
七
、
大
伴
家
持
）

①
は
「
身
」
あ
る
い
は
「
見
」
、
②
は
「
開
く
」
「
明
く
」
に
か
か
り
、

③
は
「
蓋
」
の
同
音
で
「
二
上
山
」
に
か
か
る
。
こ
の
中
で
も
っ
と
も
古

い
用
例
が
①
で
、
こ
の
他
に
①
の
或
本
歌
「
玉
ぐ
し
げ
三
室
戸
山
の
」
と

「
玉
ぐ
し
げ
見
諸
戸
山
」
（
７
．
一
二
四
○
）
の
二
例
が
見
ら
れ
る
。
①
の

「
将
見
圓
山
」
に
は
「
み
む
ま
ど
山
」
の
訓
も
あ
る
が
、
該
当
す
る
山
は

な
く
、
或
本
歌
の
「
三
室
戸
山
」
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

三
輪
山
を
指
す
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
従
っ
て
、
①
の
「
玉
く
し

げ
」
の
三
例
は
す
べ
て
三
輪
山
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
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よ
員
フ
な
三
輪
山
に
か
か
る
例
は
古
く
は
用
い
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
降

流
布
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

内
大
臣
藤
原
卿
の
鏡
王
女
を
娚
ひ
し
時
に
、
鏡
王
女
の
内
大
臣

に
贈
れ
る
歌
一
首

玉
く
し
げ
覆
ふ
を
安
み
開
け
て
行
な
ば
君
が
名
は
あ
れ
ど
吾
が
名
し

惜
し
も

（２．九三）

こ
の
鏡
王
女
の
歌
は
鎌
足
が
求
婚
し
た
時
に
贈
っ
た
も
の
で
、
①
は
鎌

足
が
応
え
た
歌
で
あ
る
。
二
首
に
は
同
じ
枕
詞
を
用
い
て
歌
の
世
界
を
共

（認）

有
し
、
親
和
関
係
を
深
め
る
仕
組
み
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
多
田
一
臣

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
玉
く
し
げ
」
「
開
け
て
行
な
ば
」
は
箸
墓
伝
説

（羽）

を
踏
ま
え
た
表
現
と
見
て
よ
い
。
鎌
足
は
鏡
王
女
を
「
さ
寝
ず
は
」
と
共

寝
に
誘
っ
て
い
る
の
だ
が
、
「
さ
寝
」
の
語
に
は
神
婚
し
て
い
る
状
態
と

い
う
見
方
が
あ
り
、
恋
の
始
源
に
通
じ
る
神
婚
幻
想
が
認
め
ら
れ
て

（卯）
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
さ
寝
」
は
、
①
の
歌
の
「
玉
ぐ
し
げ
み
も
ろ
の

山
」
の
神
話
的
語
感
と
当
然
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
で
、
「
玉
く
し
げ
」

は
箸
墓
伝
説
の
「
櫛
笥
」
と
い
う
神
話
の
こ
と
ば
の
、
歌
へ
の
再
生
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
櫛
笥
」
は
蛇
体
の
大
物
主
神
が
来
臨
し
寵
も
る
場
所

で
あ
り
、
そ
れ
を
待
ち
迎
え
る
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
祭
具
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
「
玉
ぐ
し
げ
み
も
ろ
の
山
」
は
三
輪
山
の
神
と
巫
女
と
の
神
婚
と
い

う
箸
墓
型
の
三
輪
山
神
話
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
う
た
い
手
は

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
神
婚
を
根
拠
と
し
て
相
手
に
恋
を
う
た
っ
て
い
る
こ

（訓）

と
に
な
る
。
神
話
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
歌
を
よ
む
行
為
は
、
ま
さ
に
う
た

い
手
の
神
話
体
験
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
神
話
体
験
に
よ
る
歌
の
生
成
の
一

場
面
が
「
玉
ぐ
し
げ
み
も
ろ
の
山
」
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

神
話
の
枠
組
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
ば
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ

れ
る
の
か
。
生
活
と
か
社
会
に
こ
だ
わ
っ
て
考
え
た
時
、
狩
俣
の
女
性
神

役
に
お
け
る
神
話
体
験
は
、
そ
の
問
題
を
解
く
モ
デ
ル
に
な
り
う
る
。
祭

祀
生
活
の
中
で
神
話
体
験
と
し
て
身
体
化
さ
れ
る
こ
と
ば
の
視
点
は
、
三

輪
山
神
話
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
記
・
紀
神
話
に
お
い
て
新
た
な
読
み
の

可
能
性
を
導
く
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
神
話
の
核
と
し
て
の

（魂）

ラ
イ
フ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
神
話
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、
神
話
に
な
る
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
飛
躍
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
生
活
の
中
で
実

体
を
も
つ
こ
う
し
た
こ
と
ば
が
な
け
れ
ば
神
話
も
、
歌
も
あ
り
え
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
生
活
か
ら
の
読
み
は
有
効
だ
ろ
う
。
だ
が
、
記
・
紀
神
話

の
テ
キ
ス
ト
か
ら
古
代
の
生
活
が
そ
の
ま
ま
見
え
て
く
る
わ
け
で
は
な

い
。
も
し
そ
こ
に
生
活
と
か
儀
礼
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
表
現
さ

れ
た
生
活
で
あ
り
儀
礼
で
あ
る
。
そ
こ
で
表
現
に
立
ち
戻
っ
て
、
表
現
が

生
ま
れ
る
仕
組
み
を
問
い
続
け
る
し
か
な
い
。
本
論
で
は
、
神
話
体
験
と

し
て
の
こ
と
ば
と
い
、
フ
視
点
が
そ
の
一
つ
の
方
法
に
な
り
、
フ
る
こ
と
を
論

じ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

注
（
１
）
「
三
分
観
の
一
考
察
ｌ
ｌ
平
良
市
狩
俣
の
事
例
ｌ
」
含
琉
大
史

学
』
４
、
昭
和
蛆
年
６
月
）

（
２
）
『
狩
俣
民
俗
史
』
（
自
家
版
）
。
『
平
良
市
史
（
御
嶽
編
こ
９
（
平

成
６
年
）
に
も
同
話
が
載
る
（
佐
渡
山
正
吉
氏
執
筆
）
。

（
３
）
谷
川
健
一
編
『
日
本
の
神
々
』
週
（
昭
和
田
年
、
白
水
社
）

（
４
）
居
駒
「
南
島
歌
謡
論
ｌ
狩
俣
・
志
立
元
の
叙
事
伝
承
」
（
『
明
治

結
び
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９

へその紡麻と櫛笥

大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
」
稲
、
平
成
６
年
ｎ
月
）

（
５
）
『
声
の
神
話
Ｉ
奄
美
沖
縄
の
島
じ
ま
か
ら
』
（
平
成
明
年
、
瑞
木

書房）

（
６
）
古
橋
信
孝
「
原
神
話
へ
の
構
想
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
岨
１
，
、
昭

和
馳
年
皿
月
、
『
神
話
・
物
語
の
文
芸
史
」
平
成
４
年
、
ぺ
り
か
ん

社
所
収
）
は
、
「
神
話
的
幻
想
が
小
道
具
を
使
っ
て
話
の
型
を
も
っ

た
と
き
、
初
め
て
神
話
と
な
る
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
祭
祀
者
に
お

け
る
身
体
化
さ
れ
た
神
話
と
い
う
観
点
か
ら
「
神
話
体
験
」
の
語
を

用いる。

（
７
）
注
（
４
）
に
報
告
し
た
久
貝
キ
ヨ
さ
ん
の
神
話
が
参
考
に
な
る
。

（
８
）
飯
泉
健
司
「
三
輪
山
伝
承
考
ｌ
『
神
の
子
』
と
巫
女
ｌ
」

（
『
古
事
記
の
文
芸
性
』
古
事
記
研
究
大
系
８
、
平
成
５
年
９
月
、
高

科
書
店
）
は
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
出
生
伝
承
で
は
な
く
、
巫
女
に
よ
る

「
神
明
か
し
」
の
伝
承
と
と
ら
え
る
。

（
９
）
「
蛇
聟
入
の
源
流
ｌ
「
綜
麻
形
」
解
読
に
関
し
て
ｌ
」
（
『
国

語
国
文
』
昭
和
朗
年
９
月
）

（
刑
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
古
事
記
編
（
昭
和
卿
年
、
角
川
書

店
）
は
、
蛇
神
の
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
が
水
辺
の
巫
女
で
あ
る
弟

棚
機
を
妻
問
う
こ
と
は
考
え
う
る
と
す
る
。
こ
の
解
釈
は
三
輪
山
の

神
と
活
玉
依
毘
売
の
関
係
と
重
な
る
。

（
ｕ
）
「
水
の
女
」
亀
折
口
信
夫
全
集
』
２
、
平
成
七
年
、
中
央
公
論

社
）
。
機
織
り
女
が
巫
女
で
あ
る
こ
と
は
、
柳
田
国
男
「
瓜
子
織
姫
」

『
桃
太
郎
の
誕
生
』
（
『
柳
田
国
男
全
集
』
６
、
平
成
皿
年
、
筑
摩
書

房
）
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。

（
岨
）
黒
沢
幸
三
「
三
輪
氏
の
古
伝
承
」
（
『
文
学
』
胡
１
２
、
昭
和
輔
年

２
月
、
『
日
本
古
代
の
伝
承
文
学
の
研
究
」
昭
和
別
年
、
塙
書
房
所

収）

（
過
）
「
古
事
記
神
武
天
皇
成
婚
伝
承
ｌ
ヨ
宿
御
寝
坐
也
』
を
中
心

に
ｌ
」
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
弱
、
昭
和
朗
年
３

月
、
『
古
事
記
研
究
』
平
成
６
年
、
お
う
ふ
う
所
収
）

（
Ｍ
）
古
事
記
の
「
婚
」
は
仲
哀
記
の
姦
淫
・
獣
姦
の
例
を
除
け
ば
す
べ

て
結
婚
を
意
味
し
、
男
女
は
公
認
の
関
係
に
な
る
。

（
巧
）
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
１
、
平
成
９
年
、
小
学
館
）
は
さ
す
が
に
「
夫
無
き
」
の
不
審
に

言
及
し
て
い
て
、
「
父
母
は
、
通
っ
て
来
る
男
の
存
在
を
知
ら
な
い
」

と
す
る
。
し
か
し
、
男
の
通
っ
て
く
る
姿
は
知
ら
な
く
と
も
、
男
の

存
在
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
文
脈
で
あ
る
は
ず
だ
。

（
略
）
注
（
９
）
同
論
文

（
Ⅳ
）
注
（
５
）
同
書

（
肥
）
「
モ
ノ
神
襲
来
Ｉ
た
た
り
神
信
仰
と
そ
の
変
質
ｌ
」
念
法
政

大
学
文
学
部
紀
要
」
別
、
昭
和
別
年
３
月
、
『
秘
儀
の
島
」
昭
和
別

年
、
筑
摩
書
房
所
収
）

（
的
）
谷
口
雅
博
「
古
事
記
に
お
け
る
大
物
主
神
ｌ
そ
の
位
置
付
け
を

中
心
と
し
て
ｌ
」
（
『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』
別
、
平
成
２
年

３月）

（
別
）
山
下
晋
司
「
神
話
と
歴
史
ｌ
歴
史
人
類
学
の
可
能
性
ｌ
」

（
『
国
文
学
』
胡
１
６
、
平
成
６
年
５
月
）

（
別
）
そ
れ
は
、
西
郷
信
綱
「
古
事
記
注
釈
』
３
（
昭
和
闘
年
、
平
凡

社
）
で
「
国
譲
り
の
完
了
」
と
す
る
見
方
に
重
な
る
。
ま
た
西
條
勉

「
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
の
登
場
」
（
『
古
事
記
の
構
想
」
古
事
記
研
究
大
系

３
、
平
成
６
年
岨
月
、
高
科
書
店
）
が
、
大
物
主
神
の
女
イ
ス
ケ
ョ

リ
ヒ
メ
が
神
武
天
皇
の
妻
に
な
る
構
造
を
大
物
主
神
の
天
皇
へ
の
服

従
と
見
る
の
も
参
考
に
な
る
。

（
〃
）
注
（
別
）
西
條
論
文
。
西
條
氏
は
そ
の
理
由
を
、
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
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特集・「生活」というまなざし

（
別
）
注
（
羽
）
同
書
で
、
多
田
氏
は
こ
こ
に
「
鏡
王
女
と
の
結
婚
を
望

む
鎌
足
の
強
い
意
志
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

（
躯
）
折
口
信
夫
の
用
語
に
よ
る
（
「
日
本
文
学
の
発
生
序
説
」
『
折
口
信

夫
全
集
』
４
、
平
成
７
年
）
。

（
肥
）
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
」
１
（
平
成
７
年
、
集
英
社
）

（
羽
）
「
鏡
王
女
の
贈
答
歌
」
（
『
こ
と
ば
が
拓
く
古
代
文
学
史
』
、
平
成
ｎ

年
３
月
、
笠
間
書
院
、
『
額
田
王
論
」
平
成
喝
年
、
若
草
書
房
所
収
）

（
釦
）
古
橋
信
孝
『
古
代
和
歌
の
発
生
』
（
昭
和
㈹
年
、
東
京
大
学
出
版

（
”
）
梶
川
信
行
『
初
期
万
葉
を
ど
う
読
む
か
」
（
平
成
７
年
、
翰
林
書

房
）
は
「
崇
り
神
で
あ
る
大
物
主
を
慰
撫
し
よ
う
と
し
た
」
と
解
し

月
）
の
分
析
が
あ
る
。

（
別
）
『
古
事
記
の
比
較
説

（
妬
）
注
（
９
）
同
論
文

（
妬
）
「
遷
都
ｌ
近
江
潅

死
は
磯
城
勢
力
の
原
三
輪
山
祭
祀
の
終
焉
を
意
味
し
、
ヒ
メ
・
ピ
コ

祭
政
の
終
焉
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古
事
記
で
は
ヒ
メ
・
ピ
コ

制
の
終
焉
が
サ
ホ
ビ
コ
・
サ
ホ
ビ
メ
の
物
語
に
用
意
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ
と
す
る
。
そ
の
解
読
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

（
羽
）
大
物
主
神
の
伝
承
像
に
お
い
て
も
、
色
好
み
の
要
素
が
古
事
記
に

よ
り
濃
厚
に
見
ら
れ
、
記
・
紀
の
間
で
異
な
る
と
す
る
高
桑
枝
実
子

「
大
物
主
神
の
色
好
み
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
的
１
，
、
平
成
陥
年
岨

会
一

房
）
は

ている。

社所収）
「
遷
都
ｌ
近
江
遷
都
と
三
輪
山
哀
別
歌
」
亀
万
葉
の
虚
構
」
昭

和
塊
年
９
月
、
雄
山
閣
、
『
古
代
和
歌
の
成
立
』
平
成
５
年
、
勉
誠

「
古
事
記
の
比
較
説
話
学
』
（
平
成
７
年
、
雄
山
閣
）
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