
錐はなぜ射られたか

言
語
遊
戯
が
神
話
的
想
像
力
に
大
き
く
参
与
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
霊
妙
な
る
稲
田
の
神
格
化
で
あ
る
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
が

湯
津
爪
櫛
と
化
す
こ
と
に
は
、
「
ク
シ
（
奇
し
／
櫛
）
」
の
同
音
の
連
想
が
、

あ
る
い
は
ま
た
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
が
粟
の
茎
に
弾
か
れ
て
常
世
郷
へ
と
渡
っ

た
の
が
淡
島
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
、
「
ア
ハ
（
粟
／
淡
）
」
の

同
音
の
連
想
が
働
い
て
い
る
。
同
音
・
類
音
の
連
想
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ

る
神
話
は
、
地
名
起
源
護
な
ど
を
含
め
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
音
声
に

よ
る
連
想
法
が
神
話
生
成
に
参
与
す
る
こ
と
は
、
神
話
の
初
発
が
語
り
や

神
謡
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
も
言
い
う
る
。
し

か
し
記
紀
の
神
話
を
考
え
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
が
既
に
文
字
テ
キ
ス
ト
と

し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
神
話
が
文
字
に
よ
っ
て
書

か
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
神
話
を
構
成
す
る
文
字
そ
の
も
の
へ
の
知
の

働
き
を
も
含
め
て
、
神
話
的
想
像
力
に
参
与
す
る
言
語
遊
戯
を
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
如
上
の
問
題
意
識
を
以
て
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
神
話
に
お
け
る

天
よ
り
の
使
者
で
あ
る
「
錐
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
た

ｌ
特
集
・
神
話
を
考
え
る

錐
は
な
ぜ
射
ら
れ
た
か

｜
は
じ
め
に

ｌ
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
神
話
の
想
像
力
と
言
語
遊
戯
と
Ｉい

。
な
お
、
以
下
に
『
日
本
書
紀
」
「
神
代
下
・
第
九
段
正
文
」
の
天
稚

彦
神
話
（
Ａ
）
を
挙
げ
、
考
察
に
あ
た
っ
て
傍
線
を
付
し
た
①
～
⑤
の
プ

ロ
ッ
ト
に
関
し
て
は
記
紀
に
共
有
さ
れ
る
た
め
、
『
古
事
記
』
の
神
話
（
Ｂ
）

を
も
含
め
て
大
き
く
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
反
矢
神
話
と
捉
え
て
お
く
。

Ａ擢椛蕊一蝉鱸魏雛誰輔鯲雅翫

１

、

鐙
誰
籠
籠
鼈
鑿
鰐
騨
緬タ

テ
ル

カ
ツ
ラ

ア
マ
ノ
サ
グ
メ

高
天
原
か
ら
降
っ
た
天
稚
彦
は
顕
国
玉
の
娘
・
下
照
姫
を
要
り
、
自
ら

附峨将州棚紺小紺削棚帥柵堆卵坪側熊柵蝋私時也。中し矢立死。

産
霊
尊
之
座
前
一
也
。
時
高
皇
産
霊
尊
、
見
二
其
矢
一
日
、
「
是
矢
、

溌
響 松

田

浩
言
語
遊
戯
と
神
話
の
創
造
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特集・神話を考える

使
者
の
鳥
は
な
ぜ
「
錐
」
で
あ
っ
た
の
か
。
西
郷
信
綱
は
「
な
ぜ
錐
を

使
に
選
ん
だ
か
は
よ
く
分
ら
ぬ
」
と
の
慎
重
な
態
度
を
示
し
つ
つ
も
、
一

案
と
し
て
諺
「
錐
の
頓
使
」
か
ら
の
発
想
で
使
者
が
「
錐
」
と
さ
れ
た
可

能
性
を
説
き
、
近
年
で
も
新
編
全
集
『
古
事
記
』
な
ど
が
こ
れ
を
踏
襲
し

（４）

て
い
る
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
『
古
事
記
』
（
Ｂ
）
で
は
、

と
あ
る
よ
う
に
、
諺
「
錐
の
頓
使
」
の
本
縁
を
説
く
か
た
ち
で
ア
メ
ワ
カ

が
葦
原
中
国
を
統
治
し
よ
う
と
考
え
る
ｌ
⑦
。
「
錐
」
が
高
天
原
よ
り
の

使
者
と
し
て
降
り
来
る
が
天
稚
彦
に
射
ら
れ
る
ｌ
②
⑤
。
そ
の
矢
は
「
錐
」

の
胸
を
貫
き
通
っ
て
高
天
原
へ
と
至
り
、
反
矢
に
よ
っ
て
天
稚
彦
は
殺
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
ｌ
④
⑤
。
所
謂
ニ
ム
ロ
ッ
ド
の
反
矢
の
話
型
を
持
つ
神

（２）

話
で
あ
り
、
ま
た
「
彼
は
天
の
使
者
で
あ
り
な
が
ら
天
を
射
て
自
滅
」
し

（３）

た
の
だ
と
も
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
は
「
天
」
で
は
な
く

「
錐
」
を
射
た
の
で
あ
り
、
「
錐
」
は
矢
に
射
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
矢

の
プ
ロ
ッ
ト
を
引
き
起
こ
す
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で

は
な
ぜ
「
錐
」
は
そ
う
し
た
機
能
を
担
い
得
た
の
か
。
そ
し
て
抑
も
、
「
錐
」

は
な
ぜ
高
天
原
か
ら
の
使
者
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で

は
こ
の
二
つ
の
要
素
が
繋
が
り
、
「
錐
」
が
「
矢
」
に
射
ら
れ
る
と
い
う

発
想
に
こ
そ
文
字
の
言
語
遊
戯
に
よ
る
神
話
的
想
像
力
が
働
い
て
い
る
と

見
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
抑
も
の
疑
問
、
な
ぜ
天
か
ら
の
使
者
が
「
錐
」
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
か
ら
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

Ｂ
渉
今
諺
日
「
錐
之
頓
使
」
本
是
也

二
錐
ｌ
天
よ
り
の
使
者
Ｉ

⑥自
|君

０

〈
若
日
子
繧
戟
床
一
1１

剥到司刺。

と
あ
る
よ
う
に
、
「
錐
」
は
矢
に
射
ら
れ
て
も
な
お
復
命
を
す
る
Ｉ
Ｄ
③
。

そ
の
後
の
こ
と
は
「
云
々
」
と
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
他
の
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
と
同
じ
く
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
反
矢
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
矢
に
射
ら
れ
た
錐
が
天
に
戻

書
紀，

と
「
返
矢
畏
る
べ
し
」
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
Ｉ
Ｃ
⑥
、
寧

ろ
反
矢
の
本
縁
が
三
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ｌ
Ａ
Ｂ
Ｃ
⑥
。
で
あ

れ
ば
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
伝
が
共
有
す
る
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
反
矢
神
話
の
プ
ロ
ッ
ト
に

お
い
て
、
諺
「
雑
の
頓
使
」
は
必
須
の
も
の
で
は
な
く
、
天
よ
り
の
使
者

で
あ
る
「
錐
」
が
射
ら
れ
て
天
に
帰
っ
て
復
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
と
い
う
内
容
が
、
既
に
本
縁
を
失
っ
て
い
た
諺
「
雑
の
頓
使
」
を
事
後

的
に
引
き
寄
せ
た
の
だ
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
日
本

ピ
コ
反
矢
神
話
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
ｌ
Ｂ
⑦
。
と
は
い
え
、
Ｂ
伝
が
ひ
と

○

た
び
還
矢
の
プ
ロ
ッ
ト
を
述
べ
き
っ
た
後
に
、
「
亦
、
其
の
雑
還
ら
ず
」

と
わ
ざ
わ
ざ
断
り
を
入
れ
た
上
で
「
雑
の
頓
使
」
を
記
述
し
て
い
る
点
は

看
過
で
き
な
い
。
一
方
の
Ａ
伝
に
お
い
て
は
「
雑
の
頓
使
」
は
記
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
「
反
矢
畏
る
べ
し
」
の
本
縁
と
し
て
こ
の
反
矢
神
話
が
閉
じ

ら
れ
て
お
り
１
Ａ
⑥
、
更
に
『
日
本
書
起
「
神
代
下
・
第
九
段
・
一
書
第

一

C [ - -
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錐はなぜ射られたか

る
と
い
う
Ｄ
伝
で
は
、
「
錐
の
頓
使
」
の
本
縁
を
説
く
た
め
に
、
矢
に
射

ら
れ
た
錐
と
は
別
に
、
使
い
に
行
っ
た
ま
ま
戻
ら
な
か
っ
た
と
い
う
、
も

う
一
羽
の
錐
（
無
名
雄
推
）
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
Ｉ
Ｄ
⑧
。
こ
こ

で
は
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
反
矢
神
話
に
共
有
さ
れ
る
①
～
⑤
の
プ
ロ
ッ
ト
か
ら

逸
脱
し
た
も
の
、
つ
ま
り
プ
ロ
ッ
ト
の
相
互
連
結
に
関
わ
ら
な
い
も
の
と

し
て
「
錐
の
頓
使
」
は
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
Ｄ
伝
の

存
在
も
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
反
矢
神
話
に
お
い
て
「
錐
の
頓
使
」
が
事
後
的
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
左
証
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を

眺
め
て
み
れ
ば
、
「
錐
」
が
天
よ
り
の
使
者
と
し
て
選
ば
れ
た
発
想
の
源

泉
を
「
雑
の
頓
使
」
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
も
と
に
「
錐
」
が
使
わ
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
他
の
理

由
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
新
編
全
集
『
日
本
書
紀
』
頭
注
が
、

当
該
の
天
よ
り
降
る
「
錐
」
の
使
者
に
つ
い
て
、
「
錐
は
使
者
と
し
て
よ

（５）

く
登
場
す
る
烏
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
我
が
国
の
上
代
文

献
に
お
い
て
「
錐
」
が
天
よ
り
の
使
者
と
な
る
事
例
は
、
祥
瑞
と
し
て
の
「
白

（６）

錐
」
以
外
に
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
も
の
の
、
漢
籍
に
目
を
向
け
れ
ば
、

天
か
ら
の
使
者
た
る
「
錐
」
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

な

「
漢
書
』
「
五
行
志
」
に
は
、
宣
帝
の
も
と
へ
飛
来
し
て
帷
い
た
錐
の
記

と
ど

な

事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
錐
が
飛
び
来
っ
て
集
ま
り
、
錐
く
こ
と
は
、
天

が
人
君
を
「
誼
告
」
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
戸

と
ど
ま
り

鴻嘉二年三月、博士行二大射礼一、・有下飛推坐果二子庭「

レ
筋
Ⅲ
ｒ

詔宰型『。０

狙 牽
二 田

＝士転戸
〆

禍 荊声
ア

△
一
口
展
車
騎
稠
軍
王
吾

Ｉ調訓司封利１割淵

「月令」以紀レ気。穴

弓呵判例『雪測ｌⅧＯヘ７、蜂仁Ⅷ必

と
ど

博
士
官
で
大
射
の
礼
を
行
っ
た
時
に
、
錐
が
飛
び
来
た
っ
て
庭
に
集
ま
り
、

な

階
を
点
々
と
堂
ま
で
登
っ
て
か
ら
帷
い
た
ｌ
ァ
。
こ
の
出
来
事
は
、
宣
帝

（７）

の
臣
下
に
よ
っ
て
、
「
書
経
』
の
武
丁
の
故
事
を
踏
ま
え
つ
つ
以
下
の
よ

う
に
奏
言
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
地
の
精
気
は
類
を
以
て
相
い
応
じ
、

人
君
の
過
ち
を
誼
め
告
げ
る
こ
と
が
、
甚
だ
微
か
な
が
ら
現
れ
る
ｌ
ィ
。

錐
と
い
う
も
の
は
、
よ
く
聴
い
て
真
実
を
判
断
す
る
力
に
富
ん
で
お
り
、

雷
声
も
真
っ
先
に
聞
き
つ
け
る
能
力
が
あ
る
ｌ
ゥ
。
そ
の
錐
が
こ
こ
に
飛

さ
と

来
し
て
留
ま
り
人
を
告
げ
暁
す
さ
ま
は
、
非
常
に
行
き
届
い
て
お
り
、
人

の
道
を
戒
め
る
の
に
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
ｌ
ォ
、
と
。
「
五
行
志
」

の
記
述
に
拠
れ
ば
、
「
錐
」
は
人
君
に
過
失
が
あ
る
際
に
、
飛
び
来
た
り
、

留
ま
り
、
鳴
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
よ
り
の
篭
告
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ

た。
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
は
地
上
平
擢
を
指
令
さ
れ
、
地
上
平
定
の
た
め
の
呪

（Ｂ）

具
、
天
鹿
児
弓
と
天
羽
羽
矢
と
を
授
け
ら
れ
て
天
下
っ
た
。
し
か
し
、
彼

は
地
上
を
支
配
す
る
霊
力
の
神
格
化
で
あ
る
「
顕
国
玉
」
の
娘
・
下
照
姫

と
の
聖
婚
を
な
し
、
そ
の
霊
力
を
自
ら
に
取
り
入
れ
て
「
吾
、
亦
た
葦
原

（９）

中
国
を
駅
さ
む
」
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
は
、
葦
原
中

国
の
支
配
者
の
位
置
に
立
と
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に

天
（
高
天
原
）
の
意
志
に
背
く
地
上
支
配
で
あ
る
。
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
も

と
に
天
よ
り
の
誼
告
を
伝
え
る
使
者
と
し
て
「
錐
」
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と

は
、
『
漢
書
」
「
五
行
志
」
の
宣
帝
の
故
事
と
等
し
い
。
勿
論
、
「
五
行
志
」

博
士
行
し
礼
之
日
一
、
大
衆
聚
会
飛
司

衆
碓
碓
。
驚
怪
連
し
日
。
径
ョ
歴
三
（

廟・骨肉之官一、然後、入し宮。ォ

大
衆
聚
会
飛
。
集
干
庭
一
、
歴
レ
階
登
レ
堂
、
万

目
。
径
ョ
歴
三
公
之
府
・
太
常
・
宗
正
、
典
二
宗

」○

兵
宿
留
告
．
曉
人
一
、
具
備
深
切
、

-６１-



特集・神話を考える

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
「
錐
」
が
矢
に
射
ら
れ
る
と
い
う
発
想
は
、
「
錐
」

と
い
う
文
字
そ
の
も
の
へ
の
知
の
働
き
ｌ
文
字
分
解
の
言
語
遊
戯
ｌ
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
錐
」
字
を
そ
の
構
成
要
素
に
分
解
す
る

や

と

り

と
、
「
矢
」
と
「
佳
」
と
い
う
要
素
が
析
出
さ
れ
る
。
「
錐
」
と
い
う
文
字

が
持
つ
二
つ
の
構
成
要
素
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
結
合
と
し
て
、
「
雄
（
矢
・

佳
）
」
と
い
う
字
は
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
錐
」
字
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ

る
鳥
と
は
「
矢
」
に
射
ら
れ
る
「
佳
」
で
あ
る
と
の
想
像
が
働
き
、
天
よ

と
り

り
の
讃
告
の
使
者
で
あ
る
「
錐
」
と
い
う
「
佳
」
が
「
矢
」
に
射
ら
れ
る

と
い
う
形
で
、
反
矢
の
話
型
が
喚
起
せ
し
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
の
文
字
を
そ
の
構
成
要
素
に
分
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
意
味
化
し
て

の
説
く
よ
う
に
、
そ
の
「
錐
の
誼
告
」
を
正
し
く
察
知
し
、
行
い
を
改
め

る
な
ら
ば
災
異
は
訪
れ
ず
、
返
っ
て
天
の
意
志
を
知
り
正
し
き
政
治
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
ｌ
工
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
場
合
は
そ
う
で

は
な
か
っ
た
。
「
雑
の
諸
告
」
は
ア
マ
ノ
サ
グ
メ
に
よ
っ
て
涙
じ
曲
げ
ら
れ
、

彼
に
は
届
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
反
矢
神
話
に
お
い
て
、
天
よ
り
の
使
者
と
し
て
の
「
錐
」

が
想
起
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
漢
書
』
「
五
行
志
」
の
宣
帝
や
「
書
経
』
の
武

丁
の
故
事
を
以
て
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
右
に
見
た

「
錐
の
篭
告
（
轆
推
の
異
）
」
の
故
事
は
反
矢
説
話
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
。

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
反
矢
神
話
の
「
錐
」
を
「
雑
の
謹
告
」
と
し
て
了
解
し
た

上
で
な
お
、
な
ぜ
こ
こ
に
反
矢
の
話
型
を
引
き
出
す
想
像
力
が
働
い
た
の

か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
本
稿
で
は
こ
こ
に
、
文
字

の
言
語
遊
戯
に
よ
る
発
想
方
法
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
み
た
い
。

三
文
字
分
解
の
知
と
神
話
的
想
像
力

か
ら
元
の
字
に
解
釈
を
加
え
る
と
い
う
言
語
遊
戯
は
、
「
万
葉
集
』
の
中

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

や
ま
の
は
を
お
ふ
み
か
づ
き
の
は
つ
は
つ
に
い
も
を
ぞ
み
つ
る
こ
ほ
し
き
ま
で
に

山
葉
追
出
月
端
々
妹
見
鶴
及
恋
（
ｎ
．
二
四
六
一
）

右
の
歌
の
文
字
列
で
は
、
ミ
カ
ヅ
キ
を
「
出
月
」
と
表
現
す
る
。
「
出
月
」

み
か
づ
き

と
は
、
「
朏
」
字
を
二
つ
の
要
素
「
月
・
出
」
に
分
解
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
朏
」
字
を
「
月
」
が
「
出
」
現
す
る
と
分
解
し
て
解
釈
を
施

し
、
そ
の
「
朏
」
が
山
の
端
に
沿
っ
て
は
っ
は
つ
に
見
え
隠
れ
し
つ
つ
昇

り
出
て
く
る
姿
を
「
出
・
月
」
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、

献
二
忍
壁
皇
子
一
歌
一
首
〈
詠
二
仙
人
形
一
〉

と
こ
し
へ
に
な
つ
ふ
ゆ
ゆ
け
や
か
は
ご
ろ
も
あ
ふ
き
は
な
た
ぬ
や
ま
に
す
む
ひ
と

常
之
倍
示
夏
冬
往
哉
襄
扇
不
放
山
住
人（９．一六八二）

の歌の文字列では、「仙」字を「山・人」に折字し、「山」に住む「人」

と
し
て
解
釈
を
施
す
。
こ
う
し
た
文
字
分
解
の
言
語
遊
戯
と
し
て
最
も
よ

く
知
ら
れ
る
例
は
、
「
嵐
」
字
を
分
解
し
た
「
山
下
風
」
の
文
字
列
で
あ
ろ
う
。

か
す
み
た
つ
か
す
が
の
さ
と
の
う
め
の
は
な
や
ま
の
あ
ら
し
に
ち
り
こ
す
な
ゆ
め

霞
立
春
日
之
里
梅
花
山
下
風
永
落
許
須
莫
湯
目

（８．一四三七）

あ
し
ひ
き
の
や
ま
の
あ
ら
し
は
ふ
か
ね
ど
も
き
み
な
き
よ
ひ
は
か
ね
て
き
む
し
も

足
桧
木
乃
山
下
風
波
雛
不
吹
君
無
夕
者
予
寒
毛

（Ⅲ．二三五○）

「
山
下
風
」
の
文
字
列
は
、
い
ず
れ
も
ヤ
マ
ノ
ァ
ラ
シ
と
訓
ぜ
ら
れ
る
○

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
嵐
」
字
を
折
字
し
て
、
「
山
」
と
そ
の
下
に

位
置
す
る
「
風
」
の
要
素
と
に
分
解
し
、
山
か
ら
吹
き
下
ろ
す
荒
涼
た
る

風
を
ヤ
マ
ノ
ア
ラ
シ
と
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
知
が
働
い
て
い
る
。
周
知

の
よ
う
に
「
嵐
」
字
分
解
の
言
語
遊
戯
は
、
『
古
今
集
』
に
も
引
き
継
が
れ
る
。

吹
く
か
ら
に
秋
の
草
木
の
し
ほ
る
れ
ば
む
く
山
風
を
あ
ら
し
と
い

ふ
ら
む
（
『
古
今
集
』
・
秋
下
・
二
四
九
）
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錐はなぜ射られたか

右
の
歌
で
は
、
下
句
「
む
く
山
風
を
あ
ら
し
と
い
ふ
ら
む
」
と
あ
る
よ

○

う
に
、
「
嵐
」
字
に
「
山
」
か
ら
吹
き
下
ろ
す
「
風
」
、
即
ち
ア
ラ
シ
と
い

う
字
義
ｌ
言
語
遊
戯
の
中
で
見
出
し
た
漢
字
生
成
の
由
来
ｌ
を
見
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
嵐
」
字
に
ア
ラ
シ
の
意
味
を
見
出
す
の
は
、
我
々
か

ら
見
れ
ば
至
極
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
漢
語
「
嵐
」
は
「
説

文
解
字
』
に
「
山
気
蒸
潤
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
山
の
清
ら
か
な
霧
の
意

で
あ
っ
て
、
ア
ラ
シ
の
意
味
は
な
い
。
だ
が
勿
論
、
「
嵐
」
字
に
対
し
て

こ
う
し
た
解
釈
を
施
す
の
は
、
右
の
例
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
『
倭

名
紗
』
に
も
「
嵐
山
下
出
風
也
。
阿
良
之
」
と
の
「
嵐
」
字
分
解
に
よ

る
解
釈
方
法
が
見
え
る
。
漢
字
分
解
に
よ
っ
て
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
文

字
生
成
の
由
来
が
、
字
書
に
説
か
れ
る
ほ
ど
に
一
般
化
し
た
例
で
あ
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
言
語
遊
戯
は
日
本
漢
詩
に
お
い
て
は
「
字
訓
詩
」
と
呼

ば
れ
る
が
、
そ
の
名
称
が
「
字
訓
」
、
即
ち
字
の
意
義
を
解
き
明
か
す
こ

（旧）

と
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

前
節
に
文
字
を
分
解
し
て
解
釈
を
施
す
と
い
う
言
語
遊
戯
が
、
時
に
は

本
来
の
字
義
に
は
な
い
新
た
な
意
味
を
生
成
す
る
さ
ま
を
概
観
し
た
。
た

だ
し
注
意
せ
な
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
文
字
解
釈
の
知
を
働
か
せ
る
書
き
手

に
と
っ
て
は
、
分
析
対
象
た
る
文
字
と
そ
の
文
字
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る

事
物
そ
の
も
の
と
の
結
び
つ
き
は
所
与
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
文
字
を
解
析
す
る
知
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
の
漢

字
で
意
味
さ
れ
る
事
物
の
根
源
を
解
き
明
か
す
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
ア
ラ
シ
は
「
嵐
」
字
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
山
か
ら
吹
き
下
ろ

す
風
で
あ
る
と
い
う
言
語
遊
戯
的
な
解
釈
が
、
ア
ラ
シ
の
本
質
で
あ
る
と

四
神
話
的
想
像
力
へ

「
倭
名
紗
』
で
説
か
れ
る
よ
う
に
。

こ
う
し
た
事
物
の
本
質
を
解
き
明
か
す
漢
字
解
釈
の
知
を
想
定
す
る
こ

と
は
、
当
時
の
文
字
に
対
す
る
認
識
・
思
想
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、

漢
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
日
本
神
話
の
あ
り
方
を
考
え
る
一
つ
の
方
法
と

も
な
ろ
う
。
表
意
文
字
と
し
て
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
に
流
通
す
る
世
界

（Ⅲ）

言
語
た
る
文
字
、
漢
字
。
そ
の
文
字
の
起
源
論
は
こ
の
文
化
圏
の
一
地
方

で
あ
る
日
本
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
る
。
「
尚
書
』
序
（
孔
安
国
）
が
、

古
者
、
伏
義
氏
之
王
二
天
下
一
也
、
始
書
二
八
卦
一
、
造
二
書
契
一
以

代
二
結
繩
之
政
一
・
由
し
是
文
籍
生
焉
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
伏
義
が
黄
河
か
ら
現
れ
た
河
図
に
よ
っ
て
宇
宙
の
根

本
原
理
を
象
る
易
の
八
卦
を
初
め
て
書
き
、
こ
れ
を
基
に
し
て
書
契
が
造

ら
れ
て
文
籍
は
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
文
字
と
は
自
然
世
界
か
ら
人
間
に
与

え
ら
れ
た
贈
与
に
起
源
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
字
が
織
り
成
す
「
文

籍
（
文
章
）
」
が
自
然
世
界
・
宇
宙
の
法
則
を
象
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
文
字
起
源
の
神
秘
思
想
が
、
い
か
に
深
く
我
が
国
上
代
の
知
識
層
に

（旧）

根
付
い
て
い
た
か
は
当
時
の
対
策
文
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
文

字
の
神
秘
思
想
が
信
ぜ
ら
れ
た
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
神
話
を
文
字
で
書

く
の
で
あ
る
。
神
話
と
は
、
そ
れ
を
語
り
・
書
く
者
に
と
っ
て
の
今
に
お

け
る
人
間
世
界
を
支
え
る
根
源
・
摂
理
を
解
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
惟

み
れ
ば
、
神
話
の
書
き
手
に
と
っ
て
は
、
神
話
と
い
う
文
籍
を
構
成
す
る

文
字
の
根
源
的
意
味
ｌ
生
成
の
由
来
ｌ
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
、
書
き
手

が
生
き
る
世
界
を
支
え
る
宇
宙
の
根
本
摂
理
へ
と
近
づ
く
行
為
で
も
あ
っ

た
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
文
字
解
釈
の
言
語
遊
戯
は
、
現
代
の
我
々
の
「
遊

戯
」
と
い
う
認
識
を
越
え
て
、
神
秘
世
界
を
垣
間
見
る
た
め
の
能
動
的
な

知
の
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
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特集・神話を考える

錐
は
な
ぜ
射
ら
れ
た
の
か
Ｉ
。
漢
籍
の
知
識
に
由
来
す
る
「
錐
」
の
引

用
だ
け
で
は
神
話
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
静
的
な
知
識
が
、
キ
ギ
シ
を
象

る
「
錐
」
字
の
本
質
を
解
読
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
キ
ギ
シ
に
隠
さ
れ
た

宇
宙
の
根
本
摂
理
を
解
き
明
か
す
動
的
な
知
の
働
き
と
繋
が
る
と
こ
ろ
で

神
話
は
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
錐
」
と
は
「
矢
」
＋
「
佳
」
で
あ
る

と
い
う
遊
び
が
、
反
矢
の
話
型
と
「
證
告
の
錐
」
と
を
繋
ぐ
神
話
的
想
像

力
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
話
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
文
字
で
書
か
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、

時
に
は
神
話
そ
の
も
の
を
形
作
る
文
字
そ
の
も
の
へ
の
根
源
的
な
問
い
か

け
・
知
の
働
き
が
、
神
話
的
想
像
力
の
新
た
な
源
泉
と
し
て
現
れ
て
く
る
。

記
紀
や
風
土
記
と
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
も
、
そ
う
し
た
時
代
の
文
字
テ
キ
ス

ト
と
し
て
捉
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
『
日
本
書
紀
』
の
訓
注
は
省
略
し
、
こ
れ
を
ル
ビ
と
し
て
付
し
た
。

（
２
）
ニ
ム
ロ
ッ
ド
の
矢
の
話
型
に
つ
い
て
は
、
金
関
丈
夫
が
以
下
の
よ

う
に
説
い
て
い
る
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
「
地
方
の
民
間
説
話
で
は
、
ニ

ム
ロ
ッ
ド
は
神
を
目
が
け
て
天
上
に
矢
を
射
る
。
そ
の
矢
は
神
の
手

で
地
上
に
投
げ
返
さ
れ
て
、
ニ
ム
ロ
ッ
ド
の
胸
板
を
貫
く
。
…
（
中
略
）

…
要
す
る
に
、
神
あ
る
い
は
神
人
を
射
た
矢
が
、
返
っ
て
そ
の
射
手

に
向
か
う
と
い
う
、
一
説
話
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。
」
（
「
ニ
ム
ロ
ッ

ド
の
矢
」
含
新
編
木
馬
と
石
牛
』
岩
波
文
庫
・
平
成
８
年
）
）

（
３
）
松
本
信
広
「
日
の
神
の
子
孫
」
（
『
日
本
神
話
の
研
究
』
東
洋
文
庫
・

昭和輔年）

（
４
）
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
三
（
平
凡
社
・
昭
和
団
年
司
山
口
佳
紀
．

神
野
志
隆
光
校
注
「
古
事
記
」
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１
・
小
学
館
．

平
成
９
年
）
。
ま
た
、
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
四
（
三
省
堂
．

昭
和
脇
年
）
も
「
錐
の
頓
使
」
か
ら
天
よ
り
の
使
者
の
「
錐
」
が
発

想
さ
れ
た
と
説
く
。

（
５
）
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
『
日
本
書
紀
１
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

２
．
小
学
館
・
平
成
６
年
）

（
６
）
な
お
、
『
続
日
本
紀
』
神
亀
二
年
九
月
一
三
日
の
詔
に
は
、
武
丁
の

「
帷
錐
之
冤
」
の
故
事
（
注
７
）
が
引
か
れ
て
い
る
。

（
７
）
薑
日
経
』
「
序
高
宗
彫
」
。
武
丁
（
高
宗
）
が
始
祖
を
祭
る
儀
式
を
し

て
い
る
と
錐
が
飛
び
来
た
り
、
祭
具
の
鼎
に
止
ま
っ
て
鳴
い
た
。
臣

下
は
こ
れ
を
災
異
で
あ
り
、
天
か
ら
の
王
へ
の
篭
告
で
あ
る
と
説
き
、

王
が
政
治
を
改
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

（
８
）
天
鹿
児
弓
・
天
羽
羽
矢
の
地
上
平
擢
の
た
め
の
呪
性
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
鹿
の
古
代
伝
承
と
水
神
と
」
（
『
三
田
国
文
」
釦
号
・
平
成
平

成
皿
年
９
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９
）
Ｂ
伝
に
「
大
国
主
神
の
女
、
下
照
比
売
を
要
し
、
亦
其
の
国
を
獲

む
」
と
し
、
Ｃ
伝
に
は
「
多
に
国
神
の
女
子
を
姿
」
る
と
あ
る
。
い

ず
れ
も
折
口
信
夫
の
説
く
「
い
る
ご
の
み
」
に
よ
る
王
者
と
し
て
の

支
配
を
目
指
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
型
『
本
朝
文
粋
』
巻
一
・
雑
詩
・
字
訓
に
清
原
真
友
・
源
順
の
「
字
訓
詩
」

が見られる。

（
Ⅱ
）
世
界
言
語
と
し
て
の
漢
字
と
個
別
の
国
の
言
語
と
の
関
係
性
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
「
報
凶
問
歌
」
の
「
筆
不
尽
言
」
と
一
宇
一
音
の
歌
と
」

（
『
古
代
文
学
』
灯
号
・
平
成
別
年
３
月
）
に
述
べ
た
。

（
吃
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
津
田
博
幸
「
文
字
思
想
と
漢
字
文
」
（
『
国

語
と
国
文
学
』
別
巻
ｎ
号
・
平
成
四
年
Ⅱ
月
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、

文
字
起
源
論
の
持
つ
特
質
に
つ
い
て
は
西
澤
一
光
「
歴
史
的
制
作
物

としての「文字」をめぐって」（『高岡市万葉歴史館紀要』略号．

平
成
加
年
３
月
）
が
参
考
に
な
る
。

- ６４ -


