
蜻蛉野遊猟歌と雄略神話

課
題
は
「
神
話
と
歌
」
で
あ
る
。
本
稿
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
敷
桁
す
れ

ば
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
（
以
下
、
記
・
紀
）
の
歌
と
散
文
の
関
係
か
ら

神
話
叙
述
の
仕
組
み
を
探
っ
て
み
る
と
い
う
、
従
来
の
研
究
と
は
や
や
異

な
っ
た
視
点
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
大
き
な
枠
組
み
と
し
て

言
え
ば
、
記
・
紀
研
究
で
は
散
文
に
既
存
の
、
あ
る
い
は
創
作
・
改
作
の

歌
を
結
合
な
い
し
は
は
め
込
ん
だ
と
す
る
立
場
が
通
説
と
し
て
支
持
さ
れ

（１）

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
・
紀
の
文
脈
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る

時
、
こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
論
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
は
す
で

に
明
ら
か
で
あ
り
、
歌
か
ら
散
文
が
叙
述
さ
れ
る
と
い
う
局
面
を
こ
そ
見

（２）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
記
・
紀
の
歌
が
基
点
と
な
っ
て
散
文

叙
述
が
成
立
す
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
雄
略
天
皇
の
叙
述
を
見
て
い
く
と
、
葛
城
の
一

言
主
の
大
神
（
紀
、
一
事
主
神
）
と
交
歓
す
る
天
皇
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
神
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
天
皇
と
い
う
の
は
記
．
（３）

紀
に
お
い
て
異
例
で
あ
る
。
雄
略
記
に
は
「
神
の
御
手
も
ち
」
（
記
妬
）
や
「
高

光
る
日
の
御
子
」
（
記
的
・
川
）
の
表
現
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
〈
雄

蜻
蛉
野
遊
猟
歌
と
雄
略
神
話

は
じ
め
に

特
集
・
神
話
を
考
え
る

ｌ
紀
乃
に
「
口
號
」
と
記
す
意
味
Ｉ

略
天
皇
Ⅱ
神
〉
と
い
う
雄
略
神
話
の
叙
述
が
明
確
な
意
図
と
し
て
あ
っ
た
。

一
方
、
雄
略
紀
の
歌
と
散
文
に
〈
雄
略
天
皇
Ⅱ
神
〉
の
意
識
が
明
示
さ

れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
蜻
蛉
野
遊
猟
歌
に
は
「
蜻
蛉
島
日

お
ほ
や
ま
と
と
よ
あ
き
づ
し
ま

本
」
（
紀
乃
）
の
詞
句
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
大
日
本
豊
秋
津
洲
」
の
国
生

み
神
話
や
神
武
天
皇
に
よ
る
国
号
起
源
記
事
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
雄
略

天
皇
は
「
蜻
蛉
島
日
本
」
の
命
名
神
話
を
自
ら
の
遊
猟
に
お
い
て
確
認
す

る
の
で
あ
り
、
国
生
み
や
国
号
起
源
に
つ
な
が
る
歌
の
う
た
い
手
と
し
て

雄
略
神
話
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
紀
乃

を
う
た
う
場
面
に
、
散
文
に
お
い
て
「
口
號
」
の
語
が
記
さ
れ
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
「
口
號
」
の
初
出
例
で
あ
る
。
雄
略
天
皇
の
歌
に
初
め
て
「
口

號
」
を
用
い
る
紀
テ
キ
ス
ト
の
意
図
は
何
か
。
以
下
、
雄
略
神
話
と
の
関

連
か
ら
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

雄
略
記
に
お
い
て
、
天
皇
を
神
と
す
る
意
識
は
次
の
歌
に
明
示
さ
れ
る
。

あ
ぐ
ら
ゐ

み

て

ひ

ま
ひ
を
み
な
と
こ
よ

呉
床
居
の
神
の
御
手
も
ち
弾
く
琴
に
燐
す
る
嬢
子
常
世
に
も
が
も
（
記
別
）

この歌の散文は「坐二其御呉床一、弾二御琴一、令し為し憐二其嬢子一・

爾、因二其嬢子之好憐一、作二御歌一」とあり、歌詞とほぼ一致する。

｜
、
〈
雄
略
天
皇
Ⅱ
神
〉
意
識
に
よ
る
雄
略
神
話
の
表
象

居
駒
永
幸

神
話
と
歌

-９３-



特集・神話を考える

（４）

す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
一
致
は
歌
に
合
わ
せ
て
散
文
が
叙
述

さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
散
文
叙
述
の
前
提
と
し
て
、
「
呉
床

居
の
神
」
の
歌
に
は
、
雄
略
天
皇
が
吉
野
行
幸
の
時
に
嬢
子
と
出
会
い
、
そ

の
美
し
い
舞
を
見
て
う
た
っ
た
と
い
う
叙
事
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
呉

床
居
の
神
」
の
歌
と
散
文
は
神
と
し
て
の
雄
略
天
皇
の
姿
を
自
ら
う
た
っ
た

と
理
解
す
る
文
脈
で
あ
る
。
こ
の
神
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
傳
」

が
、
「
嬢
子
」
を
仙
女
に
結
び
つ
け
る
契
沖
の
所
説
を
否
定
し
、
「
呉
床
居
の

一フ

神
」
を
「
天
皇
は
御
自
の
う
へ
を
も
尊
み
て
」
う
た
っ
た
と
解
し
た
よ
う
に
、

記
の
文
脈
に
神
仙
思
想
の
表
出
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
琴
頭
に
来

居
る
影
姫
」
（
紀
舵
）
と
あ
る
よ
う
に
琴
は
神
霊
の
依
り
代
で
あ
り
、
琴
は

（５）

天
皇
に
専
有
さ
れ
る
楽
器
と
も
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
記
糾
は
琴
の
弾

き
手
で
あ
る
天
皇
自
身
を
崇
高
な
神
と
見
な
し
、
そ
の
「
呉
床
居
の
神
」
の

弾
琴
に
よ
っ
て
舞
す
る
嬢
子
の
永
遠
性
を
庶
幾
す
る
歌
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
雄
略
天
皇
が
自
ら
を
神
と
し
て
「
尊
み
て
」
う
た
っ
た
歌
に
、
雄
略
記

に
お
け
る
最
初
の
〈
雄
略
天
皇
Ⅱ
神
〉
意
識
が
明
示
さ
れ
る
。

次
の
天
語
歌
の
例
も
〈
雄
略
天
皇
Ⅱ
神
〉
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

あ

り

ぎ

ぬ

み

へ

ざ
さ

み
づ
た
ま
う
き
う
あ
ぶ
ら

．
…
：
蚕
衣
の
三
重
の
子
が
棒
が
せ
る
瑞
玉
蓋
に
浮
き
し
脂

み
な

一』

か
し
こ

落
ち
な
づ
さ
ひ
水
こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
是
し
も
あ
や
に
畏
し

た

か

ひ

か

ひ

み

こ

こ

と

か

た

ご

と

こ

高
光
る
日
の
御
子
事
の
語
り
言
も
是
を
ば
（
記
的
）

は

び

ろ

ゆ

ま

つ

ば

き

そ

ひ

ろ

い

ま

そ

：
．
…
葉
広
斎
つ
真
椿
其
が
葉
の
広
り
坐
し
其
の
花
の

て

と
よ
み
き
た
て
ま
つ

照
り
坐
す
高
光
る
日
の
御
子
に
豊
御
酒
献
ら
せ
事
の

語

り

言

も

是

を

ば

（

記

Ⅷ

）

記
的
の
「
水
こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
」
は
が
伊
耶
那
岐
・
伊
耶
那
美
が
天
の
沼
矛か

を
指
し
下
ろ
し
て
瀕
能
碁
呂
島
を
固
成
す
る
時
の
「
塩
こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
画

な
き
鳴
し
て
」
に
通
じ
る
。
三
重
の
子
の
捧
げ
る
蓋
に
浮
か
ん
だ
槻
の
葉
を
「
浮

き
し
脂
」
に
見
立
て
、
そ
こ
に
国
士
の
始
源
（
「
国
稚
如
二
浮
脂
一
」
）
が
現
出

す
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
雄
略
天
皇
の
霊
威
に
よ
っ
て
出
現
す
る
の

で
あ
り
、
瑞
祥
と
し
て
「
あ
や
に
畏
し
」
と
称
え
ら
れ
る
。
記
伽
に
も
同
様
に

神
話
的
な
発
想
が
う
た
わ
れ
、
「
広
り
坐
し
」
「
照
り
坐
す
」
は
神
聖
な
椿
の
生
（６）

命
力
を
も
つ
天
皇
の
霊
威
を
賛
美
し
、
そ
の
超
越
性
を
示
す
称
句
で
あ
る
。
天

皇
の
霊
威
に
対
す
る
「
高
光
る
日
の
御
子
」
の
呼
称
は
、
天
皇
が
太
陽
神
と

し
て
の
天
照
大
御
神
の
子
孫
で
あ
り
、
直
接
に
は
葦
原
中
国
に
降
臨
し
た
邇

邇
芸
命
の
末
商
を
意
味
す
る
、
天
孫
降
臨
神
話
に
由
来
す
る
称
句
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
記
に
お
い
て
〈
雄
略
天
皇
Ⅱ
神
〉
意
識
に
よ
る
雄

略
神
話
は
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
に
歌
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
右
の
三
首
は
紀
に
な
い
。
紀
に
お
い
て
〈
雄
略
天
皇
Ⅱ
神
〉

を
明
示
す
る
の
は
葛
城
の
一
事
主
神
の
条
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
散
文

で
書
か
れ
た
話
は
記
・
紀
に
共
通
し
て
見
ら
れ
、
記
に
「
我
が
大
神
」
、

紀
に
「
現
人
之
神
」
と
記
す
。
た
だ
、
紀
で
は
「
有
し
若
し
逢
レ
仙
」
と
あ

る
よ
う
に
、
記
と
は
違
っ
て
明
ら
か
に
神
仙
思
想
に
よ
る
叙
述
が
見
ら
れ
、

「
有
し
徳
天
皇
也
」
と
い
う
称
辞
に
は
雄
略
天
皇
の
神
話
性
が
表
れ
て
い

（７）

る
と
す
る
菅
野
雅
雄
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
紀
に
叙
述
す
る
超
越
的
な
雄
略

天
皇
の
存
在
や
そ
の
神
話
性
は
、
冒
頭
の
「
天
皇
産
而
、
神
光
満
レ
殿
。

長
而
杭
健
過
し
人
」
に
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば

そ
れ
は
、
記
で
は
怒
り
猪
を
見
て
木
に
逃
げ
登
る
天
皇
を
描
く
の
に
対
し
、

い
か
り
ゐ

紀
は
「
喧
猪
」
を
踏
み
殺
す
勇
猛
な
天
皇
と
し
て
記
述
す
る
と
こ
ろ
に

一
貫
し
て
見
ら
れ
る
。
「
神
光
満
し
殿
」
の
典
拠
が
「
後
漢
書
』
安
帝
紀
の

「有二神光照Ｐ室」にあることは夙に知られている縄、それは雄

略
紀
に
お
い
て
、
漢
籍
を
利
用
し
つ
つ
く
雄
略
天
皇
Ⅱ
神
〉
意
識
に
よ
っ

て
神
話
叙
述
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

-９４-



蜻蛉野遊猟歌と雄略神話

雄
略
紀
の
蜻
蛉
野
遊
猟
歌
（
紀
乃
）
と
そ
の
散
文
は
、
四
年
二
月
の
一
事

主
神
の
条
に
続
い
て
同
年
八
月
に
記
載
さ
れ
、
そ
の
後
の
五
年
二
月
に
「
順

猪
」
の
話
が
あ
る
。
こ
の
連
続
す
る
三
話
は
雄
略
天
皇
の
超
越
性
を
意
図
す

る
一
連
の
神
話
叙
述
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
こ
が
神
話
叙
述

と
言
い
う
る
の
か
。
次
に
蜻
蛉
野
遊
猟
歌
と
そ
の
散
文
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

秋
八
月
辛
卯
朔
戊
申
、
行
二
幸
吉
野
宮
一
・
庚
戌
、
幸
二
子
河
上
小
野
一
・

命二虞人一駈レ獣。欲二躬射一而待。虻疾飛来、噌二天皇臂一・於是、

蜻蛉、忽然飛来、畷し虻将去。天皇、嘉二厭有一し心、詔二群臣一日、

為
し
朕
讃
二
蜻
蛉
一
歌
賦
之
。
群
臣
、
莫
二
能
敢
賦
者
一
・
天
皇
乃
口
號
日
、

や

ま

と

を

む

ら

た

け

し

し

た
れ

お
ほ
ま
へ

倭
の
鴫
武
羅
の
岳
に
獣
伏
す
と
誰
か
こ
の
事
大
前

ま
を
あ
る
ふ
み

に
奏
す
一
本
、
大
前
に
奏
す
と
い
ふ
を
以
て
、
大
君
に
奏
す
と
い
ふ
に

か

た
ま
ま
き
あ
ご
ら

易
へ
た
り
。
大
君
は
そ
こ
を
聞
か
し
て
玉
纏
の
胡
床

た

いふエ

に
立
た
し
一
本
、
立
た
し
を
以
て
、
坐
し
と
い
ふ
に
易
へ
た
り
。

し
つ
ま
き

倭
文
纏
の
胡
床
に
立
た
し
獣
待
つ
と
我
が
坐
せ
ば
さ

ゐ

た
く
ふ
ら
あ
む
か
つ

猪
待
つ
と
我
が
立
た
せ
ば
手
腓
に
虻
掻
き
着
き
つ
そ

あ

き

づ

く

は

の
虻
を
蜻
蛉
は
や
噛
ひ
昆
ふ
虫
も
大
君
に
ま
つ
ら
ふ

な

か

た

あ
き
づ
し
ま
や
ま
と

汝
が
形
は
置
か
む
蜻
蛉
鴫
日
本
一
本
、
昆
ふ
虫
も
と
い
ふ

し

も

か

ご

と

お

よ
り
以
下
を
以
て
、
斯
く
の
如
名
に
負
は
む
と
そ
ら
み
つ
倭
の
国

を
蜻
蛉
鴫
と
い
ふ
、
と
い
ふ
に
易
へ
た
り
。

（紀乃）

因
讃
二
蜻
蛉
一
、
名
二
此
地
一
為
二
蜻
蛉
野
一
．

こ
の
歌
は
大
き
く
三
段
に
分
か
れ
、
最
初
の
五
句
が
猟
の
場
所
、
次
の

十
六
句
が
大
君
の
猟
の
様
子
と
蜻
蛉
の
故
事
、
最
後
の
七
句
が
国
号
蜻
蛉

島
の
由
来
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
初
句
の
「
倭
」
は
吉
野
を
含
む
、
五
畿

二
、
蜻
蛉
野
遊
猟
歌
と
「
蜻
蛉
島
日
本
」

内
の
大
和
国
の
範
囲
を
指
す
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
日
本
国
の
総
称
で
あ

る
結
句
の
「
蜻
蛉
島
日
本
」
と
は
範
囲
が
異
な
る
。
蜻
蛉
の
故
事
に
よ
っ

て
一
地
方
名
の
「
倭
」
か
ら
国
名
の
「
日
本
」
へ
と
意
味
が
転
換
す
る
の

で
あ
る
。
紀
で
は
国
名
に
「
日
本
」
を
用
い
る
の
で
、
結
句
の
ヤ
マ
ト
は

「
日
本
」
と
表
記
す
る
方
が
よ
い
。

第
二
段
で
は
「
大
君
」
か
ら
「
我
」
へ
の
人
称
転
換
が
す
る
が
、
こ
れ
は

「
演
劇
の
言
葉
が
、
平
面
的
に
記
憶
さ
れ
て
書
き
と
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る

（９）う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
を
歌
の
外
側
に
あ
る
古
代
演
劇

か
ら
解
釈
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
歌
の
表
現
に
お
い
て
説
明
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ
の
転
換
だ
け
で
な
く
、
第
三
段

で
は
「
汝
」
と
い
う
二
人
称
の
呼
び
か
け
も
あ
り
、
そ
れ
は
駒
木
敏
氏
が
指

（旧）

摘
す
る
よ
う
に
「
対
象
の
把
握
の
視
点
が
自
在
に
変
化
し
て
ゆ
く
」
う
た
い

方
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
う
た
い
手
は
あ
る
出
来
事
や
事
件
を
、
対
象
化
し

た
り
当
事
者
に
な
っ
た
り
し
て
う
た
う
立
場
を
移
動
さ
せ
な
が
ら
叙
事
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
う
た
い
方
は
神
話
・
物
語
を
う
た
う
一
つ
の
表
現
方

法
で
あ
っ
て
、
演
劇
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
古
代
の
歌
自
身
が
も
つ
叙
事

の
構
造
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

第
二
段
は
「
虻
掻
き
着
き
つ
」
ま
で
の
叙
事
と
そ
れ
以
後
に
分
か
れ
る
。
「
虻

掻
き
着
き
つ
」
の
「
つ
」
は
図
書
寮
本
な
ど
の
諸
本
に
な
い
が
、
兼
右
本
・

穂
久
邇
文
庫
本
に
「
阿
武
何
枳
都
枳
都
」
と
あ
る
の
で
、
「
っ
」
の
あ
る
句
形

を
尊
重
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
っ
」
で
叙
事
が
一
旦
切
れ
て
、
「
昆
ふ

虫
」
も
大
君
に
奉
仕
す
る
と
い
う
蜻
蛉
の
故
事
が
導
か
れ
る
で
あ
る
。
そ
の

故
事
に
よ
っ
て
雄
略
天
皇
の
超
越
性
が
強
調
さ
れ
、
雄
略
治
世
へ
の
賛
美
と

祝
福
と
い
う
意
味
が
提
示
さ
れ
る
。
蜻
蛉
の
故
事
は
天
皇
の
超
越
性
と
い
う

点
で
雄
略
神
話
の
叙
事
と
し
て
展
開
し
て
い
く
も
の
で
、
そ
れ
を
明
示
す
る
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の
が
最
後
の
三
句
で
あ
る
。
そ
の
三
句
は
、
蜻
蛉
の
名
を
形
見
と
し
て
残
そ
う
、

蜻
蛉
島
日
本
、
の
意
。
一
本
の
「
斯
く
の
如
」
以
下
は
記
鮎
と
一
致
す
る
が
、

こ
の
異
文
に
お
い
て
も
、
蜻
蛉
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
倭
の
国
を
蜻
蛉

島
と
い
う
の
だ
、
の
意
で
、
こ
の
故
事
が
倭
の
国
号
で
あ
る
蜻
蛉
島
の
起
源

に
な
っ
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
蜻
蛉
島
と
呼
ば
れ
る

（Ⅲ）

こ
と
を
納
得
す
る
歌
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
功
績
の
あ
っ
た
蜻
蛉
の
名
を
国

号
に
残
そ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
再
意
味
づ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
国
号
蜻
蛉
島
の
起
源
は
大
八
島
国
生
み
神
話
に
あ
り
、
記
で

は
大
倭
豊
秋
津
島
、
紀
で
は
大
日
本
豊
秋
津
洲
と
記
さ
れ
る
。
秋
の
豊
穣

の
国
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
そ
れ
が
神
武
紀
で
は
、

附
有
一
年
夏
四
月
乙
酉
朔
、
皇
輿
巡
幸
因
登
二
腋
上
嚥
間
丘
一
、
而
廻
二
望

國
状
一
日
、
研
哉
乎
國
之
獲
今
希
研
哉
、
此
云
二
鞁
奈
預
夜
一
。
難
二
内
木

綿之真鈩國「猶如二蜻蛉之霄岾走甸由し是、始有二秋津洲之號一也。

と
あ
っ
て
、
秋
津
洲
の
名
は
神
武
天
皇
が
国
見
の
際
に
発
し
た
呪
詞
、
「
蜻

蛉
之
啓
岾
」
に
起
源
が
あ
る
と
す
る
。
秋
津
島
の
国
号
が
蜻
蛉
の
臂
岾
（
交

尾
）
の
姿
か
ら
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
万
葉
集
の
訓
字
表
記
に
よ
れ
ば
、

「
蜻
島
や
ま
と
の
国
」
（
１
．
二
）
「
蜻
島
倭
の
国
」
（
過
・
三
二
五
○
）
「
蜻

島
山
と
の
国
」
（
均
・
四
二
五
四
）
「
秋
津
島
倭
」
（
Ｅ
・
三
三
三
三
）
、
「
蜻

野
」
（
７
．
一
四
○
五
）
「
秋
津
野
」
（
４
．
六
九
三
、
７
．
一
三
四
五
、
７
．

一
四
○
六
）
「
秋
津
の
野
」
（
１
．
三
六
）
と
二
系
統
の
用
字
が
見
ら
れ
、
ア

キ
ヅ
シ
マ
に
は
秋
津
と
蜻
蛉
の
両
方
の
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

る
。
こ
れ
は
神
武
紀
の
「
蜻
蛉
」
と
「
秋
津
洲
」
の
関
係
に
対
応
し
て
い
よ
う
。

紀
乃
で
は
「
昆
ふ
虫
も
大
君
に
ま
つ
ら
ふ
」
と
う
た
う
こ
と
で
、
絶
対

的
な
統
治
者
雄
略
の
神
話
が
歌
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
柿
本

人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
「
山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
の
御
代
か
も
」
（
１
．

蜻
蛉
野
遊
猟
歌
内
部
の
雄
略
神
話
は
、
散
文
で
は
ど
の
よ
う
に
叙
述
さ

れ
て
い
る
か
。
記
の
散
文
が
歌
詞
の
繰
り
返
し
に
な
っ
て
い
る
の
と
同
様

に
、
紀
の
散
文
も
歌
詞
と
ほ
ぼ
重
な
る
内
容
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
雄

略
紀
は
漢
籍
を
利
用
し
て
散
文
を
構
成
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
文
選
語
の

「
虞
人
」
は
雄
略
紀
に
二
箇
所
あ
り
、
一
つ
は
二
年
十
月
条
の
吉
野
の
猟

で
あ
る
が
、
そ
の
「
命
二
虞
人
一
縦
猟
」
以
下
に
つ
い
て
は
、
小
島
憲
之

氏
が
「
文
選
』
「
西
京
賦
」
の
「
虞
人
掌
し
焉
」
以
下
を
指
摘
し
、
「
直
接

（吃）

西
京
賦
に
よ
る
も
の
と
断
定
す
べ
き
」
と
述
べ
た
通
り
で
あ
ろ
う
。
「
虞
人
」

の
語
は
同
じ
く
『
文
選
』
の
「
東
京
賦
」
の
猟
の
場
面
に
も
見
え
、
そ
こ

に
は
「
澤
浸
二
昆
壷
一
、
威
振
二
八
寓
一
」
と
あ
る
。
「
天
子
の
恩
沢
は
あ
ま（旧）

た
の
小
虫
ま
で
う
る
お
し
、
そ
の
威
徳
は
天
地
の
す
み
ず
み
に
お
よ
ぶ
」

意
と
い
う
。
そ
れ
は
紀
乃
の
「
昆
ふ
虫
も
大
君
に
ま
つ
ら
ふ
」
と
通
じ
合

う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
散
文
叙
述
に
は
小
虫
ま
で
も
奉
仕
す
る
天
皇
の
威

徳
を
表
す
意
図
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
虻
疾
飛
来
、
噌
二
天
皇
臂
一
・
於
是
、
蜻
蛉
、
忽
然
飛
来
、
畷
し
虻
将
去
」

は
、
歌
詞
と
重
な
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
散
文
に
歌
を
は
め
こ
ん
だ
の
で

三
八
）
に
見
ら
れ
る
持
統
神
話
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
紀
乃
の
場

合
は
さ
ら
に
、
大
八
島
国
生
み
神
話
と
神
武
天
皇
の
国
見
に
由
来
す
る
国

号
秋
津
洲
の
起
源
を
、
雄
略
天
皇
に
お
い
て
呼
び
起
こ
す
歌
と
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
蜻
蛉
の
故
事
に
よ
る
秋
津
島
の
再
解
釈
に
基
づ
い
て
、
国

号
蜻
蛉
島
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
蜻
蛉
野
遊
猟
歌
で
は
国

生
み
神
話
を
呼
び
起
こ
し
、
神
武
天
皇
に
よ
る
国
号
起
源
に
連
な
る
雄
略

神
話
が
う
た
わ
れ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

三
、
蜻
蛉
野
遊
猟
歌
の
散
文
と
「
口
號
」
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も
な
く
、
散
文
に
合
わ
せ
て
新
た
に
歌
を
創
作
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

記
に
も
類
似
の
歌
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
記
の
方
の
散
文
は
内
容

が
ほ
と
ん
ど
歌
詞
と
重
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
は
歌
詞
に
従
っ
て

歌
の
説
明
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

記
・
紀
の
歌
と
散
文
の
関
係
に
は
、
散
文
が
歌
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ

る
場
合
と
歌
の
叙
事
を
解
釈
す
る
こ
と
で
散
文
を
叙
述
す
る
場
合
と
が
あ

る
。
天
皇
が
群
臣
に
献
歌
を
命
じ
た
が
詠
む
者
が
な
く
、
天
皇
自
ら
歌
を

詠
む
と
い
う
の
は
記
に
見
ら
れ
ず
、
紀
だ
け
の
設
定
で
あ
る
が
、
そ
の
散

文
叙
述
は
後
者
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
天
皇
、
嘉
二
厭
有
一
し
心
」
以
下
は
、

蜻
蛉
の
功
績
と
い
う
歌
の
叙
事
を
天
皇
自
ら
の
歌
と
し
て
（
事
実
、
記
で

は
天
皇
の
歌
と
な
っ
て
い
る
）
整
合
さ
せ
る
解
釈
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
た

め
の
散
文
が
構
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。
「
群
臣
、
莫
二
能
敢
賦
者
一
・
天
皇

乃
口
號
日
」
の
意
図
は
、
群
臣
が
詠
め
な
い
歌
を
天
皇
が
う
た
う
と
い
う
、

雄
略
天
皇
の
超
越
性
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

そ
こ
に
「
口
號
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
看
過
で
き
な
い
。
こ
の
語
の

初
出
例
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
歌
の
引
用
形
式
と
し
て
も
「
口
號
日
」
は
異

例
で
あ
る
。
記
で
は
「
歌
日
」
か
ら
歌
に
続
く
例
が
圧
倒
的
に
多
く
、
き
わ

め
て
形
式
的
で
あ
り
、
紀
の
場
合
も
「
歌
之
日
」
「
歌
日
」
「
作
歌
日
」
と
記

す
こ
と
が
多
い
。
た
だ
紀
で
は
「
為
二
御
謡
一
之
日
」
「
高
唱
之
歌
日
」
「
口
唱
日
」

「
童
謡
日
」
な
ど
歌
の
あ
り
方
や
そ
の
う
た
い
方
を
示
す
例
が
若
干
見
ら
れ

る
。
「
口
號
日
」
も
そ
の
一
つ
で
、
雄
略
紀
の
他
に
斉
明
紀
に
二
例
見
ら
れ
、

兼
右
本
で
は
ク
チ
ッ
ウ
タ
、
北
野
本
で
は
ク
ッ
ウ
タ
・
ク
チ
ウ
タ
と
訓
読
さ

れ
て
い
る
。
ク
チ
ッ
ウ
タ
は
文
字
に
書
か
ず
に
口
ず
さ
む
歌
の
意
で
あ
る
。

漢
語
と
し
て
の
「
口
號
」
は
唐
代
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
詩
題
の
一
つ
で
、

文
字
に
書
か
ず
、
心
に
思
い
浮
か
ぶ
ま
ま
に
吟
ず
る
こ
と
だ
と
い
う
。
「
口

號
詩
」
は
梁
の
簡
文
帝
「
仰
和
二
衛
尉
新
楡
候
巡
城
一
口
號
詩
」
に
始
ま
る

と
さ
れ
、
『
藝
文
類
聚
』
巻
路
・
人
部
・
遊
覧
に
は
簡
文
帝
の
詩
の
他
、
梁

の
庚
肩
吾
「
和
二
衛
尉
新
愉
候
巡
城
一
口
號
詩
」
も
載
っ
て
い
る
。
「
口
號
詩
」

が
「
藝
文
類
聚
一
の
「
遊
覧
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
払

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
島
氏
は
紀
が
直
接
『
藝
文
類
聚
」
を
利
用
し
た
巻

（Ｍ）

と
し
て
雄
略
紀
を
挙
げ
て
お
り
、
紀
の
「
口
號
」
は
「
藝
文
類
聚
』
の
「
口

號
詩
」
に
典
拠
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
「
遊
覧
」
に
お
い
て
「
口

號
詩
」
が
作
ら
れ
る
と
い
う
知
識
に
基
づ
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
斉
明
紀
の
「
口
號
日
」
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

①
（
四
年
）
冬
十
月
庚
戌
朔
甲
子
、
幸
二
紀
温
湯
一
・
天
皇
、
憶
二
皇
孫

建
王
一
、
槍
爾
悲
泣
。
乃
口
號
日
、

い
ま
き
う
ち

山
越
え
て
海
渡
る
と
も
お
も
し
ろ
き
今
城
の
中
は
忘
ら
ゆ

ま

し

じ

其

一

。

（

紀

朋

）

み

な

と

う

し

ほ

う
な

う
し
ろ

水
門
の
潮
の
く
だ
り
海
く
だ
り
後
も
く
れ
に
置
き
て
か
行

か

む

其

二

。

（

紀

伽

）

う
つ
く

あ

わ

か

愛
し
き
吾
が
若
き
子
を
置
き
て
か
行
か
む
其
三
・
（
紀
皿
）

②
（
七
年
）
冬
十
月
癸
亥
朔
己
巳
、
天
皇
之
喪
、
帰
就
二
子
海
一
・
於
是
、

皇
太
子
、
泊
二
於
一
所
一
、
哀
二
慕
天
皇
一
・
乃
口
號
日
、

こ
ほ

は

》』

君
が
目
の
恋
し
き
か
ら
に
泊
て
て
居
て
か
く
や
恋
ひ
む
も

ほ

君

が

目

を

欲

り

（

紀

朋

）

①
は
「
海
渡
る
と
も
」
「
海
く
だ
り
」
と
あ
る
か
ら
、
海
路
を
紀
温
湯

に
向
か
う
船
中
詠
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
の
船
旅
に
お
い
て
斉
明
天
皇

が
莞
去
し
た
建
王
を
回
想
し
て
詠
ん
だ
歌
。
②
は
中
大
兄
皇
子
が
崩
御
し

た
母
斉
明
天
皇
の
棺
を
大
和
に
運
ぶ
船
旅
の
途
中
、
停
泊
し
た
港
で
詠
ん

だ
歌
で
、
歌
に
も
「
泊
て
て
居
て
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
船
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旅
の
途
中
、
亡
く
な
っ
た
近
親
者
を
思
い
起
こ
し
て
口
ず
さ
ん
だ
歌
で
あ

る
。
万
葉
集
の
「
口
號
」
が
「
道
中
馬
上
」
（
肥
．
四
○
四
四
）
や
「
行
幸
」

（
別
・
四
二
九
三
）
の
歌
に
用
い
ら
れ
る
の
も
①
②
と
合
致
す
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
紀
乃
は
猟
と
い
う
行
幸
に
お
い
て
口
ず
さ

ん
だ
「
口
號
」
の
歌
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
群
臣
に
歌
を
詠
む

者
が
な
く
、
雄
略
天
皇
が
蜻
蛉
を
讃
め
る
歌
を
と
っ
さ
に
う
た
っ
た
と
い
う

場
面
に
「
口
號
」
が
ふ
さ
わ
し
い
語
と
し
て
記
述
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。
そ

れ
は
『
藝
文
類
聚
」
に
基
づ
く
知
識
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

「
口
號
詩
」
が
簡
文
帝
に
始
ま
る
よ
う
に
、
雄
略
紀
の
「
口
號
」
に
は
猟
の

場
で
即
興
的
に
歌
を
詠
ん
だ
最
初
の
天
皇
と
い
う
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
「
群
臣
、
莫
二
能
敢
賦
者
一
・
天
皇
乃
口
號
日
」
は
、
う
た
う
天
皇
と
し

て
の
雄
略
神
話
を
意
図
す
る
散
文
叙
述
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
記
に
は
そ
れ
が

明
確
で
な
か
っ
た
が
、
歌
（
言
語
）
に
よ
っ
て
統
治
す
る
最
初
の
天
皇
像
と

し
て
、
紀
に
お
い
て
と
ら
え
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
万
葉
集
巻
頭
の

雄
略
御
製
歌
と
共
通
の
基
盤
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

結
び

以
上
、
紀
の
蜻
蛉
野
遊
猟
歌
と
そ
の
散
文
に
雄
略
神
話
を
見
て
き
た
。

そ
れ
は
歌
に
お
い
て
大
八
洲
国
生
み
神
話
や
国
号
起
源
神
話
を
呼
び
起
こ

す
の
で
あ
り
、
「
口
號
」
と
い
う
散
文
叙
述
に
、
超
越
し
た
う
た
う
天
皇

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
「
口
號
」
は
国
号
蜻
蛉
島
を
即
興
的
に

う
た
う
と
い
う
雄
略
神
話
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
の
あ
り
方
や
そ
の
行
為
を
象

徴
的
に
表
現
す
る
語
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
登
場
人
物
の

声
と
し
て
（
み
な
さ
れ
る
）
歌
を
記
述
す
る
紀
の
歴
史
叙
述
の
方
法
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
（
昭
和
四
○
年
）
「
古
代
歌
謡

の
世
界
』
（
昭
和
四
三
年
）
な
ど
で
展
開
し
た
立
場
で
あ
り
、
さ
ら
に

そ
れ
は
西
宮
一
民
氏
の
「
太
安
萬
侶
が
、
（
中
略
）
古
事
記
の
説
話
の

叙
述
に
従
っ
て
歌
を
挿
入
し
て
い
っ
た
」
（
「
古
事
記
の
仮
名
表
記
」
「
古

事
記
年
報
』
三
○
、
昭
和
六
二
年
一
月
）
と
い
う
発
言
に
明
瞭
で
あ
る
。

（
２
）
筆
者
の
こ
の
見
解
は
『
古
代
の
歌
と
叙
事
文
芸
史
」
（
平
成
一
五
年
）

で
具
体
的
に
論
じ
た
。

（
３
）
記
の
歌
番
号
は
西
宮
一
民
編
『
古
事
記
」
（
お
う
ふ
う
・
修
訂
版
、

平
成
一
八
年
）
、
紀
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
」
（
昭
和

三
二
年
）
に
よ
る
。

（
４
）
「
古
事
記
の
歌
と
散
文
の
あ
い
だ
ｌ
歌
の
叙
事
の
視
点
か
ら

ｌ
」
（
『
古
事
記
年
報
」
五
○
、
平
成
二
○
年
一
月
）

（
５
）
居
駒
永
幸
「
古
事
記
の
歌
と
琴
歌
譜
ｌ
琴
の
声
の
命
脈
」
（
『
古

代
の
歌
と
叙
事
文
芸
史
」
、
初
出
は
平
成
六
年
）

（
６
）
記
釘
に
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
句
、
紀
認
に
も
類
句
が
見
ら
れ
る
が
、
「
大

君
」
（
仁
徳
天
皇
）
へ
の
賛
美
表
現
に
留
ま
っ
て
お
り
、
〈
天
皇
Ⅱ
神
〉

意
識
に
よ
る
神
話
性
は
認
め
難
い
。

（
７
）
「
雄
略
天
皇
の
神
性
素
描
」
（
更
代
文
学
」
三
八
、
昭
和
五
一
年
一
月
）

（
８
）
河
村
秀
根
・
益
根
「
書
紀
集
解
」
（
天
明
五
〈
一
七
八
五
〉
年
）

（
９
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
・
下
」
（
昭
和
四
二
年
）

面
）
ヨ
記
髻
紀
』
の
物
語
歌
の
方
法
ｌ
人
名
呼
称
と
人
称
転
換
ｌ
」
（
莉

歌
の
生
成
と
機
構
』
平
成
二
年
、
初
出
は
平
成
六
年
）

（
ｕ
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
」
（
平
成
九
年
）

（
吃
）
「
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學
・
上
』
（
昭
和
三
七
年
）

（
旧
）
新
釈
漢
文
大
系
「
文
選
（
賦
篇
）
・
上
」
（
昭
和
五
二
年
）

（
ｕ
）
注
（
ｕ
）
同
書

-９８-


