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一
、
は
じ
め
に 

 

放
鷹
（
鷹
狩
り
）
は
、
野
生
の
鷹
を
飼
育
調
教
し
て
狩
猟
に
利
用
す
る
と

い
う
特
殊
な
狩
猟
技
術
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
定
か
で
は
な
い
が
、
中
央
ア

ジ
ア
、
中
近
東
、
東
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
各
地

で
息
長
く
行
な
わ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
文
化
遺

産
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
日
本
は
そ
の
登
録
申
請
に
参
加
し
て
い
な
か

っ
た
も
の
の
、
日
本
列
島
に
お
い
て
も
、
古
代
か
ら
放
鷹
を
担
う
人
々
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
は
、
各
種
の
史
料
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

『
日
本
書
紀
』
の
仁
徳
天
皇
紀
の
記
事
に
よ
る
と
、
放
鷹
が
百
済
か
ら
日
本

へ
伝
来
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
説
的
な
記
事
を
信
じ
る
な
ら
、

放
鷹
の
技
術
は
日
本
の
風
土
に
お
い
て
も
通
用
す
る
の
で
あ
り
、
仁
徳
朝
以

降
に
放
鷹
が
日
本
に
定
着
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
隠
れ
た
筋
書
き
を
思
い
描

く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
単
に
日
本
古
代
の
放
鷹
の
歴
史
的

展
開
を
追
う
の
で
は
な
く
、
放
鷹
の
技
術
の
一
端
を
読
み
取
れ
る
史
料
を
い

く
つ
か
選
ん
で
、
放
鷹
の
技
術
的
な
要
素
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。 先

行
研
究
で
は
、
野
生
の
鷹
を
捕
獲
し
て
飼
育
調
教
し
、
狩
猟
に
用
い
る

ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
過
程
で
関
わ
る
人
々
を
考
察
す
る
こ

と
は
あ
っ
た
が
、
放
鷹
を
実
現
す
る
過
程
で
必
要
な
技
術
的
な
要
素
に
つ
い

て
は
、
史
料
上
に
あ
ま
り
詳
し
く
描
か
れ
な
い
た
め
、
そ
の
考
察
が
十
分
で

は
な
か
っ
た
と
思
う

。
（
１
）

試
み
に
取
り
上
げ
る
も
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
放

鷹
伝
来
に
関
す
る
記
事
、
『
万
葉
集
』
の
大
伴
家
持
の
歌
、
『
日
本
霊
異
記
』

の
橘
奈
良
麻
呂
関
係
の
説
話
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
説
話
的
、
物
語
り
的
な
内
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容
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
お
り
、
史
料
と
し
て
の
価
値
が
低
い
と
み
な
さ

れ
て
き
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
史
料
は
あ

え
て
、
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
伝
承
と
し
て
の
側
面
を
重
視
し
、
放
鷹
に
ま

つ
わ
る
伝
承
と
い
う
意
味
で
便
宜
的
に
放
鷹
伝
承
と
呼
称
し
て
お
く
。
史
料

の
性
格
を
規
定
す
る
時
代
性
を
考
慮
し
て
、
史
料
上
の
空
想
的
な
要
素
の
形

象
を
意
識
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
放
鷹
伝
承
に
織
り
込
ま
れ
た
空
想
的

な
要
素
の
形
象
に
留
意
し
つ
つ
、
放
鷹
の
担
い
手
の
身
分
と
そ
の
環
境
を
踏

ま
え
て
、
放
鷹
の
技
術
的
な
要
素
の
考
察
を
試
み
、
覚
書
と
し
て
ま
と
め
た

い
。 

 

二
、
放
鷹
の
伝
来
と
仁
徳
の
赦
し 

―
『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
か
ら 

 

ま
ず
、
日
本
の
放
鷹
の
起
源
を
説
い
た
『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事

を
取
り
上
げ
る
。『
日
本
書
紀
』
は
日
本
古
代
の
官
撰
史
書
で
あ
る
が
、
そ
の

中
の
仁
徳
天
皇
紀
の
放
鷹
伝
来
記
事
は
説
話
的
、
物
語
り
的
な
内
容
で
あ
る
。

放
鷹
の
伝
来
は
、
放
鷹
を
め
ぐ
る
文
化
が
伝
来
し
た
こ
と
を
示
す
だ
け
で
な

く
、
本
質
的
に
放
鷹
技
術
が
伝
来
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
原
漢

文
を
読
点
で
区
切
っ
て
引
用
す
る

。
（
２
） 

●
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
四
十
一
年
三
月
条 

春
三
月
、
遣
紀
角
宿
禰
於
百
済
、
始
分
国
郡
壃
場
、
具
録
郷
土
所
出
、

是
時
百
済
王
之
族
酒
君
无
礼
、
由
是
紀
角
宿
禰
訶
責
百
済
王
、
時
百
済

王
懼
之
、
以
鉄
鎖
縛
酒
君
、
附
襲
津
彦
而
進
上
、
爰
酒
君
来
之
、
則
迅

匿
于
石
川
錦
織
首
許
呂
斯
之
家
、
則
欺
之
曰
、
天
皇
既
赦
臣
罪
、
故
寄

汝
而
活
焉
、
久
之
天
皇
遂
赦
其
罪
、 

●
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
四
十
三
年
九
月
庚
子
朔
条 

秋
九
月
庚
子
朔
、
依
網
屯
倉
阿
弭
古
捕
異
鳥
、
献
於
天
皇
曰
、
臣
毎
張

網
捕
鳥
、
未
曾
得
是
鳥
之
類
、
故
奇
而
献
之
、
天
皇
召
酒
君
示
鳥
曰
、

是
何
鳥
矣
、
酒
君
対
言
、
此
鳥
之
類
多
在
百
済
、
得
馴
而
能
従
人
、
亦

捷
飛
之
掠
諸
鳥
、
百
済
俗
号
此
鳥
曰
倶
知
、
〔
是
今
時
鷹
也
、
〕
乃
授
酒

君
令
養
馴
、
未
幾
時
而
得
馴
、
酒
君
則
以
韋
緡
著
其
足
、
以
小
鈴
著
其

尾
、
居
腕
上
献
于
天
皇
、
是
日
幸
百
舌
鳥
野
而
遊
猟
、
時
雌
雉
多
起
、

乃
放
鷹
令
捕
、
忽
獲
数
十
雉
、
是
月
、
甫
定
鷹
甘
部
、
故
時
人
号
其
養

鷹
之
処
、
曰
鷹
甘
邑
也
、 

 

こ
れ
ら
の
記
事
は
一
連
の
内
容
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
連
の
記
事

を
時
期
で
分
け
る
と
、
大
体
次
の
よ
う
な
時
期
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

・
仁
徳
天
皇
四
十
一
年
春
三
月 

 

・
仁
徳
天
皇
四
十
一
年
春
三
月
（
～
四
十
三
年
八
月
） 

 

・
仁
徳
天
皇
四
十
三
年
秋
九
月
庚
子
朔 

 

・
仁
徳
天
皇
四
十
三
年
九
月
是
月 

 

仁
徳
天
皇
四
十
一
年
三
月
、
日
本
（
倭
国
）
の
使
者
、
紀
角
宿
禰
が
百
済

へ
赴
き
、
国
郡
の
堺
を
定
め
て
郷
土
の
所
出
（
各
地
の
産
物
の
こ
と
）
を
調

査
し
た
際
、
百
済
王
族
酒
君
か
ら
礼
無
き
対
応
を
受
け
た
。
紀
角
宿
禰
が
酒

君
の
礼
無
き
態
度
を
重
く
み
て
百
済
王
を
責
め
立
て
た
と
こ
ろ
、
百
済
王
は

恐
れ
て
酒
君
を
鉄
鎖
で
縛
り
上
げ
、
紀
角
宿
禰
に
差
し
出
し
た
。
紀
角
宿
禰
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は
、
酒
君
を
襲
津
彦
に
託
し
て
日
本
へ
送
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
酒
君
は
す
ぐ

に
石
川
錦
織
首
許
呂
斯
の
家
（
河
内
の
石
川
か
）
に
逃
げ
隠
れ
て
し
ま
っ
た
。

酒
君
は
石
川
錦
織
首
許
呂
斯
を
欺
い
て
、
仁
徳
が
す
で
に
自
分
を
赦
し
て
お

り
、
汝
に
寄
せ
て
活
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、

仁
徳
は
遂
に
酒
君
を
赦
し
た
。
仁
徳
は
そ
の
諡
号
通
り
に
対
応
し
て
い
た
と

い
え
る
。 

そ
の
後
、
二
年
以
上
経
っ
た
仁
徳
天
皇
四
十
三
年
九
月
庚
子
朔
以
前
、
依

網
屯
倉
阿
弭
古
が
異
鳥
を
網
で
捕
ら
え
て
、
仁
徳
へ
献
上
し
た
。
仁
徳
は
酒

君
を
召
し
寄
せ
て
異
鳥
を
示
し
、
そ
の
鳥
に
つ
い
て
尋
ね
る
こ
と
に
し
た
。

酒
君
は
、
こ
の
鳥
が
百
済
に
多
く
生
息
し
て
お
り
、
馴
れ
や
す
く
人
に
良
く

従
い
、
速
く
飛
べ
て
様
々
な
鳥
を
捕
ら
え
る
こ
と
や
、
こ
の
鳥
を
百
済
で
は

「
倶
知
」
と
俗
称
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
た
。
「
倶
知
」
は
、
「
今
時
」
（
『
日

本
書
紀
』
編
纂
の
頃
か
）
の
鷹
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
。
仁
徳
は
「
倶
知
」

を
酒
君
に
預
け
て
、
そ
の
調
教
を
命
じ
た
。
酒
君
は
い
く
ば
く
も
な
く
、「
倶

知
」
を
調
教
し
て
馴
致
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
酒
君
は
「
倶
知
」
の
足
に
「
韋

緡
」
を
結
び
、
そ
の
尾
に
は
「
小
鈴
」
を
付
け
て
、
自
分
の
腕
の
上
に
「
倶

知
」
を
据
え
て
仁
徳
へ
献
上
し
た
。
仁
徳
天
皇
は
九
月
庚
子
朔
（
一
日
）
に

百
舌
鳥
野
で
遊
猟
し
た
際
、「
倶
知
」
を
使
っ
て
見
事
に
数
十
の
雉
を
取
っ
た
。 

以
上
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
、
同
じ
九
月
に
仁
徳
天
皇
は
「
鷹
甘
部
」

（
鷹
養
部
）
を
設
置
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

仁
徳
紀
の
放
鷹
伝
来
記
事
に
み
え
る
基
本
的
な
事
項
は
、
次
の
通
り
で
あ

る
。 

 

・
鷹
の
持
ち
主
は
、
仁
徳
天
皇
。 

 

・
鷹
の
調
教
担
当
者
は
、
百
済
王
族
酒
君
。 

 

・
鷹
捕
獲
者
は
、
依
網
屯
倉
阿
弭
古
。 

 

・
鷹
捕
獲
の
場
所
は
、
依
網
屯
倉
。 

 

・
放
鷹
の
道
具
は
、
「
韋
緡
」
と
「
小
鈴
」
。 

 

・
調
教
の
場
所
は
、
不
明
。 

 

・
放
鷹
の
場
所
は
、
百
舌
鳥
野
。 

 

・
放
鷹
の
獲
物
は
、
雉
。 

 

・
放
鷹
の
季
節
は
、
秋
。 

 

仁
徳
紀
の
放
鷹
伝
来
記
事
に
み
え
る
酒
君
の
放
鷹
の
技
術
に
つ
い
て
述
べ

よ
う
。 

放
鷹
伝
来
記
事
に
よ
る
と
、
酒
君
が
日
本
に
来
る
経
緯
、
酒
君
が
仁
徳
に

対
し
て
語
る
鷹
の
性
質
、
飼
育
調
教
の
周
辺
に
つ
い
て
は
具
体
的
で
あ
る
。

酒
君
の
飼
育
調
教
の
技
術
の
肝
心
な
こ
と
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
だ
が
、
鷹

の
性
質
（
「
得
馴
而
能
従
人
、
亦
捷
飛
之
掠
諸
鳥
」
）
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と

や
、
野
生
の
鷹
を
飼
育
調
教
し
て
野
生
の
雉
な
ど
を
捕
ら
え
る
と
い
う
地
域

性
を
踏
ま
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
百
済
か
ら
離
れ
た
日
本
に
お
い
て
実
現

で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

一
連
の
出
来
事
は
、
仁
徳
天
皇
四
十
一
年
三
月
か
ら
四
十
三
年
九
月
ま
で

の
間
に
起
こ
っ
て
い
る
。
四
十
三
年
九
月
一
日
、
仁
徳
天
皇
が
百
舌
鳥
野
の

遊
猟
で
「
倶
知
」
を
使
用
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
の
頃
ま
で
に
酒
君
が
「
倶

知
」
を
飼
育
調
教
し
た
こ
と
に
な
る
。
酒
君
が
「
倶
知
」
を
飼
育
調
教
し
た
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場
所
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
記
事
を
読
む
者
が
容
易
に
連
想
し
得
る

場
所
は
、
酒
君
が
身
を
寄
せ
て
い
た
石
川
錦
織
首
許
呂
斯
の
本
拠
地
と
思
わ

れ
る
河
内
の
石
川
で
あ
ろ
う
。
酒
君
が
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、

来
日
以
降
、
「
倶
知
」
調
教
以
前
の
二
年
半
の
間
に
石
川
錦
織
首
許
呂
斯
の

力
を
借
り
、
河
内
の
石
川
で
放
鷹
・
狩
猟
を
行
な
っ
て
日
本
の
風
土
を
知
っ

て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
と
い
え
る
。 

酒
君
が
「
倶
知
」
を
預
か
っ
て
調
教
す
る
期
間
は
、「
未
幾
時
而
得
馴
」
と

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
思
っ
た
よ
り
も
短
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
酒
君
が
や

や
短
い
調
教
期
間
に
「
倶
知
」
を
飼
い
馴
ら
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
得
馴
而

能
従
人
」（
馴
れ
る
を
得
て
能
く
人
に
従
う
）
と
い
う
「
倶
知
」
の
性
質
を
証

明
し
た
の
で
あ
る
。
酒
君
の
放
鷹
技
術
を
示
唆
す
る
箇
所
は
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
放
鷹
伝
来
記
事
で
は
、
酒
君
が
仁
徳
に
対
し
て
「
倶
知
」
の
「
捷

飛
之
掠
諸
鳥
」（
捷
く
飛
び
て
諸
の
鳥
を
掠
る
）
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
性
質

を
語
っ
て
い
る
。
酒
君
は
「
倶
知
」
を
調
教
す
る
と
、
仁
徳
天
皇
に
献
上
し

て
放
鷹
で
用
い
て
も
ら
い
、
そ
の
「
倶
知
」
が
数
十
の
雉
を
捕
ら
え
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
も
酒
君
以
外
の
者
が
「
倶
知
」
を
放
鷹
に
用
い
る
場
合
で

あ
ろ
う
と
、
酒
君
の
技
術
に
よ
っ
て
調
教
さ
れ
た
「
倶
知
」
が
、
そ
の
性
質

を
発
揮
し
て
、
十
分
に
獲
物
を
捕
獲
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。 

酒
君
は
「
倶
知
」
を
飼
育
調
教
し
て
仁
徳
へ
献
上
す
る
際
に
、「
韋
緡
」（
革

製
の
細
い
縄
）
を
そ
の
足
に
結
び
、「
小
鈴
」
を
そ
の
尾
に
付
け
て
い
る
。
そ

の
描
写
は
、
鷹
の
足
首
に
「
韋
緡
」
を
巻
い
て
結
び
、
鷹
の
尾
羽
の
根
元
に

「
小
鈴
」
を
つ
け
る
作
業
を
意
味
す
る
。
足
首
の
「
韋
緡
」
と
尾
羽
の
根
元

の
「
小
鈴
」
は
、
名
称
の
変
化
が
あ
っ
て
も
後
代
の
放
鷹
に
お
い
て
必
ず
用

い
て
い
る
道
具
で
あ
り
、
放
鷹
技
術
の
基
本
的
な
要
素
と
し
て
放
鷹
伝
来
記

事
の
中
で
紹
介
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具
で
あ
る
。 

『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
の
趣
旨
は
、
仁
徳
が
酒
君
を
赦
し
た
後
、

偶
然
に
手
に
入
れ
た
「
倶
知
」
の
飼
育
調
教
を
酒
君
に
命
じ
た
お
か
げ
で
放

鷹
の
猟
果
を
得
た
こ
と
や
、
百
済
の
放
鷹
技
術
を
摂
取
す
る
た
め
に
鷹
養
部

を
設
置
し
た
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の
放
鷹
技
術
と
鷹
養
部
の
伝
説
的
な
起
源

を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
酒
君
が
身
に
つ
け
て
い
た
「
倶
知
」
に
関
す
る
知

識
と
そ
の
飼
育
調
教
の
技
術
は
百
済
の
技
術
で
あ
っ
た
が
、
酒
君
が
日
本
で

扱
っ
た
鷹
や
雉
は
日
本
産
で
あ
っ
た
。
酒
君
は
百
済
の
放
鷹
技
術
を
使
い
、

日
本
産
の
鷹
を
飼
い
慣
ら
し
て
日
本
産
の
雉
を
捕
ら
え
て
い
る
よ
う
に
、
百

済
の
放
鷹
技
術
を
日
本
の
風
土
に
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
百
済
の
放
鷹

技
術
が
日
本
の
風
土
に
対
し
て
通
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
百
済
の
風
土
と

日
本
の
風
土
は
或
る
程
度
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

百
済
の
放
鷹
技
術
が
日
本
に
定
着
す
る
た
め
に
は
、
日
本
の
風
土
に
合
わ
せ

て
変
容
す
る
部
分
も
あ
る
と
思
う
が
、
百
済
と
日
本
の
間
の
風
土
の
違
い
は

あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。 

 
三
、
鷹
の
放
逸
と
山
田
の
翁 

―
『
万
葉
集
』
の
家
持
歌
か
ら 

  

『
万
葉
集
』
巻
十
七
、「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
を
取
り
上
げ
る
。『
万
葉
集
』

は
、
奈
良
時
代
以
前
の
和
歌
を
集
め
た
編
纂
物
で
あ
る
。
和
歌
の
創
作
行
為
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を
歴
史
的
事
実
と
し
て
捉
え
る
立
場
に
立
て
ば
、
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
放

鷹
の
技
術
的
な
要
素
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
の

長
歌
と
短
歌
は
、
万
葉
仮
名
を
漢
字
仮
名
混
じ
り
表
記
に
し
た
も
の
を
引
用

し
て
、
左
注
は
原
漢
文
を
読
点
で
区
切
っ
た
も
の
を
引
用
す
る

。
（
３
） 

●
『
万
葉
集
』
巻
十
七
、
思
放
逸
鷹
夢
見
感
悦
作
歌
一
首 

并
短
歌 

大
君
の 

遠
の
朝
廷
ぞ 

み
雪
降
る 

越
と
名
に
負
へ
る 

あ
ま
ざ
か
る 

鄙
に
し
あ
れ
ば 

山
高
み 

川
と
ほ
し
ろ
し 

野
を
広
み 

草
こ
そ
茂
き 

鮎
走
る 

夏
の
盛
り
と 
島
つ
鳥 

鵜
養
が
伴
は 

行
く
川
の 

清
き
瀬
ご

と
に 

篝
さ
し 

な
づ
さ
ひ
上
る 
露
霜
の 

秋
に
至
れ
ば 

野
も
さ
は
に 

鳥
す
だ
け
り
と 

大
夫
の 

伴
い
ざ
な
ひ
て 

鷹
は
し
も 

あ
ま
た
あ
れ
ど

も 

矢
形
尾
の 

我
が
大
黒
に
〔
大
黒
者
蒼
鷹
之
名
也
〕 

白
塗
の 

鈴
取

り
付
け
て 

朝
猟
に 

五
百
つ
鳥
立
て 

夕
猟
に 
千
鳥
踏
み
立
て 

追
ふ

ご
と
に 

許
す
こ
と
な
く 

手
放
れ
も 

を
ち
も
か
や
す
き 

こ
れ
を
お
き

て 

ま
た
は
あ
り
が
た
し 

さ
な
ら
へ
る 

鷹
は
な
け
む
と 
心
に
は 

思

ひ
ほ
こ
り
て 

笑
ま
ひ
つ
つ 

渡
る
間
に 

狂
れ
た
る 

醜
つ
翁
の 

言
だ

に
も 

我
れ
に
は
告
げ
ず 

と
の
曇
り 

雨
の
降
る
日
を 

と
が
り
す
と 

名
の
み
を
告
り
て 

三
島
野
を 

そ
が
ひ
に
見
つ
つ 

二
上
の 

山
飛
び
越

え
て 

雲
隠
り 

翔
り
去
に
き
と 

帰
り
来
て 

し
は
ぶ
れ
告
ぐ
れ 

招
く

よ
し
の 

そ
こ
に
な
け
れ
ば 

言
ふ
す
べ
の 

た
ど
き
を
知
ら
に 

心
に
は 

火
さ
へ
燃
え
つ
つ 

思
ひ
恋
ひ 

息
づ
き
あ
ま
り 

け
だ
し
く
も 

逢
ふ
こ

と
あ
り
や
と 

あ
し
ひ
き
の 

を
て
も
こ
の
も
に 

鳥
網
張
り 

守
部
を
据

ゑ
て 

ち
は
や
ぶ
る 

神
の
社
に 

照
る
鏡 

倭
文
に
取
り
添
へ 

祈
ひ
の

み
て 

我
が
待
つ
時
に 

を
と
め
ら
が 

夢
に
告
ぐ
ら
く 

汝
が
恋
ふ
る 

そ
の
秀
つ
鷹
は 

松
田
江
の 

浜
行
き
暮
ら
し 

つ
な
し
捕
る 

氷
見
の
江

過
ぎ
て 

多
古
の
島 

飛
び
た
も
と
ほ
り 

葦
鴨
の 

す
だ
く
古
江
に 

一

昨
日
も 

昨
日
も
あ
り
つ 

近
く
あ
ら
ば 

い
ま
二
日
だ
み 

遠
く
あ
ら
ば 

七
日
の
を
ち
は 

過
ぎ
め
や
も 

来
な
む
我
が
背
子 

ね
も
こ
ろ
に 

な
恋

ひ
そ
よ
と
ぞ 

い
ま
に
告
げ
つ
る 

矢
形
尾
の
鷹
を
手
に
据
ゑ
三
島
野
に
猟
ら
ぬ
日
ま
ね
く
月
ぞ
経
に
け 

 
 

 
 

る 

 
 

 

二
上
の
を
て
も
こ
の
も
に
網
さ
し
て
我
が
待
つ
鷹
を
夢
に
告
げ
つ
も 

 
 

 

松
反
り
し
ひ
に
て
あ
れ
か
も
さ
山
田
の
翁
が
そ
の
日
に
求
め
あ
は
ず

け
む 

 
 

 

心
に
は
ゆ
る
ぶ
こ
と
な
く
須
加
の
山
す
か
な
く
の
み
や
恋
ひ
わ
た
り

な
む 

 
 

 
 

右
射
水
郡
古
江
村
取
獲
蒼
鷹
、
形
容
美
麗
鷙
雉
秀
群
也
、
於
時
養

吏
山
田
史
君
麻
呂
、
調
試
失
節
野
猟
乖
候
、
摶
風
之
翅
高
翔
匿
雲
、

腐
鼠
之
餌
呼
留
靡
験
、
於
是
張
設
羅
網
窺
乎
非
常
、
奉
幣
神
祇
恃

乎
不
虞
也
、
粤
以
夢
裏
有
娘
子
喩
曰
、
使
君
勿
作
苦
念
空
費
精
神
、

放
逸
彼
鷹
獲
得
未
幾
矣
哉
、
須
叟
賀
覚
寤
有
悦
於
懐
、
因
作
却
恨

之
歌
式
旌
感
信
、
守
大
伴
宿
祢
家
持 

〔
九
月
廿
六
日
作
也
〕 

 

こ
の
歌
は
長
歌
一
首
と
短
歌
四
首
の
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
最
初
に
題
詞
を
置

き
、
末
尾
に
は
左
注
を
添
え
て
い
る
。
研
究
史
上
、「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
な

ど
と
略
称
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
の
貴
族
、
大
伴
家
持
に
よ
っ
て
天
平
十
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九
年
九
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

家
持
は
前
年
の
天
平
十
八
年
六
月
に
越
中
守
に
任
命
さ
れ
、
七
月
頃
に
越

中
国
へ
赴
任
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
新
た
に
古
江
村
で
優

れ
た
蒼
鷹
を
入
手
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
家
持
は
こ
の
蒼
鷹
に
対
し
て
「
大

黒
」
と
い
う
愛
称
を
付
け
て
い
る
。
鷹
の
個
体
に
名
前
を
つ
け
る
こ
と
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
に
は
み
え
な
い
興
味
深
い
習
慣
で
あ
る
。

家
持
は
、「
大
黒
」
の
矢
形
尾
の
根
元
に
「
白
塗
の
鈴
」
を
取
り
付
け
、
朝
夕

の
狩
猟
に
連
れ
て
行
っ
た
。
家
持
は
「
大
黒
」
の
尾
に
「
白
塗
の
鈴
」
を
取

り
付
け
て
お
り
、
『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
に
み
え
る
よ
う
に
、
「
倶

知
」
の
尾
に
小
鈴
を
付
け
た
百
済
王
族
酒
君
と
同
じ
作
業
を
し
て
い
る
。
左

注
に
よ
る
と
、
家
持
の
愛
鷹
「
大
黒
」
は
形
容
美
麗
で
あ
り
、
雉
を
取
る
こ

と
が
他
の
鷹
よ
り
も
優
れ
て
い
た
と
い
う
。
家
持
は
「
大
黒
」
を
「
養
吏
」

の
山
田
史
君
麻
呂
に
預
け
て
調
教
を
命
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
翌
天
平
十

九
年
の
或
る
日
（
「
と
の
曇
り
雨
の
降
る
日
に
」
）
、
君
麻
呂
が
家
持
に
何
も
告

げ
ず
に
「
大
黒
」
を
連
れ
て
三
島
野
に
出
か
け
、
「
と
が
り
」
し
た
と
こ
ろ
、

「
大
黒
」
は
君
麻
呂
の
手
元
を
離
れ
、
二
上
山
の
方
面
へ
飛
び
去
っ
て
し
ま

っ
た
。
君
麻
呂
に
よ
る
「
大
黒
」
の
飼
育
調
教
は
失
敗
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
長
歌
の
「
と
が
り
」
は
万
葉
仮
名
で
「
等
我
理
」
と
さ
れ
、
漢
字
仮
名

交
じ
り
表
記
で
「
鳥
猟
」
、
「
鳥
狩
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
言
葉
で

あ
っ
た
。
左
注
で
は
「
野
猟
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

大
伴
家
持
は
当
初
、『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
に
み
え
る
仁
徳
天
皇

の
百
舌
鳥
野
の
遊
猟
の
よ
う
に
、「
大
黒
」
を
用
い
て
多
数
の
雉
を
捕
ら
え
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
楽
し
み
を
「
大
黒
」
の
放
逸
に
よ
っ
て
失
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
家
持
は
君
麻
呂
の
報
告
を
聞
い
て
落
胆
し
、
非
常
に

悔
し
が
っ
た
こ
と
を
長
歌
の
中
で
吐
露
し
て
い
る
。
二
上
山
の
あ
ち
こ
ち
に

網
を
張
っ
た
り
、
神
社
に
奉
幣
し
た
り
し
て
「
大
黒
」
の
帰
還
を
願
っ
て
い

た
。
そ
の
後
ま
も
な
く
家
持
は
夢
を
見
て
、
夢
の
中
で
お
と
め
た
ち
が
現
わ

れ
て
「
大
黒
」
が
近
い
う
ち
に
戻
っ
て
く
る
と
告
げ
ら
れ
た
。
家
持
は
夢
の

お
告
げ
を
得
て
喜
び
、
鷹
が
戻
る
と
い
う
期
待
感
を
込
め
て
、
恨
み
を
除
く

た
め
に
、
こ
の
歌
を
作
っ
た
。
九
月
二
十
六
日
に
「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
が

完
成
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
前
の
時
期
に
、
射
水
郡
古
江
村
に
お
け
る
鷹
の

捕
獲
、
家
持
・
君
麻
呂
に
よ
る
「
大
黒
」
飼
育
調
教
と
放
鷹
、
君
麻
呂
の
失

敗
に
よ
る
「
大
黒
」
の
放
逸
、
家
持
に
よ
る
「
大
黒
」
帰
還
の
祈
願
が
続
い

て
、
夢
に
よ
る
お
告
げ
を
契
機
に
「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
の
作
成
に
至
っ
て

い
る
。 

『
万
葉
集
』
の
大
伴
家
持
の
歌
の
中
で
は
、
越
中
守
時
代
の
歌
が
特
徴
的

で
あ
る
。
大
伴
家
持
は
、
聖
武
天
皇
の
委
任
を
蒙
っ
て
越
中
守
と
し
て
着
任

し
た
の
で
あ
り
、
越
中
国
の
施
政
を
強
く
意
識
し
た
歌
を
い
く
つ
か
作
っ
て

い
た
。
大
伴
家
持
の
そ
の
よ
う
な
意
識
は
、『
万
葉
集
』
の
家
持
歌
に
関
す
る

諸
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
の
長

歌
の
冒
頭
に
も
ま
た
、
家
持
が
越
中
国
内
に
臨
む
意
識
が
わ
ず
か
に
表
わ
れ

て
い
る
。
大
伴
家
持
が
越
中
に
臨
ん
だ
と
き
の
意
識
は
、
山
田
史
君
麻
呂
に

よ
る
「
大
黒
」
放
逸
事
故
に
よ
っ
て
一
時
的
に
空
回
り
し
て
し
ま
っ
た
が
、

「
大
黒
」
の
帰
還
と
い
う
夢
の
お
告
げ
を
見
て
、
そ
の
喜
び
を
一
連
の
歌
と
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し
て
結
実
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
夢
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
湧
き
上
が
っ
た
喜
び

を
強
調
す
る
た
め
に
、「
大
黒
」
の
雉
を
よ
く
取
る
優
れ
た
性
質
を
言
挙
げ
し

な
が
ら
、
君
麻
呂
の
技
量
を
殊
更
に
貶
め
て
、「
大
黒
」
放
逸
の
時
の
落
胆
ぶ

り
を
印
象
付
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
を
放
鷹
伝
承
と
し
て
読
み
直
す
と
、
改
め
て
大
伴

家
持
が
愛
鷹
「
大
黒
」
の
持
ち
主
で
あ
り
、
山
田
史
君
麻
呂
が
鷹
の
調
教
担

当
者
（
「
養
吏
」
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
大
黒
」
が
越
中
国
内
で

捕
ら
え
ら
れ
た
こ
と
や
、
調
教
・
放
鷹
の
場
所
が
越
中
国
内
で
あ
っ
た
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。 

 

仁
徳
紀
の
放
鷹
伝
来
記
事
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
に
み
え

る
基
本
事
項
を
整
理
し
て
み
よ
う
。 

 

・
鷹
の
持
ち
主
は
、
越
中
守
大
伴
家
持
。 

 

・
鷹
の
調
教
担
当
者
は
、
「
養
吏
山
田
史
君
麻
呂
」
（
左
注
）
。 

 

・
鷹
捕
獲
者
は
、
不
明
。 

・
鷹
捕
獲
の
場
所
は
、「
射
水
郡
古
江
村
」（
左
注
）
。
二
上
山
の
北
側
に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

・
放
鷹
の
道
具
は
、
「
白
塗
の
鈴
」
（
長
歌
）
。 

 

・
調
教
の
場
所
は
、「
三
島
野
」（
長
歌
、
短
歌
）
。
二
上
山
の
南
側
に
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

・
放
鷹
の
場
所
は
、
不
明
。
家
持
が
越
中
国
内
の
野
で
放
鷹
に
用
い
て
い

た
。 

 

・
放
鷹
の
獲
物
は
、
「
雉
」
（
左
注
）
。 

 

・
放
鷹
の
季
節
は
、
天
平
十
九
年
九
月
二
十
六
日
以
前
の
秋
。 

「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
か
ら
読
み
取
れ
る
山
田
史
君
麻
呂
の
放
鷹
技
術
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
左
注
の
説
明
に
よ
る
と
、
君
麻
呂
が
「
調
試
失
節

野
猟
乖
候
」
の
有
様
で
あ
っ
た
た
め
に
「
大
黒
」
が
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。
「
調
試
失
節
野
猟
乖
候
」
の
意
味
は
諸
注
釈
の
よ
う
に
、
「
調
試
は
節
を

失
い
、
野
猟
は
候
に
乖
く
」
と
読
み
、「
調
試
」
は
鷹
を
飼
育
調
教
す
る
こ
と

で
あ
り
、「
節
を
失
う
」
は
「
大
黒
」
を
程
良
く
調
整
で
き
て
い
な
い
状
態
を

意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。「
野
猟
」
は
三
島
野
に
出
て
狩
猟
し
た
こ
と
で
あ
り
、

「
候
に
乖
く
」
は
長
歌
の
中
で
「
と
の
曇
り 

雨
の
降
る
日
に 

と
が
り
す

と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
君
麻
呂
が
何
も
告
げ
ず
に
天
候
不
順
の
日
に
出
猟
し

た
こ
と
を
咎
め
て
い
る
。「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
大
黒
」

の
放
逸
に
関
連
し
て
君
麻
呂
の
技
術
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
強
調
し
て
い
る
。 

「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
で
は
、
「
大
黒
」
の
放
逸
に
お
け
る
山
田
史
君
麻

呂
の
技
術
の
マ
イ
ナ
ス
面
に
注
目
し
て
い
る
が
、
放
鷹
技
術
に
つ
い
て
考
え

る
に
は
、
放
逸
の
時
の
状
況
よ
り
も
放
逸
以
前
の
普
段
の
状
況
を
想
定
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
長
歌
の
冒
頭
か
ら
時
間
経
過
に
沿
っ
て
読
み
進
め

て
い
く
と
、
「
大
黒
」
の
放
逸
に
至
る
ま
で
の
家
持
と
君
麻
呂
の
関
係
は
き

わ
め
て
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
左
注
に
よ
る
と
、
雉
を
取
る

こ
と
に
か
け
て
は
、「
大
黒
」
が
他
の
鷹
よ
り
も
優
れ
て
い
た
と
あ
る
よ
う
に
、

も
と
も
と
野
生
の
鷹
と
し
て
捕
獲
さ
れ
た
後
、
君
麻
呂
に
よ
っ
て
調
教
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、「
大
黒
」
本
来
の
性
質
を
よ
く
発
揮
し
て
雉
を
捕

ら
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
君
麻
呂
は
家
持
か
ら
愛
鷹
「
大
黒
」
の
飼
育
調
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教
を
任
さ
れ
た
ほ
ど
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。 

普
段
の
君
麻
呂
の
放
鷹
技
術
を
考
え
る
た
め
、
君
麻
呂
を
輩
出
し
た
山
田

史
氏
に
つ
い
て
調
べ
る
と
参
考
に
な
る
。
君
麻
呂
の
技
術
の
由
来
は
定
か
で

は
な
く
、
君
麻
呂
を
輩
出
し
た
越
中
の
山
田
史
氏
に
関
し
て
も
詳
細
不
明
で

は
あ
る
が
、
越
中
以
外
の
山
田
史
を
手
が
か
り
に
考
証
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

六
国
史
を
調
べ
る
と
、
奈
良
・
平
安
初
期
に
山
田
史
か
ら
山
田
宿
禰
、
山
田

連
、
山
田
造
等
へ
改
姓
し
た
者
が
散
見
す
る
。
そ
こ
で
『
新
撰
姓
氏
録
』
を

調
べ
る
と
、
山
田
史
は
み
え
な
い
が
、
同
書
の
右
京
諸
蕃
及
び
河
内
国
諸
蕃

に
山
田
宿
禰
、
山
田
連
、
山
田
造
が
散
見
し
て
お
り
、
山
田
宿
禰
ら
の
殆
ど

が
中
国
系
の
渡
来
氏
族
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
平
安
初
期
の
平
安
京
右

京
及
び
河
内
国
の
山
田
宿
禰
ら
は
、
越
中
の
山
田
史
と
同
祖
の
氏
族
で
あ
ろ

う
と
考
え
た
。『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
に
み
え
る
酒
君
が
河
内
の
石

川
に
身
を
寄
せ
て
い
た
設
定
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
、
河
内
の
山
田

宿
禰
ら
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
越
中
の
山
田
史
が
河
内
の

山
田
宿
禰
ら
と
同
祖
の
氏
族
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
君
麻
呂
の
技
術
が
酒
君

の
技
術
を
直
接
的
に
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、

河
内
の
同
様
の
環
境
に
定
着
し
て
育
ま
れ
た
放
鷹
技
術
を
受
け
継
い
で
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
か
ら
読
み
取
れ
る
基

本
的
な
技
術
的
要
素
は
、『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
か
ら
読
み
取
れ
る

基
本
的
な
技
術
的
要
素
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
技
術
的
要

素
の
直
接
的
な
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
技
術
的
要
素
の
背
景

を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。「
放
逸
せ
る
鷹
の
歌
」
に
み
え
る
技

術
の
マ
イ
ナ
ス
面
は
、『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
な
ど
に
み
え
る
技
術

の
プ
ラ
ス
面
と
あ
わ
せ
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
放
鷹
の
技
術
的
要
素
の
特

徴
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

四
、
奴
の
「
鷹
鳥
獦
」
と
母
狐
の
報
怨 

―
『
日
本
霊
異
記
』
の
悪
報
譚
か
ら 

 

『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
や
『
万
葉
集
』
の
家
持
歌
と
比
べ
て
、

こ
れ
ま
で
放
鷹
に
関
す
る
内
容
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
か

っ
た
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
四
十
縁
を
取
り
上
げ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
は

仏
教
説
話
集
で
あ
る
が
、
橘
奈
良
麻
呂
を
め
ぐ
る
悪
報
譚
を
取
り
上
げ
、
そ

の
悪
報
譚
の
背
景
に
放
鷹
・
狩
猟
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
原

漢
文
を
読
点
で
区
切
っ
て
引
用
す
る

。
（
４
） 

●
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
四
十
、
好
於
悪
事
者
以
現
所
誅
利
鋭
得
悪
死
報

縁 

 
 

橘
朝
臣
諾
楽
麻
呂
者
、
葛
木
王
之
子
也
、
強
窺
非
望
、
心
繋
傾
国
、
招

集
逆
党
、
当
頭
其
便
、
画
作
僧
形
、
以
之
立
的
、
效
射
僧
黒
眼
之
術
、

好
諸
悪
事
、
無
過
斯
甚
、
諾
楽
麻
呂
之
奴
、
於
諾
楽
山
為
鷹
鳥
獦
而
見

之
、
其
山
多
有
狐
子
、
奴
捉
狐
子
、
用
木
刺
串
、
立
其
穴
戸
、
奴
有
嬰

児
、
母
狐
結
怨
、
返
身
化
、
作
奴
児
之
祖
母
、
抱
奴
子
、
迄
于
己
穴
戸
、

如
串
己
子
、
貫
奴
子
立
穴
戸
、
雖
賤
畜
生
、
報
怨
有
術
、
現
報
甚
近
、

不
無
慈
心
、
為
無
慈
行
、
致
無
慈
怨
、
然
後
不
久
、
諾
楽
麻
呂
、
天
皇
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見
嫌
、
利
鋭
攸
剔
、
則
以
知
之
、
先
悪
行
者
、
令
逢
利
鋭
、
所
殺
之
表

也
、
斯
亦
奇
事
也
、  

大
伴
家
持
と
同
時
代
の
貴
族
で
あ
っ
た
橘
奈
良
麻
呂
が
登
場
す
る
説
話
で

あ
る
。 

こ
の
説
話
の
前
半
で
は
、
橘
奈
良
麻
呂
の
悪
事
を
好
む
傾
向
を
や
や
抽
象

的
に
説
明
し
て
い
る
。
「
橘
朝
臣
諾
楽
麻
呂
」
は
、
日
ご
ろ
か
ら
強
く
大
き

な
望
み
を
抱
き
、
心
に
傾
国
を
繋
い
で
お
り
、
逆
党
を
集
め
て
そ
の
都
合
を

密
か
に
話
し
合
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
的
に
僧
侶
の
絵
を
描
い
て
僧
侶
の
目

を
射
る
術
を
磨
く
こ
と
は
、
様
々
な
悪
事
を
好
ん
だ
な
か
で
、
こ
れ
よ
り
甚

だ
し
い
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
。
説
話
の
半
ば
で
場
面
が
転
換
す
る
と
、「
諾

楽
麻
呂
之
奴
」
が
「
諾
楽
山
」（
奈
良
山
）
で
「
鷹
鳥
獦
」
を
行
な
い
、
狐
の

子
供
を
木
で
串
に
刺
し
て
巣
穴
の
前
に
立
て
た
と
こ
ろ
、
母
狐
が
怨
ん
で
「
奴

児
之
祖
母
」
に
化
け
て
「
奴
」
の
子
供
を
攫
い
、
自
分
の
巣
穴
の
前
に
連
れ

て
き
て
串
に
刺
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
『
霊
異
記
』
編
者
の
景
戒
が
仏
教
説

話
集
の
視
点
に
立
っ
て
訓
戒
を
差
し
挟
ん
で
い
る
。
狐
の
よ
う
な
賤
し
い
畜

生
と
い
っ
て
も
、
怨
み
に
報
い
る
術
を
も
つ
の
で
あ
る
。
現
報
は
甚
だ
近
い

の
で
、
慈
し
み
の
心
を
持
つ
よ
う
に
勧
め
た
い
。
慈
し
み
無
き
行
な
い
を
な

せ
ば
、
慈
し
み
無
き
怨
み
を
受
け
る
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
最
後
に
説
話
の

結
末
に
移
っ
て
、「
奴
」
を
め
ぐ
る
悪
報
譚
の
後
に
間
も
な
く
、
橘
奈
良
麻
呂

が
悪
事
を
好
ん
だ
た
め
に
天
皇
に
嫌
わ
れ
て
命
を
落
と
し
た
か
ら
、
先
の

様
々
な
悪
行
は
、
奈
良
麻
呂
が
殺
さ
れ
る
表
相
で
あ
っ
た
と
結
ん
で
い
る
。 

こ
の
説
話
の
半
ば
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
「
諾
楽
麻
呂
之
奴
」
を
め
ぐ
る
悪

報
譚
が
重
要
で
あ
る
。「
諾
楽
麻
呂
之
奴
」
は
橘
奈
良
麻
呂
の
蔑
称
と
解
す
る

説
も
あ
る
が
、
言
葉
通
り
に
「
橘
奈
良
麻
呂
の
所
有
す
る
奴
（
や
っ
こ
）
」
と

解
す
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
、「
奴
」
が
悪
事
を
好
む
傾
向
は
、
本
主
奈
良

麻
呂
が
悪
事
を
好
む
傾
向
と
共
通
す
る
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

橘
奈
良
麻
呂
の
「
奴
」
が
「
鷹
鳥
獦
」
に
お
い
て
子
狐
を
発
見
し
た
が
、

子
狐
を
捕
ら
え
て
串
に
刺
し
て
母
狐
の
巣
穴
の
前
に
立
て
る
と
い
う
行
為
を

も
っ
て
、「
奴
」
の
慈
悲
心
の
無
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
奴
」
の
本

主
で
あ
る
奈
良
麻
呂
の
性
質
と
共
通
す
る
と
い
う
説
話
上
の
根
拠
と
な
っ
て

い
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
、「
奴
」
の
無
慈
悲
な
行
為
が
奈
良
麻
呂
自
身
や
奈
良

麻
呂
家
の
関
係
者
全
体
の
傾
向
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
奴
」
が
子
狐
を
串
に
刺
し
て
母
狐
の
巣
穴
の
前
に
立
て
た
行
為
に
対
し
て
、

母
狐
は
「
奴
児
之
祖
母
」
（
「
奴
」
の
子
供
の
祖
母
は
、
す
な
わ
ち
「
奴
」
の

母
）
に
化
け
て
「
奴
」
の
子
供
を
攫
い
、
自
分
の
巣
穴
の
前
に
連
れ
て
き
て

串
に
刺
し
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
母
狐
が
「
奴
」
に
対
し
て
実
行

し
た
子
狐
の
仇
討
ち
で
あ
っ
た
。
後
に
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
が
起
こ
っ
て
、
本

主
の
奈
良
麻
呂
自
身
が
亡
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
前
兆
と
し
て
「
奴
」

の
「
鷹
鳥
獦
」
に
お
け
る
子
狐
殺
し
と
母
狐
に
よ
る
仇
討
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
位
置
付
け
て
い
る
。
母
狐
に
よ
る
子
狐
の
仇
討
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
橘

奈
良
麻
呂
の
乱
の
前
兆
と
し
て
の
「
奴
」
の
「
鷹
鳥
獦
」
を
特
徴
付
け
る
空

想
的
な
要
素
で
あ
る
。 

こ
の
説
話
が
放
鷹
と
関
係
す
る
と
考
え
た
の
は
、
原
文
で
「
諾
楽
麻
呂
之

奴
、
於
諾
楽
山
為
鷹
鳥
獦
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
諾
楽
麻
呂
之
奴
」
が
従
事
し
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た
狩
猟
を
「
鷹
鳥
獦
」
と
表
記
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
為
鷹
鳥
獦
」
の
部

分
は
「
鷹
」
の
字
が
余
計
な
衍
字
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
衍
字
と

み
る
こ
と
な
く
、
「
鷹
鳥
獦
を
為
す
」
と
よ
み
慣
わ
し
て
い
る
。
「
鷹
鳥
獦
を

為
す
」
以
外
の
よ
み
を
考
え
る
な
ら
、
例
え
ば
「
鷹
の
為
に
鳥
獦
す
」
と
訓

読
す
る
と
、「
鳥
獦
」
の
方
法
は
不
明
な
が
ら
「
鷹
」
の
餌
と
な
る
よ
う
な
「
鳥
」

を
捕
獲
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
の
狩
猟
方
法
は
弓
矢

な
ど
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、「
奴
」
の
役
割
は
弓
矢
な
ど
を

駆
使
し
て
橘
奈
良
麻
呂
家
の
鷹
の
餌
を
調
達
す
る
業
務
（
い
わ
ゆ
る
餌
取
）

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
次
の
用
例
を
参
照
し

て
、
や
は
り
「
鷹
」
の
字
を
衍
字
で
あ
る
と
は
考
え
ず
、
従
来
の
「
鷹
鳥
獦

を
為
す
」
の
よ
み
を
踏
襲
し
よ
う
と
思
う
。「
奴
」
の
「
鷹
鳥
獦
」
を
考
え
る

手
が
か
り
に
な
り
そ
う
な
史
料
は
、『
万
葉
集
』
巻
十
一
の
「
梓
弓
末
の
は
ら

野
に
鳥
狩
す
る
君
が
弓
弦
の
絶
え
む
と
思
へ
や
」
で
あ
る

。
（
５
）

こ
の
歌
に
み
え

る
「
鳥
狩
す
る
」（
と
が
り
す
る
）
は
、
原
文
の
万
葉
仮
名
で
「
鷹
田
為
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
。「
田
」
の
漢
字
は
狩
り
・
狩
猟
の
意
味
を
持
ち
、
そ
の
意

味
を
有
す
る
漢
語
と
し
て
は
「
田
猟
」（
で
ん
り
ょ
う
）
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。

「
鷹
田
為
」
を
素
直
に
訓
読
す
る
と
、「
た
か
が
り
す
る
」
と
よ
み
た
い
と
こ

ろ
だ
が
、
短
歌
の
語
彙
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
と
が
り
す
る
」
と

五
音
に
な
る
よ
う
に
よ
み
慣
わ
す
の
が
通
例
で
あ
る
。「
鷹
鳥
獦
」
と
「
鷹
田
」

は
共
に
「
と
が
り
」
と
よ
み
慣
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
、「
鷹
」
の
字

を
冠
し
た
表
記
が
興
味
深
い
。
『
万
葉
集
』
の
歌
を
探
し
て
も
、
「
鷹
」
の
字

を
冠
し
て
狩
猟
を
意
味
す
る
表
記
は
、『
霊
異
記
』
の
例
と
合
わ
せ
て
二
例
だ

け
で
あ
る
。
二
例
の
表
記
と
説
話
・
和
歌
の
内
容
と
の
違
い
を
矛
盾
な
く
理

解
す
る
た
め
に
は
、
狩
猟
者
が
狩
猟
を
行
な
う
際
に
鷹
と
弓
矢
の
両
方
を
所

持
し
て
い
た
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

そ
の
こ
と
を
「
奴
」
の
「
鷹
鳥
獦
」
と
絡
め
て
考
え
る
と
き
に
参
考
に
な

り
そ
う
な
も
の
は
、
後
代
の
史
料
で
あ
る
が
、
十
二
世
紀
成
立
の
『
年
中
行

事
絵
巻
』
で
あ
る
。『
年
中
行
事
絵
巻
』
の
安
楽
花
の
場
面
（
こ
れ
は
白
描
の

模
本
）
を
み
る
と
、
騎
馬
の
男
性
二
人
が
弓
矢
を
持
っ
て
馬
を
進
め
、
そ
の

後
ろ
に
は
鷹
を
手
に
据
え
た
男
性
一
人
が
歩
く
と
い
う
三
人
組
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る

。
（
６
）

騎
馬
の
男
性
二
人
は
弓
矢
で
狩
猟
を
行
な
う
た
め
に
野
へ
向

か
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
騎
馬
の
男
性
の
後
ろ
を
歩
い
て
い
る
男
性

一
人
は
、
明
ら
か
に
騎
馬
の
男
性
に
従
う
鷹
飼
で
あ
る
。
そ
の
手
に
据
え
た

鷹
は
恐
ら
く
騎
馬
の
男
性
ど
ち
ら
か
の
鷹
で
あ
ろ
う
。 

『
年
中
行
事
絵
巻
』
の
主
人
と
鷹
飼
の
関
係
を
ヒ
ン
ト
に
、『
日
本
霊
異
記
』

の
橘
奈
良
麻
呂
と
「
奴
」
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。『
日
本
霊
異
記
』
で
は
、

「
奴
」
の
行
為
が
橘
奈
良
麻
呂
の
悪
事
を
好
む
傾
向
と
共
通
す
る
も
の
と
位

置
付
け
て
い
る
。「
奴
」
の
「
鷹
鳥
獦
」
自
体
が
奈
良
麻
呂
家
の
業
務
で
あ
り
、

「
奴
」
が
「
鷹
鳥
獦
」
に
用
い
る
「
鷹
」
も
ま
た
、
奈
良
麻
呂
の
「
鷹
」
で

あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。「
奴
」
が
独
自
に
「
鷹
」
を
入
手
し
た

と
は
考
え
難
い
こ
と
か
ら
、「
奴
」
は
奈
良
麻
呂
の
「
鷹
」
の
飼
育
を
担
当
し
、

奈
良
麻
呂
家
の
業
務
と
し
て
の
「
鷹
鳥
獦
」
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
奈
良
麻
呂
が
狩
猟
に
赴
く
時
、
奈
良
麻
呂
は
騎
馬
で
弓
矢
を
携
行
し
て
お

り
、「
奴
」
は
鷹
飼
と
し
て
「
鷹
」
を
据
え
、
奈
良
麻
呂
に
付
き
従
っ
た
の
で
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は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
説
話
で
は
、「
奴
」
の
「
鷹
鳥
獦
」
が
本
主
奈
良
麻
呂

と
一
緒
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
と
は
異
な

る
状
況
を
想
定
す
る
べ
き
で
あ
り
、「
奴
」
が
奈
良
麻
呂
家
の
用
事
で
「
鷹
鳥

獦
」
に
出
掛
け
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

『
霊
異
記
』
中
巻
第
四
十
縁
で
は
、「
鷹
鳥
獦
」
の
基
本
的
な
事
項
を
読
み

取
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

・
鷹
の
持
ち
主
は
、
「
橘
朝
臣
諾
楽
麻
呂
」
。 

 

・
鷹
の
調
教
担
当
者
は
、
「
諾
楽
麻
呂
之
奴
」
。 

・
鷹
捕
獲
者
は
、
不
明
。 

 

・
鷹
捕
獲
の
場
所
は
、
不
明
。 

 

・
放
鷹
の
道
具
は
、
不
明
。
木
の
串
は
「
鷹
鳥
獦
」
と
関
わ
る
か
。 

 

・
調
教
の
場
所
は
、
「
諾
楽
山
」
（
奈
良
山
）
か
。 

 

・
放
鷹
の
場
所
は
、
「
諾
楽
山
」
（
奈
良
山
）
。 

 

・
放
鷹
の
獲
物
は
、「
鷹
鳥
獦
」
の
「
鳥
」
の
文
字
を
重
視
す
る
と
、
鳥
類

で
あ
る
。 

 

・
放
鷹
の
季
節
は
、
不
明
。
春
ま
た
は
秋
か
。 

『
霊
異
記
』
に
読
み
取
れ
る
「
諾
楽
麻
呂
之
奴
」
の
「
鷹
鳥
獦
」
に
即
し

て
放
鷹
技
術
の
特
徴
を
考
え
て
み
よ
う
。「
奴
」
の
「
鷹
鳥
獦
」
の
描
写
は
曖

昧
で
あ
る
。「
奴
」
の
「
鷹
鳥
獦
」
の
季
節
を
考
え
て
み
る
と
、
子
狐
は
春
季

に
生
ま
れ
、
春
・
夏
に
成
長
し
て
秋
季
に
子
離
れ
す
る
た
め
、
鷹
の
換
羽
期

で
あ
る
夏
季
を
除
く
と
、
春
季
ま
た
は
秋
季
に
絞
り
込
め
る
。
子
狐
の
成
長

の
程
度
と
そ
の
捕
獲
方
法
を
は
っ
き
り
と
描
写
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
の
で
、

「
奴
」
が
「
鷹
鳥
獦
」
を
用
い
ず
に
子
狐
を
捕
獲
し
た
と
推
測
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
こ
こ
で
「
奴
」
が
木
の
串
を
用
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
木
の

串
は
山
の
神
を
祀
る
習
俗
や
占
め
の
習
俗
と
関
わ
り
の
深
い
道
具
で
あ
る
が
、

木
の
串
と
「
鷹
鳥
獦
」
と
の
関
わ
り
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
説
話
で
は
、

「
奴
」
の
行
為
に
対
し
て
信
仰
上
の
意
味
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。「
奴
」
が
木
を
用
い
て
子
狐
を
串
に
刺
す
だ
け
で
な
く
、
母

狐
の
巣
穴
の
前
に
立
て
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
多
数
の
子
狐
を
見

つ
け
た
時
の
、
そ
の
場
の
思
い
つ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

こ
の
説
話
を
放
鷹
伝
承
と
し
て
捉
え
て
み
て
、「
諾
楽
麻
呂
之
奴
」
が
「
鷹

鳥
獦
」
を
行
な
っ
て
い
た
と
解
す
る
な
ら
、
鷹
の
飼
育
調
教
な
ど
の
放
鷹
技

術
を
身
に
付
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
奴
」
の
技
術
の
由
来
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
説
話
の
中
で
は
「
奴
」
が
母
と
子
供
を
有
す
る
と
あ
る

か
ら
、「
奴
」
は
少
な
く
と
も
父
母
の
代
か
ら
奴
婢
身
分
と
し
て
奈
良
麻
呂
家

に
仕
え
る
と
と
も
に
、
妻
子
を
抱
え
て
三
世
代
家
族
を
構
成
し
て
い
る
設
定

で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
奴
」
の
間
で
放
鷹
技

術
を
継
承
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。『
霊
異
記
』
に
描
か
れ
た
「
奴
」
の
「
鷹
鳥

獦
」
の
目
的
は
説
明
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、『
日
本
書
紀
』
の
酒
君
が
仁
徳
の

鷹
を
預
か
っ
て
飼
育
調
教
し
た
り
、『
万
葉
集
』
の
山
田
史
君
麻
呂
が
大
伴
家

持
の
鷹
を
預
か
っ
て
飼
育
調
教
し
た
り
し
た
よ
う
に
、「
奴
」
が
橘
奈
良
麻
呂

の
「
鷹
」
の
飼
育
調
教
を
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
難
し
く
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
説
話
の
中
に
み
え
る
「
鷹
鳥
獦
」
が
一
つ
の
熟
語
で
あ
る
と

考
え
る
と
、「
奴
」
が
奈
良
麻
呂
の
「
鷹
」
を
用
い
て
雉
な
ど
の
「
鳥
」
を
捕
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ら
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
は
、
も
し
「
為
鷹
鳥
獦
」

を
「
鷹
の
為
に
鳥
獦
す
」
と
よ
む
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
と
、「
奴
」
が
奈
良

麻
呂
の
「
鷹
」
に
与
え
る
餌
と
す
る
た
め
に
、
弓
矢
な
ど
で
「
鳥
」
を
捕
ら

え
て
奈
良
麻
呂
家
へ
貢
納
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
れ
る
と
思
う
。「
奴
」
の

「
鷹
鳥
獦
」
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、「
奴
」

が
子
狐
を
串
に
刺
し
て
母
狐
の
巣
穴
の
前
に
立
て
る
行
為
は
、
そ
の
場
の
思

い
つ
き
に
す
ぎ
ず
、「
鷹
鳥
獦
」
本
来
の
業
務
か
ら
外
れ
た
行
為
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

 

五
、
放
鷹
の
技
術
的
要
素
と
そ
の
組
織
的
な
側
面 

 

日
本
古
代
の
放
鷹
技
術
の
一
端
を
読
み
取
れ
る
史
料
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』

の
放
鷹
伝
来
記
事
、
『
万
葉
集
』
の
家
持
歌
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
を
取

り
上
げ
、
放
鷹
伝
承
の
観
点
か
ら
放
鷹
の
技
術
的
な
要
素
の
特
徴
を
考
察
し

た
。 三

つ
の
放
鷹
伝
承
か
ら
共
通
し
て
確
認
で
き
る
事
柄
は
、
放
鷹
を
担
当
す

る
人
々
が
、
鷹
の
持
ち
主
か
ら
鷹
を
預
か
っ
て
飼
育
調
教
し
た
り
、
放
鷹
に

用
い
た
り
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
仁
徳
天
皇
と
百
済
王
族
酒
君
・
鷹
養
部

の
関
係
、
越
中
守
大
伴
家
持
と
山
田
史
君
麻
呂
の
関
係
は
、
い
ず
れ
も
鷹
の

飼
育
調
教
や
放
鷹
を
命
じ
る
者
と
命
じ
ら
れ
る
者
の
関
係
に
あ
っ
た
。
橘
奈

良
麻
呂
と
「
奴
」
の
関
係
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
は

高
い
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
鷹
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
鷹
の
持
ち

主
と
飼
育
調
教
の
担
い
手
の
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
飼
育
調
教
の

担
い
手
の
身
分
は
様
々
で
あ
り
、
各
人
の
身
分
と
そ
の
環
境
に
応
じ
た
鷹
の

持
ち
主
と
の
関
係
性
の
差
異
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
た
。 

仁
徳
天
皇
と
百
済
王
族
酒
君
の
関
係
は
、
酒
君
が
日
本
の
使
者
紀
角
宿
禰

に
対
し
て
礼
無
き
態
度
を
と
っ
た
廉
で
日
本
に
送
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。

仁
徳
は
酒
君
を
赦
し
た
後
、
偶
然
に
「
倶
知
」
を
入
手
す
る
と
、
そ
の
飼
育

調
教
を
酒
君
に
命
じ
た
。『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
に
よ
る
限
り
で
は
、

仁
徳
が
百
済
の
放
鷹
技
術
を
摂
取
し
て
「
鷹
甘
部
」（
鷹
養
部
）
の
設
置
に
至

っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
仁
徳
の
寛
容
な
対
応
を
引
き
合
い
に
、
日
本
の

放
鷹
技
術
と
鷹
養
部
の
伝
説
的
な
起
源
を
説
明
す
る
記
事
で
あ
っ
た
。
鷹
養

部
の
実
態
と
そ
の
後
身
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
放
鷹
技
術
の
基
本
的

な
部
分
は
律
令
体
制
下
の
兵
部
省
放
鷹
司
鷹
養
戸
の
中
に
受
け
継
が
れ
て
い

っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
律
令
体
制

下
の
越
中
守
大
伴
家
持
と
山
田
史
君
麻
呂
の
関
係
は
、
君
麻
呂
が
家
持
か
ら

愛
鷹
「
大
黒
」
を
預
か
っ
て
飼
育
調
教
す
る
と
い
う
鷹
の
持
ち
主
と
調
教
担

当
者
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
君
麻
呂
の
立
場
は
、
天
皇
の
鷹
を
預
か
っ
て
飼
育

調
教
す
る
鷹
養
部
や
兵
部
省
放
鷹
司
鷹
養
戸
と
同
様
で
あ
る
が
、
律
令
体
制

下
の
鷹
養
戸
と
同
じ
品
部
の
身
分
で
な
く
、
中
国
系
の
渡
来
氏
族
の
流
れ
を

汲
む
公
戸
百
姓
の
身
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
君
麻
呂
の
技
術
が
酒
君
・

鷹
養
部
の
技
術
を
直
接
的
に
引
き
継
い
で
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
そ

の
背
景
を
共
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
ま
た
、
家
持
・
君
麻
呂
と

同
時
代
の
人
物
で
あ
る
橘
奈
良
麻
呂
と
「
奴
」
の
関
係
は
、
本
主
と
そ
の
所
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有
す
る
奴
の
関
係
で
あ
っ
た
。
『
霊
異
記
』
の
説
話
を
仔
細
に
読
み
解
く
と
、

「
奴
」
は
橘
奈
良
麻
呂
の
鷹
を
飼
育
調
教
し
て
お
り
、
奈
良
麻
呂
家
の
業
務

の
一
環
と
し
て
「
鷹
鳥
獦
」
で
鳥
類
を
捕
ら
え
て
貢
納
し
て
い
た
と
考
え
た
。

「
奴
」
は
少
な
く
と
も
父
母
の
代
よ
り
奴
婢
身
分
と
し
て
奈
良
麻
呂
家
に
仕

え
て
お
り
、
妻
子
を
抱
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、「
奴
」
の
技
術
の
由
来
は
不
明

で
あ
る
。 

『
日
本
書
紀
』
の
放
鷹
伝
来
記
事
に
よ
る
と
、
百
済
王
族
の
酒
君
が
百
済

の
放
鷹
技
術
を
用
い
、
日
本
産
の
鷹
を
調
教
し
て
日
本
産
の
雉
を
捉
え
た
の

で
あ
り
、
酒
君
が
最
初
に
放
鷹
技
術
を
日
本
の
風
土
に
応
用
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
の
家
持
歌
に
よ
る
と
、
山
田
史
君
麻
呂
は
「
大
黒
」

の
放
逸
事
故
に
遭
っ
た
の
で
、
そ
の
放
鷹
技
術
を
殊
更
に
貶
め
ら
れ
て
い
た

が
、
本
来
、
放
鷹
・
養
鷹
の
技
術
に
優
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
養
吏
」
と
し

て
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。『
霊
異
記
』
の
説
話
に
よ
る
と
、
橘
奈
良
麻
呂

の
「
奴
」
は
子
狐
を
串
に
刺
し
て
母
狐
の
巣
穴
の
前
に
立
て
る
な
ど
、「
鷹
鳥

獦
」
本
来
の
役
割
か
ら
外
れ
た
行
為
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
奈
良
麻
呂
家
の

た
め
に
「
鷹
鳥
獦
」
に
従
事
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
彼
ら
の
放
鷹
の
様

子
は
、
各
史
料
の
目
的
と
文
脈
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の

本
来
的
な
技
術
と
そ
の
水
準
を
正
確
に
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
放
鷹
伝
承
の
観
点
か
ら
各
史
料
を
読
む
と
、
放
鷹
技
術
の

基
本
的
な
部
分
と
そ
の
優
劣
の
基
準
な
ど
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思

う
。
放
鷹
技
術
の
基
本
的
な
部
分
は
、
放
鷹
の
担
い
手
の
間
で
概
ね
共
通
し

て
い
た
が
、
放
鷹
が
鷹
や
雉
な
ど
の
自
然
を
相
手
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
、

技
術
の
質
と
環
境
の
違
い
を
踏
ま
え
て
個
々
の
放
鷹
伝
承
を
読
み
解
く
必
要

が
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
。 

本
稿
で
は
、
各
種
の
史
料
を
放
鷹
伝
承
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

史
料
上
の
空
想
的
な
要
素
の
形
象
を
意
識
し
な
が
ら
、
鷹
の
持
ち
主
と
飼
育

調
教
の
担
い
手
と
の
関
係
に
基
づ
い
た
放
鷹
の
技
術
的
な
要
素
の
特
徴
を
読

み
解
こ
う
と
試
み
た
。
そ
の
上
で
様
々
な
担
い
手
に
備
わ
っ
た
放
鷹
の
技
術

的
な
要
素
が
或
る
程
度
共
通
す
る
と
予
想
し
て
、
技
術
的
な
要
素
の
比
較
を

行
な
え
た
と
思
う
が
、
直
接
的
な
関
係
性
を
究
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

い
と
感
じ
て
い
る
。
今
後
も
引
き
続
き
、
放
鷹
伝
承
の
観
点
か
ら
各
種
の
史

料
を
検
討
し
直
し
て
み
た
い
。 

 

【
註
】 

（
１
） 

拙
著
『
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
。 

（
２
） 

『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
四
十
一
年
三
月
条
、
仁
徳
天
皇
四
十
三

年
九
月
庚
子
朔
条
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
。 

（
３
） 

『
万
葉
集
』
巻
十
七
、
思
放
逸
鷹
夢
見
感
悦
作
歌
一
首
并
短
歌
（
日

本
古
典
文
学
大
系
）
。
引
用
し
た
長
歌
・
短
歌
の
漢
字
仮
名
交
じ
り
表

記
で
は
、
文
意
を
と
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
漢
字
を
平
仮
名
に
ひ

ら
い
た
部
分
も
あ
り
、
ま
た
、
元
の
漢
字
を
同
義
の
別
の
漢
字
に
変

更
し
た
部
分
も
あ
る
。 

（
４
） 
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
四
十
、
好
於
悪
事
者
以
現
所
誅
利
鋭
得

悪
死
報
縁
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
。
引
用
文
中
の
意
味
を
と
り
に
く
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い
語
句
と
し
て
「
当
頭
其
便
」
が
あ
る
。「
当
頭
其
便
」
は
「
其
の
便

を
当
頭
（
つ
つ
め
）
く
」
と
よ
ま
れ
て
お
り
、
奈
良
麻
呂
と
そ
の
逆

党
た
ち
が
「
傾
国
」
の
企
て
を
蔭
で
話
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
意
味

に
な
る
の
だ
ろ
う
。
同
じ
箇
所
の
語
句
が
群
書
類
従
本
等
で
「
常
覬

其
便
」
と
あ
る
が
、「
常
に
其
の
便
を
覬
（
の
ぞ
）
む
」
と
よ
み
、
奈

良
麻
呂
た
ち
が
「
傾
国
」
の
都
合
を
探
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
な

る
だ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
の
語
句
で
も
文
意
の
違
い
は
小
さ
い
。 

（
５
） 

『
万
葉
集
』
巻
十
一
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
。 

（
６
） 

『
年
中
行
事
絵
巻
』
別
本
、
安
楽
花
（
日
本
の
絵
巻
）
。 

 

（
受
理
日
：
二
〇
一
六
年
三
月
三
〇
日
） 


