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も

の

枕

つ

ー
ー
身
辺
の
民
俗
と
文
学
｜
｜

池

良区

田

弥

民
謡
の
論
理

枕

と

カま

の

男
を
待
つ
女

四

枕
乙
そ
知
れ

民
謡
の
論
理

民
聞
に
歌
わ
れ
て
、
口
か
ら
口
へ
伝
承
さ
れ
て
行
く
歌
謡
の
類
は
、
一
つ
一
つ
に
は
、
さ
し
て
難
解
な
語
句
は
な
い
の
だ
が
、
歌
全
体
を
一
つ
の
ま
と
ま
り

と
し
て
受
け
取
ろ
う
と
す
る
と
、
文
句
の
運
び
は
意
外
に
無
責
任
で
、
通
常
の
解
釈
で
は
納
得
の
い
か
な
い
も
の
が
多
い
。
特
に
わ
れ
わ
れ
が
芸
謡
と
名
付
け

て
い
る
と
こ
ろ
の
、
芸
能
に
伴
な
っ
て
発
唱
さ
れ
る
歌
謡
は
、
そ
の
解
釈
が
は
な
は
だ
む
ず
か
し
い
。

芸
謡
の
詞
章
に
は
、
言
わ
ば
、
演
者
の
ア
ド
リ
ブ
式
の
発
唱
が
固
定
し
た
と
み
る
べ
き
も
の
が
多
い
か
ら
、
生
活
の
く
ま
ぐ
ま
ま
で
、
ま
る
き
り
変
っ
て
し

q
u
 

q
u
 



ま
っ
た
今
日
か
ら
は
、
当
時
、
詞
章
の
飛
躍
の
空
隙
を
理
め
て
い
た
は
ず
の
聞
き
手
の
予
備
知
識
を
、
改
め
て
発
掘
し
て
、
詞
章
の
非
論
理
的
運
び
の
蔭
に
、

論
理
性
を
見
付
け
出
す
こ
と
は
、
は
な
は
だ
困
難
な
と
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

た
と
え
ば
こ
乙
に
、
あ
ま
ね
く
人
に
知
れ
渡
っ
た
「
か
っ
ぽ
れ
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
人
に
知
れ
渡
っ
て
は
い
る
が
、
実
は
「
か
っ
ぽ
れ
」
と
い
う
語
そ

@ 

の
も
の
の
意
味
も
わ
か
ら
な
い
上
に
、
詞
章
は
ま
こ
と
に
支
離
滅
裂
で
あ
る
。

か
っ
ぼ
れ
、
か
っ
ぽ
れ
と
嚇
し
た
て
て
、
文
句
ら
し
い
部
分
に
は
い
る
と
、
ま
ず
紀
文
の
業
績
を
た
た
え
よ
う
と
い
う
つ
も
り
で
歌
い
出
し
た
か
と
思
わ
れ

る
文
句
が
あ
り
、
そ
れ
が
た
ち
ま
ち
に
豊
年
踊
り
の
文
句
に
変
り
、
最
後
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、
子
守
唄
に
な
る
。
支
離
滅
裂
の
極
で
あ
る
。

も
っ
と
も
日
本
の
芸
能
は
、
「
デ
テ
イ
ル
の
芸
術
」
と
い
う
べ
き
特
色
を
持
っ
て
い
て
、
部
分
が
全
体
と
関
係
な
し
に
、
独
立
独
歩
の
効
果
を
発
揮
し
た
り

②
 

す
る
。
そ
れ
は
日
本
芸
能
の
鑑
賞
法
と
し
て
観
客
は
十
分
に
心
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
と
に
歌
謡
の
場
合
は
、
全
体
と
の
関
係
で
な
く
、

一
部
分
の

文
句
や
語
が
、
有
力
に
働
く
と
と
が
多
い
。
そ
う
い
う
聞
き
方
に
習
熟
す
る
と
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
が
、
聞
き
手
で
あ
る
。

か
っ
ぼ
れ
の
中
段
「
豊
年
踊
り
」
の
部
分
は
、
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豊
年
じ
ゃ

万
作
じ
ゃ

・
・
・
・
：
・
・
・
噌

i

あ
す
は
旦
那
の
稲
刈
り
に

・
：
・
ヮ
“

小
束
に
か
ら
げ
て
ち
ょ
い
と
投
げ
た

：
・

q
o

投
げ
た
枕
に
と
が
は
な
い

：
・

4
u
τ

お
せ
せ
の

コ
レ
ワ
イ
サ
ノ

----

EO 

坊
主
に
や
珍
し
ゃ

そ
の
情
か
い
な

：
・
円
。

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
日
本
音
曲
全
集
』
に
よ
っ
た
の
だ
が
、
こ
う
い
う
文
句
は
小
異
が
多
く
、
こ
と
に
「
6

」
の
部
分
は
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と

も
か
く
と
し
て
も
、
乙
の
文
句
の
運
び
は
、
2
か
ら
3
へ
の
移
り
も
は
っ
き
り
し
な
い
し
、
3
は
あ
す
の
稲
刈
り
で
の
予
想
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
旦
那
の
稲



刈
り
を
あ
す
に
控
え
た
今
日
の
乙
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
乙
と
に
、
ど
う
し
て3
の
あ
と
に
、

「
投
げ
た
枕
に
と
が
は
な
い
」
な
ど
と
い
う

文
句
が
、
突
如
と
し
て
出
て
来
る
の
か
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
文
句
が
誘
い
出
さ
れ
て
来
る
の
は
、
3

の
「
投
げ
た
」
と
い
う
文
句
か
ら
の
連
想
な
の
だ
が
、
乙
ん
な
、
論
理
を
超
越
し
た
運
び
は
な
い
。

お
そ
ら
く
「
投
げ
た
枕
に
と
が
は
な
い
」
と
い
う
、
世
間
一
般
に
流
布
し
て
、
広
く
人
の
口
の
端
に
の
ぼ
っ
て
い
る
成
句
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
前
の
文
句
の
刺

激
で
、
割
り
込
ん
で
来
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

だ
が
、
当
時
の
人
々
が
聞
き
な
れ
歌
い
な
れ
て
い
た
成
句
｜
｜
形
式
の
固
定
し
た
文
句
ー
ー
だ
っ
た
と
し
て
、

そ
れ
で
は
一
体
、
「
枕
を
投
げ
る
」
と
は

何
か
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
乙
と
が
乙
と
さ
ら
ら
し
く
言
わ
れ
る
の
か
。
ま
た
「
枕
の
と
が
」
と
は
何
か
。
そ
し
て
ど
う
し
て
枕
に
と
が
が
あ
る
と
か
な
い
と
か

言
う
乙
と
が
問
題
に
な
る
の
か
。

そ
れ
ら
の
乙
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
の
歌
の
、
発
唱
者
に
お
け
る
矛
盾
の
な
い
論
理
が
説
明
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。

枕
の
と
が

F
h
d
 

枕
と
は
、
も
ち
ろ
ん
単
に
寝
室
の
あ
り
ふ
れ
た
小
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
ご
く
平
凡
な
、
あ
り
ふ
れ
た
り
ふ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
「
枕
」
と
い
う

語
は
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
刺
激
を
持
ち
す
ぎ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
近
世
に
お
け
る
遊
里
の
生
活
が
、
文
芸
類
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
行
く
う
ち
に
、
有
力
に

そ
う
い
う
刺
激
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
生
活
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
文
芸
の
上
で
の
生
活
で
あ
り
、
文
芸
が
生
活
に
先
行
し
、
生

活
の
類
型
を
導
い
た
と
見
て
い
い
。
つ
ま
り
、
文
芸
の
上
の
生
活
の
知
識
が
、
逆
に
実
生
活
を
リ
ー
ド
し
て
、
枕
と
い
う
語
の
連
想
が
、
枕
を
し
て
、
単
な
る

小
道
具
に
と
ど
め
て
お
か
な
く
し
て
し
ま
っ
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
「
枕
の
と
が
」
と
は
何
か
。

び
ん
の
ほ
つ
れ
は
枕
の
が
よ
。
そ
れ
を
お
前
に
う
た
ぐ
ら
れ
、
つ
と
め
じ
ゃ
え
、
苦
界
じ
ゃ
、
許
さ
ん
せ
。



こ
の
有
名
な
小
唄
は
、
男
に
と
が
め
ら
れ
た
女
の
弁
解
で
あ
る
。
女
の
び
ん
が
ほ
つ
れ
て
い
た
の
を
、
男
が
、
別
の
男
と
の
行
動
の
結
果
だ
ろ
う
と
と
が
め

た
。
そ
れ
を
女
は
、
罪
は
枕
に
あ
る
と
、
枕
の
せ
い
に
し
て
、
言
い
開
き
を
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
乙
の
小
唄
の
盛
行
の
後
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て

出
来
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ど
ど
い
つ
に
、

び
ん
の
ほ
つ
れ
は
枕
の
と
が
よ
。
顔
の
や
つ
れ
は
ぬ
し
の
と
が
。

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
枕
に
か
こ
つ
け
て
言
い
の
が
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
鉾
先
を
、
う
た
が
っ
た
当
の
相
手
に
向
け
て
、
や
つ
れ
き
し
た
の
は

あ
な
た
が
来
な
い
か
ら
だ
と
、
二
つ
の
と
が
を
並
列
さ
し
た
も
の
で
、
技
巧
的
だ
が
不
真
面
目
な
言
い
草
で
あ
る
。

び
ん
の
ほ
つ
れ
、
も
し
く
は
髪
の
乱
れ
は
、
男
と
の
行
動
の
結
果
だ
と
、
歌
の
上
で
は
前
々
か
ら
き
ま
っ
て
い
た
。

し
ん
く
島
田
に

今
期
結
う
た
髪
を
、
さ
ま
が
乱
し
ゃ
る
。
是
非
も
な
い
ー
ー
ー
山
家
鳥
虫
歌

no 
qu 

そ
う
い
う
、
言
い
逃
れ
よ
う
も
な
い
原
因
を
、
こ
と
さ
ら
枕
の
罪
だ
と
塗
り
つ
け
て
、
苦
し
い
言
い
ぬ
け
を
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
枕
に
か

乙
つ
け
る
の
か
。

実
は
、
浮
薄
な
行
動
の
あ
と
は
歴
然
と
し
て
い
て
、

「
枕
の
と
が
」
だ
な
ど
と
は
、
誰
も
信
じ
て
は
く
れ
な
い
の
だ
が
、
歌
の
上
で
の
弁
解
に
は
、
恰
好
な

文
句
と
し
て
の
「
枕
の
と
が
」
と
い
う
語
が
、
人
々
の
耳
に
な
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
び
ん
を
ほ
つ
れ
き
し
た
「
と
が
」
で
は
な
く
、
そ
れ
の
も
う
一
つ
前
が

あ
っ
た
。
歌
の
上
の
常
套
的
な
文
句
と
し
て
、
別
の
「
枕
の
と
が
」
が
先
行
し
お
り
、
そ
の
文
句
の
流
布
に
よ
り
か
か
っ
て
、
意
味
を
転
用
し
た
の
が
「
び
ん

の
ほ
つ
れ
は
枕
の
と
が
よ
」
の
使
い
方
で
あ
る
。
女
の
弁
解
の
文
句
と
し
て
の
「
枕
の
と
が
」
の
初
見
は
知
ら
な
い
が
、
も
う
一
つ
前
の
使
い
方
を
、
か
く
の

ご
と
く
転
用
し
た
、
最
初
の
歌
い
手
は
、
大
衆
の
知
識
の
裏
を
か
い
た
意
味
に
お
い
て
、
か
っ
さ
い
を
は
く
し
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
も
う
一
つ
前
の
「
枕
の
と
が
」
と
は
、
何
か
。
次
の
歌
謡
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
や
や
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



君
が
来
ぬ
と
て
枕
な
投
げ
そ
。
投
げ
そ
。
枕
に
と
が
も
な
や

ー
ー
ー
ぬ
め
り
唄

り
ん
き
心
か
。
枕
な
投
げ
そ
。
投
げ
そ
。
枕
に
と
が
は
よ
も
あ
ら
じ
。

｜
｜
隆
達
節

乙
の
歌
、
想
像
す
れ
ば
、
男
が
来
な
い
と
言
っ
て
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な
っ
て
、
枕
に
あ
た
り
散
ら
し
て
い
る
女
の
そ
ば
に
、
そ
の
女
の
朋
輩
か
、
多
少
と

も
年
か
さ
の
姐
さ
ん
株
の
女
性
が
い
て
、
そ
れ
が
な
だ
め
た
り
、
た
し
な
め
た
り
し
て
い
る
、
と
い
う
光
景
で
あ
ろ
う
。
恋
愛
生
活
、
結
婚
生
活
に
は
、
日
本

の
民
俗
と
し
て
、
そ
う
し
た
位
置
の
指
導
者
が
い
た
ら
し
い
が
、
乙
れ
が
歌
謡
の
上
に
現
れ
る
と
、
い
わ
ば
わ
け
知
り
の
、
既
経
験
者
と
な
っ
て
、
雄
弁
に
口

を
き
い
て
い
る
。
右
の
一
章
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
だ
と
見
て
い
い
、
そ
う
し
た
一
類
の
中
の
も
の
で
あ
る
。

君
待
つ
と

わ
が
恋
い
お
れ
ば
、
わ
が
宿
の
簾
動
か
し
、
秋
の
風
吹
く

｜
｜
額
田
玉

風
を
だ
に
恋
う
る
は
羨
し
。
風
を
だ
に
来
ん
と
し
待
た
ば
、
何
か
歎
か
む
｜
｜
鏡
王
女
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乙
の
、
妹
と
姉
と
の
、
万
葉
集
に
お
け
る
有
名
な
唱
和
に
も
、
既
に
、
そ
う
し
た
位
置
の
女
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
か
く
し
男
か
忍
び
男
の
存
在
の
証
拠
と
な
り
か
け
た
び
ん
の
ほ
つ
れ
を
「
枕
の
と
が
」
だ
と
言
い
抜
け
た
一
つ
前
に
、
枕
に
は
何
の
罪
も
あ
り
は

し
な
い
と
、
た
し
な
め
る
先
輩
の
と
と
ば
の
中
に
出
て
来
る
「
枕
の
と
が
」
と
い
う
常
套
文
句
が
あ
っ
た
の
だ
。

ひ
と
夜
来
ね
ば
と
て
、
と
が
も
な
い
枕
を
。
た
て
な
投
げ
に
。
横
な
投
げ
に
。
な
よ
な
枕
よ
。
な
よ
枕
。
｜
｜
閑
吟
集

枕
に
あ
た
り
散
ら
す
女
、
そ
れ
を
な
だ
め
た
し
な
め
る
女
の
存
在
が
、
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
し
て
い
る
歌
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

「
か
っ
ぽ
れ
」
の
豊
年
踊

り
の
挿
入
句
は
、
と
う
し
て
人
口
に
の
ぼ
り
、
耳
に
よ
く
は
い
っ
て
い
た
文
句
な
の
で
あ
っ
て
、

れ
て
い
た
周
知
の
常
套
句
で
あ
っ
た
。

「
投
げ
た
枕
に
と
が
は
な
い
」
と
は
、
歌
謡
の
上
に
伝
承
さ



し
か
し
、
そ
れ
な
ら
何
故
、
枕
に
あ
た
り
散
ら
す
の
か
。
男
が
来
な
か
っ
た
乙
と
へ
の
り
ん
き
心
の
発
動
が
、
ひ
た
す
ら
枕
に
向
っ
て
い
く
の
は
何
故
か
。

も
っ
と
も
同
じ
閑
吟
集
に
、

と
が
も
な
い
尺
八
を
、
枕
に
か
た
り
と
投
げ
当
て
て
も
、
さ
び
し
ゃ
、
独
り
寝
。

と
あ
っ
て
、
乙
れ
は
尺
八
の
と
が
の
よ
う
だ
が
、
し
か
し
乙
の
場
合
は
、
尺
八
に
は
と
が
は
な
い
が
、
枕
に
は
と
が
が
あ
る
。
し
ゃ
く
だ
と
枕
に
、
尺
八
を

ぶ
つ
け
た
本
人
の
反
省
だ
か
ら
、
と
の
本
人
は
、
枕
に
と
が
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
乙
と
に
な
る
。

男
を
待
つ
女

日
本
の
結
婚
の
形
態
の
有
力
な
も
の
は
「
む
と
入
り
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
男
が
女
の
も
と
に
か
よ
う
、
と
い
う
の
が
、
男
女
関
係
で
の
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ

た
形
で
あ
っ
た
。
男
が
女
の
も
と
を
訪
れ
る
、
従
っ
て
、
女
は
訪
れ
て
来
る
男
を
待
っ
て
い
た
。
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平
安
朝
を
頂
点
と
し
た
女
性
の
文
学
は
、
男
女
関
係
に
お
け
る
「
男
を
待
つ
女
」
の
境
遇
を
、
有
力
な
素
材
と
し
て
い
る
。

や
す
ら
わ
で
寝
な
ま
し
も
の
を
。
さ
夜
ふ
け
て
、
か
た
ぷ
く
ま
で
の
月
を

見
し
か
な

｜
｜
赤
染
衛
門

今
来
む
と
言
い
し
ば
か
り
に
、
あ
か
つ
き
の
有
明
の
月
を
待
ち
出
で
つ
る
か
も

1
1

素
性
法
師

素
性
法
師
の
歌
は
、
も
ち
ろ
ん
題
詠
的
な
、
他
人
の
境
遇
に
身
を
置
い
て
の
歌
で
、
い
わ
ば
小
説
で
あ
る
が
、
男
を
待
つ
女
の
境
遇
を
題
材
と
し
た
「
男
を

待
つ
女
の
歌
」
は
、
日
本
文
学
の
中
で
、
か
な
り
の
領
域
を
占
め
て
い
る
。

と
う
い
う
女
の
境
遇
が
近
世
で
は
遊
里
の
女
の
生
活
の
上
に
う
つ
さ
れ
て
来
る
。
近
世
の
生
活
で
は
、
乙
と
に
有
力
な
「
男
を
待
つ
女
」
た
ち
は
、
遊
里
に

い
る
女
た
ち
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
一
般
の
民
衆
の
生
活
に
あ
っ
て
も
、
男
を
待
つ
女
た
ち
も
い
た
の
だ
が
、
歌
謡
の
上
に
そ
の
生
活
を
投
影
し
て
い
る
の



は
、
主
と
し
て
遊
里
の
女
た
ち
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
、
古
今
を
通
じ
て
の
、
男
を
待
つ
女
た
ち
は
、
た
だ
べ
ん
べ
ん
と
男
を
待
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
第
一
に
は
、
来
る
か
来
ぬ
か
を
う
ら

な
い
、
第
二
に
は
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
招
魂
の
呪
術
を
行
な
い
、
も
し
く
は
男
が
来
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
こ
め
た
ま
じ
な
い
を
行
な
っ
た
。

わ
が
背
子
が
来
べ
き
宥
な
り
。
さ
さ
が
に
の
く
も
の
ふ
る
ま
い

ー

i

衣
通
郎
姫

か
ね
て
し
る
し
も

く
も
が
巣
を
か
け
て
い
る
行
動
に
、
早
く
も
、
今
有
、
男
が
訪
れ
て
来
る
乙
と
を
予
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

故
も
な
く

わ
が
下
紐
の
今
解
く
る
。
人
に
な
し
ら
せ
。
た
だ
に
逢
う
ま
で
に

下
紐
は
、
た
だ
ち
に
下
着
の
紐
の
乙
と
で
は
な
く
、
古
代
の
信
仰
的
生
活
で
は
、
男
女
の
間
で
、
相
手
の
魂
を
結
び
と
め
て
お
い
た
、
そ
の
紐
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
紐
が
自
然
に
ほ
ど
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
相
逢
う
乙
と
の
予
兆
で
あ
っ
た
。

こ
の
同
類
の
歌
謡
は
、
後
ま
で
ず
っ
と
引
き
続
い
て
い
る
。
播
磨
の
民
謡
に
、

殿
が
来
る
夜
は
宥
か
ら
知
れ
る
。
裏
の
お
池
の
鴨
が
立
つ
。

と
あ
る
。
乙
れ
な
ど
は
な
か
な
か
格
調
が
あ
る
が
、

一
方
で
は
ぐ
っ
と
く
だ
け
て
、
そ
し
て
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
連
想
へ
の
効
果
を
意
識
し
て
、
次
の
よ
う
な
民

謡
に
な
っ
た
。

主
の
来
る
夜
は

③
 

そ
ら
ど
け
る

脅
か
ら
知
れ
る
。
し
め
た
し
ど
き
が
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そ
う
し
た
予
兆
を
た
だ
喜
ぶ
だ
け
で
な
し
に
、
も
う
少
し
積
極
的
に
、
男
を
招
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
、
祈
願
の
呪
術
も
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
想
像

さ
れ
る
。

肥
前
国
の
有
名
な
領
巾
振
山
は
、
松
浦
佐
用
媛
が
こ
の
山
に
登
っ
て
、
新
羅
に
向
う
大
伴
狭
手
彦
の
船
に
向
っ
て
、
領
巾
を
振
っ
て
、
別
れ
を
惜
し
ん
だ
と

こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
お
と
っ
た
と
い
う
地
名
の
起
源
説
明
が
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
別
れ
を
惜
し
ん
で
領
巾
を
振
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
地
名
の
起
源
と
し

て
は
少
し
薄
弱
で
あ
り
、
後
代
的
に
過
ぎ
る
説
明
の
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
折
口
信
夫
先
生
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
よ
今
に
「
領
巾
の
威
力
で
、
狭
手
彦

④
 

の
船
を
招
き
返
そ
う
と
し
た
と
い
う
、
肝
腎
の
点
が
落
ち
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
思
わ
れ
る
。
領
巾
と
は
、
早
く
か
ら
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
服
飾
の
一
部
だ
が
、
同
時
に
古
代
に
お
い
て
は
信
仰
的
威
力
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
袖
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
袖
を
振
る
と
と
は
、
単
に
遠
く

に
い
る
人
へ
の
合
図
や
挨
拶
と
し
て
始
ま
っ
た
乙
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

呪
的
能
力
を
供
え
て
い
た
古
代
の
女
性
た
ち
は
、
自
分
の
許
を
訪
れ
て
来
な
い
男
を
、
単
に
う
ら
な
う
だ
け
で
は
な
く
、
積
極
的
に
招
き
寄
せ
る
手
段
も
講

額
田
王
の
、
先
に
あ
げ
た
「
君
待
つ
と
」
の
歌
も
、
君
が
来
た
か
と
思
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
た
だ
む
な
し
く
、
秋
風
が
す
だ
れ
を
動
か
し
て
吹
き
過- 40 ー

じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
呪
術
的
動
作
が
、
奏
効
す
る
場
合
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
不
成
功
に
終
る
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ぎ
た
と
い
う
よ
う
な
、
今
風
な
鑑
賞
に
は
い
っ
て
来
る
歌
で
は
な
く
て
、
君
を
待
つ
と
て
、
君
を
招
き
寄
せ
る
た
め
の
呪
術
を
行
な
っ
て
み
た
が
、
そ
の
呪
術

は
効
を
奏
せ
ず
、
不
成
功
の
し
る
し
と
し
て
、
か
ぜ
が
吹
き
す
ぎ
た
、
と
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
か
ぜ
は
、
天
然
自
然
の
「
風
」
と
、
感
胃
の
「
か
ぜ
」
と

⑤
 

「
魔
風
・
恋
風
」
と
い
う
よ
う
な
変
な
か
ぜ
が
あ
る
と
と
を
、
今
野
円
輔
氏
は
注
意
し
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
ち
に
と
れ
を
も
っ
て
説

の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
、

明
で
き
な
い
ま
で
も
、
妹
と
姉
と
の
「
か
ぜ
」
を
主
題
と
し
て
の
唱
和
に
は
、
忘
れ
ら
れ
た
創
作
動
機
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

近
世
の
歌
謡
に
は
、

「
筆
の
か
さ
」
あ
る
い
は
「
筆
の
さ
や
」
を
た
く
と
い
う
文
句
が
散
見
す
る
。

筆
の
か
さ

た
い
て
待
つ
夜
の
蚊
や
り
火
に
、
さ
っ
と
吹
き
来
る
涼
風
に
：
：
：l
l
l

江
戸
小
唄
。

筆
の
さ
や

た
い
て
待
つ
夜
の
蚊
や
り
火
に
、
む
つ
ま
じ
中
の

と
と
の
は
に

1
1

上
方
地
唄
。
「
新
大
成
総
の
調
」
よ
り

夜
や
更
け
て
、
誠
に
文
も
聞
の
伽
ぎ
。
筆
の
さ
や
た
く
煙
さ
え
、
ら
ち
も
な
か
ず
の

し
ら
む
東
雲
。

｜
｜
清
元
か
さ
ね
の
一
節



「
，
．
r
－

J
、

f
J
J
J
J
E
L
 

「
筆
の
さ
や
に
て
蚊
や
り
さ
え
云
々
」
と
、
詞
章
に
小
異
が
あ
る
J

歌
謡
か
ら
歌
謡
へ
の
伝
承
途
上
に
、
そ
の
背
景
の
民
俗
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
さ
り
げ
な
い
文
句
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
筆
の
さ
や
」
を
た
く
の
は
、
男
を

待
つ
女
の
所
行
で
、
た
き
な
が
ら
、
小
倉
百
人
一
首
の
「
来
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
タ
企
ぎ
に
」
を
、
三
度
繰
り
返
す
の
だ
、
と
い
う
ま
じ
な
い
を
、
東
京
の

下
町
で
は
ま
だ
忘
れ
き
っ
て
は
い
な
い
。
ー
ー
も
し
、
乙
の
結
果
と
し
て
男
が
来
た
ら
、
男
と
口
を
き
く
前
に
「
や
く
や
も
し
お
の
身
も
焦
れ
つ
つ
」
を
三
度

繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
ー
ー
ー
筆
の
さ
や
に
そ
う
し
た
呪
的
威
力
が
あ
る
と
し
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
女
か
ら
男
へ
の
文
を
書
い
た
筆
、
と
で
も

い
う
の
だ
ろ
う
か
。

「
誠
に
文
も
閣
の
伽
ぎ
」
あ
た
り
に
、
か
す
か
に
そ
の
印
象
を
残
し
て
い
る
。

四

枕
乙
そ
知
れ

男
を
待
っ
て
い
る
女
が
、
た
だ
腕
を
こ
ま
ね
い
て
待
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
来
る
か
来
ぬ
か
と
い
う
こ
と
を
う
ら
な
う
の
に
、
枕
を
も
っ
て
し
た
、
と
い
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う
乙
と
が
想
像
で
き
る
。

元
来
、
枕
と
は
霊
魂
の
や
ど
り
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
く
ら
と
い
う
語
の
語
源
を
解
剖
し
て
も
、
さ
し
て
役
に
は
立
た
な
い
だ
ろ
う
が
、
ま
く
と
は
、
お
そ
ら

く
「
ま
・
く
ら
」
で
は
な
く
、

「
ま
く
・
ら
」
と
い
う
成
り
立
ち
の
語
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
ご
ざ
の
様
な
も
の
を
巻
い
て
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か

ら
、
威
力
の
あ
る
霊
魂
を
巻
き
乙
ん
で
作
っ
た
り
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
「
ま
く
・
く
ら
」
だ
と
す
る
語
源
説
も
あ
っ
て
、
威
力
あ
る
霊
魂
の
や
ど

り
場
所
で
あ
る
そ
れ
を
、
頭
に
あ
て
る
、
頭
を
そ
れ
に
置
く
、
そ
う
い
う
神
座
で
あ
る
、
と
い
う
語
だ
と
も
説
け
る
で
あ
ろ
う
。
枕
を
頭
に
接
触
さ
せ
る
こ
と

が
、
そ
の
中
に
宿
っ
て
い
る
霊
魂
を
、
人
体
に
移
す
乙
と
に
な
っ
た
。

だ
か
ら
、
人
の
膝
を
枕
と
し
て
寝
る
と
い
う
こ
と
も
、
後
世
の
そ
れ
の
よ
う
に
、

せ
く
な
。
騒
ぐ
な
。
天
下
の
事
は
。
し
ば
し
美
人
の
膝
枕



と
い
っ
た
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
刺
激
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
朝
廷
に
お
い
て
撰
し
た
公
式
の
漢
文
の
史
書
に
、
乙
と
さ
ら
に
、
膝
を
枕
と
し
て
寝
る

と
い
う
こ
と
が
、
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

時
に
天
皇
、
皇
后
の
膝
に
枕
し
て
、
昼
、
寝
す
。

－
｜
』
垂
仁
紀
五
年
冬
十
月

俄
に
し
て
、
隼
別
皇
子
、
皇
女
の
膝
に
枕
し
て
、
も
っ
て
臥
せ
り
。
す
な
わ
ち
語
り
て
臼
く
、「
さ
ざ
き
と
、
は
や
ぶ
さ
と
、
い
ず
れ
か
と
き
」
と
。

ー

l

仁
徳
紀
四
十
年
春
二
月

既
に
し
て
、
穴
穂
天
皇
、
皇
后
の
膝
に
枕
し
て
、
昼
に
、
酔
い
て
眠
り
臥
し
た
り
。
こ
こ
に
眉
輪
玉
、
そ
の
熟
睡
せ
る
を
伺
い
て
、
刺
し
死
せ
ま
つ
る
。

｜
｜
雄
略
前
紀

と
り
わ
け
意
味
深
く
思
わ
れ
る
記
録
は
「
大
鏡
」
に
あ
る
。
藤
原
兼
家
が
、
当
時
近
づ
け
た
賀
茂
の
か
ん
な
ぎ
が
あ
っ
た
が
、
と
の
者
は
託
宣
す
る
時
に
、

「
ふ
し
て
の
み
、
も
の
を
申
し
し
か
ば
、
う
ち
ふ
し
の
み
乙
」
と
世
人
が
呼
ん
で
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
託
宣
す
る
時
に
は
、
兼
家
は
自
分
の
「
御
膝
に
枕
を
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せ
さ
せ
て
ぞ
、
も
の
は
問
わ
せ
た
ま
い
け
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

枕
に
頭
を
置
い
て
、
仮
睡
の
状
態
に
は
い
る
と
、
枕
に
宿
っ
て
い
る
霊
魂
が
そ
の
者
に
移
っ
て
、
そ
し
て
神
意
を
語
り
伝
え
る
、
と
い
う
段
取
り
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
膝
を
枕
に
す
る
こ
と
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
霊
魂
が
移
り
宿
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

枕
と
い
う
身
辺
の
調
度
品
の
名
称
は
、
一
方
に
お
い
て
抽
象
的
な
語
と
な
っ
て
、
枕
詞
・
歌
枕
・
枕
言
な
ど
と
い
う
語
を
生
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
折
口
信
夫
先
生
が
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。

歌
の
生
命
標
と
な
る
も
の
な
る
が
故
に
歌
枕
で
あ
り
、
生
命
標
と
し
て
据
え
ら
れ
る
が
為
に
枕
詞
で
あ
り
、
歌
に
と
っ
て
生
命
と
も
見
え
る
大
切
な
も
の

①
 

序
説
」

な
る
が
故
に
枕
言
と
言
わ
れ
た
。

｜
｜
「
日
本
文
学
の
発
生

古
代
生
活
に
お
け
る
信
仰
的
な
「
枕
」
は
、一
方
に
お
い
て
は
、
単
な
る
調
度
品
と
な
っ
て
行
っ
た
の
だ
が
、
し
か
も
、
民
俗
的
な
そ
の
信
仰
は
す
べ
て
忘



れ
去
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
枕
は
、
男
が
来
る
か
、
来
な
い
か
を
知
っ
て
い
る
と
、
誰
も
が
思
っ
て
い
た
、

来
る
来
る
来
る
と
は
、
枕
乙
そ
知
れ
。
の
う
枕
。
も
の
言
わ
う
に
は
、
勝
事
の
枕
。
1
1

閑
吟
集

次
の
歌
に
な
る
と
、
自
分
の
恋
の
悲
し
さ
は
、
枕
だ
け
が
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
訴
え
に
な
っ
て
い
る
が
、「
枕
乙
そ
知
れ
」
と
い
う
、
歌
謡
の
上
の
文
句

は
、
や
は
り
一
歩
前
に
、
自
分
の
恋
の
行
く
方
は
、
枕
だ
け
が
知
っ
て
い
る
。
自
分
に
は
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
と
い
っ
た
気
持
ち
が
あ
る
。

枕
乙
そ
知
れ
。
わ
が
恋
は
、
涙
か
か
ら
ぬ
夜
半
も
な
し
。

－
｜
淋
敷
座
之
慰

そ
し
て
枕
は
、
た
だ
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
男
が
来
る
か
来
な
い
か
、
そ
の
恋
が
成
就
す
る
か
し
な
い
か
を
、
答
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

し
き
た
え
の

枕
動
き
て
夜
を
も
寝
ず
。
思
う
人
に
は

－

1

万
葉
集

｜
｜
同

後
も
逢
う
も
の

し
き
た
え
の

枕
動
き
て
い
ね
ら
れ
ず
。
も
の
思
う
今
脊
は
早
も
明
け
ば
か
も

枕
は
「
動
い
て
」
男
に
逢
え
る
乙
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
枕
の
能
力
は
、

「
枕
は
も
の
を
言
う
」
乙
と
が
出
来
る
と
さ
え
信
じ
さ
せ
る
乙
と
に
な
っ
た
。
も
の
を
言
う
枕
の
印
象
は
、
歌
謡
の
上

に
濃
く
現
れ
て
い
る
。

思
い
出
す
夜
は
枕
と
か
た
ろ
。
枕
も
の
言
え
。
焦
る
る
に
。

－
｜
淋
敷
座
之
慰
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こ
れ
は
一
人
寝
の
さ
び
し
さ
を
、
枕
と
語
り
あ
か
そ
う
と
い
う
つ
も
り
だ
ろ
う
。
乙
の
主
題
は
古
来
の
歌
の
上
に
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、

「
枕
も
の

言
え
」
と
言
っ
た
と
と
ろ
に
、
歌
謡
の
世
界
で
作
り
上
げ
て
来
た
空
想
の
固
定
が
あ
る
。
枕
は
「
動
く
」
と
か
、
く
る
り
と
ま
る
で
あ
ら
ぬ
方
を
向
い
て
し
ま

①
 

「
も
の
を
言
う
」
わ
け
な
の
で
あ
る
。

っ
た
り
し
て
、

恋
の
行
方
を
知
る
と
言
え
ば
、
枕
に
問
う
も
、
つ
れ
な
か
り
け
り

ー

l

閑
吟
集

つ
れ
な
し
と
は
、
後
世
の
「
情
が
な
い
」
と
い
う
意
味
よ
り
も
、
乙
の
場
合
や
や
古
風
に
、
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
る
、
と
と
っ
た
方
が
よ
く
わ
か
る
。
自
分

の
恋
の
成
り
行
き
に
つ
い
て
は
、
幸
福
で
な
い
と
見
え
て
、
枕
は
だ
め
だ
と
言
わ
ぬ
ば
か
り
に
、
知
ら
ん
顔
を
し
、
冷
く
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
る
の
だ
。

家
に
来
て

わ
が
や
を
見
れ
ば
、
た
ま
床
の
ほ
か
に
向
き
け
り
。
妹
が
木
枕

ー
！
万
葉
集

妻
が
死
ん
だ
時
の
柿
本
人
麻
邑
の
歌
で
、
つ
れ
な
い
枕
の
向
き
は
、
昔
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

そ
し
て
枕
、
が
も
の
を
言
う
と
い
う
と
と
は
、
男
と
女
と
の
痴
話
喧
嘩
に
も
、
枕
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。

寝
た
か

ー

l

ひ
な
の
一
ふ
し

寝
ぬ
の
は

枕
が
証
拠
。
枕
も
の
言
え
。
は
れ
や
か
に

は
れ
や
か
に
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
浮
気
を
と
が
め
ら
れ
た
女
の
歌
で
、
自
信
が
あ
る
と
と
ろ
か
ら
、
枕
に
証
明
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
乙
の
歌
と

よ
く
似
た
ど
ど
い
つ
で
、

寝
た
か

寝
な
い
か

枕
に
問
え
ば
、
枕
も
の
言
た
。
寝
た
と
言
た
。
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と
い
う
の
が
あ
る
、
乙
れ
は
、
女
の
浮
気
が
枕
に
よ
っ
て
ば
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
多
分
男
の
側
か
ら
の
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
乙
ら
に
な
る
と
、
歌

の
気
分
は
、
享
楽
そ
の
も
の
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

な
お
、
同
類
の
も
の
に
、

寝
た
か

寝
な
ん
だ
か

枕
に
問
え
ば
、
枕
正
直

ド
ッ
コ
イ
シ
ョ

寝
た
と
言
た
。

と
い
う
の
も
あ
る
。

（
但
馬
の
民
謡
。
「
民
謡
風
土
記
」
よ
り
）

枕
に
つ
い
て
の
、
こ
う
し
た
一
連
の
歌
謡
を
排
列
し
て
み
る
と
、

「
枕
の
と
が
」
と
い
う
乙
と
も
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
び
ん
を
ほ
つ
れ
き
し
た

の
は
枕
の
と
が
だ
と
い
う
前
に
、
来
る
べ
き
人
が
来
な
い
の
は
枕
の
と
が
で
は
な
い
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
そ
し
て
、
枕
に
あ
た
り
散
ら
す
の
は
、
枕
が
あ

な
た
の
男
は
今
夜
は
来
な
い
と
、
無
情
冷
酷
に
答
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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付
記

芸
文
学
会
に
お
け
る
講
演
「
も
の
い
う
枕
」
と
『
日
本
風
俗
史
講
座
』
に
書
い
た
「
芸
能
に
現
わ
れ
た
性
風
俗
」
の
一
部
と
を
も
と
と
し
て
本
稿
を
あ

ら
た
に
書
き
お
ろ
し
た
。

（
三
七
・
八
・
九
）

註
②

註
③

か
っ
ぼ
れ
の
か
つ
は
接
頭
語
。
ほ
れ
は
「
掘
れ
」
で
あ
ろ
う
と
、
折
口
信
夫
先
生
が
言
っ
て
お
ら
れ
た
由
、
戸
板
康
二
君
か
ら
聞
い
た
。
か
っ
ぽ
れ
は
、
住
吉
踊
り
の
願

人
房
主
の
踊
り
か
ら
出
て
い
る
が
、
住
吉
踊
り
は
も
と
御
田
植
の
神
事
に
由
来
し
て
い
る
。
「
か
っ
掘
れ
」
説
は
、
一
番
妥
当
性
が
あ
る
。

拙
著
『
芸
能
』
の
中
で
、
「
デ
テ
イ
ル
の
芸
術
」
と
し
て
の
歌
舞
伎
劇
を
論
じ
た
ζ

と
が
あ
る
。

山
中
共
古
翁
の
『
砂
払
』
の
中
に
「
但
謡
解
」
が
あ
り
、
潮
来
節
と
し
て
、
と
の
歌
が
あ
げ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

さ
て
本
文
、
情
人
の
来
る
夜
は
自
然
と
下
帯
の
解
る
と
と
に
て
知
れ
る
と
い
え
る
は
、
万
代
和
歌
集
、
藤
原
恒
子

う
た
た
ね
に
待
ち
ゃ
明
か
さ
ん
。
下
紐
の
解
け
ぬ
る
宵
は
枕
だ
に
せ
ず

と
あ
る
。
そ
し
て
中
国
に
も
例
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
最
後
に
、

し
か
し
て
何
故
に
自
然
と
下
紐
の
解
ぬ
る
か
は
、
説
無
き
に
あ
ら
ね
ど
、
天
機
を
も
ら
す
の
恐
れ
あ
れ
ば
、
記
さ
ず
。

註
①



と
あ
る
。

註
④
折
口
信
夫
『
万
葉
集
辞
典
』
。
全
集
第
六
巻
二
七
六
頁
。

註
＠
今
野
円
輔
「
魔
風
・
恋
風
」
。
『
日
本
人
物
語
』
二
四
六
頁
。

註
＠
全
集
第
七
巻
一
九
二
頁
よ
り
。

註
①
大
正
年
代
に
少
年
期
を
す
ご
し
た
わ
た
し
な
ど
は
、
信
じ
ぬ
な
が
ら
も
、
ね
る
時
に
、
枕
を
六
っ
た
た
い
て
お
け
ば
、
翌
朝
六
時
に
枕
が
起
し
て
く
れ
る
と
し
て
、
枕
を

た
た
く
と
ζ
ろ
ま
で
は
し
た
。
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