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貴
種
を
め
ぐ
る
狩
猟
文
芸
史
の
展
望

―
「
い
ろ
ご
の
み
」
論
再
考
―

野

谷

健

は
じ
め
に

 

本
稿

で
は
、

は
じ

め

に
従
来

の

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

を
、

『
源
氏
物

語
』

研
究

を
中

心

に
展
開

さ
れ

て
き
た

近
時

の
い
わ

ゆ
る

「
王
権
」

論
的

研
究

と
の
か

か
わ
り

か
ら
検

討
を

く
わ

え
た

上

で
、

そ

の
既
知

と
未

知
と

を
あ

き

ら

か

に
す

る
。

次

に
、

そ

の
問

題
点

を
解

決

す

る

た

め

の
手

法

と
し

て
、
貴

種

を
め

ぐ
る
狩

猟
文
芸

史

と

い
う

通
時

論
的

視
座

を
導

入
す

る

こ

こ
ろ
み

の
有

効
性

に

つ
い
て
論

じ

る
。

な

お
紙

幅

の
都
合

上
、
本

稿

は
研

究

展
望

の
提

示

に
と

ど

ま
る

こ

と
と

な

る
が
、

そ

の

一
環

と
し

て
、

『古

事

記
』

「雄

略
条

」

の
阿

岐
豆

野
神

話

、

お

よ
び

『万

葉

集
』

に

お

け
る

巻
頭

歌

に
あ

ら

わ
れ

る
、
王

の
狩
猟

と

い
う

モ
チ

ー

フ
を
題
材

に
検
討

を

お
こ
な
う
。

 
狩

猟

に
関

す

る
研
究

は
、
民

俗
学

・
歴

史
学

と

い

っ
た
学
問

分
野

を
中

心

に
展
開

さ
れ

て
き
た
。

民
俗

学

に

お
け
る
古

典
的

な

も

の
と
し

て
は
柳

 

(1
) 
 
 
 
 

(2
)

田
国
男

・
千

葉
徳

爾
ら

に
よ

る

一
連

の
基

礎
的

研
究

が

あ
り
、

近
年

の
史

学

の
分
野

で
は
榎

村
寛

之

・
中

沢
克

昭

・
仁
藤

敦
史

・
仁

藤
智

子
等

の
研

究

が
あ
げ

ら
れ

る
。

 
中

で
も
柳

田

と

千

葉

に

よ

る
研

究

は
、

日
本

狩

猟

史

を
考

察

す

る
上

で
、
決

し

て
看

過

す
る

こ
と

の

で
き
な

い
研
究

業
績

を

の
こ
し

て

い
る
。

し

か
し
、

た

と
え
ば

柳

田

の
研

究

を
う

け

つ
い
だ
千
葉

に
よ

る
民
俗
学

的

な

ア
プ

ロ
ー

チ

に
関

し

て

い
え
ば
、

主

と
し

て
中
世

の
、

と
り

わ
け

民
間

伝

承
と

し

て
の
狩
猟

神
事

を
研

究
対

象

の
中

心

に
位
置

づ

け
、
中

世

以
前

の
狩

猟
史

に
関

し

て
は
、

歴
史

資
料

等

の
す

く
な
さ

を
理
由

に
、

な

か
ば

放
棄

す

る
と

い

っ
た
立
場

を

と

っ
て

い
る
。

 

そ
れ

に
対
し

、
榎

村

・
中
沢

・
仁

藤
敦

史

・
仁
藤
智

子

は
史
学

の
分

野

か
ら
、
中

世

の
み
な

ら
ず

平
安

初
期

を
中

心

と
し
た
歴

代

の
天
皇

の
行

幸

と
狩

猟
儀

礼

に
さ

か

の
ぼ
り
、

王
権

と
狩

猟
儀

礼

の
位

相
を

あ

き
ら

か

に

す

る
こ

こ
ろ

み
を
現

在

も
な

お

つ
づ
け

て

い
る
。

こ
の

こ
こ
ろ

み
は
、

両

者

の
む

す
び

つ
き
を

あ

る

一
定

の
水

準

ま

で
あ

き
ら

か

に
し

た
点

に
お

い

て
評

価

さ
れ

る
。

た
だ

し

こ
れ
ら

の
研
究

は
、

歴
史
資

料

に
依
拠

し

す
ぎ

る
あ

ま

り
、
王

の
狩

猟
が

行
幸

の

一
要
素

と

し
て
次
第

に
限

定

さ
れ

た
も

の
と
な

っ
て
ゆ
き
、

制
度
儀

礼

化

の
道
を

た

ど
る
、

と
以
上

の
よ
う

に
結

論

づ
け

て

い
る
。

す
な

わ
ち
、

平
安

時
代

に

い
た

っ
て
王

の
狩
猟

要
素

が

減
衰

し

て
ゆ
く

と

と
ら

え

る
の
が
、

近
年

の
史

学

の
分

野

に

お
け

る
共
通

見
解

と

い

っ
て
よ

い
。

た
だ

し

こ
の
理
解

は

、
王

の
狩

猟

に

お

い
て
古

代

(
11
上
代

/
古

代
前

期
)

か
ら

「
う
け

つ
が

れ
る
」
要

素
を

等
閑

視

す

る

一1一



こ

と

に
他

な
ら
ず
、

王

を
め
ぐ

る
狩
猟

史
研
究

に
、

通
時

論
的

視
点

が
断

絶

す

る

こ
と
を
意
味

し

て

い
る
。

 

以

上

の
よ
う

に
、

現
在

の
狩

猟
史

研

究

は
、

そ

の
ほ

と

ん

ど

が

民

俗

学

・
史

学

か
ら

の
も

の
で
あ

る
と

い

っ
て

よ

い
。

文
学

と

の
か

か
わ
り

に

お

い

て
は
、
わ
ず

か

に
二
本
松
泰

子

・
二
本

松
康

宏
等

に
よ

る
研

究
が

あ

る

の

み

で
、

「貴

種
」

と

い

っ
た
観

点

か
ら
、

日
本

狩

猟
史

を
体

系

化

・

叙

述

す

る
こ

こ
ろ
み
は

い
ま
だ
存

在

し
な

い
。

二
本
松
泰

子

・
二
本
松
康

宏

は
、
軍
記
物

語

や

『曽

我
物
語

』
を

主

た
る
研

究
対
象

と

し

て
お
り

、

そ

の
こ

こ
ろ
み

は
中

世
文

芸
研
究

に
資

す

る
面
が

お

お
き

い
が
、

中
世

に

お

け
る
狩

猟
文
芸

を
、
古

代
以
来

の

「
貴
種

」
を

め
ぐ

る
狩

猟
文

芸
史

上

に
ど

の
よ

う

に
位
置

づ

け
る

か
と

い
う

視
点

は
欠
落

し

て

い
る
。

こ

の
点

は
、
前

掲

の
史

学

の
分

野

に
お
け

る
研

究

と
問
題

点
を

お
な

じ
く

す

る
も

の
で
、
通
時

論
的
視

点

を
鮮
明

に
う

ち
だ

し
た
上

で
、
狩

猟

文
芸

史
を

構

造
化

す

る
こ

こ
ろ
み

の
必
要
性

が
あ

る
と

か
ん

が
え

る
。

 

本

稿

で
は
、
貴

種
を

め
ぐ

る
狩
猟

文
芸
史

の
展

望

を
問
題

と

す
る

に
あ

た

り
、
そ

れ
が

ど
の
よ

う

に
し
て
従
来

の

「
い
ろ
こ

の
み
」

論
研

究

と
む

す
び

つ
き

、

か

つ
有

効

で
あ

る

の
か
、
以

上

の
み
わ

た
し

を
も

っ
て
論

じ

て

ゆ
く

こ
と
と

し
た

い
。

 
 
 
 

一 

「
い
ろ

こ
の
み
」
論
か
ら

「
王
権
」
論

へ

 
 
 
 
 
 
 
 

折

ロ
以
降

の
研
究
史
概
観

 
折
口
信
夫
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た

「
い
ろ
こ
の
み
」
論
は
、
特
に

『源

氏
』
研
究

に
お
い
て
ひ
き
つ
が
れ
、
研
究
史
上
に
お
お
き
な
足
跡
を
の
こ

す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る

「王
権
」
論
的
研
究
で
あ
る
。

 
物
語
研
究
に

「王
権
」
論
の
視
点
を
次
第
に
媒
介
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、

お
よ
そ
昭

和
四
十

年
代

か
ら

で
あ

る

と
さ

れ
る
が

、
中

で
も

『源

氏
』

研
究

は
、
も

と
も

と
研
究
史

上

に

「
王
権

」
論

的
視
点

が

ふ
く

ま

れ

て

い
た
。

そ

の
代

表
的

な
例

が
、
折

口
の

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

で
あ

る
。

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

と
は
、

『
源
氏

』

に
関

し

て

い
え

ば
光

源
氏

の

「
い

ろ
こ

の
み
」
を

、
古
代
帝

王

の
も

っ
て

い
る
権

能

の
系
譜

に
位

置

づ
け

、

古
代

王
権

の
側

か
ら
説

明
を

く
わ

え
る

こ

こ
ろ

み
で
あ

っ
た
。

 

こ

の
視
点

を

ふ
ま

え
た

上

で
、

『
源
氏

』

に

お
け

る

「
王
権

」

に

つ

い

て
比

較
的

は
や

い
段
階

で
説

明
を

こ

こ
ろ

み
た

の
が
、
西

郷
信

綱

や
益

田

勝
実

と

い

っ
た

「
歴
史

社
会

学
派
」

で
あ

っ
た
。

そ

の
成

果

を
継

承

・
批

判

し

つ
つ
、
七
十

年
代

か
ら

八
十
年

代

に
か
け

て
の

「物

語
研

究
会

」

を

中

心
と

し
た

テ
ク

ス
ト
論

と

い
う

お

お
ま

か
な
な

が
れ
を

指
摘

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

 

そ

の
中

で
、

『源

氏
』

に
お
け

る

「
王
権

」
論

的

研

究

に

お

い
て
、
精

力

的
な
議

論
を

展
開

し
た

の
が
、

河
添

房
江

・
小

嶋
菜

温
子

⊥
局
橋
亨

・

日
向

一
雅

・
深

沢

三
千

男
等

で
あ

る
。

そ

の

の
ち
、

テ
ク

ス
ト
論

の
中

に

位

置
づ

け
ら

れ
た
ジ

ェ
ン
ダ

ー
論

や

カ

ル
チ

ュ
ラ

ル

・
ス
タ

デ

ィ
ー
ズ

と

い

っ
た
諸

方
法

を

へ
て
、
現

在

の

『源

氏
』

研
究

は
混
沌

と

し

た
研
究

動

向

の
中

に
あ

る
。
そ

し

て

「
王
権

」

論

は
、

「
い
ろ
こ

の

み
」

論

と

と

も

に
ほ

と
ん

ど

か

え
り

み

ら

れ

る

こ
と

が

な
く

な

っ
て

い
る

の
が

現

状

で

 
(17
)

あ

る
。

 

『
源
氏

』

に

お
け

る

「
王
権

」
論

的

研
究

の
昨
今

の
衰
微

に

い
た

る

背

景

に
は
、
許
多

の
問

題
点

を
指
摘

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

た
と

え
ば
、

そ

れ
を
展

開

し

た
論
者

た

ち

に
よ

っ
て
、

「
王
権

」

の
概

念

規
定

が
ま

ち

ま

ち

で
あ

り
、
今

日

に

い
た
る

ま
で
曖

昧

さ
を

ぬ
ぐ
え

な

か

っ
た
点

、

も
し

く
は

『
源
氏
』

テ
ク

ス
ト

に
お
け

る

「
王
権

」
概

念

を
安
易

に
ジ

ェ
ン
ダ

一2一



1

の
問

題

と
む

す

び

つ
け
す
ぎ

た

と

い

っ
た

点

を
あ

げ

る

こ
と
が

で
き

る
。

 
後
者

の

「
王
権

」
論
的

研
究

が
ジ

ェ
ン
ダ

ー
の
問

題

と
む
す
び

つ

い
て

い

っ
た

背
景

と

し

て
、

松
井

健
児

は
、

「
王
権
」

の
問
題

を

つ
き

つ
め

て

い
く

こ

と
に
よ

り
、
や

が

て

「権

力

構
造

そ

の
も

の
、
あ

る

い
は
権
力

の

発
生

基
盤

そ

の
も

の
の
、

よ

り
普

遍

的

な
解

明

へ
と
関
心

が
移
行

す

る

の

は
、

当
然

の
帰

結

で
あ

っ
た
」

と

し
、

さ

ら

に
は

そ

の
必

然

性

に

つ

い

て
、

九
十

年

代

に
お

け

る
時
代

情

況

の
観

点

か

ら
も

考

察

を

く

わ
え

て

(19
)

い
る
。

 
如

上

の
指

摘

に
付
言

す
れ
ば

、

そ
も

そ
も

「
王
権

」
な

る
概
念

に
は
、

古
代

原
始

以
来

の
氏
族

・
家
族

の
問

題

か
ら
端

を
発

し

て
、
政
治

的
要

素

が
色

濃

く
投

影

し

て

い
る
。

つ
ま

り
、

『
源

氏
』

に
お

け

る

「
王

権
」

論

的
研

究

と
は
、
第

一

・
二
部

(特

に
第

一
部
)

の
物

語
中

に
お

い
て
王

に

擬

せ
ら

れ
る
源
氏

に
対

し
、

王

の
独

占
的

な
権
能

を

投
影

さ
せ

た
も

の

に

他

な
ら

な

い
。
ま

た
、

『
源
氏

』

テ
ク

ス

ト
自

体

が

男
権

の
確

立

を

め

ぐ

る
物

語

と

い
う
側

面

を
も

っ
て

い
る
が

故

に
、

「
王
権

」
論

的
研

究

は

必

然
的

に
ジ

ェ
ン
ダ

ー
論

へ
と

む

す
び

つ
い
て

い

っ
た

の
だ

と

理
解

で
き

る
。

 

こ
こ

で
ふ
た

た
び

「
い
ろ
こ

の
み
」
論
自

体

に
目

を
う

つ
せ
ば

、

と
く

に

「
王
権

」
論
的

研
究

が
盛

況
を

き
わ

め
る
以
前

に
お

い

て
、
折

口
以
降

も

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
概

念

や
術
語

自
体

は
頻
繁

に
議
論

の
姐

上

に
の
せ

ら

れ
、

深
化

し

て

い

っ
た

こ

と
は
無

視

で

き
な

い
。

し

か

し
、

『
源
氏

』

研
究

を
中

心

に
、

「
王
権

」
論

的
研
究

が

注
目

を
あ
び

る
よ
う

に
な

る
と
、

折

口

の

い
う

と

こ

ろ

の
古

代

英
雄

た
ち

の
も

つ

「
い

ろ
こ

の

み
」

の
要

素
、

つ
ま
り
は

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

の
根
幹

に
あ
た

る
部

分
が
次

第

に
看

過

さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
ゆ
く

。

そ
も

そ
も

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

を
標

榜

し

て

い
る
論
者

の
中

に
も

、
折

口
の

い
う

と

こ
ろ

の

「
い
ろ
こ

の

み
」
論

そ

の
も

の
で

は
な
く
、

あ

く

ま
で
そ

の
部
分

的

な
概
念

の
援

用

を

お
こ
な

い
、

さ

ら

に

は
主

観

的

な
解

釈

を

く

わ

え

て

い
る
論
者

も

す

く

な
く

な

い
。

た

と
え
ば

、
鈴
木

日
出

男

が
問

題

と
す
る

「
い
ろ
こ

の

み
」
論

は
、

折

口

の
そ
れ

と
は

こ
と
な

る
位

相
を

し

め
し

て

い
る
。

 
先

ほ

ど
言
及

し

た

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

か
ら

派
生

し
た

「
王
権

」
論

的

研
究

も

ま
た
、

こ
の
点

と
決

し
て
無
関

係

で
は

あ
り

え
ず
、

古

代
英

雄

た

ち

の
も

つ

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
要
素

か
ら

し
ば

し
ば
乖

離
し

た

ま

ま

に
、

『
源
氏

』

テ

ク

ス
ト

に

お

け

る
源

氏

の
色

恋

や

結

婚

が
、

源

氏

に
よ

る

「
王
権
」

と

い
う
名

の
権

力
を

い
か

に
確
立

し

え
た

か
と

い
う

点

に
、
焦

点

が

ひ
き
し

ぼ
ら

れ
す
ぎ

て

い
る

と

い
わ
ざ

る
を
え

な

い
。

た

だ

し
、

こ

れ

ら

の
背
景

に
は
、

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

を

は

じ

め
と

す

る
折

口
学

特

有

の
実

証
性

の
困

難

さ
を
克

服

す
る

た
め

に
、
意

図
的

に

レ
ト
リ

ッ
ク
論

と

し

て
変

形

さ

せ
た

と

い
う

理
解

も
あ

り
、

「
王

権
」

論
的

視

点

を
媒

介

さ

せ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
特

に
第

一
部

に
お
け

る

『
源
氏

』

テ

ク

ス
ト

の
よ

み
を

大
幅

に
更

新

さ

せ

た

と

い
う

功

績

は
、
今

も
な

お
評

価

さ

れ

て

よ

い
。

 

し

か
し
、
古

代

英
雄

の
時
代

か
ら
連
綿

と
う

け

つ
が
れ

る
、

王

の

「
い

ろ
こ

の
み
」

の
権
能

と

い
う
観

点

か
ら
、

文
芸

史
上

に

『源

氏

』

テ

ク

ス

ト
を

ど

の

よ

う

に
位

置

づ

け

る

か
と

い

っ
た
視

点

の
欠
如

は
、

今
後

の

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

、

お
よ
び

「
王
権
」

論
的

研
究

に
お
け

る
き

わ

め
て

お
お

き
な
問

題
点

で
あ

る
と
論

者

は
か

ん
が
え

る
。

 

論
者

は
如

上

の
問
題
意

識

の
も

と

に
、

折

口
以
来

の

「
い
ろ
こ

の

み
」

論

を
正
面

か
ら
う

け

つ
ぎ

つ

つ
も
、

あ
ら

た
め

て

「
王
権
」

論

的

研
究

と
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は
こ

と
な

っ
た
視
角

を
提

示
し

た

い
。

そ
れ

が
従
来

の

「
い
ろ
こ

の
み
」

論

と

の
か

か
わ
り

の
中

で
、
貴

種

を

め
ぐ

る
狩

猟
文

芸
史

と

い
う
通

時
論

的

視
座

を
導

入
す

る
こ

こ
ろ

み
で
あ

る
。

二

貴
種
を
め
ぐ
る
狩
猟
文
芸
史
の
展
望

ー

折

口
学
説
の
再
検
討

 

折

口

の

「
い
ろ
こ

の
み
」

論

は
、
西
村

亨

を

は
じ

め
と
す

る
折

口
学

の

継

承

者

た

ち

に
よ

っ
て
整

理
、

そ

し

て

深

化

さ

れ

て

き
た
。

そ

し

て
、

「
い
ろ
こ

の
み
」
論
自

体

の
も

つ
実
証
性

の
困
難

さ

と

い

っ
た
点

を

の
ぞ

け
ば
、

一
見

し
て
論

と
し

て
は

す
で

に
完

結

し

て

い
る
印
象

を
も

つ
こ
と

 

(23
)

だ
ろ
う

。

 

し

か
し
、
折

口
を

は
じ

め
と

す
る
先
行

研
究

に
お

い
て
も

い
ま

だ
論

じ

き
ら

れ

て

い
な

い
課

題

が
、

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

自

体

に
内
包

し

て

い
る

と
論

者

は
か

ん
が

え

る
。

そ

れ

は
、

「
い
ろ
こ

の

み
」
論

を
形

成

す

る
諸

要

素

の
ひ

と

つ
に
あ
げ

ら

れ

る
、

王

の
結
婚

形
態

と

い
う
問

題

で
あ

る
。

 

く

り
か

え
し

に
な

る
が

、
折

口

・
西

村
等

は
古

代
物

語

か
ら

『
源
氏

』

に

い
た
る
文
芸

史

の
な
が

れ

の
中

で
、

王

の

「
い
ろ
こ

の
み
」
が

主
題

の

ひ

と

つ
を
形
成

し
、

そ
し

て
う

け

つ
が
れ

て

い
る
点

を
指
摘

し

た
。
論

者

も
大

枠

で

は
そ

の
立
場

を

お
な

じ

く

し

つ

つ
も
、

従
来

の

「
い
ろ

こ

の

み
」
論

は
、
記

・
紀

を
中

心

と
し
た
古

代
文

芸

テ
ク

ス
ト

に
登
場

す

る
貴

種

た
ち

の

「
い
ろ
こ

の
み
」
的

要
素

と
、

『源

氏
』

に
お

け

る
源

氏

の
そ

れ

と
を
、
無
意

識

の
う

ち

に
均
質

な

も

の
と
し

て
と

ら
え

る
点

に
、
問

題

点

が

み
え

か
く

れ

し
て

い
る
よ

う

に
お
も

わ
れ

る
。

 

結

論

か
ら
先

に
の

べ
て
し

ま
え
ば

、

お
な
じ

く

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
英

雄
を

か
た

る
文

芸

と
し

て
、
記

・
紀

や

『
源
氏
』

テ
ク

ス
ト
を

と
ら

え
る

こ
と
は

で
き

よ
う
が

、

そ

の

「
い
ろ
こ

の
み
」
的

要
素

、
先

ほ
ど

の

べ
た

王

の
結

婚

形
態

に
焦

点

を

あ

て
て

み

て
ゆ

く

と
、

『源

氏
』

に

い
た

っ
て

あ
き
ら

か
な
変

質

が

み
て

と
れ
る
。

 

王

の
結
婚
形

態

に
着

目
す

る
と

は
ど
う

い
う

こ
と
か
。

そ

れ
は
、

つ
ま

ま
ぎ
謂

に
代
表

さ
れ

る

〈
外
征

型

い
ろ
こ

の
み
〉

と
、
女

性

を

一
箇

所

に

あ

つ
め
る

と

い
う

〈
集
権

型

い
ろ
こ

の
み
〉

と

の
二

つ
を

区
別

し

て
論
じ

る

こ
と

で
あ

る
。

そ

の

こ
と

は
、
「
い
ろ

こ

の

み
」

の
王
を

か

た

る
物

語

等

に
お

い
て
、
そ

の
舞
台

と

な
る
場

所

や
空
間

的
構

造

に
着

目

す

る
こ

と

に
よ

っ
て
あ

き
ら

か

と
な

る
。

 

前
者

の
例

と
し

て
は

、
記

・
紀

に

お
け
る
、

倭
建
命

の
美

夜

受
比

売

と

の
物
語

、
あ

る

い
は
雄
略

天
皇

の
赤

猪

子
説
話

等
が

代
表
的

で
あ

る
。

こ

れ
ら

の
王

の
結

婚

を
め

ぐ

る
物

語

は
、

や
は

り

つ
ま
ま
ぎ

謂
を

と
も

な

っ

て

か
た
ら

れ
る
記
事

に
集
中

し

て

い
る
。

 

以

上

の
点

を

ふ
ま

え
た
上

で
後

者

に

つ
い
て
言
及

す

る
こ

と
と

す
る
。

後
者

の

〈
集

権
型

い
ろ
こ

の
み
〉

と

い
う
要
素

が
、

記

・
紀
等

に
比

し
、

よ
り

ク

ロ
ー
ズ

ア

ッ
プ

さ

れ
た
形

で

か
た
ら

れ

る
の
が

『
源
氏

』

テ
ク

ス

ト

で
あ

る
。

こ
の
点

は
、
記

・
紀

に

お
け

る
貴

種

た
ち

の

つ
ま
ま
ぎ

調
、

つ
ま
り

〈
外

征
型

い
ろ
こ

の

み
〉

の
要
素

と
比
較

す
る

こ
と

に
よ

り
、
あ

ら
た

め

て

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
文

芸

と
し

て

の

『源

氏
』

テ

ク

ス
ト

の
特

異
性

が
あ

き
ら

か
と

な
る
。

 

『源

氏
』

テ

ク

ス
ト
に

お

い
て
、

〈
集
権

型

い
ろ
こ

の
み
〉

と

い
う

モ
チ

ー

フ
が
物
語

の
主

題

の

ひ
と

つ
と
し

て
全
面

に
お
し
だ

さ
れ

て
く

る
最
大

の
要

因
は
、

六
条

院

の
存
在

で
あ

る
。

い
う

ま

で
も
な

く
、

六
条
院

は

い

わ

ゆ

る
須
磨

流
離

を

へ
た

の
ち

、
「
少

女
」

巻

で
造

営

が
完

了

し
、

以

降

の
物

語

に
お

い
て
中

心

の
舞
台

を
し

め

る
こ
と

と
な

る
。
そ

し

て
、

そ
の
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六
条
院

の
造
営

が
完

了
し

た

こ
と

に
と
も
な

い
、

源
氏

が
紫

の
上

を
は

じ

め
と

す
る
女

君
た

ち
を

一
箇

所

に
あ

つ
め
た

と

い
う
記
述

が

み
え

る
。

こ

の
こ
と

か
ら

『源
氏

』

に

い
た

っ
て
、

物
語

の
主

題

の
ひ

と

つ
と
し

て
全

面

に
お
し
だ

さ
れ

た
形

で
の

〈
集

権
型

い
ろ
こ

の
み
〉

を
あ

ら
た

に

み

い

だ
す

こ
と
が

で
き

る
の

で
あ

る
。

 
以

上

の
よ

う

に
は
な

は
だ

お
お
ま

か

で
は
あ

る
が
、

記

・
紀

か
ら

『
源

氏
』

テ

ク

ス
ト

に

い
た

る
貴

種

の
結

婚

形

態

の
変

化

を
指

摘

し

た

が
、

記

・
紀

に
み
ら

れ

る
よ
う

に
、

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
根

幹

な

い
し
始

発

は

〈
外

征
型

い
ろ
こ

の
み
〉
、

つ
ま
り
拡

散

的

性
格

を
有

し

て

い
た

の
で

あ

っ
て
、

『源

氏
』

に

お
け

る
源
氏

に
み
ら

れ

る

〈
集

権

型

い
ろ
こ

の

み
〉

と
は

あ
き
ら

か

に
そ

の
性
格

を
異

に
す

る
。

し

か
し
、
先

ほ

ど
問
題

点

を

指
摘

し
た
よ

う

に
、
折

口

・
西
村

を

は
じ
め

と
す

る

お
お
く

の
論
者

に
よ

っ
て
、
両
者

を
区
別

す

る
こ
と
な

く
論

じ
ら

れ

て
き
た
点

は
、

と
り
も

な

お
さ
ず
、
今
後

の

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

を

め
ぐ

る
研
究

課
題

の
ひ
と

つ
で

あ

る
と

か
ん
が
え

る
。

 

こ

の
課
題

を
本

稿

で
と

り

あ
げ

る

に
あ

た

り
、
論

者

は

「
い
ろ

こ

の

み
」

の
貴
種

た

ち
の
狩

猟

場
面

に
着
目

し
、

検
討

す

る
こ

と
が
必

要

で
あ

る

と
か
ん
が

え
る
。
実

際

に
文
芸

史
を

ひ
も

と

い
て

ゆ
く

と
、
記

・
紀
等

を

は
じ

め
、

い
た

る
と

こ
ろ

で

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
貴

種

た
ち

の
狩
猟

場

面

が
散
見
す

る
。

一
方

『
源
氏
』

に
お

い
て
は
、

源
氏
自

身

が
実

際

に
狩

猟
行

為
そ

の
も

の
を

お

こ
な
う
場

面

は

み
え
ず
、

源
氏

が
関

与

す
る
狩

猟

場
面

も

ま
た
、
そ
れ

以
前

の
文
芸

テ
ク

ス
ト

に
比

し
、

ほ

と
ん

ど
え
が

か

れ

る
こ
と

は
な

い
。

 
如

上

の
観

点

か
ら
、
本

稿

で
は

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
英
雄

を

か
た

る
文

芸
史

と

い
う
折

口
以

来

の
見
解

に
も

と
づ

き

つ

つ
も
、

そ

れ

に
貴

種

の
狩

猟
記

事

と

を

か
さ

ね

あ

わ

せ

る

こ
と

で
、

い
。

三

あ
ら
た
な
視
角
を
提
示
し
た

『
古
事
記
」
「雄
略
条
」
に
お
け
る
狩
猟
記
事
を

め
ぐ
つ
て

ー

「
い
ろ
こ
の
み
」
論
と
の
か
か
わ
り
か
ら
①

 

本
章

と
次
章

で
は
、

『
古
事

記

』

と

『万

葉
集

』

に

お
け

る
雄

略
伝

承

を
題
材

に
、
貴

種

の
狩
猟

場

面
を
検

討

し

て
ゆ
く

こ

と
と
す

る
。

で

は
な

ぜ

、
本

稿

に
お

い
て
雄
略

の
狩

猟
場

面

を
検
討

材
料

と

す
る

の
か
。

こ
の

点

に

つ
い
て
、
最
初

に
の

べ
て

お
く
必
要

が

あ

る
。

 

雄
略

は
、

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
王
者

で

あ

る
と
同

時

に
、

そ

れ

を

か

た

る
神
話

中

に
、

許
多

の
狩

猟
場

面

を

ふ
く
む

王

の
ひ
と

り

で
も
あ

る
。
雄

略

は
、
別

名

ワ

カ

タ

ケ

ル
大

王

と

も
称

さ
れ

、
神

話

的

印

象

が

強

く
、

記

・
紀

以
外

に
お

い
て
も
よ

く

か
た
ら

れ

る
天
皇

で
あ

り
、

た
と

え
ば
初

代
天
皇

と

さ
れ

る
神
武

、
第

十
代

天
皇

崇
神

と

お
な

じ
く
、
大

和

の
始
祖

と
し

て
神
話

的

に
と
ら

え
ら

れ

て

い
る
。
雄

略

は
他

の
土
地

を
征

服
し
、

つ
よ

い
力

を
発
揮

す

る

こ
と
で
王

と

な
り
、

そ

の

こ
と
が

ワ
カ
タ

ケ

ル
と

い
う
名

と

む
す
び

つ
い
て

い
る

と
か

ん
が
え

ら

れ
る
。

 

ワ
カ
は
複

合
的

な
意

味

の
言
葉

で
、

ワ
カ

ーー
ワ
ケ

で
、
物

が
わ

か
れ

て

あ
ら

た
な
霊

力

が
う

み
だ
さ

れ

る
こ

と
を

さ
し
、

こ
の
点

は
、

八
幡

等

の

若
宮

や
賀

茂

の
別

雷
神

、

大

足

彦

忍
代

別

尊

(
11
景

行
)
・
稚

足

彦

尊

(
11
成
務

)
・
誉

田
別
彦

(
11
応

神
)

と

い

っ
た
神

名

・
大

王
名

か
ら

も

み

て
と

れ

る
。

よ

っ
て
、

そ

れ

は

ア

ラ

(ア

ラ

タ

シ
/

ア

ラ

シ
)

(
11

新
/

荒
)

と
通

じ
、

あ
ら

あ
ら

し

い
性
格

を
も

つ
と

い
う
意

味

で
あ

る
。

上
記

の
点

か
ら
、

ワ
カ

+
タ
ケ

ル
は
強

大

な
力

を
も

っ
た
名

で
あ

り
、

そ
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こ
に
支

配

の
神

話

が

む
す
び

つ
い
て

い

っ
た

こ
と
が

わ
か

る
。

 

ま
た

、
人

々
が
雄

略

を

「徳

有

し
ま
す

天
皇

な
り
」

(
『日
本

書
紀

』
雄

略

天
皇

〈
四
年

二
月
〉
)
と

た
た

え
た
記
述

か
ら
も
理
解

さ
れ
る

よ
う

に
、

「徳

」

と

は
、

「
い
き
ほ

ひ

ーー
威

・
勢
」

の
あ

る
者

に
対

す

る
讃

辞

で
あ

っ
た
。

そ

し
て
、

実
際

に
記

・
紀

に

お
け
る
雄
略

像

を

み
て
ゆ
く

と
、

そ

の
征

服

神
話

が
し

ば
し

ば
狩

猟
と

い
う

モ
チ

ー

フ
で
あ

ら
わ

れ
、

同
時

に

求

婚
謂

を

豊
富

に
も

つ
、

「
い
ろ
こ

の

み
」

の
王
者

と

し

て
か

た
ら

れ

て

い
る
点

を
確

認

し
て

お
き

た

い
。

 

そ
し

て
、
貴

種

に

と

っ
て
の
狩
猟

が
古

代

に
お

い
て

い
か
な

る
意

味

を

も

っ
て

い
た

の
か
を
顕
著

に
し

め
す

の
が

、

『古

事
記

』
「
雄

略
条

」

に
お

い
て

か
た
ら

れ

る
阿

岐

豆
野
神

話

で
あ

る
。

天
皇

、
吉

野

宮

に
幸

行

し

し

時

に
、

吉

野

川

の
浜

に
、
童

女

有

り

。
其

の
形
姿

、

美
麗

し
。
故

、
是

の
童
女

に
婚

ひ
て
、
宮

に
還

り

坐

し

き
。

 

後

に
、
更

に
亦

、
吉

野

に
幸
行

し
し
時

に
、
其

の
童

女
が

其
処

に

遇

へ
る

を

留

め

て
、

大

御

呉
床

を
立

て

て
、

其

の
御

呉
床

に
坐

し

て
、
御

琴
を

弾

き
て
、
其

の
嬢

子

に
憐

を
為

し

め
き
。

爾
く

し

て
、

其

の
嬢

子
が
好

く

憐

ひ
し

に
因
り

て
、
御
歌

を
作

り
き

。
其

の
歌

に

曰
は
く

、

 

 
胡

呉
居

の
 
神

の
御

手

も
ち

 
弾
く
琴

に
 
擁
す

る
女

 
常

世

 

 

に
も
が

も

 
即

ち
、
阿

岐
豆

野

に
幸
し

て
、
御

猫

せ
し
時

に
、
天

皇
、

御
呉

床

に
坐

し
き
。
爾

く

し

て
、

虻
、

御
腕

を
咋

ひ
し

に
、
即

ち
蜻

蛉
、
来

て
、
其

の
虻

を
咋

ひ
て
飛
び

き
。
是

に
、
御

歌

を
作

り
き
。

其

の
歌

に
曰

は
く
、

み
吉
野
の
 
小
室
が
岳
に
 
猪
鹿
伏
す
と
 
誰
そ
 
大
前
に
奏

す
 
や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
の
 
猪
鹿
待

つ
と
 
呉
床
に
坐

U
 
白
拷
の
 
袖
着
そ
な
ふ
 
手
腓
に
 
虻
掻
き
着
き
 
其
の

虻
を
 
蜻
蛉
早
咋
ひ
 
斯
く
の
如
 
名
に
負
は
む
と
 
そ
ら
み

つ
 
倭
の
国
を
 
蜻
蛉
島
と
ふ

 

 
 
故

、
其

の
時

よ
り
、

其

の
野
を

号
け

て
阿
岐

豆
野

と
謂

ふ
。

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(
『古

事
記

』
下
巻

・
雄
略

天
皇

)

 

ま
ず

、
本
神

話

で
は

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
王
と

し

て
、

そ

し

て
狩
猟

を

お
こ
な

う
王

と
し

て

の
雄
略

の
二
面
性

が
同
時

に
か
た
ら

れ

て

い
る
点

に

注

目

し
た

い
。

「
い
ろ
こ

の

み
」

の
概

念

に
関

し

て

は
折

口
が

す

で

に
指

摘

し

て

い
る
よ

う

に
、

そ

の
土

地

の
信

仰

の
代

表

で
あ

る

女

性

(11

巫

女
)

を

え
る

こ
と

で
あ
り
、

一
方

古
代

に
お
け
る
狩

猟
と

は
、

そ

の
対

象

と
な
る
獲

物

の
捕
獲

と

と
も

に
、

そ

の
土
地

の
精
霊

を
摂

取

す

る
と

い
う

信
仰

的

背
景

を
有

し

て
い
た

の
だ

っ
た
。

つ
ま
り
古

代

に
お

け

る

「
い
ろ

こ

の
み
」

と
狩

猟

と
は
、
貴

種

が
そ

の
土
地

の

「国

魂
」

を

え

て
、

ク

ニ

を
征

服

・
支
配

す

る
と

い
う
点

に

お

い
て
符
合

す

る

の
で
あ

る
。

 

上
記

の
点

を

ふ

ま
え

つ

つ
、
「
野

」

で
狩
猟

が

お

こ
な

わ

れ

て

い
る

点

に
も
着

目
し

た

い
。

「
阿
岐

豆
野

」
は

そ

の
名

か

ら
み

て
と

れ
る

よ
う

に
、

「
野
」

で
あ

っ
て
、
雄

略

は
境
界

た

る

「
野

」

に
は

い
り

、

「
山
」

の
精

霊

を
摂
取

す

る
と

い
う
構
造

を
有

し

て

い
る
。

 

そ
し

て
、
歌

謡
部

分

に

「
倭

の
国
を
 

蜻

蛉
島

と

ふ
」

と

、
地

名
起

源

讃

の
形

を
と

っ
て
い
る
点

か
ら

も
あ

き
ら

か
な
よ

う

に
、

本
神

話

は
典

型

的

な
神
話

の
形

式

に

の

っ
と

っ
て

い
る
。

す
な

わ
ち
、
大

和

の
別

名

と
し

て

の

「
蜻
蛉
島

」

を

か
た
る
神

話

と
し

て
の
性
格

も
有

し

て

お
り
、

こ

の

こ
と

は
、

「吉

野
」

を

め
ぐ
る
地

域
神

話
が

雄
略

の

み
の
神

話

で
は

な
く
、
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大
和
全

体

の
神

話
、

つ
ま
り
国
家

神
話

に
統

合

さ
れ

て

い

っ
た

こ
と
を

も

の
が

た

っ
て

い
る
。

「
蜻
蛉

島
」

と
は

、
元

来

「秋

つ
島

」

の
意

で
あ
り

、

そ

の
神

話
化

の
過
程

で
、

ア

キ
ツ
が
蜻

蛉

の

ア
キ
ヅ

に
む
す

び

つ
け
ら

れ

た

の

で
あ

ろ
う

。
そ

の
結

果

が

し

め

さ

れ

て

い
る

の

が

こ

の
神

話

で

あ

り
、
吉

野

の

「
蜻
蛉

島
」

が
、

大
和
全

体

に
と

っ
て
神

聖
な

場
所

で
あ

る

と

い
う

こ
と
を
意
味

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

如

上

の
位

相
を

し

め
す
本

王

権
神
話

が
、
雄

略

の
狩
猟

記
事

と
む

す
び

つ
け

ら
れ

て

い
る
こ

と

の
意
味

は

き
わ
め

て
お

お
き

い
と

い
え

る
だ

ろ
う
。

 
次

に
、

王
た

る
雄

略

が

「
御

猫
」

の
際

も
、
貴

種

を
し

め
す
場

所

で
あ

る

「御

呉
床
」

か
ら
う
こ

か
な

い
点

に
注
目

し

た

い
。

つ
ま

り
、
雄

略
自

身

が
狩
猟

行

為

そ

の
も

の
を

お

こ
な

っ
て

い
る
わ

け

で

は

な

い

の

で
あ

る
。

「
狩
」

と

い
う

言
葉
自

体
、

「
駈
」

や

「
駆
」

と

も
あ
ら

わ

さ
れ

る
よ

う

に
、

物

を
は
や

く
う
こ

か
す

こ

と
で
あ

り
、
相

手

を
う
こ

か

す
と

い
う

の
が
本

質

な

の
で
あ

っ
た
。

こ

の
点

に
関

し

て
は
、
和

歌

に
お

け
る
歌

題

の
ひ
と

つ
で
あ

る

「
照
射

」
も

ま

た
、
狩

猟

の
本

質

を
よ
く

あ

ら
わ

し
て

い
る
。
狩
猟

の

一
形
態

で
あ

る

「
鷹
狩

」

も
、
鷹

に
う
ご
く

獲
物

を

と
ら

せ
、
自

分

は
う

こ

か
な

い
。

ま
た

西
郷

が
、

『粉

河
寺

縁

起

』

に
え

が

か

れ

る
紀

伊

国
那
賀

郡

の
大

伴
孔

子
古

が
、

谷
間

の
立
木

に

「
鋸
木

」
を

も

う

け
て
鹿

を
う

か
が

っ
て

い
る
場
面

か
ら

、
本
神

話

に

お
け
る

「
猪
鹿

待

つ
と
 
呉

床

に
坐

し
」

の
句

は
、

「
イ
ザ

リ
木

の
上

で
獣

を
待

ち
受

け

る

と

い
う
猟
法

を
そ

の
下
地

に
し
て

い
る
」

と
指
摘

し

て

い
る
点

も
参
考

に

な

る
。
以

上

の
こ
と

か
ら
、
狩

猟

の
本

質

は
相
手

("
獲
物

)

を
う
こ

か

す

こ
と

で
あ

っ
て
、

か
な
ら
ず

し
も
自

身

が
直
接

狩
猟

行
為

そ

の
も

の
を

お
こ
な
う

必
要

は
な

い
と

い
う
点

が
理
解

さ

れ
る
。

 

ま
た
、

こ

の
神

話

で
は
、
狩

猟

の
際

に
中
心

と
な

っ
て

い
る

場
所

が
、

乙
女

の
舞

を

み
る
た

め

の
場

所

と
し

て
も
設
定

さ

れ

て

い
る

。
実

際

に
、

狩
猟

場
面

と
乙
女

の
舞

は

一
連

の
な
が

れ

の
中

で
か
た

ら
れ

、
そ

も

そ
も

祭
り

の
場

の

「桟

敷
」

と

「
御
呉

床
」

は
起

源
を

一
に
す

る
も

の
な

の

で

あ

る
。

こ

の
点

か
ら

も
、

「
い
ろ
こ

の

み
」

の
王

で
あ

り
、

そ
し

て
狩

猟

を

お
こ

な
う
王

で
も

あ
る
雄

略

が
同
時

に
か
た
ら

れ

て

い
る
点
が

い

っ
そ

う
鮮

明

と
な

る
。

 

こ
こ

で
あ
ら

た
め

て

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
王
を

か
た

る
神

話

と
し

て
本

神
話

を

み

て

ゆ
く

と
、

「是

の
童

女

に
婚

ひ

て
」

と

あ

る
よ

う

に
、

雄

略

が
吉

野
川

の
ほ
と
り

の
乙
女

と

聖
婚

を
と
げ

た

こ
と
が

わ

か
る
。

雄
略

神

話

に
は

つ
ま

ま
ぎ

讃

を
豊

富

に
ふ

く

む
点

に

つ

い
て

す

で

に
指

摘

し

た

が
、

そ

の
う

ち

「水

の
女
」
、

つ
ま
り

水
辺

の
聖

な

る
乙
女

を

妻

問

い
す

る
伝

承
が

二

つ
存

在

し
、

一
つ
は
引

田
部

の
赤
猪

子

の
話

で
あ

り
、
も

う

一
つ
が

こ

の
吉

野

の
乙
女

の
話

な

の
で
あ

る
。

そ

の
土
地

の
信
仰

・
習

俗

を
管

理

・
代
表

す

る
女
性
、

す

な
わ

ち
そ

の
曲
ハ型

で
あ

る

「
水

の
女
」

と

聖
婚

を

は

た

す

こ
と

こ
そ

が
、

「
い
ろ
こ

の

み
」

の
原
義

で
あ

っ
た
。

つ

ま

り

「
水

の
女

」

と
は
、

そ

の
土
地

の
伝
統

を

ひ
き

つ
い
で

い
る
女
性

に

他

な
ら
ず

、
本
神

話

に
お

い
て
、
乙
女

が
舞

を

ま
う
女

と
し

て
か
た

ら
れ

て

い
る
点

が
あ

ら

た
め

て
理
解

さ
れ

よ
う
。

 
古

代

に

お
け
る
狩

猟
が

、
そ

の
土
地

の
精

霊

を
摂
取

す

る
行
為

で
あ

る

と

か
ん

が
え

ら
れ

て

い
た
点

に

つ
い
て
は

す

で
に
指
摘

し

た
。

一
方
古

代

に
お
け

る

「
い
ろ
こ

の
み
」

と
は
、

そ

の
土
地

の
信
仰

の
代

表

で
あ

る
女

性

を
え

る

こ
と

に
他

な
ら

な

か

っ
た
。

す

な

わ
ち
、

天
皇
が

そ

の
土
地

を

征
服

し

、
支
配

す

る
こ

と
は
、

信
仰
的

に
は
そ

の
土
地

の

「
国
魂

」

を
我

が
身

に

つ
け

る

こ
と
だ

と
か

ん
が

え
ら

れ
て

お
り
、
狩

猟

に

よ

っ
て
捕

獲

し

た
獲

物

に

や

ど

る
精

霊

も
、
「
い
ろ
こ

の

み
」

に
よ

っ
て

え

る

女

性
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(
11
信
仰

)
も

、
「
(そ

の
土

地

の
)

国
魂

」

の
概

念

で
と

ら
え

る

こ
と
が

で

き
る
。

そ

し
て
信

仰

の
上

で
は
、

王
が

そ

れ
ら
を
支

配

す
る

の
は
至

極

当
然

な

の
で
あ

っ
た
。

 

つ
ま

り
、
古

代

に
お

け
る
狩
猟

と

は
、

土
地

の
獲
物

に
や
ど

る
精

霊
を

か

り

た

て

・
発
動

さ

せ
、

そ

れ
を
自

分
が

え

る

こ
と

に
他

な

ら

ず
、

「
い

ろ
こ

の
み
」

の
概
念

で
説

明
さ

れ
る
よ
う

に
、

そ

の
土

地

の
女

が
王

を

む

か
え

る
よ
う

に
、
獲

物
も

ま
た
大

王
を

む
か

え
る
た

め

に
自

分

か
ら

む

か

っ
て
く

る
と

か
ん
が

え
ら

れ

て

い
た

の
で
あ

る
。
そ

の

こ
と
を

端
的

に
し

め

す

の
が
、
雄

略

が

乙

女

の
舞

を

み

る
際
、

か

つ
狩

猟

を

お

こ
な

う

際

に
、

「
御

呉
床

」

か
ら
う
こ

か
な

い
と

い
う
記
述

で
あ

る
。

 

以
上

み

て
き
た
よ

う

に
、

古
代

に

お
け
る

「
い
ろ
こ

の
み
」

と
狩

猟

と

が
、

土
地

の

「
国
魂

」
を

え

て
、

王
が

ク

ニ
を
征
服

す

る
神

話

の
中

で
互

い
に

む
す
び

つ
き
な

が
ら
機

能

し
て

い
る
点

が
理
解

さ

れ
る
。

四

「
万
葉
集
」
巻
頭
歌
を
め
ぐ
っ
て

 
 
「
い
ろ
こ
の
み
」
論
と
の
か
か
わ
り
か
ら
②
-

 
前
章
で
は
、
『古
事
記
』
「雄
略
条
」
の
阿
岐
豆
野
神
話
に
お
け
る
狩
猟

記
事
を
検
討
し
、
貴
種
た
る
雄
略
の

「
い
ろ
こ
の
み
」
と
狩
猟
場
面
と
が

同
時
に
か
た
ら
れ
て
い
る
点
、
な
ら
び
に
両
者
は
、
「国
魂
」
を
支
配

・

吸
収
す
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
構
造
を
お
な
じ
く
す
る
点
を
指
摘
し
た
。

 
本
章

で
は
、
如
上
の
点
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
『万
葉
集
』
巻
頭
歌
で
あ
る

伝
雄
略
歌
の
検
討
を
お
こ
な
う
。

 
 
泊
瀬
朝
倉
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
代
大
泊
瀬
稚
武
天
皇

 
 
 
 
天
皇
の
御
製
歌

 
 
籠
も
よ
 
み
籠
持
ち
 
ふ
く
し
も
よ
 
み
ぶ
く
し
持
ち
 
こ
の
岡
に

 
 
菜

摘
ま

す
児
 
家

告

ら
せ
 

名

告

ら

さ
ね
 

そ
ら

み

つ
 

大

和

の
国

 
 

は
 

お
し
な

べ
て
 
我

こ
そ
居

れ
 
し

き
な

べ
て
 

我

こ
そ

い
ま

せ

 
 
我

こ
そ
ば

 
告

ら

め
 
家

を

も
名

を
も

(
『万

葉

集
』

巻

第

一

・
雑

 
 
歌

・
1
)

 
本
歌

は
、

雄
略

が
土
地

の
娘

に
求
婚

す

る
歌

で
あ
り

、

ふ
る

く

は
春

の

若
菜
摘

み
の
際

に
う
た

わ
れ
た

も

の
で
あ

る
と

か
ん
が

え
ら

れ

る
。

そ

し

て
、

乙
女

が
野

の
草

を

つ
み

と
り
、
雄

略

が
王

の
名

の
下

に
そ

れ

に
よ
び

か
け

る

(
11
求
婚

す
る
)

と

い
う
構
造

を
有

し

て

い
る
。

た
だ

し
、

こ
こ

で

の
乙
女

は
単
な

る
そ

れ
で

は
な

い
。

そ

の
点

に

つ
い

て
桜

井

満

は
、
以

下

の
よ
う

に
指
摘

し

て
い
る
。

 
 
大

和
朝

廷

に
お
け

る
若
菜
摘

み
の
場

は
、
大

和

の
六

つ
の
御
県

に
あ

 
 

っ
た

と

み
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

そ
う

し

て
、

若
菜
摘

み

の
歌

は
、

六

 
 

つ
の
御

県

に
伝

承

さ
れ
た

も

の
だ

っ
た

に
違

い
な

い
。

す

な

わ

ち
、

 
 

「
菜
摘

ま
す

子
」

は
、
六

つ
の
御

県

の
女

刀
禰

で
あ

り
、

土
地

を
代

 
 
表

し

て
皇
御

孫

の
命

に
御
前

奉

る

お
と
め

で
あ

る
。

そ

れ
は
采

女

の

 
 
前

身

で
、

日
の
神

と
日

の
皇

子
で
あ

る
天
皇

に
仕

え

る
巫

女

だ

っ
た

 
 

と

い
う

こ
と
に
な

る
。
/

要

す
る

に
、
天
皇

が
妻

覚
ぎ

を

す

る

と

い

 
 

う
伝

承
は
、

天
皇

が
天
津

神

の
資

格

に
立

ち
、
土

地

の
霊

を
代

表

す

 
 

る
巫

女
と
聖
婚

す

る
神
事

の
場

の
も

の
だ

っ
た

の
だ
。

 

つ
ま
り

、
本
歌

に
お
け
る
菜

摘

み

の
女

性

は

「
土
地

の
霊

を
代

表

す
る

巫

女
」

に
他

な

ら

な

い

の

で
あ

り

、
本

歌

も

雄

略

の

「
聖

婚

」

を

か

た

る
、

す
な

わ
ち

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
王

と
し

て
の
雄
略

伝

承

の

ひ
と

つ
と

し

て
理
解

さ
れ

る
。

こ
れ
ら

の
行
為

は
、

ま

さ

に
大

王

の
そ

れ

に
他

な
ら

な

い
の
で
あ

っ
た
。

 

一
方

こ

の
歌

が

「雑

歌
」

と
し

て

『
万
葉
集

』

に
収
録

さ

れ

て

い
る

こ

一g一



と

の
意
義

に

つ
い
て
、

か

つ
て
折

口
は
、
歴

史
的

重
要

性
を

も

っ
て

い
る

も

の
、

す
な

わ

ち
宮

廷

詞

と
し

て

の
意

義

を

も

つ
も

の
だ

と
し
、

『
万

葉

集
』

の
本

体

と
み
る

べ
き
も

の

で
、

も

っ
と
も
大

切

な
も

の
と

し
て
あ

つ

か
わ

れ

た

と
説

明

し

た
。
よ

っ
て
、

こ

の
歌

が

そ

の

「
雑

歌
」

と

し

て

『
万
葉
集

』

の
冒
頭

に
位

置

す
る

こ
と

の
意

味

は
き

わ
め

て

お
お
き

い
と

い
え
る

で
あ

ろ
う
。

 
次

に
、
植

物

で
あ

る

「
菜
」

に
注

目
し

た

い
。

前
章

で
検

討
し

た
阿

岐

豆

野
神
話

で

は
、
狩
猟

の
具
体

相

は
か
な

ら
ず

し
も
明

示

さ
れ

て

い
な

い

が
、

記

・
紀

等

の
古
代

文
芸

テ
ク

ス
ト

に
お
け

る
許
多

の
狩

猟
記

事

か
ら

か
ん

が

み
る

に
、
「
獣
狩

り
」

が
想
定

さ
れ

る
。

そ
れ

に
対

し

て
本

歌

で

は
、

「
菜
」

と

い
う

植
物

の
採

集

が

ひ
と

つ
の
モ
チ

ー

フ
を

形
成

し

て

い

る
。

す

な
わ

ち
、
前

章

で

の
べ
た
狩
猟

の
定

義

で
と

ら
え

か
え

せ
ば
、

乙

女

の

「若
菜

摘

み
」

と

い
う
行

為

は

「
獣

」
と

「
菜
」

の
相
違

は
あ

っ
て

も

、
「
菜

」

と

い
う

形

で
あ

ら
わ

れ
た

土
地

の
精
霊

を
摂

取

す

る
行

為

に

他

な
ら

な

い
。

 

上

記

の
点

に
く

わ

え

て
、
本

歌

で

は
雄

略

が
、

「
菜

摘

ま

す

児
」

を

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
権

能

に
よ

っ
て
自

ら

の
手

に
お
さ
め

る

こ
と

で
、

同

時

に

「若
菜

」

と

い
う

形

で
あ
ら

わ
れ

た
そ

の
土
地

の
精
霊

を

も
自

ら

の

も

の
と

す
る
、

と

い
う

構
造

が
看
取

で

き
る
。

い
わ
ば

「獣

狩

り
」

に
対

し
て
、

二
重
構

造
が
指

摘

で
き

る
の
で
あ

る
。
前

章

の
阿
岐

豆

野
神
話

で

み
ら

れ
た
ご

と
く
、
本

歌
も

い
か
に
も
雄

略
ら

し

い
、

一
種

の
狩

猟

の

モ

チ
ー

フ
を
と
も

な

っ
た
形

で
か
た

ら
れ

て

い
る
点

は
大

変

示
唆
的

で
あ

ろ

う

。

 

「
菜
」

の
問
題

に

つ
い
て
付
言

す
れ
ば

、
前
章

で
は
獲
物

(
11

「獣

」
)
、

つ
ま

り
精
霊

を

か
り

た

て

る
行
為

と

し

て

の
狩

猟

に

つ
い
て

言

及

し

た

が

、
よ

り

マ
ク

ロ
な
視

点

で
狩
猟

と

い
う
行

為

の
全

体

を

み
わ

た
せ
ば

、

「
か

り
た

て
な

く

て
も
よ

い
も

の
」

と
し

て

の

「
(広
義

)

狩

猟

」

の
対

象

と

し
て
、

そ

の
ひ
と

つ
が

こ

の
歌

に
み
え

る

「菜

」

に
代

表

さ

れ
る
植

物

で
あ

る
と

か
ん
が

え
ら

れ
る
。

 

「
菜
」

に
代

表

さ

れ
る
草

(
11
植
物

)

は
、

い
わ

ば
時

の
進

行

と

と
も

に
は

え

て
く

る
も

の

で
あ

っ
て
、

「
獣
狩

り
」
等

の
よ
う

に
対
象

を

か
り

た

て
ず

と
も
精

霊
が

発
動

す
る
存

在

な

の
で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ

の
歌

に

お
け

る

雄
略

の
よ

う

に
、
菜

を

つ
む
女

性

を

え

る

こ

と

で
、

そ

の

「
国

魂

」
を

お
さ

め
る

と

い

っ
た
構
造

は
、

王
者

に
よ
る
時

間

の
管

理

と

い
う

要

素

と
も
密
接

に
む

す
び

つ
く

も

の
で
あ

る
。

「時

間
」

と

い
う

言
葉

を
、

「自

然

の
力
」

と

お
き

か
え

て
も
よ

い
だ

ろ
う
。

 
如

上

の
点

か
ら
、
本

章

で
検
討

し

た
菜
摘

み

の
女
性

に
対

す

る
雄

略

の

求

婚
歌

は
、
前

章

で
検

討

し
た
狩

猟

(
11
「
獣
狩

り
」
)

と

は

こ
と
な

る
位

相

を

し
め

し

つ
つ
も
、

「
(広

義

)
狩

猟
」
要

素

を
指
摘

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

ま
た

こ
の
歌

の
背
後

に
お

い
て
も
、
前

章

で
検
討

し

た
阿

岐
豆

野
神

話

と

お

な
じ
く

、

「
い
ろ
こ

の

み
」

の
王
者

た

る
雄

略

に
よ

る

つ
ま

ま
ぎ

謂

が
措

定

さ
れ

て

い
る
点

、

つ
ま
り

〈
外
征

型

い
ろ
こ

の
み
〉

が
前

提

と

な

っ
て

い
る
点

か
ら
、
本
歌

も

ま
た

「
い
ろ
こ

の

み
」

の
王

の
ふ

る

い
形

が
反
映

さ

れ
て

い
る
と
理
解

で
き
よ

う
。

お
わ
り
に

 

以

上
、
本
稿

で
は
雄
略
伝

承

を
中

心

に
、

古
代

物
語

の
中

の
貴
種

た

る

英
雄

(
11
主

人
公

)

の
行

為

・
権
能

と

し
て

の
、
直
接

的

も

し
く

は
間
接

主
宰

的

な

「
(広

義

)
狩

猟
」

の
問

題

を
検

討

し

た
。

そ

れ

は
、

折

口
以

来

の

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

と
近

時

の

「
王
権
」

論
的

研
究

と

を
、

土
地

・

一g一



人

の
呪
的

・
霊

能
的

支
配

の
観
点

で
統

一
し

つ

つ
、
物

語

の
基

本
機

制

に

位

置
づ

け
、
物

語
史

の
展

開

の
具
体

に
即

し
て
確

認
す

る

こ
こ
ろ

み

の

一

環

で
も
あ

る
。

 
貴

種
を

め
ぐ

る
狩

猟
文
芸

史

上

に
お
け

る

『源

氏
』

テ

ク
ス
ト

の
位
置

づ

け

に
関

し

て
は
、

わ
ず

か

に

ふ
れ

る
程

度

に
と

ど

ま

っ
た

が
、
論

者

は

、

『源

氏
』

が
古

代
帝

王

以
来

の

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
権

能

を

正
面

か

ら

と
り
あ

げ

た
文
芸

と
し

て
、

ま
た
貴

種

を
め

ぐ
る
狩

猟
文
芸

と

し

て
の

観

点

か
ら
か

ん
が

み
て
も

、

ひ
と

つ
の

メ
ル
ク

マ
ー

ル
で
あ

り
、

ま
た
転

換

点

を
し

め
し

て

い

る
と

い
う

み

わ
た

し
を

も

っ
て

い
る
。
〈
外

征

型

い

ろ
こ

の

み
〉

か

ら

〈
集

権

型

い
ろ

こ

の

み
〉

へ
の
変

貌

を
、

『
源
氏

』

テ

ク

ス
ト

の
具

体

(特

に

「
(広
義

)
狩

猟
」

の
問
題

)

に
即

し

て
あ

き
ら

か
に
す

る
こ

と

の
重
要

性

に

つ

い
て
は
本
稿

に

お

い
て
も
た
び

た
び

言
及

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(44
)

し

た
が
、

く
わ

し
く

は
別
稿

を
参

照

さ
れ
た

い
。

 
本

稿

は
、
古
代

物
語

の
み
な
ら

ず
、

以
降

の
中
世

文
芸

に
い
た

る
貴

種

を

め
ぐ

る
狩

猟
文

芸

を
日
本

文
芸

史
上

に
位
置

づ

け
る

た
め

の
、

さ
さ
や

か
な
前

提

で
も
あ

る
。

注(1
) 

柳
田
国
男

「後
狩
詞
記
」

(
『柳

田
国
男
全
集
』
第

一
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九

 

 
九
九
、
初
出

一
九
〇
九
)
。

(2
) 
千

葉
徳
爾

『狩

猟
伝

承
研
究
』

(風

間
書

房
、

一
九

六

九
)、
同

『狩

猟
伝

 

 
承
』

(法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
七

五
)
等
。

(3
)

榎
村
寛

之

「野
行
幸

の
成
立
-
古

代

の
王
権
儀

礼

と
し

て
の
狩
猟

の
変
質

 

 
1
」

(『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第

一
四

一
号
、

一
九
九
三

・
十

二
)
。

(4
)

中
沢
克
昭

『中
世

の
武
力

と
城
郭
』

(吉
川
弘
文
館

、

一
九
九
九
)
等
。

(5
) 

仁
藤
敦
史

『古
代

王
権

と
都

城
』

(吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
)、
同

『古
代

 

 
王
権
と
官
僚
制
』

(臨

川
書
店
、
二
〇
〇
〇
)
。

(6
) 

仁
藤
智
子

『平
安
初
期

の
王
権

と
官
僚

制
』

(吉
川
弘
文
館

、
二
〇
〇
〇
)
。

(7
) 

二
本
松
泰
子

「金
刀
比
羅
本

『平

治
物

語
』
の

一
背
景
ー
鵜
飼

の
頼
朝

救
助

 

説
話

を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(『伝
承
文

学
研

究
』
第
五

一
号
、

二
〇

〇

一
・
三
)

 

等
。

(8
) 

二
本
松
康
宏

「曽

我
物
語

と
狩
り
」

(村
上
美
登
志

編

『曽
我
物

語

の
作

品

 

宇

宙
』
「国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
」
別
冊
、
至
文
堂
、

二
〇
〇
三

)
等
。

(9
) 

全
集

に
収
録
さ

れ
て
い
る
も

の
で
、
特

に

『源
氏

』

に
つ
い
て
言

及
し
て

い

 

 
る
も

の
を
以
下

に
か
か
げ

る
。
折

口
信
夫

「日
本

の
創
意
ー
源
氏
物

語
を
知
ら

 

 
ぬ
人
々

に
寄
す
ー
」
「
伝
統

・
小
説

・
愛
情
」

(折

口
信
夫
全
集
刊
行
会

編

『折

 

 
口
信
夫
全
集
』
十
五
、
中
央
公
論
社

、

一
九
九
六

a
、
初
出

一
九

四
四
頃
、
草

 

稿
/

一
九
四
八

・
一
)
、
同

「
源
氏
物
語
」

(同

『折

口
信
夫
全
集
』
十

六
、
中

 

央
公
論
社
、

一
九
九
六

b
、
初
出

一
九

五

一
・
一
)、
同

「源

氏
物
語

に
お
け

 

 
る
男
女

両
主

人
公
」

(前

掲
書
、

一
九
九

六

a
、
初

出

一
九

五

一
・
九
)
、
同

 

 

「源
氏
物
語

研
究
」

(同

『折

口
信
夫
全

集
』
別
巻
三
、
中
央

公
論

新
社

、

一

 

九
九
九
、
初
出

一
九
五

一
・
九
、
十
)
、
同

「人
間
と
し

て
の
光
源
氏
」

(前
掲

 

書

、

一
九
九
六

a
、
初
出

一
九
五

四

・
一
)。
な

お
、
折

口
の

「
い
ろ
こ

の
み
」

 

論

の
概
念

、
お
よ
び
そ

の
変
遷
を

お
さ
え
る
上
で
、
西

村
亨

「
い
ろ
こ

の
み
」

 

 

(同
編

『折

口
信
夫
事
典
』
増
補
版
、
大
修
館
書
店
、

一
九
九
八
、
初
出

}
九

 

 
八
八
)
が
簡
便

で
あ
る
。

(10
) 

西
郷
信
綱

『
日
本

古
代
文
学
史

』

(岩
波

現
代
文
庫

・
学

術
、

二
〇

〇

五
、

 

初
出

一
九
五

一
)
等
。

(H
) 

益
田
勝
実

「
日
知
り

の
商

の
物
語
1

『源
氏
物
語
』

の
発
端

の
構
造
ー
」

(鈴

 

木

日
出

男
ほ

か
編

『益

田
勝
実

の
仕
事
』

二
、
ち
く

ま
学
芸

文
庫
、

二
〇
〇

 

六
、
初
出

一
九
五
九

・
三
、

一
九
六

六

・
十

一
)
等
。

(12
) 

河
添
房
江

『源
氏
物
語

の
喩

と
王
権
』

(有
精
堂
出
版
、

一
九
九
五
)。

の
ち

 

 
に
増
補
版

と
し
て
、
同

『源
氏
物

語
表
現
史

 
喩
と
王
権

の
位
相
』

(翰
林
書

 

房
、

一
九
九
八
)
が
あ
る
。

(13
) 

小
嶋
菜
温
子

『源
氏
物
語
批
評
』

(有
精
堂
出
版
、

一
九
九

五
)、
同

『源
氏

 

物

語
の
性
と
生
誕
 
王
朝
文
化
史
論
』

(立
教
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
)
。

(14
) 

高
橋
亨

『色

こ

の
み

の
文
学

と
王
権
-
源

氏
物
語

の
世

界

へ
ー
』

(叢
書

・

一10一



 

 
日
本

の
文
学
十

二
、
新
典
社
、

一
九
九
〇

)。

(15
) 

日
向

一
雅

『源
氏
物
語

の
王
権
と
流
離
』

(新
典

社
研
究
叢
書

三
十

一
、

一

 

 
九
八
九
)、
同

『源
氏
物
語

の
準
拠
と
話
型
』

(明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
叢

 

 
書
、
至
文
堂
、

一
九
九
九
)。

(16
) 

深
沢

三
千
男

「光
源

氏
像

の
形
成
 
序
説

」

(『源
氏
物

語

の
形

成
』
桜
楓

 

 
社
、

一
九
七
二
)。

(17
) 

た
と
え
ば
、

ま
ぎ

れ
も
な
く

「
王
権

」
論
的
研
究
を
リ

ー
ド
し

て
き
た
ひ
と

 

 
り
で
あ
る
河
添

の
近
著

(同

『源
氏
物

語
時
空
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇

 

 
〇
五
)

で
は
、
「王
権
」
論
自

体

に
は

ま

っ
た
く
言

及
が
な

さ
れ
て

い
な

い
。

 

 
む
し
ろ
、

カ
ル
チ

ュ
ラ
ル

・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

の
と

の
関
連
性
を
指
摘

で
き
る
構

 

成

と
な

っ
て

い
る
。

こ
の
点

は
、
『源
氏
』

研
究

の
現
在

を
如
実

に
反
映
し

て

 

 
い
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

(18
) 

た
と

え
ば

、
最
高

の
権
力

を
あ
ら

わ
す

は
ず

の

「王

権
」
と

は
別

に

「皇

 

権

」
な

る
術
語
を

た
て
る
か
否

か
と

い
う
議
論
等
が
あ
げ
ら
れ

る
。

こ
の
問
題

 

 
に
関

し
て
は
、
後
掲
注

(
19
)松
井
論
文
等

を
参
照
。

(19
) 
松
井

健
児

「王
権

・
性
差

・
身

体
」

(物
語

研
究
会

編

『源
氏

物
語

を

〈読

 

 
む
〉』
新
物

語
研
究

四
、
若
草
書

房
、

一
九
九
六
)
。
な

お
、
以
上

の
論

考

は

 

 

『源
氏
』
研
究

に
お
け
る

「王
権

」
論

以
後

の
研
究
史
を

お
さ
え
る
上
で
、
大

 

 
変
参
考

に
な
る
。

(20
) 

鈴
木

日
出
男

「
『源
氏
物
語
』

の
構
造
」

は
、

「た
だ
し
、

こ
こ
で

い
う

〈
い

 

 
ろ
こ
の
み
〉

の
美
徳

と
は
、
右
の
折

口
説
さ
な
が
ら

で
は
な

い
。
英
雄

と
巫
女

 

 
と

い
う
限
定

さ
れ
た
関
係

に
と
ど
ま
ら
ず
、
相
手

の
女

の
魂
深
く

に
訴

え
か
け

 

 
て
そ
れ
を
惹

き

つ
け

て
や
ま
な

い
男

の
す

ぐ
れ

た
力
、
ぐ

ら

い
が
想

定

さ
れ

 

 
る
」
(『源

氏
物

語
虚
構
論

』
東
京
大

学
出

版
会
、

二
〇
〇

三
、
初

出

一
九

八

 

 
七
)
と
の

べ
て

い
る
が
、
こ
こ
に
鈴
木

の
立
場
が
よ
く
あ

ら
わ
れ
て

い
る
。
折

 

 
口
と
鈴
木

の

「
い
ろ
こ
の
み
」
論

に
対
す
る
決
定
的
な
相
違
点

は
、
古

代
帝

王

 

 
の
も
つ

「
い
ろ
こ

の
み
」
と

い
う

「権
能

」

の
系
譜

に
源
氏
を
位
置

づ
け
る
か

 

 
ど
う
か
に
あ

る
。

鈴
木
は
、
あ
く
ま
で
源
氏

の

「
い
ろ
こ

の
み
」

の
徳

を
個
人

 

 
の
問
題

と
し
て
位

置
づ
け
る
。

(21
) 

高
橋

は
、
前
掲

注

(14
)
の

「あ
と
が
き
」

で
、
自
身

の
立

場
を

「折

口
信
夫

 

 
の

「い
ろ
こ

の
み
」
論
を
、
王
権
論
と

い
う
開

か
れ
た
視

点
を
媒
介

に
し

て
デ

 

 
イ
ス

コ
ン
ト
ラ
ク
シ

ョ
ン

(脱
構
築
)
し
、

レ
ト
リ

ッ
ク
論

と
し

て
の
道

を
探

 

 
っ
た
」
と
説
明
し
て

い
る
。

(
22
) 

論
者

の

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

に
対

す
る
理
解

は
、
折
口
以
外

に
西
村

の

一
連

 

 
の
論
考

に
そ

の
お
お
く
を
よ

っ
て

い
る
。
代

表
的

な
も

の
を

以
下

に
か

か
げ

 

 
る
。
前
掲
注

(9
)西

村
論
文
他
、
同

『
新
考
王
朝
恋

詞

の
研

究
』

(桜
楓

社
、

 

 

一
九
八

一
)、
同

「折

口
名
彙

と
し
て

の

「
い
ろ
こ

の
み
」
」

(『折

口
名
彙

と
折

 

 
口
学
』
桜
楓
社
、

一
九
八
五
、
初

出

一
九

八
五

・
七
)、
同

『知
ら

れ
ざ

る
源

 

 
氏
物
語
』

(講

談
社

学
術

文
庫

、

二
〇
〇
五
、
初
出

一
九
九
六
〉、
同

『王
朝

び

 

 
と

の
恋
』

(大
修
館
書
店

、
二
〇
〇
三
)
等
。

(23
) 

本
章
以
降
前
提
と
す

る

「
い
ろ
こ

の
み
」
論
は
、
前
章

で
言
及

し
た
鈴
木

に

 

 
よ
る

「
い
ろ
こ

の
み
」
論

で
は
な
く
、
折

口
を
は
じ
め
、
西
村
等

に
代
表

さ
れ

 

 
る
そ
れ
を
さ
す
。

(24
) 

「大
殿
、
静

か
な

る
御
住

ま

ひ
を
、
同

じ
く

は
広

く
見
ど

こ
ろ
あ

り
て
、

こ

 

 
こ
か
し
こ

に
て
お
ぼ

つ
か
な
き
山
里
人

を
も
集

へ
住
ま
せ
ん

の
御
心

に
て
、
六

 

 
条
京
極

の
わ
た
り

に
、
中
宮

の
御
旧

き
宮

の
ほ
と
り
を
、
四
町
を
占

め
て
造
ら

 

 
せ
た
ま
ふ
」

(少
女
③

七
十
六
)
等

の
記
述
を
参
照
。

(25
) 

『源
氏
』

テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
、
源
氏

と

「
(広
義
)
狩
猟
」
要
素

と

の
む
す

 

 
び

つ
き
を
み
と

め
ら
れ
る
場
面

が
、
「松

風
」
「常
夏
」

「藤
裏

葉
」

の
巻

々
と

 

 
い

っ
た
、
第

一
部

の
後
半
、

す
な
わ
ち
源
氏
が
須
磨
流
離
を

へ
て
、

潜
在
王
権

 

 
を
確
立
す

る
と
さ

れ
る
巻

々
に
集
中

し
て

い
る
点
が
指
摘

で
き
る
。

こ

の
点

に

 

 
つ
い
て
は
、
拙
稿

「狩
猟

王
と
し
て

の
光
源
氏
ー

「
い
ろ
こ

の
み
」

論
と

の
か

 

 
か
わ
り

か
ら
ー
」

(『物
語
研
究
』
第

八
号
、

二
〇
〇
八

・
三
)

で
詳
述

し
た
。

(26
) 

西
郷

「神
武
天
皇
」

(『古
事

記
研
究
』
復
刊
、
未
来
社
、

二
〇
〇
二
、
初
出

 

 

一
九
六
七

・
二
、
三
)

は
、
神
武

・
崇
神

の
両
天
皇
が
と
も

に

ハ
ツ
ク

ニ
シ
ラ

 

 
ス
ス
メ
ラ

ミ
コ
ト

と
呼
ば

れ
る
こ
と

に
対
し
、
神
武
を

「神
話
的
先

祖
」

で
あ

 

 

っ
た
と
す

る
。
記

・
紀

に
お

い
て
、
神
武
は
神
武
東
征

に
代
表

さ
れ
る
天
皇

に

 

 
な

る
ま
で

の
話
、
崇
神

は
天
皇

に
な

っ
て
何

を

お
こ
な

っ
た

か
が

か
た

ら
れ

 

 
る
。

つ
ま
り
、

ひ
と
り
の

ハ
ツ
ク

ニ
シ
ラ

ス
ス
メ
ラ

ミ
コ
ト
の
話

を
神
武
と
崇

 

 
神

に
わ
け
る
と
い
う
操
作

が
お
こ
な
わ
れ
た

こ
と
を
し

め
し
て

い
る
と
す

る
。

(27
) 

西
郷

『古
事
記

注
釈

』
第

六
巻

(ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
〇
六
、
初
出

一

 

 
九

八
八
)
等
を
参

照
。

ま
た
、
折

口

「
わ
か
し
と

お
ゆ
と
」

(折

口
信
夫

全
集

一--一



 

刊
行
会

編

『折
口
信
夫
全
集
』
十

二
、
中
央
公
論
社
、

一
九
九
六
、
初
出

一
九

 

 
〇

八

・
六
)
は
、

こ
の
点

に
関
連
し

て

「
ワ
カ
」

の
語

に
つ
い
て
の
語
根
論
を

 

 
展
開

し
て

い
る
。

(28
) 

武
藤

武
美

「物
語

の
最
後

の
王
 
雄
略

天
皇
論
」

(『物
語

の
最
後

の
王
 

日

 

本
古
代

文
学
の
精
神
史
1
』
平
凡
社
選
書

一
五
〇
、

]
九
九
四
、
初
出

一
九

八

 

 
八

・
十
二
、

一
九
八
九

・

一
)
。

(29
)

前
掲

注

(9
)
折

口
論
文

の
う

ち
、
特

に
同

「源
氏
物
語
」
を
参
照
。

(30
) 

こ
の
点
に
関
連
し
た
王

の
支
配

の
問
題

に

つ
い
て
、
折

口

「郷
土

と
神
社

お

 

 
よ
び

郷
土
芸
術
」

は
、

「
日
本

の
国

で
最

も
著

し
く
考
え

ら
れ
る

の
は
、
土
地

 

 
に

一
つ
の
強

い
精
神
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ

る
。
神
道

の
こ
と
ば

で
い
え
ば
国
魂

 

 
の
信

仰
で
あ
る
。
た
と
え

て
い
え
ば
、
大
和

の
国

の
国
魂
、
武
蔵

の
国

の
国
魂

 

 
と

い
う

ふ
う

に
、

国
々

に
魂

が
あ
る
と
考

え
た
の
で
あ

る
。

〔中
略
〕
国

々
の

 

神

は
、
魂
と
も
神

と
も

つ
か
な

い
状

態

の
神

が
充
満

し

て
い
る

の
で
あ

る
。

 

 

〔中
略

〕
こ
の
国
魂

の
神

の
威
力
を
自
分

の
身
体

に
も

つ
こ
と
が
、

そ
の
国

を

 

 
治

め
る
権

力
を
得

る
こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。

〔中
略
〕
信
仰

の
う
え

か
ら

い

 

 
う

と

つ
ま
り
、
日
本
国
中

の
あ
ら

ゆ
る
階
級
、
土
地
、
家

の
魂
が
、

み
な
天
皇

 

陛
下

の
聖
躬

に
納

ま

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ

か
ら
、
そ
れ
ら

の
す
べ
て
を
支

 

配

な
さ
る
威

力
を

お
も

ち

に
な

ら
れ
る
わ
け
な

の
だ
」

(折

口
博
士

記
念
古
代

 

研
究
所
編

『折

口
信
夫
全
集
 

ノ
ー
ト
編
』
第
六
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九

七

 

 
二
、
初
出

一
九
三
二
)
と

の
べ
て
い
る
。

(31
) 

「野
」

の
問
題

に
関

し
て
古
橋

信
孝

「野
」
は
、
「野
が
異
郷
あ

る
い
は
異

郷

 

 
と
こ

の
世
が
接
触

す

る
特

殊
な
空

間

で
あ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。
そ

の
意
味

で

 

 
は
、

野
が
狩

り
の
場
で
あ

っ
た
の
も
、
神
あ

る
い
は
神

の
使

い
で
あ

る
鳥
獣

が

 

 
あ

ら
わ
れ
る
場
所
、
人
と
神
が
接
触
す

る
場
所

で
あ

っ
た
と

か
ん

が
え
る
べ
き

 

 
で
あ
る
」

(同

編

『こ
と
ば

の
古
代
生

活
誌
』
河
出
書
房
新
社

、

一
九

八
九
)

 

 
と
の
べ
て

い
る
。

(32
)

大

野
晋
ほ
か
編

『岩
波
古
語
辞
典
』
補
訂
版

(岩
波
書
店
、

一
九
九

〇
、
初

 

出

一
九
七
四
)
は
、
「
あ
き
つ
し
ま
」

に
つ
い
て

「日
本
の
異
称
」
と
す
る
が
、

 

 
元
来

は

「
あ
き
/

つ
/
し

ま
」

で
あ

っ
た
点

も
あ

わ
せ
て
か
ん
が

え
る

べ
き
で

 

 
あ

ろ
う
。
「秋
」

は

「稲

作

の
収

穫
期
」

(同
書

)
を
し

め
し
、
転

じ

て

「収

 

穫
。

み
の
り
」

(同
書

)
を
さ
す
語
と
な

っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「特

 
 
別
な
時
、
な

ら
び

に
そ
れ
に
よ

っ
て
し
め
さ
れ
る
年
」

と
い

っ
た
意
味

か
ら
、

 
 

「ア

キ
ヅ

」
は
呪
術
的

・
祝
意

を

こ
め
た

い
い
か
え

(1ー
メ
タ

フ

ァ
ー
)

と
し

 
 
て

の
地
名

で
あ

る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

(33
) 

『類

聚
名
義

抄
』
を
参
照
。

(34
) 

渡
辺
晴

美

「照
射
」

は
、
「
夏

の
夜
な

ど
、
山
中

で
篭
火
を

焚

き
、
ま
た

火

 
 
串

に
松
明
を

と
も
し
、

そ
の
明

か
り
で
鹿

を
お
び

き
寄

せ
て
、
鹿

の
目

に
火
が

 

映

っ
て
光

る
の
を
目
標

に
弓
矢
で
射

る
狩

の
こ
と
」

(久
保

田
淳

ほ

か
編

『歌

 
 
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
角

川
書
店

、

一
九
九
九
)

と
説

明
す
る
。

こ
の
点

に
関

 
 
し

て
は
、
今
後

の
検
討
課
題

と
し
た
い
。

(35
) 

西
郷

『古
事
記
注
釈
』
第

八
巻

(ち
く
ま
学
芸
文
庫

、
二
〇
〇
六
、
初
出

一

 
 
九
八
九
)
。

(36
)

折

口

「桟

敷

の
古

い
形
」
(折

口
信
夫

全
集
刊
行
会

編

『折

口
信
夫
全
集

』

 
 
六
、
中
央
公
論
社
、

一
九

九
九

、
初
出

一
九

一
八

・
九

)
等

を
参
照
。

ま
た
折

 
 
口

「水

の
女
」

(折

口
信
夫
全
集
刊
行

会
編

『折

口
信
夫
全

集
』

二
、
中

央

公

 

論
社
、

一
九
九
五
、
初
出

一
九

二
七

・
九
、

一
九

二
八

・
一
)

は
、

「桟
敷

」

 
 
と

「棚
機
」

の
関
連

に

つ
い
て
も
の

べ
て
お
り
、

こ
の
点

か
ら
雄
略

の

「
い
ろ

 
 
こ

の
み
」
を

か
た
る
阿
岐

豆
野
神
話

の
中

に
、
「桟
敷
」

と
起

源
を

一
に
す
る

 
 

「御
呉
床
」

が
登
場

す
る
点

が
理
解

で
き
る
。

(37
) 

吉
野

の
乙
女

と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
雄
略

の
阿
岐
豆

野
神

話
以
降
も
文
芸
史

 
 
に
う
け

つ
が

れ
る
こ
と
と
な
り
、
五
節

の
舞

の
起

源
讃

や
、

さ
ら

に
時
代

は
く

 
 
だ

っ
て
能

の

「
二
人
静
」
等

に
も
み
て
と
れ
る
。

(38
) 

「
水

の
女
」

の
概
念

に
関

し
て
は
、
前

掲
注

(36
)
折

口

「水

の
女
」

等
を
参

 
 
照
。

(39
) 

桜
井
満

「巻
頭
歌

の
意
義

-
儀
礼
と
神
話
の
間

1
」

(『桜

井
満
著
作
集
』

第

 
 
三
巻
、

お
う

ふ
う
、
二
〇

〇
〇
、
初
出

一
九
八

一
)。

(40
) 

折

口

「万
葉
集

の
研
究
-

一
首

の
形
態
論

と
し

て
ー
」

(折

口
信

夫
全
集
刊

 
 
行
会

編

『折

口
信
夫

全
集
』
六
、
中
央

公
論
社
、

一
九
九

五
、
初

出

一
九

三

 
 
四
)
。

(41
)

折

口

「
歌
謡

を
中

心
と

し
た

王
朝

の
文

学
」

(折

口
信
夫

全

集

刊
行

会

編

 
 

『折

口
信
夫

全
集

』
二
十

三
、
中
央
公
論
社
、

一
九
九
七
、
初
出

一
九

五
〇
)。

(42
) 

本
稿

に
お
け
る

「
獣
狩
り
」
と
は
、
猪
や
鹿
を
対
象
と
し
た
狩
猟

を
さ
す
。
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記

・
紀
以
降

の
文
芸
史
上

に
お
い
て
、
狩
猟

に
お
け
る
具
体
相

が

「獣
狩

り
」

 
 
か
ら
次
第

に

「鷹
狩
」

に
と

っ
て
か
わ

っ
て
ゆ
く
と
と
な
る
。

こ
の
傾
向

は
、

 
 

『伊
勢
物

語
』
や

『源
氏
』

と

い

っ
た
王
朝
物

語

に
お

い
て

一
層
顕

著

と
な

 
 
る
。
た
だ

し
、

〈廃
王
〉
を

め
ぐ
る
狩
猟
伝
承

に
お

い
て
は
、

王
朝

期
以
降

も

 
 

「獣
狩

り
」
が

た
び
た
び
登

場
す
る
点
や
、
鎌
倉

王
権
成
立

以
降
、
「巻

狩
」

 
 
と

い
う
形

で

「獣
狩

り
」
が
文
芸

モ
チ

ー
フ
と
し
て
復
活
を

と
げ

る
点
等
、
興

 
 
味
深

い
点
が
お

お
く
存
在
す

る
。

こ
の
点

に
つ
い
て
も
今
後

の
検
討

課
題
と
し

 
 
た

い
。

(43
) 

こ
の
問
題
は
、
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭

に
お
い
て
、
初
穂
を

お
さ
め
る
と

い
う
行

 
 
為
が
、

つ
ま
り

は
王
者

に
よ
る
季
節
支
配
を
意
味
し
、

ま
た
そ
の
土

地
の
支
配

 
 
の
確
認
と

い

っ
た
要
素

と
も
密
接

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
と

い
う
こ
と
は
、

 
 
今
さ
ら
指
摘
す

る
ま
で
も
な

い
だ

ろ
う
。

(44
) 

前
掲
注

(25
)拙
稿
。

[底

本
] 

『源
氏
物
語
』

『日
本
書
紀
』
『古
事
記
』

『万
葉
集
』
11
新
編

日
本
古

典
文

 

学
全
集
。

『類
聚
名
義

抄
』

11
風
間
書
房

版
。
な

お

『源
氏
物

語
』

に
関

し

て

 

は
、
巻
名

・
巻
数

・
頁
数

を
し
め
し
た
。
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※
人
名

・
書
名

・
雑
誌
名

は
、

お
お
む
ね
通
行
字
体

に
し
た
が

っ
た
。


