
明日香村伝承芸能保存会「伝承あすか」第 22 号（令和元年５月）ホームページ http://densyo.asuka.co 

一 
 

新
元
号
「令
和
」と 

古
代
の
元
号
・暦
・時
間 

明
日
香
村
教
育
委
員
会
文
化
財
課 

課
長 

相
原
嘉
之 

は
じ
め
に 

～
「令
和
」改
元
～ 

初
春
令
月
、
気
淑
風
和
、 

梅
披
鏡
前
之
粉
、
蘭
香
珮
後
之
薫 

平
成
三
十
一
年
四
月
三
十
日
を
も
っ

て
、
天
皇
陛
下
が
退
位
さ
れ
、
翌
五
月
一

日
に
は
新
天
皇
が
即
位
、
元
号
が
「
令

和
」元
年
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

「大
化
」か
ら
数
え
て
、
実
に
二
八
四
番

目
の
元
号
と
な
り
ま
す
。 

こ
の
元
号
の
出
典
は
、
我
が
国
最
古
の

歌
集
『万
葉
集
』か
ら
で
し
た
。
こ
れ
ま
で

は
中
国
古
典
か
ら
の
出
典
が
多
か
った
の

で
す
が
、
今
回
は
国
書
か
ら
の
出
典
と
い

う
と
こ
ろ
も
注
目
さ
れ
ま
す
。 

し
か
も
、
そ
れ
が
『万
葉
集
』で
あ
った

こ
と
は
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。 

今
回
の
出
典
は

万
葉
集
の
歌
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
歌

の
序
文
に
あ
た
る

文
章
で
す
。 

天
平
二
年
（七
三

〇
）正
月
十
三
日
、

大
宰
府
の
師
匠
で

あ
る
大
伴
旅
人
の
家
に
集
ま
って
、
梅
花

の
宴
を
催
し
ま
し
た
。
「時
あ
た
か
も
新

春
の
好
き
月
、
空
気
は
美
し
く
風
は
や
わ

ら
か
に
、
梅
は
美
女
の
鏡
の
前
に
装
う
白

粉
の
ご
と
く
白
く
咲
き
、
蘭
は
身
を
飾
っ

た
香
の
如
き
か
お
り
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い

る
」と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
人
々
が

美
し
く
、
心
を
寄
せ
合
う
中
で
、
文
化
が

生
ま
れ
育
つ
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。 

元
号
の
は
じ
ま
り
と
改
元 

そ
も
そ
も
元
号
と
は
中
国
を
中
心
と

す
る
漢
字
文
化
圏
で
の
紀
年
法
で
、
紀
元

前
一
四
〇
年
の
前
漢
の
武
帝
の
時
代
に
始

ま
り
ま
し
た
。
日
本
で
も
、
八
世
紀
は
じ

め
の
「
律
令
法
」
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
ま

す
。 そ

の
元
号
の
は
じ
ま
り
は
、
蘇
我
蝦

夷
・入
鹿
を
倒
し
た
乙
巳
の
変
の
後
、
新

政
権
が
難
波
で
改
革
を
お
こ
な
っ
た
「大

化
改
新
」で
も
有
名
な
六
四
五
年
の
「大

化
」で
す
。
そ
の
後
、
断
続
的
に
「白
雉
」

「
朱
鳥
」と
続
き
ま
す
が
、
七
〇
一
年
に

「大
宝
」の
元
号
が
建
て
ら
れ
、
以
降
、
今

回
の
「令
和
」ま
で
続
く
元
号
文
化
が
始

ま
り
ま
し
た
。 

そ
の
意
味
で
、
日
本
最
初
の
元
号
は

「大
化
」で
す
が
、
現
在
ま
で
継
続
的
に
続

く
元
号
の
は
じ
ま
り
は
「大
宝
」と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
元
号
の
改
元
理
由
に
は
、

い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず

「
代
始
改
元
」
で
す
。

孝
徳
天
皇
や
元
正
天

皇
・
聖
武
天
皇
な
ど

は
、
天
皇
の
即
位
に
合

わ
せ
て
の
改
元
を
し
て

い
ま
す
。
次
に
、
在
位

中
に
希
少
な
亀
や
鳥

な
ど
の
吉
瑞
が
出
現

す
る
と
、
天
皇
の
徳
が

あ
る
か
ら
と
し
て
、
改

元
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
を
「
祥
瑞

改
元
」
と
い
い
、
白
雉
・

大
宝
・
和
銅
・
霊
亀
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
平

安
時
代
に
な
る
と
、
祥

瑞
と
は
反
対
に
災
異

が
天
の
戒
め
と
み
て
の

「
災
異
改
元
」
も
あ
り

ま
し
た
。
延
喜
・宝
永

な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
改
元
の
理
由
は
様
々
で

す
が
、
飛
鳥
時
代
～
奈
良
時
代
に
お
い
て

は
、
「代
始
改
元
」「祥
瑞
改
元
」が
多
い
と

い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
に
対
し
て
現
在
は
、
元
号
法
に

よ
って
、
皇
位
の
継
承
が
あ
った
場
合
に
限

り
改
め
る
、
つ
ま
り
「代
始
改
元
」だ
け
と

な
って
い
ま
す
。 

第
二
十
二
号 

「棚田の早春」撮影・上山好康氏 
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考
古
資
料
か
ら
み
た
年
紀
表
記 

元
号
を
使
う
ま
で
、
我
が
国
の
年
紀
は

ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
？ 
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
三
世

紀
の
三
角
縁
神
獣
鏡
な
ど
は
「
景
初
三

年
」（二
三
九
）な
ど
、
中
国
の
元
号
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
、
日
本
で
は
、
「辛
亥
年
七
月
中

記
」（四
七
一
・稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
・

埼
玉
県
行
田
市
）や
「癸
未
年
八
月
」（五

〇
三
・隅
田
八
幡
宮
所
蔵
人
物
画
像
鏡
・

和
歌
山
県
橋
本
市
）の
よ
う
に
、
五
～
六

世
紀
の
銘
文
に
は
十
干
十
二
支
に
よ
る

表
記
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
飛
鳥
時

代
に
な
って
も
同
様
で
、
難
波
宮
跡
で
出

土
し
た
「戊
申
年
」木
簡
（六
四
八
）や
飛

鳥
池
工
房
遺
跡
出
土
の
「
丁
丑
年
十
二

月
三
野
国
刀
支
評
次
米
」
木
簡
（
六
七

七
）、
藤
原
宮
跡
出
土
「庚
子
年
四
月 

若

佐
國
小
丹
生
評
」木
簡
（七
〇
〇
）が
見
つ

か
って
い
ま
す
。 

し
か
し
、
七
〇
一
年
に
な
る
と
、
木
簡

や
文
書
の
年
号
が
干
支
か
ら
元
号
に
変

わ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
藤
原
京
跡
か
ら
出

土
し
た
「大
寶
二
年
八
月
十
三
日
」（
七

〇
二
）や
「太
寶
三
年
十
一
月
十
二
日
御

野
国
楡
皮
十
斤
」（七
〇
三
）
か
ら
も
わ

か
り
ま
す
。 

や
は
り
、
七
〇
〇
年
以
前
は
干
支
で

表
記
し
、
七
〇
一
年
以
降
は
元
号
で
表

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
宝
令
の
儀

制
令
で
、
公
文
書
に
は
元
号
を
記
せ
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
忠
実
に
実
行
し
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
大
化
」
の

元
号
で
す
。
難
波
宮
跡
で
出
土
し
た
六

四
八
年
の
「戊
申
年
」木
簡
は
干
支
で
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
政
権
中
枢
の
難
波
宮
の

近
く
で
出
土
し
た
木
簡
に
も
、
元
号
で

は
な
く
干
支
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
「大
化
」の
元
号
が
一
般
に
は
広
ま
っ

て
お
ら
ず
、
宮
廷
内
の
一
部
だ
け
で
利
用

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
「白
雉
」「朱
鳥
」と
断
続
的
に

し
か
続
か
な
い
こ
と
か
ら
も
窺
え
ま
す
。

こ
の
理
由
は
、
元
号
が
国
家
の
独
立
性
を

示
す
こ
と
か
ら
、
対
外
的
に
は
公
式
に
使

用
せ
ず
、
唐
の
意
向
を
意
識
し
て
、
配
慮

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

元
号
と
暦
と
時
間 

古
代
の
制
度
で
、
元
号
を
は
じ
め
、
暦

の
作
成
や
時
間
を
管
理
管
轄
す
る
役
所

に
中
務
省
陰
陽
寮
が
あ
り
ま
す
。
現
在

で
い
う
と
、
国
立
天
文
台
の
役
割
を
果
た

し
て
お
り
、
こ
れ
に
加
え
て
、
占
星
術
も

行
って
い
ま
し
た
。 

天
武
四
年
（六
七
五
）に
は
占
星
台
を

建
設
し
て
お
り
、
キ
ト
ラ
古
墳
石
室
の
天

井
に
は
、
東
ア
ジ
ア
現
存
最
古
の
本
格
的

な
天
文
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
有
名

で
す
。
天
体
を
観
察
し
、
そ
の
天
か
ら
の

シ
グ
ナ
ル
を
陰
陽
師
に
報
告
し
、
陰
陽
師

が
こ
れ
を
占
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
星
の
運

行
は
、
暦
の
作
成
に
も
反
映
さ
れ
ま
し

た
。
実
際
、
石
神
遺
跡
で
は
持
統
三
年

（六
八
九
）の
具
注
暦
木
簡
が
出
土
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
日
々
の
時
間
の
管
理
と

時
報
は
、
漏
刻
（水
時
計
）で
行
わ
れ
ま

し
た
。
斉
明
六
年
五
月
に
中
大
兄
皇
子

が
「初
め
て
漏
剋
を
造
る
」と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。 

総
括
～
時
を
司
る
～ 

元
号
・暦
・時
間
を
管
理
・発
布
す
る
の

は
、
天
皇
に
の
み
許
さ
れ
た
特
権
で
す
。

時
を
司
る
こ
と
に
よ
り
、
民
を
同
じ
時
間

で
管
理
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、

天
皇
を
頂
点
と
す
る
国
家
を
造
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
元
号
を

使
用
す
る
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
世
界
の
中

で
、
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
国
家
で
あ
る
こ
と

を
、
国
内
外
に
表
明
し
て
い
る
の
で
す
。

ま
さ
に
「日
本
国
」の
誕
生
を
宣
言
し
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
す
。 

中
国
で
は
じ
ま
っ
た
元
号
文
化
で
す

が
、
東
ア
ジ
ア
で
現
在
ま
で
一
三
〇
〇
年

も
継
続
し
て
使
用
し
て
い
る
の
は
日
本
だ

け
で
す
。
今
後
も
人
々
が
美
し
く
、
心

を
寄
せ
合
う
中
で
、
生
ま
れ
た
こ
の
日
本

文
化
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。 

た
ま
ゆ
ら 

「こ
こ
に
地
果
て
、
海
始
ま
る
」 

明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存
会 

会
長 

岡
﨑
義
男 

こ
の
表
題
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
最
西

端
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
「
ロ
カ
岬
」
に
あ
る
石

碑
に
刻
ま
れ
た
一
節
で
す
。 

十
六
世
紀
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
史
上
最
大
の

詩
人
、
ル
イ
ス
・デ
・カ
モ
ン
イ
ス
が
著
わ
し

た
叙
事
詩
「ウ
ズ
・ル
ジ
ア
タ
ス
」（現
在
の

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
人
々
の
意
）に
出
て
く
る

一
節
で
す
。 

十
五
世
紀
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
マ
ル

コ
・ポ
ー
ロ
の
「東
方
見
聞
録
」に
著
わ
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
大
陸
内
の
東
西
交
易
か

ら
、
マ
ゼ
ラ
ン
や
ヴ
ァ
ス
コ
・ダ
・ガ
マ
は
海
の

向
こ
う
に
活
路
を
求
め
、
大
海
原
に
帆
を

進
め
ま
し
た
。
大
航
海
時
代
の
始
ま
り
で

出典：ウィキメディア・コモンズ 
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す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
西
ア
フ

リ
カ
を
は
じ
め
、
十
五
世
紀

半
ば
に
は
イ
ン
ド
、
マ
レ
ー
半

島
、
中
国
の
マ
カ
オ
に
進
出

し
、
一
五
四
三
年
に
は
種
子

島
に
漂
着
し
て
鉄
砲
を
伝

え
て
い
ま
す
。
新
航
路
の
発

見
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
栄
光
と

繁
栄
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。 

今
で
は
大
き
く
時
代
が
変

わ
る
と
き
や
、
新
し
い
社
会

の
到
来
を
希
求
す
る
と
き
な

ど
「こ
こ
に
地
果
て
、
海
始
ま

る
」と
い
う
言
葉
は
ピ
ッ
タ
リ

だ
と
思
い
ま
す
。 

と
き
あ
た
か
も
元
号
が

「
平
成
」
か
ら
「
令
和
」
に
変
わ
り
ま
し

た
。 「

令
和
」
の
典
拠
は
「
万
葉
集
」
か
ら
で

す
か
ら
、
保
存
会
の
「萬
葉
朗
唱
」の
部
員

に
と
り
ま
し
て
は
こ
の
上
な
い
慶
び
で

す
。 定

例
公
演
の
発
表
の
舞
台
は
、
初
代
館

長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
、
中
西
進
先
生
の

奈
良
県
立
万
葉
文
化
館
で
あ

り
、
ご
指
導
を
頂
い
て
い
る
の

が
、
犬
養
孝
先
生
の
薫
陶
を
受

け
ら
れ
た
、
犬
養
万
葉
記
念
館

長
岡
本
三
千
代
先
生
で
す
。 

明
日
香
に
絶
好
の
風
が
吹
い

て
来
ま
し
た
。
保
存
会
と
い
う

帆
に
「令
和
」と
い
う
順
風
を
う

け
て
、
「
こ
こ
に
地
果
て
、
海
始

ま
る
」の
心
で
頑
張
り
た
い
と
思

い
ま
す
。 

明
日
香
南
無
天
踊

あ

す

か

な

も

で

お

ど

り 

南
無
天
踊
り 

松
川 

和 

私
が
南
無
天
踊
り
を
始
め
た
き
っか
け

は
、
小
学
生
三
年
生
の
時
の
運
動
会
で
、

み
ん
な
で
南
無
天
踊
り
を
踊
った
こ
と
で

す
。
正
直
、
運
動
会
ま
で
は
南
無
天
踊
り

の
こ
と
は
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
、
練
習
を
重
ね
て
い
く
ご
と
に
、
だ

ん
だ
ん
興
味
が
わ
い
て
き
ま
し
た
。 

初
め
て
南
無
天
踊
り
の
練
習
場
所
に

行
った
時
は
不
安
で
い
っぱ
い
で
し
た
。
子

供
は
私
一
人
だ
け
で
、
振
り
も
小
学
校

と
違
って
、
難
し
そ
う
で
し
た
。
で
も
、
そ

ん
な
こ
と
を
思
って
い
た
私
と
は
裏
腹
に
、

南
無
天
の
皆
さ
ん
は
優
し
く
接
し
て
く

れ
ま
し
た
。 

初
め
は
人
前
で
発
表
す
る
の
が
す
ご
く

恥
ず
か
し
く
て
、
家
族
に
は
よ
く
「お
客

さ
ん
は
カ
ボ
チ
ャ
！
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

今
で
も
た
ま
に
そ
の
言
葉
を
思
い
出
し

て
、
お
客
さ
ん
が
カ
ボ
チ
ャ
に
見
え
る
よ

う
に
、
頑
張
ろ
う
と
す
る
と
き
が
あ
り
ま

す
が
、
な
か
な
か
カ
ボ
チ
ャ
に
は
見
え
ま

せ
ん
・・・。
で
も
、
何
回
も
発
表
し
て
い
る

う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
人
前
に
も
慣
れ
て
き

ま
し
た
。
見
て
下
さ
っ
た
お
客
さ
ん
が
、

最
後
に
話
し
か
け
て
く
れ
た
り
す
る
と

や
って
い
て
良
か
った
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
二
年
程
前
に
、
私
は
あ
る
友

達
の
女
の
子
二
人
を
南
無
天
踊
り
に
誘
っ

て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
し
ば
ら
く
し
て

そ
の
二
人
が
、
南
無
天
に
入
っ
て
く
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
一
人
で
寂

し
か
った
私
は
、
も
の
す
ご
く
う
れ
し
か
っ

た
で
す
。
さ
ら
に
！ 

そ
の
う
ち
の
一
人

に
は
弟
が
二
人
い
る
の
で
す
が
、
最
近
、

そ
の
二
人
と
も
が
入
っ
て
く
れ
た
の
で
、

今
ま
で
以
上
に
に
ぎ
や
か
に
な
り
ま
し

た
。 さ

ら
に
さ
ら
に
！ 

今
新
し
く
女
の
子

が
一
人
入
って
く
れ
ま
し
た
！ 

今
は
子
供
が
六
人
に
な
り
、
楽
し
く
練

習
し
て
い
ま
す
。
大
人
の
人
は
、
「平
均
年

齢
、
だ
い
ぶ
下
が
った
な
ぁ
」と
言
って
い
ま

し
た
。 

こ
れ
か
ら
も
、
子
供
の
数
が
少
し
で
も

増
え
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
も
し
増

え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
こ
れ

か
ら
も
頑
張
って
い
き
た
い
で
す
。 

（私
は
、
南
無
天
踊
り
に
入
って
く
れ
た

女
の
子
達
に
誘
わ
れ
て
、
万
葉
朗
唱
の
活

動
も
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
ち
ら
も

子
供
の
数
が
減
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
も

多
く
、
興
味
を
持
って
く
れ
る
人
が
増
え

る
こ
と
を
願
って
い
ま
す
。
） 
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八
雲
琴

や

く

も

ご

と 

脇
田
初
枝 

平
成
三
十
年
度
聖
徳
中
学
校
総
合
学

習
・明
日
香
学
で
八
雲
琴
を
勉
強
し
た
、

三
年
生
四
名
の
感
想
文
で
す
。 

（昨
年
末
に
提
出
さ
れ
た
分
） 

拝
啓 

師
走
に
入
り
と
て
も
寒
い
日
が

続
い
て
い
ま
す
が
、
先
生
方
は
い
か
が
お

過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
四
人
は
今

受
験
に
向
け
て
頑
張
って
い
ま
す
。
先
生

方
が
い
つ
も
優
し
く
丁
寧
に
八
雲
琴
に
つ

い
て
教
え
て
下
さ
っ
た
り
、
八
雲
琴
の
演

奏
を
指
導
し
て
下
さ
った
り
し
た
お
か
げ

で
、
私
た
ち
の
大
き
な
舞
台
で
あ
った
光

の
回
廊
、
聖
中
祭
の
発
表
を
成
功
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

私
た
ち
は
約
二
年
間
、
先
生
方
に
八

雲
琴
を
教
え
て
も
ら
い
、
た
く
さ
ん
成
長

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

今
ま
で
は
、
楽
譜
に
並
べ
ら
れ
た
音
を

正
し
く
弾
く
こ
と
だ
け
で
精
一
杯
で
し

た
が
、
練
習
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
み

ん
な
で
音
を
綺
麗
に
合
わ
せ
る
こ
と
や
、

曲
に
込
め
た
思
い
が
聴
い
て
下
さ
って
い
る

方
々
に
、
よ
り
伝
わ
る
よ
う
に
弾
く
こ
と

を
意
識
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と

て
も
貴
重
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
、

先
生
方
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っぱ
い
で

す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 私

た
ち
四
人
と
も
高
校
生
に
な
って
も

続
け
よ
う
と
思
って
い
ま
す
の
で
、
今
後
と

も
ご
指
導
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

十
二
月
十
九
日 

聖
徳
中
学
校
・明
日
香
学B

分
科
会 

八
雲
琴
三
年
生
一
同 

先
生
方 

八
雲
琴
と
わ
た
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
川 

優
衣 

私
は
、
小
学
校
三
年
生
の
と
き
に
、
友

達
に
誘
っ
て
も
ら
い
、
八
雲
琴
を
習
い
は

じ
め
ま
し
た
。
は
じ
め
た
こ
ろ
は
、
同
級

生
は
二
人
だ
け
で
、
知
っ
て
い
る
人
も
あ

ま
り
い
な
か
っ
た
の
で
、
毎
回
毎
回
ド
キ

ド
キ
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
八
雲
琴
を

教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
先
生
方
が
、
私

た
ち
に
優
し
く
丁
寧
に
指
導
し
て
く
だ

さ
った
お
か
げ
で
、
は
や
く
周
り
の
空
気

に
な
じ
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
は
、
週
一
回
の
練
習
に
行
く

の
が
楽
し
み
に
な
り
、
少
し
ず
つ
綺
麗
な

音
色
を
だ
せ
る
よ
う
に
な
って
い
き
ま
し

た
。
少
し
ず
つ
自
信
が
も
て
て
き
た
こ
ろ

に
、
替
手
を
一
人
で
一
音
も
間
違
え
ず

に
弾
い
て
い
る
か
っ
こ
い
い
先
輩
を
見
つ
け

ま
し
た
。
そ
の
先
輩
は
、
一
音
一
音
に
思

い
を
の
せ
て
弾
い
て
い
て
、
そ
の
音
に
感
動

し
、
「
私
も
こ
ん
な
ふ
う
に
弾

け
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
」
と

思
い
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
八
雲
琴
を
練
習
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

中
学
生
に
な
る
と
忙
し
く

な
り
、
あ
ま
り
練
習
に
行
け

な
く
な
り
ま
し
た
。
で
も
幸
い

明
日
香
学
で
八
雲
琴
を
勉
強

で
き
る
機
会
を
も
ら
う
こ
と

が
で
き
、
仲
間
も
四
人
に
増
え

ま
し
た
。
先
生
方
や
先
輩
方

に
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
な
が

ら
、
私
た
ち
の
思
い
を
音
に
込

め
て
弾
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。 

こ
れ
で
明
日
香
学
と
し
て
八

雲
琴
を
勉
強
す
る
の
は
終
わ

り
で
す
が
、
高
校
生
に
な
って

も
続
け
て
い
き
た
い
と
思
って
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
明
日
香

村
の
貴
重
な
伝
承
芸
能
で
あ

る
八
雲
琴
を
弾
け
る
喜
び
と

誇
り
を
も
って
、
も
っと
た
く
さ
ん
の
人
に

美
し
い
八
雲
琴
の
音
色
を
届
け
て
い
き
た

い
で
す
。 

最
後
に
、
今
ま
で
約
七
年
間
八
雲
琴
を

指
導
し
て
く
だ
さ
った
先
生
方
、
ま
た
八

雲
琴
を
応
援
し
て
く
だ
さ
った
方
、
見
て

く
だ
さ
った
方
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
、
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

八
雲
琴 

上
西 

悠
以 

私
は
、
小
学
校
の
こ
ろ
か
ら
、
ず
っと
八

雲
琴
を
弾
い
て
き
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し

て
中
学
生
に
な
って
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
し
て

八
雲
琴
に
向
き
合
う
の
は
初
め
て
で
し

た
。 八

雲
琴
は
、
今
で
こ
そ
止
ま
ら
ず
に
ス
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ラ
ス
ラ
と
流
れ
る
よ
う
に
弾
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
が
、
始
め
た
ば
か
り
の
頃
は

ゆ
っく
り
で
も
あ
ま
り
弾
け
ま
せ
ん
で
し

た
。
時
々
、
嫌
に
な
って
や
め
よ
う
と
し
か

け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
い
つ
も
先

生
方
が
優
し
く
教
え
て
下
さ
り
、
や
め
る

こ
と
な
く
今
ま
で
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ち
ゃ
ん
と

弾
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
か
ら
、
初
め

て
替
手
を
し
ま
し
た
。
本
手
よ
り
も
何

倍
も
難
し
く
、
最
初
は
、
最
後
ま
で
弾
き

き
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
て
も
心
配
で
し

た
が
、
コ
ツ
コ
ツ
と
練
習
し
て
い
た
ら
、
今

で
は
楽
譜
を
見
な
く
て
も
弾
け
る
ま
で

上
達
し
ま
し
た
。 

初
め
は
間
違
え
て
ば
か
り
い
ま
し
た

が
、
そ
の
つ
ど
、
先
生
が
優
し
く
、
私
が
で

き
る
ま
で
教
え
て
く
れ
て
、
最
後
ま
で

ノ
ー
ミ
ス
で
弾
き
き
る
こ
と
が
で
き
た
こ

と
は
う
れ
し
す
ぎ
て
、
今
で
も
感
動
を

覚
え
て
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
は
高
校
に
入
学
す
る
の
で
、

今
ま
で
よ
り
も
、
も
っと
忙
し
く
な
り
ま

す
が
、
何
が
あ
って
も
八
雲
琴
だ
け
は
や

め
な
い
で
、
ず
っと
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
八
雲
琴
の
楽
し
さ

が
、
ま
わ
り
の
人
に
も
広
ま
り
、
だ
ん
だ

ん
と
後
世
に
伝
わ
って
、
八
雲
琴
を
す
る

人
口
が
も
っと
増
え
て
い
け
ば
い
い
な
と
思

い
ま
す
。 

八
雲
琴 

上
島 
華
歩 

私
は
、
中
学
二
年
生
に
な
って
先
輩
に

す
す
め
ら
れ
、
八
雲
琴
を
選
択
し
ま
し

た
。
ベ
テ
ラ
ン
な
二
人
が
い
た
の
で
、
あ
ま

り
緊
張
せ
ず
公
民
館
に
行
け
ま
し
た
。

初
め
見
た
と
き
、
み
ん
な
真
剣
な
顔
を
し

て
い
て
、
一
気
に
緊
張
し
ま
し
た
。
一
つ

一
つ
丁
寧
に
教
え
て
も
ら
って
頑
張
ろ
う

と
思
い
ま
し
た
。 

初
心
者
の
私
と
も
う
一
人
の
友
達
で
、

毎
週
水
曜
日
コ
ツ
コ
ツ
練
習
し
ま
し
た
。

少
し
ず
つ
、
み
ん
な
み
た
い
に
曲
が
弾
け

る
よ
う
に
な
って
、
発
表
も
出
さ
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
上
の
学
年
の
先
輩
に
も
、

教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
土
曜
日
練
習
に

行
っ
た
り
、
家
で
練
習
し
た
り
し
ま
し

た
。
二
年
生
の
最
後
の
ほ
う
で
は
、
だ
い
ぶ

ベ
テ
ラ
ン
二
人
と
同
じ
よ
う
に
、
弾
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
三
年
生
に
な
っ

て
、
後
輩
が
入
って
き
て
、
先
輩
と
し
て
う

ま
く
弾
け
る
か
不
安
だ
った
け
れ
ど
、
新

し
い
メ
ン
バ
ー
で
頑
張
ろ
う
と
思
い
が
ん
ば

り
ま
し
た
。 

お
琴
の
発
表
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
ど

れ
も
緊
張
し
た
け
ど
、
ど
れ
も
い
い
経
験

に
な
り
ま
し
た
。 

私
は
、
中
学
校
の
明
日
香
学
で
終
わ
る

の
は
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
な
の

で
、
高
校
生
に
な
って
も
、
こ
の
四
人
で
お

琴
を
つ
づ
け
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。 

最
後
に
、
約
二
年
間
お
琴
を
教
え
て
い

た
だ
い
た
先
生
方
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

八
雲
琴
を
な
ら
って 西

川 

魅
咲 

私
は
、
明
日
香
学
で
、
は
じ
め
て
八
雲

琴
に
ふ
れ
ま
し
た
。
小
学
校
の
と
き
は
、

友
達
が
や
って
い
て
、
そ
れ
で
『八
雲
琴
』と

い
う
の
は
知
って
い
ま
し
た
。
で
も
、
見
た

こ
と
も
な
か
った
の
で
、 

「と
て
も
す
ご
い
な
。
」 

と
思
って
い
ま
し
た
。 

中
学
二
年
生
に
な
って
、
明
日
香
学
で

選
択
す
る
と
き
に
、
小
学
校
で
八
雲
琴
を

し
て
い
た
友
達
と
仲
が
良
か
った
の
で
、
さ

そ
わ
れ
て
、
八
雲
琴
を
え
ら
び
ま
し
た
。 

は
じ
め
て
八
雲
琴
を
見
た
と
き
は
、
私

が
知
って
い
た
お
琴
と
は
ち
が
って
、
二
絃

で
、
と
て
も
細
い
な
と
思
った
の
を
覚
え
て

い
ま
す
。 

は
じ
め
て
か
ら
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
ツ
ボ
を

覚
え
ら
れ
な
く
て
、
苦
戦
し
ま
し
た
。
台

を
組
み
立
て
る
の
も
、
方
向
が
あ
って
、
む

ず
か
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

一
番
苦
戦
し
た
の
は
曲
で
す
。
明
日
香
学

で
習
う
た
び
に
す
す
む
の
で
、
進
む
ス

ピ
ー
ド
が
と
て
も
速
く
て
、
ぜ
ん
ぜ
ん
弾

け
て
い
る
気
が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
く

楽
譜
を
見
て
い
て
、
見
失
っ
た
り
し
て
い

て
、
む
ず
か
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
で

も
、
聖
中
祭
の
時
に
、
先
輩
た
ち
と
一
緒

に
練
習
し
て
、
私
た
ち
が
練
習
し
て
い
た

曲
を
完
璧
に
弾
い
て
い
て
、
す
ご
く
か
っこ

い
い
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
当
日
ま
で
練

習
し
て
、
や
っと
速
い
と
こ
ろ
も
弾
け
る
よ

う
に
な
って
、
と
て
も
う
れ
し
く
て
、
で
も

と
て
も
緊
張
し
ま
し
た
。
三
年
生
に
な
っ

て
、
二
年
生
も
入
って
き
て
、
八
雲
琴
を

す
る
の
が
、
も
っと
楽
し
く
な
り
ま
し
た
。 

私
は
八
雲
琴
を
通
し
て
、
い
ろ
ん
な
経

験
が
で
き
て
、
年
の
上
の
人
と
、
は
な
し

を
す
る
機
会
も
増
え
た
の
で
、
と
て
も
良

か
った
と
思
い
ま
す
。 
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奈
良
県
立
高
取
国
際
高
等
学
校 

第
八
回
「伝
承
芸
能
鑑
賞
会
」 

明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存
会 

会
長 

岡
﨑
義
男 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
四
日
、 

恒
例
に
な
って
い
ま
す
、
郷
土
の
伝
承
芸

能
「八
雲
琴
」と
「南
無
天
踊
り
」を
鑑
賞

し
て
頂
き
ま
し
た
。 

小
雪
の
舞
い
散
る
寒
い
日
で
し
た
が
学

校
に
付
属
し
て
い
る
八
角
形
の
国
際
ホ
ー

ル
は
暖
房
と
一
年
生
の
生
徒
さ
ん
の
熱
気

で
、
出
演
者
の
顔
が
上
気
す
る
ほ
ど
で
し

た
。 生

徒
さ
ん
は
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
な

か
で
、
楽
し
く
鑑
賞
し
て
下
さ
い
ま
す
の

で
、
大
変
演
じ
甲
斐
が
あ
り
ま
す
。
演
技

終
了
後
、
楽
器
や
衣
装
な
ど
の
体
験
活
動

に
も
、
積
極
的
に
参
加
し
て
下
さ
い
ま
し

た
の
で
、
盛
り
上
が
り
の
あ
る
鑑
賞
会
に

な
り
ま
し
た
。 

担
当
の
先
生
が
鑑
賞
後
の
生
徒
さ
ん
の

感
想
文
を
た
く
さ
ん
お
送
り
下
し
ま
し

た
。
紙
面
の
都
合
上
、
四
名
の
方
を
紹
介

致
し
ま
す
。 

Ａ
さ
ん
の
感
想
文 

保
存
会
の
皆
さ
ん
の
演
奏
を
聞
い
て 

と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
に

ぎ
や
か
で
明
る
く
て
、
楽
し
そ
う
に
し
て

い
て
、
思
って
い
た
よ
り
、
ず
っと
す
ご
か
っ

た
で
す
。 

初
め
、
ホ
ー
ル
に
入
って
き
た
時
、
い
ろ

い
ろ
な
格
好
を
し
た
人
た
ち
が
い
た
の

で
、
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
演
奏

が
始
ま
る
と
、
明
る
く
楽
し
そ
う
で
し

た
。
楽
器
の
体
験
で
、
ホ
ラ
貝
や
琴
、
横

笛
な
ど
、
ど
れ
も
難
し
く
て
鳴
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
保
存
会
の
皆
さ
ん
は
、
い
と
も

簡
単
に
吹
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
日
頃

か
ら
練
習
さ
れ
て
お
ら
れ
る
か
ら
だ
と

思
い
ま
し
た
。 

私
が
想
像
し
て
い
た
保
存
会
の
皆
さ
ん

は
、
暗
め
の
オ
ー
ラ
を
少
し
ま
と
っ
て
い

て
、
八
雲
琴
は
、
子
守
歌
の
よ
う
な
も
の

を
す
る
の
か
な
と
思
って
い
た
の
で
す
が
、

全
然
違
い
ま
し
た
。
明
日
香
村
に
は
古
事

記
、
日
本
書
紀
の
時
代
よ
り
受
け
継
が

れ
て
き
た
伝
統
的
な
芸
能
が
あ
る
こ
と

を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。 

私
は
歴
史
が
好
き
で
、
古
事
記
に
も
記

さ
れ
て
い
る
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
が
持
っ

て
い
た
「天
の
詔
琴
」（八
雲
琴
）を
じ
っく

り
と
さ
わ
って
み
た
い
と
思
い
し
た
。 

Ｂ
さ
ん
の
感
想
文 

保
存
会
の
方
が
挨
拶
の
中
で
、
今
回
で

八
回
目
に
な
り
ま
す
と
話
さ
れ
た
の
を

聞
い
て
、
い
つ
も
こ
の
日
の
た
め
に
一
生
懸

命
練
習
し
て
き
て
く
だ
さ
った
の
だ
な
と

思
い
、
し
っか
り
見
て
、
学
ん
で
、
楽
し
も

う
と
思
い
ま
し
た
。 

ま
ず
初
め
に
、
八
雲
琴
で
曲
を
演
奏
し

て
頂
き
ま
し
た
。
演
奏
前
に
は
、
芸
能
の

神
様
に
何
回
も
お
じ
ぎ
を
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
八
雲
琴
の
演
奏
を
聞
け
る
機
会
が

な
か
っ
た
の
で
、
す
ご
く
新
鮮
み
が
あ
り

ま
し
た
。
琴
の
音
は
耳
に
い
つ
ま
で
も
残

る
落
ち
着
い
た
感
じ
の
も
の
で
し
た
。 

次
に
、
南
無
天
踊
り
の
説
明
を
さ
れ
て

か
ら
、
踊
り
を
披
露
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。
説
明
は
、
ま
と
め
て
は
っき
り
と
話
し

て
下
さ
っ
た
の
で
、
す
ご
く
わ
か
り
や
す

か
った
で
す
。 

Ｃ
さ
ん
の
感
想
文 

今
回
の
伝
承
芸
能
鑑
賞
会
を
通
し
て
、

こ
れ
は
是
非
残
さ
れ
る
べ
き
、
素
晴
ら
し

い
文
化
だ
な
と
思
った
。
ま
ず
発
表
さ
れ

た
の
は
、
「八
雲
琴
」だ
った
。
と
て
も
深
み

の
あ
る
音
色
で
、
心
地
が
よ
か
た
の
で
途

中
う
と
う
と
し
て
し
ま
った
。 

長
い
歴
史
の
中
で
代
々
受
け
継
が
れ
、

そ
の
た
び
に
磨
き
を
か
け
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
と
思
った
。
そ
う
で
な
け
れ
ば

あ
の
よ
う
な
音
色
を
奏
で
る
こ
と
は
出
来

な
い
だ
ろ
う
し
、
一
人
だ
け
で
は
あ
の
よ

う
な
演
奏
を
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ

う
。
あ
る
一
定
の
人
数
で
演
奏
す
る
か
ら

こ
そ
引
き
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
思
った
。 

次
に
発
表
さ
れ
た
の
は
「
南
無
天
踊

り
」だ
。
重
々
し
く
心
臓
の
奥
深
く
に
響

き
渡
る
太
鼓
の
音
色
と
と
も
に
、
ま
る
で

夏
祭
り
に
流
れ
る
よ
う
な
、
小
節
の
効
い

た
声
で
歌
って
い
た
。
格
好
が
良
い
な
あ
と

思
った
。
場
面
は
変
わ
って
女
性
の
綺
麗
な

歌
声
で
神
様
に
雨
乞
い
を
す
る
場
面
が

あ
った
。
神
秘
的
で
幻
想
的
な
感
覚
を
覚

え
た
。
縄
で
作
ら
れ
た
「竜
」が
登
場
し
て

場
を
盛
り
上
げ
る
演
出
に
も
驚
い
た
。 

飛
鳥
の
地
に
こ
の
よ
う
な
素
敵
な
文
化

が
あ
る
と
は
全
く
知
ら
な
か
った
。
鑑
賞

会
で
飛
鳥
文
化
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
出

来
て
本
当
に
良
か
った
と
思
った
。 

Ｄ
さ
ん
の
感
想
文 

私
は
、
明
日
香
の
伝
統
芸
能
を
初
め
て

耳
に
し
ま
し
た
。
楽
器
や
歌
、
踊
り
も
初

め
て
見
る
も
の
ば
か
り
で
新
鮮
で
し
た
。

「八
雲
琴
」は
二
本
の
絃
で
弾
く
も
の
で
、

音
を
聴
く
の
は
初
め
て
で
し
た
。 

箏
曲
部
に
所
属
し
て
琴
を
弾
い
て
い
ま

す
が
、
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
楽
譜

が
大
き
く
違
い
ま
す
。 

箏
曲
部
の
楽
譜
は
漢
数
字
で
著
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
八
雲
琴
は
カ
タ
カ
ナ
で
書
か

れ
て
い
た
の
で
驚
き
ま
し
た
。
歌
を
歌
い
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な
が
ら
演
奏
す
る
と
こ
ろ
も
違
って
い
ま

し
た
。
普
段
弾
い
て
い
る
琴
と
違
った
と
こ

ろ
を
見
る
こ
と
が
出
来
て
良
か
っ
た
で

す
。 南

無
天
踊
り
で
は
、
歴
史
を
学
ん
だ
気

分
に
な
り
ま
し
た
。 

独
特
の
リ
ズ
ム
と
歌
で
、
構
成
さ
れ
た

物
語
は
第
五
部
ま
で
あ
り
、
雨
が
降
ら

ず
苦
し
ん
で
い
た
人
々
が
、
女
帝
の
力
に

よ
って
大
雨
が
降
り
、
感
謝
と
喜
び
を
伝

え
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
り
ま

し
た
。
歌
詞
の
「天
つ
く
、
天
つ
く
」は
い
つ

ま
で
も
耳
に
残
り
ま
し
た
。
踊
り
や
竜
の

登
場
は
演
劇
を
見
て
い
る
気
分
に
な
り

ま
し
た
。
衣
装
も
個
性
的
で
見
て
い
て
も

飽
き
な
か
った
で
す
。
体
験
す
る
場
面
で

は
、
太
鼓
、
笛
、
鈴
、
ホ
ラ
貝
等
が
あ
り
、

み
ん
な
一
生
懸
命
に
な
って
、
と
て
も
楽

し
か
っ
た
で
す
。
今
回
の
鑑
賞
会
で
、
何

も
か
も
が
新
し
く
、
初
め
て
見
る
も
の
、

聴
く
も
の
で
感
動
し
ま
し
た
。
文
化
を

守
り
、
継
い
で
く
れ
る
人
々
が
お
ら
れ
る

か
ら
こ
そ
、
伝
統
が
守
ら
れ
る
の
だ
と
改

め
て
感
じ
ま
し
た
。 

明
日
香
万
葉
朗
唱

あ
す
か
ま
ん
よ
う
ろ
う
し
ょ
う 

祝
・令
和
元
年 

勝
川 

京
子 

新
元
号
「令
和
」が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

典
拠
は
日
本
の
国
書
「万
葉
集
」の
梅
花
の

宴
「
序
文
」
か
ら
考
え
ら
れ
た
言
葉
と
い

う
こ
と
で
す
。 

(

万
葉
集
巻
五
の
八
一
五
～
八
四
六) 

明
日
香
万
葉
朗
唱
は
、
驚
き
と
感
動
に

包
ま
れ
ま
し
た
。
細
々
と
、
何
と
か
継
承

し
て
行
く
こ
と
を
、
念
頭
に
努
力
し
て
い

る
わ
た
し
達
に
と
って
は
、 

「万
葉
の
神
様
、
万
歳
」 

と
、
叫
び
た
い
気
持
ち
で
す
。 

新
元
号
発
表
の
前
夜
、
四
月
十
三
日
か

ら
再
開
さ
れ
る
平
成
最
後
の
定
例
公
演

に
朗
唱
す
る
万
葉
歌
を
選
ぶ
為
に
、
岡

本
先
生
の
万
葉
講
座
で
頂
い
た
資
料
集

を
出
し
て
、
次
々
と
頁
を
繰
って
い
る
と
、

「梅
花
の
宴
」
の
三
十
二
首
の
プ
リ
ン
ト
」

が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。 

今
年
の
開
花
ニ
ュ
ー
ス
で
、
各
地
の
見
事

に
咲
い
た
「梅
の
花
」を
観
た
こ
と
を
思
い

出
し
て
、
「梅
花
の
宴
」か
ら
、
一
人
一
首

歌
う
の
も
良
い
し
、
な
ど
と
思
い
な
が
ら
、

四
日
後
の
練
習
日
に
、
朗
唱
会
員
の
皆
様

に
提
案
し
よ
う
と
、
フ
ァ
イ
ル
を
閉
じ
ま

し
た
。 

そ
の
翌
日
の
こ
と
で
す
。 

新
元
号
は
「令
和
」 

と
発
表
さ
れ
た
の
で
す
。 

皆
様
に
提
案
す
る
ま
で
も
な
く
、
慌
て

ふ
た
め
い
て
、
フ
ァ
イ
ル
を
開
き
、
「梅
花
の

宴
」の
資
料
を
捧
げ
持
って
、 

「序
文
」の
解
説
と
梅
花
の
歌
三
十
二
首

に
、
梅
花
の
宴
の
配
席
図
も
付
け
て
、
観

客
用
に
三
〇
部
コ
ピ
ー
し
て
、 

会
員
（森
本
、
福
本
、
森
井
、
河
合
、
岡

嵜
、
原
、
神
田
、
柳
谷
）が
使
う
、
三
十
二

首
の
訳
注
も
作
り
ま
し
た
。 

「梅
花
の
宴
」の
資
料
（二
） 

太
宰
府
の
地
で
深
ま
る
大
伴
旅
人
と
の

親
交
・山
上
憶
良
は
七
二
六
（神
亀
三
）

年
、
筑
前
国
主(

元
福
岡
県)

に
任
命
さ

れ
、
二
年
後
、
太
宰
師
に
就
任
し
た
大
伴

旅
人
と
出
会
う
の
で
す
。 

左
頁
に
は
筑
紫
文
化
人
、
「筑
紫
歌
壇
」

の
お
も
な
メ
ン
バ
ー
の
似
顔
絵
と
、
梅
花
の

宴
の
出
席
者
た
ち
で
す
。
「梅
花
の
宴
」の

招
待
客
は
「遠
の
朝
廷
」の
要
人
と
筑
紫
の

知
識
階
級
の
面
々
が
一
堂
に
集
って
の
宴

会
で
し
た
。 

こ
の
頁
の
左
上
に
「
第
三
章
万
葉
人
の

世
界
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
検
索
す
る
と
、

二
〇
一
一
年
発
行
で
、
万
葉
文
化
館
初

代
館
長
の
中
西
進
先
生
監
修
の
「図
解
雑

学
楽
し
く
分
か
る
万
葉
集
」（ナ
ツ
メ
社
）

の
書
籍
で
す
。 

以
前
、
万
葉
文
化
館
で
観
た
こ
と
が
あ

る
本
で
す
が
、
こ
ん
な
に
勉
強
に
な
る
、

楽
し
い
本
と
は
知
ら
ず
に
い
た
と
は
・・・い

た
ず
ら
に
過
ぎ
去
った
年
月
が
惜
し
ま
れ

明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存
会
主
催 

明
日
香
万
葉
朗
唱
講
座 

講
師 

犬
養
万
葉
記
念
館
館
長 

岡
本
三
千
代
先
生 

実
施
日 
毎
月
の
第
四
木
土
曜
日 

（
八
月
休
講
） 

場
所 

明
日
香
村
中
央
公
民
館 

二
階
研
修
室 

時
間 

午
後
一
時
～
二
時
半 

当
日
会
費
（講
座
受
講
）・一
千
円 

※
定
例
公
演
出
演
者
は
無
料 

講
座
内
容 

万
葉
集
か
ら
、
個
々
の
万
葉
歌
が
詠
ま

れ
た
時
代
背
景
と
歴
史
を
学
び
、
季
節
ご

と
の
万
葉
歌
の
解
説
と
、
受
講
生
全
員
で

犬
養
節
に
よ
る
朗
唱
。 

年
に
一
回
の
県
外
研
修
実
施 

今
年
は
和
歌
山
県
の
施
設
「万
葉
館
」 

日
程 

令
和
元
年
五
月
二
十
三
日
（木
） 

集
合
場
所 

明
日
香
中
央
公
民
館
前 

バ
ス
出
発
時
間 

午
前
九
時
三
〇
分 

費
用 

三
千
円
（
昼
食
他
） 

※
朗
唱
会
員
は
、
年
に
六
回
の
定
例
公
演

に
出
演
す
る
。 
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ま
す
。
個
々
の
万
葉
歌
人
が
活
躍
し
た

時
代
背
景
を
四
期
に
分
け
て
、
図
解
で

解
説
し
て
あ
る
の
で
す
。 

は
ず
か
し
な
が
ら
、
私
の
頭
の
中
は
瞬

く
星
空
の
中
に
、
万
葉
歌
が
無
秩
序
に
散

ら
ば
り
、
と
き
お
り
呼
び
か
け
る
と
強
く

光
っ
た
り
、
消
え
た
り
の
状
態
だ
っ
た
の

が
、
一
目
瞭
然
、
混
沌
の
記
憶
が
整
理
さ

れ
ま
し
た
。
今
や
平
成
の
古
語
と
な
った

「目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
」本
で
す
。 

明
日
香
万
葉
講
座
は
現
在
の
講
師
岡

本
先
生
の
前
に
、
十
三
年
間
御
講
義
い
た

だ
い
た
大
森
先
生
が
、
毎
年
の

よ
う
に
、
春
と
秋
が
来
る
と
、
必

ず
言
わ
れ
る
言
葉
が
あ
り
ま
し

た
。 「

万
葉
人
は
桜
や
黄
葉
（
紅

葉
）の
枝
を
、
か
ざ
し
（挿
頭
）に

し
た
り
、
肩
に
担
い
で
歩
い
た
も

の
で
す
。
」 

「皆
さ
ん
も
明
日
香
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
に
し
て
は
い
か
が
で
す
か
」 

（そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
も
、

今
時
、
枝
を
担
い
で
歩
く
な
ど
、

そ
ん
な
風
流
人
は
無
だ
ろ
う

し
、
そ
れ
に
、
明
日
香
川
の
桜
並

木
の
枝
を
折
った
ら
、
両
手
が
後

ろ
に
回
る
し
、
桜
の
花
だ
け
を
、

こ
っ
そ
り
二
、
三
輪
摘
ん
で
帰

り
、
夜
中
に
鏡
前
で
、
か
ざ
し
に

し
て
、
独
り
微
笑
む
の
は
ど
う

だ
ろ
う
・・・） 

巻
五
の
八
三
二 

神
司
荒
氏
稲
布 

（か
む
ず
か
さ
く
わ
う
じ
の
い
な
し
き) 

梅う

め

の
花は

な 

折お

り
て
か
ざ
せ
る 

諸
人

も
ろ
び
と

は 

今
日

き

ょ
う

の
間

あ
い
だ

は 

 
 

楽
し
く

た

の

し

く

あ
る
べ
し 

訳 

（
梅
の
花
を
手
折
っ
て
、
か
ざ
し
（
挿

頭
）
に
し
て
い
る
人
び
と
は
、
誰
も
か
れ

も
、
今
日
一
日
は
楽
し
み
が
尽
き
な
い
は

ず
だ
。
） 

こ
の
歌
は
梅
花
の
宴
の
一
八
番
目
の
歌

で
す
。 

梅
の
花
を
身
に
飾
っ
て
、
梅
見
酒
を
楽

し
む
。
飲
め
な
い
私
に
も
分
か
っ
て
き
ま

し
た
。
梅
の
お
花
見
装
束
と
し
て
、
宴
会

を
盛
り
上
げ
、
楽
し
む
た
め
の
演
出
だ
っ

た
の
で
す
ね
。 

万
葉
時
代
は
薬
用
に
輸
入
さ
れ
て
、
貴

族
の
庭
に
植
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う

「梅
」、
庭
先
に
積
も
った
白
雪
と
見
紛
う

ば
か
り
の
白
梅
の
美
し
さ
を
愛
で
た
よ
う

で
、
香
り
が
詠
ま
れ
た
の
は
平
安
時
代
だ

と
か
。 

四
月
の
定
例
公
演
で
は
観
客
の
皆
様

と
、
梅
花
の
宴
の
資
料
を
見
な
が
ら
、
御

一
緒
に
、
「序
」の
全
文
を
読
み
上
げ
て
、

朗
唱
会
員
が
、
「
梅
花
の
歌
」
か
ら
数
首

を
朗
唱
し
ま
し
た
。 

他
に
、
舒
明
天
皇
の
御
製
歌
「国
見
の

歌
」（巻
一
の
二
）を
、
山
田
耕
筰
作
曲
の

「こ
の
道
」の
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
、
魔
法
の
よ
う

に
す
ぐ
に
歌
え
る
体
験
を
し
て
、
「明
日

香
川
」を
詠
ん
だ
歌
な
ら
、
同
じ
メ
ロ
デ
ィ

で
、
簡
単
に
歌
え
る
楽
譜
（フ
ラ
ン
ス
語
歌

詞
付
）
を
見
て
、
観
客
の
皆
様
と
合
唱

し
、
私
の
フ
ラ
ン
ス
語
万
葉
歌
（巻
三
の
三

二
四
・山
部
赤
人
）も
朗
唱
し
ま
し
た
。 

最
後
は
、
橿
原
市
か
ら
三
十
年
来
の
歌

の
友
人
、
松
井
よ
し
み
先
生
の
友
情
出
演

で
、
万
葉
音
楽
祭
で
入
賞
し
た
二
曲
の
演

奏
が
あ
り
、
「
平
成
」
最
後
の
定
例
公
演

に
、
花
を
添
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。
曲
目

は
、
持
統
天
皇
の
御
製
歌
（巻
一
の
二
） 

柿
本
人
麻
呂
（巻
十
二
の
三
〇
八
七
） 

「伝
承
あ
す
か
」第
二
十
二
号 

発
行 

令
和
元
年
五
月 

明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存
会 

会
長 

岡
崎
義
男 

編
集 

明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存
会 

題
字 

「伝
承
あ
す
か
」勝
川
喜
昭
書 

 

「万
葉
朗
唱
」と
は
何
？ 

と
思
わ
れ
た
ら 

「万
葉
集
を
歌
う
会
」へ
ど
う
ぞ
。 

こ
の
会
は
、
定
例
公
演
の
練
習
を
し
て
い

ま
す
、
「公
民
館
ク
ラ
ブ
」で
す
。 

毎
月
一
回 

第
一
木
曜
日 

午
後
一
時
半
～
三
時
、
会
費
無
料 

中
央
公
民
館
二
階
研
修
室
③ 

明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存
会
の 

定
例
公
演
に
つ
い
て 

明
日
香
伝
承
芸
能
保
存
会
は
、
奈
良

県
立
万
葉
文
化
館
に
て
、
年
に
六
回
（四
・

五
・六
・九
・十
・十
一
月
）の
各
月
の
土
曜

日
毎
に
定
例
公
演
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

場
所 

奈
良
県
立
万
葉
文
化
館 

時
間 

午
後
一
時
半
～
二
時
十
分 

第
一
土
曜
日
・蹴
鞠 

（高
松
塚
公
園
或
は
石
舞
台
公
園
） 

第
二
土
曜
日
・万
葉
朗
唱
（玄
関
前
） 

第
三
土
曜
日
・八
雲
琴
（館
内
ロ
ビ
ー
） 

第
四
土
曜
日
・南
無
天
踊
り
（玄
関
前
） 
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