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は
じ
め
に

和
源
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

言
い
伝
え
に
も
種
類
が
あ
り
祭
礼
技
術
の
事
も

あ
れ
ば
、
先
祖
の
事
跡
や
格
言
そ
し
て
不
思
議
な

言
い
伝
え
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
は
備
中
・
備
後
の
草
深
い
里
で
言
い
伝

え
て
き
た
物
語
。

そ
れ
ら
は
外
に
語
ら
ず
ひ
た
す
ら
に
守
っ
て
き

た
秘
伝
の
数
々
。

言
い
伝
え
残
す
に
も
時
代
は
変
化
し
、
人
は
大

地
か
ら
離
れ
て
自
然
と
隔
離
す
る
こ
と
で
現
代
文

明
の
中
に
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
現
代
人
が
忘
れ
て
し
ま
う
本
来
の
人

間
感
覚
を
機
会
の
あ
る
う
ち
に
な
ん
ら
か
書
き
残

し
伝
え
る
こ
と
。

現
在
の
和
源
に
残
り
そ
の
心
を
変
え
ず
引
き
継

ぎ
行
っ
て
い
る
そ
の
意
味
を
伝
説
を
こ
こ
に
書
き

表
し
た
い
。
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「
新
嘗
祭
と
は
」

新
嘗
祭
と
は
、
い
に
し
え
か
ら
の
日
本
の
最
重
要
な
行
事
で
「
瑞
穂(

み
ず
ほ)

の
国(

日
本
の
美
称)

」

農
作
物
の
恵
み
に
感
謝
す
る
儀
式
で
「
新
嘗
」
と
は
そ
の
年
収
穫
さ
れ
た
新
し
い
穀
物
の
こ
と
を
指
し

ま
す
。

古
代
の
法
典
制
度
の
「
律
令
」
で
は
、
２
番
目
の
卯
の
日
に
新
嘗
祭(

に
い
な
め
さ
い)

を
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
新
嘗
祭
は
天
皇
が
即
位
し
て
か
ら
最
初
に
行
う
も
の
を
特
に
大
嘗
祭(

お
お
な
め
さ
い)

と
い
い
、

こ
れ
が
実
質
的
に
そ
の
天
皇
の
即
位
式
と
な
っ
て
い
て
現
在
で
も
そ
の
よ
う
な
意
義
を
継
承
し
て
い
ま

す
。

そ
の
年
の
新
米
は
新
嘗
祭
が
終
わ
る
ま
で
は
誰
も
食
べ
な
い
の
が
古(

い
に
し

え)

の
習
慣
で
し
た
。

陰
暦
の1

1

月
の
第
二
卯
日
と
い
う
と
太
陽
暦
で
見
れ
ば
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
冬
至

頃
の
事
で
す
。

日
本
に
は
昔
か
ら
公
式
の
暦
は
中
国
風
に
立
春
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
農
耕
民
族
最
大
の
年
中
行
事
で
あ
る
新
嘗
祭
を
、
ほ
ぼ
冬
至
に

行
う
と
い
う
こ
と
で
本
当
は
１
年
を
冬
至
か
ら
始
め
て
い
た
の
で
す
。
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新
嘗
祭
は
新
年
の
祭
り
で
年
中
行
事
で
最
大
の
も
の
で
あ
り
日
本
民
族
に
と
っ
て
最
重
要
な
儀
式
で

あ
っ
た
わ
け
で
す
。

本
来
は
新
嘗
祭
の
前
日(

古
の
大
晦
日)

に
は
鎮
魂
祭(

ち
ん
こ
ん
さ
い)

が
行
わ
れ
、
翌
日
に
群
臣
が

小
忌
衣
を
着
て
集
ま
っ
て
豊
明
節
会(

と
よ
あ
か
り
の
せ
ち
え)

が
行
わ
れ
、
各
氏
族
の
自
慢
の
姫
た
ち

に
よ
る
五
節
舞(

ご
せ
ち
の
ま
い)

が
舞
わ
れ
ま
し
た
。

な
お
「
五
節
舞
」
の
名
称
は
舞
の
見
事
さ
に
天
の
貴
人
た
ち
が
見
物
に
降
り
て
、
そ
の
様
が
ま
た
慶

ば
し
く
天
女
た
ち
を
大
王
が
五
度
見
上
げ
た
と
い
う
古
事
か
ら
名
前
が
付
い

て
い
ま
す
。

「
新
嘗
祭-

和
源
伝
説
」

去
年
の
新
嘗
祭
か
ら
今
年
の
新
嘗
祭
ま
で
の
一
年
間
、
御
神
宝
が
ご
神
前

に
安
置
し
て
あ
り
ま
す
。

ま
た
今
年
の
新
嘗
祭
か
ら
次
の
新
嘗
祭
ま
で
の
間
、
同
じ
も
の
を
奉
納

し
て
安
置
す
る
。

そ
れ
は
一
束
の
稲
穂
。

一
束
の
稲
穂
が
御
神
宝
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
る
の
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
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も
っ
と
も
こ
の
理
由
は
和
源
の
歴
史
に
関
係
が
あ
り
、
同
じ
稲
穂

を
収
め
て
い
折
ら
れ
る
神
社
も
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
意
味
や
理
由

に
違
い
が
あ
る
が
知
れ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
三
大
御
神
勅
に
関
係
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
し
、
そ
れ
ら
を
深
遠
と
す
る
意
味
に
も
う
一
つ
二
つ
の
歴
史
を
加
え

て
和
源
伝
承
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
和
源
伝
承
の
み
簡
単
に
お
話
い
た
し
ま
す
。

昔
々
和
源
家
の
ご
先
祖
様
が
地
頭
職
を
持
っ
て
幾
つ
か
の
村
を
統
治
し
て
い
た
時
の
事
。

城
内(

少
し
は
ず
れ
の
城
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
こ
の
あ
た
り
は
正
確
に
場
所
を
伝
え
て
い
ま
せ
ん)

の
小
さ
な
お
社
に
毎
年
の
よ
う
に
稲
穂
と
種
籾
を
お
供
え
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
神
様
の
御
厳
の
お
か
げ
で
あ
り
が
た
い
こ
と
に
領
内
も
安
定
し
て
お
り
豊
作
と
は
中
々
行

か
な
い
で
す
が
、
そ
れ
な
り
の
お
米
の
収
穫
量
で
し
た
。

領
内
の
稲
作
に
地
頭
職
の
我
が
家
も
か
な
り
関
係
し
て
お
り
、
管

理
し
て
い
る
幾
つ
か
の
貯
水
池
の
水
量
が
六
割
を
割
っ
た
と
き
水
の
差

配
を
行
う
と
い
う
役
目
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。

で
す
の
で
領
内
の
実
り
の
責
任
の
幾
つ
か
を
背
負
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。そ

う
し
て
領
内
を
無
事
に
治
め
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
日
、
当
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時
の
我
が
家
の
当
主
は
あ
る
夢
を
見
ま
し
た
。

守
護
神
様
の
社
殿
の
扉
が
開
い
た
と
思
っ
た
ら
中
か
ら
神
様
が
お
出
ま
し
に
な
ら
れ
次
の
よ
う
に

お
っ
し
ゃ
り
ま
し
た
。

「
わ
し
は
腹
が
減
っ
た
ゆ
え
な
、
今
年
の
稲
穂
や
籾
は
わ
し
が
隠
れ
る
ほ
ど
に
積
み
上
げ
供
え
よ
。
」

と
。
。
。

そ
の
言
葉
を
聴
い
て
は
た
と
目
を
覚
ま
し
、
神
様
は
不
思
議
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
も
の
じ
ゃ
。
し

か
し
お
告
げ
で
あ
る
ゆ
え
そ
の
通
り
に
い
た
そ
う
、
と
決
意
し
て
例
年
の1

0

倍
ほ
ど
も
新
嘗
祭
に
お
供

え
し
た
が
、
新
穀
米
を
お
供
え
し
い
て
る
と
き
に
耳
元
に
「
も
っ
と
じ
ゃ

も
っ
と
じ
ゃ
、
け
ち
け
ち
す
る
な
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

驚
き
儀
式
途
中
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
来
に
命
じ
て
新
穀

米
を
も
っ
て
来
さ
せ
お
供
え
し
ま
し
た
。

「
そ
う
じ
ゃ
そ
う
じ
ゃ
そ
れ
で
え
え
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
安
堵
し

無
事
に
儀
式
を
終
え
ま
し
た
。

そ
う
し
て
年
を
越
え
て
夏
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
年
は
気
温
が
上
が
ら
ず
作
付
け
は
不
作
。

そ
の
次
の
年
は
凶
作
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

領
内
に
食
べ
る
も
の
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

春
が
や
っ
て
き
て
稲
作
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
し
て
も
領
民
は
種
籾
ま

で
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
有
様
。

そ
こ
で
初
め
て
守
護
神
様
の
お
告
げ
の
意
味
を
悟
り
、
新
嘗
祭(

当
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時
は
違
う
呼
び
方
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
現
代
と
同
じ
く
新
穀
を
お
供
え
し
ま
す)

で
お
供

え
し
た
種
籾
を
領
民
に
配
布
し
領
内
す
べ
て
無
事
に
稲
作
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

神
様
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
領
内
全
滅
を
免
れ
感
謝
を
神
様
に
さ
さ
げ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
和
源
で
は
そ
の
名
残
か
ら
、
稲
穂
を
一
年
間
御
神
宝
と
し
て
安
置
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

上
記
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
り
、
大
切
に
お
守
り
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

近
年
か
ら
は
、
共
に
お
祈
り
を
な
し
た
方
、
遠
隔
地
で
の
ご
参

加
お
よ
び
起
こ
し
に
な
ら
れ
て
も
同
じ
く
、
一
年
間
お
供
え
し
た
御

神
宝
の
稲
穂
を
一
筋
御
授
与
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

命
を
繋
い
で
こ
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
、
食
の
感
謝
、
新
し
い
収
穫

へ
の
感
謝
を
こ
め
て
。
。
。

共
に
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
た
い
も
の
で
す
。
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「
鎮
魂
祭
」
に
つ
い
て

現
代
の
鎮
魂
と
い
う
語
で
は
霊
を
弔
う
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
古
来
で
も
っ
と
大
き
な
意
味
を

持
ち
ま
し
た
。

そ
の
意
味
は
弔
う
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
活
力
を
与
え
る
・
復
活
を
促
す
・
甦
る
・
悪
影
響
を
も

た
ら
す
も
の
を
払
拭
す
る
な
ど
総
て
の
好
転
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
す
。

揺
れ
る
心
を
鎮
め
魂
を
安
定
さ
せ
て
本
来
の
力
を
発
揮
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

存
在
す
る
も
の
総
て
に
生
命
が
存
在
し
、
存
在
そ
の
も
の
が
生
命
と

い
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
も
の
が
存
在
し
続
け
る
の
魂
魄
の
働
き
が
大
事
で
す
。

心
を
鎮
め
魂
魄
を
振
り
動
か
し
、
結
び
つ
け
、
鎮
め
置
く
、
そ
の
も

の
の
存
在
を
本
来
の
姿
に
立
ち
戻
ら
せ
る
祈
祷
法
こ
そ
、
「
鎮
魂
」
と

い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
儀
式
は
現
在
は
和
源
神
官
に
よ
っ
て
人
目
に
触
れ
な
い
よ
う
静

に
祭
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
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編
集
後
記

和
源
神
道
に
御
縁
の
方
の
た
め
、
ま
た
日
本
文
化
こ
と
に
信
仰
文
化
に
興
味
の
お
あ
り
の
方
の
た
め

に
製
作
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
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