
一
　
非
時
香
菓

『
日
本
書
紀
』
巻
六
垂
仁
天
皇
九
十
年
（
辛
酉
六
一
）
二

月
庚
子
朔
条
に
、
田
道
間
守
の
伝
説
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
田
道
間
守
が
垂
仁
天
皇
か
ら
、
非
時
香
菓
（
と
き

じ
く
の
か
く
の
み
）
を
探
す
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
有

名
な
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
に
ゆ
え
有
名
に
な
っ
た
か
と

い
う
と
、
非
時
香
菓
が
不
老
不
死
の
果
実
と
後
に
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
伝
説
は
広
が
り
を

見
せ
て
、
田
道
間
守
は
お
菓
子
の
神
様
に
ま
で
な
る
。

こ
う
し
た
後
世
の
伝
説
の
進
化
は
、
あ
る
種
、
物
語
と
し

て
の
宿
命
な
の
で
是
非
は
な
い
が
、
本
来
の
田
道
間
守
と
非

時
香
菓
の
物
語
は
、
ど
う
い
う
意
図
を
も
っ
て
記
述
さ
れ
た

の
か
を
探
る
必
要
は
あ
ろ
う
。

ま
ず
、『
日
本
書
紀
』
の
該
当
箇
所
を
見
る
こ
と
に
し
よ

う
。

九
十
年
の
春
二
月
の
庚
子
の
朔
に
、
天
皇
、
田
道
間
守

に
命
み
こ
と
お
ほせ

て
常
世
国
に
遣
し
、
非と
き
じ
く
の
か
く
の
み

時
香
菓
を
求
め
し
め
た

ま
ふ
。〈
香
菓
、
此
を
ば
箇か

く

の

み

倶
能
未
と
云
ふ
。〉
今
し
橘

と
謂い

ふ
は
是
な
り
。

と
あ
り
、
田
道
間
守
は
、
垂
仁
大
王
の
命
令
で
常
世
国
に
使

い
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
書
紀
本
文
に
編
者
の
考
え
と

し
て
、
非
時
香
菓
と
い
う
の
は
、
当
時
の
橘
の
こ
と
で
あ
る
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
常
世
国
と
は
、
い
ろ
い

ろ
な
説
が
あ
る
が
、
上
田
正
昭
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る（
１
）。

死
後
の
国
を
地
下
の
国
・
地
底
の
国
と
す
る
北
方
的
な

田
道
間
守
と
非
時
香
菓
伝
説
新
考

中　
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他
界
観
念
が
伝
播
流
入
し
て
く
る
と
、
黄
泉
の
国
・
根

の
国
は
垂
直
的
に
な
り
、「
高
天
原
・
中
つ
国
・
底
つ

国
」
の
底
つ
国
の
世
界
と
結
び
つ
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

海
原
の
常
世
の
国
の
ト
コ
ヨ
と
も
習
合
し
、
暗
闇
の
冥

府
が
地
下
に
あ
る
と
す
る
底
夜
（
ソ
コ
ヨ
）
の
考
え
が
、

ト
コ
と
ソ
コ
と
の
音
の
関
連
か
ら
も
常
世
と
地
下
と
で

重
な
り
あ
う
の
で
あ
る
。

常
世
国
は
幻
想
的
な
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
死
の
国
を

も
イ
メ
ー
ジ
す
る
空
間
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
垂

仁
は
、
田
道
間
守
の
帰
朝
を
待
た
ず
し
て
、
同
九
十
九
年

（
七
〇
）
七
月
一
日
に
、
纒
向
宮
で
崩
御
し
て
し
ま
う
。
享

年
百
四
十
歳
と
伝
え
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
「
非
時
香
菓
」

に
つ
い
て
、
岩
波
の
古
典
文
学
大
系
の
『
日
本
書
紀
』
の

頭
注
は
、「
応
神
記
に
『
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
』
と
あ

る
。
時
を
定
め
ず
四
時
に
あ
る
の
意
味
」
と
説
明
し
、
読
み

を
記
し
て
、
抽
象
的
な
語
義
を
記
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
橘
」
に
つ
い
て
は
、

和
名
抄
に
「
橘
〈
和
名
太
知
波
奈
〉」
と
あ
る
。
古

代
人
の
賞
玩
し
た
植
物
で
、
続
紀
、
天
平
八
年
十
一

月
丙
戌
条
に
も
「
橘
者
果
子
之
長
上
、
人
所レ
好
、
柯

凌二霜
雪一而
繁
茂
、
葉
経二寒
暑一而
不レ彫
。
与二珠
玉一共
競レ光
、

交二金
銀一以
逾
美
」
と
見
え
、
万
葉
一
〇
〇
九
に
も
聖
武

天
皇
の
「
橘
は
実
さ
へ
花
さ
へ
そ
の
葉
さ
へ
枝
に
霜
降

れ
ど
い
や
常
葉
の
樹
」
と
い
う
一
首
が
あ
る
。
武
蔵
国

に
橘
樹
郡
あ
り
、
郡
内
に
橘
樹
、
三
宅
の
二
郷
存
す
る

（
田
道
間
守
は
三
宅
連
の
祖
）
こ
と
や
、
姓
氏
録
、
左

京
諸
蕃
下
に
「
橘
守
、
三
宅
連
同
祖
、
天
日
桙
命
之
後

也
」
と
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
の
説
話
と
関
係
が
あ
ろ
う
。

と
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
あ

く
ま
で
「
橘
」
の
説
明
で
あ
っ
て
、「
非
時
香
菓
」
の
説
明

で
は
な
い
。
八
世
紀
前
後
の
書
紀
編
者
が
、
非
時
香
菓
は
今

の
橘
に
相
当
す
る
と
考
え
た
こ
と
を
信
じ
た
う
え
で
の
頭
注

と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
小
学
館
の
新
編
古
典
文
学
全
集
『
日
本

書
紀
』
の
頭
注
は
、
ま
ず
、
非
時
香
菓
に
つ
い
て
は
、
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記
に
「
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
くと
き
じ
く
の
か

の
こ
の
み
　

」
と
あ
る
。

「
非
時
」
は
、
時
を
定
め
ず
、
い
つ
も
、
の
意
。
カ
ク

は
「
輝
くか

」。
橘
の
実
は
い
つ
も
黄
金
色
に
輝
い
て
い
る

の
で
い
う
。「
香
菓
」
は
嗅
覚
上
か
ら
の
表
記
で
あ
り
、

カ
ク
ノ
ミ
は
視
覚
上
の
名
。

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
で
も
、
非
時
香
菓
が
何
か
の

説
明
は
な
い
。
そ
し
て
、
橘
に
つ
い
て
、

タ
チ
が
根
幹
の
名
で
、「
花
なは

」
の
語
を
接
し
て
タ
チ
バ

ナ
（『
和
名
抄
』
に
「
太
知
波
奈
ばた
ちな

」）
と
い
う
。
ダ
イ

ダ
イ
・
ミ
カ
ン
・
ク
ネ
ン
ボ
・
キ
ン
カ
ン
・
カ
ラ
タ
チ

の
総
称
で
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
不
老
長
寿
の
呪

果
と
い
う
主
題
で
あ
る
か
ら
、
今
日
も
正
月
用
品
に
橙

が
飾
ら
れ
る
習
慣
と
照
合
す
る
と
、
ダ
イ
ダ
イ
を
さ
す

か
。「
橘
は
実
さ
へ
花
さ
へ
そ
の
葉
さ
へ
枝
に
霜
置
け

ど
い
や
常
葉
はと
こ　

の
木
」（
万
葉
一
〇
〇
九
）。

と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
す
で
に
非
時

香
菓
＝
不
老
長
寿
の
果
実
、
と
い
う
公
式
が
認
め
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
に

よ
る
と
、「（
冬
期
に
も
し
ぼ
む
こ
と
な
く
、
採
っ
て
も
長
く

芳
香
を
保
つ
と
こ
ろ
か
ら
）
タ
チ
バ
ナ
の
実
の
こ
と
。
か
く

の
み
。
か
く
の
こ
の
み
」
と
あ
り
、
そ
の
補
注
に
は
、

柑
橘
類
の
文
献
上
の
最
古
の
名
。
一
般
に
タ
チ
バ
ナ
と

さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
ダ
イ
ダ
イ
と
す
る
説
、
お
よ
び

コ
ミ
カ
ン
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
二
説
が
植
物
学
者
に

よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
か

の
考
証
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
語
学
的
に
は
、
非
時
香

菓
が
現
代
の
ど
の
植
物
に
相
当
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
書
紀
の
記
事
の
通
り
、
非
時
香
菓
が
常
世
国

に
存
在
す
る
物
な
ら
ば
、
常
世
国
は
死
の
国
あ
る
い
は
別
世

界
で
あ
り
、
常
世
国
に
生
者
が
行
っ
て
戻
っ
て
く
る
こ
と
自

体
が
不
可
能
で
あ
り
、
非
時
香
菓
を
現
実
に
存
在
す
る
柑
橘

類
の
ど
れ
か
に
比
定
す
る
こ
と
自
体
が
論
理
的
に
は
ナ
ン
セ
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ン
ス
と
な
る
。

田
道
間
守
の
本
当
の
使
命
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を

考
え
る
た
め
に
、
書
紀
の
記
載
の
続
き
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

垂
仁
天
皇
一
〇
〇
年
（
庚
午
七
〇
）
三
月
壬
午
条
に
、

明
年
の
春
三
月
の
辛
未
の
朔
に
し
て
壬
午
に
、
田
道
間

守
、
常
世
国
よ
り
至
か
へ
り
い
たれ

り
。
則
ち
齎も
た
らせ

る
物
は
、
非
時

香
菓
、
八や

竿ほ
こ

八や

縵か
げ

な
り
。
田
道
間
守
、
是
に
泣い
さ

ち
悲な

げ歎

き
て
曰
さ
く
、「
命
お
ほ
み
こ
とを
天み
か
ど朝
に
受
う
け
た
ま
はり
て
、
遠
く
絶
は
る
か
な
る
く
に
域
に

往ま
か

り
、
万
里
に
浪
を
蹈ほ

み
、
遥
に
弱よ
わ
の
み
ず水を
度わ
た

る
。
是
の

常
世
国
は
、
則
ち
神ひ
じ
り仙

の
秘
か
く
れ
た
る
く
に

区
に
し
て
、
俗
た
だ
ひ
との

臻い
た

ら
む

所
に
非
ず
。
是
を
以
ち
て
、
往ゆ
き
か
よ来

ふ
間
に
、
自
づ
か
ら

に
十
年
を
経
た
り
。
豈あ
に
お
も期

ひ
き
や
、
独
り
峻た
か
き
な
み瀾を

凌
ぎ
、

更ま
た
も
と
の
く
に

本
土
に
向
む
と
い
ふ
こ
と
を
。
然
る
を
聖
帝
の
神み

霊た
ま

に
頼か
が
ふり
て
、
僅
に
還
り
来
る
こ
と
得
た
り
。
今
し
天
皇

既
に
崩
か
む
あ
がり
ま
し
、
復
か
へ
り
こ
と
ま
う
命
す
こ
と
得
ず
。
臣
や
つ
か
れ生
け
り
と
雖

も
、
亦
何
の
益
か
あ
ら
む
」
と
ま
を
す
。
乃
ち
天
皇
の

陵
に
向
ひ
て
叫お
ら
び
な哭
き
て
、
自
ら
死ま
か

れ
り
。
群
臣
、
聞
き

て
皆
涙
を
流
す
。
田
道
間
守
は
、
是
三
宅
連
の
始
祖
な

り
。

い
さ
さ
か
長
文
の
引
用
と
な
っ
た
が
、
田
道
間
守
は
無
事

に
常
世
国
か
ら
帰
還
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
自
体
が
あ
り
え

な
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
は
拘
泥
し
な
い
で
、
田
道
間
守
の

言
葉
を
聞
く
と
、
や
は
り
常
世
国
は
神
仙
境
に
あ
っ
た
と
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
は
、「
俗
の
臻い
た

ら
む
所
に
非
ず
」
つ

ま
り
、
俗
人
が
行
け
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
不
可
能
な
場
所
で
あ
っ
た
の
で
、
往

復
に
十
年
を
要
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ま
た
矛
盾
し

た
話
だ
が
、
こ
れ
も
気
に
せ
ず
、
田
道
間
守
の
話
を
聞
い
て

い
く
と
、
彼
は
「
聖
帝
の
神
霊
」
の
お
か
げ
で
帰
還
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
復
命
す
べ
き
大
王
は
す
で

に
崩
御
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
自
分
が
生
還
し
た
と
こ
ろ
で

何
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
と
言
っ
て
、
田
道
間
守
は
自
殺
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
常
世
国
か
ら
帰
還
し
た
田
道
間
守
が
、
垂
仁
の

死
を
嘆
き
悲
し
み
、
自
殺
す
る
話
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

垂
仁
が
な
ん
の
た
め
に
非
時
香
菓
を
求
め
た
の
か
は
謎
の
ま
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ま
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
垂
仁
紀
を
、
ひ
と
つ
の
物
語
の
表
現
面
か
ら

考
察
す
る
手
法
を
と
っ
て
み
た
い
。

要
点
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

① 

垂
仁
大
王
は
田
道
間
守
を
常
世
国
に
派
遣
し
た
。

②
常
世
国
に
は
非
時
香
菓
が
存
在
し
た
。

③
田
道
間
守
が
帰
還
す
る
以
前
に
垂
仁
大
王
は
崩
御
し
た
。

④
田
道
間
守
は
非
時
香
菓
を
持
参
し
た
が
、
垂
仁
大
王
の

死
を
聞
い
て
自
殺
（
殉
死
）
し
た
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
俯
瞰
的
に
こ
の
説
話
を
眺
め
る
と
、
田
道
間
守

は
自
殺
（
殉
死
）
し
て
い
る
の
で
、
本
当
に
彼
が
常
世
国
に

行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
す
べ
は
な
い
。
そ
し
て
、
非

時
香
菓
は
「
齎
せ
る
」
と
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
具
体
的
な

描
写
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
書
紀
編
者
は
、「
今
し
橘
と
謂
ふ
は
是
な
り
」

と
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
実
現
し
な
い
は
ず
の
こ
と
が
命
題
と
な
り
、

一
見
、
実
現
し
た
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
な
が
ら
も
、
具
体

的
な
事
は
不
明
で
あ
り
、
大
王
の
生
前
に
は
間
に
合
わ
な

か
っ
た
り
、
失
敗
し
た
り
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
非
時
香
菓
と
称
さ
れ
る
物
は
、
実
は
存
在
し

な
か
っ
た
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。

で
は
、
何
故
、
こ
の
よ
う
な
説
話
が
『
日
本
書
紀
』
に
挿

入
さ
れ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
解
答
の
一
つ
は
古

代
氏
族
・
三
宅
氏
の
祖
先
伝
承
で
あ
ろ
う
。「
田
道
間
守
は
、

是
三
宅
連
の
始
祖
な
り
」
と
い
う
一
文
の
た
め
に
、
か
く
も

壮
大
な
説
話
が
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ

の
こ
と
を
論
じ
る
前
に
、『
古
事
記
』
に
も
同
様
の
伝
承
が

記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
殯
宮
儀
礼

『
古
事
記
』
垂
仁
段
に
は
タ
ジ
マ
モ
リ
の
伝
説
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

又
、
天
皇
、
三
宅
連
等
之
祖
、
名
は
多た

ぢ

ま

も

り

遅
摩
毛
理
を
、
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常
世
国
に
遣
し
て
、
登と

き

じ

く

の

か

く

の

こ

の

み

岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
を
求
メ

令し

メ
た
ま
ひ
き
。〈
登
自よ

り
下
ノ
八
字
は
音
を
以
ゐ
る
。〉

故
、
多
遅
摩
毛
理
、
遂
に
其
の
国
に
到
り
、
其
ノ
木こ
の

実み

を
採
り
、
縵か
げ

八や

縵か
げ

・
矛ほ
こ

八や

矛ほ
こ

以も

ち
て
、
将も
ち
く来

る
間
に
、

天
皇
既
に
崩
か
む
あ
がり

ま
し
ぬ
。
尒し
か

し
て
、
多
遅
摩
毛
理
、
縵

四
縵
・
矛
四
矛
を
分
ケ
、
大お
ほ
き
さ
き后に

献
り
、
縵
四
縵
・
矛

四
矛
以
ち
て
、
天
皇
之
御み
さ
さ
ぎ陵

ノ
戸
に
献
り
置
き
而て

、
其

ノ
木
実
擎さ
さ

ゲ
て
、
叫さ
け

び
哭な

き
て
、「
常
世
国
之
登
岐
士

玖
能
迦
玖
能
木
実
、
持
ち
参ま
ゐ
の
ぼ上
り
侍
り
。」
ト
白ま
お

し
て
、

遂
に
叫
び
哭な

き
て
死
に
き
。
其
ノ
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能

木
実
者は

、
是
れ
今
ノ
橘
者
也
。
此
ノ
天
皇
ノ
御
年
、
壱

佰
伍
拾
参
歳
。
御
陵
は
菅
原
之
御み
た
ち
の

立
野
ノ
中
に
在
り
。

又
、
其
ノ
大
后
比ひ

婆ば

須す

比ひ

売め
の
み
こ
と命之

時
、
石い
し
き
つ
く
り

祝
作
を
定
メ
、

又
、
土は
に
し
べ

師
部
を
定
メ
た
ま
ひ
き
。
此
ノ
后
者は

、
狭さ

き

の
木
之

寺て
ら

間ま

ノ
陵
に
葬は
ぶ

り
ま
つ
り
き
。

田
道
間
守
が
垂
仁
大
王
の
命
を
受
け
て
常
世
国
に
非
時
香

菓
を
探
し
に
行
っ
た
こ
と
、
田
道
間
守
の
帰
還
前
に
垂
仁
大

王
が
崩
御
し
た
こ
と
、
田
道
間
守
が
悲
嘆
に
暮
れ
て
死
亡
し

た
こ
と
な
ど
の
大
筋
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
書
紀
と

異
な
る
点
も
あ
る
。
そ
れ
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

①
田
道
間
守
は
縵
四
縵
・
矛
四
矛
を
分
け
、
大
后
に
献
上

し
た
。

②
田
道
間
守
は
縵
四
縵
・
矛
四
矛
を
、
天
皇
の
御
陵
戸
に

献
上
し
た
。

③
大
后
は
石
祝
作
を
定
め
、
土
師
部
を
定
め
た
。

こ
こ
に
見
え
る
「
縵
八
縵
・
矛
八
矛
」
に
つ
い
て
、
岩
波

思
想
大
系
の
『
古
事
記
』
の
補
注
は
、

内
膳
式
、
新
嘗
祭
供
御
料
条
に
「
橘
子
四
蔭
」、
右
夜

料
条
に
「
橘
子
廿
四
蔭
、
桙
橘
子
十
枝
」、
右
解
斎
料

条
に
「
橘
子
四
蔭
、
桙
橘
子
十
枝
」
な
ど
と
あ
り
、
縵

（
蔭
）
は
橘
子
を
縄
に
結
ん
で
つ
り
さ
げ
た
形
、
矛

（
竿
・
桙
）
は
橘
子
を
竿
に
着
け
た
も
の
か
。
九
条
本

内
膳
式
、
右
解
斎
料
条
の
「
桙
橘
子
十
枝
」
に
「
着
竿
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橘
」
と
あ
る
。

こ
の
説
明
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
小
学
館
本
『
日

本
書
紀
』
の
「
八
竿
八
縵
」
の
頭
注
と
勘
案
す
る
と
理
解
が

容
易
に
な
る
。

竿
は
串
刺
し
に
し
た
も
の
の
助
数
詞
。
縵
は
葉
の
つ
い

た
ま
ま
の
助
数
詞
。「
縵
」
の
字
は
古
本
『
玉
篇
』
に

「
縵
、
繒
ノ
文
无
キ
也
」「
繒
、
帛
ノ
総
名
也
」
と
あ
る

よ
う
に
、
無
地
の
絹
の
意
。
カ
ゲ
の
訓
は
生
命
の
樹
と

い
わ
れ
る
蔓
草
の
称
。
こ
の
カ
ゲ
を
「
縵
」
に
通
用
さ

せ
た
も
の
。『
延
喜
式
』
内
膳
・
新
嘗
祭
供
御
料
の
条

に
「
橘
子
二
十
四
蔭
げか

、
桙
こほ

橘
子
十
枝
」
と
あ
る
。

よ
う
す
る
に
、
奈
良
時
代
以
降
に
お
い
て
は
、
非
時
香
菓

＝
橘
と
い
う
公
式
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
橘
の
実
を
蔓
形
と

矛
形
の
二
種
類
で
作
り
上
げ
て
、
新
嘗
祭
の
供
御
な
ど
に
用

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
縵
・
桙
と
い
う
形

態
の
類
似
性
は
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
の
も
の
は
見
え

て
こ
な
い
。
そ
も
そ
も
橘
の
実
を
蔓
状
に
縄
で
結
ぶ
理
由
が

わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
正
月
の
注
連
飾
り
の
よ
う
な
も

の
を
想
定
す
れ
ば
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
す
る
理

由
は
明
確
で
は
な
い
。
竿
に
橘
の
実
を
挿
す
形
状
の
物
と
の

対
比
も
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。

ま
た
、
延
喜
・
内
膳
式
を
み
る
と
、
こ
の
二
種
類
の
橘
の

実
だ
け
が
、
新
嘗
祭
の
供
御
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
他
多
く
の
材
料
の
中
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の

で
、
こ
こ
か
ら
橘
の
実
の
意
味
を
割
り
出
す
の
は
困
難
か
も

し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
田
道
間
守
が
縵
四
縵
・
矛
四
矛
を
献
上
し
た
相

手
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
最
初
に
大
后
に
献
上
し
た

の
は
、
崩
御
し
た
垂
仁
大
王
に
代
わ
っ
て
受
け
取
っ
て
も

ら
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
次
に
、
天
皇
の
御
陵
戸
に
献

上
し
た
の
は
、
亡
き
垂
仁
大
王
の
墓
前
へ
の
お
供
え
で
あ

ろ
う
。
こ
の
後
者
に
注
目
し
た
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

大
后
ヒ
バ
ス
ヒ
メ
命
は
、
そ
の
後
に
、
石
祝
作
と
土
師
部
を

定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
石
祝
部
は
石
棺
や
石
室
を
作
る

部
民
で
あ
り
、
土
師
部
は
埴
輪
な
ど
土
器
の
製
作
や
葬
礼
を
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担
当
す
る
部
民
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
大
王
の
葬
儀
に
関
わ

る
部
民
で
あ
る
。

こ
と
に
土
師
部
は
和
田
萃
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
殯
宮
儀

礼
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
氏
族
で
あ
っ
た（
２
）。

和

田
氏
は
、
殯
宮
奉
仕
者
に
は
土
師
部
と
遊
部
の
二
氏
族
が
い

た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

律
令
制
下
に
お
い
て
も
、
玄
蕃
寮
諸
陵
司
に
土
部
一
〇

人
が
い
て
凶
礼
を
賛
相
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
か
つ
て
土
師
部
が
殯
宮
供
奉
を
な
し
た

伝
統
を
継
承
し
て
い
る
。
土
師
部
の
職
掌
に
つ
い
て
は

山
陵
造
営
の
み
を
考
え
が
ち
だ
が
、
殯
宮
供
奉
・
葬
送

奉
仕
・
山
陵
管
理
と
い
っ
た
こ
と
こ
そ
、
そ
の
主
た
る

職
掌
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

垂
仁
大
王
の
墓
が
は
た
し
て
古
墳
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
土
師
部
が
登
場
し
、
大
后
に
よ
っ

て
葬
送
に
関
与
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
連
の
記
事
が

垂
仁
大
王
の
葬
送
儀
礼
を
記
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
す
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
垂
仁
紀
・
記
の
田
道
間
守
の
話
は
、
常

世
国
へ
の
派
遣
か
ら
話
が
始
ま
っ
て
い
る
。
常
世
国
は
垂
仁

紀
で
は
「
神
仙
の
秘
区
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
神
仙
」
は
小

学
館
本
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、「
人
間
界
か
ら
抜
け
出
て
、
不

老
長
生
の
世
界
に
遊
ぶ
者
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し

た
神
仙
が
隠
れ
住
む
場
所
が
「
常
世
国
」
と
し
て
、
こ
こ
で

は
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
時
香
菓
は
不

老
長
生
の
世
界
の
植
物
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
垂
仁
大

王
が
田
道
間
守
に
非
時
香
菓
を
求
め
た
理
由
も
お
の
ず
か
ら

明
ら
か
と
な
ろ
う
。

垂
仁
大
王
が
崩
御
し
た
年
齢
を
書
紀
の
記
載
ど
お
り
に

一
四
〇
歳
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
田
道
間
守
と
非
時
香

菓
の
伝
承
を
、
垂
仁
紀
の
最
後
に
配
置
し
た
の
は
、
明
ら
か

に
垂
仁
大
王
が
自
分
の
寿
命
を
察
知
し
、
い
く
ら
か
で
も
そ

れ
を
伸
ば
そ
う
と
考
え
て
の
こ
と
、
と
い
う
設
定
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
非
時
香
菓
が
不
老
長
生
の
果

実
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
論

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
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な
ぜ
な
ら
、
書
紀
編
者
が
非
時
香
菓
を
指
し
て
、「
今
し

橘
と
謂
ふ
は
是
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
橘
な

ら
ば
そ
の
実
を
食
べ
て
も
不
老
長
生
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、

そ
の
時
点
で
す
で
に
自
明
で
あ
る
。
も
し
、
書
紀
が
、
非

時
香
菓
を
あ
く
ま
で
常
世
国
の
物
と
し
て
記
述
し
た
ま
ま
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
非
時
香
菓
は
不
老
長
生
の
食
物
と
考
え
て

も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
し
か
る
に
、
書
記
編
者
は
非
時
香

菓
を
同
時
代
の
橘
と
明
言
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

橘
が
い
か
に
貴
重
な
果
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
誰
に
で
も

食
べ
る
こ
と
は
出
来
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
不
老

長
生
の
果
実
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

と
す
る
と
、
非
時
香
菓
に
は
別
の
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
は
、
ま
さ
に
石
祝
作
と
土
師
部
の
設
置
と
の
関
連
で

考
え
る
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

縵
四
縵
・
矛
四
矛
を
献
上
さ
れ
た
大
后
が
、
石
祝
作
と
土

師
部
を
設
置
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
、
崩
御
し
た
大
王
に
代

わ
っ
て
の
政
務
遂
行
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
、
大
后
が
大
王

と
同
等
の
権
限
を
持
っ
て
い
た
と
ま
で
考
え
る
必
要
は
な
い
。

大
王
が
死
ね
ば
、
と
う
ぜ
ん
し
ば
ら
く
の
間
、
大
王
の
葬
儀

を
取
り
仕
切
る
役
割
を
荷
う
存
在
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
に

大
后
が
就
く
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
葬

送
儀
式
を
執
行
す
る
モ
ノ
マ
サ
（
尸
者
）
と
考
え
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
モ
ノ
マ
サ
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
忠
氏
が
、

「
祭
儀
等
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
と
す
る
被
祭
者
す
な
わ
ち

死
者
ま
た
は
先
祖
の
如
き
を
現
実
に
立
て
る
た
め
に
設
け
た

代
表
者
を
意
味
す
る（
３
）」

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
大
后
が

ま
さ
に
そ
れ
に
相
当
す
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
縵
四
縵
・
矛
四
矛
の
献
上
は
、
大
后
へ

の
そ
の
任
務
の
指
名
と
も
受
け
取
れ
る
。
山
下
晋
司
氏
は
、

「
死
は
秩
序
に
と
っ
て
不
安
定
な
状
態
と
混
乱
を
も
た
ら
す
。

こ
の
場
合
、
死
者
の
社
会
的
・
政
治
的
地
位
が
高
け
れ
ば
高

い
ほ
ど
そ
の
死
が
与
え
る
社
会
的
混
乱
は
大
き
い
も
の
と
な

り
、
そ
の
解
決
、
混
乱
し
た
秩
序
を
再
編
成
す
る
事
業
も
よ

り
大
き
な
も
の
と
な
ろ
う（
４
）」

と
指
摘
す
る
。
そ
の
意
味
で
も
、

田
道
間
守
に
よ
る
葬
儀
主
催
者
の
指
名
は
、
混
乱
を
防
ぐ
た

め
の
必
要
な
行
動
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

さ
ら
に
、
山
下
氏
は
、
天
武
天
皇
の
殯
を
検
討
し
て
、
そ
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の
儀
礼
を
、
①
発
哀
儀
礼
、
②
奠
の
提
供
、
③
誄
儀
礼
、
④

歌
舞
の
奏
上
、
の
四
段
階
に
分
類
し
て
い
る
。
田
道
間
守

は
、
こ
の
①
発
哀
儀
礼
と
②
奠
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
垂
仁
紀
で
は
、「
天
皇
の
陵
に
向
ひ
て
叫
哭
き
」

と
発
哀
儀
礼
を
行
な
い
、「
齎
せ
る
物
は
、
非
時
香
菓
、
八

竿
八
縵
な
り
」
と
奠
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
垂
仁
記
で
も
、

「
其
ノ
木
実
擎
ゲ
」
て
奠
の
提
供
を
行
い
、「
叫
び
哭
き
」
て

発
哀
儀
礼
を
行
な
っ
て
い
る
。

田
道
間
守
が
殯
の
儀
式
を
担
当
し
、
石
祝
作
と
土
師
部

が
葬
送
の
準
備
を
進
め
る
と
い
う
構
図
が
浮
き
彫
り
に
な

る
。
さ
ら
に
田
道
間
守
が
殉
死
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

る
と
、
こ
れ
は
民
族
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
哀
悼
傷
身
で
あ
る
。

哀
悼
傷
身
と
い
う
の
は
、
大
林
太
良
氏
に
よ
る
と
、「
喪
に

あ
た
っ
て
、
遺
族
な
ど
が
自
ら
の
身
体
を
傷
つ
け
、
毛
髪
を

切
っ
て
哀
悼
の
表
現
と
す
る
風
習
」
で
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
な
ど

で
は
断
髪
と
共
に
殉
死
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う（
５
）。
そ
し
て
、

日
本
の
哀
悼
傷
身
は
「
日
本
の
大
化
前
代
の
支
配
者
層
の
葬

制
の
特
徴
を
な
す
も
の
」
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
葬
制
が
垂
仁
朝
か
ら
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
書
紀

編
者
は
、
実
在
性
の
不
確
か
な
王
朝
期
に
、
大
王
の
葬
制
の

整
備
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

田
道
間
守
は
三
宅
氏
の
先
祖
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ヤ
ケ

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
大
和
朝
廷
に
よ
る
政
治
的
・
軍
事

的
拠
点
と
し
て
、
館
野
和
巳
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る（
６
）。

た
だ
、
こ
こ
で
は
ミ
ヤ
ケ
は
そ
う
し
た
拠
点
や
土
地
で
は
な

く
、
氏
族
名
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
、
館
野
論
に
従
う

必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ミ
ヤ
ケ
（
三
宅
）
は
、
原
初
的
な

「
宮
家
」
あ
る
い
は
「
御
宅
」
を
意
味
し
た
の
か
も
し
れ
な

い
。田

道
間
守
自
身
は
死
亡
し
て
い
る
か
ら
、
彼
の
遺
児
が
三

宅
氏
の
先
祖
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、

な
ぜ
彼
ら
が
三
宅
氏
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
問
題

で
あ
る
。
田
道
間
守
が
垂
仁
の
墓
前
で
殉
死
し
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
彼
の
子
孫
は
垂
仁
大
王
墓
を
守
っ
た
氏
族
で

あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

三
　
大
王
墓
と
植
樹

垂
仁
紀
の
田
道
間
守
と
非
時
香
菓
に
関
す
る
記
述
が
、
実
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は
垂
仁
大
王
の
墓
と
葬
送
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

非
時
香
菓
が
物
語
の
設
定
上
に
お
い
て
、
も
し
本
当
に
不

老
不
死
あ
る
い
は
不
老
長
寿
の
果
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
な
ら
ば
、
田
道
間
守
が
非
時
香
菓
を
持
ち
帰
っ
て
い
る
以

上
、
大
后
の
ヒ
バ
ス
ヒ
メ
は
不
老
長
寿
と
な
っ
た
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
物
語
の
作
者
も
、
非
時
香
菓
に
不
老
長
寿
を
匂

わ
せ
は
し
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
に
は
そ
の
よ
う
な
設
定

に
は
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
大
王
が
亡
く
な
り
、
大
后
が
葬
儀
を
取
り
仕
切

る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
実
は
次
の
世
代
に
お
い
て
も
見
い

だ
せ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
垂
仁
―
景
行
―
成

務
―
仲
哀
と
大
王
系
譜
は
続
く
が
、
仲
哀
大
王
も
ま
た
祭
儀

の
最
中
に
亡
く
な
り
、
そ
の
遺
志
を
引
き
継
い
で
神
功
皇

后
が
三
韓
征
討
を
行
う
と
い
う
設
定
の
話
が
作
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
彼
ら
に
仕
え
て
い
る
の
が
長
寿
の
極
み
と
も
い
え
る

武
内
宿
禰
で
あ
っ
た
。

大
王
の
死
＋
大
后
の
代
行
＋
不
老
長
寿
的
フ
ァ
ク
タ
ー

と
い
う
三
つ
の
要
素
が
一
組
に
な
る
と
い
う
物
語
の
作
り
方

が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。「
大
后
の
代
行
」
と

記
し
た
が
、
こ
れ
は
殯
を
実
行
す
る
の
が
最
も
身
近
な
肉
親
、

つ
ま
り
正
妻
で
あ
る
大
后
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
政
務
の

代
行
で
は
な
い
。
神
功
皇
后
の
場
合
は
特
殊
事
情
で
三
韓
征

伐
ま
で
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
史
実
で
は
な
い
の
で
、

あ
ま
り
厳
密
に
考
え
る
必
要
は
な
い
。

む
し
ろ
、
い
つ
か
ら
古
墳
に
樹
木
が
植
え
ら
れ
た
か
と
い

う
問
題
と
古
墳
に
植
え
ら
れ
た
の
が
な
ぜ
橘
だ
っ
た
の
か
と

い
う
問
題
が
生
じ
る
。

記
紀
に
記
さ
れ
た
樹
木
が
橘
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

必
ず
し
も
す
べ
て
の
古
墳
・
墓
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
が
橘
で

あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
不
明
で
あ
る
。
三
宅
和
朗
氏

に
よ
る
と
、
八
世
紀
に
は
松
・
柏
（
石
川
年
足
墓
誌
）
や
真

木
（
万
葉
集
）
な
ど
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
と
い
う（
７
）。
そ
う
し
た
樹
木
の
複
数
化
は
三
宅
氏
の
指
摘
す

る
よ
う
に
七
～
八
世
紀
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
記
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紀
の
記
述
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
古
墳
に
本
来
植
え
ら

れ
る
べ
き
は
、
あ
く
ま
で
「
非
時
香
菓
」
で
あ
っ
て
「
橘
」

で
は
な
か
っ
た
。
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、
橘
は
実
際
に
植
え

ら
れ
た
樹
木
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
非
時
香
菓
」
の
代
用
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
な
ぜ
現
実
に
は
存
在
し
な
い
「
非
時
香
菓
」
を

王
墓
に
植
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
王
墓
は
神
聖
な
存
在
で
、
そ
れ
を
犯
す
者
が
登
場
し
な

い
よ
う
に
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
記
紀
が
成
立

し
、
天
皇
家
を
絶
対
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
て

か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
記
紀
に

は
、
亡
く
な
っ
た
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
と
間
違
わ
れ
た
ア
ジ
シ
キ

タ
カ
ヒ
コ
ネ
神
が
死
者
と
同
一
視
さ
れ
た
こ
と
を
怒
る
場
面

が
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
・
神
代
下
第
九
段
か
ら
引

用
す
る
と
、

時
に
味あ
ぢ
す
き
た
か
ひ
こ
ね
の
か
み

耜
高
彦
根
神
、
忿い
か

然り

作お
も
ほ
て色
り
し
て
曰
く
、

「
朋と
も
が
き友
の
道
、
理
こ
と
わ
り
あ
ひ
と
ぶ
ら

相
弔
ふ
べ
し
。
故
、
汚け
が
ら
は穢
し
き
に
憚は
ば
か

ら
ず
、
遠
く
よ
り
赴お
も
ぶき

哀
し
ぶ
。
何
為
れ
ぞ
我
を
亡
う
せ
に
し
ひ
と

者

に
誤
て
る
」
と
い
ひ
、
其
の
帯は

け
る
剣
大お
ほ
は
が
り

葉
刈
を
抜
き

て
、
喪
屋
を
斫き
り
ふ仆
せ
つ
。
此
即
ち
落
ち
て
山
に
為
る
。

今
し
美
濃
国
の
藍あ

ゐ

み
見
川
の
上
に
在
る
喪も

山や
ま

、
是
な
り
。

世
人
、
生い
け
るを

以
ち
て
死
に
誤
つ
こ
と
を
悪い

む
、
此
其
の

縁
な
り
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
と
い
え
ど
も
死
し
た
存
在
は
穢
れ
て

い
る
と
い
う
考
え
方
が
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
に
は
存
在

し
た
こ
と
を
我
々
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
神
で
す
ら
死
し

た
者
は
穢
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
大
王
と
い
え
ど
も
人
間
の
死

者
は
当
然
穢
れ
た
存
在
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
王
墓
に
限
ら
ず
、
墓
守
の
重
要
な
役
割
が
、

「
死
者
の
安
眠
を
衛
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
な

ら
ば
、
王
墓
へ
の
植
樹
は
、
そ
こ
が
王
墓
で
あ
る
こ
と
を
示

す
標
章
的
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
植
樹
に
常
緑
樹
が
選

ば
れ
た
の
は
、
一
方
で
、
死
し
た
王
の
生
前
の
勢
威
を
象
徴

さ
せ
る
た
め
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
八
世
紀
に
は
橘
に
限
定
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
現

象
を
考
え
る
と
、
生
前
の
王
の
権
威
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
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合
い
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

む
し
ろ
、
垂
仁
朝
に
非
時
香
菓
伝
承
が
記
述
さ
れ
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
記
紀
編
纂
段
階
で
は
、
一
般
に
は
王
墓
へ
の
植

樹
が
い
つ
か
ら
始
ま
り
、
植
樹
す
べ
き
樹
木
が
何
で
あ
っ
た

の
か
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
「
非

時
香
菓
」
で
あ
っ
た
と
い
う
説
話
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
も
た

ら
し
た
田
道
間
守
の
側
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

田
道
間
守
の
子
孫
だ
と
さ
れ
る
三
宅
一
族
に
つ
い
て
は
、

佐
伯
有
清
氏
が
「
三
宅
の
氏
名
は
、
か
つ
て
屯
家
（
屯
倉
）

の
管
掌
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
と
づ
く（
８
）」

と
さ
れ
る
が
、
田

道
間
守
に
屯
倉
の
管
掌
者
と
し
て
の
性
格
は
見
い
だ
せ
な
い
。

ミ
ヤ
ケ
に
は
多
義
的
要
素
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
拡
大
解
釈
を
し
て
、
陵
墓
を
管
掌
す

る
拠
点
と
理
解
す
れ
ば
、
田
道
間
守
の
死
後
、
彼
の
一
族
が

垂
仁
の
陵
墓
を
管
理
し
た
と
い
う
氏
族
伝
承
を
有
し
た
可
能

性
は
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
際
、
三
宅
氏
は
先
祖
田
道
間
守
と
陵
墓
の
関
係
を
証

明
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
が
非
時
香
菓
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
氏
族
の
役
割
を
保
証
す
る
た
め

に
は
、
空
想
の
産
物
で
あ
っ
て
は
困
る
わ
け
で
、
現
実
に
存

在
す
る
物
で
あ
る
必
然
性
が
生
ま
れ
て
く
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
は
あ
る
種
、
永
遠
性
を
有
す
る
物
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

季
節
が
来
る
と
枯
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
存
在
で
は
困
る
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
選
ば
れ
た
の
が
、
一
年
を
通
し
て
青
々
と
し
た
葉

を
茂
ら
せ
る
柑
橘
系
の
橘
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
橘
が
青
々

と
し
た
葉
を
枝
に
つ
け
て
い
る
以
上
、
三
宅
氏
も
永
遠
に
陵

墓
を
管
理
す
る
権
限
を
保
証
さ
れ
る
と
い
う
願
い
を
込
め
て
、

非
時
香
菓
伝
承
が
田
道
間
守
に
付
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
、

も
っ
と
も
穏
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
非
時
香
菓
は
、
垂
仁
の
命
を
永
遠
な
ら
し
め
る

不
老
長
寿
の
果
実
で
は
な
く
、
垂
仁
の
陵
墓
を
青
々
と
飾
る

樹
木
と
し
て
選
ば
れ
、
そ
れ
は
三
宅
氏
の
陵
墓
管
掌
の
役
割

を
永
遠
な
ら
し
め
る
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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収
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）
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）
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植
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史
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A New Study about ‘Tajimamori’ Ancient People and
“Tokijiku-no-Kakunokonomi” Immortal Fruits

Syuya Nakamura

Tokijiku-no-Kakunokonomi is defined as immortal fruits, which were 

brought from the land of the dead by Tajimamori. So it was Tachibana 

fruit in the Heian period.

But they are only legend because Tokijiku-no-Kakunokonomi were 

trees around the emperor’s tomb. They symbolized eternal life because 

they are evergreen trees.

Tajimamori is one of the clans that take care of the emperor’s tomb. 

This legend teaches us that evergreen trees were planted around the 

Japanese ancient tomb.


