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御
製
に
示
さ
れ
た
遊
び
の
伝
統

岡

野

弘

彦

　

日
露
戦
争
の
さ
な
か
の
明
治
三
十
七
年
夏
、
明
治
天
皇
は
「
夏

山
水
」
と
い
う
題
で
次
の
一
首
を
お
詠
み
に
な
っ
た
。

年
年
に
お
も
ひ
や
れ
ど
も
山
水
を

　
　

汲
み
て
遊
ば
む
夏
な
か
り
け
り

（
毎
年
、
夏
に
な
る
と
、
す
が
す
が
し
い
山
水
を
手
に
汲
み
と
っ
て
、

心
を
ゆ
た
か
に
鎮
め
る
遊
び
を
し
た
い
と
思
う
の
だ
が
、
国
事
を

司
る
こ
と
が
多
忙
で
、
そ
う
し
た
暇い

と
ま

す
ら
持
て
る
夏
と
て
は
無
い

こ
と
だ
。）

　

こ
の
御
製
の
持
つ
深
い
な
げ
き
は
、
日
本
の
宮
廷
に
古
代
か
ら

伝
承
せ
ら
れ
て
き
た
「
魂
の
あ
そ
び
」
の
こ
こ
ろ
と
深
く
ひ
び
き

合
う
思
い
な
の
だ
と
感
じ
た
の
は
、
古
代
学
の
す
ぐ
れ
た
研
究
者

で
、
ま
た
そ
の
心
を
伝
統
的
な
短
歌
に
表
現
す
る
歌
人
の
折
口
信

夫
（
釈
迢
空
）
で
あ
っ
た
。
彼
の
第
二
歌
集
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』

に
は
、
明
治
天
皇
の
こ
の
御
製
を
引
い
た
上
で
、
次
の
歌
が
記
さ

れ
て
い
る
。
昭
和
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

大
君
は

あ
そ
ば
ず
あ
り
き

　

髣お
も

髴か
げ

に

夏
山
河が

は

を　

見
つ
ゝ

　

な
げ
ゝ
り

（
大
君
は
、
天
皇
と
し
て
大
切
な
魂
の
あ
そ
び
を
す
ら
な
さ
れ
な
い

で
過
さ
れ
た
。
た
だ
胸
の
中
に
、
幻
影
と
し
て
夏
の
山
河
の
清
い

姿
を
思
い
思
い
し
て
、
歎な

げ
き息

を
く
り
返
し
て
お
す
ご
し
に
な
っ
て

い
た
こ
と
だ
。）

　

昭
和
三
年
は
昭
和
天
皇
が
京
都
の
紫
宸
殿
で
十
一
月
十
日
、
即

位
礼
を
挙
行
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
折
口
は
こ
の
年
、「
大
嘗
祭
の

随

想
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風
俗
歌
」「
大
嘗
祭
の
本
義
」「
大
嘗
祭
の
本
義
並
び
に
風
俗
歌
と

真
床
襲お

ふ

衾す
ま

」「
御
即
位
と
大
嘗
祭
と
」
な
ど
の
論
文
を
引
き
つ
づ

い
て
執
筆
し
、
発
表
し
て
い
る
。

　

日
本
で
は
明
治
以
来
の
近
代
化
、
合
理
化
が
い
よ
い
よ
す
す
み
、

皇
室
の
あ
り
方
も
明
治
十
年
あ
た
り
を
境
と
し
て
急
速
に
変
化
し

た
結
果
が
、
即
位
式
や
大
嘗
祭
の
あ
り
方
に
ま
で
も
お
よ
び
、
更

に
天
皇
の
御
日
常
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
な
げ
き
の
心
を
歌
わ
れ

る
ま
で
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
思
い
が
、
折
口
に
は
深
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

折
口
は
明
治
二
十
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
幼
年
期
に
日
清
戦
争

を
、
青
年
期
に
か
か
っ
た
時
期
に
日
露
戦
争
を
体
験
し
て
い
る
。

明
治
十
年
頃
を
境
と
し
て
天
皇
が
心
な
ら
ず
も
軍
装
を
し
た
生
活

に
改
め
て
い
か
れ
た
の
ち
の
お
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
も
、

我
々
に
は
思
い
と
ど
か
ぬ
省
察
の
心
が
深
く
と
ど
い
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
あ
そ
ぶ
」「
あ
そ
び
」
と
い
う
言
葉
に
こ
め
ら
れ
た
、

古
来
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

⑴･　

こ
こ
に
天
照
ら
す
大
御
神
怪あ

や

し
と
お
も
ほ
し
て
、
天
の
石

屋
戸
を
細
め
に
開
き
て
内
よ
り
告
り
た
ま
は
く
、「
吾
が
隠

り
ま
す
に
因
り
て
、
天
の
原
お
の
づ
か
ら
闇く

ら

く
、
葦
原
の
中

つ
国
も
皆
闇
け
む
と
思
ふ
を
、
何
と
か
も
天
の
宇う

受ず

売め

は
楽

あ
そ
び

し
、
ま
た
八
百
万
の
神
諸

も
ろ
も
ろ

咲わ
ら

ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ

こ
に
天
の
宇
受
売
白ま

を

さ
く
「
汝
命
に
ま
さ
り
て
貴
き
神
い
ま

す
が
故
に
、
喜
び
咲
ひ
楽
ぶ
」
と
白
し
き
。

　

⑵･　

か
れ
天あ

め

若わ
か

日ひ

子こ

が
妻
下し

た

照て
る

比ひ

売め

の
哭
く
声
、
風
の
む
た
響

き
て
天
に
到
り
き
。
こ
こ
に
天
な
る
天
若
日
子
が
父
天
津
国

玉
の
神
、
ま
た
そ
の
妻
子
ど
も
聞
き
て
、
降
り
来
て
哭
き
悲

し
み
て
、
其
処
に
喪も

屋や

を
作
り
て
、
河か

は

雁が
り

を
岐き

佐さ

理り

持も
ち

と
し
、

鷺
を
掃

は
は
き

持も
ち

と
し
、
翠そ

に

鳥
を
御み

食け

人
と
し
、
雀
を
碓う

す

女め

と
し
、

雉き
ぎ
しを

哭な
き

女め

と
し
、
か
く
行
ひ
定
め
て
、
日
八
日
夜
八
夜
を
遊

び
た
り
き
。

　

⑶･　

こ
こ
に
倭
に
ま
す
后
た
ち
、
ま
た
御
子
た
ち
も
ろ
も
ろ
下

り
到
り
ま
し
て
、
御
陵
を
作
り
、
即
ち
其
地
の
な
づ
き
田
に

匍は
ら
ば匐

ひ
迥も

と
ほり

て
、
哭な

き
ま
し
て
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

　
　

･

な
づ
き
の
田
の　

稲い
な

幹が
ら

に　

稲
幹
に　

匍は

ひ
迥も

と
ほろ

ふ　

野と
こ

老ろ

葛づ
ら

　
　

･

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
是こ

こ

に
八
尋
白
智
鳥
に
化な

り
て
、
天
に

翔か
け

り
濱
に
む
き
て
飛
び
い
で
ま
し
き
。
こ
こ
に
そ
の
后
た
ち

御
子
た
ち
、
小し

竹の

の
苅か

り

杙く
ひ

に
、
足

き

り
破
れ
ど
も
、
そ
の
痛

み
を
も
忘
れ
て
、
哭
き
つ
つ
追
ひ
い
で
ま
し
き
。
こ
の
時
、

歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

　
　

浅あ
さ

小し

竹の

原　

腰
な
づ
む　

空
は
行
か
ず　

足
よ
行
く
な

ま
た
そ
の
海う

し
ほ鹽

に
入
り
て
、
な
づ
み
行
き
ま
し
し
時
に
、
歌

ひ
た
ま
ひ
し
く
、
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･

海
が
行
け
ば　

腰
な
づ
む　

大
河
原
の　

植
ゑ
草　

海う
み

処が

は
い
さ
よ
ふ

と
歌
ひ
た
ま
ひ
き
。
ま
た
飛
び
て
そ
の
磯
に
居
た
ま
ひ
し
時
、

歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

　
　

浜
つ
千
鳥　

浜
よ
行
か
ず　

磯
伝
ふ

と
歌
ひ
た
ま
ひ
き
。

こ
の
四
歌
は
、
そ
の
み
葬は

ふ
りに

歌
ひ
き
。
故
に
、
今
に
至
る
ま

で
そ
の
歌
は
、
天
皇
の
大お

ほ

御み
は

葬ふ
り

に
歌
ふ
な
り
。

　

⑷･　

篠さ
さ

の
葉
に　

雪
降
り
つ
も
る　

冬
の
夜
に　

豊と
よ

の
遊
び
を

　

す
る
が
た
の
し
さ
（
神
楽
歌
・
本
）

　
　

･　

･

瑞
垣
の　

神
の
み
代
よ
り　

篠
の
葉
を　

手
ぶ
さ
に
取
り

て　

遊
び
け
ら
し
も
（
神
楽
歌
・
末
）

　

⑴
の
例
は
古
事
記
の
天
の
岩
戸
の
段
で
、
天
宇
受
売
が
遊
び
の

場
を
演
じ
、
天
照
大
神
を
岩
戸
の
外
へ
誘
い
出
そ
う
と
す
る
場
面

で
あ
る
。
⑵
と
⑶
は
そ
れ
ぞ
れ
天
若
日
子
と
倭
建
命
の
招
魂
か
ら

葬
送
に
至
る
場
面
で
、
い
ず
れ
も
遊
離
し
た
魂
を
招
き
寄
せ
よ
う

と
し
、
あ
る
い
は
再
び
帰
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
魂
を
鎮
定
さ
せ

よ
う
と
す
る
、
招
魂
か
ら
送
魂
に
至
る
魂
の
た
め
の
鎮
め
の
歌
と

儀
礼
で
あ
る
。
⑷
は
神
楽
歌
と
し
て
歌
い
、
舞
わ
れ
た
歌
の
本
末

の
一
組
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
「
あ

そ
び
」
の
古
意
は
、
魂
を
新
鮮
に
し
活
力
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
た

め
に
、
力
あ
る
歌
を
う
た
い
、
舞
い
を
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、

葬
送
儀
礼
よ
り
以
上
に
積
極
的
な
、
天
皇
の
魂
が
活
性
化
し
お
体

に
鎮
ま
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
い
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
を
見
れ
ば
、
平
安
時
代
の
宮
廷
を
中
心
と
す
る

生
活
の
中
で
、「
遊
び
」
が
い
か
に
大
切
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
。
物
語
の
中
で
帝み

か
どや

光
源
氏
に
と
っ
て
最
も
大
事
で
あ
り
、

魂
が
生
き
生
き
と
し
て
そ
の
活
力
を
豊
か
に
内
に
貯
え
ら
れ
る
の

も
、
ま
た
そ
れ
が
き
ら
き
ら
し
く
外
に
発
揮
さ
れ
る
の
も
、「
遊

び
を
ぞ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
光

源
氏
の
子
の
夕
霧
に
な
る
と
、
外
来
の
漢
学
を
習
得
す
る
こ
と
が

専
ら
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
あ
そ
び
」
か
ら
「
ま
ね
び
＝
学
び
」

を
よ
し
と
す
る
生
活
に
次
第
に
変
っ
て
ゆ
く
。

　

折
口
信
夫
に
と
っ
て
、
天
皇
が
身
に
つ
け
て
ゆ
か
れ
る
内
在

魂
・
さ
ら
に
広
い
外
来
魂
、
す
な
わ
ち
「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」
の
問

題
は
、
研
究
上
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
折
口
の
研

究
の
上
で
一
つ
の
劃
期
的
な
展
開
を
示
し
た
の
が
昭
和
天
皇
御
即

位
式
の
行
な
わ
れ
た
昭
和
三
年
で
あ
っ
た
。
一
方
、
天
皇
の
持
た

れ
る
魂
の
問
題
は
、
近
代
に
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
・
文
化

の
急
速
な
摂
取
、
さ
ら
に
日
本
の
歴
史
に
は
無
か
っ
た
外
国
と
の

度
か
さ
な
る
戦
い
と
急
速
な
軍
事
化
の
中
で
、
未
曾
有
の
変
化
を

持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
日
本
人
の
中
で
た
だ
お
一
人
、
聖
な

る
巨お

お

き
魂
を
持
っ
て
い
ら
れ
る
故
に
、
人
し
れ
ず
苦
し
ま
れ
た
近
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代
の
最
初
の
天
皇
の
苦
悩
を
、
こ
れ
ほ
ど
身
に
近
く
感
じ
て
和
歌

の
表
現
に
よ
っ
て
示
し
た
、
古
代
学
者
折
口
信
夫
の
心
を
思
う
と
、

私
の
心
は
粛
然
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

･（
な
お
、
御
製
の
「
山
水
を
汲
み
て
遊
ば
む
」
と
歌
わ
れ
た
お
心
に
つ

い
て
は
、「
鈴
が
音ね

の
早は

ゆ

馬ま

駅う
ま

家や

の
堤

つ
つ
み

井ゐ

の
水
を
た
ま
へ
な
妹
が
直た

だ

手て

ゆ
」（
万
葉
集
巻
十
四
）
や
、
古
い
沖
縄
の
組
踊
り
「
手
水
の
縁
」
に

あ
る
よ
う
に
、
聖
な
る
水
は
直
接
に
手
に
汲
み
と
っ
て
身
に
と
り
入
れ

る
こ
と
を
尊
ん
だ
、
古
い
習
わ
し
が
考
え
合
わ
せ
ら
れ
る
。）

　

�（
元
宮
内
庁
御
用
掛
・
日
本
芸
術
院
会
員
・
明
治
記
念
綜
合
歌

会
常
任
委
員
）




