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は
じ
め
に

　

さ
き
ご
ろ
、「『
古
事
記
』
訓
読
文
の
「
む
と
す
」
と
補
読
の
「
た
ま
ふ
」

と
か
ら
─
そ
の
「
む
」
は
、
ど
う
読
み
と
っ
た
ら
よ
い
の
か
─（
１
）」
と
い
う

論
題
で
、「
む
と
す
」
の
上
に
「
た
ま
ふ
」
が
補
読
さ
れ
る
場
合
と
下
に

補
読
さ
れ
る
場
合
と
に
よ
っ
て
、「
む
と
す
」
の
「
む
」
の
意
味
が
ど
う

解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
な
ど
に
つ
い
て
、
卑
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』
も
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事

記
』
も
「
熊
曾
国
を
撃
た
む
と
し
た
ま
ひ

8

8

8

し
時
」
と
訓
読
し
て
い
た
と
こ

『
日
本
書
紀
』
現
行
訓
読
文
に
も
見
ら
れ
た
、

�
「
む
と
す
」
の
上
の
「
た
ま
ふ
」
と
下
の
「
た
ま
ふ
」
と

中
村
幸
弘

ろ
を
、『
古
事
記
伝
』
が
「
ク
マ
ソ
ノ
ク
ニ
ヲ
コ
ト
ム
ケ
タ
マ
ハ

8

8

8

ム
ト
セ

シ
ト
キ
ニ
」
と
訓
読
し
て
い
た
事
例
を
契
機
に
し
て
、
そ
の
「
○
○
た
ま

は
む
と
す
」
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、『
日

本
書
紀
』
訓
読
文
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
確
認
し
た
結

果
の
報
告
が
、
小
稿
で
あ
る
。
こ
の
「
む
と
す
」
と
い
う
訓
読
語
句
と
尊

敬
の
補
助
動
詞
を
補
読
し
た
表
現
と
に
つ
い
て
は
、
殊
に
古
訓
を
捨
て
て

改
訓
し
た
現
行
訓
読
文
『
日
本
書
紀
』
な
る
が
ゆ
え
に
見
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
表
現
ま
で
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

正
史
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
外
交
・
軍
事
、
さ
ら
に
即
位
・

立
后
・
巡
幸
、
ま
た
、
多
く
の
行
政
な
ど
に
関
す
る
広
範
囲
の
記
事
の
な
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か
に
、
そ
の
「
む
と
す
」
が
頻
出
す
る
。
そ
の
「
む
」
の
理
解
如
何
に
よ
っ

て
は
、
史
実
の
把
握
を
誤
る
こ
と
に
な
る
。
史
料
の
誤
読
は
、
歴
史
認
識

を
誤
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
は
、
意
志
の
意
も
担
っ

て
き
て
い
る
。
そ
の
意
志
の
意
を
意
識
し
す
ぎ
る
と
、
事
態
を
推
量
し
て

い
る
叙
述
が
意
志
あ
る
行
為
と
も
読
み
と
ら
れ
て
し
ま
う
恐
れ
と
も
な
っ

て
し
ま
お
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
む
と
す
」
と
訓
読
さ
れ
る
原
文
の
漢

字
と
、
そ
の
熟
字
と
は
、
十
一
種
が
数
え
ら
れ
る
。
未
解
決
の
事
柄
を
残

す
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
引
き
続
き
解
明
に
努
め
て
い
き
た
い
。

　
　

一　

訓
読
文
「
む
と
す
」
の
上
の
「
た
ま
ふ
」
と
下
の
「
た
ま
ふ
」
と

　

そ
の
領
域
を
専
門
と
し
な
い
、『
日
本
書
紀
』
の
一
般
読
者
は
、
多
く

が
現
行
訓
読
文
で
理
解
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
ま

た
、
そ
の
一
人
で
あ
る
。
近
年
、
そ
の
訓
読
文
に
敬
語
補
助
動
詞
を
補
読

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、そ
れ
を
否
定
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
て（
２
）、『
古
事
記
』

は
、
早
く
も
、
そ
の
敬
語
補
助
動
詞
の
補
読
を
廃
し
て
い
る（
３
）。

そ
の
『
古

事
記
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
で
、
そ
の
同
じ
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
て
も
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
敬
語
補
助
動
詞

を
補
読
し
た
訓
読
法
が
存
続
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀（
４
）』
訓
読
文
に
は
、
そ
の
「
む

と
す
」
の
上
に
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
が
補
読
さ
れ
て
い
る
用
例

と
、「
む
と
す
」
の
下
に
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
が
補
読
さ
れ
て

い
る
用
例
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
数
見
ら
れ
る
。
い
ま
、「
む
と
す
」
の

上
に
「
た
ま
ふ
」
が
補
読
さ
れ
て
い
る
表
現
群
を
Ａ
群
と
し
、「
む
と
す
」

の
下
に
「
た
ま
ふ
」
が
補
読
さ
れ
て
い
る
表
現
群
を
Ｂ
群
と
す
る
こ
と
と

す
る
。

　

ま
ず
、
Ａ
群
の
各
用
例
を
紹
介
す
る
。
出
典
に
つ
い
て
は
、
巻
数
・
テ

キ
ス
ト
別
所
在
ペ
ー
ジ
・
原
文
該
当
漢
字
を
示
し
、
該
当
す
る
漢
字
が
見

当
た
ら
な
い
場
合
は
、
□
印
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

Ａ
⑴　

初
め
大お
ほ
あ
な
む
ち
の
か
み

己
貴
神
の
国
を
平こ
と
むけ
た
ま
ふ
に
、
出い
づ
も
の
く
に

雲
国
の
五い十
狭さ

さ狭
の

小を
は
ま汀

に
行ゆ

き
到
り
ま
し
て
、
且ま

さ当
に
飲み
を
し食

し
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
き
。
是こ

の

時
に
、
海う
み
の
う
へ上に

忽
た
ち
ま
ちに

人
の
声
有
り
。（
１
／
①
一
〇
五
・
16
／
且
当
）

Ａ
⑵　
（
彦ひ
こ

火ほ

ほ

で
火
出
見み
の

尊み
こ
と）

帰
り
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
る
に
及い

た至
り
、
海わ
た
つ
み神

乃

ち
鯛た
ひ
め魚

を
召
し
、
其
の
口
を
探
り
し
か
ば
、
鉤ち

を
得
き
。（
２
／
①

一
七
五
・
17
／
将
）

Ａ
⑶　

天
す
め
ら
み
こ
と

皇
、
祗つ
つ
しみ

て
夢い
め

の
訓を
し
へを

承
う
け
た
ま
はり

、
依
り
て
行
ひ
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
。

時
に
弟お
と
う
か
し猾、

又
奏ま
を

し
て
曰ま
を

さ
く
、･･･

。（
３
／
①
二
一
一
・
14
／
将
）

Ａ
⑷　

爰こ
こ

に
、
吉よ
き
ひ日
を
卜う
ら

へ
て
、
発た

ち
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
る
こ
と
日
有
り
。

時
に
皇き
さ
き后

親み
づ
から

斧ふ
ゑ
つ鉞

を
執
り
た
ま
ひ
、
三
み
た
む
ろ
の

軍い
く
さに

令
み
こ
と
の
りし

て
曰の
た
まは

く
、

･･･

。（
９
／
①
四
二
五
・
15
／
臨（
５
））

Ａ
⑸　

皇お
ほ
き
さ
き

太
后
、･･･

天
皇
を
慰
め
奉ま
つ

ら
む
と
し
て
曰ま
を

し
た
ま
は
く
、
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「
群
ま
へ
つ
き
み
た
ち

臣
、
陛き

み下
の
遊か

り猟
場に
は

に
因
り
て
、
宍し
し
ひ
と
べ

人
部
を
置
き
た
ま
は

8

8

8

む
と

し
て
、
群
臣
に
降と問
ひ
た
ま
ふ
を
悟し

ら
ず
。･･･

」
と
ま
を
し
た
ま
ふ
。

（
14
／
②
一
五
五
・
９
／
□
）

Ａ
⑹　

皇
太
后
、
天
皇
の
悦よ
ろ
こび

た
ま
ふ
を
視
み
そ
こ
な
はし

て
、
歓ゑ

ら喜
き
懐
み
こ
こ
ろに

盈み

ち

ま
す
。
更ま
た

、
人
を
貢
た
て
ま
つり
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
曰の
た
まは
く
、「･･･

」
と
の
た
ま

ふ
。（
14
／
②
一
五
五
・
16
／
□
）

Ａ
⑺　

天
皇
の
瘡
み
や
ま
ひ、
転
い
よ
い
よ

盛
り
、
終う

せ
た
ま
ひ

8

8

8

な
む
と
す
る
時
に
、

鞍く
ら
つ
く
り
の

部
多た

す

な
須
奈
、
進
み
て
奏ま
を

し
て
曰ま
を

さ
く
、「･･･

」
と
ま
を
す
。（
21

／
②
五
〇
七
・
12
／
将
欲
）

Ａ
⑻　

是こ

の
月
に
、
天
皇
、
広ひ
ろ
せ
の

瀬
野
に
蒐け
み

し
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
、
行か
り
み
や宮
構つ
く

り
訖を

へ
、
装よ
そ
ひ束

既
に
備
ふ
。（
29
／
③
四
一
三
・
13
／
将
）

　

続
い
て
、
Ｂ
群
の
各
用
例
を
紹
介
し
て
い
く
。
会
話
文
中
の
用
例
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
な
引
用
に
努
め
て
い
く
。

Ｂ
⑴　

一あ
る
ふ
み書

に
曰
く
、
伊い
ざ
な
み
の

弉
冉
尊み
こ
と、

火ひ
の
か
み神

軻か

ぐ

つ

ち

遇
突
智
を
生
ま
む
と
し
た
ま
8

8

ふ8

時
に
、
悶あ
つ
か熱
ひ
懊な

や悩
み
、
因
り
て
吐た
ぐ
り
し
た
ま
ふ
。（
１
／
①

四
一
・
７
〜
８
／
且
）

Ｂ
⑵　

一
書
に
曰
く
、
伊い
ざ
な
き
の

弉
諾
尊み
こ
と、
追
ひ
て
伊
弉
冉
尊
の
在ま

す
処
に
至
り

ま
し
、
便す
な
はち

語
り
て
曰の
た
まは

く
、「
汝な

を
悲
し
ぶ
る
が
故か
ら

に
来き
た

り
つ
」
と

の
た
ま
ふ
。
答
へ
て
曰の
た
まは

く
、「
族う
が
らや

、
吾あ

を
な
看み

た
ま
ひ
そ
」
と
の

た
ま
ふ
。
伊
弉
諾
尊
従
は
ず
猶
し
看
み
そ
こ
な
はす
。
故か
れ

、
伊
弉
冉
尊
恥
ぢ
恨
み

て
曰の
た
まは

く
、「
汝
い
ま
し

已す
で

に
我あ

が
情こ
こ
ろを

見
つ
。
我
も
復ま
た

汝
が
情
を
見
む
」
と

の
た
ま
ふ
。
時
に
、
伊
弉
諾
尊
も
慙は

ぢ
た
ま
ふ
。
因
り
て
出い

で
返
り
な

む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
時
に
、
直た
だ

に
黙も
だ

し
て
帰
り
た
ま
は
ず
し
て
、
盟ち
か

ひ
て

曰の
た
まは

く
、「
族
離
れ
な
む
」
と
の
た
ま
ふ
。（
１
／
①
五
七
・
３
／
将
）

Ｂ
⑶　

脚あ
し
な
づ
ち

摩
乳
・
手て
な
づ
ち

摩
乳
対こ
た

へ
て
曰ま
を

さ
く
、「･･･

。
彼そ

の
大を
ろ
ち蛇
は
、
頭
か
し
ら
ご
と毎

に
各
お
の
お
の
も

石い
は
ほ
ま
つ松

有
り
、
両
ふ
た
つ
の
わ
き

脇
に
山
有
り
、
甚
だ
可か
し
こ畏

し
。
何い
か
に以

し
て
か

殺
さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
と
ま
を
す
。（
１
／
①
九
七
・
14
／
将
）

Ｂ
⑷　

越
こ
し
の
ひ
と人

答
へ
て
曰ま
を

さ
く
、「
天
皇
、
父ち
ち
の
き
み王に

恋
ひ
た
ま
ひ
て
、
養か

ひ

狎な
つ

け
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
故
、
貢
る
」
と
ま
を
す
。（
８
／
①

四
〇
三
・
６
／
将
）

Ｂ
⑸　

天
皇
、
是こ
こ

に
熊く
ま
そ
の
く
に

襲
国
を
討
た
む
と
し
た
ま
ひ

8

8

8

、
則
ち
徳と
こ
ろ
つ

勒
津
よ
り

発
ち
て
、
浮み
ふ
ね海
よ
り
し
て
穴あ
な
と門
に
幸い
で
ます
。（
８
／
①
四
〇
五
・
６
／
将
）

Ｂ
⑹　

明く
る
つ
ひ日

に
、
天
皇
、
舎と
ね
り人

鳥と
り
や
ま山

を
遣
し
て
、
皇
后
を
還か
へ

さ
し
め
む
と

し
た
ま
ひ

8

8

8

、
乃
ち
歌
み
う
た
よ
みし

て
曰の
た
まは

く
、（
歌
謡
）
と
の
た
ま
ふ
。（
11
／

②
四
七
・
６
／
□
）

Ｂ
⑺　

是こ
こ

に
近あ
ふ
み江

の
山
や
ま
の
き
み君

稚わ
か
も
り
や
ま

守
山
が
妻め

と
采う
ね
め女

磐い
は
さ
か
ひ
め

坂
媛
と
、
二
ふ
た
り
の
を
み
な

女
の
手

に
良
き
珠た
ま

纏ま

け
り
。
皇
后
、
其
の
珠
を
見
た
ま
ふ
に
、
既
に
雌め
と
り
の鳥
皇ひ
め
み
こ女

の
珠
に
似の

れ
り
。･･･

仍よ

り
て
阿あ

が

の

こ

俄
能
胡
を
推と鞫
ひ
た
ま
ふ
。
対
へ
て

曰ま
を

さ
く
、「
皇
女
を
誅こ
ろ

し
し
日
に
、
探
り
て
取
り
き
」
と
ま
を
す
。
即

ち
阿
俄
能
胡
を
殺
さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
是
に
阿
俄
能
胡
、
乃
ち
己お
の

が
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私わ
た
く
し
の
と
こ
ろ

地
を
献
た
て
ま
つり
て
、
死
し
ぬ
る
つ
みを
免
れ
む
と
請
ふ
。（
11
／
②
六
〇
・
２
／

将
）

Ｂ
⑻　

爰
に
大
お
ほ
な
か
つ
ひ
め
の

中
姫
命み
こ
と、

仰
ぎ
歓
び
て
、
則
ち
群
ま
へ
つ
き
み
た
ち

卿
に
謂か
た

り
て
曰
く
、

「
皇み

こ子
、
群
ま
へ
つ
き
み
た
ち
臣
の
請
ふ
こ
と
を
聴ゆ
る

さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
今
し
天
皇
の

璽み
し
る
し符

を
上
た
て
ま
つる

べ
し
」
と
い
ふ
。（
13
／
②
一
〇
五
・
12
／
将
）

Ｂ
⑼　

爰
に
采
女
、
分あ
き
ら
か明
に
衣こ
ろ
もの
中う
ち

に
鎧
よ
ろ
ひ

有
る
こ
と
を
瞻み

て
、
具つ
ぶ
さに
天
皇

に
奏ま
を

す
。
天
皇
、
兵い
く
さを

設ま

け
て
殺
さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
玉た
ま
た
の田

宿す
く
ね禰

、
乃

ち
密ひ
そ
かに

逃
げ
出
で
て
家
に
匿か
く

る
。（
13
／
②
一
一
三
・
10
／
将
）

Ｂ
⑽　

･･･

乃
ち
自
ら
出
で
て
産う
ぶ
ど
の殿
を
焼
き
て
死み
う

せ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
天

皇
、
聞
し
め
し
て
、
大
き
に
驚
き
て
曰の
た
まは

く
、「
朕わ
れ

、
過あ
や
まて

り
」
と
の

た
ま
ひ
、
因
り
て
皇
后
の
意
み
こ
こ
ろを

慰
な
ぐ
さ
め
さ
と

喩
し
た
ま
ふ
。（
13
／
②

一
一
八
・
３
／
将
）

Ｂ
⑾　

二
年
の
秋
七
月
に
、
百く
だ
ら済

の
池い
け
つ
ひ
め

津
媛
、
天
皇
の
幸め

さ
む
と
し
た
ま
8

8

ふ8

に
違た
が

ひ
て
、
石い
し
か
は
の
た
て

河
楯
に
婬た
は

け
ぬ
。（
14
／
②
一
五
三
・
１
／
将
）

Ｂ
⑿　

天
皇
、舎
人
に
詔
み
こ
と
の
りし

て
曰の
た
まは

く
、「
猛た
け
き
し
し獣も

人
に
逢
ひ
て
は
止や

む
。

逆ま
ち
い射

て
且ま
た

刺
せ
」
と
の
た
ま
ふ
。
舎
人
、
性
ひ
と
と
な
り

懦を
ぢ
な弱

く
し
て
、
樹き

に
縁の
ぼ

り
て
色
を
失
ひ
、
五こ
こ
ろ情
無お
そ
げ主
な
り
。
嗔い
か
り
ゐ猪
、
直
に
来
り
て
天
皇
を
噬く

ひ

ま
つ
ら
む
と
す
。
天
皇
、
弓み
ゆ
みを

用も
ち

て
刺
し
止と
ど

め
、
脚み
あ
しを

挙
げ
て
踏
み
殺

し
た
ま
ふ
。
是こ
こ

に
田か
り

罷や

み
て
、
舎
人
を
斬
ら
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
舎
人
、

刑こ
ろ
さ
る
るに

臨
み
て
作う
た
よ
み歌

し
て
曰ま
を

さ
く
、（
歌
謡
）
と
ま
を
す
。（
14
／
②

一
六
三
・
10
／
欲
）

Ｂ
⒀　

香か
た
ぶ賜

と
采
女
と
既
に
壇か
む
に
は所

に
至
り
、
事
を
行
は
む
と
す
る
に
及い
た

り

て
、
其
の
采
女
を
姧を
か

す
。･･･

。
乃
ち
（
天
皇
）
難な
に
は
の波

日ひ
た
か
の鷹

吉き

し士
を
遣

し
て
、
誅こ
ろ

さ
し
め
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
時
に
香
賜
、
即
ち
逃に

げ亡
て
在は
べ

ら
ず
。

（
14
／
②
一
七
九
・
12
／
将
）

Ｂ
⒁　

詔
し
て
曰の
た
まは
く
、「
根ね
の

使お

み主
は
、
今
よ
り
以の

ち後
、
子う
み
の
こ
の

子
孫
孫
八や

そ十

聯つ
つ
き綿

ま
で
に
群
臣
の
例た
め
しに

な
預
ら
し
め
そ
」
と
の
た
ま
ひ
、
乃
ち
斬
ら

む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
根
使
主
、
逃
げ
匿か
く

り
て
日ひ

ね根
に
至
り
、
稲い
な
き城

を
造
り

て
待
ち
戦
ひ
、
遂
に
官み
い
く
さ軍
の
為
に
殺
さ
れ
ぬ
。（
14
／
②
一
九
九
・
12

／
将
）

Ｂ
⒂　

百
済
の
余よ
し
や
う昌

、諸ま
へ
つ
き
み
た
ち

臣
等
に
謂か
た

り
て
曰
く
、「
少わ

れ子
、今
し
願
は
く
は
、

考ち
ち
わ
う王

の
奉み
た
め為

に
出し
ゆ
つ
け家

し
て
修し
ゆ
だ
う道

せ
む
」
と
い
ふ
。
諸
ま
へ
つ
き
み
た
ち

臣
、
百た
み
ど
も姓

、
報こ
た

へ
て
言ま
を

さ
く
、「･･･

。
今
し
此
の
国
の
宗ま
つ
りを

、
何い
づ
れの

国
に
か
授
け
む
と

し
た
ま
ふ

8

8

8

。
要あ
る
べ須
き
道だ
う
り理
、
分あ
き
ら
か明
に
教
み
こ
と
の
りし
た
ま
へ
。･･･

」
と
ま
を
す
。

（
19
／
②
四
三
九
・
17
〜
四
四
〇
・
１
／
将
）

Ｂ
⒃　

天
皇
、
大
お
ほ
と
も
の伴

狛こ
ま
の

連む
ら
じ・

三み
く
に
の国

麻ま
ろ
の呂

公き
み

・
穂ほ
づ
み
の積

嚙く
ひ
の

臣お
み

を
蘇そ
が
の我

倉
く
ら
の

山や
ま
だ
の田
麻ま
ろ
の呂
大お
ほ
お
み臣
の
所
に
使つ
か
はし
て
、
反そ
む

く
こ
と
の
虚
い
つ
は
り
ま
こ
と
実
を
問
は
し
め
た

ま
ふ
。
大
臣
答
へ
て
曰ま
を

さ
く
、「
問
は
せ
た
ま
ふ
報
か
へ
り
こ
とは

、
僕
や
つ
か
れ、

面
ま
の
あ
た
りに

天お
ほ
み
も
と

皇
之
所
に
陳ま
を

さ
む
」
と
ま
を
す
。
天
皇
、
更ま
た

三
国
麻
呂
公
・
穂
積
嚙

臣
を
遣
し
て
、
其
の
反
く
状か
た
ちを

審
つ
ば
ひ
ら
かに

し
た
ま
ふ
。
麻
呂
大
臣
、
亦さ

き前
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の
如
く
に
答
へ
ま
を
す
。
天
皇
、
乃
ち
軍い
く
さを

興
し
て
、
大
臣
の
宅い
へ

を
囲か
く

ま
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
大
臣
、
乃
ち
二ふ
た
り
の
こ子、

法ほ
ふ
し師

と
赤あ
か
ゐ猪

と
を
将ゐ

て
、

茅ち
ぬ
の渟
道み
ち

よ
り
逃
げ
て
倭
や
ま
と
の
く
に
国
の
境
に
向ゆ

く
。（
25
／
③
一
七
三
・
７
／
将
）

Ｂ
⒄　

甲か
ふ
し
ん申

に
、（
天
皇
）
東あ
づ
まに

入
ら
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
時
に
一
ひ
と
り
の
お
み臣

有
り

て
、
奏ま
を

し
て
曰ま
を

さ
く
、「･･･
。
臣し
ん

、
恐
る
ら
く
は
、
事
の
就な

ら
ざ
ら
む

こ
と
を
」
と
ま
を
す
。（
28
／
③
三
〇
七
・
14
／
将
）

Ｂ
⒅　

庚か
う
し
ん辰
に
、
浄じ
や
う
く
わ
う
し

広
肆
広ひ
ろ
せ
の瀬
王お
ほ
き
み・
小せ
う
き
む
ち
う

錦
中
大お
ほ
と
も
の伴
連む
ら
じ

安や
す
ま
ろ

麻
呂
と

判ま
つ
り
ご
と
ひ
と

官
・
録ふ
び
と事

・
陰お
む
や
う
じ

陽
師
・
工た
く
み匠

等ら

を
畿う
ち
つ
く
に内に

遣
し
て
、
都
つ
く
る
べ

き
地と
こ
ろを

視み占
し
め
た
ま
ふ
。
是こ

の
日
に
、
三み
の
の野

王お
ほ
き
み・

小せ
う
き
む
げ

錦
下
采う
ね
め
の女

臣お
み

筑ち
く
ら羅
等ら

を
信し
な
の濃
に
遣
し
て
、
地
と
こ
ろ
の
あ
り
か
た
形
を
看み

し
め
た
ま
ふ
。
是
の
地
に
都

つ
く
ら
む
と
し
た
ま
へ

8

8

8

る
か
。（
29
／
③
四
三
三
・
15
／
将
）

　

右
に
列
挙
し
た
Ａ
群
八
用
例
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「『
古
事
記
』
訓
読

文
の
「
む
と
す
」
と
補
読
の
「
た
ま
ふ
」
と
か
ら
─
そ
の
「
む
」
は
、
ど

う
読
み
と
っ
た
ら
よ
い
の
か
─
」
に
お
い
て
提
示
し
た
結
論
に
従
う
な
ら

ば
、
そ
の
「
む
」
は
推
量
、「
す
」
は
自
動
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。Ｂ
群
十
八
用
例
の
な
か
に
は
、こ
れ
も
前
稿
結
論
に
従
う
な
ら
ば
、

そ
の
う
ち
の
何
用
例
か
は
、
殊
に
近
代
文
語
文
な
ど
に
顕
著
に
見
ら
れ
た

意
志
の
意
の
連
語
「
む
と
す
」
に
「
た
ま
ふ
」
を
補
読
添
加
し
て
い
る
用

例
で
あ
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　

二　

�

新
全
集
訓
読
文
「
○
○
た
ま
は
む
と
す
」（
Ａ
群
）
の
訓
読
の

適
否
の
検
討

　

前
章
の
第
一
章
に
お
い
て
検
出
し
た
Ａ
群
の
表
現
用
例
に
つ
い
て
、
そ

う
訓
読
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。ま
ず
、

そ
の
該
当
箇
所
を
、
先
行
す
る
日
本
古
典
全
書
『
日
本
書
紀
』
訓
読
文（
６
）、

日
本
古
典
文
学
大
系『
日
本
書
紀
』訓
読
文（
７
）の

当
該
箇
所
と
を
校
合
し
て
、

異
同
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

Ａ
⑴　̓
（
大
己
貴
神
）
且
当
に
飲
食
し
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
き
。（
１
神
代
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

飲み
を
し食

せ
む
と
す
。（
大
系
上
・
一
二
四
・
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

飲み
を
し食
し
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
。（
全
書
一・一
二
四・６
）

　

全
書
本
は
、「
む
と
す
」
で
言
い
切
っ
て
い
て
、
時
制
を
意
識
し
て
「
き
」

を
添
え
た
新
全
集
本
と
、
そ
こ
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
大
系
本
は
、「
た

ま
ふ
」
を
補
読
し
て
い
な
い
が
、「
む
と
す
」
は
、
新
全
集
本
と
も
全
書

本
と
も
共
通
す
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
と
読
み
と
れ
た
。
前
章
の
第
一

章
の
Ａ
⑴
に
は
、
次
文
「
是
の
時
に
、
海
上
に
忽
ち
に
人
の
声
有
り
。」

が
続
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
引
い
た
、
そ
の
当
該
箇
所
は
、
そ
の

段
階
の
事
態
を
叙
述
し
て
い
る
表
現
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
た
。〈
大

己
貴
神
は
食
事
を
な
さ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。〉
と
現
代
語
訳
し
て
い

き
た
い
。〈
大
己
貴
神
は
食
事
を
な
さ
ろ
う
と
し
た
。〉
訳
で
も
、
か
つ
て

は
、
そ
の
動
態
の
叙
述
と
読
み
と
れ
た
。
だ
が
、
近
年
は
、
第
三
人
称
主
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体
の
大
己
貴
神
の
意
志
の
自
敬
表
現
と
読
み
と
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ

る
。前
稿
の
意
図
は
そ
こ
を
訴
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。小
稿
の
意
図
は
、

そ
の
確
認
に
あ
る
。

　

以
下
、
続
く
各
該
当
用
例
に
つ
い
て
も
、
大
系
本
・
全
書
本
の
当
該
箇

所
と
校
合
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ａ
⑵　̓
（
彦
火
火
出
見
尊
）
帰
り
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
る
に
及い

た至
り
、

 

（
２
神
武
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

帰
り
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
る
に
及
至
り
て
、

 

（
大
系
上
・
一
七
七
・
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

帰
り
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
る
に
及
至
り
て
、

 

（
全
書
一
・
一
八
一
・
11
〜
12
）

Ａ
⑶　̓
（
天
皇
）
依
り
て
行
ひ
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
。
時
に
（
３
神
武
天
皇
）

　
　
　
　

 

依
り
て
将
に
行
ひ
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
。
時
に
、

 

（
大
系
上
・
二
〇
〇
・
４
）

　
　
　
　
　
　

 

依
り
て
行
ひ
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
。
時
に
、

 

（
全
書
二
・
二
二
・
13
）

Ａ
⑷　̓
（
神
功
皇
后
軍
）
発た

ち
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
る
こ
と
日
有
り
。

 

（
９
神
功
皇
后
〈
摂
政
前
紀
〉）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

発
ち
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
る
こ
と
日
有
り
。

 

（
大
系
上
・
三
三
六
・
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

発
た
む
と
し
給×

×ふ
こ
と
日
有
り
。

 

（
全
書
二
・
二
〇
八
・
12
）

Ａ
⑸　̓
（
皇
太
后
）「･･･

、宍
人
部
を
置
き
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
、･･･

。」･･･

。

 

（
14
雄
略
天
皇
）

　
　
　
　
　
　
　

 

「･･･

、宍
人
部
を
置
き
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
、･･･

。」･･･

。

 

（
大
系
上
・
四
六
四
・
11
）

　
　
　
　
　
　
　

 

「･･･

、宍
人
部
を
置
き
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
、･･･

。」･･･

。

 

（
全
書
三
・
一
四
六
・
８
）

Ａ
⑹　̓
（
皇
太
后
）
更
、
人
を
貢
た
て
ま
つり
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
曰
は
く
、

 

（
14
雄
略
天
皇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

人
を
貢
り
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
曰
は
く
、

 

（
大
系
上
・
四
六
四
・
14
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

人
を
貢
り
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
の
り
た
ま
は
く
、

 

（
全
書
三
・
一
四
六
・
13
〜
14
）

Ａ
⑺　̓
（
天
皇
）
終う

せ
た
ま
ひ

8

8

8

な
む
と
す
る
時
に
、（
21
用
明
天
皇
）

　
　
　
　
　
　

 

終
せ
た
ま
ひ

8

8

8

な
む
と
す
る
時
に
、

 

（
大
系
下
・
一
六
〇
・
４
）

　
　
　
　
　
　

 

終か
む
あ
がり

た
ま
ひ

8

8

8

な
む
と
し
き
。
時
に･･･

 

（
全
書
四
・
二
〇
〇
・
10
）

Ａ
⑻　̓

是
の
月
に
、
天
皇
、
広
瀬
野
に
蒐け
み

し
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
、
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（
29
天
武
天
皇
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
瀬
野
に
蒐
し
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
て
、

 

（
大
系
下
・
四
四
九
・
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
瀬
野
に
蒐
し
た
ま
は

8

8

8

む
と
し
、

 

（
全
書
六
・
一
〇
〇
・
12
）

　

以
上
の
、
新
全
集
本
訓
読
文
該
当
箇
所
と
他
本
の
訓
読
文
該
当
箇
所
と

の
校
合
結
果
を
見
て
、
Ａ
⑷ʼ
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
、
基
本
的
に
は
異
同

が
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
Ａ
⑸ʼ
を
除
い
て
、
他
は
す
べ
て
、

地
の
文
に
見
る
用
例
で
あ
る
。
会
話
文
の
な
か
に
見
る
Ａ
⑸ʼ
も
、
雄
略
天

皇
の
母
の
皇
太
后
が
事
態
の
推
移
を
叙
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
む
」
は
推
量
の
意
を
担
っ
て
い
て
、「
す
」
は
自
動
詞
で
あ
る
。
次
文

が
「
時
に
」
で
始
ま
る
Ａ
⑶ʼ
は
も
と
よ
り
、
い
ず
れ
も
、
動
態
を
叙
述
し

て
い
る
表
現
で
あ
る
。
前
稿
で
の
結
論
は
、
小
稿
の
前
章
の
第
一
章
に
お

い
て
も
ほ
ぼ
推
測
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
章
の
第
二
章
に
お
い
て
、

十
分
に
そ
の
確
認
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　

×　
　

×　
　

×

　

Ａ
⑷ʼ
に
つ
い
て
は
、全
書
本
の
訓
読
文
が
不
適
切
で
あ
る
。そ
こ
が〈
出

発
な
さ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
〉
意
で
な
け
れ
ば
、
続
く
「
日
有
り
」
の

〈
ま
だ
日
数
が
あ
っ
た
〉
意
に
結
び
つ
か
な
い
。
な
お
、
前
章
の
第
一
章

に
お
い
て
は
、
新
全
集
本
・
大
系
本
の
「
臨た
ち
た
ま
は発む
と
す
る
」
は
、
そ
の
表

記
を
改
め
て
あ
る
こ
と
、
注
（
４
）
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　

三　

�

尊
敬
の
補
助
動
詞
「
ま
す
」
の
補
読（
８
）は
、
す
べ
て
が
「
○
○
ま

さ
む
と
す
」

　

こ
こ
で
、
同
じ
尊
敬
の
補
助
動
詞
で
あ
っ
て
も
、「
ま
す
」
が
「
む
と
す
」

の
下
に
添
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

そ
も
そ
も
、「
ま
す
」は
、実
際
に
用
い
ら
れ
た
補
助
動
詞
用
例
と
し
て
も
、

上
代
語
と
い
っ
て
よ
く
、
中
古
の
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
滋
野
真
菅

と
い
う
古
め
き
人
の
対
話
に
見
る
用
例
が
注
目
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
ま
す
」
は
、
補
読
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の

巻
は
お
の
ず
か
ら
神
代
巻
で
で
も
あ
ろ
う
か
と
予
測
さ
れ
て
こ
よ
う
。
そ

の
用
例
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｃ
⑴　

其
の
終か
む
さ

り
ま
さ
8

8

む
と
す
る
間あ
ひ
だ

に
、
臥こ
や

し
て
土
つ
ち
の
か
み神

埴は
に
や
ま
ひ
め

山
姫
と
水
み
づ
の
か
み神

罔み
つ
は
の
め

象
女
と
を
生
み
た
ま
ふ
。（
１
／
①
三
九
・
17
〜
四
〇
・
１
／
且
）

Ｃ
⑵　

其
の
神か
む
さ退
り
ま
さ
8

8

む
と
す
る
時
に
、
則
ち
水
神
罔
象
女
と
土
神
埴

山
姫
と
を
生
み
、
又
天あ
ま
の

吉よ
さ
づ
ら葛

を
生
み
た
ま
ふ
。（
１
／
①
四
一
・
４
／

且
）

Ｃ
⑶　

且ま
さ

に
降く
だ

り
ま
さ
8

8

む
と
す
る
間ほ
ど

に
、
皇す
め
み
ま孫

、
已
に
生あ

れ
た
ま
ふ
。（
２

／
①
一
二
九
・
10
／
且
将
）

Ｃ
⑷　

已
に
し
て
且
に
降
り
ま
さ
8

8

む
と
す
る
間ほ
ど

に
、
先さ
き
ば
ら
ひ

駆
者
還
り
て
白ま
を

さ
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く
、･･･

。（
２
／
①
一
三
一
・
１
／
且
）

Ｃ
⑸　

天
あ
ま
の

鈿う
ず
め女

復ま
た

問
ひ
て
曰
く
、「･･･

、
皇
孫
何い
づ
こ処

に
か
到
り
ま
さ
8

8

む
と

す
る
」
と
い
ふ
。（
２
／
①
一
三
二
・
１
／
□
）

Ｃ
⑹　

帰か

へ去
り
ま
さ
8

8

む
と
す
る
に
及い
た

り
、
豊と
よ
た
ま
ひ
め

玉
姫
、
天あ
め
み
ま孫
に
謂か
た

り
て
曰ま
を

さ

く
、･･･

。（
２
／
①
一
〇
六
・
１
／
将
）

Ｃ
⑺　

彦
火
火
出
見
尊
帰
り
ま
さ
8

8

む
と
す
る
時
に
及い

た至
り
、
海
神
白
し
て

言ま
を

さ
く
、･･･

。（
２
／
①
一
七
一
・
１
／
将
）

Ｃ
⑻　

已
に
し
て
鰐わ

に魚
を
召め
し
つ
ど集

へ
問
ひ
て
曰
く
、「
天あ
ま
つ
か
み神

の
孫み
ま

、
今
し

還か

へ去
り
ま
さ
8

8

む
と
す
。･･･

」
と
い
ふ
。（
２
／
①
一
七
七
・
３
／
当
）

Ｃ
⑼　

因
り
て
軍み
か
ど門

を
拝を
ろ
が

み
て
告ま
を

し
て
曰ま
を

さ
く
、「
臣
や
つ
か
れが

兄え

兄え
う
か
し猾

の

逆さ
か
ふ
る
か
た
ち

状
を
為
す
は
、
天
孫
到
り
ま
さ
8

8

む
と
す
と
聞
う
け
た
ま
はり

、
即
ち
兵い
く
さを

起

し
て
襲
ひ
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
。･･･

」
と
ま
を
す
。（
３
／
①

二
〇
七
・
７
／
且
）

　

右
九
用
例
の
う
ち
、
八
用
例
は
神
代
巻
（
上
・
下
）
に
見
る
も
の
で
あ

り
、
残
る
一
用
例
も
、
そ
れ
に
次
ぐ
巻
第
三
（
神
武
天
皇
）
に
見
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
Ｃ
⑴
・
⑵
は
、〈
お
亡
く
な
り
に
な
る
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
〉
時
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
表
現
で
あ
り
、
Ｃ
⑶
・
⑷
は
、
天

孫
が
〈（
天
上
界
か
ら
）
お
降
（
く
だ
）
り
に
な
る
だ
ろ
う
〉
時
の
こ
と

を
会
話
文
の
な
か
で
〈
お
降
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
〉
と
言
っ

て
い
る
表
現
で
あ
る
。
Ｃ
⑸
・
⑹
・
⑺
・
⑻
・
⑼
も
、
天
孫
が
〈
到
着
な

さ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
〉〈
お
帰
り
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
〉
と

読
み
と
れ
る
用
例
で
、
そ
の
よ
う
な
時
に
つ
い
て
の
動
態
叙
述
の
表
現
で

あ
る
。

　

尊
敬
の
補
助
動
詞
「
ま
す
」
を
補
読
し
て
「
む
と
す
」
に
結
び
つ
け
た

表
現
が
、
い
ま
一
用
例
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
、
不
適
切
な
訓
読
文
と
判

断
さ
れ
る
の
で
、
切
り
離
し
て
、
追
っ
て
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、「
ま
す
」

と
「
む
と
す
」
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
れ
は
、「
む
と
す
」

の
上
の
「
ま
す
」
を
し
か
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

「
〇
〇
ま
さ
8

8

む
と
す
」
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
む
」
は
推
量
で
あ
り
、「
す
」
は
自
動
詞
に
限
ら
れ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
代
語
が
意
識
さ
れ
る
「
ま
す
」
に
つ
い
て
は
、

「
む
と
す
」
の
下
に
添
え
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
後

世
の
そ
れ
ぞ
れ
の
現
代
に
お
い
て
補
読
し
て
き
て
い
た
と
し
て
も
、
す
べ

て
の
「
ま
す
」
が
「
む
と
す
」
の
上
に
補
読
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思

え
て
く
る
。

　

そ
こ
で
、
第
一
章
の
「
た
ま
ふ
」
と
「
む
と
す
」
と
の
結
び
つ
き
を
見

た
と
き
、
そ
こ
に
は
、「
む
と
す
」
の
上
に
見
る
「
た
ま
ふ
」
も
、
下
に

見
る
「
た
ま
ふ
」
も
存
在
し
た
。
そ
の
「
む
と
す
」
の
上
に
見
る
「
た
ま

ふ
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
前
章
の
第
二
章
に
お
い
て
そ
の
訓
読
の
適
否
を

検
討
し
た
結
果
、本
文
読
解
に
不
都
合
は
な
く
、適
切
な
訓
読
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
、
そ
の
「
む
」
は
推
量
の
意
と
読
み
と
れ
、「
す
」
は
自
動
詞
と

感
じ
と
れ
て
、
本
章
の
第
三
章
で
、
い
ま
読
み
す
す
め
て
き
た
「
〇
〇
ま8

さ8

む
と
す
」
の
「
む
と
す
」
も
同
じ
「
む
と
す
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

現
行
の
訓
読
文
の
傾
向
か
ら
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
「
〇
〇
ま
さ
8

8

む
と
す
」

は
も
ち
ろ
ん
、「
む
と
す
」
と
「
た
ま
ふ
」
と
に
つ
い
て
も
、「
〇
〇
た
ま
8

8

は8

む
と
す
」
と
い
う
補
読
の
表
現
の
ほ
う
に
、
一
定
の
伝
統
あ
る
表
現
形

式
と
い
う
理
解
を
し
て
よ
い
も
の
と
思
え
て
き
た
。

　
　
　

×　
　

×　
　

×

　
「
ま
す
」
と
「
む
と
す
」
と
が
結
び
つ
い
た
表
現
の
な
か
に
、
次
の
よ

う
な
用
例
を
見
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

Ｄ
⑴　

是こ

の
後
に
伊
弉
諾
尊
、
神
あ
や
し
き
わ
ざ功

既
に
畢を

へ
、
霊た
ま
う
つ運

り
遷
か
む
あ
がり

ま
し
8

8

な

む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。（
１
／
①
六
一
・
17
／
当
）

　

確
述
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
「
な
」
を
付
け
た
「
な
む
と
す
」
が
、

尊
敬
の
補
助
動
詞
「
ま
す
」
を
伴
っ
た
動
詞
「
遷
り
ま
す
」
の
連
用
形
「
遷

り
ま
し
」
を
受
け
た
「
遷
り
ま
し
な
む
と
す
」
で
あ
る
。
そ
の
「
遷
り
ま

し
な
む
と
す
」
が
、
ま
た
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
を
伴
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
他
本
の
訓
読
文
を
見
る
と
、
大
系
本
も
全
書
本

も
、
ど
ち
ら
も
同
じ
く
「
霊あ

つ

し

運
当
遷
れ
た
ま
ふ
」（
大
系
上
・

一
〇
三
・
１
／
全
書
一
・
八
九
・
２
）
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
原
文
「
霊

運
当
遷
」
を
「
熱あ
つ
し痴
る
」
と
い
う
一
語
の
ラ
行
下
二
段
活
用
複
合
動
詞
に

読
み
と
っ
て
「
た
ま
ふ
」
を
補
読
し
た
、
そ
の
訓
読
は
、
全
書
本
頭
注
に

よ
る
と
、
古
写
本
の
訓
を
採
用
し
た
も
の
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
文
に
続
い
て
、「
是こ

を
以
ち
て
幽か
く
れ
み
や宮
を
淡あ
は
ぢ路
の
洲く
に

に
構つ
く

り
、

寂し
づ
か然

に
長
と
こ
し
へに

隠
れ
ま
し
き
。」
と
あ
る
。
す
る
と
、
そ
の
前
文
と
し
て
の

こ
の
部
分
は
、「
霊
運
り
遷
り
ま
し
8

8

な
む
と
す
。」
と
し
て
、〈（
人
体
か
ら
）

霊
魂
が
遊
離
し
、間
違
い
な
く
お
亡
く
な
り
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
〉

と
読
み
と
る
こ
と
で
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の

「
霊
運
り
遷
り
ま
し
8

8

な
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
と
い
う
訓
読
は
、
不
適
切
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　

四　

�

新
全
集
訓
読
文
「
〇
〇
む
と
し
た
ま
ふ
」（
Ｂ
群
）
の
う
ち
の
、

他
本
訓
読
文
と
に
異
同
を
見
る
用
例
に
つ
い
て
の
検
討

　

小
稿
は
、
第
一
章
に
取
り
立
て
た
Ａ
群
八
用
例
に
つ
い
て
は
、
第
二
章

に
お
い
て
、
そ
の
訓
読
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
っ

て
い
る
。
第
三
章
で
取
り
立
て
た
Ｂ
群
の
う
ち
の
九
用
例
に
つ
い
て
も
、

そ
の
訓
読
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
も
明
ら
か
に
し
え
た
と
思
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
便
宜
的
に
Ｄ
⑴
と
し
た
用
例
も
、
結
果
的
に
は
、
Ｃ
群
に

属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
Ａ
群
・
Ｃ
群
は
、「
む
と
す
」
の
上
に
尊
敬
の

補
助
動
詞
が
補
読
さ
れ
て
結
び
つ
い
た
表
現
形
式
と
し
て
適
正
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
三
本
の
訓
読
文
を
校
合
す
る
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な
ど
し
て
、
そ
こ
に
若
干
不
適
切
な
訓
読
も
存
在
し
た
が
、
そ
の
都
度
、

指
摘
し
て
き
て
い
る
。

　

残
る
は
、
第
一
章
で
取
り
立
て
た
Ｂ
群
十
八
用
例
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
の
十
八
用
例
の
う
ち
の
Ａ
用
例
と
同
趣
の
九
以
外
は
、
ど
う
解
し
た
ら

よ
い
の
か
、そ
の「
む
」は
ど
う
い
う
意
を
担
っ
て
い
る
の
か
、動
詞「
す
」

の
自
・
他
は
ど
う
な
の
か
な
ど
、
ま
だ
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
実

は
、
そ
の
見
通
し
は
、
暗
い
の
で
あ
る
。
そ
の
「
む
と
す
」
が
、
三
単
語

の
「
む
」「
と
」「
す
」
な
の
か
、
連
語
化
し
た
と
い
う
か
、
一
語
化
し
た

と
い
う
か
、
そ
う
い
う
「
む
と
す
」
な
の
か
が
、
読
み
分
け
き
れ
な
い
の

で
あ
る
。
Ａ
群
・
Ｃ
群
が
、
あ
れ
ほ
ど
明
快
に
読
み
分
け
え
た
の
に
、
Ｂ

群
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
Ａ
群
と
し
て
訓
読
し

な
け
れ
ば
そ
う
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
用
例
が
あ
っ
た
り

す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
ま
ず
、
新
全
集
訓
読
文
に
「
〇
〇
む
と
し
た
ま
8

8

ふ8

」
と
あ
っ
た
、
そ
の
Ｂ
群
が
、
大
系
本
訓
読
文
や
全
書
本
訓
読
文
で
は

「
〇
〇
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
」
と
な
っ
て
い
る
用
例
が
な
い
か
に
つ
い
て
、
検

出
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
以
下
に
、
該
当
用
例
を
列
挙
す
る
。

Ｂ
⑸　̓

天
皇
、
是
に
熊
襲
国
を
討
た
む
と
し
た
ま
ひ

8

8

8

、（
８
仲
哀
天
皇
）

　
　
　
　
　
　

是
に
熊
襲
国
を
討
た
む
と
す
。（
大
系
上
・
三
二
二
・
15
）

　
　
　
　
　
　

熊
襲
の
国
を
討
ち
給
は
8

8

む
と
し
て
、（
全
書
二・一
九
一・６
）

Ｂ
⑻　̓
（
大
中
姫
命
）「
皇
子
、･･･

聴ゆ
る

さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。･･･

」･･･

。

 

（
13
允
恭
天
皇
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
皇
子
、･･･

聴
さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。･･･

」･･･

。

 

（
大
系
上
・
四
三
五
・
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

「
皇
子
、･･･

聴
し
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
。･･･

」･･･

。

 

（
全
書
三
・
一
〇
六
・
11
）

Ｂ
⑼　̓

天
皇
、
兵い
く
さを

設ま

け
て
（
玉
田
宿
禰
を
）
殺
さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。

 

（
13
允
恭
天
皇
）

　
　
　

天
皇
、
兵
つ
は
も
のを
設ま
う

け
て
（
玉
田
宿
禰
を
）
殺
し
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
。

 

（
大
系
上
・
四
四
〇
・
２
）

　
　
　

天
皇
、兵い
く
さを

設ま

け
て
玉
田
の
宿
禰
を
殺
さ
む
と
し
た
ま
ひ

8

8

8

し
か
ば
、

 

（
全
書
三
・
一
一
二
・
12
）

Ｂ
⒄　̓

甲か
ふ
し
ん申

に
、（
天
皇
）
東あ
づ
まに

入
ら
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。（
28
天
武
天
皇
上
）

　
　
　

甲
き
の
え
さ
る
の
ひ
申
に
、（
天
皇
）東
に
入
ら
む
と
す
。（
大
系
下
・
三
八
六
・
６
）

　
　
　

甲
申
の
日
、（
天
皇
）東
ひ
む
か
しし

た
ま
は

8

8

8

む
と
す
。（
全
書
六
・
一
二
・
12
）

　

さ
し
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
以
上
の
四
組
の
、
各
三
本
間
の
異
同
の
存
在

に
つ
い
て
、
し
か
と
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
見
る
新
全
集
訓
読
文

「
〇
〇
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
と
い
う
Ｂ
群
は
、
い
ず
れ
も
、
大
系
本
な
り
全

書
本
な
り
に
お
い
て
、「
〇
〇
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
」
と
訓
読
さ
れ
て
い
た
も

の
を
改
訓
し
て
、「
〇
〇
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
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こ
に
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
、
改
訓
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
遠

く
な
い
刊
行
年
の
訓
読
文
を
、
何
を
理
由
に
否
定
し
て
、「
〇
〇
む
と
し

た
ま
ふ

8

8

8

」
と
訓
読
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
こ
の
三
本

と
も
に
い
え
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
行
す
る
二
本
に
も
、「
む

と
す
」
と
補
読
の
「
た
ま
ふ
」
と
に
つ
い
て
、
訓
読
の
基
準
が
あ
る
よ
う

に
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
筆
者
に
も
、
そ
の
「
む
と
す
」
と
補
読
の
「
た
ま
ふ
」
と

の
結
び
つ
け
に
つ
い
て
、ど
う
訓
読
し
た
ら
よ
い
か
、見
え
て
は
い
な
い
。

原
文
の
漢
文
や
漢
字
に
手
掛
か
り
は
な
い
の
か
、
助
動
詞
「
む
」
の
読
み

分
け
に
手
掛
か
り
は
な
い
の
か
、
動
詞
「
す
」
に
手
掛
か
り
は
な
い
の
か
、

「
む
と
す
」直
上
の
動
詞
に
関
係
は
な
い
の
か
、「
む
と
す
」前
後
の
表
現
、

殊
に
構
文
的
な
事
柄
と
の
関
連
は
な
い
の
か
、
そ
う
い
う
事
柄
に
注
目
さ

せ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、Ａ
群
・Ｃ
群
の
特
徴
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
Ａ
群
・
Ｃ
群
を
取
り
立
て
た
な
か
で
、そ
の「･･･

た
ま
は

8

8

8

む
と
す
」

「･･･

ま
さ
8

8

む
と
す
」
に
注
目
し
て
周
辺
に
若
干
触
れ
て
き
て
い
る
。
次

文
の
冒
頭
の
語
句
な
ど
か
ら
、
そ
の
場
合
の
「
む
と
す
」
の
「
む
」
は
意

志
で
は
な
く
、
事
態
の
推
移
を
叙
述
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
と
読
み
と
っ

た
り
し
て
き
て
い
る
。
小
稿
の
各
章
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
は
前
稿
に
お
い

て
、『
古
事
記
』
訓
読
文
に
お
い
て
も
見
て
き
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
指
摘
し
た
四
か
所
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
体
得
し

え
た
手
掛
か
り
か
ら
、
結
論
を
い
っ
て
し
ま
う
と
、
Ａ
群
と
し
て
訓
読
す

る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
個
々
の
事
由
を
並
べ
て
そ

う
結
論
づ
け
る
ス
ペ
ー
ス
の
余
裕
が
な
い
し
、
何
よ
り
も
段
取
り
が
で
き

て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
小
稿
と
し
て
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
項
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。小
稿
は
、現
行
訓
読
文
の
実
態
を
、

ま
ず
訴
え
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　

×　
　

×　
　

×

　

さ
て
、
新
全
集
訓
読
文
と
し
て
は
「
〇
〇
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
と
い
う
Ｂ

群
用
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
本
が
二
本
と
も
、「
た
ま
ふ
」
を
補
読
し

な
い
で
「
〇
〇
む
と
す
」
と
な
っ
て
い
る
用
例
が
見
ら
れ
た
。

Ｂ
⑾　̓

百
済
の
池
津
媛
、
天
皇
の
幸
さ
3

3

む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

に
違
ひ
て
、

 

（
14
雄
略
天
皇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
皇
の
将
に
幸
さ
む
と
す
る
に
違
ひ
て
、

 

（
大
系
上
・
四
六
二
・
14
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
皇
の
幸
さ
む
と
す
る
に
違
ひ
て
、

 

（
全
書
三
・
一
四
四
・
11
）

　

右
表
現
は
、
雄
略
天
皇
の
意
志
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
天
皇
が

〈
お
召
し
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
た
〉
の
に
、
そ
の
百
済
の
池

津
媛
は
、
石
河
楯
と
密
通
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
に
対
し
て
は

「
幸め

す
」
と
い
う
尊
敬
語
動
詞
を
用
い
て
は
い
る
の
だ
が
、「
む
と
す
」
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が
天
皇
の
意
志
を
表
し
て
い
る
も
の
と
誤
解
し
て
、「
た
ま
ふ
」
を
添
え

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
的
に
は
、
前
章
の
第
三
章
に
お
い
て

取
り
上
げ
た
Ｄ
⑴
の
「
霊た
ま
う
つ運

り
ま
し
8

8

な
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
に
通
う
こ
と
に

も
な
ろ
う
か
。

Ｄ
⑵　

百
済
の
池
津
媛
、
天
皇
の
幸
さ
3

3

む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

に
違
ひ
て
、

 

（
14
雄
略
天
皇
）

　

右
の
よ
う
に
Ｄ
群
に
属
さ
せ
て
、「
む
と
す
」
の
上
・
下
に
尊
敬
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
誤
用
例
と
し
て
認
識
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　

×　
　

×　
　

×

  

次
用
例
も
ま
た
、
新
全
集
訓
読
文
と
し
て
は
使
役
助
動
詞
に
付
く
「
○

○
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
と
い
う
Ｂ
群
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
本
二
本
と

も
に
、
そ
こ
を
「
む
と
す
」
と
訓
読
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
原
文
に

「
む
と
す
」
に
相
当
す
る
漢
字
が
見
当
た
ら
な
く
、
何
が
「
む
と
す
」
と

訓
読
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
本
二
本
が
、
謙
譲
補
助
動
詞
「
た

て
ま
つ
る
」「
ま
つ
る
」
と
使
役
助
動
詞
「
し
む
」
と
で
訓
読
し
て
い
た

と
こ
ろ
を
、
大
き
く
改
訓
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
使
役
表
現
に
併
せ
て
の

補
読
敬
語
の
転
換
で
あ
る
。

Ｂ
⑹　̓

天
皇
、
舎
人
鳥
山
を
遣
し
て
、
皇
后
を
還
さ
し
め
む
と
し
た
ま
ひ

8

8

8

、

 

（
11
仁
徳
天
皇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皇
后
を
還
し
た
て
ま
つ
ら

8

8

8

8

8

し
む
。

 

（
大
系
上
・
四
〇
〇
・
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皇
后
を
還
し
ま
つ
ら

8

8

8

し
め
、

 

（
全
書
三
・
六
一
・
13
）

　

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
原
文
に
は
「
む
と
す
」
に
相
当
す
る
漢
字

が
存
在
し
な
い
。使
役
文
と
の
関
連
を
考
え
た
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

使
役
表
現
に
併
せ
て
の
「
む
と
す
」
補
読
の
適
否
と
、
補
読
敬
語
の
転
換

の
是
非
と
が
、
こ
こ
に
見
る
課
題
で
あ
る
。

　
　

五　
「
○
○
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
が
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
訓

　

現
在
、
Ｂ
群
の
う
ち
、
前
章
・
第
四
章
で
取
り
立
て
た
Ｂ
⑸
・
Ｂ
⑻
・

Ｂ
⑼
・
Ｂ
⒄
、
ま
た
、
Ｂ
⑾
、
Ｂ
⑹
を
除
い
て
、
他
の
Ｂ
群
用
例
は
、
お

お
む
ね
、
そ
の
訓
読
で
文
意
と
し
て
も
適
正
な
表
現
と
し
て
読
み
と
れ
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
用
例
の
「
む
と
す
」
は
意
志
を
表
し
て
お
り
、
そ

の
「
す
」
は
他
動
詞
と
し
て
機
能
し
、
そ
の
動
作
主
体
の
行
為
を
表
し
て

い
る
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
む
と
す
」
は
、

意
志
の
表
現
と
し
て
緊
密
度
高
く
結
び
つ
い
て
、
連
語
化
し
て
一
語
性
を

見
せ
て
い
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
近
代
文
語
文
な
ど
に
見
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

た
だ
、
上
代
和
習
漢
文
訓
読
文
に
見
る
、
そ
の
「
む
と
す
」
に
は
、
そ

こ
を
「
む
と
す
」
と
訓
読
さ
せ
る
背
景
に
、
い
く
つ
か
の
構
文
的
な
事
情
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も
あ
っ
た
か
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
使
役
構
文
と
の

結
び
つ
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
登
場
し
た
用
例
の
一
用
例
を
、
既

に
小
稿
は
、
前
章
・
第
四
章
の
Ｂ
⑹ʼ
に
お
い
て
見
て
き
て
い
る
。
そ
の
他

本
二
本
と
の
異
同
を
見
た
と
き
、
使
役
構
文
が
呼
び
込
ん
だ
「
天
皇
、
舎

人
鳥
山
を
遣
し
て
、
皇
后
を
還
さ
し
め
む
と
し
た
ま
ひ

8

8

8

、」（
11
仁
徳
天
皇
）

と
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。そ
の
登
場
の
過
程
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

Ｂ
⒀
も
加
え
て
、
Ｅ
群
を
設
け
た
い
。

Ｅ
⑴　

天
皇
、舎
人
鳥
山
を
遣
し
て
、皇
后
を
還
さ
し
め
む
と
し
た
ま
ひ

8

8

8

、

 

（
11
仁
徳
天
皇
）

Ｅ
⑵　

難な
に
は
の波
日ひ
た
か
の鷹
吉き

し士
を
遣
し
て
、
誅こ
ろ

さ
し
め
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。

 
（
14
雄
略
天
皇
）

　

い
ま
一
群
、
疑
問
文
と
い
う
構
文
が
「
む
と
す
」
を
呼
び
込
ん
で
い
る
、

と
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
構
文
と
い
う
に
は
当
た
ら
な
い
、
疑
問
文
が

有
す
る
何
か
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
そ
の
何
か
が
、「
む
と
す
」

を
呼
び
込
ん
で
い
る
か
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
Ｂ
⑶
・
Ｂ
⒂
・
Ｂ
⒅

で
あ
る
。

Ｅ
⑶　
「･･･

。
何い

か
に以

し
て
か
殺
さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
と
ま
を
す
。

 

（
１
神
代
上
）

Ｅ
⑷　
「･･･

。
今
し
此
の
国
の
宗
を
、
何い

づ
れの

国
に
か
授
け
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

（
○
○
○
）。･･･

」
と
ま
を
す
。（
19
欽
明
天
皇
）

Ｅ
⑸　

是
の
地
に
都
つ
く
ら
む
と
し
た
ま
へ

8

8

8

る
か
。（
29
天
武
天
皇
下
）

　

い
ま
、
具
さ
に
、
そ
の
構
文
の
な
か
に
「
む
と
す
」
が
採
用
さ
れ
て
い

く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
既
に
、「･･･

む
と
し
た8

ま
ふ
8

8

」
が
広
く
訓
読
口
調
と
し
て
定
着
し
て
い
た
か
ら
か
に
も
思
え
て
く

る
の
で
あ
る
。

　
　

六　

Ｂ
群�

「
○
○
む
と
し
た
ま
ふ
」
と
読
め
て
い
て
も
、�

「
時
に
」「
是
に
」
な
ど
が
後
続
文
冒
頭
に
存
在
す
る
用
例

　

既
に
、
第
二
章
に
お
い
て
、
そ
こ
に
取
り
立
て
た
Ａ
⑶ʼ
用
例
に
後
続
す

る
文
頭
が
「
時
に
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
き
て
い
る
。
あ
る
事
態
が

叙
述
さ
れ
た
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
場
面
が
変
わ
る
と
、
ど
う
で
あ
っ

た
か
や
、
そ
の
直
後
、
ど
う
い
う
推
移
が
見
ら
れ
た
か
な
ど
が
、
そ
の
「
時

に
」
に
始
ま
っ
て
展
開
叙
述
さ
れ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
予
告
辞

と
い
っ
て
よ
い
「
時
に
」
で
あ
る
。
い
ま
、
振
り
返
る
と
、
第
一
章
の
Ａ

⑴
も
、
そ
の
後
続
文
は
、「
是
の
時
に
、」
で
あ
っ
た
。
後
続
文
頭
の
「
是

に
、」「
今
し
、」
に
つ
い
て
も
、
そ
う
受
け
と
め
ら
れ
よ
う
。

　

Ｂ
群
と
し
て
残
る
「
○
○
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
文
は
、
お
お
む
ね
、
そ
れ

で
読
め
て
い
た
の
だ
が
、
後
続
文
頭
が
「
時
に
」「
是
に
」
と
あ
る
用
例

に
つ
い
て
は
、
改
め
て
、
迷
い
と
悩
み
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
Ｂ
⑵
・

Ｂ
⑺
・
Ｂ
⒀
・
Ｂ
⒄
で
あ
る
。Ｆ
群
と
し
て
、注
目
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
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Ｆ
⑴　
（
伊
弉
諾
尊
）
因
り
て
出
で
返
り
な
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
時
に
、･･･

 

（
１
神
代
上
）

Ｆ
⑵　

即
ち
阿
俄
能
胡
を
殺
さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
是
に･･･

 

（
11
仁
徳
天
皇
）

Ｆ
⑶　
（
天
皇
）
難
波
日
鷹
吉
士
を
遣
し
て
、
誅
さ
し
め
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。

時
に･･･

（
14
雄
略
天
皇
）

Ｆ
⑷　
（
天
皇
）
東
に
入
ら
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

。
時
に･･･

（
28
天
武
天
皇
上
）

　

右
用
例
の
う
ち
、
Ｆ
⑷
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
に
お
い
て
、
全
書
本
の

「
東
し
た
ま
は
む
と
す
」
に
従
い
た
い
旨
の
意
思
表
明
し
て
き
て
い
る
。

Ｆ
⑶
に
つ
い
て
は
、
前
章
の
第
五
章
に
お
い
て
、
使
役
構
文
に
惹
か
れ
た

「
む
と
す
」
と
見
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
○
○
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
と

見
て
き
て
い
る
。
Ｆ
⑴
に
つ
い
て
は
、「
出
で
返
り
な
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」

と
あ
る
、
そ
の
「
な
」
が
直
上
の
「
た
ま
ふ
」
を
嫌
っ
た
か
に
も
思
え
た

が
、
Ａ
⑺
に
「
終
せ
た
ま
ひ

8

8

8

な
む
と
す
る
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
理
屈
は
通

ら
な
い
。

　

Ｆ
⑵
の
「
殺
さ
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
は
、「
殺
す
」
と
い
う
動
詞
が
「
た

ま
ふ
」
を
敬
遠
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｂ
⑶
・
Ｂ
⑼
・
Ｂ
⒀
に
も
共
通
す

る
。
ま
た
、
動
詞
「
斬
る
」
も
、
Ｂ
⑿
・
Ｂ
⒁
と
も
に
、「
た
ま
ふ
」
へ

の
直
接
を
憚
っ
て
い
る
。『
枕
草
子
』七
段「
上
に
候
ふ
御
猫
は
」に
見
る
、

一
条
天
皇
の
「
さ
い
な
み
て
」
に
敬
語
が
付
か
な
い
理
由
と
重
な
っ
て
見

え
て
く
る（
９
）の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
章
・
第
六
章
で
取
り
上
げ
た
各
用
例
に
つ
い
て
は
、
再
考
を

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

敢
え
て
の
結
び
と
今
後
に
向
け
て

　
「
む
と
す
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
と
す
」
が
陳
述
を
担
う
よ
う
に
な
る）

（1
（

の
も
、

訓
読
す
る
な
か
で
、そ
の
定
着
を
見
せ
て
き
て
い
る）

（（
（

よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

そ
の
「
と
す
」
が
「
む
」
が
文
末
と
な
る
文
を
受
け
て
「
む
と
す
」
が
発

生
す
る
が
、
そ
の
「
む
」
は
、
お
お
む
ね
推
量
文
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、「
ま
す
」「
た
ま
ふ
」
の
補
読
も
、
地
の
文
の
事
態
を
叙
述

す
る
部
分
に
お
い
て
、
登
場
人
物
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
つ
い
、「
ま
す
」

「
た
ま
ふ
」
が
読
み
添
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
○
○
ま
さ
8

8

む
と
す
」「
○
○
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
」の
登
場
で
あ
る
。そ
の「
た

ま
ふ
」
の
補
読
は
、
そ
の
後
、
訓
読
文
に
頻
用
さ
れ
る
連
語
化
し
た
「
む

と
す
」
に
つ
い
て
は
、「
○
○
む
と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
を
見
せ
る
こ
と
と
も
な
っ

て
い
き
、
や
が
て
は
「
○
○
た
ま
は

8

8

8

む
と
す
」
ま
で
を
も
「
○
○
む
と
し

た
ま
ふ

8

8

8

」
と
も
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
、
と
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
と

に
か
く
、
小
稿
第
一
章
の
「
む
と
す
」
の
上
の
「
た
ま
ふ
」
と
下
の
「
た

ま
ふ
」
と
に
見
る
よ
う
な
Ａ
群
八
用
例
と
Ｂ
群
十
八
用
例
と
が
存
在
し
て

い
て
、
読
解
の
う
え
か
ら
見
て
、
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
実
態
が
問
題
な
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の
で
あ
る
。

　

現
在
、
小
稿
の
整
理
を
通
し
て
、
Ａ
群
・
Ｃ
群
に
つ
い
て
は
、『
日
本

書
紀
』
訓
読
の
早
い
段
階
か
ら
存
在
し
え
た
補
読
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
と
思
う
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
Ｂ
群
に
つ
い
て
は
、
い
ま
一
度
機
会

を
い
た
だ
く
よ
り
ほ
か
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
活
字
本
の
校
訂
本
テ
キ

ス
ト
が
限
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
ご
ろ
、
大
急
ぎ
で
、『
校
本
日
本
書
紀）

（1
（

』

を
通
覧
し
た
が
、
そ
の
神
代
巻
（
上
・
下
）
は
、
補
読
さ
れ
る
補
助
動
詞

が
「
た
ま
ふ
」
で
は
な
く
、「
ま
す
」
な
の
で
あ
る
。
知
り
た
い
の
は
、

巻
三
か
ら
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
神
代
巻
に
も
、
若
干
の
「
○
○
む

と
し
た
ま
ふ

8

8

8

」
用
例
は
見
ら
れ
た
。
驚
き
と
同
時
に
、
楽
し
く
も
な
っ
て

く
る
訓
読
文
で
あ
る
。

注（１
）
拙
稿
『
古
事
記
』
訓
読
文
の
「
む
と
す
」
と
補
読
の
「
た
ま
ふ
」
と
か
ら
─
そ
の

「
む
」
は
、
ど
う
読
み
と
っ
た
ら
よ
い
の
か
─
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
二
一
巻

第
三
号
）。

（
２
）
和
習
漢
文
訓
読
文
へ
の
敬
語
補
助
動
詞
の
補
読
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら

れ
た
の
は
、
森
山
由
紀
子
「
古
事
記
に
お
け
る
補
助
動
詞
「
─
タ
マ
フ
」
の
用
法

─
敬
語
補
助
動
詞
と
し
て
の
文
法
化
の
一
過
程

─
（
上
）」（『
国
語
語
彙
史

の
研
究　

十
七
』（
平
成
十
年
・
和
泉
書
院
）
所
収
）
の
「
一
「
─
タ
マ
フ
」
補

読
へ
の
疑
問
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古

事
記
』
は
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
て
、
旧
来
の
敬
語
補
助
動
詞
の
補
読
は
な
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
の
解
説
の
訓
読
に
つ
い
て
の
記
事
の
な
か
に
、
そ
れ
に
触
れ
る

と
こ
ろ
が
な
く
、
そ
の
趨
勢
に
疎
い
筆
者
は
、
唐
突
な
印
象
を
受
け
た
。
た
だ
、

敬
語
補
助
動
詞
の
補
読
は
、
一
般
読
者
に
向
け
て
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
長
き
に
わ

た
っ
て
継
続
さ
れ
て
き
た
文
化
活
動
で
あ
り
、
教
育
活
動
で
あ
る
。
注
（
１
）
の

前
稿
も
今
回
こ
こ
に
発
表
す
る
本
小
稿
も
、
そ
の
た
め
の
小
調
査
で
あ
り
、
小
報

告
で
あ
る
。

（
３
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
訳
／
小

学
館
・
一
九
九
七
年
）。
以
下
、
新
全
集
『
古
事
記
』
と
呼
ぶ
。

（
４
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
①
②
③
』（
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・

西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
校
注
訳
／
小
学
館
・
一
九
九
四
〜
九
八
年
）。

以
下
、
新
全
集
『
日
本
書
紀
』
と
呼
ぶ
。

（
５
）
こ
の
用
例
の
テ
キ
ス
ト
の
表
記
は
「
臨た
ち
た
ま発
は
む
と
す
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

小
稿
の
よ
う
に
改
め
て
、「
臨
」
字
が
「
む
と
す
」
と
訓
読
さ
れ
る
も
の
と
判
断

し
た
。

（
６
）
日
本
古
典
全
書
『
日
本
書
紀
一
・
二
・
三
・
四
・
五
・
六
』（
武
田
祐
吉
校
註
／
朝
日
新

聞
社
・
昭
和
二
十
三
年
〜
三
十
二
年
）。
以
下
全
書
本
『
日
本
書
紀
』
と
呼
ぶ
。

（
７
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
上
・
下
』（
阪
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・
井
上
光
貞
・

大
野
晋
校
注
／
岩
波
書
店
・
昭
和
四
十
二
・
四
十
年
）。
以
下
、
大
系
本
『
日
本
書

紀
』
と
呼
ぶ
。

（
８
）
小
稿
が
こ
こ
で
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
ま
す
」
に
も
触
れ
て
お
こ
う
と
思
う
に
至
っ

た
契
機
は
、
吉
野
政
治
「
古
事
記
の
補
助
動
詞
タ
マ
フ
の
通
時
的
位
置
に
つ
い
て
」

（『
国
語
語
彙
史
の
研
究
十
七
』（
平
成
十
年
・
和
泉
書
院
）
所
収
）
と
、
そ
こ
に

引
か
れ
る
諸
論
考
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ま
す
」
は
「
む
と
す
」
の
下
に

は
付
か
な
い
と
い
う
、極
め
て
単
純
で
決
定
的
な
事
実
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。

（
９
）
翁
ま
ろ
と
い
う
犬
が
馬
う
ま
の

命み
よ
う
ぶ婦

と
い
う
女
房
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
命
婦
の
お
と
ど
と

い
う
猫
に
噛
み
つ
こ
う
と
し
た
。
そ
の
猫
を
可
愛
が
っ
て
い
た
一
条
天
皇
は
お
怒
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り
に
な
っ
て
、「
馬
命
婦
を
も
さ
い
な
み
て
、「
乳
母
か
へ
て
む
。
い
と
う
し
ろ
め

た
し
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、」
と
書
か
れ
て
い
る
。
天
皇
の
行
為
で
あ
る
の
に
、

ど
う
し
て
敬
語
が
付
か
な
い
の
か
問
題
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
拙
著
『
続
・
先
生

の
た
め
の
古
典
文
法
Ｑ
＆
Ａ
一
〇
一
』（
右
文
書
院
・
平
成
二
十
八
年
）
の
Ｑ
39

に
収
め
て
あ
る
。

（
10
）「
む
と
す
」
成
立
に
先
立
っ
て
、「
と
す
」
が
陳
述
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
と
す
」
に
時
枝
誠
記
が
陳
述
機
能
を
認
め

て
い
る
こ
と
を
、
小
沢
正
夫
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
『
古
今
和
歌
集
』
頭
注
に
お
い
て
、
極
め
て
し
ば
し
ば
紹
介
し
て
い
る
。
拙
稿

「『
古
今
和
歌
集
』
歌
に
見
る
「･･･

と
す
」「･･･

と
い
ふ
」「･･･

と
思
ふ
」
の
陳

述
機
能
」（「
國
學
院
雑
誌
」
第
一
一
八
巻
五
号
・
平
成
二
十
九
年
）
に
述
べ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、『
万
葉
集
』
歌
に
は
、
そ
の
「
と
す
」
が
存
在
し
な
い
。

拙
稿
「『
万
葉
集
』
歌
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
─
十
五
の
観
察
視
点
─
」（「
國

學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
紀
要
」
第
五
十
号
・
平
成
二
十
八
年
）
に
お
い
て
確
認

し
て
い
る
。

（
11
）
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
・

一
九
六
二
年
）
に
は
、「
ト
シ
テ
（
助
詞
）」
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
て
い
て
、

五
六
・
九
四
・
二
五
四
・
六
四
四
・
六
七
九
の
各
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
。
拙
稿
「『
古
事
記
』
訓
読
文
に
見
る
「･･･

と
為
（
て
）」
な
ど
と
、
そ
れ
ら

に
関
連
す
る
表
現
」（
國
學
院
大
學
国
語
研
究
会
「
国
語
研
究
」
第
八
十
号
・
平

成
二
十
九
年
）
も
、「
と
す
」
の
陳
述
機
能
を
確
認
す
る
た
め
の
作
業
で
あ
っ
た

と
思
っ
て
い
る
。

（
12
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
校
本
日
本
書
紀
』（
角
川
書
店
・
昭
和

四
十
八
年
〜
平
成
七
年
）。


