
『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想

―
そ
の
成
立
に
注
目
し
て

―

真　
　

弓　
　

大　
　

芽

は
じ
め
に

ま
ず
以
下
に
考
察
の
対
象
と
す
る
本
文
を
掲
げ
る
。

Ⅰ 

又
、
天
皇
、
丸
邇
之
佐
都
紀
臣
が
女
、
袁を

杼ど

比ひ

売め

に
婚
は
む
と
し
て
、
春

日
に
幸
行
し
し
時
に
、
媛
女
、
道
に
逢
ひ
き
。
即
ち
幸
行
す
を
見
て
、
岡
辺

に
逃
げ
隠
り
き
。
故
、
御
歌
を
作
り
き
。
其
の
歌
に
曰
は
く
、

媛
女
の  

い
隠
る
岡
を  

金
鉏
も  

五
百
箇
も
が
も  

鉏
き
撥
ぬ
る
も

の
（
記
九
九
）

故
、
其
の
岡
を
号
け
て
金
鉏
岡
と
謂
ふ
。

Ⅱ 

又
、
天
皇
、
長
谷
の
百
枝
槻
の
下
に
坐
し
て
、
豊
楽
を
為
し
時
に
、
伊
勢

国
の
三み

重へ

の
婇う
ね
め

、
大
御
盞
を
指
し
挙
げ
て
献
り
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
百

枝
槻
の
葉
、
落
ち
て
大
御
盞
に
浮
き
き
。
其
の
婇
、
落
葉
の
盞
に
浮
け
る
こ

と
を
知
ら
ず
し
て
、
猶
大
御
酒
を
献
り
き
。
天
皇
、
其
の
、
盞
に
浮
け
る
葉

を
看
行
し
て
、
其
の
婇
を
打
ち
伏
せ
、
刀
を
以
て
其
の
頸
に
刺
し
充
て
、
斬

ら
む
と
せ
し
時
に
、
其
の
婇
、
天
皇
に
白
し
て
曰
は
く
、「
吾
が
身
を
殺
す

こ
と
莫
れ
。
白
す
べ
き
事
有
り
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
歌
ひ
て
曰
は
く
、

纏
向
の  

日
代
の
宮
は  

朝
日
の  

日
照
る
宮  

夕
日
の  

日
光
る
宮  

竹
の
根
の  

根
足
る
宮  

木
の
根
の  

根
延
ふ
宮  

八
百
土
よ
し  

い

杵
築
き
の
宮  

真
木
栄
く  

檜
の
御
門  

新
嘗
屋
に  

生
ひ
立
て
る  

百
足
る  

槻
が
枝
は  

上
つ
枝
は  

天
を
覆
へ
り  

中
つ
枝
は  

東
を

覆
へ
り  

下
枝
は  

鄙
を
覆
へ
り  

上
つ
枝
の  

枝
の
末
葉
は  

中
つ

枝
に  

落
ち
触
ら
ば
へ  

中
つ
枝
の  

枝
の
末
葉
は  

下
つ
枝
に  

落

ち
触
ら
ば
へ  

下
枝
の  

枝
の
末
葉
は  

在
り
衣
の  

三
重
の
子
が  

捧
が
せ
る  

瑞
玉
盞
に  

浮
き
し
脂  

落
ち
な
づ
さ
ひ  

水
こ
を
ろ
こ

を
ろ
に  
是
し
も  

あ
や
に
畏
し  

高
光
る  

日
の
御
子  

事
の  

語

り
言
も  
是
を
ば
（
記
一
〇
〇
）
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故
、
此
の
歌
を
献
り
し
か
ば  

其
の
罪
を
赦
し
き
。
爾
く
し
て
、
大
后
、

歌
ひ
き
。
其
の
歌
に
曰
は
く
、

倭
の  

此
の
高
市
に  

小
高
る  

市
の
高
処  

新
嘗
屋
に  

生
ひ
立
て

る  
葉
広  

斎
つ
真
椿  

其
が
葉
の  

広
り
坐
し  

其
の
花
の  

照
り

坐
す  

高
光
る  

日
の
御
子
に  

豊
御
酒  

献
ら
せ  

事
の  

語
り
言

も  

是
を
ば
（
記
一
〇
一
）

　

即
ち
、
天
皇
の
歌
ひ
て
曰
は
く
、

百
石
城
の  

大
宮
人
は  
鶉
鳥  

領
巾
取
り
懸
け
て  

鶺
鴒  

尾
行
き

合
へ  

庭
雀  

群
集
り
居
て  
今
日
も
か
も  

酒
水
漬
く
ら
し  

高
光

る  

日
の
宮
人  

事
の  

語
り
言
も  
是
を
ば
（
記
一
〇
二
）

　

此
の
三
つ
の
歌
は
、
天
語
歌
ぞ
。
故
、
此
の
豊
楽
に
、
其
の
三
重
の
婇
を

誉
め
て
、
多
た
の
禄
を
給
ひ
き
。

Ⅲ 

是
の
豊
楽
の
日
に
、
亦
、
春
日
の
袁
杼
比
売
が
大
御
酒
を
献
り
し
時
に
、

天
皇
の
歌
ひ
て
曰
は
く
、

水
灌
く  

臣
の
嬢
子  

秀ほ

罇だ
り

取
ら
す
も  

秀
罇
取
り  

堅
く
取
ら
せ  

確
堅
く  

弥
堅
く
取
ら
せ  

秀
罇
取
ら
す
子
（
記
一
〇
三
）

　

此
は
、
宇
岐
歌
ぞ
。

　

爾
く
し
て
、
袁
杼
比
売
、
歌
を
献
り
き
。
其
の
歌
に
曰
は
く
、

や
す
み
し
し  

我
が
大
君
の  

朝
と
に
は  

い
倚
り
立
た
し  

夕
と
に

は  

い
倚
り
立
た
す  

脇
机
が
下
の  

板
に
も
が  

吾
兄
を
（
記
一
〇

四
）

　

此
は
、
志
都
歌
ぞ
。

　

従
来
、
こ
の
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
記
事
に
つ
い
て
は①
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
な
い
し
は

二
つ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
言
わ
ば
個
々
に
構
想
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た②
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ⅰ
と
Ⅲ
に
ヲ
ド
ヒ
メ
と
い
う
人
物
が
共
通
し
て
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
三
話
を
一
連
の
話
と
し
た
上
で
、
構
想
を
指
摘
す
る

こ
と
は
す
で
に
本
田
義
寿
氏
や
長
野
一
雄
氏
の
先
行
研
究③
が
あ
る
。

　

た
だ
し
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
に
つ
い
て
、『
記
』
の
背
景
に
演
劇
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提

に
し
た
上
で
構
想
を
指
摘
す
る
本
田
氏
や
、
例
え
ば
Ⅲ
の
記
一
〇
三
歌
の
ホ
ダ

リ
と
い
う
語
を
男
根
の
隠
語
と
す
る
理
解
に
基
づ
い
て
構
想
を
指
摘
す
る
長
野

氏
の
考
え
に
は
賛
同
し
が
た
い
。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
を
一
連
の
話
と
し
た
上
で
構
想
を
指

摘
す
る
試
み
は
、
管
見
で
は
本
田
・
長
野
両
氏
し
か
な
く
十
分
議
論
さ
れ
て
き

た
と
は
言
い
難
い
う
え
両
氏
が
示
す
構
想
に
も
疑
問
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ

ら
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
を
「『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
」
と
称
し
、
一
連
の
話
と
捉

え
、
改
め
て
そ
の
構
想
を
指
摘
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

た
だ
し
、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
を
一
纏
め
と
見
る
こ
と
に
は
留
意
点
も
存
す
る
。
す
な
わ

ち
、
た
し
か
に
共
通
し
て
ヲ
ド
ヒ
メ
が
登
場
す
る
Ⅰ
と
Ⅲ
は
結
び
付
き
が
考
え

や
す
い
が
、
Ⅰ
は
Ⅱ
と
の
結
び
付
き
が
考
え
に
く
い
よ
う
に
一
連
の
も
の
と
捉

え
る
こ
と
に
は
、
困
難
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
こ
の
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の

『
記
』
以
前
の
形
を
推
定
し
た
い
。
そ
こ
か
ら
現
行
の
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
へ
の
形
成
過
程

『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想
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を
考
え
る
こ
と
で
、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
相
互
の
関
連
を
見
出
し
、
そ
の
構
想
を
考
え
る
。

成
立
論
的
な
考
察
を
通
し
て
、『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想
を
考

え
た
い
。

一
、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
成
立
・
形
成
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

　

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
成
立
・
形
成
を
考
え
る
先
行
研
究
は
概
ね
三
つ
の
見
解
に
分
か
れ

る
。
Ⅱ
を
挿
入
し
た
と
す
る
考
え
と
、『
記
』
以
前
に
お
け
る
Ⅱ
Ⅲ
の
密
接
な

関
係
を
見
出
し
て
Ⅰ
を
異
質
と
す
る
考
え
、
そ
し
て
、
元
は
ワ
ニ
氏
の
伝
承
で

あ
っ
た
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
が
大
幅
に
改
変
さ
れ
た
と
す
る
考
え
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
Ⅱ
を
挿
入
し
た
と
す
る
考
え
と
し
て
は
、『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』、
坂

橋
隆
司
氏
、『
思
想
大
系
』
が
あ
る④
。

　

た
だ
し
、
Ⅱ
を
挿
入
と
捉
え
る
考
え
に
つ
い
て
は
、
居
駒
永
幸
氏⑤
が
次
の
①

〜
③
の
よ
う
に
、
Ⅰ
と
Ⅲ
に
お
け
る
歌
謡
や
所
伝
の
性
質
の
違
い
か
ら
批
判
し

て
い
る
。

①
歌
曲
名
を
持
つ
Ⅱ
Ⅲ
の
歌
謡
と
、
そ
れ
を
持
た
な
い
Ⅰ
の
歌
謡
で
は
、
歌

曲
名
の
有
無
に
よ
る
伝
承
経
路
の
相
違
が
あ
る
こ
と
。

②
Ⅱ
Ⅲ
の
歌
謡
は
、
ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ
の
酒
宴
の
場
で
歌
わ
れ
る
宮
廷
寿
歌
の

姿
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
Ⅰ
は
お
お
ら
か
な
発
想
を
も
つ
野
趣
の
豊
か
な

歌
謡
で
あ
る
こ
と
。

③
Ⅰ
の
所
伝
は
天
皇
の
巡
行
を
そ
の
土
地
の
地
名
由
来
に
結
び
つ
け
て
語
る

風
土
記
説
話
と
類
似
す
る
形
式
で
あ
る
た
め
、
地
方
の
古
い
伝
承
と
考
え

ら
れ
る
の
に
対
し
、
Ⅱ
Ⅲ
の
所
伝
は
歌
謡
の
意
味
を
補
足
す
る
も
の
で
し

か
な
い
た
め
、
新
し
い
段
階
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

　

①
の
指
摘
に
は
歌
曲
名
注
記
か
ら
伝
承
経
路
の
相
違
ま
で
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
と
い
っ
た
気
に
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
概
ね
首

肯
さ
れ
る
た
め
、
た
し
か
に
『
記
』
以
前
か
ら
Ⅰ
と
Ⅲ
が
一
続
き
の
伝
承
と
し

て
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ⅱ
を
挿
入
し
た
と
す
る
説
に
は

従
え
な
い
。

　

そ
し
て
、『
記
』
以
前
に
お
け
る
Ⅱ
と
Ⅲ
に
密
接
な
関
係
を
見
出
し
、
Ⅰ
を

付
加
し
た
、
或
い
は
異
質
と
す
る
考
え
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

ま
ず
中
西
進
氏⑥
は
、
Ⅰ
の
ヲ
ド
ヒ
メ
の
話
の
後
に
ヲ
ド
ヒ
メ
と
は
無
関
係
に

見
え
る
Ⅱ
の
ミ
ヘ
ノ
ウ
ネ
メ
の
話
が
続
き
、
ま
た
Ⅲ
で
ヲ
ド
ヒ
メ
が
登
場
す
る

話
が
描
か
れ
る
点
に
つ
い
て
、
Ⅱ
Ⅲ
の
歌
謡
に
は
と
も
に
歌
曲
名
の
注
記
が
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
Ⅱ
Ⅲ
は
一
連
の
歌
物
語
と
し
て
先
に
纏
ま
っ
て
い
た
と

し
て
、
Ⅰ
は
ヲ
ド
ヒ
メ
が
登
場
す
る
き
っ
か
け
を
作
る
た
め
に
付
加
さ
れ
た
も

の
と
指
摘
す
る
。

　

し
か
し
、
例
え
ば
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
と
同
じ
よ
う
に
複
数
の
歌
曲
名
注
記

が
見
ら
れ
る
『
記
』
の
キ
ナ
シ
ノ
カ
ル
ノ
ミ
コ
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
山
路
平

四
郎
氏⑦
が
記
七
八
（
志
良
宜
歌
）・
八
三
（
天
田
振
）・
八
六
歌
（
夷
振
の
片

下
）
な
ど
の
古
い
歌
に
、
記
七
九
と
八
〇
（
夷
振
の
上
歌
。
な
お
、
山
路
氏
は

『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想
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七
九
・
八
〇
歌
を
一
首
と
捉
え
る
）、
八
五
歌
（
天
田
振
）
と
い
っ
た
歌
曲
名

を
持
つ
新
し
い
歌
が
増
補
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歌
曲
名
を
持

つ
も
の
同
士
で
も
、
元
か
ら
纏
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
増
補
さ
れ
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
、
歌
曲
名
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
理
由
に
歌
曲
名
を
持
つ

も
の
同
士
を
『
記
』
以
前
か
ら
先
に
纏
ま
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
に
は
賛
同
で

き
な
い
。

　

ま
た
、
中
西
氏
と
同
様
に
捉
え
る
居
駒
氏
は
、
Ⅱ
Ⅲ
の
歌
謡
や
所
伝
と
性
質

が
異
な
る
Ⅰ
を
『
記
』
以
前
に
独
立
し
て
い
た
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
、『
記
』

『
紀
』
の
歌
謡
物
語
の
原
形
を
〈
歌
謡
集
〉
と
す
る
居
駒
氏
は
、『
記
』
以
前
に

お
い
て
Ⅱ
Ⅲ
の
歌
謡
は
、
い
ず
れ
も
新
嘗
祭
の
酒
宴
の
場
で
歌
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
縁
起
を
伴
っ
た
一
連
の
ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ
の
歌
謡
と
し
て
、〈
歌
謡
集
〉

に
記
録
さ
れ
て
分
か
ち
が
た
く
纏
ま
っ
て
い
た
と
す
る
。
話
の
展
開
か
ら
す
れ

ば
ヲ
ド
ヒ
メ
説
話
の
纏
ま
り
の
後
に
ミ
ヘ
ノ
ウ
ネ
メ
説
話
が
続
く
Ⅰ
Ⅲ
Ⅱ
の
方

が
自
然
で
あ
る
と
こ
ろ
を
『
記
』
は
〈
歌
謡
集
〉
の
配
列
に
従
い
、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の

順
で
記
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ⅱ
と
Ⅲ
に
よ
り
強
固
な
結
び
付

き
を
考
え
る
立
場
が
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
〈
歌
謡
集
〉
を
認
め
る
と
し
て
も
そ
の
段
階
で
、

言
わ
ば
『
記
』
の
構
成
を
規
制
す
る
よ
う
な
、
Ⅱ
Ⅲ
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
認

め
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
、
Ⅲ
の
記
一
〇
三
歌
は
、『
琴

歌
譜
』
に
も
、
同
じ
「
う
き
歌
」
の
歌
曲
名
を
持
つ
類
歌
の
琴
歌
譜
一
三
歌
が

存
在
す
る
が
、
そ
こ
に
Ⅱ
Ⅲ
の
他
の
歌
謡
は
載
せ
ら
れ
な
い
。
記
一
〇
三
歌
の

類
歌
は
、『
琴
歌
譜
』
に
お
い
て
言
わ
ば
、
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
の
Ⅱ

Ⅲ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
類
歌
の
琴
歌
譜
一
三
歌
の

「
秀
罇
取
り
、
堅
く
取
れ
」
に
は
「〈
一
説
に
、
取
ら
さ
ね
と
い
へ
り
。〉」
と
注

記
が
あ
る
。『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
が
「
一
説
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
ひ
ろ
く

伝
誦
さ
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る⑧
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
一
説
に
も

『
記
』
と
異
な
る
形
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
な
お
さ
ら
Ⅱ
Ⅲ
の
歌
謡
は

固
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
、
Ⅲ
の
記
一
〇
三
歌
を
は
じ
め
一
首
単
独
で
流

布
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。『
記
』
以
前
の
Ⅱ
Ⅲ
の
密
接
な
結
び
付

き
に
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ワ
ニ
氏
の
伝
承
に
由
来
す
る
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
素
材
が
『
記
』
編
纂
者
に

よ
っ
て
大
き
く
改
変
さ
れ
た
結
果
、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
が
形
成
さ
れ
た
と
説
明
す
る
影
山

尚
之
氏
の
説⑨
も
見
ら
れ
る
。

　

影
山
氏
は
ワ
ニ
氏
の
后
妃
伝
承
で
あ
る
応
神
記
の
ヤ
カ
ハ
エ
ヒ
メ
と
の
婚
姻

説
話
か
ら
、

Ａ　

 

ワ
ニ
氏
の
本
拠
地
へ
天
皇
が
巡
行
し
、
そ
の
「
道
衢
」
で
「
麗
美

し
き
嬢
子
」
に
出
会
う
。

Ｂ　
 

天
皇
は
す
ぐ
さ
ま
名
を
問
う
て
求
婚
し
、
嬢
子
は
名
を
答
え
る
。

Ｃ　
 

父
親
が
結
婚
を
快
諾
し
、「
家
を
厳
餝
り
て
」
婚
礼
の
準
備
を
す

る
。
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Ｄ　
 

天
皇
に
大
御
饗
を
献
上
し
、
父
親
は
む
す
め
に
大
御
酒
盞
を
献
ら

せ
る
。

Ｅ　

天
皇
に
よ
る
歌
の
誦
詠
。

の
五
つ
の
要
素
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
ワ
ニ
氏
后
妃
伝
承
の
基
本
形
と
仮
定
し
た
。

そ
し
て
そ
の
基
本
形
を
基
に
、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
素
材
と
な
っ
た
ワ
ニ
氏
の
伝
承
は
、

天
皇
が
ワ
ニ
氏
本
拠
地
の
春
日
へ
巡
行
し
て
道
で
ヲ
ド
ヒ
メ
と
出
会
い
、
ヲ
ド

ヒ
メ
が
大
御
酒
を
献
上
し
て
天
皇
と
成
婚
し
、
天
皇
が
記
一
〇
三
歌
を
誦
詠
す

る
と
い
っ
た
、
記
一
〇
三
歌
一
首
の
み
を
有
す
る
ワ
ニ
氏
の
后
妃
伝
承
で
あ
っ

た
と
想
定
し
た
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
現
行
の
『
記
』
の
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
と
そ
の
素
材

の
ワ
ニ
氏
の
后
妃
伝
承
で
、

①
『
記
』
に
は
ナ
ビ
ツ
マ
説
話⑩
の
要
素
が
盛
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

②
『
記
』
で
は
Ⅰ
の
末
尾
が
地
名
起
源
譚
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。

③
『
記
』
で
は
Ｂ
Ｃ
に
該
当
す
る
記
述
の
な
い
こ
と
。

④
『
記
』
で
は
天
語
歌
と
そ
の
所
伝
が
大
き
な
位
置
を
占
め
、
そ
の
結
果
、

歌
謡
の
数
が
六
首
あ
る
の
に
対
し
て
原
伝
承
は
一
首
と
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
こ
と
。

の
四
つ
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ワ
ニ
氏
の
后
妃
伝
承
か
ら
、
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ
成
立
の
過
程
で
多
数
の
歌
謡
を
取
り
込
ん
で
新
た
な
意
義
を
付
与
さ
れ
た

結
果
と
し
て
生
じ
た
現
象
と
し
た
。

　

影
山
氏
の
説
に
つ
い
て
は
、
挿
入
説
を
唱
え
る
先
行
研
究
で
も
具
体
的
に
示

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
か
っ
た
『
記
』
以
前
の
Ⅰ
と
Ⅲ
が
繋
が
っ
て
い
た
原

伝
承
の
形
や
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
想
定
さ
れ
る
『
記
』
編
纂
段
階
で
の
原
伝
承

改
変
の
様
子
を
、
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ワ
ニ
氏
の
伝
承
か
ら
、
現
行
の
『
記
』
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

に
至
る
過
程
を
考
え
る
点
に
も
疑
問
は
存
す
る
。
影
山
氏
が
ワ
ニ
氏
の
伝
承
に

は
な
く
、『
記
』
の
編
纂
段
階
で
追
加
さ
れ
た
と
す
る
ナ
ビ
ツ
マ
型
の
要
素

（
①
）
や
地
名
起
源
の
要
素
（
②
）
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
古
郡
や
崇
神
記

紀
の
タ
ケ
ハ
ニ
ヤ
ス
ノ
ミ
コ
（
タ
ケ
ハ
ニ
ヤ
ス
ビ
コ
）
の
反
乱
記
事
と
い
っ
た
、

岸
俊
男
氏
が
ワ
ニ
氏
の
伝
承
と
し
て
整
理
し
た
説
話⑪
に
も
見
ら
れ
、
元
々
ワ
ニ

氏
の
伝
承
に
存
す
る
要
素
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
丸
部
の
臣
等
の
始

祖
」
ヒ
コ
ナ
ム
チ
や
そ
の
娘
イ
ナ
ミ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
が
登
場
す
る
『
播
磨
国

風
土
記
』
賀
古
郡
に
は
、「
郡
の
南
の
海
中
に
小
嶋
あ
り
。
名
を
南
毗
都
麻
と

曰
ふ
」
や
「
別
嬢
聞
き
て
、
す
な
は
ち
件
の
嶋
に
遁
げ
度
り
て
隠
び
居
り
き
。

故
れ
、
南
毗
都
麻
と
曰
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ナ
ビ
ツ
マ
型
の
説
話
が
見
受
け

ら
れ
、
地
名
起
源
を
説
明
す
る
記
述
も
見
え
る
。
ま
た
、「
丸
邇
臣
が
祖
」
ヒ

コ
ク
ニ
ブ
ク
が
登
場
す
る
崇
神
記
の
タ
ケ
ハ
ニ
ヤ
ス
ノ
ミ
コ
の
反
乱
記
事
や
、

や
は
り
ヒ
コ
ク
ニ
ブ
ク
が
登
場
す
る
崇
神
紀
一
〇
年
九
月
条
の
類
話
に
も
地
名

起
源
を
説
明
す
る
記
述
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ワ
ニ
氏
の
伝
承
に
は
、
ナ
ビ
ツ
マ
型
の
説
話
や
地
名
起
源
の
要
素

が
見
ら
れ
る
た
め
、
影
山
氏
の
想
定
す
る
Ⅰ
と
Ⅲ
が
繋
が
っ
て
い
た
『
記
』
以
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前
の
ワ
ニ
氏
の
伝
承
お
よ
び
、
そ
の
伝
承
か
ら
現
行
の
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
へ
と
至
る
形
成

過
程
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
そ
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
先
に
述
べ
た
記
一
〇
三
歌
の
類
歌
が
、『
琴
歌
譜
』
に
お
い
て
、

『
記
』
の
Ⅲ
の
要
約
的
な
縁
記
の
ほ
か
に
、
カ
ラ
ヒ
メ
が
父
の
殺
さ
れ
る
の
を

「
哀か
な
し傷
み
て
」
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
い
う
独
自
の
縁
記
に
も
結
び
つ
い
て
い
る

点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
例
は
記
紀
歌
謡
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
景
行
記
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
イ
ヅ
モ
タ
ケ
ル
を
殺
害
し
た
際
に

歌
っ
た
記
二
三
歌
に
対
し
て
、
そ
の
類
歌
の
紀
二
〇
歌
は
、
崇
神
紀
六
〇
年
七

月
条
に
、
イ
ヅ
モ
フ
ル
ネ
が
イ
ヒ
イ
リ
ネ
を
殺
害
し
た
際
の
「
時
人
」
が
歌
っ

た
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
能
煩
野
で
歌
っ
た
記
三

〇
・
三
一
・
三
二
歌
に
対
し
て
、
そ
の
三
首
の
類
歌
で
あ
る
紀
二
二
・
二
三
・

二
一
歌
は
、
景
行
紀
一
七
年
三
月
条
に
お
い
て
、
九
州
の
日
向
国
で
景
行
天
皇

が
歌
っ
た
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
独
立
歌
謡
も
さ
ま
ざ
ま
に
伝
承
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
別
の
文

脈
に
付
加
さ
れ
る
と
い
う
営
み
を
示
し
て
い
る
。『
記
』
と
『
琴
歌
譜
』
の
そ

れ
ぞ
れ
に
類
歌
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
、
こ
の
歌
が
歌
い
継
が
れ
て
様
々

な
と
こ
ろ
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
記
一
〇
三
歌
を
、

ワ
ニ
氏
の
伝
承
に
の
み
存
在
し
て
い
た
と
考
え
な
い
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。

二
、
Ⅲ
と
ホ
ダ
リ
に
つ
い
て

　

で
は
、
結
局
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
Ⅲ
で
あ
る
。
Ⅲ
に
は
記
一
〇
三
・
一
〇
四
歌
二
首
と
所
伝
に
対

応
す
る
箇
所
が
見
出
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
上
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
、

記
一
〇
三
歌
中
の
、
ホ
ダ
リ
と
い
う
語
義
が
明
確
で
な
い
語
が
あ
る
。
ホ
ダ
リ

の
語
義
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が⑫
、
ホ
を
秀
、
ダ
リ
を
注
口
か
ら
垂
出
る
と
い

う
意
味
で
あ
っ
た
今
日
の
タ
ル
（
罇
）
の
古
形
タ
リ
と
し
て
、「
秀ホ

罇ダ
リ

」
つ
ま

り
、
酒
を
注
ぐ
器
と
す
る
『
記
伝
』
の
考
え⑬
を
支
持
し
た
い
。

　
「
秀ホ

罇ダ
リ

」
説
に
関
わ
っ
て
、
優
れ
た
、
秀
で
た
、
立
派
な
、
丈
の
高
い
な
ど

を
意
味
す
る
秀ホ

は
、
下
の
名
詞
形
と
接
続
し
て
一
語
を
形
成
す
る
際
に
は
助
詞

ツ
か
ノ
を
介
す
る
と
い
う
批
判⑭
が
あ
る
が
、『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
に

「
秀ホ

倉ク
ラ

」
と
い
う
、
ホ
（
秀
）
が
ツ
や
ノ
を
介
さ
な
い
例
が
見
え
る⑮
。
ま
た
、

『
記
伝
』
が
ホ
ダ
リ
の
ダ
リ
の
部
分
に
「
罇
」
と
い
う
字
を
当
て
る
点
に
対
し

て
も
、
タ
ル
（
樽
）
と
い
う
和
語
が
『
記
』
の
頃
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
や
、
タ
ル
（
樽
）
の
語
源
は
タ
ル
（
垂
）
で
は
な
く
タ
ル
（
足
）
と
考

え
る
べ
き
と
い
う
批
判⑯
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
『
記
伝
』
は

「
酒
を
盃
に
注ソ
ソ

き
入
る
ゝ
器
な
り
」
や
「
多タ

理リ

と
云
名
の
義コ
コ
ロ

は
、
垂タ
リ

に
て
其　
ノ

口ク
チ

よ
り
酒
の
垂　
リ

出
る
よ
し
な
る
べ
し
」
と
し
て
い
る
た
め
、
今
日
の
「
罇タ
ル

」
の
語
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源
と
し
て
の
「
秀
罇0

」
と
ま
で
解
さ
ず
と
も
、『
上
代
語
辞
典
』
の
よ
う
に

「
秀
垂0

0」
で
、
酒
を
注
ぐ
器
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
先
行
研
究⑱
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
プ
ン
タ
リ
や
沖
縄
の
フ
ダ
リ
と
い
っ
た
、

注
ぐ
器
と
し
て
の
「
タ
リ
」
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、

「
秀
垂
」
と
改
め
た
上
で
、
や
は
り
酒
器
と
す
る
解
釈
を
支
持
し
た
い
。

　

さ
て
、
ホ
ダ
リ
を
酒
を
注
ぐ
器
と
し
た
場
合
、
Ⅰ
に
お
い
て
は
所
伝
の
「
媛

女
」「
岡
辺
に
逃
げ
隠
り
き
」「
金
鉏
岡
」
に
は
、
記
九
九
歌
中
の
「
媛
女
【
袁

登
売
】」「
い
隠
る
岡
を
【
伊
加
久
流
袁
加
袁
】」「
金
鉏
も
【
加
那
須
岐
母
】

（
中
略
）
鋤
き
撥
ぬ
る
も
の
【
須
岐
波
奴
流
母
能
】」
が
対
応
し
、
ま
た
Ⅱ
に
お

い
て
も
所
伝
の
「
百
枝
槻
の
葉
、
落
ち
て
大
御
盞
に
浮
き
き
」
に
は
、
記
一
〇

〇
歌
の
「
百
足
る  

槻
が
枝
は
【
毛
々
陀
流  

都
紀
賀
延
波
】」「
落
ち
触
ら
ば

へ
【
淤
知
布
良
婆
閉
】」「
落
ち
な
づ
さ
ひ
【
淤
知
那
豆
佐
比
】」「
瑞
玉
盞
に  

浮
き
し
【
美
豆
多
麻
宇
岐
爾  

宇
岐
志
】」
が
対
応
す
る
。
し
か
し
、
Ⅲ
は

「
大
御
酒
」
に
対
し
て
そ
れ
を
注
ぐ
器
で
あ
る
「
秀
垂
【
本
陀
理
】」
の
言
い
換

え
に
留
ま
る
。

　

尤
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
琴
歌
譜
一
三
歌
に
も
、『
琴
歌
譜
』
独
自
の

縁
記
が
あ
る
が
、
歌
と
の
結
び
付
き
は
「
琴
歌
譜
注
釈
稿
」
が
そ
の
弱
さ
を
指

摘
し
て⑲
お
り
、『
琴
歌
譜
』
独
自
の
縁
記
も
、『
記
』
以
前
の
伝
承
と
は
認
め
が

た
い
。
同
様
に
、
Ⅲ
の
所
伝
と
歌
に
も
Ⅰ
Ⅱ
に
比
し
て
語
句
の
対
応
が
見
え
ず
、

「
大
御
酒
」
と
「
秀
垂
【
本
陀
理
】」
と
い
う
言
い
換
え
に
留
ま
る
点
は
や
は
り

注
目
さ
れ
る
。
こ
の
不
十
分
な
対
応
は
所
伝
と
記
一
〇
三
歌
が
本
来
繋
が
り
を

持
つ
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。『
記
』
以
前
か
ら
、
ワ
ニ
氏
の
娘

の
ヲ
ド
ヒ
メ
が
雄
略
天
皇
に
大
御
酒
を
献
上
す
る
と
い
っ
た
現
行
の
形
で
あ
っ

た
と
は
必
ず
し
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

Ⅲ
の
所
伝
も
『
記
』
以
前
に
お
い
て
現
行
の
ま
ま
の
形
と
は
考
え
が
た
い
な

ら
ば
、
む
し
ろ
Ⅲ
に
対
し
て
Ⅰ
や
Ⅱ
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
が
『
記
』
以
前
に
独

立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
よ
り
、
Ⅲ
も
ま
た
Ⅰ
や
Ⅱ
と
切
り
離
し
て
別
の
出

自
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
そ
れ
ぞ
れ
が

『
記
』
以
前
に
お
い
て
別
々
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
『
記
』

の
段
階
に
お
い
て
、
縫
合
さ
れ
た
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
記
一
〇
四
歌
も
、
記
一
〇
三
歌
や
Ⅲ
の
所
伝
と
対
応
し
な
い
た
め
、

記
一
〇
四
歌
と
記
一
〇
三
歌
も
や
は
り
出
自
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
記
一
〇
三
歌
と
記
一
〇
四
歌
が
Ⅲ
と
し
て
定
着
し
た
の
か
、
そ

し
て
出
自
が
異
な
る
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
が
、
現
行
の
形
で
縫
合
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
構
想

を
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

三
、『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想

　

記
一
〇
三
歌
は
ホ
ダ
リ
が
「
秀
垂
」
つ
ま
り
酒
器
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
酒
宴
の
歌
と
解
す
こ
と
が
で
き
、「
是
の
豊
楽
の
日
に
、
亦
」
と
あ

る
所
伝
と
と
も
に
、
酒
宴
に
結
び
つ
く
要
素
の
少
な
い
記
一
〇
四
歌
を
含
む
Ⅲ

⑰

『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想
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を
、
Ⅱ
の
ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ
の
場
面
に
接
続
す
る
た
め
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
Ⅲ
の
所
伝
は
、
記
一
〇
三
・
一
〇
四
歌
と
語
句
の
対
応
が
見
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
『
記
』
以
前
か
ら
所
伝
と
歌
と
が
結
び
付
い
て
い
た
形
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
さ
ら
に
、
Ⅰ
と
も
出
自
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
ヲ
ド

ヒ
メ
と
も
『
記
』
編
纂
段
階
で
結
び
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
そ
う
し
た
Ⅲ
に
接
続
さ
れ
る
Ⅱ
は
、
神
野
志
隆
光
氏
や
駒
木
敏
氏⑳
が

述
べ
る
よ
う
に
、
雄
略
治
世
の
完
成
を
示
し
、
寿
ぐ
場
面
と
考
え
て
良
い
だ
ろ

う
。

　

ま
ず
神
野
志
氏
は
、
Ⅱ
Ⅲ
の
場
面
に
つ
い
て
、
雄
略
記
が
閉
じ
ら
れ
る
に
あ

た
り
、
ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ
の
場
と
い
う
め
で
た
い
宴
の
場
に
置
か
れ
る
五
首
の
寿

歌
を
通
じ
て
、
雄
略
治
世
の
め
で
た
さ
を
語
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
Ⅱ
の

三
首
を
取
り
上
げ
、
Ⅱ
の
一
首
目
の
記
一
〇
〇
歌
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
百
足

る  

槻
が
枝
は  

上
つ
枝
は  

天
を
覆
へ
り  

中
つ
枝
は  
東
を
覆
へ
り  

下

枝
は  

鄙
を
覆
へ
り
」
と
い
う
箇
所
を
、
東
や
鄙
が
天
皇
の
も
と
に
め
で
た
く

秩
序
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
様
子
を
表
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
同
歌
謡
の

「
浮
き
し
脂
」
や
「
水
こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
」
と
い
っ
た
、『
記
』
上
巻
に
見
え
る

別
天
神
の
初
生
や
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
土
創
生
と
対
応
す
る
表
現
に

つ
い
て
も
、
雄
略
天
皇
が
治
め
る
こ
の
世
界
が
『
記
』
上
巻
の
尊
い
神
々
の
物

語
に
連
な
る
と
い
う
め
で
た
さ
の
確
認
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
記
一
〇
一
・
一

〇
二
歌
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
椿
を
も
っ
て
大
君
を
称
え
上
げ
る
歌
と
、

大
宮
人
を
「
高
光
る  

日
の
宮
人
」
と
特
異
的
に
歌
う
歌
と
し
て
「
御
世
の
た

ぐ
い
な
さ
を
証
し
だ
て
る
」
も
の
と
し
た
。
つ
ま
り
、『
記
』
が
、
そ
の
よ
う

な
一
〇
〇
・
一
〇
一
・
一
〇
二
歌
の
三
首
を
通
し
て
、
雄
略
天
皇
の
治
め
る

「
天
下
」
が
充
足
し
て
い
る
と
い
う
、
言
わ
ば
雄
略
治
世
の
完
成
を
語
る
と
指

摘
す
る
。

　

駒
木
氏
も
雄
略
天
皇
が
狩
や
妻
問
い
を
す
る
な
か
で
、
ク
ニ
グ
ニ
の
占
有
と

画
定
を
成
功
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
語
る
諸
記
事
が
置
か
れ
た
そ
の
最
後
に
、
后

妃
た
ち
と
天
皇
の
唱
和
が
「
統
括
し
て
、
雄
略
治
世
へ
の
讃
称
、
寿
ぎ
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
。

　

両
氏
の
指
摘
か
ら
は
、
こ
の
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
ず
ミ
ヘ
ノ
ウ
ネ
メ
の
歌
う
記
一
〇
〇
歌
に
よ
っ
て
、
尊
い
神
々
の
物
語

に
連
な
る
こ
の
世
界
が
、
辺
境
の
地
に
至
る
ま
で
、
雄
略
天
皇
の
秩
序
の
下
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
皇
后
が
「
其
の
花
の  

照

り
坐
す  

高
光
る  

日
の
御
子
」
と
天
皇
を
賛
美
し
、
天
皇
も
ま
た
「
高
光
る  

日
の
宮
人
」
と
臣
下
を
賛
美
す
る
よ
う
に
、
天
皇
と
皇
后
が
唱
和
す
る
な
か
で
、

君
臣
和
合
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
三
首
を
通
し
て
雄
略
治
世
の
完
成
を
示
し
、

寿
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
神
野
志
氏
も
駒
木
氏
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
豊
の
楽
の
場
と
い
う
め

で
た
い
宴
の
場
」、「
長
谷
の
百
枝
槻
の
下
の
豊
楽
」
と
、
Ⅱ
と
Ⅲ
を
一
纏
ま
り

の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。
神
野
志
氏
は
一
応
は
じ
め
に
五
首
を
挙
げ
る
も
の

『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想
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の
、
雄
略
治
世
の
完
成
を
語
る
場
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
上
で
は
、
Ⅱ
の
三

首
に
し
か
言
及
せ
ず
、
結
局
Ⅱ
の
場
面
説
明
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
ま
た
、
神
野
志
・
駒
木
両
氏
と
も
、
ミ
ヘ
ノ
ウ
ネ
メ
・
皇
后
・
天
皇
に

よ
る
雄
略
治
世
の
完
成
を
寿
ぐ
三
首
が
歌
わ
れ
た
後
に
、
な
ぜ
、
天
皇
と
ヲ
ド

ヒ
メ
の
歌
が
置
か
れ
る
の
か
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
Ⅲ
の
場
面
が
あ
る
こ
と
の

意
味
に
つ
い
て
、
十
分
に
説
明
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

で
は
、
Ⅱ
が
そ
う
し
た
ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ
の
場
に
お
け
る
三
首
の
歌
謡
に
よ
っ

て
、
雄
略
治
世
の
完
成
を
示
し
、
寿
ぐ
場
面
で
あ
る
と
し
て
、
な
ぜ
そ
こ
に
Ⅲ

が
接
続
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
Ⅱ
の
天
皇
と
皇
后
の
間
で
確
認
さ
れ
た
君
臣

の
和
合
を
、
Ⅲ
に
お
い
て
、
実
際
の
君
臣
で
あ
る
雄
略
天
皇
と
臣
下
の
ヲ
ド
ヒ

メ
の
間
で
も
さ
ら
に
確
認
す
る
こ
と
で
、
雄
略
治
世
の
一
層
の
完
成
を
示
す
こ

と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

改
め
て
Ⅲ
の
記
一
〇
三
歌
と
、
記
一
〇
四
歌
を
取
り
上
げ
た
い
。
ま
ず
記
一

〇
三
歌
は
、
雄
略
天
皇
が
ヲ
ド
ヒ
メ
を
「
臣
の
嬢
子
」
す
な
わ
ち
「
宮
廷
に
仕

え
る
乙
女
」（
新
編
全
集
）
と
呼
び
か
け
た
上
で
、「
秀
罇
取
り  

堅
く
取
ら

せ
」
と
述
べ
る
。「
堅
く
」
に
つ
い
て
『
記
伝
』
は
、
紀
七
八
歌
に
見
え
る

「
大
君
に  

堅
く  

仕
へ
奉
ら
む
と
」
の
「
堅
く
」
と
同
じ
意
で
、「
懈オ
コ
タ

る
こ

と
な
く
、
勤ツ
ト

め
励ハ
ゲ

む
意
な
り
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
記
一
〇
三
歌
は
、
雄
略
天

皇
が
、
臣
下
で
あ
る
ヲ
ド
ヒ
メ
の
強
固
な
奉
仕
を
促
し
て
い
る
。
翻
っ
て
、
ヲ

ド
ヒ
メ
の
歌
う
記
一
〇
四
歌
は
、
特
に
「
脇
机
が
下
の  

板
に
も
が
」
と
、
近

く
で
伺
候
す
る
こ
と
を
希
求
す
る
表
現
に
よ
っ
て
、
ヲ
ド
ヒ
メ
に
よ
る
雄
略
天

皇
へ
の
忠
誠
を
表
明
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
Ⅲ
の
場
面
は
、
推
古

紀
二
〇
年
正
月
条
の
場
面
に
類
似
す
る
。

　

二
十
年
の
春
正
月
の
辛
巳
の
朔
に
し
て
丁
亥
に
、
置
酒
し
て
群
卿
に
宴

す
。
是
の
日
に
、
大
臣
、
寿
上
り
て
歌
し
て
曰
さ
く
、

や
す
み
し
し  

我
が
大
君
の  

隠
り
ま
す  

天
の
八
十
蔭  

出
で
立

た
す  

み
そ
ら
を
見
れ
ば  

万
代
に  

か
く
し
も
が
も  

千
代
に
も  

か
く
し
も
が
も  

畏
み
て  

仕
へ
奉
ら
む  

拝
み
て  

仕
へ
ま
つ
ら

む  

歌
づ
き
ま
つ
る
（
紀
一
〇
二
）

と
ま
を
す
。
天
皇
、
和
へ
て
曰
は
く
、

真
蘇
我
よ  

蘇
我
の
子
ら
は  

馬
な
ら
ば  

日
向
の
駒  

太
刀
な
ら

ば  

呉
の
真
刀  

諾
し
か
も  

蘇
我
の
子
ら
を  

大
君
の  

使
は
す

ら
し
き
（
紀
一
〇
三
）

と
の
た
ま
ふ
。

　

蘇
我
馬
子
が
「
畏
み
て  

仕
へ
奉
ら
む  

拝
み
て  

仕
へ
ま
つ
ら
む
」
と
忠

誠
を
示
す
紀
一
〇
二
歌
を
歌
い
、
推
古
天
皇
も
「
真
蘇
我
よ
」「
諾
し
か
も  

蘇
我
の
子
ら
を  

大
君
の  

使
は
す
ら
し
き
」
と
蘇
我
氏
を
称
え
る
紀
一
〇
三

歌
を
歌
う
。
こ
こ
も
、
ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ
の
場
に
お
い
て
、
臣
下
と
天
皇
の
唱
和

を
通
し
た
君
臣
の
和
合
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
Ⅲ
も
、
天
皇
と
臣
下
で
あ
る

ヲ
ド
ヒ
メ
の
二
首
を
置
く
こ
と
で
、
君
臣
の
和
合
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想

九

同志社国文学100号　三校　（真弓大芽様）　Ａ



れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
Ⅱ
は
君
臣
の
和
合
を
天
皇
と
皇
后
の
間
で
寿
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
Ⅲ
は
、
君
臣
の
和
合
を
、
さ
ら
に
天
皇
と
ヲ
ド
ヒ
メ
と

い
う
、
実
際
に
大
君
と
臣
下
の
立
場
か
ら
も
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
雄
略
記
が
閉
じ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
Ⅱ
に
接
続
す
る
Ⅲ
に
よ
っ
て
、
実

際
に
大
君
と
臣
下
の
立
場
に
あ
る
者
か
ら
も
君
臣
和
合
の
達
成
が
語
ら
れ
る
こ

と
で
、
一
層
の
雄
略
治
世
の
完
成
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
Ⅲ
に
お
け
る
君
臣
和
合
の
達
成
は
、
他
の
臣
下
で
は
な
く
、
こ
の

ヲ
ド
ヒ
メ
が
忠
誠
を
表
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ

な
い
。
ヲ
ド
ヒ
メ
は
す
で
に
Ⅰ
に
登
場
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
Ⅰ
の
ヲ
ド
ヒ
メ
は
、「
婚
は
む
」
と
求
婚
す
る
雄
略
天
皇
か
ら
「
逃
げ
隠
」

れ
た
ま
ま
、
そ
の
場
面
が
閉
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
ヲ
ド
ヒ
メ
が
登
場
し
な
い
Ⅱ

が
続
く
こ
と
で
、
ヲ
ド
ヒ
メ
は
一
旦
、
雄
略
天
皇
に
従
っ
た
か
ど
う
か
判
然
と

し
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
経
緯
が
あ
っ
た
上
で
、
Ⅲ
で
つ
い
に
、

そ
の
ヲ
ド
ヒ
メ
が
臣
下
と
し
て
雄
略
天
皇
に
忠
誠
を
表
明
す
る
記
一
〇
四
歌
を

歌
い
、
君
臣
和
合
の
達
成
は
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
も
の

に
、
本
田
氏
の
次
の
よ
う
な
説
明
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
引
用
者
注
：『
記
』
の
享
受
者
は
）
袁
杼
比
売
求
婚
に
か
か
わ
る
確
信
を

も
っ
た
雄
略
の
姿
勢
に
期
待
を
持
ち
な
が
ら
も
、
い
く
ら
か
の
不
安
を
残

し
て
進
行
を
見
守
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
説
明
自
体
は
、
雄
略
天
皇
は
「
袁
杼
比
売
に
婚
は
む
と
し
て
」
と
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
記
』
が
「
袁
杼
比
売
」
と
書
か
ず
に
、
雄
略
天
皇
は

「
媛
女
」
に
「
逢
」
っ
た
と
す
る
Ⅰ
の
記
述
へ
の
言
及
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
媛
女
は
果
た
し
て
ヲ
ド
ヒ
メ
な
の
か
、
つ
ま
り
、
雄
略
天
皇
は
間
違
い
な

く
、
自
身
が
所
望
し
て
い
る
ヲ
ド
ヒ
メ
に
求
婚
で
き
た
の
か
こ
の
時
点
で
は
明

確
に
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
書
い
て
い
る
と
本
田
氏
は
解
釈
し
て
い
る
。「
媛
女
」

が
ヲ
ド
ヒ
メ
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
点
か
ら
ヲ
ド
ヒ
メ

と
判
断
す
る
。
一
つ
目
は
管
見
の
限
り
別
人
と
す
る
説
は
い
ず
れ
も
根
拠
を
挙

げ
て
い
な
い㉑
こ
と
、
二
つ
目
は
別
人
と
考
え
た
場
合
、
駒
木
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
に
「
天
皇
、
丸
邇
之
佐
都
紀
臣
が
女
、
袁
杼
比
売
に
婚
は
む
と
し
て
、
春
日

に
幸
行
し
し
時
に
」
の
記
さ
れ
た
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
三
つ
目
に
は
、「
媛
女
」
が
ヲ
ド
ヒ
メ
で
な
い
場
合
、「
誰レと
も
な
し
」

（
記
伝
）
や
「
名
も
な
い
一
少
女
」（
古
代
歌
謡
全
注
釈
）
と
な
る
が
、
ナ
ビ
ツ

マ
説
話㉒
で
求
婚
さ
れ
る
女
性
や
女
神
は
名
前
を
有
し
て
い
た
り
、
誰
の
娘
で
あ

る
か
が
明
記
さ
れ
た
り
し
て
い
る
な
か
で
、
Ⅰ
だ
け
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と

に
疑
問
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
田
氏
の
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
「
袁

杼
比
売
」
を
「
媛
女
」
と
書
い
た
と
す
る
解
釈
の
是
非
に
つ
い
て
今
は
措
く
が
、

説
明
自
体
は
ヲ
ド
ヒ
メ
が
天
皇
に
従
っ
た
の
か
判
然
と
し
な
い
ま
ま
に
次
の
場

面
へ
と
移
行
し
て
い
く
展
開
を
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ⅰ
を
Ⅲ
の
布
石
と
す

る
理
解
は
、
Ⅰ
の
説
明
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
不
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古
事
記
』
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ド
ヒ
メ
歌
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物
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安
」
は
、
ヲ
ド
ヒ
メ
が
忠
誠
を
表
明
す
る
記
一
〇
四
歌
を
歌
う
こ
と
で
解
消
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ⅰ
は
Ⅲ
へ
の
布
石
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
Ⅲ
で
、
そ
の
伏
線

を
回
収
す
る
形
で
、
ヲ
ド
ヒ
メ
が
雄
略
天
皇
に
忠
誠
を
表
明
し
て
君
臣
和
合
の

達
成
を
示
す
と
こ
ろ
に
、
雄
略
治
世
の
完
成
を
劇
的
に
語
ろ
う
と
す
る
『
記
』

の
演
出
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
狙
い
の
た
め
に
、
Ⅰ
は
一
旦
、
Ⅱ

を
挿
ん
で
中
断
す
る
形
で
、
Ⅲ
の
前
に
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
い
ず
れ
も
出
自
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
そ
れ
ぞ
れ
の
働

き
を
確
認
す
る
と
、
こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
つ
の
構
想
が
浮
か

び
上
が
る
。

　

す
な
わ
ち
、
Ⅱ
で
は
、
記
一
〇
〇
・
一
〇
一
・
一
〇
二
歌
を
置
き
、
記
一
〇

〇
歌
で
、
尊
い
神
々
の
物
語
に
連
な
る
こ
の
世
界
が
、
辺
境
の
地
に
至
る
ま
で
、

雄
略
天
皇
の
秩
序
の
下
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
さ

ら
に
、
記
一
〇
一
・
一
〇
二
歌
に
よ
っ
て
、
天
皇
と
皇
后
が
君
臣
の
和
合
を
確

認
す
る
。
Ⅱ
で
は
、
こ
の
三
首
を
通
し
て
、
雄
略
治
世
の
完
成
を
示
し
て
寿
ぐ
。

こ
こ
ま
で
は
神
野
志
・
駒
木
両
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
よ
り
Ⅲ
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
、
Ⅲ
は
Ⅱ
に
接
続
さ
れ
る
な
か
で
、

君
臣
の
和
合
を
、
天
皇
と
ヲ
ド
ヒ
メ
と
い
う
、
実
際
の
君
臣
の
立
場
か
ら
も
さ

ら
に
確
認
し
て
、
一
層
の
雄
略
治
世
の
完
成
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
Ⅲ
で
示
す
雄
略
治
世
の
一
層
の
完
成
は
、
Ⅰ
で
示
さ
れ
た
Ⅲ
の

伏
線
が
回
収
さ
れ
る
形
で
な
さ
れ
、
言
わ
ば
劇
的
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想
を
考
え
る
上
で
、
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
に
つ
い

て
、『
記
』
以
前
の
形
の
推
定
と
、
そ
こ
か
ら
の
現
行
の
形
へ
の
形
成
過
程
を

考
え
る
と
い
う
成
立
論
的
な
考
察
を
通
し
て
、
そ
の
相
互
の
関
連
を
見
出
し
、

一
連
の
構
想
を
指
摘
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
本
来
出
自
が

別
々
で
あ
っ
た
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
を
組
み
立
て
て
成
立
し
た
『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡

物
語
は
、
雄
略
記
が
締
め
括
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
雄
略
治
世
の
完
成
を
示
す

Ⅱ
に
Ⅲ
を
接
続
さ
せ
、
ま
た
Ⅲ
に
関
わ
る
Ⅰ
を
一
旦
Ⅱ
を
挿
む
形
で
Ⅲ
の
前
に

置
く
と
い
う
Ⅲ
の
布
石
と
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
『
古
事

記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
に
は
、
Ⅲ
に
お
い
て
雄
略
治
世
の
完
成
を
、
Ⅱ
を
承

け
て
さ
ら
に
充
実
し
た
形
で
、
か
つ
、
Ⅰ
の
伏
線
を
回
収
す
る
中
で
示
す
こ
と

で
よ
り
劇
的
に
語
り
な
が
ら
、
示
そ
う
と
す
る
構
想
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注①　

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
区
切
り
は
、
居
駒
永
幸
「
歌
謡
物
語
形
成
論

―
袁
杼
比
売
と
三
重
婇

の
説
話
を
中
心
と
し
て

―
」（『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
』
一
〇
輯
、
一
九
七
九

年
三
月
）、
影
山
尚
之
「
ワ
ニ
氏
の
伝
承
と
歌
謡

―
春
日
袁
杼
比
売
説
話
を
め
ぐ

る
考
察

―
」（『
古
事
記
研
究
大
系
９  

古
事
記
の
歌
』
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年

二
月
）
に
倣
う
。
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古
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』
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②　

田
辺
幸
雄
「
雄
略
天
皇
」（『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書  

古
事
記
・
日
本
書
紀

Ⅱ
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
四
月
、
初
出
一
九
五
三
年
三
月
）、
神
野
志
隆
光

「
６

仁
徳
・
雄
略
の
歌
謡
物
語
」（『
古
事
記
の
世
界
観
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六

年
六
月
）、
宮
岡
薫
「
第
九
節
雄
略
記
「
金
鉏
岡
」
譚
に
お
け
る
歌
の
表
現
」（『
古

代
歌
謡
の
構
造
』
新
典
社
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
、
初
出
一
九
七
八
年
九
月
）、
間

瀬
智
代
「『
古
事
記
』
下
巻
の
三
重
婇
の
物
語

―
そ
の
記
載
意
図
の
考
察

―
」

（『
中
京
国
文
学
』
一
七
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）、
駒
木
敏
「
三
歌
謡
と
起
源
の
物

語

―
雄
略
記
の
場
合

―
」（『
古
事
記
歌
謡
の
形
態
と
機
能
』
お
う
ふ
う
、
二
〇

一
七
年
四
月
、
初
出
一
九
八
九
年
三
月
）。

③　

本
田
義
寿
「
雄
略
と
袁
杼
比
売
（
古
事
記
）
の
伝
承
」（『
国
崎
望
久
太
郎
博
士
古

稀
記
念  

日
本
文
学
の
重
層
性
』
桜
風
社
、
一
九
八
〇
年
四
月
）。
以
下
、
本
田
の

引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。
長
野
一
雄
「
金
鉏
岡
長
谷
の
百
枝
槻
の
構
想
」（『
上
代
文

学
』
五
九
号
、
一
九
八
七
年
一
一
月
）。

④　

武
田
祐
吉
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
明
治
書
院
、
一
九
五
六
年
五
月
、
坂
橋
隆
司

「
天
語
歌

―
春
日
の
袁
杼
比
売
を
通
し
て

―
」（『
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学

紀
要
』
九
号
、
一
九
七
五
年
一
月
）、
青
木
和
夫
ほ
か
校
注
『
日
本
思
想
大
系
１  

古
事
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
二
月
。

⑤　

居
駒
注
①
前
掲
論
文
。
以
下
、
居
駒
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

⑥　

中
西
進
「
雄
略
天
皇
」（『
古
事
記
を
よ
む
４  

河
内
王
家
の
伝
承
』
角
川
書
店
、

一
九
八
六
年
二
月
、
初
出
一
九
七
六
年
三
月
）。

⑦　

山
路
平
四
郎
「
木
梨
之
軽
太
子
物
語
に
つ
い
て

―
古
代
物
語
の
形
成
と
展
開

―
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
一
二
輯
、
理
想
社
、
一
九
六
六

年
一
二
月
）。

⑧　

武
田
注
④
前
掲
書
。

⑨　

影
山
注
①
前
掲
論
文
。

⑩　

ナ
ビ
ツ
マ
説
話
は
「
求
婚
さ
れ
た
女
性
が
結
婚
を
拒
否
し
て
逃
走
し
、
隠
れ
て
し

ま
う
（「
隠
ぶ
」）
と
い
う
話
」
と
説
明
さ
れ
る
（
大
久
間
喜
一
郎
ほ
か
編
『
上
代
説

話
事
典
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
五
月
）。

⑪　

岸
俊
男
「
ワ
ニ
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
六
六
年
五
月
、
初
出
一
九
六
〇
年
一
〇
月
）。

⑫　
『
記
伝
』
の
「
秀ホ

罇ダ
リ

」
説
の
ほ
か
主
要
な
説
と
し
て
下
紐
説
（
吉
田
金
彦
「
第
五

章
古
代
語
「
ほ
だ
り
」
の
研
究
」（『
古
代
日
本
語
を
さ
ぐ
る
』
角
川
書
店
、
一
九
七

九
年
六
月
））
や
男
根
説
（
直
木
孝
次
郎
「
二
宴
げ
と
笑
い

―
額
田
王
登
場
の
背

景

―
」（『
夜
の
船
出
』
塙
書
房
、
一
九
八
五
年
六
月
、
初
出
一
九
七
五
年
九
月
））

も
あ
る
。
し
か
し
、
下
紐
説
は
、
ホ
ダ
リ
の
ホ
を
ヒ
モ
（
紐
）
に
由
来
す
る
も
の
と

説
明
す
る
点
に
疑
問
が
あ
り
、
ま
た
男
根
説
も
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
い
ず
れ
も
賛
同
で
き
な
い
。
な
お
、
吉
田
が
下
紐
説
発
表
後
に
提
出
し
た
、

「
柄
杓
型
注
口
器
」
と
い
っ
た
柄
杓
説
（「
古
代
歌
謡
に
見
る
こ
と
ば
の
イ
メ
ー
ジ

―
も
う
一
つ
の
ホ
ダ
リ
考

―
」（『
言
語
生
活
』
五
月
号
三
四
一
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
〇
年
五
月
））
に
つ
い
て
は
、
注
ぐ
器
と
す
る
点
で
は
相
違
し
な
い
た
め
、

『
記
伝
』
と
同
様
の
説
と
し
て
お
く
。

⑬　
『
本
居
宣
長
全
集
第
十
二
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
三
月
。

⑭　

吉
田
金
彦
注
⑫
前
掲
「
第
五
章
古
代
語
「
ほ
だ
り
」
の
研
究
」。

⑮　

正
宗
敦
夫
校
訂
『
類
聚
名
義
抄
』
風
間
書
房
、
一
九
五
四
年
五
月
。

⑯　

吉
田
注
⑭
前
掲
書
。

⑰　

丸
山
林
平
『
上
代
語
辞
典
』
明
治
書
院
、
一
九
六
七
年
七
月
。

⑱　

金
田
一
京
助
「
ア
イ
ヌ  

ユ
ー
カ
ラ  

虎
杖
丸
の
曲
」（『
ユ
ー
カ
ラ
の
研
究
Ⅱ
』

東
洋
文
庫
、
一
九
三
一
年
一
月
）、
安
藤
正
次
ほ
か
「
古
事
記
全
歌
謡
の
註
釈
と
鑑

賞
」（『
文
学
』
三
巻
四
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
四
月
、
該
当
箇
所
の
担
当
は

金
田
一
京
助
）、
金
田
一
京
助
ほ
か
『
ア
イ
ヌ
芸
術  

第
三
巻  

金
工
・
漆
器
篇
』

北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
一
九
四
三
年
一
月
、
吉
田
金
彦
注
⑫
前
掲
「
古
代
歌

謡
に
見
る
こ
と
ば
の
イ
メ
ー
ジ

―
も
う
一
つ
の
ホ
ダ
リ
考

―
」、
土
橋
寛
『
日

『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
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想
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本
古
典
評
釈
・
全
注
釈
叢
書  

古
代
歌
謡
全
注
釈  

古
事
記
編
』（
角
川
書
店
、
一

九
七
二
年
一
月
初
版
、
一
九
八
三
年
一
〇
月
七
版
、
な
お
こ
の
情
報
は
初
版
に
は
見

ら
れ
な
い
）。

⑲　

琴
歌
譜
一
三
歌
と
『
琴
歌
譜
』
独
自
の
縁
記
と
の
対
応
は
、「
ほ
と
ん
ど
無
い
よ

う
に
思
わ
れ
」「
わ
ず
か
に
「
固
」
と
「
大
臣
女
子
」
の
文
字
の
み
が
関
連
し
て
い

る
」
と
指
摘
す
る
（
神
野
富
一
ほ
か
「
琴
歌
譜
注
釈
稿
（
三
）」（『
甲
南
国
文
』
四

五
号
、
一
九
九
八
年
三
月
、
該
当
箇
所
の
担
当
は
武
部
智
子
））。
な
お
、
私
見
と
は

立
場
を
異
に
す
る
が
、
藤
原
享
和
「『
琴
歌
譜
』
一
三
番
歌
と
縁
記
」（『
文
学
・
語

学
』
二
二
八
号
、
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇
二
〇
年
四
月
）
お
よ
び
「『
琴

歌
譜
』
発
見
百
年
に
よ
せ
て
」（『
上
代
文
学
』
一
三
一
号
、
二
〇
二
三
年
一
一
月
）

は
琴
歌
譜
一
三
歌
と
『
琴
歌
譜
』
独
自
の
縁
記
の
結
び
付
き
が
『
記
』
以
前
か
ら
あ

る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

⑳　

神
野
志
注
②
前
掲
書
、
駒
木
注
②
前
掲
論
文
。
以
下
、
神
野
志
・
駒
木
の
引
用
は

こ
れ
に
よ
る
。

㉑　

注
⑬
前
掲
『
本
居
宣
長
全
集
第
十
二
巻
』、
村
上
忠
順
『
古
事
記
標
註
下
』
近
藤

巴
太
郎
ほ
か
、
一
八
七
四
年
一
月
（
国
立
国
会
図
書
館
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ

ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」https://dl.ndl.go.jp/pid/772127/1/37

、
最
終
閲
覧
日
：

二
〇
二
四
年
一
月
八
日
）、
次
田
潤
『
古
事
記
新
講
』
明
治
書
院
、
一
九
二
四
年
一

一
月
、
中
島
悦
次
『
古
事
記
評
釈
』
山
海
堂
出
版
部
、
一
九
三
〇
年
四
月
、
土
橋
注

⑱
前
掲
書
。

㉒　

ナ
ビ
ツ
マ
説
話
と
し
て
、
Ⅰ
や
先
に
紹
介
し
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
古
郡
の
ほ

か
に
、
大
久
間
ほ
か
注
⑩
前
掲
書
は
景
行
紀
四
年
二
月
条
の
オ
ト
ヒ
メ
へ
の
求
婚
と

『
出
雲
国
風
土
記
』
出
雲
郡
の
ア
ヤ
ト
ヒ
メ
へ
の
求
婚
も
挙
げ
る
。
ま
た
『
播
磨
国

風
土
記
』
穴
禾
郡
の
ア
ナ
シ
ヒ
メ
へ
の
求
婚
、
託
賀
郡
の
ヒ
カ
ミ
ト
メ
へ
の
求
婚
も

ナ
ビ
ツ
マ
説
話
の
範
囲
に
含
め
る
べ
き
と
す
る
。

〔
付
記
〕　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』
の
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
』
に
よ
っ
た
。『
琴
歌
譜
』
の
本
文
は
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
に
よ
っ
た
。

ま
た
、
引
用
に
際
し
て
は
適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
振
り
仮
名
を
省
略
し
た

ほ
か
、
付
し
た
傍
線
・
傍
点
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

『
琴
歌
譜
』
の
歌
番
号
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
３  

古
代
歌
謡
集
』
に
よ
っ

た
。

『
古
事
記
』
ヲ
ド
ヒ
メ
歌
謡
物
語
の
構
想

一
三

同志社国文学100号　三校　（真弓大芽様）　Ａ


