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ｅ
み

天
皇
の

に
§柔

び
に
し

こ
も
り
く

隠
国
の

う
船
浮
け
て

わ
か
く
ま

川
隈
の

ち
ろ
づ
た
び

万
度
か

た
室
ほ
こ

玉
桙
の

楮
の
穂
に
夜
の
霜
降

い
は
ど
こ

ひ
ご
ご

磐
床
と
川
の
氷
凝
り

よ

寒
き
夜
を
い
こ
ふ
こ

通
ひ
つ
つ
作
れ
る
家

ｇ

千
代
に
ま
で
来
ま
せ

わ
れ
も
通
は
む

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
京
の

さ

ぼ
左
保
川
に
い
行
き
至
り
て

ね

わ
が
宿
た
る
衣
の
上
ゆ

あ
さ
づ
く
よ

朝
月
夜
さ
や
か
に
見
れ
ば

たへ

よ
る

拷
の
穂
に
夜
の
霜
降
り

或
る
本
、
藤
原
京
よ
り
寧
楽
宮
に
遷
れ
る
時
の
歌

み
こ
と

の
御
命
か
し
こ
ゑ

曉
の
夢
・
家
刀
自
の
室
寿
野
田
浩
子

Ｉ
「
或
る
本
、
藤
原
京
よ
り
寧
楽
宮
に
遷
れ
る
時
の
歌
」
試
解
Ｉ

し
家
を
お
き

は
つ
せ

泊
瀬
の
川
に

て
わ
が
行
く
河
の

や
そ
く
史

八
十
隈
お
ち
ず

か
へ
り
見
し
つ
つ

道
行
き
暮
ら
しみや
こ

よ
し
奈
良
の
京
の

に
い
行
き
至
り
て

た
る
衣
の
上
ゆ

い
こ
ふ
こ
と
な
く

作
れ
る
家
に

ｇ来
ま
せ
大
君
よ

（旬土●七《）

題
詞
に
奈
良
遷
都
の
折
の
歌
と
い
う
。
左
注
に
は
「
作
主
未
詳
」
と
あ
る

が
、
家
の
造
作
に
か
か
わ
っ
た
者
の
歌
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
解
す
る
に
は
い
さ
さ
か
不
都
合
な
点
も
あ
り
良
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
の

あ
る
歌
で
あ
る
。
特
に
後
半
部
は
整
然
と
し
て
い
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が

混
在
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
こ
の
歌
を
前
半
部
の
道
行
き
表

（１）

現
か
ら
祝
婚
歌
と
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
今
も
そ
う
見
て
良
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
補
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
い
く
つ
か
あ

る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

1８
ま
ず
、
遷
都
の
時
と
い
う
こ
と
と
、
〈
う
た
い
手
〉
を
家
の
造
作
に
か
か
わ

っ
た
工
匠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
ゑ
た
い
。

通
説
で
は
胡
の
「
大
君
よ
」
は
原
文
「
来
座
多
公
与
」
と
あ
り
、
１
の
「
天

反
歌
な

ら

よ
る
づ
よ

あ
お
に
よ
し
寧
楽
の
家
に
は
万
代
に
わ
れ
も
通
は
む
忘
る
と
思
ふ
な

つ
ば
ひ

右
の
歌
は
、
作
主
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。

１

（勺４●八・）
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皇
」
と
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
や
略
の
「
大
君
」
は
皇
子
で
あ
り
諺

Ⅳ
に
「
わ
れ
も
通
は
む
」
と
あ
る
か
ら
、
藤
原
京
に
あ
っ
た
皇
子
な
ど
の
家
を

解
体
し
て
水
路
奈
良
に
運
ん
で
移
築
し
た
工
匠
な
ど
も
含
む
仕
え
ひ
と
た
ち
の

立
場
に
立
っ
て
詠
ま
れ
た
室
寿
の
歌
（
古
典
集
成
）
と
す
る
。
「
歌
は
家
財
の

運
搬
と
い
う
経
験
に
伴
い
、
讃
め
歌
の
型
の
一
つ
と
し
て
道
行
き
表
現
を
と

り
、
家
屋
の
無
窮
を
予
祝
す
る
意
図
に
あ
つ
ら
え
て
い
る
」
（
全
注
）
と
い
う
。

さ
ら
に
全
注
は
こ
の
歌
が
「
家
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
（
２
坊
蝸
と
三
度

用
い
て
い
る
）
を
自
分
た
ち
の
家
と
い
う
意
識
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
。
「
遠

く
運
ん
で
、
自
分
た
ち
の
苦
労
で
新
た
に
造
り
成
し
た
『
家
』
、
し
か
も
わ
れ

ら
が
主
人
の
『
家
』
で
あ
る
が
故
に
他
人
さ
ま
の
所
属
と
見
な
し
え
な
か
っ
た

心
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
ろ
う
」
「
わ
れ
ら
が
家
」
と
い
う
共
感
を
根
底
と
す
る

賛
美
の
心
が
充
実
し
て
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
肥
の

「
忘
る
と
思
ふ
な
」
が
仕
え
人
が
主
人
に
向
か
っ
て
言
う
に
し
て
は
敬
意
表
現

が
な
く
不
都
合
に
思
わ
れ
る
点
を
親
近
感
だ
と
す
る
。
こ
の
捉
え
か
た
は
作
品

を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
の
合
理
解
を
目
指
し
て
い
る
。
む
し
ろ
不
都
合
な
点

に
こ
だ
わ
っ
て
ゑ
た
ら
別
な
見
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
本
稿
の

立
場
で
あ
る
。

ま
ず
、
題
詞
に
遷
都
の
時
と
あ
る
こ
と
。
次
に
お
な
じ
く
遷
都
の
時
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
藤
原
役
民
の
歌
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
通
説
の
理
解
の
前
提
に

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

集
中
題
詞
に
遷
都
の
折
の
歌
と
明
記
す
る
の
は
、
当
面
歌
と
こ
れ
に
先
立
つ

七
八
番
歌
の
承
で
あ
る
。
当
面
歌
は
「
或
る
本
・
・
・
」
と
あ
っ
て
、
七
八
番
歌
の

題
詞
か
ら
導
か
れ
て
こ
こ
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
題
詞
に
遷

都
の
時
と
明
記
す
る
の
は
こ
こ
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。な
ら

う

つ

和
銅
三
年
庚
戌
の
春
二
月
に
、
藤
原
宮
よ
り
寧
楽
宮
に
遷
り
ま
し
し

み

こ

し

と

ど

ほ

る

時
に
、
御
輿
を
長
屋
の
原
に
停
め
て
迫
か
に
古
郷
を
望
ゑ
て
作
れ
る

歌
〔
一
書
に
云
は
く
、
太
上
天
皇
の
御
製
と
い
へ
り
〕

と
ぶ
と
り

ａ
飛
鳥
の
明
日
香
の
里
を
置
き
て
去
な
ぱ
君
が
あ
た
り
は
見
え
ず
か
も
あ
ら

む
〔
一
は
云
は
く
、
君
が
あ
た
り
を
見
ず
て
か
も
あ
ら
む
〕
（
１
貢
）

左
注
に
遷
都
の
時
の
作
と
す
る
の
は
、
ｂ
額
田
王
の
近
江
国
に
下
っ
た
時
の

作
（
１
壱
・
六
）
（
「
御
覧
御
歌
」
と
あ
っ
て
天
智
天
皇
ま
た
は
天
武
天
皇
の
作

と
い
う
こ
と
に
な
る
）
の
承
で
、
他
に
遷
都
の
記
事
を
載
せ
る
の
は
、
ｃ
藤
原

役
民
の
作
（
１
き
）
が
あ
る
。
通
説
の
理
解
は
こ
の
二
首
と
の
表
現
上
の
類
似

が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ｂ
は
道
行
き
表
現
が
、
ｃ
は
宮
都
造
営
の

木
材
運
搬
に
水
路
を
利
用
す
る
表
現
の
あ
る
こ
と
や
、
役
民
の
奉
仕
の
さ
ま
な

どである。

ま
ず
道
行
き
表
現
に
つ
い
て
。
２
１
９
は
初
瀬
川
か
ら
奈
良
に
至
っ
た
と
い

う
い
わ
ゆ
る
道
行
き
表
現
で
あ
る
が
、
具
対
的
な
地
名
は
３
．
８
．
９
，
５
．

６
は
道
行
き
の
よ
り
抽
象
化
さ
れ
た
表
現
で
、
後
者
が
ｂ
の
次
の
部
分
と
対
応

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

く

裏

つ

も

ｂ
・
…
・
・
道
の
隈
い
積
も
る
ま
で
に
つ
ば
ら
に
も
見
つ
つ
行
か
む
を

み

さ

し
ば
し
ば
も
見
放
け
む
山
を
…
…
（
１
壱

も
っ
と
類
似
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
人
麻
呂
の
石
見
国
か
ら
妻
に
別
れ
て

上
り
来
る
時
の
歌

や
そ

…
…
寄
り
寝
し
妹
を
露
霜
の
置
き
て
し
来
れ
ば
こ
の
道
の
八
十

く
き
ご
と

隈
毎
に
万
た
び
か
へ
り
承
す
れ
ど
…
・
・
．
（
２
三
）

で
、
こ
れ
は
道
と
川
の
違
い
だ
け
で
あ
る
。
「
道
の
隈
八
十
隈
毎
に
」
（
嘔

三
ｇ
）
と
も
あ
り
、
具
体
的
地
名
を
列
挙
す
る
代
わ
り
に
長
い
道
中
の
表
現
と

し
て
様
式
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
隈
も
落
ち
ず
」
（
１
三
・
一
毒
、
「
隈
も

置
か
ず
」
（
６
菫
一
）
も
あ
り
、
「
八
十
隈
」
を
「
百
隈
」
（
加
豐
巴
と
も
い
う
の
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や
そ
す
み
さ
か
た
む

も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
ｄ
「
百
足
た
ら
ず
八
十
隈
坂
に
手
向
せ
ぱ
…
」
（
３

里
ち
と
も
あ
り
、
「
隈
」
は
手
向
を
す
る
所
で
あ
る
。
「
手
向
」
は
「
磐
国
山
を

か
し
こ

越
え
む
日
は
手
向
け
よ
く
せ
よ
」
（
４
美
ち
「
八
十
宇
治
人
の
手
向
す
る
恐
の
坂

ぬ
さ
室
つ

に
幣
奉
り
…
」
（
６
一
三
一
）
な
ど
か
ら
旅
の
安
全
を
神
に
祈
る
行
為
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

み
こ
と
か
し
こ
た
虫
砥
こ

「
万
度
か
へ
り
ゑ
し
つ
つ
」
は
ｅ
「
…
天
皇
の
命
畏
ゑ
玉
鉾
の
道

た

は
ろ

に
出
で
立
ち
岡
の
崎
い
廻
む
る
ご
と
に
万
度
か
へ
り
ゑ
し
つ
つ
遥

は
な々

に
別
れ
し
来
れ
ば
…
」
（
即
圀
只
）
と
あ
り
、
「
か
へ
り
承
」
も
道
行
き
の

安
全
を
祈
る
行
為
（
伊
藤
博
・
萬
葉
集
全
注
）
と
い
わ
れ
る
が
、
「
手
向
」

と
「
か
へ
り
象
」
は
〈
旅
の
安
全
〉
と
い
っ
て
も
「
手
向
」
は
土
地
の
神
に
対

し
て
お
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
「
か
へ
り
承
」
は
家
な
い
し
妹
の
力
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し

わ
ぎ
も
こ

》》

ｆ
吾
妹
子
を
夢
に
見
え
来
と
大
和
路
の
渡
瀬
ご
と
に
手
向
そ
わ
が
す
る（皿二一六）

と
も
あ
っ
て
、
ｆ
は
「
覇
旅
発
思
」
で
あ
り
、
歌
意
か
ら
も
士
地
の
神
へ
の
手

向
が
妹
の
力
を
も
招
き
寄
せ
て
く
れ
る
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
「
川

隈
」
は
こ
の
「
渡
瀬
」
の
よ
う
な
処
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
道
行

（２）

き
の
安
全
を
歌
う
も
の
に
「
川
隈
」
は
な
い
。
ま
た
、
藤
原
か
ら
奈
良
へ
川
を

利
用
し
た
と
見
ら
れ
る
表
現
が
万
葉
集
の
中
に
は
他
に
は
な
い
。
こ
の
歌
に
先

だ
つ
七
六
番
歌
の
題
詞
で
は
陸
路
中
つ
道
を
辿
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
川
隈
」
の
孤
立
的
で
あ
る
こ
と
や
、
当
面
歌
が
川
を
辿
る
形
を
と
る
こ
と
が

当
面
歌
の
理
解
に
藤
原
役
民
の
歌
の
世
界
を
導
入
さ
せ
る
。

藤
原
宮
の
役
民
の
作
れ
る
歌

ｃ
や
す
承
し
し
わ
ご
大
王
高
照
ら
す
日
の
皇
子
荒
拷
の
藤
原
が

を

み
あ
ら
か

う
へ
に
食
す
国
を
見
し
給
は
む
と
都
宮
は
高
知
ら
さ
む
と
神

な
が
ら
思
ほ
す
な
へ
に
天
地
も
寄
り
て
あ
れ
こ
そ
石
走
る
淡

た
な
か
み
や
ま
ま
さ

ひ

つ

ま

で

海
の
国
の
衣
手
の
田
上
山
の
真
木
さ
く
桧
の
嬬
手
を
も
の
の

そ

ふ
の
八
十
氏
河
に
玉
藻
な
す
浮
か
べ
流
せ
れ
其
を
取
る
と
さ

み
た
み

わ
く
御
民
も
家
忘
れ
身
も
た
な
知
ら
ず
鴨
じ
も
の
水
に
浮
き
ゐ

み
か
ど

こ

せ

ぢ

て
わ
が
作
る
日
の
御
門
に
知
ら
ぬ
国
寄
し
巨
勢
道
よ
り
わ
が

と
こ
よ

ふ
み
お

く
す

あ
ら
た
よ

国
は
常
世
に
な
ら
む
図
負
へ
る
神
し
き
亀
も
新
代
と
泉
の
河

の
ぽ

に
持
ち
越
せ
る
真
木
の
嬬
手
を
百
足
ら
ず
筏
に
作
り
浜
す
ら

い
そ

む
勤
は
く
見
れ
ば
神
な
が
ら
な
ら
し
（
１
三
）

右
、
日
本
紀
に
日
は
く
「
朱
烏
七
年
癸
巳
の
秋
八
月
、
藤
原
宮
の
地
に

幸
す
。
八
年
甲
午
の
春
正
月
、
藤
原
宮
に
幸
す
。
十
二
月
庚
戌
の
朔
の

乙
卯
、
藤
原
宮
に
遷
居
る
」
と
い
へ
り
。

歌
の
内
容
は
新
都
造
営
で
あ
る
。
ｃ
で
は
「
日
の
御
門
」
造
営
の
用
材
を
淡

海
か
ら
宇
治
河
・
泉
河
と
水
路
を
用
い
て
い
る
様
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
当
面
歌

の
〈
う
た
い
手
〉
を
家
の
造
営
に
か
か
わ
っ
た
者
と
い
う
通
説
は
こ
れ
を
踏
ま

えている。

２
「
柔
び
に
し
家
を
お
き
」
も
ｃ
の
「
家
忘
れ
身
も
た
な
知
ら
ず
」
と

対
応
さ
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
が
、
「
家
を
置
き
」
も
他
に
例

が
無
い
。
〈
残
し
置
く
〉
の
意
で
用
い
ら
れ
る
「
置
く
」
は
「
置
き
て
行
か
ば

妹
恋
ひ
む
か
も
」
（
４
窒
一
）
な
ど
が
「
妹
」
の
場
合
、
他
に
ａ
の
「
明
日
香
の

里
」
、
ｇ
「
虚
承
つ
倭
を
置
き
て
」
（
１
元
）
、
ｈ
「
太
敷
か
す
京
を
置
き

て
」
（
１
豐
）
、
ｉ
「
ひ
さ
か
た
の
京
を
置
き
て
草
枕
旅
ゆ
く
」
（
里
一
三
）
な
ど

い
ず
れ
も
旅
立
ち
の
表
現
で
、
特
に
ａ
ｇ
は
遷
都
を
言
う
が
、
そ
の
場
合
は

「
明
日
香
の
里
」
「
倭
」
と
地
名
で
あ
る
。

ま
た
、
１
「
大
君
の
御
命
か
し
こ
ゑ
」
は
遷
都
の
祝
意
と
す
る
に
は
や
や

異
質
な
表
現
の
よ
う
に
思
え
る
。
「
天
皇
の
御
命
か
し
こ
ゑ
」
は
集
中
那
例
、
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倉
橋
部
女
王
の
長
屋
王
の
死
後
の
作
３
四
四
一
、
神
亀
四
年
正
月
授
刀
寮
に
散

禁
さ
せ
ら
れ
た
時
の
歌
６
九
四
八
を
例
外
と
し
て
い
ず
れ
も
官
人
の
地
方
（
唐

・
新
羅
も
）
赴
任
・
配
流
・
防
人
赴
任
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
家
持
に
五
例
、

防
人
に
六
例
金
村
に
三
例
み
ら
れ
る
。
最
も
早
い
例
と
思
わ
れ
る
の
は
３
二
九

七
田
口
益
人
が
上
野
国
司
に
赴
任
し
た
時
の
作
（
和
銅
元
年
）
で
、
以
降
養
老

六
年
（
塑
言
ｅ
神
亀
四
年
（
６
茜
Ｃ
天
平
元
年
（
４
譽
一
）
同
十
一
年
（
６

三
む
な
ど
奈
良
朝
に
承
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
ま
ま
な
ら
ぬ
事
を
歌
う
。
当
面

歌
も
２
に
そ
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
歌
い
出
し
は
〈
う
た
い
手
〉
が
大

君
の
支
配
下
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
１
．
２
は
わ
が
意
な
ら
ぬ
こ
と
を
い
う
も

の
で
あ
る
が
、
大
君
へ
の
忠
誠
心
と
し
て
大
君
讃
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
で

あ
る
。
し
か
し
、
１
は
左
記
の
よ
う
に
都
を
離
れ
る
官
人
の
地
方
赴
任
の
表
現

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
が
遷
都
の
讃
意
と
す
る
に
は
少
し
異
和

を
感
じ
さ
せ
る
。

つ
ぎ
に
妬
「
作
れ
る
家
」
に
つ
い
て
、
蛆
ｌ
妬
は
厳
寒
の
夜
も
造
営
に
励
ん

だ
と
い
う
表
現
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
〈
家
を
作
る
〉
と
い
う
の
は
尼
理
願

の
死
去
を
悲
嘆
し
た
と
い
う
坂
上
郎
女
の
作
に
「
し
き
た
へ
の
宅
を
も
造
り
」

（
３
美
ｅ
と
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
「
家
」
に
つ
い
て
は
講
談
社
文
庫
が
「
し
き

た
へ
」
に
「
ふ
つ
う
続
く
床
・
枕
を
中
心
と
し
て
家
を
考
え
、
安
ら
ぎ
の
あ
る

『
家
』
と
つ
づ
け
る
」
と
注
す
る
よ
う
に
建
物
と
し
て
の
家
で
は
な
い
。
建
造

物
と
し
て
の
家
は
「
屋
」
を
用
い
る
の
が
一
般
で
万
葉
に
も
小
鯛
王
が
宴
席
で

吟
詠
し
た
と
い
う

つ
く
や

よ

る

う

ぺ

ｊ
夕
づ
く
日
さ
す
や
河
辺
に
構
る
屋
の
形
を
宜
し
承
諾
よ
さ
え
け
り（妬三全ｅ

に
〈
屋
を
造
る
〉
が
見
ら
れ
る
。
讃
め
言
葉
と
し
て
は
「
室
」
や
「
殿
」
が
用

いられ、

を
ぽ
な
さ
か
ふ
つ
く
胸
隆
よ
ろ
づ
よ

ｋ
は
だ
す
す
き
尾
花
逆
葺
き
黒
木
も
ち
造
れ
る
室
は
万
代
ま
で
に
（
８
-
査
ち

ｌ

倉

せ

あ

か

１
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
山
な
る
黒
木
も
ち
造
れ
る
室
は
座
せ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（【Ｕ一《一）

ま
け
ば
し
ら
咽

と
の

は
は
と
じ
お
め
か
は

、
真
木
柱
誉
め
て
造
れ
る
殿
の
ご
と
い
ま
せ
母
刀
自
面
変
り
せ
ず
（
聖
一
重
）

な
ど
が
見
ら
れ
る
。
ｃ
は
「
わ
が
作
る
日
の
御
門
」
で
あ
る
。
「
御
門
」
は

「
宮
」
で
も
あ
り
、
高
市
皇
子
の
挽
歌
に
は
Ｏ
「
…
わ
ご
大
君
の
万
代
と

思
ほ
し
め
て
作
ら
し
し
香
具
山
の
宮
・
・
・
」
（
２
堯
）
が
同
歌
に
「
皇
子
の

御
門
を
」
と
も
あ
る
。
皇
子
の
居
住
す
る
家
屋
を
「
宮
」
と
も
「
御
門
」
と
も

言
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
草
壁
皇
子
の
舎
人
た
ち
の
挽
歌
に
も
見
ら
れ
る
（
「
島
の

宮
」
２
一
七
一
な
ど
、
「
島
の
御
門
」
一
七
三
な
ど
）
が
、
藤
原
宮
の
御
井
の

歌
に
は
「
大
御
門
始
め
給
ひ
て
」
と
も
あ
り
、
皇
居
一
般
に
も
用
い
ら
れ
る
。

ま
た
〈
都
を
造
る
〉
と
い
う
言
い
方
は

く

に

み

や

こ

ぬ

、
今
造
る
久
邇
の
京
に
秋
の
夜
の
長
き
に
独
り
寝
る
が
苦
し
さ
（
８
実
三
）

に
見
ら
れ
る
が
、
新
都
讃
歌
で
は
「
大
宮
此
処
と
定
め
け
ら
し
も
」
（
６
三
ｅ

の
よ
う
に
天
皇
を
主
体
と
す
る
時
は
、
直
接
造
作
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
と
い

う
よ
り
そ
の
意
志
を
示
す
形
を
と
り
、
造
作
に
関
し
て
も
「
宮
柱
太
敷
く
」

（
１
昊
）
「
高
殿
を
高
知
り
ま
し
て
」
（
１
受
）
と
神
話
的
表
現
を
と
る
。

以
上
、
当
面
歌
は
遷
都
と
い
っ
て
も
、
新
都
讃
歌
で
も
な
く
、
新
都
の
造
営

を
い
う
の
で
も
な
く
、
「
家
」
に
焦
点
が
あ
る
。
建
物
と
し
て
は
「
室
」
「
殿
」

「
宮
」
「
御
門
」
な
ど
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ
と
に
皇
子
の
場
合
は
宮
あ
る
い

は
御
門
が
ふ
さ
わ
し
い
。
「
家
」
は
「
旅
」
と
対
に
な
り
、
行
路
死
人
歌
で

（３）

は
国
と
同
意
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
「
家
」
は
建
物
と
い
う
よ
り
魂
の
帰
属
す

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
作
れ
る
歌
」
が
、
工
匠
た
ち
が
造
作
し

た
皇
子
の
宮
居
を
言
う
と
い
う
の
は
異
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

- ６ ２ -



暁の夢・家刀自の室寿

通
説
は
一
応
の
合
理
解
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
少
し

異
和
を
感
じ
さ
せ
る
部
分
に
こ
だ
わ
っ
て
見
た
い
。
ｍ
ｌ
略
は
困
難
な
状
況
で

の
造
作
を
い
い
、
そ
の
熱
意
と
大
君
へ
の
奉
仕
の
表
現
と
捉
え
ら
れ
て
い
る

が
、
加
ｌ
皿
は
次
の
よ
う
な
類
似
の
表
現
が
あ
る
。

せ

こ

ね

Ｏ
わ
が
背
子
は
待
て
ど
来
ま
さ
ず
雁
が
音
も
と
ょ
ゑ
て
寒
し
ぬ
ば

よ

た
ま
の
夜
も
更
け
に
け
り
さ
夜
更
く
と
嵐
の
ふ
け
ば
立
ち
待
つ

に
わ
が
衣
手
に
置
く
霜
も
氷
に
冴
え
渡
り
降
る
雪
も
凍
り
渡

か
づ
ら

り
ぬ
今
さ
ら
に
君
来
ま
さ
め
や
さ
な
葛
後
も
逢
は
む
と
大
船

禺夕つつ

の
思
ひ
た
の
め
ど
現
に
は
君
に
は
逢
は
ず
夢
に
だ
に
逢
ふ
と

見
え
こ
そ
天
の
足
夜
に
（
坦
一
昊
一
）

当
面
歌
は
「
衣
の
上
ゆ
」
と
あ
っ
て
、
「
衣
の
上
に
」
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し

て
も
加
の
「
わ
が
宿
た
る
」
は
奇
妙
な
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
寝
」
は
ほ

と
ん
ど
が
共
寝
を
前
提
と
し
て
万
葉
歌
で
は
用
い
ら
れ
る
。
咽
は
や
や
大
仰
す

ぎ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
も
さ
き
に
見
た
川
を
辿
っ
た
道
行
き
と
同
様
に
ｃ
藤

原
の
役
民
の
歌
を
関
連
さ
せ
る
と
、
「
身
も
た
な
知
ら
ず
水
に
浮
き
居
て
」

の
よ
う
な
表
現
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

鮒
は
室
寿
の
表
現
で
あ
る
。

に
ひ
む
ろ
が
ぺ
く
さ
か
昨
ｈ
Ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ご
と
よ
あ
を
と
め

ｑ
新
室
を
踏
承
静
む
子
が
手
玉
鳴
ら
す
も
玉
の
如
照
ら
せ
る
君
を
内
に
と
申

せ

（

ｕ

三

三

）

が
、
す
ぐ
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
室
寿
に
は
違
い
な
い
が
、
新
築
の
家
そ
の
も

の
を
讃
め
る
と
い
う
よ
り
、
祝
婚
の
ほ
う
に
ウ
ェ
イ
ト
が
か
か
っ
て
い
る
。
先

ｐ
新
室
の
壁
草
刈
り
に
坐
し
た
ま
は
ね
草
の
如
寄
り
合
う
少
女
は
君
が
ま
に

ま

に

（

、

一

三

一

）

ふ

し

づ

た
だ
ま
な

ご
と

２ふ

しづ

た

立
ち
待
つ

こ
ほ

に
見
た
ｋ
ｌ
ｍ
よ
り
ｐ
ｑ
に
近
い
。
ｍ
は
防
人
の
歌
で
あ
る
が
発
想
は
室
寿
で

あ
る
。
室
寿
は
そ
の
家
を
讃
め
る
と
同
時
に
家
の
主
人
を
讃
え
る
の
が
そ
の
形

で、

わ
か
む
ろ
か
づ
ね

ｒ
築
立
つ
る
稚
室
葛
根

い
え
の
ぎ
み

し
づ
史
り

築
立
つ
る
柱
は
こ
の
家
長
の
御
心
の
鎮
な
り

む
ね
う
つ
は
り

取
挙
ぐ
る
棟
梁
は
こ
の
家
長
の
御
心
の
林
な
り

は
へ
９

と
と
の
腿
り

取
置
け
る
橡
棟
は
こ
の
家
長
の
御
心
の
斎
な
り

え
つ
り

取
置
け
る
蘆
藍
は
こ
の
家
長
の
御
心
の
平
な
る
な
り

つ
な
か
づ
ら

み
い
の
ら
か
た
哀
り

取
結
へ
る
縄
葛
は
こ
の
家
長
の
御
寿
の
堅
な
り

ふ

か

や

（４）

取
葺
け
る
草
葉
は
こ
の
家
長
の
御
富
の
余
な
り
以
下
略
（
顕
宗
紀
）

以
来
、
吉
野
讃
歌
な
ど
宮
讃
め
が
同
時
に
天
皇
讃
歌
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
（５）

室
寿
の
表
現
法
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
森
朝
男
氏
の
論
も

あ
る
・
ｍ
も
こ
の
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
面
歌
は
建
造
物
と
し
て
の
家
そ
の

も
の
と
の
関
連
で
の
「
大
君
」
讃
め
が
な
い
。
こ
こ
で
の
寿
は
刑
「
千
代
に
ま
で
」

に
し
か
な
い
。
「
来
ま
せ
」
が
「
坐
ま
せ
」
で
あ
っ
た
ら
ｍ
に
近
い
表
現
に
な

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
家
そ
の
も
の
の
讃
め
言
葉
が
な
い
。
「
来
ま
せ
」
は

ｓ
う
る
は
し
と
あ
が
思
ふ
君
は
い
や
日
け
に
来
ま
せ
わ
が
背
子
絶
ゆ
る
日
な

し

に

（

加

里

三

）

の
よ
う
に
宴
席
で
主
人
が
客
を
迎
え
る
歌
に
も
用
い
ら
れ
、
迎
え
る
者
の
言
で

ある。ま
た
、
肥
「
忘
れ
る
と
思
ふ
な
」
は

９

ｔ
高
山
の
峯
ゆ
く
し
し
の
友
を
多
承
袖
振
ら
ず
来
ぬ
忘
る
と
思
ふ
な（ｕ一西彗一）

ひ
と
ご
と
Ｌ
げ

た
ま
づ
さ
つ
か
ひ
や

ｕ
人
言
を
繁
ゑ
と
君
に
玉
梓
の
使
も
遣
ら
ず
忘
る
と
思
ふ
な
五
三
灸
）

な
ど
恋
歌
に
用
い
ら
れ
る
当
事
者
間
の
言
で
あ
る
。
仕
え
る
者
が
主
に
向
っ
て

- ６ ３ -



特集・後期万葉

言
う
に
し
て
は
ぞ
ん
ざ
い
す
ぎ
る
。
「
忘
る
と
思
ふ
な
」
が
当
事
者
の
言
と
し

て
、
「
千
代
に
ま
で
来
ま
せ
大
君
よ
」
が
迎
え
る
側
、
肥
が
対
応
し
て
答
え

る
側
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
長
歌
と
反
歌
が
問
答
と
い
う
形
で
あ
る
。
が
、

そ
う
捉
え
る
に
は
Ⅳ
「
わ
れ
も
通
は
む
」
が
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
。
一
首
中

に
問
答
を
な
す
歌
も
あ
る
が
（
過
三
菫
な
ど
）
、
最
後
の
一
句
の
象
を
別
の
〈
う

た
い
手
〉
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
強
引
過
ぎ
る
し
、
Ⅳ
も
同
じ
く
う
た
い
手
〉

と
す
る
と
、
「
大
君
」
を
迎
え
る
者
も
通
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
通
説
を
と
る
に
し
て
「
坐
ま
せ
」
で
は
な
く
、
「
来
ま
せ
」
で
あ
り
、

「
わ
れ
も
通
は
む
」
と
い
う
の
が
「
大
君
」
も
通
っ
て
来
る
こ
と
に
な
り
変
で

あ
る
。
「
千
代
に
ま
で
坐
ま
せ
大
君
よ
わ
れ
は
仕
へ
む
」
で
あ
れ
ば
わ
か

り
や
す
い
の
だ
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
「
通
ふ
」
は
恋
歌
で
当
事
者
間

で
用
い
ら
れ
る
の
が
、
圧
倒
的
だ
が
、
「
大
宮
人
は
常
に
通
は
む
」
（
具
三

「
大
宮
人
の
踏
承
平
し
通
ひ
し
道
は
」
（
６
壹
ち
の
よ
う
に
官
人
の
往
来
の

意
に
も
用
い
ら
れ
、
「
あ
り
通
ひ
仕
へ
ま
つ
ら
む
万
代
ま
で
に
」
（
Ⅳ
一
元
実
）

の
よ
う
に
奉
仕
の
意
を
も
含
む
も
の
も
あ
る
。
「
吉
野
川
石
と
柏
と
常
盤
な
す

わ
れ
は
通
は
む
万
代
ま
で
に
」
（
７
三
巴
も
同
様
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
当
面

歌
で
は
脇
「
千
代
に
ま
で
」
に
た
い
し
て
Ⅳ
「
わ
れ
も
」
で
あ
れ
ば
Ⅳ
「
通
は

む
」
は
こ
れ
ら
と
同
じ
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
通
説
の
解
釈
に
有
利
で

あ
る
。
た
だ
、
男
も
女
も
通
っ
て
来
る
と
い
う
言
い
方
は
変
だ
と
い
っ
た
が
、

ｖ
紅
の
裾
引
く
道
を
中
に
置
き
て
わ
れ
か
通
は
む
君
か
来
ま
さ
む

一
は
云
は
く
、
裾
つ
く
川
を
、
又
日
は
く
、
待
ち
に
か
待
た
む（、一天三二

の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
女
が
通
う
の
は
お
か
し
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
て
．

本
歌
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

肥
「
忘
る
と
思
ふ
な
」
が
恋
の
当
事
者
間
の
言
で
あ
る
と
見
て
、
妬
も
当
事

３

（６）

Ⅳ
蛆
の
「
わ
れ
」
を
神
と
考
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
歌
中
の
「
わ
れ
」

は
し
ば
し
ば
〈
神
〉
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
面
歌
も
そ
う
考
え
る
こ
と

が
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〈
う
た
い
手
〉
を
女
と
し
て
く
わ
れ
〉
は
夢
に

現
わ
れ
た
く
神
〉
、
妬
以
降
を
夢
中
の
〈
神
〉
の
祝
福
と
守
護
の
言
葉
と
見
た

い
と
い
う
の
が
稿
者
の
考
え
で
あ
る
。
そ
う
解
す
れ
ば
加
の
「
わ
が
宿
た
る
」

が
い
き
て
く
る
し
、
「
わ
れ
も
」
と
い
う
こ
と
も
不
都
合
で
は
な
く
、
肥
の

「
忘
る
と
思
ふ
な
」
の
仕
え
る
者
の
言
と
し
て
は
適
切
で
な
い
と
い
う
こ
と
も

解
消
さ
れ
る
。
ｕ
皿
の
〈
待
つ
女
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
に
持
つ
こ
と
、
「
家
」

が
単
に
建
造
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
〈
う
た
い
手
〉
を
女
と
考
え
れ
ば
い

きてくる。
Ｏ
で
は
女
は
男
を
待
ち
か
ね
て
夢
の
逢
瀬
を
願
っ
て
い
る
。
加
以
降
を
こ
れ

に
重
ね
て
見
れ
ば
、
ｕ
は
待
ち
か
ね
て
転
寝
の
う
ち
に
見
え
た
世
界
と
考
え
ら

者
す
な
わ
ち
、
咽
は
女
、
肥
を
男
と
し
て
問
答
の
よ
う
に
考
え
て
見
た
の
だ

が
、
肥
は
は
ず
し
て
長
歌
の
中
だ
け
で
見
る
と
、
蛸
は
室
寿
の
ｐ
ｑ
と
の
類
似

が
あ
り
、
「
君
」
を
誘
う
言
葉
は
祝
福
す
る
周
囲
の
者
た
ち
の
言
と
見
て
さ
し

つかえない。

以
上
、
〈
う
た
い
手
〉
を
家
の
造
作
に
か
か
わ
っ
た
者
と
見
る
通
説
は
合
理

的
な
の
だ
が
、
そ
う
解
す
る
に
は
疑
問
の
あ
る
表
現
を
見
て
来
た
。
後
半
部
に

は
「
待
つ
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
背
景
に
あ
る
表
現
や
、
「
宿
た
る
」
な
ど
と
い

う
無
い
方
が
わ
か
り
や
す
い
表
現
が
あ
り
、
室
寿
と
い
っ
て
も
苦
労
し
て
造
作

し
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
承
で
直
接
家
を
讃
め
る
言
葉
も
な
く
、
家
主
を

讃
め
る
表
現
も
な
い
。
「
来
ま
せ
大
君
よ
」
は
祝
婚
に
ふ
さ
わ
し
く
、
「
忘
る

と
思
ふ
な
」
は
仕
え
る
者
の
言
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
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れ
る
。
「
朝
月
夜
」
は
夜
が
白
承
か
け
る
頃
、
「
さ
や
か
に
」
は
「
さ
や
」
が

く
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
か
ら
神
の
出
現
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
〈
神
〉

が
〈
仏
〉
に
代
る
と
平
安
の
女
た
ち
の
夢
見
や
「
仏
は
常
に
い
ま
せ
ど
も
、
現

な
ら
ぬ
ぞ
あ
は
れ
な
る
人
の
音
せ
ぬ
暁
に
ひ
そ
か
に
夢
に
見
え
た
ま
ふ
」

（
梁
塵
秘
抄
）
の
よ
う
な
世
界
と
な
る
、
そ
ん
な
世
界
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
チ
ラ
リ
と
現
わ
れ
て
す
っ
と
消
え
て
し
ま
う
、
定
か

な
ら
ぬ
出
現
だ
が
女
に
は
確
か
な
も
の
と
見
え
た
、
だ
か
ら
異
界
の
も
の
が
退

散
す
る
暁
つ
ま
り
「
朝
月
夜
」
で
あ
り
、
女
に
と
っ
て
確
か
だ
っ
た
と
い
う

「
さ
や
か
に
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
女
が
待
っ
て
い
た
の
は
Ｏ
で
は
〈
神
〉

で
は
な
く
、
男
で
あ
る
。
夢
中
の
神
の
言
葉
は
女
の
願
い
で
あ
る
し
、
「
通
い

婚
」
は
常
に
神
婚
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
男
と
神
は
し
ば
し
ば
重
な
る

が
、
こ
こ
で
は
鮒
を
〈
神
〉
の
言
葉
と
す
れ
ば
男
と
神
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
〈
う
た
い
手
〉
を
女
と
し
て
も
迎
え
ら
れ
る
男
と
対
の
関
係
で

は
な
い
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
家
刀
自
が
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
そ
の
点
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
祝
婚
と
神
に
つ
い
て
。
講
談
社
文
庫
が
「
祝
婚
の
た
め
の
神
へ
の
献

歌
」
と
い
う
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

あ

も

い
ぼ
よ
る
づ

①
葦
原
の
瑞
穂
の
国
に
手
向
け
す
と
天
降
り
ま
し
け
む
五
百
万

ち
よ
ろ
づ

か
み
よ

み
も
る

千
万
神
の
神
代
よ
り
言
ひ
続
ぎ
来
た
る
神
南
備
の
三
諸
の
山
は

く
れ
な
ゐ

春
さ
れ
ば
春
霞
立
ち
秋
行
け
ば
紅
に
ほ
ふ
神
南
備
の
三
諸
の

み

産

は

や

む

臘

神
の
帯
に
せ
る
明
日
香
の
川
の
水
脈
速
承
生
し
た
め
難
き
石

丈
く
ら
こ
け
む

あ
た
ら
よ

こ
と
は
か
り

剣
刀
斎
ひ
祭
れ
る
神
に
し
坐
せ
ぱ
（
週
三
壱
）

末
三
句
「
剣
刀
斎
ひ
祭
れ
る
神
に
し
座
せ
ぱ
」
と
あ
る
か
ら
常
に
奉
祭

す
る
神
に
「
石
枕
羅
生
す
ま
で
」
の
通
婚
の
「
事
計
」
を
夢
で
示
せ
と
要
請
し

神
の
丈
く
ら
こ
垂

ｌ

枕
蕊
枕
羅
生
す
ま
で

つ
る
ぎ
た
ち
い
は
玄
つ

新
夜
の
さ
き
く
通
は
む
事
計
夢
に
見
せ
こ
そ

堂

て
い
る
。
①
は
男
女
い
づ
れ
の
立
場
の
歌
と
も
と
れ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
①

で
は
〈
神
〉
と
男
は
重
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
事
計
夢
に
見
せ
こ
そ
」
と

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
「
事
計
」
は
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い

ブ（句◎

け

②
う
た
て
異
に
心
い
ぶ
せ
し
事
計
よ
く
せ
わ
が
背
子
逢
へ
る
時
だ
に（廻二茜む

よ
そ

つ

③
外
に
ゐ
て
恋
ふ
る
は
苦
し
吾
妹
子
を
継
ぎ
て
相
見
む
事
計
せ
よ
（
名
奏
）

し
ま
し

④
常
か
く
し
恋
ふ
れ
ば
苦
し
暫
く
も
心
や
す
め
む
事
計
よ

（蚫元つＣ

ゐ

た
ま
だ
す
な

⑤
独
り
居
て
恋
ふ
れ
ば
苦
し
玉
律
か
け
ず
忘
れ
む
言
量
も
が
（
些
全
Ｃ

③
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
。
④
は
誰
に
向
っ
て
言
っ
て
い
る
の
か
、
逢
い
た

い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
⑤
も
忘
れ
る
「
事
計
」
が
欲
し
い
と
い
う
。
②
は

「
背
子
」
に
向
っ
て
言
っ
て
い
る
の
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
逢
っ
て
い
る

時
に
「
事
計
」
を
せ
よ
と
い
う
。
②
ｌ
⑤
に
共
通
し
て
い
る
の
は
「
苦
し
」

「
い
ぶ
せ
し
」
と
い
う
状
態
を
払
う
こ
と
が
「
事
計
」
で
あ
る
。
①
の
「
さ

き
く
」
は
「
事
計
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
ろ
う
。
散
文
に
「
こ
と
は
（７）

か
り
」
は
見
え
ず
、
「
は
か
り
こ
と
」
（
策
・
謀
・
略
・
謨
）
が
承
ら
れ
る
。

逆
語
序
で
あ
ろ
う
か
。
特
別
な
方
策
や
思
慮
で
あ
る
。
特
別
な
方
策
は
神
の
も

の
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
後
述
⑥
の
「
言
の
障
」
は
「
き
さ
く
」
の
反
対
つ

ま
り
「
事
計
」
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
状
態
を
言
う
と
思
わ
れ
る
が
、
だ
と
し

た
ら
こ
の
ハ
カ
は
ハ
カ
ド
ル
・
ハ
カ
ガ
ュ
ク
の
ハ
カ
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。

「
事
計
」
は
こ
と
を
障
り
な
く
す
ら
す
ら
進
行
さ
せ
る
手
立
て
。
「
羅
生
す
ま

で
に
新
夜
の
」
は
「
の
」
を
〈
の
よ
う
に
〉
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
解
さ
な

い
と
「
蕊
生
す
ま
で
に
新
夜
」
と
い
う
の
が
変
だ
か
ら
だ
が
、
本
来
は
一
夜
一

夜
が
新
夜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
神
の
世
界
と
こ
の
世
（
あ
る
い
は

夜
と
昼
）
は
切
れ
て
い
て
通
常
は
通
交
不
可
能
、
し
た
が
っ
て
常
に
神
婚
は
一
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回
限
り
の
こ
と
を
示
す
。
「
新
夜
」
が
「
蕊
生
す
ま
で
」
繰
り
返
さ
れ
る
と
い

う
不
可
能
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、
「
羅
生
す
ま
で
に
新
夜
の
さ
き
く
通
は

む
」
と
い
う
の
は
つ
ま
り
神
が
通
っ
て
来
る
の
と
同
じ
状
態
の
こ
と
で
、
「
事

計
」
は
通
婚
の
手
立
て
で
神
の
通
い
方
、
「
事
計
夢
に
見
せ
こ
そ
」
は
そ
れ
を

夢
で
示
せ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
生
産
叙
事
な
ら
ぬ
神
婚
叙
事
？
と

で
も
言
お
う
か
、
と
も
か
く
神
授
の
婚
姻
法
と
い
う
こ
と
と
言
っ
て
良
さ
そ
う

で
あ
る
。
②
が
逢
っ
て
い
る
の
に
「
心
い
ぶ
せ
し
」
「
事
計
よ
く
せ
わ
が
背

子
」
と
い
う
の
は
神
の
教
え
の
通
り
に
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る。当
面
歌
の
考
察
に
関
し
て
①
は
通
婚
の
方
途
を
神
に
乞
う
こ
と
、
そ
れ
は
夢

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
二
点
を
示
唆
す
る
。
さ
ら
に
神
は
常
に
奉

斎
す
る
神
で
あ
る
こ
と
、
通
婚
の
方
途
は
神
授
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
読
承
取
れ
る
。

よ

⑥
菅
の
根
の
ね
も
こ
の
ご
ろ
に
わ
が
思
へ
る
妹
（
君
）
に
縁
り
て
は

こ
と
さ
へ

い

は

ひ

ぺ

い

は

ほ

す

言
の
障
も
無
く
て
あ
り
こ
そ
と
斎
盆
を
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
竹
珠
を

ぬ

た

か

み

の

い

た

間
な
く
貫
き
垂
れ
天
地
の
神
紙
を
そ
吾
が
祈
む
甚
も
す
べ
無
承

（咽三一金）

こ
れ
も
神
に
二
人
の
関
係
が
ス
ム
ー
ス
に
い
く
よ
う
に
願
う
歌
、
異
伝
が
二

首
あ
る
。
「
事
計
」
を
示
せ
と
は
言
っ
て
い
な
い
が
「
言
の
障
も
無
く
て
あ

り
こ
そ
と
」
「
神
紙
」
を
「
祈
む
」
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
障
害
が
あ
れ
ば
そ

れ
を
取
り
の
ぞ
く
方
法
を
神
に
乞
う
こ
と
に
な
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
〈
う

た
い
手
〉
は
①
は
男
女
い
ず
れ
で
も
よ
く
ま
た
当
事
者
で
な
く
て
も
よ
い
が
⑥

は
当
事
者
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
祝
婚
で
は
は
な
い
が
神
を
祭
る
歌
、
大
伴
坂
上
郎
女
の
作
。

あ

き

み
こ
と

さ
か
き

⑦
ひ
さ
か
た
の
天
の
原
よ
り
生
れ
来
た
る
神
の
命
奥
山
の
賢
木

し
ら
か

ゆ
ふ

い
は
ひ
ぺ

の
枝
に
白
香
つ
け
木
綿
と
り
付
け
て
斎
盆
を
斎
ひ
ほ
り
す
ゑ

た

か

だ

室

し

じ

ぬ

た

し

し

た
わ
や
め

竹
玉
を
繁
に
貫
き
垂
れ
鹿
猪
じ
も
の
膝
折
り
伏
し
弱
手
女
の

お
す
ひ
取
り
懸
け
か
く
だ
に
も
わ
れ
は
恋
ひ
む
な
君
に
逢
は
ぬ
か

Ｊ

ｂ

（

３

一

一

壱

九

）

反
歌

ゆ
ふ
だ
た
み

》》

木
綿
畳
手
に
取
り
持
ち
て
か
く
だ
に
も
わ
れ
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
ぬ
か
も

（ｎ．三八つ）

右
の
歌
は
、
天
平
五
年
の
冬
十
一
月
を
以
ち
て
、
大
伴
の
氏
の
神
に

供
へ
祭
る
時
に
い
さ
さ
か
こ
の
歌
を
作
れ
り
。
故
に
神
を
祭
る
歌
と

いふ。

歌
の
内
容
は
、
一
’
四
句
が
神
へ
の
呼
び
掛
け
、
五
’
一
六
句
が
神
の
祭
り

方
、
最
後
の
三
句
が
〈
こ
ん
な
に
し
て
わ
た
し
は
恋
し
て
い
る
。
あ
な
た
（
神
）

に
逢
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
ｌ
逢
う
は
ず
だ
〉
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
は
神

を
迎
え
る
巫
女
の
立
場
の
歌
で
あ
る
。
五
’
一
六
句
の
祭
り
方
は
巫
女
の
姿
に

な
っ
て
い
る
事
を
い
う
。
そ
し
て
、
末
句
は
恋
歌
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
祭
神

歌
」
は
容
易
に
新
夫
を
迎
え
る
〈
を
と
め
〉
の
歌
に
な
り
う
る
。
先
に
神
婚
叙

事
ｌ
神
授
の
婚
姻
法
ｌ
と
言
っ
た
が
、
こ
の
巫
女
の
姿
に
な
る
こ
と
が
お
そ
ら

く
女
の
側
の
そ
れ
に
当
た
る
と
い
っ
て
良
か
ろ
う
。
そ
し
て
当
然
男
の
側
の
そ

れ
も
あ
っ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

⑧
夢
に
見
て
衣
を
取
り
着
装
ふ
間
に
妹
が
使
い
そ
先
だ
ち
に
け
る
（
狸
三
三
）

あ
さ
と
で

あ
ゆ
ひ

も
す
そ

⑨
朝
戸
出
の
君
が
足
結
を
濡
ら
す
露
原
早
く
起
き
出
で
つ
つ
わ
れ
も
裳
裾
濡

ら

さ

な

（

ｕ

二

三

）
あ
し
よ
そ
ひ

⑩
天
に
あ
る
一
つ
棚
橋
い
か
に
か
行
か
む
若
草
の
妻
が
り
と
い
は
ぱ
足
荘

せ
む厳

五

三

琴

「
よ
そ
ふ
」
は
旅
や
葬
儀
の
装
束
に
用
い
ら
れ
る
い
わ
ば
非
日
常
の
姿
に
な
る
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（８）こと
だ
か
ら
⑦
は
男
女
の
逢
会
が
同
じ
く
非
日
常
の
姿
で
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
八
千
矛
神
も
色
食
の
衣
を
着
て
い
る
（
記
歌
謡
四
）
。
女

が
巫
女
の
姿
に
な
り
男
は
神
の
姿
に
な
る
。
こ
の
過
程
は
神
授
の
婚
姻
法
の
一

部
と
い
え
よ
う
。
⑧
⑨
⑩
の
「
装
ふ
」
「
足
結
」
「
足
荘
厳
」
は
神
の
姿
に
な
る

こ
と
、
「
事
計
」
の
一
部
と
見
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
事
計
」
は
装
束
だ
け（９）

で
な
く
、
恋
の
通
い
路
が
特
殊
な
道
を
通
る
こ
と
な
ど
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
神
婚
叙
事
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
婚
姻
が
神
授
の

法
に
拠
っ
て
行
な
わ
れ
て
こ
そ
「
さ
き
く
通
」
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

た
い
と
ゑ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⑦
は
特
に
祝
婚
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
氏
の
神
を
祭
る
時
の
歌
だ
と
い

う
。
「
故
に
神
を
祭
る
歌
と
い
ふ
」
と
あ
る
の
は
、
「
祭
神
歌
」
と
い
う
の
は

こ
れ
ま
で
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
神
祭
は
こ
れ
以
前
に
も
行
な
わ
れ
て
い

た
に
違
い
な
い
か
ら
、
神
へ
の
祈
誓
は
歌
で
は
な
い
言
葉
で
行
な
わ
れ
て
い

た
、
そ
れ
が
歌
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
歌
は
祭
神
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
坂
上
郎
女
は
大
伴
の
家
刀
自
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
家
刀
自
が
神
祭

歌
を
作
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
新
室
寿
の
祝
婚
は
ｐ
ｑ
の
よ
う
に
当
事
者
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
周
囲
の
者
達
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
祝
婚
歌
は
家
刀
自

に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
と
考
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
歌
垣
で
は
老
人
の
誘
い
歌
が

（叩）
あ
っ
た
。
自
ら
の
若
い
時
を
歌
う
こ
と
で
若
者
を
け
し
か
け
た
り
も
し
た
で
あ

ろ
う
と
い
う
。
そ
れ
が
、
家
の
し
。
ヘ
ル
で
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
ｐ
ｑ
が
周
囲
の
者
の
歌
と
い
う
の
は
こ
れ
が
村
落
の
レ
ベ
ル
の
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
家
の
レ
ベ
ル
で
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
平
安
京
と
い
う
都
城

が
形
成
さ
れ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
都
城
は
奈
良
以
前
に
す
で
に
藤

原
京
が
あ
る
が
ゞ
地
域
的
に
も
規
模
の
上
で
も
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
新
た
な

（、）

共
生
空
間
Ⅱ
擬
似
共
同
体
を
な
し
た
と
い
え
よ
う
。

⑥
は
神
に
恋
の
成
就
を
願
う
歌
だ
が
①
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、
⑥
は
当
事
者

が
神
へ
祈
誓
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
恋
と
婚
と
の
違
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
ょ

う
。
婚
は
共
同
体
の
側
の
も
の
だ
が
、
恋
は
そ
れ
を
は
ゑ
出
す
も
の
だ
と
も
い

（皿）
わ
れ
る
が
、
婚
自
体
が
共
同
体
と
い
う
よ
り
、
家
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の

が
、
都
と
い
う
擬
似
共
同
体
の
中
で
、
そ
の
空
疎
な
う
そ
寒
さ
を
埋
め
る
よ
う

に
、
表
面
に
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
氏
文
な
ど
が
比
較
的
新
し
い
も

の
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
も
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
家
刀

自
祭
神
歌
は
そ
こ
に
現
わ
れ
た
。
ま
た
、
Ｏ
や
①
は
巻
咽
所
収
歌
で
あ
る
。
巻

岨
は
宮
廷
歌
謡
集
と
い
わ
れ
て
い
る
。
長
歌
で
あ
る
こ
と
が
そ
う
見
ら
れ
て
い

る
最
大
の
理
由
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
反
歌
を
添
え

（必）

る
形
は
古
く
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
現
存
の
姿
は
比
較
的
あ
た
ら
し
い
も
の
と

考
え
て
良
か
ろ
う
。

最
後
に
夢
の
逢
瀬
の
問
題
で
あ
る
が
、
ｏ
は
せ
め
て
夢
の
逢
瀬
を
と
願
う
歌

で
あ
り
、
①
は
「
事
計
」
を
夢
で
示
せ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
神
と
〈
待
つ

女
〉
の
対
に
な
る
べ
き
男
が
重
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
が
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
つ
け
く
わ
え
て
お
き
た
い
。

萬
葉
集
に
夢
の
逢
瀬
を
歌
う
歌
は
一
○
○
首
あ
ま
り
見
ら
れ
る
が
夢
に
神
が

現
わ
れ
た
と
言
う
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
夢
に
現
わ
れ
る
の
は
恋
す
る
対
象

で
、
家
持
の
「
放
逸
せ
る
鷹
を
夢
に
見
、
感
悦
び
て
作
れ
る
歌
」
に
「
少
女
」

が
夢
で
告
げ
た
金
・
邑
三
と
い
う
の
が
唯
一
の
例
外
。
神
の
お
告
げ
を
夢

（皿）

で
乞
う
こ
と
は
「
古
事
記
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
歌
が
祭
神
そ
の
も
の

で
は
な
い
こ
と
と
と
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。
恋
歌
の
中
で
夢
の
逢
会
は
魂
合
で

あ
っ
た
。
「
た
し
か
な
る
使
を
無
承
と
情
を
そ
使
に
遣
り
つ
夢
に
見
え
き
や
」
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特集・後期万葉

（
磐
六
茜
）
は
⑧
対
応
し
て
い
る
し
、
⑧
は
く
妹
の
姿
を
夢
に
見
た
か
ら
こ
れ
か

ら
出
掛
け
よ
う
は
装
束
を
整
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
妹
の
使
い
が
来
た
〉
と
い
う

も
の
で
、
夢
が
現
実
の
逢
会
の
予
兆
で
あ
る
。
一
方
魂
合
は
「
魂
合
は
ぱ
君
来

ま
す
や
と
」
（
超
三
其
）
「
魂
合
は
ぱ
相
寝
む
も
の
を
」
（
皿
二
三
の
よ
う
に
逢
会

の
前
段
階
で
あ
り
、
魂
合
と
夢
見
が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

神
の
出
現
を
乞
う
も
の
で
は
な
い
が
、
夢
見
は

如
何
な
ら
む
名
に
負
ふ
神
を
手
向
け
せ
ぱ
わ
が
思
ふ
妹
を
夢
に
た
だ
に
見
む

（ｕ・茜六）

都
路
を
遠
承
か
妹
が
こ
の
こ
ろ
は
祈
ひ
て
宿
れ
ど
夢
に
見
え
来
ぬ
一
（
４
・
英
ち

さ
ね
葛
の
ち
も
逢
は
む
と
夢
の
承
に
祈
誓
ひ
わ
た
り
て
年
は
経
に
つ
つ

（ｕ・一西七む

な
ど
神
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
〈
う
け
ひ
〉
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
て
い

る。吾
妹
子
に
恋
ひ
て
す
べ
な
み
白
拷
の
袖
返
し
し
は
夢
に
見
え
き
や
（
ｕ
・
天
三
）

わ
が
背
子
が
袖
返
す
夜
の
夢
な
ら
し
ま
こ
と
も
君
に
逢
へ
り
し
如
し（ｎ．一六三）

等
に
見
ら
れ
る
「
袖
返
す
」
は
お
そ
ら
く
共
寝
の
形
、
先
に
見
た
よ
う
に
そ
れ

は
神
婚
の
ス
タ
イ
ル
で
、
そ
の
通
り
に
す
れ
ば
共
寝
を
し
た
の
と
同
じ
こ
と
、

つ
ま
り
夢
で
の
逢
会
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

恋
歌
は
し
ば
し
ば
神
婚
を
な
ぞ
る
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。
先
に
「
祭
神
歌
」
に

関
し
て
、
歌
は
神
祭
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
の
べ
た
が
、
歌
は
常
に
「
よ
そ
ほ

い
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
祭
神
歌
」
も
神
祭
の
場
で
は
な
く
、

他
の
場
で
神
祭
を
す
る
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
用
い
ら
れ
方
を
し
て

い
る
と
み
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
男
を
待
つ
女
と
い
う
場

が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。
夢
見
が
魂
合
同
様
現
実
の
逢
会
の
予
兆
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
当
面
歌
に
お
い
て
は
当
事
者
な
ら
ぬ
家
刀
自
の
奉
斎
す
る

神
の
出
現
と
し
て
婿
ど
り
の
実
現
が
約
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
祝
婚
の

形
の
こ
そ
家
刀
自
の
室
寿
で
あ
っ
た
。

最
後
に
道
行
き
表
現
に
つ
い
て
付
言
し
、
当
面
歌
を
家
刀
自
の
祝
婚
歌
と
し

て
解
釈
す
る
。
前
半
道
行
き
表
現
は
遷
都
の
時
の
も
の
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

が
、
具
体
的
地
名
を
列
挙
す
る
の
は
神
は
国
ま
ぎ
に
よ
っ
て
よ
き
地
に
鎮
座
す

る
と
い
う
地
名
起
源
説
話
と
対
応
す
る
神
の
巡
行
で
あ
る
か
ら
新
都
の
地
を
誉

め
る
こ
と
に
な
る
が
、
通
説
の
よ
う
に
道
行
き
が
室
寿
で
は
な
く
、
ま
た
５
．

６
は
妹
・
妻
の
力
に
よ
る
旅
の
安
全
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
藤
原
の
地
で
奉
斎

（皿）

し
て
い
た
神
の
力
に
よ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
後
半
か
ら
は
女
の
歌
と
す
る

の
が
よ
い
が
、
「
家
」
は
建
物
と
い
う
よ
り
魂
の
帰
属
す
る
場
と
も
い
う
べ
き

と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
そ
の
中
心
た
る
家
刀
自
が
〈
う
た
い
手
〉
と
考
え
ら
れ

る
。
家
刀
自
で
あ
れ
ば
「
わ
れ
も
通
は
む
」
や
「
忘
る
と
思
ふ
」
な
の
不
都
合

も
解
消
さ
れ
た
全
編
一
連
の
も
の
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
が
、
妬
以
降

を
夢
に
現
わ
れ
た
神
の
言
葉
と
見
た
い
と
い
う
の
は
「
か
へ
り
承
」
し
つ
つ
道

行
き
を
続
け
た
こ
と
が
故
郷
の
神
の
勧
請
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

（略）

り
、
ま
た
皿
の
よ
う
な
寒
夜
の
〈
家
作
り
〉
は
神
の
加
護
に
よ
る
と
承
る
べ
き

だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

故
郷
の
飛
鳥
は
あ
れ
ど
あ
を
に
よ
し
平
城
の
明
日
香
を
見
ら
く
し
好
し
も

（《ｂユユニ）

は
類
す
る
歌
と
見
ら
れ
る
。
元
興
寺
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
単
な
る
建
物
誉
め

で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
歌
こ
そ
新
都
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。

も

り

⑫
玉
主
に
玉
は
授
け
て
か
つ
が
つ
も
枕
と
わ
れ
は
い
ざ
二
人
寝
む
（
４
奎
己

は
娘
に
婿
を
迎
え
た
家
刀
自
の
歌
と
い
え
よ
う
。
〈
床
さ
り
〉
を
思
わ
せ
る
。

娘
へ
の
祝
婚
が
、
か
つ
て
の
自
ら
、
神
を
奉
斎
す
る
今
と
重
な
っ
て
い
る
の
が
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暁の夢・家刀自の室寿

⑫
で
あ
り
、
当
面
歌
の
後
半
で
あ
る
。

「
か
へ
り
み
」
に
よ
っ
て
故
郷
の
神
の
加
護
を
求
め
、
道
行
き
に
よ
っ
て
そ

の
神
と
と
も
に
新
居
に
い
た
り
、
新
居
が
「
家
」
と
な
る
婿
迎
え
を
祈
念
す
る

「
家
作
り
」
が
神
の
加
護
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
婿
迎
え
に
よ
っ
て
家
刀
自

の
「
家
作
り
」
は
完
了
し
、
新
居
の
中
心
は
新
婚
の
娘
に
な
る
。
「
わ
れ
も
通

は
む
」
は
家
作
り
の
完
了
と
と
も
に
去
る
神
の
言
葉
で
あ
る
。
〈
神
の
言
葉
〉

は
終
始
家
刀
自
の
願
い
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
ゞ
「
国
見
と
道
行
」
『
想
像
力

（
２
）
「
川
隅
」
は
妬
三
八
二
八
一

ず
れ
も
〈
道
行
き
〉
で
は
な
い
。

（４）（５）（６）（７） （
３
）
「
家
に
あ
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕
旅
に
臥
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ
」
（
３

空
ろ
な
ど
で
は
「
家
」
と
「
旅
」
が
対
置
さ
れ
「
草
枕
旅
の
宿
り
に
誰
か
夫
か

国
忘
れ
た
る
家
待
た
ま
く
に
」
（
３
璽
宍
）
な
ど
で
は
国
と
家
が
対
句
を
な
し
て
入

れ
替
え
可
能
な
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

（
９
）
古
橋
信
孝
『
古
代
の
恋
愛
生
活
』

（
、
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
の
世
界
』

（
ｕ
）
地
域
的
に
は
奈
良
に
対
し
て
藤
原
は
広
い
意
味
で
は
明
日
香
（
古
郷
）
の
う

ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ａ
の
題
詞
・
歌
に
も
見
ら
れ
る

（
⑫
）
呉
哲
男
「
都
市
と
庭
園
」
『
日
本
文
学
』
Ｗ
・
５

（
咽
）
太
田
善
麿
『
古
代
思
潮
論
Ⅳ
』
「
万
葉
集
巻
十
三
の
含
む
機
別
」

（
皿
）
崇
神
紀
の
大
物
主
な
ど
。

（
妬
）
故
郷
の
神
で
は
な
い
が
「
吾
は
皇
御
孫
命
の
前
後
に
立
ち
て
、
不
破
に
送
り

（
８
）
『
古
代
語
誌
』
「
よ
る
」
の
条

前紀）
〕
）
「
万
葉
離
宮
儀
礼
歌
の
位
相
」
『
相
模
国
文
』
加
号

〕
）
研
究
会
で
の
古
橋
信
孝
氏
の
発
言
に
よ
る

-
）
「
従
彼
神
謀
乃
使
堆
往
候
之
」
（
神
代
紀
）
「
運
神
策
於
沖
衿
」
（
神
武
即
位
前

紀
）
「
強
起
雄
略
上
蒙
神
祇
之
霊
、
下
藷
群
臣
之
助
、
振
兵
甲
而
度
嶮
浪
」
（
神
功

古
典
文
学
体
系
本
の
訓
に
よ
る

「
国
見
と
道
行
」
『
想
像
力
と
様
式
』

「
川
隅
」
は
妬
三
八
二
八
に
、
「
水
隈
」
は
ｕ
二
八
三
七
に
見
ら
れ
る
が
い

奉
り
て
還
る
。
今
も
且
官
軍
の
中
に
立
ち
て
守
護
り
ま
つ
る
」
（
天
武
紀
）
な
ど

神
が
領
導
す
る
例
は
あ
る

（
“
）
葛
城
の
神
や
箸
墓
は
昼
は
人
が
造
り
夜
は
神
が
造
っ
た
と
い
う
（
崇
神
紀
）
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