
古事記研究史と「も」の発見

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
小
特
集
・
古
代
文
学
研
究
の
現
状
と
展
望

亀
井
孝
は
高
名
な
論
文
「
古
事
記
は
よ
め
る
か
」
の
中
で
、
「
古
事
記

が
、
後
世
の
学
者
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
か
な
づ
け
を
ほ
ど
こ

さ
れ
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
の
、
ヤ
ス
マ
ロ
に
と
っ
て
想
像
も
及
ば
ぬ
と
こ

ろ
だ
っ
た
こ
と
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
い
」
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
発
言

は
本
居
宣
長
『
古
訓
古
事
記
』
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

指
摘
の
は
ら
む
射
程
距
離
に
は
深
い
も
の
が
あ
る
。
実
際
の
例
に
即
し
て

み
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
『
古
事
記
』
下
巻
、
仁
徳
天
皇
条
の
女
鳥
王

と
速
総
別
王
の
反
逆
の
物
語
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
反
乱
は
将
軍
大
盾
連

に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
際
大
盾
連
は
女
鳥
王
の
手
に

巻
か
れ
て
い
た
腕
飾
り
を
奪
い
取
り
、
そ
れ
を
自
分
の
妻
に
与
え
て
し
ま

う
。
後
日
、
酒
宴
の
席
で
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
皇
后
石
之
日
売
命
は
、
大

盾
連
の
臣
下
と
し
て
の
道
に
反
す
る
行
為
を
断
罪
し
て
、
次
の
よ
う
に
言

、『・ノ。

夫
之
奴
乎
、
所
纒
己
君
之
御
手
玉
釦
、
舩
層
燗
剥
持
来
、
即
与
己

妻
、
乃
給
死
刑
也
。

こ
の
う
ち
、
「
紗
膚
焔
」
の
一
文
を
宣
長
は
「
ハ
ダ
モ
ア
タ
タ
ヶ
キ
｜
こ

と
訓
む
く
し
と
し
て
、
助
詞
「
も
」
を
添
え
た
理
由
に
つ
い
て
述
べ
る
。

さ
て
波
陀
母
と
、
母
て
ふ
辞
を
添
え
て
訓
め
る
は
、
事
を
緩
や
か
に

云
な
り
。
試
せ
り
て
、
未
だ
唐
も
冷
め
ざ
る
ほ
ど
に
、
い
た
は
り
も

な
く
、
剥
ぎ
取
れ
る
し
わ
ざ
の
、
情
け
な
く
む
く
つ
け
き
こ
と
を
詔

ふ
な
り
。
（
「
古
事
記
伝
一
三
十
七
之
巻
）

古
事
記
研
究
史
と
「
も
」
の
発
見

周
知
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
の
語
り
に
は
サ
ホ
ビ
コ
・
サ
ホ
ビ
メ
の

反
乱
説
話
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
滅
び
ゆ
く
敗
者
へ
の
限
り
な
い
共
感
の

物
語
が
あ
る
。
『
古
事
記
』
テ
キ
ス
ト
は
、
女
烏
王
と
速
総
別
王
の
反
逆

の
物
語
に
も
そ
れ
に
準
じ
る
位
置
を
与
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
だ

が
、
そ
れ
と
は
別
次
元
の
訓
読
の
問
題
と
し
て
、
「
舩
膚
燗
」
を
「
ハ
ダ

モ
ア
タ
タ
ケ
キ
ー
こ
と
い
う
よ
う
に
「
も
」
を
訓
み
添
え
る
表
記
上
の
根

拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
宣
長
は
前
後
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
死
ん

で
間
も
な
い
女
烏
王
の
身
体
か
ら
腕
飾
り
を
奪
い
取
る
大
盾
連
の
残
忍
さ

を
強
調
す
る
た
め
に
、
『
古
事
記
』
本
文
に
は
な
い
感
動
・
詠
嘆
の
「
も
」

を
発
見
し
て
訓
み
添
え
、
そ
こ
に
さ
ら
な
る
共
感
の
共
同
性
を
期
待
し
た

のだ。と
こ
ろ
で
、
時
枝
誠
記
は
「
国
語
学
原
論
』
の
中
で
、
言
語
の
存
在
条

件
と
し
て
「
場
面
」
を
あ
げ
、
場
所
の
概
念
が
単
に
空
間
的
位
置
的
な
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
場
面
は
同
時
に
そ
の
場
の
態
度
、
気
分
、
感
情

を
含
み
、
「
詞
」
と
「
辞
」
か
ら
な
る
日
本
語
文
は
、
後
者
の
「
辞
」
（
態

度
、
気
分
、
感
情
）
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

宣
長
の
『
古
事
記
」
本
文
に
は
な
い
「
も
」
の
発
見
は
、
こ
の
時
枝
理

論
に
符
合
す
る
も
の
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
古
事
記
』
の
「
す
べ

て
に
わ
た
っ
て
か
な
づ
け
を
ほ
ど
こ
す
」
『
古
訓
古
事
記
』
の
意
義
は
こ

か
ら
ど
こ
ろ

こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
意
た
る
漢
字
・
漢
文
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

言
葉
を
超
克
す
る
も
の
こ
そ
、
そ
れ
自
体
で
は
意
味
の
な
い
「
辞
」
（
態

且ハ

哲
男
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景と心

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
小
特
集
・
古
代
文
学
研
究
の
現
状
と
展

度
、
気
分
、
感
情
Ⅱ
も
の
の
あ
は
れ
）
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
問

題
で
あ
る
の
は
、
そ
の
後
、
現
代
に
い
た
る
す
べ
て
の
「
古
事
記
」
注
釈

書
が
こ
の
宣
長
の
訓
み
を
無
自
覚
に
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

古
代
和
歌
・
古
代
歌
謡
の
景
の
表
現
と
心
の
表
現
に
つ
い
て
、
野
田
浩

子
は
、
景
は
神
の
心
の
表
れ
で
あ
り
、
表
現
さ
れ
る
心
は
そ
の
景
に
よ
っ

て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
き
（
『
万
葉
集
の
叙
景
と
自
然
』
一
九
九

五
）
、
猪
股
と
き
わ
は
歌
の
心
は
外
か
ら
懇
い
て
く
る
も
の
と
し
て
神
の

側
の
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
（
『
古
代
文
学
』
妬
一
九
八
七
・

三
）
。
一
方
、
森
朝
男
は
、
景
の
表
現
と
心
の
表
現
と
の
関
係
は
「
〈
つ
な

ぎ
〉
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
〈
重
ね
〉
の
関
係
に
あ
」
り
、
両
者

の
関
係
の
由
来
は
「
二
人
以
上
な
い
し
は
二
群
以
上
の
歌
い
手
の
混
成
的

な
歌
い
重
ね
に
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
含
古
代
和
歌
の
成
立
」
一
九

九
三
）
。
こ
、
フ
し
た
野
田
・
猪
股
と
森
の
見
解
を
総
合
す
れ
ば
、
景
の
表

現
は
神
の
世
界
を
眼
差
す
人
の
立
場
の
表
現
で
あ
り
、
心
の
表
現
は
神
の

世
界
に
転
位
し
た
神
の
立
場
の
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
拙
稿
・

『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
九
五
・
五
）
が
、
近
藤
信
義
は
こ
れ
を
音
噛
論

の
立
場
か
ら
検
証
し
て
、
転
位
に
は
音
が
関
っ
て
お
り
、
景
が
放
出
す
る

音
が
歌
い
手
を
懸
依
状
態
へ
と
リ
ー
ド
し
て
ゆ
く
こ
と
を
論
じ
て
い
る

二
音
嚥
論
」
一
九
九
七
）
。
こ
の
近
藤
の
考
え
方
は
記
紀
歌
謡
、
と
り
わ

け
記
歌
謡
を
捉
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
女
鳥
王
の
記
開
「
雲

景
と
心
ｌ
古
代
歌
講
究
鬘
Ｉ

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
呉
哲
男
「
文
字
の
衝
撃
」
（
「
書
く
こ
と
の
文

学
』
所
収
）
で
論
じ
た
。

時
に
歌
っ
た
記
別
「
ａ
ち
は
や
人
宇
治
の
渡
り
に
渡
り
瀬
に
立
て

雀
は
天
に
翔
る
高
行
く
や
速
総
別
鶴
鶇
取
ら
さ
れ
」
は
、
雲
雀

の
雄
と
雌
、
神
の
ヲ
ト
コ
と
ヲ
ン
ナ
の
関
係
を
表
す
景
を
外
部
か
ら
眼
差

す
歌
い
手
が
、
そ
の
景
に
響
く
雲
雀
の
頻
り
な
る
声
に
巻
き
込
ま
れ
て
神

の
側
に
転
位
し
、
神
の
ヲ
ン
ナ
と
な
っ
て
ヲ
ト
コ
ヘ
の
激
情
を
表
す
と
い

う
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
治
稚
郎
子
が
大
山
守
を
水
死
せ
し
め
た

ざ
梓
弓
ま
ゆ
み
」
に
つ
い
て
、
ａ
・
ざ
の
「
梓
弓
ま
ゆ
み
」
を
死
者
大
山

守
と
す
る
通
説
で
は
物
語
に
矛
盾
す
る
こ
と
か
ら
、
最
近
、
居
駒
永
幸

が
、
ａ
・
ざ
は
神
樹
の
下
で
の
男
女
の
出
逢
い
と
い
う
表
現
様
式
を
踏
ま

え
て
大
山
守
と
そ
の
妻
の
ゆ
か
り
の
木
で
あ
る
「
檀
」
を
表
し
、
ｂ
は
そ

の
「
檀
」
を
伐
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
大
山
守
を
鎮
魂
し
て
い
る
の
だ
と

述
べ
て
い
る
（
『
日
本
文
学
』
二
○
○
○
・
六
）
が
、
こ
の
居
駒
説
は
従

来
の
説
と
同
様
、
記
別
に
響
い
て
い
る
声
を
無
視
し
て
い
る
。
記
別
は
大

山
守
を
端
し
討
ち
に
し
た
宇
治
稚
郎
子
の
歌
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
宇
治
稚

郎
子
と
そ
の
兵
の
敵
意
と
噸
笑
の
声
が
響
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
ｂ
の
心
の
表
現
は
大
山
守
を
潮
笑
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
梓
弓
ま
ゆ
み
ｂ
い
伐
ら
む
と
心
は
思
へ
ど
・
・
・
い
伐
ら
ず
そ
来
る

佐
藤

和

一塁ロ
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