
記紀歌謡表現論

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
特
集
・
方
法
論
の
検
証
ｌ
古
代
文
学
の
「
読
み
」
を
保
証
す
る
も
の

景
の
表
現
と
心
の
表
現
が
対
応
し
て
い
る
古
代
歌
謡
・
古
代
和
歌
に
お

い
て
、
そ
の
景
の
表
現
が
神
の
世
界
を
眼
差
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
古

代
文
学
研
究
に
お
け
る
表
現
論
の
展
開
の
中
で
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
古
橋
信
孝
は
景
の
表
現
に
神
授
の
生
産
方
法
を
語

る
生
産
叙
事
の
表
現
や
神
の
巡
行
を
語
る
巡
行
叙
事
の
表
現
が
少
な
く
な

（００）

い
こ
と
を
指
摘
し
、
高
野
正
美
は
序
歌
の
景
が
神
話
性
や
神
聖
性
を
持
つ

（２）

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
更
に
、
野
田
浩
子
は
こ
れ
ら
の
論

を
受
け
て
、
景
は
神
の
心
の
表
れ
で
あ
り
、
表
現
さ
れ
る
心
は
そ
の
景
に

（３）

よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
野
田
の
景
と
心
の

把
握
は
、
万
葉
集
の
属
物
発
思
歌
は
も
と
よ
り
、
寄
物
陳
思
歌
の
理
解

や
、
古
今
集
仮
名
序
冒
頭
部
の
理
解
に
ま
で
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
歌
い

手
の
心
を
主
と
し
、
景
を
従
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
旧
来
の

理
解
に
対
し
て
、
抜
本
的
な
見
直
し
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
景
と
心

の
関
係
の
把
握
が
未
だ
一
元
的
で
あ
っ
た
よ
、
フ
に
思
わ
れ
る
。
と
い
、
フ
の

は
、
表
現
さ
れ
る
心
は
景
に
よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
心
の
表
現
は
景
の
内
部
に
転
位
し
て
成
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
景
の

外
部
に
あ
り
続
け
て
な
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
、
通
時
的
な
変
容

と
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
共
時
的
な
差
異
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
指

記
紀
歌
謡
表
現
論

Ｉ
磐
姫
物
語
の
差
異
を
読
む
Ｉ

摘
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
古
事
記
の
、
倭
建
が
亡
く
な
っ
た
時
に

后
達
が
歌
っ
た
と
語
ら
れ
る
（
以
下
、
記
紀
の
引
用
は
古
典
文
学
大
系
に

拠
り
、
歌
謡
番
号
は
同
『
古
代
歌
謡
集
』
に
拠
る
）
、

な
づ
き
の
田
の
稲
幹
に
稲
幹
に
詞
ひ
廻
ろ
ふ
野
老
蔓（記弘）

は
、
そ
の
表
現
だ
け
か
ら
言
え
ば
、
后
達
が
倭
建
の
死
骸
に
ま
と
わ
り
つ

く
の
を
表
す
第
三
者
的
な
景
の
表
現
に
終
始
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
后
達

の
歌
と
言
わ
れ
得
る
の
は
そ
こ
に
后
達
の
倭
建
の
死
を
悼
む
突
泣
が
響

（４）

き
、
そ
の
突
泣
が
后
達
の
心
を
表
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
表
現
さ

れ
て
い
る
景
と
そ
こ
に
響
い
て
い
る
后
達
の
突
泣
と
は
転
位
の
関
係
に
あ

る
の
で
あ
り
、
歌
い
手
は
后
達
が
倭
建
の
死
骸
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る

の
を
見
て
い
る
第
三
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
后
達
の
突
泣
に
と
り
懸
か
れ

た
者
と
し
て
后
達
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
別
が

表
現
と
し
て
は
第
三
者
的
な
景
に
終
始
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
歌
い
手
を

第
三
者
の
立
場
に
終
始
す
る
者
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
表
現
さ
れ
て
い
る
景
に
対
す
る
心
は
、
第
三

者
の
疑
問
や
同
情
と
し
て
景
の
表
現
に
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
記
剥
の
詠
者
が
后
達
で
も
第
三
者
で
も
あ
り
得
る
こ
と
は
、

佐
藤
和
一皇巨
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特集・方法論の検証

紀
の
大
葉
子
を
め
ぐ
る
二
首
の
歌
謡
、
紀
川
「
韓
国
の
城
の
上
に
立
ち

て
大
葉
子
は
領
布
振
ら
す
も
日
本
へ
向
き
て
」
紀
Ⅲ
「
韓
国
の

城
の
上
に
立
た
し
大
葉
子
は
領
布
振
ら
す
見
ゆ
難
波
へ
向
き
て
」

が
示
し
て
い
る
。
二
首
と
も
そ
の
表
現
は
大
葉
子
を
外
か
ら
眼
差
し
た
第

三
者
的
表
現
で
あ
る
が
、
紀
川
は
大
葉
子
の
歌
、
紀
Ⅲ
は
第
三
者
の
歌
と

語
ら
れ
て
い
る
。
紀
川
が
大
葉
子
の
歌
で
あ
り
得
る
の
は
記
剥
と
同
様
、

そ
こ
に
大
葉
子
の
悲
し
み
の
声
が
響
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
が
、
そ

の
表
現
の
み
か
ら
は
紀
Ⅲ
と
同
様
、
第
三
者
の
歌
と
解
し
得
る
の
で
あ

る
。
次
の
古
事
記
と
日
本
書
紀
の
共
通
歌
に
は
そ
の
二
様
の
在
り
方
が
両

者の陛晦雁粁肌Ｋ示されている。

や
つ
め
さ
す
い
づ
も
建
が
侃
け
る
太
刀
黒
葛
多
纏
き
さ
身

な
し
に
あ
は
れ
（
記
羽
・
紀
別
）

記
鰡
は
倭
建
が
出
雲
建
を
蛎
し
討
ち
に
し
た
時
に
歌
っ
た
と
語
ら
れ
、
紀

加
は
、
出
雲
の
神
宝
を
め
ぐ
っ
て
兄
弟
が
争
い
、
兄
が
弟
を
編
し
討
ち
に

し
た
時
に
「
時
人
」
が
歌
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
紀
加
が
兄
に
覇
し
討

ち
に
さ
れ
た
弟
に
同
情
す
る
第
三
者
の
立
場
に
終
始
す
る
歌
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
記
羽
も
表
現
と
し
て
は
倭
建
に
弱
し
討
ち
に
さ
れ
た
出
雲
建

に
同
情
す
る
第
三
者
的
な
表
現
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
」
が
愛
情
・
同
情
を
表
し
て
も
、
潮
笑
の
意
を
表

（４）

さ
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
理
解
を
支
持
す
る
だ
ろ
う
。
に
も
関
わ
ら

ず
、
記
潴
が
編
し
た
倭
建
の
歌
で
あ
り
得
る
の
は
、
そ
の
表
現
に
倭
建
の

出
雲
建
へ
の
瑚
笑
の
声
が
響
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
記
瀦
の
表
現

と
倭
建
の
噸
り
の
声
は
転
位
の
関
係
で
あ
り
、
歌
い
手
は
出
雲
建
の
死
骸

を
見
つ
め
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
響
く
潮
笑
の
声
に
憩
依
さ
れ
て
倭

建
と
な
っ
て
そ
の
心
を
表
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
記
と
紀
で

な
玉
は
や
み
谷
二
渡
ら
す
阿
治
志
貴
高
日
子
根
の
神
そ

（記６・紀２）

記
の
歌
い
手
は
高
比
売
で
あ
り
、
下
照
姫
と
同
一
人
物
で
あ
る
が
、
記
で

は
天
若
彦
の
妻
と
し
て
は
下
照
姫
、
味
紹
の
妹
と
し
て
は
高
比
売
と
使
い

分
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
高
比
売
は
記
６
を
味
箱
の
妹
と
し
て
、
つ
ま
り

は
味
紹
と
イ
モ
・
セ
あ
る
い
は
ヒ
メ
・
ピ
コ
の
関
係
を
持
つ
者
と
し
て
歌

（５）

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
思
レ
顕
二
御
名
こ
と
い
う
そ
の
目
的
も
、
イ
モ

セ
（
ヒ
メ
ヒ
コ
）
の
閉
ざ
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
味
紹
の
名
を
呼
ぶ
こ
と

で
味
紹
の
心
を
鎮
め
て
い
る
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
と
、

記
の
上
六
句
と
下
四
句
の
関
係
は
転
位
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
上
六
句
で
天
上
の
、
神
の
ヲ
ト
コ
に
対
す
る
神
の
ヲ
ン
ナ
で
あ
る
弟

棚
機
を
眼
差
し
て
い
た
歌
い
手
は
、
下
四
句
に
お
い
て
は
そ
の
弟
棚
機
の

側
に
転
位
し
て
神
の
ヲ
ン
ナ
と
な
っ
て
、
神
の
ヲ
ト
コ
で
あ
る
味
組
の
名

（４）

を
顕
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
呼
び
出
し
で
も
あ
る
か

は
上
三
句
が
、
紀
で
は
歸
し
た
兄
出
雲
振
根
が
侃
い
て
い
た
太
刀
を
表
す

の
に
対
し
て
、
記
で
は
鴎
さ
れ
て
藻
の
よ
う
に
横
た
わ
っ
て
い
る
出
雲
建

（４）

が
侃
い
て
い
る
太
刀
を
指
す
と
い
う
差
異
が
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

紀
で
は
一
首
に
お
い
て
兄
弟
が
外
部
か
ら
眼
差
さ
れ
、
兄
を
批
判
し
、
弟

に
同
情
す
る
と
い
う
視
点
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
記
の
上
三

句
の
視
点
は
第
三
者
の
視
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
倭
建
の
視
点
に
も
重
な

り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
倭
建
の
噸
笑
の
声
も
立
ち
現
れ
て
く
る
の

である。
次
の
記
紀
歌
謡
の
、
味
箱
高
彦
根
の
神
が
死
者
天
若
彦
と
間
違
え
ら
れ

て昇天した時の歌謡にも同様の相違を見脇匡朕触勝で臓悸胸ｒ

天
な
る
や
弟
棚
機
の
項
が
せ
る
．
玉
切
御
統
御
統
忙
あ
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記紀歌謡表現論

ら
、
味
組
自
身
に
よ
る
名
告
り
で
も
あ
る
。
下
四
句
に
お
い
て
、
高
比
売

と
味
紹
は
イ
モ
セ
（
ヒ
メ
ヒ
コ
）
と
し
て
そ
の
心
が
重
な
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
に
死
者
天
若
彦
と
間
違
え
ら
れ
て
荒

れ
て
い
る
味
紹
の
心
は
鎮
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
紀
は
こ
の
歌
の

歌
い
手
を
本
伝
で
は
「
喪
会
者
」
で
あ
る
と
し
、
「
或
云
」
で
は
下
照
姫

と
し
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
歌
い
手
は
天
上
の
弟
棚
機
と
昇

天
し
た
味
紹
の
対
関
係
の
外
部
に
位
置
し
て
い
る
。
味
紹
を
死
者
と
間
違

え
て
怒
ら
せ
た
喪
会
者
の
場
合
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
下
照
姫
の
場
合

で
も
、
紀
で
は
下
照
姫
の
名
は
味
紹
の
妹
の
場
合
と
天
若
彦
の
妻
の
場
合

（５）

の
両
方
に
用
い
ら
れ
、
紀
２
を
歌
う
目
的
も
、
怒
っ
て
昇
天
し
た
神
が
味

組
で
あ
る
こ
と
を
人
々
に
知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
下
照
姫
は
人
々
と
連
な
る
存
在
と
し
て
、
味
紹
を
外
部
か
ら
指
差
し

て
人
々
に
そ
の
名
を
教
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

紀
２
の
上
五
句
と
下
三
句
は
連
続
的
で
あ
り
、
歌
い
手
が
「
喪
会
者
」
で

あ
る
場
合
は
、
上
五
句
で
味
箱
を
鎮
め
る
こ
と
の
で
き
る
弟
棚
機
の
首
飾

り
が
求
め
ら
れ
、
下
三
句
で
味
紹
に
戻
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
と
見
ら

れ
、
歌
い
手
が
下
照
姫
の
場
合
に
は
、
「
天
な
る
や
弟
棚
機
の
項
が

せ
る
玉
の
御
統
の
あ
な
玉
は
や
」
は
味
紹
の
内
語
の
引
用
で
あ
り
、

味
紹
は
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
昇
天
し
た
の
だ
と
い
う
形
で
（
そ
の
上
五
句

の
在
り
方
は
、
紀
別
の
下
二
句
が
弟
へ
の
同
情
の
表
現
と
し
て
、
弟
の
無

念
の
心
に
寄
り
添
う
も
の
と
な
る
の
と
通
じ
て
い
る
）
、
味
紹
の
名
を

（４）

人
々
に
知
ら
し
め
て
い
る
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
転
位
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
、
記
と
紀
の
所

謂
磐
姫
歌
謡
物
語
の
差
異
を
論
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
本
質
を
閏
明
に

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

仁
徳
天
皇
の
皇
后
磐
姫
が
、
仁
徳
と
八
田
若
郎
女
の
関
係
に
怒
っ
て
山

代
川
を
遡
上
す
る
歌
謡
物
語
に
つ
い
て
は
、
磐
姫
の
、
記
印
・
開
と
紀

（４）

弱
・
別
の
差
異
に
つ
い
て
既
に
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
差
異
と
通
ず
る
差

異
が
同
じ
物
語
の
他
の
歌
謡
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
記
師
・
肥

と
紀
闘
・
別
の
差
異
に
つ
い
て
補
足
を
加
え
つ
つ
略
述
し
て
お
き
た
い
。

す
は
大
君
ろ
か
も

（記Ｗ）

つ
ぎ
ね
ふ
山
代
川
を
川
上
り
わ
が
上
れ
ば
川
隈
に
立
ち

栄
ゆ
る
百
足
ら
ず
八
十
葉
の
木
は
大
君
ろ
か
も
（
紀
弱
）

こ
れ
は
と
も
に
磐
姫
が
山
代
川
を
遡
行
し
て
い
る
時
に
歌
っ
た
と
語
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
記
師
で
は
、
「
烏
草
樹
」
と
「
斎
つ
真
椿
」
を

見
出
だ
す
景
の
表
現
で
あ
る
ａ
の
表
現
と
仁
徳
を
讃
め
る
ｂ
と
は
転
位
の

関
係
に
な
っ
て
い
る
。
仁
徳
と
八
田
若
郎
女
の
関
係
に
怒
っ
て
山
代
川
を

遡
上
す
る
磐
姫
に
と
っ
て
、
「
烏
草
樹
」
と
「
斎
つ
真
椿
」
が
立
ち
並
ぶ

景
は
、
八
田
若
郎
女
と
仁
徳
が
立
ち
並
ん
で
い
る
景
と
し
て
映
り
、
磐
姫

は
そ
の
景
に
嫉
妬
を
感
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ｂ
に
お
い
て

仁
徳
讃
美
の
表
現
と
な
る
の
は
、
歌
い
手
が
ａ
の
「
烏
草
樹
」
と
「
斎
つ

真
椿
」
の
景
に
眼
差
す
ヲ
ン
ナ
と
ヲ
ト
コ
の
関
係
内
部
に
転
位
し
て
、

「
烏
草
樹
」
Ⅱ
ヲ
ン
ナ
と
な
っ
て
「
斎
つ
真
椿
」
Ⅱ
ヲ
ト
コ
で
あ
る
仁
徳

を
讃
美
す
る
心
を
ｂ
で
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ｂ

は
八
田
若
郎
女
を
排
除
し
て
仁
徳
と
対
に
な
ろ
う
と
す
る
激
情
で
あ
る
と

斎
つ
真
椿
其
が
花
の
照
り
坐
し
其
が
葉
の
広
り
坐

る
烏
草
樹
を
烏
草
樹
の
木
其
が
下
に
生
ひ
立
て
る
葉
広

ｂ

つ
ぎ
ね
ふ
や
山
代
川
を
川
上
り
わ
が
上
れ
ば
生
ひ
立
て

１
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い
、
う
こ
と
で
も
あ
る
。
記
の
磐
姫
物
語
に
お
い
て
、
仁
徳
と
磐
姫
の
和
合

が
成
立
し
、
八
田
若
郎
女
が
独
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
も
、
記
師
の
右

の
よ
う
な
在
り
方
に
関
わ
っ
て
い
る
。
記
研
の
、
景
の
内
部
に
転
位
し
て

表
さ
れ
る
磐
姫
の
激
情
が
貫
徹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
紀
闘
で
は
、

山
代
川
を
遡
行
し
て
い
る
時
に
見
出
だ
し
た
「
八
十
葉
の
木
」
に
仁
徳
を

重
ね
て
お
り
、
嫉
妬
の
要
素
が
な
く
な
っ
て
八
田
若
郎
女
を
排
除
す
る
と

い
う
意
味
が
希
薄
と
な
っ
て
い
る
。
一
首
が
意
味
的
に
連
続
す
る
単
声
的

な
天
皇
讃
美
の
歌
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
相
違
に
関
わ
っ

て
い
る
の
は
、
記
で
は
仁
徳
と
八
田
若
郎
女
の
関
係
は
磐
姫
が
紀
伊
に
御

綱
柏
を
採
り
に
行
っ
て
い
る
時
に
突
然
生
じ
た
こ
と
の
よ
う
に
語
ら
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
紀
で
は
、
八
年
前
に
仁
徳
が
磐
姫
に
八
田
若
郎
女
を

妻
に
し
た
い
と
執
勧
に
迫
り
、
磐
姫
が
そ
れ
を
拒
否
し
て
い
た
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
記
の
磐
姫
の
山
代
川
遡
行
と
記
師
の

詠
歌
は
磐
姫
の
突
然
の
激
情
を
表
す
の
に
対
し
て
、
紀
の
そ
れ
は
こ
れ
ま

で
の
時
間
的
な
経
緯
を
踏
ま
え
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
紀
は
、
磐
姫
が
八
田
若
郎
女
の
こ
と
に
怒
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な

い
仁
徳
が
難
波
津
に
迎
え
に
出
て
、

難
波
人
鈴
船
取
ら
せ
腰
な
づ
み
そ
の
船
取
ら
せ
大
御
船
取

れ

（

紀

別

）

と
歌
い
、
そ
の
迎
え
を
振
り
切
っ
て
磐
姫
が
山
代
川
を
遡
行
し
て
行
く

と
、
舎
人
鳥
山
を
派
遣
し
て
、

山
代
に
い
及
け
烏
山
い
及
け
及
け
あ
が
思
ふ
妻
に
い
及
き

逢
は
む
か
も

（紀囲）

と
歌
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
仁
徳
は
そ
れ
な
り
に
誠
意
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
磐
姫
が
山
代
川
を
遡
上
し
て
行
く
の

葛
城
高
宮
我
家
の
あ
た
り
（
記
開
・
紀
別
）

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
開
・
紀
別
に
は
初
句
以
外
の
表
現
上
の
差

異
は
な
い
が
、
歌
わ
れ
た
場
所
が
違
っ
て
い
る
。
ま
ず
記
は
、
磐
姫
が
奈

良
山
口
で
歌
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
と
い
、
う
こ
と
は
、
記
で
は
、
Ｃ
が
磐

姫
の
現
実
の
行
動
を
表
し
、
ｄ
は
想
像
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ｄ
に
お
い
て
磐
姫
は
、
奈
良
山
口
か
ら
見
え
る
は
ず
の
な
い
葛
城
高

宮
を
見
る
と
い
う
幻
視
の
体
験
を
す
る
神
の
側
に
転
位
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
景
の
外
部
か
ら
内
部
に
転
位
す
る
記
印
と
基
本
的
に
同
じ
で

あ
る
と
と
も
に
、
八
田
若
郎
女
排
除
の
意
思
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で

も
記
研
と
通
じ
て
い
る
。
磐
姫
が
奈
良
山
口
で
踏
み
と
ど
ま
る
と
い
う
こ

と
は
仁
徳
と
の
関
係
の
内
部
に
踏
み
と
ど
ま
る
と
い
う
意
思
の
表
れ
で
あ

は
、
磐
姫
の
拒
否
に
も
関
わ
ら
ず
仁
徳
が
八
田
若
郎
女
を
妻
と
し
た
こ
と

に
対
し
て
、
磐
姫
が
自
ら
身
を
引
こ
う
と
強
く
決
心
し
て
い
た
か
ら
こ
そ

で
あ
ろ
う
。
現
に
紀
の
磐
姫
は
難
波
宮
に
戻
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
亡
く
な

っ
て
し
ま
、
フ
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
磐
姫
が
歌
う
紀
弱
は
、
仁
徳
に
対
す

る
磐
姫
の
未
練
の
表
現
で
あ
る
。
山
代
川
の
川
岸
に
見
え
る
「
八
十
葉
の

木
」
に
仁
徳
が
思
わ
れ
、
こ
の
「
八
十
葉
の
木
」
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い

仁
徳
と
離
れ
て
ゆ
く
自
分
が
切
な
く
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
記
研
が
景
の
内
部
に
転
位
し
て
、
八
田
若
郎
女
を
排
除
し
て
仁
徳
と

対
に
な
ろ
う
と
す
る
激
情
を
表
す
歌
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
紀
田
は
時
間

的
な
経
緯
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
、
景
を
外
部
か
ら
見
る
位
置
に
終
始

し
て
、
激
情
性
の
低
い
、
対
自
的
な
歌
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ９札戒湘憧は記研・紀開に続けて歌われた、

．

よ
し
奈
良
を
過
ぎ
小
盾
大
和
を
過
ぎ
わ
が
見
が
欲
し
国
は

つ
ぎ
ね
ふ
や
山
代
川
を
宮
上
り
わ
が
上
れ
ば

ｌあ
を
に
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る
は
ず
で
あ
る
が
、
故
郷
の
葛
城
を
幻
視
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
疲
労

困
値
し
た
倭
建
が
能
煩
野
で
故
郷
を
幻
視
し
て
記
刈
「
倭
は
国
の
ま
ほ

ろ
ば
た
た
な
づ
く
青
垣
山
隠
れ
る
倭
し
う
る
は
し
」
と
歌
っ
た

の
と
同
様
、
故
郷
の
地
や
人
々
と
の
霊
的
紐
帯
を
実
感
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
現
在
の
困
難
を
乗
り
越
え
る
と
い
、
フ
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
紀
は
、
磐
姫
が
奈
良
山
を
越
え
、
葛
城
を
望
ん
で
紀
別
を
歌
っ
た

と
語
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
紀
別
の
Ｃ
と
ｄ
は
連
続
的
で
あ
る
と

い
、
う
こ
と
で
あ
り
、
記
開
の
ｄ
が
現
実
か
ら
転
位
し
た
幻
視
の
表
現
と
し

て
激
情
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
紀
別
の
ｄ
の
表
現
は
、
飯
豊
皇
女
が
忍

海
角
刺
宮
で
執
政
し
た
時
、
「
当
世
詞
人
」
と
言
わ
れ
る
第
三
者
が
歌
っ

た
紀
別
「
大
和
辺
に
見
が
欲
し
も
の
は
忍
海
の
こ
の
高
城
な
る

角
刺
宮
」
と
同
様
、
見
た
い
も
の
を
目
の
前
に
し
て
言
わ
れ
る
も
の
と
し

て
、
よ
り
一
般
的
で
激
情
性
が
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
記
認

が
仁
徳
と
の
関
係
内
部
に
踏
み
と
ど
ま
る
、
フ
と
す
る
歌
と
し
て
記
研
と
繰

り
返
し
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
紀
認
と
紀
別
は
繰
り
返
し
の
意
味
合
い

が
低
く
、
そ
れ
ぞ
れ
外
部
か
ら
仁
徳
・
葛
城
高
宮
を
讃
美
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
紀
は
、
磐
姫
は
紀
別
を
歌
っ
た
後
、
山
代
に
戻
り
、
筒
城
宮

を
造
っ
て
住
み
、
そ
こ
で
仁
徳
と
和
合
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ

た
と
語
っ
て
い
る
が
、
と
す
れ
ば
、
紀
開
で
仁
徳
に
対
し
て
外
部
的
で
在

ら
ね
ば
な
ら
な
い
自
分
を
感
じ
た
磐
姫
は
、
仁
徳
と
の
別
れ
を
決
意
し
て

奈
良
山
を
越
え
る
と
と
も
に
、
紀
別
に
お
い
て
、
故
郷
に
対
し
て
も
外
部

的
で
し
か
な
い
自
分
を
確
認
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
紀

別
は
紀
開
を
受
け
て
空
間
的
・
時
間
的
に
発
展
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

のである。

及
き
逢
は
む
か
も

（記開）

で
あ
る
。
紀
馳
と
記
開
と
で
は
三
・
四
句
に
小
異
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る

が
、
紀
塊
と
紀
開
・
別
の
関
係
が
時
間
的
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
記
開
と
記
印
・
弱
の
関
係
は
並
行
的
な
関
係
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
に
も
関
わ
っ
て
、
紀
馳
と
記
弱
は
そ
の
意
味
が
異
な
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
紀
で
は
「
天
皇
遣
二
舎
人
烏
山
-
令
し
還
二
皇
后
一
乃
歌
之

日
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
烏
山
は
磐
姫
を
帰
る
よ
う
に
説
得
す
る
任
務
を

帯
び
て
派
遣
さ
れ
、
紀
脇
は
、
そ
の
烏
山
を
見
送
る
位
置
か
ら
の
独
詠
的

な
歌
と
見
ら
れ
る
が
、
記
で
は
「
使
下
舎
人
名
謂
二
烏
山
一
人
上
、
送
二
御

歌
一
日
」
と
言
わ
れ
、
記
弱
は
磐
姫
に
向
か
う
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

記
に
つ
い
て
、
「
皇
后
に
送
っ
た
歌
と
し
て
は
歌
の
内
容
と
合
わ
な
い
。（６）

「
鳥
山
が
行
く
を
送
り
賜
ふ
御
寄
な
り
」
（
記
伝
）
と
す
る
ほ
か
は
な
い
」

と
か
、
「
皇
后
に
送
っ
た
歌
は
こ
こ
に
は
乗
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
時

（７）

の
天
皇
の
思
い
を
、
使
者
へ
の
思
い
に
よ
っ
て
示
す
」
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
本
文
に
従
う
限
り
、
記
弱
は
そ
の
ま
ま
皇
后
へ

（５）

の
歌
と
な
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
ｅ
と
ｆ
の

関
係
は
転
位
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ｅ
は
言
う

ま
で
も
な
く
仁
徳
の
鳥
山
に
対
す
る
命
令
の
言
葉
で
あ
る
が
、
ｆ
は
仁
徳

の
磐
姫
に
対
す
る
思
い
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
歌
い
手
で
あ

と
こ
ろ
で
、
紀
に
お
い
て
仁
徳
が
鳥
山
を
派
遣
し
た
時
に
歌
っ
た
紀
馳

は
、
記
で
は
記
師
・
開
の
後
の
、
磐
姫
が
山
代
川
を
遡
上
し
て
行
っ
た
こ

と
を
聞
い
た
仁
徳
が
烏
山
を
派
遣
し
て
送
っ
た
と
語
ら
れ
る
、

ｅ
ｌ

ｆ

Ｉ

山
代
に
い
及
け
烏
山
い
及
け
い
及
け
あ
が
愛
妻
に
い

２
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る
仁
徳
は
、
ｅ
に
お
い
て
鳥
山
に
命
令
し
て
い
る
う
ち
に
、
烏
山
と
一
体

と
な
っ
て
ｆ
の
思
い
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
句
が
紀
駆
に
比
べ
て

繰
り
返
し
度
・
感
情
度
が
高
く
、
四
句
も
紀
盟
の
「
あ
が
思
ふ
妻
」
に
比

べ
て
「
あ
が
愛
妻
」
と
形
容
詞
の
語
幹
を
用
い
た
感
情
度
の
高
い
表
現
を

し
て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
に
関
わ
る
だ
ろ
ミ
フ
。
ｆ
は
「
愛
妻
」
で
あ
る

（８）

磐
姫
へ
の
仁
徳
の
欲
望
の
表
現
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
記
開
は

烏
山
の
口
を
通
し
て
磐
姫
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
留
意
す
べ
き
こ
と
だ
ろ

う
。
烏
山
は
ｅ
で
仁
徳
に
命
令
さ
れ
た
言
葉
を
伝
え
、
ｆ
で
仁
徳
の
磐
姫

へ
の
思
い
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
ｅ
で
は
自
分
と
仁
徳
と
を
区
別
し

て
い
た
烏
山
は
、
ｆ
で
は
仁
徳
と
一
体
と
な
っ
て
仁
徳
の
思
い
を
表
し
て

（９）

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
磐
姫
も
烏
山
の
伝
え
る
記
弱
を
通
し
て

直
接
仁
徳
の
声
を
聞
く
こ
と
に
な
り
、
記
開
は
仁
徳
が
直
接
磐
姫
を
説
得

し
よ
う
と
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
紀
朋
が
烏

山
を
背
後
か
ら
眼
差
す
も
の
と
し
て
磐
姫
と
向
き
合
わ
な
い
歌
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
記
開
は
磐
姫
の
心
を
直
接
鎮
め
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
こ
の
記
開
の
在
り
方
は
基
本
的
に
記
開
に
続
く
、

９白
腕
枕
か
ず
け
ば
こ
そ
知
ら
ず
と
も
言
は
め
（
記
田
）

と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
記
帥
・
田
は
鳥
山
に
次
い
で
丸
邇
臣
口
子
を
派
遣

し
た
時
に
仁
徳
が
歌
っ
た
歌
と
語
ら
れ
、
ま
た
、
口
子
臣
が
こ
の
歌
を
伝

え
よ
う
と
し
た
時
、
雨
や
磐
姫
の
拒
否
的
な
態
度
の
た
め
に
苦
労
し
た
こ

と
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
口
子
臣
の
口
を
通
し

て
仁
徳
の
心
が
磐
姫
に
伝
え
ら
れ
る
歌
な
の
で
あ
る
。
両
首
と
も
景
の
表

る
肝
向
か
ふ
心
を
だ
に
か
相
思
は
ず
あ
ら
む

合
■
■
日

御
諸
の
そ
の
高
城
な
る
大
猪
子
か
原
大
猪
子
か

Ｉ

つ
ぎ
ね
ふ
山
代
女
の
木
鍬
持
ち
打
ち
し
大
根
根
白
の

腹
に
あ

（記帥）

』

現
と
心
の
表
現
と
か
ら
な
り
、
そ
の
景
と
心
の
間
に
第
三
者
的
な
位
置
か

ら
当
事
者
的
な
位
置
へ
の
転
位
が
見
ら
れ
る
。
記
帥
の
ｇ
は
聖
地
の
神
獣

で
あ
る
猪
の
肝
を
表
す
表
現
で
あ
る
。
狩
人
と
神
獣
の
関
係
は
神
の
ヲ
ト

コ
と
神
の
ヲ
ン
ナ
の
関
係
に
重
な
る
か
ら
、
ｇ
は
そ
の
神
の
ヲ
ト
コ
と
ヲ

ン
ナ
の
関
係
を
眼
差
す
第
三
者
的
な
表
現
で
あ
る
。
ｈ
は
そ
の
第
三
者
的

な
表
現
が
眼
差
す
関
係
内
部
に
転
位
し
て
、
仁
徳
の
磐
姫
へ
の
思
い
を
表

し
て
い
る
。
聖
な
る
神
獣
の
肝
を
外
側
か
ら
眼
差
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ

の
聖
な
る
肝
を
食
す
る
存
在
と
な
っ
て
、
神
の
ヲ
ト
コ
で
あ
る
仁
徳
の
心

を
表
し
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
記
例
も
同
様
で
あ
る
。
ｉ
は
生

産
叙
事
の
表
現
で
あ
り
、
生
産
叙
事
の
表
現
も
神
の
ヲ
ト
コ
と
神
の
ヲ
ン

ナ
の
関
係
を
眼
差
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ｊ
は
そ
の
神
の
側
に
転
位
し
て

の
心
の
表
現
で
あ
る
。
山
代
女
の
生
産
し
た
大
根
が
ヲ
ン
ナ
を
欲
望
す
る

ヲ
ト
コ
の
位
置
に
転
位
さ
せ
、
仁
徳
の
磐
姫
へ
の
思
い
が
表
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
伝
え
る
口
子
臣
は
神
の
ヲ
ト
コ
と
ヲ
ン
ナ
の

関
係
を
外
部
か
ら
眼
差
す
位
置
か
ら
ヲ
ト
コ
の
位
置
に
転
じ
て
、
仁
徳
と

な
っ
て
そ
の
心
を
表
す
の
で
あ
る
。
記
開
を
伝
え
る
の
が
烏
山
と
い
う
名

で
あ
り
、
記
帥
・
田
を
伝
え
る
の
が
口
子
臣
と
い
う
名
で
あ
る
の
も
、
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
彼
等
が
仁
徳
の
歌
を
そ
の
口
で
伝
え
る
メ
ッ

セ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
磐
姫

の
側
か
ら
す
れ
ば
、
烏
山
や
口
子
臣
を
通
し
て
仁
徳
の
姿
や
声
が
立
ち
現

れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
磐
姫
と
仁
徳
は
そ
の
歌
を
通
し
て
時
間

と
空
間
を
越
え
て
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
記
の
口

子
臣
に
相
当
す
る
人
物
は
、
紀
で
は
口
持
臣
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
紀
の
口
持
臣
は
、
紀
の
鳥
山
と
同
様
、
仁
徳
の
歌
を
口
伝
え
す
る
存

在
で
は
な
い
。
紀
の
口
持
臣
は
「
喚
二
皇
后
こ
す
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
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山
代
の
筒
城
の
宮
に
物
申
す
わ
が
背
を
見
れ
ば
涙
ぐ

ま
し
も

（紀弱）

と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
妹
の
名
の
相
違
に
注
目
し
た
い
。
記
で
は
妹
の

名
は
兄
の
名
と
一
対
で
あ
り
、
兄
と
イ
モ
セ
（
ヒ
メ
ヒ
コ
）
の
関
係
を
な

す
存
在
と
し
て
、
兄
と
同
様
、
他
者
の
心
を
そ
の
口
を
通
し
て
表
す
存
在

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
記
舩
か
ら
も
読

み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
記
舵
は
「
山
代
の
綴
喜
の
宮
で
、
も
の
を

（６）

申
し
上
げ
る
私
の
兄
君
を
見
ま
す
と
、
涙
が
出
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と

い
う
よ
う
に
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ｋ
と
ｌ
の
関
係
か
ら
は
、
「
涙

ぐ
ま
し
も
」
は
「
そ
れ
が
自
己
の
状
態
で
あ
る
の
か
、
「
吾
が
背
の
君
」

（旧）

の
状
態
で
あ
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
は
発
語
者
の
感
情
を
表
す
こ
と
が

一
般
で
あ
る
が
、
記
舵
の
よ
う
な
「
第
三
者
十
は
＋
シ
ク
活
用
形
容
詞
」

の
場
合
、
例
え
ば
「
彼
は
悲
し
い
」
の
「
彼
は
」
が
第
三
者
を
外
部
か
ら

指
示
す
る
表
現
で
あ
り
、
「
悲
し
い
」
は
そ
の
当
人
と
な
っ
て
そ
の
心
を

が
、
歌
を
託
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
磐
姫
に
仁
徳
の
姿
と
声
を
幻

視
・
幻
聴
さ
せ
る
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
記
の
口
子
臣
と
紀
の
口
持
臣
の
相
違
と
通
じ
る
こ
と
は
、
口

子
臣
・
口
持
臣
が
雨
の
中
を
磐
姫
に
会
お
う
と
し
た
時
の
、
そ
の
妹
の
歌

に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
記
の
妹
は
口
比
売
と
言
わ
れ
、
雨
の
中

で
磐
姫
に
歌
を
伝
え
よ
う
と
苦
労
す
る
兄
を
見
て
、

ｋ

山
代
の
筒
城
の
宮
に

し
も

と
歌
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。

の
歌
っ
た
歌
も
、

１町

Ｉ

、

物
申
す
あ
が
背
の
君
は
涙
ぐ
ま

（記舩）

一
方
、
紀
の
妹
は
国
依
媛
と
言
わ
れ
、
そ

表
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
転
位
の
表
現
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な

い
。
記
舵
の
場
合
も
同
様
に
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
口
比
売
は
兄
口
子
臣

を
見
て
い
る
う
ち
に
、
口
子
臣
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
心
を
表
し
て
い
る

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
丹
後
国
風
土
記
逸
文
に
見
ら
れ
る
浦
島

伝
承
に
お
い
て
、
後
の
世
の
人
が
「
常
世
辺
に
雲
立
ち
渡
る
玉
匡

は
つ
か
に
開
け
し
我
そ
か
な
し
き
」
（
風
陥
）
と
歌
う
の
と
基
本
的
に

同
じ
で
あ
る
。
浦
島
伝
承
の
後
の
世
の
人
が
、
常
世
の
国
の
浦
島
と
亀
姫

の
関
係
を
眼
差
し
て
い
る
う
ち
に
浦
島
の
心
に
懇
依
さ
れ
て
そ
の
心
を
表

す
よ
う
に
、
口
比
売
は
雨
の
中
に
難
渋
す
る
口
子
臣
の
心
に
懇
依
さ
れ
て

ｌ
を
表
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
記
舩
が
口
子
臣
の
心
を
表
し
、
そ
れ
が
磐

姫
に
聞
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
口
子
臣
が
磐
姫
に
対
面
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
磐
姫
は
口
子
臣
か
ら
仁
徳

の
歌
で
あ
る
記
帥
・
田
を
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
口
子
臣
は

口
比
売
の
口
の
援
助
を
得
て
、
職
務
を
全
う
し
た
の
で
あ
り
、
磐
姫
は
そ

の
口
子
臣
を
通
し
て
仁
徳
と
対
面
す
る
幻
視
・
幻
聴
の
体
験
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
磐
姫
の
心
が
鎮
ま
り
、
仁
徳
と
和
解
す
る

状
態
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
記
が
口
比
売
の
話
に
続
い

て
、
口
子
臣
が
口
比
売
や
奴
理
能
美
と
謀
っ
て
、
仁
徳
に
、
磐
姫
は
蚕
を

見
に
奴
理
能
美
の
家
に
来
た
の
で
あ
っ
て
、
他
心
は
な
い
と
伝
え
た
こ
と

が
語
ら
れ
る
の
も
そ
の
故
で
あ
る
。
一
方
、
紀
の
妹
の
名
が
国
依
媛
で
あ

る
こ
と
と
歌
の
形
と
は
対
応
し
て
い
る
。
紀
弱
の
、
と
ｎ
の
関
係
で
は
、

記
舵
に
比
べ
て
一
首
が
連
続
的
・
単
声
的
で
、
「
涙
ぐ
ま
し
も
」
も
妹
の

兄
に
対
す
る
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
と
い
』
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
実

際
、
紀
は
、
記
の
地
の
文
が
一
度
も
触
れ
て
い
な
い
妹
の
悲
し
み
を
歌
の

前
後
で
「
見
二
其
兄
沽
一
レ
雨
、
而
流
涕
之
歌
日
」
「
何
爾
泣
之
」
「
是
以
泣

- １７ -
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そ
の
後
の
展
開
も
同
様
の
相
違
を
示
し
て
い
る
。
記
は
、
磐
姫
が
奴
理

能
美
の
家
に
入
っ
た
の
は
蚕
を
見
る
た
め
だ
っ
た
と
聞
い
た
仁
徳
が
、
自

分
も
蚕
を
見
た
い
と
奴
理
能
美
の
家
に
入
り
、
奴
理
能
美
が
磐
姫
に
蚕
を

献
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
殿
戸
か
ら
見
て
、

Ｏ

ｐ

悲
耳
」
と
三
度
も
語
っ
て
い
る
。
紀
は
紀
開
を
妹
の
立
場
に
終
始
す
る
も

の
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
紀
の
妹
は
兄
の
心
を
立
ち
現
す
存
在

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
名
が
口
を
有
さ
な
い
名
に
な
っ

て
い
る
所
以
で
あ
る
が
、
紀
弱
が
国
依
媛
の
立
場
に
終
始
し
て
い
る
と
い

、
７
こ
と
は
、
口
持
臣
は
磐
姫
に
と
っ
て
外
部
に
あ
り
続
け
る
と
い
、
う
こ
と

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
磐
姫
は
仁
徳
と
和
解
す
る
気
が
な
い
と
い
、
う
こ

と
で
あ
る
。
紀
の
磐
姫
が
国
依
媛
に
「
告
二
汝
兄
一
令
二
速
還
主
吾
遂
不
レ

返
焉
」
と
言
う
所
以
で
あ
る
。

わ
に
汝
が
言
へ
せ
こ
そ
打
ち
渡
す
や
が
は
え
な
す
来
入
り

参

来

れ

（

記

鮒

）

を
歌
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
紀
は
、
磐
姫
が
帰
る
、
う
と
し
な
い
の

に
対
し
て
仁
徳
は
自
ら
山
代
川
を
遡
り
、
桑
の
枝
が
流
れ
て
き
た
の
を
見

て、
ら

桑

の

木

（

紀

弱

）

と
歌
い
、
筒
城
宮
で
は
、
呼
ん
で
も
顔
を
見
せ
よ
、
７
と
し
な
い
磐
姫
に
、

ｌ

の木
ｑ

つ
ぎ
ね
ふ
山
代
女
の
木
鍬
持
ち
打
ち
し
大
根

つ
の
さ
は
ふ
磐
之
姫
が
お
ほ
る
か
に
聞
こ
さ
ぬ
う
ら
桑

ｒ

つ
ぎ
ね
ふ
山
代
女
の
木
鍬
持
ち
打
ち
し
大
根

３
寄
る
ま
し
じ
き
川
の
隈
々
よ
る
ほ
ひ
行
く
か
も
う

さ
わ
さ

ｌ

さ
わ
さ

白
腕
枕
か
ず
け
ば
こ
そ
知
ら
ず
と
も
言
は
め
（
紀
開
）

と
歌
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
紀
冊
は
紀
の
独
自
歌
で
、
紀
師
は
記
闘
、
紀

開
は
記
例
で
あ
る
が
、
文
脈
が
違
い
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。
記
開
の
ｐ

は
磐
姫
が
騒
ぎ
立
て
る
か
ら
や
っ
て
来
た
と
仁
徳
が
言
っ
て
い
る
と
理
解

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
口
子
臣
た
ち
が
仕
組
ん
だ
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

磐
姫
も
仁
徳
も
奴
理
能
美
が
飼
う
蚕
を
見
に
や
っ
て
来
た
こ
と
に
な
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
。
し
か
も
、
仁
徳
は
奴
理
能
美
が
磐
姫
に
蚕
を
奉
っ
て

い
る
光
景
を
殿
戸
か
ら
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
Ｏ
の
大
根
の
生
産
叙
事
の
表
現
は
、
生
産
と
い
う
点
に
お
い
て
山
代

女
Ⅱ
奴
理
能
美
、
大
根
Ⅱ
蚕
と
し
て
、
奴
理
能
美
が
磐
姫
に
蚕
を
奉
っ
て

い
る
光
景
を
眼
差
す
表
現
で
あ
り
、
ｐ
は
磐
姫
の
心
を
表
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
仁
徳
は
奴
理
能
美
が
磐
姫
に
蚕
を
奉
っ
て
い
る

光
景
を
戸
口
か
ら
見
て
、
確
か
に
磐
姫
は
蚕
を
見
に
来
た
の
だ
と
思
い
、

仁
徳
の
心
が
磐
姫
の
心
に
重
な
っ
て
ｐ
を
表
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
先
に
も
挙
げ
た
風
陥
「
常
世
辺
に
雲
立
ち
渡
る
玉
厘

は
つ
か
に
開
け
し
我
そ
か
な
し
き
」
の
上
二
句
と
下
三
句
の
関
係
に
同

じ
で
あ
り
、
ま
た
、
先
の
記
帥
・
田
と
を
口
子
臣
が
伝
え
る
時
の
ｇ
と

ｈ
、
ｉ
と
ｊ
の
関
係
に
同
じ
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
仁
徳
の
女
烏
王
求

婚
證
に
お
い
て
、
女
烏
王
が
速
総
別
王
と
結
ば
れ
て
い
る
の
を
知
ら
な
い

仁
徳
が
女
烏
王
の
家
の
殿
戸
の
閾
か
ら
、
女
烏
王
が
機
を
織
っ
て
い
る
の

を
見
て
、
記
㈹
「
女
烏
の
わ
が
王
の
織
ろ
す
機
誰
が
料
ろ
か
も
」

と
歌
い
、
女
烏
王
が
記
師
「
高
行
く
や
速
総
別
の
御
襲
料
」
と
答
え

わ
に
汝
が
言
へ
せ
こ
そ
打
ち
渡
す
や
が
は
え
な
す

参
来
れ
ｕ

つ
ぎ
ね
ふ
山
代
女
の
木
鍬
持
ち
打
ち
し
大
根

来
入
り

（紀師）

ｖ

根
白
の
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る
、
そ
の
記
舶
と
記
師
の
関
係
に
も
通
じ
て
い
る
。
共
に
、
家
の
外
と
内

と
の
境
界
か
ら
家
の
中
の
相
手
を
眼
差
し
て
い
る
う
ち
に
、
相
手
の
側
に

転
位
し
て
そ
の
心
を
表
し
て
い
る
と
見
得
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
記

舶
の
Ｏ
と
ｐ
が
転
位
の
関
係
で
あ
り
、
ｐ
に
お
い
て
仁
徳
の
心
と
磐
姫
の

心
は
重
な
っ
て
、
奴
理
能
美
が
蚕
の
す
ば
ら
し
さ
を
あ
れ
こ
れ
言
う
の
で

蚕
が
見
た
く
な
っ
て
や
っ
て
来
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

（Ⅱ）
あ
る
が
、
ｐ
に
お
い
て
仁
徳
と
磐
姫
の
心
が
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
仁
徳
と
磐
姫
の
和
合
が
成
立
し
た
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
記
侭
に
続

い
て
、
仁
徳
が
独
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
八
田
若
郎
女
と
記
刷
・
閃
（
省

略
）
を
歌
い
合
う
記
事
が
語
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
一
方
、
紀
で
は
、
ま

ず
仁
徳
は
山
代
川
に
流
れ
来
る
桑
の
枝
を
見
て
紀
弱
を
歌
う
の
だ
が
、
こ

れ
は
記
の
奴
理
能
美
の
蚕
の
話
と
対
応
し
て
い
る
も
の
の
、
記
の
奴
理
能

美
の
蚕
は
物
語
内
部
の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
紀
の

桑
の
枝
は
紀
弱
の
ｑ
が
示
す
よ
う
に
、
物
語
外
の
養
蚕
を
司
る
も
の
と
し

（旧）

て
の
皇
后
の
観
念
を
前
提
と
し
て
い
る
。
記
に
比
べ
て
視
点
の
高
い
も
の

に
な
っ
て
い
る
と
い
、
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
紀
開
が
磐
姫
に
直
接
向

か
わ
な
い
独
詠
的
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
ｒ
が
磐
姫
を
批
判
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
則
ち
、
「
寄
る
ま
し
じ
き
川
の

隈
々
よ
る
ほ
ひ
行
く
か
も
」
は
磐
姫
と
桑
の
枝
を
重
ね
て
、
難
波
宮
に

（旧）

帰
ら
ず
に
筒
城
宮
に
滞
在
す
る
磐
姫
を
非
難
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
養
蚕
を
司
る
べ
き
皇
后
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
も
の
だ
と
い

、
フ
非
難
で
も
あ
る
だ
ろ
、
フ
。
こ
の
紀
弱
と
通
じ
る
こ
と
は
紀
師
・
記
に
も

言
い
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
紀
師
・
開
は
筒
城
宮
で
磐
姫
を
呼
ん
で
も
姿

を
見
せ
な
い
た
め
に
仁
徳
が
歌
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
と
い
う
こ
と

は
、
紀
師
・
肥
は
紀
弱
と
同
様
、
独
詠
的
で
、
姿
を
見
せ
な
い
磐
姫
を
批

判
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
紀
研
の
ｔ
は
、
磐
姫
が
仁
徳
に

「
不
し
返
」
と
伝
え
さ
せ
て
い
る
紀
で
は
、
「
磐
姫
が
帰
ら
な
い
帰
ら
な
い

と
騒
ぐ
か
ら
自
分
が
わ
ざ
わ
ざ
わ
ざ
迎
え
に
来
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ

を
ど
う
し
て
逢
お
、
う
と
し
な
い
の
か
」
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
Ｓ
と
ｔ
と
の
関
係
は
記
闘
の
Ｏ
と
ｐ
の
関

係
の
よ
、
フ
に
転
位
の
関
係
で
は
な
く
、
意
味
的
に
連
続
す
る
関
係
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
山
代
女
が
生
産
し
た
大
根
の
葉
が
「
さ
わ
さ

（７）（旧）

わ
」
と
音
を
立
て
る
よ
、
フ
に
、
騒
々
し
く
あ
な
た
が
言
い
立
て
る
か
ら
」

と
い
、
う
よ
、
フ
に
連
続
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｓ

は
生
産
と
い
、
フ
点
で
紀
開
の
ｑ
と
重
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が

っ
て
、
Ｓ
の
「
山
代
女
」
は
磐
姫
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
ｔ
の
「
汝
」

と
重
な
り
、
紀
冊
よ
り
も
一
層
磐
姫
を
外
部
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
書
フ
。
磐
姫
が
山
代
の
地
に
自
ら
居
を
構
え
て
、
迎
え
に
来
た
仁
徳
と
逢

お
壱
フ
と
も
し
な
い
こ
と
か
ら
、
磐
姫
を
山
代
女
に
重
ね
て
皮
肉
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
紀
研
は
Ｓ
と
ｔ
が
連
続
的
で
、
磐
姫

に
対
し
て
距
離
を
置
い
た
批
判
の
歌
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
紀
開
も
同
様
で
あ
る
。
「
山
代
女
が
生
産
し
た
大
根
、
そ
の
大
根
の

根
と
同
じ
よ
う
に
白
い
あ
な
た
の
腕
を
巻
い
て
寝
な
け
れ
ば
関
係
が
な
い

と
突
っ
張
り
も
す
る
が
、
そ
う
い
、
フ
わ
け
に
も
い
か
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
迎
え

に
来
た
の
で
は
な
い
か
」
と
、
磐
姫
を
山
代
女
に
重
ね
て
恩
着
せ
が
ま
し

く
言
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
記
で
は
記
田
は
口
子
臣
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
る
転
位
の
あ
る
歌
と
し
て
仁
徳
の
磐
姫
へ
の
愛
恋
を
表
す
も

の
で
あ
り
、
記
聞
は
仁
徳
が
磐
姫
を
殿
戸
か
ら
見
て
磐
姫
の
心
を
表
す
和

合
の
歌
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
紀
で
は
両
首
と
も
転
位
の
な
い
外
部
的
な

歌
と
し
て
仁
徳
を
拒
否
す
る
磐
姫
を
責
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
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る
。
紀
の
磐
姫
は
こ
う
し
た
仁
徳
を
拒
否
し
た
ま
ま
筒
城
宮
で
亡
く
な

り
、
八
田
若
郎
女
が
皇
后
と
な
る
の
で
あ
る
。
紀
の
転
位
の
な
い
歌
の
在

り
方
と
物
語
の
展
開
が
相
呼
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
古
橋
信
孝
『
古
代
和
歌
の
発
生
Ｉ
歌
の
呪
性
と
様
式
ｌ
』

（
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
八
年
）

（
２
）
高
野
正
美
『
万
葉
歌
の
形
成
と
形
象
』
（
笠
間
書
院
一
九
九
四

年）
（
３
）
野
田
浩
子
『
万
葉
集
の
叙
景
と
自
然
』
（
新
典
社
一
九
九
五
年
）

（
４
）
拙
著
『
景
と
心
ｌ
平
安
前
期
和
歌
表
現
論
ｌ
』
（
勉
誠
出
版

二○○一年）

（
５
）
内
田
賢
徳
『
萬
葉
の
知
」
（
塙
書
房
一
九
九
二
年
）

（
６
）
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
』
（
角
川
書
店
一
九

七二年）

（
７
）
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
「
古
事
記
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
一
九
九
七
年
）

（
８
）
ｆ
が
相
手
に
切
実
に
逢
い
た
い
と
い
う
歌
い
手
の
思
い
を
表
し
得

る
こ
と
は
、
万
胴
「
あ
し
ひ
き
の
山
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
に
や
ま
ず

思
は
ば
妹
に
逢
は
む
か
も
」
等
が
示
し
て
い
る
と
と
と
も
に
、
追
い

か
け
て
逢
お
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
永
あ
い
子
「
「
標
結
へ

我
が
背
」
ｌ
但
馬
皇
女
が
望
ん
だ
も
の
ｌ
」
（
『
青
山
語
文
』
別

二
○
○
一
年
三
月
）
が
万
脳
「
後
れ
居
て
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
追
ひ

及
か
む
道
の
隈
廻
に
標
結
へ
我
が
背
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
よ
う

に
、
第
三
者
を
排
除
し
て
ふ
た
り
だ
け
の
対
を
、
し
た
が
っ
て
共
寝

を
激
し
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
（
東
京
堂
出
版
一
九
七
三
年
）

は
、
記
開
と
地
の
文
が
甑
鋸
し
て
い
る
と
し
て
、
「
歌
と
詞
と
の
疎

隔
を
埋
め
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
内
容
の
歌
を
大
后
に
送
っ
て
、

ち
ゅ
う

ご
自
身
の
気
持
ち
を
お
告
げ
に
な
っ
た
の
だ
、
中
を
飛
ん
で
後
を
追

う
で
あ
ろ
う
烏
山
に
は
、
天
皇
の
霊
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と

い
っ
た
よ
う
な
迎
え
た
解
を
せ
ず
ば
な
る
ま
と
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
「
迎
え
た
解
」
が
よ
り
真
実
に
近
い
の
で
あ
る
。

（
皿
）
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
（
東
京
堂
出
版
一
九
七
三
年
）

（
Ⅱ
）
（
７
）
は
頭
注
で
「
さ
わ
さ
わ
に
汝
が
言
へ
せ
こ
そ
」
に
つ
い

て
、
「
こ
れ
を
、
「
嫉
妬
し
て
騒
ぎ
立
て
る
か
ら
」
と
解
す
る
の
が
通

説
だ
が
、
「
蚕
々
と
そ
な
た
が
や
か
ま
し
く
言
う
も
の
だ
か
ら
」
と

と
る
説
に
よ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
蚕
に
か
こ
つ
け
て
和
解
が
果
た
さ
れ

る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
汝
」
が
誰
で
あ
る
の
か
、
明

確
で
な
い
。
お
そ
ら
く
磐
姫
の
こ
と
と
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
も
同
様
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
記
開
の
解
釈
に
つ

い
て
、
奴
理
能
美
に
「
言
へ
せ
こ
そ
」
と
敬
語
表
現
す
る
の
は
お
か

し
い
と
の
反
論
も
予
想
さ
れ
る
が
、
万
１
は
岡
で
菜
を
摘
む
女
性
に

天
皇
が
「
こ
の
岡
に
菜
摘
ま
す
子
」
と
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る

し
、
紀
別
で
も
仁
徳
が
水
夫
に
「
難
波
人
鈴
船
取
ら
せ
」
と
呼
び

かけている。

（
岨
）
小
島
憲
之
他
『
日
本
書
紀
２
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

一九九六年）

（
過
）
近
藤
信
義
『
音
嚥
論
ｌ
古
代
和
歌
の
表
現
と
技
法
１
１
坐
（
お

う
ふ
う
一
九
九
七
年
）
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