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上
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表
現
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佐 

佐 

木
　
　
隆

一

　『
日
本
書
紀
』
の
記
述
の
な
か
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
数
の
諺
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
前
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
「
仁
徳
紀
」
に
見
え
る

「
鳴
く
牡し

鹿か

な
れ
や
、
相い
め
あ
は
せ夢の

随ま
ま

に
」
と
、『
摂
津
国
風
土
記
』
逸
文
に
見
え
る
「
刀
我
野
に
立
て
る
真ま

牡を

鹿し
か

も
、
夢
相
の
ま
に
ま
に
」
と

い
う
別
伝
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
伝
説
の
内
容
と
か
ら
め
て
分
析
し
考
察
し
た）（
（

。

　
本
稿
で
は
、
や
は
り
「
仁
徳
紀
」
に
見
え
る
、
一
般
に
「
海あ

ま人
な
れ
や
、
己お
の

が
物
か
ら
泣
く
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
諺
の
表
現
に
つ
い

て
、
構
文
・
語
法
の
側
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
の
諺
が
出
て
く
る
話
を
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
訓
読
文
で
見
て
み
る
【
以
下
、
日
本
古
典
文
学
大
系
を
「
古
典
大
系
」
と
略
称
す

る
】。時

に
海あ

ま人
有
り
て
、
鮮
あ
ざ
ら
け
き
い
を
魚
の
苞お
ほ
に
へ苴
を
齎も

ち
て
、
菟う

路ぢ
の

宮み
や

に
献
た
て
ま
つる
。
太
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
子
、
海
人
に
令
の
り
ご
とし
て
曰の
た
まは
く
、「
我
、
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
に
非あ
ら

ず
」
と
の
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二
八

た
ま
ひ
て
、
乃
ち
返
し
て
難
波
に
進
た
て
ま
つら
し
め
た
ま
ふ
。
大お
ほ
さ
ざ
き
の

鷦
鷯
尊み
こ
と、
亦ま
た

返
し
て
、
菟
路
に
献
ら
し
め
た
ま
ふ
。
是こ
こ

に
、
海
人
の
苞お
ほ
に
へ苴
、

往か
よ
ふ
あ
ひ
だ
還
に
あ
ざ

れ
ぬ
。
更
に
返
り
て
、
他あ
た

し
鮮
魚
を
取
り
て
献
る
。
譲
り
た
ま
ふ
こ
と
前さ
き

の
日
の
如
し
。
鮮
魚
、
亦

れ
ぬ
。
海
人
、

屡し
ば
し
ば
か
へ
還
る
に
苦た
し
なみ
て
、
乃
ち
鮮
魚
を
棄
て
て
泣
く
。
故か
れ

、
諺
に
曰い

は
く
、「
海あ

ま人
な
れ
や
、
己お
の

が
物
か
ら
泣ね
な

く
」
と
い
ふ
は
、
其そ

れ
是こ

の
縁
こ
と
の
も
とな
り
。�

〔
仁
徳
即
位
前
紀
〕

　
応
神
天
皇
が
崩
御
し
た
あ
と
、
大
鷦
鷯
尊
と
菟
道
稚
郎
子
の
兄
弟
が
互
い
に
皇
位
を
譲
り
合
っ
た
た
め
に
、
空
位
の
状
態
が
長
く
続
い

た
。
そ
の
時
の
こ
と
を
語
る
逸
話
で
あ
る
。
海
人
つ
ま
り
漁
師
が
宮
殿
に
鮮
魚
を
献
上
し
よ
う
と
し
た
が
、
弟
の
い
る
菟
道
宮
で
も
兄
の

い
る
難
波
宮
で
も
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
も
ら
え
ず
、
時
間
が
経
っ
て
と
う
と
う
腐
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
漁
師
は
ま
た
別
の
鮮
魚
を

持
っ
て
行
っ
た
が
、
や
は
り
ど
ち
ら
の
宮
殿
で
も
受
け
取
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
ま
た
腐
っ
て
し
ま
っ
た
。
漁
師
は
往
復

す
る
の
が
つ
ら
く
な
り
、
献
上
し
よ
う
と
し
て
い
た
物
を
捨
て
て
泣
い
た
。
こ
の
こ
と
が
も
と
で
、「
海あ

ま人
な
れ
や
、
己お
の

が
物
か
ら
泣ね
な

く
」

と
い
う
諺
が
で
き
た
の
だ
と
い
う
。

　
諺
の
本
文
に
は
、

有
海
人
耶
因
己
物
以
泣

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
疑
問
・
反
語
・
感
動
な
ど
を
表
す
助
字
の
「
耶
」
を
ど
の
よ
う
に
訓
じ
る
か
、
ま
た
諺
の
前
半
の
語
構
成
を

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

　
古
典
大
系
で
は
、
前
田
本
の
、
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フ

　

と
い
う
古
訓
を
採
用
し
て
「
海あ

ま人
な
れ
や
、
己お
の

が
物
か
ら
泣ね
な

く
」
と
訓
じ
、「
海
人
な
れ
や
」
は
反
語
を
な
す
と
説
明
し
た
う
え
、
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
己
が
物
か
ら
泣
く
」
と
は
、
自
分
の
物
が
原
因
で
、
泣
く
の
意
。
従
っ
て
、
全
体
の
意
は
、（
海
人
な
ら
ば
と
も
か
く
）
海
人
で
も

な
い
の
に
、
自
分
の
物
が
原
因
で
自
分
で
泣
く
こ
と
よ
の
意
と
な
る
。
こ
れ
は
、
当
時
、
自
分
の
物
が
原
因
と
な
っ
て
泣
く
人
が
あ

っ
た
と
き
に
、
傍
の
人
が
、
そ
れ
に
あ
き
れ
、
そ
れ
を
ひ
や
か
す
意
味
で
使
っ
た
諺
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
諺
の
起
源
は
、
実

際
は
ど
ん
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
説
話
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
に
海
人
の
話
が
記
録
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
古
典
大
系
と
ほ
ぼ
同
じ
訓
を
付
す
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
【
以
下
、「
新
編
古
典
全
集
」
と
略
称
す
る
】
で
は
、
古
典
大
系

に
「
泣ね

な

く
」
と
訓
じ
て
あ
る
「
泣
」
を
、
単
に
「
泣な

く
」
と
訓
じ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
諺
に
つ
い
て
、
全
体
は
「
海
人
で
あ
ろ
う
か
、

い
や
海
人
で
は
な
い
の
に
自
分
の
持
物
が
原
因
で
泣
き
を
見
る
」
の
意
だ
と
説
明
し
、「
ヤ
は
反
語
。」
と
付
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同

書
で
は
、
諺
の
本
来
の
用
法
に
つ
い
て
、

こ
の
諺
の
原
義
は
、
鮮
魚
を
貢
ぐ
海
人
が
宇
治
と
難
波
を
往
還
し
て
、
受
け
取
っ
て
も
ら
え
ず
に
鮮
魚
を
腐
ら
せ
た
、
と
い
う
話
の
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三
〇

と
お
り
。
す
な
わ
ち
、
海
人
は
魚
が
滞
貨
す
る
と
腐
っ
て
し
ま
い
困
る
の
で
、「
海
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
自
分
の
持
物
ゆ
え
に
泣
く
」

の
意
で
あ
ろ
う
。
ヤ
は
感
動
の
助
詞
。

と
解
説
し
て
い
る
。
ひ
と
ま
ず
「
ヤ
は
反
語
。」
と
説
明
し
た
う
え
で
、
右
の
解
説
の
末
尾
で
「
ヤ
は
感
動
の
助
詞
。」
と
説
明
し
て
い
る

の
は
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
解
説
を
加
え
た
校
注
者
の
意
図
を
好
意
的
に
推
測
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

さ
そ
う
で
あ
る
。
諺
を
『
日
本
書
紀
』
に
引
用
し
た
際
に
は
「
や
」
は
反
語
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
前
の
、「
諺
の
原
義
」

つ
ま
り
諺
が
作
ら
れ
た
時
点
で
は
「
や
」
は
感
動
の
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　「
…
な
れ
や
」
つ
ま
り
「
…
活
用
語
已
然
形
＋
や
」
と
、
そ
の
末
尾
の
「
や
」
が
「
や
も
」
と
な
っ
た
形
式
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書

紀
』『
萬
葉
集
』
の
歌
お
よ
び
『
続
日
本
紀
』
の
宣
命
に
、
合
計
し
て
六
十
四
の
実
例
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
用
法
は
、
已
然
形

と
「
や
／
や
も
」
と
の
結
合
が
文
の
ど
の
位
置
に
現
れ
る
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
次
の
三
種
に
分
類
で
き
る
。

Ⅰ
　「
活
用
語
已
然
形
＋
や
（
／
や
も
）」
が
文
末
に
位
置
し
、
そ
こ
で
終
止
し
た
文
が
明
瞭
な
反
語
と
な
る
も
の
。

Ⅱ�

「
活
用
語
已
然
形
＋
や
（
／
や
も
）」
が
文
中
に
位
置
し
、
そ
れ
以
下
に
、
表
現
主
体
に
と
っ
て
信
じ
が
た
い
事
態
や
現
象
が
現

実
・
事
実
と
し
て
描
写
さ
れ
る
も
の
。

Ⅲ�

「
活
用
語
已
然
形
＋
や
（
／
や
も
）」
が
文
中
に
位
置
し
、
そ
れ
以
下
に
、
表
現
主
体
に
と
っ
て
不
本
意
な
事
態
や
意
外
な
事
態
が

推
量
の
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
る
も
の
。

　
右
の
三
種
に
属
す
る
六
十
四
例
の
う
ち
、「
海
人
な
れ
や
」
と
同
様
に
末
尾
に
「
や
」
と
だ
け
あ
る
も
の
を
、
一
例
ず
つ
『
萬
葉
集
』
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三
一

か
ら
引
用
し
て
お
く
。

（
　
慰
む
る
　
心
し
無
く
は
　
天
離さ

か

る
　
鄙ひ
な

に
一
日
も
　
あ
る
べ
く
も
安あ

礼れ

也や�

〔
十
八
・
四
一
一
三
〕

2
　
雪
こ
そ
は
　
春
日
消
ゆ
ら
め
　
心
さ
へ
　
消
え
失
せ
多た

列れ

夜や

　
言
も
通
は
ぬ�

〔
九
・
一
七
八
二
〕

3
　
し
ま
し
く
も
　
一
人
あ
り
う
る
　
も
の
に
安あ

礼れ

也や

　
島
の
む
ろ
の
木
　
離
れ
て
あ
る
ら
む�

〔
十
五
・
三
六
○
一
〕

　
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
三
種
の
ど
れ
も
が
明
瞭
な
反
語
を
表
す）2
（

。
已
然
形
と
「
や
」
と
が
結
合
し
た
部
分
は
、
そ
ろ
っ

て
作
者
に
と
っ
て
意
外
で
信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
部
分
は
結
果
的
に
強
い
反
語
と
な
る
。
已
然
形
と
「
や
」
と
が

結
合
し
、
反
語
で
文
が
終
止
し
た
あ
と
に
ま
だ
表
現
が
続
く
2
と
3
の
よ
う
な
例
で
は
、
反
語
の
あ
と
に
く
る
表
現
は
、
現
実
を
描
写
し

た
り
現
実
を
推
量
し
た
り
す
る
も
の
に
な
る
。
2
の
「
言
も
通
は
ぬ
」
は
現
在
の
事
実
で
あ
り
、
3
の
「（
な
の
に
、
ど
う
し
て
）
島
の

む
ろ
の
木
離
れ
て
あ
る
ら
む
」
は
現
実
に
対
す
る
推
量
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
有
海
人
耶
」
を
「
海
人
な
れ
や
」
と
訓
読
す
る
限
り
、
そ
の
表
現
が
反
語
だ
と
い
う
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、「
己お

の

が
物

か
ら
泣ね

な

く
」
が
現
実
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
編
日
本
古
典
全
集
の
解
説
の
よ
う
に
、「
諺
の
原
義
」

と
し
て
は
「
や
」
が
感
動
の
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
、
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

二

　
さ
き
に
『
日
本
書
紀
』
か
ら
引
用
し
た
の
と
同
じ
内
容
の
説
話
が
『
古
事
記
』
に
も
見
え
、
そ
ち
ら
に
も
同
じ
内
容
の
諺
が
含
ま
れ
て
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い
る
。
や
は
り
古
典
大
系
の
訓
読
文
で
見
て
み
る
。

こ
こ
に
大
雀
命
と
宇
遅
和
紀
郎
子
と
二
柱
、
各
天
の
下
を
譲
り
た
ま
ひ
し
間
に
、
海
人
、
大お

ほ

贄に
へ

を
貢
た
て
ま
つり
き
。
こ
こ
に
兄
は
辞い
な

び
て
弟

に
貢
ら
し
め
、
弟
は
辞
び
て
兄
に
貢
ら
し
め
て
、
相
譲
り
た
ま
ひ
し
間
に
、
既
に
多あ

ま
たの
日
を
経
き
。
か
く
相
譲
り
た
ま
ふ
こ
と
、

一
ひ
と
と
き

二ふ
た

時と
き

に
あ
ら
ざ
り
き
。
故か
れ

、
海
人
、
既
に
往ゆ

き
還き

に
疲
れ
て
泣
き
き
。
故
、
諺
に
「
海
人
や
、
己
が
物
に
よ
り
て
泣
く
。」
と

曰
ふ
。�

〔
応
神
記
〕

　
こ
ち
ら
の
諺
の
本
文
は
、

海
人
乎
因
己
物
而
泣

と
な
っ
て
い
る
。
三
字
め
の
助
字
「
乎
」
も
ま
た
、
疑
問
・
反
語
・
感
動
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
海
人
乎
」
の
三
字

は
、「
仁
徳
即
位
前
紀
」
の
古
訓
に
倣
っ
て
「
海
人
な
れ
や
」
と
い
う
反
語
と
し
て
訓
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
単
に
「
海
人
や
」
と
訓

じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、「
海
人
な
れ
や
」
と
訓
じ
、
そ
れ
は
「
海
人
な
れ
ば
や
」
に
同
じ
で
あ
り
「
海
人
だ
か
ら
こ
そ
」
の
意

だ
、
と
説
明
す
る
注
釈
も
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
と
い
っ
た
定
訓
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
右
に
あ
げ
た
三
説
の
う
ち
、「
海
人
な
れ
や
」
は
「
海
人
な
れ
ば
や
」
に
同
じ
だ
と
す
る
最
後
の
説
明
は
、
日
本
古
典
集
成
に
見
え
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
が
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
。

　
同
書
で
は
諺
全
体
を
「
海あ

ま人
な
れ
や
、
な
が
物
か
ら
泣
く
」
と
訓
じ
、
そ
れ
を
「
海
人
だ
か
ら
こ
そ
　
自
分
の
持
物
ゆ
え
に
泣
く
」
と
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口
訳
し
て
い
る
。
同
書
に
は
、
訓
読
文
に
関
す
る
、

「
海
人
な
れ
ば
や
」
で
、「
や
」
は
感
動
の
助
詞
。「
な
が
」
は
「
己
が
」
の
意
。「
も
の
か
ら
」
は
、「
物
ゆ
え
に
」
と
「
藻も

の
殻か
ら

」

と
い
う
海
人
の
生
活
の
嘆
き
を
懸か

け

詞こ
と
ばに
し
た
も
の
。

と
い
う
解
説
も
見
え
る
。
諺
に
懸
詞
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
根
拠
も
否
定
す

る
根
拠
も
と
も
に
な
い
か
ら
、
何
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
。

　「
海
人
乎
」
を
「
海
人
な
れ
や
」
と
訓
じ
、
そ
れ
は
「
海
人
な
れ
ば
や
」
に
同
じ
だ
と
見
て
「
海
人
だ
か
ら
こ
そ
」
と
口
訳
す
る
の
は
、

已
然
形
に
付
く
「
ば
」
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
上
代
の
語
法
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
に
相
違
な
い
。「
仁
徳
即
位
前
紀
」
の
諺

の
「
…
な
れ
や
」
に
つ
い
て
、
原
義
と
し
て
は
、「
や
」
は
感
動
の
助
詞
だ
と
い
う
新
編
古
典
全
集
の
説
明
は
、
こ
の
古
典
集
成
の
解
説

を
踏
襲
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
古
典
集
成
『
古
事
記
』
の
校
注
者
が
、
新
編
古
典
全
集
『
日
本
書
紀
』
の
校
注
者
の
一
人
で

も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
已
然
形
＋
や
（
／
や
も
）」
は
上
代
の
文
献
に
六
十
四
例
あ
る
。
六
十
四
例
の
な
か
に
は
、［
已
然
形
＋

や
］
が
四
十
八
例
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の
「
や
」
は
す
べ
て
反
語
の
助
詞
で
あ
り
、
ほ
か
に
も
已
然
形
と
感
動
の

「
や
」
と
が
直
接
に
結
合
し
た
確
実
な
例
は
一
つ
も
な
い
。

　
た
だ
し
、
已
然
形
と
感
動
の
「
や
」
と
の
間
に
「
ば
」
が
割
り
込
ん
だ
表
現
な
ら
、
一
つ
だ
け
『
古
事
記
』
の
歌
謡
に
例
が
あ
る
。

4
　
し
な
だ
ゆ
ふ
　
佐さ

佐さ

那な

美み

道ぢ

を
　
す
く
す
く
と
　
吾
が
伊い

麻ま

勢せ

婆ば

夜や

　
木こ

幡は
た

の
道
に
　
遇あ

は
し
し
嬢を
と
め子

　
後う
し
ろ
で姿
は
　
小を

楯だ
て

ろ
か
も
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こ
の
歌
謡
の
「
吾
が
行い

ま
せ
ば
や
」
と
い
う
句
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
末
尾
の
「
や
」
は
反
語
で
も
疑
問
で
も
な
く
感
動
を
表
す
助
詞
だ

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
や
」
を
除
去
し
た
「
吾
が
行
ま
せ
ば
」
と
意
味
的
に
大
差
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

　「
ば
」
を
含
む
形
式
の
例
が
実
際
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
含
ま
な
い
例
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、「
ば
」
を
含
む
例
で
す
ら
右
の
一
つ
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、「
ば
」
を
含
ま
ず
、
か
つ
「
や
」
が
感
動
の
助
詞
で
あ
る
と

い
う
、
例
外
的
な
要
素
を
二
重
に
も
つ
例
の
存
在
は
想
定
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
諺
に
は
原
義
と
転
義
と
の
二
種
の
意
味
が
あ
る
と
想
定
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
仮
定
の
上
に
さ
ら
に
仮
定
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。

構
文
の
面
で
も
語
法
の
面
で
も
、
古
典
集
成
『
古
事
記
』
の
見
解
を
支
持
す
る
例
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
結
局
、『
日
本
書
紀
』
の
諺
に
対
す
る
新
編
古
典
全
集
の
解
説
も
、『
古
事
記
』
の
諺
に
対
す
る
古
典
集
成
の
解
説
も
、
無
理
の
あ
る
屈

折
し
た
理
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
妥
当
だ
と
は
認
め
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

三

　「
海
人
乎
」
に
対
す
る
諸
訓
の
う
ち
、
さ
き
に
言
及
し
た
「
海
人
や
」
と
い
う
訓
に
つ
い
て
も
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
さ

ぐ
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
体
言
に
下
接
す
る
「
や
」
だ
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
用
法
の
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
呼
び
か
け
を
表
す
と
解
さ

れ
て
い
る
、
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5
　
八
千
矛
の
　
神
の
命
み
こ
と

夜9

　
我
が
大
国
主
　
汝な

こ
そ
は
　
男を

に
坐い
ま

せ
ば
…�

〔
記
五
〕

6
　
汝な

が
御
子
夜9

　
つ
び
に
知
ら
む
と
　
雁
は
卵こ

む産
ら
し�

〔
記
七
三
〕

な
ど
の
「
や
」
と
も
異
な
る
し
、
次
の
よ
う
な
接
尾
辞
的
な
「
や
」
と
も
異
な
る
。

7
　
い
と
こ
夜9

の
　
妹
の
命
　
群む
ら

鳥と
り

の
　
吾
が
群
れ
往い

な
ば
…�

〔
記
四
〕

　
あ
る
い
は
、

8
　
貴う

ま

人ひ
と

は
　
貴
人
ど
ち
野9

　
親い
と
こ友

は
も
　
親
友
ど
ち
　
い
ざ
闘あ

は
な
　
吾
は�

〔
紀
二
八
〕

の
「
や
」
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
の
「
や
」
の
用
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
判
然
と
し
な
い
。
結
局
、「
海
人
や
」
と
同
じ
用

法
の
「
や
」
は
、『
萬
葉
集
』
の
そ
れ
も
含
め
て
、
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
見
て
く
れ
ば
、「
仁
徳
即
位
前
紀
」
の
「
有
海
人
耶
因
己
物
以
泣
」
も
、「
応
神
記
」
の
「
海
人
乎
因
己
物
而
泣
」
も
、
と
も
に
反

語
と
し
て
「
海
人
な
れ
や
」
と
訓
じ
、「
海
人
で
も
な
い
の
に
、
自
分
の
持
ち
物
ゆ
え
に
泣
く
」
の
意
を
表
す
と
解
す
る
し
か
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
【『
古
事
記
』
と
い
う
資
料
か
ら
離
れ
、
助
字
「
乎
」
の
用
法
だ
け
を
問
題
に
す
れ
ば
、
こ
の
「
乎
」
は

「
ぞ
」
と
い
う
強
調
の
用
法
と
し
て
訓
じ
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、『
古
事
記
』
に
見
え
る
ほ
か
の
「
乎
」
の
用
例
か
ら
し
て
、
こ
こ
は
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「
や
」「
か
」
に
あ
て
た
も
の
だ
と
解
す
る
の
が
よ
い
】。

　
た
だ
、
少
し
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
仁
徳
即
位
前
紀
」
の
諺
が
、
直
前
で
説
話
が
終
わ
っ
た
の
を
承
け
て
、

故か
れ

、
諺
に
曰い

は
く
、「
海あ

ま人
な
れ
や
、
己お
の

が
物
か
ら
泣ね
な

く
」
と
い
ふ
は
、
其そ

れ
是こ

の
縁
こ
と
の
も
とな
り
。

と
い
う
か
た
ち
で
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
末
尾
の
「
其そ

れ
是こ

の
縁
こ
と
の
も
とな
り
」
を
単
純
に
読
め
ば
、
直
前
に
置
か
れ
た
説
話
が
も

と
に
な
っ
て
「
海
人
な
れ
や
…
」
と
い
う
諺
が
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
説
話
の
内
容
と
諺
の

表
現
と
が
た
が
い
に
密
接
に
対
応
し
連
動
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
説
話
に
登
場
し
て
「
己
が
物
か
ら
泣
く
」
こ
と
に
な

っ
た
人
物
は
間
違
い
な
く
「
海
人
」
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
「
海
人
な
れ
や
」
と
い
う
反
語
で
提
示
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る
。

　
単
な
る
推
測
だ
が
、「
海
人
な
れ
や
…
」
と
い
う
諺
の
起
源
が
そ
の
直
前
に
置
か
れ
た
説
話
に
あ
る
の
だ
、
と
い
う
説
明
自
体
を
疑
う

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
さ
き
に
引
用
し
た
、
古
典
大
系
『
日
本
書
紀
』
の
当
該
箇
所
の
頭
注
に
も
、
諺
に
関
す
る
次
の
よ

う
な
説
明
が
見
え
る

こ
れ
は
、
当
時
、
自
分
の
物
が
原
因
と
な
っ
て
泣
く
人
が
あ
っ
た
と
き
に
、
傍
ら
の
人
が
、
そ
れ
に
あ
き
れ
、
そ
れ
を
ひ
や
か
す
意

味
で
使
っ
た
諺
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
諺
の
起
源
は
、
実
際
は
ど
ん
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
不
明
で
あ
る
が
、
そ

の
起
源
説
話
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
に
海
人
の
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
、
説
話
と
そ
の
直
後
に
置
か
れ
た
諺
と
の
間
に
「
其そ

れ
是こ

の
縁
こ
と
の
も
とな
り
」
と
い
う
よ
う
な
直
接
的
な
関
係
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
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い
う
理
解
に
立
つ
説
明
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
の
当
該
箇
所
に
は
、
既
に
存
在
し
て
い
た
諺
を
大
雀
命
と
宇
遅
能

和
紀
郎
子
と
を
め
ぐ
る
説
話
に
取
り
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
い
う
、
同
じ
よ
う
な
視
点
に
も
と
づ
く
推
測
が
見
え
る
。

紀
に
は
「
其
是
之
縁
也
」
と
、
こ
の
海
人
の
物
語
を
そ
の
諺
の
起
源
と
し
て
い
る
が
、
古
く
、
自
分
の
持
ち
物
が
も
と
で
泣
く
人
が

あ
っ
た
さ
い
に
、
鮮
魚
の
処
理
に
困
り
は
て
た
海
人
の
姿
を
例
に
だ
し
て
揶
揄
す
る
諺
が
あ
っ
た
の
を
、
宇
遅
能
和
紀
郎
子
と
大
雀

命
が
位
を
譲
り
あ
う
物
語
の
中
に
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
確
か
に
、
説
話
の
内
容
と
諺
の
表
現
と
の
間
に
明
瞭
な
矛
盾
が
あ
る
以
上
、「
其そ

れ
是こ

の
縁
こ
と
の
も
とな

り
」
と
い
う
記
述
は
信
ず
べ
き
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
も
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
大
鷦
鷯
尊
と
菟
道
稚
郎
子
の
兄
弟
が
互
い
に
皇
位
を
譲
り
合
っ
た
た
め
に
空
位
の
ま
ま
の
期
間
が
ず
っ

と
続
い
た
、
と
い
う
話
が
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
同
時
に
当
該
の
諺
も
ま
た
既
に
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
伝
承

と
諺
と
を
結
び
つ
け
た
時
点
で
、「
海
人
な
れ
や
…
」
と
い
う
諺
の
内
容
に
合
致
す
る
よ
う
に
、「
鮮

あ
ざ
ら
け
き
い
を

魚
の
苞お
ほ
に
へ苴

」
の
こ
と
を
話
の
な

か
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。「
鮮

あ
ざ
ら
け
き
い
を

魚
の
苞お
ほ
に
へ苴

」
が
腐
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
空
位
の
状
態
を
象
徴
し
強
調
す
る
も
の
だ
か
ら
、

そ
れ
を
話
の
な
か
に
持
ち
込
め
ば
、
皇
位
の
譲
り
合
い
に
対
す
る
読
者
の
印
象
も
強
く
な
っ
て
好
都
合
で
あ
る
。

四

　『
古
事
記
』
の
応
神
天
皇
の
条
に
し
か
見
え
な
い
話
の
な
か
に
、
右
の
「
海
人
な
れ
や
…
」
に
似
た
語
法
が
問
題
に
な
る
箇
所
が
あ
る
。
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そ
れ
は
、
秋あ
き

山や
ま

之の

下し
た

氷い

壮お
と
こ夫
と
春は
る

山や
ま

之の

霞か
す
み
お
と
こ

壮
夫
の
兄
弟
が
伊い

豆ず

志し

袁お

登と

売め

と
い
う
娘
を
め
ぐ
っ
て
争
う
、
と
い
う
内
容
の
、
神
の
世
の
話

に
出
て
い
る
。

　「
お
前
が
伊
豆
志
袁
登
売
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
多
く
の
物
を
お
前
に
差
し
出
そ
う
」
と
、
兄
が
弟
に
約
束
し
た
。
弟
は
母

親
に
相
談
し
そ
の
協
力
を
得
て
結
果
的
に
娘
を
獲
得
し
、
一
人
の
子
も
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
慷
慨
し
た
兄
は
約
束
を
果
た
そ
う
と
し
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
弟
が
ま
た
母
親
に
相
談
す
る
と
、
母
親
は
兄
を
恨
ん
で
「
我
が
御
世
の
事
、
能よ

く
許こ

曽そ

神
習
は
め
。
又
宇う

都つ

志し

岐き

青あ
を

人ひ
と

草く
さ

習
へ
や
、
其そ
の

物も
の

償つ
ぐ
のは
ぬ
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
母
親
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
用
意
し
た
う
え
で
、
兄
に
対
す
る
呪
詛
を
弟
に
行
わ

せ
た
。
弟
が
呪
詛
し
た
と
お
り
に
、
兄
は
八
年
に
わ
た
っ
て
元
気
を
失
い
、
衰
弱
し
て
病
気
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
に
困
り
果
て
た
兄
が
泣

い
て
母
親
に
許
し
を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
母
親
は
呪
詛
す
る
の
に
使
っ
た
物
を
除
去
さ
せ
た
の
で
、
兄
の
体
は
快
復
し
た
、
と
い
う
話
で
あ

る
。

　
こ
の
話
の
な
か
で
語
法
が
問
題
に
な
る
と
い
う
の
は
、
母
親
が
兄
を
恨
ん
で
発
し
た
「
我
が
御
世
の
事
…
…
其そ

の

物も
の

償つ
ぐ
のは

ぬ
」
と
い
う
こ

と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
典
大
系
の
訓
読
文
で
あ
り
、
当
該
箇
所
の
本
文
は
、

我
御
世
之
事
能
許
曽
此
二
字

以
音

神
習
又
宇
都
志
岐
青
人
草
習
乎
不
償
其
物

と
な
っ
て
い
る
。
古
典
大
系
で
は
、「
我
が
御
世
の
事
」
に
「
私
が
生
き
て
い
る
間
の
事
は
の
意
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
注
を
付
し
、「
能よ

く

許こ

曽そ

神
習
は
め
」
は
「
よ
く
神
を
真
似
よ
う
」
の
意
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、「
宇う

都つ

志し

岐き

青あ
を

人ひ
と

草く
さ

習
へ
や
、
其そ
の

物も
の

償つ
ぐ
のは

ぬ
」
は

「
こ
の
世
の
中
の
人
を
真
似
て
か
、
そ
の
賭
の
品
物
を
出
さ
な
い
こ
と
よ
」
の
意
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

　「
習
へ
や
」
つ
ま
り
已
然
形
と
「
や
」
と
が
結
合
し
た
形
式
と
し
て
訓
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
、「
乎
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
話
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に
は
、「
汝な

は
こ
の
嬢を
と
め子
を
得
む
や
」
と
兄
が
弟
に
尋
ね
る
場
面
が
あ
り
、
そ
の
本
文
に
「
汝
得
此
嬢
子
乎
」
と
あ
っ
て
、
同
じ
く
「
乎
」

が
疑
問
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
習
乎
」
の
「
乎
」
を
「
や
」
と
訓
じ
る
こ
と
は
、
可
能
性
と
し
て
十
分
に
あ
り
う

る
。

　
母
親
の
発
言
は
、
古
典
集
成
で
も
思
想
大
系
で
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
訓
読
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
已
然
形
に

「
や
」
が
付
い
た
形
式
は
、
上
代
で
は
す
べ
て
明
瞭
な
反
語
に
な
る
か
ら
、「
習
へ
や
」
は
「
習
お
う
か
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
」
の
意
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
の
反
語
に
続
く
表
現
で
あ
る
「
其
物
償
は
ず
」
は
、
現
在
の
兄
の
状
況
を
意
外
な
こ
と
と
し
て
描
写
し
た
表
現
で
あ
る
。

「（
神
で
あ
る
兄
が
、
約
束
を
守
ら
な
い
と
い
う
）
人
間
の
行
い
を
見
習
う
は
ず
は
な
い
の
に
、（
実
際
に
は
兄
が
）
約
束
し
た
多
く
の
物

を
差
し
出
そ
う
と
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
最
新
の
注
釈
で
あ
る
新
編
古
典
全
集
で
は
、
本
文
を
「
我
が
御
世
の
事
は
、
能よ

く
こ
そ
神か
み

を
習な
ら

は
め
。
又
、
う
つ
し
き
青あ
を

人ひ
と

草く
さ

を
習な
ら

へ

か
、
そ
の
物
を
償つ

く
のは

ぬ
」
と
訓
じ
、
そ
れ
を
、

私
が
生
き
て
い
る
間
の
事
は
、
よ
く
神
の
振
る
舞
い
を
習
う
べ
き
な
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
兄
は
、
人
の
振
る
舞
い
を
習
う
た
め
に

賭
け
物
を
払
お
う
と
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

と
口
訳
し
て
い
る
。「
習
へ
や
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
「
習
乎
」
を
「
習
へ
か
」
と
し
て
い
る
点
が
、
従
来
の
措
置
と
異
な
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
「
習
へ
か
」
は
「
習
へ
ば
か
」
と
同
義
だ
と
い
う
注
が
、
同
書
に
は
見
え
る
。

　「
乎
」
を
「
か
」
と
訓
じ
、
そ
れ
は
已
然
形
に
「
か
」
が
付
い
た
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
、「
や
」
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
反
語
で
は
な

く
可
能
性
の
あ
る
想
定
を
表
す
語
法
に
な
る）3
（

。
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9
　
ね
も
こ
ろ
に
　
片か
た
も
ひ
す
れ
か

念
為
歟
　
こ
の
頃
の
　
吾
が
情こ
こ
ろ
ど利
の
　
生
け
る
と
も
無
き�

〔
十
一
・
二
五
二
五
〕

　
こ
の
歌
は
、「
切
な
る
片
思
い
を
し
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
こ
の
頃
の
私
の
心
は
生
き
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
」
の
意
で
あ
る
。
一

途
に
片
思
い
を
す
る
こ
と
は
一
般
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
歌
の
作
者
は
今
の
自
分
が
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い

る
。

　
已
然
形
に
「
か
」
が
付
い
た
「
習
へ
か
」
の
場
合
、「（
神
で
あ
る
兄
は
人
間
の
行
い
を
）
見
習
っ
た
か
ら
な
の
か
、
約
束
を
守
ろ
う
と

し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
の
文
脈
に
照
ら
し
て
成
り
立
た
な
い
表
現
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
が
「
我
が

御
世
の
事
、
能よ

く
許こ

そ曽
神
習
は
め
」
に
続
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、「
習
へ
や
」
と
い
う
、
信
じ
が
た
い
こ
と
や
意
外
で
あ

る
こ
と
を
否
定
的
に
提
示
す
る
反
語
の
ほ
う
が
、
よ
り
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
同
じ
こ
と
は
、
別
の
方
面
か
ら
も
言
え
る
。
こ
の
話
に
関
し
て
、『
丹
後
国
風
土
記
』
の
逸
文
に
見
え
る
「
奈
具
社
」
の
伝
承
が
よ
く

引
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
、
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
用
い
る
「
習
へ
か
」
よ
り
も
、
意
外
性
を
前
面
に
押
し
出
す
「
習
へ
や
」
と
い
う
反

語
の
ほ
う
を
支
持
す
る
の
で
あ
る
。
地
上
へ
降
り
て
来
て
泉
で
水
浴
び
を
し
て
い
る
す
き
に
、
自
分
の
衣
装
を
老お

き
な夫

に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ

た
天
女
と
、
天
女
の
衣
装
を
隠
し
た
そ
の
老
夫
と
の
や
り
と
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
天
女
が
「
凡す

べ

て
天あ
め

人ひ
と

の
志
こ
こ
ろ
ば
へは

、
信ま
こ
とを

以も

ち
て
本も
と

と
為な

す
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
、
老
夫
が
「
疑
う
た
が
ひ

多
く
信ま
こ
とな

き
は
率ひ
と
の
よ土

の
常
な
り
」
と
答
え
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
天
上
に
住
む
神
女
は
も

と
も
と
真
実
に
従
う
事
を
根
本
と
す
る
が
、
地
上
の
人
々
は
他
を
疑
っ
た
り
裏
切
っ
た
り
す
る
の
が
常
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
神

女
と
老
夫
と
の
や
り
と
り
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、「
神
で
あ
る
兄
が
、
嘘
を
つ
く
人
間
に
習
っ
た
た
め
に
弟
と
の
約
束
を
破
っ
た
な
ど
と

い
う
こ
と
は
信
じ
が
た
い
」
と
い
う
の
が
母
親
の
心
情
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
母
親
は
「
習
へ
や
」
と
い
う
反
語
を
用
い
た
の
で
は
な
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い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
習
乎
」
の
二
字
を
訓
読
す
る
の
に
あ
え
て
「
習
へ
や
」
を
棄
て
て
「
習
へ
か
」
と
す
べ
き
理
由
は
な
い
。

五

　
次
に
、「
我
が
御
世
の
事
、
能よ

く
許こ

曽そ

神
習
は
め
」「
我
が
御
世
の
事
は
、
能よ

く
こ
そ
神か
み

を
習な
ら

は
め
」
な
ど
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
、「
我

御
世
之
事
、
能
許
曽
神
習
」
と
い
う
本
文
に
つ
い
て
考
え
る
。

　「
我
御
世
之
事
」
と
い
う
部
分
は
、「
我
が
御
世
の
事
」「
我
が
御
世
の
事
は
」
の
ど
ち
ら
に
訓
読
し
て
も
、
ま
と
も
な
主
格
で
は
な
く

「
…
の
こ
と
に
つ
い
て
は
」
の
意
と
な
る
。

　「
習
ふ
」
は
「
見
習
う
」「
従
う
」「
教
わ
る
」
な
ど
の
意
の
他
動
詞
で
あ
り
、
そ
の
目
的
語
は
文
脈
上
「
我
が
御
世
の
事
」
で
あ
る
。

だ
か
ら
、「
神
」
と
「
習
は
め
」
と
の
間
に
助
詞
が
な
い
「
能よ

く
許こ

曽そ

神
習
は
め
」
と
い
う
表
現
だ
と
、「
神
（
を
）
習
は
め
」
の
意
で
は

な
く
、「
神
（
が
）
習
は
め
」
の
意
に
解
さ
れ
易
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、「
神か

む

習な
ら

は
め
」
と
い
う
訓
は
適
切
な
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
場
合
の
「
な
ら
ふ
」
と
い
う
動
詞
だ
が
、
こ
れ
は
「
慣
ら
ふ
／
馴
ら
ふ
」
な
ど
と
も
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
、「
習
慣
に
な
る
」「
親

し
む
」
な
ど
の
意
も
あ
る
。
し
か
し
、
文
脈
か
ら
見
て
、
こ
こ
は
「
教
わ
る
」「
学
ぶ
」
な
ど
の
意
の
「
習
ふ
」
で
あ
る
。

　「
教
わ
る
」「
学
ぶ
」
の
意
の
「
習
ふ
」
は
、
上
代
の
文
献
に
は
実
例
が
乏
し
い
が
、
後
世
の
、

（0
　
音
に
の
み
　
聞
き
つ
る
恋
を
　
人
知
れ
ず
　
つ
れ
な
き
人
に
　
な
ら
ひ
ぬ
る
か
な�

〔
拾
遺
集
十
一
・
六
四
一
〕

（（
　
つ
ら
さ
を
ば
　
君
に
な
ら
ひ
て
　
し
り
ぬ
る
を
　
う
れ
し
き
こ
と
を
　
誰
に
問
は
ま
し�

〔
詞
花
集
七
・
二
二
二
〕
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な
ど
の
用
例
を
見
る
と
、
状
況
・
人
物
か
ら
「
習
ふ
」
場
合
に
は
「
─
─
に
習
ふ
」、
こ
と
が
ら
を
「
習
ふ
」
場
合
に
は
「
─
─
を
習
ふ
」

と
い
う
構
文
に
な
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
現
代
語
の
用
法
と
同
様
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
我
御
世
之
事
能
許
曽
…
」
と
い
う
本
文
は
、

我
が
御
世
の
事
（
は
）、
能
く
こ
そ
神
に9

習
は
め
、
う
つ
し
き
青
人
草
に9

習
へ
や
、
其
の
物
（
を
）
償
は
ぬ
。

と
訓
じ
る
の
が
よ
い
【「
は
」「
を
」
は
、
絶
対
に
必
要
だ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
】。

注（
（
）　「
已
然
形
＋
や
／
や
も
」
の
三
種
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
萬
葉
集
と
上
代
語
』（
一
九
九
九
年
、
ひ
つ
じ
書
房
）
の
第
Ⅰ
部
第
四
章
及
び
、

小
著
『
上
代
語
構
文
論
』（
二
○
○
三
年
、
武
蔵
野
書
院
）
の
第
Ⅳ
部
第
二
章
に
や
や
詳
し
く
述
べ
て
あ
る
。

（
2
）　「「
菟
餓
野
の
鹿
」
の
伝
説�

─
「
鳴
く
牡
鹿
な
れ
や
…
」
と
い
う
諺
─
」〔
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
人
文
』
（（
号
、
二
○
一
三
年
〕
お
よ
び
、

『
言
霊
と
は
何
か�

古
代
日
本
人
の
信
仰
を
読
み
解
く
』〔
中
公
新
書2230

、
二
○
一
三
年
〕
の
第
六
章
。

（
3
）　「
か
」
を
用
い
た
「
已
然
形
＋
か
／
か
も
」
の
実
例
も
、『
上
代
語
構
文
論
』
の
第
Ⅳ
部
第
二
章
に
あ
げ
て
あ
る
。

�

（
日
本
語
日
本
文
学
科
　
教
授
）


