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1

第
九
段
、
皇
孫

の
天
降
り
を
め
ぐ

っ
て

ー

榎

本

福

寿

一
、

小
稿
の
ね
ら
い

二
、

先
行
研
究

三
、

本
伝
と
二
つ
の

一
書

四
、

本
伝
か
ら

一
書

へ

五
、

〔書
四
〕
の
改
変
と
そ
の
意
図

六
、

皇
孫
を
い
い
か
え
た
天
孫

七
、

皇
孫
を
い
い
か
え
た
天
神
の
子

八
、

皇
孫
の
変
容

九
、

皇
孫
か
ら
天
孫

へ

十
、

〔書
六
〕
と
先
行
所
伝

十

一
、
所
伝
の
差
違
化

十
二
、
〔書
三
〕
お
よ
び

〔書
五
〕
に
み
る
差
違
化

十
三
、
『
三
国
志
』
裴
松
之
注
の
特
質

十
四
、
神
代
紀
の
め
ざ
し
た
歴
史
記
述

神
代
紀
の
各
段
に
付
載
す
る

コ

書
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

を
な
ぜ
付
載
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
本
伝
と
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
の
か
と

い
っ
た
ご
く
基
本
的
な
問
題
さ
え
、
十
分
に

解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

小
稿
は
、
第
九
段
、
皇
孫
の
天
降
り
を
め
ぐ
る
所
伝
を
と
り

あ
げ
、
本
伝
と
各

コ

書
」
と
の
た
が

い
に
共
通
す
る
内
容
や

表
現
を
手
懸
り
に
、
そ
れ
ら
の
分
析
、
さ
ら
に
皇
孫
、
天
孫
、

天
神
の
子
を
め
ぐ
る
所
伝
間
の
変
化
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
な
ど

を
通
し
て
、
ま
ず
は
所
伝
そ
う
ご
の
関
係
、
本
伝
お
よ
び
各

コ

書
」
の
た
が
い
の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
そ

う
し
て
所
伝
の
な
り
た
ち
に
、
差
違
化
が
か
か
わ

っ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
と
、
『
三
国
志
』
裴
松
之
注

と
の
関
連
を
さ
ぐ
る
。

こ
の

一
連
の
作
業
を
ふ
ま
え
、
歴
史
を
多
面
的
、
多
角
的
に

つ
む
ぎ
だ
す
と
こ
ろ
に
神
代
紀
が

「
一
書
」
に
託
し
た
ね
ら
い

が
あ
る
と

い
う
結
論
を
、
小
稿
の
最
後
に
み
ち
び
く
。



一
、
小
稿
の
ね
ら

い

『日
本
書
紀
』
の
巻

一
・
二
は
、
神
代
の
上

・
下
に
あ
た
る
。
こ

の
二
巻
を
、
こ
こ
で
は
便
宜
に
し
た
が
い
神
代
紀
と
略
称
す
る
と
し

て
、
他
の
巻
と
の
き
わ
だ

っ
た
違
い
は
、
各
段
に
い
く

つ
も
の

コ

書
」
を
か
か
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
一
書
」
は
い
わ
ば
異
伝
で
あ

り

、
そ
れ
の
本
伝
に
あ
た
る
文
章
に
対
す
る
呼
称
は
、
「本
文
」
「本

書
」
「正
文
」
な
ど
の
よ
う
に
区
々
で
あ
る
。
ど

の
呼
称

で
も
さ
し

つ
か
え
な

い
が
、
こ
れ
も
ま
こ
と
に
便
宜
的
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
本

ぐ　
ユ
　

伝

の
呼
称
を

つ
か
う
と
し
て
、
こ
の
本
伝
と

コ

書
」
と
を
も

っ
て

各
段
が
な
り
た

つ
点
に
、
神
代
紀
の
特
徴
が
あ
る
。

さ
て
、
し
か
し
本
伝
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い

内
実
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

本
伝
だ
け
を
、
段
を
お

っ
て
順
に
つ
な
げ
て
い
っ
て
も
、
矛
盾
や
ソ

ゴ
を
き
た
す
。
こ
の
こ
と
を
め
ぐ

っ
て
は
、
「す
で
に
諸
先
達
に
よ

っ
て
再
三
指
摘
さ
れ
て
来
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
」
と
付
記
す
る

太

田
善
麿
氏
の
次
の
よ
う
な
指
摘

(「第
四
章

日
本
書
紀
神
代
巻

の

一
考
察
」
『古
代
日
本
文
芸
思
潮
論

(皿
)
』
嫐
頁
)
が
あ
る
。

神
代
紀
の
実
態
は
、
章

(段
に
あ
た
る

1

榎
本
補
筆
)
を
通

し
て
見
た
場
合
の
無

一
貫
性
が
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
と
し
て
あ

が
っ
て
来
る
と
同
時
に
、
各
章
を
単
位
と
し
て
見
た
本
書
の
本

文
に
お
い
て
も
、
意
識
的
な
本
文
の
確
定
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た

と
す
る
に
相
応
し
な

い
諸
種
の
徴
候
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。

太
田
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
た
だ
に
本
伝
間
が

一
貫
性
を
欠
く
だ
け
で

な
く
、
本
伝
じ
た
い
本
伝
と
し
て
の
実
質
を
そ
な
え
て
い
た
こ
と
を

疑
わ
せ
る

一
方
、
そ
の
こ
と
に
と
も
な
い
、
本
伝
と
異
伝
と
が
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
れ
ら
し
く
あ
る
と
い
う
よ
り
、

い
わ
ば
た
が
い
を

へ
だ
て

る
垣
根
が
ひ
く
く
、
む
し
ろ
深
い
か
か
わ
り
に
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆

す
る
。
そ
の
か
か
わ
り
を
、
「海
宮
遊
行
章
」
に
そ
く
し
て
、
た
が

い
の
本
文
を

つ
き
あ
わ
せ
た
う
え
で

「
こ
こ
に
対
照
さ
れ
た
本
書
と

諸

一
書
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
四
つ
の

一
書
を
も
と
と
し
て
適
宜

に
取
捨
編
成
す
れ
ば
、
本
書
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
決
し
て
困
難
で

は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」
(前
掲
書
憫
頁
)
と
太
田
氏

は
説
く
。
こ
こ
で
は
い
か
に
も
慎
重
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
の
ち
に

は
、
た
と
え
ば

「前
に
見
て
来
た
本
章
の
本
書
と
諸

一
書
と
の
文
章

の
対
比
の
実
情
か
ら
推
せ
ば
、
こ
の
本
書
は
諸

一
書
が
あ

っ
て
は
じ

め
て
成
立
し
得
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
無
謀
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
」

(同
鵬
頁
)
と
い
う
よ
う
に
諸

一
書
を
も
と
に
本
伝
が
成
立

　
ヤ　

　

　

し
た
こ
と
を
明
言
す
る
。

は
た
し
て
そ
れ
が
妥
当
な
の
か
、
「本

書
と
illII

一
書
と

の
文
章

の

対
比
」
あ
る

い
は

「こ
こ
に
対
照
さ
れ
た

本
書
と
諸

一
書
と
の
関

係
」
と

い
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
本
文
を
つ
き
あ
わ
せ
て
い
る
だ
け
だ

か
ら
、
説
得
力
に
は
乏
し
い
。
表
現
が
あ

い
通
じ
る
と
い
う
た
だ
そ

かになはと書一�紀代神17



れ
だ

け
で
は
、
た
が
い
の
関
係
、
と
り
わ
け

一
方
を
も
と
に
他
方
が

な
り
た
つ
と

い
う
関
係
を
認
定
す
る
決
め
手
と
は
な
り
え
な
い
。
し

か
し
そ
う
し
て
本
伝
と
各

一
書
と
が
同
じ
表
現
を
共
有
す
る
と
い
う

か
ぎ
り
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
が
、
だ
か
ら
足
が

か
り
と
な
る
は
ず
だ
が
、
さ
り
な
が
ら
、
本
文
の
た
だ
の
つ
き
あ
わ

せ
だ
け
で
は
決
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
。
本
文
の
徹
底
し
た
よ
み

と
、
そ
れ
に
も
と
つ
く
可
能
な
か
ぎ
り
詳
細
な
分
析
に
つ
と
め
な
が

ら
、
こ
の
作
業
を
と
お
し
て
、
ま
ず
は
、
本
伝
と
各

一
書
と
の
関
係
、

さ
ら
に
は
各

一
書
間
の
か
か
わ
り
等
を
実
態
に
そ
く
し
て
み
き
わ
め

る
こ
と
を
め
ざ
す
。
も
と
よ
り
、
所
伝
の
な
り
た
ち
の
問
題
に
も
、

そ
れ
は
関
連
す
る
。
そ
の
解
明
と
あ
わ
せ
て
、
本
伝
に

一
書
を
付
載

す

る
か
た
ち
を
と
る
神
代
史
の
、
歴
史
記
述
と
し
て
の
そ
の
内
実
を

明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
小
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
に

は
、
便
宜
に
し
た
が

い
、
本
伝
は

〔本
伝
〕
、

一
書
に
つ
い
て
は
第

一
以
下

〔書

一
〕
〔書
二
〕
な
ど
の
略
称
を
も

っ
て
表
示
す
る
。

二
、
先
行
研
究

小
稿
が
と
り
あ
げ
る
対
象
は
、

い
わ
ゆ
る
天
孫
降
臨
を
め
ぐ
る
第

九
段
で
あ
る
。
太
田
氏
が
、
各

一
書
を
も
と
に

〔本
伝
〕
が
な
り
た

つ
と
み
な
す
第
十
段
に
く
ら
べ
、

一
書
の
数
は
倍
の
八
条
に
の
ぼ
る
。

実
質
的
に
は
、
そ
の
な
か
の
五
条
ほ
ど
が
と
り
あ
げ
る
主
な
対
象
と

な
る
だ
け
だ
が
、
降
臨
後
を
つ
た
え
る

一
条
を
の
ぞ
く
四
条
、
す
な

わ
ち

〔書

一
〕
〔書

二
〕
〔書
四
〕
〔書

六
〕
と

〔本
伝
〕
、
そ
れ

に

『古
事
記
』
の
当
該
条
の
所
伝
を
加
え
た
都
合
六
つ
の
所
伝
に
つ
い

て
、
発
展
段
階
と
い
っ
た
観
点
か
ら
分
類
し
た
論
考

(「
天
孫
降
臨

の
物
語
」
『
日
本
神
話
論
』
伽
頁
)
が
、
三
品
彰
英
氏
に
あ
る
。
ま

ず
は
、
そ
の
結
果
を
次
に
し
め
し
て
み
る
。

第

一
段
階

原
始
神
話
1

「書
紀
」
本
文
、
同
第
六
ノ

一
書

第
二
段
階

儀
礼
神
話

1

「書
紀
」
第
四
ノ

一
書
、
同
第
ニ

ノ

一
書

第
三
段
階

政
治
神
話

1

『古
事

記
』
「書
紀
」
第

一
ノ

一

書

分
類
は
右
の
よ
う
に
ま
こ
と
に
明
快
で
あ

る
。
疑
問
の
余
地
な
ど
無

い
か
の
よ
う
だ
し
、
げ
ん
に
こ
れ
を
支
持
す
る
論
考
も
、
恐
ら
く
二
、

三
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
の

一
つ
の
荻
原
千
鶴
氏
の
論
考

(「第

五

章

神
を
迎
え
る
神

ー

降
臨
神
話

の
周

辺
1

」
『日
本
古
代
の

神
話
と
文
学
』
㎜
頁
)
に
は
、
右
の
各
段

階
を
た
ど

っ
た
う
え
で
次

の
よ
う
に
説
く
。

諸
伝
は
す
で
に
天
皇
統
治
の
由
来
を
語
る
王
権

〈
神
話
〉
の
姿

を
と

っ
て
は
い
る
。
が
、
そ
の
原
初
形
は
穀
霊
来
臨
の
神
話
で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
原
形
を
な
お
色
濃
く
と
ど
め
た
も
の
か
ら
、

諸
部
神
や
神
器
を
携
え
統
治
の
神
勅
を
奉
じ
た
壮
大
な
天
孫
降

臨
神
話

へ
と
発
展
し
た
様
相
を
、
三
品
氏
論
文
は
み
ご
と
に
描

き
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
二
段
階

の

〈
四
〉
〈
二
〉
に
つ
い

00　



て
、
〈
四
〉
は
む
し
ろ
第

一
段
階
に
近
似
し
、
〈
二
〉
は
さ
ま
ざ

ま
な
点
で
第
三
段
階

へ
の
方
向
性
を
示
す
過
渡
的
所
伝
で
あ
る
、

と
の
調
整
を
加
え
ら
れ
た
金
井
清

一
氏
の
見
解
も
適
切
な
も
の

と
思
わ
れ
る
。

右

に
引
用
し
た
な
か
の

〈
四
〉

・
〈
二
〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ

〔書
四
〕

〔書
二
〕
に
あ
た
る
。
三
品
氏
の
発
展
段
階
説
を
、
荻
原
氏
は

「み

ご
と
に
描
き
出
し
て
い
る
」
と

い
う
よ
う
に
高
く
評
価
す
る

一
方
、

そ
れ
に
調
整
を
加
え
た
金
井
清

一
氏
の
所
説
も

「適
切
な
も
の
」
と

でほ
ヨ
　

み
る
。

三
品
説
の
基
本
と
な
る
発
展
段
階
説
は
、
か
く
し
て
い
ぜ
ん
面
目

を
失

っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
し
か
し
,
;,,,
�
妥
当
を
い
さ

さ
か
も
保
証
し
な
い
。
内
容
に
つ
い
て
問
う
以
前
に
、
論
証
の
手
続

き
じ
た
い
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば

「第

一
段
階

原
始
神
話
」
と

い
っ
た
規
定
に
、
そ
う
み
な
す
論
拠
ら
し
い
論
拠

も

な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「ま
た
ど
の
所
伝
も
が
持

っ
て
い
る
普

遍
的
要
素
は
、
こ
の
物
語
の
基
本
的
要
素
で
あ
り
、
時
間
的
に
は
最

も

古
く
位
置
づ
け
う
る
」
(前
掲
書
鵬
頁
)
、
「基
本
的
要
素

の
み
を

も

っ
て
語

っ
て
い
る

『書
紀
』
本
文

・
同
第
六
ノ

一
書
は
、
最
も
初

期
的
な
所
伝
と
考
え
た
い
」

(同
前
皿
頁
)
と
い
う
は
な
は
だ
主
観

的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
つ
っ
ぱ
ね
て
言
え
ば
、
確
証
を
欠

い
て
い

る
。
「第
三
段
階

政
治
神
話
」
に
し
て
も
、
そ
の
新
し

い
こ
と
を

指
摘
し
た
く
だ
り
を
し
め
せ
ば
、
「な
か
ん
ず
く

『書
紀
』
第

一
ノ

一
書
の
天
壌
無
窮
の
神
勅
に
至

っ
て
は
最
も
新
し
い
、
お
そ
ら
く
は

『書
紀
』
撰
述
当
時
の
思
想
に
よ
る
潤
色

で
あ
ろ
う
。
ま
た
三
種
の

神
器
は
下
文
に
説
く
よ
う
に
、
呪
具
と
し
て
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
古

い
が
、
そ
れ
に
新
し
い
政
治
的
意
義
を
含
意
せ
し
め
た
の
も
や
は
り

こ
の
こ
ろ
で
な
く
て
は
な
る
ま

い
」
(同
前
26
頁
)
と

い
う
よ
う
に

　

決
め
て
か
か

っ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な

い
。

疑
問
は
、
つ
き
な
い
。
天
壌
無
窮
の
神
勅
を

『書
紀
』
撰
述
当
時

の
潤
色
と
す
る
点
、
三
種
の
神
器
と
政
治
的
意
義
と
の
か
か
わ
り
、

な
か
ん
ず
く
政
治
的
意
義
の
そ
の
内
実
な
ど
も
、
説
得
力
を
も
つ
と

は
い
い
が
た
い
。
三
品
氏
発
展
段
階
説
の
基
盤
に
あ
る
の
が
、
荻
原

氏
の
論
考
に
指
摘

の
と
お
り
、
「
原
初
形
は
穀
霊
来
臨
の
神
話
」
と

い
う
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
新
羅
の
赫
居
世
の
所
伝
や
朝

鮮
の
伝
統
行
事
な
ど
も
引
き
あ
い
に
だ
し

て

「天
降
る
嬰
児
は
穀
童

的
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(同
前
鵬
頁

「付
記
」
)
と
い
い
、
ま
た

『建
国
神
話
の
諸
問
題
』
の

「第
三
節

穀
霊
と
日
の
神
の
祭
儀
」

の
な
か
に
そ
れ
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
荻
原
氏
や
金
井

氏
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
に
は
、
同
調
で
き
な
い
。
逆
に
、
従
来

と
は
別
の
観
点
か
ら
検
討
を
く
わ
え
る
必
要
を
、
む
し
ろ
痛
感
す
る
。

ど
の
み
ち
本
文
の
よ
み
が
基
本
で
も
あ
り

、
そ
こ
か
ら
は
じ
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
手
始
め
に
、
皇
孫
の
天
降
り
を

つ
た
え
る

一
節

を
と
り
あ
げ
て
み
る
。

かになはと書16紀代神19



三

、
本

伝

と

二

つ
の

一
書

〔
本

伝

〕

(A
)高

皇

産

霊

尊

、

以

二
真

床

追

衾

一、

覆

二
於

皇

孫

天

津

彦

彦

火

瓊

瓊

杵

尊

一、

(B
)使

レ
降

之

。

(C
皇

孫

、

(D
)乃

離

二
天

磐

座

一
、

(E
亘

排

二
分

天

八

重

雲

一、

(F
v稜

威

之

道

別

道

別

而

天

二
降

於

(G
)日

向

襲

之

高

千

穂

峯

一
矣

。

(訓

注

は

略

、

以

下

同

じ
)

〔書

四

〕

(A
)高

皇

産

霊

尊

、

以

二
真

床

覆

衾

一
、
裹

二
天

津

彦

国

光

彦

火

瓊

瓊

杵

尊

一
、

(D
)則

引

二
開

天

磐

10.
.
,̀
〉排

二
分

天

八
重

雲

一、

亘

以

奉

レ
降

之

。

〔
書

六

〕

(A
>高

皇

産

霊

尊

、

乃

用

二
真

床

覆

衾

一、

裹

二
皇

孫

天

津

彦

根

火

瓊

瓊

杵

根
尊

一、

(,
〉而

排

二
披

天

八
重

雲

一
、

(B
)以

奉

レ

降

之

。

(
A
)

を

は

じ

め

と

す

る

傍

線

の
同

じ

記
号

の
箇

所

が

た

が

い
に

一

致

度

の
高

い
表

現

を

共

有

し

、

全

体

と

し

て

も

基

本

的

に

は
皇

孫

の

天
降

り

を

め
ぐ

る

ほ
ぼ

同

じ

か

た

ち

か

ら

成

り

た

っ
て

い
る

こ
と

は
、

疑

い
を

い
れ

な

い
。

本

伝

と

一
書

と

の

こ
う

し

た

表

現

を

め

ぐ

る

関

係

に

つ

い
て

は

、
前

述

の
と

お

り

十

段

の
所

伝

に
そ

く

し

て
太

田

善

麿

氏

が
す

で

に

指

摘

し

て

い
る
。

「
四

つ
の

一
書

を

も

と

と

し

て

適

宜

に
取

捨

編

成

す

れ

ば

、

本
書

を

組

み
立

て

る

こ
と

は

困

難

で
は

な

か

っ
た

」

と

い
う

の
が

そ

れ

の
基

本

的

な
見

解

だ

け

れ
ど

も

、

一
書

か

ら
本

伝

へ
と

い
う

流

れ

は

、

こ

の
九

段

で
も

想

定

で
き

な

い
。

た
と
え
ば
所
伝
全
体
の
構
成
に
ま
ず
は
着
目
し
て
み
る
に
、
記
号

だ
け
を
ひ
き
う

つ
す
と
、
次
の
と
お
り
。

〔本
伝
〕

A

・
B

・
C

.
D

.
E

.
F

.
G

〔書
四
〕

A

D

.
E

.
B

〔書
六
〕

A

E

.
B

表
現
の
異
な
り
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
重
要
な
手
懸
り
だ
か
ら
、
な
お

ざ
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
言
及
す
る
と
し
て
、
右

の
よ
う
に
記
号
に
お
き
か
え
て
と
り
わ
け
顕
著
な
あ
ら
わ
れ
が
、
構

成
要
素
の
逓
減
化
の
傾
向
で
あ
る
。
偶
然

で
は
恐
ら
く
な
い
。
〔本

伝
〕
が

(A
)
と

(C
)
以
下
と
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
主
語
を
た
て
て

い
る
の
に
対
し
て
、
二
つ
の

一
書
と
も
に
、
主
語
は

(A
)
に

一
つ

し
か
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
全
体
を
、
高
皇
産
霊
尊
を
主
語
と
す

る

一
つ
の
文
に
統
合
し
て
い
る
。
こ
の

一
文
化
と
構
成
要
素
の
少
数

化
と
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
は
、
推
測
に
か
た
く
な

い
。

も

っ
と
も
、

一
文
化
、
少
数
化

の
規
定

は
、
〔本
伝
〕
を
基
に
こ

れ
と
の
比
較
の
う
え
で
の
こ
と
だ
か
ら
、
基
点
を

一
書
に
か
え
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
規
定
を
逆
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
し
か
し

規
定
す
る
こ
と
そ
れ
じ
た
い
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
規
定
が
か
り
に

も
可
能
な
傾
向
を
み
せ
る
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
あ
る
。
内
容

や
表
現
の
重
な
り
度
合
の
大
き
さ
、
わ
け

て
も
要
素
ご
と
に
、
た
と

え
ば

(E
)
な
ら

(E
)
が
、
(A
)
な
ら
そ
の
内
部
の
要
素
が
、

〔本
伝
〕
と
各

一
書
と
で
ま

っ
た
く
同
じ
部
分
と
し
て
位
置
す
る
事

02



実
は
、
原
拠
を
共
に
す
る
か
、
も
し
く
は

一
方
を
も
と
に
他
が
成
り

た

つ
か
の
い
ず
れ
か
を
、
蓋
然
性
の
高

い
も
の
と
し
て
ま
ず
は
示
唆

す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
ど
ち
ら
か
を
見
き
わ
め
る
う
え
に
重

要
な
手
懸
り
と
な
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
表
現
の
異
な
り
で
あ
る
。

む

む

ま

ず

(
A
)

で

は

、

〔
本

伝

〕

の

「
以

二
真

床

追

衾

一、

覆

」

に

対

む

む

し

て
、

一
書
は
と
も
に

「以
二
真
床
覆
衾

一裹
」
と
す
る
。
し
か
も
そ

の

一
書
の
例
の
表
記
の
ほ
う
を
、
神
代
紀
第
十
段
の

〔書
四
〕
が
二

例

つ
た
え

て
い
る
。

○

於
二内
床
}則
寛
二
坐
於
真
床
覆
衾
之
上
一。

む

○

遂

以

二
真

床

覆

衾

及

草

一、
裹

二
其

児

一
、
置

乏

波

瀲

一、
即

入

レ

海
去

矣

。

む

む

「
真
床
追
衾
」
が
初
出
例
で
、
以
下
に
は
全
て

「真
床
覆
衾
」

の
表

記
が

一
貫
し
て
い
る
。
同
じ
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、

も
ち
ろ
ん

「『追
』
は
オ
フ

(覆
)
の
借
訓
」

(新
編
日
本
古
典
文
学

全
集

『日
本
書
紀
』
①
の
当
該
頭
注
)
と
み
る
ほ
か
な
く
、
漢
文
文

体

の
な
か
に
借
訓
字
を

つ
か
う
こ
と
じ
た
い
、
特
別
な
用
字
だ

っ
た

に
違

い
な
い
。
た
ま
た
ま
初
出
例
に
そ
れ
を

つ
か

っ
た
と
も
、
か
ん

が
え
が
た

い
。
そ
う
し
て
意
図
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
「追
」
が
和
訓

「
オ
フ
」
に
お
い
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
て
こ
に
、
語
形
の
明
示

を
優
先
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
語
義
の
表
示
を
犠
牲
に
し
た
と
は
い

　

　

え

、

「
以

二
真

床

追

衾

一
覆
」

と

い
う

よ

う

に

そ

れ

を

「
覆

」

が

直

ち

に

う

け

る

つ
な

が

り

が

、

「
オ

フ
」

が

「
覆

」

の

語

義

を

あ

ら

わ

す

担
保
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
逆
に
、
初
出
例
を

む

「真
床
覆
衾
」
と
す
れ
ば
、
語
義
表
示
の
直
接
性
を
獲
得
す
る
こ
と

ひ　
　
　

と
ひ
き
か
え
に
、
「オ
ホ
フ
」
と
誤
読
さ
れ
る
危
険
が
増
大
す
る
。

し
か
も
第
二
例
以
下
の
い
ず
れ
か
に
、
「
覆
」
に
か
え
て

「追
」
を

つ
か

っ
た
と
す
る
と
、
「オ
ホ
フ
」
と
は
別
に
新
た
に

「
オ
フ
」
と

訓
む
例
が
出
現
し
た
と
誤
解
す
る
虞
れ
さ
え
あ
る
。
音
仮
名
表
記
で

も
採
用
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
誤
読
あ
る
い
は
誤
解
を
ふ
せ
ぐ

に
は
、
「追
」
の
使
用
以
外
に
は
な
い
、
少
く
と
も
そ
れ
が
必
然
の

選
択
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
し
た
初
出
例
が
敷
い
た
レ
ー
ル
に

の
っ
て
、
す
な
わ
ち

「
マ

ト
コ
オ
フ
フ
ス
マ
」
と
い
う
訓
み
の
確
保
を
前
提
に
し
て
、
だ
か
ら

安
ん
じ
て
語
義
表
示
の
直
接
性
を
表
記
に
実
現
し
た
の
が
、.
ほ
か
な

む

ら
ぬ

「真
床
覆
衾
」
だ

っ
た
に
相
違
な

い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、

「真
床
追
衾
」
を
ふ
ま
え
、
「追
」
を

「
覆
」
に
か
え

て
そ
れ
は
成

り
た

つ
。
そ
の
ほ
か
の
可
能
性
、
か
り
に
た
と
え
ば
な
ん
ら
前
提
も

な

い
、
あ
る
い
は
ま

っ
た
く
の
単
独

・
孤
立
し
た
例
を
想
定
し
て
み

た
場
合
、
突
然
出
現
し
た
そ
の

「真
床
覆
衾
」
を
、
排
他
的
に

「
マ

ト
コ
オ
フ
フ
ス
マ
」
と
訓
む
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
望
み
え
な

い
。
そ

の
点
、
や
は
り

「追
」
か
ら

「覆
」

へ
の
意
図
的
な
変
更
と
み
る
の

が
自
然
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
所
伝

そ
う
ご
の
関
係
に
そ
の
ま

ま
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
〔本

伝
〕
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
に

改
変
を
加
え
て

一
書
は
な
り
た
つ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
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の
裏

づ

け

と

な

る

有

力

な

例

が

、
実

は

、

さ
き

に
記

号

を

も

っ
て
し

め

し
た

所

伝

の
構

成

で
あ

る

。

四

、
本

伝

か
ら

一
書

へ

こ

こ

で

あ

ら

た

め

て
所

伝

の
構

成

を

み

る

に
、

〔本

伝

〕

が

高

皇

産

霊
尊

と

皇

孫

と

を

そ

れ

ぞ

れ

主

語

と

す

る

二

つ

の
文

か

ら
成

り

た

つ

の
に

対

し

て
、

一
書

は

と

も

に

一
つ

の
文

か

ら

な

り

、
高

皇

産

霊

尊

が

そ

の
主

語

で
あ

る
。

構

成

要

素

の
多

寡

に
違

い
が

あ

る

と

い
う

以

上

に

、

内

容

そ

れ

じ

た

い
が
大

き

く

異

な

る

。

さ

き

の
引

用
文

に

そ

く

し

て

い
え

ば

、

(
A

)

コ
咼
皇

産

霊

尊

、

以

二
真

床

追

衾

一、

覆

二

於

皇

孫

天

津

彦

彦

火
瓊

瓊

杵

尊

一」

(本

伝

)

に
か

ぎ

っ
て
は

大

差

が

な

い
。

問

題

は

、

そ

の
あ
と

で
あ

る
。

〔
本

伝

〕

で

は

「
使

レ
降

之

」

と

続

き

、

高

皇

産

霊

尊

が

天
降

ら

せ

た

こ
と

を

伝

え

た

あ

と

、

実

際

の
天

降

り

は

、

高

皇

産

霊
尊

の
命

に

よ

る
と

は

い
え

、

皇

孫

み

ず

か

ら
主

体

的

か

つ
独

自

に
お

こ

な

っ
た

こ
と

を

言

う

。

こ
れ

に
対

し

て
、

天
降

り

の
実

際

に
ま

で
高

皇

産

霊

尊

が

関

与

し

た
と

い
う

か

た

ち

を

と

る

の

が

一
書

で
あ

る

。

念

の
た

め

、
次

に

引

用
す

る
。

〔書

四
〕

(D
)則

引

二
開

天

磐

戸

一、

(E
>排

二
分

天

八

重

雲

一
、

(B
苡

奉

レ
降

之

。

〔
書

六

〕

(E
)而

排

二
披

天

八
重

雲

一、

(B
)以

奉

レ
降

之

。

こ

こ

の

(B

)

が

〔
本

伝

〕

の

同

じ

(
B

)

の

「使

レ
降

之

」

に

対

応

し

て

い
る

こ
と

は

、

さ
き

に

つ
き

あ

わ

せ

た

と

お

り

明

ら

か

で

あ

り

、

い
ず

れ
も

高

皇

産

霊

尊

を

主

語

、

行

為

の
お

よ

ぶ

対

象

を
皇

孫

と

す

る

同

じ

構

造

か

ら

な

る
。

構

造

上

同

じ

で

あ

る

以

上

、

〔
本

伝

〕

に

お

い
て
右

に
引

用

し
た

(
A
)

を

(
B
)

が

た

だ

ち

に
う

け

る

の
と

全

く

同
様

に

、

一
書

も

ま

た

、

右

掲

の
引

用

文

に
そ

く

し

て

い
え

ば

、

そ

の

(
B
)

が
、

(
D

)

や

(
E
)

を

、

同

じ

主

語

の

も

と

に
う

け

て

い
る

こ
と

に

な

る

。
す

な
わ

ち

、

(
D

)

の

「引

二
開

天

磐

戸

一」

さ

ら

に

(E

)

の

「
排

二
分

(披

)

天

八

重

雲

一」

も

、

高

皇

産

霊

尊

が

、

天

降

り

す

る

皇

孫

の
た

め

に

お

こ
な

っ
た

も

の
と

み

る

ほ
か

な

い
。

皇

孫

が

そ

の
主

語

で
は

な

い
。

〔本

伝

〕

と

は

、

そ

の
点

で
決

定

的

に
違

う

。

い
ま

そ

の
違

い
に

着

目

し

て

み

る

に
、

高

皇

産

霊

尊

を

(
D
)

や

(
E

)

の
主

語

と

す

る

こ

と

は

、
と

り

も

な

お

さ
ず

高

皇

産

霊

尊

み

ず

か

ら

天

の
八
重

雲

を

お

し

分

け

て
皇

孫

を

天
降

し
た

こ
と

を

あ

ら

わ

す

の
だ

が

、

か

り

に

そ

れ

で

矛
盾

が

な

い
と

し

て
も

、

少

く

と

も

、

本

来

の
か

た

ち

を

伝

え

て

い
る

と

は

み

な

し

が

た

い
。

現

に

、

〔
本

伝

〕

は

、

高

皇

産

霊

尊

を

主

語

と

す

る

(
A

)

(
B
)

と

は

明

確

に

区

切
り

、

(C

)

以

下

を

皇

孫

の
主

体

的

か

つ
独
自

な
行

動

と

す

る
。

そ

し

て
そ

れ

と

全

く

同

じ

か

た

ち

を

、

〔書

こ

が
、

ほ

か

な

ら

ぬ

天

照

大

神

が

天

降

り

を

命

じ

て

い
る

に
も

か

か

わ

ら

ず

、
次

の

よ
う

に
伝

え

て

い
る
。

(C
)皇

孫

、

(D
)於

レ
是

脱

二
離

天

磐

座

一、

(E
)排

二
分

天

八

重

雲

一、

(F
)稜
威

道

別
道

別
而

天
降

之

也

。

(
C

)
以

下

(
F
)

に

い
た

る
ま

で
、

各

要

素

ご

と

に

〔
本
伝

〕

の
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該

当

す

る

一
節

と

逐

一
対

応

す

る
け

れ

ど

も

、

こ

の

(C

)

に
先

行

す

る

の

は

「
天
鈿

女

、

還

詣

報

レ
状
」

と

い
う

一
文

で
あ

り

、

(A

)

で

は
な

い
。

〔
本
伝

〕

と

は
全

く
異

な

る
文

脈

の
な

か

に

、

(C

)

以

下

の
右

の

一
節

だ

け

が

〔本

伝

〕

と

逐

一
対

応

す

る

一
文

と

し

て

位

置

し

て

い
る
。

い
わ

ば

、

全

体

と

し

て
あ

い
異

な

る

二

つ
が

、

ご

く

一
部

に

か

ぎ

っ
て
対

応

を

も

つ
と

い
う

の
が

実

態

な

の
だ

か

ら

、

そ

の
二

つ
が

共

通

の
原

拠

を

も

つ
こ
と

が

対

応

を

も

た

ら

し

た

と

い
う

こ

と

で

は

な

い
。

一
部

に
か

ぎ

り

、

一
方

が

他

方

を

と

り

こ

ん

だ

こ

と

に

よ

る
と

み

る

の

が

む

し

ろ
自

然

の

は

ず

だ

が

、
も

し

か

り

に

、

〔
本

伝

〕

の

一
節

が

、

〔
書

四

〕

な

い

し

〔
書

六

〕

の

(
A

)

と

〔書

こ

の

(C

)

以

下

と

を

よ

せ

あ

つ
め

て

成

り

た

つ
も

の
と

仮

定

し

た
場

合

、

〔
書

四

〕

の

(
A

)

(
D
)

(
E
)

(B

)
、
あ

る

い

は

〔書

六
〕

の

(A

)

(
E
)

(
B

)

と

い
う

よ
う

に
各

要

素

が

た

が

い
に
類

型

的

に

連

結

し

て

い
る

以

上

、

そ

こ

か

ら

(
A
)

だ

け
を

き

り

は
な

す

こ
と

じ

た

い
、

は

た

し

て
あ

り

え

た

の

か
。

た

と

え

あ

り

え

た

と

し

た

と

こ

ろ

で

、

こ

ん

ど

は

、

そ

の

(
A
)

と

〔書

一
〕

の

(
C
)

以

下

の

一
節

と

は

、

た
だ

そ

れ
だ

け

で

は
結

び

つ
か

な

い
と

い

っ
た

別

の
問

題

が

生

じ

る
。

〔
本

伝

〕

で
は

そ

の
両

者

を

「
使

レ
降

之

」

が

つ
な

い

で

い
る

が

、
先

に
仮

定

し

た

と

お

り

〔
書

四
〕

な

い
し

〔
書

六

〕

の

(
A
)

を

利

用

し

た

な

ら
、

そ

の

(
B

)

の

「奉

レ
降

之
」

に

か

え

て

わ
ざ

わ

ざ

新

た

に

「使

レ
降

之

」

と

し

た

そ

の
理

由

を

あ

ら

た

め

て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
理
的
な
説
明
が
、
そ
れ
に
可
能
で

ぐ
　
ら
　

あ

ろ
う

か

。

一
書

の

一
節

を

よ

せ
あ

つ
め

て

〔本

伝

〕

の

一
節

が

成

り

立

つ
も

の
と

仮
定

す

る
と

、
ど

う

し

て
も

隘

路

に
入

り

こ
ま

ざ

る
を

え

な

い
。

そ

こ

で
、

逆

に
、

〔本

伝

〕

の

一
節

を

も

と

に

一
書

の

一
節

が

成

り

立

つ
こ
と

の

可
能

性

を

さ
ぐ

っ
て

み

る

に
、

こ

の
ほ

う

が

は

る

か

に

問
題

は
少

な

い
。

た

と

え

ば

一
書

が

と

も

に

「
稜

威

之

道

別

道

別

」

を

欠

く

こ
と

に

つ
い

て
も

、

高

皇

産

霊

尊

は

天

の
八

重

雲

を

お

し

分

け

て
皇

孫

を

天

降

し

た

け

れ

ど

も

、

関

与

は

そ

こ
ま

で
に

と

ど

ま

り

、

そ

れ

が
天

降

り

き

る
ま

で

の
実

態

を

つ
た

え

る

描

写

で
あ

る

こ

と

を

も

っ
て
省

い
た

と

い

っ
た

解

釈

が

可

能

で
あ

ろ

う

。

「
奉

レ
降

之
」

に

関

連

す

る

表

現

上

の

問

題
も

、

〔
本

伝

〕

に
も

と

つ

く

も

の
だ

と

す

れ

ば

、

(
A

)

～

(
F

)
を

縮

約

す

る

さ

い

の

、

そ

れ

に
と

も

な

う

改

変

と

し

て
処

理

で
き

る

。

す

な

わ

ち

、

ま

ず

は

主

語

二

つ
を

一
つ

に
統

合

し

、
文

の
構

成

要

素

を

間

引

き

、

そ
う

し

て

「
使

レ
降

之

」

を

も

と

に
、

一
文

全

体

を

ま

と

め

る

結

び
と

し

て

そ

れ
を

改

め
た

の

が

「
奉

レ
降

之

」

で
あ

る
。

た

だ

し

、

〔書

四

〕
と

〔書

六
〕

と

は

結

果

的

に

そ

の
同

じ

か

た

ち

を

と

る
と

は

い
え

、

そ

こ

に

い
た

る
過

程

を

恐

ら

く

異

に

す

る

。

い
ま

(
A
)

～

(
F
)

に
か

ぎ

る
と

し

て
、

結

論

か

ら

い
え

ば

、

〔
本

伝

〕

の

一
節

を

ま

ず

改

変

し

た

の
が

〔
書

四

〕

で

あ

っ
て

、

〔
書

六

〕

は

、

そ

の

〔書

四

〕

を

ひ

き

つ

い

で

い

る

は
ず

で
あ

る
。

そ

の

こ
と

を

確

か

め

る
た

め

に
も

、

所

伝

の
全

体

かになはと書一S紀代神23



に
ま

で
考

察

の
対

象

を

ひ

ろ
げ

る
必

要

が

あ

る
。

五

、

〔書

四
〕

の
改

変

と

そ

の

意

図

し

か

し
実

は

、

〔
本

伝

〕

を

も

と

に

〔
書

四
〕

が

な

り

た

つ

こ
と

を

推

測

さ

せ

る
手

懸

り

が

、

も

う

一
つ
あ

る

。

そ

こ

に

、

ま

た

〔書

四
〕

の

い
わ

ば

改

変

の
意

図

な

り

方

向

な

り

も

明

ら

か

な

の

で
、
次

に

と

り

あ

げ

て

み

る
。

前

掲

〔書

四

〕

の

一
節

の

(
B

)

「
以

奉

降

之
」

の
直
後

に
位

置
す

る
次

の

一
節

が

そ

の
例

。

〔
書

四

〕

(、
)于

レ
時

、

大

伴

連

遠

祖

天

忍

日

命

、
帥

二
来

目
部

遠

祖

天

檍

津

大

来

目

一、

背

負

二
天

磐

靫

一
、
臂

著

二
稜

威

高

鞆

一、

手

捉

二
天
梔

弓

・
天

羽
羽

矢

一
、
及

副

二
持

八

目

鳴

鏑

一、
又

帯

二

頭

槌

剣

一
、
而

立

二
天

孫

之

前

一
(、
)遊

行

降

来

、

(、
)到

二
於

日

向

襲

之

高

千

穂

(↓
檍

日

二
上

峯

天

浮

橋

一、

而

立

二
於

浮

渚

在

之

平

地

一、

膂

宍

空

国
、

自

二
頓

丘

一覓

レ
国

行

去

、

到

二
於

吾

田
長

屋
笠

狭

之

御

碕

一。

右

の

一
節

の
な

か

に

、
主

語

は

「
大

伴

連

遠

祖

天
忍

日
命

」

た

だ

一

つ
し

か

な

い
。

(
X
)

(
H

)

(
1
)

(
J

)

の

つ
な

が
り

に
も

、

一
見

し

て
区

切

り

は

み

と

め

が

た

い
。

ど
う

み

て
も

、

一
節

全

体

を

、

一

つ
の
主

語

に
そ

く

し

て
、

つ
ま

り

は

天

忍

日

命

の
行
為

と

し

て

一
貫

さ

せ

て

い
る
と

み

る
ほ

か

な

い
。

そ

れ

に
も

か
か

わ

ら

ず

、

実

際

は

、

主

語

を

異

に
す

る

二

つ

の
部

分

か

ら

こ

の

一
節

は

成

り

立

っ

て

い

る
。

す

な

わ

ち

、

(
H

)

以

下

の
主
語
は
、
天
忍
日
命
で
は
な
く
、
「天
孫
」
で
あ
る
。
「天
孫
」
を

主
語
と
す
る
こ
と
が
自
明
だ
か
ら
、
こ
と
さ
ら
そ
れ
を
表
示
す
る
ま

で
も
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
の
は
ず
だ
が
、
自
明
と
す
る
そ
の
理
由

こ
そ
、
〔本
伝
〕
の

一
節
を
基
に
、
い
わ
ば
そ
れ
に
依
拠
し
て
こ
の

一
節
が
成
り
立

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
〔本

伝
〕
の
該
当
す
る

一
節
を
次
に
抜
き
出
し

て
み
る
。

〔本
伝
〕
(、)既
而
皇
孫
遊
行
之
状
也
者

、
則

↓
自
二檍
日
二
上
天

浮
橋
一、
立
二於
浮
渚
在
平
処
一、
而
膂
宍
之
空
国
、
自
二
頓
丘
一

覓
レ国
行
去
、
到
二
於
吾
田
長
屋
笠
狭
之
碕

一矣
。

〔本
伝
〕
の
前
掲

一
節
の
最
後

の

一
文

の

「(,)天
二降
於
(、)日
向
襲

之
高
千
穂
峯
一矣
」
の
直
後
に
、
右
の

一
節

は
位
置
す
る
。
皇
孫
が

高
千
穂
峯
に
天
降

っ
た
あ
と
、
国
覓
ぎ
の
は
て
に
吾
田
長
屋
笠
狭
の

碕
に
到
る
ま
で
を
、
(H
)
に
い
う

「遊
行

之
状
」
と
し
て
伝
え
る
。

前
掲
の

一
節
か
ら
の
所
伝
の
展
開
を
た
ど

っ
て
み
る
と
、

(A
)
(B
)

高
皇
産
霊
尊
、
皇
孫
を
天
降
ら
せ
る

(C
)
～

(G
)

皇
孫
、
日
向
襲
の
高
千
穂
峯
に
天
降
る

(H
)
～

(J
)

皇
孫
、
遊
行
し
て
吾
田
長
屋
笠
狭
の
碕
に
到

る

右
の
よ
う
に
継
起
的
に
展
開
す
る
き
わ
め

て
整
然
と
し
た
か
た
ち
を

と
る
。
そ
う
し
て
ま
と
ま
り
を
も

つ
三
つ
の
段
階
を
も

っ
て
、
〔本

伝
〕
は
全
体
を
構
成
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て

〔書
四
〕
は
、
そ
う
し
た
構
成
を
と
ら
な
い
。
そ
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れ
ど
こ
ろ
か
、
天
降
り
先
が
不
明
で
あ
る
う
え
に
、
〔本
伝
〕
と
対

比
し
て
い
え
ば
、
継
起
的
に
展
開
す
る
天
降
り
と
遊
行
と
の
区
分
さ

え
明
確

で
は
な
い
。
そ
れ
ら
し

い
も
の
と
し
て
該
当
す
る
の
が
、

(
H
)
の

「遊
行
降
来
」
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
前
述
し
た

〔本

伝
〕
の

(B
)
「使
レ
降
之
」
と

の
対
応
に
か
ん
が
み
て
、
〔書
四
〕

の
同
じ

(B
)
の

「奉
レ
降
之
」
の
段
階
で
は
ま
だ
天
降

っ
て
は

い

な

い
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の
あ
と

(X
)
を
は
さ
ん
で
つ
づ
く

(H
)

こ
そ
が
、
天
降
り
の
実
際
を
あ
ら
わ
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
天
降
り
に
先
行
し
て
、
本
来
の
関
係
と
し
て
は
天

降
り
を
ひ
き

つ
ぐ
は
ず

の
遊
行
に

つ
い
て
い
う
の
が
、
す
な
わ
ち

(H
)
の
内
実
で
あ
る
。

表
現
が
そ
う
し
て
前
後
な
い
し
混
在
し
て
い
る
と
み
る
ほ
か
な
い
。

と

っ
て
つ
け
た
も
の
と

い
う
よ
り
、
さ
き
に
指
摘
し
た
主
語
を
め
ぐ

る
問
題
と
同
じ
よ
う

に
、
〔本
伝
〕
の
該
当
箇
所
を
借
用
し
た
こ
と

が
も
た
ら
し
た
ソ
ゴ
で
あ
ろ
う
。
〔本
伝
〕
に
も
と
づ
き
な
が
ら
部

分
的
に
改
変
を
加
え
た
結
果
と
い
う
の
が
、
こ
の
実
態
で
あ
る
か
ら
、

も

と
よ
り
意
図
に
よ
る
。
こ
こ
ろ
み
に
そ
の

一
端
に
つ
い
て
い
え
ば
、

た
と
え
ば
天
降
り
を

「～
以
奉
レ降
之
」
と

い
っ
た
表
現
に
集
約
し

て
し
ま
う
が
、
皇
孫
の
天
降
り
に
、
高
皇
産
霊
尊
が
敬
意
を
も

っ
て

関
与
し
た
こ
と
を
そ
れ
は
あ
ら
わ
す
。
皇
孫
が
、
高
皇
産
霊
尊
の
命

を
う
け
て
は
い
る
も
の
の
、
単
独
か

つ
主
体
的
に
天
降
り
を
行

っ
た

と

い
う

〔本
伝
〕
の
か
た
ち
を
改
変
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
と
同
様
、

皇
孫
単
独
の
遊
行
を
、
天
忍
日
命
が
大
来
目
を
ひ
き
い
、
武
装
し
た

う
え
で
そ
の
前
に
た

っ
て
導
く
か
た
ち
に
改
変
し
た
の
が
、
先
に
引

用
し
た

一
節
の

(X
)
で
あ
る
。
高
皇
産
霊
尊
の
関
与
と
い
い
、
天

忍
日
命
の
先
駆
と
い
い
、
皇
孫
の
天
降
り
や
遊
行
に
新
た
に
意
味
を

賦
与
す
る
こ
こ
ろ
み
だ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に

つ
い
て
は
推
測
の
域
を
出
な
い
け
れ
ど
も
、
権
威
あ
る
い
は
尊
厳
と

い
っ
た
い
わ
ば
箔
を
つ
け
る
こ
と
に
恐
ら
く
か
か
わ
る
。
そ
の
点
で

は
、
た
と
え
ば
天
降
り
を
め
ぐ
る

〔本
伝
〕
の

(D
)
「離
二
天
磐

座
一」
を

〔書
四
〕
が
高
皇
産
霊
尊

の
行
為
と
し
て

「引
二
開
天
磐

戸
一」
に
改
変
す
る
こ
と
と

一
連
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
「天
磐
戸
」
は
、

か
の
天
石
窟
に
こ
も

っ
た
天
照
大
神

(日
神
)
が
そ
こ
か
ら
出
る
さ

ひ
ぜ
　
　

い
開
け
た

「磐
戸
」
に
通
じ
る
。
第
七
段
に
そ
れ
を
、
〔本
伝
〕
「細

開
二
磐

戸
一窺

之
」
、
〔書

二
〕
「
日
神
方
開
二
磐
戸
一而

出
焉
」
、
〔書

三
〕
「
乃
細
開
二磐
戸
一而
窺
之
。
是
時
、
天
手
力
雄
神
侍
二磐
戸
側
一、

則
引
二
開
之

一者
、
日
神
之
光
満
二於
六
合
」

な
ど
と
伝
え
て
い
る
。

六
、
皇
孫
を
い
い
か
え
た
天
孫

こ
う
し
た
改
変
が
、
ど
こ
ま
で
も
火
瓊
瓊
杵
尊
を
め
ぐ
っ
て
、
高

皇
産
霊
尊
に
た
だ
命
じ
ら
れ
て
あ
る
も
の
か
ら
、
逆
に
そ
の
高

い
敬

意
や
手
厚
い
保
護
を
う
け
る
存
在
へ
と
高
め
る
、
い
わ
ば
地
位
な
い

し
立
場
の
変
更
に
と
も
な
う
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
こ
れ
と
照
応

す
る
と
い
う
点
で
も
と
り
わ
け
注
目
に
あ
た
い
す
る
の
が
、
火
瓊
瓊
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杵
尊

の
呼
称
で
あ
る
。
〔本
伝
〕
が
、
火
瓊
瓊
杵
尊
を
、
皇
孫
と
天

孫
と

の
二
種
類
の
呼
称
を
も

っ
て
い
い
か
え
、
し
か
も
二
つ
を
使

い

分
け

て
い
る
の
に
対
し
て
、
〔書
四
〕
は
呼
称
を

「
天
孫
」
に
統

一

し

て
い
る
。
〔本
伝
〕
の
使
い
分
け
と
そ
れ
が
ど
う
か
か
わ
る
の
か
、

皇
孫
や
天
孫
の
本
質
に
ね
ざ
す
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
従
来
、
ほ
と

ん
ど
関
心
を
ひ
く
こ
と
さ
え
な
い
。

一
般
的
に
は
、
む
し
ろ
皇
孫
と

天
孫
と
の
違

い
、
あ
る
い
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
な
ど

の
解
明
に

力
点
を
お
く
傾
向
が
根
づ
よ
い
。

な
か
で
も
詳
細
な
論
を
展
開
し
て
い
る
の
が
、
神
野
志
隆
光
氏

「
『天
孫
』
を
め
ぐ

っ
て
」
(『青
木
生
子
博
士
頌
寿
記
念
論
集

上

代
文

学
の
諸
相
』)
で
あ
る
。
「四

『天
孫
』
と

『皇
孫
』」
と
題

す

る

一
節
の
な
か
に
主
に

「王
権
」
に
か
か
わ
る
分
析
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
た
と
え
ば
天
孫
と
皇
孫
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
指

摘

が
あ
る
。

「
天
孫
」
と
呼
ば
れ
る
の
は

ニ
ニ
ギ
だ
け
で
は
な
い
。

ニ
ニ
ギ

の
子
、
ホ
ホ
デ
ミ
も

「天
孫
」
と
呼
ば
れ
る

(第
十
段
、
四

例
)
。
「孫
」
は

『爾
雅
義
疏
』
に

「按
孫
亦
遠
孫
之
通
称
」
と

い
う
如
く
、
「
天
孫
」
は

「天
神
」
の
裔
た
る
こ
と
を

い
う
も

の
だ

。

1

82
頁

「皇
孫
」
に
即
し
て
い
え
ば
、
「皇
祖
」
高
皇
産
霊
尊
と

の
系

譜
的
関
係
に
よ
っ
て
ニ
ニ
ギ
を

「孫
」
と

い
う
の
で
あ
る
。

一

般
的
な

「天
孫
」
の

「孫
」
と
は
異
な
る
。

1

84
頁

天
孫
と
皇
孫
と
を
、
「孫
」
じ
た
い
に
意
味

の
違

い
を
み
と
め
、
そ

れ
に
応
じ
て
全
く
異
な
る
も
の
と
み
な
す
。
そ
う
し
て
も

っ
ぱ
ら
異

な
り
を
説
く
だ
け
に
終
始
す
る
。
用
例
の
実
際
の
あ
ら
わ
れ
は
、
し

なほ
　
　

か
し
も

っ
と
柔
軟
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
用
例
の
あ
ら
わ
れ
と

い
う
点
で
は
、
簡
潔
な
記
述
だ

け
れ
ど
も
、
前
掲

(A
)
に
あ
た
る

一
節

の

「皇
孫
」
に
加
え
た
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
日
本
書
紀
①
』

の
頭
注

(
一
八

・
19
頁
)

　

の
説
明
は
示
唆
に
と
む
。
そ
こ
に

「後
文

の
国
覓
説
話
に
お

い
て
は
、

国
神
が
皇
孫
に
対
し
て
呼
び
掛
け
る
場
合

に

『
天
孫
』
と

い
っ
て
い

る
」
と
あ
る
。
基
本
的
に
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
が
、
厳
密
に
は
、

「後
文

の
国
覓
説
話
」
だ
け
で
な
く
、
ま

た

「呼
び
掛
け
る
場
合
」

に
限
ら
な
い
。
国
神
を
中
心
と
す
る
天
神
以
外
の
も
の
が
、
会
話
文

に
皇
孫
を
さ
し
て
天
孫
と

い
う

の
が

一
般
的
形
式
で
あ
り
、
〔本

伝
〕
〔書
二
〕
を
通
し
て
そ
れ
は

一
貫
し

て
い
る
。
念

の
た
め
実
例

を
も

っ
て
示
せ
ば
、
次

の
通
り
。

(1
)
(大
己
貴
神
)
乃
以
二
平
レ
国
時
所
レ
杖
之
広
矛
一授
二
二
神
一

日

「吾
以
二
此
矛
一卒
有
レ
治
レ
功
。
天
孫
若
用
二
此
矛
一治
レ
国

者
、
必
当
二平
安

一」

〔本
伝
〕

(2
)
(鹿
葦
津
姫
)
而
誓
之
日

「妾
所
レ娠
、
若
非
二天
孫
之
胤
一、

必
当
二爽
滅

一。
如
実
天
孫
之
胤
、
火
不
レ能
レ害
」
〔本
伝
〕

(3
)
故
、
磐
長
姫
大
慙
而
詛
之
日

「
仮
使
天
孫
不
レ斥
レ妾
而
御

者
、
生
児
永
寿
、
有
下如
二
磐
石
一之
常
存
上」

〔書
二
〕
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(4
)
是
後
、
神
吾
田
鹿
葦
津
姫
見
二皇
孫
}日

「妾
孕
二
天
孫
之

子
一。
不
レ
可
二
私
以
生
一也
。」
(中
略
)
而
誓
之
日

「吾
所
レ

娠
、
是
若
他
神
之
子
者
、
必
不
レ
幸
矣
。
是
実
天
孫
之
子
者
、

必
当
二全
生

匚

〔書
二
〕

こ
う
し
た
用
例
の
か
ぎ
り
、
皇
孫
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
す
べ
く

言

い
か
え
た
も

の
と

い
う
の
が
天
孫
の
実
態
で
あ
る
。
皇
孫
と
天
孫

と
は
、
決
し
て
互
換
的
な
関
係
に
は
な
い
。
あ
く
ま
で
皇
孫
が
主
で

あ
り
、
そ
れ
に
敬
意
を
あ
ら
わ
す
言

い
か
え
だ
か
ら
、
「
天
孫
」
の

む

「天
」
は
、
「天
神
」
と
同
じ
冠
称
だ

っ
た
可
能
性
が
高

い
。
「『
天

孫
』
は

『天
神
』
の
裔
た
る
こ
と
を

い
う
も
の
だ
」

(前
掲
神
野
志

説
)
、
「天
神
の
子
孫
の
意
」

(前
掲
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

の
頭

注
)
と
い
っ
た
説
は
恐
ら
く
あ
た
ら
な
い
。

七
、
皇
孫
を
い
い
か
え
た
天
神
の
子

こ
れ
に
は
、
裏
づ
け
が
あ
る
。
少
し
く
横
道
に
そ
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
実
は
、
九
段
と
十
段
と
を
わ
か

つ
明
確
な
指
標
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
九
段
は

「天
神
之
子
」
を
、

一
方
の
十
段
は

「天
神
之

孫
」
を
そ
れ
ぞ
れ
専
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
神
、
た
と
え
ば

火
火
出
見
尊
で
も
、
各
段
の
そ
の
専
用
に
と
も
な
う
あ
ら
わ
れ
を
み

せ
る
。〔九

段

・
書
五
〕
次
避
二火
熱

一時
、
躡
誥
出
児
亦
言

「吾
是
天
神

之
子
、
名
彦
火
火
出
見
尊
。
吾
父
及
兄
等
、
何
処
在
耶
」
。

〔十
段

・
書

こ

火
火
出
見
尊
対
日

「吾
是
天
神
之
孫
也
」
。
乃

遂
言
二来
意

一。

十
段
に
は
、
火
火
出
見
尊
を

「
天
神
之
孫
」
と
い
う
例
が

〔書
二
〕

〔書
三
〕
〔書
四
〕
な
ど
に
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
火
火
出
見
尊

に
あ
て
る
例
は
も
と
よ
り
、
そ
も
そ
も

「天
神
之
子
」
の
例
じ
た
い
、

十
段
に
は

一
切
な

い
。
ま
さ
に
そ
れ
は
九
段
の
専
用
語
で
あ

っ
て
、

皇
孫
を
言

い
か
え
た
例
も
あ
る
。

天
鈿
女
復
問
日

「汝
何
処
到
耶
、
皇
孫
何
処
到
耶
」
。
対
日

「天
神
之
子
、
則
当
レ
到

}筑
紫

日
向
高
千
穂
檍
触
之
峯
一。
吾

則
応
レ
到
二伊
勢
之
狭
長
田
五
十
鈴
川
上

一」。
〔書

一
〕

こ
の

一
節
は
、
皇
孫
が
天
降
り
の
さ
い
通
過
す
る

「天
八
達
之
衢
」

に
い
る
衢
神
、
援
田
彦
大
神
と
、
こ
の
神

に
対
処
す
べ
く
遣
わ
さ
れ

た
天
鈿
女
と
の
問
答
を
伝
え
た
く
だ
り
の

一
部
で
あ
り
、
そ
の
問
答

の
始
め
に
、

是
時
、
衢
神
問
日

「天
鈿
女
、
汝

為
レ
之
、
何
故
耶
」
。
対
日

「
天
照
大
神
之
子
所
レ幸
道
路
、
有
二
如
レ此
居
之
者
一。
誰
也
、

敢
問
之
」
。
衢
神
対
日

「聞
三
天
照
大
神
之
子
、
今
当
二降
行
一。

故
奉
レ
迎
相
待
。
吾
名
、
是
猥
田
彦
大
神
」
。

右
の
よ
う
に
皇
孫
を

「天
照
大
神
之
子
」
と
言
い
、
そ
れ
を
言
い
換

え
た
の
が
、
先
の

一
節
の

「天
神
之
子
」

で
あ
る
。

皇
孫
は
、
九
段
で
は
か
く
て
ま
ぎ
れ
よ
う
も
な
く

「天
神
之
子
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
の

「
天
神
之
子
」
の
内
実
と
な
る
と
、
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そ
う
単
純
で
は
な

い
。
右

の
例
で
は
、
た
し
か
に

「天
照
大
神
之

子
」
だ
け
れ
ど
も
、
前
掲

〔九
段

・
書
五
〕
の

一
節

の

「天
神
之

子
」
の
場
合
、
当
人
は
彦
火
火
出
見
尊
だ
か
ら
、
通
常
の
父
子
関
係

を
も

っ
て
言
え
ば
、
瓊
瓊
杵
尊
の
子
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ

〔九

段

・
書
五
〕
は
、
彦
火
火
出
見
尊
ら
に
先
だ
ち
、
「天
孫
幸
二大
山
祗

神
之
女
子
、
吾
田
鹿
葦
津
姫
一、
則

一
夜
有
レ身
。
遂
生
二
四
子
匚

と

い
う
よ
う
に
四
子
を
も
う
け
た
こ
と
を
冒
頭
に
伝
え
る
。
こ
の
四
子

を
生
ん
だ
当
の
鹿
葦
津
姫
の

「抱
レ
子
而
来
進
日
、
天
神
之
子
、
寧

可
二以
私
養
一乎
。
故
、
告
レ
状
知
聞
」
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
い
た
天

孫
、
す
な
わ
ち
瓊
瓊
杵
尊
は
こ
れ
を
疑

い
、
嘲
け
る
が
、
そ
の
理
由

に

つ
い
て

「何
則
、
雖
二復
天
神
之
子
一、
豈
能

一
夜
之
間
使
二人
有

F

身
者
哉
、
固
非
二我
子

一矣
」
と
い
う
。
こ
の
記
述
が
く
だ
ん
の

〔書

五
〕
冒
頭
の
前
掲

一
節
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
「天

神
之
子
」
と
は
、
天
孫
み
ず
か
ら
を
言
う
。
ま
た

一
方
、
そ
の
天
孫

の
子
の
彦
火
火
出
見
尊
ら
四
子
も
、
「
天
神
之
子
」
に
あ
た
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
皇
孫
な
い
し
天
孫
じ
し
ん
は
も
と
よ
り
、
そ

の
所
生
の
子
ま
で
、
い
ず
れ
も

「天
神
之
子
」
な
の
だ
が
、
こ
れ
に

は
顕
著
な
傾
向
が
伴
う
。
該
当
す
る
用
例
の
ど
れ
も
が
会
話
文
中
に

あ
り
、
皇
孫
な
い
し
天
孫
が
み
ず
か
ら
を
国
神
に
対
し
て
称
す
る
か
、

も
し
く
は
国
神
の
が
わ
か
ら
皇
孫
な
い
し
天
孫
を
称
す
る
か
の
い
ず

れ
か
の
呼
称
と
し
て
使
う
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
九
段
を
通
し

て
、
そ
の
使

い
方
を

一
貫
さ
せ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
九
段
の

〔本
伝
〕
の
は
じ
め
か
ら
そ
の
使
い
方

が
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
、
そ
の
使
い
方
に
移
行

し
た
そ
の
は
じ
ま
り
お
よ
び
理
由
で
あ
る
。
各

一
書
の
所
伝
そ
う
ご

の
関
係
が
、
そ
こ
に
深
く
か
か
わ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は

〔本
伝
〕

の
関
連
す
る
所
伝
を
次
に
抜
き
だ
し
て
み
る
。

時
彼
国
有
二美
人

一。
名
日
二鹿
葦
津
姫

一。
皇
孫
問
二
此
美
人
一日

「汝
誰
之
子
耶
」。
対
日

「妾
、
是
天
神
娶
二大
山
祗
神

一所
レ生

児
也
」
。
皇
孫
因
而
幸
之
。
即

一
夜
有
レ娠
。
皇
孫
未
レ
信
之
日

「雖
二
復
天
神
一、
何
能

一
夜
之
間
令
二
人
有
τ
娠
乎
。
汝
所
レ懐

者
、
必
非
二
我
子
一歟
」
。

論
点
を
し
ぼ
り
こ
む
必
要
か
ら
、
傍
線
部

に
焦
点
を
あ
て
る
と
し
て
、

一
夜
で
妊
娠
し
た
こ
と
に
疑

い
を
も
ち
、
鹿
葦
津
姫
が
懐
妊
し
た
子

を
わ
が
子
で
は
な
い
と
主
張
す
る
皇
孫
の
不
信
の
言
葉
を
伝
、え
る
。

こ
の
な
か
の

「天
神
」
に
つ
い
て
は
、
字
面
を
追
う
か
ぎ
り
は
、
直

前

の
、
鹿
葦
津
姫
が
み
ず
か
ら
の
出
生
を

言
う
な
か
の
父
で
あ
る

「天
神
」
を
さ
す
も
の
と
み
る
の
が
、
恐
ら
く
順
当
な
見
方
で
は
な

い
か
。
実
際
に
は
、

つ
ま
り
は

一
夜
孕
み

の
事
実
に
そ
く
し
た
展
開

の
う
え
で
は
、
妊
娠
を
さ
せ
た
当
の
皇
孫
が
、
特
別
な
身
分
に
あ
る

こ
と
を

い
わ
ば
笠
に
着
て
、
み
ず
か
ら
を
そ
う
称
し
た
も
の
と
い
う

ぐほ
き
　

の

が
内

実

で

あ

る
。

一
夜

孕

み

を

め

ぐ

る

〔書

五
〕

の

一
節

に

は

「
我

知

二
本

是

吾

児

}。
但

一
夜

而

有

レ
身

、

慮

レ
有

二
疑

者

}、

欲

レ
使

四

衆

人

皆

知

三
是
吾

児

、
并

亦

天

神

能

令

二
一
夜

有

ワ
娠
」

と

い
う

天

孫
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み
ず
か
ら

「天
神
」
と
明
確
に
称
し
た
例
が
あ
る
。

そ
の

〔書
五
〕
の
例
は
さ
て
お
き
、
〔本
伝
〕
の
あ

の
傍
線
部
に

か
よ
う

一
節
を
、
〔書
二
〕
〔書
五
〕
も
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
な
か

で
は
、
〔本
伝
〕
の

「天
神
」
に
あ
た
る
の
が

「天
神
之
子
」
で
あ

る
。
次
に
そ
の

一
節
を
し
め
す
。

〔書
二
〕
皇
孫
日

「雖
二
復
天
神
之
子
}、
如
何

一
夜
使
二人
娠

一乎
。

抑
非
二吾
之
児
一歟
」
。

〔書
五
〕
天
孫
日

「心
疑
之
矣
。
故
嘲
之
。
何
則
、
雖
二
復
天
神

之
子
一、
豈
能

一
夜
之
間
使
二人
有

ワ
身
者
哉
、
固
非
二我
子

一

矣
」
。

一
夜
孕
み
を
め
ぐ
る
所
伝
の
基
本
の
か
た
ち
を
、
と
も
に
ふ
み
は
ず

し

て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
も
と
も
に

「天
神
之
子
」
と
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
も
と
よ
り
偶
然
の

一
致
で
は
な
く
、
そ
れ
を
そ
の

よ
う
に
し
た
理
由
な
り
事
情
な
り
も
、
所
伝
の
内
部
に
は
恐
ら
く
求

め
が
た
い
。

そ
し
て
外
に
求
め
る
と
し
て
、
も

っ
と
も
有
力
な
候
補
が
、
〔本

伝

〕
と

〔書
二

・
五
〕
と
の
間
に
介
在
す
る

〔書

一
〕
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
〔書

一
〕
が
伝
え
る

「天
神
」
「天
神
之
子
」
の
例
は
、

〔本
伝
〕
の
そ
れ
と
は
違
う

一
方
、
〔書
二

・
五
〕
に
通
じ
る
か
ら

で
あ
る
。
た
と
え
ば

「天
神
」
を
み
る
に
、
〔書

こ

に
は
、
「天
照

大
神
勅
二
天
稚
彦
一日

(中
略
)。
乃
賜
二
天
鹿
児
弓
及
天
真
鹿
児
矢
一

遣
之
」
に
対
応
す
る
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

天

稚
彦

乃

取

二
天

神

所

レ
賜

天
鹿

児

弓

・
天
真

鹿

児

矢

一
、

便
射

レ

之

。

則

矢

達

二
雉

胸

一、

遂

至

二
天

神

所

τ
処

。

時

、

天

神

見

二
其

矢

一
日

「
此

、

昔

我

賜

二
天
稚

彦

　
之

矢

也

。

(以

下
略

)
」
。

こ

の

「
天
神

」

は

、
対

応

上

、

明

ら

か

に
天

照

大

神

を

さ

す

。

こ
れ

以

降

の

例
も

、

や

は
り

天
照

大

神

を

言

い
か

え

る
か

た

ち

を

と

る

。

「
天
神

之

子
」

も

、

実

は
、

先

に
引

用

し

た

そ

れ

を

伝

え

る

一
節

の

と

お
り

(
27
頁

・
下
段

)
、

天

照

大
神

を

言

い
か
え

た

の

が

「
天
神

」

でほ
　
　

で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
子
を
さ
す
。

皇
孫
を
、
〔書

一
〕
が
こ
の

「
天
神
之

子
」
を
も

っ
て
言
い
か
え

た
こ
と
を
ひ
き

つ
い
だ
の
が
、
す
な
わ
ち

〔書
二

・
五
〕
な
の
で
は

な
い
か
。
「天
神
之
子
」
は
、
上
述
の
と
お
り
九
段
に
固
有

で
あ
り
、

会
話
文
に
そ
の
使
用
を
き
び
し
く
限
定
す
る
な
ど
の
特
徴
を
も
つ
。

こ
の
九
段
の
初
出
例
こ
そ

〔書

一
〕
の
例
だ
か
ら
、
そ
の
使
用
を

一

貫
し
て
踏
襲
し
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た

一
方
、

一
夜
孕
み
の

一
節
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
〔本
伝
〕
の

「
天
神
」
を

「
天
神
之
子
」
に
変
更
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
「
天
神
」
じ
た
い
に

そ
の
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〔本
伝
〕

で
は
、
「天
神
」
を
、
国

譲
り
を
め
ぐ
る
く
だ
り
の

「今
天
神
有
二此
借
間
之
勅
一」
と
い
う
高

皇
産
霊
尊
を
さ
す
例
を
は
じ
め
、
さ
き
の
鹿
葦
津
姫
の
出
生
に
か
か

わ
る

「妾
、
是
天
神
娶
二大
山
祗
神

}所
レ
生
児
」
と
い
う
特
定
神
と

の
対
応
を
欠
く
例
、
そ
し
て

一
夜
孕
み
を

め
ぐ
る
前
掲

の

「雖
二復

天
神

}、
何
能

一
夜
之
問
令
二人
有
τ
娠
乎
」
と

い
う
皇
孫
じ
し
ん
を

かになはと書一S紀代神29



さ
す
例
な
ど
に
使
う
。
「天
神
」
に
は
、
こ
う
し
た
不
確
定
性
、
悪

く

い
え
ば
う
さ
ん
く
さ
さ
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
の
ま
た
別
の
例
と
し

て
、
〔書

一
〕
の
天
照
大
神
を
さ
す
例
も
く
わ
わ
る
。
か
く

て
皇
孫

と

「天
神
」
と
の
結
び

つ
き
に
不
利
な
状
況
が
ま
ず
は
前
提
と
し
て

あ
る
な
か
で
、
天
照
大
神
を

「天
神
」
と
言
い
か
え
、
そ
れ
と
対
応

す
る

「天
神
之
子
」
を
皇
孫
に
あ
て
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
以
降

は
、
そ
の

「天
神
之
子
」
を
も

っ
て
皇
孫
が
み
ず
か
ら
を
称
す
る
と

い
う
か
た
ち
に
積
極
的
に
か
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

八
、
皇
孫
の
変
容

そ
の
こ
と
は
、
皇
孫
じ
た
い
の
変
容
と
不
可
分
の
か
か
わ
り
を
も

つ
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
皇
孫
と
は
、
〔本
伝
〕
冒
頭
に

「故
、

皇
祖
高
皇
産
霊
尊
特
鍾
二憐
愛
一以
崇
養
焉
。
遂
欲
下
立
二皇
孫
天
津
彦

彦
火
瓊
瓊
杵
尊

一以
為
中
葦
原
中
国
之
主
上
」
と

い
う
、
ど
こ
ま
で
も

「
皇
祖
」
に
と

っ
て
の
孫
で
あ
り
、
そ
れ
と
対
応
す
る
と
こ
ろ
に
そ

の
本
質
が
あ
る
。
皇
孫
を
降
臨
さ
せ
る
さ

い
、
「真
床
追
衾
」
を
も

っ
て
覆
う
な
ど
の
配
慮
を
す
る
の
も
、
「皇
祖
」
と

い
う
立
場
と
無

縁

で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

1
-}e
'
C書

こ

の
所
伝
は
天
照
大
神
を
中
心
に
展
開
す
る
。
冒

頭

に

「
天
照
大
神
勅
二
天
稚
彦
一日
、
豊
葦
原
中
国
、
是
吾
児
可
レ
王

之
地
也
」
と

い
う
よ
う
に
、
「吾
児
」
(天
忍
穂
耳
尊
)
が
天
照
大
神

に
対
応
す
る
。
こ
の

「吾
児
」
を
降
臨
さ
せ
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、

皇
孫
が
誕
生
す
る
。
そ
れ
を
伝
え
る
の
が
次
の

一
節
。

時
、
天
照
大
神
勅
日
「若
然
者
、
方
当
レ降
二
吾
児
一矣
」
。
且
将
レ

降
間
、
皇
孫
已
生
。
号
日
二
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
一。
時
有
レ

奏
日

「欲
下以
二
此
皇
孫
一代
降
上」
。

こ
こ
に
突
如

「皇
孫
」
と
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
天
照
大
神
に
は

五
子

い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
五
人
の
な
か
の
誰
の
子
か
、

つ
ま
り
ど

の
孫
か
は
不
明
の
は
ず
だ
が
、
「吾
児
」

の
子
で
あ
る
こ
と
を
暗
黙

の
了
解

の
う
ち
に
所
伝
は
展
開
す
る
。
〔本
伝
〕
の
冒
頭
の
記
述
を
、

そ
れ
は
確
か
に
ふ
ま
え
て
い
る
。

皇
孫
も
、
だ
か
ら

〔本
伝
〕
に
の
っ
と
る
と
は
い
え
、
こ
の

〔書

一
〕
で
は
、
天
照
大
神
に
と

っ
て
の

〔吾
児
〕
に
代
り
、
そ
の
立
場
・

地
位
等
を
そ
の
ま
ま
ひ
き

つ
ぐ
。
そ
の
こ
と
が
、
の
ち
に

「天
照
大

神
之
子
」
、
さ
ら
に
は

「天
神
之
子
」
と

い
っ
た
表
現
に
結
び

つ
く

こ
と
は
疑

い
な

い
。
そ
し
て
右
に
引
用

し
た

一
節

の
傍
線
部
を
、

〔書
二
〕
は
ほ
ぼ
そ
の
と
お
り
踏
襲
し
て
い
る
。

(故
、
時
居
二於
虚
天
一而
生
児
、
号
二
天
津
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
一)
。

因
欲
下
以
二此
皇
孫

一代
レ親
而
降
上
。

こ
の
あ
と
、
さ
な
が
ら

〔書

こ

の
展
開

に
そ
う
か
の
よ
う
に
、
す

な
わ
ち
右

の

一
節
の
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
の
が
か
の

一
夜
孕

み
の
く
だ
り
の

「天
神
之
子
」
で
あ
る
。
皇
孫
で
は
あ
り
な
が
ら
、

「皇
祖
」
と
の
対
応
よ
り
、
む
し
ろ
天
照
大
神
と
の
関
係
に
強
く
規

定
さ
れ
た
あ
り
か
た
を
、
〔書

一
〕
か
ら
引
き
う

つ
し
て
い
た
こ
と

Om



は
推
測
に
か
た
く
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
み
ず
か
ら
を

「天
神

之
子
」
と
称
す
る
こ
と
じ
た
い
、
変
容
を
と
げ
た
皇
孫
の
そ
の
あ
り

か
た
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。

九
、
皇
孫
か
ら
天
孫

へ

さ
て
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
天
孫
に
た
ち
も
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
で
に
確
か
め
た
と
こ
ろ
を
ふ
り
か
え

っ
て
み
る
に
、
会
話
文
に
お

い
て
国
神
の
が
わ
の
も
の
が
敬
意
を
も

っ
て
皇
孫
を
い
い
か
え
た
も

の
と

い
う
の
が
天
孫
の
実
態
で
あ
り
、
〔本
伝
〕
〔書
二
〕
と
も
に
そ

れ
を

一
貫
さ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
〔書
四

・
五
〕
で
は
、
地

の

文
、
会
話
文
の
別
な
く
天
孫
を
専
用
す
る
。
〔本
伝
〕
〔書
二
〕
の
よ

う
な
も
は
や
い
い
か
え
で
は
な
く
、
質
的
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
さ

え
お
も
わ
せ
る
が
、
し
か
し
、
た
と
え
ば

〔書
四
〕
の
場
合
、
冒
頭

む

む

の
表
現
を
、
上
述
の
通
り

〔本
伝
〕
の

「使
レ
降
之
」
か
ら

「奉
レ降

之
」

に
改
変
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
高
皇
産
霊
尊
よ
り
高
い
待
遇

を
天
孫
に
与
え
て
い
る
。
天
孫
を
、
そ
う
し
て
い
わ
ば
絶
対
的
に
高

い
敬
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
待
遇
し
て
い
る
点
は
、
や
は
り

〔本
伝
〕
〔書
二
〕
の
皇
孫
を

い
い
か
え
た
天
孫
を
ひ
き

つ
ぐ
で
あ

ろ
う

。
た
だ
し
、
〔本
伝
〕
〔書
二
〕
の
皇
孫
に
対
す
る
い
い
か
え
と
い
う

か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
国
神
の
が
わ
が
あ
ら
わ
す
敬
意

だ
か
ら
、
皇
孫
じ
た
い
の
身
分
な
い
し
待
遇
表
現
を
か
え
る
も
の
で

は
あ
り
え
な
い
。
ま
し
て
高
皇
産
霊
尊
よ
り
高
い
敬
意
を
あ
ら
わ
す

こ
と
に
は
、
そ
れ
は
と
う
て
い
結
び

つ
か
な
い
。
前
節
に
指
摘
し
た

「
天
神
之
子
」
に
ち
な
む
皇
孫
の
変
容
こ
そ
、
〔書
四
〕
の
天
孫

の

あ
り
か
た
を
も
た
ら
す
上
に
決
定
的
な
意

味
を
も

っ
て
い
た
と
み
る

の
が
恐
ら
く
自
然
で
あ
る
。
げ

ん
に
、
こ

の

〔書
四
〕
の
直
後

の

〔書
五
〕
は
、

一
夜
孕
み
に
関
連
し
て

「
天
神
之
子
」
の
誕
生
を
中

心
に
展
開
す
る
。
天
孫
は
も
と
よ
り
、
そ
の
所
生
の
子
も

「天
神
之

子
」
と
し
て
伝
え
、
い
わ
ば

「
天
神
之
子
」
を
め
ぐ
る
所
伝
と
い
っ

た
性
格
を
も

つ
。
こ
こ
に
到

っ
て
、
天
孫
は
皇
孫
と
の
か
か
わ
り
を

ほ
と
ん
ど
も
た
な

い
。

十
、
〔書
六
〕
と
先
行
所
伝

そ
れ
だ
け
に
、
系
譜
を
主
と
す
る

一
書

(〔書
七

・
八
〕)
以
外
で

は
九
段
の
最
後
に
位
置
す
る

〔書
六
〕
は
、
奇
妙
と

い
う
ほ
か
な
い
。

こ
れ
ま
で
の

一
書
の
流
れ
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
に
皇
孫
を
多
用
し
、

さ
ら
に
そ
の
な
か
に
天
孫
も
ま
じ
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
内
容
の

う
え
で
も
、
先
だ

っ
て
位
置
す
る

〔本
伝
〕
お
よ
び
各

一
書
の
所
伝

と
の
違

い
が
目
立

つ
が
、
わ
け
て
も

「云
云
」
の
多
用

(五
例
)
は

他
に
例
を
み
な
い
。
〔書
六
〕
初
出
の

「云

云
」
に
は

「書
紀
は

一

書
を
引
用
す
る
際
、
他
の
異
伝
に
も
あ
る
記
事
は
省
略
す
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
云
云
は
そ
の

一
例
」

(日
本
古
典
文
学
大
系
本
61
頁
頭

ユ

注

一
〇
)
と
い
っ
た
説
明
が
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
独
自
な
内

かになはと書一S紀代神r-,
m



容
だ
け
を
、
そ
れ
こ
そ
先
行
す
る
各
所
伝
に
逐

一
あ
た

っ
た
う
え
で

選
択
的
に
残
し
た
こ
と
に
な
る
。

実
際
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
全
て
で
は
あ
り
得
な
い
。
「他

の
異

伝

に
あ
る
記
事
」
で
も
、
必
要
な
ら
、
「省
略
す
る
こ
と
」
は
な
い
。

必
要

の
判
断
を
逐

一
検
証
す
る
こ
と
は
望
め
な
い
と
は
い
え
、
た
と

え
ば
す
で
に
と
り
あ
げ
た

一
節
の

「是
時
、
高
皇
産
霊
尊
乃
用
二真

床
覆
衾
一、裹
二皇
孫
天
津
彦
根
火
瓊
瓊
杵
根
尊

一而
排
二披
天
八
重
壷
互

　

以

奉
レ
降
レ之
」
に
は
、
〔本
伝
〕
に
の
っ
と
る

〔書
四
〕
を
、
さ
ら

に
縮
約
し
て
襲
用
し
た
と

い
っ
た
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
か
ぎ
ら
ず
、
先
行
所
伝
と
の
関
係
や
さ
ら
に
は

一
書
の
展
開

の
流
れ
な
ど
を
ひ
ろ
く
さ
ぐ
る
う
え
で
も
、
こ
の

〔書
六
〕
は
き
わ

め

て
示
唆
に
と
む
。
そ
の
作
業
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
指
標
の
役

割
を
は
た
す
の
が
、
く
だ
ん
の
皇
孫
、
天
孫
で
あ
る
。

ま
ず
は
皇
孫
に
つ
い
て
み
る
に
、
右
に
引
用
し
た

一
節
の
な
か
の

「
皇
孫
天
津
彦
根
火
瓊
瓊
杵
根
尊
」
に
か
ぎ

っ
て
は
、
上
述
の
通
り

〔
書
四
〕
に
よ
る
は
ず
の

一
節
全
体
と
は
別
に
、

つ
ま
り
そ
の
な
か

の

「天
津
彦
国
光
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
」
が

「皇
孫
」
を
欠
く
の
と
は
違

い
、
さ
か
の
ぼ

っ
て

〔本
伝
〕
の

(A
)
の

「皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊

瓊
杵
尊
」
に

一
致
す
る
。
「皇
孫
」
を
神
名
に
冠
す
る
そ
う
し
た
表

記

の
仕
方
だ
け
を
、
そ
の
も
と
の
か
た
ち
に
そ
く
し
て
と
り
こ
ん
だ

も

の
と
か
ん
が
え
る
ほ
か
な
い
が
、
〔本
伝
〕
と
の
か
か
わ
り
は
、

実
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
皇
孫
の
天
降
り
に
先
だ
つ
葦
原

中
国
の
平
定
を
め
ぐ

っ
て
も
、
高
皇
産
霊
尊
を
中
心
に
展
開
す
る
そ

の
あ
り
か
た
を
は
じ
め
、
〔本
伝
〕
の
所
伝

と
深
い
か
か
わ
り
を
も

つ
。
そ
こ
で
も
、
「皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
」

〔本
伝
〕
と

「皇

孫
火
瓊
瓊
杵
尊
」

〔書
六
〕
と
が
対
応
す
る
。
か
か
わ
り
の
実
態
を

み
き
わ
め
る
た
め
に
、
次
に

〔書
六
〕
の

一
節
を
抜
き
出
し
、
〔本

伝
〕
の
そ
れ
に
対
応
す
る
部
分
と
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
。

及
レ
至
レ奉
レ降
二
皇
孫
火
瓊
瓊
杵
尊
於
葦
原
中
国
一也
、
(、)高
皇

産
霊
尊
勅
二
八
十
諸
神
一日

「(2
>葦
原
中
国
者
、
(3
)磐
根
木
株
草

葉
、
猶
能
言
語
、
(4夜

者
、
若
二慓
火

一而
喧
響
之
、
昼
者
、
如
二

五
月
蝿
一而
沸
騰
之
、
云
云
。

該
当
箇
所
の
前
半
に
あ
た
る
こ
の
な
か
で
は
、
(1
)
に
、
〔本
伝
〕

の

「高
皇
産
霊
尊
召
二集
八
十
諸
神
一而
問
レ
之
日
」
が
対
応
す
る
。

そ
の
直
前
の

「彼
地
多
有

螢

火
光
神
及
蝿
声
邪
神

。
復
有
二
草
木

咸
能
言
語

一」
に
対
応
す
る
の
が
、
(2
)
以
下
で
あ
る
。
し
か
し
、

(3
)
と

(4
)
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(3
)
と

(4
)
と
を
全
く
切
り
は
な
す

(間
に
句
点
を
う

つ
)
の

が
通
例
な

の
だ
け
れ
ど
も
、
「光
神

・
邪
神
」
と

「草
木
」
と
に
二

分
す
る

〔本
伝
〕
の
そ
の
か
た
ち
に
、
そ
れ
は
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い

る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
で
は
、

(4
)
の
口
語
訳

の
な
か

に
、
「夜
は
盆
の
中
で
焚
く
火
の
よ
う
に
邪
神
が
音
を
立
て
て
騒
が

し
く
」
と

い
う

よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ

「邪

神
」
を
補

っ
て
も

い
る
。

「昼
者
」
以
下
の
訳
に
は
、
神
を
補
足
し
な
い
。
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そ
れ
じ
た
い
矛
盾
で
あ
る
と
は
い
え
、
補
足
す
る
に
は
理
由
が
あ

る
。
〔本
伝
〕
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
そ
の

一
節
に
つ
い

て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
補
注

(2

・
二

草
木
咸
能
言
語

・

駢
頁
)
に

「六
月
晦
大
祓
」
の

「祝
詞
」
の

「如
レ此
依
志
奉
志
国
中
尓

荒

振
神
等
灘
神
問
結
問
志
賜
、
神
掃
掃
賜
砒
、
語
間
士心磐
根
樹
立
草
之

垣
葉
舒
語
止
弖
」
を
あ
げ

「磐
や
木
立
や
草
の
葉
が
、
物
を

い
う

こ

と
は
、
荒
ぶ
る
神
た
ち
が
活
動
す
る
の
と
同
列

に
取
扱
わ
れ
て
い

る
」
と

い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
自
然
物
の
言
語
活
動
と
荒
ぶ
る
神
た

ち

の
活
動
と
が
い
わ
ば
セ
ッ
ト
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
見
方
を
う
な

が
す
か
の
よ
う
だ
が
、
〔書
六
〕
の
表
現
の
内
実
は
、
そ
れ
と
は
大

き
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
(3
)
じ
た
い
、
〔本
伝
〕
の

「草
木
」

に
よ
ら
ず
、
右
の

「祝
詞
」

の
詞
章

に
通
じ
る
か
た
ち
を
と
り
、

(
4
)
に
対
し
て
は
そ
の
主
語
に
た

つ
。
人
の

「言
語
」
と
は
異
質

な
そ
の
あ
り
か
た
を
、
比
喩
を
も

っ
て
表
現
し
た
の
が

(
4
)
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
「嫖
火
」
が

「火
の
飛
び
散
る
音
を
含
む
と
考

え

ら
れ
」

(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
当
該
頭
注
六

・
励
頁
)
る

以

上
、
そ
の
よ
う
に

「喧
響
」
す
る
夜
と
、
「
五
月
蝿
」
も
音
に
関

連

し
、
そ
れ
の
よ
う
に

「沸
騰
」
す
る
昼
と
の
対
応
か
ら
成
り
た
つ
。

夜

昼
と
も
に
音
に
か
か
わ
る
。
〔本
伝
〕
の

「螢
火
光
神
」
と

「蝿

声
邪
神
」
と
い
っ
た
目
に
見
る
も
の
と
耳
に
聴
く
も
の
と
の
対
応
を
、

「
燥
火
」
「五
月
蝿
」
に
お
き
か
え
る
と
と
も
に
夜
と
昼
と
に
配
し
、

さ
ら
に
そ
の
全
体
を
統

一
的
に
音
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
敷
衍
し
た
も

の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔本
伝
〕
の
そ
れ
に
対
応
す
る

一
節
は
、
本
来
、
高
皇
産
霊
尊
の

「吾
欲
レ令
レ
撥
二平
葦
原
中
国
之
邪
鬼
一」

に
む
す
び

つ
く
は
ず
だ
か

ら
、
「彼
地
多
有
二螢
火
光
神
及
蝿
声
邪
神

一」
に
力
点
を
お
く
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
を
切
り
す
て
た
上
で
、
む
し

ろ
副
次
的
な

一
節
を
右
の

よ
う
に
敷
衍
し
て
い
る
。
後
半
に
あ
た
る
天
稚
彦
の
派
遣
お
よ
び
雉

の
派
遣
を
め
ぐ

っ
て
も
、
そ
の
点
は
同
様

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天

稚
彦

の
派
遣
に
さ
い
し
て
弓
矢
の
下
賜
は
な
く
、
派
遣
先
の
葦
原
中

国
で
の
国
神

の
女
と
の
結
婚
に
も

一
切
言
及
し
な
い
。
か
わ

っ
て
大

写
し
す
る
の
が
、
雌
雄
に
分
け
た
雉
で
あ

る
。
派
遣
さ
れ
た
雄
雉
に

つ
い
て
は
、
「因
見
二粟
田

・
豆
田
一則
留
而
不
レ
返
。
此
世
所
レ
謂
、

雉
頓
使
之
縁
也
」
と

い
う
さ
な
が
ら
起

源
譚

の
か
た
ち
を
と
る
。

〔本
伝
〕
に
対
し
て
そ
れ
だ
け
独
自
な
所
伝
を
め
ざ
し
て
い
る
と
み

る
ほ
か
な
く
、
だ
か
ら
表
現
の
あ
い
通
じ
る
箇
所
も
、
次
の
よ
う
に

ほ
と
ん
ど
寥
々
た
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

怪
三
真
久
不
二来
報
一
〔本
伝

〕

(　
>

至
レ
今
所
二以
久
不
τ
来
者

〔
書
六
〕

乃
遣
二
無
名
雉
一伺
之
。
其
雉
飛
降

〔本
伝
〕

(2
)

乃
遣
二
無
名
雄
雉
一往
候
之
。
此
雉
降
来

〔書
六
〕

如
吾
防
禦
者
、
国
内
諸
神
、
必
当
二
同
禦

一
〔本
伝
〕

(3
)

薈

丐

国
神
有

二強
禦
之
者

〔圭
日六
〕

かになはと書一　紀代神MM



其
矢
洞
二
達
雉
胸
一而
至
二高
皇
産
霊
尊
之
前

一也
/
中
レ

(4
)

矢
立
死

〔本
伝
〕

中
二
其
矢
一而
上
報

〔書
六
〕

こ

の

(4
)

の

「中
二
其
矢
一而
上
報
」
の
直
後
に

「云
云
」
が
あ
り
、

そ

の
あ
と
に
続
く

の
が
、
上
述
の

(A
)
を
縮
約
し
た

一
節
で
あ
る
。

「云
云
」
は
、
確
か
に
そ
こ
が
大
己
貴
神
相
手
の
葦
原
中
国
平
定
を

め
ぐ
る
く
だ
り
に
あ
た
る
と

い
う
点
で
は
、
そ
れ
の
省
略
を
あ
ら
わ

す

に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
右

の
よ
う
に
独
自
な
所
伝

へ
の
志
向

が

つ
よ
い
だ
け
に
、

一
口
に
省
略
と

い
っ
て
も
、
平
定
を
め
ぐ
る

〔本
伝
〕
〔書

一
〕
〔書
二
〕
の
ど
の
所
伝
の
ど
こ
ま
で
な
の
か
、
見

き
わ
め
は
到
底

つ
か
な
い
。
漠
然
と
想
定
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
、

む

し
ろ
そ
の
想
定
し
う
る
と
こ
ろ
を
積
極
的
に
切
り
捨
て
る
こ
と
に

よ

っ
て
、

つ
ま
り
そ
れ
す
ら
手
段
と
し
て
所
伝
の
独
自
を
め
ざ
し
て

い
た
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
先
行
す
る
所
伝
に
対
す
る
差
違
化
に
ほ

か
な
ら
な
い
が
、

=
疋
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
独
自
な

内
容
を
め
ざ
し
て
積
極
的
に
出
る
ほ
か
、
先
行
す
る
所
伝
を
い
く

つ

か
く
み
あ
わ
せ
る
こ
と
に
も
意
欲
を
み
せ
る
。
右
に
列
記
し
た
な
か

で
は
、
(2
)
が

〔書

一
〕
の

「使
レ
雉
往
候
之
」
を
参
照
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
規
模
の
大
き

い
組
み
合
せ
の

一
つ
が
、
降

臨
後
の
皇
孫
と
在
地
の
事
勝
国
勝
長
狭
と
の
出
会
い
を
め
ぐ
る
く
だ

り

で
あ
る
。
そ
れ
を
伝
え
る

一
節
に
は
、
〔書
四
〕
が
対
応
す
る
。

そ

の
対
応

の
指

標

と

な

る

の
が

、
す

な

わ
ち

「
天
孫

」

で
あ

る
。

ま

ず

は

〔
書

六

〕

の
該

当

す

る

一
節
を

し

め
す

。

及

二
其

遊

行

之

時

一
也

、

云

云

、

(、
)到

二
于

吾

田

笠

狭

之

御

碕

一。

遂

登

二
長

屋

之

竹

嶋

}。

乃

巡

二
覧

其

地

　
者

、

互

彼

有

レ
人

焉

。

名

日

二
事

勝

国

勝

長

狭

一。

(3
)天

孫

因

問

レ
之

日

「
此

誰

国

歟

」
。

{、
)対

日

「
是

、

長

狭

所

レ
住

之

国

也

。

然

今

乃

奉

二
上

天

孫

一矣
」
。

比

較

の
た

め

、

右

の
傍

線

部

に
対

応

す

る

記

述

を

、

そ

れ

ぞ

れ

〔
本

伝

〕

〔
書

四

〕

か

ら

抜
き

出

し

、
次

に

つ
き

あ

わ

せ

て

み

る
。

到

二
於

吾

田

長

屋

笠

狭

之

碕

　矣

〔
本

伝

〕

(-
)

到
二
於
吾
田
長
屋
笠
狭
喬

碕

〔童
目
四
〕

む

其

地

有

二
一
人

一。

自

号

二
事

勝

国

勝

長

狭

一
〔
本

伝

〕

(2
)

盆

有
三

神

・
都

二
纛

国
勝
長
狭
皇

目
四
〕

皇
孫
問
日

「国
在
耶
以
不
」
〔本
伝
〕

(3
)

霧

問
二並
ハ神

日

薗

在
耶
L

〔圭
日四
〕

対
日

「此
焉
有
レ国
。
請
任
レ意
遊
之
」
〔本
伝
〕

(
4
)

対

日

「
在

也
」
・

因

日

「
随

レ
黎

矣

」

〔
童
臼
四

〕

両
伝
間
に
違
い
が
あ
る
箇
所
は
、
右
傍
に
付
し
た
○
印
に
明
ら
か
な

通
り
ほ
と
ん
ど
が

〔書
四
〕
に

一
致
す
る
。
〔本
伝
〕
に

〔書
四
〕

が
の
っ
と
り
、
そ
の

〔書
四
〕
を

〔書
六
〕
が
引
き
継
ぐ
と
い
う
関

係
を
、
右

の
各
記
述
は
如
実
に
も
の
が
た

る
。
し
か
も
、
〔本
伝
〕

か
ら
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
、
所
伝
が
独
自
を
強
め
る
と
い
っ
た
傾
向
を
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そ

こ
に
み
る
こ
と
が

で
き

る
。
そ

の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
が
、
〔本

伝
〕
〔書
四
〕
と
も
ひ
と
連
な
り
に
つ
づ
く

(1
)
～

(4
)
に
対

応
す
る
傍
線
部
を
除
い
た
と
こ
ろ
の
、
す
な
わ
ち

〔書
六
〕
に
独
自

な

「遂
登
二
長
屋
之
竹
嶋

一。
乃
巡
二覧
其
地
一者
」
と

い
う

一
節
で
あ

る
。そ

の
な
か
の

「長
屋
」
は
、
先
行
す
る
所
伝
の

(1
)
の

「吾
田

長
屋
笠
狭
」
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

一
節
全
体
は
と

い
え
ば
、

た
と
え
ば
神
武
天
皇
条

の
次
の
記
述

(三
十

一
年
四
月
)
に
類
縁
を

も

つ
。皇

輿
巡
幸
。
因
登
二
腋
上
嫌
間
丘
一而
廻
二
望
国
状

「日

「妍
哉
乎
、

国
之
獲
矣

(以
下
略
)
」。

こ
の
記
述
を
国
見
に
か
か
わ
る
と
み
る
従
来
の
見
方
に
対
し
て
、
む

し
ろ
国
見
や
望
見
と

い
っ
た
行
為
を
そ
の
う
ち
に
含
む
巡
狩
に
か
か

ひ
ほ
ね
　

わ

る
こ
と
を
か

っ
て
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
類
例
の

一
つ
に
、

〔
書
六
〕
の
当
該

一
節
も
当
然
加
わ
る
。
そ
こ
で
巡
狩
と
い
う
観
点

か
ら
あ
ら
た
め
て
み
な
お
し
て
み
る
に
、
〔書
六
〕
の
引
用
箇
所
の

冒
頭
に

「及
二其
遊
行
之
時

一也
」
と
あ
る
。
「云
云
」
を
介
し
て
続

く

(1
)
や
そ
の
あ
と
の
独
自
な

一
節
は
、
ま
さ
に
そ
の

「遊
行
」

に
ち
な
む
。
巡
狩
と
の
対
応
と
い
っ
た
点
で
は
、
そ
れ
は
、
右
の
神

武

天
皇
条
が
伝
え
る
な
か
の

「巡
幸
」
に
あ
た
る
。

偶
然
の

一
致
な
ど
で
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
巡
狩
の
か
た
ち
に
の

っ
と
り
、
そ
れ
ら
し
く
表
現
を
新
調
し
た
の
が
、
あ
の
独
自
な

一
節

だ

っ
た
に
相
違
な
い
。
本
来
、
天
降

っ
た
皇
孫
と
在
地
の
事
勝
国
勝

長
狭
と

の
出
会
い
を
め
ぐ
る
く
だ
り
は
、
「覓
レ
国
行
去
」
〔本
伝

・

書
二

・
書
四
〕
と
い
う
国
覓
ぎ
を
主
題
と
す
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
皇

孫
が

「国
在
耶
以
不
」
〔本
伝
〕
「国
在
耶
」
〔書
四
〕
と
問

い
、
長

狭
が
そ
れ
に

「此
焉
有
レ国
」
〔本
伝
〕
「是
有
レ
国
也
」
〔書
二
〕
「在

也
」
〔書
四
〕
と
答
え
る
の
だ
が
、
こ
の
国
覓
ぎ
を
も
と
に
、
〔書

六
〕
は
巡
狩

へ
の
転
換
を
は
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
そ
く
し

て
、
(3
)
の
問
い
と

(4
)
の
答
え
と
を
、
国
の
領
有

・
支
配
を

め
ぐ
る
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
内
容
に
あ
ら
た
め
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
正
面
き

っ
て
め
ざ
し
た
わ
け
で
は
恐
ら

く
な
い
。
事
勝
国
勝
長
狭
に
続

い
て
皇
孫

の
出
会
う
の
は
大
山
祗
神

の
二
人
の
女
で
あ
り
、
そ
の
妹
の

一
夜
孕

み
に
よ

っ
て
火
酢
芹
命
、

火
折
尊

(亦
号
、
火
火
出
見
尊
)
が
誕
生
す
る
こ
と

へ
所
伝
は
う
つ

る
。
九
段
の

一
夜
孕
み
を
め
ぐ
る
所
伝
の
基
本
的
方
向
に
そ

っ
て
所

伝
を
展
開
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
新
た
な
所
伝

へ
脱
皮
を
と
げ

る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
、
革
新
は
お
よ
ば
な

い
。
こ
れ
ま
で
同
様
、
こ

こ
で
も
や
は
り
先
行
す
る
所
伝
に
の
っ
と
る
。
た
と
え
ば
大
山
祗
神

の
二
人
の
女
と
い
う
設
定
は
、
そ
の
名
を
含
め

〔書
二
〕
に
よ
る
。

大
山
祗
神
の
女
で
あ
り
な
が
ら
、
天
孫
が
問
う
な
か
に

「其
於
二秀

起
浪
穂
之
上
一起
二
八
尋
殿

一而
手
玉
玲
瓏
、
織
経
之
少
女
者
、
是
誰

之
子
女
耶
」
と
海
に
縁
を
も
つ
女
性
で
あ
る
か
の
よ
う
に
い
う
こ
の

表
現
に
し
て
も
、
同
じ

〔書
二
〕
の
、
女

と

の
出
会

い
を
伝
え

る

かになはと書一S紀代神35



「
遊

二
幸

海

浜

一
、
見

二
一
美

人

一」

と

無

縁

で
は

な

い
。

そ

の
問

い
と

そ

れ

に
対

す

る
答

え

の

一
部

、

「
是

誰

之

子

女

耶

。

答

日

、
大

山

祗

神

之

女

等

」

も

ま

た

、

〔
書

二
〕

の

「
汝

、

是

誰

之

子

耶

。

対

日

、

妾

、

是

大

山

祗

神

之

子
」

を

ひ
き

つ
ぐ

も

の

で
あ

ろ
う

。

さ

ら

に

一

夜

孕

み
を

め

ぐ

る

「
皇

孫

因

幸

二
曲
豆
吾

田
津

姫

一、

則

一
夜

而

有

レ
身

。

む

皇

孫

疑

之

」

に
し

て
も

、

〔書

二
〕

の

「
引

而

幸

之

、

則

一
夜

而

有

レ

む

む

身

」

に

通

じ

る
。

し

か

し

、

そ

の

一
方

、

〔
本

伝

〕

の

「
皇

孫

因

幸

之

」

に
く

わ

え

、

〔
書

五

〕

の

「
天
孫

幸

二
大

山

祗

神

之

女

子

、
吾

田

む

む

鹿
葦

津
姫
一、
則

一
夜
有
レ身
。
(中
略
)
天
孫
日
、
心
疑
之
矣
」
を

参
照
し
た
こ
と
も
、
実
は
、
否
め
な
い
。

そ

の
輪
郭
は
、
し
か
し
明
確
に
ふ
ち
ど
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
れ
か
こ
れ
か
ど
ち
ら
か

一
方
の
専
用
で
は
な
く
、
あ
れ
も
こ
れ
も

と
り

こ
む
、
あ
る
い
は
く
み
あ
わ
せ
る
と

い
っ
た
手
法
に
よ
り
、
そ

こ
に
所
伝

の
独
自
性
を
め
ざ
す
と
い
う
の
が
、
〔書
六
〕
の
特
徴
で

あ

る
。
そ
の
独
自
を
、

一
夜
孕
み
を
め
ぐ
る
皇
孫

の
疑

い
に
関
連
さ

せ
、
豊
吾
田
津
姫
の
恨
み
と
皇
孫
の
憂
え
と
い
っ
た
新
た
な
方
向
に

さ
ら
に
展
開
さ
せ
て
い
る
。
最
後
に
、
憂
え
た
皇
孫
の

「沖
つ
藻
は

辺
に
は
寄
れ
ど
も
さ
寝
床
も
あ
た
は
ぬ
か
も
よ
浜
つ
千
鳥
よ
」
と
い

う

歌
を
も

っ
て
所
伝
を
と
じ
る
。
新
た
な
展
開
だ
と
は
い
え
、
皇
孫

を
憂
え
さ
せ
る
に
い
た

っ
た
豊
吾
田
津
姫
の

「恨
二
皇
孫
一不
二
与
共

言

一」
と

い
う
毅
然
た
る
態
度
は
、

一
夜
孕
み
を
め
ぐ
る
皇
孫

の
疑

い

に
起
因
す

る
。
そ
の
点
、
だ
か
ら
そ
の
疑

い
を
晴
ら
す
行
為

(「無
戸
室
」
に
入
り
、
そ
こ
で
火
を

つ
け

て
子
を
産
む
こ
と
)
に

通
じ
る
と
い
う
以
上
に
、
そ
れ
の
い
わ
ば

一
種
の
異
伝
と
し
て
の
性

格
が
つ
よ
い
。

十

一
、
所
伝
の
差
違
化

そ
れ
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、

一
定
の
範

囲
内
で
の
差
違
化
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
雉
に
焦
点
を
あ
て
た
り
、
あ
る
い
は
国
覓
ぎ
を
巡
狩
に

転
換
し
た
り
す
る
こ
と
と
、
基
本
的
に
は
か
わ
り
が
な
い
。
そ
れ
ら

で
な
く
て
も
、
先
行
所
伝
そ
の
ま
ま
を
忠
実
に
な
ぞ
る
く
だ
り
は
な

い
。
先
行
所
伝
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
違
う
お
の
が
独
自
を

発
揮
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
独
自

の
程
度
に
違
い
こ
そ
あ
れ
、

そ
う
し
た
所
伝
を
な
り
た
た
せ
る
手
法
を
、
〔書
六
〕
を
通
し
て

一

貫
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
さ
ら
に
、
先
行
所
伝
あ
る
い
は
そ
の
語

句
を
複
数
く
み
あ
わ
せ
る
こ
と
も
ま
じ
え

る
。
そ
の
結
果
を
、
前
節

の
検
討
を
確
か
め
る
意
味
も
含
め
、
次
に
整
理
し
て
し
め
す
。

〈
皇
孫
火
瓊
瓊
杵

(根
)
尊
〉

葦
原
中
国
の
平
定

ー

〔本
伝
〕
(〔
書

こ
)

皇
孫
の
天
降
り

i

〔書
四
〕
(〔本
伝
〕
)

〈
天
孫

〉

事
勝
国
勝
長
狭
の
国
献
上
1

〔書
四
〕

〈
皇

孫

〉

大
山
祗
神
の
女
、
姉
妹
1

〔書
二
〕
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一
夜
孕
み
ー

〔書
二
〕
(〔本
伝
〕
〔書
五
〕
)

豊
吾
田
津
姫
と
の
不
和
-

右
に
準
じ
る

〔
書
六
〕
全
体
を
、
基
本
の
大
枠
で
は

〔本
伝
〕
を
は
じ
め
先
行
所

伝
を
も
と
に
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
右
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ

こ
そ
が
、
ま
さ
に

〔本
伝
〕
に
対
す
る

〔書
六
〕
の

一
書
た
る
ゆ
え

ん
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
〔本
伝
〕
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
所
伝
か
ら

離
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
と
の
つ
な
が
り
を
保
ち
な
が
ら
、
し

か
も
差
違
化
を
は
か
る
、
こ
れ
が
所
伝
を
成
り
た
た
せ
る
基
本
的
な

手
法
で
あ
る
。

そ
の
手
法
は
、
な
に
も

〔書
六
〕
に
固
有

の
も

の
で
は
な

い
。

〔書
四

・
五
〕
が
天
孫
を
専
用
す
る
こ
と
じ
た
い
、
同
じ
手
法
に
よ

る
で
あ
ろ
う
。
〔書

こ

に
皇
孫
を

「天
神
之
子
」
と
し
て
新
た
に

位

置
づ
け
た
こ
と
に
そ
く
し
て
、
〔書
二
〕
で
は
、
皇
孫
み
ず
か
ら

「
天
神
之
子
」
と
自
称
す
る
。
こ
う
し
た
展
開
を
通
し
て
変
容
し
た

皇
孫
を
引
き
継
ぐ
の
が
、
〔書
四

・
五
〕
の
天
孫
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

小
稿
が
は
じ
め
に
と
り
あ
げ
た

〔本
伝
〕
に
対
す
る

〔書
四
〕
の
改

変

に
し
て
も
、
前
述
の
と
お
り
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
そ
の
天
孫
の
専

用
と

一
連
の
関
係
に
あ
る
。
と
り
ど
り
に
、
か
く
て
、

一
言
で
い
え

ば
差
違
化
を
は
か

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、
各

一
書
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
の
差

違
化
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

点

、
だ
か
ら
、

一
書
が
、
独
立
し
た
文
献
と
し
て
は
も
と
よ
り
、
記

録
と
し
て
も
、
〔本
伝
〕
や
他
の

一
書
と
は
無
縁

に
、
あ
る
い
は
没

交
渉
の
ま
ま
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
難

い
。
ま
し
て
、
既
存
の
文

献
な

い
し
記
録
類
を
、
〔本
伝
〕
の
内
容

に
そ
く
し
て
順
に
た
だ
並

べ
た
の
が

一
書
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
葦
原
中
国

の
平
定
や
皇
孫
の
天
降
り
を
高
皇
産
霊
尊

の
主
導
で
お
こ
な
わ
せ
る

と
い
う
か
た
ち
を
と
る

〔本
伝
〕
に
対
し
て
、
ま
さ
に
対
照
的
に
、

そ
れ
を
天
照
大
神
が
命
じ
る
か
た
ち
に
つ
く
る

〔書

一
〕
に
も
、
違

い
が
そ
れ
だ
け
き
わ
だ

っ
て
大
き

い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
当
然
あ
て

は
ま
る
。
『古
事
記
』
と
あ

い
似
た
内
容
と

い
う
点
で
も
注
目
す
べ

き
所
伝
な
の
で
、
念
の
た
め
葦
原
中
国
の
平
定
を
め
ぐ
る

一
節
を
と

り
あ
げ
て
み
る
に
、

　

〔
本

伝

〕

(高

皇

産

霊

尊

欲

下
降

二
皇

孫

一
君
中
臨

此

地

上
)

故

、

む

む

む

む

先

遣

二
我

二
神

一、

駈

除

平
定

。

む

む

む

〔書

一
〕

故
、
天
照
大
神
復
遣
二武
甕
槌
神
及
経
津
主
神
一、
先

む

む

行
駈
除
。

こ
こ
は
、
〔本
伝
〕
を

〔書

こ

が
引
き
継
ぐ
は
ず
だ
が
、
そ
の
な

か
の

「駈
除
」
に
つ
い
て
は
、
右

の

一
節

の
あ
と
に

〔本
伝
〕
が

「汝
意
何
如
。
当
レ
須
レ
避
不
」
と

い
う

「避
」
あ

る
い
は
後
出
の

「避
去
」
が
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
文
脈
の
な
か
で
そ
れ
に
あ

む

た

る

〔書

一
〕

の

一
文

は
、

「
汝

将

二
此

国

一
奉

二
天

神

一
耶

以

不
」

に

む

つ
く

る
。

こ

の
後

に
も

、

事

代

主

が

「
天

神

所

レ
求

、

何

不

レ
奉

歟

」

と

い
う

。

「
駈

除

」

に
、

は

た

し

て

こ

の

「
奉
」

が

対

応

す

る

で
あ

かになはと書一　紀代神37



ろ
う

か

。

「
奉

」

に
か

え

る

こ
と

、

そ

れ

こ

そ

が
差

違

化

に

ほ

か
な

ら
な

い

が
、

次

の
波

線

部

の
と

お
り

、

〔
書

二

〕

は

そ

れ

を

そ

の
ま

ま

引

き

継

ぐ

。〔書

一
〕

時

、

二
神

降

二
到

出

雲

一、

便

問

二
大

己

貴

神

一
日

「
汝

将

二
此

国

一奉

二
天
神

一耶

以

不

」
。

〔書

二

〕

既
而

二

神

降

二
到

出

雲

五

十

田
狭

之

小

汀

一
、

而

問

二

大

己

貴

神

一日

、

「
汝

将

二
此

国

一奉

二
天

神

一
耶

以

不
」
。

こ

の
う

ち

、

〔
書

二
〕

の
傍

線

部

は

、

〔
本

伝

〕

の

「
二

神

、
於

レ
是

、

降

二
到

出

雲

国

五

十

田

狭

之

小

汀

一。

(
中

略

)

而

問

二
大

己

貴

神

一

日

」

に

よ

る

。

さ
き

に

〔書

六

〕

の
所

伝

を

通

し

て
指

摘

し

た

く

み

あ

わ

せ

の
手

法

に
も

と

つ

く

差

違

化

の
、

そ

の
明

ら

か

な

一
例

で
も

あ

る

。

十

二
、

〔書

三
〕

お

よ
び

〔
書

五

〕

に

み

る
差

違

化

皇

孫

の
天

降

り

を

め
ぐ

っ
て
中

心

と

な

る
交

替

に

つ
い

て
も

、

す

で

に

指

摘

の

通

り

〔
書

こ

の

「
欲

下
以

二
此

皇

孫

一
代

降

上
」

を

、

〔書

二
〕

が

引

き

継

ぐ

。

引
き

継

ぎ

な

が
ら

、

た

と

え

ば

五

部

神

を

、

そ

の
名

を

逐

一
列

記

し

た

上

で

天
降

り

に
配

侍

さ
せ

た

と

い
う

〔
書

こ

に
対

し

て

、

〔
書

二
〕

は

大

幅

に
縮

約

し

、

「
以

二
天

児

屋

命

・

太

玉

命

及

諸

部

神

等

一悉

皆

相

授

」

と

だ

け

つ
た

え

る
。

そ

こ

に

差

違

化

を

は
か

っ
て

い

る

こ
と

は

、

疑

い
を

い
れ

な

い
。

か

く

て
、

先

行
所
伝
を
ひ
き
つ
ぐ
な
か
に
、
差
違
化
を

は
か
る
と

い
う
の
が
通
例

で
あ
る
。

一
つ
の
手
法
だ
と
は
い
え
、
差
違
化
に
よ
っ
て

〔書
二
〕

〔書

一
〕
ほ
か
の
各

一
書
も
成
り
立
つ
は
ず
だ
か
ら
、
原
理
的
に
も
、

一
書
の
成
り
立
ち
に
は
差
違
化
が
か
か
わ

っ
て
い
た
と
み
る
の
が
筋

で
あ
る
。

そ
の
確
認
の
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
検
討

の
対
象
か
ら
は
ず
し
て
き

た

〔書
三
〕
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
冒
頭
に
、
神
吾
田
鹿
葦
津
姫
の

三
子
誕
生
を
め
ぐ
る

一
節
を
い
き
な
り
す
え
る
。
冒
頭
の
そ
の
所
伝

の
き
り
だ
し
か
た
は
、
先
行
す
る
所
伝
を
ふ
ま
え
る
こ
と
を
明
ら
か

に
示
唆
す
る
。
次
が
そ
の
冒
頭
部
分
。

初
火
餤
明
時
生
児
、
火
明
命
。
次
火
炎
盛
時
生
児
、
火
進
命
。

又
日
二
火
酢
芹
命

一。
次
避
二
火
炎

一時
生
児
、
火
折
彦
火
火
出
見

尊
。
(。)凡
此
三
子
、
火
不
レ
能
レ
害
。
(旦
及
母
亦
無
レ
所
二少
損
一。

関
連
を
も

つ
先
行
所
伝
は
二

つ
、
〔本
伝
〕
と

〔書
二
〕
で
あ
る
。

か
か
わ
り
の
度
合
の
上
で
は
、
後
者
が
主

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
火

炎
の
状
態
の
三
段
階
の
そ
の
時
々
に
子
を
生
む
と
い
う
の
が
右
の

一

節
で
あ
り
、
〔書
二
〕
と
基
本
的
に

一
致

す
る
。
表
現
に
し
て
も
、

た
と
え
ば
第
二
子
の
誕
生
を
め
ぐ
る

〔書

二
〕
の

「次
火
盛
時
生

児
」
と
は
、
「炎
」
の
有
無
の
違
い
し
か
な

い
。

一
方
、
〔本
伝
〕
の
ば
あ

い
、
「始
起
烟
末
、
生
出
之
児
、
号
二
火

闌
降
命
一。
次
避
レ
熱
而
居
、
生
出
之
児
、
号
二
彦
火
火
出
見
尊

一。
次

生
出
之
児
、
号
二火
明
命
一。
凡
三
子
矣
」
と

い
う
よ
う
に
火
炎
と
は

　M



な

無
縁
、
し
か
も

「生
む
児
」
で
は
な
く

「生
り
出
つ
る
児
」
で
あ
る
。

〔
本
伝
〕
と
の
距
離
は
、
〔書
二
〕
が
差
違
化
を
は
か

っ
た
そ
の
距

離
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
ひ
き

つ
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
順
序
と
し
て

は
、
だ
か
ら
、
ま
ず
は

〔書
二
〕
の
差
違
化
の
実
態
を
み
き
わ
め
る

ほ
う
が
先
決
で
あ
る
。

〔書
二
〕
の
所
伝
は
、
鹿
葦
津
姫
を
、
姉
の
磐
長
姫
と
は
対
照
的

な
女
性
、
つ
ま
り
は
木
花
開
耶
姫
と
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

親

の
大
山
祗
神
が
皇
孫
の
申
し
出
に
応
え
、
さ
し
出
し
た
二
人
の
女

の
う
ち
、
美
人
の
妹
を
と
ど
め
て

「引
而
幸
之
、
則

一
夜
有
レ身
」
、

醜
悪
な
姉
を
皇
孫
は
つ
き
返
す
。
そ
の
処
遇
に
、
磐
長
姫
は

「大
慙

而
詛
之
日
」
と

い
う
よ
う
に
呪
詛
を
も

っ
て
報
復
す
る
。
そ
の
直
後

に
あ
る
の
が
次
の

一
節
で
あ
る
。

是
後
、
神
吾
田
鹿
葦
津
姫
、
見
二
皇
孫
一日

「妾
孕
二
天
孫
之
子
一。

む

不
レ可
二私
生

一」。

こ
の
鹿
葦
津
姫
の
こ
と
ば
を
き
い
た
皇
孫
が
、

一
夜
孕
み
に
疑
い
を

も
ち
、
子
の
認
知
を
拒
絶
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
疑
い
を
は
ら
す
姫

の
決
死
の
行
為
、
す
な
わ
ち

「無
戸
室
」
に
入
り
火
を
は
な

っ
て
子

を
生
む
こ
と

へ
展
開
す
る
。

一
夜
孕
み
を
め
ぐ
る
皇
孫
の
疑
い
以
降

の
展
開
は
、
〔本
伝
〕
の
そ
れ
と
基
本
的
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
し

た

が
っ
て
、
違

い
は
、

一
夜
孕
み
に
皇
孫
が
疑
い
を
も
つ
直
前
ま
で

に
著
し
く
、
そ
の
疑
い
を
め
ぐ
る

一
節
に
そ
れ
ま
で
の
磐
長
姫
の
呪

詛

関
連
の
く
だ
り
を

つ
な
げ
る
媒
介
と
し
て
位
置
す
る
の
が
、
右
に

引
用
し
た

一
節
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
わ
ば
、
磐
長
姫
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
に
と
も
な
う
所
伝
の
新
た

な
展
開
が
右
の

一
節
を
導
い
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ

に
差
違
化
に
あ
た
る
が
、
そ
の
な
か
に
鹿
葦
津
姫
が

い
う

「妾
孕
二

む

天

孫

之

子

一
。

不

レ
可
二
私

生

一」

に

そ

く

し

て
、

〔
書

二
〕

は

「
生

む

児

」

の
か

た

ち

に
転

換

し

た

は

ず

で

あ

る

。

そ

し

て

そ

の

か

た
ち

を

ひ

き

つ
い
だ

の
が

、

上

述

の
と

お

り

〔
書

三

〕

で

あ

る

。

そ

の
前

掲

一・節

で

は

、

(A

)

の
子

に

(
B
)

の

母

を

対

応

さ

せ
、

そ
う

し

て
、

火

炎

の
な

か

で

「
生

児

」

に

も

か

か

わ

ら
ず

、

子

は
も

と

よ
り

、

母

も

無

事

で
あ

っ
た

こ
と

を

い
う

。

「
生

児

」

へ
の
転

換

に
と

も

な

い
、

生

む

こ
と

が

せ

り

出

て
き

た

こ

と

を

て

こ

に

、

そ

の
当

の
生

む

母

が

異

常

な

出

産

を

無
事

き

り

ぬ

け

た

こ
と

を

あ

え

て

つ
た

え

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

〔書

二
〕

に
、

そ

れ

は

な

い
。

〔書

三
〕

の
差

違

化

の

一
例

だ

が

、

な

お

ま

た

(
A
)

も

〔
書

二

〕

に

は

な

く

、

〔本

伝

〕

の

「
如

実

天

孫

之

胤

、

火

不

レ
能

レ
害

」
、

お

よ
び

三

子

の

出

生

を

つ
た

え

た

あ

と

の
ま

と

め

の

「
凡

三
子

矣

」

に

よ

る
。

こ

の

〔
書

三

〕
を

、
今

度

は

〔書

五
〕

が
、

た

と

え

ば

(
B
)

を

例

に

す

れ

ば

、

「
妾

所

レ
生

児

及

妾

身

、
自

当

二
火

難

一
、
無

レ
所

二
少

損

一」

と

い
う

よ

う

に
ひ

き

つ
ぐ

。

〔書

三
〕

が

地

の
文

で
説

明

し

た

と

同

じ
内

容

を

、
当

の
鹿

葦

津

姫

の
発

話

と

し

て

つ
た

え

て

い
る

の

だ

か

ら

、

ひ
き

つ
ぐ

の

は
当

然

だ

と

し

て
も

、

こ

の

〔
書

五

〕

は

差

違

化

に

大

き

く

ふ

み

だ

し

て

い

る
。

〔
書

三

〕

と

の
か

か

わ

り

に

か

かになはと書一S紀代神39



ぎ

っ
て
対
応
す
る
記
述
を
次
に
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
。

初
火
餤
明
時
、
生
児
、
火
明
命

〔書
三
〕

其
火
初
明
時

(中
略
)
名
火
明
命

〔書
五
〕

次
火
炎
盛
時
、
生
児
、
火
進
命

〔書
三
〕

次
火
盛
時
、
(中
略
)
名
火
進
命

〔書
五
〕

次
避
二
火
炎

一時
、
生
児
、
火
折
彦
火
火
出
見
尊

〔書
三
〕

次
避
二
火
熱
時

(中
略
)
名
彦
火
火
出
見
尊

〔書
五
〕

こ
う
し
て

〔書
三
〕
を
ひ
き

つ
ぎ
、
誕
生
し
た
子
を
三
人
か
ら
四
人

に
増
や
し
な
が
ら
も
、
そ
の
新
た
な
子

の
名
を
、
〔書
三
〕
の
第
三

子

「火
折
彦
火
火
出
見
尊
」
に
ち
な
む
、
「火
折
尊
」
と
す
る
。
そ

む

の

一
方
、
右
の
い
ず
れ
の

(中
略
)
に
も
あ
た
る

「躡
誥
出
児
自

(亦
)
言
、
吾
是
天
神
之
子
」
は
、
〔書
三
〕
の

「生
児
」
で
は
な

む

く
、
〔本
伝
〕
の
前
掲

一
節
の

「始
起
烟
末
、
生
出
之
児
」
や

「次

む

む

避

レ
熱

而

居

、
生

出
之

児

」
を

む

し

ろ
ひ

き

つ
ぐ

。

〔書

五

〕
の

「
避

二

む

火
熱
一」
は
、
そ
れ
を
た
し
か
に
裏
づ
け
て
も

い
る
。

そ
う
し
て

〔書
三
〕
〔本
伝
〕
を
ひ
き

つ
ぎ
、
か
つ
組
み
あ
わ
せ

た
上
に
、
右
に
引
用
し
た
名
告
り
に
ひ
き

つ
づ
い
て
、
誕
生
し
た
四

子
そ
れ
ぞ
れ
に

「吾
父
何
処
坐
耶
」
「吾
父
及
兄
何
処
在
耶
」
「吾
父

及
兄
等
何
処
在
耶
」
と

い
う
問
い
か
け
さ
え

つ
け
く
わ
え
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
「躡
誥
」
に
対
応
し
、
み
ず
か
ら

い
う

「吾
是
天
神
之

子
」
に
ふ
さ
わ
し
い
資
質
、
す
な
わ
ち
後
に
つ
た
え
る

「子
等
復
有
二

超
レ
倫
之
気
一」
と
わ
か
ち
が
た
く
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
「天
神
之

子
」
の
誕
生
を
め
ぐ
る
所
伝
と
し
て
、
そ
れ
は

〔書
三
〕
〔本
伝
〕

に
対
し
て
差
違
化
を
は
か

っ
た
そ
の
た
し
か
な
あ
ら
わ
れ
の

一
つ
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

十
三
、
『三
国
志
』
裴
松
之
注
の
特
質

差
違
化
と
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
異
伝
を
め
ざ
す
営
為
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
を
は
か
る
各
種
各
様
の
こ
こ
ろ
み
を
と
お
し
て
各

一
書
が

な
り
た

っ
て
い
る
と

い
う
点
で
は
、

一
書
を
め
ぐ
る
問
い
、
た
と
え

ば
な
ぜ
そ
れ
が
存
在
す
る
の
か
と

い
っ
た
問
い
は
、
異
伝
を
な
ぜ
め

ざ
す
の
か
、
あ
る
い
は
な
ぜ
そ
れ
を
必
要
と
し
た
の
か
を
問
う
こ
と

に
つ
な
が
る
。
端
的
に
は
、
異
伝
を
な
ぜ
次
々
に
つ
む
ぎ
だ
し
て
い

っ
た
の
か
、
そ
れ
が
問
い
の
核
心
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
文
献
な

い

し
記
録
類
が
存
在
し
た
か
ら
な
ど
と
い
っ
た
検
証
不
能
な
こ
と
を
前

提
と
す
る
立
場
を
、
小
稿
は
と
ら
な

い
。

一
書
を
多
く
引
載
す
る

(「多
引
二
載

一
書
一」
)
こ
と
に
つ
い
て

『釈
日
本
紀
』
(巻

一
.
開

題
)
の
と
く
次
の
説
に
も
、
だ
か
ら
加
担
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な

い
が
、上

古
之
間
、
好
レ事
之
家
所
レ著
古
語
之
書
、
稍
有
二
其
数
一也
。

撰
二此
書

一之
時
、
雖
レ不
二尽
採
用
一而
不
レ能
レ弃
。
仍
所
二
加
載
一

也
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
直
後
の

「是
則
裴

松
之
三
国
志
注
例
也
」
と

い
う
指
摘
は
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
「加
載
」
は
と
も
か
く
、

一
書
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が
多
数
併
存
す
る
事
実
じ
た
い
は
、
『三
国
志
』
の
裴
松
之
注
に
た

ぐ
ほ
　
　

し
か
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
『三
国
志
』
に
裴
松
之
が

つ
け
加
え
た
注
に
着
目
し
て

み
る
に
、
「上
三
国
志
注
表
」
の
な
か
に
、
付
注

の
方
針

に
言
及
し

た
記
述
が
あ
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
が
、
陳
寿
の

『三
国
志
』
を

評
価
す
る

一
方
、
「然
失
在
二
于
略
}、
時
有
二
脱
漏
一」
と

い
う
批
判

を
加
え
た
点
で
あ
る
。
歴
史
記
述
の
内
容
あ
る
い
は
史
観
に
は
触
れ

ず

、
も

っ
ぱ
ら
簡
略
に
す
ぎ
、
脱
漏
が
あ
る
こ
と
を
つ
く
。
そ
う
し

た
欠
点
を
補
う
の
が
目
的
と
ば
か
り
、
「務
在
二
周
悉

一。
上
捜
二
旧
聞

一、

傍
掠
二遺
逸
」

と

い
う
方
向
を
め
ざ
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
具
体
的
な

か
た
ち
で
敷
衍
し
た
の
が
次
の

一
節
で
あ
る
。

其
寿

(陳
寿
)
所
レ
不
レ載
、
事
宜
二存
録
一者
、
則
罔
レ
不
二畢
取

以
補
二其
闕
一。
或
同
説
二
一
事
一而
辞
有
二
乖
雑
一、
或
出
事
本
異
、

疑
不
レ能
レ
判
、
並
皆
抄
レ
内
以
備
二異
聞
一。

陳
寿
が
収
載
し
な
か
っ
た
も
の
で
、
残
す
べ
き
は
全
て
と
り
あ
げ
て

そ

の
欠
を
補

っ
た
と
い
う
の
が

一
つ
、
同
じ
歴
史
を
伝
え
な
が
ら
陳

寿

の
記
述
と
は
文
辞
に
違

い
が
あ
る
も
の
や
あ
い
異
な

っ
て
是
非
の

判
断
が
で
き
な
い
も
の
な
ど
を
、
残
ら
ず
ひ
ろ
い
あ
げ
異
聞
と
し
て

完
備
し
た
と
い
う

の
が
も
う

一
つ
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
資
料
、
記
録

の
類
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
も

っ
て
陳
寿
の

『
三
国
志
』
を
補
完
し

よ
う
と
し
た
こ
と
に
か
わ
り
は
な

い
。

注
を
、
『三
国
志
』
と
い
う
史
書
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
積
極

的
に
つ
み
あ
げ
て
い
く
。
い
い
か
え
れ
ば
、
『
三
国
志
』
の
記
述
を

補
完
す
る
資
料

・
記
録
の
類
を
本
伝
に
付
載
す
る
の
が
そ
の
注
の
内

実
だ
か
ら
、
そ
れ
じ
た
い
、
史
書
の
編
述

に
通
じ
る
と
い
っ
て
も
決

し
て
過
言
で
は
な
い
。
『三
国
志
』
の
本
伝
に
対
し
て
は
、
時

に
、

注
が
付
載
す
る
各
文
献
は
そ
れ
を
相
対
化
す
る
意
味
を
も

つ
で
あ
ろ

う
。
本
伝
と
異
な
る
内
容
を
伝
え
て
い
て
、
し
か
も
是
非
の
判
断
が

つ
き
か
ね
る
場
合
は
、
次
の
例
の
よ
う
に
、

○
案
此
書

(献
帝
伝
)
称
二
沮
授
之
計

一、
則
与
二
本
伝
一違
也
。

(魏
書

・
董
二
袁
劉
伝
箜

ハ
窃

疆

○
案

本

伝

、

遡

詣

レ
術

、

未

レ
至

而

死

。
而

此

(献

帝

春

秋

)
云

レ

諌

レ
称

二
尊

号

　。

未

レ
詳

二
孰

是

一。

(
魏

書

・
呂

布

藏

洪

伝

第

七

・

挧

頁

)

違

う

と

い
う

事

実

の
指

摘

に

と
ど

め

る
。

本

伝

だ

か

ら

と

い

っ
て
、

そ

れ

を

絶

対

視

し

て

い
る

わ

け

で

は

な

い
。

本

伝

に
対

す

る
手

厳

し

い
批

判

も

、

少

な

く

な

い
。

武
帝

が
袁

紹

と

戦

っ
た

さ

い

の
兵

の
数

を

、

本

伝

が

「
時

公

兵

不

レ
満

レ
万
」

と

伝

え

る

の

に
対

し

て
、

さ

ま

ざ

ま

な

角

度

か

ら

検

証

し

た

う

え

で

「
未

レ
応

二
如

レ
此

之

少

一
也

」

「
以

レ
理

而

言

、

竊

謂

不

レ
然

」

「
此

兵

不

レ
得

二
甚

少

一、

一
也
」

「
是

不

レ
得

二
甚

少

一、

二
也

」

「
是

不

レ
得

二
甚

少

}
、

三

也

」

と

一
つ

一
つ

論

破

し

「
非

二
其

実

録

一
也
」

と

し

て

の

け

る

(魏

書

・
武

帝

紀

第

一
・

20

頁

)
。

批

判

は
、

「
評
」

に
も

お

よ

ぶ

。

一
例

を

あ

げ

れ
ば

、

荀

或

を

評

し

た

「
未

レ
能

レ
充

二
其

志

一
也
」

と

い
う

一
節

を

と

り

あ

げ

、
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「世

の
論
者
」

の
説
を
し
め
し
陳
寿

の
批
評
は
そ
れ
に
同
じ
と
断
じ
、

あ
ら
た
め
て
苟
或

の
事
跡
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て

「
可
レ
謂
二任
重

道
遠

、
志
行
義
立
一」
、
そ
れ
な
の
に

「評
」
に

「謂
二
之
未
τ
充
」

と

い
う
の
は
、
「其
殆
誣
歟
」
と
い
っ
て

一
蹴
す
る
。

厳
し
い
批
判
は
、
歴
史

の
事
実
に
せ
ま
ろ
う
と
す
る
裴
松
之
の
強

い
姿
勢
を
端
的
に
も

の
が
た
る
。
本
伝
に
対
す
る
批
判
は
、
だ
か
ら

当
然
と
い
え
ば
当
然
な
の
だ
が
、
注
と
し
て
あ
げ
る
文
献
に
対
し
て

も
容
赦
な
い
批
判
を
あ
び
せ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
曹
操
と
戦

っ
て
敗
れ
た
審
配
を

「逃
二
于
井
中

一」
と
伝
え
る
二
書
、
楽
資
の

『山
陽
公
載
記
』
と
袁
暉

の

『献
帝
春
秋
』
に
対
す
る
次
の
よ
う
な

批
判
も
あ
る
。

臣
松
之
以
為
、
配

(審
配
)

一
代
之
烈
士
、
袁
氏

(袁
尚
)
之

死
臣
。
豈
当
二
数
窮
之
日
一、
方
逃
二
身
于
井

一。
此
之
難
レ信
、

誠
為
レ易
レ
了
。
(中
略
)
未
レ能
レ
識
二別
然
否
一、
而
軽
弄
二翰
墨
一、

妄
生
二
異
端
一、
以
行
二
其
書
一。
如
レ此
之
類
、
正
足
下
以
誣
二罔

視
聴
一、
疑
中
誤
後
生
上
。
寔
史
籍
之
罪
人
、
達
学
之
所
レ
不
レ
取

者
也
。
(魏
書

・
董
二
袁
劉
伝
第
六

・
嬲
頁
)

審
配

の
人
と
な
り
か
ら
し
て
井
に
逃
げ
こ
む
こ
と
な
ど
信
じ
難
く
、

そ
ん
な
こ
と
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
だ
と
し
た
上
で
、
事

の
是
非
も
識
別

で
き
な
い
の
に
軽
率
に
筆
を
弄
し
、
み
だ
り
に
異
端
を
な
し
て
書
物

を
は

や
ら
せ
た
、
こ
の
類
は
、
ま

っ
と
う
な
視
聴
を
無
理
に
あ
ざ
む

き
、
後
の
人
々
を
疑
わ
せ
、
誤
ら
せ
る
も

の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
史
書

の
罪
人
で
あ
り
、
達
学
の
人
は
無
視
す
る
と
い
う
の
が
内
容
の
あ
ら

ま
し
で
あ
る
。
事
は
井
に
逃
げ
こ
ん
だ
と

い
う
、
歴
史
の
大
き
な
流

れ
か
ら
み
れ
ば
ま
こ
と
に
些
細
な
こ
と
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
こ
と

の
是
非
に
始
ま
り
、
批
判
は
文
献
そ
の
も

の
に
ま
で
及
び
、
い
か
に

も
苛
烈
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
か
り
に
針
小
棒
大
あ
る
い
は
た
め
に
す
る
議
論
だ

っ
た

に
せ
よ
、

い
わ
ゆ
る
史
料
批
判
と
い
っ
た
点
で
は
、
事
実
に
対
し
て

潔
癖
な
ま
で
に
厳
格
な
姿
勢
で
臨
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な

い
。
批
判
の
程
度
や
内
容
こ
そ
違
え
、
類
例
は
、
そ
れ
こ
そ
諸
処
に

散
見
す
る
。
本
伝
に
対
す
る
以
上
に
、
注
が
引
く
文
献
に
そ
う
し
た

で
サ
お
　

批
判
を
多
く
加
え
て
い
る
。
文
献
を
本
伝

の
注
と
し
て
付
載
す
る
と

い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
付
載
に
あ
た

っ
て
史
料
批
判

の
ふ
る
い
に
か
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
に
史
書
を
編
述
す
る

こ
と
に
通
じ
る
な
み
な
み
な
ら
ぬ
意
欲
を

一
層
明
ら
か
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
史
料
批
判
を
通
し
て
め
ざ
す
は
、
も
ち
ろ
ん
歴
史
の
事

実
で
あ
る
。
本
伝
も
、
史
料
批
判
の
ふ
る

い
の
外
に
あ
る
わ
け
で
は

な

い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
裴
松
之
が
批
判
あ
る
い
は

攻
撃
を
加
え
た
記
述
は
、
全
体
の
ほ
ん
の

一
部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ

以
外
は
、
少
く
と
も
批
判
あ
る
い
は
攻
撃
す
る
ま
で
も
な
い
も
の
、

い
い
か
え
れ
ば
事
実
に
著
し
く
は
反
し
な

い
も
の
と
判
断
し
た
と
み

る
の
が
筋
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば

「余
書
不
レ

24



見
、
故
載
二録
之
一」
(魏
書

・
董
二
袁
劉
伝
第
六

・
爛
頁
)
と

い
っ

た
例
も
あ
る
に
せ
よ
、
『三
国
志
』
の
本
伝
に
そ
く
し
て
、
前
述
の

通
り
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
文
献
の
記
述
を

い
く

つ
も
付
載
す
る

こ
と
は
、
歴
史
を

一
つ
の
観
点
か
ら
唯

一
の
事
実
と
し
て
伝
え
る
よ

り
、
多
角
的
、
多
面
的
な

い
わ
ば
ひ
ろ
が
り
に
お
い
て
ふ
ち
ど
る
こ

と
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、

な
に
も
こ
こ
で
大
仰
に
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
前
掲

「上
三
国
志

注
表
」
の

一
節
こ
そ
、
裴
松
之
み
ず
か
ら
そ
れ
を
包
括
的
に
表
明
し

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

十
四
、
神
代
紀
の
め
ざ
し
た
歴
史
記
述

多
角
的
、
多
面
的
に
歴
史
を
ふ
ち
ど
る
こ
と
を
な
か
ん
ず
く
端
的

に
も
の
が
た
る
の
が
、
本
伝
と
異
な
る
内
容
を
伝
え
た
文
献
で
あ
る
。

さ
き
に
も
そ
の
例
を
あ
げ
た
が

(41
頁
)、
も
う
少
し
内
容
に
ふ
み

こ
ん
で
説
明
を
く
わ
え
る
と
、
荀
攸
に
つ
い
て
、
か
れ
が
参
画
し
た

董
卓
暗
殺
計
画
が
露
見
し
て
逮
捕

・
投
獄
さ
れ
た
あ
と
を
、
『三
国

志
』
本
伝
は

「会
二卓
死
一、
得
レ
免
」
(魏
書
、
荀
或
荀
攸
賈
翔
伝
第

十

・
鏘
頁
)
と
伝
え
る
。
そ
の
注
に
は
、
し
か
し

「魏
書
云
、
攸
使
二

人
説
一レ
卓
、
得
レ
免
。
与
レ此
不
レ
同
」
と
あ
る
。
結
果
は
同
じ
助
か

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
あ
る
い
は
同
じ
だ
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
が

董
卓
の
死
に
よ
る
の
か
、
は
た
ま
た
董
卓
に
対
す
る
説
得
工
作
に
よ

る
か
、
そ
の
い
ず
れ
が
事
実
な
の
か
に
つ
い
て
は
論
評
を
加
え
な

い
。

注
と
し
て
付
載
す
る
文
献
相
互
に
、
伝
え

る
内
容
に
違
い
が
あ
る
場

合
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
太
祖

(曹
操
)
が
み
ず
か
ら
の
も

と
に
逃
げ
こ
ん
だ
劉
備
を
予
州
の
牧
に
任
じ
た
こ
と
を
め
ぐ

っ
て
、

『魏
書
』
と

『傅
子
』
と
の
問
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る

(魏
書

・

程
郭
董
劉
蒋
劉
伝
第
十
四

・
嵎
頁
)
。
劉
備
を
始
末
し
て
禍
根
を
絶

つ
べ
き
だ
と
の
進
言
を
う
け
た
太
祖
が
そ
れ
を
郭
嘉
に
問
う
と
、
英

雄
の
名
の
あ
る
劉
備
を
除
け
ば
四
海
の
期
待
に
背
く
こ
と
に
な
る
と

か
れ
は
答
え
、
そ
の
こ
と
を
太
祖
が
評

価
し
た
と

い
う

の
が

『魏

書
』
、
こ
れ
に
対
し
て
、
郭
嘉
み
ず
か
ら
劉
備
を
早
く
始
末
す

べ
き

だ
と
進
言
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時

の
状
況
か
ら
太
祖
は
そ
れ

に
従
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
の
が

『傅
子
』、
こ
の
違

い

に
つ
い
て
、
裴
松
之
は

「案
、
魏
書
所
レ
云
、
与
二傅
子
}正
反
也
」

と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
り
、
事
実
関
係
の
詮
索
は
し
て
い
な
い
。

も
と
よ
り
、
こ
れ
だ
け
の
例
を
も

っ
て
全
体
を
推
し
は
か
る
こ
と

は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
多
角
的
、
多
面
的
に
歴
史
を
ふ
ち
ど
る
と

い
う
裴
松
之
の
方
法
を
も
の
が
た
る
、
ま
ち
が
い
な
く
そ
の

一
例
で

あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
多
角
的
、
多
面
的
な
歴
史
の
ふ
ち
ど
り
を

方
法
と
し
た
こ
と
が
、
あ
い
反
す
る
事
実
も
ま
た
そ
の
歴
史
の
あ
り

方
の

一
つ
と
し
て
、
そ
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
こ
と
に
道
を
ひ

ら

い
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
史
料
批
判
に
厳
し
い
姿
勢

を
貫
く
反
面
、
事
実
と
の
距
離
だ
け
を
唯

一
の
物
指
し
と
し
て
所
伝

を
は
か
る
硬
直
は
、
そ
こ
に
は
な
い
。
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こ
の
裴
松
之
の
方
法
を
、
神
代
紀
の

一
書
は
応
用
し
て
成
り
立
つ

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
応
用
が
差
違
化
に
つ
な
が
り
、
差
違
化
を
、

所
伝
を
成
り
立
た
せ
る
手
段
と
し
て
、
多
角
的
、
多
面
的
な
ひ
ろ
が

り

に
お
い
て
歴
史
を
記
述
す
る
、
こ
れ
が

一
書
に
た
く
し
た
ね
ら
い

だ

っ
た
と
い
う
の
が
、
小
稿
の
い
わ
ば
結
論
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

裴
松
之
が
注
と
し
て
付
載
し
た
文
献
に
な
ら
い
、

一
書
を
そ
れ
に
あ

て
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
文
献
相
互
の
内
容
上
の
差
違
の
大
き
さ

と

は
、
た
し
か
に

一
書
問
の
相
違
は
本
質
的
に
異
な
る
。
差
違
化
と

い
っ
て
も
、
上
述
の
通
り

一
定
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
と
い
う
以
上

に
、
歴
史
記
述
の
多
角
的
、
多
面
的
ひ
ろ
が
り
に
、
原
拠
を
共
に
す

る
こ
と
に
と
も
な
う
限
界
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
実
際
あ

っ
た
事
実
な
ら
ぬ
、
か
く
あ

っ
た
も
の
と
し
て
歴
史
を
つ
む
ぎ
だ
す

ほ
か
な
か

っ
た
神
代
史

の
、
そ
れ
は
ま
た
限
界
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
神
代
史
と
い
う
点
で
は
、
小
稿
が
と
り
あ
げ
た
第
九
段

も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
重
要
な

一
角
を
し
め
る
。
右
に
導

い
た
結
論

を
第
九
段
に
か
ぎ
る
必
要
は
な
い
は
ず
だ
が
、
次
の
第
十
段
に
つ
い

て

い
え
ば
、
な
お
瀬
踏
み
の
段
階
な
が
ら
、
同
じ
結
論
を
見
通
す
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
そ
の
見
通
し
通
り
な
の
か
と

い

っ
た
点
を
は
じ
め
、
今
後
の
検
証
に
ま
つ
問
題
も
、
少
な
く
は
な

い

。

〔注

〕

(
1
)
本
伝

の
呼
称
を
使
う

拠
り
ど

こ
ろ
が
皆

無
と

い
う
わ
け

で
は
、
実

は

な

い
。

『
三
国
志
』

に
注
を
付
し
た
裴
松

之
は
、
『
三
国
志
』

の
記
述
を

さ

し
て

「
本
伝
」
と

い
う
。
そ

の

一
例
を
、
小
稿

(
41
頁
)
は
引
く
。

そ
し

て

一
書

の
な
り
た
ち

に
裴
松
之
注
が
か
か
わ

る
と

み
る

の
が
小
稿

の
結

論
。

(2
)
太

田
氏

の
著
書

の
同
じ
箇
所

を
、
青
木
周
平
氏

「
『
日
本
書

紀
』

海
宮

遊
幸
章

の

一
書
と
歌

-

本
書

の
視
点

か
ら

ー

」

(『
太

田
善
麿
先

生
追

悼
論
文
集

古
事

記

・
日
本
書
紀
論
叢
』

姻
頁
)
も
引
用
す

る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て

「
重
要
な
こ
と
は
、
海
宮
遊
幸

章

の
本
書

が
、
諸

一
書
と

の
補

完
関
係

に
よ
り
成
り
立

っ
て

い
る
と

い
う

指
摘

で
あ

る
」
と

い
う
批
評
を

加
え

た
う

え

で
、
「
本
書
を
補
完
す

る
も

の
と

し
て

一
書
を

よ

み
と

く
必

要
性
が
あ
り
、
そ

の
補
完

の
あ
り
方
が
、
構
想

の
問
題
と

し
て
具
体
的

に

分
析

さ
れ
ね
ば
な

る
ま

い
」
と
説
き
、
そ

の

「補
完

の
あ
り
方
」
を
海
宮

遊
幸
章

の
具
体
例

に
そ
く
し

て
詳
細

に
分
析

し
て

い
る
。
青
木
氏

に
は
、

こ
れ
に
先
立
ち
、

「本
書

と

一
書
と

の
関
係
」

に

つ
い
て
の

「
研
究
史
と

問
題
点
」
を
簡
潔

に
ま
と

め
た

論
考

(「
第

五
章

『
日
本
書
紀
』

一
書

論

-

本
書

か

ら
見

た
場
合

1

」
『
古
事

記
研

究
』
緲
頁
)
が
あ

る
。

そ

の
な
か
で
、
諸

一
書
を
統

合
し
て
本
書

が
成

り
た

つ
と
す

る
太

田
氏
ら

の
所
説

の
ほ
か
、
「
統
合
的
性
格

が

一
書
に
も
及

ぶ

こ
と

を
論
証

し
た
」

と

い
う

中
村

啓
信
氏

の
論

に
も

言
及

し
、

「
こ
う

な

る
と
、

一
書
11
本
書

の
原
資
料
と

い
う
素
朴
な
見
方
は
成
り
立
ち
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
む
し

ろ

そ

こ
で
問
わ

る
べ
き
は
、
ど

の
よ
う
な
統
合
原
理
が
は
た

ら

い
て

い
る
か

と

い
う

こ
と

で
あ

り
、

一
書

の
配
列
順

へ
も
視

野
を
広

げ

る
必
要

が
あ

る
」
と

指

摘

す

る
。
毛

利

正

守

氏

「
『
日
本

書

紀

』
「神

代
」
」

(
『国

文

学

』
特
集

・
神
話

の
思
想
史
、
平
成
六
年

五
月
号
、
第
三
九
巻
第

六
号
)

に
も
、
「
ど

の
資
料
を

正
文
と
し
、
ど

れ
を

一
書

と
す

る
か
」
に
関
連

し

て
、
資

料
と
編
纂
者

と

の
か
か

わ
り
を

め
ぐ

る
言
及
が

あ
る

(66
頁
)
。
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な
お
、
こ
の
ほ
か

、

一
書

の
原
史
料

の
復
元
を
試

み
た
山

田
英
雄
氏

「
日

本

書
紀
神
代
巻

の

一
書

に

つ
い
て
」

(『
日
本

書
紀
研
究
』
第

十
六

冊
)、

ま

た

一
書

の
原
本
お
よ
び
そ

の
成
立
等

に
つ
い
て
論
じ

た
梅
澤
伊
勢

三
氏

「
三

神

代
紀

『
一
書
』

の
性

格
」

(『続

記
紀

批
判
』
)、

さ
ら

に

「
『
日

本
書
紀

』
に
先
立
ち

、
『
日
本
書
紀
』
編
纂

の
史

料
と
な

っ
た

『帝
紀
』

の
異
伝

と
考
え

る
べ
き

で
あ
る
」
と

説
く
黒
須

重
彦
氏

「
『
日
本
書
紀
』

の

=

書
」

に
つ
い
て
」

(『
武
蔵
野
文
学
』
47

・
5
頁
)
な
ど
も
あ

る
。

(
3
)
荻
原
氏
は
、

こ
の
あ
と
、
「多

く

の
新
し

い
要
素

の
付
加

に
よ

っ
て
肥

大
し

て
い

っ
た
発
達

の
最
終
段

階

の
姿
」

の

〈
記

〉
や

〈
一
〉
の
舞
台
か

ら
、
〈
本

〉
か

ら

く
二

V
ま

で

の
所

伝

に
は

登

場

し
た

「事

勝

国

勝

長

狭
」
な

る
存
在

が
消
え

て
い
る
と

指
摘
し

た
上

で
、
「
降
臨

神
を
迎
え

る

者
と
し

て
事
勝
国
勝
長
狭
が
な
く
な

っ
た
代
わ
り

に
、
猿

田
眦
古

神
が
登

場
し

て
く
る

こ
と
に
気
付
く
」

(皿
頁
)
。
こ

の
交
代
を
、
降
臨
神

を
迎
え

る
者

の
変
容
、

「最
終

的

に
は

『
天
神
御
子
』

に
対
蹠
す

る

『
国
神
』
に

変
質
す

る
、
と

い
う
変
転

コ
ー
ス
を

た
ど

っ
て

い
る
こ
と

に
な
る
」

(幽

頁
)
と
み
な
す
。
し
か
し
、
〈
一
〉、
す

な
わ
ち
小
稿

の

〔書

一
〕
が

つ
た

え
る

の
は

「
果
如
二
先
期

一、
皇
孫

則
到

二
筑
紫
日
向
高
千
穂
檍
触
之
峯

一」

と

い
う
天
降
り
ま
で
で
、
猿

田
彦
神

の
登
場

は
、
ど
こ
ま

で
も

そ
れ
に
と

も
な
う
も

の
で
し
か
な

い
。

こ
れ
に
対
し

て
、
事
勝
国
勝
長
狭

は
、
ど

れ

も
皇
孫

(天
孫
)

の
天

降
り
後

の

「覓

レ
国
行
去
」

に
お

い
て
出
会
う

相

手
と
し
て

一
貫
し
て

い
る
。
全
く

別
の
所
伝

の
、
別
の
役
割
を
負
う

二
人

に
、
「
変
容
」

「
変
質
」

は
な

じ
ま
な

い
。

(4
)
「
覆
」

を

「
オ

フ
」
と
訓
む

可
能
性

は
、
ほ
と
ん
ど
ゼ

ロ
に
近

い
。
試

み

に

『万
葉

集
』

に
当

っ
て
み

る
に
、
「覆
」

は

「
オ
ホ

フ
」
と

訓
む

の

が
通
例
。
そ
れ
を

「
オ

フ
」
と
訓

み
改
め

る
べ
き
例

が
あ
る

こ
と
を
完
全

に
は
否
定

で
き

な

い
と
は

い
え
、

「オ

ホ

フ
」

の
正
訓

字
と
し

て
定
着

し

て

い
た
こ
と
は
疑

い
な

い
。
ち
な
み

に
、
「
オ

フ
」

の
例

は
、
『古
事

記
』

雄
略
天
皇
条

の
歌

に

「
新
嘗
屋
に
生
ひ
立
て
る
槻
が
枝

は
上

つ
枝
は
阿
米

袁
淤
弊
理
」
以
下
、
「
阿
豆
麻
袁
淤
弊
理
」
「
比
那
袁
淤
弊

理
」
な
ど
が
あ

る
。

(
5
)
山

田
宗

睦
氏

『
日
本
書
紀

史
注
』
巻

第

二
に

「第

八
段
本

文
に
は
、

真
床
追
衾
が
有
り
、
五
部
神
と
神
勅
が
無
く
、

こ
の
点

は
第
四

・
六

の

一

書

に
従

っ
た

こ
と

が
わ

か
る
。」

(87
頁
)
と

説
く
。

「天
孫

降
臨
神

話

に

必
要
な
道
具
と
し
て

の
随
従
す

る
神

々

(特
に
五
部
神

r

榎
本
補
筆
)

や
神
勅

の
こ
と
を
全
く
欠

い
て
い
る
」

こ
と
を
も

っ
て
、

こ
れ
に
該
当
す

る

〔本
伝
〕

〔書

四
〕
〔
書
六
〕
を

一
括

し

て
㈹
型

と
し
、

「皆
揃

っ
て

い

る
」
と
こ
ろ

の

〔記
〕

〔書

二
〕

の
㈲
型

に
対

し
、
「
こ
の
㈹
型

の
神
話
群

は
そ
う
し
た
古

い
姿
を
と
ど
め
た
伝

承
な

の
で
あ

る
」
と

み
な

す
守
屋
俊

彦
氏

「
天
孫
降
臨
神
話

の
構

図
」

(
『記
紀
神

話
論
考
』
以
上

魏

・
鰯
頁
)

を
承
け
、
こ

の
守

屋
説

の
区
分
が
真
床
追
衾

の
有

無

に
そ
く
し

た
区
分
と

重
な
る
こ
と
を
指

摘
し
た
う
え

で
導

い
た

の
が
、
山
田
氏

の
所

説
で
あ
る
。

所
伝

の

一
部

記
述

の
有
無
だ

け
を
楯

に
、

「従

っ
た

こ
と
が
わ

か
る
」
わ

け
で
は
な

い
。

(6
)
注

(5
)
所
引

の
守

屋
氏

の
論
考

に
、
真
床

追
衾
を
物
忌

み
の
道
具

で
あ
る
と
し
て

「す

れ
ば

、
そ
れ
は

天
岩
屋

戸
と

関
係
が
あ
る
ど

こ
ろ
で

は
な
く
、
全
く
同

一
の
も

の
で
あ

る
こ
と

に
な
る
」
と
説
き

、
〔書

四
〕

の

(A
)

(B
)
の
記
述
に
そ
く

し

て

「
天
孫

降
臨
神

話

の
こ

の
部
分

は

天
岩
屋
戸
神
話
と
全

く
同
じ
内
容

を
持

っ
た
も

の
と
な

ろ
う
」

(捌
頁
)

と

い
う
。
た

し
か

に
無
縁

で
は
な

い
が
、
そ

こ
ま

で
言

い
き
れ
る

の
か
。

(7
)
山

田
宗
睦

氏

『
日
本
書

紀
史

注
』
巻
第

三

(36
頁
以

下
)
に
、
「
皇

孫
」

「
天
孫
」

の
用
例
を

簡
潔

に
整

理
し

て
あ

る
。

「
H
皇

孫
」
に

は
、

「
(
一
)
も

ち

ろ

ん
皇

孫

は

ニ

ニ
ギ

の

こ
と
」

に

つ
づ

い
て

「
(二
)

(
34
)

(
35
)
だ
け

が
例
外

で
ピ

コ
ホ
ホ

デ
ミ
」
と

い
う
指
摘

が
あ

る
。

(
34
)

(
35
)

は
、
第

十
段

〔書

四
〕

の
例

だ

が
、
同

〔書

二
〕

に
も

同

じ
例

が
あ

る
。
例
外
と

い
う
だ
け

で
は
す
ま
な

い
。
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(
8
)
当
該
用
例
に
そ
く

し
て
、
す

で
に

「
『
天
神
』
が

『皇

孫
』

(瓊

瓊
杵

尊
)
を
指

示
す

る
用
例

で
あ

る
」
と

い
う

明
確

な
指

摘

が
青
木

周
平

氏

(注

2
)
所
引
著
書

(43
頁
)
に
あ
る
。

(
9
)

こ
の

「
天
神
之
子
」
は
、
「
天
神
」

が
天
照
大
神

の
い

い
か
え

で
あ
る

こ
と
を

は
じ

め
、

『古
事

記
』
が

つ
た
え

る

「天
神

御
子
」

に
通

じ

る
。

そ

の

「
天
神

御
子
」

に

つ
い
て
は
、
「
天
神

之
御
子
」
と

の
違

い
や
そ
れ

の
モ
デ
ル
と

み
な
し
う
る
中
国
古
典

の
例
と

の
つ
き
あ

わ
を
含
め
、
拙
稿

(
「
『古
事

記
』

が
伝
え

る

天
神
御
子

と
は
な

に
か
」
『
京
都

語
文
』
第

四

号
)

に
論
じ

て
い
る
。

(
10
)
拙

稿

「
国

見
か

ら

巡
狩

へ
、
呪
縛

を

解

く

こ
こ

ろ

み
」

(『京

都

語

文
』
第

三
号
)
。

(11
)
裴

松
之
注
を
利
用

し
た
確
実
な
例

に
、
孝
徳

紀
大
化

二
年

二
月
条

の

「管
子

日
」
以

下
の

一
節
が
あ

る
。
小
島
憲
之
先

生

『
上
代
日
本
文
学
と

中
国
文
学
』

上
に

「述
作
者
は

こ
の
注
本

の
三
国
志

に
よ

っ
た

こ
と

が
わ

か
る
」

(跚
頁
)
と

の
指
摘
が
あ

り
、
こ

の
驥

尾

に
付

い
て
論

じ
た
拙
稿

「
日
本
書
紀

出
典

考
」

(
『佛

教
大
学
研
究
紀

要
』
第

65
号

)
も

あ
る
。
な

お
、
太
田
善

麿
氏

「第

五
章

日
本
書
紀

歌
謡

の

一
考
察
」

(
『古
代

日
本

文
学
思
潮
論

(
皿
)

1

日
本
書
紀

の
考
察

1

』

獅
頁
)

の
な

か
に
、

斉
明
天
皇
六
年
是
歳
条

の
記
述
に

つ
い
て

「事
実

の
忠
実
な
記
録

と
す
る

の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
を
見

て
思

い
あ
わ
さ

れ

る
の
は
」
と

し
て
、
裴

松
之
注
所

引

の
文

献

の

一
節
を
掲

出
し
、

「そ

れ
は
裴
松
之
集
注

の
三
国
志
に
接
し
た
こ
と

の
あ
る
史
官

の
筆

に
よ

っ
て

記
定
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
濃
厚

で
あ

る
と
考
え
ら

れ

る
」
と

い
う

。
『
三
国
志
』
本
伝

の
利
用

は
積
極

的

で
あ

り
、
雄

略
天

皇

九
年

三
月
条

の

一
節

の
頭
注

(日
本

古
典

文
学

大
系

本
、

=
二
)

に

「雄
略

・
継
体

・
欽
明

・
孝
徳

・
天
智
紀

は
、
三
国
志

の
呉
志

・
魏
志
を

利

用
す

る
こ
と

が
多

い
」
と
指
摘
す

る
。

(12
)
頁
数
は
、
中
華
書
局

出
版

『
三
国
志
』

(全

五
冊
)

に
よ

る
。

(13
)
念

の
た
め

そ

の

一
部

の
例

を

拾

い
出

し

て
み

る

に
、
謝

承

『後

漢

書
』

の
記
述

に
対

し

て

「
此
皆

誣
罔
不

通
之
甚

者
」

(魏

書
、
董

二
袁

劉

伝
第

六

・
㈱
頁
)
、
『献

帝

春

秋
』

の
記

述

に
対

し

て

「
此

語
、
妄

之

甚

矣
」

(同

前

・
㎜
頁
)
、

『魏

氏

春

秋
』

の

記

述

に

対

し

て

「皆

非
二
事

実

一」

(同
、
呂

布
臧

洪

伝
第

七

・
魏
頁
)
、

『典

略
』

の
記
述

に

対

し

て

「
慕
レ
勢
之
言
、
為
レ
不
レ
然
也
」

(同
、
苟
或
荀
攸

賈
詞
伝

第
十
、

鵬
頁
)
、

『
晋
紀
』

『普

陽
秋
』

の
記

述
に
対

し
て

「
二
書

所
レ
云
、
皆
為
レ
非

也
」

(同
前

・
謝
頁
)
な
ど

の
批
判
を
加
え
る
。
な
お
、
関
連

し
て
捕
足
す
れ

ば
、
宮
岸
雄
介

氏

に

「
裴
松

之

の
史
学

観
」
と
題
す

る
論

考

(
『
早
稲

田

大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
』

四
二
、
第

一
分
冊
)
が
あ
る
。
そ

の

最
後

に

「歴
史
を
論
じ

る
前
提
条
件
と
し

て
、
実
録
を
重
視

し
た
史
書

の

叙
述
方
法
、
更

に
は
考
証
学
的
な
方
面

の
発
展
を
も

促
し
た
」
と

い
う

よ

う

に
裴
松
之

の

「史
学

の
方
法
論
」

に
対
す
る
高

い
評
価
を
付
す
。
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