
記
紀
歌
謡
か
ら
見
た
『
古
事
記
』

と

『
日
本
書
紀
』
 
O

岡

田

喜
 
久
 
男

 
前
稿
（
「
日
本
文
学
研
究
」
第
二
十
九
号
）
で
、
記
紀
歌
謡
二
百
四
十
首
中

の
類
同
歌
五
十
三
首
（
『
古
事
記
』
を
中
心
に
数
え
て
）
の
作
者
、
歌
詞
の
相

違
箇
所
、
形
式
の
三
点
か
ら
表
に
ま
と
め
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
更
に
記
紀
で
完
全
に
歌
詞
の
一
致
す
る
歌
謡
に
つ
い
て
検
討
し
、
『
古
事

記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
関
係
を
考
察
し
た
。
本
稿
で
は
、
微
細
な
相
違
し
か

な
い
、
記
紀
歌
謡
の
類
同
歌
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
主
に
『
日
本
書
紀
』
の

「
対
古
事
記
意
識
」
を
考
え
て
み
た
い
。
以
下
で
詳
し
く
検
討
す
る
、
記
紀
で

微
細
な
相
違
を
持
つ
歌
謡
と
い
う
の
は
、
次
の
十
八
組
で
あ
る
。
（
な
お
数
字

は
歌
謡
番
号
で
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
に
拠
っ
て
い
る
。
ま

た
算
用
数
字
は
『
古
事
記
』
の
、
漢
数
字
は
『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
を
表
わ
す

も
の
と
す
る
）

 
ω
 
一
音
も
し
く
は
一
語
（
枕
詞
は
そ
の
性
質
上
一
語
と
し
た
）
の
相
違
の

 
 
も
の
六
組
。

 
 
1
（
一
）
、
1
4
（
一
二
）
、
2
3
（
二
〇
）
、
4
5
（
三
七
）
、
5
0
（
四
二
）
、
5
8

 
 
（
五
四
）
。

 
＠
 
二
音
も
し
く
は
二
語
の
相
違
の
も
の
五
組
。

 
 
2
（
二
一
）
、
4
8
（
三
九
）
、
5
9
（
五
二
）
、
8
3
（
七
一
）
、
8
6
（
七
〇
）
。

 
記
紀
歌
謡
か
ら
見
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
 
口

㈲
三
回
目
し
く
は
一
句
の
相
違
の
も
の
六
組
。

 
8
（
五
）
、
1
2
（
一
四
）
、
4
6
（
三
八
）
、
5
1
（
四
三
）
、

 
（
七
二
）
。

ω
右
の
ω
㈲
の
以
外
の
微
細
な
相
違
の
も
の
一
組
。

 
 
皿
（
八
五
）
。

62

i
五
五
）
、
8
1

 
類
同
歌
五
十
三
首
中
十
八
首
（
『
古
事
記
』
を
中
心
に
数
え
て
）
が
微
細
な

差
異
し
か
な
い
。
僅
か
八
年
の
間
隔
で
作
ら
れ
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書

紀
』
の
歌
謡
が
右
の
よ
う
な
微
細
な
違
い
を
持
つ
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
『
日
本
書
紀
』
の
「
対
古
事
記
意
識
」
の
証
拠
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

 
ま
ず
ω
に
挙
げ
た
歌
を
順
次
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
歌
謡
の

違
い
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
次
に
示
し
て
お
き
た
い
。
（
○
印
筆

者
）

（1）



番
号

古
事
 
記
 
歌
謡

番
号

日
本
書
紀
歌
謡

1

八
雲
立
つ
 
出
雲
八
重
垣
 
0
 
 
0
妻
ご
み
に
 
八
重
垣
作
る
 
そ
の
八
重
垣
を

一

八
雲
立
つ
 
出
雲
八
重
垣
 
O
 
 
O
妻
こ
め
に
 
八
重
垣
作
る
 
そ
の
八
重
垣
を

14

た
た
な
 
 
 
 
 
 
い
 
な
 
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
も
楯
並
め
て
 
伊
那
佐
の
山
の
 
木
の
間
よ
も
い
行
き
目
守
ら
ひ
 
戦
へ
民
我
は
や
簸
ぬ
 
 
 
 
 
 
 
と
も
 
 
 
 
 
す
島
つ
鳥
鵜
飼
が
伴
今
助
け
に
来
ね

十
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
楯
並
め
て
 
伊
那
佐
の
山
の
 
木
の
間
ゆ
も
い
行
き
目
守
ら
ひ
 
戦
へ
ば
 
我
は
や
飢
ぬ
島
つ
鳥
 
鵜
飼
が
伴
 
今
助
け
に
来
ね

23

O
 
O
 
O
 
O
 
O
 
 
 
い
つ
も
た
暑
 
 
 
 
 
は
や
つ
め
さ
す
 
三
雲
建
が
侃
け
る
太
刀
つ
づ
ら
さ
は
黒
葛
多
巻
き
 
さ
身
な
し
に
あ
は
れ

二
十

O
 
 
O
 
 
O
 
 
O
八
雲
立
つ
 
出
雲
建
が
 
侃
け
る
太
刀
黒
葛
多
巻
き
 
さ
身
な
し
に
あ
は
れ

45

 
 
し
り
 
 
 
こ
 
は
 
だ
を
と
め
道
の
後
古
波
陀
嬢
子
を
神
の
嬬
聞
え
し
か
拳
「
榴
梶
ま
く

三
七

道
の
後
 
古
波
陀
嬢
子
を
神
の
如
 
聞
え
し
か
抄
 
相
枕
ま
く

50

 
 
 
O
 
 
O
ち
は
や
ぶ
る
 
宇
治
の
渡
り
に
さ
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
 
 
こ
樟
取
り
に
 
速
け
む
律
し
 
わ
が
仲
間
に
来
む

四
二

 
 
 
O
ち
は
や
人
，
宇
治
の
渡
り
に
樟
取
り
に
 
速
け
む
律
し
 
わ
が
仲
間
に
来
む

58

 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ぼ
つ
ぎ
ね
ふ
や
 
山
城
川
を
 
宮
上
り
 
我
が
上
れ
ば
…
…

五
四

つ
ぎ
ね
ふ
 
山
城
川
を
 
宮
上
り
 
我
が
上
れ
ば
…
…

（2）



 
1
（
一
）
は
馬
『
古
事
記
』
（
以
下
記
と
略
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。
）
が
「
妻

ご
み
に
」
『
日
本
書
紀
』
（
以
下
紀
も
し
く
は
事
紀
と
略
記
す
る
こ
と
が
あ
る
）

が
「
妻
こ
め
に
」
の
僅
か
一
音
の
違
い
で
あ
る
が
、
文
法
的
に
は
「
上
二
段
動

詞
連
用
形
」
と
「
下
二
段
動
詞
連
用
形
」
の
違
い
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
』
土
橋
寛
が
説
く
よ
う

に
「
古
く
上
二
段
活
用
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
下
二
段
に
変
化
し
た
も
の
」

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
同
書
が
、

 
 
と
す
れ
ば
、
『
古
事
記
』
の
ほ
う
が
古
い
活
用
を
用
い
、
『
書
紀
』
の
ほ
う

 
は
新
し
い
活
用
に
改
め
て
い
る
。

ど
結
論
す
る
の
が
正
し
い
と
思
う
。
こ
の
車
首
は
、
記
紀
歌
謡
の
最
初
に
登
場

す
る
も
の
で
、
『
古
今
集
』
の
仮
各
序
に
も

 
 
ち
は
や
ぶ
る
神
世
に
は
、
歌
の
文
字
も
定
ま
ら
ず
、
す
な
ほ
に
し
て
、
事

 
の
心
分
き
難
か
り
け
ら
し
。
人
の
世
と
な
り
て
、
す
さ
の
を
の
尊
よ
り
ぞ
三

 
十
文
字
あ
ま
り
一
文
字
億
詠
み
け
る
。

と
あ
り
（
小
文
字
の
古
注
の
例
歌
も
紀
と
同
じ
く
「
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
つ

ま
こ
め
に
八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣
を
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
歌
が
所

伝
の
よ
う
に
、
日
本
最
古
の
作
で
あ
る
と
は
今
日
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で

あ
っ
て
、
紀
で
は
、
こ
の
歌
は
本
文
中
の
割
注
の
形
で
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
も
「
或
に
云
は
く
…
」
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
歌
を
、

 
 
 
 
（
須
佐
之
男
命
）

 
 
こ
の
大
神
、
初
め
て
須
賀
の
宮
を
作
り
た
ま
ひ
し
時
、
旧
地
よ
り
雲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ

 
立
ち
騰
り
き
。
こ
こ
に
御
歌
を
作
み
た
ま
ひ
き
。
其
の
歌
は
、

と
し
て
本
文
に
密
接
な
形
で
収
め
て
い
る
記
と
正
し
く
対
照
的
で
あ
る
。
記
紀

の
第
一
番
歌
が
右
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
こ
と
は
、
紀
の
記
に
対
し
て
の
意
識

的
な
処
置
と
考
え
る
の
が
一
番
正
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

記
紀
歌
謡
か
ら
見
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
 
口

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
4
（
一
二
）
は
、
神
武
天
皇
東
征
途
上
の
戦
の
歌
で
、
記
が
「
木
の
間
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
む

も
」
紀
が
「
木
の
問
ゆ
も
」
と
、
僅
か
一
音
の
違
い
で
、
し
か
も
ど
ち
ら
も
、

経
過
す
る
場
所
を
表
わ
す
格
助
詞
で
あ
る
。
古
代
の
同
類
の
助
詞
に
「
よ
り
」

「
ゆ
り
」
が
あ
る
が
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
が
「
よ
り
」
の
〔
考
〕

の
部
分
で

 
 
資
料
的
に
は
、
ヨ
リ
が
記
紀
・
万
葉
・
宣
命
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の

 
に
対
し
、
そ
の
他
の
も
の
は
ヨ
が
古
事
記
・
万
葉
、
ユ
が
日
本
書
紀
・
万
葉
、

 
ユ
リ
が
万
葉
・
宣
命
に
、
と
い
う
よ
う
に
か
た
よ
り
を
み
せ
る
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
助
詞
に
は
、
使
用
さ
れ
る
作
品
に
偏
り
が
あ

る
こ
と
が
分
っ
て
い
る
。
記
紀
歌
謡
中
で
も
右
の
指
摘
通
り
に
、
2
0
・
2
2
・
3
2

に
「
よ
」
が
、
二
一
に
「
ゆ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
明
か
に
、
紀

の
独
自
性
が
示
さ
れ
て
お
り
、
紀
の
「
対
古
事
記
意
識
」
の
一
つ
の
表
わ
れ
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

 
2
3
（
二
十
）
は
、
冒
頭
の
枕
詞
だ
け
が
違
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。
2
3
の
「
や

つ
め
さ
す
」
二
〇
の
「
八
雲
立
つ
」
、
い
ず
れ
も
「
出
雲
」
に
掛
か
る
枕
詞
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
枕
詞
だ
け
が
異
っ
て
い
る
こ
と

の
意
味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
類
同
歌
中
に
も
枕
詞
は
こ
の
他
に

も
次
の
よ
う
に
数
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（3）



番
号

古
事
 
記
 
歌
謡

番
号

日
本
書
紀
歌
謡

1

八
雲
立
つ
↓
出
雲

一

八
雲
立
つ
↓
出
雲

8

沖
つ
鳥
↓
鴨

五

沖
つ
鳥
↓
鴨

9

い
す
く
は
し
↓
鯨

七

い
す
く
は
し
↓
鯨

10

み
つ
み
つ
し
↓
久
米

九

み
つ
み
つ
し
↓
久
米

11

み
つ
み
つ
し
↓
久
米

＝
ご

み
つ
み
つ
し
↓
久
米

12

み
つ
み
つ
し
↓
久
米

一
四

み
つ
み
つ
し
↓
久
米

13

灘
の
レ
伊
勢

八

神
風
の
↓
伊
勢

14

た
た
な
 
 
 
 
 
 
 
い
 
な
 
さ
楯
並
め
て
↓
伊
那
佐

一
二

棚
並
め
て
↓
伊
那
佐

30

た
た
な
つ
く
↓
青
垣

二
二

た
た
な
つ
く
↓
青
垣

肛

た
蒙
こ
も
畳
薦
↓
平
群

二
三
'

畳
薦
↓
平
群

41

 
 
 
か
つ
の
千
葉
の
↓
葛
野

三
四

千
葉
の
↓
葛
野

43

か
ぐ
は
香
妙
し
↓
花
橘

三
五

香
回
し
↓
花
橘

み
つ
ぐ
り
 
 
 
 
な
か
三
栗
の
↓
中

三
栗
の
↓
中

（4］



番
号

古
事
 
記
 
歌
 
謡

番
号

日
本
書
紀
歌
謡

⑩

 
 
 
 
 
 
う
 
ち
ぢ
は
や
ぶ
る
↓
宇
治

四
二

ち
は
や
人
↓
宇
治

51

ち
は
や
人
↓
宇
治

四
三

ち
は
や
人
↓
宇
治

⑰

つ
ぎ
ね
ふ
や
↓
山
城

五
三

つ
ぎ
ね
ふ
↓
山
城

も
も
た
 
 
 
 
 
 
 
や
 
そ
百
足
ら
ず
↓
八
十

働

つ
ぎ
ね
ふ
や
↓
山
城

五
四

つ
ぎ
ね
ふ
↓
山
城

青
土
よ
し
↓
奈
良

青
土
よ
し
↓
奈
良

を
だ
て
小
楯
↓
大
和

小
楯
↓
大
和

61

つ
ぎ
ね
ふ
↓
山
城

五
八

つ
ぎ
ね
ふ
↓
山
城

63

つ
ぎ
ね
ふ
↓
山
城

五
七

つ
ぎ
ね
ふ
↓
山
城

67

 
 
 
 
 
は
や
ぶ
さ
高
行
く
や
↓
速
総

五
九

 
 
 
 
あ
め
久
方
の
↓
天

68

高
行
く
や
↓
速
総

六
十

70

は
し
た
て
 
 
 
 
く
ら
は
し
ゃ
ま
梯
立
の
↓
倉
梯
山

⊥
企

 
 
 
 
さ
が
梯
立
の
↓
回
し
き
山
（
枕
詞
的
序
詞
）

71

た
ま
ま
は
る
↓
内

六
二

た
ま
き
は
る
↓
内

記
紀
歌
謡
か
ら
見
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
 
口

（5）



番
号

古
事
記
歌
謡

番
号

日
本
書
紀
歌
謡

⑳

そ
ら
み
つ
↓
大
和

六
二

あ
き
つ
し
ま
秋
津
島
↓
大
和

⑫

高
光
る
↓
日
の
御
子

六
三

や
す
み
し
し
↓
大
和

そ
ら
み
つ
↓
大
和

秋
津
島
↓
大
和

78

あ
し
ひ
き
の
↓
山

六
九

あ
し
ひ
き
の
↓
山

83

あ
ま
だ
天
飛
む
↓
軽

七
一

天
飛
む
↓
軽
「

97

や
す
み
し
し
↓
大
君

七
五

一
本
…
そ
ら
み
つ
↓
大
和

そ
ら
み
つ
↓
大
和

m
も
も
っ
た
 
 
 
ぬ
て
百
伝
ふ
↓
鐸

八
五

百
伝
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

上
下
は
類
同
歌
で
対
応
し
て
い
る
。
又
古
事
記
謡
番
号
に
○
が
あ
る
の
は
同
じ
枕
詞
が
記
紀
で
相
違
し
て
い
る
か
、
同
語
に
違
う
枕
詞
が
掛
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

［6）



N

 
枕
詞
の
特
性
で
あ
る
五
音
以
内
（
五
音
が
極
め
て
多
い
）
す
ぐ
下
の
音
節
や

語
に
掛
か
る
、
時
間
的
、
地
域
的
に
広
が
り
を
持
つ
（
1
1
慣
用
的
）
な
ど
の
こ

と
か
ら
も
言
え
る
．
の
で
あ
る
が
、
枕
詞
は
変
化
し
に
く
い
。
右
の
例
で
も
、
六

例
以
外
は
記
紀
で
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
六
例
が
応
神
仁
徳
両
天
皇
代
に
限

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
後
に
考
え
て
み
た
い
。

 
と
こ
ろ
で
2
3
（
二
〇
）
の
場
合
は
、
従
来
「
八
雲
立
つ
↓
や
つ
め
さ
す
」
の

順
の
変
化
が
説
か
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
両
者
を
別
の
枕
詞
と
認
め
、
「
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

つ
め
さ
す
」
を
「
弥
つ
芽
さ
す
」
あ
る
い
は
「
八
つ
藻
さ
す
」
な
ど
と
解
す
．
る

方
が
有
力
で
あ
る
。
枕
詞
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
既
に
神
武
紀
に
「
そ
ら
み
つ

 
や
ま
と

↓
日
本
」
の
起
源
説
話
が
あ
る
く
ら
い
古
代
か
ら
人
々
の
注
目
を
集
め
て
い
る

が
、
い
ま
な
お
不
明
な
も
の
も
多
い
。
「
や
つ
め
さ
す
」
の
起
源
も
正
確
に
は

分
ら
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
二
〇
歌
の
す
ぐ
後
の
崇
神
紀
六
十
年
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ま
も
し
ず
し

条
に
、
神
が
か
り
し
た
小
児
の
言
葉
に
「
玉
姜
鎮
石
出
雲
人
の
祭
る
…
」
と

あ
る
の
か
ら
も
、
「
玉
姜
1
1
玉
藻
1
1
美
し
い
水
草
」
が
「
出
雲
」
と
関
係
し
て

い
る
こ
と
が
分
り
、
「
八
雲
立
つ
」
と
全
く
別
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
更
に
、
2
3
と
二
十
は
歌
謡
の
背
景
と
な
る
（
い
ま
は
歌
を
中
心
に
考
え
て
い

る
の
で
）
物
語
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
土
橋
寛
の
前
掲
書
は

23
ﾌ
の
「
考
説
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
詳
し
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
る
ね

 
 
『
書
紀
』
で
は
こ
の
物
語
は
出
雲
振
根
と
出
雲
王
入
根
の
兄
弟
の
間
の
出

 
来
事
に
な
っ
て
お
り
、
歌
は
時
の
人
の
歌
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
は

 
だ
ま
し
討
ち
に
さ
れ
た
飯
下
根
に
対
す
る
同
情
の
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

 
こ
れ
は
お
そ
轟
く
倭
建
命
の
だ
ま
し
討
ち
、
嘲
笑
の
歌
に
対
す
る
倫
理
的
批

 
判
か
ら
改
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
ρ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
だ
ち

記
の
2
3
歌
は
、
出
雲
建
に
詐
刀
（
木
刀
）
を
欺
い
て
与
え
「
打
殺
し
」
た
倭
建

記
紀
歌
謡
か
ら
見
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
 
口

命
の
歌
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
倫
理
的
批
判
に
よ
っ
て
紀
の
よ
う
に
変
え
ら
れ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
紀
の
「
対
古
事
記
意
識
」
の
一
つ
の
表
わ
れ
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
紀
で
は
兄
出
雲
建
は

 
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
の
ロ
ロ
ロ
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
は
 
 
も

 
 
傍
り
て
弟
を
欺
き
て
日
ひ
し
く
、
「
頃
日
、
止
屋
の
淵
に
多
に
群
生
ひ
た

‘
り
。
願
は
く
は
共
に
行
き
て
見
ま
ほ
し
」
と
い
ひ
し
か
ば
、
兄
に
随
ひ
て
行
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
そ

 
き
ぬ
。
こ
れ
よ
り
先
、
兄
窟
か
に
木
刀
を
作
り
、
形
を
洋
刀
に
似
せ
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

と
、
記
と
同
様
の
手
段
で
弟
飯
入
根
を
殺
そ
う
と
す
る
の
だ
が
、
淵
の
姜
を
見

に
行
こ
う
と
誘
う
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
や
つ
め
さ
す
」
は
「
弥
つ
芽
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

す
」
あ
る
い
は
「
入
つ
藻
さ
す
」
で
「
出
藻
↓
出
雲
」
と
掛
か
っ
て
行
く
方
が

自
然
で
あ
る
。
本
来
は
記
の
よ
う
に
「
や
す
め
さ
す
」
と
あ
っ
た
の
を
紀
が
、

「
八
雲
立
つ
」
に
無
理
に
改
変
し
た
の
で
、
前
文
が
歌
と
合
わ
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
さ
ぎ
す

 
4
5
（
三
七
）
は
、
大
島
の
命
（
後
の
仁
徳
天
皇
）
が
歌
わ
れ
た
歌
で
、
助
詞

「
ど
も
」
と
「
ど
」
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。
記
紀
歌
謡
中
で
は
、
記
で

 
ど
…
7
・
2
7
（
2
例
）
・
5
1
（
2
例
）
・
7
0
 
 
ど
も
…
4
5

 
紀
で
は
、

 
ど
…
六
・
三
七
・
四
三
（
2
例
）
 
・
百
五
・
百
十
 
 
ど
も
…
八
・
一
一
・

九
〇
四
百
十
四
・
百
二
十
五
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
記
で
は
「
ど
」
が
四
首

、
七
例
「
ど
も
」
が
一
首
一
例
、
紀
で
は
「
ど
」
が
五
首
七
例
「
ど
も
」
が
五
首

五
例
と
な
っ
て
い
る
。
類
同
歌
で
比
べ
て
み
る
と
、
7
（
六
）
、
5
1
（
四
三
）

は
い
ず
れ
も
「
ど
」
で
変
化
し
て
い
な
い
の
に
4
5
（
三
七
）
の
場
合
だ
け
が
、

「
ど
も
」
↓
「
ど
」
へ
と
変
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
五
音
七
音
の
形
式
性
に

関
係
づ
け
て
、
「
七
音
」
が
「
無
音
」
に
な
る
の
は
不
自
然
と
考
え
る
こ
と
も

（7）



可
能
で
あ
る
が
（
こ
の
こ
と
が
強
ち
無
理
で
な
い
の
は
、
一
字
一
音
式
の
表
記

法
を
採
る
記
紀
歌
謡
の
場
合
、
五
・
七
の
形
式
の
整
形
・
不
整
形
は
か
な
り
目

立
っ
た
の
で
は
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
）
記
紀
歌
謡
の
場
合
歌
謡
性
の
上
か
ら
も

慎
重
に
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
今
は
別
の
角
度
か
ら
考
え
た
い
。
即
ち
、

右
に
調
べ
た
よ
う
に
、
接
続
助
詞
「
ど
」
と
「
ど
も
」
が
紀
で
は
殆
ん
ど
差
が

な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
場
合
だ
け
が
変
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

 
次
に
、
4
5
（
三
七
）
と
同
じ
時
に
歌
わ
れ
た
と
さ
れ
る
歌
4
6
（
三
八
）
を
見

る
と
（
後
に
い
ず
れ
詳
し
く
見
る
が
）
、
記
が

 
 
 
 
 
し
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
る
は
 
 
 
 
お
も

 
4
6
道
の
後
睾
波
陀
嬢
子
は
争
は
ず
馨
し
く
を
し
そ
も
愛
し
み
思

ふと
あ
る
に
に
対
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

 
三
八
 
道
の
後
 
古
波
陀
嬢
子
 
争
は
ず
 
寝
し
く
を
し
そ
 
愛
し
み
思
ふ

と
、
三
箇
所
三
音
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
歌
謡
の
挿
入
さ
れ
て
い
る
物
語
の

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
記
紀
に
お
い
て
大
差
な
く
、
髪
長
姫
を
父
応
神
天
皇

の
計
い
で
得
る
こ
と
の
出
来
た
大
雀
の
命
の
歓
喜
の
歌
二
首
で
あ
る
し
、
短
歌

形
式
の
二
首
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
違
い
は
お
こ
り
に
く
い
の
に
こ
の
よ
う
な
微

細
な
違
い
が
あ
る
の
は
や
は
り
意
識
し
て
の
こ
と
と
考
え
る
こ
と
が
正
当
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
 
ぢ
 
 
わ
き
い
ら
つ
こ

 
5
0
（
四
二
）
は
、
応
神
天
皇
の
山
朋
去
後
、
宇
治
の
稚
郎
子
（
応
神
天
皇
の
御

子
で
、
大
聖
の
命
の
異
母
弟
）
を
殺
し
、
帝
位
に
登
ろ
う
と
し
た
大
山
重
圏

（
宇
治
の
稚
魚
の
異
母
兄
）
が
、
反
対
に
宇
治
川
に
堕
さ
れ
て
、
死
の
直
前
に

流
れ
な
が
ら
歌
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
話
の
内
容
は
記
紀
殆
ん
ど
同
じ

で
、
記
紀
に
数
多
い
（
特
に
記
に
）
謀
反
物
語
の
一
つ
で
あ
る
。
両
型
の
違
い

は
、
2
3
（
二
〇
）
の
場
合
と
同
じ
で
、
枕
詞
「
ち
は
や
ぶ
る
」
が
「
ち
は
や

人
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
い
ず
れ
も
地
名
「
宇
治
」
に
掛
っ
て
い
る
。
「
ち

は
や
ぶ
る
」
「
ち
は
や
人
」
の
い
ず
れ
も
、
『
万
葉
集
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
万
葉
で
は
、
「
ち
は
や
人
」
が
二
例
で
地
名
宇
治
（
2
4
2
8
．
番
歌
）
宇

治
川
，
（
1
1
3
9
番
歌
）
に
掛
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
ち
は
や
ぶ
る
」
は
大

部
分
が
「
神
」
（
㎜
番
）
と
地
名
「
宇
治
」
（
3
2
4
0
番
歌
他
）
の
両
方
に
掛

か
り
、
用
例
も
十
五
例
を
越
え
る
。
「
ち
は
や
ぶ
る
」
の
語
源
に
つ
い
て
は
、

『
古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編
』
土
橋
寛
に
詳
し
く
説
く
よ
う
に
「
チ
（
霊

威
）
ハ
ヤ
（
激
烈
）
フ
ル
（
振
る
）
」
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
本
来
は
「
ち

は
や
ぶ
る
↓
宇
治
」
が
最
初
に
用
い
ら
れ
、
後
に
「
宇
治
」
に
「
氏
」
を
感
じ

て
「
ち
は
や
人
（
勢
い
の
あ
る
強
い
人
）
」
の
「
氏
」
で
は
な
い
が
「
宇
治
」
、

と
限
定
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
紀
は
四
二
・
四
三
の

両
歌
で
「
ち
は
や
人
」
を
枕
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
の
は
、
同
じ
話
の
中
の
並

ぶ
歌
で
あ
る
か
ら
統
一
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
記
は
5
0
「
ち

は
や
ぶ
る
」
5
1
「
ち
は
や
人
」
と
合
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い
。

ド
と
こ
ろ
で
、
応
神
・
仁
徳
両
天
皇
に
関
す
る
歌
謡
は
記
紀
聖
書
の
中
で
量
的

に
多
く
、
記
で
三
十
七
首
（
忍
熊
王
の
謀
反
物
語
中
の
歌
謡
も
、
御
子
・
後
の

応
神
天
皇
へ
の
反
逆
な
の
で
含
め
た
）
、
紀
で
一
二
十
六
首
（
忍
熊
王
関
係
も
含

め
て
）
を
数
え
る
。
応
神
・
仁
徳
の
両
三
が
、
記
紀
の
中
で
重
き
を
為
し
、
説

話
性
に
富
む
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
が
、
類
同
歌
も
二
十
四
首
（
記
で
数

え
て
）
、
完
全
一
致
歌
四
首
（
記
紀
歌
謡
中
に
八
首
あ
る
）
含
ま
れ
て
い
る
。

記
紀
早
書
が
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
右
の
こ
と
か
ら
も
分
る
が
、
不
思
議

な
こ
と
に
、
両
帝
関
係
の
歌
謡
の
中
の
枕
詞
に
限
っ
て
、
．
記
紀
で
微
妙
に
用
法

（8）



や
枕
詞
自
体
が
変
っ
て
い
る
。
そ
の
実
態
は
2
3
（
二
〇
）
の
所
で
類
同
歌
中
の

枕
詞
の
全
用
例
と
し
て
示
し
た
が
、
抜
粋
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ti 72 71 58 57 50

ち
は
や
ぶ
る
↓
宇
治

つ
ぎ
ね
ふ
や
↓
山
城

つ
ぎ
ね
ふ
や
↓
山
城

そ
ら
み
つ
 
↓
大
和

高
光
る
↓
日
の
御
子

そ
ら
み
つ
 
↓
大
和

 
 
 
（
⊥
ハ
三
）
の

 六六五五四11

 三二四三二

 
こ
の
中
で
7
2
 
 
 
 
 
「
高
光
る
」
と
 
 
 
 
 
 
 
は
、
全
く
別
の

語
に
掛
か
る
枕
詞
同
士
な
の
で
除
い
て
考
え
る
と
、
他
の
例
全
て
が
、
枕
詞
↓

地
名
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
9
元
来
枕
詞
は
変
化
し
な
い
性
質
で
あ
り
、
事
実
、

右
に
挙
げ
た
他
は
一
（
一
）
の
「
八
雲
立
つ
↓
出
雲
」
以
下
記
紀
歌
謡
中
で
変

化
は
な
い
。
右
の
諸
例
も
、
「
対
古
事
記
意
識
」
に
よ
る
紀
の
作
意
と
見
る
こ

と
が
出
来
る
と
思
う
が
、
応
神
・
仁
徳
両
帝
関
係
の
歌
謡
に
限
ら
れ
て
い
る
の

は
何
故
か
判
然
と
し
な
い
。
尚
考
え
て
み
た
い
。

ち
は
や
人
↓
宇
治

つ
ぎ
ね
ふ
↓
山
城

つ
ぎ
ね
ふ
↓
山
城

秋
津
島
 
↓
大
和

や
す
み
し
し
↓
大
君

秋
津
島
 
↓
大
和

 
 
「
や
す
み
し
し
」

 
5
8
（
五
四
）
も
右
と
同
じ
く
、
仁
徳
天
皇
関
係
の
磐
田
姫
皇
后
の
歌
で
、
相

違
す
る
と
こ
ろ
は
枕
詞
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
5
8
「
つ
ぎ
ね
ふ
や
」
↓
五
四
「
つ

ぎ
ね
ふ
」
の
、
一
音
だ
け
が
違
う
と
い
う
の
は
特
殊
で
、
し
か
も
5
7
「
つ
ぎ
ね

ふ
や
」
↓
五
三
「
つ
ぎ
ね
ふ
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
磐
之
姫
皇
后
の

二
首
に
限
り
、
記
は
「
つ
ぎ
ね
ふ
や
」
紀
は
「
つ
ぎ
ね
ふ
」
で
あ
る
こ
と
が
分

る
。 

「
つ
ぎ
ね
ふ
や
」
の
原
義
に
つ
い
て
は
、
『
万
葉
集
』
の
用
字
「
次
西
経
」

（
3
3
1
4
）
に
注
目
し
た
『
万
葉
考
』
の
「
山
外
の
国
よ
り
山
背
の
国
へ
は
、

記
紀
歌
謡
か
ら
見
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
 
口

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

あ
ま
た
つ
づ
き
た
る
嶺
々
を
経
過
て
い
た
る
故
」
と
い
う
説
を
初
め
と
し
て
、

 
つ
ぎ
ね
 
ふ

「
継
苗
生
」
説
（
『
古
事
記
伝
』
）
、
「
つ
き
ね
草
」
説
（
『
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
』

福
井
久
蔵
）
な
ど
あ
る
が
未
詳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
万
葉
集
』
で
は
一
例
し

か
な
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
し
ろ
ぢ
 
 
 
 
ひ
と
づ
ま

 
3
3
1
4
 
つ
ぎ
ね
ふ
（
次
嶺
経
）
 
山
背
道
を
 
人
夫
の
 
馬
よ
り
行
く

 
 
お
の
づ
ま
 
 
か
ち
 
 
 
 

じ
 
 
 
 
 
 
ね

に
 
己
夫
し
 
徒
歩
よ
り
行
け
ば
 
見
る
ご
と
に
 
音
の
み
し
泣
か
ゆ
…

が
「
つ
ぎ
ね
ふ
」
で
あ
り
、
記
紀
歌
謡
中
で
も
「
つ
ぎ
ね
ふ
や
」
は
5
7
・
5
8
の

二
首
だ
け
で
、
記
の
6
1
・
6
3
他
全
て
「
つ
ぎ
ね
ふ
」
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、

本
来
は
「
つ
ぎ
ね
ふ
」
の
四
音
の
枕
詞
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で

は
、
記
の
方
が
新
し
く
五
音
に
調
え
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
5
8
（
五
四
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
歌
の
形
式
5
8
「
五
七
五
六
五
五
三
六
二
七
八
七
」
五
四
「
四
七
五
六
五
五
三

六
二
七
八
七
」
を
比
べ
て
も
、
た
っ
た
一
音
を
紀
の
方
が
変
え
た
と
考
え
る
こ

と
は
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
当
然
意
識
し
て
古
い
形
の
枕
詞
を
使
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

 
以
上
、
記
紀
で
一
音
の
違
い
し
か
な
い
類
同
歌
六
組
十
二
首
に
つ
い
て
色
々

な
面
か
ら
紀
の
「
対
古
事
記
意
識
」
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
記
を
意

識
し
て
紀
は
、
形
式
、
内
容
の
両
方
で
変
化
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

 
な
お
、
右
の
歌
謡
歌
詞
の
比
較
に
は
、
殆
ん
ど
原
文
を
そ
の
ま
ま
引
か
ず
、

漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
に
し
た
も
の
を
使
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
記
紀
歌
謡

の
表
記
は
、
原
文
を
並
べ
て
見
れ
ば
明
瞭
な
よ
う
に
、
記
紀
で
極
め
て
対
照
的

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
稿
で
は
、
用
字
・
用
字
意
識
に
つ
い
て
は
触
れ

な
い
旨
を
断
っ
た
の
で
あ
る
が
、
紀
の
「
対
古
事
記
意
識
」
の
最
も
顕
著
に
現

わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
し
、
記
紀
歌
謡
の
表
記
法
の
実
態
を
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
う
の
で
少
し
述
べ
て
み
る
。

（9）



 
1
（
一
）
に
就
い
て
先
に
、
紀
は
割
注
で
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
記
は
前

文
が
歌
謡
に
密
着
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、
用
字
を
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
、

に
な
る
。

 
 
 
ヤ
ク
モ
タ
ツ
 
イ
ヅ
モ
ヤ
ヘ
ガ
キ
 
ツ
マ
ゴ
ミ
ニ
 
ヤ
ヘ
ガ
キ
ツ
ク
ル

 
一
 
夜
久
毛
多
種
 
伊
豆
毎
夜
幣
賀
岐
 
亜
麻
碁
微
爾
 
夜
幣
賀
岐
都
心
流

ソ
 
ノ
 
ヤ
 
ヘ
 
ガ
 
キ
 
ヲ

曽
能
夜
幣
賀
粛
々

 
 
 
ヤ
ク
モ
タ
ツ
 
イ
ゾ
モ
ヤ
へ
‘
ガ
キ
 
ツ
マ
ゴ
ミ
ニ
 
ヤ
ヘ
ガ
キ
ツ
ク
ル

 
一
 
重
句
茂
平
底
 
伊
瓦
毛
夜
覇
餓
岐
 
菟
磨
語
昧
爾
 
夜
由
仁
枳
菟
豊
富

ソ
 
ノ
 
ヤ
 
ヘ
 
ガ
キ
 
ヲ

贈
廼
夜
立
餓
三
廻

 
も
う
一
組
、
2
3
（
二
〇
）
を
比
較
す
る
。

 
 
 
ヤ
ツ
メ
サ
ス
 
イ
ヅ
モ
タ
ケ
ル
ガ
 
ハ
ケ
ル
タ
チ
 
ツ
ヅ
ラ
サ
ハ
マ
キ

 
2
3
 
夜
斗
米
佐
須
 
伊
豆
素
食
祁
流
心
 
波
五
流
多
知
 
都
市
良
佐
亜
麻
岐

サ
ミ
ナ
シ
ニ
ア
ハ
レ

佐
味
那
職
封
阿
波
禮

 
 
 
 
ヤ
ク
モ
タ
ツ
 
イ
ヅ
モ
タ
ケ
ル
ガ
 
ハ
ケ
ル
タ
チ
 
ツ
ヅ
ラ
サ
ハ
マ

 
ニ
○
 
血
豆
毛
多
菟
 
伊
書
毛
多
鶏
流
餓
 
波
鶏
流
多
知
 
菟
頭
遷
佐
波
磨

キ
 
サ
ミ
ナ
シ
ニ
ア
ハ
レ

枳
 
佐
微
那
辞
珂
阿
波
礼

 
一
見
し
て
分
る
よ
う
に
、
記
の
漢
字
が
、
私
達
に
と
っ
て
馴
染
み
が
あ
り

（
端
的
に
言
え
ば
易
し
い
、
字
画
の
少
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
）
、
字
種
が

少
な
い
（
同
じ
音
を
表
わ
す
の
に
）
。
こ
れ
に
対
し
、
紀
の
方
は
、
な
る
べ
く

難
し
い
漢
字
で
、
字
種
を
多
く
し
ょ
う
と
努
力
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

は
 

る
。
右
の
事
は
全
歌
謡
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
類
同
歌
に
関
す

る
本
稿
の
深
く
論
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
し
、
ま
た
使
用
漢
字
の
漢
字
音
（
呉

音
・
漢
音
等
の
）
事
も
あ
る
の
で
軽
々
に
は
言
え
な
い
が
、
両
方
の
表
記
が
と

も
に
他
を
安
易
に
受
入
れ
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
紹
介
し
た
、
富
山
民
蔵
著
『
旛
嚇
賊
た
日
本
書
紀

・
古
事
記
の
再
調
鰭
彙
研
究
上
・
下
』
の
大
著
が
あ
似
記
紀
歌
謡
の
表
記
に

つ
い
て
は
、
同
書
1
1
1
8
頁
に
、
1
（
一
）
を
比
較
し
て

 
 
上
記
の
紀
記
の
二
歌
謡
に
つ
い
て
、
詞
章
構
成
の
過
程
に
お
け
る
用
字
意

 
識
を
考
え
る
に
、
神
代
記
の
（
1
）
歌
謡
は
、
神
代
紀
の
類
歌
（
1
）
に
対

 
し
て
、
各
語
彙
の
訓
讃
を
示
し
た
平
易
な
逐
語
課
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ

 
る
。

と
の
大
胆
な
説
を
出
さ
れ
て
い
る
。
今
そ
の
当
否
は
私
に
は
分
ら
な
い
が
、
記

紀
両
書
が
単
に
別
系
統
の
資
料
か
ら
成
立
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
の
証
拠
と
受

取
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
記
紀
歌
諸
表

記
が
他
の
表
記
法
を
意
識
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
字
一
音
式
の
表
記

が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
と
す
れ
ば
、

成
立
年
代
の
上
か
ら
、
又
成
立
過
程
の
上
か
ら
も
、
即
ち
八
年
前
（
和
銅
五
年

正
月
二
十
八
日
）
に
成
立
し
た
、
稗
田
阿
礼
の
口
諦
の
（
若
干
の
文
献
を
踏
ま

え
て
い
た
ろ
う
が
）
「
勅
語
の
旧
辞
」
（
天
武
天
皇
が
勅
命
さ
れ
た
帝
皇
日
継
と

先
代
旧
辞
）
を
太
安
万
侶
が
筆
録
し
た
『
古
事
記
』
を
意
識
し
て
、
（
以
上
 
 
0
一

『
古
事
記
』
序
文
に
拠
る
）
、
『
日
本
書
紀
』
が
、
舎
人
親
王
を
頭
に
戴
い
て
朝
 
 
a

 
 
 
 
 
モ
ニ
 
ヰ
 
 
 
 
 
 
ニ
 
 
 
 

廷
あ
げ
て
養
老
四
年
五
月
重
宝
に
完
成
し
た
（
『
続
日
本
紀
』
に
拠
る
）
と

考
え
る
の
が
極
め
て
穏
当
で
あ
る
。

 
以
上
、
表
記
に
つ
い
て
も
、
紀
が
記
を
意
識
し
て
の
記
載
を
し
た
と
考
え
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
と
は
出
来
る
と
の
指
摘
だ
け
は
し
て
お
き
た
い
。
ま
し
て
『
弘
仁
私
記
』

序
と
世
に
名
高
い
書
の
冒
頭
に

 
夫
日
本
書
紀
者
一
品
舎
人
親
王
、
従
四
位
下
勲
五
等
太
朝
臣
安
麻
呂
等
、
奉
二

 
別
心
一
所
レ
撰
也
。

と
あ
っ
て
、
多
少
疑
わ
し
い
所
は
あ
る
に
し
て
も
、
一
大
の
磧
学
太
安
万
侶
が

『
日
本
書
紀
』
編
纂
に
関
っ
て
い
た
と
す
る
推
測
は
古
来
根
強
い
も
の
で
あ
っ

た
。
今
日
で
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
の
解
説

 
 
安
万
侶
は
古
事
記
を
撰
録
し
た
人
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
が
書
紀
の
編
修
に



 
も
関
与
し
た
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
古
事
記
を
主
張
す
る
よ
う
な
形
が
書
紀
に

 
あ
ら
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
周
知
の
通
り
、
書
紀
の
内

 
容
を
見
る
と
、
古
事
記
に
概
し
て
無
関
心
で
あ
り
、
故
意
に
無
視
し
た
よ
う

 
な
所
も
見
え
る
。
古
事
記
に
精
魂
を
こ
め
た
安
万
侶
が
、
こ
う
し
た
書
紀
の

 
編
修
態
度
を
是
認
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。

と
あ
る
よ
う
に
、
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
る
が
、
右
の
文
中
の
よ
う
に
「
故
意

に
無
視
し
た
」
点
こ
そ
が
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
紀
の
「
対
古
事
記
意
識
」
で

あ
る
か
ら
、
真
実
は
分
ら
な
い
が
、
何
等
か
の
形
で
安
万
侶
が
関
与
し
て
い
た

こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
安
万
侶
に
し
て
み
れ
ば
、
個
人
と
し
て
完

成
し
た
と
自
負
す
る
『
古
事
記
』
と
、
朝
廷
挙
げ
て
の
国
家
事
業
と
し
て
の

『
日
本
書
紀
』
編
纂
と
は
全
く
異
質
・
別
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。 

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
紀
の
「
対
古
事
記
意
識
」
と
は
つ
ま
る
と

こ
ろ
、
天
武
天
皇
の
個
人
的
信
念
の
具
現
化
で
あ
る
『
古
事
記
』
を
国
家
的
な

立
場
か
ら
否
定
し
、
反
擾
し
、
時
に
無
視
す
る
こ
と
と
規
定
出
来
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
（
続
く
）

（11）

注
1
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
吉
野
の
鮎
』
高
木
市
之
助
著
所
載
の
論
文

 
「
記
紀
歌
謡
の
比
較
に
つ
い
て
」
（
「
昭
和
十
一
年
春
」
の
践
語
が
あ
る
）

 
に
既
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

注
2
 
今
日
『
弘
仁
私
記
』
は
『
日
本
書
紀
私
記
』
甲
本
（
『
繍
禰
国
史
大

 
系
』
八
）
が
そ
れ
に
擬
さ
れ
て
い
る
。

記
紀
歌
謡
か
ら
見
た
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
 
口


