
『
古
事

の
ヤ
マ
ト

ケ
ル
観

と

「
ロ
典
、
心
い

の
二
面
性
j

F事

は
、
本
器
室
長

の
生
慌
の
う
ち

の
で
、
そ

、
戸
、
ト
」
い
ー
に
い
ー

ヴ

メ

戸

一

ノ

ー

約
四
十
年
に
わ
た
る
長
い
年
月
を
費
や
し
て
い
釈
し
た
も

い
て
、
多
く
の
著
作
の
中
で

jb質
量
一
と
も
に
接
き
ん
出
た
も
の
が
あ
る
。

の
大
著
」
と
一
一
一
日
わ
れ
る
べ
き
所
以

J

そ
れ
は
当
持
読
む
こ
と
さ
え
困
難
に
な

に

対

し

初

め

て

た

も

の

で

あ

っ

て

、

船

で

続

く

研

究

の

魁

と

し

て

問

却

す

べ

か

ら
ざ
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
続
け
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
点
に
つ
い
て

の
持
舘
は
今
後
も
捕
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
近
年
の
室
長
研
究
に
お
い
て
は
、

q
E事
記

伝

知

安

現

代

の

明

古

事

一

し

て

捉

え

る

傾

向

が

感

ん

に

な

っ

て

い

は

近

世

と

い

う

、
河

樹

文
脈
、
あ
る
い
の
思
索
の
営
み
の
中
に
成
立
し
た
も
の

そ
こ
に
は
、
単
に
ま
叫
』
を
読
解
す
る
と
い
う
こ
と
を
越
え
た
意
味
が

み
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
玄
長
が
『
吉
事
記
似
い
を
通
し
て
作
り
上
げ

よ
う
と
し
た
も
の
を
、
そ
の
思
想
の
問
題
と
し
て
・
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
研
究
動
舟
を
踏
ま
え
た
上
本
稿
が
問
題
と
し
て

a

取
り
あ

げ
た
い
の
は
、
一
-
古
事
記
』
の
中
巻
に
お
け
る
長
行
天
皇
の
箇
所
の
大
半
を

占
め
る
存
名
な
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
(
ヤ
マ
ト
タ
ケ
〉
伐
の
物
語
に
つ
い
て
の
笠

長
の
注
釈
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
吋
古
事
記
伝
恥
な
捉
え
産
す
こ
と
を
忠
向

す
る
研
慌
に
お
い
て
は
、
一
一
五
口
事
記
』
の
上
巻
す
な
わ
ち
的
行
代
の
逸
話
に
対

す
る
民
釈
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
ぽ
倒
的
に
多
ノ
¥
本
稿
が
扱
う
景
行

記
を
含
め
て
中
響
下
巻
の
人
代
に
対
す
る
注
釈
つ
い
て
は
、
米
だ
に
充
分
な

検
討
が
持
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
患
わ
れ
る
そ
も
と
よ
り
、
「
い
仰
の
道
」

を
説
く
宣
一
長
に
お
い
て
叫
吉
事
記
』
上
巻
が
株
更
に
重
要
な
意
味
を
持

で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
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異
な
ら
ぬ
情
熱
を
持
っ
て
注
釈
し
続
け
た
こ
と
は
軽
視
す
べ
か
ら
ざ
る
事

実
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
、
『
富
市
明
記
伝
』
全
体
、
そ
し
て

宣
長
の
思
想
全
体
を
考
え
る
上
で
重
要
性
を
有
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
宣
一
長
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す

る
。
そ
こ
で
、
第
一
の
課
題
は
、
当
然
な
が
ら
、
『
古
事
記
伝
』
の
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
観
を
示
す
記
述
か
ら
そ
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
室
長
の
解
釈
に
は
著
し
い
傾
斜
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
第
二
の
課
題
と

し
て
、
そ
の
よ
う
な
傾
斜
は
室
長
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
観
に
お
い
て
許
容
さ
れ

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
あ
る
部
分

に
つ
い
て
不
当
に
軽
視
す
る
解
釈
の
不
備
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
宣
一
長
の
文
脈
に
従
う
限
り
に
お
い
て
は
正
当

な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
予
め
本
稿
の
『
古
事
記
伝
』
へ
の
一
一
一
一
口
及
の
方
法
に
つ
い
て
一

一
一
出
向
し
て
お
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
の
物
語
は
、
景
行
記

の
中
に
大
半
を
占
め
、
そ
の
各
地
の
一
平
定
や
道
中
の
死
な
ど
の
様
々
な
逸
話

が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宣
一
長
も
景
行
記
に
は
『
古
事
記
伝
』
四
十
四
巻

中
四
巻
と
い
う
多
く
の
分
最
一
を
費
や
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
故
に
そ
れ

を
全
範
囲
に
波
っ
て
順
番
に
追
っ
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る

G

そ
の
為
、

議
論
に
関
わ
る
範
囲
で
の
み
取
り
上
げ
な
が
ら
、
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

従
っ
て
、
『
古
事
記
伝
』
の
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
に
対
す
る
捉
え
方
の
特
徴

が
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
笛
所
を
指
摘
し
な
が
ら
、

「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
観
を
把
握
し
て
い
く
。

76 

以
下
段
々
に
そ
の

建
荒
之
情

『
古
事
記
』
に
お
け
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ま
だ
彼
が
小

碓
命
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
そ
の
兄
を
「
ね
ぎ
つ
る
」
と
い
う
一
件

か
ら
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
一
長
の
解
釈
に
従
っ
て
文
脈
を
説
明
す
れ
ば
、

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
兄
が
天
皇
の
大
御
食
に
出
席
し
な
か
っ
た
の
で
、
天
皇
が

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
「
ね
ぎ
教
え
覚
せ
(
ね
ん
ご
ろ
に
教
え
覚
せ
)
」
と
一
一
一
一
日
っ

た
と
こ
ろ
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
兄
の
手
を
椀
ぎ
棄
て
た
。
そ
し
て
、
そ
の
為

五
日
経
っ
て
も
兄
は
姿
を
現
さ
ず
、
天
皇
が
不
審
に
思
っ
て
ま
だ
教
え
て
な

い
の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
「
既
に
ね
ぎ
つ
」
と
答
え
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
い
。

こ
の
事
件
の
後
、
景
行
天
皇
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
性
情
を
「
建
荒
之
情
」

と
評
し
て
「
憧
」
み
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
ク
マ
ソ
討
伐
へ
と
向
か
わ
せ
る
。

ま
ず
、
そ
の
箇
所
に
お
け
る
宣
長
の
注
釈
を
見
て
お
こ
う
。

O
建
荒
と
は
、
先
に
天
皇
の
詔
に
は
、

ヒ
ジ
定
詰
段
差
と
沼
¥

J
I
l
-
-
1
t
v
z
I
J
 

ゆ
く
り
な
く
右
の
件
の
如
く
、
行
ひ
賜
へ
る
は
、

い
と

f
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川
き
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所
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な
る
を
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O
憧
と
は
、
つ
ら
/
¥
に
思
に
た
、
〉
建
と
の
み
は
あ
ら
で
、
荒
と

一
五
、
又
所
為
行
な
ど
は
あ
ら
で
、
情
と
云
る
な
ど
、
此
度
の
御
所
為

に
因
て
、
其
御
心
の
荒
き
ほ
ど
を
、
所
知
看
て
、
今
以
後
も
、
な
ほ

如
何
な
る
荒
き
行
を
か
為
賜
は
む
と
、
恐
れ
憧
み
賜
ふ
な
り
、
さ
れ

ば
熊
八
世
田
を
征
に
遣
す
は
、
か
た
へ
は
、
京
に
居
賜
ふ
こ
と
を
畏
み
賜

ひ
て
御
所
を
遠
ぞ
け
賜
は
む
の
、
大
御
心
も
や
坐
け
む
、
さ
て
、
西
方

の
政
克
て
復
命
し
給
ひ
し
に
、
又
頻
て
東
方
一
一
一
一
口
向
に
遣
せ
り

し
も
、
此
故
左
こ
そ
聞
ゆ
れ
、

ω

「
建
荒
」
も
「
憧
」
も
『
古
事
記
』
本
文
中
に
登
場
す
る
語
で
あ
る
の
で

当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
、
室
長
は
明
確
に
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
」
を
「
建
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
荒
」
で
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の

「
荒
」
は
天
皇
が
「
恐
れ
憧
み
」
自
ら
の
下
か
ら
遠
ざ
け
西
や
東
に
向
か
わ

せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
わ
さ
わ
ざ
「
荒
」
を
「
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
」
が
行
っ
た
行
為
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
御
心
の
荒
き
ほ
ど
」
で
あ

る
と
注
釈
す
る
の
は
、
そ
の
周
到
さ
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
解
釈
は
内
容
か
ら
見
で
も
あ
る
い
は
分
量
か
ら
見
て
も
。
淡
泊

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
は
、
後
に
見
る
箇
所
の
い
く
つ
か

が
示
す
よ
う
な
明
細
な
記
述
や
文
脈
を
超
え
て
自
ら
の
意
見
を
述
べ
る
よ

う
な
こ
だ
わ
り
が
備
わ
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
箇
所
の
注
釈
は
、
『
古
事
記
』

に
出
て
き
た
言
葉
を
敷
桁
し
説
明
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
で
は
こ
の
段
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
暴
力
的
な
イ
メ
ー

ジ
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
性
格
の
重
要
な
一
面
を
形
作
る
も
の
と
し
て
人
口

に
槍
茨
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
見
方
に
慣
れ
た
自
に
は
、

こ
の
よ
う
な
室
長
の
解
釈
の
簡
潔
さ
は
若
干
の
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
る
も

の
と
し
て
映
る
。
そ
の
違
和
感
を
頭
の
片
隅
に
置
き
な
が
ら
、
以
下
に
考
察

を
進
め
て
行
き
た
い
。

ク
マ
ソ
討
伐
に
つ
い
て

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
評
し
た
「
建
荒
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
宣
一
長
の
注
釈

が
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
た
が
、
次
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
吉
一
長

が
そ
の
内
の
「
建
」
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
言
及
す
る
も
の
の
、

「
荒
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

。
日
一
長
の
注
釈
で
は
、
「
荒
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
先
程
の
箇
所
に
続
く
ク
マ

ソ
討
伐
の
話
叩
に
お
い
て
も
、
既
に
そ
の
姿
を
現
す
こ
と
は
な
い
。
し
か
し

他
方
で
は
、
そ
こ
に
お
い
て
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
は
、
ク
マ
ソ
の
兄
弟
を
惨

殺
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
仕
方
で
殺
す
。
特
に
、
弟
建
を
殺
す
と
き
に
「
熟

瓜
の
如
振
り
折
き
似
」
と
い
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
、
そ
れ
は
今
白
で
は
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
の
「
荒
」
の
表
れ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
例
え

ば
、
西
郷
信
綱
『
官
事
記
注
釈
』
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
異
常
な
「
建
く
荒

き
情
」
が
「
熟
瓜
の
如
振
り
折
き
」
と
い
う
句
に
一
挙
に
集
約
さ
れ
て
い
る
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ジ〉

い
る

M
W
C

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
、
支
長
の
注
釈
は
次

っ
て
い
る
。物

の

動

揚

る

こ

と

此

は

か

の

毘

よ

り

、

る
刀
を
、
や
が
て
は
し
て
上
ざ
ま
へ
裂
機

、
さ
て
如
熟
瓜
と
公
る
は
、
熊
μ

官
を
料
相
裂
給
へ
る
こ
と

。
γ

λ

h

p

y

s

の
、
い
と
若
易
き
を
、
饗
へ
て
、
此
王
の
い
み
し
く
勇
猿
く
坐
ほ
ど

を
轍
せ
る
な
り
、
熟
思
段
、
甚
~
完
了
脆
に
し

、

日

伶

ノ

九

山

ト
タ
ケ
ル
に
対
す
る
と
い
う
評
価
は
消
失
し
、

と
い
う
よ
う
に
評
価
し
い
る
。
「
熟
瓜
の
如
〕
と
い

う
表
現
は
た
だ
容
易
に
切
り
裂
い
い
う
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
強
さ
を
一
ボ

す
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。

も
と
よ
り
、
兄
を

と
い
う
身
内
に
対
す
る
暴
力
と
樹
す
べ

き
離
と
し
て
の
ク
マ
ソ
に
対
す
る
暴
力
と
は
、
必
ず
し
も
問
じ
平
面
上
に
序

す
る
も
の
で
誌
な
く
、
今
誌
の
解
釈
の
フ
ィ
ル
タ

i
を
通
す
の
で
な
け
れ
ば
、

支
長
が
両
者
を
思
別
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
不
当
な
こ
と
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
室
長
が
「
鴨
川
」
と
い
う
こ
と
を
み
え
て
こ
こ
で

議
り
返
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
室
長

が
「
官
民
」
と
い
う
概
念
に
注
目
し
後
の
謹
一
訟
を
理
解
す
る
た
め
の
キ

i
?
!
?

ド

と

し

て

爵

い

る

ほ

ど

、

い

な

い

ー

と
述
べ

Jl 軒
通
し
絵

こ
こ
で
は
、
ヤ

一

♂

}

、

4

」

千
/
イ
fe

と
を
示
唆
す
る
と
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議
fむ

さ
で
、
以
上
の
ク
マ
ソ
討
伐
の
筒
所
ま
で
に
つ
い
て
は
、

荒
」
と
の
関
係
が
指
議
さ
れ
る
錯
誤
で
あ
る
為
、
ま
た
、
具
体
的
な
エ

ソ
i
ド
に
対
す
る
注
釈
を
…
つ
は
確
-
認
し
て
お
き
た
か
っ
・
た
為
に
、
ヤ
マ
ト

グ
ケ
ん
の
誌
の
最
初
か
ら
州
酬
を
追
っ
て
見
て
来
た
が
、
序
で
一
一
一
一
一
閃
し
た
よ
う

に
以
下
に
お
い
て
段
、
順
番
に
話
を
追
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
観
の
特
徴
を
一
不
す
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
注
思
し
て
い
き
た
い
。
五
長
の

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
説
を
総
括
す
る
よ
う
な
記
述
は
こ
っ
認
め
る
こ
と
が
出
来

る
が
、
そ
の
第
一
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

し、

仁

さ
ば
か

り
奉
る
に
、
い

ど
も
、

+ 0) 

主oク

jヒノ
力月三i

:し
耳tω

る
御
心
の

鉄…、れ

の
大
命
に
遺
ひ
問
問
ふ
事
な
く
、
誤
り
閥
ふ
事
な
く
、

い
さ
〉
)
議
み
給
ふ
こ
と
無
く
し
て
、
成
功
武
給
へ
る
は
、

又
い
と

il--有
難
く
重
か
ら
ず
や
、
{
此
後
し
も
、
い
さ
〉
か
も
勇
気

は
擁
み
給
は
ず
、
成
功
を
へ
て
、
大
樹
父
天
息
の
大
命
を
、
違
へ
賜

は
ぬ
誌
か
り
の
奥
き
正
し
き
静
心
な
が
ら
も
、
如
此
恨
み
奉
る
べ
き
事

を
ば
、
恨
み
、
悲
む
べ
き
事
を
ば
悲
み
詰
賜
ふ
、
是
ぞ
人
の
露
、
止
に
拭

あ
り
け
る
、
批
若
護
人
な
ら
ば
、
か
ば
か
り
の
人
は
、
心
は
在



く
恨
み
悲
み
な
が
ら
も
、
其
は
つ
〉
み
隠
し
て
、
其
色
を
見
せ
ず
、
か
〉

る
時
も
、
た
ジ
例
の
言
痛
き
こ
と
武
勇
き
こ
と
を
の
み
云
て
ぞ
あ
ら
ま

し
、
此
を
以
て
戎
人
の
う
わ
べ
を
か
ぎ
り
偽
と
、
皇
国
の
古
人
の
民
心

な
る
と
を
、
市
内
の
事
に
も
思
ひ
わ
た
し
て
さ
と
る
べ
し
、
]
川

こ
れ
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
征
四
か
ら
帰
っ
て
来
た
途
端
に
、
景
行
天
皇

に
再
び
東
へ
と
向
か
う
よ
う
に
言
わ
れ
、
父
で
あ
る
天
皇
は
私
に
死
ね
と
お

思
い
な
の
か
と
嘆
く
場
面
山
の
注
釈
で
あ
る
。
当
該
箇
所
に
付
け
ら
れ
た
注

釈
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後
も
含
め
た
評
価
に
も
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る。

こ
こ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
第
一
に
「
勇
気
」
「
勇
き
正
し

き
御
心
」
と
い
う
性
格
で
あ
り
、
第
二
に
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
死
ね
と
お
思

い
な
の
か
と
「
娘
み
奉
る
べ
き
事
を
ば
、
恨
み
、
悲
む
べ
き
事
を
ば
悲
み
泣

賜
ふ
」
姿
が
「
民
心
」
と
い
う
宣
一
長
思
想
の
重
要
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
各
地
に
遠
征
し
た
強
い
英
，
肱
と
し
て
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
後

半
部
に
顕
著
な
天
皇
に
疎
外
さ
れ
旅
の
途
中
に
死
ん
だ
悲
劇
の
主
人
公
と

し
て
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
二
重
性
を
捉
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
荒
」
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
取
り

あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
強
い
と
同
時
に
悲
し
む
べ
き
こ
と
を
悲
し
む
と
い
う

こ
面
性
に
つ
い
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
て
も
、
強
い
と
同
時
に
天
皇
、
か
「
憧
」

み
遠
ざ
け
る
ほ
ど
の
暴
力
的
な
性
格
は
限
中
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。 そ

し
て
、

四

「
神
」
と
し
て
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

室
長
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
観
の
全
体
を
表
現
す
る
よ
う
な
記
述
の
二
つ
自

は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
死
後
そ
の
后
た
ち
が
歌
っ
た
歌
が
、
そ
の
後
も
天
皇
一

の
大
御
葬
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
川
へ
の
注
釈
で
あ

る
。
そ
の
理
由
を
考
察
し
て
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
。

さ
て
御
々
世
々
の
天
皇
の
大
御
葬
に
、
此
御
歌
等
を
し
も
唱
へ
る

ノ

/

所
以
は
、
ま
づ
此
倭
建
命
は
、
仲
哀
天
皇
の
大
御
考
尊
に
坐
々
て
、

高
を
天
皇
に
准
奉
る
こ
と
は
さ
る
も
の
に
て
、
神
と
も
神
と
坐
々
て
、

世
に
比
な
き
大
功
を
立
賜
ひ
て
、
終
に
白
鳥
と
化
て
飛
去
坐
ぬ

る
な
ど
、
都
て
尋
常
な
ら
ざ
る
う
へ
に
、
壮
の
御
年
に
し
て
、
旅
行

リ

d

ノ

h

M

j

〆

刀

ノ

ツ

kl

に
し
も
崩
坐
ぬ
る
な
ど
、
其
悲
哀
さ
も
又
尋
常
な
ら
ず
、
此
御
歌
ど

y
プ

り

f

も
は
ま
た
、
殊
に
優
れ
て
悲
哀
さ
の
甚
深
き
な
ど
、
彼
此
を
以
て
な

る
べ
し
、
川

こ
れ
は
、
既
に
崩
っ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
生
涯
の
物
語
の
全
体
を
包
括
す

る
も
の
と
一
一
百
い
う
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
室
長
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
の
物
語
か
ら
捉
え
る
の
は
、
そ
の
征
伐
に
お
け
る
比
類
な
き
「
強
さ
」
を

持
ち
な
が
ら
旅
の
上
に
嘆
き
な
が
ら
死
ん
で
い
く
と
い
う
「
悲
哀
さ
」
で
あ

っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
像
の
特
徴
は
、
先
程
と
向

79 



は
、
や
は
り

と
「
己
指
針
、
む
」
い
一
川
洲
町
で
あ
る
。

と
い
う
要
素
は
取
り
上
げ
も
れ
て
い
な
い
じ

以
上
の
二
つ
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
対
す
る
総
出
的
な
記
述
を
見
る
探
り

に
お
い
て
、
室
長
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
説
は
、
「
結
合
と
い
う
言
葉
、
が
張
壊
す

る
前
半
部
よ
ち
も
、
東
征
の
開
始
以
降
天
ん
脱
却
に
盟
書
さ
れ
る
自
ら
の
理
命
を

嘆
き
つ
つ
、
や
が
て
況
の
途
上
に
病
に
倒
れ
る
後
半
部
に
重
さ
を
お
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
最
初
に
見
た
「
建
五
」
の
注
釈
に
お

い
て
明
確
に
捉
え
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
£
け
と
い
う
性
格
が
、

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
企
体
を
評
価
す
る
と
き
に
、
重
点
が
蹴
か
れ
な
い
ど
こ
ろ
か

全
く
姿
を
現
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
傾
斜
は
援
め
て

強
い
も
の
で
ト
め
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
c

さ
て
、
先
艇
の

2
間
関
心
」
の
箇
所
に
お
い
て
だ
け
か
ら
で
も
、
充
分
に
指

棋
で
さ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
こ
に
お
い
て
、
友
長
が
ヤ

7
卜
タ
ケ

パ
げ
を
「
仙
仰
と
も
神
と
坐
々
て
い
と
抱
擁
す
る
の
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
辻
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
に
対
す
る
非
常
に
高
い
関
心
と
詳
細
と
が
存
し
て
い
る
こ
と

は
論
を
挨
た
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
的
故
ぷ
さ
と
い
っ
た
明
維
に

為
さ
れ
て
い
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ん
の
こ
悶
の
評
髄
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
が

出
来
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
傾
斜
が
笈
長
の
理
解
に
↑
ね
い
て
許
恋
さ
れ
う
る

の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
点
は
常
の
解
釈
の
不
犠
と
し
て
指
摘
さ

れ
ね
ば
な
ち
な
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

じ
く

五

「
持
」
と
「
築
、
山
」
の
ニ
面
性

80 

以
上
に
お
い
室
長
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
観
に
つ
い
て
段

物
語
の
最
初
に
登
場
す
る
「
荒
」
と
い
う
こ
と
を
致
り
上
げ
ず
、
む
し
ろ
設

半
部
に
お
け
る
悲
劇
的
英
雄
と
し
て
の
在
り
方
に
額
い
た
解
釈
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
最
後
に
、
そ
う
し
た
解
釈
の
在
り
方
を
問

題
と
し
て
、
何
故
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
室
長
の
枠

組
み
に
お
い
て
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
の
か
、
い
}
と
に
つ
い

1

0

 

E
V
 

そ
の
為
に
は
、
宣
一
長
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ん
を
一
点
灯
し
て

捉
え
、
人
の
ぷ
閣
の
を
り
方
安
代
表
す
る
も
の
と
し

お
け
る
「
神
」
や
「
己
決
心
」
と
い
っ
た
こ
と
と
、
一

な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。

い
て
、
室
長
が
そ
の
考
え
を
披
壁
す
る
脊
名
な

な
も
の
で
あ
る
。

し
ら
、
し
て

」シ
}γ

山

三
〆
ヰ
i‘
で
〈

t
k，、
A
l
i
-
J

反
車
協
カ
如
何

「
市
出
，
一

v
」

司
今
み

;
L
l
t
e

文
を
挙
げ
れ
ば
改
の
よ
う

さ
て
ん
て
議
微
と
は
、
ふ
に
間
見
え
た
る
天
地
の
の
神
た

ノ

、

ン

ペ

、

ト

リ

。

ち
を
始
め
て
、
其
を
記
る
社
に
山
山
本
御
霊
を
も
指
し
、
又
人
は
さ
ら
に

も
云
ず
、
鳥
獣
木
前
十
の
た
ぐ
ひ
海
山
な
ど
、
其
齢
向

ιま
れ
、
尋
常

な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き
物
ル
管
制
一
徹
と
は
一
戸
な
号
、

{
す
ぐ
れ
た
る
と
は
、
尊
き
こ
と
養
き
こ
と
、
功
し
き
二
と
な
い

の
、
箆
れ
た
る
の
み
を
一
五
に
非
ず
、
思
き
も
の
奇
し
き
も
の
な
ど
も
、

ょ
に
す
ぐ
れ
て
弓
畏
き
安
ば
、
神
と
は
一
誌
な
れ
ノ
、
出



の
説
話
の
記
述
は
怠
ら

ι長
く
明
惑
に
続
い
い
く
が
、
盛
ん
に
致
り

上
げ
ら
れ
る
笛
所
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
こ
に
お
い

r

肌
に
注
認
す
べ
き
特
徴

が
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
為
、
わ
ず
か
に
ア
部
を
引
用
す
る
だ
け
に
留
め

よ
う
c

官
一
一
長
の
「
紳
」
援
の
特
散
と
し
て
こ
こ
か
ら
詰
棋
で
き
る
の
は
、
第

一
に
は
、
士
山
事
記
加
に
お
い
て
活
叩
慨
す
る
よ
う
な
有
名
な
神
だ
け
で
は
な

く
、
機
々
な
も
の
が
そ
の
「
可
畏
」
さ
に
お
い
て
「
神
」
と
し
て
認
め
ら
れ

で
あ
り
、
人
も
そ
の
中
に
は
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
宣
長
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ん
の
一
物
誌
の
「
悲
哀
ゐ

て
捉
え
、
「
神
」
で
あ
る
根
拠
に
し
て
お
り
、

て
い
た
が
、
そ
う
し
た
解
釈
の
依
つ

を
「
可
畏
」

そ
れ
は
入

所
で
あ

き
も
の

の
「
U

興、
L
U
」

る
。
そ
し
て
、

し
て
、
「
悪
き
も
の
奇
な
る
も
の
」
も

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宣
長
の
「
臨
時
心
」

え
よ
う
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
吋
玉
勝
間
b

の

し
し
賠
怠
れ
る
条
の

σコ

の
内
に
包
含
す
る
お
…
で
あ

い
て
の
主
張
と
合
わ

て
道
を
し

そ
も
/
¥
道
は
、
も
と
皐
間
在
し
こ
と
に
は
あ
ら
ず
、

れ
な
が
ら
の
段
、
む
な
る
ぞ
、
道
に
は
み
り
け
る
、
長
、
山

も

あ

し

く

も

、

っ

き

た

る

ま

心

を

い

ふ

出

〕
い
礼
も
、
有
名
な
文
章
で
あ
る
た
め
、
あ
ま
り
明
細

に
は
及

、
は
な
い
だ
ブ
ウ
フ
。
そ
の
意
味
を
考
え
尽
く
す
こ
と
辻
、
間
離
で
も
あ

り
、
本
一
棋
の
範
嬬
に
課
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ニ
ニ
で
は
、
本
稿
と
の
関
心

か
ら
の
み
設
わ
ノ
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。
第
二
μ
は
、
一
比
一
供
心
」
が
官
一
長
の
主

張
す
る
道
の
申
核
を
成
し
て
い
る
と
い
w

フ
こ
と
が
指
摘
出
来
る
。
先
訟
の
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
箇
一
山
で
、
「
諜
人
」
の
在
り
方
と
対
比
さ
れ
な
が
ら
「
己
間
決
心
」

が
諜
更
に
強
制
さ
れ
て
い
た
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
註
目
さ
れ
る

べ
き
こ
と
は
、
ニ
典
、
主
に
つ
い
て
も
、
「
よ
く
も
あ
し
く
も
」
と
い
う
よ
う

に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

以
上
の
二
つ
の
信
用
に
お
い
て
、
(
白
一
長
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
対
す
る
解
釈

に
お
い
て
強
調
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
が
「
神
」
と
し
て
埋
解
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
と
、
ま
た
人
の
辺
機
、
主
を
象
散
す
る
も
の
と
し
て
提
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
閉
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
と
い
う
べ
き
言
及
な
殺
り
上
げ
た

そ
こ
に
共
通
し
て
克
出
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
共
に
一
番
懇
の
阿
者
を
含
み

}

む

も

の

と

し

て

い

る

と

い

で

あ

る

。

。〉

弓
ら

ん
ゴ
主
主
〉
こ
斗
1

J

G
え
J
F
o
l
Aメ
1
1

び〉

院、iJ
M
/
¥
 

の
重
要
点
と
も
な
る
の
で
あ
る
が
、

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
w
?
と
と
宣
長
の
ヤ

関
係
に
つ
い
て
が
罰
題
で
あ
る
。

宣
長
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
解
釈
に
対
す
る
疑
問
山
点
は
、
何
故

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
関
却
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
で
、
兄
を
「
ね
ぎ
つ
る
」
と
い
う
「
恰
さ
と
許
髄
さ
れ
る
行
為
は
、

い
う
授
点
を
持
ち
込
め
ば
、
「
悪
」
に
属
す
る
も
の
で
あ

81 

そ
れ
ら
が
善
悪
を

ト
タ
ケ
ル
解
釈
と
の

と
い
う

と



し
と
い

F

つ

「
悪
」
を
し
ば
し
拭
「
あ

γ〈
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
長
ご

と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
可
能
性
す
ら
あ
る
。

そ
の
こ
と
な
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
玄
長
が
「
神
」
や
「
蕗
心
」
に

つ
い
て
器
患
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
そ
こ
に
お
い
て
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ん
が
「
荒
」
在
舎
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
回
世
と
し
て

は
理
解
さ
れ
な
い
。
「
神
」
や
「
長
心
」
と
い
っ
た
概
念
は
、
不
在
と
向
ら

観
艇
や
」
き
た
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
故
に
、
ヤ
マ
ト
グ
ケ
ル
の
異
な
っ
た

性
質
と
し
て
殊
更
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
る
。
従
っ

て
、
室
長
が
吾
川
一
に
つ
い
て
は
と
ん
ど
援
さ
を
霊
か
ず
、
後
半
部
に
示
さ

れ
る
性
格
な
強
調
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
官
一
長
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
解
釈

の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
て
不
可
解
な
v

い。

さ
ら
に
は

口
説
に
繁
み
れ
ば

結
官
…
一
長
の
ヤ
マ
ト
タ
ル
観
に
つ
い
て
の
本
棋
の
論
旨
を
あ
ら
た
め

め
札
誌
、
改
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
宜
長
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
「
神
」
で

あ
る
と
し
て
葺
祝
す
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
揮
め
て
強

い
と
同
時
に
「
悲
む
べ
き
こ
と
を
悲
む
」
よ
う
な
立
民
心
」
を
有
す
る
も
の

と
し
て
の
こ
活
性
で
あ
り
、
と
い
う
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
に
は
、
そ
う
し
た
解
釈
が
何
故
可
能
で

}
、
ノ

中

M
U
Y
ι

ジ
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「

村

」

や

と

い

う

}

純

一

者

を

の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
こ
と
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
室
長
の
文

脈
に
お
い
て
は
、
「
荒
」
と
い
う
こ
と
は
、
州
内
な
?
た
銭
高
と
し
て
試
浮
か

び
上
が
っ
て
来
な
い
為
で
あ
る
と
結
論
し
た
。

最
後
に
、
本

J

訴
が
扱
っ
た
の
が
、
あ
く
ま
で
『
古
事
記
長
』
に
お
け
る
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
観
で
あ
っ
て
、

20事
記
伝
』
に
お
け
る
景
一
行
記
の
意
識
と
い

っ
た
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

ιつ
い
て
付
け
加
え
て
言
及
し

て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

sf
が
重
視
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ん
の
解
釈
の
上
に
お
い
て
は
畿
離
を
来
さ
な
い
と
し
て
も
、
内
ι
山
本

記
伝
』
全
捧
を
見
搬
す
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
事
靖
は
詔
一
一
で
は
な
い
と
忠
わ

れ
る
為
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
先
に
見
た

v

」
ぺ
つ
、

iue
、
J
J
V
B
V

や
「
異
心
」
い
て
、
そ
れ
ら
が
静
態

い
う
主
張
に
お
い
「
悪
」
は
重
裂
な
要
業

さ
ら
に
東
よ
り
子
が
明
識
に
指
摘
す
る
よ
う
に

}
/
L、
に
移
り
も
て
ゆ
く
盟
ω
?
と
い
っ
た
室
長
の
テ

…
雪
組
奏
低
宮
を
成
し
て
お
り
、
持
代
の
様
々
な
話

そ
れ
と
の
連
拐
に
お
い
て
、
善
悪
が
入
り
混
じ
ち
な
が
ら
天

し
た
士
山
代
日
本
の
主
ザ
方
が
成
立
し
て
い
く
と
い
っ
た
仕
方

をを
ι成共

し三
J て戸

;ぃ P
v九

コび〉
./)刀、

そ
の
文
続
に
法
行
記
が
ど
の
よ
う

いヴ〈
ω
c

、、三/凶行ア員一古川ド

ー

ν
;
向
付
い
日

t
J
J日

存
し

の
よ
う
な
角
度
か
ら
見
た
と
き
、
ヤ

ト
タ
ケ
ル
換
の
解
釈
で
は
出
題



と
な
ら
な
か
っ
た
「
荒
」
に
は
何
か
別
の
仕
方
で
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が

出
来
る
の
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
。
も
し
、
出
来
る
な
ら
ば
、
当
然
そ
れ

は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
と
い
う
こ
と
、
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
ま
た
出
来

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
上
巻
の
注
釈
に
お
い
て
あ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
繰
り
返

さ
れ
て
い
た
「
吉
善
事
凶
悪
事
つ
ぎ
/
(
¥
移
り
も
て
ゆ
ノ
ヘ
理
」
が
、
何
故
こ

こ
に
至
っ
て
そ
れ
を
読
み
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
笛
所
に

お
い
て
登
場
し
な
く
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
が
、
極
め
て
重
要
な
問
題
と
し

て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
『
古
事
記
伝
』
の
全
体
の
構
造
に
関
わ

る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
貴
行
記
の
重
要
性
は
未
だ
に
尽
く
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
本
稿
の
主
題
の
範
鴫
を
超
え
た
こ
と
で
あ
る
。

宣
長
の
ヤ
マ
ト
ク
ケ
ル
観
の
特
徴
を
把
握
し
、
そ
れ
が
宣
長
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
解
釈
の
文
脈
に
お
い
て
は
整
合
的
で
あ
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
が
本
稿

の
結
論
で
あ
る
。

※
宣
長
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
筑
摩
版
全
集
を
用
い
、
書
名
の
後
に
巻

数
と
頁
数
を
(
巻
数
・
ペ
ー
ジ
数
)
の
形
で
示
し
た
。
な
お
、
文
意
に
影
響

の
な
い
範
囲
で
、
漢
字
を
改
め
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
『
古
事
記
』
本
文

に
言
及
す
る
際
に
参
照
箇
所
を
示
し
た
が
、
現
代
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
ず
、

『
古
事
記
伝
』
の
当
該
箇
所
を
示
し
た
。

註

ω
例
え
ば
子
安
{
一
白
一
邦
『
本
居
宣
長
』
(
岩
波
新
書

一
九
九
二
)
や
、
東
よ

り
子
『
宣
長
神
学
の
構
造
』
(
ベ
り
か
ん
社
、

一
九
九
九
年
)
、
金
沢
英
之

『
宣
長
と
『
一
ニ
大
考
』
』
(
笠
間
書
院
、

二
O
O
五
)
、
神
野
志
隆
光
『
本
居

室
長
『
古
事
記
伝
を
読
む
』

1
1
W
』
(
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、

I
二
O

。
年
、
日
二

O

一
年
、
山
二

O
二
一
年
、
町
二

O
一
四
年
)
、
山
下
久
夫
・

斎
藤
英
喜
編
『
越
境
す
る
古
事
記
伝
』
(
森
話
社
、

。
年
)
に
お
け

る
諾
論
文
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ω
宣
長
は
、
「
倭
建
」
を
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
」
と
読
ん
で
お
り
、
ま
た
、
現
在
で

も
読
み
方
に
つ
い
て
の
議
論
が
中
村
啓
信
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
と
読
む
べ
き
論
」

(
中
村
啓
信
『
古
事
記
の
本
性
』
、
お
う
ふ
う
、
二

O
O
O年
一
山
収
)
な
ど

に
お
い
て
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
立
ち
入
ら
な
い
の
で
、

本
文
中
で
は
今
日
に
お
い
て
…
般
的
な
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
と
い
う
呼
称

を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

ω
た
だ
し
、
こ
れ
は
先
行
研
究
が
中
下
巻
を
軽
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
ま
ず
、
上
巻
に
つ
い
て
の
研
究
が
行
わ
れ
、
中
下
巻
が
残
さ
れ
た
課

題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
仲
野
志
前
掲
事
は
、
『
古
事
記
伝
』

の
全
巻
に
渡
る
研
究
で
あ
っ
て
、
当
然
中
下
巻
に
つ
い
て
も
扱
っ
て
お
り
、

決
し
て
中
下
巻
を
扱
う
研
究
が
皆
無
で
あ
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

ω
『
古
事
記
伝
』
二
十
七
之
巻
、
十
一
・
一
八
九
。
こ
の
筒
所
の
宣
一
長
の

解
釈
の
特
徴
を
あ
げ
れ
ば
、
第
一
に
現
在
で
は
、
こ
の
兄
は
、
大
時
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命

で

あ

り

、

こ

の

謹

告

の

前

る

天

皇

が

吾

し

上

げ

た

女

を

奪

っ

た

と

い

う

話

と

の

つ

な

が

り

そ

の

気

ま

ず

さ

か

ら

来

な

か

っ

た

と
す
る
の
が
一
椴
的
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
が
、
室
長
辻
、
前
後

の
繋
が
ち
を
認
め
ず
、
兄
が
揖
角
民
主
で
あ
る
可
能
性
も
考
え

り
、
そ
う
し
た
説
明
に
与
し
な
い
。
ま
た
第
二
に
、
境
保
で
は
、

つ
る
」
に
対
し
て
え
を
手
足
を
揃
ぎ
取
っ
て
較
し
、
そ
の

と
す
る
解
釈
が
一
…
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い

綿
一
野
忠
前
掲
冊
一
一
日
(
盟
)
五

O
頁
参
照
。

く
は
、

(7) (6) (5) 

九
回
。

十

九
凶

九
五

ら

な

み

に

、

い

う

錨

所

か

ら

ク

伐

を

終

え

る

ま

で

を

分

け

り

ず

に

て

い

る

の

そ

れ

に

も

拘

わ

ら
ず
、
と
い
う
語
は
繰
り
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
の

陸
一
九
居
。
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屯

記
心
こ
れ
彼
須
々
鈎
宇
涜
的
一
夜
間
る
、
一
一
の
訊
一
一
一
日
の
験
に

…
弟
ム
仰
の
弾
威
誌
に
勝
が
た
き
こ
と
を
、
得
揺
ら
で
、
な
お
か

る
は
、
議
絞
、
む
な
れ
ば
、
宇
流
て
ふ
殺
を
も
兼
た
り
、
}

ト

・

七

O
)
」

り

、

ヤ

く ~~it
5民'れ

り
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ト
タ
ケ
ル

い

う

言

葉

に

関

し

る

」

と

い

う

こ
と
と
の
関
係
が
存
し
て
い
る
こ
と
は
理
由
で
め
る
と
思
わ
れ
る
の

、、s
，r刊

日
景
行
記
2mγ

に
…
例
を
求
め
れ
ば
、
「

O
悪
人
は
、
静
都
漏
波
奴
比
授
と
耕
べ

/，‘、、

し
、
下
な
る
も
興
じ
、
一
悪
神
を
ば
、
ア
ラ
ブ
ル
カ
ミ
と
訴
つ
れ
ど
も
、
あ

ら
ぶ
る
人
と
云
る
例
は
克
あ
た
ら
ず
、
高
古
事
記
長
』
工
i

八
之
巻
、
十

」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
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