
古
事
記
上
巻
「
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
」
歌影

山

尚

之

は
じ
め
に

故
是
以
、
其
速
須
佐
之
男
命
、
宮
可
造
作
之
地
求
出
雲
国
。
爾
、
到
坐
須

賀
〔
此
二
字
以
音
。
下
効
此
〕
地
而
、
詔
之
、
吾
、
来
此
地
、
我
御
心
、

須
々
賀
々
斯
而
、
其
地
作
宮
坐
。
故
、
其
地
者
、
於
今
云
須
賀
也
。
玆
大

神
、
初
作
須
賀
宮
之
時
、
自
其
地
雲
立
騰
。
爾
、
作
御
歌
。
其
歌
曰
、

夜
久
毛
多
都　

伊
豆
毛
夜
弊
賀
岐　

都
麻
碁
微
爾　

夜
弊
賀
岐
都
久

流　

曽
能
夜
弊
賀
岐
袁

於
是
、
喚
其
足
名
鈇
神
、
告
言
、
汝
者
、
任
我
宮
之
首
。
且
、
負
名
号
稲

田
宮
主
須
賀
之
八
耳
神
。

　
「
八
雲
立
つ
」
歌
に
対
す
る
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』

（
一
九
九
七
年
）
頭
注
の
解
説
、

雲
の
立
つ
出
雲
と
し
て
た
た
え
る
の
が
、「
八
雲
立
つ
出
雲
」。
そ
の
雲
か

ら
幾
重
に
も
め
ぐ
ら
す
八
重
垣
を
導
い
て
提
示
し
、
そ
れ
は
妻
を
置
く
と

こ
ろ
な
の
だ
と
転
じ
る
。
土
地
ぼ
め
か
ら
、
宮
へ
の
祝
福
へ
と
展
開
す
る

構
造
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
須
佐
之
男
命
の
話
と
は
無
関
係
な
歌

と
し
て
あ
っ
た
と
み
る
説
が
有
力
だ
が
、
歌
と
物
語
と
は
不
可
分
に
結
び

付
い
て
い
る
。

に
ど
う
も
釈
然
と
し
な
い
気
分
を
拭
え
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、「
土
地
ぼ

め
か
ら
、
宮
へ
の
祝
福
へ
と
展
開
す
る
構
造
」
が
ど
の
よ
う
に
物
語
と
結
合
す

る
の
か
を
明
確
に
説
か
な
い
た
め
だ
ろ
う
。
歌
と
物
語
と
が
「
不
可
分
に
結
び

付
い
て
い
る
」
の
は
も
は
や
当
然
と
し
て
、
右
に
拠
る
か
ぎ
り
宮
を
造
営
し
た

現
場
が
「
須
賀
」
で
あ
り
な
が
ら
歌
の
称
賛
は
「
出
雲
」
へ
向
け
ら
れ
る
と
い

う
歪
み
を
認
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
物
語
と
の
不
即
応
を
感
じ
る
の

で
あ
る
。
須
佐
之
男
命
は
「
出
雲
国
」
の
範
囲
内
に
「
宮
可
造
作
之
地
」
を
渉

猟
し
た
結
果
、「
御
心
」
を
充
足
さ
せ
る
最
良
の
地
と
し
て
「
須
賀
」
を
見
出

し
「
其
地
作
宮
坐
」
の
安
定
を
得
た
の
だ
か
ら
、
須
賀
こ
そ
が
讃
辞
を
送
ら
れ

る
べ
き
対
象
空
間
で
あ
っ
て
、
歌
が
「
出
雲
」
総
体
を
称
え
て
は
叙
述
展
開
に

整
合
し
な
い
。
罪
科
を
負
う
須
佐
之
男
が
降
臨
し
た
出
雲
は
つ
い
先
ご
ろ
ま
で

八
俣
大
蛇
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
混
沌
擾
乱
の
状
態
に
あ
り
、
祝
福
を
受
け
る

資
格
を
備
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
歌
中
の
「
出
雲
」
を
固
有
国
名
と
み
る
、

こ
ん
に
ち
に
流
通
し
た
理
解
は
再
考
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一

　

当
該
歌
に
則
し
て
「
も
と
も
と
は
須
佐
之
男
命
の
話
と
は
無
関
係
な
歌
」
の

認
識
は
土
橋
寛
の
言
説
に
代
表
さ
れ
る
。
そ
の
著
『
古
代
歌
謡
全
注
釈 

古
事

記
編
』（
一
九
七
二
年
）
は
ま
ず
契
沖
『
厚
顔
抄
』
を
参
照
し
て
、「
妻
籠
め
に

八
重
垣
作
る
」
の
解
に
つ
き
①
須
佐
之
男
命
が
、
妻
を
こ
も
ら
せ
る
た
め
に
八
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重
垣
（
宮
）
を
作
る
、
②
雲
が
、
妻
を
こ
も
ら
せ
る
た
め
に
、
八
重
垣
の
よ
う

に
立
ち
こ
め
て
い
る
、③
須
佐
之
男
命
が
、妻
と
共
に
相
談
し
て
、八
重
垣
（
宮
）

を
作
る
、
が
並
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
②
③
へ
の
疑
義
を

そ
れ
ぞ
れ
論
っ
た
の
ち
、三
つ
の
う
ち
で
は
①
に
理
が
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、

土
橋
は
一
首
を
い
わ
ゆ
る
独
立
歌
謡
と
認
定
す
る
た
め
、「
八
重
垣
作
る
」
主

体
が
物
語
上
で
は
須
佐
之
男
命
と
さ
れ
て
い
て
も
物
語
と
「
切
り
離
し
て
」
み

る
と
き
に
そ
れ
は
「
族
長
階
級
の
若
殿
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
と
言

い
、
し
か
し
実
際
に
建
築
作
業
に
従
事
す
る
の
は
そ
の
隷
属
民
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、こ

の
歌
は
若
殿
の
新
婚
を
祝
う
祝
宴
の
歌
と
し
て
、
そ
の
氏
族
集
団
内
の

氏
人
た
ち
ま
た
は
隷
属
民
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
そ
し
て
そ
の
氏
族
集
団
は
、
一
応
出
雲
地
方
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
が
、「
出
雲
八
重
垣
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
、
大
和
地

方
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
自
在
に
想
像
を
延
ば
し
て
ゆ
く
。
同
書
は
宣
長
『
古
事
記
伝
』
お
よ
び
守

部
『
稜
威
言
別
』
の
主
張
す
る
②
の
解
釈
（
後
述
）
へ
強
い
批
判
を
向
か
わ
せ
、

そ
れ
を
「
素
人
く
さ
い
付
会
的
解
釈
」「
曲
解
」
と
退
け
つ
つ
、か
か
る
「
付
会
」

の
生
じ
た
所
以
を
記
本
文
「
其
地
よ
り
雲
立
ち
騰
り
き
」
の
過
度
な
尊
重
に
あ

る
と
指
弾
し
て
、
そ
の
一
文
の
介
在
に
次
の
よ
う
な
判
断
を
下
し
た
。

歌
の
所
伝
に
「
其
地
よ
り
雲
立
ち
騰
り
き
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
歌
を
須

佐
之
男
命
の
新
婚
の
歌
と
し
て
物
語
化
し
た
時
、
ま
た
は
そ
の
後
加
え
ら

れ
た
も
の
で
、『
書
紀
』
に
は
こ
の
説
明
が
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
お
そ
ら
く
『
古
事
記
』
の
述
作
者
が
新
し
く
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
…
（
中
略
）
…
こ
ん
な
場
合
に
、
歌
を
前
文
の
説
明
に
基
づ
い
て
解

釈
す
る
と
、
歌
の
本
質
を
誤
る
こ
と
に
な
る
。

　

土
橋
が
独
り
偏
っ
た
見
解
を
開
陳
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
右
に
前
後
し
て

刊
行
さ
れ
た
注
釈
書
を
点
検
す
る
と
、

ア
須
賀
の
宮
を
い
つ
く
氏
人
等
が
、
歌
い
伝
え
て
来
た
歌
で
あ
ろ
う
。

（
武
田
祐
吉
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
／
一
九
五
六
年
）

イ
こ
の
歌
の
内
容
は
、
単
な
る
成
婚
の
歓
び
を
歌
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
女
性
を
迎
え
る
た
め
に
新
た
に
壮
大
な
る
建
築
物
を
造
営
す
る

こ
と
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
建
築
術
に
一
日
の
長
の
あ
っ
た
、
出
雲

族
の
間
に
伝
誦
さ
れ
た
新に

い
む
ろ
ほ
ぎ

室
寿
の
歌
と
み
る
の
が
、正
し
い
見
方
で
あ
ろ
う
。

（
相
磯
貞
三
『
記
紀
歌
謡
全
註
解
』
／
一
九
六
二
年
）

ウ
新
婚
の
際
、
そ
の
新
室
を
慣
用
的
に
ほ
め
て
歌
は
れ
る
獨
立
歌
謡
だ

つ
た
の
を
、
古
事
記
前
文
の
神
話
に
融
合
さ
せ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

（
高
木
市
之
助
『
上
代
歌
謡
集
』（
朝
日
日
本
古
典
全
書
）
／
一
九
六
七
年
）

エ
「
出
雲
八
重
垣
」
が
「
つ
く
る
」
の
客
語
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、述
語
「
つ

く
る
」
の
主
語
は
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
主
語
が
隠
さ
れ
る
場
合

を
考
え
る
と
、
そ
の
一
つ
は
、
そ
れ
を
「
つ
く
る
」
者
自
身
が
唱
う
歌
で

あ
っ
た
場
合
で
、
そ
う
考
え
れ
ば
こ
の
歌
は
、
新
婚
者
の
た
め
に
、「
出

雲
八
重
垣
」
を
造
る
際
の
作
業
歌
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
誰
が
造
る
の

か
、
ど
う
い
う
時
に
造
る
の
か
、
そ
れ
が
誰
に
も
自
明
の
場
合
で
、
そ
う

考
え
れ
ば
、「
つ
く
る
」
の
は
き
わ
め
て
一
般
性
を
持
っ
た
、
誰
も
が
知
っ

て
い
る
新
婚
の
神
事
儀
式
の
時
で
、
こ
の
歌
は
そ
の
際
に
唱
わ
れ
た
神
事

歌
謡
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。（
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
／

一
九
七
三
年
）

オ
本
来
は
独
立
し
た
新
築
祝
い
の
民
謡
。

（
鴻
巣
隼
雄
『
古
事
記 

上
代
歌
謡
』（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
）
／

一
九
七
三
年
）
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の
と
お
り
、
ま
さ
し
く
「
有
力
」
な
通
説
的
位
置
に
土
橋
の
主
張
が
立
っ
て
い

る
こ
と
を
知
る
。
右
掲
書
は
い
ず
れ
も
当
該
歌
が
古
代
社
会
の
諸
方
面
に
い
か

な
る
具
体
的
機
能
を
果
た
し
た
か
と
い
う
点
へ
関
心
を
注
ぎ
、
古
事
記
の
物
語

文
脈
を
た
や
す
く
破
棄
し
て
、
そ
れ
の
代
わ
り
に
新
規
の
、
ど
こ
に
も
書
か
れ

て
い
な
い
文
脈
を
恣
意
的
に
持
ち
込
ん
で
は
歌
の
主
体
や
目
的
を
縦
横
に
憶
測

し
て
ゆ
く
。
歌
の
生
態
解
明
に
こ
そ
学
術
的
意
義
が
存
し
、
そ
れ
が
可
能
で
も

あ
る
と
い
う
確
信
を
半
世
紀
前
の
古
代
研
究
は
共
通
に
保
有
し
て
い
た
。
か
か

る
誘
惑
は
今
も
な
お
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、『
古
事
記
歌
謡
注
釈

―
歌
謡
の
論
理
か
ら
読
み
解
く
古
代
歌
謡
の
全
貌
―
』（
二
〇
一
四
年
）
に
次

の
よ
う
な
解
説
を
み
る
。

神
婚
の
祭
祀
に
準
備
さ
れ
る
妻
屋
を
築
造
す
る
時
に
歌
わ
れ
た
、
出
雲
地

方
の
祝
い
歌
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、

そ
の
夜
は
そ
こ
が
歌
垣
の
場
と
も
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
…
（
中
略
）
…

妻
屋
の
新
築
祝
い
で
あ
れ
ば
、
男
女
の
掛
け
合
い
が
行
わ
れ
る
の
も
必
然

で
あ
る
。

仮
定
を
重
ね
た
挙
げ
句
に
歌
垣
ま
で
想
定
さ
れ
て
く
る
、
そ
の
「
必
然
」
性
が

稿
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。

二

　
『
記
伝
』
は
一
首
の
意
を
、

今
吾

レ
須
賀

ノ
宮
を
造
る
時ヲ

リ

し
も
、
八
重
垣
の
起タ

ツ

よ
、
此

ノ
立

チ
出
る
雲
、

八
重
垣
を
成ナ

せ
り
。
吾ア

ガ
夫メ

ヲ
コ
モ

妻
隱
ら
む
此

ノ
宮
の
料
に
、
雲
も
八
重
垣
を

作ツ
ク

る
こ
と
よ
、

と
把
握
し
た
。『
言
別
』
も
ほ
ぼ
こ
れ
を
襲
い
、

今
吾

レ
須
賀

ノ
宮
を
建
て
、
妻
と
隱
ら
ん
と
す
る
時ヲ

リ

し
も
、
八
重
雲
の
お

こ
り
立

ツ
よ
。
此

ノ
起

チ
出
る
八
重
雲
の
形サ

貌マ

や
、
卽ヤ

ガ
テ
ア
レ朕

を
妻
と
隱
ら
し

め
ん
と
て
、
さ
な
が
ら
閨
の
圍カ

コ

ひ
の
八
重
垣
を
成
せ
り
。
吉ヨ

キ
サ
ガ瑞

見
す
る
其

ノ

雲
の
八
重
垣
よ
と
な
り
。

と
す
る
。
土
橋
が
退
け
た
②
の
解
だ
が
、宣
長
は「
此

ノ
餘ホ

カ

の
義コ

コ
ロあ

る
こ
と
な
し
」

と
他
説
介
入
の
余
地
を
塞
ぎ
、
①
解
に
対
し
て
は
「
妻
を
隠コ

メ

む
た
め
に
、
今
吾

レ
此

ノ
宮
の
垣
を
造

ル
と
い
ふ
意
を
兼
て
看ミ

ル

は
、
ひ
が
ご
と
ぞ
」
と
手
厳
し
く
難

じ
た
の
だ
っ
た
。

　

近
時
の
諸
注
に
採
用
さ
れ
る
、「
や
く
も
た
つ
」
を
「
出
雲
」
に
相
関
す
る

修
辞
（
枕
詞
）
と
す
る
視
点
が
宣
長
に
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

所
以
号
出
雲
者
、
八
束
水
臣
津
野
命
、
詔
、「
八
雲
立
」
詔
之
。
故
云
八

雲
立
出
雲
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
出
雲
国
風
土
記「
総
記
」）

椰
句
毛
多
菟　

伊
頭
毛
多
鶏
流
餓　

波
鶏
流
多
知　

菟
頭
邏
佐
波
磨
枳　

佐
微
那
辞
珥
阿
波
礼
（
日
本
書
紀 

崇
神
天
皇
六
十
年
七
月
条
）

夜
都
米
佐
須　

伊
豆
毛
多
祁
流
賀　

波
祁
流
多
知　

都
豆
良
佐
波
麻
岐　

佐
味
那
志
爾
阿
波
礼
（
古
事
記
中
巻 

景
行
天
皇
条
）

八
雲
刺　

出
雲
子
等　

黒
髪
者　

吉
野
川　

奥
名
豆
颯
（
万
３
・
四
三
〇
）

「
や
つ
め
さ
す
」「
や
く
も
さ
す
」
の
語
形
・
意
義
は
い
ま
問
わ
な
い
と
し
て
、

こ
れ
ら
五
音
節
語
と
地
名（
国
名
）「
出
雲
」と
の
強
固
な
相
関
性
は
疑
え
な
い
。

だ
が
、『
記
伝
』は
あ
え
て
そ
の
可
能
性
を
排
し「
夜ヤ

久ク

毛モ

多タ

都ツ

は
、彌ヤ

雲ク
モ

起タ
ツ

に
て
、

彼
ノ

雲
の
立

チ
騰
る
を
、
打
見
給
へ
る
隨マ

ゝ

に
詔
へ
る
御
詞
な
り
」
と
述
べ
て
実

景
描
写
の
理
解
に
拠
り
つ
つ
、「
出
雲
八
重
垣
」
に
つ
い
て
も
「
實マ

コ
ト

の
垣
を
云

に
は
非
ず
。
八ヤ

重ヘ

雲グ
モ

の
立

チ
出
る
を
、
垣
と
は
云

ヒ
成

シ
給
へ
る
な
り
」
と
立
場

を
徹
底
す
る
。
前
掲
し
た
近
代
の
諸
注
と
は
正
反
対
の
方
向
か
ら
当
該
歌
に
向

き
合
っ
て
導
き
出
し
た
帰
結
で
あ
る
。
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古
事
記
が
一
首
を
位
置
づ
け
る
の
に
、

　
　

初
作
須
賀
宮
之
時
、
自
其
地
雲
立
騰
。
爾
、
作
御
歌
。

と
記
し
た
意
図
を
汲
む
な
ら
『
記
伝
』『
言
別
』
の
読
解
は
ま
こ
と
に
適
確
で

間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
近
代
に
降
っ
て
覆
さ
れ

る
次
第
と
な
っ
た
主
な
事
由
は
、

　
　

１ 「
や
く
も
た
つ
」
に
は
枕
詞
と
し
て
の
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る

２ 

日
本
書
紀
の
対
応
箇
所
に
は
「
自
其
地
雲
立
騰
」
の
記
述
が
存
在
し

な
い

の
二
点
に
あ
り
、
加
え
て
、

３ 

「
八
雲
立
つ
」
を
実
景
と
み
る
と
き
に
は
初
句
切
れ
の
歌
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
時
代
的
に
成
り
立
ち
が
た
い

と
い
う
見
通
し
（
１
）
も
消
極
的
な
が
ら
関
与
し
た
ら
し
い
。
記
・
紀
両
書
間
の

所
伝
の
相
違
が
一
首
の
生
態
究
明
に
有
効
な
糸
口
を
与
え
た
の
で
あ
る
。　

　

古
事
記
の
読
解
に
際
し
て
日
本
書
紀
を
前
提
に
は
で
き
な
い
と
い
う
、
現
在

広
く
浸
透
し
た
思
弁
が
前
掲
諸
注
の
段
階
で
支
持
を
得
に
く
い
の
は
し
か
た
な

い
が
、
そ
れ
で
も
西
宮
一
民
は
一
九
五
四
年
の
時
点
で
す
で
に
「
記
紀
両
者
の

此
の
歌
に
對
す
る
態
度
は
異
つ
て
ゐ
た
」
と
看
破
し
、
両
書
の
叙
述
方
針
を
峻

別
す
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
う
え
で
、「
獨
立
歌
的
見
地
か
ら
歌
を
本
文
と

切
離
し
て
、
そ
の
歌
自
身
の
解
釋
」
を
探
る
手
法
へ
の
「
限
界
」
と
「
批
判
」

と
を
表
明
し
て
い
た
（
２
）。
卓
抜
な
提
起
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
公
表
の
土

佐
秀
里
論
文
も
西
宮
論
の
先
駆
性
を
高
く
評
価
す
る
（
３
）。
西
宮
に
よ
れ
ば
古

事
記
「
八
雲
立
つ
」
歌
は
そ
も
そ
も
二
重
性
を
志
向
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

古
事
記
編
者
は
「
や
く
も
た
つ
」
を
枕
詞
と
考
へ
る
と
同
時
に
一
方
で
は

寫
實
的
表
現
内
容
を
考
へ
、「
い
づ
も
」
を
地
名
と
し
て
考
へ
る
と
同
時

に
一
方
で
は
前
句
の
同
義
的
反
覆
語
句
と
考
へ
、
從
つ
て
「
や
へ
が
き
つ

く
る
」
を
「
作
二
須
賀
宮
一
」
と
考
へ
る
と
同
時
に
一
方
で
は
「
雲
が
八
重

垣
を
作
る
」と
解
し
た
と
い
ふ
二
つ
の
解
を
も
ち
合
は
せ
た
の
で
あ
る
。（
４
）

「
自
其
地
雲
立
騰
」
の
記
述
を
用
意
し
な
い
日
本
書
紀
は
「
や
く
も
た
つ
」
を

出
雲
に
冠
す
る
枕
詞
と
の
み
捉
え
た
の
に
対
し
、「
古
事
記
編
者
」
に
は
「
語

源
穿
鑿
的
興
味
」
が
働
い
た
結
果
、
右
の
よ
う
な
意
義
の
二
重
性
を
導
入
す
る

に
至
っ
た
、
と
い
う
の
が
西
宮
の
見
立
て
で
あ
る
。

　

宣
長
に
較
べ
て
ず
い
ぶ
ん
物
わ
か
り
の
良
い
読
解
を
同
論
が
案
出
し
た
の

は
、
古
事
記
本
文
を
ま
ず
左
の
よ
う
に
再
抽
出
し
た
う
え
で
、

　
　

宮4

可
二
造
作

4

4

一
之
地
求
二
出
雲

4

4

国
一
。（
中
略
）
玆
大
神

4

4

、
初
作4

二
須
賀
宮

4

4

4

一
之

時
。
云
々
。

「
こ
の
歌
の
本
文
と
な
る
べ
き
も
の
は
「
大
神
」「
出
雲
國
」「
作
二
須
賀
宮
一
」

と
「
雲
立
騰
」
の
四
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
右
四
つ
を
平
等
に
考
へ
て

み
た
い
」
と
起
点
を
定
め
た
と
こ
ろ
に
発
す
る
。『
記
伝
』
説
に
つ
い
て
西
宮

は
「「
雲
立
騰
」
の
み
を
強
調
し
過
ぎ
た
憾
み
が
あ
り
は
す
ま
い
か
」
の
批
判

を
加
え
た
。
宣
長
の
や
や
独
善
的
な
物
言
い
に
対
す
る
、
抑
制
を
利
か
せ
た
公

正
な
裁
断
に
は
ち
が
い
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
一
首
の
歌
が
物
語
の
文
脈
内
で
二
重
に
機
能
す
る
と
い
う
、

容
易
に
他
例
を
見
な
い
想
定
は
に
わ
か
に
承
認
で
き
な
い
し
、
そ
も
そ
も
西
宮

の
指
摘
す
る
四
項
が
必
ず
し
も
対
等
で
は
な
く
、
す
べ
て
が
継
起
的
関
係
に
あ

る
の
で
も
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
を
「
平
等
に
」
観
測
す
る
と
い
う
方
法
自
体
に

疑
い
が
あ
る
。
物
語
の
展
開
を
改
め
て
示
せ
ば
、

　
　

出
雲
国
内
に
造
宮
地
を
渉
猟

　
　
　

→
須
賀
の
地
に
到
着

　
　
　
　

→
詔
「
す
が
す
が
し
」

　
　
　
　
　

→
当
地
に
宮
を
造
営
、
鎮
座
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→
「
今
」
の
地
名
「
須
賀
」
の
由
緒

　
　

須
賀
に
造
宮
の
と
き
そ
の
地
か
ら
雲
立
騰　
　
　

　
　
　

→
作
御
歌

　
　
　
　

→
足
名
鈇
を
宮
之
首
に
任
用

　
　
　
　
　

→
足
名
鈇
に
「
稲
田
宮
主
須
賀
之
八
耳
神
」
の
名
を
付
与　
　

の
と
お
り
「
須
賀
」
の
地
名
起
源
を
説
い
た
と
こ
ろ
で
叙
述
が
一
旦
休
止
し
、

歌
を
含
む
後
段
は
「
須
賀
」
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
新
た
に
立
ち
上
が
っ
て

い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
速
須
佐
之
男
命
」
と
し
て
語
り
起
こ
さ
れ

た
物
語
が
後
段
に
至
っ
て
「
玆
大
神
」
と
呼
称
を
替
え
資
格
を
更
新
す
る
現
象

を
見
て
も
そ
れ
は
追
認
さ
れ
る
（
５
）。
つ
ま
り
、
地
名
須
賀
の
由
来
に
帰
着
す

る
部
分
と
「
八
雲
立
つ
」
歌
を
導
く
部
分
と
は
、
連
続
す
る
物
語
内
に
位
置
し

つ
つ
も
そ
れ
ぞ
れ
次
元
の
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
構
成
し
て
い
る
と
見
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。
小
稿
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
須
佐
之
男
が
歌
を
も
っ
て
そ

の
環
境
を
祝
福
す
る
の
は
造
宮
に
最
良
の
地
と
認
め
た
須
賀
で
あ
っ
て
出
雲
全

土
と
は
違
う
。
須
賀
に
「
立
騰
」
る
雲
が
須
佐
之
男
の
讃
歎
を
誘
発
し
た
の
で

あ
れ
ば
、
出
雲
国
土
を
歌
の
理
解
に
与
ら
せ
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
物
語
以
前

の
「
八
雲
立
つ
」
歌
、
あ
る
い
は
物
語
を
離
れ
た
「
八
雲
立
つ
」
歌
が
存
在
し

え
た
と
し
て
―
―
存
在
す
る
こ
と
自
体
は
む
ろ
ん
否
定
し
な
く
て
よ
い
―
―
そ

こ
で
の
初
句
五
音
が
地
名
「
出
雲
」
に
祝
意
を
託
す
修
辞
と
し
て
の
機
能
を
帯

び
て
い
た
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
が
、
物
語
に
組
み
込
ま
れ
て
あ
る
「
八
雲
立

つ
」
歌
は
『
記
伝
』
の
説
く
実
景
描
写
の
方
向
で
受
け
取
る
の
が
正
し
い
。
そ

も
そ
も
古
事
記
の
歌
は
古
事
記
の
文
脈
に
則
し
て
読
む
以
外
に
方
途
が
な
い
は

ず
だ
っ
た
。

三

　

当
該
歌
が
「
出
雲
八
重
垣
」「
八
重
垣
作
る
」「
そ
の
八
重
垣
を
」
と
同
一
語

を
繰
り
返
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
武
田
『
全
講
』
は
「
音
韻
の
上
に
調
子
の

よ
い
歌
で
あ
る
」
と
評
し
、
ま
た
「
古
風
」
で
あ
る
と
も
い
う
。
一
首
の
表
現

上
の
特
色
は
「
八
重
垣
」
の
反
復
に
最
も
顕
著
で
あ
る
。
成
立
の
新
古
は
原
態

追
究
と
同
程
度
に
論
証
が
困
難
だ
が
、
古
今
集
仮
名
序
に
「
人
の
世
と
な
り
て

素
戔
嗚
尊
よ
り
ぞ
三
十
字
あ
ま
り
一
文
字
は
詠
み
け
る
」
と
評
す
る
音
数
の

整
っ
た
定
型
短
歌
が
古
体
を
そ
の
ま
ま
に
留
め
る
と
は
考
え
が
た
い
。『
言
別
』

が
、

此
う
た
は
本

ト
「
立

チ
出

ル
雲
も
、
妻ツ

マ
ゴ
メ

に
、
八
重
垣
造
る
よ
」
と
云

フ
三

句
廿
一
言
の
う
た
な
り
け
る
が
、
上
つ
代
の
雅ウ

タ

樂マ
ヒ

に
、
詠ナ

ガ

め
う
た
ふ
と
て

三
段
に
し
ら
べ
、
句
を
か
さ
ね
て
、
然
か
三
十
一
言
と
は
な
り
に
し
こ
そ
。

の
臆
断
を
記
す
の
は
古
事
記
劈
頭
の
歌
に
古
色
を
欲
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
古

事
記
の
五
句
な
い
し
六
句
体
歌
に
同
一
語
の
繰
り
返
し
を
も
つ
事
例
は
散
見
す

る
も
の
の
、

嬢
子
の　

床
の
辺
に　

我
が
置
き
し　

剣
の
大
刀　

そ
の
大
刀
は
や

（
中
巻 

景
行
天
皇
条 

三
三
）

な
づ
き
の
田
の　

稲
幹
に　

稲
幹
に　

這
ひ
廻
ろ
ふ　

野
老
蔓

（
中
巻 

景
行
天
皇
条 

三
四
）

須
々
許
理
が　

醸
み
し
御
酒
に　

我
酔
ひ
に
け
り　

事
無
酒　

笑
酒
に　

我
酔
ひ
に
け
り

（
中
巻 

応
神
天
皇 

四
九
）

大
君
の　

御
子
の
柴
垣　

八
節
縛
り　

縛
り
廻
し　

切
れ
む
柴
垣　

焼
け

む
柴
垣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
下
巻 

清
寧
天
皇 

一
〇
九
）
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こ
れ
ら
と
較
べ
て
も
当
該
歌
の
執
拗
は
際
だ
っ
て
お
り
、
単
純
に
こ
れ
を
歌
謡

性
（
歌
唱
性
）
に
の
み
帰
し
て
納
得
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
や
は
り
そ
こ
に
は

物
語
構
想
上
の
要
請
を
顧
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、立
ち
騰
る「
雲
」

が
八
重
垣
を
作
っ
て
須
佐
之
男
と
妻
・
櫛
名
田
比
売
を
あ
た
か
も
取
り
囲
む
よ

う
に
あ
る
さ
ま
を
頻
り
に
言
挙
げ
す
る
、
そ
の
意
味
を
た
ず
ね
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

冒
頭
に
引
用
し
た
部
分
は
、
古
事
記
に
お
い
て
最
初
に
歌
が
あ
ら
わ
れ
る
場

面
ゆ
え
こ
れ
を
完
結
し
た
一
条
と
見
な
し
が
ち
だ
が
、「
故
」
字
で
接
続
さ
れ

て
い
る
点
を
見
て
も
、
先
行
す
る
八
俣
大
蛇
退
治
の
物
語
と
連
続
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
だ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
戸
谷
高
明
が
平
明
な
口
調
で
核
心
を

穿
っ
て
い
た
。

須
佐
之
男
の
話
は
、
高
天
原
で
の
乱
暴
を
は
た
ら
く
話
か
ら
、
そ
し
て
出

雲
に
下
っ
て
そ
の
英
雄
的
な
神
に
変
身
す
る
大
蛇
退
治
が
あ
っ
て
、
い
よ

い
よ
大
蛇
か
ら
助
け
た
櫛
名
田
比
売
と
結
婚
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
一

種
の
物
語
の
終
わ
り
、
大
団
円
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の

終
わ
り
の
と
こ
ろ
に
こ
の
「
八
雲
立
つ
」
の
歌
を
置
い
て
い
る
わ
け
な
ん

で
す
。
…
（
中
略
）
…
物
語
の
一
番
最
後
に
こ
の
歌
を
載
せ
て
、
そ
し
て

須
佐
之
男
物
語
の
幕
を
閉
じ
る
と
い
う
、
こ
う
い
う
形
で
は
な
い
か
と
い

う
気
が
い
た
し
ま
す
。（
６
）

八
俣
大
蛇
か
ら
櫛
名
田
比
売
を
救
出
す
る
く
だ
り
か
ら
連
続
し
て
当
該
条
が
あ

る
と
す
れ
ば
、「
八
雲
立
つ
」
の
特
徴
的
反
復
と
次
の
叙
述
と
が
決
し
て
無
関

係
に
あ
る
の
で
な
く
、
巧
み
に
響
き
合
っ
て
い
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。

ａ
我
之
女
者
、
自
本
在
八
稚
女
、
是
、
高
志
之
八
俣
遠
呂
知
、
毎
年
来
喫
。

ｂ
彼
目
、
如
赤
加
賀
智
而
、
身
一
有
八
頭
・
八
尾
。
亦
、
其
身
生
蘿
及
檜
・

椙
、
其
長
度
谿
八
谷
・
峡
八
尾
而
、

ｃ
告
其
足
名
椎
・
手
名
椎
神
、
汝
等
、
醸
八
塩
折
之
酒
、
亦
、
作
廻
垣
、

於
其
垣
作
八
門
、
毎
門
結
八
佐
受
岐
、
毎
其
佐
受
岐
置
酒
船
而
、
毎
船
盛

其
八
塩
折
酒
而
、
待
。

「
八
」
を
物
語
の
聖
数
と
捉
え
る
に
し
て
も
こ
の
場
面
の
と
り
わ
け
ｂ
以
降
に

お
け
る
出
現
頻
度
は
尋
常
で
は
な
い
。こ
こ
に「
八
」を
呼
び
込
む
端
緒
が
ａ「
八

俣
遠
呂
知
」
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
、
異
形
の
大
蛇
は
地
上
世
界
（
出
雲
）
の

未
開
・
混
沌
・
無
秩
序
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の

身
体
的
特
徴
で
あ
る「
身
一
有
八
頭
・
八
尾
」「
其
長
度
谿
八
谷
・
峡
八
尾
而
」（
ｂ
）

は
存
在
の
異
常
性
、
反
秩
序
性
ま
た
暴
力
性
の
具
象
化
を
図
る
も
の
と
受
け
取

れ
る
。
須
佐
之
男
は
か
か
る
脅
威
に
対
抗
す
る
に
同
じ
く
「
八
」
の
属
性
を
持

つ
品
目
を
周
到
に
準
備
し
（
ｃ
）、
も
っ
て
大
蛇
を
征
圧
す
る
と
と
も
に
空
間

に
秩
序
を
回
復
す
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
超
克
の
結
果
と
し
て
地
上
世
界
が
獲
得

し
た
平
穏
と
豊
穣
を
象
徴
す
る
の
が
、

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

の
連
続
す
る
「
八
」
で
あ
る
と
把
捉
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
（
７
）。
さ
ら

に
は
、
櫛
名
田
比
売
の
父
を
任
じ
て
須
賀
宮
の
首
と
し
、
名
を
「
稲
田
宮
主
須

賀
之
八
耳
神
」
と
与
え
る
く
だ
り
に
も
「
八
」
の
象
徴
性
が
揺
曳
し
、
プ
ロ
ッ

ト
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
。

　

も
は
や
「
八
頭
・
八
尾
」「
度
谿
八
谷
・
峡
八
尾
」
の
混
乱
と
脅
威
は
消
滅
し
、

代
わ
っ
て
当
地
に
瑞
雲
が
「
八
重
」
に
立
ち
巡
っ
て
住
人
―
―
櫛
名
田
比
売
と

須
佐
之
男
―
―
を
護
衛
し
祝
福
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
も
た
ら
さ
れ
た
理

想
的
平
穏
へ
の
歓
喜
を
一
首
が
担
う
と
読
む
の
が
文
脈
に
則
し
た
理
解
で
あ
ろ

う
。
一
般
通
念
に
沿
っ
て
蛇
神
に
農
耕
神
的
性
格
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
八
俣

大
蛇
の
凶
悪
な
神
格
が
征
圧
さ
れ
て
柔
和
な
雲
の
姿
態
に
再
生
し
て
い
る
と
受

け
止
め
る
こ
と
も
可
能
だ
。
そ
の
と
き
、「
八
雲
立
つ
」
に
地
名
を
導
く
機
能
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は
託
し
よ
う
が
な
い
し
、
ま
し
て
や
出
雲
独
自
の
家
屋
様
式
―
―
出
雲
式
八
重

垣
―
―
を
空
想
す
る
余
地
も
な
い
。

お
わ
り
に

　

貫
之
は
三
十
一
字
定
型
の
確
立
に
や
ま
と
歌
の
始
発
を
説
い
た
の
だ
っ
た

が
、
そ
の
と
お
り
物
語
の
主
舞
台
が
天
上
に
あ
る
と
き
神
々
は
い
ち
ど
も
詠

歌
を
志
向
せ
ず
、「
あ
ら
か
ね
の
地
」
に
降
り
立
ち
在
地
女
性
と
の
間
に
婚
姻

関
係
を
成
り
立
た
せ
て
は
じ
め
て
詠
歌
の
動
機
が
神
に
植
え
付
け
ら
れ
た
。
同

一
語
の
繰
り
返
し
に
終
始
し
な
が
ら
自
ず
か
ら
端
正
な
型
式
に
整
っ
て
い
る
の

は
、
地
上
世
界
に
平
安
を
回
復
し
得
た
須
佐
之
男
の
心
の
安
定
を
象
徴
す
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
歌
の
姿
に
歌
主
の「
我
御
心
須
々
賀
々
斯
」

の
心
境
が
そ
の
ま
ま
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
　
　

注

１ 

土
橋
寛
前
掲
書
、
山
路
平
四
郎
前
掲
書
の
ほ
か
、
山
路
「「
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
」

歌
考
」（『
山
路
平
四
郎
古
典
文
学
論
集 

記
紀
歌
謡
の
世
界
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
四

年
）
な
ど
に
同
趣
旨
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。

２ 

西
宮
一
民
「
八
雲
神
詠
歌
に
就
い
て
」（『
藝
林
』
第
五
巻
第
四
号
、
一
九
五
四
年
）。

た
だ
し
、
同
氏
注
解
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』
で
は
や
や
変
調
し
て
「
独

立
歌
謡
」
の
知
見
を
受
け
入
れ
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
。

も
と
も
と
出
雲
地
方
の
新に

い
む
ろ室

寿ほ

ぎ
の
民
謡
で
、「
八
雲
立
つ
」
は
出
雲
の
枕
詞
、

「
出
雲
八
重
垣
」
は
出
雲
様
式
の
垣
、「
妻
籠
み
」
は
そ
の
垣
が
家
屋
の
妻
を
隠

す
構
造
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
妻
を
籠
ら
せ
る
意
を
も
こ
め
た
も
の
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
古
事
記
』
の
本
文
に
組
み
込
ま
れ
た
と
き
、「
出
雲
」

は
「
雲
立
ち
騰の

ぼ
り
き
」
と
い
う
説
明
が
入
れ
ら
れ
、
農
業
治
水
神
と
し
て
関
係

の
深
い
雲
を
瑞
祥
と
し
て
雲
の
垣
が
新
妻
を
隠こ

も
ら
せ
る
、
と
新
婚
の
祝
歌
的
性

格
を
前
面
に
押
出
し
た
の
で
あ
る
。

３ 

土
佐
秀
里
「
歌
う
ス
サ
ノ
ヲ
―
歌
の
神
話
史
／
思
想
史
―
」（『
古
代
文
学
の
思
想
と

表
現
』
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

４ 

西
宮
注
２
の
論
文

５ 

「
玆
大
神
」
と
呼
称
を
変
え
る
点
に
つ
い
て
『
記
伝
』
は
「
こ
ゝ
に
始

メ
て
大
神
と
申

せ
り
。
伊
邪
那
岐

ノ
命
を
も
、
黄ヨ

ミ
ノ泉

段
の
次
よ
り
は
、
大
神
と
申
せ
り
、
共
に
故
あ

る
こ
と
な
る
べ
し
」
と
注
意
を
促
し
た
が
、
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈 

第
三
巻
』

（
一
九
七
六
年
）
は
そ
の
着
眼
を
退
け
「
こ
れ
は
玆
大
神
か
ら
歌
の
を
は
り
ま
で
は

そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
資
料
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
こ
で
敢
へ
て
接
ぎ

合
せ
た
た
め
に
、
接
ぎ
目
が
目
立
つ
て
唐
突
の
感
を
与
へ
る
」
の
で
あ
る
と
し
た
。

新
編
全
集
は
『
記
伝
』
の
解
を
支
持
す
る
。

６ 

戸
谷
高
明
「『
古
事
記
』
の
物
語
と
歌
謡
」（『
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
叢
書
４ 

上
代
の

物
語
』
一
九
九
四
年
三
月
）

７ 

飯
泉
健
司
は
「
八
重
垣
作
る
」
を
「
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
嫁
を
ス
サ
ノ
ヲ
の
嫁
に
す

る
た
め
の
儀
礼
的
な
手
続
き
」
で
あ
る
と
し
、「
聖
な
る
八
重
垣
を
作
り
、
そ
の
中

に
女
性
を
安
置
し
て
自
身
の
嫁
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
（『
古

事
記
全
講
義
―
意
図
と
文
学
―
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二
二
年
）。
古
事
記
の
文
脈

に
則
し
て
歌
を
読
も
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
八
俣
大
蛇
退
治
物
語
と
の
連
絡
を
考
慮

し
て
い
る
点
は
評
価
す
る
が
、
右
の
提
起
に
は
賛
同
で
き
な
い
。

（
か
げ
や
ま
・
ひ
さ
ゆ
き　

本
学
教
授
）

― 7 ―


