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こ
れ
ま
で
に
私
は
、『
源
氏
物
語
』〈
第
一
部
〉
の
い
わ
ゆ
る
〈
玉
鬘

十
帖
〉
の
結
末
が
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
を
踏
ま
え
た
翻
案
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
を
中
心
と
す
る
光
源
氏

の
物
語
が
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

の
〈
神
話
〉
を
下
敷
き
に
し
、
光
源
氏
は
須
佐

之
男
命
を
な
ぞ
ら
え
、
鬚
黒
大
将
は
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

の
ち
の
大お

お

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

、

玉
鬘
は
須す

勢せ

理り

毘び

売め
の

命み
こ
と

、
元
の
北
の
方
は
八や

上か
み

比ひ

売め

に
あ
た
り
、
真
木

柱
の
姫
君
は
木き

俣ま
た
の

神か
み

あ
る
い
は
御み

井い
の

神か
み

に
相
当
す
る
と
し
て
、
鬚
黒
大

将
が
光
源
氏
の
「
娘
」
で
あ
る
玉
鬘
を
奪
い
去
る
さ
ま
は
、
大
穴
牟
遅

神
が
須
佐
之
男
命
の
娘
で
あ
る
須
勢
理
毘
売
命
を
奪
い
去
る
さ
ま
を
模

し
た
翻
案
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。（
１
）

　

こ
の
話
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
ま
っ
た
く
な
く
、『
古
事
記
』
に
し

か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
〈
神
話
〉
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て

『
源
氏
物
語
』
は
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
を
下
敷
き
に
成
立
し
て
い

た
こ
と
が
明
確
と
な
り
、『
源
氏
物
語
』
の
源
泉
と
し
て
『
古
事
記
』

が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
奈
良
・
平

安
時
代
に
お
け
る
『
古
事
記
』
の
研
究
は
は
か
ば
か
し
く
な
く
頼
り
な

い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ま
ず
奈
良
・
平
安
時
代
の
古
代
文
献
に
お
い
て

『
古
事
記
』
と
い
う
書
物
が
い
か
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
開
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
古
事
記
』
の
存
在
が
い
か

に
大
き
か
っ
た
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

一　

奈
良
時
代
に
お
け
る
古
事
記

　
『
古
事
記
大
成
』（
２
）
や
『
古
事
記
受
容
史
』（
３
）
に
よ
れ
ば
、

奈
良
時
代
に
『
古
事
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
は
『
万
葉
集
』
の

み
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
巻
第
二
に
二
カ
所
、
巻
第
十
三
に
一
カ
所
、
あ

わ
せ
て
三
カ
所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　

以
下
、
そ
れ
ら
を
例
示
し
て
み
よ
う
と
思
う
が
、
本
文
の
校
訂
な
ど

詳
し
く
は
原
文
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
き
、
こ
こ
で
は
「
書
き
下
し
文
」

の
み
を
記
す
に
と
ど
め
る
。

〔
論　

説
〕

（ 1 ）
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『
長
寛
勘
文
』
は
、
熊
野
社
領
の
訴
訟
に
関
係
し
て
提
出
さ
れ
た
文

書
で
、
こ
こ
に
四
カ
所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら

れ
る
。

　
『
大
倭
神
社
註
進
状
』
は
、
神
社
関
係
の
古
記
録
で
、
こ
こ
に
二
カ

所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
袖
中
抄
』
は
、
顕け

ん

昭し
よ
う

が
平
安
時
代
末
期
の
文
治
年
間
（
一
一
八
五

〜
一
一
九
〇
年
）
に
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
歌
学
書
で
、
こ
こ
に
三
カ
所

に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
文
献
が
い
つ
成
立
し
た
か
は
、
時
代
を
ふ
く

め
細
か
な
審
議
を
要
す
る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も

『
古
事
記
大
成
』『
古
事
記
受
容
史
』
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
お
断

わ
り
し
て
お
く
。

三　

源
氏
物
語
と
古
事
記

　

さ
て
、こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』と
い
う
書
物
が
、

そ
の
後
限
ら
れ
た
文
献
に
の
み
引
用
さ
れ
、
か
ろ
う
じ
て
命
脈
を
保
っ

て
き
た
さ
ま
が
う
か
が
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

和
銅
五
年
（
七
一
二
年
）
に
撰
録
さ
れ
た
と
す
る
『
古
事
記
』
の
扱

わ
れ
方
は
わ
ず
か
八
年
後
に
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
』
と
は
雲
泥
の
差

で
、『
日
本
書
紀
』
が
誕
生
す
る
や
い
な
や
翌
年
に
は
講
書
が
お
こ
な

わ
れ
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
の
写
本
が
残
る

の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
は
そ
の
影
が
う
す
く
、
最
古
の
写
本
が
室

町
時
代
し
か
も
南
北
朝
に
あ
た
る
応
安
四
年
（
一
三
七
一
年
）
か
ら
翌

五
年
（
一
三
七
二
年
）
に
か
け
て
の
成
立
で
あ
る
な
ど
き
わ
め
て
対
照

的
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、『
源
氏
物
語
』
が
成
立
し
た
平
安
時
代
に
お
け
る
『
古

事
記
』
の
引
用
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
目
立
た
な
い
文
献
ば
か
り
が

多
く
、
し
か
も
数
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
」

（
一
）
〜
（
五
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』

が
「
真
木
柱
」
の
巻
を
中
心
と
し
て
『
古
事
記
』
に
し
か
伝
わ
ら
な
い

〈
神
話
〉
を
翻
案
し
た
と
見
抜
い
た
私
の
指
摘
は
、『
源
氏
物
語
』
の

研
究
だ
け
で
は
な
く
、
ひ
い
て
は
『
古
事
記
』
の
研
究
に
お
い
て
も
特

筆
大
書
す
べ
き
大
発
見
だ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
が
『
古
事
記
』
を
踏
ま
え
、
そ
れ

を
翻
案
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
平
安
時
代
に
お
け
る
『
古

事
記
』
の
存
在
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
『
古
事
記
』
の
享
受
史
に
お
い
て
は
、『
古

事
記
』
と
い
う
書
名
が
古
代
の
ど
の
文
献
に
何
度
出
て
い
る
の
か
が
研

究
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
た
め
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
が

否
め
な
い
。
久
松
潜
一
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
古
事
記
本
文
が

引
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
研
究
と
は
言
へ
な
い
け
れ
ど
も
、

し
か
し
古
事
記
本
文
の
引
用
さ
れ
た
事
に
よ
つ
て
古
事
記
が
そ
の
時
代

の
人
に
よ
ま
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
わ
か
る
の
で
あ
る
」。（
７
）

　

そ
の
点
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
書
物
に
は
「
日
本
紀
」
と
い
う
書

名
は
登
場
す
る
も
の
の
、『
古
事
記
』
と
い
う
書
名
は
一
度
た
り
と
も

登
場
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
と
い
う
神

名
も
出
て
来
な
け
れ
ば
、
は
た
ま
た
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
、
ス
セ
リ
ビ
メ
と

い
う
名
前
す
ら
現
れ
て
は
い
な
い
。

　

つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
に
『
古
事
記
』
と
い
う
書
名
だ
け
を
頼
り
に
検

索
を
か
け
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
翻
案
な
ど
が
そ
こ
か
ら
す
り
抜
け
る
の

は
致
し
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
私
が
『
源
氏
物
語
』
に
『
古
事
記
』
の
翻
案
を
見
出

し
た
こ
と
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
『
古
事
記
』
の
消
息
が
あ
ら

（ 3 ）
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古
事
記
に
曰い

は

く
、
軽か

る
の

太
ひ
つ
ぎ
の

子み
こ

、
軽か

る
の

太お
ほ

郎い
ら

女つ
め

に
奸た

は

け
ぬ
。
故

こ
の
ゆ
ゑ

に

そ
の
太
子
を
伊い

予よ

の
湯
に
流
す
。
こ
の
時
に
、
衣そ

と

通ほ
り
の

王
お
ほ
き
み

、

恋
慕
に
堪あ

へ
ず
し
て
、
追お

ひ
往ゆ

く
時
に
、
歌
ひ
て
曰
く

 

（
巻
第
二
、九
〇
題
詞
）（
４
）

②君
が
行ゆ

き　

日け

長
く
な
り
ぬ　

や
ま
た
づ
の　

迎
へ
を
行
か
む　

待
つ
に
は
待
た
じ

〈
こ
こ
に
や
ま
た
づ
と
い
ふ
は
、
こ
れ
今
の
造み

や
つ
こ
ぎ木

を
い
ふ
〉

　
　

  

右
の
一
首
の
歌
は
、
古
事
記
と
類る

い

聚じ
う

歌か

林り
ん

と
説い

ふ
所
同
じ
く

あ
ら
ず
、
歌う

た

主ぬ
し

も
ま
た
異こ

と

な
り
。
因よ

り
て
日に

本ほ
ん

紀ぎ

に
検た

だ

す
に
、

曰い
は

く
、「（
中
略
）」
と
い
ふ
。

　
　

ま
た
曰
く
、「（
中
略
）」
と
い
ふ
。

 

（
巻
第
二
、九
〇
歌
と
左
注
）（
５
）

③こ
も
り
く
の　

泊は
つ

瀬せ

の
川
の　

上か
み

の
瀬せ

に　

い
杭く

ひ

を
打
ち　

下し
も

つ

瀬せ

に　

ま
杭く

ひ

を
打
ち　

い
杭
に
は　

鏡か
が
み

を
掛
け　

ま
杭
に
は　

ま

玉
を
掛
け　

ま
玉
な
す　

我あ

が
思も

ふ
妹い

も

も　

鏡
な
す　

我あ

が
思
ふ

妹
も　

あ
り
と
い
は
ば
こ
そ　

国
に
も　

家
に
も
行ゆ

か
め　

誰た

が

故ゆ
ゑ

か
行い

か
む

　
　

  

古
事
記
に
検た

だ

す
に
、
曰い

は

く
、
件く

だ
り

の
歌
は
木き

梨な
し
の

軽か
る
の
ひ
つ
ぎ
の
み
こ

太
子
の
自み

づ
か

ら

死
に
し
時
に
作
る
所
な
り
と
い
ふ
。

 

（
巻
第
十
三
、三
二
六
三
歌
と
左
注
）（
６
）

二　

 

平
安
時
代
に
お
け
る
古
事
記

　

平
安
時
代
に
『
古
事
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
は
、『
琴き

ん

歌か

譜ふ

』『
先せ

ん

代だ
い

旧く

事じ

本ほ
ん

紀ぎ

』『
日に

本ほ
ん

書し
よ

紀き

弘こ
う

仁に
ん

私し

記き

序じ
よ

』 『
新し

ん

撰せ
ん

龜き

相そ
う

記き

』

 

『
尾お

張わ
り
の

国く
に

熱あ
つ

田た

太だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

縁え
ん

起ぎ

』『
日に

本ほ
ん

書し
よ

紀き

私し

記き

』 『
本ほ

ん

朝ち
よ
う

月げ
つ

令れ
い

』『
政せ

い

事じ

要よ
う

略り
や
く

』『
年ね

ん

中ち
ゆ
う

行ぎ
よ
う

事じ

秘ひ

抄し
よ
う

』『
長ち

よ
う

寛か
ん

勘か
ん

文も
ん

』『
大お

お

倭や
ま
と

神じ
ん

社じ
や

註ち
ゆ
う

進し
ん

状じ
よ
う

』『
袖し

ゆ
う

中ち
ゆ
う

抄し
よ
う

』
で
あ
る
。

　
『
琴
歌
譜
』
は
、
古
代
宮
廷
の
神
楽
に
関
す
る
歌
謡
集
で
、
こ
こ
に

五
カ
所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。 

　
『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
、
古
代
日
本
の
歴
史
を
も
の
語
る
書
で
、
こ

こ
に
多
数
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
古

事
記
』の
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、あ
え
て『
古

事
記
』
と
は
名
乗
ら
ず
に
趣
旨
だ
け
を
要
約
し
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な

い
。
と
も
か
く
『
古
事
記
』
の
本
文
を
も
っ
と
も
多
く
引
用
し
て
い
る

古
代
の
文
献
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。

　
『
日
本
書
紀
弘
仁
私
記
序
』
は
、『
日
本
書
紀
』
を
講
義
し
た
際
の
記

録
で
、
こ
れ
は
弘
仁
四
年
（
八
二
一
年
）
に
お
こ
な
わ
れ
た
講こ

う

筵え
ん

の
覚

書
と
さ
れ
、
こ
こ
に
一
カ
所
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
新
撰
龜
相
記
』
は
、
亀き

卜ぼ
く

に
よ
る
占
い
の
書
で
、
本
文
の
大
部
分

は
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
は
、
熱
田
神
宮
が
草く

さ

薙な
ぎ

の
剣つ

る
ぎ

の
霊
威

を
も
の
語
る
縁
起
譚
で
、
こ
こ
に
五
カ
所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か

ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
日
本
書
紀
私
記
』
は
、
平
安
時
代
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
た
『
日

本
書
紀
』
の
講
筵
に
お
け
る
覚
書
で
、
こ
こ
に
二
十
四
カ
所
に
わ
た
っ

て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
本
朝
月
令
』
は
、
惟こ

れ

宗む
ね
の

公き
ん

方か
た

が
編
纂
し
た
年
中
行
事
の
書
で
、
こ

こ
に
一
カ
所
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
政
事
要
略
』
は
、
惟こ

れ

宗む
ね
の

允ま
さ

亮す
け

が
編
纂
し
た
法
制
書
で
、
こ
こ
に
一

カ
所
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
年
中
行
事
秘
抄
』
は
、
朝
廷
が
年
中
行
事
を
解
説
し
た
書
で
、
こ

こ
に
二
カ
所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

（ 2 ）
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『
長
寛
勘
文
』
は
、
熊
野
社
領
の
訴
訟
に
関
係
し
て
提
出
さ
れ
た
文

書
で
、
こ
こ
に
四
カ
所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら

れ
る
。

　
『
大
倭
神
社
註
進
状
』
は
、
神
社
関
係
の
古
記
録
で
、
こ
こ
に
二
カ

所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
袖
中
抄
』
は
、
顕け

ん

昭し
よ
う

が
平
安
時
代
末
期
の
文
治
年
間
（
一
一
八
五

〜
一
一
九
〇
年
）
に
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
歌
学
書
で
、
こ
こ
に
三
カ
所

に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
文
献
が
い
つ
成
立
し
た
か
は
、
時
代
を
ふ
く

め
細
か
な
審
議
を
要
す
る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も

『
古
事
記
大
成
』『
古
事
記
受
容
史
』
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
お
断

わ
り
し
て
お
く
。

三　

源
氏
物
語
と
古
事
記

　

さ
て
、こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』と
い
う
書
物
が
、

そ
の
後
限
ら
れ
た
文
献
に
の
み
引
用
さ
れ
、
か
ろ
う
じ
て
命
脈
を
保
っ

て
き
た
さ
ま
が
う
か
が
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

和
銅
五
年
（
七
一
二
年
）
に
撰
録
さ
れ
た
と
す
る
『
古
事
記
』
の
扱

わ
れ
方
は
わ
ず
か
八
年
後
に
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
』
と
は
雲
泥
の
差

で
、『
日
本
書
紀
』
が
誕
生
す
る
や
い
な
や
翌
年
に
は
講
書
が
お
こ
な

わ
れ
、
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
の
写
本
が
残
る

の
に
対
し
て
、『
古
事
記
』
は
そ
の
影
が
う
す
く
、
最
古
の
写
本
が
室

町
時
代
し
か
も
南
北
朝
に
あ
た
る
応
安
四
年
（
一
三
七
一
年
）
か
ら
翌

五
年
（
一
三
七
二
年
）
に
か
け
て
の
成
立
で
あ
る
な
ど
き
わ
め
て
対
照

的
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、『
源
氏
物
語
』
が
成
立
し
た
平
安
時
代
に
お
け
る
『
古

事
記
』
の
引
用
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
目
立
た
な
い
文
献
ば
か
り
が

多
く
、
し
か
も
数
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
に
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
」

（
一
）
〜
（
五
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』

が
「
真
木
柱
」
の
巻
を
中
心
と
し
て
『
古
事
記
』
に
し
か
伝
わ
ら
な
い

〈
神
話
〉
を
翻
案
し
た
と
見
抜
い
た
私
の
指
摘
は
、『
源
氏
物
語
』
の

研
究
だ
け
で
は
な
く
、
ひ
い
て
は
『
古
事
記
』
の
研
究
に
お
い
て
も
特

筆
大
書
す
べ
き
大
発
見
だ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
が
『
古
事
記
』
を
踏
ま
え
、
そ
れ

を
翻
案
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
平
安
時
代
に
お
け
る
『
古

事
記
』
の
存
在
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
『
古
事
記
』
の
享
受
史
に
お
い
て
は
、『
古

事
記
』
と
い
う
書
名
が
古
代
の
ど
の
文
献
に
何
度
出
て
い
る
の
か
が
研

究
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
た
め
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
が

否
め
な
い
。
久
松
潜
一
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
古
事
記
本
文
が

引
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
研
究
と
は
言
へ
な
い
け
れ
ど
も
、

し
か
し
古
事
記
本
文
の
引
用
さ
れ
た
事
に
よ
つ
て
古
事
記
が
そ
の
時
代

の
人
に
よ
ま
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
わ
か
る
の
で
あ
る
」。（
７
）

　

そ
の
点
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
書
物
に
は
「
日
本
紀
」
と
い
う
書

名
は
登
場
す
る
も
の
の
、『
古
事
記
』
と
い
う
書
名
は
一
度
た
り
と
も

登
場
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
と
い
う
神

名
も
出
て
来
な
け
れ
ば
、
は
た
ま
た
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
、
ス
セ
リ
ビ
メ
と

い
う
名
前
す
ら
現
れ
て
は
い
な
い
。

　

つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
に
『
古
事
記
』
と
い
う
書
名
だ
け
を
頼
り
に
検

索
を
か
け
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
翻
案
な
ど
が
そ
こ
か
ら
す
り
抜
け
る
の

は
致
し
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
私
が
『
源
氏
物
語
』
に
『
古
事
記
』
の
翻
案
を
見
出

し
た
こ
と
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
『
古
事
記
』
の
消
息
が
あ
ら

（ 3 ）
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①
　
　

  

古
事
記
に
曰い

は

く
、
軽か

る
の

太
ひ
つ
ぎ
の

子み
こ

、
軽か

る
の

太お
ほ

郎い
ら

女つ
め

に
奸た

は

け
ぬ
。
故

こ
の
ゆ
ゑ

に

そ
の
太
子
を
伊い

予よ

の
湯
に
流
す
。
こ
の
時
に
、
衣そ

と

通ほ
り
の

王
お
ほ
き
み

、

恋
慕
に
堪あ

へ
ず
し
て
、
追お

ひ
往ゆ

く
時
に
、
歌
ひ
て
曰
く

 

（
巻
第
二
、九
〇
題
詞
）（
４
）

②君
が
行ゆ

き　

日け

長
く
な
り
ぬ　

や
ま
た
づ
の　

迎
へ
を
行
か
む　

待
つ
に
は
待
た
じ

〈
こ
こ
に
や
ま
た
づ
と
い
ふ
は
、
こ
れ
今
の
造み

や
つ
こ
ぎ木

を
い
ふ
〉

　
　

  

右
の
一
首
の
歌
は
、
古
事
記
と
類る

い

聚じ
う

歌か

林り
ん

と
説い

ふ
所
同
じ
く

あ
ら
ず
、
歌う

た

主ぬ
し

も
ま
た
異こ

と

な
り
。
因よ

り
て
日に

本ほ
ん

紀ぎ

に
検た

だ

す
に
、

曰い
は

く
、「（
中
略
）」
と
い
ふ
。

　
　

ま
た
曰
く
、「（
中
略
）」
と
い
ふ
。

 

（
巻
第
二
、九
〇
歌
と
左
注
）（
５
）

③こ
も
り
く
の　

泊は
つ

瀬せ

の
川
の　

上か
み

の
瀬せ

に　

い
杭く

ひ

を
打
ち　

下し
も

つ

瀬せ

に　

ま
杭く

ひ

を
打
ち　

い
杭
に
は　

鏡か
が
み

を
掛
け　

ま
杭
に
は　

ま

玉
を
掛
け　

ま
玉
な
す　

我あ

が
思も

ふ
妹い

も

も　

鏡
な
す　

我あ

が
思
ふ

妹
も　

あ
り
と
い
は
ば
こ
そ　

国
に
も　

家
に
も
行ゆ

か
め　

誰た

が

故ゆ
ゑ

か
行い

か
む

　
　

  

古
事
記
に
検た

だ

す
に
、
曰い

は

く
、
件く

だ
り

の
歌
は
木き

梨な
し
の

軽か
る
の
ひ
つ
ぎ
の
み
こ

太
子
の
自み

づ
か

ら

死
に
し
時
に
作
る
所
な
り
と
い
ふ
。

 

（
巻
第
十
三
、三
二
六
三
歌
と
左
注
）（
６
）

二　

 

平
安
時
代
に
お
け
る
古
事
記

　

平
安
時
代
に
『
古
事
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
は
、『
琴き

ん

歌か

譜ふ

』『
先せ

ん

代だ
い

旧く

事じ

本ほ
ん

紀ぎ

』『
日に

本ほ
ん

書し
よ

紀き

弘こ
う

仁に
ん

私し

記き

序じ
よ

』 『
新し

ん

撰せ
ん

龜き

相そ
う

記き

』

 

『
尾お

張わ
り
の

国く
に

熱あ
つ

田た

太だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

縁え
ん

起ぎ

』『
日に

本ほ
ん

書し
よ

紀き

私し

記き

』 『
本ほ

ん

朝ち
よ
う

月げ
つ

令れ
い

』『
政せ

い

事じ

要よ
う

略り
や
く

』『
年ね

ん

中ち
ゆ
う

行ぎ
よ
う

事じ

秘ひ

抄し
よ
う

』『
長ち

よ
う

寛か
ん

勘か
ん

文も
ん

』『
大お

お

倭や
ま
と

神じ
ん

社じ
や

註ち
ゆ
う

進し
ん

状じ
よ
う

』『
袖し

ゆ
う

中ち
ゆ
う

抄し
よ
う

』
で
あ
る
。

　
『
琴
歌
譜
』
は
、
古
代
宮
廷
の
神
楽
に
関
す
る
歌
謡
集
で
、
こ
こ
に

五
カ
所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。 

　
『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
、
古
代
日
本
の
歴
史
を
も
の
語
る
書
で
、
こ

こ
に
多
数
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
古

事
記
』の
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、あ
え
て『
古

事
記
』
と
は
名
乗
ら
ず
に
趣
旨
だ
け
を
要
約
し
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な

い
。
と
も
か
く
『
古
事
記
』
の
本
文
を
も
っ
と
も
多
く
引
用
し
て
い
る

古
代
の
文
献
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。

　
『
日
本
書
紀
弘
仁
私
記
序
』
は
、『
日
本
書
紀
』
を
講
義
し
た
際
の
記

録
で
、
こ
れ
は
弘
仁
四
年
（
八
二
一
年
）
に
お
こ
な
わ
れ
た
講こ

う

筵え
ん

の
覚

書
と
さ
れ
、
こ
こ
に
一
カ
所
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
新
撰
龜
相
記
』
は
、
亀き

卜ぼ
く

に
よ
る
占
い
の
書
で
、
本
文
の
大
部
分

は
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
は
、
熱
田
神
宮
が
草く

さ

薙な
ぎ

の
剣つ

る
ぎ

の
霊
威

を
も
の
語
る
縁
起
譚
で
、
こ
こ
に
五
カ
所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か

ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
日
本
書
紀
私
記
』
は
、
平
安
時
代
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
た
『
日

本
書
紀
』
の
講
筵
に
お
け
る
覚
書
で
、
こ
こ
に
二
十
四
カ
所
に
わ
た
っ

て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
本
朝
月
令
』
は
、
惟こ

れ

宗む
ね
の

公き
ん

方か
た

が
編
纂
し
た
年
中
行
事
の
書
で
、
こ

こ
に
一
カ
所
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
政
事
要
略
』
は
、
惟こ

れ

宗む
ね
の

允ま
さ

亮す
け

が
編
纂
し
た
法
制
書
で
、
こ
こ
に
一

カ
所
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。

　
『
年
中
行
事
秘
抄
』
は
、
朝
廷
が
年
中
行
事
を
解
説
し
た
書
で
、
こ

こ
に
二
カ
所
に
わ
た
っ
て
『
古
事
記
』
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
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つ
ま
り
、〈
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
〉
で
も
っ
て
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』

は
一
つ
に
つ
な
が
り
、
ひ
と
続
き
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
な
の
で
あ
る
。

五　

本
居
宣
長
の
研
究

　

と
こ
ろ
で
、『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
い
え
ば
両
者
を
一
生

に
わ
た
っ
て
研
究
し
た
人
物
を
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

で
あ
る
。

　

宣
長
は
畢
生
の
大
作
『
古
事
記
伝
』
の
執
筆
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の

一
方
で
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
な
ど
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
で
も
知
ら

れ
、『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
の
両
面
を
研
究
し
た
学
者
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。

　

京
都
遊
学
か
ら
帰
省
し
た
の
ち
に
、
宣
長
が
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
が

『
源
氏
物
語
』
の
講
義
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
全
講
は
生
涯
に
わ
た
っ

て
何
度
も
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
紫し

文ぶ
ん

要よ
う

領り
よ
う

』を
は
じ
め
、『
源

氏
物
語
』
の
研
究
書
と
し
て
『
源
氏
物
語
玉た

ま

の
小お

櫛ぐ
し

』
を
あ
ら
わ
す
か

た
わ
ら
、『
古
事
記
』
の
克
明
な
注
釈
書
で
あ
る
生
涯
の
大
著
『
古
事

記
伝
』
全
四
十
四
巻
を
三
十
五
年
も
か
け
て
書
き
上
げ
る
な
ど
、
い
わ

ば
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
両
面
の
研
究
に
お
い
て
群
を
抜
く
業

績
を
残
し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』

が
『
古
事
記
』
に
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
気
づ
い
て
い
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。

　

宣
長
の
日
記
そ
の
他
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
す
る
宣
長
の
講

義
（
10
）
を
一
方
に
置
き
、
他
方
で
『
古
事
記
伝
』
の
執
筆
・
浄
書
・

出
版
な
ど
（
11
）
を
対
比
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
的
で
、
没

交
渉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

　

す
な
わ
ち
、
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
で
神
話
に
つ
い
て
考
え
て
い
る

と
き
に
、『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
は
重
な
っ
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
た
と
え
、
そ
れ
が
重
な
っ
て
い
よ
う
と
も
、
宣
長
に
は
『
源

氏
物
語
』
に
対
す
る
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
信
念
が
あ
っ
た
た
め
、『
源
氏

物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
が
〈
神
話
〉
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
冒
涜
と
す
ら
考
え
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。

　

宣
長
は
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
の
「
准
拠
」
で
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

物
が
た
り
に
書
た
る
人
々
の
事
ど
も
、
み
な
こ
と
〴
〵
く
な
そ
ら

へ
て
、
あ
て
た
る
事
あ
る
に
は
あ
ら
ず
、
大
か
た
は
つ
く
り
事
な

る
中
に
、
い
さ
ゝ
か
の
事
を
、
よ
り
所
に
し
て
、
そ
の
さ
ま
を
か

へ
な
ど
し
て
か
け
る
こ
と
あ
り
、
又
か
な
ら
ず
一
人
を
一
人
に
あ

て
て
作
れ
る
に
も
あ
ら
ず
、
源
氏
君
一
と
こ
ろ
の
う
へ
に
も
、
い

に
し
へ
の
人
々
の
う
へ
に
有
し
事
ど
も
を
、
や
ま
と
も
ろ
こ
し
に

も
と
め
て
、
一
事
づ
ゝ
と
り
た
る
こ
と
も
あ
り
て
、
す
べ
て
定
ま

れ
る
こ
と
は
あ
ら
ざ
る
也
、お
ほ
か
た
此
准
據
と
い
ふ
事
は
、た
ゞ

作
り
ぬ
し
の
心
に
あ
る
事
に
て
、
必
し
も
後
に
そ
れ
を
、
こ
と

〴
〵
く
考
へ
あ
つ
べ
き
に
し
も
あ
ら
ず
、
と
て
も
か
く
て
も
有
べ

き
な
ら
ね
ど
、
昔
よ
り
さ
だ
し
あ
へ
る
事
な
る
故
に
、
今
も
そ
の

お
も
む
き
を
、
い
さ
ゝ
か
い
ふ
也

 

（
本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」）（
12
）

〔
現
代
語
訳
〕
物
語
中
の
人
物
は
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
モ
デ
ル
に
ひ

き
あ
て
て
書
い
た
の
で
は
な
い
。
お
お
か
た
は
虚
構
で
あ
る
な
か

に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
そ
の
趣
を
変
え
な

ど
し
て
書
い
た
点
が
あ
る
。
ま
た
か
な
ら
ず
一
人
を
一
人
に
あ
て

て
作
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
源
氏
の
君
一
人
に
し
て
も
、
昔
の

（ 5 ）
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た
め
て
明
確
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
平
安
の
一
女
性
が
『
古
事
記
』

と
い
う
書
物
を
目
に
し
翻
案
し
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
学
者
の
父
を
も
っ
て
い
た
た
め
特
殊
な
書

物
と
し
て
の
『
古
事
記
』
を
ま
れ
ま
れ
垣
間
見
る
機
会
を
得
た
と
い
う

想
像
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
と
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
翻
案
の
原
作
と
し
て

選
ん
だ
作
品
は
誰
一
人
知
ら
な
い
作
品
に
な
っ
て
し
ま
う
。
少
な
く
と

も
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
に
限
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
逆
に
、
誰
も
が
よ
く
知
る
作
品
を
見
事
別

の
作
品
へ
と
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
の
面
白
さ
が
倍
加
す

る
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
翻
案
の
原
作
と
な
っ
た
『
古
事
記
』
は
一
般
に
誰
も
が
熟

知
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

吉
海
直
人
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

単
に
『
日
本
書
紀
』
の
方
が
国
史
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
と
い

う
だ
け
な
ら
、
少
し
く
ら
い
は
文
学
作
品
の
中
に
『
古
事
記
』
引

用
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
古
事
記
』

の
方
が
ず
っ
と
文
学
的
（
説
話
的
）
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

引
用
は
皆
無
に
近
い
わ
け
だ
か
ら
、
む
し
ろ
『
古
事
記
』
自
体
が

天
皇
家
の
私
物
と
し
て
秘
蔵
さ
れ
、
他
の
人
々
の
目
に
触
れ
な

か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

 

（
吉
海
直
人
「『
袖
中
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
『
古
事
記
』」）（
８
）

　

こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、『
古
事
記
』
自
体
が
「
天
皇
家
の
私
物
と
し

て
秘
蔵
さ
れ
」
云
々
に
つ
い
て
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、

「
他
の
人
々
の
目
に
触
れ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
は
、
私
は

む
し
ろ
逆
に
『
古
事
記
』
が
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
い
。

四　

古
事
記
の
研
究

　

こ
れ
ま
で
「
日
本
紀
」
だ
『
日
本
書
紀
』
の
〈
神
話
〉
だ
と
い
っ
て

き
た
私
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
突
如
『
古
事
記
』
に
鞍
替
え
し
た
こ
と
へ

の
違
和
感
を
い
だ
い
て
い
る
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
そ
の

点
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
〈
神
話
〉
で
は
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
の
ち
、

ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
は
「
根
の
国
」
へ
と
行
っ
て
し
ま
い
、〈
神
話
〉

か
ら
去
っ
て
し
ま
う
。

已す
で

に
し
て 

素す

戔さ
の

嗚を
の

尊み
こ
と

、
遂つ

ひ

に
根ね

の

国く
に

に
就い

で
ま
す
。

〔
現
代
語
訳
〕
こ
う
い
う
次
第
で
素す

戔さ
の

嗚お
の

尊み
こ
と

は
と
う
と
う
根ね

の

国く
に

に

行
か
れ
た
。

 

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
「
神
代
上
」〔
第
八
段
〕
正
文
）（
９
）

　

ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
は
「
根
の
国
」
へ
と
わ
た
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ

で
ス
サ
ノ
ヲ
の
記
述
は
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
を
め
ぐ
る
〈
神
話
〉
に
着
目
し
て

み
る
と
、
そ
の
後
の
様
相
を
伝
え
て
い
る
の
が
『
古
事
記
』
な
の
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、『
古
事
記
』
の
い
う
「
根ね

の

堅か
た

州す

国く
に

」
と
『
日
本
書
紀
』

が
い
う
「
根ね

の

国く
に

」
で
は
名
称
は
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
よ
う
に
ス
サ
ノ

ヲ
が
登
場
し
、
そ
こ
の
主
宰
者
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、「
根
国
」
と
「
根
堅
州
国
」
と
を
同
じ
も
の
と
み

る
な
ら
ば
、『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
古
事
記
』
へ
の
読
み
は
ひ
じ
ょ
う

に
自
然
な
形
で
運
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

（ 4 ）
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つ
ま
り
、〈
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
〉
で
も
っ
て
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』

は
一
つ
に
つ
な
が
り
、
ひ
と
続
き
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
な
の
で
あ
る
。

五　

本
居
宣
長
の
研
究

　

と
こ
ろ
で
、『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
い
え
ば
両
者
を
一
生

に
わ
た
っ
て
研
究
し
た
人
物
を
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

で
あ
る
。

　

宣
長
は
畢
生
の
大
作
『
古
事
記
伝
』
の
執
筆
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の

一
方
で
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
な
ど
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
で
も
知
ら

れ
、『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
の
両
面
を
研
究
し
た
学
者
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。

　

京
都
遊
学
か
ら
帰
省
し
た
の
ち
に
、
宣
長
が
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
が

『
源
氏
物
語
』
の
講
義
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
全
講
は
生
涯
に
わ
た
っ

て
何
度
も
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
紫し

文ぶ
ん

要よ
う

領り
よ
う

』を
は
じ
め
、『
源

氏
物
語
』
の
研
究
書
と
し
て
『
源
氏
物
語
玉た

ま

の
小お

櫛ぐ
し

』
を
あ
ら
わ
す
か

た
わ
ら
、『
古
事
記
』
の
克
明
な
注
釈
書
で
あ
る
生
涯
の
大
著
『
古
事

記
伝
』
全
四
十
四
巻
を
三
十
五
年
も
か
け
て
書
き
上
げ
る
な
ど
、
い
わ

ば
『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
両
面
の
研
究
に
お
い
て
群
を
抜
く
業

績
を
残
し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』

が
『
古
事
記
』
に
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
気
づ
い
て
い
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。

　

宣
長
の
日
記
そ
の
他
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
す
る
宣
長
の
講

義
（
10
）
を
一
方
に
置
き
、
他
方
で
『
古
事
記
伝
』
の
執
筆
・
浄
書
・

出
版
な
ど
（
11
）
を
対
比
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
的
で
、
没

交
渉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

　

す
な
わ
ち
、
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
で
神
話
に
つ
い
て
考
え
て
い
る

と
き
に
、『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
は
重
な
っ
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
た
と
え
、
そ
れ
が
重
な
っ
て
い
よ
う
と
も
、
宣
長
に
は
『
源

氏
物
語
』
に
対
す
る
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
信
念
が
あ
っ
た
た
め
、『
源
氏

物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
が
〈
神
話
〉
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
冒
涜
と
す
ら
考
え
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。

　

宣
長
は
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
の
「
准
拠
」
で
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

物
が
た
り
に
書
た
る
人
々
の
事
ど
も
、
み
な
こ
と
〴
〵
く
な
そ
ら

へ
て
、
あ
て
た
る
事
あ
る
に
は
あ
ら
ず
、
大
か
た
は
つ
く
り
事
な

る
中
に
、
い
さ
ゝ
か
の
事
を
、
よ
り
所
に
し
て
、
そ
の
さ
ま
を
か

へ
な
ど
し
て
か
け
る
こ
と
あ
り
、
又
か
な
ら
ず
一
人
を
一
人
に
あ

て
て
作
れ
る
に
も
あ
ら
ず
、
源
氏
君
一
と
こ
ろ
の
う
へ
に
も
、
い

に
し
へ
の
人
々
の
う
へ
に
有
し
事
ど
も
を
、
や
ま
と
も
ろ
こ
し
に

も
と
め
て
、
一
事
づ
ゝ
と
り
た
る
こ
と
も
あ
り
て
、
す
べ
て
定
ま

れ
る
こ
と
は
あ
ら
ざ
る
也
、お
ほ
か
た
此
准
據
と
い
ふ
事
は
、た
ゞ

作
り
ぬ
し
の
心
に
あ
る
事
に
て
、
必
し
も
後
に
そ
れ
を
、
こ
と

〴
〵
く
考
へ
あ
つ
べ
き
に
し
も
あ
ら
ず
、
と
て
も
か
く
て
も
有
べ

き
な
ら
ね
ど
、
昔
よ
り
さ
だ
し
あ
へ
る
事
な
る
故
に
、
今
も
そ
の

お
も
む
き
を
、
い
さ
ゝ
か
い
ふ
也

 

（
本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」）（
12
）

〔
現
代
語
訳
〕
物
語
中
の
人
物
は
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
モ
デ
ル
に
ひ

き
あ
て
て
書
い
た
の
で
は
な
い
。
お
お
か
た
は
虚
構
で
あ
る
な
か

に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
そ
の
趣
を
変
え
な

ど
し
て
書
い
た
点
が
あ
る
。
ま
た
か
な
ら
ず
一
人
を
一
人
に
あ
て

て
作
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
源
氏
の
君
一
人
に
し
て
も
、
昔
の
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た
め
て
明
確
に
な
っ
た
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け
で
な
く
、
平
安
の
一
女
性
が
『
古
事
記
』

と
い
う
書
物
を
目
に
し
翻
案
し
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
学
者
の
父
を
も
っ
て
い
た
た
め
特
殊
な
書

物
と
し
て
の
『
古
事
記
』
を
ま
れ
ま
れ
垣
間
見
る
機
会
を
得
た
と
い
う

想
像
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
と
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
翻
案
の
原
作
と
し
て

選
ん
だ
作
品
は
誰
一
人
知
ら
な
い
作
品
に
な
っ
て
し
ま
う
。
少
な
く
と

も
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
に
限
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
逆
に
、
誰
も
が
よ
く
知
る
作
品
を
見
事
別

の
作
品
へ
と
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
の
面
白
さ
が
倍
加
す

る
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
翻
案
の
原
作
と
な
っ
た
『
古
事
記
』
は
一
般
に
誰
も
が
熟

知
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

吉
海
直
人
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

単
に
『
日
本
書
紀
』
の
方
が
国
史
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
と
い

う
だ
け
な
ら
、
少
し
く
ら
い
は
文
学
作
品
の
中
に
『
古
事
記
』
引

用
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
古
事
記
』

の
方
が
ず
っ
と
文
学
的
（
説
話
的
）
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

引
用
は
皆
無
に
近
い
わ
け
だ
か
ら
、
む
し
ろ
『
古
事
記
』
自
体
が

天
皇
家
の
私
物
と
し
て
秘
蔵
さ
れ
、
他
の
人
々
の
目
に
触
れ
な

か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

 

（
吉
海
直
人
「『
袖
中
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
『
古
事
記
』」）（
８
）

　

こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、『
古
事
記
』
自
体
が
「
天
皇
家
の
私
物
と
し

て
秘
蔵
さ
れ
」
云
々
に
つ
い
て
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
が
、

「
他
の
人
々
の
目
に
触
れ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
は
、
私
は

む
し
ろ
逆
に
『
古
事
記
』
が
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
い
。

四　

古
事
記
の
研
究

　

こ
れ
ま
で
「
日
本
紀
」
だ
『
日
本
書
紀
』
の
〈
神
話
〉
だ
と
い
っ
て

き
た
私
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
突
如
『
古
事
記
』
に
鞍
替
え
し
た
こ
と
へ

の
違
和
感
を
い
だ
い
て
い
る
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、
そ
の

点
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
〈
神
話
〉
で
は
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
の
ち
、

ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
は
「
根
の
国
」
へ
と
行
っ
て
し
ま
い
、〈
神
話
〉

か
ら
去
っ
て
し
ま
う
。

已す
で

に
し
て 

素す

戔さ
の

嗚を
の

尊み
こ
と

、
遂つ

ひ

に
根ね

の

国く
に

に
就い

で
ま
す
。

〔
現
代
語
訳
〕
こ
う
い
う
次
第
で
素す

戔さ
の

嗚お
の

尊み
こ
と

は
と
う
と
う
根ね

の

国く
に

に

行
か
れ
た
。

 

（『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
「
神
代
上
」〔
第
八
段
〕
正
文
）（
９
）

　

ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
は
「
根
の
国
」
へ
と
わ
た
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ

で
ス
サ
ノ
ヲ
の
記
述
は
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
を
め
ぐ
る
〈
神
話
〉
に
着
目
し
て

み
る
と
、
そ
の
後
の
様
相
を
伝
え
て
い
る
の
が
『
古
事
記
』
な
の
で
あ

る
。
む
ろ
ん
、『
古
事
記
』
の
い
う
「
根ね

の

堅か
た

州す

国く
に

」
と
『
日
本
書
紀
』

が
い
う
「
根ね

の

国く
に

」
で
は
名
称
は
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
よ
う
に
ス
サ
ノ

ヲ
が
登
場
し
、
そ
こ
の
主
宰
者
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、「
根
国
」
と
「
根
堅
州
国
」
と
を
同
じ
も
の
と
み

る
な
ら
ば
、『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
古
事
記
』
へ
の
読
み
は
ひ
じ
ょ
う

に
自
然
な
形
で
運
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

（ 4 ）
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い
て
『
源
氏
物
語
』〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
結
末
が
「
真
木
柱
」
の
巻
を
中

心
と
し
て
『
古
事
記
』
に
し
か
伝
わ
ら
な
い
〈
神
話
〉
を
全
面
的
に
踏

ま
え
た
翻
案
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
み
る
と
、
そ
う
と
ば
か

り
は
言
い
切
れ
な
い
気
が
す
る
。

　
『
古
事
記
』
を
熟
知
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、『
日
本
書
紀
』
の
な
か
で

も
『
古
事
記
』
に
も
っ
と
も
近
い
〈
神
話
〉
の
み
を
選
ん
で
翻
案
す
る

こ
と
は
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

七　

武
田
宗
俊
説
と
の
一
致

　

し
か
も
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々
と

〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
な
い
巻
々
と
に
分
け
て
み

る
と
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々
が
武た

け

田だ

宗む
ね

俊と
し

氏
が
『
源
氏
物
語
』
に
展
開
し
た
武
田
説
と
一
致
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

武
田
氏
は
、
現
行
の
『
源
氏
物
語
』
が
第
一
巻
か
ら
順
番
に
書
か
れ

た
も
の
で
は
な
く
、〈
第
一
部
〉
に
関
す
る
限
り
〈
紫
の
上
系
〉
十
七

帖
が
ま
ず
先
に
書
か
れ
、〈
玉
鬘
系
〉
十
六
帖
が
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た

と
す
る
〈 

玉
鬘
系
〉
後
記
説
を
主
張
さ
れ
た
。（
14
）

　

そ
の
こ
と
を『
源
氏
物
語
』に
か
か
わ
ら
せ
て
み
る
と
、〈
記
紀
神
話
〉

の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々
が
〈
紫
の
上
系
〉
と
一
致
し
、

〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
な
い
巻
々
が
〈
玉
鬘
系
〉

に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
〈
玉
鬘
系
〉
を
補
入
し
た
時
期
を
私
が
考
え
る
よ
う
に
一
条

天
皇
の
「
日
本
紀
」
の
ご
発
言
が
あ
っ
て
か
ら
の
ち
の
こ
と
と
考
え
る

と
、
一
条
天
皇
は
〈
紫
の
上
系
〉
だ
け
を
み
て
「
日
本
紀
」
と
ご
発
言

さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
な
り
、
な
お
の
こ
と
〈
記
紀
神
話
〉
と
の
一
致

が
強
調
さ
れ
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
武
田
説
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
の

考
え
に
微
塵
も
影
響
は
な
い
が
、
こ
れ
は
大
変
に
魅
力
的
な
説
で
は
あ

る
と
い
え
よ
う
。

八　

根
の
国
・
妣
の
国

　

も
と
も
と
私
は
、
六
条
院
の
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
「
根
の
国
・
妣は

は

の

国
」
と
表
現
し
て
き
た
。（
15
）

　

し
か
し
、
厳
密
に
い
え
ば
「
根
の
国
」
は
『
日
本
書
紀
』
専
用
の
用
語

で
あ
り
、「
妣
の
国
」
は『
古
事
記
』
専
用
の
用
語
で
あ
っ
て
、「
根
の
国
・

妣
の
国
」と
二
つ
を
並
べ
て
表
現
す
る
こ
と
自
体
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
六
条
院
を
分
析
し
て
み
た
と
き
に
、
六
条
院
に
は
死
者
の
お

も
む
く
国
と
し
て
の
「
根
の
国
」
だ
け
で
な
く
、
亡
き
母
が
住
ま
う
国

と
し
て
の
「
妣
の
国
」
の
要
素
が
欠
か
せ
な
い
と
判
断
し
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
を
一
緒
に
し
て
表
現
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が

合
わ
さ
っ
た
と
こ
ろ
に
六
条
院
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

成
果
は
「
六
条
院
の
光
と
影
」（
16
）
あ
る
い
は
「
六
条
院
の
夏
の
町
」

（
17
）
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　

亡
き
母
の
ゆ
か
り
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
に
お
け
る
女
人

往
生
な
ど
ま
だ
な
い
時
代
に
あ
っ
て
六
条
院
を
亡
き
母
供
養
の
場
に
し

よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
「
妣
の
国
」
と
い
う
言
葉

が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

　

万
が
一
「
妣
の
国
」
と
い
う
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
六
条
院
の
解
明
は

お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
妣
の
国
」
と
い
う
語
は
六

条
院
解
明
の
切
り
札
で
あ
り
、
六
条
院
解
明
に
と
っ
て
不
可
欠
の
用
語

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（ 7 ）
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人
々
の
上
に
あ
っ
た
こ
と
ど
も
を
、
や
ま
と
も
ろ
こ
し
に
求
め
て

一
つ
ず
つ
と
っ
て
き
て
い
る
点
も
あ
っ
て
、
お
よ
そ
決
ま
っ
た
よ

り
か
た
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
こ
の
準
拠
と
い
う
の
は
、

た
だ
作
者
の
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
で
、
か
な
ら
ず
し
も
後
か
ら

そ
れ
を
、
こ
と
ご
と
く
考
え
あ
て
る
こ
と
の
で
き
る
筋
合
い
の
も

の
で
は
な
い
。
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
こ
と
だ
が
、
昔
か
ら
と
か

く
の
論
が
あ
る
の
で
、今
も
そ
の
問
題
の
一
端
に
ふ
れ
た
の
で
あ
る
。

 
（
石
川
淳
編
『
本
居
宣
長
』〈
日
本
の
名
著
〉）（
13
）

　

こ
こ
で
宣
長
は
、『
源
氏
物
語
』
が
何
か
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
を

広
い
意
味
で
は
認
め
て
い
る
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
準
拠
と
い
う
も

の
は
究
極
「
作
り
ぬ
し
の
心
」
に
だ
け
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
ょ
せ

ん
詮
索
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

準
拠
と
い
う
こ
と
を
「
と
て
も
か
く
て
も
有
べ
き
な
ら
ね
ど
」
つ
ま

り
「
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
こ
と
だ
が
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
宣
長

に
は
、『
源
氏
物
語
』
が
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
に
基
づ
い
て
い
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
発
想
に
す
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
本
居
宣
長
に
お
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
に
『
古

事
記
』
を
見
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六　

古
事
記
神
話
と
の
一
致

　

そ
も
そ
も
、『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
の
か
か
わ
り
は
、
こ

の
論
考
の
は
じ
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
、『
源
氏
物
語
』
の
主
筋
は
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉

に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ひ
と
口
に
〈
記
紀
神
話
〉
と
よ
ん
で
い
る
が
、『
古
事
記
』
と
『
日

本
書
紀
』
で
は
〈
神
話
〉
の
記
し
方
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
〈
神
話
〉
を
ひ
と
つ
づ
き
に
し
て
収
め
た
『
古
事
記
』
と
は
違
っ
て
、

『
日
本
書
紀
』
の
〈
神
話
〉
は
「
正
文
」
を
段
で
区
切
り
、
そ
の
段
ご

と
に
「
異
伝
」
を
複
数
併
記
す
る
と
い
う
編
纂
方
法
を
採
っ
て
お
り
、

『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」
が
必
ず
し
も
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
と

一
致
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」
だ
け
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て

み
る
と
、
母
・
伊い

ざ
な
み
の

奘
冉
尊み

こ
と

は
「
火
の
神
」
を
生
む
こ
と
な
く
、
つ
ま
り

焼
け
死
ん
で
他
界
に
行
く
こ
と
も
な
く
、
三
貴
子
を
生
ん
で
い
る
。
こ

れ
は
母
が
早
く
に
亡
く
な
っ
た
と
す
る
光
源
氏
の
物
語
に
と
っ
て
も
っ

と
も
根
幹
と
な
る
要
素
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』と
の
大
き
な
差
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」
を
採
っ
て
い
る
部
分
も
あ

る
が
、巻
第
一
の「
第
五
段
一
書
第
六
」の
よ
う
に
明
ら
か
に『
古
事
記
』

の
〈
神
話
〉
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
段
も
存
在
し
て
い
る
。

　
「
正
文
」
と
「
一
書
」
と
は
同
等
の
扱
い
と
は
言
い
が
た
く
、「
正
文
」

が
全
角
で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
一
書
」
は
一
行
を
二
行
に

分
け
す
べ
て
小
書
き
に
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』
の
依
拠
し
た
〈
神
話
〉
が
、

と
き
に
は
十
数
種
も
あ
る
『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」「
異
伝
」
の
な

か
か
ら
『
古
事
記
』
と
同
じ
よ
う
な
〈
神
話
〉
ば
か
り
が
採
ら
れ
て
い

る
の
だ
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
『
日
本
書
紀
』
の
み
な
ら

ず
、『
古
事
記
』
を
も
視
野
に
お
さ
め
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
の
主
筋
は
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
代
」

を
踏
ま
え
て
成
立
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
『
古
事
記
』
の
〈
神

話
〉
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
た
だ
の
偶
然
、
偶
然
の
一
致
だ
と
し
て
片
づ
け

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
今
回
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
」（
一
）
〜
（
五
）
に
お

（ 6 ）
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い
て
『
源
氏
物
語
』〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
結
末
が
「
真
木
柱
」
の
巻
を
中

心
と
し
て
『
古
事
記
』
に
し
か
伝
わ
ら
な
い
〈
神
話
〉
を
全
面
的
に
踏

ま
え
た
翻
案
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
み
る
と
、
そ
う
と
ば
か

り
は
言
い
切
れ
な
い
気
が
す
る
。

　
『
古
事
記
』
を
熟
知
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、『
日
本
書
紀
』
の
な
か
で

も
『
古
事
記
』
に
も
っ
と
も
近
い
〈
神
話
〉
の
み
を
選
ん
で
翻
案
す
る

こ
と
は
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

七　

武
田
宗
俊
説
と
の
一
致

　

し
か
も
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々
と

〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
な
い
巻
々
と
に
分
け
て
み

る
と
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々
が
武た

け

田だ

宗む
ね

俊と
し

氏
が
『
源
氏
物
語
』
に
展
開
し
た
武
田
説
と
一
致
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

武
田
氏
は
、
現
行
の
『
源
氏
物
語
』
が
第
一
巻
か
ら
順
番
に
書
か
れ

た
も
の
で
は
な
く
、〈
第
一
部
〉
に
関
す
る
限
り
〈
紫
の
上
系
〉
十
七

帖
が
ま
ず
先
に
書
か
れ
、〈
玉
鬘
系
〉
十
六
帖
が
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た

と
す
る
〈 

玉
鬘
系
〉
後
記
説
を
主
張
さ
れ
た
。（
14
）

　

そ
の
こ
と
を『
源
氏
物
語
』に
か
か
わ
ら
せ
て
み
る
と
、〈
記
紀
神
話
〉

の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々
が
〈
紫
の
上
系
〉
と
一
致
し
、

〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
な
い
巻
々
が
〈
玉
鬘
系
〉

に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
〈
玉
鬘
系
〉
を
補
入
し
た
時
期
を
私
が
考
え
る
よ
う
に
一
条

天
皇
の
「
日
本
紀
」
の
ご
発
言
が
あ
っ
て
か
ら
の
ち
の
こ
と
と
考
え
る

と
、
一
条
天
皇
は
〈
紫
の
上
系
〉
だ
け
を
み
て
「
日
本
紀
」
と
ご
発
言

さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
な
り
、
な
お
の
こ
と
〈
記
紀
神
話
〉
と
の
一
致

が
強
調
さ
れ
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
武
田
説
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
の

考
え
に
微
塵
も
影
響
は
な
い
が
、
こ
れ
は
大
変
に
魅
力
的
な
説
で
は
あ

る
と
い
え
よ
う
。

八　

根
の
国
・
妣
の
国

　

も
と
も
と
私
は
、
六
条
院
の
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
「
根
の
国
・
妣は

は

の

国
」
と
表
現
し
て
き
た
。（
15
）

　

し
か
し
、
厳
密
に
い
え
ば
「
根
の
国
」
は
『
日
本
書
紀
』
専
用
の
用
語

で
あ
り
、「
妣
の
国
」
は『
古
事
記
』
専
用
の
用
語
で
あ
っ
て
、「
根
の
国
・

妣
の
国
」と
二
つ
を
並
べ
て
表
現
す
る
こ
と
自
体
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
六
条
院
を
分
析
し
て
み
た
と
き
に
、
六
条
院
に
は
死
者
の
お

も
む
く
国
と
し
て
の
「
根
の
国
」
だ
け
で
な
く
、
亡
き
母
が
住
ま
う
国

と
し
て
の
「
妣
の
国
」
の
要
素
が
欠
か
せ
な
い
と
判
断
し
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
を
一
緒
に
し
て
表
現
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が

合
わ
さ
っ
た
と
こ
ろ
に
六
条
院
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

成
果
は
「
六
条
院
の
光
と
影
」（
16
）
あ
る
い
は
「
六
条
院
の
夏
の
町
」

（
17
）
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　

亡
き
母
の
ゆ
か
り
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
に
お
け
る
女
人

往
生
な
ど
ま
だ
な
い
時
代
に
あ
っ
て
六
条
院
を
亡
き
母
供
養
の
場
に
し

よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
「
妣
の
国
」
と
い
う
言
葉

が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

　

万
が
一
「
妣
の
国
」
と
い
う
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
六
条
院
の
解
明
は

お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
妣
の
国
」
と
い
う
語
は
六

条
院
解
明
の
切
り
札
で
あ
り
、
六
条
院
解
明
に
と
っ
て
不
可
欠
の
用
語

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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千葉商大紀要　第 60 巻　第 1 号（2022 年 7 月）

人
々
の
上
に
あ
っ
た
こ
と
ど
も
を
、
や
ま
と
も
ろ
こ
し
に
求
め
て

一
つ
ず
つ
と
っ
て
き
て
い
る
点
も
あ
っ
て
、
お
よ
そ
決
ま
っ
た
よ

り
か
た
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
い
た
い
こ
の
準
拠
と
い
う
の
は
、

た
だ
作
者
の
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
で
、
か
な
ら
ず
し
も
後
か
ら

そ
れ
を
、
こ
と
ご
と
く
考
え
あ
て
る
こ
と
の
で
き
る
筋
合
い
の
も

の
で
は
な
い
。
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
こ
と
だ
が
、
昔
か
ら
と
か

く
の
論
が
あ
る
の
で
、今
も
そ
の
問
題
の
一
端
に
ふ
れ
た
の
で
あ
る
。

 

（
石
川
淳
編
『
本
居
宣
長
』〈
日
本
の
名
著
〉）（
13
）

　

こ
こ
で
宣
長
は
、『
源
氏
物
語
』
が
何
か
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
を

広
い
意
味
で
は
認
め
て
い
る
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
準
拠
と
い
う
も

の
は
究
極
「
作
り
ぬ
し
の
心
」
に
だ
け
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
ょ
せ

ん
詮
索
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

準
拠
と
い
う
こ
と
を
「
と
て
も
か
く
て
も
有
べ
き
な
ら
ね
ど
」
つ
ま

り
「
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
こ
と
だ
が
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
宣
長

に
は
、『
源
氏
物
語
』
が
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
に
基
づ
い
て
い
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
発
想
に
す
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
本
居
宣
長
に
お
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
に
『
古

事
記
』
を
見
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六　

古
事
記
神
話
と
の
一
致

　

そ
も
そ
も
、『
源
氏
物
語
』
と
『
古
事
記
』
と
の
か
か
わ
り
は
、
こ

の
論
考
の
は
じ
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
、『
源
氏
物
語
』
の
主
筋
は
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉

に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ひ
と
口
に
〈
記
紀
神
話
〉
と
よ
ん
で
い
る
が
、『
古
事
記
』
と
『
日

本
書
紀
』
で
は
〈
神
話
〉
の
記
し
方
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
〈
神
話
〉
を
ひ
と
つ
づ
き
に
し
て
収
め
た
『
古
事
記
』
と
は
違
っ
て
、

『
日
本
書
紀
』
の
〈
神
話
〉
は
「
正
文
」
を
段
で
区
切
り
、
そ
の
段
ご

と
に
「
異
伝
」
を
複
数
併
記
す
る
と
い
う
編
纂
方
法
を
採
っ
て
お
り
、

『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」
が
必
ず
し
も
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
と

一
致
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」
だ
け
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て

み
る
と
、
母
・
伊い

ざ
な
み
の

奘
冉
尊み

こ
と

は
「
火
の
神
」
を
生
む
こ
と
な
く
、
つ
ま
り

焼
け
死
ん
で
他
界
に
行
く
こ
と
も
な
く
、
三
貴
子
を
生
ん
で
い
る
。
こ

れ
は
母
が
早
く
に
亡
く
な
っ
た
と
す
る
光
源
氏
の
物
語
に
と
っ
て
も
っ

と
も
根
幹
と
な
る
要
素
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』と
の
大
き
な
差
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」
を
採
っ
て
い
る
部
分
も
あ

る
が
、巻
第
一
の「
第
五
段
一
書
第
六
」の
よ
う
に
明
ら
か
に『
古
事
記
』

の
〈
神
話
〉
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
段
も
存
在
し
て
い
る
。

　
「
正
文
」
と
「
一
書
」
と
は
同
等
の
扱
い
と
は
言
い
が
た
く
、「
正
文
」

が
全
角
で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
一
書
」
は
一
行
を
二
行
に

分
け
す
べ
て
小
書
き
に
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』
の
依
拠
し
た
〈
神
話
〉
が
、

と
き
に
は
十
数
種
も
あ
る
『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」「
異
伝
」
の
な

か
か
ら
『
古
事
記
』
と
同
じ
よ
う
な
〈
神
話
〉
ば
か
り
が
採
ら
れ
て
い

る
の
だ
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が
『
日
本
書
紀
』
の
み
な
ら

ず
、『
古
事
記
』
を
も
視
野
に
お
さ
め
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
の
主
筋
は
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
代
」

を
踏
ま
え
て
成
立
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
『
古
事
記
』
の
〈
神

話
〉
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
た
だ
の
偶
然
、
偶
然
の
一
致
だ
と
し
て
片
づ
け

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
今
回
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
」（
一
）
〜
（
五
）
に
お

（ 6 ）
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杉
浦　

一
雄

　

こ
れ
ま
で
に
私
は
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
」（
一
）〜（
五
）
に

お
い
て
『
源
氏
物
語
』〈
第
一
部
〉
の
い
わ
ゆ
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
結

末
が
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
を
踏
ま
え
た
翻
案
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
き
た
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
を
中
心
と
す
る
光
源
氏

の
物
語
が
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

の
〈
神
話
〉
を
下
敷
き
に
し
、
光
源
氏
は
須
佐

之
男
命
を
な
ぞ
ら
え
、
鬚
黒
大
将
は
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

の
ち
の
大お

お

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

、

玉
鬘
は
須す

勢せ

理り

毘び

売め
の

命み
こ
と

、
元
の
北
の
方
は
八や

上か
み

比ひ

売め

に
あ
た
り
、
真
木

柱
の
姫
君
は
木き

俣ま
た
の

神か
み

あ
る
い
は
御み

井い
の

神か
み

に
相
当
す
る
と
し
て
、
鬚
黒
大

将
が
光
源
氏
の
「
娘
」
で
あ
る
玉
鬘
を
奪
い
去
る
さ
ま
は
、
大
穴
牟
遅

神
が
須
佐
之
男
命
の
娘
で
あ
る
須
勢
理
毘
売
命
を
奪
い
去
る
さ
ま
を
模

し
た
翻
案
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
話
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
ま
っ
た
く
な
く
、『
古
事
記
』
に
し

か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
〈
神
話
〉
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て

『
源
氏
物
語
』
は
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
を
下
敷
き
に
成
立
し
て
い

た
こ
と
が
明
確
と
な
り
、
平
安
の
一
女
性
が
『
源
氏
物
語
』
の
源
泉
と

し
て
『
古
事
記
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ

う
。

　

ひ
と
口
に
〈
記
紀
神
話
〉
と
よ
ん
で
い
る
が
、『
古
事
記
』
と
『
日

本
書
紀
』
で
は
〈
神
話
〉
の
記
し
方
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
〈
神
話
〉
を
ひ
と
つ
づ
き
に
し
て
収
め
た
『
古
事
記
』
と
は
違
っ
て
、

『
日
本
書
紀
』
の
〈
神
話
〉
は
「
正
文
」
を
段
で
区
切
り
、
そ
の
段
ご

と
に
「
異
伝
」
を
複
数
併
記
す
る
と
い
う
編
纂
方
法
を
採
っ
て
お
り
、

『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」
が
必
ず
し
も
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
と

一
致
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』
の
依
拠
し
た
〈
神
話
〉
が
、

と
き
に
は
十
数
種
も
あ
る
『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」「
異
伝
」
の
な

か
か
ら
『
古
事
記
』
と
同
じ
よ
う
な
〈
神
話
〉
ば
か
り
が
採
ら
れ
て
い

る
の
だ
。

　

し
か
も
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々

と
〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
な
い
巻
々
と
に
分
け
て

み
る
と
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々
が

武
田
説
の
〈
紫
の
上
系
〉
と
一
致
し
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流

れ
を
踏
ま
え
な
い
巻
々
が
〈
玉
鬘
系
〉
に
一
致
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、〈
玉
鬘
系
〉
を
補
入
し
た
時
期
を
私
が
考
え
る
よ
う
に
一

条
天
皇
の
「
日
本
紀
」
の
ご
発
言
が
あ
っ
て
か
ら
の
ち
の
こ
と
と
考
え

る
と
、
一
条
天
皇
は
〈
紫
の
上
系
〉
だ
け
を
み
て
「
日
本
紀
」
と
ご
発

言
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
な
り
、
な
お
の
こ
と
〈
記
紀
神
話
〉
と
の
一

致
が
強
調
さ
れ
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

も
と
も
と
私
は
、
六
条
院
の
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
「
根
の
国
・
妣
の

国
」
と
表
現
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
根
の
国
」
は
『
日
本
書
紀
』
専

用
の
用
語
で
あ
り
、「
妣
の
国
」
は
『
古
事
記
』
専
用
の
用
語
で
あ
る
。

　

亡
き
母
の
ゆ
か
り
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
に
お
け
る
女
人

往
生
な
ど
ま
だ
な
い
時
代
に
あ
っ
て
六
条
院
を
亡
き
母
供
養
の
場
に
し

よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
「
妣
の
国
」
と
い
う
言
葉

が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

　

万
が
一
「
妣
の
国
」
と
い
う
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
六
条
院
の
解
明
は

お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
妣
の
国
」
と
い
う
語
は
六

条
院
解
明
の
切
り
札
で
あ
り
、
六
条
院
解
明
に
と
っ
て
不
可
欠
の
用
語

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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注

（
１
） 　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
一
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
四
巻
第
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
。

　
　

    
杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
二
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
五
巻
第
一
号
、
二
〇
一
七
年
九
月
。

　
　

    

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
三
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
八
年
七
月
。

　
　

    

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
四
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
七
巻
第
三
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
。

　
　

    

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
五
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
八
巻
第
三
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
。

（
２
） 　

岡
田
米
夫
「
古
代
文
献
に
見
え
る
古
事
記
」
久
松
潜
一
編
『
古

事
記
大
成
』
１
研
究
史
篇
、
平
凡
社
、
一
九
五
六
年
、
二
五
〜

四
五
頁
。

（
３
） 　

青
木
周
平
編
『
古
事
記
受
容
史
』〈
上
代
文
学
会
研
究
叢
書
〉、

笠
間
書
院
、二
〇
〇
三
年
、一
三
〜
一
五
六・二
五
五
〜
四
〇
二
頁
。

（
４
） 　

小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
』

①
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、

八
一
頁
。

（
５
） 　

小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
』

①
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、

八
一
〜
八
三
頁
。

（
６
） 　 

小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
』

③
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
、

四
〇
九
頁
。

（
７
） 　

久
松
潜
一
「
古
事
記
研
究
史
序
説
」
久
松
潜
一
編
『
古
事
記

大
成
』
１
研
究
史
篇
、
平
凡
社
、
一
九
五
六
年
、
二
頁
。

（
８
） 　

吉
海
直
人
「『
袖
中
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
『
古
事
記
』」
青
木

周
平
編
『
古
事
記
受
容
史
』〈
上
代
文
学
会
研
究
叢
書
〉、
笠
間

書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
九
頁
。

（
９
） 　

小
島
憲
之
、
直
木
孝
次
郎
、
西
宮
一
民
、
蔵
中
進
、
毛
利
正

守
校
注
・
訳
『
日
本
書
紀
』
①
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
九
四
頁
。

（
10
） 　

村
岡
典
嗣
著
、
前
田
勉
校
訂
『
増
補
本
居
宣
長
１
』〈
東
洋
文

庫
〉、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
一
〜
一
二
四
頁
な
ど
。

（
11
） 　

本
山
幸
彦
「
本
居
宣
長
年
譜
」
本
山
幸
彦
『
本
居
宣
長
●
人

と
思
想
』清
水
書
院
、一
九
七
八
年
、二
二
三
〜
二
三
二
頁
な
ど
。

（
12
） 　

本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
担
当
編
者
・
大
野
晋
『
本

居
宣
長
全
集
』
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
七
八

〜
一
七
九
頁
。

（
13
） 　

責
任
編
集
・ 

石
川
淳
『
本
居
宣
長
』〈
日
本
の
名
著
〉、
中
央

公
論
社
、
一
九
七
〇
年
、
西
郷
信
綱
訳
、
三
七
九
頁
。

（
14
） 　

武
田
宗
俊「
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
」『
源
氏
物
語
の
研
究
』

岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
（
復
刊
）、
一
〜
三
九
頁
。

（
15
） 　

杉
浦
一
雄
「
日
本
紀
と
源
氏
物
語
」
中
央
大
学
附
属
高
等
学

校
『
教
育
・
研
究
』
第
五
号
、
一
九
九
一
年
、
六
四
頁
な
ど
。

（
16
） 　

杉
浦
一
雄「
六
条
院
の
光
と
影
」中
央
大
学
附
属
高
等
学
校『
教

育
・
研
究
』
第
六
号
、
一
九
九
二
年
。

（
17
） 　

杉
浦
一
雄
「
六
条
院
の
夏
の
町
」『
千
葉
短
大
紀
要
』
第
一
九

号
、
一
九
九
二
年
。

 
（
二
〇
二
二
．
五
．
二
〇
受
稿
、
二
〇
二
二
．
七
．
一
五
受
理
）

（ 8 ）

杉浦一雄：源氏物語と記紀神話
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〔
抄　

録
〕源

氏
物
語
と
記
紀
神
話

 

杉
浦　

一
雄

　

こ
れ
ま
で
に
私
は
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
」（
一
）〜（
五
）
に

お
い
て
『
源
氏
物
語
』〈
第
一
部
〉
の
い
わ
ゆ
る
〈
玉
鬘
十
帖
〉
の
結

末
が
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
を
踏
ま
え
た
翻
案
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
き
た
。

　

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』「
真
木
柱
」
の
巻
を
中
心
と
す
る
光
源
氏

の
物
語
が
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

の
〈
神
話
〉
を
下
敷
き
に
し
、
光
源
氏
は
須
佐

之
男
命
を
な
ぞ
ら
え
、
鬚
黒
大
将
は
大お

お

穴あ
な

牟む

遅じ
の

神か
み

の
ち
の
大お

お

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

、

玉
鬘
は
須す

勢せ

理り

毘び

売め
の

命み
こ
と

、
元
の
北
の
方
は
八や

上か
み

比ひ

売め

に
あ
た
り
、
真
木

柱
の
姫
君
は
木き

俣ま
た
の

神か
み

あ
る
い
は
御み

井い
の

神か
み

に
相
当
す
る
と
し
て
、
鬚
黒
大

将
が
光
源
氏
の
「
娘
」
で
あ
る
玉
鬘
を
奪
い
去
る
さ
ま
は
、
大
穴
牟
遅

神
が
須
佐
之
男
命
の
娘
で
あ
る
須
勢
理
毘
売
命
を
奪
い
去
る
さ
ま
を
模

し
た
翻
案
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
話
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
ま
っ
た
く
な
く
、『
古
事
記
』
に
し

か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
〈
神
話
〉
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て

『
源
氏
物
語
』
は
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
を
下
敷
き
に
成
立
し
て
い

た
こ
と
が
明
確
と
な
り
、
平
安
の
一
女
性
が
『
源
氏
物
語
』
の
源
泉
と

し
て
『
古
事
記
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ

う
。

　

ひ
と
口
に
〈
記
紀
神
話
〉
と
よ
ん
で
い
る
が
、『
古
事
記
』
と
『
日

本
書
紀
』
で
は
〈
神
話
〉
の
記
し
方
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
〈
神
話
〉
を
ひ
と
つ
づ
き
に
し
て
収
め
た
『
古
事
記
』
と
は
違
っ
て
、

『
日
本
書
紀
』
の
〈
神
話
〉
は
「
正
文
」
を
段
で
区
切
り
、
そ
の
段
ご

と
に
「
異
伝
」
を
複
数
併
記
す
る
と
い
う
編
纂
方
法
を
採
っ
て
お
り
、

『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」
が
必
ず
し
も
『
古
事
記
』
の
〈
神
話
〉
と

一
致
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
源
氏
物
語
』
の
依
拠
し
た
〈
神
話
〉
が
、

と
き
に
は
十
数
種
も
あ
る
『
日
本
書
紀
』
の
「
正
文
」「
異
伝
」
の
な

か
か
ら
『
古
事
記
』
と
同
じ
よ
う
な
〈
神
話
〉
ば
か
り
が
採
ら
れ
て
い

る
の
だ
。

　

し
か
も
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々

と
〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
な
い
巻
々
と
に
分
け
て

み
る
と
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
巻
々
が

武
田
説
の
〈
紫
の
上
系
〉
と
一
致
し
、〈
記
紀
神
話
〉
の
一
貫
し
た
流

れ
を
踏
ま
え
な
い
巻
々
が
〈
玉
鬘
系
〉
に
一
致
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、〈
玉
鬘
系
〉
を
補
入
し
た
時
期
を
私
が
考
え
る
よ
う
に
一

条
天
皇
の
「
日
本
紀
」
の
ご
発
言
が
あ
っ
て
か
ら
の
ち
の
こ
と
と
考
え

る
と
、
一
条
天
皇
は
〈
紫
の
上
系
〉
だ
け
を
み
て
「
日
本
紀
」
と
ご
発

言
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
な
り
、
な
お
の
こ
と
〈
記
紀
神
話
〉
と
の
一

致
が
強
調
さ
れ
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

も
と
も
と
私
は
、
六
条
院
の
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
「
根
の
国
・
妣
の

国
」
と
表
現
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
根
の
国
」
は
『
日
本
書
紀
』
専

用
の
用
語
で
あ
り
、「
妣
の
国
」
は
『
古
事
記
』
専
用
の
用
語
で
あ
る
。

　

亡
き
母
の
ゆ
か
り
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
に
お
け
る
女
人

往
生
な
ど
ま
だ
な
い
時
代
に
あ
っ
て
六
条
院
を
亡
き
母
供
養
の
場
に
し

よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
「
妣
の
国
」
と
い
う
言
葉

が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

　

万
が
一
「
妣
の
国
」
と
い
う
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
六
条
院
の
解
明
は

お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
妣
の
国
」
と
い
う
語
は
六

条
院
解
明
の
切
り
札
で
あ
り
、
六
条
院
解
明
に
と
っ
て
不
可
欠
の
用
語

だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（ 9 ）

千葉商大紀要　第 60 巻　第 1 号（2022 年 7 月）

注

（
１
） 　

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
一
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
四
巻
第
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
。

　
　

    

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
二
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
五
巻
第
一
号
、
二
〇
一
七
年
九
月
。

　
　

    

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
三
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
八
年
七
月
。

　
　

    

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
四
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
七
巻
第
三
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
。

　
　

    

杉
浦
一
雄
「
源
氏
物
語
と
古
事
記
神
話
（
五
）」『
千
葉
商
大

紀
要
』
第
五
八
巻
第
三
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
。

（
２
） 　

岡
田
米
夫
「
古
代
文
献
に
見
え
る
古
事
記
」
久
松
潜
一
編
『
古

事
記
大
成
』
１
研
究
史
篇
、
平
凡
社
、
一
九
五
六
年
、
二
五
〜

四
五
頁
。

（
３
） 　

青
木
周
平
編
『
古
事
記
受
容
史
』〈
上
代
文
学
会
研
究
叢
書
〉、

笠
間
書
院
、二
〇
〇
三
年
、一
三
〜
一
五
六・二
五
五
〜
四
〇
二
頁
。

（
４
） 　

小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
』

①
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、

八
一
頁
。

（
５
） 　

小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
』

①
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、

八
一
〜
八
三
頁
。

（
６
） 　 

小
島
憲
之
、
木
下
正
俊
、
東
野
治
之
校
注
・
訳
『
萬
葉
集
』

③
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
、

四
〇
九
頁
。

（
７
） 　

久
松
潜
一
「
古
事
記
研
究
史
序
説
」
久
松
潜
一
編
『
古
事
記

大
成
』
１
研
究
史
篇
、
平
凡
社
、
一
九
五
六
年
、
二
頁
。

（
８
） 　

吉
海
直
人
「『
袖
中
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
『
古
事
記
』」
青
木

周
平
編
『
古
事
記
受
容
史
』〈
上
代
文
学
会
研
究
叢
書
〉、
笠
間

書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
九
頁
。

（
９
） 　

小
島
憲
之
、
直
木
孝
次
郎
、
西
宮
一
民
、
蔵
中
進
、
毛
利
正

守
校
注
・
訳
『
日
本
書
紀
』
①
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
〉、

小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
九
四
頁
。

（
10
） 　

村
岡
典
嗣
著
、
前
田
勉
校
訂
『
増
補
本
居
宣
長
１
』〈
東
洋
文

庫
〉、
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
一
〜
一
二
四
頁
な
ど
。

（
11
） 　

本
山
幸
彦
「
本
居
宣
長
年
譜
」
本
山
幸
彦
『
本
居
宣
長
●
人

と
思
想
』清
水
書
院
、一
九
七
八
年
、二
二
三
〜
二
三
二
頁
な
ど
。

（
12
） 　

本
居
宣
長
「
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
担
当
編
者
・
大
野
晋
『
本

居
宣
長
全
集
』
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
七
八

〜
一
七
九
頁
。

（
13
） 　

責
任
編
集
・ 

石
川
淳
『
本
居
宣
長
』〈
日
本
の
名
著
〉、
中
央

公
論
社
、
一
九
七
〇
年
、
西
郷
信
綱
訳
、
三
七
九
頁
。

（
14
） 　

武
田
宗
俊「
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
」『
源
氏
物
語
の
研
究
』

岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
（
復
刊
）、
一
〜
三
九
頁
。

（
15
） 　

杉
浦
一
雄
「
日
本
紀
と
源
氏
物
語
」
中
央
大
学
附
属
高
等
学

校
『
教
育
・
研
究
』
第
五
号
、
一
九
九
一
年
、
六
四
頁
な
ど
。

（
16
） 　

杉
浦
一
雄「
六
条
院
の
光
と
影
」中
央
大
学
附
属
高
等
学
校『
教

育
・
研
究
』
第
六
号
、
一
九
九
二
年
。

（
17
） 　

杉
浦
一
雄
「
六
条
院
の
夏
の
町
」『
千
葉
短
大
紀
要
』
第
一
九

号
、
一
九
九
二
年
。

 

（
二
〇
二
二
．
五
．
二
〇
受
稿
、
二
〇
二
二
．
七
．
一
五
受
理
）

（ 8 ）

杉浦一雄：源氏物語と記紀神話
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