
タ

マ

フ

の

本

義

吉

野

政

治

は

じ

め

に

タ

マ
フ

(賜

・
給
)

の
タ

マ
が
タ

マ

(魂

・
霊
)

で
あ

る
蓋
然
性
は
高

(1

)

い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
て

い
る
語
源

説
の
申

に
も

「
タ

マ

(魂
)
+

ア
ブ

(合
)
」
と
す

る
も

の
と
タ

マ
フ
ル

(魂
振

る
)

の
音
変
化

と
す

る
も

の
と
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
問
題
点
を
含
む

よ
う

で
あ
る
。
前
者
は

『岩
波
古
語
辞
典
』

に
、

タ

マ

(魂
)

ア
ヒ

(合
)

の
約
か
。

(求
め
る
)
心

と

(与
え

た
い

と
思
う
)
心
と
が
合
う
意

で
、
そ
れ
が
行
為
と
し
て
具
体
的

に
実
現

す

る
意

。
古
語

で
は
、
「恨

み
」
「
憎

み
」

「思

ひ
」

な
ど
情
意

に
関

す

る
語

は
、
心

の
内

に
思
う
意
味
が
発
展
し
て
、
そ
れ
を
外

に
具
体

的

に
行
動

と
し
て
現
わ
す
意
味
を
持

つ
。

と
あ
る
も

の
で
あ

る
が
、

ア

ブ

(四
段
活
用
)
は
自
動

詞
で
あ
り

、
タ

マ

フ
は
他
動

詞
で
あ

る
。
他
動
詞

ア
ブ
も
存
在
す
る
が
下
二
段
活
用

で
あ
り

、

タ

マ
フ
は
四
段
活
用

で
あ

る
。
右

の
説
明

の
第
二
文
以
下
は
そ
の
点
を
考

慮
し
た
も

の
か
と
思

わ
れ

る
が
、
納
得

の
い
く
も

の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

後
者
は
金
田

一
京
助
氏

の
説

で
あ

る
が
、

タ

マ
フ
リ
と

ミ
タ

マ
ノ
ブ
ユ
、

タ

マ
フ
リ
と
タ

マ
シ
ズ

メ
と
の
違

い
が
明
確

に
さ
れ

て
い
な

い
よ
う
で
あ

(2

)
り
、
想
定

さ
れ
て

い
る
音
変
化

に
も
無
理
が
あ
る
と
さ
れ
る

(以
下
、
本

稿

で
引

用
す
る
金

田

一
氏

の
論

は

『
日
本

の
敬

語
』

角
川
新
書

H
り
α
9

①

に
よ
る
。
引
用
に
あ
た

っ
て

一
部
表
記
を
変
え
た
所
が
あ
る
)
。

「魂
振

る
」

の
連
用

「魂

振
り
」
が
、
同
〉
団
の
変

化

で
、
連
用

形

↓
㊧
ヨ
臥
ξ

屮
と
な

ろ
う

と
し
て
、

国
語

に

旨

(ヤ
行
イ
列
)

は
発
音

が

な
か

っ
た

か
ら
、
一
〉
¢
に
替
え

た
形
が
、

み
た
ま

の
ふ

ゆ
で
あ

四
三



タ

マ
フ
の
本
義

ろ
う
。
天
皇

の
御

霊
に
触

れ
て
、
さ
か
ん
な
御
魂

の
お
か
げ
を
受
け

る
こ
と
を
そ
う
言

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う

。
こ
の
鎮
魂

の
た
ま
ふ
る
が

今
問
題
に
し
て

い
る
た
ま
ふ

の
そ
も

そ
も

の
起
源

で
あ

ろ
う
。

タ

マ

フ

ラ
ー

タ

マ

ハ

↓①
ヨ
鉱

母
ゆ
〉
$
匿
織
⇔

タ

マ

フ
リ
ー

タ

マ
ヒ

$
ヨ
①
建

ユ
〉
冨
ヨ
⇔
臨

タ

マ

フ
ル
ー

タ

マ

フ

$
葺
鋒
ξ

信
〉
$
ヨ
鋒
⊆

タ

マ

フ
レ
ー

タ

マ

へ

審
ヨ
既
霞

Φ
〉
鍵
ヨ
臥
Φ

こ
う
し

て
、
「賜

は
、
賜
ひ
、
賜
ふ
、
賜

へ
」

と
い
う
四
段
活

用
動

詞
が
出
来

た
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。
臣
下
が
大
君
か
ら
下
さ
る
も

の

は
、
そ
れ

に
よ

っ
て
た
ま
を
振
り
起

こ
す
た
ま
ふ
り
な
ら
ざ

る
は
な

い
。
そ
の
こ
と
が
賜
ふ

・
給
ふ

で
あ

っ
て
、
そ

の
集
積
が
、
み
た
ま

の
ふ
ゆ

(恩
頼
)
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
お
、

タ

マ
フ
の
タ

マ
が

タ

マ

(魂

・
霊
)
で
あ
る
蓋
然
性

は

高

い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿

で
提
出
す
る

の
は
恩
恵
を
与
え

る
タ

マ

(魂

・

霊
)

の
働
き
を
動
詞
化
し
た
も

の
が

タ

マ
フ
で
あ
る
と
す

る
説

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

に
考
え
た
場
合
、
補
助
動
詞
用
法

へ
の
変
化

や
単

に
敬
意

の
み

を
添
え

る
用
法
が
成
立
し
て

い
く
経
緯

に

つ
い
て
の
理
解

が
従
来

の
も

の

と
異
な

っ
て
く
る
。
ま
た
、
特
殊

な
用
法

と
し
て
議
論

の
あ

る

「申

し
賜

ふ
」
と

い
う
言
葉
に

つ
い
て
も

一
貫
し
た
捉
え
方

が
可
能

と
な

る
よ
う

で

四
四

あ
り
、
本
稿

で
は
そ
れ
ら

に
つ
い
て
も
述

べ
た

い
と
思
う
。

ー

タ

マ

(魂

・
霊

)

と

タ

マ

フ

(賜

)

人

の

「
た
ま
」

(魂

・
霊
)

は
二

つ
の
性
質
を
持

つ
。
両

性
質
は
相
異

な
る
も

の
で
、
む

し
ろ

二
つ
の

「
た
ま
」
が
あ
る
と
考
え

た
方
が
理
解
し

(3
)

や
す

い
。

一
つ
は
遊
離
魂
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
肉
体

の
滅
ん
だ
後

に
は

身
体

か
ら
抜

け
出

し
、

や
が

て
祖
霊
と
な
る
と
考
え

ら
れ

て
い
る
も

の
で

あ

る
。
生
身

の
ま
ま

で
も
、
恋
に
あ
く
が
れ

、
衰
弱

し
た
肉
体

か
ら
抜
け

出
す
場
合
も
あ
る
。
文
学

の
世
界
に
現
れ
る

「
た
ま
」

の
多
く
は

こ
の
遊

離
魂

で
あ
る
。

霊
合

へ
ば
相
寝
る
も

の
を
小
山
田
の
鹿
猪

田
守

る
ご
と
母
し
守
ら
す

(
4
)

も

(萬
葉

12

・
三
〇
〇
〇
)

百
足
ら
ず

山
田

の
道

を

浪
雲

の

う
る
は

し
妻
と

語
ら
は
ず

別
れ
し
来
れ
ば

速

川

の

往
き
も
知
ら
ず

衣
手

の

帰
り
も
知

ら
ず

馬
じ
も

の

立

ち
て

つ
ま
づ
き

為
む
す

べ
の

た
づ
き
を

知
ら
に

も

の
の
ふ
の

八
十

の
心
を

天
地

に

念
ひ
足
ら
は
し

玉
相
は
ぼ

君
来

ま
す

や
と

我
が
嘆
く

人
尺

の
嘆
き
…
…

(萬
葉
13

・
三
二
七

六
)

筑
波
嶺

の
彼
面
此
面

に
守
部
据
ゑ
母

い
守
れ
ど
も
多
麻

そ
合

ひ
に
け



る

(萬
葉

14

・
三
三
九
三
)

人
魂

の
さ
青
な
る
君
が
た
だ
独

り
逢

へ
り
し
雨
夜

の
葉
非
左
し
念
ほ

ゆ

(萬
葉

16

・
三
八
人
九
)

空
蝉

の
殻
は
木

ご
と
に
と
ど
む
れ
ど
魂

の
ゆ
く

へ
を
見

ぬ
ぞ
か
な

し

き

(古
今

10

・
四
四
八
)

男

の
、
人

の
国

に
ま
か
れ
り
け
る
ま
に
、
女

、
俄

に
病
を

し
て
、

い
と
弱
く
な
り

に
け
る
時
、
よ
み
置
き
て
、
身

ま
か
り
け
る
、

よ

み
人

し
ら
ず

声
を
だ

に
聞

か
で
別

る
る
魂
よ
り
も
な
き
床
に
寝
む
君
ぞ
か
な
し
き

(古
今
集
16

・
八
五
八
)

む
か
し
、
を

と
こ
、
み
そ

か
に
通
ふ
女
あ
り
け
り
。
そ
れ
が
も

と
よ

り
、
「
こ
よ

ひ
夢

に
な
む
見
え
給

ひ

つ
る
」
と

い

へ
り

け
れ
ば

、
を

と
こ
、

思
ひ
あ
ま
り
出
に
し
魂

の
あ

る
な
ら
む
夜

ふ
か
く
見
え
ば
魂
む
す
び

せ
よ

(伊
勢
物
語
百
十
段
)

な
げ
き
わ
び
空
に
乱
る
る
わ
が
魂

を
結
び

と
ど
め
よ
し
た
か

へ
の
つ

ま

(源
氏
物

語

・
葵
)

十

二
月
晦

の
夜
よ
み
侍
け
る

和
泉

式
部

亡
き
人

の
来
る
夜
と
聞
け
ど
君
も
な
し
わ
が
住
む
宿
や
魂

な
き

の
里

タ

マ
フ
の
本
義

(後
拾
遺

10

・
五
七

五
)

男

に
忘
ら
れ

て
侍
り
け
る
頃
、
貴
布
祢

に
ま
ゐ
り
て
み
た
ら

し

河
に
蛍

の
と
び
侍
り
け
る
を
み
て
よ
め
る

和
泉
式
部

も

の
思

へ
ば
沢

の
蛍
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ

い
つ
る
魂

か
と
そ
見

る

(後
拾
遺

20

・
一
一
六
四
)

も
う

一
つ
の

「
た
ま
」
は
生
命
霊
と
呼
ぼ
れ
る
も

の
で
、
肉
体

と
共
に

滅
び
去
る
生
命

力
そ
の
も

の
で
あ

る
。

こ
の

「た
ま
」
は
自
然
物

や
人
工

物

に
存
在
す
る
霊
質

と
呼
ば

れ
て
い
る
も

の
と
同
質

で
あ
り
、
そ

の
霊
質

と
交
流
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
例

と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て

い
る

の
は
、

植
物

の
枝
を

髪
に
挿

し
、
そ

の
霊
力

を
感
染

さ
せ
、
生
命

霊
と

し
て

の

「
た
ま
」
を
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
習
俗

で
あ

る
が
、
金
田

二
尽
助
氏

の
紹
介

さ
れ

て
い
る
次

の
例
も
ま
た
そ

の

一
例

で
あ

る

(引
用

に
あ
た

っ

て
表
記

の
仕
方
を

一
部
変
え
た
)
。

あ
の
人
々

(ア
イ

ヌ
の
人

々
i
引
用
者

注
)
で
も
、
も
ち

ろ
ん
神

の

考

え
も

、
神

と
い
う
語
も
あ

っ
て
、
し
か
も
驚
く
ほ
ど
素
朴

で
あ

る
。

あ

の
人
々
は
、
守

り
神
を

い
く

つ
も

い
く

つ
も
、
め

い
め
い
が
私
有

す
る
こ
と
、
わ
れ

わ
れ

の
社
会

で
、
商
人
な
ど
が
め

い
め
い
た
く
さ

ん
お
得
意
先

を
も

っ
て
、
お
の
お
の
そ

の
お
陰

で
栄
え
て
行

っ
て
る

の
に
似
て

い
る
。
人
造
物

で
も
精
神
を

こ
め
た
作
り
物
に
は
、

ラ
マ

四
五



タ

マ
フ
の
本
義

チ

(霽
ヨ
⇔
。霞

「
霊
」
)
が

は

い

っ
て
、

そ

の
霊

、
す

な
わ

ち
、
神

が
、
自
分
を
守

っ
て
く
れ
、
急
場

を
助

け
て
く
れ

る
と
考
え
る
か
ら
、

そ
れ
で
、
そ
う

い
う
宝

を
、
い
く

つ
で
も

、
欲

し
が
り
、
ま
た
所
有

す
る
。
わ
れ
わ
れ

の
宝

は
、
鑑
賞

し
た
り
、
金

に
し
た
り
す
る
が
、

ア
イ

ヌ
で
は
た
か
ら
も

の
と
言

っ
た
ら

、
も

つ
人
た
ち
に
は
守
り
神

な

の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ

に
は
珍

し
い
も

の
、
高
価
な
も

の
で
も
、

ま
た
名
画

で
も

、
名
器

で
も

、
た

マ
物

で
あ
る

に
過
ぎ

な

い
の
と
大

い
に
ち
が
う

の
で
あ

る
。
そ

の
た
ま
し

い
の
お
か
げ
で
、
目
に
は
見

え
な

い
け
れ
ど

、
自
分

の
運
が
強
く
、
災
を
避
け
て
、
丈
夫

に
、
栄

え

て
行

か
れ
る
と
考
え

る
の
で
、
物
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、

た
掌
物
が
自
分

の
も

の
に
な
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
そ

の
物

の
た
ま

し

い
が

い

っ
し

ょ
に
自
分
に
加
わ

っ
て
来
る
。
相
手

の
人

か
ら

た
ま

し

い
を
分
け
与
え
ら
れ
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
有

り
が
た

い
の

で
あ
る
。

お
そ
ら
く

「
た
ま
」
と

い
う
言
葉

は
、
本
来

、
遊
離
魂
を
意
味
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
生
命

霊
と
し
て

の
性
質

は
後

か
ら
付

け
加
わ

っ
た
も

の
と

(5

)

思
わ
れ
る
。
土
橋
寛
氏

は
、

霊
魂
観
念

を
表
わ
す
独
立

の
語

と
し
て
は

、
専
ら

「
タ

マ
」
と

い
う

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が

、
こ
れ

は
ア

ニ
ミ
ズ

ム
的
な
霊

四
六

魂

(狭
義

の
霊
魂

と
よ
ぶ
)
を
表
わ
す
だ
け
で
な
く
、
か

つ
て
チ

・

こ
な
ど

の
語
が
表
わ

し
た
生
命
力

や
呪
力

の
観
念

を
も
継
承

し
て
い

る

の
で
あ

っ
て
、
両
者
を
含
め
た
広
義

の
霊
魂
観
念
を
表
わ
す
語

と

見
る
べ
き

で
あ

る
。

と
い
う
見
解
を
示
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
う
い

っ
た
超
自
然
霊
格

で
あ
る

チ

や

こ
の
働
き

(す
な
わ
ち
、

ア
イ

ヌ
の
ラ
マ
チ
の
ご
と
き
霊
質

の
働
き
)

を

「
た
ま
」
が
受
け
継

い
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が

タ

マ
チ

ハ
フ
と

い

う
言

い
方

で
は
な

い
か

と
思
わ

れ
る

(「
霊
治
波
布
神
も
吾
を
ぼ
打
棄

て

こ
そ
」
萬

11

.
二
六
六

一
)
。
「
霊
が
幸
を
与
え

る

・
神
霊
が
護
る
」

の
意

の
動

詞

チ

ハ

フ
は
、

チ

の
呪

力

を
、

サ
キ

ハ
フ

(幸

)
・
ニ
ギ

ハ

フ

(賑
)
・
イ

ハ
フ

(斎
)
な
ど

に
見

ら
れ

る
動
詞
接

尾
語

ハ

ブ

(四
段

活

(6

)

用
)
を
付

け

て
動

詞
化

し
た
も

の
と
考
え
ら

れ
る
が
、

タ

マ
チ

ハ

フ
は

「
た
ま
」
が
チ

ハ
フ
と
い
う

チ
の
働
き
を
継
承
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
こ

と
に
な
る
と
考
え

ら
れ

る
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ

の
種

の

「
た

ま
」
は
他
者

の
求

め
に
応

じ
て
恩
恵
的
働
き
を
す
る
こ
と
が
あ

り
、
そ
の

恩
恵
も

「
た
ま
」

と
呼
ば
れ
る
。
神
や
天
皇

の
も

の
は
特

に
ミ
タ

マ
ノ

ブ

ユ

(御
魂

の
振
ゆ
)
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
タ

マ
を
活
動
す

る
状
態

と
し
て
捉
え

た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
霊
威

お
よ
び
霊
威

に
よ

っ
て
与

え

ら
れ

る
恩
恵

・
恩
頼
も
ま
た
同
じ
く
ミ
タ

マ
ノ

ブ
ユ
と
呼
ば
れ
る
。



吾
が
主

の
美
多

麻
賜
ひ
て
春

さ
ら
ぼ
奈
良

の
都

に
召
上
げ

た
ま
は
ね

(萬
葉

5

・
八
八
二
)

頼
聖
帝
之
神
霊
、
僅
得
還
来

。

(垂
仁
紀

百
年

三
月

寛
文
九
年
板
本
訓
)

嘗
西
征
之
年
、
頼
皇

霊
之
威

、
提

三
尺
剣
撃
熊
襲
国

。
…
…
今
亦
頼

神
祇
之
霊
、
借
天
皇

之
威
、
往
臨

其
境

、
示

以
徳
教

。

(景
行

紀
四
〇
年

七
月

寛
文
九
年
板
本
訓
)

百
姓
至
今
咸
蒙
恩
頼

(神
代

紀
上

・
一
書
第

六

兼
方
本
訓
)

さ

て
、
本
稿
で
注
目
す
る

の
は
霊
質

の
働

き
を
受

け
継

い
だ
生
命
霊
と

し
て
の

「
た
ま
」

の
、
他
者
に
恩
恵
を
与
え

る
働

き
で
あ

る
。
言
う
ま

で

も
な
く
、

タ

マ
フ
は
単
に

「
与
え
る
」

の
尊
敬

語
と
だ
け
説
明

さ
れ

る
べ

き
も

の
で
は
な
く
、
恩
恵
的
意
味
を
含

む
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

そ

こ
で
、
タ

マ
フ
は

「た
ま
」

(生
命

霊
)

の
働
き
を
動

詞
接
尾
語

フ

を
付
け

て
動
詞
化
し
た
も

の
で
あ
り
、
霊
的
影
響

(特
に
恩
恵
)
を
与
え

る
行
為
を
意
味
す
る

の
が
原
義

で
あ
る
と
考

え
た
い
。
同
じ
く
名
詞

に
接

尾

語

フ

(四
段

活

用
)

を

付

け

て

動

詞

化

し

た
も

の

に
、

ウ

タ

フ

(歌
)
・
サ
カ

フ

(境
)
な
ど
が
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
遊
離
魂
も
ま
た
他
者
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

(7

)

て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
怨
霊
で
あ
る
。

タ

マ
フ
の
本
義

僧
玄

肪
死
す

。
…

(中
略
)
…
世
に
相
伝

へ
て
云
ふ
。
藤

原
広
嗣

の
霊

の
為

に
害

せ
ら

る
、
と
。

(続

日
本
紀

・
天
平
十
八
年

六
月
十

八
日
条
)

菅
丞
相

の
霊

、
白
昼

、
形
を
顕
し
、
左
右

の
耳
よ
り
、
青
竜
を
出
現

せ
し
め
、
善
相
公

に
謁

し
て
言
は
く
、
尊

閤

の
諷
諫
を
用
ゐ
ず

し
て
、

左
降

の
罪

に
坐
す

。
今

、
天
帝

の
裁
許
を
得
て
怨
敵

を
抑

へ
む

と
欲

ふ
。

(扶
桑
略
記

・
延
喜
九
年

四
月
条
)

た
だ
し
、
次

の
よ
う

に
恩
恵
的
な
働
き
を
す
る
遊
離
魂

(祖
霊
)
も

ご
く

稀
に
見
え
る

(萬
葉
集

の
例

は
宣
命

の
例
に
よ

っ
た
も

の
で
あ
る
)
。

天
皇

が
御

霊
た
ち
の
恵

し
び
賜

ひ
撫
で
賜
ふ
事
に
依
り
て
顕
は
し
示

し
給
ふ
物

に
在

る
ら

し
と
念

ほ
し
召
せ
ぼ
、(続

紀
心旦
命

第
十
一二
詔
)

…
天
地

の

神
相
う
つ

な
ひ

皇
御
祖

の
御
霊
た
す
け
て

遠
き
代

に

か
か
り
し
こ
と
を

朕
が
御
代
に

顕
は
し
て
あ
れ
ば

…
…

(萬
葉

18

・
四
〇
九

四
)

し
か
し
、
遊
離
魂

が
他
者

に
対

し
て
働
き
か
け
る

の
は
怨
霊

の
ご
と
く
自

己

の
意
志
を
貫
く
た
め
で
あ

っ
て
、
他
者

の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
は
な
い

よ
う

で
あ
る
。
右

の
恩
恵
的
行
為
も
皇
祖
霊
自
体

の
意
志
に
よ
る
も

の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
生
命
霊

の
恩
恵
的
行
為
は
、
先

の

「
聖

四
七



タ

マ
フ
の
本
義

帝
之
神

霊
」
・
「皇
霊
之
威
」

の
ミ
タ

マ
ノ
ブ

ユ
が

「
頼
」
る
も

の
で
あ

っ

た
よ
う
に
、
他
者

の
求

め
に
応

じ
る
も

の
で
あ
る
。

タ

マ
フ
の
恩
恵

的
行

為
も

ま
た
、

吾

が
主

の
御
霊
多
麻
比

て
春
さ
ら
ぼ
奈
良

の
都
に
召
上
げ
た
ま
は
ね

(萬
葉
5

・
八
八
二
)

あ

し
ひ
き

の

山

の
た
を
り

に

こ
の
見
ゆ
る

天

の
白

雲

海
神

の

沖

つ
宮
辺

に

立
ち
渡
り
と

の
曇
り
合
ひ
て

雨
も
多
麻
波

ね

(萬
葉

18

・
四

=

一二
)

こ
の
頃

の
吾
が
恋
力
不
給
者

(た

ま
は
ず

は
)
京

兆

に
出

で
て
訴

へ
む

(萬
葉
16

・
三
人
五
九
)

の
ご
と
く
、
他
者

の
願

い
に
応

じ
て
な
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
タ

マ
フ
を

敢
え

て
生
命
霊

と
し
て
の

「た
ま
」
に

の
み
関
係
づ
け
る
所
以

で
あ

る
。

2

動
詞
用
法
か
ら
補
助
動
詞
用
法
へ

単

に
敬
意
を
添
え
る
用
法
は
、

タ

マ
フ
が
他

の
動
詞
に

つ
い
て

「
…
し

て
下
さ
る
」

の
意
と
な
り
、
そ
れ
が
形
式
化
し
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら

(8
)

れ

て

い
る

。

し

か

し

、

「
…

し

て

下

さ

る

」

と

い

う
意

味

に

な

る

の

は

、

(9
)

そ
の
動
作

の
受
け
手
が
話
し
手
と

一
致
す
る
場
合
で
あ
る
。
仮

に
、
そ
の

(
10
)

場
合

の
用
法

か
ら
単

に
敬
意
を
添
え
る
用
法
が
派
生
し
た
と
す
る
場
合

、

四
八

木

下

正
俊

氏

(「
上
代

敬
語

動

詞
成

立

考
」

「萬

葉
」
十

九
号

巳
α
①
.
心

『萬
葉
集
語
法

の
研
究
』
所
収
)
が
、

受

け
手

が
、

『わ
れ
』

一
個
人

か
ら
身
内

の
者

へ
、
更

に
大
勢

の
人

び

と

へ
と
内
容
を
拡
大
す
る
に

つ
れ
て
、
話

し
手

の
関
心
も
薄
れ
て

行
き
、
ゼ

ロ
に
等
し
く
な
り
形
式
化
す

る
。

と
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
幾

つ
か

の
過
程
を
経
た
後

に
漸
く
成
立
す
る
も

の
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ

の
用
法
は
補
助
動

(11

)

詞
用
法

タ

マ
フ
の
最
も
早
い
例
と
し
て
文
献

に
現
れ

て
く
る
。
例
え
ば

萬

葉
集
第

一
期

の
歌
に
見
ら
れ
る
補
助
動

詞
用
法

の
タ

マ
フ
は
、
舒
明
天
皇

の
時
代

(七
世
紀
前
半
)

の
も

の
と
さ
れ

る
次

の

一
例
だ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
用
例
は
そ

の
用
法
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
も

の
で
あ
る
。

や
す
み
し
し

我
が
大

君

の

朝

に
は

取
撫
賜

(と
り
な
で
た
ま

ひ
)

夕
に
は

い
よ
り
立

た
し

御
執
ら
し

の

梓

の
弓

の

な

か
弭

の

音
す
な
り

朝
狩

に

今
立
た
す
ら

し

夕
狩
に

今

立

た
す
ら
し

御

執
ら
し
の

梓

の
弓

の

な
か
弭

の

音
す
な
り

(巻
1

・
三
)

最
近

の
説
で
は
七
世
紀
後
半

の
も

の
と
さ
れ
る
法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
像

光
背
銘

に
見
え
る
例
も
ま
た
、
そ
の
用
法
と

し
か
考
え
ら
れ
な

い
も

の
で

あ
る
。



池

邊
大
宮
治

天
下
天
皇
大
御
身
労

賜
時
、

(中
略
)
誓
願
賜

、
我

大

御
病
太
平
欲
坐
故
将
造
寺
薬
師
像
作
仕
奉
詔
。
然
、
当
時
劇
鯛

造
不

堪
者

…
…

原
理
的

に
は
最
終
段
階

に
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
が
、
早
期

に

現
わ
れ

る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
実

際

の
現
わ
れ
方
を

、

よ
り
自
然
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば

、
そ
の
方
が
望

ま
し
い
わ

け

で
あ
る
。
以
下
、
そ
う
し
た
説
明

の
可
能
性
を
探

り
た

い
。

改
め
て
考
え

れ
ぼ

、
タ

マ
フ
が

「与
え

る
」

の
意

で
あ
れ
ぼ
、
そ
れ
が

他

の
動
詞
に
付

い
た
場
合

に
も

「
…
し
て
与
え

る
」

の
意

で
あ
ろ
う
と
考

え

る
の
が
自
然

で
あ

る
。

○

日
本
爾

明
神

登
御

宇

天
皇

朝
庭

登
某

蕃
王

能
申
上

随
爾
参

上
来

留

客
等
参
近
奴
登
摂
津

国
守
等

聞
着

氏
水
脉
母

教
導
賜
幣
止

宣
随
爾
迎

賜
婆
慧
旦

(延
喜
式
玄
蕃
寮
条
)

○
挂
毛

畏
伎
朕

我
天
乃

御
門
帝
皇
我

御
命
以

天
…
…
朕
爾

勅
之
久
、
天

下
乃

政
事

波
慈
乎

以
天
治

与
、

…
…
下
波
天

下
乃
諸
人

民
乎
愍
給
弊
。

復

勅
之
久
、
…
…
朕

我
立

天
在
人

止
云
止
毛
汝
我

心
尓

不
能
止
知

目
尓

見

天
牟
人
乎
波
改

天
立
牟
事

方
心

乃
麻
尓
麻

世
与
止

命
伎
。
復
勅
之
久
、

朕
我

東
人
尓
授

刀
天
侍
之
牟
留
事
波

汝
乃
近
護
止
之
天
護
之
米
与
止
念

天
奈
毛
在

。

是
東

人
波

常
尓
云

久
額
尓
波
箭
波
立

止
毛
背

波
箭
方

不
立

止
云
天

君
乎

タ

マ
フ
の
本
義

一
、心
乎

以

天

譜護
物

曾

、
此
・心
知

天

汝

都

訂
ツ敝
廾止

一勅
比
之
・:
:
・

(続

紀

宣

命

第

四

五
詔

)

(
12
)

有
坂
秀
世
氏
は
右

の
二
例
を
示
し
、
前
者

の
例
を

「水
路
を
教
え
導

い
て

や
れ
と
仰
せ
ら
れ
る
勅
命

の
ま
ま
に
汝
ら
を
迎
え

て
と
ら
せ
る
由
を
申
し

聞

か
せ
る
ぞ
」

の
意

味

で
あ

ろ
う

と
言

わ
れ
、
後
者

の
文
章

に
お

い
て

「
治
め
よ
」
「心

の
ま
に
ま
せ
よ
」

「汝
使

へ
」
が
タ

マ
フ
が
付

い
て
い
な

い
の
に
対

し
、
「愍

み
給

へ
」

の
場
合
に

の
み

タ

マ
フ
が
使
わ
れ

て
い
る

の
は
、

「愍

み
給

へ
」

が

「
お
愍

み
な
さ

い
」

で
は

な
く
、

「愍

ん
で

や

れ
」

と
い
う
意
味
だ
か
ら

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
タ

マ
フ
に
は

敬
意
が
含
ま
れ

て
い
な

い
こ
と
は
言
わ
れ

る
と
お
り
で
あ
る
が
、
恩
恵
的

意
味

は
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
注

目
さ
れ

て
よ
い
。
そ

の
こ
と
を
誤
解
な

く
伝
え
る
た
め
に
は
、
有
坂
氏

が
右

の
第

二
例

の
訳
と
し
て
用

い
ら
れ
て

い
る

「
:
.し
て
と
ら
せ
る
」

(あ

る
い
は

「
…
し

て
つ
か
わ
す
」
)
と
い
う

訳
を
充
て
て
お
く
の
が
よ

い
で
あ
ろ
う
。
先
に
タ

マ
フ
が
他

の
動

詞
の
後

に
付

い
た
場
合

の
意
味
と

し
て
想
定
し
た

「
…
し
て
与
え

る
」

は
、
こ
の

「
…
し
て
と
ら

せ
る

(…
し
て

つ
か
わ
す
)
」
と

い

っ
た
恩
恵

の
意

味
あ

い
を
含
ん
だ
言

い
方

に
相
当
す
る
も

の
に
な
る
は
ず

で
あ

る
。

こ
れ
は
次

の
よ
う
な
自
敬
表
現
と
理
解

で
き

る
も

の
の
本
質

に
か
か
わ
る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

四
九



タ

マ
フ
の
本
義

於
是

、
大
后
帰

神
、
言
教
覚

詔
者

、
「
西
方
有
国

。
金
銀
為

本
。
目

之
炎
輝
種
種
珍
宝
多
在
。
吾
今
、
帰
賜
其
国
。」

(仲
哀
記
)

と
こ
ろ
で
、
有
坂
氏
は
、
右

の
よ
う
な
意
味

の
も

の
か
ら

「
た
だ
上

の

人
が

下
の
人

に
向

つ
て
な
す
動
作
を
表
示
す
る
だ
け

の
も

の
」
と
い
う
用

法

が
派
生

し
た
と
さ
れ

る
。
有
坂
氏
が
そ

の
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
た

の
は

次

の
よ
う
な
例

で
あ

る

(三
例

の
み
を
掲
げ
る
が
、
そ

の
他

の
例
は
最
後

の
例
と
同
じ
く

「宣

(の
た
ま
ふ
)
」

の
例

で
あ
る
)
。

○
黐

鶏
鱒
耀

聳

箋
影

臻
霧

、譱
灘

.、槧

.,

(続
紀
宣
命
第
七
詔
)

○
篁
笏

ヲ
執

テ
王

二
申

サ
ク
、
此

ノ
日
本

ノ
大
臣

ハ
心
直

ニ
シ
テ
人

ノ

為

二
吉

キ
者
也
。
今
度

ノ
罪
己

レ

ニ
免

シ
給

ラ
ム
ト
。
王
此

レ
ヲ
聞

テ
宣

バ
ク
、
此

レ
極

テ
難

キ
事
也
ト
言

ヘ
ド

モ
、
申

請

フ
ニ
依

テ
免

シ
給

フ
ト
。
然

レ
バ
篁
此

ノ
搦

タ
ル
者

二
仰

セ
給

テ
速

二
可
将

返
シ

ト
行

ヘ
バ
、
将
返

ル
ト
思

フ
程

二
活

レ
リ
。

(今
昔
物
語
集
巻

二
〇
語
第
四
五
)

○
大
臣
宣
、
辨
官
爾
式

部
兵
部
爾
給
歴
名
弖

令
候
人
等
率
弖
参
来
止

宣

閇
、
少
納
言

稱
唯

退
出
傳
宣

、
辨
官
稱
唯

(内
裏
式

下
任
官
式
)

し
か
し
、
第

一
例
は

「語
ら

っ
て
や
れ
」
と

い
う
意
味

で
あ

り
、
恩
恵
的

意
味
を
含
ん
だ
も

の
と
理
解

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
第

三
例

は
ノ
リ
タ

マ

五
〇

フ
で
は
な
く

ノ
タ

マ
フ
で
あ

っ
て
、
厳
密

に
は

「
動
詞

+
タ

マ
フ
」

◇
:

し
た
ま
ふ
)

の
例

と
同
列

に
は
考
え
ら
れ
な

い
恐
れ
が
あ

る
。
し
た
が

っ

て
、
今
昔
物
語
集

の
例

の
み
が
確

か
な
例
と
な
る
が
、
そ

の

一
例
を
も

っ

て
、

こ
の
用
法
を

一
般
的
な
も

の
と
す

る
の
に
は
躊
躇

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

有
坂

氏
は

「
…
し

て
や
る

(…

し
て
と
ら
せ
る
。
…

し
て

つ
か
わ
す
)
」

の
意
味

の
も

の
か
ら
は
、
右

の
よ
う
な
例

、
す
な
わ
ち

「た
だ
上

の
人
が

下
の
人
に
向

つ
て
な
す
動
作
を
表
示
す
る
だ

け

の
も

の
」

の
み
が
成
立
し
、

単
に
敬
意
を
添
え

る
用
法
は
成
立
し
な

い
と
考
え

ら
れ

て
い
る
よ
う

で
あ

る
が
、
仮

に
右

の
よ
う

な
用
法
が
成
立
し
た
と
し
て
も

、
そ
れ
が

そ
の
用

法
以
外

の
も

の
の
成
立
を
阻
む
原
因

に
は
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
本
稿

の
筆
者

は
話

し
手
が
行
為

の
与
え
手
自
身

(あ
る
い
は
受

け
手
自
身
)
と

一
致

す
る
特

別
な
場
合

の
用

い
ら
れ
方
が

一
般
化
し
て
、

単

に
敬
意
を
添

え
る
用
法

が
成
立

し
た

の
で
は
な

い
と
考
え

て
い
る
。

「
…
し
た
ま
ふ
」
と

い
う
言

い
方
で
、
タ

マ
フ
に
上
接
す

る
動
詞

の
表
わ

す
行
為
が
特
定

の
者

に
対
し
恩
恵
を
与

え
る
も

の
で
あ

る
場
合
、
そ

の
動

作

の
受

け
手
が
話

し
手
と

一
致
す
る
場
合
に
は

「
…
し
て
下
さ

る
」
と

い

う
訳
が
適

す
る
も

の
と
な
り
、
与
え
手
と
話
し
手
と

一
致
す

る
場
合

に
は

「
…

し
て
や
る

(…

し
て
と
ら
せ
る
)
」
な
ど

の
訳
が

適
す

る
も

の
と

な

る
、
と

い
う
こ
と
は
右

に
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は

「
・.・し



た

ま
ふ
」
と

い
う

形

の
実

際

の
運

用

の

一
つ

の
場
合

に
す
ぎ
な

い

の
で

あ

っ
て
、

一
般
に
は

「
…
し
た
ま
ふ
」

は
話

し
手
が

そ
の

「…
す
る
」
行

為
を
恩
恵
的
行

為
と
捉
え
た
こ
と
を
意
味
す

る
形
式

で
あ

る
と
言
う

べ
き

で
は
な

か
ろ
う

か
。
「
…
し
た
ま
ふ
」

と
い
う

形
式
は
話

し
手

の
視

点
か

ら
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
話

し
手
と
受
け
手
と
が

一
致

し
て

い
れ
ぼ

(あ

る
い
は
話
し
手
が
受

け
手

側
に
立

つ
場
合

に
は
)

「
…

し
て
下
さ
る
」

と
訳

さ
ざ

る
を
得
な

い
も

の
と
な
り
、
話
し
手
と
与
え
手

と
が

一
致

し
て
い
れ
ば

(あ

る
い
は
話

し
手
が
与
え
手
側
に
立

つ
場
合
に

は
)

「
…
し
て
や
る

(…

し
て
と
ら

せ
る
)
」
と
訳
さ
ざ
る
を
得

な
い
も

の

に
な

る
と
い
う

の
に
す
ぎ
な

い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ

し
、

一
般
に
話

し
手
は
行
為
者
側
か
ら
語
る
も

の
で
あ

る
。
し
た

が

っ
て
、
物
語

の
地

の
文
な
ど

の

「
…
し
た
ま
ふ
」
は
動
作

の
受

け
手
側

の
視
点
か
ら
理
解
す
る
よ
り
、
与
え
手
側

の
視
点

か
ら
理
解
す

る
方
が
本

来

の
用

い
ら
れ
方
に
即
し
た
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。
上
代

で
も
最
も
古

い

用
例
と
し

て
大
量
に
利
用
で
き
る

の
は
古
事

記

の
例

で
あ

る
が

、
そ

の
地

の
文
に
は

「
動
詞

+
賜
」

の
形
が
多

く
見

ら
れ
る
。
例
え
ば
次

の
よ
う
な

例
で
あ
る
。

賜
名
号

置
目
老

媼
。
仍
召

入
宮
内

、
敦
広
慈
賜
。

(顕
宗
記
)

天
神
御

子
之
命

以
、
饗
賜

八
十
建

。

(神
武
記
)

タ

マ
フ
の
本
義

名
賜
其
曙
立
王
、
謂
倭
者
師
木
登
美
豊
朝
倉
曙
立
王
。

(垂
仁
記
)

古
事

記
の
語
り
手
は
与
え
手

(天
皇
家
)
側
に
立

つ
者

で
あ

ろ
う
が
、
第

三
者

の
視
点

か
ら

の
語
り

口
を
と

っ
て

さ
え

い
れ
ば

「
…
し

て
と
ら
せ

る
」

「
…
し
て

つ
か
わ
す
」

と
い

っ
た
表

現
と
な
り
、
お

の
ず

か
ら
天
皇

家
側

の
論
理
を
語
る

こ
と
に
な
る
。
語
り
手

は
安
ん

じ
て
第
三
者
と
し
て

の
語

り
方
を
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら

の
用
例
は
行

為

の
与
え
手

・
受
け
手
と

い

っ
た
立
場

か
ら
離
れ
た
話

し
手

の
視
点
か
ら

用

い
ら
れ
た
用
例
と
し
て
扱

っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ

で
、
あ
る
行
為

が
実
際

に
誰

か
に
対

し
て
恩
恵
を
与
え
る
行
為

と
し

て
行
わ
れ
た
も

の
で
な
く

と
も

、
話
し
手
が
そ
れ
を
恩
恵
的
な
行
為

と
捉
え
た
場
合
に
は

「
…
し
た
ま
ふ
」
と

い
う
形
を
用

い
る
こ
と
は
可
能

で
あ

っ
た

と
思
わ
れ

る
。
「
日
月
は
明

し
と
い

へ
ど
我

が
た
め
は
照
り

や

た
ま
は

ぬ
」

(萬
葉

5

・
八
九
二
)

の
例
は
そ

の
よ
う

な
考
え
方

に
導

か

せ
る
。
さ
ら
に
、
木

下
正
俊
氏
が
前
掲
論
文

で

「
我
が
目
ら
に
塩
塗
り

た

ま
ひ
」

(萬
葉

15

・
三
八
八
六
)
を
例
に
と
り
、
「
そ
れ
で
も

か
た
じ
け
な

い
仕
合

わ
せ
と
し
て
受
け
よ
う
と
し
て

い
る

の
だ
と
い
う

思
考
法

は
さ

ほ

ど
遠

い
昔

の
慣
わ

し
ば
か
り

で
は
な
か

っ
た
よ
う
な
気
が
す

る
」

と
述

べ

ら
れ
て
い
る
が
、
天
子

の
行
為
は
何
事

で
あ
れ
、
有

り
難

い
も

の
と
し

て

五

一



タ

マ
フ
の
本
義

捉
え

ら
れ

た
世
界
を
想
定
す
れ
ぼ

、
例
え
ば
、

や
す

み
し
し

我

が
大
君

の

夕
さ
れ
ぼ

召
賜
良
之

(見
し
た
ま

ふ
ら
し
)

明

け
来
れ
ば

問
賜
良
志

(訪

ひ
た
ま
ふ
ら
し
)

神

丘

の

山

の
紅
葉

を

今

日
も

か
も

問
給
麻
思

(訪
ひ
た
ま
は
ま

し
)

明
日
も

か
も

召
賜
萬
旨

(見

し
た
ま

は
ま

し
)
・.・

(萬
葉

2

・
一
五
九

持
統
天
皇
)

…
春
べ
は

花

折
り
か
ざ

し

秋
立

て
ば

黄
葉

か
ざ
し

し
き
た

へ
の

袖

携
は
り

鏡
な
す

見

れ
ど
も
飽

か
ず

も
ち
月

の

い

や
め
づ
ら
し
み

思
ほ
し
し

君

と
時

々

幸

し
て

遊
賜
之

(遊

び
た
ま

ひ
し
)

御
食
向
ふ

き

の
へ
の
宮
を

…

(萬
葉
2

・
一
九

六

柿
本
人
麻
呂
)

の
よ
う

に
、
個
人
的
に
山

の
紅
葉
を
訪

う
こ
と
で
あ

れ
、
見

る
こ
と
で
あ

れ

、
そ

の
行
為
を

「…
し
た
ま
ふ
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

(「幸
」

が

出
御

を
意
味
す
る

こ
と
も

参
考
に
な

る
)
。
そ

れ
を
仮
に
現
代
語
訳
す

れ
ば

、
受

け
手
側

の
立
場

に
立

て
ば

「見
て
く
だ
さ
れ
た
神
丘
の
山

の
紅

葉
」

「
遊
ん
で
く
だ
さ

れ
た
き

の

へ
の
宮
」

と
な
り
、
与
え
手
側

の
立

場

に
立
て
ぼ

「見

て

つ
か
わ
さ
れ
た
…
」

「遊

ん
で

つ
か
わ
さ
た

…
」

と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
う

し
た
表
現

か
ら
恩
恵
的
感
情
が
見
失
わ
れ
る
と
、

「
…
し
た
ま
ふ
」

は
形
式
化

し
単
純
な
尊
敬
を
表
わ
す
用
法
と
し
か
理
解

五
二

で
き
な
く
な
り
、
「
ご
覧
に
な

っ
た
…
」
「
お
遊
び

に
な

っ
た
…
」
と
な
る

は
ず

で
あ

る
。

以

上
の
よ
う
な

こ
と

か
ら
単
に
敬
意
を
添

え
る
用
法
が
成
立

し
た
と
す

る
と
、
そ
の
用
法

の
成
立
は
容
易

で
あ
り
、
早
か

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

3

「申
し
賜
ふ
」

マ
ヲ
シ
タ

マ
フ

(申

し
賜
ふ
)
は
、

タ

マ
フ
が
上
接
動

詞
の
主
語

に
対

し
て
何
ら
敬
意
を
表
わ
す
必
要

の
な

い
場
合
に
用

い
ら
れ
て
い
る
例

と
し

て
さ
ま
ざ

ま
に
議
論

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま

で
の
諸
説
に

つ
い
て
触

れ
る

こ
と

は
し
な

い
が
、
以

下
に
述

べ
る
本

稿

の
考

え
方
は
、
有
坂

秀
世
氏

(「
『金
有
等
麻
宇

之
多
麻
敝
禮
』

に
つ
い
て
」

『国
語
音
韻
史

の
研
究

増

補
新
版
』
所
収

)

の
、

恐
ら
く

は
、

「申

す
し
が

ご
く

一
般
的
な
意
義

を
表
す
語

で
あ

つ
た

の
に
対

し
、
「申

し
た
ま
ふ
」
は
特

に
鄭
重

な
儀
式
的
な
気
持

を
含

ん

だ
語

(現
代
語

で
言

へ
ば

「
言
上

す
る
」
な

ど

に
相
当

す

る
竜

の
)

で
は
な
か

つ
た
か
と
思
は
れ

る
の
で
あ

る
。

と
い
う
考

え
方

に
近

い
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
鄭
重
な
儀
式

的
な
気

持
」
を
含
ん
だ
語
と
な
る

の
は
こ

の
言
葉
が
儀
式
用
語
と
な

っ
た
後

の
こ

と
で
あ

っ
て
、
本
来
は

「
恩
恵
的
な
意
味
」
を
含
ん
だ
も

の
で
は
な
か

っ



た
か
と
思
わ
れ
る
。

マ
ヲ
シ
タ

マ
フ
の
最
も
古

い
用
例

の

一
つ
は
、
次

の
古
事
記

の
例
で
あ

る
。

詔
別
者

「大
山
守
命
、
為
山
海
之
政
。
大
雀
命

、
執
食

国
之
政
以
白

矧

(食

国

の
政
を
執
り

て
、
白

し
賜

へ
)
。
宇

遅
能
和
紀
郎
子
、
所

知
天
津
日
継
也
」
。

(応
神
記
)

後

に
は
儀
式

の
場
に
お

い
て
奏
上
す
る
時

の
慣

用
語
的
な
も

の
と
な

る
が
、

右

の
例
は
そ
う

い

っ
た
場
で

の
用
例
で
は
な

く
、
天
皇

の
言
葉

の
中

に
出

て
く
る
も

の
で
あ
る
。
こ

の
詔
は
、
宇

遅
能
和
紀
郎
子

に
皇
位
を
継
が
せ

た

い
と
思

っ
て
い
る
天
皇

の

「年
上

の
子
と
年

下
の
子

の
ど
ち
ら
が

い
と

し

い
か
」

と
い
う
問

い
に
対

し
、
郎
子

の

一
人

の
兄

で
あ
る
大
山
守
命
は

「年

上
の
子
が

い
と

し
い
」

と
答
え
、
も
う

一
人

の
兄
で
あ
る
大

雀
命

は

天
皇

の
心
中
を
察

し
て
、
「年

上

の
子

は
既

に
成
人
し

て
い
る
の
で
、
案

じ
る
こ
と

は
な

い
が
、
年
下

の
子
は
ま
だ
成
人
し
て
は

い
な
い

の
で
、
こ

ち
ら

の
方
が

い
と
し

い
」
と
答
え
た

の
を
受

け
て
言
わ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

注
目
し

て
お
き
た

い
の
は
、
皇
位
継
承

の
時

(実
質
的

に
は
天
皇

の
崩
御

の
時
)
は
不
定
で
あ
る
が
、
大

雀
命

の
答
え

か
ら
判
断
す

る
と
、
そ

の
時

点
で
は
未
成
年
で
あ
る
者

が
皇
位
を
継
承
す

る
こ
と
で
あ
り
、
天
皇

の
心

を
察
し
得
た
者

が

「食

国
の
政
を
執

り
て
、
白

し
賜

へ
」
と

い
う
命
令
を

タ

マ
フ
の
本
義

(13

)

受

け
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

例
え
ば

、
続
紀
宣
命
第
五
詔
に
は
、
文
武

天
皇
が
皇
位
を
親
王

(聖
武

天
皇
)

に
譲
ろ
う
と
し
た
時
、
親

王
が
あ

ま
り
に
幼
少

で
あ
る

の
で
、
と

り
あ
え
ず

そ

の
母

(元
明
天
皇
)

に
譲

っ
た
と
あ
り
、

『三
代
実
録
』
貞

観
十
八
年
十

一
月

の
詔
に
は
、

朕
も
昔
、
幼
穉
を

以
て
此

の
位
を
得
鍾
げ
り
。
賢
臣

の
保
佐

に
頼
り

て
今

日
に
至
り
得

た
り

。
然
れ
ば
則
ち
良
き
佐

の
翼
を
戴

け
ば
皇
太

子

の
大
成
す

る
こ
と
、
何
ぞ
遠
く
有
ら
む
と
な
も
念

ほ
し
め
す

。
故

れ
、
是
を
以

て
、
皇
太
子
と
定
め
た
る
貞
明
親
王
に
此

の
位
を
授
り

賜
ふ

。
諸
衆
、
此

の
状
を
悟
り
て
清

き
直
き
心
を
持
ち

て
皇
太
子
を

輔

け
導
き
仕
奉
り

て
天
下
を
平
け
く
有

ら
し
め
よ
。

と
あ

る
が

、
年
若

い
宇
遅
能
和
紀
郎

子
に
皇
位
を
譲

ろ
う
と
す
る
場
合
に

問
題

に
な
る

の
は
、
そ
れ
を
助
け
る
人
物

の
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。
古
事
記

の
こ

の
箇
所
に
相
当
す

る
書
紀

の
文
章
は

「立
菟
道
稚
郎
子

為
嗣

。

(中
略
)
任
大

山
守
命
令
掌
山

川
林

野
。
以
大
鷦
鷯
尊

、
為
太

子

輔
之
、
令
知
国
事

。」

(応
神
紀
囚
十
年
)

で
あ

り
、
「
為
太
子
輔
之
」

と

い
う
言
葉
が
あ

る
の
は
、
右

の
推
測
が
憶
測

で
は
な

い
こ
と
を
示

す
。

そ

こ
で
、
古

事
記

の

「
執
食
国

之
政
以
白

賜
」

に
相

当
す

る
書

紀

の

「為
太
子
輔
之
令
知
国
事
」

の
内
容
に

つ
い
て
検
討

し
て
み
た
い
。
先
ず
、

五
三



タ

マ
フ
の
本
義

「為
太
子
輔
之
」

の

「
輔
」
は

「
輔
弼

」
と
同
じ
で
、
統
治
権
行
使
を
助

け

る
人

の
意

で
あ
り
、

「太
子

の
補
佐

と
な
り
」

の
意

と
理
解

し
て
問
題

な

い
で
あ
ろ
う
。
次
に

「
令
知
国
事
」

の
部
分
で
あ

る
が
、
書
紀

の

「令

知
」

は
次

に
示
す
よ
う

に
全

て

「
知
ら
せ
る
」

の
意

味
で
用
い
ら
れ

て
い

る
。

選
群
卿

、
遣
于

四
方

、
令
知
朕
意
。

(崇
神

紀
十
年

七
月
)

於

是
、
皇
后
及
大
臣
武
内
宿
祢
、
匿
天
皇
之
喪
、
不
令
知
天
下
。

(仲
哀
紀
九
年
二
月
)

時
、
大

鷦
鷯
尊
遣
吾

子
籠
於
額

田
大
中
彦
皇
子
而
、
令
知
状
。

(仁
徳
即
位
前
紀
)

早
下
郡
県
、
令
知

朕
心
。

(宣
化
紀
元
年
五
月
)

中
大
兄
、
使
将
軍
巨
勢
徳
陀
臣
、

(中
略
)
説
於
賊
党

、
令
知
所
赴
。

(皇
極
紀

四
年
六
月
)

百
済

州
柔
城
始
降
於
唐

。
是
時
国
人
相
謂
之

日
、

(中
略
)
遂
教
本

在
枕
服
岐
城
之
妻
子
等
、
令
知
去
国
之
心
。

(天
智
紀

二
年
九
月
)

し
た
が

っ
て
、
「
令
知
国
事
」

は

「
国
事
を
知

ら
せ
る
」
意

と
考
え
ら
れ

る
。
「知

ら
せ
る
」
相
手

は

「
太
子
」
と
し

か
考

え
ら
れ
ま

い
。
書
紀

の

「令

知
」

の
例
は
す

べ
て
そ

の
知
ら

せ
る
対
象

が
明
記

さ
れ
て

お
り
、

「
天
下
」
な
ど
を
対

象
と
す

る
も

の
で
あ
れ
ぼ
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
は
ず

五
四

で
あ
る
。

「太
子

に
対

し
て
国
事
を
知
ら

せ
る
」

と

い
う

の
は

「太
子

に

諸
政
を
奏
上
す
る
」

の
意
味

で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ

れ
ば

、

「令
知
」

で
は
な
く

「
奏
」
が
用

い
ら
れ

た
は
ず

で
あ

る

(「奏
」

は
書

紀

に
は
多
用
さ
れ
て
お
り
、
約
二
〇
〇
の
用
例
が
あ
る
)
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の

「令
知
」

は

「
理
解
さ

せ
る
」

「精
通

さ
せ
る
」

の
意
味

と
考
え

ら

れ

る
。

結
局

、
書
紀

の

「為
太
子
輔
之
令
知

国
事
」
を
意
訳
す
れ
ば

「輔
弼
と

な

っ
て
太
子
を
た
す
け
、
国
政
に

つ
い
て
精

通
さ
せ
た
」

と
い

っ
た
よ
う

な
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
右

に
引
用

し
た
貞
観
十
八

年

十

一
月
詔

の

「良
き
佐

の
翼
を
戴
け
ば
皇

太
子

の
大
成
す

る
こ
と
、
何

ぞ
遠
く
有

ら
む
」

と
実
質

は
変
わ
ら
な

い
内
容
で
あ

る
。

問
題
と
す
る
古
事
記

の

「白
賜
」
は
書
紀

の

「令

知
国
事
」

と
同

じ
よ

う
な
意
味
で
あ
り
、
「
(国
政

に
つ
い
て
)
お
教
え
申
し
上
げ
よ
」
と
い

っ

た
意
味
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。
た
だ

し
、

こ
の
場
合
は
未

成
年

の
太

子

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
う

い

っ
た
内
容

に
な
る

の
で
あ

っ
て
、

マ

ヲ
シ
タ

マ
フ
の

マ
ヲ
ス
は
そ
う
い

っ
た
限
定
さ
れ
た
意
味

の
言
葉
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

、

請
、
奉
洪
業
付
属
大
后
、
令
大
友
王
奉
宣
諸
政

(請
ふ
、
洪
業
を
奉

て
大
后

に
付
属
け
て
、
大
友
王
を
し
て
諸

の
政
を
奉
宣

し
め
む
)



(天
智
紀
十
年

十
月
)

の

「奉
宣
」

に
は
寛
文
版

に

「
マ
シ
タ

マ
ヒ
ノ
タ
ハ
シ

メ
ム
」
と
い
う
訓

が
加
え
ら
れ

て
い
る
が
、

こ
の

マ
シ
タ

マ
ヒ
は
、
有
坂
氏

(「
『金
有
等
麻

宇
之
多

麻
敝
禮
』

に
つ
い
て
」
)

が
言
わ
れ

る
よ

う
に
、

マ
ヲ
シ
タ

マ
ヒ

と
同

じ
で
あ

っ
て
、

「奉
」
は
中

臣
本

・
水

戸
光

圀
校
合

本

・
日
本
紀
略

の

「
奏
」

の
方
が
ふ
さ
わ
し

い
訓
で
あ
り
、
大
友

王
は
摂

政
と
し
て
諸
政

を
大
后

に
対
し

て

「奏
」

し

(
マ
シ
タ

マ
ヒ
)
、
大
后

の
御
意

を
承
け

て

臣
民
に

「
宣
」
す
る

(
ノ
タ
ブ
)

と
い
う
意
味

で
あ

る
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
こ

の

マ
ヲ
シ
タ

マ
フ
は
諸
政
を
大
后

に

「奏
す

る
」

と
い
う
訳
が
適
当

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

マ
ヲ
ス
は

「
言
ふ
」

の
受
手
尊
敬
語
以
外

の
何
も

の

で
も
な

い
だ
ろ
う
。

先
に
、
タ

マ
フ
の
原
義

は
霊
的
影
響

(恩
恵
)
を
与
え
る

こ
と
で
あ
ろ

う
と
考
え

た
が
、
そ
の
原
義

は

「上

の
人
が

下
の
人

に
」
と

い
う
要
素
を

必
ず

し
も

必
要

と
は
し
な

い
も

の
で
あ

る
。
結
果
的

に
そ

の
よ
う
な
場
合

が
多

い
こ
と
に
な
ろ
う
が

、
タ

マ
フ
の
本
義
か
ら
は
与
え
る
側
に
立

つ
も

の
は
、
霊
的
影
響
を
与
え

る
能
力
を
持

つ
者

で
し
か
な

い
で
あ
ろ
う
。
兄

の
大
雀
命

が
弟

の
宇
遅
能
和
紀
郎
子

の
輔
弼
と
し
て
働
き
国

の
政
に

つ
い

て
指
導
す

る
こ
と
も
、
大
友
王
が
摂
政
と
し

て
諸
政
を
大
后

に
奏

す
る
の

も

、
霊
的

と
い
う
意
味
あ

い
は
失
わ
れ

て
い
る
も

の
の
、
能
力
あ

る
者
が

タ

マ
フ
の
本
義

恩
恵
的
行
為
を
相
手

に
与

え
る
と
い
う
点

で
タ

マ
フ
の
本
義
に
背
く
も

の

で
は
な

い
。

「
天

の
下
申
し
賜
ふ
」

と
い
う
慣
用
句
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
天

の
下

(
の
政
を
執
り
)
、
申

し
賜

ふ
」

の
略
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
次

に
見

る
よ
う
に

「
天

の
下
申

し
賜

ふ
」
人
物
は
太
政
官

の
政
務
審
議
部

門
に
属

す
る
左
右
大
臣

・
大
納
言
以
上

の
人
物

で
あ
り

(④
は
太
政
大
臣
高
市
皇

子
、
⑤

は
大
納
言
大
伴
旅
人

、
⑥
は
遣
唐
大
使
多
治
比
真

人
広
成

の
父

の

左

大
臣
嶋
)
、
「
天
の
下
申

し
賜
ふ
」
こ
と
と
共
に

「朝
廷
を
助

け
奉

る
」

こ
と
な
ど
が
対
句

と
な

っ
て
い
る
例
が
多

い
こ
と
も
、
古
事
記

の
大
雀
命

の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
文
脈

で
あ
る
。

①
親
王
等
を
始
め

て
王
臣
汝
等
清
き
明
き
正
し
き
直
き
心
を
以

て
、
皇

朝
を
穴

ひ
扶
け
奉
り

て
、
天
下
公
民
乎
奏
賜
と
詔
ふ
命

を
…
…

(続
紀
宣
命
第

五
詔

〔七

二
四
年
〕
)

②
御

世
御
世
に
当
り
て
天

下
奏
賜
比
、
国
家
護
り
仕

へ
奉

る
事

の
勝
れ

た
る
臣
た
ち

の
…
…

(続
紀
宣
命
第
十

三
詔

〔七
四
九
年
〕
)

③
祖
父
大
臣

の
明
く
浄
き
心
を
以

て
、
御
世

累
ね
て
天

下
申
給
比
、
朝

廷
助
け
仕

へ
奉
り
た
ぶ
こ
と
…

(続
紀
宣
命
第

二
十
六
詔

[七
六
〇
年
]
)

④
…
や
す
み
し
し

吾

が
大
王

の

天

下
申
賜
者

万
代
に

然
も
有

五
五



タ

マ
フ
の
本
義

ら
む

と
…
…

(萬
葉

2

・
一
九
九

〔六
九
六
年
〕
)

⑤

万
代

に
い
ま
し
た
ま

ひ
て
阿
米
能
志
多
麻
乎
志
多
波
祢
朝
廷

去
ら
ず

て

(萬
葉

5

・
八
七
九

〔七
三
〇
年
〕
)

⑥

…
高

照
ら
す

日
の
朝
廷

神
な
が
ら

愛

の
盛
り

に

天
下
奏
多

麻
比
志

家
の
子
と

選
び

た
ま

ひ
て
:
…
.

(萬
葉

5

・
八
九

四

〔七
三
三
年
〕
)

平
安
時
代
以
降
に
は

「
天
の
下
申

し
賜
ふ
」

は
殆
ど
現
れ
な

い
。
有
坂

氏

の
集
め
ら
れ
て

い
る
例

で
見
る
と
、
少

し
変
形
さ
れ
た
次

の

一
例
が
見

え
る
だ
け
で
あ
る
。

右
大
臣
正
二
位

藤
原
良

房
朝

臣
は
朕

の
外
舅
な

り
。
又
、
稚
き
親
王

と
大
坐
す
時
よ
り
助
導

き
仕

奉
れ
る
所
も
あ

り
。
今
も
又
、
忠
貞
な

る
心
を
持
て
、
食
国

の
天
下

の
政
を
相
あ

な
な
ひ
申

し
賜

ひ
助
け
奉

る
事
も
漸
久
く
な
り
ぬ
。

(天
安

元

[八
五
七
]
年

二
月
詔
)

右

の
よ
う

に

「
天

の
下
」
と

い

っ
た
言
葉

に
結
び

つ
か
ず

、
公
的
な
場

所

で
の
奏
上

に
用

い
ら
れ
て

い
る

「
申
し
賜
ふ
」
に

つ
い
て
も

、
早

い
時

期

の
用
例

に
は
明
瞭
に

タ

マ
フ
の
本
義

が
感

じ
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

○

…
京
職
大
夫
従
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
等

い
図
負

へ
る
亀

一
頭
献

つ
ら

く

と
奏
賜
ふ

に
、
聞

こ
し
め
し
、
驚
き
賜

ひ
恠
し
び

賜
ひ
見
そ
な
は

(
14
)

し
歓
び
賜

ひ
嘉

で
賜

ひ
て
…
…

五
六

(続
紀
宣
命
第
六
詔
、
七

二
九
年
)

○

…
鶏
が
鳴
く

東

の
国

の

小
田
な
る
山

に

金
あ
り
と

麻
宇
之

多
麻
敝
礼

御
心
を

明
ら
め
た
ま
ひ

天
地

の

神
相
う
つ
な

ひ

皇
御
祖

の
御
霊
た
す
け

て

遠
き
代

に

か
か
り
し
こ
と
を

朕
が

御
代

に

顕
は

し
て
あ
れ
ば

御
食

国
は

さ
か
え
む
も

の
と

神

な
が

ら

思

ほ
し
め
し

て
・…
:

(萬

18

・
四
〇
九

四
、
七

四
九
年
)

○
…
古

へ
ゆ

無

か
り

し
瑞
兆

た
び
ま
ね
く

申
多
麻
比
奴

:
…
・

(萬

19

・
四
二
五
四
、
七

五

一
年
)

金
田

一
京
助
氏

は
こ
れ
ら

の
例
に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
言
わ
れ

て
い
る

(傍
線
引
用
者
)
。

「
辺
土

か
ら
黄
金

が
で
る
」

「国
中
に
奇
瑞

が
現
わ
れ

る
」
と

い
う

よ
う
な
こ
と
、
そ
の
こ
と
す

で
に
、
天
皇

の
御
稜
威
を
さ
か
ん
に
し

奉

る

「
み
た

ま
ふ
り
」
に
な
る

か
ら
、
「申

し
た
ま
ふ

る
」
と

い
う

理
由
が
あ

っ
て
、
「給

ふ
」
が

つ
い
た
そ

の
原
義
が
忘
れ
ら
れ
て
も

、

大
臣
や
長
官

の
奏

上
だ

か
ら

「給
ふ
」
を

つ
け

て
習
慣
的
に

「申

し

給
ふ
」
と

い
う
古

い
慣

用
句

が
存
在

し
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る

の
で

は
あ
る
ま

い
か
。

も
と
よ
り
図
負
え
る
亀
や
黄
金
な
ど
に
呪
力
が
あ

る
の
で
あ
る
が
、
そ

の



実
物

を
運
び
込
む

ま
で
も
な
く

、
黄
金

や
奇
瑞
が
出
た
と
奏
上
す
る
こ
と

は
、
そ

の
言
葉

の
持

つ
霊
力

(言
霊
)

の
働
き

に
よ

っ
て
、
同
様

の
結
果

を
も

た
ら
す

の
で
あ

る
。

本
来
、
儀
式

の
場

で
用

い
ら
れ

る

「申

し
賜

ふ
」
は
こ

の
よ
う
な
ミ
タ

マ
フ
リ
と
な

る
よ
う
な
も

の
を
奏
上
す
る
場
合

に

の
み
用

い
ら
れ
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。
し
か
し
、

今
宣
は
く
、
頃
者
王
等

・
臣
等

の
中

に
、
礼
無
く
逆
な
る
人
ど
も
あ

り
て
計

る
な
ら
く
、
大
宮
を

囲
ま
む

と
云

ひ
て
、
私

の
兵
備
ふ
と
聞

し
看
し
て
、
か

へ
す
が

へ
す
念

ほ
せ
ど
も

、
誰

し
の
奴

か
朕
が
朝
を

背
き
て
、
然
為
る
人

の

一
人
も
あ

ら
む

と
念

ほ
せ
ぼ
、
法

の
随
に
治

め
賜
は
ず
。
然
れ
ど
も

一
事
を
数
人
重
ね

て
奏

し
賜

へ
ば
、
…
…

(続
紀
宣
命
第

一
六
詔

〔七

五
七
年
〕
)

の
よ
う
な
例
は
既
に
そ
う
で
は
な

い
。
こ
こ
に
は
言
霊
信
仰

は
存
在
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
言
霊
を
失

っ
た

「申

し
賜

ふ
」

は
、
内
裏
式

や
貞
観
儀
式

に
載
せ
る
よ
う
な
、
司
司

の
役
人
が
儀
式

の
場

に
お
い
て
政
を
奏
上
す
る

場
合

の
、
型
に
嵌
ま

っ
た
儀
式

語
と
し
て
機
能
す

る
し
か
な

い
も

の
と
な

る
。
そ
れ

は
も

は
や
、
有
坂
氏
が

言
わ
れ
る
よ
う

に
、
「
申
す
」
が
ご
く

一
般
的

な
意
義

を
表
す
語

で
あ

る

の
に
対

し
、
「申

し
た
ま
ふ
」
は
特

に

鄭
重
な
儀
式
的
な
気
持
を
含
ん
だ
語
と

い
う
し
か
な
い
も

の
で
あ

る
。

タ

マ
フ
の
本
義

お

わ

り

に

タ

マ
フ
と
同

じ
く
行
為
者
尊
敬

(為
手
尊

敬
)

の
補
助
動
詞

で
あ

る

マ

ス

(イ

マ
ス
)

は
平
安
時
代

に
入
る
と

一
般

に
は
用
い
ら
れ
な
く
な

る
。

こ
れ

は
、

マ
ス

(イ

マ
ス
)
が
古

い
言
葉
で
あ

っ
た
た
め
、
高

い
敬
意
を

表

わ
す

こ
と
の
で
き
る
新
し

い
言
葉
で
あ
る
タ

マ
フ
に
取

っ
て
変
わ
ら
れ

た
も

の
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
第

二
節

で
見
た
よ
う

に
、
タ

マ

フ
が
敬

語
補
助
動
詞
化
す
る

の
は
も

っ
と
早

い
時
期

で
あ

っ
た
。
ま
た
、

マ
ス

(イ

マ
ス
)
が
敬
語
補
助
動
詞
化
す
る

の
は

一
般
に
考
え

ら
れ

て
い

(
15
)

る
よ
り
時
代

が
降

る
よ
う

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
タ

マ
フ
と

マ
ス

(イ

マ
ス
)

の
関
係
を
再
検
討

し
つ
つ
、

マ
ス
の
衰
退

の
原
因
を
改

め
て
考
え

る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
が
次

の
課
題
と
な
る
が
、
別
稿
を
期

し
た
い
。

〔注
〕(

1
)

タ

マ
フ
の
語
源
を

「
タ

(手
)
+

マ
フ

(幣
)
」
と
す

る
説
も
あ

る

(吉
田
金
彦

「記
紀

・
万
葉
集

の
敬

語
」

『敬
語
講
座

2

上

代

・
中
古

の
敬

語
』

明
治
書
院
)
。

マ
フ

(幣
)

と
い
う
動
詞

は

存
在

せ
ず

、
捧
げ
贈

る
物

の
意
味

の
名
詞

マ
ヒ

(幣
)

が
存
在
す

る
だ
け
で
あ

る
が

、

…
橘

の

花

を
居

散
ら

し

終

日
に

鳴

け
ど
も

聞

き
よ

し

五
七



タ

マ
フ
の
本
義

幣
は
せ
む

遠
く
な
行
き
そ

吾

が
や
ど
の

花
橘

に

住

み

渡
れ
鳥

(萬

9

・
一
七

五
五
)

わ
が
や
ど
に
咲
け
る
な
で
し
こ
麻

比
は
せ
む
ゆ

め
花
散
る
な

い

や
を
ち
に
咲
け

(萬

20

・
四
四
四
六
)

麻
比
之

つ
つ
君
が
仰
せ
る
な
で
し
こ
が
花

の
み
訪

は
む
君
な
ら

な
く
に

(萬

20

・
四
四
四
七
)

な
ど

の

「
幣

ひ
は

せ
む
」

と

い
う

言

い
方

や
サ
変
動
詞

「幣

ひ

す
」
か
ら
、
そ

の
存
在

を
想
定

す
る
こ
と
は
可
能

で
あ

ろ
う
。
た

だ
、
「
『ま
ひ
す
』

は
神

・
死
者

・
人

・
鴬

な
ど

、
物
を
贈
る
相
手

に
制
限
は
な
く
、
し
た
が

っ
て
ま
た
上

下
意
識
も
な

い
。
し
か
し
、

『贈
る
』
か
ら

『与
え

る
』

に
移

り
、
上
位
者

の
待
遇
価
値
観
念

を
伴
う
よ
う
に
な

っ
て
、

『手
幣
ふ
』

は

『
ま
ふ
』

『ま

ひ
す
』
と

別

の
道
を
歩

む
よ
う
に
な

っ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
」
と
言
わ

れ
る
が
、

「贈

る
」

が
ど

の
よ
う
な
仕

組
み

で

「与
え

る
」
と
な

り
、
上
位
者

の
待

遇
価
値
観
念
を
伴
う
よ
う

に
な

っ
た

の
か
、
そ

の
説
明
が
望

ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
吉

田
氏
が
同
じ
く

「
手
」

が
付

い
た
例
と
し
て
あ
げ

ら
れ

た

「手
馴

る
」

「手
握
る
」
「
手
作

る
」
「手

越
す
」
「手
挿
む
」

「手
放

る
」

「手
向
ふ
」
な
ど
に
そ
れ

を
説
明
で
き

る
も

の
は
な
い
よ
う

に
見
え

る
。

ま
た
、
タ
ブ
に

ハ
行

四
段
活
用

の
複
語
尾
あ
る

い
は
継
続

の
意

を
表
わ
す
助
動

詞

フ
が
付
き

、
b
l

m
の
音
変
化

し
た
も

の
が
タ

マ
フ
で
あ
る
と
す

る
説
が
あ

る
が
、

こ
れ

に
対
し

て
は
既
に

い
く

つ
か

の
観
点

か
ら
異
論
が
出
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
タ

バ
フ

五
八

と

い
う
語
形

は
見
当
た
ら
な

い
こ
と
。
平
安
時
代
初
期

ま
で
は

m

か
ら
b

へ
の
子
音
交
替

の
例
は
多

い
も

の
の
、
そ

の
逆

は
無

い
よ

う
で
あ

る
こ
と
な
ど

で
あ

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
タ

マ
フ
か
ら

タ

ブ
が
生
ま
れ

た
と
す
る
説

(山
田
孝
雄

『奈
良

朝
文
法
史
』
・
浜

田
敦

『古
代
日
本
語
』
な
ど
)
は
、
欝
ヨ
㌣
津
〉
鼠
ヨ
占
ロ
〉
$
箏

げ
⊆

(〉
錻
げ
二
)

と

い
う
音

変
化

が
考

え
ら
れ
、

下
二
段
活

用

の

タ

マ
フ
と
タ
ブ
と
の
関
係

に
お

い
て
も
、
タ
ブ
は
食

ベ
ル
と
い
う

今

の
語

へ
つ
ら
な

る
新

し
い
形

で
あ
る
こ
と
か
ら
受

け
入
れ

や
す

い
。

(2
)

「鎮
魂
」

は
タ

マ
シ
ヅ

メ
で
あ
り
、
身
体

か
ら
遊
離

し
よ
う

と

す
る
魂
を
身
体

の
中
に
鎮
め

る
こ
と

(『令
義
解
』

職
員
令

神
祇

官
条

「鎮
魂

〈謂
、
鎮
安
也
。
人
陽
気

日
魂

、
魂
運
也

。
言
招
離

遊
之
運
魂

、
鎮
身
体
之
中
府
。
故
日
鎮
魂

。
〉
」)
、
タ

マ
フ
リ

(魂

振

り
)

は
弱

っ
た

タ

マ

(生
命
力

・
霊
力
)

を
振

り
動

か
す

こ
と

に
よ

っ
て
活
力
を
与
え
る

こ
と
、
ミ
タ

マ
フ
ユ

(御
魂

の
振
ゆ
)

の

フ
ユ
は
他
動
詞

フ
ル

(振
る
)
に
対
す
る
自
動
詞

で
あ

る
。

(3
)

土
橋
寛

『古
代

歌

謡

と
儀
礼

の
研
究
』

(岩
波

書
店

一り
①
9

這
)

の
第
三
章
第

一
節
に
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

タ

マ
と
い
う
国
語
が
霊
魂
を
表

わ
す
語
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な

い
が
、
そ
れ
は
従
来

ア
ニ
ミ
ズ
ム
的

な
霊
魂
観
念

(内

在
魂

、
遊
離
魂
を
含
め

て
)
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ

て
き
た
。

し
か

し
宗
教
民
族
学

の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
う

し
た
人

格
的
な
霊
魂
観
念

の
ほ
か
に
、

ア
ニ
マ
チ
ズ

ム
と

か
プ

レ
ア

ニ



ミ
ズ

ム
と
呼
ば

れ
る
段
階
に
属
す

る
非

人
格
的

な
霊
魂
観
念
と

し
て
、
霊
質
、
霊
威
、
呪
力
な
ど
が
あ

る
と
さ
れ
て
お
り

、
タ

マ
と

い
う
語
も
、
内
在
魂
や
遊
離
魂

だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う

な
霊
魂
観
念
を
も
表
わ
す
語
で
あ

っ
た
。

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
宗
教
民
族
学

の
研
究
に

つ
い
て
は
、
同
氏
の

『
日

本

語
に
探
る
古
代

信
仰

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
神
道
ま
で

』
中
公

新
書

6
0
ρ

戯
)

に
簡
潔

に
紹
介

さ
れ
て

い
る

(五
ー
七
頁
)
。

ま
た
、
同
書

に
よ
れ
ば

「
日
本

の
学
界

で
理
解
し
て

い
る
タ

マ
は
、

も

っ
ぱ
ら
遊
離
魂

で
あ

っ
て
、
身
体
霊
と
し
て

の
霊
力
な

い
し
生

命
力
観
念

は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
な

い
か
、
無
視

さ
れ
て
い

る

の
が
現
状

で
あ

る
」
よ
う
だ
が
、
手
近
な
と

こ
ろ
で
、
広
辞
苑

(第

四
版
)

に
も
次

の
よ
う

に
あ

る
。

ア

ニ
ミ
ズ

ム

[P
昌
一ヨ
一ω
ヨ
]
宗
教

の
原
初
的
な
超
自
然
観

の

一
。

自

然
界

の
あ

ら
ゆ

る
事
物

は
、
具
体
的
な
形
象
を
も

つ
と
同
時

に
、
そ
れ
ぞ
れ

固
有

の
霊
魂

や
精
霊
な
ど

の
霊
的
存
在
を
有
す

る
と
み
な
し
、
諸

現
象

は
そ
の
意
思

や
働
き

に
よ
る
も

の
と
見

な
す
信

仰
。

ア

ニ
マ
チ
ィ
ズ

ム

[磐
冒

巴

ωヨ
]
宗
教

の
原
初
的

な
超
自

然

観

の

一
。
自

然
界

の
事
物

に
霊
的
な
力

や
生
命
力
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
と
考

え
、
こ

の
力

を
生
活

に
取

り
込
も
う

と
す
る
信
仰
。

個

々
の
事
物
に
固
有

の
霊
的
存
在
を

み
と
め
る
ア

ニ
ミ
ズ

ム
よ

り
さ
ら
に
原
初
的
な
超
自

然
観

と
し
て
提
示

。
ポ
リ
ネ

シ
ア
の

マ
ナ
は

こ
の
よ
う
な
力

の
観
念

の
代
表
的

な
も

の
。

な
お
、
本
節

は
土
橋
氏

の
右

の
二
著
書
お
よ
び

『日
本
古
代

の
呪

祷
と
説
話
』

(塙
書
房

6
。。
㊤
」
O
)

に
負
う

と
こ
ろ
が
多

い
。

(
4
)

「魂

合
ふ
」
と
い
う

の
は

「魂
が
通
じ
て
離
れ
た
所

の
人
に
逢

う
意
」

(
『時
代
別

国
語
大
辞
典
上
代
編
』
「
た
ま

[霊
]
」
の
項
)

と
考

え
ら
れ

る
。
「
心

が
合

う
」

と
も
理
解

で
き

る
が
、

「
こ
こ

ろ
」

と

「
た
ま
」

と
は
別

の
も

の
で
あ
ろ

う
。
リ

ー

・
ク
ー

ン

チ

ョ
イ
著

『イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
民
族

1
民
族
精
神
を
さ
ぐ
る
旅
』

(伊
藤
雄
次
訳

・
サ
イ

マ
ル
出
版

H㊤
㊤
8

。。)

に
、

ト

ラ
ジ

ャ
族
は
、
人
間
の
精
神
的
特
質

に
つ
い
て
の
次

の
よ
う

な
概
念
を
も

っ
て

い
る
と
言

わ
れ

て
い
る
。
人
間
は
地
上
で
生

あ
る

こ
と
を
示
す
サ

ン
ガ

(生
命
力
)

と
ス

マ
ナ

(意
識
)
を

も

っ
て
い
る
。
人
間
は
ま
た
ボ

ン
ボ

(個
人

の
魂
)
を
保
有
し

て
い
る
。

(中
略
)
ボ

ン
ボ
が

死
体

の
肉
体

か
ら
離

れ
て
、
村

の
ま
わ
り
を
さ
ま
よ

っ
た
り
、
死
者
が
埋
葬
を
待

っ
て
い
る
ト

ン
コ
ナ
ン
に
集
ま

っ
た
り
す
る
。

と
あ

る
が
、
「
こ
こ
ろ
」

は

「
ス
マ
ナ
」
と
同

じ
く
肉
体

と
密
接

な
関
係
を
持

つ
精
神
作
用
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

(5
)

注

(3
)
の

『古
代
歌
謡
と
儀
礼

の
研
究
』
第

三
章
第

一
節
。

(6
)

「衣
手

の

常
陸

の
国

の

二
並

ぶ

筑

波

の
山
を

見
ま
く

欲

り

君
来

ま
せ
り
と

暑
け
く
に

汗

か
き
な
け

木

の
根
取

り

う
そ
ぶ
き
登
り

峰

の
上
を

君
に
見
す
れ
ば

男

の
神
屯

許
し
た
ま
ひ

女

の
神
も

千
羽
日
た
ま
ひ
て

時
と
無
く

雲

居
雨
降
る

筑
波
嶺
を

清

に
照
し
て

い
ふ
か
り
し

国
の
ま

タ

マ
フ
の
本
義

五
九



タ

マ
フ
の
本
義

ほ
ら
を

つ
ば

ら

か
に

示

し
た
ま

へ
ば

…
」

(萬

9

・
一
七

五

三
)
。

「影
護
知
波
不
、
護
短
可
太
知
波
不
」

(新
撰
字
鏡
)
。

(
7
)

し
か
も
、

こ
れ
は
外
来
思
想

の
影
響

で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
。

寺

川
真

知
夫

「
霊
魂
観

と
伝
承

形
成
ー

書
紀

と
霊
異
記

と
ー
」

『説

話

論
集

第

六
集

上

代

の
伝

承

と

そ

の
表

現
』

清

文

堂

6
0
N
躯
所
収
)
。

(
8
)

例
え
ば

有
坂

秀
世

「
祝
詞
宣
命

の
訓
義

に
関
す

る
考
證
」

(「
国

語
と
国
文
学
」

Hり
ω8

α
、

『
国
語

音
韻
史

の
研
究

増
補

新
版
』
)

に
は
、

四
段
活

用

の
補
助
動

詞
タ

マ
フ
の
本
来

の
実
質
的
意
義
は
、
言

ふ
ま
で
も

な
く
、
「與
え

る
」

(上

の
人
が
下

の
人
に
)
と

い
ふ

こ
と
で
あ

る
が

、
こ
の
語
が
他

の
動
詞

の
下

に
結
合
す
る
時
は
、

「
…
…
し
て
下
さ

る
」

と
い
ふ
意
義
を
表
す
。
例

へ
ば

日
月
波
安

可
之
等
伊
倍
騰
安
我
多
米
波
照
哉
多
麻
波
奴

(萬

葉
集
巻

五
、
貧
窮
問
答
歌
)

こ
の

「照
り

や
賜

は
ぬ
」
は
、
即
ち

「
照

つ
て
は
下
さ
ら
な

い
の
か
」
と

い
ふ
意
味

で
あ
る
。
か
や
う
な
用
法
か
ら
、
今

一

歩
進
む
時
は

タ

マ
フ
は

つ
ひ
に
単
純
な
尊
敬
を
表

す
語
と
な

つ

て
し
ま
ふ
。
例

へ
ぼ
、
「
見
賜
ふ
」
は

「
御
覧

に
な
る
」

の
意

、

「忘
れ
賜
ふ
」
は

「お
忘
れ
に
な
る
」

の
意
に
用
ゐ
ら
れ

る
こ

と
、
何
人
も
よ
く
知

っ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。

と
あ
り
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
も
次

の
よ
う
に
あ

る
。

上
位
か
ら
下
位

へ
物
や
恩
恵
を
与

え
る
動
作
を
表
わ
す

の
が
原

六
〇

義
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
恩
恵
を
受
け
る
下
位
者

の
立
場

を
主
と
し
て
、
「上
位
者
が
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
る
。
下
さ
る
」

と

い
う
、
動
作
手
を
敬
う
気
持
が
生
じ
、
尊
敬
語
が
成
立
す

。

一
方
、
恩
恵
を
与
え

る
立
場

の
者
を
主

と
し

て
、

「恩
恵
を
与

え
て
や
る
、
く
れ

て
や
る
」

の
意
に
用

い
ら
れ
る
場
合
も
生

じ

て
い
る
。

(9
)

有
坂
氏

は
注

(8
)
の
引
用

に
続
け
て
次

の
よ
う
に
言

わ
れ

て
い

る
。併

し
な
が
ら
、

「
…
…
し
賜
ふ
」
と

い
ふ
形

が

「
…
…
し

て
下

さ
る
」

と
い
ふ
意
味

に
な
る

の
は
、
そ
の
動
作

に
よ

つ
て
直
接

又

は
間
接

に
恩
恵
を
受
け
る
立
場
に
於

て
の
話

で
あ

る
。
之

に

反

し
て
、
そ

の
動
作
に
よ

つ
て
相
手

に
恩
恵
を
与

へ
る
人

の
立

場

を

主

と

し

て
考

へ
る
時

は
、

「
…
…

し
賜

ふ
」

は

寧

ろ

「…
…
し

て
や
る
」
と

い
ふ
意
味

に
な

る
道
理

で
あ
る
。

(10
)

受
け
手
側

の
領
域

の
拡
大
を

用
法

の
変
化

の
原
因
と
見
る

こ
と

は
、
下

二
段
活
用

の

「
た
ま
ふ
」

の
場
合

に
つ
い
て
も
言
わ
れ
て

い
る
。
下
二
段

活
用

の
謙
譲

語
補
助
動
詞

「た
ま

ふ
」

(～
さ
せ

て
い
た
だ
く
)

の
用
法
は
、
第

一
人
称

の
場
合

で
あ
る

の
が
原
則

で
あ
る
が
、
次

の
よ
う
に
第

三
人
称

に
用

い
ら
れ
た
例
が
あ
る
。

お
ほ
せ
ご
と
奉

ら
ん
は
や
す
き

こ
と
な
れ
ど
月
ご
ろ

の
御
こ

・

う
た
が

へ
た
る
や
う
に
こ
の
人
思
給

へ
ん

こ
と
を
な
ん
思
ひ
給

へ
は
ば

か
る
。

(源
氏
物
語

・
東

屋
)

い
で
や
昔

の
人
の
夜
昼
思

ひ
給

へ
な
げ
き
し
身
を
如
何
様

に
と



ぞ

。

(宇
津
保
物
語

・
国
譲
上
)

こ
う
し
た
例

に

つ
い
て
有
坂
秀
世

氏

(「
下
二
段
活
用

の
補
助

動

詞

『
た
ま
ふ
』

の
源
流

に
つ
い
て

(再
考
)
」
「
国
語
と
国
文

学
」

巳
。。9

α
、

『国
語
音
韻
史

の
研
究

増
補
新
版
』

四
人
○
頁
)
は
、

思
ふ
に
、
謙
遜

の
気
持
は
元
来
自
己

に
関
す
る
も

の
な
る
べ
き

筈

で
あ

る
が

、
既

に
松
尾
博
士

の
説

い
て
居
ら
れ
る
通
り
、
そ

の
自
己
感
情

の
範
囲

は
、
必
ず

し
も
純
粋

の
第

一
人
称

の
み
に

限
ら
れ
ず

、
時

に
は

(第

三
人
称
と

し
て
現
れ
る
所

の
)
自
分

の
身
近

い
親
族

や
仲
間

の
人

々
の
上

に
ま

で
拡
張
さ
れ
得
る
。

そ
れ
ら

の
人
も

、
自
己
側

の
人
と
感
ぜ
ら
れ
る
限
り
に
於
て
、

そ
の
行
為

は
謙
遜

の
気
持
を
以

て
表
現
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。

と
説

明
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
は

一
人
称

の
場
合
を

原
則

と
す

る
用
法
が
拡
大
さ
れ

て
三
人
称

に
も
用

い
ら
れ
る
場
合

で
あ

る
。
も

と
も

と
三
人
称

の
場
合

に
用

い
ら
れ
る

タ

マ
フ

(四

段
活

用
)
が
同
様

の
経
過
を

た
ど

る
必
要
性
は
な

い
も

の
と
思
わ

れ
る
。

(11
)

古
事
記
撰
録

(七

一
二
年
)
以
前

の
用
例

に
、

こ
の
用
法

の
占

め
る
比
率
が
極
端

に
高

い
こ
と
は
、
拙
稿

「古
事
記

の
補
助
動
詞

タ

マ
フ
の
通
時

的
位
置

に

つ
い
て
」

(
『国
語
語
彙
史

の
研
究

十

七
』

H
8
8

δ

掲
載

予
定
)
参
照
。

(12
)

有
坂
注

(8
)
論
文

(13
)

西
郷
信
綱

『古
事
記
注
釈
』

は
、
天
孫
降
臨
条

の

「思
金
神
取

持
前
事
為

政
」

(思
金
神

は
、
前

の
事
を
取
り
持
ち

て
、
政
為
よ
)

と
あ

る

「取
り
持
ち
て
」
に

つ
い
て
、

大
嘗
乃

政
事
乎

取
以
天

、
奉
供

(続
紀
三
七
詔

・
天
平
神
護
元
年
十

一
月
)

右
大
臣
藤
原
朝
臣
波
内
外
乃

政
乎

取
持
天
勤
仕
奉

(三
代
実
録

、
貞
観
十

八
年
十

一
月
詔
)

大
君

の
命
か
し

こ
み
食

国

の
許
等
登

理
毛
知
弖

(萬

17

・
四
〇
〇
人
)

の
例

に
、

こ
の
応
神
記

の
例
を

「食

国
の
政
を
執

り
以
ち

て
自

し

賜

へ
」
と
訓
ん

で
加
え
、

こ
れ
ら

に
は

マ
ツ
リ
ゴ
ト
が
ト
リ
モ

ツ
ベ
き
も

の
で
あ

っ
た
消

息
が
語
ら
れ

て
い
る
。
現
代

語
の
ト
リ

モ
ツ
は
仲
介
す
る
意
だ

が

、

マ
ツ
リ
ゴ
ト
も
あ
れ
こ
れ
と
思
慮
分
別

し
た
り
議

っ
た
り

し
て
と
り
行
な
う

べ
き
も

の
で
あ

っ
た
。
思
兼
神

の
名
義
と
も

こ
れ
は
合
致
す
る
。

(因
み
に

℃
o
㎏三
。
と
い
う
語

に
思
慮
分
別

あ

る

冥
民

①
募

と
か
、
賢

い

の⇔
αq
①
9
0
昜

と
か
の
意
が
あ
る
が
、

こ
れ
と
政
治

℃
o
肖
三
8

と
の
関
係

に
つ
き
、
専
家

の
教
示
を
仰

ぎ

た
い
。
)

と
言
わ
れ

て
い
る
。
確
か
に
、
大
雀
命

は
天
皇

の
質
問

の
真
意
を

察

し
得
た
人
物

で
あ
り
、
思
兼
神

と
似

た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
注
目

さ
れ

る
見

解

で
あ

る
。
た
だ

し
、

「執

食

国
之

政
以

白
賜
」

を

「食
国

の
政
を
執
り
以
ち
て
白

し
賜

へ
」
と
訓
む

こ
と

は
妥
当

で

は
な

い
で
あ
ろ
う

。
古

事
記

で
は
接

続
助

詞

「
て
」
に

は
多

く

「而
」
字

が
用

い
ら
れ
、

「以
」

は
動

詞
と
し

て
用

い
ら
れ
る

こ

タ

マ
フ
の
本
義

六

一



タ

マ
フ
の
本
義

と
が
多

い
が
、
そ

の
よ
う

に
訓
む

べ
き
も

の
で
あ
れ
ば
、

「執
」

字
と

「
以
」
字
は
離
さ
れ
ず

に

「執
以
食

国
之
政
白
賜
」
な
ど
と

あ

る
べ
き
と
こ
ろ

で
あ

る
。
「以
」

を
助
詞

「
て
」

に
充

て
る
例

は

「
多
禄
給
其
老
女
以
、
返
遣
也
」

(雄
略
記
)
な
ど
が
あ
る
。

(
14
)

所
謂
自
敬
表

現
と
考

え
ら
れ
る
も

の
は
除
く

。
た
と
え
ば

こ
の

宣
命

の
前
半
部
に
あ
る

「白

し
賜

ふ
」

の
例
が
そ
う

で
あ
る
。

…
皇
と
坐
す
朕
も
、
聞
き
持

た
る
事
乏

し
く

、
見
持
た
る
行
少

み
、
朕
が
臣
と
し
て
供

へ
奉

る
人
等
も

、

一
つ
二
つ
を
漏
ら
し

落
す
事

も
あ
ら
む
か
と
、
辱

み
愧

か
し
み
思

ほ
し
坐
し

て
、
我

皇
太
上
天
皇

の
大
前

に
、
恐

こ
じ
も

の
進
退

ひ
匍
匐

ひ
廻
ほ
り
、

白
し
賜
ひ
受

け
賜
は
ら
く
は
、
卿
等

の
問

ひ
来
む
政
を
ば
、
か

く
や
答

へ
賜
は
む
、
か
く
や
答

へ
賜

は
む

と
白

し
賜

ひ
、
官
に

や
治
め
賜
は
む
と
白

し
賜

へ
ば

、
教

へ
賜

ひ
、
お
も
ぶ
け
賜

ひ
、

答

へ
賜
ひ
、
宣

の
賜
ふ
ま
ま
に
、
…

(
15
)

拙
稿

「尊
敬

の
助
動

詞

マ
ス

(イ

マ
ス
)
成
立
考
」

(「
萬
葉
」

百
五
十
号

HO
り戯
゜
α
)

六
二


