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『
古

事

記

』

の
表
現
を
め
ぐ

っ
て

奈
良
女
子
大
学

(古
代
日
本
の
散
文
を
め
ぐ
っ
て
)

へ二
〇
〇
六

･
八

二

1七

(日
)
)

山
口

佳
紀

『
古
事
記
』
に
お
け
る
散
文
表
現
の
特
徴
を
考
え
る
糸
口
と
し
て
､
歌
謡
と
散
文
と
の
関
係
の
在
り
方

と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
｡

ヽ
ヽ

こ
れ
ま
で
､

『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
､
歌
謡
と
散
文
と
が
内
容
的
に
ず
れ
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
あ

り
､
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
､
矛
盾
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
と
い
う
指
摘
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
｡
そ
の
代

表
的
な
論
者
は
土
橋
寛
で
あ
る
が
､
土
橋
に
よ
れ
ば

『
古
事
記
』
に
は
､
も
と
も
と
物
語
と
は
無
縁
の
独

立
歌
謡
が
､
物
語
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
場
合
が
あ
り
､
そ
の
た
め
に
歌
謡
の
内
容
が
散
文
の
叙
述
と
敵

離
す
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
よ
う
な
見
方
は
克
服
さ
れ
つ
つ
あ

る
｡
確
か
に
､

『
古
事
記
』
の
歌
謡
の
中
に
は
､
も
と
も
と
独
立
歌
謡
で
あ
っ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
可

能
性
は
､
否
定
で
き
な
い
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
､
歌
謡
の
内
容
が
散
文
の
叙
述
と
食
い
違
う
こ

と
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
｡
そ
う
し
た
考
え
方
は
､

『
古
事
記
』
の
1

部
を
な
す
歌
謡
と
し
て
の
解
釈
を
放
棄
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
｡

1

ヽ
ヽ

と
こ
ろ
で
､

『
古
事
記
』
に
お
い
て
､
歌
謡
と
散
文
と
の
内
容
的
な
ず
れ
や
矛
盾
が
問
題
と
さ
れ
て
い

ヽ
ヽ

る
事
例
を
検
討
し
て
み
る
と
､
ず
れ
あ
る
い
は
矛
盾
と
見
る
の
は
､
多
く
の
場
合
､
誤
解
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
｡
し
か
し
､
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た
所
以
を
考
え
て
み
る
と
､

『
古
事
記
』
に
お
け
る
散
文

の
在
り
方
に
も

1
つ
の
誘
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

以
下
､
実
例
に
沿
っ
て
考
え
て
み
る
｡

(
一
)
顕
宗
天
皇
条
の
叙
述
に
つ
い
て

か
れ

お

み

な

へ

ぬ
り
て

○
故

､

其
の
老

姐

が
住
め
る
屋
は
､
宮
の
辺
に
近
く
作
り
て
､
日
毎
に
必
ず
召
し
き
.,｡

故
､
鐸

を
大

な

し
か

殿
の
戸
に
懸
け
て
､
其
の
老
姐
を
召
さ
む
と
欲
ひ
し
時
に
は
､
必
ず
其
の
鐸
を
引
き
鳴
し
き
｡
爾
く

し
て
､
御
歌
を
作
り
き
｡
其
の
歌
に
日
は
く
､

あ
さ

ぢ

は
ら

を

だ
に

も
も
づ
た

ぬ
て

お
き

め

浅

茅

原

小

谷

を
過
ぎ
て

百

伝

ふ

鐸

ゆ
ら
く
も

置

目

来
ら
し
も

(歌
謡

･
一
一
二

トー▲

CJD
(エ)



無
く
､
入

り
て
は
則
ち
鳴

せ
｡
朕

､

う
け
た
ま
は

な
ら

奉

り
て
､
鐸
を
鳴

し
て
進
む
｡

を

そ
ね

止

E
l
発

茸
描
#.4

(E

口
)

み
こ
と
の
り

の
た
ま

お

み
な

れ
い
へ
い
る
い
じ
や
く

◎
是
の
月
に
､

詔

し
て
日

は
く
､
｢
老

姫

､

伶

借

高

弱

し
て
､

わ
た

た

よ

ま
ゐりま
か

ぬ
り
て

引
き
経

し
て
､
扶
り
て
出

入
づ
べ
し
｡
縄
の
端
に
鉾

を
懸
け
て
､

ま
ゐ

な
ら

わ
れ

い
ま
し

汝

が
到
れ
る
を
知
ら
む
｣
と
の
た
ま
ふ
｡
是
に
老
姫
､
詔
を

す
め
ら
み
こ
と

は
る
か

お
と

き
こ

み
う
た
よ
み

の
た
ま

天

皇

､

進

に
鐸
の
声

を
聞

し
め
し
て
､

歌

し
て
日

は
く
､

ぬ
て

か
う

ほ

た
よ
り

行

歩

に
便

あ
ら
ず
｡
縄
を
張
り

も
の
ま
を
し
ひ
と

わ
づ
ら

謁

者

に
労

は
し
む
る
こ
と

こ
こ

浅
茅
原

小

敵

を
過
ぎ

百
伝
ふ

鐸
ゆ
ら
く
も
よ

置
目
来
ら
し
も

(歌
謡

･
八
五
)

と
の
た
ま
ふ
｡

(日
本
書
紀

･
顕
宗
元
年
二
月
)

①
掛

岐
米
久
良

斯

母

は
､
置

目

来

ら
し
も
な
り
､
良

斯

は
､

シ
.
聞
て
､
置
目
が
来
る
よ
と
お
し
は
か
り
賜
ふ
よ
し
な
り
､
さ
て
此
御
歌
､
書
紀
の
文
の
趣
に
て
は
こ

ノ

ノ

ス

と
わ
り
よ
く
当
り
て
聞
ゆ
る
を
､
此
記
に
て
は
､
鐸
を
引
鳴
し
給
ふ
は
､
此
老
女
を
召
時
の
事
な
る

キ
カ

に
､
其
音
を
聞
し
て
､
此
老
女
が
来
る
よ
と
お
し
は
か
り
賜
ふ
は
､
い
さ
～
か
こ
と
わ
り
達

へ
る
が

ノ

如
し
､
但
し
此
鐸
を
引
鳴
し
て
召
せ
ば
､
い
つ
も
程
な
く
来
る
故
に
､
其
音
を
聞
賜

へ
ば
､
は
や
老

オ

ボ
シ
メ
シ

女
が
来
る
如
く
思

看
て
､
か
く
も
よ
ま
せ
賜
ふ
べ
き
に
や
､
】

(
『
古
事
記
伝
』
､
筑
摩
版
本
居

宣
長
全
集
第
十
二
巻
三
六
六
ペ
ー
ジ
)

②
古
事
記
の
所
伝
に
即
し
て
解
す
れ
ば
､

｢鈴
が
鳴
る
｣
の
は
置
目
が
鳴
ら
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
､

大
殿
の
戸
に
懸
け
た
鈴
を
こ
ち
ら
で
引
き
鳴
ら
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
､

｢お
召
し
の
鈴
が
鳴

つ

た
な
｡
さ
あ
婆
さ
ん
や

っ
て
来
る
ぞ
｡
｣
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
｡

(日
本
古
典
全
書

『
古
事
記
』

下

二

一八
五
ペ
ー
ジ

･
頭
注
)

③
大
殿
の
戸
に
懸
け
て

歌
で
は
鐸
を
鳴
ら
す
の
は
置
目
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
前
文
に
天
皇
が
置
目
を

召
そ
う
と
す
る
時
に
は
鐸
を
鳴
ら
し
た
と
し
て
い
る
の
は
矛
盾
｡

(中
略
)

『
古
事
記
』
の
前
文
は

原
資
料
を
不
用
意
に
書
き
改
め
た
た
め
の
失
敗
か
と
思
わ
れ
る
｡

(土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈

･

古
事
記
編
』
三
八
〇
ペ
ー
ジ
)

④
玉
が
触
れ
合
い
､
ま
た
鈴
が
揺
れ
て
音
を
立
て
る
こ
と
を
い
う
｡
天
皇
の
お
召
し
に
応
じ
て
､
訪
ね

て
き
た
置
目
が
鐸
を
鳴
ら
す
の
で
あ
る
O
な
お
､
歌
の
直
前
に
､
天
皇
が
置
目
を
呼
ぶ
た
め
に
､
鐸

を
大
殿
の
戸
に
懸
け
た
と
あ
る
た
め
､
天
皇
が
鳴
ら
し
た
鐸
の
音
が
響
く
の
意
と
解
す
る
の
が
通
説

で
あ
る
｡
し
か
し
､

｢ら
し
｣
の
用
法
に
即
し
て
考
え
れ
ば
､
天
皇
が
､
鐸
の
鳴
る
の
を
聞
い
て
､

置
目
が
来
る
ら
し
い
と
判
断
し
た
の
意
に
な
る
は
ず
で
あ
り
､
鐸
を
鳴
ら
し
た
の
は
置
目
と
み
る
の

が
自
然
｡

(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
古
事
記
』
三
六
四
ペ
ー
ジ

･
頭
注
)

0
0

☆
春
過
ぎ
て

夏
来
る
ら
し

へ良
之
)

白
た

へ
の

衣
乾
し
た
り

天
の
香
具
山

(万
葉

1
･
1
1

2

オ

キ

メ
ク

ラ

シ

モ

オ
キ

メ

ク

ラ

シ

ヲ
シ
ハ
カ

キ
カ

推

測

る
辞
な
り
∵

【鈴
の
音
の
す
る
を
所

ノ

il
E
b
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八
)

☆
掛
力
配
市

棚
な
し
小
舟

漕
ぎ
か

L
a

レ

(良
之
)

旅
の
宿
り
に

梶
の
音
聞
こ
ゆ

(万
葉
六

･

九
三
〇
)

『
古
事
記
』
の
歌
の
表
現
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
､
鐸
を
鳴
ら
し
た
の
は
､
置
目
と
見
る
の
が
自
然

で
あ
る
｡
前
文
に
は
､
鐸
は
天
皇
が
置
目
を
召
し
出
す
た
め
の
も
の
と
あ
る
が
､
そ
れ
を
矛
盾
す
る
と

見
る
必
要
は
な
い
｡
天
皇
が
置
目
を
召
し
出
す
た
め
に
設
け
た
鐸
を
､
大
殿
に
到
着
し
た
置
日
が
鳴
ら

し
た
も
の
と
見
る
の
が
よ
い
｡

『
古
事
記
』
の
散
文
部
は
､
歌
謡
部
の
表
現
内
容
と
支
え
合
う
こ
と
を

前
提
と
し
て
､
必
ず
し
も
逐

一
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
性
質
を
持

つ
｡

(

二)
履
中
天
皇
条
の
叙
述
に
つ
い
て

○
故
､
大
坂
の
山
口
に
到
り
覇

L
L
時
に
､
ひ
｢

の
如

最

に
遇
ひ
き

(遇
二
妄

人
.)
･
其
の
女
人
が

つ
はもの

ひと
ども
あ
ま

こ

ふ
さ

た

ぎ

ま

ち

白
し
し
く
､

｢
兵
を
持

て
る
人
等

､
多

た
蓑

の
山
を
塞

げ
り
｡
当

岐

麻

道

よ
り
廻
り
て
､
越
え

い
で
ま

し
か

幸

す
べ
し
｣
と
ま
を
し
き
｡
爾
く
し
て
､
天
皇
'
歌
ひ
て
日
は
く
､

を

と

め

た

ぎ

ま

ち

大
坂
に

遇
ふ
や
娘

子

を

道
問

へ
ば

直
に
は
告
ら
ず

当

岐

麻

道

を
告
る

(歌
謡

･
七
七
)

のぽ

いでま
い
そ
の
か
み
の
か
み
の
み
や

故
､
上
り
幸

し
て
､
石

上

神

宮

に
坐
し
き
｡

3

ひ
つ
ぎ
の
み
こ

は
に
ふ
の
さ
か

◎
太

子

､

河
内
国
の
埴

生

坂

に
到
り
ま
し
て
醒
め
た
ま
ふ
｡

か
へ
り

ひ
の
ひ
か
り

難
波
を
顧
望
み
た
ま
ひ
､
火

光
を

み
そ
こ
な
は

と

見

し
て
大
き
に
驚
き
た
ま
ふ
｡
則
ち
急
く
馳
せ
て
､
大
坂
よ
り
倭
に
向
ひ
､

を

と

め

や
ま
の
く
ち

の
た
ま

少

女

に
山

口

に
遇
ひ
た
ま

へ
り

(遇
一-歩
女
於
山
口
1)
.
問
ひ
て
日

は
く
､

あ
す
か
の
や
ま

飛

鳥

山

に
到
り
､

｢此
の
山
に
人
有
り

こ
た

つはもの

ひと
さ
は

や
ま
の
な
か

い
は

や
｣
と
の
た
ま
ふ
｡
対

へ
て
日
さ
く
､

｢
兵
を
執
れ
る
者
､
多

に
山

中

に
満

め
り
｡

た
ぎ

ま

ち

こ

こ
こ

お
も
ほ

き

当

摩

径

よ
り
嘩

え
た
ま

へ
｣
と
ま
を
す
｡
太
子
､
是
に
以
為
さ
く
､
少
女
の
言
を
玲
き
て
､

め
ぐ

廻

り
て

わ
ざ
は
ひ

難

を

ま
ぬ
か

み
う
た
よ
み

の
た
ま

免

る
る
こ
と
得
た
り
と
お
も
ほ
し
て
､
則
ち

歌

し
て
日

は
く
､

た

ぎ

ま

ち

大
坂
に

遇
ふ
や
少
女
を

道
間

へ
ば

直
に
は
告
ら
ず

当

摩

径

を
告
る

ま
た

そ
の
あ
が
た

い
く
さ

お
こ

つ

か

と
の
た
ま
ふ
｡
則
ち
更

還
り
た
ま
ひ
て
､
当

痕

の
兵

を
発

し
て
従

身

へ
ま
つ
ら
し
め
て
､
竜

田

山

よ
り
股
え
た
ま
ふ
｡

(日
本
書
紀

･
履
中
即
位
前
紀
)

①

1
女
人
遇
ひ
き

原
文
は

｢遇
二
一
女
人
こ

と
あ
り
､
主
語
は
天
皇
､

一
女
人
は

｢遇
｣
の
目
的
格

を

と
め

に
な

っ
て
い
る
か
ら
､
漢
文
の
表
現
に
即
し
て
訓
め
ば

｢女
人

に
遇
ひ
き
｣
と
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
る
が
､
国
語
で
は
こ
う
い
う
場
合
､
女
人
を
主
に
し
た
言
い
方
を
す
る
の
で
あ
る
｡

｢す
く
す
く

い
ま

と

我
が
坐

せ
ば
や

木
幡
の
道
に

逢
は
し
し
嬢
子
｣

(記
42
)
｡
次
の
諸
例
は
､
こ
う
し
た
国

(歌
謡

二
ハ
四
)

た
っ
た
の
や
ま

トー
Jゝ
ト･-▲



此

E]
発

互
柵
*.4

(LlJ

□
)

語
の
表
現
を
漢
文
に
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
｡

ニ
衝
こ

(記
望
削
文
)
｡

｢晶
太
天
皇
巡
行
之
時
､

リ

シ

ニ

ヒ
キ
ノ

｢故
到
二
坐
木
幡
村

-之
時
､
麗
美
嬢
子
遇
二
其
道

ミ
テ

ヲ

ヒ
キ

狭
噛

二

竹
菓

一而

遇

之
｣

(
『
播
磨
風
土
記
』
揖

リ
メ
ヘ
マシ
シ

保
郡
佐

々
村
)
､

｢伊
和
大
神
国
作
堅
了

ガ

ヲ

ヒ
キ

ニ

己

舌

一遇
二

於
矢
田
村

こ

(同
前
､
宍
禾
郡
)
0

ヒ
テ

ヲ

マシ
シ

シ
テ

以
後
､
堺
二
山
川
谷
尾

一巡
行

之
時
､
大
鹿
出
二

(土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈

･
古
事
記
編
』
二

八
八
ペ
ー
ジ
)

(山
口
注
､

｢狭
｣
=
サ
ル
)

②
遇
ふ
や
嬢
子
を

道
問

へ
ば

(中
略
)
前
文
は
乙
女
の
ほ
う
か
ら
危
険
を
告
げ
て
道
を
教
え
た
形

に
な

っ
て
い
て
､
崇
神
天
皇
の
条
の
幣
羅
坂
の
少
女

(記
22

･
紀
18
)
と
同
様
､
神
人
的
な
性
格
を

持

つ
少
女
で
あ
る
が
､
歌
で
は
天
皇
が
道
を
問
う
た
の
に
少
女
が
答
え
た
形
に
な

っ
て
い
る
｡

つ
ま

り
前
文
が
神
秘
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
歌
の
ほ
う
は
現
実
的
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
ず
れ
が
認
め

ら
れ
る
｡

(土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈

･
古
事
記
編
』
二
九

〇
ペ
ー
ジ
)

☆
里
人
の

吾
に
告
ぐ
ら
く
-
-
ぬ
ば
た
ま
の

黒
馬
に
乗
り
て

河
の
瀬
を

七
瀬
渡
り
て

う

ら

ぶ
れ
て

妻
は
逢
ひ
き
と

(妻
者
会
登
)

人
ぞ
告
げ

つ
る

(万
葉

二
二
二
二
二
八
七
)

☆
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
､
わ
が
人
ら
む
と
す
る
道
は
､
い
と
暗
う
細
き
に
､

つ
た
か

へ
で
は
茂
り
､

物
心
ぼ
そ
く
'
す
ず
ろ
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
､
修
行
者
あ
ひ
た
り
｡

(伊
勢
物
語

･
九

段
)

4

かれ

○
故

､
て
､

お
ほ

び

こ
の
み
こ
と

こ

し

の

き

を

と

め

へ
ら
さ
か

大

毘

古

命

､

高

志

国
に
罷
り
往
き
し
時
に
､
腰
裳
を
服

た
る
少

女

､

山
代
の
幣
羅
坂
に
立
ち

歌
ひ
て
日
は
く
､

き
患
ひ

前

つ
戸
よ

い
行
き
違
ひ

窺
は
く

知
ら
に
と

御
真
木
入
日
子
は
や

(歌
謡

･

二
二
)

ここ

な
む
ち

い

是
に
'
大
毘
古
命
､
怪
し
と
思
ひ
て
､
馬
を
返
し
､
其
の
少
女
を
問
ひ
て
日
ひ
し
く
､

｢

汝

が
謂

へ
る
言
は
､
何
の
言
ぞ
｣
と
い
ひ
き
｡
爾
く
し
て
､
少
女
が
答

へ
て
日
は
く
､

｢吾
は
､
言
ふ
こ
と

な

う
た

し

ゅ

く

へ

勿

し
｡
唯
に
歌
を
詠

は
む
と
為

つ
ら
く
の
み
｣
と
い
ひ
て
､
即
ち
其
の
所

如

も
見
え
ず
し
て
､
忽
ち

に
失
せ
に
き
｡

(古
事
記

･
崇
神
天
皇
条
)

上
記
の
履
中
天
皇
条
の
例
で
も
､

｢ず
れ
｣
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
､

『
古
事
記
』
の
前
文
で
は
､
天

皇
が
尋
ね
た
か
ら
女
人
が
答
え
た
の
か
､
そ
れ
と
も
､
女
人
が

1
方
的
に
言
い
出
し
た
の
か
は
､
明
示

的
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
｡
し
た
が

っ
て
､
土
橋
の
よ
う
に
､

｢前
文
は
乙
女
の
ほ
う
か
ら
危
険
を

告
げ
て
道
を
教
え
た
形
に
な

っ
て
い
て
｣
と
い
う
の
は
､
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
｡
天
皇
の
問
い
に
対
し

み
ま
き
いり
び
こ

御
真
木
入
日
子
は
や

た
が

ま
へ

お
の

を

し

し
り

御
真
木
入
日
子
は
や

己

が
緒

を

盗
み
殺
せ
む
と

後

つ
戸
よ

い
行

うかか

ilE
!哉



此

E
l持

古
糠
*.4
(LU

□
)

て
女
人
が
答
え
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
は
､
歌
謡
が
そ
れ
を
明
示
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
要
す
る
に
､

『
古
事
記
』
の
散
文
は
､
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
を
言
お
う
と
は
し
て
い
な
い
の
だ
､
と
捉
え
る
の
が
よ

ヽ
0

､.∨
(≡
)
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
条
の
叙
述
に
つ
い
て

lカ

も

○
故
､
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
は
､
怠
り
て
飛
び
去
り
し
時
に
､
其
の
い
ろ
妹
高
比
売
命
'
其
の
御
名

を
顕
さ
む
と
思
ひ
き
｡
故
､
歌
ひ
て
日
は
く
､

う
な

み
す
ま
る

天
な
る
や

弟
棚
機

項

が
せ
る

玉
の
御

統

御
銃
に

あ
な
だ
ま

足

玉

は
や

み
谷

二
渡
ら
す

阿

く
者

は
､
愚
昧
耗
高
彦
根
神
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
し
め
む
と
欲

ふ
.
故
､
歌

し
て
日
く
､
と

治
志
貴
高

日
子
根
の

神
そ

(歌
謡

⊥
ハ
)

ひなぶ
り

此
の
歌
は
､
夷
振
ぞ
｡

よ

そ

ひ

う

る

は

ふ
た
を
ふた
たに

あひだ
て
り

かかや

◎
時
に
､
味
耗
高
彦
根
神
､
光

儀

華

艶

し
く
､
二
丘
二
谷
の

間
に

映

く
｡

う
た
よ
み

い
は

いもし
た
で
るひめ
つど
へる
ひと

歌

し
て
日

く
､
或
に
云
は
く
､
味
墾
口同

彦
根
神
の
妹
下

照媛
､
衆

人

ひ
と

これ

ぉ
も

つど

ひと

故
､
喪
に
会
へ

る

者
､

を
た

に
て

りかかや

を
し
て
'
丘
谷
に

映

う
た
よ
み

い
ふ
｡

あめ
天
な
る
や

お
と
た
な
ば
た

うな

み
す
ま
る

弟

織

女

の

頭
が
せ
る

玉
の
御

銃

の

あ
な
玉
は
や

み
谷

ふ
た
わ
た

あぢ
すき

二

渡

ら
す

味

頼

5

た
か
ひ
こ
ね

高
彦
根

1(歌
謡

二

1)

う
たよみ

と
い
ふ
｡

又

歌

し
て
日
く
､

あ
まさ
か

ひな

め

せ

と

天
離
る

夷
つ
女
の

い
渡
ら
す
迫

門

石
川
片
淵

片
淵
に

網
張
り
渡
し

目
ろ
寄
L
に

よ

よ

こ

寄
し
寄
り
来
ね

石

川
片
淵

(歌
謡

二
二
)

ふ
た
う
た

ひ
な
ぶ
り

な
づ

と
い
ふ
｡
此
の
両
首
歌
辞
は
､
今
し
夷

曲

と
号

く
｡

(日
本
書
紀

･
神
代
下

二

書
第

1
)

＼
ヽ

①
こ
の
歌
の
歌
詞
と
所
伝
と
の
間
に
ず
れ
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､

｢み
谷
二
渡
ら
す
｣
の

｢語

釈
｣
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡
そ
こ
で
次
に

｢み
谷
二
渡
ら
す
｣
を
蛇
神
の
表
現
だ
と
す
る
見
解

に
立
っ
て
､
こ
の
歌
の
本
来
の
物
語
的
背
景
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
､
と
い
う
点
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
｡

(土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈

･
古
事
記
編
』
五
九
ペ
ー
ジ
)

②
み
谷

二
渡
ら
す

ミ
は
､
三
の
意
と
も
'
美
称
と
も
解
さ
れ
る
が
､

｢二
渡
ら
す
｣
と
の
関
係
か

ら
す
れ
ば
､
美
称
と
見
て
､
二
つ
の
谷
に
跨
る
の
意
に
解
す
る
の
が
よ
い
と
思
う
｡

『
古
事
記
』
の

前
文
に
は
阿
治
志
貴
神
が

｢飛
去
之
時
｣
と
あ
る
か
ら
､
二
つ
の
谷
を
飛
ん
で
行
く
意
に
解
さ
れ
る

が
､

『
書
紀
』
に
は

｢光
儀
華
艶
､
映
二
千
二
丘
二
谷
之
間
こ

と
あ
っ
て
､
阿
治
志
貴
神
の
容
姿
の

トー

王ヨ
CJ
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美
し
さ
の
形
容
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
誇
張
し
す
ぎ
た
形
容
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡

こ
の
詞
章
を
前
文
か
ら
切
り
離
し
て
素
直
に
解
す
る
と
､
電
光
の
姿
で
観
念
さ
れ
て
い
る
雷
神
の
イ

メ
ー
ジ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
､

『書
紀
』
前
文
の

｢光
儀
華
艶
｣
は
'
後
次
的
な
解
釈
に
よ
る
も
の

と
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
｡
し
か
し

｢み
谷
二
渡
ら
す
｣
は
､
折
口
信
夫
氏

(
『
日
本
文
学
発
生
序

説
』
六
六
頁
)
､
松
村
武
雄
氏

(
『
日
本
神
話
の
研
究
』
第
四
巻

一
〇
〇
頁
)
が
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
､

長
大
な
蛇
体
が
谷
々
に
跨
っ
て
蔓
延
し
て
い
る
姿
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
は
八
岐
大
蛇

ヽ

が

｢其
長
度
二
齢
八
谷
峡
八
尾
こ

(
記

神
代
)

､

｢蔓
二
延
於
八
丘
八
谷
之
間
こ

(神
代
紀
)
に
通

ず
る
表
現
と
い
え
る
｡
火
雷
神
と
蛇
神
と
は
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し

ヽ

＼
ヽ

ば
説
か
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
､

｢み
谷
二
渡
ら
す
｣
と
い
う
句
そ
の
も
の
が
表
現
し
て
い
る

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
､
や
は
り
蛇
体
と
見
る
の
が
適
切
で
あ
り
､

｢御
銃
の
穴
玉
｣
と
の
関
係
も
､

電
光
よ
り
は
蛇
体
の
イ
メ
ー
ジ
と
適
合
す
る
｡
す
な
わ
ち

｢御
銃
の
穴
玉
｣
が

｢二
渡
る
｣
と
い
う

の
は
､
首
飾
り
が
二
重
に
首
を
巻
い
て
い
る
意
で
､
蛇
体
が

｢み
谷
二
渡
る
｣
の
誓
聡
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
や

｢み
谷
二
渡
る
｣
の
意
味
は
､
折
口
氏
の
よ
う
に

｢三
谷
を

一
わ
た
し
し
､
更
に
あ
ち

ら
か
ら
此
方

へ
今

1
わ
た
し
す
る
｣
意
に
も
解
さ
れ
る
が
､
ま
た
二
つ
の
谷
に
蔓
延
し
て
い
る
意
に

も
解
す
る
･こ
と
が
で
き
よ
う
｡
因
み
に
管
玉
は
､

1
つ
の
棺
か
ら
数
十
個
検
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
､

一
本
の
紐
に
貫
い
て
あ
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
､
二
重

･
三
重
に
首
に
巻
く
に
足
る
長
さ
で
あ
り
､

碧
玉
製
管
玉
の
色
は
､
蛇
の
膚
を
連
想
さ
せ
な
い
こ
と
も
な
い
｡

(土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈

･

古
事
記
編
』
五
八
ペ
ー
ジ
)

『
古
事
記
』
歌
謡
の
表
現
か
ら
は
､
や
は
り
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
の
並
は
ず
れ
た
美
し
さ
を
読
み
取

る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
点
､
後
掲
の

『
日
本
書
紀
』
歌
謡
と
方
向
は
同
じ
で
あ
る
｡
た
だ
､

『
日
本
書

紀
』
で
は
､
前
文
の
散
文
で
も
言
葉
を
費
や
し
て
､
解
釈
の
方
向
を
確
保
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

6

(四
)
仁
徳
天
皇
条
の
叙
述
に
つ
い
て

あ
る
と
き

す
め
ら
み
こ
と

と
よ
の
あ
か
り

ひ

め

し
ま

い

で
ま

か
り

○
亦
､
一

時

に
､
天

皇

､

豊

楽

せ
む
と
し
て
､
日

女

島

に
幸

行

L
L
時
に
､
其
の
島
に
､
雁

､

か
ひ
ご

し
か

た
け
う
ち
の
す
く
ね
の
み
こ
と

も
ち

か
り

か
ひ
ご

か
た
ち

卵

を
生
み
き
｡
布

く
し
て
､
建

内

宿

祢

命

を
召
し
て
､
歌
を
以

て
､
膚

の
卵

を
巷
み
し
状

を

問
ひ
き
｡
其
の
歌
に
日
は
く
､

な

や
ま
と

か
り

こ

む

た
ま
き
は
る

内
の
あ
そ

汝
こ
そ
は

世
の
長
人

そ
ら
み
つ

倭

の
国
に

腐

卵

生

と
聞

く
や

(歌
謡

･
七

こ

il
だ

E
!
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こ
こ

ま
を

是
に
､
建
内
宿
称
､
歌
を
以
て
語
り
て
白

さ
く
､

う
べ

ま

あ
れ

高
光
る

日
の
御
子

諾
し
こ
そ

問
ひ
給

へ

今
こ
そ
に

問
ひ
給

へ

吾

こ
そ
は

世
の
長

か
り
こ
む

人

そ
ら
み
つ

倭
の
国
に

膚
卵
生
と

未
だ
聞
か
ず

(歌
謡

･
七
二
)

か

く
まを

た
ま
は

如

此
白
し
て
､
御
琴
を
被
給
り
て
､
歌
ひ
て
日
は
く
､

つぴ

し

カ
り

こ
む

な
が
み
こ
や

具
に
治
ら
む
と

雁
は
卵
生
ら
し

(歌
謡

･
七
三
)

ほ
き

此
は
､
本
岐
歌
の
片
歌
ぞ
｡

(
a
)

｢な
が
み
こ
｣
と
は
､
誰
を
指
す
か
｡

な

み

こ

第

一
説
-

(汝

が
御

子

)
の
意
と
見
る
｡

｢が
｣
は
同
格
の
意
で
､

(汝
で
あ
る
御
子
)
す
な
わ
ち
仁

徳
天
皇
を
指
す
｡

な

み
こ

第
二
説
=

(汝
が
御
子
)
の
意
と
見
る
｡

｢が
｣
は
所
有

･
所
属
の
意
で
､

(汝
の
御
子
)
す
な
わ
ち

仁
徳
天
皇
の
皇
子

(あ
る
い
は
子
孫
)
を
指
す
｡

な

み
こ

な

み

第
三
説
-

(我
が
御
子
)
の
意
と
見
る
｡

｢な
｣
は

(戟
)
の
意
で
建
内
宿
祢
を
指
し
､

(我

が
御

こ子
)

は
仁
徳
天
皇
を
指
す
｡

(ア
)
第

一
説
に
は
問
題
が
あ
る
｡

一
般
に
助
詞
ノ
に
は
同
格
の
用
法
が
あ
る
が
､
助
詞
ガ
に
は
そ
れ
が
な
い
｡
宣
長
は
､
次
の
よ
う
な

な

み
こ
と

｢汝

が
命

｣
を
類
例
と
し
て
い
る

(筑
摩
版
本
居
宣
長
全
集
第
十
二
巻
±

二
八
ペ
ー
ジ
)

0

わ
ざ

お
ほ
み
こ
と

い
ま

な

み
こ
と

☆
斯
の
天
つ
日
嗣

二
両
御
座
の
業

は
､
御

命

に
坐

せ
､
い
や
嗣
ぎ
に
汝

が
命

(奈
賀
御
命
)
聞
こ

7

し
か

せ
と
の
鋸

ま

ふ
僻

み
鋸

を

(続
日
本
紀
宣
命

二

四
詔
)

み
こ
と

み

こ
と

し
か
し
､
こ
の

｢が
｣
は
同
格
用
法
で
は
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
｢
命

｣

は
本
莱

(御
事

)

の
意
で
あ

み
こと

り
､
｢

A
の

(が
)
御
事
｣
は

(A
に
関
わ
る
尊
い
事
柄
)
の
意
か
ら
転
じ
て
､
A
自
体
に
敬
意
を
表

す
る
言
い
方
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
第
.一
説
は
採
用
で
き
な
い
｡

(イ
)
第
三
説
に
も
､
問
題
が
あ
る
｡

も
し

｢な
が
み
こ
｣
が

(我
が
御
子
)
の
意
で
あ
る
な
ら
ば
､
な
ぜ
順
直
に

｢わ
が
み
こ
｣
と
表
現
し

な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
｡

(ウ
)
第
二
説
は
､
ガ
の
用
法
と
い
う
点
か
ら
は
全
く
問
題
が
な
い
｡

①
そ
の
皇
子
は
去
来
穂
別
皇
子
で
､
後
履
中
天
皇
と
な
る
方
で
あ
る
｡

(太
田
水
穂

『
記
紀
歌
集
講

義
』
)

②
そ
の
皇
子
は
後
の
履
中
天
皇
御

一
人
だ
け
で
は
な
く
､
反
正
天
皇
及
び
允
恭
天
皇
を
も
含
め
た
も
の

トー▲
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と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
｡

(倉
野
憲
司

『
古
事
記
全
註
釈
』
)

③
あ
な
た
さ
ま
の
ご
子
孫
｡
実
際
そ
の
言
葉
ど
お
り
､
仁
徳
天
皇
の
皇
統
が
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
を

『
記
』
は
語
る
｡

(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
古
事
記
』
)

(b
)
第
二
説
を
採
る
場
合
の
問
題
点

①

｢あ
な
た
の
御
子
た
ち
｣
の
意
に
も
と
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
が
､
天
皇
に
対
し
て

｢ナ
｣
と
の
み
い
っ

て
寿
ぐ
の
は
自
然
で
な
か
ろ
う
｡

(古
事
記
大
成
本
文
篇
)

②
琴
を
弾
い
て
歌
つ
た
と
は
､
神
降
し
の
作
法
か
ら
出
た
も
の
で
､
結
局
､
珍
し
い
出
来
事
に
あ
っ
て

武
内
宿
祢
に
占
は
せ
た
ら
､

｢汝
が
御
子
や
-
-
｣
の
答
が
出
た
と
も
見
ら
れ
る
｡

(中
島
悦
次

『
古
事
記
評
釈
』
)

③
琴
に
よ
っ
て
答
え
た
人
間
は
第
二
歌
と
同
じ
く
建
内
宿
祢
で
あ
る
が
､
実
は
､
そ
れ
は
神
の
声
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

｢汝
が
御
子
や
-
-
｣
と
答
え
た
の
は
託
宣
す
る
神
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
っ

｣ノ

た
｡
か
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て

｢汝
が
御
子
｣
と
言
う

｢汝
｣
の
用
法
も
他
例
と
整
合
性

｣′

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
.
第

1
歌
に
天
皇
が
建
内
宿
祢
に

｢汝
こ
そ
は
｣
と
歌
い
か
け
､
第
三
歌
に

ナ

建
内
宿
祢
が
天
皇
を

｢汝

｣
と
呼
ぶ
対
等
な
物
言
い
は
､
実
は
後
者
に
お
い
て
は
建
内
宿
称
を
媒
介

者
と
し
て
の
神
が
天
皇
に
呼
び
か
け
る
､
そ
れ
ゆ
え
の
対
等
な
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

(金
井
清

な
が

み

こ

や

つ

ぴ

に

し

ら

む

と

1

｢那
賀

美

古

夜

都

昆

布

斯

良

牟

登

-
琴
の
聖
性
-
｣

『
論
集
上
代
文
学
第
十
六
冊
』
)

こ
の
場
合
､
散
文
部
に
は
､
建
内
宿
祢
が
琴
を
弾
き
な
が
ら
歌
っ
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
､
神
懸

か
り
し
た
こ
と
ま
で
は
､
明
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
､
後
に
続
く
歌
謡
の
表
現
に
譲
ら
れ
て

い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

8

故
､
是

の
皇

女

に
婚

ひ
て
､
宮
に
還
り
坐

し
き
｡
後
に
､
更
に
亦
､
吉
野
に
幸
行

L
L
時
に
､
其

の

を

と

め

そ

こ

あ

と
ど

お
ほ

み

あ

ぐ

ら

み
あ
ぐ
ら

いま

童

女

が
其

処

に
遇

へ
る
を
留

め
て
､
大

御

呉

床

を
立
て
て
､
其
の
御
呉
床
に
坐
し
て
､
御
琴
を
弾
き

を

と

め

ま
ひ

せ

し
か

を

と

め

ま

て
､
其
の
嬢

子

に
傷

を
為

し
め
き
｡
布

く
し
て
､
其
の
嬢

子

が
好
く
儀

ひ
し
に
因
り
て
､
御
歌
を
作

○
天

.

皇

､
吉

野

宮

に
幸

行

L
L
時
に
､
吉
野
の
川
の
浜

に
､

か
れ

こ

を

と

め

あ

ま

(五

)
雄
略
天
皇
条
の
叙
述
に
つ
い
て
(

一

)

すめらみ
こと
よ
し
の
の
み
や

い

で

ま

ほと
り

を
と
め

か
た
ち

う
る
は

童
女
有
り
-.
其
の
形
姿
､
美
麗
し
｡

い
で
ま

具
床
盾
の

神
の
御

手

も
ち

弾
く
琴
に

傑

す
る
女

常

世

に
も
が
も

(歌
謡

･
九
五
)

①
前
文
に
よ
れ
ば
､

｢神
｣
は
雄
略
天
皇
を
さ
す
こ
と
に
な
る
が
'

『
記
紀
』
に
は
天
皇
を
､
単
に

り
き
｡
其
の
歌
に
日
は
く
､

あ
ぐ
ら
ゐ

み

て

ま
ひ

を
み
な

と
こ

よ

iJ
F
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｢神
｣
と
い
う
例
は
な
い
｡
雄
略
天
皇
が
琴
を
弾
く
の
を
､
神
に
見
た
て
た
も
の
､か
｡

(土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
全
注
釈

･
古
事
記
編
』
三
三
五
ペ
ー
ジ
)

②

(吉
野
は
中
国
的
な
仙
境
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
お
り
､
こ
の
雄
略
天
皇
の
話
も
中
国
の
神
仙
評
的

パ
タ
ー
ン
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
)
琴
が
神
仙
の
愛
用
す
る
楽
器
で
あ
る
･こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
｡

｢呉
床
居
の
神
の
御
幸
も
ち
｣
と
い
う
歌
詞
も
､
天
皇
が
琴
を
弾
く
の
を
神
仙
に
見

た
て
た
表
現
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
｡

(同
右

二
二
三
七
ペ
ー
ジ
)

③

(仲
哀
天
皇
条
に
つ
い
て
)
こ
の
琴
を
弾
い
た
仲
哀
天
皇
が
神
託
を
疑
っ
た
た
め
に
死
を
賜
っ
た
と

あ
る
よ
う
に
､
琴
を
弾
く
天
皇
は
あ
く
ま
で
も
神
託
を
聞
く
側
で
あ
り
､
神
と
イ
コ
ー
ル
で
は
あ
り

得
な
い
｡

Ⅲ歌
(山
口
注
､
九
五
番
歌
謡
の
こ
と
)
に
即
し
て
い
え
ば
､
天
皇
と
神
と
は
別
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
､
表
現
の
共
通
性
は

｢呉
床
居
｣
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
｡
す
な
わ
ち
､

天
皇
の
権
威
の
象
徴
た
る

｢呉
床
｣
に
｢神
｣
が
居
る
と
歌
う
こ
と
は
､
天
皇
と
神
と
の
共
感
状
態
の

表
現
と
よ
み
と
れ
る
｡

(青
木
周
平

『
古
代
文
学
の
歌
と
説
話
』

二
二
〇
ペ
ー
ジ
)

次
の
例
は
､
琴
を
弾
い
た
主
体
に
神
が
宿
っ
た
例
で
あ
る
｡

か
み
の
み
こ
と

き
さ
き

ひ

こ
こ

カ
カ

を
し

の
た
は

◎
則
ち
神

言

に
随
ひ
て
､
皇
后
､
琴
撫

き
た
ま
ふ
｡
是
に
神
､
皇
后
に
託

り
て
轟

へ
て
日

は
く
､

み
ま
の
み
こ
と

ね
が
は
し
み

た
と

し
し

つ
の

な

む

な

｢今
し
御

孫

尊

の
所

望

し
た
ま
ふ
国
は
､
誓

へ
ば
鹿

の
角

如

す
実

無

し
国
な
り
0
-
-
｣
と
の
た

ま
ふ
｡

(日
本
書
紀

･
神
功
前
紀

二

書
)

問
題
の
歌
は
､
神
が
雄
略
天
皇
に
葱
依
し
て
い
る
時
の
も
の
で
あ
り
､
神
の
言
葉
と
考
え
る
べ
き
も
の

で
あ
る
｡
前
文
で
は
､
天
皇
が
琴
を
弾
い
て
い
た
こ
と
し
か
分
か
ら
な
い
が
'
歌
に
よ
っ
て
託
宣
の
言

葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
｡

次
の
例
で
は
､

『
古
事
記
』
の
散
文
部
に
お
い
て
､
琴
を
弾
く
こ
と
に
よ
っ
て
神
懸
か
り
し
た
事
実
が

明
示
的
に
語
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
､
歌
に
よ
っ
て
そ
の
事
実
が
分
か
る
と
い
う
よ
う
な
文
脈
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
｡

お
き
な
が
た
ら
し
ひ

め

の

そのかみ

ょ

か
れ

か

し

ひ
の

い
ま

○
其
の
大
后
息

長

帯

日

売

命
は
､
当

時
､
神
を
帰

せ
き
｡
故

､

天
皇
､
筑
紫
の
詞

志

比

宮
に
坐

し
て
､

ひ

た
け
う
ち
の
す
く
ね
の
お
ほ
お
み

熊
曽
国
を
撃
た
む
と
せ
し
時
に
､
天
皇
､
御
琴
を
控

き
て
､
建

内

宿

祢

大

臣

､

さ
庭
に
居
て
､
神

ここ

よ

の
り
た
ま

の
命
を
請
ひ
き
｡
是
に
､
大
后
の
帰
せ
た
る
神
､
言
教

へ
覚
し
て
詔

ひ
し
く
､

｢-
-
｣
と
の
り

た
ま
ひ
き
｡

(古
事
記

･
仲
哀
天
皇
条
)

9
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い
でま

み
か
り

0
0

し
か

あ
む

○
即
ち
､
阿
岐
豆
野
に

幸

し
て
､
御
猪
せ
し
時
に
､
天
皇
､
御
呉
床
に
坐
し
き
｡
爾

く
し
て
､
蝦

､

み
た
だ
む
き

く

あ
き
づ

こ
こ

御

腕

を
咋

ひ
し
に
､
即
ち
晴
輪
来
て
､
其
の
蝦
を
咋
ひ
て
飛
び
き
.
是
に
､
御
歌
を
作
り
き
｡
其

の
歌
に
日
は
く
､

え
し
の

を

む
ろ

し
し

み
吉
野
の

小

室

が
岳
に

猪
鹿
伏
す
と

し
し

o
o
o

い

ま

猪
鹿
待

つ
と

あ
ぐ
ら

へ阿
具
良
)
に
坐

し

ま
を

誰
そ

大
前
に
奏
す

や
す
み
L
L

し
ろ
た
へ

たこむら

白

樺

の

袖
着
そ
な
ふ

手

俳
に

我
が
大
君
の

あ
む

掴
掻
き
着
き

-
-

(歌
謡

･
九
六
)

つ
き
た
ち

◎
秋
八
月
の
辛
卯
の
朔

に
し
て
戊
申
に
､

や
ま
の
つ
か
さ

み
こ
と
お
ほ

し
し

虞

人

に

命

せ
て
､
獣
を
駈
ら
し
め
､

い

で
ま

吉
野
宮
に
行

幸

す
｡.
庚
戊
に
､

み
づ
か

お
も
は

い
でま

河
上
の
小
野
に

幸

す
｡

あむ
と

窮

ら
射
む
と
欲

し
て
待
ち
た
ま
ふ
に
､
虻

､
疾
く
飛

み
た
だ
む
き

く

こ
こ

あ

き

づ

た
ち
ま
ち

く

も

l

び
来
て
､
天
皇
の

菅

を
噌

ふ
｡
是

に
晴

輪

､

忽
然
に
飛
び
来
て
'
虻
を
噸

ひ
て
将
ち
去
ぬ
｡
天

そ

よ
み

ま
へ
つ
き
み
た
ち

み
こ
と
の
り

の
た
ま

わ

皇
､
願

の
心
有
る
こ
と
を
嘉

し
た
ま
ひ
､
群

臣

に

詔

し
て
日

は
く
､

｢朕
が
為
に
'
晴
輪

ま

う
た
よ
み

よ
む
ひ
と

な

く
ち
つ
う
た

を
静
め
て
歌

賦

せ
よ
｣
と
の
た
ま
ふ
｡
群
臣
､
能
く
敢

へ
て
賦

者

美

し
｡
天
皇
､
乃
ち
口

号

し
て

の
た
ま

日

は
く
､

倭
の

し
て

を

む

ら

し
し

ま
を

鳴

武

羅

の
岳
に

鹿
猪
伏
す
と

誰
か
こ
の
事

大
前
に
奏
す

大
君
は

そ
こ
を
聞
か

た
ま
ま
き

し
つ
ま
き

玉
纏
の

あ
ご
ら

(阿
娯
羅
)
に
立
た
し

倭
文
纏
の

あ
ご
ら
に

(阿
娯
羅
)
立
た
し

鹿
猪
待

つ
と

我
が
い
ま
せ
ば

さ
猪
待

つ
と

我
が
い
ま
せ
ば
-
-

(歌
謡

･
七
五
)

(日
本
書
紀

･
雄
略
四
年
八
月
)

『
古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』
の
散
文
部
を
比
較
す
る
と
､
前
者
で
は
歌
謡
部
に
あ
る

｢あ
ぐ
ら
｣
が

｢呉
床
｣
の
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
後
者
で
は
歌
謡
部
の

｢あ
ご
ら
｣
に
相
当
す
る
も

の
が
散
文
部
に
現
れ
な
い
｡
し
た
が

っ
て
､
こ
れ
ま
で
見
た
諸
例
と
反
対
の
関
係
に
な

っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
｡

0
0

し
か
し
､

『
古
事
記
』
の

｢天
皇
､
御
呉
床
に
坐
し
き
｣
は
､
勢
子
の
駆
り
出
す
獣
を
天
皇
が
待

っ
て

い
た
こ
と
を
簡
略
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､

『
日
本
書
紀
』
は
､
同
じ
こ
と
を

や
ま
の
つ
か
さ

み
こ
と
お
ほ

し
し

み
づ
か

お
も
ほ

｢
虞

人

に

命

せ
て
､
獣
を
駈
ら
し
め
､
窮

ら
射
む
と
欲

し
て
待
ち
た
ま
ふ
に
､
｣
と
詳
細
に

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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