
『
日
本
書
紀
」

の
使
役
表
現

榎

本

福

寿

一

は

じ

め

に

使
役
の
表
現
に
つ
い
て
か
ん
が
え
る
上
で
、
王
力
氏
が
と
く

「逓
繋
式
」
は
、

き
わ
め
て
示
唆

に
と
む
。
『
漢
語
史
稿
』
(中
冊

・
第
四
十
九
節

・
科
学
出
版
社
)

の
な
か
か
ら
、
そ
の
定
義
を
の
べ
た
部
分
を
次
に
抜
き
出
し
て
示
す
。

普
通
的
句
子
只
有

一
次
連
繋
、
就
是
把
謂
語
連
繋
在
主
語
的
後
面
、
但
是
有

時
候
、

一
個
句
子
裏
可
以
包
含
両
次
連
繋
、
而
第

一
次
連
繋
的
謂
語
的

一
部

分
或
全
部
分
又
兼
用
做
第
二
次
連
繋
的
主
語
。
這
様
的
句
子
結
構
、
我
們
就

叫
做

〃
逓
繋
式
"
。

右
に
い
う
句
子
、
謂
語
は
、
目
本
語
の
文
法
の
用
語
で
あ
ら
わ
せ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

文
、
述
部
に
あ
た
る
。
通
常
の
文
は
、
そ
の
謂
語
の
、
動
詞
と
目
的
語
と
の

一
つ

の
結
び

つ
き

(
一
次
連
繋
)
し
か
な
い
が
、
と
き
に
、

一
文
中
に
そ
れ
が

二
つ
あ

る
ば
あ
い
の
、
そ
の
は
じ
め
の
結
び
つ
き
の
目
的
語
が
あ
と
に
つ
づ
く
結
び
つ
き

の
主
語
に
な
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
文

の
構
造
を
さ
し
て
、
王
氏
は
逓
繋
式
と

い

う
。
こ
の
う
ち
、
と
く
に

「賓
語
兼
主
語
的
逓
繋
式
」

に
つ
い
て
は
、
王
氏
は
こ

れ
を
兼
語
式
と
名
づ
け
る
。

こ
こ
に
い
う
賓
語
と
は
、
お
お
む
ね
目
的
語
に
あ
た

『日
本
書
紀
』
の
使
役
表
現

る
。
使
役
を
あ
ら
わ
す
ば
あ
い
、
そ
の
文
の
構
造
は
、
王
氏
が
と
く
よ
う
に
、
実

際
に
そ
の
賓
語
が
主
語
を
兼
ね
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
便
宜
に
従

い
、
以
下

に
は
、
こ
の
賓
語
と
兼
語
式
と
を
適
宜
つ
か
い
な
が
ら
論
を
す
す
め
る
。

さ
て
、

一
般
に
わ
れ
わ
れ
が
使
役
と
よ
ぶ
文

の
形
式
が
王
力
氏

の
と
く
兼
語
式

に
相
当
す
る
。

王
氏

の
所
説
に
よ
れ
ば
、
先
秦
時
代

に
は
、
「使

・
令

・
遣
」

な

ど
の
、
い
わ
ば
使
役
の
意
の
あ
き
ら
か
な
語
が
兼
語
式
を
構
成
し
て
い
た
が
、
漢

代
以
降
、
そ
の
語
の
種
類
が
拡
大
す
る
と

い
う
。
次

に
、
王
氏

の
あ
げ
た
例
の
な

か
か
ら
い
く
つ
か
抜
き
だ
し
て
示
す
。

む

む

始

皇

乃
使

三
将

軍

蒙

恬

発

二
兵

三
十

万

人

一
......
(
史

記

秦
始

皇

本
紀

)

む

む

乃
令
三
樊
噌
召
二高
祖
噸
(
漢
書
高
帝
紀
)

む

む

而
遣
三
沛
公
西
収
二陳
王
、
項
梁
散
卒
噸
(
同
右
)

む

む

羽

因

留

二
沛

公

一飲

。

(
同

右

)

む

　

む

范

増

数

目
レ
羽

撃

二
沛

公

噸
(
同

右

)

む

む

正
月
、
張
耳
等
立
二
趙
後
趙
歇
一為
二
趙
王
噸
(同
右
)

こ
れ
ら
は
、

意
味

の
上
で
は
多
様
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

文

の
形
式

に
お

い
て

は
、
か
り
に
傍
線
を
付
し
た
語
が
、
そ
の
上
の
動
詞
に
対
し
て
は
賓
語
と
な
り
、

三
九



文
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な
お
か
つ
そ
の
下
の
動
詞
の
主
語
と
な
る
と
い
っ
た
、

二
つ
の
語

の
役
割
を
兼
ね

る
と

い
う
点
で
共
通
す
る
。

使
役
と

は
、

こ
の
兼
語
式
を
、

た
と
え
ば
右
掲

の

「使
」

や

「令
」

な
ど

の
そ
の
あ
ら
わ
す
意
味
に
そ
く
し
て
規
定
し
た
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
漢
文
で
使
役

を
あ
ら
わ
す
ぼ
あ
い
、
そ
の
文
は
兼
語
式

の
か
た
ち
を
と
る
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
変
態
漢
文
と

い
う
、
日
本
語
が
そ
の
成
り
た
ち
に
か
か

わ
る
漢
文
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
原
則

は
ほ
と
ん
ど
通
用
し
な
い
。

い
ま
古
事
記

の

な
か
か
ら
例
を
ひ
ろ
い
出
し
て
み
る
。
最
初
は
、
応
神
天
皇
が
大
山
守
命
と
大
雀

命
の
二
人
に
上
の
子
と
下
の
子
と
ど

ち
ら
が
か
わ
い
い
か
を
問
う
た
あ
と
の
、
そ

の
問
い
に
つ
い
て
の
注
に
あ
た
る
例
。

天
皇
所
三
以
発
一一是
問
一
者
、

宇
遅
能
和
紀
郎
子
、

有
下
令
レ治
二天
下
一之
心
上

也
。
(
中

・
留
ウ
ー
古
事
記
総
索
引

・
本
文
篇
の
丁
数
。
以
下
、
同
じ
)

右
の

「令
レ
治
二
天
下
こ

の
主
語
は
天
皇
、

そ
の
使
役
の
相
手
は
宇
遅
能
和
紀
郎

子
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
が
ま
た
賓
語

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兼
位

(
王
力
氏

の
つ
か
う
術
語
で
、

こ
れ
を

「賓
語
兼
主
語
」

と
規
定
す
る
。

こ
と
ば
を
補
、兄

ば
、
主
語
を
兼
ね
る
賓
語
の
そ
の
あ

り
ど
こ
ろ
)

か
ら
離
れ
て
、
「有
」

の
上
に

位
置
す
る
。
日
本
語

の
語
順
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
も
と
つ
く
。
な
お
ま
た
同
じ

よ
う
な
例
。

令
レ
為
レ憐
二其
嬢
子
輔
(下

・
30
オ
)

こ
の
例
の
直
後

に

「麻
比
須
流
袁
美
那

(舞
す
る
女
)
」
と
あ
る
。
「舞
す
る
」
と

右
の

「
令
レ為
レ憐
」
と
が
照
応
す
る

こ
と
は
疑

い
を
い
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と

せ
し
め

つ
つ

え
ば
万
葉
集
の
歌
の

「
山
菅

の
乱
れ
恋

の
み
令
レ
為
乍
」
(
4742
)
と

い
う
表
現
と
あ

い
通
じ
る
。
王
氏
の
所
説
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
賓
語

「其
嬢
子
」
が
兼
位
に
な

四
〇

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

つ
ま
り
は
、
日
本
語
を
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
し
た
結
果

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

日
本
語
の
ば
あ
い
、
使
役
は
、
動
詞
に
付
属
す
る
語

(動
詞
語
尾
も
し
く
は
助

動
詞
の

「す
」
「
さ
す
」
)
が
あ
ら
わ
す
。
動
詞
と
そ
の
付
属
す
る
語
と
は
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
が
、

そ
の
使
役
の
相
手
、

す
な

わ

ち
賓
語
が
あ
ら
わ
す
そ
れ
と

は
、

直
接
結
び
つ
く
関
係
に
は
な
い
。

そ
れ
が
、

古
事
記
の
上
引
の
例
の
よ
う

に
、
「令
レ治
」
「令
レ為
」
と

い
う
結
び

つ
き
を
成
り
た
た
せ
る

一
方
、
賓
語
が
比

較
的
自
由

に
そ
の
位
置
を
し
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

古
事
記
に
あ

っ
て
は
、

い
ま
二
つ
の
例
を
あ
げ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
お
よ

そ
八
十
ほ
ど
の
例
も
ま
た
、
す
べ
て

「
令
」
を
つ
か
い
、
そ
れ
を
動
詞
に
上
接
さ

せ
て
い
る
。
原
理
的
に
は
、
そ
れ
ら
に
も
同
じ
成
り
た
ち
を
想
定
し
う
る
。
実
際

は
、
や
は
り
そ
の
個
々
の
検
討
を
と
お
し
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

う
し
た
こ
と
も
に
ら
み
な
が
ら
、
小
稿
で
は
、
日
本
書
紀

(
以
下
、
書
紀
と
略
称

す
る
)

の
使
役
表
現

に
つ
い
て
か
ん
が
え
る
。
兼
語
式
と
い
う
、
漢
文
の
使
役
を

め
ぐ
る
文

の
原
則
的
な
形
式

に
、
書
紀

の
ば
あ
い
も
、
多
く
の
例
が
応
々
に
し
て

外
れ
が
ち
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
書
紀

の
成
り
た
ち
は
け

っ
し
て

一
様
で
は

な
い
が
、
巻
ご
と
に
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
の
か
、
言
い
か
・兄
れ
ば
、

使
役
の
表
現
を
各
巻
が
ど
の
よ
う
に
お
こ
な

っ
て
い
た
の
か
、
そ

の
実
態
を
、
兼

語
式
に
あ
て
は
ま
る
例
を
中
心
に
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
例
ま
で
広
く
含
め
て
見
き

わ
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
小
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

二

「
使
」

「
令
」
を
め
ぐ

る
各
巻

の
違

い

さ

て
、

「
使

」

と

「
令

」

に

は
、

そ
れ

ぞ

れ

の
使

い

か

た
を

め
ぐ

る
巻

ご

と

の



著
し
い
違
い
が
あ
る
。
使
役
表
現
を
検
討
す
る
に
さ
き
だ

っ
て
、
そ
の
違

い
を
ひ

と
わ
た
り
見
さ
だ
め
て
お
く
。
書
紀
各
巻
の
区
分
と
区
分
ご
と
の
表
現
上
の
特
徴

と
を
、
そ
れ
に
よ

っ
て
ほ
ぼ
押
さ
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
使
役
表
現

に
通

じ
る
こ
と
も
、
お
の
ず
か
ら
見
と
お
す
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
。

ま
ず
は

「令
」
に
つ
い
て
。
そ
れ

の
使
役
を
あ
ら
わ
す
な
か
に
、
さ
き

に
立

つ

「使
」
な
い
し

「遣
」
と
対
応
を
も
つ
例
が
あ
る
。

む

む

於

レ
是

、

使

一一吾

瓮

海

人

烏

摩

呂

↓
出

二
於

西

海

↓
令

レ
察

二
有

レ
国

耶

司
還

日
、

む

む

国
不
レ見
也
。
又
遣
二
磯
鹿
海
人
名
草

一而
令
レ覩

(九

・
猫
ー
新
訂
増
補
国
史

大
系
本
の
頁
数
。
以
下
、
同
じ
)

対
応
を
も

つ
ぼ
あ
い
、
「使
」
と

「遣
」
と
は
、
右
の
よ
う
に
互
換
的
で
あ

っ
て
、

次
の
例
の
対
応
す
る
文
相
互
の
関
係

に
も
、
そ
れ
は
著
し
い
。

む

む

使

レ
人

令

レ
看

一病

者

一
(
九

・
蹴
)

薮

婁

+
°跚
)

用

例

は

「
遣

」

が

圧

倒

的

に
多

い
が

、

い
ま

二

つ
を

一
括

し

て

㈲
と

す

る
。

も

う

一
つ
は
、

「
使

」

に

つ
い

て
。

「
使

」

が

「
於

」

な

い
し

「
于

」

を

下

接

し

て
、
そ
の
あ
と

に
派
遣
先
を
あ
ら
わ
す
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
。
こ
れ
を
⑧

と
す
る
。

使
二
人
於
朝
倉
君

・
井
上
君
二
人
之
所
一
(
二
五

・
獅
)

㈲
⑧
そ
れ
ぞ
れ

の
例
の
各
巻
に
あ
ら
わ
れ
た
数
を
あ
ら
わ
す
の
が
、
左
の
表
で

あ
る
。
特
別
な
例
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
が
、
左
表
の
と
お
り
、
巻
ご
と

に
㈹
㈲
い
ず
れ
か

一
方
を
専
用
し
、
そ
れ
を
し
か
も
徹
底
さ
せ
て
い
る
。
表

の
左

　

側
に
付
し
た
群
は
、
こ
れ
ま
で
旧
稿
が
こ
こ
ろ
み
た
区
分
を
あ
ら
わ
す
が
、
そ
れ

か
ら
逸
脱
す
る
例
は
全
く
な
い
。

各
群
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
基
本
的
な
相
違

に
と
も
に
ね
ざ
す
で
あ
ろ

う
。
㈲
の
例
は
、
使
役
の
表
現
に

「
令
」
を
つ
か
う
の
が
そ
の
か
た
ち
で
あ
る
。

「使
」

は
少
な
く
、
も

っ
ぱ
ら

「
遣
」
と
対
応
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
使
役
の
表
現
に

「令
」

を
専
用
す
る
古
事
記
の
、
「
遣
」

を

そ
れ
に
前
置
、
呼
応
さ
せ
る
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
な
例
に
通
じ
る
。

遣
二予
母
都
志
許
売
ハ
令
レ追

(上

・
10
オ
)

天
皇
以
三
二
宅
連
等
之
祖
、
名
多
遅
麻
毛
理
↓
遣
二常
世
国
{
令
レ求
二登
岐
士

%一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

士

+二

+三

十
四

十五

十六

十七

十八

十九

廿
O

廿一

廿二

茎

茜

茎

其
廿七

艾
廿九

三〇

　

∩乙

-亠

7

7
●

4

75

1亠

7

段)

《)

個

門0

9臼

4

9

7

9臼

4

9臼

QU

-亠

2

群

H

b

　

b

b

b

　

『
日
本
書
紀
』

の
使
役
表
現

四

一
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玖
能
迦
玖
能
木
実
一
(中

・
34
ウ
)

　
ヲ
　

天
皇
為
二伊
呂
弟
大
長
谷
王
子
↓
而
坂
本
臣
等
之
祖
根
臣

遣
二
大

日
下

王
之

許
噛
令
レ詔
者

(下

・
22
オ
)

古
事
記
各
巻
か
ら

一
例
ず

つ
、
そ
れ
も

「
遣
」
を
め
ぐ

っ
て
あ

い
異
な
る
三
つ
の

表
現
の
か
た
ち
を
抜
き
だ
し
た
け
れ
ど
も
、
た
が
い
の
違

い
は
、
も

っ
ぱ
ら
内
容

に
か
か
わ
る
。

表
現
そ

の
も

の
に
は
、

た
と
え

ば
派
遣
先
を
あ
ら
わ
す
ぼ
あ
い

は
、
そ
れ
を

「遣
」
に
後
置
し
、
派
遣
す
る
者
を
そ
れ
に
さ
き
だ

っ
て
あ
ら
わ
す

と

い
う
よ
う
に
、
ひ
と
と
お
り
原
則
が
あ
る
。

派
遣
す
る
者
を

「遣
」

に
さ
き

だ

っ
て
あ
ら
わ
す
と
い
う
そ
の
表
現
の
原
則

は
、
ど
う
み
て
も
漢
文
の
語
法
に
は
あ

て
は
ま
ら
な
い
。
書
紀
の
前
掲
㈲
の
な
か

に
は
、
そ
う
し
た
原
則
に
通
じ
る
例
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ど
の
例
も
、

遣
二阿
知
使
主

・
都
加
使
主
於
呉
↓
令
レ求
ご
縫
工
女
輔
(
十

・
魏
)

右

の
よ
う
に
派
遣
す
る
者
を

「遣
」
の
あ
と
に
あ
ら
わ
す
。
「遣
」
を
め
ぐ

る
表

現
に
か
ぎ
れ
ば
、
た
し
か
に
、
書
紀

の
∬
群
と
古
事
記
と
の
相
違
は
否
め
な
い
。

け
れ
ど
も
、
「遣
」
を

「令
」
と
対
応
さ
せ
る
と
い
う
、
そ
の
表
現

の
あ

り

か
た

が
そ
の
ま
ま

一
致
す
る
上
に
、
そ
れ
が

「令
」

の
多
用
と
い
う
同
じ
基
調
に
も
と

つ
く
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の

「令
」
を
め
ぐ
る
表
現

の
一
致
な
ど
は
、
む
し
ろ
表

現
が
本
質
的
に
あ
い
通
じ
る
こ
と
な
く
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
、

使
役
表
現
そ
れ
じ
た
い
に
つ
い
て
の
、

た
が

い
に
あ

い
通
じ
る
関
係
を
示
唆
す
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

の
ち
に
具
体
例
を
も
と
に
改
め
て
示
す
。

一
方
、
㈲
に
つ
い
て
は
、
皿
群
だ
け

に
そ
の
例
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の

「使
」

じ
た
い
、
皿
群
は
そ
れ
を

「遣
」
と

ほ
ぼ
互
換
的
に
つ
か

っ
て
い
る
が
、
そ

の
よ

う
に
は

「遣
」
と
は
重
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
皿
群
で
は
、
そ
れ
を
自
動
詞
と

四
二

し
て
も

つ
か
う
。

会
聞
三印
奇
臣
使
二於
新
羅
一
(十
九

・
63
)

遣
二坂
田
耳
子
郎
君
{
使
二於
新
羅
(
問
二任
那
滅
由
一
(十
九

・
98
)

使
卞
直
広
肆
田
中
朝
臣
法
麻
呂
与
一一追
大
弐
守
君
苅
田
等
噛
使
二於
新
羅
{
赴
中

天
皇
喪
踟
(
1110

・
弸
)

自
動
詞
と
し
て
の

「使
」

は
、

い
わ
ば

「使
者
と
し
て
つ
か
い
す
る
」
な
ど
が
そ

れ
に
あ
た
る
意
を
あ
ら
わ
す
で
あ
ろ
う
。

前
掲
の

「使
レ人
」

な
ど

の
他
動
詞

の

ば
あ
い
も
、
そ
れ
と
対
応
す
る

「
つ
か
い
さ
せ
る
」
な
ど
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
う

で
あ
る
以
上
、
「遣
」

は
、
派
遣
す
る
意
を
あ
ら
わ
す
か
、

ま
た
あ
る
い
は
右

の

例
の
よ
う
に
、
使
役
を
あ
ら
わ
す

「使
」
と
同
じ
は
た
ら
き
を
も
つ
か
、

い
ず
れ

と
も
か
た
ち
の
上
で
は
決
め
が
た
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
当
面

の

「使
」

に
か
ぎ
れ
ば
、
右
に
あ
ら
ま
し
述
べ
た
と
お
り
、
皿
群
の
そ
れ
と
は
明
確

に
異
な

る
。「使

」

や

「
遣
」

な
ど
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
皿
群
と
皿
群
と
の
違

い
は
、
表
現

の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
を
た
が
い
に
異
に
す
る
こ
と
に
よ
る
は
ず

で
あ
る
。
∬
群

に
つ
い
て
は
、
「遣
」
を

「
使
」
と
互
換
さ
せ
て
つ
か

っ
て
い
る
上
に
、
「令
」
と

対
応
す
る

「遣
」
の
そ
の
使
用
が
古
事
記
の
そ
れ
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
、

こ
の

こ
と
を
も
と
に
い
え
ば
、
そ
れ
を
日
本
語

「
つ
か
は
す
」
に
そ
く
し
て
つ
か
っ
て

い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

皿
群
は
、

む
し
ろ
漢
文
に
通
じ
る
。
「遣
」

を
使
役
表

現
に
つ
か

っ
て
い
る
と
は
な
お
断
定
し
え
な
い
ま
で
も
、
少
く
と
も
、
そ
れ
は
王

力
氏
の
い
う
兼
語
式
に
確
実

に
あ
て
は
ま
る
。
「使
」
の
用
例
は
、
た
と
え
ば
、

楚
使
三子
虚
使
二於
斉
王
一
(
司
馬
相
如

「子
虚
賦
」
『
文
選
』
巻
七
)

右
の
よ
う
に
漢
文
に
類
例
が
あ
る
。
と
い
う
以
上
に
、
そ
う
し
た
漢
文
の
語
法
に



そ

れ

は

の

っ
と

っ
て

い

る

は
ず

で
あ

る
。

三

H
群

の
日
本
語

に
も
と
つ
く
表
現

H
群
と
皿
群
と

の
違

い
は
、
も
は
や
双
方
を
同
じ
土
俵
の
上
で
論
じ
る
こ
と
を

た
め
ら
わ
せ
る
。
た
が

い
に
異
な
る
そ

の
あ
り
か
た
を
、
お
の
お
の
別
途
に
そ
れ

そ

の
も

の
と
し
て
検
討
す
る
ほ
う
が
適
切
で
あ

ろ
う
。

し
か
も
矼
群
に
つ
い
て

は
、
右
に
の
べ
た
か
ぎ
り
で
も
、
あ
ら
ま
し
明
ら
か
な
と
お
り
、
使
役
表
現
の
全

般
に
わ
た

っ
て
古
事
記
と
あ

い
通
じ
る
著
し
い
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
。
問
題
は
、

む
し
ろ
皿
群

の
使
役
表
現

の
、
表
む
き
漢
文

の
装
い
に
身
を
か
ざ

っ
て
い
る
あ
ら

　

わ
れ

の
そ

の
内
実
で
あ
る
。

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
皿
群
と
、
旧
稿
で
そ
の
皿
群

に
通
じ
る
と
い
う
結
果
を
得
た
1
群
と
を
後
廻
し
に
し
て
、
ま
ず
は
皿
群
に
つ
い

て
検
討
を
こ
こ
ろ
み
る
。

則
当
麻
蹶
速
与
二野
見
宿
祢
一令
二
桷
力

一
(
六

・
槻
)

是
時
、
神
乞
之
言
、
春
日
臣
族
、
名
市
河
令
レ治
。
因
以
命
二市
河
一令
レ治
。

(
六

・
珊

「
一
一ム
」
)

天
皇
則
更
興
二造
宮
室
於
河
内
茅
淳

一而
、
衣
通
郎
姫
令
レ居
。
(
十
三

・
鰤
)

右
の

「当
麻
蹶
速
与
一一野
見
宿
祢
こ

「
市
河
」

や

「衣
通
郎
姫
」

な
ど
は
、

い
ず

れ
も
使
役
の
相
手
に
あ
た
る
。
王
力
氏

の
い
う
賓
語
を

「
令
」

に
さ
き
だ

っ
て
あ

ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
漢
文
の
通
常

の
語
法
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

翻

っ
て
、
古
事
記
に
は
、
そ
れ
に
類
す
る
例
が
各
巻
に
散
見
す
る
。
そ
の
一
部

を
次
に
し
め
す
。

是
以
八
百
万
神
於
二天
安
之
河
原

一神
集
集
而
、
高
御
産
巣
日
神
之
子
、
思
金

神
令
レ思
而
、
集
二
常
世
長
鳴
鳥
{
令
レ
鳴

(
中
略
)
科
二伊
斯
許
理
度
売
命
↓

『
日
本
書
紀
』
の
使
役
表
現

令
レ
作
レ鏡

(上

・
19
ウ
)

又
在
二
甜
白
檮
之
前

一葉
広
熊
白
檮
令
二宇
気
比
枯
↓
亦
令
二宇
気
比
生
一
(中

・

32
ウ
)

故
品
太
天
皇
五
世
之
孫
、
袁
本
杼
命
自
二近
淡
海
国
{
令
二上
坐
一
(
下

・
42
ウ
)

こ
れ
ら
が
日
本
語
に
も
と
つ
く
こ
と
は
、
た
と
え
ば

「神
集
集
」
や

「宇
気
比
」

な
ど
と
同
じ
文
脈
の
な
か
に
共
存
す
る
事
実
が
裏
づ
け
る
。
そ
の
こ
と
は
、
な
お

ま
た
右
の
例
の

「集
二常
世
長
鳴
鳥
↓
令
レ
鳴
」
と
い
う
、

こ
の
か
ぎ
り
で
は
漢
文

の
語
法
に
そ
む
い
て
い
な
い
は
ず
の
例
で
も
、
み
か
け
と
は
う
ら
は
ら
に
、
そ
の

表
現
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
日
本
語
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
具
体

的
に
、
た
と
え
ば

「鳴
か
す
」
あ
る
い
は

「鳴
か
し
む
」

の
い
ず
れ
か
を

「
令
レ

鳴
」
は
あ
ら
わ
す
は
ず
で
、
日
本
語

に
も
と
つ
く
か
ぎ
り
、
王
力
氏
が
説
く
よ
う

な
賓
語
の

「省
略
」
と
い
う
見
方

は
成
り
立
た
な
い
。
そ
も
そ
も
兼
語
式
と
い
う

か
ん
が
え
じ
た
い
、
古
事
記
の
使
役
の
表
現
に
は
な
じ
ま
な
い
。
そ
れ
に
あ
て
は

ま
る
例
が
あ

っ
て
も
、
か
た
ち
の
上
に
と
ど
ま
る
。

皿
群
も
ま
た
、
全
般
的
な
傾
向
と
し
て
も
、
同
じ
よ
う
に
兼
語
式
が
き
わ
め
て

少
な
い
。
数
の
多
寡
だ
け
で
は
、
結
局
は
相
対
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
が
、
少

な
い
と
い
う
そ
の
こ
と

に
は
、
し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。

時
武
内
宿
祢
、
令
三
二
軍
{
悉
令
二
椎
結
噸
因
以
号
令
日
、
各
以
二儲
弦
一蔵
二

于
髪
中
{
且
佩
二木
刀
一
(九

・
鵬
)

爰
武
内
宿
祢
、
令
二
三
軍
{
出
二儲
弦
一更
張
以
佩
二真
刀
一
(
同
右
)

二
例
は
前
後
す
る
が
、
髪

の
中
に
弓

の
弦
を
し
の
ば
せ
、
木
刀
を
佩
く
よ
う
に
号

令
を
か
け
た
と

い
う
前
者
に
対
し
て
、
そ

の
弦
を
だ
し
て
弓
に
張
り
、
真
刀
を
儡

く
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
後
者
が
あ
ら
わ
す
。
後
者

の

「令
」
は
、
前
者
の

「
号

四
三



文

学

部

論

集

令
L

に
相
当
し
、

使
役
を
あ
ら
わ
す

「使
」

を
そ
れ
に
か
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
前
者
の

「令
」

も
、
「号
令
日
」

以
下
に
あ
ら
わ
す
具
体
的
指
示
の
前
提
と

し
て
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
内
容

(髪
を
あ
げ
む
す
ぶ
こ
と
)
を
三
軍
に
命
じ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
後
者
と
同
じ
よ
う
に
、
や
は
り

「
号
令
」
に
通
じ
る
。
こ

の
ば
あ
い
、
使
役
を
あ
ら
わ
す
の
は
、

も

っ
ぱ
ら

「令
二椎
結
こ

で
あ
る
。
「
令
」

を
、
使
役
の
意
を
そ
こ
に
明
確
に
す
る
上
に
必
要
が
あ

っ
て
使

っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
の
な
い
例

に
つ
い
て
は
、
使
役
を
あ
ら
わ
す
と
み
る

こ
と
を
、
ひ
と
ま
ず
た
め
ら
わ
せ
る
。

こ
れ
に
関

し
て
、

と

り
わ
け

注
目

に
あ
た
い
す
る
の
が
次

の
よ
う
な
例
で
あ

る
。

む

む

皇
太
子
命
二諸
王
諸
臣
↓
俾
レ
著
レ
褶

(
二
二

)

む

む

令
二女
子
数
十
嚇
俾
レ
鳴
レ弦

(
壬

二
・

)

右

の

「令
」
は
、
そ
の
前
の

「命
」
と
、
た
と
え
ば
命
令
と
い
う
語
を
介
し
て
た

が

い
に
重
な
り
あ
う
。
ま
た
そ
う
し
て

「
令
」
を
つ
か
う
こ
と
は
、
も
う

一
つ
の

そ
れ

の
一
面
、
す
な
わ
ち
兼
語
式
と
い
う
漢
文
の
表
現
に
完
全
に
は
み
ず
か
ら
を

ゆ
だ
ね
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
、
以
下
に
つ
づ
く

「俾
」
が
裏
づ
け
て
も
い
る
。
な
お
ま
た
、

令
二諸
国
{
俾
レ造
二
船
舶
ス

五

・
鵬
)

令
二諸
国
↓
集
二船
舶
一練
二兵
甲
一
(
九

・
猫
)

後
者
の
、
兼
語
式

の
か
た
ち
を
と
る
例
を
、
た
と
え
ば
岩
波
大
系
本
が

「船
舶
を

集

へ
て
兵
甲
を
練
ら
ふ
」
と
訓
み
、
ま
た
同
じ
よ
う
に

「令
二諸
国
(
興
二田
部
屯

倉

こ

(
七

・
謝
)
を

「
田
部
屯
倉
を
興

つ
」
と
訓
む
な
ど
、
い
く

つ
か
あ
る
類
例

も
含
め
、
使
役
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
は
み
な
い
。
そ

の
恐
ら
く
は
日
本
語
に
そ
く

四
四

し
た
捉
え
か
た
は
、
原
文
を
な
に
も
曲
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原

文

の
そ
の
本
来
あ
る
ま
ま
を
忠
実
に
な
ぞ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
後
者
が
表

現

に
な
ん
ら
不
足
な
く
成
り
た
つ
以
上
、
前
者
が
あ
ら
わ
す

「俾
」
な
ど
、
た
ぶ

ヘ

ヘ

へ

ん
に
補
足
的
と

い
う
ほ
か
な
い
。
使
役
の
意
を
と
く
に
明
示
す
る
ば
あ
い
に
か
ぎ

っ
て
、
そ
れ
こ
そ
そ
の
必
要

の
ま
に
ま
に
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
も
そ
の

「俾
」
じ
た
い
は
、
前
述
し
た
使
役
を
あ
ら
わ
す

「
令
」
と
、
そ
れ
の

つ
か
い
か
た
に
い
た
る
ま
で
あ
い
通
じ
る
。
「令
」

も

「俾
」
も
、

か
く
て
そ
れ

み
ず
か
ら
が
兼
語
式
と
か
か
わ
り
の
薄
い
こ
と
を
も
の
が

た

る
。

ち
な

み

に
、

「俾
」
を
め
ぐ
る
類
例
は
、
い
ず
れ
も
皿
群
に
集
中
す
る
。

命

-

俾

(
六

・
珊
)

(
二
九

・
韻
)

令

俾

(
五

・
鵬
)

(
八

・
窺
)

(
二
二

・
郡
)

(
二
八

・
跏

.
嬲
)

(
二

九

・
獅
)

H
群
に
あ

っ
て
は
、
そ
も
そ
も
兼
語
式

の
か
た
ち
を
と
る
例
が
少
な
い
上
に
、

右
の
よ
う
に
そ
れ
が
見
か
け
だ
お
し
で
あ
る
可
能
性
の
ほ
う
が
む
し
ろ
高
い
。
な

お
確
定
す
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
原
因
を
求
め
れ
ば
、
日
本

語
に
そ
く
し
て
使
役
の
表
現
を
お
こ
な

っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
。

使
役
の
相
手
を

「令
」
に
先
行
し
て
あ
ら
わ
す
と
い
う
、
は
じ
め
に
取
り
あ
げ
た

例
も
、
結
局
は
同
じ
よ
う
に
日
本
語
を
も
と
に
成
り
立

っ
て
い
た
が
、
そ

の
同
じ

成
り
た
ち
を
、
以
下
の
例
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

多
設
二醇
酒
↓
令
レ飲
ご
己
父
一
(
七

・
猫
)

乃
酌
レ
酒
、
強
之
令
レ飲
レ夫

(
壬

二
・

)

二
つ
の
例
の

一
致
し
た
表
現
は
、
も
と
よ
り
偶
然
で
は
な
い
。
と
も
に
、
そ
れ
を

そ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
す
こ
と
を
必
然
と
す
る
表
現
に
の
っ
と

っ
て
い
る
は
ず
で
あ



る
。
「令
飲
」

の
か
ぎ
り
で
賓
語
を
想
定
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

「己
父
」
「夫
」
が

そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
れ
を

「飲
」
に
下
接
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど

の
み

ち
漢
文
の
語
法
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

お
も
う
に
、
日
本
語

「飲
ま
す
」
あ
る
い

は

「飲
ま
し
む
」
の
そ
の
使
役
の
表
現

に
そ
く
し
て

「令
レ飲
」

が
結
び
つ
く
ま

に
ま
に
、

そ
の
使
役

の
相
手
を
あ
ら
わ
す
賓
語
を
、
「飲
」

に
先
だ
ち
そ
の
目
的

語
と
な
る

「酒
」
を
あ
ら
わ
し
て
も

は
や
再
出
さ
せ
る
ま
で
も
な
い
の
で
、
そ
れ

に
か
え
て
、
そ
の
位
置
に
す
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

類
例
を
、
な
お
い
く

つ
か
と
り
あ
げ

て
み
る
。

即
令
レ
従
二
一
二
兵
於
己
一
(
七

・
獅
)

匿
二天
皇
之
喪
↓
不
レ令
レ
知
一一天
下

一
(
九

・
蹴
)

右

の
例
で
も
、
「
=

一兵
」
「天
下
」
が
そ
れ
ぞ
れ
賓
語
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ

れ
が
ま
た

「従
」
「知
」

の
主
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
し
か
る
べ
き

位
置
、
す
な
わ
ち
兼
位
に
は
な
い
。
古
事
記
に
あ

っ
て
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
む

し
ろ
そ
れ
こ
そ
し
か
る
べ
き
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
各
巻
か
ら
任
意
に

一
例
ず

つ
抜
き
だ
し
て
次
に
し
め
す
。

即
令
レ婚
二其
女
豊
玉
毘
売
一
(
上

・
54
ウ
)

伊
須
気
余
理
比
売
患
苦
而
、
以
レ歌
令
レ知
二其
御
子
等
一
(中

・
1ー
オ
)

令
レ憐
二其
少
子
等

一
(下

・
36
ウ
)

上
巻
の
例
は
、

一
見
し
て
漢
文
の
語
法
に
あ
て
は
ま
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、

さ
に
あ
ら
ず
、
使
役
の
主
体
は
海
神

で
、
訪
れ
た
山
幸
す
な
わ
ち
火
遠
理
命
を
歓

待
し
、
女
の
豊
玉
毘
売
を
結
婚
さ

せ

た

こ
と
を

あ
ら
わ
す
の
が
そ
の
一
文
で
あ

る
。

漢
文

の
語
法
に
し
た
が
え
ば
、

そ
れ
は

「令
一一其
女
豊
玉
毘
売
婚
こ

と
な

る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
が

「婚
」
の
主
語
と
な
る
例
は
、
古
事
記
で
は
け

っ
し
て

『
日
本
書
紀
』
の
使
役
表
現

稀

で

は
な

い
。

其

女

須

勢

理

毘

売

出

見

、
為

二
目

合

一
而

相
婚

、
還

入
白

二
其

父

三
=口

(
上

・
28

オ
)

ひ
こ

　
ヲ
　

汝
命
之
妹
、
若
日
下
王
欲
レ婚
二大
長
谷
王
子
噸
故
可
レ貢

(
下

.
22
オ
)

後
者
に
い
た

っ
て
は
、
女
性
を
男
性
に

「
婚
」
さ
せ
る
と
い
う
内
容

の
上
で
も
、

さ
き
の

一
文
と
あ
い
通
じ
る
。

こ
う
し
た
賓
語
を
動
詞
に
下
接
さ
せ
る
か
た
ち
は
、
古
事
記
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
H
群
に
お
い
て
も
、
使
役
表
現
を
か
た
ち
つ
く
る

一
つ
の
類
型
と
な

っ
て

い
る
。
漢
文
の
語
法
と
の
そ
れ
の
違
い
を
、
次

に
、
具
体
例
を
つ
き
あ
わ
せ
な
が

ら
み
る
。
ま
ず
は
H
群
の
例
を
し
め
す
。

む

む

む

む

汝

不

レ
忍

、

令

レ
羞

レ
吾

。

吾

還

令

レ
羞

レ
汝

(
五

・
嫻
)

む

む

唯
吉
備
穴
済
神
及
難
波
柏
済
神
、
皆
有
二害
心
一以
放
二毒
気
嚇
令
レ苦
二路
人
一

(七

・
蹴
)

む

む

亦

山

有

二
邪
神

蝋
郊

有

二
姦

鬼

嚇
遮

レ
衢

塞

レ
径

、
多

令

レ
苦

レ
人

(
七

・
鵬
)

む

む

山

神

令

レ
苦

レ
王

以

化

二
白
鹿

嚇
立

二
於

王

前

一
(
七

・
鵬
)

　

む

於
二
吉
備
中
国
川
嶋
河
派
↓
有
二大
虻
嚇
令
レ苦
レ
人
。
(中
略
)
汝
屡
吐
レ
毒
、

む

　

令
レ苦
二路
人
一
(
十

一
・
鋤
)

心
意

に
関
す
る
使
役
表
現

の
例
で
あ

っ
て
、
そ
れ
の
か
た
ち
そ
の
も
の
が
、
す
で

に
一
つ
の
類
型
を
成
り
た
た
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
右
の
い
ず
れ
も
が
、
あ
る
べ

き
表
現
と
し
て
の
っ
と

っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
漢
文
の

こ
れ
に
類
す
る
例
は
、

表
現
を
異

に
す
る
。

た
と
え
ぽ

『
文
選
』

の
例
を
み
る

に
、

む

む

遠
望
令
二人
悲
剛
春
気
感
二我
心
一
(
阮
籍

「詠
懐
詩
十
七
首
」
そ
の
第
十
七
・

四
五



文

学

部

論

集

巻
二
十
三
)

む

む

む

む

乖
離
令
二我
感
噛
悲
欣
使
一一情
慯

一
(
盧
子
諒

「答
二魏
子
悌

一」
巻
二
十
五
)

王
力
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
賓
語
が
そ
の
し
か
る
べ
き
位
置

(兼
位
)
に
た
し

か
に
あ
る
。
漢
文
の
こ
れ
ら
の
例
や

こ
れ
の
類
例
な
ど
を
知
ら
な
い
と
は
、
む
し

ろ
か
ん
が
え
が
た
い
。
知

っ
た
上
で
、
そ
れ
と
は
別
に
、
独
自

の
類
型
的
な
表
現

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

こ
の
こ
と
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、
類
型
を

か
た
ち
つ
く
る
ほ
ど
に
、
こ
と
ほ
ど
さ

よ
う
に
日
本
語
に
も
と
つ
く
表
現
を
、
み

つ
か
ら
す
で
に
習
熟
し
た
そ
れ
と
し
て
お
こ
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ

ろ
う
。
古
事
記
に
も
類
例
が
あ
る
。

如
レ
此
令
ゴ惚
苦
一
(
中
略
)

如
レ
此
令
ご
惚
苦
一
之
時

(中
略
)

若
渡
二海
中
一

時
、
無
レ令
二惶
畏
一
(
以
上
、
上

・
56
オ

・
ウ
)

二
字
熟
語
の
漢
語
的
な
装
い
を
こ
ら

し
な
が
ら
も
、
否
、
漢
語
と
し
て
そ
れ
を
つ

か

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
日
本
語
に
そ
く
し
た
使
役
の
あ
ら
わ
し
か
た
と
、
結
局

は
、
同
じ
表
現
の
か
た
ち
を
と
る
。
日
本
語
と
無
縁

に
そ
れ
を
つ
か

っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
豆
群

の
な
か
の
、
た
と
え
漢
文

の
装

い
を
こ
ら
し

た
例
で
あ

っ
て
も
、
確
実
に
あ
て
は
ま

る
は
ず
で
あ
る
。

四

巻

一

・
二
、

さ
ら

に
は
巻

三

の
帰

属

と
こ
ろ
で
、
右
の
最
後
に
と
り
あ
げ

た
古
事
記
の
例
は
、
海
神

の
助
力
を
え
て

火
遠
理
命
が
兄
を
苦
し
め
る
と
い
う
所
伝
の
な
か
に
あ

っ
て
、
書
紀

に
、
そ
れ
に

あ
た
る
表
現
を
次
の
よ
う
に
つ
た
え

る
。

如

レ
此

逼
悩

(
第

十

段

本

文

、

二

・
86
/

同

一
書

第

二
、

二

・
92
)

/

令

二

其

没

溺

辛

苦

一
(
同

一
書

第

一
、

二

・
90
)

四
六

古
事
記
の
表
現
と
の
違

い
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
は
、
漢
文
の
語
法
に

恐
ら
く
そ
む
か
な
い
。
た
と
え
ば
後
者
に
し
て
も
、

む

む

使
下
其
並
賢
居
レ治
則
功
有
二厚
薄
↓
両
愚
処
レ乱
則
過
有
中深
浅
上
(
陸
機

「
五

等
論
」
『
文
選
』
巻
五
十
四
)

む

む

欲

レ
使

三
其

生

二
於

階

庭

一耳

(
『
世

説

新

語

』

「
言

語

第

二

・
92

」

ほ

か

四
例

)

こ
れ

ら

「
其
」

を

つ
か

う
使

役
表

現

の
例

に
通

じ

る
。

巻

二
は
巻

一
と

分

か

ち
が

た

い
関

係

に
あ

る

が
、

こ

の

二
巻

の
古

事

記

と

の
相

違

は
、

そ

の

ま

ま
皿

群

と

の

違

い
を

示
唆

す

る

と

同

時

に
、

皿
群

の
、

の
ち

に

の
べ

る
そ

の
表

現

の
あ

り

か

た

に
結

び

つ
く
。

具

体

的

に
、

た

と

え

ば

「
苦
」

を

め
ぐ

っ
て
、

巻

一

・
二

に
は
、

「
辛

苦

」

(
一

・
38
/

二

・
90
)

「
憂

苦

」

(
二

・
84
)

「
困

苦

」

(
二

・
90
)

「
危

苦
」

(
二

・

92
)

と
、

ほ

か

に

「
溺

苦
」

(
二

・
99

m
)

と

い
う

、

「
没
溺

辛

苦
」

(
二

・
90
)

を

縮

約

し

た

例

を
含

め
、

二
字

熟

語

が

少

な

く

な

い
。

皿

群

に
も

、

類

例

が

あ

る
。

「
憂

苦

」

(
十

五

・
姻
)

「
辛

苦

」

(
十

九

・
96
/

二

六

・
節

跚

「
伊

吉

連

博

徳

書

」
)

「
困

苦
」

(
二
六

・
跏

「
伊

吉

連

博

徳
書

」
)

な

ど

で
あ

る
。

と

こ

ろ
が

、

皿

群

に

は
、

こ
れ

ら

に
類

す

る
例

が

全

く

な

い
。

さ

き

の

「
令

レ
苦
」

は
、

「
苦

」

を

も

っ
ぱ

ら

単
独

で

つ
か

う
皿

群

の
そ

の

一
例

で
あ

る
が

、

か
り

に
そ

れ

が

熟

語

を

構

成

し

て

い
た
ぽ

あ

い
、

は
た

し

て
そ

の
主

語

と

な

る

「
人

」

「
路

人

」

な

ど

を

下
接

し

て

い
た

か
、

疑

わ

し

い
。

さ

ら

に
ま

た

「
仮

使

」

や

「
若

使

」

な

ど

の
、

「使

」

が

結

び

つ
く

仮

定

を

あ

ら

わ

す

例

も
、

巻

一

・
二

(
一

・
12
/

二

・
45

76

)

と

、

そ

れ

か
ら

皿

群

(
十

九

・
65

67

67
/

二
五

・
嬲

)

に

し

か
な

い
。

こ
れ

ら

は
、

「使

」

の
多

用

に
恐

ら

く

は
付

随

す

る

。
た

と

え
ば

、
皿

群

に

は
、
右

の
類

例

の

「
縦

使

」

(
十

四

・
鋤
/



十

九

・
88
)

が

あ

る
。

そ

の

一
例

は
、

出
典

を

も

つ
文

中

に
あ

っ
て
、

し

か
も

そ

の
部

分

だ

け

、

む

む

縦
使
星
川
得
レ志
、
共
治
ご
国
家

↓
必
当
卞
戮
辱
遍
二於
臣
連
↓
酷
毒
流
中於
民

庶
上
(
十
四

・
獅
)

む

む

若
令
勇
秀
得
レ志
、
共
治
二
国
家

↓
必
当
下戮
辱
遍
二於
公
卿
嚇
酷
毒
流
申於
人

庶
上
(『
隋
書
』
高
祖
紀
仁
寿
四
年
七
月
条
)

右

の
よ
う
に

「
若
令
」
を
か
え
た
例

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「使
」

を
多
用
す
る
こ

と
な
く
し
て
こ
う
し
た
改
変
は
あ

り

え

な

い
。

そ
し
て
多
用
そ
の
こ
と
に
お
い

て
、
巻

一
・
二
は
、
皿
群
と
あ
き
ら

か
に
あ
い
通
じ
る
。

そ
の
多
用
を
数
字

に
あ
ら
わ
す
に

つ
い
て
は
、

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
「使

に

「
つ
か
わ
す
」
や

「
つ
か
い
す
る

・
つ
か
い
さ
せ
る
」
な
ど
に
あ
た
る
例
が
あ

り
、
な
お
ま
た

「令
」
に
も

「命
令
す
る
」
を
あ
ら
わ
す
例
が
あ

っ
て
、
使
役
表

現

の
例
と
そ
れ
ら
と
を
明
確
に
は
分
か
ち
え
な
い
な
ど
の
困
難
な
事
情
が
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
条
件
さ
え
つ
け
れ
ば
、
数
値
化
も
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
。

い
ま
純

粋
な
サ
ン
プ

ル
を
得
る
た
め
に
、
右
の
あ
れ
こ
れ
の
個
別
の
事
情
を
も

つ
例
を

一

切
き
り
す
て
、
動
詞
に

「令
」
も
し
く
は

「使
」
を
上
接
さ
せ
た
例
に
か
ぎ

っ
て

と
り
だ
し
て
み
る
。
「令
」

の
ば
あ
い
、

古
事
記
が
そ
の
表
現
を
専
用
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
多
寡
は
、
そ
の
ま
ま
古
事
記
と

の
親
疎
に
つ
な
が
る
。
次
の
表
が
そ

の
結
果
で
あ
る
。

表
中
の
数
字
を
み
る
に
、

皿
群
で
は
、
「使
」

は
最
多
の
巻
で
も
二
例
、

ほ
と

巻語

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

士

+二

+三

十四

十五

十
六

十
七

十八

令

鍵3

讐

5。7

・万

㎎
T

92豆

罸

㎜[
・

鶚

即U

響

m
写

m
万

羅
5

4。7

・万

5。
百

5。7

使

咢

56τ

5。
7

・【
・

咢

8
丁

9
7

OI
O

OI
O

立
O

O万

OI
O

O万

題

6。
τ

m
百

5。[
3

5。[
・

+㍗

菖

苴

廿
二

廿三

甚

廿五

其

廿七

其

廿九

三
〇

※

分
母
-

用
例
の
実
数分子-令と使のそ

れぞれ他に対して占める比率

砧T

69
1

¥

m育

鎚6

讐

誓

5。」
4

5。
丁

㎜拓

93
耳

5。【
・

咢

咢

盤5

・万

¥

誓

器

5。
τ

5。丁

・「
・

7丁

5。百

ん
ど
が
皆
無
も
し
く
は

一
例
し

か
な

い
。

巻

一
・
二
の
そ

の
実

数

は
、
確
か
に
皿
群
に
通

じ
る
。

一
方
ま
た
数
値

で
も
、
「
令
」

の

「使
」

に
対
す
る
比
率
は
、
H

群
で
は
最
低
で
も
巻
五

の
78
%
、
ほ
ぼ
90
%
台

か
ら
㎜
%
が
大
勢
を
占

め

る
。

皿
群

で

は
、

69
%
が
と
び
抜
け
て
高

い
だ
け
で
、
全
般
に
低

『日
本
書
紀
』
の
使
役
表
現

四
七



文

学

部

論

集

調
と
い
う
ほ
か
な
い
。
巻

一
・
二
も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
そ
の
比
率
は
低
い
。

巻

一
・
二
は
、
か
く
て
数
字
が
し
め
す
と
お
り
、
皿
群
に
連
な
る
あ
ら
わ
れ
を

み
せ
る
。
「使
」
の
多
用
を
特
徴
と
す
る
が
、
表
に
は
、
「使
」
の
兼
語
式
の
例
を

除
外
し
て
あ
る
。

そ
れ
ら
を
算
入
す
れ
ば
、
「使
」
多
用
の
数
値
は
、

表
中
の
そ

れ
よ
り
は
る
か
に
高
く
な
る
。
念

の
た
め
、
使
役
を
あ
ら
わ
す
兼
語
式
の
例
を
、

巻

一
・
二

・
三
の
な
か
か
ら
そ
の
該
当
す
る
部
分
に
限
定
し
て
次
に
抜
き
出
し
て

み
る
。
(
カ
ッ
コ
内
は
頁
数
。
便
宜
、
賓
語
に
傍
線
を
付
す
)

〔巻

一
〕

使
一一青
山
変
枯
一
(
11
)
使
二鏡
作
部
遠
祖
天
糖
戸
者
造
7鏡

(
以
下

「
造
レ幣
」
「
造
レ
玉
」
は
略

・
35
)
使
三山
雷
者
採
二
五
百
箇
真
坂
樹
八
十
玉
籤
一

(
「野
槌
者
」
は
略

・
35
)
使
ご
忌
部
首
遠
祖
太
玉
命
執
取
而
広
厚
称
辞
祈
啓
一

矣

(
37
)
使
卞
天
児
屋
命
掌
二其
解
除
之
太
諄
辞
一而
宣
夢
之
焉

(
37
)

可
四
以

使
三男
御
二天
上
一
(
39
)
使
三
脚
摩
乳
手
摩
乳
醸
二
八
饂
酒
一
(
以
下
略

・
41
)

i

以
上

・
七
例

〔巻

二
〕

使
二雉
往
候
7之

(
66
)
使
卞太
五
命
以
二弱
肩
一被
二太
手
繊

一而
代
ご

御
手
一以
祭
中
此
神
上者
始
起
二於
此
一矣

(
74
)
使
卞ゴ
椡

陪
二従
天
忍
穂
耳
尊
一

以
降
上之

(
74
)

使
卞
二
女
持
二
百
机
飲
食
一奉
進
上

(
76
)

如
何

一
夜
使
二刈

娠
一乎

(
76
)
豈
能

一
夜
之
間
使

二人
有
プ身
者
哉

(
79
)
欲
レ使
三
衆
人
皆
知
二

是
吾
児
一
(以
下
略

・
80
)
使
三
海
陸
相
通
永
無
二隔
絶
一
(
87
)
使
二彼
出
来
一

(
98
)
使
二
玉
依
姫
持

一之
送
出
焉

(
蜘
)
i

以
上
、
十
例

〔巻
三
〕

使
二邑
有
レ君
村
有
レ
長
各
自
分
レ
疆
用
相
凌
躁
一
(
m
)

使
卞
渕
州猾

被
レ箕
為
申老
嬢
貌
上
(
　2　
)
使
三弟
磯
城
開
三
尓
利
害
一
(
躡
)
使
三
大
来
目
居
二

于
畝
傍
山
以
西
川
辺
之
地
一
(
2M　
)
i

以
上
、
四
例

こ

の
あ

と
、

巻

四

・
五

に

わ
ず

か

に

一
例

ず

つ
、

そ

れ

以
降

も
、

皿

群

に
属

す

る

四
八

巻

に
は
、
「
つ
か
わ
す
」

と
見

わ
け

に
く

い
例
を
含
め
て
さ
え
、

巻
九
に
三
例

む

む

(
う
ち
二
例
が

「使
レ
人
令
レ看
二
病
者
こ

と
い
う
使
と
令
の
対
応
を
も
つ
)
、
巻
二

三
に

一
例
、
巻
二
八
に

一
例
だ
け
で
、
こ
う
し
た

「使
」
を
使
う
こ
と
の
低
調
な

巻
と
、
右
の
よ
う
に
表

に
あ
ら
わ
し
た
例
に
く
わ
え
て
兼
語
式
の
例
を
多
く
も

つ

巻
と
が
、
同
じ
群
の
な
か
の
た
が
い
に
通
じ
る
連
な
り
に
あ
る
と
は
と
う
て
い
考

え
が
た
い
。

巻

一
・
二
に
か
ぎ
れ
ぽ
、
H
群
と
そ
れ
と
の
断
絶
は
著
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、

逆
に
皿
群
と
あ

い
通
じ
る
こ
と
の
別
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

っ
て
、
げ

ん
に
全
般
的
な

　

「使
」
の
多
用
の
傾
向
や
語
彙
な
ど
が
た
が

い
の
類
縁
を
裏
づ
け
る
。
旧
稿
で
も
、

巻

一
・
二
が
皿
群
と
あ
い
通
じ
る
と
い
う
結
果
を
得
た
が
、
問
題

は
、
巻
三
あ
る

い
は
巻
四
ま
で
を
含
む
そ
の
帰
属
で
あ
る
。
巻
三
の
ば
あ
い
、
表
中
の

「令
」

の

数
字
は
、

皿
群
の
巻
に
し
て
は
余
り
に
も
低
い
。

そ
れ
と
表
裏
す
る
が
、
「使
」

が

「令
」

と
拮
抗
す
る
上
に
、

右

の
よ
う
に
そ
の
兼
語
式
の
用
例
の
数
も
、

巻

一
・
二
と
連
続
的
で
す
ら
あ
る
。
あ
ら
わ
れ
は
、
巻

一
～
三
を

一
括
し
て
区
分
す

べ
き
こ
と
を
確
実
に
示
唆
す
る
。
い
ま
こ
の
あ
ら
わ
れ
に
そ
く
し
て
、
表
中
の
区

分
を
改
め
る
。
も

っ
と
も
、
ど
こ
ま
で
も
使
役
表
現
に
関
す
る
と
い
う
限
定
を
伴

う
。
区
分
そ
れ
自
体
を
め
ざ
し
た
結
果
で
も
、
勿
論
な
い
。
巻
四
は
保
留
。

五

皿
群

の
表
現

の
漢
文
ら
し
さ
の
内
実

つ
い

さ
て
皿
群

に
あ

っ
て
は
、
す

で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
対
表
現

へ
の
強
い
志
向

　

を
も
つ
。
旧
稿

で
は
、
出
典
例
を
改
変
し
た
例
を
と
お
し
て
そ
の
志
向
を
探

っ
た

け
れ
ど
も
、
使
役
表
現

に
も
、
も
と
よ
り
そ

の
著
し
い
あ
ら
わ
れ
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
は

『芸
文
類
聚
』

の
一
節
を
改
変
し
た
継
体
紀
の
例
を
次
に
し
め



す

。

天
生
二
黎
庶
↓
樹
以
三
兀
首
↓
使
レ
司
二助
養
↓
令
レ
全
二性
命
一
(
十
七

・
14
)

天
生
二蒸
民
↓
而
樹
二之
君
↓
使
レ
司
二牧
之
嚇
勿
レ失
二其
性
一
(
巻
五
十
二

「論

政
」
「晋
潘
岳
九
品
議
」)

『
芸
文
類
聚
』

の

一
節
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、

そ
れ
を
全
体
と
し
て
も
い

っ
そ
う

緊
密
な
対
表
現

に
改
め
て
い
る
。
「使

」
と

「令
」

と
は
、

そ
の
使
役
表
現
の
全

体

に
わ
た
る
逐
語
的
な
対
応
を
も

つ
。

対
表
現

へ
の
こ
の
志
向
は
、
表
現
す

る
文
の
か
た
ち
の
均
整
を
め
ざ
す
。
出
典

の
文
を
改
変
し
た
右

の
例

に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
に
は
、
そ
れ
は
ほ
と
ん

ど
及
ん
で
い
な
い
。
表
現
を
、
も

っ
ぱ
ら
そ
の
か
た
ち
や
あ
ら
わ
れ
に
そ
く
し
て

成
り
た
た
せ
る
、
そ
こ
に
は
、
い
わ
ぽ

こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
な
お
も
う

一
つ
次
に

例
を
し
め
す
。

建
二立
屯
倉
之
地
↓
令
レ顕
一一前
迹
↓
使
レ
留
二後
代
↓
(
十
八

・
39
)

こ
の
文

の
な
か
で
は
、
「前
」
と

「後
」

と
が
そ
れ
ぞ
れ
前
句
、
後
句
の
対
立
に

象
徴
的
な
役
割
を
は
た
す
。
逐
語
的
な

か
た
ち
で
対
表
現
を
成
り
た
た
せ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
内
容
の
う
え
で
は
、
か
た
ち
ほ
ど
に
は
緊
密
な
対
応
を
も
た
な
い
。

む
し
ろ
、
「顕
二前
迹
こ

と

「留
一一後
代
こ

と
の
間
の
内
容
的
な
関
連
な
い
し
は

類
縁
が
う
す
い
よ
う
に
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
内
容

に
は
関
心
を
よ
せ
な
い
と
い

う

の
が
実
情
で
あ
る
。

こ
の
か
た
ち
に
対
す
る
偏
重
と
、
も
う

一
つ
、
動
詞
二
つ
を
対
応
さ
せ
る
と
い

っ
た
、
実
際

に
は
句
な
ら
ぬ
語
相
互
の
対
応
と
は
、
つ
ま
り
は
、
対
表
現
と
い
っ

て
も
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
し
か
な
い
と

い
う
点
で
、
対
表
現
の
特
徴
を
そ
こ
に
あ

ら
わ
す
と
と
も

に
、
た
が
い
に
密
接
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
、
た
と
え

『
日
本
書
紀
』

の
使
役
表
現

ば

『文
選
』

の
類
例
を
ひ
き
あ
て
れ
ば
、
そ
の
皿
群
の
対
表
現
の
特
徴
が
い

っ
そ

う
明
ら
か
に
な
る
。

都
令
二
人
逕
絶
嚇
唯
使
二雲
路
通
一
(沈
約

「遊
二沈
道
士
館

一」
巻
二
十
二
)

乖
離
令
二我
感
嚇
悲
欣
使
二情
慯

一
(盧
謳

「答
二魏
子
悌

一」
巻
二
十
五
)

令
一涜

湘
兮
無
7波
、
使
二江
水
兮
安
7流

(
屈
原

「湘
君
」
巻
三
十
二
)

蹴
一一焜
崙
一使
二
西
倒
↓
賜
二太
山
一令
二東
覆
一
(
趙
至

「与
二奮
茂
斉
一書
」
巻

四
十
三
)

「使
」

と

「令
」

と
を
対
応
さ
せ
た
例
は
、
ほ
ぼ
右
に
つ
き
る
が
、

い
ず
れ
も
、

そ
の
使
役
を
あ
ら
わ
す
語
の
下
に
、
句
的
な
、
そ
れ
も
内
容
的

に
も
た
が

い
に
う

ち
あ
う
対
応
を
成
り
た
た
せ
て
い
る
。
右
掲

の
最
後

の
例
で
も
、
「使
」
「令
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ

「焜
崙
西
倒
」
と

「太
山
東
覆
」
と
を
そ
の
使
役

の
対
象
と
す
る
。

『
文
選
』

の
例
と
く
ら
ぺ
た
ぽ
あ
い
、

皿
群

の
例
は
、
文
の
か
た
ち
を
、
そ
れ

も
語
相
互
の
対
応

の
か
ぎ
り
で
対
表
現
と
し
て
整
え
て
い
る
点

に
著
し
い
特
徴
が

あ
る
。
問
題
は
、
も

っ
ぱ
ら
そ
の
か
た
ち
の
偏
重
に
あ
る
。
か
た
ち

へ
こ
だ
わ
る

あ
ま
り
で
あ
ろ
う
が
、
次

の
例
は
、
対
表
現
と
し
て
成
り
た

っ
て
い
な
が
ら
、
語

法
に
誤
り
が
あ
る
。

間
者
、
天
下
安
静
、
海
内
清
平
、
屡
致
レ豊
レ年
、
頻
使
レ饒
レ
国
。
(十
七

・

21
)

海
内
清
粛
、
天
下
謐
如
、
嘉
瑞
並
集
、

屡
獲
二
豊
年
噸
(『
芸
文
類
聚
』
巻
五

十
二

「論
政
」
「後
漢
催
寔
政
論
」)

出
血
ハを
も
ち
、
な
お
か
つ
原
文
を
逐
語
的
な
対
応
を
も

つ
対
表
現

に
改
め
て
い
る

点

で
も
、
皿
群

に
特
徴
的
な
例
と
み
な
し
う
る
が
、
そ
う
し
た
見
か
け

の
漢
文
ら

し
さ
と
は
う
ら
は
ら
に
、

誤
り
が
あ
る
と
い
う
の
は

「使
レ饒
レ
国
」

で
あ

る
。

四
九



文

学

部

論

集

「
饒
」

を
ま
ず
み
る
に
、
書
紀
の
な
か
か
ら
、

そ
れ
に
直
接
関
係
す
る
部
分

に
か

ぎ

っ
て
と
り
だ
す
と
、

百
姓
饒
之

(
五

・
皿
)
黔
首
富
饒

(
十

一
・
川
)

百
姓
寛
饒
之

(
十

一
.

繝
)

人
民
富
饒

(十
二

・
鋭
)
i

以
上

・
皿
群

優
寵
日
新
、
大
致
二饒
富
一
(
十
九

・
50
)

臣
連
二
造
、

下
及
二百
姓
ハ

悉

皆
饒
富

(
二
十

・
m
)
1

以
上

皿
群

「饒
」

を
熟
語

の
上

・
下
い
ず
れ
に
お
く
か
に
、

豆
群
と
皿
群
と
の
違
い
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
と
も
に
、
そ
し
て
単
独
例
を
含
め
、
自
動
詞
と
し
て
そ
れ
を
使
う
。

そ
れ
が
自
動
詞
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「饒

レ国
」

と

い
う
表
現
は
あ
り
え
な
い
。

一

方
、
か
り
に
他
動
詞
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ

に
は
、
賓
語
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
漢
文

の
語
法

に
は
、

い
ず
れ

に
し
て
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

な
お
も
う

一
つ
類
例
を
し
め
す
。
使
役

の
表
現
を
も
と
に
対
表
現
を
成
り
た
た

せ
て
い
る
な
か
の
、
同
じ
よ
う
に
、
そ

の
使
役

の
語
法

に
問
題
が
あ
る
。

然
後
、
多
造
二船
舶
↓
毎
レ
津
列
置

、
使
レ観
二客
人
州
令
レ生
二恐
懼
噸
(
二
〇
・

　
　
　　

右
の
文
中
の

「客
人
」

と
は
、
外
国

か
ら
来
た
使
い
を
さ
す
。
「観
」
の
対
象

は

か
れ
ら
で
は
な
く
、
内
容
の
上
で
は
、
港
ご
と
に
つ
ら
ね
た

「船
舶
」
で
な
け
れ

ヘ

へ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を

「客
人
」
に
観
さ
せ
て
、
そ
う
し
て
恐
懼
さ
せ
る
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、

語
法
上

の
あ
る
べ
き
か
た
ち
は
、
「使
二客
人
観
一」

と
な
る
は

ず

で
あ
る
。
同
様
に
、
こ
の
前
の
例

の
あ
る
べ
き
か
た
ち
は

「使
二
国
饒

こ
。

本
来
の
語
法
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
た
し
か
に
、
右

に
と
り
あ

げ
た
二
例
と
も
、
過
誤
に
は
相
違
な

い
。
ま
た

一
方
、
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
で
、
そ

こ
に
し
か
る
べ
き
内
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
ま
さ
し
く
あ
る
べ

五
〇

き
表
現
以
外
の
な
に
も

の
で
も

な

い
。

対
表
現

へ
の
志
向
と
は
別
に
、
「頻
使
レ

饒
レ
国
」

や
、
「使
レ
観
二客
人
一」

を
表
現
と
し
て
成
り
た
た
せ
て
い
る
原
理
に
、

そ
れ
ら
は
も
と
つ
く
。

そ

の
原
理
は
、

漢
文
の
語
法
に
も
と
る
も
の
の
、

翻

っ

て
、
皿
群
や
古
事
記
の
そ
れ

に
明
ら
か
に
通
じ
る
。
具
体
的

に
、

既
述

の

「令
レ

憐
二其
少
子
等
こ

(
古
事
記
)
や

「令
レ飲
二
己
父
こ

(
∬
群
)

な
ど

の
日
本
語

に

そ
く
し
て
成
り
た
つ
例
と
同
じ
な
り
た
ち
を
、
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
対
表
現

の
例

に
か
ぎ

っ
て
集
中
的

に
と
り
あ
げ
て
き
た
け
れ

ど
も
、
い
ず
れ
も
表
現
の
う
え
に
か
た
ち
の
均
整
を
実
現
し
た
例

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
か
た
ち
の
均
整
と
は
い

っ
て
も
、
ひ

っ
き
ょ
う
、
漢
文
ら
し
さ
を
そ
れ
に
よ

っ
て
強
調
す
る
と
い
う
ね
ら
い
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
典
型
的
な
例
で
も
、
実

際
は
目
本
語
を
も
と
に
表
現
が
成
り
た

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、

皿
群
が
、

対
表
現
と
い
う
い
わ
ば
表
む
き
め
ざ
す
表
現

の
裏

に
、

意
図
と

は
別

の
、
そ
の
お
の
ず
か
ら
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
日
本
語

に
も
と
つ
く
表
現
を
そ

う
と
う
広
汎
に
お
こ
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
漢
文
ら
し
さ
を
表
現
が
装

っ
て
い
る
た
め
に
、
あ
か
ら
さ
ま
な
か
た
ち
で
日
本
語

に
も
と
つ
く
そ
の
姿
を
あ

ら
わ
さ
な
い
だ
け
で
は
な
い
か
。
げ
ん
に
、
そ
の
み
か
け
を
裏
切
る
例
は
少
な
く

な
い
。
い
ま
そ
れ
ら
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
か
ん
が
え
て
み
る
。

六

皿
群

の
表
現

に
つ
い
て
再
説

又
国
司
等
、

在
レ国
不
レ
得
レ判
レ罪
。

不
レ得
卞
取
二他
貨
賂
嚇
令
ウ致
二民
於
貧

苫
殉
上
レ京
之
時
、
不
レ得
三多
従
二
百
姓
於
己
噸
唯
得
レ使
レ従
二国
造
郡
領
↓

(
二
五

・
堋
)

こ
れ
は
、
東
国
等

の
国
司
に
対
し
て
、
か
れ
ら
の
職
務
や
権
限
さ
ら
に
は
禁
止
事



項
な
ど
を
説
く
詔
の
一
節
で
あ
る
。
文

を
、
四
字
や
六
字
の
ま
と
ま
り
を
も
と
に

構
成
し
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
に
、
使
役
を
あ
ら
わ
す
例
が
二
つ
あ
る
。
傍
線
を

付
し
た
う
ち
の
、
便
宜
、
ま
ず
は
後
者

の
例
を
み
る
に
、

上
京
之
時

-不
得
多
従

・
百
姓
於

E

唯
得
使
従

・
国
造
郡
領

八
字

一
句
の
ま
と
ま
り
二
つ
を
た
が
い

に
対
応
す
る
関
係
に
お
き
、
な
お
か
つ
そ

の
内
部
を
、
同
じ
よ
う
に
四
字
の
ま
と
ま
り
二
つ
の
組
み
あ
わ
せ
を
も

っ
て
構
成

す
る
。
そ
う
し
て
表
現

の
か
た
ち
を
細
部

に
わ
た

っ
て
整
え
る
反
面
、
意
味
の
う

え
で
は
、
「従
二
(百
姓
一)」
と

「使
レ
従
二
(国
造
郡
領
一)
」
と
に
ほ
と
ん
ど
違

い

は
な
い
。
前
者

の

「従
」
を
、
同
じ
よ
う
に
そ
れ

一
字
だ
け
の
か
た
ち
で
再
用
す

る
こ
と
も
あ
り
え
た
と
い
う
点
で
は
、
後
者
の

「使
」
は
、
ど
の
み
ち
付
加
的
で

し
か
な
く
、
意
味
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ

の
表
現
の
か
た
ち
を
整
え
る
こ
と
に
主
な

は
た
ら
き
が
あ
る
。

そ
う
し
た
か
た
ち
に
そ
く
し
て

「使
」
を

つ
か
う
こ
と
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
使
役
の
表
現
は
、
漢
文
の
語
法
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
「使
レ従
」
の
漢

文

の
例
を
ま
ず
は
次

に
し
め
す
。

敦
声
色
並
属
、
欲
下
以
二威
力
一使
夢
従
レ
己
。
(『
世
説
新
語
』
方
正
第
五

・
32
)

こ
の
例
で
は
、
王
敦
が
威
力
を
も

っ
て
自
分
に
従
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
温

太
真
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
使
役
の
相
手

で
あ
り
、
「従
レ
己
」
に
対
し
て
そ
の
主
語

と
な
る
。
す
な
わ
ち
賓
語
を
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ぽ
、
温
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
例
文

は
、
そ
れ
を
省
略
し
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
書
紀

の
例
に
は
、
そ
の
あ
る
が

ま
ま
で
は
、
文
中
に
賓
語
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
賓
語
と
し
て
は
国
造

や
郡
領
以
外
に
は
な
い
が
、
そ
の
あ
る
べ
き
位
置

(兼
位
)

は
、
「使
」

の
下
で

『
日
本
書
紀
』

の
使
役
表
現

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
な
い
。

漢
文
の
語
法
と
は
異
質
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
そ
の
表
現
は
、
む
し
ろ
皿
群

に

類
例
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
、
関
連
部
分
に
か
ぎ

っ
て
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
。

従
二
百
姓
於
己
一

使
レ従
二国
造
郡
領
一

令
レ従
ご
=

一兵
於
己
一
(
七

・
獅
)

最
後
に
し
め
し
た
巫
群
の
例
は
、
前
述

の
と
お
り
、
そ
の
表
現
が
日
本
語

に
も
と

つ
く
。

そ
れ
と
右
の
第

一
例
と
は
、
「令
」

の
有
無

の
違

い
ば

か
り

で
な
く
、

「従
」

に
、
前
者
が
下
二
段
、
後
者
が
四
段
と
い

っ
た
違
い
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

げ
ん
に
あ
る

「従
」
と

「令
レ従
」
と
は
、

し
た
が
ふ

(
下
二
段
)
↑
↓
し
た
が
は
し
む

右
の
対
応

に
お
い
て
、
結
局
は
、
意
味
的

に
は
重
な
り
あ
う
。
日
本
語
で
は
、
そ

の
い
ず
れ
も
が
、
目
的
語
を
あ
ら
わ
す
ぼ
あ
い
に
、
と
も

に

「～
を
～

に
」
と
い

う
か
た
ち
を
と
る
。
第

一
、
三
例
が
、
「令
」
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
「従
」
以

下

に
同
じ
表
現
を
成
り
た
た
せ
て
い
る
こ
と
自
体
、
日
本
語

の
そ
の
表
現

に
も
と

づ
く
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
も

い
る
。
第
二
の
例
も
、
右
の
対
応
の
、

恐
ら
く

「し
た
が
は
し
む
」
を
あ
ら
わ
す
は
ず
で
あ
る
。
漢
文
の
語
法
で
は
賓
語

に
あ
た
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

の

「国
造
郡
領
」
を
動
詞

に
下
接
す
る

表
現

は
、
前
掲

の
類
例
を
介
し
て
皿
群
や
さ
ら
に
古
事
記
の
表
現
に
確
実
に
つ
ら

な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の

「使
レ
従
」
に
準
じ
て
、
そ
れ
に
さ
き
だ
つ

「令
レ
致
二民
於
貧
苦
一」
も
、

や
は
り
使
役
を
あ
ら
わ
す
と
み
る
ほ
か
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
に
賓
語
が

果
し
て
あ
る
の
か
。
か
り

に
想
定
す
れ
ば
、
恐
ら
く
直
前
の
「取
二他
貨
賂
こ
以
外

五

一



文

学

部

論

集

に
は
な
い
。
そ
れ
を
省
略
し
て
い
る
と

い
え
ば
、
た
し
か
に
理
屈

に
は
あ
う
が
、

使
役
の
相
手
に
は
、
少
な
く
と
も
な
り
え
な
い
。
そ
の
ま
さ
に
使
役
を
あ
ら
わ
す

は
ず

の

「令
」
が
問
題
で
あ

っ
て
、

日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
、
「令
致
」
を

「致
す
こ
と
」
と
訓
む
。

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に

「致
」
だ
け
で
、
表
現
に
な
ん
ら

不
足

は
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
「令
」

を
く
わ
え
る
こ
と
の
ね
ら
い
も
、
意
味
あ

い
を
強
め
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
以
上

に
、
た
と
え
ば
、

不
レ得
レ取
二他
貨
賂
一

{令
レ致
二民
於
貧
苦
一

右
の
よ
う
な
表
現
上
の
対
応
、
と
り
わ
け

「不
レ
得
」
と
の
そ
れ
を
成
り
た
た
せ
る

必
要
を
直
接
的
な
契
機
と
す
る
で
あ

ろ
う
。
さ
き
に
取
り
あ
げ
た

「使
レ
従
」
が
、

「従
」

一
字
の
再
用
を
棄
て
て
、
表
現

の
か
た
ち
の
対
応

に
そ
く
し
て

「使
」
を

く
わ
え
て
成
り
た

っ
て
い
る
の
と
、
ち

ょ
う
ど
同
じ
な
り
た
ち
を
そ
こ
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
も
、
均
整
の
度
合
に
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
や
は
り
対

表
現
に
お
い
て
成
り
た
つ
ま
ぎ
れ
も

な
い

一
例

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
既
述

の
例
と

は
、
日
本
語
を
も
と
に
成
り
た
ち
、

し
か
も
そ
の
こ
と
な
く
し
て
は
あ
り
、兄
な
い

表
現
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
に
あ
い
通
じ
る
。

さ
て
、
も
う

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
使
役
の
相
手
を

「於
」
の
あ
と
に
あ
ら
わ

す
と
い

っ
た
か
た
ち

を
と

る
。

そ
れ
を
動
詞
の
あ
と
に
置
く

の
が
通
例
で
あ
る

が
、
便
宜
、
ま
ず
は
前
置
し
た
次
の
例
に
つ
い
て
み
る
。

む

復
有
二百
姓
嚇
溺
二死
於
河
↓
逢
者
乃
謂
之
日
、
何
故
於
レ我
使
レ遇
二溺
人
噸

(
二
五

・
獅
)

表
現
上

の
か
た
ち
の
均
整
を
、
こ
れ

ま
で
取
り
あ
げ
た
例
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の

例
も
め
ざ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
対
応
を
も

つ
。

五
二

何
故
使
三人
死
二於
余
路
喝
因
留
二死
者
友
伴
嚇
強
使
二祓
除
輔

{何
故
於
レ我
使
レ
遇
二溺
人
鱒
因
留
二溺
者
友
伴
宀
強
使
二祓
除
↓

「於
」

は
、

一
見
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
字
数
あ
わ
せ
の
う
め
草
的
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
実
際
に
は
、
な
か
な
か
に
重
い
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
日
本
古
典
文
学

大
系
本
で
は
、
当
該

一
文
を

「何
の
故
か
我
に
溺
れ
た
る
人
を
遇

へ
し
む
る
」
と

訓
む
。
可
能
性
と
し
て
は
、
こ
の
訓
み
と
並
べ
て
み
れ
ば
、

我

に
溺
人
を
遇

へ
し
む
る

我
を
溺
人

に
遇

へ
し
む
る

右

の
訓
み
も
あ
り
う
る
。
二
つ
の
文

の
違
い
は
、
な

に
を
中
心
に
据
え
る
か
と
い

っ
た
点
に
あ
る
。

二
つ
の
文

に
、
か
り
に

「連
れ
て
来
て
」
を
そ
れ
ぞ
れ
挿
入
す

れ
ば
、
そ
の
違

い
が
明
ら
か
に
な
る
。

我
に
溺
人
を

(
連
れ
て
来
て
)
遇

へ
し
む
る

我
を

(
連
れ
て
来
て
)
溺
人
に
遇

へ
し
む
る

こ
の
文
は
、
溺
死
者
に
出
く
わ
し
た
者
が
死
者
の
友

に
お
祓
い
を
強
要
す
る
、

い

わ
ば
難
く
せ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
よ
う

に
、
「我
」

が
、
み
ず
か
ら
を
中
心

に
置
い
て
、
不
吉
な
嫌
悪
す
べ
き
溺
死
者
な
ん
か
を
ど
う

し
て
遇
わ
せ
る
の
か
と
難
じ
た
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

そ
う
し
た

「我

に
溺
人
を
遇

へ
し
む
る
」
と
い
う
か
た
ち
を
、
そ
れ
そ
の
も
の

と
し
て
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
し
た
の
が
、
か
の
一
文
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。
こ
れ

に
は
、
な
お
古
事
記
に
類
例
が
あ
る
。

天
皇
聞
二看
豊
明
一之
日
、
於
二髪
長
比
売
一令
レ握
二大
御
酒
柏
(
賜
二其
太
子
一

(中

・
60
オ
)

表
現

の
か
た
ち
は
、
ま

っ
た
く

一
致
す
る
。
さ
き
の
例
が
日
本
語
に
そ
く
し
て
表



現
を
お
こ
な

っ
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け

る
と
と
も
に
、
表
現
の
か
た
ち
が
そ
う
し

て
す
で
に
定

っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
。
と
り
わ
げ
、
使
役

の
相
手
を
そ
の
下

に
あ
ら
わ
す

「於
」
を
、
古
事
記
の
例
と
同
じ
よ
う
に
格
助
詞

「
に
」
と
の
対
応

に
そ
く
し
て
つ
か

っ
て
い
る
点
は
、
皿
群
が
漢
文
ら
し
さ
を
表
現

の
う
え
に
実
現

し
よ
う
と
め
ざ
す
志
向
を
強
く
も
つ
だ
け
に
、
や
は
り
注
目
に
あ
た
い
す
る
。

次
に
も
う

一
つ
、
同
じ
よ
う
な
例
を
し
め
す
。

欲
卞
以
二琴
声

一使
夢悟
ご於
天
皇
噸
(
十
四

・
捌
)

所
伝
の
内
容
を
補
足
す
る
と
、
こ
の
あ
と
、
琴
の
し
ら
べ
に
の
せ
て
う
た

っ
た
歌

を
つ
た
え
、
さ
ら
に

「於
レ是
、
天
皇
悟
二琴
声

こ

と

つ
づ
く
。
「
琴
声
」
と
い
う

け
れ
ど
も
、
実
際

に
は
、
琴
の
伴
奏

に
あ
わ
せ
た
歌
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
右

の
そ

う
し
た

一
文
の
そ
の
表
現
の
か
た
ち
は
、
こ
れ
ま
た
古
事
記

に
類
例
が
あ
る
。

伊
須
気
余
理
比
売
患
苦
而
、
以
レ
歌
令
レ知
二其
御
子
等
輔
(中

・
1ー
オ
)

歌
に
よ

っ
て
わ
が
子
に
危
機
を
知
ら
せ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
内
容
で
あ
る
。
比

売
は
、
歌
を
二
首
う
た
う
。
そ
れ
に
よ

っ
て
危
機
を
察
知
す
る
と
い
う
所
伝

の
展

開

の
上

で
も
皿
群

の
所
伝

に
通
じ
る
が
、
そ
の
古
事
記

の
右

に
し
め
し
た
使
役

の

表
現
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
考
察
を
く

わ
え
た
と
お
り
、
日
本
語
を
も
と
に
そ
れ

は
成
り
立

っ
て
い
る
。

こ
の
古
事
記

の
例
と
、
使
役
表
現

の
部
分
で
は
逐
語
的

に

対
応
し
、
か
つ
ま
た
内
容

で
も
あ
い
通
じ
る
以
上
、
皿
群

の
右

の
例
も
ま
た
、
目

本
語
に
そ
く
し
て
そ
の
表
現
は
成
り
立

つ
は
ず

で
あ
る
。
「於
」

を
介
し
て
そ
の

下
に
使
役
の
相
手
を
あ

ら
わ
す

と

い

う
、
さ
き
の
例
と
同
じ
か
た
ち
を
と
り
、

「於
」

は
格
助
詞

「
に
」

と
対
応
す
る
。
そ
の

「於
」
は
、
あ
た
か
も

「
に
」

の

訓
仮
名
的
な
性
格
を
お
び
る
。

か
く
て
類
型
化
し
た
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る

一
方
、
同
じ
表
現

の
か
た
ち
を
と
る

『日
本
書
紀
』
の
使
役
表
現

な
か
に
、
場
所
を
あ
ら
わ
す

「於
」
と
み
き
わ
め
の
困
難
な
例
が
あ
る
。
あ
る
い

は
、
そ
れ
は
受
身
を
あ
ら
わ
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
類
型

の
有

無

に
目
を

こ
ら
し
な

が
ら
、
次
の
二
つ
の
例
に
そ
く
し
て
さ
ら
に
論
を
す
す
め

る
。

天
皇
恨
レ無
レ子
、
乃
遣
二
大
伴
室
屋
大
連
於
諸
国
(
置
二白
髪
部
舎
人

・
白
髪

部
膳
夫

・
白
髪
部
靫
負
輔
冀
垂
ご遺
跡
↓
令
レ観
二於
後
噸
(
十
五

・
甥
)

詔
二秦
大
蔵
造
万
里
一日
、
伝
二
斯
歌
↓
勿
レ令
レ忘
二於
世
舶
(
二
六

・
瓣
)

表
現
は
も
と
よ
り
、

内
容

の
う
え
で
も
、

二
例

は
あ
い
通
じ
る
。

そ
こ
で
、

便

宜
、
前
者
を
代
表
と
し
て
と
り
あ
げ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
清
寧
天
皇

に
子
が
な

い
た
め
に
、
「自
髪
武
広
国
押
稚
日
本
根
子
天
皇
」

と

い
う

そ
の
名

に
ち
な
む
舎

人
ら
を
、
そ
の
費
用
を
ま
か
な
う
部
民
と
と
も
に
お
き
、
後
世
に
名
を
残
そ
う
と

し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
な
か
の

「於
後
」
を
ど
う
捉
え
る
か

が
、
さ
し
あ
た

っ
て
の
問
題
で
あ
る
。
類
似

の
表
現
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

詔
日
、
自
レ
古
以
降
、
毎
二
天
皇
時
↓
置
一一標
代
民
嚇
蠡
二名
於
後
噸
(
二
五

・

珈
)

こ
の

一
節
は
、
土
地
を
売

っ
た
り
、
劣
弱
な
人
民
を
勝
手
に
所
有
し
て
し
ま
う
こ

と
を
禁
じ
た
孝
徳
紀
に
つ
た
え
る
詔
の
そ
の
冒
頭
で
あ
る
。
清
寧
天
皇
が
設
置
し

た
白
髪
部
舎
人
な
ど
も
、
こ
の

一
節
が
指
摘
す
る
な
か
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
垂
二名
於
後
こ

と
さ
き

の

「令
レ
観
二於
後
こ

と
は
、
内
容
が
あ
い
通
じ
る
こ
と

に
く
わ
え
、
「於

後
」
に
か
ぎ
れ
ぽ
全
く

一
致
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
そ
の
二
つ
の

「於
後
」
は
あ
き
ら
か
に
違
う
。

た
と
え
ば
次

の
例
は
、
そ
の
違
い
を
如
実
に
し
め
す
。

大
伴
大
連
金
村
奏
称
、

宜
下
以
三小
墾
田
屯
倉
与
二毎
レ国
田
部
嚇
給
二既
紗
手

五
三



文

学

部

論

集

媛
噛
(
以
下
、

二
媛
に
つ
い
て
は
省
略
)

以
示
二於
後
{
式
観
申
乎
昔
N

(
十

八

・
鵬
)

金
村
が

「請
為
二皇
后
次
妃
↓
建
二立
屯
倉
之
地
↓
使
レ留
二後
代
嚇
令
レ顕
二前
迹
こ

と
い
う
よ
う
に
、
子
が
な
い
た
め
に
名

の
断
絶
を
憂
い
た
安
閑
天
皇
に
奏
上
し
、

そ

の
裁
可
を
得
た
あ
と
、
実
際

に
そ
れ

を
具
体
化
す
る
策
を
奏
請
し
た
の
が
、
右

の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

「示
二
於
後
こ

は
、
さ
き
の
詔
の

「垂
二名
於
後
こ

に
、
そ
の

「於
後
」
を
含
め
て
対
応
す
る
。
そ
れ

に
つ
づ
く

「観
中
乎
昔
上」
に
つ
い

て
は
、
ま
ず
そ
の

「昔
」
と
は
、
将
来

の
あ
る
時
か
ら
湖
る
現
今
の
、
金
村
が
そ

の
設
置
を
建
策
し
た
紗
手
媛
以
下

の
屯
倉
お
よ
び
田
部
な
ど
を
さ
す
。
「観
」
は
、

「
み
る
」
を
そ
れ
が
あ
ら
わ
し
て
い
れ
ば
、
「後
」
を
そ

の
主
語
と
す
る
で
あ
ろ
う

が
、
古
典
文
学
大
系
本
が
こ
の
く
だ
り
を

「昔
を
観
し
め
む
」
と
訓
む
と
お
り
、

む
し
ろ

「後
」
を
使
役
の
相
手
と
す
る
使
役

の
表
現
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

清
寧
天
皇
条
の
当
面
の

「令
レ
観
二於
後
一」

は
、

そ
れ
に
通
じ
る
ば
か
り
か
、

「令
」
を
あ
ら
わ
し
て
、
「後
」
を
そ
の
使
役
の
相
手
と
す
る
使
役
表
現

の
い
っ
そ

う
明
ら
か
な
か
た
ち
を
と
る
。

逆

に
、

こ
の
例
を
も
と

に
い
え
ば
、

詔

の

「式

観
申乎
昔
上
」
は
、
四
字
の
ま
と
ま
り
や

「以
示
二於
後
こ

と
の
対
応
な
ど
を
実
現

す
る
の
と
引
き
か
え

に
、
あ
ら
わ
し
て
し
か
る
べ
き

「令
」
な
い
し

「使
」
の
使

用
を
控
え
た
こ
と
に
な
る
。
次
の
例
も
、
そ
う
し
た
や
は
り
表
現
の
か
た
ち

へ
の

こ
だ
わ
り
が
使
役

の
語

の
使
用
を
控
え
さ
せ
た
と
み
る
べ
き
な
の
か
。

此
犬

(飼
い
主

の
死
後
、
そ

の
屍
を
古
塚
に
収
め
た
上
で
そ
の
側
で
餓
死
す

る
)
世
所
二希
聞
嚇
可
レ観
二
,,後

i
須
レ使
二万
族
、
作
レ
墓
而
葬
噸
(
二

一
・

　
　
　　

し
か
し
な
が
ら
、
二
つ
が
二
つ
と
も
省
略
し
た
と
か
ん
が
え
る
ほ
う
が
、
右
の
よ

五
四

う
な
表
現

の
自
然
な
あ
り
か
た
に
む
し
ろ
そ
ぐ
わ
な
い
。
こ
こ
で
、
さ
き
に
指
摘

し
た

「従
」
を
め
ぐ
る
対
応
を
ふ
り
か
え

っ
て
み
る
に
、
次
の
よ
う
に
そ
の
対
応

と

「観
」
を
め
ぐ
る
対
応
と
は
あ

い
通
じ
る
。

し
た
が
ふ

(下
二
段
)
工

し
た
が
は
し
む

み
す

(下

二
段
)
↑
↓
み
し
む

上
掲

の

「可
レ観
」

に
は
、

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
類
例
が
あ
る
。

万
葉
集
の
例

で
あ
る
が
、

ハ
み

す

べ

き
き
み

が

　

礒

の
う

へ
に
生
ふ
る
馬
酔
木
を
手
折
ら
め
ど
令
レ
視
倍
吉
君
之
あ

り
と
言
は

な
く
に

(
描
番
)

こ
の
う
た
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
「可
レ観
」
は

「
み
す
べ
し
」
と
な
り
、

一
方
さ
き

の

「令
レ
観
」

に
つ
い
て
は
、
古
典
文
学
大
系
本
が
訓
む
よ
う
に

「
み
し
む
」
が

そ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
、
使
役

の
対
象
を
日

本
語
に
そ
く
し
て
あ
ら
わ
し
た
の
が
、
す
な
わ
ち
く
だ
ん
の

「於
後
」

に
ほ
か
な

ら
な
い
。

か
く
て

「令
レ観
二於
後
こ

も
、
類
型
ど
お
り
、
日
本
語
を
も
と
に
そ
の
表
現

が
な
り
た

っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
は
じ
め
に
そ
れ
と
並
べ
た
も
う

一

方

の

「勿
レ令
レ忘
二於
世
匚

も

ま
た
、

こ
れ
を
目
本
語
に
も
と
つ
く
使
役
表
現

の
例
と
み
て
誤
り
な
い

は
ず

で
あ

る
。

二
つ
の
あ
い
通
じ
る
表
現
や
と
り
わ
け

「観
」

を
め
ぐ
る
そ
の
使
役
の
表
現
の
、

い
く

つ
か
の
例
を
通
じ
て
の

一
致
な
ど

は
、
も
は
や
そ
れ
が
表
現

の
一
つ
の
か
た
ち
を
成
り
た
た
せ
て
い
る
だ
け
に
、
な

お
い

っ
そ
う
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
そ
れ
も
、
し
か
し
来
源
を
求
め
れ
ば
、
漢
文

の
表
現
に
ま
で
湖
る
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
、
皿
群
に
次
の
例
が
あ
る
。
孝
徳
天
皇
大
化

二
年
三
月
の
、
い
わ
ゆ



る
薄
葬

の
詔
と
し
て
著
名
な
詔

の
一
節

に
あ

っ
て
、

し
か
も

『魏
書
』
(
文
帝
紀

第

二
)
を
出
典
と
す
る
。

故
吾
営
二
此
丘
墟
不
食
之
地
↓
欲

レ使
下易
レ代
之
後
不
夢知
二其
所
輔
(
二
五

・

鸚
)

右
に
引
用
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
原
文
の

「
処
」
を

「
所
」
に
改
め
て
い
る
だ
け
で
、

『魏
書
』

の
文
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、

そ

の
傍
線
を
付
し
た
表
現
こ
そ
、
漢
文
に

お
け
る
通
例
の
か
た
ち
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
次
に
そ
の
い
く

つ
か
の
例
を
示
す
。

蕭
何
治
二未
央
宮
噸
立
二東
闕
前
殿
武
庫
大
庫
噸
上
見
二其
壮
麗
嚇
甚
怒
。
(中

略
)
何
日

(
中
略
)
非
レ令
一一壮
麗

一亡
二以
重
威
噛
且
亡
レ令
三
後
世
有
二以
加
一

也
。
(『漢
書
』
「高
帝
紀
第

一
下
」
)

故
聊
賦
焉
。
庶
使
二
百
世
有
ツ
寤
。
(
陸
機

「豪
士
賦
序
」
『文
選
』

巻
四
十

六
)

君
子
造
レ業
垂
レ統
、

貴
令
三後
世

可
二継
続
而
行
一耳
。
(
『孟
子
』

巻

二
梁
恵

王
章
句
下

「君
子
創
レ業
垂
レ統
、
為
レ可
レ継
也
」
に
付
し
た
趙
岐
注
)

臣
聞
、
聖
王
公
之
先
封
者
、
遺

二後
之
人
法
↓
使
レ無
レ
陥
二於
悪
輔
其
為
三後

世
昭
二前
之
令
聞
一也
、
使
三長
監
二於
世
↓
(『
国
語
』
魯
語
上
)

右

の
最
後
に
あ
げ
た

『
国
語
』

の

一
節

の

「為
」

に
つ
い
て
は
、

韋
昭
の
注

に

「為
猶
レ使
也
」
と
あ
る
。

ち
な
み
に
、
そ

の

『
国
語
』

の
一
節
の
最
後

に

「使
三

長
監
二於
世
一」

と
い
う
表
現
は
、

か
た
ち
の
上
で
は
、

書
紀

の
前
掲

「勿
レ
令
レ

忘
二於
世
一」
に
類
す
る
。
韋
昭
の
注
に
は
、
そ
れ

に
つ
い
て

「監
、
観
。

観
二世

成
敗

一以
為
レ法
也
」
と
説
く
。
「世
」
を

「世
成
敗
」
と
敷
衍
す
る
と
お
り
、
「監
」

の
そ
れ
は
対
象
で
あ

っ
て
、

書
紀
の

「世
」

の
、

世
間
や
世

の
人
々
を
あ
ら
わ

し
、
な
お
か
つ

「忘
」

に
対
し
て
は
そ

の
主
語

に
な
る
と
い

っ
た
そ
の
あ
り
か
た

『
日
本
書
紀
』

の
使
役
表
現

と
は
、
あ
い
容
れ
な
い
。

さ
て
、

漢
文
で
は
、

右

の
よ
う
に
使
役
表
現

に
お

い

て

「後
」
「後
世
」
「
百

世
」
な
ど
を
あ
ら
わ
す
ぼ
あ
い
、
そ
れ
を

「使
」
な
い
し

「令
」
に
下
接
さ
せ
る

の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
の
「後
」
以
下
を
通
常

「
後

二
」
あ
る
い
は

「後
ヲ
シ
テ
」

と
訓
む
。
皿
群

の

「令
レ
観
二於
後
こ

や

「勿
レ令
レ忘
二於
世
一」

な
ど
が

「後
」

「世
」
を
使
役
の
相
手
と
す
る
は
、
ま
さ
に
そ
の
漢
文
の
表
現
に
由
来
す
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ら
を

「於
」
の
下

に
あ
ら
わ
す
が
、
日
本
語
で
は
、
た
と
え
ぽ
前
掲

の

万
葉
集

「令
レ視
倍
吉
君
」

の
よ
う
に
動
詞
と
動
詞
語
尾
な
い
し
は
助
動
詞
と

の

結
び

つ
き
が
不
可
分
で
あ
る

一
方
、
使
役
の
相
手
を
あ
ら
わ
す
目
的
語
は
、
そ
れ

ら
に
比
較
的
自
由
な
位
置
に
た
つ
た
め
に
、
「於
」

を
介
し
て
そ
れ
を
後
置
し
た

も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「令
レ
観
二於
後
こ

さ
ら
に
は

「可
レ観
二
於
後
こ

な
ど
は
、

前
掲
の
と
お
り
、
「後
」
を

「後
世
」
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
す
が
、
漢
文

に
、

類
型
的
な
表
現
が
あ
る
。
そ
の
類
型
に
通
じ
る
例
も
、
た
と
え
ば
、

朕
無
二継
嗣
↓
何
以
伝
レ名
。
且
依
一一天
皇
旧
例
(
置
二小
泊
瀬
舎
人
嚇
使
下
為
二

代
号
一万
歳
難
夢
忘
者
也

(
十
六

・
6
)

右
の
よ
う
に
確
か
に
あ
る
な
か
で
、
類
型

に
よ
り
な
が
ら
も
、
も
は
や
そ
れ
そ
の

ま
ま
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
日
本
語
に
そ
く
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い

う
点
で
は
、
新
た
な
表
現
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
、
表
現

の
か

た
ち

へ
の
こ
だ
わ
り
と
い
う
、
す
で
に
述
べ
た
皿
群
の
特
質
が
手
を
借
す
か
、
少

く
と
も
か
か
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を

い
れ

な

い
。

そ
う
し
た
表
現
に
お
、い

む

む

て
、
「於
」
を
、
そ
れ
が
日
本
語
の
格
助
詞

「
に
」
と
対
応
す
る
こ
と
を
て
こ
に
、

使
役
の
相
手
を
あ
ら
わ
す
ぼ
あ
い
に
、
さ
な
が
ら
そ
の

「
に
」
の
訓
仮
名

で
あ
る

五
五



文

学

部

論

集

か
の
よ
う
に
つ
か

っ
て
い
る
こ
と
は
、

な
ん
と
い

っ
て
も
注
目
に
あ
た
い
す
る
。

表
現
の
か
た
ち

へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
し
ば
し
ば
対
表
現
の
均
整
を
実
現
す
る
。
そ

の

一
方
で
、
し
か
し
そ
れ
と
な
い
あ
わ
さ

っ
て
、
し
た
が

っ
て
ほ
と
ん
ど
が
対
表

現
か
も
し
く
は
そ
れ

に
準
ず
る
か
た
ち
を
と
る
が
、

纛
鶴

爵
黐

蘇
羅

日
本
語
に
そ
く
し
た
表
現
を
成
り
た
た
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
皿
群

の

使
役
表
現
に
顕
著
[な
特
徴
が
あ
る
。

七

漢
文
ら
し
さ

に
つ
い
て
再
説

さ
て
、
か
く
あ
る
は
ず
と
述
べ
な
が
ら
も
、
な
か
な
か
確
論
と
は
な
し
え
な
い

も
の
の
、
論
の
展
開
の
そ
の
成
り
ゆ
き

の
ま
に
ま
に
、
最
後
に

一
つ
、
こ
れ
ま
で

あ
え
て
検
討
を
み
あ
わ
せ
て
い
た
例
を

こ
こ
に
取
り
あ
げ
て
み
る
。
皿
群

に
そ
れ

は
あ
る
。
し
か
し
、
か
た
ち
の
上
で
は
皿
群
の
前
述
の

「令
レ
観
二於
後
匚

に
通

じ
、
な
お
か
つ
皿
群

に
あ
り
な
が
ら
、
出
典
を
も

つ
一
節
に
あ
り
、
漢
文
の
類
型

的
な
表
現

に
さ
え
そ
の
一
部
は
あ

て

は
ま
る
。

E
群
の
い
わ
ば
鬼
子
的
な
そ
れ

は
、
次

の
例
で
あ
る
。

故
予
選
二明
徳
嚇
立
レ
王
為
レ弐
。

祚
レ之
以
レ嗣
、

授
レ之
以
レ
民
。

崇
二其
寵

章
嚇
令
レ聞
二於
国
一
(
十

一
・
㎜
)

朕
聞
、

先
王
並
建
二
明
徳
宀
胙

レ之
以
レ土
、

分
レ之
以
レ民
。

崇
二其
寵
章
↓

備
二其
礼
物
鱒
(
潘
島

「冊
二魏
公
九
錫
一文
」
『文
選
』
巻
三
十
五
。
『
魏
書
』

「武
帝
紀
第

一
」
も
同
文
を
つ
た
え
る
)

問
題

は

「令
レ
聞
二於
国
二

で
あ
る
が
、
原
文
の

「備
二其
礼
物
一」

に
か
・兄
た
、

五
六

い
わ
ば
自
前

の
一
文
で
あ
る
。
原
文
の
逐
語
的
な
対
句
を
、
そ
れ
は
踏
襲
し
て
い

な
い
。
皿
群

の
対
表
現
を
め
ざ
す
手
法
と
は
明
ら
か
に
違
う
。
内
容
も
ま
た
、
ま

っ
た
く
変
え
て
い
る
。

独
自
な
改
変
と
は
い
え
、
「聞
二於
国
匚

に
か
ぎ
れ
ば
、

漢
文

の
次

の
類
型
的

な
表
現
に
あ
て
は
ま
る
。

賢
聖
仁
孝
、
聞
二於
天
下
噸
(『
漢
書
』
「文
帝
紀
第
四
」)

今
大
王
欲
二廃
レ法
毀
レ約
而
見
ブ
説
、
此
非
四
臣
之
所
劃
以
聞
二
於
天
下
一
也
。

(『
荘
子
』
「
譲
王
第

二
十
八
」
)

書
紀

の
皿
群

に
同
じ
表
現

の
例
が
あ
る
。
し
か
も
、
出
典
を
も

つ
一
節
に
あ
る
。

陛
下
饗
レ
国
、
徳
行
広
聞
二於
天
下
一而
毀
陵
翻
見
二於
華
裔
輔
(
十
五

・
蜘
)

晏
子
日

(中
略
)

君
饗
レ国
、

徳
行
未
レ
見
二於
衆
一而
刑
辟
著
二於
国
輔
(『
芸

文
類
聚
』
巻
二
十
四

「諌
」
)

原
文
を
対
表
現

に
改
変
し
た
典
型
的
な
例

で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
、
「見
」

が
原

文
の
借
用
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「聞
」

は
、

原
文
の

「著
」

に
ち
な
む
。
た
と

え
ぽ
次
の
例
。

是
以
政
令
多
レ還
、
民
心
未
レ得
、
邪
説
空
進
、
事
亡
レ成
レ功
。

此
天
下
所
二

む

む

著
聞
一也
。
(『
漢
書
』
「
元
帝
紀
第
九
」
)

こ
の
受
身
の
表
現
の
か
た
ち
を
、
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
そ
く
し
て
あ
ら
わ
し
た
と

み
な
し
う
る
例
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
書
紀
の
皿
群
の
巻
に
あ
る
。
本
文
の
注
と
し
て

の
一
文

に
あ
る
次

の
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
本
云
、
星
川
王
、
腹
悪
心
麁
、
天
下
著
聞
。
(
十
四

・
綱
)

こ
の
例
と
そ
の
前

の
例
と
に
顕
著
で
あ
ろ
う
が
、
内
容

の
う
え
で
は
、
お
し
と
ど

め
よ
う
も
な
く
天
下
に
ひ
ろ
く
知
れ
わ
た
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す

の
が
こ
の
表
現
で



あ
る
。
受
身
と
い
う
か
た
ち
を
そ
れ
が
と
る
の
も
、
そ
う
し
た
内
容
と
表
裏
す
る

は
ず

で
あ
る
。
天
下

に
知
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
か
ぎ
り
で
あ
れ
ば
、

も
と
よ
り
使
役
の
表
現
な
ど
伴
わ
な

い
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
通
常
の
ば
あ
い
、

そ
も
そ
も
天
下

に
知
ら
れ
る
と
い
う
そ
の
受
身
の
内
容
じ
た
い
、
使
役
の
表
現
に

な
じ
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
。

あ
め
の
し
た

古
典
文
学
大
系
本
で
は
、
し
か
し
、
「
令
レ聞
二於
国
二

を

「
国

に
聞

こ
え
し

む
」

と
訓
む
。

そ
の
よ
う
に
訓
む
に
せ
よ
、
所
詮
は
、
「聞
く
」
主
体

は

「国
」

以
外
に
は
な
い
。
そ
の

「国
」
が

「聞

く
」
と
い
う
事
態
を
、
使
役

の
表
現
を
と

お
し
て
あ
ら
わ
す
と
い
う
点
で
は
、
「
国

に
聞
か
し
む
」

と
ほ
と
ん
ど
隔
り
な
い

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
た
し
か
に
理
屈

に
す
ぎ
な
い
が
、
裏
づ
け
が
全
く
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

な
に
よ
り
も
、

す
で
に
の
べ
た

「令
レ観
二於
後
一」

さ

ら

に
は

「(勿
)

令
レ忘
二於
世

こ

な
ど

の
日
本
語

に
も
と
つ
く
例

に
、
そ

の
表
現

の
か
た

ち
が

一
致
す
る
。
く
わ
え
て
、
文
脈
か
ら
推
し
て
も

「国
」
を

「あ
め
の
し
た
」

と
訓
む
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な

「国
」
の
例
は
、
こ
れ
ま
た
す
で
に
し

め
し
た
次

の
例
に
か
さ
な
る
。

む

(
天
下
安
静
、
海
内
清
和
、
屡
致
レ豊
レ年
)
頻
使
レ饒
レ
国
。

出
典

の
原
文
を
か
え
な
が
ら
、
そ
れ
に

つ
づ
け
た
自
前
の
文
中
に
そ
れ
が
あ
る
と

い
う
点
で
も
共
通
す
る
。

傍
証
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
そ
れ
が
∬
群

に
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
も

っ
と
も
有
力
で
あ
ろ
う
。
皿
群
で
は
、
使
役

の
表
現
を
め
ぐ

っ
て
、
既
述
の
と
お

り
そ
れ
を
日
本
語
に
そ
く
し
て
お
こ
な
う
こ
と
が
顕
著
な
だ
け

に
、
「令
レ聞
ご於

国
こ

が
、
そ
の
自
前
の
表
現
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
も
と
る
可
能

性
の
ほ
う
が
む
し
ろ
小
さ
い
の
で
は
な
い
か
。

『日
本
書
紀
』
の
使
役
表
現

八

ま

と

め

亘
群
の
右

に
と
り
あ
げ
た
例
に
手
こ
ず
る
の
は
、
ひ

っ
き
ょ
う
、
そ
れ
が
漢
文

ら
し
さ
を
身
に
よ
そ
お

っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
出
典

の
文
に
つ
づ
け

る
と
い
う
必
要
が
そ
う
し
た
意
匠
を
も
た
ら
す
。
豆
群

に
あ

っ
て
は
、
そ
れ
は
、

た
だ
全
般
に
低
調
と
い
う
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。

漢
文
ら
し
さ
の
低
調
は
、
日
本
語
を
も
と
に
そ
れ
に
そ
く
し
た
表
現
を
皿
群
が

積
極
的

に
お
こ
な

っ
て
い
た
こ
と
と
表
裏
す
る
。
い
わ
ば
、
漢
文
ら
し
さ
と
目
本

語

に
そ
く
し
た
表
現
と
は
、

反
比
例

の
相
関
す
る
関
係

に
あ

る
。

皿
群

の
ば
あ

い
、
漢
文
ら
し
さ
を
積
極
的
か
つ
広
汎
に
実
現
す
る
志
向
が
強

い
分
、
そ
れ
だ
け

日
本
語
に
そ
く
し
た
表
現
が
見
え
に
く
い
。
け
れ
ど
も
、
個

々
の
用
例

の
そ

の
成

り
た
ち
に
ま
で
立
ち
い

っ
て
み
る
と
、
そ
の
実
態

は
、
み
か
け

の
漢
文
ら
し
さ
と

は
う
ら
は
ら
で
あ

っ
て
、
さ
し
あ
た

っ
て
使
役
表
現

に
か
ぎ
る
と
し
て
、
日
本
語

に
そ
く
し
た
表
現
を
お
こ
な

っ
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
皿
群
も
、
皿
群
と
ほ
と

ん
ど
同
じ
表
現
[の
基
調
に
立
つ
。

従
来
、
書
紀

の
表
現
や
表
記
を
考
察
す
る
に
は
、
と
り
わ
け
区
分
を
論
じ
よ
う

と
す
る
ば
あ
い
、
各
巻
や
各
区
分
ご
と
の
、
も

っ
ぱ
ら
そ
の
違

い
だ
け
に
目
を
向

け
る
傾
向
が

つ
よ
い
。
そ
う
し
た
違

い
は
、
小
稿

で
も
は
じ
め
に
言
及
し
た
と
お

り
、
確
か
に
巻
を
分
つ
ほ
ど
に
、
つ
ま
り
は
書
き
手

の
違
い
を
推
測
さ
せ
る
ほ
ど

に
著
し
い
。

こ
れ
を
閑
却
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
、
た
と
え
ば
森
博
達

氏
が

「
α
群

(森
氏
が
区
分

に
用
い
る
用
語
で
、
小
稿
の
皿
群
に
あ
た
る
)

の
述

作

の
中
心
的
役
割
を
担

っ
た
の
が
、

そ
の
中
国
人
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」

と
指

⑤

摘

し

た

う

え

で
、

五
七



,文

学

部

論

集

そ
れ
で
は
、

α
群

の
述
作
を
担
当
し
た
中
国
人
は
誰

な

の
か
。

ま
た
β
群

(
同
じ
く
、

小
稿
の
1
豆
群
に
あ
た
る
)

の
述
作
に
は
な
ぜ
中
国
人
が
参
画

し
な
か

っ
た
の
か
。
謎

の
解
決

は
ま
た
新
た
な
謎
を
呼
ぶ
。

新
た
な
問
題
を
提
起
さ
れ
る
ほ
ど

に
、
各
区
分
ご
と
の
相
違

の
内
実
が
明
ら
か
で

あ
ろ
う
か
。
小
稿

の
結
論
は
、
森
氏

の

「
α
群
は
基
本
的

に
は
正
格

の
漢
文

に
よ

っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
見
解

、
ま
た
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
α
群
中
国
人
述

作
説
に
結
局
は
そ
む
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
な
お
各
巻
、

各
区
分
ご
と
の
表
現
の
内
実
を
十
分
見
き
わ
め
る
に
は
い
た

っ
て
は
い
な
い
。

た
と
え
ば
巻

一
・
二
を
、
森
氏
の
所
論
も
そ
う
で
あ
る
が
、
通
説

は
巻
三
以
降

と

一
括
し
て
皿
群
に
配
す
る
。
小
稿

は
、
そ
れ
を
分
ち
別
に
1
群
を
た
て
る
。
既

述

の
と
お
り
、
1
群
は
皿
群
に
通
じ

る
も
の
の
、
違

い
も
ま
た
否
め
な
い
。
巻
三

の
区
分
も
、
や
は
り
疑
い
を
の
こ
す
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
ふ

り
か
え

っ
て
個
々
の
用
例
の
分
析
さ
え
、
実
は
心
も
と
な
い
。
書
紀
全
体
の
表
現

の
内
実

に
迫
る
ま
で
に
は
、
さ
ら
に
、
そ
れ
こ
そ
な
お
は
る
か
彼
方
に
た
ち
ふ
さ

が
る
難
関
を
い
く

つ
も
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
稿
は
、
そ
の
た
め
の

一
歩

た
ろ
う
と
す
る
さ
さ
や
か
な
こ
こ
ろ
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
別

に
稿
を
成
し
た
小

晦

で
は
、

被
動
式
を
め
ぐ
る
表
現
に
つ
い
て
考
察
を
く
わ
え
た
が
、

そ
れ

も

ま

た
、
同
じ
こ
こ
ろ
み
の
一
環

で
あ
る
。
小
稿
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
結
論
を
そ
こ
で
も

得

て
い
る
。
偶
然
と
み
る
余
地
は
、
も
と
よ
り
、
あ
り
、兄
な
い
。

註①

「
日
本
書
紀

の
敬
語
1

『
奉
』
を
め
ぐ

っ
て
l

」
『佛
教
大
学
研

究
紀
要
』
通
巻

68
号
。
「
日
本
書
紀

の
敬
語
t

『
勅
』
『
命
』
『
御
』
を
め
ぐ

っ
て
ー

」
『
佛
教
大
学

大
学
院
研
究
紀
要
』
第

12
号
。

②

①

に
同
じ
。

五
八

③

①

に
同
じ
。

④

「
日
本
書
紀
出
典
考
-

対
表
現
を
め
ぐ
っ
て
ー

」
『佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
第
65

号
。

⑤

「
圖
古
代

の
文
章

と

『
日
本
書
紀
』

の
成
書
過
程
」
『
日
本

の
古
代
』

14

(
中
央
公
論

社
)
。

⑥

「
『
日
本
書
紀
』
の
被
動
式

に
異
議
あ
り
」
『記
紀

と
漢
文
学
』

(和
漢
比
較
文
学
叢
書

第
十
巻
)
。

〔
追
記

〕

小
稿

は
、
本
論
だ
け
で
、
こ

の
論
集
が
規
定
す

る
制
限
枚
数
を
大
幅

に
超
過
し

て
い
る
。
校
異

に
つ
い
て
言
及
す
る
余

裕
が
な
く
、
こ

の
た
め

一
切
割
愛

し
た
が
、
立
論

お
よ
び
論
述

に
支
障
を
き

た
す
文
字

の
異
同

は
な

い
。
註

に
つ
い
て
も
必
要
最
少
限
に
と

ど
め
て
い
る
。


