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続日本紀宣命におけるく名詞一ナガラ〉

上
代
で
「
神
な
が
ら
【
神
奈
我
良
】
（
万
５
八
九
四
」
「
続
け
な
が
ら

【
都
々
氣
奈
我
良
】
（
万
旧
舸
苛
一
一
○
）
」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
ナ
ガ
ラ
と

い
う
こ
と
ば
は
、
元
は
古
い
連
体
助
詞
ナ
に
名
詞
カ
ラ
が
複
合
し
連
濁

＊
一

し
た
も
の
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
「
御
手
づ
か
ら
【
美
亘
豆
可
良
】
（
万
５

八
一
一
一
）
」
「
お
の
が
身
の
か
ら
【
自
身
之
柄
】
（
万
旧
一
一
一
七
九
九
）
」
と
い
っ

た
〈
名
詞
十
連
体
助
詞
十
名
詞
〉
の
構
成
を
も
っ
た
表
現
が
他
に
も
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
「
神
な
が
ら
」
も
元
は
名
詞
「
神
」
＋
連
体
助
詞
「
な
」

＋
名
詞
「
か
ら
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
「
続
け
な
が
ら
」
の
よ
う
に

動
詞
連
用
形
に
つ
く
用
法
は
、
ナ
ガ
ラ
が
接
辞
化
し
て
い
く
あ
る
段
階
に

＊
話

お
い
て
後
か
ら
生
じ
た
用
法
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
万
葉
集
に
〈
名

詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
と
〈
動
詞
連
用
形
‐
ナ
ガ
ラ
〉
の
両
方
が
見
え
る
こ
と
か

ら
、
ナ
ガ
ラ
は
上
代
す
で
に
接
辞
化
を
始
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

続
日
本
紀
宣
命
に
お
け
る
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉

は
じ
め
に

か
し
、
平
安
初
期
に
見
ら
れ
る
「
Ⅲ
露
創
‐
洲
引
折
り
て
か
ざ
さ
む
菊
の

花
（
古
今
・
秋
下
一
一
七
ｓ
」
「
②
咲
く
花
は
千
種
刺
‐
洲
引
に
あ
た
な
れ
と

（
古
今
・
春
下
ご
一
）
」
「
③
ま
だ
宵
創
‐
科
引
明
け
ぬ
ろ
を
（
古
今
・
夏

二
一
三
）
」
の
よ
う
な
用
例
は
ま
だ
上
代
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
Ⅲ
「
露
な

が
ら
」
は
動
作
「
か
ざ
さ
む
」
の
目
的
格
「
菊
の
花
」
の
状
態
を
表
し
て

い
る
が
、
上
代
の
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
は
専
ら
動
作
の
主
格
の
状
態
を
表

す
。
②
の
よ
う
に
数
詞
に
つ
い
て
「
全
て
」
の
意
を
表
す
用
法
や
、
０
の

よ
う
な
逆
接
を
帯
び
た
用
法
も
ま
だ
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
上

代
の
ナ
ガ
ラ
は
す
で
に
接
辞
化
を
始
め
て
は
い
る
が
、
ま
だ
初
期
の
段
階

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
代
に
お
け
る
ナ
ガ
ラ
の
働
き
を
把
握
す
る

一
端
と
し
て
、
本
稿
は
続
日
本
紀
宣
命
に
お
け
る
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
の

用
い
ら
れ
方
を
観
察
し
、
他
の
上
代
文
献
に
見
え
る
用
例
と
適
宜
比
較
し

な
が
ら
、
そ
の
特
色
を
導
き
出
そ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

村

島
祥
子
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二
天
皇
に
用
い
ら
れ
た
く
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉

ま
ず
、
続
日
本
紀
宣
命
に
お
け
る
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
の
概
観
を
、
用

例
数
．
上
接
語
の
種
類
．
か
か
る
川
言
の
種
類
な
ど
の
点
で
、
万
葉
集

と
比
較
し
な
が
ら
大
き
く
つ
か
ん
で
お
く
。
続
日
本
紀
宣
命
に
は
、
〈
名

詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
と
洲
む
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
二
Ｉ
一
例
、
〈
動
詞
迎

川
形
‐
ナ
ガ
ラ
〉
が
四
例
あ
る
。
万
葉
集
に
は
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
が

二
十
三
例
、
〈
動
詞
連
用
形
‐
ナ
ガ
ラ
〉
が
五
例
あ
り
、
割
合
と
し
て
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
。
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
の
〈
名
詞
〉
部
分
に
あ
た
る
上
接

語
の
あ
り
様
も
似
て
い
る
。
宜
命
に
見
え
る
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
・
一
卜
一

例
の
内
訳
は
、
「
神
な
が
ら
」
が
十
九
例
と
多
数
を
占
め
、
「
皇
子
な
が

ら
」
「
臣
な
が
ら
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
見
え
る
。
万
葉
集
に
見
え
る

〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
二
十
三
例
も
、
「
神
な
が
ら
」
が
十
九
例
と
殆
ど
を
占

め
、
「
皇
子
な
が
ら
」
「
君
な
が
ら
」
「
Ⅲ
な
が
ら
」
「
海
な
が
ら
」
が
そ
れ

ぞ
れ
一
例
ず
つ
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
用
例
数
や
そ
の
割
合
、
上
接
語

の
様
相
に
お
い
て
、
統
Ｈ
本
紀
宜
命
は
万
葉
集
と
似
辿
っ
て
い
る
。
異
な

っ
て
い
る
の
は
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
が
か
か
る
用
言
の
種
類
で
あ
る
。
万

葉
集
の
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
は
「
舟
出
せ
す
」
「
太
敷
き
ま
す
」
「
鉱
ま
り

ま
し
ぬ
」
「
う
つ
し
」
な
ど
様
々
な
述
語
を
修
飾
す
る
が
、
宣
命
の
〈
名

詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
は
殆
ど
が
「
恩
ほ
し
め
す
」
の
み
に
か
か
っ
て
い
る
。
だ

が
、
こ
の
違
い
は
宣
命
と
い
う
形
式
が
も
つ
制
約
か
ら
生
じ
た
も
の
で

あ
り
、
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
の
質
的
な
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
天
皇
の
命
令
を
公
式
に
発
表
す
る
た
め
の
一
形
式
で
あ
る
宣
命
は

そ
の
性
質
上
、
文
脈
や
言
い
回
し
が
決
ま
っ
て
い
る
。
即
位
・
譲
位
・
改

元
・
立
太
子
・
諭
告
・
授
位
・
誹
罰
な
ど
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
い

ず
れ
も
政
治
に
関
す
る
実
際
の
用
務
で
あ
る
。
こ
う
し
た
限
ら
れ
た
文

脈
の
中
で
、
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
は
ほ
と
ん
ど
企
て
が
「
神
な
が
ら
」
、
動

作
主
体
は
天
皇
、
か
か
る
動
作
は
「
思
ほ
し
め
す
」
と
い
う
特
有
の
言
い

Ⅲ
し
で
固
定
し
て
い
る
。
モ
デ
ル
化
す
る
と
「
天
皇
、
（
思
惟
内
容
）
と
、

神
な
が
ら
、
忠
ほ
し
め
す
。
」
と
い
う
構
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
続

川
本
紀
宜
命
に
見
え
る
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
は
、
．
―
高
い
回
し
が
固
定
的
で

あ
る
こ
と
の
他
は
、
万
葉
集
の
〈
名
詞
「
ナ
ガ
ラ
〉
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な

い
も
の
と
見
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
構
文
が
形
式
化
し
て
い
る
た
め
、
宜
命
の
「
神
な
が
ら
」
は
天

皇
を
神
格
化
す
る
た
め
に
添
え
ら
れ
た
飾
り
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か

し
、
以
下
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宣
命
の
中
で
「
神
な
が
ら
」
が
用
い
ら

れ
る
場
町
は
限
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
を
神
格
化
す
る
た
め
の
決
ま
り
文

句
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
思
惟
内
容
に
用
い
ら
れ
て
も
い
い
は
ず
で
あ
る

が
、
「
神
な
が
ら
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
ほ
ぼ
次
の
三
タ
イ
プ
で
あ
る
。

Ａ
歴
代
天
皇
に
よ
る
治
世
の
歴
史
を
回
顧
す
る

Ⅶ
遠
皇
祖
の
御
世
を
始
め
て
、
天
皇
が
御
川
御
枇
、
犬
つ
日
嗣
と

同
御
駆
に
躯
し
て
此
の
食
脚
天
下
を
撫
で
賜
ひ
慈
し
び
賜
ふ
鋼

は
、
辞
立
つ
に
在
ら
ず
、
人
の
祖
の
意
能
が
弱
児
を
養
治
す
事
の

如
く
、
治
め
賜
ひ
慈
し
び
賜
ひ
来
る
業
と
な
も
、
洲
創
洲
引
【
随

神
】
念
し
行
す
。
（
三
詔
）

⑤
高
天
原
ゆ
天
降
り
坐
し
し
天
皇
が
御
世
を
始
め
て
、
中
．
今
に
至

る
ま
で
に
、
天
皇
が
御
世
御
世
、
天
つ
日
嗣
高
御
座
に
坐
し
て

治
め
賜
ひ
慈
し
び
賜
ひ
来
る
食
国
天
下
の
業
と
な
も
、
衲
創
洲
引

［
神
随
］
念
し
行
さ
く
と
詔
り
た
ま
ふ
命
を
衆
聞
き
た
ま
へ
と
宣

2６
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続日本紀宣命におけるく名利一ナガラ〉
ろ
。
（
四
詔
）

⑥
遠
皇
祖
の
御
世
を
始
め
て
、
中
。
今
に
至
る
ま
で
、
天
日
嗣
と
高

御
座
に
坐
し
て
、
此
の
食
国
天
下
を
撫
で
賜
ひ
慈
し
び
賜
は
く
は

時
々
状
々
に
従
ひ
て
、
治
め
賜
ひ
慈
し
び
賜
ひ
来
る
業
と
、
神
な

科
引
【
随
神
】
念
し
行
す
。
（
五
詔
）

、
高
天
原
ゆ
天
降
り
坐
し
し
天
皇
が
御
世
を
始
め
て
、
中
．
今
に
至

る
ま
で
、
天
皇
が
御
世
御
世
、
天
日
嗣
高
御
座
に
坐
し
て
治
め
賜

ひ
忠
び
賜
ひ
来
る
食
国
天
下
の
業
と
な
も
、
柳
創
洲
引
［
神
奈
我

些
も
念
し
行
さ
く
と
宣
り
た
ま
ふ
大
命
を
、
衆
聞
き
た
ま
へ
と

宣
ろ
。
（
十
一
一
一
詔
）

⑧
遠
皇
祖
の
御
世
を
始
め
て
天
皇
が
御
世
御
世
間
こ
し
看
し
来
る
食

国
天
っ
日
嗣
高
御
座
の
業
と
な
も
糊
矧
引
洲
引
【
随
神
］
念
し
行

さ
く
と
勅
り
た
ま
ふ
天
皇
が
御
命
を
、
衆
間
き
た
ま
へ
と
勅
ろ
。

（
十
四
詔
）

⑨
高
天
原
に
神
積
ま
り
坐
す
里
親
神
魯
奔
・
神
魯
芙
命
の
吾
孫
の
知

ら
さ
む
食
国
天
下
と
、
事
依
さ
し
奉
り
の
任
に
、
遠
皇
祖
の
御
世

を
始
め
て
天
皇
が
御
世
御
世
間
こ
し
肴
し
来
る
食
国
高
御
座
の
業

と
な
も
洲
剴
洲
引
【
随
神
］
念
し
行
さ
く
と
宣
り
た
ま
ふ
天
皇
が

勅
を
、
衆
間
き
た
ま
へ
と
宣
ろ
。
（
一
一
十
三
詔
）

Ⅲ
Ⅲ
高
天
原
に
事
始
め
て
、
遠
天
皇
祖
の
御
世
、
中
．
今
に
至
る
ま

で
に
、
天
皇
が
御
子
の
あ
れ
坐
さ
む
い
や
継
々
に
、
大
八
嶋
国
知

ら
さ
む
次
と
、
川
刃
引
洲
川
測
剛
刈
創
洲
引
［
御
子
随
】
も
、
天
に

坐
す
神
の
依
し
奉
り
し
随
に
、
こ
の
天
津
日
嗣
高
御
座
の
業
と
、

現
御
神
と
大
八
嶋
国
知
ら
し
め
す
倭
根
子
天
皇
命
の
、
授
け
賜
ひ

負
せ
賜
ふ
高
き
広
き
厚
き
大
命
を
受
け
賜
り
恐
み
坐
し
て
、
こ
の

食
国
天
下
を
調
へ
賜
ひ
平
げ
賜
ひ
、
天
下
の
公
民
を
恵
び
賜
ひ
撫

で
賜
は
む
と
な
も
、
Ⅲ
洲
Ⅷ
刺
科
引
【
随
神
］
思
し
め
さ
く
と
詔
り

た
ま
ふ
天
皇
が
大
命
を
、
諸
聞
き
た
ま
へ
と
詔
ろ
。
二
詔
）

Ａ
で
は
皇
祖
以
来
歴
代
の
天
皇
が
今
日
に
い
た
る
ま
で
国
を
治
め
民
を

慈
し
ん
で
き
た
歴
史
を
た
ど
る
思
惟
内
容
に
「
神
な
が
ら
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
川
を
受
け
つ
つ
統
治
へ
の
決
意
を
述
べ
た
Ⅲ
も
こ
の
タ
イ
プ
に

入
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

Ｂ
｜
大
事
に
際
し
て
神
意
を
推
す

⑫
此
の
物
は
、
天
に
“
す
神
・
地
坐
神
の
相
う
づ
な
ひ
奉
り
福
は
へ

奉
る
事
に
依
り
て
、
顕
し
く
出
で
た
る
宝
に
在
る
ら
し
と
な
も
、

州
創
科
引
【
神
随
】
念
し
行
す
。
（
四
詔
）

Ⅲ
是
を
以
て
朕
一
人
や
は
貴
き
大
き
瑞
を
受
け
賜
は
ら
む
、
天
下
と

共
に
頂
き
受
け
賜
は
り
歓
ぶ
る
理
に
在
る
べ
し
と
、
神
な
が
ら

【
神
奈
我
と
も
念
し
坐
し
て
な
も
、
衆
を
恩
び
賜
ひ
治
め
賜
ひ

御
世
の
年
号
に
字
加
へ
賜
は
く
と
宣
り
た
ま
ふ
天
皇
が
大
命
を
、

衆
間
き
た
ま
へ
と
宣
る
。
（
十
一
一
一
詔
）

Ⅲ
去
年
の
九
月
、
天
地
の
肌
へ
る
大
き
端
物
顕
れ
来
り
。
又
四
方
の

食
国
の
年
実
豊
に
、
む
く
さ
か
に
得
た
り
と
見
賜
ひ
て
、
柳
創

科
引
【
随
神
】
も
念
し
行
す
に
、
う
つ
し
く
も
、
皇
朕
が
御
世
に

当
り
て
、
顕
見
る
ろ
物
に
は
在
ら
じ
。
今
嗣
ぎ
坐
さ
む
御
世
の
名

を
記
し
て
、
応
へ
来
り
て
顕
れ
来
る
物
に
在
る
ら
し
と
念
し
坐
し

て
、
今
神
亀
の
二
字
を
御
世
の
年
名
と
定
め
て
…
…
（
五
詔
）

旧
高
天
原
ゆ
天
降
り
坐
し
し
天
皇
が
御
世
を
始
め
て
、
こ
の
天
官
御

座
に
坐
し
て
天
地
八
万
を
治
め
賜
ひ
調
へ
賜
ふ
事
は
、
聖
の
君
と
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坐
し
て
賢
し
き
臣
供
へ
奉
り
、
天
下
平
け
く
百
官
安
ら
け
く
し
て

し
、
天
地
の
大
き
瑞
は
顕
れ
来
と
な
も
、
補
創
洲
引
【
随
神
】
念

し
行
さ
く
と
詔
り
た
ま
ふ
命
を
衆
聞
き
た
ま
へ
と
宣
ろ
。
（
六
詔
）

⑱
此
れ
誠
に
天
地
の
神
の
慈
ぴ
賜
ひ
護
り
賜
ひ
、
掛
け
ま
く
も
畏
き

開
關
已
来
御
宇
し
し
天
皇
が
大
御
霊
た
ち
の
綴
き
奴
等
を
き
ら
ひ

賜
ひ
笄
て
賜
ふ
に
依
り
て
、
ま
た
魔
舎
那
如
来
、
観
世
音
菩
薩
、

護
法
の
梵
王
・
帝
釈
・
四
大
天
王
の
不
可
思
議
威
神
の
力
に
依
り

て
し
、
此
の
逆
に
在
る
悪
し
き
奴
等
は
顕
れ
出
で
て
、
悉
く
罪
に

伏
し
ぬ
ら
し
と
な
も
、
鯏
創
洲
引
【
神
奈
賀
良
】
も
念
し
行
す
と
宣

り
た
ま
ふ
…
…
（
十
九
詔
）

⑰
か
く
聞
こ
し
看
し
来
る
天
日
嗣
高
御
座
の
業
は
天
に
坐
す
神
・
地

に
坐
す
神
の
相
う
づ
な
ひ
相
扶
け
奉
る
事
に
依
り
て
し
此
の
座
に

は
平
け
く
安
け
く
御
坐
ま
し
て
天
下
は
知
ら
し
め
す
物
に
在
る
ら

し
と
な
も
柳
Ⅶ
創
洲
別
【
随
神
】
念
し
行
す
。
（
二
十
三
詔
）

⑱
ま
た
天
日
嗣
高
御
座
の
業
と
坐
す
事
は
、
進
み
て
は
挫
け
ま
く
も

畏
き
天
皇
が
大
御
名
を
受
け
賜
は
り
、
退
き
て
は
は
は
大
御
祖
の

御
名
を
蒙
り
て
し
食
国
天
下
を
ば
撫
で
賜
ひ
恵
ぴ
賜
ふ
と
な
も
神

創
洲
引
【
神
奈
我
と
も
念
し
坐
す
。
（
十
三
詔
）

Ｂ
で
は
鉱
脈
・
吉
兆
・
謀
反
と
い
っ
た
国
の
命
運
を
左
右
す
る
事
物
が

発
見
さ
れ
た
時
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
神
の
意
志
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
の
か
推
量
し
位
置
づ
け
る
思
惟
内
容
に
「
神
な
が
ら
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
⑫
は
武
蔵
国
で
銅
が
発
見
さ
れ
た
際
、
天
つ
神
と
国
つ
神
の
祝
福

が
形
と
な
っ
て
現
れ
た
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
量
す
る
思
惟
内
容
に
対

し
て
「
神
な
が
ら
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
⑪
で
は
金
の
出
土

は
神
々
や
歴
代
天
皇
の
徳
に
よ
っ
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
天
下
と
と

も
に
喜
ぶ
べ
き
も
の
、
側
で
は
吉
兆
の
亀
は
皇
太
子
の
徳
に
応
え
て
天
地

が
賜
っ
た
も
の
、
⑱
で
は
賢
い
臣
下
の
者
達
が
仕
え
世
の
中
が
平
和
で
あ

っ
た
た
め
に
吉
兆
の
亀
が
現
れ
出
て
き
た
も
の
、
と
推
す
思
惟
内
容
に
そ

れ
ぞ
れ
「
神
な
が
ら
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
㈹
の
塩
焼
王
ら
の
謀
反
発

覚
や
、
天
下
が
太
平
で
あ
る
の
は
天
地
の
神
の
加
護
に
よ
る
も
の
と
述
べ

た
⑰
も
こ
の
タ
イ
プ
に
入
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
用
例
は
万
葉

集
に
も
見
ら
れ
る
。

⑲
天
地
の
神
相
う
づ
な
ひ
皇
祖
の
御
霊
助
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
食

す
国
は
栄
え
む
も
の
と
楜
州
列
洲
引
【
可
牟
奈
我
良
】
恩
ほ

し
め
し
て
…
（
万
旧
四
○
九
四

川
は
⑬
と
同
じ
金
出
土
を
歌
っ
た
賀
陸
奥
国
出
金
詔
書
歌
で
あ
る
。
⑱

で
は
自
ら
が
天
皇
と
な
っ
て
天
下
を
治
め
て
い
る
の
は
、
歴
代
天
皇
と
実

母
の
お
陰
で
あ
る
と
述
べ
た
思
惟
内
容
に
「
神
な
が
ら
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
神
意
を
推
す
も
の
で
は
な
い
が
、
天
下
を
統
治
す
る
助
力
と
し
て

歴
代
天
皇
に
並
べ
て
実
母
を
挙
げ
る
の
は
新
し
い
位
置
づ
け
で
あ
り
、
こ

の
タ
イ
プ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
⑯
の
よ
う
に
複
数
の
型
（
こ

の
場
合
Ａ
と
Ｂ
）
に
重
複
す
る
例
も
見
ら
れ
る
。

Ｃ
天
下
太
平
の
た
め
の
一
大
政
策
を
う
ち
だ
す

剛
掛
け
ま
く
も
畏
き
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
大
八
洲
知
ら
し
め
し
し
聖
の

天
皇
命
、
天
下
を
治
め
賜
ひ
平
げ
賜
ひ
て
思
ほ
し
坐
さ
く
、
上
下

を
斉
へ
和
げ
て
動
き
元
く
静
か
に
有
ら
し
む
る
に
は
、
礼
と
楽
と

二
つ
並
べ
て
し
平
け
く
長
く
有
く
し
と
糊
凶
刊
洲
別
【
随
神
】
も
思

ほ
し
坐
し
て
、
こ
の
舞
を
始
め
賜
ひ
造
り
賜
ひ
き
…
…
（
九
詔
）
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く
安
け
く
長
く
全
く
在
る
可
き
政
に
も
在
ら
ず
と
な
も
補
引
創
洲
日

【
神
奈
賀
良
】
も
念
し
行
す
に
依
り
て
な
も
、
他
戸
王
を
皇
太
子
の

位
停
め
賜
ひ
却
け
賜
ふ
と
宣
り
た
ま
ふ
天
皇
の
御
命
を
、
衆
聞
き

た
ま
へ
と
宣
る
。
（
五
十
四
詔
）

⑪
故
、
是
を
以
て
、
皇
太
子
と
定
め
賜
へ
る
山
部
親
王
に
天
下
の
政

は
授
け
賜
ふ
。
古
の
人
言
へ
る
こ
と
有
り
、
子
を
知
る
は
親
と
云

へ
り
と
な
も
聞
こ
し
め
す
。
此
の
王
は
弱
き
時
よ
り
朝
夕
と
朕
に

従
ひ
て
今
に
至
る
ま
で
怠
る
こ
と
無
く
仕
へ
奉
る
を
見
れ
ば
、
仁

孝
厚
き
王
に
在
り
と
な
も
糊
Ⅶ
刺
科
引
【
神
奈
我
と
知
ら
し
め
す
。

（
五
十
九
詔
）

Ｃ
は
天
下
を
太
平
に
し
て
お
く
た
め
の
一
大
政
策
や
方
針
を
打
ち
出

す
際
に
用
い
ら
れ
る
「
神
な
が
ら
」
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
波
線
で
示

し
た
よ
う
に
、
天
下
を
泰
平
に
し
て
お
く
た
め
に
は
、
と
い
う
前
置
き
を

伴
う
。
川
は
天
武
天
皇
が
五
節
舞
を
創
始
し
た
こ
と
を
回
想
す
る
く
だ
り

で
、
国
を
「
斉
へ
和
ら
げ
て
動
き
元
く
静
か
に
」
し
て
お
く
た
め
に
は
礼

と
楽
の
両
方
が
必
要
だ
と
す
る
治
世
方
針
を
う
ち
だ
す
思
惟
内
容
に
「
神

て
し
、
天
下
は
平
け
く
安
け
く
、
治
め
賜
ひ
恵
び
賜
ふ
く
き
物
に

あ
り
と
な
も
、
糊
Ⅶ
利
洲
引
【
神
随
】
念
し
坐
さ
く
と
勅
り
た
ま
ふ

…
…
（
十
四
詔
）

⑫
天
の
日
嗣
と
定
め
賜
ひ
儲
け
賜
へ
る
皇
太
子
の
位
に
謀
反
大
逆
の

人
の
子
を
治
め
賜
へ
れ
ば
、
卿
等
、
百
官
人
等
、
天
下
百
姓
の
念

へ
ら
ま
く
も
、
恥
し
、
か
た
じ
け
な
し
。
加
以
、
後
の
世
の
平
け

⑪
朕
は
拙
く
劣
く
在
れ
ど
も
、
親
王
等
を
始
め
て
王
等
・
臣
等
、
諸

の
天
皇
が
朝
庭
の
立
て
賜
へ
る
食
国
の
政
を
戴
き
持
ち
て
、
明

き
浄
き
心
を
以
て
誤
ち
落
と
す
こ
と
無
く
助
け
仕
へ
奉
る
に
依
り

こ
の
よ
う
に
「
神
な
が
ら
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
Ａ
歴
代
天
皇
に
よ

る
歴
史
を
回
顧
す
る
、
Ｂ
一
大
事
に
際
し
て
神
意
を
推
す
、
Ｃ
天
下
太
平

の
た
め
の
一
大
政
策
を
う
ち
だ
す
、
の
概
ね
三
つ
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
神
の
血
を
受
け
継
い
だ

最
高
権
力
者
で
あ
る
天
皇
に
し
か
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
行
動
が
と
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
Ａ
に
つ
い
て
、
天
皇
の
統
治
権
を
保
証
す
る
も
の
は

そ
の
血
統
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
歴
代
天
皇
の
治
世
を
回
顧
す
る
こ
と
は
自

ら
が
支
配
者
で
あ
る
こ
と
の
正
当
性
を
周
囲
に
顕
示
す
る
と
と
も
に
、
自

ら
も
再
確
認
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｂ
に
つ
い
て
も
、
天

つ
神
や
今
は
亡
き
歴
代
天
皇
の
神
意
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

神
の
血
を
ひ
い
た
天
皇
の
み
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
背
後
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
Ｃ
の
よ
う
な
天
下
太
平
の
た
め
の
大
政
策
の
決
定
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
最
高
権
力
者
な
ら
で
は
の
行
為
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
続
日
本

紀
宣
命
の
「
神
な
が
ら
」
は
、
極
め
て
形
式
化
さ
れ
た
構
文
で
用
い
ら
れ

て
は
い
る
が
、
天
皇
が
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
た
だ
言
い
添
え
る
修
飾

句
で
は
な
く
、
そ
の
時
ま
さ
に
天
皇
が
神
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を

と
っ
た
こ
と
を
表
す
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
が
ら
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
側
は
「
天
下
が
平
ら
け
く
安
け
く
」
あ

る
た
め
に
は
臣
下
の
者
達
の
「
明
き
浄
き
心
」
が
必
要
だ
と
述
べ
⑫
は

「
後
の
世
の
平
け
く
安
け
く
…
…
」
あ
る
た
め
に
は
罪
人
の
子
を
皇
太
子

に
つ
け
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
と
廃
太
子
を
決
断
、
⑫
の
廃
太
子
を
う
け

た
新
た
な
立
太
子
を
決
定
し
た
㈱
も
⑫
に
準
じ
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
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一
一
一
天
皇
以
外
に
用
い
ら
れ
た
く
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
続
日
本
紀
宣
命
に
見
え
る
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉

の
殆
ど
が
「
天
皇
、
神
な
が
ら
、
（
思
惟
内
容
）
と
思
ほ
し
ま
す
」
の
形

で
、
天
皇
が
神
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
っ
た
場
面
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
例
で
は
あ
る
が
、
宣
命
に
は
天
皇
以
外
の
行
動

に
用
い
ら
れ
た
く
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
が
あ
る
。
以
下
、
次
に
挙
げ
る
「
臣

な
が
ら
」
の
例
を
考
察
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
神
な
が
ら
」
と
同
等

の
働
き
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

⑭
㈱
…
今
裳
咋
足
嶋
謀
反
の
事
自
首
し
申
せ
り
。
勘
へ
問
ふ
に
、
申

す
事
は
年
を
渡
り
月
を
経
に
け
り
。
法
を
勘
ふ
る
に
、
足
嶋
も
罪

あ
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
年
を
渡
り
月
を
経
て
も
伽
帥
汁
洲
引
【
臣

余
何
と
自
首
し
申
せ
ら
く
を
勧
め
賜
ひ
冠
位
上
げ
賜
ひ
治
め
賜
は

く
と
宣
り
た
ま
ふ
天
皇
が
御
命
を
、
衆
聞
き
た
ま
へ
と
宣
ろ
。
辞

別
き
て
宣
り
た
ま
は
く
、
謀
反
の
事
に
預
り
て
隠
し
て
申
さ
ぬ

㈹
例
【
奴
】
等
、
粟
田
広
上
・
安
都
堅
石
女
は
法
の
随
に
斬
の
罪

に
行
ひ
賜
ふ
く
し
。
（
五
十
三
詔
）

剛
で
は
、
井
上
内
親
王
が
密
か
に
巫
露
に
よ
る
謀
反
を
実
行
し
て
い
た

こ
と
を
、
裳
咋
足
嶋
が
朝
廷
に
自
首
し
た
こ
と
に
対
し
て
「
臣
な
が
ら
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
事
件
は
す
で
に
年
月
を
経
て
い
る
と
あ
り
、
そ

の
間
謀
反
を
知
り
つ
つ
告
発
し
な
い
で
い
た
足
嶋
に
も
罪
は
あ
る
は
ず
だ

が
、
朝
廷
は
自
首
を
高
く
評
価
し
、
逆
に
足
嶋
の
官
位
を
上
げ
て
い
る
。

こ
の
「
臣
な
が
ら
」
の
働
き
を
考
え
る
あ
た
っ
て
、
【
臣
】
と
い
う
表
記

と
「
や
つ
こ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

続
日
本
紀
宣
命
に
［
臣
】
字
は
一
二
○
余
例
あ
る
が
、
多
く
が
「
大

臣
」
「
朝
臣
」
と
い
っ
た
熟
語
、
ま
た
「
勅
り
た
ま
ふ
命
を
、
親
王
・
諸

お
み
た
ち

王
・
諸
臣
【
諸
臣
】
・
百
官
人
等
、
天
下
公
民
、
衆
聞
き
た
ま
へ
」
の
よ

う
に
官
職
の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
、
オ
ミ
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
周
知
の

お
み

む
ら
じ

と
お
り
、
臣
は
天
武
朝
で
定
め
ら
れ
た
八
色
の
姓
の
一
つ
で
あ
り
、
連
と

並
ん
で
最
高
の
姓
で
あ
る
。
し
か
し
、
【
臣
】
字
は
姓
の
名
称
以
外
の
意

味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

㈹
⑰
天
下
の
人
誰
そ
君
の
臣
【
臣
］
に
在
ら
ず
あ
ら
む
。
心
浄
く

し
て
仕
へ
泰
ら
む
、
此
し
実
の
朕
が
臼
田
【
臣
】
に
は
在
ら
む
。

（
二
十
八
詔
）

㈱
夫
れ
臣
下
【
臣
下
】
と
云
ふ
物
は
君
に
随
ひ
て
浄
く
貞
か
に
明
き

心
を
以
て
君
を
助
け
護
り
、
対
ひ
て
元
礼
き
面
へ
り
元
く
後
に
は

諮
る
事
元
く
、
好
み
偽
り
諸
ひ
曲
が
れ
る
心
元
く
し
て
奉
侍
る
べ

き
物
に
在
り
。
（
四
十
四
詔
）

㈹
～
㈱
の
【
臣
・
臣
下
】
は
あ
る
特
定
の
身
分
の
名
称
で
は
な
く
、
家

来
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
【
臣
］
は
ヤ
ッ
コ
と
訓
ま
れ
る
。
ヤ
ッ
コ
は
元

は
「
家
」
＋
連
体
助
詞
「
つ
」
＋
「
子
」
で
あ
り
、
神
や
君
に
仕
え
る
者

の
意
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
㈹
～
㈱
に
あ
る
と
お
り
、
ヤ
ッ
コ
は

「
浄
く
」
「
明
き
」
心
で
仕
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
同
様
の
［
臣
】
は

上
代
の
他
の
文
献
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

剛
我
父
子
三
人
、
生
き
て
ま
し
し
と
き
に
事
へ
ま
つ
り
、
死
に
ま
す

と
き
に
殉
ひ
ま
つ
ら
ず
は
、
是
臣
【
臣
】
だ
に
も
あ
ら
ず
。
（
紀
・

安
康
）

㈱
は
大
草
香
皇
子
が
讓
言
に
よ
り
無
実
の
罪
で
殺
さ
れ
た
際
、
皇
子

に
仕
え
て
い
た
難
波
吉
師
日
香
蚊
親
子
が
三
人
と
も
殉
死
す
る
場
面
で
あ

や
つ
こ

ろ
。
こ
の
よ
う
に
「
臣
」
は
時
に
命
も
投
げ
出
す
ほ
ど
主
人
に
中
心
実
で
あ
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続日本紀宣命におけるく名詞一ナガラ〉
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
足
鴫
の
自
首
は
、
足
嶋
の
真

の
主
で
あ
る
天
皇
へ
の
忠
誠
で
あ
り
、
「
臣
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
行

動
で
あ
っ
た
と
宣
命
の
中
で
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
罪

が
あ
り
な
が
ら
も
官
位
を
上
げ
る
と
い
う
異
例
の
処
遇
が
と
お
る
の
で
あ

る
。
上
接
語
「
臣
」
に
相
応
し
た
行
動
が
と
ら
れ
て
い
る
点
で
、
天
皇
に

用
い
ら
れ
た
「
神
な
が
ら
」
と
同
等
の
働
き
が
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ヤ
ッ
コ
の
訓
表
記
に
は
【
臣
】
字
の
他
に
【
奴
】
字
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
続
日
本
紀
宣
命
に
【
奴
】
字
は
四
十
余
例
、
そ

の
う
ち
訓
で
用
い
ら
れ
た
も
の
が
二
十
例
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
を

次
に
挙
げ
る
。

帥
誰
し
の
奴
【
奴
】
か
朕
が
朝
を
背
き
て
然
為
る
人
の
一
人
も
在
ら

む
（
十
六
詔
）

剛
天
日
嗣
高
御
座
の
次
を
か
そ
び
奪
ひ
盗
ま
む
と
し
て
悪
し
く
逆
に

在
る
例
【
奴
】
久
奈
多
夫
礼
…
…
（
十
九
詔
）

㈹
逆
に
横
き
例
［
奴
］
仲
未
呂
い
詐
り
軒
め
る
心
を
以
て
兵
を
発
し

朝
廷
を
傾
け
動
か
さ
む
と
（
二
十
八
詔
）

㈹
例
愚
痴
に
在
る
㈱
例
【
奴
】
は
思
ひ
わ
く
事
も
無
く
し
て
、
人
の

不
当
く
元
礼
し
と
見
替
む
る
を
も
知
ら
ず
し
て
…
彼
ら
が
惑
へ
る

心
を
ぱ
教
へ
導
き
て
貞
し
く
浄
き
心
を
以
て
朝
廷
の
棚
卸
側
【
御

奴
】
と
奉
仕
ら
し
め
む
（
三
十
五
詔
）

㈱
㈱
復
清
麿
等
は
奉
侍
れ
る
胴
刎
【
奴
］
と
念
し
て
こ
そ
姓
も
賜
ひ

て
治
め
給
ひ
て
し
か
、
今
は
職
き
悶
蜘
【
奴
】
と
し
て
退
け
給
ふ

に
（
四
十
四
詔
）

一
見
し
て
分
か
る
と
お
り
、
【
奴
】
字
は
専
ら
非
難
や
侮
蔑
の
対
象
人

物
に
用
い
ら
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宣
命
が
発
さ
れ
る
時
点
で
の
評

価
が
反
映
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
㈱
例
は
謀
反
を
企
て
た
和
気
王
に
荷
担

し
た
者
達
の
罪
を
免
じ
今
後
を
戒
め
る
詔
で
あ
る
が
、
改
心
し
た
後
の
こ

と
を
述
べ
た
い
で
も
【
奴
】
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
㈱
㈱
は
八
幡
大
神

の
神
託
を
提
造
し
た
罪
に
問
わ
れ
た
清
麿
を
処
罰
す
る
詔
で
あ
る
が
、
姓

を
与
え
ら
れ
誠
実
に
仕
え
て
い
た
頃
を
回
想
し
て
い
る
㈱
に
お
い
て
も
、

清
麿
は
【
奴
］
字
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヤ
ッ
コ
に
は
【
臣
］

字
と
【
奴
］
字
を
使
い
分
け
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
、
少
な
く
と
も
非
難
の

対
象
に
【
臣
］
字
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
同
じ
ヤ
ッ
コ
で
あ
っ
て
も
、

足
嶋
に
は
【
臣
】
が
用
い
ら
れ
、
処
罰
さ
れ
る
粟
田
広
士
と
安
都
堅
石
女

に
は
⑮
【
奴
】
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
使
い
分
け
の
反
映
で

あ
ろ
う
。

貴
人
や
畏
敬
の
対
象
以
外
の
も
の
に
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
を
用
い
た
例

は
古
事
記
に
も
見
え
る
。

剛
奴
に
有
れ
ば
、
刎
剛
［
引
凶
【
随
奴
］
覚
ら
ず
て
、
過
ち
作
り
し
は

甚
畏
し
。
（
記
・
雄
略
）

㈹
は
志
幾
の
大
県
主
の
家
が
天
皇
の
御
舎
に
似
せ
て
造
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
腹
を
た
て
た
雄
略
天
皇
が
、
大
県
主
の
家
を
焼
き
払
お
う
と
し
た
時

に
、
大
県
主
が
天
皇
に
許
し
を
請
う
場
面
で
あ
る
。
岩
波
日
本
古
典
文
学

大
系
が
頭
注
で
「
卑
し
い
や
つ
こ
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
卑
し
い
や
つ
こ

相
応
に
気
づ
き
ま
せ
ん
で
、
過
っ
て
造
り
ま
し
た
」
と
注
し
た
と
お
り
、

こ
の
「
奴
な
が
ら
」
は
天
皇
の
御
殿
に
自
宅
を
似
せ
て
つ
く
る
と
い
う
愚

行
が
、
卑
し
い
者
な
ら
で
は
の
愚
行
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
非
難
や
侮
蔑
の
対
象
で
あ
る
【
奴
】
に
相
応
し
た
愚
か
な
行

為
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
、
や
は
り
「
神
な
が
ら
」
「
臣
な
が
ら
」
と

同
じ
働
き
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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四
お
わ
り
に

続
日
本
紀
宣
命
に
お
け
る
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
は
、
上
接
語
で
あ
る

〈
名
詞
〉
に
相
応
し
た
行
動
が
と
ら
れ
た
場
面
で
用
い
ら
れ
る
。
「
神
な

が
ら
」
は
天
皇
が
神
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
っ
た
場
面
で
専
ら

用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
他
「
臣
な
が
ら
」
、
ま
た
同
じ
ヤ
ッ
コ
ナ
ガ
ラ

で
も
表
記
の
異
な
る
古
事
記
の
「
奴
な
が
ら
」
に
お
い
て
も
、
忠
誠
で
あ

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
【
臣
】
侮
蔑
の
対
象
で
あ
る
【
奴
】
に
、
そ
れ

ぞ
れ
相
応
し
た
行
動
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
〈
名
詞
‐
ナ
ガ

ラ
〉
は
宣
命
の
中
で
統
一
的
な
働
き
を
も
っ
て
お
り
、
他
の
上
代
文
献
に

も
同
じ
働
き
を
す
る
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
記
か
ら
は
、
続
日
本
紀
宣
命
に
お
い
て
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
の
ナ

ガ
ラ
が
さ
ら
に
接
辞
化
を
強
め
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
既
述
の
よ

う
に
、
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
は
元
は
〈
名
詞
十
連
体
助
詞
ナ
＋
名
詞
カ
ラ
〉

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
る
の
だ
が
、
宣
命
の
「
神
な
が
ら
」
は
「
神
随
」
「
随

神
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
専
ら
【
随
】
字
が
用
い
ら
れ
て
〈
連

体
助
詞
ナ
＋
名
詞
カ
ラ
〉
と
し
て
表
記
さ
れ
た
例
は
な
い
。
【
神
奈
我
と

の
表
記
で
は
ナ
ガ
ラ
部
分
が
小
書
き
さ
れ
て
お
り
、
カ
ラ
を
名
詞
す
な
わ

ち
自
立
語
と
し
て
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
り

わ
け
、
十
三
詔
に
数
例
見
ら
れ
る
⑬
【
神
奈
我
良
】
と
い
う
表
記
は
注
目

さ
れ
る
。
こ
れ
は
筆
記
者
が
「
神
な
が
ら
」
を
「
神
十
ナ
ガ
＋
ラ
」
と
誤

っ
て
分
析
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
異
分
析
は
万
葉
集
の

表
記
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
続
日
本
紀
宣
命
に
お
い
て
、
〈
名
詞
‐
ナ
ガ

ラ
〉
の
成
り
立
ち
は
す
で
に
相
当
失
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ナ
ガ

ラ
で
ひ
と
ま
と
ま
り
の
付
属
語
と
し
て
、
一
段
と
接
辞
化
が
進
ん
で
い
る

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
上
代
の
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
は
接
辞
化
を
は

じ
め
て
は
い
た
も
の
の
、
ま
だ
中
古
と
は
異
な
る
上
代
特
有
の
段
階
に
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
の
調
査
の
結
果
、
そ
う
し
た
上
代
特
有
の
段

階
に
続
日
本
紀
宣
命
の
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
も
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
上
代
の
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
の
機

能
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
機
能
を
持
ち
得
た
の

か
に
つ
い
て
は
、
上
代
の
〈
名
詞
‐
ナ
ガ
ラ
〉
や
名
詞
カ
ラ
の
用
例
全
体

を
見
渡
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

（
注
）

＊
｜
本
文
や
歌
番
号
の
引
用
は
、
続
日
本
紀
宣
命
…
新
日
本
古
典
大
系

『
続
日
本
紀
』
岩
波
書
店
二
九
八
九
）
、
万
葉
集
…
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
『
万
葉
集
』
小
学
館
（
一
九
九
四
）
、
日
本
書
紀
…
日
本

古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
二
九
六
七
）
、
古
今
集
…
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』
小
学
館
二
九
九
四
）
、
に
従
う
。

本
稿
で
「
宣
命
」
と
用
い
た
場
合
は
続
日
本
紀
宣
命
を
指
し
、
書

名
は
添
え
ず
に
第
十
三
詔
を
（
十
三
詔
）
と
表
す
。
万
葉
集
は
、
巻

五
・
八
四
六
番
を
（
５
八
四
一
○
と
表
す
。

＊
二
連
用
名
詞
法
を
別
に
す
れ
ば
、
一
般
に
活
用
語
の
連
用
形
に
連
体

助
詞
が
続
く
こ
と
は
な
い
。
石
垣
謙
二
（
一
九
五
五
「
助
詞
「
か

ら
」
の
通
時
的
考
察
」
『
助
詞
の
歴
史
的
研
究
己
は
「
「
な
が
ら
」

の
う
け
る
連
用
形
は
充
分
に
述
定
力
を
有
し
」
、
い
わ
ゆ
る
連
用
名

詞
法
と
は
別
箇
の
性
質
で
あ
る
と
論
じ
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
。

（
む
ら
し
ま
ざ
ち
こ
・
博
士
課
程
三
年
）
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