
古事記撰録の過程について１

古
事
記
成
立
に
関
し
て
、
宣
長
以
来
数
多
く
の
学
者
に
よ
り
、
様
々
の
角
度

か
ら
、
様
々
の
考
察
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
而
し
て
未
だ
定
見
を
み
ぬ
と
は
言

い
な
が
ら
、
戦
後
の
諸
論
考
の
示
す
所
は
、
ほ
ぼ
一
つ
の
方
向
に
固
っ
て
き
た

よ
う
で
あ
る
。
小
稿
は
そ
れ
ら
既
に
試
み
ら
れ
た
多
く
の
考
察
を
手
が
か
り

に
、
な
お
取
り
残
さ
れ
て
い
る
問
題
を
、
古
事
記
序
文
よ
り
考
え
て
み
よ
う
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
序
文
が
示
す
古
事
記
成
立
に
関
し
、
太
安
万
侶
が
担
当
し
た
部

分
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
⑳

Ｉ
「
稗
田
阿
礼
の
詞
む
所
の
勅
語
の
旧
辞
」
を
撰
録
す
る
た
め
、
「
子
細

に
採
り
擬
」
っ
た
こ
と

Ⅱ
し
か
し
そ
れ
は
、
「
上
古
の
時
、
言
意
並
び
に
朴
に
し
て
、
文
を
敷
き

句
を
構
ふ
る
こ
と
、
字
に
お
き
て
即
ち
難
し
。
已
に
訓
に
因
り
て
述
べ

た
る
は
、
詞
心
に
逮
ば
ず
、
全
く
音
を
以
ち
て
連
ね
た
る
は
、
事
の
趣

更
に
長
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
の
撰
録
の
場
合
、
「
一

句
の
中
に
、
音
訓
を
交
へ
用
ゐ
」
た
り
、
「
一
事
の
内
に
、
全
く
訓
を

古
事
記
撰
録
の
過
程
に
つ

以
ち
て
録
し
」
た
り
し
た
こ
と

Ⅲ
更
に
、
語
に
関
し
て
は
、
「
辞
理
の
見
え
厄
き
は
、
注
を
も
ち
て
明
か
に

し
、
意
況
の
解
り
易
き
は
、
更
に
注
せ
ず
」
記
定
し
た
こ
と

Ⅳ
ま
た
、
「
姓
に
於
き
て
は
日
下
を
玖
沙
訶
と
謂
ひ
、
名
に
於
き
て
帯
の
字

も
と

を
多
羅
斯
と
謂
ふ
」
よ
う
な
言
葉
は
、
「
本
の
随
に
改
め
」
な
か
つ
た
こ

と

Ｖ
而
し
て
全
体
の
構
成
は
、
「
天
地
開
關
よ
り
始
め
て
、
小
治
田
の
御
世
に

詑
る
」
も
の
で
、
「
丼
せ
て
三
巻
」
に
記
し
た
こ
と

Ⅵ
序
文
即
ち
上
表
文
を
草
し
た
こ
と

以
上
が
、
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
よ
り
、
翌
五
年
正
月
廿
八
日
ま
で
の
四
ケ

月
に
安
万
侶
が
な
し
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
宣
長
が
「
い
と
か
く
速
な
り
し
」

と
述
べ
た
様
に
、
わ
ず
か
四
ケ
月
に
し
て
は
、
実
に
多
岐
多
量
な
仕
事
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
応
こ
の
順
序
に
従
い
、
任
意
に
疑
問
点
を
取
り
上
げ
て

みたい。

＊

い
て

松

田

幸
早
一



元
明
天
皇
の
古
事
記
撰
録
の
詔
は
、
安
万
侶
に
お
い
て
次
の
如
く
理
解
さ
れ

２
た
。

焉
に
、
旧
辞
の
誤
り
杵
へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
謬
り
錨
れ
る
を
正
さ
む

と
し
て
、
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
を
以
ち
て
、
臣
安
万
侶
に
詔
り
し
て
、

稗
田
阿
礼
の
詞
む
所
の
勅
語
の
旧
辞
を
撰
録
し
て
献
上
ら
し
む
と
い
へ
れ

ば
、
謹
み
て
詔
旨
の
随
に
、
子
細
に
採
り
擬
ひ
ぬ
。

こ
の
一
文
に
は
か
な
り
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
「
旧
辞
の
誤
り
件
へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
謬
り
錯
れ
る
を
正

さ
む
と
し
て
」
と
い
う
、
元
明
天
皇
の
撰
録
意
図
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は

花前文の、「諸家のもたる帝紀及び本辞、既に正実に違ひ、多く虚偽を

も胸加ふ」という、天武天皇の古事記撰録意図を承けたものであること

程
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
天
武
、
元
明
両
天
皇
の
企
図
の
一
致
を
示
す
も
の
で

蝿もある。
鯛ところで、元明天皇としては、天武天皇との同趣旨を、何故ここ

記
で
再
び
繰
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

鵠安万侶が、形式的修辞の繰返しを為したものでないとすれば、こ

れ
は
当
然
、
当
時
の
状
態
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ

ば
、
「
阿
礼
の
詞
む
所
の
勅
語
の
旧
辞
」
は
、
天
武
期
以
来
一
般
に
は
受
け
容
れ

ら
れ
ず
、
空
し
く
二
十
五
年
ば
か
り
の
年
月
が
過
ぎ
た
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て

今
突
然
、
撰
録
の
急
務
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
わ
ず
か
四
ケ
月
の
短
日

月
で
献
上
さ
れ
た
こ
と
を
み
て
も
分
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
天
武
天
皇
が
少
く
と

も
数
年
を
費
し
て
尚
で
き
得
な
か
っ
た
古
事
記
が
、
二
十
五
年
の
空
白
の
後
、

突
如
と
し
て
で
き
上
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
事
の
裏
に
は
い
か
な
る
事
情
が

ひ
そ
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
安
万
侶
と
し
て
は
、
か
か
る
重
大
事
と
す
べ

き
古
事
記
撰
録
を
、
な
ぜ
わ
ず
か
四
カ
月
の
月
日
で
記
定
し
終
え
て
し
ま
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

宣
長
が
「
た
ぎ
か
の
阿
礼
が
語
の
ま
ま
を
録
せ
る
の
み
に
て
、
新
為
を
加
ふ

る
こ
と
の
な
か
り
し
が
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
」
と
述
べ
た
の
も
一
理
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
諸
研
究
は
必
ず
し
も
こ
の
宣
長
の
説
を
認
め
て
は
い

な
い
。
む
し
ろ
安
万
侶
で
な
け
れ
ば
で
き
得
な
い
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
序
文
が
記
す
四
カ
月
に
あ
ま
り
拘
泥
す
べ
き
で
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
後
に
ま
た
触
れ
た
い
。

。

◎

さ
て
も
う
一
つ
は
、
「
稗
田
阿
礼
の
詞
む
所
の
勅
語
の
旧
辞
」
で
あ
る
。
こ

◎

Ｏ

の
「
勅
語
」
が
、
前
文
「
即
ち
阿
礼
に
勅
語
し
て
、
帝
皇
日
継
及
び
先
代
旧
辞

を
謂
み
習
は
し
め
た
ま
ひ
き
」
を
承
け
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
如
く
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
合
の
「
勅
語
」
で
あ
り
、
し
か
も
詔
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
安
万
侶
の
文
章
で
あ
る
点
を
留
意
す
れ
ば
、
「
勅
語
」
な
る
語
は
、

元
明
天
皇
の
言
葉
と
い
う
よ
り
安
万
侶
の
そ
れ
と
解
し
た
方
が
よ
り
適
切
で
あ

る
。
こ
の
「
勅
語
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
万
侶
が
自
己
の
編
纂
態

度を明らかにした、とされる太田善麿氏の見解鋸諦頤嘩錘檸謬は、全

面
的
に
首
肯
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
後
文
の
「
子
細
採
撫
」
で
あ
る
が
、
「
採
撫
」
と
は
取
り
拾
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
実
上
安
万
侶
一
個
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
一
方
で
は
「
勅
語
」
と
し
て
編
纂
者
の
私
意
を
認
め
な
い
態
度
を
標
傍

し
た
安
万
侶
が
、
他
方
で
は
「
子
細
採
撫
」
と
い
う
彼
自
身
の
位
置
を
述
べ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
は
、
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
「
勅
語
」

と
い
う
防
波
堤
の
蔭
で
、
安
万
侶
が
自
由
に
「
採
無
」
し
た
も
の
か
、
「
勅
語
旧

辞
」
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
「
採
擴
」
し
た
も
の
か
、
二
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
子
細
採
撫
-
一
と
言
い
得
た
安
万
侶
の
位

置
は
必
ず
し
も
「
勅
語
」
意
識
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る



余
裕
を
感
ぜ
し
め
る
。
つ
ま
り
、
安
万
侶
の
為
事
は
単
な
る
記
定
だ
け
で
は
な

く
、
「
採
擴
」
と
言
い
得
る
状
態
の
何
も
の
か
を
も
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る

のである。

＊

Ⅱ
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
上
古
の
時
」
な
る
一
文
は
、
謂
わ
ぱ
安
万
侶
の
表

記
史
観
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
彼
が
我
が
国
の
国
語
文
字
表
記
問
題
に
少

な
か
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た
事
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
か
な
り
早
く
か
ら
、
古
事
記
記
定
以
前
か
ら
、
か
か
る
問
題
に
携

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
「
音
訓
を
交
へ
用
ゐ
」
「
全
く
訓
を
以
ち
て
録
」

ぱすという、古事記において劃期的成果と言われる方法が、決して短

画期日のものでもなく、まして安万侶が古事記撰録にあたって初めて

程
知
り
得
た
所
の
感
想
で
も
な
い
点
よ
り
し
て
、
認
め
得
る
の
で
あ
る
。

蝿そしてこの事が、実は安万侶をして、古事記撰録の任に当らしめ

鯛た最大の理由ではなかったか。何が故に安万侶がここに選ばれたか

記
と
言
え
ば
、
彼
の
国
語
文
字
問
題
に
関
す
る
学
識
を
も
っ
て
、
そ
の
第
一
の
理

櫛由とする以外に考えようがない。天武期以来、撰録記定の事は最も

待
ち
望
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
阿
礼
の
登
用
も
安
万
侶
如
き
人
物
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
為
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
待
た
れ
た
筆
録
者
と

し
て
こ
こ
に
安
万
侶
が
存
在
す
る
と
い
う
事
は
、
彼
の
学
識
、
能
力
を
推
測
す

る
に
充
分
な
材
料
で
あ
る
事
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

而
し
て
、
「
勅
語
」
と
「
採
擬
」
を
明
示
し
得
た
所
に
は
、
単
に
能
筆
者
と
し

て
の
安
万
侶
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
我
が
国
神
話
旧
辞
伝
承
に
関
し

て
も
亦
、
か
な
り
の
学
識
を
有
し
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

３
か
。
和
銅
四
年
九
月
以
降
の
四
ヵ
月
の
み
が
、
安
万
侶
の
編
纂
従
事
期
間
で
な

か
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
こ
こ
で
も
可
能
で
あ
る
。

＊

Ⅲ
に
示
さ
れ
た
「
注
」
の
問
題
は
複
雑
で
あ
る
。
「
注
」
が
細
字
割
註
を
指

し
、
安
万
侶
に
よ
っ
て
念
入
り
に
表
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
安
万
侶
に
よ
り
新
し
く
付
さ
れ
た
も
の
か
、
以
前
か
ら
あ
っ
た
も

の
か
、
を
見
分
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

「
注
」
を
分
類
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

ａ

音

註

約

三

○

四

件

ｂ

訓

註

〃

四

二

件

ｃ
神
人
名
数
註
（
柱
註
）
〃
一
○
○
件

．

氏

族

出

自

註

〃

七

二

件

ｅ
そ
の
他
（
説
明
補
足
註
・
崩
年
註
な
ど
）
〃
五
六
件

も
ち
ろ
ん
伝
写
の
間
に
、
本
文
と
相
互
出
入
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る

が
、
一
応
今
日
の
校
定
本
に
従
っ
て
拾
っ
て
み
た
。
数
え
方
の
問
題
も
あ
る
の

で
約
と
し
た
が
、
と
も
か
く
上
中
下
三
巻
に
亘
り
約
五
七
四
件
を
数
え
る
こ
と

ができる。

と
こ
ろ
で
、
ｄ
と
ｅ
に
分
類
し
た
も
の
は
、
「
辞
理
の
見
え
厄
き
」
と
い
う
安

万
侶
の
意
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
（
も
ち
ろ
ん
例
外
は
あ
る
）
、
ま
た
柱

註
も
か
な
り
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
安
万
侶
が
序
文
に
こ
と
わ
っ

た
「
注
」
問
題
は
、
全
体
の
六
割
以
上
を
占
め
る
音
註
並
び
に
訓
註
に
関
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

既
に
多
く
の
論
者
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
序
文
が
「
因
訓
述
者
」
と

「
以
音
連
者
」
と
二
様
に
書
き
分
け
て
い
る
の
は
、
か
か
る
表
記
様
式
が
そ
れ

ま
で
に
別
々
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
り
、
｜
-
是
以
今
」
以
下
に
こ
そ
安
万
侶
独
自

の
表
記
様
式
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
栄
あ
る
撰
録
者

と
し
て
の
安
万
侶
が
、
一
大
決
心
を
も
っ
て
決
定
し
た
新
表
記
で
あ
る
か
ら
こ



そ
、
必
要
以
上
の
「
注
」
を
付
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

４
「
音
」
の
み
に
よ
る
表
記
、
例
え
ば
歌
謡
に
一
カ
所
も
音
註
が
見
ら
れ
な
い
事

か
ら
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
既
に
使
用
さ
れ
て
い
た
表
記
法
で
あ
り
、
表
記
の
上

か
ら
は
「
新
し
く
」
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
、
訓
註
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
音
」
に
で
き
な
い
文
字

０

○

でありｌ例えば高責凧騨涯〕とあるものを、高阿麻原と表

記
す
れ
ば
、
も
は
や
こ
の
語
感
は
喪
失
す
る
の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
か
か
る

語
で
あ
る
ｌ
、
註
の
半
数
を
占
め
る
音
註
に
こ
そ
、
安
万
侶
の
情
熱
が
そ
そ

が
れ
て
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

脈この様な註が付された事には、そうしなければ正しく把握されな

仰いであろうという当時の状態と、文体の新しさを示すと共に、同時

程
期
の
関
心
と
要
求
が
、
中
国
風
の
漢
文
体
で
は
な
く
、
我
が
国
の
文
体
の
確
立

蝿にあったという国内情勢をも窺うことができる。繰返しになるが、

録
そ
の
様
な
状
況
の
下
に
あ
っ
て
、
僅
々
四
カ
月
で
も
っ
て
安
万
侶
が
撰
録
の
宜

淑を果したと考える事はいかがのものであろうか。それ以前の彼を想

櫛定しなければならぬのではないだろうか。

さ
て
、
新
文
体
の
た
め
の
安
万
侶
の
努
力
が
奈
辺
に
在
っ
た
か
を
見
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
様
に
彼
が
情
熱
を
か
た
む
け
た
根
底
に
は
、
阿
礼
の
存
在
が
あ

っ
た
か
ら
と
言
え
よ
う
ｃ
そ
し
て
阿
礼
の
詞
習
が
安
万
侶
の
表
記
を
決
定
さ
せ

た
と
い
う
事
の
中
に
は
、
そ
れ
が
、
天
武
天
皇
の
意
図
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
ら

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
三
者
に
連
な
る
問
題
、
そ
れ
は
八
よ
み
Ｖ
で
あ
っ
た
と
思
わ

れる。も
し
天
武
天
皇
が
八
よ
み
Ｖ
以
上
に
「
記
定
」
を
重
視
し
、
そ
こ
に
権
威
を

持
た
そ
う
と
考
え
て
い
た
な
ら
、
、
阿
礼
の
登
用
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

撰
録
の
こ
と
は
天
皇
崩
御
の
た
め
果
し
得
な
か
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
し
か
し
記
定
の
前
に
阿
礼
の
登
用
が
あ
る
の
を
ど
の
様
に
解
す
べ
き
で
あ

ろう。そ
こ
に
、
安
万
侶
が
「
勅
語
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
具
体
的
な
形
の
一
つ
を
窺

。

◎

う
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
。
八
よ
み
Ｖ
に
よ
っ
て
「
削
偽
定
実
一
の
一
形
体

を
推
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
天
武
天
皇

と
阿
礼
と
を
結
ぶ
線
は
、
八
よ
み
Ｖ
の
問
題
に
連
な
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
八
よ
み
Ｖ
を
重
大
な
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
た
所
に
、

安
万
侶
の
文
体
が
あ
る
の
で
あ
り
、
「
勅
語
」
と
呼
ん
だ
も
の
が
あ
っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。

同
じ
く
註
の
問
題
で
今
一
つ
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
柱
註
に
関
す
る
も
の

である。
例えば、何が故に〔棒〕などと割註する必要があったのであろ

う
。
そ
れ
ら
の
後
文
に
は
、
大
体
の
場
合
「
井
何
柱
」
と
総
数
が
本
文
に
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
計
算
の
便
宜
の
た
め
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
幾
柱
も
あ
れ
ば
別
だ
が
、
た
っ
た
一
柱
な
ど
、
眼
で
数
え
れ
ば
充
分
で
あ

プｏ◎
一
-
一
柱
」
と
註
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
二
柱
に
な
っ
て
は
困

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
一
族
な
り
、
あ
る
権
力
者
に
よ
っ
て
、
突

然
中
央
系
譜
に
某
命
が
某
氏
の
祖
と
し
て
書
き
込
ま
れ
る
事
の
予
防
の
為
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
「
諸
家
の
も
た
る
帝
紀
及
び
本
辞
」
は

こ
れ
ま
で
こ
の
様
に
し
て
「
正
実
に
違
ひ
、
多
く
虚
偽
を
加
」
え
ら
れ
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。

諸
氏
の
出
自
が
一
応
定
着
さ
れ
る
と
同
時
に
、
系
譜
そ
の
も
の
も
定
着
さ
れ

る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
「
一
柱
」
と
註
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
潜
む
の



で
あ
る
。
か
く
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
諸
氏
の
出
自
を
決
定
し
た
後
、
こ
の
決
定

を
な
し
た
と
同
一
人
物
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
充
分
う
な

ず
か
れ
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
人
物
こ
そ
天
武
天
皇
そ
の
人
で
あ
っ
た
ろ

う
。
畢
寛
こ
れ
も
安
万
侶
に
よ
っ
て
「
勅
語
」
と
意
識
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
で

あ
り
、
阿
礼
に
よ
っ
て
厳
格
に
保
持
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な

い。而
し
て
更
に
重
要
な
の
は
、
か
か
る
柱
註
が
、
ど
の
様
に
し
て
阿
礼
よ
り
安

万
侶
へ
伝
え
ら
れ
、
何
ゆ
え
安
万
侶
が
細
字
割
註
と
し
て
記
定
し
た
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
古
事
記
が
、
物
語
と
し
て
韻
律
を
つ
け
て
語
ら
れ
た
も
の
で

てあるとすれば、この註はきわめて厄介なものであったろう。これは

Ｉ
Ｖ

Ｏ

０

０

つ
今
日
の
多
く
の
論
者
が
推
定
さ
れ
る
如
く
、
阿
礼
詞
習
本
の
存
在
を
認
め
な
け

こ濁
れ
ば
解
け
な
い
問
題
と
考
え
る
。

過

＊

の蝿八よみＶにおける厳密性と、記事定着の厳密性とを、安万侶の註

も
と

記
よ
り
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
Ⅳ
に
挙
げ
た
「
本
の
随
に
改
め
ず
」
と
い
う
部
分

櫛は前述の阿礼講習本の存在を認める一句のようである・神田秀夫氏

は
「
何
か
書
い
た
物
」
と
さ
れ
、
小
島
憲
之
氏
も
、
阿
礼
と
安
万
侶
の
間
に

「台本」のあったことを論証されている愈靴旧鉾軽誕鉾雪

さ
て
、
序
文
に
よ
れ
ば
、
更
に
別
本
の
存
在
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
思
わ
れ
る
。

序
文
が
記
す
神
武
天
皇
の
事
跡
の
中
に
、
「
鯉
を
列
ね
て
賊
を
擬
ひ
」
と
い
う

一
句
が
あ
る
が
、
実
は
記
紀
両
書
に
見
ら
れ
な
い
伝
承
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
言

わ
れ
て
い
る
処
で
あ
る
。
宣
長
以
来
こ
の
一
句
は
好
意
的
解
釈
が
与
え
ら
れ
、

５
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
序
文
の
「
縮
古
事
記
」
が
あ
る
意
識
の
も

と
に
統
一
さ
れ
、
分
類
さ
れ
て
い
る
点
を
考
え
れ
ば
、
簡
単
に
見
逃
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
今
そ
の
部
分
を
抽
き
出
し
て
お
く
。

神
倭
天
皇
、
秋
津
嶋
に
経
歴
し
た
ま
ひ
き
。
化
熊
川
を
出
で
て
、
天
劒
を

高
倉
に
猿
、
生
尾
径
を
遮
り
て
、
大
烏
吉
野
に
導
き
き
。
傷
を
列
ね
て
賊

を
懐
ひ
、
歌
を
間
き
て
仇
を
伏
は
し
め
き
。

こ
れ
は
四
六
餅
麗
体
で
あ
る
た
め
、
か
な
り
安
万
侶
の
修
辞
的
用
法
が
施
さ

れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
「
化
熊
川
を
出
で
て
」
と
い
う
一
句
は
、
川
か
ら
出

た
と
い
う
事
は
本
文
に
見
え
ず
、
何
に
拠
っ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
し
、
「
天

劒
を
高
倉
に
稚
」
も
、
天
劒
と
い
う
用
例
は
本
文
に
な
く
、
横
刀
・
大
刀
・
刀

・劒等が見られるだけの上に、「高倉下雌轡とあって、高倉という難

し
い
省
略
形
を
な
し
て
い
る
。
又
「
生
尾
径
を
遮
り
て
」
も
「
遮
径
」
の
具
体

的
事
実
を
本
文
は
示
し
て
い
な
い
。
更
に
「
列
傑
撰
賊
」
は
前
述
の
如
く
で
あ

る
。
先
に
も
言
う
様
に
こ
れ
ら
は
単
に
修
辞
上
の
問
題
と
み
な
す
も
の
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
別
資
料
と
し
て
の
一
本
を
想
定
す
る
こ
と
も
亦
充
分
可
能

なのである。

そ
れ
が
い
か
な
る
種
の
も
の
か
、
全
く
分
ら
な
い
が
、
阿
礼
詞
習
本
Ｉ
台

本
ｌ
で
な
か
っ
た
事
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
お
そ
ら
く
は
正
統
な
漢
文
で

記
録
さ
れ
、
安
万
侶
が
最
も
身
近
に
置
い
て
い
た
資
料
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
「
縮
古
事
記
」
と
し
て
、
序
文
に
混
入
し
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

普
通
の
場
合
、
序
文
は
本
文
を
草
し
了
っ
て
か
ら
記
さ
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
、
ま
し
て
上
表
文
で
あ
れ
ば
、
疑
い
な
く
本
文
完
成
後
に
で
き
上
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
古
事
記
序
文
も
又
そ
の
記
す
年
月
日
か
ら
そ
う
断
じ
て
よ
い
。
本

文
記
定
の
激
務
を
終
え
た
安
万
侶
が
、
そ
の
最
後
に
序
文
を
書
き
上
げ
た
。
し

か
も
そ
れ
は
中
国
流
の
上
表
文
形
式
を
踏
襲
し
た
、
筆
者
の
精
魂
こ
め
た
格
調

高
い
四
六
餅
腿
文
で
あ
る
。
何
篇
か
の
手
本
と
す
べ
き
中
国
上
表
文
を
机
上
に



置
き
、
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
序
文
解
釈
に
指
摘
さ
れ
た
出
典
に
よ
り

６
充
分
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

同
じ
く
、
彼
が
「
縮
古
事
記
」
と
し
て
参
照
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。

八
よ
み
Ｖ
を
忠
実
に
記
定
し
た
古
事
記
本
文
で
あ
っ
た
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ

ば
一
旦
日
本
風
に
直
し
た
も
の
を
再
び
漢
文
体
に
戻
し
た
事
と
な
り
、
そ
れ
に

し
て
は
あ
ま
り
に
本
文
と
か
け
離
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
本
文
よ
り
も
つ
と
直

接
的
な
漢
文
体
の
資
料
が
、
参
考
に
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
列
侭
撰
賊
」
が
神
武
天
皇
の
事
跡
と
し
て
、
本
文
に
は
な
く
、
序
文
に
見

ら
れ
る
と
い
う
事
は
、
こ
う
し
た
文
字
に
よ
る
別
資
料
の
存
在
の
濃
厚
な
こ
と

ｒを示唆するものと言えよう。

６つ
古
事
記
の
成
立
に
は
、
こ
の
様
な
八
影
Ｖ
が
あ
る
。
そ
う
し
た
記
録
資
料
の

こ潤八影Ｖは更に、安万侶の古事記編纂を、記定撰録のみに限定せず、

蝿討駿にも参加していたのではないか、という予想を抱かせるのであ

録
る
。
和
銅
四
年
九
月
以
前
の
安
万
侶
は
、
こ
の
様
な
資
料
を
容
易
に
手
に
取
り

蛾得る状態にあったと考えられることを指摘しておきたい。

一三口事

＊

古

天
武
十
年
二
月
二
十
五
日
、
書
紀
の
記
す
所
に
よ
れ
ば
、
天
武
天
皇
は
、
皇

后
と
共
に
大
極
殿
に
、
諸
王
諸
臣
を
召
し
、
次
の
如
く
申
し
伝
え
た
。

「
朕
、
今
更
に
律
令
を
定
め
法
式
を
改
め
む
と
欲
ふ
。
故
、
倶
に
こ
の
事
を

修
め
よ
。
然
れ
ど
も
頓
に
こ
の
務
を
就
さ
ば
、
公
の
事
閾
く
る
こ
と
あ
ら
む
。

人
を
分
ち
て
行
ふ
く
し
」
。

同
じ
日
、
草
壁
皇
子
を
皇
太
子
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
天
武
十
年
が
、

天
武
治
政
の
大
き
な
転
機
で
あ
り
、
即
位
後
十
年
の
胎
動
を
経
た
、
政
策
完
成

期
の
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
論
考
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
律
令
制
定

と
い
う
段
階
は
、
こ
れ
ま
で
の
努
力
、
方
向
、
成
果
の
正
し
さ
の
認
識
判
断
の

後
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
天
皇
が
全
精
力
を
注
い
で
こ
の
制
定
に
当
ろ
う
と
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
の
詔
文
か
ら
も
、
同
日
の
皇
太
子
任
命
か
ら
も
窺

え
る
所
で
あ
る
。
天
皇
自
身
が
、
律
令
制
定
に
専
念
し
得
る
体
制
に
身
を
お
こ

う
と
し
た
事
は
、
軽
々
し
く
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
新
し
い
気
運
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
二
十
日
あ
ま
り
の
後
、

天
武
十
年
三
月
十
七
日
、
「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」
の
記
定
が
始
め
ら
れ
る
の
で
あ

る。こ
の
二
者
の
期
日
の
接
近
は
重
大
で
あ
る
。

「
帝
紀
及
上
古
諸
事
」
の
記
定
の
目
的
は
、
紀
本
文
か
ら
は
定
か
に
分
ら
な

い
。
し
か
し
、
律
令
制
定
途
上
に
始
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二
事
業

が
同
一
線
上
に
在
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ほ
と
ん

ど
同
時
に
歩
み
出
し
た
こ
の
二
つ
は
、
む
し
ろ
そ
の
志
向
す
る
処
を
一
つ
に
し

た
、
表
裏
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

し
か
も
、
こ
の
記
定
事
業
が
古
事
記
撰
録
の
端
緒
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
現
古

事
記
の
構
成
と
内
容
か
ら
も
、
前
掲
の
事
情
か
ら
も
、
承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
記
定
事
業
が
、
十
三
年
以
後
の
賜
姓
を
目
あ
て
に
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
事
も
、
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
古
事
記
制
定
の
目
的
を
、
こ
の
天
武
賜
姓
に
限
る
こ
と
は
必
ず
し

も
正
し
く
な
い
。
論
者
の
中
に
は
「
運
移
世
異
、
未
行
其
事
実
」
の
理
由
と
し

て
、
諸
氏
の
出
自
の
不
完
全
さ
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
障
害
と
な
っ
た
と
さ
れ

る
方
も
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
十
三
年
以
降
の
あ
の
大
量
の
賜
姓
が
、
と
も
か
く
も
為
さ
れ
、
そ
れ

に
対
す
る
反
動
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
諸
氏
に
と
っ
て
は
有
利
な

賜
姓
と
考
え
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
古
事
記
不
成
立
を
も
っ
て
、

反
動
的
現
象
と
み
な
す
こ
と
は
肯
け
な
い
。



古
事
記
記
定
が
志
向
し
て
い
る
も
の
は
、
単
な
る
氏
族
出
自
の
根
拠
で
あ

り
、
そ
の
た
め
の
権
威
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
序
文
が
記
す
如
く
、
天
武
天

皇
が
そ
の
撰
録
に
あ
た
り
希
求
し
た
も
の
は
、
「
邦
家
之
経
緯
、
王
化
之
鴻
基
」

の
確
立
に
あ
っ
た
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
古
事
記
が
、
一
つ
の
統

一
を
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貫
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
事
実
は
、
前
述
の
如
き

直
接
的
利
害
を
越
え
た
所
の
目
的
に
向
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

律
令
が
不
変
の
国
家
体
制
を
規
制
し
て
ゆ
く
と
す
る
な
ら
、
古
事
記
は
内
面

か
ら
の
国
家
理
念
の
確
立
と
普
遍
を
求
め
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め

に
、
氏
々
の
出
自
と
い
う
関
心
の
下
に
、
「
邦
家
之
経
緯
、
王
化
之
鴻
基
」
が
包

冗みこまれて提出されたものと言えよう。そこに、阿礼でなければな

↓つ
ら
な
か
っ
た
、
古
伝
承
を
語
る
に
絶
対
的
権
威
を
持
つ
、
猿
女
氏
の
後
喬
稗
田

こ潤阿礼でなければならなかった理由の一つがある。でなければ、帝紀

蝿旧辞の合一の必要も、阿礼登用の必要もない。従来どおり漢文体で

鯛資料として記定しておけばよいのである。敢えて漢文体を破棄した

、

、

記
所
に
、
普
遍
の
問
題
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
か
か
る
目
的
の
た
め
（
安

揮万侶如き人物の得られないままであろうか）、阿礼が調習させられた

も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
天
武
期
に
古
事
記
全
体
が
今
日
の
如
く
討
藪
さ
れ

終
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
軽
々
し
く
断
ず
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
序
文
の

「
其
事
」
の
解
釈
も
定
見
を
み
な
い
が
、
天
皇
崩
御
に
よ
り
途
中
で
中
断
さ
れ

た
も
の
と
考
え
た
方
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
目
的
の
た
め
、
諸
氏
の
伝
承
は
か
な
り
自
由
に
取
捨
選

択
改
変
さ
れ
た
と
思
わ
れ
（
例
え
ば
物
部
氏
の
そ
れ
を
、
書
紀
と
比
べ
て
み
て

も
明
瞭
で
あ
ろ
う
）
、
そ
の
方
向
は
太
田
善
麿
氏
に
よ
れ
ば
「
二
元
統
一
観
」

７罰読電とされるが、おそらく古事記において初めてとられた方

法
、
観
想
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
が
独
自
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
、
統
一
の
理
念
が
熾
烈
に
要
求
さ
れ
て
い
た
事
が
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
八
よ
み
Ｖ
の
古
事
記
が
重
要
性
を
帯
び
て
来
る
の
で
あ

り
、
安
万
侶
の
「
勅
語
」
意
識
に
直
結
す
る
点
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
い
得
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
を
全
面
的
に
継
承
し
た
安
万
侶
に
し
て
は
じ
め
て
、
あ

の
文
体
の
確
立
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

＊

序
文
に
よ
れ
ば
、
天
武
期
よ
り
元
明
期
ま
で
、
こ
の
事
業
は
姿
を
消
し
て
い

プ（》Ｏそ
れ
に
つ
け
て
も
疑
問
な
の
は
、
壬
申
の
乱
以
後
絶
え
ず
身
辺
に
あ
っ
て
、

天
武
天
皇
を
助
け
た
皇
后
、
つ
ま
り
持
統
天
皇
は
こ
の
事
業
を
継
承
し
な
か
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。

持
統
三
年
六
月
二
十
九
日
、
諸
司
に
令
一
部
二
十
二
巻
を
班
っ
た
と
書
紀
は

記
す
。
こ
れ
は
天
武
十
年
に
着
手
さ
れ
た
飛
烏
浄
御
原
令
の
公
布
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
、
草
壁
皇
子
の
死
と
、
翌
四
年
の
持
統
即
位
の
間
に
在
る
こ
と
は
興
味

深
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
諸
事
情
か
ら
即
位
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
持

統
天
皇
が
、
そ
の
政
治
の
方
向
を
、
天
武
天
皇
の
政
策
の
継
承
に
求
め
た
こ
と

は
、
多
く
の
例
に
よ
っ
て
指
摘
で
き
る
し
、
何
よ
り
即
位
そ
れ
自
体
が
示
し
て

い
る
所
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
持
統
五
年
八
月
十
三
日
、
十
八
氏
に
纂
記
を
提
出
さ
せ
た

こ
と
は
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
。

従
来
こ
の
記
事
は
、
日
本
書
紀
編
纂
に
連
な
る
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。
と

す
れ
ば
持
統
天
皇
が
書
紀
編
纂
を
志
し
た
か
、
も
し
く
は
天
武
天
皇
の
事
業
の

継
承
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
武
天
皇
が
結
局
古
事
記
撰
録
を
な
し

得
な
か
っ
た
事
に
つ
い
て
は
、
数
々
の
論
述
の
あ
る
所
だ
が
、
し
か
し
古
事
記

不
成
立
を
も
っ
て
、
天
武
期
に
害
紀
編
纂
の
端
緒
を
求
め
る
こ
と
は
行
過
ぎ
で



は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
時
集
め
ら
れ
た
資
料
が
、
後
に
書
紀
の
為
使
用
さ
れ
る

８
と
い
う
事
は
考
え
ら
れ
て
も
、
両
書
は
構
成
及
内
容
が
全
く
異
る
の
で
あ
り
、

古
事
記
が
で
き
な
か
っ
た
ら
書
紀
を
、
と
天
武
天
皇
が
考
え
直
し
た
と
す
る
こ

と
は
い
か
が
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
天
武
天
皇
と
し
て
は
、
古
事
記
を
放

棄
し
た
訳
で
は
な
く
、
阿
礼
を
相
手
に
「
謂
習
」
を
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
一
方
、
持
統
天
皇
は
天
武
天
皇
の
傍
に
あ
っ
て
、
撰
録
の
過
程
を
つ
ぶ

さ
に
見
て
き
た
に
相
違
な
い
。
又
何
ら
か
の
形
で
こ
れ
に
参
加
し
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
天
武
天
皇
の
古
事
記
撰
録
を
知
ら
な
か
っ
た
訳
で
は

な
く
、
ま
し
て
、
今
そ
れ
を
黙
視
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り

冗新しい書紀編纂を試みたと考えるには、根拠が稀薄すぎよう。

↓旧持統天皇の古事記参加を、古事記神話の構成の中から導き出そう

程
と
さ
れ
る
論
者
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
と
し
て
、
五
年
の
記
事
を
書
紀
の
そ
れ

蝿と見ることは、上述の如く当を得ないものであろう。

鯛侍統天皇の庶幾したものも亦、天武天皇同様古事記的なものであ

記
っ
た
筈
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
国
家
統
一
理
念
と
し
て
の
古
事
記
で
あ
っ
た

蝉と考えねばならない。そしてそれは、書紀の如く、「一書日」といっ

た
、
中
立
的
客
観
的
な
表
現
・
性
格
・
思
想
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
と
言
え

よ
う
。
更
に
天
武
期
の
古
事
記
記
定
事
業
の
発
足
事
情
を
考
え
れ
ば
、
今
持
統

天
皇
が
令
公
布
の
後
、
間
な
く
し
て
か
か
る
動
き
に
出
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
く
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
持
統
期
に
も
ま
た
古
事
記
撰
録
に
対
し
て
、
あ

る
動
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
古
事
記
伝
承
の
中

に
は
、
持
統
期
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
様
な
も
の
も
一
二
あ
る
の
で
あ
り
、
天
武

期
よ
り
元
明
期
ま
で
、
阿
礼
の
口
に
の
こ
る
だ
け
と
解
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に

序
文
の
表
面
に
と
ら
わ
れ
た
見
解
で
は
な
か
ろ
う
か
。

両
朝
を
結
ぶ
二
十
五
年
の
線
上
に
は
》
い
く
つ
か
の
点
が
存
在
し
た
筈
で
あ

る
。
既
に
、
阿
礼
調
習
本
が
太
く
両
端
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
尚
そ
こ
に
は

天
武
天
皇
か
ら
持
統
天
皇
へ
、
国
家
統
一
理
念
の
確
立
と
い
う
線
が
つ
ら
な
る

こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
ま
た
、
何
度
も
推
定
し
て
き
た

が
、
和
銅
四
年
九
月
以
前
へ
、
安
万
侶
の
討
巌
、
も
し
く
は
撰
録
業
務
が
線
を

の
ば
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

＊

安
万
侶
が
記
し
た
上
表
文
の
中
で
、
四
天
皇
の
事
跡
に
関
し
て
一
つ
の
問
題

がある。
安
万
侶
が
神
武
天
皇
よ
り
推
古
天
皇
に
至
る
三
十
三
代
の
中
よ
り
、
崇
神
・

仁
徳
・
成
務
・
允
恭
の
四
天
皇
を
抽
出
し
た
事
は
、
彼
の
古
事
記
観
も
し
く
は

国
家
観
を
窺
う
に
充
分
な
材
料
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
事
は
今
こ
こ
で
は
触
れ

る
紙
数
も
な
い
が
、
と
に
か
く
こ
れ
だ
け
で
も
、
安
万
侶
が
我
が
国
の
過
去
の

伝
承
に
対
し
、
歴
史
に
対
し
、
深
い
造
詣
を
も
っ
て
い
た
事
を
証
し
得
る
と
思

われる。
と
こ
ろ
で
、
成
務
、
允
恭
両
天
皇
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
本
来
の
順
序

か
ら
す
れ
ば
、
崇
神
、
成
務
、
仁
徳
、
允
恭
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
成

務
と
仁
徳
が
入
れ
か
わ
り
、
崇
神
、
仁
徳
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
、
成
務
、
允
恭
の
ブ

ロ
ッ
ク
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
講
義
の
如
く
、
前
者
を
政
治
の
実
質
と
し
、

後
者
を
治
国
の
大
綱
と
す
る
の
が
妥
当
な
見
解
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
う
い
う

分
け
方
を
な
し
た
安
万
侶
の
意
識
で
あ
る
。
序
文
の
修
辞
用
法
を
み
る
と
、
賢

后
・
聖
帝
、
近
淡
海
・
遠
飛
烏
の
対
句
が
使
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
何
か
の
手

が
か
り
に
な
ら
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
か
く
見
て
く
る
と
、
書
紀
で
は
実
は
成

務
、
允
恭
二
天
皇
の
宮
所
は
伝
え
が
な
い
と
い
う
事
実
に
逢
着
す
る
。
書
紀
に

見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
は
、
少
く
と
も
奈
良
朝
初
期
に
は
不
明
で
あ
っ
た
と
考



え
て
よ
い
の
で
あ
り
、
何
故
序
文
が
こ
の
二
天
皇
を
示
す
に
、
不
明
確
な
宮
所

を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。

而
し
て
、
成
務
、
允
恭
が
組
み
合
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
地
名
と
少
な
か
ら
ず

関
係
が
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
安
万
侶
と
し
て
は
、
そ
れ
程
ま

で
に
し
て
地
名
、
近
淡
海
と
遠
飛
烏
に
固
執
し
た
の
で
あ
る
。
両
地
名
の
近
・

遠
は
む
し
ろ
修
辞
用
法
的
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
の
両
地
が
、
天
智
、
天
武

両
天
皇
の
都
し
た
地
で
あ
る
事
を
知
る
な
ら
ば
、
単
な
る
偶
然
か
ら
書
き
記
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
智
は
元
明
の
父
で
あ
り
、

天
武
は
元
明
の
夫
草
壁
皇
子
の
父
で
あ
る
と
い
う
関
係
も
あ
る
。

淀かくして、安万侶がこの成務、允恭両天皇に托して、天智天武両

６つ
天
皇
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
得
る
な
ら
、
「
定
境
開
邦
」
は
大
化
改
新
詔
の

こ掴主要な問題であり、「正姓撰氏」は天武十三年賜姓の問題を指すと言

蝿い得てくるのである。天智天武の治政の中心が、ここに安万侶によ

録
っ
て
か
く
把
握
さ
れ
、
歴
史
の
中
へ
塗
り
込
め
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き

蹴る。この問題は今一度稿を改めて考えてみるつもりであるが、如上

一三回蝉の推定が成り立つとすれば、ここにも亦、あの四カ月以前に、我が

国
歴
史
を
学
ん
で
い
た
安
万
侶
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
何
か
古
事

記
的
な
も
の
の
編
纂
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
因
子
が
あ
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
任
意
に
過
ぎ
た
が
、
序
文
よ
り
考
え
得
る
問
題
の
幾
つ
か
を
拾
い
つ

つ
、
古
事
記
成
立
の
点
と
線
を
追
っ
て
み
た
。
も
と
よ
り
ま
だ
ま
だ
検
討
を
要

す
る
問
題
ば
か
り
で
あ
る
が
、
別
の
機
会
に
期
し
た
い
。
（
三
七
・
五
・
二
七
）

９

古
代
文
学
研
究
に
お
け
る
今
日
の
焦
点
と
欠
点

（郵送による討論）

前
野
貞
男
・
青
木
生
子
・
太
田
善
麿
・
伊
原
昭
・
尾
崎
暢
狭

谷
馨
・
鴻
巣
隼
雄

古

代

歌

謡

の

一

考

察

戸

谷

高

明

ｌ
一
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
い
で
な
む
」
Ｉ

伝
詞
の
作
家
た
ち

人

麿

歌

集

の

筆

録

者

森

淳

司

ｌ
-
助
詞
「
丹
一
の
表
記
を
中
心
と
し
て
Ｉ

人
麻
呂
歌
集
に
お
け
る
用
字
の
一
特
性

「
山
吹
の
花
」
雑
感

日
本
書
紀
成
立
に
お
け
る
氏
族
的
傾
斜
の
一
影
賀
古
明

古
代
文
学
Ｉ

阿
蘇
瑞
枝

中

西

進

町
方
和
夫


