
｢古事記』にとっての倭建命

「
古
事
記
』
に
お
い
て
、
天
孫
や
天
皇
の
支
配
が
描
か
れ
る
と
き
、
「
言

葉
」
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
「
み
こ
と
も
ち
」
「
こ
と
よ
す
」
と
と
も
に
、

そ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
記
し
て
い
る
の
は
、
「
こ
と
む
け
（
言
向
こ
と
い

う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
な
く
、
『
古
事
記
』

に
の
み
十
一
例
あ
る
。
葦
原
中
国
平
定
段
と
、
景
行
記
に
集
中
し
、
国
土

拡
大
を
示
す
と
き
に
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
。
青
木
周
平
は
ヨ
言
」
の
帰

属
は
、
平
定
の
主
体
に
あ
る
」
と
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
相
手
を
説
得
す
る

（１）

方
法
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
野
志
隆
光
は
、
「
服
属
を
誓
う

「
言
」
を
こ
ち
ら
に
向
け
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
、
そ
う
い
う
形
で
向
き

（２）

従
わ
せ
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
服
属
の
言
葉
を
相
手
に
言
わ
せ
る
こ
と
が

「
言
向
」
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
弓
み
こ
と
も
ち
』
て
「
こ
と
む
け
』

る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
れ
ら
を
受
け
た
森
昌
文
は
昌
言
』
を
ど
ち

ら
か
一
方
に
固
定
化
す
る
と
ら
え
方
は
正
し
い
と
は
言
え
な
い
」
と
双
方

（３）

を
対
象
に
し
た
語
彙
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
・
こ
の
指
摘
が
示
す
の
は
、

『
古
事
記
」
に
お
い
て
、
帰
順
す
る
側
も
帰
順
さ
せ
る
側
も
言
葉
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
の
が
天
下
を
治
め
る
理
想
的
な
あ
り
よ
う
だ
っ
た
と
言
う
こ

『
古
事
記
』
に
と
っ
て
の
倭
建
命

｜
問
題
の
所
在

Ｉ
「
言
葉
」
を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
Ｉ

と
で
あ
ろ
う
。
谷
口
雅
博
は
神
功
皇
后
の
新
羅
征
討
を
分
析
し
た
上
で
、

帰
順
と
は
「
言
葉
（
Ⅱ
託
宣
）
に
従
っ
て
祭
祀
を
行
い
、
言
葉
に
よ
っ
て

服
従
を
宣
誓
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
す
べ
て
言
葉
と
い
う
も
の
が
中
心
に

（４）

な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
『
古
事
記
」
の
根
本
理
念
と
し
て
言
葉
を
使

う
こ
と
が
帰
順
の
究
極
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
す
る
・
こ
れ
ら
の
研
究
は
、

「
古
事
記
』
に
お
い
て
、
天
皇
に
よ
る
支
配
が
武
力
で
は
な
く
、
「
言
葉
」

に
基
づ
く
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

一
方
、
『
古
事
記
』
の
中
で
、
倭
建
命
は
、
東
西
を
帰
順
さ
せ
、
天
皇

の
支
配
権
を
拡
大
し
て
い
く
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
倭
建
命
は
天
皇
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
天
皇
に
疎
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
倭
建
命
の

あ
り
方
も
「
言
葉
」
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
の

ではないか。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
倭
建
命
は
、
系
譜
上
の
不
自
然
さ
、
「
高

光
る
日
の
御
子
」
と
い
う
歌
謡
表
現
、
「
御
陵
」
「
幸
行
」
な
ど
天
皇
の

行
動
を
記
す
と
き
に
使
わ
れ
る
語
句
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
天
皇
に

匹
敵
す
る
表
現
で
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
古
事
記
』
の
元
に
な
る
伝
承

で
は
、
天
皇
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。
吉
井
巌
は
『
古
事
記
』
が

成
立
し
た
時
代
に
注
目
し
、
推
古
朝
か
ら
天
武
朝
に
か
け
て
、
大
王
制
が

稲
生

知
子
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｢古事記』にとっての倭建命

否
定
的
に
天
皇
制
に
再
編
成
さ
れ
る
歴
史
の
中
で
必
然
的
に
倭
建
命
の
死

（５）

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
・
そ
れ
を
受
け
て
、
西
條
勉
は
現
行
系

譜
を
批
判
し
、
先
行
系
譜
の
復
元
作
業
を
通
し
て
、
ワ
ヶ
系
の
王
統
譜
に

お
い
て
神
話
的
な
始
祖
で
あ
っ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
大
王
が
景
行
天
皇
の
皇

（６）

子
に
格
下
げ
に
な
っ
た
の
だ
と
す
る
・
倭
建
命
は
編
纂
時
の
時
代
的
状

況
か
ら
天
皇
と
し
て
描
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
倭
建
命
が
天
皇
で
な
い
こ
と
を
、
『
古
事
記
』
は
ど
の
よ
う
に

説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
古
事
記
』
が
天
皇
支
配
の
根

拠
を
「
言
葉
」
に
お
い
て
描
い
て
い
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
あ
き
ら
か

で
あ
る
。
倭
建
命
が
天
皇
と
し
て
記
さ
れ
な
い
理
由
も
「
言
葉
」
に
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
「
言
葉
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
通
し
て
、
『
古
事
記
』
が
倭
建

命
を
ど
う
描
こ
う
と
し
て
い
た
か
を
考
え
る
。
倭
建
命
が
言
葉
を
受
け
取

る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
か
、
天
皇
と
記
さ
れ
る

人
物
と
ど
の
よ
う
に
違
う
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
と
し
て

記
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
が
言
葉
を
受
け
取
る
力
が
な
か
っ
た
点
で
あ
る
こ

（７）

と
を
確
認
し
た
い
。

倭
建
命
は
、
最
初
か
ら
「
言
葉
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
起
こ
し
て
い
た
。

天
皇
の
命
令
を
受
け
取
れ
な
い
こ
と
が
西
征
の
命
令
の
き
っ
か
け
と
な
る

（８）

の
で
あ
る
。
小
碓
命
（
の
ち
の
倭
建
命
）
は
、
父
天
皇
の
命
で
兄
大
碓
命

に
「
朝
夕
の
大
御
食
」
に
出
る
よ
う
に
伝
え
る
・
そ
の
と
き
の
記
述
で
あ
る
。

天
皇
、
小
碓
命
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
何
し
か
も
汝
の
兄
は
、
朝

夕
の
大
御
食
に
蓼
出
來
ざ
る
。
專
ら
汝
凋
鬮
劉
剖
割
劃
。
」
と
の
り

二
倭
建
命
と
三
葉

天
皇
の
命
令
は
、
「
專
ら
汝
凋
鬮
劉
剖
鬮
団
」
（
專
汝
泥
疑
教
覺
）
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
泥
疑
」
と
は
、
「
ね
ん
ご
ろ
に
あ
る
動
作
を
く
り
返

（９）

し
つ
つ
い
た
わ
る
こ
と
」
を
さ
す
。
『
古
事
記
注
釈
』
で
も
「
ヤ
ク
ザ
仲

間
で
痛
め
つ
け
る
の
を
可
愛
が
る
と
い
い
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
「
い
た

め
つ
け
る
」
と
い
う
解
釈
も
可
能
な
語
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
天
皇
の
本

意
は
「
教
覺
」
に
あ
っ
た
。
小
碓
命
に
命
令
を
遂
行
し
た
か
ど
う
か
を
確

是
に
天
皇
、
其
の
御
子
の
建
く
荒
き
情
を
怪
み
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、

「
西
の
方
に
熊
曾
建
二
人
有
り
。
是
れ
伏
は
ず
禮
元
き
人
等
な
り
。
故
、

其
の
人
等
を
取
れ
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
遣
は
し
き
。
此
の
時
に
當
り
て
、

其
の
御
髪
を
額
に
結
ひ
た
ま
ひ
き
。
雨
に
小
碓
命
、
其
の
嬢
倭
比
寶
命

の
御
衣
御
裳
を
給
は
り
、
劒
を
御
懐
に
納
れ
て
幸
行
で
ま
し
き
。

（
天
皇
詔
小
碓
命
、
「
何
汝
兄
於
朝
夕
之
大
御
食
不
参
出
來
。
專
汝
泥
疑
教

覺
」
如
此
詔
以
後
。
至
干
五
日
。
猶
不
琴
出
。
爾
天
皇
問
賜
小
碓
命
。
「
何

汝
兄
久
不
蓼
出
。
若
有
未
読
乎
。
」
答
白
。
「
既
爲
泥
疑
也
。
」
又
詔
。
「
如

何
泥
疑
之
。
」
答
白
。
「
朝
曙
入
剛
之
時
。
持
捕
搭
批
而
、
引
闘
其
枝
、
裏

薦投棄。」

於
是
天
皇
、
憧
其
御
子
之
建
荒
之
情
而
詔
之
、
「
西
方
有
熊
曾
建
二
人
。

是
不
伏
元
禮
人
等
。
故
、
取
其
人
等
而
遣
・
」
當
此
之
時
、
其
御
髪
結
額
也
。

爾
小
碓
命
、
給
其
嬢
倭
比
寶
命
之
御
衣
御
裳
、
以
剣
納
干
御
懐
而
幸
行
。
）

た
ま
ひ
き
。
如
此
詔
り
た
ま
ひ
て
以
後
、
五
日
に
至
り
て
、
猶
参
出

ざ
り
き
。
爾
に
天
皇
、
小
碓
命
に
問
ひ
賜
ひ
し
ぐ
、
「
何
し
か
も
汝

ひたまへば、「既に榊緋餅。」と答へ白しき。又「如何にか

泥
疑
つ
る
。
」
と
詔
り
た
ま
へ
ぱ
、
答
へ
て
白
し
け
ら
く
、
「
朝
署
に

剛
に
入
り
し
時
、
待
ち
捕
へ
て
播
み
批
ぎ
て
、
其
の
枝
を
引
き
閾
き

て
、
薦
に
裏
み
て
投
げ
棄
て
っ
・
」
と
ま
を
し
き
。

の
兄
は
、
久
し
く
蓼
出
ざ
る
。
若
し
未
だ
諭
へ
ず
有
り
や
○」し」し」
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｢古事記』にとっての倭建命

認
す
る
と
き
も
、
「
若
し
未
だ
誼
へ
ず
有
り
や
」
（
若
有
未
諒
乎
）
と
尋
ね

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
命
令
「
泥
疑
教
覺
」
の
中
心
は
「
海
」

（Ⅷ）

の
意
味
と
重
な
る
部
分
、
す
な
わ
ち
、
言
葉
に
よ
っ
て
説
得
す
る
こ
と
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
小
碓
命
は
、
「
朝
署
に
町
に
入
り
し
時
、
待
ち
捕
へ

て
播
み
批
ぎ
て
、
其
の
枝
を
引
き
閥
き
て
、
薦
に
裏
み
て
投
げ
棄
て
つ
」

と
い
う
残
虐
な
行
動
に
変
換
し
て
し
ま
う
。
「
泥
疑
」
の
多
義
性
が
こ
の

よ
う
な
二
人
の
齪
嬬
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
多

義
性
だ
け
で
は
な
く
、
倭
建
命
自
体
の
問
題
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

「
泥
疑
」
と
と
も
に
、
「
教
擬
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
ミ
ス
リ
ー
ド
は

避
け
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
ミ
ス
リ
ー

ド
し
た
こ
と
は
、
言
葉
の
多
義
性
に
よ
る
齪
溌
だ
け
で
な
く
、
言
葉
を
一

部
分
し
か
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
小
碓
命
の
能
力
を
示
し
て
い
る
。

「
泥
疑
」
だ
け
を
受
け
取
り
、
兄
を
殺
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
の

言
葉
の
一
部
だ
け
し
か
受
け
取
っ
て
い
な
い
た
め
、
天
皇
の
真
意
を
読
み

違
え
て
し
ま
っ
た
。

倭
建
命
が
言
葉
を
受
け
取
れ
な
い
こ
と
は
、
天
皇
の
「
若
し
未
だ
誼

へ
ず
有
り
や
」
と
の
問
い
に
「
既
に
泥
疑
爲
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
。
「
語
へ
」
た
か
と
問
う
た
の
に
、
前
の
命
令
の
一
部
「
泥
疑
」

で
答
え
る
の
は
会
話
と
し
て
不
自
然
で
あ
る
。
対
し
て
天
皇
は
、
倭
建
命

の
「
既
に
泥
疑
爲
」
の
「
泥
疑
」
を
受
け
て
、
「
如
何
に
か
泥
疑
つ
る
。
」
（
如

何
泥
疑
之
）
と
尋
ね
る
。
相
手
の
言
葉
を
受
け
て
質
問
を
し
て
い
る
。
相

手
の
言
葉
を
言
葉
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
小
碓
は
そ
れ
が
出

来
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
天
皇
は
小
碓
命
の
「
建
く
荒
き
情
」
に
「
怪
」
の
感
情
を
持
つ

「
怪
」
は
「
古
事
記
」
に
五
例
あ
る
。
①
海
宮
訪
問
「
無
令
憧
畏
」
②

景
行
記
「
慢
其
御
子
之
建
荒
之
情
」
③
仲
哀
記
「
於
是
其
國
王
畏
恒
奏
言
」

④
履
中
記
「
還
憧
其
情
」
⑤
雄
略
記
「
天
皇
於
是
倒
倒
而
」
で
あ
り
、
「
憧

畏
」
と
し
て
使
わ
れ
る
三
例
、
「
怪
」
と
し
て
使
わ
れ
る
二
例
と
な
る
。

三
例
で
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
畏
」
は
「
敬
う
」
意
味
を
含
ん
で

（帽）
い
る
。
『
古
事
記
』
で
の
例
も
、
①
海
宮
訪
問
で
は
「
天
孫
」
を
地
上
に

送
る
役
割
を
言
い
つ
か
っ
た
一
尋
和
迩
に
、
配
慮
す
る
よ
う
命
じ
た
綿
津

（旧）

見
神
の
言
葉
、
③
仲
哀
記
は
天
皇
に
対
し
て
抱
く
新
羅
国
王
の
畏
敬
の
念
、

⑤
雄
略
記
の
例
は
雄
略
の
一
言
主
神
へ
の
畏
れ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
例
で
の
「
恒
」
は
「
畏
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
上
位
の
者
や
未
知
の
も
の
に
対
し
て
尊
重
の
気
持
ち
を
含
み
込
む
。

し
か
し
、
④
履
中
記
と
当
該
箇
所
で
は
「
憧
」
単
独
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、

上
の
者
に
対
す
る
感
情
で
は
な
く
、
下
の
者
へ
の
感
情
で
あ
る
。
④
で
は
、

主
人
で
あ
る
墨
江
中
王
を
殺
害
し
た
隼
人
曾
婆
訶
理
に
対
し
て
、
水
歯
別

命
が
抱
い
た
感
情
が
「
恒
」
で
あ
っ
た
。
当
該
箇
所
と
比
較
し
て
み
た
い
。

墨
江
中
王
が
難
波
で
履
中
天
皇
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
。
難
を
逃
れ
た

た
た
め
に
西
征
を
命
じ
る
。
研
究
史
に
お
い
て
は
、
「
建
く
荒
き
情
を
憧

み
て
」
は
小
碓
命
の
残
虐
性
、
凶
暴
性
を
疎
ま
し
く
思
っ
た
の
だ
と
解
釈

（Ⅲ）

さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
。
言
葉
を
受
け
取
れ
な
い
こ
と
、
言
葉
の
真
意
を
汲
み
取
れ
な
い
性

質
を
も
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
恒
」
の

用
例
に
よ
っ
て
、
天
皇
が
倭
建
命
の
何
を
恐
れ
、
な
ぜ
西
征
を
命
じ
た
の

か
を
考
え
て
な
お
し
て
み
た
い
。

三
天
皇
は
何
に
対
し
て
「
怪
」
の
情
を
持
っ
た
の
か
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天
皇
は
墨
江
中
王
と
同
じ
く
水
歯
別
命
が
自
分
を
殺
す
の
で
は
な
い
か
と

疑
い
、
そ
の
潔
白
を
証
明
さ
せ
る
た
め
墨
江
中
王
の
討
伐
を
命
じ
る
。
以

下
、
命
を
受
け
て
難
波
に
下
っ
た
と
き
の
記
述
で
あ
る
。

故
、
即
ち
難
波
に
還
り
下
り
て
、
墨
江
中
王
に
近
く
習
ふ
る
隼
人
、
名

は
曾
婆
加
里
を
欺
き
て
云
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
若
し
汝
、
吾
が
言
に
從

は
ば
、
吾
天
皇
と
爲
り
、
汝
を
大
臣
に
作
し
て
、
天
の
下
治
ら
し
め
さ

む
は
那
何
ぞ
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
曾
婆
訶
理
「
命
の
随
に
。
」
と
答

へ
白
し
き
。
爾
に
多
に
祗
を
其
の
隼
人
に
給
ひ
て
日
り
た
ま
ひ
し
く
、

「
然
ら
ば
湖
洞
週
を
殺
せ
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
是
に
曾
婆
訶
理
、
讃

か
に
司
洲
ヨ
の
剛
に
入
る
を
伺
ひ
て
、
矛
を
以
ち
て
刺
し
て
殺
し
き
。

水
歯
別
命
は
自
ら
が
手
を
下
す
の
で
は
な
く
、
墨
江
中
王
に
仕
え
る
隼

人
曾
婆
訶
理
を
利
用
す
る
。
「
大
臣
」
の
位
を
ち
ら
つ
か
せ
、
主
君
の
殺

害
を
そ
そ
の
か
す
の
で
あ
る
。
曾
婆
訶
理
は
、
そ
の
命
に
従
い
、
墨
江
中

王
を
剛
で
、
殺
害
す
る
の
で
あ
っ
た
。
水
歯
別
命
の
言
を
実
行
し
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
曾
婆
訶
理
の
「
情
」
に
対
し
て
水
歯
別
命
は
「
怪
」

を
抱
く
。
そ
れ
は
「
己
が
王
」
す
な
わ
ち
、
主
君
を
刺
し
殺
し
た
こ
と
へ

の
感
情
で
あ
っ
た
。
そ
の
感
情
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

故
、
曾
婆
訶
理
を
率
て
倭
に
上
り
幸
で
ま
し
し
時
、
大
坂
の
山
口
に

到
り
て
以
爲
ほ
し
け
ら
く
、
曾
婆
訶
理
、
吾
が
爲
に
は
大
き
功
有
れ

正
身
を
減
し
て
む
と
お
も
ほ
し
き
。

「
己
が
君
」
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
主
人
を
殺
す
行
動
は
「
義
」
に
反
し

て
い
る
。
「
其
の
情
こ
そ
慢
け
れ
」
と
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
人
に
仕
え
る

還
り
て
其
の
情
こ
そ
慢
け

功
に
妻
い
い
は
、
信
無
し
と
謂
ひ
つ
く
し
。

ど
も
、
既
に

か
。
．
□
極
正
れ
義
よ
ら
ず

叩
ひ
つ
く
し
。
既
伺
剣
刎
伺
詞
月
剛
剛
矧

。
故
、
其
の
功
に
報
ゆ
れ
ど
も
、
其
の

。
然
れ
ど
も
其
の

以
爲
ひ
き
。
爾
に
其
の
隼
人
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
今
日
大
臣
と

同
。
封
剰
淵
倒
矧
削
剥
刺
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
共
に
飲
み
た
ま
ふ

時
に
、
面
を
隠
す
大
鋺
に
、
其
の
進
む
る
酒
を
盛
り
き
。
是
に
王
子

先
に
飲
み
た
ま
ひ
て
、
隼
人
後
に
飲
み
き
◎
故
、
其
の
隼
人
飲
む
時

に
、
大
鋺
面
を
覆
ひ
き
。
爾
に
席
の
下
に
置
き
し
劒
を
取
り
出
し
て
、

其
の
隼
人
の
頚
を
斬
り
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
明
日
上
り
幸
で
ま
し
き
。

水
歯
別
命
は
倭
に
入
る
前
に
「
假
宮
を
造
り
」
、
「
豐
樂
」
を
し
、
「
百

官
を
し
て
拝
ま
し
め
」
、
曾
婆
訶
理
を
「
志
遂
げ
ぬ
」
と
喜
ば
せ
、
さ
ら
に
、

殺
す
直
前
に
は
、
「
同
じ
蓋
の
酒
」
を
飲
む
。
曾
婆
訶
理
へ
の
約
束
を
一

時
的
に
き
ち
ん
と
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
行
動
を
し
た
と
記
す

こ
と
で
、
水
歯
別
命
は
『
古
事
記
」
の
論
理
に
反
し
な
い
。
し
か
し
、
「
義
」

と
き
に
「
義
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
場
合
は
「
恒
」
の
情
を

抱
か
れ
る
。
そ
の
結
果
、
「
其
の
功
に
報
ゆ
れ
ど
も
、
其
の
正
身
を
減
し

て
む
と
お
も
ほ
し
き
」
、
す
な
わ
ち
、
曾
婆
訶
理
に
対
し
て
、
功
績
に
は

報
い
て
大
臣
の
位
を
与
え
る
が
、
「
正
身
」
を
滅
ぼ
す
。
「
大
鋺
」
で
面
が

隠
れ
て
い
る
間
に
曾
婆
訶
理
を
剣
で
刺
し
殺
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
同
で
墨
江
中
王
を
殺
害
す
る
の
も
、
水
歯
別
命
が
曾
婆
訶
理

を
刺
し
殺
す
の
も
だ
ま
し
討
ち
で
あ
る
。
水
歯
別
命
の
行
動
も
曾
婆
訶
理

と
同
様
に
好
ま
し
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
を
打
ち
消
す
よ
う
に
、

「
古
事
記
』
は
、
曾
婆
訶
理
と
水
歯
別
命
の
違
い
を
入
念
に
記
述
す
る
。

是
を
以
ち
て
曾
婆
訶
理
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
今
日
は
此
問
に
留

ま
り
て
、
先
づ
大
臣
の
位
を
給
ひ
て
、
明
日
上
り
幸
で
ま
さ
む
・
」

と
の
り
た
ま
ひ
て
、
其
の
山
口
に
留
ま
り
て
、
即
ち
假
宮
を
造
り
て
、

忽
か
に
豐
樂
爲
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
其
の
隼
人
に
刈
田
同
胤
聞
劉
瑚
洲
、

百
官
を
し
て
拝
ま
し
め
た
ま
ふ
に、隼人歓喜びて、封謝樹Ⅵ剛と
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に
反
し
た
ま
ま
の
曾
婆
訶
理
は
排
除
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
水
歯
別
命
と
曾
婆
訶
理
の
対
比
は
、
「
怪
」
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
感
情
を
は
っ
き
り
と
示
す
。
義
と
そ
の
重
要
性
を
理
解
し
な
い

残
虐
さ
を
恐
れ
る
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
が
小
碓
命
に
も

（脚）

あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
説
話
と
の
類
似
は
示
し
て
い
る
。
天
皇
の
命
令
に

お
け
る
、
「
泥
疑
教
へ
覺
せ
」
と
の
発
言
を
ミ
ス
リ
ー
ド
し
、
残
虐
に
殺

害
し
、
そ
の
重
大
さ
を
理
解
し
な
い
こ
と
が
「
怪
」
の
原
因
で
あ
る
と
『
古

事
記
』
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
小
碓
命
は
、
熊
曾
建
と
対
時
し
、
見
事
勝
利
を
お
さ
め
る
。

天
皇
の
命
を
忠
実
に
実
行
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
こ
に
も
言
葉
を
め

ぐ
る
倭
建
命
の
問
題
点
が
あ
る
。

小
碓
命
は
、
鏡
の
御
衣
御
裳
を
つ
け
て
童
女
の
姿
と
な
り
、
宴
が
酌
に
な
っ

た
こ
ろ
を
見
計
ら
っ
て
、
「
劒
以
ち
て
其
の
胸
よ
り
刺
し
通
し
」
、
弟
建
を
「
追

ひ
て
其
の
室
の
椅
の
本
に
至
り
て
、
其
の
背
皮
を
取
り
て
、
劒
を
尻
よ
り

刺
し
通
し
た
ま
ひ
き
」
と
す
る
。
偽
り
に
よ
っ
て
相
手
を
だ
ま
し
う
ち
に

す
る
方
法
で
あ
る
。
死
ぬ
間
際
の
熊
曾
建
と
の
会
話
が
注
目
さ
れ
る
。

爾
に
其
の
熊
曾
建
白
言
し
つ
ら
く
、
「
其
の
刀
を
な
動
か
し
た
ま
ひ

そ
。
僕
白
言
す
こ
と
有
り
。
」
と
ま
を
し
き
。
爾
に
暫
し
許
し
て
押

し
伏
せ
た
ま
ひ
き
。
是
に
「
汝
命
は
誰
ぞ
。
」
と
白
言
し
き
。
爾
に

詔
り
た
ま
ひ
つ
ら
く
、
「
吾
は
纒
向
の
日
代
宮
に
坐
し
ま
し
て
、
大

八
島
國
知
ら
し
め
す
、
大
帯
日
子
槻
斯
呂
和
氣
天
皇
の
御
子
、
名
は

可１割国淵荊矧荊判刈と詔りたまひて遣はせり。」とのりたま

倭
男
具
那
王
ぞ
。

四
西
征
と
言
葉》

、

人
、
伏
は
、
禮
無
し
と

是
の
事
白
し
詑
へ
つ
れ
ば
、
即
ち
熟
菰
の
如
振
り
折
ち
て
殺
し
た
ま

ひ
き
。
故
、
其
の
時
よ
り
御
名
を
穂
へ
て
、
倭
建
命
と
謂
ふ
。

（
爾
其
熊
曾
建
白
言
、
「
莫
動
其
刀
。
僕
有
白
言
。
爾
暫
許
押
伏
。
」
於

是
白
言
「
汝
命
者
誰
。
」
「
爾
詔
吾
者
坐
纏
向
之
日
代
宮
、
所
知
大
八
嶋
國
、

大
帯
日
子
浪
斯
呂
和
氣
天
皇
之
御
子
、
名
倭
男
具
那
王
者
也
。
意
禮
熊

曾
建
二
人
、
不
伏
無
禮
聞
看
而
、
取
殺
意
禮
詔
而
遣
。
」
爾
其
熊
曾
建

白
「
信
然
也
。
於
西
方
除
吾
二
人
、
無
建
強
人
。
然
於
大
倭
國
、
益
吾

二
人
而
、
建
男
者
坐
祁
理
。
是
以
吾
献
御
名
。
自
今
以
後
。
應
禰
倭
建

御
子
。
」
是
事
白
詑
、
即
如
熟
瓜
振
折
而
殺
也
・
）

熊
曾
建
に
小
碓
命
は
名
乗
っ
た
後
に
、
「
意
禮
熊
曾
建
二
人
、
伏
は
ず

禮
無
し
と
聞
し
看
し
て
、
意
禮
を
取
殺
れ
」
と
い
う
天
皇
の
命
令
を
開
示

す
る
。
こ
れ
は
、
西
征
前
の
天
皇
の
命
「
西
の
方
に
熊
曾
建
二
人
有
り
。

是
れ
伏
は
ず
禮
元
き
人
等
な
り
。
故
、
其
の
人
等
を
取
れ
」
を
違
え
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
違
は
、
「
意
禮
」
と
い
う
二
人
称
が
加
え
ら

れ
る
こ
と
、
用
字
に
お
い
て
「
取
」
が
「
取
殺
」
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

だ
け
で
あ
る
。
天
皇
の
命
令
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
「
殺
」
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
誤
差
の
範
鴫
な
の
だ
ろ
う
か
。

天
皇
の
命
は
、
そ
の
一
字
一
句
を
正
確
に
受
け
取
り
、
正
確
に
伝
達

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
養
老
律
令
』
「
職
制
律
」
に
お
い
て
は
「
凡

そ
上
書
、
若
し
く
は
奏
事
に
し
て
、
誤
て
ら
ば
、
答
五
十
。
口
に
誤
て
ら

ば
、
二
等
減
ぜ
よ
。
」
（
凡
上
書
若
奏
事
而
誤
、
答
五
十
。
口
誤
、
減
二
等
。

口
誤
不
失
事
者
勿
論
）
と
い
う
。
「
誤
」
は
分
注
に
よ
る
と
「
誤
と
い
ふ

ひ
き
。
爾
に
其
の
熊
曾
建
白
し
つ
ら
く
、
「
信
に
然
な
ら
む
。
西
の

方
に
吾
二
人
を
除
き
て
、
園
ｄ
判
割
引
Ｎ
綱
ｕ
・
然
る
に
大
倭
國
に
、

吾
二
人
に
益
り
て
建
き
男
は
坐
し
丹
附
も
旦
篭
尚
学
ち
て
吾
御
劉
翻

ら
む
。
今
よ
り
後
は
、
倭
建
御
子
と
穂
ふ
く
し
。
」
と
ま
を
し
き
。

-１０５-



｢古事記」にとっての倭建命

東
征
前
の
天
皇
の
命
令
を
め
ぐ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
天
皇
の

命
令
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

爾
に
天
皇
、
亦
頻
き
て
倭
建
命
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
東
の
方

は
、
謂
は
く
、
文
字
を
脱
乗
し
、
及
び
錯
失
せ
る
を
い
ふ
」
（
誤
。
乗
文

字
。
及
錯
失
者
。
）
と
あ
る
。
一
字
一
句
も
違
え
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
、

（旧）

実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
天
皇
の
言
葉
で
あ
る
。
『
古
事
記
』

に
お
い
て
も
、
命
令
を
言
葉
通
り
に
表
現
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
示
す
。

例
え
ば
、
天
孫
降
臨
の
場
面
で
、
天
若
日
子
が
復
奏
し
な
い
理
由
を
問
う

た
め
に
命
令
を
下
す
場
面
が
あ
る
。
天
照
大
御
神
、
高
御
産
巣
日
神
は
「
汝

行
き
て
天
若
日
子
に
問
は
む
状
は
、
「
汝
を
葦
原
中
國
に
使
は
せ
る
所
以

は
、
其
の
國
の
荒
振
る
神
等
を
、
言
趣
け
和
せ
と
な
り
。
何
に
か
八
年
に

至
る
ま
で
復
奏
さ
ざ
る
。
』
と
と
へ
・
」
と
鳴
女
に
命
じ
る
。
そ
れ
を
受
け

た
鳴
女
は
「
委
曲
に
天
っ
神
の
詔
り
た
ま
ひ
し
命
の
如
」
く
さ
え
ず
る
。

「
詔
」
を
受
け
て
そ
れ
を
実
行
す
る
と
き
、
「
委
曲
」
も
そ
の
ま
ま
に
伝

え
、
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
小
碓
命
は
天
皇
の
命
令
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
「
殺
」

と
い
う
字
を
記
す
こ
と
で
、
小
碓
命
が
命
令
の
一
部
し
か
受
け
取
る
こ
と

（旧）

が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
記
し
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
熊
曾
か
ら
倭
へ
上
る
途
中
、
出
雲
建
命
を
殺
す
と
い
う
行
動
も

天
皇
の
命
令
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
天
皇
は
「
熊
曾
建
二
人
」
を
討
つ
こ

と
だ
け
を
命
令
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
天
皇
の
命
令
に
あ
る
昌
西
の
方
』

の
「
建
』
を
『
取
れ
』
」
だ
け
を
受
け
取
っ
た
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

言
葉
を
受
け
取
る
と
い
う
点
が
欠
け
て
い
る
と
こ
こ
で
も
描
か
れ
る
。

五
「
天
皇
既
に
吾
死
ね
と
思
ほ
す
所
以
」
の
根
拠

天
皇
は
「
東
の
方
十
二
道
の
荒
夫
琉
神
、
及
摩
都
模
波
奴
人
等
を
言
向

け
和
平
せ
」
と
命
じ
、
「
吉
備
臣
等
の
祖
、
名
は
御
友
耳
建
日
子
」
を
そ
え
、

「
比
比
羅
木
の
八
尋
矛
」
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
命
を
受
け
た
倭
建
命
は

伊
勢
に
下
り
、
倭
比
寶
命
に
以
下
の
よ
う
に
訴
え
る
。

故
、
命
を
受
け
て
罷
り
行
で
ま
し
し
時
、
伊
勢
の
大
御
神
宮
に
参
入

り
て
、
神
の
朝
廷
を
拝
み
て
、
即
ち
其
の
蟆
倭
比
寶
命
に
白
し
た
ま

ひ
け
ら
く
は
「
天
皇
既
に
吾
死
ね
と
思
ほ
す
所
以
か
、
何
し
か
も
西

の
方
の
悪
し
き
人
等
を
撃
ち
に
遣
は
し
て
、
返
り
蓼
上
り
來
し
間
、

未
だ
幾
時
も
經
ら
ね
ば
、
軍
衆
を
賜
は
ず
て
、
今
更
に
東
の
方
十
二

道
の
悪
し
き
人
等
を
平
げ
に
遣
は
す
ら
む
。
此
れ
に
因
り
て
思
惟
へ

ば
、
猶
吾
既
に
死
ね
と
思
ほ
し
看
す
な
り
。
」
と
ま
を
し
た
ま
ひ
て
、

患
ひ
泣
き
て
罷
り
ま
す
時
に
、
倭
比
寶
命
、
草
那
藝
劒
を
賜
ひ
、
亦

御
嚢
を
賜
ひ
て
、
「
若
し
急
の
事
有
ら
ば
、
舷
の
嚢
の
口
を
解
き
た

ま
へ
。
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。

（
故
、
受
命
罷
行
之
時
、
参
入
伊
勢
大
御
神
宮
、
拝
神
朝
廷
、
即
白
其

族
倭
比
寶
命
者
、
「
天
皇
既
所
以
思
吾
死
乎
、
何
撃
遣
西
方
之
悪
人
等
而
、

返
参
上
來
之
間
、
未
經
幾
時
、
不
賜
軍
衆
、
今
更
平
遣
東
方
十
二
道
之

悪
人
等
。
因
此
思
惟
耐
猶
所
思
看
吾
既
死
焉
。
」
患
泣
罷
時
、
倭
比
費
命
、

賜
草
那
藝
剣
、
亦
賜
御
嚢
而
、
詔
若
有
急
事
解
姦
嚢
口
。
）

ま
つ
ろ
は
ぬ
ひ
と
ど
も

十
二
道
の
荒
夫
琉
神
、
及
摩
都
槙
波
奴
人
等
を
言
向
け
和
平
せ
・
」

と
の
り
た
ま
ひ
て
、
吉
備
臣
等
の
祖
、
名
は
御
鉗
友
耳
建
日
子
を
副

ひ

ひ

ら

ぎ

へ
て
遣
は
し
し
時
、
比
比
羅
木
の
八
尋
矛
を
給
ひ
き
。

（
爾
天
皇
、
亦
頻
詔
倭
建
命
、
「
言
向
和
平
東
方
十
二
道
之
荒
夫
琉
神
、

及
摩
都
槙
波
奴
人
等
而
」
副
吉
備
臣
等
之
祖
、
名
御
組
友
耳
建
日
子
而

遣
之
時
、
給
比
比
羅
木
之
八
尋
矛
。
）
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天
皇
の
命
令
を
解
釈
し
、
「
死
ね
」
と
い
う
の
が
天
皇
の
「
思
惟
」
な

の
だ
、
と
涙
な
が
ら
に
訴
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
理

解
は
、
ま
た
天
皇
の
言
葉
を
受
け
取
れ
な
い
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
て
い
る
。

倭
建
命
は
天
皇
の
命
令
を
「
軍
衆
を
賜
は
ず
て
、
今
更
に
東
の
方
十
二

道
の
悪
し
き
人
等
を
平
げ
に
遣
は
す
ら
む
」
と
理
解
す
る
。
こ
の
天
皇
の

命
令
の
理
解
が
倭
建
命
の
嘆
き
の
根
拠
で
あ
る
。

ま
ず
、
討
伐
対
象
に
つ
い
て
、
天
皇
は
「
東
の
方
十
二
道
の
荒
夫
琉
神
、

及
摩
都
槙
波
奴
人
等
」
、
倭
建
命
は
「
東
の
方
十
二
道
の
悪
し
き
人
等
」

と
し
て
い
る
。
「
荒
夫
琉
神
」
（
あ
れ
す
さ
ぶ
神
）
や
「
摩
都
櫻
波
奴
人
」
（
帰

順
し
な
い
人
）
を
「
悪
し
き
人
等
」
と
だ
け
理
解
し
て
い
る
。
神
へ
の
視

点
が
欠
け
て
お
り
、
「
摩
都
模
波
奴
人
」
を
「
悪
し
」
と
だ
け
す
る
こ
と
に
も
、

命
令
か
ら
の
ず
れ
が
あ
る
。

次
に
、
ど
の
よ
う
に
帰
順
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
天

皇
は
「
言
向
け
和
平
せ
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
倭
建
命
は
「
平
げ

に
」
と
し
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
言
向
け
」
は
言
葉
に
よ
っ

て
天
下
を
治
め
る
理
想
的
な
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
力
に
よ
る
平
定
で
あ
る

（ワ）

「
平
」
と
は
、
根
本
的
に
違
う
。
「
言
向
け
和
平
せ
」
の
中
の
「
平
」
の
み

を
受
け
取
っ
た
内
容
と
言
え
る
。
『
古
事
記
』
の
描
く
平
定
は
、
「
荒
夫
琉

神
」
や
「
摩
都
棲
波
奴
人
」
を
「
言
向
」
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
は

そ
れ
を
命
じ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
平
」
と
い
う
一
部
分
だ
け
し
か

受
け
取
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
「
御
組
友
耳
建
日
子
を
副
へ
て
」
つ
ま
り
、
御
組
友
耳
建
日

子
を
中
心
と
し
た
軍
勢
を
与
え
た
と
あ
る
の
に
対
し
、
倭
建
命
の
言
葉
に

は
「
軍
衆
を
賜
は
ず
て
」
と
あ
る
。
ま
た
、
賜
っ
た
「
比
比
羅
木
の
八
尋
矛
」

も
遠
征
の
無
事
を
祈
っ
た
呪
具
で
あ
る
。
天
皇
が
倭
建
命
の
死
を
願
っ
た

六
天
皇
の
「
思
惟
」
を
類
推
す
る

『
古
事
記
』
で
天
皇
の
思
い
を
類
推
す
る
箇
所
は
、
例
え
ば
、
応
神
記

に
あ
る
。
応
神
天
皇
が
、
大
山
守
命
と
大
雀
命
に
「
汝
等
は
、
兄
の
子
と

弟
の
子
と
執
れ
か
愛
し
き
。
」
と
問
う
場
面
で
あ
る
。
分
注
で
は
、
「
天
皇

是
の
問
を
發
し
た
ま
ひ
し
所
以
は
、
宇
暹
能
和
紀
郎
子
に
天
の
下
治
ら
さ

し
め
む
心
有
り
つ
れ
ば
な
り
」
と
い
う
真
意
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
添

え
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
の
思
い
を
類
推
し
、
正
し
く
答
え
る
こ
と
が
こ
こ

で
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
大
山
守
命
は
「
兄
の

子
ぞ
愛
し
き
」
と
答
え
、
大
雀
命
は
「
天
皇
の
問
ひ
賜
ひ
し
大
御
情
」
を

察
し
て
「
弟
の
子
は
未
だ
人
と
成
ら
ね
ば
、
是
れ
ぞ
愛
し
き
」
と
答
え
る
。

ま
ず
、
こ
の
箇
所
で
注
目
し
た
い
の
は
、
天
皇
の
思
い
を
開
示
す
る
タ

イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
天
皇
の
問
い
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
開
示
で
き
る
こ
と

が
わ
か
る
。
天
皇
の
思
い
を
類
推
し
開
示
す
る
こ
と
は
、
天
皇
の
許
可
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

次
に
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
分
注
が
天
皇
の
真
意
を
記
す
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
こ
の
分
注
に
よ
っ
て
大
雀
命
が
天
皇
の
思
い
を
正
確
に
類
推
し

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
理
想
的
な
あ
り
方
と
し
て
、
「
大
雀
命
は
天

と
は
類
推
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
倭
建
命
の
嘆
き

は
、
誤
っ
て
い
る
可
能
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
判
断
を
伊

（旧）

勢
神
宮
と
い
う
公
の
場
で
し
た
こ
と
は
、
『
養
老
律
令
』
の
い
う
「
上
書
」

「
奏
事
」
で
の
「
誤
」
に
匹
敵
し
よ
う
。

加
え
て
、
そ
も
そ
も
天
皇
の
「
思
惟
」
を
類
推
し
、
言
葉
に
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
な
ら
そ
れ

が
許
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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皇
の
命
に
違
ひ
た
ま
ふ
こ
と
勿
か
り
き
」
と
称
え
ら
れ
る
。
こ
の
資
質
が

仁
徳
天
皇
と
し
て
即
位
し
て
い
る
要
因
な
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
山

守
命
は
天
皇
の
真
意
を
正
し
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
天
皇

の
真
意
を
類
推
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
大
山
守

命
は
、
そ
の
後
、
反
乱
を
起
こ
し
、
討
伐
さ
れ
る
と
描
か
れ
る
。
天
皇
の

命
令
を
正
確
に
受
け
取
れ
な
い
も
の
は
、
天
皇
に
な
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
反
乱
者
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
「
古
事
記
』
は
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
記
述
方
針
を
確
認
し
た
上
で
、
東
征
前
の
倭
建
命
の
発
言

を
読
む
と
き
、
こ
こ
に
も
倭
建
命
が
天
皇
と
し
て
描
か
れ
な
い
理
由
が
み

え
て
く
る
。
天
皇
の
真
意
を
勝
手
に
開
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
も
述

べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
類
推
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
倭
建

命
は
ま
た
も
天
皇
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
し
ま
う
。
た
だ

し
、
類
推
が
間
違
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
大
山
守
命
の
と
き
の

よ
う
に
『
古
事
記
』
は
注
釈
し
な
い
。
し
か
し
、
天
皇
の
命
令
を
正
し
く

理
解
し
な
い
様
子
が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

正
し
い
理
解
を
せ
ず
に
な
さ
れ
た
「
天
皇
既
に
吾
死
ね
と
思
ほ
す
」
と
い

う
「
思
惟
」
が
正
し
い
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。
命
令
を
解
釈
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
天
皇
の
「
思
惟
」
を
も
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

最
初
に
見
た
よ
う
に
、
天
皇
の
支
配
は
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
「
古
事
記
』
は
語
る
。
だ
か
ら
、
言
葉
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
な
い
倭
建
命
は
決
し
て
天
皇
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
が
『
古
事
記
』
が
描
こ
う
と
し
た
倭
建
命
な
の
で
あ
る
。

七
「
建
」
と
天
皇

し
か
し
、
本
当
に
言
葉
の
問
題
だ
け
が
『
古
事
記
』
が
倭
建
命
を
天
皇

と
し
て
描
か
な
い
理
由
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

西
征
の
命
を
景
行
天
皇
が
発
し
た
原
因
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、

「
建
く
荒
き
情
」
へ
の
「
怪
」
の
感
情
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
倭
建
命

の
名
は
、
「
建
き
男
」
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
り
、
熊
曾
建
か
ら
贈
ら
れ
た

名
で
あ
る
。
「
建
」
の
名
は
熊
曽
の
持
つ
性
質
を
倭
建
命
が
強
力
に
持
っ

て
い
る
こ
と
を
示
す
。
熊
曾
的
な
性
質
を
持
つ
か
ら
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
天

皇
と
し
て
描
か
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
倭
建
命
」
の
名
に
注
目
し
、

『
古
事
記
』
が
「
建
」
と
天
皇
を
ど
う
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
を
考
え
て

みたい。
「
倭
建
」
の
名
は
、
西
征
に
お
い
て
熊
曾
建
が
殺
さ
れ
る
直
前
に
、
「
西

の
方
に
吾
二
人
を
除
き
て
、
建
く
強
き
人
無
し
。
然
る
に
大
倭
國
に
、
吾

二
人
に
益
り
て
建
き
男
は
坐
し
け
り
。
是
を
以
ち
て
吾
御
名
を
獣
ら
む
。

今
よ
り
後
は
、
倭
建
御
子
と
稽
ふ
く
し
」
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
つ
け
ら
れ

た
。
小
碓
命
を
熊
曾
建
と
同
じ
よ
う
に
「
建
き
男
」
で
あ
る
と
賞
賛
し
た

の
で
あ
る
。
「
禮
元
き
人
等
」
と
称
さ
れ
た
人
物
と
同
じ
性
質
を
倭
建
命

は
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
「
日
本
書
紀
』
の
同
じ
場
面
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
そ
の
よ
う

に
は
描
か
な
い
。
『
日
本
書
紀
」
で
は
、
「
日
本
武
尊
」
と
表
記
さ
れ
、
『
古

事
記
』
と
同
様
に
西
征
に
お
い
て
名
付
け
ら
れ
る
。
「
熊
襲
」
の
「
魁
帥
」

で
あ
る
「
川
上
臭
帥
」
が
殺
さ
れ
る
直
前
に
つ
け
た
名
で
あ
る
。

「
吾
は
是
、
大
足
彦
天
皇
の
子
な
り
。
名
は
日
本
童
男
と
日
ふ
」

と
の
た
ま
ふ
。
川
上
臭
帥
、
亦
啓
し
て
日
さ
く
、
「
吾
は
是
、
國
中

の
強
力
者
な
り
。
是
を
以
て
、
當
時
の
諸
の
人
、
調
洞
劇
刈
口
淵
剖

ず
し
て
、
從
は
ず
と
い
ふ
者
無
し
。
吾
多
に
武
力
に
遇
ひ
し
か
ど
も
、
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を
以
て
尊
號
を
奉
ら
む
。
若
し
鶏
し
た
ま
ひ
な
む
や
」
と
ま
う
す
。

日
は
く
、
「
驍
さ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
即
ち
啓
し
て
日
さ
く
、
「
今
よ

り
以
後
、
皇
子
を
號
け
た
て
ま
つ
り
て
日
本
武
皇
子
と
稲
す
べ
し
」

と
ま
う
す
。
言
詑
り
て
乃
ち
胸
を
通
し
て
殺
し
た
ま
ひ
つ
。

川
上
臭
帥
は
、
自
分
に
つ
い
て
「
國
中
の
強
力
者
」
で
あ
り
、
「
我
が
威
力
」

に
よ
っ
て
「
諸
の
人
」
を
従
え
て
き
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

日
本
武
尊
の
持
つ
性
質
に
つ
い
て
は
、
「
吾
多
に
武
力
に
遇
ひ
し
か
ど
も
、

未
だ
皇
子
の
若
き
者
有
ら
ず
」
と
表
現
し
た
上
で
、
「
日
本
武
皇
子
」
の

名
を
献
じ
て
い
る
。
川
上
臭
帥
の
性
質
と
、
「
皇
子
」
た
る
日
本
武
尊
の

性
質
と
が
異
な
る
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
名

の
表
記
に
も
そ
の
意
識
が
現
れ
て
い
る
。
同
じ
「
タ
ケ
ル
」
と
い
う
訓
を

持
ち
な
が
ら
も
、
「
川
上
臭
帥
」
「
日
本
武
皇
子
」
と
か
き
分
け
ら
れ
て
い

（旧）

る
。
「
臭
帥
」
は
「
夷
賊
の
長
」
の
こ
と
で
あ
る
。
討
伐
さ
れ
、
排
除
さ

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
皇
子
」
と
、
平
定
さ
れ
る
人
々
と
が
明
確
に
書

き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
「
熊
曾
建
」
と
皇
子
が
同
じ
字
を
負

う
名
を
持
つ
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
古
事
記
』

の
「
建
」
の
用
字
を
確
認
し
て
み
た
い
。

『
古
事
記
』
中
、
「
建
」
の
用
例
は
百
十
例
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
は
人
名
を

中
心
と
し
た
固
有
名
詞
だ
が
、
動
詞
と
形
容
詞
が
三
例
ず
つ
あ
る
。
ま
ず
、

注
目
し
た
い
の
は
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
神
代
の
例
で
あ
る
。
「
建
」

は
天
照
大
御
神
の
行
動
と
し
て
描
か
れ
る
。

速
須
佐
之
男
命
が
伊
邪
那
岐
大
御
神
か
ら
追
放
さ
れ
た
後
、
天
照
大

御
神
に
報
告
を
す
る
た
め
、
天
に
昇
る
。
そ
の
と
き
、
「
山
川
悉
に
動
み
、

未
だ
皇
子
の
若
き
者
有
ら
ず
。
是
を
以
て
、
賎
し
き
賊
が
随
し
き
口

國
土
皆
震
り
き
」
と
い
う
現
象
が
起
こ
り
、
こ
れ
を
天
照
大
御
神
は
「
必

ず
善
き
心
な
ら
じ
。
我
が
國
を
奪
は
む
と
欲
ふ
に
こ
そ
あ
れ
」
と
判
断
し

て
、
武
装
を
し
て
迎
え
る
。
そ
の
時
の
所
作
で
あ
る
。

即
ち
御
髪
を
解
き
て
、
御
美
豆
羅
に
纒
き
て
、
乃
ち
左
右
の
御
美

豆
羅
に
も
、
亦
御
縁
に
も
、
亦
左
右
の
御
手
に
も
、
各
八
尺
の
勾
聰

の
五
百
津
の
美
須
麻
流
の
珠
を
纒
き
持
ち
て
、
曾
毘
良
迩
は
千
入
の

鞍
を
負
ひ
、
比
良
迩
は
五
百
入
の
戦
を
附
け
、
亦
伊
都
の
竹
鞆
を
取

り
侃
ば
し
て
、
弓
腹
振
り
立
て
て
、
堅
庭
は
向
股
に
踏
み
那
豆
美
、

沫
雪
如
す
蹴
散
か
し
て
、
倒
訓
矧
鬮
〔
建
を
訓
み
て
タ
ケ
ブ
と
云
ふ
・
〕

燭
剃
趨
酬
て
待
ち
問
ひ
た
ま
ひ
し
く
、
「
何
故
上
り
來
つ
る
。
」
と
、

と
ひ
た
ま
ひ
き
。

「
伊
都
男
建
」
「
路
み
建
び
」
は
、
高
天
原
を
奪
お
う
と
上
っ
て
き
た
速

須
佐
之
男
命
へ
の
激
し
い
怒
り
を
示
す
。
「
伊
都
」
は
「
勢
い
の
激
し
い
」

（釦）

様
を
示
す
接
頭
語
、
「
男
建
」
は
「
た
け
だ
け
し
い
態
度
で
以
て
何
か
を

人
に
告
げ
る
こ
と
」
、
ま
た
、
「
路
み
建
び
」
は
地
面
を
踏
む
所
作
と
結
び

（副）

つ
き
、
「
神
の
さ
か
ん
な
怒
り
を
表
現
し
た
一
文
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ

こ
で
「
タ
ケ
ブ
」
を
記
す
の
に
「
建
」
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

たい。『古事記』以外では、「雄詰」（「オタケブ」）、「健」、「叱」「建怒」

と
記
さ
れ
る
。
同
じ
場
面
を
記
し
た
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
「
稜
威

の
姻
謂
〔
雄
詰
、
此
を
ば
鳴
多
稽
眉
と
云
ふ
・
〕
奮
は
し
、
稜
威
の
噴
讓
〔
噴

讓
、
此
を
ば
翠
盧
毘
と
云
ふ
・
〕
を
發
し
て
、
怪
に
詰
り
問
ひ
た
ま
ひ
き
。
」

と
あ
り
、
「
お
た
け
ぶ
」
を
「
雄
詰
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『
古
事

記
』
の
表
記
に
意
味
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
祖
で

あ
る
天
照
大
御
神
の
荒
々
し
い
行
動
も
「
建
」
を
用
い
て
表
せ
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
「
建
速
須
佐
之
男
命
」
に
対
す
る
に
は
同
じ
く
、
天
照
大
御
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｢古事記」にとっての倭建命

神
に
も
「
建
」
な
る
も
の
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
に
連
な
る

天
皇
の
側
に
も
敵
に
対
す
る
時
、
隼
人
ら
が
も
つ
も
の
と
同
じ
「
建
」
な

る
性
質
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
天
皇
に
重
要
な
資
質
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
は
、
名
に
「
建
」
が
含
ま
れ
る
場
合
で
あ
る
。
名
に
よ
っ

て
性
質
の
全
て
を
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
建
」

の
字
を
含
む
名
に
は
、
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
国
の
別
名
が
あ
る
。
土
左
國
は
「
建
依
別
」
、
肥
國
は
「
建

日
向
日
豐
久
士
比
泥
別
」
、
熊
曾
國
は
「
建
日
別
」
、
「
吉
備
兒
島
」
は
「
建

日
方
別
」
で
あ
り
、
全
て
本
州
外
の
地
名
で
あ
る
。
ま
た
、
神
名
と
し
て

「
建
速
須
佐
之
男
命
」
が
あ
る
。
父
の
命
に
反
し
、
天
照
大
御
神
と
対
立

し
た
後
に
地
上
に
降
り
て
出
雲
國
で
宮
を
営
み
、
最
後
に
は
根
堅
州
国
の

神
と
な
る
。
『
古
事
記
』
に
と
っ
て
の
中
心
に
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
「
若

建
吉
備
津
日
子
命
」
は
、
「
吉
備
國
を
言
向
け
和
」
し
、
ま
た
、
「
建
沼
河

別
命
」
が
、
「
東
の
方
十
二
道
」
を
言
向
け
た
。
天
皇
に
よ
る
支
配
権
の

拡
大
の
た
め
に
活
躍
す
る
人
物
の
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

例
は
、
「
建
」
が
周
縁
を
示
す
性
質
を
体
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
天
皇
の
支
配
下
に
お
く
と
き
も
「
建
」
の
名
を
持
つ
人
物
に
よ
る
平

定
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
天
皇
の
支
配
を
拡
大
す
る
た

め
に
は
、
「
建
」
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
決
し
て
、
天
皇
に
反
す
る

性
質
と
し
て
「
建
」
が
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
天
皇
の
名
に
「
建
」
が
含
ま
れ
る
例
か
ら
も
顕
著
で
あ
る
。

天
皇
名
と
し
て
は
、
「
鬮
沼
河
耳
命
」
（
綏
靖
）
、
「
大
長
谷
若
鬮
命
」
（
雄

略
）
、
「
廣
國
押
鬮
金
日
命
」
（
安
閑
）
、
「
鬮
小
廣
國
押
楯
命
」
（
宣
化
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
廣
國
押
鬮
金
日
命
」
、
「
建
小
廣
國
押
楯
命
」

は
系
譜
が
記
さ
れ
る
の
み
で
事
跡
が
挙
げ
ら
れ
な
い
の
で
分
析
で
き
な
い

が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
建
沼
河
耳
命
」
、
「
大
長
谷
若
鬮
命
」
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
建
沼
河
耳
命
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
腹
違
い
の
兄
、

當
藝
志
美
美
が
神
武
天
皇
の
死
後
、
皇
位
を
篁
奪
し
よ
う
と
謀
り
、
皇
后
の

息
子
で
あ
る
「
建
沼
河
耳
命
」
を
含
む
三
人
の
皇
子
を
殺
そ
う
と
す
る
。
そ

れ
を
知
っ
た
神
沼
河
耳
命
（
の
ち
の
建
沼
河
耳
命
）
は
、
兄
で
あ
る
神
八
井

耳
命
に
殺
す
よ
う
に
言
う
が
、
い
ざ
と
な
る
と
神
八
井
耳
命
は
殺
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
神
沼
河
耳
命
が
當
藝
志
美
美
を
殺
し
た
。
そ
れ
を

も
っ
て
「
其
の
御
名
を
稲
へ
て
、
建
沼
河
耳
命
と
謂
ふ
」
と
さ
れ
た
と
い

う
。
こ
の
と
き
に
つ
け
ら
れ
た
「
建
沼
河
耳
命
」
の
名
は
、
反
逆
者
を
殺

し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
と
な
る
根
拠
で
あ
る
。
殺
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
神
八
井
耳
命
は
天
皇
に
な
れ
な
い
と
記
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
「
建
」
の
性
質
が
天
皇
に
な
る
根
拠
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
す
。

し
か
し
、
建
沼
河
耳
命
が
天
皇
と
な
っ
た
の
は
、
「
建
」
の
特
徴
か
ら

だ
け
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
母
伊
須
氣
余
理
比
寶
が

歌
っ
た
「
狹
井
河
よ
雲
立
ち
わ
た
り
畝
火
山
木
の
葉
騒
ぎ
ぬ
風

吹
か
む
と
す
」
「
畝
火
山
書
は
雲
と
ゐ
夕
さ
れ
ば
風
吹
か
む
と
ぞ

木
の
葉
騒
げ
る
」
か
ら
、
當
藝
志
美
美
の
企
み
を
読
み
取
っ
た
点
も
要

因
で
あ
る
。
歌
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

（亜）

の
は
特
別
な
境
地
で
あ
る
。
特
別
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
建

沼
河
耳
命
は
天
皇
と
し
て
即
位
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
古
事
記
』

に
は
、
そ
の
歌
の
内
容
を
聞
き
知
っ
た
の
は
、
単
に
「
其
の
御
子
」
と
し

か
記
さ
れ
ず
、
皇
后
の
子
三
人
全
て
が
該
当
す
る
。
し
か
し
、
母
の
知
ら

せ
を
正
し
く
理
解
し
、
「
建
」
を
以
て
行
動
し
た
の
は
、
建
沼
河
耳
命
で
あ
っ

た
。
歌
に
こ
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
き
取
り
、
解
釈
し
、
さ
ら
に
は
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行
動
を
す
る
こ
と
が
、
天
皇
と
し
て
の
能
力
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で

ある。次
に
、
「
大
長
谷
若
建
命
」
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
天
皇
と
倭
建
命
と

（記）

は
共
通
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
父
を
殺
し
た
目
弱
王
を
討
ち
、
兄
二

人
を
殺
す
時
、
「
當
時
童
男
な
り
き
」
と
記
さ
れ
る
点
、
殺
す
描
写
が
残

虐
で
あ
る
点
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
の
後
、
「
大
長
谷
若
建
命
」

と
し
て
即
位
す
る
か
ら
、
倭
建
命
と
共
通
す
る
こ
れ
ら
の
特
徴
が
「
建
」

の
名
を
持
つ
理
由
で
あ
ろ
う
。
「
建
」
の
名
を
持
ち
、
倭
建
命
と
の
共
通

性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
「
大
長
谷
若
建
命
」
が
即
位
す
る
理
由
も
、
言
葉

を
受
け
取
り
、
行
動
す
る
能
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

大
長
谷
王
（
の
ち
の
大
長
谷
若
建
命
）
は
、
父
天
皇
を
目
弱
王
に
殺

さ
れ
た
出
来
事
を
聞
き
知
っ
て
、
兄
に
行
動
を
起
こ
す
よ
う
に
促
す
。
し

か
し
、
兄
二
人
は
「
驚
か
ず
て
怠
緩
の
心
有
り
き
」
と
、
行
動
を
起
こ
す

こ
と
も
な
い
。
そ
れ
に
怒
っ
て
、
殺
害
す
る
の
で
あ
る
。
父
の
仇
を
討
た

な
い
兄
だ
か
ら
殺
す
。
こ
れ
は
事
態
を
正
確
に
受
け
取
っ
て
行
動
に
移
し

た
内
容
に
な
る
。
「
即
ち
此
の
事
を
聞
き
た
ま
ひ
て
、
懐
慎
み
念
怒
り
て
」

と
あ
り
、
聞
い
た
こ
と
が
わ
か
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
残
虐
な
行
為
が

あ
る
も
の
の
、
「
聞
く
」
能
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
市
邊
之
忍
歯
王
（
履
中
皇
子
）
を
殺
害
す
る
場
面
に
も
聞
く
能

力
が
発
揮
さ
れ
る
。
近
江
に
大
長
谷
王
と
市
邊
之
忍
歯
王
が
連
れ
立
っ
て

狩
り
に
出
か
け
、
仮
宮
で
朝
を
迎
え
た
と
き
の
出
来
事
で
あ
る
。

爾
に
明
く
る
日
一
、
剰
制
印
刷
判
別
司
刎
ｕ
闇
、
忍
歯
王
、
平
し
き
心

以
ち
て
、
御
馬
に
乘
り
し
随
に
、
大
長
谷
王
の
假
宮
の
傍
に
到
り
立

た
し
て
、
其
の
大
長
谷
王
子
の
御
伴
人
に
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
未
だ

痛
め
坐
さ
ざ
る
か
。
早
く
白
す
べ
し
。
凋
剛
耐
闇
卿
墹
刷
劇
。
潟
庭
に

幸
で
ま
す
べ
し
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
馬
を
進
め
て
出
で
行
き

た
ま
ひ
き
。
爾
に
其
の
大
長
谷
王
の
御
所
に
侍
ふ
人
等
白
し
し
く
、
「
宇

多
弓
物
云
ふ
王
子
ぞ
。
〔
宇
多
豆
の
三
字
は
音
を
以
ゐ
よ
・
〕
故
、
愼

し
み
た
ま
ふ
く
し
。
亦
御
身
を
堅
め
た
ま
ふ
く
し
。
」
と
ま
を
し
き
。

忍
歯
王
が
「
平
し
き
心
」
を
以
て
言
い
か
け
た
言
葉
を
不
快
に
思
い
、

殺
害
し
て
し
ま
う
。
理
不
尽
な
殺
害
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
注
目
し
た

い
の
は
、
市
邊
之
忍
歯
王
の
発
言
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
「
古
事
記
」
が

暗
に
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
未
だ
日
出
で
ざ
り
し
時
」
の
発
言
で

あ
る
の
に
、
「
夜
は
既
に
曙
け
い
」
と
し
て
狩
り
へ
誘
っ
て
い
る
。
そ
の

点
を
大
長
谷
王
は
、
相
手
の
反
意
と
解
釈
し
、
殺
害
と
い
う
行
動
に
移
し

た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
相
手
の
言
葉
を
受
け
取
り
、
的
確
に
行
動

に
う
つ
し
た
も
の
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
言
葉
を
受
け
取
り
、
行
動
で
一１

き
る
こ
と
。
そ
れ
が
天
皇
と
な
る
た
め
の
能
力
な
の
で
あ
る
。
ｕ

天
皇
と
し
て
即
位
し
た
後
の
「
大
長
谷
若
建
命
」
の
記
事
は
歌
謡
を
中
一

（訓）

心
に
し
た
も
の
で
、
質
が
異
な
る
と
い
う
。
し
か
し
、
質
は
異
な
る
も
の

の
、
言
葉
を
受
け
取
る
能
力
が
語
ら
れ
て
い
く
。
「
葛
城
一
言
主
神
」
の

言
を
聞
き
、
相
手
の
神
に
敬
意
を
も
っ
て
対
し
て
い
る
こ
と
、
「
三
重
采
女
」

の
歌
を
受
け
取
り
罪
の
な
い
こ
と
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
描
か
れ

（妬）

る
の
で
あ
る
。

天
皇
と
な
る
た
め
に
は
、
「
建
」
の
性
質
を
持
つ
こ
と
だ
け
で
な
く
、

言
葉
を
正
確
に
受
け
取
り
行
動
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
「
古
事
記
」

（記）

は
描
く
。
そ
の
一
貫
し
た
記
述
方
針
の
中
で
、
倭
建
命
が
天
皇
と
記
さ
れ

な
い
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
倭
建
命
は
、
「
建
」
の
質
が
あ
る
か
ら

天
皇
に
な
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
・
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
「
建
」
は
天
皇
と
し
て
必
要
な
資
質
を
示
す
。
倭
建
命
が
天
皇
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そ
の
よ
う
な
倭
建
命
は
東
征
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
い
る
。

尾
張
国
を
経
て
、
相
武
国
、
甲
斐
、
科
野
と
東
征
を
果
た
し
て
い
く
中

で
、
天
皇
の
命
令
「
東
の
方
十
二
道
の
荒
夫
琉
神
、
及
摩
都
模
波
奴
人
等

を
言
向
け
和
平
せ
」
の
通
り
に
、
「
悉
に
荒
夫
琉
蝦
夷
等
を
言
向
け
、
亦

山
河
の
荒
ぶ
る
神
等
を
平
和
し
て
」
「
科
野
の
坂
の
神
を
言
向
け
て
」
い

（”）

く
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
足
柄
の
坂
本
に
お
い
て
、
「
其
の
坂
の
神
、

白
き
鹿
に
化
り
て
來
立
ち
き
。
爾
に
即
ち
其
の
昨
ひ
遣
し
た
ま
ひ
し
蒜
の

片
端
を
以
ち
て
、
待
ち
打
ち
た
ま
へ
ば
、
其
の
目
に
中
り
て
乃
ち
打
ち
殺

し
た
ま
ひ
き
」
と
あ
っ
た
り
、
伊
服
岐
能
山
の
神
を
使
者
と
見
誤
っ
て
「
今

殺
さ
ず
と
も
、
還
ら
む
時
に
殺
さ
む
・
」
と
言
挙
げ
を
し
た
り
す
る
な
ど
、

倭
建
命
が
命
令
を
部
分
的
に
逸
脱
し
て
い
く
様
子
は
記
さ
れ
る
。
そ
の
結

果
、
倭
建
命
は
天
皇
に
な
ら
ず
に
死
ん
で
い
く
。
「
建
」
と
い
う
天
皇
の

資
質
が
あ
り
な
が
ら
も
、
言
葉
を
受
け
取
れ
な
い
た
め
に
そ
の
よ
う
な
運

命
を
た
ど
る
と
、
「
古
事
記
』
は
説
明
し
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
、
日
本
武
尊
が
東
征
に
赴
く
の
は
、
大
碓
皇
子
が

恐
れ
て
跨
跨
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
を
受
け
て
、
「
猶
服
は
ざ
る
こ
と
有
ら

ば
、
即
ち
兵
を
塁
げ
て
鑿
た
む
」
と
自
ら
名
乗
り
出
る
。
対
す
る
景
行
天

皇
も
「
是
の
天
下
は
汝
の
天
下
な
り
。
是
の
位
は
汝
の
位
な
り
」
と
発
言

し
、
日
本
武
尊
の
行
動
を
次
代
の
天
皇
に
ふ
さ
わ
し
い
と
尊
重
し
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
で
も
『
古
事
記
」
で
も
、
〈
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
〉
は
天
皇
の

統
治
に
必
要
な
力
だ
っ
た
。
そ
れ
を
『
日
本
書
紀
』
で
は
天
皇
の
位
に
値

す
る
と
い
う
言
い
方
で
称
揚
し
、
「
古
事
記
』
で
は
「
建
」
を
持
つ
も
の

に
な
れ
な
い
の
は
、
言
葉
を
受
け
取
る
能
力
の
欠
如
か
ら
な
の
で
あ
る
。

八
ま
と
め
～
東
征
の
果
て
に

と
し
て
必
要
性
を
描
く
。
た
だ
し
、
次
代
の
天
皇
に
は
な
り
得
な
い
ま
ま
、

死
を
迎
え
る
理
由
が
違
う
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
熊
襲
の
叛
き
」
、
「
東

の
夷
騒
き
動
み
て
」
、
仕
方
な
く
、
「
愛
を
忍
び
て
賊
の
境
に
入
ら
し
む
」

と
描
き
、
東
西
の
従
わ
な
い
人
々
の
反
乱
が
引
き
続
き
起
こ
っ
た
た
め

に
、
惜
し
ま
れ
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
古
事
記
」

で
は
、
言
葉
を
受
け
取
れ
な
い
性
質
を
繰
り
返
し
描
く
こ
と
で
、
天
皇
と

な
れ
な
い
理
由
を
説
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て

国
を
統
治
し
て
い
く
天
皇
の
あ
り
方
を
語
る
「
古
事
記
』
の
文
脈
の
中
で
、

倭
建
命
は
決
し
て
天
皇
と
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
青
木
周
平
「
葦
原
中
国
平
定
伝
承
と
「
言
向
」
」
亀
古
事
記
研
究

ｌ
歌
と
神
話
の
文
学
的
表
現
」
（
お
う
ふ
う
一
九
九
四
）

（
２
）
神
野
志
隆
光
ヨ
こ
と
む
け
」
の
論
理
」
一
古
事
記
の
達
成
」
（
東

京
大
学
出
版
会
一
九
八
三
）

（
３
）
森
昌
文
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
論
ｌ
「
言
（
こ
と
）
」
へ
の
展
開
ｌ
」
（
古

代
文
学
二
五
、
一
九
八
五
）

（
４
）
谷
口
雅
博
「
神
功
皇
后
新
羅
征
討
伝
説
の
神
話
性
」
含
古
事
記
の

表
現
と
文
脈
」
（
お
う
ふ
う
二
○
○
八
）
）

（
５
）
吉
井
巌
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
（
学
生
社
一
九
七
七
）

（
６
）
西
條
勉
「
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
大
王
系
譜
の
構
造
」
含
古
事
記
と
王
家

の
系
譜
学
」
笠
間
書
院
二
○
○
五
）

（
７
）
森
昌
文
も
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
認
の
特
異
性

は
景
行
の
ミ
コ
ト
を
正
統
に
把
握
で
き
な
い
ミ
コ
ト
モ
チ
（
中
略
）

と
し
て
の
失
格
に
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
と
同
様
の

問
題
意
識
に
よ
っ
て
論
を
展
開
さ
れ
て
お
り
、
「
言
」
の
詳
細
な
分

析
に
多
く
を
学
ん
だ
。
本
稿
と
の
違
い
は
、
森
が
ミ
コ
ト
を
把
握
で
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き
な
い
原
因
を
弓
建
」
の
資
質
に
こ
だ
わ
っ
た
」
「
個
へ
の
志
向
力
」

と
し
、
「
「
言
」
を
「
建
」
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ

る
運
命
を
も
ち
な
が
ら
倭
の
英
雄
と
も
な
る
二
重
構
造
を
も
つ
」
と

し
た
点
に
あ
る
。

（
８
）
西
征
が
言
葉
の
真
意
を
取
り
違
え
た
こ
と
を
原
因
と
す
る
こ
と

は
、
西
郷
信
綱
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
」
（
「
古
事
記
研
究
」
未
来

社
一
九
七
三
）
を
は
じ
め
、
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。

（
９
）
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
（
六
巻
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
・
『
万
葉
集
」

（
九
七
三
）
に
「
天
皇
朕
う
づ
の
御
手
も
ち
か
き
撫
で
ぞ
労

ぎ
た
ま
ふ
う
ち
撫
で
そ
労
ぎ
た
ま
ふ
」
（
「
天
皇
朕
宇
頭
乃
御

手
以
掻
撫
曽
祢
宜
賜
打
撫
曽
祢
宜
賜
」
）
か
ら
も
丁
寧
さ
に
力

点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
皿
）
『
大
漢
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
一
九
五
八
）
に
よ
る
と
「
さ
と
し

お
し
え
る
」
と
あ
る
。
「
教
」
と
同
義
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
岩
波
古
典
文
学
大
系
頭
注
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
西
郷
信

綱
『
古
事
記
注
釈
」
（
六
巻
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
な
ど
。

（
ｕ
）
『
大
漢
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
一
九
五
八
）
に
よ
る
。

（
過
）
海
を
「
憧
畏
」
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
の
は
、
海
が

恐
れ
敬
う
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

（
Ｍ
）
な
お
、
共
通
点
と
い
う
こ
と
で
は
、
「
剛
」
で
殺
害
す
る
点
も
指

摘
で
き
る
。
墨
江
中
王
、
大
碓
命
と
も
に
、
レ
ベ
ル
は
違
う
も
の
の
、

天
皇
に
反
し
た
結
果
、
殺
さ
れ
て
い
る
の
が
「
剛
」
で
あ
る
。
王
子

が
殺
さ
れ
る
場
面
が
「
同
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
守
屋
俊
彦
は
、
「
「
剛
」
と
い
う
聖
所
で
天
が
天
皇
位

を
継
ぐ
べ
き
人
物
を
告
げ
る
儀
礼
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘

す
る
。
天
意
を
受
け
て
い
な
い
人
物
は
殺
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
（
「
剛

の
中
に
て
」
含
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
序
説
』
和
泉
選
書
一
九
八
八
）
。

天
皇
の
統
治
に
反
す
る
も
の
を
殺
す
場
所
と
し
て
「
剛
」
が
あ
る
こ

と
も
こ
の
二
つ
の
「
怪
」
の
情
は
示
し
て
い
る
。

（
賜
）
津
田
博
幸
は
こ
れ
を
「
強
度
が
強
い
言
葉
」
と
指
摘
す
る
。
（
平

成
二
二
年
古
代
文
学
会
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
発
表
「
引
用
と
変
形
」
）

（
肥
）
森
昌
文
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
取
」
の
用
例
を
検
討
し
、
「
取

る
」
こ
と
が
殺
す
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
、
命
令
を
忠
実
に
果
た
し

た
と
す
る
。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
記
か
ら
考
え
る
と

き
、
天
皇
の
命
令
の
ま
ま
の
文
字
遣
い
を
し
な
い
『
古
事
記
』
の
倭

建
命
の
描
き
方
に
注
目
し
た
い
。

（
Ⅳ
）
青
木
周
平
が
、
前
掲
書
に
お
い
て
、
「
言
向
」
と
「
平
」
の
使
い

方
の
違
い
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
森
昌
文
は
前
掲
論
文
に

お
い
て
、
「
「
平
」
と
は
刀
剣
を
と
も
な
っ
た
武
力
平
定
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
肥
）
倭
比
盲
命
に
涙
な
が
ら
に
訴
え
て
い
る
の
は
私
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
見
方
も
出
来
よ
う
。
し
か
し
、
「
天
皇
吾
に
死
ね
と
思
ほ
す
」

と
発
言
し
た
後
に
「
草
那
藝
劒
」
を
賜
っ
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
剣
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
八
俣
の
遠
呂
智
」

を
退
治
し
た
時
に
手
に
し
、
「
異
し
き
物
」
と
し
て
天
照
大
御
神
に

献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
天
孫
降
臨
の
際
に
地
上
に
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
『
古
事
記
』
に
お
い
て
天
皇
の
ル
ー

ツ
を
体
現
す
る
、
「
公
的
」
な
も
の
な
の
だ
と
い
え
る
。
倭
比
寶
命

へ
の
発
言
は
、
天
皇
の
ル
ー
ツ
に
関
わ
る
賜
り
物
を
す
る
前
に
な
さ

れ
た
も
の
で
、
「
公
的
」
な
参
拝
の
中
で
な
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

岡
田
精
司
も
、
「
古
代
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
の
性
格
」
含
古
代
祭
祀

の
史
的
研
究
」
（
塙
書
房
一
九
九
二
）
）
に
お
い
て
、
皇
太
神
宮
儀
式

帳
に
あ
る
伊
勢
神
宮
へ
の
「
私
弊
の
禁
止
」
に
触
れ
、
参
拝
す
る
こ

と
が
皇
位
継
承
を
左
右
す
る
と
し
た
上
で
、
倭
建
命
の
参
拝
は
公
的
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な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（
岨
）
『
大
漢
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
一
九
五
七
）
に
よ
る
。

（
別
）
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
」
（
三
省
堂
一
九
七
七
）

（
別
）
西
郷
信
網
『
古
事
記
注
釈
』
第
二
巻
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

（
躯
）
津
田
博
幸
「
歴
史
叙
述
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
（
日
本
文
学
四
八

’
五
、
一
九
九
九
・
五
）
は
「
特
別
の
者
だ
け
に
付
与
さ
れ
た
知
と
考

え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
能
力
は
、
そ
れ
を

シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
能
力
で
あ
り
、
史
官
た
ち
の
知
と
結
び
つ
い
て

い
く
と
す
る
。
天
皇
と
「
聞
く
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
古
橋
信
孝

「
〈
聞
く
〉
こ
と
の
呪
性
」
二
古
代
和
歌
の
発
生
」
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
八
）
を
参
照
。

（
閉
）
田
辺
幸
雄
「
雄
略
天
皇
」
二
古
事
記
日
本
書
紀
Ⅱ
」
有
精
堂

一
九
七
五
、
初
出
は
一
九
五
三
年
）
、
吉
井
巌
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
（
学

生
社
一
九
七
七
Ｊ
西
條
勉
「
〃
雄
略
的
な
も
の
〃
の
克
服
」
二
古
事

記
と
王
家
の
系
譜
学
」
笠
間
書
院
二
○
○
五
）
、
西
郷
信
綱
『
古
事

記
注
釈
」
第
八
巻
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
な
ど
。

（
別
）
西
條
勉
「
〃
雄
略
的
な
も
の
〃
の
克
服
」
会
古
事
記
と
王
家
の
系

譜
学
』
笠
間
書
院
二
○
○
五
）

（
妬
）
言
葉
を
聞
く
能
力
を
失
え
ば
、
天
皇
と
い
え
ど
も
死
を
迎
え
る
。

例
え
ば
、
仲
哀
天
皇
は
熊
曾
を
撃
つ
た
め
に
神
の
命
を
請
う
た
が
、

神
は
「
西
の
方
に
國
有
り
。
金
銀
を
本
と
爲
て
、
目
の
炎
耀
く
種
種

の
珍
し
き
寶
、
多
に
其
の
國
に
在
り
。
吾
今
其
の
國
を
歸
せ
賜
は
む
」

と
託
宣
し
た
の
に
、
神
の
言
葉
を
受
け
取
ら
ず
、
「
詐
を
爲
す
神
」

と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
怒
っ
た
神
に
よ
っ
て
「
凡
そ
、
こ

の
天
の
下
は
、
汝
が
知
る
べ
き
国
に
非
ず
」
と
宣
告
さ
れ
、
仲
哀
天

皇
は
死
ん
で
し
ま
う
。
仲
哀
天
皇
が
倭
建
命
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
も

付
記
し
て
お
く
。

※
「
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
っ

た
が
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
適
宜
変
更
を
加
え
て

いる。

※
本
稿
は
二
○
一
○
年
三
月
例
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
で
あ

る
。
席
上
で
多
く
の
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ

る。

（
恥
）
「
建
」
の
字
を
持
た
な
く
て
も
そ
の
傾
向
は
み
ら
れ
る
。
先
に
見

た
水
歯
別
命
（
反
正
天
皇
）
で
あ
る
。
自
ら
の
言
に
よ
っ
て
主
人
を

殺
し
た
曾
婆
訶
理
に
対
し
、
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
ふ
り
を
し
て
偽
り
、

殺
害
し
て
い
る
。
同
母
兄
弟
で
殺
し
合
い
も
し
て
い
る
。
し
か
し
、

水
歯
別
命
は
後
に
天
皇
と
な
る
。
そ
の
行
動
が
天
皇
の
心
に
か
な
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
天
皇
は
水
歯
別
命
に
「
墨
江
中
王
を
殺
し
て

上
り
來
ま
せ
」
と
命
じ
た
。
水
歯
別
命
は
、
履
中
天
皇
の
命
令
を
聞
き
、

墨
江
中
王
を
殺
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
「
恒
」
の
情
を
持
た
れ
な
い
。

言
葉
の
真
意
を
受
け
取
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
殺
害
後
、
水
歯
別
命
が

奏
上
し
た
と
き
、
天
皇
に
召
さ
れ
て
「
相
語
ら
」
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
。

（
〃
）
草
那
藝
劒
を
持
っ
て
い
る
と
き
に
は
「
言
向
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
。
伊
勢
の
神
威
謹
と
し
て
読
む
こ
と
に
も
つ
な
が
る
か
。
こ
れ
に

関
し
て
は
、
伊
勢
神
宮
で
得
た
草
那
藝
劒
が
そ
の
行
動
を
守
護
し
た

と
い
う
読
み
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
青
木
周
平
「
倭
建
命
東
征
伝

承
と
「
言
挙
」
」
（
『
古
事
記
研
究
ｌ
歌
と
神
話
の
文
学
的
表
現
-
坐
（
お

う
ふ
う
一
九
九
四
）
）
に
お
い
て
、
「
コ
ト
ム
ヶ
は
「
草
那
芸
劔
」
の

霊
威
が
は
た
ら
く
境
界
で
威
力
を
発
揮
し
て
い
る
」
と
す
る
。
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