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博
士
学
位
申
請
論
文 

「『
古
事
記
』
倭
建
命
物
語
の
研
究
」 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
野 

諒
巳 

 

 

本
論
文
「『
古
事
記
』
倭
建
命
物
語
の
研
究
」
は
、『
古
事
記
』
の
景
行
天
皇
代
の
ほ
ぼ
全
て
を
費
や
し
て
描
か
れ
る
倭
建

命
の
国
土
平
定
記
事
（
以
下
、
倭
建
命
物
語
と
称
す
）
を
対
象
と
し
、『
古
事
記
』
に
独
自
の
表
現
や
記
事
配
列
に
よ
っ
て
、

倭
建
命
に
よ
る
国
土
平
定
が
い
か
に
描
出
さ
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

倭
建
命
物
語
の
特
徴
に
は
、
多
く
の
歌
を
含
む
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
収
載
さ
れ
る
歌
の
多
く
は
、
倭
建
命
と
妻

と
の
関
係
性
の
中
で
詠
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
々
に
は
多
く
の
研
究
史
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
倭
建
命
物
語
全
体
の
な

か
で
、歌
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
感
情
の
意
味
づ
け
や
、そ
れ
を
歌
う
人
物
の
位
置
づ
け
は
充
分
に
な
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

本
論
文
は
、
個
々
の
歌
々
と
そ
の
歌
い
手
を
中
心
と
す
る
登
場
人
物
の
関
係
性
と
を
考
察
し
、『
古
事
記
』
に
独
自
の
記
事
配

列
や
表
現
を
踏
ま
え
て
、
歌
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
感
情
表
現
が
倭
建
命
物
語
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
明
か
す
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

  

《
各
章
概
要
》 

 

第
一
章 

倭
建
命
の
「
建
荒
之
情
」 

―
被
派
遣
者
の
資
質
― 

 

本
章
は
、
倭
建
命
が
熊
曾
建
討
伐
（
西
征
）
を
下
命
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
「
建
荒
之
情
」
と
い
う
表
現
を
対
象
と
し
、

そ
の
表
現
が
担
う
役
割
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。熊
襲
の
辺
境
侵
略
と
い
う
外
的
要
因
に
よ
っ
て
西
征
を
命
じ
ら
れ
た『
日

本
書
紀
』
の
日
本
武
尊
と
異
な
り
、『
古
事
記
』
の
倭
建
命
は
、
天
皇
の
命
を
は
き
違
え
て
兄
を
殺
し
、
そ
の
事
件
に
よ
っ
て

天
皇
に
見
出
さ
れ
た
「
建
荒
之
情
」
と
い
う
性
情
を
契
機
と
し
て
西
征
を
命
じ
ら
れ
る
。
こ
の
「
建
荒
之
情
」
と
い
う
表
現

は
、
倭
建
命
の
性
質
と
行
く
末
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
物
語
を
方
向
づ
け
る
鍵
と
な
る
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
事
記
』

の
用
字
検
討
か
ら
、「
建
」
は
倭
建
命
を
西
東
の
「
言
向
」
を
果
た
す
に
相
応
し
い
被
派
遣
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
表
現
で
あ

る
と
い
え
、
一
方
の
「
荒
」
は
、
倭
建
命
が
荒
神
と
対
峙
す
る
た
め
の
尋
常
な
ら
ざ
る
力
の
源
と
な
り
、
国
土
平
定
に
そ
の

威
力
を
発
揮
す
る
資
質
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
『
古
事
記
』
に
あ
っ
て
国
内
最
後
の
全
国
土
平

定
を
担
う
被
派
遣
者
・
倭
建
命
の
資
質
を
語
る
と
と
も
に
、
物
語
の
始
発
を
倭
建
命
自
身
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
国
土
平
定
を
「
倭
建
命
」
と
い
う
一
人
物
の
物
語
と
し
て
語
る
用
意
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。 

 

第
二
章 

出
雲
称
揚
の
歌 

―
「
さ
み
な
し
」
歌
の
解
釈
か
ら
― 

 

本
章
は
、
倭
建
命
が
出
雲
建
を
騙
し
討
ち
し
た
際
に
よ
ん
だ
歌
「
や
つ
め
さ
す 

出
雲
建
が 

佩
け
る
大
刀 

黒
葛
多
纏

き 

さ
み
な
し
に
あ
は
れ
」（
記
23
）
を
対
象
と
し
、
そ
の
解
釈
を
中
心
に
、
倭
建
命
物
語
に
お
い
て
出
雲
建
討
伐
が
記
さ

れ
る
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
歌
の
五
句
目
に
み
え
る
「
さ
み
な
し
」
の
語
は
従
来
、
刀
替
え
に
よ
る
騙
し
討
ち
と

い
う
物
語
展
開
と
関
わ
っ
て
「
刀
身
が
な
い
（
さ
身
な
し
）」
意
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、『
古
事
記
』
の
用
字
意
識
か
ら
は
、

「
錆
無
し
」
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
当
該
歌
は
出
雲
建
の
佩
刀
を
讃
嘆
す
る
歌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
記
23

は
、
称
讃
に
値
す
る
出
雲
の
力
を
倭
建
命
が
手
に
入
れ
た
こ
と
を
示
す
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』

に
お
い
て
岐
美
二
神
以
降
の
神
（
須
佐
之
男
命
）
が
初
め
て
そ
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
の
は
出
雲
の
地
で
あ
り
、
須
佐
之
男

命
の
降
臨
の
後
、
出
雲
は
葦
原
中
国
を
支
配
し
た
大
国
主
神
の
本
拠
地
と
さ
れ
た
。
爾
後
、
葦
原
中
国
平
定
条
で
出
雲
が
舞

台
と
な
る
よ
う
に
、
高
天
原
勢
力
に
よ
る
国
土
平
定
と
出
雲
と
の
関
係
は
極
め
て
密
接
で
あ
る
。
そ
れ
は
倭
建
命
物
語
の
場

合
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
出
雲
の
掌
握
は
国
土
の
掌
握
と
密
に
繋
が
っ
て
お
り
、
倭
建
命
の
西
征

で
出
雲
建
討
伐
が
描
か
れ
る
理
由
は
、
出
雲
を
掌
握
し
、
そ
の
地
の
力
を
手
に
入
れ
た
倭
建
命
が
、
東
方
十
二
道
平
定
の
起

点
に
立
っ
た
こ
と
を
語
る
た
め
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。 
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第
三
章 

弟
橘
比
売
命
入
水
条
の
表
現 

―
象
徴
化
の
方
法
― 

本
章
は
、
弟
橘
比
売
命
の
入
水
条
を
対
象
と
し
、
倭
建
命
物
語
が
弟
橘
比
売
命
を
〈
ア
ヅ
マ
の
女
〉
と
し
て
象
徴
化
し
た

方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
入
水
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
両
書
に
お
い
て
物
語

の
大
筋
を
一
に
す
る
が
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
の
出
自
に
関
す
る
記
述
の
有
無
や
、
歌
の
有
無
、
そ
し
て
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の

陵
墓
に
ま
つ
わ
る
記
事
の
有
無
な
ど
、
看
過
で
き
な
い
差
異
も
少
な
く
な
い
。『
古
事
記
』
は
弟
橘
比
売
命
の
出
自
不
記
載
に

よ
り
特
定
の
氏
族
と
の
関
わ
り
を
持
た
せ
ず
、「
橘
」
の
名
に
よ
っ
て
、
常
陸
・
武
蔵
・
下
総
な
ど
を
含
ん
だ
広
範
な
空
間
を

象
徴
す
る
女
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
物
語
の
舞
台
で
あ
り
ア
ヅ
マ
の
起
点
と
考
え
ら
れ
る
相
武
に
は
「
橘
」
の
所
縁
が
確
認

で
き
な
い
が
、『
古
事
記
』
に
独
自
の
「
さ
ね
さ
し 

相
模
の
小
野
に 

燃
ゆ
る
火
の 

火
中
に
立
ち
て 

問
ひ
し
君
は
も
」

（
記
24
）
の
歌
に
は
弟
橘
比
売
命
と
相
武
と
を
結
び
つ
け
る
機
能
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
古
事
記
』
独
自
の
表
現

に
よ
っ
て
、
弟
橘
比
売
命
は
ア
ヅ
マ
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
義
は
、
倭
建
命
に
よ
る

東
征
を
、
土
地
の
女
と
の
物
語
に
よ
っ
て
具
体
化
し
、
東
国
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。 

 

第
四
章 

酒
折
宮
問
答
歌
の
時
間
意
識 

―
月
立
問
答
歌
へ
の
展
開
― 

本
章
は
、
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
と
の
婚
姻
に
先
行
し
て
配
置
さ
れ
る
酒
折
宮
問
答
歌
「
新
治 

筑
波
を
過
ぎ
て 

幾
夜

か
寝
つ
る
」（
記
25
）・「
か
が
な
べ
て 

夜
に
は
九
夜 

日
に
は
十
日
を
」（
記
26
）
を
対
象
と
し
、
倭
建
命
の
心
情
表
出
と

の
関
わ
り
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
旅
の
宿
り
の
歌
で
は
、
旅
の
最
中
に
過
ご
す
夜
に
は
郷
里
の
妻
を
思
い

出
し
、
あ
る
い
は
離
れ
た
我
が
家
へ
の
思
慕
が
募
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
旅
と
月
日
と
が
と
も
に
よ
ま
れ
る
場
合
も
ま

た
、
郷
里
の
妹
や
父
母
が
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
歌
表
現
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
記
25
の
歌
い
手
の
心
情
に
も
、
同
様

の
も
の
が
想
定
さ
れ
る
。
記
25
は
苦
し
い
旅
の
中
で
美
夜
受
比
売
を
思
慕
す
る
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
表
出
さ
れ

る
倭
建
命
の
心
情
は
、
東
征
に
出
立
す
る
折
に
美
夜
受
比
売
と
の
婚
約
が
描
か
れ
る
『
古
事
記
』
に
独
自
の
物
語
配
列
に
よ

っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
続
く
月
立
問
答
歌
で
確
認
さ
れ
る
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
と
の
愛
情
と
呼
応
す
る
も
の
と
言

え
る
。
ま
た
、
記
25
に
応
じ
た
記
26
は
、
夜
お
よ
び
昼
の
数
が
、
指
折
り
数
え
た
時
の
最
大
数
「
十
」
に
至
ろ
う
と
す
る
こ

と
を
歌
う
も
の
で
あ
り
、
満
願
の
日
が
す
ぐ
そ
こ
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
東
征
の
終
わ
り
（
美
夜
受
比
売
と
の
再
会
の
時
）
を

告
げ
る
歌
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
た
。 

 第
五
章 

月
立
問
答
歌
の
敬
語
表
現 

―
男
女
唱
和
の
視
点
か
ら
― 

 

本
章
は
、
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
と
の
婚
姻
を
決
定
づ
け
る
月
立
問
答
歌
（
記
27
・
28
）
を
対
象
と
し
、
特
に
そ
の
敬
語

表
現
を
取
り
上
げ
、
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
の
心
情
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
月
立
問
答
歌
に
は
「
汝
が
着
せ
る
」（
上
位

者
の
男
性
か
ら
下
位
者
の
女
性
へ
の
敬
語
）
と
「
我
が
着
せ
る
」（
下
位
者
の
女
性
が
上
位
者
の
男
性
へ
向
け
て
用
い
た
自
称

敬
語
）
と
い
う
、
二
つ
の
特
異
な
敬
語
表
現
が
確
認
で
き
る
。
倭
建
命
か
ら
美
夜
受
比
売
へ
の
敬
語
表
現
は
、
記
25
に
み
え

た
倭
建
命
か
ら
美
夜
受
比
売
へ
の
思
慕
の
情
を
踏
ま
え
て
、
美
夜
受
比
売
に
対
す
る
親
し
み
を
込
め
て
用
い
ら
れ
た
表
現
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
美
夜
受
比
売
の
自
称
敬
語
も
ま
た
、
倭
建
命
へ
の
親
愛
に
基
づ
い
た
表
現
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の

二
つ
の
敬
語
表
現
は
、
当
該
問
答
歌
に
あ
っ
て
、
両
者
の
愛
情
を
確
か
め
合
う
表
現
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
表
現
の
意
義
は
、
東
方
十
二
道
の
平
定
と
い
う
事
績
を
、〈
ヒ
ム
カ
シ
の
女
〉
で
あ
る
美
夜
受
比
売
と
倭
建
命
と
の
関
係
性

を
基
軸
に
、
抒
情
的
物
語
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。 

 

第
六
章 

白
猪
神
へ
の
「
言
挙
」 

―
「
言
向
」
か
ら
逸
脱
す
る
倭
建
命
― 

本
章
は
、
倭
建
命
に
よ
る
伊
服
岐
能
山
の
神
討
伐
を
対
象
と
し
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
差
異
の
比
較
を
通
し

て
、『
古
事
記
』
に
独
自
の
表
現
の
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
は
五
十
葺
山
の
神
の
姿
を
「
大
蛇
」
と

す
る
の
に
対
し
、『
古
事
記
』
は
伊
服
岐
能
山
の
神
を
白
猪
と
す
る
。
邪
神
と
通
じ
る
『
日
本
書
紀
』
の
「
大
蛇
」
と
は
異
な

り
、『
古
事
記
』
の
白
猪
神
は
「
白
」
と
い
う
神
聖
色
を
纏
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
強
い
聖
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
、
加
え
て
「
荒

ぶ
る
」
要
素
の
な
い
神
で
あ
る
と
言
え
る
。
伊
服
岐
能
山
が
東
征
の
起
点
と
な
る
尾
張
以
西
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
て
考
え

る
に
、
伊
服
岐
能
山
の
白
猪
神
は
東
征
の
対
象
外
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
白
猪
神
に
倭
建
命
が
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殺
意
を
向
け
、
神
を
冒
瀆
す
る
「
言
挙
」
を
行
っ
た
こ
と
は
、「
荒
ぶ
る
神
」
の
「
言
向
」
を
命
じ
た
景
行
天
皇
の
詔
に
背
く

行
為
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
倭
建
命
が
荒
ぶ
ら
ぬ
神
に
対
し
て
殺
意
を
向
け
、
ま
た
「
言
挙
」
を
行
っ
た
理
由
は
、
東

征
の
冒
頭
で
自
身
の
読
み
取
っ
た
「
吾
を
既
に
死
ね
と
思
ほ
し
看
す
」
と
い
う
天
皇
の
意
志
に
従
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と

を
論
じ
た
。 

 第
七
章 

「
一
つ
松
」
歌
の
役
割 

―
疲
弊
と
思
慕
と
を
語
る
歌
― 

 

本
章
は
、
尾
津
前
で
倭
建
命
が
よ
ん
だ
歌
「
尾
張
に 

直
に
向
へ
る 

尾
津
崎
な
る 

一
つ
松 

吾
兄
を 

一
つ
松 

人

に
あ
り
せ
ば 

大
刀
佩
け
ま
し
を 

衣
着
せ
ま
し
を 

一
つ
松 

吾
兄
を
」（
記
29
）
の
解
釈
を
通
し
、
歌
が
倭
建
命
の
物

語
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
記
29
は
「
人
で
あ
れ
ば
、
大
刀
や
衣
で
着
飾
る
に
相
応
し
い
立
派

な
大
夫
の
よ
う
な
松
」
を
讃
嘆
す
る
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
歌
は
、
永
遠
性
の
象
徴
で
あ
る
松
樹
を
、
疲
弊
し
死

に
ゆ
こ
う
と
す
る
者
で
あ
る
倭
建
命
と
対
比
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
物
語
中
で
機
能
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
該
歌
の
「
尾

張
に 

直
に
向
へ
る
」
と
い
う
歌
い
だ
し
は
、
尾
張
の
美
夜
受
比
売
を
想
起
さ
せ
る
歌
句
で
あ
っ
た
。
尾
張
の
美
夜
受
比
売

を
想
起
さ
せ
る
歌
句
が
現
れ
る
理
由
に
は
、
当
該
歌
が
「
置
き
忘
れ
た
御
刀
」
の
発
見
を
契
機
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
尾
津
前
の
一
つ
松
の
許
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
御
刀
と
、
美
夜
受
比
売
の
許
に
置
い
て
き
た
御
刀
と
が
重
ね
合
わ

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
歌
の
詠
出
を
導
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
該
歌
は
、
松
樹
と
の
対
比
で
倭
建
命
の
疲

弊
を
語
り
つ
つ
、
辞
世
歌
で
あ
る
記
33
へ
の
中
継
と
し
て
、
東
征
の
全
体
を
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
と
の
恋
物
語
と
し
て
纏

め
上
げ
る
歌
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。 

 

第
八
章 

思
国
歌
に
み
る
倭
建
命
の
忠
心 

本
章
は
、
倭
建
命
の
思
国
歌
を
対
象
と
し
、
王
権
讃
美
的
性
質
を
持
つ
と
さ
れ
る
思
国
歌
が
倭
建
命
の
ど
の
よ
う
な
心
情

に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
も
の
か
を
、
思
国
歌
の
二
首
目
に
あ
た
る
「
命
の 

全
け
む
人
は 
畳
薦 

平
群
の
山
の 

熊
白
檮
が
葉
を 

髻
華
に
挿
せ 

そ
の
子
」（
記
31
）
の
解
釈
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
記
31
に
み
え
る
「
髻
華
」
は
『
万
葉
集
』

や
『
日
本
書
紀
』
の
例
に
よ
れ
ば
、
神
や
君
主
に
仕
え
る
者
の
装
い
で
あ
る
と
い
え
、「
髻
華
に
挿
せ 

そ
の
子
」
と
い
う
記

31
の
表
現
か
ら
、
当
該
歌
は
臣
民
に
対
し
て
天
皇
へ
奉
仕
せ
よ
と
歌
う
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
所
以
は
、
倭

建
命
の
思
惟
と
行
動
と
に
あ
る
。
倭
建
命
は
基
本
的
に
天
皇
の
命
令
を
忠
実
に
遂
行
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
一
見
そ

れ
に
反
し
て
見
え
る
白
猪
神
へ
の
言
挙
を
導
い
た
の
は
、
倭
建
命
が
忖
度
し
た
天
皇
の
心
、
即
ち
「
倭
建
命
の
死
を
願
う
天

皇
の
心
」
に
、
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
倭
建
命
の
意
志
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
記
31
に
天
皇
へ

の
忠
誠
心
を
読
み
取
る
こ
と
に
不
審
は
な
い
。
記
31
は
天
皇
の
王
権
に
賛
美
と
祝
福
と
を
向
け
る
歌
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は

天
皇
に
忠
実
な
被
派
遣
者
と
し
て
倭
建
命
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
と
論
じ
た
。 

 

第
九
章 

倭
建
命
辞
世
歌
の
役
割 

―
東
征
の
終
焉
を
告
げ
る
歌
― 

本
章
は
、
倭
建
命
の
辞
世
歌
「
嬢
子
の 

床
の
辺
に 

我
が
置
き
し 

剣
の
大
刀 

そ
の
大
刀
は
や
」（
記
33
）
と
そ
の

死
の
描
写
と
を
対
象
と
し
、
記
33
を
も
っ
て
倭
建
命
の
最
期
が
語
ら
れ
る
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
中

で
平
定
事
業
の
た
め
に
執
行
者
が
派
遣
さ
れ
た
場
合
、
基
本
的
に
は
「
復
奏
（
覆
奏
）」「
不
復
奏
」
と
い
う
と
じ
め
を
も
つ
。

そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
『
古
事
記
』
の
国
土
平
定
は
派
遣
者
に
よ
る
下
命
と
被
派
遣
者
に
よ
る
「
復
奏
」
と
い
う
形
式
に

よ
っ
て
事
業
の
完
遂
が
語
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
当
該
条
で
は
「
復
奏
」
が
な
さ
れ
ず
、
倭
建
命
の
独
詠
歌
（
記

33
）
に
続
い
て
「
歌
竟
即
崩
」
と
と
じ
ら
れ
て
い
る
。
記
33
に
は
東
征
の
象
徴
た
る
草
那
芸
剣
と
の
別
離
と
、
同
じ
く
東
征

を
象
徴
す
る
ヒ
ム
カ
シ
の
女
で
あ
る
美
夜
受
比
売
と
の
別
離
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
歌
意
を
通
し
て
考
え
る
に
、

「
歌
竟
即
崩
」
と
記
さ
れ
る
倭
建
命
の
死
の
表
現
は
、
東
征
の
象
徴
で
あ
る
両
者
と
の
別
離
を
歌
い
終
え
た
倭
建
命
が
即
座

に
崩
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倭
建
命
の
死
を
東
征
の
終
焉
と
重
ね
合
わ
せ
、
東
征
を
倭
建
命
の
「
物
語
」
と
し
て
描
く
営
為

で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。 

 第
十
章 

倭
建
命
葬
送
条
に
お
け
る
「
倭
」
と
「
天
」 
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本
章
は
、
倭
建
命
葬
送
条
を
考
察
の
対
象
と
し
、『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
る
「
倭
」
の
妻
子
に
よ
る
葬
送
の
意
味
と
、
倭

建
命
の
死
後
の
行
方
と
考
え
ら
れ
る
「
天
」
の
意
味
と
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
倭
の
后
等
・
御
子
等
の
下
向
は
、
遠
隔

地
で
死
去
し
た
倭
建
命
の
魂
を
家
人
が
慰
撫
す
る
と
い
う
死
者
葬
送
の
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
西
征
の
発
端
と
な
っ
た
「
建

荒
之
情
」
の
「
荒
」
を
和
ら
げ
る
行
い
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
倭
建
命
の
国
土
平
定
が
妻
と
の
関
係
を
基
軸
に
し
て

ア
ヅ
マ
（
弟
橘
比
売
命
）・
ヒ
ム
カ
シ
（
美
夜
受
比
売
）
な
ど
の
枠
組
み
で
語
ら
れ
る
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
倭
の
妻
子
の

下
向
は
、「
倭
」
が
西
征
・
東
征
の
領
域
を
包
括
す
る
こ
と
を
語
る
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
人
物
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
る
、
熊
曾
・
出
雲
・
ア
ヅ
マ
・
ヒ
ム
カ
シ
と
い
う
国
土
平
定
の
各
領
域
を
包
括
「
倭
」
の
さ
ら
に
先
に
あ
る
も

の
が
、
八
尋
白
ち
鳥
と
化
し
た
倭
建
命
の
飛
翔
し
た
「
天
」
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
用
例
に
よ
れ
ば
「
天
」
と
は
高
天
原
と

同
義
で
あ
る
と
い
え
、
高
天
原
は
葦
原
中
国
平
定
の
始
発
で
あ
っ
た
。
倭
建
命
の
葬
送
の
物
語
は
、
神
代
か
ら
連
な
る
国
土

平
定
の
終
了
を
語
り
、
そ
の
結
果
を
景
行
天
皇
と
以
後
歴
代
の
天
皇
へ
と
繋
げ
て
い
く
役
割
を
有
す
る
と
論
じ
た
。 

 

以
上
の
概
要
を
通
し
て
、
改
め
て
本
論
文
で
論
じ
て
き
た
「
倭
建
命
物
語
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。 

 

序
論
で
触
れ
た
よ
う
に
、
倭
建
命
の
西
征
に
は
神
話
と
繋
が
る
土
地
（
熊
曾
・
出
雲
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
東
征
に
お
い

て
ア
ヅ
マ
を
弟
橘
比
売
命
が
、ヒ
ム
カ
シ
を
美
夜
受
比
売
が
象
徴
し
た
よ
う
に
、西
征
に
お
い
て
は
熊
曾
の
地
を
熊
曾
建
が
、

出
雲
の
地
を
出
雲
建
が
象
徴
し
た
と
み
て
よ
い
。
西
征
・
東
征
は
「
言
向
」
と
い
う
神
話
文
脈
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
西
征
と
東
征
と
の
質
の
違
い
は
、
改
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
西
征
と
は
倭
建
命
が
国
土
平
定
の
担
い
手
た
る
資
格
を
獲
得
す
る
た
め
の
道
程
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
西
征
の
発
端
で
あ
る
兄
殺
し
を
契
機
に
「
建
荒
之
情
」
と
い
う
資
質
を
見
出
さ
れ
た
倭
建
命
は
、
熊
曾
建
か
ら
「
倭

建
」
と
い
う
名
を
手
に
入
れ
、
出
雲
建
か
ら
出
雲
の
大
刀
を
手
に
入
れ
た
。「
建
」
と
い
う
名
の
獲
得
に
つ
い
て
は
第
一
章
に

触
れ
た
通
り
、
被
派
遣
者
と
し
て
の
資
質
を
よ
り
強
固
に
打
ち
出
す
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
続
く
出
雲
の
大
刀
の
獲

得
は
、
須
佐
之
男
命
が
出
雲
で
草
那
芸
之
大
刀
を
入
手
し
、
そ
の
大
刀
が
景
行
天
皇
代
に
お
い
て
国
土
平
定
に
威
力
を
発
揮

し
て
い
る
と
い
う
『
古
事
記
』
の
構
成
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
葦
原
中
国
平
定
に
際
し
て
出
雲
が
国
譲
り
の
地
と
な
り
、

こ
の
地
の
掌
握
を
以
て
国
土
の
掌
握
が
語
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
て
も
、
や
は
り
倭
建
命
の
出
雲
掌
握
と
大
刀
入
手

に
は
、
全
国
土
平
定
の
起
点
に
立
っ
た
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
看
取
さ
れ
る
。
倭
建
命
に
よ
る
国
土
平
定
は
、「
言
向
」
を

中
心
と
し
た
、
国
土
平
定
（
掌
握
）
に
関
わ
る
神
話
を
規
範
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
神
話
の
時
代
か
ら
連
続

す
る
時
間
軸
と
論
理
性
の
中
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
先
に
触
れ
た
「
言
向
」
を
例
に
考
え
て
み
る
と
、「
言
向
」
と
「
復
奏
」
と
が
対
に
な
っ
て
い
る
葦
原
中
国
平
定

条
と
は
異
な
り
、
倭
建
命
の
国
土
平
定
で
は
辞
世
歌
で
あ
る
記
33
が
そ
の
と
じ
め
と
な
っ
て
い
る
。 

 

第
九
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
求
め
ら
れ
る
「
復
奏
」
や
そ
れ
に
代
替
す
る
行
為
・
発
話
で
は
な
く
記
33
に
よ
っ
て
倭

建
命
の
東
征
を
締
め
く
く
る
こ
と
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
『
古
事
記
』
の
論
理
を
逸
脱
す
る
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
記
33
は
「
復
奏
」
の
論
理
に
よ
ら
な
い
、
別
の
価
値
観
に
よ
り
齎
さ
れ
た
と
じ
め
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
記

33
は
、「
嬢
子
」
の
語
に
よ
っ
て
、
東
征
冒
頭
の
婚
約
か
ら
記
33
に
至
る
ま
で
描
か
れ
続
け
る
〈
ヒ
ム
カ
シ
の
女
〉
美
夜
受

比
売
、
即
ち
東
征
の
象
徴
と
も
呼
べ
る
人
物
を
歌
い
こ
む
。
そ
の
美
夜
受
比
売
の
「
床
辺
」
に
置
い
た
大
刀
も
ま
た
、
倭
建

命
が
東
征
出
立
の
折
に
伊
勢
の
姨
・
倭
比
売
命
か
ら
下
賜
さ
れ
、
東
征
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
伊
服
岐
能
山
に
赴
く
ま
で
所

持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
東
征
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
記
33
は
こ
れ
ら
二
つ
の
「
東
征
の
象
徴
」
と
倭
建
命
と
の
別

離
・
哀
惜
の
情
を
歌
う
も
の
で
あ
り
、
歌
の
直
後
に
「
歌
ひ
竟
り
て
、
即
ち
崩
り
ま
し
き
」
と
記
す
そ
の
表
現
は
、
倭
建
命

の
死
と
東
征
の
終
焉
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、
倭
建
命
の
国
土
平
定
は
、『
古
事
記
』
上
巻
の
葦
原
中
国
平
定
条
と
は
明
ら
か
に
違
う
意
識
の

も
と
に
編
ま
れ
た
物
語
で
あ
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
言
向
・
復
奏
と
い
う
論
理
の
徹
底
よ
り
も
、
抒
情
的
な
物
語
性
を
重
視

し
て
成
り
立
っ
た
の
が
倭
建
命
物
語
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
こ
と
は
、
倭
建
命
に
よ
る
国
土
平
定
が
、
地
域
を
代
表
す
る
人
物
と
倭
建
命
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
に
語
ら
れ
て

い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

先
に
西
征
を
「
倭
建
命
が
国
土
平
定
の
担
い
手
た
る
資
格
を
獲
得
す
る
た
め
の
道
程
」
と
位
置
づ
け
た
が
、
東
征
は
西
征
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に
よ
っ
て
獲
得
し
た
資
格
を
以
て
荒
ぶ
る
神
と
ま
つ
ろ
は
ぬ
人
等
と
を
言
向
け
、全
国
土
の
平
定
を
完
了
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
国
土
平
定
は
、
天
皇
の
詔
に
あ
っ
た
東
方
十
二
道
を
、
尾
張
以
東
の
東
征
領
域
全
体
を
〈
ヒ
ム
カ
シ
〉、
足
柄
坂
以
東
の

所
謂
東
国
を
〈
ア
ヅ
マ
〉
と
括
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
〈
ヒ
ム
カ
シ
の
女
〉
で
あ
る
美
夜
受
比
売
と
〈
ア
ヅ
マ
の
女
〉
で

あ
る
弟
橘
比
売
命
と
に
代
表
さ
せ
、
倭
建
命
と
そ
れ
ら
の
女
性
と
の
関
係
性
を
絡
め
な
が
ら
語
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、

抒
情
的
物
語
と
し
て
構
築
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

〈
ア
ヅ
マ
の
女
〉
で
あ
る
弟
橘
比
売
命
は
、
走
水
で
入
水
す
る
際
に
倭
建
命
思
慕
の
記
24
を
歌
い
、「
相
武
の
小
野
に
燃

ゆ
る
火
」
を
歌
い
込
む
そ
の
歌
に
よ
っ
て
、
先
行
す
る
相
武
の
火
難
条
に
ま
で
自
身
の
姿
を
投
影
さ
せ
る
。
相
武
は
ア
ヅ
マ

の
起
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
ア
ヅ
マ
の
国
号
は
倭
建
命
が
弟
橘
比
売
命
を
思
慕
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
あ
づ
ま
は

や
」
の
三
歎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ヅ
マ
に
お
け
る
国
土
平
定
の
全
体
を
覆
う
の
が
弟
橘
比
売
命
で
あ
り
、
倭
建
命
と
弟

橘
比
売
命
と
の
関
係
性
を
密
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ヅ
マ
と
い
う
空
間
に
お
け
る
国
土
平
定
は
抒
情
的
物
語
と
し
て
成

立
し
た
と
言
え
る
。 

〈
ヒ
ム
カ
シ
の
女
〉
で
あ
る
美
夜
受
比
売
の
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。
尾
張
を
起
点
と
す
る
種
々
の
国
土
平
定
―
―
荒
ぶ

る
神
の
言
向
や
ま
つ
ろ
は
ぬ
人
等
の
平
定
は
、
随
所
に
美
夜
受
比
売
と
倭
建
命
と
の
関
係
性
に
か
か
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も

っ
て
描
か
れ
る
。『
古
事
記
』
に
独
自
の
婚
約
記
事
は
、
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
と
が
互
い
に
想
い
あ
い
な
が
ら
も
離
れ
て
過

ご
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
間
の
描
出
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
記
事
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
酒
折
宮
問
答
歌

の
倭
建
命
詠
歌
（
記
25
）
は
、
苦
し
い
旅
の
な
か
で
待
ち
人
で
あ
る
美
夜
受
比
売
を
思
慕
す
る
と
い
う
情
を
持
ち
う
る
の
で

あ
り
、
続
く
月
立
問
答
歌
で
は
、
婚
約
の
際
に
結
ば
れ
た
愛
情
関
係
に
基
づ
い
た
歌
の
贈
答
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
東
征
の
冒
頭
か
ら
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
と
の
関
係
性
を
描
き
続
け
る
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
物
語
は
、
草
那
芸

剣
へ
の
哀
惜
と
と
も
に
美
夜
受
比
売
と
の
別
離
を
歌
う
記
33
を
、
東
征
の
と
じ
め
と
す
る
の
で
あ
る
。 

倭
建
命
の
死
は
倭
か
ら
下
向
し
て
き
た
后
等
・
御
子
等
の
歌
と
葬
送
に
よ
っ
て
慰
撫
さ
れ
る
こ
と
で
和
ら
げ
ら
れ
、
八
尋

白
ち
鳥
と
化
し
た
倭
建
命
は
天
―
―
高
天
原
へ
と
飛
び
翔
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
、
思
国
歌
と
片
歌
と
に
よ
っ
て
倭
建

命
が
思
慕
し
た
家
人
と
、
倭
建
命
を
恋
い
慕
う
倭
の
家
人
（
后
等
・
御
子
等
）
の
呼
応
関
係
で
あ
り
、
こ
の
関
係
性
が
あ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
昇
天
は
成
立
し
た
と
考
え
て
よ
い
。 

こ
の
よ
う
に
、
東
征
の
全
体
が
美
夜
受
比
売
や
弟
橘
比
売
命
、
そ
し
て
倭
の
后
等
・
御
子
等
と
倭
建
命
と
の
愛
情
描
写
に

よ
っ
て
包
括
さ
れ
て
い
く
構
成
は
、
倭
建
命
に
よ
る
国
土
平
定
の
事
跡
を
、「
倭
建
命
」
と
い
う
一
人
物
の
物
語
と
し
て
纏
め

上
げ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
結
果
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。 

特
定
の
人
物
を
軸
に
据
え
、
そ
の
人
物
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
物
間
の
感
情
描
写
を
絡
め
な
が
ら
平
定
の
事
跡
を
語
る
記

事
構
成
は
、
葦
原
中
国
平
定
や
崇
神
記
の
東
方
十
二
道
平
定
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
方
法
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
事
跡
を
抒
情
に
よ
っ
て
肉
づ
け
し
、
抒
情
的
物
語
と
し
て
組
成
す
る
あ
り
よ
う
は
、
国
土
平
定
の
全
て
を
倭
建

命
と
い
う
人
物
に
集
約
・
象
徴
化
し
て
語
る
試
み
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

本
論
文
が
倭
建
命
に
よ
る
国
土
平
定
の
記
事
を
、「
倭
建
命
物
語
」
と
称
し
た
所
以
で
あ
る
。 

 

本
論
文
は
、
倭
建
命
の
手
に
な
る
国
土
平
定
の
記
事
を
「
倭
建
命
物
語
」
と
称
し
、
そ
の
枠
組
み
と
抒
情
と
の
重
な
り
が

も
つ
意
義
を
論
じ
て
き
た
。
倭
建
命
を
中
心
と
し
て
抒
情
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
国
土
平
定
は
、『
古
事
記
』
序
文
に
記
さ
れ
る

「
後
葉
に
流
へ
」
る
こ
と
を
企
図
し
、
選
択
さ
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。 

 

人
物
の
情
に
寄
り
添
い
、
抒
情
的
に
事
績
を
語
る
倭
建
命
物
語
の
あ
り
よ
う
に
は
、『
古
事
記
』
が
目
指
し
た
「
後
葉
に
流

へ
」
る
た
め
の
、
い
わ
ば
「
語
り
継
が
れ
る
た
め
の
工
夫
」
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

本
論
文
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
糸
口
と
し
、『
古
事
記
』
と
い
う
書
承
作
品
の
そ
の
先
に
何
が
想
定
さ
れ
、
期
待
さ
れ
た
の

か
を
、
今
後
の
課
題
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。 

  

以
上
の
各
章
概
要
を
踏
ま
え
て
、
本
論
文
の
結
論
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。 

 

倭
建
命
物
語
は
、
西
征
・
東
征
の
全
体
を
通
し
て
、『
古
事
記
』
の
神
話
世
界
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
上

巻
の
神
話
に
み
え
る
葦
原
中
国
平
定
か
ら
神
武
東
征
や
崇
神
天
皇
代
の
東
方
十
二
道
の
平
定
な
ど
の
国
内
の
国
土
平
定
の
最

後
に
位
置
す
る
倭
建
命
東
征
は
、
天
皇
へ
の
復
奏
で
は
な
く
、
八
尋
白
ち
鳥
と
化
し
た
倭
建
命
が
「
天
」（
＝
高
天
原
）
に
飛
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翔
す
る
こ
と
で
と
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
高
天
原
の
天
神
の
意
志
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
国
土
平
定
事
業
が
、
倭
建
命
に

よ
っ
て
高
天
原
へ
と
回
収
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
れ
ば
、
倭
建
命
の
西
・
東
征
伐
は
、
景

行
天
皇
代
の
一
事
績
に
は
留
ま
ら
な
い
、『
古
事
記
』
全
体
の
枠
組
み
の
な
か
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
持
っ
た
記
事
で
あ
っ

た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

 

そ
し
て
そ
の
事
績
は
、
特
に
東
征
に
あ
っ
て
、
倭
建
命
と
女
性
た
ち
と
の
関
係
性
を
中
心
に
描
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、

『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
る
『
古
事
記
』
独
自
の
表
現
で
あ
る
。
ア
ヅ
マ
の
弟
橘
比
売
命
や
ヒ
ム
カ
シ
の
美
夜
受
比
売
と
の

間
に
は
種
々
の
歌
が
う
た
わ
れ
、
倭
建
命
と
女
性
と
の
間
の
情
愛
が
享
受
者
に
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
多
く
の
歌
々
は
『
古

事
記
』
に
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
歌
に
よ
っ
て
倭
建
命
と
女
性
と
の
情
愛
を
か
た
る
『
古
事
記
』
の
倭
建
命
物
語
は
、
倭
建

命
を
中
心
と
す
る
登
場
人
物
の
抒
情
に
特
化
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
と
考
え
る
。 

 

『
古
事
記
』
に
お
け
る
最
後
の
国
土
平
定
を
、「
倭
建
命
」
と
い
う
一
人
物
の
抒
情
的
物
語
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
工
夫
は
、

「
景
行
天
皇
代
に
お
け
る
全
国
土
平
定
」
と
い
う
歴
史
的
事
跡
を
、「
倭
建
命
の
物
語
」
と
し
て
享
受
者
の
記
憶
へ
定
着
さ
せ

る
こ
と
を
意
図
し
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
れ
は
即
ち
、『
古
事
記
』
序
文
に
い
う
「
後
葉
に
流
へ
」
る
た
め
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。 

 

（
平
成
三
十
年
九
月
十
日
） 


