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― 1 ― 倭建命物語における「建荒之情」の意義

倭
建
命
物
語
に
お
け
る
「
建
荒
之
情
」
の
意
義

　
　

小
野
諒
巳

　
　
　

は
じ
め
に

　
『
古
事
記
』（
以
下
、
記
）
と
『
日
本
書
紀
』（
以
下
、
紀
）
の
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
物
語
は
大
筋
を
と
も
に
し
な
が
ら
、
表
現
や
展
開
に
大
小
の
差
異

を
も
つ
。
そ
の
差
異
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
特
に
顕
著
な
も
の
に
西
征

発
令
の
発
端
が
あ
げ
ら
れ
る
。
熊
襲
の
背
反
と
、
そ
れ
に
起
因
す
る
日
本

武
尊
の
派
遣
を
簡
潔
に
記
す
紀
に
対
し
、記
は
小
碓
命
に
よ
る
兄
殺
し
と
、

そ
れ
を
受
け
て
見
出
さ
れ
た
小
碓
命
の
「
建
荒
之
情
」
へ
父
天
皇
が
抱
い

た
心
情
を
契
機
と
し
て
、
西
征
が
発
令
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
独
自
記
事
は
、
記
の
倭
建
命
（
小
碓
命
）
に
対
す
る
性
格

づ
け
を
す
る
も
の
、
ま
た
物
語
の
方
向
性
を
定
め
る
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
記
は
そ
の
独
自
記
事
を
も
つ
こ
と
に

よ
っ
て
爾
後
の
展
開
は
も
と
よ
り
、
登
場
人
物
間
の
関
係
性
、
ま
た
は
倭

建
命
自
身
の
性
質
を
、
紀
と
は
全
く
の
別
物
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
独
自
記
事
た
る
兄
殺
し
条
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
小
碓
命
の
性
質
を
、

具
体
的
な
文
言
を
以
て
規
定
し
て
い
く
の
が
「
建
荒
之
情
」
と
い
う
表
現

で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
用
字
の
検
討
を

通
し
て
「
建
荒
之
情
」
が
物
語
に
お
い
て
担
う
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る（

1
（

。
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一
、「
建
荒
之
情
」
の
先
行
研
究

　

考
察
に
先
立
ち
、
記
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
西
征
冒
頭
部
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
ま
ず
は
、
記
の
考
察
対
象
箇
所
本
文
を
左
に
掲
げ
る
。

　
　

�

天
皇
、
小
碓
命
に
詔
は
く
、「
何
と
か
も
汝
が
兄
の
朝
夕
の
大
御
食

に
参
ゐ
出
で
来
ぬ
。
専
ら
汝
、
ね
ぎ
し
教
へ
覚
せ
」
と
、
如
此
詔
ひ

て
よ
り
以
後
、
五
日
に
至
る
ま
で
、
猶
参
ゐ
出
で
ず
。
爾
く
し
て
、

天
皇
、
小
碓
命
を
問
ひ
賜
は
く
、「
何
と
か
も
汝
が
兄
の
久
し
く
参

ゐ
出
で
ぬ
。
若
し
未
だ
誨
へ
ず
有
り
や
」
と
と
ひ
た
ま
ふ
に
、
答
へ

て
白
し
し
く
、「
既
に
ね
ぎ
為
つ
」
と
ま
を
し
き
。
又
、
詔
は
く
、「
如

何
に
か
ね
ぎ
し
つ
る
」
と
の
り
た
ま
ふ
に
、
答
へ
て
白
し
し
く
、「
朝

署
に
廁
に
入
り
し
時
に
、
待
ち
捕
へ
、
搤
り
批
き
て
、
其
の
枝
を
引

き
闕
き
て
、
薦
に
裹
み
て
投
げ
棄
て
つ
」
と
ま
を
し
き
。
是
に
、
天

皇
、
其
の
御
子
の
建
く
荒
き
情
（
建
荒
之
情
）
を
惶
り
て
詔
は
く
、

「
西
の
方
に
熊
曾
建
二
人
有
り
。
是
、
伏
は
ず
礼
無
き
人
等
ぞ
。
故
、

其
の
人
等
を
取
れ
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
遣
し
き（

2
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
紀
は
次
の
よ
う
な
記
事
を
も
つ
の
み
で
あ
る
。

　
　

秋
八
月
に
、
熊
襲
亦
反
き
て
、
辺
境
を
侵
す
こ
と
止
ま
ず
。

　
　

�

冬
十
月
の
丁
酉
の
朔
己
酉
に
、
日
本
武
尊
を
遣
し
て
、
熊
襲
を
撃
た

し
む
。
時
に
年
十
六（

（
（

。

　

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
西
征
発
令
に
関
す
る
記
述
の
量
は
記
紀
で
大
き

く
異
な
る
。
紀
が
熊
襲
の
動
向
を
理
由
と
し
て
日
本
武
尊
を
派
遣
し
た
の

に
対
し
、
記
は
小
碓
命
（
倭
建
命
）
の
兄
殺
し
を
載
せ
、
そ
れ
を
契
機
と

し
て
「
伏
は
ず
礼
無
き
人
等
」
で
あ
る
熊
曾
建
の
討
伐
が
下
命
さ
れ
る
。

以
降
の
展
開
に
先
立
ち
、
倭
建
命
の
性
質
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
「
兄
殺
し
」
は
記
の
独
自
記
事
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
記
が
倭
建
命
に
対

し
て
付
与
し
た
性
質
や
、
物
語
全
体
を
規
定
し
て
い
く
意
味
合
い
が
あ
る

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
従
来
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
が
「
建
荒

之
情
」
で
あ
り
、
天
皇
が
抱
い
た
「
惶
」
で
あ
っ
た
。

　

多
く
の
場
合
、「
建
荒
之
情
」
は
小
碓
命
の
兄
殺
し
記
事
と
不
可
分
の

形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
居
宣
長
が
「
其
御
心
の
荒
き
ほ
ど
を
、
所
知

看
て
今
以
後
も
、
な
ほ
如
何
な
る
荒
き
行
を
か
爲
賜
は
む
と
、
恐
れ
惶
み

賜
ふ
な
り
」
と
天
皇
の
心
情
に
つ
い
て
指
摘
し（

（
（

、
以
降
、
こ
の
理
解
は
現

在
に
到
る
ま
で
多
く
の
論
に
踏
襲
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
天
皇
の
心
情
に
対

し
て
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
の
が
西
郷
信
綱
で
あ
っ
た
。
西
郷
は
古
代
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記
の
「
建
」
と
「
荒
」
を
考
察
し
た
木
村
龍
司
は
、
特
に
海
幸
山
幸
神

話
で
「
是
を
以
て
、
備
さ
に
海
の
神
の
教
へ
し
言
の
如
く
、
其
の
鉤
を
与

へ
き
。
故
、
爾
よ
り
以
後
は
、
稍
く
兪
よ
貧
し
く
し
て
、
更
に
荒
き
心
を

起
し
て
迫
め
来
た
り
」
と
記
さ
れ
る
火
照
命
の
「
荒
心
」
の
例
を
参
考
に
、

　
　

�「
荒
心
」
と
は
、
従
わ
ず
勝
手
な
行
動
を
と
る
心
で
は
あ
る
が
殲
滅

し
尽
く
さ
る
べ
き
心
で
は
な
く
、
和
ら
げ
柔
順
な
も
の
へ
と
替
え
ら

れ
る
べ
き
心
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
中
略
）「
建
強
人
」「
建
男
」

は
称
ふ
べ
き
御
名
と
し
て
の
「
建
」
で
あ
り
、「
建
」
は
称
え
ら
れ

る
べ
き
概
念
を
含
ん
だ
勇
ま
し
さ
を
示
す
語
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
景
行
天
皇
が
倭
建
命
に
感
じ
た
「
建
荒
之
情
」
と
は
勇
猛

で
、
柔
ら
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心
情
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る（

（
（

。

と
述
べ
た
。
木
村
論
の
特
色
と
し
て
、「
荒
」
を
柔
ら
げ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
心
情
と
解
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
方
、
西
澤
一
光
は
「
建
」

「
荒
」
の
双
方
を
天
皇
の
礼
の
秩
序
か
ら
見
て
「
化
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た（
（1
（

。
対
し
て
、
松
本
直
樹
は
仲
哀
記
に
み
え

る
「
荒
御
魂
」
の
働
き
に
着
目
し
、「『
荒
』
は
必
ず
し
も
反
王
権
的
・
反

秩
序
的
な
性
質
を
示
す
も
の
で
は
な
く
」、「
建
」
も
方
向
性
が
定
め
ら
れ

に
お
け
る
父
と
息
子
と
の
緊
張
関
係
を
当
該
箇
所
に
読
み
取
り
、「
建
荒

之
情
」
を
、
父
を
恐
れ
さ
せ
る
異
常
性
と
捉
え
る（

（
（

。
都
倉
義
孝
は
西
郷
の

読
み
取
り
を
部
分
的
に
認
め
な
が
ら
も
、
天
皇
と
倭
建
命
と
を
王
権
を
担

う
正
と
負
の
存
在
と
し
て
対
比
さ
せ
、
倭
建
命
は
「
反
近
代
（
古
代
）
的

反
秩
序
を
象
徴
す
る
負
な
る
存
在
」
で
あ
る
と
し
た（

（
（

。
ま
た
、
榎
本
福
寿

は
「『
建
荒
之
情
』
は
、
倭
建
命
を
駆
り
た
て
て
、
天
皇
の
命
を
つ
ね
に

過
度
、
過
激
な
か
た
ち
で
実
現
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
源
泉
で
あ
る
」
と

位
置
づ
け
る（

（
（

。
西
條
勉
は
倭
建
命
の
「
建
」
が
「
景
行
に
よ
っ
て
恐
れ
ら

れ
た
『
建
く
荒
き
情
』
の
『
建
』
で
あ
り
、（
中
略
）
兄
の
オ
ホ
ウ
ス
に

行
使
さ
れ
た
暴
力
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
熊
曾
建
か
ら
の
御
名
献
上
を
踏

ま
え
て
、
倭
建
命
を
否
定
的
に
描
き
出
す
工
夫
で
あ
る
と
論
じ
た（

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
倭
建
命
の
「
建
荒
之
情
」
に
関
し
て
は
様
々
な
指
摘
が

な
さ
れ
て
お
り
、
特
に
都
倉
以
降
の
諸
説
は
倭
建
命
の
性
質
を
記
と
い
う

作
品
に
即
し
て
具
体
的
に
示
し
た
論
と
し
て
示
唆
に
富
む
。
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
そ
れ
ら
の
論
で
は
「
建
荒
之
情
」
と
い
う
語
の
表
現
よ
り
も
兄

殺
し
の
記
事
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
重
き
を
置
く
こ
と

が
多
く
、「
建
荒
之
情
」
と
い
う
表
現
自
体
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、

看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。天
皇
が
倭
建
命
に
看
取
し
た「
建

荒
之
情
」
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
は
、
今
一
度
、
そ
の
表
現
か
ら
突
き
詰
め

て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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て
い
な
い
語
で
あ
る
と
確
認
し
た
上
で
、「『
建
』『
荒
』
と
も
に
強
い
武

力
や
敵
対
し
て
怯
む
こ
と
の
な
い
剛
い
性
情
を
表
し
、
時
と
し
て
秩
序
を

越
え
た
異
民
族
性
を
帯
び
る
語
と
理
解
す
べ
き
」
と
述
べ
た（
（（
（

。
こ
の
よ
う

に
、「
建
」
も
「
荒
」
も
肯
定
的
に
見
る
立
場
と
否
定
的
に
見
る
立
場
と

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、
改
め
て
「
建
」
と
「
荒
」
の
用
例

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　

二
、「
建
」
の
解
釈

　

記
に
お
い
て
「
建
」
字
は
神
名
・
人
名
に
用
い
ら
れ
る
他
、
動
詞
が
訓

注
を
含
め
て
四
例
、
形
容
詞
が
三
例
見
え
る（
（1
（

。
特
に
形
容
詞
の
例
は
考
察

対
象
箇
所
と
熊
曾
建
の
発
話
の
み
に
見
え
、
倭
建
命
物
語
の
中
で
意
図
的

に
配
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
倭
建
命
に
関
す
る
研
究
を
基
軸
に
し

た
場
合
、
こ
の
「
建
」
に
は
、
大
別
し
て
二
通
り
の
説
が
見
ら
れ
る
。
一

つ
は
、
土
雲
八
十
建
や
熊
曾
建
な
ど
の
よ
う
な
反
王
権
的
性
質
と
す
る
説

で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、「
建
」
を
武
勇
に
秀
で
た
性
質
と
認
め
、

王
権
の
範
囲
拡
充
に
必
要
と
さ
れ
た
力
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。

　
　

�「
信
に
然
あ
ら
む
。
西
の
方
に
、
吾
二
人
を
除
き
て
、
建
く
強
き
人

無
し
。
然
れ
ど
も
、
大
倭
国
に
、
吾
二
人
に
益
し
て
、
建
き
男
は
、

坐
し
け
り
。
是
を
以
て
、
吾
、
御
名
を
献
ら
む
。
今
よ
り
以
後
は
、

倭
建
御
子
と
称
ふ
べ
し
」（
倭
建
命
西
征
）

　

性
質
が
や
や
異
な
る
動
詞
の
例
と
本
稿
の
考
察
対
象
箇
所
を
除
く
と
、

右
が
記
の
「
建
」
と
し
て
考
察
の
対
象
と
な
る
。
熊
曾
建
の
発
話
に
み
え

る
「
建
く
強
き
人
」「
建
き
男
」
は
武
勇
に
優
れ
た
性
質
と
捉
え
て
よ
か

ろ
う
。
倭
建
と
い
う
名
は
そ
の
優
れ
た
性
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
御
名
献
上
は
、
熊
曾
建
が
反
王
権
的
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
倭
建
の
「
建
」
に
も
反
王
権
的
性
質
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た

経
緯
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
記
は
日
本
「
武
」
尊
と
川
上
「
梟
帥
」
の
よ
う
に
表
記
を
使

い
分
け
る
紀
と
異
な
り
、
表
記
の
差
を
も
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
記
の

場
合
は
「
建
」
表
記
に
よ
る
善
悪
の
価
値
表
明
は
看
取
し
え
ず
、
八
十
建

や
熊
曾
建
の
反
王
権
的
性
質
を
規
定
し
て
い
く
の
は
、
本
文
中
に
見
え
る

表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

熊
曾
建
の
場
合
「
伏
は
ず
礼
無
き
人
等
」
と
さ
れ
、
八
十
建
は
「
土
雲
」

と
冠
さ
れ
、
ま
た
「
待
ち
い
な
る
」
と
敵
対
的
な
態
度
を
み
せ
る
描
写
が

な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
建
」
が
即
ち
反
王
権
的
存
在
で
な
の
で
は

な
く
、
そ
の
者
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
改
め
て
反
王
権
の
描
写

を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る（
（1
（

。
こ
の
こ
と
は
建
御
雷
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之
男
神
と
建
御
名
方
神
が
と
も
に
「
建
」
を
持
ち
な
が
ら
対
立
関
係
に
あ

る
点
か
ら
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
記
に
お
い
て
は
、
名
に
「
建
」
と
あ
る
だ

け
で
は
反
王
権
と
は
言
え
ず
、「
礼
無
き
」
な
ど
の
敵
対
を
示
す
表
現
や

描
写
が
あ
っ
て
初
め
て
そ
の
反
王
権
性
が
示
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
熊
曾
建
の
発
話
に
見
え
る
「
建
」
も
、
熊
曾
建
の
武
勇
と
小
碓
命

の
武
勇
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、否
定
的
に
見
る
理
由
は
な
い
。

む
し
ろ
、
大
和
以
西
で
最
も
武
勇
に
秀
で
た
者
と
し
て
倭
建
命
を
賞
賛
す

る
表
現
で
あ
る
と
捉
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
、
改
め
て
神
名
・
人
名
の
「
建
」
を
見
て
い

き
た
い
。
神
名
・
人
名
の
例
は
膨
大
な
量
に
の
ぼ
る
が
、
そ
の
大
半
は
系

譜
等
に
見
え
る
の
み
で
性
質
の
判
断
が
困
難
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
物
語
記

事
を
通
し
て
性
質
の
判
断
が
可
能
な
例
に
限
定
し
て
考
察
の
対
象
と
す
る
。

　

１
建
御
雷
之
男
神
（
建
御
雷
神
）……
…
…
…
…
…
…
…
葦
原
中
国
平
定

　

２
建
速
須
佐
之
男
命
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
俣
遠
呂
智
退
治

　

３
建
御
名
方
神
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
国
譲
り（
建
御
雷
神
と
対
峙
）

　

４
八
十
建
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
神
武
東
征（
神
武
天
皇
と
対
峙
）

　

５
建
沼
河
耳
命
…
…
多
芸
志
美
々
と
の
皇
位
争
い（
多
芸
志
美
々
殺
害
）

　

６
若
建
吉
備
津
日
子
命
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉
備
国
の
言
向

　

７
建
波
迩
夜
須
毘
古
命
（
建
波
迩
安
王
）……
崇
神
天
皇
と
の
皇
位
争
い

　

８
建
沼
河
別
命
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
東
方
十
二
道
平
定

　

９
建
内
宿
禰
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
新
羅
親
征
／
忍
熊
王
と
対
峙

　

10
倭
建
命
（
倭
建
御
子
）……
…
…
…
…
…
…
…
兄
殺
害
／
西
征
／
東
征

　

11
熊
曾
建
（
弟
建
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
倭
建
命
と
対
峙

　

12
出
雲
建
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
倭
建
命
と
対
峙

　

1（
御
鉏
友
耳
建
日
子
（
吉
備
臣
建
日
子
）……
…
倭
建
命
東
征
へ
の
随
伴

　

1（
難
波
根
子
建
振
熊
命
（
建
振
熊
命
）

　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
忍
熊
王
と
の
皇
位
争
い
で
太
子
方
の
将
軍

　

1（
大
長
谷
若
建
命
（
大
長
谷
若
建
天
皇
）

　
　
　
　

…
…
…
葛
城
の
猪
猟（
大
長
谷
王
と
し
て
目
弱
王
や
兄
の
殺
害
）

　

こ
れ
ら
の
例
に
よ
れ
ば
、「
建
」
を
名
に
持
つ
神
や
人
は
、
国
土
平
定

や
皇
位
争
い
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
武
力
の
行
使
に
関
わ
る
物
語
に
登

場
す
る
と
い
う
共
通
性
が
見
出
せ
る
。

　

２
は
八
俣
遠
呂
智
討
伐
、
1（
は
葛
城
で
の
猪
猟
と
、
他
の
例
と
異
な
る

性
格
の
物
語
を
持
つ
が
、
５
・７
・
９
・
1（
は
皇
位
争
い
に
関
わ
る
物
語
に

見
え
、
国
土
平
定
に
関
わ
る
物
語
に
は
、
１
・
６
・
８
・
10
・
1（
が
朝
廷
側
と

し
て
、
３
・
４
・
11
・
12
が
高
天
原
や
王
権
に
敵
対
す
る
者
と
し
て
現
れ
る
。

　

こ
の
な
か
で
着
目
し
た
い
の
は
、
１
の
建
御
雷
之
男
神
を
は
じ
め
と
し

て
、
国
土
平
定
に
関
わ
る
物
語
中
に
「
建
」
を
名
に
持
つ
人
物
が
多
く
現
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れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
葦
原
中
国
平
定
が
建
御
雷
之
男
神
に
よ
っ
て
果

た
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
天
菩
比
神
と
天
若
日
子
と
が
遣
わ
さ
れ
た
が
、
ど

ち
ら
も
命
令
を
果
た
さ
ず
、
復
奏
を
し
な
か
っ
た
。「
建
」
を
名
に
含
む

建
御
雷
神
之
男
神
に
至
っ
て
初
め
て
国
土
平
定
が
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
中
巻
の
国
土
平
定
譚
に
も
同
様
の
あ
り
方
は
見
て
取
れ
る
。

　

中
巻
に
み
え
る
国
土
の
平
定
事
業
と
し
て
、
稿
者
は
①
神
武
東
征
、
②

孝
霊
記
の
吉
備
国
言
向
、
③
崇
神
記
の
四
道
将
軍
派
遣
、
そ
し
て
④
景
行

記
の
西
征
・
東
征
を
考
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
実
行
者
と
し
て
、
①
は
神

武
天
皇
、
②
は
大
吉
備
津
日
子
命
と
若
建
吉
備
津
日
子
命
、
③
は
大
毘
古

命
と
建
沼
河
別
命
、
④
で
は
倭
建
命
が
挙
げ
ら
れ
る
。
②
か
ら
④
の
実
行

者
は
皆
、
名
に
「
建
」
を
含
む（
（1
（

。

　

国
土
平
定
の
実
行
者
に
「
建
」
と
い
う
名
が
見
え
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、

国
土
平
定
を
目
的
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
者
の
資
質
と
し
て
、「
建
」
が
設

定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
無
論
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
建
の

第
一
義
は
勇
猛
さ
で
あ
る
。
記
は
そ
の
性
質
を
、
国
土
平
定
の
執
行
者
た

る
に
相
応
し
い
資
質
と
し
て
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

倭
建
命
の
場
合
も
そ
の
例
に
漏
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

「
建
」
と
い
う
性
質
の
露
顕
に
よ
っ
て
国
土
平
定
を
担
う
者
と
し
て
の
資

質
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
熊
曾
建
討
伐
を
経
て
「
建
」
を
名
に
与
え
ら
れ
る

こ
と
で
、
資
質
が
よ
り
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
当
該
条
と
関
わ
る
「
建
」
の
問
題
と
し
て
、「
建
」
と
無
関

係
の
名
か
ら
「
建
」
を
含
む
名
に
変
わ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先

に
も
触
れ
た
が
、倭
建
命
の
名
は
熊
曾
建
か
ら
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

景
行
記
冒
頭
の
系
譜
に
は
「
小
碓
命
、
亦
の
名
は
、
倭
男
具
那
命
」
と
あ

り
、
熊
曾
討
伐
以
降
に
倭
建
命
と
い
う
名
で
描
か
れ
る
。「
建
」
を
含
む

名
に
変
化
す
る
例
は
当
該
条
の
ほ
か
に
５
と
1（
が
あ
り
、
こ
と
に
５
は
当

該
条
と
同
じ
く
、
物
語
の
展
開
が
名
の
変
化
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　
　

�

是
に
、
其
の
御
子
、
聞
き
知
り
て
驚
き
て
、
乃
ち
当
芸
志
美
々
を
殺

さ
む
と
為
し
時
に
、
神
沼
河
耳
命
、
其
の
兄
神
八
井
耳
命
に
白
し
し

く
、「
な
ね
汝
命
、
兵
を
持
ち
入
り
て
、
当
芸
志
美
々
を
殺
せ
」
と

ま
を
し
き
。
故
、
兵
を
持
ち
入
り
て
、
殺
さ
む
と
せ
し
時
に
、
手
足

わ
な
な
き
て
、
殺
す
こ
と
得
ず
。
故
爾
く
し
て
、
其
の
弟
神
沼
河
耳

命
、
其
の
兄
の
持
て
る
兵
を
乞
ひ
取
り
て
、
入
り
て
当
芸
志
美
々
を

殺
し
き
。
故
、
亦
、
其
の
御
名
を
称
へ
て
、
建
沼
河
耳
命
と
謂
ふ
。

（
神
武
記
）

　

右
が
５
の
物
語
部
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
稲
生
知
子
は
、
建
沼
河
耳

命
の
名
が
反
逆
者
を
殺
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
反
逆
者
を
殺
せ

な
か
っ
た
神
八
井
耳
命
が
即
位
で
き
な
か
っ
た
事
実
を
踏
ま
え
、「『
建
』
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の
性
質
が
天
皇
に
な
る
根
拠
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
す
」
と
述
べ
た（
（1
（

。

　

５
は
即
位
と
「
建
」
と
が
明
ら
か
に
直
結
し
て
い
る
例
で
あ
り
、
こ
の

見
解
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
王
権
の
側
に
属
す
る
倭

建
命
の
「
建
」
に
は
、
二
つ
の
意
味
合
い
が
見
て
取
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
つ
は
、
八
十
建
や
熊
曾
建
、
出
雲
建
な
ど
の
例
で
み
て
き
た
よ
う
な
武

勇
に
秀
で
る
者
と
し
て
の
性
質
で
あ
り
、
王
権
の
側
か
ら
言
え
ば
、
国
土

平
定
に
派
遣
さ
れ
る
者
の
資
質
と
し
て
の
「
建
」
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う

一
つ
は
、
即
位
に
関
わ
る
資
質
と
し
て
の
「
建
」
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
を

内
包
す
る
の
が
倭
建
命
と
い
う
名
で
あ
り
、
そ
の
名
に
到
る
発
端
と
な
る

「
建
荒
之
情
」
の
「
建
」
と
「
建
き
男
」
と
い
う
文
言
は
、
と
も
に
小
碓

命
の
人
物
像
を
形
作
る
表
現
と
し
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
建
荒
之
情
」
に
端
を
発
し
た
熊
曾
建
討
伐
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た

「
建
」
の
主
眼
は
、「
建
荒
之
情
」
を
も
つ
小
碓
命
（
倭
建
命
）
を
、
西
方

で
最
も
「
建
く
強
き
人
」
で
あ
っ
た
熊
曾
建
を
凌
駕
す
る
「
建
」
の
持
ち

主
と
し
て
強
調
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、「
小

碓
命
」
か
ら
「
倭
建
命
」
に
名
が
変
わ
っ
た
こ
と
で
、
倭
建
命
に
は
国
土

平
定
の
実
行
者
と
し
て
の
資
質
が
保
証
さ
れ
、
さ
ら
に
は
皇
位
に
近
い
皇

子
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、「
荒
」
の
解
釈

　

次
に
、「
荒
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
一
節
で
確
認
し
た
こ
と
の

繰
り
返
し
と
な
る
が
、「
荒
」
に
つ
い
て
木
村
龍
司
は
「
柔
ら
げ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
心
情
」
と
指
摘
し
、
松
本
直
樹
は
「
強
い
武
力
や
敵
対

し
て
怯
む
こ
と
の
な
い
剛
い
性
情
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
他
方
、
神

野
志
隆
光
は
と
く
に「
荒
神
」を
考
察
対
象
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　

�「
王
化
」
＝
「
教
化
」
は
、
天
皇
を
そ
の
根
源
と
す
る
「
礼
」
の
秩

序
に
外
な
ら
ず
、
そ
れ
こ
そ
「
正
朔
」
で
あ
り
、
そ
の
及
ば
な
い
も

の
は
「
荒
」
ぶ
る
も
の
、「
灾
害
」
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ

の
〈
王
化
〉
の
論
理
に
お
い
て
古
事
記
の
「
荒
ぶ
る
」
神
も
は
じ
め

て
正
当
に
理
解
さ
れ
る（
（1
（

。

　

右
の
指
摘
は
新
編
全
集
本
『
古
事
記
』
の
頭
注
に
も
継
承
さ
れ
、
新
編

全
集
本
は
倭
建
命
の
「
建
荒
之
情
」
に
対
す
る
天
皇
の
「
惶
」
に
触
れ
る

中
で
、「
天
皇
の
安
定
し
た
秩
序
に
は
許
容
で
き
な
い
よ
う
な
荒
々
し
さ
」

と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
論
は
「
荒
神
」
を
対
象
と
し
て
い
る
点
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
倭
建
命
物
語
に
は
「
荒
神
」
が
頻
出
し
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て
お
り
、
倭
建
命
の
「
荒
」
も
「
荒
神
」
と
全
く
の
無
関
係
と
は
思
わ
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
中
の
「
荒
」
に
は
「
荒
心
」
や
「
荒
御
魂
」

な
ど
の
例
も
あ
る
た
め
、
今
一
度
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
荒
」
は
、
本
文
と
性
格
の
異
な
る
序
文
の
一
例
（
八
荒
）
と
、
性
質

の
判
断
が
で
き
な
い
人
名
の
二
例（
木
之
荒
田
郎
女
、物
部
荒
甲
之
大
連
）、

籠
の
目
の
粗
さ
を
表
す
「
八
目
の
荒
籠
」
の
一
例
を
除
き
、
次
の
十
三
例

を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

　

１�

「
…
…
故
、
此
の
国
に
道
速
振
る
荒
振
る
国
つ
神
等
が
多
た
在
る
を

以
為
ふ
に
、
是
、
何
れ
の
神
を
使
は
し
て
か
言
趣
け
む
」（
葦
原
中

国
平
定
）

　

２�

「
汝
、
行
き
て
、
天
若
日
子
を
問
は
む
状
は
、『
汝
を
葦
原
中
国
に
使

は
せ
る
所
以
は
、
其
の
国
の
荒
振
る
神
等
を
言
趣
け
和
せ
と
ぞ
。
何

と
か
も
八
年
に
至
る
ま
で
復
奏
さ
ぬ
』
と
と
へ
」（
同
右
）

　

３�

是
を
以
て
、
備
さ
に
海
の
神
の
教
へ
し
言
の
如
く
、
其
の
鉤
を
与
へ

き
。
故
、
爾
よ
り
以
後
は
、
稍
く
兪
よ
貧
し
く
し
て
、
更
に
荒
き
心

を
起
し
て
迫
め
来
た
り
。（
海
幸
山
幸
）

　

４�

其
の
横
刀
を
受
け
取
り
し
時
に
、
其
の
熊
野
の
山
の
荒
ぶ
る
神
、
自

ら
皆
切
り
仆
さ
え
き
。（
神
武
東
征
）

　

５�

「
天
つ
神
御
子
、
此
よ
り
奥
つ
方
に
便
ち
入
り
幸
す
こ
と
莫
れ
。
荒

ぶ
る
神
、
甚
多
し
。（
同
右
）

　

６�

如
此
荒
ぶ
る
神
等
を
言
向
け
平
げ
和
し
、
伏
は
ぬ
人
等
を
退
け
撥
ひ

て
、
畝
火
の
白
檮
原
宮
に
坐
し
て
、
天
の
下
を
治
め
き
。（
同
右
）

　

７�

小
碓
命
は
、
東
西
の
荒
ぶ
る
神
と
伏
は
ぬ
人
等
と
を
平
ら
げ
き
。（
景

行
記
系
譜
部
）

　

８
天
皇
、
其
の
御
子
の
建
く
荒
き
情
を
惶
り
て
詔
は
く
、（
当
該
条
）

　

９�

天
皇
、
亦
、
頻
り
に
倭
建
命
に
詔
は
く
、「
東
の
方
の
十
二
の
道
の

荒
ぶ
る
神
と
ま
つ
ろ
は
ぬ
人
等
と
を
言
向
け
和
し
平
げ
よ
」
と
の
り

た
ま
ひ
て
、（
景
行
記
）

　

10�

東
の
国
に
幸
し
て
、
悉
く
山
河
の
荒
ぶ
る
神
と
伏
は
ぬ
人
等
と
を
言

向
け
和
し
平
げ
き
。（
同
右
）

　

11�

其
よ
り
入
り
幸
し
、
悉
く
荒
ぶ
る
蝦
夷
等
を
言
向
け
、
亦
、
山
河
の

荒
ぶ
る
神
等
を
平
げ
和
し
て
、
還
り
上
り
幸
し
し
時
に
、
足
柄
の
坂

本
に
到
り
て
、（
同
右
）

　

12�

爾
く
し
て
、其
の
御
杖
を
以
て
、新
羅
の
国
主
の
門
に
衝
き
立
て
て
、

即
ち
墨
江
大
神
の
荒
御
魂
を
以
て
、
国
守
の
神
と
為
て
、
祭
り
鎮
め

て
、
還
り
渡
り
き
。（
仲
哀
記
）

　

１
・
２
・
４
～
７
・
９
・
10
は
「
荒
ぶ
る
（
国
つ
）
神
」
の
例
、
11
は
「
荒

ぶ
る
蝦
夷
」
の
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
王
権
な
い
し
天
皇
の
秩
序
に
属
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さ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
文
脈
上
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
神
野
志
の
指
摘
は
首
肯
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
「
荒
御
魂
」
に
着
目

し
た
松
本
直
樹
は
、「『
墨
江
大
神
之
荒
御
魂
』
が
『
国
守
神
』
と
し
て
祀

ら
れ
る
（
仲
哀
記
）
な
ど
、『
荒
』
は
必
ず
し
も
反
王
権
的
・
反
秩
序
的

な
性
質
を
示
す
も
の
で
は
な
」
い
と
述
べ
て
お
り
、
先
に
触
れ
た
西
澤
論

や
新
編
全
集
本
頭
注
と
は
見
解
を
異
に
す
る
。
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、

改
め
て
記
に
お
け
る
「
荒
」
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
特
に

松
本
が
指
摘
し
た
「
荒
御
魂
」
や
、
当
該
と
類
似
す
る
「
荒
心
」
の
例
を

中
心
に
、「
荒
」
の
性
質
を
確
認
し
て
い
く
。

　
「
荒
御
魂
」
は
記
で
は
12
の
例
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
他
の
上
代

文
献
で
は
、
紀
と
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
「
荒
魂
」
が
確
認
で
き
る
。
こ

れ
ら
の
例
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
そ
の
性
質
を
考
え
た
い
。

　

Ａ�

神
の
誨
ふ
る
こ
と
有
り
て
曰
は
く
、「
和
魂
は
王
身
に
服
ひ
て
寿
命

を
守
ら
む
。
荒
魂
は
先
鋒
と
し
て
師
船
を
導
か
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
中
略
）
既
に
し
て
則
ち
荒
魂
を
撝
ぎ
た
ま
ひ
て
、
軍
の
先
鋒
と
し
、

和
魂
を
請
ぎ
て
、
王
船
の
鎮
と
し
た
ま
ふ
。（
神
功
摂
政
前
紀
）

　

Ｂ�

是
に
、
天
照
大
神
、
誨
へ
ま
つ
り
て
曰
は
く
、「
我
が
荒
魂
を
ば
、

皇
后
に
近
く
べ
か
ら
ず
。
当
に
御
心
を
広
田
国
に
居
ら
し
む
べ
し
」

と
の
た
ま
ふ
。（
神
功
紀
摂
政
元
年
）

　

Ｃ�

「
天
神
千
五
百
万
、
地
祇
千
五
百
万
、
并
せ
て
当
国
に
静
ま
り
坐
す

三
百
九
十
九
の
社
、
及
海
若
等
、
大
神
の
和
魂
は
静
ま
り
て
、
荒
魂

は
皆
悉
に
猪
麻
呂
の
乞
む
所
に
依
り
給
へ
。
良
に
神
霊
し
坐
し
ま
さ

ば
、
吾
に
傷
は
せ
給
へ
。
こ
れ
を
以
て
神
霊
の
神
た
る
を
知
ら
む
」

（『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
）

　

Ａ
に
よ
れ
ば
、
和
魂
は
王
の
傍
で
命
を
守
る
こ
と
に
威
力
を
発
揮
し
、

荒
魂
は
軍
団
の
先
鋒
と
し
て
威
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
。こ
こ
で
は
荒
魂
・

和
魂
の
は
た
ら
き
が
そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る
。
続
く
Ｂ
で
は
、
天
照
大
神

の
「
我
が
」
と
い
う
発
言
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
「
荒
魂
」
は
天
照

大
神
の
一
側
面
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
魂
が
皇
后
の
近
く
に
あ
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
先
掲
の
12
も
同
様
で
あ
り
、
記
の
荒
御
魂

は
倭
国
の
外
、
新
羅
に
祭
り
鎮
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
Ｂ
に
続
く

記
事
に
お
い
て
、
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
の
三
神
に
「
吾
が
和
魂
を

ば
大
津
の
渟
中
倉
の
長
峡
に
居
さ
し
む
べ
し
。
便
ち
因
り
て
往
来
ふ
船
を

看
さ
む
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
Ａ
や
Ｃ
に
お
い
て
荒
魂
と
対
応
し
て
記

さ
れ
る
和
魂
に
つ
い
て
の
言
で
あ
る
が
、
筒
男
三
神
の
和
魂
は
大
津
（
摂

津
国
）
に
鎮
座
し
、
往
来
す
る
船
を
「
看
さ
む
」
と
い
う
。
こ
の
意
志
は
、

Ａ
で
和
魂
が
船
の
守
護
を
担
っ
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
往
来
す
る

船
舶
を
守
護
す
る
と
い
う
意
味
合
い
で
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
紀
に
よ
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れ
ば
こ
の
三
神
の
荒
魂
は
三
神
の
意
志
に
よ
っ
て
穴
門
の
山
田
邑
に
祭
ら

れ
て
い
る
。
山
陽
道
の
果
て
に
あ
る
穴
門
が
荒
魂
の
在
所
と
さ
れ
、
同
神

の
和
魂
が
畿
内
の
摂
津
国
を
在
所
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
荒
魂
が
中
央

に
近
づ
き
得
な
い
存
在
だ
と
い
う
例
証
と
な
ろ
う
。

　

Ｃ
で
は
、
娘
を
和
尓
に
殺
さ
れ
た
猪
麻
呂
が
復
讐
を
果
た
そ
う
と
し
て

神
に
祈
念
す
る
発
話
に
和
魂
と
荒
魂
と
が
見
え
、
こ
こ
で
は
和
魂
の
働
き

は
期
待
さ
れ
ず
、
期
待
さ
れ
る
の
は
「
荒
魂
」
の
発
動
で
あ
っ
た
。
荒
魂

に
対
し
て
「
吾
に
傷
は
せ
給
へ
」
と
、
和
尓
の
殺
傷
が
叶
う
よ
う
に
求
め

る
の
で
あ
る
。
個
人
の
復
讐
が
主
眼
と
な
る
点
で
Ａ
Ｂ
や
12
と
は
異
な
る

も
の
の
、「
荒
魂
」
に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
大
枠
に
お
い
て
共
通
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、「
荒
魂
」
は
他
者
を
害
す
る
こ
と

を
は
じ
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
平
定
な
ど
に
威
力
を
発
揮
す
る
も
の
と
し

て
、
捉
え
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
荒
魂
の
威
力
の
あ
り
方

に
鑑
み
る
と
、「
荒
魂
」
は
松
本
の
い
う
よ
う
に
王
権
・
反
王
権
と
い
う

価
値
観
の
埒
外
に
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
Ａ
Ｂ
と
12
の
例
か
ら
「
荒

魂
」が
本
来
的
に
人
の
近
く
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

そ
れ
は
、「
荒
」
と
い
う
力
が
敵
味
方
を
問
わ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な

価
値
観
か
ら
外
れ
て
、
周
囲
を
圧
倒
す
る
性
質
を
も
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

12
が
荒
御
魂
を
「
国
守
の
神
」
と
し
た
の
は
、
そ
の
国
（
新
羅
）
を
見
張

り
、
有
事
の
際
に
は
荒
御
魂
の
威
力
で
敵
対
す
る
勢
力
を
鎮
圧
す
る
と
い

う
役
割
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
度
平
定
が
済
め
ば
荒
魂
の
威
力
は
王
身
の
近
く
に
あ
る
べ
き
で
は
な

い
の
で
あ
り
、王
を
近
く
で
守
護
す
る
力
と
し
て
は
和
魂
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
こ
に
み
え
る
「
荒
」
の
性
格
は
、「
荒
ぶ
る
神
」
に
つ
い
て
も
同
様
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

記
で
は
先
掲
１
、２
、４
～
７
、９
～
11
に
「
荒
ぶ
る
神
」
が
見
え
、
１

は
天
孫
降
臨
の
障
害
と
さ
れ
「
言
趣
」
の
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
の
例

で
も
同
様
で
、「
荒
ぶ
る
神
」
は
言
向
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
、
基
本
的

に
言
向
に
よ
っ
て
「
和
」
さ
れ
る
。

　

和
さ
れ
た
後
の
「
荒
ぶ
る
神
」
の
動
向
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、

６
が
荒
ぶ
る
神
を
平
ら
げ
和
し
た
後
に
神
武
天
皇
が
無
事
に
「
天
の
下
を

治
め
」
た
と
記
し
、
11
以
降
、
記
で
は
大
規
模
な
国
内
の
国
土
平
定
が
行

わ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
、「
荒
ぶ
る
神
」
が
「
和
」
さ

れ
る
と
言
向
（
平
定
）
の
対
象
か
ら
は
外
れ
、
天
皇
の
国
土
支
配
を
妨
げ

る
こ
と
も
な
く
な
る
、
即
ち
、
猛
威
を
振
る
っ
て
他
者
を
害
し
損
な
う
存

在
で
は
な
く
な
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

荒
御
魂
や
荒
神
の
「
荒
」
と
は
、
近
づ
く
他
者
を
害
し
傷
つ
け
る
威
力

や
そ
の
あ
り
よ
う
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
、
和
さ
れ
な
け
れ
ば
そ
の
猛

威
は
周
囲
に
対
し
て
振
る
わ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。
荒
御
魂
の
例
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、「
荒
」
の
も
つ
圧
倒
的
な
威
力
は
有
事
に
あ
っ
て
は
極
め
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て
強
力
な
助
け
と
な
る
が
、
そ
の
反
面
、
平
時
に
お
い
て
は
人
の
生
活
の

そ
ば
近
く
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

３
で
「
荒
き
心
」
を
起
し
た
火
照
命
は
、
火
遠
理
命
に
攻
撃
を
仕
掛
け

る
。そ
れ
は
火
遠
理
命
を
害
す
る
行
為
で
あ
り
、今
ま
で
に
見
て
き
た「
荒
」

の
例
と
共
通
す
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
後
、
火
照
命
は
「
僕
は
、
今
よ
り

以
後
、
汝
命
の
昼
夜
の
守
護
人
と
為
て
仕
へ
奉
ら
む
」
と
自
ら
火
遠
理
命

へ
の
服
属
を
誓
い
、「
隼
人
の
阿
多
君
が
祖
」
と
し
て
、
以
降
の
天
皇
統

治
下
の
世
界
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
木
村
龍
司
が
「
和

ら
げ
柔
順
な
も
の
へ
と
替
え
ら
れ
る
べ
き
心
」
と
述
べ
た
の
は
当
た
っ
て

い
よ
う
。

　

倭
建
命
の
問
題
に
返
し
て
み
れ
ば
、「
建
荒
之
情
」
の
「
荒
」
と
は
、

善
悪
や
王
権
・
反
王
権
な
ど
の
価
値
観
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
り
、
方
向

性
を
問
わ
ず
他
者
を
損
な
い
う
る
激
し
い
威
力
の
源
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、王
権
の
側
か
ら
す
れ
ば
、平
時
に
お
い
て
は
和
ら
げ
ら
れ
な
い
限
り
、

近
く
に
置
い
て
お
け
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
す
表
現
で
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

及
川
智
早
は
西
征
に
み
え
る
小
碓
命
の
残
虐
性
に
触
れ
る
な
か
で
、

「『
残
虐
性
』
も
、
常
人
を
こ
え
た
も
の
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
う
既

に
『
神
の
わ
ざ
』
な
の
で
あ
り
、『
荒
ぶ
る
神
』
と
い
う
概
念
に
限
り
な

く
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
た（
（1
（

。「
建
荒
之
情
」

と
い
う
表
現
を
導
く
兄
殺
害
時
の
常
軌
を
逸
し
た
激
し
さ
は
、「
荒
」
と

い
う
性
質
の
発
露
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
過
剰
な
ま
で
に

他
者
を
害
し
損
な
う
「
荒
」
は
、
神
功
記
紀
に
み
え
る
よ
う
に
適
切
に
方

向
づ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
平
定
に
際
し
て
最
大
の
威
力
を
発
揮
す
る

性
質
と
な
る
。た
だ
し
、平
時
に
お
い
て
は
人
の
傍
近
く
に
存
在
で
き
ず
、

「
荒
」
の
状
態
か
ら
脱
却
す
る
か
、
あ
る
い
は
遠
方
に
あ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
倭
建
命
の
「
建
荒
之
情
」

　

景
行
天
皇
は
小
碓
命
（
倭
建
命
）
の
「
建
荒
之
情
」
を
惶
れ
た
と
さ
れ

る
が
、
そ
の
惶
れ
は
い
か
な
る
も
の
に
よ
る
の
か
、
最
後
に
考
え
て
お
き

た
い
。
記
に
お
い
て
オ
ソ
レ
を
あ
ら
わ
す
表
記
は
他
に
「
畏
」「
懼
」「
恐
」

な
ど
が
あ
り
、「
惶
」も
含
め
て
し
ば
し
ば
二
字
熟
し
て
用
い
ら
れ
る
。「
惶
」

全
六
例
の
う
ち
、
序
文
を
除
く
と
「
惶
」
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
の
は
、

当
該
と
履
中
記
の
例
の
み
で
あ
る
。

　
　

�
墨
江
中
王
に
近
く
習
へ
た
る
隼
人
、
名
は
曾
婆
加
理
を
欺
き
て
云
ひ

し
く
、「
若
し
汝
吾
が
言
に
従
は
ば
、
吾
は
、
天
皇
と
為
り
、
汝
を

大
臣
と
作
し
て
、
天
の
下
を
治
め
む
。
那
何
に
」
と
い
ひ
き
。
曾
婆



國學院雜誌　第 118 巻第 7号（2017年） ― 12 ―

訶
理
が
答
へ
て
白
し
し
く
、「
命
の
随
に
」と
ま
を
し
き
。爾
く
し
て
、

多
た
の
禄
を
其
の
隼
人
に
給
ひ
て
曰
し
く
、「
然
ら
ば
、
汝
が
王
を

殺
せ
」
と
い
ひ
き
。
是
に
、
曾
婆
訶
理
、
窃
か
に
己
が
王
の
廁
に
入

る
を
伺
ひ
て
、
矛
を
以
て
刺
し
て
殺
し
き
。
故
、
曾
婆
訶
理
を
率
て
、

倭
に
上
り
幸
す
時
に
、
大
坂
の
山
口
に
到
り
て
、
以
為
ひ
し
く
、「
曾

婆
訶
理
は
、
吾
が
為
に
大
き
功
有
れ
ど
も
、
既
に
己
が
君
を
殺
し
つ

る
こ
と
、
是
義
な
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
其
の
功
を
賽
い
ず
は
、
信
無

し
と
謂
ひ
つ
べ
し
。
既
に
其
の
信
を
行
は
ば
、
還
り
て
其
の
情
に
惶

り
む
。
故
、
其
の
功
を
報
ゆ
と
も
、
其
の
正
身
を
滅
さ
む
」
と
お
も

ひ
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
履
中
記
）

　

履
中
記
で
描
か
れ
る
「
惶
」
は
水
歯
別
命
か
ら
曾
婆
訶
理
に
対
し
て
の

も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
惶
れ
ら
れ
た
の
は
、
他
者
の
甘
言
を
受
け
て
己
の

主
君
を
殺
害
す
る
曾
婆
訶
理
の
情
で
あ
る
。
曾
婆
訶
理
が
い
つ
心
変
わ
り

を
起
こ
し
て
我
が
身
に
害
を
及
ぼ
す
か
分
か
ら
な
い
状
態
へ
の
「
惶
」
で

あ
る
と
も
換
言
で
き
よ
う
。
目
に
は
見
え
な
い
「
情
」
へ
の
「
惶
」
は
、

倭
建
命
の
物
語
に
か
え
っ
て
考
え
れ
ば
、
善
悪
や
王
権
・
反
王
権
な
ど
の

価
値
観
を
持
た
な
い
「
建
」
や
「
荒
」
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
そ
の
威
力

を
発
揮
す
る
か
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
状
態
に

基
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
方
向
性
の
定
ま
ら
な
い

「
建
」
と
「
荒
」
の
威
力
が
向
か
う
先
を
定
め
た
の
が
、
天
皇
に
よ
る
西

征
や
東
征
発
令
の
詔
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

記
に
お
け
る
国
内
最
後
の
国
土
平
定
と
い
う
事
業
の
重
大
性
を
前
に
し

た
時
、
倭
建
命
に
「
荒
」
と
い
う
性
質
が
求
め
ら
れ
た
理
由
も
明
ら
か
に

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

神
野
志
隆
光
は
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
（『
景
行
記
』）
ま
で
に
お
け
る
大
八

島
国
の
『
王
化
』
の
完
成
と
、
応
神
天
皇
に
お
い
て
朝
鮮
半
島
を
『
王
化
』

の
う
ち
に
組
み
こ
む
こ
と
と
を
つ
う
じ
て
、『
天
下
』
の
構
造
を
完
成
す

る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た（
（1
（

。
国
内
（
大
八
島
国
）
の
平
定
を
締
め
く
く
る

倭
建
命
に
「
荒
」
と
い
う
性
質
が
付
与
さ
れ
、
ま
た
国
外
（
朝
鮮
半
島
）

を
支
配
領
域
に
組
み
込
む
際
に
も
「
荒
御
魂
」
と
い
う
「
荒
」
の
存
在
が

描
か
れ
る
点
は
、
平
定
を
成
し
遂
げ
る
力
と
し
て
の
「
荒
」
を
意
識
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
記
の
世
界
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
（
国
内
・
外
）
の

平
定
の
と
じ
め
と
な
る
箇
所
に
は
、「
建
」
を
越
え
た
、
尋
常
な
ら
ざ
る

威
力
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

仲
哀
記
の
場
合
は
神
の
力
と
し
て
「
荒
御
魂
」
が
現
れ
て
い
る
が
、
倭

建
命
は
景
行
天
皇
の
御
子
、
つ
ま
り
人
で
あ
る
。
そ
の
「
人
」
が
荒
ぶ
る

「
神
」
と
の
対
峙
を
求
め
ら
れ
る
東
西
平
定
を
十
全
に
果
た
す
た
め
に
、

倭
建
命
に
は
、
只
人
に
は
過
ぎ
た
「
荒
」
の
性
質
が
あ
え
て
付
与
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う（
（1
（

。
無
論
そ
れ
は
単
に
平
定
完
遂
の
た
め
だ
け
で
な
く
、「
建



― 1（ ― 倭建命物語における「建荒之情」の意義

荒
之
情
」
が
発
露
し
た
後
の
文
脈
へ
の
布
石
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

荒
ぶ
る
神
や
火
照
命
の
例
の
よ
う
に「
荒
」を
性
質
に
持
つ
者
は
、「
荒
」

の
状
態
の
ま
ま
で
は
王
権
の
支
配
領
域
内
部
に
留
ま
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
倭
建
命
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
荒
」
か
ら
の
脱
却
な
く
し
て
は
、
天

皇
の
在
所
で
あ
る
倭
に
留
ま
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に

倭
建
命
は
西
征
へ
と
派
遣
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
西
征
が
果
た
さ
れ
た
後
は

再
び
天
皇
の
許
を
離
れ
、
東
征
に
赴
く
こ
と
に
な
る
。
倭
建
命
が
大
和
に

辿
り
着
け
ず
に
能
煩
野
で
崩
じ
る
の
も
、「
荒
」
が
そ
の
時
点
ま
で
変
質

し
得
な
か
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う（
11
（

。

　
「
建
荒
之
情
」
と
い
う
語
を
記
の
表
現
か
ら
考
え
た
と
き
、
王
権
の
側

に
立
っ
て
い
え
ば
「
建
」
は
国
土
平
定
（
言
向
）
を
果
た
す
被
派
遣
者
の

資
質
と
し
て
必
要
と
さ
れ
、「
荒
」
は
平
定
に
際
し
て
圧
倒
的
な
威
力
を

発
揮
す
る
資
質
と
し
て
必
要
と
さ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
「
荒
」
は
、

「
建
」
と
と
も
に
国
土
の
平
定
―
―
特
に
、
人
の
身
で
あ
り
な
が
ら
荒
ぶ

る
神
々
と
対
峙
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
た
性
質
で
あ
っ
た
。
荒
ぶ
る
神
と

対
峙
し
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人
の
側
に
属
す
る

と
考
え
ら
れ
る
荒
ぶ
る
蝦
夷
や
伏
は
ぬ
人
を
も
平
伏
し
得
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。「
建
」
と
「
荒
」
を
持
ち
併
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
倭
建
命
は
東

西
平
定
を
果
た
し
う
る
被
派
遣
者
と
し
て
の
資
質
を
保
証
さ
れ
る
が
、

「
荒
」の
性
質
は
同
時
に
、倭
建
命
と
大
和
と
を
引
き
離
す
力
で
も
あ
っ
た
。

小
碓
命
を
大
和
の
外
地
へ
送
り
出
し
、
さ
ら
に
は
思
国
歌
で
思
慕
す
る
故

郷
へ
の
帰
還
を
許
さ
な
い
と
い
う
劇
的
な
物
語
を
生
み
出
す
源
と
し
て
、

「
荒
」
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

倭
建
命
の
「
建
荒
之
情
」
と
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
で
あ
っ
た
。
記
で
最

後
の
国
内
平
定
と
い
う
大
事
業
の
担
い
手
の
資
質
と
し
て
求
め
ら
れ
た
反

面
、
そ
れ
ら
は
編
者
の
意
図
に
よ
っ
て
、
物
語
の
構
築
に
も
必
要
と
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

熊
襲
の
辺
境
侵
略
と
い
う
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
西
征
に
発
つ
こ
と
に

な
っ
た
日
本
武
尊
と
は
異
な
り
、
倭
建
命
は
自
身
の
行
い
・
性
情
に
よ
っ

て
西
征
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
死
に
つ
い
て
も
、
死
因
が
曖
昧
な
日

本
武
尊
と
比
し
て
、
倭
建
命
の
場
合
は
草
那
芸
剣
を
美
夜
受
比
売
の
も
と

に
置
い
て
伊
服
岐
能
山
の
神
を
取
り
に
向
か
っ
た
こ
と
や
白
猪
の
姿
を

と
っ
た
神
へ
の
言
挙
の
問
題
な
ど
、
倭
建
命
自
身
の
判
断
が
死
因
と
無
関

係
で
は
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
記
は
物
語
の
始
発
と
終
着
を
す

べ
て
、
倭
建
命
自
身
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
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取
り
扱
っ
た
と
こ
ろ
の
「
建
荒
之
情
」
の
描
写
は
そ
の
一
環
で
あ
り
、
西

東
の
国
土
平
定
事
業
を
、
倭
建
命
と
い
う
人
物
を
核
と
し
て
王
権
の
歴
史

上
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
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
り
、
同
時
に
、「
建
」
を
冠
す
る
倭
建

命
の
名
は
、
皇
位
継
承
者
た
る
皇
子
と
し
て
の
資
質
を
想
起
さ
せ
る
。
一

方
の
「
荒
」
は
、
倭
建
命
が
荒
ぶ
る
神
々
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
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
た
だ
し
そ
の
性
質
は
同
時
に
、
倭
建
命
が
倭
へ
と
戻
り
得

な
い
理
由
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）�

本
稿
の
い
う
「
物
語
」
は
、
文
学
史
の
ジ
ャ
ン
ル
の
称
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る

筋
道
を
も
っ
た
散
文
（
筋
道
の
要
に
歌
を
含
み
持
つ
場
合
も
含
め
て
）
を
さ
す
。

（
2
）
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『
古
事
記
』（
小
学
館
、一
九
九
七
年
）に
よ
る
。

（
（
）�

引
用
は
岩
波
文
庫
『
日
本
書
紀
』
二
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
（
）�

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
十
一
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
）。

（
（
）�

西
郷
信
綱
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
」（『
西
郷
信
綱
著
作
集
』
一
、
平
凡
社
、

二
〇
一
〇
年
、
初
出
一
九
六
九
年
十
一
月
）。

（
（
）�

都
倉
義
孝
「
景
行
天
皇
と
倭
建
命
―
王
権
の
正
と
負
と
―
」（『
古
事
記　

古
代
王

権
の
語
り
の
仕
組
み
』
有
精
堂
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）。

（
（
）
榎
本
福
寿「
言
向
と
倭
建
命
の
討
伐
」（『
古
事
記
年
報
』三
四
、一
九
九
二
年
一
月
）。

（
（
）�

西
條
勉
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
暴
力
―
反
秩
序
的
な
も
の
の
意
味
」（『
古
代
の
読
み

方
―
神
話
と
声
／
文
字
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
九
二
年
八
月
）。

（
（
）�

木
村
龍
司
「
記
紀
に
お
け
る
「
善
」「
悪
」「
好
」「
異
」
な
ど
の
概
念
に
つ
い
て
」

（『
紀
紀
論
攷
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
）。

（
10
）�

西
澤
一
光
「
王
権
と
暴
力
―
『
古
事
記
』
の
問
題
と
し
て
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』

七
一‒

十
一
、一
九
九
四
年
十
一
月
）。

（
11
）�

松
本
直
樹
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
王
権
―
大
和
王
権
の
構
造
と
テ
ク
ス
ト
―
」（『
古

事
記
神
話
論
』
二
〇
〇
三
年
、
初
出
『
国
文
学
研
究
』
一
三
九
集
、
二
〇
〇
三
年

三
月
）。

（
12
）�「
建
」字
は
観
智
院
本『
類
聚
名
義
抄
』に
タ
ケ
の
語
幹
を
も
つ
訓
が
確
認
で
き
ず
、

武
力
や
猛
々
し
さ
と
繋
が
り
う
る
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
。
対
し
て
「
健
」
は
『
類

聚
名
義
抄
』
に
コ
ハ
シ
・
タ
ケ
シ
・
ツ
ヨ
シ
な
ど
の
訓
が
見
え
る
。
本
来
的
に
は

「
健
」
が
適
当
で
あ
る
が
、
記
に
お
い
て
は
「
建
」
で
統
一
さ
れ
、
か
つ
、
コ
ハ
シ
・

タ
ケ
シ
・
ツ
ヨ
シ
な
ど
の
和
語
に
相
応
す
る
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
。

（
1（
）�

出
雲
建
に
は
敵
対
的
な
描
写
も
討
伐
の
命
令
も
な
く
、
八
十
建
や
熊
曾
建
と
は
異

な
る
。「
～
建
」
と
い
う
名
と
「
建
～
」
と
い
う
名
の
表
記
形
式
が
異
な
り
、「
～

建
」
は
他
と
性
質
を
異
に
す
る
と
い
う
見
方
も
で
き
、
確
か
に
後
に
触
れ
る
神
人

名
の
４
・
10
～
12
・
1（
は
他
と
異
な
る
性
質
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
建
～
」
は
建
が
修
飾
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
建
を

名
の
本
体
と
す
る
「
～
建
」
と
は
異
な
る
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、

王
権
・
反
王
権
の
問
題
と
直
結
す
る
と
は
い
え
ま
い
。

（
1（
）�

①
の
実
行
者
で
あ
る
神
倭
伊
波
礼
毘
古
（
神
武
）
は
名
に
「
建
」
を
持
た
ず
、
東

征
の
途
上
で
「
を
え
」
の
状
態
に
な
る
。
そ
の
状
態
か
ら
快
復
す
る
契
機
と
な
っ

た
の
は
、
建
御
雷
之
男
神
が
下
し
た
「
其
の
国
を
平
ら
げ
し
横
刀
」
の
入
手
で
あ

る
。「
建
」
の
力
を
以
て
葦
原
中
国
を
平
定
し
た
建
御
雷
之
男
神
の
威
力
を
、
横
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刀
を
通
し
て
継
承
す
る
こ
と
で
、
続
く
東
征
（
国
土
平
定
）
を
果
た
す
力
を
得
た

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
松
田
浩
氏
に
口
頭

で
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
部
分
が
多
分
に
あ
る
。

（
1（
）�

稲
生
知
子
「『
古
事
記
』
に
と
っ
て
の
倭
建
命
―
「
言
葉
」
を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
―
」

（『
古
代
文
学
』
五
十
、二
〇
一
一
年
三
月
）。

（
1（
）�

神
野
志
隆
光
「「
荒
神
」
論
―
古
事
記
覚
書
―
」（『
古
事
記
の
達
成
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
初
出
『
論
集
上
代
文
学
』
五
、一
九
七
五
年
一
月
）。

（
1（
）�

及
川
智
早
「『
古
事
記
』
中
巻
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
（
小
碓
）
命
西
征
譚
試
論
」（『
国

文
学
研
究
』
一
三
〇
、二
〇
〇
〇
年
三
月
）。

（
1（
）�

神
野
志
隆
光
「「
天
下
」
の
歴
史
―
中
・
下
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
古
事
記
の
世

界
観
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）。

（
1（
）�

倭
建
命
の
ほ
か
に
荒
ぶ
る
神
と
対
峙
し
た
者
に
は
建
御
雷
神
と
神
武
天
皇
が
あ
る

が
、
前
者
は
神
で
あ
り
、
後
者
も
神
と
人
と
の
中
間
と
考
え
ら
れ
る
。「
言
向
」

と
い
う
く
く
り
で
見
て
も
、
大
吉
備
津
日
子
命
と
若
建
吉
備
津
日
子
命
が
言
向
け

た
の
は
「
吉
備
国
」
で
あ
り
、
荒
ぶ
る
神
で
は
な
い
。
な
お
、（
注
９
）
の
西
澤

論
文
は「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、王
権
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
る
ほ
ど
の
暴
力
性
を
持
っ

て
い
る
が
ゆ
え
に
、〈
天
皇
の
世
界
〉
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
の
出
来
る
存
在
と

さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
本
稿
と
は
異
な
る
視
点
に
よ
る
論
で
あ
る
が
、
こ
の

指
摘
に
は
賛
同
し
た
い
。

（
20
）�

な
お
、
倭
建
命
が
内
包
し
て
い
た
「
荒
」
は
、
能
煩
野
で
の
死
後
に
解
消
さ
れ
た

可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
拙
稿
「『
古
事
記
』
に
お
け
る
倭
建
命
葬
送
条
の
意
義�

―
「
倭
」
と
「
天
」
と
を
中
心
に
―
」（『
古
代
文
学
』
五
六
、二
〇
一
七
年
三
月
）

参
照
。


