
『
古
事

記
』
倭
建
命
の
「
国
思
歌
」
の
挿
入
要
因

吉
　
村

誠

目
9
し
口
餌
鼻
σ
q
『
2
巳
o
コ
蕊
2
｛
．
．
寄
巳
゜
。
巨
8
軍
三
ゆ
、
．
（
弓
9
宕
Φ
ヨ
o
甘
三
ヨ
巨
巳
ゴ
一
。
・
8
琶
身
）
讐
．
、
ゴ
日
讐
o
目
異
①
毎
出
o
宝
貯
o
δ
、
．
5
．
．
閑
魯
置
巨
①
．
、

】≦
〉
ス
○
目

O
ノδ
゜
。
げ
一
ヨ
⊆
門
O

因要入挿の臨思咽の命建倭誠事噛

は

じ
め
に

（菊
①
8
貯
①
Ω
。
。
①
艮
①
日
σ
①
島
刈
u
い
。
O
一
ω
）

　
『
景
行
記
』
に
倭
建
命
が
能
煩
野
に
お
い
て
臨
死
の
際
に
大
和
を
望
ん
で
歌
っ

た
と
す
る
望
郷
歌
が
三
首
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
歌
を
『
景
行
紀
』
は
、

九
州
で
景
行
天
皇
が
大
和
を
偲
ん
で
歌
っ
た
と
す
る
。
記
に
お
い
て
は
、
前
二

首

を
「
国
思
歌
」
と
し
て
歌
曲
名
を
掲
げ
、
残
り
一
首
を
「
片
歌
」
と
し
て
い

る
が
、
紀
で
は
三
首
を
ま
と
め
て
国
思
ひ
歌
と
し
て
い
る
。

ま
ず
古
事
記
掲
載
の
歌
を
掲
げ
る
。

　
や
ま
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
を
が
き
や
ま
こ
も

　
　
倭
は
　
国
の
ま
ほ
ろ
ば
　
た
た
な
つ
く
　
青
垣
山
隠
れ
る
　
倭
し
う
る
は

　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
た

　
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
又
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

　
　
い
の
ち
　
　
　
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
み
こ
も
　
　
へ
ぐ
り
　
　
　
　
　
　
　
く
ま
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ず

　
　
命
の
　
全
け
む
人
は
　
畳
薦
平
群
の
山
の
　
熊
白
梼
が
葉
を
髪
華
に

　
　
挿
せ
　
そ
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
し
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
た

　
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
此
の
歌
は
国
思
ひ
歌
な
り
。
又
歌
日
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ぎ
へ
　
　
か
た
　
　
　
く
も
ゐ
た
　
　
く

　
　
愛
し
け
や
し
　
吾
家
の
方
よ
　
雲
居
起
ち
来
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
か
た
う
た

　
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
此
は
片
歌
な
り
。

　
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
歌
は
、
息
吹
の
神
に
吹
き
惑
わ
さ
れ
た
倭
建
命
が
、

死
の
直
前
に

能
煩
野
で
大
和
を
望
郷
し
て
歌
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前

二
首
は

「

国
思
歌
」
と
歌
曲
名
が
あ
る
が
、
土
橋
寛
氏
は
、
こ
れ
ら
三
首
は
、

本
来
独
立
歌
謡
で
あ
っ
て
、
大
和
の
歌
垣
な
ど
で
の
国
讃
め
歌
で
あ
っ
た
と
さ

れ

る
。
氏
は
、
当
初
古
事
記
に
お
け
る
一
首
目
と
二
首
目
が
「
国
思
歌
」
と
し

て
伝
承
さ
れ
て
い
た
所
に
三
首
目
が
付
け
加
え
ら
れ
て
『
古
事
記
』
の
現
在
の

形
に

な
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
を
整
理
し
て
三
首
と
も
「
国
思
ひ
歌
」
と
し

て

記
述
し
た
た
の
が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
「
『
思
国
歌
』
に
つ
い

て
」
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
岩
波
書
店
　
一
九
六
〇
・
三
）
。

　

こ
こ
で
歌
曲
名
と
し
て
記
さ
れ
る
「
国
思
ひ
」
は
、
望
郷
の
意
味
と
し
て
用

い

ら
れ
て
お
り
、
山
路
平
四
郎
氏
は
『
日
本
書
紀
』
に
表
記
さ
れ
る
豊
玉
姫
と

ホ
ホ
デ
ミ
の
唱
和
の
際
の
「
憶
郷
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

て

い

る
（
山
路
平
四
郎
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
一
九
七
二
・
九
）
。

　
土
橋
氏
の
論
の
よ
う
に
本
来
は
国
見
に
お
け
る
国
土
讃
美
の
性
格
を
有
す
る

独
立
歌
謡
で
あ
り
、
国
土
讃
美
か
ら
望
郷
に
転
じ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

し
か
し
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
三
首
が
何
故
倭
建
命
の
臨
死
の
際
に
挿

D（
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入

さ
れ
た
か
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
は
九
州
平
定
時
の
景
行
天

皇
が
望
郷
す
る
文
脈
で
挿
入
さ
れ
た
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
「
国
思
歌
」
と
は
別
に
「
片
歌
」
と
い
う
歌
形

式
名
を
掲
げ
て
ま
と
め
て
集
め
ら
れ
た
と
い
う
事
情
や
、
倭
建
命
の
臨
死
時
の

望
郷
時
に
こ
の
歌
謡
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
「
望
郷
」

と
い
う
主
題
に
転
化
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
よ
り
は
、
こ
の
歌
の
持
っ
て
い
る

意
味
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
倭
建
命
が
臨
死
で
の
大
和
望
郷
と
い
う
構
成
の
意
味
は
従
来
説
か

れ
て

い

る
と
お
り
、
大
王
を
中
心
と
し
た
大
和
朝
廷
へ
の
帰
属
的
意
味
を
描
こ

う
と
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
矢
嶋
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
（
「
思

国
歌
」
と
「
大
御
葬
歌
」
『
青
山
語
文
』
二
五
　
一
九
九
五
・
二
）
「
王
権
讃
美
」

の
意
図
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
疑
問
と
な
る
の
は
望
郷
に
お
い
て
こ
れ

ら
の
歌
が
挿
入
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。

　
居
駒
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
居
駒
永
幸
「
古
事
記
に
お
け
る
物
語

と
う
た
の
構
造
ー
倭
建
命
莞
去
の
物
語
と
そ
の
う
た
を
通
し
て
ー
）
『
万
葉
研
究
』

一
〇
　
一
九
八
九
・
一
〇
）
『
日
本
書
紀
』
と
『
古
事
記
』
で
は
所
伝
の
成
立

過
程
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
『
古
事
記
』
の
所
伝
に
お
い
て
、

歌
の
性
格
を
再
検
討
し
た
上
で
、
倭
建
命
の
望
郷
伝
承
に
挿
入
さ
れ
た
内
情
を

探
っ
て
い
き
た
い
。

二
　
「
し
の
ふ
」
の
意
味

　
土
橋
氏
は
、
「
国
思
歌
」
の
「
し
の
ふ
」
は
「
賞
美
す
る
」
と
言
う
意
味
と
「
思

い

を
馳
せ
る
」
と
い
う
意
味
の
二
種
類
あ
り
、
前
者
か
後
者
へ
の
意
味
転
化
に

よ
り
、
望
郷
の
文
脈
に
組
み
込
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
国
見
に
お
け
る

国
土
讃
美
が
国
見
的
望
郷
に
再
解
釈
さ
れ
た
と
説
か
れ
る
が
、
実
態
と
し
て
再

解
釈
の
思
潮
が
背
後
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
万
葉
集
』
の
「
し
の

ふ
」
で
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
四
段
活
用
の
「
し
の
ふ
」
が
そ
の
対
象
と
な
り
、

二
通
り
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
分
類
出
来
る
。

ω
　
「
賞
美
す
る
」
　
　
＝
二
例

　
　
木
の
葉

を
見
て
は
黄
葉
を
ば
取
り
て
ぞ
偲
ふ
青
き
を
ば
置
き
て
ぞ

　
　
嘆
く
（
巻
一
・
一
六
）

　
　
巨
勢
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
つ
つ
偲
は
な
巨
勢
の
春
野
を
（
同
・

　
　
五
四
）

②

「
思
い

を
馳
せ
る
」
六
一
例

　
　
山
越
し
の
風
を
時
じ
み
寝
る
夜
お
ち
ず
家
な
る
妹
を
懸
け
て
偲
ひ
つ
（
同
・

　
　
六
）

　
　
大
伴
の
高
師
の
浜
の
松
が
根
を
枕
き
寝
れ
ど
家
し
偲
は
ゆ
（
同
・
六
六
）

　

こ
れ
ら
の
例
で
意
味
的
に
区
別
出
来
る
要
素
と
し
て
、
ω
は
、
作
歌
時
に
場

を
共
有
し
、
眼
前
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
②
は
対
象
と
場

を
共
有
せ
ず
、
遠
く
に
あ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
し
の
ふ
」

の
意
味

を
と
ら
え
る
時
に
は
こ
の
相
違
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
。
従
っ
て
、
あ
い
ま
い
な
例
も
あ
る
。

　
　
①
朝
月
の
日
向
の
山
に
月
立
て
り
見
ゆ
遠
妻
を
持
ち
た
る
人
し
見
つ
つ
偲

　
　
　
は

む

（巻
七
・
一
二
九
四
）

　
　
②
音
の
み
も
名
の
み
も
絶
え
ず
天
地
の
い
や
遠
長
く
偲
ひ
行
か
む
（
巻

　
　
　
二

・

一
九
六
）

　
　
③
住
吉
の
岸
に
家
も
が
沖
に
辺
に
寄
す
る
白
波
見
つ
つ
偲
は
む
（
巻
七
・

　
　
　
＝
五
〇
）

　
　
④
佐
保

川
に
鳴
く
な
る
千
鳥
何
し
か
も
川
原
を
偲
ひ
い
や
川
上
る
（
巻

　
　
　
七

二
二
五
こ

　
①
は
、
人
麻
呂
歌
集
所
出
歌
で
あ
る
。
旅
中
故
郷
の
妻
を
持
っ
て
い
る
旅
人

は

南
方
の
山
に
出
て
い
る
月
を
見
て
「
し
の
ふ
」
と
表
現
す
る
が
、
思
い
を
馳

せ
な
が
ら
賞
美
す
る
と
い
う
両
方
の
意
味
が
混
交
し
た
も
の
と
し
て
理
解
出
来

る
。
ま
た
②
は
柿
本
人
麻
呂
の
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」
の
終
わ
り
の
部
分
に
あ

る
も
の
で
、
亡
き
明
日
香
皇
女
に
思
い
を
馳
せ
る
と
同
事
に
そ
の
名
前
を
顕
彰

幻（
一㎜一
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し
よ
う
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
③
の
例
は
、
住
吉
の
岸
を
賞
美
す
る
こ
と
と
家
郷
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
と

の
両
者
の
意
味
を
合
わ
せ
も
っ
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
④
は
望
郷

的
な
形
で
は
な
い
が
、
千
鳥
が
川
原
を
慕
っ
て
来
る
の
か
、
賞
美
し
て
く
る
の

か
一
概
に
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
両
者
の
意
味
を
含
み
持
つ
歌
は
、
対
象
を
讃
美
す
る
と
同
時
に
隔

絶
し
た
も
の
に
対
し
て
思
い
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

「

し
の
ふ
」
の
意
味
が
、
主
体
を
中
心
と
し
て
距
離
的
な
位
置
関
係
に
よ
り
異

な
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
「
国
し
の
ひ
」
歌
は
、
こ
の
混
交

概
念
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
古
事
記
の
倭
健
命
の
大
和
望
郷
の
文
脈
に
入
れ
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
そ
こ
で
次
に
こ
れ
ら
三
首
の
国
土
讃
美
の
歌
と
し
て
の
性
格
を
考
え
て
み
る
。

な
お
近
年
小
野
諒
已
氏
が
こ
の
「
国
思
歌
」
に
つ
い
て
詳
し
く
説
か
れ
て
お
り
、

（「
倭
建
命
物
語
に
お
け
る
思
国
歌
－
被
派
遣
者
と
い
う
視
点
か
ら
ー
『
美
夫
君

志
』
八
五
号
　
平
成
二
五
年
二
月
」
、
歌
の
説
明
で
交
錯
す
る
部
分
も
あ
る
が
、

氏
の
論
は
文
脈
上
ど
の
よ
う
に
「
読
む
」
か
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
て
い
る
も

の

で
あ
り
、
本
稿
の
目
的
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言
及
し
て
お
き
た
い
。

三
　
国
思
歌
の
讃
美
性

　
一
首
目
は
、
歌
表
現
の
性
格
が
土
地
讃
美
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
性
格

が
本
来
の
国
見
的
土
地
讃
美
か
ら
望
郷
的
土
地
讃
美
に
転
化
し
た
原
因
と
な
っ

て

い

る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
の
讃
美
性
は
、
大
和
を
「
ま
ほ
ろ
ば
」

と
称
え
る
こ
と
や
「
う
る
は
し
」
と
誉
め
言
葉
で
直
接
讃
美
す
る
こ
と
に
示
さ

れ
て

い

る
が
、
「
た
た
な
つ
く
青
垣
」
と
い
う
実
態
を
示
し
、
そ
の
実
態
に
「
隠

る
」
と
い
う
霊
的
充
実
を
示
す
神
性
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
の
神

的
充
足
を
表
現
し
、
讃
美
す
る
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
実
態
と
し
て
示
さ
れ
る
「
青
垣
」
は
『
万
葉
集
』
に
は
、
三
例
用
い
ら
れ
て

い

る
が
、
そ
の
中
の
一
首
は
情
景
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
省
く
と
し
て

（巻
一
二
二
二
一
八
七
）
、
讃
美
表
現
と
し
て
位
置
し
て
い
る
の
が
柿
本
人
麻
呂

と
山
部
赤
人
の
「
吉
野
離
宮
歌
」
で
あ
る
。

　
　
や

す
み
し
し
我
が
大
君
神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
と
吉
野
川
た
ぎ

　
　
つ
河
内
に
　
高
殿
を
高
知
り
ま
し
て
登
り
立
ち
国
見
を
せ
せ
ば
た

　
　

た
な
は
る
青
垣
山
　
山
神
の
奉
る
御
調
と
春
へ
は
花
か
ざ
し
持
ち

　
　
秋
立
て
ば

黄
葉
か
ざ
せ
り
（
後
略
）
　
（
巻
一
二
二
八
）

や

す
み
し
し
我
ご
大
君
の
高
知
ら
す
吉
野
の
宮
は
　
た
た
な
つ
く

青
垣
隠
り
　
川
な
み
の
清
き
河
内
ぞ
春
へ
は
花
咲
き
を
を
り
秋
さ

れ
ば

霧
立
ち
わ
た
る
（
後
略
）
　
　
（
巻
六
・
九
二
三
）

　
赤
人
は
人
麻
呂
の
歌
に
習
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
吉
野
の
宮
の
讃
美
要
素
と

し
て
「
青
垣
隠
り
」
と
し
て
表
現
し
て
お
り
、
当
該
歌
の
神
性
讃
美
表
現
の
効

果
を
利
用
し
た
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
人
麻
呂
歌
に
お
け
る
「
青
垣
山
」
は
実

態
と
し
て
示
し
て
お
り
、
国
見
表
現
の
様
式
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
伺

わ
せ
る
。
ま
た
人
麻
呂
歌
で
「
青
垣
山
」
と
あ
る
の
は
、
武
田
祐
吉
『
記
紀
歌

謡
講
義
』
が
述
べ
る
よ
う
に
当
該
歌
謡
を
「
青
垣
山
」
と
続
け
て
読
ん
で
解
釈

し
て
い
た
形
跡
が
伺
わ
れ
る
。
『
万
葉
集
』
の
こ
の
二
首
の
「
青
垣
」
の
例
は
、

地
域
の
神
性
を
示
す
表
現
を
前
提
と
し
て
お
り
、
当
該
歌
の
土
地
讃
美
表
現
を

踏
ま
え
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
問
題
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
歌
の
讃
美
の
意
味
で
あ
る
。
吉
野
離
宮
を
讃
美
す

る
方
法
と
し
て
、
多
く
論
が
あ
る
よ
う
い
、
宮
殿
の
永
遠
性
を
述
べ
る
こ
と
も

一
要
素
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
人
麻
呂
歌
は
、
「
神
の
御
世
」
と
言
っ
て
天
皇
を
讃
美
す
る
。
こ
れ
は
天
皇

の
御
世
の

永
遠

を
寿
ぐ
性
格
も
持
っ
て
い
る
。
長
歌
の
一
首
目
は
「
見
れ
ど
飽

な
ぬ
か
も
」
と
言
っ
て
宮
殿
の
永
遠
性
を
予
祝
す
る
。
そ
れ
に
続
け
た
二
首
目

の

天
皇
讃
美
で
あ
る
。

　
ま
た
赤
人
歌
は
、
「
大
宮
人
は
常
に
通
は
む
」
と
述
べ
て
宮
殿
の
永
遠
性
を

3ー（
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寿
ぐ
。
赤
人
歌
は
、
人
麻
呂
歌
の
要
素
を
す
べ
て
取
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら

れ

る
の
で
、
両
者
と
も
宮
殿
の
永
遠
性
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
讃
美
の
要
素

と
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
吉
野
の
土
地
を
讃
美
す
る
表
現
と
し
て
「
青
垣
隠
り
」

を
用
い
、
宮
殿
の
立
地
を
讃
美
す
る
国
見
歌
的
な
手
法
を
使
っ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
「
青
垣
隠
る
」
に
は
永
遠
に
栄
え
る
予
祝
性
を
含
ん
で
い
る
と

と
ら
え
ら
れ
、
こ
の
歌
謡
は
大
和
の
永
遠
に
繁
栄
す
る
こ
と
を
寿
ぐ
性
格
が
あ

る
と
言
え
る
。

　
二
首

目
は
、
す
ぐ
に
国
土
讃
美
や
望
郷
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ

に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
少
々
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
文
脈
中
で
ど
の
よ
う
に

内
容
を
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
本
居
宣
長
以
来
様
々
な
論
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は

本
来
の
歌
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
る
。

　
土
橋
氏
は
老
人
が
若
者
に
歌
い
か
け
た
歌
垣
歌
で
あ
り
、
本
来
は
山
遊
び
の

若
者
の
生
命
予
祝
歌
で
あ
る
が
、
山
遊
び
に
お
け
る
土
地
讃
美
の
性
格
を
有
し

て

お
り
、
望
郷
的
土
地
讃
美
と
再
解
釈
さ
れ
て
組
み
込
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
ま

た
山
路
平
四
郎
氏
は
、
狩
猟
の
際
の
望
郷
が
元
と
な
っ
て
い
る
と
説
か
れ
る
。

　

し
か
し
歌
の
場
が
国
見
的
土
地
讃
美
の
中
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
歌
そ
の
も
の
は
生
命
の
長
久
を
祈
る
呪
的
な
歌
で
あ
り
、
神
事
が
基

盤
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
土
橋
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
同
様
の
歌
と
場
が

現
在
で
も
中
国
の
少
数
民
族
の
間
に
存
在
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が

土
地
讃
美
と
す
る
に
は
ま
だ
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ま
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ず

　

こ
の
歌
の
中
心
は
、
「
熊
白
梼
が
葉
を
　
髪
華
に
挿
せ
　
そ
の
子
」
と
い
う

部
分
で
あ
る
。
橿
は
他
の
歌
謡
に

　
　
御
諸
の
厳
白
橿
が
本
　
白
橿
が
本
　
忌
々
し
き
か
も
　
白
橿
原
嬢
子
（
記

　
　
歌
謡
九
二
）

と
あ
る
よ
う
に
、
神
聖
な
神
木
で
あ
り
、
そ
の
葉
を
髪
華
に
挿
す
子
は
神
迎
え

を
行
う
巫
女
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
そ
の
子
」
は
神

事
を
行
う
巫
女
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
そ
（
こ
）
の
子
」
と
い
う
表
現
は
、

「

子
」
と
い
う
価
値
意
識
を
含
め
れ
ば
目
下
の
若
者
を
指
し
、
『
万
葉
集
』
の
例

か

ら
み
る
と
女
性
も
含
ま
れ
る
対
象
者
を
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
こ
の
歌
は
本
来
は
巫
女
の
神
聖
さ
を
称
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
巫
女
は
「
命
の
全
け
む
人
」
で
あ
る
と
し
て
生
命
の
充
実
を
祝
う
対
象
で

あ
る
の
で
、
巫
女
を
称
え
る
こ
と
が
本
来
の
こ
の
歌
の
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　
「
命
の
全
け
む
」
と
は
、
小
野
氏
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
命
が
継
続
す
る
こ

と
を
推
量
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
文
脈
に
即
す
れ
ば
宣
長
が
言
う
よ
う
に
倭

建
命
の
従
者
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
後
の
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
大
和
の
人
々
で

あ
り
、
矢
嶋
氏
に
よ
る
王
権
を
含
ん
だ
大
和
で
あ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
独
立

し
た
歌
内
容
か
ら
見
る
と
、
「
生
き
る
こ
と
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
」
人
と
い

う
意
味
に
な
り
、
命
の
長
久
を
願
う
巫
女
と
考
え
ら
れ
る
。

　
巫
女

を
称
え
て
生
命
の
長
久
を
寿
ぐ
必
要
性
は
、
祭
る
神
の
霊
威
に
負
け
る

場
合
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
ま
た
　
　
や
ま
と
の
お
ほ
く
に
た
ま
の
か
み
　
　
も
　
　
　
　
　
　
ぬ
な
き
の
い
り
び
め
の
み
こ
と
　
　
　
つ
　
　
　
　
ま
つ

　
　
亦
、
日
本
大
国
魂
神
を
以
て
は
、
淳
名
城
入
姫
命
に
託
け
て
祭
ら
し
む
。

　
　
し
か
　
ぬ
な
き
の
い
り
び
め
　
　
　
　
　
　
　
か
み
お
　
　
　
や
す
か
　
　
　
い
は
ひ
ま
つ
　
　
　
　
あ
た

　
　
然

る
に
淳
名
城
入
姫
、
髪
落
ち
体
痩
み
て
祭
る
こ
と
能
は
ず
。
（
崇
神
紀

　
　
六
年
）

　
　
こ
　
　
み
こ
と
　
き
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
と
み
の
む
ら
じ
　
　
お
や
く
　
か
　
ぬ
し
み
こ
と
お
ほ
　
　
　
　
う
ら

　
　
是
の
言
を
聞
し
め
し
て
、
則
ち
中
臣
連
）
の
祖
探
湯
主
に
仰
せ
て
、
ト
ふ
。

　
　
た
　
れ
　
　
　
　
　
　
や
ま
と
の
お
ほ
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
は
　
　
ぬ
な
き
わ
か
ひ
め
の
み
こ
と
　
　
う
ら

　
　
誰
人
を
以
て
大
倭
大
神
を
祭
ら
し
め
む
と
。
即
ち
淳
名
城
稚
姫
命
、
ト
に

　
　
あ
よ
　
　
み
こ
と
お
ほ
か
む
ど
こ
ろ
あ
な
し
の
む
ら
さ
だ

　
　
食
へ
り
。
因
り
て
淳
名
城
稚
姫
命
に
命
せ
て
、
神
地
を
穴
磯
邑
に
定
め
、

　
　
お
ほ
ち
　
な
が
を
か
の
さ
き
　
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で
　

み

　
　
大
市
の
長
岡
岬
を
祠
ひ
ま
つ
る
。
然
る
に
是
の
淳
名
城
稚
姫
命
、
既
に
身

　
　
み
こ
と
ご
と
く
や
さ
か
　
　
よ
わ
　
　
　
　
　
　
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
　
も

　
　
体

悉

に

痩
み

弱
り
て
、
祭
ひ
ま
つ
る
こ
と
能
は
ず
。
是
を
以
て
、

　
　
や
ま
と
の
あ
た
ひ
　
お
や
な
が
を
ち
の
す
く
ね
み
こ
と
お
ほ

　
　
大
倭
直
の
祖
長
尾
市
宿
祢
に
命
せ
て
、
祭
ら
し
む
と
い
ふ
。
（
垂
仁
紀
二

　
　
五
年
三
月
）

　
二
つ
は

同
じ
内
容
を
示
し
て
い
る
記
事
で
あ
る
が
、
日
本
大
国
魂
神
を
淳
名

城
入
姫
命
に

祭
ら
せ
た
所
、
祭
る
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
様
子
が
記
述
さ
れ
て

い

て
、
巫
女
が
神
威
に
負
け
て
い
る
様
子
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
巫

女
の
生
命
長
久
を
予
祝
す
る
歌
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
白
橿
の
あ
る
「
平
群
の
山
」
は
御
諸
と
同
じ
く
甘
南
備
山
と
し
て
の
性

格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
歌
垣
の
場
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
従
う
と
、

「

軽
の
社
（
巻
一
一
・
二
六
五
六
）
」
な
ど
の
よ
う
に
歌
垣
の
場
は
、
神
聖
な
呪

物
の
あ
る
場
所
で
あ
り
、
他
に
も
海
石
榴
市
の
よ
う
に
三
輪
の
神
奈
備
山
の
麓

で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
神
聖
な
熊
白
梼
の
生
え
る
平
群
山
が
神

奈
備
山
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
歌
垣
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
平
群
に
ど
の
よ
う
な
霊
力
の
強
い
神
が
鎮
座
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

具
体
的
な
神
の
霊
力
に
耐
え
る
心
配
と
い
う
よ
り
は
、
巫
女
の
一
般
的
な
祭
祀

の
力
に
対
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ

に
し
て
も
正
確
に
は
平
群
の
甘
南
備
で
行
わ
れ
る
神
事
が
背
景
と
な
っ

て

い

る
か
、
平
群
の
甘
南
備
の
神
聖
な
白
橿
を
用
い
た
そ
の
周
辺
で
行
わ
れ
る

神
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
巫
女
を
称
え
る
の
に
白
橿
の
生
え
る
平
群
の

神
性
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
性
格
を
汲
み
取
る
こ
と
が
出
来
、
巫
女
の
生
命

長
久
の
魂
触
り
と
し
て
存
在
す
る
白
樫
が
平
群
に
存
在
す
る
と
な
る
と
、
平
群

の
神
性
を
讃
え
た
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
讃
美
の
性
格
が
「
国
思
ひ
歌
」
と
さ
れ
て
い
っ
た
理
由
が
知
ら
れ
る
と

同
事
に
、
巫
女
の
命
の
長
久
を
寿
い
だ
内
容
を
主
題
と
し
た
歌
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
三
首

目
は
、
「
我
家
」
の
と
ら
え
方
が
問
題
に
な
る
。
独
立
歌
謡
と
し
て
国

見
的
土
地
讃
美
で
あ
る
と
と
ら
え
る
と
「
我
家
」
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
地
区

を
指
す
こ
と
に
な
り
、
雲
の
立
ち
渡
る
光
景
が
経
験
的
実
態
と
合
わ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
「
雲
居
立
ち
く
も
」
は
も
ち
ろ
ん
「
八
雲
立
つ
」
や
「
煙
立
ち
立
つ
」

の
説
明
を
行
う
ま
で
も
な
く
、
雲
の
霊
的
な
躍
動
を
繁
栄
の
予
祝
と
し
て
土
地

讃
美
を
行
う
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
土
地
讃
美
は
自
分
の
立
ち
位
置
も
含
ん
だ

土
地

を
讃
美
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
の
で
「
我
家
」
と
い
う
隔
た
っ
た
場
所

を
視
点
と
し
て
土
地
を
讃
美
す
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。

　
ま
た
「
は
し
け
や
し
」
と
い
う
感
情
語
（
讃
め
詞
）
は
、
「
雲
居
立
ち
く
も
」

と
い
う
実
景
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
大
和
し
う
る
は
し
」
と
い
う
大
和
そ

の
も
の
を
讃
美
す
る
性
格
と
は
異
に
す
る
。

　
従
っ
て
、
こ
の
歌
は
前
二
首
と
性
格
が
異
な
り
、
他
所
か
ら
眺
め
た
国
見
的

土
地
讃
美
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
歌
が
本
来
望
郷
歌
自
体
で
あ
っ

て
、
望
郷
的
国
土
讃
美
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

こ
と
が
こ
の
箇
所
に
入
れ
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
の
、
前
二
首
と
性
格
が

相
違
し
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
讃
美
の
性
格
を
有
す
る
「
国
思
歌
」
と
さ
れ

な
か
っ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
、
「
国

思

ひ
」
の
解
釈
が
「
望
郷
」
と
な
さ
れ
た
こ
と
で
三
首
す
べ
て
を
「
国
思
び
歌
」

と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
歌
の
説
明
で
あ
る
「
国
思
歌
」
は
歌
の
主
題
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
歌

曲
名
的
性
格
を
有
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
「
片
歌
」
も
歌
形
式
を
示
す
も
の
で

あ
り
、
前
二
首
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
歌
が
何
故
前
の
二
首
と
同
様
な
主
題
と
し
て
組
み
合
わ
さ
れ

た
の
か
が
疑
問
と
な
る
。
そ
こ
に
は
こ
の
歌
が
永
遠
を
予
祝
す
る
内
容
で
あ
る

こ
と
が
要
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
雲
が
立

つ

こ
と
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
次
の
歌
謡
で
あ
る
。

　
　
八
雲
立

つ
出
雲
八
重
垣
妻
隠
め
に
八
重
垣
造
る
そ
の
八
重
垣
を
（
記
　
一
）

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
八
雲
立
つ
」
は
、
出
雲
の
枕
詞
と
し
て
万
葉
集
に
も
一

例
（
「
八
雲
さ
す
」
巻
三
・
四
三
〇
）
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

周
知
の
よ
う
に
須
佐
男
命
の
歌
謡
と
し
て
記
紀
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
の
歌
謡

は
新
婚
の
新
妻
屋
を
寿
ぐ
独
立
歌
謡
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
枕
詞

と
し
て
「
出
雲
」
に
か
か
る
「
八
雲
立
つ
」
は
「
い
や
雲
立
つ
」
と
解

釈

さ
れ
、
盛
ん
に
雲
の
立
ち
上
る
光
景
が
そ
の
土
地
の
ま
す
ま
す
の
繁
栄
を
寿

ぐ
も
の
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
繁
栄
は
、
永
遠
性
を
伴
っ
た
も

の

で
あ
り
、
霊
気
の
立
ち
上
る
様
子
に
永
遠
性
を
見
る
所
か
ら
、
対
象
を
寿
ぐ

意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
倭
健
命
の
こ
の
三
首
は
い
ず
れ
も
永
遠
性
を
寿
ぐ
内

容
を
持
っ
た
性
格
の
歌
謡
で
あ
る
と
指
摘
出
来
る
。
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誠村吉

四
　
倭
建
命
と
「
永
遠
性
」

　
倭
健
命
の
臨
死
に
際
し
て
、
永
遠
性
を
持
つ
歌
謡
が
配
さ
れ
る
こ
と
は
、
近

い

将
来
に
不
安
を
持
っ
た
も
の
に
対
し
て
永
遠
を
寿
ぐ
物
語
成
立
時
の
考
え
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
万
葉
集
に

は
、
そ
の
こ
と
を
証
す
る
歌
を
二
例
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　
天
皇
聖
躬
不
豫
之
時
太
后
奉
御
歌
一
首

　
　
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
大
君
の
御
寿
は
長
く
天
足
ら
し
た
り
（
巻
二
・

　
　
一
四
七
）

　
周
知
の
よ
う
に
天
智
天
皇
危
篤
の
時
の
倭
太
后
が
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
難

解
な
歌
で
あ
る
が
、
天
の
原
に
臨
死
の
大
君
の
命
が
長
く
続
く
と
い
う
幻
視
の

中
で
の
寿
ぎ
の
呪
歌
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
基
本
的
な
と
ら
え
方
で
誤
り
は
な

い
。
具
体
的
な
何
か
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
観
念
的
な
永
遠
性
を
言
葉
に

し
て
命
の
長
久
を
願
う
形
で
の
祈
り
で
あ
る
と
と
ら
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
天
平
時
代
に
ま
で
降
り
る
が
次
の
歌
か
ら
も
伺
う
こ
と
が

出
来
る
。

　
　
　
　
同
月
（
天
平
一
六
年
正
月
）
十
一
日
登
活
道
岡
集
一
株
松
下
飲
歌
二

　
　
　
　
首

　
　
一
つ
松
幾
代
か
経
ぬ
る
吹
く
風
の
音
の
清
き
は
年
深
み
か
も
（
巻
六
・
一

　
　
〇
四
二
）

　
　
　

右
一
首
市
原
王
作

　
　

た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず
松
が
枝
を
結
ぶ
心
は
長
く
と
そ
思
ふ
（
同
・
一

　
　
〇
四
三
）

　
　
　
右
一
首
大
伴
宿
祢
家
持
作

　

こ
れ
ら
の
歌
が
歌
わ
れ
た
天
平
一
六
年
正
月
は
一
五
日
に
恭
仁
京
か
ら
難
波

京
に
行
幸
。
直
後
に
そ
の
ま
ま
遷
都
が
行
わ
れ
る
時
で
あ
り
、
し
か
も
難
波
へ

の
行
幸
時
、
安
積
皇
子
が
途
中
か
ら
恭
仁
京
に
戻
り
そ
の
ま
ま
莞
じ
て
い
る
。

　
活
道
岡
と
は
後
の
家
持
の
安
積
皇
子
挽
歌
に
も
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
安

積
皇

子
一
行
と
遊
ん
だ
恭
仁
京
の
一
角
で
あ
る
。
そ
し
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
市

原
王
は

家
持
の
友
人
で
あ
り
、
安
積
皇
子
を
中
心
と
し
た
交
遊
集
団
で
あ
る
と

と
ら
え
ら
れ
る
。
安
積
皇
子
は
こ
の
五
日
後
に
莞
去
し
て
い
て
、
重
病
に
陥
っ

て

い

た
と
す
る
と
同
道
し
て
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
暗
殺
説
を
取
る

と
同
じ
場
に
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
難
波
行
幸
の
準
備
中
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
状
況
の
中

で
の
歌
で
あ
る
。
「
松
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
神
の
懸
り
代
と
な
る
も
の
で

あ
り
、
永
遠
の
観
念
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
市
原
王
の
歌
は
有
間
皇
子
の
結

び
松
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
永
遠
の
無
事
を
願
う
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
は
有
間
皇
子
の
歌
を
踏
ま
え
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
幾
代
か
経
ぬ
る
」
と
い
う
言
葉
で
松
の
悠
久
性
を
示
し
て
い
る
歌
と
し
て
は
、

　
　
白
波
の
浜
松
の
木
の
手
向
け
く
さ
幾
代
ま
で
に
か
年
は
経
ぬ
ら
む
（
巻
九
・

　
　
一
七
一
六
）

　
　
我
が
命
を
長
門
の
島
の
小
松
原
幾
代
を
経
て
か
神
さ
び
わ
た
る
（
巻
一
五
・

　
　
三
五
二

こ

を
掲
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
市
原
王
と
家
持
の
歌
の
背
景
に
は
、
安
積
皇
子
の
運
命
は
不
明
で
あ
る
と
し

て

も
、
単
な
る
正
月
の
寿
歌
と
い
う
よ
り
は
、
恭
仁
京
か
ら
の
離
別
が
あ
り
、

離
れ

る
も
の
へ
の
哀
惜
の
念
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
恭
仁
京
の
短

い

滞
在
へ
の
惜
別
が
松
の
長
久
を
寿
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
。　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
将
来
へ
の
不
安
や
短
い
も
の
に
対
す
る
鎮
魂
的
な
内

容
を
示
そ
う
と
す
る
時
に
、
逆
に
長
久
へ
の
寿
ぎ
の
言
葉
を
発
す
る
観
念
の
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
古
事
記
の
文
脈
に
即
し
て
見
る
と
、
倭
建
命
が
自

ら
歌
う
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
の
歌
謡
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
自
ら
の
不
安
に

対
す
る
も
の
と
不
安
が
他
者
に
対
す
る
も
の
と
で
万
葉
集
の
歌
と
の
間
に
は
相

違
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
歌
謡
が
挿
入
さ
れ
た
と
い
う
編
纂
行
為
の
視
点

か

ら
見
る
と
、
第
三
者
で
あ
る
挿
入
者
が
倭
建
命
の
臨
死
に
際
し
て
、
万
葉
集
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と
同
様
の
観
念
を
持
っ
て
永
遠
を
寿
ぐ
歌
謡
内
容
の
歌
謡
を
必
要
と
し
た
と
見

る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

因要入挿の臨思魍の命建倭識事噛

五
　
ま
と
め

　
以

上
、
倭
健
命
臨
時
の
伝
承
成
立
時
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
解
釈
で
こ
れ
ら

の
歌
が
挿
入
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
こ
れ
ら
の
歌
は
本
来
永
遠
の
繁
栄
を
予
祝
す
る
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ

り
、
短
命
に
接
し
た
時
に
永
遠
を
寿
ぐ
観
念
が
認
め
ら
れ
る
中
で
、
倭
健
命
の

臨
死
伝
承
に
挿
入
さ
れ
て
い
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
こ
と

を
踏
ま
え
て
倭
建
命
臨
死
の
悲
劇
性
を
読
み
取
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
『
日
本
書
紀
』
の
事
情
は
、
ま
た
別
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『

日
本
書
紀
』
は
国
思
歌
が
望
郷
を
主
題
と
し
て
い
る
と
い
う
概
念
が
確
立
さ

れ
た
中
で
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
『
古
事
記
』
と
は
別
の
挿
入
要
件

が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
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