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　『
古
事
記
』
の
英
訳
と
い
え
ば
︑
バ
ジ
ル
・
H
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（B

asil H
. 

C
ham

berlain, trans., T
he K

ojiki: Records of A
ncient M

atter, 1883

）
と
ド
ナ
ル
ド
・

L
・
フ
ィ
リ
ッ
ピ
（D

onald L. Philippi, trans. K
ojiki, 1968

）
が
双
璧
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
前
者
は
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』

に
代
表
さ
れ
る
国
学
的
研
究
の
良
き
理
解
者
（
お
よ
び
良
き
批
判
者
）
と
し
て
︑

後
者
は
比
較
神
話
学
や
戦
後
の
『
古
事
記
』
研
究
の
良
き
理
解
者
と
し
て
︑

今
な
お
参
照
に
値
す
る
︒

　
し
か
し
︑『
古
事
記
』
研
究
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
を
画
期
と
し

て
大
き
く
展
開
し
た
︒
そ
れ
ま
で
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
等
の
古
代
の

文
献
に
見
ら
れ
る
神
話
・
歴
史
（
系
譜
や
物
語
）
の
原
型
が
い
か
な
る
も
の
で
︑

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
現
在
見
ら
れ
る
か
た
ち
に
発
展
・
成
立
し
た
か
を
問
う

こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
︑
西
郷
信
綱
氏
ら
が
端
緒
を
開
い

た
作
品
論
的
研
究
は
﹁
古
事
記
を
内
的
構
造
を
有
す
る
一
つ
の
作
品
と
し
て

取
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
根
源
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る（

1
）

﹂
も
の

で
あ
っ
た
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑『
古
事
記
』
全
体
を
貫
く
世
界
観
あ
る
い
は
論

理
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
︑
そ
の
論
理
の
も
と
で
神
話
や
歴
史
的
物

語
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
究
明
を
目
指
す
立
場

だ
と
い
え
よ
う
︒

　
八
〇
年
代
以
降
に
『
古
事
記
』
の
作
品
論
的
研
究
を
厳
密
に
推
し
進
め
た

の
が
神
野
志
隆
光
氏
で
あ
る
︒『
古
事
記
の
世
界
観
』（
吉
川
弘
文
館
）
を
は
じ

め
と
す
る
一
連
の
研
究
は
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
︑
作
品
論
的
理
解
と

い
う
立
脚
点
に
基
づ
い
て
『
古
事
記
』
全
体
を
読
み
通
し
た
新
編
日
本
古
典

書 

評ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ヘ
ル
ト
訳

『
古
事
記
』

G
ustav H

eldt, trans., T
he K

ojiki: A
n A

ccount of A
ncient M

atters.  
N

ew
 York: C

olum
bia U

niversity Press, 2014.

福
田
武
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文
学
全
集 『
古
事
記
』（
小
学
館
︒
山
口
佳
紀
氏
と
の
共
著
︒
以
下
︑ 

新
編
全
集
本
）

は
二
十
世
紀
末
に
お
け
る
そ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
︒『
古
事
記
』

成
立
以
前
や
『
古
事
記
』
の
外
側
に
あ
っ
た
﹁
口
承
﹂
の
世
界
を
想
像
す
る

こ
と
︑
あ
る
い
は
︑『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
別
の
神
話
・
歴
史
テ
ク
ス
ト
が
語

る
文
脈
を
持
ち
こ
ん
で
解
釈
す
る
こ
と
を
極
力
排
し
て
『
古
事
記
』
そ
の
も

の
の
理
解
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
︒
現
在
の
日
本
に
お
け
る
『
古
事
記
』
研

究
は
こ
の
新
編
全
集
本
を
出
発
点
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒

　
こ
の
た
び
の
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ヘ
ル
ト
氏
の
英
訳
本
は
そ
の
翻
訳
を
新
編

全
集
本
に
依
拠
し
た
（
序
文
：p. xxv

）
と
明
言
し
て
い
た
た
め
に
︑
本
書
が

フ
ィ
リ
ッ
ピ
訳
以
降
の
欠
を
補
い
︑
現
在
の
『
古
事
記
』
研
究
の
水
準
を
英

語
圏
の
読
者
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
期
待
し
て
い
た
︒
し
か

し
︑
実
際
に
は
そ
の
期
待
に
十
分
に
応
え
た
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
︒
理

由
は
明
確
で
あ
る
︒
注
釈
が
一
切
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

　
前
述
し
た
通
り
︑
作
品
論
的
研
究
と
い
う
の
は
︑
個
々
の
神
話
的
・
歴
史

的
物
語
が
『
古
事
記
』
全
体
の
世
界
観
・
論
理
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
全
体

が
部
分
に
遍
在
す
る
こ
と
を
片
時
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
﹂（
西
郷
信
綱
『
古

事
記
注
釈

（
2
）

』）
と
い
う
態
度
で
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
個
々
の
物
語
が
全
体
の

な
か
で
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
説
明
は
必
要
不
可
欠
な

も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
な
け
れ
ば
作
品
論
的
理
解
を
示
し
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
た
と
え
ば 『
古
事
記
』 

冒
頭
の ﹁
天
地
初
発
之
時
︑ 

於
高
天
原
成
神
名
︙
︙
﹂

の
部
分
を
本
書
は
︑“W

hen heaven and earth first appeared, the nam
es of 

the spirits w
ho cam

e about in the high plains of heaven are these:”

（p. 7

）

と
訳
す
︒﹁
発
﹂
を
﹁
現
わ
れ
た
﹂（appeared

）
と
す
る
の
は
新
編
全
集
本
の

理
解
に
も
と
づ
く
わ
け
だ
が
︑
こ
の
冒
頭
部
の
表
現
に
つ
い
て
新
編
全
集
本

は
頭
注
で
︑

﹁
天
地
初
発
之
時
﹂
と
い
う
書
き
出
し
は
︑『
記
』
序
文
や
『
書
紀
』
が

中
国
の
陰
陽
論
に
基
づ
い
て
天
地
の
始
ま
り
を
述
べ
る
の
と
は
異
な
る
︒

た
と
え
ば
︑『
書
紀
』
神
代
上
の
冒
頭
が
︑
混
沌
か
ら
陰
陽
分
れ
て
天
地

と
な
る
と
い
う
の
に
対
し
て
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
天
地
と
な
っ
た
か
に

は
触
れ
る
こ
と
な
く
︑
た
だ
︑
天
と
地
と
が
始
ま
っ
た
時
に
︑
と
だ
け

い
う
の
が
︑
こ
の
書
き
出
し
で
あ
る
︒
天
地
の
始
ま
り
そ
の
も
の
は
述

べ
ず
︑
そ
の
始
ま
り
の
時
に
高
天
原
に
神
々
が
現
れ
た
こ
と
か
ら
述
べ

る
の
で
あ
る（

3
）

︒

と
詳
細
に
述
べ
︑
ま
た
︑

﹁
初
発
﹂
は
天
地
と
し
て
始
り
動
き
だ
し
た
こ
と
を
い
う
︒
漢
籍
の
陰
陽

論
的
創
世
表
現
を
避
け
て
選
ば
れ
た
︒
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と
指
摘
す
る
︒
こ
の
こ
と
を
注
釈
も
な
く
こ
と
ば
を
英
語
に
置
き
換
え
た
だ

け
で
読
者
に
的
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
こ
の
よ
う
に
無
条
件
に
成
立
し
た
天
と
地
の
な
か
で
︑
天
に
神

が
誕
生
し
︑
地
は
﹁
多
陀
用
弊
流
﹂（
た
だ
よ
へ
る
）
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が

『
古
事
記
』
全
体
の
世
界
観
・
論
理
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
新
編
全
集
本
で

は
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
︒

ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
か
ら
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
至
る
神
が
出
現
し
︑

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
︑
こ
れ
ら
天
神
の
命
を
受
け
て
地
に
降
っ
て
︑

﹁
た
だ
よ
へ
る
﹂
だ
け
の
︑
つ
ま
り
世
界
以
前
の
状
態
の
そ
れ
を
世
界
と

し
て
作
り
上
げ
る
︒﹁
国
﹂（
地
上
世
界
）
の
側
は
︑
そ
の
内
部
か
ら
世
界

と
な
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
高
天
原
の
働

き
に
よ
っ
て
初
め
て
世
界
た
り
う
る
︒
そ
の
世
界
生
成
が
『
古
事
記
』

上
巻
の
主
題
な
の
で
あ
る
︒
高
天
原
の
神
の
出
現
に
つ
い
て
初
め
に
述

べ
る
こ
と
は
︑
天
の
世
界
を
語
る
た
め
で
は
な
く
︑
地
上
世
界
が
︑
高

天
原
の
も
と
に
成
り
立
つ
こ
と
︱
︱
天
の
世
界
・
高
天
原
が
成
り
立
た

せ
る
地
上
世
界
・
葦
原
中
国
︱
︱
を
語
る
た
め
な
の
で
あ
る（

4
）

︒

　
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
作
り
︑
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
の

国
作
り
︑
そ
し
て
天
神
の
命
を
受
け
て
ニ
ニ
ギ
が
降
臨
し
て
地
上
世
界
の
主

と
な
る
と
い
う
一
連
の
物
語
が
︑
地
上
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
高
天
原
と
い

う
一
貫
し
た
論
理
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る
（
注
釈
を
通
じ
て
そ
れ
を
確
認
し
て

い
く
）
わ
け
だ
が
︑
こ
の
解
説
が
読
者
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
翻
訳
を
新
編

全
集
本
に
依
拠
し
た
意
味
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
な
お
︑ 

本
書
に
注
釈
は
な
い
が
︑ 

そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
巻
末
に 

﹁
用

語
集
﹂（glossary

）
が
付
さ
れ
︑
普
通
名
詞
お
よ
び
固
有
名
詞
（
人
名
・
地
名
）

に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
も
不
十
分
な
も
の
が
目
に
つ
く
︒

た
と
え
ば
﹁
高
天
原
﹂（H

igh Plains of H
eaven

）
に
つ
い
て
は
﹁
大
和
王
朝
の

先
祖
の
神
々
が
住
ん
で
い
た
空
の
国
︒
そ
の
広
大
な
空
間
は
中
央
ア
ジ
ア
の

ト
ル
コ
系
文
化
に
元
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
﹂（T

he land in the sky w
here the 

Yam
ato dynasty ’s ancestral spirits resided. Its vast open spaces possibly harken back 

to the Turkish cultures of C
entral A

sia.

）（p. 251 （
5
）

）
と
解
説
す
る
が
︑
上
述
し
た

よ
う
な
高
天
原
と
地
上
世
界
の
関
係
性
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
大
き
な
問
題

が
あ
り
︑
ト
ル
コ
文
化
云
々
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
ら
ず
も
が
な
だ
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
︒

　
ま
た
︑『
古
事
記
』
の
﹁
黄
泉
国
﹂
をthe U

nderw
orld

（
地
下
）
と
訳
す
の

は
新
編
全
集
本
か
ら
す
れ
ば
明
白
な
誤
訳
で
あ
り
︑
用
語
集
の
解
説
で
﹁『
根

之
堅
州
国
』
と
も
呼
ば
れ
る
﹂（A

lso called “the land that lies beneath the hard 

earth ’s roots ” (ne-no-kata-su-kuni) . . .

）（p. 268

）
と
す
る
の
は
新
編
全
集
本
の

解
釈
と
は
全
く
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
新
編
全
集
本
は

﹁
な
お
︑
黄
泉
国
の
在
り
か
に
つ
い
て
︑
地
下
と
す
る
説
が
有
力
だ
が
︑
そ
の

よ
う
な
徴
証
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
葦
原
中
国
と
同
じ
地
上
の
側
の
世
界
で
あ
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り
︑
そ
の
世
界
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
葦
原
中
国
は
成
り
立
つ（

6
）

﹂
と
し
︑

イ
ザ
ナ
キ
が
﹁
黄
泉
比
良
坂
之
坂
本
﹂
に
至
っ
た
場
面
の
頭
注
で
﹁『
ひ
ら

坂
』
を
下
っ
て
き
た
と
こ
ろ
を
い
う
の
で
あ
り
︑
黄
泉
国
が
地
下
に
あ
る
と

は
い
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
葦
原
中
国
は
坂
を
下
っ
た
こ
ち
ら
に
︑

黄
泉
国
は
坂
の
向
こ
う
に
あ
る
の
で
あ
り
︑
同
じ
地
上
の
世
界
と
受
け
取
ら

れ
る（

7
）

﹂
と
指
摘
し
︑
黄
泉
国
を
地
下
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
︒

　
従
来
︑
黄
泉
国
を
地
下
と
す
る
こ
と
で
︑
天
上
・
地
上
・
地
下
と
い
う
︑

世
界
各
地
の
神
話
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
三
層
構
造
の
世
界
を
『
古
事
記
』

も
ま
た
語
っ
て
い
る
と
把
握
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
︑
神
野
志
氏
は
先
に
見

た
よ
う
に
︑
天
と
地
と
い
う
二
層
（
二
元
）
構
造
の
世
界
だ
と
捉
え
る
わ
け

で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
れ
は
単
に
部
分
的
な
文
脈
の
理
解
が
異
な
る
と
い
う

こ
と
で
済
む
問
題
で
は
な
く
︑
世
界
観
と
い
う
『
古
事
記
』
全
体
の
理
解
に

か
か
わ
る
問
題
な
の
で
あ
っ
た
︒
新
編
全
集
本
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
当
然

の
こ
と
な
が
ら
﹁
根
之
堅
州
国
﹂
も
地
下
で
は
あ
り
え
な
い
（﹁『
堅
州
』
は
表

記
通
り
堅
い
州
（
中
州
）
と
い
う
意
︒「
根
」
を
地
下
の
意
と
す
る
説
に
は
従
い
が

た
い
︒
地
下
だ
と
す
る
と
州
の
説
明
が
つ
か
な
い

（
8
）

﹂）︒
そ
も
そ
も
︑
新
編
全
集
本

は
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
は
﹁
世
界
と
し
て
の
呼
称
が
違
う
の
で
あ
り
︑
そ

れ
は
別
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る（

9
）

﹂
と
し
て
︑
同
一
の
世
界
だ
と
は

認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

　
た
し
か
に
︑
本
書
の
序
文
で
は
︑﹁
特
に
難
解
な
箇
所
が
投
げ
か
け
る
疑
問

点
﹂
に
つ
い
て
は
︑『
時
代
別
国
語
大
辞
典 

上
代
編
』︑
尾
畑
喜
一
郎
編
『
古

事
記
事
典
』︑
荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
校
注
訳
『
古
事
記 

上
代
歌
謡
』︑
そ
し

て
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
等
を
参
照
し
た
と
断
っ
て
は
い
る
（p. xxv

）︒

新
編
全
集
本
が
示
し
た
文
脈
理
解
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
り
う
る
︒
し
か
し
︑

テ
ク
ス
ト
の
根
幹
に
か
か
わ
る
部
分
に
関
し
て
何
も
言
明
せ
ず
に
解
釈
を
変

更
し
て
訳
す
の
は
学
問
的
に
真
摯
な
態
度
と
は
い
え
ず
︑
無
用
の
混
乱
と
誤

解
を
招
く
で
あ
ろ
う
︒
実
は
︑
ほ
か
に
も
新
編
全
集
本
の
提
示
し
た
有
力
な

解
釈
を
採
用
し
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
が
（
た
と
え
ば
︑
雄
略
天
皇
と
赤
猪
子

と
の
歌
の
や
り
と
り
の
場
面
な
ど
）︑
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
一
つ
を
と
り
あ
げ
る

こ
と
は
し
な
い
︒
新
編
全
集
本
と
常
に
読
み
比
べ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
本

書
の
読
者
に
注
意
し
て
お
く
︒

註（
1
）  

西
郷
信
綱
﹁
古
事
記
研
究
史
の
反
省
︱
︱
一
つ
の
報
告
﹂（『
古
事
記
研
究
』
未
来
社
︑

一
九
七
三
年
︒
初
出
︑
一
九
六
六
年
）︑
二
八
六
頁
︒

（
2
）  

『
古
事
記
注
釈 

第
一
巻
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
五
年
︒
初
刊
︑

一
九
七
五
年
）︑
二
七
頁
︒

（
3
）  

『
古
事
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︑
小
学
館
︑
一
九
九
七
年
）︑
二
八
頁
︒

（
4
）  

同
書
︑
四
一
〇
頁
︒

（
5
）  

日
本
語
訳
は
評
者
に
よ
る
︒
ち
な
み
に
︑本
書
は
﹁
高
天
原
﹂
を “Taka-m

a-ga-hara ” 
と
よ
む
が
︑『
古
事
記
』
の
訓
注
に
即
せ
ば
﹁
た
か
あ
ま
の
は
ら
﹂
と
よ
む
の
が
正
し
い
︒

（
6
）  
前
掲
『
古
事
記
』︑
四
四
頁
︒

（
7
）  

同
書
︑
四
六
頁
︒

（
8
）  

同
書
︑
五
五
頁
︒

（
9
）  

同
書
︑
五
四
頁
︒


