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る

要

旨

記
紀
は
王
権
の
論
理
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
0

し
か
し
､
そ
の
王
権
の
論
理
が

一
様
で
あ
り
､
均
質
で
あ
る
か
と
言
う
と
そ
れ
は
断

言
で
き
な
い
｡
王
権
の
理
論
に
包
含
し
き
れ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
0

記
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
に
関
し
て
悪
意
的
で
は
な
い
比
較
検

討
を
行
い
､
記
と
紀
の
述
作
段
階
の
解
釈

(王
権
の
論
理
性
)
を
考
察
す
る
｡

序

論

ま
ず
､
こ
の
論
文
の
目
的
を
述
べ
て
お
-
こ
と
に
す
る
｡
こ
の
論
文
は
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
説
話

(記
紀
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
対
象
と
す
る
｡
)
を
比
較
対
照
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
記
と
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
説
話
所
収
の
立
場
'
つ
ま
り
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
や
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
を
通
し
て
王
権
に
対
す
る
姿
勢
の
相
違
の
意
味
を
中
心
に

考
え
た
い
｡
王
権
確
立
を
正
当
化
す
る
た
め
の
英
雄
説
話
と
し
て
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

説
話
を
位
置
付
け
'
記
紀
双
方
と
も
こ
れ
を
形
成
し
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
記
と
紀

の
間
に
相
違
す
る
点
が
あ
る
こ
と
こ
そ
む
し
ろ
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ

る
｡
記
と
紀
の
間
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
や
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
に
対
す
る
立
場
の
違
い

★

吉

田

比

呂
子★

H
ir
o
k
o
Y
O
S
HD
A

は
､
王
権
の
英
雄
説
話
と
し
て
記
や
紀
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
過
程
で
そ
れ
ぞ
れ
に

解
釈
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
､
記
述
の
姿
勢
の
相
違
の
結
果
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
｡
記
と
紀
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
同

一
説
話
間
の
甑
酷
は
､
そ
れ
ぞ
れ

の
王
権
の
論
理
に
取
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
､
ま
た
は
王
権
の
論
理
に
よ
っ
て

一
つ
に

ま
と
め
き
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
が
本
来
の
姿
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡
記
や
紀
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
以
前
の
種
々
の
論
理
を
引
き
ず
る

も
の
や
大
き
-
変
質
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
こ
の

(上
)
の
論
文
で

は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
や
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
に
対
す
る
表
現
を
通
し
て
考
え
て
み
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
次
稿
の

(下
)
で
は
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
に
関
す
る

後
世
的
解
釈
の
過
程
を
辿
り
そ
の
変
質
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
｡

本
稿
は
記
紀
の
説
話
の
解
釈
論
の
一
端
と
し
て
今
後
の
こ
れ
ら
の
説
話
の
解
釈
請

の
方
向
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
本
稿
作
成
に
あ
た
り
紙
枚
が
規
定
を

超
過
す
る
の
で

(上
)
(下
)
と
分
割
す
る
こ
と
に
し
た
｡

( 1)

*
国
語
教
室
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r

記
紀
の
間
に
見
ら
れ
る
相
違
点

記
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
話
は
そ
の
文
学
性
や
王
権
の
論
理
に
つ
い
て
の
相
違
点

が
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
'
時
と
し
て
悪
意
的
に
そ
の
相
違
点
を
際
立
た
せ
た

か
と
思
う
と
'
ま
っ
た
-
逆
に
混
同
す
る
形
で
論
じ
ら
れ
た
り
も
し
て
い
る
｡
こ
こ

で
は
記
と
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
に
対
す
る
姿
勢
と
こ
れ
と
対

応
す
る
神
や
人
と
の
関
係
性
を
示
す
記
述
の
仕
方
を
中
心
に
ま
ず
対
比
し
な
が
ら
検

討
す
る
｡

表

㈱

吉 田 比 呂 子

(2)西征 (1)冒頭系譜 項目書名

東 ( 摩 東 打 出 言 山 伏 頑 熊 ぬ 小 古

の 西 都 の ち 雲 向 の は元 曾 人 碓
方 の 棲 方 殺 建 け紳 ず き建 等 命
十 方 波 十 し( 和 '頑 人 二 を は
二 の 奴 二 た殺 し河 無 等 人 平 '
道 悪 人 道 ま) て の しな有 け東

の し等 の ひ 紳 ( り りヽ ⊂)｡ た西

悪 荒 の 辛

し人 言 夫 ○ 票 琶 至 芸 ひ 荒き ロ ーL きぶ 記人 ;け示申 ○る

等 撃 和 ' の は 嘩及伏は

を ち 平 及 紳 ず

平 ) せ をヽ皆
け ○

て 四 き害 を示中吉 悉 熊 を亦 悪 吉 ( 取 時 ま偉 し亦 是 二 日 日本量冒紀

'十 神 の 故 の 備 に襲 殺 難 ぶ 備 殺 石 に ふ し き は の 年 本
通 年 を薮 ち み の其 を し渡 る に) 鹿 熊 ○ ○気 日中 の 武

境 の殺 とて '穴 の 平 濁 ; i 身 有 本 碓 春 尊

騒 夏 し烏 '皆 済 圃 け 長 し武 尊 三
ぎ六 て れ 路 害 の を熊 - ま尊 は月
動 月 'り入 る示中平 襲 丈 す と '小
む に並 Oを心 'け の ' 〇日亦 碓
○ 'に故 苦 有 及 つ魁 力 壮 す の尊
東 水 'び りび ○帥 能 に ○名 と
の 陸 悉 して 難 者 く及 幼 は 日
夷 の に む '波 を 鼎 り く目す
多 径 其 ○毒 の 課 を て し本 ○
に を の 並 し相 し ぶ の ふ 江 容 て 童
叛 開 悪 に き済 て る 庭 ○ げ貌 雄 男

(5)東征 酒折宮､信濃 (4)東征 焼津､走水 (3)東征発端

乃 ( ;足 の 悉 て 其 皆 る( を悉
ち 阿 打 柄 荒 に 'の其 示申是 言 に
科 豆 ち の ぶ 荒 ;渡 の な の 向 山
野 麻 殺 坂 る夫 の 圃 り沼 け河
の 渡 し本 示申琉 示申造 voの和 の
坂 夜 た ( 等 蝦 ;等 中 平 荒
の ;ま其 を夷 是 を に しぶ
示申) ひ の 平 等 に切 住 た る
を き坂 和 を 其 り め ま示申
口 0の し言 の減 る ひ '
向 示申て 向 暴 し 示申き及
け ) 'け 浪 て ' o伏
て 白 ' 自 ' 甚 は
' き 亦 ら ; 道 ぬ

鹿 山 伏 速 人
河 ぎ 振 等

自蒜 し療 信 信 ( ぬ 蝦 し其 服 ( 竹 蝦 ( 暴 則 其 ら賊 ( 苦 有 亦 各 を其 ( む起 今
づ を よ え濃 濃 弟 o夷 む の 罪 現 水 夷 賎 風 ち の ば首 暴 び り山封 宗 の 賊 oる東
か 噛 り臥 坂 ;橘 の o首 ふ 入 門 の し ;悉 虞 撃 罪 ぶ L oに堺 と東 ;誰 o圃
らみ後 せ を 山媛 凶 蝦 帥 o示中に賊 き海 に の た に る む衛 邪 を す の 平 人 亦 安
に て に り度 の し夷 を :の 屯 首 妾 示申其 賊 む伏 示申 Oに し貴 o夷 ぎ を蝦 か

示中人 ' oる示申吾 き既 停 罪 子 み ' が の の ' ○霊 宝 董 章 瀧 … 蚕 室

の 及 是 但 者 ( 嬬 首 に に を な て 鳴 身 心 賊 陽
気 び の 白 '白 は '平 し免 り拒 津 を な衆 り
に牛 山 き多 きや 威 け て し) か 紳 ) りを従
中 馬 を鹿 に鹿 ) に て 'た む . o焚 ひ

ら に操 を示申) 其 '従 ま と圃 きて 誓雫 宝 芸 鮎 夢 豊 誓責 苦Oに盗 邑 強 ;乱 屡 ぶ
ず 塗 ゆ殺 の 殺 の 身 ふ す 津 て '
oる る し気 し 幸三 へ 0 0紳 滅 欺

o者 た を つ に ま 等 し き 皇 軍 呈 呈 uo苧 壷 墨 冨 霊 芝0 0
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(8)系譜 (7)最終場面 (6)東征ミヤズヒメ､伊服岐山､尾津浜

に董 此 此 久 ( 河 天御 に尋 那 歌 能 富 玉 言 に此 殺 に其 き伊 尾
在 倍 の の 米 平 内皇 葬 入 白豆 ひ煩 牽 倉 拳 非 の) 蓮 の o服 張

り参 大 倭 直 ) 園 の に り智 岐 寛 野 ･: T i i i : i; i杖 清 ｡ ､に

o拾 帯 建 の の大 歌 て島 田 ふ ;
漆 日命 組 志御 ひ ､に働 る園

歳 子 ､ 幾 葬 き那 化 旬 即 を
o天 ;に o豆 りひ ち思

御 皇 白歌 美 て廻 崩 ひ
陵 の 鳥 ふ 行 ､り りて

は御山年連 ､の追 の な き天 て ま (

御 り まに ､し園
陵 o L期 突 き思

し り為 oひ ) な雷神 の猪 行
時 て し 歌 三 り りの 便 山 で

の に海 て ) 重 oL使 者 の ま

上 ､塵 八 村 考者 ;遺 し

五 日示中日 四 武 白倭 ふ 白伊 ( ひ天 既荒 皇 宮 能 居 ( む是 富胞 を近 尾
十 本 宮本 十 部 烏 の o烏 勢賊 て皇 にぶ の に褒 醍 主 Oの れ吹 聞江 張
二 武 ( 武 三 を陵 琴 屍 と園 ) 拷 ;しる威 厳 野 泉 示中 大 り山 きの
年 尊 蝦 専 年 定 弾 骨 化 の 僻 重 て神 に る( 蛇 O.た五 官
皇 ; 夷 ; なむ 原 は り能 ち夜 能 ､頼 vo停 尾 殺 は 山 ま十 筆

后 弟 ) 辛播 橘 :荏磨 媛 佐 横太 伯 刀郎 部 i 嘉 恵 琶 畠 霊 宝撃 闘 蔓り ､､ 邑 を に天 . 指 葬 張 ) ､ の ひ 葺 媛必 紳 て 山伊 に ､ ､に要路 蔓

姫 の熟 皇 三 し り 泣 ま調 者 等

尭 租 田 践 つ て ま ち しひ ､ を
り 杜 秤 の 飛 つ 悲 ぬ ぬ 罪 以

ま 陵 び る び o oに て
し た o た 伏

ぬ○ ま ま ひ 示申 ら に と
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表

佃に
あ
る
よ
う
に
､
ま
ず
紀
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
､

西
征

･
東
征
の
対
象
に
対
す
る
位
置
付
け
で
あ
る
｡
紀
で
は
敵
対
す
る
者
は

吻西
征

0

0

0

に

｢悪
ぶ
る
紳
｣

と
あ
り
､

刷東
征
の
発
端
に
も

｢皆
害
る
心
有
り
て
､
毒
し
き
気

0

0
0

0

を
放
ち
て
､
路
人
を
苦
び
し
む
､
並
に
禍
害
の
薮
と
為
れ
り
｡
故
､
悉
に
其
の
悪
し

き
神
を
殺
し
て
､
並
に
水
陸
の
径
を
開
-
｡
｣
や

｢其
の
東
の
夷
は
､
-
中
略
‥
･各
封

0

0

0

堺
を
貧
り
て
､
並
に
相
盗
略
む
｡
亦
山
に
邪
し
き
紳
有
り
｡
郊
に
姦
し
き
鬼
有
り
0

○

衛
に
遮
り
径
を
塞
ぐ
｡
多
に
人
を
苦
び
し
む
｡
｣
と
あ
り
､
｢悪
｣
｢邪
｣
｢桐
｣
｢害
｣

｢暴
｣

な
ど
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
を
付
し
邪
悪
な
者
と
し
て
位
置
付
け
明
確
化
し
て
い

0
0
0
0
0
0
0
0
0

る
｡
ま
た
'
川
上
臭
帥
は
自
ら
を

｢購
し
き
賊
が
晒
し
き
口
｣
と
言
い
｡
ヲ
ト
タ
チ

○

バ
ナ
ヒ
メ
も

｢頗
し
き
妾
が
身
｣
と
言

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
こ
と

を

｢神
人
｣
と
か

｢現
人
神
の
子
｣
と
位
置
付
け
､
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
敵
対
す
る
者

が
神
で
あ
っ
て
も

｢悪
｣
｢邪
｣
の
神
を
殺
し
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
紀
で
は
明
確

や
つかれ

に
し
て
い
る
｡
そ
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
自
ら
を
称
し
て
､

刷で
は
｢

臣

｣

と

一
貫
し

て
称
し
て
い
る
｡
記
で
は

｢荒
ぶ
る
紳
｣
や

｢伏
は
ぬ
人
等
｣
や

｢稽
尤
き
人
｣
を

使
用
し
基
本
的
に
は

｢言
向
け
和
平
す
｣
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
｡
ま
た
､
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
が
自
ら
称
す
る
時
は
常
に

｢我
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
従
来
の

指
摘
の
通
り
､
紀
は
王
権

(天
皇
)
の
忠
実
な
将
軍
と
し
て
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
描

こ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
､
記
は
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
の
弱
さ
を
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
を
通
し
て
描
こ
う
と
す
る
態
度
が
見
ら
れ
る
｡
従

っ
て
紀
の
よ
う
に
王
権
の

敵
と
し
て
の

｢悪
｣
や

｢邪
｣
な
ど
の
明
確
な
価
値
付
け
が
記
に
は
見
ら
れ
な
い
0

次
に
紀
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
､
漢
籍
の
利
用
で
あ
ろ
う
0

そ
れ
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
死
を
悼
む
天
皇
の
悲
嘆
の
様
子
を
表
現
す
る

｢重
夜
喉
咽

0
0

び
て
､
泣
ち
悲
び
た
ま
ひ
て
控
僻
ち
た
ま
ふ
｡
｣
で
あ
り
'
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
入

○

水
の
時
の

｢願
は
-
は
賎
し
き
妾
が
身
を
､
王
の
命
に
腰

へ
て
海
に
人
ら
む
｣
の
表

現
に
見
ら
れ
る
漢
籍
利
用
の
意
識
に
見
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
行
為
に
対
す
る
記
と
紀
の

解
釈
の
差
で
あ
る
｡
記
の
こ
れ
ら
の
場
面
に
対
す
る
解
釈
を
通
し
て
見
ら
れ
る
記
述

の
態
度
は
､
紀
と
比
較
す
る
と
王
権
の
代
表
者
と
し
て
の
将
軍
で
は
な
-
､
悲
劇
的

な
流
離
す
る
英
雄
で
あ
り
､
貴
種
流
離
帝
の
主
人
公
の
姿
な
の
で
あ
る
｡
ヲ
ト
タ
チ

バ
ナ
ヒ
メ
の
紀

｢煩
う
｣
と
記
の

｢易
り
て
｣
の
記
述
態
度
に
も
王
権
の
論
理
に
よ

(3)
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っ
て
ま
と
め
､
合
理
化
し
ょ
う
と
す
る
紀
と
ま
と
め
き
れ
な
い
本
来
の
要
素
､
説
請

的
､
物
語
的
要
素
の
断
片
を
保
持
す
る
記
の
態
度
が
見
え
て
-
る
｡
漢
籍
利
用
と
い

う
観
点
か
ら
記
紀
の
創
作
の
方
向
性
に
つ
い
て
以
下
述
べ
て
行
-
こ
と
に
す
る
｡

⇔

持
柵

こ
こ
で
は
紀
の
漢
籍
利
用
の
特
徴
で
あ
る

｢招
僻
｣
や

｢腰
う
｣
｢易
る
｣
を
通
し

て
､
こ
れ
ら
の
事
柄
に
対
し
て
紀
の
解
釈
､
す
な
わ
ち
紀
の
論
理
を
中
心
に
考
え
た

い
｡
そ
れ
は
当
然
記
と
の
比
較
､
対
比
に
よ
っ
て
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
舵

と
な
る
も
の
で
あ
る
｡

-
持
僻
-

｢持
僻
｣
は
従
来
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
詩
経
の
北
風
､
相
舟
の
｢藩
騨
有
レ持
｣

を
引
用
し
､
胸
を
う
っ
て
悲
し
む
こ
と
で
あ
る
と
す
る
｡
し
か
し
､
詩
経
の
こ
の
請

の
内
容
は
夫
に
顧
み
ら
れ
な
-
な
っ
た
心
細
い
女
性
の
心
情
を
述
べ
る
場
面
で
あ
り
､

憂
い
で
眠
れ
ず
胸
が
動
博
を
打
つ
と
い
う
内
容
で
あ
る
｡
紀
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の

こ
の
場
面
と
仁
徳
即
位
前
紀
の
大
鶴
鵜
尊
が
太
子

(菟
道
椎
郎
子
)
を
生
き
返
ら
せ

よ
う
と
す
る
二
つ
の
場
面
に

｢招
僻
｣
し
生
き
返
ら
せ
よ
う
と
す
る
悲
嘆
の
様
子
の

表
現
と
し
て
使
用
し
て
い
る
｡
こ
の

｢持
僻
｣
を
使
用
す
る
こ
と
で
深
い
悲
し
み
と

働
実
の
様
子
を
表
現
す
る
と
と
も
に
古
代
中
国
の

｢孝
経
｣
の
喪
親
章
に
あ
る
よ
う

に
喪
に
服
す
儀
礼
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

○

喪
親
章

第
二
十
二

為
二
之
棺
榔
衣
金
一以
撃
レ之
｡
陳
二其
蓋
蓋
.｡
而
哀
コ
感
之
.｡
突
泣
撃
蹄
｡
哀
以

遠
レ之
｡

(こ
れ
が
棺
榔
衣
裳
を
為
っ
て
以
て
こ
れ
を
挙
げ
､
そ
の
蓋
茎
を
陳
ね
て
､
こ
れ

を
哀
感
し
､
実
泣
撃
顔
､
哀
し
ん
で
以
て
こ
れ
を
送
り
､
)

｢孝
経
｣
に
は

｢突
泣
撃
踊
｣
と
あ
り
､
｢持
僻
｣
で
も

｢耕
持
｣
で
も
な
-

｢撃

摂
｣
の
形
で
あ
る
.
手
で
胸
を
打
ち
､
足
は
大
地
を
踏
み
打
ち
働
突
す
る
さ
ま
を
形

容
す
る
葬
送
の
儀
礼
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
｡
表
現
の
場
面
や
意
図
は
こ
の

｢孝

経
｣
の
場
面
と
紀
の
二
つ
の
場
面
と

一
致
す
る
｡
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
死
の
報
を
聞
き

天
皇
は
､
｢嚢
､
席
安
か
ら
む
や
O
食
､
味
甘
か
ら
ず
.
童
夜
喉
咽
び
て
､
泣
き
悲
び

た
ま
ひ
て
招
僻
ち
た
ま
ふ
｡
困
り
て
､
大
き
に
嘆
き
て
日
は
-
､
｣
と
あ
り
､
｢誰
人

と
輿
に
か
鴻
業
を
経
給
め
む
｣
と
言
い
働
笑
す
る
｡
王
権
確
立
の
将
軍
と
し
て
の
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
活
躍
を
述
べ
そ
の
継
承
者
を
失
う
悲
し
み
が
中
心
に
表
現
さ
れ
て
い

る
｡
こ
れ
に
対
し
て
大
鴬
鵜
尊
の
自
殺
し
た
菟
道
椎
郎
子
に
対
す
る

｢持
僻
｣

は
そ

の
蘇
生
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
､

一
旦
は
効
果
が
あ
っ
て
蘇
生
す
る
が
遺
言
を

残
し
て
再
び
棺
に
伏
し
て
死
ぬ
の
で
あ
る
｡
こ
の
時
の
大
籍
飴
尊
の
行
為
は
次
の
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡

○

仁
徳
即
位
前
紀

時
に
大
鶴
烏
尊
､
搾
僻
ち
叫
び
突
き
た
ま
ひ
て
､
所
如
知
ら
ず
｡
乃
ち
髪
を
解

き
屍
に
跨
り
て
､
三
た
び
呼
び
て
日
は
-
､
-
中
略
-
乃
ち
且
棺
に
伏
し
て
募

り
ま
し
ぬ
｡
是
に
､
大
鶴
浜
寺
､
素
服
を
た
て
ま
つ
り
て
､
費
哀
び
た
ま
ひ
て
､

突
し
た
ま
ふ
こ
と
甚
だ
働
ぎ
た
り
｡

こ
の
よ
う
な
葬
送
の
場
面
の
蘇
生
を
目
的
と
し
た
様
々
な
所
作
は
､
万
葉
集
挽
歌

の
九

〇
四
番
歌
や
四
七
五
番
歌
な
ど
の

｢
ア
シ
ズ
リ
｣
や

｢
コ
イ
マ
ロ
ビ
｣

や

｢サ

ケ
ブ
｣
な
ど
の
句
の
表
現
と
し
て
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
モ
ガ
リ
の
場
に
お
け
る
儀
礼

の
所
作
と
し
て
形
式
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
本
来
の
蘇
生
と
い
う
目
的
を
そ
の

表
現
に
見
せ
る
大
鶴
耗
尊
と
太
子
の
場
面
は
同
じ
紀
の
表
現
で
あ
っ
て
も

｢持
僻
｣

に
モ
ガ
リ
や
蘇
生
の
意
味
を
強
-
意
識
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
紀

の

｢持
僻
｣
の
場
面
は
こ
れ
ら
を
ま
っ
た
-
切
り
捨
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
こ

れ
に
対
し
て
記
は
御
葬
歌
を
歌
い
な
が
ら
后
や
御
子
た
ち
が

｢那
豆
岐
田
に
南
画
ひ

廻
り
て
､
突
為
し
て
｣
や

｢足
跡
り
破
れ
ど
も
-
突
き
て
追
ひ
｣
や

｢海
盤
に
入
り

(4)
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て
､
那
豆
美
行
き
ま
L
L
｣
と
い
う
よ
う
に
白
智
烏
と
化
っ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
追

走
す
る
｡
こ
の
御
葬
歌
の
后
と
御
子
た
ち
の
所
作
も
前
述
し
た
｢
ア
シ
ズ
リ
｣
や
｢
コ

イ
マ
ロ
ビ
｣
や

｢
サ
ケ
プ
｣
な
ど
の
所
作
と
同
様
の
目
的
で
行
な
わ
れ
る
も
の
を
表

現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
独
立
さ
せ
て
別
稿
で
論
ず
る

こ
と
と
し
た
い
｡
し
か
し
､
こ
の

｢
ナ
ヅ
キ
｣
と

｢
ナ
ヅ
ム
｣
に
つ
い
て
現
段
階
で

言
え
る
こ
と
は
､
足
占
や

｢
ア
シ
ズ
リ
｣
と
非
常
に
近
い
表
現
内
容
で
あ
ろ
う
と
言

う
こ
と
と
紀
の
第
十
段

一
書
四
に
あ
る
彦
火
火
出
見
尊
に
苦
し
め
ら
れ
る
火
折
尊
の

俳
優
と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
､
万
葉
集
巻
十
二
の
二
九

四
七
番
歌
の
或
本
歌
と
人
麻
呂
歌
集
歌
の
表
現
に
も
注
意
し
た
い
｡

〇

二
九
四
七
番
歌

思
ひ
に
し

余
り
に
し
か
ば

す
べ
を
な
み

我
は
言
ひ
て
き

忌
む
べ
き
も
の
を

戎
本
の
歌
に
日
-

｢門
に
出
で
て

我
が
臥

(反
側
)
い
伏
す
を

人
見
け
む

か
も
｣

一
に
云
ふ

｢す
べ
を
な
み

出
で
て
そ
行
き
し

家
の
あ
た
り
見
に
｣

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
集
に
云
ふ

｢
に
ほ
鳥
の

な
づ
さ
ひ
来
し
を

人
見
け

む
か
も
｣

或
本
歌
の

｢我
が
臥
い
伏
す
を
｣
と
人
麻
呂
歌
集
の

｢な
づ
さ
ひ
来
し
｣
が
類
似

表
現
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
な
ら
ば

｢ナ
ヅ
キ
｣
や

｢ナ
ヅ
ム
｣

や

｢ナ
ヅ
サ
ヒ
｣
な
ど
の
一
連
の
表
現
が
足
占
や

｢
ア
シ
ズ
リ
｣
や
舞
踏
に
関
係
す

る
所
作
の
表
現
と
も
重
な
っ
て
来
る
も
の
と
現
段
階
で
は
考
え
て
い
る
｡
さ
て
､
請

を
記
と
紀
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
葬
送
に
対
す
る
態
度
と

｢招
僻
｣
の
表
現
の
意
味
す

る
こ
と
に
も
ど
ろ
う
｡
紀
の

｢持
僻
｣
の
表
現
と
記
の
大
御
葬
歌
の
場
面
は
決
定
的

に
両
者
の
違
い
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
る
｡
紀
は
漢
籍
の
表
現
と
折
衷

･
翻
案
す
る

中
で
本
来
の
古
代
の
葬
送
の
意
味
を
切
り
捨
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
0

だ
か
ら
こ
そ
神
代
紀
の
上
下
に
本
文
と
異
伝
を
多
-
載
せ
る
と
い
う
態
度
を
採
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
記
は
王
権
の
物
語
と
し
て

1
本
化

し
な
が
ら
も
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
悲
劇
的
要
素
を
英
雄
の
悲
劇
と
し
て
完
成
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
従

っ
て
そ
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
悲
劇
性
は
王
権
の

論
理
に
よ
っ
て
も
消
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
の
悲
劇
的
要
素
は
本
来
持
っ
て
い
た
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
言
え
る
｡
こ
の

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
死
と
い
う
悲
劇
的
要
素
に
対
し
て
紀
は
冷
淡
で
あ
り
､
そ
こ
に
合

理
性
を
持
ち
込
む
｡
そ
れ
が
王
権
の
論
理
に
よ
る
合
理
化
と
言
え
る
｡
紀
は

｢明
衣

の
み
空
し
-
留
り
て
､
屍
骨
は
無
し
｡｣
と
言
う
よ
う
に
白
鳥
に
化
っ
た
こ
と
を
合
理

化
す
る
と
と
も
に
｢押
入
｣
｢現
人
神
の
子
｣
と
し
て
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
強
-
印
象

付
け
て
い
る
｡
紀
で
は
悲
劇
と
し
て
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
死
が
死
で
は
な
-
｡
こ
こ

で
は
死
の
意
味
を
転
換
し
消
失
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

⇔

易
う
と
購
う

次
に
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
と
の
関
係
性
を
通
し
て
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
位
置
付
け
を

考
え
て
み
よ
う
｡
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
は
記
と
紀
で
は
明
ら
か
に
そ
の
登
場
の
意
咲

を
異
な
ら
せ
て
い
る
｡
記
と
紀
の
対
応
す
る
部
分
を
全
文
掲
げ
て
お
-
こ
と
に
す
る
｡

○

記其
れ
よ
り
入
り
幸
で
ま
し
て
､
走
水
の
海
を
渡
り
た
ま
ひ
し
時
､
其
の
渡
の
秤

浪
を
興
し
て
､
船
を
廻
ら
し
て
得
進
み
渡
り
た
ま
は
ざ
り
き
｡
爾
に
其
の
后
､

名
は
弟
橘
比
膏
命
白
し
た
ま
ひ
し
-
､
｢妾
､
御
子
に
易
り
て
海
の
中
に
人
ら

む
｡
御
子
は
道
は
さ
え
し
政
を
遂
げ
て
覆
奏
し
た
ま
ふ
べ
し
｡｣
と
ま
を
し
て
､

海
に
入
り
た
ま
は
む
と
す
る
時
に
､
菅
畳
八
重
､
皮
畳
八
重
､
舶
垂
八
重
を
波

の
上
に
敷
き
て
､
其
の
上
に
下
り
坐
し
き
｡
是
に
其
の
暴
浪
自
ら
伏
ぎ
て
､
御

船
得
進
み
き
｡
爾
に
其
の
后
歌
ひ
た
ま
ひ
し
-
､

さ
ね
さ
し

相
武
の
小
野
に

燃
ゆ
る
火
の

火
中
に
立
ち
て

間
ひ
し
君
は

(5)
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もと
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
｡
故
､
七
日
の
後
､
其
の
后
の
御
櫛
海
連
に
依
り
き
｡
乃

ち
其
の
櫛
を
取
り
て
､
御
陵
を
作
り
て
治
め
置
き
き
｡

○

紀亦
相
模
に
進
し
て
､
上
線
に
往
せ
む
と
す
｡
海
を
望
り
て
高
言
し
て
日
は
-
､

｢是
小
き
海
の
み
｡
立
跳
に
も
渡
り
つ
べ
し
｣
と
の
た
ま
ふ
｡
乃
ち
海
中
に
至

り
て
､
暴
風
忽
に
起
り
て
､
王
船
蕩
ひ
て
､
え
渡
ら
ず
｡
時
に
王
に
従
ひ
ま
つ

る
妾
有
り
｡
弟
橘
媛
と
日
ふ
｡
穂
積
氏
忍
山
宿
繭
の
女
な
り
｡
王
に
啓
し
て
日

さ
-
､
｢今
風
起
き
浪
泌
-
し
て
､
王
船
没
ま
む
と
す
｡
是
必
に
海
神
の
心
な

り
｡
願
は
-
は
購
し
き
妾
が
身
を
､
王
の
命
に
腰

へ
て
海
に
人
ら
む
｣
と
ま
う

す
｡
言
詰
り
て
､
乃
ち
潤
を
抜
け
て
入
り
ぬ
｡
暴
風
即
ち
止
み
ぬ
｡
船
､
岸
に

著
-
こ
と
得
た
り
｡
故
人
､
其
の
海
を
既
け
て
､
馳
水
と
日
ふ
｡

ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
取
り
扱
い
の
相
違
は
ま
ず
そ
の
立
場
で
あ
る
｡
記
で
は

｢后
｣
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
紀
は

｢王
に
従
ひ
ま
つ
る
妾
有
り
｡
｣
と
あ
り
､
そ

の
系
譜
を

｢穂
積
氏
忍
山
宿
繭
の
女
な
り
｡
｣
と
し
､
常
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
従
者
と

し
て
取
り
扱

っ
て
い
る
｡
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
に

｢願
は
-
は
購
し
き
妾
が
身
を
､
｣

と
言
わ
せ

｢王
の
命
に
腰

へ
て
海
に
人
ら
む
｣
と
そ
の
賎
し
い
自
分
の
身
を
王
の
命

に

｢腰

へ
｣
と
言

っ
て
い
る
｡
記
で
は

｢御
子
に
易
り
て
｣
と
言
い
｡
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
が
無
事
に

｢覆
奏
｣
す
る
こ
と
を
望
む
形
で
合
理
化
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は

｢易

り
て
｣
と

｢腰

へ
｣
に
つ
い
て
､
記
と
紀
の
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
行
為
に
対
す
る

解
釈

･
合
理
化
の
仕
方
の
違
い
に
つ
い
て
中
心
に
考
え
て
ゆ
-
こ
と
に
す
る
｡
こ
の

ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
行
為
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
段
の
章
で
詳
論
す
る
こ
と
に
す

0
0

る
が
､
考
え
方
の
方
向
を
こ
こ
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
-
｡
ま
ず
､
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ

ヒ
メ
と
こ
の
論
文
で
は

一
貫
し
て
使
用
し
て
い
る
が
こ
の
考
え
方
の
根
拠
は
ヲ
ト
タ

○

チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
解
釈
に
由
来
す
る
｡
確
か
に
記
で
も

｢弟
橘
比
責
命
｣
と
あ
り
紀
で

も

｢弟
橘
媛
｣
と
あ
り
､
｢弟
｣
(オ
ト
)
と
す
べ
き
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の

｢弟
｣

の
表
記
す
る
と
こ
ろ
の
記
紀
の
理
解
の
仕
方
と
こ
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
に
見
ら

れ
る

｢弟
｣
の
理
解
の
仕
方
に
絞
り
込
ん
で
考
え
て
み
た
い
｡
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
亦

の
名
は
記
で
は

｢倭
男
具
那
命
｣
で
あ
り
､
紀
で
も

｢日
本
童
男
｡
童
男
､
此
れ
を

ば
烏
具
奈
と
云
ふ
｡｣
と
あ
り
､
双
方
と
も
少
さ
子
と
い
わ
れ
る
特
殊
な
能
力
を
持
つ0

神
の
子
を
意
識
し
た
亦
の
名
を
記
る
し
て
い
る
｡
｢男
臭
奈
｣
｢童
男
｣
は
当
然

｢
ヲ

グ
ナ
｣
で
あ
る
｡
兄
大
碓
尊
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
の
関
係
を
語
る
も
の
は
記
で
は
｢汝

の
兄
は
｣
で
あ
り
､
紀
で
は

｢第

一
を
ば
大
碓
皇
子
と
目
す
｡
第
二
を
ば
小
碓
尊
と

目
す
｡
｣
と
し
て
､
兄
が
大
碓
て
弟
が
小
椎
と
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
｢童
｣
｢若
｣
｢稚
｣

と
表
記
さ
れ
る
少
さ
子
的
要
素
を
持
つ
人
物
は
系
譜
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
時
､
自
動

的
に

｢弟
｣
と
位
置
付
け
ら
れ
る
形
で
登
場
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
0

ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
八
椎
女
の
最
後
に
残

っ
た
櫛
名
田
比
責
も

｢湯
津
爪
櫛
に
其
の

童
女
を
取
り
成
し
て
､
｣
と
あ
り
､
｢童
女
｣
な
の
で
あ
る
｡
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
話
の

場
合
も
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
身
替
り
に
な
る
資
格
の
あ
る
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

従

っ
て
｢童
女
｣
(ヲ
ト
メ
)
の
可
能
性
が
物
語
の
性
質
か
ら
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き

る
｡
そ
し
て
こ
の
身
替
り
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
後
で
詳
論
す
る
が
決
し
て
生
普

や
人
身
御
供
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
｡
後
世
的
解
釈
の
重
層
の
中
で
悲
劇
と

し
て
の
生
費

･
人
身
御
供
が
創
作
さ
れ
た
そ
の
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
｡
そ
れ
で
は

こ
の
記
の

｢御
子
に
易
り
て
｣
と
紀
の

｢腰

へ
｣
の
表
現
性
の
差
異
に
つ
い
て
考
え

て
見
よ
う
｡
記
の

｢易
り
て
｣
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
､
｢易
｣
の
漢
籍
の
用
法
等
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
次
の
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

-

易
う
ー

八

一

)

変
質

･
変
化

･
そ
の
も
の
が
変
わ
る
こ
と
｡

礼
記

中
庸

襲
則
化
.

墨
子

経
上

化
､
徴
易
也
｡

(6
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呂
覚

順
民
固

化
､
襲
也
｡

虞
韻

撃
､
化
也
｡

漢
書

旬
奴
博
上
層

師
古
日
､
撃
､
化
也
｡

八
二
)

交
換

･
入
れ
換
わ
る
･
取
り
換
え
る
｡
取
り
交
わ
す
｡

方
言

十
㈲

凡
以
二
異
語
一相
易
､
謂
二
之
代
一也
｡

漢
書

食
貨
志
㈲

師
古
日
､
代
､
易
也
｡

書
経

益
稜
侍

化
､
易
也
｡

説
文

換
､
易
也
､
仇
レ手
兵
撃
｡

小
爾
雅

虞
話

更
､
易
也
｡

儀
頑
､
大
射
儀
㈲

更
､
易
也
｡

漢
書

亀
錯
侍
囲

更
､
謂
二
易
代
.也
｡

周
頑

夏
宮

司
煙
㈲

撃
､
猶
レ易
也
｡

小
爾
雅

虞
話

交
､
易
也
､
更
也
｡

八
三
)

移
り
変
わ
る
､
移
動
す
る
｡

准
南
子

氾
論
訓
廟

化
､
易
也
｡

小
爾
雅

虞
話

撃
､
易
也
｡

楚
蔚

九
章

惜
諦
㈲

撃
､
易
也
｡

八
四
)

改
め
る

･
改
ま
る
｡

華
厳
経
音
義
上

教
成
二於
上
一､
両
易
二俗
於
下
一､
謂
二
之
化
二

国
語
､
膏
語
組

易
､
撃
也
｡

苛
子

正
名
組

易
､
謂
二
以
レ物
相
易
l｡

説
文

撃
､
更
也
､
臥
レ支
綴
撃
｡

頑
記

王
制
踏

襲
､
更
也
｡

呂
覚

連
字
踏

襲
､
改
｡

こ
の
よ
う
に

｢易
｣

を
中
心
に
そ
の
意
味
分
布
を
見
て
み
る
と
八
二
)
の
交
換

･
入

れ
換
わ
る

･
取
り
換
え
る

･
取
り
交
わ
す
を
中
心
と
し
た
意
味

･
用
法
が
そ
の
基
本

に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
､
類
衆
名
義
抄
の
備
中
九
〇
の
易
の
項
に
も
｢
カ
フ
･

カ
ハ
ル
･
ア
キ
ナ
フ
･
カ
ハ
ル
く

｣
な
ど
の
訓
が
見
ら
れ
る
｡
さ
て
､
次
に
記
紀

と
日
本
霊
異
記
や
万
葉
集
の

｢易
｣

の
使
用
を
み
る
と
や
は
り
八
二
)
の
意
味

･
用
法

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

○

古
事
記

上

｢愛
し
き
我
が
那
適
妹
の
命
を
､
子
の
一
つ
木
に
易
へ
つ
る
か
も
｡
｣
と
謂
り
た

ま
ひ
て
､

(謂
易
子
之

一
木
平
｡
)

○

日
本
書
紀

神
代
上

第
五
段

一
書
六

伊
突
諾
尊
､
恨
み
て
日
は
-
､
｢唯
､
1
晃
を
以
て
､
我
が
愛
し
き
妹
に
香

へ
つ

る
か
な
｣

と
の
た
ま
ひ
て
､
(
1
児
替
我
愛
之
妹
者
乎
)

○

古
事
記

上

爾
に
火
遠
理
命
､
其
の
兄
火
照
命
に
､
｢各
佐
知
を
相
易
へ
て
用
ゐ
む
｡
｣
と
謂

ひ
て
､
三
度
乞
ひ
た
ま
へ
ど
も
､
許
さ
ざ
り
き
｡
然
れ
ど
も
遂
に
綾
か
に
相
易

ふ
る
こ
と
を
得
た
ま
ひ
き
｡

(各
相
易
佐
知
)
(得
相
易
)

○

日
本
書
紀

神
代
下

十
第
本
文

始
め
兄
弟
二
人
､
相
謂
ひ
て
日
は
-
､
｢試
に
易
幸
せ
む
｣

と
の
り
た
ま
ひ
て
､

蓮
に
相
易
ふ
｡

(試
欲
易
幸
､
逐
相
易
之
｡
)

※

一
書

一
､
時
に
兄
弟
､
互
に
其
の
幸
を
易

へ
む
と
欲
す
｡
(欲
互
易
其
幸
)

一
書
三
､
弟
に
謂
り
て
日
は
-
､
｢吾
試
に
汝
と
換
幸
せ
む
と
欲
ふ
｣
と
い
ふ
｡

弟
､
許
諾
し
て
困
り
て
易
ふ
｡
(欲
輿
汝
換
幸
｡
弟
許
諾
困
易
之
｡
)

○

古
事
記

中

(7)
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爾
に
倭
建
命
､
河
よ
り
先
に
上
り
ま
し
て
､
出
雲
蓮
が
解
き
置
け
る
横
刀
を
敬

り
凧
き
て
､
｢刀
を
易
へ
む
｡｣
と
諮
り
た
ま
ひ
き
｡

(而
詔
易
刀
)

○

古
事
記

中

爾
に
其
地
に
坐
す
伊
香
沙
和
気
大
神
の
命
､
夜
の
夢
に
見
え
て
云
り
た
ま
ひ
し

-
､
｢吾
が
名
を
御
子
の
御
名
に
易
へ
ま
-
欲
し
｡
｣
と
の
り
た
ま
ひ
き
｡
爾
に

言
肩
き
て
白
L
L
-
､
｢恐
し
､
命
の
随
に
易
へ
奉
ら
む
｡
｣
と
ま
を
せ
ば
､
亦

其
の
紳
詔
り
た
ま
ひ
し
-
､
｢明
日
の
且
､
演
に
幸
で
ま
す
べ
し
｡
名
を
易
へ
し

幣
献
ら
む
｡
｣
と
の
り
た
ま
ひ
き
｡
(以
書
名
欲
易
御
子
之
御
名
｡
)
(随
命
易
奉
､
)

(戯
易
名
之
幣
｡
)

○

日
本
書
紀

応
神
即
位
前
紀

角
鹿
の
笥
飯
大
神
を
拝
祭
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
｡
時
に
大
神
と
太
子
と
､
名

を
相
易
へ
た
ま
ふ
｡故
､
大
神
を
競
け
て
､
去
来
紗
別
所
と
目
す
｡
(時
大
神
輿
二

太
子
.名
相
易
)

○

日
本
書
紀

垂
仁
紀
三
十
二
年
七
月

出
雲
園
の
土
部
萱
情
人
を
喚
し
上
げ
て
､
自
ら
土
部
等
を
領
ひ
て
､
埴
を
取
り

て
人
･馬
及
び
種
々
の
物
の
形
を
造
作
り
て
､
天
皇
に
戯
り
て
日
さ
-
､
｢今
よ

り
以
後
､
是
の
土
物
を
以
て
生
人
に
更
易
へ
て
､
陵
墓
に
樹
て
て
､
後
葉
の
法

則
と
せ
む
｣
と
ま
う
す
.
(以
二
是
土
物
.吏
二易
生
人
.､
)

○

日
本
書
紀

仁
徳
紀
元
年
正
月

麦
に
天
皇
の
日
は
-
､
｢今
朕
が
子
と
大
臣
の
子
と
､
同
日
に
共
に
産
れ
た
り
｡

並
に
瑞
有
り
｡
是
天
つ
表
な
り
｡
以
烏
ふ
に
､
其
の
鳥
の
名
を
取
り
て
､
各
相

易
へ
て
子
に
名
け
て
､
後
葉
の
契
と
せ
む
と
の
た
ま
ふ
｡
(各
相
易
名
レ
子
､
)

○

日
本
書
紀

孝
徳
紀
大
化
元
年

おもが
はり
せヂ
まう
こ

汝
佐
平
等
､
不

易

面

来

｡

早
-
須
-
は
明
に
報
せ
｡
(不
易
面
来
)

○

日
本
書
紀

天
武
紀
五
年
四
月

諸
王
､
諸
臣
の
給
は
れ
る
封
戸
の
税
は
､
以
西
の
園
を
除
め
て
､
相
易
へ
て
以

東
の
園
に
給

へ
｡

(相
易
給
二
以
東
園
.0
)

○

常
陸
国
風
土
記

那
賀
郡
晴
時
臥
山

一
夜
の
間
に
､
巳
に
杯
の
中
に
満
ち
ぬ
｡
更
'
芸
に
易
へ
て
置
け
ば
､
亦
､
釜

の
内
に
満
ち
ぬ
｡

(更
易
レ霊
而
置
之

)

○

丹
後
国
風
土
記

浦
喚
子

人
と
物
と
遷
り
易
り
て
､
更
に
由
る
と
こ
ろ
な
し
｡
(人
物
遷
易

吏
無
レ所
レ

由
)

○

日
本
霊
異
記

上
巻
二
十
二

命
終
の
時
に
臨
み
て
､
洗
浴
し
衣
を
易
へ
､
西
に
向
ひ
て
端
坐
せ
り
｡
(洗
浴
易
レ

衣
､
)

○

日
本
霊
異
記

下
巻
三
十

湯
を
乞
ひ
て
身
を
洗
ひ
'
袈
裟
を
易
へ
著
け
､
糊
脆
き
て
掌
を
合
せ
､
-
中
略

-
便
ち
日
の
申
の
時
に
命
終
し
ぬ
｡
(易
二著
袈
裟
一､
)

以
上
､
記
紀
と
風
土
記

･
霊
異
記
に
見
ら
れ
る

｢易
｣
関
係
の
箇
所
で
あ
る
｡
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
八
二
)
の
交
換

･
入
れ
換
わ
る

･
取
り
換
え
る
･
取
り
交
わ
す
な
ど
の

意
で

｢相
易
｣
｢互
易
｣
｢各
相
易
｣
な
ど
の
表
記
が
見
ら
れ
る
｡
交
換
す
る
も
の
の

実
体
は
様
々
で
あ
る
｡
イ
ザ
ナ
キ
の
命
と
子
供
の
カ
グ
ッ
チ
で
あ
っ
た
り
､
山
幸
彦

の
弓
矢
と
海
幸
彦
の
釣
針
で
あ
っ
た
り
､
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
木
刀
と
出
雲
建
の
横
刀

で
あ
っ
た
り
､
神
や
鳥
の
名
前
と
太
子
や
大
臣
の
子
の
名
前
な
ど
で
あ
る
｡
ま
た
堰

輪
の
人
や
馬
と
生
き
た
人
､
そ
し
て
杯
と
霊
や
新
し
い
衣
や
袈
裟
な
ど
で
あ
る
｡
孝

徳
紀
の
例
は
(
1
)
で
あ
り
､
満
喫
子
の
例
は
八
三
)
で
あ
る
が
他
は
す
べ
て
八
二
)
の
用

(8)
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法

･
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
､
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
記
で

｢御
子

に
易
り
て
｣
と
言
っ
て
い
る
の
は
入
れ
換
わ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
万

葉
集
の
二
〇
九

〇
番
歌
な
ど
に
も
二
つ
の
物
が
交
差
し
入
れ
換
わ
る
こ
と
を
歌
う
0

〇

二
〇
九

〇

狛
錦

紐
解
き
易
し

天
人
の

妻
間
ふ
夕
ぞ

吾
も
し
の
は
む

(易
之
)

〇

一
九
五

し
き
た
へ
の

袖
か
へ
し
君

玉
垂
の

を
ち
の
す
ぎ
ゆ
-

ま
た

も
あ
は
め
や
も

(易
)

〇
五
四
六

し
き
た
へ
の

衣
手
か
へ
て

お
の
づ
ま
と

た
の
め
る
こ
よ
ひ

秩

の
夜
の

も
も
よ
の
な
が
さ

あ
り
こ
せ
ぬ
か
も

(易
)

こ
の
他
に
も
二
〇
二
〇
の

｢袖
か
へ
ず
あ
ら
む
｣
(易
)
や
二
〇
二

一
の

｢手
枕
か

は
が
ひ

へ
て
｣
(易
)
や
二

一
〇
の

｢大
鳥
の
羽

易

山
｣
な
ど
二
つ
の
物
が
交
差
し
て
入
れ
換

わ
る
そ
の
よ
う
な
現
象
を
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
記
の

｢御
子
に
易
り
て
｣
は
ヲ

ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
こ
の
場
面
で
交
差
し
入
れ
換
わ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
身
替
り
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
し

か
し
､
だ
か
ら
と
言
っ
て
人
身
御
供
や
生
費
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
か
と
い
う
と
そ

れ
は
問
題
で
あ
る
｡
次
に
紀
の

｢購
う
｣
と
解
し
て
い
る
合
理
化
の
仕
方
に
つ
い
て

検
討
し
た
上
で
身
替
り
'
人
身
御
供
の
解
釈
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
｡

-

腰
う
-

こ
の

｢購
う
｣
も
交
換
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
用
字
で
は
あ
る
が

｢易
う
｣
と
大

き
-
違
う
と
こ
ろ
は
罪
と
引
き
換
え
る
､
つ
ま
り
原
罪
の
意
味
が
強
-
読
み
取
れ
る

用
法
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

0
換
え
る

･
物
を
取
り
換
え
る

･
質

集
韻

腰
､
貸
易
也
｡

玉
篇

腰
､
質
也
｡

㊤あ
が
な
う

･
貨
財
を
納
め
て
罪
を
ま
ぬ
が
れ
る
｡

罪 書 説
o経 文

磨
､
貿
也
､
臥
レ貝
要
撃

尭
典

金
作
..腰
刑
..博
､
金
､
黄
金
､
誤
両
人
レ刑
､
出
レ金
以
頗
レ

漢
書

貢
南
借

手

一腰
レ罪
之
法
,､
政
令
行
禁
止
｡

)

詩
経

葉
風
､
黄
烏

彼
蒼
者
天

残
我
良
人

如
何
贋
号

人
百
其
身

等
､
可
,
以
二
他
人
高

上
レ
之
者
､
人
皆
百
二
其
身
.､
謂
二
1
身
百
死
猶
烏
一レ

之
､
惜
二善
人
.N
甚
｡

漢
籍
の
世
界
で
は
史
記
や
漢
書
の
例
や
唐
律
な
ど
の
例
か
ら
考
え
て
貸
財
を
納
め

罪
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
が
そ
の
中
心
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
0

そ
の
中
で
案
の
穆
公
に
殉
死
し
た
三
良
士

(奄
息

･
伸
行

･
鍛
虎
)
を
哀
れ
ん
で
賦

し
た
と
言
わ
れ
る
詩
経
の
黄
鳥
の
例
は
殉
死
の
運
命
と
そ
の
悲
劇
性
と
蛮
行
を
刺

っ

た
も
の
で
あ
る
｡類
衆
名
義
抄
で
は
｢貿
カ
フ

ア
キ
ナ
フ

ア
カ
フ
｣
｢購
カ
フ

ア

カ
フ
｣
｢買
カ
フ

ウ
ル
｣
｢贋
ア
カ
フ

カ
フ

ッ
ク
ノ
フ
｣
｢質
カ
フ
｣
な
ど
が
あ

り
､
｢腰
う
｣
に
償
う
･頗
罪
の
意
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡
ま
た
､
記
紀
や
日

本
霊
異
記
に
は
こ
の
｢購
う
｣
の
用
法
に
以
上
見
て
来
た
よ
う
な
罪
を
償
う
意
の
｢麿

う
｣
に
集
中
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡
以
下
確
認
し
て
お
-
｡

○

日
本
書
紀

神
代
上

七
段
本
文

然
し
て
後
に
､
諸
の
紳
罪
過
を
素
養
鳴
尊
に
蹄
せ
て
､
科
す
る
に
千
座
置
戸
を

以
て
し
て
､
遂
に
促
め
徴
る
｡
髪
を
抜
き
て
､
其
の
罪
を
腰
は
し
む
る
に
至
る
｡

亦
日
は
-
､
其
の
手
足
の
爪
を
抜
き
て
腰
ふ
と
い
ふ
｡
巳
に
し
て
責
に
逐
降
ひ

き
｡
(以
腰
二其
罪
.)

○

日
本
書
紀

仁
徳
紀
四
十
年

伐
り
て
阿
俄
能
胡
を
椎

へ
鞠
ふ
｡
封

へ
て
日
さ
-
､
｢皇
女
を
課
し
し
日
に
､
探

り
て
取
り
き
｣
と
ま
う
す
｡
即
ち
将
に
阿
俄
能
胡
を
殺
さ
む
と
す
｡
是
に
､
阿

俄
能
胡
､
乃
ち
己
が
私
の
地
を
戯
り
て
､
死
腰
は
む
と
話
す
｡
故
､
其
の
地
を

(9)
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納
め
て
死
罪
を
赦
す
｡
是
を
以
て
､
其
の
地
を
競
け
て
玉
代
と
日
ふ
｡
(請
レ
磨
レ

死
｡
)

○

日
本
書
紀

継
膿
紀
二
十
二
年
十
二
月

筑
紫
君
葛
子
'
父
の
つ
み
に
坐
り
て
課
せ
ら
れ
む
こ
と
を
恐
り
て
'
糟
屋
屯
倉

を
戯
り
て
'
死
罪
腰
は
む
こ
と
を
求
す
｡
(求
レ腰
二
死
罪
.｡
)

○

日
本
書
紀

安
閑
紀
元
年
十
二
月

度
城
都
連
棋
首
境
が
女
幡
媛
'
物
部
大
連
尾
輿
が
軍
略
を
倫
み
取
り
て
､
春
日

皇
后
に
戯
る
.
事
豪
覚
る
る
に
至
り
て
'
棋
苦
境
'
女
幡
媛
を
以
て
'
采
女
丁

に
戯
り
'
井
て
安
重
囲
の
過
戸
の
塵
城
部
屯
倉
を
厭
り
て
､
女
の
罪
を
贋
ふ
0

(以
腰
二
女
罪
.)

こ
れ
ら
紀
の
例
は
す
べ
て
罪
に
腰
う
と
い
う
内
容
で
あ
り
'
紀
の

｢購
う
｣
を
使

用
す
る
意
識
は
罪
を
償
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
霊
異
記
は
八

例
を
数
え
る
が
'
｢苦
を
腰
う
｣
や

｢母
の
罪
を
購
う
｣
以
外
は
す
べ
て
カ
ニ
や
カ
キ

貝
や
カ
メ
な
ど
の
生
き
物
を
放
生
す
る
話
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
｡
放
生
も
殺
生

と
い
う
罪
に
対
す
る
償
い
で
あ
り
'
｢磨
う
｣
の
用
例
の
傾
向
か
ら
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ

メ
の

｢
王
の
命
に
腰

へ
て
海
に
人
ら
む
｣
の
意
味
は
記
の

｢易
う
｣
よ
り
も
具
体
的

な
因
果
関
係
の
中
で
合
理
化
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
高
言
｢是

小
さ
海
の
み
｡
立
跳
に
も
渡
り
つ
べ
し
｣
に
よ
っ
て

｢海
神
の
心
｣
の
逆
鱗
に
触
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
海
神
の
怒
り
を
か
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
償
い

で
あ
り
､
｢
王
の
命
｣
を
命
請
い
す
る
た
め
に
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
は

｢腰
う
｣
と
い

う
行
為
の
形
を
採

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
因
果
関
係
を
示
す
解
釈

を
紀
で
は
こ
の
場
面
に
お
い
て
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
海
神

に
対
し
て
犯
し
た
罪
の
償
い
の
た
め
に
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
は
命
を
引
き
換
え
に
入

水
す
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
悲
劇
と
し
て
極
め
て
合
理
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
と

言
え
る
｡
そ
れ
は

｢腰
う
｣
の
用
字
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
｡
海
神
に
対
す
る

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
罪
の
償
い
に
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
は
合
理
的
に
入
水
す
る
｡
そ
れ

は
紀
が
記
よ
り
も
こ
の
場
面
を
身
替
り
の
悲
劇
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿

勢
を
伺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
に
関
し
て
言
え
ば
詩
経
の
黄
鳥
や
史
記
な

ど
の
漢
籍
を
意
識
し
っ
つ
書
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
紀
の
方
が
悲
劇
と
し
て
の
観
念
化

さ
れ
た
殉
死
や
生
賛

(犠
牲
)
な
ど
と
重
ね
て
い
た
可
能
性
を
考
え
て
お
い
て
方
が

良
い
か
も
し
れ
な
い
｡
述
作
段
階
で
の
殉
死
や
犠
牲
と
い
う
悲
劇
の
装
置
に
対
す
る

意
識
化
が
す
で
に
あ

っ
た
可
能
性
が
紀
の
記
述
態
度
か
ら
伺
え
る
｡
こ
の
よ
う
な
紀

と
記
の
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
行
為
に
対
す
る
解
釈
の
相
違
は
や
は
り
王
権
の
論
哩

に
対
す
る
姿
勢
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
紀
は
漢
文
体
表
記
を
噂
好
す
る
と

こ
ろ
か
ら
も
中
国
の
律
や
令
な
ど
法
や
文
献
を
基
礎
に
据
え
た
述
作
を
行
な
い
'
こ

れ
に
よ
っ
て
王
権
の
論
理
を
形
成
L
t
そ
の
論
理
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
取
り
込
み
'

合
理
化
L
t
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
に
本
来
あ

っ
た
悲
劇
性
に
対
し
て
も
新
た
な
合

理
性
や
背
景
を
持
つ
こ
と
を
噂
好
し
た
と
言
え
る
｡
こ
こ
で
本
来
あ

っ
た
と
考
え
ら

00

れ
る
悲
劇
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
｡

㈲

ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
悲
劇
性

(注
)
-

こ
の
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
行
為
に
対
す
る
注
釈
書
の
解

釈

は
人
身
御
供

･
女
人

投
供

･
犠
牲

･
海
神
の
妻

･
盛
女

･
訪
問
者

･
賓
客

･
身
代
り

･
手
向
な
ど
明
治
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
特
に
近
年
の
主
要

な
解
釈

･
論
文
に
は
こ
の
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
行
為
を
人
身
御
供
の
悲
劇
で
あ
る

と
理
解
し
ょ
う
と
す
る
も
の
が
目
だ
つ
｡
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
自
ら
の
意
志
で
人

身
御
供
と
い
う
運
命
を
選
び
採

っ
た
と
い
う
形
で
紀
の
内
容
を
読
み
取
り
記
の
内
容

に
対
し
て
も
敷
術
し
判
断
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
ま
ず
記
の
ヲ
ト
タ
チ

バ
ナ
ヒ
メ
の
言
動
に
対
す
る
解
釈
の
さ
れ
方
を
中
心
に
そ
の
過
程
を
検
討
す
る
｡
人

身
御
供
の
悲
劇
の
主
人
公
と
解
釈
さ
れ
る
過
程
は
大
き
-
二
つ
の
過
程
を
経
て
い
る
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も
の
と
思
わ
れ
る
｡

一
つ
は
漢
籍
な
ど
の
文
献
か
ら
の
影
響
で
史
記
や
蒙
求
な
ど
に

見
ら
れ
る
河
伯
の
妻
に
な
る
話
や
中
古

･
中
世
の
仏
教
説
話
の
浄
土

･
捨
身
思
想
を

背
景
と
し
た
も
の
の
摂
取
に
よ
る
悲
劇
性
の
認
識
で
あ
る
｡
二
つ
目
は
近
代
の
合
哩

性
に
基
づ
-
解
釈
に
よ
る
悲
劇
性
の
完
成
で
あ
る
｡
従
来
の
解
釈
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

を
中
心
に
据
え
て
'
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
入
水
の
意
味
を
考
え
｢御
子
に
易
り
て
｣

の
意
味
を
解
釈
し
た
た
め
､
盛
女
的
性
格

･
神
婚
の
要
素
と
人
身
御
供
の
解
釈
と
の

間
に
合
理
性
を
求
め
簡
単
に
結
び
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ

の

｢御
子
に
易
り
て
｣

の
意
味
を
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
側
か
ら
考
え
直
し
て
み
る

と
こ
れ
ら
が
後
世
的
価
値
観
や
合
理
性
に
よ
っ
て
入
水
の
意
味
を
理
解
し
ょ
う
と
し

て
い
る
こ
と
に
気
が
付
-
｡
人
身
御
供

･
神
の
嫁
の
悲
劇
と
解
さ
れ
る
中
で
'
美
し

-
哀
れ
な
そ
し
て
あ
で
や
か
な
入
水
の
劇
的
な
場
面
が
創
造
さ
れ
悲
劇
性
の
解
釈
に

拍
車
が
か
か
る
｡
そ
の
た
め
古
代
の
婚
姻
形
態
を
ま
っ
た
-
無
視
し
た
嫁
入
婚
の
形

を
何
の
不
思
議
も
な
-
受
け
入
れ
て
し
ま
う
解
釈
さ
え
も
生
み
出
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
｡
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が

｢御
子
に
易
り
て
｣

と
言

っ
た
そ
の
言
葉
を
そ
の
ま

ま
理
解
す
れ
ば
'
ヒ
メ
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
姿
と
な
り
'
装
い
'
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を

欲
し
た
渡
の
神

(境
界
)
の
園

へ
赴
こ
う
と
言
う
の
で
あ
る
｡
女
の
姿
の
ま
ま
で
神

の
妻

･
嫁
に
な
ろ
う
と
言
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
別
離
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
異
類
婚
姻
讃
の
場
面
と
類
似
性
を
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
異
類
婚

姻
薄
で
は
神
で
あ

っ
て
も
妻
の
許
に
通
い
'
神
や
異
類
が
そ
の
正
体
を
知
ら
れ
た
時
'

そ
れ
が
永
遠
の
別
離
の
時
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
別
離
に
こ
そ
悲
劇
性
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
神
や
異
類
の
方
は
別
離
を
望
ん
で
は
い
な
い
'
し
か
し
タ
ブ
ー

は
意
図
に
反
し
て
破
ら
れ
思
い
を
残
し
っ
つ
相
手
に
別
離
を
告
げ
る
の
で
あ
る
｡
ヒ

メ
の
場
合
'
常
世

(異
世
界

･
海
の
境
界
の
神
の
国
)
に
去

っ
て
行
-
の
は
ヒ
メ
の

方
で
あ
り
'
渡
の
神
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
欲
す
る
と
い
う
形
を
と
る
｡
タ
ブ
ー
を
破

っ
た
'
ま
た
は
そ
れ
に
類
し
た
行
為
は
､
ヒ
メ
が
入
水
の
時
に
歌
っ
た

｢
さ
ね
さ
し

相
模
｣

の
歌
謡
と
照
応
す
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
火
打
嚢
を
開
け
る
こ
と
と
考
え
ら
れ

○

る
｡
記
に
だ
け
こ
の
火
打
嚢
と
歌
謡
が
登
場
す
る
こ
と
も
こ
の
二
つ
の
も
の
が
セ
ッ

ト
で
な
け
れ
ば
機
能
し
な
い
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
紀
で
は
こ
の
二
つ

の
も
の
は
見
ら
れ
ず
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
か
ら
授
け
ら
れ
た
と
い
う
記
述
も
な
い
｡
記
の
秦

と
歌
謡
の
照
応
は
異
賛
婚
姻
帝
の

｢見
る
な
｣

の
タ
ブ
ー
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
考

え
る
こ
と
が
可
能
な
範
囲
の
も
の
で
あ
る
｡
記
で
は
嚢
を
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
が
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
に

｢若
し
急
の
事
有
ら
ば
'
亥
の
嚢
の
口
を
解
き
た
ま
へ
｣
と
言
い
授
け
て
い

る
｡
紀
で
は
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
は
草
薙
剣
を

｢慎
め
｡
な
怠
り
そ
｣

と
言

っ
て
授
け
火
打

も
嚢
も
授
け
て
は
い
な
い
｡
王
権
を
守
護
す
る
将
軍
の
出
陣
に
相
応
し
い
形
に
紀
は

し
て
い
る
と
言
え
る
｡
物
語
の
中
の
呪
宝
は
物
語
の
中
で
の
解
釈
に
よ
っ
て
奨
励
す

る
形
で
授
け
ら
れ
た
り
'
タ
ブ
ー
と
し
て
課
さ
れ
た
り
す
る
｡
課
さ
れ
る
事
柄
は
常

に
両
側
面
を
持
つ
と
言
っ
て
も
い
い
｡
滴
嶋
の

｢玉
手
箱
を
開
け
る
な
｣

が
様
々
に

解
釈
さ
れ
て
行
-
中
で
積
極
的
に
｢開
け
よ
｣

と
言
う
も
の
が
現
わ
れ
る
こ
と
や
｢見

る
な
の
座
敷
｣

で
も
十
三
の
座
敷
の
た
だ

一
つ
は

｢開
け
る
な
｣

で

｢他
の
座
敷
は

開
け
て
も
良
い
｣

ま
た
は

｢開
け
よ
｣

と
言
わ
れ
る
の
も
同
様
で
あ
る
｡
ま
た
'
良

い
爺
さ
ん
に
対
し
て
呪
宝
の
葛
篭
を

｢ど
こ
で
も
こ
こ
で
も
開
け
る
な
'
し
か
し
家

に
帰

っ
た
ら
開
け
よ
｣

で
あ
り
'
悪
い
婆
さ
ん
は
同
じ
こ
と
を
言
わ
れ
た
が
聞
か
な

か
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
呪
宝
は
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
積
極
的
に
勧
め
ら
れ
る
側
面
が

あ
り
'
使
用
の
仕
方
を
間
違
う
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
'
正
反
対
に
機
能
す

る
側
面
を
背
中
合
わ
せ
に
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
｡
神
秘
や
驚
異
は
タ
ブ
ー
･
禁
忠

と
な
っ
た
り
奨
励
さ
れ
る
も
の
と
な
る
'
そ
の
ど
ち
ら
に
な
る
か
は
物
語
の
中
で
の

呪
宝
の
機
能
の
さ
せ
方
で
あ
り
'
解
釈
や
利
用
の
意
図
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
｡
従

っ
て
記
の
嚢
は

｢見
る
な
｣

の
タ
ブ

ー
の
変
形
で
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
変
形
は
紀
よ
り
も
ま
だ
緩
や
か
で
あ
る
と
冒

え
る
が
王
権
の
論
理
が
見
え
隠
れ
す
る
｡
タ
ブ
ー
を
破
る
､
ま
た
は
使
い
方
を
間
逮

aHlE
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っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
る
常
世

へ
の
帰
還
が
記
の
嚢
の
持
つ
意
味
の

一
側
面
と
言
え

る
｡
つ
ま
り
豊
玉
姫
や
浦
島
子
の
神
女
や
カ
ブ
ヤ
ヒ
メ
と
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
は
同

様
の
女
性
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
｡
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
話
に
は
他
に
ち

常
陸
国
風
土
記
多
珂
郡
の
飽
田
村
の
橘
の
皇
后
の
漁
り
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
狩
に
よ

る
サ
チ
競
い
の
話
な
ど
か
ら
山
幸
彦
と
海
幸
彦
の
サ
チ
易
え
と
サ
チ
競
い
の
話
と
の

類
似
性
や
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
の
変
装
や
形
代
と
し
て
の
櫛
や
剣
の
漂
着

や
置
き
忘
れ
な
ど
入
れ
替
り
や
変
身
の
要
素
が
形
を
変
え
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
｡
こ

れ
ら
の
要
素
が
複
雑
に
入
り
混
っ
て
い
る
た
め
変
質
し
て
は
い
る
も
の
の
こ
の
話
の

要
素
は
大
き
-
二
つ
の
流
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

一
つ
は
神
武
即
位
前
紀
の

イ
ナ
ヒ
や
ミ
ケ
イ
リ
ヌ
の
よ
う
に
神
で
あ
っ
た
母
の
国

･
常
世
に
剣
を
抜
い
て
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
と
い
う
少
さ
子
の
英
雄
が
帰
る
話
で
あ
る
｡
そ
し
て
も
う

一
つ
は
女
主
人

公
ヲ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
呪
宝
の
禁
忌
に
よ
っ
て
常
世
に
帰

っ
て
し
ま
う
神
姫
の
破

綻
と
別
離
の
話
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
常
世

へ
帰
る
と
い
う
話
を
交
差
さ
せ

｢御
子

に
易
り
て
｣
と
王
権
の
論
理
に
よ
っ
て
変
質
さ
せ
た
の
が
こ
の
話
な
の
で
あ
る
｡
つ

ま
り
､
こ
こ
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
入
れ
替

っ
て
武
人
の
裳
で
ヒ
メ
が
常
世
に
帰
る

の
で
あ
ろ
う
｡
櫛
の
漂
着
は
ヒ
メ
の
女
と
し
て
の
形
代
で
あ
り
'
武
人
の
姿
と
の
港

差
が
お
も
し
ろ
い
｡
櫛
は
女
性
を
象
徴
す
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
が
ス
サ
ノ
ヲ
も
棉

を
さ
し
ヲ
ロ
チ
と
戦
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
矛
盾
は
し
な
い
｡
次
の

(下
)
で
は
ヲ
ト

タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
話
の
解
釈
史
を
辿
り
'
人
身
御
供
の
悲
劇
の
物
語
と
解
釈
さ
れ
て

来
た
過
程
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
｡

吉 田 比 呂 子

(*
悲
劇
と
解
す
る
も
の
)

G F E D C B A 注

古 古 記 記 記 古 古 釈

辛 代 紀 紀 舵 辛 辛 垂日 注記内

記 歌 歌 歌 歌 記 記

古 謡 謡 謡 謡 新 逮

也支学 古也 全請武 全註解相 集 請 釈

支 武 吹 池

大 学 田 田 過

系S 大 田 祐 T潤 M 義

系 祐 磯 士口 四 象

S 士口S 貞S 三 千S八 四lT八Sノヽ四 香

○ 御人供身

投女供人

(⊃ 犠牲

○ の海妻神

盛女

者訪問

○ 賓客

○ 身代

○ ○ ○ ○ 辛向
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ヤマ トタケル説話考 (上)

* * * *
W Ⅴ U T S R Q P 0 N M L K J I H 注

古 古 古 冒 ヤ J=EJフ~G 古 古 古 ヤ 古 古 記 古 記 古 釈

マ マ ､己 己 ∃圭Eヨ

記 記 記 童日 トタケノレ伝 古 記 記 記 ト 記 記 歌 歌 敬 記 注

歌謡 蛋賞 新宿 紀 事記衣 風土 全註 新潤 タケ 請読 上代 謡評 謡全 謡集 朝日

ロ全 日 古 新 記 釈 社 ノレ 社 歌 釈 註 朝 古

也 学 謡 釈 也

註大 の 杢 古 東序 原 賞 倉 也 士 柿 仁一小 山 古 杢

古 集H 輿 説守 義 日 野 秦 口井 文 学 路 土 輿 ∃萱EヨS

輿 全 男 本 憲 成 巌 庫 鰭 平 橋 全

集H⊥ の 【コ 四 ∃蔓S 保 S 梢 S⊥ S 古 S S S S S集 S郎 S E≡ヨS 記五 正_L_ 五 ′ヽ 五 典⊥ 五 五 五 五 四 四 四 些 一■■■ー 壁′ヽ 九 ノヽ =:.′○ ノヽ 四 四 八 ノヽ 七 ノヽ 令




