
｢古事記」における角鹿の性格

仲
哀
記
は
系
譜
部
に
続
い
て
仲
哀
天
皇
の
崩
御
が
記
さ
れ
る
。
以
後
物

語
は
新
羅
親
征
、
忍
熊
王
の
反
乱
と
続
い
て
い
く
が
、
そ
の
中
心
を
担
う

の
は
神
功
皇
后
と
品
陀
和
気
命
（
の
ち
の
応
神
天
皇
）
で
あ
る
。
神
野
志

（１）

隆
光
氏
は
こ
の
よ
う
な
仲
哀
記
の
展
開
を
「
応
神
物
語
」
と
呼
び
、
応
神

記
と
合
わ
せ
て
品
陀
和
気
命
の
も
と
に
成
り
立
つ
古
代
帝
国
的
構
造
と

（

２

）

（

３

）

「
天
の
下
の
政
」
の
完
成
を
指
摘
し
た
。
阪
下
圭
八
氏
、
倉
塚
曄
子
氏
ら

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
仲
哀
記
の
作
品
的
理
解
は
、
神
野
志
氏
の
指
摘
に

よ
っ
て
さ
ら
に
精
綴
な
段
階
へ
引
き
あ
げ
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
仲
哀
・
応
神
両
記
を
合
わ
せ
て
主
題
を
捉
え
る
方
法
は
、

仲
哀
記
固
有
の
問
題
を
見
逃
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
具
体
的
に
言

え
ば
、
本
稿
で
は
神
野
志
氏
が
指
摘
す
る
仲
哀
記
の
「
即
位
前
記
」
と
し

て
の
読
み
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
読

み
を
問
う
の
は
、
天
皇
と
し
て
の
品
陀
和
気
命
に
は
異
質
と
も
言
う
べ
き

二
つ
の
側
面
が
見
出
せ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
帝
国
的
構
造
の
う
え

に
立
つ
君
主
像
と
は
異
な
っ
た
側
面
が
仲
哀
記
の
考
察
を
通
じ
て
浮
か
び

上
が
る
と
考
え
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
側
面
こ
そ
、
天
皇

『
古
事
記
」
に
お
け
る
角
鹿
の
性
格

ｌ
応
神
天
皇
の
誕
生
Ｉ

一

は
じ
め
に

と
し
て
の
品
陀
和
気
命
を
支
え
る
面
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
本
稿
で
は

（４）

仲
哀
記
全
体
を
「
應
神
天
皇
の
誕
生
」
と
見
る
吉
井
巌
氏
の
説
に
示
唆
を

得
つ
つ
、
角
鹿
行
幸
證
に
焦
点
を
あ
て
て
、
品
陀
和
気
命
を
天
皇
へ
と
飛

躍
さ
せ
る
表
現
の
指
摘
を
試
み
た
い
。

本
稿
に
お
い
て
考
察
対
象
と
す
る
本
文
を
次
に
挙
げ
る
。

か
れ
た
け
う
ち
の
す
ぐ
ね
の
み
こ
と
そ
脂
ほ
ぃ
に
ゐ
ぃ
院
臘
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｈ
ｒ
ｌ
ｌ

ｌ
，
故
、
建
内
宿
禰
命
、
其
の
刻
荊
を
率
て
、
涙
せ
む
と
為
て
、

あ

ふ

み

わ

か

さ

く

に

へ

淡海と若狭との国を経歴し時に、詠識棚耐Ｉの離勵に側

みや

い
ま

しか

そ

こ

い

ま

い

ざ

さ

わ

け

の

宮
を
造
り
て
、
坐
せ
き
。
爾
く
し
て
、
其
地
に
坐
す
伊
著
沙
和
気

お

ほ

か

み

の

み

こ

と

よ

る

い

め

み

い

あ

な

も

ち

大
神
之
命
、
夜
の
夢
に
見
え
て
云
ひ
し
ぐ
、
「
吾
が
名
を
以
て
、

み

こ

み

な

か

お
も

し
か

こ
と
ほ

御
子
の
御
名
に
易
へ
む
と
欲
ふ
」
と
い
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
言
祷

ま
を

か
し
こ
み
こ
と
ま
に
ま
か
ま
つ

き
て
白
し
し
く
、
「
恐
し
。
命
の
随
に
易
へ
奉
ら
む
」
と
ま
を

ま
た

の
り
た
ま

あ

す

あ

し

た

は

ま

し
き
。
亦
、
其
の
神
の
詔
ひ
し
ぐ
、
「
明
日
の
旦
に
、
浜
に

い
で
ま

な

か

ま

ひ

た

て

ま

つ

幸
す
べ
し
。
名
を
易
ふ
る
幣
を
献
ら
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

あ
し
た

い
で
ま

は

な

こ

ほ

い

る

か

故
、
其
の
旦
に
浜
に
幸
行
し
し
時
に
、
鼻
を
段
て
る
入
鹿
魚
、

す
で
ひ
と
う
ら
よ

こ

こ

み

こ

ま
を

い

既
に
一
浦
に
依
り
き
。
是
に
、
御
子
、
神
に
白
さ
し
め
て
云
ひ
し

ノ、、「
二
、
「
太
子
」
の
意
義

蝿
ｌ
御
食
の
魚

井
上
隼
人

Ｉ

、
神
に
白
さ
し
め
て
云
ひ
し

ま
た

と
い
ひ
き
。
故
、
亦
、
其
の
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み

な

た

た

み

け

つ

お

ほ

か

み

な

づ

け

ひ

の

お

ば

か

み

御
名
を
称
へ
て
御
食
津
大
神
と
号
け
き
。
故
、
今
に
気
比
大
神
と

い

ま

た

い

る

か

は

な

ち

く

さ

か

れ

そ

う

ら

な

づ

謂
ふ
。
亦
、
其
の
入
鹿
魚
の
鼻
の
血
、
鳧
し
。
故
、
其
の
浦
を
号

ち

ぬ

ら

い

つ
い
が

け
て
血
浦
と
謂
ひ
き
。
今
は
都
奴
賀
と
謂
ふ
。
（
仲
哀
記
）

１
で
は
建
内
宿
禰
に
連
れ
ら
れ
た
品
陀
和
気
命
が
角
鹿
へ
と
赴
き
、
気

比
大
神
と
名
易
え
を
し
た
こ
と
、
そ
し
て
御
食
の
魚
の
献
上
を
受
け
た
こ

と
が
記
さ
れ
る
。
本
稿
で
右
の
箇
所
を
中
心
に
扱
う
の
は
、
品
陀
和
気
命

が
「
太
子
」
と
い
う
呼
称
で
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
「
古
事
記
』

の
「
太
子
」
に
触
れ
つ
つ
、
１
を
中
心
に
扱
う
理
由
を
述
べ
て
み
た
い
。

仲
哀
記
を
品
陀
和
気
命
の
登
場
す
る
箇
所
に
注
目
し
な
が
ら
読
み
進
め

た
場
合
、
品
陀
和
気
命
の
呼
称
に
は
い
く
つ
か
種
類
が
あ
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
そ
れ
ら
を
仲
哀
記
の
構
成
と
と
も
に
ま
と
め
て
示
す
と
次
の
通

りである。

①
后
妃
と
御
子
（
系
譜
部
）
…
「
太
子
」
一
例

②
仲
哀
天
皇
の
崩
御
と
神
託
…
「
御
子
」
二
例
、
「
男
子
」
一
例

③
神
功
皇
后
の
新
羅
親
征
．
：
「
天
皇
」
一
例

側
鎮
懐
石
と
釣
魚
：
．
「
御
子
」
二
例

⑤
忍
熊
王
の
反
乱
：
．
「
御
子
」
二
例
、
「
太
子
」
一
例

⑥
角
鹿
行
幸
．
：
「
御
子
」
二
例
、
「
太
子
」
一
例

⑦
酒
楽
の
歌
．
：
「
御
子
」
一
例

右
に
挙
げ
た
例
の
う
ち
、
②
の
「
男
子
」
は
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る

品
陀
和
気
命
の
性
別
を
示
し
た
表
現
で
あ
り
、
厳
密
に
言
え
ば
呼
称
か
ら

除
い
て
も
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
ま
た
側
の
「
天
皇
」
は
新
羅
国
主
が
絶
え

る
こ
と
な
く
「
天
皇
」
に
仕
え
る
こ
と
を
誓
っ
た
言
葉
の
な
か
に
用
い
ら

れ
て
お
り
、
品
陀
和
気
命
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

「
男
子
」
「
天
皇
」
は
と
も
に
呼
称
の
例
か
ら
除
い
て
よ
い
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
一
例
ず
つ
の
用
例
を
除
い
て
み
る
と
、
仲
哀
記
で
品
陀
和

気
命
を
指
す
呼
称
は
実
質
的
に
「
御
子
」
と
「
太
子
」
の
二
種
類
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
「
太
子
」
と
い
う
呼
称
は
物
語

内
容
に
応
じ
た
使
い
分
け
が
為
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

（５）

「
古
事
記
』
の
「
太
子
」
は
早
く
宣
長
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
皇
位
を
継

ぐ
皇
子
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
太
子
」
の
用
例
を
次
に
挙
げ
る
。

し
か

２爾くして、蕊職斌御榊・部赫榊の鎧脆て、城靴眺梛

た
ひ
ら
を
は

ま

を

か

れ

こ

と

よ

ま

に

ま

く

だ

ま

を
平
げ
詑
り
ぬ
と
白
す
。
故
、
言
依
し
賜
ひ
し
随
に
、
降
り
坐

し

し
て
知
ら
せ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

（天孫降臨）

お
ほ
よ

お
ほ
た
ら
し
ひ
こ
の
す
め
ら
み
こ
と
み
こ
た
ち
し
る

３
．
凡
そ
、
此
の
大
帯
日
子
天
皇
の
御
子
等
、
録
せ
る

は
た
は
し
ら
あ
ま
り
ひ
と
は
し
ら
み
こ
い
し
る
い
は
し
ら
あ
ま
り
こ
こ
の
は
し
ら
み
こ
あ
は

廿
一
の
王
、
入
れ
記
さ
ぬ
五
十
九
の
王
、
丼

せて藤罐の丑の判に、舗謙巽雑と感釧難鎌と、

砿、郡。帥朴外郭帥即粥酬叩と、此の三の王は、湘詔の名

み
は
し
ら

腱
隠
貯
停
仁

を
負
ひ
き
。

（景行記）

す
め
ら
み
こ
と
ひ
む
か
の
く
に
も
る
あ
が
た
の
き
み
む
す
め
か
み
な
が
ひ
め
そ

４
．
天
皇
、
日
向
国
の
諸
県
君
が
女
、
名
は
髪
長
比
売
、
其

か
た
ち
う
る
は
き
こ
め

つか

め

あ

の
顔
容
麗
美
し
と
聞
し
看
し
て
、
使
は
む
と
し
て
喚
し
上
げ
し
時

に、其の雄飛雄繩郎刈蠅、其の嬢子の難波津に泊てたる

を

と

め

な

に

は

つ

は

か
た
ち
き
ら
ぎ
ら

め

す
な
は
た
け
う
ち
の
す
ぐ
ね
の

を
見
て
、
其
の
姿
容
の
端
正
し
き
に
成
で
て
、
即
ち
建
内
宿
禰

お
ほ
お
み
あ
と
ら
の
ら

大
臣
に
誰
へ
て
告
し
し
く
、
．
：

（応神記）

こ
す
め
ら
み
こ
と
み
よ
お
ほ
き
さ
き
い
は
の
ひ
め
の
み
こ
と
み
な
し
ろ
し

５
．
此
の
天
皇
の
御
世
に
、
大
后
石
之
日
売
命
の
御
名
代
と
為

か
づ
ら
き
べ

て、葛城部を定め、亦、椛靴糾聯朴柵鋤や蠅の御名代と

み

ぶ

べ

ま

た

み

づ

は

わ

け

の

み

こ

と

み

な

し

ろ

し

為
て
、
壬
生
部
を
定
め
、
亦
、
水
歯
別
命
の
御
名
代
と
為
て
、

た
ぢ
ひ
く

蝮
部
を
定
め
、
…
（
仁
徳
記
）

た
か
ぎ
の
か
み
み
こ
と
も
ち

蕊

・
高
木
神
の
命
以
て
、

の
り
た
ま

い
ま

に
詔
ひ
し
ぐ
、
「
今
、
葦
原
中
国

-７１-
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，山】○

（武烈記）

お
き
な
が
の
ま
て
の
み
こ
ひ
ろ
ひ
め
の
み
こ
と
め
と

９
．
又
、
息
長
真
手
王
の
女
、
比
呂
比
売
命
を
要
り
て
、
生
み
し

緋尹は、郡圭蠅醐乳柵柵雄靴、派の名は、麻呂古王。（敏達記）

ま
ろ
こ
の
み
こ

２
か
ら
９
を
見
た
場
合
、
注
目
さ
れ
る
の
は
用
例
の
半
数
（
州
）
に
の

ち
の
天
皇
と
な
る
皇
子
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
太
子
」

が
い
な
い
と
記
す
８
で
「
日
続
を
知
ら
す
べ
き
王
無
し
」
と
い
う
事
態
が

起
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
「
太
子
」
は
明
ら
か
に
皇
位

継
承
を
意
識
し
た
呼
称
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
た
だ
し
６
の
軽
太
子
の

よ
う
に
、
「
太
子
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
即
位
を
保
証
す
る
わ

け
で
な
い
点
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
太
子
」
は
あ
く
ま
で
皇
位

継
承
権
を
持
つ
皇
子
に
与
え
ら
れ
る
特
別
な
呼
称
で
あ
る
と
捉
え
た
い
。（６）

そ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、
右
の
用
例
に
倭
建
命
や
五
百
木
之
入
日
子
命
、

（７）

そ
し
て
忍
坂
日
子
人
太
子
な
ど
即
位
す
る
こ
と
の
な
い
皇
子
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
も
無
理
な
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
の
「
太
子
」
の
意
義
を
押
さ
え
た
う
え
で
、

さ
ら
に
仲
哀
記
の
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
仲
哀
記
に
お
い
て
「
太
子
」

６．又、朴卿邦馳郡椛靴の緋粋似と卿て、鞠計を定め、大お
ほ

き
さ
き

お
し
さ
か
く

お
と
た
ゐ
の
な
か
つ

后
の
御
名
代
と
為
て
、
刑
部
を
定
め
、
大
后
の
弟
、
田
井
中

ひ
め

か
は
ぺ

比
売
の
御
名
代
と
為
て
、
河
部
を
定
め
き
。

（允恭記）

７，蝋、離熱繩繩靴の御粋似と〃て、郎勢計を定め、又、

は
つ
せ
ぺ
と
ね
り

か
は
せ
と
ね
り

長
谷
部
の
舎
人
を
定
め
、
又
、
河
瀬
の
舎
人
を
定
め
き
◎
（
雄
略
記
）

を
は
つ
せ
の
わ
か
さ
ざ
き
の
み
こ
と
は
つ
せ
な
み
き
の
み
や
い
ま

あ
め
し
た

８
．
小
長
谷
若
雀
命
、
長
谷
の
列
木
宮
に
坐
し
て
、
天
の
下
を

を
さ

や
と
せ
こ
す
め
ら
み
こ
と
脂
』
Ｐ
み
に
な
か
れ
み
こ

治
む
る
こ
と
、
捌
歳
ぞ
。
此
の
天
皇
、
九
割
無
し
。
故
、
御
子

し

ろ

し

を

は

つ

せ

べ

み

は

か

か

た

を

か

い

は

つ

き

の

を

か

代
と
為
て
、
小
長
谷
部
を
定
め
き
。
御
陵
は
、
片
岡
の
石
坏
岡

しlに。在あ
り
○

す
め
ら
み
こ
と
す
で
ざ

天
皇
既
に
崩
り
ま
す
に
、

が
用
い
ら
れ
た
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

嵯
隠
貯
悌
に
み
な
お
ほ
と
も
わ
け
の
み
こ
と
お
ほ
ゆ
ゑ

皿
．
此
の
刺
引
の
御
名
を
大
鞆
和
気
命
と
負
せ
し
所
以
は
、
初
め
、

、《”夕

と
も
ご
と
し
し
み
た
だ
む
き
な

か
れ

生
め
る
時
に
、
鞆
の
如
き
完
、
御
腕
に
生
り
き
。
故
、
其
の
御

名を著けき．是を以て知りい、畔舳邦川可国を報げっ

つ

こ

こ

も

ち

る
こ
と
を
。

（仲哀記）

ｕ燈に、離剛榊的熱鮒蠅、霞に懲り邸る時に、人の心

う
た
が

よ

も
ふ
ね
そ
な

１

を
疑
ひ
し
に
因
り
て
、
一
つ
喪
船
を
具
へ
て
、
御
子
を
其
の
喪

の

’

す

で

さ

い
Ｊ
も
《
ｂ

船
に
載
せ
て
、
先
づ
、
「
御
子
既
に
崩
り
ま
し
ぬ
」
と
言
ひ
漏
さ

お
と
お
し
く
ま
の
み
こ
わ
ざ
か
し
こ

し
め
き
。
（
中
略
）
其
の
弟
忍
熊
王
、
其
の
態
に
畏
ま
ら
ず
し
て
、

い

ぐ

さ

お

こ

ま

む

か

も
ふ
れ
お
も
ぷ

む
な

軍
を
興
し
て
待
ち
向
へ
し
時
に
、
喪
船
を
赴
け
て
、
空
し
き
船

せ

い

ぐ

さ

お

ろ

を
攻
め
む
と
し
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
喪
船
よ
り
軍
を
下
し
て
、

あ
ひ
た
た
か

》」

な

に

は

き

し

ぺ

お

や

い

相
戦
ひ
き
。
此
の
時
に
、
忍
熊
王
、
難
波
の
吉
師
部
が
祖
、
伊

き
ひ
の
す
ぐ
ね
も
ち
い
ぐ
さ
の
き
み
し
お
ほ
隊
‘
に
み
か
た
わ
に
の
お
み

佐
比
宿
禰
を
以
て
、
将
軍
と
為
、
淘
引
の
御
方
は
、
丸
邇
臣
が

お
や
な
に
は
ね
こ
た
け
ふ
る
く
ま
の
み
こ
と

い
ぐ
さ
の
き
み
し

祖
、
難
波
根
子
建
振
熊
命
を
以
て
、
将
軍
と
為
き
。
（
仲
哀
記
）

か
れ
た
け
う
ち
の
す
ぐ
ね
の
み
こ
と
そ
お
ほ
脇
，
に
ゐ
み
そ
ぎ

し

皿
．
故
、
建
内
宿
禰
命
、
其
の
刈
羽
を
率
て
、
膜
せ
む
と
為
て
、

あ

ふ

み

わ

か

さ

く

に

へ

こ
し
の
み
ち
の
く
ち
つ
の
が
か
り

淡
海
と
若
狭
と
の
国
を
経
歴
し
時
に
、
高
志
前
の
角
鹿
に
仮

み
や

いま

宮
を
造
り
て
、
坐
せ
き
。

（１再掲）

先
の
検
討
を
踏
ま
え
て
蛆
か
ら
皿
を
見
た
場
合
、
注
目
さ
れ
る
の
は
Ⅱ

に
見
え
る
例
で
あ
る
。
前
半
部
に
お
け
る
品
陀
和
気
命
の
呼
称
は
「
御
子
」

で
あ
る
も
の
の
、
忍
熊
王
と
対
時
す
る
後
半
部
で
は
「
太
子
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
呼
称
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
る

理
由
は
、
皿
が
皇
位
を
め
ぐ
る
異
母
兄
弟
間
の
争
い
と
し
て
の
様
相
を
帯

び
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
「
太
子
」
と
い
う
呼
称
に
は
、
品
陀
和
気
命

を
正
当
な
皇
位
継
承
者
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
使
い
分
け
が
見
て
取
れ

ブ（》○

-７２-
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ま
た
岨
は
、
品
陀
和
気
命
が
鞆
の
よ
う
な
肉
塊
を
つ
け
て
生
ま
れ
て
き

た
こ
と
か
ら
胎
中
に
い
な
が
ら
新
羅
国
を
平
定
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
と

（８）

記
す
箇
所
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た
神
野
志
氏
の
論
で
は
品
陀
和
気
命
の
も

と
で
朝
鮮
を
含
む
天
皇
の
世
界
が
成
り
立
つ
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、

皿
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
記
し
た
箇
所
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。
の
ち
に

担
う
天
皇
と
し
て
の
役
割
に
触
れ
て
い
る
点
で
、
岨
の
「
太
子
」
と
い
う

呼
称
は
品
陀
和
気
命
の
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
立
場
を
示
す
と
理
解
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
（
後
述
）
。

以
上
の
よ
う
に
皿
Ⅱ
の
「
太
子
」
は
、
い
ず
れ
も
皇
位
継
承
と
関
わ

る
箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
品
陀
和

気
命
を
「
太
子
」
と
記
す
１
に
も
皇
位
継
承
と
の
関
わ
り
を
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
仲
哀
記
の
例
で
注
目
し
た
い
の
は
、
岨

Ⅱ
に
は
息
長
帯
日
売
命
が
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
１
の
み
息
長
帯
日
売

命
が
登
場
し
な
い
点
で
あ
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
想
起
さ
れ

（９）

る
の
は
、
次
の
阪
下
圭
八
氏
の
指
摘
で
あ
る
。

ま
ず
話
の
眼
目
を
と
り
だ
す
な
ら
、
こ
れ
は
仲
哀
記
の
実
質
的
主
人

公
た
る
太
子
・
オ
ホ
ト
モ
ワ
ケ
の
成
人
を
記
念
し
、
同
時
に
気
比
大

神
の
縁
起
を
語
っ
た
物
語
と
い
え
よ
う
。
（
中
略
）
そ
れ
ま
で
母
后

や
建
内
宿
祢
に
も
っ
ぱ
ら
か
し
ず
か
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
太
子

が
、
は
じ
め
て
自
ら
の
意
志
を
言
葉
に
し
、
「
御
食
津
大
神
」
と
の

命
名
者
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
急
所
と
い
え
る
。
最

早
太
子
は
一
人
前
に
な
り
、
す
で
に
天
子
た
る
資
格
を
身
に
そ
な
え

た
と
い
う
わ
け
だ
。

阪
下
氏
の
見
方
に
従
え
ば
、
１
は
品
陀
和
気
命
が
母
の
庇
護
を
離
れ
、

皇
位
継
承
者
と
し
て
独
り
立
ち
す
る
過
程
と
意
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き

三
、
分
析
の
視
点

前
節
で
は
「
太
子
」
と
い
う
呼
称
に
注
目
し
、
１
を
品
陀
和
気
命
が
皇

位
継
承
者
と
し
て
独
り
立
ち
す
る
過
程
と
理
解
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。

た
だ
し
研
究
史
を
振
り
返
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
方
向
で
の
考
察
は
１

に
通
過
儀
礼
と
し
て
の
意
味
合
い
を
見
出
す
形
で
い
く
つ
か
の
先
行
研
究

が
あ
る
。
管
見
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
最
も
早
い
も
の
は
肥

（川）

後
和
男
氏
の
論
で
あ
る
・
肥
後
氏
は
１
に
触
れ
た
際
に
名
易
え
に
注
目
し
、

後
世
の
元
服
に
も
見
ら
れ
る
習
俗
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
た
だ
し
肥
後
氏

自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、
名
易
え
を
も
と
に
解
釈
を
広
げ
る
に
は
難
点
が

伴
う
こ
と
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
１
の
場
合
、

（Ⅲ）

名
易
え
の
結
果
を
示
す
記
述
が
確
認
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め

１
の
名
易
え
は
『
古
事
記
伝
』
以
来
解
釈
が
錯
綜
し
て
お
り
、
品
陀
和
気

（吃）

命
だ
け
が
名
前
を
替
え
た
と
す
る
説
、
気
比
大
神
だ
け
が
名
前
を
替
え
た

（

旧

）

（

Ｍ

）

と
す
る
説
、
相
互
交
換
の
意
で
両
者
が
名
前
を
取
り
替
え
た
と
す
る
説
が

提
示
さ
れ
て
お
り
、
名
前
の
や
り
取
り
の
方
向
だ
け
で
も
解
釈
が
一
定
し

な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
品
陀
和
気
命
が
神
威
を
身
に
つ
け

（

旧

）

（

旧

）

た
と
す
る
説
や
気
比
大
神
の
服
属
と
取
る
説
が
示
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で

は
名
易
え
は
相
互
交
換
で
品
陀
和
気
命
は
大
鞆
和
気
命
の
名
を
取
り
替
え

（〃）

た
と
捉
え
る
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
分
量
の
多
く
な
い
１
に
お
い
て
、

名
易
え
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
記
述
の
う

え
か
ら
の
証
明
が
困
難
で
あ
る
以
上
、
名
易
え
を
も
と
に
論
を
進
め
る
こ

る
。
仲
哀
記
を
即
位
前
記
と
し
て
考
察
す
る
う
え
で
、
１
は
最
も
重
要
な

箇
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
節
を
改
め
て
、
具
体
的
な
考
察
を
行
っ

てみたい。
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と
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
稿
で
は
『
日
本
書
紀
』
と
の
比

較
を
通
じ
て
、
１
の
独
自
要
素
に
注
目
し
て
論
を
進
め
た
い
。
「
日
本
書
紀
」

対
応
部
分
を
次
に
挙
げ
る
。

て
い
し
つ
き
た
ち

か
ふ
し
た
け
う
ち
の
す
ぐ

週
．
十
三
年
の
春
二
月
の
丁
巳
の
朔
に
し
て
甲
子
に
、
武
内
宿

ね
み
こ
と
お
ほ

ひ
つ
ぎ
の
み
こ
し
た
が
つ
ぬ
が
け
ひ
の
お
ほ
か
み
を
ろ
が

禰
に
命
せ
て
、
太
子
に
従
ひ
て
角
鹿
の
笥
飯
大
神
を
拝

み
ま
つ
ら
し
む
。
（
神
功
紀
十
三
年
二
月
）

あ

る

い

ひ
つ
ぎ
の
み
こ

こ
し
の
ぐ
に
い
で
ま

Ｍ
・
一
に
云
は
く
、
初
め
天
皇
、
太
子
と
為
り
て
、
越
国
に
行

つ
ぬ
が
け
ひ
の
お
ほ
か
み
を
ろ
が

お
ほ

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

か
み

み
な
あ
ひ
か

い

ざ

さ

神
と
太
子
と
名
を
相
易
へ
た
ま
ふ
。
故
、
大
神
を
号
け
て
去
来
紗

わ
け
の
か
み
ま
を

ほ
む
た
わ
け
の
み
こ
と

別
神
と
日
し
、
太
子
の
名
は
誉
田
別
尊
と
ま
を
す
と
い
ふ
。

し
か
お
ほ
か
み
も
と
つ
み
な
ほ
む
た
わ
け
の
か
み
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
は
じ
め
の
み
な
い
ざ

然
ら
ば
大
神
の
本
名
は
誉
田
別
神
、
太
子
の
元
名
は
去
来

さ
わ
け
の
み
こ
と
ま
を

しか

み

な

い

ま

紗
別
尊
と
謂
す
べ
し
。
然
れ
ど
も
見
ゆ
る
こ
と
無
く
、
未
だ

つ
ば
ひ
ら

詳
か
な
ら
ず
。
（
応
神
即
位
前
紀
）

『
日
本
書
紀
」
に
は
品
陀
和
気
命
の
角
鹿
行
幸
を
記
し
た
部
分
が
二
箇

所
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
記
述
を
検
討
す
る
う
え
で
注
目
し
た
い
の

は
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
品
陀
和
気
命
の
立
太
子
が
別
記
さ
れ
て
お
り
（
神

功
紀
三
年
正
月
）
、
皇
位
継
承
と
の
関
わ
り
が
想
定
し
に
く
い
点
で
あ
る
。

角
鹿
行
幸
に
皇
位
継
承
と
の
関
わ
り
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
『
古
事
記
』

に
お
い
て
成
り
立
つ
読
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
本
稿
で

１
を
論
じ
る
際
に
問
う
べ
き
問
題
は
、
品
陀
和
気
命
の
天
皇
へ
の
飛
躍
が

な
ぜ
角
鹿
で
果
た
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
過
Ｍ
を

１
と
比
べ
た
場
合
に
相
違
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
過
叫
に
は
涙

の
こ
と
、
ま
た
御
食
の
魚
献
上
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

前
節
で
述
べ
た
見
通
し
が
妥
当
な
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
記
述
は
品
陀
和
気

命
を
天
皇
へ
と
飛
躍
さ
せ
る
『
古
事
記
」
独
自
の
表
現
性
を
帯
び
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
以
下
本
節
で
は
角
鹿
に
対
す
る
研
究
史
を
振
り
返
り
、
検

討
の
方
向
を
定
め
て
み
た
い
。

研
究
史
を
辿
っ
て
み
る
と
、
角
鹿
と
い
う
土
地
は
こ
れ
ま
で
大
き
く
二

つ
の
方
向
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
目
は
品
陀

和
気
命
の
血
縁
に
角
鹿
行
幸
の
必
然
性
を
求
め
る
説
で
あ
り
、
角
鹿
と
息

（

旧

）

（

旧

）

（

釦

）

長
氏
と
の
関
わ
り
を
説
く
黒
沢
幸
三
氏
や
伊
東
肇
氏
、
尾
崎
知
光
氏
の

論
、
ま
た
や
や
方
向
は
異
な
る
も
の
の
、
継
体
天
皇
と
の
関
わ
り
を
重
視

（創）

す
る
吉
井
巌
氏
の
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
に
は
気
比
大
神
を
品
陀

和
気
命
の
祖
先
神
と
捉
え
、
角
鹿
を
祖
先
神
の
地
と
意
義
づ
け
る
塚
口
義

（

龍

）

（

お

）

（

割

）

信
氏
、
前
川
治
氏
、
金
祥
圭
氏
の
説
を
含
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
角
鹿
の
担
う
意
義
を
海
外
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
た
の
が
前
川

（

調

）

（

齢

）

（

訂

）

明
久
氏
、
倉
塚
曄
子
氏
、
青
山
千
紘
氏
の
説
で
あ
る
。
特
に
倉
塚
氏
は
「
新

時
代
の
初
代
王
応
神
は
大
陸
に
対
す
る
表
玄
関
筑
紫
で
ミ
ア
レ
し
、
裏
玄

関
角
鹿
で
第
二
の
誕
生
を
と
げ
た
と
よ
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
首
尾
は

一
貫
」
す
る
と
述
べ
、
大
陸
と
の
関
わ
り
を
軸
に
仲
哀
記
の
物
語
を
読
み

（記）

解
い
て
い
る
。
ま
た
近
年
、
保
坂
達
雄
氏
が
角
鹿
を
「
神
功
皇
后
と
朝
鮮

半
島
と
の
関
わ
り
の
必
然
を
象
徴
す
る
聖
地
」
で
あ
る
と
述
べ
、
両
説
を

総
合
す
る
立
場
か
ら
意
義
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
角
鹿
と
い
う
土
地
は
息
長
氏
と
の
関
わ
り

を
重
視
す
る
か
、
海
外
と
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
か
と
い
う
二
つ
の
方
向

の
な
か
で
解
釈
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
１
を

皇
位
継
承
に
関
わ
る
物
語
と
見
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
角
鹿
が
担

う
性
格
は
い
ま
ひ
と
つ
異
な
っ
た
方
向
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
だ

と
考
え
る
。
本
稿
に
近
い
観
点
か
ら
の
考
察
に
は
、
角
鹿
行
幸
を
品
陀
和

気
命
が
「
死
か
ら
生
に
い
た
る
段
階
」
Ⅱ
即
位
式
と
捉
え
、
角
鹿
を
「
ャ

-７４-
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焔
は
仲
哀
天
皇
の
崩
御
に
と
も
な
っ
て
行
わ
れ
た
国
の
大
祓
で
あ
る
。

右
の
記
述
で
注
目
し
た
い
の
は
、
い
ま
だ
胎
中
に
い
た
品
陀
和
気
命
が
「
此

の
国
」
を
統
治
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
神
託
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
此
の
国
」
は
、
指
示
語
の
理
解
を
も
と
に
「
日

（釦）

本
国
の
意
」
と
捉
え
る
西
宮
一
民
氏
の
説
が
あ
る
。
ま
た
西
宮
氏
の
説
を

（訓）

支
持
す
る
谷
口
雅
博
氏
は
、
「
日
本
書
紀
」
と
の
比
較
を
通
し
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

「
此
國
」
と
表
現
さ
れ
る
「
國
」
が
は
た
し
て
新
羅
国
を
指
し
て
い

る
の
か
と
い
う
と
、
当
該
記
事
の
中
で
は
、
帰
属
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
国
は
す
べ
て
「
其
國
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
「
此
國
」
と
あ

る
の
は
、
新
羅
国
を
帰
属
さ
せ
る
以
前
の
国
、
つ
ま
り
天
皇
の
知
ら

す
国
を
指
し
て
い
る
。
（
中
略
）
「
古
事
記
』
の
「
凡
此
國
者
、
坐
二

汝
命
御
腹
一
之
御
子
、
所
し
知
國
者
也
。
」
と
い
う
託
宣
で
は
、
胎
中

の
御
子
の
天
下
の
統
治
権
を
問
題
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
「
紀
」
の
よ
う
に
単
に
新
羅
獲
得
に
つ
い
て
の
み
が
問
題
と
さ

マ
ト
朝
廷
に
と
っ
て
王
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
、
新
し
い
王
の
出
現
す
る
場
」

（調）

と
意
義
づ
け
る
田
村
克
己
氏
の
論
が
あ
る
。
田
村
氏
の
指
摘
を
よ
り
具
体

的
に
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
次
の
記
述
を
重
視
し
た
い
。

し
か

お
ど
る
お

も
が
り
の
み
や
い
ま
さ
ら

巧
．
爾
く
し
て
、
驚
き
灌
ぢ
て
、
蹟
宮
に
坐
せ
て
、
更
に
国
の

お
ほ

く
さ
ぐ
さ
い
け
は
ぎ
さ
か
は
ぎ
は
な
ち
み
ぞ
う
み
く
そ

大
ぬ
さ
を
取
り
て
、
種
々
に
生
剥
・
逆
剥
・
あ
離
・
溝
埋
・
尿

へ
お
や
こ
く
な
ぎ
う
ま
く
な
ぎ
う
し
く
な
ぎ
と
り
く
な
ぎ
い
ぬ
く
な
ぎ
つ
み

戸
・
上
通
下
通
婚
・
馬
婚
・
牛
婚
・
鶏
婚
・
犬
婚
の
罪
の

た
ぐ
ひ
も
と

お
ほ
は
ら
へ
し
ま
た
た
け
う
ち
の
す
ぐ
ね
に
は

類
を
求
め
て
、
国
の
大
祓
を
為
て
、
亦
、
建
内
宿
禰
、
さ
庭

ゐ

み
こ
と
こ

こ

こ

を

し

さ

と

か

た

ち

つ

ぶ

に
居
て
、
神
の
命
を
請
ひ
き
。
是
に
、
教
へ
覚
す
状
、
具
さ
に

お
ほ大

ぬ
さ
を
取
り
て
、
垂

へ

お

や

こ

く

な

ぎ

、

戸
・
上
通
下
通
婚
・
一

た
ぐ
ひ
も
と

類
を
求
め
て
、
国
の

ゐ

み
こ
と

に
居
て
、
神
の
命
を

さ
き

ご
と

先
の
日
の
如
く
し
て
、

閥
子
の
知
ら
さ
む
罰 司

」
と
を
し
へ
さ
と
し
き
。
（
仲
哀
記
）

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

右
の
指
摘
は
、
品
陀
和
気
命
が
天
皇
へ
と
飛
躍
す
る
過
程
を
考
え
る
う

え
で
極
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
仲
哀
記
に
お
け

る
品
陀
和
気
命
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
わ
り
は
系
譜
部
も
含
め
て
息
長
帯
日

売
命
を
介
す
る
形
で
記
さ
れ
て
お
り
、
直
接
の
関
わ
り
は
応
神
記
に
お
け

る
新
羅
や
百
済
の
朝
貢
記
事
ま
で
確
認
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
新
羅
・

百
済
の
朝
貢
が
記
さ
れ
る
以
上
、
天
皇
と
し
て
の
品
陀
和
気
命
が
両
国
を

統
治
下
に
持
つ
帝
国
的
構
造
の
う
え
に
立
つ
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

し
か
し
咽
に
対
す
る
谷
口
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
「
品
陀
和
気
命
、

軽
島
の
明
宮
に
坐
し
て
、
天
の
下
を
治
め
き
」
（
応
神
記
）
と
記
さ
れ
る

前
段
階
、
す
な
わ
ち
品
陀
和
気
命
が
一
皇
子
か
ら
天
皇
へ
と
飛
躍
す
る
過

程
は
、
海
彼
の
国
と
は
切
り
離
し
た
と
こ
ろ
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
１
に
お
い
て
角
鹿
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の

意
味
は
、
谷
口
氏
が
指
摘
す
る
「
天
皇
の
知
ら
す
国
」
と
い
う
観
点
か
ら

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
節
を
改
め
て
、
角
鹿

の
担
う
性
格
を
考
え
て
み
た
い
。

『
古
事
記
」
に
即
し
て
角
鹿
の
担
う
性
格
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
材
料

は
極
め
て
限
ら
れ
る
。
用
例
を
登
場
順
に
列
挙
す
る
と
、
１
を
含
め
次
の

三
例
が
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
し
と
な
み
の
お
み
と
よ
く
に
く
に
さ
き
の

略
．
次
に
、
日
子
刺
肩
別
命
は
、
〈
高
志
の
利
波
臣
・
豊
国
の
国
前

聴
丸
郁
聖
蛎
麓
・
蛎
帥
弘
砺
威
識
砿
ぞ
〉
。
（
孝
霊
記
）

あ

ふ

み

わ

か

さ

く

に

へ

Ⅳ淡海と若狭との国を経歴し時に、詠哉棚鮒０の郎勵に

か
り
み
や

いま

仮
宮
を
造
り
て
、
坐
せ
き
。

（１再掲）

四
、
境
界
と
し
て
の
角
鹿

-７５-



『古事記」における角鹿の性格

か
に
い
づ
く
も
も
づ
た
ｂ
い
膀
跡
ｒ

肥
．
こ
の
蟹
や
何
処
の
蟹
百
伝
ふ
角
鹿
の
蟹
…（記蛇・応神記）

右
の
例
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
例
の
う
ち
二
例
に
品
陀
和
気
命
が
関

わ
る
点
で
あ
る
。
特
に
肥
は
『
日
本
書
紀
』
に
な
い
「
古
事
記
』
独
自
の

歌
謡
で
あ
り
、
「
古
事
記
』
に
お
い
て
品
陀
和
気
命
と
角
鹿
が
深
い
関
わ

り
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
用
例
の
少
な
さ
に
加

え
て
偏
在
し
て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
『
古
事
記
」
の
角
鹿
は
三
例
に

通
じ
る
性
格
を
見
出
す
よ
う
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ

う
。
前
節
の
検
討
も
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
考
察
の
手
が
か
り
は
国
名
表

記
と
の
関
わ
り
に
求
め
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
以
下
１
の
「
高

志
前
」
と
い
う
表
現
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

「
高
志
前
」
と
い
う
表
現
に
焦
点
を
あ
て
た
場
合
、
注
目
さ
れ
る
の
は

こ
の
表
現
が
「
古
事
記
』
の
な
か
で
は
異
例
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
高

志
前
」
は
諸
写
本
間
に
お
け
る
異
同
が
な
く
、
諸
注
釈
間
に
お
け
る
訓
の

異
同
も
な
い
。
し
か
し
『
古
事
記
」
に
お
け
る
〈
地
名
十
前
〉
と
い
う

け
た
の
さ
き

い
づ
も
み
ほ

表
記
を
探
し
て
み
る
と
、
「
気
多
之
前
」
（
因
幡
の
素
兎
）
、
「
出
雲
の
御
大

み
さ
き

か
さ
さ
み
さ
き

か

の
御
前
」
（
大
国
主
神
の
国
作
り
）
、
「
笠
沙
の
御
前
」
（
天
孫
降
臨
）
、
「
訶

ぷ
ら
さ
き

ひ
か
は
の
さ
き

を
つ
の
き
き

夫羅前」（神武記）、「氷河之前」（孝霊記）、「尾津前」（景行記）、

か
わ
ら
の
さ
き

み
つ
の
き
き

「
訶
和
羅
之
前
」
（
応
神
記
）
、
「
御
津
前
」
（
仁
徳
記
）
な
ど
い
ず
れ
も
岬

を
表
す
例
で
あ
り
、
「
前
」
を
ミ
チ
ノ
ク
チ
と
訓
む
べ
き
例
は
他
に
見
当

（鑓）

た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
訓
読
は
、
次
の
『
古
事
記
伝
』
の
説
に
よ
っ
て

定
着
し
た
訓
み
で
あ
る
。

コ
シ
ノ

ヅ
ノ
ミ
チ
ノ
ク
チ

高
志
は
、
越
國
に
て
上
巻
【
傳
十
一
の
三
葉
】
に
出
、
其
前
は

ノ

ミ
チ
ノ
ク
チ

越
前
國
な
り
、
前
の
事
上
【
傳
廿
一
の
五
十
葉
】
に
云
り
、
和

ハ

コ

シ

ノ

ミ

チ

ノ

ク

チ

名
抄
に
越
前
、
古
之
乃
三
知
乃
久
知
と
あ
り
、

的
は
「
古
事
記
』
に
お
い
て
１
以
外
で
唯
一
ミ
チ
ノ
ク
チ
と
訓
読
で
き

る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
例
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
道
の
口
」
が
言
向
の

（認）

対
象
と
な
る
吉
備
国
と
の
境
に
位
置
す
る
点
で
あ
る
。
宣
長
は
囚
に
つ
い

ノ
リ
ソ
ム

ク
チ

ノ

シ

リ

う

て
「
其
入
初
る
虚
を
口
と
云
、
奥
方
を
尻
と
云
」
と
述
べ
、
北
陸
道
の
越

前
・
越
中
・
越
後
、
山
陽
道
の
備
前
・
備
中
・
備
後
、
西
海
道
の
筑
前
・メ

筑
後
、
肥
前
・
肥
後
、
豊
前
・
豊
後
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
は
「
其
國
を
治

ツ
イ
デ

に
、
京
よ
り
ゆ
く
路
の
次
序
に
つ
き
て
云
名
な
り
」
と
指
摘
す
る
。
ミ
チ

ノ
ク
チ
の
呼
称
を
持
つ
国
々
が
、
越
国
、
吉
備
国
、
筑
紫
国
、
肥
国
、
豊

国
で
あ
る
点
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
国
々
は
い

（訓）

ず
れ
も
征
討
伝
承
を
有
し
て
お
り
、
伏
わ
ぬ
国
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
例
に
注
目
し
た
い
。

た
け
み
さ
ひ
み
こ
と
つ
か

と
き
あ
た

く

じ

さ

か

ひ

別
．
建
御
狭
日
の
命
、
遣
は
さ
え
し
時
に
当
り
て
、
久
慈
と
の
堺

す
け
か
は
・
も
脾
に
ｒ
ｌ
ｌ
ｋ
膠
胸
な
こ
ほ
り
さ
に
し
き
た
さ
と

の
助
河
を
以
て
道
の
前
と
為
し
、
郡
を
去
る
こ
と
西
北
の
か
た
六
十
里
、

善醤逮邪腓難と脅・建難凧副耐聯が燕剛謝聯か椛議”

戯伽織ど勘じぎ黒中略）その蠅縣帥伽郵に、錘胖の帷あり。

古老の日へらく、饒鐡の遥望、舘鯲耽郵を巡りま

ふ
る
お
き
な
い

宣
長
は
「
高
志
前
」
に
つ
い
て
『
和
名
抄
』
を
参
照
し
、
コ
シ
ノ
ミ
チ

ノ
ク
チ
と
い
う
訓
み
を
導
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
『
延
喜
式
」
神

名
帳
に
お
い
て
気
比
神
社
が
越
前
国
敦
賀
郡
に
社
名
を
列
ね
て
い
る
こ
と

を
参
照
し
て
も
、
認
め
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
に

訓
み
を
確
定
し
た
場
合
、
『
古
事
記
』
で
は
次
の
よ
う
な
例
と
の
関
わ
り

が
生
ま
れ
る
点
は
無
視
で
き
な
い
。

お
ほ
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
わ
か
た
け
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
あ
ひ

岨
．
大
吉
備
津
日
子
命
と
若
建
吉
備
津
日
子
命
と
の
二
柱
は
、
相

そ

は
り
ま
ひ
か
は
の
ぎ
き
い
は
い
へ
す
は
り
ま
晩
呼
Ｐ
ｌ
ｌ

副
ひ
て
、
針
間
の
氷
河
之
前
に
忌
釡
を
居
ゑ
て
、
針
間
を
道
の

Ｋ

腸

し

口
と
為
て
、

０

（孝霊記）
-７６-



『古事記」における角鹿の性格

し

の

や

ど

ひ
と

さ
む
と
為
て
、
こ
の
野
に
頓
宿
り
た
ま
ひ
し
に
、
人
あ
り
、
：
．

（
『
常
陸
国
風
土
記
」
多
珂
郡
）

み
ち
く
ち

訓
字
表
記
で
は
あ
る
も
の
の
、
別
に
も
「
道
の
前
」
の
用
例
が
確
認
で

き
る
。
こ
の
例
で
注
目
し
た
い
の
は
、
陸
奥
国
苦
間
の
村
が
「
道
の
後
」

と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
陸
奥
国
と
い
え
ば
蝦
夷
の
住
ま
う
土
地
で
あ

（弱）り
、
別
の
「
道
の
前
」
も
伏
わ
ぬ
国
と
の
境
に
位
置
す
る
こ
と
が
う
か
が

あ
づ
ま
さ
か
ひ

え
る
。
倭
武
天
皇
が
「
東
の
垂
」
を
巡
る
た
め
に
訪
れ
て
い
る
点
も
、

こ
の
地
が
境
界
性
を
帯
び
た
土
地
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
例

と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
を
参
照
す
れ
ば
、
ミ
チ
ノ
ク

チ
と
は
伏
わ
ぬ
国
と
接
す
る
境
界
性
を
帯
び
た
土
地
に
与
え
ら
れ
る
呼
称

こ
し
の
み
ち
の
く
ち

で
あ
っ
た
と
い
う
見
通
し
が
立
つ
。
と
す
れ
ば
、
「
高
志
前
」
と
記
さ

れ
る
角
鹿
に
も
同
様
の
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
を
『
古
事
記
」
に
お
け
る
高
志
国
の
検
討
を
通
じ
て
確
か
め
て
み

た
い
。
『
古
事
記
』
に
お
け
る
高
志
国
の
用
例
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

あ

む

す

め

も

と

や

を
と
め

こ
れ
Ｌ
卜
-

皿
．
「
我
が
女
は
、
本
よ
り
八
た
り
の
稚
女
在
り
し
に
、
是
を
、
高

し

や

ま

た

詞
の
八
俣
の
を
ろ
ち
、
年
ご
と
に
来
て
喫
ひ
き
。
…
」

（八俣の大蛇退治）

み
こ
と
Ｉ
悔
卜
陛
仔
Ｋ
に
つ
ま
ま

理
八
千
矛
の
神
の
命
は
川
島
国
妻
姿
き
か
れ
て
藤
碓

００００--Ｆ』---恥叩しＩＩＩＩＩＩＩＩ１-

し
高
志
の
国
に
…
（
記
２
．
八
千
矛
神
）

蜀又、此の御出に、館跡師鎧は、載諜に趣し、その

た
け
ぬ
な
か
は
わ
け
の
み
こ
と
ひ
む
か
し
か
た
と
を
あ
ま
り
ふ
た
つ
み
ち

子
建
沼
河
別
命
は
、
東
の
方
の
十
二
の
道
に
遣
し
て
、

か
れ

型故、大毘古命、計乱副に購り秒きし時に、腰裳を服た

こ

し

も

き

を

と

め

や

ま

し

ろ

へ

ら

さ

か

い

る
少
女
、
山
代
の
幣
羅
坂
に
立
ち
て
、
歌
ひ
て
日
は
く
、
．
：（崇神記）

（崇神記）

０

旬、か漣と蕊しき。

（崇神記）

く
ぐ
ひ

き
の
く
に
は
り
ま
の
く
に

妬
．
故
、
是
の
人
、
其
の
鵠
を
追
ひ
尋
ね
て
、
木
国
よ
り
針
間
国

い

た

ま

た

い

な

ぱ

の

く

に

た

に

は

の

く

に

た

ぢ

に
到
り
、
亦
、
稲
羽
国
に
追
ひ
越
え
て
、
即
ち
、
旦
波
国
・
多
遅

ま
の
く
に

ひ
む
か
し
か
た

め
ぐ

ち
か
つ
あ
ふ
み
の
く
に

麻
国
に
到
り
、
東
の
方
に
追
ひ
廻
り
て
、
近
淡
海
国
に
到
り

み
の
の
く
に

を
は
り
の
く
に
つ
た
し
な
の
の
く
に

て
、
乃
ち
三
野
国
に
越
え
、
尾
張
国
よ
り
伝
ひ
て
科
野
国
に
追
ひ
、

遜に副哉副に追ひ到りて、和那美の水門にして網を張り、

わ

な

み

み

な

と

あ

み

は

の
ぼ
た
て
ま
つ

其
の
烏
を
取
り
て
、
持
ち
上
り
て
献
り
き
。

（垂仁記）

右
に
挙
げ
た
例
の
う
ち
、
高
志
の
伏
わ
ぬ
国
と
し
て
の
性
格
が
は
っ
き

り
と
読
み
取
れ
る
の
は
、
路
か
ら
妬
に
挙
げ
た
諸
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

高
志
国
が
東
方
十
二
道
と
並
ん
で
征
討
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
伏
わ
ぬ
国

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
別
茄
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
『
日
本
書
紀
』
対
応
箇
所
に
高
志
国
が
見
出
せ
ず
、
「
古

事
記
」
独
自
の
土
地
認
識
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
特
に
別
の

（鈴）

場
合
、
高
志
は
『
古
事
記
伝
』
の
よ
う
に
出
雲
国
の
地
名
と
解
す
る
向
き

もある。しかし雷雲国風土記』を参照すると古志郷は「誹制

１
１
し
ぃ
膵
妙
い
ｒ
鵬
ｒ
い
た
き
つ
つ
み
つ
く
や
ど
り
ゐ
と
こ
ろ

の
圃
宇
人
等
、
到
り
来
て
堤
を
為
り
、
す
な
は
ち
宿
居
せ
る
所
な
り
。

か

こ

し

い

故
れ
、
古
志
と
云
ふ
・
」
（
神
門
郡
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
出
雲
国
の
地
名

で
あ
っ
た
と
し
て
も
高
志
国
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
八
俣

の
を
ろ
ち
に
冠
さ
れ
た
高
志
も
、
伏
わ
ぬ
国
と
し
て
の
性
格
を
示
す
例
と

解
釈
し
て
よ
い
と
考
え
る
。

ま
た
妬
の
場
合
、
上
述
の
よ
う
な
高
志
国
の
性
格
を
見
出
す
手
立
て
に

2５
し
か

ひ
む
か
し
冬

爾
く
し
て
、
東
のあひ←

毘
古
と
は
、
共
に
相
垂

し も

こ

こ

も

ち

謂
ふ
ぞ
。
是
を
以
て
、

か
れ
お
ほ
ぴ
こ
の
み
こ
と
き
き
み
こ
と
ま
に
ま
Ｌ
卜
ｈ
膓
庇
Ｋ
隊
ま
か
ゆ

故
、
大
毘
古
命
は
、
先
の
命
の
随
に
、
高
志
国
に
罷
り
行
き
き
。

か

ひ
む
か
し
か
た
つ
か
は

た
け
ぬ
な
か
は
わ
け
そ
ち
ち

㈱
く
し
て
、
東
の
方
よ
り
遣
さ
え
し
建
沼
河
別
と
其
の
父
大

あ

ひ

づ

ゆ

あ

そ

こ

あ

ひ

づ

起
古
と
は
、
共
に
相
津
に
往
き
遇
ひ
き
。
故
、
其
地
は
、
相
津
と

玉一

-７７-



｢古事記」における角鹿の性格

充
分
考
え
が
及
ば
ず
、
同
様
に
扱
い
得
る
か
否
か
判
断
を
保
留
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
し
か
し
、
恥
は
物
言
わ
ぬ
御
子
で
あ
っ
た
本
牟
智
和
気
が
言
葉

を
発
す
る
契
機
と
な
っ
た
鵠
の
飛
行
経
路
で
あ
る
。
鵠
が
捕
ら
え
ら
れ
た

場
所
が
高
志
国
で
あ
る
と
い
う
点
は
高
志
国
そ
の
も
の
の
性
格
を
考
え
る

要
素
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
本
牟
智
和
気
が
長
い
物
語
を
持
つ
に
も
関

わ
ら
ず
な
ぜ
即
位
し
な
い
の
か
を
考
え
る
要
素
と
し
て
扱
う
べ
き
か
も
知

れ
な
い
。
な
お
考
え
た
い
。

恥
に
不
明
確
な
点
は
残
る
も
の
の
、
右
に
挙
げ
た
諸
例
に
は
高
志
の
伏

わ
ぬ
国
と
し
て
の
性
格
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
高
志
国
の

性
格
は
、
残
る
躯
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
躯
に
つ
い

（幻）

て
考
察
を
加
え
た
駒
木
敏
氏
の
説
を
次
に
挙
げ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
記
』
歌
謡
の
ヤ
シ
マ
ク
ニ
に
つ
い

て
「
多
く
の
島
々
か
ら
な
る
国
土
」
と
い
う
普
通
名
詞
的
な
意
味
を

想
定
す
る
の
は
跨
踏
さ
れ
る
。
普
通
名
詞
と
し
て
の
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の

語
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

た
ヤ
シ
マ
ク
ニ
の
確
実
な
用
例
を
確
か
め
え
な
い
の
で
あ
る
。
ヤ
シ

マ
ク
ニ
の
語
は
、
「
公
式
令
・
詔
書
式
」
の
よ
う
に
規
範
化
さ
れ
て

い
な
い
形
式
の
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
版
図
と
し
て
の
オ
ホ
ヤ
シ
マ

ク
ニ
の
意
を
内
包
し
、
国
土
、
国
号
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

駒
木
氏
は
躯
に
つ
い
て
論
じ
た
際
「
八
島
国
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
、

こ
の
表
現
が
大
八
島
国
の
意
義
を
内
包
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て

八
千
矛
神
の
妻
問
い
は
「
空
間
領
域
と
し
て
は
オ
ホ
ャ
シ
マ
ク
ニ
に
属
し

な
が
ら
、
い
ま
だ
実
質
的
に
国
土
の
範
晴
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
高

志
国
」
を
平
定
す
る
「
国
土
の
整
序
と
し
て
の
国
作
り
と
し
て
の
意
味
合

い
を
も
つ
」
と
論
じ
て
い
る
。
駒
木
氏
の
説
に
従
え
ば
、
高
志
国
は
あ
く

ま
で
伏
わ
ぬ
国
で
あ
り
、
天
皇
の
統
治
領
域
た
る
大
八
島
国
と
は
異
な
っ

た
範
蠕
に
属
す
る
地
域
で
あ
る
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い

こ
し
の
み
ち
の
く
ち

て
「
高
志
前
」
の
角
鹿
は
、
伏
わ
ぬ
国
と
接
す
る
境
界
で
あ
っ
た
と

意
義
づ
け
て
よ
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
角
鹿
の
性
格
は
、
「
角

鹿
の
海
直
」
が
「
高
志
の
利
波
臣
」
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
る
焔
の
氏
族
系

譜
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
略
に
お
い
て
角
鹿

の
蟹
に
「
百
伝
ふ
」
（
多
く
経
ゆ
く
）
と
い
う
枕
詞
が
冠
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
、
境
界
性
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
で
き
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
肋

に
お
い
て
高
志
国
は
「
遠
々
し
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
天
皇

の
統
治
領
域
の
埒
外
に
あ
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
距
離
の
認
識
を
導
い
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
角
鹿
の
蟹
は
、
大
八
島
国
の
果
て
か

ら
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
『
古
事
記
』

に
お
け
る
角
鹿
は
、
伏
わ
ぬ
国
と
接
す
る
境
界
で
あ
っ
た
と
意
義
づ
け
た

（銘）いＯな
お
、
歴
史
学
の
見
地
か
ら
北
陸
道
の
成
立
に
考
察
を
加
え
た
浅
香
年

（調）
木
氏
に
よ
れ
ば
、
北
陸
道
は
陸
と
い
う
呼
称
が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
実
態
は
日
本
海
沿
岸
を
流
れ
る
対
馬
海
流
を
利
用
し
た
海
の
道
で
あ

り
、
「
律
令
体
制
確
立
期
の
畿
内
貴
族
た
ち
の
も
っ
て
い
た
畿
内
偏
重
の

近
視
眼
的
視
野
」
が
北
陸
道
と
い
う
実
態
と
は
か
け
離
れ
た
呼
称
を
付
け

た
と
い
う
。
そ
し
て
角
鹿
こ
そ
畿
内
と
北
陸
と
を
つ
な
ぐ
接
点
で
あ
り
、

「
日
本
海
海
運
の
基
点
」
で
あ
っ
た
点
に
古
代
角
鹿
の
特
質
が
認
め
ら
れ

る
と
い
う
。
浅
香
氏
の
説
く
角
鹿
の
歴
史
的
実
態
は
、
右
で
述
べ
た
角
鹿

の
性
格
と
も
通
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
古
事
記
』
に
お
け
る
角
鹿
の

性
格
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
実
態
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
形
成
さ
れ
た

-７８-



『古事記』 における角鹿の性格

１
の
「
涙
せ
む
と
為
て
」
と
い
う
記
述
に
焦
点
を
あ
て
た
場
合
、
そ
の

論
点
は
な
ぜ
膜
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
絞
ら
れ
る
。
最
も
早

（

細

）

ノ

ミ

ミ

ソ

ギ

ヨ

リ

く
言
及
し
た
宣
長
は
「
そ
も
ノ
ー
此
御
旗
は
何
事
に
因
て
と
云
こ
と
知

ら
れ
ず
」
と
述
べ
、
上
代
で
は
特
別
の
こ
と
が
な
く
と
も
旗
を
行
う
こ
と

が
一
般
的
で
あ
り
、
軽
い
も
の
は
近
く
の
海
や
川
で
行
い
、
重
い
も
の
は

遠
く
の
海
で
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
説
は
し
ば
ら

く
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
の
、
現
代
に
入
っ
て
か
ら
仲
哀
記
の
文
脈
理

解
を
も
と
に
模
の
理
由
を
探
る
方
法
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
諸
注
釈

の
説
を
整
理
す
る
形
で
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
三
つ
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

①
忍
熊
王
の
反
乱
で
流
れ
た
血
の
積
れ
を
浄
め
る
た
め
と
解
釈
す
る
説

．
：
中
島
悦
次
『
古
事
記
評
釈
』
以
下
多
く
の
注
釈
書
が
と
る
。

②
死
を
装
っ
た
品
陀
和
気
命
の
稜
れ
を
浄
め
る
た
め
と
解
釈
す
る
説
…

尾
崎
知
光
『
全
注
古
事
記
」
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
小
学
館
新
編

全
集
が
と
る
。

③
気
比
大
神
に
詣
で
る
た
め
と
解
釈
す
る
説
…
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注

釈
』
が
と
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
①
の
解
釈
は
、
「
古
事
記
』
に
お
け
る
他
の
反
乱
物
語

が
涙
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
膜
の
理
由
と
し
て
認
め

が
た
い
。
ま
た
③
も
、
１
に
即
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
品
陀
和
気
命
の
角
鹿

と
考
え
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
最
後
に
１
の
解
釈
へ
と
視
点
を
戻
し
、

品
陀
和
気
命
が
こ
の
よ
う
な
土
地
で
膜
を
行
う
意
味
、
そ
し
て
御
食
の
魚

献
上
を
受
け
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

五
、
涙
と
御
食
の
魚
献
上
の
意
義

行
幸
が
気
比
大
神
に
詣
で
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
と
は
読
み
取
り
に

く
い
。
「
日
本
書
紀
』
で
は
忍
熊
王
の
反
乱
に
際
し
て
品
陀
和
気
命
の
死

を
装
う
と
い
う
展
開
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
②
の
解

釈
が
最
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
も
、
品
陀
和
気
命
の
死
稜
を
浄
め
る
た

め
に
な
ぜ
角
鹿
ま
で
出
向
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

い
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
点
は
１
の
旗
に
対
し
て
、

こ
の
「
涙
」
は
、
も
ち
ろ
ん
ミ
ソ
ギ
で
、
太
子
が
天
皇
の
位
に
即
く

た
め
に
心
身
を
清
め
ら
れ
る
ミ
ソ
ギ
の
好
這
地
を
求
め
て
、
淡
海
・

若
狹
の
水
邊
を
廻
り
、
越
前
の
角
鹿
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
ミ
ソ
ギ
は
、
後
の
大
嘗
祭
の
御
旗
に
相
當
す
る
わ
け
で
あ
る
。

（帆）

と
即
位
儀
礼
と
の
関
わ
り
を
説
く
青
木
紀
元
氏
の
示
唆
的
な
発
言
に
も
通

じ
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

前
節
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
筆
者
の
解
釈
を
示
す
な
ら
、
伏
わ
ぬ

国
と
の
境
で
行
わ
れ
る
品
陀
和
気
命
の
膜
と
は
、
後
に
統
治
者
と
な
る
皇

子
の
死
の
稜
れ
を
そ
の
統
治
領
域
の
外
へ
と
持
ち
出
す
た
め
の
特
別
な
措

（蛇）

置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
本
幸
司
氏
に
よ
れ
ば
、
家
屋
や
畠
の
よ

う
な
仕
切
ら
れ
た
空
間
で
起
き
た
積
れ
は
そ
の
空
間
全
体
へ
及
ぶ
と
い
う

観
念
が
あ
り
、
死
期
の
迫
っ
た
人
間
や
稜
物
を
開
放
さ
れ
た
空
間
へ
担
ぎ

出
す
事
例
が
あ
る
と
い
う
。
山
本
氏
が
指
摘
す
る
開
放
さ
れ
た
空
間
と
は

「
路
・
橋
・
荒
野
・
河
原
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
境
界
に
他
な
ら

（妃）
な
い
。
稜
れ
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
「
あ
る
事
物
な
い
し
あ
る
現
象
を
以

て
『
積
』
と
認
め
る
、
特
定
社
会
に
お
け
る
人
間
の
分
類
意
識
・
分
類
基

（“）

準
を
探
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
と
山
本
氏
は
説
い
て
い
る
が
、
右
の
よ

う
な
事
例
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
「
太
子
」
た
る
品
陀
和
気
命
の
死
稜
の
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I古事記』における角鹿の性格

浄
め
に
天
皇
の
統
治
領
域
と
の
関
わ
り
を
見
出
す
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
角
鹿
の
「
太
子
が
天
皇
の
位
に
即
く
た
め
」
の
「
ミ
ソ

ギ
の
好
邇
地
」
と
し
て
の
性
格
は
、
品
陀
和
気
命
の
遍
歴
に
ま
つ
わ
る
境

界
概
念
を
考
察
の
俎
上
に
載
せ
て
は
じ
め
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
言

（妬）

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
御
食
の
魚
の
献
上
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
御
食
の
魚
献
上
の
意

義
を
考
え
る
う
え
で
参
考
と
な
る
の
は
、
食
物
供
献
儀
礼
の
意
義
を
説
い

（媚）

た
岡
田
精
司
氏
の
論
で
あ
る
。
岡
田
氏
に
よ
れ
ば
、

大
地
か
ら
生
ず
る
五
穀
を
は
じ
め
と
す
る
作
物
（
水
辺
の
地
で
は
水

産
物
）
も
、
香
具
山
の
士
の
よ
う
に
、
あ
る
条
件
を
具
え
た
場
合
に

は
国
魂
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
一
定
の
宗
教
的

手
続
に
よ
っ
て
食
う
時
、
そ
の
土
地
の
支
配
権
を
握
る
こ
と
に
な
る

と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
り
、
御
食
の
魚
献
上
の
意
義
も
右
の
指
摘

で
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
魚
の
献
上
に
は
い
ま
少
し
考
え
る

余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
古
事
記
」
に
は
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ｌ

あ

ひ

ゆ

づ

あ

ひ

だ

す

で

あ

ま

へ

か

く

め
て
、
相
譲
れ
る
問
に
、
既
に
多
た
の
日
を
経
ぬ
。
如
此
相
讓

ひ

と

た

び

ふ

た

た

び

あ

ら

か

れ

ゆ

き

か

へ

り

つ

か

る
こ
と
、
一
二
時
に
非
ず
。
故
、
海
人
、
既
に
往
還
に
疲
れ

こ
と
わ
ざ

あ

ま

お
の
も
の

て
泣
き
き
。
故
、
諺
に
日
は
く
、
「
海
人
な
れ
や
、
己
が
物
に

よ因
り
て
泣
く
」
と
い
ふ
。
（
応
神
記
）

〃
は
応
神
記
に
記
さ
れ
た
大
贄
献
上
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
雀

2７
天
の
下
を
譲
れ
る
間
に
、
海
人
、
大
贄
を

是言
に
、

産
△
叩
，
と
｛
子
瀝
睦
坐
砒
称
咋
銅
忙
訓

貢
り
き
。
爾
く
し
て

る。

（大国主の国譲り）

邪
は
「
古
事
記
』
上
巻
に
記
さ
れ
た
大
国
主
神
の
国
譲
り
で
あ
る
。
右

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
国
主
神
が
葦
原
中
国
の
統
治
権
を
譲
る
際
、
あ

（〃）

わ
せ
て
魚
を
献
上
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
大
国
主
神
が
献
上
す
る
魚
に
は
、

余
す
と
こ
ろ
な
く
土
地
を
譲
り
渡
す
意
志
の
表
れ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
話
が
成
り
立
つ
背
後
に
は
、
土
地
の
切
れ

目
が
海
と
接
す
る
島
国
な
ら
で
は
の
観
念
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
魚
は

島
喚
を
治
め
る
天
皇
に
と
っ
て
、
あ
ま
ね
く
統
治
が
行
き
届
い
て
い
る
こ

と
を
象
徴
す
る
食
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
贄
制
に
対
し
て
「
大
宝
令

（紺）

制
以
前
」
へ
と
遡
り
得
る
古
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
想

起
し
て
お
き
た
い
。
天
皇
と
「
非
農
耕
的
世
界
」
の
関
わ
り
は
昌
天
の

（鞘）

下
の
政
』
の
広
が
り
を
語
る
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
統
治
の
本
質
に
触
れ

る
要
素
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
御
食
の
魚
献
上
は
、
品
陀

和
気
命
が
天
皇
と
な
る
資
格
を
得
た
こ
と
を
示
す
と
解
釈
し
た
い
。

命
（
の
ち
の
仁
徳
天
皇
）
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子
が
皇
位
を
譲
り
合
っ
た
た

め
、
大
贄
を
献
上
し
よ
う
と
し
た
海
人
が
翻
弄
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
水
産
物
の
献
上
が
天
皇
と
し
て
の
認
定
と
深
く
関
わ
る
行
為
で

あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
な
ぜ
水
産
物
の
献
上
が

天
皇
と
し
て
の
認
定
と
関
わ
る
の
か
を
考
え
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
例
は

ひ
と
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ

あ

き

た
か
あ
ま
の
は
ら

か
む
む
す
ひ
の
み
お
や
の

羽
．
是
の
、
我
が
燧
れ
る
火
は
、
高
天
原
に
は
、
神
産
巣
日
御
祖

み
こ
と

あ

め

に

ひ

す

す

す

や

つ

か

た

た

あ

命
の
、
と
だ
る
天
の
新
巣
の
凝
烟
の
、
八
拳
垂
る
ま
で
焼
き
挙
げ
、

地の下は、底津石根に焼き凝らして、熾織伽軌剴就御那馴

つ

ち

し

た

そ

こ

つ

い

は

ね

た

こ

α
頁
魚
咋
を
刺
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｢古事記』における角鹿の性格

以
上
、
本
稿
で
は
仲
哀
記
の
角
鹿
行
幸
讃
に
注
目
し
、
即
位
前
記
と
い

う
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
て
き
た
。
角
鹿
は
伏
わ
ぬ
国
と
接
す
る
境
界
で

あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
涙
・
御
食
の
魚
献
上
は
い
ず
れ
も
品
陀
和
気
命

を
一
皇
子
か
ら
天
皇
へ
と
飛
躍
さ
せ
る
「
古
事
記
』
独
自
の
表
現
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
古
事
記
』
の
応
神
天
皇
は
、
角
鹿
行
幸
護
を
も
っ

て
誕
生
す
る
の
だ
と
結
論
づ
け
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い

（印）

こ
と
は
、
本
稿
で
述
べ
た
内
容
が
網
野
善
彦
氏
の
指
摘
す
る
天
皇
と
境
界

（
無
縁
の
場
）
の
結
び
つ
き
と
重
な
る
面
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

角
鹿
行
幸
謹
に
お
け
る
品
陀
和
気
命
に
は
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
古
代
か

ら
中
世
へ
と
脈
々
と
生
き
続
け
る
呪
的
な
「
「
神
聖
王
』
と
し
て
の
天
皇

（副）
の
顔
」
が
見
出
せ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
具
体
的
に
論
じ
る
に
は
稿
を
改

め
論
証
を
重
ね
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
角
鹿
行
幸
謹
に
応
神
天

皇
の
誕
生
を
見
出
し
た
こ
と
を
も
っ
て
ま
と
め
と
し
た
い
。

以
上
の
検
討
を
ま
と
め
れ
ば
、
旗
・
御
食
の
魚
献
上
は
、
と
も
に
品
陀

和
気
命
を
一
皇
子
か
ら
天
皇
へ
と
飛
躍
さ
せ
る
『
古
事
記
』
独
自
の
表
現

と
意
義
づ
け
ら
れ
る
。
皇
子
は
成
長
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
天
皇
に
な
る
の
で

は
な
い
。
天
皇
位
に
ふ
さ
わ
し
い
意
味
づ
け
を
経
て
初
め
て
そ
の
位
へ
と

至
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
具
体
的
な
有
り
ょ
う
を

１
に
即
し
て
考
え
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
角
鹿
行
幸
讃
を
も
っ
て
「
古
事

記
』
の
応
神
天
皇
は
誕
生
す
る
の
だ
と
結
論
づ
け
た
い
。

六
、
お
わ
り
に

注
（
１
）
神
野
志
隆
光
「
応
神
天
皇
の
物
語
ｌ
天
皇
の
世
界
の
秩
序
の
確
立

ｌ
」
（
『
古
事
記
の
天
皇
』
古
事
記
研
究
大
系
６
、
高
科
書
店
、
平

６．８）。

（
２
）
阪
下
圭
八
「
神
功
皇
后
の
物
語
」
（
『
古
事
記
の
語
り
口
ｌ
起
源
・

命
名
・
神
話
』
笠
間
書
院
、
平
Ｍ
・
４
）
。

（
３
）
倉
塚
曄
子
「
胎
中
天
皇
の
神
話
」
（
『
古
代
の
女
ｌ
神
話
と
権
力
の

淵
か
ら
ｌ
」
平
凡
社
、
昭
刷
・
６
）
。

（
４
）
吉
井
巌
二
應
神
天
皇
の
誕
生
』
に
つ
い
て
ｌ
半
島
征
討
伝
承
を

中
心
に
ｌ
」
二
天
皇
の
系
譜
と
神
話
三
塙
書
房
、
平
４
．
岨
）
。

（
５
）
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
」
第
十
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
偲
・
皿
）
。

ヒ

ッ

ギ

ノ

ミ

コ

コ

ア

マ

ッ

ヒ

ノ

宣
長
は
「
太
子
は
、
日
嗣
御
子
な
り
」
（
Ⅲ
頁
）
、
「
此
は
天
津
日

オ
ホ
ミ
ヨ
サ
シ
ウ
ケ
ッ
タ
ヘ
ノ
オ
ホ
ミ
ワ
ザ
ツ
ギ
ッ
ギ
シ
ロ
シ
メ

大御榊や大御任を受傳坐て、其大御業を嗣々
に知看す

シ

ギ

マ

ケ

ミ

由
の
御
稻
な
り
、
（
中
略
）
さ
て
此
御
位
を
嗣
た
ま
ふ
べ
き
儲
の
皇

．
ヒ
ッ
ギ
ノ
ミ
．

子
を
、
日
嗣
御
子
【
皇
太
子
の
字
を
當
つ
、
】
と
申
し
奉
る
な
り
」

（
Ⅲ
～
朋
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
「
太
子
」
の
訓
読
は
、
川
田

康
幸
二
古
事
記
」
に
於
け
る
「
太
子
」
の
訓
読
に
つ
い
て
」
二
國

學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
報
」
恥
躯
、
昭
別
・
皿
）
参
照
。

（
６
）
小
学
館
新
編
全
集
頭
注
に
「
『
太
子
」
は
皇
統
を
正
統
に
継
ぐ
も

の
を
標
示
す
る
。
複
数
の
太
子
と
い
う
の
は
異
例
。
倭
建
命
に
対
す

る
特
別
な
待
遇
と
い
う
べ
き
か
。
」
（
珊
頁
）
と
あ
る
。

（
７
）
小
学
館
新
編
全
集
頭
注
に
「
野
明
天
皇
の
父
に
あ
た
る
。
『
太
子
』

は
皇
位
を
継
ぐ
べ
き
人
。
即
位
し
な
か
っ
た
皇
子
を
『
太
子
』
と
呼

ぶ
の
は
特
異
だ
が
、
皇
統
の
正
統
を
に
な
う
者
と
し
て
位
置
づ
け
る

の
だ
と
見
ら
れ
る
。
」
（
捌
頁
）
と
あ
る
。

（
８
）
本
文
皿
の
校
訂
お
よ
び
訓
読
は
、
山
口
佳
紀
「
「
古
事
記
』
の
本

文
校
訂
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
（
「
古
事
記
の
表
現
と
解
釈
」
風
間

書
房
、
平
Ⅳ
・
２
）
に
従
う
。

（
９
）
阪
下
圭
八
「
魚
と
名
を
易
え
た
話
ｌ
『
古
事
記
」
の
説
話
表
現
」
（
注

２同書）。
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『古事記」における角鹿の性格

（
皿
）
肥
後
和
男
『
神
功
皇
后
」
（
弘
文
堂
、
昭
躯
・
８
）
Ⅳ
～
剛
頁
。

な
お
角
鹿
行
幸
認
と
通
過
儀
礼
と
の
関
わ
り
を
と
く
説
は
〈
死
と
復

活
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
注
目
す
る
岡
田
精
司
「
天
皇
家
始
祖
神

話
の
研
究
」
二
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
」
塙
書
房
、
昭
妬
・
４
）
、

三
品
彰
英
「
古
代
宗
儀
の
歴
史
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
Ｉ
天
の
日
矛

の
後
喬
た
ち
ｌ
」
二
増
補
日
鮮
神
話
伝
説
の
研
究
』
平
凡
社
、
昭

卿
・
４
）
が
あ
る
。

（
Ⅱ
）
吉
井
巌
「
應
祁
天
皇
の
周
邊
」
二
天
皇
の
系
譜
と
神
話
こ
塙

書
房
、
昭
偲
・
皿
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
皿
）
朝
日
日
本
古
典
全
書
、
倉
野
『
全
註
釈
』
、
小
学
館
旧
全
集
、
小

学
館
新
編
全
集
な
ど
。

（
過
）
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
」
第
十
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
判
．

３）柵頁。

（
Ｍ
）
次
田
『
新
講
」
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
岩
波
思
想
大
系
な
ど
。

（
巧
）
小
学
館
新
編
全
集
頭
注
。

（
焔
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
頭
注
。
な
お
前
川
治
二
古
事
記
」
仲
哀
天

皇
段
の
『
名
易
」
説
話
」
会
花
園
大
学
国
文
学
論
究
』
妬
号
、
平

９
．
ｕ
）
は
名
易
え
を
「
先
祖
の
魂
」
の
継
承
と
見
る
。

（
Ⅳ
）
西
宮
一
民
「
神
功
皇
后
・
応
神
天
皇
の
物
語
」
（
『
国
文
学
」
訪
巻

８
号
、
平
３
．
７
）
、
青
山
千
紘
昌
古
事
記
」
気
比
大
神
の
『
易
名
」
考
」

（
『
国
文
（
お
茶
の
水
女
子
大
星
Ⅲ
号
、
平
別
・
皿
）
。
な
お
注
皿
論

ナ

ナ

文
で
は
「
魚
」
を
賜
う
話
が
「
名
」
を
賜
う
話
へ
転
用
さ
れ
た
と
い

ナ

ナ

う
説
話
の
形
成
過
程
、
注
９
論
文
で
は
「
名
」
と
「
魚
」
を
易
え
た

こ
と
に
よ
る
言
語
遊
戯
的
側
面
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
年
、

呉
哲
男
氏
が
Ｍ
・
モ
ー
ス
の
『
贈
与
論
』
を
ヒ
ン
ト
に
名
易
え
を
「
モ

ノ
に
宿
る
霊
」
の
交
換
（
Ⅱ
幸
易
へ
）
と
見
る
説
を
提
示
し
て
い
る

（
「
古
事
記
の
神
話
と
対
称
性
原
理
」
『
文
学
』
Ｂ
巻
１
号
、
平
別
・
１
）
。

た
だ
し
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
名
易
え
は
交
換
と
見
倣
し
得
る
か
否

か
問
題
が
存
す
る
た
め
、
共
同
体
間
に
紐
帯
を
も
た
ら
す
と
い
う
互

酬
交
換
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
判
断
を
控
え
た
い
。

（
肥
）
黒
沢
幸
三
「
息
長
氏
の
系
譜
と
伝
承
」
（
『
日
本
古
代
の
伝
承
文
学

の
研
究
」
塙
書
房
、
昭
刷
・
６
）
。

（
四
）
伊
東
肇
「
角
鹿
・
若
狭
の
物
語
」
（
『
立
教
高
等
学
校
研
究
紀
要
」

第
皿
集
、
昭
別
・
吃
）
。

（
別
）
尾
崎
知
光
「
気
比
大
神
の
名
易
の
物
語
」
（
『
国
語
国
文
学
論
叢
」

群
書
類
従
完
成
会
、
昭
闘
・
皿
）
。

（
別
）
注
４
同
論
文
。

（
躯
）
塚
口
義
信
二
日
本
書
紀
」
応
神
天
皇
即
位
前
条
の
宣
云
」
に

つ
い
て
」
（
『
神
功
皇
后
伝
説
の
研
究
ｌ
日
本
古
代
氏
族
伝
承
研
究
序

説
Ｉ
』
創
元
社
、
昭
弱
・
４
）
。

（
路
）
注
略
同
論
文
。

（
別
）
金
祥
圭
ヨ
仲
哀
記
」
の
構
造
試
論
」
（
『
古
代
研
究
」
茄
号
、
平

６
．
１
）
。
金
氏
は
角
鹿
を
「
大
陸
に
向
け
て
の
京
に
お
け
る
難
波

に
比
肩
す
べ
き
裏
玄
関
的
な
北
面
の
要
所
」
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い

る。

（
妬
）
前
川
明
久
「
大
和
朝
廷
の
朝
鮮
経
営
と
そ
の
軍
事
的
基
礎
」
含
績

日
本
紀
研
究
』
朋
号
、
昭
釣
・
蛆
）
。

（
邪
）
注
３
同
論
文
。

（
訂
）
青
山
氏
注
Ⅳ
同
論
文
。

（
躯
）
保
坂
達
雄
二
角
鹿
」
と
い
う
ト
ポ
ス
」
含
古
代
文
学
」
蛆
号
、

平飢・３）。

（
羽
）
田
村
克
己
「
気
多
・
気
比
の
神
ｌ
海
か
ら
来
る
も
の
の
神
話
ｌ
」

（
『
日
本
海
と
北
国
文
化
』
海
と
列
島
文
化
第
一
巻
、
小
学
館
、
平

２．７）。
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｢古事記」における角鹿の性格

（
釦
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
頭
注
。

（
別
）
谷
口
雅
博
「
神
功
皇
后
新
羅
征
討
伝
説
の
神
話
性
」
含
古
事
記
の

表
現
と
文
脈
』
お
う
ふ
う
、
平
別
．
ｕ
）
。

（
塊
）
注
Ｂ
同
書
伽
頁
。

（
羽
）
注
５
同
書
棚
頁
。

（
別
）
西
海
道
諸
国
の
征
討
伝
承
は
「
日
本
書
紀
」
景
行
天
皇
条
や
『
豊

後
国
風
土
記
』
「
肥
前
国
風
土
記
』
な
ど
諸
所
に
見
え
る
。

（
弱
）
陸
奥
国
の
蝦
夷
の
話
は
『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
四
十
年
是
歳
条

を
は
じ
め
斉
明
天
皇
元
年
七
月
、
五
年
三
月
、
五
年
七
月
条
な
ど
諸

所
に
見
え
る
。

（
邪
）
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
鳴
．

７）獅頁。

（
訂
）
駒
木
敏
二
古
事
記
』
国
作
り
神
の
歌
謡
’
八
島
国
と
高
志
国
ｌ
」

（『同志社国文学』陀号、平Ⅳ・３）。

（
銘
）
こ
の
点
、
仲
哀
記
と
八
十
島
祭
と
の
関
わ
り
を
説
く
岡
田
氏
注
加

論
文
や
注
２
論
文
、
注
３
論
文
は
示
唆
を
得
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
多

い
が
、
注
４
論
文
に
お
い
て
疑
義
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
米
沢

康
「
大
化
前
代
に
お
け
る
越
の
史
的
位
置
」
二
越
中
古
代
史
の
研
究
」

越
飛
文
化
研
究
会
、
昭
㈹
・
皿
）
は
、
コ
シ
と
称
さ
れ
る
地
域
が
大

和
朝
廷
の
支
配
拡
大
に
伴
っ
て
後
の
越
前
・
越
中
・
越
後
に
あ
た
る

地
域
へ
と
漸
次
北
上
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
氏
の
説
に
従

え
ば
、
コ
シ
は
時
代
の
伸
長
に
関
わ
ら
ず
伏
わ
ぬ
国
で
あ
り
続
け
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
的
）
浅
香
年
木
「
古
代
の
『
北
陸
道
」
と
海
運
」
含
古
代
地
域
史
の
研

究
」
北
陸
の
古
代
と
中
世
１
、
法
政
大
学
出
版
、
昭
闘
・
３
）
。

（
棚
）
注
過
同
書
岨
頁
。

（
岨
）
青
木
紀
元
「
ミ
ソ
ギ
・
ハ
ラ
ヘ
」
含
日
本
祁
話
の
基
礎
的
研
究
」

風
間
書
房
、
昭
妬
・
３
）
。

（
岨
）
山
本
幸
司
「
機
れ
の
伝
染
と
空
間
」
舎
稜
と
大
祓
増
補
版
」
解

放
出
版
社
、
平
別
．
ｕ
）
。

（
蛸
）
網
野
善
彦
「
境
界
領
域
と
国
家
」
亀
境
界
領
域
と
交
通
」
日
本
の

社
会
史
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
舩
．
Ⅱ
）
。

（
判
）
山
本
幸
司
「
稜
れ
の
本
質
」
（
注
蛇
同
書
）
。

（
妬
）
積
極
的
に
傍
証
と
は
為
し
得
な
い
も
の
の
、
武
烈
即
位
前
紀
に
は
、

王
位
墓
奪
に
失
敗
し
た
平
群
臣
真
鳥
が
死
の
間
際
に
塩
を
呪
誼
す
る

話
が
あ
る
。
真
烏
が
呪
い
忘
れ
た
角
鹿
の
海
塩
の
み
天
皇
の
食
用
に

用
い
て
他
海
の
塩
は
忌
み
と
す
る
こ
と
を
説
く
こ
の
話
は
、
角
鹿
の

海
に
あ
る
種
の
清
浄
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る

と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
当
該
箇
所
の
涙
に
は
「
仁
徳
天

皇
の
存
在
を
「
聖
」
た
ら
し
め
よ
う
と
い
う
意
向
」
を
指
摘
す
る
大

脇
由
紀
子
「
仲
哀
・
応
神
記
の
構
想
Ｉ
『
涙
』
の
物
語
的
機
能
ｌ
」
亀
古

事
記
説
話
形
成
の
研
究
」
お
う
ふ
う
、
平
陥
・
１
）
も
あ
る
。

（
妬
）
岡
田
精
司
「
大
化
前
代
の
服
属
儀
礼
と
新
嘗
ｌ
食
国
（
ヲ
ス
ク
ニ
）

の背景ｌ」（注加同書）。

（
卿
）
当
該
箇
所
は
動
作
の
主
体
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
る
が
、
本
稿
で

は
矢
嶋
泉
三
古
事
記
』
〈
国
譲
り
神
話
〉
の
一
問
題
」
含
日
本
文
学
」

訂
巻
３
号
、
昭
闘
・
３
）
の
説
に
従
い
、
櫛
八
玉
神
を
通
じ
て
大
国

主
神
の
服
属
が
果
た
さ
れ
る
と
理
解
す
る
。

（
州
）
直
木
孝
次
郎
「
贄
に
関
す
る
二
、
三
の
考
察
Ｉ
古
代
税
制
史
の
一

側
面
ｌ
」
含
飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究
」
塙
書
房
、
昭
別
・
９
）
。

（
⑲
）
注
１
同
論
文
。

（
別
）
網
野
善
彦
『
増
補
無
縁
・
公
界
・
楽
日
本
中
世
の
自
由
と
平

和』（平凡社、平８．６）。

（
別
）
注
偲
同
論
文
。
網
野
氏
は
天
皇
に
「
班
田
制
・
公
地
公
民
制
を
基
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｢古事記』における角鹿の性格

※
記
紀
・
風
土
記
の
テ
キ
ス
ト
は
い
ず
れ
も
小
学
館
新
編
全
集
に
拠
っ
た
。

盤
に
聟
え
立
つ
太
政
官
を
中
枢
と
す
る
国
家
機
構
の
首
長
、
中
国
風

の
君
主
の
顔
」
と
「
山
野
河
海
を
主
た
る
活
動
舞
台
と
す
る
海
民
・

山
民
の
一
部
を
、
本
来
神
に
捧
げ
ら
れ
た
贄
の
貢
献
を
媒
介
と
し
て

直
属
さ
せ
る
、
い
わ
ば
『
神
聖
王
』
と
も
い
う
べ
き
も
う
一
つ
の
顔
」

を
指
摘
し
て
い
る
。
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