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はじめに

は
じ
め
に

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話
は
、
記
紀
神
話
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
記
紀
神
話
は
長
い
間
に
わ
た
り
伝
承
さ
れ

続
け
た
時
が
あ
っ
た
。

な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
が
わ
か
る
の
か
。
そ
れ
は

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
埼
玉
古
墳
群
と
し
て
残
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

埼
玉
古
墳
群
は
も
と
も
と
、
何
を
言
っ
て
い
る
の

か
解
読
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

解
読
方
法
が
途
切
れ
て
、
解
読
で
き
る
人
が
い
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

記
紀
神
話
は
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
例
え
が
悪
い
の
だ
が
地
震
に
例
え
ら
れ
る
。

地
震
は
震
源
地
が
あ
る
。
い
つ
ど
こ
で
起
こ
り
、
ど

こ
ま
で
波
及
し
て
い
っ
た
の
か
の
問
題
が
生
じ
る
。

こ
の
い
つ
ど
こ
ま
で
も
を
論
じ
る
こ
と
は
、
恐

ら
く
一
回
限
り
の
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
容
易

で
は
な
い
。
記
紀
神
話
が
伝
承
に
よ
る
も
の
で
あ

図 0 の１　木幣群図
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転載
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る
と
の
要
件
を
し
っ
か
り
定
義
す
る
こ
と
も
必
要

に
な
っ
て
く
る
。

ど
こ
ま
で
波
及
し
た
の
か
も
容
易
で
は
な
い
。

震
源
地
と
思
え
る
と
こ
ろ
を
、
極
め
て
大
雑
把
に

決
め
て
、
そ
の
一
番
外
れ
と
思
え
る
地
を
あ
げ
て

み
る
。

北
は
、
ア
イ
ヌ
の
幣ぬ

さ

場ば

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

北
海
道
日
高
郡
新
ひ
だ
か
町
静し

ず
な
い内
東と
う
べ
つ別
の
葛
野
家

の
幣
場
で
あ
る
。
幣
場
は
三
区
分
さ
れ
て
お
り
、

向
か
っ
て
左
は
ヘ
ビ
神
（
長
も
の
の
神
）、
中
は
上

か
ら
見
守
る
神
、
右
は
先
祖
の
重
要
神
に
な
る
。

南
は
、
沖
縄
県
南
城
市
の
久
高
島
で
あ
る
。

十
二
年
ご
と
の
午
年
に
行
わ
れ
る
イ
ザ
イ
ホ
ー
（
神

女
就
任
式
）
の
主
会
場
に
な
る
。
向
か
っ
て
左
は
海

蛇
イ
ラ
ブ
ー
の
燻
製
所
、
中
央
奥
に
木
の
繁
る
イ

ザ
イ
山
、
右
は
先
祖
の
重
要
神
を
祀
る
白し

ら
た
る樽
宮
に

な
っ
て
い
る
。

記
紀
神
話
で
は
、
左
は
出
雲
の
八や

岐ま
た
の 

大お
ろ
ち蛇
、

図 0 の２　イザイホー主祭場・久高殿
比嘉康雄『日本人の魂の原郷　沖縄久高島』（集英社 2000）より引用転載
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はじめに

中
は
近
江
の
天
上
に
想
定
さ
れ
て
い
る
高
天
原
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
、
右
は
伊
勢
神
宮
の
ア
マ
テ
ラ
ス
に
な
る
。

イ
ザ
イ
ホ
ー
の
歴
史
は
五
百
年
ほ
ど
前
に
、「
ノ
ロ
制
度
」
が
施
行
さ
れ
た
時
に
、
神
職
者
組
織
を
編
成
す
る
た

め
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

首
里
王
府
は
琉
球
弧
の
間
切
（
町
村
の
古
名
）
と
島
々
に
、
ノ
ロ
と
称
す
る
土
地
を
給
す
る
宮
人
と
し
て
女
性
神
職

者
を
任
命
し
た
。

イ
ザ
イ
ホ
ー
の
歴
史
が
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
な
ら
ば
、
記
紀
神
話
伝
承
が
八
世
紀
初
め
に
編
纂
さ
れ
て
か
ら
、
そ
の

後
も
な
が
な
が
と
伝
承
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
正
確
さ
に
感
心
す
る
。

こ
の
よ
う
に
記
紀
神
話
は
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
伝
承
の
さ
れ
方
は
埼
玉
古
墳
群
で
も
よ
く
物
語
っ
て

い
る
。
伝
承
さ
れ
た
内
容
が
、埼
玉
古
墳
群
の
伝
承
は
必
ず
し
も
記
紀
神
話
と
し
て
記
述
さ
れ
て
な
い
こ
と
も
あ
る
。

例
え
ば
、
埼
玉
古
墳
群
の
伝
承
で
は
、
天
神
と
地
祇
の
地
上
で
の
激
突
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
高
天
原
に
相
当
す

る
稲
荷
山
古
墳
か
ら
地
上
に
降
臨
し
た
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
相
当
す
る
奥
の
山
古
墳
が
、
地
祇
の
鉄
砲
山
古
墳
に
体
当
た

り
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
奥
の
山
古
墳
は
大
き
く
歪
ん
で
い
る
。

他
に
も
高
天
原
か
ら
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
随
伴
し
た
天
神
の
戸
場
口
山
古
墳
は
、
中
の
山
古
墳
に
食
い
込
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
地
祇
の
援
軍
と
し
て
浅
間
塚
古
墳
は
駆
け
つ
け
て
い
る
。

埼
玉
古
墳
群
は
、
後
に
述
べ
る
左
上
位
の
Ｉ
型
配
置
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
地
上
が
平
穏
に
な
っ
て
い
な
い

の
で
、
高
天
原
の
統
治
者
が
女
神
、
つ
ま
り
稲
荷
山
の
中
心
槨
の
被
葬
者
は
女
性
と
い
う
決
ま
り
に
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
埼
玉
古
墳
群
の
よ
う
な
配
置
は
、
他
に
も
存
在
し
て
い
る
。
基
本
型
は
仰
向
け
に
な
っ
た
人
の
形
を
し

て
お
り
、稲
荷
山
古
墳
は
顔
、将
軍
山
古
墳
は
左
腕
に
な
る
。
右
腕
は
折
り
曲
げ
た
状
態
で
丸
墓
山
古
墳
、愛
宕
山
古
墳
、
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瓦か
わ
ら

塚
古
墳
に
な
る
。
二
子
山
古
墳
は
胴
体
、
鉄
砲
山
古
墳
は
腹
部
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
ろ
え
て
真
っ

直
ぐ
伸
ば
し
た
両
足
の
か
か
と
の
部
分
は
奥
の
山
古
墳
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
遠
い

先
祖
は
子
孫
が
確
実
に
神
話
を
理

解
す
る
よ
う
に
、
伝
え
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
ち
ゃ
ん
と
残
る

物
で
作
り
上
げ
て
い
る
。

記
紀
神
話
は
、
そ
の
人
の
形
を

し
た
基
本
型
を
、
日
本
列
島
に
最

大
限
に
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
日
向
の
高
千
穂
に

天あ
ま
く
だ降
っ
た
後
、
笠か
さ

沙さ

の
岬
に
到
達

し
て
い
る
。
笠
沙
の
岬
は
薩
摩
半

島
西
南
端
、
南
さ
つ
ま
市
笠
沙
の

野
間
岬
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

埼
玉
古
墳
群
は
埼
玉
県
行
田
市

に
存
在
す
る
が
、
は
る
か
に
遠
い

笠
沙
の
岬
と
か
か
わ
り
が
あ
る
こ

図 0 の３　埼玉古墳群
埼玉県立さきたま史跡の博物館「鉄砲山古墳発掘 2010.9.25 現地説明会資料」
に引用加筆
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はじめに

図 0 の４　向野田古墳の天孫降臨
富樫卯三郎『向野田古墳 宇土市埋蔵文化財調査報告書 
第 2 集』（熊本県宇土市教育委員会 1978）第 13 図 ( 上段 )
棺内・棺外遺物配置状態に引用加筆

歴
史
学
者
は
、
文
字
を
通
じ
て
歴
史
を
構
成
し
て
い
る
が
、
実
に
文
字
と
は
不
便
で
不
正
確
な
も
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
不
便
さ
が
良
く
わ
か
る
の
は
、
記
紀
神
話
伝
承
の
一
過
程
を
背
負
っ
て
い
る
埼
玉
古
墳
群
で
あ
る
。

埼
玉
古
墳
群
は
、古
墳
と
い
う
造
形
物
に
よ
る
表
現
手
段
を
選
択
し
て
い
る
。記
紀
神
話
は
後
発
的
に
文
字
に
よ
っ

て
、
そ
の
一
部
分
が
表
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
当
は
い
ち
い
ち
そ
の
選
択
理
由
は
何
な
の
か
、
吟
味
す
る

必
要
が
あ
る
。

埼
玉
古
墳
群
の
神
話
伝
承
は
、
歴
史
を
理
解
す
る
た
め
に
、
文
字
の
位
置
づ
け
を
具
体
的
に
教
え
て
く
れ
る
ま
た
と

と
に
な
る
。
埼
玉
古
墳
群
は
驚
く
ほ

ど
多
方
面
の
こ
と
や
、
も
の
と
関
係

に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
度
、
そ
の
多

方
面
が
わ
か
る
よ
う
に
、
一
冊
の
本
に

し
た
い
と
考
え
た
。

埼
玉
古
墳
群
を
知
る
こ
と
は
、
古

代
日
本
を
理
解
す
る
の
に
実
に
便
利

だ
。
埼
玉
古
墳
群
を
分
析
す
る
こ
と

は
、
古
代
日
本
を
理
解
す
る
こ
と
で

も
あ
る
。
埼
玉
古
墳
群
の
分
析
を
し

な
け
れ
ば
、
古
代
日
本
は
的
外
れ
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
。
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な
い
好
例
と
な
っ
て
い
る
。

そ
う
は
言
っ
て
も
、
私
の
手

法
は
、
現
在
の
学
問
研
究
の

位
置
づ
け
と
し
て
、
肯
定
的

に
確
か
な
も
の
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

三
十
代
半
ば
が
過
ぎ
た

時
、
私
は
東
京
大
学
に
事
務

員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。

私
な
り
に
気
づ
い
た
こ
と
を

雑
誌
に
投
稿
し
た
。
そ
の
方

面
の
研
究
に
大
学
で
は
何
人

か
が
携
わ
っ
て
い
た
。

私
の
発
表
に
対
し
て
、「
研

究
と
は
既
存
の
論
文
に
対
し

て
、
付
け
加
え
る
こ
と
だ
。

ま
っ
た
く
前
例
の
な
い
考
え

で
は
、評
価
の
仕
様
が
な
い
」

埼玉古墳群　
埼玉県立さきたま史跡の博物館提供
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はじめに

と
言
わ
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。

私
は
、
そ
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
対
象
は
正
し
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
の
か
、
疑
問
に

な
る
。
例
え
ば
、
記
紀
神
話
は
造
作
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
造
作
さ
れ
た
時
期
が
論
争
さ
れ
た
こ
と
さ

え
あ
る
。

ま
た
、
他
で
も
述
べ
て
い
る
が
、「
記
紀
神
話
は
人
の
形
を
し
て
い
る
」
と
す
る
考
え
は
、
文
化
人
類
学
の
大
林

太
良
ゼ
ミ
の
院
生
に
よ
る
、
帰
り
の
京
王
井
の
頭
線
の
電
車
内
で
の
会
話
で
あ
る
。
大
林
氏
の
そ
の
発
表
を
待
っ
て

い
た
の
だ
が
、
他
界
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

私
と
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
私
が
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る

記
紀
神
話
の
基
本
型
と
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
基
本
型
に
関
し
て
、
人
を
介
し
て
「
今
は
別
の
研
究
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
、
研
究
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

二
〇
〇
年
後
に
す
べ
き
こ
と
だ
」
と
伝
え
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

研
究
と
は
、
職
業
と
し
て
の
研
究
者
の
得
手
勝
手
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
研
究
を
私
物
化
し
て
、
権
利
ば
か
り
で
義

務
は
生
じ
な
い
と
は
思
わ
な
い
。
私
の
よ
う
な
者
で
も
発
表
の
義
務
が
あ
る
と
考
え
た
い
。

私
は
、
大
勢
の
人
が
埼
玉
古
墳
群
を
見
学
に
来
る
こ
と
を
望
み
、
古
代
か
ら
の
神
話
伝
承
が
解
読
さ
れ
る
こ
と
を

望
む
。
遠
い
祖
先
が
埼
玉
古
墳
群
の
よ
う
に
有
形
物
と
し
て
神
話
を
残
し
た
こ
と
を
誇
り
に
思
い
た
い
。
人
類
史
を

豊
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
う
。
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一　
『
記
紀
』
研
究
は
無
理
な
の
か

現
代
人
の
『
記
紀
』
研
究
は
、
的
外
れ
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
代
人
で
さ
え
、
無
意

識
的
に
記
紀
神
話
伝
承
の
基
本
型
に
従
っ
た
分
類
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
基
本
型
は
主
に
造
形
物
の
配

置
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

記
紀
神
話
の
伝
承
過
程
に
お
け
る
、
伝
承
物
が
今
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
資
料
の
存
在
は
、
な
い
と
さ
れ
て
い

る
『
記
紀
』
の
外
部
資
料
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
一
組
の
外
部
資
料
は
測
量
技
術
の
進
歩
と
と

も
に
拡
大
し
て
き
た
。

か
ね
が
ね
、
私
は
、
現
在
の
学
者
や
研
究
者
が
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
記
』（
以
降
、『
記
紀
』
と
表
記
す
る
）
の

研
究
を
す
る
の
は
難
し
す
ぎ
る
、
と
い
う
よ
り
無
理
だ
と
考
え
て
き
た
。
ど
う
や
ら
、
私
は
そ
の
理
由
を
多
少
と
も

説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
刻
も
早
く
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
記
紀
』
は
無
文
字
時
代
の
独
特
な
一
定
の
伝
達
方
法
を
基
準
に
、
そ
の
説
明
も
な
し
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
記

紀
』
の
読
者
は
、
そ
の
伝
達
方
法
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
記
紀
』
の
編
纂
当
時
、
そ
の
伝
達
方
法
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
編
纂
者
の
必
須
条
件
で
あ
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、そ
の
後
の
研
究
者
は
伝
達
方
法
を
知
ら
な
い
の
で
は
話
に
も
な
ら
な
い
。

伝
達
方
法
は
現
在
に
伝
え
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
で
、
い
つ
の
頃
か
途
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

現
在
、『
記
紀
』
研
究
の
研
究
者
で
は
、
最
も
こ
だ
わ
り
と
な
っ
て
い
る
の
は
津
田
左
右
吉
の
考
え
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
考
え
に
賛
成
に
せ
よ
、
反
対
に
せ
よ
、
そ
う
で
あ
ろ
う
。
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一章　『記紀』と無文字時代の伝達方法
　　　	 ―記紀神話は自らの出自を語る―

た
だ
賛
成
者
と
反
対
者
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
確
か
な
証
拠
を
掲
げ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古
い

昔
の
こ
と
な
の
で
確
か
な
証
拠
な
ど
示
せ
る
は
ず
が
な
い
と
、論
争
を
し
た
と
こ
ろ
で
、自
分
も
相
手
も
安
易
に
思
っ

て
い
る
た
め
、
決
着
は
つ
か
な
い
と
安
心
し
き
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
言
い
た
い
放
題
に
な
り

や
す
く
、
は
な
は
だ
研
究
に
相
応
し
く
な
い
様
相
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
点
、
私
の
こ
れ
か
ら
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
証
拠
は
、
単
な
る
思
う
、
考
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
具

体
的
な
物
を
提
示
し
た
い
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
、
具
体
例
で
考
え
て
み
よ
う
。

じ
つ
に
多
く
の
研
究
者
を
納
得
さ
せ
て
い
る
津
田
の
考
え
を
み
て
み
よ
う
。
記
紀
神
話
は
六
世
紀
の
前
半
の
継
体

―
欽
明
朝
の
こ
ろ
、
宮
廷
が
、
天
皇
は
悠
久
の
昔
か
ら
こ
の
国
土
を
お
さ
め
て
い
た
こ
と
を
説
く
た
め
に
述
作
（
フ
ァ

ブ
リ
ケ
ー
ト　

fabricate

）
し
た
も
の
で
あ
っ
て
民
族
と
と
も
に
伝
わ
っ
て
き
た
歴
史
の
伝
承
で
は
な
い（

１
）と

し
て
い
る
。

津
田
は
記
紀
神
話
は
で
っ
ち
上
げ
た
も
の
だ
と
い
う
が
、
じ
つ
は
記
紀
神
話
で
は
自
ら
一
定
の
伝
達
方
法
に
よ
り

伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
津
田
は
そ
の
こ
と
に
対
し
て
断
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

断
っ
た
う
え
で
津
田
は
述
作
だ
と
言
い
張
る
確
か
な
証
拠
を
提
出
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
伝
達
さ

れ
て
き
た
と
解
読
で
き
れ
ば
、
他
の
関
連
事
項
も
わ
か
り
、
言
い
張
る
は
ず
も
な
く
な
る
。

津
田
は
こ
れ
に
限
ら
ず
、
こ
れ
と
同
様
の
態
度
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
な
に
も
『
記
紀
』
編
纂
時
に
は
そ
っ
く
り

文
字
の
無
か
っ
た
時
代
の
考
え
が
不
確
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

記
紀
神
話
は
民
族
と
と
も
に
伝
わ
っ
て
き
た
歴
史
の
伝
承
で
は
な
い
と
、
否
定
的
に
述
べ
て
い
る
。
歴
史
の
伝
承

で
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
う
や
ら
記
紀
神
話
は
民
族
と
と
も
に
伝
わ
っ
て
き
た
と
い
え
そ
う
な
の

で
あ
る
。
現
在
、
方ほ

う
ぼ
う々

に
そ
の
証
拠
が
残
っ
て
い
る
。
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そ
れ
と
記
紀
神
話
の
最
初
の
記
述
は
六
世
紀
の
前
半
の
継
体
―
欽
明
朝
の
こ
ろ
と
し
た
た
め
に
、
宮
廷
が
述
作
し

た
と
な
る
の
だ
が
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
実
際
に
記
紀
神
話
を
伝
え
る
伝
達
方
法
は
、
現
在
に
お
い
て
朝
廷
の
存
在

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
時
代
ま
で
遡
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
紀
元
前
三
五
〇
年
頃
の
福
岡
県
西
区
吉
武
字
高
木
の
吉
武
高
木
遺
跡
の
墳
丘
墓
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
あ
る（

２
）。
す
で
に
後
々
の
高
天
原
・
出
雲
・
伊
勢
な
ど
を
表
現
し
て
い
る
と
思
え
る
墳
丘
墓
が
存
在
し
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
今
後
は
吉
武
高
木
遺
跡
よ
り
も
前
に
そ
の
伝
達
方
法
は
存
在
し
て
い
た
の
か
を
確
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
吉
武
高
木
遺
跡
の
後
、
図
1
の
1
の
よ
う
に
伝
達
方
法
は
一
定
の
配
置
に
よ
り
相
似
形
の
幾
何
学
的

配
置
を
維
持
す
る
よ
う
に
な
る
。

図
1
の
2
の
よ
う
に
、
や
が
て
そ
の
相
似
形
の
配
置
は
、
列
島
上
に
最
大
限
ま
で
拡
大
さ
れ
る
。
そ
れ
は
記
紀
神

話
の
基
本
型
と
い
え
る
。

こ
れ
か
ら
私
の
説
明
に
用
い
る
の
は
、
列
島
の
文
字

の
な
か
っ
た
時
代
に
存
在
し
た
独
特
な
一
つ
の
伝
達
方

法
で
あ
る
。
そ
の
伝
達
方
法
の
適
用
範
囲
内
に
記
紀
神

話
は
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

記
紀
神
話
は
津
田
の
い
う
の
と
は
異
な
っ
て
、
古
く

か
ら
の
伝
統
が
あ
る
。
最
近
は
津
田
に
満
足
せ
ず
、
八

世
紀
前
後
の
藤
原
不
比
等
だ
と
い
う
研
究
者
も
い
る（

３
）始

末
で
あ
る
。

図 1 の 1　伝達方法の基本型
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一章　『記紀』と無文字時代の伝達方法
　　　	 ―記紀神話は自らの出自を語る―

津
田
は
、「
神
代
紀
の
注
の
多
く
の
「
一
書
」
の
中
に
は
、

ほ
ぼ
『
古
事
記
』
と
同
じ
も
の
が
あ
る
の
で
、そ
れ
と
『
古

事
記
』
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
二
つ
は
よ
く
似

図 1 の 2　記紀神話の基本型

そ
の
伝
達
方
法
は
適
用
範
囲
が
広
く
、と
り
わ
け『
記
紀
』

研
究
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。『
記
紀
』
を
理
解
す
る
に

は
、『
記
紀
』
の
全
面
的
に
、
伝
達
方
法
が
重
複
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
心
得
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

津
田
は
「『
古
事
記
』
の
で
き
あ
が
っ
た
あ
と
、
わ
ず
か

二
年
で
、し
か
も
同
じ
元
明
天
皇
の
和
同
七
年
（
七
一
四
）
に
、

新
た
に
国
史
撰
集
の
事
業
が
企
て
ら
れ
た
の
は
何
故
で
あ

る
の
か
、
ま
っ
た
く
了
解
が
で
き
な
い（

４
）」
と
い
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
説
明
し
よ
う
と
考
え
て
い

る
伝
達
方
法
は
、『
記
紀
』
は
初
め
か
ら
同
時
に
存
在
す
る

こ
と
を
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時

に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
記
紀
』
の
理
解
が
し
や
す

く
、
む
し
ろ
理
解
は
可
能
と
な
っ
て
い
る
。『
記
紀
』
は
別

個
扱
い
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
対
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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て
い
る
が
、
ど
の
場
合
で
も
そ
れ
に
い
く
ら
か
ず
つ
の
差
異
は
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い（
５
）」
と
い
い
、
そ

れ
は
な
ぜ
か
と
問
う
て
い
る
。

こ
れ
は
私
が
説
明
し
よ
う
と
す
る
伝
達
方
法
が
、記
紀
神
話
の
編
纂
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、よ
く
物
語
っ

て
い
る
。「
よ
く
似
て
い
る
が
、
差
異
が
あ
っ
て
」
と
は
、
神
話
が
歴
史
的
変
遷
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
ま
で
考

え
ら
れ
る
の
か
の
問
題
に
も
な
っ
て
く
る
。

は
っ
き
り
い
え
る
こ
と
は
『
日
本
書
記
』
神
話
の
本
文
・
一
書
、『
古
事
記
』
神
話
の
相
互
の
位
づ
け
の
問
題
に

か
か
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
伝
達
方
法
で
は
は
っ
き
り
位
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
津
田
は
、「
文
字
の
な
か
っ
た
時
代
の
歴
史
的
事
実
の
い
く
ら
か
の
言
い
伝
え
が
文
字
の
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
時
代
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
―
『
記
紀
』
に
そ
う
い
う
言
い
伝
え
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か

は
、
二
書
の
記
載
そ
の
も
の
の
研
究
に
よ
っ
て
判
断
す
る
ほ
か
は
な
い（

６
）」
と
い
っ
て
い
る
。

津
田
の
頭
の
中
に
は
、
無
文
字
時
代
に
は
、
前
言
往
行
ぐ
ら
い
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
か
。
し
か
も
『
記
紀
』
の

物
語
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
ゆ
え
に
、
は
じ
め
か
ら
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
し
ま
う（

７
）。『
記
紀
』
は
無
文
字
時
代
の

伝
達
方
法
を
中
心
に
す
え
て
展
開
し
て
い
る
た
め
、
現
在
の
研
究
で
は
頓
珍
漢
の
疑
問
も
は
な
は
だ
し
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。

津
田
は
、
文
字
の
な
い
よ
う
な
「
幼
稚
な
社
会
で
は
、
過
去
の
事
実
を
事
実
と
し
て
の
ち
に
伝
え
よ
う
と
い
う
よ

う
な
意
図
が
あ
る
ら
し
く
は
な
い（

８
）」
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
伝
達
方
法
は
明
ら
か
に
後
世
に
伝
え
よ

う
と
し
た
一
大
事
業
で
あ
っ
た
。
津
田
の
考
え
は
伝
承
さ
れ
て
い
た
当
時
か
ら
み
れ
ば
現
代
に
は
肯
定
さ
れ
て
も
、

あ
ま
り
に
も
的
外
れ
な
一
人
よ
が
り
の
考
え
な
の
で
あ
る
。
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二　

偶
然
の
分
類

時
々
私
は
、
無
文
字
時
代
の
伝
達
方
法
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
説
得
力
の
あ
る
、
そ
の

伝
達
方
法
の
す
ぐ
れ
た
研
究
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
偶
然
に
優
る
も
の
は
な
い
。

そ
の
具
体
例
を
森
博ひ

ろ
み
ち達
氏
の
『
日
本
書
記
の
謎
を
解
く
』（
一
九
九
九
・
中
公
新
書
）
よ
り
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
次

の
記
述
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

森
氏
は
、「
宣
長
も
指
摘
し
て
い
る
が
、『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』
な
ど
は
呉
音
系
で
、『
日
本
書
記
』
だ
け
は

漢
音
系
で
あ
る（

９
）」
と
い
っ
て
い
る
。

伝
達
方
法
を
考
え
る
う
え
で
、
ど
れ
が
、
基
準
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ど
れ
が
多
数
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
れ
が

早
く
存
在
し
て
い
る
の
か
は
重
要
な
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
は
呉
音
系
で
、『
日
本
書
記
』
は
漢
音
系
で
あ
る
こ
と

は
特
に
重
要
な
の
で
あ
る
。
呉
音
系
と
漢
音
系
は
ど
の
よ
う
な
特
色
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

森
氏
は
、「
呉
音
は
四
～
六
世
紀
頃
の
南
朝
音
を
母
胎
と
し
、
漢
音
は
七
～
九
世
紀
頃
の
首
都
、
長
安
を
中
心
と

す
る
唐
代
北
方
音
を
母
胎
と
し
て
い
る）

（1
（

」
と
い
っ
て
い
る
。

さ
て
、
森
氏
は
、「
七
二
〇
年
に
完
成
し
た
『
日
本
書
紀
』
全
三
十
巻
は
、
わ
が
国
最
初
の
正
史
で
あ
る
。
そ
の

記
述
に
用
い
ら
れ
た
漢
字
の
音
韻
や
語
法
を
分
析
し
た
結
果
、
渡
来
中
国
人
が
著
わ
し
た
α
群
と
日
本
人
が
書
き
継

い
だ
β
群
の
混
在
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
各
巻
の
性
格
や
成
立
順
序
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た）

（（
（

」
と
い
う
。

は
た
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
二
分
類
に
し
て
い
る
わ
け
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
は
森
氏
は
答
え
て
い
な
い
。
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そ
の
う
ち
の
α
群
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
森
氏
は
、「
α
群
で
は
、
単
一
の

字
音
体
系
に
基
づ
い
て
仮
名
が
表
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
当
時
の
北
方
音
で

あ
り
、
中
国
音
そ
の
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
α
群
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初

頭
の
唐
代
北
方
音
に
全
面
的
に
基
づ
き
、原
音
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る）

（1
（

」
と
い
う
。

同
様
に
、
β
群
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
森
氏
は
、「
β
群
で
は
倭
音
に
基

づ
く
仮
名
が
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
漢
音
系
の
み
な
ら
ず
呉
音
系
の
仮

名
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
複
数
の
字
音
体
系
に
基
づ
く
仮
名
が
混
在
し
て
い
る
。
β

群
で
は
既
成
の
仮
名
が
少
な
か
ら
ず
利
用
さ
れ
、
漢
字
の
原
音
（
中
国
音
）
や
単
一
の

字
音
体
系
に
よ
る
吟
味
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
森
氏
の
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
は
表
の
よ
う
に
当
て

は
ま
る
こ
と
か
ら
、
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
『
日
本
書
記
』
の
漢
字
表
現
が
そ
れ
ほ
ど
自
在
に
わ
か
る
の
か
と
、
私
は

問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
森
氏
は
無
文
字
時
代
の
伝
達
方
法
の
特
徴
と
同
じ
説
明

を
し
て
い
る
の
で
、
実
際
に
正
し
い
こ
と
が
私
に
と
っ
て
は
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
森
氏
は
β
群
に
対
し
て
、「
複
数
の
字
音
体
系
に
基
づ
く
仮
名
が
混
在
し

て
い
る
」
と
か
、「
既
成
の
仮
名
が
少
な
か
ら
ず
利
用
さ
れ
、
漢
字
の
原
音
（
中
国
音
）

や
単
一
の
字
音
体
系
に
よ
る
吟
味
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら

に
対
す
る
不
満
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
的
確
に
、
伝
達

型 代表点 記紀神話 字音体系
巻別分類

神名 埼玉古墳群

高天原 A a - - タカミムスヒ 稲荷山古墳

出雲
B1 b1 『紀』神話の本文 α群 スサノヲ 丸墓山古墳
B2 b2 『紀』神話の一書 β群 オホクニヌシ 愛宕山古墳

瓦塚古墳
伊勢 C c 『記』神話 漢化和文 アマテラス 将軍山古墳
宮都 D d （神武天皇）
日向 E e ホノニニギ 奥の山古墳

表 1　日本書紀巻別字音体系と相互関連の特徴
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方
法
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
意
図
的
・
計
画
的
な
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、α
群
と
β
群
は
伝
達
方
法
に
と
っ

て
何
に
あ
た
る
の
か
、
即
答
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
適
切
な
言
葉
で
は
な
い
が
、
森
氏
の
無
文
字
時
代
の
伝
達
方
法

の
研
究
は
結
果
的
に
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

さ
ら
に
は
α
群
は
単
一
の
字
音
体
系
、β
群
は
複
数
の
字
音
体
系
と
し
て
い
る
の
も
、
伝
達
方
法
の
基
本
で
あ
る
。

一
対
複
数
の
関
係
、
そ
れ
で
『
日
本
書
紀
』
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
っ
て
伝
達
方
法
の
何
な
の
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
、森
氏
に
と
っ
て
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
修
に
つ
い
て
の
疑
問
と
な
っ
て
し
ま
う
。

α
群
の
巻
一
四
の
雄
略
即
位
前
紀
に
『「
妻
を
称い

ひ
て
妹
と
す
る
」
と
み
え
る
。「
日
本
人
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
β
群
で
は
「
妹
」
字
が
妻
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
注
釈
は
加
え
ら
れ
て
い

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
α
群
の
冒
頭
で
は
、「
蓋
し
古
の
俗
か
」
と
奇
異
な
疑
問
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
語

に
精
通
し
て
い
な
い
者
の
懐
疑
で
あ
る
。
中
国
人
に
よ
る
原
注
で
あ
ろ
う）

（1
（

』
と
述
べ
、「
漢
語
、
漢
文
の
誤
用
は
β

群
に
偏
在
し
、
α
群
は
基
本
的
に
正
格
の
漢
文
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
要
す
る
に
、

述
作
の
姿
勢
や
発
想
が
根
本
的
に
相
違
す
る
の
だ
。
β
群
は
日
本
語
的
発
想
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
α
群
は
中
国
語
で

書
か
れ
た
の
で
あ
る）

（1
（

と
す
る
。

「
α
群
中
国
人
述
作
説
」
の
節
の
終
わ
り
に
、
森
氏
は
、「
β
群
の
編
修
に
は
な
ぜ
中
国
人
が
参
画
し
な
か
っ
た
の

か）
（1
（

」
と
疑
問
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
α
群
は
な
ぜ
中
国
人
の
「
蓋
し
古
の
俗
か
」
と
奇
異
な
疑
問
の
ま
ま
に
し
て
お

く
の
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
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α
群
に
は
中
国
式
に
間
違
う
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
β
群
に
「
漢
語
・
漢
文
の
誤
用
」
が
偏
在
し
て

い
る
の
と
は
、
意
味
合
い
が
異
な
る
。
β
群
の
誤
用
は
誤
用
と
い
う
よ
り
当
時
の
日
本
式
に
近
く
な
る
こ
と
が
必
要

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
β
群
の
選
述
者
は
、
中
国
原
音
と
し
て
の
正
音
（
唐
代
北
方
音
）
に
暗
か
っ
た
。
ま
た
潤
色
、
加
筆
者
は
正
格
漢

文
に
通
熟
し
て
い
な
か
っ
た
。
人
材
が
不
足
し
て
い
た
の
だ）

（1
（

」
と
森
氏
は
考
え
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
と
は
い

え
な
い
。

伝
達
方
法
に
と
っ
て
は
、
α
群
・β
群
の
そ
の
特
徴
は
、
ま
さ
に
そ
れ
自
身
は
正
し
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
α
群
・

β
群
の
ほ
か
に
そ
れ
に
対
応
す
る
に
相
応
し
い
も
の
の
存
在
に
考
え
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
伝
達
方
法
に
は
α

群
・
β
群
に
さ
ら
に
添
え
て
図
1
の
1
の
扁
平
三
角
形
に
な
る
一
式
の
完
成
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
く
れ
ば
、
多
く
の
予
測
が
伝
達
方
法
の
決
ま
り
に
よ
り
可
能
で
あ
る
。
森
氏
は
多
く
の
具
体
例
か

ら
「『
日
本
書
紀
』
の
述
作
は
α
群
が
β
群
に
先
行
し
た
。
α
群
は
主
に
持
統
朝
に
述
作
さ
れ
、
β
群
は
主
に
文
武

朝
に
述
作
さ
れ
た）

（1
（

」
と
結
論
づ
け
る
。

だ
が
、
そ
の
理
由
は
も
ち
ろ
ん
、
α
群
と
β
群
の
存
在
理
由
が
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ

は
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
者
に
不
信
を
募
ら
せ
る
場
合
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
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三　

造
形
の
伝
達
方
法

日
本
の
無
文
字
時
代
に
は
、
私
が
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
伝
達
方
法
が
一
つ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ

こ
に
も
井
上
光
貞
氏
の
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
歴
史
の
歩
み
を
た
ど
る
に
は
、「『
記
紀
』
の
神
話
・
伝
承
な
ど
に
わ

ず
ら
わ
さ
れ
な
い
で
、
た
し
か
な
記
録
と
考
古
学
の
成
果
を
も
ち
い
て
、
歴
史
の
歩
み
と
、
そ
の
と
き
ど
き
の
人
び

と
の
生
活
を
で
き
る
だ
け
再
構
成
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る）

（1
（

」
と
い
う
場
面
に
出
く
わ
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「『
記
紀
』
の
神
話
・
伝
承
な
ど
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
で
」
と
は
、
今
も
っ
て
そ
う
な
の
だ
が
、『
記
紀
』

の
神
話
・
伝
承
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
た
し
か

な
記
録
」と
は
、『
記
紀
』以
外
の
日
本
の
記
録
で
は
な
く
、外
国
が
当
時
の
日
本
の
こ
と
を
述
べ
た
記
録
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
井
上
氏
は
、「『
記
紀
』
も
歴
史
の
所
産
だ
か
ら
―
そ
の
素
材
の
な
か
に
は
、
遺
跡
や
遺
物
を
研
究
す
る
人

類
学
や
考
古
学
で
は
と
う
て
い
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
わ
た
く
し
た
ち
の
祖
先
の
思
想
や
習
慣
が
無
尽
蔵
に

編
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

11
（

」
と
い
っ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
は
歴
史
学
者
の
買
い
か
ぶ
り
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

「
神
話
か
ら
歴
史
へ
」
で
み
る
よ
う
に
考
古
学
者
と
文
化
人
類
学
者
を
参
加
さ
せ
て
い
る
井
上
氏
で
す
ら
、
歴
史

学
者
は
考
古
学
や
文
化
人
類
学
と
距
離
を
お
こ
う
と
す
る
の
だ
が
、
私
が
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
伝
達
方

法
は
、『
記
紀
』
が
文
字
で
表
現
し
て
い
る
。
し
か
も
文
字
よ
り
造
形
は
表
現
が
優
っ
て
い
て
、
わ
か
り
や
す
い
こ

と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
う
い
う
た
め
に
は
初
め
は
お
ま
え
も
、
文
字
か
ら
造
形
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
反
問
さ
れ
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る
か
も
し
れ
な
い
。
伝
達
方
法
と
は
、
文
字
に
限
ら
ず
、
ど
れ
も
知
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
な
の
で
あ
る
。
造
形
の

伝
達
方
法
も
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
本
来
は
文
字
の
な
か
っ
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
字
を
頼
る
な
ど
と
回

り
く
ど
い
こ
と
は
、
け
し
て
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

『
隋
書
』
俀
国
伝
に
「
無
文
字
唯
刻
木
結
縄
」
と
み
え
る
。「
俀
国
」
と
は
、
倭
国
、
日
本
の
事
で
あ
る
。
日
本
は

「
文
字
が
な
く
、
文
字
の
代
わ
り
に
、
た
だ
刻
木
・
結
縄
の
み
で
伝
達
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

現
在
の
日
本
の
学
者
は「
刻
木
」「
結
縄
」が
伝
達
方
法
の
一
手
段
だ
と
い
う
実
感
が
な
い
。
そ
の
た
め「
木
を
刻
み
、

縄
を
結
ぶ）

1（
（

」
と
訳
し
て
い
る
の
を
よ
く
み
か
け
る
。

こ
れ
か
ら
述
べ
る
伝
達
方
法
は
、
そ
の
刻
木
で
も
結
縄
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、『
隋
書
』
は
そ
の
伝
達
方
法
を
も

ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

刻
木
と
は
木
を
刻
み
方
に
よ
り
、
結
縄
と
は
縄
の
結
び
方
に
よ
り
、
意
思
を
伝
え
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
は

日
本
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
中
国
大
陸
に
も
存
在
す
る
。

刻
木
・
結
縄
の
う
ち
、
片
方
だ
け
を
用
い
る
民
族
も
あ
る
が
、
両
方
を
用
い
る
民
族
は
多
く
、
そ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
・

ビ
ル
マ
語
族
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
語
族
は
、
日
本
民
族
成
立
の
根
幹
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

刻
木
・
結
縄
に
対
し
、『
記
紀
』
に
多
用
さ
れ
て
い
る
伝
達
方
法
は
、
さ
し
ず
め
「
造
形
」
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
に
適
し
て
い
る
言
葉
は
「
配
置
」
で
あ
ろ
う
。
造
形
を
置
い
て
、
相
互
の
位
置
関
係
や
そ
の

置
く
順
序
を
全
体
と
し
て
表
現
す
る
。

無
文
字
時
代
の
伝
達
方
法
と
い
っ
て
き
た
が
、
文
字
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
ま
で
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の
表
現
が
な
く
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
状
況
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
文
字
に
対
す
る
態
度
が

わ
か
り
、
文
書
の
理
解
に
極
め
て
有
効
な
の
で
あ
る
。

津
田
は
「
シ
ナ
の
典
籍
の
光
に
よ
っ
て
明
け
は
じ
め
た
わ
れ
わ
れ
民
族
の
歴
史
の
は
じ
ま
り
が
、
わ
が
国
の
文
献

に
よ
っ
て
開
か
れ
る
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
古
い
」
と
い
い
、「『
記
紀
』
の
転
載
の
上
代
（
古
代
の
こ
と
）
の
部
分
に
よ
っ

て
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
上
代
史
は
わ
か
ら
な
い）

11
（

」
と
い
い
き
る
け
れ
ど
も
、
は
た
し
て
そ
う
と
ば
か
り
い
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

刻
木
や
結
縄
は
、
か
な
ら
ず
し
も
紀
元
前
の
も
の
は
保
存
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
が
、
造
形
は
残
っ
て
い

る
。
今
回
は
紀
元
前
に
あ
た
る
も
の
を
主
な
例
と
し
て
使
用
は
し
な
い
が
、
私
の
身
近
に
存
在
す
る
。
具
体
的
で
多

く
の
こ
と
を
解
明
で
き
る
も
の
を
例
に
と
り
た
い
。

造
形
の
伝
達
方
法
と
い
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の

手
段
を
と
る
が
、
伝
え
る
目
的
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
造
形
の
伝
達
方
法
一
セ
ッ
ト
に
は
そ
の
た

め
の
あ
る
一
定
の
共
通
し
た
決
ま
り
が
あ
る
。

そ
れ
を
客
観
的
に
表
現
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
定
の
共
通
し
た
決
ま
り
の
表
現
の
一
部
を
う

ま
く
気
づ
け
ば
、
造
形
の
伝
達
方
法
一
セ
ッ
ト
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
図
1
の
3
の
配
置
を
み
て
ほ
し
い
。
独
特
な
配
置
に
な
っ
て
い
る
。
各
代
表
点
a
・
b1

・
b2

・
c
・
e
が

そ
の
よ
う
な
間
隔
で
置
か
れ
て
い
る
。
実
際
の
も
の
は
A
・
B1
・
B2

・
C
・
E
で
表
現
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
図
を
画
く
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
代
表
点
は
ど
こ
な
の
か
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
相
互
の
位
置
関
係
を
正
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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各
点
が
定
ま
っ
た
後
、
相
互
に
直

線
を
引
き
扁
平
三
角
形
が
で
き
あ
が

る
。
た
だ
し
、
直
線
b1

C
は
引
か

な
い
。
点
b1

は
直
線
a
b2

上
に
存

在
し
、
点
b1

は
な
い
場
合
も
多
い
。

B1

と
B2

は
B
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

B2

が
代
表
し
て
い
る
。

三
角
形
a

b'2
c
は
、
こ
の
伝
達

方
法
の
基
本
的
な
配
置
で
あ
る
。
点

a
・
b1

・
b2

・
c
は
原
則
的
な
配
置

順
に
な
る
。

こ
の
ほ
か
に
図
1
の
1
の
よ
う
に

点
a
か
ら
点
e
に
直
線
を
引
く
場
合

が
あ
る
。
さ
ら
に
図
1
の
2
や
図
1

の
10
の
よ
う
に
扁
平
三
角
形
の
内
部

や
外
部
付
近
に
点
d
が
存
在
す
る
場

合
が
あ
る
。
扁
平
三
角
形
に
対
し
、
点
d
が
複
数
存
在
す
る
場
合
は
、
配
置
順
に
d1
・d2
・d3

…
と
表
記
し
て
き
た
。

点
d
は
と
り
わ
け
定
ま
っ
た
位
置
が
な
い
の
で
、
あ
ま
り
述
べ
な
い
こ
と
に
す
る
。

図 1 の 3　埼玉古墳群
埼玉県立さきたま史跡の博物館「鉄砲山古墳発掘現地説明会（2010.9.25）
資料」に引用加筆
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一章　『記紀』と無文字時代の伝達方法
　　　	 ―記紀神話は自らの出自を語る―

各
A
・
B1

・
B2

・
C
・
E
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
り
、
逆
に
特
徴
か
ら
ど
れ
に
該
当
す
る
の
か
が
わ
か
る
。

実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
配
置
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
配
置
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
便
利
で

あ
る
。
例
え
ば
、
B1

と
B2

が
定
ま
れ
ば
、
未
定
の
C
を
探
し
、
さ
ら
に
は
A
を
探
す
方
法
を
と
る
。

こ
こ
で
A
・
B1

・
B2

・
C
・
E
の
特
徴
を
述
べ
る
。

全
体
と
し
て
の
特
徴
、
特
定
の
相
互
に
お
け
る
特
徴
、
個
々
の
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
立
岩
堀
田
遺
跡

の
C
は
サ
ル
タ
ヒ
コ
に
な
る
。
貝
輪
の
着
装
に
よ
る
右
腕
C
の
強

調
、
足
を
ば
た
つ
か
せ
た
様
子
は
伊
勢
の
海
で
貝
に
か
ま
れ
て
、

お
ぼ
れ
る
状
態
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
全
体
と
し
て
の
共
通
し
た
特
徴
が
あ
る
。
弥
生
時
代
の

墳
丘
墓
、
古
墳
時
代
の
古
墳
、
一
棺
内
の
も
の
、
天
皇
一
代
の

宮
都
な
ど
で
あ
る
。
造
形
の
表
現
で
あ
る
た
め
に
、
絶
対
的
な

表
現
は
無
理
で
あ
っ
て
、
相
対
的
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

特
定
の
相
互
に
お
け
る
特
徴
は
、
B1

と
B2

は
仲
間
で
あ
る
。

B1

と
B2

の
特
徴
は
B
と
し
て
の
特
徴
で
あ
り
、
B1

と
B2

の
独
自

の
特
徴
は
あ
ま
り
見
つ
か
ら
な
い
。

B2

と
C
は
、
と
り
わ
け
比
較
す
べ
き
関
係
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
た
め
B2

と
C
だ
け
に
似
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
B2

を
紹
介

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
C
の
説
明
を
間
接
的
に
す
る
と
い
う
手

図 1 の 4　34 号甕棺
福岡県飯塚市立岩遺蹟調査委員会編『立岩遺蹟』（河出書房
新社 1977）より引用転載
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段
を
と
る
。
C
は
わ
か
り
に
く
い
存
在
に
な
り
や
す
い
。

E
と
A
の
関
係
は
、
と
び
き
り
遠
く
離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
系
と
し
て
共
通
性
が
強
い
。
A
と
C
は

も
と
よ
り
、
C
と
E
に
も
共
通
性
は
あ
る
。

今
後
は
よ
り
読
者
の
反
応
を
早
く
す
る
た
め
に
、
各
造
形
を
記
紀
神
話
に
な
ぞ
ら
え
て
、
A
は
高
天
原
型
（
タ
カ

ミ
ム
ス
ヒ
型
）
と
す
る
。
B1

は
須
賀
神
社
型
（
ス
サ
ノ
ヲ
型
）、
B2

は
出
雲
大
社
型
（
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
型
）
と
し
、
二
つ
合

わ
せ
て
出
雲
型
と
す
る
。
C
は
伊
勢
型（
伊
勢
神
宮
内
宮
型
ま
た
は
ア
マ
テ
ラ
ス
型
）と
す
る
。
E
は
日
向
型（
高
千
穂
宮
型
・

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
型
）
と
す
る
。

A
（
高
天
原
型
）
の
特
徴
は
、
な
に
よ
り
も
全
体
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
最
も
早
く
か

ら
存
在
す
る
。
別
格
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
総
合
的
で
あ
る
。
A
に
対
し
て
他
は
派
生
的
・
部
分
的
と
い
る
。
A
は

他
を
見
て
い
る
と
い
う
視
点
的
な
存
在
で
も
あ
る
。

B
（
出
雲
型
）
の
特
徴
は
、ま
ず
A
に
対
し
て
例
外
的
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
た
め
説
明
し
や
す
い
。

騒
が
し
い
・
不
安
定
・
古
い
な
ど
否
定
的
な
価
値
観
が
続
く
。

個
々
に
で
は
な
く
B1

と
B2

を
合
計
し
て
B
と
し
て
一
緒
に
考
え
る
の
で
、大
き
い
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
伝
達
方
法
は
大
き
な
こ
と
に
否
定
的
な
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

B1

と
B2

の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
相
互
乗
り
入
れ
を
し
て
い
る
の
で
難
し
い
。
B1

は
最
も
特
徴
的
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
最
も
異
質
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
誤
り
が
多
い
。

B2

は
単
数
の
場
合
も
あ
る
が
、
複
数
存
在
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
内
容
は
A
と
C
の
中
間
に
な
る
た
め
、
よ

り
正
し
く
な
い
、
よ
り
望
ま
し
く
な
い
な
ど
と
な
る
。
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一章　『記紀』と無文字時代の伝達方法
　　　	 ―記紀神話は自らの出自を語る―

C
（
伊
勢
型
）
は
、
一
般
的
・
単
純
・
小
さ
い
・
わ
か
り
や
す
い
・
静
か
・
安
定
的
な
ど
、
B
と
反
対
の
関
係
に
な
る
。

由
緒
が
あ
っ
て
、
か
つ
、
新
し
い
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
最
も
遅
い
存
在
で
あ
る
。

E
（
日
向
型
）
の
特
徴
は
、
特
別
・
高
貴
な
ど
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
大
き
さ
は
他
と
比
べ
一
定
で
な
く
、
比

較
的
小
さ
い
場
合
と
大
き
い
場
合
が
あ
る
。

四　

記
紀
神
話
は
自
ら
を
語
る

記
紀
神
話
は
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
神
話
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
述
べ
て
い
る
。
簡
単
で
わ
か
り
や
す
い
の
で
、
そ
の

伝
達
方
法
に
基
づ
い
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
注
目
す
る
の
は『
古
事
記
』よ
り
も『
日
本
書
紀
』の
神
話
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』の
神
話
は
十
一
段
よ
り
成
っ

て
い
る
。
各
段
は
本
文
と
一
書
で
で
き
て
い
る
。
一
書
の
数
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
て
少
な
い
段
は
一
、
多
い
段

は
十
一
で
あ
る
。

す
べ
て
の
段
が
本
文
が
先
で
、
一
書
は
後
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
本
文
が
B1

、
一
書
が
B2

の
特
徴

に
な
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
考
え
や
す
く
す
る
た
め
に
、
図
1
の
1
の
よ
う
な
扁
平
三
角
形
の
原
則
的
な
図
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
し

て
お
い
て
、
各
点
に
当
て
は
め
て
い
く
。
こ
の
場
合
、
本
文
は
B1

、
一
書
は
B2

の
場
所
に
な
る
。

次
に
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
に
対
応
す
る
神
話
と
い
え
ば
、い
う
ま
で
も
な
く
『
古
事
記
』
の
神
話
で
あ
る
。『
古
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