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］

「
ワ
ニ
」
小
考

神

田

血
ノ、

城

　
日
本
の
神
話
に
は
「
ワ
ニ
」

を
見
る
。

と
呼
ば
れ
る
水
棲
の
生
き
物
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
。
記
紀
・
風
土
記
を
通
じ
て
次
の
よ
う
な
例

○
　
菟
答
へ
言
し
し
く
、
「
僕
泓
岐
島
に
在
り
て
、
此
の
地
に
度
ら
む
と
す
れ
ど
も
、
度
ら
む
因
無
か
り
き
。
故
、
海
の
和
迩
を
欺

　
き
て
言
ひ
し
く
、
『
吾
と
汝
と
競
べ
て
、
族
の
多
き
少
き
を
計
へ
て
む
。
故
、
汝
は
其
の
族
の
在
り
の
随
に
、
悉
に
率
て
来
て
、

　
此
の
島
よ
り
氣
多
の
前
ま
で
、
皆
列
み
伏
し
度
れ
。
爾
に
吾
其
の
上
を
踏
み
て
、
走
り
つ
つ
讃
み
度
ら
む
。
是
に
吾
が
族
と
敦

　
れ
か
多
き
を
知
ら
む
。
』
と
い
ひ
き
。
如
此
言
ひ
し
か
ば
、
欺
か
え
て
列
み
伏
せ
り
し
時
、
吾
其
の
上
を
踏
み
て
、
讃
み
度
り
来

　
て
、
今
地
に
下
り
む
と
せ
し
時
、
吾
云
ひ
し
く
、
『
汝
は
我
に
欺
か
え
つ
。
』
と
言
ひ
尭
は
る
即
ち
、
最
端
に
伏
せ
り
し
和
迩
、

　
我
を
捕
へ
て
悉
に
我
が
衣
服
を
剥
ぎ
き
。
（
古
事
記
・
稲
羽
素
兎
条
）

○
　
事
代
主
神
、
入
尋
熊
鰐
に
化
爲
り
て
、
三
嶋
の
溝
幟
姫
、
或
は
云
は
く
、
玉
櫛
姫
と
い
ふ
に
通
ひ
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
書
紀
入
段
一
書
第
六
）

○
　
計
り
て
日
さ
く
、
「
海
神
の
乗
る
駿
馬
は
、
入
尋
鰐
な
り
。
是
其
の
鰭
背
を
堅
て
て
、
橘
の
小
戸
に
在
り
。
吾
当
に
彼
者
と
共

　
に
策
ら
む
」
と
ま
う
し
て
、
乃
ち
火
折
尊
を
将
て
、
共
に
往
き
て
見
る
。
是
の
時
に
、
鰐
魚
策
り
て
日
さ
く
、
「
吾
は
入
日
の
以
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後
に
、
方
に
天
孫
を
海
宮
に
致
し
ま
つ
り
て
む
。
唯
し
我
が
王
の
駿
馬
は
、
；
尋
鰐
魚
な
り
。
是
当
に
一
日
の
内
に
、
必
ず
致

　
し
奉
り
て
む
。
故
、
今
我
帰
り
て
、
彼
を
し
て
出
で
来
し
む
。
彼
に
乗
り
て
海
に
入
り
た
ま
へ
。
海
に
入
り
た
ま
は
む
時
に
、

　
海
の
中
に
自
つ
か
ら
に
可
怜
小
汀
有
ら
む
。
其
の
汀
の
随
に
進
で
ま
さ
ば
、
必
ず
我
が
王
の
宮
に
至
り
ま
さ
む
。
宮
の
門
の
井

　
の
上
に
、
当
に
湯
津
杜
樹
有
る
べ
し
。
其
の
樹
の
上
に
就
き
て
居
し
ま
せ
」
と
ま
う
す
。
言
す
こ
と
詑
り
て
即
ち
海
に
入
り
て

　
去
き
ぬ
。
故
、
天
孫
、
鰐
の
所
言
の
随
に
留
り
居
し
て
、
相
待
つ
こ
と
己
に
八
日
な
り
。
久
し
く
し
て
方
に
；
尋
鰐
有
り
て
来

　
る
。
因
り
て
乗
り
て
海
に
入
る
。
毎
に
前
の
鰐
の
教
に
遵
ふ
。
（
日
本
書
紀
十
段
一
書
第
四
）

○
　
悉
に
和
迩
魚
ど
も
を
召
び
集
め
て
、
問
ひ
て
日
ひ
し
く
、
「
今
、
天
津
日
高
の
御
子
、
虚
空
津
日
高
、
上
津
國
に
出
幸
で
ま
さ

　
む
と
爲
た
ま
ふ
。
誰
は
幾
日
に
送
り
奉
り
て
、
覆
奏
す
そ
。
」
と
い
ひ
き
。
故
、
各
己
が
身
の
尋
長
の
随
に
、
日
を
限
り
て
白
す

　
中
に
、
】
尋
和
迩
白
し
し
く
、
「
僕
は
一
日
に
送
り
て
、
即
ち
還
り
来
む
。
」
と
ま
を
し
き
。
故
爾
に
其
の
一
尋
和
迩
に
「
然
ら

　
ば
汝
送
り
奉
れ
。
若
し
海
中
を
渡
る
時
、
な
憧
畏
ま
せ
ま
つ
り
そ
。
」
と
告
り
て
、
即
ち
其
の
和
迩
の
頚
に
載
せ
て
、
送
り
出
し

　
き
。
故
、
期
り
し
が
如
、
　
一
日
の
内
に
送
り
奉
り
き
。
其
の
和
迩
を
返
さ
む
と
せ
し
時
、
倣
か
せ
る
紐
小
刀
を
解
き
て
、
其
の

　
頚
に
著
け
て
返
し
た
ま
ひ
き
。
故
、
其
の
一
尋
和
迩
は
、
今
に
佐
比
持
神
と
謂
ふ
。
（
古
事
記
・
山
幸
彦
帰
還
条
）

○
　
是
に
、
火
火
出
見
尊
を
大
鰐
に
乗
せ
て
、
本
郷
に
送
致
り
ま
つ
る
。
（
日
本
書
紀
十
段
一
書
第
一
）

0
　
已
に
し
て
鰐
魚
を
召
し
集
へ
て
問
ひ
て
曰
は
く
、
「
天
神
の
孫
、
今
還
去
さ
む
と
す
。
偏
等
幾
日
が
内
に
、
致
し
奉
り
て
む
」

　
と
い
ふ
。
時
に
諸
の
鰐
魚
、
各
其
の
長
短
の
随
に
、
其
の
日
数
を
定
む
。
中
に
「
尋
鰐
有
り
て
、
自
ら
言
さ
く
、
＝
日
の
内

　
に
、
則
ち
致
し
ま
つ
る
べ
し
」
と
ま
う
す
。
故
、
即
ち
一
尋
鰐
魚
を
遣
し
て
、
送
り
奉
る
。
（
日
本
書
紀
十
段
一
書
第
三
）

○
　
爾
に
産
み
ま
さ
む
と
す
る
時
に
、
其
の
日
子
に
白
し
た
ま
ひ
し
く
、
「
凡
て
佗
國
の
人
は
、
産
む
時
に
臨
れ
ば
、
本
つ
國
の
形

　
を
以
ち
て
産
生
む
な
り
。
故
、
妾
今
、
本
の
身
を
以
ち
て
産
ま
む
と
す
。
願
は
く
は
、
妾
を
な
見
た
ま
ひ
そ
。
」
と
言
し
た
ま
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
も
こ
よ

　
き
。
是
に
其
の
言
を
奇
し
と
思
ほ
し
て
、
其
の
産
ま
む
と
す
る
を
霧
伺
み
た
ま
へ
ば
、
入
尋
和
迩
に
化
り
て
葡
旬
ひ
委
蛇
ひ
き
。

　
即
ち
見
驚
き
畏
み
て
、
遁
げ
退
き
た
ま
ひ
き
。
（
古
事
記
・
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
出
産
条
）

○
　
　
（
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
）
火
火
出
見
尊
に
謂
し
て
日
さ
く
、
「
妾
、
今
夜
産
ま
む
と
す
。
請
ふ
、
な
臨
ま
し
そ
」
と
ま
う
す
。
火
火
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出
見
尊
、
聴
し
め
さ
ず
し
て
、
猶
櫛
を
以
て
火
を
燃
し
て
視
す
。
時
に
豊
玉
姫
、
八
尋
の
大
熊
鰐
に
化
爲
り
て
、
葡
旬
ひ
逡
蛇

　
ふ
。
（
日
本
書
紀
十
段
一
書
第
一
）

○
　
已
に
し
て
従
容
に
天
孫
に
謂
し
て
日
さ
く
、
「
妾
方
に
産
む
と
き
に
、
請
ふ
、
な
臨
ま
し
そ
」
と
ま
う
す
。
天
孫
、
心
に
其
の

　
言
を
怪
び
て
蠣
に
硯
ふ
。
則
ち
入
尋
大
鰐
に
化
爲
り
ぬ
。
（
日
本
書
紀
十
段
一
書
第
三
）

○
　
即
ち
北
の
海
に
比
売
埼
あ
り
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
御
宇
天
皇
の
御
世
、
甲
戌
の
年
七
月
十
三
日
、
語
臣
猪
麻
呂
が
女
子
、
伴
の

　
埼
に
迫
遙
び
て
、
蓬
遁
に
和
爾
に
遇
ひ
、
賊
は
え
て
切
ら
ざ
り
き
。
爾
の
時
、
父
猪
麻
呂
、
賊
は
え
し
女
子
を
浜
の
上
に
徹
め

　
置
き
、
大
く
苦
憤
り
て
、
天
に
号
び
地
に
踊
り
、
行
き
て
は
吟
き
、
居
て
は
嘆
き
、
昼
夜
辛
苦
み
て
、
敷
め
し
所
を
避
る
こ
と

　
無
し
。
是
く
作
る
間
に
、
数
日
を
経
歴
た
り
。
然
し
て
後
、
慷
慨
む
志
を
興
し
て
、
箭
を
磨
ぎ
鋒
を
鋭
く
し
、
便
し
き
処
を
撰

　
び
居
り
、
即
ち
撞
み
訴
え
て
云
ひ
し
く
、
「
天
神
千
五
百
万
、
地
祇
千
五
百
万
、
並
に
当
国
に
静
ま
り
坐
す
三
百
九
十
九
社
、
及

　
海
若
等
、
大
神
の
和
魂
は
静
ま
り
ま
し
て
、
荒
魂
は
皆
悉
に
猪
麻
呂
が
乞
む
所
に
依
り
た
ま
へ
。
良
に
神
霊
し
坐
し
ま
さ
ば
、

　
吾
を
傷
ら
し
め
給
へ
。
此
を
以
ち
て
神
霊
の
神
た
る
を
知
ら
む
」
と
い
へ
り
。
爾
の
時
、
須
與
あ
り
て
、
和
爾
百
余
、
静
か
に

　
一
つ
の
和
爾
を
囲
続
み
、
徐
に
率
依
り
来
て
、
居
る
下
従
り
進
ま
ず
退
か
ず
、
猶
囲
続
め
る
の
み
な
り
き
。
爾
の
時
、
鋒
を
挙

　
げ
て
、
中
央
な
る
一
つ
の
和
爾
を
刃
し
て
殺
し
捕
り
き
。
己
に
詑
へ
て
、
然
し
て
後
に
、
百
余
の
和
爾
解
散
け
き
。
殺
ち
割
け

　
ば
、
女
子
の
一
脛
を
屠
り
出
し
き
。
伍
り
て
和
爾
を
ば
殺
ち
割
き
て
串
に
掛
け
、
路
の
垂
に
立
て
き
。
〔
安
来
郷
の
人
、
語
臣
与
が

　
父
な
り
。
爾
の
時
よ
り
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
に
六
十
歳
を
経
た
り
。
〕
（
出
雲
国
風
土
記
安
来
郷
条
）

○
　
恋
山
。
古
老
の
伝
へ
に
云
へ
ら
く
、
和
爾
、
阿
伊
村
に
坐
す
神
、
玉
日
女
命
を
恋
ひ
て
上
り
到
り
き
。
爾
の
時
、
玉
日
女
命

　
石
以
て
川
を
塞
へ
ま
し
し
か
ば
、
え
会
は
ず
し
て
恋
ひ
き
。
故
、
恋
山
と
云
ふ
。
（
出
雲
国
風
土
記
仁
多
郡
条
）

○
　
川
上
に
石
神
あ
り
、
名
を
世
田
姫
と
い
ふ
。
海
の
神
鰐
魚
を
謂
ふ
年
常
に
、
流
れ
に
逆
ひ
て
潜
り
上
り
、
此
の
神
の
所
に
到
る

　
に
、
海
の
底
の
小
魚
多
に
相
従
ふ
。
（
肥
前
国
風
土
記
・
佐
嘉
郡
条
）
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と
こ
ろ
で
こ
の
ワ
ニ
な
る
生
き
物
に
つ
い
て
、
現
在
「
鮫
や
鱗
の
よ
う
な
魚
類
」
と
理
解
す
る
の
と
、
「
爬
虫
類
の
鰐
」
と
す
る
考
え



方
が
あ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
先
年
も
一
般
好
事
家
向
け
と
思
わ
れ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
、
右
に
掲
げ
た
も
の
の
う
ち
の
「
稲
羽

の
素
兎
」
な
ど
を
取
り
上
げ
て
、
ど
ち
ら
が
本
当
か
を
追
跡
し
、
爬
虫
類
ら
し
い
と
い
う
結
論
へ
至
っ
た
よ
う
な
例
が
あ
る
。
も
っ
と

も
現
在
の
記
紀
研
究
に
於
て
は
概
ね
鮫
・
蟻
説
を
取
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
最
新
の
注
釈
の
一
つ
（
古
事
記
「
稲
羽
素
兎
」
条
の
『
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

和
迩
』
項
）
に
な
お
次
の
よ
う
な
言
及
を
見
る
。

　
日
本
に
爬
虫
類
の
ワ
ニ
は
い
な
い
か
ち
、
フ
カ
（
蟻
）
や
サ
メ
（
鮫
）
の
類
を
指
す
と
す
る
考
え
方
が
、
従
来
有
力
で
あ
る
。

大
型
の
サ
メ
を
フ
カ
と
言
う
が
、
サ
メ
は
「
御
蟄
佐
来
」
（
平
城
宮
木
簡
・
木
簡
番
号
三
六
三
）
な
ど
上
代
の
例
が
あ
る
の
に
対
し

て
、
フ
カ
は
「
拳
魚
布
可
」
（
和
名
抄
）
が
文
献
上
最
古
の
よ
う
で
、
時
代
が
や
や
下
る
か
ら
、
大
型
の
サ
メ
を
ワ
ニ
と
称
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
現
に
出
雲
風
土
記
に
は
、
海
産
物
と
し
て
「
入
鹿
・
和
爾
・
鰺
・
須
受
枳
（
下
略
）
」
（
島

根
郡
）
と
い
う
ふ
う
に
、
「
和
爾
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
爬
虫
類
と
は
思
え
な
い
。
同
書
の
別
の
個
所
で
は
、
「
沙
魚
」

（
島
根
郡
お
よ
び
秋
鹿
郡
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、
「
鮫
魚
（
中
略
）
一
名
黙
魚
（
中
略
）
和
名
佐
女
」
（
本
草
和
名
）
な
ど
に
照

ら
せ
ば
、
「
沙
魚
」
は
サ
メ
と
訓
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
出
雲
風
土
記
で
は
、
ワ
ニ
が
大
型
の
サ
メ
を
表
わ
す
と
考

え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
古
事
記
の
ワ
ニ
を
同
様
に
考
え
て
よ
い
か
と
言
う
に
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
古
事
記
で
は
、
ワ
ニ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　

海
幸
・
山
幸
の
話
に
出
て
来
る
が
、
そ
こ
で
は
「
化
八
尋
和
迩
而
、
葡
旬
委
蛇
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
形
容
は
、
既
に
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
量
蒔
の
類
よ
り
、
・
＝
質
。
辱
。
§
基
・
の
類
に
ふ
さ
わ
し
い
．
爵
、
麻
果
切
韻
云
鰐
籠
御
饗
有

四
足
隊
長
三
尺
甚
利
歯
虎
及
大
鹿
渡
水
撃
之
皆
中
断
」
（
和
名
抄
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
に
も
爬
虫
類
の
ワ
ニ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
ワ
ニ
は
本
来
餌
≡
σ
q
讐
霞
等
を
示
す
語
で
、
そ
れ
ら
が
日
本
に
生
息
し
な
い
所
か
ら
、
ω
冨
蒔
の
類
を
示
す
た
め

に
転
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
9
≡
α
q
鋤
8
「
等
を
示
す
用
法
が
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か

っ
た
。
象
を
意
味
す
る
キ
サ
や
、
竜
を
意
味
す
る
タ
ツ
の
語
の
存
在
し
た
所
か
ら
見
て
、
日
本
に
或
い
は
現
実
に
い
た
か
ど
う
か

は
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。
神
話
・
伝
説
の
類
で
は
、
想
像
上
の
動
物
が
活
躍
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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ま
た
研
究
者
仲
間
の
雑
談
で
も
、
ハ
ヒ
モ
ゴ
ヨ
フ
は
爬
虫
類
に
相
応
し
い
と
す
る
意
見
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

本
神
話
の
研
究
に
携
わ
る
者
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
ワ
ニ
の
問
題
を
考
え
て
お
き
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
も
日

ま
ず
右
に
列
挙
し
た
事
例
か
ら
日
本
の
神
話
に
あ
ら
わ
れ
た
ワ
ニ
な
る
生
き
物
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ワ
ニ
と
い
う
名
の
生
物
に
「
鰐
」
字
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。

水
に
棲
む
凶
暴
な
生
き
物
で
あ
る
。

泳
ぐ
の
が
速
い
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。

神
の
化
身
（
も
し
く
は
そ
の
逆
）
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

日
本
書
記
一
書
第
四
の
例
は
明
ら
か
に
魚
類
で
あ
る
。

一5一

　
凡
そ
こ
う
い
っ
た
事
柄
が
浮
ん
で
来
よ
う
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
検
討
に
入
ろ
う
。

　
ま
ず
右
掲
の
注
釈
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
和
名
抄
」
だ
が
、
確
か
に
そ
の
解
説
文
に
あ
る
ワ
ニ
は
爬
虫
類
以
外
の
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
「
和
名
抄
」
に
こ
う
あ
る
こ
と
が
、
上
代
文
献
の
ワ
ニ
を
考
え
る
こ
と
に
結
び
つ
く
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
そ
も
そ
も

「
和
名
抄
」
自
体
の
成
立
が
、
記
紀
等
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
時
代
が
下
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
勿
論
「
和
名
抄
」
な
ど
後
世
の
文
献

を
利
用
し
て
上
代
の
こ
と
を
考
察
す
る
傍
証
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
少
く
な
く
、
地
名
の
訓
み
方
な
ど
、
そ
れ
が
効
果
的
で
あ
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
基
本
的
に
は
あ
く
ま
で
「
そ
の
時
ま
で
に
そ
う
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
に
至
る
事
実
が
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
だ
け
は
確
か
に
言
え
る
」
と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
し
て
例
え
ば
「
和
名
抄
」
の
ワ
ニ
に
関
す
る
記
事
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
た
日
本
に
住
ま
な
い
虎
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

な
ど
、
当
時
の
日
本
人
で
ど
れ
だ
け
の
人
が
虎
を
実
見
で
き
た
も
の
か
を
想
像
し
て
み
れ
ば
、
実
際
に
見
た
こ
と
に
基
い
て
解
説
を
付



し
た
と
言
う
よ
り
は
中
国
の
知
識
に
よ
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
し
、
事
実
こ
の
「
和
名
抄
」
の
ワ
ニ
の
一
項
に
つ
い
て
は
『
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

選
』
に
出
典
が
求
め
ら
れ
て
も
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
虎
」
に
し
て
も
、
日
本
の
古
代
文
学
の
世
界
に
あ
っ
て
、
人
麻
呂
歌
な
ど
の
例

の
よ
う
に
、
言
葉
と
し
て
は
見
え
て
い
て
も
、
そ
れ
は
観
念
的
な
比
喩
に
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
肉
身
を
持
っ
た
生
き

物
と
し
て
は
説
話
に
登
場
し
な
い
。
知
識
と
し
て
は
あ
っ
て
も
人
の
生
活
の
場
と
は
無
縁
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
従
っ
て
「
和

名
抄
」
の
例
か
ら
古
代
説
話
に
生
き
生
き
と
描
か
れ
た
生
き
物
の
こ
と
を
考
え
る
の
は
、
妥
当
と
は
言
え
な
い
。

　
次
に
『
葡
旬
委
（
透
”
日
本
書
紀
）
蛇
く
ハ
ヒ
モ
ゴ
ヨ
フ
V
』
だ
が
、
右
の
注
釈
も
こ
れ
が
ど
う
や
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
よ

う
で
、
そ
れ
は
こ
の
表
現
が
爬
虫
類
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
委
（
透
）
蛇
」
は
、
古
事
記
伝
で
も

蛇
の
這
う
姿
の
意
味
と
し
、
大
系
本
日
本
書
紀
の
頭
注
で
も
『
逡
は
、
蛇
行
の
さ
ま
』
と
し
て
い
る
。
要
は
「
委
（
逡
）
蛇
↓
蛇
の
様

に
う
ね
う
ね
す
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
爬
虫
類
を
想
定
す
る
わ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
果
た
し
て
『
葡
旬
委
蛇
』
は
爬
虫
類
で
無

け
れ
ば
相
応
し
く
無
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
感
覚
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
筈
の
も
の
だ
が
、
筆
者
の
観
察
で
は
、
魚
類

の
全
般
を
見
渡
す
中
で
、
泳
ぎ
方
、
ま
た
陸
に
揚
げ
た
時
の
動
き
方
な
ど
、
鮫
の
類
は
、
他
の
魚
類
に
比
し
て
や
や
特
異
な
動
き
を
す

る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
一
体
に
現
生
の
魚
類
で
我
々
の
身
近
に
棲
息
す
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
硬
骨
魚
類
で
あ
る
の
に
対
し
、

鮫
の
類
の
み
は
エ
イ
と
共
に
軟
骨
魚
類
で
、
分
類
学
上
別
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
体
型
が
か
な
り
特
異

で
、
こ
の
こ
と
に
理
由
が
あ
ろ
う
が
そ
の
動
き
が
ま
た
独
特
で
、
う
ね
う
ね
と
し
な
や
か
で
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
即
さ
ず
と
も
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
他
の
普
通
に
よ
く
目
に
す
る
魚
類
と
比
較
し
て
、
蛇
の
類
に
近
い
動
き
方
と
見
え
る
。

　
い
ま
少
し
言
え
ば
、
我
々
が
「
魚
」
と
聞
い
て
想
起
す
る
比
較
的
目
に
親
し
い
魚
類
一
般
が
、
例
え
ば
鯛
の
よ
う
に
縦
に
扁
平
（
側

扁
形
）
な
の
に
対
し
、
鮫
の
類
の
場
合
は
、
断
面
が
「
お
む
す
び
型
」
に
近
い
。
こ
れ
は
例
え
ば
水
か
ら
揚
げ
て
船
上
や
陸
上
に
置
い

た
場
合
、
普
通
の
魚
類
は
横
倒
し
の
形
で
跳
ね
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
に
、
鮫
の
類
は
比
較
的
安
定
し
た
状
態
で
う
ご
め
く

の
で
あ
る
。
勿
論
、
鮪
の
類
の
よ
う
に
胴
体
断
面
が
丸
い
（
体
型
の
分
類
上
は
鮫
類
と
同
じ
く
紡
錘
形
と
さ
れ
る
）
も
の
も
あ
る
が
、

そ
の
動
き
方
に
鮫
の
し
な
や
か
さ
は
無
い
。
他
の
魚
類
が
、
上
か
ら
見
て
大
体
（
）
（
こ
の
様
に
頭
か
ら
尾
ま
で
の
間
で
一

度
た
わ
む
だ
け
の
動
き
を
繰
り
返
し
て
泳
ぐ
の
に
、
鮫
は
～
ー
（
・
～
の
様
に
二
、
三
度
屈
曲
し
つ
つ
泳
ぐ
。
ま
た
方
向
を
変
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え
る
時
も
、
他
の
魚
類
は
せ
い
ぜ
い
「
こ
の
程
度
し
か
曲
が
ら
な
い
が
、
鮫
の
体
は
「
こ
の
ぐ
ら
い
の
曲
線
を
作
り
出
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

従
っ
て
こ
の
様
な
動
き
を
す
る
生
き
物
に
つ
い
て
、
そ
の
陸
上
で
も
が
く
様
子
で
あ
れ
ば
、
筆
者
は
『
葡
旬
委
蛇
』
こ
そ
ま
さ
に
鮫
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ヨ

動
き
を
形
容
し
た
も
の
と
し
て
相
応
し
い
表
現
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
本
体
に
つ
い
て
「
ワ
ニ
」
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
右
の
事
例
に
は
掲
げ
て
い
な
い
が
、
日
本
書
紀
の
本
文

で
は
龍
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
爬
虫
類
説
に
繋
が
り
そ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
に
関
す
る
他
の
事
例
（
別
法
）
は

い
ず
れ
も
ワ
ニ
で
、
龍
蛇
の
類
と
す
る
も
の
は
孤
例
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
本
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
天
皇
家
の
祖
先
の
母

親
の
血
筋
を
記
し
と
ど
め
る
、
そ
の
根
幹
と
な
る
も
の
で
あ
る
に
つ
き
、
こ
の
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
が
水
界
を
支
配
す
る
神
の
系
統
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

と
こ
ろ
か
ら
、
ま
さ
に
王
者
の
血
筋
に
ふ
さ
わ
し
い
動
物
と
し
て
龍
が
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
あ
る
い
は
、
冒
頭
に
示
し
た
事
例
の
内
で
、
「
稲
羽
の
素
兎
」
に
つ
い
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
よ
く
似
た
話
の
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
確
か
に
爬
虫
類
の
鰐
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
日
本
に
流
入
し
た
と
考
え
る
の
が
、
現
在
の
多
く
の
賛
同
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
素
兎
諜
の
ワ
ニ
も
爬
虫
類
と
し
が
ち
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
東
南
ア
ジ
ア
の
話
が
爬
虫
類
の
ワ
ニ
で

あ
る
の
は
、
爬
虫
類
の
鰐
が
身
近
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
、
こ
の
話
の
日
本
へ
の
流
入
と
言
う
想
定
自
体
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

疑
義
を
提
示
し
て
い
る
論
も
あ
る
。
第
一
こ
れ
は
、
仮
に
ア
ジ
ア
地
域
で
爬
虫
類
の
鰐
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
そ
の
話
の
話
型

が
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
し
て
、
そ
の
時
に
日
本
人
が
、
ワ
ニ
と
言
い
ワ
ニ
と
聞
い
た
そ
の
生
き
物
を
、
い
か
な
る
も
の
と
想
像
し
つ

つ
そ
の
話
を
享
受
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
れ
だ
け
多
く
の
説
話
に
見
え
る
と
言
う
の
は
、
人
々
の
身
近

な
所
で
、
端
的
に
皆
が
想
起
で
き
る
生
き
物
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
水
棲
の
檸
猛
な
生
き
物
を
日
本
で
は
ワ
ニ
の

語
で
呼
び
、
そ
れ
へ
「
水
棲
の
檸
猛
な
生
き
物
」
を
指
す
た
め
の
文
字
「
鰐
」
を
当
て
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
で
い
う
「
水
棲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

檸
猛
な
生
き
物
」
と
は
今
日
言
う
鮫
の
類
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
た
ま
に
流
れ
着
く
爬
虫
類
の
鰐
の
固
体
で
も
あ
れ
ば
そ
の
「
水
棲
の
檸

猛
（
そ
う
）
な
生
き
物
」
を
呼
ぶ
の
に
、
自
分
た
ち
の
所
有
し
て
い
る
語
彙
の
中
か
ら
「
水
棲
の
檸
猛
な
生
き
物
」
を
言
う
語
の
「
ワ

ニ
」
を
も
っ
て
し
た
だ
ろ
う
こ
と
、
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
今
日
と
は
違
っ
て
、
そ
の
実
物
の
姿
を
目
に
す
る
者
は
ご
く
限
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
、
例
え
こ
れ
が
風
聞
と
し
て
伝
わ
る
に
し
ろ
、
ほ
ど
な
く
多
く
の
人
の
既
成
の
知
識
に
あ
る
鮫
の
類
の
イ
メ
ー
ジ
に
同
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化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
右
掲
に
言
っ
た
よ
う
に
、
文
選
に
解
説
が
あ
る
以
上
、
上
代
の
人
が
知
識
と
し
て
爬
虫
類

の
ワ
ニ
の
イ
メ
ー
ジ
と
無
縁
だ
っ
た
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
説
話
の
中
に
生
身
の
生
物
と
し
て
登
場
す
る
ほ
ど
の
ポ
ピ
ュ
ラ

リ
テ
ィ
ー
を
持
ち
得
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
『
飼
旬
委
蛇
』
の
表
現

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
推
測
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
い
よ
い
よ
そ
の
感
が
強
ま
る
。
ま
し
て
そ
の
よ
う
に
朧
な
認
識
の

も
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
動
物
が
、
山
幸
彦
の
帰
還
の
時
の
話
の
よ
う
に
、
早
さ
を
競
う
者
と
し
て
登
場
し
た
り
、
素
兎
の
話
の
様
に

数
多
く
群
れ
る
状
況
が
語
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
却
っ
て
不
自
然
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
俊
敏
な
動
き
に
親
し
い
者
や
群

れ
る
様
子
を
見
知
っ
た
者
が
生
ん
だ
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
ま
た
右
掲
注
釈
に
「
象
を
意
味
す
る
キ
サ
や
、
竜
を
意
味
す
る
タ
ツ
の
語
の
存
在
し
た
所
か
ら
見
て
、
日
本
に
或
い
は
現
実
に

い
た
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。
神
話
・
伝
説
の
類
で
は
、
想
像
上
の
動
物
が
活
躍
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
」
と
言
う
が
、
「
象
」
地
名
は
確
か
に
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
象
と
人
々
と
の
交
流
の
跡
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
説
話
登
場

の
例
を
、
筆
者
は
今
の
と
こ
ろ
知
ら
な
い
。
龍
は
逆
に
想
像
上
の
霊
獣
で
あ
る
か
ら
説
話
の
中
で
の
活
躍
は
当
然
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ

も
同
列
に
は
扱
え
な
い
。
む
し
ろ
古
代
説
話
の
ワ
ニ
が
、
爬
虫
類
の
ワ
ニ
の
イ
メ
ー
ジ
を
負
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
「
実

在
し
、
か
つ
日
本
に
棲
息
し
な
い
動
物
」
が
説
話
の
主
要
登
場
者
と
な
っ
た
ほ
ぼ
唯
一
の
例
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
理
由
こ
そ
問

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
上
代
文
献
に
見
え
る
ワ
ニ
は
、
い
ず
れ
も
鮫
の
類
を
言
っ
た
も
の
と
す
べ
く
、
な
お
か
つ
ト
ヨ
タ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ビ
メ
の
例
だ
け
を
別
と
す
る
理
由
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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〔原
ｶ
の
訓
み
下
し
は
、
記
紀
と
肥
前
国
風
土
記
を
岩
波
書
店
の
古
典
大
系
本
、
出
雲
国
風
土
記
を
『
出
雲
国
風
土
記
参
究
』
（
至
文
堂
）
に
よ
っ
た
。
〕

注
1
　
神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
『
論
集
上
代
文
学
1
4
』

注
2
　
万
葉
集
巻
二
・
一
九
九
番
歌
。

「『

ﾃ
事
記
』
注
解
の
試
み
1
稲
羽
の
素
菟
1
」
（
笠
間
書
院
）



注
3
　
以
上
鮫
の
分
類
等
に
つ
い
て
は
、
『
魚
類
学
』
（
恒
星
社
厚
生
閣
）
他
水
産
学
関
係
の
著
作
を
参
照
し
た
。
な
お
、
勤
務
先
の
同
僚
（
水
産

　
　
学
）
の
口
頭
に
よ
る
教
示
に
よ
れ
ば
、
鮫
は
軟
骨
魚
類
で
あ
る
こ
と
と
、
尾
部
が
長
い
な
ど
体
型
的
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
変
体
が
軟
ら
か

　
　
く
し
な
や
か
で
、
尾
の
先
と
頭
が
完
全
に
着
く
と
い
う
。
ま
た
日
本
周
辺
に
は
淡
水
に
棲
む
鮫
は
い
な
い
が
、
汽
水
な
ら
ば
か
な
り
耐
え
ら

　
　
れ
る
の
で
、
海
か
ら
川
へ
入
り
込
む
こ
と
は
あ
り
得
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
鮫
の
生
態
に
つ
い
て
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ

　
　
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
知
ら
さ
れ
た
。

注
4
　
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
第
四
巻
』
（
三
省
堂
）
で
は
、
日
本
書
紀
で
龍
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
「
禁
室
型
」
の
説
話
で
は
、
正
体
を

　
　
蛇
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
述
べ
、
こ
こ
の
和
迩
は
龍
蛇
の
変
形
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
日
本
書
紀
の
龍
の
ほ
う
が
本
来
の

　
　
形
と
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
「
龍
蛇
」
と
一
括
り
に
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
、
時
と
し
て
「
オ
カ
ミ
」
を
龍

　
　
神
と
注
す
る
よ
う
な
例
を
見
受
け
た
り
も
す
る
の
だ
が
、
筆
者
は
、
龍
と
蛇
と
で
は
人
の
意
識
の
レ
ベ
ル
が
違
っ
て
い
る
場
合
が
少
く
な
い

　
　
よ
う
に
思
わ
れ
、
安
易
に
「
龍
蛇
が
…
」
と
言
っ
て
し
ま
わ
な
い
ほ
う
が
良
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
の
事
例
も
、
「
禁
室
型
説
話
は
蛇
が

　
　
普
通
」
と
い
う
こ
と
か
ら
の
考
察
を
す
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
一
般
に
蛇
で
あ
る
と
こ
ろ
が
和
迩
に
転
用
さ
れ
、
更
に
そ
れ
が

　
　
日
本
書
紀
本
文
形
成
の
過
程
で
龍
と
な
っ
た
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注
5
　
福
島
秋
穂
『
記
紀
神
話
伝
説
の
研
究
』
（
六
興
出
版
）

注
6
　
石
井
忠
『
漂
着
物
事
典
』
（
朝
日
文
庫
）
に
は
沖
縄
や
南
九
州
に
、
爬
虫
類
の
ワ
ニ
が
漂
着
す
る
例
の
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

注
7
　
注
1
前
掲
書
は
、
引
用
部
分
の
後
に
、
ワ
ニ
に
つ
い
て
小
峯
和
明
「
鰐
考
」
（
日
本
古
典
文
学
会
々
報
9
5
号
）
を
参
考
文
献
に
挙
げ
て
い

　
　
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
今
昔
物
語
あ
た
り
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
上
代
の
例
を
考
え
る
の
に
適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
　
　
な
お
、
日
本
神
話
の
ワ
ニ
を
鮫
で
あ
る
と
す
る
場
合
に
、
出
雲
方
言
で
鮫
を
ワ
ニ
と
称
す
る
事
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
が
、
逆
に

　
　
こ
れ
が
そ
れ
ほ
ど
有
力
な
根
拠
と
な
る
と
は
思
え
な
い
。

一9一


