
3

一
　

一
般
に
三
輪
山
伝
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
三

話
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
三
輪
山
の
神
で
あ
る
大
物
主
神
が
、
も
と
の

蛇
体
か
ら
赤
い
矢
に
変
身
し
て
溝
を
流
れ
下
り
、
気
に
入
っ
た
女
に
近
づ

い
て
そ
の
陰
部
を
突
い
た
、
と
い
う
話
は
「
丹に

塗ぬ
り

矢や

伝
説
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。『
古
事
記
』
の
神
武
天
皇
の
条
に
見
え
る
こ
の
伝
説
の
成
立
そ
の

他
の
諸
点
に
つ
い
て
、
か
つ
て
細
か
く
分
析
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る注
注

。

　

本
稿
で
は
、
同
じ
く
三
輪
山
の
大
物
主
神
が
登
場
す
る
伝
説
を
二
つ
取

り
上
げ
、
話
の
展
開
の
あ
り
か
た
そ
の
他
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か
ら
考
え
て
み
た
い
。
二
話
の
ど
ち
ら
も
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
も
の

で
あ
り
、
人
が
神
の
姿
を
見
た
い
と
願
っ
た
と
い
う
、
共
通
の
話
題
で
始

ま
る
伝
説
で
あ
る
。
一
方
の
伝
説
は
同
書
の
崇
神
天
皇
の
条
に
見
え
、
他

方
の
話
は
雄
略
天
皇
の
条
に
見
え
る
。

　
「
崇
神
紀
」
に
見
え
る
話
の
中
核
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

大
物
主
神
の
妻
に
な
っ
た
倭

や
ま
と

迹と

迹と

日び

百も
も

襲そ

姫ひ
め
の

命み
こ
とが

、
夜
に
だ
け
自
分
の

も
と
に
来
る
夫
に
対
し
て
、「
そ
の
尊
い
姿
を
は
っ
き
り
見
た
い
と
思
い

ま
す
。
朝
ま
で
こ
こ
に
い
て
下
さ
い
」
と
言
っ
た
。
夫
は
妻
の
願
い
を
聞

き
入
れ
る
こ
と
を
約
束
し
、
同
時
に
「
私
の
姿
に
驚
い
て
は
い
け
な
い
」

と
妻
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
翌
朝
に
小
蛇
の
姿
に
な
っ
た
夫
を
見
て
、
妻

は
驚
い
て
叫
び
声
を
上
げ
た
。
そ
れ
に
恥
じ
た
夫
は
、
す
ぐ
に
人
の
姿
に

変
身
し
、
怒
り
の
こ
と
ば
を
残
し
て
御み

諸も
ろ
の

山や
ま

に
帰
っ
て
行
っ
た
。
夫
が

課
し
た
禁
を
破
っ
た
妻
は
自
分
の
行
為
を
悔
い
、
そ
の
場
に
す
と
ん
と
腰

を
下
ろ
し
た
。
す
る
と
、
そ
こ
に
あ
っ
た
箸
が
陰
部
に
突
き
刺
さ
り
、
妻

は
そ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。「
箸は

し

墓は
か

伝
説
」
と
呼
ば
れ
る
話

で
あ
る注
注

。

　

も
う
一
方
の
「
雄
略
紀
」
に
見
え
る
話
は
、
少

ち
ひ
さ

子こ

部べ
の

連む
ら
じ

蜾す

蠃が
る

と
い
う

人
物
に
関
す
る
伝
説
で
あ
る
。
御み

諸も
ろ
の

岳を
か

の
神
、
つ
ま
り
大
物
主
神
の
姿

を
見
た
い
と
思
っ
た
雄
略
天
皇
は
、
腕
力
の
強
い
少
子
部
連
蜾
蠃
に
「
御

諸
岳
の
神
の
姿
を
見
た
い
。
行
っ
て
神
を
捉
え
て
来
い
」
と
命
じ
た
。
蜾

蠃
は
そ
れ
に
応
え
て
大
蛇
を
捉
え
て
来
た
が
、
天
皇
は
神
が
示
し
た
霊
威

を
恐
れ
、
そ
の
姿
を
見
よ
う
と
せ
ず
に
殿
の
中
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ

神
話
や
伝
説
に
見
ら
れ
る
蛇
と
女
の
死

佐

佐

木　
　

隆
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し
て
、
結
局
は
大
蛇
を
も
と
の
御
諸
岳
に
放
さ
せ
た
と
い
う
。
数
話
あ
る

「
少
子
部
伝
説
」
の
一
つ
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
二
話
の
訓
読
文
を
あ
げ
る注
注

【
Ａ
の
伝
説
の
末
尾
に
は
「
時
の
人
」
が

詠
ん
だ
と
い
う
歌
が
載
っ
て
い
る
が
、
長
く
な
る
の
で
引
用
は
割
愛
す
る
】。

Ａ　

是こ

の
後
に
、
倭
や
ま
と

迹と

迹と

日び

百も
も

襲そ

姫ひ
め
の

命み
こ
と、

大お
ほ

物も
の

主ぬ
し
の

神か
み

の
妻
と
為な

る
。

然し
か

れ
ど
も
、
其そ

の
神
、
常
に
昼
は
見
え
ず
し
て
、
夜
の
み
来み
た

す
。
倭

迹
迹
姫
命
、夫
に
語
り
て
曰
く
、「
君
、常
に
昼
は
見
え
た
ま
は
ね
ば
、

分あ
き
ら
か明

に
其
の
尊み

顔か
ほ

を
視
る
こ
と
得
ず
。
願
は
く
は
、
暫し
ま

し
留
り
た
ま

へ
。
明

く
る
つ
あ
し
た
旦
に
、
仰
ぎ
て
美う
る
は麗
し
き
威み
す
が
た儀
を
覲み

た
て
ま
つ
ら
む
と
欲お
も

ふ
」

と
い
ふ
。
大
神
、
対こ

た

へ
て
曰
く
、「
言こ
と
わ
り理
灼い
や
ち
こ然
な
り
。
吾
、
明
く
る
つ
あ
し
た
旦
に

汝い
ま
しが

櫛く
し

笥げ

に
入
り
て
居
ら
む
。
願
は
く
は
、
吾
が
形
に
な
驚
き
ま
し

そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
爰こ

こ

に
、
倭
迹
迹
姫
命
、
心
の
裏う
ち

に
密ひ
そ
かに

異あ
や
しぶ

。

明
く
る
を
待
ち
て
櫛
笥
を
見
れ
ば
、
遂
に
美
麗
し
き
小こ

蛇を
ろ
ち

有
り
。

其
の
長
さ
太
さ
、
衣し

た

紐ひ
も

の
如
し
。
則
ち
驚
き
叫さ

け啼
ぶ
。
時
に
、
大
神
、

恥
ぢ
て
、
忽

た
ち
ま
ちに

人
の
形
と
化な

り
た
ま
ふ
。
其
の
妻
に
謂か
た

り
て
曰
く
、

「
汝い

ま
し、

忍
び
ず
し
て
吾
に
羞は
ぢ
みせ

つ
。
吾
、
還か
へ

り
て
汝
に
羞
せ
む
」
と

の
た
ま
ふ
。
仍よ

り
て
、
大お
ほ

虚ぞ
ら

を
践ほ

み
て
、
御み

諸も
ろ
の

山や
ま

に
登
り
ま
す
。

爰
に
、
倭
迹
迹
姫
命
、
仰
ぎ
見
て
、
悔
い
て
急つ

き
居う

。
則
ち
箸
に
陰ほ
と

を
撞つ

き
て
薨か
む
さり

ま
し
ぬ
。
乃
ち
大お
ほ

市ち

に
葬は
ぶ

り
ま
つ
る
。
故か
れ

、
時
の
人
、

其
の
墓
を
號な

づ

け
て
、
箸は
し

墓は
か

と
謂い

ふ
。
是
の
墓
は
、
日ひ
る

は
人
作
り
、
夜

は
神
作
る
。
故か

れ

、
大
坂
山
の
石
を
運
び
て
造
る
。 

〔
崇
神
紀
〕

Ｂ　

天
す
め
ら

皇み
こ
と、

少ち
ひ

子さ
こ

部べ
の

連む
ら
じ

蜾す
が
る蠃

に
詔
み
こ
と
の
りし

て
曰の
た
まは

く
、「
朕わ
れ

、
三み

諸も
ろ
の

岳を
か

の

神
の
形す

が
たを
見
む
と
欲お
も

ふ
。
或
い
は
云
は
く
、
此
の
山
の
神
を
ば
大
物
主
神

と
為い

ふ
と
い
ふ
。
或
い
は
云
は
く
、
菟う

田だ

の
墨す
み

坂ざ
か
の

神か
み

な
り
と
い
ふ
。
汝い
ま
し、

膂ち
か
ら力

人
に
過
ぎ
た
り
。
自み
づ
から

行
き
て
捉と
ら

へ
て
来ま
ゐ
こ」

と
の
た
ま
ふ
。
蜾

蠃
、
答
へ
て
曰ま

を

さ
く
、「
試
こ
こ
ろ
みに
往ま
か

り
て
捉
へ
む
」
と
ま
を
す
。
乃す
な
はち

三
諸
岳
に
登
り
、
大を

ろ
ち蛇

を
捉
へ
て
、
天
皇
に
示み

せ
奉ま
つ

る
。
天
皇
、
斎も
の

戒い
み

し
た
ま
は
ず
。
そ
の
雷か
み

、
虺
ひ
か
り

虺ひ
ろ
めき

て
、
目ま

精な
こ

赫か
か
やく

。
天
皇
、
畏か
し
こみ

た
ま
ひ
て
、
目
を
蔽お

ほ

ひ
て
見
た
ま
は
ず
し
て
、
殿お
ほ

中と
の

に
却か

く入
れ
た
ま

ひ
ぬ
。
岳
に
放
た
し
め
た
ま
ふ
。
仍よ

り
て
、
改
め
て
名
を
賜
ひ
て

雷い
か
づ
ちと

す
。 

〔
雄
略
紀
〕

　

二
話
の
う
ち
Ｂ
の
伝
説
に
は
、
天
皇
が
姿
を
見
た
い
と
願
っ
た
神
に
つ

い
て
、「
或
い
は
云
は
く
、
此
の
山
の
神
を
ば
大
物
主
神
と
為い

ふ
と
い
ふ
。

或
い
は
云
は
く
、
菟う

田だ

の
墨す
み

坂ざ
か
の

神か
み

な
り
と
い
ふ
」
と
い
う
注
記
が
付
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
主
な
理
由
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
Ｂ
の
伝
説

は
三
輪
山
伝
説
の
一
つ
だ
と
一
般
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

本
稿
の
筆
者
は
、
そ
の
内
容
・
構
成
か
ら
見
て
こ
れ
も
三
輪
山
伝
説
と
認

め
て
問
題
は
な
い
、
と
考
え
る
。

　

Ｂ
の
伝
説
と
Ａ
の
伝
説
と
に
つ
い
て
そ
の
具
体
的
な
内
容
・
構
成
を
分

析
し
て
み
る
と
、
二
話
は
次
の
よ
う
な
対
応
関
係
を
示
す
。

Ａ
１　

神
と
女
が
結
婚
す
る

　

２ 　

女
が
神
の
姿
を
見
た
い
と

願
う

　

３ 　

小
蛇
の
姿
を
し
た
神
が
姿

Ｂ
１　
　
︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲

　

２ 　

天
皇
が
神
の
姿
を
見
た
い

と
願
う

　

３ 　

大
蛇
の
姿
を
し
た
神
が
姿
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Ａ
の
伝
説
の
冒
頭
部
分
と
末
尾
部
分
に
対
応
す
る
内
容
が
、
分
量
的
に

Ａ
の
伝
説
の
半
分
ぐ
ら
い
し
か
な
い
Ｂ
の
伝
説
に
は
、
ま
っ
た
く
含
ま
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
Ｂ
の
伝
説
の
中
核
的
な
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項

目
が
出
現
す
る
順
序
も
含
め
て
、
Ａ
の
伝
説
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
。
二

話
の
間
に
系
譜
的
な
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
影
響
関
係
の
あ
っ

た
こ
と
が
、
右
の
よ
う
な
対
応
関
係
か
ら
見
て
想
定
で
き
る
。

二
　

Ａ
・
Ｂ
の
二
話
に
見
ら
れ
る
対
応
関
係
は
、
右
の
よ
う
な
分
析
で
十
分

に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
具
体
的
な
内
容
・
構
成
の
面
か
ら

二
話
に
分
析
を
加
え
れ
ば
、
両
者
の
関
係
が
さ
ら
に
密
接
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
分
析
と
は
、
二
話
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

実
際
の
表
現
を
対
照
し
な
が
ら
確
認
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

話
の
流
れ
に
従
っ
て
、
全
体
を
１

〜
９

の
九
項
に
分
け
て
見
て
み
る
。

ま
ず
、
神
の
姿
を
見
た
い
と
い
う
願
望
を
人
が
表
明
す
る
表
現
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
互
い
に
よ
く
似
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

１

Ａ
「
明

く
る
つ
あ
し
た
旦
に
、仰
ぎ
て
美う
る
は麗
し
き
威み
す
が
た儀
を
覲み

た
て
ま
つ
ら
む
と
欲お
も

ふ
」

　

Ｂ
「
朕わ

れ

、
三み

諸も
ろ
の

岳を
か

の
神
の
形す
が
たを

見
む
と
欲お
も

ふ
」

　

こ
れ
ら
の
文
は
ど
ち
ら
も
単
独
で
は
現
れ
て
お
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
命

令
文
を
伴
な
っ
て
い
る
。

２

Ａ
「
願
は
く
は
、
暫し
ま

し
留
り
た
ま
へ
」

　

Ｂ
「
自み

づ
から
行
き
て
捉と
ら

へ
て
来ま
ゐ
こ」

　

そ
し
て
、
神
の
姿
を
見
た
い
と
の
願
望
を
実
現
す
べ
く
行
動
し
よ
う
と

い
う
意
志
も
、
次
の
よ
う
に
よ
く
似
た
か
た
ち
で
表
明
さ
れ
る
。

３

Ａ
「
吾
、
明
く
る
つ
あ
し
た

旦
に
汝い
ま
しが

櫛く
し

笥げ

に
入
り
て
居
ら
む
」

　

Ｂ
「
試

こ
こ
ろ
みに

往ま
か

り
て
捉
へ
む
」

　

続
い
て
、
神
が
実
際
に
そ
の
姿
を
現
す
場
面
に
な
る
わ
け
だ
が
、
神
は

一
方
で
は
「
小こ
を
ろ
ち蛇

」
と
し
て
現
れ
、
他
方
で
は
「
大を
ろ
ち蛇

」
と
し
て
現
れ
る
。

４

Ａ
「
明
く
る
を
待
ち
て
櫛
笥
を
見
れ
ば
、遂
に
美
麗
し
き
小こ
を
ろ
ち蛇
有
り
」

　

Ｂ
「
大を

ろ
ち蛇

を
捉
へ
て
、
天
皇
に
示み

せ
奉ま
つ

る
」

を
現
す
（
女
が
見
て
、
驚
き

叫
ぶ
）

　

４ 　

女
の
行
為
に
怒
っ
た
神
が

猛
威
を
示
す

　

５ 　

神
が
三
輪
山
に
戻
る

　

６ 　

女
が
箸
で
陰
部
を
衝
い
て

死
ぬ

　

７ 　

神
と
人
が
交
替
で
墓
を
作

る

を
現
す
（
天
皇
が
目
を
覆

い
、
見
よ
う
と
し
な
い
）

　

４ 　

天
皇
の
行
為
に
怒
っ
た
神

が
猛
威
を
示
す

　

５ 　

神
を
三
輪
山
に
戻
す

　

６　
　
︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲

　

７　
　
︲︲︲︲︲︲︲︲︲︲
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こ
の
４

の
項
に
は
、
語
り
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
う
え
で
注
意
す
べ
き

こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
で
あ
る
小
蛇
が
、
櫛く

し

笥げ

つ
ま
り
櫛

そ
の
他
の
装
飾
品
を
入
れ
る
箱
の
な
か
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
、
Ａ
の
伝

説
に
見
え
る
説
明
で
あ
る
。
櫛
笥
と
い
う
入
れ
物
は
、
女
性
の
持
ち
物
と

し
て
上
代
の
歌
に
も
散
文
に
も
よ
く
出
て
く
る
。
だ
か
ら
、
妻
の
櫛
笥
の

な
か
に
、
夫
で
あ
る
小
蛇
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
夫
婦
の
間
の
親

密
さ
を
端
的
に
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い注
注

。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
、

す
ぐ
あ
と
に
夫
婦
が
決
定
的
な
離
別
を
迎
え
る
こ
と
と
は
状
況
の
落
差
が

あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
ま
た
話
の
展
開
を
ひ
ど
く
急
な
も
の
に
も
し
て
い

る
。
そ
の
落
差
の
大
き
さ
と
話
の
急
展
開
と
は
、
話
の
語
り
手
が
明
確
に

意
識
し
て
設
定
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。

　

さ
て
、
蛇
体
の
神
が
姿
を
現
し
た
時
に
、
神
に
対
し
て
人
が
と
っ
た
無

礼
な
行
動
は
、

５

Ａ
「
則
ち
驚
き
叫さ

け啼
ぶ
」

　

Ｂ
「
天
皇
、
斎も

の

戒い
み

し
た
ま
は
ず
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
の
伝
説
で
は
、
神
が
課
し
た
「
願
は
く
は
、
吾

が
形
に
な
驚
き
ま
し
そ
」
と
い
う
禁
を
破
り
、
人
が
驚
き
の
声
を
上
げ
た
。

ま
た
、
Ｂ
の
伝
説
で
は
、
神
に
ま
み
え
る
前
に
は
斎
戒
沐
浴
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
に
、
人
が
そ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
も
、
神
に
対
す

る
冒
瀆
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
冒
瀆
に
対
し
て
、
神
は
怒
り
の
こ
と
ば
を
発
し
、
ま
た
怒

り
の
表
情
を
あ
ら
わ
に
す
る
。

６

Ａ
「
汝
、
忍
び
ず
し
て
吾
に
羞は

ぢ
みせ

つ
。
吾
、
還か
へ

り
て
汝
に
羞
せ
む
」

　

Ｂ
「
そ
の
雷か

み

、
虺
ひ
か
り

虺ひ
ろ
めき
て
、
目ま

精な
こ

赫か
か
やく
」

　

こ
こ
で
神
が
発
し
た
怒
り
の
こ
と
ば
は
理
解
し
や
す
い
が
、
Ｂ
の
伝
説

の
「
虺
ひ
か
り

虺ひ
ろ
めき
て
」
は
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
。「
虺き

虺き

」
は
雷
鳴
を
表
す

漢
語
で
あ
り
、
そ
れ
に
付
さ
れ
た
「
ひ
か
り
ひ
ろ
め
く
」
と
い
う
訓
の
「
ひ

ろ
め
く
」
は
、
古
写
本
に
「
ひ
ら
め
く
」
と
も
あ
る
。
ど
ち
ら
の
訓
も
、

「
ひ
ら
ひ
ら
動
く
」
と
い
う
雷
光
の
様
子
を
表
す
動
詞
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

漢
語
の
も
と
の
意
味
と
そ
れ
に
付
さ
れ
た
訓
と
の
間
に
、
か
な
り
の
開
き

が
あ
る
。

　
「
虺
虺
」
に
続
く
「
目ま

精な
こ

赫か
か
やく

」
は
、「
目
を
ぎ
ら
ぎ
ら
さ
せ
る
」「
赤

く
光
ら
せ
る
」
な
ど
の
意
の
表
現
で
あ
る
。
蛇
神
で
も
雷
神
で
も
あ
る
大

物
主
神
ゆ
え
の
、
恐
る
べ
き
霊
威
を
表
す
光
景
で
あ
る
。

　

神
の
怒
り
を
受
け
た
あ
と
で
、
人
が
と
っ
た
一
方
の
行
動
は
自
分
の
し

た
こ
と
を
悔
い
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
他
方
の
行
動
は
神
を
恐
れ
て
の
そ
れ

で
あ
る
。ま
た
、一
方
の
人
は
、小
蛇
と
な
っ
た
神
の
姿
や
御
諸
山
へ
帰
っ

て
行
く
神
の
姿
を
仰
ぎ
見
た
の
に
対
し
、
他
方
の
人
は
大
蛇
で
あ
る
神
を

見
よ
う
と
は
せ
ず
、
目
を
覆
っ
て
殿
の
中
に
隠
れ
た
。

７

Ａ
「 
倭
迹
迹
姫
命
、
仰
ぎ
見
て
、
悔
い
て
急つ

き
居う

。
則
ち
箸
に
陰ほ
と

を

撞つ

き
て
薨か
む
さり

ま
し
ぬ
」

　

Ｂ
「 

天
皇
、
畏か
し
こ

み
た
ま
ひ
て
、
目
を
蔽お
ほ

ひ
て
見
た
ま
は
ず
し
て
、
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殿お
ほ
と
の中

に
却か

く入
れ
た
ま
ひ
ぬ
」

　

こ
う
し
て
、
二
人
は
結
局
そ
の
場
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
方
は
他
界

へ
赴
き
、
他
方
は
殿
の
中
に
姿
を
消
し
た
。
そ
し
て
、

８

Ａ
「
大お
ほ
ぞ
ら虚

を
践ほ

み
て
、
御み

諸も
ろ
の

山や
ま

に
登
り
ま
す
」

　

Ｂ
「
岳
に
放
た
し
め
た
ま
ふ
」

と
い
う
表
現
で
、
ど
ち
ら
も
神
が
自
分
の
本
拠
地
で
あ
る
三
輪
山
へ
帰
っ

た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
８

の
項
で
、
Ａ
の
伝
説
に
「
大お

ほ
ぞ
ら虚

を
践ほ

み

て
…
」
と
あ
る
の
は
、
右
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
蛇
神
が
同
時
に
雷
神
で

も
あ
る
と
い
う
、
大
物
主
神
の
行
動
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。『
萬
葉

集
』
に
「
天
雲
を
ほ
ろ
に
踏
み
あ
だ
し
鳴
る
神
も
、
今
日
に
ま
さ
り
て
恐

か
し
こ

け
め
や
も
」〔
十
九
・
四
二
三
五
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
雷
鳴
は
天
空
で
神

が
雲
を
踏
み
つ
け
る
音
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
倭
迹
迹
姫
命
は
、
そ
の

大
物
主
神
の
様
子
を
、
地
上
に
い
て
「
仰
ぎ
見
」
る
し
か
な
か
っ
た
。

　

最
後
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
申
し
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、
場
所
・

人
に
対
す
る
名
付
け
の
話
で
あ
る
。

９

Ａ
「
時
の
人
、
其
の
墓
を
號な

づ

け
て
、
箸は
し

墓は
か

と
謂い

ふ
」

　

Ｂ
「
改
め
て
名
を
賜
ひ
て
雷
い
か
づ
ちと

す
」

　

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
の
両
伝
説
が
も
つ
内
容
・
構
成
・
表
現
は
、
１

〜
９

の
諸
項
が
継
起
す
る
順
序
も
含
め
て
互
い
に
酷
似
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
や
は
り
、
両
伝
説
は
同
じ
話
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
か
、
一

方
を
下
敷
き
に
し
て
他
方
が
作
ら
れ
た
か
、
の
ど
ち
ら
か
だ
ろ
う
【
お
そ

ら
く
、
Ｂ
の
伝
説
の
タ
イ
プ
が
古
く
て
、
Ａ
の
伝
説
の
タ
イ
プ
が
よ
り
新
し
い
も
の

だ
ろ
う
。
Ａ
の
伝
説
の
内
容
に
は
、
知
的
な
操
作
が
重
層
的
に
加
え
ら
れ
て
い
る
】。

　

Ａ
の
伝
説
に
は
、
９

の
項
の
あ
と
に
「
是
の
墓
は
、
日ひ

る

は
人
作
り
、
夜

は
神
作
る
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
同
伝
説
の
冒
頭
に
「
其そ

の
神
、
常
に
昼
は
見
え
ず
し
て
、
夜
の
み
来み
た

す
」
と
あ
る
こ
と
に
、
内
容

的
に
対
応
し
て
い
る
。
冒
頭
の
説
明
に
末
尾
の
説
明
を
照
応
さ
せ
る
、
と

い
う
か
た
ち
で
あ
る
。
神
は
昼
に
は
ほ
と
ん
ど
行
動
せ
ず
に
夜
に
活
動
す

る
、
と
い
う
考
え
を
反
映
す
る
記
述
で
あ
る注
注

。

　

冒
頭
の
説
明
に
末
尾
の
説
明
を
照
応
さ
せ
る
の
に
近
い
こ
と
が
、
大
物

主
神
と
倭
迹
迹
姫
命
と
の
関
係
に
認
め
ら
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
神

と
人
と
は
も
と
も
と
別
の
領
域
に
住
む
存
在
で
あ
り
、
結
婚
が
破
綻
し
て

両
者
が
離
別
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、「
是
の
墓
は
、
日ひ

る

は
人
作
り
、
夜
は

神
作
る
」
と
い
う
末
尾
の
記
述
に
照
応
し
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
末
尾
の
記
述
は
、
神
と
人
と
の
結
婚
が
破
綻
す

る
こ
と
を
語
る
と
い
う
、
Ａ
の
伝
説
の
内
容
を
象
徴
す
る
も
の
だ
、
と
解

す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

大
物
主
神
が
倭
迹
迹
姫
命
に
課
し
た
、「
願
は
く
は
、
吾
が
形
に
な
驚

き
ま
し
そ
」
と
い
う
禁
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
黄
泉

国
神
話
で
伊い

邪ざ

那な

美み
の

命み
こ
とが

伊い

邪ざ

那な

岐き
の

命
に
課
し
た
「
我あ

を
な
視み

た
ま
ひ

そ
」
と
い
う
禁
や
、
豊と

よ

玉た
ま

毘び

売め
の

命
が
火ほ

遠を

理り
の

命
に
課
し
た
「
願
は
く
は
、

妾あ

を
な
見
た
ま
ひ
そ
」
と
い
う
禁
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
大
物
主
神
の

「
な
驚
き
ま
し
そ
」
と
い
う
発
言
は
、
よ
く
あ
る
「
見
る
な
の
タ
ブ
ー
」
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を
臨
時
に
変
形
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
根
拠

は
、
夫
の
姿
を
見
た
い
と
い
う
倭
迹
迹
姫
命
の
要
求
に
対
し
て
、
大
物
主

神
が
そ
れ
を
素
直
に
受
け
容
れ
、
翌
朝
に
自
分
の
姿
を
妻
に
見
せ
る

0

0

0

と
約

束
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
は
「
見
る
な
の
タ

ブ
ー
」
が
も
と
も
と
成
立
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
少
し
だ
け
変
形
し
て
、

見
た

0

0

時
に
「
驚
く

0

0

」
こ
と
を
禁
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
見
る
な
の
タ
ブ
ー
」
は
身
体
・
姿
を
見
る
こ
と
に
関
し
て
課
す
、
と

い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
大
物
主
神
の
課
し
た
禁
が
「
見
る
」
こ
と
か

ら
「
驚
く
」
こ
と
へ
と
変
形
さ
れ
て
は
い
て
も
、「
願
は
く
は
、
吾
が
形

に
な
驚
き
ま
し
そ
」
と
い
う
発
言
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
が
身
体
・

姿
に
関
す
る
禁
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

Ａ
の
伝
説
の
大
物
主
神
と
倭
迹
迹
姫
命
と
の
間
に
は
、
お
よ
そ
次
の
よ

う
な
対
応
項
が
確
認
で
き
る
。

　

ⅰ　

神 

／ 

人

　

ⅱ　

夫 

／ 

妻

　

ⅲ　

応
え
る 

／ 

願
う

　

ⅳ　

禁
を
課
す 

／ 

禁
を
破
る

　
ⅴ　

恥
じ
る 

／ 

悔
い
る

　

ⅵ　

足
で
踏
み
つ
け
る 

／ 

尻
餅
を
突
く

　

ⅶ　

天
空 

／ 

地
上

　

ⅷ　

も
と
の
地
に
戻
る 

／ 

他
界
へ
赴
く

　

こ
れ
は
、
大
物
主
神
と
倭
迹
迹
姫
命
が
対
比
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と

を
、
語
り
手
が
常
に
意
識
し
て
構
成
し
た
話
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
Ｂ
の
伝
説
に
は
こ
の
よ
う
な
関
係
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
内
容

的
に
単
純
で
素
朴
な
話
だ
と
の
印
象
を
受
け
る
。

三
　

周
知
の
よ
う
に
、
蛇
・
蛇
神
と
イ
メ
ー
ジ
の
う
え
で
重
な
る
刀
剣
に
は
、

恐
る
べ
き
霊
威
が
具
わ
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
物
語

る
伝
説
が
あ
る
。

Ｃ　

古
老
の
い
へ
ら
く
、「
石い

は
れ村

の
玉
穂
の
宮
に
大お
ほ

八や

洲し
ま

馭し
ろ

し
め
し
し

天す
め
ら

皇み
こ
との
み
世
、
人
あ
り
。
箭や

括は
ず

の
氏
の
麻ま

多た

智ち

、
郡
よ
り
西
の
谷

の
葦
原
を
截

き
り
は
らひ

、
墾ひ

ら闢
き
て
新
に
田
に
治は

り
き
。
此
の
時
、
夜や

刀と

の

神
、
相
群
れ
引ひ

き
ゐ率

て
、
悉こ
と
ご
と盡

に
到き来
た
り
。
左か
に
か
く右

に
防さ障
へ
て
、

耕た
つ
く佃

ら
し
む
る
こ
と
な
し
。
俗
く
に
ひ
とい

は
く
、
蛇
を
謂い

ひ
て
夜
刀
の
神
と
為な

す
。

其
の
形
は
、
蛇
の
身
に
し
て
頭
に
角
あ
り
。
率ひ
き
ゐ引
て
難
わ
ざ
は
ひを
免ま
ぬ
かる
る
時
、
見

る
人
あ
ら
ば
、
家
門
を
破ほ
ろ
ぼ滅

し
、
子う
み
の
こ孫

継つ

が
ず
。
凡
て
、
此
の
郡
の

側
に
郊の

原は
ら

に
尽い
と
さ
は多

に
住
め
り
。
是
に
、
麻
多
智
、
大
き
に
怒
の
情
を

起
こ
し
、
甲よ

ろ
ひ鎧
を
着つ被
け
て
自み
づ
か
ら身
杖ほ
こ

を
執
り
、
打
殺
し
駈お
ひ
や逐
ら
ひ
き
。

（
略
） 

〔
常
陸
国
風
土
記
行
方
郡
〕

Ｄ　

昔
、
近
江
の
天
す
め
ら

皇み
こ
との
み
世
、
丸わ
に

部べ

の
具そ
な
ふと
い
ふ
も
の
あ
り
き
。
是

は
仲
川
の
里
人
な
り
。
此
の
人
、
河
内
の
国
兔と

の
き寸
の
村
の
人
の
賷も

た
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る
劔つ

る
ぎを

買
ひ
取
り
き
。
劔
を
得
て
よ
り
以の

ち後
、
家
挙こ
ぞ

り
て
滅
び
亡う

せ

き
。
然し

か

し
て
後
、
苫と

編ま
み

部べ

の
犬い
ぬ

猪ゐ

、
彼
の
地
の
墟あ
と

を
圃
た
つ
く
りす

る
に
、
土

の
中
に
此
の
劔
を
得
た
り
。
土
と
相
去
る
こ
と
、
廻め

ぐ

り
一
尺
ば
か
り

な
り
。
其
の
柄え

は
朽
ち
失
せ
け
れ
ど
、
其
の
刃
は
渋さ

び
ず
、
光
、
明

ら
け
き
鏡
の
如
し
。
こ
こ
に
、
犬
猪
、
即
ち
心
に
恠あ

や

し
と
懐お
も

ひ
、
劔

を
取
り
て
家
に
帰
り
、
仍す

な
はち

鍛か
ぬ
ち人

を
招よ

び
て
、
其
の
刃
を
焼
か
し
め

き
。
そ
の
時
、
此
の
劔
、
申の

び
か
が
み屈し

て
蛇
の
如
し
。
鍛
人
、
大
き
に
驚

き
、
営つ

く

ら
ず
し
て
止
み
ぬ
。
こ
こ
に
、
犬
猪
、
異あ
や

し
き
劔
と
以お

も為
ひ

て
、
朝み

か
ど庭
に
献
り
き
。
後
、
浄き
よ

御み

原は
ら

の
朝
庭
の
甲
き
の
え

申さ
る

の
年
の
七ふ
み

月つ
き

、

曾そ
ね
の
む
ら
じ

祢
連
麿ま
ろ

を
遣
り
て
、
本
つ
処と
こ
ろに

返
し
送
ら
し
め
き
。
今
に
、
此
の

里
の
御み

や
け宅

に
安お置
け
り
。 
〔
播
磨
国
風
土
記
讃
容
郡
〕

　

Ｃ
の
伝
説
で
は
、
蛇
神
に
つ
い
て
「
率ひ
き
ゐ引
て
難
わ
ざ
は
ひを
免ま
ぬ
かる
る
時
、
見
る
人

あ
ら
ば
、
家
門
を
破ほ

ろ
ぼ滅

し
、
子う
み
の
こ孫

継つ

が
ず
」
と
説
明
し
て
い
る
。「
家
族

を
引
き
連
れ
て
蛇
の
難
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
時
に
、
蛇
神
の
姿
を
見
る

者
が
い
れ
ば
、
一
族
が
滅
亡
し
て
子
孫
が
絶
え
る
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、

こ
の
話
に
は
「
箭や

括は
ず

の
氏
の
麻ま

多た

智ち

」
が
蛇
神
を
「
打
殺
し
駈お
ひ
や逐

ら
」
っ

た
と
あ
る
【「
箭
括
」
は
説
話
的
な
意
味
を
担
う
も
の
で
、『
萬
葉
集
』
に
「
ち
は

や
ぶ
る
神
を
言こ

と

向む

け
、
服ま
つ
ろ従

は
ぬ
人
を
も
夜や

波は

之し

…
」〔
二
十
・
四
四
六
五
〕
そ
の

他
の
例
が
あ
る
よ
う
に
、「
討
ち
平
ら
げ
る
」「
従
わ
せ
る
」
な
ど
の
意
の
「
や
は
す
」

か
ら
連
想
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
麻
多
智
」
は
「
真
断
ち
」
あ
る
い
は
そ

れ
と
同
語
源
の
「
真
太
刀
」
の
意
だ
ろ
う
。「
太
刀
」
は
「
断
ち
」
に
由
来
す
る
】。

　

Ｄ
の
伝
説
に
は
、「
丸わ

に

部べ

の
具そ
な
ふ
」
が
劔つ
る
ぎを
買
い
取
っ
た
あ
と
で
一
家
の

者
が
み
な
滅
亡
し
た
、
と
あ
る
。
ま
た
、
同
話
に
は
、
土
の
中
に
あ
っ
た

劔
を
「
苫と

編ま
み

部べ

の
犬い
ぬ

猪ゐ

」
が
見
つ
け
、
そ
れ
を
焼
い
て
鍛
冶
さ
せ
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
、
劔
は
「
申の

び
か
が
み屈し

て
蛇
の
如
」
く
動
い
た
、
と
も
あ
る
。
イ

メ
ー
ジ
の
う
え
で
蛇
と
刀
剣
と
が
重
な
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
須す

佐さ

之の

男を
の

命み
こ
とが

大
蛇
の
尻
尾
を
割
い
て
草
薙
劍
を
取
り
出
し
た
、
と
い
う
神
話
か

ら
明
ら
か
だ
が
、
Ｄ
の
伝
説
に
も
そ
れ
が
明
瞭
に
表
れ
て
い
る
。
須
佐
之

男
命
が
「
こ
の
大
刀
を
取
り
て
、
異
し
き
物
と
思
ほ
し
て
、
天
照
大
御
神

に
白
し
上
げ
た
ま
ひ
き
」
と
『
古
事
記
』
に
あ
る
の
と
同
様
に
、
Ｄ
の
伝

説
に
も
「
犬
猪
、
異あ

や

し
き
劔
と
以お

も為
ひ
て
、
朝み
か
ど庭
に
献
り
き
」
と
あ
る

【「
丸わ
に

部べ

の
具そ
な
ふ」
と
い
う
名
の
「
丸わ
に

」
は
、『
古
事
記
』
の
歌
謡
に
「
丸わ

邇に

坂さ

（
和
邇
佐
）

の
土に

を
…
」〔
四
二
〕
と
あ
る
よ
う
に
、「
丸わ

に

」
が
土
の
産
地
だ
っ
た
こ
と
に
因
む
も

の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
あ
と
に
「
土
と
相
去
る
こ
と
、
廻め

ぐ

り
一
尺
ば
か
り

な
り
」
と
出
て
い
る
こ
と
と
、
イ
メ
ー
ジ
の
う
え
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
苫
編
部
犬
猪
」
の
「
犬
猪
」
は
、
土
を
掘
っ
て
も
の
を
探
し
出
す
こ
と
に
由
来
す

る
の
だ
ろ
う
】。

　

人
か
ら
劔
を
買
い
取
っ
た
者
の
一
家
が
す
っ
か
り
滅
亡
し
て
し
ま
っ

た
、
と
Ｄ
の
伝
説
に
あ
る
の
は
、
蛇
神
に
つ
い
て
「
見
る
人
あ
ら
ば
、
家

門
を
破ほ

ろ
ぼ滅

し
、
子う
み
の
こ孫

継つ

が
ず
」
と
あ
る
Ｃ
の
伝
説
の
記
述
と
共
通
す
る
点

が
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
話
で
あ
る
。
と
も
に
、
蛇
・
刀
剣
に
具

わ
る
霊
威
は
恐
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
反
映
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
伝
説
と
は
別
に
、
蛇
類
の
出
す
毒
気
に
や
ら
れ
て
多
く
の
人

が
死
ん
だ
と
い
う
話
も
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、「
虬み

つ
ち

」
と
呼
ば

れ
る
蛇
類
に
関
す
る
伝
説
で
あ
る
。
漢
字
と
し
て
の
「
虬
」
は
、「
虯
」

の
俗
字
で
あ
る
。「
蛇
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
龍
」
の
類
で
あ
り
、
こ

れ
を
「
有
角
曰
虬
」
と
解
説
す
る
古
字
書
も
あ
る
。「
み
つ
ち
」
と
い
う
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呼
称
は
、「
水み

つ
霊ち

／
巳み

つ
霊
」
に
由
来
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
【「
つ
」

は
「
の
」
に
あ
た
る
助
詞
で
あ
る
】。

　

こ
の
蛇
類
に
関
す
る
伝
説
が
、「
仁
徳
紀
」
六
十
七
年
の
条
に
見
え
る
。

Ｅ　

是こ
と
し歳

、
吉
備
の
中
み
ち
の
な
か
の
く
に

国
の
川
嶋
河
の
派
か
は
ま
たに

、
大み
つ
ち虬

有
り
て
人
を
苦

し
び
し
む
。
時
に
路

み
ち
ゆ
く

人ひ
と

、
其
の
処と
こ
ろに

触
れ
て
行
け
ば
、
必
ず
其
の

毒あ
し
き
い
きを
被か
う
ぶり
て
、
多さ
は

に
死し亡
ぬ
。
是こ
こ

に
、
笠
か
さ
の

臣お
み

の
祖お
や

縣あ
が
た

守も
り

、
為
ひ
と
と
な
り人

勇い
さ
を捍

し
く
し
て
強つ

よ力
し
。
派ふ

ち淵
に
臨
み
て
、
三み
つ

の
全
お
ふ
し
ひ
さ
こ

瓠
を
以
て
水
に

投な
げ
いれ

て
曰
く
、「
汝い
ま
し、

屢
し
ば
し
ば

毒
を
吐
き
て
、
路
人
を
苦
し
び
し
む
。

余わ
れ

、
汝
虬
を
殺
さ
む
。
汝
、
是こ

の
瓠
を
沈
め
ば
、
余
避さ

ら
む
。
沈
む

る
こ
と
能あ

た

は
ず
は
、
仍す
な
はち
汝
が
身
を
斬こ
ろ

さ
む
」
と
い
ふ
。
時
に
虬
、

鹿
に
化な

り
て
、
瓠
を
引
き
入
る
。
瓠
沈
ま
ず
。
即
ち
劔つ
る
ぎを

挙
げ
て
水

に
入
り
て
、
虬
を
斬
る
。
更
に
虬
の
類と

も
が
ら黨

を
求
む
。
乃
ち
諸
も
ろ
も
ろの

虬
の

族や
か
ら、
淵
の
底
の
岫か
ふ
や穴
に
満い
は

め
り
。
悉
こ
と
ご
と
くに
斬
る
。
河
の
水
、
血
に
変

り
ぬ
。
故か

れ

、
其
の
水か
は

を
號な
づ

け
て
、
縣
守
の
淵
と
曰い

ふ
。
此
の
時
に
当

り
て
、
妖わ

ざ
わ
ひ気

稍や
う
や
くに

動
き
て
、
叛そ
む

く
者
一ひ
と
り

二ふ
た
り、

始
め
て
起
る
。
是
に
、

天す
め
ら

皇み
こ
と、

… 

〔
仁
徳
紀
六
十
七
年
〕

　

河
の
分
岐
点
に
虬
が
お
り
、
そ
の
近
く
を
人
が
通
る
時
に
、「
毒
あ
し
き
い
きを

被か
う
ぶり

て
、
多さ
は

に
死し亡
ぬ
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
は
、「
笠
か
さ
の

臣お
み

の
祖お
や

縣あ
が
た

守も
り

」
が

「
虬
の
族や

か
ら」
を
「
悉
こ
と
ご
と
くに
斬
」
っ
た
と
こ
ろ
、「
妖わ
ざ
わ
ひ気
稍や
う
や
くに
動
き
て
」
つ
ま

り
、
そ
の
毒
気
・
祟
り
が
原
因
で
、
朝
廷
に
叛そ

む

く
者
が
始
め
て
出
て
き
た

と
い
う
。

　

こ
れ
に
似
た
伝
説
が
、
同
じ
「
仁
徳
紀
」
の
五
十
五
年
の
条
に
見
え
る
。

叛
乱
す
る
蝦え

み
し夷
を
討
て
と
命
じ
ら
れ
た
「
田た

道ぢ

」
が
、
命
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
な
い
ま
ま
に
敗
死
し
た
。
そ
の
後
、
ま
た
蝦
夷
が
人
民
を
襲
う
と

と
も
に
、
田
道
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
墓
を
掘
る
、
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。

そ
の
時
に
、
墓
の
な
か
か
ら
大
蛇
が
現
れ
た
と
い
う
。

Ｆ　

則
ち
大を

ろ
ち蛇

有
り
て
、
目
を
発い
か
ら瞋

し
て
墓
よ
り
出
で
て
咋く

ふ
。

蝦え
み
し夷
、
悉
こ
と
ご
と
くに
蛇
の
毒
あ
し
き
い
きを
被か
う
ぶり
て
、
多さ
は

に
死し亡
ぬ
。
唯
た
だ
ひ
と
り
ふ
た
り
の
ひ
と

一
二
人
、

免ま
ぬ
かる

る
こ
と
得
つ
ら
く
の
み
。
故か
れ

、
時
の
人
の
云
は
く
、「
田
道
、

既
に
亡し

に
た
り
と
雖い
へ
ども

、
遂
に
讎あ
た

を
報
ゆ
。
何
ぞ
死
に
た
る
人
の
知
さ
と
り

無
か
ら
む
や
」
と
い
ふ
。

　

こ
ち
ら
の
伝
説
で
は
、「
虬
」
と
は
な
く
「
大
蛇
／
蛇
」
と
明
記
さ
れ

て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
田
道
の
霊
が
具
体
的
な
姿
を
と
っ

て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
の
伝
説
と
同
様
に
、
蝦
夷
が
「
蛇
の
毒

あ
し
き
い
きを

被か
う
ぶり
て
、
多さ
は

に
死し亡
」
ん
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
、
Ｅ
の
伝
説
の
虬
と
Ｆ
の

伝
説
の
蛇
と
に
つ
い
て
は
、
伝
承
者
・
編
者
の
脳
裏
に
大
き
い
違
い
は
な

か
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
や
は
り
蛇
の
類
に
は
人

の
命
を
奪
う
恐
る
べ
き
霊
威
が
具
わ
っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を

示
す
話
で
あ
る
。
そ
の
恐
る
べ
き
霊
威
を
象
徴
す
る
も
の
が
、
Ｅ
・
Ｆ
の

両
伝
説
に
出
て
い
る
「
毒

あ
し
き
い
き」

で
あ
る
【「
田
道
」
つ
ま
り
「
た
ぢ
」
と
い
う

人
名
は
、
蛇
の
ま
む
し
を
さ
す
「
蝮た

ぢ
ひ」
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
】。

　

以
上
の
よ
う
に
、
蛇
の
霊
威
の
恐
ろ
し
さ
は
、
そ
の
姿
を
見
る
者
が
死

ぬ
と
か
、
そ
の
毒
気
を
受
け
る
者
が
死
ぬ
と
か
と
い
う
か
た
ち
で
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
相
違
は
地
域
差
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
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し
、
同
じ
地
域
で
そ
の
双
方
が
信
じ
ら
れ
語
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

　

こ
こ
で
、
話
を
さ
き
の
Ａ
・
Ｂ
の
両
伝
説
に
戻
す
。
人
が
神
の
姿
を
見

た
い
と
願
っ
た
こ
と
を
語
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
両
伝
説
だ
け
で
あ
る
。
Ａ

の
伝
説
で
は
倭
迹
迹
姫
命
が
死
ん
で
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
Ｂ
の
伝
説
で

は
雄
略
天
皇
は
死
な
な
い
。
そ
の
相
違
は
、
蛇
神
に
つ
い
て
「
見
る
人
あ

ら
ば
、
家
門
を
破ほ

ろ
ぼ滅

し
、
子う
み
の
こ孫

継つ

が
ず
」
と
い
う
記
述
が
Ｃ
の
伝
説
に
あ

り
、「
劔
を
得
て
よ
り
以の

ち後
、
家
挙こ
ぞ

り
て
滅
び
亡う

せ
き
」
と
い
う
記
述
が

Ｄ
の
伝
説
に
あ
る
こ
と
と
、
深
い
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的

に
言
え
ば
、
Ａ
の
伝
説
に
「
櫛
笥
を
見
れ
ば
、
遂
に
美
麗
し
き
小こ

を
ろ
ち蛇

有
り
」

「
倭
迹
迹
姫
命
、
仰
ぎ
見
て
…
」
と
あ
る
こ
と
と
、
Ｂ
の
伝
説
に
「
天
皇
、

畏か
し
こみ
た
ま
ひ
て
、
目
を
蔽お
ほ

ひ
て
見
た
ま
は
ず
し
て
…
」
と
あ
る
こ
と
と
の

相
違
が
、
結
果
的
に
倭
迹
迹
姫
命
が
死
に
、
雄
略
天
皇
は
死
な
な
い
、
と

い
う
相
違
に
対
応
す
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

Ａ
の
伝
説
で
は
、
夫
が
課
し
た
「
願
は
く
は
、
吾
が
形
に
な
驚
き
ま
し

そ
」
と
い
う
禁
を
、
妻
が
破
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
妻
の
死
と
い

う
悲
劇
を
導
く
原
因
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
話

を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
設
定
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
Ｃ

の
伝
説
に
あ
る
よ
う
に
、
Ａ
の
伝
説
の
場
合
も
、
蛇
神
の
姿
は
絶
対
に
見

て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
を
直
接
に
見
た
者
は
死
ぬ
、
と
い
う
よ
う
な
考
え

が
話
の
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い注
注

か注
注

。

　

三
輪
山
伝
説
の
う
ち
、
人
が
大
物
主
神
の
正
体
を
実
際
に
見
た
と
い
う

設
定
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
Ａ
の
伝
説
の
み
で
あ
る
。
丹に

塗ぬ
り

矢や

に
変
身
し

た
同
神
や
、
丹
塗
矢
か
ら
男
の
姿
に
変
身
し
た
同
神
と
女
と
が
関
係
を
も

つ
、
と
い
う
「
神
武
記
」
に
見
え
る
「
丹
塗
矢
伝
説
」
で
は
、
女
は
蛇
と

し
て
の
姿
を
直
接
に
は
見
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
Ａ
の
伝
説
で
、
た
と
え

巫
女
的
な
性
格
を
も
つ
倭
迹
迹
姫
命
で
あ
っ
て
も
、
神
が
人
の
前
で
蛇
体

を
現
し
た
こ
と
を
語
る
の
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
こ
と
で
あ
る
。
蛇
体
の

神
を
人
が
直
接
に
見
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
普
通
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

Ａ
の
伝
説
で
は
倭
迹
迹
姫
命
が
死
に
、
Ｂ
の
話
で
は
雄
略
天
皇
が
死
な

な
い
、と
い
う
こ
と
に
対
す
る
以
上
の
想
定
に
は
、そ
れ
を
支
え
る
、蛇
・

蛇
神
に
か
か
わ
る
資
料
が
少
な
い
。
ま
た
、
蛇
神
に
つ
い
て
「
見
る
人
あ

ら
ば
家
門
を
破ほ

ろ
ぼ滅

し
、
子う
み
の
こ孫

継つ

が
ず
」
と
あ
る
こ
と
が
、
ど
の
程
度
の
広

が
り
を
も
つ
俗
信
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
不
明
で
あ
る注８
。

四
　

Ａ
の
伝
説
で
は
、
箸
で
陰
部
に
損
傷
を
負
っ
た
倭
迹
迹
姫
命
が
、
そ
の

ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
ほ
か
に
、
何
か
の
道
具
が
陰
部
を
突
い
た
こ

と
を
語
る
話
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
本
稿
の
冒
頭
及
び
前
節
で
言

及
し
た
「
丹
塗
矢
伝
説
」
で
あ
る
。
大
物
主
神
の
変
身
し
た
丹
塗
矢
が
溝

を
流
れ
下
り
、
大
便
を
し
て
い
た
勢せ

夜や

陀だ

多た

良ら

比ひ

売め

の
陰
部
を
突
い
た
。

彼
女
が
そ
の
矢
を
持
ち
帰
っ
て
床
の
辺
に
置
い
た
と
こ
ろ
、
矢
は
美
男
に

変
身
し
て
彼
女
と
結
婚
し
た
。
そ
う
し
て
生
ま
れ
た
子
が
神
武
天
皇
の
大お

ほ

后き
さ
きに

な
っ
た
と
い
う注
注

。

　

残
る
も
う
一
つ
の
話
は
、
天
照
大
御
神
と
須
佐
能
男
命
の
姉
弟
を
め
ぐ

る
神
話
に
含
ま
れ
て
い
る
。
天
照
大
御
神
が
機
織
り
を
し
て
い
る
時
に
、
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弟
の
須
佐
能
男
命
が
、
皮
を
剥
い
だ
馬
を
、
屋
根
を
壊
し
て
部
屋
の
中
に

投
げ
込
ん
だ
。
そ
れ
に
驚
い
た
服は

た

織お
り

女め

が
、
機
を
織
る
の
に
用
い
て
い
た

「
梭ひ

」
で
陰
部
を
突
き
、
損
傷
を
負
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
『
古

事
記
』
に
見
え
る
話
だ
が
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、「
天
照
大
神
、
驚お

ど
ろ動
き

た
ま
ひ
て
、
梭か

び

を
以
て
身
を
傷い
た

ま
し
む
」〔
本
書
〕
と
も
、「
稚わ
か
ひ
る
め
の

日
女
尊み
こ
と、

乃
ち
驚
き
た
ま
ひ
て
、
機
よ
り
堕お

ち
て
、
持
た
る
梭
を
以
て
體み

を
傷や
ぶ

ら
し

め
て
、
神か

む

退さ

り
ま
し
ぬ
」〔
一
書
第
一
〕
と
も
あ
る
。
天
照
大
神
に
関
す

る
「
梭か

び

を
以
て
身
を
傷い
た

ま
し
む
」
と
い
う
説
明
は
、
陰
部
に
損
傷
を
負
っ

た
こ
と
を
婉
曲
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
稚
日
女
尊

は
、
天
照
大
神
の
分
身
と
し
て
登
場
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
話
の
う
ち
、
矢
が
陰
部
に
突
き
刺
さ
っ
た
の
で
は
な
く
、
矢
が
陰
部

を
軽
く
突
い
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
場
で
女
が
死
な
な
い
「
丹
塗
矢
伝
説
」

は
と
も
か
く
、
天
照
大
神
や
稚
日
女
尊
が
梭
で
身
体
を
傷
つ
け
た
り
死
ん

だ
り
す
る
神
話
で
は
、
女
が
自
身
で
梭
を
陰
部
に
突
き
刺
し
た
か
た
ち
に

な
っ
て
い
る
。
Ａ
の
伝
説
の
倭
迹
迹
姫
命
も
ま
た
、
ほ
か
の
誰
か
に
よ
っ

て
箸
を
陰
部
に
突
き
刺
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
倭
迹
迹
姫
命
が
自
分
の
行

為
を
悔
や
ん
で
急
に
腰
を
下
ろ
し
た
時
に
、
そ
こ
に
あ
っ
た
箸
が
陰
部
に

突
き
刺
さ
っ
て
し
ま
っ
た
。
天
照
大
神
や
稚
日
女
尊
も
倭
迹
迹
姫
命
も
、

自
分
の
動
き
が
原
因
と
な
っ
て
陰
部
に
道
具
が
突
き
刺
さ
っ
た
の
で
あ

る
。
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
、
直
接
の
死
因
は
女
自
身
の
不
適
切
な
動
き
、

つ
ま
り
自
己
の
過
失
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
崇
神
天
皇
の
「
姑み

を
ば」
で
あ
り
、
巫
女
的
な
性
格
の
強
い
倭
迹

迹
姫
命
や
、
世
界
の
至
高
神
で
あ
る
天
照
大
神
・
稚
日
女
尊
が
、
自
己
の

過
失
に
よ
っ
て
死
に
至
っ
た
と
ま
と
も
に
語
る
の
は
、
当
時
の
人
々
の
考

え
か
た
と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
こ
と
が
、
彼
女
ら

の
も
つ
神
聖
性
・
威
厳
を
少
な
か
ら
ず
削そ

ぐ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
怒
っ
た
大
物
主
神
が
倭
迹
迹
姫
命
と
別

れ
て
御
諸
山
に
帰
っ
て
行
く
と
い
う
想
定
外
の
事
態
や
、
皮
を
剥
が
れ
た

馬
が
上
か
ら
落
ち
て
来
る
と
い
う
突
発
的
な
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
重

大
な
事
態
や
衝
撃
的
な
事
態
が
生
じ
れ
ば
、
と
っ
さ
に
彼
女
ら
が
と
っ
た

行
動
は
や
む
を
え
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
偶
発
的

な
事
件
が
起
こ
っ
た
時
の
行
動
だ
と
い
う
こ
と
で
、
彼
女
ら
の
神
聖
性
・

威
厳
は
あ
る
程
度
ま
で
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
女

が
陰
部
を
突
く
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
前
に
偶
発
的
な
出
来
事
が
起
こ
っ

た
と
設
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
を
語
る
う
え
で
ぜ
ひ
と
も
必
要

だ
っ
た
の
で
あ
る
【
こ
う
し
た
点
か
ら
、
女
の
地
位
・
身
分
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ

ど
、
そ
の
偶
発
的
な
出
来
事
は
意
外
性
の
大
き
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
、
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
】。

　

さ
て
、
こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
、
神
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
女
が

陰
部
に
損
傷
を
負
う
、
と
い
う
内
容
を
も
つ
話
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

「
丹
塗
矢
伝
説
」
で
は
、
矢
が
陰
部
を
突
く
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
損
傷

を
負
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
伝
説
は
除
外
す
る
。
代
わ
り
に
、
火

神
を
産
ん
だ
伊い

邪ざ

那な

美み
の

命み
こ
とが
陰
部
を
焼
か
れ
る
神
話
が
考
察
の
対
象
と
な

る
。
ほ
か
に
は
、
天
照
大
御
神
あ
る
い
は
そ
の
分
身
が
梭
で
陰
部
を
突
く

神
話
と
、
倭
迹
迹
姫
命
が
箸
で
陰
部
を
突
く
Ａ
の
伝
説
と
が
あ
る
。
結
局
、

考
察
の
対
象
は
三
話
で
あ
る
。

　

火
神
を
産
ん
で
陰
部
が
損
傷
を
負
う
神
話
の
場
合
、
国
土
・
神
々
を
産

む
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪
那
美
命
と
は
夫
婦
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
日
本
書
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紀
』
の
一
伝
に
は
、
両
神
に
つ
い
て
「
此
の
二

ふ
た
は
し
らの

神
は
、
青あ
を

橿か
し

城き

根ね
の

尊
み
こ
と

の
子み
こ

な
り
」
と
説
明
が
あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
兄
妹
で
あ
る
。

　

梭
で
陰
部
を
突
く
神
話
も
こ
れ
に
近
く
、
天
照
大
御
神
と
須
佐
能
男
命

は
姉
弟
だ
が
、
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
両
神
を
め
ぐ

る
神
話
に
は
男
女
神
に
よ
る
聖
婚
の
性
格
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る注
注

。
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
子
が
誕
生
す
る
こ
と
、
女
神
が
陰
部
に
損
傷
を
負
う
こ

と
、
両
神
間
の
拒
絶
を
岩
が
象
徴
す
る
こ
と
、
辺
り
が
暗
闇
に
覆
わ
れ
る

こ
と
、
女
神
を
も
と
い
た
場
所
に
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
、
伊
邪
那
美

命
と
次
世
代
の
天
照
大
御
神
と
を
め
ぐ
る
二
つ
の
神
話
で
は
、
全
体
の
構

造
に
つ
い
て
も
箇
々
の
素
材
に
つ
い
て
も
対
応
関
係
が
顕
著
で
あ
る
。

　

倭
迹
迹
姫
命
が
箸
に
よ
っ
て
陰
部
に
損
傷
を
負
う
伝
説
で
は
、
そ
の
冒

頭
に
「
是こ

の
後
に
、
倭
や
ま
と

迹と

迹と

日び

百も
も

襲そ

姫ひ
め
の

命み
こ
と、
大お
ほ

物も
の

主ぬ
し
の

神か
み

の
妻
と
為な

る
」

と
あ
っ
て
、
神
と
人
と
の
夫
婦
関
係
が
破
綻
す
る
話
で
あ
る
こ
と
は
自
明

で
あ
る
。

　

陰
部
に
損
傷
を
負
う
内
容
の
三
話
に
共
通
す
る
の
は
、
男
女
神
が
そ
の

場
で
離
別
し
、
損
傷
を
負
っ
た
た
め
に
女
が
絶
命
す
る
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
三
話
を
、
陰
部
に
損
傷
を
負
う
こ
と
も
な
く
女
が
死
ぬ
こ
と
も
な
い

「
丹
塗
矢
伝
説
」
と
比
較
す
れ
ば
、
陰
部
に
損
傷
を
負
う
こ
と
と
、
男
女

神
が
離
別
し
、
損
傷
を
負
っ
た
女
が
絶
命
す
る
こ
と
と
が
、
密
接
に
結
び

付
い
て
い
る
、
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
可
能
性

を
支
持
す
る
こ
と
が
ら
も
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
こ
と
が
ら
と
は
、
陰
部
に
ひ
ど
い
損
傷
を
負
え
ば
、
そ
れ
ま
で
続

い
て
い
た
、
男
根
と
女
陰
と
に
象
徴
さ
れ
る
男
と
女
と
の
直
接
的
な
関
係

が
直
ち
に
破
綻
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
国
土
創
成
神
話
の
冒
頭
に
は
、
夫
婦
の
会
話
を
含
む
、

Ｇ　

因よ

り
て
陰め

神か
み

に
問
ひ
て
曰の
た
まは

く
、「
汝い
ま
しが

身
に
何
の
成
れ
る
と
こ

ろ
か
有
る
」
と
の
た
ま
ふ
。
対こ

た

へ
て
曰
は
く
、「
吾
が
身
に
一ひ
と
つの

雌め

の
元は
じ
めと
い
ふ
処
と
こ
ろ

有
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
陽を

神か
み

の
曰
は
く
、
吾
が
身
に

亦ま
た

、
雄を

の
元
と
い
ふ
処
有
り
。
吾
が
身
の
元
の
処
を
以
て
、
汝
が
身

の
元
の
処
に
合
は
せ
む
と
思お

も欲
ふ
」
と
の
た
ま
ふ
。
是こ
こ

に
、
陰め

を陽
始

め
て
遘

み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
合
し
て
夫を
う
と
め婦
と
な
る
。

と
い
う
記
述
が
見
え
る
。「
雄を

の
元は
じ
めと

い
ふ
処
」「
雌め

の
元は
じ
めと

い
ふ
処と
こ
ろ」

と

い
う
表
現
の
「
元
」
と
は
、「
根
本
」「
基も

と
い」

な
ど
の
意
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
れ
ら
の
表
現
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
男
根
・
女
陰
を
さ
す
。
こ
の
神
話

の
語
り
手
は
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
男
根
と
女
陰
と
を
、
男

女
・
夫
婦
の
関
係
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
た
と
解
し
う
る
。

　

ま
た
、『
古
事
記
』
の
神
話
の
冒
頭
に
「
次
に
意お

富ほ

斗と

能の

地ぢ
の

神か
み

、
次
に

妹い
も

意お

富ほ

斗と

乃の

辨べ
の

神か
み

」
と
い
う
男
女
の
対
偶
神
が
登
場
し
、『
日
本
書
紀
』

の
対
応
部
分
に
も
同
じ
対
偶
神
が
別
表
記
で
登
場
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
神

名
に
含
ま
れ
る
「
ぢ
」「
べ
」
は
男
女
を
表
し
、
両
神
名
に
共
通
し
て
含

ま
れ
る
「
と
」
は
、
性
を
象
徴
す
る
部
位
つ
ま
り
男
根
・
女
陰
を
表
す
、

と
い
う
の
が
注
釈
の
説
明
で
あ
る
。
男
女
の
対
偶
神
の
名
に
、
両
性
を
表

す
語
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
性
的
な
部
位
が
男
女
の
結
び
付
き
の

原
点
だ
と
い
う
、
あ
た
り
ま
え
の
把
握
の
し
か
た
が
反
映
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
陰
部
に
損
傷
を
負
っ
た
こ
と
で
男
女
が
離
別

す
る
と
い
う
話
の
展
開
は
、
そ
れ
ま
で
有
効
だ
っ
た
陰
部
の
機
能
が
失
わ
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れ
る
こ
と
を
背
景
と
す
る
、
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、

男
女
関
係
に
対
す
る
、
人
々
の
常
識
的
な
発
想
に
基
づ
く
展
開
だ
ろ
う
。

陰
部
に
損
傷
を
負
っ
た
主
体
が
生
き
続
け
る
こ
と
な
く
直
ち
に
絶
命
す
る

か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
男
女
関
係
の
破
綻
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

五
　

以
上
の
論
述
で
は
、
夫
で
あ
る
蛇
神
の
姿
を
人
で
あ
る
妻
が
見
た
と
い

う
Ａ
の
伝
説
と
、
目
の
前
に
い
る
蛇
神
を
天
皇
が
見
ず
に
殿
中
に
隠
れ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
Ｂ
の
伝
説
と
を
出
発
点
と
し
、
前
者
と
同
様
に
陰
部
に

損
傷
を
負
っ
て
女
が
絶
命
す
る
と
い
う
内
容
の
、
別
の
二
話
に
も
分
析
と

考
察
と
を
加
え
た
。

　
『
古
事
記
』
の
「
次
に
腹
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
奥お

く

山や
ま

津つ

見み
の

神か
み

。
次
に

陰
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
闇く

ら

山や
ま

津つ

見み
の

神か
み

。
次
に
…
」
の
よ
う
に
、
多
く
の

身
体
部
位
に
関
す
る
記
事
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
一
つ
と
し
て
陰
部
に
関
す

る
記
事
が
出
て
い
る
、
と
い
っ
た
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は

別
と
し
て
、
以
上
で
言
及
し
な
か
っ
た
、
陰
部
に
か
か
わ
る
二
つ
の
話
に

つ
い
て
、
最
後
に
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
の
一
つ
は
、
天あ

め
の
う
ず
め
の

宇
受
女
命み
こ
とが

裳
の
紐
を
陰
部
に
押
し
垂
ら
し
た
と
い

う
神
話
で
あ
る
。

Ｈ　

天
の
石い
は

屋や

戸と

に
槽う
け

伏
せ
て
踏
み
轟と
ど
ろこ

し
、
神か
む

懸が
か

り
し
て
、
胸む
な

乳ぢ

を

か
き
出
で
裳
紐
を
陰ほ

と

に
押
し
垂
れ
き
。
こ
こ
に
、
高
天
の
原
動と
よ

み
て
、

八や
ほ
よ
ろ
づ

百
萬
の
神
共と
も

に
咲わ
ら

ひ
き
。

　
『
古
事
記
』
に
見
え
る
石
屋
戸
神
話
の
記
事
だ
が
、『
日
本
書
紀
』
の
同

神
話
に
は
陰
部
の
こ
と
が
出
て
い
な
い
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、

Ｈ
と
同
じ
天あ

ま
の
う
ず
め

鈿
女
に
か
か
わ
る
記
事
が
天
孫
降
臨
神
話
に
見
え
る
。
天
上

の
道
に
異
様
な
形
相
を
し
た
猨さ

る

田た

彦ひ
こ
の

大お
ほ

神か
み

が
い
る
と
の
報
告
が
あ
り
、

そ
の
事
態
に
対
応
す
る
た
め
に
そ
こ
へ
派
遣
さ
れ
た
天
鈿
女
が
、
Ｈ
の
話

に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
所
作
を
相
手
の
神
に
見
せ
、
笑
っ

て
向
き
立
っ
た
と
い
う
。

Ｉ　

天あ
ま
の
う
ず
め

鈿
女
、
乃す
な
はち
其
の
胸む
な

乳ぢ

を
露あ
ら
はに
か
き
い
で
て
、
裳も
ひ
も帯
を
臍ほ
そ

の
下

に
抑お

し
たれ

て
、
咲あ
ざ
わ
ら噱

ひ
て
向
き
て
立
つ
。

　

こ
ち
ら
の
神
話
に
も
ま
た
、
陰
部
そ
の
も
の
に
関
す
る
記
事
は
な
い
。

天
孫
と
し
て
の
邇に

邇に

杵ぎ
の

尊み
こ
との
降
臨
を
語
る
段
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
、

「
陰ほ

と

」
を
あ
え
て
「
臍ほ
そ

の
下
」
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

Ｈ
の
神
話
に
つ
い
て
は
、
滑
稽
な
所
作
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
笑
い
を

招
き
、
進
展
の
な
い
停
滞
し
た
事
態
を
打
開
す
る
、
と
い
う
意
味
あ
い
が

見
て
取
れ
る
。
同
神
話
に
つ
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
登
場
す
る
バ
ウ
ボ

が
女
陰
を
露
出
し
た
話
と
類
同
的
だ
、
と
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
娘
の
ペ
ル

セ
ポ
ネ
を
冥
王
で
あ
る
ハ
デ
ス
に
奪
わ
れ
た
た
め
に
、
も
の
も
言
わ
ず
食

事
も
摂
ら
な
く
な
っ
た
デ
メ
テ
ル
に
対
し
、
バ
ウ
ボ
が
目
の
前
で
尻
を
ま

く
っ
て
陰
部
を
さ
ら
け
出
し
た
。
そ
れ
を
見
た
デ
メ
テ
ル
は
思
わ
ず
失
笑

し
、
そ
の
あ
と
で
飲
食
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
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Ｉ
の
神
話
で
は
、
天
鈿
女
が
卑
猥
な
所
作
を
し
て
自
ら

0

0

笑
っ
た
と
い
う

話
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
人
の
考
え
で
は
、
Ｈ
の

神
話
の
よ
う
に
周
囲
に
い
る
者
が
笑
う
必
要
は
な
く
、
そ
の
場
で
は
誰
か

の
笑
い
が
必
要
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
。

　

こ
の
状
況
で
は
、
暗
黒
の
世
界
を
光
明
の
世
界
に
戻
し
、
天
上
の
道
を

空
け
て
天
孫
を
降
臨
さ
せ
な
け
れ
ば
、
地
上
の
支
配
は
実
現
し
な
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
猨
田
彦
大
神
が
天
上
の
道
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ

ど
く
緊
張
し
た
状
況
が
生
じ
て
い
る
。
継
続
す
る
そ
の
緊
張
状
況
を
解
消

し
て
く
れ
る
の
が
、
緊
張
と
は
正
反
対
の
心
理
状
況
で
可
能
と
な
る
笑
い

だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
天
鈿
女
が
卑
猥
な
所
作
を
し
て
自
ら
笑
っ
た

と
い
う
話
も
、
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
る
。
笑
い
は
緊
張
と
正
反
対
の
心

理
状
況
か
ら
う
ま
れ
る
の
だ
、
と
い
う
人
々
の
日
常
的
な
体
験
に
基
づ
く

話
な
の
だ
ろ
う
。

　

言
及
し
て
お
き
た
い
二
つ
め
の
話
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
に
見
え
る

次
の
伝
説
で
あ
る
。

Ｊ　

萩
原
の
里　
土
は
中
の
中
な
り
。
右
、
萩
原
と
名
づ
く
る
故
は
、

息お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の

長
帯
日
売
命み
こ
と、
韓か
ら

国く
に

よ
り
還か
へ

り
上
り
ま
し
し
時
、
御
船
、
此
の
村

に
宿
り
た
ま
ひ
き
。
一
夜
の
間
に
、
萩
一ひ

と

根も
と

生お

ひ
き
。
高
さ
一ひ
と

丈つ
ゑ

ば

か
り
な
り
。
仍よ

り
て
萩
原
と
名
づ
く
。
即す
な
はち

御
井
を
闢は

り
き
。
故か
れ

、

針は
り

間ま

井ゐ

と
い
ふ
。
其
の
処
は
墾は

ら
ず
。
又
、
墫も
た
ひの

水
溢あ
ふ

れ
て
井
と
成

り
き
。
故
、
韓か

ら

の
清
水
と
號
く
。
其
の
水
、
朝
に
汲
む
に
、
朝
に
出

で
ず
。
爾す

な
はち

酒
殿
を
造
り
き
。
故
、
酒
田
と
い
ふ
。
舟
、
傾
き
乾か

れ

き
。
故
、
傾

か
ぶ
き

田だ

と
い
ふ
。
米よ
ね

舂つ
き

女め

等ら

が
陰ほ
と

を
、
陪お
も
と
び
と
く
な

従
婚
ぎ
断
ち
き
。

故
、
陰ほ

と

絶た
ち

田だ

と
い
ふ
。
仍す
な
はち

、
萩
多
く
栄
え
き
。
故
、
萩
原
と
い
ふ
。

爾こ
こ

に
祭
れ
る
神
は
、
少
す
く
な

足
た
ら
し
の

命み
こ
とに

い
ま
す
。 

〔
揖
保
郡
〕

　

こ
の
伝
説
に
は
、「
米よ
ね

舂つ
き

女め

等ら

が
陰ほ
と

を
、
陪お
も
と
び
と
く
な

従
婚
ぎ
断
ち
き
。
故
、
陰ほ
と

絶た
ち

田だ

と
い
ふ
」
と
い
う
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
何
か
の
道
具
が
陰
部
を

突
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
男
と
の
性
交
に
よ
っ
て
女
が
陰
部
に
損
傷

を
負
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

単
な
る
性
交
で
損
傷
を
負
っ
た
と
あ
る
、
そ
の
具
体
的
な
理
由
は
わ
か

ら
な
い
。
ま
た
、
損
傷
を
負
っ
た
女
た
ち
が
死
ん
だ
と
は
語
ら
れ
て
い
な

い
。「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

が
陰ほ
と

を
、
陪お
も
と
び
と
く
な

従
婚
ぎ
断
ち
き
。
故
、
陰ほ
と

絶た
ち

田だ

と
い
ふ
」

と
い
う
記
述
の
直
後
に
、「
仍す

な
はち
、
萩
多
く
栄
え
き
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
が
、
二
つ
の
記
述
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
話
を
読
ん

だ
だ
け
で
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
の
伝
説
の
な
か
に
は
、「
一
夜
の
間
に
、
萩
一ひ

と

根も
と

生お

ひ
き
」「
墫も
た
ひの

水

溢あ
ふ

れ
て
井
と
成
り
き
」
な
ど
、
息お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の

長
帯
日
売
命み
こ
との
聖
性
や
霊
威
を
反
映
す

る
記
述
が
見
え
る
。
問
題
の
「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

が
陰ほ
と

を
、
陪お
も
と
び
と
く
な

従
婚
ぎ
断
ち
き
」

と
い
う
事
件
が
「
仍す

な
はち

、
萩
多
く
栄
え
き
」
と
い
う
事
態
を
導
い
た
の
も
、

息
長
帯
日
売
命
の
聖
性
・
霊
威
に
よ
る
も
の
だ
、
と
語
っ
た
も
の
か
も
知

れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
陰
部
の
損
傷
が
萩
の
繁
茂
を
も
た
ら
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
想
定
に
は
ど
こ
か
釈
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。

　

同
じ
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
讃さ

容よ

郡
に
関
す
る
伝
説
に
、「
鹿
の
腹
を

割
い
て
そ
の
血
に
稲
を
蒔
い
た
ら
、
一
夜
で
苗
が
生
え
た
」
と
い
う
記
述
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が
出
て
い
る
。
ま
た
、
同
『
風
土
記
』
の
賀
毛
郡
に
関
す
る
伝
説
に
も
、

太お
ほ

水み
づ
の

神か
み

が
「
私
は
宍し
し

の
血
で
田
を
耕
作
す
る
。
だ
か
ら
、
河
の
水
は
必

要
な
い
」
と
言
っ
た
と
あ
る
。

　

動
物
の
血
と
、
稲
／
田
と
、
一
夜
で
の
苗
の
成
長
、
と
い
っ
た
三
要
素

の
結
び
付
き
は
、「
陰
絶
田
」
の
伝
説
の
内
容
を
想
起
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、

稲
／
田
は
「
陰
絶
田
」
の
伝
説
に
見
え
る
「
米よ

ね

舂つ
き

女め

等ら

」
に
対
応
し
、
動

物
の
血
は
、
彼
女
ら
が
陰
部
に
損
傷
を
負
っ
た
時
に
当
然
あ
っ
た
は
ず
の

出
血
に
対
応
す
る
。さ
ら
に
、一
夜
で
苗
が
成
長
し
た
こ
と
は
、「
陰
絶
田
」

の
伝
説
の
前
半
部
に
「
一
夜
の
間
に
、
萩
一ひ

と

根も
と

生お

ひ
き
」
と
あ
り
、「
陰

絶
田
」
と
い
う
地
名
に
続
い
て
「
仍す

な
はち
、
萩
多
く
栄
え
き
」
と
あ
る
こ
と

に
対
応
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
陰
絶
田
」
の
伝
説
と
動
物
の
血
に
関
す
る
伝
説
と
に
は
動
物
の
血
と

人
間
の
血
と
の
違
い
は
あ
る
が
、
古
い
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼
の
記

憶
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
神
に
捧
げ
た
犠
牲
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た

さ
れ
た
繁
茂
・
豊
穣
と
を
象
徴
的
に
語
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か注注注
。

注１ 

「
丹
塗
矢
伝
説
」
に
関
す
る
私
見
は
、
小
著
『
伝
承
と
言
語
』〔
一

九
九
五
年
、
ひ
つ
じ
書
房
〕
の
第
Ⅱ
部
第
四
章
で
や
や
詳
し
く
述

べ
た
。

２ 

拙
著
『
日
本
の
神
話
・
伝
説
を
読
む
』〔
二
〇
〇
七
年
、
岩
波
新
書
〕

の
終
章
で
、「
箸
墓
」
は
も
と
「
恥
墓
」
の
意
だ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
と
述
べ
た
。
妻
に
禁
を
破
ら
れ
た
大
物
主
神
が
、
そ
の
こ
と

に
「
恥
ぢ
て
」
人
の
姿
に
変
身
し
た
と
あ
り
、
ま
た
同
神
の

「
汝い

ま
し、
忍
び
ず
し
て
吾
に
羞は
ぢ
みせ
つ
。
吾
、
還か
へ

り
て
汝
に
羞
せ
む
」

と
い
う
発
言
に
「
羞は

ぢ
みす
（
恥
見
す
）」
が
二
度
出
て
い
る
こ
と
な

ど
が
、
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
根
拠
で
あ
る
。

　

ま
た
、
改
め
て
「
倭

や
ま
と

迹と

迹と

日び

百も
も

襲そ

姫ひ
め

命
」
と
い
う
名
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
と
、
こ
の
名
に
含
ま
れ
る
「
百
襲
」
は
、
蛇
が
何
度

も
脱
皮
を
く
り
返
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と

想
定
で
き
る
。「
襲
」
の
字
に
は
、「
重
ね
て
着
る
」「
覆
う
」「
継

ぐ
」
な
ど
の
意
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
名
に
は
小
異
の
あ
る
い

く
つ
か
の
別
名
が
存
在
す
る
。

３ 

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』
な
ど
か
ら
訓
読
文
を
引
用

す
る
場
合
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
そ
れ
に
よ
る
。
た
だ
し
、

引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
句
読
点
そ
の
他

を
改
め
る
こ
と
が
あ
る
。

４ 

須す

佐さ

能の

男を
の

命み
こ
とが
櫛く
し

名な

田だ

比ひ

売め

を
櫛
に
変
身
さ
せ
、
そ
れ
を
自
分
の

髪
に
挿
し
た
う
え
で
大
蛇
と
闘
っ
た
と
い
う
神
話
で
は
、
髪
に
櫛

を
挿
し
た
こ
と
が
男
女
間
の
親
密
な
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
。

５ 

蛇
の
姿
で
生
ま
れ
た
雷
神
の
子
に
つ
い
て
、「
明
く
れ
ば
言こ
と

と
は

ぬ
が
若ご

と

く
、
闇く

る
れ
ば
母
と
語
る
」〔
常
陸
国
風
土
記
那
賀
郡
〕

と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
同
じ
考
え
が
反
映
し
て
い
る
。

６ 

Ｂ
の
伝
説
に
登
場
す
る
蜾
蠃
は
素
手
で
大
蛇
を
捉
え
て
来
た
の
だ

か
ら
、
蛇
神
を
直
接
に
見
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
皇
が

「
膂ち

か
ら力
人
に
過
ぎ
た
り
」
と
評
す
る
人
物
で
あ
り
、
実
際
に
大
蛇

を
捉
え
て
く
る
ほ
ど
の
勇
猛
な
男
だ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
特
別
で

あ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
に
見
え
る
類
話
で
は
、
三
輪
山
の
神
は
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最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
蛇
体
の
神
で
は
な
く
雷
神
と
し
て
登
場
す

る
。
ま
た
、
注
５

に
あ
げ
た
伝
説
で
は
、
蛇
体
を
も
っ
て
誕
生
し

た
子
と
家
族
の
者
と
が
一
緒
に
暮
ら
す
の
だ
が
、
仔
蛇
だ
か
ら
そ

れ
も
特
別
で
あ
る
。

７ 

『
今
昔
物
語
集
』
に
見
え
る
「
箸
墓
説
話
」
に
は
、
神
が
箸
で
女

の
陰
部
を
突
い
た
と
あ
る
。

８ 

「
垂
仁
記
」
に
は
、
出
雲
で
肥ひ

長な
が

比ひ

売め

と
一
夜
の
関
係
を
も
っ
た

本ほ

牟む

智ち

和わ

気け

が
あ
と
で
彼
女
の
様
子
を
の
ぞ
き
見
る
と
、
そ
れ
は

蛇
の
姿
を
し
て
い
た
、
と
い
う
話
が
あ
る
。
正
体
を
見
ら
れ
た
肥

長
比
売
は
執
拗
に
本
牟
智
和
気
を
追
い
ま
わ
し
た
が
、
彼
は
何
と

か
逃
げ
き
っ
た
。
具
体
的
な
記
述
は
な
い
が
、
話
に
は
も
と
も
と

「
見
る
な
の
タ
ブ
ー
」
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
肥
長

比
売
の
正
体
を
見
た
本
牟
智
和
気
は
、
結
局
は
死
な
な
い
。

　

ま
た
、「
褶ひ

れ

振ふ
り

の
峯
」
を
め
ぐ
る
『
肥
前
国
風
土
記
』
逸
文
の

伝
説
で
は
、
山
に
あ
る
沼
の
ほ
と
り
で
女
が
蛇
頭
人
身
の
男
に
出

会
う
。
男
は
す
ぐ
に
人
の
姿
に
変
身
し
て
、
女
と
の
別
離
を
惜
し

む
歌
を
詠
ん
だ
。
あ
と
で
女
の
家
人
が
沼
に
行
っ
て
み
る
と
、
蛇

男
も
女
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
沼
の
底
に
女
の
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
「
屍

し
か
ば
ね」
が
沈
ん
で
い
た
と
い
う
。
こ
の
伝
説
の
場

合
は
、
神
の
姿
を
見
た
女
が
死
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

　

上
代
の
文
献
を
広
く
見
渡
す
と
、
一
口
に
蛇
神
と
は
言
っ
て
も

そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
直
接
に
見
た
者
が
死
ぬ
か
ど
う
か
は
神
に

よ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

９ 

こ
の
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
神
話
全

体
の
構
造
的
な
対
応
に
つ
い
て
は
、
大
林
太
良
『
日
本
神
話
の
構

造
』〔
一
九
七
五
年
、
弘
文
社
〕
に
詳
細
な
論
が
あ
る
。

10 

動
物
の
血
に
関
す
る
二
つ
の
伝
説
が
、
古
い
時
代
の
犠
牲
を
反
映

す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
、
益
田
勝
美
「
日
本
神
話
に
お
け
る

外
在
と
内
在
」〔『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
七
年
十
月
〕

に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
で
は
、「
陰
絶
田
」
の

伝
説
に
関
し
て
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。


