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日本神話 におけるスサ ノヲ

は
じ

め
に

八
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た

『古
事
記
』、

『
日
本
書
紀
』
、
『風
土
記
』
が
、
日
本

神
話

の
は
じ
め
て
の
記
録
と
し
て
、
日
本
神
話
研
究
に
お
い
て
基
本
的
な
史
料

と
な

っ
て
い
る
。
違
う
理
由
、
目
的
、
筆
者
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
、
こ
れ
ら
の

三
書

の
う
ち
前
者

の
二
書
に
、
同
じ
神

の
こ
と
が
書

か
れ
、
同
じ
歴
史
的
な
で

き
ご
と
を
め
ぐ

っ
て
、
物
語
が
発
展
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

後
者

の

『風
土
記
』
で
は
、
そ
れ
と
異
な

る
神
々
の
話
が
数
多
く
見
え
、
神
話

が
物
語

の
主
な
筋
と
な

っ
て
い
な
い
こ
と

に
注
目
し
た
い
。

な
お
、
和
銅
五
年

(七

一
二
年
)
に
完

成
さ
れ
た

『古
事
記
』
の
編
纂
を
め

ぐ

っ
て
は
、
問
題
が
多

い
。
そ

の
序
文

に
よ
れ
ば
、

『古
事
記
』
の
原
資
料
と

し
て
、
宮
廷

に
伝
わ

っ
た

「帝
紀
」
と

「
旧
辞
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
暗
記
し
た

(
1
)

稗
田
阿
礼
の

「
口
誦
」
が
太
安
万
侶
に
よ

っ
て

「撰
録
」
さ
れ
た
と
い
う
。
し

か
し
、
実
際
に
そ
う
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
論
議
が
続

い
て

い
る
。
『古
事
記
』
は
、
神
話
と
歴
史
と
の
つ
な
が
り
を
ま
と
め
て
語
る
最
初

(
2

)

の
試
み
で
あ

る
が
、
そ
の
連
続
的
な
構
造
が
と
て
も
複
雑
な
思
考
と
史
料

の
再

構
成
の
過
程
を
表
わ
し
て
い
る
。
他
方
、
そ
の
言
葉
が
当
時
に
使
わ
れ
た
漢
文

で
は
な
く
、
和
習
漢
文
体

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
学
者
等
は
こ
の
書
を

『日
本

書
紀
』
よ
り
も

っ
と

ニ
ホ
ン
テ
キ
ナ
も

の
と
考
え
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
明
ら
か

に
、
史
書
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
で
は
、
何
故
、
八
年
後

に

『日
本
書
紀
』
と

い
う
名
前
や
内
容
も
近
い
史
書
が
作
ら
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、

最
初
は
国
史
と
し
て
書

か
れ
た
は
ず
だ

っ
た

『古
事
記
』
は
、
そ
の
こ
と
ば
が

中
国
で
理
解
さ
れ
な
い
故
に
、
国
史

の
役
割
を
果
た
せ
ず
、
漢
文
で
国
史
を
書

き
直
す

こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
養
老
四
年

(七
二
〇
年
)
に
、
舎
人
親
王
等

に
よ

っ
て
中
国
の
史
書

に
な
ら

っ
て
編
年
体

で
記
述
さ
れ
て
い
る

『日
本
書
紀
』
が
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
史
書
を
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は
じ
め
と
し
て
、
十
世
紀
初
頭
ま
で
、

い
わ
ゆ
る
六
国
史
が
国
家
事
業
と
し
て

編
纂
さ
れ
た
。
国
家

の
代
表
的
な
史
書

の

一
つ
と
し
て
作
ら
れ
た

『日
本
書

紀
』
は
、
史
実
を
で
き
る
だ
け
詳
し
く
述

べ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、

一
つ
の
こ
と
に
つ
い
て
し
ぼ

し
ぽ

い
く

つ
か
の
説
を
引

い
て
い
る
。
漢
文
で
書

か
れ
て
お
り
、
表
現
が
中
国
風
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
神
話
を
正

し
く
解
釈
す
る
た
め
に
重
要
な
点

で
あ
る
と
考
・兄
ら
れ
る
。

し
か
し
、
文
体
が
異
な

っ
て
も
、
『古

事
記
』
と

『日
本
書
紀
』
は
と
も
に
、

古
く
か
ら
日
本

に
崇
拝
さ
れ
た
神
々
を
、
皇
祖
神
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
ア

マ
テ
ラ
ス
大
神
を
中
心
に
し
て
、

一
つ
の
パ
ン
テ
オ
ソ
に
ま
と
め
て
、
大
王

(天
皇
)
の
系
譜
と
結
ぶ
、
最
初

の
試

み
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀
』
と
違

っ
て
、
諸
国

の

『風
土
記
』
は
史
書

で

は
な
く
、
地
方

の
様
子
を
描
く
も

の
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
『続
日

本
紀
』

に
よ
れ
ば
、
そ
の
記
録
が
和
銅
六
年

(七

一
三
年
)
に
命
じ
ら
れ
た
が
、

諸

『風
土
記
』

の
完
成
ま
で
の
期
間
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

書
物

の
性
格
に
つ
い
て
い
え
ば
、
各
国
か
ら
上
申
さ
れ
た
公
文
、
「解
」、

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
国
衙
や
大
宰
府
を
媒
介

と
し
た
公
文
書

で
あ
り
、
古
老

の
旧

聞
異
事
な
ど
を
そ
の
ま
ま
に
記
録
し
た
も

の
で
は
な
く
、
中
央
政
府

に
命
じ
ら

れ
た
地
方
司
の
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分

の
理
解

に
よ
り
上
述
し
た
事
柄
を
編
集
し
た

も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
書
物
は
、

「解
」
と

い
う
形
式
、
す
な
わ
ち
広

く
読
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
に
ま
と
め
ら
れ

た
の
で
は
な
く
、
中
央
政
府

へ
の
報

(
3

)

告
で
あ

っ
た
と
い
う
点

に
特
徴
が
あ
る
。
今
ま
で
残

っ
て
い
る
の
は
、
出
雲
、

播
磨
、
常
陸
、
肥
前
、
豊
後
の
五
国

の

『風
土
記
』

の
み
で
あ
る
。
他
国
に
同

様
な
地
理
的
な
記
述
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物

に
み
・兄
る

「風
土

記
逸
文
」
の
存
在
か
ら
し
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
ら
の

『風
土
記
』
に
集

め
ら
れ
た
地
方

の
古
伝
承
は
、
『古
事
記
』
や

『日
本
書
紀
』

に
伝
わ
る
神
話
と
明
白

に
異
な

っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
神
々

の

話
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
地
名

の
由
来
や
土
地
の
言

い
伝
え
を
記
述
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
神

々
の
体
系
的
な
パ
ン
テ
オ
ン
は
で
き
あ
が
ら
ず
、

神

に
つ
い
て
の
話
が
相
互
い
に
関
係
す
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、
史
料
を
整
理

し
た
国
司
の
性
格
な
ど
も
か
か
わ
り
、
強
調
点
や
説
明
の
詳
し
さ
の
程
度
が
、

『風
土
記
』
ご
と
に
異
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

『風
土
記
』
か
ら
は
、
出

雲
国
の
場
合
を
除
け
ば
、
各
地
方

の
神
々
の
崇
拝

に
つ
い
て
の
完
全
な
イ
メ
ー

ジ
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
知

る
こ

と
は
で
き
る
。
そ
の
伝
承
は
、
大
和
朝
廷

に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
服
従
し
て
い

る
こ
と
を
伝
え
る
努
力
が
な
さ
れ
た
た
め
、
朝
廷
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
変
化

さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味

で

『風
土
記
』
は
、
「素
朴
な
民
間

の
伝
承
を

集
め
て
い
る
灑

」
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
が
・
素
朴
な
民
間
伝
承
を
も

と
に
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
『風
土
記
』
を
、
「同
じ
時

代

の
書
物

の

『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
『
万
葉
集
』
が
中
央
貴
族
の
世
界

で
ま

(
5
)

と
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
『地
方
』

の
視
点

で
編
述

さ
れ
て
い
る
」
も
の

で
あ
り
、
天
皇
や
中
央
氏
族

の
正
統
性

の
根
拠
を
示
す

『古
事
記
』
や
、
大
和

王
権
を
中
心
と
す
る
日
本
と
い
う
国
家
を
代
表
す
る
歴
史
書
と
し
て
書
か
れ
た
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日本神話 におけるスサ ノヲ

『日
本
書
紀
』
と
違

っ
て
、
皇
室
由
来
神
話
が
幹
と
は
な
ら
ず
、
地
方

の
状
況

を
報
告
す
る
た
め
に
記
述
さ
れ
た
も
の
と

し
て
と
ら
え
れ
ぽ
よ
い
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
三
書
を
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
た
比
較
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
日
本
古
代

の
神

々
に
た
い
す
る
信
仰
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ち
、
以
下
、

ス
サ
ノ
ヲ
命

に
つ
い
て
の

神
話
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
考
察
を
試
み
た
い
。

『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀
』

に
書
か
れ
た
神
話

の
中
で
、
も

っ
と
も
偉
大

な
、
印
象
的
な
神
が
、
全
天
を
照
ら
し
て
い
る
、
天
皇
の
祖
神

ア
マ
テ
ラ
ス
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

一
方
、
日
本
古
代

の
国
々
の
地
理
や
伝

承
を
伝
え
る

『風
土
記
』
で
は
、
神

々
の
最
上
位

に
い
る
の
は
、
「天
下
造
ら

し
し
大
神
」
オ
ホ
ナ
ム
チ
で
あ
る
。
こ
の
二
神

の
間

に
、
両
神
を
結
び
付
け
て

い
る

一
神

の
姿
が
な
い
と
、
そ
の
信
仰
を
相
対
的

に
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
善
悪
両
面
を
有
し
な
が
ら
、
神
話

の
中
心
付
近
を
動
き
回

っ
て
い
る

そ

の
神
と
は
、

『古
事
記
』
と

『日
本
書

紀
』
に
よ
れ
ば
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
弟

で
あ
り
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祖
先
と
さ
れ
て
い
る
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る
。
日
本
神
話

の
内
容

は
、
『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀

』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
全
般
的
に
か
な
り
複
雑
で
あ
る
が
、

こ
の
神

に
関
し
て
は
、
特
に
複
雑
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
神
話
が
書
か
れ
る
こ
ろ
ま
で
に
、
あ
る
い
は
書

か
れ
て
い
る

過
程
に
お
い
て
、
こ
の
神

の
性
格
が
大
き
く
変
容
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
和
朝
廷

の
成
立
と
と
も
に
、
神
々
の
パ
ン
テ
オ
ン

の
中
心
が
動
き
、
そ
れ
と
と
も
に
、
神
話

の
中
心
も
動

い
た
の
で
あ
り
、
そ

の

影
響
を
最
も
強
く
受
け
た
の
が
、
こ
の
神

ス
サ
ノ
ヲ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
論
文
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
性
格

の
検
討
を
通
じ
て
、
八
世
紀

に
書

か
れ
た
三
書

(『古
事
記
』、
『日
本
書
紀
』、
『風
土
記
』)
に
み
ら
れ
る
神
話

の
背
景
に
あ
る
日
本
古
代
信
仰

の
起
源
や
発
展
を
見
よ
う
と
す
る
、

一
つ
の
試

み
で
あ
る
。

さ
て
、
『古
事
記
』、

『日
本
書
紀
』
や

『風
土
記
』

に
描

か
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ

の
多
面
性
に
よ

っ
て
、
以
下

の
ご
と
く
数
多
く
の
説
が
あ

る
。

ま
ず
、
本
居
宣
長
は

『古
事
記
伝
』

の
六
巻
に
、
イ
ザ
ナ
ギ
命

の

「鼻
に
臭

悪
臭
気

は
深
く
て
其
ノ
な
ご
り
亡
が
た
き
故
に
、
須
佐
之
男
命
は
悪
神
な
り
」

と
い
い
、
そ
の
神

の
悪

い
面
し
か
認
め
な
い
。
『古
事
記
』
に
書

か
れ
た
神
話

を
真
実
と
し
て
と
ら
え
た
本
居
宣
長
に
対
し
て
、
そ
れ
を
全
部
疑

っ
た
津
田
左

右
吉
も
、
や
は
り
、

ス
サ
ノ
ヲ
を
悪
い
性
格

の
神
と
し
て
見
る
。
津
田
に
よ
れ

ぽ
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
皇
祖
神

ア
マ
テ
ラ
ス
大
神

の
偉
大
さ
に
対
す
る
た
め
に
架
空

(
6
)

に
作
ら
れ
た
破
壊
者
、
反
抗
者

で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
、
比
較
神
話
学
の
立

場
か
ら
、
日
本
と
大
陸
神
話

の
つ
な
が
り
を
指
摘
す
る
大
林
太
良
も
、

ス
サ
ノ

ヲ
の
悪
い
面
を
そ
の
神

の
性
格

の
説
明

の
基
本
に
お
い
て
い
る
。
大
林
氏
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
東
南

ア
ジ

ア
の
諸
族
の
神
話
か
ら
日
本

に
入

っ
て
き
た
神

で
あ
る

と
し
て
い
る
。
氏
は
、
日
本

の
三
貴
子
神
話
と
、
日
、
月
、
暗
星

の
三
兄
弟

の

う
ち
、
末
弟

(妹
)
の
暗
星

の
行

い
が
悪
く
、
日
、
月
の
蝕
を
惹
き
起
こ
す
と

(7

)

い
う
東
南
ア
ジ
ア
の
神
話
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
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一
方
、
元
来
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
性
格

に
は
、
悪

い
面

は
な
い
と
考
、兄
る
学
者
も

多

い
。
そ

の
う
ち
、
松
村
武
雄

は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
本
来
的
な
姿
は
、
『出
雲
風

土
記
』

に
見
え
る
素
朴

で
平
租
な
田
園
の
神
で
あ

る
と
す
る
。
松
村
氏
に
よ
れ

ば
、
こ
の
神
が
朝
廷

の
着
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
様
々
な
潤
色
が
加
え
ら
れ

(
8

)

た
結
果
、
高
天

の
原
で
の
巨
大
な
悪
役
を

は
た
す
神
と
な

っ
た
と

い
う
。
ま
た
、

松
本
信
広
も
、
白
・
O
.
〉
ω8
コ
や
高
木
敏
雄
が
注
目
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
嵐

に
縁

故

の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
こ
の
神

は
本
質
的
に
善
人
で
あ
る
と
す
る
。

松
本
氏

に
よ
れ
ぽ
、
「嵐
、
雷
雨

の
神
は
、

一
面

に
お
い
て
破
壊
者
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
同
時

に
水
の
神
で
あ
り
、
田
に
必
要
な
神
と
し
て
農
事

に
さ
い
し
祭

(
9

)

ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
こ
の
二
説
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
と
稲
田
と

の
関
係
を
も
と

に
す
る
が
、
松
前
健
は
、

こ
の
神
は
本
来

、
航
海

の
守
り
神
と
し
て
崇
拝
さ
れ

た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
氏
は
、
松
本
信
広
や
松
村
武
雄
が

ス
サ
ノ
ヲ
の
故
郷
を
出
雲
国
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

こ
の
神

の
故

郷
は
紀
伊
国
の
須
佐

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
原
郷
は
古
く
、
こ
の
神
を
祭

っ
て
い
た
熊
野
大
社

の
社
格
も
、
皇
室
神
話
が
成
立
す
る
ま
で
に
高
か

っ
た
と

述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『古
事
記
』
や

『日
本
書
紀
』
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱

暴
な
神
と
し
て
の
描
き
方
は
、
本
来
全
く
異
な

っ
た
二
つ
の
神
格
が
結
び
付
け

(
10

)

ら
れ
、
同

一
神
と
さ
れ
た
た
め
生
じ
た
も

の
と
考
え
て
い
る
。
他
方
、
水
林
彪

は
、
『古
事
記
』

の
須
佐
之
男
命
と

『
日
本
書
紀
』

の
素
戔
鳴
尊
が
性
格

の
全

く
違
う
神
で
あ
る
と
論
じ
、
前
者
は
水

の
神
、
後
者
を
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
高
天

(
11

)

の
原
を
奪
お
う
と
し
た
悪
神
と
す
る
。
前

者

の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
水
林
氏
は
、
日
の
神
と
水

の
神
の
対
立
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
ま
た
、
三
品
彰
英
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
出
雲
人
が
祭

っ
た
祖
神
、
本
質
的
に

い
え
ば
、
大
地

の
神
霊
と
す
る
。
三
品
氏

に
よ
れ
ぽ
、
『風
土
記
』

に
描
か
れ

て
い
る

ス
サ
ノ
ヲ
は
、
「神
話
的
に
活
躍
す
る
神

で
は
な
く
て
、
祖
神
す
な
わ

ち
ミ
オ
ヤ
神
と
し
て
物
語
ら
れ
」
、
各
地

の
大
小

の
国
主
神

の
祖
神
で
あ
り
、

(12

)

出
雲

の
最
高
神
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人

の
奉
ず
る
蕃
神

で
あ
る
と
い
う

こ
の
説
は
古
く
か
ら
支
持
さ
れ
て
お
り
、
ω

『日
本
書
紀
』

の

一
書
に
、

ス
サ

ノ
ヲ
は
高
天
の
原
を
追
放
さ
れ
て
か
ら
、
御
子
の
五
十
猛
命
を
従
え
、

一
旦
新

羅

の
曾
尸
茂
梨

に
降
臨
し
、
そ
こ
に
し
ば
ら
く
と
ど
ま

っ
た
後
、
埴
土

の
船
を

作
り
、
日
本

(出
雲
国
)
に
到
着
し
た
と
あ

る
こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
こ

の

「新
羅
国
」
の

「曾
尸
茂
梨
」
、
ま
た
後

で
こ
の
話
に
出

て
く
る

「韓
郷
之

嶋
」、
「熊
成
峯
」
が
、
す
べ
て
朝
鮮
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
②

『日
本
書
紀
』
神
代
紀
注
釈
で
あ
る

『日
本
書
紀

口
訣
』
に
は
、
「素
戔
鳴
尊
始

開
新
羅
国
」
と
あ
る
。
実
は
、
古
代

の
新
羅
国

の
国
王
の
名
に
は
、

ス
サ
ノ
ヲ

を
連
想
さ
せ
る
人
物
が
い
る
。
『三
国
史
記
』
巻

一
の
新
羅
本
紀

に
見
え
る
王

で
あ
る
が
、
そ
の
名
を

「次
次
雄
」
と
も

「慈
充
」
と
も
書
き
、
同
書

の
金
大

問

の
注
釈

に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は

「巫
」
を
意
味
す
る
語

で
あ
る
。
発
音
は
ω『

ω巷
ぴq
で
あ
り
、
松
前
氏
は
、
そ
れ
が
朝
鮮
近
代

の
歌
舞
降
神

の
男
巫

ス
ス
ソ

(
13

)

と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
㈹

『備
後
国
風
土
記
』
の
逸
文

に
は
、
「疫
隅
国
社

昔
北
海
坐
武
塔
神
」
の
伝
承
が
あ
り
、
そ
の
神

は

「吾
者
速
須
佐
雄
能
神
」
で

14
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あ
る
と

い
う
。

こ
の
三
つ
の
理
由
に
よ
り
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
蕃
神
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

民
俗
学

の
立
場

か
ら

ス
サ
ノ
ヲ
の
性
格

を
考
察
し
た
肥
後
和
男
は
、
高
天
原

で
天
ツ
罪
を
犯
す
ス
サ
ノ
ヲ
は
荒
神
で
あ

る
と
し
、
ウ
ケ
ヒ
神
話
で
は

『風
土

記
』

に
よ
く
み
ら
れ
る
国
占
め
争

い
と
い
う

モ
チ
ー
フ
と
皇
室
出
自
を
説
明
す

る
モ
チ
ー
フ
が
重
な
る
と
見
る

(『古
代
傳
承
研
究
』)
。
さ
ら

に
氏
は
ヤ
マ
タ
オ

ロ
チ
退
治
神
話
で
は
、
山
の
神

の
和
魂

は

ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
り
、
そ
の
荒
魂
は
大

蛇
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
た

(『日
本
神
話
研
究
』)。
荒
神
と
山
神
の
和

魂
と
い
う
、
矛
盾
的
な
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格

が
成
立
し
た
理
由
と
し
て
は
、
本
来

相
関
関
係

の
な
か
っ
た
様
々
な
神
話
が
あ

る
時
期
に
統

一
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る

と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
肥
後
説
を
ふ
ま
え
て
、

コ
ル
ネ

リ
ウ

ス
.
ア
ウ

エ
ハ
ン
ト
氏
は
大
蛇
退
治
神
話
の
分
析
上
、

ス
サ
ノ
ヲ
神
話
に

お
い
て
祖
先
神
と
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
i

(山

の
神
か
ら
伝
来
す
る
山
童
や
山
太
郎
と

水
の
神
か
ら
伝
来
し
た
河
童
や
河
太
郎
)
と

い
う
観
念
を
見
出
し
、

ス
サ
ノ
ヲ
は

天
上
地
上
の
両
界

に
属
す
る
ト
リ

ッ
ク
ス
タ
ー
で
あ
る
と
同
時

に
祖
先
神

で
あ

る
と
論
じ
た
の
で
あ
る

(『鯰
絵
ー
民
俗
的
想
像
力
の
世
界
』

一
九
八
六
)。

以
上

ス
サ
ノ
ヲ
の
性
格
を
解
釈
す
る
代
表
的
な
説
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
ら
の

説
を
見
れ
ぽ
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
非
常

に
複
雑
な
性
格
を
有
す
る
神

で
あ
る
と
わ
か

る
。
そ
の
性
格
を
め
ぐ
る
多
数

の
解
釈

の
根
底
に
は
、
こ
の
神

の
様
々
な
描
か

れ
方
、
重
層
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
重
層
性
は
主
に
二

つ
の
理
由

に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
、
こ

の
神
の
本
来
的
な
姿
に
は
、
善
悪
両

面
が
あ

る
と
い
う
こ
と
、
も
う

一
つ
は
、
大
和
朝
廷
が

で
き
て
か
ら

『古
事

記
』
や

『日
本
書
紀
』
が
記
さ
れ
る
ま
で
の
過
程

で
、
皇
室
神
話
が
形
成
さ
れ

る
に
と
も
な

っ
て
、
こ
の
神
の
性
格
が
発
展
し
た
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
説

は
、
そ
れ
ぞ
れ
論
理
的
な
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
皆
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
重
層

性
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の

一
つ
、
ま
た
は
い
く

つ
か
の
面

の
み
を
本
来
的
な

姿
と
し
て
承
認
せ
ず
、
残
り
の
面
を
除
こ
う
と
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
以
下
で
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
描
か
れ
方

の
諸
相
を
考
察
し
、
そ
れ
ら
を
総

合
的

に
と
ら
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
悪
神

で
あ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
説

の
主
な
論

拠
は
、
ω
高
天

の
原
で
ア

マ
テ
ラ
ス
の
田
に
対
し
て
行
わ
れ
た
乱
暴
、
あ
る
い

(
14

)

は
、
大
祓
詞
の
言
葉
を
使
え
ぽ
、

い
わ
ゆ
る

「
天

ッ
罪
」
と
、
②

ウ
ケ
ヒ
の
場

合
、
『日
本
書
紀
』

の
本
文

に
よ
れ
ば
、
悪
意
が
な
い
こ
と
を
証
明
で
き
ず

に

負
け
た
こ
と
、

つ
ま
り
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
高
天
の
原
を
奪
お
う
と
し
た
と
い
う

『
日
本
書
紀
』
に
描
か
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ス
サ
ノ
ヲ
を
平
和

な
神
と
す
る
説
も
、
こ
の
神
が
㈹
皇
室
神
話
に
入
れ
ら
れ
る
と
き

に
政
治
的
な

理
由
に
よ
り
、
悪
役
を
負
わ
さ
れ
た
と
い
う
推
定
で
あ
る
。
ω
と
②

の
ス
サ
ノ

ヲ
の
悪
行
に
つ
い
て
み
れ
ぽ
、
水
林
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『古
事
記
』

で
の
そ
れ
は
、
「勝
さ
び
」
に
よ
り
行
わ
れ
た
乱
暴

で
あ
り
、
こ
の
神

の

「強

(15

)

さ
、
早
さ
、
勢

い
」
を
表
わ
し
て
い
る
も

の
で
あ

っ
て
、
必
ず
し
も
悪
神

の
性

格
を
表
わ
す
も

の
で
は
な
い
。
ま
た
、
氏
が

い
う
よ
う

に
、
『日
本
書
紀
』

で

の
ス
サ
ノ
ヲ
の
描
か
れ
方
に
は
、
矛
盾
が
あ
り
、
樹
木

の
種
を
持

っ
て
き
た
ス

15



サ
ノ
ヲ
や
、
大
蛇
を
退
治
し
た
こ
の
神
は
決
し
て
悪
神

の
よ
う
に
見
・兄
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
そ

の

理
由
に
つ
い
て
の
説
明
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
⑧

の
論
説

に

も
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
崇
拝

は
古
く
か
ら
大
き
か
っ
た

の
で
、
こ
の
神
が
皇
室
神
話
に
入
れ
ら
れ

た
と
い
う
松
前
氏

の
推
定
は
、
そ
こ

で
彼
に
悪
役
が
負
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、

こ
の
平
和
な
、
紀
伊
国
で
古

い
時
代
か
ら
崇
拝
さ
れ
た
神
に
、
結
局
悪
役
が
課

さ
れ
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
氏
に
よ
れ
ぽ
航
海

の
守
り

神

で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
ど
う
し
て
皇
室
祖
神

ア
マ
テ
ラ
ス
と
対
立
的
な
関
係

に
入

っ
て
き
た
か
が
理
解

し
に
く
く
、

ス
サ
ノ
ヲ
と
ア

マ
テ
ラ
ス
と
の
関
係

(姉
弟
と
し
て
の
関
係
)
が
作
ら
れ
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
理
由
が
明
ら
か
で
は

な
い
。

ま
た
、

ス
サ
ノ
ヲ
を
平
和
な
、
悪

い
面
が

一
つ
も
な
い
と
す
る
説
を
考
、兄
れ

ぽ
、
な
ぜ
、
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
神
が
罪

と
さ
れ
て
い
る
ほ
ど

の
ひ
ど
い
乱
暴

を
行

っ
た
の
か
が
、
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
善
悪
両
面
を
正
し
く

評
価

し
て
き
た
水
林
氏
は
、
『古
事
記
』

と

『日
本
書
紀
』

に
お
け
る
こ
の
神

の
異
な

っ
た
描
か
れ
方
を
強
調
す
る
た
め

に
努

め
、
二
神

の
ス
サ
ノ
ヲ
を
作
り
、

こ
の
神
の
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

結
論
か
ら
い
え
ぽ
、
私
は
、
こ
の
神

の
性
格
は
善
悪
両
面
か
ら
成
り
立

っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
面
性

に
は
、
本
来
的
な
理
由
が
あ
り
、
彼

の
性
格
と
描
か
れ
方
が

い
っ
さ

い
矛
盾
し
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
神
は
朝
鮮
か

ら
渡
来
し
た
こ
と
は
か
な
り
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
皇
室
神

話
が
成
立
さ
れ
た
以
前

の
時
代

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
神
は
日
本
の
環
境
や
農

耕
と
深
く
結
ば
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

ス
サ
ノ
ヲ
と
ア

マ
テ
ラ
ス

と
の
関
係
は
、
無
理
に
政
治
的
な
意
図
に
よ
り
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
日

本

の
古
い
信
仰

の
上
に
で
き
上
が

っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
ど
う
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
を
本
来
的

に
善
悪
両
面
を
有
す
る
神
と
し
て
整

合
的
に
解
釈

で
き
る
の
か
、
ま
た
日
本
神
話
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
位
置
付
け

(特
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
関
係
)
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
き
た
も

の
か
と

い
う
問
題

に
つ
い
て
、
以
下
に
考
察

し
て
み
た
い
。

第

一
章

日
本
神
話
に
描
か
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ

ス
サ
ノ
ヲ
の
性
格
を
知

る
た
め
に
、
ま
ず

こ
の
神
が
、
『古
事
記
』
、
『
日
本

書
紀
』、
『風
土
記
』
に
ど

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
考
察

の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら

の
三
書

に
お

け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
話
を
簡
略

に
記
し
た
い
。

第

一
節

『古
事
記
』
と

「
日
本
書
紀
」
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ

『古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』
で
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
描

か
れ
方

に
は
違

っ
た

点
も
あ

る
が
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
彼
が
成
長
を
す
る
男

の
よ
う
に
見
、兄
る

こ
と
で
あ
る
。
旦
ハ体
的
に
い
え
ぽ
、
そ
の
神
話

は
四
段
階

に
分
け
ら
れ
、
ω

ス

サ
ノ
ヲ
の
生
ま
れ
方
と
号
泣

の
少
年
時
代
、
②
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
ウ
ケ
ヒ
や
自

16
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分

の
あ

ふ

れ

る

激

情

を

コ
ン

ト

ロ
ー

ル

で
き

ず

、

粗

暴

行

動

で
高

天

の
原

を

混

乱

さ

せ
、

ア

マ
テ

ラ

ス
を

困

ら

せ

る
青

年

時

代

、

㈹

オ

ロ
チ
退

治

や

イ

ナ
ダ

ヒ

メ
と

の
神

婚

の
成

人

時

代

と

い
う

三

つ

の
段

階

は
共

通

し
、
、ω

『
古

事

記

』

で

は
、

根

の
国

の
主

人

、

ス

セ

リ

ビ

メ

の
父

と

し

て

オ

ホ

ナ

ム

チ
を

大

国

主

と

す

る
段

や

、

『
日

本

書

紀

』

で

は

、

カ

ラ

国

の

ソ

シ

モ
リ

に
降

臨

し

た

り

、

自

分

の
子

供

に
木

々

の
種

を

わ

た

し

て

日
本

に
植

え

さ

せ

た

り

す

る

な

ど

の

ス
サ

ノ

ヲ

の
朝

鮮

と

の

つ
な

が

り

を

語

る
段

が

片

方

の
書

に

し

か

入

っ
て

い
な

い

の

で

あ

る

。

ま

た
、

『
古

事

記

』

に
記

入

さ

れ

て

い

る

オ

ホ

ゲ

ツ

ヒ

メ
殺

し

神

話

は

、

『
日

本

書

紀

』

に

も

語

ら

れ

て

い

る
が

、

主

人

公

は

ス

サ

ノ

ヲ
と

オ

ホ
ゲ

ツ

ヒ

メ

で

は

な

く

、

月

の
神

ッ

ク

ヨ

ミ
や

ウ

ケ

モ
チ

と

い
う

女

神

で
あ

る
。

ω

ス

サ

ノ

ヲ

の
生

ま

れ

方

と
号

泣

の
少

年

時

代

『古

事

記

』

に

よ

れ

ぽ

、

ス

サ

ノ

ヲ
が

生

ま

れ

た

の

は
、

イ

ザ

ナ

ギ

が

死

者

の
世

界

ヨ

、・・
ノ

ク

ニ
を

出

た

後

、

そ

の

ケ

ガ

レ
を

除

く

た

め

に

ミ

ソ
ギ

を

行

っ

た

と

き

で
あ

る

こ

と

は

よ

く
知

ら

れ

て

い
る

。

つ
ま

り
、

ミ

ソ
ギ

の
最

後

の
段

階

で

は
、

彼

が

ヨ
、・・
ノ

ク

ニ
の
穢

を

全

く
洗

い
流

し

た

こ

と

を

証

明

す

る

か

の

よ

う

に
、

彼

が

左

の
目

を

洗

う

と

ア

マ
テ

ラ

ス
、

右

の
目

を

洗

う

と

ッ

ク

ヨ
ミ
、

鼻

を

洗

う

と

ス
サ

ノ

ヲ
が

生

ま

れ

た

の

で
あ

る

。

そ

し

て
、

イ

ザ

ナ
ギ

が

こ

の

三

神

に
、

ア

マ

テ

ラ

ス

に
高

天

の
原

、

ツ

ク

ヨ
ミ

に

「
夜

之

食

国

」

(
ヨ

ル
ノ

オ

ス
ク

ニ
)
、

ス

サ

ノ

ヲ

に
海

原

を

治

め

る

よ

う

に
命

じ

る
。

し

か

し
、

ス

サ

ノ

ヲ

は
、

い
わ

れ

た

こ

と

を

聞

か
ず

、

ひ
げ

が

長

く

な

る

ま

で
、

そ

し

て
様

々

な

災

害

を

起

す

に

し

て
も

ず

っ
と

泣

い

て

い

る
。

そ

れ

は
、

「
妣

国

之

根

堅

州

国
」

へ
行
き
た
い
と
い
う
理
由

で
あ
る
の
で
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
怒

っ
て
、
そ
こ
に

送
る
。

こ
の
説
に
対
し
て

『日
本
書
紀
』
で
は
、
第
六
と
第
十

一
の
二
書

に
あ

(16

)

る

『古
事
記
』
と
同
説
と
、
次

の
二
説
が
見
え
る
。
㈲
本
文
に
書
か
れ
て
い
る

神
話
に
よ
れ
ぽ
、
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ

ナ
ミ
は

「大
八
島
国
及
山
川
草
木
」
を
生

ん
だ
後
、
「
天

の
下
」

の
主
者
を
生
む

こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
、
「
日

の
神
」

(大
日
霎
貴
)、
「月
神
」
、
「
蛭
兒
」

の
後

ス
サ

ノ
ヲ
が
生
ま
れ

て
く
る
。
そ
の

バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
、
第

一
の

一
書

に
、
㈲
イ
ザ
ナ
ギ
が

「御
寓
之
珍

マ
ス
ミ
ノ
カ
ガ
ミ

子
」
を
生
む
と
き
、
そ
の
左

の
手

に
持

つ

「白
銅
鏡
」
よ
り
大
日
霎
尊
、
右

の

ミ
ル
マ
サ
カ
リ

手
に
持

つ
同
物
よ
り
月
弓
尊
、
首
を
め
ぐ

っ
た

「
顧
眄
」

の
間

に
素
戔
鳴
尊
、

の
三
神
が
生
ま
れ
た
と
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
、

こ
れ
ら
の
三
神

(四
神
)

の
子
の
性
格
が
そ
れ
ぞ
れ
の
運
命
を
定
め
る
。
す
な
わ
ち
、
日
の
神
と
月
の
神

は
立
派
で
、
そ
の
光
も
す
ば
ら
し
い
の
で
、
こ
の
二
神
が

「天
」
に
送
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。

ヒ
ル
コ
は
失
敗
と
さ
れ
、
小
舟

に
乗
せ
ら
れ
、
「
而
順
風
放
棄
」

と

い
う
こ
と
は
、
『古
事
記
』
に
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
結
婚

の
儀

の
す
ぐ

後
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
内
容

は
同
じ

で
あ

る
。
ま
た
、
ス

サ
ノ
ヲ
が
災
い
を
起
し
な
が
ら
泣

い
て
い
る
こ
と
も

『古
事
記
』
と
同
じ
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
癒
子
供

は

「無
道
」
(
つ
ま
り
行
儀
が
よ
く
な
い
)
な

の
で
、
親

た
ち
は
遠

い
根

の
国
に
送
る
。

以
上
の
説
を
見
れ
ば
、
話
は
ど
う
し
て
も
ス
サ
ノ
ヲ
が
根
の
国

へ
行
く
こ
と

に
導
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
災

い
を
起
す
号
泣
や
根

の
国
が

こ
の

神
と
強
く
結
ぼ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
お
、
根

の
国

の
イ

メ
ー
ジ
も
重

17



要
な
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
後

に
述
べ
よ
う
。

幻

ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
ウ
ケ
ヒ
や
高
天

の
原
で
の
粗
暴
行
動

「妣
国
之
根
堅
州
国
」

へ
出

か
け
る
前

に
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
姉

ア

マ
テ
ラ
ス
に

会
い
た
い
た
め
、
高
天

の
原
に
登
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
山
川
が
動
き
、
国
土

が
揺
れ
る
の
で
、
ア

マ
テ
ラ
ス
は
ス
サ
ノ

ヲ
が
叛
逆

の
た
め
に

(つ
ま
り
、
高

天
の
原
を
奪
い
に
)
来
る
と
考
え
、
弓
矢

を
も

っ
て
迎
え
討
と
う
と
し
た
。
し

か
し
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
そ
の
よ
う
な
意
図
は
少
し
も
な
い
と
述
べ
、
そ
れ
を
証
明

す
る
よ
う
に
、
姉
と
ウ
ケ
ヒ
を
す
る
こ
と
を
す
す
め
る
。
そ
し
て
、
二
人
は
自

む
な
か
た

分

の
大
切
な
も

の
を
交
換
し
て
子
供
を
生

み
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
剣

か
ら
宗
像

の
三

(
17

)

女
神
が
生
ま
れ
た
の
に
対
し
て
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
勾
玉
か
ら
生
ま
れ
た
の
は
五

男
神

で
あ

っ
た
。
な
お
、
『日
本
書
紀
』

の
本
文
で
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
が

ア

マ
テ

ラ
ス
の
勾
玉
を
噛
ん
で
男

の
子
が
生
ま
れ
た
の
で
勝

っ
た
と
い
う
説
に
対
し
て
、

『古
事
記
』
で
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
剣
か
ら
女

の
子
が
生
ま
れ
た
の
で
ス
サ
ノ
ヲ

が
勝

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が

、
両
方
と
も

ス
サ
ノ
ヲ
が
勝

っ
た
、

つ
ま
り
ウ
ケ
ヒ
の
目
的
で
あ

っ
た
悪
意
が

な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

た
、
と
い
う
点

で

一
致
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
ウ
ケ
ヒ
神
話
が
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
ス
サ
ノ
ヲ

が
高
天

の
原
を
奪

い
た
い
と
い
う

ア
マ
テ
ラ
ス
の
疑

い
を
な
く
そ
う
と
す
る
こ

と
と
、
日
本
の
君
主
が

ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
や
は
り
、
大
和
朝
廷
と
深
く
か
か
わ
る
神
話
で
あ
り
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
本

来
的
な
姿
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、

ス
サ
ノ
ヲ
が

勝

っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
、
水
林
氏
が
あ
げ
る
こ
の
段
の
疑
問
点
の
解
釈
も
、

こ
の
神

の
本
来
的
な
性
格
を
考
え
る
基
礎
に
は
な
ら
な

い
。
水
林
氏
に
よ
れ
ば
、

「
『古
事
記
』
に
お
け
る
須
佐
之
男
命
の
勝
利
と

『日
本
書
紀
』
の
第

一
の

一
書

お
よ
び
第
三

の
一
書

に
お
け
る
素
戔
鳴
尊

の
勝
利
は
、
原
文
に
須
佐
之
男
命

・

素
戔
鳴
尊
が
勝
利
し
た
こ
と
の
明
示
的
な
表
現
が
あ
る
か
ら
疑
問

の
余
地
が
な

い
が
、
『日
本
書
紀
』
本
文
に
は
素
戔
鳴
尊
が
勝
利
し
た
と
い
う
記
述
は
存
在

し
な
い
。
素
戔
鳴
尊
が
敗
北
し
た
と

い
う
表
現
も
な
い
が
、
内
容
を
検
討
す
れ

(
18

)

ぽ
、
明
ら
か
に
素
戔
鳴
尊
は
敗
北
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の

段
の
も

っ
と
も
大
事
な
点
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

ア
マ
テ
ラ
ス
に
地
上

へ
送

る
べ
き
君
主

の
祖
先
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
が
暴
力
行
為
を
行

っ
て
も
、
決
し
て
、

ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
高
天
の
原
を
奪
う
と
い
う
行
為
を
意
味

す
る
も

の
で
は
な

い
。
問
題
は
君
主

の
祖
先

の
誕
生
で
あ
り
、
ウ
ケ
ヒ
の
結
果

は
果
た
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
点

に
お

い
て
、
『古
事
記
』
と

『日

本
書
紀
』

の
問
に
は
違

い
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
編
纂
者

の
立
場

の
違
い
か
ら
生

じ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
『古
事
記
』
で
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
女

の
子
を

生
ん
で
勝

っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
男

の
子
で
あ
る
君
主
の
祖
先
は
自
然

に
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
述

の

『日
本
書

紀
』

の
説
に
よ
れ
ば
、
君
主

の
祖
先
が

ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
生
ま
れ
、
奇
妙

に
見
、兄

る
が
、
第
三
の

一
書
に
は
、

ア
マ
テ
ラ
ス
が

「汝
若
不
有
粁
賊
之
心
者
、
汝
所

生
子
、
必
男
矣
。
如
生
男
者
、
予
以
為
子
、
而
令
治
天
原
也
。

(中
略
)
故

日

神

方
知
素
戔
鳴
尊
、
元
有
赤

心
、
便
取
其

六
男
、
以
為
日
神

之
子
、
使
治

18
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)

天

原

。
」

と

あ

る

よ

う

に
、

ア

マ
テ

ラ

ス
が

そ

の
子

供

た

ち

を

自

分

の
子

供

に

し

て
、

高

天

の
原

で
育

て

て

ゆ

く

の

で
あ

る

。

こ

の
よ

う

に

し

て

そ

の
内

の

一

神

で
あ

る
日

本

君

主

の
祖

先

が

、

ア

マ
テ

ラ

ス

の
子

孫

と

し

て
、

彼

女

の
命

令

に

よ

り

天

降

る

の
は

論

理

的

な

話

に
な

る
。

他

方

、

ス
サ

ノ

ヲ

に

「
赤

心

」

が

あ

る

の
を

証

明

し

て

い

る

と

い
う

こ
と

が

、

両

書

に
も

は

っ
き

り

と

い

わ

れ

て

い

る

こ

と

が

、

こ

の
話

の
重

要

な

点

で
あ

る
。

し

か

し
、

ウ

ケ

ヒ

よ

り
、

次

の
、

罪

の
段

は

、

こ

の
神

の
性

格

と

よ

り

大

き

な

関

係

が

あ

る
。

天

上

の
世

界

高

天

の
原

に
入

っ
た

ス

サ

ノ

ヲ
は

、

ウ

ケ

ヒ

に
勝

っ
た

こ

と

の

熱

狂

的

な
喜

び

の

た

め

、

大

変

乱

暴

な

行

動

ば

か

り

す

る
。

彼

は

、

ア

マ
テ

ラ

ス

の
稲

田

の
畔

を

壊

し

た

り

、

そ

の
溝

を

埋

め

た

か

(
ま

た

は

ア

マ
テ

ラ

ス
の

サ
ナ
田
、

ナ
ガ

田

に
、

春

に

シ
キ

マ
キ
を

し

た
り
、

畔

を
壊

し
た

り
、
秋

に
田

の
な

か
で
馬
を
放
し
た
り
ー

『日
本
書
紀
』
の
本
文
)、
姉

の
新
嘗
殿
に
大
便
を
散
ら

い
み
は
た
や

か
し
て
汚
れ
を

つ
け
た
り
、
姉
の
忌
服
屋

に
皮
を
剥
ぎ
と

っ
た
馬
を
投
げ
込
ん

だ
り
し
て
、

ア
マ
テ
ラ
ス
を
怒
ら
せ
る
。

そ
れ
が
女
神
が
天
の
岩
戸

に
こ
も
り
、

全
世
界
が
暗
闇

に
お
ち

い
る
理
由
と
な
る
。
そ
こ
で
天
の
神
々
が
岩
戸

の
前
で

儀
礼
を
行

っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
呼
び
出

し
、
再
び
世
界
を
照
ら
さ
せ
る
こ
と

に
成
功
し
た
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
を
高

天

の
原
か
ら
追
放
し
た
の
で
あ

る
。

ス
サ
ノ
ヲ
が

ア
マ
テ
ラ
ス
の
御
田
な
ど

に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
理
由
と
し
て
、

『日
本
書
紀
』

の
本
文
に
は
、
ウ
ケ
ヒ
の
後

「素
戔
鳴
尊
之
為
行
也
、
甚
無
状
」

と

の
み
書

い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
三

の
一
書

に
は
、
そ
れ
は
ウ
ラ
ミ
に
よ

る
も

の

で
あ

る

と
記

さ

れ

て

い

る

。

後

者

で

は

、

そ

の
罪

の
段

は

ウ

ケ

ヒ
よ

り

先

に
あ

り

、

ウ

ケ

ヒ

の
勝

ち

と
喜

び

と

関

係

が

な

い
。

そ

こ

に

は
、

ス
サ

ノ

ヲ

■も

ア

マ
テ

ラ

ス
も

、

同

時

に
田

を
作

っ
た
が

、

ア

マ
テ

ラ

ス

の
田

が

と

て

も

よ

い
場

所

に
あ

り

、

ス

サ

ノ

ヲ

の
田

は

、

逆

に
、

「
此

皆

磽

地

。

雨

則

流

之

。

旱

則

焦

之

。
」

で

あ

る

と

わ

か

る

。

こ

の

よ

う

に

ス

サ

ノ

ヲ
が

、

「
妬

害

姉

田

」
、

つ
ま

り

ウ

ラ

ミ

に

よ

り
罪

を

犯

し

た

こ

と

と

な

る
。

な

お

、

ス

サ

ノ

ヲ

が

高

天

の

原

か

ら

追

放

さ

れ

る

前

に
、

彼

に

対

す

る

「
祓

」

が

行

わ

れ

た

の

で
あ

る

。

こ

こ

に
、

ハ
ラ

エ
と

ミ

ソ

ギ

と

い
う

儀

の
違

い

に
注

目

し

た

い
。

死

者

の
世

界

に
接

し

た

こ
と

に

よ

っ
て
穢

が

つ

い

た
と

い

う

イ

ザ

ナ

ギ
神

の

ミ

ソ
ギ

と

罪

を

犯

し

た

ス

サ

ノ

ヲ

の
刑

罰

的

な

ニ

ュ
ア

ン

ス

が

あ

る

ハ
ラ

エ
を

区

別

的

に
考

え

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

つ
ま

り
、

ス

サ

ノ

ヲ

の
罪

日
穢

は
、

き

れ

い
な

水

に
よ

っ
て

で

は

な

く

、

つ
め

や

ひ
げ

を

切

っ
た
り

、

物

事

を

払

わ

せ

た

り

す

る

こ

と

に

よ
り

、

さ

ら

に
集

団

か

ら

の
追

放

と

い
う

厳

し

い

ハ
ラ

エ
と

い
う

刑

罰

に

よ

り

清

め

ら

れ

た

の

で
あ

る
。

㈹

オ

ロ
チ
退

治

や

イ

ナ
ダ

ヒ

メ
と

の
神

婚

高

天

の
原

か

ら
追

い
出

さ

れ
、

出

雲

に
降

り

た

ス
サ

ノ

ヲ
が

、

今

度

は

英

雄

と

し

て
描

か

れ

て

い

る
。

し

か

し
、

そ

の
前

に
、

『古

事

記

』

で

は

オ

ホ

ゲ

ツ

ヒ

メ
を
殺

す

と

い

う
神

話

が

あ

る
。

こ
れ

は
松

村

一
男

が

指

摘

す

る

よ

う

に
、

(
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ち

ょ
う
ど
暴
力
的
側
面
か
ら
英
雄
的
側
面

へ
の
転
換
に
必
要
な
神
話
で
あ

っ
た
。

と
い
う

の
は
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
を
殺
す
と
い
う

ス
サ
ノ
ヲ
の
行
為

は
否
定
的
な

評
価
を
受
け
る
が
、
女
神

の
死
体
か
ら
五
穀
が
生
長
し
、
結
果
的

に
は
積
極
的
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な
評
価
を
得
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

根

の
国

へ
旅
立

っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
そ

の
間
に
あ
る
葦
原

の
中

つ
国
を
通
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
神
が
降
臨
し

た
の
は
、
出
雲
国

の
あ

る
川
の
上
流

で
あ
り
、
そ
し
て
最
初

に
会

っ
た
の
は
、

二
人

の

「国

ツ
神
」

で
あ

っ
た
。
そ

の
二
人

の
娘
が
恐
ろ
し
い
大
蛇

(オ
ロ
チ
)
に
奪
わ
れ
る
と

い
う
話
を
聞
い
た

ス
サ
ノ
ヲ
は
、
オ

ロ
チ
を
殺
し
て
、
最
後

に
残

っ
た
娘
、
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
を
助
け

る
こ
と
に
決
め
た
。
成
功
す
れ
ば
娘
を
嫁

に
も
ら
う
約
束

の
後

ス
サ
ノ
ヲ
は
、

親
達
が
作

っ
た
酒
で
大
蛇
を
酔
わ
せ
て
か
ら
、
剣
を
抜

い
て
殺
し
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
オ
ロ
チ
の
尾
に
神
聖
な
剣
が
あ
る
こ
と
に
気
付

い
た
ス

サ
ノ
ヲ
は
、
そ
の
剣
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
奉

り
、

ア
マ
テ
ラ
ス
は
後
に
天
孫

ホ
ノ

一=
一
ギ
に
渡
し
た
。
こ
の
剣
が
、
天
皇

の
三
宝

の

一
つ
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し

て
約
束
の
通
り
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
イ
ナ
ダ

ヒ
メ
を
妻
に
し
、
大
き
な
宮
殿
を
建
て

て
、
多
く

の
子
孫
を
残
し
た
と
い
う
。
そ

の
後
、
彼
は
根

の
国
に
入

っ
た
。

こ
の
神
話

の
も
と
に
は
お
そ
ら
く
、
神

の
降
臨
と
巫
女
を
神
の
妻
と
す
る
日

本

の
神
祭

の
習
わ
し
が
反
映
さ
れ
る
。
ま
た
、
蛇
神

に
豊
穣
を
祈
る
祭
儀
と
い

う
面
が
あ
る
ほ
か
、
皇
室
神
話
の
中
で
大

蛇
退
治
を
通
じ
て
大
王
に
水
徳
を
与

(21

)

え
る
と
い
う
中
国
の
伝
説
と
か
か
わ
る
面
や
、
古
代
日
本
に
広
く
行
わ
れ
た
剣

の
献
上
に
よ
り
服
従
、
尊
敬
を
示
す
面
も
あ
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
性
格
が
矛
盾
し
て
見
え
る
と

い
う
こ
と
の
原
因
は
、
こ
の
神
話

に
あ
6
。
今
ま
で
、
号
泣
し
て
災
害
を
起

し
た
り
、
高
天

の
原

で
は
罪
を
犯
し

た
り
し
て
、
悪
神

に
見
え
た
の
と
反
対
に
、
こ
の
神
話
で
は
、
そ
の
悪

い
面
が

全
く
な
く
、
秩
序

に
危
険
な
大
蛇
を
殺
し
、
文
化
的
な
英
雄
、
貢
献
的
な
神
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
行
為
に
よ
り
、
彼
が
成
長
し
た
こ
と

を
証
明
し
て
、
結
婚

し
、
家
を
建
て
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
が
二
点
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
段
階

の
舞
台
と
な

っ

て
い
る
出
雲
国
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
大
蛇
退
治
と
ク
シ
ナ
ダ

ヒ
メ
と
の
神
話

は
よ
く

「出
雲
神
話
」
と
呼
ぼ
れ
、
出
雲
国
と
結
ぼ
れ

て
い
る
が
、
『出
雲
国

風
土
記
』

に
は
入

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
興
味
深

い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
高
天

の
原
か
ら
追
放
さ
れ
、
根

の

国

へ
行
こ
う
と
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
ど
う
し
て
出
雲
国
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
西
郷
信
綱
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
根

の

国
や
黄
泉
国
、

つ
ま
り
死
者
と
深

い
関
係
が
あ
る
国
が
出
雲

に
隣
接
す
る
こ
と

か
ら
考
え
る
と
、
根

の
国

へ
行
く
途
中

に
そ
こ
を
通
る
と

い
う
こ
と
は
自
然

で

(
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あ
る
。
し
か
し
、
問
題

に
な
る
の
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
出
雲
国
が
死
者

の
国
と

隣
接
す
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
、
ど
こ
ま
で
根

の

国
と
黄
泉
国
を
同

一
視
で
き
る
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
西
郷
氏
に
よ
れ
ぽ
、

大
和
が
聖
な
る
セ
ソ
タ
ー
と
な

っ
た
こ
ろ
か
ら
、
そ

の
東

に
あ
る
伊
勢
は
太
陽

が
生
ま
れ
る
国
、
そ
の
西
に
あ

る
出
雲
は
太
陽
が
海
に
沈
む
と
こ
ろ
と
見
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
た
か
ら
、
出
雲
国
は
暗

い
死
者
の
世

界

に
隣
接
す
る
国
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
生
じ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、

ス

サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
の
神
話
は
も

っ
と
古

い
時
代
か
ら
成
り
立

っ
て
い
た
と
考
・兄

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
説
明
で
は
な
ぜ
彼
は
出
雲
と
関
係
が
あ
る
の
か
は
わ
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日本神話におけ るスサ ノヲ

か

り

に
く

い
。

も

う

一
つ

の
問

題

点

は
、

ス

サ

ノ

ヲ

の
系

譜

に

か

か
わ

っ
て

い

る
。

『
古

事

記

』

に

よ

れ
ぽ

、

ス
サ

ノ

ヲ

の
息

子
、

八

島

士

奴

美

神

は
大

山

津

見

神

の
娘

、

コ
ノ
ハ
ナ
チ

ル

ヒ

メ

木
花
知
流
比
売
と
結
婚
す
る
。
ま
た
、
そ

の
前
に
、

ス
サ
ノ
ヲ
自
身
が
同
大
山

津
見
神
の
娘
、
神
大
市
比
売
と
結
婚
し
て
、
生
ま
れ
た
子
供
の

一
神
が
大
年
神

で
あ
る
。
大
年
神

の
系
譜
や
性
格

に
つ
い
て
こ
こ
に
論
議
し
な
い
が
、
大
市
比

売
も
大
年
神
と

い
う
両
名
も
、
多
く
の
年

つ
ま
り
、
長
い
年
命
と
関
係
が
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な

い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
姫
神
は
、

一=
一
ギ
の
譚
の
木
花
之
佐

久
夜
毘
売
や
石
長
比
売
を
思
い
出
さ
せ
る
。
『古
事
記
』

の
非
常

に
論
理
的
な

構
造
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
対
比
は
偶
然
だ
と
は
受
け
取
り
に
く
い
。

つ

ま
り
、神

大
市
比
売

ー

ス
サ
ノ
ヲ
が
結
婚
す
る
女
性

介
妙

木
花
知
流
比
売

ス
サ
ノ
ヲ
の
子
孫
が
結
婚
す
る
女
性

石
長
比
売

ニ
ニ
ギ
が
返
す
女
性

-

木
花
之
佐
久
夜
毘
売

介
妙

ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
が
結
婚

す
る
女
性

こ
れ
は

『古
事
記
』
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
と

ア
マ
テ
ラ
ス
の
対
立
の
も
う

一
つ
の

表
現
で
あ
り
、
広
く
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
ア

マ
テ
ラ
ス
の
子
孫

の
日
嗣

の
正
し
さ
と
い
う
政
治
的
な
思
想

へ
と

つ
な
が

る
が
、
な
ぜ

ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
の

対
立
者
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
こ
の
神
が
、
特
別

な
理
由
も
な
く
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
役
割
を
負
わ
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
そ
の

関
係

の
基
礎
に
は
何

か
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ω

根

の
国

の
主
人

(『古
事
記
』
)、
カ
ラ
ク

ニ
と
木
々
の
種

(『日
本
書
紀
』)

『古
事
記
』

で
は
、
大
国
主
段

に
お
い
て
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
根
の
国

の
支
配
者
、

ス
セ
リ
ビ
メ
の
父
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
は
、
最
初
か
ら
行
き
た
か

っ
た

と
こ
ろ
、
根

の
国
で
、
娘
と

一
緒
に
、
広
い
家
に
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の

ス
サ
ノ
ヲ
の
神
話
的
な
役
割

は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
大
国
主
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
段
は
国
王
が
娘
に
結
婚
相
手
を
選
ぶ
た
め
に
、
三
つ
の
試
練
で
そ
の
能
力

を
試
す
と
い
う

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
話
に
似
て
い
る
。
三
つ
の
条
件
を
果
た
し
た

人
は
、
最
初
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
わ
れ
ず
、
国
王
が
そ
の
人
と
娘

を
結
婚
さ
せ
た
く
な
い
の
で
、
ひ
ど
い
試
練
、
課
題
を
出
し
て
い
る
こ
と
と
、

あ
し
は
ら
し

こ

を

ス
サ
ノ
ヲ
は
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
、
最
初

に

「葦
原
色
許
男
命
」
と
呼
ん
で
い
る
、

そ
し
て
後

に
、
試
練
を
受
け
た
人
が
、
娘
だ
け
で
は
な
く
、
国
王
の
地
位
も
も

ら
う
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
描
か
れ
た

ス
サ
ノ
ヲ
の
位
置
は
、

高
天
の
原
を
治

め
て
い
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
位
置
に
近

い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ス

サ
ノ
ヲ
が
葦
原
中

つ
国
の
主
と
し
て
大
国
主
を
送

っ
た
行
為
は
、
後

の
ア
マ
テ

ラ
ス
が
同
じ
と
こ
ろ

へ
大
王
を
送

っ
た
こ
と
に
近
く
、
そ
れ
は
こ
の
二
神

の
同

一
的
な
位
置
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
ま
た
第

三
節
で
考
察
し
よ
う
。

そ
れ
以
外

に
、
『日
本
書
紀
』

に
は
、
『古
事
記
』

に
見
え
な
い
ス
サ
ノ
ヲ
の
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姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
植
樹
と

カ
ラ
ク

ニ

(朝
鮮
)
と
の
関
係
で
あ

る
。
前
者

に
つ
い
て
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
自
分

の
体

の
様
々
な
部
分
か
ら
毛
を
抜

い
て
、
そ
れ
を
数
種

の
木

に
化
し
て
、
自
分

の
子
供
イ

ソ
タ
ケ
ル
命
、
オ
ホ
ヤ

ツ
命
、

ツ
マ
ツ
命

の
三
神
に
そ
れ
ら
の
木

の
種
を
日
本
中
に
広

め
さ
せ
た
と
い

う
神
話
と
、
高
天

の
原
か
ら
追
放
さ
れ
た
と
き
、

ス
サ
ノ
ヲ
と

一
緒
に
降
り
た

そ
の
息
子
イ

ソ
タ
ケ
ル
命
が
、
多
く
の
種
類

の
木
の
種
を
持

っ
て
き
て
、
そ
れ

を
は
じ
め
て
降
り
た
と
こ
ろ

(新
羅
国
)
に
植
え
ず
、
「大
八
洲
国
之
内
」
に

植
え
た
と

い
う
神
話
が
あ
る
。
第

一
の
神
話

に
、

ス
サ
ノ
ヲ
と
そ

の
息
子
イ
ソ

タ
ケ
ル
が
高
天

の
原
か
ら
新
羅
国
に
降
り

て
、
曾
尸
茂
梨
の
処
に
し
ぼ
ら
く
い

て
か
ら
、
埴
土

で
舟
を
作
り
、
出
雲
国

に
土
着

し
た
と
あ
る
こ
と
と
、
第
二
の

カ
ラ
ク
ニ

神
話
に
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
、
「韓
郷
」
に
は
金

や
銀
が
大
量
に
あ
る
が
、
「児
所
御

之
国
」
に
船
が
な
い
の
で
、
そ
こ
に
行
く

こ
と
が
で
き
な
い
と
あ
る
の
で
、
彼

く
ま
な

が

カ

ラ

ク

ニ
に

い

た

と
推

測

さ

れ

る
。

木

の
種

を

わ

た

し

て
、

ス

サ

ノ

ヲ
が

熊

り
の
み
ね

成
峯
に
し
ぼ
ら
く

い
て
か
ら
、
根

の
国

へ
い

っ
た
と
い
う
話
も
、
朝
鮮
と
関
係

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
熊
成
峯

は
、
朝
鮮

に
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
き
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て
い
る
が
、
同
名

の
場
所
は
出
雲

の
熊
野
大
社
と
も
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
後

で
述
べ
る
。

以
上
、
第
二
、
三
章

の
考
察

の
も
と
に
な
る
、
『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀
』

で
の
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
を
検
討
し
て
み
た
。

以
下
は
、
そ
の
二
書
と
異
な
る

『風

土
記
』
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
描
き
方
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

第

二
節

『
風
土
記
』
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ

『風
土
記
』
は
地
方

の
地
理
、
産
物
、
伝
承
な
ど
を
記
録
し
た
地
誌
で
あ
り
、

中
央
政
府

か
ら
地
方

の
官
僚

に
対
し
て
、
和
銅
六
年

(七

一
三
年
)
に
編
纂
を

命
じ
ら
れ
た
書

で
あ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
伝
説

は
、
地
名

の
起
源
を
説

明
す
る
も

の
と
か
、
そ
の
地
方
の
有
名
な
話
で
あ
る
な
ど
、
ま
と
ま
り
の
な

い
、

そ
れ
ぞ
れ
別
な
も

の
で
あ
り
、
日
本
神
話
が

一
つ
の
パ
ン
テ
オ
ン
に
ま
と
め
ら

れ
る
以
前

の
状
態
を
知
る
た
め
に
、
非
常
に
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
そ
こ
に

描
か
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
姿
は
、

一
見

『古
事
記
』
や

『日
本
書
紀
』
と
は
か
な

り
異
な

っ
て
お
り
、
そ
の
神
性
に
は
悪
い
面
が
見
え
な
い
。

『備
後
国
風
土
記
』
で
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
蕃
神

で
あ
り

「北
海
坐
武
塔
神
」

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
南
海
の
神

の
娘

に
会
い
に
行
く
途
中
で
、
将
来

と
い
う
氏
名

の
二
人
兄
弟
に
宿
を
頼
ん
だ
。
豊

か
で
あ

っ
た
兄
将
来
が
宿
を
か

さ
な
か

っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
弟
将
来
蘇
民
は
、
貧
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

宿
を
か
し
、
さ
ら
に
食
事
も
奉

っ
た
。

一
年
後
に
、
神
が
帰

っ
て
き

て
、
将
来

蘇
民
に
、
そ
の
家
族
皆
が
腰
に

「茅
輪
」
を
着
け
る
よ
う
に
教
え
た
。
そ
れ
は
、

神
が
送
る
病
気

に
対
し
て
の
お
守
り
に
な
る
も

の
で
あ
る
と
わ
か
る
。

こ
の
話

で
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
は

「蕃
神
」
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
し
、
行

為
も
他

の
神
話
と
は
か
な
り
異
な

っ
て
い
る
。
そ
の
故
、
こ
の
神
話
の
解
釈
も

難
し
い
が
、
そ
こ
で
ス
サ
ノ
ヲ
が
自
分
を
祭

っ
て
い
る
人
を
守
り
、
祭
ろ
う
と

し
な
い
人
々
に
災
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『出
雲
国
風
土
記
』

に
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
い
く

つ
か
の
話
が
見
え
る
。
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そ
の
中

で
も
、
二
つ
が
重
要
で
あ
る
。

一
つ
は
、
有
名
な
、
須
佐

の
郷

の
地
名

起
源
伝
承

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
自
分

の
名
前
に
ち
な
ん
で
、
土

地
を
名
付
け
た
と
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
そ

の
地

に

「御
魂
鎮
置

給
」
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
は
ス
サ
と
い
う
と

の
説
明
で
あ
り
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
名
が

逆

に
そ
の
地
名
か
ら
起
源
し
て
い
る
と
い
う
説
と
正
反
対
と
な

っ
て
い
る
。
ま

た
、
「大
須
佐
田
小
須
佐
田
」
を
定
め
た
と
も
あ
る
。

も
う

一
つ
の
大
事
な
伝
承
は
大
原
の
郡
、
佐
世
郷

の
箇
所

に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
同
じ
よ
う

に
、
地
名

の
起
源
を
述

べ
て
い
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
が
サ
セ
の
木

の
葉
を
頭
に
さ
し
踊

っ
た
と
き
、
そ
の
葉
が
地
面
に
落
ち
た
の
で
、
そ
こ
を
サ

セ
と
呼
ぶ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

か
き
た
ち

こ
れ
ら
二

つ
の
伝
承
以
外
に
、
こ
の
神
が
天

の
壁
立
を
廻

っ
て
い
た
と
き
、

自
分
の
心
が

「安
来
」
け
く
な

っ
た
と
い

っ
た
所
が
安
来
と
呼
ば
れ
た

(意
宇

郡
)、
あ

る
い
は
御
室
を
作

っ
て
、
そ
こ

に
宿

っ
た

の
で
、
そ
の
地
を
御
室

と

呼
ぶ

(大
原
郡
)
な
ど
の
伝
承
も
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に

『風
土
記
』

で
の
伝
承
に
は
、
号
泣
に
よ

っ
て
災
害
を
も
た
ら

す
こ
と
や
悪
行

に
つ
い
て
は

一
言
も
な
く
、
ま
た
ア

マ
テ
ラ
ス
と

の
関
係
、
大

蛇
退
治
、
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
と

の
結
婚
な
ど

『古
事
記
』
や

『日
本
書
紀
』

に
書

か

れ
た
神
話
も
ま

っ
た
く
見
え
な
い
。

な
お
、
『出
雲
国
風
土
記
』

の
嶋
根
郡
、
朝
酌
郷

に
は
、
興
味
深
い
熊
野
大

神
伝
説
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
熊
野
大
神
が
朝
と
夕

の
神
に
奉
る
べ
き
御
饒
を
定

め
た
と
い
う
話
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
「熊
野
大
神
命
詔
朝
御
餔
勘
養
夕
御
餽
勘

養
五
贄
緒
之
処
定
給
故
云
朝
酌
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中

の
次

の
三

つ

(
24
)

の
語

に
つ
い
て
の
頭
注
に
、
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

1
.
「神
穎
。
穎
は
穂

の
ま
ま

の
稲

の
意
。
神
に
供
え
る
稲
米

で
神
穎
。
神

に

供
え
る
御
食
事
を
い
う
。」

2
.
「神

の
御
食
料
を
た
て
ま
つ
る
部
曲
の
民
と
し
て
五
部
民
を
定

め
、
そ
の

居
住
地
を
定
め
ら
れ
た
。
緒
は
伴

の
緒

の
意
。
」

3
.
「五
部
民
の
中
、
朝
に
水
を
汲

ん
で
供
す
る
を
任
と
し
た
部
民

の
居
住
地

の
意
。
」

こ
こ
に
は
注
意
す
べ
き
点
が
い
く

つ
か
あ
る
。
ま
ず
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

熊
野
大
社

の
祭
神
で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
熊
野
大
神
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
熊
野
大
神
が
神
の
御
食
料
を

つ
か
さ
ど
る
部
民

を
定
め
た
と

い
う
こ
と
は
、
『古
事
記
』

の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
神
話
で
ス
サ
ノ
ヲ

が
神

に
汚
れ
た
食
物
が
奉
ら
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
た
第
二
章

で
考
察
し
て
み
る
こ

と
に
し
た
い
。

以
上

『風
土
記
』

に
書
か
れ
て
い
る
ス
サ
ノ
ヲ
神
話
を
検
討
し
て
み
た
。
続

い
て
、
特
定

の
意
図
で
成
立
さ
れ
た
こ
の
三
書

に
、
善
悪
両
面
を
有
す
る
、

一

見
矛
盾
し
た
性
格
で
描
か
れ
て
い
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
本
来
的
な
姿
を
考
え
て
み
た

い
。
ア

マ
テ
ラ
ス
に
次
ぐ
地
位
を
占
め
、
稲
作
に
か
か
わ
る
神
話
を
も

つ
こ
の

神
が
、
本
来
ど
ん
な
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
三

書

の
神
話
を
合
わ
せ
て
見
る
こ
と
と
と
も
に
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
祭
ら
れ
て
い
る
神
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社
な
ど
を
考
察
し
た
上
で
明
ら
か
に
し
た

い
と
思
う
。
な
お
、
そ
の
前

に
、
構

造
的

に
相
似
形
と
し
て
描
か
れ
た

ス
サ
ノ
ヲ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
を
比
較
す
る
こ
と

で
、
日
本
神
話

に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
地
位
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

第

三
節

ス
サ
ノ
ヲ
と
ア
マ
テ
ラ
ス

す
で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
数
多
く
の
研
究
者
に
よ
れ
ぽ
、

ス
サ
ノ
ヲ
と
ア

マ

テ
ラ
ス
と
の
関
係
は
、
無
理
に
政
治
的
な
意
図
で
作
ら
れ
た
、
対
抗
的
な
関
係

で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
神
話
に
お
け
る
こ
の
二
神

の
描
き
方

の
元
に
は
、
も

っ
と
深

い
関
係
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
関
係

の
本
質

に
つ
い
て
は
、
第

二
章

で
ま
た
改
め
て
考
察
す
る
が
、
そ

の
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で
は

『古
事

記
』
と

『日
本
書
紀
』
に
お
け
る
こ
の
二
神

の
構
造
的
な
類
似
性
を
検
討
し
て

お
き
た
い
。

A
.

二
神
と
も
、
葦
原
中

つ
国
の
支
配
者

の
祖
神
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
二
神
が
古
く
か
ら
同
じ
レ
ベ
ル
の
偉

大
さ
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
語

っ
て

い
る
。

a
.

ス
サ
ノ
ヲ

(ア

マ
テ
ラ
ス
よ
り
先
)
↓
根

の
国
か
ら
、
試
練
を
受
け
さ
せ
、

神
器
を
盗
ま
れ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
大
国
主

と
し
て
、
「宇
都
志
国
」
の
主
と
す

る
。

b
.

ア
マ
テ
ラ
ス
↓
高
天
の
原
か
ら
、
ま
ず
治
め
る
べ
き
国
を

「
こ
と
む
け
」

さ
せ
、
神
器
を
与
え
、

ニ
ニ
ギ
を

「豊
葦
原
水
穂
国
」

の
主
と
す
る
。

こ
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
二
神
が
支
配
者
を
生
み
だ
す
ほ
ど

の
、
同
じ

レ
ベ
ル
の
偉
大
さ
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
二
神

の
古

い
関

係
に
つ
い
て
は
、
B
の
災
害
起
し
の
段
か
ら
、
ま
た
C
の
田
作
り
の
段
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。

B
.

『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀
』
の
神
話
巻

で
は
、
災
害
を
起
す
神
は
、

ス

サ
ノ
ヲ
と
ア

マ
テ
ラ
ス
し
か
な
い
。

a
.

ス
サ
ノ
ヲ
が
泣
く
と
き

「其
泣
状
者
、
青
山
如
枯
山
泣
枯
、
河
海
者
悉
泣

乾
。
是
以
悪
神
之
音
、
如
狭
蠅
皆
満
、
万
物
之
妖
悉
発
。
」

b
.

ア

マ
テ
ラ
ス
が
天
岩
屋
に
こ
も
る
と
き

「爾
高
天
原
皆
暗
、
葦
原
中
国
悉

闇
。
因
此
而
常
夜
住
。
於
是
万
物
神
之
声
者
狭
蠅
那
須
満
、
万
妖
悉
発
。
」

ス
サ
ノ
ヲ
が
乾
燥
、

ア
マ
テ
ラ
ス
が
暗
闇
を
も
た
ら
し
、
同
じ
よ
う
に
多
く

の
悪
神
を
招
き
だ
し
て
い
る
が
、
両
方

の
場
合

に
も
責
任
が

ス
サ
ノ
ヲ
に
負
わ

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

C
.
二
神
が
同
じ
よ
う
に
田
を
作

っ
て
い
る
こ
と
が
、
三
書
か
ら
も
わ
か
る
。

a
.

『古
事
記
』

に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
直
接

に
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
が
、

ス

サ
ノ
ヲ
の
乱
行

の
段

に

「天
照
大
御
神
之
営
田
」
と
あ
り
、
ま
た
大
蛇
退
治
の

段

に
ス
サ
ノ
ヲ
が

ス
ガ
の
地

に
稲
田
宮
を
作
り
、
稲
田
宮
主
を
任
ず
る
こ
と
も

あ
る
。

b
.

『日
本
書
紀
』
に
は
、
二
神

の
田
作
り
に
つ
い
て
詳
し
く
語
る
上
述
の

一

書
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
神
が
同
時

に
も
と
か
ら
田
作
り
に
か
か
わ

っ
て
い
る

と
語

っ
て
い
る
。

c
.

『風
土
記
』
で
は
、
前
述

の
飯
石
郡
須
佐
郷
の
段
に
、
そ
の
神
が
大
須
佐
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田
小
須
佐
田
を
定

め
た
話
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
描
か
れ
方
の
基
底

に
は
い
っ
た
い
何
が
あ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
以
上

の
神
話
を
見
れ
ば
、
本
来
何

の
関
係
も
な
か

っ
た
こ
の
二
神
が
、

あ
る
時
に
政
治
的
な
意
図
だ
け
に
よ
り
結

び
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
と
も
、
そ

の
間

に
は
、
よ
り
深
い
本
質
的
な

つ
な
が
り
が
あ

っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
質
問
に
答
え
る
た
め
に
、
三
書
に
書
か
れ
た
神
話
を
合

わ
せ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と

ス
サ
ノ
ヲ
が
と
も
に
か
か
わ

っ
た
田
作
り
を
と
り
あ

げ
て
考
察
し
よ
う
。

第
二
章

稲

田
作
り
と

ス
サ
ノ

ヲ

第

一
節

穀
物
と
ス
サ
ノ
ヲ

こ
こ
で
は
田
作
り
と
ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
、
A
.
五
穀
起
源
神
話
と
B
.
熊

野
大
社

(神
社
)
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

A
.
五
穀
起
源
神
話
と

ス
サ
ノ
ヲ

で
は
、
従
来
の
解
釈
と
異
な
る
西
宮

一
民
の
オ
ホ
ゲ

ツ
ヒ
メ
神
話

の
説
明
を

見
よ
う
。
西
宮
氏
に
よ
れ
ば
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
に
食
事
を
頼
ん
だ
の
は
ス
サ
ノ

ヲ
で
は
な
く
、
「
八
百
万
神
」

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
於
是
八
百
万
神
共
議
而
、

中
略
、
神
夜
良
比
夜
良
比
岐
。
又
食
物
乞

大
気
都
比
売
神
。
」
と
い
う
箇
所
に

「又
」
と
い
う
語
が
あ

る
こ
と
が
、

一
つ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

「
又
」
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』

に
、
追
放
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が
強

い
雨
の
中
で
神
々
に
宿
を
頼
む
が
、
だ
れ
も
貸
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
部
分
が

あ
り
、
『古
事
記
』

で
は
そ
れ
が
抜
け
て
い
る
の
で
、
宿
を
貸
し
て
も
ら
え
な

か
っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
が

「
又
」
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
に
食
物
を
頼
ん
だ
と
い
う
解
釈
が

(
25

)

す
で
に
本
居
宣
長
に
よ

っ
て
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
い
う
の
は
難

し
い
と
思
わ
れ
、
西
宮
氏

の
説
を
と
ろ
う
。
氏

の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、

ス
サ

ノ
ヲ
が
根

の
国

へ
行
く
途
中
に
語
ら
れ
た
こ
の
穀
物

の
起
源
神
話

の
意
味
が
も

う
少
し
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
罪
に
対
し
て
カ

ム
ヤ
ラ
ヒ
を
行

っ
た
後
、
神

々
が
神

の
食
料
を
司
る
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
に
食
物
を

(
26

)

頼

ん
だ
。
そ
こ
で
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
女
神
は
ど
の
よ
う
に
神
々
の
食
事
を

つ
く
る

か
を

「
立
ち
伺

ひ
」
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
、
彼
女
が
高
天
原

の

神

々
に

「為
穢
汚
而
奉
進
」

こ
と
か
ら
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
を
殺
し

た
。
こ
の
よ
う
に
ス
サ
ノ
ヲ
が
神
々
の
食
料
に
ケ
ガ
レ
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て

関
心
を
も

つ
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
、
こ
の
神
の
熊

野
大
社

(神
社
)
と

の
か
か
わ
り
を
見
よ
う
。

B
.
熊
野
大
社

(神
社
)

の
祭
神
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ

熊
野
大
社
が
古
く
か
ら
出
雲
と
紀
伊
、
両
国
に
あ
り
、
ま
た
ス
サ
ノ
ヲ
を
祭

神
と
す
る
熊
野
神
社
は

『延
喜
式
』
の
神
名
帳
に
よ
れ
ば
、
近
江
国
高
島
郡
、

越
中
国
婦
負
郡
、
丹
後
国
熊
野
郡
な
ど
に
見
え
る
。
な
お
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
熊
野
大
社
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
祭
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
姿
は
三
書

に
描
か
れ
た
性
格

の
神
と
か
な
り
異
な

っ
て
い
る
。
出
雲
国
の
熊
野
大
社
は
、

近
く
に
あ
る
天
狗
山
と
深

い
関
係
が
あ

っ
た
と
大
社

の
伝
統
が
伝
え
て
い
る
。

こ
の
山

は
島
根
県
八
束
郡
八
雲
村
と
能
義
郡
広
瀬
町
と

の
境

に
あ
る
奥
深

い
と
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こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
熊
野
大
社
が
始

ま

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ど
こ
ま

で
史
料
が
信
用
で
き
る
か
確
実
に
い
え
な

い
が
、
こ
の
山

の
古

名

は

「
熊
野

山
」
ま
た
は

「熊
成
峰
」
と
呼
ば
れ
、
後

に

「天
宮
山
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、

(
27
)

そ
こ
の
発
音
か
ら
現
在

の
名
が
き
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
山
は

意
宇
川
と
飯
梨
川

の
水
源
で
あ
り
、
二

つ
の
川
は
そ
れ
ぞ
れ
意
宇
平
野
と
能
義

平
野

へ
水
を
運
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
水

に
よ
っ
て
食
物

の
生
産
を
司
る

神
が
、
そ
の
山
に
宿

る
と
考
え
ら
れ
、
熊
野
大
社
で
祭

っ
た
。
大
社
の
祭
神
は
、

櫛
御
気
野
命
で
あ
り
、
も
と
は
意
宇
地
方

に
お
け
る
食
物

の
生
産
を
見
守
る
神

と
し
て
祭
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ

て
、
こ
の
神
と
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
『出
雲
国
風
土
記
』
の

「
伊
弉
奈
枳
乃
麻
奈
古
坐
熊
野
加
武
呂

乃
命
、
(中
略
)
、
所
造
天
下
大
穴
持
命
二
所
大
神
等
依
奉
」
と
あ
る
の
で
、
熊

野
大
社
は
イ
ザ
ナ
ギ

の
御
子
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
関
係
に
つ
い
て
も
う
少
し
深
く
考
え
よ
う
。
同
じ
天
狗
山
の
東
側

に
は
、
熊

野
大
社
と
か
か
わ
り
の
深
い
神
社
が
あ

る
。
そ
れ
は
能
義
郡
広
瀬
町
下
佐
忙
あ

る
山
狭
神
社
で
あ
る
。
こ
の
神
社
は

『延
喜
式
』
神
名
帳
に

「久
志
美
気
農
神

社
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
食
物

の
神

を
祭
る
。
す
な
わ
ち
、
天
狗
山

(天

宮
山
か
)

の
東
と
西
で
は
同
じ
性
格

の
神
が
祭
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
水

の
源
で
あ
る
こ
の
山
を
中
心
に
、
東

の
飯
梨
川
に
は
山
狭
神
社
、
西
の

意
宇
川

に
は
熊
野
大
社

と
、
食
物
生
産

の
神
が
祭
ら
れ

て
い
る
わ
け

で
あ

る
。紀

伊
国

の
熊
野
大
社
に
は
、
松
前
健

に
よ
れ
ぽ
、
古
く
か
ら
家
津
御
子

.
速

玉

・
夫

須

美

と

い
う

三

神

が

祭

ら

れ

て

い

た

。

氏

は
、

本

来

そ

れ

は

一
神

の
分

化

し

た

も

の

で

は

な

い

か

と
考

え

て

い

る
。

こ

の

ケ

ツ

、・・
コ
は
上

述

の

ク

シ
、、・

け

ケ

ヌ

ノ

ミ

コ
ト

と

同

義

で
あ

り

、

「
食

つ
御

子

」
、

つ
ま

り
食

物

の
神

、

穀

神

で

(28

)

あ

る
と

い

え

る

。

す

な

わ

ち

、

出

雲

国

や
紀

伊

国

に

お

け

る
両

熊

野

大

社

で

は
、

食

物

の
神

、

穀

神

が

祭

ら

れ

て

い

る

こ

と

で
あ

る
。

で

は
、

熊

野

大

神

信

仰

が

ス
サ

ノ

ヲ
と

ど

の
よ

う

に

か

か

わ

っ
て

い

る

か

を

知

る

た

め

に
、

ク

マ
と

い
う

語

の
義

を

考

え

て

み

よ

う

。

そ

れ

に

つ
い

て

は
、

主

な

三
説

を

述

べ

よ

う

。

1
.

ク

マ
と

い
う

動

物

。

朝

鮮

で

は

、

こ
れ

は

聖

な

る
動

物

と

し

て
知

ら

れ

て

お

り
、

神

と

関

係

が

深

い
。

2
.

ク

マ
は

カ

ミ

で
あ

り

、

神

を

意

味

し

て

い

る
。

九

州

で
は

、

ク

マ
を

カ

、・・

の
意

味

で

よ
く

使

用

す

る

と

い
わ

れ

て

い
る
。

例

と

し

て

、

神

代

と
書

き

、

ク

(
29
)

マ
シ
ロ
と
読
む
の
で
あ
る
。

3
.
神

に
奉
る
米
が

ク
マ
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
。
『箋
註
和
名
類
聚
抄
』
巻
五
に

く
ま
の
し
ね

(
30

)

「精
米
-
私
呂
反
、
久
万
之
禰
、
中
略
、
精
米
所
以
享
神
也
」
と
あ
る
。

さ
て
、
上
述

の
神
話
を
考
え
れ
ぽ
、
私

は
、
ク

マ
は
神
に
捧
げ
る
米
で
あ
り
、

熊
野
社
は
、
本
来
、
食
物

の
神
を
祭
り
、
八
百
万
神

に
ク
マ
を
供
、兄
る
儀
礼
が

行
わ
れ
て
い
た
処
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
社

で
は
ス
サ
ノ
ヲ

も
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
神

は
豊
穣
と
深
い
関
係

の
あ

る
性
格
を
有
す

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
た
だ
ち
に
豊
穣

の
神

で
あ
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日本神話 におけるスサ ノヲ

る
と
は
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
世
界
の
古
い
神
話

(
シ
ュ
メ
ー
ル
、

ケ
ル
ト
、

エ
ジ
プ
ト
な
ど
)
を
見
れ
ぽ
わ

か
る
よ
う
に
、
神
々
は
よ
り
具
体
的

な
意
味
を
有

し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
豊
穣

と
い
う
の
は
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
と
関
係
の
あ
る
神
々
は
何
神
も
あ

っ
た
。
日
本
の
気
候
か
ら
見
れ
ば
、
灌

漑
農
業
以
前

に
は
、
稲
や
他

の
穀
物

の
出
来
が
雨
水
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た

と
い
え
る
。
そ
こ
で
私
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
本
来
、
豊
穣
に
必
要
な
、
こ
の
雨
水

を
司
る
神

で
あ

っ
た
と
想
定
し
た
い
。

第
二
節

雨
乞
い
と
ス
サ
ノ
ヲ

こ
こ
で
は
、
オ

ロ
チ
退
治
神
話
を
考
え

て
み
よ
う
。

大
蛇
が
村
落
の
若

い
女
性
を
妻

に
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
日
本
に
広
く

み
ら
れ
る
春
、
ま
た
は
夏
の
豊
作
を
祈

る
民
俗
儀
礼
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
は
、
お
そ
ら
く
出
雲

の
稲
の
女
神

で
あ
ろ
う
。
こ
の

女
神
と
水

の
神
で
あ
る
大
蛇
と
の
結
婚
が

そ
の
祭
り
に
演
じ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
稲

の
豊
穣
が
祈
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

と
い
う
説
は
、
多
く
の
学
者
が
唱
え

て
い
る
。
横
田
健

一
も
、
神
婚
神
話

の

一
つ
で
あ
り
、
神
に

「神
聖
視
さ
れ
た

(31
)

女
性
、
す
な
わ
ち
巫
女
が
奉
仕
」
し
た
神
祭
と
関
係
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
神
話

で
は
イ
ナ
ダ

ヒ
メ
は
た
だ
の
神
に
捧
げ
ら
れ
る
の
で
は
な

く
、
大
蛇
、

つ
ま
り
水

の
神
に
捧
げ
ら
れ

る
と
い
う
点
が
重
要

で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
日
本
ば

か
り
で
は
な
く
、
世
界
各
地
に
み
ら

れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
ペ
ル
セ
ウ
ス
神
話
で
は
、

ケ
フ

ェ
ウ
ス
の
娘
ア
ン
ド

ロ
メ

ダ
が
海
か
ら
出

て
き
て
災
害
を
起
す
怪
物

に
捧
げ
ら
れ
る
た
め
に
、
海
辺

の
岩

に
立

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
ペ
ル
セ
ゥ
ス
が
き
て
、
た
す
け
れ
ば
娘
を
嫁
に
も
ら

う
と
両
親
と
約
束
し
た
上
で
、
怪
物
を
切
り
殺
し
、

ア
ン
ド

ロ
メ
ダ
と
結
婚
す

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ブ

ル
ガ
リ
ア
の

「三
人
兄
弟
と
金
の
り
ん
ご
」
と
い
う

民
話
と
、
「
ヨ
ゼ

フ
と

コ
ザ
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教

の
聖
人

ヨ
ゼ
フ
に
つ
い
て

の
ポ
ー
ラ
ソ
ド
の
伝
説

の
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
す

で
に
考
察
し

(32
)

た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
種
ま

き
の
時
期
、
あ

る
い
は
、
日
本
の
場
合

に
は
苗
を
植
え
る
前
に
、
大
蛇
を
祭
り
、

若
い
女
性
を
蛇
体

の
神
に
妻
と
し
て
捧
げ

て
、
農
耕

に
必
要
な
水
を
祈

っ
た
行

事

に
ま

つ
わ
る
物
語
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
限

っ
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
神
話

の
中
で
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
役
割

は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ぽ
、
そ

れ
は
雨
水
を
司
る
神
が
、
種
ま
き

の
時
期

に
、
水
を
持

っ
て
い
る
大
蛇
に
勝

つ

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
的
な
姿
を
有
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
大
蛇
神
よ
り

新
し
い
段
階

の
神
で
あ
り
、
稲
田

の
豊
穣

の
た
め
に
大
蛇
神
に
捧
げ

る
べ
き
女

性
を
代
わ
り
に
も
ら
い
、
自
分
が
豊
作

に
必
要
な
水
を
も
た
ら
す
約
束
の
し
る

し
と
し
て
彼
女
と
結
婚
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
神
話
に
も

ス
サ
ノ
ヲ
が
イ

ナ
ダ

ヒ
メ

(稲
の
田
の
聖
な
る
女
性
、
穀
霊
)
を
通
じ
て
穀
霊
と
結
ぼ
れ
て
い
る

以
外
に
、
水

の
獲
得
と
も
結
ぼ
れ
て
い
る
。

水
と
関
係

の
あ
る
ら
し
い
ス
サ
ノ
ヲ
の
姿
は
、
上
述

の
朝
鮮

の
儀
礼
に
も
う

か
が
わ
れ
る
。
『日
本
書
紀
』

に
見
え
る
、
強

い
雨

の
中

に
、
蓑
笠
を

つ
け
て

神
々
に
宿
を
頼
む

ス
サ
ノ
ヲ
の
姿
は
、
朝
鮮

の
雨
乞

い
舞
と

の
関
係
を
示
し
て
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い
る
。
そ
れ
は
ソ
シ
モ
リ
と
い
う
朝
鮮

の
古
舞
楽

の
曲
が
あ
り
、
蓑
笠
を

つ
け

て
舞
う
主
人
公
の
姿

は
、
『日
本
書
紀
』

の
上
述

の
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
ス
サ
ノ
ヲ

(
33
)

を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
舞
曲
は
、
雨
乞

い
の
た
め
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
。

他
方
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
馬
を
生

(逆
)
剥
ぎ
に
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
の
機
屋
に
投

げ
込
む

エ
ピ
ソ
ー
ド
も
雨
乞
い
と
関
係
が

あ
る
。

『延
喜
式
』
を
見
れ
ば
、
大

陸
系

の
祭
儀
で
あ
る
首
饗
祭
、
鎮
新
宮
地
祭

(新
宮
地
鎮
祭
)、
宮
城
四
隅

の
疫

神
祭
、
畿
内

の
堺
十
所
の
疫
神
祭
に
は
、
牛
、
鹿
、
熊
、
猿

の
皮
が
用

い
ら
れ

た
。
ま
た
、
『続
日
本
紀
』

に
も
、

い
く

つ
か
の
国

の
百
姓
が

「殺
牛
用
祭
漢

神
」
が
、
そ
れ
は
禁
じ
ら
れ
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
代
日
本
で
は
こ
の
よ
う

な
祭
儀
が
行
わ
れ
、
あ
る
時
期
か
ら
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら

に
、
『日
本
書
紀
』
皇
極
紀

の
元
年
七
月
条

に
次

の
伝
え
が
見
え
る
。
同
年

の

六
月

の
大
き
な
旱
り
に
対
し
て

「随
村
々
祝
所
教
、
或
殺
牛
馬
、
祭
諸
社
神
。

(
34

)

或
頻
移
市
。
或
顴
薦
河
伯
。
既
無
所
效
」
、

つ
ま
り
神
社
に
行
わ
れ
た
雨
乞
祭

も
、
仏
教

の
儀
礼
も
効
果
が
な
か

っ
た
が
、
天
皇
自
身
が
祭
り
を
行

っ
た
と
こ

ろ
、
雨
が
降

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
神
社
の
雨
乞
祭

の

一
つ
と
し
て
、

牛
馬
屠
殺
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
松
前
健

に
よ
れ
ば
、
「
こ
れ
は
後
世

の
フ
ォ

ー
ク
ロ
ア
で
、
雨
乞
い
に
牛

の
首
を
切

っ
て
滝
壺
、
池
、
淵
、
沼
な
ど

に
投
げ

込
む
風
習
や
、
張
子
や

ワ
ラ
の
牛
を
水

に
投
ず
る
風
習
、
ま
た
牛
馬
を
川
で
洗

う
風
習
な
ど
と
関
係
が
あ
る
。
か
の
丹
生

川
上
神
社
で
、
晴
天
を
祈

る
際
は
白

馬
を
、
雨
を
祈
る
と
き
は
黒
馬
を
献
じ
た
と
い
う
古
俗
も
、
同
じ
系
統
の
も

の

(
35
V

で
あ

ろ

う

。
」

と

い
う

こ
と

な

の

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
渡
来
系
の
雨
乞
祭
を
稲
田
と
か
か
わ
る
神
話
と
合
わ
せ
て
見
れ

ば
、

ス
サ
ノ
ヲ
は
本
来
、
豊
作

の
た
め
に
必
要
な
雨
水
を
も
た
ら
す
べ
き
神
で

あ

っ
た
と

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
考
え
れ
ば
、
毎
年
が
豊
作

で
は
な

い

こ
と
の
も

っ
と
も
重
要
な
理
由
は
、
毎
年
ち
ょ
う
ど
必
要
な
量

の
雨
が
降
る
こ

と
が
な

い
た
め
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
と
き
に
は
雨
が
降
り

す
ぎ
洪
水
な
ど
の
災
害
を
起

し
、
と
き
に
は
旱
天
と
な
る
。
後
者

に
関
し
て
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
号
泣
が
思

い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
段
で
は
、
彼
が
治
め
る

べ
き
国
を
治
め
ず

に
泣
く
、

つ
ま
り
す
る
べ
き
仕
事
を
し
な
い
の
で
、
父
イ
ザ

ナ
ギ
に
怒
ら
れ
る
。
そ
れ
は
旱
り
の
と
き
、
人
々
が
神
は
自
分
の
仕
事
を
き
ち

ん
と
し
て
い
な

い
と
思

っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、

ス
サ
ノ
ヲ
に
与
え
ら
れ
た
海
原

の
意
味
も
少
し
考
え
た
い
。

こ
こ

に
は
、
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
重
な

っ
て
い
る
と
思
う
。

一
つ
は
、
海
水
、

つ
ま

り
塩
の
水
が
田
に
不
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
田
に
よ
く
な
い
と
い
う
考
、兄
方
を
有

す
る
神
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話

の
海

の
神
ポ

セ
イ
ド
ン
と
女
神

ア
テ
ネ

の
間

の
、
後

に
ア
テ
ネ
と
呼
ぼ

れ
る
よ
う

に
な
る
町

の
支
配
的
地
位

(げ
①ひq
①bPO
昌
く
)
の
た
め
の
競
争
を
語
る
神
話
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ポ
セ
イ
ド

ソ
が
矛

で
地
を
さ
し
、
そ
こ
か
ら
海
水
が
出
た
の
に
対
し
て
、

オ
リ
ー
ブ

の
木

を
生
え
さ
せ
た
ア
テ
ネ
が
勝

っ
た
こ
と
は
松
村

一
男
に
よ
れ
ぽ
、
農
業

に
不
用

(
36

)

な
塩
水

に
農
業

に
有
用
な
オ
リ
ー
ブ
の
木
が
勝

っ
た
の
で
あ
る
。
豊
穣

の
た
め

に
水
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
塩
水

の
海
原
を
治
め
な
い
と
い
う

こ
と
も
上
述

の
神
話
の
意
味
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
う

一
つ
の
モ
チ
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ー

フ
は
、

海

水

と

雨

水

に
分

離

さ

れ

る

こ

と

な

く

、

水

全

体

は

海

の
神

(
ワ
タ

ツ
、・・
)

が

司

る

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

そ

れ

は
海

幸

山

幸

神

話

の
段

で

は
、

ワ

タ

ツ

ミ
神

に

も

ら

っ
た
玉

で
弟

が

田

の
水

を

支

配

す

る

こ

と

が

で
き

た

こ
と

か

ら

も

わ

か

る
。

で
は

、

雨

水

を

司

る

ス
サ

ノ

ヲ
が

、

ア

マ
テ

ラ

ス
と
深

く

む

す

ば

れ

て

い

る

こ

と

の
元

に

は
、

一
体

何

が

あ

っ
た

の

か

を
探

る

た

め

に
、

も

う

一
度

こ

の

二

神

の
関

係

を

考

え

よ

う

。

第
三
節

水
の
神
と
日
の
神

三
輪
山

の
東

に
式
内
社
多
坐
弥
志
理
都
比
古
神
社

(多
神
社
)
が
あ
る
。
現

在
こ
の
神
社

の
祭
神

は
神
八
井
耳
命

(神
武
の
兄
)
で
あ
る
が
、
昔
は
違

っ
て

い
た
ら
し
い
。
成
立
年
代
や
性
格
が

い
ま

ひ
と
つ
明
ら
か
で
は
な
い
史
料
で
あ

る
が
、
『大
和
国
五
郡
神
社
記
』

に
は
、

「現
在
四
座

の
内
左

の
二
座

は
、
水
知

津
彦
神
、
火
知
津
姫
神
」
と
あ
り
、
神
社

の
名
前
に
も
こ
の
二
神

の

一
神
か
ら

き
て
い
る
と
わ
か
る
。
「
火
知
津
姫
」
と

い
う

の
は
、
お
そ
ら
く
日

(太
陽
の

運
行
)
を
知
る
と
い
う
意
味
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
太
陽

の
運
行
を
読

み
解
く
こ
と
に
関

し
て
、

ヒ
ジ
リ
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う

に
ミ
シ
リ
、

つ
ま
り
水

(雨
水
)
を
知

る
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
と
は
聞

い
て

い
な
い
が
、
『古
事
記
』
や

『日
本
書
紀
』

に
見
え
る
八
雲
立

つ
な
ど
の
歌
謡

か
ら
、
雲
の
動
き
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
雨
が
降
る
こ
と
を
予
言
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
農
業

の
豊
作
不
作
を
決
め
る
も

っ

と
も
大
事
な
要
素
、
日
と
水

の
神
が
並
べ
て
祭
ら
れ
て
い
る

一
つ
の
例

で
あ
る
。

そ
し
て
、
多
神
社

の
場
合
で
は
、
日
の
神
が

ヒ
メ
、
水

の
神
が

ピ
コ
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
興
味
深

い
。
こ
の
よ
う
に
、
豊
穣

の
希
望
を
こ
め
て
、
太
陽
神
と

水

の
神
を
並
べ
て
祭
る
こ
と
は
、

ア
マ
テ
ラ
ス
と

ス
サ
ノ
ヲ
を
姉
弟
と
し
て
結

ぼ
れ
る
こ
と
の
元
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
と
水
の
神
と
関
係
が
な
い
が
、

『風
土
記
』

の
例
を
見
れ
ば

ヒ
メ
・
ピ
コ
の
ほ
と
ん
ど

の
パ
タ
ー
ン
に
は
、
男

が
兄
、
女
が
妹

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
皇
祖
神
と
さ
れ
た
太
陽
神

ア
マ
テ
ラ
ス

が
雨
水
と
結
ば
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
妹

に
さ
れ
る
よ
り
、
む
し
ろ
姉

に
さ
れ
る
ほ

う
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ

ス
サ
ノ
ヲ
が
根
の
国

へ
追
放
さ
れ
る
べ
き
だ

っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
考
え

て
み
た
い
。

第
三
章

根
国

の
イ

メ
ー
ジ

の
変
容
と

ス
サ
ノ
ヲ

「極
遠
」
場
所
や

「妣
国
」
と
さ
れ
て
い
る
根

の
国
は
、
黄
泉
国
と
全
く
同

じ
処
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
黄
泉
国
に
つ
い
て
は
、

ヨ
モ

(闇
)
と
い
う
語
か
ら
由
来
し
、
地
下

に
あ
る
死
者

の
闇
黒
な
場
所
と
し

て
想

(37

)

像
さ
れ
た
ら
し
い
。
他
方
、
柳
田
国
男
、
谷
川
健

一
な
ど

に
よ
り
根

の
国
が
海

上
他
界
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
大
祓
祝
詞

か
ら
根

の
国
は
海

の
底

に
あ
る

イ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
が
、
私

は
そ
の
名
前
、
「根

の
国
」
ま
た
は

「根

の
堅
州

国
」
を
見
れ
ぽ
、
植
物

の
根
元
に
あ
る
、
根
が
堅
い
、

つ
ま
り
し

っ
か
り
し
て

い
る
処
と
し
て
想
像
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
根

の
国
で
は
、
穀
物
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の
根
が
弱
く
な
ら
な
い
よ
う
に
適
当
な
量

の
雨
水
を
も
た
ら
す
べ
き

ス
サ
ノ
ヲ

が

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
「根

の
国
」
と
い
う
語

の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
古
代
日
本

の
蛇
穴
信
仰
を
考
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
暗

い
穴
に
生
命
力
を
復
活
さ
せ
る
力
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
太
陽
も
夜
の
間
に
暗

い
ト
ソ
ネ
ル
を
通
り
抜
け
て
復
活

す
る
し
、
病
気

の
人
が
二
つ
の
穴
の
問

の
暗

い
場
所
を
通
れ
ば
、
必
ず
治
る
と

(
38
)

い
う

考

え

で
あ

る

。

で

は
、

こ

の
信

仰

は

ス

サ

ノ

ヲ
と

ど

の

よ
う

な
関

係

が

あ

き
の
く
に

る
の
か
。
こ
こ
で
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
木
国

の
木

の
俣
か
ら
根
の
国

に
入

っ
た
神

(
39

)

よ

も

つ
ひ

ら

さ
か

話
を
思

い
出
し
た
い
。
彼
が
そ
こ
を
出
る

の
は
、
黄
泉
比
良
坂
で
あ
り
、
す
な

わ
ち
二
つ
の
穴
の
間
に
あ

る
暗
い
ト
ン
ネ

ル
の
よ
う
な
根
の
国
を
通

っ
た
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
根

の
国
に
入

っ
た
時

か
ら
出
る
ま
で
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
、

い
つ
も
苛
め
ら
れ
た
弱

い
男
の
子
か
ら
、
強
く

て
、
大
き
な
国
の
大
王
に
な
り
、

あ
る
意
味

で
生
ま
れ
変
わ

っ
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
地
下

の
根
の
元
に
あ
る

暗

い
根

の
国
は
、
豊
穣

の
根
源
、
稲
や
他

の
穀
物

の
生
長

の
た
め
に
重
要
な
場

所
と
し
て
想
像
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
み
れ
ば
、
豊
作
に
必
要
な

雨
水
を
確
保
す
る
た
め
に
天
か
ら
降
臨
し
、
水
を
持

つ
大
蛇
神
を
退
治
し
、
稲

の
生
長
を
約
束
し
た

ス
サ
ノ
ヲ
が
、
生
命
力

の
源
で
あ
る
根
の
国

へ
行
く
こ
と

は
当
然
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
起
す
根

の
国
が
、
あ
る
時
期
に
死
者
の
世

界
黄
泉
国
と
同

一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
地
下

の
暗
い
と

こ
ろ
で
あ
る
こ
の
二
つ
の
理
想
的
な
国

の
本
質

の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

ケ
ガ
レ
と
結
ぼ
れ
た
黄
泉
国
の
イ

メ
ー
ジ
が
根

の
国
に
も
う

つ
り
、
根
の
国

に

は
罪
と
穢
が
流
れ
て
い
く
場
所
と
し
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
、

ス
サ
ノ
ヲ
の
本
来
的
な
姿
も
少
し
ず

つ
変
容
さ
れ
、
根
の
国

に
い
る
こ
と
に
よ

り
、
彼
が
穢
、
悪
と
結
ぼ
れ
、
元
か
ら
善
悪
両
面
を
併
せ
持

つ
こ
の
神

の
性
格

が
よ
り
複
雑
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
豊
穣
を
も
た
ら
す
以
外

に
、
と
き
に
は
災

害
も
も
た
ら
す
彼

の
暴
力
的
な
面
も
あ

っ
た
の
で
、
こ
の
面

に
重
点
を
置

い
て
、

皇
祖
神

ア
マ
テ
ラ
ス
の
対
立
的
な
相
手
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

む

す

び

さ
て
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
自
然
要
素
を

つ
か
さ
ど
る
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
な
ぜ
悪

事
と
関
係

の
あ
る
神
と
な

っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残

る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
、
政
治
的
な
理
由
以
外
に
、
本
質
的
な
理
由
は
ま

っ

た
く
な
か

っ
た
と
思
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
毎
年
豊
作
で
は

な
い
、
毎
年
ち
ょ
う
ど
よ
い
雨
の
量
が
降
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
現
実
と
関

係
が
あ
る
。
太
陽
と
は
逆

に
、
雨
は
予
測
し
難

い
こ
と
か
ら
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
日

の
神
と
対
峙
す
る
も

の
に
な
る
。
と
い
う

の
は
、
太
陽
の
運
行
は
規
則
性
が
あ

り
、
季
節

に
よ
っ
て
そ
の
強
さ
が
違
う
が
、

一
年
を
通
じ
て
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に

運
行
し
て
い
る
。
逆

に
、
雨
は
あ
ま
り
予
測

で
き
な
い
。
雨
季
と
い
う
も
の
が

あ
る
が
、
平
成
五
年
夏
の
長
雨
や
次
年

の
少
雨

の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
い
つ
も

一
定

に
ま
も
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
雨
こ
そ
は
、

灌
漑
以
前

の
農
業

の
豊
作
不
作
を
定
め
た
要
素
で
あ
る
。
ま
た
、
興
味
深
い
こ
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と
に
人
々
は
、
今
年
は
太
陽
が
弱

い
あ
る
い
は
強

い
と
い
わ
ず

に
、
今
年
は
雨

が
少
な
い
ま
た
は
多

い
と
い
う
。

つ
ま
り
、
非
難
は
太
陽
に
対
し
て
で
は
な
く
、

雨
に
向
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
古

い
時
代
に
も
同
じ
よ
う
に
、

豊
作
の
た
め
に
必
要
な
量

の
雨
水
を
も
た
ら
す
べ
き
神
、
も
し
く
は
雨
季
を
解

く
べ
き
神
主
を
告
発
し
た
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
予
測
が
困
難
で
あ
る
だ
け
で
は

な
く
、
雨
が
降
ら
な
い
と
旱
り
に
な
り
、
降
り
す
ぎ
る
と
洪
水
や
様
々
な
災
害

を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
全

て
の
災
難
も
、
雨
水
を
司
る
神

の
責

任
な
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
、

ス
サ
ノ

ヲ
の
矛
盾
的
に
見
え
る
性
格
が
生
じ

た
と
考
、兄
ら
れ
る
。
突
然
に
予
測

で
き
な

い
猛
威
を
ふ
る

っ
て
害
を
起
し
、
そ

し
て
次

の
年

に
は
農
業

の
労
働
を
守
り
、
豊
穣

に
な
る
よ
う
に
雨
を
も
た
ら
す

こ
の
神

の
性
格
が
、
『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀
』
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
描

か
れ

方
の
元
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
以
上
の
考
察

の
結
果
も
ふ
ま
え
て
、
日
本
神
話
に
お
け
る
ス
サ
ノ

ヲ
の
位
置
付
け
を
考
え
よ
う
。
天
地
が
揺

れ
る
ほ
ど
強

い
足
取
り
で
天
に
昇
る

こ
の
神
は
、
自
然
の
勢
い
を
表
わ
し
て
い
る
面
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
古
代

の
農
耕
信
仰
や
、
自
然
に
対
し
て
の
古
代

日
本
人

の
考
え
方
や
皇
室
神
話
が
成

り
立

っ
た
過
程

で
の
政
治
的
な
思
想
、
こ

の
三

つ
の
点
が

ス
サ
ノ
ヲ
の
重
層
的

な
性
格

に
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

ま
た
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、

ス
サ
ノ
ヲ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
い
う
三
神
の
関
係
が
ど

の
よ
う
に
成
り
立

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
、

ア
マ
テ
ラ
ス
と

ス
サ
ノ
ヲ
の

新
し
い
関
係
は
、
こ
の
二
神
の
本
来
的
な
性
格

の
展
開
よ
り
生
じ
て
き
た
。
雨

が
予
測
し
難

い
と
い
う
側
面

か
ら
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
の
原
の
秩
序
を
守
ら
ず
、

暴
行
を
行
う
神
と
な

っ
た
。
他
方
、
『風
土
記
』

に
は
、

ス
サ
ノ
ヲ
が

オ
ホ
ナ

ム
チ
の
祖
先
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
二
神

の
大
和
朝
廷

成
立
以
前

の
地
位

に
つ
い
て
い
え
ば
、
「天
下
造
ら
し
し
大
神
」
オ
ホ
ナ
ム
チ

の
地
位
が

ス
サ
ノ
ヲ
の
地
位
よ
り
ず

っ
と
高
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
和
朝
廷

が
出
来
た
後
、
皇
室
神
話
の
論
理
を
支
持
す
る
た
め
に
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が

ス
サ

ノ
ヲ
の
子
孫
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫

に
国
を
譲
る
べ
き
元

の
国

の
主
た
る
神
は
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
対
立
者
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

ス
サ
ノ
ヲ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
秩
序
を
守
ら
な
い
神

ス
サ
ノ
ヲ
が
国
王
と
し
て
送
出
し
た
自
分

の
子

孫
大
国
主
も
、
正
確
に
国
を
治
め
る
立
場

に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
国
主
と
し
て

「天
下
造
ら
し
し
大
神
」

オ
ホ
ナ
ム
チ
が
支
配
す
る
国
は
、
高

天
の
原
の
秩
序

の
理
解
か
ら
見
れ
ば
、
乱
れ
た
、

コ
ト
ム
ケ
ル
べ
き
場
所
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア

マ
テ
ラ
ス
は
、
高
天
の
原

の
秩
序
を
立
て
て
、
そ
れ

を
正
し
く
治
め
る
神

で
あ
る
た
め
に
、
彼
女
が
送

っ
た
国
王
が
、

ス
サ
ノ
ヲ
が

送

っ
た
国
王
よ
り
、
正
し
く
葦
原

の
中

つ
国
を
治
め
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
論

理
上
に
成
り
立

っ
た
構
造
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
で
あ
る
天

皇
の
み
が
、
国
家

の
支
配
者
で
あ
る
こ
と

の
必
然
性
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
神
話
を
整
理
し
た

『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀
』

の
編

纂
者
は
、
新
し
く
神
、
も
し
く
は
神
々
の
間

の
関
係
を
架
空
に
考
え
出
し
た
の

で
は
な
く
、
本
来
的
な
神
々
や
そ

の
関
係
を
、
皇
室

の
正
統
性

の
立
場
か
ら
、
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う
ま
く
見
直
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味
が
、
『古
事
記
』
の
序
文
に

あ
る
天
皇

の
こ
と
ば

に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「於
是
天
皇
詔
之
、

朕
聞
、
諸
家
之
所
賚
帝
紀
及
本
辞
、
既
違
正
実
、
多
加
処
偽
。
当
今
之
時
不
改

其
失
、
末
経
幾
年
其
旨
欲
滅
。
斯
乃
邦
家
之
緯
、
王
化
之
鴻
基
焉
。
故
惟
撰
録

(
40

)

帝
紀
、
討
覈
旧
辞
、
消
偽
定
実
、
欲
流
後
葉
。
」
政
治
的
な
意
図

で
編
纂
さ
れ

た

『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀
』
で
は
、

日
本
神
話
に
お
け
る
神
々
と
、
国
家

の
成
立
が
こ
の
よ
う
に
、
結
び
付
け
ら
れ
語
ら
れ
て
い
る
と
考
、兄
ら
れ
る
。

注(
1
)

『古

事
記

』

(
日
本
古

典
文

学
全

集

1
小
学

館
)

四
六

-

四
七
頁

。

(
2
)

マ
セ

・
フ
ラ

ン
ソ

ワ

『古

事
記

神
話

の
構

造
』

中
央

公
論

社

一
九

八
九
。

(
3
)

上

田

正
昭

「
風

土

記

の
内
実

」

(『
古

代
伝

承
史

の
研
究

』
塙

書

房

一
九

九

一
)
。

(
4
)

三
品
彰

英

「
風
土

記

の
伝
承

」

(『
日
本

神
話

論
』

平
凡

社

一
九
七

〇
)
。

(
5
)

岡

田
精

司

『
日
本

書
紀

、

風
土
記

』

(直
木
孝

次

郎
、

西
宮

一
民
、

岡

田
精

司

『
鑑
賞

日
本
古

典

文
学

』
第

二
巻

角

川
書
店

一
九
七

七
)
。

(6
)

津

田
左
右

吉

『
日
本

古
典

の
研
究

』

第

一
巻

、

岩
波
書

店

一
九

四

八
。

(
7
)

大
林

太

良

「
東
南

ア
ジ

ア

の
日
蝕

神

話

の

一
考
察

」

(
『東

洋
文

化

研
究

所

紀
要

』
第

九

冊

一
九
六

二
)
。

(
8
)

松

村

武

雄

「
三
神

出

生

分

治

の
神

話

」

(
『日

本

神

話

の
研

究

』
第

二
巻

培

風
館

一
九

五

五
)
。

(
9
)

松

本

信
広

『
日
本

神
話

の
研

究
』

平

凡
社

一
九
七

一
、

一
二

一
頁

。

(
10
)

松

前
健

『出

雲
神
話

』

講
談
社

現
代

新
書

一
九
七

六
。

(
11
)

水

林
彪

『記

紀
神

話

と
王
権

の
祭

り
』

岩
波
書

店

一
九

九

一
。

(
12
)

三
品
彰

英

「
日
本

神
話

論
」

(
『
一二
品
彰

英
論

文
集

』
第

一
巻

、
平

凡
社

一
九

七
〇

)
、
六

〇
頁

。

(
13
)

松
前

健

『
日
本

神
話

の
形
成

』
塙

童
旦
房

一
九
七

〇
、

一
二
八
頁
。

(14
)

「
大

祓
詞

」

(『
延
喜

式

』
、
新

訂

増
補

国
史

大

系

第

二
六

巻
、

吉

川

弘
文

館

一
九
六

五
、

一
六
九

頁
)
。

(15
)

水
林

彪

『記
紀

神
話

と

王
権

の
祭

り
』
岩

波
書

店

一
九
九

一
、

四

五
六
頁

。

(
16
)

た
だ
、

第

六

の

一
書

に

は
、

ア

マ
テ

ラ

ス
が

高

天

の
原

を
治

め
、

ツ
ク

ヨ

ミ

に
は

「滄

海

之

原
」
、

ス
サ

ノ

ヲ

に
は
、

「
天
下
」

が

治

め

る

べ
き

と

こ

ろ
と

し

て
与

え
ら

れ

て

い
る
が

、
第

十

一
の

一
書

で

は
、

ア

マ
テ

ラ

ス
は
同

じ

く
高

天

の
原

に
送

ら

れ

て

い
る

の

に
対

し

て
、

ツ
ク

ヨ
ミ
は

「可

以

配

日
而

知

天
事

也

」

と
あ

り
、

ま

た

「滄

海

之

原
」

は

ス
サ

ノ
ヲ

に
ま

か
さ

れ

て

い
る
。

こ

の

二
書

の
少

し
異

な

る
説

か
ら
、

ス
サ
ノ

ヲ
と

ッ
ク

ヨ
、・・
が
本

来

同

じ
神

で
あ

っ

た

と

い
う
平

田
篤
胤

説

が
成

り
立

っ
て

い
る
。

ツ
ク

ヨ
、・・
、

つ
ま

り
月

と

海

に

は
、

い
う

ま

で
も

な
く

深

い
関
係

が

あ

る
が

、

そ
れ

は

ス
サ

ノ
ヲ

の
海

と

の
関

係

と
少

し
異

な

っ
て

い
る
。

月

と
海

と

の
関

係

の
も

と

に
は
、
干

潮

と
満

潮

の

現

象
が

あ

る

の
に
対

し

て
、
結

論

を
先

に
述

べ
れ
ば

、

ス
サ

ノ

ヲ
と

海

と

の
関

係

は
、

彼

は
雨

水

を
司

る
神

と

し

て
考

え

ら

れ

た
か
ら

で
あ

る
。

こ

の
二

つ
の

要

素

と
も

、
豊

作

と
関

係

あ

る

の

で
、
'ッ
ク

ヨ
ミ
も

ス
サ
ノ

ヲ
も
穀

物

の
起

源

神

話

と
結

ば

れ

て

い

る
。

し

か

し
、

こ
れ

ら

の
神

を
同

一
視

す

る
こ
と

は

で
き

な

い
。

(17
)

タ

コ
リ

ヒ
メ
、

タ
ギ

ツ

ヒ
メ
、

イ

ッ
キ

シ

マ
ヒ
メ

(『
日
本

書
紀

』
本

文
)
、

タ
キ

リ
ビ

メ
ーー

オ
キ

ツ
シ

マ
ヒ
メ
、

イ

チ
キ

シ

マ
ヒ
メ
ーー

サ

ヨ
リ
ビ

メ
、

タ
キ

32



日本神話 におけるスサ ノヲ

ツ

ヒ
メ

(『
古
事

記
』
)
。

(
18
)

水

林
彪

『記

紀
神

話

と
王
権

の
祭

り
』

四

四
八
頁

。

(
19
)

『
日
本
書

紀
』

上

、
日
本

古
典

文
学

大
系

67
、
岩
波

書
店

一
九
六

七
、

一

一

一
頁
。

(
20
)

吉

田
敦
彦

、

松
村

一
男

『神

話
学

と

は
何

か
』
有
斐

閣
新

書

、

一
九

八
七
。

(
21
)

松

前
健

「
巫

祝
王

か

ら
宇

宙

王

へ
」

(
『朝

鮮
学

報
』

第

百
四
十

輯

別
刷

一
九
九

一
)
。

(
22
)

西

郷
信
綱

『古

事

記

の
世
界

』
岩
波

新
書

。

(
23
)

松
前

健

『日

本
神

話

の
形
成

』
塙
書

房

一
九

七
〇
、

一
二
六

-

一
四
〇
頁

。

(
24
)

『出

雲

国
風

土

記
』
、

日

本
古

典

文
学

大
系

2
、
岩

波
書

店

一
九

五

八
、

一

二
六
頁

、
頭
注

1
、

2
、

3
。

(25
)

本

居
宣
長

『古

事

記
伝
』

九
巻

、

四

二
七
頁
。

(26
)

西
宮

一
民

「
ス
サ

ノ
ヲ
神

話

の
本
質

」

(
『古

事

記

の
神
話

』
、
高

科
書

店

一

九
九

三
)
。

(27
)

千
家

達

彦

『
熊

野
大

社
』

島
根

県

の
熊

野

大
社

崇

敬
会

一
九

九
〇

、

一
八

頁
。

(28
)

松
前

健

『
日
本

神
話

の
形

成
』
。

(29
)

宮

司
九

鬼
宗

隆

『熊

野

信
仰

に

つ
い

て
』

和
歌

山

県
、

熊

野
本
宮

大
社

一

九
九

二
。

(
30
)

『
箋

註
倭

名

類
聚

抄
』
、
国

史
大

系

、

二
四

四
頁

。

こ

の
説

は
折

口
信
夫

、

近

藤
喜

、
松

村
武

雄

に
よ
り
支
持

さ

れ

て

い
る
。

(
31
)

横

田
健

一

『
神
話

の
構

造
』

木
耳

社

一
九
九

〇
。

(
32
)

ガ
デ

レ

ワ

・
エ
ミ

リ

ア

「
神
話

か
ら

み

た
日
本

の
農
耕

儀

礼
」

(
『寧

楽

史

苑

』

四

二
号

、
奈

良
女

子
大

学
史

学
会

一
九

九
七

・
二
)
。

(33
)

松
前

健

『
日
本

神

話

の
形

成
』

一
二
六

-

一
二
七
頁

参
考

。

(34
)

『
日
本
書

紀
』

下
、

日
本
古

典

文
学

大
系

68
、

岩
波
書

店

一
九

六
五
、

二
四

一
頁

。

(35
)

松
前

健

『
日
本

神
話

の
形

成
』
、

=
二
七

頁
。

(36
)

松
村

一
男

..H畧
「
o
含

a

o
ロ
けo
冒

冨

旨
Φ
ω
①
旨
旨
房

.、
ぎ

§

鴨

§

＼
ミ

ミ

登

寒
斜

℃
二
び
浮

δ
o
ε
お
ω
、
虎

の
門
国
立

教
育

会
館

、

一
九

八
八

・

一
一

・
二

六
～

一二
〇

。

(37
)

『
日

本
書
紀

』

上
巻

の
補
註

55
。

(
38
)

小
川

光

三

『大

和

の
原
像

』
大

和
書

房

一
九

八
○
、

一
九

八
頁

。

(
39
)

『
古

事
記

』
、

日
本

古
典

文

学
大

系

1
、

岩
波

書

店

一
九

五

八
、

九

四

-
九

五
頁

。

(
40
)

『
古
事

記
』

(日

本
古
典

文

学
大
系

1
)

四
七
頁
。
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