
『
風
土
記
」
と
昔
話

河

合

隼

雄

『風土記』 と昔話

1

は
じ
め

に

日
本
は
昔
話

の
豊
富
な
国
で
あ
る
。
特

に
、
先
進
国
と
呼
ば
れ
る
国
の
な
か

で
現
在
に
お
い
て
も
、
実
際

に
語
り

つ
が
れ
て
き
た
話
を
昔
話

の
研
究
者
が
採

集
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
多
く
の
資
料

を
得
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
日
本
だ

け
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
昔
話
研
究

は
最
近
に
な

っ
て
急
激

に
発
展
し
た
の

で
、
実
に
多
く
の
昔
話

の
記
録
が
整
理
さ
れ
て
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

わ
れ
わ
れ
深
層
心
理
学
を
学
ぶ
者
は
、

そ
の
恩
恵
を
受
け
て
、
日
本
人

の
心
の

深
層
構
造
を
究
明
し
て
ゆ
く
た
め
の
資

料
と
し
て
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い

る
。深

層
心
理
学
の
な
か
で
も

ユ
ン
グ
派

は
特
に
昔
話
研
究
を
重
視
す
る
が
、
こ

れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
を
主
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
研
究
に
対
し
て
、
筆

者
は
日
本

の
昔
話
を
素
材
と
し
て
研
究

を
行
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
人

の

心
性

の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時

に
、
人
間

の
心
の
多
様
性
を
認
め
よ

う
と
す
る
考
え
を
示
し
て
き
た
。

つ
ま
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生
じ
た
近
代
自
我

の
在
り
方
を
唯

一
の
正
し
い
、
人
間

の
心

の
在
り
方
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、

人
間

の
心

の
在
り
方
は
も

っ
と
多
様
で
あ
り
、
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
と
し
て
の

日
本
人
の
自
我

の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自

の
在

り
様
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
は
既

(
1

)

に

『昔
話
と
日
本
人

の
心
』
の
な
か
に
論
じ
た
と
之
ろ
で
あ
る
の
で
、
省
略
す

る
。こ

の
よ
う
に
、
昔
話

の
研
究
は
日
本
人
の
心

の
研
究
を
行
な
う
上
で
重
要
な

こ
と
の
ひ
と

つ
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
昔
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の

が
、
古
来

か
ら
の
文
書

に
神
話
や
史
実
や
伝
説
と
し
て
、
極

め
て
類
似
し
た
形

で
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
日
本
人

に
昔
話
と
し
て
非
常
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
る

「浦
島
太
郎
」
の
話
と
類
似
の
話
が
、
こ
れ
か
ら
取
り
あ

11



げ
る

『風
土
記
』
の
な
か
に
、
丹
後

の
国

の
話
、
「浦
嶼
子
」
と
し
て
記
載

さ

れ

て
い
る
の
で
あ

る
。
実
は

「浦
島
太
郎
」

の
場
合
は
、
『風
土
記
』
を
は
じ

め
と
し
て
、
時
代

の
変
遷
と
と
も
に
、

そ
の
話
が
変
化
し
て
ゆ
く
様
相
が
、
い

ろ
い
ろ
な
文
書
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
比
較
検
討
す
る
こ

と
は
、
時
代
精
神

の
変
化
を
究
明
す
る
こ
と
に
も
な

っ
て
、
実
に
興
味
深
い
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
既
に
前
掲

の
著
書
に
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
点

か
ら
考
え
て
み
る
と
、
『風
土
記
』

の
な
か
に
、
ど
れ
ほ
ど
昔
話

の
素
材
と
な
る
と
思
わ
れ
る
も

の
が
あ

る
か
を
調
べ
て
お
く
こ
と
は
、
今
後

の

昔
話
研
究

の
上
で
、
役
立

つ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

昔
話
と
類
似
の
話
は
、
中
世

の
説
話
集

の
な
か
に
も
多
く
認
め
ら
れ
る
。
た

と
え
ぽ
、
「藁

し
べ
長
者
」
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
昔
話
と
、
ほ
と
ん
ど
変
ら

な
い
話
が

『宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
詳
細

に
検
討

し
て
ゆ
く
と
、
『風
土
記
』

に
も
説
話
集

に
も
あ
る
も

の
、
あ

る
い
は
そ

の
間

に
変
化

の
著

し
い
も
の
、
『風
土
記
』
に
は
あ
る
が
説
話
集

で

は
消
え
て
い
る
も

の
、
な
ど
な
ど
、
多

く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
は

昔
話
そ
の
も
の
の
研
究
と
し
て
も
興
味

深
い
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
の
心

の
時

代
的
変
化
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
を
与

え
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

『風
土
記
』
は

「和
銅
六
年

(七

=
二
)

の
中
央
官
命

に
基
づ

い
て
、
地
方
各

(
2

)

国
庁
で
筆
録
編
述
し
た
所
命
事
項

の
報

告
公
文
書
」

で
あ
る
。
こ
の
和
銅
六
年

と
い
う
の
は
、
「古
事
記

の
成

っ
た
翌
年
、
日
本
書
紀

の
撰
進
せ
ら
れ
た
養
老

四
年
の
七
年
前
」
だ
か
ら
、
実

に
古

い
時

代
の
文
書
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な

い
。

仏
教

は
既

に
伝
来
し
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
『風
土
記
』
を
中
世

の
説
話
集

と

読
み
比
べ
て
み
る
と
、
後
者
は
も
と
も
と
仏
教
説
話
を
集

め
た
も

の
だ
け
に
、

仏
教

の
影
響
が
強
く
出

て
い
る
が
、
『風
土
記
』
に
語
ら
れ
る
話
は
、
仏
教

の

影
響
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ

の
点

で
日
本
人

の
古
来

の
考
え
を
知
る

上
で
貴
重
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『続
日
本
紀
』
の
和
銅
六
年
五
月
甲
子

の
条

に
、
『風
土
記
』
に
記
載
さ
れ
る

(
3

)

べ
き
項
目
と
し
て
、
次
の
五
項
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ω
郡
郷
の
名

(地
名
)
に
は
好
字

(漢
字
二
字
の
嘉
き
字
)
を
著
け
る

②
郡
内

の
産
物

(農
工
以
外
の
自
然
採
取
物
)
に
つ
い
て
色
目

(物
産
品
目
)

を
録
す
る

㈹
土
地

(農
耕
地
ま
た
は
農
耕
可
能
地
)
の
肥
沃
状
態

ω
山
川
原
野

(自
然
地
)
の
名
称

の
由
来

㈲
古
老

の
相
伝
す
る
旧
聞
異
事

(伝
承
)

こ
の
項
目
中
の
⑤
が
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

そ
れ
は
史
実
と
も
伝
説
と
も

つ
か
ぬ
形
で
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
話
が
特
定

の
土
地
、
人
物
、
事
物

な
ど
を
離
れ
、
「昔
々
」
と

い

う
形
で
語
ら
れ
る
と
、
昔
話
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ユ
ン
グ
派

の
分
析
家
、

フ

ォ
ン

・
フ
ラ
ン
ツ
は
ス
イ
ス
の
田
舎

に
お
け
る
例
と
し
て
、
実
際
に
生
じ
た
事

(
4

)

象
が
、
伝
説
、
昔
話
と
し
て
変
容
し
て
ゆ
く
例
を
あ
げ

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う

な
傾
向
は
世
界
共
通
に
生
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
が

「神
」

の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
る
と

「神
話
」
と
な
る
が
、
『風
土
記
』
は
、
伝
説
や
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『風土記』と昔話

神
話

の
断
片
に
満
ち
て
い
る
と
も
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

神
話

の
断
片
、
特
異
な
事
実
な
ど
と

し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
、
そ
れ

が

「昔
話
」

の
な
か
に
結
実
し
て
ゆ
く

た
め
に
は
、
そ
れ
な
り

の
条
件
が
整
う

必
要
が
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
『風
土
記
』

の
な
か
に
も
、
昔
話

の
主
題
と
な

り
そ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後

の
日
本
昔
話

の
な
か
に
あ
ま
り
展
開
さ
れ
て
い

な
い
の
も
あ
る
。

逆

に
、
日
本
昔
話

の
な
か
の
重
要
な

テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
『風
土
記
』

に
は

一
切
現
わ
れ
て
な

い
よ
う
な
も

の
も
あ

る
。
こ
の
こ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
人

の
心
の
在
り
方
や
思
想
に
つ
い
て
、

時
代
に
よ
る
変
化

の
様
相
が
そ
れ
に
よ

っ
て
わ
か
る
こ
と
も
あ
る
、
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ

る
。
も

っ
と
も
、

こ
れ

に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
『風
土
記
』

は
現
在
ま
で
残

っ
て
い
る
も
の
の
方
が

少
な

い
の
で
、
そ
こ
か
ら

一
般
論
を
言

う
の
は
危
険
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
、
あ
ま
り
断
定

的

に
な
ら
ぬ
よ
う
に
注
意
し
た
い
と
思
う
。

『風
土
記
』

に
つ
い
て
は
既
に
中
西
進

、
山
田
慶
児
と
と
も
に
全
体
的
な
討
論

(
5
)

を
行
な
い
、
他

に
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
と
き
昔
話
と
の
関
連
に
お
い

て
も
考
察
し
た
が
、
今
回
は
も

っ
と
詳

細
に
調
査
し
た
結
果
を
発
表
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
記
述
が
昔
話

の
今
後

の
研
究

に
役
立

つ
と
思
わ
れ
る
。

2

昔
話
の
主
題

昔
話

の
主
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も

の
が
、

『風
土
記
』

に
は
多
く
認

め
ら

れ
る
。
そ
れ
ら

の
な
か
に
は
、
日
本

の
昔
話
と
し
て
現
在
採
集
さ
れ
た
も
の
の

な
か
に
あ
ま
り
展
開
し
て
い
か
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
と
も
か
く

『風
土

記
』

の
な
か
で
、
昔
話
の
主
題
と
な
り
得
る
も
の
を
次

に
項
目
別
に
列
挙
し
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
簡
単
な

コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
お
く
。
こ
の
項
目

の
分
け
方
は

恣
意
的
で
あ
る
が
、
『風
土
記
』

に
比
較
的
よ
く
認
め
ら
れ
、
昔
話

の
主
題

と

し
て
も
重
要
と
思
わ
れ
る
も

の
か
ら
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

ω

変
身

変
身

の
主
題
は
全
世
界
の
昔
話

に
認
め
ら
れ
る
、
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
詳
細
に
見
る
と
文
化
に
よ
り
時
代

に
よ

っ
て
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
『風
土
記
』

に
も
多
く
の
変
身
が
語
ら
れ
る
。
そ

の
な
か
で
、
白
鳥
が
乙
女
に
変
身
す
る
も

の
、
お
よ
び
蛇
に
つ
い
て
は
特

に
重

要
で
も
あ
り
、
数
も
多

い
の
で
、
別

に
項
目
を
立

て
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

男
女
が
松
の
木
に
変
身

(『常
陸
国
風
土
記
』
73
-
75
襃

童
尹
が

の
松
原
と

う
た
が
き

い
う
所
で
、
若
い
男
女
が
燿
歌
の
と
き
睦
み
合

っ
て
い
る
う
ち
に
、
朝
が
来

て

な

い
ら
つ
こ

な

み

ま

つ

し
ま

っ
て
、
二
人
は
こ
れ
を
愧
じ
て

「松
の
樹
と
化
成
れ
り
。
郎
子
を
奈
美
松

と
謂
ひ
、
鍵
駕
を
吉
漕
機
と
秡
ふ
」
こ
れ
は
人
が
松

に
な

っ
た
話

で
、
ギ
リ
シ

ャ
神
話
の
ダ
ブ
ネ
ー
が
月
桂
樹

に
な
る
よ
う
に
、
人
間
が
木
に
変
身
す
る
の
は

割

に
あ
る
話
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
若

い
二
人
が
何
を
愧
じ
た
の
か
、
擢
歌

の

と
き
は
朝
ま
で
二
人
で
居
る
の
が
よ
く
な
い
の
か
、
そ
の
あ
た
り
は
不
明
で
あ

る
。
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神
が
鳥
と
な
る

(『出
雲
国
風
土
記
』
㎜
頁
)
か
襯
疆
の覦
げ
御
子
、
字
詳
加
躍

孺
罐
が
法
吉
鳥

に
な

っ
て
、
「静

ま
り
鑾

し
き
」
場
所
が
法
吉

の
郷
と
言
わ
れ

る
と
い
う
話
。
人
や
人
の
魂
が
鳥

に
な

る
話
は
全
世
界

に
認
め
ら
れ
る
と
言

っ

て
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
変
身
の
経
緯
が
語
ら
れ
ぬ
の
が
残
念
だ
が
、
法

吉
鳥

は
鶯
で
、
昔
話
の

「鶯

の
里
」

の
源
流
も
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
。
変
身
し
た
神
は
女
神
で
あ
る
が
、
や
は
り
鶯
に
変
身
す
る
の
は

女
性
な
の
で
あ
ろ
う
。

亀
が
人
に
変
身

(『丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
狙
-
妬
頁
)

こ
れ
は
浦
島
太
郎

の

し
ま
こ

源
泉
と
考
え
ら
れ
る

「浦
嶼
子
」

の
話

で
あ
る
。
水

の
江
の
嶼
子
と
い
う
男
が

海
で
釣
を
し
て
い
る
う
ち
に

「五
色

の
亀

」
を
釣
り
あ
げ
る
。
亀

は
美
女

に
変

身
し
て
嶼
子
に
プ

ロ
ポ
ー
ズ
し
、
二
人

は
靉
鵡
雌

に
行
く
。
も
と
も
と
あ

っ
た

こ
の
よ
う
な
変
身

の
主
題
が
時
代
と
と
も
に
姿
を
消

し
て
し
ま
い
、
亀
姫

の
姿

は
亀
と
乙
姫
と
に
分
離
し
て
く
る
。
そ

の
上

に
、
仏
教
説
話

の
影
響
を
受
け
て

亀
の
報
恩
の
主
題
が

つ
け
加
わ

っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

広

い
意
味
の
変
身
と
考
え
ら
れ
る
が
、
人

の
変
身
で
は
な
く
、
も

の
の

「変

身
」
と
で
も
言
う
べ
き
話
も
あ
る
。
そ

の
な
か
に
は

「
石
化
」
と

い
う
こ
と
も

生
じ
る
。
そ
れ
ら
を
次
に
示
す
。

琴
が
樟

に
な
る

(『肥
前
国
風
土
記
』
謝
頁
)

琴
木

の
岡

の
由
来

と
し
て
語

ら
れ
る
話
で
、
景
行
天
皇
が
も
と
も
と
平
原

で
岡

の
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に

「此

の
地
の
形
は
、
必
ず
岡
あ
る
べ
し
」
と
言

っ
て
岡
を
つ
く
ら
せ
た
。
そ
の
岡
で

宴
会
を
し
た
後

に
琴
を
た
て
る
と
そ
れ
瓜
概
ば
な

っ
た
。

人
間
の
頭
が
島
に
な
る

(『近
江
国
風
土
記
』
逸
文
鰯
頁
)

た
だ
し
こ
れ
は

い

ぶ
き

「存
疑
」
と
さ
れ
て
い
る
。
夷
服

の
岳

(伊
吹
山
)
の
神
と
、
そ

の
姪

(妹
と
い

う
説
あ
り
)
の
浅
井

の
岡
と
が
高
さ
を
競

っ
た
。
浅
井
の
岡
は

一
夜

に
高
さ
を

ひ

め

増
し
た
の
で
、
夷
服
の
岳

の
神
が
怒

っ
て
浅
井
比
売
を
切
り
、
そ
の
頭
が
湖
に

お
ち
て
島
と
な
り
竹
生
島
に
な

っ
た
と
い
う
。

鏡
が
石
に
な
る

(『豊
前
国
風
土
記
』
逸
文
皿
頁
)

鏡
山
の
由
来
と
し
て
語
ら

さ
き
は

れ
る
。
神
功
皇
后
が

「
天
神
も
地
祗
も
我
が
為
に
福

へ
た
ま

へ
」
と
言
っ
て
鏡

を
安
置
す
る
と
、
そ
れ
が
石
と
な

っ
た
。

鰐
と
鯨
が
石
と
な
る

(『壱
岐
国
風
土
記
』
逸
文
脚
頁
)

昔
に
、
鰐
が
鯨
を
追

い
か
け
、
鯨
が
逃
げ
て
き
て
隠
れ
た
。

こ
の
と
き
鰐
も
鯨
も
石
と
な

っ
た
。
両

者

一
里
離
れ
て
い
る
と
い
う
。

舟
が
石
と
な
る

(『伊
予
国
風
土
記
』
逸
文
絣
頁
)

昔
、
熊
野
と
い
う
船
を

つ

く
り
、
そ
れ
が
石
と
な

っ
た
。
よ

っ
て
そ
こ
を
熊
野
と
い
う
。

変
身
と
い
う
よ
り
は
神
の
化
身
、
ま
た
は
神

の
名
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
よ
う

な
例
が
あ
る
。

神
が
白
鹿
と
な
る

(『尾
張
国
風
土
記
』
逸
文
媚
頁
)

川
嶋

の
社
。
聖
武
天
皇

の
世

に
、
雌
瀧
諏

の
蕊
超
が
神
が
白
鹿
と
な

っ
て
時
に
現
わ
れ
る
と
言

っ
た
の

あ
ま
つ
や
し
ろ

で
、
勅
が
あ

っ
て
そ
の
社
を
天
社
と
し
た
。

大
神
、
鷲
と
な
る

(『摂
津
国
風
土
記
』
逸
文
、
参
考
資
料
螂
頁
)

「昔
、
大

く
だ

と
ど
ま

な

わ
し

神
あ
り
、
天
津
鰐
と
云
ひ
き
、
鷲
と
化
為
り
て
此

の
山

に
下
り
止
り
て
」
と
あ

る
。

こ
れ
は
神

の
化
身
と
し
て
の
鷲
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
際
は
神

の
強
さ
、
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『風土記』 と昔話

威
光
を
表
わ
す
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
鷲
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述

べ
た
変
身

の
な
か
で
、
「
も

の
」

の
変
身
と
し
て
、
琴
が
樟

に
な

る
の
が
あ
る
が
、
琴
も
樟
も
古
代

に
あ

っ
て
は
ヌ
ミ
ノ
ー

ス
を
感
じ
さ
せ
る

「も

の
」
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『伊
賀

国
風
土
記
』
逸
文

(蝴
頁
)
に
は
、
神

女
が
常

に
来
て
琴
を
奏
し
て
い
た
が
、
人
が
見
る
と
神
女
は
琴
を
棄

て
て
消
え

去

っ
た
。
そ
の
琴
を
神
と
し
て
祭

っ
た
、
と
い
う
話
が
あ

る
。
「
参
考
」
と
し

て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
琴

の
も

つ
ヌ
ミ
ノ
ー
ス
な
力
が
示
さ
れ

て
い
る
。
琴
は
そ
の
後

の
日
本

の
物
語

の
な
か
で
は
、
重
要
な
役
割
を
果
す
こ

と
が
あ
る
が
、
昔
話

の
方
に
は
あ
ま
り
な

い
よ
う
で
あ
る
。

樟
は
大
木
に
な
る
の
で
、
や
は
り

ヌ
ミ
ノ
ー
ス
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
上
総

・
下
総

の

『風
土
記
』
逸
文
に
は

「参
考
」
と
し
て
な

が
ら
、
次

の
よ
う
な
話
が
記
載
さ
れ
て

い
る

(槲
頁
)。
長
さ
数
百
丈

に
及
ぶ

楠

の
大
木
が
あ
り
、
天
皇
が
こ
れ
に
つ
い
て
占
わ
す
と
、
「天
下

の
大
凶
事
也
」

と
い
う
結
果
が
出
て
、
木
を
伐
り
倒
し

た
。
上

の
枝
を
上
総
、
下

の
枝
を
下
総

と
言
う
。
総

は
木

の
枝

の
こ
と
を
い
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

『播
磨
国

風
土
記
』
逸
文

(娚
頁
)
に
は
、

一
般

に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

「速
鳥
」
の

話
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
楠

で
あ
る
。
楠

の
大
木
を
伐

っ
て

「速
鳥
」
と
い
う
舟

を

つ
く

っ
た
話
で
あ
る
。

こ
れ
も
楠

の
威
力
を
示
す
ひ
と
つ
の
話
と
考
え
ら
れ

る
。速

鳥
と
の
関
連

で
、
昔
話

の
話
型

の
ひ
と

つ

「木
魂
聟
入
」

(『日
本
昔
話
大

(
7
)

成
』
話
型

一
〇
九
)
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
昔
話

で
も
大
木
が
伐
ら
れ

て

舟
が

つ
く
ら
れ
る
。
そ
れ
が
な
か
な
か
動
か
な
い
の
を
あ
る
娘
が
進
水
さ
せ
る

話
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
、
「速
鳥
」

の
モ
チ
ー
フ
と
の
関
連
を
感
じ
さ
せ
る
。

垂
直
軸

に
沿

っ
て
上

へ
上

へ
と
伸
び
て
ゆ
く
大
木
が
伐
り
倒
さ
れ
、
水
平
軸
に

沿

っ
て
走
る
舟

に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
代

の
人

に
と

っ
て
は
凄

い

「変

身
」
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次

に

「も

の
」

の
変
身
と
し
て
、
鏡
、
鰐
、
鯨
、
舟
な
ど
の
石
化
が
語
ら
れ

て
い
る
。
石
化
は
神
話

・
昔
話

に
お
い
て
全
世
界
に
わ
た

っ
て
生
じ
る
主
題
と

言

っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
石
化
は
そ
の
も

の
の
永
続
性

の
た
め
と

い
う
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
な
面
と
、
生
気
を
失
う
、
硬
化
す
る
な
ど
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
と
が
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の

『風
土
記
』

の
例
は
、
む
し
ろ
永
続
性

の
方
を
示
し
て
い
る
も

の
と
理
解
さ
れ
る
。

②

白
鳥
の
変
身

白
鳥
が
乙
女
に
変
身
す
る
話
は
、
有
名
な

ロ
シ
ア
の

「白
鳥

の
湖
」

の
話

の

よ
う
に
、
全
世
界
に
広
く
分
布
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
白

い
色
、
し
な
や
か

な
身
体
、
天
か
ら
現
わ
れ
て
く
る
、
な
ど

の
属
性

か
ら
清
ら
か
な
乙
女

の
イ
メ

ー
ジ
を
描
く

の
に
適

し
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
わ
が
国

の
昔
話

「天
人
女

房
」
(『大
成
』

一
一
八
)
も
、
白
鳥

の
乙
女
の
話
型

に
属
す
る
も

の
と
考
え

て

い
い
だ
ろ
う
。

『風
土
記
』

に
は
相
当
多
く
の
白
鳥

に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
そ
れ
が
乙
女

に
な
る
も

の
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
他

の
話
も
と
も

に
次
に
列
挙
す
る
。
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『常
陸
国
風
土
記
』
(75
1
77
頁
)

白
鳥

の
里
と

い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
白
鳥

が
天
よ
り
飛

ん
で
き
て
乙
女
に
な
り
、

「石
を
擺

ひ
て
池

を
造
り
、
其
が
堤
を

筆
か
む
と
し
て
・
徒

に
日
月
を
積
み
て
、
築
き

て
は
壊
え

て
、
え
作
窟成
さ
ざ
り

き
」
と
あ
る
。
次
に
白
鳥
が
歌

っ
た
歌

は
難
解

で
い
ろ
い
ろ
な
読
み
が
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
触
れ
な
い
。
と
も
か
く
白
鳥

は
天

に
昇
り
、
以
後

は
来
な
く
な

っ
た

と
言
う
。

『豊
後
国
風
土
記
』

(謝
頁
)

豊
後
、
豊
前
は
昔
は
合
せ
て
豊
国
と
言

っ
た
。

そ
こ
を
治
め
て
い
た
蛋
仔
尹
が
牒
臨

の
村

に
行
く
と
、
白
鳥
が
飛
ん
で
き
て
そ

れ
が
餅
に
な

っ
た
。
そ
の
餅
が
里
芋
に
な
る
。
菟
名
手
は
喜

ん
で
そ
れ
を
天
皇

(景
行
天
皇
)
に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
天
皇
は

「孺

の
職
犠
切
腫

の
豊
輜
な
り
」

と
い
う
の
で
そ
の
国
を
豊
国
と
名
づ
け

た
。

『豊
後
国
風
土
記
』
(跚
頁
)

あ
る
百
姓
が
水
田
を
開
く
と
大

い
に
収
穫
を
得

た
。
奢

っ
て
餅
を
弓
の
的

に
し
た
と
こ
ろ
、
餅
が
白
鳥
と
な

っ
て
南

の
方
に
飛

び
去

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
年

の
間
に
百
姓
は
死
に
絶
え
、
そ
の
地

は
荒
れ
は

て
て
し
ま
う
。

『山
城
国
風
土
記
』
逸
文

(姻
頁
、
「存
疑
」
と
し
て
記
載
さ
れ
る
)

こ
れ
は
京

都

の
伏
見

の
稲
荷
神
社

の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
餅
を
用
い
て
的

に
し

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
白
鳥
と
な
り
山

の
峯
ま
で
飛
ん
で
行
き
、
そ
こ
に
稲
が
生

い

ね

な

り

お

え
た

(伊
禰
奈
利
生
ひ
き
)
の
で
、
社

の
名
も

「
い
な
り
」
と
し
た
、
と
い
う

話
で
あ
る
。

『近
江
国
風
土
記
』
逸
文

(婿
-
弸
頁
、
「存
疑
」
と
し
て
記
載
)

近
江
国

の

袰

の
歴
鴻
に

「孺
の
爬
菟
、
倶
に
鶴
爲
と
為
り
て
」
天
よ
り
降
り
て
き
て
水

浴
を
す
る
。
伊
犁
か
拶
と
い
う
男
が

ひ
そ
か
に
白
犬
を
使

っ
て
天
羽
衣
を
盗
ま

せ
る
。

一
番
下

の
乙
女
の
を
盗
ん
だ
の
で
、
七
人
の
姉
は
飛
び
去
る
が
末
娘
だ

け
は
残
さ
れ
る
。
伊
香
刀
美
と
白
鳥
の
乙
女
は
結
婚
し
て
男

二
人
、
女
二
人
の

子
を
得
る
。
そ

の
後
、
母
親
は
天
羽
衣
を
捜
し
取

っ
て
天

に
昇
り
、
伊
香
刀
美

は
、
「独
り
空
し
き
床
を
守
り

て
、
驪

す
る
こ
と
断
ま
ざ
り
き
」
と
い
う
話

で
あ

る

。

く

ず

こ
お
り

『豊
後
国
風
土
記
』
逸
文

(弘
頁
、
「存
疑
」
と
し
て
記
載
)

球
珠

の
郡
に
広
野

が
あ
り
、
そ
こ
に
田
を
作

っ
て
住
ん
だ
人
が
、
弓

の
的
と
し
て
餅
を
作

っ
た
と

こ
ろ
、
そ

の
餅
が
白
鳥
と
な

っ
て
飛
び
去

っ
た
。
そ
の
後
、
そ
こ
は
次
第
に
衰

え
て
荒
野
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

以
上
が
白
鳥

の
変
身
に
か
か
わ
る
話
で
あ
る
。
ま
ず
白
鳥
が
乙
女
と
な
る
話

で
あ
る
が
、
常
陸
国
の
話
で
は
白
鳥
が
乙
女
と
な
る
だ
け
の
話
で
あ
る
の
に
対

し
て
近
江
国

の
話

で
は
、
そ
の
乙
女
と
男
性
の
結
婚
、
そ
れ
に
羽
衣
を
盗
む
話

ま
で
あ

っ
て
、
昔
話

の

「
天
人
女
房
」
と
極
め
て
類
似

し
た
話
と
な

っ
て
い
る
。

も

っ
と
も
昔
話

で
は
、
は
じ
め
か
ら
天
女
と
し
て
語
ら
れ
、
白
鳥
が
変
身
し
た

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
鳥
が
女
性

に
変
身
す
る
昔
話

と
し
て
は

「鶴
女
房
」

(『大
成
』

一
一
五
)
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

『近
江
国
風
土
記
』
で
は
、

一
度
結
婚
し
て
子
ど
も
も

つ
く
る
の
だ
が
、
結
局

は
女
は
羽
衣
を
捜
し
出
し
て
消
え
去

っ
て
し
ま
う
。
昔
話

の

「天
人
女
房
」

で

は
消
え
た
女
性
を
男
性
が
追
い
求
め
て
ゆ
き
、
再
び
結
婚
す
る
の
も
あ
る
が
、

16



『風土記』 と昔話

日
本
の
昔
話

に
お
い
て
は
、

一
度
結
婚

し
て
も

「鶴
女
房
」

の
よ
う
に
、
女
性

が
消
え
去
る
の
が
多
い
。
西
洋
の
昔
話

で
は
結
婚

の
成
就
を
も

っ
て

ハ
ッ
ピ
ー

エ
ン
ド
に
な
る
の
に
対
し
て
、
日
本

の
昔
話
は
悲
劇
的
結
末
に
な
る
の
が
多

い

こ
と
は
内
外

の
多
く
の
学
者

の
指
摘
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

『丹
後
国
風
土
記
』
逸
文

(鰯
ー
媼
頁
)

の

「奈
具
社
」
は
白
鳥

は
出

て
来

な

い
が
、
天
女

の
話

で
悲
劇
に
終
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ひ

ぢ

ま

な

ゐ

丹
後

の
国
の
比
治

の
里
の
真
奈
井
と

い
う
井

に
天
女
が
八
人
降
り
て
き
て
水

浴
み
を
し
て
い
た
。
老
夫
婦
が
そ
れ
を
見
て
ひ
そ
か
に

一
人
の
娘

の
衣
裳
を
隠

し
て
お
く
。
他

の
天
女

は
天
に
舞

い
あ
が

っ
て
ゆ
く
が
、
衣
裳
の
な

い
娘

は
残

り
老
夫
婦

の
た

っ
て
の
願
い
を

い
れ
て
養
女
と
な
る
。
十
余
歳

に
な

っ
て
、
天

女
は
酒
を
つ
く
り
、
そ
れ
が
病
を
癒
す
力
を
も

っ
て
い
る
た
め
に
高
価
に
売
れ

て
、
老
夫
婦
は
た
ち
ま
ち
金
持
に
な
る
。
金
持
に
な

っ
て
し
ま
う
と
夫
婦
は
天

女

に
対
し
て
、
お
前
は
自
分

た
ち
の
子

で
は
な

い
が
、
暫
ら
く
仮

に
住
ま
わ
せ

て
や

っ
た
の
だ
か
ら
出
て
行
け
と
い
う
。
娘
は
天
を
仰

い
で
哭
く
が
致
し
方
な

く
家
を
出

る
。
あ
ち
こ
ち
泣
き
泣
き
旅

を
し
て
、
「竹
野

の
郡
船
木

の
里

の
奈

具

の
村
」
ま
で
来

て
、
「我
が
心
な
ぐ
し
く
な
り
ぬ
」
と
言
う
。
な
ぐ
し
と
は

心
平
静
と
い
う
意
味

の
古
語

で
あ
る
。

天
女
は
そ

の
村

に
留
ま
る
こ
と
に
な
り
、

鰲
郎
六
の
社
に
お
さ
ま
り
、
豊
字
贇
餾
孺
覦
ば
な

っ
た
。

こ
れ
は
天
女

の
恩
を
仇
で
返
す
人
間

の
さ
も
し
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。
昔
話

の

「鶴
女
房
」
を
木
下
順
二
が

「夕
鶴
」
と
し
て
劇
化
す
る
と
き
、
男
性

の
欲

の
深
さ
が
語
ら
れ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
流
れ

の
も
と
は
、
こ
の

「奈
旦
ハ社
」
に

認
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
「夕
鶴
」
が
現
代
人
に
強
く
ア

ッ
ピ
ー
ル
す
る

よ
う
に
、
白
鳥

の
乙
女

の
物
語
は
時
代
を
超
え
た
魅
力
を
そ
な
え
て
い
る
、
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
『風
土
記
』
に
は
こ
の
よ
う
な
形
で
姿
を
と
ど
め
て
い

る
の
は
非
常
に
興
味
深
い
。

次

に
白
鳥
が
餅

に
な

っ
た
り
、
餅
が
白
鳥

に
な

っ
た
り
す
る
話
が
あ
る
。
こ

れ
は
餅
も
白
鳥
も
ど
ち
ら
も
白

い
と
こ
ろ
か
ら
連
想
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
餅
を

的
に
す
る
と
白
鳥

に
な

っ
て
飛
ん
で
行

っ
た
話
は
、
『日
本
昔
話
大
成
』
補
遺

三
二

「餅

の
的
」
沖
縄
県
宮
古
郡
採
集
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
他

に
類
話

が
な
い
し
、
『風
土
記
』
と
の
関
連
を
と
や
か
く
は
論
じ
難

い
。
と
も
か
く
、

宮
古
郡
で
昔
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
事
実
は
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。

豊
国

の
名

の
由
来
に
な

っ
た
話
で
は
、
白
鳥
が
餅

に
な
り
そ
れ
が
里
芋
と
な

る
、
と
い
う
不
思
議
な
変
化
が
示
さ
れ
て
い
る
。
里
芋
は
土

の
中

か
ら
取
れ
る

も
の
で
は
あ
る
が
、
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
で
あ
る
点
を
強
調
し
た
か
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

③

蛇
の
変
身

白
鳥
と
と
も
に

『風
土
記
』

の
な
か
で
変
身
が
語
ら
れ
る
も

の
に
、
蛇
が
あ

る
。
蛇
も
世
界

の
多
く
の
文
化

の
昔
話
に
お
い
て
活
躍
す
る
動
物
で
あ
る
。
白

鳥
が
も

っ
ぱ
ら
女
性
像
と
結
び

つ
く
の
に
対
し
て
、
蛇
は
男
性
に
も
女
性
に
も

な
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
次

に

『風
土
記
』

の
な
か
の
蛇

に
関
す
る
話
を
列

挙
し
て
み
る
。
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夜
刀
の
神
と
し
て
の
蛇

(『常
陸
国
風
土
記
』
55
頁
)

こ
こ
で
は
蛇
が
恐
る

や

は
ず

ま

た

ち

べ
き
神
と
し
て
語
ら
れ
る
。
継
体
天
皇

の
世
に
、
箭
括

の
氏

の
麻
多
智
と

い
う

や

つ

人
が
葦
原
を
拓

い
て
新
田
を

つ
く

っ
た
。
そ

の
と
き
夜
刀

の
神
が
沢
山
現
わ
れ

て
そ

の
妨
害
を
し
た
。
「蛇
を
謂
ひ
て
夜

刀
の
神
と
為
す
。
其

の
形
は
、
蛇

の

身
に
し
て
頭

に
角
あ
り
。
飜

て
難
を
免
る
る
時
、
見
る
人
あ
ら
ば
、
家
門
を

破
滅
し
、
子
孫
継
が
ず
」
と
述

べ
ら
れ

て
い
る
が
、
「逃
げ

る
と
き
に
見
て
は

な
ら
な
い
」
と

い
う
の
は

一
種

の
タ
ブ

ー
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
麻
多
智

は
武
器
を
と

っ
て
蛇
を
殺

し
た
り
追

い
や

っ
た
り
し
た
後
、
「山
口
に
至
り
、

標

の
搬
を
堺
の
堀

に
置

て
、
夜
刀
の
神

に
告
げ

て
い
ひ
し
く
、
『此
よ
り
上
は

神

の
地
と
為
さ
む
を
朧
さ
む
。
此
よ
り
下
は
人
の
田
と
僭
す
べ
し
。
今

よ
り
後
、

吾
、
神
の
掀
ど
為
り
て
、
永
久

に
敬
ひ
祭
ら
む
。
鸚
は
く
は
、
な
祟
り
そ
、
な

恨
み
そ
』
」
と
言

っ
て
社
を

つ
く
り
、
祭

る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
は
恐
る
べ
き
神
に
対
す
る
人
間

の
対
応

の
方
法
と
し
て
の
ひ
と

つ
の
典

型
を
示
す
も

の
で
、
あ
る

「境
界
」
を
決
め
て
互

い
に
神
と
人
と
の
領
域
を
明

ら
か
に
し
、
人
は
神
を
祭

る
代
り
に
神

の
方
も
人
に
害
を
与
え
な
い
で
欲
し
い
、

と
い
う

一
種

の
妥
協
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
相
手
の
危
害
を
加
・兄

る
性
質

の
み
を
強
調
す
る
と
、
そ
れ
は

「悪
」
と
し
て
徹
底
的
に
退
治
す
る
こ

と
が
必
要

に
な
る
し
、
相
手

の
神
性
の
み
を
認
め
る
と
、
た
だ
そ
の
命
令

に
服

従
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
日
本

の

「
神
」
は
中
間
者

で
あ
り
、
従

っ
て

人
間
と
の
間
に
妥
協
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
。
昔
話
に
お
い
て
は
、
鬼
や
山
姥

な
ど
を
完
全
に
駆
逐
す
る
の
で
は
な
く
、
追

い
や

っ
た
り
、
境
界
を
設
定
し
た

り
し
て
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
の
源
は

『風
土
記
』

に
既
に
多
く
認
め
ら
れ
る
。

あ
や

・
避
け
隠
れ
る

「神
し
き
蛇
」

(『常
陸
国
風
土
記
』
前
掲

の
続
き
)

先

に
述

べ

た
蛇

の
社

の
話
の
続
き
で
あ
る
。
こ
の
蛇
の
社

の
あ
た
り
に
孝
徳
天
皇

の
世

に

な

っ
て
、
池
を

つ
く
る
こ
と
に
な

っ
た
。
す
る
と
祕
π

の
神
が
池
の
傍

の
楓

の

木
に
登

っ
て
立
ち
去
ら
な
い
。
そ
こ
で

「此

の
池
を
修
め
し
む
る
は
、
要

は
民

を
活
か
す
に
あ
り
。
何
の
神
、
誰
の
祗
ぞ
、
風
化
に
従
わ
ざ

る
」
と
言

い
、
何あ

や

で
あ

ろ
う
と
虫

の
類
は
打

ち
殺
し
て
し
ま
え
と
役

の
民
に
命
令
す
る
と
、
「神

し
き
蛇
避
け
て
隠
り
き
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

「文
明
開
化
」
の
力

が
土
着

の
神
を
追

い
払

っ
た
話
と
も
取
れ
る
し
、
あ
る
い
は
、
天
皇
族
が
そ
れ

に
対
敵
す
る
部
族
を
駆
逐
し
た
話
と
も
取
れ
る
。
た
だ
後
者

の
と
き
は
、
土
蜘

蛛
な
ど

の
呼
称
が
用

い
ら
れ
、
そ
れ
が
部
族
の
呼
称

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
が
、
「蛇
」
の
場
合
は
、
む
し
ろ
動
物

の
蛇

の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な

る
語
り
方
が
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

角
の
折
れ
た
蛇

(『常
陸
国
風
土
記
』
77
頁
)

前
項

に
も
あ

っ
た
が

『風
土

つ
の

記
』
に
現
わ
れ
る
蛇

に
は

「角
」
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
何
を
意
味
す

る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
の
か
不
明

で
あ
る
。
そ
の
強
さ
恐

ろ
し
さ
を
示
す
た
め
の
も

の
で
は
あ
ろ
う
。
香
島
郡

の

「駕
撚

の
浜
」
の
由
来

と
し
て
語
ら
れ
る
。
っ就
叭
大
き
な
る
蛇
あ
り
。
東

の
海
に
違
ら
む
と
褫
ひ
て
、

浜
を
掘
り
て
穴
を
作
る
に
、
蛇

の
角
、
折
れ
落
ち
き
」
よ

っ
て

「角
折
の
浜
」

と
名
づ
け
た
と
言
う
。
こ
の
蛇

の
角
の
折
れ
る
話
を
ど
う
解
釈
す
る
べ
き
か
、
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『風土記』と昔話

筆
者

に
は
適
切
な
考
え
が
ま
だ
浮
か
ん
で
来
な
い
。
こ
れ
に
続

い
て

「或
る
ひ

や
ま
と
た
け
る

す
め
ら
み
こ
と

と

い
へ
ら
く
」
と
し
て
、
倭
武

の

天
皇

(倭
武
は

『風
土
記
』
の
な
か
で
は
よ

く
天
皇
と
呼
ば
れ
る
)
が
こ
の
浜
に
来

た
と
き
、
料
理

の
た
め
の
水
を
得
よ
う

と
し
て
、
鹿

の
角

で
土
を
掘
ろ
う
と
し
た
が
、
角
が
折
れ
た

の
で

「角
折

の

浜
」
と
名
づ
け
た
と

い
う
異
説
が
紹
介

さ
れ

て
い
る
。
こ
の
頃
に
な

る
と
、

人
々
は

「蛇

の
角
」

の
意
味
を
了
解
し

か
ね
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
昔
話

に
は

角

の
あ
る
蛇
は
登
場
し
な
い
と
思
う
。

蛇
聟

の
話
ω

(『常
陸
国
風
土
記
』
79
頁
)

蛇
が
聟
と
し
て
登
場
す
る
話
は

昔
話

に

「蛇
聟
入
」
と
し
て
記
載
さ
れ
多
く
の
類
話
を
も

っ
て
い
る
。
神
話
と

し
て
も

『古
事
記
』

の
大
三
輪
主
の
話

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
さ

,

れ
て
い
る
話
は
そ
れ
ら
と
の
関
連

で
興
味
深

い
の
で
、
少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
。

灘
擁

の
里
に
穿
費
曜
吉
と
勢
費
曜
囎
と

い
う
兄
妹
が

い
た
。
と
こ
ろ
が
妹
の

室

に
毎
夜
訪
ね
て
く
る
男
性
が

い
る
が
、
名
を
名
乗
ら
な
い
。
努
賀
眦
暉

は
妊

娠
し
て
子
ど
も
を
生
む
。
小
さ
い
蛇

の
子
で
あ

っ
た
。
日
中
は
何
も
言
わ
な
い

が
、
夜
に
な
る
と
母
親
と
話
を
す
る
。
努
賀
眦
古
と
努
賀
眦
呻
は
驚
き
あ
や
し

み

「神

の
子
」
だ
ろ
う
と
思
う
。
「溺
き

櫂
」
に
蛇

の
子
を
入
れ
て
お
く
と

一

夜

の
う
ち
に
そ
れ
に

一
杯

の
大
き
さ
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
大
き

い
器
に
代
え
る

と
、
ま
た
大
き
く
な
り
、
三
、
四
度
と
も
同
様
で
、
と
う
と
う
入
れ
る
器
が
な

く
な

っ
た
。
そ
こ
で
、
「
汝
が
器
宇
を
量

る
に
、
自
ら
神

の
子
な
る
を
知
り
ぬ
。

ゆ

我
が
属

の
勢

は
、
養
長
す
べ
か
ら
ず
、
父

の
在
す
と
こ
ろ
に
従
き
ね
。
此
に
あ

る
べ
か
ら
ず
」
と
言
う
。
子
ど
も
は
悲

し
ん
だ
が
、
母
親

の
命
に
は
従
わ
ね
ば

な
ら
な

い
。
た
だ

一
人
で
行
く

の
よ
り
は
、
「孺
4

て

一
の
聖
石
を
副

へ
た
ま

へ
」
と
答
、兄
た
。
母
親
は
お
前

の
母
と
伯
父
が
い
る
だ
け
だ
か
ら
誰
も
従

っ
て

行
く
者

は
居
な

い
と
言
う
と
、
子
ど
も
は
恨

ん
で
も

の
を
言
わ
な
く
な

っ
た
。

別
れ
る
と
き
怒
り
の
あ
ま
り
伯
父
を
殺
し
て
天
に
昇
ろ
う
と
す
る
が
、
母
親
が

ひ
ら
か

驚

い
て
盆
を
投
げ

つ
け
た
の
で
子
ど
も
は
昇
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
峯

に
留

ま

っ
た
。

兄
と
妹

の
組
合
せ
が
あ
り
、
そ
こ
に
妹

の
夫
が
現
わ
れ
、
夫
と
兄
の
間
に
葛

藤
が
生
じ
る
の
は
、
『古
事
記
』
の
な
か
の
有
名
な
沙
本
毘
古

と
沙
本
毘
売

の

話
を
思
わ
せ
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
母
系

の
社
会
が
父
系
に
変
化
し
て
ゆ
く
と

き
に
生
じ
た
問
題
を
反
映
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
昔
話

の

「蛇
聟
」

の
話
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
蛇
聟
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、

お
そ
ら
く
そ
れ
は
後
代
の
話
で
あ
り
、
原
型
は
、
蛇
聟
は

『古
事
記
』

の
大
三

輪
の
神

の
よ
う
に

「神
」
で
あ
り
、
そ

の
子
ど
も
は
神
性
を
そ
な
え
た
人
間
と

し
て
崇
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
こ
の
話
は
大
三

輪
型
の
神
話
と
、
蛇
聟
型
の
昔
話

の
中
間
に
存
在
す
る
も

の
と
し
て
注
目
す
べ

き
話
で
あ
る
。

こ
こ
で
蛇

の
子
を
器

に
入
れ
る
と
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
り
、
文
字
ど
お
り
そ

こ
の
家
の

「
器
量
」
を
こ
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
、
と
い
う
と
こ
ろ

は
面
白
い
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
昔
話
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

わ

ら

は

そ

ま
た
蛇

の
子
が
家
を
立
ち
去
る
と
き
に

コ

の
小
子
を
副

へ
た
ま

へ
」
と
言
う

と
こ
ろ
も
、
あ
ま
り
類
話
が
な
い
よ
う
に
思
う
。
い
わ
ゆ
る

「小
さ
子
」
の
主
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題
は
母
親
と
の
関
連

で
出
て
く
る
が
、

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
言
及
さ
れ
る
の

は
珍
ら
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
研
究
す
べ
き
課
題
と
も
思
わ
れ
る
。

蛇
聟

の
話
②

(『肥
前
国
風
土
記
』
蹴
頁
)

大
伴

の
狒
ヂ
屡

の
驫
騨

任
那

に

舟
で
渡

っ
た
と
き
、
蠏
即
姫
子
が
峯
に
登

っ
て
襤
を
振

っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
峯

を
襤
擣

の
峯
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
。

二
人
が
別
れ
て
五
日
後
、
弟
日
姫
子
を

夜
毎
た
ず
ね
て
共
に
寝
、
朝

に
な
る
と
早
く
帰

っ
て
行
く
男
が
あ

っ
た
。
顔
は

狭
手
彦
に
よ
く
似

て
い
た
。
弟
日
姫
子

は
あ
や
し
い
と
思
い
、
ひ
そ
か
に
編
躇

を
男
の
衣

の
裾

に
つ
け
、
そ
れ
を
頼
り

に
尋
ね
て
行
く
と
、
峯

の
ほ
と
り

の
沼

の
傍
に
蛇
が
寝

て
い
た
。
体

は
人
間
で
沼
の
底
に
沈
み
、
頭
は
蛇

で
沼
の
岸

に

寝

て
い
た
。
そ
れ
が
た
ち
ま
ち
人
に
な

っ
て
、

篠
原

の

弟
姫

の
子
ぞ

杢

夜
も

華
變
て
む
曦
や

家

に
く
だ
さ
む

と
言

っ
た
。
弟
日
姫
子
の
従
者
は
走
り
帰
り
、
親
族
に
告
げ
、
そ
こ

へ
や

っ
て

か
ば
ね

く
る
と
蛇
も
人
も
見
え
ず
、
沼

の
底

に
人

の
屍
が
あ

っ
た
の
で
峯
の
南

の
方
に

弟
日
姫
子
の
墓
を
つ
く

っ
た
。

こ
の
話

は
、
繕
廉
を
用
い
て
夫

の
居
場
所
を

つ
き
と
め
る
と
こ
ろ
が

『古
事

記
』

の
話
と
同
様

に
な

っ
て
い
る
が
、
結
末
は
悲
劇
に
終

っ
て
い
る
。

以
上
、
蛇

の
変
身

の
主
題

に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
蛇
聟
は
あ
る
が
蛇
女
房

の
話

は
な
い
。
『風
土
記
』
は
ご
く

一
部

分

の
み
し
か
現
存
し
て
い
な
い
の
で

断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な

い
が
、
お
そ

ら
く
母
系
の
社
会

で
男
が
妻
を
訪
ね
て

ゆ
く
制
度

の
間
は
、
蛇
聟
の
話
は
あ

っ
て
も
蛇
女
房
の
話
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
昔
話

の

「蛇
聟
」
と

「蛇
女
房
」
と
を
比
較
す
る
と
き
、
前
者

の
方
が
時
代
が
古

い
と
い
う
仮
説
を
た
て
て
み
て
は
ど
う
な
の
か
、
と
思

っ
て

い
る
が
確
た
る
こ
と
は
言
え
な
い
。

以
上
で
変
身

に
関
す
る
考
察
を
終
り
、
次

に
そ
の
他

の
主
題

の
な
か
で
、
特

に

「
夢
」
に
関
す
る
も

の
が
多

い
の
で
そ
れ
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

3

夢

夢
は
神
話

に
も
昔
話
に
も
よ
く
語
ら
れ
る
。
中
世

の
物
語
や
説
話
の
な
か
で

も
、
夢
は
大
切
な
話
題

で
あ
る
。
『風
土
記
』

に
も
夢

に
関
す
る
話
が
多

い
の

ーで
、
そ
れ
を
順
次
取
り
あ
げ

て
み
よ
う
。

夢
の
お
告
げ
ω

(『出
雲
国
風
土
記
』
趣

頁
)

宇
賀

の
郷
の
北

の
海
辺

職
腿

い
は
や
ど

の
礒
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
礒

の
西
に
窟
戸
が
あ
り
そ
の
奥

は
人
も
入
る
こ

と
が
で
き
ず
そ
の
奥
行
き
も
不
明

で
あ
る
。
夢

に
こ
の
礒

の
窟

の
ほ
と
り
に
至

よ

み

よ

み

る
と
必
ず
死
ぬ
。
そ
こ
で
人
々
は
古

よ
り
今

に
至
る
ま
で
、
黄
泉

の
坂

・
黄
泉

の
穴
と
名
づ
け
て
い
る
。

夢

の
な
か
で
そ
の
窟
の
ほ
と
り
に
居
る
の
を
見
る
と
必
ず
死
ぬ
の
で
、
そ

の

窟
は

「黄
泉

の
坂
」

で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
話

で
あ
る
。
「夢

の
お
告
げ
」

の
分
類
に
入
れ
る
の
も
ど
う
か
と
思

っ
た
が
広
義
に
解
釈
し
て
そ

う
し
て
お
い
た
。

夢
の
お
告
げ
②

(『出
雲
国
風
土
記
』
跏
頁
)

三
沢

の
郷

の
擁
梵
搆
覦
び
子
、
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呼
運
饗
馨

毆

薄
膣

喬

愛
髪
摩
孃
に
坐
ふ
る
ま
で
・
夜
昼
哭
き
ま
し
て
・

こ
と
か
よ

み
辞
通
は
ざ
り
き
」
と
い
う
状
態
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
大
穴
持
命
が
夢
の
な
か

で

「
子
ど
も

の
哭
く
由
を
知
り
た
い
」
と
願
う
と
、
夢

の
な
か
で
は
子
ど
も
がみ

話
を
し
て
い
る
の
を
見

た
。
目
覚

め
て
子
ど
も

に
問

い
か
け

て
み
る
と

「御

澱
」
と
答
え
た
。

こ
れ
も
夢

の
な
か
で
言
葉
を
発
し
て
い
た
の
が
現
実

の
こ
と
と
な

っ
た
の
で

広
義

に
解
釈
し
て

「夢

の
お
告
げ
」
と
し

た
。
阿
遅
須
枳
高
日
子
命
が

「鋤
賀

爨
準
櫨
に
生
ふ
る
ま
で
」
哭
い
て
も

の
を
言
わ
な
か

っ
た
と
い
う
描
写
は
、
須

ほ

む

ち

わ

け

佐
男
命
や
本
牟
智
和
気
と
の
関
連
性
を
示
し
て
い
る
。

夢

の
お
告
げ
③

(『肥
前
国
風
土
記
』
藹
頁
)

媼
棲

の
郷

の
雌
置
川

の
ほ
と

り
に
荒
ぶ
る
神
が
居
て
通
行
す
る
者

の
半

数
を
殺
し
た
。
ど
う
し
て
祟

る
の
か

む
な
か
た

か

ぜ

こ

を
占
う
と
、
「筑
前

の
国
宗
像

の
郡

の
人
、
珂
是
古
」

に
社
を
祭
ら
せ
よ
と
い

う
こ
と
で
あ

っ
た
。
珂
是
古
は
自
分
に
祭

っ
て
欲
し
い
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
れ
を

示
せ
と
、
讎
を
風

の
ま
に
ま
に
放

つ
と
、
幡
は

盈

鷹

の
郡
の
媼
根

の
楊
L
に

お
ち
、
ま
た
飛
び
帰

っ
て
き
て
山
道
川
の
ほ
と
り
に
お
ち
た
。
そ
の
夜
珂
是
古

く
つ
び
き

た

た

り

は
夢

の
な
か
で
臥
機

(織
機
の
一
種
)
と
絡
躱

(四
角
い
枠
の
糸
繰
り
道
具
)
と

が
舞
い
遊
び
、
珂
是
古
を
押
し
て
目
を
覚

ま
さ
せ
る
の
を
見
た
。
そ
こ
で
、
彼

は
神
が
女
神

で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
社
を
立
て
て
祭

っ
た
。
そ
れ
以
後
、
崇
り

は
な
く
て
道
行
く
人
は
殺
さ
れ
ず
、
そ
の
郷
の
名
を
媼
棲
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ

た
。こ

の
話
で
も
夢
が
お
告
げ
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
織
物

の
た
め

の
道
具
が
出

て
き
て
、
神
が
女
性
と
知
ら
せ
る
と
こ
ろ
が
印
象
的

で
あ
る
。
天

照
大
神
も
高
天
原
で
機
織
り
を
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
女
性
性

の
象
徴
と

し
て
の
意
味
を
強
く
も

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話

で
は
ア
テ
ー

ネ
が
機
織
り
を
し
て
い
る
。

ほ
む
つ

夢
の
お
告
げ
ω

(『尾
張
国
風
土
記
』
逸
文
姫
頁
)

垂
仁
天
皇
の
皇
子
、
品
津

わ
け別

は
七
歳

に
な

っ
て
も
も
の
を
言
わ
な
い
。
そ
の
と
き
皇
后
の
夢
に
神
が
出
て

き
て

「吾
は
多
具

の
国
の
神
、
名
を
呼
庸
刀
轄
加
津
躍
琵
と
日
ふ
・
吾
・
未
だ

褫
潔
得
ず
。
若
し
吾
が
為

に
磯
ん
を
宛

て
ば
、
皇
子
籃

氤
ひ
、
亦
是
、
へ
認

都

か
ら
む
」
と
言
う
。
そ
れ
に
従

っ
て
社
を
立

て
た
。

こ
の
話
も
夢

の
お
告
げ

に
よ
っ
て
、
皇
子
が
も

の
を
言
わ
ぬ
由
来
が
わ
か
る

も

の
で
、
既
に

『出
雲
国
風
土
記
』

の

「夢
の
お
告
げ
②
」
に
紹
介
し
て
い
る

ほ

む

ち

わ

け

の
と
類
似
の
話

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を

『古
事
記
』

の
本
牟
智
和
気

の
話
と
比
較

す
る
と
興
味
深

い
と
思
う
が
、

こ
こ
は
本
論
と
関
係
が
な
い
の
で
省
略
す
る
。

夢
畿
せ

(夢
野
の
鹿
)
の
話

(『摂
津
国
風
土
記
』
逸
文
翊
-
翊
頁
)

旙
慌
の

郡

の
夢
野
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
昔
、
刀
我
野
に
牡
鹿
が
居
り
、
そ
の
本
妻

の
牝
鹿
は
夢
野
に
居

て
、
妾

の
牝
鹿

は
淡
路
国
の
野
島
に
居

た
。
牡
鹿
は
し
ぽ

し
ば
野
島

の
牝
鹿
を
訪
ね
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
牡
鹿
は
本
妻

に
向
か

っ
て
、

「今
夜

の
夢

に
、
自
分
の
背
中
に
雪
が
ふ
り
、
す
す
き
が
生
え

て
く
る
と
い
う

の
を
見
た
。

こ
れ
は
何

の
前
兆
だ
ろ
う
」
と
尋
ね
た
。
妻

の
鹿
は
夫
が
妾

の
と

こ
ろ
に
行
く

の
を
憎
ん
で
、
「背
中

に
草
が
生
え
る
の
は
矢
が
背
中

に
さ
さ
る

の
で
あ
り
、
雪
が
ふ
る
の
は
、
肉

に
食
塩
を
ま
ぶ
す

(そ
の
よ
う
に
し
て
人
に
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食
べ
ら
れ
る
)
前
兆
で
あ
る
。
お
前
が
淡
路

の
野
島

に
行
こ
う
と
す
る
と
必
ず

舟
人

に
遭

っ
て
射
殺
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
言
う
。
牡
鹿
は
そ
れ
で
も
気
持
が
お

さ
え
ら
れ
ず
に
淡
路
に
行
こ
う
と
し
て
、
実
際
に
射
殺
さ
れ
て
死
ん
だ
。
そ
こ

で
そ
の
野
を

「夢
野
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
、
「刀
我
野
に
立

て
る
真
牡
鹿
も
、

魏
櫺
げ
ま
に
ま
に
」
と
言

っ
た
。

こ
の
話

は
夢

の
直
接
的
な
お
告
げ

で
は
な
く
、
「夢
相
」

つ
ま
り
夢

の
解
釈

が
重
要
で
あ
り
、
し
か
も
解
釈

の
仕
様

に
よ
っ
て
そ
の
結
果
も
異
な

っ
て
く
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
非
常

に
興
味
深
い
。
夢
を
見
て
も
そ
れ
を

ど
う
解
釈
す

る
か
に
よ

っ
て
結
果
が
異
な

る
と
い
う
こ
と
は
、

『宇
治
拾
遺
物

語
』

の
伴
大
納
言

の
夢

の
話
に
も
認
め
ら

れ
る
。
往
時

の
人
々
は
こ
の
よ
う
に

「夢
相
」
と
い
う
こ
と
を
重
要
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
夢
に
つ
い
て
の
記
載
を
列
挙
し
た
が
、
ひ
と
つ
を
除
い
て
他
は
す
べ

て

「夢
の
お
告
げ
」
に
つ
い
て
の
話
で
あ

る
。
古
代

の
人
間
が
夢
を
大
事
に
し

て
い
た
こ
と
が

こ
れ
に
よ

っ
て
わ
か
る
。
多
く
は
神
が
夢
の
な
か
で
語

っ
て
い

る
の
だ
が
、
『摂
津
国
風
土
記
』
の

「夢

合
ぜ
」

の
話

の
よ
う

に
、
神
と
無
関

係

の
も
あ
る
。
後
者

の
場
合
は
従

っ
て
、
夢
合
せ
と
い
う
こ
と
が
大
切
に
な

っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
日
本
昔
話
で
夢
が
主
題
と
な
る
も
の
に
は
、
「夢
見
小
僧
」

(『大
成
』

一
五
六
)
と

「夢
買
長
者
」

(同

一
五
八
)
が
あ
る
。
前
者

は
子
ど
も

が
見
た
大
事
な
初
夢
を
大
人
が
聞
き
た
が

る
の
に
頑
固
に
言
わ
ず
に
頑
張
り
、

そ

の
た
め
に
迫
害
さ
れ
る
が
、
後

に
夢
に
見
た
と
お
り
に
成
功
す
る
話
。
後
者

は
よ
い
夢
を
見
た
人
が
そ
れ
を
友
人
に
語

り
、
そ
の
夢
を
買

っ
た
人
間
が
長
者

に
な
る
話

で
あ
る
。

い
ず
れ
も
、

か
る
が
る
し
く
他
人

に
夢
を
話
し
て
は
な
ら

な

い
、
と
い
う
教
訓
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。

夢
を
不
用
意

に
他
人
に
話
す
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
う

っ
か
り
変

な

「夢
合
せ
」
を
他
人

に
さ
れ
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
い
う
話
に
も

つ
な

が

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
夢
買

い
な
ど

の
話
は
中
世

の
説

話

の
方
に
よ
く
認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
夢

に
関

し
て
は
、
神

の
お
告
げ
と

し
て
そ
れ
に
従
う
類

の
話
が
あ
り
、
そ
の
後
に
な

っ
て
、
夢
を
う

っ
か
り
他
人

に
も
ら
す
な
と
か
、
夢
合

せ
を
問
題
に
す
る
よ
う
な
話
が
で
て
き
た
も

の
と
推

察
さ
れ
る
。

4

そ
の
他

の
主
題

以
上
に
昔
話

に
よ
く
現
わ
れ
る
主
題
で

『風
土
記
』

に
も
比
較
的
よ
く
記
塔

れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
論
じ
て
き

た
が
、
『風
土
記
』

の
な
か
に
単
発
的

に

見
ら
れ
る
主
題

で
、
昔
話
と
関
連
す
る
も
の
の
う
ち
興
味
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、

次

に
取
り
あ
げ

て
み
た
い
。
順
は
不
同

で
あ
る
。

酒
泉

(『播
磨
国
風
土
記
』
瓣
頁
)

景
行
天
皇

の
世

に
酒

の
涌
き
出
る
泉

の

あ
る
山
が
あ
り
、
酒
山
と
呼
ん
だ
。
百
姓
が
飲
ん
で
酔

っ
て
け
ん
か
を
す
る
の

で
、
埋

め
て
し
ま

っ
た
。
天
智
朝
九
年

(六
七
〇
)
に
掘
り
出
し
て
み
た
ら
、

未
だ
酒
の
気
が
あ

っ
た
。
昔
話

の

「酒
泉
」

(『大
成
』

一
五
四
)
で
は
発
見
者

は
酒
屋
に
な

っ
て
金
持
に
な
る
が
、
こ
ち
ら
で
は
け
ん
か
の
元
に
な
る
と
い
う

の
で
埋

め
ら
れ
て
し
ま
う
。
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み
お
や

来
訪
者
ω

(『常
陸
国
風
土
記
』
39
頁
)

昔
、
神
祖

の
尊

(誰
を
指
す
か
不
明
)

ふ

じ

や
ま

が
あ
ち
こ
ち
の
神
を
訪
ね
、
駿
河

の
福
慈

の
岳

の
と
こ
ろ
に
来
た
。
日
が
暮
れ

て
き
た
の
で
宿
り
を
乞
う
と
、
福
慈

の
神
は
、
新
穀
祭
を
し
て
い
て
、
も
の
い

み
を
し
て
い
る
の
で
宿

は
貸
せ
な
い
と
断
る
。
神
祖
の
尊
は
恨
ん
で
、
お
前
が

い

き

さ

む

さ
し

き

住
ん
で
い
る
山
は

「生
涯
の
極
み
、
冬

も
夏
も
雪
ふ
り
霜
お
き
て
、
冷
寒
重
襲

ま
つ

を
し
も
の

り
、
人
民
登
ら
ず
、
飲
食
な
尊
り
そ
」
と
言

っ
た
。
そ
し
て
筑
波
の
山

へ
行
き

宿
り
を
乞
う
と
、
筑
波

の
神

は
、
今
日
は
新
穀
祭
だ
け
れ
ど
、
お
受
け
し
な
い

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
、
と
言
う
。
そ
こ

で
神
祖

の
尊

は
喜
ん
で
歌
を
歌

っ
て
ほ

め
た
た
え
る
。
こ
の
た
め
、
福
慈

の
山

は
常
に
雪
が
降

っ
て
登
る
こ
と
が

で
き

ず
、
筑
波

の
山
の
方
は
、
人
々
が
歌

い
舞
い
し
て
楽
し
む
こ
と
に
な

っ
た
。

来
訪
者
②

(『備
後
国
風
土
記
』
逸
文
娚
-
娚
頁
)

こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る

「蘇
民
将
来
」
の
話
で
あ

る
。
武
塔

の
神
が
日
暮

に
宿
を
貸
り
よ
う
と
す
る
。

兄
の
蘇
民
将
来

は
貧
し
く
、
弟

の
蘇
民
将

来
は
金
持

で
あ
る
が
、
弟
は
断
る
の

に
対
し
て
兄

の
方
は
宿
を
貸
し
て
も
て
な
す
。
数
年
後

に
武
塔

の
神
は
兄

の
将

来

の
娘
に

「茅

の
輪
を
腰

の
上
に
つ
け
さ
せ
」
て
、
そ
れ
を
目
印
と
し
、
そ
れ

以
外
の
人
間
を
す
べ
て
殺
し
て
し
ま
う
。

そ
の
後
、
疫
病
が
は
や
る
と
き
に
、

蘇
民
将
来

の
子
孫
で
あ
る
と
言

っ
て
茅

の
輪
を
腰

に
つ
け
て
い
る
と
難
を
逃
れ

る
と
伝
え
ら
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
話
は
来
訪
者

に
対
し
て
親

切
に
し
た
者

に
福
が
も
た
ら
さ
れ
る
、

あ
る
い
は
、
不
親
切
に
し
た
も
の
に
災

い
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
話
で
あ

る
。
昔
話

で
は

「猿
長
者
」
(『大
成
』

一
九
七
)、
「宝
手
拭
」
(『大
成
』

一
九

八
)
な
ど
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
弘
法
伝
説
に
も
よ
く
認
め
ら
れ

る
主
題

で
あ
る
。
蘇
民
将
来
の
方
で
は
、
兄
弟
間
の
葛
藤
に
ま
で
は
至

っ
て
い

な
い
が
、
兄
弟

の
生
き
方
の
対
比
と
い
う
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。

逃
竄
譚

(『播
磨
国
風
土
記
』
絣
頁
)

灘
だ

の
里
。
鬻
籐
即
ヂ
』
慰
毬
覦
瀦

は

い

相
争

い
、
讃
伎
日
子
が
負
け
て
逃
げ
る
と
き

「手
以
て
匐
ひ
去

に
き
」
と
い
う

の
で
匐
田
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
建
石
命
は
坂
の
と
こ
ろ
ま
で

み

か
げ

追

い
や

っ
て
自
分

の

「御
冠
」
を
坂

に
置
き
、
こ
れ
か
ら
は
こ
の
境
界
よ
り
入

っ
て
く
る
な
、
と
言

っ
た
。

境
界
を
定
め
る

昔
話
や
神
話
に
よ
く
示
さ
れ
る
逃
竄
譚
は

『風
土
記
』

に

は
あ

ま
り
語

ら
れ
な

い
が
、
そ
れ

と

の
関
連

で
語

ら
れ

る
、
境

を
定

め

て

「悪
」
と
思
わ
れ
る
も
の
の
侵
入
を
禁
ず

る
こ
と
は
、
多
く
語
ら
れ
る
。
こ
こ

に

「悪
」
と
表
現
し
た
も
の
は
文
字
ど
お
り

の
悪
者

の
場
合
も
あ
る
が

「荒
ぶ

る
神
」
に
対
し
て
の
と
き
も
あ
る
。
も
と
も
と
古
代

の
日
本
で
は
善
悪
と
し
て

の

「悪
」

の
観
念

は
明
確

で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
恐
る
べ
き

対
象
に
対
し
て

「境
界
」
を
た
て
る
こ
と
に
よ

っ
て
共
存
を
は
か
る
態
度
が
強

か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
を
次
に
あ
げ
る
。

つ
ゑ

や

つ

標

の
視
を
立
て
る

こ
れ
は
既
に
夜
刀

の
神

の
話
と
し
て
紹
介
し
た

(『常

陸
国
風
土
記
』)。

石
で
ふ
さ
ぐ

(『出
雲
国
風
土
記
』
跏
頁
)

叢
雕
齠
覦
怒
癰

っ
て
秤
酵
が
川

を
の
ぼ

っ
て
く
る
。
そ
こ
で
玉
日
女
命
は
石
で
川
を
ふ
さ
い
だ

の
で
、
和
爾
は

会
う
こ
と
が
で
き
ず
恋
う

の
み
で
あ

っ
た
。
そ
こ
琶
蕊
山
と
名
づ
け
た
。
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肉
を
串

に
か
け
る

(『出
雲
国
風
土
記
』
鵬
頁
)

こ
れ
は
娘
を
鰐

に
食

い
殺

か

さ
れ
た
父
親
が
、
怒

っ
て
そ
の
鰐
を
殺
し
、
そ
の
後
で
そ
の
鰐
を

「串

に
挂
け
、

ほ
と
り

路

の
垂
に
立
て
」
た
と
い
う
話

で
あ
る
。

こ
こ
で
串
に
さ
し
て
路
に
立

て
た
の

は
復
讐

の
意
味
だ
け
で
、
次
か
ら
の
侵
入

を
防
ぐ
意
図
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ

な
い
が
、
昔
話

に
は
時
に
こ
の
よ
う
な
主
題
が
見
ら
れ
る
の
で
記
し
て
お
い
た
。

つ
ぎ

み
な
と

蘇
生
ω

(『播
磨
国
風
土
記
』
跚
頁
)

継

の
潮
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
昔

に

一

お
や

つ
ぎ

い

ひ
の
き
み
ら

人

の
女
が
死
ん
だ
が
、
筑
紫

の
国
の
火
君
等

の
祖
が
そ
の
女
を

「復
生
か
し
、

あ

仍
り
て
取
ひ
き
」
と
あ
る
。
蘇
生
さ
せ
て
結
婚
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
、

ど
の
よ
う
に
し
て
蘇
生
さ
せ
た
か
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。

蘇
生
②

(『伊
予
国
風
土
記
』
逸
文
鸚
頁
)

鴪
梵
搆
覦
が
死
ん
だ
徹
騨
曜
吉
嬲

覦
が
生
か
そ
う
と
し
て
、
薙
媛

の
速
見

の
湯
を
も

っ
て
き
て
浴
び
さ
せ
る
と
、

ま
し
ま
し

生
き
返

っ
て
き
て
、
「真
鏨
、
寝
ね

つ
る

か
も
」
と
言

っ
て
、
元
気

に
力
を
入

れ
て
地
面
を
踏

ん
だ
。

蘇
生

の
こ
と
は
日
本

の
昔
話
に
稀
で
は
あ
る
が
、
語
ら
れ
る
。
特

に
宿
奈
眦

古
那
が
生
き
返

っ
て
き
た
と
き
、
「暫
ら

く
眠

っ
て
い
た
も

の
だ
」
と
言
う
と

こ
ろ
は
、
『大
成
』

一
八
○

の

「
姉
と
弟

」
の
話

で
死
ん
だ
弟
を
姉
が
生
き
返

ら
せ
る
と

「朝
寝
そ
し
た
る
、
夕
寝
そ
し

た
る
べ
ん
と
こ
ま
か
せ
」
と
言

っ
て

起
き
あ
が
る
の
と
感
じ
が
似
て
い
る
。
昔
話
に
は
蘇
生
さ
せ
る
た
め
に
生
鞭
死

鞭
と
か
、
生
か
す
花
と
か
が
用
い
ら
れ

る
が
、
『風
土
記
』
は
ω

の
方

で
は
何

の
説
明
も
な
く
、
②
で
は
湯
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
昔
話

の
方

で

は

「
お
話
」
と
し
て
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

笛
吹
聟

(『山
城
国
風
土
記
』
逸
文
鵬
頁
)

こ
れ
は
宇
治
橋
姫

の
話

で

「参

考
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
宇
治

の
橋
姫
が
妊
娠
中

の
悪
阻
に
わ
か
め
を

欲
し
い
と
言

い
、
夫
が
海
辺

に
行
き
そ
こ
で
笛
を
吹

い
て
い
る
と
龍
神
が
賞
で

て
彼
を
聟
に
し
て
し
ま

っ
た
。
橋
姫
が
夫
を
尋
ね
て
海
辺
に
行
く
と
、
あ
る
老

女
が

「あ

の
人
は
龍
神

の
聟

に
な

っ
た
が
、
龍
宮

の
火
を
い
み
て
、

こ
こ
で
食

事
を
す
る
の
だ
」
と
教
え
て
く
れ
る
。
そ
こ
へ
夫
が
来
た
の
で
話
合

い
を
し
た

が
、
橋
姫
は
泣
く
泣
く
別
れ
た
。
そ

の
後
、
夫
は
帰

っ
て
き
て
橋
姫
と
元
ど
お

り
の
夫
婦
に
な

っ
た
。

男

の
笛

の
音

に
天
女
が
心
を
惹
か
れ

て
結
婚
す

る
、
と
い
う

の
が
昔
話

の

「笛
吹
聟
」
(『大
成
』

=

九
)
で
あ
る
。

こ
の
場
合
は
天
女
で
は
な
く
龍
神

に

な

っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
異
界
の
女
性
が
笛
に
心
惹
か
れ
る
と
こ
ろ

が
特
徴
的
で
あ

る
。
な
お
こ
の
橋
姫

の
話

に
は
、
異
界
の
火
で
料
理
し
た
も

の

を
食

べ
る
と
、

こ
ち
ら
に
戻

っ
て
来
れ
な
い
と
い
う
タ
ブ
ー
が
語
ら
れ
て
い
る

の
も
興
味
深

い
。
男
が
ど
う
し
て
橋
姫

の
と
こ
ろ
に
戻

っ
て
き
た
の
か
、
そ
の

経
緯
が
語
ら
れ
て
い
ず
残
念

で
あ
る
。

大
男

(『常
陸
国
風
土
記
』
79
頁
)

大
櫛
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
昔
、
大
男
が

い
た
。
身
は
丘
の
上
に
居
な
が
ら
手
は
海
辺

の
蛤
を
と
り
、
食

べ
た
貝
が
積

っ

て
岡
と
な

っ
た
。
そ
の
足
跡
は
長
さ
三
十
余
巍
、
広
さ
二
十
余
現
、
尿

の
穴

の

直
径
は
二
十
余
號
ほ
ど
あ

っ
た
。
『風
土
記
』

の
注
に
よ
る
と
、
三
十
巍

は
約

五
三

・
五
メ
ー
ト
ル
、
二
十
挽
は
約
三
六

メ
ー
ト
ル
に
あ
た
る
。
日
本

の
昔
話

や
神
話
に
は
、
大
男

の
話
は
珍
ら
し
い
。
そ
の
点

で
こ
れ
は
注
目
に
値
す
る
。
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『風土記』と昔話

昔
話
の
主
題
と
関
連
す
る
も
の
は
、
未

だ
探
し
だ
せ
ば
あ
る
と
思
う
が
、
主

な
も
の
と
し
て
は
以
上

で
終
り
と
し
、
『風
土
記
』

の
昔
話
と

の
関
連
で
考
え

ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
次
に
考
え
て
み
た
い
。

5

『
風
土
記
』

の
特
性

こ
れ
ま
で
に
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、

『風
土
記
』
に
は
昔
話

の
主
題

に
な
る

も

の
が
多
く
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

こ
こ
で

『風
土
記
』
と
昔
話
と
の
関
連

を
知
る
ひ
と

つ
の
方
法
と
し
て
、
昔
話

に
よ
く
出
て
く
る
主
題
で
、
『風
土
記
』

に
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
言
え
る
こ
と
は

「動
物
報
恩
譚
」
が
ま

っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
既
に
示
し
た
よ
う

に
白
鳥
や
蛇

の
変

身
に
伴
な

っ
て
結
婚

の
話
も
語
ら
れ
る
が
、
『日
本
昔
話
大
成
』
に
あ

る
多
く

の
異
類
婚

に
は
動
物

の
報
恩

の
こ
と
が

よ
く
語
ら
れ

て
い
る
の
に
対

し
て
、

『風
土
記
』

に
は
そ
れ
が
全
然
な

い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「浦
島
太
郎
」

の

原
型
と
も
考
え
ら
れ
る

『丹
後
国
風
土
記
』
の

「浦
嶼
子
」

の
話

に
亀
の
報
恩

と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
な
い
事
実
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く

「動
物

報
恩
譚
」
は
仏
教
の
因
果
応
報
の
考
え
と
と
も
に
後
代
に
輸
入
さ
れ
た
も

の
と

思
わ
れ
る
。

次

に
昔
話
に
相
当
あ

っ
て

『風
土
記
』

に
語
ら
れ
な
い
の
が
、
継
母
と
継
娘

の
話

で
あ
る
。
こ
れ
は

『
日
本
昔
話
大
成
』

に
も
、
継
子
譚
と
し
て
ま
と
め
ら

れ

て
い
る
が
、
「米
福
粟
福
」
な
ど
を
は
じ
め
多
く

の
話
が
あ

る
。
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
話
の
な
か
に
は
結
婚

に
よ
る

ハ
ッ
ピ
ー

エ
ン
ド

の
話
が
割
に
あ

る
事
実
で
あ
る
。
西
洋

の
昔
話
と
比
較
す
る
と
日
本
の
昔
話

に

結
婚

の

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
型
の
も
の
が
少
な
い
こ
と
は
、

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ
の

「継
子
譚
」
だ
け
が
例
外
と
言

っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
に
は

「手
無
し
娘
」
の
よ
う

に
グ
リ
ム
の
話
と
極
め

て
類
似
性

の
高

い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
『風
土
記
』
に
こ
の
よ
う
な

主
題
が
存
在

し
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
「継
子
譚
」
は
後
代

に
西
洋

か
ら
伝

播
し
て
き
た
も

の
か
、
と

一
応
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
簡
単
に

承
認
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
昔
話
で
は
な
い
が
平
安
初
期
に
成
立
し
た
と

思
わ
れ
る

『落
窪
物
語
』
に
は
、
典
型
的
な
継
母
と
継
娘

の
物
語
が
語
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
問
題
は
速
断
す
る
こ
と
な
く
今
後
も
う
少
し

詳
細
に
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

と
も
か
く
明
確
に
言
え
る
の
は
、
母
系
社
会
で
あ
れ
ば
、
継
母
の
問
題
は
生

じ
な

い
は
ず

で
あ
る
。
母
系
か
ら
父
系

へ
の
移
行
期

の
物
語
と
し
て
は
、
『風

土
記
』

の
な
か
の

「蛇
聟

の
話
ω
」
が
そ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て

お
い
た
。
し
か
し
、
完
全

に
父
系
社
会

に
な

っ
て
は
い
な
か

っ
た
の
で
、
『風

土
記
』
の
時
代

に
は
継
母

の
話
が
な
か

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
、
継
子
い

じ
め
的
な

こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
と
し
て
、
既
に
少
し
触
れ
た

「奈
具

の

社
」

の
話
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
異
界
の
存
在
と
の
関
係

の
話
と
し
て
、

鶴
女
房
な
ど
に
通
じ
る
も

の
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次

に
、
『風
土
記
』
に
は
あ
る
が
、
昔
話

に
認
め
ら
れ
な

い
も

の
と
し
て
、
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有
名
な

「国
引
き
」

の
話
が
あ
る
。

こ
れ

は

『出
雲
国
風
土
記
』
に
あ
る
話

で
、

周
知

の
こ
と
だ
か
ら
紹
介
す
る
ま
で
も
な

い
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
国
を
創

る
と

き

の
話

で
あ
る
だ
け
に
、
神
話
的
要
素
が
強
く
、
従

っ
て
昔
話
の
主
題
と
は
な

り
難
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『播
磨
国
風
土
記
』
に
は
隴
懿

の
話
が
記

さ
れ
て
い
る
。
景
行
天
皇
が
印
南
の

わ
嬲
孅
智

訪
ね
て
ゆ
く
が
彼
女
は
逃
げ

て
瀞
曜
都
島

に
渡

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ

を
追

っ
て
天
皇
は
島
に
行
き
、
会
う
こ
と
が

で
き
る
。
当
時
は
男
性
が
女
性
を

求
め
て
訪
ね
て
行
く
風
習
だ

っ
た
の
で
、

こ
の
よ
う
な
隠
妻
の
話
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
す
ぐ
に
従
わ
ず

に

一
応
は
逃
げ

て
み
せ
た
り
す
る
こ
と

が
風
習
に
な

っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
男
性

の
積
極
的
な
求

婚
と
女
性

の
受
動
的
な
行
為

に
対
し
て
、
昔
話
の
異
類
婚
譚
で
女
性
が
異
類

の

場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど
、
女
性
が
プ

ロ
ポ
ー
ズ
を
し
男
性
が

そ
れ

に
従

っ
て
い
る
。
こ
の
対
比
は
な

か
な
か
興
味
深

い
。
『風
土
記
』
に
お

い
て
も
昔
話
的
要
素

の
強

い

「浦
嶼
子
」

の
話
で
は
、
五
色

の
亀
が
美
女

に
変

身
し
・
「厨
灘
ガ
ザ
、
ひ猫
蒼
渺

に
游

べ
り
、
近
し
く
談
ら
は
む
お
も
ひ
に
膠

へ

ず
」
に
来

た
の
だ
と
言
い
、
「相
語
ら
ひ
て
愛
し
み
た
ま

へ
」
と
言
う
。
嶼
子

や

つ

こ

ご
こ
ろ

を

が
た
め
ら

い
を
見
せ
る
と
、
「賤
妾
が
意

は
、
天
地
と
畢

へ
、
日
月
と
極
ま
ら

む
と
お
も
ふ
。
儘
、
君
は
加篠

か
、
寐
げ
く
襲

の
農
を
舟
ら
む
」
と
た
た
み

か
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
姿

は
先

に
示
し
た
隠
妻
の
姿
と
は
極
め

て
対
照
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
比
が
生
じ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
現
実
生
活
に
お
い
て
は
隠
妻

の
よ
う
な
の
が

一
般
的

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
、

フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
世
界
で
は
、
異
界
か
ら
現
わ
れ
た
美
女
が
積
極
的

に
は
た
ら
き
か
け
て

く
る
、
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な

っ
た
も

の
と
推
察
さ
れ
る
。
『風
土
記
』

に
は
現
実
的
な
話
と
、
昔
話
的
な
話
と
が
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
ど
ち
ら
の
型

に
属
す
る
話
も
読
む
こ
と
が

で
き
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

既

に
示
し
た
よ
う
に
、
白
鳥

の
乙
女

の
話

は

『風
土
記
』
に
あ
り
、
昔
話
に

も
そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
中
世
の
仏
教
説
話

に
は
認
め
ら
れ
な

い

の
で
あ
る
。
昔
話

に
お
い
て
も
、
む
し
ろ

「天
女
」
と
し
て
語
ら
れ
て
白
鳥

の

姿

は
消
え
て
い
る
。
白
鳥
が
女
性
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
『大
成
』
二

一
五

の

「白
鳥

の
姉
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
沖
永
良
部
島

で
採
集
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
他
の
地
方

に
は
あ
ま
り
分
布
し
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
白
鳥

の
乙
女

の
イ

メ
ー
ジ
は
古
代
に
強
く
存
在
し
た
の
に
対
し
て
、
後
代
で
は
弱
く
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

や
まと
たけ
る

『古
事
記
』

で
は
白
鳥
は
あ
き
ら
か
に
倭
建

の
魂
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
。
分
析
心
理
学
者

の
ユ
ン
グ
は
男
性

に
と

っ
て
、
そ
の
魂
は
女
性

像

(彼
の
言
う
ア
ニ
マ
・
イ
メ
ー
ジ
)
に
よ

っ
て
表
わ
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
。
白
鳥

の
乙
女

の
イ
メ
ー
ジ
は
ま
さ
に
そ

の
線
に
沿
う
も

の
で
、
『古
事

記
』
や

『風
土
記
』

に
語
ら
れ
る
白
鳥
は
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
そ
な
、兄
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
の
説
話

に
な

っ
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
姿
を
消
す
こ

と
は
、
仏
教

の
影
響

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

筆
者

は
か
つ
て
仏
教
が
女
性
像
に
よ

っ
て
表
わ
さ
れ
る
ア
ニ
マ
と
い
う
の
を
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抹
殺
し
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
点
を
、
九
相
詩
絵
な
ど
と
関
連

し

て
論
じ
麁

・
こ
の
白
鳥

の
乙
女

の
消
失

も
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
、
と

思
わ
れ
る
。
西
洋

に
お
い
て
称
揚
さ
れ
た

ロ
マ
ソ
チ
ッ
ク
な
愛
と

い
う
こ
と
が

日
本

に
生
ま
れ
な
か

っ
た
こ
と
も
、
こ
れ
と
関
連
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

で
も
、
昔
話

の
方
に
は
あ
る
程
度
そ
の
痕

跡
を
と
ど
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま

っ
た
く
無
く
な

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
白
鳥

の
乙
女
の
像
は
あ
ち
こ
ち
に
残

存
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
系
譜
を
た
ど

っ
て
み
る
こ
と
は
興
味

深
い
と
思
う
が
、
今
後

の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

以
上
、
『風
土
記
』
と
昔
話
と

の
関
連

に
つ
い
て
考
察
を
重
ね

て
き
た
。
現

在
わ
れ
わ
れ
が
採
集
に
よ

っ
て
集
積
し
た
昔
話
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
な

ど
に
関
し
て
、
仏
教
の
影
響
に
よ
っ
て
受
け
る
変
化
な
ど
を
考
慮
し
、
仮
説
的

で
は
あ
る
が
あ
る
程
度

の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

社

、

一
九

九

一
年

。

(
6
)

こ
こ

に
示
す

頁
数

は
前

掲

の
日
本
古

典

文
学

大
系

『風

土
記

』

の
な

か

の

頁

を
示

し

て

い
る
。

(
7
)

関

敬
吾

・
野
村
純

一
・
大
島

廣
志

編

『
日
本

昔
話

大
成

』
全

十

二
巻
、

角

川
書

店
、

一
九
七

八
-

八
○
年

。

話
型

の
番

号

は
同
書

の
分
類

に
従

う
。

以

後

『大

成
』

と
略

記
す

る
。

(8
)

拙
著

『明

恵

夢

を

生
き

る
』

京
都
松

柏

社
、

一
九

八
七

年
。

『風土記』と昔話

注
(
1
)

拙

著

『昔
話

と

日
本

人

の
心
』
岩

波
書

店
、

一
九

八
二
年
。

(
2
)

以
下

『
風
土

記

』

に
関

し

て

の
引

用

は
、

日

本

古

典

文

学

大

系

『風

土

記

』
岩

波
書

店
、

一
九

五

八
年

の

「解

説
」

に
よ

る
。

(3
)

前
記

の

「
解
説

」

に

よ
る
。

(4
)

フ
ォ

ソ

・
フ
ラ

ン
ツ

(氏

原
寛

訳
)

『
お
と
ぎ

話

の
心

理
学

』
創

元

社

、

一
九

七
九

年
。

(
5
)

中

西
進

・
山

田
慶

児

・
河
合

隼
雄

『昔

、
琵

琶
湖

に
鯨

が

い
た
』

潮
出

版
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