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三
輪
山
の
神
の
遠
出

―

「
三
輪
の
糸
」
が
語
ろ
う
と
し
た
も
の
「

【
要
約
】

古
事
記
崇
神
条
に
あ
る
大
物
主
大
神
と
生
玉
依
姫
の
神
婚
諄
は

「三
輪
山
型
神
話
」
の

一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「針
と
糸
」
に
よ
っ
て
若
者
の
正
体
を
探

っ
た
神

話
で
あ
る
が
、
古
事
記
は
こ
の
神
話
に
よ
っ
て
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
が
神
の
子
の
子
孫
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
証
明
は

「説
話
的
論
理
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
「針
が
刺
さ
れ
た
」
と
い
う
記
述
は
、
神
の
衣
に
糸
目
の
呪
紋
が
付
け

ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
記
述
は
二
人
が
正
式
な
結
婚
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
た
。
そ
し
て

「麻
糸
が
三
輪
だ
け
残

っ
た
」
こ
と
は
、
ヒ
メ
の
住
む
村
が
三
輪
山
か

ら
は
る
か
遠
く
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
神
は
遠
路
を
厭
わ
ず
河
内
の

国
の
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
元
に
通
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
神
婚
神
話
は
、
三
輪
山
の
神
が
奈
良
盆
地
の
あ
ま
た
の
女
性
た
ち
で
は
な
く
、
河

内
の
国
の
娘
を
も
っ
と
も
深
く
愛
し
た
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
の

一
族
が
三
輪
山
の
神
の
祭
祀
権
を
持
つ
正
統
性
を

「説
話
的
論
理
」
に
よ
っ
て
証
明
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
古
事
記
の
神
婚
諄
に
は
始
祖
説
話
と
地
名
起
源
説
話
の
相
矛
盾
す
る
二
つ
の

要
素
が
混
在
し
て
い
る
。
「麻
糸
が
三
輪
残

っ
た
」
と
い
う
伝
承
は
後
者
固
有
の
も
の
だ

か
ら
、
こ
の
混
乱
は
古
事
記
編
纂
者
に
よ
る
神
話
改
作
の
事
実
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら

に

「
三
輪
の
糸
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
ヒ
メ
の
住
む
村
が
高
度
な
製
糸
織
布
技
術
を

持
つ
地
域
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
の
神
婚
諄
の
舞
台
は
、

本
来
は
土
器
生
産
の
先
進
地
で
あ
っ
た
河
内
南
部
で
は
な
く
奈
良
盆
地
南
部
の
三
輪
山
の

麓
の
村
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
三
輪
山
の
祭
祀
権
だ
け
で
な
く
、
こ
の
神
話

も
ま
た
河
内
の
人
々
に
よ
っ
て
纂
奪
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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は
じ
め

に

針
と
糸
を
も

っ
て
若
者
の
正
体
を
探

っ
た
と
い
う
蛇
婿
入
り
諄
は
も

っ
と
も
よ
く

知
ら
れ
た
異
類
婚
姻
諄
の

一
つ
で
あ
る
が
、
説
話
と
し
て
は
き
わ
め
て
特
異
な
特
色

を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
古
く
は
記
紀
神
話
の
三
輪
山
伝
承
の

一
つ
と
し
て
知
ら
れ
、

伝
説
と
な

っ
て
新
潟
や
九
州
で
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
南
の
島
々
で
も
語
り
つ
が
れ
た
。

そ
し
て
、
同
種
の
昔
話
は
日
本
の
ど
の
よ
う
な
片
隅
に
も
行
き
渡

っ
て
い
る
。
こ
の

異
類
婚
姻
諄
は
回
承
文
芸
の
主
要
な
二
つ
の
様
式
す
べ
て
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
こ

と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
説
話
の
説
く
と
こ
ろ
も
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
。
古
代
神
話
は

三
輪
山
の
地
名
の
起
源
と
名
族
の
始
祖
伝
承
を
語

っ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
、
針
と

糸
は
夜
ご
と
訪
れ
る
若
者
が
神
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
確
固
と
し
た
証
拠
で
あ

っ
た
。

中
世
の
伝
説
は
土
地
ご
と
に
割
拠
し
た

一
族
の
誇
り
高
き
勇
者
の
誕
生
諄
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
伝
説
に
お
い
て
は
、
蛇
体
の
神
は
正
体
を
暴
い
た
針
そ

の
も
の
に
よ

っ
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
昔
話
の
蛇
婿
入
り
諄
で
は
、
蛇
の
殺
害
と

そ
の
子
の
堕
胎
の
後
に
、
ほ
と
ん
ど
必
須
の
よ
う
に
節
句
起
源
諄
が
付
加
さ
れ
て
い

る
。
「針
と
糸
に
よ
る
正
体
探
索
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
共
有
し
な
が
ら
、
昔
話

の
結
末
は
ま

っ
た
く
異
な

っ
て
い
た
。
こ
の
婚
姻
諄
の
成
長
の
歴
史
に
は
、
い
つ
も

の
飛
躍
と
断
絶
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

三
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そ
の
成
長
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
「
麻
糸
が
三
輪
残

っ
た
」
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
の
有
無
で
あ
る
。
こ
れ
が
あ
る
か
な
い
か
で

「針
と
糸
」
の
意
味
が
ま

っ

た
く
異
な

っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
名
称
起
源
説
話
に
お
い

て
は

「
三
輪
」
と
い
う
名
を
も

つ
山
や
川
、
氏
族
の
名
称
の
由
来
を
示
す
も
の
と
し

て
不
可
欠
の
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
蛇
婿
の
殺
害
を
語
る
伝
説
や
昔
話

で
は
、
痕
跡
も
残
さ
ず
削
り
取
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
種
の
神
話
は

一
般
に
は

「
三
輪
山
式
」
と
呼
び
習
わ
さ
れ
て
き
た
が
、
名
称

起
源
説
話
と
し
て
は

「
川
」
や

「名
族
」
の
場
合
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
厳
密
に
言
え

ば

「
三
輪
山
」
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
当
然
な
が
ら
、
こ
の
名
称

は

「
三
輪
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
欠
く
伝
説
や
昔
話
に
は
適
用
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

古
来
、
こ
の
説
話
ほ
ど
く
り
返
し
研
究
者
の
議
論
の
対
象
と
な

っ
て
き
た
も
の
は

珍
し
く
、
分
類
名
称
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

ど
れ
も

「
三
輪
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
軽
視
し
た
た
め
に
曖
昧
さ
を
残
し
、
針
糸
探
索

説
話
の
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
分
類
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。

柳
田
国
男
が
こ
の
種
の
昔
話
を

「苧
環
型
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い

る
。
柳
田
は
昔
話
だ
け
で
な
く
記
紀
神
話
や
伝
説
の
麻
糸
に
つ
い
て
も

「苧
環
の
糸
」

と
か

「
苧
環
に
巻
か
れ
て
い
た
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
厳
密
に
言
う
と
、
柳
田
は

「苧
環
型
」
を
昔
話
の
蛇
婿
入
り
諄
の
三
分
類
の

一
つ
と
し
て
提
唱
し
て
い
た
こ
。

つ
ま
り
、
こ
れ
を
神
話

ｏ
伝
説
の
分
類
名
称
と
し
て
用
い
る
の
は
柳
田
国
男
の
見
解

か
ら
外
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
神
話
や
伝
説
の
針
糸
探
索
説
話
を

「苧
環
型
」
と

呼
ぶ
こ
と
は
、
厳
密
な
分
析
と
議
論
の
た
め
に
は
問
題
が
多
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。そ

こ
で
本
稿
で
は
、
「苧
環
型
」
と
い
う
名
称
は
退
け
、
『
日
本
昔
話
通
観
』
が
採

用
し
て
い
る

「針
糸
型
」
と
い
う
名
称
を
採
用
し
、
神
話

ｏ
伝
説

・
昔
話
に
お
け
る

「針
糸
探
索
型
異
類
婚
姻
諄
」
の
総
称
と
し
た
い
。
柳
田
国
男
が
提
唱
し
た
昔
話
の

三

分
類
名
称
と
し
て
の

「苧
環
型
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
た
い
。

い
わ
ゆ
る
三
輪
山
伝
承
に
お
い
て
は
、
針
糸
探
索
は

「糸
が
三
輪
残

っ
た
」
と
い

う
印
象
的
な
帰
結
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
伝
説
や
昔
話
に
は
見
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も

つ
針
糸
探
索
諄
を
ひ
と
ま
ず

「
三
輪
の
糸
型
」
と
名
づ
け
る
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
分
析
を
始
め
た
い
。

近
年
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

「針
糸
型
」
婚
姻
諄
の
研
究
が
進
み
、
多
く
の
資
料

が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
説
話
研
究
を
概
観
し
た
限
り
だ
が
、
「麻
糸
が
三

輪
残

っ
た
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持

つ
も
の
は
日
本
以
外
の
国
に
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
東
ア
ジ
ア
は
広
く
わ
れ
わ
れ
の
手
も
と
に
あ
る
資
料
は
ご
く
わ
ず

か
で
あ
る
か
ら
速
断
は
い
ま
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
ョ

一輪
の
糸
型
」
が
日
本

の
針
糸
型
説
話
の
中
に
の
み
見
ら
れ
る
と

一
応
は
推
定
し
う
る
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
針
糸
型
説
話
の
話
形
は
き
わ
め
て
多
彩
で
、
始
祖
説
話
も
あ

れ
ば
、
蛇
婿
殺
害
、
若
い
娘
の
追
跡
や
父
の
正
体
探
索
も
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と

日
本
の
説
話
の
分
類
は
比
較
的
容
易
で
、
ョ

一輪
の
糸
型
」
と
そ
れ
を
欠
く
も
の
に

分
け
ら
れ
る
。
後
者
を
こ
こ
で
は

「
蛇
婿
殺
害
型
」
と
名
付
け
て
、
日
本
に
お
け
る

針
糸
探
索
型
説
話
の
二
類
型
と
し
た
い
。
日
本
で
は
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
も
の
は

ご
く
少
数
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
の
知
る
か
ぎ
り

「
三
輪
の
糸
型
」
の
説
話
で
蛇
婿

殺
害
に
居
る
も
の
は
な
く

「蛇
婿
殺
害
型
」
で
三
輪
の
糸
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も

つ
説

話
も
な
い
。

つ
ま
り
こ
の
二
者
は
排
他
的
で
針
糸
型
婚
姻
諄
の
分
類
名
称
と
な
り
う

る
の
で
あ
る
。

柳
田
国
男
は
、
昔
話
と
伝
説
に
は
な
い
三
輪
の
糸
残
留
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て

ほ
と
ん
ど
関
心
を
払
わ
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
彼
の
説
話
分
析
は
、
古
代
神
話
に
拡

張
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か

っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
柳
田
が
看
過
し
た
こ
の
点

に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
古
事
記
の
三
輪
山
伝
承
に
た
い
す
る
新
し
い
分
析
を

試
み
た
い
。
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一
　

イ
ク

タ

マ
ヨ
リ
ヒ

メ

の
神
婚

諄
が
語
ろ
う

と
し
た
も

の

古
事
記
と
日
本
書
紀
は
共
に
崇
神
天
皇
の
古
代
国
家
創
建
の
偉
業
を
語

っ
て
い
る

が
、
そ
の
な
か
で
三
輪
山
の
神
の
神
婚
諄
は
、
と
り
わ
け
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
日
本
書
紀
の
ヤ
マ
ト
ト
ト
ビ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
神
婚
諄
は
箸
墓
造
営
の
事
情
を
語

る
神
話
と
し
て
、
古
事
記
の
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚
諄
は
、
三
輪
山
の
神
の
祭

祀
に
成
功
し
た
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
一
族
の
始
祖
説
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
ち

ら
も
崇
神
天
皇
の
偉
業
達
成
に
不
可
欠
な
出
来
事
で
あ

っ
た
。
日
本
書
紀
の
箸
墓
に

葬
ら
れ
た
姫
の
神
婚
諄
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
古
事
記
が
語
る
神

婚
諄
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。

古
事
記
に
記
載
さ
れ
た
三
輪
山
の
神
の
神
婚
諄
は
き
わ
め
て
よ
く
知
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
原
文
の
紹
介
は
省
略
し
、
ポ
イ
ン
ト
の
み
を

つ
ぎ
に
掲
げ
る
。
こ
の
記

事
の
前
半
Ａ
は
、
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
が
三
輪
山
の
祭
祀
権
を
も

つ
に
い
た

っ
た
事
情
を

説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
神
の
子
で
あ
る
根
拠
が
後
半
部
の
神
婚
諄

に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（Ａ
）
前
半
部
。
三
輪
山
の
祭
祀
権
が
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
に
与
え
ら
れ
た
事
情
。

①
崇
神
天
皇
の
御
代
に
疫
病
が
流
行
し
、
天
皇
は
対
策
に
苦
慮
し
た
。

②
天
皇
は
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
大
神
の
指
示
に
従
い
、
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
を
探
さ
せ

た
。

③
召
さ
れ
た
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
は
、
自
分
は
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
大
神
の
子
孫
だ
と

五
四
っ
たヽに。

④
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
に
三
輪
山
の
麓
で
こ
の
神
を
祀
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
疫
病
は

終
息
し
国
内
は
平
穏
に
な

っ
た
。

（
Ｂ
）
後
半
部
。
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
が
神
の
子
孫
で
あ

っ
た
事
情
。

⑤
素
性
不
明
な
若
者
に
よ
る
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
ヘ
の
ツ
マ
ド
イ
。

⑥
針
と
糸
に
よ
る
若
者
の
正
体
探
索
。

⑦
若
者
の
衣
に
つ
け
ら
れ
た
麻
糸
は
三
輪
の
み
残

っ
て
い
た
。

③
糸
は
三
輪
山
の
神
の
社
ま
で
続
い
て
い
た
。
そ
れ
で
生
ま
れ
る
子
が
神
の

子
で
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。

⑨
糸
が
三
輪
残

っ
た
の
で
、
こ
の
地
を
美
和
と
い
う
。

⑩
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
ノ
命
は
三
輪
君

・
鴨
君
の
先
祖
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
書
紀
で
は
古
事
記
の
Ｂ
に
あ
た
る
部
分
が
な

く
、
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
夫
が
大
物
主
大
神
だ

っ
た
と
い
う
簡
単
な
記
述
が
あ
る

の
み
で
あ
る
。

な
ぜ
、
古
事
記
で
は
、
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
の
出
自
を
示
す
記
事
の
中
に
イ
ク
タ
マ
ヨ

リ
ヒ
メ
の
詳
細
な
神
婚
諄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
崇
神
天

皇
が
彼
を
召
喚
し
た
当
時
、
河
内
の
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
の

一
族
が
三
輪
山
の
祭
祀
権
を

獲
得
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
存
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
正
統
性
の
根

拠
と
し
て
、
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
が
大
物
主
大
神
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ

ヒ
メ
の
神
婚
神
話
に
よ

っ
て
示
す
必
要
が
あ

っ
た
―
―

こ
れ
は
論
証
を
必
要
と
す
る

一
つ
の
仮
説
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、　
一
度
は
検
討
す
る
価
値
の
あ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
、
本
稿
で
は
神
の
衣
に
刺
さ
れ
た

「針
」
と
三
輪
山
ま
で

達
し
て
い
た
と
い
う

「糸
」
に
注
目
し
て
考
え
て
み
た
い
。

二

　

「
針
を
刺
す
」

こ
と
は
何
を
意
味
し

て
い
た
か

蛇
婿
入
り
諄
に
つ
い
て
鋭
い
分
析
を
行

っ
た
柳
田
国
男
は
、
若
者
の
衣
に
刺
さ
れ

た
針
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

（
［
］
内
は
引
用
者
注
記
）。

（Ａ
）
［神
話
と
伝
説
に
］
終
始

一
貫
し
た

［若
者
の
正
体
］
発
見
の
糸
日
は
衣

裳
の
端
に
刺
し
た

一
本
の
針
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
後
世
に
な
る
に
つ
れ
て
、

三
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勝
利
は
次
第
に
人
間
の
方
に
帰
し
蛇
の
壻
は
刺
さ
れ
た
針
の
鉄
気
に
制
せ
ら

れ
、
苦
し
ん
で
死
ん
だ
こ
と
に
な

っ
て
居
る
例
が
多
い
２
。

（Ｂ
）
手
短
か
に
い
ふ
と
霊
怪
の
力
を

［人
間
が
］
見
く
び
る
こ
と
で
、
‥
‥

［霊
怪
は
］
必
ず
し
も
畏
る
ゝ
に
足
ら
ず
、
時
と
場
合
に
よ
り
乃
至
人
間
の

知
慮

［針
を
刺
す
こ
と
な
ど
］
に
よ

っ
て
、
難
を
避
く
る
に
も
お
の
づ
か
ら

道
が
有
る
こ
と
を
、
説
か
う
と
す
る
点
は

一
致
し
て
居
る
Ｃ
。

（Ｃ
）
大
蛇
な
ん
か
の
御
嫁
に
な
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
幸
福
と
は
考

へ
得
な
い
人

が
次
第
に
多
く
な

っ
て
、
や

っ
と
遁
れ
た
追
返
し
た
と
い
ふ
類
の
話
の
み
が
、

耳
を
傾
け
て
聴
か
れ
て
居
る
う
ち
に
、
終
に
は
猿
婿
入
り
と
か
‥
…
い
ふ
、

子
供
も
笑
ふ
よ
う
な
童
話
と
ま
で
零
落
し
た
Ｅ
。

（Ａ
）
は
神
話

ｏ
伝
説
か
ら
昔
話

へ
の
変
化
を
説
明
し
た
文
章
で
、
昔
話
が

「針

の
鉄
気
」
に
よ

っ
て
蛇
が
倒
し
う
る
こ
と
を
説
く
よ
う
に
な

っ
た
変
化
を
指
摘
し
て

い
る
。
（
Ｂ
）
は
、
そ
の
変
化
の
意
義
を
人
間
が
水
の
神
の
恐
れ
を
克
服
し
う
る
と

考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
点
に
求
め
た
文
章
で
、
（
Ｃ
）
は
こ
の
神
婚
伝
承
の
零
落
と

「水
乞
い
型
婿
入
り
諄
」

へ
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
Ξ
。

柳
田
は
、
こ
の
種
の
昔
話
を
人
の
知
恵
の
増
進
に
よ

っ
て
、
水
の
神
の
も
た
ら
す

災
厄
の
回
避
が
可
能
に
な

っ
た
こ
と
を
説
い
た
も
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
柳
田
は
、
伝
説
か
ら
昔
話

へ
の
発
展
を

「人
間
と
水
界
と
の
交
通
の
、
最
後
の

幕
切
れ
で
あ

っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
Ｃ
。

つ
ま
り
、
か

っ
て
は
水
の
神
と
し
て
恐

れ
ら
れ
た
蛇
が
、
人
々
と
霊
界
と
の
交
流
の
衰
退

・
断
絶
に
よ

っ
て
人
に
侮
ら
れ
る

存
在
と
な

っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
昔
話
の
成
立
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
柳
田
の
見
解
に
は
、
疑
間
の
余
地
が
あ
る
。

柳
田
は
、
多
少
な
り
と
も

「史
実
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
神
話

ｏ
伝
説
と
完
全
な

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
昔
話
の
間
に
太
い
断
絶
の
線
を
引
い
て
い
る
こ
。
し
か
し
、

「蛇
婿
の
殺
害
」
と
い
う
点
に
注
目
す
る
と
、
断
絶
は
神
話
と
伝
説
の
間
に
存
す
る
。

西

伝
説
と
昔
話
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
種
の
伝
説

で
も

っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
は
豊
後
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
、
こ
こ
で
も
蛇
神

は
針
の
力
に
よ

っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
が
、
そ
の
子
供
は
勇
者
と
し
て
名
を
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
伝
説
の
結
末
は
、
昔
話
の
よ
う
に
子
が
堕
胎
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。

中
世
の
伝
説
に
お
い
て
も
、
蛇
神
が
針
の
威
力
に
よ

っ
て
死
に
至
る
と
い
う
物
語

が
過
半
を
占
め
て
い
た
Ξ
。
も
し
柳
田
が
主
張
し
た
よ
う
に

「針
の
鉄
気
」
に
敗
れ

る
こ
と
が
水
の
神
の
零
落
の
証
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
説
話
に
よ

っ
て

「
勇
者
の
誕

生
」
を
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
人
間
の
簡
単
な
工
夫
に
敗
北
す
る

よ
う
な
神
の
残
し
た
子
が
、
英
雄
に
成
り
う
る
は
ず
は
な
い
か
ら
だ
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
「
水
の
神
が
人
間
に
侮
ら
れ
る
存
在
に
な

っ
た
か
ら
」
と
い
う
説
明
は
、
伝
説

に
お
け
る
蛇
神
の
死
を
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
針
を
衣
に
刺
す
と
い
う
行
為
の
目
的
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
若
者
の

正
体
探
索
に
あ

っ
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
神
話

・
伝
説
は
も
ち
ろ
ん
、
広
く
流
布

し
た
昔
話
に
お
い
て
す
ら
、
蛇
婿
殺
害
の
意
図
を
も

っ
て
針
を
用
い
た
物
語
は

一
つ

も
存
在
し
な
い
。
蛇
婿
の
殺
害
は
そ
の
意
図
せ
ざ
る
結
果
に
す
ぎ
な
か

っ
た
こ
と
に

な
る
。
柳
田
国
男
の
主
張
は
、
事
実
に
よ

っ
て
容
易
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
類
の
も

の
で
あ

っ
た
。

古
事
記
の
三
輪
山
伝
承
に
お
い
て
も
、
若
者
の
正
体
は
針
と
糸
に
よ

っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
し
か
し
、
古
代
神
話
で
は
神
の
化
身
で
あ
る
蛇
婿
は
死
ぬ
こ
と
な
く
、

そ
の
子
孫
た
ち
は
崇
神
天
皇
の
御
代
に
古
代
国
家
の
祭
祀
権
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
。

そ
れ
は

一
族
の
誇
る
べ
き
始
祖
伝
承
で
あ
り
、
衣
に
刺
さ
れ
た

一
本
の
針
は
、
彼
ら

が
神
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
鮮
や
か
に
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
昔
話
で
は
、

蛇
婿
は

「
針
」
を
衣
に
刺
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
死
に
い
た
る
。
「
針
」
は
、
神
婚

を
証
明
す
る
も
の
か
ら
神
婚
を
破
壊
す
る
も
の
へ
、
ま

っ
た
く
対
極
的
な
意
義
を
も
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つ
も
の
に
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

で
は

「針
の
意
味
」
の
変
化
の
原
因
は
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

柳
田
国
男
は
そ
れ
を
針
の
材
質
に
求
め
て
い
る
。

是

［鉄
の
針
］
が
市
場
に
売
ら
る
ゝ
ま
で
は
、
我
々
の
衣
服
は
ど
う
し
て
縫

つ
た
ら
う
か
。
角
と
か
骨
と
か
を
削

つ
て
針
に
し
た
も
の
か
‥
‥
。
と
に
か
く

鉄
を
針
に
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
大
き
な
出
来
事
で
、
従

つ
て
又
水
の
神
が
針
の

毒
に
か
ゝ
つ
て
斃
れ
た
と
い
ふ
話
も
起
り
、
我
々
の
三
輪
山
神
話
に
も
大
き
な

変
化
を
生
じ
た
Ｃ
。

つ
ま
り
、
柳
田
は
針
が
角
や
骨
か
ら
鉄
製
の
も
の
に
変
化
し
た
と
い
う
歴
史
的
事

実
に
よ

っ
て
、
神
話
か
ら
伝
説

・
昔
話

へ
の
変
化
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
古
代
の
日
本
で
は
鉄
は
長
く
輸
入
に
頼

っ
て
い
た
か
ら
、
三
輪
山
伝
承

の
針
が
角
や
骨
で
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
推
測
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
鉄
製
の

針
の
普
及
は
、
柳
田
の
い
う

「水
の
神
の
零
落
」
よ
り
は
る
か
に
古
か

っ
た
は
ず
あ

Ｚυ
。も

う

一
つ
に
は
、
蛇
婿
殺
害
を
語
る
昔
話
に
お
い
て
も
、
針
が
鉄
製
で
あ

っ
た
こ

と
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。　
一
寸
法
師
の
説

話
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
説
話
世
界
で
は
、
針
の
威
力
は
そ
の
材
質
で
は
な

く
先
端
の
鋭
さ
に
あ

っ
た
。
説
話
に
お
け
る

「針
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
強
大
な
魔
物

や
霊
威
に
満
ち
た
蛇
神
で
す
ら
、
ち

っ
ぽ
け
な
針
の
先
端
の
威
力
に
敗
れ
る
と
い
う

点
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
蛇
神
の
死
因
も
ま
た
古
今
に

一
貫
し
た

「針
の
鋭
さ
」
に
求

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
柳
田
の

「針
の
鉄
気
」
説
は
受
け
入
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。

「針
の
意
味
」
の
変
化
が
そ
の
材
質
に
根
ざ
し
た
も
の
で
な
か

っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
の
変
化
の
理
由
は

「針
を
刺
す
」
行
為
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

当
然
す
ぎ
る
こ
と
だ
が
、
衣
服
調
製
に
お
い
て

「針
を
刺
す
」
と
い
う
表
現
は
、

布
に
穴
を
穿

つ
こ
と
で
は
な
く

「布
を
縫
う
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
結
果

と
し
て
布
の
上
に
糸
の
筋
が
残
さ
れ
る
。
こ
れ
が
破
線
状
と
な

っ
た
場
合
、
縫
い
目

の

一
つ
一
つ
は

「針
目
」
と
呼
ば
れ
た
。

こ
れ
と
混
同
さ
れ
や
す
い
の
が

「糸
目
」
と
い
う
言
葉
で
、
こ
ち
ら
は
縫
い
日
で

は
な
く
糸
の
結
び
目
を
意
味
す
る
。
英
語
で
ノ
ッ
ド
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
凧

と
曳
索
の
つ
な
ぎ
目
な
ど
も
糸
日
と
呼
ば
れ
る
が
、
普
通
に
は
糸
目
と
は
縫
い
糸
の

末
に
付
け
ら
れ
た
結
び
目
を
言
う
。
こ
の
糸
目
は
糸
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
こ
と
か

ら
、
「金
に
糸
目
を

つ
け
な
い
」
と
い
う
表
現
が
生
じ
た
。

つ
ま
り

「
針
を
刺
す
」
は
、
「布
を
縫
う
」
（行
為
）
や

「
針
目
を

つ
け
る
」
（結

果
）
の
文
学
的
な
表
現
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ

っ
た

こ
と
に
な
る
。
常
識
的
に
考
え
て
、
針
を
刺
し
た
ま
ま
の
衣
服
を
着
る
こ
と
な
ど
あ

り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
三
輪
山
伝
承
に
お
い
て
も

「針
を
刺
す
」
と
い

う
表
現
で
語
ら
れ
た
行
為
は
、
糸
が
針
日
と
し
て
衣
に
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

針
を
刺
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
布
に
針
目
を
付
け
た
こ
と
こ
そ
が
物
語
の
出
発
点

で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「針
目
」
は
、
当
然
な
が
ら
布
を
縫
い
合
わ
せ
る
こ
と
や
縁
を
か
が
る
な
ど
の
実

用
的
な
目
的
の
た
め
だ
け
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
目
的
以
外
に

も
、
針
目
は
様
々
な
紋
様
と
な

っ
て
衣
服
を
飾
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
装
飾

法
は
、
技
術
的
に
は
染
色
よ
り
容
易
な
方
法
で
あ
り
、
古
代
社
会
に
は
広
く
普
及
し

て
い
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
針
目
の
紋
様
は
単
な
る
装
飾
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

女
の
霊
力
の
込
め
ら
れ
た

「
呪
紋
」
や

「魔
除
け
」
と
も
な

っ
た
。
古
代
社
会
に
お

い
て
、
衣
服
は
す
べ
て
女
た
ち
の
手
作
り
の
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
そ

れ
が
麻
布
の
衣
な
ら
ば
、
種
ま
き
か
ら
、
製
糸
、
染
色
、
機
織
り
、
そ
し
て
仕
立
て

に
至
る
ま
で
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
く
根
気
の
い
る
作
業
を
通
し
て
、
衣
服
は

三
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完
成
さ
れ
た
。　
一
枚
の
着
物
に
女
性
た
ち
の
ど
れ
ほ
ど
多
ぐ
の
労
力
と
苦
心
が
込
め

ら
れ
て
い
た
か
‥
‥
、
そ
れ
は
我
々
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
だ

っ
た
に
違

い
な
い
。
そ
う
し
た
忍
耐
強
い
情
熱
の
末
に
作
ら
れ
た
衣
服
を
家
族
や
男
た
ち
に
着

せ
る
前
に
、
古
代
の
女
性
た
ち
は
針
目
の
紋
様
を
ほ
ど
こ
し
、
そ
こ
に
自
分
た
ち
の

霊
力
を
込
め
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
そ
の
衣
服
を
ま
と

っ
た
人
が
、
恐
ろ
し
い
災
厄

や
禍
々
し
い
悪
霊
に
襲
わ
れ
な
い
こ
と
を
願

っ
た
の
で
あ
る
。

も
し
そ
の
衣
服
を
着
せ
る
の
が
最
愛
の
夫
や
恋
人
だ

っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

「
魔
除
け
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
女
に
よ
る

「専
有
の
印
」
と
も
な

っ
た
。
夫
や
恋

人
を
持

つ
女
に
と

っ
て
は
、
危
害
を
加
え
よ
う
と
襲
い
か
か
る
悪
霊
も
横
取
り
を
狙

っ

て
近
づ
く
女
も
ほ
と
ん
ど
同

一
視
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
「
こ
れ
は
私
が
恋
人
、
夫
と
し
て
専
有
し
て
い
る
男
だ
。
こ
の
男
に

手
を
出
す
な
。
も
し
手
を
だ
せ
ば
針
目
に
込
め
ら
れ
た
私
の
霊
力
で
呪

っ
て
や
る
ぞ
」

と
い
う
強
力
な
警
告
で
あ
る
。

も
し
、
他
の
女
が
こ
の
男
と
親
し
く
な
り
、
そ
の
衣
に
新
し
い
針
目
を

つ
け
た
な

ら
ば
、
そ
れ
は

「横
領
の
印
」
で
あ
り
、
新
た
な
専
有
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ

っ
た

に
違
い
な
い
。

三
輪
山
の
神
の
裾
に
つ
け
ら
れ
た
針
目
も
、
本
来
は
女
に
よ
る
こ
う
し
た

「専
有

の
印
」
だ

っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
針
を
刺
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
イ

ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
は
蛇
の
化
身
で
あ
る
若
者
は
私
の
専
有
し
て
い
る
男
だ
、
と
宣
言

し
た
こ
と
に
な
る
。
古
代
社
会
に
お
い
て
、
針
糸
探
索
の
説
話
が
生
ま
れ

（
そ
れ
が

海
外
か
ら
の
輸
入
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
今
は
間
わ
な
い
）
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た

背
後
に
は
、
女
た
ち
に
よ
る
こ
う
し
た
呪
術
的
習
慣
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
呪
紋
や
魔
除
け
と
し
て
の
針
目
は
、
海
女
た
ち
の
磯
着
や
手
ぬ
ぐ
い
の

文
様

（伊
勢
で
は
ド
ー
マ
ン

・
セ
ー
マ
ン
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
と
し
て
現
代
に

ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

「千
人
針
」
は
近
代
社
会
に
入

っ
て
か
ら
生

冥

ま
れ
た
風
習
だ
が
、
や
は
り
女
の
霊
力
が
針
目
に
宿

っ
て
い
る
と
い
う
伝
統
的
な
考

え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
も

っ
と
も
、　
一
人
の
女
の
霊
力
で
す
ら
恐
ろ
し
い
の
だ
か

ら
千
人
の
女
た
ち
の
千
の
針
目
な
ら
無
敵
で
あ
ろ
う
と
い
う
思
考
は
、
針
目
が
本
来

は

一
人
の
女
の
他
の
女
た
ち
に
対
す
る
威
嚇
だ

っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

っ
た

後
に
生
じ
た
、
近
代
主
義
的
な
錯
覚
で
あ
る
。

こ
う
し
た
種
類
の
マ
ー
キ
ン
グ
は
、
実
は
日
本
以
外
の
国
々
に
も
見
ら
れ
る
。
西

欧
に
お
け
る

「
リ
ン
グ
」
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ

っ
た
。
男
女
が
指
輪
を
贈
り
あ
う
慣

習
の
元
来
の
意
味
は
、
専
有
の
印
を
相
手
の
身
に
つ
け
さ
せ
横
取
り
を
企
む
者
た
ち

を
排
除
せ
ん
と
し
た
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
意
義
は
、
古
代
日
本
の
針
日
と
少
し
も
異

な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
か
の
地
の
人
々
も
ま
た
リ
ン
グ
を
単
な
る
装

身
具
と
は
考
え
ず
、
霊
力
が
宿
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。

男
の
衣
服
に
針
目
を
付
け
る
と
い
う
行
為
の
意
味
が
我
々
の
推
測
の
と
お
り
で
あ

っ

た
と
し
た
ら
、
三
輪
山
の
針
と
糸
の
意
義
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
神
話

は
、
夜
ご
と
訪
れ
る
若
者
の
衣
に
針
目
が
付
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
伝
え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
娘
と
三
輪
山
の
神
の
関
係
が
か
り
そ
め
の
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
相

手
を
専
有
し
あ
う
関
係
に
あ

っ
た
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
若
く
て
ハ
ン
サ
ム

な
神
様
で
あ
れ
ば
、
あ
ち
こ
ち
に
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
は
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

我
が

一
族
の
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
だ
け
は
そ
う
い
う
女
た
ち
の

一
人
で
は
な
く
神
が

最
も
深
く
愛
し
た
女
性
、
三
輪
山
の
神
の
本
当
の
妻
だ

っ
た
の
で
す
よ
、
と
オ
オ
タ

タ
ネ
コ
は
語

っ
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
三
輪
山
の
神
婚
諄
と
は
、
彼
と
そ
の

一

族
が

「針
目
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ

っ
て
自
分
た
ち
の
血
統
の
由
緒
正
し
さ
を
主
張

し
た
神
話
伝
承
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

古
代
世
界
に
お
い
て
は
、
「
男
の
衣
に
付
け
ら
れ
た
針
目
」
が
専
有
の
印
で
あ
る

こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ

っ
た
。
だ
か
ら
た
と
え
正
体
探
索
の
手
段
と
い
う
説

話
的
粉
飾
を
伴

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
針
と
糸
の
物
語
は
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
の
祭
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祀
権
の
正
統
性
を
証
明
し
う
る
神
話
伝
承
と
し
て
古
事
記
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
が
い
た
河
内
の
美
怒
村
は
三
輪
山
か
ら
は
遥
か
に

遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
大
物
主
大
神
は
、
本
当
に
そ
ん
な
遠
方
の
村
に
出
か
け
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
証
明
で
き
る
の
か
。

〓
一

「
苧

環
」

の
語
義

の
混
乱

柳
田
国
男
は
、
説
話
の
発
端
に
注
目
し
て
、
こ
の
タ
イ
プ
の
昔
話
を

「苧
環
型
」

と
名
付
け
、
若
者
の
衣
に
つ
け
ら
れ
た
麻
糸
が
オ
ダ

マ
キ
に
巻
か
れ
て
い
た
と
な
ん

の
疑
問
も
な
く
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
本
当
に
正
し
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
柳
田

は
そ
の
著
書
の
ど
こ
で
も
、
こ
の
見
解
の
根
拠
を
説
明
し
て
は
い
な
い
ｏ

そ
も
そ
も

「苧
環
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
か
、
こ
れ
に
正
確
に
答

え
ら
れ
る
人
は
今
で
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
は
、
こ
の
百
葉
の
意
味

に
は
小
さ
い
と
は
言
え
な
い
混
乱
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
困
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

説
話
の
類
型
の
名
称
と
し
て
は
き
わ
め
て
不
便
な
状
態
が
放
置
さ
れ
て
き
た
。
「
苧

環
型
」
の
核
心
的
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
煩
瑣
を
い
と
わ
ず
再
検
討
し
た
い
。

「
お
だ
ま
き
」
は
、
①
麻
糸
を
丸
く
巻
い
た
糸
玉
、
②
糸
巻
き
の

「
四

つ
枠
」
、

③
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
の
花
、
な
ど
の
呼
称
と
し
て
通
用
さ
れ
て
き
た

（
そ
の
他
の
用
法

も
あ
る
が
、
今
は
省
く
）
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
、
オ
ダ

マ
キ
と
言
え
ば

一
般
に
は
②

の
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
近
代
の
辞
書
編
纂
者
は
こ
の
用
法

を
誤
り
と
し
て
き
た
点
に
あ
る
。

す
で
に
江
戸
時
代
の
こ
ろ
、　
一
般
庶
民
に
は
、
苧
環
と
は

「
四
つ
枠
」
と
呼
ば
れ

る
木
製
の
糸
巻
き
の
こ
と
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
歌
舞
伎
の

「妹
背
山

女
庭
訓
」
に
は
こ
の
四
つ
枠
が

「
お
だ
ま
き
」
の
名
で
登
場
す
る
。
し
か
し
、
近
代

の
代
表
的
な
国
語
辞
典
に
お
け
る
説
明
で
、
お
だ
ま
き
を
四
つ
枠
の
呼
称
と
し
た
も

の
は
、
私
見
の
限
り
で
は
ひ
と
つ
も
な
い

（広
辞
苑
、
大
言
海
、
日
本
国
語
大
辞
典

そ
の
他
ど
の
辞
書
に
も
見
え
な
い
）
。

で
は
①
の

「麻
糸
の
糸
玉
」
は
国
語
辞
典
で
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
た
と
え
ば
大
辞
林
で
は

「
つ
む
い
だ
麻
糸
を
巻
い
て
中
空
の
玉
に
し
た
も

の
」
と
あ
り
、
他
の
辞
典
で
も
だ
い
た
い
似
た
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
同

じ
と
い
う
こ
と
は
原
典
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
は
谷
川
士
清
の

「倭
訓
栞
」
だ
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
書
で
谷
川
は
を、
だ、
ま、
き、
を

「麻
環
の
儀
紡
麻
の
巻
子
也
外
円
か
に
内

虚
な
れ
は
環
に
似
た
る
也
」
０

と
説
明
し
、
③
の
花
の
名
称
は
取
り
上
げ
て
い
る

が
、
四
つ
枠
に
つ
い
て
は

一
言
も
言
及
し
て
い
な
い
。
彼
は
②
の
四
つ
枠
を
お
だ
ま

き
と
呼
ぶ
こ
と
は
誤
用
と
見
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
近
代
の
代
表
的
な
国
語
辞

典
は
み
な
谷
川
士
清
の
見
解
を
踏
襲
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

一
言
で
言
え
ば
、
オ
ダ

マ
キ
は
古
く
は
中
空
の
麻
の
糸
玉
を
意
味
し
、
江
戸
時
代

に
四
つ
枠
の
名
称
に
転
用
さ
れ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
辞
書
が
現
在
も
な
お
古
義
の
み

を
記
載
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
混
乱
を
い
っ
そ
う
深
く
し
て
い
る
の

は
、
近
代
の
国
語
辞
書
の
多
く
が
お
だ
ま
き
を

「
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
の
多
年
草
」
の
花

の
呼
称
と
し
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
花
の
形
が

「
四
つ
枠
」
に
そ

っ
く
り

な
た
め
に
こ
の
名
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
辞
書
類
の
挿
絵
は
ど
れ
も
こ
の
視
点

か
ら
花
を
描
い
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
辞
書
編
者
の
だ
れ
も
が
、
こ
の
花
の
名
称
の

由
来
を
確
認
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
オ
ダ

マ
キ
の
古
義
の
み
を
示
し
、

語
義
が
近
世
の
昔
に
変
化
し
た
こ
と
を
無
視
し
な
が
ら
、
こ
の
名
称
転
化
の
結
果
生

ま
れ
た
花
の
名
前
を
記
載
し
て
い
る
の
は
、
辞
書
編
者
の
怠
慢
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
辞
書
と
現
実
の
言
語
使
用
と
の
乖
離
を
も

っ
て
、
∧
国
語
学

者
の
間
き
及
び
え
な
い
僻
地
で
は
、
四
つ
枠
を
お
だ
ま
き
と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
が

あ
る
∨
と
考
え
る
人
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ら
ば
、
三
輪
山
の
麻
糸
が
四
つ
枠

薯
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に
も
、
ま
た
い
か
な
る
形
の

「糸
巻
き
」
に
も
巻
か
れ
て
は
い
な
か

っ
た
こ
と
を
、

直
接
証
明
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

Ｌ
お
だ
ま
き
」
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
最
初
に
思
い
浮
か
べ
る

の
は
、
『
義
経
記
』
の
静
御
前
が
頼
朝
の
前
で
歌

っ
た
と
い
う
歌
謡
の

一
節
で
あ
ろ

う
。
「
し
づ
や
し
づ
賤
の
を
だ
ま
き
繰
り
返
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が
な
」
は
、

静
御
前
の
口
を
借
り
て
語
ら
れ
た
義
経
の
詠
嘆
の
声
で
あ
る
。
「
ンヽ
ズ
」
は
御
前
の

名
前
で
あ
る
と
と
も
に
古
代
織
物
の

一
種
で
あ
る

「
し
ず
」
を
意
味
し
て
い
る
。

「
繰
り
返
す
」
の
は
糸
巻
き
で
は
な
く
糸
で
あ
る
か
ら
、
歌
詞
の
意
味
は

「
シ
ズ
織

り
の
糸
を
オ
ダ

マ
キ
の
た
め
に
巻
き
戻
す
よ
う
に
‥
…
」
と
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ

で
は

「
お
だ
ま
き
」
は
糸
巻
き
具
で
は
な
く

「糸
を
繰
り
返
す
作
業
」
そ
の
も
の
を

指
し
て
い
る
。
で
は
作
業
と
し
て
の

「
オ
ダ

マ
キ
」
と
は
何
か
。
こ
の
点
が

「
三
輪

の
糸
が
残

っ
た
」
の
理
解
に
は
必
須
な
要
点
な
の
で
、
少
し
詳
ｔ
く
見
て
ゆ
く
こ
と

に
し
た
い
。

麻
糸
の
製
糸
法
は
、
絹
や
木
綿
な
ど
と
は
ま

っ
た
く
異
な
り
、
茎
の
表
皮
を
精
製

し
細
か
く
裂
い
た
も
の

（靭
皮
繊
維
と
言
う
）
を
、
繋
い
で

一
本
の
糸
と
す
る
。
こ

れ
を

「績
む
」
と
い
っ
た
。
そ
の
繋
ぎ
方
に
は
、
大
別
し
て

「結
ぶ
」
の
と

「
撚
り

あ
わ
せ
る
」
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
で
糸
に
方
向
が
で
き
る
。

繋
い
だ
場
所
に
生
じ
る
糸
の
端
は
末
に
向
か

っ
て
傾
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
糸
に

方
向
が
あ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
作
業
を
す
る
に
し
ろ
、
糸
の
モ
ト

（初
緒
と
も
言

う
）
か
ら
ス
エ
に
向
か

っ
て
作
業
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
逆
ら
う
向
き
に

動
か
す
と
糸
は
切
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
撚
り
や
染
色
、
糊
付
け

な
ど
の
加
工
作
業
が
終
わ
る
と
、　
一
日
の
終
わ
り
に
糸
を
巻
き
戻
す
作
業
が
必
要
と

な
る
。
こ
の
作
業
が

「
オ
ダ

マ
キ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
麻
糸
調
製
の
こ
う

し
た
特
色
を
知
ら
ず
に
は
、
静
御
前
の
歌
の
意
味
は
理
解
で
き
な
い
。

糸
に
方
向
が
あ
る
と
い
う
特
色
は
、
麻
糸
だ
け
で
な
く
靭
皮
繊
維
か
ら
作
ら
れ
る

天

す
べ
て
の
糸

（梶
、
椿
、
科
、
藤
、
葛
な
ど
）
に
共
通
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

靭
皮
繊
維
糸
の
場
合
、
「
績
む
」
と
い
う
技
術
は
基
本
的
に
同

一
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
靭
皮
繊
維
の
糸
で
は
す
べ
て
、
オ
ダ

マ
キ
が
必
須
の
作
業
で
あ

っ
た
。

「
オ
ダ

マ
キ
」
と
は

「最
初
の
緒

（初
緒
と

を
出
す
た
め
に
糸
を
巻
き
戻
す
作
業
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
語
源
は

「緒
出
し
巻
き
」
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
オ
ダ

マ
キ
と
言
え
ば
四
つ
枠
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
実
は
四
つ
枠
は

「緒
出
し
」
に
は
必
ず
し
も
適
切
な
道
具
で

は
な
か

っ
た
。
初
緒
を

一
番
上
に
す
る
た
め
に
糸
を
巻
き
戻
そ
う
と
す
れ
ば
、
糸
枠

へ
は
糸
の
末
か
ら
巻
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
糸
の
方
向
と
は
逆
向
き
に
巻

き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
左
手
で
糸
巻
き
機
の
ハ
ン
ド
ル
を
回
し
右
手
の

指
先
で
糸
を
持
ち
な
が
ら
巻
き
取
れ
ば
、
靭
皮
繊
維
の
糸
は
右
手
の
掌
の
中
を
逆
方

向
に
進
み
、
毛
羽
立

っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
麻
糸
の
場
合
に
は
四
つ
枠

へ
の
巻
き

戻
し
は
、
管
や
紡
錘
に
巻
か
れ
た
糸
か
、
か
せ
台
に
掛
け
ら
れ
た
糸
に
限
ら
れ
て
い

た

（図
１
１
は
、
そ
の

一
例
で
あ
る
）
。

「
四
つ
枠
」
は
糸
巻
き
と
し
て

は
き
わ
め
て
能
率
的
な
道
具
で
、

日
本
で
は
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
数
は
多
く
な
い

が
、
古
代
の
遺
跡
か
ら
も
出
土
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
代
社
会

に
お
い
て
広
く
普
及
し
て
い
た
と

は
考
え
に
く
い
。
四
つ
枠
に
糸
を

巻
き
取
る
に
は
専
用
の
巻
き
取
り

装
置

（糸
を
斜
め
に
巻
き
取
る
た

め
の
機
構

「綾
振
り
」
が
付
属
す

図 1 四つ枠ともっとも素朴な巻き取り具

(出典 :長野五郎ほか『織物の原風景』110頁 )



武笠俊一 三輪山の神の遠出 ―「三輪の糸」が語ろうとしたもの一

る
こ
と
が
多
い
）
を
必
要
と
す
る
。
こ
う
し
た
多
少
と
も
複
雑
な
道
具
を
必
要
と
す

る
た
め
、
古
代
社
会
に
お
け
る
広
い
普
及
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
近
年
に
い
た

る
ま
で
、
「
糸
の
巻
き
返
し
」
が
常
に
苦
し
い
労
働
の
代
名
詞
で
あ

っ
た
の
は
、
四

つ
枠
の
普
及
が
近
世
に
入

っ
て
も
な
お
容
易
に
進
展
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

麻
糸
な
ど
の
方
向
が
あ
る
糸
の
場
合
、
巻
き
取
り
と
引
き
出
し
が
逆
の
方
向
に
な

る
四
つ
枠
は
糸
の
調
製
作
業
に
は
不
向
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
在
日
本
の

一
部
の

地
域
で
作
ら
れ
て
い
る

「古
代
布
」
「
草
木
布
」
に
お
い
て
も
、
四

つ
枠
は
、
糸
の

方
向
を
さ
ほ
ど
問
題
と
し
な
い
経
糸
の
整
経

（経
糸
を
機
織
機
に
か
け
る
直
前
の
綾

を
取
る
作
業
）
に
の
み
使
わ
れ
て
い
る
。
（図
１
２
）

ま
た
、
麻
糸
の
場
合
乾
燥
は
大
敵
で
、
作
業
は
常
に
糸
を
湿
ら
せ
て
行
わ
れ
る
。

越
後
地
方
が
優
れ
た
麻
織
物

（上
布
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
の
産
地
と
し
て
残

っ
た
の

は
こ
の
た
め
だ
が
、
四
つ
枠
に
巻
か
れ
た
糸
は
乾
燥
し
や
す
く
、
麻
布
の
調
製
に
は

不
向
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
四
つ
枠
は
、
お
も
に
糸
の
乾
燥
が
必
要
な
絹
織
物
の
分

野
で
用
い
ら
れ
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
。

じ
つ
は
、
こ
の
　
　
　
　
ヽ
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

点
で
は
柳
田
国
男

ている

は
き
わ
め
て
慎
重
　
　
　
　
＼
ト
ー
ー
ー
ー
ー
‐
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｊ

な
姿
勢
を
と
っ
て
　
　
　
＼
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ａ怪
犠
彰
ジ
７

経

い
た
。
彼
は
三
輪
　
　
＼
ヽ
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
場
舅
年
ヽ
卜
　
可

山
の
麻
糸
を

「苧
　
　
＞
＼
　
　
イ
　
　
‐
‐
―
―
―
‐
‐
　
■
ヨ
ヽ
要
ヽ

　
　
日

苧
環
が
四
つ
枠
の

こ
と
だ
と
は
、
ど

こ
に
も
述
べ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
柳
田
は

「苧
環
」
が
四
つ
枠
で
は
あ
り
得
な

い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
麻
糸
が
四
つ
枠
に
巻
か

れ
て
い
た
と
考
え
た
の
は
後
人
の
浅
慮
だ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
四
つ
枠
の
普
及
が
か
な
り
新
し
い
時
代
の
こ
と
で
、
麻
糸
を
巻
く
に
は

不
適
切
な
も
の
だ

っ
た
と
し
て
も
、
「
糸
巻
き
」
の
存
在
自
体
は
糸
の
歴
史
と
と
も

に
古
い
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
三
輪
山
伝
承
の
糸
は
、
四
つ
枠
と
は
別
種
の
よ

り
素
朴
な
糸
巻
き
に
巻
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「糸
巻
き
」
と
は
糸
を
巻
く
道
具
の
総
称
で
あ
る
。
そ
れ
は
箸
の
よ
う
な
棒
状
の

も
の
、
板
状
の
も
の
な
ど
様
々
な
形
態
の
も
の
が
使
わ
れ
て
き
た
。
形
は
ど
う
あ
れ
、

そ
れ
は
糸
を
そ
の
周
囲
に

「巻
く
」
道
具
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
し
神
の
衣
に
付
け

ら
れ
た
糸
が
何
ら
か
の
糸
巻
き
に
巻
か
れ
て
い
た
の
な
ら
、
残

っ
た
糸
は

「
三
巻
き
」

と
呼
ば
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
古
事
記
で
は
、
麻
糸
は
わ
ず
か
に

「
三
輪
」
が
残

っ
た
と
書
か
れ
て
い

る
。
糸
が
何
ら
か
の
モ
ノ
に
巻
き
付
け
ら
れ
て
い
る
状
態
を

「輪
」
と
表
現
す
る
こ

と
は
、
ふ
つ
う
日
本
語
で
は
し
な
い
。
だ
か
ら

「
三
輪
残

っ
た
」
と
い
う
糸
は
糸
巻

き
に
は
巻
か
れ
て
い
な
か

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

も
し
神
の
衣
に
つ
け
ら
れ
た
の
が
糸
巻
き
の
糸
で
な
か

っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
形
で

「輪
」
に
な

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
機
織
り
の
糸
が
輪
の
形
を

と
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
整
経
を

へ
て
束
ね
ら
れ
た
糸

（
こ
れ
は

「綾
」
と

い
う
交
点
を
持
ち
８
の
字
形
の
輪
に
整
え
ら
れ
て
い
る
）
と
、
か
せ
糸
の
場
合
ぐ
ら

い
し
か
な
い
。
前
者
か
ら
糸
を
引
き
出
す
こ
と
は
非
現
実
的
で
考
察
の
必
要
は
な
か

ろ
う
。
カ
セ
糸
は
、
カ
セ
枠
か
ら
は
ず
し
た
状
態
で
数
力
所
を
糸
で
括
り
、
精
錬
や

染
色
、
糊
付
け
な
ど
の
作
業
が
行
わ
れ
る

（保
存
、
運
搬
、
出
荷
も
こ
の
形
態
で
行

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
。
カ
セ
枠
か
ら
は
ず
し
た
状
態
の

「
カ
セ
糸
」
か
ら
端
が
も

つ
れ
る
こ
と
な
く
糸
を
引
き
出
す
こ
と
は
や
は
り
き
わ
め
て
難
し
い
。
た
と
え
ば
染

死

環
に
巻
か
れ
て
い

説 た
明

ヒ

し と
な く
が  り
ら 返ヽ

し

図 2 四つ枠。

(出典 :『織物の原風景』211頁 )
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色
作
業
の
後
、
カ
セ
糸
か
ら
の
糸
を
繰
り
出
す
た
め
に
は
、
こ
れ
を
い
ま

一
度
カ
セ

枠
や
カ
セ
車
な
ど
に
移
し
替
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
三
輪
山
伝
承
が
こ
う
し

た
道
具
を
前
提
に
語
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
を
よ
く
知

っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、

柳
田
は
衣
の
裾
に
付
け
ら
れ
た
糸
は
糸
枠
に
巻
か
れ
て
い
た
と
考
え
、
多
く
の
人
が

疑
問
も
な
く
柳
田
の
主
張
を
受
入
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は

「
三
輪
残

っ
た
」
と
い
う
記
述
が
説
明
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

若
者
の
衣
に
つ
け
ら
れ
た
糸
が
、
糸
枠
に
巻
か
れ
て
い
た
も
の
で
も
な
く
、
カ
セ

糸
で
も
な
か

っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
で
輪
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

四

　

「
へ
そ

玉
」

の
美

し
さ

イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚
諄
に
お
い
て
、
若
者
の
衣
に
つ
け
ら
れ
た
麻
糸
が
ど

の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
、
原
文
を
示
そ
う
。

其
の
父
母
、
其
の
人
を
知
ら
む
と
欲
ひ
て
、
其
女
に
誨

へ
て
日
ひ
け
ら
く
、

「
‥
‥
閑
蘇
識
わ
器
難
紡
麻
を
針
に
貫
き
て
、
其
の
衣
の
裾
に
刺
せ
。
」
と
い
ひ
き
。

故
、
教
の
如
く
し
て
旦
時
に
見
れ
ば
、
針
著
け
し
麻
は
戸
の
鉤
穴
よ
り
控
き
通

り
て
出
で
て
、
唯
遺
れ
る
麻
は
三
勾
の
み
な
り
き
３
。

「
閑
蘇
」
と
は
何
か
。
古
事
記
伝
は
、
「
和
名
抄
に
、
楊
氏
漢
語
抄
二
云
、
巻
子

閑
蘇
、
‥
‥
間
巷
ノ
所
伝
フ
ル
、
続
麻

円
巻
名
也
と
あ
り
、
名
義
は
、
綜
麻
に
や
」
０

と
述

べ
て
い
る
が
、
「
綜
麻
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
倉
野
憲
司
は
記
伝
の
こ

の
文
を
引
い
て

「紡
い
だ
麻
糸
を
環
状
に
幾
重
に
も
巻
い
た
も
の
」
と
倭
訓
栞
の
オ

ダ

マ
キ
と
同
じ
説
明
を
つ
け
加
え
て
い
る
（じ
。
宣
長
以
後
諸
説
は
ど
れ
も
似
た
り
よ

っ

た
り
で
、
結
局

「遺
れ
る
麻
は
三
勾
の
み
」
の
説
明
に
役
立

つ
も
の
は
な
い
。
Ｆ

一

輪
の
糸
」
の
意
味
を
解
明
す
る
に
は
、
古
人
が
分
か
り
切

っ
た
こ
と
だ
と
考
え
て
い

二〇

た

「
環
状
に
幾
重
に
も
巻
い
た
も
の
」
が
ど
の
よ
う
な
巻
き
方
だ

っ
た
か
を
あ
ら
た

め
て
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
代
か
ら
近
世
に
い
た
る
ま
で
、
麻
糸
に
代
表
さ
れ
る
靭
皮
繊
維
の
製
糸
は
ほ
と

ん
ど
同

一
の
、
そ
し
て
き
わ
め
て
完
成
さ
れ
た
技
術
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
績

ま
れ
て
桶

（あ
る
い
は
籠
）
に
貯
め
ら
れ
た
麻
糸
は
、
績
む
作
業
が
終
わ

っ
た
と
き

容
器
ご
と
ひ

っ
く
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て

一
番
上
に
な

っ
た
糸
の
最
初
の
糸
口

（初

緒
）
か
ら
巻
き
取
ら
れ
て
、
糸
の
王
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
が

「
へ
そ
玉
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。
谷
川
士
清
が

「
紡
麻
の
巻
子
」
、
本
居
宣
長
が

「
綜
麻
」
と
言

っ

た
も
の
は
、
こ
れ
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ソ
ク
リ
と
は

「
へ
そ
玉
繰
り
」
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
か
ら
、
こ
れ
は
つ
い
最
近
ま
で
も

っ
と
も
広
く
知
ら
れ
た
製
糸
技
術
の
ひ
と

つ
で

あ

っ
た
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
。

へ
そ
玉
は
、
写
真
１
の
よ
う
に
き
わ
め
て
独
特
な
形
状
を
も

つ
糸
玉
だ
が
、
今
と

な

っ
て
は
そ
の
技
術
的
特
質
を
説
明
す

る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

糸
玉
に
は
、
手
ま
り
や
毛
糸
玉
の
よ

う
に
糸
を
無
方
向
に
巻
く
も
の
と
、
な

ん
ら
か
の
芯
棒

（回
転
す
る
軸
）
に
、

規
則
正
し
く
巻
い
て
ゆ
く
も
の
と
の
二

種
類
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
糸
は
か

な
ら
ず
回
転
軸
に
た
い
し
斜
め
に
巻
か

れ
て
ゆ
く
。
も
し
糸
が
水
平
に

（軸
に

た
い
し
て
は
垂
直
に
）
巻
か
れ
る
と
、

上
の
糸
が
内
部
に
食
い
込
ん
で
し
ま
う
。

こ
う
し
た
巻
き
方
を
す
る
と
、
糸
を
繰

り
出
す
時
に
中
に
埋
も
れ
た
糸
が
切
れ

写真 1 へそ玉 (関川しな織リセンターにて、筆者

が撮影したもの。左手前に糸尻の留めが見える。)



た
り
、
糸
玉
が

「も
っ

て
行
か
れ
て
」
し
ま

う
。
そ
れ
を
防
ぐ
た

め
に
、
糸
は
か
な
ら

ず
斜
め
に
規
則
正
し

く
巻
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

へ
そ
玉
も
や
は
り

糸
を
斜
め
に
巻
い
て

ゆ
く
が
、
左
手
の
親

指
を
芯
棒
と
し
て
使

う
点
に
そ
の
特
色
が
あ
る
。
写
真
２
は
そ
の
巻
き
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
親
指

の
根
元
の
方
が

へ
そ
玉
の
頂
点
に
、
指
先
側
が
底
辺
と
な
る
。
麻
糸
は
頂
点
の
穴
の

縁
か
ら
底
辺
を

へ
て
、
ま
た
頂
点
の
縁

へ
戻
る
。　
一
巻
き
で
ほ
ぼ
同

一
地
点
に
戻
る

が
、
戻

っ
た
糸
は
縁
に
掛
か

っ
た
前
の
糸
を
押
さ
え
て
少
し
先
に
進
む
こ
と
に
な
る
。

巻
き
終

っ
た
後
、
親
指
を
抜
く
と
、

へ
そ
玉
の
中
心
に
は
円
筒
形
の
空
洞
が
形
成
さ

れ
る
。　
一
見
素
朴
な
こ
の
方
法
が
、
も

っ
と
も
合
理
的
な
靭
皮
繊
維
の
糸
の
巻
き
方

な
の
で
あ
る
。

糸
玉
は
、
糸
が
巻
か
れ
る
ご
と
に
四
本
の
指
に
支
え
ら
れ
つ
つ
親
指
の
周
り
を
少

し
づ
つ
回
転
し
て
ゆ
く
。

へ
そ
玉
特
有
の
三
角
錐
形
は
、
親
指
と
残
り
の
指
の
鋏
状

の
開
き
に
添

っ
て
作
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
糸
が
幾
重
に
も
巻
か
れ
て
糸
玉
が
大

き
く
な
る
と
、
た
て
穴
の
丈
は
親
指
の
長
さ
を
越
え
て
伸
び
、
親
指
の
先
に
円
筒
形

の
空
洞
が
成
長
し
て
ゆ
く
。
心
棒
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
糸
玉
が
成
長
し
て
ゆ
く

の
は
不
思
議
で
は
あ
る
が
、
外
側
の
糸
は
か
な
ら
ず
頂
上
と
底
部
の
縦
穴
の
二
つ
の

縁
を
往
復
す
る
形
に
巻
か
れ
て
ゆ
く
た
め
糸
が
ず
れ
る
こ
と
が
な
く
、
た
て
穴
内
部

の
糸
も
弾
力
が
あ
る
た
め
に
空
洞
が
崩
れ
る
こ
と
は
な
い
。
最
後
の
十
数
回
は
糸
は

水
平
に
ま
か
れ
、
糸
尻
が
結
び
留
め
ら
れ
て
、

へ
そ
玉
が
完
成
す
る

（写
真
１
で
は

右
手
前
に
糸
尻
の
結
び
目
が
見
え
る
）
。
こ
う
し
て
作
ら
れ
た

へ
そ
玉
は
、
底
辺
が

扁
平
な
卵
型
と
な
り
、
直
径
が
二
〇
セ
ン
チ
近
く
、
中
心
の
縦
穴
も
直
径
を
超
え
る

長
さ
と
な
る
。

「
ヘ
ソ
玉
」
と
は
、
こ
う
し
て
作
ら
れ
る
幻
の
心
棒
に
巻
か
れ
た
糸
の
環
の
集
合

体
な
の
で
あ
る
。
「
和
名
抄
」
の

「
続
麻

円
巻
」
、
大
辞
林
の

「
つ
む
い
だ
麻
糸
を

巻
い
て
中
空
の
玉
に
し
た
も
の
」
と
は
、
こ
れ
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
オ
ダ

マ
キ
に

当
て
ら
れ
た

「苧
環
」
と
い
う
漢
字
表
現
も
、
本
来
は

へ
そ
玉
の
形
態
を
表
現
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

写
真
の
へ
そ
玉
は
、
山
形
県
鶴
岡
市
関
川
で
科
の
本
の
靭
皮
繊
維
か
ら
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
写
真
３
で
は
、
縦
穴
の
内
部
に
規
則
正
し
く
幾
重
に
も
巻
か
れ
た
糸

の
層
が
見
え
、

へ
そ
王
制
作
に
は
高
度

な
技
術
が
必
須
な
こ
と
が
分
か
る
。
同

所
の

「
関
川
し
な
織
リ
セ
ン
タ
ー
」
に

は
熟
練
し
た
製
糸
技
術
の
継
承
者
が
い

て
、
今
も
古
代
布
の
生
産
を
続
け
て
い

る
。
麻
糸

の

へ
そ
玉
は
、
米
沢
市

の

「
原
始
布

・
古
代
織
参
考
館
」

で
展
示

品
を
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
３
。

へ
そ
玉
に
お
い
て
は
、
糸

の
先
端

（初
緒
）
は

一
番
最
初
に
左
手
の
親
指

に
巻
き
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
糸

を
引
き
出
す
時
に
は
、
初
緒
は
外
周
で

は
な
く
縦
穴
の
内
部
か
ら
上
方
に
引
き
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出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
糸
が
中
心
の
縦
穴
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
ゆ
く
た
め
に
、　
ヘ

そ
玉
は
常
に
直
立
し
て
動
か
ず
、
毛
糸
玉
の
よ
う
に
床
の
上
を
転
が
る
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。

へ
そ
玉
の
も
う

一
つ
の
利
点
は
、
糸
を
巻
き
取
る
時
に
、
糸
が
本
来
も

つ
方
向
に

そ

っ
て
糸
が
進
む
点
に
あ
る
。
左
手
の
親
指
に
糸
を
右
手
で
巻
い
て
ゆ
く
時
、
糸
は

右
手
の
丸
め
た
掌
の
中
を
順
方
向
に
流
れ
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
木
綿
や
羊
毛
の
糸

と
違
い
糸
に
方
向
の
あ
る
靭
皮
繊
維
の
糸
の
調
製

・
加
工
過
程
に
お
い
て
、

へ
そ
玉

は
技
術
的
に
も

っ
と
も
合
理
的
な
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
故
長
く
使
わ
れ
て
き
た
技
術

で
あ

っ
た
。

長
野
五
郎
と
ひ
ろ
い
の
ぶ
こ
は
、
草
木
布
の
技
術
的
特
色
に
つ
い
て
包
括
的
か

つ

詳
細
な
研
究
を
行

っ
た
。
二
人
は
そ
の
画
期
的
な
業
績

『
織
物
の
原
風
景
』
の
中
で
、

「樹
皮
や
草
皮
の
糸

［
の
製
糸

ｏ
調
製
］
と
こ
の
ヘ
ソ
と
呼
ぶ
糸
工
作
り
の
技
術
は

不
可
分
の
も
の
で
あ
る
」
３
と
指
摘
し
て
い
る
。
三
輪
山
神
話
の
時
代
か
ら
現
代
に

い
た
る
ま
で
、

へ
そ
玉
製
作
が
日
本
の
各
地
で
綿
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
は
、

技
術
的
に
み
て
き
わ
め
て
妥
当
な
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
長
野
た
ち
の
指
摘
は
製

糸
技
術
に
精
通
し
た
者
に
と

っ
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

ヘ
ソ
玉
の
別
称
で
あ
る

オ
ダ

マ
キ
を
四
つ
枠
の
こ
と
と
考
え
た
の
は
都
会
人
士
の
無
知
に
過
ぎ
な
い
。
谷
川

士
清
の
判
断
は
卓
見
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

三
輪
山
の
神
婚
諄
で
は
、
若
者
の
衣
に
つ
け
ら
れ
た
糸
が

「
三
輪
残

っ
た
」
と
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
表
現
さ
れ
た
糸
が
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
状
態
だ

っ
た
の
か
、

そ
れ
は
ヘ
ソ
玉
と
い
う

「幻
の
芯
に
巻
か
れ
た
糸
玉
」
か
ら
の
、
糸
の
出
方
を
見
れ

ば
容
易
に
理
解
で
き
る
。

ヘ
ソ
玉
の
た
て
穴
か
ら
出
て
行
く
麻
糸
は
、
図
３
の
Ａ
の
よ
う
に
タ
マ
ネ
ギ
の
内

皮
を
内
側
か
ら
剥
が
す
よ
う
に
繰
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
つ
れ
て
内
部
の
空
洞

は
広
が

っ
て
ゆ
き
、
最
後
に
は
ヘ
ソ
玉
は
卵
の
殻
だ
け
が
直
立
し
た
よ
う
な
状
態
と
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C最後に床の上に三輪

の糸が残る

Bほ とんどすべての糸

が出ていつたところ
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図 3 へそ玉からの糸の出方

Aたて穴から糸が出て

行き、空洞が広がる
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な
る

（図
３
の
Ｂ
）
。
巻
か
れ
た
糸
が
最
後
の

一
重
と
な

っ
た
時
、

ヘ
ソ
玉
は
崩
れ

落
ち
て
糸
は
絡
ま

っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
が
、
水
平
に
巻
か
れ
た
最
後
の
糸
が
そ
れ
を

防
い
で
く
れ
る
。
そ
し
て
斜
め
に
巻
か
れ
た
糸
が
す
べ
て
出
て
行

っ
た
時
、
床
の
上

に
は
水
平
に
巻
か
れ
た
糸
の
輪
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る

（図
３
の
Ｃ
）
。
そ
れ
が

「
三
輪
残

っ
た
」
糸
だ

っ
た
と
二
輪
山
の
神
話
は
語

っ
て
い
た
の
で
あ
る

（関
川
町

の
へ
そ
玉
で
も
、
糸
尻
は
最
後
の
二
、
三
巻
き
を
括

っ
て
留
め
ら
れ
て
い
た
ヽ

つ

ま
り
、
ョ

一輪
残

っ
た
」
と
い
う
伝
承
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
若
者
の
衣
に
つ
け
ら
れ

て
い
た
麻
糸
は
ヘ
ソ
玉
の
糸
以
外
に
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

五
　

地
名
起

源
説

話
と
始
祖
神

話

の
矛
盾

若
者
の
正
体
が
露
見
し
た
後
の
古
事
記
の
記
述
に
は
、
本
来
な
ら
あ
り
得
な
い
は

ず
の
混
乱
が
あ
る
。
そ
の
部
分
の
原
文
を
示
そ
う
。

針
著
け
し
麻
は
、
戸
の
鉤
穴
よ
り
控
き
通
り
出
で
て
、
‥
‥
糸
の
従
に
尋
ね

行
け
ば
、
美
和
山
に
至
り
て
神
の
社
に
留
ま
り
き
。
故
、
其
の
神
の
子
と
は
知

り
ぬ
。
故
、
其
の
麻
の
三
勾
遺
り
し
に
因
り
て
、
其
地
を
名
づ
け
て
美
和
と
謂

ふ
な
り
。
咄
様
諮
フ
際
譜
齢
（‐６３

短
い
文
章
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
結
論
が
未
整
理
の
ま
ま
語
ら
れ
て
い
る
。

（
一
）
始
祖
説
話
。
麻
糸
が
三
輪
山
ま
で
続
い
て
い
た
の
で
、
若
者
が
三
輪
山
の

神
で
あ
り
、
ヒ
メ
の
子
が
神
の
子
で
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。

（
三
）
地
名
起
源
説
話
。
麻
糸
が
三
輪
残

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
を

「美

和
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

当
然
な
が
ら
、
２

）
と

（
二
）
は

一
つ
の
説
話
の
結
論
と
し
て
は
両
立
し
え
な

い
。
も
し

（
二
）
の
地
名
起
源
が
こ
の
説
話
の
語
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
こ
の

時
の
山
は
無
名
だ

っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
神
の
正
体

（名
前
）
は
明
か
に
な
る
は
ず
は

な
い
。
当
然
ヒ
メ
の
子
が
神
の
子
だ

っ
た
と
い
う

（
一
）
の
主
張
は
成
り
立
た
な
く

な

っ
て
し
ま
う
。
２

）
が
こ
の
神
話
の
本
旨
な
ら
、
山
の
名
前
は
す
で
に
定
ま

っ

て
い
た
こ
と
に
な
り
、
公
し

の
地
名
起
源
諄
は
始
祖
神
話
の
信
憑
性
を
損
ね
か
ね

な
い
無
用
な
付
記
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
古
事
記
編
纂
者
の
意
図
は

（
一
）
に
あ

っ
た
の
だ
か
ら
、
公
し

は
排
除
さ
れ
る
べ
き
の
も
の
で
あ

っ
た

（古
事

記
は

「
三
輪
残

っ
た
か
ら
三
輪
山
の
神
だ
と
知
れ
た
」
と
い
う
論
理
を
採
用
し
て
い

な
い
）
。

針
と
糸
に
よ
る
正
体
探
索
の
物
語
は
、
東
ア
ジ
ア
の
広
域
に
分
布
す
る
も
の
だ

っ

た
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
０
。
中
国
や
朝
鮮
で
も

「針

目
」
が
魔
除
け
の
呪
力
を
も

つ
と
い
う
考
え
方
は
広
く
浸
透
し
て
い
た
か
ら
、
針
と

糸
の
説
話
は
こ
う
し
た
民
間
信
仰
を
基
盤
に
し
て
流
布
し
た
と
い
う
仮
説
も
成
り
立

つ
。大

陸
の
針
糸
型
説
話
に
は
、
大
別
し
て

「英
雄

・
王
朝
始
祖
諄
」
の
も
の
と

「
異

類
の
婿
が
貶
め
ら
れ
殺
害
さ
れ
る
」
説
話
の
、
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。
福
田
晃
は
古

事
記
の
三
輪
山
神
婚
諄
の
源
流
を

「中
国
大
陸
の
王
朝
始
祖
諄
」
（朝
鮮

ｏ
旧
満
州

地
域
に
起
源
を
も

つ
北
方
系
の
説
話
）
に
求
め
て
い
る
０
。
こ
れ
に
対
し
、
百
田
弥

栄
子
は
中
国
雲
南
省
彙
族
の
説
話
群
の
分
析
か
ら

「
∧
苧
環
の
糸
∨
は
罪
族

（も
し

く
は
彙
族
の
先
人
）
の
も
の
で
あ

っ
た
」
と
述

べ
、
三
輪
山
説
話
の
源
流
を
こ
れ
に

求
め
て
い
る
Ｏ
。
そ
し
て
、
彙
族
の
説
話
は
王
朝
始
祖
諄
で
は
な
い

（た
だ
し
、
こ

れ
ら
の
説
話
に
お
い
て
も
素
朴
な
英
雄
誕
生
諄
の
側
面
は
強
い
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

三
輪
山
伝
の
起
源
を
南
方
系
の
説
話
に
求
め
る
百
田
の
見
解
は
、
婉
曲
な
福
田
批
判

と
読
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
彙
族
の
説
話
は
北
方
系
の
説
話
よ
り
か

な
り
新
し
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
三
輪
山
伝
承
の
起
源
を
北
方
系
の

英
雄

・
始
祖
説
話
に
求
め
る
通
説
に
従
う
。

東
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
広
い
分
布
を
も
つ

「苧
環
の
糸
」
説
話
は
、
き
わ
め
て
多
様

量
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な
ス
ト
ー
リ
ー
を
持

つ
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も

「
三
輪
の
糸
が
残

っ
た
」
と

い
う
エ
ピ
ソ
ト
ド
は
み
ら
れ
な
い
。
当
然
、
地
名
起
源
伝
説
で
あ
る
も
の
も
な
い
。

こ
の
事
実
は
、
三
輪
の
糸
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
針
糸
説
話
が
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
後
、

日
本
に
お
い
て
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
三
輪
山
の
神
婚
諄
は
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
広
く
流
布
し
て
い
た
針
糸

型
の
英
雄
誕
生
諄
が
日
本
に
伝
来
し
た
後
、
奈
良
盆
地
に
到
達
し
て

「
三
輪
の
糸
」

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
追
加
さ
れ
地
名
起
源
説
話

へ
と
成
長
し
た
物
語
だ

っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
古
事
記
の
三
輪
山
神
婚
諄
は
、
河
内
の

一
族
の
始
祖
神
話

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

以
上
を
整
理
す
る
と
、
舶
載
輸
入
の
説
話
と
し
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
針
糸
探

索
説
話
は
、

（１
）
英
雄
誕
生
説
話
↓

（２
）
地
名
起
源
説
話
↓

（３
）
始
祖
説
話

と
、
三
度
生
ま
れ
変
わ
り
、
古
事
記
の
神
婚
諄
と
な

っ
た
こ
と
に
な
る
。

「糸
が
三
輪
残

っ
た
」
は

（
２
）
で
は
必
須
だ
が
、
（
１
）
と

（
３
）
で
は
必
要

の
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
古
事
記
が
こ
の
神
婚
諄
を
名
族
の
始
祖
神
話
と
し

て
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
糸
の
先
端
が
三
輪
山
に
届
い
て
い
た
こ
と
の
み
を
語
れ
ば

十
分
で
あ
り
、
Ｆ
一輪
残

っ
た
」
こ
と
は
語
る
必
要
が
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
混
乱
が
、
古
事
記
編
纂
の
杜
撰
さ
に
由
来
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
。
古
代
人
に
特
有
な
思
考
様
式
に
注
目
す
れ
ば
、
混
乱
と
見
な
す
必
要
は
な
い
と

い
う
意
見
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
崇
紳
天
皇
の
時
代
は
神
代
に
近
く
、
草
木
が
言
葉

を
発
す
る
こ
と
を
当
然
と
す
る
人
た
ち
も
少
な
く
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
古
事
記
が
編
纂
さ
れ
た
の
は
天
武
天
皇
よ
り
後
の
時
代
で
あ
る
。
藤
原
京
を
作

っ

た
時
代
の
知
識
人
が
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
な
合
理
的
な
思
考
を
し
て
い
な
か

っ
た
な

ど
と
誰
が
言
え
よ
う
か
。
古
事
記
の
神
婚
諄
に
お
い
て
、
ヨ

一輪
の
糸
」
は
地
名
起

舌

源
と
は
別
の
、
隠
さ
れ
た
意
義
を
も

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

古
代
の
人
々
に
と

っ
て
、

へ
そ
玉
の
糸
は
人
が
作
り
う
る
も

っ
と
も
長
い
も
の
の

一
つ
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
Ｆ

一輪
の
み
残

っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
長
い

長
い
糸
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
娘
の
家
の
戸
の
穴
か
ら
出
て
行

っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。

つ
ま
り
、
古
事
記
は
こ
の
簡
潔
な
記
述
に
よ

っ
て
、
三
輪
山
か
ら
イ
ク
タ
マ

ョ
リ
ヒ
メ
の
家
ま
で
の
道
の
り
が

「
極
め
て
遠
か

っ
た
」
こ
と
を
、
説
明
せ
ん
と
し

た
の
で
あ
る
。
古
事
記
編
纂
者
が
他
の
い
か
な
る
神
話
伝
承
で
も
な
く
針
糸
探
索
の

説
話
を
採
用
し

「
三
輪
の
糸
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
残
し
た
の
は
、
こ
の
こ
と
を
主
張

し
た
い
が
た
め
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

崇
神
天
皇
は
疫
病
蔓
延
の
猛
威
に
直
面
し
そ
の
対
策
に
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、

夢
の
お
告
げ
に
よ

っ
て
三
輪
山
の
神
の
祭
祀
権
を
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
に
委
ね
た
。
た
し

か
に
、
天
皇
の
こ
の
決
断
に
よ

っ
て
疫
病
の
流
行
は
終
息
し
、
国
家
は
平
穏
を
取
り

戻
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
自
体
は
、
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
が
三
輪
山
の
祭
祀
権
を
持

つ
正
統
性
を
証
明
し
て
は
い
な
い
。
河
内
国
の
よ
う
な
遠
方
の
奈
良
盆
地
の
外
に
住

む

一
族
に
、
な
ぜ
三
輪
山
の
祭
祀
権
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
正
統

性
は
何
に
基
づ
く
の
か
‥
‥
。

当
然
な
が
ら
、
天
皇
の
決
断
の
背
後
に
は
、
も
と
も
と
二
輪
山
の
祭
祀
権
を
保
持

し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
人
々
が
い
た
は
ず
で
あ
る

（書
紀
に
は
、
崇
神
天
皇
の
治
世
の
初
期
に
天
皇
家
の
直
祭
で
大
国
魂
神
を
祀

っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
崇
神
の
ヤ
マ
ト
入
国
以
前
に
は
先
住
し
て
い
た
別
の
人
々

が
三
輪
山
の
祭
祀
を
行

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
）
。
彼
ら
以
外
の
人
々
の
間
で
も
、

三
輪
山
の
麓
か
ら
は
る
か
に
遠
い
河
内
の
国
の

一
族
が
三
輪
山
の
祭
祀
権
を
掌
握
し

た
こ
と
に
た
い
す
る
疑
間
は
根
強
か

っ
た
に
違
い
な
い
。

イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
神
婚
諄
は
、
こ
う
し
た
批
判
に
た
い
し
て
、
説
話
の
論
理

に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
祭
祀
権
付
与
の
正
統
性
の
主
張
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
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ち
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

神
の
住
ま
い
で
あ
る
三
輪
山
か
ら
河
内
国
美
努
村
の
娘
の
家
ま
で
の
道
の
り
は
遠

か

っ
た
。
当
然
そ
の
往
還
の
道
筋
に
は
多
く
の
村
が
あ
り
、
魅
力
的
な
女
性
も
沢
山

い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
輪
山
の
神
は
そ
う
し
た
娘
た
ち
に
は
日
も
く
れ
ず
、

ひ
た
す
ら
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
元

へ
通
い
、
こ
の
姫
君
た
だ

一
人
を
愛
し
て
神
の

子
を
遺
し
た
。
二
人
が
ス
テ
デ
ィ
の
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
は
、
神
の
衣
に
付
け
ら
れ

た

「針
目
」
が
明
白
に
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
三
輪
残

っ
た
」
と
い
う
伝
承
は
、

三
輪
山
の
神
が
ヤ
マ
ト
の
国
か
ら
河
内
の
娘
の
家
ま
で
、
遠
路
を
少
し
も
い
と
わ
ず

「遠
出
」
さ
れ
た
こ
と
を
、
な
に
よ
り
も
雄
弁
に
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
オ

オ
タ
タ
ネ
コ
が
河
内
国
の
住
人
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
彼
と
そ
の

一
族
に
三
輪
山
の

神
の
祭
祀
権
を
与
え
る
こ
と
は
正
し
い
。

こ
れ
こ
そ
が
、
古
事
記
編
纂
者
が
三
輪
山
の
神
の
神
婚
諄
に
よ

っ
て
語
ら
ん
と
し

た
政
治
的
主
張
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ

り

に

三
輪
山
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
考
古
学
的
な
研
究
成
果
が
多
く
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
河
内
の
陶
邑
と
呼
ば
れ
た
地
域
で
生
産
さ
れ
た
須
恵
器
が
三

輪
山
の
祭
祀
で
多
量
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
を

も
と
に
、
三
輪
山
祭
祀
権
の
河
内
の
有
力
者

へ
の
移
動
や
、
王
権
そ
の
も
の
の
移
動

な
ど
が
主
張
さ
れ
て
き
た
―
。
こ
う
し
た
史
書
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
歴
史
の
存

在
を
主
張
す
る
立
場
か
ら
は
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
記
述
は
史
実
と
し
て
の
信
憑

性
が
低
い
も
の
と
し
て
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
史
実
と
し
て
の
信
憑
性
云
々

は
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
記
紀
の
事
実
と
は
認
め
が
た
い
記
述
に
も
、
説

話
伝
承
に
固
有
の
ロ
ジ

ッ
ク
は
存
在
し
、
そ
の
中
に
わ
れ
わ
れ
の
知
り
た
い
真
実
が

潜
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

古
事
記
の
神
婚
諄
で
は
、
ヨ

一輪
の
糸
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
イ
ク
タ

マ
ヨ
リ
ヒ

メ
の
村
と
三
輪
山
の
距
離
の
大
き
さ
を
暗
示
し
、

つ
ま
り
は

「神
の
遠
出
」
が
あ

っ

た
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
潜
在
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
、

三
輪
山
神
婚
諄
に
本
来
具
わ

っ
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
に
は
疑
間
の
余
地
が
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

へ
そ
玉
の
製
作
に
は
熟
練
し
た
技
術
を
必
要
と
す
る
。

粗
雑
な
巻
き
方
を
す
れ
ば
、
外
見
は
整

っ
て
い
て
も
糸
が
た
て
穴
の
中
で
絡
ん
で
切

れ
て
し
ま
う
。
中
心
の
縦
穴
が
曲
が

っ
て
い
れ
ば
、
引
き
出
さ
れ
る
糸
が
穴
の
縁
に

触
れ
て
へ
そ
玉
は
倒
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
「
麻
糸
が
三
輪
の
糸
だ
け
残

っ
た
」

と
い
う
伝
承
は
、
「
糸
が
な
め
ら
か
に

一
度
も
絡
ま
ず
引
き
出
さ
れ
た
」
こ
と
を
意

味
し
、
そ
の
へ
そ
玉
が
き
わ
め
て
高
度
な
技
術
に
よ

っ
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
言

外
に
語

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
三
輪
山
の
神
婚
諄
は
、
本
来
は
イ
ク
タ

マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の

一
族
が
卓
越
し
た
製
糸
織
布
技
術
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
誇
示
自
慢

す
る
伝
承
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
そ
こ
に
は
大
き
な
矛
盾
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
。
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
の

村
は
古
事
記
で
は
河
内
の
美
奴
村
と
さ
れ
、
書
紀
で
は
陶
邑
だ

っ
た
と
語
ら
れ
て
い

る
が
、
陶
邑
が
陶
器
生
産
の
先
進
地
帯
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
考
古
学
者
に
よ

っ
て
明

か
に
さ
れ
て
お
り
、
美
奴
村
も
や
は
り
同
様
の
陶
器
生
産
地
で
あ

っ
た
可
能
性
は
高

い
。
土
器
が
古
代
に
お
い
て
重
要
な
祭
祀
具
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
オ
オ
タ
タ
ネ
コ

の
三
輪
山
祭
祀
に
は
、
美
奴
村
の
土
器
が
使
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
考
古
学
者
が
発
見

し
た
祭
祀
土
器
の
中
に
美
奴
村
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

も
ち
ろ
ん
考
古
学
が
示
す
大
阪
府
泉
北
丘
陵
に
お
け
る
須
恵
器
の
生
産
は
崇
神
天
皇

よ
り
か
な
り
後
と
さ
れ
る
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
崇
神
朝
に
始
ま

っ
た
と
さ
れ
る
三
輪
山
祭
祀
で
祭
祀
土
器
が
使
わ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
須
恵
器
で
あ

っ
た
可
能
性
は
低
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
考

丑
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古
学
が
示
す
オ
オ
タ
タ
ネ
コ
の
村
が
あ

っ
た
地
域
が
土
器
生
産
の
先
進
地
域
だ

っ
た

と
い
う
発
見
は
、
三
輪
山
の
神
が
愛
し
た
娘
の
村
は
高
度
な
製
糸

・
織
布
技
術
を
持

つ
地
域
だ

っ
た
と
い
う
神
話
伝
承
と
矛
盾
す
る
も
の
と
言
え
る
。
古
代
の
美
奴
村

（あ
る
い
は
陶
邑
）
が
、
土
器
生
産
と
製
糸
織
布
と
い
う
当
時
最
先
端
だ

っ
た
二
つ

の
技
術
を
合
わ
せ
も

つ
地
域
だ

っ
た
と
は
、
普
通
に
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

現
代
の
考
古
学
が
語
る
と
こ
ろ
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
大
物
主
大
神
が
深
く
愛
し
た

娘
の
村
は
、
美
し
い
衣
の
産
地
、
三
輪
山
の
麓
の
ヤ
マ
ト
の
国
の
内
に
あ

っ
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
神
婚
諄
の
本
当
の
舞
台
は
、
美
奴
村
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
古

事
記
編
纂
者
は
、
三
輪
山
の
神
婚
諄
に
よ

っ
て
祭
祀
権
移
動
の
正
統
性
を
主
張
し

つ

つ
、
「
三
輪
の
糸
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
き
留
め
た
こ
と
に
よ

っ
て
神
話
纂
奪
の
証

拠
も
残
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
。

河
内
の

一
族
が
、
三
輪
山
の
山
麓
に
住
ん
で
い
た
人
々
か
ら
そ
の
祭
祀
権
だ
け
で

な
く
神
婚
説
話
を
も
奪
い
盗

っ
て
た
と
い
う
歴
史
を
、
わ
れ
わ
れ
は
古
事
記
の
史
実

と
は
見
な
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
記
事
か
ら
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

Ｚつ
。注

（１
）

「童
話
小
考
」
『定
本
柳
田
国
男
集

第
八
巻
』
筑
摩
書
房
　
一
九
六
二
年
　
四
六
三
頁

（２
）

「山
の
人
生
」
『定
本
柳
田
国
男
集

第
四
巻
』
筑
摩
書
房
　
一
九
六
三
年
　
七

一
頁

（３
）
前
掲

「童
話
小
考
」
　

四
七
三
頁

（４
）

「伝
説
」
『定
本
柳
田
国
男
集
　
第
五
巻
』
筑
摩
書
房
　
一
九
六
二
年
　
一
〇
四
頁

（５
）
私
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
見
解
が
成
り
立
ち
難
い
こ
と
を
論
じ
た
。

（６
）
前
掲

「童
話
小
考
」
　

四
七
三
頁

（７
）
前
掲

「伝
説
」

一
〇
四
頁

（８
）
倉
野
憲
司

『古
事
記
の
新
研
究
』
貧

九
二
七
年
、
至
文
堂
　
一
三
百
一頁
以
降
）
に
は
、

三
輪
山
式
伝
説
に
つ
い
て
詳
細
な
比
較
研
究
が
あ
る
。

兵

（９
）

「
日
本
の
祭
」
『定
本
柳
田
国
男
集
　
第
十
巻
』
筑
摩
書
房
　
一
九
六
二
年
　
一
〓
〓
二
―

三
二
四
頁

（
Ю
）
谷
川
士
清

『倭
訓
栞
』
成
美
堂
　
一
八
九
八
年

（
Ｈ
）

『古
事
記
　
祝
詞
』
日
本
古
典
文
学
大
系
１
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
八
年
　
一
八
三
頁

（
‐２
）

『古
事
記
伝
』
本
居
宣
長
全
集
十

一
巻
　
一二
五
頁

（
‐３
）
倉
野
憲
司

『古
事
記
全
注
釈
』
第
五
巻
中
巻
篇

（上
）
三
省
堂
　
一
九
七
八
年
　
一
一九

二
頁

（
‐４
）

『原
始
布
―

今
、
見
つ
め
直
さ
れ
る
北
か
ら
の
衣
文
化
』
（原
始
布

。
古
代
織
参
考
館

二
〇
〇
二
年
　
一
〇
頁
）
に
は
、
麻
糸
の
へ
そ
玉
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
‐５
）
長
野
五
郎

。
ひ
ろ
い
の
ぶ
こ

『織
物
の
原
風
景
―
樹
皮
と
草
皮
の
布
と
機
』
　

紫
紅
社

一
九
九
九
年
　
一
一
九
頁

（
‐６
）
前
掲

『古
事
記
　
祝
詞
』
　

一
八
三
頁

（
‐７
）
朝
鮮
の
事
例
は

『古
事
記
の
新
研
究
』
（倉
野
前
掲
書
　
百
四

一
―
百
四
五
頁
）
に
、

中
国
雲
南
省
の
事
例
は
百
田
弥
栄
子

「中
国
の
苧
環
の
糸
十
二
輪
山
説
話
―
」
（
『説
話

ｏ

伝
承
学
会
創
立
二
十
五
周
年
記
念
論
集
　
説
話

・
伝
承
の
脱
領
域
』
所
収
）
に
見
ら
れ
る
。

（
‐８
）
福
田
晃

「総
説
　
土日
話
の
発
生
と
伝
播
」
『
日
本
音
話
研
究
集
成
２
　
土日
話
の
発
生
と

伝
播
』
名
著
出
版
　
九
頁

（
‐９
）
百
田
前
掲

「中
国
の
苧
環
の
糸
―
三
輪
山
説
話
―
」
五
〇
二
頁

（
２０
）
直
木
孝
次
郎

『古
代
史
の
窓
』
（学
生
社
　
一
九
八
二
年
　
八
七
―
八
九
頁
）、
あ
る
い

は
和
田
率

「
三
輪
山
の
神
」
「
三
輪
山
の
神
々
』
学
生
社
　
一
一〇
〇
三
年
　
五
六
―
五
七

頁
）
な
ど
。


