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深
沢　

佳
那
子

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
日
本
神
話　

②
性
器
崇
拝　

③
ホ
ト　

④
男
根　

⑤
女
陰
﹈

は
じ
め
に

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
の
舞
踊
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
性
器
、
す
な
わ
ち
ホ
ト
は
神
話
に
幾
度
も
登
場
す
る
要
素
で
あ
る
。
古

事
記
を
中
心
に
、
ホ
ト
が
含
ま
れ
る
神
話
は
記
紀
に
多
く
散
見
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
男
性
器
が
登
場
す
る
神
話
と
い
う

の
は
何
故
か
ひ
と
つ
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
不
自
然
な
差
は
何
故
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
研
究
で
は
神
話
に
描
か
れ
た
女
性
器
と
神
話
に
描
か
れ
な
か
っ
た
男
性
器
の
背
景
に
い
か
な
る
社
会
文
化
、
信
仰
、
思
想
が

投
影
さ
れ
て
い
る
か
を
探
り
、
神
話
に
お
け
る
性
器
描
写
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
た
い
。

記
紀
神
話
に
お
け
る
性
器
の
描
写

―
―
描
か
れ
た
ホ
ト
と
描
か
れ
な
か
っ
た
ハ
ゼ
―
―
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第
一
章

イ
ザ
ナ
ミ

ホ
ト
が
記
紀
神
話
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
カ
グ
ツ
チ
を
生
む
説
話
で
あ
る
。

【
古
事
記
】
次
に
生
め
る
神
の
名
は
、
鳥
之
石
楠
船
神
、
亦
の
名
は
天
鳥
船
と
謂
ふ
。
次
に
大
宜
都
比
賣
神
を
生
み
き
。
次

に
火
之
夜
藝
速
男
神
夜
藝
を
生
み
き
、
亦
の
名
は
火
之
炫
毘
古
神
と
謂
ひ
、
亦
の
名
は
火
之
迦
具
土
神
と
謂
ふ
。
此
の
子
を

生
み
し
に
因
り
て
、
美
蕃
登
炙
か
え
て
病
み
臥
せ
り
。
多
具
理
邇
生
れ
る
神
の
名
は
、
金
山
毘
古
神
、
次
に
金
山
毘
賣
神
。

次
に
屎
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
波
邇
夜
須
毘
古
神
、
次
に
波
邇
夜
須
毘
賣
神
。
次
に
尿
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
彌
都
波
能
賣

神
、
次
に
和
久
產
巢
日
神
、
此
の
神
の
子
は
、
豐
宇
氣
毘
賣
神
と
謂
ふ
。
故
、
伊
邪
那
美
神
は
、
火
の
神
を
生
み
し
に
因
り

て
、
遂
に
神
避
り
坐
し
き
。

こ
の
説
話
は
一
般
に
火
の
起
源
説
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
神
話
が
構
築
さ
れ
た
背
景
と
し
て
火
山
噴
火
説
、
焼
畑
農
耕
説
、

発
火
法
説
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
1
）。

特
に
松
村
武
雄
氏
を
初
め
と
す
る
諸
学
者
の
説
く
火
山
噴
火
説
は
既
に
定
説
で
あ
り
（
2
）、
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
火
の
神
の
誕
生

と
そ
の
死
は
ま
さ
に
火
山
爆
発
の
現
象
の
神
話
化
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
松
村
氏
は
噴
火
口
や
鍛
冶
の
火
床
な
ど
を
ホ
ド
と
い

う
こ
と
か
ら
ホ
ト
と
混
同
し
た
の
だ
ろ
う
と
す
る
山
田
孝
雄
の
説
を
踏
ま
え
、
ホ
ト
と
呼
ば
れ
る
も
の
（
噴
火
口
、
炉
、

、
女

陰
等
）
が
皆
本
来
「
火
処
」
よ
り
出
て
熱
気
の
あ
る
所
を
称
す
る
名
で
あ
る
と
説
い
た
（
3
）。

松
前
健
氏
は
こ
の
火
山
噴
火
説
に
概
ね
賛
成
し
な
が
ら
も
、
こ
こ
に
発
火
法
す
な
わ
ち
鑽
火
神
話
と
し
て
の
一
面
が
あ
る
こ
と
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を
指
摘
し
た
（
4
）。
鑽
火
神
話
は
初
め
フ
レ
ー
ザ
ー
が
火
鑽
杵
を
男
根
、
火
鑽
臼
を
女
陰
と
見
立
て
、
こ
の
摩
擦
に
よ
っ
て
火
が

発
生
す
る
と
い
う
信
仰
を
背
景
に
し
た
神
話
を
メ
ラ
ネ
シ
ア
や
ポ
リ
ネ
シ
ア
、
南
米
に
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ホ
ト
か
ら
火

が
発
生
す
る
」
と
い
う
神
話
は
世
界
中
で
確
認
さ
れ
て
い
る
（
5
）。

松
前
氏
は
火
山
を
司
る
冥
府
神
た
る
女
神
が
身
体
の
各
部
に
火
を
持
ち
そ
れ
を
ホ
ト
か
ら
生
み
出
す
オ
セ
ア
ニ
ア
の
神
話
が
鑽

火
神
話
と
火
山
信
仰
の
結
合
で
あ
る
と
推
測
し
た
（
6
）。
そ
し
て
カ
グ
ツ
チ
神
話
の
成
立
背
景
に
も
こ
の
考
え
方
が
適
用
で
き
る

と
考
え
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
火
の
神
出
産
は
オ
セ
ア
ニ
ア
の
も
の
と
同
じ
く
元
来
存
在
し
た
鑽
火
神
話
と
火
山
信
仰
と
が
融
合
し
た
も

の
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
大
林
太
良
氏
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
病
臥
後
に
そ
の
吐
瀉
物
・
糞
・
尿
、
イ
ザ
ナ
キ
の
涙
、
殺
さ
れ
た
カ
グ
ツ
チ
の
体
の
各
部
分

か
ら
生
っ
た
神
々
を
化
生
型
の
神
と
定
義
し
、
そ
の
性
質
が
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
や
ウ
ケ
モ
チ
に
見
ら
れ
る
死
体
化
生
型
作
物
神
話
と

同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
た
（
7
）。
こ
の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
・
ウ
ケ
モ
チ
の
神
話
、
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
に
つ
い
て
は
あ

と
で
触
れ
る
が
、
こ
の
女
神
は
生
き
て
い
る
と
き
に
吐
瀉
物
や
排
泄
物
か
ら
食
物
を
生
み
出
し
、
殺
さ
れ
た
あ
と
に
そ
の
体
の
各

部
分
か
ら
様
々
な
穀
物
や
豆
や
蚕
が
発
生
す
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
大
林
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
死
体
化
生
型
の
作
物
起

源
神
話
の
分
布
は
火
が
本
来
女
神
の
陰
部
に
あ
っ
た
と
い
う
神
話
の
分
布
と
大
体
重
複
し
て
お
り
、
焼
畑
耕
作
民
文
化
に
そ
の
母

体
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
カ
グ
ツ
チ
神
話
の
背
景
に
焼
畑
農
耕
が
見
出
せ
る
の
だ
と
言
う
（
8
）。
ま
た
、
こ
の
カ
グ
ツ

チ
の
誕
生
と
様
々
な
食
物
神
の
誕
生
が
関
連
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
も
、
オ
セ
ア
ニ
ア
お
よ
び
世
界
各
国
の
火
の
起

源
神
話
が
同
時
に
食
物
調
理
の
起
源
も
語
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
日
本
神
話
に
も
当
て
は
ま
る
と
説
い
て
い
る
（
9
）。
吉
田

敦
彦
氏
も
、
こ
の
地
母
神
的
女
神
が
体
を
火
に
焼
か
れ
る
こ
と
で
人
間
の
生
活
に
必
要
な
も
の
を
生
み
出
し
て
く
れ
る
と
い
う
物

語
は
ま
さ
に
火
で
焼
か
れ
た
地
面
か
ら
作
物
を
生
じ
さ
せ
る
焼
畑
の
神
話
化
だ
と
し
た
（
10
）。
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こ
れ
ま
で
説
い
て
き
た
よ
う
に
、
カ
グ
ツ
チ
神
話
は
複
数
の
火
の
神
話
に
よ
っ
て
複
合
的
に
完
成
さ
れ
た
神
話
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
要
素
を
見
て
も
こ
の
神
話
が
「
イ
ザ
ナ
ミ
、
つ
ま
り
地
母
神
た
る
女
神
が
火
を
体
内
に
有
し
て
い

る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
中
心
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
神
話
の
核
と
な
る
部
分
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

吉
田
氏
は
縄
文
中
期
頃
に
使
わ
れ
て
い
た
「
釣
手
土
器
」
と
い
う
深
鉢
型
の
土
器
を
紹
介
し
、
こ
の
土
器
の
内
部
に
焼
け
焦
げ

の
跡
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
腹
の
膨
ら
ん
だ
女
性
の
形
を
表
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
土
器
は
ま
さ
に
体
内
に
火
を
宿
す

女
神
の
姿
を
模
し
て
い
る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
11
）。
そ
し
て
地
母
神
た
る
女
神
が
体
を
焼
か
れ
な
が
ら
も
人
間
の
た
め
に
火

を
妊
娠
し
生
ん
で
く
れ
る
様
子
を
釣
手
土
器
で
再
現
し
、
火
の
恵
み
を
女
神
に
感
謝
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
た
。

通
説
で
あ
る
火
山
噴
火
説
は
確
か
に
カ
グ
ツ
チ
の
誕
生
か
ら
そ
の
死
に
よ
り
生
ま
れ
た
神
々
の
物
語
ま
で
を
全
て
包
括
し
て
説

明
で
き
る
解
釈
で
は
あ
る
が
、
古
代
人
の
実
生
活
に
根
付
い
た
信
仰
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
そ
の
最
も
根
源
に
あ
る
の
は
ま

さ
し
く
「
火
を
体
内
に
有
し
、
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
女
神
」
そ
の
も
の
へ
の
信
仰
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
神
話
に
は
確

か
に
焼
畑
農
耕
の
思
想
な
ど
が
反
映
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
こ
の
神
話
の
最
も
核
と
な
る
の
は
火
を
人
々
に
与
え
て
く
れ
た
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
地
母
神
信
仰
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

で
は
こ
こ
で
主
題
で
あ
る
「
ホ
ト
」
に
立
ち
戻
っ
て
こ
の
神
話
を
見
て
み
た
い
。

こ
こ
に
お
け
る
ホ
ト
は
カ
グ
ツ
チ
を
出
産
す
る
た
め
の
産
道
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
火
を
体
内
に
持
つ
女
神
の
身
体
表
現
の

一
部
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
神
話
に
お
け
る
「
ホ
ト
」
は
出
産
の
「
生
」
で
は
な
く
む
し
ろ
イ
ザ
ナ
ミ

の
「
死
」
を
表
現
す
る
為
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
の
構
成
上
イ
ザ
ナ
ミ
は
こ
こ
で
死
な
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の

死
因
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
「
ホ
ト
の
破
壊
」
で
あ
っ
た
。
本
来
「
生
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
ホ
ト
は
、何
故
「
死
」
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を
描
く
た
め
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
記
紀
に
見
え
る
「
死
」
と
関
連
す
る
ホ
ト
の
物
語
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
ウ
ケ
モ
チ

『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
ウ
ケ
モ
チ
神
を
主
人
公
と
し
た
、
実
に
類
似
す
る
物
語
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。

【
古
事
記
】
又
食
物
を
大
氣
津
比
賣
神
に
乞
ひ
き
。
爾
に
大
氣
都
比
賣
、
鼻
口
及
尻
よ
り
、
種
種
の
味
物
を
取
出
し
て
、
種

種
作
り
具
へ
て
進
る
時
、
速
須
佐
之
男
命
、
其
の
態
を
立
ち
伺
ひ
て
、
穢
汚
し
て
奉
進
る
と
爲
ひ
て
、
乃
ち
其
の
大
宜
津
比

賣
神
を
殺
し
き
。
故
、
殺
さ
え
し
神
の
身
に
生
れ
る
物
は
、
頭
に
蠶
生
り
、
二
つ
の
目
に
稻
種
生
り
、
二
つ
の
耳
に
粟
生
り
、

鼻
に
小
豆
生
り
、
陰
麥
生
り
、
尻
に
大
豆
生
り
き
。
故
是
に
神
產
巢
日
御
祖
命
、
茲
を
取
ら
し
め
て
、
種
と
成
し
き
。

【
日
本
書
紀
】
保
食
神
、
乃
ち
首
を
廻
し
て
國
に
嚮
ひ
し
か
ば
、
口
よ
り
飯
出
づ
。
又
海
に
嚮
ひ
し
か
ば
、
鰭
の
廣
・
鰭
の
狹
、

亦
口
よ
り
出
づ
、
又
山
に
嚮
ひ
し
か
ば
、
毛
の
麁
・
毛
の
柔
、
亦
口
よ
り
出
づ
。
夫
の
品
の
物
悉
に
備
へ
て
、
百
机
に
貯
へ

て
饗
た
て
ま
つ
る
。
是
の
時
に
、
月
夜
見
尊
、
忿
然
り
作
色
し
て
曰
は
く
、「
穢
し
き
か
な
、
鄙
し
き
か
な
、
寧
ぞ
口
よ
り

吐
れ
る
物
を
以
て
、
敢
へ
て
我
に
養
ふ
べ
け
む
」
廼
ち
劒
を
抜
き
て
擊
ち
殺
し
つ
。
然
し
て
後
に
復
命
し
て
、
具
に
其
の
事

を
言
し
た
ま
ふ
。
時
に
天
照
大
神
、
怒
り
ま
す
こ
と
甚
し
く
し
て
曰
は
く
、「
汝
は
是
惡
し
き
神
な
り
。
相
見
じ
」
と
の
た

ま
ひ
て
、
乃
ち
月
夜
見
尊
と
、
一
日
一
夜
、
隔
て
離
れ
て
住
み
た
ま
ふ
。
是
の
後
に
、
天
照
大
神
、
復
遣
天
熊
人
を
遣
は
し
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て
往
き
て
看
し
め
た
ま
ふ
。
是
の
時
に
、
保
食
神
、
實
に
已
に
死
れ
り
。
唯
し
其
の
神
の
頂
に
牛
馬
爲
る
有
り
。
顱
の
上
に

粟
生
れ
り
。
眉
の
上
に

生
れ
り
。
眼
の
中
に
稗
生
れ
り
。
腹
の
中
に
稻
生
れ
り
。
陰
に
麥
及
び
大
小
豆
生
れ
り
。
天
熊
人
、

悉
に
取
り
持
ち
去
き
て
奉
進
る
。
時
に
、
天
照
大
神
喜
び
て
曰
は
く
、「
是
の
物
は
、
顯
見
し
き
蒼
生
の
、
食
ひ
て
活
く
べ

き
も
の
な
り
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
乃
ち
以
粟
稗
麥
豆
を
以
て
は
、
陸
田
種
子
と
す
。
稻
を
以
て
は
水
田
種
子
と
す
。
又
因
り

て
天
邑
君
を
定
む
。
卽
ち
其
の
稻
種
を
以
て
、
始
め
て
天
狹
田
及
び
長
田
に
殖
う
。
其
の
秋
の
垂
穎
、
八
握
に
莫
莫
然
ひ
て
、

甚
だ
快
し
。
又
口
裏
に

を
含
み
て
、
便
ち
抽
絲
く
こ
と
得
た
り
。
此
よ
り
始
め
て
養
蠶
の
道
有
り
。

こ
れ
に
よ
く
似
た
神
話
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
か
ら
南
北
両
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
か
け
て
分
布
し
て
お

り
、
こ
の
話
型
は
「
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
神
話
と
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ウ
ェ
マ
ー
レ
族

の
間
で
語
ら
れ
て
い
る
芋
の
起
源
神
話
で
、
大
便
と
し
て
宝
物
を
排
泄
す
る
こ
と
の
で
き
る
少
女
・
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
が
そ
の
能
力

を
人
々
に
妬
ま
れ
て
殺
さ
れ
、
そ
の
死
体
を
切
り
刻
ん
で
地
面
に
埋
め
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
種
類
の
芋
が
発
生
し
た
と

い
う
物
語
だ
。

オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
、
ウ
ケ
モ
チ
神
話
と
比
較
し
て
、
人
々
に
と
っ
て
あ
り
が
た
い
も
の
を
生
み
出
す
女
神
と
そ
の
殺
害
と
い
う
相

似
性
が
認
め
ら
れ
、
ウ
ェ
マ
ー
レ
族
に
と
っ
て
伝
統
的
な
主
食
で
あ
る
芋
が
発
生
す
る
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
神
話
と
、
日
本
人
の
主
食

で
あ
っ
た
五
穀
が
発
生
し
た
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
、
ウ
ケ
モ
チ
神
話
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
（
12
）。

ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
の
分
布
中
心
地
で
は
古
来
、芋
と
果
樹
を
主
と
す
る
人
類
最
古
の
原
始
的
な
栽
培
法
が
行
わ
れ
て
お
り
、

彼
ら
は
イ
ェ
ン
ゼ
ン
に
よ
っ
て
「
古
栽
培
民
」
と
呼
ば
れ
た
。
吉
田
敦
彦
氏
は
そ
の
古
栽
培
民
文
化
を
持
つ
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
マ

リ
ン
ド
・
ア
ニ
ム
族
が
行
っ
て
い
た
、
マ
ヨ
娘
と
呼
ば
れ
る
若
い
女
の
生
贄
が
祭
に
参
加
し
た
男
た
ち
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
上
殺
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さ
れ
て
食
べ
ら
れ
る
「
マ
ヨ
祭
儀
」
と
い
う
儀
式
を
紹
介
し
て
い
る
。
マ
ヨ
娘
の
骨
は
植
え
た
ば
か
り
の
コ
コ
ヤ
シ
の
側
に
埋
め

ら
れ
、
血
は
ヤ
シ
の
幹
に
赤
く
塗
り
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
吉
田
氏
は
こ
の
残
忍
な
儀
式
が
、
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
の
女
神
と

同
質
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
（
13
）。

ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
と
マ
ヨ
祭
儀
の
背
景
に
は
共
に
殺
さ
れ
る
こ
と
で
作
物
を
生
む
女
神
へ
の
信
仰
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
マ
ヨ
祭
儀
に
お
い
て
そ
れ
は
豊
穣
儀
礼
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
的
女
神
の
母
体
こ
そ
が
食
べ
物

を
生
み
出
す
あ
り
が
た
い
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
、
ウ
ケ
モ
チ
神
話
が
同
様
の
信
仰
に
基
づ
い
て
語
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

更
に
吉
田
氏
は
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
的
女
神
を
考
古
学
的
見
地
か
ら
見
出
す
例
と
し
て
、
土
偶
を
挙
げ
た
。

土
偶
の
殆
ど
が
女
性
を
模
し
た
も
の
で
、
時
に
腹
が
膨
れ
妊
娠
線
を
持
つ
妊
婦
の
姿
を
表
現
し
て
い
た
り
す
る
こ
と
は
周
知
の

事
実
で
あ
る
。
土
偶
は
破
壊
さ
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
る
例
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
別
々
の
粘
土
の
塊

を
接
合
す
る
製
作
法
に
よ
り
、
壊
し
や
す
く
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
土
偶
は
初
め
か
ら
壊
す
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
製

作
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
吉
田
氏
は
こ
の
土
偶
と
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
の
背
景
に
同
一
の
信
仰
が
あ
る
と
し
、
土
偶
を
破
壊
す
る
行
為
こ

そ
が
、
女
神
の
殺
害
を
表
す
豊
穣
儀
礼
だ
と
指
摘
し
た
。
吉
田
氏
は
こ
の
時
代
に
は
既
に
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
が
語
ら
れ
て
い

た
と
し
、
日
本
の
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
的
女
神
へ
の
信
仰
の
原
初
的
な
姿
を
土
偶
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
縄
文
中
期
に
作
ら
れ
た
、
煮
炊
き
用
の
深
鉢
と
い
う
土
器
の
中
に
、
腹
が
膨
れ
妊
娠
し
た
女
性
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
「
人
面
把
手
付
き
深
鉢
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
腹
の
部
分
で
食
物
を
煮
炊
き
す
る
こ
と
で
ま
さ
に
女
神
の
体

の
中
で
調
理
さ
れ
る
様
子
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
体
か
ら
ご
馳
走
を
生
み
出
す
様
は
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
、
ウ
ケ
モ
チ
神
話
と
非

常
に
似
て
い
る
。
吉
田
氏
は
縄
文
時
代
の
人
々
が
既
に
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
的
女
神
を
観
想
し
な
が
ら
、
女
神
の
姿
を
見
立
て
た
深
鉢
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で
料
理
を
作
っ
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
の
だ
。

既
に
イ
ザ
ナ
ミ
の
項
で
軽
く
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
食
物
起
源
神
話
と
火
の
起
源
を
語
る
神
話
と
の
結
び
つ
き
が
大
林
太
良
氏

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
林
氏
は
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
を
持
つ
古
栽
培
民
の
間
に
女
の
体
内
か
ら
火
が
生
じ
る
と
す
る

火
の
起
源
神
話
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
ふ
た
つ
の
神
話
の
中
心
が
熱
帯
の
イ
モ
類
栽
培
民
文
化
で
あ
る
と
考
え
た
（
14
）。

更
に
吉
田
敦
彦
氏
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
項
で
取
り
上
げ
た
「
釣
手
土
器
」
に
表
さ
れ
た
火
の
母
神
と
土
偶
や
人
面
把
手
付
き
深
鉢
な

ど
に
表
さ
れ
た
女
神
が
本
来
別
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
説
い
た
。
い
ず
れ
も
、
自
己
犠
牲
を
以
て
人
々
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い

も
の
を
生
み
出
し
て
く
れ
る
地
母
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
、
ウ
ケ
モ
チ
神
話
が
こ
の
原
初

的
な
地
母
神
信
仰
に
基
づ
い
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
と
き
、
カ
グ
ツ
チ
神
話
に
お
け
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
に
も
同
じ

信
仰
背
景
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
と
ハ
タ
オ
リ
メ

カ
グ
ツ
チ
神
話
に
見
た
「
ホ
ト
を
破
壊
す
る
こ
と
で
女
神
が
死
ぬ
」
と
い
う
話
形
で
最
も
顕
著
な
例
の
ひ
と
つ
と
呼
べ
る
も
の

が
、
崇
神
天
皇
紀
の
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
死
に
ま
つ
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
箸
墓
伝
承
で
あ
る
。

【
崇
神
紀
】
是
の
後
に
、
倭
迹
々
日
百
襲
姬
命
、
大
物
主
神
の
妻
と
爲
る
。
然
れ
ど
も
其
の
神
常
に
晝
は
見
え
ず
し
て
、
夜

の
み
來
す
。、
倭
迹
々
姬
命
、
夫
に
語
り
て
曰
は
く
、「
君
常
に
晝
は
見
え
た
ま
は
ね
ば
、
分
明
に
其
の
尊
顏
視
る
こ
と
得
ず
。

願
は
く
は
暫
留
り
た
ま
へ
。
明
旦
に
、仰
ぎ
て
美
麗
し
き
威
儀
を
覲
た
て
ま
つ
ら
む
と
欲
ふ
」と
い
ふ
。
大
神
對
へ
て
曰
は
く
、

「
言
理
灼
然
な
り
。
吾
明
旦
に
汝
が
櫛
笥
に
入
り
て
居
ら
む
。
願
は
く
は
吾
が
形
に
な
驚
き
ま
し
そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
爰
に
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倭
迹
々
姬
命
、
心
の
裏
に
密
に
異
ぶ
。
明
く
る
を
待
ち
て
櫛
笥
を
見
れ
ば
、
遂
に
美
麗
し
き
小
蛇
有
り
。
其
の
長
さ
大
さ
衣

紐
の
如
し
。
則
ち
驚
き
て
叫
啼
ぶ
。
時
に
大
神
恥
ぢ
て
、
忽
に
人
の
形
と
化
り
た
ま
ふ
、
其
の
妻
に
謂
り
て
曰
は
く
、「
汝
、

忍
び
ず
し
て
、
吾
に
羞
せ
つ
。
吾
還
り
て
汝
に
羞
せ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
仍
り
て
大
虛
を
踐
み
て
、
御
諸
山
に
登
り
ま
す
。

爰
に
倭
迹
々
姬
命
仰
ぎ
見
て
悔
い
て
急
居
。
則
ち
箸
に
陰
を
撞
き
て
薨
り
ま
し
ぬ
。
乃
ち
大
市
に
葬
り
ま
つ
る
。
故
、時
人
、

其
の
墓
を
號
け
て
、
箸
墓
と
謂
ふ
。
是
の
墓
は
、
日
は
人
作
り
、
夜
は
神
作
る
。
故
、
大
坂
山
の
石
を
運
び
て
造
る
。
則
ち

山
よ
り
墓
に
至
る
ま
で
に
、
人
民
相
踵
ぎ
て
、
手
遞
傳
に
し
て
運
ぶ
。

吉
田
知
子
氏
は
、
こ
の
箸
は
丹
塗
矢
伝
承
に
代
表
さ
れ
る
神
婚
説
話
に
お
い
て
登
場
す
る
「
神
の
よ
り
し
ろ
」、
つ
ま
り
男
根

の
象
徴
で
あ
る
と
言
及
し
た
（
15
）。
次
項
で
紹
介
す
る
丹
塗
矢
伝
承
と
箸
墓
伝
承
に
は
共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
、
同
じ
括
り
の
神

話
で
あ
る
と
す
る
意
見
は
多
い
。
し
か
し
箸
墓
伝
承
で
は
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
が
死
亡
し
神
婚
は
不
成
立
と
い
う
結
末
を

迎
え
る
一
方
、
丹
塗
矢
伝
承
で
は
神
婚
が
成
立
し
子
が
生
ま
れ
る
。
同
じ
「
何
か
が
ホ
ト
を
突
く
」
と
い
う
話
型
の
神
話
で
は
あ

る
が
、
死
と
生
と
い
う
真
逆
の
結
末
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
神
話
を
安
易
に
同
じ
括
り
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
箸

墓
伝
承
は
む
し
ろ
墓
の
起
源
説
話
で
あ
る
以
上
「
箸
が
ホ
ト
を
突
い
て
死
ぬ
」
と
い
う
要
素
が
中
心
と
な
る
話
で
あ
る
。
そ
し
て

同
じ
要
素
を
持
つ
説
話
は
天
石
屋
戸
神
話
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
古
事
記
】
爾
に
速
須
佐
之
男
命
、
天
照
大
御
神
に
白
し
し
く
、「
我
が
心
淸
く
明
し
。
故
、
我
生
め
る
子
は
手
弱
女
を
得
つ
。

此
れ
に
因
り
て
言
さ
ば
、自
ら
我
勝
ち
ぬ
。」
と
云
し
て
、於
勝
佐
備
に
、天
照
大
御
神
の
營
田
の
阿
を
離
ち
、其
の
溝
を
埋
め
、

亦
其
の
大
嘗
を
聞
看
す
殿
に
屎
麻
理
散
ら
し
き
。
故
、
然
爲
れ
ど
も
天
照
大
御
神
、
登
賀
米
受
て
告
り
た
ま
ひ
し
く
、「
屎
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如
す
は
、
醉
ひ
て
吐
き
散
ら
す
登
許
曾
。
我
が
那
勢
の
命
、
如
此
爲
つ
ら
め
。
又
田
の
阿
を
離
ち
、
溝
を
埋
む
る
は
、
地
を

阿
多
良
斯
登
許
曾
、
我
が
那
勢
の
命
、
如
此
爲
つ
ら
め
。」
登
詔
り
直
し
た
ま
へ
ど
も
、
猶
其
の
惡
し
き
態
止
ま
ず
て
轉
か

り
き
。
天
照
大
御
神
、
忌
服
屋
に
坐
し
て
、
神
御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
し
時
、
其
服
屋
の
頂
を
穿
ち
、
天
の
斑
馬
を
逆
剥
ぎ

に
剥
ぎ
て
、
墮
し
入
る
る
時
に
、
天
の
服
織
女
見
驚
き
て
、
梭
に
陰
上
を
衝
き
て
死
に
き
。

こ
の
説
話
は
記
紀
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
展
開
が
生
じ
て
お
り
、
ホ
ト
が
登
場
す
る
の
は
古
事
記
の
み
で
あ
る
。

こ
の
神
話
で
重
要
な
箇
所
は
「
神
聖
な
忌
服
屋
」
が
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
穢
さ
れ
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
見
畏

む
」
引
き
金
と
な
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ハ
タ
オ
リ
メ
の
殺
害
と
も
と
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス

は
自
身
の
分
身
に
も
近
い
巫
女
の
ハ
タ
オ
リ
メ
を
殺
さ
れ
た
こ
と
で
恐
怖
心
を
抱
き
、
石
屋
戸
に
隠
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
日

本
書
紀
本
文
で
は
こ
の
神
話
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
傷
つ
け
ら
れ
、
一
書
の
二
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
排
泄
物
の
上
に
座
っ

た
こ
と
に
よ
り
病
気
に
な
る
と
い
う
筋
書
き
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
伝
承
が
ア
マ
テ
ラ
ス
本
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
と
等
し

い
暴
力
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
本
人
を
傷
つ
け
る
に
等
し
い
ハ
タ
オ
リ
メ
の
死
の

原
因
と
し
て
ホ
ト
が
選
ば
れ
た
理
由
は
、す
な
わ
ち
ホ
ト
が
生
そ
の
も
の
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
。

ホ
ト
が
そ
の
機
能
か
ら
生
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
容
易
い
。
生
を
産
み
出
す
場
で
あ
る
ホ
ト
を
破
壊
す
る
こ
と

で
、
対
義
で
あ
る
死
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
ホ
ト
は
女
性
性
の
象
徴
で
あ
り
、
女
性
の
神
聖
性
が
収
斂
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
ホ
ト
に

女
性
の
神
聖
性
が
宿
る
と
い
う
こ
と
は
後
で
紹
介
す
る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
神
話
が
最
も
顕
著
に
表
し
て
い
る
が
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

に
限
ら
ず
ホ
ト
に
何
ら
か
の
呪
力
が
あ
る
と
す
る
解
釈
は
既
に
一
般
的
で
あ
る
。
古
代
で
は
巫
女
に
代
表
さ
れ
る
女
性
の
持
つ
霊
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力
が
認
め
ら
れ
、
女
性
の
神
聖
性
へ
の
一
種
の
信
仰
が
根
付
い
て
い
た
。
ホ
ト
に
宿
る
呪
力
と
は
ま
さ
に
女
性
が
持
つ
と
考
え
ら

れ
て
い
た
霊
力
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ホ
ト
の
破
壊
と
は
物
理
的
に
生
を
破
壊
し
死
を
招
く
だ
け
で
な
く
、
そ
の
女
性
の

神
聖
性
を
破
壊
す
る
と
い
う
意
味
に
も
繋
が
っ
て
い
た
の
だ
。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
屋
戸
隠
れ
の
原
因
は
、
ホ
ト
の
破
壊
に
よ
り
女

性
性
、
女
性
の
持
つ
神
聖
性
を
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
女
性
の
神
聖
性
を
認
め
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
否
定
す
る
よ

う
な
物
語
が
構
築
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

同
じ
く
、
箸
墓
伝
承
で
語
ら
れ
た
ホ
ト
の
破
壊
も
、
生
の
象
徴
の
破
壊
と
女
性
性
の
否
定
と
い
う
要
素
が
強
い
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

箸
墓
伝
承
の
核
は
箸
墓
の
名
称
の
起
源
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
箸
は
そ
の
た
め
に
登
場
し
た
府
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
墓
の
名

称
起
源
譚
で
あ
る
限
り
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
る
人
物
の
死
は
必
然
的
に
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
死
は
「
見
る
な
の
禁
」
と

呼
ば
れ
る
タ
ブ
ー
を
犯
す
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
こ
の
「
見
る
な
の
禁
」
と
は
、
生
と
死
を
区
分
け
し
文
節
化
す
る
た
め
に

発
生
す
る
も
の
で
あ
る
（
16
）。
箸
墓
伝
承
に
お
け
る
「
見
る
な
の
禁
」
は
見
る
こ
と
自
体
を
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
禁

忌
を
破
り
、
結
果
的
に
神
に
「
恥
」
を
か
か
せ
る
と
い
う
筋
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
罰
に
近

い
死
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
、
生
そ
の
も
の
・
女
性
性
の
象
徴
で
あ
る
ホ
ト
の
破
壊
を

強
い
ら
れ
た
。
こ
の
異
常
と
も
言
え
る
死
は
、
女
性
の
神
聖
性
を
否
定
す
る
よ
う
な
目
的
を
持
っ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

ハ
タ
オ
リ
メ
の
梭
と
ヤ
マ
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
の
箸
は
い
ず
れ
も
男
根
を
象
徴
す
る
要
素
な
ど
で
は
な
く
、
女
性
性
を
否
定
し

殺
害
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
道
具
に
過
ぎ
な
い
。
梭
は
忌
服
屋
で
の
殺
害
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具
、
箸
は
名
称
起
源
譚
に
合
わ
せ

た
道
具
と
し
て
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
、
ホ
ト
を
突
き
刺
す
と
い
う
行
為
が
、
女
性
性
自
体
を
否
定
す
る

屈
辱
的
な
死
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
結
末
に
繋
が
っ
て
い
る
。
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
は
神
と
の
間
の
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
こ
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と
で
報
復
的
な
死
を
遂
げ
、
ハ
タ
オ
リ
メ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
恐
れ
さ
せ
る
た
め
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
理
不
尽
に
殺
害
さ
れ
た
。
女

神
が
生
の
象
徴
で
あ
る
ホ
ト
の
破
壊
に
よ
っ
て
死
ぬ
と
き
、
そ
れ
は
単
な
る
死
で
は
な
く
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
含
む
死
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
も
ま
た
、
こ
の
ホ
ト
の
破
壊
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
の
死
で
あ
っ
た
。

し
か
し
イ
ザ
ナ
ミ
と
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
・
ハ
タ
オ
リ
メ
の
神
格
に
は
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
が
地
母
神

で
あ
り
、
そ
の
生
産
性
が
カ
グ
ツ
チ
神
話
に
繋
が
る
と
説
い
た
が
、
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
と
ハ
タ
オ
リ
メ
に
は
地
母
神
の

性
格
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
地
母
神
が
そ
の
身
体
か
ら
人
々
の
為
に
な
る
も
の
を
生
み
出
す
と
い
う
原
初
的
信
仰
が
反
映

さ
れ
た
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
と
、
巫
女
の
殺
害
を
語
る
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
・
ハ
タ
オ
リ
メ
神
話
は
ホ
ト
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー

を
通
し
、
同
質
の
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
箸
墓
伝
承
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
丹
塗
矢
伝
承
で
は
箸
墓
伝
承
と
は
真
逆
の
結
末
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
ホ
ト

は
「
生
」
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

セ
ヤ
ダ
タ
ラ
ヒ
メ

ホ
ト
が
生
と
関
連
す
る
説
話
で
あ
る
所
謂
「
丹
塗
矢
伝
承
」
は
、
古
事
記
中
巻
、
神
武
記
の
婚
姻
譚
だ
。

【
古
事
記
】
故
、
日
向
に
坐
し
し
時
、
阿
多
の
小
椅
君
の
妹
、
名
は
阿
比
良
比
賣
娶
し
て
生
め
る
子
は
、
多
藝
志
美
美
命
、

次
に
岐
須
美
美
命
、
二
柱
坐
し
き
。
然
れ
ど
も
更
に
大
后
と
爲
む
美
人
を
求
ぎ
た
ま
ひ
し
時
、
大
久
米
命
曰
し
け
ら
く
、「
此

間
に
媛
女
有
り
、
是
を
神
の
御
子
と
謂
ふ
。
其
の
神
の
御
子
と
謂
ふ
所
以
は
、
三
嶋
湟
咋
の
女
、
名
は
勢
夜
陀
多
良
比
賣
、

其
の
容
姿
麗
美
し
か
り
き
。
故
、
美
和
之
大
物
主
神
、
見
感
で
て
、
其
の
美
人
の
大
便
爲
れ
る
時
、
丹
塗
矢
に
化
り
て
、
其
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の
大
便
爲
れ
る
溝
よ
り
流
れ
下
り
て
、
其
の
美
人
の
富
登
を
突
き
き
。
爾
に
其
の
美
人
驚
き
て
、
立
ち
走
り
伊
須
須
岐
伎
、

乃
ち
其
の
矢
を
將
ち
來
て
、
床
の
邊
に
置
け
ば
、
忽
ち
に
麗
し
き
壯
夫
に
成
り
て
、
卽
ち
其
の
美
人
を
娶
し
て
生
め
る
子
、

名
は
富
登
多
多
良
伊
須
須
岐
比
賣
命
と
謂
ひ
、
亦
の
名
は
比
賣
多
多
良
伊
須
氣
余
理
比
賣
是
は
其
の
富
登
と
云
ふ
事
を
惡
み

て
、
後
に
名
を
改
め
つ
る
ぞ
。

と
謂
ふ
。
故
、

是
を
以
ち
て
神
の
御
子
と
謂
ふ
な
り
」
と
ま
を
し
き
。

こ
の
「
セ
ヤ
ダ
タ
ラ
ヒ
メ
」
と
い
う
神
名
に
つ
い
て
佐
々
木
隆
氏
は
、
セ
（
瀬
）
ヤ
（
矢
）
ダ
タ
ラ
（
立
た
ら
）
姫
で
あ
る
と

し
、「
瀬
を
流
れ
て
く
る
矢
を
立
て
ら
れ
た
姫
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
と
し
た
（
17
）。

こ
こ
で
は
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
化
身
で
あ
る
丹
塗
矢
が
ホ
ト
を
突
き
子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
話
か
ら
考
え
て
も
、
丹
塗
矢
は
単

純
に
男
根
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
似
た
よ
う
な
話
形
で
あ
っ
て
も
箸
墓
伝
承
と
は
全
く
の
別
物
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

吉
田
知
子
氏
ら
が
「
神
の
よ
り
し
ろ
」
と
表
現
し
た
よ
う
に
「
弓
矢
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
し
ば
し
ば
神
と
の
婚
姻
に
登
場
す

る
も
の
で
あ
る
。
類
似
の
描
写
は
『
山
城
国
風
土
記
』
逸
文
「
賀
茂
社
縁
起
」
の
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
の
説
話
に
も
見
る
こ
と
が
出
来

る
が
、
こ
こ
で
は
川
上
か
ら
流
れ
て
き
た
丹
塗
矢
を
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
が
拾
っ
て
床
の
辺
に
差
し
置
く
だ
け
で
身
ご
も
る
と
い
う
展

開
に
な
っ
て
お
り
、
神
の
化
身
、
も
し
く
は
象
徴
と
考
え
ら
れ
る
矢
が
ホ
ト
に
突
き
刺
さ
る
と
い
う
話
は
な
い
。
お
そ
ら
く
日
本

書
紀
と
同
様
に
ホ
ト
を
突
き
刺
す
と
い
う
話
型
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
ホ
ト
の
要
素
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
矢
が
男
根
を

表
し
性
交
に
も
繋
が
る
神
話
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
ハ
ル
ヤ
マ
ノ
カ
ス
ミ
ヲ
ト
コ
の
説
話
も
そ
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
考
え
て

良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
説
話
で
は
イ
シ
ヅ
ヲ
ト
メ
を
訪
問
し
た
ハ
ル
ヤ
マ
ノ
カ
ス
ミ
ヲ
ト
コ
が
「
藤
の
花
に
変
化
し
た
弓
矢
」
を
ヲ

ト
メ
の
厠
に
か
け
る
こ
と
で
結
婚
が
成
立
す
る
。
丹
塗
矢
伝
承
の
よ
う
な
直
接
的
表
現
で
は
な
く
か
な
り
文
学
的
に
成
熟
し
た
表
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現
を
取
り
入
れ
て
い
る
印
象
だ
が
、
根
本
に
は
矢
（
弓
矢
）
が
「
男
根
の
象
徴
」
で
あ
る
と
す
る
意
識
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
佐
々
木
氏
は
ミ
ゾ
ク
ヒ
の
ク
ヒ
は「
男
根
の
象
徴
物
で
あ
る
棒
状
の
杭
」、タ
ケ
ツ
ノ
ミ
の「
ツ
ノ
ミ
」は「
角
の
よ
う
な
身
」

と
い
う
意
味
を
持
ち
、棒
状
の
も
の
を
表
す
語
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。「
男
根
を
表
す
棒
状
の
何
か
と
い
う
意
味
の
名
を
持
つ
父
親
」

が
こ
れ
ら
の
物
語
の
要
と
な
る
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ホ
ト
と
男
根
を
示
す
物
体
の
接
合
に
よ
り
神
の
子
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
話
型
か
ら
、
丹
塗
矢
伝
承
は
単
純
に
生
殖
・
出
産

機
能
を
司
る
身
体
の
一
部
分
と
し
て
の
ホ
ト
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
「
ホ
ト
と
死
」
の
神
話
群
で
逆

説
的
に
語
ら
れ
て
き
た
女
神
の
ホ
ト
に
宿
る
神
聖
性
と
い
う
も
の
は
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
来
こ
の
よ
う
に
「
生
」
と

関
わ
る
は
ず
の
ホ
ト
だ
か
ら
こ
そ
、相
反
す
る
「
死
」
を
表
現
す
る
と
き
に
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
描
写
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト

最
後
に
取
り
上
げ
る
ホ
ト
が
登
場
す
る
説
話
は
、
お
そ
ら
く
ホ
ト
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
神
話
と
し
て
は
最
も
著
名
な
も
の
で
あ

ろ
う
。【

古
事
記
】
天
宇
受
賣
命
、
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
手
次
に
繋
け
て
、
天
の
眞
拆
を

と
爲
て
、
天
の
香
山
の
小
竹
葉
を

手
草
に
結
ひ
て
、
天
の
石
屋
戸
に
汙
氣
伏
せ
て
蹈
み
登と

杼ど

呂ろ

許こ

志し

、
神
懸
り
爲
て
、
胸
乳
を
掛
き
出
で
裳
緖
を
番
登
に
忍
し

垂
れ
き
。
爾
に
高
天
の
原
動
み
て
、
八
百
萬
の
神
共
に
咲
ひ
き
。

こ
の
神
話
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
魂
を
呼
び
戻
す
意
図
の
鎮
魂
祭
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
説
、
矛
を
以
て
覆
槽
を
衝
く
と
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い
う
表
現
が
陰
陽
交
合
を
象
徴
す
る
と
い
う
説
が
唱
え
ら
れ
（
18
）、
い
ず
れ
も
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
神
話
を
構
築
し
た
要
素
で
あ
る
こ

と
に
間
違
い
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
神
々
を
笑
わ
せ
る
た
め
に
そ
の
ホ
ト
を
露
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
松
村
武
雄
氏
は
ホ
ト
が
邪
気
を
駆
除
す

る
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
の
舞
が
呪
術
的
意
味
を
有
し
て
い
る
と
し
た
（
19
）。「
ホ
ト
が
邪
気
を
払
う
説
話
」
は

世
界
的
に
見
ら
れ
（
20
）、「
ホ
ト
」
と
「
笑
い
」
の
両
方
に
邪
気
を
払
い
幸
福
を
呼
ぶ
何
ら
か
の
力
を
見
出
す
と
す
る
説
は
既
に

定
説
で
あ
る
。

三
浦
佑
之
氏
は
「
古
代
に
は
三
つ
の
笑
い
が
あ
っ
た
。
エ
ム
と
エ
ラ
ク
と
ワ
ラ
フ
が
そ
れ
で
あ
る
。
声
が
あ
る
か
な
い
か
で
分

け
れ
ば
、
エ
ム
に
は
声
が
な
く
、
エ
ラ
ク
と
ワ
ラ
フ
に
は
声
が
あ
る
。
そ
し
て
、
エ
ム
と
エ
ラ
ク
と
が
親
和
す
る
笑
い
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
ワ
ラ
フ
は
相
手
を
遮
断
し
た
笑
い
で
あ
る
」
と
し
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
対
す
る
「
咲
」
と
は
満
ち
足
り
た
気
分
で
の

笑
い
で
あ
る
「
エ
ラ
ク
」
で
あ
る
と
説
い
た
（
21
）。
神
々
の
「
咲
」
が
「
ウ
ヅ
メ
の
い
さ
さ
か
滑
稽
で
卑
猥
な
性
的
挑
発
に
寄
り

憑
か
れ
た
神
々
が
、
酒
に
酔
っ
た
よ
う
に
歓
喜
し
満
ち
足
り
た
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
で
き
る
」
も
の
で
あ
る
と
す

る
三
浦
氏
の
言
及
通
り
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
よ
っ
て
故
意
に
笑
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
一

方
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
猿
田
彦
に
対
し
て
「
ワ
ラ
フ
」
描
写
が
日
本
書
紀
に
見
ら
れ
る
。

【
日
本
書
紀　

一
書
（
一
）】
已
に
し
て
降
り
ま
さ
む
と
す
る
間
に
、
先
驅
の
者
還
り
て
白
さ
く
「
一
の
神
り
て
、
天
八
達
之

衢
に
居
り
。
其
の
鼻
の
長
さ
七
咫
、
背
の
長
さ
七
尺
餘
り
。
當
に
七
尋
言
ふ
べ
し
。
且
口
尻
明
り
耀
れ
り
。
眼
は
八
咫
鏡
の

如
く
し
て
赩
然
似
赤
酸
醤
に
似
れ
り
。」と
ま
う
す
。
卽
ち
從
の
神
を
遣
し
て
、往
き
て
問
は
し
む
。
時
に
八
十
萬
の
神
有
り
。

皆
目
勝
ち
て
相
問
ふ
こ
と
得
ず
。
故
、
特
に
天
鈿
女
に
勅
し
て
曰
は
く
、「
汝
は
是
、
目
人
に
勝
ち
た
る
者
な
り
。
往
き
て
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問
ふ
べ
し
。」
と
の
た
ま
ふ
。
天
鈿
女
、
乃
ち
其
の
胸
乳
を
露
に
か
き
い
で
て
、
裳
帶
を
臍
の
下
に
抑
れ
て
、
咲

ひ
て
向

き
て
立
つ
。

日
本
書
紀
の
天
石
屋
戸
神
話
に
お
い
て
は
性
器
の
露
出
が
描
か
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
天
孫
降
臨
の
場
面
で
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

が
「
裳
帯
を
臍
の
下
に
仰
れ
」
て
い
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
天
孫
降
臨
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
サ
ル
タ
ヒ
コ
を
威
嚇
し
圧
倒
す
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
目

力
が
強
力
な
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
多
く
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
天
孫
降
臨
神
話
に
お
け
る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
描
写
を
古
事
記
の
ほ
う
か
ら
引
い
て
み
る
と
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ

ギ
の
神
が
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
対
し
て
「
汝
は
手
弱
女
に
有
れ
ど
も
、い
む
か
ふ
神
と
面
勝
つ
神
ぞ
」
と
詔
し
た
と
あ
る
。
こ
の
「
手

弱
女
」
と
い
う
言
葉
は
神
女
の
姿
に
繋
が
る
女
性
の
神
聖
性
を
示
す
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
実
社
会
で
作
ら
れ
る
性
差

を
映
し
出
し
て
お
り
、
そ
の
二
面
が
混
沌
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
だ
と
内
藤
明
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
（
22
）。
そ
し
て
そ

れ
は
男
の
視
線
か
ら
、
あ
る
い
は
男
の
視
線
を
意
識
し
た
時
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
視
線
を
作
っ
た
社
会
構
造
や
文
化
と
関

わ
る
言
葉
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。た
わ
や
め
と
い
う
言
葉
は
ま
す
ら
を
の
対
義
語
で
あ
り
、女
性
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
本
来
女
性
の
持
つ
神
聖
性
に
よ
っ
て
邪
気
を
払
う
力
を
所
持
し
て
い
た
が
、
次
第
に
た
だ
強
大
な
力
を
持

つ
神
と
し
て
の
神
格
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
書
紀
の
天
石
屋
戸
神
話
で
は
ホ
ト
の
露
出
は
描
か
れ
ず
、
代
わ
り
に
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
動
作
は
「
作
俳
優
」
と
の
み
表
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
卑
猥
と
も
い
え
る
儀
礼
行
為
を
わ
ざ
を
き
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
、
性
的
描
写
を
忌

避
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
描
写
が
記
の
天
石
屋
戸
神
話
の
も
の
に
酷
似
し
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な
が
ら
も
ホ
ト
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
な
い
の
も
こ
れ
が
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
永
藤
氏
は
わ
ざ
を
き
と
い
う
表
現
に
関

し
「『
古
事
記
』
の
神
話
に
お
い
て
構
造
化
さ
れ
た
祭
儀
的
な
場
は
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
後
退
し
て
、
芸
能
的
な
も
の
と

し
て
語
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
（
23
）。
つ
ま
り
古
事
記
で
語
ら
れ
た
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
邪
気
を
払
い
ア
マ
テ
ラ
ス
を
呼
び
戻
す

た
め
の
儀
式
は
、
日
本
書
紀
に
お
い
て
は
既
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
本
来
、
女
性
性
を
象
徴
す
る
ホ
ト
の
持
つ
力
に
よ
っ
て
神
々
を
笑
わ
せ
て
邪
気
を
払
う
と
い
う
儀
式
を
行
っ
て
い
た
ア
メ

ノ
ウ
ズ
メ
だ
が
、
そ
の
儀
礼
行
為
が
徐
々
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
化
し
、
強
い
神
と
し
て
の
性
格
が
強
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
が
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
ホ
ト
を
露
出
す
る
と
い
う
役
割
の
み
を
担
っ
て
い
た
は
ず
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
い

つ
の
間
に
か
自
身
も
笑
う
神
へ
と
変
化
し
て
い
た
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
原
初
の
姿
は
イ
ム
カ
フ
神
、
面
勝
つ
神
で
あ
り
な
が
ら
も

女
性
と
し
て
の
神
聖
性
を
強
く
保
持
す
る
巫
女
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
こ
こ
で
の
ホ
ト
は
邪
気
を
払
う
力
を
持
つ
も
の
、
そ
し
て
神
々
を
笑
わ
せ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
ホ
ト
と
笑
い
は
そ
れ
ぞ
れ
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
屋
戸
隠
れ
を
打
破
す
る
た
め
の
呪
術
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
登
場
し
て
い
る

が
、
な
ぜ
ホ
ト
の
露
出
が
笑
い
に
繋
が
る
の
か
と
い
う
疑
問
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

こ
れ
に
対
し
池
田
弥
三
郎
氏
は
荒
ぶ
る
神
を
鎮
め
る
為
の
手
段
と
し
て
古
代
人
は
「
神
を
笑
わ
せ
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

感
じ
、
自
分
が
笑
わ
れ
者
に
な
る
こ
と
で
神
に
笑
っ
て
も
ら
う
と
い
う
選
択
を
し
た
と
述
べ
た
。（
24
）。「
人
が
笑
う
こ
と
は
神

も
笑
う
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
考
え
か
ら
、
人
を
笑
わ
せ
る
こ
と
が
儀
礼
化
し
、
そ
れ
が
喜
劇
の
発
生
に
も
繋
が
っ
た
と
い
う
の
だ
。

こ
れ
は
的
を
射
た
意
見
で
あ
り
、
神
話
が
現
実
的
事
象
を
反
映
し
て
い
る
以
上
、
当
時
の
人
間
に
と
っ
て
「
ホ
ト
の
露
出
」
が
笑

い
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
樋
口
清
之
氏
は
性
と
笑
い
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
性
そ
の
も
の
自
体
に
笑
い

の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
及
し
て
い
る
（
25
）。
樋
口
氏
は
更
に
、「
こ
う
し
た
要
素
が
本
来
的
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
笑
い
に
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招
福
・
魔
除
の
呪
力
が
あ
る
と
い
う
、
性
に
対
し
て
と
同
じ
信
仰
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
、
性
と
笑
い

が
共
に
持
つ
呪
力
の
根
拠
に
つ
い
て
示
し
た
。

そ
し
て
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
を
手
弱
女
と
表
し
、
ホ
ト
の
露
出
に
笑
う
と
い
う
物
語
の
構
造
は
、
男
性
中
心
社
会
が
持
つ
意
識
の
反

映
と
も
と
れ
る
。
い
わ
ば
こ
れ
は
こ
の
神
話
が
男
性
的
目
線
か
ら
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
顕
著
に
表
す
描
写
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
松
村
一
男
氏
は
、
神
話
は
男
性
中
心
の
支
配
階
層
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
秩
序
維
持
装
置
で
あ
り
、
神
話
の
中
の
女
性
像

は
「
男
性
支
配
者
層
に
都
合
の
よ
い
女
性
像
、
つ
ま
り
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
の
産
物
」
だ
と
述
べ
て
い
る
（
26
）。
女
性
性
の
象
徴
で
あ

る
ホ
ト
に
よ
っ
て
危
機
を
回
避
さ
せ
た
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
、
男
性
社
会
が
期
待
す
る
女
性
性
そ
の
も
の
の
具
現
化
で
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

こ
れ
ま
で
ホ
ト
が
「
死
」
と
関
わ
る
話
、「
生
」
と
関
わ
る
話
と
分
類
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
こ
の
天
石
屋
戸
神
話
は
「
生
を

呼
ぶ
神
話
」
で
あ
る
。
天
石
屋
戸
神
話
で
の
ホ
ト
は
、
生
殖
と
出
産
と
い
う
本
来
の
機
能
を
保
持
し
た
ま
ま
、
も
っ
と
儀
式
的
・

神
話
的
に
昇
華
さ
せ
た
も
の
だ
。

永
藤
氏
は
、「
闇
に
包
ま
れ
た
不
毛
の
無
秩
序
世
界
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
ホ
ト
の
豊
穣
性
、
呪
性
に
よ
っ
て
、
変
換
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
天
石
屋
戸
開
き
に
繋
が
る
ホ
ト
の
呪
力
の
一
端
が
豊
穣
性
で
あ
る
と
し
た
（
27
）。

し
か
し
そ
れ
は
お
そ
ら
く
二
次
的
に
発
生
し
た
呪
力
で
あ
り
、
更
に
ホ
ト
で
は
な
く
女
神
の
身
体
そ
の
も
の
に
宿
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
女
神
の
身
体
と
豊
穣
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
ホ
ト
は

そ
の
純
粋
な
力
を
発
揮
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
純
粋
な
力
と
は
女
性
が
本
来
的
に
持
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
神
聖
性
で

あ
る
。
女
神
の
神
聖
な
る
力
に
よ
っ
て
、
神
々
が
笑
い
、
天
石
屋
戸
が
開
く
の
だ
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
ホ
ト
は
「
女
性
性
の
象
徴
」

を
超
越
し
、
女
性
の
持
つ
神
聖
性
が
収
斂
す
る
存
在
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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こ
れ
ら
神
話
に
登
場
す
る
ホ
ト
の
意
義
と
は
、
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
女
性
性
の
象
徴
で
あ
り
、
女
性
が
持
つ
神
聖
性
の
象

徴
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
元
来
ホ
ト
が
物
理
的
に
保
持
し
て
い
る
生
産
性
と
い
う
側
面
が
生
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故

ホ
ト
の
破
壊
に
よ
っ
て
死
を
表
す
神
話
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
見
、
死
の
神
話
で
あ
っ
た
り
生
の
神
話
で
あ
っ
た

り
、
時
に
は
露
出
す
る
話
で
あ
っ
た
り
と
統
一
性
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
ホ
ト
の
神
話
群
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
古
代
の
男

性
中
心
社
会
で
築
か
れ
た
、
ホ
ト
に
女
性
の
神
聖
性
が
宿
る
と
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
の
だ
。

第
二
章

ハ
ゼ
の
描
写
と
形
象

こ
れ
ま
で
記
紀
神
話
に
散
見
す
る
「
ホ
ト
」
を
取
り
上
げ
論
じ
て
き
た
が
、
一
方
記
紀
に
お
け
る
男
性
器
に
つ
い
て
の
描
写
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

記
紀
の
中
に
ホ
ト
を
含
む
神
話
が
多
く
確
認
で
き
る
一
方
、
男
性
器
が
登
場
す
る
神
話
と
い
う
の
は
見
つ
か
ら
な
い
。
丹
塗
矢

の
よ
う
な
「
男
性
器
を
表
す
と
思
わ
れ
る
モ
チ
ー
フ
」
は
登
場
す
る
も
の
の
、
男
性
器
そ
の
も
の
と
し
て
描
い
た
神
話
を
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

男
性
器
の
古
語
は
「
ハ
ゼ
」「
オ
ハ
ゼ
」
で
あ
る
。
和
名
抄
に
「
玉
茎
、
房
内
経
云
玉
茎　
　
　
　

男
陰
名
也

楊
氏
漢
語
抄
云
　
　
　
　
　
　
　

破
前
一
云
麻
前
良

」
と

あ
り
、
男
性
器
を
指
す
言
葉
は
ハ
ゼ
か
マ
ラ
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ハ
ゼ
の
ほ
う
が
よ
り
古
い
（
28
）。
こ
の
ハ
ゼ
は
記
紀
神
話
に

は
登
場
し
な
い
と
書
い
た
が
、
実
際
に
は
ハ
ゼ
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
節
が
古
事
記
の
カ
グ
ツ
チ
神
話
に
登
場
す

る
。
そ
れ
は
死
し
た
カ
グ
ツ
チ
の
身
体
か
ら
神
々
が
生
ま
れ
る
場
面
の
「
次
於
陰
所
成
神
名
、
闇
山
津
見
神
」
と
い
う
記
述
で
あ

る
。「
陰
」
の
字
は
カ
グ
ツ
チ
の
陰
部
を
指
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
適
切
と
思
わ
れ
る
読
み
は
ホ
ト
で
は
な
く
ハ
ゼ
で
あ
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る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
話
は
既
に
紹
介
し
た
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
に
相
似
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
同
じ
話
型
の
中
で

語
ら
れ
た
話
で
あ
ろ
う
。本
来
的
に
女
神
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
話
型
の
一
端
に
カ
グ
ツ
チ
神
話
が
組
み
込
ま
れ
た
と
き
、

ハ
ゼ
の
機
能
を
無
視
し
た
ま
ま
「
陰
」
に
神
が
化
成
す
る
と
い
う
話
に
な
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
「
陰
」
は
も
ち
ろ
ん

ホ
ト
で
は
な
い
か
ら
ハ
ゼ
と
読
む
べ
き
で
は
あ
る
の
だ
が
、
本
質
的
に
は
ハ
ゼ
と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

従
っ
て
、
記
紀
神
話
に
は
ハ
ゼ
が
ハ
ゼ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
箇
所
が
見
当
た
ら
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

縄
文
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
女
神
に
対
す
る
信
仰
と
ホ
ト
の
神
話
の
関
係
性
を
一
章
で
述
べ
た
が
、
果
た
し
て
ハ
ゼ
に

対
す
る
特
別
な
思
想
・
信
仰
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

古
代
の
ハ
ゼ
に
対
す
る
何
ら
か
の
信
仰
を
表
し
た
も
の
と
し
て
最
も
顕
著
な
も
の
は
石
棒
で
あ
る
。
石
棒
の
出
現
は
旧
石
器
時

代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
男
性
器
を
か
た
ど
り
、
何
ら
か
の
祭
儀
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
定
の
結
論
が
出

て
い
る
。

石
棒
の
意
義
に
関
し
て
、
生
殖
行
為
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
と
す
る
説
（
29
）、
土
偶
と
同
様
に
豊
穣
儀
礼
に
関
わ
る
と
す
る

説
（
30
）、
再
生
を
祈
っ
て
墓
に
立
て
ら
れ
た
と
す
る
説
（
31
）（
32
）
な
ど
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
春
成
秀
爾
氏
は
「
オ
ハ
ゼ
形
は
男

性
の
活
力
の
依
代
で
あ
り
、
男
性
祖
先
を
含
む
守
護
神
的
な
象
徴
」
で
あ
り
、「
狩
猟
儀
礼
・
農
耕
儀
礼
を
問
わ
ず
活
力
の
象
徴

と
し
て
、
そ
の
力
を
発
揮
す
る
場
面
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
説
い
た
（
33
）。
氏
は
「
勃
起
し
た
オ
ハ
ゼ
は
威
嚇
・
攻
撃
性
の
象

徴
」
で
あ
る
と
し
、
石
棒
は
必
ず
し
も
農
耕
儀
礼
や
葬
送
儀
礼
・
祖
霊
崇
拝
の
儀
式
と
関
連
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ハ
ゼ

が
本
来
持
つ
生
命
力
か
ら
活
力
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

確
か
に
近
世
以
降
に
根
付
い
た
と
考
え
ら
れ
る
各
地
の
豊
年
祭
で
は
男
根
、
も
し
く
は
男
女
和
合
の
生
産
力
か
ら
豊
作
を
願
う

信
仰
対
象
と
し
て
ハ
ゼ
形
を
祀
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
石
棒
＝
豊
穣
儀
礼
の
祭
具
説
は
そ
う
い
う
事
例
を
参
考
に
唱
え
ら
れ
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て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
性
行
為
に
見
出
せ
る
生
産
性
と
「
豊
穣
性
」
や
「
多
産
性
」
を
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
に
対
し
、

須
藤
健
一
氏
は
苦
言
を
呈
し
た
（
34
）。
須
藤
氏
は
「
も
し
か
す
る
と
、
性
交
＝
豊
穣
と
い
う
図
式
は
、
研
究
者
の
頭
の
中
に
あ
る

考
え
か
ら
作
ら
れ
た
の
で
は
と
い
う
不
安
も
あ
る
」
と
懐
疑
的
な
意
見
を
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は
石
棒
に
も
適
用
で
き
る
も
の
で

も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ハ
ゼ
に
豊
穣
性
を
見
出
す
と
い
う
信
仰
が
古
代
に
根
付
い
て
い
た
論
拠
と
な
る
資
料
は
な
く
、
あ
と
か

ら
理
由
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
生
産
性
や
生
の
象
徴
と
い
う
意
味
が
ハ
ゼ
に
宿
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
と
す
る
定
説
も
疑
問
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ゼ
に
対
す
る
思
想
は
、
子
ど
も
を
生
み
出
す

と
い
う
ホ
ト
の
機
能
と
混
同
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
確
か
に
生
殖
行
為
に
お
い
て
は
ハ
ゼ
と
ホ
ト
は
並
立
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
か
ら
繋
が
る
生
産
活
動
を
担
う
の
は
ホ
ト
で
あ
り
、
女
性
で
あ
る
。
念
頭
に
生
殖
行
為
が
あ
る
所
為
か
、
性
器
に
つ

い
て
考
察
す
る
場
合
も
つ
い
ハ
ゼ
と
ホ
ト
に
同
じ
性
質
を
見
出
す
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ら
は
一
括
り
と
し
て
考
え
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

石
棒
以
外
に
も
、
縄
文
後
・
晩
期
の
注
口
土
器
で
、
注
ぎ
口
に
勃
起
し
た
ハ
ゼ
を
模
し
た
も
の
が
関
東
・
東
北
地
方
で
報
告
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
土
器
の
用
途
は
不
明
だ
が
、
ハ
ゼ
を
模
し
て
作
ら
れ
た
遺
物
が
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
記

紀
神
話
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
ハ
ゼ
だ
が
、
神
話
を
構
築
し
た
で
あ
ろ
う
縄
文
宗
教
か
ら
連
な
る
古
代
の
日
本
人
の
意
識
の
中

に
お
い
て
は
、
全
く
忘
れ
去
ら
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
。

古
墳
時
代
に
な
る
と
ハ
ゼ
形
を
作
る
文
化
は
一
度
失
わ
れ
た
、
も
し
く
は
著
し
く
衰
退
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
飛
鳥
・
奈

良
時
代
に
な
る
と
再
興
す
る
。
こ
れ
は
大
陸
か
ら
新
し
い
文
化
が
流
入
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
一
方
で
、
ハ
ゼ
形
が

消
失
す
る
古
墳
時
代
に
は
ハ
ゼ
を
露
出
し
た
状
態
の
埴
輪
が
群
馬
県
佐
波
郡
上
武
古
墳
や
福
岡
県
八
女
市
岩
戸
山
古
墳
か
ら
出
土

し
て
い
る
。
千
葉
徳
爾
氏
は
こ
れ
に
近
代
の
民
間
信
仰
に
お
い
て
狩
猟
民
が
山
の
神
に
対
し
て
男
根
を
露
出
す
る
儀
式
と
の
連
続
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性
を
見
出
し
た
（
35
）。
マ
タ
ギ
の
間
で
は
山
の
神
に
対
し
て
男
根
を
捧
げ
る
と
い
う
伝
統
儀
礼
が
あ
り
、
こ
れ
が
縄
文
の
信
仰
に

ま
で
遡
れ
る
と
す
る
研
究
は
多
い
（
36
）。
千
葉
氏
は
こ
の
裸
体
の
埴
輪
が
ま
さ
に
当
時
の
狩
猟
の
再
現
で
あ
る
可
能
性
を
述
べ
、

こ
れ
も
石
棒
か
ら
連
な
る
ハ
ゼ
形
象
文
化
の
一
端
で
あ
る
と
し
た
。

一
方
、
書
物
に
現
れ
る
ハ
ゼ
の
記
述
は
古
語
拾
遺
の
も
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
語
拾
遺
に
は
イ
ナ
ゴ
の
害
の
除
去
の
た

め
に
男
茎
形
（
オ
ハ
ゼ
ガ
タ
）
を
作
っ
て
溝
口
に
置
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
既
に
ハ
ゼ
が
何
ら
か
の
力
を
持
つ

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
古
語
拾
遺
の
記
述
で
は
ハ
ゼ
は
神
の
怒
り
を
鎮
め
、
耕
作
を
滞
り
な
く
行
う

と
い
う
願
い
を
叶
え
る
為
に
登
場
し
た
。
こ
れ
は
民
俗
学
的
に
は
ハ
ゼ
に
生
産
性
を
見
出
し
、
豊
作
を
願
う
象
徴
と
し
て
の
役
割

が
当
て
ら
れ
て
い
る
例
だ
と
推
測
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ハ
ゼ
は
あ
く
ま
で
活
力
の
象
徴
で
あ
り
、「
起
死
回
生

の
作
用
あ
る
い
は
生
命
力
を
引
き
寄
せ
る
力
」
が
あ
る
と
す
る
千
葉
説
（
37
）
の
ほ
う
が
現
実
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
こ

の
記
述
は
記
紀
神
話
を
読
み
解
く
上
で
は
決
し
て
古
い
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
ず
（
38
）、
神
話
の
源
流
を
辿
る
と
い
う
意
味
で
は

必
ず
し
も
同
じ
思
想
が
背
景
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

以
上
、
古
代
の
ハ
ゼ
を
検
証
し
て
み
る
と
、
神
話
世
界
と
現
実
世
界
で
は
そ
の
登
場
頻
度
が
乖
離
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ハ

ゼ
を
造
形
す
る
文
化
の
基
盤
に
は
ハ
ゼ
に
対
す
る
信
仰
が
必
ず
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
何
故
神
話
の
中
に
ハ
ゼ
は
登
場
し
な
い
の
か

と
い
う
疑
問
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

ホ
ト
の
形
象

で
は
、
神
話
の
中
に
頻
繁
に
登
場
し
て
い
た
ホ
ト
の
形
象
文
化
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

春
成
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、縄
文
時
代
の
遺
構
か
ら
ホ
ト
そ
の
も
の
を
造
形
し
た
も
の
は
稀
に
見
つ
か
る
程
度
で
あ
る
と
い
う
。
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秋
田
県
東
由
利
町
三
升
刈
遺
跡
、
岐
阜
県
国
府
町
荒
城
神
社
遺
跡
、
愛
媛
県
松
山
市
船
ヶ
谷
遺
跡
な
ど
か
ら
出
土
し
た
石
製
品
を

除
い
て
は
、
ホ
ト
を
写
実
的
に
造
形
し
た
と
確
実
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
出
土
品
の
報
告
は
な
い
。
弥
生
時
代
に
な
っ
て
も
状
況

は
変
わ
ら
ず
、
ホ
ト
形
象
品
の
候
補
と
し
て
石
製
品
が
二
点
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

縄
文
時
代
の
遺
物
で
女
性
性
を
最
も
表
し
た
も
の
と
言
え
ば
土
偶
が
挙
げ
ら
れ
る
。
土
偶
は
そ
の
殆
ど
に
乳
房
の
造
形
や
妊
娠

表
現
が
見
ら
れ
、
女
性
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
。
土
偶
の
女
性
性
を
語
る
上
で
は
し
ば
し

ば
そ
の
性
表
現
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、渡
辺
仁
氏
は
殆
ど
の
土
偶
の
身
体
に
性
器
の
描
写
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
（
39
）。
度
々

「
土
偶
の
性
器
表
現
」
と
し
て
引
か
れ
る
も
の
は
亀
ヶ
岡
遺
跡
の
遮
光
器
土
偶
と
青
森
県
八
戸
市
八
幡
遺
跡
の
板
状
土
偶
の
み
で

あ
り
、
土
偶
の
既
知
例
総
数
が
一
万
点
を
越
え
る
事
実
を
考
え
る
と
、
土
偶
の
性
器
表
現
の
例
は
極
め
て
稀
な
も
の
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
確
か
に
こ
れ
を
土
偶
の
身
体
に
表
現
さ
れ
た
女
性
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
普
遍
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
神
話
と
は
裏
腹

に
、
形
象
文
化
に
お
け
る
ホ
ト
は
殆
ど
見
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
土
偶
の
女
性
性
と
は
一
体
何
を
表
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

土
偶
に
対
す
る
信
仰
の
定
説
と
し
て
唱
え
ら
れ
る
も
の
に
、
生
産
・
豊
穣
へ
の
信
仰
、
す
な
わ
ち
土
偶
が
地
母
神
で
あ
る
と
す

る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
生
産
力
を
持
つ
母
体
と
し
て
の
大
地
へ
の
敬
意
が
地
母
神
に
対
す
る
信
仰
を
作
り
、
そ
の
地
母
神
を
具

象
化
し
た
も
の
が
土
偶
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。
土
偶
を
壊
す
こ
と
と
ハ
イ
ヌ
ウ
ェ
レ
型
神
話
に
共
通
性
が
見
出
せ
る
こ
と
は
既

に
述
べ
た
。

一
方
、
渡
辺
仁
氏
は
土
偶
＝
地
母
神
説
を
否
定
し
、
土
偶
は
「
女
神
即
安
産
の
守
神
」
で
あ
り
、
古
代
人
に
と
っ
て
出
産
の
守

神
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
土
偶
が
性
器
を
表
さ
ず
に
乳
房
と
腹
部
膨
隆
の
表
現
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
単
な
る

女
神
像
で
は
な
く
母
性
像
で
あ
る
と
断
定
し
た
。
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ま
ず
、
渡
辺
氏
は
土
偶
＝
地
母
神
説
を
否
定
し
た
理
由
と
し
て
、
地
母
神
信
仰
は
農
耕
民
の
思
想
で
あ
っ
て
狩
猟
採
集
社
会
で

あ
る
縄
文
社
会
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
氏
は
各
国
の
地
母
神
信
仰
の
例
を
引
い
た
上
で
そ
れ
ら
が
全
て

農
耕
民
の
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
狩
猟
採
集
民
が
求
め
る
収
穫
の
豊
か
さ
は
「
自
然
種
の
周
期
的
出
現
な
い
し
規
則
的

回
帰
に
よ
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
祈
願
す
る
の
が
彼
ら
の
生
産
儀
礼
で
あ
っ
て
、
狩
猟
採
集
社
会
に
地
母
神
信
仰
が
入
り
込

む
余
地
は
な
い
と
い
う
。

し
か
し
藤
森
栄
一
ら
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
縄
文
中
期
農
耕
論
を
採
用
す
れ
ば
、
縄
文
時
代
に
既
に
農
耕
民
と
し
て
の
信
仰
が

あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
藤
森
氏
は
縄
文
に
お
け
る
穀
物
の
貯
蔵
具
な
ど
の
発
達
に
見
る
物
質
的
根
拠
と
、
顔
面
把
手
付
き

土
器
や
土
偶
へ
の
信
仰
を
地
母
神
へ
の
も
の
だ
と
す
る
推
察
か
ら
縄
文
中
期
農
耕
論
を
唱
え
て
い
た
（
40
）。
更
に
現
在
は
遺
構
か

ら
の
発
掘
に
よ
り
物
質
的
な
証
拠
を
以
て
縄
文
中
期
農
耕
論
が
確
立
し
つ
つ
あ
る
。
土
器
中
か
ら
栽
培
植
物
の
種
子
の
痕
跡
を
探

し
出
す
手
法
の
応
用
な
ど
に
よ
り
、
縄
文
時
代
の
栽
培
植
物
が
科
学
的
に
立
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
（
41
）。
縄
文

中
期
の
土
器
か
ら
大
豆
と
小
豆
の
圧
痕
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
中
部
高
地
や
西
関
東
地
方
で
は
縄
文
時
代
前
期
か

ら
栽
培
さ
れ
、
縄
文
時
代
後
期
に
な
る
と
西
日
本
や
九
州
地
方
へ
拡
散
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
っ
て
き
た
そ
う
だ
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
縄
文
が
狩
猟
採
集
社
会
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
土
偶
が
地
母
神
で
な
い
と
す
る
渡
辺
氏
の
説
は
立
証
が

難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
渡
辺
氏
の
考
察
に
よ
っ
て
農
耕
民
の
間
に
は
一
般
に
地
母
神
信
仰
が
存
在
す
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
て
お
り
、
土
偶
も
そ
れ
に
適
応
で
き
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
土
偶
の
形
象
が
女
性
性
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
母
性
を
描
き
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
同
氏
の
説
に
は
賛
同
で
き
る
。
間
違
い
な
く
土
偶
は
単
な
る
女
性
性
の
具

象
化
で
は
な
く
、
地
母
神
を
中
心
と
し
た
母
性
へ
の
信
仰
を
背
景
に
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
表
現
さ
れ
て
い
る
乳
房
や
妊
娠
の
状

態
に
つ
い
て
は
、
子
を
産
む
力
、
生
産
性
が
ひ
い
て
は
地
母
神
へ
の
信
仰
へ
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
解
す
る
こ
と
が
出
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来
る
。
そ
し
て
渡
辺
氏
の
唱
え
た
「
土
偶
＝
女
神
即
安
産
の
守
神
」
説
は
そ
の
女
性
が
持
つ
力
に
起
因
す
る
信
仰
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
女
性
の
生
産
性
を
具
現
化
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
地
母
神
説
と
安

産
の
守
神
説
の
ど
ち
ら
に
も
同
じ
性
格
を
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
土
偶
が
女
性
の
生
産
性
に
基
づ
く

信
仰
に
よ
っ
て
編
み
出
さ
れ
、
生
む
力
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
生
産
性
は
ホ
ト
に

収
斂
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
少
な
く
と
も
土
偶
を
作
っ
て
い
る
段
階
で
は
、
ホ
ト
で
は
な
く

妊
婦
や
女
性
の
身
体
そ
の
も
の
が
母
性
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
神
話
に
散
見
す
る
ホ
ト
と
そ
の
形
象
文
化
を
比
較
す
る
と
、
矛
盾
と
も
思
え
る
ホ
ト
の
扱
い
の
差
異
が
明
ら
か

に
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
イ
ザ
ナ
ミ
、
ウ
ケ
モ
チ
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
ら
縄
文
時
代
か
ら
連
な
る
地
母
神
信
仰
を
色
濃
く
反
映

す
る
と
考
え
ら
れ
る
女
神
の
神
話
で
ホ
ト
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
縄
文
時
代
の
造
形
品
で
あ
る
土
偶
に
は
ホ
ト
が
描

か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
無
論
、縄
文
時
代
の
信
仰
が
全
て
そ
の
ま
ま
神
話
に
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

神
話
が
構
築
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
ホ
ト
に
対
す
る
信
仰
の
形
態
が
変
わ
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
が
、
原
初
的
な
地
母
神
信
仰

と
神
話
で
語
ら
れ
る
地
母
神
の
姿
の
差
異
は
な
ぜ
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

神
話
描
写
と
形
象
文
化

ホ
ト
に
対
す
る
神
話
描
写
と
形
象
文
化
の
差
異
を
考
え
る
前
に
、
ま
ず
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
で
あ
っ
た
ハ
ゼ
に
つ
い
て
考
察
し

た
い
。

ハ
ゼ
も
ま
た
神
話
描
写
と
形
象
文
化
と
で
は
極
端
に
登
場
頻
度
の
差
が
あ
る
。
古
墳
時
代
に
ハ
ゼ
に
対
す
る
信
仰
が
衰
退
し
た

可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
身
体
の
一
部
分
自
体
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
も
の
は
た
と
え
祀
る
文
化
が
失
わ
れ
た
と
し
て
も
、
神
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話
の
中
に
な
ん
ら
か
の
形
で
そ
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
て
当
然
だ
と
思
わ
れ
る
。

更
に
、
神
話
と
は
男
性
社
会
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
男
性
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
男
性
原
理
主
義
的
な
男

根
崇
拝
思
想
が
描
か
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
だ
が
神
話
に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
は
地
母
神
で
あ
る
女
神
へ
の
信
仰
と
最

高
神
ア
マ
テ
ラ
ス
の
物
語
で
あ
り
、
か
つ
て
縄
文
時
代
に
あ
っ
た
ハ
ゼ
に
関
す
る
信
仰
の
片
鱗
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ

は
一
体
何
故
か
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
ハ
ゼ
は
あ
く
ま
で
ハ
ゼ
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
男
神
」
も
し
く
は
「
男
性
」
を
表
す
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
春
成
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
石
棒
は
儀
礼
の
種
類
に
関
わ
ら
ず
「
活
力
の
象
徴
」
で
あ
っ
た
。
そ

の
活
力
を
用
い
て
、
全
て
の
事
象
を
包
括
し
て
良
い
方
向
へ
と
導
い
て
く
れ
る
守
護
神
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
ハ
ゼ
の
持
つ
活
力
か
ら
出
来
上
が
っ
た
信
仰
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
「
男
性
の
持
つ
活
力
」
で
は
な
か
っ
た
。
ハ

ゼ
は
独
立
し
た
活
力
の
象
徴
で
あ
り
、
男
性
自
身
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
ハ
ゼ
の
形
象
は
あ

れ
ど
も
男
性
の
全
身
を
模
し
た
土
偶
の
よ
う
な
造
形
品
が
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
埴
輪
に
は
ハ

ゼ
を
露
出
し
た
男
性
像
が
数
点
確
認
で
き
る
も
の
の
、
こ
の
埴
輪
自
体
が
信
仰
対
象
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
千
葉
氏
の
説
く

よ
う
に
ハ
ゼ
に
対
す
る
狩
猟
民
的
信
仰
か
ら
埴
輪
が
制
作
さ
れ
た
の
だ
と
し
て
も
、
先
に
あ
っ
た
の
は
ハ
ゼ
自
体
に
対
す
る
信
仰

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
男
根
崇
拝
は
男
性
崇
拝
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
神
話
に
も
男
神
の

ハ
ゼ
へ
の
信
仰
を
強
調
し
た
よ
う
な
描
写
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ハ
ゼ
は
既
に
身
体
の
一
部
と
い
う
概
念
か
ら
離
脱
し
、
一
つ
の

象
徴
的
信
仰
対
象
と
し
て
確
立
し
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
神
話
の
描
写
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
話
に
は
男
神
・
男

性
の
ハ
ゼ
を
強
調
し
た
神
話
は
な
い
が
、
丹
塗
矢
伝
承
の
よ
う
に
男
神
自
体
が
ハ
ゼ
を
象
徴
す
る
と
思
わ
れ
る
物
体
へ
と
姿
を
変

え
る
と
い
う
説
話
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ハ
ゼ
が
男
神
の
身
体
の
一
部
か
ら
既
に
独
立
し
た
象
徴
的
信
仰
対
象
と
な
っ
て
い
た
か
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ら
こ
そ
、
男
神
が
ハ
ゼ
そ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
神
話
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
女
性
の
身
体
に
関
す
る
信
仰
は
男
性
の
そ
れ
と
は
全
く
真
逆
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
土
偶
に
お
け
る
母
神
の
表
現
方
法
は
乳
房
や
膨
ら
ん
だ
腹
で
あ
り
、
ホ
ト
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
古
代

の
日
本
に
は
ホ
ト
の
み
を
造
形
す
る
と
い
う
文
化
は
殆
ど
確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
は
信
仰
す
べ
き
対
象
は
も
の
を
生
み
出
す
ホ
ト

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
地
母
神
の
身
体
、
特
に
孕
ん
で
い
る
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
身
体
で
は
な
く
独
立
し
た

ハ
ゼ
の
み
が
信
仰
対
象
と
な
っ
た
男
性
の
例
と
は
ま
さ
に
逆
で
、
地
母
神
の
本
質
は
母
体
で
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
神
話
か
ら
は
明
確
な
ホ
ト
の
神
聖
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
も
ホ
ト
の
神
聖
性
を
描
き
出
し

て
い
る
の
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
神
話
で
、
こ
れ
は
ホ
ト
に
何
ら
か
の
力
を
見
い
だ
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
土
偶
と
限
り
な
く
近
い
信
仰
を
背
景
に
持
つ
と
思
わ
れ
る
地
母
神
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
も
「
ホ
ト
を
使
っ
て
」
人
間
の
為
に
有

益
な
火
で
あ
る
カ
グ
ツ
チ
を
産
み
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
神
話
に
見
る
ホ
ト
へ
の
信
仰
と
土
偶
か
ら
見
る
母
体
へ
の
信
仰
と
は
ど
の

よ
う
に
共
存
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
三
章

現
実
の
女
性
と
理
想
の
女
性

こ
こ
ま
で
の
ホ
ト
や
土
偶
を
巡
る
考
察
の
中
で
中
心
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
よ
う
な
地
母
神
へ
の
信
仰
で
あ
る
。

地
母
神
は
い
わ
ば
母
な
る
大
地
を
具
象
化
し
て
描
き
出
し
た
も
の
で
、
女
神
信
仰
の
中
で
も
特
に
原
始
的
で
抽
象
的
な
信
仰
対
象

で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
地
母
神
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
に
対
し
、
松
村
一
男
氏
は
「
現
実
の
女
性
の
属
性
」
を
見
い
だ
し

た
（
42
）。
一
見
現
実
の
女
性
と
は
最
も
遠
い
位
置
に
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
イ
ザ
ナ
ミ
で
あ
る
が
、
松
村
氏
曰
く
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
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体
験
し
た
産
褥
、
死
の
世
界
の
穢
れ
、
夫
と
の
愛
情
関
係
・
夫
婦
関
係
の
終
結
な
ど
が
ま
さ
に
現
実
の
女
性
の
属
性
を
体
現
し
て

い
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
現
実
の
女
性
と
い
う
の
は
「
理
想
の
女
性
」
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
指
示
さ
れ
、
そ
の
理
想
の

女
性
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
ア
マ
テ
ラ
ス
だ
と
松
村
氏
は
指
摘
し
た
。
皇
祖
神
を
女
性
だ
と
定
義
づ
け
る
こ
と
に
対

し
て
少
な
か
ら
ず
抵
抗
感
の
あ
っ
た
男
性
社
会
が
、
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
べ
く
生
み
だ
し
た
の
が
「
女
性
の
本
質
で
あ
る
母
の
役

割
は
担
い
な
が
ら
も
男
性
の
側
に
立
つ
べ
く
意
義
づ
け
ら
れ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
」
と
い
う
女
神
だ
と
い
う
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
男
性
が

思
う
穢
れ
（
松
村
氏
曰
く
、
出
産
）
を
排
除
し
、
ウ
ケ
ヒ
と
い
う
非
現
実
的
な
方
法
で
処
女
の
ま
ま
子
供
を
産
ん
だ
こ
と
で
、
男

性
に
都
合
良
い
存
在
で
あ
る
処
女
神
と
し
て
「
理
想
の
女
性
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
女
性
の
血
に
関
す
る
穢
れ
の
概

念
は
お
そ
ら
く
古
い
も
の
で
は
な
く
、
出
産
が
穢
れ
と
し
て
忌
避
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
に
は
疑
問
が
残
る
が
、
確
か
に

イ
ザ
ナ
ミ
は
死
と
い
う
穢
れ
を
初
め
に
体
現
し
た
神
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
ま
さ
し
く
ア
マ
テ
ラ
ス
の
対
極
に
あ
る
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

産
道
及
び
ホ
ト
を
使
っ
た
出
産
方
法
も
ま
た
「
現
実
の
女
性
」
の
も
の
で
あ
り
、「
理
想
の
女
性
」
及
び
処
女
神
と
は
結
び
つ

か
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
イ
ザ
ナ
ミ
が
ホ
ト
か
ら
カ
グ
ツ
チ
を
産
む
の
は
「
現
実
の
女
性
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
女
性
が
ホ
ト
か
ら
子
供
を
産
み
落
と
す
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
改
め
て
神
話
化
す
る
こ
と
で
イ
ザ

ナ
ミ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
対
極
化
し
た
。

こ
れ
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
ホ
ト
を
使
っ
た
出
産
が
「
火
を
生
む
女
神
」
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、「
現
実
の
女
性
」
と
し
て
の
も

の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
地
母
神
と
し
て
火
の
神
を
孕
ん
だ
と
い
う
神
話
と
、
現
実
の
女
性
と
し
て
火
の
神
を
ホ
ト

か
ら
産
み
落
と
し
た
と
い
う
神
話
は
、
本
来
別
サ
イ
ド
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
結
合
し
た
こ
と
で
、「
ホ

ト
か
ら
火
の
神
を
産
む
地
母
神
」
と
い
う
イ
ザ
ナ
ミ
の
像
が
完
成
し
た
の
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
、
ホ
ト
の
形
象
文
化
と
神
話
描
写
に
差
異
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。時
代
の
流
れ
の
中
で
地
母
神
の
象
徴
と
信
仰
形
態
が
変
化
し
た
可
能
性
を
前
章
で
提
示
し
た
が
、実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
原
初
的
な
地
母
神
へ
の
信
仰
形
態
と
い
う
も
の
は
神
話
の
中
に
も
受
け
継
が
れ
、
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
地

母
神
た
る
イ
ザ
ナ
ミ
が
ホ
ト
を
使
っ
て
火
の
神
を
出
産
し
た
こ
と
に
よ
り
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
地
母
神
と
い
う
神
格
の
象
徴
が
ホ
ト
に

あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
ホ
ト
を
破
壊
さ
れ
る
こ
と
で
屈
辱
的
な
死
を
遂
げ
た
イ
ザ
ナ
ミ
、
ヤ
マ

ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
、
ハ
タ
オ
リ
メ
は
皆
松
村
氏
の
言
う
「
現
実
の
女
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
持
つ

死
を
ホ
ト
の
破
壊
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
神
話
に
お
け
る
ホ
ト
の
役
割
の
ひ
と
つ
は
、「
現
実
の
女
性
」
が

マ
イ
ナ
ス
の
死
を
遂
げ
る
際
に
破
壊
さ
れ
る
装
置
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
。

古
代
に
お
い
て
は
男
性
優
位
の
意
識
と
女
性
の
霊
力
に
対
す
る
畏
敬
の
意
識
が
共
存
し
て
い
た
。
神
話
に
は
そ
う
い
っ
た
男
女

の
複
雑
な
関
係
性
が
反
映
さ
れ
、
複
層
的
に
女
性
像
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
純
粋
に
信
仰
す
べ
き
原
初
的
な
地
母
神
像

と
社
会
的
に
産
み
出
さ
れ
た
「
現
実
の
女
性
」
像
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
い
う
女
神
の
中
で
統
合
し
た
の
で
あ
る
。
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総
括
と
結
論

こ
こ
で
一
度
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
ホ
ト
が
登
場
す
る
神
話
を
纏
め
る
と
、
以
下
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
ウ
ケ
モ
チ
と
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
神
話
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
地
母
神
信
仰
を
色
濃
く
反
映
し
た
農
業
・
食
物
起
源
説
話

で
あ
る
。
こ
の
神
話
に
は
ホ
ト
が
登
場
す
る
が
、
地
母
神
の
本
質
は
そ
の
母
体
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て

ウ
ケ
モ
チ
・
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
神
話
に
登
場
す
る
ホ
ト
は
あ
く
ま
で
身
体
の
一
部
分
に
過
ぎ
ず
、
ホ
ト
に
対
す
る
特
別
な
信
仰
に
基

づ
く
も
の
で
は
な
い
。
地
母
神
の
身
体
に
作
物
や
家
畜
な
ど
が
生
じ
る
と
い
う
思
想
自
体
に
、
ホ
ト
に
対
す
る
個
別
の
信
仰
は
本

来
含
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
。

神
格

ホ
ト
が
表
す
も
の

女
性
像

神
話
の
示
す
も
の

イ
ザ
ナ
ミ

地
母
神

死
（
生
の
破
壊
）

現
実

女
神
の
死

ウ
ケ
モ
チ
・
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ

地
母
神

な
し

農
業
食
物
起
源

ヤ
マ
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ

巫
女

死
（
生
の
破
壊
）

現
実

禁
忌
を
犯
す

ハ
タ
オ
リ
メ

巫
女

死
（
生
の
破
壊
）

現
実

石
屋
戸
隠
れ
の
原
因

セ
ヤ
ダ
タ
ラ
ヒ
メ

巫
女

生
殖
と
出
産

神
と
巫
女
の
交
接

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

巫
女

神
聖
性

理
想

岩
戸
開
き



記紀神話における性器の描写

217

し
か
し
ホ
ト
と
い
う
の
は
元
来
、
神
聖
な
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
描
き
出
し
た
の
が
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
神
話
だ
。

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
ホ
ト
を
露
出
す
る
姿
は
男
性
社
会
が
作
り
上
げ
た
、「
理
想
の
女
性
」の
属
性
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

古
代
で
は
女
性
の
持
つ
霊
力
と
い
う
の
が
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
力
の
源
と
な
る
の
が
女
性
性
の
象
徴
で
も
あ
る
ホ
ト
で
あ
っ

た
。
永
藤
氏
は
こ
の
ホ
ト
に
豊
穣
性
を
見
い
だ
し
た
と
前
述
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
思
想
は
神
話
の
背
景
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
豊

穣
性
と
は
地
母
神
の
孕
む
力
か
ら
連
想
さ
れ
た
観
念
で
あ
る
し
、
そ
の
力
は
母
体
に
こ
そ
宿
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
ホ
ト
が
内

包
す
る
も
の
は
、
も
っ
と
根
源
的
な
生
そ
の
も
の
と
女
性
性
、
そ
し
て
そ
の
女
性
性
に
宿
る
神
聖
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
女
性
性
及
び
生
の
象
徴
を
破
壊
す
る
こ
と
で
女
神
の
死
を
描
い
た
の
が
、
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
と
ハ
タ
オ
リ
メ
の

神
話
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
禁
忌
を
犯
し
た
罰
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
石
屋
戸
隠
れ
す
る
原
因
と
し
て
女
神
は
物
語
の
中
で
死
な
ね
ば
な

ら
ず
、
そ
の
方
法
と
し
て
選
択
さ
れ
た
の
が
ホ
ト
の
破
壊
な
の
で
あ
っ
た
。
ホ
ト
が
生
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
破
壊
す

る
こ
と
で
死
に
繋
が
り
、
ま
た
女
性
性
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
破
壊
は
女
神
の
尊
厳
を
否
定
す
る
屈
辱
的
な
死
と
い
う

意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

無
論
、
生
殖
と
出
産
と
い
う
ホ
ト
の
本
来
の
機
能
が
描
か
れ
た
セ
ヤ
ダ
タ
ラ
ヒ
メ
の
神
話
の
例
も
あ
る
。
こ
れ
は
子
ど
も
を
生

み
出
す
ホ
ト
自
体
に
一
種
の
生
産
性
が
元
来
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
公
然
の
事
実
を
神
話
化
し
た
も
の
だ
。
流
れ
て
き
た
弓
箭

で
ホ
ト
を
象
徴
す
る
暗
い
洞
窟
を
射
通
し
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
と
い
う
佐
太
大
神
の
説
話
も
こ
の
部
類
だ
ろ
う
。
佐
太
大
神
説
話

で
は
佐
太
大
神
の
母
で
あ
る
キ
サ
カ
ヒ
メ
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
貝
が
ホ
ト
と
結
び
つ
く
こ
と
か
ら
、
こ
の
女
神
に
生
産
性
・
豊
穣

性
を
見
い
だ
す
と
い
う
解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
（
43
）。
し
か
し
む
し
ろ
キ
サ
カ
ヒ
メ
の
豊
穣
性
は
こ
の
女
神
が
元
来
的
に
地
母
神

的
神
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
キ
サ
カ
ヒ
メ
は
古
事
記
・
出
雲
国
風
土
記
に
お
い
て
キ
サ
ガ
イ
ヒ
メ

と
い
う
名
で
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
関
わ
り
が
深
く
、
更
に
古
事
記
で
は
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
遣
わ
さ
れ
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
蘇
生
の
為
に
ウ
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ム
ギ
ヒ
メ
と
協
力
し
て
「
母
の
乳
汁
」
を
塗
る
と
い
う
場
面
が
登
場
す
る
。
こ
の
「
母
の
乳
汁
」
は
キ
サ
カ
ヒ
メ
が
赤
貝
、
ウ
ム

ギ
ヒ
メ
が
蛤
の
神
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
粉
末
に
し
た
赤
貝
の
殻
を
母
乳
に
見
立
て
た
蛤
の
汁
に
混
ぜ
た
も
の
で
火
傷
の

治
療
に
使
っ
た
民
間
療
法
の
薬
で
あ
る
と
す
る
説
（
44
）
が
あ
る
が
、
西
郷
信
綱
氏
は
母
乳
自
体
に
蘇
生
さ
せ
る
力
が
あ
る
と
信

じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
45
）。
西
郷
氏
は
臨
終
間
際
の
子
が
母
の
乳
を
飲
ん
で
延
命
し
よ
う
と
す
る
日
本
霊
異
記
の
説

話
や
、
母
乳
が
価
値
高
い
と
い
う
記
述
が
仏
典
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
こ
の
論
を
根
拠
づ
け
て
い
る
。
こ
の
母
乳
へ
の
信
仰
も
、

ま
さ
し
く
母
体
へ
の
信
仰
の
一
端
で
あ
ろ
う
。
ホ
ト
の
生
殖
・
出
産
と
い
う
機
能
は
時
に
信
仰
に
昇
華
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
現

実
の
女
性
」
の
能
力
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
豊
穣
の
観
念
な
ど
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ホ
ト
を
含
む
神
話
群
の
中
で
最
も
複
雑
だ
と
思
わ
れ
る
の
が
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
話
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
最
も
根
源
的
な

地
母
神
で
あ
り
な
が
ら
「
現
実
の
女
性
」
の
属
性
を
持
ち
、
ホ
ト
本
来
の
機
能
で
あ
る
出
産
を
し
な
が
ら
そ
の
破
壊
に
よ
っ
て
死

を
遂
げ
た
。
イ
ザ
ナ
ミ
が
元
来
的
に
地
母
神
と
し
て
火
を
生
む
こ
と
の
で
き
る
女
神
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
オ
セ
ア
ニ
ア
の
神

話
と
の
比
較
を
見
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
現
実
の
女
性
」
で
あ
る
か
ら
ホ
ト
を
使
っ
た

出
産
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
ホ
ト
は
あ
く
ま
で
産
道
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
地
母
神
の
本
質

は
「〝
ホ
ト
か
ら
〞
火
を
生
み
出
す
こ
と
」
で
は
な
く
「
火
を
生
み
出
せ
る
〝
母
体
〞」
で
あ
る
。「
火
を
生
み
出
す
ホ
ト
」
自
体

に
特
別
な
豊
穣
性
と
い
っ
た
側
面
を
描
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
ホ
ト
の
出
産
と
い
う
機
能
と
、
人
間
に
と
っ
て
有

益
な
も
の
を
生
み
出
し
て
く
れ
る
と
い
う
母
体
に
宿
る
地
母
神
信
仰
の
間
に
は
明
確
な
線
引
き
が
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
イ

ザ
ナ
ミ
の
カ
グ
ツ
チ
出
産
神
話
に
お
け
る
ホ
ト
の
一
次
的
な
意
味
は
む
し
ろ
、
ヤ
マ
ト
ト
ト
ヒ
モ
モ
ソ
ヒ
メ
や
ハ
タ
オ
リ
メ
神
話

と
同
じ
「
女
性
性
・
神
聖
性
を
否
定
す
る
た
め
に
破
壊
さ
れ
る
装
置
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
神
話
の
構
成
と
し
て
イ
ザ
ナ
ミ
は
死

な
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
死
は
黄
泉
の
国
へ
と
繋
が
る
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
。
黄
泉
の
国
で
の
腐
敗
し
た
イ
ザ
ナ
ミ
の
身
体
は
、
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ま
さ
に
こ
の
ホ
ト
の
破
壊
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
出
産
自
体
に
穢
れ
の
概
念
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
そ
の
あ
と
に

死
の
穢
れ
が
続
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、こ
の
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
も
ま
た
女
神
の
尊
厳
を
否
定
す
る
屈
辱
的
な
死
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

イ
ザ
ナ
ミ
の
神
話
に
は
①
地
母
神
と
し
て
火
を
生
む
女
神
が
い
る
と
い
う
原
初
的
な
母
体
信
仰
、
②
男
性
社
会
の
中
で
構
築
さ

れ
た
、
ホ
ト
を
使
っ
た
出
産
を
す
る
「
現
実
の
女
性
」
の
属
性
、
③
死
の
穢
れ
へ
と
繋
が
る
、
ホ
ト
の
破
壊
に
よ
る
屈
辱
的
な
死
、

と
い
っ
た
要
素
が
確
認
で
き
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
話
は
こ
れ
ら
の
思
想
・
信
仰
か
ら
複
合
的
に
構
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
地
母
神
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
が
ホ
ト
を
使
っ
た
出
産
を
し
た
こ
と
か
ら
同
文
化
圏
の
信
仰
と
同
じ
く
女
神
の
「
ホ
ト
に
」
火

が
宿
る
と
捉
え
が
ち
だ
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
場
合
は
そ
の
火
を
孕
ん
だ
状
態
こ
そ
が
原
初
的
な
地
母
神
信
仰
の
名
残
で
あ
っ
た
。

以
上
、
神
話
に
お
け
る
性
器
の
描
写
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

縄
文
時
代
以
降
石
棒
な
ど
の
造
形
品
を
用
い
た
信
仰
が
確
認
さ
れ
る
ハ
ゼ
は
、
活
力
の
象
徴
と
し
て
独
立
し
た
信
仰
対
象
で
あ

り
、
男
性
の
身
体
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
男
性
原
理
社
会
の
構
築
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
神
話

に
も
登
場
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
方
神
話
に
多
く
登
場
す
る
ホ
ト
は
、
今
ま
で
そ
の
生
む
と
い
う
機
能
か
ら
豊
穣
性
や
生
産
性
を
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
が
、
実
際
地
母
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
の
は
ホ
ト
で
は
な
く
母
体
自
体
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
神
話
に
散
見
す
る
「
ホ
ト
と

死
」
の
説
話
に
は
、
生
の
象
徴
で
あ
る
ホ
ト
を
破
壊
す
る
こ
と
で
死
を
表
す
と
い
う
意
図
が
あ
り
、
ま
た
ホ
ト
が
女
性
性
及
び
女

性
の
神
聖
性
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
破
壊
は
単
な
る
死
で
は
な
く
女
神
と
し
て
の
屈
辱
的
な
死
を
表
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
神
聖
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ホ
ト
は
時
に
女
性
性
を
否
定
す
る
た
め
の
「
破
壊
さ
れ
る
装
置
」
と
し
て
機

能
し
た
の
で
あ
る
。
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神
話
に
描
か
れ
た
ホ
ト
と
神
話
に
描
か
れ
な
か
っ
た
ハ
ゼ
は
一
括
り
に
出
来
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
は
そ
れ
ぞ
れ
全

く
異
な
る
思
想
が
投
影
さ
れ
て
い
た
と
い
う
論
で
結
び
た
い
。
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じ
書
房
、
一
九
九
五
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（
18
）  

松
本
信
広
『
日
本
神
話
の
研
究
』
平
凡
社
、
一
九
七
一

（
19
）  

松
村
武
雄
『
日
本
神
話
の
研
究　

第
三
巻
』
培
風
館
、
一
九
五
五

（
20
）  

松
本
信
広
『
日
本
神
話
の
研
究
』
平
凡
社
、
一
九
七
一

（
21
）  

三
浦
佑
之
『
神
話
と
歴
史
叙
述
』
若
草
書
房
、
一
九
九
八

（
22
）  
内
藤
明
「『
万
葉
集
』
の
「
ま
す
ら
を
」
と
「
た
わ
や
め
」」『
早
稲
田
人
文
自
然
科
学
研
究
50
』
早
稻
田
大
學
人
文
科
學
研
究
所
、

一
九
九
六

（
23
）  

永
藤
靖
「
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の<

性>

と
舞
踏
（
特
集=

古
代
文
学
に
描
か
れ
た
性
）
―
―
（
上
代
文
学
に
描
か
れ
た
性
）」『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
69
（
12
）』
至
文
堂
、
二
〇
〇
四

（
24
）  

池
田
弥
三
郎
『
ユ
－
モ
ア
の
す
す
め
（
人
生
の
本
：
第
７
）』
文
芸
春
秋
、
一
九
六
七

（
25
）  

樋
口
清
之
『
笑
い
と
日
本
人
』
講
談
社
、
一
九
八
二

（
26
）  

松
村
一
男
『
女
神
の
神
話
学
：
処
女
母
神
の
誕
生
』
平
凡
社
、
一
九
九
九

（
27
）  

永
藤
靖
前
掲
書

（
28
）  

神
野
志
隆
光
、
山
口
佳
紀
『
古
事
記
注
解
（
二
）』
笠
間
書
院
、
一
九
九
三

（
29
）  

能
登
健
「
信
仰
儀
礼
に
か
か
わ
る
遺
物
（
Ⅰ
）」『
神
道
考
古
学
講
座　

第
二
巻
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
一

（
30
）  

村
田
文
夫
『
縄
文
の
ム
ラ
と
住
ま
い
』
慶
友
社
、
二
〇
〇
六

（
31
）  

新
津
健
「
石
棒
の
信
仰
（
特
集　

石
の
考
古
学
）
―
―
（
石
に
対
す
る
信
仰
）」『
季
刊
考
古
学
（
99
）』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七

（
32
）  

梅
原
猛
『
縄
文
の
神
秘
』
学
研
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、
二
〇
一
三

（
33
）  

春
成
秀
爾
「
性
象
徴
の
考
古
学
」『
祭
り
と
呪
術
の
考
古
学
』
塙
書
房
、
二
〇
一
一

（
34
）  

須
藤
健
一
「
社
会
人
類
学
と
性
研
究
」『
性
の
民
族
誌
』
人
文
書
院
、
一
九
九
三

（
35
）  

千
葉
徳
爾
『
女
房
と
山
の
神
』
堺
屋
図
書
、
一
九
八
三

（
36
）  

吉
田
敦
彦
、
渡
辺
仁
等

（
37
）  

千
葉
徳
爾
前
掲
書

（
38
）  

神
野
志
隆
光
前
掲
書

（
39
）  

渡
辺
仁
『
縄
文
土
偶
と
女
神
信
仰
』
同
成
社
、
二
〇
〇
一
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（
40
）  

藤
森
栄
一
『
縄
文
農
耕
』
学
生
社
、
一
九
七
〇

（
41
）  

『
週
刊
新
発
見
！
日
本
の
歴
史　

50
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
四

（
42
）  

松
村
一
男
前
掲
書

（
43
）  

神
田
典
城
「
佐
太
大
神
誕
生
の
周
辺
」『
月
刊
歴
史
手
帳
12
（
12
）』
名
著
出
版
、
一
九
八
四

（
44
）  

倉
野
憲
司
校
注
『
古
事
記
・
祝
詞
（
日
本
古
典
文
學
大
系
１
）』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八

（
45
）  
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
（
三
）』
平
凡
社
、
一
九
七
五
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D
escription of private parts in Japanese m

ythology

FU
K

A
ZAW

A
, K

anako

This report is about the description of private parts in Japanese m
ythology. 

Japanese m
ythology has a lot of stories about fem

ale private parts.  
The fi rst tim

e this appeared is the scene w
hen Izanam

i gave birth to K
agutsuchi w

ho is the god of fi re. D
ue to this, 

Izanam
i’s private part is burned and dies. This is the origin of fi re story, Izanam

i is believed as m
other goddess. There w

as 
faith that m

other goddess gave birth to som
ething valuable for hum

ans in the ancient age. 
O

riginally, private parts relate to giving birth and living. H
ow

ever in this story, it relates to death as w
ell as in O

-getsuhim
e 

and U
kem

ochi stories described below
.   

A
fter the deaths of O

-getsuhim
e and U

kem
ochi, grains grow

 from
 som

e parts of their corpses including their private parts. 
They are m

other goddess and ancient people believed that m
other goddess gave fertility after they w

ere killed. W
e can see 

the sam
e belief in D

ogu and bow
l in Jom

on era, and in the background of Izanam
i’s story. 

In the story of Yam
atototohim

om
osohim

e, fem
ale private part relate to death as w

ell. Since Yam
atototohim

om
osohim

e 
broke a taboo, she cannot get m

arried to O
-m

ononushi. In w
hich she dies by getting a chopstick stabbed in her private part. 

There is a sim
ilar story in A

m
a-no-iw

ayado m
ythology also. It is a story of H

ataorim
e, w

ho dies due to her job tool shuttle 
stabbed in her private part.  

Yam
atototohim

om
osohim

e’s death m
eans retaliation and H

ataorim
e’s death is w

hat causes the story of A
m

aterasu to 
hide in the iw

ayado. B
oth deaths include negative elem

ents, the deaths are not norm
al. Thus, w

hen fem
ale private parts are 
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broken, it sym
bolized a negative death for goddesses. This is because fem

ale private parts sym
bolize life itself and w

om
an. 

B
reaking fem

ale private parts m
eans stopping life and negative death to denial w

om
an. 

H
ow

ever, in the N
inuriya m

ythology, stabbing the private part causes birth. D
ue to a red arrow

 stabbing Seyadatarahim
e’s 

private part, she becom
es pregnant. In this story, red arrow

 m
eans m

ale private part, and fem
ale private part relate to life. 

Since fem
ale private part relates to life originally, the story of stabbing fem

ale private part in w
hich caused death w

as m
ade 

paradoxically. 
A

m
enouzum

e’ s story is one of the m
ost fam

ous for fem
ale private part story. In the story, fem

ale private part has exorcism
 

pow
er, in w

hich she exposes her private part to m
ake the gods laugh. This then led to A

m
aterasu to com

e out from
 the 

iw
ayado. The fem

ale private part in this story m
eans w

om
en’s holy pow

er. H
ow

ever, in the background of the story the gods 
laugh at the fem

ale private part show
, that there is m

ale society and thought that m
en believed w

om
en’s holy pow

er. 
O

n the other hand, there is no story about m
ale private parts. 

A
lthough, in the jom

on era, Japanese ancient people m
ade m

any stone fi gures that w
ere shaped in m

ale private parts. The 
m

ale private part fi gure, Sekibo sym
bolized energy and god w

ho can bless bad spirits. M
ale sym

bol w
as believed as a single 

existence, are independent from
 the m

ale's body. It w
as not faith in m

en but in the private part. That is w
hy there are no 

stories w
hich god’s private parts w

ere em
phasized. 

H
ow

ever in the ancient tim
es, there w

as no culture to m
ake fi gures of fem

ale private parts. D
ogu is fam

ous for w
om

en’s 
body statue, but there are seldom

 representations of the private parts. D
ogu has breasts and represents of pregnancy. It is 

bound for the faith of m
other goddess. D

ue to this, the faith of m
other goddess is from

 not the fem
ale private parts, but the 

m
other goddess’s body. 
Though, it w

as believed that fem
ale private parts held holy pow

er, the tw
o beliefs had seem

ed to coexist. 
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In order to show
 the coexistence, the classifi cation of “ideal w

om
an” and “actual w

om
an” that K

azuo M
atsum

ura 
advocated w

as used. A
m

aterasu w
ho is a virgin goddess is pure and clean, w

ho represents the ideal w
om

an. O
n the other 

hand, Izanam
i w

ho experienced pregnancy, dead w
orld, divorce represents an actual w

om
an. These im

ages w
ere m

ade by 
m

ale society. Izanam
i gave birth by using fem

ale private part as an actual w
om

an and not as m
other goddess. The belief in 

m
other goddess gives birth som

ething valuable for hum
an is in goddess body. 

U
kem

ochi and O
-getsuhim

e m
ythologies are the origins of agriculture story. In these stories, fem

ale private parts appear, 
but there is no special m

eaning. They are m
other goddess and give birth to som

ething valuable, but there is no individual 
belief for fem

ale private parts. 
H

ow
ever people believed that private parts held holy pow

er. In the ancient era, there w
as faith that w

om
en held holy 

pow
er, in their fem

ale private parts w
hich sym

bolized w
om

en. 
Then, B

reaking the sym
bol of living and w

om
en, causes goddess’s negative death. Yam

atotohim
om

osohim
e and 

H
ataorim

e m
ythologies express this. B

reaking private parts w
hat are originally giving birth causes death. W

hen they died a 
negative death, their private parts, w

hich sym
bolized of w

om
en’s holy pow

er, w
ere broken. B

y doing so, this m
ade a denial 

their dignity.  
O

n the other hand, Seyadatarahim
e’s N

inuriya story is sim
ply about sex and birth. Som

etim
es people believed fem

ale 
private parts as use for reproduction, and it did not relate to faith in m

other goddess and fertility. 
Izanam

i’s story is com
plexly structured. It is m

ade from
 three elem

ents, 1) prim
itive faith that m

other goddess gave birth 
to god of fi re, 2) actual w

om
en w

ho gave birth by using her fem
ale private part, 3) negative death by breaking the fem

ale 
private part, and it bound for uncleanness of death. Izanam

i gave birth as m
other goddess, but the giving birth by using 

fem
ale private part is not derived from

 the personality of m
other goddess. It is as an actual w

om
an, and, the private part w

as 
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a “device that is broke” to denial w
om

an. 
Fem

ale private parts in Japanese m
ythology m

eans sym
bol of living that is from

 the function, m
oreover, it m

eans w
om

an’s 
sym

bol. People believed that w
om

en’s holy pow
er is in fem

ale private parts. 
Fem

ale and m
ale private parts cannot be represented as a w

hole. This is due to the different beliefs in w
hich the ancient 

people held. 

（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　

博
士
前
期
課
程
修
了
（
平
成
二
十
七
年
度
））　


