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鎌
かまた
田 東

とうじ
二

る
が
ゆ
ゑ
に
、儒
仏
の
教
に
は
け
お
さ
れ
た

る
も
こ
と
わ
り
な
る
こ
と
也
、し
か
る
に
近

比
、
伊
勢
国
松
阪
な
る
本
居
宣
長
、
古
事

記
の
日
本
紀
に
ま
さ
れ
る
事
を
見
い
で
ゝ
、

か
の
皇
子
の
非
ど
も
を
あ
げ
つ
ら
へ
り
、げ

に
そ
の
論
を
み
る
に
、い
と
も
い
と
も
さ
る

こ
と
に
て
、此
記
は
わ
が
御
国
言
の
ま
ゝ
を

し
る
さ
れ
た
る
所
多
き
に
て
も
、宣
長
が
論

あ
た
れ
る
は
明
ら
か
な
る
事
也
、予
も
此
ぬ

し
の
恩
に
よ
り
て
、力
を
も
い
れ
ず
し
て
こ

の
記
の
正
し
き
を
し
り
ぬ
、も
と
神
代
巻
は

此
記
の
書
ざ
ま
に
は
た
が
ひ
て
、諸
本
を
大

成
し
、
そ
の
心
を
え
て
、
か
の
皇
子
、
か
ら

ぶ
み
ま
ね
び
を
む
ね
と
書
た
ま
ひ
し
物
と

み
ゆ
、
し
か
る
に
古
来
の
神
学
者
、
こ
と
こ

と
く
神
代
巻
に
の
み
よ
れ
る
が
ゆ
え
に
、此

記
の
正
し
き
に
心
つ
く
人
も
な
か
り
し
を
、

今
か
く
よ
其
光
に
あ
ら
は
れ
た
る
は
、わ
が

御
国
千
歳
以
来
の
大
幸
と
い
ふ
べ
し
、し
か

る
に
宣
長
、さ
ば
か
り
わ
が
御
国
の
い
に
し

へ
を
明
ら
め
、ふ
る
き
言
ど
も
そ
の
義
を
き

は
め
、其
師
翁
の
不
及
を
補
ひ
過
た
る
を
け

づ
ら
れ
た
る
い
さ
を
い
ふ
ば
か
り
な
き
に
、

わ
が
御
国
言
は
、言
霊
を
む
ね
と
す
る
事
に

思
ひ
い
た
ら
れ
ざ
り
し
に
よ
り
て
、た
ゞ
わ

が
御
国
言
は
、み
や
び
を
む
ね
と
す
と
の
み

お
も
ひ
も
い
ひ
も
せ
ら
れ
た
り
、さ
れ
ば
此

神
典
も
、
な
ほ
詞
の
表
を
の
み
見
、
か
く
れ

た
る
所
な
き
を
我
御
国
ぶ
り
な
り
と
、ひ
た

ふ
る
に
思
ひ
と
ら
れ
す
お
の
が
ひ
と
へ
心

を
の
り
と
し
て
、
と
か
け
る
よ
り
（
以
下

略
）」
（1）

こ
こ
に
は
、
冨
士
谷
御
杖
の
思
想
的
・
解

釈
学
的
立
場
が
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。こ

こ
で
御
杖
は
、先
行
す
る
二
つ
の
古
事
記
解

釈
の
方
法
を
批
判
し
、退
け
て
い
る
。
一
つ

は
、古
事
記
の
儒
教
的
解
釈
や
仏
教
的
解
釈

の
道
、
つ
ま
り
、「
儒
仏
の
書
を
も
て
附
会

潤
色
」
し
て
「
神
典
を
と
く
人
」
の
方
法
で

あ
る
。儒
教
や
仏
教
の
思
想
や
理
論
に
基
づ

く
古
事
記
解
釈
の
恣
意
性
、
非
実
証
性
、
無

根
拠
性
、
主
観
性
、
文
脈
無
視
を
御
杖
は
批

判
す
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、本
居
宣

長
の
よ
う
な
表
層
的
解
釈
の
道
、
つ
ま
り
、

「
詞
の
表
の
み
を
見
、
か
く
れ
た
る
所
」
を

見
よ
う
と
せ
ず
、「
御
国
言
は
、
み
や
び
を

む
ね
と
す
」
と
の
み
思
っ
て
、「
言
霊
を
む

江
戸
時
代
京
都
の
国
学
者
・
冨
士
谷
御
杖

（
一
七
六
八
―
一
八
二
三
）
は
、
儒
学
を
伯

父
の
皆
川
淇
園
（
一
七
三
五
―
一
八
〇
七
）

に
、和
歌
を
公
卿
の
広
橋
兼
胤
（
一
七
一
五

―
一
七
八
一
）
に
、国
語
学
を
父
の
冨
士
谷

成
章（
一
七
三
八
―
一
七
七
九
）に
学
ん
だ
。

冨
士
谷
御
杖
の
父
の
冨
士
谷
成
章
は
、皆
川

成
慶
の
二
男
で
、皆
川
淇
園
は
冨
士
谷
成
章

の
実
兄
で
あ
る
。成
章
は
九
州
筑
後
の
柳
川

藩
立
花
家
の
京
都
留
守
居
役
の
買
物
役
人

で
あ
る
冨
士
谷
家
の
養
子
と
な
り
、漢
学
を

兄
の
皆
川
淇
園
に
学
び
、和
歌
を
霊
元
天
皇

の
第
一
七
皇
子
の
有あ
り
す
が
わ
み
や

栖
川
宮
職よ
り
ひ
と
し
ん
の
う

仁
親
王
に

学
び
、『
六
運
略
図
』『
北
辺
七
体
七
百
首
』

『
挿か
ざ
し頭
抄
』『
脚あ
ゆ
ひ結
抄
』
な
ど
の
和
歌
書
や
国

語
の
品
詞
分
類
な
ど
に
つ
い
て
の
著
作
を

残
し
た
。

冨
士
谷
御
杖
は
、本
居
宣
長
（
一
七
三
〇

―
一
八
〇
一
）が
没
し
て
八
年
後
の
文
化
五

年
（
一
八
〇
九
）
に
主
著
『
古
事
記
燈
』
の

序
論
に
当
た
る
「
古
事
記
大オ
ホ
ム
ネ旨
」
を
著
わ
す

が
、そ
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
な
痛
烈
な
本
居

宣
長
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

「
古
来
神
典
を
と
く
人
、
み
か
ど
の
御
は

じ
め
也
と
思
は
ぬ
人
な
く
、こ
の
言
霊
に
お

も
ひ
い
た
ら
れ
ざ
り
し
よ
り
、
わ
が
大
御

国
、
経
の
た
ぐ
ひ
の
な
き
を
い
き
ど
ほ
り

て
、
儒
仏
の
書
を
も
て
附
会
潤
色
し
、
し
ひ

て
理
あ
り
げ
に
と
き
な
さ
れ
た
れ
ど
、も
と

よ
り
な
に
の
徴
す
る
所
も
な
く
、私
に
と
き

た
る
物
な
れ
ば
、
或
は
経
の
ご
と
く
、
或
は

史
の
ご
と
く
に
て
、信
ず
べ
く
信
ず
べ
か
ら

ざ
る
事
ど
も
な
り
、此
故
に
世
々
儒
仏
に
も

き
そ
ふ
め
れ
ど
、
す
べ
て
私
言
な
れ
ば
、
か

し
こ
は
め
で
た
く
、こ
ゝ
は
あ
は
し
き
所
々

あ
り
て
、教
と
す
る
に
た
ら
ざ
る
事
ど
も
な

冨
士
谷
御
杖
と
内
モ
ン
ゴ
ル
の
鳴
鏑
と
子
安
貝

り
て
火
を
燃
く
。
灰
変
り
て
孔
に
為
り
て
、

細
響
有
り
。
鳴
鏑
の
如
し
」
と
あ
る
が
、細

い
響
き
の
音
が
し
て
「
鳴
鏑
」
の
よ
う
だ
っ

た
と
あ
る
の
で
、射
る
と
空
を
鳴
り
な
が
ら

飛
ぶ
さ
ま
が
雷
に
似
て
い
た
い
る
と
解
し
、

「
蔓な
の
か
ぶ
ら菁根
」
の
形
に
似
て
い
る
と
い
う
説
は

誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
鳴
鏑
」
の
矢
が
『
古
事
記
』
の
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
見
え
て
い
る
の
で
、古
代
に
は

よ
く
使
用
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
、『
日
本

書
紀
』
に
「
八
目
の
鳴
鏑
」
が
出
て
く
る
の

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
八
目
」
と
は
鏃

に
た
く
さ
ん
の
穴
が
開
い
て
い
る
こ
と
を

指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、「
万
葉
集
」
巻

九
の
一
六
七
八
番
歌
に
「
響
矢
」
と
あ
る
こ

と
に
も
触
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は
す
ぶ
す

ぶ
」と
言
っ
た
鼠
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、「
富ほ

良ら

」
は
、「
洞
」
で
、
も
の
の
中
が
空
虚
で

広
い
こ
と
を
指
し
、「
須す

ぶ夫
」
は
窄す
ぼ

ん
で
い

て
狭
い
さ
ま
を
言
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、鼠

は
地
中
に
掘
っ
た
穴
は
広
く
、入
り
口
は
狭

い
か
ら
焼
け
る
心
配
は
な
い
の
で
、そ
こ
に

隠
れ
て
危
難
を
切
り
抜
け
て
く
だ
さ
い
と

い
う
意
味
を
持
ち
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外

は
す
ぶ
す
ぶ
」と
は
鼠
の
鳴
き
声
の
模
倣
か

も
知
れ
な
い
と
も
推
測
し
て
い
る
。

冨
士
谷
御
杖
に
よ
れ
ば
、こ
の
本
居
宣
長

の
注
釈
は
「
詞
の
表
」
の
み
を
解
釈
し
た
表

で
あ
る
。
そ
れ
が
「
鳴な
り
か
ぶ
ら鏑」

で
あ
る
。

『
古
事
記
』
上
巻
に
は
、
こ
の
「
鳴
鏑
」

と
い
う
語
が
三
回
出
て
く
る
。ス
サ
ノ
ヲ
ノ

ミ
コ
ト
の
い
る
根
の
堅
州
国
に
到
っ
た
オ

ホ
ナ
ム
ヂ
（
大
国
主
神
）
に
、
ス
サ
ノ
ヲ

が
「
鳴
鏑
を
大
野
の
中
に
射
入
れ
て
、そ
の

矢
を
採
ら
し
め
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
の
が
、

そ
の
初
出
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
鳴
鏑
」

の
矢
を
放
っ
て
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
そ
の
矢
を

取
っ
て
来
く
る
よ
う
に
命
じ
、オ
ホ
ナ
ム
ヂ

が
矢
を
採
り
に
野
に
入
っ
た
時
、火
を
放
っ

て
焼
き
殺
そ
う
と
し
た
。
す
る
と
、
鼠
が

や
っ
て
き
て
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は
す

ぶ
す
ぶ
」
と
言
っ
た
の
で
、そ
の
地
面
を
踏

み
し
め
る
と
、
そ
こ
の
土
が
落
ち
て
穴
倉

の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
入
っ
て
、

野
火
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
、

「
鼠
、
鳴
鏑
を
咋
ひ
持
ち
て
、
出
で
来
て
奉

り
き
」、
つ
ま
り
、
鼠
が
そ
の
「
鳴
鏑
」
を

口
に
銜
え
て
持
っ
て
来
て
、オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に

捧
げ
、
助
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
鳴
鏑
」
に
つ
い
て
、本
居
宣
長
は

『
古
事
記
伝
』
の
中
で
、『
日
本
書
紀
』
で

は
「
な
る
か
ぶ
ら
」
と
読
ま
せ
て
い
る
が
、

「
鳴な
り
か
み
ぶ
り
や

神
夫
理
矢
」
で
、「
か
み
」
の
「
み
」
を

省
い
て
「
り
や
」
が
「
ら
」
に
縮
ま
っ
た
も

の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
巻

二
十
七
の
天
智
天
皇
紀
に
、「
日
本
の
高
麗

を
救
ふ
軍
将
等
、
百
済
の
加
巴
利
浜
に
泊

ね
と
す
る
事
」に
思
い
至
ら
な
い
立
場
で
あ

る
。冨

士
谷
御
杖
は
、
こ
こ
で
、
二
つ
の
解
釈

学
を
退
け
る
。儒
仏
的
牽
強
付
会
の
解
釈
学

と
表
層
的
表
面
的
解
釈
学
の
二
つ
を
。御
杖

は
、本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
重
要
性

を
認
め
た
上
で
、
そ
の
根
本
的
欠
陥
を
、
①

言
霊
に
つ
い
て
の
浅
見
、②
「
詞
の
表
」
の

み
を
重
視
す
る
表
層
主
義
、③
神
認
識
に
お

け
る
不
可
知
論
的
態
度
（2）
、
と
し
て
批
判
す

る
。
そ
し
て
、自
説
の
言
霊
的
古
事
記
深
層

（
真
相
）
解
釈
学
を
全
面
展
開
し
て
い
く
の

で
あ
る
が
、そ
の
冨
士
谷
御
杖
の
解
釈
学
に

つ
い
て
は
次
号
で
詳
述
す
る
と
し
て
、唐
突

で
あ
る
が
、こ
こ
で
『
古
事
記
』
と
内
モ
ン

ゴ
ル
と
の
接
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

内
モ
ン
ゴ
ル
と
『
古
事
記
』
の

鳴
鏑
と
子
安
貝
問
題

実
は
わ
た
し
は
こ
の
八
月
三
日
か
ら
九

日
ま
で
一
週
間
、一
八
年
続
い
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
東
京
自
由
大
学
の
第
一
期
最
後
の
第
一

八
回
夏
合
宿
内
モ
ン
ゴ
ル
研
修
の
旅
と
し

て
中
華
人
民
共
和
国
の
内
モ
ン
ゴ
ル
を
巡

り
、
オ
ー
ラ
（
阿
古
拉
）、
ハ
イ
ラ
ル
（
海

拉
尔
）、
フ
ル
ン
ボ
イ
ル
大
草
原
、
ロ
シ
ア

と
の
国
境
の
満
州
里
な
ど
を
回
っ
た
。そ
の

旅
の
途
中
で
、
わ
た
し
は
思
い
が
け
ず
、
比

叡
山
の
神
の
ル
ー
ツ
に
行
き
当
た
っ
た
の

層
的
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

は
し
か
し
学
問
的
な
釈
義
と
し
て
は
ベ
ー

シ
ッ
ク
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
古
事
記
』
上
巻
で
の
三
度
目
の
「
鳴
鏑
」

の
表
記
は
、ス
サ
ノ
ヲ
が
大
山
津
見
神
の
娘

の
神
大
市
比
売
を
娶
っ
て
生
ん
だ
「
大
年

神
」の
神
裔
と
し
て
出
て
く
る
。
と
り
わ
け

興
味
深
い
の
が
、「
鳴
鏑
を
用も

つ
神
ぞ
」
と
、

比
叡
山
の
神
を
名
指
し
で
説
明
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
大お
ほ
や
ま
く
ひ
の
か
み

山
咋
神
、
亦

の
名
は
山や
ま
す
ゑ
の
お
ほ
ぬ
し
の
か
み

末
之
大
主
神
。こ
の
神
は
近
つ
淡

海
国
の
日
枝
の
山
に
坐
し
、ま
た
葛
野
の
松

尾
に
坐
し
て
、
鳴
鏑
を
用
つ
神
ぞ
」
と
あ

る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
比
叡
山
に
鎮

座
す
る
「
大
山
咋
神
」
は
別
名
「
山
末
之

大
主
神
」
と
言
い
、「
近
江
」
の
「
日
枝
の

山
」（
比
叡
山
の
古
事
記
表
記
）
に
鎮
座
す
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（
１
）『
冨
士
谷
御
杖
集
』
第
一
巻
、
国
民
精
神
文
化
研
究
所
、

六
―
七
頁
、
一
九
三
六
年

（
２
）「
そ
の
ゝ
ち
、
本
居
宣
長
が
あ
ら
は
せ
る
古
事
記
伝
を
み

て
、
さ
は
か
り
の
博
覧
な
れ
は
、
こ
れ
に
て
こ
そ
疑
網
は
と
か

め
と
お
も
ひ
つ
る
に
、
猶
お
な
し
さ
ま
な
る
の
み
な
ら
す
、
今

ひ
と
き
は
、
詞
の
表
に
縛
せ
ら
る
る
事
つ
よ
く
て
、
お
ほ
か
た

神
典
中
、
心
え
か
た
き
事
と
も
は
、
神
の
御
う
へ
は
、
人
智
を

も
て
は
か
る
へ
か
ら
す
と
い
ふ
を
い
た
り
と
せ
り
」（
三
三
九

頁
）
と
『
古
事
記
燈
』
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
居
宣
長

は
、
冨
士
谷
成
章
と
御
杖
親
子
の
こ
と
を
『
玉
勝
間
』
の
「
藤

谷
の
成
章
と
い
ひ
し
人
の
事
」
の
中
で
、
冨
士
谷
成
章
の
国
語

学
的
研
究
を
大
変
高
く
評
価
し
、
そ
の
子
の
御
杖
の
こ
と
も
、

「
ま
だ
と
し
わ
か
け
れ
ど
、
心
い
れ
て
、
わ
ざ
と
此
道
も
の
す

と
き
く
は
、
ち
ゝ
の
気
は
ひ
も
そ
は
り
た
ら
む
と
、
た
の
も
し

く
お
ぼ
ゆ
か
し
」
と
期
待
を
込
め
て
記
し
て
い
る
。

（
３
）
一
九
八
〇
年
の
夏
、
内
モ
ン
ゴ
ル
の
ハ
イ
ラ
ル
地
域
の

大
興
安
嶺
北
部
の
原
生
林
の
中
で
鮮
卑
托
跋
部
の
祭
祀
跡
の
あ

る
巨
大
な
洞
窟
「
嗄が
っ
せ
ん
ど
う

仙
洞
」
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
洞
窟
は
、

縦
横
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、

洞
窟
内
の
壁
に
は
四
四
三
年
に
刻
ま
れ
た
銘
文
が
あ
っ
た
。
そ

の
洞
窟
内
で
、
祭
祀
が
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
。

（
４
）「
猿
田
毘
古
神
、
阿
邪
訶
に
坐
す
時
、
漁
し
て
、
比
良
夫

貝
に
そ
の
手
を
咋
ひ
合
は
さ
え
て
、
海
塩
に
沈
み
溺
れ
た
ま
ひ

き
」、「
こ
こ
に
そ
の
御
祖
の
命
、
哭
き
患
ひ
て
、
天
に
参
上
り

て
、
神
産
巣
日
之
命
に
請
し
し
時
、
す
な
は
ち
𧏛き
さ
が
ひ
ひ
め

貝
比
売
と

蛤う
む
ぎ
ひ
め

貝
比
売
と
を
遣
は
し
て
、
作
り
活
か
さ
し
め
た
ま
ひ
き
。
こ

こ
に
𧏛
貝
比
売
、
刮き
さ
げ
集
め
て
、
蛤
貝
比
売
、
待
ち
承
け
て
、

母
の
乳
汁
を
塗
り
し
か
ば
、
麗
し
き
壮
夫
に
成
り
て
、
出
で
遊

行
び
き
」
と
『
古
事
記
』
上
巻
に
あ
る
。

な
ぜ
海
の
な
い
モ
ン
ゴ
ル
シ
ャ
ー
マ
ン

が
シ
ャ
ー
マ
ン
衣
装
に
「
子
安
貝
」
を
こ
れ

ほ
ど
た
く
さ
ん
身
に
着
け
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
？
　
そ
の
量
と
デ
ザ
イ
ン
の
美
し
さ

と
見
事
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
。

こ
れ
に
は
心
底
驚
い
た
。こ
れ
ほ
ど
見
事

な
子
安
貝
集
積
回
路
は
初
め
て
実
見
す
る
。

こ
れ
は
只
事
で
は
な
い
。
半
端
で
は
な
い
。

凄
す
ぎ
る
。

こ
の
「
子
安
貝
」
は
そ
れ
を
見
る
者
に
も

着
る
者
に
も
確
実
に
「
身
心
変
容
」
を
引
き

起
こ
す
。
そ
し
て
、胴
体
下
部
に
金
属
器
で

ジ
ャ
ラ
ジ
ャ
ラ
と
音
の
な
る
楽
器
が
付
い

て
い
る
は
、そ
の
「
身
心
変
容
」
を
倍
加
し

促
進
す
る
。
こ
の
見
事
な
衣
装
の
装
着
技

法
。先

に
述
べ
た
よ
う
に
、「
子
安
貝
」
が
女

陰
や
母
胎
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
こ
と
は

そ
の
名
称
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
そ
の「
子
安

貝
」
こ
そ
が
神
霊
の
受
信
機
で
あ
り
、霊
的

ア
ン
テ
ナ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
「
子
安
貝
」

が
神
霊
音
波
を
キ
ャ
ッ
チ
し
受
信
す
る
の

だ
。
こ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
衣
装
を
見
て
い
る

と
、そ
の
身
心
変
容
技
法
の
意
味
と
作
用
が

よ
く
わ
か
っ
て
く
る
。

そ
も
そ
も
中
国
古
代
の
殷
の
時
代
の
遺

跡
か
ら
大
量
の
子
安
貝
が
出
土
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、青
銅
器
や
玉
石
も
大
量
に
含
ま

れ
て
い
る
が
、子
安
貝
は
単
な
る
貨
幣
や
装

飾
以
上
の
呪
術
性
を
帯
び
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。甲
骨
文
を
遺
し
た
殷
で
は
卜
官
に

よ
る
天
帝
に
神
意
を
質
す
祭
祀
が
行
わ
れ

て
い
た
。そ
の
時
代
の
祭
祀
に
青
銅
器
や
玉

器
の
み
な
ら
ず
、子
安
貝
も
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

「
鳴
鏑
」
と
「
子
安
貝
」
を
通
し
て
、
古

代
日
本
と
古
代
中
国
、そ
し
て
古
代
内
モ
ン

ゴ
ル
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
見
え
て
く

る
。
残
念
な
が
ら
、『
古
事
記
』
に
は
「
鳴

鏑
」
は
何
度
も
出
て
く
る
が
、「
子
安
貝
」

の
こ
と
は
出
て
こ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、

大
国
主
神
と
並
ぶ
も
う
一
柱
の
「
国
つ
神
」

で
あ
る
「
猿
田
彦
大
神
」
が
「
比
良
夫
貝
」

に
手
を
挟
ま
れ
て
溺
れ
、海
に
没
し
て
い
く

さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、オ
ホ
ナ
ム

ヂ
が
兄
神
に
殺
害
さ
れ
た
時
、「
キ
サ
カ
ヒ

ヒ
メ
＝
赤
貝
」
と
「
ウ
ム
ギ
ヒ
メ
＝
蛤
」
の

貝
に
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
肉
片
を
入
れ
、そ
れ
に

「
母
の
乳
汁
」
を
加
え
て
再
生
さ
せ
た
様
が

描
か
れ
て
い
る
（4）
。
と
も
あ
れ
、
ス
サ
ノ
ヲ

の
系
譜
に
ま
つ
わ
る
「
鳴
鏑
」
文
化
と
サ
ル

タ
ヒ
コ
に
ま
つ
わ
る
「
貝
」
文
化
の
交
差
す

る
と
こ
ろ
に
、
古
代
中
国
・
古
代
モ
ン
ゴ
ル

と
古
代
日
本
お
よ
び
天
つ
神
と
国
つ
神
の

接
続
線
を
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。そ
の

深
層
域
を
探
り
た
い
。

の
洞
窟
祭
祀
（3）
や
鳴
鏑
文
化
や
シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ
ム
文
化
が
古
代
日
本
の
祭
祀
文
化
と

つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
よ
く
考

え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、フ
ル
ン
ボ
イ
ル
民
族
博
物
館
で
も

う
一
つ
衝
撃
を
受
け
た
展
示
が
子
安
貝
で

あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、女
陰
の
形
態

を
持
つ
子
安
貝
は
、安
産
や
豊
饒
の
象
徴
で

あ
る
。
そ
れ
は
、生
命
の
容
れ
物
と
し
て
母

胎
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
る
。そ
の
子
安
貝
が

信
じ
が
た
い
ほ
ど
大
量
に
内
モ
ン
ゴ
ル
の

シ
ャ
ー
マ
ン
の
衣
装
に
縫
い
付
け
ら
れ
て

い
た
。

し
て
、
そ
の
馬
の
皮
を
「
逆
剥
ぎ
に
剥
ぐ
」

と
い
う
残
虐
に
見
え
る
行
為
を
ス
サ
ノ
ヲ

が
行
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。こ
れ

ま
で
、泣
き
叫
ん
で
ば
か
り
い
た
ス
サ
ノ
ヲ

に
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
な
う
動
機
と
発

想
と
経
験
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
　
そ
の
唐

突
さ
は
、
謎
め
い
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ

は
、ス
サ
ノ
ヲ
が
馬
の
文
化
の
圏
内
に
い
た

と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
み
る
。
つ
ま
り
、

ス
サ
ノ
ヲ
神
話
に
は
朝
鮮
や
内
モ
ン
ゴ
ル

の
騎
馬
文
化
が
背
景
に
あ
り
、
そ
の
接
点

を
持
っ
て
い
る
と
想
定
し
て
み
る
こ
と
に

よ
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
接
続
点
が
見
え
て
く

る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
、
三
品
彰
英
を
始
め
、
何
人
も

の
研
究
者
が
日
本
神
話
と
朝
鮮
神
話
と
の

共
通
点
や
影
響
関
係
を
指
摘
し
て
き
た
。秦

氏
の
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
も
そ
の
接
点

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、そ
れ
だ

け
で
な
く
、さ
ら
に
広
く
鮮
卑
文
化
圏
と
の

関
係
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ハ
イ
ラ
ル
の
フ
ル
ン
ボ
イ
ル
民
族
博
物

館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
石
碑
に
は
、
昔
、
托

跋
部
が
こ
の
ハ
イ
ラ
ル
地
域
に
住
ん
で
い

た
こ
と
や
、洞
窟
内
の
祭
壇
で
天
地
自
然
の

神
々
や
祖
先
を
祭
っ
た
こ
と
、ま
た
こ
の
時

期
の
鮮
卑
の
首
長
が
「
可か
が
ん汗
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。こ
の
鮮
卑
系

し
た
後
、
慕
容
氏
（
前
燕
・
後
燕
・
西
燕
・

南
燕
）、
乞
伏
氏
（
西
秦
）、
禿
髪
氏
（
南

涼
）、
拓
跋
氏
（
北
魏
）
な
ど
に
分
裂
し
、

拓
跋
族
は
華
北
を
統
一
し
て
「
北
魏
」
を
建

国
す
る
。彼
ら
は
強
力
な
騎
馬
軍
団
を
率
い

て
い
た
が
、
北
魏
、
東
魏
、
西
魏
、
北
斉
、

北
周
、
隋
、
唐
も
、
祖
先
は
鮮
卑
系
で
あ
る

と
さ
れ
る
。

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、ス
サ

ノ
ヲ
と
朝
鮮
と
の
関
係
や
馬
と
の
関
係
で

あ
る
。『
日
本
書
紀
』に
は
ス
サ
ノ
ヲ
が「
新

羅
国
の
曽そ
し
も
り
の
と
こ
ろ

尸
茂
梨
之
処
」
や
「
韓か
ら
く
に
の
し
ま

郷
之
島
」

に
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
古

事
記
』
に
は
一
切
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な

い
。
代
わ
っ
て
あ
る
の
が
、天
照
大
御
神
と

の
「
宇う

け

ひ
気
比
」
を
行
な
い
、そ
れ
に
よ
っ
て

自
分
の
心
が
「
清
明
」
で
あ
る
こ
と
が
証
明

さ
れ
た
と
し
て
、高
天
原
の
農
耕
の
邪
魔
を

し
た
末
に
、馬
の
皮
を
剥
い
で
血
だ
ら
け
に

し
て
、神
聖
な
機
織
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
投
げ
入
れ
て
若
い
機
織
り
女
を
殺
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

「
天
照
大
御
神
、
忌
服
屋
に
坐
し
て
、
神

御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ひ
し
時
、そ
の
服
屋
の

頂
を
穿
ち
、天
の
斑
馬
を
逆
剥
ぎ
に
剥
ぎ
て

堕
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
」
と
あ
る

の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
唐
突
に
、
馬
が
出
て
く
る
。
そ

入
い
っ
て
高
い
音
が
鳴
る
仕
組
で
あ
る
。

中
国
の
北
部
を
遊
動
し
て
い
た
匈
奴
は
、

こ
の
「
鳴
鏑
」
を
用
い
て
い
た
と
い
う
。
東

北
ア
ジ
ア
一
帯
で
も
「
鳴
鏑
」
は
用
い
ら
れ

た
。古
代
日
本
に
匈
奴
～
鮮
卑
系
の「
鳴
鏑
」

文
化
が
入
っ
て
き
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。そ
れ
を
ス
サ
ノ
ヲ
～
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
～

オ
ホ
ト
シ
～
オ
ホ
ヤ
マ
グ
ヒ
と
い
う
神
々

が
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、秦
氏
が
斎
い
た

松
尾
の
神
す
な
わ
ち
「
大
山
咋
神
」
が
「
鳴

鏑
」
を
持
つ
神
で
あ
る
と
『
古
事
記
』
は
明

言
し
て
い
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
系
譜
に
な
ぜ

｢

鳴
鏑
」
が
出
て
く
る
の
か

も
っ
と
も
、こ
の
『
古
事
記
』
の
「
大
年

神
の
神
裔
」
の
条
は
、平
安
時
代
初
期
に
後

か
ら
挿
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ

れ
て
い
る
箇
所
で
も
あ
り
、『
古
事
記
』
上

巻
本
文
中
で
も
と
り
わ
け
解
釈
の
難
し
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、ス
サ
ノ
ヲ
の

系
譜
に
「
鳴
鏑
」
が
出
て
く
る
こ
と
の
意
味

を
冨
士
谷
御
杖
に
倣
っ
て
深
層
的
に
解
釈

し
て
み
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
朝
鮮

に
渡
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
、ス
サ
ノ
ヲ
と
鮮
卑
系
の
接

続
点
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

鮮
卑
は
二
世
紀
に
全
モ
ン
ゴ
ル
を
統
一

る
と
同
時
に
、葛
野
の
松
尾
」
す
な
わ
ち
松

尾
大
社
に
鎮
座
し
「
鳴
鏑
」
を
持
っ
て
い
る

「
神
」
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
そ
の
「
鳴
鏑
」
を
ハ
イ
ラ
ル
の

フ
ル
ン
ボ
イ
ル
民
族
博
物
館
の
展
示
物
の

中
に
見
出
し
た
。

こ
の
「
鳴
鏑
」
は
、
通
常
、
矢
の
先
端
に

付
け
て
、弓
で
射
て
音
を
鳴
ら
す
道
具
で
あ

る
。木
や
鹿
角
や
牛
角
や
青
銅
な
ど
で
蕪
の

形
に
作
り
、
中
を
空
洞
に
し
、
周
り
に
四
個

ほ
ど
の
小
さ
な
孔
を
穿
つ
。そ
の
ま
ま
息
を

吹
き
込
む
と
音
を
出
す
こ
と
も
で
き
る
が
、

矢
に
付
け
た
鳴
鏑
は
、弓
で
射
ら
れ
て
飛
ん

で
い
く
際
に
自
然
に
そ
の
孔
か
ら
空
気
が
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