
36土地改良　281号

最
近
、
ア
メ
リ
カ
の
無
人
火
星
探
査
機
が
、
火
星
表

面
に
降
り
立
つ
こ
と
に
成
功
し
、
地
形
や
土
質
・
地
質

の
探
査
を
開
始
し
、
続
々
と
観
測
デ
ー
タ
が
送
ら
れ
て

き
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
水
」
が
流
れ
て
で
き

た
地
形
や
、
火
表
下
に
は
明
ら
か
に
「
水
」
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
デ
ー
タ
が
あ
る
と
い
う
。

「
水
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
生
物
が
生
存
し
て
い
る

可
能
性
が
高
い
。
か
つ
て
、
火
星
に
は
運
河
の
よ
う
な

も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
か
、「
火
星
人
」
が

い
る
の
で
は
な
い
か
と
か
、
様
々
な
想
像
が
な
さ
れ
て

き
た
。「
火
星
人
」
と
ま
で
は
い
か
な
い
と
し
て
も
、

な
ん
ら
か
の
生
物
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

大
変
な
発
見
に
な
る
。
宇
宙
で
は
、
太
陽
系
は
ち
っ
ぽ

け
な
存
在
ら
し
い
。
従
っ
て
、
宇
宙
に
は
、
地
球
以
上

に
生
物
が
多
様
で
、
人
間
以
上
に
高
度
な
知
能
を
持
っ

た
生
物
が
存
在
す
る
星
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い

と
い
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、「
水
」
が
生
物
の
発
生
や
存
在
に

欠
か
せ
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
同
時
に
、「
水
」

は
単
に
「
命
の
水
」
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
に
と
っ
て

は
、「
癒
し
の
水
」
で
あ
り
、「
輪
廻
の
水
」
で
あ
り
、

「
清
め
の
水
」
で
あ
り
、精
神
の
世
界
に
と
っ
て
も
様
々

な
意
味
合
い
を
持
つ
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、「
水
」
の

存
在
も
、「
海
の
水
」
で
あ
っ
た
り
、「
川
の
水
」
で
あ
っ

た
り
、「
湖
・
池
・
沼
の
水
」
で
あ
っ
た
り
、「
地
下
の

水
」
で
あ
っ
た
り
、時
に
は
「
滝
の
水
」
で
あ
っ
た
り
、

実
に
様
々
な
場
所
に
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
雲
」

で
あ
っ
た
り
、「
雨
」
で
あ
っ
た
り
、「
氷
」
で
あ
っ
た

り
、
水
の
姿
は
様
々
に
変
化
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
水
」
は
、
人
間
に
と
っ
て
余
り
に

も
身
近
な
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
古
今
東
西
の
様
々
な

人
々
が
、
文
学
・
美
術
・
音
楽
・
演
劇
な
ど
の
い
わ
ゆ

る
芸
術
の
題
材
や
背
景
に
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、「
人

間
と
水
」の
切
り
離
せ
な
い
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
探
究
は
、
永
遠
に
興

味
が
尽
き
な
い
。

筆
者
は
、「
水
」に
関
係
す
る
学
問
を
学
び
、長
く「
水
」

に
関
係
す
る
仕
事
を
し
て
き
た
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、

筆
者
な
り
に
水
に
ま
つ
わ
る
芸
術
作
品
を
選
定
し
、

「
水
」
の
精
神
・
思
想
・
文
化
に
つ
い
て
、
そ
の
作
品

か
ら
見
た
水
の
風
景
を
通
じ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み

た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
あ
く
ま
で
筆
者
が
選
定
し
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
解
釈
を
試
み
た
も
の
で
あ

り
、
大
事
な
見
落
と
し
や
間
違
い
が
あ
る
こ
と
を
お
許

し
願
い
た
い
。

筆
者
は
、
か
つ
て
、「
日
本
文
学
と
水
に
つ
い
て
の

点
描
」
農
業
土
木
事
業
協
会
会
誌
34
号
（
１
９
８
７
）

を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
も
一
部
取
り
込
ん
で
、

拙
著
『
水
の
賦
︱
水
に
つ
い
て
の
雑
記
帳
︱
』
全
国
農

は
じ
め
に

芸
術
の
世
界
か
ら
見
た
「
水
」
の
風
景
（
第
一
回
）大

　橋

　欣

　治
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業
土
木
技
術
連
盟
（
現
全
国
農
村
振
興
技
術
連
盟
）（
１

９
９
１
）
を
出
版
し
た
こ
と
が
あ
る
。
今
回
は
、
そ
れ

ら
を
発
展
さ
せ
て
、
日
本
文
学
に
限
定
せ
ず
、
世
界
の

文
学
、
音
楽
、
芸
術
等
ま
で
拡
げ
て
考
察
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。
な
お
、
筆
者
は
、
本
誌
に
、
も
う
一
つ
の

専
門
で
あ
る
「
土
」
に
つ
い
て
、「
芸
術
か
ら
見
た
「
土
」

の
思
想
」
土
地
改
良
建
設
協
会
機
関
誌
『
土
地
改
良
』

２
６
１
〜
２
６
８
号
（
全
８
回
）（
２
０
０
８
〜
２
０

１
０
）
に
連
載
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
連
載

の
内
容
は
、
拙
著
『
土
の
魂
︱
土
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
︱
』
土
地
改
良
新
聞
社
（
２
０
０
０
）
に
活
か
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
さ
に
、
今
回
の
「
水
」
の
風
景

は
、
こ
の
「
土
」
の
思
想
の
姉
妹
品
で
あ
る
。

日
本
の
伝
統
文
化
、
伝
統
芸
術
の
一
つ
に
、

「
歌
舞
伎
」
が
あ
る
。
そ
の
語
源
は
、「
傾か

た
む

く
」

の
古
語
に
当
る
「
傾か

ぶ

く
」
を
名
詞
化
し
た
「
か

ぶ
き
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
戦
国
時
代
末
期

（
16
世
紀
末
期
）
か
ら
江
戸
時
代
初
頭
（
17
世

紀
初
頭
）
に
流
行
し
た
派
手
な
衣
装
や
一
風
変

わ
っ
た
異
形
を
好
ん
だ
り
、
常
軌
を
逸
脱
し
た

り
す
る
行
動
に
走
る
こ
と
を
指
し
た
語
で
、
そ

う
し
た
者
た
ち
を
「
か
ぶ
き
者
」
と
も
言
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
「
か
ぶ
き
者
」
の
斬
新
な
動
き
や
派
手
な
装
い

を
取
り
入
れ
た
独
特
な
「
か
ぶ
き
踊
り
」
が
京
・
江
戸

で
流
行
っ
た
。
そ
の
先
駆
が
慶
長
年
間
（
17
世
紀
初
頭

前
後
）
の
「
出い

ず

雲も

阿お

国く
に

」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
阿
国
を

模
倣
し
た
様
々
な
踊
り
が
世
に
出
た
。
こ
の「
か
ぶ
き
」

に
「
歌
い
舞
う
芸
妓
」
の
意
か
ら
「
歌
舞
妓4

」
と
い
わ

れ
た
が
、
寛
永
６
年
（
１
６
２
９
）
に
女
歌
舞
妓
が
禁

止
さ
れ
、「
歌
舞
妓4

」
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

以
来
、
時
代
の
盛
衰
が
あ
っ
た
も
の
の
人
気
役
者
な
ど

が
輩
出
し
、
庶
民
を
含
め
て
人
気
が
高
く
今
日
ま
で
に

至
っ
て
い
る
。

こ
の
歌
舞
伎
十
八
番
（
１
）
の
一
つ
に
、『
鳴な

る
か
み神

』
正

式
に
は
『
雷な

る

神か
み

不ふ

動ど
う

北き
た

山や
ま

桜ざ
く
ら』
が
あ
る
。

そ
の
あ
ら
す
じ
は
、次
の
よ
う
で
あ
る
。
平
安
時
代
、

陽
成
天
皇
の
頃
、
世
継
ぎ
の
な
い
天
皇
は
、
鳴
神
上
人

に
寺
院
建
立
を
約
束
に
皇
子
誕
生
の
願
を
依
頼
す
る
。

鳴
神
上
人
は
、
帝
の
願
い
を
受
け
入
れ
祈
祷
し
見
事
に

皇
子
誕
生
を
成
就
さ
せ
た
。
し
か
し
、
当
の
天
皇
は
、

寺
院
建
立
の
約
束
を
反ほ

ご故
に
し
た
た
め
、
怒
っ
た
鳴
神

上
人
は
、
呪じ

ゅ

術じ
ゅ
つを

用
い
て
雨
を
降
ら
す
三
千
世
界
の
竜

神
を
北
山
の
滝
壺
に
閉
じ
込
め
、
黒
雲
坊
、
白
雲
坊
を

従
え
て
、
護
摩
の
岩
屋
に
こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

た
め
３
カ
月
も
の
間
、
雨
が
降
ら
ず
、
国
中
が
干
ば
つ

に
襲
わ
れ
、
民
百
姓
は
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
朝

廷
は
、
女
色
を
持
っ
て
上
人
の
呪
術
を
破
ろ
う
と
、
雲く

も

の
絶た

え

間ま

姫ひ
め

と
い
う
洛
中
一
の
美
女
を
上
人
の
許も

と

に
送
り

込
む
。

北
山
の
鳴
神
上
人
の
庵
に
、
一
人
の
美
し
い
女
（
雲

の
絶
間
姫
）が
や
っ
て
く
る
。
不
信
を
抱
い
た
上
人
は
、

女
に
事
情
を
訪
ね
る
。
女
は
夫
を
亡
く
し
た
ば
か
り
の

未
亡
人
だ
が
、
日
照
り
で
水
が
な
い
た
め
、
水
の
枯
れ

な
い
こ
の
北
山
の
滝
へ
そ
の
衣
を
洗
い
に
き
た
と
話

す
。
上
人
に
問
わ
れ
る
ま
ま
に
亡
き
夫
と
の
馴
れ
初
め

を
、
女
が
面
白
お
か
し
く
話
を
し
て
い
る
と
、
話
に
聞

き
入
っ
て
い
た
上
人
が
、
壇
上
か
ら
転
げ
落
ち
て
気
絶

し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
女
は
滝
の
水
を
汲
ん
で
口
移

し
に
上
人
に
飲
ま
せ
、
胸
を
さ
す
っ
て
介
抱
す
る
。

気
が
付
い
た
上
人
は
、一い

っ
か
く角

仙せ
ん
に
ん人
（
２
）
が
通
力
を
失
っ

た
故
事
を
思
い
出
し
、
女
の
意
図
を
疑
い
怪
し
む
。
疑

わ
れ
た
と
知
っ
た
女
は
、
滝
壺
に
飛
び
込
ん
で
死
の
う

と
す
る
が
、
す
ぐ
に
疑
い
を
晴
ら
し
た
上
人
は
、
弟
子

た
ち
に
女
が
飛
び
込
む
の
を
止
め
さ
せ
る
。
そ
し
て
、

剃て
い
は
つ髪

し
尼
に
な
っ
て
自
分
の
弟
子
に
な
る
よ
う
に
い

い
、二
人
の
弟
子
に
麓
ま
で
剃て

い
と
う刀

を
買
い
に
行
か
せ
る
。

二
人
だ
け
に
な
る
と
、
女
は
待
っ
て
い
た
よ
う
に
突

§
序　

章

歌
舞
伎
『
鳴
神
』（『
雷
神
不
動
北
山
桜
』）

歌舞伎18番『鳴神』、鳴神上人（中
村橋之助）と雲の絶間姫（中村
扇雀）

（出典：『名作歌舞伎五〇』）
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然
癪し

ゃ
くで
苦
し
み
だ
す
。
上
人
は
、「
自
分
の
手
に
は
病

気
を
治
す
力
が
あ
る
」
と
い
っ
て
女
の
懐
に
手
を
入
れ

る
。
女
の
胸
に
初
め
て
手
を
触
れ
た
上
人
は
、
徐
々
に

本
能
に
目
覚
め
「
自
分
は
教
え
を
捨
て
還か

ん
ぞ
く俗

し
て
も
構

わ
な
い
か
ら
妻
に
な
れ
」
と
女
を
脅
し
に
か
か
る
。
初

め
に
う
ち
怯
え
て
い
た
女
は
急
に
手
の
ひ
ら
を
返
し
た

よ
う
に
、
妻
に
な
る
こ
と
を
承
知
す
る
。
そ
し
て
、
祝

し
ゅ
う

言げ
ん

の
杯

さ
か
ず
きご
と
を
し
よ
う
と
上
人
に
酒
を
飲
ま
せ
る
。
上

人
が
酒
を
飲
ん
だ
瞬
間
、
祭
壇
の
掛
け
軸
が
焼
け
落
ち

る
。生

れ
て
初
め
て
酒
を
飲
ん
だ
上
人
は
、
見
る
見
る
う

ち
に
酔
い
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
時
、
女
が
滝
壺
に

掛
か
っ
て
い
る
注し

連め

縄な
わ

の
由
来
を
尋
ね
る
。
上
人
は
竜

神
を
閉
じ
込
め
て
い
る
こ
と
を
話
し
、
他
言
は
す
る
な

と
約
束
さ
せ
る
。
そ
う
し
て
い
る
内
に
、
上
人
は
ぐ
っ

す
り
寝
込
ん
で
し
ま
う
。
す
る
と
、
女
は
、
自
分
が
帝

の
命
令
で
滝
壺
の
竜
神
を
解
き
放
ち
に
き
た
雲
の
絶
間

姫
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
鳴
神
上
人
を
心
な
ら
ず

も
騙
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
こ
と
を
わ
び
、
滝
壺

の
注
連
縄
を
切
る
。
す
る
と
竜
神
は
飛
び
去
り
、
雷
鳴

が
と
ど
ろ
き
、
雨
が
沛
然
と
降
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、

雲
の
絶
間
姫
は
麓
へ
と
逃
げ
去
る
。
雨
の
音
に
飛
び
起

き
た
上
人
は
、
自
分
が
騙
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
烈

火
の
ご
と
く
怒
り
、
髪
は
逆
立
ち
、
着
て
い
る
物
は
炎

と
な
っ
て
、
女
（
姫
）
を
逃
さ
じ
と
、
そ
の
後
を
追
い

か
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
物
語
は
、「
鳴
神
上
人
」
と
い
う
雷

鳴
＝
雨
・
水
を
司
る
神
を
、「
雲
の
絶
間
姫
」
と
い
う

雲
＝
雨
の
素
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
名
前

が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
物
語
が
出
来

上
が
っ
た
背
景
に
は
、
し
ば
し
ば
洪
水
と
と
も
に
干
ば

つ
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
民
百
姓
が
多
か
っ
た
こ
と
を
表

わ
し
て
い
る
。
朝
廷
と
し
て
も
、
農
作
物
の
不
作
は
税

の
不
足
に
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
り
、
絶
え
ず
五
穀
豊
穣

や
雨
乞
い
の
祈
祷
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
「
鳴
神
」
が

歌
舞
伎
十
八
番
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
魅
力
は
、
鳴
神
上

人
が
絶
世
の
美
女
・
雲
の
絶
間
姫
の
色
仕
掛
け
に
神
通

力
を
失
う
と
い
う
、
神
と
い
え
ど
も
女
の
力
（
色
香
）

に
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
人
間
の
性さ

が

や
弱
さ
を
見
事
に

表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
「
鳴
神
上
人
」
が
、
竜
神
を
閉
じ
込
め
た
と
い

わ
れ
る
岩
屋
は
、
京
都
・
鴨
川
の
本
流
の
水
源
地
に
当

る
『
岩
屋
山
・
志し

明み
ょ
う

院い
ん

』（
京
都
市
北
区
雲
ヶ
畑
）
に

あ
る
。
志
明
院
は
、
同
じ
鴨
川
水
系
の
水
源
地
で
あ
る

鞍
馬
の
鞍
馬
寺
・
貴
船
神
社
、
大
原
の
三
千
院
・
寂
光

院
な
ど
（
こ
れ
ら
は
鴨
川
の
支
流
・
高
野
川
水
系
に
あ

る
）
に
比
べ
て
訪
問
者
も
少
な
く
、
静
か
な
佇
ま
い
で

岩屋山・志明院
（撮影：筆者）

飛龍の滝（志明院）
（出典：「志明院パンフレット」）

護摩の岩屋（鳴神の岩屋、志明院）
（出典：『水かがみ』）
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あ
り
、現
代
風
に
い
え
ば
霊
気
を
感
じ
る
ス
ポ
ッ
ト（
聖

域
）
で
あ
る
。
当
山
は
、
６
５
０
年
に
役え

ん

の
行

ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

が
草

創
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
８
２
９
年
に
弘
法
大
師
が

再
興
し
、
本
尊
不
動
明
王
は
弘
法
大
師
の
直
作
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
根
本
中
院
本
尊
眼
力
不
道
明
王
は
菅
原

道
真
作
と
い
わ
れ
て
い
る
。
鴨
川
の
水
源
地
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
皇
室
の
崇
敬
が
厚
か
っ
た
。
院
内
に
は
、「
飛

龍
の
滝
」
が
あ
り
、弘
法
大
師
の
三
密
の
秘
法
を
修
し
、

一ひ
と

顆つ
ぶ

の
玉
を
授
け
る
と
忽
ち
化
し
て
竜
と
な
り
滝
に
入

る
。
浴
す
れ
ば
心し

ん

願が
ん

成じ
ょ
う

就じ
ゅ

す
る
と
い
わ
れ
、
鳴
神
上

人
の
行
場
で
も
あ
っ
た
。「
護ご

摩ま

の
岩
屋
」
は
、
役
の

行
者
、
弘
法
大
師
な
ど
の
行
法
の
跡
で
、
鳴
神
上
人
も

護
摩
行
の
た
め
に
籠
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

京
に
都
が
置
か
れ
て
、
１
２
０
０
年
余
が
経
つ
が
、

東
西
お
よ
び
北
に
山
を
控
え
、
東
に
鴨
川
、
西
に
桂
川

が
流
下
し
、
南
面
に
拓
け
て
い
る
絶
好
な
土
地
柄
で
あ

る
。
平
安
時
代
末
期
に
絶
大
な
権
力
を
誇
っ
た
後
白
河

法
皇
は
、「
加
茂
川
の
水
、
双
六
の
賽
、
山
法
師
」
を

天
下
三
大
不
如
意
と
い
っ
て
、
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な

ら
な
い
も
の
と
し
た
。
こ
の
加
茂
川
（
鴨
川
）
の
水
は
、

し
ば
し
ば
洪
水
を
引
き
起
こ
し
、
京
の
都
や
田
畑
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
同
時
に
し
ば
し
ば
干
ば
つ
に
も
見
舞
わ
れ
、
京
の

人
々
の
生
活
に
深
く
影
響
を
与
え
た
り
、
農
作
物
の
凶

作
に
苦
し
ん
だ
り
し
た
。
こ
の
た
め
、
朝
廷
は
、
干
ば

つ
の
時
に
は
、
雨
が
降
る
よ
う
加
持
祈
祷
を
し
ば
し
ば

行
っ
て
い
る
。

江
戸
時
代
後
期
の
読
本
作
家
・
滝
沢
馬
琴
は
、「
京

に
良
き
も
の
三
つ
、女
子
、加
茂
の
水
、社
寺
」
と
い
っ

て
い
る
。
戦
国
時
代
以
前
に
書
か
れ
た
と
い
わ
れ
る

『
人じ

ん

国こ
く

記き

』
で
は
、冒
頭
に
山
城
国
（
京
都
府
の
東
南
部
）

を
取
り
上
げ
、「
世
俗
に
、
そ
の
国
風
は
そ
の
水
を
以

て
知
る
と
云
ふ
こ
と
誠
な
る
か
。
城
州
（
山
城
国
）
は

そ
の
水
潔い

さ
ぎ
よう

し
て
、
万ば
ん

色し
き

を
染
む
る
に
、
そ
の
色
余よ

国こ
く

に
は
る
ば
る
違た
が

へ
る
こ
と
、
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で

か
く
の
如
し
。
人
の
膚は

だ
えの

滑
ら
か
な
る
こ
と
亦ま
た

こ
れ
か

く
の
如
し
。
女
の
姿
、
音お

ん

声じ
ょ
うの
尋じ
ん

常じ
ょ
うな
る
こ
と
並
ぶ
国

な
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
水
は
、特
に
加
茂
川
（
鴨

川
）を
指
し
て
い
る
。「
京
は
加
茂
の
水
」な
の
で
あ
る
。

（
注
）

（
１
）
歌
舞
伎
十
八
番
：
江
戸
時
代
の
天
保
年
間
（
概
ね
１

８
３
０
年
代
）
に
、
七
代
目
市
川
団
十
郎
が
市
川
宗
家

の
お
家
芸
と
し
て
選
定
し
た
十
八
番
の
演
目
。

（
２
）
一
角
仙
人
：
天
竺
（
イ
ン
ド
）
の
説
話
で
、
日
本
の

『
太
平
記
』『
今
昔
物
語
集
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
能

楽
に
も『
一
角
仙
人
』と
い
う
題
目
が
あ
り
、こ
れ
は『
太

平
記
』
の
話
を
基
に
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
雌

鹿
の
腹
か
ら
生
ま
れ
一
本
の
角
を
持
つ
一
角
仙
人
が
、

あ
る
日
大
雨
で
足
を
滑
ら
せ
、山
か
ら
転
落
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
腹
を
立
て
、
雨
を
降
ら
せ
る
竜
王
た
ち
を
洞

窟
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
。
雨
が
降
ら
な
く
な
り
国
中

が
困
窮
す
る
の
で
、
国
王
は
後
宮
一
番
の
美
女
扇せ

ん

陀だ

女に
ょ

に
５
０
０
人
の
美
女
を
供
に
つ
け
、
酒
や
媚
薬
ま
で
持

た
せ
仙
人
の
も
と
に
送
り
込
む
。す
っ
か
り
舞
い
上
が
っ

た
仙
人
が
、
扇
陀
女
に
手
を
だ
し
た
と
こ
ろ
で
神
通
力

は
失
せ
、
竜
王
た
ち
が
飛
び
出
し
、
仙
人
は
倒
れ
伏
し

て
し
ま
い
、
雨
が
降
り
始
め
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

ま
た
、『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
こ
の
一
角
仙
人
の
話
と

と
も
に
、
修
行
し
て
飛
行
す
る
術
を
会
得
し
た
久
米
の

仙
人
が
、
白
い
脛
も
あ
ら
わ
に
洗
濯
す
る
女
に
空
中
か

ら
見
て
目
が
く
ら
み
、
墜
落
し
て
し
ま
う
話
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
引
用
参
考
文
献
）

・
郡
司
正
勝
校
注
：『
歌
舞
伎
十
八
番
集
』
日
本
古
典
文
学
体
系
九
八
、

岩
波
書
店
（
１
９
６
５
）

・
文
・
岡
部
伊
都
子
／
写
真
・
井
上
博
道
：『
水
か
が
み
』、
淡
交
社
（
１

９
６
８
）

・
利
根
川
裕
著
：『
名
作
歌
舞
伎
五
〇
』、
世
界
文
化
社
（
２
０
０
８
）

・『
鳴
神
』、
フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
』（
以
下
ウ
ィ

キ
ペ
デ
ィ
ア
）

１　

日
本
文
学
・
一
〇
選

（
１
）『
古
事
記
』

日
本
の
『
古
事
記
』
を
文
学
作
品
と
す
る
こ
と
に
対

し
て
、異
論
は
沢
山
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。『
古

事
記
』
は
、
元げ

ん
め
い明
天
皇
の
命
で
、
稗ひ

え

田だ
の

阿あ

礼れ

が
伝
誦
し

た
神
代
か
ら
推
古
天
皇
ま
で
の
伝
承
し
た
も
の
を
、
太

お
お
の

安や
す

萬ま

侶ろ

が
筆
録
し
、
７
１
２
年
に
完
成
し
た
も
の
で
あ

る
。
三
巻
か
ら
な
り
、
上
巻
は
神
代
の
物
語
、
中
・
下

巻
は
天
皇
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
後
の

７
２
０
年
に
完
成
し
た
『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
は
、

舎と

ね

り人
親
王
（
天
武
天
皇
の
第
三
皇
子
）・
太
安
萬
侶
ら

が
編
纂
し
た
官
撰
正
史
の
意
味
合
い
が
強
い
。
そ
ん
な

§
第
２
章　

文　

学　

と　

水
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こ
と
か
ら
、『
古
事
記
』
を
文
学
書
と
し
て
読
む
と
、

実
に
面
白
い
。「
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

神み
か
みと

須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と」「

大お
お

国く
に

主ぬ
し
の

神か
み

」「
天
孫
降
臨
」「
海
幸
彦
と
山
幸
彦
」「
神
武
天

皇
の
東
征
」「
倭

や
ま
と

建
た
け
る
の

命み
こ
と」

等
々
の
物
語
は
、
波
乱
に

富
ん
だ
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
、
神
話
と
い
っ

て
も
実
に
人
間
そ
の
も
の
の
心
象
を
表
し
て
い
る
。
ま

た
、
全
編
を
通
し
て
、「
水
界
」
が
舞
台
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
日
本
国
土
の
成
り
立
ち
の
基
礎
を
作
っ

た
の
は
、
天あ

ま

つ
神
が
、
伊い

邪ざ

那な

岐ぎ
の

命み
こ
とと
伊い

邪ざ

那な

美み
の

命み
こ
との

二
柱
の
神
に
、「
こ
の
漂た

だ
よ

へ
る
国
を
修お

さ

め
理つ

く

り
固か

た

め
成

せ
」
と
命
じ
て
、天
の
沼ぬ

ま

矛ほ
こ

を
与
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。

こ
の
二
柱
の
神
が
沼
矛
で
も
っ
て
、
海
水
を
攪か

き
鳴
ら

し
て
引
き
上
げ
る
時
、
そ
の
矛
の
末
よ
り
垂
れ
落
ち
た

塩
が
重
な
り
積
も
っ
て
島
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
淤お

能の

碁ご

呂ろ

島じ
ま

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
二
柱
の
神
は
、
こ
の
島
に

天
降
り
し
て
、
伊
邪
那
美
命
の
「
成
り
成
り
て
成
り
合

は
ざ
る
処
一
処
」
と
伊
邪
那
岐
命
の
「
成
り
成
り
て
成

り
余
れ
る
処
一
処
」
を
ま
ぐ
は
い
し
て
国
土
を

生
み
成
さ
ん
と
し
た
。
天
の
御
柱
を
、
伊
邪
那

岐
命
が
左
か
ら
廻
り
、
伊
邪
那
美
命
が
右
か
ら

廻
っ
て
、
行
き
合
っ
た
と
こ
ろ
で
ま
ぐ
は
い
を

す
る
こ
と
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
行
き
合
っ
た

と
こ
ろ
で
、伊
邪
那
美
命
が
先
に「
あ
な
に
や
し
、

え
を
と
こ
を
」と
言
い
、後
で
伊
邪
那
岐
命
が「
あ

な
に
や
し
、
え
を
と
め
を
」
と
言
っ
て
ま
ぐ
は

い
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
水
蛭
子
や
淡
島
の
よ

う
な
子
し
か
生
ま
れ
な
か
っ
た
。二
柱
の
神
は
、

天
の
神
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
女
が
先
に
言
う

こ
と
が
良
く
な
い
と
言
わ
れ
た
。（
１
）
二
柱
の
神

は
、
言
わ
れ
た
よ
う
に
し
た
結
果
、
淡
路
島
を

先
ず
初
め
と
し
て
、
数
々
の
国
を
生
み
、
大
八

島
国
を
生
成
し
た
。
さ
ら
に
、
国
を
生
み
終
え

た
後
で
、
神
々
を
生
成
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

日
本
の
国
土
と
神
々
は
、「
水
界
」
を
舞
台
と
し

て
生
成
さ
れ
た
。

伊
邪
那
美
命
は
、
次
々
に
神
を
生
ん
だ
が
、

火
の
神
を
生
ん
だ
時
に
、
遂
に
そ
れ
が
原も

と

で
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
愛
す
る
妻
に
先
立
た
れ
た
伊
邪
那
岐
命

は
、
黄よ

み泉
の
国
に
会
い
に
行
く
が
、
そ
こ
で
覗
い
て
は

い
け
な
い
と
言
わ
れ
た
妻
の
姿
を
覗
い
て
し
ま
う
。（２
）

そ
れ
は
蛆う

じ
む
し虫

に
た
か
ら
れ
て
い
る
醜
い
妻
の
姿
で
あ
っ

た
。
約
束
を
破
ら
れ
て
恥
ず
か
し
い
姿
を
見
ら
れ
た
伊

邪
那
美
命
は
、
醜し

こ

女め

や
雷
神
に
夫
を
追
わ
せ
る
。
黄
泉

比ひ

良ら

坂さ
か

（
黄
泉
の
国
と
現
実
の
世
界
の
境
）
ま
で
た
ど

り
着
き
、
桃
の
実
３
個
を
取
っ
て
投
げ
つ
け
る
と
、

悉こ
と
ご
と

逃
げ
帰
っ
た
。
こ
こ
に
、
伊
邪
那
岐
命
は
そ
の
桃

の
実
に
「
汝
、
吾
を
助
け
し
が
如
く
、
葦あ

し
は
ら原

中な
か
つ
く
に

国
に
あ

ら
ゆ
る
現う

つ

し
き
青あ

お
ひ
と人

草く
さ

の
、
苦
し
き
瀬
に
落
ち
て
患わ

ず
ら

い

悩
む
時
、
助
く
べ
し
」
と
言
っ
た
。
最
後
に
、
伊
邪
那

美
命
が
追
っ
て
き
た
が
、
千ち

引び
き

の
石い

わ

で
塞
い
で
防
戦
し

た
。
こ
の
時
、
伊
邪
那
美
命
は
「
愛う

つ
く

し
き
我
が
汝な

せ夫
の

命
、
か
く
為せ

ば
、
汝い

ま
し

の
国
の
人
草
、
一
日
に
千ち

頭か
し
ら

絞く
び

り
殺
さ
ん
」
と
言
っ
た
。
こ
こ
に
、伊
邪
那
岐
命
は
「
愛

し
き
我
が
汝な

に

妹も

の
命
、
汝

い
ま
し

然し
か

為
ば
、
吾
一
日
に
千
五
百

の
産う

ぶ

や屋
立
て
ん
」
と
答
え
た
。
こ
こ
に
は
、
愛
し
合
う

夫
婦
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
日
１
０
０
０
人
死
に
、
一
日
１
５
０
０
人
が
生
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
同
時
に
、
こ
こ
で
、「
葦

原
中
国
に
あ
ら
ゆ
る
現
し
き
青
人
草
」
と
い
う
言
葉
が

出
て
く
る
。
こ
の
青
人
草
こ
そ
、
葦
原
が
生
い
茂
る
日

本
国
に
お
い
て
、
青
草
の
よ
う
に
生
々
と
し
た
人
の
誕

生
と
い
う
説
が
あ
る
。
ま
た
、
桃
の
実
は
、
邪
を
払
う

威
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
童
話
「
桃
太
郎
」
の
謂い

わ

れ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

イザナギとイザナミの像
（おのころ神社（沼島）：兵庫県
南淡町）

（出典：『古事記を旅する』）

上立神岩（沼島の東海岸にあり、２
柱がこの岩を回って契りを交わした：
兵庫県南淡町）

（出典：『古事記を旅する』）
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伊
邪
那
岐
命
は
、
穢き

た
な

い
国
に
い
た
こ
と
か
ら
、「
吾あ

は
御み

み身
の
禊

み
そ
ぎ

為せ

む
」
と
言
っ
て
禊
ぎ
祓は

ら

っ
た
。
こ
の
水

で
身
を
清
め
る
儀
礼
は
、
神
社
に
お
参
り
す
る
時
に
手

ち
ょ
う

水ず

で
口
を
濯
い
だ
り
、
手
を
洗
っ
た
り
し
て
か
ら
神
に

祈
る
こ
と
や
、
新
年
に
海
水
や
井
戸
水
で
身
を
清
め
る

な
ど
の
習
慣
が
、
今
日
ま
で
綿
々
と
続
い
て
い
る
。
そ

し
て
、
伊
邪
那
岐
命
は
、
沢
山
の
神
々
を
生
成
し
た
が
、

左
目
を
洗
っ
た
時
に
天あ

ま

照て
ら
す

大お

お

み

か

み

御
神
（
日
の
神
）
を
、

右
目
を
洗
っ
た
時
に
月

つ
き
よ
み
の読

命み
こ
と（

月
の
神
）、
鼻
を
洗
っ

た
時
に
建た

け

速は
や

須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と（
勇
猛
迅
速
に
荒
れ
す
さ
ぶ

男
神
）
を
成
し
た
。

須
佐
之
男
命
は
、
天
照
大
御
神
の
田
圃
の
畦
を
壊
し

た
り
、
溝
を
埋
め
た
り
、
新
穀
を
召
し
上
が
る
祭
殿
に

屎く
そ

を
撒
き
散
ら
し
た
り
の
乱
暴
狼
藉
を
繰
り
返
し
た
。

見
か
ね
た
天
照
大
御
神
は
、
天あ

ま

の
岩い

わ

屋や

戸と

に
籠
っ
て
し

ま
う
と
、葦
原
中
国
は
真
っ
暗
闇
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

困
っ
た
八や

百お

万よ
ろ
ずの

神
々
は
、
色
々
と
天
照
大
御
神
の
関

心
を
引
く
よ
う
な
こ
と
を
試
み
る
が
、
す
べ
て
失
敗
し

て
し
ま
う
。
天あ

め

宇の
う

受ず

賣ひ
め
の

命み
こ
とが

裸
踊
り
を
し
、
神
々
が

笑
い
合
っ
て
い
る
の
を
聞
き
つ
け
て
、
天
照
大
御
神
は

天
の
岩
屋
戸
を
開
く
と
、
高
天
の
原
も
葦
原
中
国
も
照

り
輝
い
た
。
天
照
大
御
神
は
、
八
百
万
の
神
々
と
相
談

し
て
、須
佐
之
男
命
を
追
放
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、

天
照
大
御
神
は
、
大お

ほ

気け

津つ

比ひ

賣め
の

神か
み

に
食
物
を
乞
い
た
。

大
気
津
比
賣
は
、
鼻
口
か
ら
尻
よ
り
、
種
々
の
食
物
を

取
り
出
し
た
。
こ
の
汚
ら
わ
し
い
仕
草
を
見
た
、
須
佐

之
男
命
は
、
大
気
津
比
賣
神
を
殺
し
て
し
ま
う
。
殺
さ

れ
た
神
の
身
に
生
れ
た
物
は
、
頭
に
蚕
、
二
つ
の
目
に

稲
、
二
つ
の
耳
に
粟
、
鼻
に
小
豆
、
陰ほ

と

に
麦
、
尻
に
大

豆
が
生
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
五
穀
と
養
蚕
の
原も

と

と

な
っ
た
。

追
放
さ
れ
た
須
佐
之
男
命
は
、
出
雲
国
の
斐ひ

伊い

川が
わ

の

上
流
に
降
っ
た
。
こ
の
地
で
泣
き
悲
し
む
夫
婦
に
出
会

う
。
毎
年
、
八や

俣ま
た
の

大お
ろ

蛇ち

が
来
て
、
既
に
七
人
の
娘
を

食
べ
ら
れ
た
と
い
う
。
今
年
は
、
８
人
目
の
櫛く

し

名な

田だ

比ひ

賣め

が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
須

佐
之
男
命
は
、
計
略
を
回
ら
し
て
、
比
賣
の
姿
に
変
身

し
、
八や

門か
ど

を
作
り
、
門
毎
に
八や

桟さ

敷ず
き

を
結ゆ

い
、
そ
の
桟

敷
毎
に
酒
船
を
置
い
て
、
八や

盬し
お

折お
り

の
酒
（
強
い
酒
）
を

用
意
さ
せ
た
。
果
た
し
て
、
八
俣
大
蛇
が
来
て
、
八
つ

の
頭
を
使
っ
て
そ
の
酒
を
飲
み
、
酔
い
つ
ぶ
れ
た
。
そ

の
時
、
須
佐
之
男
命
は
、
八
俣
大
蛇
を
切
り
殺
し
た
。

尾
を
切
っ
た
時
に
、
草
薙
の
太
刀
が
出
て
き
た
。
須
佐

之
男
命
は
、
出
雲
に
出
て
「
我
が
心
す
が
す
が
し
」
と

の
り
た
ま
い
て
、
須
賀
の
宮
を
作
っ
た
。
そ
の
時
に
、

「
八や

雲く
も

立
つ　

出
雲
八
重
垣　

妻つ
ま

籠ご

み
に　

八
重
垣
作

る　

そ
の
八
重
垣
を
」
と
歌
っ
た
。
櫛
名
田
比
賣
を
始

め
、
多
く
の
比
賣
を
娶
り
、
八
十
の
子
（
八や

そ十
神
）
を

成
し
た
。
そ
の
一
人
に
大お

お

国く
に

主ぬ
し
の

神み
こ
と（

亦
の
名
を
大お

お

穴な

牟む

遲ぢ
の

神み
こ
とな
ど
と
い
い
五
つ
の
名
が
あ
っ
た
）が
あ
っ
た
。

こ
の
八
俣
大
蛇
は
、
斐
伊
川
そ
の
も
の
を
指
し
、
下

流
は
８
つ
の
（
多
く
の
）
流
れ
に
分
流
さ
れ
て
い
た
姿

を
表
わ
し
て
い
た
。
こ
の
川
の
流
れ
は
、
稲
作
の
灌
漑

用
水
を
供
給
す
る
一
方
で
、
時
に
洪
水
を
起
す
暴
れ
川

で
あ
っ
た
。
こ
の
物
語
は
、
櫛
名
田
比
賣
（
３
）
の
名
前

が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
稲
田
の
豊
作
を
祝
え
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
須
佐
之
男
命
が
こ
の
暴
れ
川
を
抑
え
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

スサノオ（左）とクシナダヒメ像（日本最古の
神社障壁画、八重垣神社：島根県松江市）

（出典：『古事記の原風景』）

出雲神楽：スサノオがヤマタノオロチの
首を切る場面（島根県日御崎神社）

（出典：『古事記―日本の原風景を求めて―』）
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大
国
主
神
は
、唱
歌「
因
幡
の
白
兎
」（
稲
羽
の
素
兎
）（４
）

に
も
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
さ
な
白
兎
が
大
き
な

鮫わ
に

（
さ
め
）
と
知
恵
比
べ
を
し
て
、
鮫
を
騙
し
た
も
の

の
、
そ
れ
が
ば
れ
て
裸
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
八
十
神
に

海
水
を
浴
び
て
、
風
に
吹
か
れ
ろ
と
い
わ
れ
た
が
、
か

え
っ
て
傷
が
大
き
く
な
っ
た
。
そ
こ
に
通
り
か
か
っ
た

大
国
主
神
は
、
真
水
で
も
っ
て
身
体
を
洗
い
、
蒲
の
穂

の
上
で
寝
転
べ
ば
治
る
と
い
っ
た
。
白
兎
は
、
そ
の
よ

う
に
し
て
傷
を
治
す
こ
と
が
で
き
た
。大
穴
牟
遅
神（
大

国
主
神
）
は
、
八
十
神
か
ら
迫
害
を
受
け
、
根
の
堅か

た

州す

国く
に

に
逃
れ
、
そ
こ
で
、
須
佐
之
男
命
の
女む

す
め

の
須す

世せ

理り

毘ひ

賣め

と
結
婚
し
た
。須
佐
之
男
命
は
、大
穴
牟
遅
神
に
次
々

に
試
練
を
与
え
る
が
、
妻
や
鼠ね

ず
み

に
助
け
ら
れ
克
服
し
て

行
く
。
そ
し
て
、
須
佐
之
男
命
は
、
大
国
主
神
（
国
つ

神
）
に
国
作
り
を
命
じ
、
そ
の
国
を
高
天
原
を
治
め
る

天
照
大
御
神
（
天
つ
神
）
に
譲
ら
せ
る
。
こ
の
国
作
り
、

国
譲
り
に
つ
い
て
は
、
勢
力
を
誇
っ
た
出
雲
族
（
国
つ

神
）
が
天
皇
族
（
天
つ
神
）
に
屈
服
し
た
こ
と
を
表
わ

し
て
い
る
と
い
う
説
が
強
い
。

い
よ
い
よ
天
照
大
御
神
は
、
騒
が
し
い
豊
葦
原
水
穂

国
を
平
定
す
る
た
め
に
、
天
孫
降
臨
を
日ひ

子こ

番ほ

能の

邇に

邇に

藝ぎ
の

命み
こ
とに

命
じ
る
。
邇
邇
藝
命
は
、
天

あ
ま
の

宇う

受ず

賣め
の

命
ら
５
人

の
命
を
従
え
、八や

尺さ
か

の
勾ま

が

玉た
ま

、鏡
、草く

さ

薙な
ぎ
の

釼つ
る
ぎを

持
っ
て
、

竺つ
く

紫し

の
日ひ

向む
か

の
高
千
穂
の
嶺
に
天
降
り
し
た
。
こ
の
嶺

に
つ
い
て
は
、
南
の
霧
島
山
（
高
千
穂
峰
）
と
も
宮
崎

県
高
千
穂
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
邇
邇
藝
命
は
、
麗う

る
わ

し

き
美
人
に
合
い
、「
誰た

が
女む

す
め

ぞ
」
と
問
う
と
、
女
は

「
大お

お

山や
ま

津つ

見み
の

神か
み

の
女
、
名
は
神か

む

阿あ

多た

都つ

比ひ

賣め

、
亦ま

た

の
名

は
木こ

の

花は
な

の
佐さ

久く

夜や

毘ひ

賣め

」
と
答
え
た
。
命
は
、
木
花
の

佐
久
夜
毘
賣
と
一
夜
婚ま

ぐ
は
ひし

た
が
、
一
夜
で
懐
妊
し
た

こ
と
に
天
つ
神
の
子
（
自
分
の
子
）
で
あ
る
か
を
疑
っ

た
。
毘
賣
は
、
国
つ
神
の
子
な
ら
産
む
こ
と
幸さ

き

く
あ
ら

じ
（
無
事
で
は
な
い
）、
天
つ
神
の
御
子
な
ら
ば
幸
く

あ
ら
ん
と
言
っ
て
、
戸
な
き
八や

尋ひ
ろ

殿ど
の

を
作
っ
て
、
そ
の

殿
の
内
に
入
り
、
土
を
持
ち
て
塗
り
塞
ぎ
て
、
産
む
時

に
方あ

た

り
て
、
火
を
そ
の
殿
に
著つ

け
て
産
ん
だ
。
火
の
盛

り
に
燃
え
る
時
に
生
ん
だ
子
は
火ほ

照で
り
の

命
（
海う

み

幸さ
ち

彦び
こ

）、

次
に
生
ん
だ
子
は
火ほ

須す

勢せ

理り
の

命
、
次
に
生
ん
だ
子
は
火ほ

遠を

理り
の

命
（
山や

ま

幸さ
ち

彦ひ
こ

）
で
あ
っ
た
。

兄
の
海
幸
彦
（
海
人
・
漁
夫
）
は
海
の
幸
を
、
弟
の

山
幸
彦
（
山
人
・
猟
人
）
は
山
の
幸
を
得
て
い
た
。
兄

か
ら
一
度
仕
事
を
変
え
て
み
た
い
と
い
う
提
案
が
あ

り
、
弟
は
し
ぶ
し
ぶ
従
い
、
魚
釣
り
を
し
た
時
に
釣
り

針
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
弟
は
代
わ
り
の
釣
り
針
を
一

千
本
用
意
し
た
が
、
兄
は
失
っ
た
釣
り
針
で
な
け
れ
ば

許
せ
な
い
と
い
う
。
困
っ
た
弟
は
、
泣
き
な
が
ら
海
辺

を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
。
そ
の
時
、
鹽し

ほ

椎つ
ち
の

神
が
通
り
か

か
り
、
事
情
を
話
し
た
と
こ
ろ
、
綿わ

た

津つ

見み
の

神
の
宮
殿
に

連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。そ
こ
で
、鯛
の
の
ど
に
刺
さ
っ

て
い
た
釣
り
針
を
見
つ
け
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
綿
津

見
神
の
女む

す
め

、
豊と

よ

玉た
ま

毘ひ

賣め

と
懇ね

ん
ご

ろ
に
な
り
、
子
を
儲も

う

け
た
。

毘
賣
は
出
産
に
当
っ
て
、
天
つ
神
の
子
は
海
原
で
は
な

く
、
海
辺
で
生
む
べ
き
で
あ
る
と
、
鵜
の
羽
を
葺か

草や

に

し
て
産う

ぶ

殿や

を
造
っ
た
。
に
わ
か
に
産
気
づ
き
、
産
殿
に

入
る
時
、
山
幸
彦
に
産
む
姿
を
見
る
な
と
言
っ
た
。
山

幸
彦
は
、
そ
の
言
を
奇
し
と
思
い
、
垣
間
見
て
し
ま
う
。

す
る
と
、そ
の
姿
は
八や

尋ひ
ろ

鮫わ
に

に
化
し
て
、う
ね
り
く
ね
っ

て
い
た
。
見
ら
れ
た
毘
賣
は
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
、
海

原
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
子
の
名
前
を
、
天あ

ま

津つ

日ひ

高こ

日ひ

子こ

波な

限ぎ

建さ
た
け

鵜う

葺が

草や

葺ふ
き

不あ
へ

合ず
の

命
と
い
っ
た
。し
か
し
、

そ
の
命み

こ
と

の
養
育
の
た
め
に
、
豊
玉
毘
賣
の
妹
、
玉た

ま

依よ
り

毘ひ

賣め

が
送
ら
れ
た
。
こ
の
命
は
、
叔
母
・
玉
依
毘
賣
と
の

間
に
、
四
柱
の
命
を
儲
け
た
。
そ
の
一
人
が
、
神か

む

倭
や
ま
と

伊い

波は

禮れ

毘び

古こ
の

命
と
い
い
、
初
代
天
皇
の
神
武
天
皇
で
あ

る
。

白兔海岸
（稲羽の白兔の舞台となった海岸：鳥取市）

（出典：『古事記を旅する』）
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こ
の
よ
う
に
、
神
話
と
は
い
え
、
天
皇
家
の
系
譜
に

は
、「
海
」「
水
」
の
血
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
こ
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
・
タ
レ
ー
ス
（
前

７
世
紀
後
半
〜
前
６
世
紀
中
頃
）
が
「
水
だ
！
」
と
叫

び
、万
物
の
根
源
は
水
で
あ
る
と
主
張
し
、こ
れ
に
よ
っ

て
人
間
は
海
か
ら
発
生
し
、
陸
上
に
這
い
上
が
っ
た
生

物
で
あ
る
と
の
説
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
に
通

じ
て
い
る
。
現
に
、
人
間
の
体
内
の
羊
水
の
成
分
は
、

海
の
成
分
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
海

の
名
残
を
留
め
て
い
る
。
東
西
の
交
流
が
な
か
っ
た
時

代
に
、
形
式
や
表
現
は
違
う
も
の
の
、
同
じ
よ
う
な
発

想
を
共
通
に
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
同
じ
人
間
と
し
て

の
本
性
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

さ
ら
に
、日
本
列
島
は
「
豊
葦
原
水
穂
国
」
と
い
い
、

水
田
稲
作
の
豊
凶
に
関
わ
る「
水
」の
存
在
が
大
き
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、天
皇
家
は
、

こ
の
「
水
」
に
深
く
関
わ
る
系
譜
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ

て
、
権
威
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
い

う
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

人
間
も
「
現う

つ

し
き
青
人
草
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

葦
原
水
穂
の
国
を
象
徴
す
る
青
々
と
し
た
草
の
よ
う
な

存
在
で
あ
り
、
同
時
に
草
の
よ
う
に
青
々
と
生
々
し
、

や
が
て
枯
れ
て
土
に
帰
り
、
再
び
芽
生
え
る
と
い
う
再

生
・
循
環
・
輪り

ん

廻ね

の
思
想
が
底
流
と
し
て
横
た
わ
っ
て

い
る
。

（
注
）

（
１
）
こ
れ
は
男
尊
女
卑
の
表
れ
と
い
う
が
、
古
代
に
は
求

婚
は
男
が
す
る
も
の
、
そ
の
返
事
と
い
う
最
終
決
定
は

女
が
す
る
も
の
と
い
う
風
習
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し

て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

（
２
）覗
い
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
る
程
覗
き
た
い
の
が
、

人
間
の
性
で
あ
り
、
同
じ
『
古
事
記
』
の
「
山
幸
彦
・

海
幸
彦
の
物
語
」
に
も
あ
る
し
、民
話
の
『
鶴
の
恩
返
し
』

の
話
に
も
通
じ
て
い
る
。

（
３
）
櫛
は
霊
妙
の
意
で
あ
り
、
古
く
か
ら
女
神
が
指
櫛
を

川
に
さ
し
て
水
を
田
に
引
い
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

名な

田だ

は
稲
田
の
意
で
あ
る
。

（
４
）
実
際
の
唱
歌
の
名
前
は
、「
大
黒
さ
ま
」（
石
原
和
三

郎
作
詞
、
田
村
虎
蔵
作
曲
）
︱
『
尋
常
小
学
唱
歌
（
二

ノ
中
）』（
明
治
38
年
12
月
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
大

黒
さ
ま
＝
大
国
主
命
と
な
っ
て
い
る
。

（
引
用
・
参
考
文
献
）

・
倉
野
憲
司
校
注
：『
古
事
記
』、
岩
波
文
庫
（
１
９
６
３
）

・
西
郷
信
綱
著
：『
古
事
記
の
世
界
』、
岩
波
新
書
（
１
９
６
７
）

・
荻
原
浅
男
：『
古
事
記
へ
の
旅
』、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
（
１
９
７
９
）

・
三
浦
佑
之
訳
・
注
釈
：『
口
語
訳
古
事
記
』、文
芸
春
秋
社（
２
０
０
２
）

・
文
・
伊
藤
ユ
キ
子
／
写
真
・
古
川
誠
・
牧
野
貞
之
：『
古
事
記
の

原
風
景
』、
学
習
研
究
社
（
２
０
０
４
）

・
三
浦
佑
之
：『
古
事
記
を
旅
す
る
』、
文
芸
春
秋
社
（
２
０
０
７
）

・『
古
事
記
︱
日
本
の
原
風
景
を
求
め
て
︱
』
芸
術
新
潮
創
刊
７
５

０
号
記
念
大
特
集
（
２
０
１
２
・
６
）

（
お
お
は
し
き
ん
じ
・
東
京
農
業
大
学
客
員
教
授
）

鵜戸神社
（トヨタマヒメがウガヤフキアヘズを産んだといわれる）

（宮崎県日南市）
（出典：『古事記の原風景』）


