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ま
ず
破
壊
が
神
話
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
例
を
あ
げ
る
。

１Ｈ軋馴肌附ｊⅢ伽矧卿刈日割制１肌側耐雌腿湫１ｊ制Ⅲ刊川札倒料ひき。

故
、
八
十
橋
と
い
ふ
。
（
播
磨
・
印
南
）

右
は
八
十
人
衆
（
多
く
の
一
般
人
）
が
天
に
通
う
石
橋
を
記
す
。
こ
の
石

序
人
が
出
入
り
を
す
る
場
所
は
、
何
ら
か
の
破
壊
行
為
を
受
け
る
。
山
（
獣

殺
傷
、
樹
木
伐
採
、
鉱
物
採
掘
）
、
海
や
川
（
魚
捕
獲
、
水
質
汚
染
）
、
平

野
（
開
墾
、
灌
概
整
備
）
で
、
自
然
を
破
壊
す
る
。
里
山
に
代
表
さ
れ
る

日
本
の
風
景
は
、
破
壊
行
為
を
繰
り
返
し
た
結
果
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
で

ある。そ
の
点
で
地
形
は
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
見
方
を
変
え
れ
ば
、

破
壊
を
通
し
て
「
つ
ら
れ
る
」
も
の
が
「
文
化
」
で
あ
る
。
な
ら
ば
聖
地

も
破
壊
を
通
し
て
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
流
れ
の
中
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
本
稿
で
は
、
地
形
破
壊
と
い
う
観
点
か
ら
聖
地
・
神
話
を
読
み
解
い

て
い
き
た
い
。

つ
く
ら
れ
た
地
形

一
破
壊
か
ら
神
話
へ

ト
ポ
ス
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ｌ
破
壊
が
生
む
聖
地
Ｉ

ト
ポ
ス

たふ

御
寝
ま
せ
る
間
に
朴
れ
伏
し
き
。

（丹後・天橋立）

２
は
橋
を
神
が
作
っ
た
と
い
う
。
３
で
は
そ
の
橋
が
天
に
続
く
と
幻
想

す
る
。
特
殊
な
地
形
を
天
に
通
じ
る
橋
に
見
立
て
る
の
は
１
と
同
じ
と
言

え
よ
う
。
違
う
の
は
１
が
破
壊
行
為
に
よ
る
地
形
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

２
．
３
は
天
然
記
念
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
破
壊
が
な
い
点

で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
１
に
お
い
て
採
石
と
い
う

破
壊
行
為
が
作
り
だ
し
た
地
形
か
ら
「
上
古
」
「
天
に
通
じ
る
」
と
い
う

神
話
的
な
思
考
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
破
壊
行
為
が
伝
承
し
べ

橋
は
石
切
山
で
、
採
石
に
よ
っ
て
階
段
状
に
切
り
取
ら
れ
た
山
の
形
状
を

梯
子
に
見
立
て
、
さ
ら
に
天
に
続
く
石
橋
を
幻
想
し
て
い
る
。
採
石
と
い

う
破
壊
行
為
が
新
た
な
地
形
を
作
り
だ
し
、
新
た
な
伝
承
を
創
造
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
１
で
は
人
間
に
よ
る
破
壊
行
為
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。

新
た
な
地
形
を
人
が
作
っ
た
と
い
う
過
去
の
事
実
は
隠
し
、
逆
に
「
天
上

世
界
」
を
幻
想
す
る
点
で
神
話
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
。

み
は
し

２
御
橋
山
大
汝
命
、
俵
を
積
み
て
橋
を
立
て
ま
し
き
。
山
の
石
、
橋

に

似

た

り

。

（

播

磨

・

揖

保

）

３
国
生
み
ま
し
し
大
神
、
伊
射
奈
芸
命
、

て、
飯
泉
健
司

情
を
作
り
立
て
た
ま
ひ
き
。 地

形命
、
天
に
通
ひ
行
で
ま
さ
む
と
し

故
、
天
の
椅
立
と
云
ひ
き
。
神
の
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昌

割

川

。

（

出

雲

・

意

宇

）

た
た
ら

４
八
岐
大
蛇
神
話
の
基
に
は
、
路
糒
師
が
砂
鉄
を
採
る
た
め
に
河
川
を
汚

（１）

す
カ
ン
ナ
流
し
と
い
う
行
為
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
５
は
石
神
の
玉
を
穿
り

採
っ
た
話
だ
が
、
こ
の
島
は
鹿
ノ
瀬
と
呼
ば
れ
る
瀬
戸
内
随
一
の
漁
場
の

中
に
あ
る
。
ま
た
６
の
国
引
き
神
話
で
最
終
的
に
杖
を
立
て
る
オ
ウ
の
森

は
、
「
田
の
中
に
あ
る
塾
」
と
あ
る
よ
う
に
水
田
地
帯
に
位
置
す
る
。
ち

な
み
に
現
在
「
オ
ウ
の
森
」
に
比
定
さ
れ
て
い
る
場
所
は
、
人
工
的
な
小

さ
な
木
陰
で
あ
る
。
水
田
開
発
と
い
う
破
壊
行
為
が
祭
祀
を
導
く
と
い

や
は
ず

う
の
は
、
箭
括
の
氏
の
麻
多
智
が
開
墾
時
に
「
吾
、
神
の
祝
と
為
り
て
、

と
こ
し
へ
ゐ
や
ま

永
代
に
敬
ひ
祭
ら
む
。
」
（
常
陸
・
行
方
）
と
神
を
祀
る
例
を
見
て
も
容

易
に
推
測
さ
れ
る
。
破
壊
行
為
は
祭
祀
を
導
き
、
神
話
を
生
み
出
し
て
い

ブ（》Ｏ
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
採
掘
・
捕
獲
・
水
田
開
発
・
狩
猟
と
い
う
人
間
に

よ
る
破
壊
行
為
の
周
辺
で
神
話
は
語
ら
れ
る
。
神
話
が
生
成
す
る
背
後
に

破
壊
行
為
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

ル
で
は
封
印
さ
れ
、
神
話
的
な
思
考
に
よ
っ
て
特
殊
な
地
形
が
捉
え
返
さ

れ
、
伝
承
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
神
話
の
中
に

は
破
壊
行
為
と
関
わ
り
な
が
ら
生
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ

ヲ（》○４
「
彼
の
目
は
、
謂
洲
洞
矧
列
矧
判
馴
ｕ
旬
、
．
：
中
略
…
其
の
胸
劃
副
鯏
鯛
則

６ ５
（
新
羅
人
が
石
神
の
）

’

ぬ
。
神
、
因
り
て
泣
け
り
。
こ
こ
に
大
き
に
怒
り
て
、

悉
く
常
に
血
え
燗
れ
た
り

頑
は
ゆ
る
意
｛
子
の
社
は
、
郡
家
の
東
北
の

し
、
客
の
船
を
打
ち
破
り
き

具
の
直
色
を
屠
り
て
其
の
一
づ
の
瞳
を
嚥

」
（
古
事
記
・
八
岐
大
蛇
）

０

。
即
て
謂
風
劃

（播磨・揖保）

で
は
、
破
壊
か
ら
神
話
が
生
成
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
過
程
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

く

づ

の

み

ま

つ

ひ

こ

ふ

７
久
都
野
弥
麻
都
比
古
命
、
告
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
此
の
山
は
、
瞼

め
ば
崩
る
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
久
都
野
と
い
ふ
。
後
、

う

の

へ

ま
な
か

改
め
て
宇
努
と
い
ふ
。
其
の
辺
は
山
た
り
。
中
央
は
野
た
り
。

（播磨・讃容）

７
の
比
定
地
は
現
在
の
佐
用
町
久
崎
、
過
日
（
二
○
○
九
年
八
月
）
の

大
雨
で
の
被
災
地
で
あ
る
。
「
辺
は
山
た
り
、
中
央
は
野
た
り
」
と
あ
る

よ
う
に
盆
地
状
の
場
所
だ
が
、
こ
の
地
理
に
適
う
の
が
久
崎
の
中
で
も
櫛

田
に
あ
る
字
・
原
で
あ
る
。
古
い
集
落
も
原
に
あ
る
。
原
周
辺
は
や
や

高
台
に
あ
る
た
め
先
日
の
水
害
被
害
に
は
あ
っ
て
い
な
い
。
水
害
の
大
き

か
っ
た
の
は
原
よ
り
や
や
西
か
ら
北
の
地
域
で
、
千
種
川
と
志
文
川
流
域

で
あ
る
。
７
の
背
後
に
河
川
氾
濫
に
よ
る
地
形
変
化
と
い
う
原
体
験
が

あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
周
辺
で
は
古

（２）

代
か
ら
の
砂
鉄
採
掘
に
よ
っ
て
山
が
荒
ら
さ
れ
て
い
た
。
今
回
の
被
害
で

も
至
る
所
か
ら
土
砂
と
石
が
流
れ
出
し
て
い
る
。
恐
ら
く
採
掘
に
よ
る
多

数
の
穴
が
大
雨
に
よ
っ
て
崩
れ
た
の
だ
ろ
う
。
７
は
、
採
掘
に
よ
っ
て
荒

ら
さ
れ
て
多
く
の
穴
が
開
け
ら
れ
た
山
を
「
踏
め
ば
崩
る
べ
し
」
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
久
都
野
は
、
人
が
崩
し
た
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
神
話
で
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
い
。
神
の
力
（
河
川
氾
濫
や
山
崩

れ
等
の
自
然
の
力
）
に
よ
っ
て
地
形
は
変
わ
る
と
述
べ
て
い
る
だ
け
だ
。

人
の
破
壊
行
為
は
、
神
の
発
言
に
よ
っ
て
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
破

壊
行
為
は
神
の
言
動
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
抹
消
さ
れ
、
神
話
に
な
る
の

二
破
壊
の
封
印
ｌ
神
へ
の
転
位
、
そ
し
て
神
話

-８９-
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ひ
た
ま
ひ
き
。

（播磨・揖保）

８
で
は
神
の
水
争
い
に
よ
っ
て
河
川
の
流
れ
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
描
く

が
、
実
際
に
は
農
民
が
水
争
い
を
し
て
川
の
流
れ
を
変
え
て
い
る
。
現
地

で
は
人
工
的
な
石
柵
に
よ
っ
て
流
れ
が
南
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
人
工
水

路
と
い
う
自
然
破
壊
を
神
の
行
為
に
転
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の
破

壊
は
封
印
さ
れ
る
。
こ
の
現
象
は
、
動
物
殺
傷
を
す
る
狩
猟
と
い
う
破
壊

行
為
に
も
見
て
取
れ
る
。
ア
イ
ヌ
の
イ
オ
マ
ン
テ
で
は
、
神
は
熊
の
姿
に

身
を
変
え
て
こ
の
世
に
や
っ
て
来
る
。
そ
の
熊
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
神

（３）

の
魂
を
神
の
世
界
に
返
す
儀
式
で
あ
る
。
殺
傷
と
い
う
破
壊
行
為
を
神
に

置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
。
殺
傷
行
為
が
神
の
登
場
に

よ
っ
て
相
殺
さ
れ
る
。
古
代
日
本
に
お
い
て
も
同
様
の
考
え
が
あ
っ
た
よ

う
だ
。
神
祭
祀
に
よ
っ
て
動
物
が
捕
獲
で
き
る
と
い
う
例
や
、
殺
傷
行
為

の
淵
源
を
神
に
求
め
た
神
話
が
あ
る
。
ふ
つ
く
し
し

９
（
鴫
の
神
）
「
…
珠
を
我
に
祠
ら
ば
悉
に
獣
を
得
し
め
む
」
と
の
た

ま
ふ
。
（
允
恭
紀
十
四
年
九
月
）

たつノ、

岨
吾
は
宍
の
血
を
以
ち
て
佃
る
。

（播磨・賀毛）

で
あ
る
。
こ
こ
に
神
話
生
成
の
要
因
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
の

行
為
（
破
壊
活
動
）
を
神
の
言
動
に
転
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
話
と
な

る
。
逆
に
言
え
ば
、
最
初
か
ら
信
仰
・
神
話
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
の

活
動
が
あ
り
、
そ
れ
を
抹
消
す
る
た
め
の
代
償
と
し
て
神
を
登
場
さ
せ
た

神
話
が
作
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

８
石
龍
比
古
命
と
妹
石
龍
比
売
命
と
二
は
し
ら
の
神
、
川
の
水
を
相
競

あ
ぢ
き
な
し
お
も
ほ

１

ひ
き
。
妹
の
神
見
て
非
理
と
為
し

ひ
ま
し
き
。
…
中
略

を
塞
き
て
岑
の
辺
よ
り
溝
を
開
き
て

背
の
神
、
山
の
岑
を
瞼
み
て
流
し
下
し
た
まＩあらそ泉

の
村
に
流
し
て
相
格

ま

Ⅱ
生
け
る
鹿
を
捕
り
臥
せ
て
、
其
の
腹
を
割
き
て
、
其
の
血
に
稲
種
き

巽弍ごＯ

（播磨・讃容）

動
物
の
血
に
よ
る
豊
穣
儀
礼
を
神
の
行
為
に
転
位
す
る
。
で
は
な
ぜ
破

壊
行
為
の
正
当
化
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。
か
っ
て
私
が
取
材
し
た
石
工

は
「
信
仰
心
は
少
な
い
」
が
、
「
神
の
山
を
壊
し
た
反
省
か
ら
観
音
様
の

（４）

石
造
を
作
り
、
祀
る
」
と
述
べ
た
。
破
壊
行
為
か
ら
後
悔
の
念
を
経
て
信

仰
心
が
生
ま
れ
て
、
観
音
像
と
い
う
聖
地
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
前
掲
１

石
橋
の
例
な
ど
は
、
石
工
の
談
話
を
参
考
に
す
れ
ば
、
破
壊
行
為
か
ら
生

じ
た
反
省
・
後
悔
と
い
う
感
情
が
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
石
工
の

場
合
は
、
神
山
を
破
壊
し
た
反
省
と
い
う
感
情
だ
が
、
イ
ョ
マ
ン
テ
等
で

熊
を
殺
害
す
る
時
に
人
々
が
喜
ん
で
い
る
様
を
見
る
と
、
殺
害
の
喜
び
や

快
楽
の
正
当
化
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
８
な
ど
も
人
工
水
路
に
よ

る
水
源
確
保
と
い
う
喜
び
が
、
破
壊
行
為
を
正
当
化
す
る
原
因
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
破
壊
行
為
か
ら
生
じ
る
特
定
の
感
情
（
喜
び
や
反

省
・
後
悔
な
ど
）
が
神
話
を
創
り
出
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
破
壊
行
為
に
対
し
て
特
定
の
感
情
を
抱
い
た
と
き
、
そ
の
代
償
・

正
当
化
の
た
め
に
神
話
が
生
成
し
て
い
た
。
破
壊
の
代
償
や
正
当
化
と
し

て
神
話
が
つ
く
ら
れ
る
、
と
考
え
た
時
、
神
話
と
聖
地
の
関
係
は
ど
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
神
話
は
聖
地
の
成
立
を
前
提
に

生
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
節
が
あ
る
。
し
か
し
破
壊
か
ら
神
話
と
い

う
流
れ
で
捉
え
て
み
る
と
、
神
話
が
先
行
し
て
、
そ
の
後
に
聖
地
が
成
立

す
る
と
い
う
場
合
が
あ
り
得
る
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
を
次
に
考
え
て
み
る
。

三
聖
地
の
生
成
ｌ
神
話
か
ら
聖
地
つ
く
り
へ

破
壊
行
為
が
、
そ
の
正
当
化
の
た
め
に
神
話
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
を
述

-９０-
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べ
た
が
、
著
名
な
聖
地
を
み
て
み
る
と
、
神
話
か
ら
聖
地
が
つ
く
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
。

う
し
ほ

な
み

さ

岨
「
：
．
海
水
を
吹
き
波
浪
に
乗
り
て
東
に
入
ら
む
。
此
は
則
ち
却
る
が

よ
し由

な

り

」

（

伊

勢

・

逸

文

）

伊
勢
神
宮
は
、
伊
勢
に
お
け
る
在
地
の
太
陽
信
仰
を
利
用
し
て
、
天
武

（５）

朝
に
整
備
さ
れ
た
と
説
か
れ
る
。
大
和
朝
廷
が
作
成
し
た
ア
マ
テ
ラ
ス
神

話
の
体
現
と
し
て
、
日
の
出
る
方
角
に
太
陽
神
を
祀
る
必
要
が
あ
っ
た
。

神
話
に
基
づ
い
て
聖
地
が
選
ば
れ
た
例
と
言
え
る
。
同
じ
よ
う
に
出
雲
に

お
い
て
も
、
国
譲
り
神
話
を
体
現
す
る
た
め
に
出
雲
大
社
を
創
建
し
た
と

（６）

い
う
説
が
あ
る
。
出
雲
国
造
世
系
譜
に
よ
れ
ば
、
和
銅
元
年
に
出
雲
国
造

に
な
っ
た
果
安
の
時
に
国
造
は
、
東
出
雲
か
ら
西
出
雲
（
杵
築
）
へ
移
住

し
た
と
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
記
紀
の
編
纂
・
成
立
時
期
と
重
な
る
こ
と
を

も
と
に
し
た
意
見
で
あ
る
。
ま
た
諏
訪
大
社
創
建
の
背
後
に
諏
訪
土
着
の

（７）

モ
リ
ヤ
神
を
想
定
す
る
意
見
も
あ
る
。
こ
れ
ら
伊
勢
・
出
雲
・
諏
訪
に
共

通
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
外
部
か
ら
神
や
祭
祀
者
が
移
住
し
て
き
た
と
伝

え
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
元
来
そ
の
地
に
い
た
モ
ノ
（
伊
勢
津

彦
・
西
出
雲
・
モ
リ
ャ
神
）
を
排
除
し
て
い
る
。
排
除
と
い
う
形
の
破
壊

を
と
お
し
て
聖
地
化
さ
れ
て
い
る
。
旧
来
の
在
地
神
祭
祀
と
は
異
な
る
、

外
部
か
ら
来
た
神
の
祭
祀
場
Ⅱ
聖
地
を
創
り
出
す
、
そ
の
原
動
力
と
し
て

神
話
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
神
話
が
聖
地
を
創
り
出
す
と
い
う
現
象
が
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
聖
地
つ
く
り
で
は
、
近
代
の
明
治
神
宮
の
例
を
出
す
ま
で
も
な
く
、

人
工
的
な
地
形
を
作
り
出
す
。
聖
地
つ
く
り
は
、
本
来
の
自
然
を
破
壊
す

る
。
つ
ま
り
旧
勢
力
の
排
除
（
破
壊
行
為
）
の
正
当
化
の
た
め
に
神
話
が

生
ま
れ
、
そ
の
神
話
を
体
現
す
る
た
め
に
新
た
な
聖
地
を
つ
く
る
、
と
い

う
流
れ
が
見
て
取
れ
る
。
神
話
は
聖
地
を
創
り
出
す
根
拠
と
し
て
用
い
ら

れ
る
。
神
話
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
聖
地
は
聖
地
た
り
う
る
。
確
か
に
岩
坐

山
・
二
上
山
・
三
シ
山
、
森
、
岬
・
水
源
地
・
河
口
な
ど
の
特
殊
な
地
形

が
聖
地
と
な
っ
て
い
る
例
は
多
く
あ
る
。
し
か
し
特
殊
な
地
形
が
全
て
聖

地
と
な
る
の
で
は
な
く
、
神
話
が
存
在
す
る
場
合
に
、
特
殊
な
地
形
が
聖

地
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
同
じ
地
形
を

記
し
た
土
地
の
記
事
を
取
り
上
げ
る
。

旧
菅
生
の
里
…
中
略
…
右
、
菅
生
と
称
ふ
は
岨
刎
伺
劉
昌
刷
矧
刎
。
故
、

菅
生
と
号
く
。
（
播
磨
・
飾
磨
）

す

が

ふ

あ

る

陞
菅
生
山
割
引
Ⅱ
叫
伽
河
伺
矧
叫
引
刎
。
故
、
菅
生
と
い
ふ
。
一
ひ
と
い
ひ
ら

へ
ら
く
、
品
太
の
天
皇
巡
り
行
で
ま
し
し
時
、
井
を
此
の
岡
に
關
き

いかへ

た
ま
ふ
に
、
水
甚
く
清
く
寒
し
。
こ
こ
に
、
勅
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
水

の
清
く
寒
き
に
由
り
て
、
割
洞
割
司
Ｊ
則
綱
引
洲
ｕ
」
と
の
り
た
ま
ひ

す
が
ふ

き
。
故
、
宗
我
富
と
い
ふ
。
（
播
磨
・
揖
保
）

田
は
生
息
植
物
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
聖
地
で
は
な
い
。
一
方
Ｍ
は
天
皇

が
巡
幸
時
に
心
が
清
々
し
く
な
っ
た
聖
地
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

焔
其
の
速
須
佐
之
男
命
：
中
略
…
詔
は
く
、
「
吾
、
此
地
に
来
て
、
調

洞
側
刷
訓
矧
到
調
詞
澗
ｕ
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
其
地
に
宮
を
作
り
て

坐
し
き
。
故
、
其
地
は
、
今
に
須
賀
と
云
ふ
。
（
古
事
記
）

焔
で
も
心
が
清
々
し
く
な
っ
て
宮
を
建
て
る
。
古
事
記
で
は
出
雲
の
ス

ガ
の
地
を
聖
地
と
す
る
が
、
出
雲
国
風
土
記
大
原
郡
で
は
「
須
我
社
」
「
須

我
山
」
と
あ
り
、
植
物
の
菅
や
神
話
は
な
い
。
ス
ガ
を
聖
地
と
す
る
神
話

は
、
古
事
記
独
自
の
考
え
に
基
づ
く
。
皿
を
参
考
に
す
る
と
、
古
事
記
は

ス
ガ
（
音
）
を
植
物
の
菅
に
置
き
換
え
、
そ
の
菅
を
見
た
神
が
清
々
し
い

気
分
に
な
っ
た
の
で
聖
地
と
し
た
、
と
い
う
文
脈
に
な
る
。
ス
ガ
（
音
）
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だ
け
で
も
、
菅
が
生
え
て
い
る
だ
け
で
も
聖
地
に
は
な
ら
な
い
。
神
や
天

皇
の
心
が
清
々
し
く
な
る
と
い
う
故
事
を
も
っ
て
、
聖
地
と
な
る
。
同
様

の
こ
と
は
林
の
地
に
も
言
え
る
。

陥天の下造らしし大神の命、：．中略…此処の齪椒渕川罫劉Ⅲ割。

その時詔りたまひしく、「割刑鯏判側別卿側誹」と詔りたま

ひ
き
。
故
、
林
と
い
ふ
。
（
出
雲
・
意
宇
）

林
が
あ
る
だ
け
で
は
聖
地
で
は
な
い
。
林
を
見
た
神
の
心
が
畷
さ
れ
た
時

に
聖
地
と
な
る
。
神
話
が
あ
っ
て
初
め
て
聖
地
と
な
り
う
る
。
要
す
る
に

特
殊
な
地
形
が
聖
地
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
特
殊
な
地
形
に
神
話
が

付
与
さ
れ
た
時
に
初
め
て
聖
地
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
歌
枕
と

似
て
い
る
。
歌
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
は
歌
枕
と
い
う
特
別
な

土
地
Ⅱ
ト
ポ
ス
に
な
る
。
同
様
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

Ⅳ
室
と
号
く
る
所
以
は
此
の
泊
、
風
を
防
ぐ
こ
と
室
の
如
し
。
故
因
り

て
名
と
為
す
。
（
播
磨
・
揖
保
）

略
室
原
山
風
を
屏
ふ
る
こ
と
、
室
の
如
し
。
故
、
室
原
と
い
ふ
。

（播磨・讃容）

風
土
記
は
こ
れ
ら
を
聖
地
と
は
認
定
し
て
い
な
い
。
特
殊
な
地
形
が
聖
地

と
な
る
の
は
、
神
や
天
皇
の
言
動
と
関
わ
っ
た
時
で
あ
る
。

さ

岨
（
葦
原
志
許
乎
命
）
「
此
の
地
は
小
狭
く
て
室
の
戸
の
如
し
」
と
の

り
た
ま
ひ
き
。

（播磨・宍粟）

神
や
天
皇
（
特
別
な
存
在
）
に
よ
っ
て
特
殊
な
地
形
を
見
出
さ
れ
る
こ
と

が
聖
地
に
な
る
条
件
で
あ
っ
た
。

四
地
形
を
叙
す
タ
ブ
Ｉ

こ
こ
で
拘
り
た
い
の
は
神
が
地
形
を
述
べ
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。
土

地
特
化
の
た
め
に
神
や
天
皇
を
持
ち
出
す
の
だ
が
、
神
の
発
言
に
は
も
う

少
し
意
義
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
地
形
を
述
べ
る
の
は
神
や
天
皇
に
限
ら

れ
る
か
ら
だ
。
な
ら
ば
地
形
と
は
神
や
天
皇
し
か
述
べ
て
は
な
ら
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
一
般
人
が
地
形
を
述
べ
な
い
こ
と
は
、
地
名
の
付
く

枕
詞
の
中
に
地
形
を
述
べ
た
も
の
が
殆
ど
な
い
こ
と
も
連
動
し
て
い
よ

う
。
地
名
は
地
形
と
密
接
に
発
生
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
も
っ

と
多
く
の
地
形
枕
詞
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
だ
。
な
の
に
ど
う
い
う
訳
か

少
な
い
。
地
名
に
付
く
枕
詞
を
大
別
す
る
と
、
①
風
俗
（
と
り
が
な
く
東

等
討
②
信
仰
・
伝
説
（
神
風
の
伊
勢
等
討
③
風
土
（
八
雲
た
つ
出
雲
等
）
、

④
産
物
（
あ
さ
も
よ
し
紀
伊
等
）
、
⑤
位
置
（
し
な
ざ
か
る
越
等
）
、
⑥
大

地
名
（
さ
さ
な
み
の
志
賀
等
）
、
⑦
地
形
（
こ
も
り
く
の
初
瀬
等
）
、
⑧
地

口
（
音
）
（
あ
ら
れ
ふ
る
鹿
島
等
）
と
な
る
。
数
的
に
は
⑧
地
口
が
多
い

の
に
対
し
て
、
⑦
地
形
枕
詞
は
少
な
く
、
「
あ
を
は
た
の
葛
城
」
「
こ
も
り

（８）

く
の
初
瀬
」
「
つ
ぎ
ね
ふ
山
城
」
「
を
だ
て
倭
」
程
度
し
か
見
あ
た
ら
な
い
。

別
か
が
み
な
す
御
津
の
浜
辺
に
…
刻
劃
側
刺
刎
割
蜘
川
に
：
．
た
だ
む
か

ふ
淡
路
を
過
ぎ
粟
島
を
そ
が
ひ
に
見
つ
つ
：
・
稲
日
つ
ま
浦
回

を
過
ぎ
：
・
家
の
島
荒
磯
の
上
に
：
．

（万・４．五○九）

皿
。
刈
馴
別
別
割
別
刷
刎
川
制
劃
剛
刈
刎
討
劉
伽
刷
川
は
走
り
出
の
宜

し
き
山
の
…
（
万
過
・
三
三
三
一
）

躯別別判別削剥劉側澗伽刷凹馴淵櫛哨には幡張り立て削肌剛紳に

は
幡
張
り
立
て
：
．
（
允
恭
記
）

路
到
到
引
刺
科
判
ｌ
川
倒
測
を
宮
上
り
我
が
上
れ
ば
あ
を
に
よ
し

奈
良
を
過
ぎ
小
楯
倭
を
過
ぎ
我
が
見
が
欲
し
国
は
葛
城

高

宮

我

家

の

辺

（

仁

徳

記

）

地
形
枕
詞
の
特
徴
は
、
烏
鰍
す
る
か
の
よ
う
に
地
形
を
表
現
し
て
い
る
。
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（９）

地
形
を
鳥
撤
す
る
叙
述
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
神
話
に
見
ら
れ
る
。
神
と
空
を

飛
び
、
烏
撤
し
な
が
ら
島
の
歴
史
を
神
か
ら
教
わ
る
。
地
形
枕
詞
も
本
来

的
に
は
シ
ャ
ー
マ
ン
が
発
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
巡
行
叙
事
に

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
地
形
枕
詞
が
シ
ャ
ー
マ
ン
と
関
わ
る
な
ら
ば
、

や
は
り
地
形
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
神
・
シ
ャ
ー
マ
ン
、
天
皇
等
、
四
次
元
を
知
る
者
だ
け
に
許
さ
れ
た

行
為
な
の
で
あ
っ
て
、
三
次
元
を
生
き
る
一
般
人
が
地
形
を
表
現
す
る
こ

と
は
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

地
形
を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
、
地
形
を
壊
す
こ
と
に
繋
が
っ
た

よ
う
だ
。
古
代
信
仰
世
界
に
お
い
て
は
写
実
的
な
絵
は
避
け
ら
れ
て
お

（旧）

り
、
肖
像
画
も
不
完
全
に
表
現
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
同
じ
も
の

に
は
同
じ
霊
魂
が
宿
り
、
さ
ら
に
同
じ
霊
魂
が
出
会
う
と
引
き
合
っ
て
壊

れ
て
し
ま
う
と
い
う
信
仰
に
拠
る
。
満
月
（
魂
と
同
じ
形
）
を
見
る
こ
と

を
忌
む
習
俗
、
同
姓
同
名
の
者
を
鬼
が
連
れ
て
行
く
話
（
霊
異
記
・
中

二
○
五
）
、
双
子
の
別
居
等
と
同
じ
で
あ
る
。
地
形
を
表
現
す
る
こ
と
は
、

同
じ
地
形
を
も
う
一
つ
創
り
出
す
こ
と
に
な
り
、
地
形
が
壊
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
地
形
へ
の
考
え
方
は
、
地
名
に
冠
さ
れ
る
枕
詞
の
中
に
一
見
駄
酒
落

と
も
思
え
る
、
地
口
的
な
も
の
が
多
く
あ
る
こ
と
と
関
わ
る
。
「
霞
降
る

杵
島
」
「
握
り
飯
筑
波
」
「
青
旗
垂
国
」
等
は
「
風
俗
諺
」
と
し
て
記
さ
れ

る
。
「
風
俗
」
Ⅱ
民
間
が
地
口
的
な
枕
詞
を
述
べ
る
こ
と
は
、
地
形
を
表

現
す
る
こ
と
へ
の
タ
ブ
ー
の
裏
返
し
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

た
も
と
ほ

の
ぞ
み
み

別
（
倭
武
天
皇
）
「
輿
を
停
め
て
俳
個
り
、
目
を
挙
げ
て
鰐
望
れ
ば
、

ｌ

う

べ

し。宜、此の地の名を剛刷幽の国と称ふくし」とのりたま

破
壊
行
為
か
ら
何
か
し
ら
の
感
情
が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
。

そ
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
地
形
を
神
の
言
動
に
転
位
し
て
、
神
の
世
界
か

ら
地
形
を
表
現
す
る
神
話
が
生
成
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
神
話
を
根
拠
に
破

壊
さ
れ
た
地
形
が
聖
地
と
な
る
、
と
い
う
過
程
を
想
定
し
て
き
た
。
地
形

を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
地
形
を
言
葉
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

神
や
シ
ャ
ー
マ
ン
、
天
皇
な
ど
特
別
な
存
在
（
四
次
元
を
知
る
者
）
に
限

ら
れ
る
。
神
世
界
や
天
皇
世
界
か
ら
し
か
地
形
は
表
現
で
き
な
か
っ
た
。

一
般
人
は
、
地
形
を
表
現
す
る
こ
と
を
タ
ブ
ー
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
特

殊
な
地
形
は
、
神
話
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
聖
地
に
な
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
破
壊
が
実
質
的
に
封
印
さ
れ
、
新
た
な
生
産
活
動
が
約
束
さ

れ
る
。
神
話
と
聖
地
は
、
そ
れ
を
保
証
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ひ
き
。
後
の
世
、
跡
を
追
ひ
て
、
猶
、
行
方
と
号
く
。
風
倒
刎
謝
倒
矧

た
ち
さ
め
ふ

劃
詞
劉
詞
Ⅶ
剴
阿
同
阿
国
と
い
ふ
。
（
常
陸
・
行
方
）

こ
こ
で
は
、
地
形
を
表
す
の
は
天
皇
の
言
葉
で
あ
り
、
一
方
、
「
風
俗
諺
」

Ⅱ
民
間
で
は
地
口
枕
詞
に
な
っ
て
い
る
。
発
言
者
に
よ
る
使
い
分
け
は
、

地
形
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
、
地
形
を
述
べ
て
は
い
け
な
い
者
と

の
存
在
を
考
え
さ
せ
る
。
地
形
を
述
べ
る
こ
と
は
地
形
を
壊
す
こ
と
、
だ

か
ら
地
名
を
で
き
る
だ
け
地
形
か
ら
遠
ざ
け
る
地
口
的
な
音
の
世
界
で
表

現
す
る
こ
と
が
好
ま
れ
た
と
考
え
て
み
た
い
。

注
（
１
）
松
前
健
『
出
雲
神
話
」
（
講
談
社
学
術
新
書
、
一
九
七
六
年
七
月
）

（
２
）
『
古
代
播
磨
の
地
名
は
語
る
』
（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、

一九九八年八月）

結

-９３-



特集・古代文学と場所

代
文
学
偲
、
二
○
○
九
年
三
月
）

（
皿
）
林
田
孝
和
「
源
氏
物
語
の
絵
」

年四月）

（
４
）
古
代
か
ら
続
く
採
石
場
（
竜
山
石
）
で
あ
る
加
西
市
の
石
工
の
方

（
３
）
『
文
化
人
類
学
事
典
」
（
弘
文
堂
、
一
九
八
七
年
二
月
、
四
頁
）
が

（
９
）
拙
稿
「
怒
る
神
と
ト
ポ
ス
ー
播
磨
国
風
土
記
・
十
四
丘
神
話
」
（
古

（
６
）
尾
畑
喜
一
郎
「
大
和
朝
廷
対
出
雲
国
造
家
論
の
計
画
」
含
記
紀
万

葉
の
新
研
究
」
桜
楓
社
、
一
九
九
二
年
一
二
月
）
は
、
出
雲
の
概
念

的
支
配
（
神
話
）
か
ら
実
質
的
支
配
へ
の
推
移
を
説
く
。

（
７
）
松
前
健
『
出
雲
神
話
の
形
成
』
（
塙
書
房
、
一
九
七
○
年
五
月
）

（
８
）
福
井
久
蔵
『
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
』
（
一
九
二
七
年
）
、
賀
茂
真
淵

に
う
か
が
っ
た
。

（
５
）
直
木
孝
次
郎

簡
潔
に
説
明
す
る
。

年一二月）

松
前
健
「
出
雲
神
話
の
形
成

福
井
久
蔵
『
枕
詞
の
研
究
少

『
冠
辞
考
』
等
の
指
摘
に
よ
る
。

『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
四

（
『
異
郷
論
』
桜
楓
社
、
一
九
八
六

-９４-


