
楊
貴
妃
と
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
と
飛
行
三
鈷 

―

中
世
の
熊
野
信
仰
の
正
体
に
関
す
る
仮
説
３―

 
 
  

蓑

⾍ 

 
は
じ
め
に 

 

熊
野
Ｎ
ｏ
１
５
７
号
で
︑
筆
者
は
︑
熊
野
の
様
々
な
伝
承
や
イ
メ

ジ
に
楊
貴
妃
が
隠
さ
れ
て
お
り
︑
熊
野
に
楊
貴
妃
が
⻄
王
⺟
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
る
事
︑
貴
族
た
ち
の
熊
野
参
詣
が
楊
貴
妃
信
仰
で
あ

た
こ

と
を
⽰
し
た
︒
Ｎ
ｏ
１
５
８
号
で
は
︑
楊
貴
妃
に
キ
ツ
ネ
の
イ
メ

ジ

が
あ

た
こ
と
を
⽰
し
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
と
吉
備
真
備
が
連
れ
て
き
た
と

い
う
キ
ツ
ネ
の
美
⼥
の
伝
承
に
楊
貴
妃
の
渡
来
説
が
隠
れ
て
い
る
こ
と

を
⽰
し
た
︒
ま
た
︑
こ
の
キ
ツ
ネ
の
美
⼥
の
渡
来
伝
承
が
︑
⼤
江
匡
房

に
発
掘
さ
れ
︑
平
安
時
代
末
期
の
熊
野
参
詣
ブ

ム
と
稲
荷
参
詣
ブ

ム
を
引
き
起
こ
し
た
事
を
述
べ
た
︒ 

今
回
も
︑
編
集
者
の
好
意
を
い
た
だ
き
︑
そ
の
続
き
を
お
話
し
さ
せ

て
い
た
だ
く
機
会
を
得
た
︒ 

﹃
⻑
寛
勘
⽂ ⑴

﹄
に
記
載
さ
れ
た
﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
に
つ
い
て

は
Ｎ
ｏ
１
５
７
号
で
も
︑
こ
れ
が
楊
貴
妃
の
渡
来
を
著
し
た
も
の
で
は

な
い
か
と
し
て
少
し
触
れ
た
が
︑
今
回
は
︑
こ
れ
を
こ
れ
ま
で
得
た
知

識
を
ベ

ス
に
も
う
少
し
詳
し
く
分
析
し
論
考
を
進
め
た
い
︒ 

一
 
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
と
彦
山
流
記 

 

ま
ず
︑﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
の
始
め
の
⽅
を
⾒
て
み
よ
う
︒ 

 

熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
抜
粋 

往
昔
︑
甲
寅

き
の
え
と
ら

年
唐
乃
天
台
⼭
乃
王
⼦
信
奮
跡

旧

跡

也 な

り

︒
⽇
本
國
鎮
⻄

ち

ん

ぜ

い

⽇
⼦
乃
⼭

ひ

こ

の

や

ま

峯
⾬
振
給

あ
ま
く
だ
り
た
ま
う

︒
其
躰

そ
の
か
た
ち

⼋
⾓
奈
留

な

る

⽔
精

す
い
し

う

乃
⽯
⾼
佐 さ

三
尺
六
⼨

奈
留
仁
天

な

る

に

て

天
下

あ
ま
く
だ
り

給 た

ま

布 う 

 
 
 

訳 

昔
︑
甲
寅

き
の
え
と
ら

の
年
︑
唐
の
天
台
⼭

て
ん
だ
い
さ
ん

の
王
⼦
信 

︵
王
⼦
晋

お
う
し
し
ん

︶ 

の
旧
跡
が
︑

⽇
本
の
鎮
⻄

ち
ん
ぜ
い

︵
九
州
︶
の
⽇
⼦
の
⼭
峯
︵
英
彦
⼭

ひ

こ

さ

ん

︶
に
天
降く

だ

り
に
な

た
︒
そ
の
形
は
⼋
⾓
形
の
⽔
晶
の
⽯
で
︑
⾼
さ
は
３
尺
６
⼨
︒
そ

の
よ
う
な
姿
で
天あ

ま

降く
だ

り
に
な

た
︒ 

 

こ
れ
に
よ
く
似
た
⽂
書
が
九
州
の﹁
英
彦
⼭
﹂に
伝
わ
る﹃
彦
⼭
流
記

ひ

こ

さ

ん

る

き

﹄

に
あ
る ⑵

︒ 
 

彦
⼭
権
現
垂
迹
縁
起
抜
書

ひ
こ
さ
ん
ご
ん
げ
ん
す
い
じ

く
え
ん
ぎ
ば
つ
し

 

夫
権
現
昔
者
 

抛
⽉
⽒
之
中
國
 

渡
⽇
域
之
邊
裔
給
初
︑
遥
志
東
⼟

利
⽣
知
垂
迹
和
光
砌
︒
⾃
摩
訶
提

ま

か

だ

國
投
遣
五
剣
之
後
︑
甲
寅
歳
震
旦

國
天
臺
⼭

て
ん
だ
い
さ
ん

王
⼦
晋
之
奮
跡
東
漸
︒
御
意
深
凌
⻄
天
之
滄
波
 

交
東
⼟



之
雲
霞
︑
其
乗
船
舫
親
 

在
豊
前
國
⽥
河
郡
⼤
津
⾢
︑
今
號
御
⾈
是

也
︒
︵
中
略
︶
其
垂
迹
之
始
︑
先
⼋
⾓
⽔
精
⽯
︑
躰
三
尺
六
⼨
形
︒

般
若
窟
上
天
降
 

給
所
投
遣
之
第
⼀
剣
 

此
窟
上
⾒
付
給
時
︑
四
⼗

九
箇
窟
 

各
 

御
正
躰
分
 

権
現
并
 

守
護
天
童
 

奉
安
置
之
︑
即

⼀
万
⼗
萬
 

⾦
剛
童
⼦
是
也
︒ 

 
 
 

訳 

彦
⼭
権
現

ひ
こ
さ
ん
ご
ん
げ
ん

は
︑
昔
︑
中
国
の
⽉
⽒

つ
き
し

︵
⽉
⽀
︶
国
か
ら
遥は

る

か
東
⼟
に
教

え
を
垂
れ
よ
う
と
⽇
の
本
を
め
ざ
し
て
お
渡
り
に
な

た
の
が
初
め

で
す
︒
⾃
ら
マ
カ
ダ
国
か
ら
五
剣
を
投
げ
た
後
︑
甲
寅

き
の
え
と
ら

の
歳
に
震
旦

し
ん
た
ん

国
天
台
⼭
の
王
⼦
晋

お
う
し
し
ん

の
旧
跡

き

う
せ
き

か
ら
東
に
進
ま
れ
ま
し
た
︒
そ
の
御
⼼

は
深
く
⻄
天
の
⼤
海
原

お
お
う
な
ば
ら

の
波
を
凌し

の

ぎ
︑東
⼟
の
雲
霞

う
ん
か

を
か
き
分
け
て
︑

そ
の
乗

た
御
⾈

み
ふ
ね

は
豊
前
国

ぶ
ぜ
ん
の
く
に

⽥
河
郡

た
が
わ
ご
お
り

⼤
津
村

お
お
つ
む
ら

に
着
き
ま
し
た
︒
今
の

御
⾈
と
い
う
と
こ
ろ
が
是こ

れ

で
す
︒
︵
中
略
︶
そ
の
垂
迹
の
初
め
は
︑

⼋
⾓
の
⽔
晶

す
い
し

う

⽯
で
⾝
体
は
三
尺
六
⼨
で
し
た
︒
般
若
窟

は
ん
に

く
つ

の
上
に
天
降

あ
ま
く
だ

て
︑
先
に
投
げ
た
第
⼀
剣
を
こ
の
窟い

わ
や

の
上
で
⾒
付
け
ら
れ
て
︑
４

９
個
の
窟
に
御
正
体

み
し

う
た
い

を
分
け
ら
れ
て
︑
権
現

ご
ん
げ
ん

︑
な
ら
び
に
守
護
天
童

し

ご
て
ん
ど
う

と
し
て
安
置
し
奉
い
ま
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
⼀
万
⼗
万
⾦
剛
童
⼦

こ
ん
ご
う
ど
う
じ

が

こ
れ
で
あ
り
ま
す
︒ 

 

﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
に
﹁
熊
野
権
現
﹂
が
︑
唐
の
国
を
出
発
し
た

後
︑﹁
英
彦
⼭
︵
彦
⼭
︶﹂
に
天
降

あ

ま

く

だ

た
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
︑﹁
熊
野
権
現
﹂
と
﹁
彦
⼭
権
現
﹂
が
同
⼀
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
無

い
で
あ
ろ
う
︒﹃
彦
⼭
流
記

ひ

こ

さ

ん

る

き

﹄
に
は
︑
建
保

け
ん
ぽ
う

元
年
︵
１
２
１
３
︶
癸
⾣

み
ず
の
と
と
り

七

⽉
⼋
⽇
の
奥
書
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
⻑
寛
元
年
︵
１
１
６
３
︶
か
ら
書

か
れ
た
﹃
⻑
寛
勘
⽂
﹄
に
収
録
さ
れ
た
﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
よ
り

は
記
録
が
新
し
い
が
︑
記
録
さ
れ
た
の
が
こ
の
時
代
と
い
う
だ
け
で
あ

り
︑﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
と
﹃
彦
⼭
流
記
﹄
の
伝
承
と
ど
ち
ら
が
古

い
か
︑
何
時
︑
作
ら
れ
た
の
か
は
︑
判
断
が
出
来
な
い
︒ 

た
だ
し
︑﹃
彦
⼭
流
記

ひ

こ

さ

ん

る

き

﹄
は
﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
と
ほ
ぼ
同
時
代

に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
し
︑﹃
彦
⼭
流
記

ひ

こ

さ

ん

る

き

﹄
が
﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁

起
﹄
と
関
連
し
て
お
り
︑﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
を
補
う
も
の
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
︒ 

﹃
彦
⼭
流
記

ひ

こ

さ

ん

る

き

﹄
に
は
︑﹁
マ
カ
ダ
国
か
ら
五
剣
を
投
げ
る
﹂
話
が
あ
る

が
︑
こ
れ
は
︑
室
町
時
代
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
﹃
神
道
集 ⑶

﹄
の
﹃
熊

野
権
現
の
事
︵
熊
野
本
地
︶
﹄
︵
五
衰
殿
の
⼥
御
︶
に
あ
る
王
が
五
本

の
剣
を
投
げ
︑
降
臨
す
る
地
点
と
し
た
と
す
る
話
と
共
通
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
マ
カ
ダ
国
︑
中
国
を
経
由
し
て
︑
⽇
本
に
や

て
く
る
と
い
う

パ
タ

ン
は
︑
九
尾
の
狐
伝
説
の
⽟
藻
前
と
も
共
通
し
て
い
る
︒
五
衰

殿
の
⼥
御
や
⽟
藻
前
が
︑
楊
貴
妃
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
事
は
︑
Ｎ
ｏ

１
５
７
号
と
Ｎ
ｏ
１
５
８
号
で
す
で
に
述
べ
た
が
︑こ
の﹃
彦
⼭
流
記

ひ

こ

さ

ん

る

き

﹄

に
も
同
じ
イ
メ

ジ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒ 

そ
し
て
﹃
彦
⼭
流
記

ひ

こ

さ

ん

る

き

﹄
か
ら
﹁
熊
野
権
現
﹂
が
天
台
⼭
の
王
⼦
晋

お
う
し
し
ん

の

旧
跡

き

う
せ
き

か
ら
船
で
⽇
本
に
や

て
き
た
イ
メ

ジ
が
あ
る
事
も
わ
か
る
︒ 



﹁
王
⼦
晋

お
う
し
し
ん

﹂
と
は
何
者
で
あ
ろ
う
か
？
⼀
般
に
︑
﹁
王
⼦
晋
﹂
は
︑

別
名
﹁
王
⼦
喬
﹂
と
も
⾔
い
︑
周
の
霊
王
の
太
⼦
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
﹁
王
⼦
晋
﹂
に
は
︑
そ
れ
以
外
の
別
の
イ
メ

ジ
が
あ
る
︒ 

伝
説
の
﹁
王
⼦
晋
﹂
は
︑
道
⼠
浮
丘
公
に
従

て
嵩
⾼
⼭
に
上
り
︑

仙
道
を
修
得
し
︑
⽩
い
鶴
に
乗

て
︑
笙 し

う

を
吹
き
な
が
ら
空
中
を
⾶
翔

ひ

し

う

し
た
と
い
う
が
︑
中
国
の
サ
イ
ト
を
⾒
る
と
こ
れ
は
﹁
王
⼦
登
仙
﹂
の

話
が
元
に
な

て
い
る
と
い
う ⑷

︒ 

さ
て
︑
こ
の
﹁
王
⼦
登
仙
﹂
だ
が
︑
こ
れ
は
Ｎ
ｏ
１
５
７
号
に
⽰
し

た
﹃
⻑
恨
歌
﹄
に
引
⽤
さ
れ
る
七
⽉
七
⽇
に
漢
の
武
帝
が
⻄
王
⺟
と
交

情
を
結
ぶ
話
の
中
で
︑
武
帝
に
⻄
王
⺟
の
来
訪
を
告
げ
る
役
割
を
す
る

仙
⼥
で
あ
る
︒︵﹃
漢
武
内
伝 ⑸

﹄
参
照
︶
す
な
わ
ち
︑﹁
王
⼦
登
仙
﹂
は
Ｎ

ｏ
１
５
７
号
に
⽰
し
た
﹁
董
双
成
﹂
と
同
じ
く
︑
⻄
王
⺟
の
直
属
の
侍

従
で
あ
り
︑
⻄
王
⺟
と
楊
貴
妃
が
同
⼀
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ

ば
︑
楊
貴
妃
に
仕
え
る
仙
⼥
の
イ
メ

ジ
が
あ
る
の
だ
︒ 

さ
ら
に
︑
李
⽩
は
﹁
董
双
成
﹂
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
な
詩
を
読
ん

で
い
る
が
︑ 

 

桂
殿
秋
 

李
⽩ 

仙
⼥
侍
︐
董
双
成
 
 

仙
⼥
は
侍
る
董
双
成 

桂
殿
夜
寒
吹
⽟
笙
 
 

桂
殿
の
夜
は
寒
く
⽟
笙

ぎ

く
し

う

を
吹
く 

曲
终
却
从
仙
官
去    

曲
を
終
わ

て
仙
官
を
去
れ
ば 

万
户
千
门
空
⽉
明
 
 

万
⼾
千
⾨
に
︑
⽉
明
か
り
が
射
す 

 

ま
る
で
︑
こ
の
返
歌
の
よ
う
に
⽩
居
易
は
︑﹁
王
⼦
晋
﹂
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
詩
を
詠
ん
で
い
る
︒ 

 

王
⼦
晋
廟
 

⽩
居
易 

⼦
晋
庙
前
⼭
⽉
明
 

⼦
晋
の
廟
の
前
の
⼭
に
⽉
明
か
り
が
あ
れ
ば 

⼈
闻
往
往
夜
吹
笙
 

⼈
は
往
々
に
し
て
夜
︑
笙 し

う

の
⾳
を
聞
く 

鸾
吟
凤
唱
听
⽆
拍
 

鸞 ら

ん

や
鳳
凰

ほ

う

お

う

の
鳴
き
声
で
は
な
く 

多
似
霓
裳
散
序
声
 

霓
裳

げ
い
し

う

の
唄
の
散
序

さ

ん

じ

の
調
べ
に
似
る 

 

す
な
わ
ち
︑﹁
王
⼦
晋
﹂
に
︑
⻄
王
⺟
に
仕
え
る
﹁
董
双
成
﹂
と
同
じ

イ
メ

ジ
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
⾔
え
ば
︑
こ
こ

に
登
場
す
る﹁
霓
裳
の
唄
の
散
序
﹂と
は
︑楊
貴
妃
の
得
意
と
し
た﹃
霓
裳

げ
い
し

う

⽻
⾐
歌

う

い

の

う

た

﹄
の
事
で
︑
⽩
居
易
の
書
く
﹃
霓
裳
⽻
⾐
舞
歌
﹄
に
は
︑﹃
霓
裳

げ
い
し

う

⽻
⾐
歌

う

い

の

う

た

﹄
は
︑
散
序
︵
踊
り
を
ま
じ
え
な
い
演
奏
だ
け
の
イ
ン
ト
ロ
部

分
︶
が
六
奏
あ

た
と
紹
介
さ
れ
て
い
る ⑹

︒ 

﹁
王
⼦
晋
﹂
に
は
確
実
に
楊
貴
妃
の
イ
メ

ジ
が
あ
る
の
だ
︒ 

さ
て
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
の
縁
起
は
︑
熊
野
権
現
︵
楊
貴
妃
︶

が
天
台
⼭
の
王
⼦
晋

お
う
し
し
ん

の
旧
跡

き

う
せ
き

か
ら
船
で
⽇
本
に
や

て
き
た
と
す
る
わ

け
だ
が
︑
熊
野
権
現
︵
楊
貴
妃
︶
は
︑
中
国
の
ど
の
港
か
ら
出
航
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
？ 

地
図
を
確
認
す
れ
ば
︑
天
台
⼭
の
麓
に
⼤
都
市
︑
寧
波
︵
明
州
︶
が



広
が
る
︒︵
図
①
︶
お
そ
ら
く
︑
熊
野
権
現
︵
楊
貴
妃
︶
は
︑
こ
の
寧
波

︵
明
州
︶
か
ら
出
航
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒ 

  二
 
阿
倍
仲
麻
呂
の
明
州
か
ら
の
出
航
伝
説 

 

 
さ
て
︑
Ｎ
ｏ
１
５
８
号
で
楊
貴
妃
の
渡
来
説
に
は
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の

帰
朝
説
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
⽰
し
た
︒ 

 
阿
倍
仲
⿇
呂
と
⾔
え
ば
︑﹁
天
の
原
 

ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
⽇
な
る
 

三
笠
の
⼭
に
出
で
し
⽉
か
も
﹂
と
い
う
詩
で
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ

は
古
今
和
歌
集
に
﹁
羈
旅
歌

き

り

の

う

た

﹂
と
し
て
書
か
れ
る
︒
こ
の
古
今
和
歌
集

に
は
︑
次
の
よ
う
に
解
説
が
書
か
れ
て
い
る
︒  

こ
の
哥
は
︑
む
か

し
な
か
ま
ろ
を
も

ろ
こ
し
に
も
の
な

ら
は
し
に
つ
か
は

し
た
り
け
る
に
︑

あ
ま
た
の
と
し
を

へ
て
︑
え
か
へ
り

ま
う
で
こ
ざ
り
け

る
を
︑
こ
の
く
に

よ
り
⼜
つ
か
ひ
ま

か
り
い
た
り
け
る
に
た
ぐ
ひ
て
︑
ま
う
で
き
な
む
と
て
︑
い
で
た
ち

け
る
に
︑
め
い
し
う
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
う
み
べ
に
て
︑
か
の
く
に
の

⼈
む
ま
の
は
な
む
け
し
け
り
︒
よ
る
に
な
り
て
⽉
の
い
と
お
も
し
ろ

く
さ
し
い
で
た
り
け
る
を
み
て
︑よ
め
る
と
な
む
か
た
り
つ
た
ふ
る
︒ 

 
 
 
 

現
代
⽂
解
釈 

こ
の
歌
は
︑昔
︑仲
⿇
呂
を
唐
に
物
を
習
わ
し
に
遣
わ
し
た
の
だ
が
︑

余
多
の
年
を
経
て
も
︑
よ
く
帰

て
く
る
こ
と
が
出
来
な
か

た
の

を
︑
こ
の
国
よ
り
⼜
使
い
が
や

て
来
た
の
に
合
わ
せ
て
︑
⼀
緒
に

帰

て
こ
よ
う
と
し
て
︑︵
⽇
本
に
向
け
て
︶
出
発
し
た
の
で
あ

た

が
︑
明
州
と
い
う
と
こ
ろ
の
海
辺
で
︑
彼
の
国
︵
唐
︶
の
⼈
が
︑
餞

別
の
宴
を
⾏

て
く
れ
た
︒︵
こ
の
時
︶
夜
に
な

て
⽉
が
と
て
も
美

し
く
上

て
き
た
の
を
⾒
て
︑
詠
ん
だ
も
の
と
語
り
伝
え
ら
れ
て
い

る
︒ 

 

さ
て
︑
こ
の
説
明
⽂
を
解
釈
す
れ
ば
︑
こ
の
詩
は
︑
７
５
３
年
の
終

わ
り
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
が
︑
⽇
本
の
遣
唐
使
節
団
の
唐
側
送
使
⻑
と
し
て

吉
備
真
備
等
と
共
に
︑
⽇
本
に
帰
ろ
う
と
し
た
時
に
詠
ん
だ
詩
だ
と
書

か
れ
て
い
る
事
に
な
る
︒ 

し
か
し
︑
そ
う
だ
と
解
釈
す
る
と
わ
か
ら
な
い
事
が
あ
る
︒ 

こ
の
時
に
は
︑
鑑
真
も
⼀
緒
に
唐
の
国
を
出
航
し
た
の
だ
が
︑
淡
海

三
船
の
書
い
た
鑑
真
の
伝
記
﹃
唐
⼤
和
上
東
征
伝
﹄
に
よ
れ
ば
︑
こ
の

遣
唐
使
節
団
が
出
航
し
た
港
は
︑蘇
州
で
あ
り
︑明
州
で
は
な
い
の
だ
︒ 

図 ①  天 台 ⼭ 周 辺 地 図  



 
筆
者
は
︑
Ｎ
ｏ
１
５
８
号
で
阿
倍
仲
⿇
呂
が
楊
貴
妃
を
伴

て
７
５

６
年
に
再
び
︑
唐
の
国
を
出
航
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
⽴

て
た
︒
阿
倍
仲
⿇
呂
が
明
州
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
の
は
︑
７
５
６
年

の
時
の
話
で
は
な
か

た
で
あ
ろ
う
か
？ 

さ
ら
に
︑
筆
者
は
︑
楊
貴
妃
は
阿
倍
仲
⿇
呂
と
共
に
唐
の
国
を
出
航

し
た
後
︑
⼤
宰
府
に
⼤
弐
と
し
て
就
任
し
て
い
た
吉
備
真
備
に
預
け
ら

れ
た
と
し
た
が
︑﹁
英
彦
⼭
﹂は
⼤
宰
府
の
隣
に
屹
⽴
す
る
霊
⼭
で
あ
る
︒

筆
者
は
︑
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
︑﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
は
楊
貴
妃

の
渡
来
の
記
録
を
著
し
た
も
の
だ
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
︒ 

 
た
だ
し
︑
筆
者
は
︑﹁
天
の
原
 

ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
⽇
な
る
 

三

笠
の
⼭
に
出
で
し
⽉
か
も
﹂
の
歌
を
︑
７
５
６
年
に
⼈
々
が
︑
阿
倍
仲

⿇
呂
と
楊
貴
妃
を
⾒
送

た
時
に
作

た
も
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
︒ 

 
古
今
和
歌
集
は
︑
紀
貫
之
に
よ

て
編
纂
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て

い
る
が
︑
筆
者
は
︑
Ｎ
ｏ
１
５
７
号
で
﹃
源
⽒
物
語
﹄
に
書
か
れ
た
宇

多
法
皇
が
作

た
⻑
恨
歌
の
屏
⾵
の
記
述
に
︑﹁
伊
勢
︑
貫
之
に
詠
ま
せ

た
ま
へ
る
﹂
と
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
紀
貫
之
は
︑
楊

貴
妃
渡
来
に
つ
い
て
︑
あ
る
程
度
︑
知
識
を
持

て
い
た
事
に
な
る
︒ 

 
筆
者
は
︑
紀
貫
之
は
︑
古
今
和
歌
集
を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
︑
楊
貴

妃
渡
来
の
記
録
を
隠
す
役
割
も
朝
廷
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
︒ 

 
そ
れ
が
︑
こ
の
古
今
和
歌
集
に
﹁
天
の
原
 

ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
⽇

な
る
 

三
笠
の
⼭
に
出
で
し
⽉
か
も
﹂
の
歌
が
唐
の
国
で
詠
ま
れ
た
も

の
だ
と
い
う
お
話
を
掲
載
さ
せ
た
理
由
で
あ

た
の
で
は
な
か

た
だ

ろ
う
か
？ 

 
だ
が
︑
筆
者
は
︑
紀
貫
之
が
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
帰
朝
の
記
録
を
隠
蔽

す
る
役
割
を
命
じ
ら
れ
な
が
ら
︑
そ
れ
を
不
本
意
に
考
え
て
い
た
の
で

は
な
か

た
か
と
も
想
像
し
て
い
る
︒ 

 
も
し
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
詩
が
古
今
和
歌
集
に
書
か
れ
た
説
明
の
通
り

に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
は
﹁
望
郷
歌

ぼ
う
き

う
の
う
た

﹂
と
す
べ
き
で
あ

た
だ
ろ
う
︒
紀
貫
之
が
︑
こ
れ
を
﹁
羈
旅
歌

き

り

の

う

た

﹂・
・
・
・
旅
の
情
景
を
詠

ん
だ
歌
だ
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
は
お
か
し
い
︒ 

 
さ
ら
に
︑
紀
貫
之
は
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
の
詩
と
し
て
︑﹃
⼟
佐
⽇
記
﹄
に

﹁
蒼
海
原
 

ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
⽇
な
る
 

三
笠
の
⼭
に
出
で
し
⽉
か

も
﹂
と
い
う
詩
を
掲
載
し
て
い
る
︒
筆
者
は
︑
こ
の
詩
こ
そ
︑
阿
倍
仲

⿇
呂
の
詠
ん
だ
本
当
の
詩
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
︒ 

 
こ
の
﹁
蒼
海
原
 

ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
⽇
な
る
 

三
笠
の
⼭
に
出
で

し
⽉
か
も
﹂
と
い
う
詩
か
ら
想
い
浮
か
ぶ
情
景
は
︑
こ
の
詩
が
詠
ま
れ

た
の
は
︑
島
影
の
⼀
つ
も
⾒
え
な
い
海
の
上
に
浮
か
ぶ
船
の
上
で
あ

て
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
は
︑
航
海
に
不
安
を
感
じ
な
が
ら
も
︑
甲
板
に
⽴
ち
︑

空
を
⾒
上
げ
︑
奈
良
の
都
と
同
じ
⽉
に
安
ら
ぎ
を
⾒
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒ 

 
す
な
わ
ち
︑
こ
の
詩
が
詠
ま
れ
た
の
は
︑
阿
倍
仲
⿇
呂
が
奈
良
の
都

か
ら
唐
の
国
に
向
か
う
船
中
で
あ

て
︑
Ｎ
ｏ
１
５
８
号
で
推
測
し
た

７
５
９
年
に
⾼
元
度
の
船
で
︑
再
び
︑
唐
の
国
に
⽴
ち
戻
る
こ
と
と
な



た
時
の
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
る
︒ 

 
そ
し
て
︑
こ
の
阿
倍
仲
⿇
呂
を
⾒
守
る
⽉
の
イ
メ

ジ
に
は
︑
奈
良

の
地
に
残
さ
ざ
る
得
な
か

た
家
族
の
⾯
影
も
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
だ
が
︑
現
段
階
の
論
考
の
進
⾏
時
点
で
は
︑
こ
れ
以
上
説

明
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒︵
本
論
の
後
半
で
︑
⽉
に
妊
婦
の
イ
メ

ジ
が
あ
る
事
を
⽰
す
︒︶ 

 
﹁
天
の
原
 

ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
⽇
な
る
 

三
笠
の
⼭
に
出
で
し
⽉

か
も
﹂
の
詩
は
︑
万
葉
集
に
も
類
系
の
⾒
ら
れ
る
駄
作
で
あ
る
︒ 

 
し
か
し
︑
も
し
︑
本
当
の
阿
倍
仲
⿇
呂
の
詩
が
﹁
蒼
海
原
 

ふ
り
さ

け
み
れ
ば
春
⽇
な
る
 

三
笠
の
⼭
に
出
で
し
⽉
か
も
﹂
で
あ
り
︑
先
の

よ
う
な
情
景
で
詠
ま
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
は
傑
作
で
あ
ろ
う
︒ 

 
紀
貫
之
は
︑こ
れ
を
捨
て
去
る
こ
と
を
偲
び
な
か

た
に
違
い
な
い
︒ 

 

三
 
熊
野
の
犬
飼
と
三
狐
神 

 

さ
て
︑﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
の
中
段
部
分
か
ら
も
︑
様
々
に
興
味

深
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
現
段
階
の
論
考
の
進
⾏
時
点

で
は
︑
こ
れ
を
解
説
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒ 

そ
こ
で
︑﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
の
後
段
部
分
の
解
釈
に
話
を
す
す

め
る
︒ 

 

熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
抜
粋 

庚
寅

か
の
え
と
ら

農 の

年
⽯
多
河

い

わ

た

が

わ

乃
南
河
内
乃
住
⼈

じ

う
に
ん

熊
野
部
千
輿
定

ち

よ

さ

だ

⼟ と

云 い

う

⽝
飼

猟

師

︒
猪

⻑
⼀
丈
五
尺
奈
留

な

る

射 を
い
る︒

跡
追

あ
と
を
お
い

尋 た

ず

旦 ね

て

⽯
多
河
於 を

上
⾏

さ
か
の
ぼ

た︒
⽝
猪
乃
跡
於 を

聞
旦

お

て

⾏
仁

い

く

に

︑
⼤
湯
原

お

お

ゆ

の

は

ら

⾏
旦

に

つ

い

た

︒
件 く

だ
ん
の

猪 い
の
し
し

乃
⼀
位

い

ち

い

農 の

⽊
乃
本 も

と

仁 に

死
伏

し

に

ふ

世
利

せ

り

︒
宍 し

し

於 を

取 と

り

旦 て

⾷ し

く
す︒ 

件 く
だ
ん

⽊
下
仁 に

⼀
宿
於 を

經 へ

旦 た

り

⽊
農 の

末 こ
ず
え
に

⽉
乎 を

⾒
付

み

つ

け

旦 て

問 と

い

申
具

も

う

し

た

︒
何 な

ぜ

⽉
虚
空

こ

く

う

於 を

離 は
な
れ

旦 て

⽊
乃
末 こ

ず
え

仁
波

に

な

ん

御
坐

ご

ざ

る

⽌ と

申 も
お
す

仁 に

︒
⽉ つ

き

⽝
飼
仁 に

答 こ
た
え
て

仰
云

お

お

す

に

︒
我

乎
波

は

な

ん

熊
野

く

ま

の

三
所

さ

ん

し

權
現

ご

ん

げ

ん

⽌ と

所 ぞ

申 も
お
す

︒
⼀
社

い

し

乎 は

證
誠

し

う
じ

う

⼤
菩
薩

だ

い

ぼ

さ

つ

⼟ と

申 も
お
す

︒
今 い

ま

⼆
枚

に

ま

い

の

⽉
乎
者

な

る

は

兩
所

り

う
し

權
現

ご

ん

げ

ん

⼟ と

奈
牟

な

む

申 も
う
す
と

仰 お
お
せ

給 た

ま

布 う

云
々

う

ん

ぬ

ん

︒ 

訳 

庚
寅

か
の
え
と
ら

の
年
︑⽯
多
河︵
⽯
⽥
川

い
わ
た
が
わ

︶の
南
︑河
内

か
わ
う
ち

の
住
⼈
︑熊
野
部

く

ま

の

べ

千
代
定

ち

よ

さ

だ

と
い
う
⽝
飼
︵
猟
師
︶
が
体
⻑
１
丈じ

う

５
尺し

く
︵
約
４

５
ｍ
︶
も
の
猪

い
の
し
し

を
射
た
︒
跡
を
追
い
尋た

ず

ね
て
︑
⽯
多
河
を
遡

さ
か
の
ぼ

た
︒
⽝
が
猪
の
跡
を

追

て
⾏
く
と
︑
⼤
湯
原

お
お
ゆ
の
は
ら

に
⾏
き
着
い
た
︒ 

件く
だ
ん

の
猪
は
⼀
位

い
ち
い

の
⽊
の
本
に
死
に
伏
し
て
い
た
︒
⾁
を
取

て
⾷
べ

た
︒
件く

だ
ん

の
⽊
の
下
で
⼀
夜
︑
泊
ま

た
が
︑
⽊
の
梢こ

ず
え

に
⽉
を
⾒
つ
け

て
問
い
申
し
上
げ
た
︒
﹁
ど
う
し
て
⽉
が
虚
空

こ
く
う

を
離
れ
て
⽊
の
梢
に

い
ら

し

る
の
か
﹂
と
︒ 

⽉
が
⽝
飼
に
答
え
て
お

し

た
︒
﹁
我
は
熊
野
三
所
権
現

く
ま
の
さ
ん
し

ご
ん
げ
ん

で
あ

る
﹂
﹁
⼀
社
は
證
誠
⼤
菩
薩

し

う
じ

う
だ
い
ぼ
さ
つ

と
申
す
︒
今
２
枚
の
⽉
は
両
所
権
現

り

う
し

ご
ん
げ
ん

と

申
す
﹂
と
お

し

た
︒ 

 
  

こ
れ
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
⽂
書
が
︑
Ｎ
ｏ
１
５
７
号
に
も
紹
介



し
た
﹁
奥
熊
野
⽟
置
神
社
﹂
の
古
⽂
書
﹃
⽟
置
⼭
権
現
縁
起 ⑺

﹄
に
あ
る
︒ 

⼀
部
を
抜
粋
す
る
︒ 

 

 
 

⽟
置
⼭
権
現
縁
起
抜
粋 

三
狐
神

み

け
つ

が
み

 
所
謂

い
わ
ゆ
る

天
狐

て

ん

こ

地
狐

ち

こ

⼈
狐

じ

ん

こ

也な
り

︒
於
新
宮
者

し
ん
ぐ
う
に
お
い
て
は

⾶
⿃

あ

す

か

ニ
住す

む

︒
則す

な
わ
ち

漢
司
符
将
軍

か
ん
し
ふ
し

う
ぐ
ん

之の

妻
室

さ
い
し
つ

︒三
⼤
明
神

さ
ん
だ
い
み

う
じ
ん

之の

⺟は
は

也な
り

︒権
現

ご
ん
げ
ん

之の

御
⽒
⼈

お
ん
う
じ
び
と

千
与
定

ち

よ

さ

だ

⼦こ

︒ 

訳 

三
狐
神

み
け
つ
か
み

 
所
謂

い
わ
ゆ
る

 
天
狐
 

地
狐
 

⼈
狐
な
り
︒
新
宮
に
於お

い

て
は
⾶
⿃

あ
す
か

に
住
む
︒
則す

な
わ

ち
漢
司
符

か

ん

し

ふ

将
軍
の
妻
室

そ
く
し
つ

な
り
︒
三
⼤
明
神
の
⺟
な
り
︒

権
現
の
⽒
⼈

う
じ
ひ
と

 
千
与
定
の
⼦
︒ 

 

 
こ
の
﹃
⽟
置
⼭
権
現
縁
起
﹄
に
登
場
す
る
﹁
千
与
定
﹂
と
﹃
熊
野
権

現
垂
迹
縁
起
﹄
に
登
場
す
る
﹁
千
代
定
﹂
と
は
同
⼀
⼈
物
で
あ
ろ
う
︒ 

 
だ
と
す
れ
ば
︑
﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
に
登
場
す
る
﹁
三
枚
⽉
﹂

と
﹃
⽟
置
⼭
権
現
縁
起
﹄
に
登
場
す
る
﹁
三
狐
神
﹂
と
は
同
⼀
の
も
の

を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
浮
か
ん
で
く
る
︒ 

 
狐
は
古
語
で
﹁
ケ
ツ
﹂
と
⾔
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
に
は
⽉
﹁
ゲ
ツ
﹂

の
イ
メ

ジ
が
あ
る
︒
実
際
︑﹁
三
狐
神
﹂
を
﹁
御
饌
津
神

み

け

つ

か

み

﹂
と
も
書
く

が
︑
神
道
の
聖
典
で
あ
る
﹃
倭
姫
命
世
記

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と
せ
い
き

﹄
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る ⑻

︒ 
 

 
 
 

倭
姫
命
世
記
抜
粋 

天
地
開
闢

て
ん
ち
か
い
び

く

け
し
初
め
︑
神
宝
出
で
ま
す
時
︑ 

御
饌
津
神

み

け

つ

か

み

と
⼤
⽇
靈
貴

お
お
ひ
る
め
む
ち

︵
天
照
⼤
御
神
︶
と
予

あ
ら
か
じ

め
幽ゆ

う

け
き
契ち

ぎ

り
を
結
び
︑
ひ
た
ぶ
る
に
天
下

を
治
め
︑
⾔
寿

こ
と
ほ

ぎ
宣の

り
た
ま
う
︒
か
る
が
ゆ
え
に
︑
或あ

る
い

は
⽉
と
為な

り

⽇
と
為
り
︑
永
く
懸か

か
り
て
落
ち
ず 

国
⽂
学
資
料
館https://w

w
w
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﹃
倭
姫
命
世
記
﹄
参
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 す
な
わ
ち
︑
御
饌
津
神

み

け

つ

か

み

︵
三
狐
神
︶
は
⽉
と
な

た
と
書
か
れ
る
訳

で
あ
る
︒
﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
に
登
場
す
る
⽉
に
も
﹁
三
狐
神
﹂

の
イ
メ

ジ
が
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
の
だ
︒ 

﹃
⽟
置
⼭
権
現
縁
起
﹄
を
み
れ
ば
︑﹁
三
狐
神
﹂
は
﹁
漢
司
符

か

ん

し

ふ

将
軍
の

妻
室

そ
く
し
つ

﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
先
に
︑
王
⼦
晋
の
伝
説
で
も
触
れ
た
が
︑

﹁
漢
の
武
帝
﹂
は
︑
⻄
王
⺟
を
妻
に
し
た
と
さ
れ
︑
楊
貴
妃
の
夫
で
あ

る
⽞
宗
は
︑
Ｎ
ｏ
１
５
７
号
で
⽰
し
た
よ
う
に
⻑
恨
歌
で
︑
こ
の
武
帝

と
同
⼀
視
さ
れ
︑
﹁
漢
皇
﹂
と
さ
れ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
漢
司
符

か

ん

し

ふ

将
軍
﹂
と
は
︑
﹁
⽞
宗
﹂
の
事
で
あ
り
︑
﹁
漢
司
符

か

ん

し

ふ

将
軍
の
妻
室

そ
く
し
つ

﹂
と

は
︑
﹁
⻄
王
⺟
﹂
で
あ
り
︑
同
時
に
﹁
楊
貴
妃
﹂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
︒
Ｎ
ｏ
１
５
８
号
で
も
筆
者
は
︑
熊
野
信
仰
が
稲
荷
︵
狐
︶

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
︑
楊
貴
妃
に
は
キ
ツ
ネ
の
イ
メ

ジ
が
あ

た
こ
と
も
⽰
し
た
が
︑﹁
三
狐
神
﹂
に
楊
貴
妃
の
イ
メ

ジ
が
あ

た

事
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒ 

﹁
三
枚
⽉
﹂
が
﹁
三
狐
神
﹂
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
の
﹃
熊
野
権
現

垂
迹
縁
起
﹄
の
後
段
部
分
は
︑
熊
野
の
⽝
飼
千
代
定
が
︑
⼤
斎
原

お

お

ゆ

の

は

ら

に
﹁
楊



貴
妃
﹂
を
祀

た
事
を
現
す
に
違
い
あ
る
ま
い
︒ 

現
在
の
⼤
斎
原

お

お

ゆ

の

は

ら

で
は
︑
こ
こ
に
祀
ら
れ
た
神
の
名
前
を

﹁
家
都
美
御
⼦
⼤
神

け

つ

み

み

こ

の

お

お

か

み

﹂
だ
と
し
て
い
る
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
狐
は

古
語
で﹁
ケ
ツ
﹂と
⾔
う
︒﹁
家
都
美
御
⼦
⼤
神

け

つ

み

み

こ

の

お

お

か

み

﹂と
は
︑﹁
狐
美
御
⼦
⼤
神

け

つ

み

み

こ

の

お

お

か

み

﹂

の
意
味
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
る
︒ 

 ※
蛇
⾜
で
あ
る
が
︑
那
智
の
古
⽂
書
で
あ
る
﹃
熊
野
⼭
略
記
﹄
に
も
︑﹁
漢
司
符

将
軍
者
於
天
竺
被
召
仕
⾂
千
与
定
︵
正
三
位
云
々
︶
末
孫
也
︑ 

新
宮
東
⾶
⿃
三

狐
神
ヲ
為
妻
﹂
と
あ
る
︒﹃
熊
野
⼭
略
記
﹄
に
挙
げ
ら
れ
る
系
図
は
極
め
て
複
雑

で
︑﹃
⽟
置
⼭
権
現
縁
起
﹄の
よ
う
に
⼀
筋
縄
で
説
明
出
来
る
も
の
で
は
な
い
が
︑

こ
こ
に
も
﹁
漢
司
符
将
軍
﹂
や
﹁
千
与
定
﹂﹁
三
狐
神
﹂
な
ど
の
名
前
が
あ
り
︑
こ

の
﹃
熊
野
⼭
略
記
﹄
で
も
熊
野
権
現
に
⼤
陸
か
ら
渡

て
来
た
イ
メ

ジ
や
狐
の

イ
メ

ジ
が
あ
る
こ
と
に
注
⽬
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
︒ 

 

四
 
三
体
月
と
三
胡 

 

﹁
三
枚
⽉
﹂
に
関
連
す
る
話
と
し
て
︑﹁
三
体
⽉
﹂
の
伝
説
が
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
旧
暦
の
⼗
⼀
⽉
⼆
三
⽇
に
︑
熊
野
の
⼭
中
に
昇

て
く
る
⽉

が
三
体
に
⾒
え
る
と
⾔
う
伝
承
で
︑
現
在
で
も
︑
旧
暦
の
⼗
⼀
⽉
⼆
三

⽇
に
は
本
宮
や
中
辺
路
な
ど
︑
熊
野
の
各
地
で
観
⽉
会
が
⾏
わ
れ
て
い

る
︒ 

し
か
し
︑実
際
に
は
︑写
真
︵
図
②
︶
の
よ
う
な
⽉
が
⾒
え
る
だ
け
で
︑

三
体
に
⾒
え
た
と
⾔
う
報

告
は
な
い
︒ 

 
筆
者
は
︑
こ
の
形
に
こ

そ
意
味
が
あ
る
の
だ
と
考

え
て
い
る
︒ 

 
今
は
︑
弾
圧
に
よ

て

無
く
な

て
い
る
が
︑
真

⾔
宗
の
⼀
派
に
﹁
真
⾔
⽴

川
流
﹂
と
⾔
う
集
団
が
あ

た
︒ 

 
仏
教
学
者
で
あ
る
真
鍋
俊
照
⽒
は
︑﹁
真
⾔
⽴
川
流
﹂
の
教
典
に
受
胎

か
ら
三
七
⽇
︵
⼆
⼗
⼀
⽇
︶
後
の
胎
児
の
形
と
し
て
︑
先
の
お
椀
の
よ

う
な
半
⽉
の
形
を
閉
⼾

へ

い

し

︑
ま
た
は
︑
三
胡
形

さ

ん

こ

が

た

と
⾔

た
と
あ
る
と
紹
介

し
て
い
る ⑼

︒︵
図
③
︶ 

 
⽉
に
胎
児
の
イ
メ

ジ
が
あ

た
の
は
︑
群
⾺
県
に
﹁
産
泰
神
社
﹂

と
⾔
う
安
産
守
り
の
神
社
が
あ
り
︑
各
地
に
︑﹁
産
泰
様
﹂
を
祀
る
と
し

て
﹁
⽉
待
ち
﹂
の
習
慣
が
あ
る
事
で
も
わ
か
る ⑽

︒ 

 
お
そ
ら
く
︑﹁
三
体
⽉
﹂
と
は
﹁
産
泰
⽉
﹂
の
意
味
で

あ
ろ
う
︒ 

 
さ
て
︑
こ
の
﹁
三
胡
﹂
だ
が
︑
こ
こ
に
は
︑﹁
三
狐
﹂

の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
⽇
本
最
初
の
百
科

事
典
で
あ
る
﹃
和
名
類
聚
抄

わ

み

う

る

い

じ

し

う

﹄
の
﹁
狐
﹂
の
部
に
次
の

図 ②   1 1 ⽉ 2 3 ⽇ の 観 ⽉ 会 で ⾒ ら れ る ⽉  

平 成 2 5 年 紀 伊 ⺠ 報 記 事 よ り  

 

図 ③  三 胡  

 



よ
う
に
あ
る

⑾

︒ 
 

 
 

和
名
類
聚
抄

わ

み

う

る

い

じ

し

う

 
狐
の
部
 

抜
粋 

⾳
胡
和
名
⽊
⾖
穪 訳 

⾳
は
胡 こ

︑
和
名
は
⽊
⾖
穪

き

つ

ね 
 

す
な
わ
ち
︑
﹁
胡
﹂
に
は
﹁
狐
﹂
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

先
ほ
ど
︑﹁
熊
野
の
⽝
飼
と
三
狐
神
﹂
の
章
で
述
べ
た
が
︑﹁
三
狐
神
﹂

に
は
︑
⽉
の
イ
メ

ジ
が
あ

た
︒
こ
の
﹁
三
胡
﹂
の
形
に
﹁
三
狐
神
﹂

の
意
味
が
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
こ
と
と
思
う
︒ 

し
か
し
︑﹁
真
⾔
⽴
川
流
﹂
を
少
し
︑
知

て
い
る
⽅
な
ら
︑
こ
れ
で

は
納
得
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
真
⾔
⽴
川
流
﹂
は
い
か
が
わ
し
い
邪

教
集
団
で
︑
そ
の
た
め
に
弾
圧
さ
れ
た
の
だ
・
・
・
・
そ
の
よ
う
な
邪

教
の
⾔
う
こ
と
な
ど
考
察
に
価
し
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
︒ 

上
の
模
式
図
は
︑
藤
巻
⼀
保
⽒
に
よ
る
真
⾔
⽴
川
流
の
教
義
に
お
け

る
胎
児
の
成
⻑
過
程
を
⽰
し
た
も
の
で
あ
る ⑿

︒︵
図
④
︶ 

少
し
︑
形
が
違
う
が
︑
３
週
⽬
の
ヘ
イ
シ
︵
閉
⼾
︶
が
先
に
⽰
し
た

﹁
三
胡
﹂
で
あ
る
︒︵﹁
三
胡
﹂
に
は
︑
図
③
の
よ
う
な
半
円
と
図
④
の

よ
う
に
三
つ
の
先
が
尖

た
卵
の
殻
が
割
れ
た
よ
う
な
形
と
２
種
類
の

形
が
併
説
し
て
い
る
︒︶ 

  

図
の
よ
う
に
︑
第
１
週
⽬
か
ら
︑﹁
カ
ラ
ラ
ン
﹂﹁
ア
プ
ド
ン
﹂﹁
ヘ
イ

シ
﹂﹁
ケ
ン
ナ
ン
﹂﹁
パ
ラ
シ

キ

﹂
と
⾔
う
過
程
を
通

て
⼈
の
形

に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 
⼀
⽅
︑
釈
尊
の
説
い
た
と
さ
れ
る
古
い
教
典
︵
原
始
経
典
︶
に
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒ 

 

相
応
部
Ⅱ
﹁
夜
叉
と
の
問
答
﹂
抜
粋 

︵
世
尊
⽈
く
︶
最
初
に
カ
ラ
ラ
︵kalala

︶
が
あ
り
︑
カ
ラ
ラ
か
ら
ア

ブ
ダ
︵abbuda

︶
が
あ
り
︑
ア

ブ
ダ
か
ら
ペ

シ

︵pesi

︶

が
⽣
じ
︑
ペ

シ

か
ら
グ

ナ
︵ghana

︶
が
⽣
じ
︑
グ

ナ
か
ら

パ
サ

カ

︵pasākha

︶
が
⽣
じ
髪
︑
⽑
︑
⽖
が
⽣
じ
る
︒
そ
し
て
︑

⺟
が
⾷
物
︑
飲
物
の
⾷
事
を
摂
れ
ば
⺟
胎
に
い
る
⼈
は
⽣
⻑
す
る ⒀ 

図 ④  真 ⾔ ⽴ 川 ⿓ に お け る 胎 児 の 成 ⻑ 過 程  

 



 

真
⾔
⽴
川
流
に
お
け

る﹁
カ
ラ
ラ
ン
﹂﹁
ア
プ
ド

ン
﹂﹁
ヘ
イ
シ
﹂﹁
ケ
ン
ナ

ン
﹂﹁
パ
ラ
シ

キ

﹂が

原
始
経
典
に
お
け
る
﹁
カ

ラ
ラ
﹂﹁
ア

ブ
ダ
﹂﹁
ペ

シ

﹂﹁
グ

ナ
﹂﹁
パ

サ

カ

﹂
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
事
は
⾔
う

ま
で
も
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑

先
ほ
ど
ま
で
に
述
べ
た

真
⾔
⽴
川
流
の
考
え
は
︑

仏
教
に
お
け
る
正
当
な

教
義
に
基
づ
く
考
え
⽅

か
ら
出
現
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ

ろ
う
︒ 

さ
て
︑
こ
の
考
え
を

﹁
胎
内
五
位
﹂
と
も
⾔
い
︑
こ
れ
を
︑
阿
字
︵
梵
字
︶︑
錫
杖
︑
三
鈷
︑

宝
珠
な
ど
の
仏
具
で
表
す
事
も
あ

た ⒁

︒︵
図
⑤
︶ 

こ
の
図
は
︑
男
⼥
が
出
会
い
︑
交
わ
り
︑
胎
内
で
胎
児
が
成
⻑
し
て

⾏
く
様
⼦
を
表
し
て
い
る
が
︑
男
性
器
が
﹁
天
逆
鉾

あ
ま
の
さ
か
ほ
こ

﹂︑
⼥
性
器
が

﹁
滄
海
原

あ

お

う

な

ば

ら

﹂
に
な

て
い
る
の
が
⾯
⽩
い
︒ 

す
な
わ
ち
︑﹁
交
合
﹂
の
イ
メ

ジ
が
︑﹃
古
事
記
﹄
や
﹃
⽇
本
書
紀
﹄

の
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
作
り
の
イ
メ

ジ
と
な

て
い
る
わ
け

だ
︒ そ

し
て
男
性
器
か
ら
滴
り
落
ち
る
滴
︑
す
な
わ
ち
︑
精
液
を
﹁
阿
浮

曇
︵
ア
プ
ド
ン
︶﹂︑
華
⾎
︵
⽉
経
？
卵
⼦
？
︶
を
﹁
歌
邏
藍
︵
カ
ラ
ラ

ン
︶﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
も
わ
か
る
︒ 

す
な
わ
ち
︑
こ
れ
は
︑
も
う
仏
道
の
世
界
を
離
れ
︑
神
道
の
世
界
へ

⾏

て
し
ま

て
い
る
わ
け
だ
が
︑﹁
カ
ラ
ラ
ン
﹂﹁
ア
プ
ド
ン
﹂
な
ど

の
⾔
葉
が
︑
意
味
が
変
わ
り
な
が
ら
︑
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
の
も

⾯
⽩
い
︒ 

さ
ら
に
︑
こ
の
図
で
︑
胎
児
の
成
⻑
過
程
が
﹁
初
七
⽇
﹂﹁
⼆
七
⽇
﹂

な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
事
に
も
注
⽬
願
い
た
い
︒ 

落
語
の
﹃
⼦
褒
め
﹄
に
﹁
お
七
夜
﹂
を
﹁
初
七
⽇
﹂
と
⾔

て
顰
蹙

を
か
う
場
⾯
が
あ
る
が
︑
ま
さ
し
く
︑﹁
お
七
夜
﹂
に
は
﹁
初
七
⽇
﹂
の

イ
メ

ジ
が
あ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

こ
の
胎
児
が
成
⻑
し
︑
誕
⽣
す
る
イ
メ

ジ
に
は
︑
⼈
が
死
ん
で
か

ら
︑
仏
と
な
る
ま
で
の
イ
メ

ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

も
う
⼀
つ
別
の
図
を
⾒
て
み
よ
う ⒂

︒︵
図
⑥
︶
こ
れ
は
︑
⾒
て
の
通
り

初
七
⽇
か
ら
三
⼗
三
回
忌
ま
で
︑
⼈
が
亡
く
な

て
か
ら
仏
に
⽣
ま
れ

変
わ
る
ま
で
の
様
⼦
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒ 

図 ⑤  胎 内 ⼗ ⽉ の 図  

 



こ
の
図
が
︑
先

ほ
ど
の
胎
児
の
成

⻑
過
程
を
⽰
し
た

﹁
胎
内
⼗
⽉
の
図
﹂

と
︑
よ
く
似
て
い

る
の
も
解
る
だ
ろ

う
︒ ⾯

⽩
い
の
は
︑

図
の
⼀
番
︑
右
側
︑

こ
こ
は
︑
本
来
︑
⼈

の
死
が
描
か
れ
る

べ
き
と
こ
ろ
の
は

ず
だ
が
︑
よ
く
み

れ
ば
︑
男
⼥
の
⼆

⼈
が
同
衾
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
描
か

れ
て
い
る
の
が
わ

か
る
︒ 

す
な
わ
ち
︑
こ
の
図
で
は
﹁
死
﹂
と
﹁
交
合
﹂
が
同
⼀
視
さ
れ
て
い

る
の
だ
︒
そ
し
て
︑
こ
の
事
は
︑﹁
⼈
の
死
﹂
と
﹁
⼈
の
誕
⽣
﹂
が
同
じ

も
の
だ
と
⾔
う
思
想
が
あ

た
事
に
な
る
︒ 

熊
野
に
﹁
蘇
り
﹂
の
イ
メ

ジ
が
あ

た
事
は
︑﹁
⼩
栗
判
官
伝
説
﹂

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒﹁
⼩
栗
判
官
﹂

は
︑
⼀
旦
︑
⻩
泉
の
国
に
落
ち
る
が
︑

熊
野
の
霊
験
に
よ
り
︑
こ
の
世
に
戻

て
く
る
の
だ
︒ 

稲
葉
根
王
⼦
か
ら
滝
尻
王
⼦
に
向

か
う
⽯
⽥
川

い

わ

た

が

わ

︑
現
在
の
富
⽥
川
が
︑
三

途
の
川
で
あ
る
と
は
︑
⼭
本
ひ
ろ
⼦

⽒
が
︑
慈
遍
が
鎌
倉
時
代
の
終
わ
り
︑

元
弘
三
年
︵
１
３
３
３
︶
に
書
い
た

﹃
天
地
神
祗
審
鎮
要
紀
﹄
に
書
か
れ
た
例
を
あ
げ
︑
説
明
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
室
町
時
代
の
寛
正
六
年
︵
１
４
６
５
︶
乗
円
が
書
い
た
⼝
伝
書

﹃
⼩
笹
秘
要
録
﹄
の
﹃
神
代
巻
秘
決
法
祭
熊
野
参
詣
品
第
五
﹄
に
は
︑

熊
野
参
詣
が
葬
送
の
作
法
だ
と
書
か
れ
て
い
る
事
を
紹
介
し
て
い
る ⒃

︒ 

三
体
⽉
が
胎
児
の
形
で
あ
る
事
を
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
︑
熊
野

に
は
︑
死
ん
で
︑
再
び
︑
⽣
を
受
け
︑
胎
児
と
し
て
成
⻑
し
︑
仏
と
し

て
⽣
ま
れ
て
く
る
イ
メ

ジ
が
あ
る
事
に
な
ろ
う
︒ 

⽯
⽥
川
︵
三
途
の
川
︶
か
ら
滝
尻
︵
浄
⼟
︶
に
⼊
る
⼨
前
︑
北
郡
越

ほ

く

そ

ぎ

ご

え

に
は
和
合
神
が
⽴
ち
並
ぶ
︒︵
図
⑦
︶
そ
し
て
︑
真
砂

ま

な

ご

の
⾥
に
は
︑
熊
野

参
詣
の
僧
に
少
⼥
が
夜
這
い
を
か
け
る
清
姫
の
伝
承
地
が
あ
る
︒
死
か

ら
⽣
へ
の
転
換
地
点
に
︑
男
⼥
の
交
合
の
イ
メ

ジ
が
あ
る
わ
け
だ
︒ 

滝
尻
︵
熊
野
の
浄
⼟
︶
に
⼊
る
と
︑
今
度
は
︑
胎
内
く
ぐ
り
が
あ
り
︑

ま
た
︑
藤
原
秀
衡
が
︑
そ
こ
に
⾚
ん
坊
を
残
し
た
と
の
伝
承
が
あ
る
︒

図 ➅  追 善 供 養 の 絵 と き  

 

図 ⑦  北 郡 越 の 和 合 神 （ 道 祖 神 ）  

 



す
な
わ
ち
成
⻑

し
て
い
く
胎
児

の
イ
メ

ジ
が

あ
る
︒ 

さ
ら
に
︑
次

の
図
を
⾒
て
い

た
だ
き
た
い
︒

︵
図
⑧
︶
こ
れ

は
︑
江
⼾
時
代

に
描
か
れ
た
⼤

斎
原
の
絵
図
で

あ
る
が
︑
こ
の

絵
を
よ
く
⾒
れ
ば
︑

⼤
斎
原
が
リ
ア
ル
な
⼥
性
器
の
形
を
模 か

た
ど

て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
︒ 

⼤
斎
原
に
楊
貴
妃
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
︑

巨
⼤
な
楊
貴
妃
の
⼥
陰
で
あ
ろ
う
︒
熊
野
参
詣
と
は
︑
参
詣
道
︵
産
道
︶

を
通
り
︑
こ
の
絶
世
の
美
⼥
の
胎
内
か
ら
再
び
⽣
ま
れ
て
く
る
事
を
イ

メ

ジ
し
て
い
た
と
筆
者
は
考
え
る
︒ 

 五
 
南
山
の
犬
飼
と
飛
行
三
鈷 

 

 
さ
て
︑
も
う
⼀
度
︑
図
⑤
︑
図
⑥
を
⾒
て
い
た
だ
こ
う
︒
こ
こ
に
描

か
れ
た
三
七
⽇
／
七
三
⽇
︵
⼆
⼗
⼀
⽇
︶
の
胎
児
は
︑
三
鈷
杵
の
形
で

表
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
三
七
⽇
︵
⼆
⼗
⼀
⽇
︶
後
の
胎
児
の
形
が
三
胡

さ

ん

こ

で
あ
り
三
体
⽉
で
あ

た
︒
こ
の
⽉
に
キ
ツ
ネ
︵
三
狐
︶
の
イ
メ

ジ

が
存
在
し
て
い
た
事
も
︑
す
で
に
前
章
で
述
べ
た
︒︵
三
胡
に
は
︑
お
椀

の
よ
う
な
半
⽉
と
三
つ
の
先
の
尖

た
形
が
あ

た
が
︑
三
つ
の
先
の

尖

た
イ
メ

ジ
の
元
は
三
鈷
で
あ
ろ
う
︒︶ 

 
再
び
︑﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
を
思
い
起
こ
し
て
欲
し
い
︒ 

 
三
体
⽉
が
﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
に
出
て
く
る
三
枚
⽉
の
イ
メ

ジ
の
産
物
で
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
三
体
⽉
︵
三
胡
︶
に
三

鈷
杵
の
イ
メ

ジ
が
あ
る
な
ら
︑
三
枚
⽉
に
も
同
じ
三
鈷
杵
の
イ
メ

ジ
が
あ
る
に
違
い
な
い
︒ 

 
さ
ら
に
︑
後
御
⿃
⽻
上
皇
に
付
き
従

て
熊
野
に
や

て
き
た
藤
原

定
家
は
︑
発
⼼
⾨
で
︑
次
の
よ
う
な
詩
を
残
し
て
い
る
︒ 

 

慧
⽇
光
前
懺
罪
根
 
 
 

慧
⽇
光
前
罪
根
を
懺
す 

⼤
悲
道
上
発
⼼
⾨
 
 
 

⼤
悲
の
道
上
発
⼼
の
⾨ 

南
⼭
⽉
下
結
縁
⼒
 
 
 

南
⼭
⽉
下
結
縁
の
⼒ 

⻄
刹
雲
中
弔
旅
魂
 
 
 

⻄
刹
の
雲
中
旅
魂
を
弔
す 

後
⿃
⽻
院
熊
野
御
幸
記 

 こ
の
詩
の
中
で
︑
定
家
は
︑
熊
野
を
﹁
南
⼭
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒ 

図 ⑧  熊 野 本 宮 末 社 図 （ 熊 野 ⼤ 斎 原 ） 江 ⼾ 時 代  

 



 
三
枚
⽉
は
︑
熊
野
の
⽝
飼
千
代
定
に
よ

て
祀
ら
れ
た
と
﹃
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹄
に

書
か
れ
て
い
た
が
︑﹁
熊
野
の
⽝
飼
﹂
が
﹁
南

⼭
の
⽝
飼
﹂
で
あ
り
︑﹁
三
枚
⽉
﹂
が
﹁
三
鈷

杵
﹂
で
あ
る
な
ら
︑
お
そ
ら
く
︑
多
く
の
⽅

が
全
く
別
の
伝
説
を
︑
思
い
浮
か
べ
る
で
あ

ろ
う
︒ 

 
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
は
空
海
の
伝
説
で
あ

る
︒ 

 
空
海
は
︑
明
州
の
港
か
ら
︑
三
鈷
を
⽇
本

に
投
げ
︑
こ
の
⾶
ん
で
⾏

た
三
鈷
の
⾏
⽅

を
捜
し
た
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
南
⼭
の
⽝

飼
の
導
き
に
よ

て
⾼
野
⼭
に
こ
れ
を
発

⾒
し
︑
そ
こ
に
寺
院
を
作

た
と
︑
こ
れ
は
︑

康
保

こ

う

ほ

う

五
年(

９
６
８)

に
︑
書
か
れ
た
と
さ
れ

る
﹃
⾦
剛
峯
寺
建
⽴
修
⾏
縁
起
﹄
に
書
か
れ

る
︒︵
⾶
⾏
三
鈷
 

図
⑨
︶ 

 
筆
者
は
︑
こ
の
三
鈷
と
は
三
狐
の
意
味
で

あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
︒
吉
備
真
備
に
は
︑
キ
ツ
ネ
の
美
⼥
を
連
れ
て

き
た
伝
説
が
あ
り
︑こ
こ
に
楊
貴
妃
の
渡
来
説
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
︑

前
号
︵
Ｎ
ｏ
１
５
８
号
︶
で
⽰
し
た
が
︑
空
海
も
︑
狐
の
美
⼥
︵
荼
枳

尼
天
︶
を
招
来
し
た
と
⾔
わ
れ
て
い
る
︒ 

 
さ
ら
に
︑
本
論
考
の
最
初
の
⽅
で
︑
楊
貴
妃
の
出
航
し
た
港
を
明
州

だ
と
推
定
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
明
州
の
港
か
ら
⾶
ん
で
⾏

た
三
鈷
と

は
楊
貴
妃
で
あ

た
と
筆
者
は
考
え
る
の
だ
︒
空
海
は
︑
こ
の
明
州
の

港
に
⽴
ち
︑
先
に
明
州
の
港
を
旅
⽴

て
⾏

た
楊
貴
妃
の
⽇
本
で
の

⾏
跡
を
追
い
か
け
る
事
を
決
意
し
て
い
た
の
で
は
な
か

た
だ
ろ
う
か
︒ 

 
そ
し
て
南
⼭
の
⽝
飼
に
出
会
う
事
に
よ

て
︑
そ
れ
を
発
⾒
し
た
の

だ
︒ 

 
筆
者
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
︒
  

 

結
び 

 

Ｎ
ｏ
１
５
７
号
の
結
び
で
︑
筆
者
は
熊
野
の
楊
貴
妃
信
仰
を
つ
く

た
者
を
８
０
６
年
以
降
の
密
教
の
指
導
者
で
あ

た
と
述
べ
た
が
︑
誰

が
最
初
に
⾔
い
だ
し
た
⼈
間
か
と
⾔
う
事
に
つ
い
て
は
明
⾔
を
避
け
た
︒ 

今
回
︑
よ
う
や
く
︑
熊
野
信
仰
が
空
海
の
伝
説
と
結
び
つ
い
て
い
る

と
⾔
う
と
こ
ろ
ま
で
⽰
す
こ
と
が
で
き
た
︒ 

今
︑
新
た
に
︑
楊
貴
妃
信
仰
を
最
初
に
作
り
だ
し
た
⼈
間
を
﹁
空
海
﹂

で
あ
る
と
し
よ
う
︒ 

い
や
︑
今
回
の
論
考
な
ど
︑
無
理
⽮
理
な
辻
褄
合
わ
せ
で
あ

て
︑

根
拠
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
⾔
う
⽅
も
み
え
る
だ
ろ
う
︒ 

筆
者
⾃
⾝
が
︑
現
段
階
の
論
考
ま
で
で
は
︑
そ
う
⾔
わ
れ
て
も
仕
⽅

が
な
い
と
考
え
て
い
る
︒ 

図 ⑨  ⾶ ⾏ 三 鈷 杵  ⾦ 剛 峯 寺  

 



空
海
が
楊
貴
妃
の
⾏
跡
を
追
い
か
け
て
い
た
な
ど
と
︑
⾔

て
い
る

の
は
︑
筆
者
の
知

て
い
る
か
ぎ
り
︑
映
画
に
も
な

た
夢
枕
漠
の
⼩

説
﹃
沙
⾨
空
海
唐
の
国
に
て
⻤
と
宴
す
﹄
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
︒ 

無
論
︑﹃
沙
⾨
空
海
唐
の
国
に
て
⻤
と
宴
す
﹄
は
荒
唐
無
稽
な
伝
奇
⼩

説
で
あ

て
︑
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
論
理
的
・
科
学
的
根
拠
な
ど
有

り
は
し
な
い
︒ 

し
か
し
考
え
て
欲
し
い
︒
筆
者
は
︑
こ
こ
ま
で
︑
熊
野
信
仰
が
楊
貴

妃
信
仰
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
事
を
⽰
し
た
︒
そ
し
て
︑
熊
野
信

仰
は
密
教
と
深
い
関
わ
り
を
持

て
い
た
︒
空
海
に
楊
貴
妃
の
影
響
を

考
え
な
い
⽅
が
お
か
し
い
で
は
な
い
か
？ 

本
論
考
で
︑
筆
者
は
︑
熊
野
信
仰
を
真
⾔
⽴
川
流
の
考
え
で
説
明
し

た
︒ 真

⾔
⽴
川
流
は
︑
弾
圧
に
よ
り
廃
絶
さ
れ
た
邪
教
集
団
で
あ

て
︑

論
考
に
値
し
な
い
と
⾔
う
⽅
も
み
え
る
だ
ろ
う
︒ 

し
か
し
︑
本
論
考
に
⽰
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
思
想
の
根
本
に
あ
る
も

の
は
︑
仏
教
の
原
始
経
典
思
想
︑
す
な
わ
ち
︑
釈
尊
の
本
来
の
思
想
を

受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
︑
本
来
の
密
教
の
思
想
︑
す
な
わ
ち
空
海
に
も

こ
の
真
⾔
⽴
川
流
の
考
え
と
同
じ
も
の
が
あ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
︒

真
⾔
⽴
川
流
が
邪
教
だ
か
ら
と
⾔

て
︑
始
め
か
ら
︑
考
慮
に
値
し
な

い
と
す
る
態
度
は
よ
ろ
し
く
な
い
だ
ろ
う
︒ 

真
⾔
⽴
川
流
の
思
想
は
︑
空
海
の
思
想
の
⼀
端
を
受
け
継
い
だ
も
の

で
あ

た
と
筆
者
は
考
え
る
︒ 

し
か
し
︑
真
⾔
⽴
川
流
は
︑
そ
れ
が
⼥
神
信
仰
︵
楊
貴
妃
信
仰
︶
に

特
化
し
た
集
団
で
あ

た
が
た
め
に
危
険
視
さ
れ
︑
弾
圧
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒ 

次
回
︑
さ
ら
に
論
考
を
進
め
︑
空
海
と
楊
貴
妃
の
信
仰
の
関
連
を
巡

て
⽴
証
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒ 

 

補
足 

 

本
論
考
は
︑
筆
者
が
ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
で
出
版
し
て
い
る 

﹁
⿓
神
楊
貴
妃
伝
１
楊
貴
妃
渡
来
は
流
⾔
じ

す
ま
な
い
﹂ 

http

・://w
w

w
.am

azon.co.jp/dp/4990960408/ 

お
よ
び
︑﹁
⿓
神
楊
貴
妃
伝
２
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
楊
貴
妃
後
伝
﹂ 

https://w
w

w
.am

azon.co.jp/dp/4990960416/  

の
⼀
部
を
抜
粋
し
︑
再
編
し
た
も
の
で
あ
る
︒
  

注 
 

⑴ 

﹃
⻑
寛
勘
⽂
﹄ 

平
安
時
代
の
⻑
寛
年
間
︵
１
１
６
３
年 

１
１
６
４
年
︶
に
編
纂
さ

れ
た
勘
⽂
︒
熊
野
社
領
で
あ
る
甲
斐
国
⼋
代
荘
で
発
⽣
し
た
⼋
代
荘

停
廃
事
件
を
機
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
︑
平
安
後
期
に
お
け
る
国

衙
と
荘
園
の
対
⽴
を
物
語
る
と
同
時
に
︑
熊
野
と
伊
勢
と
の
祭
神
が

異
な
る
こ
と
が
公
式
に
確
認
さ
れ
た
⽂
書 



https://ja.w
ikipedia.org/w

iki/

⻑
寛
勘
⽂ 

⑵ 
﹃
彦
⼭
流
記
﹄
  

福
岡
県
⽥
川
郡
添
⽥
町
役
場
発
⾏
﹁
彦
⼭
流
記
﹂
参
考 

⑶ 

﹃
神
道
集
﹄ 

安
居
院
唱
導
教
団
の
著
作
と
さ
れ
︑南
北
朝
時
代
中
期
に
成
⽴
し
た

と
さ
れ
て
い
る
︒
全
⼗
巻
で
五
⼗
話
を
収
録
︒ 

https://ja.w
ikipedia.org/w

iki/

神
道
集 

⑷ 

﹃
王
⼦
晋
︵
姬
晋
︶﹄
王
⼦
登
仙 

太
⼦
晋
挥
⼿
与
世
⼈
作
别
︐
升
天
⽽
去
︐
这
也
就
是
“

王
⼦
登
仙
”

的
传
说
︒ 

 
 

訳 

太
⼦
が
⼈
々
に
⼿
を
振

て
別
れ
︑
天
に
昇

て
い
く
と
は
︑
こ
れ

は
即
ち
﹁
王
⼦
登
仙
﹂
の
伝
説
で
あ
る
︒ 

https://baike.baidu.com
/item

/
姬
晋/8554013 

⑸ 

﹃
漢
武
内
伝
﹄
  

中
国
︐
六
朝
時
代
の
志
怪
⼩
説
︒
作
者
未
詳
︒
前
漢
の
武
帝
の
⾏
状

を
書
い
た
も
の
︒﹃
漢
武
帝
内
伝
﹄
と
も
い
う
︒ 

https://kotobank.jp/w
ord/

漢
武
内
伝-49562 

忽
见
⼀
⼥
⼦
︐
著
⻘
⾐
︐
美
丽
⾮
常
︒
帝
愕
然
问
之
︐
⼥
对
⽈

“
我

墉
宫
⽟
⼥
王
⼦
登
也
︐
向
为
王
⺟
所
使
︐
从
昆
⼭
来
︒
” 

訳 

忽
然
と
⻘
い
⾐
を
ま
と

た
と
て
も
⾒
⽬
麗
し
い
⼥
性
が
現
れ
た
︒

帝
は
こ
れ
に
驚
き
⼥
に
尋
ね
る
と
⼥
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
︒﹁
私
は

墉
宫
の
玉
女
王
⼦
登
で
す
︒
⻄
王
⺟
の
使
い
と
し
て
︑
崑
崙
⼭
か
ら

や

て
参
り
ま
し
た
﹂ 

https://baike.baidu.com
/item

/

汉
武
帝
内
传 

⑹ 

⽩
居
易
 

﹃
霓
裳
⽻
⾐
舞
歌
﹄ 

散
序
六
奏
未
动
⾐
︐
阳
台
宿
云
慵
不
飞
︒ 

訳 

散
序
六
奏
︑
未
だ
⾐
を
動
か
さ
ず
︑
陽
台
︵
テ
ラ
ス
︶
に
上
が
る
の

も
物
憂
げ
で
⾶
ぶ
気
配
も
な
い
︒ 

https://so.gushiw
en.org/shiw

env_89e36eb01402.asp 

⑺ 

﹃
⽟
置
⼭
権
現
縁
起
﹄ 

 
 

神
道
⼤
系 

Ｖ
ｏ
ｌ

神
社
編
５
⼤
和
国
 

神
道
⼤
系
編
纂
会 

⑻ 

﹃
倭
姫
命
世
記
﹄  

神
道
五
部
書
の
⼀
︒
７
６
８
年
禰
宜
五
⽉
⿇
呂
の
撰
録
と
伝
え
ら
れ

る
が
︑
鎌
倉
時
代
︑
伊
勢
外
宮
の
度
会
⽒
が
編
纂
し
た
も
の
と
さ
れ

る
︒
天
地
開
闢
よ
り
雄
略
天
皇
代
の
外
宮
鎮
座
に
⾄
る
次
第
を
詳
細

に
記
す
︒ 

https://kotobank.jp/w
ord/

倭
姫
命
世
記-649457 

⑼ 
真
鍋
俊
照 

﹃
邪
教
⽴
川
流
﹄
 

ち
く
ま
学
芸
⽂
庫
  

⑽ 
﹃
野
⼝
の
⼆
夜
様
と
産
泰
様
 

伊
那
市
⼿
良
﹄
ビ
デ
オ
映
像 

科
学
映
像
館
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
⼈
 

科
学
映
像
館
を
⽀
え
る
会 

http://w
w

w
.kagakueizo.org/create/visualfolklore/515/  



⑾ 
﹃
和
名
類
聚
抄

わ

み

う

る

い

じ

し

う

﹄
 
  

平
安
時
代
中
期
に
作
ら
れ
た
辞
書
で
あ
る
︒
承
平
年
間
︵
９
３
１
年 

９
３
８
年
︶︑
勤
⼦
内
親
王
の
求
め
に
応
じ
て
源
順

み
な
も
と
の
し
た
ご
う

が
編
纂
し
た
︒ 

https://ja.w
ikipedia.org/w

iki/

和
名
類
聚
抄 

⑿ 

藤
巻
⼀
保
﹃
真
⾔
⽴
川
流
﹄
 

学
研 

⒀ 

池
上
要
靖 

﹃
釈
尊
は
⽣
と
死
を
ど
の
よ
う
に
語

た
か
﹄
  

平
成
２
２
年
１
１
⽉
２
９
⽇
  

⽇
蓮
宗
⽣
命
倫
理
研
究
会
講
演
資
料 

http://w
w

w
.nvn.cc/lecture/m

l07_b.pdf 

⒁ 

中
村
⼀
基
﹃﹁
胎
内
⼗
⽉
の
図
﹂
の
思
想
的
展
開
﹄ 

岩
⼿
⼤
学
教
育
学
部
年
報
 

第
５
０
巻
第
１
号 

https://core.ac.uk/reader/144252160 

⒂ 

宮
家
 

準﹃
追
善
供
養
の
絵
と
き
 

当
⼭
派
修
験
の
地
域
定
着―

﹄ 

慶
應
義
塾
⼤
学
⼤
学
院
社
会
学
紀
要
 

第
３
６
号 

http://koara.lib.keio.ac.jp/ .../ A
N

0006957X
- 00000036-0063.pdf 

⒃ 

⼭
本
ひ
ろ
⼦
﹃
変
成
譜
 

中
世
神
仏
集
合
の
世
界
﹄ 

講
談
社
学
術
⽂
庫 


