
オ
ウ〈
ａ
ｕ
＝
ａ
ｗ
〉島
か
ら
粟
島
へ

《
粟
・
雑
穀
》
霊
の
常
世
へ
の
跳
躍

菅
田
正
昭
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奥
（
澳
＝
沖
）
・
大
・
青
…
等
々
の
意
と
、
オ
ウ
の
音
韻
を
持
つ

コ
ト
バ
の
祖
語
が
〈au

〉、
あ
る
い
は
〈aw

〉、
ま
た
は
〈ah

〉
で

あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
（
註
１
）。
そ
こ
に
〈a

〉

と
い
う
音
韻
が
付
く
と
、〈
ア
ワ
〉
あ
る
い
は
〈
ア
ハ
〉
に
な
る
。

漢
字
で
記
せ
ば
「
粟
」「
淡
」
…
等
々
で
あ
る
。

オ
ウ
か
ら
派
生
し
た
音
韻
を
冠
す
る
島
々
の
中
で
も
、
粟
島
や
淡

島
は
、
特
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
記
紀
神
話
の
中
で
も
、
と
り

わ
け
重
要
な
位
置
を
、
神
話
空
間
の
中
に
占
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

い
わ
ゆ
る
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
〈
国く

土に

生う

み
〉
神
話
の
中
で
も
、

〈
ア
ハ
＝
ア
ワ
〉
島
を
抜
き
に
し
て
「
修す

理り

固こ

成せ
い

」
を
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ギ
・
ミ
両
神
の
夫め

婦を
と

交ま
ぐ

合あ
ひ

で
最
初
に
生

ま
れ
た
の
は
、「
子
の
数
」
に
は
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
「
水み

蛭ひ
る

子こ

」

と
「
淡
島
」（
註
２
）
だ
っ
た
。
武
田
祐
吉
（
註
３
）
訳
註
『
古
事
記
』

（
角
川
文
庫
、
昭
和
三
一
年
初
版
）
に
よ
れ
ば
、「
淡
島
」
は
「
四
国
の
阿

海
と
島
の
日
本
・

特
集

「
粟
島
」
「
淡
島
」
は
、
記
紀
の
国
生
み
神
話
で
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
「
常
世
の

国
」
へ
の
入
り
口
、
常
世
へ
飛
躍
す
る
島
と
し
て
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
伊
雑
宮
の
鎮
座
す
る

志
摩
國
答
志
郡
も
粟
嶋
で
あ
り
、
久
高
島
の
祭
祀
で
も
粟
の
霊
性
は
際
だ
っ
て
い
る
。
常
世
の

豊
饒
を
取
り
戻
す
に
は
、
こ
の
弧
状
列
島
全
体
の
粟
霊
へ
の
回
帰
が
必
要
で
は
な
い
か
。

記
紀
神
話
で
と
り
わ
け
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
る
粟
島
や
淡
島

ⅩⅠⅠⅠ
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波
の
方
面
の
名
。
こ
の
部
分
は
阿
波
方
面
に
對
し
て
わ
る
い
感
情
を

表
示
す
る
」
と
あ
る
が
、
ギ
・
ミ
の
二
柱
の
神
が
天
上
か
ら
降
り
立

っ
た
と
い
う
、
オ
ノ
ゴ
ロ
島
を
含
め
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
国
土
生
み
〉

神
話
の
舞
台
が
淡
路
島
の
周
辺
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
角

川
版
の
注
記
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
夫
婦
交
合
を
や
り

直
し
て
の
、
両
神
の
「
子
」
と
し
て
の
「
大
八
島
国
」
の
「
始
め
」

は
、「
淡あ
は

道ぢ

の
穂ほ

の
狭さ

別
わ
け
の

島し
ま

」
で
あ
る
「
淡
路
島
」
で
あ
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
、
そ
の
次
に
生
ま
れ
た
の
が
、「
伊
豫
の
二ふ
た

名な

島
」、
す
な

わ
ち
四
国
で
あ
る
。「
こ
の
島
は
身
一
つ
に
し
て
面お
も

四
つ
あ
り
。
面

ご
と
に
名
あ
り
。
故
、
伊
豫
國
を
愛え

比ひ

賣め

と
い
ひ
、
讃
岐
國
を
飯い
ひ

依よ
り

比ひ

古こ

と
い
ひ
、
粟
國
を
大お
ほ

宜げ

都つ

比ひ

賣め

と
い
ひ
、
土
左
國
を
建た
け

依よ
り

別わ
け

と

い
ふ
」（『
古
事
記
』
上
つ
巻
）
と
あ
る
（
註
４
）。
の
ち
の
愛
媛
の
県
名

は
こ
の
愛
比
賣
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
が
、
エ
ヒ
メ
の
エ
は
「
兄
」
＝

長
子
の
意
で
あ
る
。
四
つ
の
面
は
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
生
ん
だ

子
（
島
）
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
神
名
を
持
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
エ

ヒ
メ
と
い
う
名
か
ら
伊
豫
が
四
国
の
長
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。こ

こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
讃
岐
國
の
神
名
の
飯

依
比
古
と
、
粟
國
の
大
宜
都
比
賣
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
飯
と
粟
が

対
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
四
国
（
伊
豫
の
二
名
島
）

で
は
粟
飯
を
食
べ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。『
古
事
記
』
編
纂

者
が
阿
波
地
方
に
対
し
て
好
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
と
す

る
な
ら
ば
、
米
飯
を
食
っ
て
い
る
者
の
粟
飯
に
対
す
る
優
越
感
に
発

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ギ
・
ミ
の
御
子
と
し
て
の

国
土
の
「
始
め
」
が
淡
路
島
（
淡
道
の
穂
の
狭
別
島
）
で
あ
り
、
さ
ら

に
、
淡
道
＝
淡
路
が
「
粟
國
」
へ
至
る
海
道
の
義
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
記
紀
神
話
の
ア
ハ
・
ア
ワ
へ
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
飯
の

「
始
め
」
と
し
て
の
粟
へ
の
郷
愁
と
、「
淡
島
‐
淡
道
の
二
名
島
‐
粟

國
」
が
古
代
の
海
上
交
通
の
要
衝
だ
っ
た
（
註
５
）
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
も
、
粟
國
の
大
宜
都
比
賣
と
い
う
神
名
じ
た
い
が
穀
物
霊
の

象
徴
的
存
在
だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
問
え
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
は
穀
物
霊
を
超
え
る
古
代
の
産
業
神
や
、
生
命
力
の

神
と
し
て
の
神
格
を
持
っ
て
い
た
。『
古
事
記
』
に
は
、
高
天
原
を

「
神か
む

逐や

ら
ひ
に
」
追
放
さ
れ
た
あ
と
、
出
雲
國
の
肥ひ

の
河
上
の
鳥と
り

髪か
み

へ
降
り
立
っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
を
描
い
た
段
の
冒
頭
の
、
食
べ
物
を
求
め

た
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
が
鼻
・
口
・
尻
か
ら
ご
馳
走
を
出

し
た
こ
と
か
ら
「
穢
汚
き
た
な
き

」
も
の
を
出
し
た
と
怒
っ
て
殺
し
た
、
と
い

う
角
川
文
庫
で
は
「
穀
物
の
種
」、
岩
波
文
庫
で
は
「
五
穀
の
起
源
」

と
名
付
け
ら
れ
た
挿
入
神
話
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
登
場
し
て
く
る
。

「
ま
た
食
物
を
大お
ほ

氣げ

津つ

比ひ

賣め

神
に
乞
ふ
。
こ
こ
に
大
氣
都
比
賣
、
鼻

口
ま
た
尻
よ
り
、
種く
さ

種ぐ
さ

の
味
た
め
つ

物も
の

を
取
り
出
し
て
、
種
種
作
り
具そ
な

へ

て
進
た
て
ま
つる

時
に
、
速
須
佐
之
男
命
、
そ
の
態
し
わ
ざ

を
立
ち
伺
ひ
て
、
穢
汚
き
た
な
く

し
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て
奉
進
る
と
お
も
ほ
し
て
、
そ
の
大
宜
津
比
賣
神
を
殺
し
き
。
か
れ
、

殺
さ
え
し
神
の
身
に
生な

れ
る
物
は
、
頭
に
蠶こ

生
り
、
二
つ
の
目
に
稲い
な

種だ
ね

生
り
、
二
つ
の
耳
に
粟
生
り
、
鼻
に
小
豆
あ
づ
き

生
り
、
陰ほ
と

に
麦
生
り
、

尻
に
大ま

豆め

生
り
き
。
か
れ
、
こ
こ
に
神か
む

産む

巣す

日び

御み

祖お
や

命
、
こ
を
取
ら

し
め
て
、
種
と
成
し
き
」

す
な
わ
ち
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
は
単
な
る
粟
霊
で
は
な
く
、
稲
・

粟
・
小
豆
・
麦
・
大
豆
や
、
そ
し
て
養
蚕
を
含
め
た
農
業
の
守
護
神

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ふ
つ
う
、
五
穀
と
い
う
と
、『
広
辞
苑
』

に
よ
れ
ば
、
米
・
麦
・
粟
・
豆
・
黍
ま
た
は
稗
を
指
す
が
、
オ
ホ
ゲ

ツ
ヒ
メ
の
粟
國
の
ア
ハ
は
五
穀
や
、
ソ
バ
な
ど
の
他
の
雑
穀
を
総
称

し
た
豊
饒
性
の
象
徴
と
し
て
の
「
粟
」
だ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
。

粟
國
へ
至
る
淡
道
＝
淡
路
の
周
縁
の
地
域
に
、
吉き

備び

国
や
小
豆
あ
づ
き

島
が

配
置
さ
れ
て
い
る
の
も
、「
粟
」
の
霊
性
に
発
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。日

本
人
に
と
っ
て
米
飯
は
特
別
な
意
味
を
持
つ
が
、
シ
マ
（
島
）

の
霊
性
を
考
え
る
と
き
、
コ
メ
だ
け
に
捕
ら
わ
れ
て
い
て
は
い
け
な

い
。
ヤ
マ
ノ
イ
モ
や
サ
ト
イ
モ
な
ど
の
イ
モ
類
（
註
６
）、
椎
の
実
・

栃
の
実
な
ど
の
ド
ン
グ
リ
類
も
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
守
護
の
対
象
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
神
の
死
体
か
ら
新
た
な
神
や
穀
物
な
ど
が

誕
生
す
る
と
い
う
神
話
は
、
記
紀
の
カ
グ
ツ
チ
や
、
紀
の
ウ
ケ
モ
チ

（
保
食
）
の
神
（
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
と
同
一
神
と
も
い
う
）
な
ど
が
例
に
見
ら

れ
る
が
、
こ
の
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
神
話
に
は
焼
畑
農
業
の
イ
メ
ー
ジ

が
投
影
さ
れ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

記
紀
に
は
他
の
場
面
に
も
ア
ハ
島
が
出
て
く
る
。
た
と
え
ば
、

『
古
事
記
』
に
は
、
仁
徳
天
皇
が
淡
道
嶋
へ
行
幸
さ
れ
た
と
き
に
詠

ま
れ
た
と
さ
れ
る
、
つ
ぎ
の
御
歌
が
載
っ
て
い
る
。

「
お
し
て
る
や
　
難な
に

波は

の
埼
よ
　
出
で
立
ち
て
　
わ
が
國
み
れ
ば

阿あ

波は

志し

摩ま

淤を

能の

碁ご

呂ろ

島
　
檳
榔
あ
ぢ
ま
さ

の
　
島
も
見
ゆ
　
佐さ

氣け

都つ

島
も
見

ゆ
」

「
お
し
て
る
や
」
は
難
波
に
懸
か
る
枕
詞
で
、
海
が
照
り
輝
い
て
い

る
光
景
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。「
阿
波
志
摩
」
は
角
川
文
庫
で
は

「
粟
島
」、
岩
波
文
庫
で
は
「
淡
島
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
イ
ザ
ナ

ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
降
り
立
っ
た
ヲ
ノ
ゴ
ロ
島
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と

や
、
御
製
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
地
理
を
想
像
す
る
と
、「
子
の
数
」

に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
「
淡
島
」
の
可
能
性
が
強
い
が
、
こ
れ
ら
の

島
々
が
仁
徳
天
皇
の
眼
前
で
実
際
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、

は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
歌
は
『
古
事
記
』

の
文
脈
で
は
、
仁
徳
天
皇
の
国
見
の
歌
で
あ
り
、
天
皇
が
知
ら
し
め

す
シ
マ
ジ
マ
を
、
御
自
ら
寿
こ
と
ほ

い
だ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
こ
で
の
「
阿
波
志
摩
」
は
、「
粟
島
」
＝
「
淡
島
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
も
っ
と
魅
力
的
な
「
淡
嶋
」
が
出
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』
神
代
上
・
第
八
段
の
第
六
の
一
書

あ
る
ふ
み

の
、

常
世
へ
の
入
り
口
と
し
て

霊
的
な
位
置
を
し
め
し
て
い
る
粟
島
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「
大
国
主
神
、
亦ま
た

の
名
は
大
物
主
神
、
亦
は
国
作
大
己
貴

お
ほ
な
む
ち

命
」
が
少
す
く
な

彦ひ
こ

名な

命
と
国
作
り
を
終
え
た
あ
と
、
少
彦
名
命
が
出
雲
国
意お

宇う

郡
の

熊
野
（
島
根
県
松
江
市
八
雲
町
熊
野
）
の
御
碕
（
地
形
が
突
出
し
た
部
分
＝
山
）

か
ら
常
世
郷
へ
出
か
け
た
と
い
う
条
く
だ
り

に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

「
亦
曰い

は
く
、
淡
嶋
に
至
り
て
、
粟あ
は

茎が
ら

に
縁の
ぼ

り
し
か
ば
、
弾は
じ

か
れ
渡

り
ま
し
て
常
世
郷
に
至
り
ま
し
き
と
い
ふ
」（
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・

井
上
光
貞
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
書
紀
（
一
）』
岩
波
文
庫
、
平
成
六
年
）

岩
波
文
庫
版
『
日
本
書
紀
』
の
「
注
」
に
よ
れ
ば
、「
鳥
取
県
米

子
市
に
上
粟
島
・
下
栗
島
の
地
名
を
伝
え
る
」
と
し
て
、
こ
の
「
淡

嶋
」
を
同
所
に
比
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
釈
日
本
紀
（
巻
七
）
所

引
伯
耆
風
土
記
」
す
な
わ
ち
『
伯
耆
国
風
土
記
』
逸
文
「
粟
嶋
」
条

に
、
次
の
よ
う
に
出
て
く
る
か
ら
で

あ
る
。

「
伯
耆
の
國
の
風
土
記
に
曰
は
く
、

相あ
ふ

見み

の
郡
。
郡
こ
ほ
り
の

家
み
や
け

の
西
北
い
ぬ
ゐ

の
か
た

に
餘
部
の
里
あ
り
。
粟
嶋
あ
り
。
少す
く

名な

日ひ

子こ

命
、
粟
を
蒔ま

き
た
ま
ひ
し
に
、

莠み

實の

り
て
離ほ

々た

り
き
。
即
ち
、
粟
に

載
り
て
、
常
世
の
國
に
弾
か
れ
渡
り

ま
し
き
。
故
、
粟
嶋
と
云
ふ
」（
秋

本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』
岩
波
・
日
本
古

典
文
学
大
系
２
、
昭
和
三
三
年
）

同
書
の
「
注
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「
粟
嶋
」
は
神
代
紀
一
書
の
「
淡
島
」

と
同
じ
で
、
「
夜
見
浜
の
西
南
部
、

米
子
市
彦
名
の
粟
島
。
も
と
島
で
あ

っ
た
。
出
雲
国
風
土
記
に
見
え
る

（
一
二
一
頁
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

特集 海と島の日本・ⅩⅠⅠⅠ

au=awa

常世 or ニライカナイ 

来訪 

回帰 

海 

awa島 

投影 

国造り 

往還運動 

常世・ニライカナイ 
au=awa

awa島 



46

た
し
か
に
、『
出
雲
國
風
土
記
』
意
宇
郡
の
該
当
箇
所
を
見
る
と
、

「
粟
嶋
　
椎
・
松
・
多あ

年は

木ぎ

・
宇お
ほ

竹た
け

・
眞ま

前さ
き

等ど
も

の
葛
か
づ
ら

あ
り
」
と
あ
り
、

そ
の
「
注
」
に
は
「
安
来
市
の
対
岸
、
米
子
市
彦
名
の
粟
島
の
地
。

も
と
島
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
出
雲
國
意
宇
郡
の
熊
野
山

（
島
根
県
松
江
市
八
雲
町
熊
野
）
か
ら
伯
耆
國
相
見
郡
の
粟
島
（
鳥
取
県
米

子
市
彦
名
町
一
四
〇
四
に
粟
嶋
神
社
が
鎮
座
）
ま
で
は
西
へ
約
二
〇
キ
ロ

ほ
ど
離
れ
て
い
る
が
、
出
雲
國
側
の
島
根
県
安
来
市
と
伯
耆
國
側
の

鳥
取
県
米
子
市
彦
名
町
と
は
中
海
を
隔
て
て
二
キ
ロ
ほ
ど
の
至
近
距

離
で
あ
る
。
し
か
し
、『
出
雲
國
風
土
記
』
と
『
伯
耆
國
風
土
記
』

逸
文
の
「
粟
嶋
」
が
同
じ
島
を
指
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
は
定
か

で
は
な
い
。
米
子
市
の
粟
嶋
神
社
の
鎮
座
地
は
地
形
図
を
見
る
と
、

た
し
か
に
島
の
面
影
を
残
し
て
い
る
が
、
も
し
か
す
る
と
、
米
子
市

の
側
の
オ
ウ
の
海
に
も
粟
粒
の
よ
う
に
小
さ
な
粟
島
が
あ
っ
た
可
能

性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、『
出
雲
國
風
土
記
』
の
「
嶋
根

郡
」
に
も
「
粟
嶋
　
周め
ぐ

り
二
百
八
十
歩
、
高
さ
一
十

丈
な
り
。
松
・
芋
・
茅
・
都
波
あ
り
」
が
あ
っ
て
、

岩
波
版
『
風
土
記
』
は
「
黒
島
の
西
南
方
。
青
島
」

と
注
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
の
島
根
県
松
江
市

美
保
関
町
七
類
惣
津
の
玉た
ま

結ゆ

湾わ
ん

の
青
島
に
あ
た
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
の
相
貌
で
あ
る
。
紀
一
書
（
神

代
上
・
第
八
段
）
に
よ
れ
ば
、
大
己
貴
神
（
＝
オ
ホ
ク
ニ

ヌ
シ
）
が
海
上
に
浮
か
ぶ
「
一ひ
と

箇つ

の
小を

男ぐ
な

」
で
あ
る

ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
に
遭
遇
し
た
と
き
、
高
皇
産
霊
尊
の
「
指た

間ま

よ
り
漏く

き
堕お

ち
」
る
ほ
ど
小
さ
な
神
だ
っ
た
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
は
「
白
　
　
か
が
み

の
皮

を
以も

て
舟
に
為つ
く

り
、
鷦
鷯
さ
ざ
き

の
羽
を
以
て
衣
こ
ろ
も

に
し
て
、
潮し

水ほ

の
随
ま
に
ま

に
浮

き
到い
た

る
」
と
い
う
出
で
立
ち
で
あ
っ
た
。
一
方
、『
古
事
記
』
で
は

「
波
の
穂
よ
り
天
の
羅
摩
か
が
み

船
に
乗
り
て
、
鵝
ひ
む
し

の
皮
を
内う
つ

剥は

に
剥
ぎ
て

衣
服
み
け
し

に
し
て
、
歸よ

り
来
る
神
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

カ
ガ
ミ
（
白

＝
羅
摩
）
の
船
と
は
ガ
ガ
イ
モ
の
実
を
二
つ
に
割
っ

て
作
っ
た
船
の
こ
と
で
、
そ
の
袋た
い

果か

に
は
白
毛
が
付
い
て
い
る
。
鵝

は
蛾
の
誤
り
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ

の
相
貌
は
蛹
さ
な
ぎ

の
状
態
の
昆
虫
で
あ
る
。
稔
っ
た
粟
の
茎
に
上
っ
た
あ

と
、
そ
の
茎
に
弾
か
れ
る
よ
う
に
し
て
常
世
へ
跳
ん
で
い
く
姿
は
、

飛
蝗
ば
っ
た

の
面
影
も
有
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
三
（
六
四
四
）

年
秋
七
月
条
に
は
、
東
国
の
不ふ

盡じ
の

河か
は

（
現
在
の
富
士
川
）
の
辺
に
住
む

大お
ほ

生ふ

部べ
の

多お
ほ

と
い
う
人
が
、
虫
を
常
世
の
神
と
し
て
祭
る
と
い
う
新
興

菅
すが

田
た

正昭
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宗
教
を
始
め
、
人
心
を
惑
わ
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
中
央
か
ら
派
遣

さ
れ
た
秦
は
た
の

河か
は

勝か
つ

に
滅
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
事
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
常
世
虫
（
幼
虫
時
代
は
カ
イ
コ
に
似
て
い
る
一
種
の
蛾
で
あ
っ
た

ら
し
い
）
も
彷
彿
と
さ
せ
る
（
註
７
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
粟
島
は
常

世
へ
到
る
入
り
口
、
あ
る
い
は
、
常
世
へ
飛
躍
す
る
島
と
し
て
の
霊

的
な
位
置
を
示
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
そ
の
他
の
「
ア
ワ
・
ア
ハ
」
島
を
概
観
し
て

お
こ
う
。

▽
粟
島
＝
新
潟
県
岩
船
郡
粟
島
浦
村
。『
義
経
記
』
巻
七
に
「
義

経
あ
を
し
ま
の
北
を
見
給
え
ば
、
し
ら
雲
の
や
ま
こ
し
こ
へ
て
…
」

と
あ
る
「
あ
を
し
ま
」
が
こ
の
粟
島
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
出
雲

國
嶋
根
郡
の
粟
島
が
青
島
へ
変
化
し
た
よ
う
に
、
青
島
（
青
ヶ
島
を
含

め
る
と
全
国
一
六
ヶ
所
）
と
粟
島
は
音
韻
的
に
も
深
い
関
係
に
あ
る
と

想
わ
れ
る
。

▽
粟
島
＝
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
粟
島
。
日
本
で
最
初
の
海
員
学

校
（
明
治
三
〇
年
〜
昭
和
六
二
年
）
が
開
設
さ
れ
た
島
。
少
彦
名
神
を
祀

る
粟
島
神
社
が
鎮
座
。

▽
淡
島
＝
静
岡
県
沼
津
市
内
浦
重
寺
。
あ
わ
し
ま
マ
リ
ン
パ
ー
ク

が
あ
る
。
標
高
一
三
七
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
に
は
淡
島
神
社
が
鎮
座
。

も
と
も
と
は
岩
石
を
切
り
出
し
た
石
切
り
の
島
だ
っ
た
。

実
は
、
粟
島
・
淡
島
は
こ
れ
ら
の
三
つ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
延
喜
式
』
神
名
帳
を
見
る
と
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
「
粟
嶋
」
が

存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
志し

摩ま

國
の
く
に

答
た
ふ
し

志の

郡
こ
ほ
り

粟あ
は

嶋し
ま

坐
に
ま
す

伊い

射ざ

波は
の

神
か
み
の

社
や
し
ろ

二
座[

並み
な

大]

同
お
な
じ
き

嶋
し
ま
に

坐ま
す

神か
む

乎を

多た

乃の

御み

子こ

神
社
」
の
二
社
に

冠
せ
ら
れ
た
「
粟
嶋
」
で
あ
る
。

前
者
の
神
社
が
三
重
県
志
摩
市
磯
部
町
上か
み

之の

郷ご
う

に
鎮
座
す
る
志
摩

國
一
宮
で
皇
大
神
宮
別
宮
の
伊い

雑
ざ
わ
の

宮み
や

、
後
者
が
同
じ
く
磯
部
町
恵え

利り

原は
ら

の
伊
雑
宮
所
管
社
の
佐さ

美み

長な
が

神
社
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
伊
雑

宮
は
天
照
皇
大
神
を
捧
持
し
た
倭
姫
命
が
伊
勢
國
に
入
る
直
前
、
ア

マ
テ
ラ
ス
を
祀
っ
た
聖
地
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
伊
雑
宮
は
内
宮
・

外
宮
に
次
ぐ
第
三
番
目
の
神
宮
だ
と
す
る
説
も
あ
る
ほ
ど
だ
。

伊
射
波
も
磯
部
も
伊
勢
も
岩
礁
を
意
味
す
る
語
根
　

か
ら
発
し

た
同
源
の
語
で
あ
り
、
志
摩
國
の
志
摩
が
ま
さ
に
シ
マ
（
島
）
を
意

味
す
る
よ
う
に
、
伊
雑
宮
の
鎮
座
地
は
「
粟
嶋
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
伊
勢
國
風
土
記
』
逸
文
の
「
伊
勢
國
號
」
に
よ
れ
ば
、「
神
風
の
伊

勢
の
國
、
常
世
の
浪
寄
す
る
國
」
だ
が
、
志
摩
國
も
ほ
と
ん
ど
同
じ

地
理
的
条
件
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
稲
作
以
前
の
記

憶
と
常
世
浪
が
寄
せ
る
、
ま
さ
に
志
摩
國
答
志
郡
は
「
粟
嶋
」
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
粟
島
の
霊
性
を
付
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
マ

テ
ラ
ス
は
伊
勢
に
鎮
座
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

特集 海と島の日本・ⅩⅠⅠⅠ
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と
こ
ろ
で
、
稲
作
と
い
え
ば
、
日
本
神
話
の
文
脈
か
ら
い
う
と
、

ア
マ
テ
ラ
ス
が
皇
孫
ニ
ニ
ギ
に
授
け
た
稲
種
に
発
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
稲
種
は
粟
國
の
別
名
を
持
つ
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
の
二
つ
の
目

に
生な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
紀
（
神
代
上
・
第
五
段
）
一
書

（
第
一
一
）
に
よ
れ
ば
、
保
食
神
の
頂
に
牛
馬
、
額
に
粟
、
眉
に
蠶
、

眼
に
稗
、
腹
に
稲
、
陰
に
麦
お
よ
び
大
小
豆
が
生
っ
て
い
る
。
い
う

な
ら
ば
、
稲
作
も
粟
嶋
の
霊
性
に
発
し
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。

わ
が
国
で
は
、
天
皇
陛
下
の
一
世
一
代
の
御
親
祭
＝
大
祭
で
あ
る

大
嘗
祭
を
始
め
、
宮
中
の
新
嘗
祭
、
伊
勢
神
宮
の
神
嘗
祭
な
ど
、
ア

マ
テ
ラ
ス
か
ら
ニ
ニ
ギ
に
授
け
ら
れ
た
稲
種
で
米
作
り
を
し
、
そ
こ

で
得
ら
れ
た
新
穀
を
神
々
へ
捧
げ
て
、
神
々
と
共
食
す
る
と
い
う
神

話
的
時
空
の
再
現
を
祭
礼
と
し
て
行
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
沖
縄
の
、
か
つ
て
の
琉
球
王
朝
で
は
そ
の
趣
を
若
干
、
異
に
し

て
い
た
。
琉
球
王
朝
の
場
合
、
王
権
儀
礼
の
象
徴
と
し
て
麦
が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
か
つ
て

（
琉
球
）
国
王
は
自
ら
毎
年
（
久
高
島
へ
）
渡
島
し
、
麦
の
〈
穀
霊
〉
を

身
に
憑
け
る
べ
く
、
麦
の
ミ
シ
キ
ョ
マ
祭
祀
を
行
っ
た
」（
註
８
）
と

い
う
。

し
か
し
、
小
山
和
行
氏
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ザ
イ

ホ
ー
が
途
絶
し
た
現
在
の
久
高
島
で
も
厳
修
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、

ノ
ロ
が
司
祭
す
る
「
一
月
　
麦
の
初
穂
祭
り
」「
三
月
　
麦
の
収
穫

祭
り
」「
五
月
　
粟
の
収
穫
祭
り
」「
六
月
　
粟
の
収
穫
祭
り
」
と
い

う
記
述
か
ら
は
、
む
し
ろ
粟
の
霊
性
の
ほ
う
が
際
立
っ
て
見
え
て
く

る
。
那
覇
の
北
西
約
六
〇
キ
ロ
に
あ
る
粟あ

国ぐ
に

島じ
ま

（
沖
縄
県
島
尻
郡
粟
国

村
）
は
、「
か
つ
て
は
粟
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
粟
島
と
も
呼
ば

れ
て
い
た
」（
註
９
）
と
い
う
。
そ
の
粟
が
食
べ
ら
れ
な
い
と
き
、
ソ

テ
ツ
地
獄
の
シ
マ
チ
ャ
ビ
（
島
荒
び
）
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
沖

縄
の
離
島
で
は
粟
が
大
切
な
穀
類
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
ゥ

の
米
、
ウ
ッ
ナ
ー
の
麦
の
以
前
は
、
ど
ち
ら
も
「
粟
」
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

焼
酎
の
泡
盛
は
現
在
は
米
か
ら
造
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ワ
モ
リ
と

い
う
音
韻
か
ら
古
く
は
粟
を
原
料
に
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
語
源
に
は
諸
説
が
あ
る
ら
し
い
が
、「
粟
」
は
有
力
な
説

で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
古
く
は
椰
子
の
実
か
ら
造
ら
れ
て
い
た

と
も
い
う
。

こ
こ
で
、
仁
徳
天
皇
の
例
の
国
見
の
御
歌
を
想
い
出
し
て
み
よ
う
。

「
阿
波
志
摩
」
を
「
粟
島
」、「
檳
榔
」
を
「
椰
子
の
樹
」
一
般
と
捉

え
、「
佐
氣
都
島
」
を
「
放
つ
島
」（
離
島
の
義
）
で
は
な
く
「
サ
ケ

（
酒
）
つ
島
」
と
読
み
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

場
合
の
酒
は
、
焼
酎
（
蒸
留
酒
）
で
は
な
く
醗
酵
酒
で
あ
る
。『
古
事

「
粟
」の
霊
性
が

際
だ
つ
久
高
島
の
祭
祀

常
世
の
豊
饒
を
取
り
戻
す
に
は

弧
状
列
島
全
体
の
粟
霊
へ
の
回
帰
が
必
要
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記
』
仲

ち
ゅ
う

哀あ
い

天
皇
の
「
酒
楽
さ
か
く
ら

の
歌
曲
」
条
に
は
、「
こ
の
御み

酒き

は
　
わ

が
御
酒
な
ら
ず
　
酒く
し

の
長か
み

（
司
）

常
世
に
い
ま
す
　
石い
は

立た

た
す

少
名
御
神
の
…
…
」
と
い
う
歌
が
載
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら

の
島
々
は
、
常
世
神
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
が
管
轄
す
る
酒
の
象
徴
、
い
い

か
え
れ
ば
、
常
世
の
豊
饒
性
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
捉
え

る
こ
と
も
可
能
だ
。

久
高
島
の
ノ
ロ
が
司
祭
す
る
祭
り
の
中
の
麦
・
粟
は
豊
饒
性
の
象

徴
で
あ
る
。
ノ
ロ
は
そ
の
豊
饒
性
を
確
保
す
る
た
め
祈
る
わ
け
で
あ

る
。
沖
縄
で
は
「
命
ど
ぅ
宝
」「
物
食
ゆ
す
ど
ぅ
我
が
主
」
と
い
う

格
言
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
が
、
王
権
に
と
っ
て
は
人
民
を
飢
え
さ

せ
な
い
こ
と
が
統
治
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
を
見
る
と
、
按
司
（
領
主
の
意
。
王
家
の
近
親
が
多

い
）
の
下
に
「
襲
お
そ
い

」
と
い
う
字
が
付
く
こ
と
が
あ
る
。
沖
縄
学
の
創

始
者
の
伊
波
普
猷
（
一
八
七
六
〜
一
九
四
七
）
に
よ
れ
ば
、
浦
添
と
い

う
地
名
は
「
浦
添
の
よ
う
ど
れ
の
碑
文
」
に
「
う
ら
お
そ
い
」（
漢
字

を
は
め
る
と
「
浦
襲
い
」
と
な
る
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
浦
添
の
名
称
が

浦
々
を
支
配
す
る
所
と
い
う
意
味
」（『
古
琉
球
』
所
収
「
浦
添
考
」）
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
波
普
猷
は
「
お
そ
い
」
を
「
支
配
す
る
」
の

意
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
結
論
的
に
は
、
こ
の
説
は
正
し
い
が
、

「
襲
ひ
・
襲
ふ
」
は
「
不
意
に
攻
め
か
か
る
。
不
意
に
人
に
危
害
を

加
え
る
」「
お
び
や
か
す
」（
広
辞
苑
）
の
義
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
襲

撃
で
あ
る
。

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
第
一
―
３
に
「
鳴と

響よ

む
精せ

高だ
か

子こ

が
　
聞き
こ

ゑ
按あ
ん

司じ

襲お
そ

い
　
鳴
響
む
按
司
襲
い
」
と
い
う
詞
が
出
て
く
る
。
外
間
守
善
氏

の
校
注
に
よ
れ
ば
「
鳴
響
む
精
高
子

聞き
こ

得え

大お
お

君ぎ
み

の
異
称
。『
鳴
響

む
』
は
美
称
辞
。『
精
高
子
』
は
霊セ

力ヂ

豊
か
な
人
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、「
鳴
響
む
」
は
現
代
語
「
ど
よ
め
く
」
と
同
源
で
、
ま
さ

に
名
声
が
鳴
り
響
く
こ
と
で
あ
る
。「
聞
ゑ
」
は
琉
球
王
朝
の
最
高

神
女
の
聞
得
大
君
の
キ
コ
ヱ
と
同
じ
く
〈
神
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で

き
る
こ
と
〉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
按
司
や
国
王
も
聞
得
大
君
ほ
ど
で

な
く
と
も
、
統
治
者
に
は
、
本
来
は
、
そ
う
い
う
セ
ヂ
（
霊
力
）
が

求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
外
間
氏
に
よ
れ
ば
、「
按
司
襲
い

按

司
た
ち
を
守
護
し
支
配
す
る
大
按
司
の
意
で
、
国
王
を
さ
す
」
と
あ

り
、「
襲
い
」
を
「
支
配
」
の
義
で
捉
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
琉
球
王
は
ミ
ャ
ー
ク
や
、
ヤ
エ
マ
ー
の
島
々
を
文
字

ど
お
り
襲
っ
て
支
配
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
襲
ひ
」
に
は
「
着
物

を
か
さ
ね
て
着
る
」（
広
辞
苑
）、
す
な
わ
ち
装
い
の
絢
爛
豪
華
さ
の

意
味
合
い
も
あ
る
が
、「
襲
」
と
い
う
漢
字
を
使
う
と
、
そ
の
好
戦

性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
し
ま
う
。
王
権
の
暴
力
装
置
の
権
化
と
し
て

の
国
王
・
按
司
が
突
出
し
て
し
ま
う
。「
物
食
ゆ
す
ど
ぅ
我
が
主
」

と
い
う
、
ウ
ッ
ナ
ー
の
民
が
発
す
る
「
神
の
声
」
を
聞
き
、
政
策
と

し
て
樹う

ち
出
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
「
食
物
」
を
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ヤ
マ
ト
ゥ
の
古
語
で
は
、
ヤ
マ
ト
の
こ
と
を
ヲ
ス

（
食
）
国
と
い
い
、
食
物
の
こ
と
を
ヲ
シ
モ
ノ
と
い
う
。
こ
の
ヲ

ス
・
ヲ
シ
と
ヲ
サ
ム
ル
（
治
む
る
）
の
ヲ
サ
と
は
同
源
で
あ
る
。
当

然
、
沖
縄
の
オ
ソ
ヒ
（
襲
ひ
）
も
、
本
来
は
ヲ
ソ
ヒ
（
ヲ
ソ
は
ワ
サ
の
音
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転
で
早
稲
・
早
生
、
ヒ
は
穂
・
飯
の
義
？
）
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の

で
あ
る
。
琉
球
王
朝
は
麦
の
霊
性
の
ほ
う
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
粟

の
霊
性
を
少
し
疎
か
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
常

世
の
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
の
豊
饒
な
霊
性
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
弧

状
列
島
全
体
が
粟
霊
へ
回
帰
し
て
付
着
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
粟
粒
の
ご
と
き
小
さ
な
島
に
、
も
っ
と
目
を
向
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
の
粟
島
は
「
意
宇
」
あ
る
い
は
「
相
見
」
の
、
ま

さ
に
オ
ウ
あ
る
い
は
ア
フ
の
海
の
中
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ス
ク
ナ

ビ
コ
ナ
の
相
貌
は
、
殻
類
に
と
っ
て
は
害
虫
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
が
お
そ
ら
く
粟
島

を
拠
点
と
し
て
「
国
作
り
」
を
手
伝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
粟
の
霊

性
を
帯
び
、
オ
ウ
・
ア
ウ
の
原
点
へ
回
帰
す
る
と
、
害
虫
―
益
虫
と

い
う
概
念
も
無
化
さ
れ
、
穀
物
霊
へ
と
昇
華
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
■

（
註
釈
）

註
１：

本
誌
二
二
二
号
の
「
オ
ウ
周
辺
の
島
名
の
音
韻
関
係
図
」
を
参
照
。

註
２：

こ
の
淡
島
は
紀
伊
半
島
と
淡
路
島
と
の
間
に
あ
る
友
ヶ
島
を
構
成
す
る
神
島
に
比
定

さ
れ
て
い
る
。
和
歌
山
市
加
太
の
加
太
淡
嶋
神
社
は
そ
こ
か
ら
遷
座
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て

い
る
。
詳
し
く
は
本
誌
二
一
六
号
の
拙
稿「
海
の
視
座
か
ら
見
る〈
国
生
み
〉神
話
」を
参
照
。

註
３：

武
田
祐
吉
（
一
八
八
六
〜
一
九
五
八
）
は
国
文
学
者
。
古
典
の
監
修
・
校
訂
を
多
く

引
き
受
け
た
が
、
弟
子
の
生
活
を
支
え
る
た
め
、
作
業
を
任
せ
た
と
い
う
。
民
俗
学
者
・
折

口
信
夫
（
一
八
八
七
〜
一
九
五
三
）
の
盟
友
。

註
４：

『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
原
文
を
参
考
に
角
川
文
庫
と
岩
波
文
庫
の
訓
読
文
の
中
間

を
採
用
し
て
い
る
。
以
下
も
同
じ
。

註
５：

本
誌
二
一
八
号
の
拙
稿
「〈
海
と
島
の
道
〉
の
視
点
か
ら
の
道
州
制
」
の
六
八
〜
六

九
頁
を
参
照
。

註
６：

坪
井
洋
文
（
一
九
二
三
〜
八
八
）『
イ
モ
と
日
本
人
―
民
俗
文
化
論
の
課
題
』（
未
来

社
、
一
九
七
九
年
）。
非
水
田
稲
作
民
の
文
化
要
素
を
、
儀
礼
食
物
と
し
て
の
コ
メ
以
外
の

食
物
を
通
し
て
分
析
し
た
画
期
的
な
著
作
。

註
７：

拙
著
『
秦
氏
の
秘
教
』（
学
研
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、
二
〇
〇
九
年
）
の
第
８
章
「
常

世
の
虫
と
河
勝
」
を
参
照
。

註
８：
浅
見
克
彦
・
山
本
ひ
ろ
子
編
『
島
の
想
像
力
―
神
話
・
民
俗
・
社
会
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
一
〇
年
）
所
収
の
小
山
和
行
「
琉
球
王
朝
儀
礼
と
久
高
島
―
そ
の
生
命
力
と
〈
麦
の
初

穂
〉
―
」。

註
９：

日
本
離
島
セ
ン
タ
ー
編
集
・
発
行
『﹇
日
本
の
島
ガ
イ
ド
﹈S

H
IM
A
D
A
S

』
二
〇
〇

四
年
版
。


