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鹿
の
古
代
伝
承
と
水
神
と

日
本
武
尊

の
鹿
狩
り
を
め
ぐ

っ
て

松

田

浩

は
じ
め
に

 

日
本

書
紀

の
景
行

天
皇

条

に
見

ら

れ
る
焼

津

の
地

名
起

源
説
話

に
は
日

本
武

尊

の
鹿
狩

り

の
記
事

が

あ

る
。

一
方

で
古

事
記

は
、

同
じ
倭

建
命

の

伝

承

を
伝
え

な
が

ら
も

、
紀

の
鹿

狩

り

に
あ

た

る
行

為

を
、
水
神

を
看

行

す
と

い
う
内
容

に
違

え

て
伝

承
を

記
録

し

て

い
る
。

両

テ
キ

ス
ト

は
、
同

時

代

に
あ

る
と

は

い
え

筆
録

者

(編
纂

者

・
暗
調
者

)

も
、

そ

の
編

纂
意

図
も

異
な

る
も

の
で
あ

っ
て
、

そ

の
意

味

で
は
、

あ

る
伝

承
が

テ

キ

ス
ト

の
上

に
現
れ
る
際

に
拝

格
を

生
じ

る
の
は
当

然

の
こ
と
で
あ
る

と

い
え

る
。

 

し

か
し

な
が
ら

、
そ

の
拝

格

と
も
言

い
う

る

〈
相
違

〉

の
持

つ
意

味
を

考

え
よ
う

と
す

る
と

き
、
問

わ

れ
る

べ
き

は
テ

キ

ス
ト
の
固
有

性

と
と

も

に
、

そ

の

〈
相
違

〉

の
底
流

に
あ

る

共
通
基

盤

と

で
も

言
う

べ
き
も

の
で

あ

ろ
う
。

一
つ
の
テ

キ

ス
ト

の
持

つ
固
有
性

は
、

常

に
他

の
テ
キ

ス
ト

と

の
共

通
性

を
逸

脱

す

る
と

こ
ろ
に
顕
在

化

す
る
も

の
で
あ

る
。
で
あ
れ
ば

、

両

テ
キ

ス
ト

の
伝

え

る
神
話

の

〈
相
違

〉

の
中

に
流
露

す

る
共

通
性

を

見

出

す

こ
と
も

一
定

の
意

味

の
あ

る

こ
と

と

い
え

よ
う
。

そ

こ
に
立

ち
現

れ

る
の

は
、

神
話
的

想
像

力

の
内
包

す
る
共

有
心
象

と
し

て
の
古

代

神
話

の

原

型
イ

メ
ー
ジ

で
あ

る
。

 

本
稿

は

こ

の

〈
相
違

〉

の
底
流

た

る
共
通
性

を
考
察

の
対

象

と
し
、

そ

こ
か
ら

生
起

さ

れ
る
古

代
神

話

の
原
型

イ

メ
ー
ジ
を
探

求
す

る

こ
と
を

旨

と
す

る
。

そ

の
た
め

に
は
、

テ
キ

ス
ト
そ
れ

ぞ
れ

の
固

有
性

は

一
時
棚

上

げ

し
て
、
記

紀

・
風

土
記

が
生
起

さ
せ
る
神

話
的
世

界
を
自

由

に
往
来

し
、

そ

の
底

流

た
る
共

通
性

の
把

持

に
努

め
た

い
。

 
 

 
 

二
 

日

本

武

尊

の

鹿

狩

り

日
本
書

紀

の
日
本

武
尊

の
東

征

の
記
事

に
は
次

の
よ

う
な
鹿

狩

り
が
記

さ

れ

て

い
る
。

 
 
是

の
歳

に
、

日
本

武
尊

、
初

め

て
駿
河

に
至

り
た
ま

ふ
。

其

の
処

の

 
 
賊

、

陽
り
従

ひ
て
、

欺

き
て

曰
く
、

「是

の
野

に
、
蘂

鹿
甚

だ
多

し
。

 
 
気

は
朝

霧

の
如

く
、

足

は
茂
林

の
如

し

。
臨

し
て
狩

り
た

ま

へ
」
と

 
 

い
ふ
。
日

本
武
尊

、

其

の
言
を

信
け

た
ま

ひ
、

野
中

に
入

り

て
覚

獣

 
 

し

た
ま

ふ
。

賊
、

王

を
殺

さ

む
と

い

ふ
情

有

り

て
王
と
は
、
日
本
武
尊

 
 

を
謂
ふ
。
火

を
放

け

て
其

の

野
を
焼

く
。

王
、
欺

か
れ

ぬ

と
知

う

し

 
 

め
し

て
、

則

ち
燧
を

以

ち
て
火

を
出

し
、
向
焼

け

て
免

る
る

こ
と
得

 
 

た

ま

ふ
。

一
に
云
は
く
、
王
の
所
侃
せ
る
剣
聚
雲
、
自
つ
か
ら
に
抽
け
て
、
王

 
 

の
傍
の
草
を
薙
ぎ
懐

ふ
。
是
に
因
り
て
免
る
る
こ
と
得
た
ま
ふ
。
故
、
其
の
剣
を



 

 
號
け
て
草
薙
と
日
ふ
と
い
ふ
。
聚
雲
、
此
に
は
茂
羅
玖
毛
と
云
ふ
。

(景

行
紀

 

 
四
〇

年

是
歳
条

)

 

右

は
、
焼

津

の
地
名

起

源
説
話

と
し

て
語

ら
れ
る

も

の
で
あ

る
が
、

な

ぜ

、
日

本
武

尊

は
賊

に
鹿

を
狩

る
よ
う

に
言

わ
れ

て
、
狩

り

に
出

か

け
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
の
説
話

が
日

本
武
尊

の
東
征

の
記

事

に
挿
入

さ

れ
た

も

の
で
あ

る

こ
と
を
鑑

み
れ
ば
、

単

に
狩

猟

に
対
す

る
日
本

武
尊

の
個

人

的

嗜
好

に
よ

っ
て

の
行

為

と
は
思

わ

れ
な

い
。
常

陸

国
風

土
記

に
見

え
る

倭
武

天
皇

も

ま

た
、

そ

の
土

地

の
人

間

の

「
野
上
群

鹿

、
無

レ
数
甚

多
。

猶
其

讐

角
、

如
二
藍

枯

之
原

}、

比
二
其

吹
氣

一、
似
二
朝

霧
之

丘

こ

と

の
奏

上

に
よ

っ
て
狩

り

に
出

か
け

て

い
る
。
駿

河

の
賊
が

日
本
武

尊

を
野

に
誘

い
出

す

た

め

に
用

い
た

「
是

野
也

、
蘂
鹿

甚
多
。

氣
如

二
朝
霧

…、
足
如

二

茂
林

一。

臨

而
鷹

狩

「。
」

と

い
う
言
説

に
は
、

日
本

武

尊

を
し

て
鹿

狩

り

に
必
ず

行

か
し

む
る
だ

け

の
根
拠

が
あ

る
は
ず

で
あ

る
。

そ
う

で
な

け
れ

ば
、

こ

の
説

話

を
受
容

す

る
側

の
人
間

の
諒
解

を
得

る

こ
と
は
難

し

い
で

あ

ろ
う

。
勿

論
、

こ
こ

で
は
駿
河

の
賊

の
言

は

「
欺

」

で
あ

っ
て
、
実

際

に
は
鹿

を
狩

っ
た
わ
け

で
は
な

い
が
、
鹿

を
覚

め

る
と

い
う
行
為

そ

の
も

の
が
東

征

と

い
う

日
本

武
尊

の
使

命

に
関

わ

る
行
為

の

一
つ
の
あ
り
方

・

様
式

と
し

て
諒
解

さ

れ

て

い
た

と

い
う

こ
と
を
想
定

せ

ね
ば
解

け

ぬ
も

の

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。

 

さ

て
、
右

の
焼

津

の
地
名

起
源

説
話

は
、
古

事
記

に
お

い
て
は
、
多

少

の
異
な

り

を
見

せ

て

い
る
。

 

 
故

爾

に
相
武

国

に
到

り
ま

し
し
時

、
其

の
国
造

詐
り

て
白

し
し

く
、

 

 

「
此

の
野

の
中

に
大

沼
有

り
。
是

の
沼

の
中

に
住

め
る
神

、
甚
道

速

 

 
振

る
神

な

り
」

と

ま
を

し
き
。

是

に
其

の
神

を
看
行

は

し

に
、

其

の

 

 
野

に
入
り

坐
し

き
。
爾

に
其

の
国

造
、
火
を
其

の
野

に
著

け
き
。

故
、

 

 
欺

か
え

ぬ

と
知
ら

し

て
、

其

の
嬢

倭
比
売

命

の
給

ひ
し
嚢

の
口
を
開

 

 
け

て
見

た
ま

へ
ば
、

火
打
其

の
裏

に
有

り
き
。

是

に
先

づ

其

の
御

刀

 

 
を

以

ち

て
草

を
苅

り
擾

ひ
、
其

の
火
打

以

ち
て
火
を

打

ち
出

で

て
、

 

 
向

火

を
著

け
て
焼

き
退

け

て
、

還
り
出

で

て
皆
其

の
国
造

等

を
切

り

 

 
滅

し

て
、
即

ち
火

を
著

け
て
焼

き
た

ま
ひ
き
。

故
、

今

に
焼

遣

と
謂

 

 

ふ
。

(古

事
記

、
中

巻
)

地

名

の
異
同

、
混

乱

は
見

ら
れ
る

も

の
の
、

土
地

の
者

が
、
来

訪

し

た
日

本
武

尊

(記

に
倭

建
命

)
を
騙

し
討

ち

に
す
る
た

め

に
野

に
誘

い
出

し
、

火

を

つ
け

る
と

い
う
点

で
両
説

話

は

一
致

す
る
。

こ

の
二

つ
の
説

話

は
そ

の
意
味

で

は
、
同

一
の
説
話

の
異

な
る
現

れ
方
を

し
た

も

の
と
し

て

み

て

良

い
。

そ

し

て
、

両
説
話

の
差

異

の
中

心

は
ヤ

マ
ト
タ

ケ

ル
を
野

に
誘

い

出

す

た
め

の
言
説

で
あ

る
。

 

古
事

記

に

お
け
る
説

話

で
は
、
倭
建

命

は

「
鹿

狩
り
」

の
た

め
で

は
な

く

「沼

神

を
看
行

は
」

す

た
め

に
野

に
入

っ
て

い
る
。
古

事

記

に
お

け
る

相

武

の
国
造

の
言

説

は
、
倭
建

命

を
必
ず

野

に
誘

い
出

す
だ

け

の
効
力

を

持

っ
て

い
た
。

こ

の
東

征

の
旅

に
あ

た

っ
て

の
倭

建
命

の
使
命

は
、

 

 
爾

に
天

皇
、

亦
頻

き

て
倭

建
命

に
詔

り
た

ま

ひ
し
く

、

「
東

の
方

十

 

 

二
道

の
荒
夫

琉
神

、
及
摩

都
櫻

波
奴

人
等

を
言
向

け
和

平

せ
」

と

の

 

 

り
た

ま

ひ
て
、

…
以

下
略

(古

事
記

、
中
巻

)

と

い
う
景
行

天
皇

の
詔

を

も

っ
て
語

ら

れ
る
。
相

武

の
国
造

の
語

る

沼

の

神

は

「
甚
道

速
振

神
」
で
あ

り
、

こ

の
言
向

け

の
対
象

と
な

る
神

で
あ

る
。

当

然
倭

建

は

こ
こ

に
出

向

か
ね
ば

な
る

ま

い
。

 

さ
て
、

こ

の
記
紀

に

お
け
る
相
違

に
関

し

て
、

上

田
正
昭

氏

は
、

「
『
古

事
記

』
が

「
沼

」

に
重

点

を

お
き

、
沼

の
神
が

乱
暴

で
あ

る
と

す
る

の

に
、

『書

紀
』

は
鹿

狩

り

の
話

を

し

て

い
る
。

そ

の
点

で

は
、

『古

事

記
』

の

  一 2一



方
が
ず

っ
と
宗

教
的

で
あ

る
」

と
解
釈

し

て
お

ら
れ

る
。
確

か

に
両
者

を

単
純

に
比

較

し
て
も

、
古
事

記

の
記
事

に
は

「神

」

の
語

が
あ

る
だ
け
宗

教
的

で
は
あ

る
。

し
か

し
、
古
事

記

に

お

い
て
沼

の
神

で
あ
る

と

い
う

伝

承

が
、

一
方

の
日
本

書
紀

で

は
大
鹿

(塵
鹿

)

で
あ

る
と

い
う
形

で
現

れ

て

い
る

と

い
う

こ
と
自

体

は
如
何

に
解

釈

す

べ
き

か
と

い
う
問
題

は
依

然

と

し

て
残

る
。

宗
教

的
色

彩

の
有
無

は
、

日
本

書
紀

に
お

い
て
な
ぜ

「
鹿

狩

り
」

な

の
か
、

と

い
う

理
由

を
説

明
し

な

い
。
鹿

と
水
神

と

の
両
者

が

交
換

可
能

で
あ

る

と

い
う

こ
と

に
、
何

ら
か

の
古

代
的

思
考
-

神

話
的

想

像
力

の
も

と

と
な

る
原
型

イ

メ
ー
ジ

と
も
言

い
う

る
も

の
ー

を

汲
む

べ
き

で
あ

ろ
う

。

は
た

し
て
、

鹿
狩

り
を

す

る

こ
と

と
、
大

沼

の
神

を
見

に
行

く

こ
と

と

の
連

関

は
如

何

な

る
所

に
あ

る
の

で
あ

ろ
う
か

。

こ
の
問
題

を

考

え

て

い
く
上

で
、

ま
ず

は
鹿

狩
り

を
行

な

っ
た
書
紀

の
日
本
武

尊

の
物

語

の
中

に
現

れ
る
鹿

の
姿

を

み

て
み
る
必

要
が

あ

る
。

 

こ
れ
に
際

し

て
、

ま
ず

、
我

々
が

想
起

せ
ら

れ

る

「
鹿

」

と
は
、
焼

津

の
伝
承

の
後
段

に
配

さ

れ
て

い
る
、

山

の
神

と
し

て

の

「白

鹿

」

の
姿

で

あ

ろ
う
。

鹿

は
、

日
本
武

尊

の
前

に
、
信

濃

の
大
山

の
神

の
顕

現
し

た
姿

と
し

て
現

れ

て

い
る
。

 
 

則

ち
日
本

武
尊

は
、

信
濃

に
進

入

り
た

ま
ふ
。

是

の
国

は
、
山
高

く

 
 

し
て
谷
幽

く
、

翠
嶺

萬
重

に
し

て
人

杖

に
筒

り

て
も

升
り

難
し

。
巌

 
 

瞼

し
く

し

て
澄

紆

り
、
長

峯
数

千

に
し

て
、
馬
轡

を
頓

め

て
進

ま
ず
。

 
 

然

る
を

日
本
武

尊
、

咽

を
抜

け
、
霧

を
凌

ぎ
、

遙

か

に
大

山

を
径

り

 
 

た
ま

ふ
。

既

に
峯

に
逮

り

て
、

飢

ゑ

て
、

山
中

に
食

し

た
ま

ふ
。
山

 
 

の
神

、

王
を
苦

し
び

し

め
む

と
し

て
、
白

鹿

と
化

り
て

王

の
前

に
立

 
 

つ
。
王

異
し
び

た

ま

ひ
て
、

一
箇

蒜
を

以
ち

て
白

き
鹿

を
弾

き
た

ま

 
 

ふ
。
則

ち
眼

に
中

り

て
殺

し
た
ま

ふ
。

(景
行

紀

四
〇
年

是
歳
条

)

 

ま
た
、

地
名

の
差

は
あ

る

に
せ
よ

、
古
事

記

の
倭
建
命

が

足
柄

山

で
鹿

と
遭

遇

し
た

と

い
う

記
事

も

ま
た
、

同

一
の
内
容

を
持

つ
説

話

で
あ

る
。

 

 
還

り
て
幸

で
ま
す
時

、
足
柄

の
坂
本

に
到

り

て
、
御

根

を
食

す
処

に
、

 

 
其

の
坂

の
神
、

白

き
鹿

と
化

り

て
来

立

ち
き
。
爾

に
即
ち
其

の
咋

ひ

 

 
遺

し
た

ま

ひ
し
蒜

の
片
端

を
以

て
、

待
ち
打

ち

た
ま

へ
ば
、

其

の
目

 

 

に
中

り

て
乃

ち
打

ち
殺

し
た

ま

ひ
き
。

(古

事
記

・
中

巻
)

ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル

の
前

に
現
れ

た
鹿

は
、
端

的

に
は
山

の
神

と
し

て
現

れ
て

い
る
。

三
 
大
蛇
退
治
と
稲
作

 
右

に
挙

げ

た
如

く
、

ヤ

マ
ト
タ

ケ

ル
の
説
話

で
は
、

山

の
神

は
、
信

濃

の
大
山

・
足
柄

山

に
お

い
て
白

鹿

と
し

て
顕
現

す

る
。

し

か
し
、

日
本

武

尊

の
説
話

に
お

い
て
、

山

の
神

の
顕

現

す
る
姿

は
必
ず

し

も
白
鹿

に
は
限

ら
れ

て

い
な

い
。

 
 

是

に
、
近

江

の
胆
吹

山

に
荒
神

有

り
と
聞

し

め
し

て
、

即

ち
剣

を
解

 
 

き

て
宮

贅
媛

の
家

に
置

き

て
、
徒

に
行

で
ま

す
。

胆
吹

山

に
至

り
ま

 
 

す

に
、

山
神

、
大
蛇

に
化
り

て
道

に
当

れ
り
。
愛

に
日
本
武

尊
、

主

 
 

神

の
蛇

に
化

れ

り

と

い
ふ

こ
と

を
知

ら
ず

し

て
謂

は

く
、

「
是

の
大

 
 

蛇

は
、

必
ず

荒
神

の
使

な
ら

む
。

既

に
主

神

を
殺

す

こ

と
得

て
ば

、

 
 

其

の
使

者

は
宣
求

む

る

に
足

ら

む
や
」

と

の
た
ま

ふ
。

因

り

て
、
蛇

 
 

を
跨

え
て
猶

し
行

で

ま
す
。

時

に
山
神
、

雲

を
興
し

て
氷

を
零

ら
し

 
 

む
。

(景

行

天
皇

四
〇
年

是
歳

条

)

日
本
武

尊

の
言
向

け

の
旅

を
阻

も
う

と
現

れ
る
山

の
神

は
、
伊

吹
山

の
段

で
は
、
大
蛇
と
し

て
も
現
れ

て
い
る
。
こ
の
東
征

の
旅
を
阻
も
う

と
要
所

々
々

で
日

本
武
尊

の
邪
魔

を
す

る
山

の
神

は
、
白

鹿

と
し

て
も
大
蛇

と
し

て
も

3一



現

れ
る
。

 

右

の
日
本
武
尊

の
説

話

で

の
東
征

の
障

壁

と
な

る
神

は
、
そ

れ
ぞ

れ

の

局

面

に
お

い
て
鹿

と

し
て
も

、
ま

た
大
蛇

と

し
て
も

別
個

の
も

の
と

し

て

現

れ

て

い
る
が
、

日
本

書
紀

に
は
大

蛇

そ

の
も

の
が

鹿

に
変

ず

る
例

を
見

る
こ
と

が
で

き
る
。
仁
徳

紀

六
七
年

条

に
見

え
る
川

に
住

む
大
蛇

(大

軋
)

は
鹿

に
姿

を
変

え
て

い
る
。

 

 
是

の
歳

に
、

吉
備

中
国

の
川
嶋

河

の
派

に
、
大

軋
有

り

て
人
を

苦

し

 

 
び

し
む
。
時

に
路

人
、

其

の
処

に
触

れ

て
行

け
ば
、

必
ず

其

の
毒

を

 

 
被

り
て
、
多

に
死
亡

す
。
是

に
、
笠

臣

が
祖
県

守
、

為
人

勇
桿

に

し

 

 

て
強

力
し
。

派
淵

に
臨

み
、

三

つ
の
全
瓠

を
以

ち

て
水

に
投

げ

て

曰

 

 
く
、

「
汝

、
屡

毒

を
吐

き

て
、
路

人

を

苦

し
び

し

む
。
余

、

汝
軋

を

 

 
殺

さ
む
。
汝

、
是

の
瓠

を
沈

め
ば
、

余
避

ら

む
。
沈

む

る
こ

と
能

は

 

 
ず

は
、
傍

ち
汝
が

身
を

斬
ら

む
」

と

い
ふ
。
時

に
水

軋
、
鹿

に
化

り

 

 

て
瓠

を
引

き
入

る
。
瓠

沈
ま
ず

。

即
ち
剣

を
挙
げ

て
水

に
入
り

、
軋

 

 
を
斬

る
。
更

に
軋

の
党

類
を

求

む
る

に
、

乃

ち
諸

の
軋

の
族
、

淵
底

 

 

の
紬
穴

に
満

め

り
。
悉

に
斬

り
、

河

の
水

血

に
変

り

ぬ
。

故

に
、
其

 

 

の
水

を
号

け
て
、

県
守

の
淵

と

日
ふ
。

(仁
徳
紀

六

七
年
是

歳
条

)

こ

こ
に
見

ら

れ
る

「軋

」

は
、
角

を
も

っ
た
龍

の

一
種

で
、
藝

文
類

聚
、

鱗

介
部
上

、
龍

の
項

に
所
引

の
廣

雅

に
は
、

 

 
廣
雅

日
、
有

レ
鱗

日

鮫

龍

・。

有

レ翼

日

鷹

龍

・。
有

レ
角

日

軋

龍

・。

 

 
無

レ角

日
二
蠣
龍

一。

と
記

さ

れ
る
。

ま

た
本
邦

で
は
、

「
軋

」

に

は
ミ

ツ
チ

の
訓

が

あ

る
。

ミ

ツ
チ

の
語

構
成

は
ミ

ーー

ツ
ーー
チ

で
あ

っ
て
、

ミ

は
水

、

チ
は
霊

、

す
な

わ

ち

「水

(
ミ
)

+

ツ
+
霊

(
チ
)
」

と

な
り

、

一
般

に
は
水

の
精

霊

・
神

を
意
味

す
る

と
さ
れ

る
。

ま
た
、

こ
の

ミ
を

蛇

の
意

と
し

て
十

二
支

の
巳

(ミ
)

を
宛

て

て

「
巳

(ミ
)

+

ツ
+
霊

(チ
)
」
と

す
る
解

釈

も
あ

る
。

こ

の

「
水

(ミ
)
」

と

「
巳

(
ミ
)
」

と
は

上
代
特

殊
仮
名

遣

い
に
よ

っ
て

そ
れ

ぞ

れ

「
水

」

は
甲

類
、

「
巳
」

は
乙

類

と
分

類

さ
れ

る

も

の

の
、

上

代

の
文

献

に
於

い
て
は

ミ
ツ
チ

の
仮
名

書

き
例

を
検
出

す

る

こ
と
は

で
き

ず

、
最

終
的

に
い
ず

れ

か
と
確

定
す

る

こ
と

は
で
き

な

い
。

 

し

か
し
、
蛇

体

の
神
が

一
般

に
水

の
神

と
し

て
信
ぜ

ら

れ

て
き
た
本

邦

の
民

俗

を
鑑

み

れ
ば
、

「
巳

」

と

「
水

」

と

い
ず

れ

に
し

て

も
、

そ

の
本

義

は
水

神

で
あ

る
。

ま

た
、
軋

の
字

を
用

い
た

日
本
書

紀

の
記
述

者

は
、

当

然

な
が

ら
軋

は
龍

の

一
種

で
あ

る
と

い
う
藝
文

類

聚

の
知

識

を
持

っ
た

上

で
、

こ
の
字

を

用

い
て

い
る
。
川
嶋

河

の
派

に
は
、

角
を

持

つ
蛇
体

の

水

神

が
住

ん
で

い
た
。

 

右

の
説
話

に
見

る
よ
う

な
全

瓠

の
沈

ま
ぬ

こ
と
を

も

っ
て
、
智

恵

で
河

の
神

・
水

の
神

に
打

ち
勝

つ
、

若

し
く

は
水

の
霊

の
力

を
試

す

と

い
う
よ

う
な
類

型

は
昔

話

に
も

多
く

見
ら

れ
、
こ
れ

は
水
神

圧
伏

の
説
話

で
あ
る
。

そ
し

て
水
神

と

し
て

の
大

軋

が
、

そ
れ
を

屈
服

せ
し

め
ん
が

た

め

に
現
れ

た
笠
臣

祖

県
守

に
抵

抗

す
る
際

に
は
、

そ

の
姿

を
鹿

と
し

て
顕

現

さ
せ

て

い
る
と

い
う

こ
と
は
看
過

で
き
な

い
。

 

同

じ
く
仁

徳
紀

に
は
、

こ
の
県
守

の
大

軋
退

治

の
説
話

と
ほ

ぼ
同
様

の

内
容

を
持

っ
た
説

話
が

見
ら

れ
る
。

 

 
冬

十

月

に
、

宮

の
北

の
郊
原

を
掘

り
、
南

の
水

を
引

き

て
西

の
海

に

 

 

入

る
。
因

り
て
其

の
水

を
号

け

て
堀

江

と
日

ふ
。
又
将

に
北

の
河

の

 

 

湧
を

防
が

む
と

し
て
、

茨

田
堤
を
築

く
。

是

の
時

に
、

両

処

の
築

有

 

 

り

て
、
乃

ち
壊

れ
て
塞

き
難

し
。
時

に
天
皇

の
夢

に
神

有

り

て
、
講

 

 

へ
て

日
し

た
ま

は
く

、

「
武
蔵

人

強
頸

・
河
内

人
茨

田
連

杉

子
杉
子
、

 

 

此
に
は
菖
呂
母
能
古
と
云
ふ
二
人
、

以

ち

て
河

伯

を
祭

ら
ば
、

必
ず

塞

く

こ

一4一



 
 

と
獲

む
」

と
ま
を

し
た

ま

ふ
。

則

ち

二
人
を

覚
ぎ

て
得

つ
。
因

り

て

 
 
河
神

を
濤

る
。

愛

に
強

頸
、

泣

ち
悲

し
び

て
、
水

に
没

み

て
死

ぬ
。

 
 
乃

ち
其

の
堤
成

り

ぬ
。

唯
し
杉

子

の
み
は
全

砲
両
箇

を

取
り

て
、
塞

 
 

き
難

き
水

に
臨

む
。
乃

ち
両
箇

の
鞄

を
取

り

て
水

中

に
投

れ
、
請

ひ

 
 

て
曰
く

、

「
河
神
崇

り

て
、
吾

を

以

ち
て
幣

と

せ
り
。

是
を

以
ち

て
、

 
 
今

し
吾
来

れ
り
。

必
ず

我
を
得

む
と
欲

は
ば

、
是

の
鞄

を
沈

め

て
、

 
 

な
浸

せ
そ
。

則

ち
吾

、

真

の
神

と

い
ふ

こ
と
を
知

り

て
、
親

ら
水
中

 
 

に
入

ら
む
。

若
し
砲

を

沈

む
る

こ
と
得

ず

は
、
自

つ

か
ら
偽
神

と

い

 
 

ふ

こ
と
を
知

ら

む
。
何

ぞ
徒

に
吾

が
身

を
亡

ぼ

さ
む
」

と

い
ふ
。
是

 
 

に
瓢
風
忽

に
起

り

て
、

鞄
を
引

き

て
水

に
没

む
。

砲
、

浪

の
上

に
転

 
 
び

て
沈

ま
ず

。
則

ち
湯

蕩
く

汎

ひ
て
遠

く
流

る
。

是
を

以

ち
て
、
杉

 
 

子
死
な
ず

と
錐
も

、
其

の
堤

且
成

り

ぬ
。
是

、
杉

子

の
幹

に
因
り

て
、

 
 
其

の
身

亡
び

ざ

り
し

の
み
。

故
、

時
人

、
其

の
両
処
を

号

け
て
、
強

 
 

頸
断
間

・
杉

子
断

問

と
日

ふ
。

(仁

徳

天
皇

紀
、

十

一
年

十

月
条
)

 
右

の
茨

田
堤

の
記
事

で

は
、
川

の
神

(
河
伯

)

に
人
柱
を

捧
げ

る

こ
と

で
治

水
を

な
す

と

い
う

。

そ
れ

を
杉

子

の
機

知

に
よ

っ
て
、

生
蟄

な
く

し

て
堤

を
完
成

さ

せ
た

と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
れ

も
、

人
間

と
用
水

・
川

と

の
格

闘

の
長

い
歴

史
が

作

り
上
げ

た

ひ
と

つ
の
伝

承

で
あ

る
と
考

え

て
よ

か
ろ
う
。
川

の
氾

濫

や
堤

の
崩
壊

は
、

単

な

る
自

然

現
象

と
し

て
で

は
な

く
、

そ

の
背

後

に
は
、

川

の
神

・
水

の
神

が
荒

ぶ
る
魂

を
も

っ
て
猛
威

を

振

る

っ
た

こ
と

に
起

因

す

る
出
来

事
、

す

な
わ

ち
神

の
気

と
し

て
現
象

し

た

も
の

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

が
伺

わ
れ

る
。

そ

の
荒

ぶ
る
神

を
圧
伏

す

る
こ
と

で
治

水

は
成

し
遂
げ

ら

れ
、
豊

饒

が
約
束

さ
れ

る
。

 
先

の
県
守

の
大

軋
退

治

の
説
話

で
の
大

軋

の
表

現

は

「路

人
触

二
其
処

一

而
行

、

必
被
二
其

毒

一
以
多

死
亡

」
と

あ

っ
て
、

土
地

々
々

の
要

所

に
居
る

土

着

の
神

の
様

相

を
呈

す

る
が
、

そ

れ
と
同
時

に
派

(
か
は
ま

た
)

と

い

う

川

の
分
岐

点

は
、

そ

の
治

水

の
難

き
を
想
像

さ

せ
る
も

の

で
あ
り

、
や

は
り
、

茨

田
杉

子

の
水

神

を
打

ち
負

か
し

た
説

話

と

の
類

型
を
重

ん
ず

れ

ば

、
水

神
支

配

に
よ

る
治
水

説
話

と

し

て
の

一
面
も

感
取

さ

れ
よ
う

。

 

ま

た
、
蛇

体

を
も

つ
水
神

を
剣

で
斬

り

、

こ
れ
を
制
圧

す

る
と

い
う
点

で
は
、

素
菱

鳴
尊

の
八
岐
大

蛇

退
治

の
神
話

も

こ
の
類
型

に
加

え
ら

れ

る

で
あ

ろ
う
。

素
菱

鳴
尊

は
出

雲

国

の
簸

川

の
水
霊

た

る
、

「
頭

尾
各
有

二
八

岐

」

と

い
う

大
蟻

に

八
醗

の
酒

を

供
出

し
、

大
蛇

が
酔

っ
た

と

こ
ろ
を

剣

で
斬

る
。

 

 
時

素
菱
鳴

尊
、
乃
抜

二
所
レ
帯

十
握
剣

一、
寸

斬
二
其
蛇

一。

(日
本
書

紀
、

 

 
神

代
上

、
第

八
段

)

大

蛇

を
屈
服

せ

し
め
、

素
菱

鳴
尊

は
そ

の
水

神

に
供
出

さ
れ

よ
う

と
し

て

い
た
奇

稲

田
姫

を

手

に
入

れ

る
。

「
奇

稲

田
姫
」

の

「
奇

(
ク

シ
)
」

は

「
奇

魂

(
ク

シ
ミ

タ

マ
)
」

な

ど

に
冠

せ
ら

れ
、
不

思

議

で
あ

る
、

霊
妙

で
あ

る

こ
と
を

意
味

し
、

「
奇
稲

田
姫
」

の
名

は
霊

妙

な

る
稲

田

の
姫

を

表

し
て

い
る
。

こ

れ
を
水

神

か
ら
奪

う

こ
と

は
、

本
来

は
水
神

と
結

合

す

る

は
ず

の
稲

の
豊

饒

の
力

を
素

菱
鳴
尊

が

身

に

つ
け

る
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

。

 

ま
た
、

常
陸

国
風

土
記

に
は
、
支

配

す

べ
き
水

神

と
し

て
、

角

を
持

つ

蛇

が
現

れ
る
。

 

 

古
老

の
い

へ
ら
く
、

石
村

の
玉
穂

の
宮

に
大

八
洲

駅
し

め
し

し
天
皇

 

 

の
み
世
、

人
あ

り
。

箭
括

の
氏

の
麻

多
智
、

郡

よ
り
西

の
谷

の
葦
原

 

 

を
戴

ひ
、

墾
關

き

て
新

に
田

に
治

め
き
。

此

の
時

、
夜

刀

の
神

、
相

 

 

群

て
引
率

て
、

悉
蓋

に
到

来

た
り
、

左
右

に
防
障

へ
て
、
耕
佃

ら

し

 

 

む
る

こ
と
な

し
。

俗
い
は
く
、
蛇
を
謂
ひ
て
夜
刀
の
神
と
為
す
。
其
の
形
は
、
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蛇
の
身
に
し
て
頭
に
角
あ
り
。
率
引
て
難
を
免
る
る
時
、
見
る
人
あ
ら
ば
、
家
門

 

 
を
破
滅
ぼ
し
、
子
孫
縫
が
ず
。
凡
て
、
此
の
郡
の
側
の
郊
原
に
甚
多
に
住
め
り
。

 

 

是

に
、
麻

多

智
、
大

き

に
怒

の
情

を
起

こ
し
、

甲
鎧

を
着

被

け
て
、

 

 
自

身
侯

を
執

り
、
撃

殺

し
駆

逐
ら

ひ

き
。
乃

ち
、

山

口
に
至

り
、
標

 

 

の
視

を
堺

の
堀

に
置

て
、

夜

刀

の
神

に
告
げ

て

い
ひ
し
く

、
「
此

よ

 

 

り
上

は
神

の
地

と
為

す

こ

と
を
聴

さ

む
。
此

よ

り
下
は

人

の
田
と
作

 

 

す

べ
し
。
今

よ

り
後

、

吾
、
神

の
祝

と
為

り
て
、
永

代

に
敬

ひ
祭

ら

 

 

む
。
翼

は
く

は
、

な
崇

り

そ
、
な

恨

み
そ
」

と

い
ひ

て
、

社

を
設
け

 

 

て
、
初

め

て
祭

り

き
、

と

い

へ
り
。

即

ち
、

還
た
、

耕

田

一
十

町
余

 

 

を
発
し

て
、
麻

多
智

の
子
孫
、

相

承
け

て
祭

を
致

し
、
今

に
至

る
ま

 

 

で
絶
え
ず

。

(常

陸

国
風

土
記

、
行

方
郡

)

こ
こ
で
は

「蛇

身

頭
角
」

と

い
う
夜

刀

の
神

が
、

田

の
開

墾

を
妨
害

す

る

神

と

し

て
現

れ

る
。

こ
れ
も

や

は
り
荒

ぶ

る
川

の
神
を

圧
伏

・
制
御

し
、

佃

り

を
成
し

た
説
話

で
あ

る
。
荒

ぶ

る
神

を
祀

る

こ
と
は
、
神

を
畏
怖

し

敬
う

の
と
同
時

に
、
神

の
猛
威

を

発
現

さ

せ

ぬ
た
め

の
制
御

の
役
割

を
も

持

つ
。

 

稲

作
を
基
盤

と
す

る
者

に
と

っ
て
、

治
水

は
大

き

な
希
求

で
あ

っ
た
。

治
水

を
な
す

こ

と
で
初

め

て
稲

の
豊

か
な

る
稔

り
が
約
束

せ

ら
れ

る
。
そ

の
た

め

に
は
、

生
産

の
成

否

を
決
定

づ

け

る
荒

ぶ
る
水

の
霊
威

は
、

何

と

し

て
も
屈
服

さ

せ
、
支
配

し

、
制
御

せ
ね
ば

な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

四
 
鹿
の
血
、
水
神
の
血

 
笠
臣

祖
県
守

の
説
話

で

は
、
蛇
体

(軋

11
角

の
あ

る
龍

神

)
を
持

つ
川

の
神

が
、
鹿

の
姿

で
現

れ

た
。

ま
た
、

前

に
挙
げ

た
箭

括

の
氏
麻
多

智

が

駆
逐

し
、
祀

っ
た
と

い
う

「
蛇
身

頭
角

」

た

る
水

神

、
夜

刀

の
神

も
、
鹿

と

の
連
関

を

示
し

て

い
る
。

同
風
土

記

・
香
島

郡

に
は
、
夜

刀

の
神

と
思

し

き
大
蛇

の
角

を
地

名
起

源

に
持

つ
角
折

浜

の
記
事

が
あ

る
。

 

 

そ

の
南

に
有

ら

ゆ
る
平

原
を

角
折

の
濱

と
謂

ふ
。
謂

へ
ら

く

は
、
古
、

 

 
大

き
な

る
蛇

あ

り
。
東

の
海

に
通

ら

む
と
欲

ひ
て
、

濱
を
掘

り
て
穴

 

 
を
作

る
に
、
蛇

の
角

、

折

れ
落

ち
き
。

因
り

て
名

つ

く
。
或

る
人

い

 

 

へ
ら
く

、
倭
武

の
天
皇

、
此

の
濱

に
停
泊

り

ま
し

て
、

御
膳

を
差

め

 

 

ま

つ
る
時

に
、
都

て
水

な

か
り
き

。
即

て
、
鹿

の
角

を
執

り

て
地
を

 

 
掘

る

に
、

其

の
角

折

れ

た
り

き
。

こ

の
所

以

に
名

つ

く
。

(常
陸

国

 

 
風

土
記
、

鹿
島

郡

・
角
折

の
濱
)

角

の
あ

る
蛇

が
、
東

の
海

へ
抜

け
よ
う

と
し

て
穴
を
掘

る

こ
と

は
、

そ

こ

に
用
水

を
作

ろ
う

と

し
た
記

憶
が

あ

っ
た

ろ
う

こ
と
を
思

わ
せ

る
。

こ

の

角

折
浜

の
名

の
由
来

は
そ

の
大
蛇

の
角

が
折

れ
た

こ
と

に
因

る
と

い
う
。

そ
し

て

こ
の
記
事

は

一
方

で
、
角

折

の
由
来

を
、
倭
武

天
皇

が
鹿

の
角

を

用

い
て
水
を

求

め
た

こ
と

に
起
因

す

る
も

の
と
説

い
て

い
る
。

こ

こ
に
見

ら
れ

る
鹿

の
角

は
水

を
求

め
る

呪
具

と
し

て
あ
り
、

そ

の
角

は
浜

の
命

名

の

レ
ベ

ル
で
蛇

の
角

と

の
等

価
性

を
有

し

て

い
る

で
あ

ろ
う
。

 

右

の
笠
臣

祖
県

守

・
角
折

濱

の

二

つ
の
記

事

は
、

神
話

的
想
像

力

の
世

界

に
鹿

と
水

神

と

の
交

流
関

係

が
あ

っ
た

こ
と
を
物

語

る
。

 

前
節

で
見

て

き
た

よ
う

に
、
稲

作
を

主

と
す
る
民

に
と

っ
て
、

荒

ぶ

る

水

の
神

の
制
御

は
重

大
事

で
あ

っ
た
。
そ
し

て
そ
の
稲
作

民

に
と

っ
て
は
、

治

水

と
同
時

に
水

田

の
稲

を
食

む
害
獣

と

し

て
の
鹿

も

ま
た
、

も
う

一
つ

の
重
大

な
関

心
事

で
あ

っ
た
。

 

 
頸

の
峯
柚
富
の
峯
の
西
南
の
か
た
に
あ
り
。
此

の
峯

の
下

に
水

田
あ

り
。

 

 

本

の
名

は
宅

田
な
り

き
。

此

の
田

の
苗

子
を

、
鹿
、

恒

に
喫

ひ
き
。

 

 

田
主

、
柵

を
造

り

て
伺

ひ
待

つ
に
、
鹿

到
来

た

り
て
、

己
が
頸

を
挙
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げ

て
、
柵

の
間

に
容

れ

て
、

即

て
苗

子

を
喫

ら

ふ
。

田
主

、
捕

獲
り

 
 

て
、
其

の
頸

を
斬

ら

む
と

し

き
。

時

に
鹿
、

請

ひ

て
云

ひ
し

く
、

 
 

「
我
、
今
、
盟
を
立

て
む
。
我

が

死

ぬ
る
罪

を
免

し
た

ま

へ
。

若
し

、

 
 

大
き
恵

み

を
垂

れ
て
、

更
存

く

る

こ
と
を
得

ば
、

我
が

子
孫

に
、
苗

 
 

子
を

な
喫

ひ
そ

と
告
ら

む
」

と

い
ひ

き
。

田
主
、

こ
こ
に
大

く
惟
異

 
 

し

と
懐

ひ
て
、
放
免

し
て
斬

ら
ざ

り

き
。
時

よ

り
以
来

、
此

の
田

の

 
 
苗

子

は
、
鹿

に
喫

は

れ
ず
。

其

の
実
を

獲
し

む
。

因
り

て
頸

田
と

い

 
 

ひ
、
兼

、
峯

の
名

と
す

。

(豊

後

風
土
記

、

国
埼

郡

・
頸

峯
条

)

鹿

は
、
稲

の
苗
を
食

ら

う
害

獣

と
し

て
人
里

に
現

れ

る
。
そ

れ
を
屈

服

せ

し

め
、
従

わ
せ

る

こ
と
は
水

稲

の
健

や
か

な
る
育

成

の
た

め
に

は
、

治
水

と
同
様

に
重

大
な

る
希

求

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

鹿

は
征
服

せ
し

め
ね
ば

な
ら

ぬ
精
霊

の
姿

で
も

あ

る
。
鹿

と
水

神

と

の
連

絡

の
実
相

は
、

ま
ず

は

稲
作

民

に
と

っ
て

の
支

配

・
制
御

の
対

象

と
し

て
あ

ろ
う
。

 

さ

て
、

こ

の
よ
う

な
意
味

で
鹿

と

の
連
絡

を
把

持

し
、
支

配

・
制
御

の

対
象

と
な

る
水
神

は
、
時

と
し

て
血

を

流

し
て

い
る
。
県
守

の
説
話

で
は
、

水
神

た

る
大

軋

を
剣

で
斬

り
殺

し
た

さ
ま

は
、

 
 

即
挙

レ劔

入

レ水

斬

レ
軋
。

…

悉

斬

レ
之
。

河
水
変

レ
血

。

と
表

わ

さ
れ
る
。

ま

た
、
古

事

記

に
見

る
須

佐
之

男
命

の
大

蛇
退

治

の
さ

ま

は
、

 
 

抜
下
其
所

二
御
侃

一之

十
拳

劔
L
、

切
二
散

其
蛇

【者

、
肥

河
変

レ血

而
流

。

と
あ
る
。
屈

服

せ
ら

れ
、
殺

さ

れ
た
水

神

は
血
を

流

し
、
川

の
水

は
血

に

変
ず

る
。
稲

の
生

長

を
左
右

す

る
水
神

が
血

を
流

し

、
川

の
水

を
そ

の
血

に
変

え
る

こ
と
は
、
単
な

る
精
霊

屈
服

の
象

徴

に
は
留

ま
ら
な

い
だ

ろ
う

。

こ

こ
に
は
、
血

が
流

れ
た

と

い
う

の
で

は
な
く
、

水

が
水
神

の
血

に
変

じ

た
と
記

さ
れ

て

い
る
の

で
あ

る
。

 

こ
の
よ
う

な
水

と
血

と

の
関
係

は
、
播

磨

風
土
記

の
伝

え

る
説
話

の
中

に
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

 

 

雲
潤

と
号

く

る

は
、

丹
津

日
子

の
神
、

「
法
太

の
川
底

を
、

雲

潤

の

 

 

方

に
越

さ

む

と
欲

ふ
」

と
爾

云

ひ
し
時

、
彼

の
村

に
在

せ

る
太
水

の

 

 

神
、
僻

び

て
云

り
た

ま

ひ
し
く
、

「
吾

は

宍

の
血

を
以

ち

て
佃

る
。

 

 

故
、

河

の
水
を
欲

り

せ
ず
」

と

の
り

た
ま

ひ
き
。

そ

の
時
、

丹
津

日

 

 

子
、

云

ひ
し
く

「
此

の
神

は
、
河

を
掘

る
事

に
倦

み

て
爾

云

へ
る

の

 

 

み
」

と

い
ひ

き
。
故

、
雲

彌

と
号

く
。

今

人
、

雲

潤

と
号

く

。

(播

 

 
磨

国

風
土

記
、
賀

毛

郡
、
雲

潤
里

条
)

右

の
雲
潤

の
里

の
伝

承

は
水

田
耕

作

の
用
水

に
関

す

る
説

話

で
あ

る
。
水

稲

に
お

い
て
は

、
灌
慨

用
水

の
潤

滑

な
る

こ
と

は
ま
ず
第

一
の
希
求

で
あ

る
。
し

か
し
そ

れ
と

は
別

に
、
本

説
話

に

は
水

以
外

の

「佃

」

為

の
要
素

、

即

ち

「
宍

血
」

が
あ

る

こ
と
が

示
さ

れ

て

い
る
。

こ

こ
で
は

、
丹
津

日

子

神

の
法
太

の
川

の
下

流

(川
底

)
を

雲
潤

の
里

に
流

そ
う

と

い
う
策

に
対

し
、

そ

の
土
地

の
太
水

神

が

「吾

は
宍

の
血

を

以
て
佃

る
。

故
、

河

の
水

を
欲

せ
ず

。
」

と
答

え

る
。

灌
概

を

先
ず

も

っ
て
提
案

し

た
丹

津

日
子
神

は
、

こ
の

太
水

神

の
言

を
軽

ん
じ
、

「
此

の
神

は
、
河

を
掘

る
事

に
倦

み

て
、

爾

云

へ
る

の
み
。
」

と

断

じ

て

一
笑

に
付

す
訳

で
あ

る

が
、

こ

の
雲

潤

の
里

の
説
話

は
結

局
、

灌
概
事

業

は
成

さ

れ
ぬ
ま

ま

に
閉

じ

ら
れ

て

い

る
。

こ
の
地

の
水
神

た

る
太
水

神

は

「
宍

血
」

の
力

を
も

っ
て
用

水

に
代

え

る

こ
と

に
成

功

し
た

と
見

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

 

ま
た

同
風
土

記

・
讃
容

郡

の
条

に
は
、

稲
作

に
関

わ
る
霊

的

な
鹿

の
血

の
話

が
載

せ

ら
れ

て

い
る
。

 

 

讃

容

と
云

ふ
所
以

は
、

大
神

妹

妖

二
柱

、
各

、

競

ひ

て
国

占

め

ま

 

 

し

し
時

、
妹

玉
津

日
女
命

、
生

け

る
鹿

を
捕
り

臥
せ

て
、
其

の
腹

を
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割

き

て
、
其

の
血

に
稲
種

き

き
。
伍

り

て
、

一
夜

の
間

に
、

苗
生

ひ

 

 

き
。

即
ち
取

り

て
殖

ゑ
令

め
た
ま

ひ
き
。

爾

に
、
大
神

、
勅

り

た
ま

 

 

ひ

し
く
、

「
汝

妹

は
、

五
月
夜

に
殖

ゑ

つ
る

か
も
」

と

の
り

た
ま

ひ

 

 

て
、

即

て
他

処

に
去

り
た
ま

ひ
き
。

故

、
五
月

夜

の
郡

と
号

け
、
神

 

 

を
賛
容

都
比
費

命

と
名

つ
く

。
今

も
讃
容

の
町

田
あ

り
。

即
ち
鹿

を

 

 
放

ち
し

山

を
鹿

庭

山

と
号

く

。

…

(
以
下

略
)

(播
磨

国

風
土

記

・

 

 
讃

容
郡
条

)

 

こ

こ
に
見
え

る
大
神

は
、

「
大
神

妹
妖

二
柱

競
占

レ
国
之
時

」

と
見

え
る

如

く
、

国

を
占

拠

し

に
来
訪

す

る
神

で
あ

る
。

右

は
、
そ

の
大
神

と
妹

で

あ

る
玉
津

日
女
命

が
競

っ
て
国
を
占

有

す

る
争

い
を

し

て

い
た

と

い
う

際

の
物
語

で
あ

る
。

こ

こ
で

は
、
玉
津

日
女

命

が
生

き
て

い
る
鹿

を
捕

え
臥

せ
、

そ

の
腹

を
裂

き
、

鹿

の
血

に
稲

を
植

え

た
と

い
う
。

は
た

し
て
稲

種

は

一
夜

の
内

に
苗

と
な

っ
た
。

こ
れ

は
先

の
雲
潤
里

に
於

い
て
太

水
神

が

川

の
水

の
代

わ
り

に

「
宍
血

」
を

以

て
佃

る
こ
と
を

行

っ
た
と

す
る
記

事

を
、

よ
り
具
体

的

に
表

現
し

た
も

の
と
言

え

よ
う
。

 

稲
作

の
た

め
に
圧

伏
さ

せ
ね
ば
な

ら

ぬ
鹿

は
、
そ

の
血

を
流
す

こ

と
で
、

今

度

は
稲
を
健

や

か

に
育

て
る
霊

力
を

発
揮

す

る
も

の
に
転

じ

る
。

こ

こ

に
は
、

精
霊

を
圧

伏
す

る

こ
と

で
そ

の
精

霊

を
身
方

に

つ
け
る

、
即

ち
精

霊

と

し

て
の
鹿

の
呪
力

を
以

っ
て
田

の
実

り

を
確
実

な

る
も

の
に
す

る
と

い
う
解

釈
が

可
能

で
あ

ろ
う

。
稲

の
豊

凶
を

左
右

す
る
神

を
従

わ
せ
、

そ

の
霊
力

を
取

り
入

れ

る

一
つ
の
あ

り
方

と
し

て
、

そ

の
神

の
血

が
求

め
ら

れ
た

の

で
あ

る
。
水

神

の
血

が
川

を
血

に
変

え

る
こ
と
も

ま
た

、
川

を
単

な

る
水

か

ら
水

神

の
霊

力
を
備

え

た
呪
的

な

水

に
転

換

さ
せ
た

も

の
で
あ

ろ
う
。

 

鹿

も
ま

た
、
水
神

と
等

し
く
稲

作

に
と

っ
て
大

き
な
霊
力

を

持

つ
も

の

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う

に
見

る

こ
と

で
、
稲

に
と

っ
て
の
害
獣

で
あ

っ
た

鹿

が
、

一
面

で

は
稲

作

の
豊
饒

を
約

束
す

る
水
神

に
通

じ

る
霊
力

の
具

現

化

し
た
姿

で
あ

る
と

い
う
、

両
義
性

を
持

っ
て

い
た

こ
と
を
確

認

す

る

こ

と
が

で
き

る
。

こ
こ

に
水

神

と
鹿

と

の
交

流
を
可

能

に
す

る
神

話

的
想

像

力

の
源
泉

が

あ

る
。

五
 
言
向
け
と
ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル

 

前
節

に
あ
げ

た

播
磨
風

土

記

に
は
、
国

を
占
拠

す

る
旅

を

し

て

い
る
大

神

の
姿

が
あ

っ
た

。
讃
容

郡

で
は

、

こ
の
国
占

め

の
神

は
、

と
も

に
国

占

め
を
競
う

玉
津

日
女
が

鹿

の
血

の
呪
力

を
身

に
つ
け
先

に
稲

を
成
長

さ
せ
、

田

に
植

え

た

こ
と

で
、

国
占

め

の
争

い
に
敗

れ
、

こ
の
地

の
占
拠

を

諦

め

て
他
処

へ
と
去

っ
た
。

大
神

は
水

稲

の
豊
饒

を
約
束

す

る
霊

力

を
自

身
が

身

に

つ
け

る

こ
と
が

で
き

な

か

っ
た

た
め

に
、

こ
の
地

の
領

有

権

を
玉
津

日
女

に
譲

ら
ざ

る
を
得

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

 

こ
の
大
神

は
、

同
風
土

記

・
同

郡
、
篁

戸

に
お

い
て
も
ま

た
、

国
を

占

拠

す

る
こ

と

に
失

敗
し
、

他
処

へ
と
去

っ
て

い
る
。

 

 
篁

戸

 
大
神

、
出
雲

国

よ
り
来

ま

し
し
時
、

嶋

の
村

の
岡
を

以

ち
て

 

 
呉
床

と
爲

て
、
坐

し

て
、
答

を
此

の
川

に
置

き

た
ま

ひ
き
。

故
、

答

 

 
戸

と
號

く
。
魚

入

ら
ず

し

て
、
鹿
入

り
き
。

此
を

取
り

て
鰭

に
作

り
、

 

 
食

し

た
ま

ふ

に
、

み

口
に
入

ら
ず

し
て
、
地

に
落

ち
き

。
故

、
此

庭

 

 
を

去

り
て
、

他

に
遷

り

ま
し

き
。

(播

磨
風

土
記

、
讃
容

郡

・
篁
戸

)

こ

こ
で
は
、

川

に
答
を
設

置

し
た

と

こ
ろ
、

そ
こ

に
は
魚

で
は

な
く
鹿

が

入

っ
た
と

い
う

の
で
あ

る
。
答

は

「
川

の
流

れ
な
ど

に
仕
掛

け

て
、
魚

を

捕

る
た
め

の
道
具

。
割

り
竹

を

か
ご
状

に
編

み
、

入

っ
た
魚

が
出

ら

れ
な

い
よ
う

に
く

ふ

う

さ
れ

た
も

の
」

で
、

倭

名
紗

に
は

「捕

レ
魚

竹

筍
」

と
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あ

る
。

こ

の
鹿

も
如

上

に
見

た
如

く
霊
的

な
意

味

を
持

つ
も

の
で
あ

り
、

鹿

と
水
神

と

の
交
流

関
係

の

一
端

を
覗

か

せ
る
も

の

で
あ

る
。

 

こ

の
地
名

説
話

に
於

い
て
は
、
大

神

が
鹿

を
捕

ま

え
、

そ
れ
を
鰭

に
し

て
食

べ
よ
う
と

す
る
が

、

口

に
入

ら
ず

に
落

ち

て
し

ま
う
。

国
占

め
を
行

な

っ
て

い
た
大
神
が

、
川

で
捉

え
た
鹿

の
宍
を
食

べ
る

こ
と
が
出

来
な

か

っ

た
故

に
、

そ

の
場

所
を

領
く

こ
と
な
く
-
占

有
す

る

こ
と

な
く
、

立

ち
去

ら
ざ

る

を
得
な

か

っ
た

と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
こ
で

の
鹿

の
宍

を
食

べ
る

と

い
う
行
為

は
、
土

地

を
支
配

す

る
た

め

に
必

要

な
鹿

の
呪

力
を
身

に

つ

け

る
こ
と
を
表

し

て

い
よ
う
。

答
戸

の
記

事
、

讃
容

郡

の
記
事

と
も

に
大

神
が

国
占

め
を
諦

め
た

の
は
、

鹿

の
霊
威

を
自

分

の
も

の
と
す

る
こ
と

が

で
き
な

か

っ
た
た

め
で
あ

る
。

そ

し
て

そ

の
霊

威

と
は
、

前

に
見

て
き

た

如

く

、
稲
を
育

て
る
力

で
あ

る
。

 

あ

る
土

地
を
支

配
す

る

に
は
、

そ

の
土
地

に
住

む
稲

の
豊

凶

を
司

る
神

に
打

ち
勝

ち
、

そ
れ
を

支
配

し
、

そ

の
力

を
制
御

す

る

こ
と
が
求

め

ら
れ

る

の
で
あ
る
。

こ

の
、

稲
作

の
た
め

に
是
非

と
も

従

わ

せ
ね
ば

な
ら

ぬ
神

が
、
言
向

け
和
平

す
対

象

と
な

る
と
考

え

ら
れ

る
。
第

三
節

に
あ
げ

た
常

陸

国
風

土
記

の
麻

多
智

の
説

話

に
は
、

こ
れ

に
続

け

て
次

の
伝

承
が
記

さ

れ
て

い
る
。

 

 

其

の
後
、
難
波

の
長
柄

の
豊
前

の
大
宮

に
臨

軒

め
し

し
天
皇

の
み
世

 

 

に
至
り
、

壬
生
連

麿
、

初

め

て
其

の
谷

を
占

め

て
池

の
堤

を
築

か
し

 

 

め
き
。
時

に
、
夜

刀

の
神
、

池

の
邊

の
椎
株

に
昇

り
集
ま

り
、
時

を

 

 

経

れ

ど

も
去

ら

ず
。

是

に
、

麿
、

声

を

挙
げ

て
大

言

び

け

ら

く
、

 

 

「
此

の
池

を
修

め
し

む
る

は
、
要

は
民

を
活

か

す

に
あ

り
。
何

の
神
、

 

 

誰

の
祇
ぞ

、
風
化

に
従

は
ざ

る
。

と

い
ひ
て
、

即

ち
役

の
民

に
令

せ

 

 

て

い
ひ
け

ら
く

、

「
目

に
見

る
雑

の
物
、

魚

虫

の
類

は
、
揮

り
催

る

 
 

る
と

こ
ろ
な

く
、

随
蓋

に
打
殺

せ

」

と
言

ひ
了
は

る
鷹
時

、
神

し
き

 
 
蛇
避

け
隠
り

き
。

謂
は

ゆ
る
其

の
池

は
、

今
椎

井

の
池

と
號

く

。
池

 
 

の
回

に
椎
株

あ

り
。
清
水

出

つ

れ
ば

、
井

を

取
り

て
池

に
名

つ
く
。

 
 

即
ち
、

香
島

に
向

ふ
陸

の
騨

道
な

り
。

(常
陸

国
風
土

記

、
行
方

郡

)

麻
多
智

の
水

神
退

治

の
後
再

び
、

夜

刀

の
神

が
現

れ

て

い
る
。

こ
こ

に
見

え

る
壬
生
連

麿

は
、
白
錐

四
年

に
行
方

郡
を

建

て
た
と

い
う

人
物

で
あ

る
。

恐
ら

く

は
新

た

な
郡

を
整

え
よ
う

と
言

う
時

代

を
背
負

っ
た
伝

承

な

の
で

あ

ろ
う
。
水

神

で
あ

る
夜

刀

の
神

が
潅

概
作
業

の
邪
魔

を
し

よ
う

と
す

る

が
、
し
か

し
麿

は
こ

れ
を
催

れ

る

こ
と

な
く
追

い
払

っ
て

い
る
。
そ
し

て
、

そ

の
大
義
名

分

は

こ
の
蛇
神

を

「
風
化

」

に
従

わ
せ

る
と

い
う

こ
と

に
あ

る
。
風
化

は
す

な
わ

ち
、
天
皇

の
徳

の
下

に
国
を
従

わ

せ
る
徳

化

で
あ
り
、

皇
化

で
あ

る
。

こ

の
水

神

を
風
化

に
従

わ

せ
る

こ
と

で
、

そ

の
土
地

は
豊

饒
を

約
束

さ
れ

た
地

と
し

て
、
皇

権

の
及

ぶ
地

に
組

み
込
む

こ

と
が

で
き

る
よ
う

に
な

る
。

 

か

つ
て
、
高
祖

高
皇

産
霊

尊

が
天
照

大
神

の
天
孫
慶

慶
杵
尊

に
統

治

さ

せ
よ
う

と
し

た
と

き
、
葦

原
中
国

は
荒

ぶ
る
神

の
世
界

で
あ

っ
た
。

 
 

遂

に
皇
孫

天
津
彦

彦

火
項
環

杵
尊

を

立

て
て
、
葦

原
中

国

の
主
と

せ

 
 

む

と
欲
す

。
然

れ
ど

も
彼

の
地

に
多

に
螢

火
な

す
光

る
神

と
蝿
声

な

 
 

す
邪

神

と
有

り
。
復
、
草
木

成
能

く
言

語
有

り
。
故

、
高

皇
産

霊
尊

、

 
 

八
十

諸

神

を
召

集

へ
て
、
問

ひ

て
曰

は
く

、
「
吾

、
葦

原

中
国

の
邪

 
 

鬼

を
擾

ひ
平

け
し

め
む

と
欲

ふ
。
誰

を

か
遣

さ
ば

宜

け
む
。

惟
、
爾

 
 

諸
神

、

知

れ
ら

む

を
な

隠

し

そ
」

と

の
た

ま

ふ
。

(
日
本

書
紀

、
神

 
 

代
下

、
第

九
段

)

こ

の
平
定

の
対

象

は
、
騒

が

し
き
邪

神

や
も

の
を
言

う
草
木

で
あ

る
。

こ

れ
ら
を

従

わ
せ
、

言
う

こ
と

を
聴

く
よ

う

に
さ

せ
る

こ
と
が
平

定

の
あ
り

一g



方

で
あ
る
。

こ

こ
に
お

い
て
天
穂

日
命

と

そ

の
子
大
背

飯

熊
之
大

人

と
が

遣

わ
さ
れ

る
が
、
結

局

こ
の
父

子
は

天
神

の
意

に
従

わ
ず

、
平
定

を
行

な

わ
な

か

っ
た

。
そ
し

て
次

に
遣

わ
さ
れ

る
天
稚

彦

に
い
た

っ
て
、
初

め

て
、

高

皇
産

霊
尊

よ
り
、

言
向

け

の
た
め

の
武
具

が
授

け
ら

れ

て

い
る
。

 

 

是

に
、
高

皇
産

霊
尊
、

天
稚

彦

に
天
鹿

兜
弓

と
天

羽

羽
矢

と
を
賜

ひ

 

 

て
遣
し

た
ま

ふ
。

(
日
本
書
紀

、
同

右
段

)

境
慶
杵
尊

を
降

臨
さ

せ

る
に
先

だ

っ
て
、
天

稚
彦

を

し

て
葦

原
中

国

を
平

定
さ

せ
ん
と

こ
れ
を

降
す
際

に
授

け

た
擾
平

(
は
ら

い
む

け
)

の
為

の
武

具

は

「
天
鹿

兇
弓
」

と

「天

羽

羽
矢
」

と

で
あ

る
。
結

局

天
稚
彦

も

ま
た

皇
祖

の
意

に
背
き
、

自
ら

が
葦
原

中
津

国

で
新
嘗

を
行

な

い
、
皇

祖
神

の

返
し
矢

に
よ

っ
て
命

を
失
う

の
で
あ

る
が
、

こ
の
擾
平

の
武

具

の
持

つ
意

味

は
充

分
考
慮

さ
れ

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

こ
こ

に
見

え
る

「
羽
羽

」

の
語

義

は
古
語

拾
遺

の
素

菱
鳴
神

の
大

蜷
退

治

の
段

に
は
、

 

 
其
名

天
羽

々
斬

。
今
、

在
二
石
上
神

宮

一。
古

語
、

大
蜷

謂
二
之
羽

々

「。

 

 
言
斬

レ
弛
也

。

(古

語
拾
遺

、
第

十
段

、

天
十
握

劔

の
注
文

)

と
あ

り
、
「
羽

羽
」

は
大
蛇

の
古

語

で
あ

る

と

い
う
。
擾

平

の
た

め

の
武

具
は

す
な
わ

ち
、
「
天

の
鹿

児

の
弓
」

と

「
天

の
大

蛇

の
矢
」

で
あ

っ
た
。

両
者

は
そ
れ

ぞ
れ
、

鹿

の
子
を
射

る

た
め

の
弓
、

大
蛇

を
射

る

た
め

の
矢

の
意
味

を
持

っ
て
い
る
。
高

祖
高

皇
産

霊
尊

が
求

め

た

の
は

「
螢

火

な
す

光

る
神

と
蝿
声

な
す

邪
神

と
有

り
。
復

、
草

木
威
能

く

言
語

有

り
」

と

い

う
荒

ぶ
る
神

々
を
平

定
す

る

こ
と

で
あ

り
、

そ

の
た

め

の
武

具

で
あ

る

こ

と
を
鑑

み
れ
ば

、

こ
れ
ら

の
荒

ぶ
る
神

は
鹿

と

し
て
、

大
蛇

と

し
て
体

現

さ

れ
て

い
る

こ
と
を

確
認

で
き

よ
う
。

 

土
地

の
領
有

は
、

単

に
武

力

に
よ

る
蛮

族

支
配

で

は
為

し
得

ぬ
も

の
で

あ

っ
た
。

そ

の
土
地

々

々
の
神

を
圧
伏

し
、

言
向

け
和

平

し
、
土

地

の
豊

饒

を
確
約

さ

せ
ね
ば

、
本
質

的

に
は
土

地

の
支

配
は
成

さ

れ
な

か

っ
た

の

で
あ

る
。

土
地

を
領
有

す

る

に
は
、

ま
ず

そ

の
土
地

の
霊
力

を
手

懐

け
る

必
要

が
あ

り
、

そ

の
行

為

は
す

な
わ

ち
、
土

地

の
豊
饒

を
左

右
す

る
霊

的

存
在

た

る
精
霊

の
力

を
支
配

・
制
御

し

、

か

つ
身

に

つ
け

る

こ
と
で
あ

っ

た
。

そ

し
て
、

そ

の
土
地

の
豊
饒

を
約

束

す
る
霊

威

が
水

神

で
あ

り
、

そ

れ

と
交
流

す

る
鹿

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

 

さ

て
、

鹿
狩

り
を
行

な

っ
た

日
本
武

尊

の
東
征

の
目
的

は
、

 
 

天
皇

、

群
卿

に
詔

し

て
曰

は
く
、

「
今

し
東

国
安

か
ら
ず

し

て
、

暴

 
 

神
多

に
起

る
。
亦

蝦
夷

悉

に
叛

き
、
屡

人
民

を
略

む
。

誰
人

を
遣

し

 
 

て
か
其

の
乱

れ
た

る
を

平
げ

し
め

む
」

と

の

た
ま

ふ
。

(景
行

天

皇

 
 

紀

四
〇
年
秋

七

月
条
)

と

い
う
景

行
天
皇

の
詔

に
端

を
発

し

て

い
る
。

天
皇

は
こ

の
役

を

日
本

武

尊

に
定

め
て
、
こ
の
王
化

の
役

に

つ
く
日
本
武
尊

に
、
景
行
天
皇

は
告
げ

る
。

 
 

「
朕

が
聞

け
ら

く
、
其

の
東
夷

は
、

…

(中
略

、
夷

の
様

相

)
…

。

 
 
亦

山

に
邪
神

有

り
、
郊

に
姦
鬼

有

り
。

衙

に
遮

り
、

径

を
塞
ぎ

、
多

 
 

に
人

を
苦

し
び

し
む
。

其

の
東

夷

の
中

に
、
蝦

夷

は
是
尤

も
強

し

…

 
 

(中
略

、
蝦

夷

の
様
相

)

…
故
、

往
古

よ

り
以
来
、

未

だ
王
化

に
染

 
 

は
ず

。

…

(中
略

、

日
本
武
尊

が

神
人

で
あ

る

こ
と
)

…
。

願

は
く

 
 

は
、

深
く
謀

り
遠

く
慮

ひ
、

姦

し
き

を
探

り
変

く

を
伺

ひ
、

示
す

に

 
 
威

を

以

ち
て
し
、

懐

く
る

に
徳

を

以

ち

て
し

て
、
兵

甲

を
煩

さ
ず

し

 
 

て
、
自

つ

か
ら

に
臣
順

は

し
め

よ
。
即

ち
言

を
巧

み
て
暴

神

を
調

へ
、

 
 

武
を

振

ひ
て
姦
鬼

を
撰

へ
」

(同
条

)

「
深
謀

遠
慮

」

や

「
懐

之
以

レ
徳
」

な

ど

を

は
じ

め

と
し

て
漢

籍

の
表

現

を
借

り
た

潤
色

に
満

ち
た
言

で

は
あ

る
が
、

こ
の
東

征

に
あ

た

っ
て

は
、

日
本
武

尊

は
蛮
族

た

る
蝦
夷

を
臣

順

さ
せ

る
と

と
も

に
、

暴
神

・
姦

鬼

を
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従

わ
せ
る

こ
と
を
も
使

命
と
し

て
お
び

て

い
る

こ
と
が
明

言

さ
れ

て

い
る
。

 

以
上

に
見

て
き

た
よ
う

な
神
話

テ

キ

ス
ト
が
生

起

さ
せ

る
世
界

に
あ

っ

て

は
、

ヤ

マ
ト
タ

ケ

ル

の
東

征

の

一
つ
の
対
象

た

る

「
暴
神

」

「
姦
鬼

」

は
、
水

神

た
る
大
蛇

と

し

て
も
そ

れ
と
交

流
す

る
鹿

と

し
て

も
自
在

に
イ

メ

ー
ジ
さ

れ
物
語

の
中

に
体
現

す

る
で
あ

ろ
う

。

 

日
本

書
紀

に
お

い
て
、

駿
河

の
賊

が
日
本

武
尊

を

野

に
誘

い
出
す

た

め

に
用

い
た
言
説

は
、

こ
う
し

た
神
話

の
原

型
イ

メ

ー
ジ

の
中

で
諒
解

さ

れ

る
も

の

で
あ
ろ
う

。

こ

の
中

に
お

い
て
は
、

「氣

如

二
朝
霧

一、

足
如
二
茂
林

一」

と

い
う

鹿

は
、

神
話

世

界

の
中

で
水

神

と
自

由

に
交

流

す

る
も

の

で

あ
り

、
蝦
夷

の
教
化

の
み
な

ら
ず
荒

ぶ

る
神

々

の
言
向

け

を

も
使
命

と

し

て
背
負

っ
た
日
本
武

尊

に
と

っ
て

は
、
是
非

と
も
狩

ら

ね
ば
な

ら
な

い
対

象

で
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。

 

こ
こ

に
ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル

の
焼

津

の
地
名

伝
承

に
お
け

る
古
事

記

の
水
神

(沼
神

)

と
日
本
書

紀

の
鹿

(塵
鹿

)

と

の

〈
相
違

〉

の
底
流

に
あ

る
神

話
イ

メ

ー
ジ

と
し

て

の
共

通
基

盤

が
見
出

さ

れ
る

の

で
あ

る
。

付

鹿

・
猪

・
水
神

 
以

上
見

て
き
た
神

話

の
原
型

イ

メ
ー
ジ

は
鹿

と
水

神
を

結

ぶ
も

の

で
あ

る
が

、
そ

れ

に
加

え

て
猪

も

ま
た
、

水
神

と

の
連
関

を
持

っ
て

い
る
よ
う

で
あ

る
。

日
本
書
紀

の
日
本
武

尊

の
説
話

で

は
、
伊

吹
山

の
神

は
大

蛇

と

し

て
出

現

し
た
が
、

古
事

記

に
見

る
倭
建

命

の
説
話

に
は
、
白

猪

で
あ

っ

た

と
伝
承

さ
れ

て

い
る
。
田

に
災
厄

を

も
た

ら
す
猪

が
、

害
獣

か
ら
田

に

関

わ
る
神

へ
と
昇
化

し
た

も
の

で
あ
ろ

う

か
と
も
思

わ
れ
る

が
、
今

の
と

こ
ろ
詳
細

は
わ

か
ら
な

い
。

 

ま
た
、
古

代

の
神
話

世
界

に
お

い
て
、
水
神

た
る
性
質

を
把

持

す

る
大

蛇

が
屡

々
山

の
神

と
し

て
顕
現

す

る
こ
と

は
、
水

神

の
在
所

と

し

て
の
山

が
幻
想

さ

れ
て

い
た

こ
と

に
よ
ろ
う
。

前

の
麻
多

智

の
説
話

で
は
、
制

御

さ
れ

る

べ
き
蛇
身

の
水
神

は
、

山

口
よ

り
上
を

そ

の
在

所

と

し

て
あ

て
が

わ
れ

、
祀

ら
れ

た
。
素
菱

鳴
尊

が

八
岐
大

蛇

を
切

る

の
も

ま

た
簸
川

の
川

上

に
お

い
て

で
あ

る
。
水

神

の
司

る
川

の
水
源

が
山

に
あ

り
、

そ

こ

に
水

神

の
在

所

が
幻
想

さ
れ

る

こ
と
は
、

水
神

と
鹿

・
猪

と

の
交
流

を

一
層
容

易
な

も

の
と
し

た
で
あ

ろ
う
。

 

以

上
、
神

話

テ
キ

ス
ト

か
ら
生
成

さ

れ
る
世

界

と
し

て
の
、

鹿

と
水
神

の
連
関

を
見

て
き
た
わ

け
だ

が
、
考
古

学

的
立

場

か
ら
水
神

と
鹿

の
関
係

を
論

じ
た

も

の
に
、
平
林

章
仁

氏

の
論

が
あ

る
。
氏

は
、

銅
鐸

に
描

か
れ

た
画
題

が
、
全

体

と
し

て
農

耕
祭

祀

に
関

わ

る
も

の
で
あ

る

と
し
た

上

で
、

こ
れ

を
更

に
穀
霊

と
水
神

と

に
関

わ
る

も

の
に
二
分

し

て

い
る
。

そ

の
う

ち
、

銅
鐸

に
描

か
れ

た
鹿

は
水

辺

の
生
物

と
共

に
描

か
れ
る
傾

向

に
あ

る

こ

と
、
ま

た
描

か
れ

る
群
鹿

の
姿

が
行
列

を

な
し

て

い
る

こ
と
は
、

鹿

の

生
態

上
水
を

泳
ぎ
渡

る
最
中

か
そ

の
前

後
を
示

し
て

い
る
と

の
指
摘

を
し
、

鹿
が

水
神

を
表
象

す

る
も

の
で
あ

っ
た
と
説

か
れ

て

い
る
。
本

稿

が
対
象

と

し
た

の
は

テ
キ

ス
ト
が
生
成

す

る
神
話

の
原

型

イ

メ
ー
ジ

で
あ

っ
て
、

原
始
宗

教

の
様
相

で
は
な

い
が
、

こ

の
神

話
的

想
像

力

の
、

歴
史
性

・
時

代
性

を
考

え
よ

う
と

す
る

と
き
、

一
つ
の
ヒ
ン
ト

と
な

る
も

の

で
あ

ろ
う

か

と
思

わ
れ
る
。

一11一



注
(1
) 

日
本
書
紀
、
景
行
天
皇

四
〇
年

是
歳

条

(2
) 

以

下
、

ヤ

マ
ト

タ
ケ

ル
の
表
記

は
、

日
本
書

紀

「
日
本
武

尊
」

・
古

事
記

 
 
 
「倭
建
命
」

・
常

陸
国
風
土
記

「倭
武

天
皇

」

の
三
通
り
を
用

い
、

そ
れ
ら
の

 
 

テ

キ
ス
ト
の
ヤ

マ
ト
タ
ヶ

ル
を

一
般
化

し
て
扱
う
場
合

に
は
、
片
仮
名
書

き
で

 
 
 
「ヤ

マ
ト
タ
ケ

ル
」
を
用

い
る
。

(3
) 

日
本
書
紀

の
訓
読
は
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
1

『日
本
書
紀

(1
)
』

(平

 
 

成

6
年

・
小
学
館

)
に
よ

っ
た
。
以
下
、

日
本
書
紀

の
引
用

・
訓
読

は
全

て
新

 
 

編
日
本
古
典
文
学
全
集

『日
本
書

紀
』

に
よ
る
。

(4
) 

常
陸

国
風
土

記
、
多
可
郡

・
飽

田
村
。

以
下
、
風
土
記

の
引
用

は
す
べ
て
日

 
 

本
古
典

文
学
大
系

『風
土
記
』

(秋

本
吉
郎
校

注

・
昭
和

33
年

・
岩
波
書
店
)

 
 

に
よ
る
。

(5
) 

こ
の
表
現

は
、

右
の
記
事

の
他
、
雄
略

天
皇

が
市
辺
王
を
亡
き
者

に
せ
ん
が

 
 

為

に
狩

り
に
誘

い
出
す
際

の
言
説

に
見

え
る
。
す
な
わ
ち
、
雄
略
紀

に
は

「猪

 
 

鹿
多
有
。
其
戴
角
類
二
枯
木
末

「。
其
聚
脚
、
如
二
弱
木
株

一。
呼
吸
氣
息
、
似
二

 
 

於
朝
霧

こ
、
記

の
安
康

天
皇
段

に
は

「多
在
二
猪
鹿

]。
其

立
足
者
、
如
二
萩
原

 
 

一、
指

挙
角
者
、
如
二枯

樹

一。
」
と
あ

る
。

こ
こ
で
表
現
さ
れ
る
鹿
も
ま
た
、
市

 
 

辺
王
と
雄
略
天
皇

と
に
と

っ
て
は
、
必
ず
狩

り

に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
対

 
 

象
で
あ

っ
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

(6
) 

焼
津

は
駿
河
国

の
地
名
で
あ
る
が
、
古
事
記

で
は
相
武
国

(相
模
国
)

の
こ

 
 

と
と
し
て
語
ら
れ
る
。

(7
) 

上
田

正
昭

『日
本
武

尊
』

(昭
和

35
年

・
吉
川

弘
文
館
)
な

お
、

引
用

に
あ

 
 

た

っ
て
は
訓
読

に
関
す
る
注

は
除

い
た
。

(8
) 

こ
の
伊
吹
山

の
神

は
、
古
事
記

で
は
白
猪

と
し
て
現
れ
て

い
る
。

こ
の
猪

に

 
 

つ
い
て
は
終
節

に
お
い
て
言
及

し
て
お

い
た
。

(9
) 

藝
文
類
聚

の
引

用
は
、
『藝

文
類
聚
』

(
一
九
八

二
年

・
上
海
古
籍
出
版
社
)

 
 

に
よ
る
。

(10
) 

『類

聚
名
義
抄
』

に

「較
、

大
軋
、

ミ
ツ
チ
」

と
あ
る
。
ま

た

『倭
名
砂
』

 
 

に
は

「
鮫
、
美
都
知
、
日
本
私
記

用
二
大
劃

二
字

一」

と
あ
る
。

(11
) 

日
本
古
典

文
学
大
系

『日
本
書

紀
』

(昭
和

42
年

・
岩
波
書
店

)
当
該
箇
所

 
 

の
頭
注
な
ど
。

(12
) 

上
代
語
辞

典
編
集

委
員
会
編

『時
代
別

国
語
大
辞
典

・
上

代
編
』

(昭
和

59

 
 
年

・
三
省
堂
)

の
当
該
項
目
、
考

に
は

「語
源
は
巳

(ミ
)

1ー
ツ

ー1
霊

(チ
)

 
 
で
、
ミ
は
乙
類

か
。
水

(ミ
)

ロ
ツ

ー1
霊

(チ
)
と
も

い
う
」
と
あ

る
。

(13
) 

柳

田
国
男

「川
童
祭

懐
古
」

(昭
和

11
年

・
東
京

朝
日
新

聞
)

な
ど
で
指
摘

 
 
が
あ
る
。

(14
) 

「派
」

の
字
義
は
説
文

に

「
派
、
水
之
邪
流
別
」
、
廣

韻
に

「派
、
分
流
也
」

 
 
と
あ
る
。

(15
) 

八
岐
大
蛇

の
説
話

の
古
層

に
は
、
年

毎
に
来
訪
す
る
水
神

と
処
女

と
の
神
婚
、

 
 
水
神

へ
の
饗
応

と

い

っ
た
様

々
な
モ
チ
ー
フ
が
み
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
、

八

 
 
岐
大
蛇
を
斬
り
殺

す
と
い
う
点

に
留
意
し

て
お
き
た

い
。

(16
) 

八
岐
大
蛇

を
水

神
と
し

て
解
釈

す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
次
田
真
幸

『古
事
記

 
 
全
訳
注

(上
)』

(昭
和

52
年

・
講

談
社
学
術

文
庫
)

に

「「
身

一
つ
に
八
頭

八

 
 
尾
あ
り
」

と
記

す
と
お
り
、
頭

と
尾

が

い
く

つ
も
あ
る
蛇
体

の
水
神
。
大
小

の

 
 
支
流
を
合
わ
せ

て
流

れ
る
肥
河

の
水

霊

で
あ
る
」
な
ど

の
指
摘
が
あ

る
。

(17
) 

例

え
ば

万
葉
集

に
は
、
「霊
合

は
ば

相
寝
む
も

の
を
小
山

田

の
鹿
猪

田
禁
る

 
 
ご
と
母

し
守
ら
す

も

(
一
二

・
三
〇
〇

〇
)」

と
、
猪

を
含

め

て
鹿

の
害

か
ら

 
 
田
を
守
る

こ
と
が

歌
わ
れ

て
お
り
、
鹿

の
実

生
活
と
し
て
の
害
獣
的
性
格
を
見

 
 
る
こ
と
が
で
き
る
。

(18
) 

記
紀
、
風
土

記
に
散
見
す
る
鹿
を
、
土
地

の
精
霊
と
し

て
把
握
す

る
こ
と
は
、

 
 
先
学

の
示
す
と

こ
ろ

で
あ

る
。
井

口
樹
生
氏

は
、
「鹿
鳴
課

の
由
来
-
古
代

・

 
 
鹿

の
文
学

と
芸
能
ー

」

(『金
田

一
春
彦
博

士
古
稀
記
念

論
文
集

(第
三
巻

・
文

 
 
学
芸
能
編

)』
所
収

、
同

編
集
委

員
会
編
、
昭
和

59
年

・
三
省
堂
)

の
中

で
、

 
 
土
地

の
精
霊

と
し

て
の
鹿

の
声
を
聴

く
行
為

が
、

そ
の
土
地

の
国
魂

を
身

に
つ

 
 
け
る

こ
と

に
な

る
こ
と
を
説
き
、

そ
こ
に
古
代

の
天
子
が
鹿
鳴

を
聴

く
要
因
を

 
 
求
め
ら
れ

た
。

ま
た
、
歴
史
学

か
ら
の
言
及
で
は
、
岡
田
精

司
氏
が
、
鹿
を
見

 
 
る

こ
と
、
鹿
鳴

を
聴
く

こ
と
を
、
土
地

の
精
霊

の
タ

マ
フ
リ
ー

土
橋
寛
氏

の
言

 
 
う
と

こ
ろ
の
、
霊
魂

付
着

の
呪
術
1

と
し
て

の
大
王

の
神
事

と
し
て
論
じ

て
お

 
 
ら

れ
る
。
「
古

代
伝

承

の
鹿
-

大

王
祭

祀
復

元

の
試

み
ー

」
(
『古

代
史
論

集

 
 

(上
)』
、
直
木
孝
次
郎
先
生
古
稀

記
念
会
 
昭
和
63
年

・
塙
書
房
)。

(19
) 

日
本
古
典
文
学

大
系

『風
土
記
』

頭
注
に

「雲
潤
里

の
北
に
接
す
る
託
賀
郡

 
 
法
太
里
を
流

れ
る
川
、
野
間
川
。

そ
の
川
の
下
流
を
、
二

つ
の
里
の
境
界

の
山
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を
越

し
て
南
方

雲
潤
里

の
方

へ
流
そ
う
と

い
う

の
で
あ

る
。
水
田
耕
作

の
用
水

 
 
に
関
す

る
説
話
。
」
と
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

(20
) 

「宍
血
」

の

「
宍
」

は
食

肉

の
為

の
獣

を
さ
す
言
葉

で
あ
り
、

一
般
的

に
は

 

鹿

お
よ
び
猪

を
表

す
。

(21
) 

井

口
樹

生
氏
は
前
掲
論

文

に
お

い
て
、

こ
の
説
話

に
関

し
て

「
こ
れ
は
現
実

 
 
で
あ
る
と

い
う
よ

り
、
鹿

の
再
生
力

に
よ

っ
て
、

発
芽

が
促

さ
れ
る
と

い
う
呪

 
 
農
法

を
伝
え
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
薬
狩

り
の
鹿

は
、
人

に
対

し
て
も

 
 
稲

に
対

し
て
も
、
そ

の
再
生

の
効

力
を
発
揮

し
た
も

の
と
思

わ
れ
る
。」

と
の

 
 
見
解

を
示
さ
れ
て

い
る
。

(22
) 

日
本
大
辞

典
刊
行
会

編
集

『
口
本
国
語

大
辞
典

(
二
)
』
昭
和

48
年

・
小
学

 
 
館

(23
) 

常

陸
国
風
土
記
、
行
方

郡

の
項

に
、
壬
生
連
麿

が
願

い
出

て
郡
家

を
置

い
た

 
 
と
い
う
記
事

が
あ
る
。

(24
) 

古
語
拾
遺

の
本
文

は
西
宮

一
民
校
注

『古
語
拾
遺
』

(第

7
刷

・
平

成
2
年

・

 
 
岩
波
書

店
)

に
よ

っ
た
。

(
25
)

平
林
章
仁

「描

か
れ
た
鹿
i
鹿

は
何

を
表

象
し
た
か
ー

」

(「
龍
谷
史
壇
」
第

 
 
九

一
号

・
昭
和
63
年
)
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追
記

今

回
、
幸

い
に
も
同

じ
く
古
代

の
鹿

に
つ
い
て
論
じ
た

石
神
裕
之
氏

の
論

と
同
じ
号

に
掲

載
さ
れ
る

こ
と
と
な

っ
た
。

氏

の
指
摘

に
よ
れ
ば
考

古
学
的

に
は
鹿

同
様

に
猪

と
農
耕
儀
礼

の
関
連

を
示
唆

す
る
イ
ノ
シ

シ
類

の
下
顎
骨
な
ど
が
見
ら
れ
る
と
言
う
。

本
稿

は
必
ず

し
も
歴
史
的
事
実

や
そ
の
変

遷
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、

史
学

の
分
野

で
の
古

代
研
究

の
あ
り
方

と
ど

の
よ
う

に
補
完
し
あ

っ
て
ゆ
く

か
を
考

え
る
に
、
氏

の
論

は
大
変

示
唆
的

で
あ

っ
た
と
思
う
。

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(ま

つ
だ
 

ひ
ろ
し
)


