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1

御
伽
草
子

「鉢
か
づ
き
」
の
変
装
趣
向
と
そ
の
原
拠

鈴

木

1i/J
_、

道

(
一
)

従

来

、

御

伽
草

.r

、鉢

か
づ

き

L

に

お
け

る
変

装

の
趣

向

や
物

語

の
原

拠

に

つ

き

、

詳

細

な
考

察

を

試

み

た
研

究

は
あ

ま

り
見

ら

れ

な

い

の
で

、

こ

こ

に
、

私

は

か

な

り

大
胆

な
試

論

を

展

開

し

て

み
よ

う

と

思

う
。

「
鉢

か
づ

き

」

は

、
御

伽

草

子

「
う

ば

か

は
」

「
花

よ

の
姫

」

な

ど

と

と

も

に

(

.

)

い
わ
ゆ
る
姥
皮
系
説
話

に
所
属
す
る
も
の
で
、
天
野
信
見爪
の
随
筆

「塩
尻
」
巻
之

三
十
九
に
、

○
或
問
世
俗
蒙
昧
の
女
竜
な
と

の
真
徳
丸
梅
若
丸
鉢
か
つ
き
な
と

い
ふ
革
紙

あ
り
是
等
も
出
所
有
事
に
や
と
答
ふ
真
徳
丸
は
河
内
国
山
畑
村
の
長
占

の

.r
な
り
鉢
か
つ
き
磐
は
同
国
寝
屋
村

の
長
者
か
女
な
り
是
等
の
事
河
州
紀

と
て
五
巻
の
護
あ
り
夫
に
は
あ
り
梅
若

か
葬
は
梨
園
温
故
と

い
ふ
書
に
見

た
り
き

(六
.一一六
頁
、)

(

一
、
)

(
一
、
。
)

と
あ
る
か
ら
、
当
時
、
河
内
国
寝
屋
村

の
長
κ

の
女
を
主
人
公
と
し
た

「鉢
か
づ

き
」
の
伝
説
が
流
布
し
て
い
た
ら
し
く
、
す
で
に
市
古
貞
次
博
L
菩

「
中
世
小
説

の
研
究
」
に
は
、

「鉢

か
づ
き
」

「
う
ぼ
か
は
」
「花
よ
の
姫
」
が
地
方
の
説
話

・

伝
説
と
関
係

の
あ
る
物
語
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
現
在
の
民
間
伝
承
そ

の
ま
ま
で
は
な
く
て
も
、
類
似
の
民
間
説
話

が
当
時
地
方

に
行
は
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
草
子
化
せ
ら
れ
た
も
の
と
、
こ
の

ヘハ
　

一、一篇

に
就

い
て

は

κ
・
へ
る

の
が

妥

当

で
あ

ら

う

。

ヘ
ハ
　

と

説

か

れ

て

い
る

。

し

か
し

、

松

本

隆

信

氏

は
、

「
鉢

か
づ

き

」

の
鉢

は

「
う
ば

か

は
し

の
姥

皮

に
代

る

も

の
で

あ

っ
て
も

、

や

や
趣

向

が

異

な

る

点

に

つ
ぎ

、

こ

の
趣
向
が
草
子

の
作
者

の
創
案

に
な
る
も
の
か
、
民
間
伝
承
に
よ
る
も
の
か
と
疑

わ
れ
、
ま
た
、
右

の
河
内
国
寝
屋
村

の
長
者
伝
説
の
内
容
を
不
明
と
さ
れ
、
そ
れ

ゆ
え
に
、
そ
れ
が

「鉢
か
づ
き
」
の
原
拠
で
あ
る
こ
と
に
す
こ
ぶ
る
懐
疑
的
態
度

を
.小
し
て
お
ら
れ
る
、
さ
ら
に
、
松
本
氏
は
、

文
献
に
よ

っ
て
流
布
し
た
話
が
あ
る
L
地
に
⊥
着
し
て
、
伝
説
化
す
る
過
程

も
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
、
関
敬
吾
氏
編

「
日
本
翫口
話
集
成
」
か
ら

「鉢
か
づ
き
」
型
の
背
話
を
四

例
引
川
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、
文
献
と
し
て
成
立
し
た
「
鉢
か
づ
き
」

の
影
響
を
受
け
て
語
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
鉢
を
か
ず
く
と
い
う
趣
向
が
民
間
伝

承
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
強
く
否
定
さ
れ
て
い
る
。

(
二
)

「塩
尻
」
に
指
摘
さ
れ
た
河
内
国
寝
屋
村

の
長
者
伝
説
に
類
す
る
と
お
ぼ
し
き

文
献

は
、
現
在
、

「
寝
屋
川
市
誌
」
の
中
に
翻
刻
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
内
容

は
、
日
本
古
典
文
学
全
集

「御
伽
草
子
集
」
所
収

「鉢
か
づ
き
」
の
冒

頭
の
頭
注

に
、

『北
河
内
郡
史
蹟
史
話
』
に
よ
る
と
、
大
阪
府
寝
屋
川
市
寝
屋
の
伝
説
と
し

て
、

「
長
者
備
中
守
藤
原
実
高
が
、
好
悪
な
後
妻
浅
路
と
い
ふ
も
の
の
.口
に

ま
よ
ひ
、
先
妻
の
生
ん
だ
初
瀬
姫
を
虐
遇
し
、
家
産
は
全
く
傾
き
尽
し
た
姫

は
大
和
国
長
谷
観
音
の
仏
力
に
よ

っ
て
救
は
れ
、
京
都
な
る
山
陰
中
納
言
の

室
と
な

っ
た

一
と
伝
え
ら
れ
る
。

(七
六
頁
)

*国 文学研究室(1975年9月25日 受理)
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㎝
と
あ
る
の
と
同
様
で
、
原
本
は
現
在
、
m
水
本
村
役
場
か
ら
寝
屋
川
市
役
所
に
移

∫

れ
・
L
巻
の
写
本
と
し
て
蔵
さ
れ
て

凪
り勅
・
そ
の
体
裁
を
略
記
す
る
と
、
次
の

}
通

り

で
あ

る

。

一

七
巻

と

も

に
美

濃

紙

の
袋

綴

で
、

表

紙

・
裏

表

紙

も

同
質

料

紙

で
あ

り
、

題

雄

ぽ

な
く
・
内
題
も
な
い
が
・
そ
れ
ぞ
れ
の
表
紙
中
央

に
直
接
、

蒋

内
国
交
野
郡

τ

屋
長
森

記

壱
L

「
交
野
郡
寝
屋
皆

鉢
記

二
気

交
野
郡
寝
屋
長
森

一
記

三
」

「
河
内
交
野
郡
寝
屋
長
者
鉢
記

四
」

「
か
た
の
郡
ね
や
長
者
鉢
記

万

」

・
姦

郡
寝
屋
長
者
鉢
記

六
L

∵
父
野
郡
寝
屋
長
者
鉢
記

大
尾
L
と
記

一
さ
れ
・
各
巻
い
ず
れ
も

「交
野
郡
」
ま
た
『

か
た
の
郡

ま
で
を

暮

廷
口
に
し

…
字

か

ら

一
四
字

ぐ

ら

い
で

あ

る

。

各

巻

の
綴

糸

の

∫

に
は
表
紙
と
同
質
の
料
紙
が
貼
ら
れ
、
蔵
廷
昂

は
な
い
。
虫
損
は
僅
少
で
、
筆

曾

や
や
乱
暴
と
患

わ
れ
る
ほ
ど
の
偉

的
な
雄
渾
さ
が
感
じ
ら
れ
.勾
が
、
をご

…
し

て
達

筆

で

は
な

い
よ

う

で

あ

る

。
巻

し
終

末

一
一三

ウ

に
あ

る
奥

階

に
は
、

}

右
は
萬
治
二
年
八
月
絵
本

に
印
形
有
て
松
会
堂
蔵
板
也
を
廷
琴

し
畢
ぬ
萬
治

}

迄
年
数
二
百
集

に
成
り
萬
治
よ
り
明
治
四
迄
百
八
先

年
余

に
成
と
前
後

　

一

に
は
、二
百
八
十
九
年
余
に
相
成
よ
し

丁

あ

る
が
・
祖
本
と
さ
れ
た
ら
し
い

「
萬
治
一
年

八
月
絵
本

に
印
形
有
て
松
会
堂

一鑛
総
磯
癖
嬢

繭
遡
艦
勉姓
勅
繋
新

}
図
書
館
蔵

)

…
の
本

文

と

大

差

が

見

ら

れ

る

か

ら
、

こ

の
絵

人
本

と

も

明

ら

か

に
異

一

ー

…
な

っ
て

い
る
。

冶

の
奥

菖

に
よ

る

と
、

祖

本

は

「
絵

本

に
印

形

有

」

る
も

の

ら

し

「

が
・

こ
の
市
役
所
本

に
は
、
巻

二
の
六
オ
に
小
さ
な
扇
r
の

蔀

を
描

い
た
絵

踊

痩

此哩嬉

替

躯

葎

触
卸

龍

.総
転

川ハ

糎

、

横

一
六

・
九

糎

で

、
各

巻

と

も

に
遊

紙

な

く
、

表

紙

一
丁

と
裏

表

紙

一
ゴ

以

外

は
本

文

墨

付

と

し

て
、

巻

一
以

ド

、

そ

れ
ぞ

れ

二
〇

f

、

二

四

r

、

一
ご

一r

.

二
〇

工
、

二

四

r

、

二

四
f

、

二

、二
丁

が

使

川

さ

れ

て

い
る

。
各

巻

は
、

一
面

六

行
階

で

、

一
行
字

詰

は
約

一

、

が
あ
る
の
み
で
、
祖
本
の

「絵
-
は
書
写
の
際

に
ほ
と
ん
ど
省
略
さ
れ
た
も
の
と

も
考
え
ら
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
扇
f
の
絵

に
は
、
そ
の
扇
子
の
紙
に
当
た
る
箇

所
に
、暁

の
別
れ
も

し
ら
ぬ
鳥

の
音
は
」
何

の
つ
ら
さ
に
L
帰
き
は
じ
め
け
ん
L

戸
釈
ぷ

ぞ
ゴ
　　

と
記
さ
れ
、
ま
た
、
扇
r

の
紙
の
上
部
に

「此
処
本
金
山
F一
と
い
う
説
明
文
が
施

さ
れ
て
お
り
、

こ
の
説
明
文
は
、
墨
書
で
は
、
本
金
を
使
川
し
た
祖
本
の
ま
ま
の

絵
を
描
く
こ
と
が
不
可
能
な
た
め
に
、
施
さ
れ
た

一
種

の
注
で
あ

っ
て
、
祖
本
に

構
麗
な
色
彩

の
挿
絵
が
描
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
も

の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
祖
本
は
他
の
箇
所
に
も
挿
絵
の
あ
る

「絵
本
」
で
あ

っ
た

う
つ
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

市
役
所
本
の
内
容
は
、
現
存
す
る
「鉢
か
づ
き
」
の
伝
本
の
内
容
と
比
較
し
て
、

そ
の
後
半
は
割
含
に
類
似
し
て
い
る
が
、
前
半
に
は
か
な
り
大
き
な
柑
異
が
認
め

ら
れ
、
分

量
も

多

い
。

一
方
、
横
山
重
氏
は

「
室
町
時
代
物
語
集

第
三
」
の

「解
題
」
に
お
い
て
、
万
治
二
年
松
会
刊
絵
入
本
に
は
、
そ
の
祖
本
と
な

っ
た
別
板

が
存
在
し
た
と
想
定
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
別
板
が
こ
の
市

役
所
本
の
祖
本
す
な
わ
ち
「
萬
治
二
年
八
刀
絵
本
に
印
形
有
て
松
会
堂
蔵
板
」
な
る

板
本
で
あ
る
と
は
、
市
役
所
本

の
本
文

・
内
容
か
ら
考
え
て
、
必
ず
し
も
即
断
は

で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、

「寝
屋
川
市
誌
」
(七
五
四
頁
)
に
よ
る
と
、
た

と
え
ぽ
、
現
在
、
寝
屋
川
市
大
字
寝
屋
九
〇
六
に
あ
る
西
蓮
寺
境
内
に
観
音
堂
が

あ
り
、
そ
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
る
、
高
さ

一
・
二
二
米

の
木
像
十

一
面
観
音
や
、

大
字
寝
屋
九
〇
五
に
あ
る
正
法
午
境
内
に
見
ら
れ
る
、
高
さ
約
八
九
糎
の
石
の
地

蔵
尊

は
、
寝
屋
長
階
の
信
仰
し
た
仏
像
と
伝
え
ら
れ
、
特

に
後
者
は
、
元
禄
二
年

(
、
六
八
九
)
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
仏
像
が
と
も
に
寝
屋
長

各
伝
説
と
結
合
さ
れ
、
ま
た
、
市
役
所
本
中
に
も
取
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
よ
り

し
て
、
こ
の
伝
説
㎜は
、
江
.戸
時
代
以
前
よ
り
か
な
り
寝
屋
地
方
に
強
く
根
を
張

っ

て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
伝
説

の
原
初
形
態
が
市
役
所
本
の
祖
本
と

一
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3

[
致
す
る
と
は
、
必
ず
し
も
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
祖
本

は
か
な
り
伝
説
を
潤
色
し
て

い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
、
伝
説
内
容

の
根
幹
は
市
役

所
本
と
大
差
が
な
か

っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が

っ
て
前

述

の

ご

と

}
く
、

「
鉢
か
づ
き
」
型
の
止口
話
が
他

に
四
例
あ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
市
役
所
本

お
よ
び
そ
の
祖
本
の
内
容
の
基
礎
と
な

っ
た
、
民
間
伝
承
と
し
て
の
寝
屋
長
者
伝

一
説

こ
そ
御
伽
草
子

「
鉢
か
づ
き
」
の
原
拠
と
見
る
べ
き
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
私

は
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
鉢
を
か
ず
く
と
い
う
趣
向
が
民
間
伝
承
に
よ

っ
て

考
え
出
さ
れ
た
こ
と
を
否
定
さ
れ
、

私

は
、

「
鉢
か
づ
き
の
草
子
」
が
民
間
伝
承
と
し
て
の
姥
皮
型

の
昔
話
を
素

　
マ

マ
　

}

謹
猷
臆
読
碗
鰻
儒
齢
飯勲
崩鱒
㍉
雛
罫
鐸

}

幾

つ
か
の
昔
話
は
、
文
献
と
し
て
流
布
し
た
草
子

の
方
か
ら
影
響
を
受
け
た

[

の
で
は
な
い
か
と
彦
え
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
た
松
本
氏
の
御
意
見
は
俄
に
賛
成
し
が
た
い
が
、
さ
ら
に
、
冶

の
私

・
見
を
裏
付
け
得
る
徴
証
の

一
端
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

(
三

)

鉢
を
か
ず
く
こ
と
に
よ
る
変
装
の
経
緯
を
、
御
伽
草
子

「鉢
か
づ
き
」
に
つ
い

て
見
る
と
、
姫
君
の
母
が
臨
終

に
際

し
て
、
姫
君
の
頭

に
そ
の
肩
が
隠
れ
る
ほ
ど

深
く
鉢
を
か
ず
か
せ
、

(
しノ

)

さ
し
も
草
深
く
そ
頼
む
観
世
音
誓
の
ま
ま
に
い
た
ゴ
か
せ
ぬ
る
。

と
詠
歌
し
た
が
、
歌
の
内
容
あ
る
い
は

「
室
町
時
代
物
語
集
」
第
三
所
収

の
奈
良

絵
本
等
に
よ
る
と
、
姫
君
は
観
音
の
お
告
げ
に
よ

っ
て
誕
生
し
、
母
の
臨
終

の
時

に
鉢
を
か
ず
か
せ
よ
と
い
う
観
音
の
示
現
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に

市
役
所
本
も
、
初
瀬
寺
観
音
を
深
く
信
仰
し
て
い
た
夫
婦
の
夢
に
、
観
音

の
お
告

げ
が
あ

っ
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
鉢
を
か
ず
く
こ
と
は
、

顔
を
隠
す
た
め
の
変
装

に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
時
機
到
来
ま
で
姫
君

の
貞
操
を
守

ら
せ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
殊
更
に

「
鉢
」
が
変
装
用
具
と
し
て
選
ぼ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
松
本
氏
は
、
徒
然
草
の
仁
和
寺
法
師
の
鼎
か
ず
き
の
話
か
ら
思
い
つ
い
た
の

(一〇
)

だ
ろ
う
か
と
さ
れ
た
野
村
八
良
博
士
の
説
に
対
し
て
、

「
何
と
も
、、.口え
な
い
」
と

軽
く
感
想
を
述
べ
、

「鉢

か
づ
き
の
草
子
」
の
板
本
の
挿
絵

に
は
、
盃
型
の
鉢
を
冠

っ
た
姫
の
姿

が
沢
山
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
姫
の
姿
は
非
常
に
印
象
的
で
あ
る
。
板
本

の

「花
世
の
姫
」
で
は
、
本
文
で
は
姫
は
姥
皮
を
着
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

場
面
の
挿
絵
を
見
る
と
姫
は
姥
皮
を
着
た
姿
に
な

っ
て
お
ら
ず
、
元
の
姿

の

儘
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
姥
皮
を
着
た
姿
と
い
う
の
は
具
体
的
に
想
像
し
に
く

か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
較
べ
て
鉢
を
か
ず
い
た
姿
は
絵
に
な
り
易
い

と
い
う
事
情
が
こ
の
よ
う
な
趣
向
を
生
み
出
し
た
理
由
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
た
が
、

「絵

に
な
り
易

い
」
と

い
う
こ
と
が
、
は
た
し
て
、
鉢
を
か
ず

く
趣
向

に
先
行
す
る
条
件
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
必
ず
し
も
そ
う
は
考

え

た

く

な

い
。
絵

は
、
本
文
の
内
容
が
ま
ず
決
定
さ
れ
た
後
に
こ
そ
描
か
れ
る
べ
き
も
の
で

こ
の
点
、
松
本
氏
説
に
は
全
く
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
高
崎
正
秀
博
士
は
そ
の
著

「
物
語
文
学
序
説
」
の

「
皿
屋
敷
説
話

の

研
究
i
宇
津
保
物
語

『
俊
蔭
』
成
立
論
へ
の
前
提
l

」
に
お
い
て
、
農
村

の
富
を
左
右

す
る
水
霊

・
水
神
と
し
て
の
河
童
の
頭
上
に
あ
る
皿
に
は
霊
力
が
秘
め
ら
れ
て
い

(
一

一
)

る

と
、

昔

か

ら
信

じ

ら

れ

て

い

た
と

説

か
れ

る
折

口
信
夫

博

士

説

を
引

合

い

に
し

て

(
三
七
〇
頁

)
、
近

江

国

(
現

、
米

原

市

)

筑

摩

神

社

に
伝

わ

る

奇
祭

、

鍋

冠
祭

の
鍋

が

神

聖

な

る

も

の
と

考

え

ら

れ

る

(
三
七

一
頁
)
点

、
河

童

の
皿
も

鍋

も

同

じ

く
神

霊

の
容

器

で

あ

る

と

説

か
れ

、

さ

ら

に
、

「
頭

の
皿

」

は

「
頭

の
鉢

」

と

も

一..口
い
、

動

物

に
と

っ
て

最

も

大

切

な

、

そ

し

て
神

聖

で
あ

る

べ
き

頭

蓋

骨

を
指

す

事

実

、

ま

た
、

蝸

牛

・
田

螺

な

ど

す

べ

て

の
円

い
巻

只

が

、

古

く

よ

り

「
つ
ぶ
」

「
つ
ぼ

」

「
つ
び
」

「
つ
ぶ

る
」

「
つ
ぶ

れ

」

な

ど

と

呼

ぼ

れ

、

水

を

汲

む

「
壷

」
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も

螺

旋

状

に
⊥

を

こ

ね

て
作

っ
た

と

こ

ろ

か
ら

「
つ
ぼ

」

で
あ

り
、

水

を

汲

む

「
瓢

」

も

「
つ
ぶ

る
」

「
つ
ぼ

け
」

と
呼

ぶ

地

方

が

あ

り
、

頭

を

「
つ
む

り
」

と

つ
ぶ
る

い
う

の
も

「
瓢

」

の
転

で
あ

る

こ
と
等

に

つ

い
て

説

か
れ

た
柳

田
国

男

氏

の

「
蝸

牛

考

」

の

一
部

な

ど

を

取
挙

げ

ら
れ

て

(
三
ヒ
六
頁
)

、
結

局

、

鉢

・
皿

・
鍋

・

水

饗

・
壷

な

ど

は
、

元

来

、

水

仕
「女

が

そ

れ

ら

を

頭

上

に
置

い

て
、

水

を

運

ぶ

た

め

の
神

霊

の
容

器

と

し

て
川

い
ら
れ

た
も

の
で
、

水

を

入

れ

る

た

め

の
容

器

を

運

搬

す

る
姿

は
、
古

代

女

性

生

活

の

一
端

を
示

す

も

の

で

も
あ

ろ

う

と
述

べ

て
お

ら

れ

る

(
..一ヒ
八

・
、..ヒ
九
虞

)
。

以

ド

、

私

は

こ
の
所

説

を

さ

ら

に
深

く
追

究

し

よ

・り
しこ
田
心
う

り

さ

て

、

う

語

よ

、

団「
一「
ζ

、項

に

、

(
四

)

柳

田
氏

説

に
見

え

る
円

い
巻

旦

の
呼

称

の

一
つ

で
あ

る

「
つ
び

し

と

い

た
と

え
ば

、

狩

谷

腋

斎

誇

「、箋

注

倭

名

類
聚

抄

」

・
の

「
E

門

の

房
内
経
云
、
玉
門

赦
欝

懲
翫

劉
麟

鞭
雛

親
鰍

楊
氏
漢
語

抄
.{、
燦

難
応
懸
鹸
㈹
譲

薮
監
鰯
財
雑

翻
鞭

寸

則

尿

爲

、灰

字

之

講

一無

レ
疑

、

今

改

、
L

又
按

灰
蓋

従

レ
月

従

∴
朱

門

之

朱

「
皇

国
会

意

字

、

汎
心
非

∴肺浬
匹伍
…
一山也
、」
生木
…口
日冗
二
鉄
挿
槌
伝

h
按

池我
林
疋
滋ハ
庶
…
川
劉
一・広

弘

…閉
化
木
ハ
戴

笠
讐坦
↓上
幣恢
院
阪
、ム
、男

瀞

錨
糠
矯

秣
慰
附
掴
縫

(
天
責
)

と

あ

る

こ

と
、

そ

の
他

、

占

今

著

聞

集

巻

第

卜

六

「
興

...口
利

11

第

娃

五

の

κ

四

四
番

}
外

宮

権

欄

宜

度

会

盛

広

妻

に
筑

紫

女

を

請

ふ
事

」

に
、

(

.

一
.
)

つ
び

は

つ
く

し

つ
び

と

て
、

第

一
の
物

と

い
ふ

な

り

。

と

あ

る

こ
と

な

ど

に

よ

り
、

占

く

か

ら
、

女

陰

の

こ

と

を

も

い
う

語

で

あ

っ
た

こ

と

が

わ

か

る
。

お

そ

ら

く
、

女

陰

の
膣

が

円

い
巻

目
ハ
と
類
、似

す

る

と

こ
ろ

か

ら
、

い
ず

れ

も

が

「
つ
び

!

と

呼

ば

れ

た
も

の

で

は
あ

る

ま

い
か

。

と

こ
ろ

が

、

中

野

栄

一..
氏
霊
臼

一
陰

名

語
彙

-

に
よ

る

と

、

「
つ
び

」
以

外

に

「
つ
び

た

り

」

「
壷

雪

「
鉢

」

「
鍋

-

な

ど

も

女

陰

の
呼

名

、

ま

た

は

そ

の
比

輸

と

し

て
使

用

さ

れ

て

い

(

一

一.
鳶
)

た

ら

し

い
。

も

っ
と

も

、

「
つ
び

た
り

」

は
古

語

で

あ

ろ

う

が

、

「
壷

」

「
鉢

」

「
鍋

」

は
、

た

と

え
ば

鈴

木

勝

忠

氏
編

「
雑
俳

語
辞

典

」

や

日
本

大
辞

典

刊

行

会

編

「
日
本

国

語

大

辞

典

」

の

そ
れ

ぞ

れ

の

項

や

「
あ

ら

ぽ

ち

」

(新
鉢
)

の
項

に

種

々
の
近

世

の
川

例

が

あ

っ
て

、
少

な

く
と

も

近

世

に

は

こ

れ

ら

の
語

が

女

陰

の

こ
と

、

ま

た

は

そ

の
比

喩

と

し

て
使

用

さ

れ

て

い
た

こ
と

が

明

ら

か

で
、

こ
れ

は

や

は
り

形

態

ト

の
類

似

に

よ

っ
た
も

の

で

は
な

い
か
と

考

え

ら
れ

る
。

し

か
も

、

東

条

操

氏

編

,
全

国

方

言

辞

典

L

「
標
準
語
引

分

類

方

言

辞

典

」

に
よ

る

と
、

女

陰

を

「
つ
び

」

と

呼

ぶ

地

方

も

か
な

り
あ

っ
て
、

こ

の
古

語

が

現

在

ま

で

生
き

続

け

て
来

て

い
る

こ
と

を

示

し

て

い
る

か
ら

、

も

し

か
す

る

と

、
近

世

以
前

に
お

い

て
も

、

「
壷

と

コ
鉢

」

「
鍋

[
が

女

陰

ま

た

は
そ

の
比

喩

を
表

わ
す

昌..口
語

と

し

て

使

川

さ

れ

た

か

も

知

れ

な

い
。

ち

な

み

に
、

西
郷

信

綱

氏

の
近

薯
「
古

事

記

注

釈

」

第

一
巻

の

「
み

ほ

と

灸

か

え

て
」

の
解

説

中

に
、

ホ

ト

は
女

陰

の

こ
と

。

地

形

に
か

ん

し

「
畝

火

山

の
美

富

登

」

な

ど

と

も

い

っ
た
。

豊

後

風

⊥
記

海

部
郡

穂

門

郷

の
名

も

、

お

そ
ら

く

そ

の
地

形

に
由

来

す

る
。

フ
ト

コ
ロ

(
懐

)

の

フ
ト
と

ホ

ト
と

は
同

語

で
あ

ろ
う

。

俗

に

フ

ト

コ

ロ
の

こ
と

を

ホ

ト

コ
ロ
と

い
う

。

腹

ふ
と

く

口

の
す

ぼ

ま

っ
た

素

焼

き

の

上

器

ホ

ト
ギ

(
缶

)

の

ホ

ト
も

同

じ

で
あ

ろ

う

。

が

、

語

の
山
来

は

明

ら

か

で

な

い
。

女

陰

の

こ
と

を

ま

た

ク
ボ

と

も

ツ
ビ

と

も

い

っ
た

(名
義
抄
)
。

ク

ボ

は

ク
ボ

ム
、

ツ
ビ

は

ツ
ボ

ム
と

関
係

が

あ

る

。

(
一
五

一
頁
)

と

あ

り
、

右

の

、
ホ

ト
ギ

(
/
`
)

L

は
、
要

す

る

に

い

わ
ゆ

る

「
壷

」

の

こ
と

で

あ

る

か

ら
、

-壷

-

も

女

陰

と

関
係

の
あ

る
も

の

と

し

て

一
般

に
考

え

ら
れ

て

い

た

に
違

い
な

い
.。

-
鉢

L

は

、

前

掲

「
全

国

方

言

辞

典

」

に

よ

る
と

、

長

崎

県

五

島

で

「
ま

ん

こ

[

と
呼

ぶ

ら

し

い
が

、

前

掲

「
陰

名

語

彙

」

に

「
満

紅

【
ま

ん

こ

う
】

」

の
.項

が

あ

り
、

そ

の
解

説

を
考

慮

す

る
と

、

「
鉢

」
は
女

陰

ま

た

は
そ

の
比

・隔
を

表

わ
す

語

と

し

て
、

近

世

以
前

よ

り
使

川

さ

れ

て

い

た

の

で

は
な

い
か

と
推

定

さ

れ

る
。

文

献

に
そ

の
川

例

が

見

当

た

ら
な

い

こ
と

に

一
抹

の
不
安

は
あ

る
が
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右

の
方

(.、p
に
よ

っ
て

立

証

さ

れ

る

の

で

は
あ

る

ま

い

か

。

な

お
、

右

の

「
陰

名

語

彙

」

に
は
、

「
陰
名

考

」

に
見

え

る
「
ま

ん

こ
」
の

ヨ
美

斗

L

語

源

説

が

引

か

れ

て

い
る
が

、

こ
れ

に
関

し

て

思

い
当

た
る

こ
と

は
、

占

事

記

上
巻

の
初

め

に
見

え

る

り

　

「
美

斗

能

麻

旦
ハ波

比

」

(
圏
点
筆
者
)
の
語

で
、

西

郷

氏

の
前

掲

筈

書

に

は
、

こ

の

語

に

つ
き

、

交

接

の

こ

と

を

い
う

。

マ
グ

ハ
ヒ
が

す

で

に
交

合

の
意

で
あ

る

の

に
、

ミ

ト

ノ
と

あ

る

の
は
、

聖
婚

だ

か
ら

で

あ

る
。

ミ

ト
を

御

戸

す

な

わ

ち
寝

所

の
意

と

す

る
説

が

多

く

お

こ
な

わ
れ

て

い
る

が

、

こ

の

ト

は
陰

部

を

さ
す

と

見

る

方

が

い

い

(前
段

「
オ

ホ
ト

ノ
ヂ
」

の
項
参
照
)
。
寝

所

の
方

は
、

次

に
出

て

く

ミ

ト

ノ

マ

ク

ハ

ヒ

る

ク

ミ
ド

が

そ

れ

に
あ

た

る

。

ス

サ

ノ

ヲ
と

奇

稲

田
姫

、

「
と

も

に
遊

合

オ
ホ
ナ

ム

ヲ

し

て

、
児

大

己

貴

神

を
生

む

」

神
代
紀

上
)
と

あ

る

「
遙

合

」

を

、

私

記

乙

本

に

ミ

ト

ア

ハ
シ
テ

と
も

訓

ん

で

い
る

の

は
、

ミ

ト
が

寝

所

で
な

い

こ
と

を

示

す

。

ス

サ

ノ

ヲ
と

奇

稲

田
姫

と

の
結

婚

も

、
何

れ

そ

の
く

だ

り

で
見

る

よ

う

に
聖

婚

で
あ

っ
た

。

(
二

〇

・
一
二

頁

)

オ

ホ

ト

ノ

チ
ノ

オ
ホ

ト

ノ

ベ
ノ

と
説

か
れ

、

さ

ら

に
、

「
意

富

斗

能

地

神

、

大
斗

乃
弁

神

」

に

つ

い

て

は
、

チ

へ

地
と
弁

は
、
そ
れ
ぞ
れ
男
と
女

で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ヂ
は
前
出
の
ピ
コ
ヂ

ト

ヘ

カ
リ

ハ
タ

や

ヲ
ヂ

の
ヂ

に
同

じ

、

べ

は
、

記

紀

に
荒

川

刀

辺
、

苅

幡

刀
弁

な

ど

女

の
名

の
語

尾

に
多

い
。

そ

れ

は

お

そ

ら

く

メ

(
女

)

と
関

係

す

る

。

さ

て

こ

の
両

ヂ

ト
マ

ベ

マ

ヒ
コ

ト

マ

ヂ

神
、
紀

に
は
大
戸
之
道

・
大
告
辺
、
大
戸
摩
彦

・
大
戸
摩
姫
、
大
富
道

・
大

ト

マ

ベ

富

辺

な

ど

と

出

て

い

る
が

、

オ

ホ

ト

の
部

分

は
記

紀

と

も

に
動

い
て

い
な

い

か

ら
、

オ

ホ

ト

の

ト

の

一
語

が

急

所

で
あ

る

こ

と
が

分

る

。

そ

し

て
従

来

、

タ

ト

コ
モ
リ
ト

こ
の
ト
は
立
ち
処
、
隠
処
な
ど

の
ト
で
所
ま
た
は
場
所

の
意
と
さ
れ
、
宣
長

ツ
チ

ル

コ
リ
ナ
リ

な
ど
も

こ
の
二
神
は

「
彼
地
と
成
べ
き
物
の
凝
成
て
、
国
処
の
成
れ
る
由
」

オ

ホ

を
あ

ら

わ

す

と

い

っ
て

い

る

の
だ

が

、

一
面

的

で

は

な

い
か

と

思

う

。
意

富

ト斗

の
斗

は

甲

類

の

ト

で
あ

る
が

、

甲

類

の

ト

に

は
処

の
ほ

か

「
瀬

戸

」

「
明

ト

石

の
門

」

な

ど

の

ト
が

あ

り
、

後

に

い
う

ミ

ト

ノ

マ
グ

ハ
ヒ
と

か

ト

ツ
グ

と

か

の

ト
が

こ
れ

で

あ

る

。

か
く

し

て
、

こ
の

オ

ホ

ト

は
男

女

の
陰

部

を

た

た

え
た
も
の
と
す
る
説
を
も

(大
系
本
書
紀
)
、
当
然
考
慮
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
か
た
を
最
初
に
う
ち
出
し
た
の
は
平
田
篤

ト

胤

で
、

次

の
よ

う

に

い

っ
て

い
る

、
「
大
斗

能

地

・
大

斗

乃

弁

神

の
斗

は
始

め

オ

ボ

て
9ー
女
の
形
の
別
り
給

へ
る
意
を
も
て
称
奉
れ
り
と
所
思
ゆ
。
共
は
角
幟

・

ツ
ノ

グ

ミ

ハ

タ

ラ

活

幟

と
申

す

名
は
、
御
身
の
角
具
美
活
動
く
べ
き
状
に
成
り
給
ふ
よ
り
申

ナ
リ
タ
ラ

し
、

面

足

・
惇

根

と

は
、

御

形

の
成

満

ひ
坐

る
も

て
名

け

奉

れ

る

に

て
、

其

問

な

る
大

戸

は
、

彼

処

(陰
処
)

に

か
け

て
負

せ
奉

れ

る

御

名

な

る

こ
と

を

思

ひ
定

む

べ
し

」

(古
史
伝

)
と

。

(下
略
)

(九

二

・
九
三
頁

)

3・」
い
う

解

説

が

あ

る
が

、

「
陰

名

考

」

の
語

源

説

に

つ

い

て

は
、

今

後

、

な

お

検

(
一
四

)

討

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

か

く

て

、

元

来

、

神

霊

の
容

器

と

し

て
川

い
ら
れ

た
鉢

・
皿

・
鍋

・
水
甕

∴
甑

は
、

い
ず

れ

も

、

別

に
女

陰

を

象

徴

す

る
も

の

で
も

あ

っ
た
と

考

え

る

こ
と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

。

(
五

)

一
方
、
占
代

に
お
い
て
は
、
性
器
、
特
に
女
陰
は
男
根
よ
り
も
神
秘
性

・
神
聖

性
が
あ
る
も

の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
最
近
、
吉
野
裕
子
氏
は
そ
の
著

「
日
本

占
代
呪
術
」

の

「第

二
章

女
陰
考
ー
呪
術
に
お
け
る
女
陰
」
の
中
で
、

日
本
神
話

の
今
で
女
陰
に
関
し
印
象
的
な
箇
処
が
三
つ
あ
る
。
そ
の
第

一

は
伊
邪
那
美
命
が
、
多
く
の
国
圭
や
神
神
を
生
ん
だ
あ
と
、
火

の
神
を
産
ん

ほ
と

や

で
陰
を
灼
か
れ
亡
く
な

っ
た
と
い
う
処
。
こ
の
話
を
き

っ
か
け
に
神
話
は
大

き
な
展
開
を
す
る
。
第

二
は
須
佐
之
男
命
の
暴
力
に
驚
き
、
天
照
大
神

の
織

ほ
と

お
さ

女

(
『
書
紀
』

の
別
伝

に
よ
れ
ば
大
神

の
妹
、
又
は
大
神
自
身
)
が

陰

を
竣

で
衝

い

も
と

く
た
り

て
亡
く
な
り
、
そ
れ
が
因
で
大
神
が
岩
戸
が
く
れ
す
る
と
い
う
條
。
第
三
は

は
は

あ
め
の
う
ダ
め

天
孫
降
臨

に
際
し
、
そ
の
行
手
を
阻
む
猿
田
彦
に
対
し
、
天
錨
女
が
そ
の
交

ほ
と

あ
ら
わ

あ
ざ
わ
ら

渉

に
当

り
、

そ

の
際

、

陰

を
露

し

て
嘲

笑

い
、

こ
れ

を
降

し

た
、

と

い

う

話

。

(中
略
)

ま

た
天

鋸

女

の
陰

の
露

出

は
、

猿

田
彦

に
出

会

っ
た
時

だ

け
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で
な
く
、
天
照
大
神

の
岩
戸
が
く
れ
の
場
合
の
踊
り
に
も
み
ら
れ
る
。

(七

四

・
七
五
頁
)

と
述
べ
、
女
陰
の
損
傷
が
女
神

の
死
因
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
女
陰
が
信
仰
の

対
象
で
あ

っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
女
陰
の
露
出
が
重
大

な
局
面
に
際
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
そ
れ
が
、
信
仰
に
基
づ
く
呪
術
で

あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
説

か
れ
た
(七
八
頁
-
八
〇
頁
)
。
ま
こ
と
に
、

女
陰

に
は
霊
力

・
呪
力
が
あ
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
今
日
で
も
性
的
な

文
句
が

一
種

の
呪
文
と
し
て
和
手
を
罵
倒
し
た
り
嘲
弄
し
た
り
す
る
こ
と
に
川

い

(

1

)

ら

れ

る
場

合

が

あ

る

こ
と

を

考

え

て
も

納

得

し
得

る

の

で
あ

る

。

こ

の

よ

う

な

女

陰

崇

拝

は
、

↓.口
う

ま

で
も

な

く
、

女

陰

が

男

根

を
挿

入
す

る
容

器

で
あ

り
、

し

か

も

子

を

生

み

出

す

一
種

の
生
産

川

其

で
も

あ

っ
た

か

ら

に
違

い

な

く
、

古

野

氏

も

、

前

掲

著

書

に

お

い

て
、

女

陰

の
作

川

に

つ
き

右

の

二
点

を
挙

げ

、

そ

の
最

高

の
呪

物

な

る

こ
と

を
詳

説

し

て

お

ら

れ

る

(
八

一
頁

・
八
四
頁
、)
。

以

上

の
考

察

に
よ

っ
て
、

御

伽

躯

.r

「
鉢

か
づ

き

」

の
「
鉢

」
は
、

..口
語

の
上

か

ら
見

て

も

、

こ

の
物

語

に

お
け

る
、

次

に
記

す

よ

う

な
種

々
の
神

秘

的
作

川

を

考

え

て

も

、

霊

力

、

呪

力

の
あ

る
女

陰

を
象

徴

し

て

い
る

と
見

る

こ
と

が

で

き

、

し

か

も

、

作

者

は
.露

骨

に
女

陰

に
関

し

て

は

一
切

語

ら
ず

、
鉢

の
霊

力

を

ひ

た

す

ら

長
谷

観

音

の
霊

験

と

結

合

さ

せ

よ

う

と

し

た

の
で

は
な

い
か

と

思

う

の
で

あ

る
。

つ
ま

り
、

「
鉢

か
づ

き

」

に
見

え

る
、

、
鉢

を

頭

に

か
ず

い
て

変

装

す

る

こ
と

旨

「
鉢

が

姫

の
溺

死

を
防

ぐ

こ

と
」
「
嫁

く

ら

べ
直

前

に
鉢

の
自

然

に
落

ち

る

こ
と

」

,
落

ち

た
鉢

か

ら
晴

着

や
宝

物

の
出

る

こ
と

L

な

ど

の
不

思

議

な

現

象

は
、

す

べ

て
長

谷

観

音

の
示

現

と

か
霊

験

に
よ

る

と

見

れ

ば

、

そ

れ

で

一
応

、

読

者

は
納

得

し
、

ま

た
、

作

痔

も

.長
谷

観

音

の
霊

験

を

説

い

た

こ
と

に
な

る

わ
け

で
あ

る
が

、

ヨ
鉢

L

の
背

景

を

な

し

て

い
る

の

は
実

は

,
女

陰

L

で
あ

る
と

考

え

る
時

、

右

の

不

思

議

な
現

象

は

、

す

べ

て

合

理

的

に
説

明

し
得

る

の

で
あ

る
。

す

な

わ
ち
、

姫

が

鉢

を

か
ず

い
て

変
装

す

る

こ
と

は
、

女

陰

の
持

つ
霊

力

・
呪

力

を
姫

が

持

つ

こ

と

に
な

り

、

そ

の
力

に
よ

っ
て
、

時

機

到

来

ま

で
姫

は

一
般

の
男

を
近

づ

け
ず

、

ま
た
、
溺
死
を
免
れ
、
つ
い
に
は
宰
相

の
君
と
い
う
、
姫

に
と

っ
て
幸
福
を
も
た

ら
し
て
く
れ
る
、

た
だ

一
人
の
男
性
と
の
恋
愛
が
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
う

い
う
境
遇
と
な
れ
ぽ
、
も
は
や
鉢
に
よ
る
変
装

は
無
川
と
な
り
、
お
の
ず
か
ら
鉢

が
取
れ
、
し
か
も
、
生
産
用
具
で
あ
る
女
陰
と
し
て
の
鉢

か
ら
は
、
晴
着
や
宝
物

が
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
宰
相
の
君
の
訪
れ
を
待
つ
問
の
姫

の
つ

れ
づ
れ
を
慰
め
る
た
め
、
宰
相
の
君
は
、

「
黄
楊
の
枕
」
と

「
横
笛
」
を
姫

に
与

　

　

え

る

が

、

そ

の
時

、

宰

相

の
君

は

「
こ
れ

を

見

て
慰

み

給

へ
」

(
七
〇
頁
、
圏
点
筆

者

)

と
"
.口
い
、

そ

の
後

、

姫

は

こ

の
両

品
物

を

、
「
概

く

べ
き

所

の
あ

ら

ざ

れ

ぽ

、

持

ち

わ

づ

ら

ひ

て
ゐ

」

(七

一
頁
)

た
と

い
う

。

と

こ
ろ
が

、

「
枕

」

は
寝

具

で

あ

る

か
ら

、
姫

に
と

っ
て

は
、

自

分

と

共

寝

す

る
相

手

で

あ

る
恋

人

宰
相

の
君

を

想

う

た
め

に

は
重

宝

な

も

の

で
あ

り
、

か

つ
ま

た
、

古

来

、

宗

教

的

・
呪
術

的

な

(

一

.
＼

[

/

)

作

川

が

あ

る

と

信

じ

ら

れ

、

姫

は
、

「
枕

」

に
宰
相

の
君

の
生
命

が
宿

っ
て

い
る

と

考

え

る

こ
と

が

で
き

た

に
違

い
な

い
が

、

吹

奏

し

て

こ
そ

意

味

の
あ

る
「
横

笛

」

は
、

宰

相

の
君

も

「
吹

き

て
」

と
言

う

か
わ

り

に

「
見

て
」

と

言

い
、

姫

も

ま

た
、

そ

の
後

、

一
度

も

吹

か
ず

に

「
持

ち

わ

づ

ら

ぴ

て
ゐ

」

た
だ

け

で
あ

る

。

こ

の
事

実

か

ら
想

像

す

る
と

、

作

者

は

わ
ざ

わ

ざ

、

性

行

為

に
関

係

の
あ

る
寝

具

と

し

て

の

「
枕

」

、

あ

る

い
は
、

宰

相

の
君

の
生

命

が

宿

っ
て

い

る

「
枕

」

を

取

挙

げ

る
と

と

も

に
、

そ

れ

に
対

し

、
形

態

上
、

男

根

を
連

想

さ

せ

る

ほ

か
、

本

来

、

(
.
ヒ

)

神

お

ろ

し

の
楽

器

と

し

て

霊

力

の
あ

る

「
横

笛
」

を
取

挙

げ

、

宰

和

の
君

を

し

て

「
見

て
」
と

特
.口
わ

し

め

た

の
で

は

あ

る

ま

い
か

。

こ

の

よ

う

に
、

御

伽

草

子

「
鉢

か

づ

き

」

に
、

呪

的

な

、

そ

し

て

性

的

な

「
枕

」

と

と
も

に
、

霊

力

が

あ

る

一
方

、

男

根

を
象

徴

す

る

「
横

笛

」

が

、

わ
ざ

わ
ざ

取

挙

げ

ら

れ

て

い
る
と

考

え

る

こ
と

は
、

こ

の
物

語

が

女

陰

を

象

徴

す

る

「
鉢

」

を

か
ず

く
姫

の
物

語

で
あ

る
と

見

な

す

に
は
、

ま

こ
と

に
好

都

合

と

思

わ

れ

る

の
で

あ

る

。

(
六

)

か

く

て

、

御

伽

草

r

「
鉢

か
づ

き

」

は
、

女

陰

を

背

景

に
し

た

一
種

の
性

的

民
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問
説
話
で
あ
る
と
、
私

は
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
拠
と
な

っ
た
ら
し
い
寝

屋
長
者
伝
説

の
流
布
地
で
あ
る
寝
屋
と

は
、
市
役
所
本
や
御
伽
草
子
「
鉢
か
づ
き
」

に
見
え
る

「交
野
郡
」
内
に
あ

っ
て
、
現
在
は
行
政
上
、
寝
屋
川
市
内
の

一
区
域

に
入
れ
ら
れ
、
寝
屋
川
市
東
部
丘
陵
地
帯
に
あ
る
。
寝
屋
の
南
の
寝
屋
谷

に
は
、

星
田
山
を
水
源
と
す
る
寝
屋
川
が
西
流

し
て
、
大
阪
市
内
に
至
る
が
、
寝
屋

は
丘

陵
地
の
た
め
、
古
来
、
農
作
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
水
と
の
縁
が
深
く
、
寝
屋

た
か

お

か
み

神
社

(大
字
寝
屋
字
小
山

一
五
二
五
)

の
摂
社
に
水
神
の
水
分
神

・
高
寵
神
が
祭
ら

れ
て
い
る
ほ
か
、
寝
屋
の
近
く
に
あ

る
打
上
神
社

(大
字
打
上
字
上
一
一
、
「高
良
神

社
」
と
も
い
う
。
)
に
も
摂
社
に
水
神

の
八
大
竜
王
が
、
ま
た
、
国
守
神
社

(国
守

町

一
四

↓
六
)

の
若
宮
に
も
水
神
の
善
女
竜
王
が
、
そ
れ
ぞ
れ
祭
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
ご
と
く
、
鉢
は
水

を
入
れ
る
神
霊
の
容
器
で
も
あ
り
、
鉢
か

づ
き
姫
は
そ
れ
を
頭
に
か
ず

い
た
ま
ま
、
山
蔭
の
三
位
中
将

の
も
と
で
水
仕
女
と

な

っ
て
働
く
が
、
高
崎
博
上
は
前
掲
著
書

に
お
い
て
、

鉢
か
づ
き
姫
の
御
伽
は
、
山
蔭
家

な
ど

の
伝
承
か
ら
流
布
し
た
も
の
で
あ
る

ら
し
く
、
そ
れ
は
水
の
霊
威
を
和

む
べ
き
家
筋
で
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、

亀
の
報
恩
諏
な
ど
と
共
に
合
は
せ
考

へ
ら
れ
る
処
で
あ
る
。

(三
七
三
頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
姫

の
水
仕
女
と
な
る
こ
と
は
、
と
も
に
水
に

縁
の
あ
る
こ
と
で
、
水
に
不
足
が
ち
な
丘
陵
地
の
寝
屋
部
落
で
は
、
水
仕
女
と
な

る
こ
と
は
、
女
性
の
大
切
な
仕
事
で
あ

っ
た
に
違

い
な
く
、
ま
た
、
鉢
か
づ
き
姫

を
助
け
た
山
蔭
中
将
が
、
幼
時
、
継
母
の
た
め
に
淀
川
に
突
き
落
と
さ
れ
、
亀
の

く

し
ゆ

報
恩
に
よ

っ
て
蘇
生
し
た
と
い
う
伝
説
に
関
係
あ
る
古
刹
久
修
園
院
が
枚
方
市
樟

葉

(も
と
、
交
野
郡
内
)
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
し
て
も
、
御
伽
草
子

「鉢
か

づ
き
」
の
原
拠
を
寝
屋
長
者
伝
説
に
求
め
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
都
合
で
は
あ
る

ま
い
。
ま
た
、「
寝
屋
」
の
地
名
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
た
か
と

い
う
こ
と
や
、

そ
の
名
づ
け
ら
れ
た
由
来
が
何
で
あ

る
か
に
つ
い
て
は
、
吉
田
東
伍
博
士
著

「
大

(
一
八

)

日
本
地
名
辞
書
」
や

「寝
屋
川
市
誌
」
に
も
解
説
さ
れ
て

い
な

い
が
、
元
来
、

(
一
九
)

「
寝

」

は
性

交

の
意

に
用

い
ら

れ

た

よ
う

で
あ

る

か

ら
、

「
寝

屋

」

と

は
、

擢
会

や
歌
垣
の
流
れ
を
汲
む
共
同
婚
の
名
残
り
と
し
て
、
各
地
に
設
け
ら

れ

て

い
た

(二
〇
)

ね
やど
(二
一)

「娘
宿
」
と
か
、
団
体
婚
を
示
す

「
寝
宿
」
な
ど
に
類
す
る
、
若
い
男
女
の
性
的

場
所
を
意
味
す
る
語
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
も

っ
と
も
、
現
在
の
寝
屋
に

は
、
そ
の
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
が
、
も
し
、

「
寝
屋
」

の
語
が
上
述
の
よ
う
に
性
的
な
も
の
で
あ
れ
ぽ
、
性
的
民
問
説
話
と
考
え
ら
れ
る

御
伽
草
子

「
鉢
か
づ
き
」
の
原
拠
が
、
寝
屋
長
者
伝
説
で
は
な

い
か
と
す
る
推
定

は
、
さ
ら
に

一
層
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
、
変
装
川
共
と
な

っ
た

「鉢
」
の
神
聖
性
と

「
女
陰
」
の
神
聖
性
と
の
関

連
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
御
伽
草
壬

「
鉢
か
づ
き
」
の
変
装
趣
向
と
そ
の

原
拠
に
つ
き
、
か
な
り
大
胆
な
考
察
を
試
み
た
が
、「鉢
」
の
神
聖
性
は
、「女
陰
」

と
は
切
り
離
し
て
、
そ
の

一
部
の
説
明
が
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
こ

と

を

簡

単

に
付
..口
し
て
お
こ
・ー-
。
そ
れ
は
、
信
貴
山
縁
起
絵
巻
に
描
か
れ
た
、
有
名
な
命
蓮

の
飛
鉢
で
、
絵
巻
の
話
は
、
古
本
説
話
集
や
宇
治
拾
遺
物
語
に
も
見
え
る
が
、
そ

れ
は
、
こ
の
聖
の
鉢
が
信
貴
山
麓
に
あ
る
。長
者
の
倉
に
飛
ん
で
行

っ
て
、
鉢

に
倉

を
乗
せ
て
山
の
聖
の
も
と
に
飛
び
帰

っ
た
が
、
長
者
が
倉
を
取
り
返
し
に
来
た
の

76
1、
聖
が
米

一
俵
を
鉢
に
乗
せ
る
と
、
続
い
て
他
の
米
俵
が
列
を
な
し
て
空
を
飛

び
、
長
者
の
家
に
戻

っ
て
行

っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
空
を
飛
ぶ
鉢
の
こ
と
を

(
二
二
)

記
し
た
文
献
は
、
藤
田
経
世
氏
に
よ
れ
ば
、
三
宝
絵
中
巻
に
、
役
行
者
が
自
分
は

草
座

に
乗
り
、
母
を
鉢
に
乗
せ
て
渡
唐
し
た
、
と
あ
る
の
が
最
も
古
く
、
続
本
朝

往
生
伝

・
本
朝
神
仙
伝

(野
村
本
)
・
元
亨
釈
書
な
ど
に
も
見
え
、
ま
た
、
続
本
朝

往
生
伝
の
著
者
大
江
匡
房
の
こ
ろ
に
は
、
天
台
宗
に
飛
鉢
の
法
が
伝
え
ら
れ
て
い

た
ら
し
く
、
こ
の
法
力
を
得

る
た
め
の
修
行
な
ど
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
飛
鉢
儀
軌
・

飛
空
大
鉢
法
な
ど
が
、
写

本

と

し

て
現
存
し
て
い
る
由
で
あ
る
。
と
に
か
く
、

空
を
飛
ぽ
す
の
に
わ
ざ
わ
ざ
鉢
を
使
用
す
る
こ
と
自
体
が
、
鉢
に
霊
力
の
あ
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
、
や
は
り
鉢

の
神
聖
性
を
表
わ
す
も

の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
飛
鉢

の

「鉢
」
と
、
御
伽
草
子

「鉢
か
づ
き
」
の

「鉢
」
と
は
、
本

質
的
に
全
く
別
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
飛
鉢
に
よ

っ
て
、
鉢

の
神
聖
性
を
説
明
し
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得
た
と
し
て
も
、
御
伽
草
子

「
鉢
か
づ
き
」
や
市
役
所
本

に
お
け
る
鉢

の
神
聖
性

と
は
無
関
係
で
あ
り
、
や
は
り
、
私
と

し
て
は
前
述
し
た
女
陰

の
神
聖
性
と
の
関

連
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
鉢
を
か
ず
く
こ
と
に
よ
る
姫
の
変
装
と
は
、
単
に
姫
の
身
体
の

一
部

を
、
鉢
と
い
う
仮
面
を
用
い
て
姫

の
美

し
い
顔
を
隠
す
に
す
ぎ
な

い
け
れ
ど
も
、

寝
屋
長
者
伝
説
を
基
と
し
、
そ
の
変
装

川
共
と
し
て
の
鉢
に
霊
力
を
持
た
し
め
て

(
二
三
)

姫
を
救

い
、
そ
れ
を
す
べ
て
長
谷
観
音

の
霊
験
で
あ
る
と
説

い
て
、
物
語
を
構
成

し
た
の
が
、
現
在
流
布
す
る
御
伽
草
子

「鉢

か
づ
き
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
、
女
陰

の
神
聖
性
を
あ
く
ま
で
も
物
語
の
表
面
に
露
呈
さ
せ
ず
、
そ
れ
を

鉢
の
神
聖
性

に
す
り
替
え
て
、
観
音
霊
験
説
話
と
し
て
組
み
立
て
た
、
こ
の
物
語

に
お
け
る
変
装

こ
そ
、
ま
さ
に
中
世
的
と
∴肖
い
得

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

!へ 、

 

全

ご

へ
.
.∵

へ
四

・

/へ

九

 

(、六

)

(
七

∵

(
八

・

注

　　

　

ト
ら

室
松
岩
雄
氏
校
訂

「
瑚
将
瞳
尻

」
巻

百
巻
本
L
(帝

国
書
院
刊
)
を
使
州
す

る
。

右

の
引
用
文
中

の

「
河
州
紀
」
は
、

「
国
書
総
〔
録
」

に
も
見

え
な

い
。

前
掲

「
塩
尻
」

の

「
序
」

に
よ
る
と
、
天
野
循
芳

は
、
寛
文

元
年

(
一
六
六

一

)
、
名
古
屋

に
生
ま
れ
、
官
.r保
十

八
年

(
語
七

ヨ
ニ
)

に
七
十

..一歳

で
病
没
し

た
。

九

八

・
九
九
頁
。
な
お
、
市
古
博

十
は
、
冶

の

「
塩
尻
」
の
替

り
に

「
嬉
遊
笑

覧
」

の
書
名
を
あ
げ
て
お
ら
れ

る
。

「
民
間
説
話
系

の
室
町
時
代
物
語
1

『
鉢

か
づ
き
』

『
伊
豆
箱
根

の
本
地
』
他

-
」

(
「
斯
道
文
庫
論
集
」
第

七
輯
、
昭
和
四
十
四
年
十
月

)
。

以
下
、

「
市
役
所
本
」
と
呼
称
す

る
。

「
斯
道
文
庫
論
集
」
第

.、一叫
、
昭
和
三
十
九
年

三
月
。

L

は
行

の
終
末
を
示
す

た
め
、
便
宜
上
、
私

の
施

し
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
行
平
」

の
下
に
花
押
が
あ
る
。
な
お
、

こ
の
歌

は
新
後
撰
集
巻
十
三
恋

、二
の

一
〇
.
一
一
.番

の
歌
と

一
致

し
、
そ
れ

に
よ
る
と
、
詠
者

は

「
行
平
」
で
は
な
く

(九

)

(
一
〇

)

,へr「 ＼/{＼

))噛)

 

(
一
四
)

(
一
五
)

(
一
六
)

全

八
)

全

七
)

!〆 、、

⊂)
)

全

九
)

「
大
江
頼
重
」
と
な

っ
て
い
る
。

日
本
古
典
文
学
大
系

「
御
伽
草

子
」
所
収

「鉢

か
づ
き
」
五
九
頁

。
以
下

、「鉢

か
づ
き
」

は
本
書
を
使
用
す
る
。

野
村
博
士
著

「
室
町
時
代
小
説
論
」
三
〇
九
頁
。
清
水
泰
博
士

(
「
日
本
文
学

論
考
」

一
一
一
一
・
一
一
三
頁
)
は
、
野
村
博

士
説
を
紹
介
さ
れ
、
別

に
、
紫
波

郡

(岩
手
県
)
昔
話

「
化
物
寺
」

に
見
え
る
、
鍋
を

か
ぶ

っ
て
い
た
た
め

に
命

の
助

か

っ
た
旅
僧

の
こ
と
に
も
触
れ
て
お
ら
れ

る
が
、
結
局
、

「
紫
波
郡
昔
話

(拾
力
)

の
中

に
は
、
今
昔
物
語
集

や
、
宇
治
捨
遺
物
語
な
ど

の
話
も
あ

る
の
で
、

こ
の

鍋

を
か
ぶ

っ
た
話
も
、
鉢

か
づ
き
な
ど
よ
り
も
古
く

か
ら

つ
た
わ

っ
て
い
た
も

の
か
も
知
れ

ぬ
が
、
鉢

か
づ
き
と

の
因
果
関
係

を
述
べ
る

こ
と
に
は
躊
躇
さ
れ

る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
。

「
+
口
代
い研
究
」
所
収

「
、洲
翌
璽
の
話
」
。

目
本
古
典
文
学
大
系

「
古
今
著
聞
集
」
四
二
七

・
四
二
八
頁
。

く
ぼ

な

日
本
占
典
文
学
大
系

「
古
代
歌
謡
集
」
所
収

「
催
馬
楽
」

の

「
陰

の
名
」
に
は

「
つ
ら
た

り
」
と
あ
る
。

以
上

の
ほ

か
、
安

田
徳
太
郎
博
士
著

「
人
間

の
歴
史

3

女

の
全
盛
時
代
」

(
五
五
頁
ー

五
九
頁
)

に
も
、
性
語

に
関
し

て
示
唆

さ
れ

る
記
薯
が
見

え
る
。

安
田
博
士
著

「
人
間

の
歴
史

4

光

は
東
方
か
ら
」

二
七
四
頁
、
拙
稿

「
子

ど
も

の
罵
、一口
」

(
「
民
間
伝
承
」
昭
和

三
十

一
年
十
月
号
)
。

西
村
亨
氏
著

「
王
朝
恋
詞

の
研
究
に

の

「
第
六
章

…習
俗

の
諸
相
」

の

「
ま
く

ら
ー

寝

具
以
前
と
以
後
と
ー

」
。

柳
田
国
男
氏
監
。修

「
民
俗
学
辞
典
」

の

「
笛
」

の
.項
。

寺
前
治

一
氏
著

「
寝
屋
川
史

話

一
〇
〇
題
」
に
は
、
古
代
生
駒
山
系

の
麓

一
帯

は
牧
場
が
栄
え
、
そ

の
従
事
者

の
共
同
的
な
宿
泊
所
が

「
寝
屋
」
で
あ

っ
て
、

現
在

の
寝
屋
川
市
東
部
丘
陵
も
、
当
時
、
牧

場
区
域

に
入
り
、

そ
の

「
寝
屋
」

が
あ

っ
た
ら
し
い
と

こ
ろ
か
ら
地
名

の

「
寝
屋
」
が
起

っ
た
、

と

い
う
解
説

が

あ
る

(
一
ヒ
三

・
一
七
四
頁
)
。

中

山
　太
帥即
氏
紬者

「
n口
本
婚
姻
中
{」

一
∵
ハ
・
二
七
頁
。

「
注

一
九
」

の
著
書

四
八
頁
、。
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(
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一
一

)

(
ら
一
6
」
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付
記会

に
お

い
て
、

基

と
し
て
、

に
際

し
て
は
、
寝
屋
川
市
教
育
委

負
会

の
寺
前
治

一
氏
を

は
じ

め
関
係
職
負

各
位

に
、

何

か
と
お
世
話
を
蒙

っ
た
。

こ
こ
に
記

し
て
感
謝

の
意

を
表
す
る
。

「
注

一
九
」

の
著
書

一
四

八
頁
ー

一
五
三
頁
。

秋
山
光
和
氏
と
の
共
著

「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
所
収

「
も

の
が

た
り

の
な
り
た

ち
」

の

「
鉢

:
倉

・
山
崎
」
。

「
観
音
」
を

「女
陰
」

の
異
称
と
す

る
こ
と

は
、

「
[
本
国
語
大
、辞
典
」

に
4
3

記
さ
れ
、
性
的
民

問
説
話

と
考

え
ら
れ

る
御
伽
草

子

「
鉢

か
つ
ぎ
」

に
観
音
信

仰
が
説

い
て
あ

る
の
は
、
結
局
、
女
陰
信
仰
を
暗

示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か

と

い
う
、
考
え
方

も
成
立
す

る
か
も
知
れ
な

い
が
、

「
観
音
」
が

「
女
陰
」

の

異
称
と
し
て
使
用

さ
れ
た
時
代

は
、
右

の

「
日
本
国
語
大
辞
典
」

の
用
例

よ
り

し
て
、
明
治
以
後

の

こ
と
と
考
え

ら
れ
る

か
ら
、
単

に
管
コ語

の

上

か

ら

は
、

「鉢

か
づ
き
」

の
観
音
信
仰
を
直
接

に
女
陰
信
仰

に
結
び

つ
け

る
こ
と

に
賛
成

で
き
な

い
。
し
か
し
、
前

に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
元
来
、
鉢

か
づ
き
姫

は
.長
谷

観
音

へ
の
申

し
子
と

し
て
誕
生

し
た

の
で
あ

っ
て
、
西
郷
信
綱
氏
著

「
古
代
人

と
夢
」

に
、

「
古
代
人

の
考
え

で
は
子
を
授

か
る
の
は
子
種
を
授

か
る

こ
と
で

あ

り
、
穀
物

の
種
が
み

の
る

の
と
予
が
生

れ
る
の
と
、

つ
ま
り
大
地

の
生
産
力

と
女
の
性
的
生
産
力
と

は
、
た
が

い
に
包

み
あ

う
関
係

に
あ
る
と
見
な
さ
れ
て

い
た
。
そ

う
い
う
由
緒

を
も

つ
申
し
子
説
話

を
観
音
が

ほ
と

ん
ズ
ニ

手

に
引
き

受

け
て
い
る
の
が
、
偶
然

で
あ
る
は
ず

は
な
か
ろ
う
。
」

(
一
一
〇

・
一
二

頁

)
と
あ

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
た
と
え
明
治
以
前

に
は
ま
だ

「観
音
」

が

「
女
陰
」

の
異
称
と
し
て
川

い
ら
れ
て
い
な

か

っ
た

と

し

て

も
、
や
は
り
、

「
鉢

か
づ
き
」

に
お
け
る
観
音
信
仰
と
女
陰
信
仰
と

の
結
び

つ
き
は
、
全

く
な

か

っ
た
と

は
断
そ.口
で
き
な

い
よ
う
に
思

う
。

本
稿

は
、
昭
和
四
十
九
年
十

一
月
、
枚
方
市
立
枚
方
第

二
小
学
校
P
T
A
講

演

「
古
典
童
話
と
そ

の
原
典
」
と
題
す

る
講
話
を
行
な

っ
た
時

の
覚
書

を

新

た
に
書
き
下
ろ
し
た
も

の
で
あ

る
。
な

お
、
市
役
所
木

の
調
査

・
閲
覧
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TheIdeaofaDisguiseandthe(r)rigininOT(うGIZOSHIuHACHIKAZUKr'

HiroInichiSuzuKI

Summary

nneofthehooksinmanuscriptwhichseemedtohesimilarofthelegendwhich

ha(lbecometheoriginofOTOGIZOSHIc更HACHIKAZUKI"iskeptinNeyagawa

CityHall.Whenweconsicerthecontentsandthepostscript,wecallpredicatethat

thisbookisthesameformoftheoriginallegend.Butatleast,itseemsthatthe

oasisofthecontentsofthelegendmakesnogreatdifferencefromthisSHIYAKU-

SH()-B()N(ahookofN.CityHall).Next,thebowlwhichwasusedasthedisguise

goodsforheroineinHACHIKAZUKIorSHIYAKUS卜10-BONwasoncet1}ething

fordivinespirittodwell,as`wellasaplate,apotorajar.Anditalsoseemsto

havebeenasymbolof"women'spubes"intheothermeans.Women'spubesistra--

ditionallybelievedtohavethespiritualpo≪perormane.AIotofunacountablephe-

nomenawhicharerelate(lto"thebowF'IIImanystoriescanbeIogicallysolvedby

consi(leritlgthespiritualpowerormanaofthewomen「spubes.ButIthinktheauth()r

ofTIACHIKAZUKPdoesn'twriteaboutwomen'spubesatall.Ithinktlleauthor

earnestlytriedtounitethespiritualpo"・erofthebowlwit}1themiracleofHASE

ノ
AVAI.()KI'1'ESVAIZA.

Accordinglywecansay"HACHIK/＼ZUKF「isakilld()fllsexudfolkst()rywith

wぐ)lnelfspubesasitssetting・Andwecallalsoilnaginethattheoriginisprobably

NEYA-N(う ℃HOJAlegendfromthegeographicalpointofvlewofNeyaregion .


