
水
辺
の
神
話
ー
ア
シ
・
ミ
ソ
サ
ザ
イ
・
イ
ル
カ
ー

芒
荊
川
　
畑
歴
古
芯

豊
葦
原

　
日
本
神
話
の
世
界
観
と
し
て
、
人
間
の
住
む
こ
の
世
界
・
国
土
は
、
高
天
原
・
根
の
国
と
対
比
し
て
、
「
葦
原
中
国
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

少
し
日
本
神
話
に
興
味
を
持
つ
人
で
あ
れ
ば
、
日
本
神
話
の
物
語
る
国
土
の
成
り
立
ち
と
い
え
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
国
生
み

を
思
い
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
代
で
も
新
銀
行
の
名
前
に
も
使
わ
れ
た
よ
う
に
、
日
本
国
の
美
称
「
豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
と
言

う
呼
び
名
は
広
く
知
ら
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
る
。
「
ア
シ
」
と
い
う
水
辺
の
あ
り
ふ
れ
た
植
物
は
、
国
生
み
の
前
段
階
に
あ
る
天
地
開
闘
に
あ

ら
わ
れ
る
。

　
天
地
が
初
め
て
別
れ
地
が
ま
だ
脂
の
よ
う
に
水
の
上
に
浮
か
び
、
く
ら
げ
の
よ
う
に
漂
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
葦
の
芽
の
萌
え
出
す
よ
う

な
生
命
力
が
、
神
と
な
っ
て
現
れ
た
。
『
古
事
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
天
地
初
め
て
発
け
し
時
、
高
天
原
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
天
之
御
中
主
神
。
次
に
高
御
産
巣
日
神
。
次
に
神
産
巣
日
神
。

柱
の
神
は
、
み
な
独
神
と
成
り
坐
し
て
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。

　
次
に
国
稚
く
浮
き
し
脂
の
如
く
し
て
、
海
月
な
ず
漂
へ
る
時
、
葦
牙
の
如
く
萌
え
騰
る
物
に
因
り
て
成
れ
る
神
の
名
は
、

此
の
三

宇
歴
忘
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阿
斯
詞
備
比
古
遅
神
。
次
に
天
之
常
立
神
。

上
の
件
の
五
柱
の
神
は
別
天
神
。

此
の
二
柱
の
神
も
亦
、
独
神
と
成
り
坐
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。

50

宇
摩
志
阿
斯
詞
備
比
古
遅
神
（
『
古
事
記
』
）
あ
る
い
は
可
美
葦
牙
彦
舅
尊

ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
は
、
天
地
開
關
に
お
い
て
現
れ
た
神
の
｝
柱
で
あ
る
。

　
『
目
本
書
紀
』
本
文
で
は

（『

坙
{
書
紀
』
一
書
第
二
・
第
三
）
と
表
記
さ
れ
る
ウ
マ
シ

故
曰
は
く
、
開
關
く
る
初
に
洲
壌
の
浮
れ
漂
へ
る
こ
と
、
讐
へ
ば
游
魚
の
水
上
に
浮
け
る
が
猶
し
。
時
に
天
地
の
中
に
一
物
生
れ

り
。
状
葦
牙
如
し
。
便
ち
神
爲
る
。
國
常
立
尊
と
號
す
。
次
に
國
狭
槌
尊
。
次
に
豊
勘
淳
尊
。
凡
て
三
は
し
ら
の
紳
ま
す
。
乾
道
濁

化
す
。
所
以
に
、
此
の
純
男
を
成
せ
り
。

　
と
し
て
、
「
状
葦
牙
如
」
と
あ
り
生
ま
れ
た
神
の
名
は
「
ク
ニ
ノ
ト
コ
タ
チ
」
と
異
な
る
が
、
葦
の
芽
生
え
は
こ
の
世
の
成
り
立
ち
の
根

本
に
関
わ
っ
て
い
る
。
「
国
常
立
」
も
、
国
家
の
将
来
の
永
劫
の
安
定
・
発
展
を
求
め
る
気
持
ち
を
こ
め
て
充
て
た
も
の
で
、
漢
字
の
字
義
に

と
ら
わ
れ
ず
に
音
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、
「
ト
コ
」
は
「
床
」
す
な
わ
ち
土
台
で
あ
っ
て
、
「
土
台
（
大
地
）
が
出
現
し
、
大
地
が
姿
を
表
わ
す

意
」
だ
と
い
う
。
」
ま
た
「
ヒ
コ
ヂ
」
も
も
と
は
泥
の
意
を
表
す
古
語
で
あ
っ
た
が
、
口
承
・
書
承
さ
れ
る
う
ち
に
人
格
化
さ
れ
、
ヒ
コ
ヂ
と

音
が
傾
倒
し
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
。
そ
し
て
「
乾
道
濁
化
す
。
所
以
に
、
此
の
純
男
を
成
せ
り
。
」
と
は
、
陽
の
気
の
み

を
受
け
て
生
ま
れ
た
神
な
の
で
、
男
の
神
で
あ
る
と
い
う
ほ
ど
の
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
シ
と
い
う
イ
ネ
科
の
植
物
の
芽
生
え
の
形
状

と
勢
い
か
ら
、
「
ヒ
コ
ジ
」
と
い
う
陽
神
と
思
わ
れ
る
名
を
負
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ア
シ
は
、
緩
く
脆
弱
な
泥
の
中
に
芽
吹
い
て
、
葉
は
あ
く
ま
で
も
天
を
目
指
し
、
根
は
地
面
の
下
を
絡
み
合
っ
て
固
ま
ろ
う
と
す
る
。
ウ

マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
が
ア
シ
そ
の
も
の
を
神
格
化
し
た
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ア
シ
の
芽
吹
き
に
よ
っ
て
、
混
沌
の
中
に
、
垂
直
方
向
．

上
／
下
・
天
／
地
と
い
う
方
向
性
が
生
ま
れ
た
。

　
ま
た
「
葦
原
中
国
」
は
「
秋
津
島
」
「
大
八
洲
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
ア
キ
ツ
は
水
生
昆
虫
の
代
表
格
で
あ
る
ト
ン
ボ
の
事
で
あ
る
し
、
「
洲
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
砂
洲
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
土
砂
の
堆
積
し
て
水
面
か
ら
現
わ
れ
た
と
こ
ろ
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
土
の
周



り
は
水
で
囲
わ
れ
、
水
に
よ
っ
て
フ
ァ
ジ
ー
な
境
界
を
以
っ
て
仕
切
ら
れ
て
い
る
と
イ
メ
…
ジ
さ
れ
る
。

　
生
物
学
に
、
《
植
生
遷
移
》
と
い
う
植
物
の
育
成
に
従
っ
て
環
境
が
変
化
し
、
植
生
も
変
化
す
る
と
い
う
モ
デ
ル
が
あ
る
が
、
葦
原
は
そ

の
内
の
、
《
湿
性
遷
移
》
と
い
う
モ
デ
ル
の
中
で
、
水
域
が
湿
原
へ
遷
移
す
る
重
要
な
過
渡
期
に
あ
る
。
経
年
に
よ
っ
て
葦
原
の
面
積
が
拡
大

し
、
朽
ち
た
ア
シ
が
土
と
な
り
、
地
域
全
体
の
保
水
量
が
減
少
し
て
い
け
ば
や
が
て
湿
原
か
ら
草
原
化
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
森
林
化
と
い

う
《
乾
性
遷
移
》
へ
と
移
行
す
る
。
葦
原
は
、
豊
か
な
生
物
相
、
今
時
の
言
い
方
で
言
え
ば
生
物
多
様
性
を
支
え
る
基
盤
と
な
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
国
土
の
生
成
は
、
神
代
七
代
の
末
に
来
る
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
国
生
み
、
「
修
理
固
成
」
か
ら
開
始
さ
れ
る
が
、
そ
の
大
本
で
あ

る
「
葦
原
」
と
い
う
豊
か
な
水
の
循
環
す
る
世
界
は
、
そ
の
前
の
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ピ
コ
ヂ
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

水
稲
栽
培

　
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
解
析
法
の
開
発
に
よ
り
、
現
在
で
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
稲
作
の
開
始
は
、
六
千
年
以
上
前
・
縄
文
時
代
中
期
以

前
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
水
田
耕
作
で
は
な
く
陸
稲
と
し
て
焼
畑
で
の
栽
培
で
あ
り
、
畑
作
で
あ
る
以
上
、

連
作
障
害
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
水
田
で
の
稲
作
の
優
位
性
は
、
塩
害
や
連
作
障
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
お
よ
そ
七
千

年
前
の
縄
文
海
進
の
原
因
は
、
最
終
氷
期
の
終
了
後
に
起
き
た
世
界
的
温
暖
化
で
あ
り
、
海
面
は
現
在
よ
り
2
～
3
m
は
高
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
日
本
列
島
の
海
沿
い
の
平
野
部
は
奥
深
く
ま
で
水
没
し
、
関
東
平
野
に
は
香
取
海
や
奥
東
京
湾
を
形
成
し
た
。

こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
山
が
ち
な
日
本
列
島
に
お
い
て
、
近
現
代
的
な
耕
作
地
と
し
て
適
当
な
平
野
が
無
い
事
を
意
味
す
る
。

そ
の
後
寒
冷
化
し
て
再
び
海
退
が
お
こ
る
と
、
平
野
部
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
近
年
で
は
、
陸
稲
と
し
て
の
稲
栽
培
や
水
陸
未
分
化
の
稲
の
栽
培
経
験
の
蓄
積
が
縄
文
時
代
に
な
さ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
に
、
気
候
変
動
の
結
果
（
縄
文
時
代
に
比
べ
て
気
温
は
低
下
し
た
も
の
の
）
収
量
が
圧
倒
的
に
増
加
す
る
水
稲
栽
培
の
技
術
が
受
け
入

れ
ら
、
伝
播
し
、
弥
生
時
代
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
灌
概
式
水
田
に
よ
る
水
稲
栽
培
と
は
、
つ
ま
り
は
土
木
工
事
・
干
拓
技
術

で
あ
る
。
山
が
急
峻
で
鉄
砲
水
の
被
害
が
激
し
い
よ
う
な
土
地
で
は
、
水
田
経
営
は
困
難
に
な
る
。
し
か
し
、
水
は
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
緩
や
か
な
水
の
流
れ
を
持
つ
葦
原
の
湿
地
帯
は
、
水
田
開
拓
の
適
地
と
い
え
る
。
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池
を
作
り
、
溝
や
放
水
路
と
し
て
河
川
を
付
け
変
え
る
こ
と
は
、
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
池
を
作
れ
ば
、

て
排
水
さ
れ
、
貯
水
さ
れ
た
水
は
旱
魑
の
備
え
に
も
な
る
。
掘
り
取
ら
れ
た
土
砂
は
微
高
地
と
し
て
造
成
さ
れ
、

避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
目
本
書
紀
』
の
崇
神
天
皇
六
十
二
年
秋
七
月
に
、

過
剰
な
水
は
池
に
向
か
つ

居
住
区
域
と
し
て
水
難
を
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六
十
二
年
秋
七
月
、
乙
卯
朔
丙
辰
、
詔
し
て
日
く
、
農
は
天
下
の
大
な
る
本
な
り
。
民
の
侍
み
て
以
て
生
く
る
所
な
り
。
今
河
内

狭
山
の
埴
田
水
少
し
謁
是
を
以
て
其
の
国
の
百
姓
農
事
に
怠
れ
り
。
其
れ
多
に
池
溝
を
開
り
て
、
以
て
民
の
業
を
寛
め
よ
。
冬
十
月
、

依
網
池
を
造
る
。

と
あ
る
。

　
河
内
の
狭
山
で
は
水
が
足
り
な
い
た
め
に
水
田
耕
作
が
出
来
ず
農
民
が
農
を
怠
っ
て
い
る
か
ら
、
池
や
溝
を
作
ろ
う
と
い
っ
て
、
「
冬
十

月
、
依
網
池
を
造
る
。
十
一
月
、
苅
坂
池
・
反
折
池
を
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
記
録
さ
れ
た
日
本
最
古
の
用
水
池
の
造
成
で
あ
る
。

　
狭
山
方
面
か
ら
流
れ
る
西
除
川
の
河
水
の
一
部
な
ど
を
集
水
し
て
、
池
の
北
部
お
よ
び
東
部
の
中
位
段
丘
の
耕
地
開
発
や
灌
概
の
た
め
に

築
造
ざ
れ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
規
模
な
灌
概
用
水
工
事
は
、
湿
原
の
開
拓
で
は
な
い
が
、
依
網
池
は
、
宝
永
元
年
（
一
七

〇
四
年
）
の
大
和
川
付
け
替
え
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
、
池
底
の
ほ
と
ん
ど
が
順
次
潰
廃
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
の
、
昭
和
四
十
四
年
、
大
阪
府

立
阪
南
高
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
用
地
と
し
て
埋
め
立
て
整
地
さ
れ
る
ま
で
、
周
辺
地
域
の
農
地
を
潤
し
、
養
魚
場
も
営
ま
れ
て
い
た
。
実
に
千

五
百
年
あ
ま
り
の
長
き
に
渡
っ
て
の
使
用
に
耐
え
る
、
巨
大
な
池
を
造
成
す
る
技
術
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
、

　
こ
の
依
網
池
は
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
共
通
に
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
で
、
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
応
神
天
皇
の
代
、
天
皇
が
日
向
の

髪
長
媛
を
召
し
上
げ
、
宴
の
席
で
皇
子
の
大
鵬
鵬
尊
（
“
大
雀
命
・
オ
ホ
サ
ザ
キ
）
に
ヒ
メ
を
賜
る
と
い
う
件
で
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
の
感
謝
の

心
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

水
た
ま
る
依
網
の
池
の
堰
杭
打
ち
が
刺
け
く
知
ら
に
尊
繰
り

　
　
　
　
　
　
延
け
く
知
ら
に
我
が
心
し
そ
い
や
愚
に
し
て
今
ぞ
悔
し
き

（『

ﾃ
事
記
』
）



水
た
ま
る
依
網
の
池
に
　
茸
繰
り
　
延
け
く
知
ら
に
　
堰
杭
築
く
　
川
俣
江
の
　
菱
茎
の

　
　
　
　
　
さ
し
け
く
知
ら
に
吾
が
心
し
　
い
や
愚
に
し
て
　
（
『
日
本
書
紀
』
）

　
ヌ
ナ
ハ
（
1
ー
ジ
ュ
ン
サ
イ
）
や
ヒ
シ
が
繁
茂
す
る
豊
か
な
池
で
あ
る
依
網
池
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
り
に
は
池
を
補
修
管
理
す
る
た
め
に

堰
の
杭
を
打
つ
人
が
居
る
。
ジ
ュ
ン
サ
イ
は
、
現
在
で
も
酢
の
物
や
吸
い
物
の
実
と
し
て
、
そ
の
寒
天
質
の
粘
液
に
包
ま
れ
た
若
芽
を
食
用

と
し
て
い
る
し
、
ヒ
シ
の
実
も
で
ん
ぷ
ん
・
た
ん
ぱ
く
質
に
富
ん
だ
貴
重
な
食
物
で
、
強
壮
・
健
胃
の
薬
効
が
あ
る
と
漢
方
薬
膳
で
は
珍
重

さ
れ
る
と
い
う
。

ミ
ソ
サ
ザ
イ

　
オ
ホ
サ
ザ
キ
は
、
応
神
天
皇
の
亡
き
後
、
弟
で
皇
太
子
で
あ
っ
た
ウ
ジ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
と
帝
位
を
譲
り
合
っ
た
末
に
即
位
し
、
仁
徳
天

皇
と
な
る
。
こ
の
皇
子
の
名
の
サ
ザ
キ
と
は
、
野
鳥
の
ミ
ソ
サ
ザ
イ
の
こ
と
で
、
全
長
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
日
本
で
見
ら
れ
る
野

鳥
の
中
で
、
キ
ク
イ
タ
ダ
キ
と
と
も
に
最
小
種
の
一
つ
と
さ
れ
る
。

　
オ
ホ
サ
ザ
キ
の
名
の
由
来
は
仁
徳
天
皇
即
位
紀
元
年
に
記
さ
れ
て
い
る
。
要
約
す
れ
ば
、
仁
徳
天
皇
は
そ
の
誕
生
時
に
、
産
殿
に
ミ
ミ
ズ

ク
が
飛
び
込
ん
で
き
た
と
い
う
不
思
議
が
あ
り
、
父
で
あ
る
応
神
天
皇
が
武
内
宿
禰
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
吉
祥
で
あ
り
、
同
日
、
武

内
宿
禰
に
も
息
子
が
生
ま
れ
、
同
様
に
産
屋
に
ミ
ソ
サ
ザ
イ
が
飛
び
込
ん
で
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
天
皇
が
皇
子
と
大
臣
の
子
が
同
日
に
生

ま
れ
、
吉
祥
を
天
が
表
わ
し
た
も
の
だ
と
考
え
、
鳥
の
名
を
持
っ
て
交
換
し
て
名
づ
け
、
後
の
世
ま
で
の
よ
し
み
と
し
よ
う
と
提
案
し
た
と

い
う
話
で
あ
る
。

　
こ
の
サ
ザ
キ
と
ツ
ク
の
名
の
交
換
に
つ
い
て
は
、
既
に
古
川
の
り
子
氏
が
『
ツ
ク
と
サ
ザ
キ
と
モ
ズ
の
神
話
」
仁
徳
紀
の
分
析
ー
』
二
で
、

サ
ザ
キ
が
民
間
伝
承
の
中
で
、
賢
明
で
太
陽
と
結
び
つ
き
の
強
い
鳥
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
を
あ
げ
、
他
の
神
話
と
の
構
造
的
な
対
応
関
係

の
中
で
、
名
前
の
交
換
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
即
位
元
年
の
記
事
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
根
拠
を
詳
細
に
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。
筆
者
は
、

古
川
氏
の
ご
高
説
に
全
面
的
に
肯
く
者
で
あ
る
の
で
、
以
下
に
は
、
氏
が
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
鳥
の
ミ
ソ
サ
ザ
イ
に
つ
い
て
の
習
性
な
ど
を
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取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　
鳥
の
ミ
ソ
サ
ザ
イ
の
名
は
、
「
小
さ
い
鳥
」
と
い
う
意
味
の
古
語
「
サ
ザ
イ
」
が
て
ん
じ
た
も
の
で
、
ミ
ソ
は
溝
・
小
川
の
意
味
で
あ
る
三
。

渓
流
沿
い
を
好
み
、
小
さ
な
身
体
に
似
合
わ
ず
声
量
も
大
き
く
、
長
く
さ
え
ず
り
続
け
る
と
い
う
。
オ
ス
は
自
分
の
縄
張
り
内
に
複
数
の
巣

を
作
る
一
夫
多
妻
で
、
オ
ス
は
営
巣
の
み
を
行
い
、
抱
卵
、
育
雛
は
メ
ス
が
行
う
。
巣
の
構
造
は
、
出
入
り
口
が
正
反
対
に
二
つ
あ
る
と
い

う
特
徴
的
な
も
の
だ
が
、
材
料
は
苔
や
獣
毛
で
、
外
側
を
オ
ス
が
、
内
部
の
仕
上
げ
を
メ
ス
が
行
い
完
成
さ
せ
る
。
二
つ
の
入
り
口
は
、
外

敵
に
襲
わ
れ
た
時
の
脱
出
口
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
小
さ
な
鳥
は
、
西
欧
で
も
「
鳥
の
王
」
と
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
喜
巨
（
小
君
主
）
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
話
冤
①
鍾
巴
o
（
小
王
）
、
ド
イ
ツ

語
で
浮
琶
ぎ
眞
垣
根
の
王
）
と
呼
ば
れ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
話
に
、
一
番
高
く
飛
べ
た
も
の
を
鳥
の
王
に
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

ミ
ソ
サ
ザ
イ
は
機
知
を
使
っ
て
、
ワ
シ
の
背
に
乗
っ
て
空
高
く
舞
い
上
が
り
、
王
と
な
る
四
。
空
の
高
み
に
あ
る
太
陽
と
の
親
和
性
を
暗
示

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
鳥
が
産
屋
に
飛
び
込
む
こ
と
を
武
内
宿
禰
は
吉
兆
で
あ
る
と
判
じ
た
わ
け
だ
が
、
平
林
章
仁
氏
は
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
の
誕

生
の
物
語
を
ひ
い
て
、

54

新
生
児
に
新
し
い
霊
魂
を
運
ん
で
く
る
と
信
じ
ら
れ
た
鳥
（
こ
の
場
合
は
鵜
）
の
羽
根
で
産
屋
の
屋
根
を
飾
る
呪
術
と
、
そ
の
鳥

（
霊
魂
）
を
招
き
入
れ
る
た
め
に
産
屋
の
屋
根
の
一
部
を
葺
き
残
し
て
お
く
習
俗
を
、
神
話
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
神

話
が
発
展
す
れ
ば
、
霊
鳥
が
直
接
産
室
に
と
び
こ
む
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
五
。
古
川
氏
が
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
サ
ザ
キ
は
賢
明
で
太
陽
と
結
び
つ
き
が
強
い
鳥
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
言
え
ば
、
イ
ワ
ノ
ヒ
メ
の
嫉
妬
を
恐
れ
な
が
ら
も
、
日
向
髪
長
媛
を
妃
と
し
、
後
に
は
八
田
皇
女
を
皇
后
と
し
、
ま
た
雌
鳥
皇
女
も
妃
と

し
よ
う
と
す
る
、
王
者
の
資
質
で
あ
る
色
好
み
の
一
面
も
持
っ
て
い
る
。

　
応
神
天
皇
の
発
案
で
、
ツ
ク
と
サ
ザ
キ
は
名
を
換
え
た
わ
け
だ
が
、
交
換
が
無
け
れ
ば
オ
ホ
サ
ザ
キ
“
仁
徳
天
皇
は
即
位
す
る
事
は
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。



名
前
の
交
換

　
と
こ
ろ
で
、
武
内
宿
禰
に
子
ど
も
達
の
名
前
の
交
換
を
提
案
し
た
応
神
天
皇
は
、
自
ら
も
太
子
の
時
代
に
名
前
の
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
で
は
詳
ら
か
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
『
古
事
記
』
で
は
襖
ぎ
を
目
的
と
し
て
近
江
若
狭
を
め
ぐ
っ
た
時
、
敦
賀
で
イ

ザ
サ
ワ
ケ
が
夢
に
現
わ
れ
、
名
を
換
え
る
約
束
を
結
ん
で
い
る
。

　
故
、
武
内
宿
禰
命
、
そ
の
太
子
を
率
い
て
喫
ぎ
せ
む
と
し
て
、
淡
海
ま
た
若
狭
国
を
経
歴
し
と
き
、
高
志
の
前
の
角
鹿
に
仮
宮
を

造
り
て
坐
さ
し
め
き
。
こ
こ
に
其
地
に
坐
す
伊
奢
沙
和
気
大
神
の
命
、
夜
の
夢
に
見
え
て
云
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
が
名
を
御
子
の

御
名
に
易
へ
ま
く
欲
し
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
言
ほ
き
て
白
し
し
く
、
「
恐
し
、
命
の
随
に
易
へ
奉
ら
む
。
」
と
ま
を
せ
ば
、

ま
た
そ
の
神
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
明
日
の
旦
、
濱
に
幸
で
ま
す
べ
し
。
名
を
易
へ
し
幣
献
ら
む
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
そ
の

旦
濱
に
幸
行
で
ま
し
し
時
、
鼻
殿
り
し
入
鹿
魚
、
既
に
一
浦
に
依
れ
り
。
こ
こ
に
御
子
、
神
に
白
さ
し
め
て
云
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
我

に
御
食
の
魚
給
へ
り
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
ま
た
そ
の
御
名
を
称
へ
て
、
御
食
津
大
神
と
号
け
き
。
故
、
今
に
気
比
大
神
と

謂
ふ
。
ま
た
そ
の
入
鹿
魚
の
鼻
の
血
臭
か
り
き
。
故
、
そ
の
浦
を
号
け
て
血
浦
と
謂
ひ
き
。
今
は
都
奴
賀
と
謂
ふ
。

　
応
神
天
皇
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
腕
の
肉
が
靹
（
弓
を
射
る
た
め
の
装
身
具
）
の
よ
う
な
形
に
盛
り
上
が
っ
て
い
た
た
め
、
ボ
ム
タ
ワ
ケ

と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
こ
の
伝
承
が
あ
る
た
め
、
こ
の
『
古
事
記
』
の
気
比
大
神
と
の
名
換
え
の
説
話
も
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
『
日

本
書
紀
』
本
文
で
も
詳
ら
か
で
な
い
と
書
か
れ
、
イ
ザ
サ
ワ
ケ
、
ボ
ム
タ
ワ
ケ
の
二
つ
の
名
が
そ
も
そ
も
ど
ち
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も

混
乱
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
ツ
ク
と
サ
ザ
キ
の
明
確
な
交
換
と
異
な
り
、
神
の
申
し
出
を
受
諾
し
た
太
子

が
「
名
を
易
へ
し
幣
」
と
し
て
神
か
ら
贈
ら
れ
た
、
鼻
の
傷
つ
い
て
血
の
流
れ
出
た
イ
ル
カ
を
受
け
取
り
、
御
食
津
大
神
と
神
の
名
を
名
付

け
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
一
見
意
味
の
解
ら
な
い
こ
の
や
り
取
り
だ
が
、
太
子
は
「
名
」
と
「
魚
1
1
な
」
を
掛
け
た
や
り
取
り
と
理
解
し
、
「
御
食
津
大
神
」
と
名

付
け
て
、
神
功
皇
后
の
も
と
に
帰
っ
て
い
く
。
か
え
っ
て
き
た
太
子
を
迎
え
入
れ
る
た
め
皇
后
は
大
宴
会
を
催
し
、
杯
を
捧
げ
祝
い
の
言
葉

を
も
っ
て
迎
え
る
。

55



　
忍
熊
王
を
欺
く
た
め
と
は
い
え
、
太
子
も
神
功
皇
后
も
喪
船
を
立
て
、
死
ん
だ
も
の
と
し
て
振
舞
っ
て
い
た
。
ま
た
忍
熊
王
と
、
五
十
狭

茅
宿
禰
は
琵
琶
湖
に
入
水
し
て
自
ら
命
を
絶
っ
た
。
そ
も
そ
も
の
目
的
は
こ
う
し
た
死
の
稼
れ
を
祓
う
た
め
の
襖
ぎ
で
あ
っ
て
、
ホ
ム
タ
ワ

ケ
は
武
内
宿
禰
と
と
も
に
、
近
江
・
若
狭
の
水
辺
を
巡
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
敦
賀
に
至
り
、
稼
れ
を
祓
い
流
す
だ
け
で
な
く
、
神

と
の
誼
を
得
て
帰
っ
て
き
た
。
そ
の
証
が
ひ
と
き
わ
大
き
な
魚
・
イ
ル
カ
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
と
さ
ら
に
太
子
を
言
祝
ぐ
歌
を
歌
い
、
神
酒

の
司
で
常
世
に
居
る
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
の
特
別
に
醸
し
た
酒
を
捧
げ
た
の
だ
。
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