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一　
「
洲
国
」
産
生
神
話
の
中
の
コ
シ

　

古
事
記
・
日
本
書
紀
冒
頭
部
に
語
り
記
さ
れ
る
国
土
生
成
（
記
）・
洲
国
産
生

（
紀
）
神
話
は
、
神
話
的
な
い
わ
ゆ
る
荒
唐
無
稽
さ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
周
到
な
配
慮
で
文
字
言
語
化
さ
れ
た
と
い
う
に
し
て
は
、
す
ん
な
り
と
は
納

得
し
が
た
い
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
古
事
記
の
場
合
、

イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
男
女
二
神
が
、
共
に
、「
国
土
生
成
」
を
為
そ
う
と
契
っ

て
、
生
み
続
け
る
「
国
土
」
と
は
、 
淡 
道

あ
は 
ぢ
   
 
嶋 
に
始
ま
り
、
伊
予
の 
二  
名 
の
嶋
・
隠

し
ま 

ふ
た 
な

伎
の
三
つ
子
の
嶋
・
筑
紫
嶋
・
伊
伎
嶋
・
津
嶋
・
佐
度
嶋
、
そ
し
て 
大
倭
豊
秋
津
嶋 

お
ほ
や
ま
と
と
よ
あ
き
つ
し
ま

と
生
み
進
め
、

　
　

此
の
八
嶋�

を
先
に
生
め
る
に
因
り
て
、 
大
八
嶋
国 
と
謂
ふ
。

お
ほ
や
し
ま
く
に

と
、
一
段
落
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、「 
然
る
後
、
還
り
坐
す
時
」
に
あ
た
り
、

吉
備
児
嶋
・
小
豆
嶋
・
大
嶋
・
女
嶋
・
知
訶
嶋
・
両
児
嶋
を
生
み
、
そ
こ
で
、「
既

に
国
を
生
み 
竟 
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
次
は
、
神
々
を
生
む
と
い
う
段
取
り
と

を
へ

な
っ
て
い
る
。

　

ク
ニ
（
国
）
を
「
生
み
成
す
・
生
み
竟
る
」
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
次
々
に
生

ま
れ
て
ゆ
く
の
は
シ
マ
（
嶋
）
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ら
の
嶋
を
束
ね
て
「
大
八
嶋
」

国
と
総
称
し
た
と
い
っ
て
い
る
の
か
と
思
え
ば
、
実
は
、
伊
予
の
二
名
嶋
は
、「
身

　
　
　
　

コ 
シ 
と 
い 
う 
国 
名
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本
稿
は
、
古
代
、
広
く
北
陸
地
域
を
指
し
て
呼
称
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
コ
シ
と

い
う
国
名
に
つ
い
て
の
、
意
味
論
的
考
察
で
あ
る
。

　

コ
シ
と
い
う
呼
称
の
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
そ
の
語
の
出
る
古
事
記
・
日
本
書
紀
・

出
雲
国
風
土
記
等
で
、
必
ず
し
も
均
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
断
片
的
な

記
述
か
ら
ほ
の
見
え
る
、
往
古
の
大
国
コ
シ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
以
下
の
「
目
次
」
に

沿
っ
て
辿
り
な
が
ら
、
太
古
の
そ
の
地
の
人
々
自
ら
が
呼
称
し 
た
「
コ
シ
」
の
本
義
を

探
り
、
文
献
以
前
の
列
島
の
言
葉
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　

一　
「
洲
国
」
産
生
神
話
の
中
の
コ
シ

　
　

二　

神
話
期
の
出
雲
と
コ
シ
（
高
志
）

　
　

三　

ヤ
マ
ト
政
権
と
コ
シ
（
越
）

　
　

四　

コ
シ
の
本
義
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一
つ
に
し
て
面
四
つ
有
り
て
、
面
毎
に
名
有
り
」
と
し
て
、 

伊
予
国�

・
讃
岐
国�

・

粟
国�

・
土
左
国�

を
挙
げ
、
筑
紫
嶋
も
同
様
に
、
筑
紫
国�

・
豊
国�

・
肥
国�

・
熊
曽
国�

の
四
面
が
有
る
と
い
う
。
そ
こ
で
は
、
国
（
ク
ニ
）
は
嶋
（
シ
マ
）
の
い
わ
ば
内

分
け
の
呼
称
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

ク
ニ
と
い
う
語
の
指
す
意
味
は
、
現
代
語
で
も
「
日
本
の
国
」
と
国
家
を
言
う

場
合
と
、「
お
く
に

�

� 
訛
り
」
な
ど
と
郷
里
を
言
う
場
合
が
あ
る
が
、
神
話
の
語
ら

れ
た
初
発
か
ら
、
漠
然
と
そ
う
し
た
広
狭
重
複
し
た
用
法
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
他
方
、
シ
マ
の
方
は
、「
ア
キ
ヅ
シ
マ

�

�

や
ま
と
・
シ
キ
シ
マ

�

�

の
や
ま
と
」
等
の
言
い
方
か
ら
し
て
も
、
嶋
（
島
）
の
字
義
か
ら
直
接
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
な
海
中
の
島
嶼
と
い
っ
た
地
理
的
な
意
味
で
な
く
、
む
し
ろ
ク
ニ
と
相

似
た
意
味
の
、
特
定
の
人
々
が
群
れ
を
な
し
共
住
す
る
領
域
を
言
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
シ
マ
も
ま
た
、
区
域
・
村
落
と
い
っ
た
意
味
合
い
の
用
法
を

江
戸
期
の
文
献
等
に
残
し
て
も
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
島
々
の
生
ま
れ
た
順
序
に
目
を
と
め
る
と
、
淡
道
嶋
を
起
点
に
、

海
上
を
船
で
四
国
を
巡
り
、
関
門
海
峡
か
ら
日
本
海
に
出
て
、
日
本
海
上
の
島
々

と
九
州
そ
し
て
本
州
南
西
部
の
中
国
・
北
陸
あ
た
り
を
日
本
海
側
か
ら
望
み
、
そ

の
後
ま
た
淡
道
嶋
に
「
還
る
」
つ
い
で
に
、
あ
ち
こ
ち
の
数
え
残
し
た
島
々
を
確

認
す
る
と
い
っ
た
、
海
原
を
漕
ぎ
渡
る
人
々
（
海
人
）
の
視
点
か
ら
発
し
た
語
り

の
可
能
性
が
濃
厚
に
見
て
と
れ
る
。
伊
予
嶋
（
四
国
）・
筑
紫
嶋
（
九
州
）
内
の

国
々
を
「
面
」
と
と
ら
え
る
の
も
、
あ
く
ま
で
海
か
ら
眺
め
た
外
面
の
把
握
で
、

内
陸
ま
で
入
り
込
ん
だ
視
点
で
は
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
沖
合
か
ら
波
の
彼
方
に
眺

望
す
る
陸
地
と
は
、
奧
行
き
な
ど
は
不
明
で
、
た
だ
大
小
様
々
の
シ
マ
（
大
八
嶋
）

影
と
い
う
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

　

古
事
記
の
記
述
は
、
も
と
も
と
そ
う
し
た
シ
マ
生
み
（
シ
マ
巡
り
）
の
語
り
で

あ
っ
た
も
の
を
、
お
そ
ら
く
「
こ
も
り
く
の
泊
瀬
の
国
」（
万
葉　

三
三
一
〇
）

と
い
っ
た
内
陸
で
発
祥
し
た
言
葉
ク
ニ
で
、
把
握
し
直
そ
う
と
し
た
も
の
の
よ
う

に
見
ら
れ
る
。

　

一
方
、
日
本
書
紀
は
、
次
々
に
生
ま
れ
る
シ
マ
の
固
有
名
は
古
事
記
と
お
お
よ

そ
同
様
だ
が
、
シ
マ
の
字
に
は
「
洲
」
を
当
て
た
。「
洲
」
は
「
州
」
と
も
通
い
、

そ
の
字
義
は
、
か
な
ら
ず
し
も
海
中
に
浮
か
ぶ
島
と
は
限
ら
ず
、
砂
の
盛
り
上
が
っ

た
陸
地
を
指
し
、
早
く
に
ム
ラ
や
ク
ニ
の
意
に
も
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

産
む
時
に
至
る
に
及
び
て
、
先
づ 
淡
路
洲 
を
以
て 
胞 
と
す
。 
意 
に 
快 
び
ざ
る

あ
は
ぢ
の
し
ま 

え 

こ
こ
ろ 

よ
ろ
こ

所
な
り
。
故
、
名
づ
け
て
淡
路
洲
と
曰
ふ
。 
廼 
ち 
大
日
本  
豊  
秋  
津  
洲 
を
生
む
。

す
な
は 

お
ほ
や
ま
と 
と
よ 
あ
き 
つ 
し
ま

次
に
伊
予
の
二
名
洲
を
生
む
。
次
に
筑
紫
洲
を
生
む
。
…
…
…

と
、「
大
日
本
豊
秋
津
洲
」
こ
そ
そ
の
洲
国
の
中
心
で
、
淡
路
洲
は
そ
れ
が
生
ま

れ
る
「 
胞 
」
で
あ
っ
た
（
本
文
・
第
六
書
・
第
九
書
）
と
の
認
識
も
示
し
て
、
淡

え

路
洲
の
次
に
（
上
記
お
よ
び
第
七
書
・
第
八
書
）、
あ
る
い
は
真
っ
先
に
（
第
一

書
）
そ
れ
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

対
馬
嶋
・
壱
岐
嶋
、
及
び
処
々
の
小
嶋
は
、
皆
是
潮
の 
沫 
の 
凝 
り
て
成
れ
る

あ
わ 

こ
ご

も
の
な
り
。
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と
も
し
て
、
海
中
の
単
な
る
小
「
嶋
」
と
「
洲
」
と
は
違
う
と
言
明
し
て
、
古
事

記
に
見
え
る
「
処
々
の
小
嶋
」
の
具
体
名
な
ど
は
省
略
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊
予

洲
・
筑
紫
洲
の
四
面
の
内
分
け
も
記
さ
な
い
の
で
、
古
事
記
に
あ
っ
た
「
国
」
の

用
法
の
錯
綜
は
、
書
紀
に
は
な
い
。
書
紀
の
記
述
は
、
古
事
記
よ
り
も
合
理
的
で

あ
る
が
、「
大
日
本
豊
秋
津
洲
」
を
中
心
と
す
る
抽
象
的
な
国
家
観
が
出
て
も
い

て
、
書
紀
だ
け
を
見
た
場
合
、
古
事
記
が
匂
わ
せ
て
い
た
神
話
の
語
り
の
発
祥
の

場
（
海
原
）
を
窺
う
こ
と
な
ど
は
難
し
い
。
し
か
し
、
書
紀
が
、
も
し
国
家
の
神

話
と
し
て
こ
の
洲
国
産
生
を
語
ろ
う
と
し
た
の
な
ら
、
大
和
朝
廷
に
と
っ
て
の
聖

地
「
伊
勢
」
な
ど
が
触
れ
ら
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
い
。

お
そ
ら
く
国
家
意
識
以
前
の
、
古
来
の
伝
承
は
伝
承
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
尊
重

す
る
姿
勢
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
書
紀
に
は
唯
一
古
事
記
が
挙
げ
な
い
「 
越
洲 
」
を
佐
度
洲

こ
し
の
し
ま

     

の
後
に

さ
ど
の
し
ま

挙
げ
る
書
（
本
文
・
第
一
・
第
六
・
第
八
）
が
あ
る
。
第
二
・
第
三
・
第
四
・
第

五
は
、
具
体
的
な
洲
名
を
挙
げ
な
い
書
だ
か
ら
、
第
七
と
第
九
以
外
の
書
紀
の
主

要
な
典
拠
は
み
な
「
越
洲
」
を
記
し
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
で
も
あ
る
。
古
事
記

の
場
合
、
佐
度
嶋
の
次
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
「
大
倭
豊
秋
津
嶋
」
で
あ
っ
た
。

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
書
紀
は
、
そ
れ
を
最
初
の
中
心
的
な
位
置
に
移
し
て
据

え
た
た
め
に
、
伝
承
の
空
白
と
な
っ
た
部
分
を
、
本
来
そ
れ
が
指
し
て
い
た
佐
度

洲
に
面
し
た
広
大
な
地
域
の
別
名
コ
シ
で
、
律
儀
に
補
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、「
大
倭
豊
秋
津
嶋
」
が
指
し
て
い
た
海
か
ら
眺
め
た
シ
マ
の
地
域

が
、
書
紀
の
言
う
「
越
洲
」
相
当
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
「 
大
倭 
」
は
被
せ
な
い

お
ほ
や
ま
と

「 
豊  
秋  
津  
嶋 
」
だ
け
の
形
が
、
よ
り
古
い
本
来
の
呼
称
だ
っ
た
可
能
性
も
見
え
て

と
よ 
あ
き 
つ 
し
ま

く
る
だ
ろ
う
。　

　

ト
ヨ
ア
キ
ツ
シ
マ
の
語
の
組
成
は
、
ト
ヨ
・
ア
キ
・
ツ
・
シ
マ
で
、
そ
の
中
核

的
な
意
味
は
、
ア
キ
が
持
っ
て
い
る
。
ア
キ
単
独
で
は
ア
キ
（
安
芸
）
の
国
の
呼

称
が
、 
吉  
備 
の
西
域
（
現
、
広
島�

県
）
を
指
し
て
あ
る
。
ア
キ
と
は
、
右
の
用
字

き 

び

で
あ
る
稔
り
の
季
節
「
秋
」
以
前
に
、「
飽
」
の
字
の
意
が
本
義
に
近
い
と
見
ら

れ
る
。
イ
ザ
ナ
ギ
神
が
穢
れ
た
ヨ
ミ
の
国
か
ら
貪
食

�

�

の�

ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
追
わ
れ

つ
つ
這
々
の
体
で
逃
げ
還
っ
た
後
の
「 
禊 
ぎ 
祓 
へ
」
で
、
身
に
つ
け
た
諸
々
の
物

み
そ 

は
ら

を
投
げ
棄
て
て
成
っ
た
神
々
の
中
に
、
ワ
ヅ
ラ
ヒ
ノ
ウ
シ
ノ
神
な
ど
と
並
ん
で
、

 
飽
咋 
ノ
ウ
シ
ノ
神
の
名
が
見
え
る
。
止
み
が
た
い
（
困
り
も
の
の
）
食
欲
の
神
の

あ
き
ぐ
ひ

意
で
あ
ろ
う
。
ア
キ
と
は
食
物
に
満
ち
足
り
た
状
態
で
、
吉
備
（
黍
）・
粟
・
小

豆
と
い
っ
た
具
体
的
な
穀
物
名
の
嶋
々
と
並
ん
で
、
い
わ
ば
何
で
も
飽
き
充
ち
る

ほ
ど
に
あ
る
嶋
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ト
ヨ
は
文
字
通
り
豊
か
さ
の
冠
辞
、

ツ
は
ノ
と
ほ
ぼ
同
義
の
助
詞
的
な
も
の
だ
ろ
う
。
ヤ
マ
ト
民
族
の
伝
承
で
は
、
ア

キ
ツ
ま
で
に
稲
作
の
祝
い
の
虫
「
蜻
蛉
」
を
思
い
入
れ
て
当
て
、「
う
ま
し
国
そ　

 
蜻
嶋 　

や
ま
と
の
国
は
」（
万
葉　

二
）
な
ど
と
す
る
が
、
豊
秋
津
嶋
は
他
の
嶋
々

あ
き
づ
し
ま

の
よ
う
に
豊
秋
津
ノ�

シ
マ
と
、
ノ
を
入
れ
て
訓
む
こ
と
が
な
い
の
は
、
本
来
ツ
が

ノ
の
働
き
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
か
ら
と
見
ら
れ
る
。

　

豊
秋
津
嶋
が
、
佐
度
嶋
や
隠
伎
嶋
に
向
か
っ
て
広
が
る
、
日
本
海
側
か
ら
眺
望

さ
れ
る
広
大
な
シ
マ
（
地
域
）
に
対
す
る
海
人
か
ら
の
呼
称
だ
っ
た
と
す
る
と
、

そ
れ
は
、
い
わ
ば
遙
か
な
神
話
時
代
に
お
け
る
そ
の
地
域
の
豊
か
な
繁
栄
を
、
か

ろ
う
じ
て
伝
え
残
し
た
言
葉
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
。
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二　

神
話
期
の
出
雲
と
コ
シ

　

国
生
み
神
話
で
は
、「
越
」
を
出
す
こ
と
の
な
か
っ
た
古
事
記
は
、
そ
の
後
の

神
話
の
二
箇
所
で
、
突
然
コ
シ
の
名
が
出
て
く
る
。
最
初
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
ス

サ
ノ
ヲ
ノ
命
の 
大
蛇 
退
治
の
所
で
、
高
天
の
原
か
ら
追
放
さ
れ
て
降
り
立
っ
た
出

ヲ
ロ
チ

雲
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
童
女
を
中
に
置
い
て
泣
く
老
夫
・
老
女
に
出
会
い
、
そ
の
わ

け
を
尋
ね
る
と
、

　

我
が 
女 
は
、
本
よ
り
八
稚
女

む
す
め

     

在
り
し
を
、
是
の
高
志

�

�

や 

を 

と 

め

の 
八  
俣 
の
ヲ
ロ
チ
、
年

や 
ま
た

毎
に
来
て 
喫 
ひ
き
。
今
其
が
来
べ
き
時
な
る
故
に
、
泣
く
。

く

　
と
、
答
え
る
所
の
「 
高  
志 
」
で
、
対
応
す
る
書
紀
の
記
述
で
は
、
ど
の
書
に
も
そ

こ 

し

の
語
は
見
え
な
い
も
の
。
今
一
箇
所
は
、
出
雲
の
大
国
主
神
に
関
わ
る
語
り
が
展

開
し
た
終
わ
り
に
、
五
つ
の
名
が
あ
る
と
す
る
大
国
主
の
一
名
「
八
千
矛
神
」
と

し
て
の
長
い
歌
語
り
が
添
え
ら
れ
る
所
で
、
こ
ち
ら
は
、
伝
承
全
体
が
書
紀
に
は

採
ら
れ
て
い
な
い
。

　

此
の 
八
千
矛
神 
、
高
志
国

�

�

�

の
沼
河 
比  
売 
を 
婚 
は
む
と
し
て
、 
幸  
行 
ま
し
し
時
、

や
ち
ほ
こ
の
か
み 

ひ 

め 

よ
ば 

い 

で

其
の
沼
河
比
売
の
家
に
到
り
て
、
歌
ひ
て
曰
く
、

八
千
矛
の　

神
の 
命 
は　
 
八  
島  
国 　
 
妻  
枕 
き
か
ね
て　

遠
々
し　

高
志

�

�

み
こ
と 

や 
し
ま 
く
に 

つ
ま 
ま

の
国

�

�

に　
 
賢 
し 
女 
を　

在
り
と
聞
か
し
て　

く
は
し
女
を　

在
り
と
聞

さ
か 

め

こ
し
て　

さ 
婚 
ひ
に　

あ
り
立
た
し　

婚
ひ
に　

あ
り
通
は
せ
…
…
…

よ
ば

　

こ
れ
ら
、
二
箇
所
の
「
高
志
」
は
、
共
に
記
述
に
あ
た
り
意
識
的
に
明
示
し
た

感
じ
で
は
な
く
、
口
承
に
あ
っ
た
ま
ま
に
書
き
残
さ
れ
た
趣
の
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
ま
ず
、
後
者
に
は
は
っ
き
り
「
高
志
国
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
書
紀
に

記
す
「
越
洲
」
と
ほ
ぼ
同
じ
所
を
指
す
と
見
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。「
沼
河
比
売
」

の
「
沼
河
」
は
、
万
葉
集
巻
十
三
に
、

　
　

沼
名
河

�

�

�

の　

底
な
る
玉　

求
め
て　

得
し
玉
か
も　

拾
ひ
て　

得
し
玉
か　

　
　

も　

あ
た
ら
し
き　

君
が　

老
ゆ
ら
く
惜
し
も
（
三
二
四
七
）　
　
　
 

  
と
あ
る
「 
沼  
名  
河 
」
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
て
い
る
。
二
十
巻
本
和
名
抄
で
は
、
越

ぬ 

な 
か
は

後
国
頸
城
郡
の
冒
頭
の
郷
名
に
「
沼
川
」
が
挙
げ
ら
れ
、「 
奴  
乃  
加  
波 
」
と
訓
が

ヌ 

ノ 

カ 

ハ

付
い
て
い
る
。
ヌ
ナ
河
の
ナ
は
、「 
水 
な�

底
・ 
手 
な�

心
（
掌
）」
と
同
様
の
ナ
で
、

み 

た

ノ
と
同
義
で
あ
る
。
そ
し
て
ヌ
と
は
、
書
紀
の
「 
天
之
瓊
矛 
」
に
「
瓊
、
玉
也
、

あ
め
の
ぬ
ぼ
こ

此
云
レ 
努 
」
と
注
が
あ
る
よ
う
に
、「
玉
」
の
意
の
古
語
（
別
語
）
で
あ
る
。
古
事

ヌ

記
に
は
こ
れ
も
「
天
沼�

矛
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
の
宮
廷
人
な
ど
に
は
、

ヌ
に
玉
の
意
の
語
感
は
持
て
な
い
音
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、「
沼
河
」
が

ヌ
ナ
カ
ハ
で
、「
玉
」
を
得
る
河
で
あ
る
こ
と
は
、
万
葉
歌
か
ら
見
て
も
一
定
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

越
後
頸
城
郡
の
姫
川
支
流
の
河
床
か
ら
採
れ
る
翡
翠
（
玉
石
）
の
加
工
品
が
、

列
島
広
域
の
古
代
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
、
往
古
の
活
発
な
物
流
・
交
易
を
窺
う
手

掛
か
り
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
近
年
、
日
本
海
沿
岸
部
に
近
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く
、
長
者
ケ
原
遺
跡
・ 
寺  
地 
遺
跡
等
の
大
規
模
な
縄
文
中
後
期
の
玉
造
り
工
房
跡

て
ら 
ぢ

が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
で
、
単
に
玉
石
（
翡
翠
）
の
残
る
姫
川
支
流
と
い
う
よ
り
も
、

姫
川
（
糸
魚
川
）
流
域
に
、
呪
物

�

�

「
ヌ
（
玉
）」
の
交
易
等
に
よ
っ
て
富
を
蓄
え

て
栄
え
、
広
く
勢
力
を
張
っ
た
部
族
の
い
た
こ
と
が
、
い
っ
そ
う
現
実
味
を
持
っ

て
来
た
。
延
喜
式
「
神
祇
十
」
の
越
後
国
五
十
六
座
の
冒
頭
に
名
の
出
る
「
奴
奈

川
神
社
」
は
、
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
ノ
命
を
祭
神
と
し
て
糸
魚
川
流
域
に
社
殿
を
存
続

さ
せ
て
も
い
る
。　

　

と
こ
ろ
で
往
古
、
川
に
は
し
ば
し
ば
川
の
神
女
の
い
た
こ
と
が
、
人
代
に
な
っ

て
の
記
紀
・
風
土
記
の
物
語
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

神
武
天
皇
の
大
后
は
、
古
事
記
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ホ
ト
タ
タ
ラ
イ
ス
ス
キ

（
イ
ス
ケ
ヨ
リ
）
ヒ
メ
と
言
い
、
三
輪
の
大
物
主
神
と
三
島
の 
溝
咋 
の 
女 
セ
ヤ
ダ

み
ぞ
く
ひ 

む
す
め

タ
ラ
ヒ
メ
と
の
間
の
「
神
の
御
子
（
巫
）」
で
あ
っ
た
。
そ
の
家
は
、「
狭
井
河
の

上
に
在
り
」
と
言
う
こ
と
で
、
神
武
は
そ
の
狭
井
河
上
の
「
葦
原
の 
湿 
け
し
き 
小 

し 

を

 
屋 
」
に
出
向
き
妻
問
い
し
た
と
、
古
事
記
は
語
っ
て
い
る
。

や

 
狭  
井  
河 
よ　

雲
た
ち
わ
た
り　
 
畝  
火  
山 　

木
の
葉 
騒 
ぎ
ぬ　

風
吹
か
む
と
す

さ 

ゐ 
か
は 

う
ね 
び 
や
ま 

さ
や

　
　と

い
う
歌
は
、
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ヒ
メ
が
、
神
武
亡
き
後
の
政
争
の
中
で
、
我
が
子
に

急
を
知
ら
せ
て
歌
っ
た
も
の
だ
と
も
さ
れ
て
い
る
。
神
武
后
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ヒ
メ
と

は
、
い
わ
ば
狭
井
河
の
神
女
「
狭
井
河
姫
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

  
あ
る
い
は
ま
た
、
播
磨
国
風
土
記
賀
古
郡
に
は
、
景
行
天
皇
が
、
皇
后
と
な
る

 
印
南
別
嬢 
に
妻
問
い
し
た
と
き
の
経
緯
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
始
め
、
別

い
な
み
の
わ
き
い
ら
つ
め

嬢
は
、
は
る
ば
る
野
を
越
え
川
を
渡
っ
て
「 
誂 
ひ
」
し
て
き
た
景
行
か
ら
逃
れ
、

つ
ま
ど

賀
古
河
の
河
口
の
小
島
、
ナ
ビ
ツ
マ
島
（
後
に
い
う
高
砂
）
に
身
を
隠
し
て
い
た
。

別
嬢
は
、
在
地
の
大
豪
族
吉
備
族
の
姫
だ
と
古
事
記
や
風
土
記
で
言
わ
れ
て
い
る

が
、
要
す
る
に
「
賀
古
河
姫
」
で
も
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
、
景
行
の
別
嬢

妻
問
い
の
物
語
は
、
ど
こ
か
八
千
矛
神
と
沼
河
姫
の
場
合
に
似
通
っ
て
も
い
る
。

　

川
の
神
女
と
は
、
そ
の
川
の
流
域
を
制
す
る
土
着
勢
力
の
神
女
で
も
あ
る
。
そ

れ
を
八
千
矛
神
や
ヤ
マ
ト
政
権
の
王
が
妻
問
う
た
と
は
、
単
に
神
や
王
の
恋
物
語

と
い
う
以
上
の
象
徴
的
な
意
味
を
孕
ん
で
も
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
異
な
る
部

族
の
神
（
王
）
と
神
女
と
の
婚
姻
と
は
、
平
和
的
な
部
族
間
の
和
合
と
か
、
よ
り

強
い
勢
力
へ
の
服
属
と
か
を
暗
示
し
て
、
当
然
そ
の
前
段
階
に
は
、
部
族
間
の
何

ら
か
の
せ
め
ぎ
合
い
や
軋
み
も
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
な
お
、
因

み
に
、
コ
シ
の
国
の
川
は
、
ほ
と
ん
ど
が
信
濃
国
を
源
流
と
し
て
い
る
が
、『
先

代
旧
事
本
紀
巻
四
』
で
、
八
千
矛
神
と
ヌ
ナ
河
姫
と
の
間
の
一
子
と
さ
れ
る 
建  
御 

た
け 
み

 
名  
方 
神
は
、
信
濃
の
ス
ハ
（
諏
訪
）
神
社
の
主
祭
神
で
あ
る
。
古
事
記
に
は
、
大

な 
か
た

国
主
神
の
い
わ
ゆ
る
「
国
譲
り
」
に
先
立
ち
、
そ
の
子
事
代
主
神
と
御
名
方
神
と

の
服
従
の
経
緯
が
語
ら
れ
る
が
、
御
名
方
神
が
、
高
天
原
か
ら
派
遣
さ
れ
た
建
御

雷
神
に
追
わ
れ
て
、
出
雲
か
ら
「
科
野
国 
州  
羽 
の
海
に
迫
め
到
り
て
」
殺
さ
れ
そ

す 

は

う
に
な
り
、
そ
の
地
で
の
蟄
居
を
誓
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
書
紀
に
は

対
応
部
な
し
）。
古
事
記
の
記
述
だ
け
で
は
、
な
ぜ
「
科
野
国
州
羽
」
と
こ
じ
つ

け
ら
れ
る
の
か
不
明
だ
が
、
科
野
は
、
い
わ
ば
母
方
の
縁
の
地
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
か
。

　

出
雲
国
風
土
記
嶋
根
郡
美
保
郷
に
は
、
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天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
命

�

�

�

�

、
高
志
の
国

�

�

�

�

に
坐
す
時
、
オ
キ
ツ
ク
シ
ヰ
ノ
命

の
み
子
、
ヘ
ツ
ク
シ
ヰ
ノ
命
の
み
子
、
奴
奈
宜
波
比
売
命

�

�

�

�

�

�

�

に 
娶 
ひ
て
産
み
ま

み
あ

し
し
神
、
ミ
ホ
ス
ス
ミ
ノ
命
、
是
の
神
坐
す
。　

と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
高
志
国
と
出
雲
国
と
の
和
合
は
、
神
婚
に
よ
る
神

な
が
ら
の
こ
と
だ
と
、
出
雲
側
の
伝
承
で
は
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

出
雲
国
風
土
記
に
は
ま
た
、 
神  
門 
郡
古
志

�

�

郷
と
い
う
郷
名
が
挙
が
り
、

か
む 
と

古
志
郷
。
即
ち
、 
郡

家
 に 
属 
け
り
。
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
命
の
時
、 
日  
淵  
川 
を
以

こ
ほ
り
の
み
や
け 

つ 

ひ 
ふ
ち 
か
は

ち
て
池
を 
築  
造 
り
き
。
そ
の
時
、
古
志
の
国
人

�

�

�

�

�

等
、 
到  
来 
り
て
堤
を 
為 
り
き
。

つ 

く 

き 

た 

つ
く

即
ち
、
宿
り
居
し
所
な
り
。
故
、
古
志
と
云
ふ
。　

と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
、
コ
シ
と
出
雲
と
の
密
接
な
関
係
が
窺
わ
れ
る
記
事
で
あ
る
。

「
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
命
の
時
」
と
は
、
要
す
る
に
神
代
の
大
昔
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、

あ
え
て
前
後
を
言
え
ば
、
八
千
矛
神
（
出
雲
の
大
神
）
の
コ
シ
へ
の
妻
問
い
後
、

治
水
に
長
け
た
コ
シ
の
人
々
を
連
行
し
、
出
雲
の
治
水
に
あ
た
ら
せ
た
、
と
い
っ

た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
コ
シ
の
国
側
に
も
「
出
雲
崎
」
と
い
う
地
名
が
現

存
し
て
い
る
。
命
名
の
謂
わ
れ
や
時
期
は
不
明
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
出
雲
と
の

関
わ
り
の
深
さ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
章
の
冒
頭
に
挙
げ
た
八
俣
の
ヲ
ロ
チ
に
被
せ
た
「
高
志
」
は
、

こ
ち
ら
の
出
雲
の
地
名
の
方
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
大
勢
の
解
釈
で
あ
る
。
し
か

し
、
八
俣
の
ヲ
ロ
チ
と
は
、

其
の
身
に 
蘿 
と 
檜
椙 
と
生
ひ
、
其
の 
長 
は
、 
谿 
八
谷 
峡 
八
尾
に 
度 
り
て
、　

其

こ
け 

ひ
す
ぎ 

た
け 

た
に 

か
ひ 

わ
た

の
腹
を
見
れ
ば
、
悉
に
常
に
血 
爛 
れ
た
り
。

た
だ

と
い
う
、
明
ら
か
に
、
大
雨
で
立
木
も
ろ
と
も
の
山
津
波
（
土
石
流
）
が
押
し
寄

せ
、
八
方
に
岐
か
れ
た
赤
茶
け
た
泥
が
田
も
人
も
呑
み
込
ん

�

�

�

�

で
し
ま
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
、
そ
ん
な
ヲ
ロ
チ
が
、「
郡
家
（
郡
の
役
所
）
に
属
く
」
神
門
川
下
流
域

の
い
わ
ば
呑
み
込
ま
れ
そ
う
な
地
域
か
ら
来
る
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
不
自
然

で
あ
る
。
書
紀
中
唯
一
ヲ
ロ
チ
の
在
所
に
触
れ
る
第
四
書
で
も
、「（
ス
サ
ノ
ヲ
）

鳥
上
の
峯�

に
到
る
。
時
に 
彼  
処 
に
人
を
呑
む
大
蛇
有
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、

そ 

こ

岩
波
新
古
典
大
系
『
古
事
記
』
の
補
注
で
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
「
高
志
」

の
国
に
通
じ
る
コ
シ
で
、
お
そ
ら
く
出
雲
の
人
々
に
と
っ
て
の
コ
シ
が
、
大
昔

（
妻
問
い
融
和
以
前
）、
不
意
に
来
襲
し
て
く
る
恐
ろ
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た

頃
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
「
コ
シ
が
来
る
」
と
「
ヲ
ロ
チ
が
来
る
」
と
は
、
そ
の
不

意
の
来
襲
の
恐
怖
感
の
同
一
性
か
ら
合
体
し
て
「
高
志
の
八
俣
の
ヲ
ロ
チ
」
と
な
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

出
雲
国
風
土
記
中
の
コ
シ
に
つ
い
て
は
、
今
一
つ
、

　
　

国
引
き
ま
し
し
八
束
水
臣
津
野
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、「
八
雲
立
つ
出
雲

の
国
は
、 
狭  
布 
の 
稚
国 
な
る
か
も
。 
初
国 
小
さ
く
作
ら
せ
り
。
故
、
作
り
縫

さ 

の 

わ
か
ぐ
に 

は
つ
く
に

は
な
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
…
…
…
（
意
宇
郡
）
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と
始
ま
る
、
い
わ
ゆ
る
「
国
引
き
」
神
話
で
、 
志  
羅  
紀 
・ 
佐  
伎 
・ 
農  
波 
・
高
志

�

�

そ

し 

ら 

き 

さ 

き 

の 
な
み

れ
ぞ
れ
の
「
国
の
余
り
」
を
「 
国  
来  
国  
来 
と
引
き
来
縫
」
う
て
国
作
り
を
し
た
、

く
に 
こ 
く
に 
こ

と
い
う
所
に
出
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
端
切
れ
を
寄
せ
集

め
て
継
ぎ
接
ぎ
し
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
風
に
国
を
拡
大
し
て
い
っ
た
と
言
う
語
り
方

は
、
あ
た
か
も
女
の
手
仕
事
か
ら
来
る
発
想
で
あ
り
、
古
事
記
の
、
海
原
広
く
展

開
し
た
活
動
的
な
「
国
生
み
」
神
話
と
は
か
な
り
異
な
る
。
出
雲
を
中
心
に
、
い

わ
ば
陸
地
に
立
っ
て
見
遙
か
し
た
限
り
の
世
界
は
、
シ
ラ
キ
か
ら
コ
シ
ま
で
だ
と

い
う
認
識
で
も
あ
る
。
た
だ
、
高
志
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
、
出
雲
に
と
っ

て
志
羅
紀
（
新
羅
）
と
同
列
の
、
お
余
り
を
頂
戴
す
る
よ
う
な
強
大
な
異
国
だ
っ

た
こ
と
を
、
よ
く
伝
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
記
紀
の
神
話
は
、
葦

原
中
国
に
つ
い
て
は
、
出
雲
地
域
の
先
住
部
族
の
み
に
関
し
て
詳
し
い
た
め
に
、

日
本
列
島
の
神
話
期
に
お
け
る
出
雲
の
位
置
が
、
実
際
以
上
に
大
き
く
見
ら
れ
て

い
る
側
面
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　

ヤ
マ
ト
政
権
と
コ
シ

　

コ
シ
は
、
日
本
書
紀
が
も
っ
ぱ
ら
「
越
」
と
表
記
し
、
奈
良
時
代
ま
で
に
は

「
越
前
・
越
中
・
越
後
」
と
、
お
そ
ら
く
統
治
上
の
問
題
か
ら
三
分
割
さ
れ
て
、

以
来
今
日
ま
で
、
そ
の
表
記
の
み
が
、
音
読
も
さ
れ
て
通
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

書
紀
は
、
古
事
記
・
出
雲
国
風
土
記
が
用
い
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
越
」
を
、
そ

も
そ
も
ど
の
様
な
理
解
で
コ
シ
の
表
記
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
モ
ロ
コ
シ
と
い
う
の
は
、「
昔
、
日
本
で
中
国
を
さ
し
て
呼
ん
だ

名
称
／
中
国
か
ら
伝
来
し
た
事
物
に
冠
し
て
も
用
い
た
」（
小
学
館
日
本
国
語
大

辞
典
）
と
言
っ
た
あ
た
り
が
大
方
の
理
解
で
あ
る
。
語
源
に
つ
い
て
は
、
漢
語

「
諸
越
」
の
訓
読
か
ら
出
来
た
語
か
と
す
る
江
戸
期
か
ら
の
説
を
、
現
行
の
ほ
と

ん
ど
の
辞
書
類
が
語
釈
の
始
め
に
挙
げ
て
い
る
。「
諸
越
」
は
、
中
国
の
春
秋
戦

国
時
代
の
「 
越 
」
を
指
し
、
現
在
の
浙
江
省
あ
た
り
の
そ
の
地
域
と
、
往
古
交
通

え
つ

が
盛
ん
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
地
方
の
呼
称
が
受
け
継
が
れ
て
唐
の
こ
と
に
も
な
り
、

さ
ら
に
中
国
全
土
の
こ
と
と
な
っ
た
、
と
い
っ
た
注
解
を
載
せ
る
辞
書
も
多
い
。

し
か
し
、
春
秋
戦
国
時
代
と
言
え
ば
、
は
る
か
紀
元
前
で
、
日
本
列
島
で
は
弥
生

時
代
初
期
以
前
（
い
わ
ば
神
話
期
）
に
あ
た
り
、
模
糊
と
し
た
無
文
字
時
代

�

�

�

�

�

で
あ

る
。
そ
の
時
代
に
「
諸
・
越
」
と
分
け
て
モ
ロ
・
コ
シ
と
訓
を
当
て
た
、
あ
る
い

は
、
彼
の
地
の
「 
越 
」
が
、
日
本
語
の
コ
シ
（
動
詞
的
な
訓
で
あ
ろ
う
、
後
述
）

え
つ

に
対
応
す
る
等
の
認
識
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
理
解
に
苦
し
む
無
理
な

説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、『
荘
子
』
等
に
見
え
る
「
諸
越
」
の
「
諸
」

と
は
、「
諸
は
於
、
発
語
の
辞
」（
大
漢
和
辞
典
）「
諸
は
接
頭
辞
」（
大
漢
語
林
）

等
と
も
言
わ
れ
、
常
に
そ
の
形
で
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、「
諸

越
」
と
は
「
百
越
（
沢
山
の
小
国
か
ら
な
る
越
族
の
意
）」
と
同
意
と
す
る
説
も

見
ら
れ
る
が
、
そ
う
理
解
し
て
よ
い
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

ま
た
、
彼
の
地
の
文
字
（
漢
字
）
で
示
さ
れ
た
国
や
民
族
の
呼
称
を
、
此
の
地

で
い
わ
ば
「
訓
読
」
す
る
場
合
、
倭
は
ヤ
マ
ト
、
韓
・
唐
は
カ
ラ
、
高
麗
は
コ
マ
、

蝦
夷
は
エ
ミ
シ
、
と
言
う
よ
う
に
、
ほ
ぼ
同
じ
指
示
と
見
ら
れ
る
呼
称
を
訓
に
当

て
る
の
が
一
般
で
、
個
々
の
文
字
毎
に
訓
読
し
、
そ
れ
が
広
く
通
用
し
た
と
言
う
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の
も
妙
で
あ
る
。
モ
ロ
コ
シ
が
「
諸
越
」
と
い
う
表
記
に
付
く
文
献
例
は
、
室
町

時
代
の
易
林
本
節
用
集
あ
た
り
か
ら
で
あ
り
、
奈
良
時
代
以
前
の
文
献
の
モ
ロ
コ

シ
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
唐
・
唐
国
・
大
唐
」
を
そ
う
訓
ん
で
い
て
、「
諸
越
」
は
出

な
い
。
節
用
集
諸
本
も
易
林
本
以
外
で
は
、「
唐
・
大
唐
（
国
）」
の
み
で
、
易
林

本
も
「
大
唐
国
」
と
並
記
し
て
い
る
。

　

さ
て
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
モ
ロ
コ
シ
と
は
な
ぜ
そ
う
言
っ
た
の
か
、
ま
た
、

そ
れ
が
何
か
こ
の
列
島
の
コ
シ
（
越
）
の
国
の
呼
称
と
意
味
的
に
関
係
が
あ
る
の

か
、
と
言
っ
た
こ
と
は
、
な
お
、
別
の
用
例
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　

御
間
城
天
皇
（
崇
神
）
の
世
に
、
額
に
角
有
る
人
（
加
羅
国
の
王
子
）、
一

の
船
に
乗
り
て
、
越
国

�

� 
笥
飯
浦 
（
福
井
県
敦
賀
市
気
比
神
社
あ
た
り
）
に
泊

け
ひ
の
う
ら

ま
れ
り
。
…
…
…
嶋
浦
に 
留
連 
ひ
つ
つ
、
北
海
よ
り
廻
り
て
、
出
雲
国
を
経

つ
た
よ

て 
此  
間 
に
至
れ
り
。（
垂
仁
紀
二
年
、
一
云
）

こ 

こ

 
高  
麗 
、
路
に
迷
ひ
て
、
始
め
て
越
の
岸

�

�

�

に
到
れ
り
。
漂
ひ
溺
る
る
に
苦
し
ぶ

こ 

ま

と
雖
も
、
尚 
性
命 
を
全
く
す
。（
欽
明
紀
三
十
一
年
四
月
）

い
の
ち

高
麗
の
使
人
、
越
の
海

�

�

�

の
岸
に
泊
ま
る
。
船
破
れ
て
溺
れ
死
ぬ
る
者 
衆 
し
。

お
ほ

（
敏
達
紀
二
年
五
月
）

秋
七
月
、
高
麗
、
越
の
路

�

�

�

よ
り
、
使
を
遣
し
て 
調

進
 る
。
風
浪
高
し
。
故
、

み
つ
き
た
て
ま
つ

帰
る
こ
と
得
ず
。（
天
智
紀
七
年
七
月
）

　

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
古
来
、
朝
鮮
半
島
と
日
本
列
島
と
の
交
通
が
、
主
に
日
本

海
側
の
出
雲
か
ら
北
陸
（
福
井
・
石
川
）
の
あ
た
り
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
人
も
物
（
調
）
も
、
風
波
に
任
せ
辛
う
じ
て
漂
い
着
く
先
が
コ
シ
の

岸
で
、
そ
の
あ
た
り
の
海
が
コ
シ
の
海
、
そ
の
航
路
が
コ
シ
の
路
と
単
純
に
呼
ば

れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。
一
般
に
耳
か
ら
の
音
の
み
で
捉
え
る
他
国
の
呼

称
の
意
味
な
ど
は
、
自
ら
の
語
感
で
半
ば
勝
手
に
意
味
づ
け
し
て
納
得
も
す
る
と

い
う
の
が
素
朴
な
あ
り
よ
う
で
も
あ
っ
て
、
右
の
よ
う
な
文
脈
で
の
コ
シ
と
は
、

人
や
物
が
は
る
ば
る
や
っ
て
く
る
意
の
「
来
し
・
越
し
」
の
地
と
い
っ
た
あ
た
り

の
感
覚
で
、
漠
然
と
捉
え
ら
れ
も
し
た
だ
ろ
う
。

　

国
の
呼
称
を
、
あ
る
程
度
意
味
を
踏
ま
え
な
が
ら
表
記
す
る
場
合
、「
越
」
の

よ
う
に
、
動
詞
の
名
詞
形
一
字
と
い
う
例
は
他
に
は
な
い
。
一
般
に
、
古
い
地
名

の
表
記
は
、
意
味
が
判
然
と
し
な
け
れ
ば
、「 
安  
芸 
・ 
奈  
良 
・ 
伊  
勢 
・ 
肥 
」
等
と

あ 

き 

な 

ら 

い 

せ 

ひ

仮
名
に
近
い
表
記
が
採
ら
れ
て
い
る
。
コ
シ
に
つ
い
て
も
、
古
事
記
（
垂
仁
）
で

は
「
尾
張
・
科
野
」
等
と
並
記
さ
れ
て
も
い
る
「
高
志
」
の
表
記
を
、
一
般
化
さ

せ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
え
て
異
例
の
表
記
「
越
」
を
公

の
表
記
と
し
た
と
こ
ろ
に
は
、「
越
」
の
意
味
に
か
な
り
確
信
が
あ
っ
た
か
、
大

和
政
権
に
お
い
そ
れ
と
は
服
属
し
な
か
っ
た
「
高
志
」
の
、
そ
の
好
字

�

�

の
意
味
を

嫌
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
「
越
し
」
の
動
詞
的
な
一
般
の
用
法
は
、

大
坂
に　

継
ぎ
登
れ
る　
 
石
群 
を　

手
ご
し

�

�

に
こ
さ

�

�

ば　

こ
し

�

�

か
て
む
か
も 

い
し
む
ら

（
崇
神
紀
十
年　

歌
謡
）

山
越
し

�

�

の
風
を
時
じ
み
寝
る
夜
落
ち
ず
（
万
葉　

六
）

瀬
を
早
み 
堰 
越
す

�

�

浪
の
音
の
清
け
く
（
同　

一
一
〇
八
）

ゐ
で
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と
い
っ
た
も
の
で
、「
手
越
に
越
さ
ば
越
し
か
て
む
」
と
は
、
手
渡
し
に
渡
せ
ば

運
ん
で
来
ら
れ
る
だ
ろ
う
の
意
、「
越
し
」
と
は
、
空
間
的
な
渡
来
・
運
搬
を
い

う
動
詞
で
あ
る
。
ま
た
、「
持
ち
コ
ス
・
取
り
コ
ス
・
見
コ
ス
・
繰
り
コ
ス
」
等

の
複
合
動
詞
で
は
、
時
間
的
に
将
来
に
「
渡
る
」
意
と
も
な
っ
て
い
る
。
先
の
出

雲
国
で
の
用
法
「
高
志
の
八
俣
の
ヲ
ロ
チ
・（
堤
を
作
っ
た
）
古
志
の
国
人
」
等

で
も
、
あ
る
い
は
漠
然
と
遠
く
か
ら
「
来
し
」（
シ
に
は
、
師
や
子
や
氏
の
字
が

当
て
ら
れ
て
意
味
が
曖
昧
に
な
っ
た
が
、
古
く
「
人
」
の
意
も
あ
る
。 
大  
人 
・ 
土 

う 

し 

は

 
師 
や
、
人
称
代
名
詞
他
称
の
シ
な
ど
）
と
い
っ
た
意
味
を
感
じ
て
い
た
可
能
性
も

しあ
る
。
遠
く
て
現
実
感
の
な
い
コ
シ
が
実
感
を
伴
っ
て
意
識
さ
れ
る
の
は
、
そ
う

し
た
遠
来
の
人

�

�

�

�

や
物
だ
っ
た
た
め
に
、
渡
っ
て
来
る
意
の
「
越
」
が
同
音
で
結
び

つ
い
た
可
能
性
は
大
き
い
だ
ろ
う
。

　

モ
ロ
コ
シ
も
ま
た
、
渡
来
し
て
来
る
諸
々
の
人
や
物
以
外
に
は
実
感
の
乏
し
い
、

遠
い
彼
方
の
大
陸
を
漠
然
と
指
し
て
い
た
（「
諸
来
し
」
の
意
と
す
る
の
は
、
江

戸
期
に
も
あ
る
一
語
源
説
）
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
年
来
た
り
け
る
も
ろ
こ
し

�

�

�

�

船
の
、
わ
う
け
い
と
い
ふ
人
の
も
と
に
文
を

書
き
て
、
火
鼠
の
皮
と
い
ふ
な
る
物
買
ひ
て
お
こ
せ
よ
と
て
（
竹
取
物
語
）

思
ほ
え
ず
袖
に
み
な
と
の
騒
ぐ
か
な　

も
ろ
こ
し

�

�

�

�

船
の
寄
り
し
ば
か
り
に

（
伊
勢
物
語
二
六
段
）

　
　な

ど
と
見
え
る
「
も
ろ
こ
し
船
」
に
も
、
珍
し
い
物
を
種
々
載
せ
て
来
航
す
る
大

船
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
出
て
い
る
。
な
お
、
動
詞
に
モ
ロ
（
諸
）
を
被
せ
て
「
諸
々
、

総
べ
て
」
の
意
と
す
る
古
例
に
は
、「
モ
ロ
挙
げ
」（
神
楽
歌
の
曲
目
）「
草
は
モ

ロ
向
き
」（
万
葉　

三
三
七
七
）
な
ど
が
残
る
。

　

奈
良
時
代
の
大
和
朝
廷
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
モ
ロ
コ
シ
（
諸
来
し
）
は
、
当

然
大
唐
国
で
、

秋
七
月
…
…
…
大
礼
小
野
臣
妹
子
を 
大
唐 
に
遣
は
す
。（
推
古
紀
十
五
年
）

も
ろ
こ
し

と
、
実
際
は
隋
で
あ
っ
て
も
書
紀
に
は
そ
れ
で
記
さ
れ
、
万
葉
集
で
も
、

　
　
 
勅
旨 　

戴
き
持
ち
て　
 
唐 
の　

遠
き
境
に　

遣
は
さ
れ
…
…
（
八
九
四
）

お
ほ
み
こ
と 

も
ろ
こ
し

と
、
歌
言
葉
に
自
然
に
馴
染
ん
で
詠
ま
れ
る
よ
う
な
、
訓
読
語
な
ど
で
は
な
く
、

古
来
、
大
陸
の
大
国
を
漠
然
と
指
し
て
来
た
「
和
語
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
万
葉
集
の
歌
言
葉
と
言
え
ば
、
コ
シ
に
つ
い
て
は
、

み
雪
降
る
越

�

�

�

�

�

の
大
山
行
き
過
ぎ
て　

何
れ
の
日
に
か
我
が
里
を
見
む
（
三
一

五
三
）　
　

大
君
の　

遠
の
朝
廷
と　

み
雪
降
る

�

�

�

�　

越�

と
名
に
負
へ
る　

天
ざ
か
る　
 
鄙 ひな

に
し
あ
れ
ば　

山
高
み　

河
遠
し
ろ
し
…
…
… 
（
四
〇
一
一
）

あ
し
ひ
き
の　

山
坂
越
え
て　

行
き
更
は
る　

年
の
緒
長
く　
 
科
坂
在 

し

な

さ

か

る 
故 こ
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志 
に
し
住
め
ば
…
…
…
（
四
一
五
四
）

しし
な
ざ
か
る
越

�

�

�

�

�

�

に
五
年
住
み
住
み
て　

立
ち
別
れ
ま
く
惜
し
き
宵
か
も
（
四

二
五
〇
）

 
故  
之 
の
海
の
信
濃
の
浜
を
行
き
暮
ら
し　

長
き
春
日
も
忘
れ
て
思
へ
や
（
四

こ 

し

〇
二
〇
）

等
、
越
中
守
大
伴
家
持
に
関
わ
る
も
の
が
大
部
分
で
、
狭
義
で
は
主
に
越
中
国
内

が
意
識
さ
れ
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
コ
シ
の
海
」
も
、
右
の
歌
で
は
先
に

書
紀
の
例
で
見
た
越
前
あ
た
り
で
は
な
く
、
富
山
県
沿
い
の
海
で
あ
る
。
注
目
さ

れ
る
の
は
、
国
名
と
し
て
詠
む
場
合
、「
み
雪
降
る
」
を
冠
す
る
か
（
右
の
他
、

四
一
一
三
）、「
し
な
さ
（
ざ
）
か
る
」
を
冠
す
る
か 
（
右
の
他
、
三
九
六
九
・
四

〇
七
一
・
四
二
二
〇
）
と
い
う
枕
の
つ
く
歌
わ
れ
方
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
い
う
点
で

あ
る
。「
み
雪
」
は
お
そ
ら
く
「
深
雪
」
で
、「
み
雪
降
る
コ
シ
」
と
は
、
雪
深
い

越
と
言
う
、
よ
く
分
か
る
枕
で
あ
る
。
他
方
、「
し
な
さ
か
る
」
と
は
、

「
し
な
」
は
、
階
段
で
坂
の
意
。「
さ
か
る
」
は
、
遠
く
離
れ
る
意
。
多
く

の
坂
を
越
え
て
、
遠
く
に
あ
る
「
越
の
国
（
越
中
）」
の
意
で
「
越
」
に
か

か
る
。
ま
た
、「
し
な
」
は
上
下
級
の
意
で
、
都
を
高
く
地
方
を
低
く
す
る

意
識
か
ら
上
下
遠
く
離
れ
て
い
る
「
越
」
に
か
か
る
と
も
い
う
。（
阿
部
万

蔵
・
阿
部
猛
『
枕
詞
辞
典
』
高
科
書
店
）

と
い
う
あ
た
り
が
、
ほ
ぼ
従
来
の
諸
説
を
ま
と
め
た
解
釈
で
あ
る
。「
天
離
ル
鄙
・

鄙
離
ル
国
な
ど
に
な
ら
っ
て
生
ま
れ
た
新
語
で
あ
ろ
う
。」（
小
学
館
日
本
古
典
文

学
全
集
『
万
葉
集
』
�
頭
注
）
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
。
も
っ
ぱ
ら
大
伴
家
持
関
連

の
歌
の
み
に
見
え
る
の
で
、
越
中
の
国
で
の
家
持
の
認
識
を
踏
ま
え
た
造
語
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
右
に
挙
げ
た
、
四
一
五
四
番
歌
の
唯
一
仮
名
書

き
で
は
な
い
用
字
「
科
坂
在
る
」
が
、
少
な
く
と
も
造
語
者
の
本
意
で
あ
る
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
一
般
に
枕
詞
と
は
、「
み
雪
降
る
」
に
端
的
で
も
あ
る
よ
う
に
、
直
接

掛
か
る
語
と
の
間
だ
け
で
意
味
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
意
味
が
、
歌

全
体
の
意
味
や
感
慨
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
歌
で
、
傍
点
を

付
し
た
地
名
に
か
か
る
枕
が
、
歌
全
体
の
意
味
に
関
わ
り
成
立
し
て
い
る
な
ど
と

は
、
と
て
も
見
ら
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
ね
ふ

�

�

�

�　

山
城
川
を　

宮
上
り　

我
が
上
れ
ば　

あ
を
に
よ
し

�

�

�

�

�  
奈
良
を
過

ぎ　

を
だ
て

�

�

�　

大
和
を
過
ぎ　

我
が
見
が
ほ
し
国
は　

葛
城
高
宮　

我
家
の

あ
た
り
（
仁
徳
紀　

歌
謡
）

　　
「
多
く
の
坂
を
越
え
て
、
遠
く
に
あ
る
」
と
か
、「
上
（
都
）
下
（
鄙
）
遠
く
離

れ
て
い
る
」
と
か
の
意
は
、「
あ
し
ひ
き
の　

山
坂
越
え
て
」（
四
一
五
四
）「
天

ざ
か
る　

鄙
に
し
あ
れ
ば
」（
四
〇
一
一
）
等
々
の
歌
全
体
の
表
現
や
感
懐
を
移

入
し
た
と
ら
え
方
で
、「
し
な
さ
か
る
」
を
む
し
ろ
枕
詞
と
は
見
な
さ
な
い
平
板

な
解
釈
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。　
　

  
「
し
な
さ
か
る
（
科
坂
在
る
）」
と
は
、
文
字
通
り
単
純
に
「
段
坂
の
あ
る
」
地

勢
（
万
葉
集
に
も
出
る
砺
波

�

�

平
野
あ
た
り
の
景
観
か
。「 
砺  
波 
」
と
は
、
研
ぐ
に

と 
な
み

つ
れ
波
状
紋
が
重
な
り
広
が
る
砥
石
の
研
ぎ
水
）
を
捉
え
て
コ
シ
の
枕
と
な
っ
て
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い
る
も
の
だ
ろ
う
。「
雪
深
い
コ
シ
・
段
坂
の
あ
る
コ
シ
」
と
い
う
、
コ
シ
を
見

知
ら
な
い 
京
人 
に
も
伝
わ
る
（
い
わ
ば
風
土
記
的
な
関
心
に
も
通
じ
た
）
客
観
性

み
や
こ
び
と

こ
そ
が
、
枕
詞
の
、
時
間
空
間
的
な
隔
た
り
を
超
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能
で
も
あ

る
。
そ
れ
が
ま
た
、
歌
の
中
で
は
、
全
体
の
歌
意
に
重
層
し
た
意
味
を
成
立
さ
せ
、

イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
働
き
も
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
人
代
に
な
っ
て
か
ら
の
「
越
」
に
関
わ
る
情
報
は
、
崇
神
天
皇
の
時
代
、

い
わ
ゆ
る
四
道
将
軍
の
一
人
大
彦
命
を
北
陸
（
古
事
記
で
は
高
志
）
に
派
遣
し
て
、

「
マ
ツ
ロ
ハ
ヌ
人
等
を
和
平
」
せ
し
め
た
由
（
記
）
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、

是
に
、
日
本
武
尊
の
曰
は
く
、「 
蝦
夷 

え

み

し

の 
凶 
し
き 
首 
、  
咸 
に
其
の 
辜 
に 
伏 
ひ

あ 

ひ
と
ど
も 

こ
と
ご
と
く 

つ
み 

し
た
が

ぬ
。
唯
信
濃
国

�

�

�

・
越
国

�

�

の
み
、
頗
る
未
だ 
化 
に
従
は
ず
」
と
の
た
ま
ふ
。（
景

み
お
も
ぶ
け

行
紀
四
十
年
是
歳
）

と
も
さ
れ
て
い
て
、
以
後
、
奈
良
時
代
に
至
っ
て
よ
う
や
く
分
割
統
治
さ
れ
る
ま

で
、
大
和
政
権
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
志
高
く
て
な
か
な
か
御
し
が
た
い
勢
力
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
コ
シ
の
国
人
と
蝦
夷
と
言
わ
れ
る
人
々
と
の
交
錯
は
よ
く
分
か

ら
な
い
が
、　

　
　

陸
奥
・
越
後

�

�

の
二
国
の
蝦
夷
、
野
心
あ
り
て
馴
れ
難
く
、
�
良
民
を
害
す
。 

   
（
続
日
本
紀　

元
明
紀
和
銅
二
年
） 

                                            

と
し
て
、「
征
越
後
蝦
夷
将
軍
」
が
遣
わ
さ
れ
た
り
し
た
の
は
、
家
持
が
越
中
守

と
し
て
赴
任
す
る
三
十
数
年
前
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

四　

コ
シ
の
本
義

　

神
話
期
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
る
古
事
記
や
出
雲
国
風
土
記
に
見
え
る
コ
シ
は
、

そ
れ
が
、
高
志
や
越
の
漢
字
を
当
て
ら
れ
る
段
階
以
前
、
声
の
み
の
呼
称
と
し
て

古
く
か
ら
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
十
分
窺
わ
せ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

一
般
に
、
古
い
国
の
名
と
は
、
単
純
な
音
で
あ
っ
て
も
、
国
び
と
す
べ
て
が
、

安
心
し
て
生
き
て
ゆ
け
る
豊
か
な
よ
い
地
で
あ
る
と
言
っ
た
あ
た
り
の
呪
言
的
な

意
味
合
い
（
い
わ
ゆ
る
言
霊
）
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
、

コ
シ
と
同
様
に
大
和
政
権
に
よ
っ
て
分
割
統
治
さ
れ
た
、
備
前
・
備
中
・
備
後
の

も
と
は
大
国
「 
吉  
備 
（
黍
）」
で
あ
る
が
、
豊
か
な
食
の
国
の
意
だ
と
み
ら
れ
る

き 

び

し
、
豊
前
・
豊
後
の
も
と
は
、
豊
か
さ
そ
の
こ
と
を
指
す
「 
豊 
の
国
」
で
あ
っ
た
。

と
よ

ま
た
、
そ
れ
ら
よ
り
も
昔
（
仁
徳
の
頃
と
も
）
に
上
下
に
分
か
た
れ
た
と
見
ら
れ

る 
上
野 
と 
下
野 
と
は
「
ケ
野
」
が
も
と
で
、
そ
の
ケ
と
は
「
木
」
か
と
す
る
説
も

か
み
つ
け
の 

し
も
つ
け
の

あ
る
が
、
む
し
ろ
保
食
神
「
オ
ホ
ゲ
（
大
食�

）
ツ
ヒ
メ
」
や
「 
御  
食 
つ
国
」
な
ど

み 

け

の
「 
食 
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
本
義
に
関
わ
る
部
分
は
早
々
と
抹

け

消
し
た
強
引
な
文
字
の
当
て
方
で
、
さ
ら
に
、
コ
ウ
ヅ
ケ
・
シ
モ
ツ
ケ
な
ど
と
音

が
変
化
し
て
は
、
も
は
や
本
義
を
知
る
す
べ
も
な
い
。　

　

コ
シ
は
、
し
か
し
、
直
接
食
の
豊
か
さ
を
い
う
右
の
よ
う
な
場
合
と
は
、
少
し

異
な
る
も
の
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。「
恐
ら
く 
夷 
語
、
即
ち
ア
イ
ヌ
語
の
類
に
て
、

エ
ゾ

古
代
コ
シ
と
い
ふ
一
種
族
の
在
り
け
れ
ば
」
と
説
く
の
は
、
越
出
身
の
地
名
学
者
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吉
田
東
伍
（『
増
補
大
日
本
地
名
辞
書
』
冨
山
房
）
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
う
だ
と

し
て
、
で
は
そ
の
コ
シ
の
意
味
は
如
何
か
と
の
問
題
は
、
解
か
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
先
の
「
カ
ミ
ツ
ケ
ノ
（
上
つ
ケ
野
）」
は
コ
シ
の
隣
国
、
共
に
大
和
政

権
に
対
抗
し
た
頃
も
あ
っ
た
シ
ナ
ノ
（
科
野
・
信
濃
）
も
ま
た
隣
国
で
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
に
語
意
を
探
れ
る
手
掛
か
り
も
古
文
献
等
に
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
コ
シ
に
つ
い
て
も
、
狭
義
の
ヤ
マ
ト
言
葉
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、

何
ら
か
の
手
掛
か
り
が
文
字
の
上
に
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
し
な
さ
か
る
」
の
シ
ナ
の
意
を
「
階
段
」
と
か 
上
下
「
級
」
と
か
に
解
す
る

際
の
根
拠
と
さ
れ
る
例
の
一
つ
に
、
新
撰
字
鏡
（
天
治
本
）
の
次
の
記
事
が
あ
る
。

　

層　

子
恒
反　

重
居
也　

重
也　

累
也　

級
也　
　

　
　

重
屋
高
也　

志
奈
又
己
志
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

シ
ナ
は
、「
弓
と
い
へ
ば
シ
ナ
な
き
も
の
を
」（
神
楽
歌
）「 
級 
て
る
片
足
羽
河

し
な

の
」（
万
葉
）
等
の
歌
に
出
る
例
も
あ
っ
て
、「
級
」
の
意
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
二
行
目
の
「
重
屋
高
也
、
志
奈
又
己
志

�

�

�

�

�

」

と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
シ
ナ
と
コ
シ
と
は
同
義
だ
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

コ
は
、
い
わ
ゆ
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
甲
・
乙
の
別
が
あ
る
音
で
、
こ
れ
ま

で
み
た
コ
シ
の
国
の
表
記
「
高
志

�

�

・
古
志

�

�

」
も
、
動
詞
「
越
」
の
コ
も
と
も
に
甲

類
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
右
の
「
己�

志
」
は
乙
類
で
、
新
撰
字
鏡
は
、
コ
に
つ
い
て

は
主
に
古
（
甲
）
と
己
（
乙
）
と
の
仮
名
で
書
き
分
け
を
残
し
て
い
る
と
も
見
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
因
っ
て
い
う
な
ら
、
右
の
「
己
志
」
と
「
高
志
」
の
国
と
は
、

関
係
の
薄
い
別
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
特
殊
仮
名
の
別
は
、

私
見
で
は
、
大
和
朝
廷
の
主
に
男
声
が
意
識
的
に
書
き
分
け
た
可
能
性
が
考
え
ら

れ
（
小
著
『
古
層
日
本
語
の
融
合
構
造
』
平
凡
社
）、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
た
か

だ
か
百
年
余
り
後
の
平
安
期
和
歌
（
奈
良
朝
か
ら
の
伝
承
歌
も
含
ま
れ
る
）
や
か�

な
文

�

�

に
何
の
痕
跡
も
残
ら
な
い
わ
け
が
理
解
で
き
な
い
。
万
葉
集
等
の
書
き
分
け

に
よ
れ
ば
、
コ
は
、
乙
類
の
方
が
明
ら
か
に
主
要
な
優
勢
音
で
、
甲
類
は
、「
子
・

小
」
の
意
の
関
連
語
と
、
用
言
「
恋
・
越
」
あ
た
り
の
用
字
に
限
ら
れ
た
、
い
わ

ば
劣
勢
音
で
あ
る
。
国
名
コ
シ
の
現
地
音

�

�

�

が
ど
の
よ
う
な
発
音
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

京
の
文
書
で
は
劣
音
と
し
て
表
記
し
た
可
能
性
は
、
越
国
統
治
に
手
を
焼
い
た
大

和
政
権
側
と
し
て
は
、
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、「
志
奈
」
と
「
己
志
」
は
、
共
に
「
層
・
重
・
級
」
あ
た
り
の
同
義
で

あ
る
と
い
う
見
解
は
、
コ
シ
の
仮
名
の
問
題
を
無
視
す
れ
ば
、
す
こ
ぶ
る
注
目
に

値
す
る
。
前
章
に
引
い
た
、
大
伴
家
持
の
越
中
国
で
の
「
コ
シ
の
海
の
信
濃
浜
名
也

の
浜
を
行
き
暮
ら
し
」（
四
〇
二
〇
）
と
い
う 
歌
か
ら
も
、「
シ
ナ
野
」
は
、
単
な

る
「
浜
名
」
に
固
定
す
る
以
前
は
、
コ
シ
と
同
様
な
あ
る
種
の
地
形
・
地
勢
を
指

し
て
の
名
だ
っ
た
こ
と
は
、
容
易
に
推
察
で
き
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
国
名
の
シ

ナ
（
野
）
と
コ
シ
と
は
、
類
似
の
地
形
（
階
段
状
の
丘
陵
や
扇
状
地
）
に
対
す
る
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
独
自
の
呼
称
だ
っ
た
と
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
新
撰
字
鏡
享
和
本
で
は
、「
己
志
」
が
「
塔
之

�

�

己
志
」
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
和
名
抄
で
も
同
様
に
「
層
」
の
項
に
「
太
布
乃
古
之

�

�

」
と
和
訓

が
出
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
用
例
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

西
大
寺
の
八
角
の
塔
を
四
角
に
成
し
、
七 
層 
を
五
層
に
減
し
き
。（
霊
異
記
下

こ
し
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三
十
六
「
塔
の 
階 
を
減
し
、
寺
の 
幢 
を 
仆 
し
て
、
悪
報
を
得
る
縁
」）

こ
し 

は
た 

た
ふ

　
　
　
　
〔
訓
注
〕
層
古
之  　
　
　
 　
　
 
―
霊
異
記
も
和
名
抄
も
コ
は
古�

（
甲
類
）

（
薬
師
寺
）
宝
塔
二
基
、
各
三
重
、
有
二　

裳
層

�

�

一

、（
扶
桑
略
記　

天
武
九

年
十
一
月
）

（
近
江
の
古
寺
）
金
堂
ハ
瓦
ヲ
以
テ
葺
ケ
リ
。
二
階
ニ
シ
テ
裳
層

�

�

ヲ
造
リ
タ

リ
。（
今
昔
物
語　

巻
十
一
―
第
廿
八
）

　
「
裳
層
」
と
は
、
モ
コ
シ
で
、
現
存
の
建
物
で
は
、
大
和
薬
師
寺
の
三
重
の
塔

の
各
階
に
庇
風
に
付
い
て
六
重
に
見
え
る
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
法
隆

寺
の
金
堂
・
五
重
塔
の
初
層
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
記
事
等
か

ら
し
て
も
、
初
期
寺
院
建
築
で
は
備
え
る
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
な
い
場

合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
建
築
構
造
上
必
須
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

例
え
ば
甍
の 
鴟  
尾 
や 
鯱
矛 
の
よ
う
な
、
呪
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
だ
ろ

し 

び 

し
ゃ
ち
ほ
こ

う
。

　
「
裳
層
」
は
、
建
築
史
な
ど
で
も
、
日
本
の
木
造
寺
院
建
築
に
独
特
の
、
古
く

か
ら
あ
っ
た
技
法
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
古
代
の
木
造
建
築
は
寺
院
以
外
で
は
礎

石
や
柱
穴
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
出
自
等
は
皆
目
判
か
ら
な
い
。
た
だ
、

古
文
献
に
散
見
さ
れ
る
「
高
宮
・
高
殿
・
高
屋 
」
と
い
う
言
葉
、
ま
た
新
撰
字
鏡

の
「
重
屋
高
也
」、
あ
る
い
は
、

こ
の
殿
は　

う
べ
も
富
み
け
り　

さ
き
く
さ
の　

三
つ
葉
四
つ
葉
の
中
に

殿
造
り
せ
り
（
催
馬
楽
、
幾
重
に
も
芽
ぐ
む
山
ゆ
り
の
葉
の
イ
メ
ー
ジ
か
）

と
い
う
古
来
の
伝
承
歌
な
ど
か
ら
も
、
寺
院
建
築
以
前
に
高
層
階
の
建
物
が
あ
っ

た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
そ
の
「
た
く
み
（
工
法
）」
の
熟
練
が
寺
院
建
築
に
応
用
さ

れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
奈
良
の
京
を
、
平
城
宮

�

�

�

（
平
屋
造
り
）

と
字
を
宛
て
た
意
味
も
、
併
せ
て
考
え
て
み
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

　

さ
て
、「
裳
層
」
の
「
裳
」
と
は
、
古
代
、
女
子
が
成
人
式
以
後
に
腰
に
纏
う

衣
服
の
こ
と
で
、
多
分
に
呪
的
・
儀
礼
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

単
な
る
「 
層 
」
で
な
く
「 
裳
層 
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
、
コ
シ
だ
け
で
は
伝
わ
り
に

こ
し 

も
こ
し

く
い
呪
的
な
荘
厳
の
意
味
を
明
確
に
し
た
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
建
築
仕
様
と

し
て
の
コ
シ
は
、
法
隆
寺
金
堂
等
の
初
層
の
み
の
あ
り
よ
う
が
元
か
と
思
わ
れ
る

が
、
諸
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
タ
ク
ミ
（
大
工
）
達
に
よ
っ
て
、
神
聖
な
建
物
の
威

風
を
整
え
る
た
め
の
当
然
の
仕
様
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

春
先
、
越
の
国
の
景
観
を
望
む
と
、
雪
に
白
く
覆
わ
れ
て
聳
え
る
奥
山
と
、
手

前
に
広
が
る
雪
の
な
い
な
だ
ら
か
な
端
山
（
外
山
）
と
の
対
照
が
大
変
印
象
的
で

あ
る
。
白
き
山
々
と
は
、

　

…
…
…
す
め
神
の　
 
領 
し
は
き
い
ま
す　
 
新
河 
の　

そ
の 
立  
山 
に　

常
夏
に

う 

に
ひ
か
は 

た
ち 
や
ま

　

雪
降
り
し
き
て　

…
…
…　
（
万
葉　

四
〇
〇
〇　

立
山
賦　

家
持
）

 
弥
彦 
あ
な
に
神
さ
び　

青
雲
の
た
な
び
く
ひ
す
ら
こ
さ
め
そ
ほ
降
る　

い
や
ひ
こ

弥
彦
神
の
麓
に
今
日
ら
も
か　

鹿
の
伏
す
ら
む 
皮
服 
着
て　

角
突
き
な
が
ら 

か
は
こ
ろ
も
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（
同　

三
八
八
三　

一
云
・
三
八
八
四
）

と
い
っ
た
神
の
峯
々
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
麓
に
、
神
の
山
を
戴
き
な
が
ら
広

が
り
伏
す
丘
陵
地
、
そ
れ
が
「
コ
シ
」
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し

た
風
土
の
姿
さ
な
が
ら
に
、
神
（→

仏
）
や
族
長
の
領
す
る
「
み
屋
」
に
コ
シ
が

荘
厳
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
な
お
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』

（
小
学
館
）
に
よ
る
と
、
コ
シ
を
、「
山
の
頂
・
尾
根
」（
八
丈
島
・
福
島
・
長

野
・
鹿
児
島
の
一
部
地
域
）・「
海
岸
な
ど
の
崖
・
急
な
傾
斜
地
」（
八
丈
島
・
大

島
・
利
島
）
な
ど
と
す
る
場
合
が
見
え
、「
山
腹
」（
八
丈
島
・
長
崎
の
一
部
）
や

「
山
麓
」（
長
野
の
一
部
）
を
い
う
場
合
（「
腰
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
）
も
あ
っ

た
由
で
、
い
ず
れ
も
一
定
の
地
勢
に
関
わ
る
意
味
合
い
で
あ
る
。

　

コ
シ
が
、
あ
る
種
の
地
勢
を
捉
え
て
の
呼
称
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
に
も

触
れ
た
出
雲
国
風
土
記
の
「
国
引
き
」
神
話
の
中
に
、

志
羅
紀
の
三
埼
を
…
…
…
国
来
国
来
と
引
き
来
縫
へ
る
国
は
、
去
豆
の
折
絶

よ
り
八
穂
爾
支
豆
支
の
御
埼
な
り
。
此
く
て
、
堅
め
立
て
し
加
志

�

�

は
、
石
見

の
国
と
出
雲
の
国
と
の
境
な
る
、
名
は 
佐  
比  
売 
山
、
是
な
り
。
…
…
…
高
志

さ 

ひ 

め

の
都
都
の
三
埼
を
、
…
…
…
引
き
来
縫
へ
る
国
は
、
三
穂
の
埼
な
り
。
持
ち

引
け
る
綱
は
、
夜
見
の
嶋
な
り
。
固
め
立
て
し
加
志

�

�

は
、
伯
耆
の
国
な
る
火

神
岳
、
是
な
り
。

と
出
る
「
カ
シ
（
加
志
）」
と
の
関
わ
り
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。
カ
シ
と
は
、
後

世
は
船
を
繋
ぐ
川
岸
と
か 
魚  
河 
岸
   

と
か
を
言
う
が
、
単
な
る
自
然
の
ま
ま
の
岸
辺

う
お 
か 

し

で
な
く
、「
固
め
立
て
た
（
固
く
造
成
し
た
）」
岸
壁
風
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
右
の

語
り
で
は
、
御
埼
（
神
埼
）
に
対
す
る
神
の
山
を
カ
シ
だ
と
言
っ
て
お
り
、
カ
シ

に
も
ま
た
そ
の
昔
何
ら
か
の
神
聖
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
か
と
見
ら
れ
る
。

　

コ
シ
を
、
右
の
よ
う
な
カ
シ
や
、
さ
ら
に
キ
シ
（
岸
）
と
も
並
べ
て
見
る
と
、

そ
れ
ら
の
音
の
相
通
が
、
地
勢
的
な
あ
り
よ
う
の
相
通
に
加
え
て
、
人
々
が
神
の

恵
み
を
受
け
な
が
ら
安
住
で
き
る
地
と
い
う
、
古
い
古
い
呪
的
な
意
味
の
相
通
の

あ
っ
た
こ
と
が
、
は
る
か
に
響
い
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

コ
シ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
白
き
神
々
の
峯
を
戴
く
在
地
の
人
々
の
、

誇
ら
か
な
国
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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The name of Koshi, an old land in Japan

Noriko Kimura


