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水
神
。
水
に
ま
つ
わ
る
神
の
事
を
指
す
。
中
国
に
お
い
て
は
河
神

・
湖
神

・
海
神

・
濤
神

(潮
神
)
の
総
称
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
河

神
は

、
個

々
の
河
そ
れ
ぞ
れ
に
神
が
お
り
、
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
個
々
の
河

の
違

い
か
ら
そ
の
地
域
性
に
密
接
な
特
徴
を
持

つ
。
当
論
文

で
取
り
L
げ
た
二
郎
神
も
そ
の
河
神
の

一
人
で
あ
り
、
四
川
省

に
あ
る
都
江
堰
と
呼
ば
れ
る
水
利
施
設
か
ら
発
生

し
た
。
こ
の
二
郎
神
の

山
来

に
つ
い
て
は
未
だ
明
確
で
は
な
く
、
定
説
と

い
う
も
の
が
な

い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
二
郎
神
が
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
る
の
か
と
い
う

は

っ
き
り
と
し
た
形
態
も
掴
み
難
い
。
そ
こ
で
、
以
下
二
郎
神

の
モ
デ
ル
と
い
わ
れ
る
人
物
、
、
一郎
神

の
成
立
、
信
仰
の
隆
盛
に
つ
い
て

検
討

す
る
こ
と
で
、
古
く
か
ら
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
.
一郎
神
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ

る
。

第

一
章
で
は
、
、
一郎
神

の
モ
デ
ル
と
い
わ
れ
る
人
物
を
検
討
し
た
。
二
郎
神
は
出
自
の
明
確

で
な
い
神
で
あ
り
、
そ
の
由
来
と
さ
れ
る

人
物

に
つ
い
て
は
諸
説
あ

っ
て

、
人

の
人
物
に
特
定
で
き
な

い
。
こ
れ
も

.
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
本
章

で
は
李
泳

・
趙
翌

・
李
二
郎

・

楊
餓
と

い
う
、
モ
デ
ル
と
し
て
有
力
と
さ
れ
る
人
物
を
取
り
上
げ
検
討
し
た
。

ま

ず
、
李
泳
は
最
古

の
説
で
、
紀
元
前
二
丑
○
年
頃
の
実
在

の
人
物
で
あ
る
。
『史
記
』

や

『漢
書
』

に
よ
れ
ば
蜀
地
方
で
水
利
事
業
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詔

に
功
績
が
あ
り
、
そ
の
結
果
が
現
在
に
続
く
都
江
堰
で
あ
る
。
こ
の
功
績
が
称
え
ら
れ
後
世
信
仰
の
対
象
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
だ

が
、
彼
に
つ
い
て
は
他
に

『風
俗
通
義
』
に
江
水
の
神
と
の
神
話
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
自
然
崇
拝
と
李
泳
を
結
び
付
け

た
民
間
の
考
え
方
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
信
仰
が
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
も
の
が
窺
え
る
。

趙

竪
は
、
階
の
場
帝

の
時
に
嘉
州
太
守
を
拝

し
た
人
物
で
、
民
に
害
を
な
す
老
鮫
を
退
治
し
た
と
さ
れ
る
。

『龍
城
録
』

に
詳
し

い
記

録
が
残

っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
特
に

「兄
冤
」

の
存
在
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
趙
家
の
次
男
坊
と
し
て
呼
ば
れ

て
い
た
可
能
性
が
二
郎

神
の

「
二
郎
」
と
関
連
す
る
特
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
郎
神

の
道
号
で
あ
る

「清
源
妙
道
真
君
」
は
北
宋
末
、
趙
竪
に
与
え

ら
れ

た
も
の
で
あ

っ
た
。
な
お
、
李
泳
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
記
録
に
は
み
え
ず
、
こ
の
趙
竪
が
行

っ
た
功
績

で
あ
る

「老
蚊
を
退
治

し
た
」
と
い
う
共
通
点
か
ら
混
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

次

に
李
二
郎
だ
が
、
李
泳
に
従

っ
て
水
利
工
事
を
行

っ
た
人
物
と
さ
れ
る
が
、
彼
に
つ
て
い
言
及
し
た
の
は
朱
烹
が
初
め
て
で
あ
る
。

『夷
堅
志
』
に
は
開
封
の
、
一郎
神
廟
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
朱
烹
が

「許
多
需
怪
」
と
記
し
た
事
件

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
記
事
が
載

っ
て
お
り
、
灌

口
廟
か
ら
派
遣
さ
れ
た
と

い
う
小
児
が
開
封
に
現
れ
神
保
観
を
建
て
さ
せ
た
と
あ
る
。
こ
の
f
は
李
泳
の
次

男
の
現
神
と
考
え
ら
れ
、
後
に
は
、
、郎
神
と
捉
え
ら
れ
て
李
泳
と
と
も
に
神
保
観
を
享
受
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

最
後
の
楊
餓
は
、
俗
説
に
お
い
て
最
有
力
な
人
物
で
あ
る
。
同
姓
同
名
の
人
物
が
北
宋
末
に
存
在
し
た
が
、
こ
の
人
物
は
非
道
な
行

い

を
し
た
と

い
う
性
格

か
ら
そ
の
人
物
が
直
接
モ
デ

ル
に
な

っ
た
と
は
考
え
難

い
。
む
し
ろ

『西
遊
記
』
や

『封
神
演
義
』
が
モ
デ
ル
と
し

た
で
あ
ろ
う
楊
俄
と
い
う
人
物
に
付
加
さ
れ
た
性
格
と
二
郎
神
が
関
連
す
る
説
話
か
ら
、
民
間
に
流
布
す
る
に
従

っ
て
混
同
さ
れ
て
い
っ

た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

第

二
章
で
は
.
、郎
神

の
成
立
を
ふ
ま
え
、
そ
の
信
仰
の
開
始
と
隆
盛
を
検
討
す
る
。
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ま
ず
第

一
節
で
は
二
郎
神

の
成
立
を
考
察
し
た
。
二
郎
神

の
最
初

の
流
行
を
示
し
た
史
料
と
し
て

『東
京
夢
華
録
』
が
あ
り
、
そ
こ
に

は
神
保
観
に
お
け
る
二
郎
神
の
生
誕
節
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
見
え
る
。
但
し
、
そ
こ
に
は

「灌
口
二
郎
」
と
記
述
さ
れ
て
は
い
る
が
、

「神

保
観
」
と
い
う
名
称
が
示
す
よ
う
に
そ
こ
に
は

「
二
郎
神
」

の
名
称
は
廟
名
に
は
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ

の
こ
と
か
ら

『東
京
夢

華
録
』
や

『事
物
紀
原
」

『夷
堅
志
』

の
成
立
以
前
に
は

「
二
郎
神
」
の
名
称
は
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
・

従

っ
て
、
「
二
郎
神
」
の
成
立
は
こ
れ
ら
の
書
物
の
成
立
し
た
北
宋
末
か
ら
南
宋
に
移
る
間
あ
た
り
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ

て
、
『夷
堅
志
」
に
は

「
二
郎
廟
」

の
他

に

「崇
徳
廟
」
「灌
口
廟
」

と
い
っ
た
複
数
の
名
称
が
み
え
る
。

こ
れ
ら
は
、
「
二
郎
神
」

の
成

立
以
前
に
そ
の
信
仰
の
主
な
対
象
が
李
泳
で
あ

っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対

し
て
、
後
の
明
代
の
地
方
志
に

一
般
的
に

「二
郎
廟
」

の
名

称
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
「清
源
廟
」
や

「川
主
廟
」
と
い

っ
た
言
葉
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
二
郎
信
仰

の
流
布
と
と
も
に
趙
翌
や
李
二
郎

の
要
素
が
混
在
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

遡

っ
て
、
二
郎
神
に
ま

つ
る
蜀
地
方
の
李
泳
信
仰
に

つ
い
て
検
討
す
る
と
、
そ
れ
は
か
な
り
根
強
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『風
俗
通

義
』

に
壮
健
な
者
を

「涼
児
」
と
名
付
け
る
習
慣
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、

一
九
し
四
年
に
都
江
堰
で
出
土

し
た
後
漢
の
時
代
に
作

成
さ
れ
、
沈
め
ら
れ
た
李
涼
像
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
李
泳
は
そ
の
治
水
に
関
す
る
業
績
か
ら
鎮
水
神
と

し
て
信
仰
さ
れ
、
都
江

堰

の
灌

口
の
廟
に
祀
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
唐
の
史
料
か
ら
窺
え
る
が
、
北
宋
に
至
る
と
下
封
や
廟
の
修
理
に
関

す
る
記
事
が
み
ら
れ
、

南
宋

に
も
李
泳
親
子

へ
の
祭
事
が
盛
ん
で
あ

っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
後
漢
か
ら
南
宋
に
か
け
て
蜀
地
方
で
は
灌
口
に
あ

っ
た
崇
徳
廟
を
中
心
に
熱
狂
的
な
李
泳
信
仰
が
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
李
泳
と
そ
の
子
供
に
対
す
る
信
仰
の
分
化
に
つ
い
て
は
南
宋
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
が
、
開
封
で
は
灌
口
か
ら
派
遣
さ
れ
た

小
児

に
対
す
る
信
仰
が
存
在

し
た
も
の
の
、
燭
地
方
で
は
依
然
李
泳
に
対
す
る
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
分
化
が
認
知
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さ
れ
る
の
は
更
に
時
代
を
下
る
の
で
あ
る
。

次

に
第

二
節
で
は
、
二
郎
神
信
仰
の
民
間

へ
の
流
布
に

つ
い
て
を
考
察
し
た
。
小
説
や
講
談
、
戯
曲
と
い
っ
た
芸
能
が
人
間
に
与
え
る

影
響
力
は
い
つ
の
時
代
で
も
大
き
い
も
の
だ
が
、
.
一郎
神
に
関
す
る
内
容
も
例
外
で
は
て
い
。
元
曲
に
は
、
一郎
神

を
扱

っ
た
も
の
が
幾
つ

か
見

え
、
そ
の
流
行
範
囲
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
か
は
明
ら
か
に
出
来
な

い
も
の
の
、
、
一郎
神
に
ま

つ
わ
る
説
話
が
元
代
に
雑
劇

と
い
う
形
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま

た
、
小
説
で
は
有
名
な

『西
遊
記
』
と

『封
神
演
義
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
二
郎
神
信
仰
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
諸

説

、
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
成
、立
す
る
以
前
に
、
=
郎
神

(楊

獣
の
名
称
も
含
む
)
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、

そ
の
物
語
の
ド
敷
き
と
な
る
よ
う
な
作
品
が
既
に
元

・
明
代

に
成
、立
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
代
に
は
実
際
に
全
国
的
に
、
一郎
神
廟
が
次
々

と
建

設
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
上
記
、
一作
が
成
立
す
る
以
前

に
、
具
体
的
に
は
明
代
中
期
に
は
諸
神
に
関
す
る
説
話
が
完
成

.
流
布
し
、

二
郎
神
に
つ
い
て
も
既
に
講
談
な
ど
の
手
段
に
よ

っ
て
民
間
の
人
々
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
い
。

第

・.章
で
は
、
地
方
に
お
け
る
二
郎
神
信
仰
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
第

.
節
で
は
、
二
郎
神
の
職
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
.
一郎
神

の
主
な
モ
デ

ル
と
な

っ
た
李
泳

・
趙
呈

.
李

二
郎
は
い
ず
れ
も
水

に
関
す
る
事
項
で
の
功
績

で
有
名
で
あ
り
、
二
郎
神
も
当
然
そ
の
性
格
を
継
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
都
江
堰

は
も
ち
ろ
ん
水
と
の
関

係
は
深
く
、
よ

っ
て
そ
こ
で
祀
ら
れ
て
い
た
神

(李
泳
)
も
水
神
と
し
て
の
性
格
を
持

っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
開
封
で
信

仰
さ
れ
た
二
郎
神
は
水
に
関
係
し
た
性
格
を
見
出
せ
ず
、
む
し
ろ
武
神
と
し
て
の
性
格
が
色
濃

い
。

つ
ま
り
、
洪

水
な
ど
、
水
が
生
活
に

密
接

に
影
響
す
る
地
域
か
ら
あ
ま
り
関
係

の
な
い
地
域
に
廟
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
こ
に
住
む
人

々
は
二
郎
神

の

「水
神
」

と

し
て
の
そ
の
職
能
を

「
そ
の
地
方
に
即
し
た
も
の
」
に
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
初
め
は
国
家
に
よ

っ
て
信
仰
が
保
護
さ
れ
て
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い
た

の
が
次
第
に
民
間
に
移
行
し
て
く
る
と
、
様
々
な
職
能
が
付
加
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
酒
屋
の
神
で
あ

っ
た
り
、
庖
瘡
の
神
で
あ

っ
た
り
、
子
供
を
保
護
す
る
神
で
あ

っ
た
り
し
て
、
都
市
に
生
活
す
る
人
々
に
よ
り
密
接
な
利
益
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
の
神
格
を
喪
失
し
な
が
ら
も
環
境
に
順
応
し
た
神
格
を
新
た
に
保
持
し
た
こ
と
は
、
民
間
に
お
け
る

二
郎

神

へ
の
信
仰
を
不
動
の
も
の
と
し
た
。

第

二
節
で
は
、
地
方
志
に
み
え
る
様
々
な
名
称
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
二
郎
神
の
廟
は
明
代
以
降
、
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
が
、
そ

の
名

称
は
様
々
で

「
二
郎
祠
」
「清
源
廟
」

「川
主
廟
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
違

い
は
、
祀
ら
れ
て
い
る
神
が

二
郎
神
を
主
神
と
し
た

も
の

で
は
な
く
、
李
泳
や
趙
竪
、
李
二
郎
と

い
っ
た
人
物
が
主
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
た
る
記
事
は
無
い

も
の

の
、
李
泳
を
主
神

に
据
え
て
い
た
と
さ
れ
る

「川
主
廟
」
や

「李
泳
祠
」
、
元
代
に
李
二
郎

へ
贈
ら
れ
た
封
号
を
も

つ

「昭
恵
霊
顕

真
君

廟
」
、
宋
代
趙
笠
に
贈
ら
れ
た
封
号
を
も

つ

「清
源

(妙
道
真
君
)
廟
」
が
存
在
し
、
こ
れ
か
ら
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
祀
ら

れ
て

い
て
そ
の
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
後
二
者
は

「灌
口
神
」
や

「灌
口
二
郎
神
」
と
曖
昧
な
表
現

で
記

述
さ
れ
て
お
り
、
「
二
郎
神
」
と

い
う
神
は

「ど
の
よ
う
な
人
物
が
神

に
な

っ
た
の
か
」
と

い
う
解
釈
が
地

方
に
よ

っ
て
様
々
で
、

人
々
の
間
で
雑
然
と
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
物
語
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
多
様
に
変
化
し
た
職
能
に
よ

っ
て
名
称
が
左
右
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
見
え
ず
不
詳
で
あ

っ
た
。

以
上
、
二
郎
神
信
仰
に

つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
二
郎
神
が
複
数
の
人
物
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
り
、
職
能
も
多
様
で
あ
る

と
い
う
点
が
変
わ
ら
ぬ
特
徴
と
し
て
見
出
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
郎
神

の
姿
を
曖
昧
な
も
の
に
す
る
要
素
と
し
て
今
ま
で
マ
イ
ナ
ス
の

イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
結
果
的
に
は
二
郎
神
の
信
仰
を
継
続
さ
せ
た
好
要
因
と
し
て
見
直
す
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う

か
。
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