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ワ

二

氏

の

伝

承

そ

の

一

1

氏

名

の

由

来

を

め

ぐ

っ

て

　黒

沢

幸

三

(

一
)

つ
じ

な

大
化
前
代

に
中
央
の
雄
族
と
し
て
活
躍
し
た
ワ
ニ
氏
の
氏
名
は
記
紀
に
川
て
く

る
ワ
ニ
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
と
の
見
解
は
か
な
り
以
前
か
ら
あ

っ
た
。
し
か
し
そ

の
充
分
な
論
証
は
ま
だ
行
な
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
上
記
紀

『風
土
記
』

に
あ
ら

わ
れ
て
く
る
ワ
ニ
の
実
体
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
も
は

っ
き
り
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま
ず
古
代
文
献

に
お
け
る
ワ
ニ
に
関
す
る
資
料
を
列
挙
し
、

資
料

に
基
づ
き
な
が
ら
諸
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

わ
れ

わ
た

ω
僕
濃
岐

の
島

に
在
り
て
、
此
の
地
に
度
ら
む
と
す
れ
ど
も
、
度
ら
む
因
無

わ

に

か

り

き
。

故

、

海

の
和
遡

を

欺

き

て
言

ひ

し
く

、

『
吾

と

汝

と
競

べ

て
、

族

ま
に
ま

の
多
き
少
き
を
計

へ
て
む
。
故
、
汝
は
其
の
族
の
在
り
の
随
に
、
悉
に
率
て

来
て
、
此
の
島
よ
り
気
多
の
前
ま
で
、
皆
列
み
伏
し
度
れ
。
爾
に
吾
其
の
上

ふ

を
躇
み
て
、
走
り
つ
つ
讃
み
度
ら
む
。
是
に
吾
が
族
と
敦
れ
か
多
き
を
知
ら

む
。
』
と
い
ひ
き
。
如
此
言

ひ
し
か
ば
、
欺
か
え
て
列
み
伏
せ
り
し
時
、
吾

其

の
上
を
躇
み
て
、
讃
み
度
り
来
て
、
今
地
に
下
り
む
と
せ
し
時
、
吾
云
ひ

し
く
、

『
汝
は
我
に
欺
か
え

つ
。
』
と
云
ひ
党
は
る
即
ち
、
最
端

に
伏
せ
り

し
和
遍
、
我
を
捕

へ
て
悉
に
我
が
衣
服
を
剥
ぎ
き
。

(
『古
事
記
』
神
代
の

巻
)

わ

に

 ②
師
ち
悉
に
和
遍
魚
ど
も
を
召
び
集
め
て
、
問
ひ
て
日
ひ
し
く
、

「今
、
天

津
日
高
の
御
子
、
虚
空
津
日
高
、
上

つ
国
に
出
幸
で
ま
さ
む
と
為
た
ま
ふ
。

誰

は
幾

日

に

送

り

奉

り

て

、

覆

奏

す

そ

。

と

い
ひ

き
。

故

、

各

己

が

身

の
尋

長

の
随

に
、

日

を

限

り

て

白

す

中

に
、

一
尋
和

遍

白

し

し

く
、

「
僕

は

一
日

に
送

り

て

、

即

ち
還

り
来

む

。

」

と

ま

を

し
き

。

故

爾

に
其

の

一
尋

和

通

か
し
こ

に
、

「
然

ら

ば

汝

送

り

奉

れ

。

若

し

海

中

を

渡

る
時

、

な
怪

畏

ま

せ

ま

つ
り

そ

。
」
と

告

り

て
、

部

ち

其

の
和

遍

の
頸

に
載

せ

て
、

送

り

出

し
き

。

故

、

期

り

し

が

如
、

一
日

の
内

に
送

り

奉

り

き

。
其

の
和

遍

返

ら

む

と

せ

し
時

、

侃

か

せ

る
紐

小

刀

を
解

き

て

、

其

の
頸

に
著

け

て
返

し

た

ま

ひ
き

。

故

、

其

の

一
尋

和

遍

は
、

今

に
佐

比

持

神

と

謂

ふ
。

(
『
古

事

記

』

神

代

の
巻

)

か
き
ま

ω
是
に
其
の
言
を
奇
し
と
思
ほ
し
て
、
其
の
産
ま
む
と
す
る
を
絹
伺
み
た
ま

ユ

も

こ
よ

へ
ば
、
八
尋
和
遍
に
化
り
て
、
制
旬
ひ
委
蛇
ひ
き
。

(
『古
事
記
』
神
代
の

巻
)

ω
又
曰
は
く
事
代
主
神
、
八
尋
熊
鰐
に
化
為
り
て
、
三
嶋

の
溝
幟
姫
、
或
は

云
は
く
、
玉
櫛
姫
と
い
ふ
に
通
ひ
た
ま
ふ
。

(
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
)

お

く

⑤
是
に
火
火
出
見
尊
を
大
鰐
に
乗
せ
て
、
本
郷
に
送
致
り
ま
つ
る
。

(
『
日

本
書
紀
』
神
代
紀
)

も
こ
よ

⑥
時
に
豊
玉
姫
、
八
尋
の
大
熊
鰐
に
化
為
り
て
、
旬
旬
ひ
選
弛
ふ
。

(
『
日

本
書
紀
』
神
代
紀
)

、

わ

に

カ

ヘコ
り

ま

⑦
已
に
し
て
鰐
魚
を
召
し
集

へ
て
問
ひ
て
曰
は
く

「
天
神
の
孫
、
今
還
去
さ

む
と
す
。
纐
等
、
幾
日
が
内
に
、
致
し
奉
り
て
む
」
と
い
ふ
。
時
に
諸
の
鰐
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魚

、

各

其

の
.長

短

の
随

に
、

其

の

日
数

を
定

む

。

中

に

一
尋

鰐

有

り

て
、

自

ら
言

さ
く

、

「
一
日

の
内

に
、

則

ち
致

し

ま

つ
る

べ

し
」

と

ま

う

す
。

故
帥

ら

一
尋

鰐

魚

を
遣

し

て
、

送

り
奉

る
。

(

『
日
本

書

紀

』

神

代

紀

)

圖

天

孫

、

心

に
其

り

冒
を

怪

び

て
蠣

に
硯

ふ
。

則

ち

八

尋
大

鰐

に
化

為

り

ぬ
。

(
『
日
本

書

紀

』
神

代

紀

)

紛

「
海

神

の
乗

る

駿

馬

は

、
八

尋
鰐

な

り

。
是

其

の
鰭

背

を

竪

て

て

、
橘

の
小

ゐ

戸

に
在

り
。

昔

當

に
彼

者

と
共

に
策

ら

む

」

と

ま

う

し

て

、
尊

を

将

て

、

共

に
往

き

て
見

る
。

是

の
時

に
、

鰐

魚

策

り

て

日
さ

く

「
吾

は

八

日

の
以
後

に
、

方

々
天

孫

を
海

宮

に
致

し

ま

つ
り

て

む
。

唯

し
我

が

王

の
駿

馬

は

、

一

,野
鰐

魚

な

り
。

是

當

に

一
口

の
内

に
、

必
す

致

し
奉

り

て

む
。

…

…

故

、

天

孫

、

鰐

の
所

言

の
随

に
留

り
居

し

て
、

相

待

つ

こ
と

巳

に
八

日

な

り
。

久

し

ま

ノロし

く

し

て
方

に

一
,好
鰐

有

り

て
来

る
。

因

り

て
乗

り

て
海

に
入

る
。

毎

に
前

の

鰐

の
教

に
遵

ふ
。

(

『
口
本

書

紀

』

神

代

紀

)

0◎

又

、

此

の
川

上

に
石

神

あ

り

。

名

を

世

田

姫

と

い

ふ
。

海

の
神

鰐
魚
を
謂
、説

年

艦

に
、

流

れ

に
逆

ひ

て
…潜

り

上

り
、

此

の
神

の
所

に
到

る

に
、
海

の
底

の

よ
が

小

魚

多

に
相

従

ふ
。

或

は
、

人

、

其

の
魚

を
畏

め
ば

映

な

く

、
或

は

、

人

、

と
ど

捕
り
食

へ
ば
死
ぬ
る
こ
と
あ

り
。
凡
て
、
此

の
魚
等
、
二
三
日
住
ま
り
、
還

り
て
海
に
入
る
。

(
『肥
前
国
風
土
記
』
佐
嘉
の
郡
)

⑪
こ
れ
は
長
い
の
で
簡
単

に
説
明
す
る
。
天
武
天
皇

の
時
代

に
語
臣
猪
麻
呂

の
娘
が
、

門伴
の
埼

(毘
売
埼
)

に
迫
遥
び
て
、
醒
遁
に
和
爾
に
遇
ひ
」
食

わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
悲
し
み
怒

っ
た
父
は
海
岸

に
て
矢
や
鋒
を
持

っ
て
、
天

地
の
神

々
に
祈
る
と
百
匹
も

の

「和
爾
」
が

一
匹

の

「和
爾
」
を
か
こ
ん
で

岸
辺
に
寄

っ
て
き
た
の
で
、
猪
麻
呂
は
そ
の

「和
爾
」
を
さ
し
殺
し
た
。

(
『出
雲
国
風
土
記
』
意
字
郡
)

働

こ
れ
も

説
明
す
る
と
、

中
海
の
産
物
名
を
列
記
し
た
中
に
、

入
鹿
、

自

ユ
し

こ

魚
、
海
松
な
ど
と
と
も

に

「
和
爾
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
『
出
雲
国
風

土
記
』
嶋
根
郡

03

古

考

の
伝

へ
て

い
ら

く
、

和

爾

、

阿

伊

の
村

に
坐

す

神

、

上
日

女

命

を

し
た

恋

ひ

て
上

り
到

り
き

。

そ

の
時

、

玉

日

女

命

、

石

を

以

ち

て
川

を
塞

へ
ま

し

し
た

し
た
ひ
や
ま

け
れ
ば
、
之
會
は
ず
し
て
恋

へ
り
き
。
故
、
恋
山
と
い
ふ
。

(
『出
雲
国
風

土
記
』
仁
多
郡
)

こ
れ
ら
の
例
に
依
拠
し
て
追
求
さ
れ
た
ワ
ニ
の
実
体
は
大
別
す
る
と
三

つ
の
説

に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
は
松
岡
静
雄
氏
の

『新
編
日
本
古
語
辞
典
』

に
代
表
さ
れ
る
説
で
、
ワ

ニ
を
舟
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

　

　

　

ミ

ク

ロ
ネ

シ

ア
語

の

ワ

(
舟

)

、

ブ
イ

ジ

ー
語

の

ワ

ニ
ヵ

(
舟

)

等

と

同

源

か
1

此

語

は
夙

に
廃

用

に
な

っ
た
が

、

上

代

は

フ
ネ

(
舟

)

と
同

義

語

と

し

て
用

ひ

ら
れ

た
も

の

の

や
う

で
あ

る

云

々

と

あ

る
。

な

る

ほ
ど

㈲

の

㈲

な

ど

に
よ

る

と

ワ

ニ
は

一
見

、

舟

と
も

考

え

ら

れ

る

が

、

他

の
資

料

の
語

る
所

は
動

物

で
あ

る

。

わ

れ

わ

れ

は

ワ

ニ
を
動

物

と
考

え

る

べ

き

で
あ

ろ
う

。

レ
じ
が

ヨ

ノリ

第
二
は
ワ

ニ
を
魚
類
の
鮫
(又
は
継
)
と
す
る
説
で
、
第
三
は
ワ

ニ
を
爬
虫
類
の

わ
に鰐

と
す
る
見
解
で
あ
る
。
第
三
説
の
弱
点
は
わ
が
国
に
鰐
が
棲
息
し
な
い
所
に
あ

り
、
そ
れ
故
第
二
の
説
が
圧
倒
的
に
多
い
わ
け
で
あ
る
。
早
く
狩
谷
披
斎
は

コ
箋

注
倭
名
類
、聚
抄
」
に
お
い
て

按
鰐
魚
皇
国
不
・産
、
和
遡
鮫
之

一
種
、
大
頭
巨
口
、
大
者
呑
レ人
、

漢
名
未
詳

と
説
明
し
た
が
、
山
陰
地
方
の
方
言
で
は
鰹
や
鮫
を

「
わ
に
」
と
云

っ
て
い
る
の

で
、
披
斎
の
見
解
が
通
説
と
し
て
認
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
日
本
古

典
文
学
大
系
の

『古
事
記
」
に
て
倉
野
憲
司
氏
は
ワ
ニ
に
つ
い
て

海
蛇
、
鰐
鮫
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
が
、
海
の
ワ
ニ
と
あ
る
こ
と
と
、
出
雲
や

隠
岐
島
の
方
言
に
鰹
や
鮫
を
ワ
ニ
と
云

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
せ
て
、
鮫

と
解
す
る
の
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う

と
し
、
日
本
古
典
全
書
の
神
田
秀
夫
、
太
田
善
麿
両
氏
校
註
の

『
古
嘱
記
』
上
巻

も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
ω
。
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は

も
ドヒよ

よ

も
こ
よ

範
翻
響
鍍
謬
墓
楠

瘤
覧2擁
轡
賦
掬
篇
翻
欝も

あ
へ

し
、
魚
類
よ
り
は
鰐
の
姿
に
合
致

し
て
い
る
。

ま
た

ω

の
娘

が
昆
売
埼
に

「迫

ほ
り
あ
そ

遥
び
て
」
と
い
う
の
も
水
中
に
遊

ん
で
い
た
の
で
は
な
く
海
岸

(陸
上
)
を
遊
歩

し
て
い
た
と
と
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
鮫
は
陸
に
の
ぼ
る
こ
と
は
な

く
、
こ
こ
で
も
ワ

ニ
は
爬
虫
類
の
鰐
と
考
え
る
方
が
よ
い
。
し
か
る
に
⑫
に
お
い

ぞ

は
ワ

ニ
は
海
産
物
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
・

つ
ま
り

『出
雲
国
風
土
記
』
で

一
は
ワ
ニ
の
実
体
は
錯
乱
し
て
お
り
、
こ
の
書
に
語
ら
れ
て
い
る
ワ
ニ
は
更
め
て
検

討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
も
う

一
つ
云
う
な
ら
ば
ω
の

「我
を
捕

へ

て
悉
に
我
が
衣
服
を
剥
ぎ
き
」
も
鮫
よ
り
は
鰐
と
と
る
方
が
適
切
で
あ
る
。

ワ
ニ
を
鰐
と
み
る
見
解
の
欠
患
は
ひ
と
え
に
鰐
が
日
本
に
棲
息
し
な
い
と
い
う

}
点

に
か
か

っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
童

解
決
す
れ
罐

の
方
が
鮫
よ
り
も
資
料
の

示
す
所
に
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
は
広
い
見
地
に
立

っ
て
こ

の
問
題
の
解
決
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
神
話
学
者
の
松
村
武
雄
氏
ω
は
ω
の
囚

幡
の
白
兎
の
話
が
南
洋
か
ら
渡
来

し
て
き
た
も
の
で
、
南
洋
の
話
に
お
い
て
鰐
と

あ
る
よ
う
に
、

こ
こ
の
ワ
ニ
も
鰐

と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
②

の
曲豆
玉
姫
出
産
の

神
話
も少

く
と
も
ワ

ニ
に
関
す
る
観
想
、
信
仰
の
関
す
る
限
り
、
古
き
代

の
我
が
国

に
自
生
的
な
も
の
で
は
な
く

て
、
熱
帯
地
方

に
発
生
し
た
も
の
と
す
べ
く
、

而
し
て
熱
帯
地
方
の
う
ち
で
も
特
に
南
洋
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
な
ぜ
な
ら

こ
の
神
話
に
先
位
す
る
海
幸
彦

・
山
幸
彦
の
神
話
は
、
明
か
に
南
洋
か
ら
の

渡
来
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
強
く
鰐
説
を
主
張
し
て
い
る
。

同
じ
く
神
話
学
者
松
本
信
広
氏
⑧
は
日
本
の
神
話
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
民
話
や

習
俗
と
を
比
較
検
討
す
る
と
と
も

に
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
半
島
、
ジ

ャ
ワ
、
ボ
ル
ネ

オ
、

セ
レ
ベ
ス
な
ど
を
含
む
オ
ー

ス
ト
ロ
ア
ジ
ア
族
、
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ヤ
族
に

お
け
る
鰐
の
名
称
を
広
く
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
ワ
ニ
を
意
味
す
る
語
は
、

囚

b

ま

た

は

P

の
唇

音

に

母
音

を

つ
け

た
短

綴

語

㈹

W
ま

た

は

v
を

語

頭

に

し
、

そ

れ

に
母

音

を

つ
け

た
語

と

み

て
、

ε

(
び
+
釦

雌

)

(包

(
芝

o
同
く

+
如

雌

)

の

、
ぢ

の
語

根

形

式

が

ご

く

初

期

よ

り
併

存

し

て

い
た

が
国

の
方

が

本

源

的

で
あ

っ
た
と

し

て

い
る

。

ま

た

マ
ラ

イ
山

地

で

は
鰐

の
鳴

き
声

を
、

を
⇔
下

≦
蹄

1
を
蹄

と

伝

え

て

い
る

が

終

子

音

の
k

を

は

っ
き

り

発

音

し

な

い
か

ら
、

「
ワ
」

と

い
う

鳴

き

声

が

擬

声

語

と

し

て
鰐

の
名

称

に
な

っ
た

の
で

あ

ろ

う

と

云

っ
て

い

る
。

こ

の
見
解

の
も

と

に
松

本

氏

は

鰐

を

示

す

南

海
語

の
古

代

形

の

一
つ
と

し

て

乏
讐

旨

と

い
う
形

式

を
考

え

、

こ

の
語

形

が

日

本

に
入

り
、

芝
鋤
コ
冒
ー
芝
き

Uご
ー

署
鋤
三

と

い
う

よ

う

に
変

化

し

た

で
あ

ろ

う

と

説

い
て

い
る
。

そ

し

て

即

ち

馴
わ

に
」

と

云

う

名
称

は

本

来
南

海

に
於

て
使

用

さ

れ

て
ゐ

た
南
海

語

ノ

の

「鰐
魚
」
を
指
す
語
よ
り
出
で
、
之
を
も
っ
て
鰐
魚
を
表
は
し
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
鰐
魚

の
棲
息
し
な
い
我
国
に
於
い
て
使
用
せ
ら
れ
て
を
る
に
つ

れ
、
次
第
に
現
実
的
性
質
を
失

っ
て
、
神
怪
的
性
質
を
帯
び
来
り
、
か
つ
、

そ
の

一
部
性
質

の
相
似
点
か
ら
鰹
、
鮫
の
類
の
名
称
と
転
化
し
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
私
は
松
本
氏

の
考
察
に
よ
っ
て
わ
が
古
文
献

に
散
見
す
る

ワ

ニ
が
鰐
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
論
証
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
出
雲
国
風

ヒ
記
』
や
記
紀
に
見
ら
れ
る
矛
盾
は
鰐
が
日
本
に
棲
息
し
な
い
た
め
に
お
こ
っ
た

こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
言
語
の
渡
来
は
そ
の
言
語
を
話
す
人
間

集
団
の
渡
来
で
あ
る
場
合
が
ま
ま
あ
る
。
日
本
人
の
先
祖
の
中

に
は
は
る
か
南
方

海
上
よ
り
の
渡
来
者
も
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
二
)

　

　

す

で

に
資

料

②

で
み

た

ご

と

く

ワ

ニ
は

「
佐

比
持

神

」

と
も

云

っ
た
。

と

こ

ろ
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が

サ

ヒ
と

同
義

語

と

思

わ

れ

る

も

の

に

ス

キ
が

あ

る
。

そ

れ

故

こ

こ

で

は

ワ

ニ
、

▽

ヒ
、
ス
キ
の
三
語
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
察
し
よ
う
。

罹

古
紀
L
二
+
年

の
条

…
に
あ
る真

蘇
…我
よ
蘇
我

の
子
ら
は

㎜

馬
な
ら
ば
日
向
の
駒

　

ま

さ

ひ

…

太

刀

な

ら
ば

呉

の
真

鋤

…

云

々

…
の
歌

が

示

す

よ
う

に
・

古

代

の

日
本

語

に

は

刀
剣

を
意

味

す

る

サ

ヒ
と

い
、ー-
こ
と

　
ば

が

あ

る

。

こ

の

サ

ヒ

は

「
佐

比

持

神

」

の

一
佐

比

」
と

同

じ

で
あ

ろ

う
。

ま

た

…

「
神

武

即

位
晃
叩
紀

」

に

は

㎝

時
に
稲
飯
彼

乃
ち
歎
き
て
。
は
く
・

嚇

野

吾
か
祖
は
天
拠

母
は
海

…

禦

り
・
如
何
義

を
陸
に
募

・
復
我
潅

に
居
封

L
と
の
た
ま
ふ
・

…

考
.
ひ
識
り
て
、
乃
ち
剣
を
抜
き
て
海
に
入
り
て
、
藻

神
と
無

る
.

}
と

あ

る

。

こ

の
「
鋤

」
は
例

え
ば

『
日

本

霊

異
記

』

上
巻

三

話

の
訓

釈

に

「
鋤

数
支
」

…
と
あ
る
よ
う
に

艘

に
ス
キ
と
よ
ま
れ
て
い
る
が
・
稲
飯
命
の
塁

依
姫
は
ワ
ニ

…
と
化
す
る
姉

の
豊
玉
姫
と
同
じ
く
海
神
の
娘
で
あ
る
か
ら
、
②
の

「
佐
比
持
神
と

…
関
連
さ
せ
て
、

「鋤
」
は
サ
ヒ
と
よ
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

…

「雄
略
記
」
に
は
雄
略
天
皇
が
和
遍

の
佐
都
紀
臣
の
女
・
真
髭

売
を
嵩

う

・
時

の
歌

に

　

を
と
め

…

嬢
子
の
い
隠
る
岡
を

　

い

は

ち

す

ば

…

金
銀
も
五
百
箇
も
が
も
銀
き
擁
ぬ
る
も
の

な
つ

一
と

い
う

の
が

あ

り

、

「
故

、

其

の
岡

を
號

け

て
金

銀

岡

と
謂

ふ
」

と
説

明

し

て

い

}
る

。

こ

の
歌

や

説

明

の

「
金

銀

」

は
歌

詞

の

「
加

那

須

岐

」

に
あ

た

る
語

で
あ

る

「
か

ら

、

「
銀

」

は

ス

キ
と

よ

ま

れ

る

。

し

か

し

「
斉

明

紀

」

五
年

三

月

条

の
人

名

.

「
謄

振

銀
」

に

つ

い
て

「
此

云

二
伊

浮

梨

娑

陛

一」

と

細

註

が

あ

り
、

サ

へ
は

サ

ヒ

…
の
転

誼

で
、

「
銀

」

は

サ

ヒ
と

も

よ

ま

れ

た

こ
と

が

わ

か
る

。

つ
ま

り

「
鋤

」

、

「
銀

」

は

と

も

に

ス
キ

、

サ

ヒ
と

よ

ま

れ

、

ま

た
と

も

に
刀

剣
と
農
耕
の
ス
キ
を
意
味
し
た
が
、
こ
の
こ
と
を
三
品
彰
英
氏
は
㎝
、

ス
キ
は
日

本
訓
で
、
韓
訓
は

。。巷

で
サ
ヒ
で
あ
り
、

「古
く
は
刀
剣
や
鋤
な
ど
の
鍛
冶
物

を
広
く
云

っ
た
語
」
と
説
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
用
例
が

あ
る
。
そ
れ
は

「
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
」
の
記
事
で

わ

に

冬
十
月
、
従
二和
珂
津

一発
之

と
あ
り
、

「和
耳
津
」
は
対
島
の
上
県
郡
鰐
浦
の
地
で
あ
る
。
同
じ
く

「神
功
皇

后
紀
」
摂
政
五
年
三
月
の
条
に

ベ
ロ

さ
ひ
の
う
み

み

因
り
て
、
葛
城
襲
津
彦
を
副

へ
て
遣
す
。
共
に
対
島
に
到
り
て
、
銀
海
の
水

な
と門

に
宿
る

と
あ
る
が
、

「銀
海

の
水
門
」
は

蜘和
塀
津
L
と
同
地
を
さ
し
、
こ
こ
に
資
料
②

と
同
じ
く
、

ワ
ニ
ーー
サ
ヒ
の
関
係
が
み
ら
れ
る
。
し
か
ら
ば
何
故
に
鰐
が
佐
比
持

桝
で
あ
る
の
か
、
そ
の
理
由
の
説
明
な
く
し
て
は
ワ
ニ
ー

サ
ヒ
と
い
う
こ
と
は
承

認
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
和
名
抄
』
に
よ
れ
ば

鰐

麻
果
切
韻
云
鰐
儲
購
凶
似
レ驚
有
二
四
足
一隊
長
三
尺
甚
利
歯
虎
及
大
鹿
渡
レ

水
鰐
撃
レ之
皆
中
断

と
あ
る
が
、

こ
こ
に

「甚
利
歯
」
と
歯
の
鋭
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
資
料

②
の

「偲
か
せ
る
紐
小
刀
」
と
は
懐
中
に
帯
び
て
い
た
小
刀
で
、
そ
れ
を

「其
の

頸
に
著
け
て
」
と
は
小
刀
を
鰐
の
首
に
植
え

つ
け
る
と
い
う
意
味
で
、
お
そ
ら
く

こ
れ
は
鰐
の
鋭
い
歯
を
サ
ヒ

(小
刀
)
に
見
立
て
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、

「
佐
比

持
神
」
の
由
来
を
語

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

サ
ヒ
に
は
太
刀
の
意
味
も
あ
る
が
例
え

ば

『
聖
語
蔵
本
十
住
毘
婆
沙
論
古
点
』
に
は
㈲

さ
ひ小
刀

さ

さ
ひ

斧
鉱
刀
楯
、
鉾
戟
弓
箭
、
鉄
劃
椎
棒
…
…
千
ノ
釘

ヲ
モ
チ
テ
身
ヲ
礫
キ
劃
刀

は

ヲ

モ

チ

テ
刮

ギ
削

ル

と

あ

り

小

刀

の
意

味

も

あ

る
。

つ
ま

り
②

に

お

い
て

は

サ

ヒ
は
鰐

の
利

歯

で
あ

る

と

と

も

に
小

刀

で
あ

り

、

こ

の
二
者

の
類

似

の
関

係

か
ら

ワ

ニ
ー

サ

ヒ
と

い
う

こ

と

が
生

じ

た

の

で
あ

ろ

う

。
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サ
ヒ
、

ス
キ
、

ワ
ニ
の
関
係
は
以

上
の
ご
と
く
だ
が
、
ま
た
こ
れ
ら
の
語
は
古

代
の
人
名
や
地
名
に
多
く
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
の

一
半
は
す
で
に
述
べ
た
が
こ
こ

に
若
干
の
例
を
示
す
と
、

伊
佐
比
宿
禰

(仲
哀
記
)
、
小
子
部

連

鉗

鉤

(
天
武

紀
)
、

紀

朝

臣

佐
比
物

(続
日
本
紀
)
、

越
中
国
新
川
郡
佐
味

(
左
比
)

(和

す
き

名
抄
)
、
阿
遅
銀
高
日
子
根
神

(神
代
記
)
、
大
日
本
彦
紹
友
天
皇
(酪
徳
紀
)、

岡
県
主
熊
鰐

(神
功
皇
后
紀
)
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
ら
は
サ

ヒ
や
ス
キ
の
霊
力
を
尊
ぶ
立
場
か
ら

の
命
名
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
サ
ヒ
や
ス
キ
は

霊
力
に
富
む
も

の
と
し
て
諸
国
の
神

社
に
祭
ら
れ
て
い
る
し
、

『
播
磨
風
土
記
』

揖
保
郡
の
佐
比
岡
の
話
は
サ
ヒ
を
祭

る
由
来
を
示
し
て
い
る
。

と

こ
ろ
が
サ
ヒ
、

ス
キ
と
並
ん
で
鰐

の
崇
拝
も
か
な
り
み
ら
れ
る
。
資
料
0◎
に

よ
れ
ば
ワ

ニ
は
海
神
で
あ

っ
て
大
小

の
魚
が
そ
れ
に
従

っ
て
い
る
し
、
ω

に
よ
れ

ば
事
代
主
神
は
ワ

ニ
に
な

っ
て
女
に
通
い
、
さ
き
に
あ
げ
た
よ
う
に
稲
飯
命
は
海

に
入

っ
て
鋤
持
神
と
な

っ
て
い
る
。
故
に
ワ
ニ
に
つ
い
て
も

ス
キ
と
同
じ
よ
う
な

性
格
を
指
摘

で
き
る
と
思
う
が
、
水
棲
動
物
と
し
て
の
ワ
ニ
の
神
聖
視
と
そ
の
利

歯
に
対
す
る
崇
拝
と
二
つ
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
ま
わ
り
く
ど
い
論
証

に
な

っ
た
が
、
サ
ヒ
、
ス
キ
、

ワ
ニ
は
古
代
の
日
本

語
に
お
い
て
は
同
義
語

で
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
持

っ
て
い
る
霊
力
に
対
す
る
崇

拝
が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

(
三
)

ワ

ニ
氏

の
氏

名

の
山

来

を
考

え

る

に
は

、
ム
,
ま

で
あ

ま

り

注

意

さ

れ

な

か

っ
た

が

次

の

よ
う

な

資

料

が

あ

る
。

わ

に

即
ち
丸
遡
臣
の
祖
、
日
子
国
夫
玖
命
を
副

へ
て
遣
は
し
し
時
、
即
ち
丸
遍
坂

い
は
ひ
へ

す

に
忌
瓜瓦
を
居
ゑ
て
羅
り
往
き
き
。

(
「崇
神
記
」
)

復
大
彦
と
和
耳
臣
の
遠
祖
彦
国
葺
と
を
遣
し
て
山
背

に
向
き
て
、
塙
安
彦
を

す

撃
た
し
む
。
愛
に
忌
盆
を
以
て
、
和
珂
の
武
躁
坂
の
上
に
鎮
坐
う
。
則
ち
精

い
く
さ
だ
ち

兵
を
率
て
、
進
み
て
那
羅
山
に
登
り
て
軍
す
。

(
「
崇
神
紀
」
十
年
九
月
の

条
)

こ
の
二
つ
を
検
討
し
て
み
る
と
内
容
は
同
じ
で
所
謂
埴
安
彦
の
反
逆
に
ま

つ
わ
る

記
述
で
、
両
者
と
も
旧
辞
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
さ
ら
に

一

歩
深
め
て
云
え
ば
そ
の
旧
辞
は
ワ
ニ
氏
の
家
文
を
資
料
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
ワ
ニ
氏
の
伝
承
と
見
倣
さ
れ
る
⑥
。

こ
の
ワ
ニ
氏
の
伝
承
記
事
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は

「
丸
通
坂
」

に
照
応
し
て

い
る

「
武
躁
坂
」
で
あ
る
。

「
武
」
と
は
人
名
な
ど
の
固
有
名
詞
に
美
称
と
し
て

多
く
使
わ
れ
る
語
で
、

「
錬
」
は
諸
橋
轍
次
氏
の

『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば

ス

キ
で
、

「
武
」
を
と

っ
て
み
る
と

「
丸
逓
坂
」

「
錬
坂
」

の
対
応
が
み
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
ワ
ニ
坂
は

「神
武
紀
」
己
未
年
二
月
の
条
、
引
用
の

「崇
神
紀
」
十
年

九
月
の
記
事
の
前
、

「応
神
記
」
の
歌
謡
な
ど
に
繰
り
返
し
出
て
く
る
坂
で
、
ワ

ニ
氏
の
本
拠
地
和
爾

(現
天
理
市
櫟
本
町
和
爾
)
の
中
で
の
聖

地
と

考

え
ら
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
由
来
は

「
武
躁
坂
」

の
意
味
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る

す

が

、

そ

れ

を

は

っ
き

り

さ

せ

る

た

め

「
忌

食

を
居

ゑ

…

…
」

か
ら

説

明

し

よ

う
。

こ

の

「
忌

食

云

々
」

の
記

述

は
次

の

ご

と
く

あ
ひ
た
く

大
吉
備
津
日
子
命
と
若
建
吉
備
津
口
子
命
と
は
、
二
柱
相
副
ひ
て
針
間
の
氷

す

し

や
は

河
の
前
に
忌
食
を
居
ゑ
て
、
針
間
を
道
の
口
と
為
て
吉
備
国
を
言
向
け
和
し

た
ま
ひ
き

と

「孝
霊
記
」
に
も
あ
り
、
さ
ら
に

『
万
葉
集
』
に
も

さ
き

あ

草
枕
旅
行
く
君
を
幸
く
あ
れ
と
斎
瓜瓦
す
ゑ
っ
吾
が
床

の
辺
に
(三
九
二
七
番
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と

あ

る

。

「
忌

瓜瓦
」

と

は
忌

み
清

め
ら

れ

た
神

聖

な

か

め

の

こ
と

で
、

そ

の

か

め

す

に
神
酒
を
盛

っ
て
神
祭
な
ど
を
行
う
も
の
で
、

「
居
ゑ
る
」
と
は
土
地
を
掘

っ
て

ヘ

へ

か
め
の
下
部
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
目
的
は

『古
事
記
伝
』
に

わ

ざ

す
メ
を
く

几
て
国
言
向
に
出
立
道
口
に
て
、
必
ず
す
る
行
事
に
て
、
ゆ
く
さ
き
平
安
て

を

ハ

し

く

言
向
意
む
こ
と
を
鎮

ひ
祈
る
な
る
べ
し
。

と
あ
る
よ
う
に
味
方
の
戦
勝
を
祈
る
古
い
時

代
の
呪

術
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。さ

て
、
す
で
に
ふ
れ
て
き
た
ご
と
く

ス
キ
と
は
サ
ヒ
で
、
サ
ヒ
は
ま
た
鰐

の
利



歯

を
意

味

し

た

。

す

る
と

「
武

錬

坂

」

は

「
猛

々
し

い
鰐

の
歯

の

坂
」

の
意

と

な

「
り

、

そ

の
坂

で

一
族

の
命

運

を

か
け

た
呪

術

を

行

な

う

と

は
、

ワ

ニ
氏

に

と

っ
て

露

や
鰐
の
歯
か
特
別
の
意
味
を
持

っ
て
い
た
ンし
と
を
示
す
・
ま
た
応
神
天
皇
と
ワ

　…
二
氏
所
出
の
矢
阿
技
比
売

の
成
婚
を

こ
と
ほ
ぐ
次
の
歌
謡

(
一
部
の
み
引

用
)

一

わ

に

さ

に

一
の
中

で
、

「
丸

遍

坂

の

土
」

が

強

調

さ

れ

て

い
る

事

情

も

同

じ

で

あ

ろ

う
。

㎝

し
な

・
・
な
み
・

階
だ
ゆ
ふ
楽
浪
道
を

す
く
す
く
と
我
が

い
ま
せ
ば
や

を
と
め

木
幡
の
道

に
逢
は
し
し
嬢
r

後
手
は
小
楯
う
か
も

拷

歯
並
は
禍
潔
な
す

い
ち
ひ
ゐ

に

第

櫟
井
の
丸
遍
坂
の
土
を

　

を
う

ノ

こ

ヰ
ぴ

　

栗

煙

は
膚
赤
ら
け
み

底
土
は
に
黒
き
ゆ
ゑ

紀

三
栗
の
そ
の
中

つ
廿
を

ノ
ノ
ふ

つ

あ

学

一

頭
衝
く
真
火
に
は
當
て
ず

よ
ぴ
が

こ

ヰ
み
ユ

大

眉
蚕
き
濃
に
書
き
垂
れ
逢
は
し
し
女

良

こ
こ
に

「櫟
井
」
と
は
ワ
ニ
氏
同
祖
系
譜

(
「
孝
昭
記
」
)
に
あ
る
萱
比
章
臣
と

奈

一
関
連
あ
る
地
名
で
、
広
い
意
味
の
ワ

ニ
に
含
ま
れ
る
地
で
、
矢
河
枝
比
売
は
そ
の

㎝
櫟
井
の
あ
る
丸
逓
坂
ω
の
土
で
眉
を
書
き
晋

し
て
、
応
神
天
皇
と
出
会

っ
た
の

.
で
あ
る
。
比
売
が
こ
の
坂
の
土
で
化
粧
す
る
の
は
こ
の
地
に
忌
盆
を
す
え
る
の
と

一
同
じ
意
義
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
こ
の
坂
の
圭
が
こ
の
歌
謡
の

製
作
に
際
し
て
重
要
な
契
機
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
ら
ば

ワ
ニ
坂
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
ワ
ニ
氏
の
拠
地
内
で
し
か

[
も
祭
杞
に
ゆ
か
り
の
あ
る
所
に
求
む
べ
き
で
あ
る
。

『
延
喜
式
神
名
帳
」
は
大
和

国
添
上
郡

に
和
余
下
神
社
二
座
、
和
余
坐
赤
坂
比
古
神
社
を
載
せ
て
い
る
が
、
特

魏

に
讐

は
現
和
爾
集
落
の
中
心
に
あ
り
、
か
つ
て
は
大
社
で
月
逸

響

の
官
幣

に
預

か

っ
て

い

た
。

「
赤

坂

比
占

」
の

「
比

古

」

は

ヒ

メ
と

対

を

な

し
、

多

く

(
地

名

+

ピ

コ
)

の
形

を

と

っ
て
男

神

に

つ
け

ら

れ

る

語

で
あ

る
。

す

る

と

ワ

ニ
の
地

に

「
赤

坂

」

な

る
所

が

あ

っ
た

こ
と

に
な

る

が

、

こ

の
赤

は

云

う

ま

で

も

な
く

呪

色

を

あ

ら

わ

し
、

聖

地

た

る

こ
と
を

、小
し

て

い
る

。

し

か

も

す

で

に

「
応

神

記

」

は
つ
に

け
だ

の
歌
謡
に
み
た
よ
う
に
、

ワ
ニ
坂
の

「端
土

(上
層
の
土
)
は
膚
赤
ら
け
み
」
と

あ
る
。
和
余
坐
赤
坂
比
古
神
社
を
も

っ
て
ワ
ニ
坂
の
遺
称
地
と
考
え
て
み
た
い
。

『大
和
志
料
』
上
巻
は
こ
の
神
社
に
つ
い
て

櫟
本
町
大
字
和
遍
眺
垣
ニ
ア
リ
。天
平
二
年
十
二
月
大
和
国
正
税
帳
残
闘
灯
鎗
院

ワ

ニ

ニ

「
丸
神
戸
穀
云
々
」

(中
略
)
新
抄
格
勅
符
抄

二

「和
爾
神
四
戸
大
和
」

(

中
略
)
ト
ア
リ
テ
、
古

ハ
盛
大
ナ
ル
社
頭
ナ
リ
シ
モ
中
世
以
降
衰
微
シ
今

ハ

村
社
タ
リ
。
祭
神
赤
坂
比
占
命
何
神
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ズ
。
蓋

シ
和
珂
氏

ノ
祖
神

ナ
ラ
ン

と
記
し
て
い
る
が
、
私
は
こ
の
祭
神
を
鰐
と
み
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
輪
神
社

の
蛇
と
同
じ
く
爬
虫
類
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

「和
爾
神
」
(
『新
抄
格
勅
符
抄
』
)

信
仰
を
察
知
す
る
資
料
に
は
、
折
口
信
夫
氏
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
春
秋
二
度

の
祭
り
を
も

っ
て
い
た
小
野
神
が
あ
る
。
⑧
。
以
上
の
諸
資
料
か
ら
推
察
す
れ
ば
、

赤
坂
比
古
神
社
は
ワ
ニ
氏
の
氏
神
で
、
族
長
権
の
交
替
期
や
春
秋
の
祭
り
に
あ
た

っ
て
ワ
ニ
氏

の
系
譜
や
伝

承
が
こ
の
神

社
の
社
頭

に
て

語
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
oか

く

L

て

だ

ん

だ

ん

は

っ
き

り

し

て
き

た
が

、

ワ

ニ
氏

の
氏

名

は
鰐

に
由
来

し

て

い
る

と
想

定

さ

れ

る
。

柳

瀬

喪
爾

氏

⑲

に

よ
れ

ば

イ

ン
ド

、

エ
ジ
プ

ト
、

ア

フ

リ

カ

な

ど

で

は
鰐

が

崇

拝

さ

れ

、

イ

ン
ド

ネ

シ

ア
や

ニ

ュ
ー
ギ

ニ
ア
で

は

ワ

ニ
を

祖

霊

の
住

所

と
見

、

さ

ら

に

ワ

ニ
の
予

孫

と

称

す

る

氏

族

も

あ

る

と

云

う
。

こ
れ

は

ワ

ニ
氏

の
問
題

を
考

え

る

に
あ

た

っ
て
示

唆

的

で
、
鰐

は

ワ

ニ
氏

の
祖

霊

と

み

る

こ
と
が

で
き

よ

う
。

し

か

も

す

で

に

ふ
れ

た
ご

と

く

こ

の
ー1

本

の
古

代

に
も

鰐

崇

拝

の
痕

跡

が

見

ら

れ

た
。

す

る

と

ワ

ニ
を

も

っ
て
氏

名

と

し

た

ワ

ニ
氏

の
先

祖

は
何

時

の
時

代

に
か

、

八

重

の
潮
路

を

か
き

わ

け

て

こ

の
列

島

に
渡

来

し

て
き

た

こ
と

に
な

る

の

で
は

な

か
ろ

う

か
。

最

初

に
と

り
あ

げ

た

ワ

ニ
に
ま

つ
わ

る
記

述
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海

上
よ
り
の
渡
来
と
い
う
遠

い
追
憶

に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
・
さ
ら
に

の
関
連
地
域
は
大
ま
か
に
云

っ
て
、
出
雲
、
日
向
、
肥
前
と
な
り
、
さ
ら
に

「
鋤

持
神
」

の
記
事

(神
武
即
位
前
紀
)
は
熊
野
、

「
和
耳
津
」
を
含
む
記
事

(
神
功

皇
后
紀
)
は
対
島

で
あ
る
。
安
易
な
推
定
は
慎
し
む
べ
き
だ
が
こ
れ
ら
は
南
方
よ

り
の
黒
潮
や
そ
の
分
流
の
う
る
お
す
地
域
で
あ
る
。
南
方
海
上
よ
り
の
ワ
ニ
氏
の

渡
来
と
い
う

こ
と
は
も
は
や
私

一
人

の
幻
想
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
・

記
紀
を
は
じ
め

『
風
土
記
」
や

『
万
葉
集
』
に
は

「媚

の
国
」
や
「喉
膨
の
国
」

に
対
す
る
そ
こ
は
か
と
な
い
あ

こ
が
れ
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

こ
の
憧
憬
は
先
祖
の

ま
た
こ
れ
ら

の
古
文
献
に
散
見
す
る
故
国
に
対
す
る
郷
愁
や
異
郷
意
識
は
記
紀

の

伝
承
を
生
む
目
に
見
え
ぬ
母
胎
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
先
祖
が
持

っ
て
い
た
広

弥
譲
繕

動婁

馨
膣

雑
淋
憾費熊

嬉
」瓶
蔚
赴

る

と

こ

ろ

は

か
く

の
ご

と
く

重

大

な

の
で
あ

る
。

(
四

)

[

日
本
民
族
の
渡
来
を
扱
か
っ
た
も

の
に
柳
田
国
男
氏
の
大
宮

『海
上
の
道
」
が

あ
る
。
こ
こ
で
は
日
本
人
は
最
初
ど

こ
か
ら
ど
こ
へ
渡

っ
て
き
た
か
、
彼
ら
に
は

何

の
め
あ
て
が
あ

っ
た
の
か
、
そ
し

て
次
々
と
ど
の
方
面

へ
移
り
広
が

っ
て
行

っ

た
か
が
、
豊
富
な
材
料
と
雄
大
な
洞
察

の
も
と
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
氏
の
用

い
た
資
料
は
口
承
の
伝
承
が
中
心
で
あ
る
。
無
論
そ
こ
に
蓄
積
さ
れ

た
学
問
や
、
奔
放
な
想
像
力
は
素
晴

ら
し
い
が
、
民
族
の
渡
来
を
示
唆
し
て
い
る

一
等
資
料
の
記
紀
を
軽
視
し
て
い
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
か
ど
こ
か
ら

ど
こ
へ
の
問
題
が
必
ず
し
も
具
体
的

に
説
か
れ
て
お
ら
ぬ
の
が
残
念

で
あ
る
。

ま
た
益
田
勝
実
氏
の

『
日
本
列
島

の
思
想
』
は
海
上
よ
り
こ
の
列
島
に
渡
り
住

一
ん
だ
日
本
人
の
想
像
力
を
追
求
し
て

い
る
。
そ
し
て

「あ
と
が
き
」

に
は
次
の
よ

　
う
な
癖

磐

緊

影

地
の
渓
窪

、
イ
ワ
ナ
や
ヤ
マ
メ
の
よ
う

す
べ

な

、
大

洋

か
ら

湖

っ
て
き

て
、

も

ど

っ
て

い
く

術

を

忘

れ

、

形

質

も
屡

小

化

し

て

し

ま

っ
た
魚

た

ち
が

い
る

。
中

流

の

ハ
ヤ
な

ど

も

そ

う

で
あ

る
。

大

井

川

や

早

川

の
最

上

流

地
帯

を
歩

き

な
が

ら
、

多

摩

川

の
岸

辺

に

坐

り

こ
ん

で
、

わ

た

し
が

い

つ
か
感

じ

と

る

よ

う

に
な

っ
た

の
は

、

か

れ

ら

と

わ

た

し

と

の

運
命

の
類

似

性

で
あ

っ
た
。

と

り

わ
け

、

数

年

前

、

そ

こ
ら

は

一
本

の

'

川

も

流

れ
出

て

い
な

い
本

栖

湖

で
、

小

ア

ユ
を

つ
か

ん

で
、

思

わ
ず

引

き

込

ま
れ

た
陸

封

の
生

涯

の
感

慨

は
、

深

く

心

に
刻

み
込

ま

れ

て

い
る
。

こ

こ
の

ア

ユ
は
、

小

さ

い
な

が

ら
腹

に
美

し

い
朱

色

が

浮

か
び

上

り

、
成

熟

し

て
産

卵

期

に
近

づ

い

て

い

る

こ
と
を

示

し

て

い

た
。

一
生

海

へ
下

る

こ
と

は

な

い

が

、

そ

れ

は
そ

れ

で
完

熟

し
、

発

展

も

あ

ろ

う

。

陸

封

の
生

涯

--
と

わ

た

し
が

い
う

の

は
、

国

外

へ
旅

す

る

、

し

な

い

の
問
題

で

は
な

い
。

実

に
長

い
間

こ
の
列

島

上

に
暮

し

て
き

た

日

本

人

の
子
孫

と

し

て
、

い

や

お
う

な

し

に

わ

た

し

の
精

神

が

何

を

そ

の
歴

史

か

ら
受

け

と

っ
て

い

る

か
、

そ

れ

に
規

制

さ
れ

て

い

る

か

の

こ
と

で
あ

り

、

そ

し

て

、
自

分

の

体

内

に
眠

り

こ
け

て

い
る

さ

ま
ざ

ま

な
可

能

性

に
、

ど

ん

な

に
気

づ

こ
う

と

し

て

い
な

い

か

の

こ
と

で
あ

る
。

こ

こ

に
長

々
と

益

田
氏

の
文

章

を

引

用

し

た

の
は

私

が

こ

の
部
分

に
感

銘

を

受

、

け
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

「
大
洋
か
ら
潮

っ
て
き
て
」
、

「海

へ
下
る
」
こ
と

を
し
な
く
な

っ
た
の
は
わ
れ
わ
れ
の
身
近
に
も
例
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
代

ワ
ニ
氏
の
後
商
を
現
在
の
11
本
に
見
い
だ
す
の
は
む
ず
か
し
い
問
題
だ
が
、

現
に
赤
坂
比
古
神
社
を
中
心
に
百
五
卜
戸
ほ
ど
の
集
落
が
あ
る
。
式
内
大
社
が
村

社
と
変
り
果
て
た
よ
う
に
こ
の
集
落
に
も
幾
多

の
変
遷
は
考
え
ら
れ
る
が
、
古
代

ワ
ニ
氏
の
血
や
習
俗
を
伝
え
て
い
る
の
は
や
は
り
和
爾
の
人

々
で
あ
ろ
う
。
そ
の

和
爾
の
温
和
な
住
民
と
私
は
何
度
も
こ
と
ば
を
交
し
た
が
、
彼
ら
の
生
活
の
中
に

は
潮
の
香
り
は
な
い
。
ま
し
て
遠
い
先
祖
の
こ
と
を
語
る
人
も
い
な
い
。
農
業
を

中
心
に
静
か
に
生
活
し
て
い
る
彼
ら
の
中
に
私
は

「陸
封
の
生
涯
」
を
み
る
。
そ

の
面
貌
、
そ
の
骨
格
、
そ
れ
は
渡
来
者
の
後
商
の
姿
で
あ
る
と
と
も
に
日
本
人
の

姿
で
あ
る
。
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ω
文

永

・
弘
安

の
頃

の
成
立
と
云
わ
れ
て

い
る

『
鹿
袋
』

に
あ

る
因
幡

の
白
兎

の
話

は

『
古
事

記
』
(資
料
ω
)
に
基
づ

い
て
い
る
。
そ

の
文
中

に

「
ワ
ニ
ト
云

フ
魚

ア
リ
ケ

リ
」
と
あ

る
が
、

こ
れ

は
資
料
⑫
な
ど
と
同
じ
く
鰐

が
日
本

に
棲
息
し
な

い
こ
と
か

ら
生
じ
た
誤
り
で
、
こ
の
よ
う
な
情
勢

の
も
と

に
当
地
方

で
は
ワ

ニ
を
鑛
や
鮫
と
見

倣
し

て
行

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
因

み
に
東
条
操
編

『
企
国
方
言
辞
典
』

に
は

「
わ

に
。
鰹
。
鮫
。
隠
岐
島
」

と
あ

る
。

②
松
村
武
雄
著

『
日
本
神
話
の
研
究

』
第
四
巻

ω
松
本
信
広

『
国
語
と
国
文

学
』
昭
和

二
十
四
年
十
月
号
所
収

の

「
和
麹

の
名
義
」

ω

三
品
彰
英
著

『
日
本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
謹
』
上
巻

㈲

『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
第
四
輯
所
収

の
春

日
政
治

「
古
訓
雑
記
」
参
照

㈲

こ
の
二

つ
の
記
事

に
つ
い
て
の
詳

し
い
考
察

は
続
稿

に
て
行
な
う
予
定

で
あ

る
。

　

　

の

「
応
神
記
」

に
あ
る
歌
謡

の

「
和
遍
佐
」
が

「
丸
適
坂
」
で
あ
る
こ
と

を
充
分

に
論

証

し
た
の
は
、
土
橋
寛
著

『
古
代

歌
謡
全

注
釈
』
古
事
記
編
で
あ
る
。

'㈹

『
折

口
信
夫
全
集
』
第
九
巻
所
収

の

「
柿
本
人
麻
呂
」

ω

『
世
界
大

百
科
事
典
』
わ

に
の
.項

の

「
ワ

ニ
を
め
ぐ
る
習
俗
」
参
照

注

"rh
eTraditionofWani-clan

I,(fintheoriginofclan-name

KozoKUROSAWA

Summary

Theword"Wani"oftenappearsinancientJapaneseliterature.Itisthoughtto

mean"Crocodile".Howerer,therearenocrocodilesinJapan.InIndonesia

℃rocodile"ispronounced更Wanjia"insomeareas.Inmanycasesthefirst

syllableispronounced"VVa."InancienttimestherewasaclaninJapancalled

"Wani"
.Thecrocodilewasthedeityoft111Sclan.Theraresimilarcasesin

Indonesia.ItispossiblethatancestorsoftheWaniclancrossedoverfrom

IndonesiatoJapan.AsthereareSouthSeaandIndonesianelementsinancient

Japaneseliteratureandinthemythology,perhapsthisisbecausesomeofthe

ancestorsoftheJapanesecrossedoverfromtheSouthSeato,Tapan.


