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メ
リ
ュジ
ー
ヌ
伝
説
と
記
紀
：
水
妖
を
巡
る
雑
考
２

片
木
　
智
年

深
い
森
の
中
、
イ
ノ
シ
シ
を
狩
る
レ
モ
ン
ダ
ン
は
主
君
ポ
ワ
テ
ィ
エ
伯
を
誤
っ
て
殺
め
て
し
ま
う
。
悲
嘆
に
暮
れ
た
ま
ま
馬
を
進
め
、
真
夜

中
、「
乾
き
の
泉
」
の
そ
ば
に
差
し
掛
か
る
が
、
三
人
の
美
女
に
気
づ
か
な
い
。
そ
の
う
ち
の
一
人
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
に
声
を
か
け
ら
れ
た
レ

モ
ン
ダ
ン
は
こ
の
き
ら
き
ら
し
い
女
性
が
自
分
の
名
を
呼
び
、
そ
の
運
命
に
つ
い
て
見
抜
い
て
み
せ
る
の
に
驚
く
。
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
を
娶
る

こ
と
、
が
、
土
曜
に
は
決
し
て
彼
女
の
姿
を
見
よ
う
と
し
な
い
と
誓
う
こ
と
を
条
件
に
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
は
レ
モ
ン
ダ
ン
に
対
し
富
と
栄
を

約
束
し
、
主
君
殺
し
の
嫌
疑
を
逃
れ
る
方
法
を
教
え
る
。
二
人
は
子
宝
に
恵
ま
れ
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
は
街
を
造
り
、
要
塞
を
建
て
、
一
族
は

栄
え
て
い
く
。
が
、
あ
る
と
き
兄
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た
レ
モ
ン
ダ
ン
は
土
曜
に
、
水
浴
び
を
す
る
妻
の
姿
を
覗
い
て
し
ま
う
。
彼
が
目
に
し

た
の
は
上
半
身
は
美
女
、
下
半
身
は
う
ね
る
蛇
体
を
現
し
た
妻
で
あ
っ
た
。
こ
の
秘
密
を
隠
し
た
ま
ま
、
し
ば
し
の
時
が
過
ぎ
て
い
く
が
、

あ
る
と
き
息
子
の
一
人
が
僧
院
を
焼
き
払
い
、
そ
こ
に
出
家
し
て
い
た
別
の
息
子
と
も
ど
も
、
僧
侶
た
ち
を
皆
殺
し
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
知
る
。
苦
悩
し
た
レ
モ
ン
ダ
ン
は
怒
り
の
あ
ま
り
、
妻
に
「
ま
や
か
し
の
蛇
女
」
と
罵
り
の
言
葉
を
か
け
る
。
妻
は
有
翼
の
蛇
に
姿
を
変

え
、
城
か
ら
飛
び
立
つ
。
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以
上
が
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
を
扱
っ
た
も
の
の
う
ち
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
十
四
世
紀
末
の
ジ
ャ
ン
・
ダ
ラ
ス
の
版（

（
（

の
核
心
部
分
で
あ
る
。

　

西
洋
に
お
け
る
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
の
歴
史
的
テ
ク
ス
ト
は
中
世
以
降
に
限
ら
れ
る
の
だ
が
、
幸
い
わ
れ
わ
れ
の
文
化
は
ず
っ
と
早
く
か
ら
、（
西
洋

風
の
言
い
方
を
受
け
入
れ
る
な
ら
）
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
型
と
い
え
る
逸
話
を
収
録
し
た
文
献
、『
古
事
記（

（
（

』『
日
本
書
紀（

（
（

』
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
型

の
話
は
記
紀
以
外
で
も
馴
染
み
深
く
、
蛇
女
の
妻
や
蛇
体
の
夫
を
め
ぐ
る
伝
承
に
と
ど
ま
ら
ず
、
鶴
の
恩
返
し
や
羽
衣
女
房
、
小
泉
八
雲
の
『
怪

談
』
に
も
収
録
さ
れ
た
雪
女
の
伝
説
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
こ
れ
ら
を
日
本
の
伝
統
で
は
、「
異
類
婚
姻
譚
」
と
呼
び
、
西
洋
で
い
う

メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
型
の
話
も
日
本
で
は
こ
ち
ら
に
分
類
さ
れ
る
。
記
紀
に
お
い
て
広
義
の
「
異
類
婚
姻
譚
」
と
呼
べ
る
も
の
で
、
私
に
と
っ
て
印
象

深
く
、
か
つ
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
は
三
つ
あ
る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
現
れ
る
豊
玉
姫

と
山
幸
彦
の
婚
姻
譚
。
や
は
り
記
紀
に
現
れ
る
活
玉
依
姫
（『
古
事
記
』）
と
い
う
大
変
示
唆
的
な
名
前
の
姫
と
蛇
体
の
神
・
大
物
主
と
の
契
の
話

（
そ
し
て
こ
れ
に
は
『
日
本
書
紀
』
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
あ
る
）。
さ
ら
に
は
大
山
津
見
の
神
と
そ
の
娘
、
木
の
花
の
佐
久
夜
姫
と
天
つ
日
高
日
子
番
の

邇
邇
藝
の
命
の
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
黄
泉
の
国
へ
と
下
っ
て
い
く
有
名
な
逸
話
も
大
変
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
ず
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
に
最
も
類
似
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
豊
玉
姫
の
伝
説
を
『
古
事
記
』
版
で
取
り
上
げ
よ
う
。

こ
こ
に
海わ
た

の
神
の
女
豐と
よ
た
ま玉

毘
賣
の
命
、
み
づ
か
ら
ま
ゐ
出
て
白
さ
く
、「
妾あ
れ

す
で
に
妊
め
る
を
、
今
産こ
う

む
時
に
な
り
ぬ
。（
…
）
こ
こ
に
す
な

は
ち
そ
の
海
邊
の
波な
ぎ
さ限

に
、
鵜
の
羽
を
葺か

や草
に
し
て
、
産う
ぶ
や殿

を
造
り
き
。
こ
こ
に
そ
の
産う
ぶ
や殿

、
い
ま
だ
葺
き
合
へ
ね
ば
、
御
腹
の
急と

き
に

忍あ

へ
ざ
り
け
れ
ば
、
産
殿
に
入
り
ま
し
き
。
こ
こ
に
産
み
ま
す
時
に
あ
た
り
て
、
そ
の
日ひ

子こ

ぢ
に
白
し
て
言
は
く
、「
お
よ
そ
他あ
だ

し
國
の
人

は
、
産こ
う

む
時
に
な
り
て
は
、
本も
と

つ
國
の
形
に
な
り
て
生
む
な
り
。
か
れ
、
妾
も
今
本も
と

の
身
に
な
り
て
産
ま
む
と
す
。
願
は
く
は
妾
を
な
見
た

ま
ひ
そ
」
と
ま
を
し
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
そ
の
言
を
奇
し
と
思
ほ
し
て
、
そ
の
ま
さ
に
産
み
ま
す
を
伺か
き
ま
み見

た
ま
へ
ば
、
八
尋
鰐
に
な
り
て
、

匍は匐
ひ
も
こ
よ
ひ
き
。
す
な
は
ち
見
驚
き
畏
み
て
、
遁
げ
退そ

き
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
豐と
よ
た
ま玉

毘
賣
の
命
、
そ
の
伺か
き
ま
み見

た
ま
ひ
し
事
を
知
り
て
、

う
ら
恥や
さ

し
と
お
も
ほ
し
て
、
そ
の
御
子
を
生
み
置
き
て
白
さ
く
（
…
）。
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西
洋
で
い
う
典
型
的
な
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
型
の
話
と
な
っ
て
い
る
。
火
遠
理
の
命
（
い
わ
ゆ
る
山
幸
彦
）
は
海
の
底
、
綿
津
見
の
神
の
宮
を
訪

れ
、
そ
の
娘
の
豊
玉
姫
を
娶
る
が
、
や
が
て
身
ご
も
っ
た
妻
か
ら
、
出
産
す
る
と
き
の
姿
を
見
て
は
い
け
な
い
と
い
う
タ
ブ
ー
を
課
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
「
そ
の
言
を
奇
し
と
思
ほ
し
て
」
誘
惑
に
駆
ら
れ
た
主
人
公
は
妻
が
こ
も
っ
て
い
る
産
屋
を
覗
い
て
し
ま
い
、
妻
が
フ
カ
の
姿
で
這
い
回

っ
て
い
る
の
を
目
に
し
て
し
ま
う
。
出
産
に
お
い
て
フ
カ
の
姿
を
現
す
豊
玉
だ
が
、『
日
本
書
紀
』
の
版
で
は
出
産
の
た
め
此
岸
に
「
海
を
光
し

て
来
至
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
古
来
の
稲
妻
と
龍
の
同
一
性
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
豊
玉
は
蛇
神
・
龍
神
（
＝
水
を
司
る
）
で

も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う（（
（

。
夫
は
約
束
を
破
っ
た
以
上
、
妻
が
他
界
へ
と
去
っ
て
い
く
の
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
メ
リ
ュ
ジ
ー

ヌ
同
様
、
豊
玉
は
命
に
子
孫
を
残
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
姫
の
父
は
海
を
司
る
の
み
で
な
く
、
地
上
の
水
も
思
い
の
ま
ま
に
操
る
水
の
神
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
の

神
で
あ
る
命
と
水
の
世
界
の
一
見
パ
ラ
ド
ク
サ
ル
な
関
係
は
、
こ
の
く
だ
り
に
先
立
つ
、
綿
津
見
の
神
の
恩
恵
か
ら
も
わ
か
る
。
婿
が
兄
・
火
照

（
海
幸
彦
）
と
の
争
い
に
勝
つ
た
め
に
、
義
父
は
あ
る
と
き
は
上
の
田
の
水
を
操
り
、
あ
る
と
き
は
下
の
田
の
水
を
操
る
。「
然
し
て
そ
の
兄
高あ
げ
だ田

を
作
ら
ば
、
汝
が
命
は
下く
ぼ
だ田

を
營つ
く

り
た
ま
へ
。
そ
の
兄
下
田
を
作
ら
ば
、
汝
が
命
は
高
田
を
營
り
た
ま
へ
。
然
し
た
ま
は
ば
、
吾
水
を
掌し

れ
ば
、

三
年
の
間
に
か
な
ら
ず
そ
の
兄
貧
し
く
な
り
な
む
」。
こ
の
あ
た
り
は
『
日
本
書
紀
』
の
版
で
も
同
様
で
あ
る
。
本
来
、
同
じ
海
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
親
縁
性
が
あ
る
は
ず
の
海
幸
彦
・
火
照
の
命
を
助
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
山
幸
彦
と
さ
れ
る
火
遠
理
の
命
に
力
を
貸
し
て
い
る
。
稲

作
、
水
田
文
化
が
山
の
民
に
と
っ
て
も
、
富
の
形
成
、
部
族
間
の
争
い
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
結

局
こ
の
山
幸
彦
の
孫
が
神
武
天
皇
と
な
っ
た
と
さ
れ
、
天
皇
家
の
系
譜
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、『
古
事
記
』
が
記
述
す
る
こ
の
逆

説
的
な
血
縁
・
同
盟
関
係
は
な
お
さ
ら
政
治
的
で
あ
る
。

 
西
洋
に
お
け
る
各
種
の
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
も
、
実
は
ヒ
ロ
イ
ン
が
水
の
世
界
と
密
接
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
も
そ

も
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
自
体
、
そ
の
正
体
が
蛇
で
は
な
く
、
魚
で
あ
る
と
す
る
む
き
も
多
い
（
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
は
、
リ
ュ
ジ
ニ
ャ
ン
家
同
様
、

メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
を
始
祖
と
す
る
と
さ
れ
る
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
家
、
後
述
す
る
サ
ス
ナ
ー
ジ
ュ
家
に
と
っ
て
も
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
は
蛇
女
な
ら
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ず
、
人
魚
で
あ
る
。
サ
ス
ナ
ー
ジ
ュ
城
の
入
り
口
に
彫
ら
れ
る
双
尾
の
人
魚
は
一
つ
の
典
型
で
あ
る
。
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
医
療
セ
ン
タ
ー
の
産

科
に
作
ら
れ
た
ブ
ロ
ン
ズ
像
はM

elusina M
ater

す
な
わ
ち
母
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
の
母
性
・
生
む
力
と
の

関
係
を
浮
き
立
た
せ
る
も
の
で
、
印
象
深
い
）。

　

文
学
的
な
手
の
入
っ
た
ダ
ラ
ス
の
版
で
も
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
と
水
の
世
界
の
関
係
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
が
レ
モ
ン
ダ
ン
の
前
に
姿
を
表
す

の
は
、「
乾
き
の
泉
」
で
あ
り
、
婚
礼
の
準
備
に
あ
た
っ
て
は
レ
モ
ン
ダ
ン
が
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
封
土
に
、
突
然
湧
き
水
を
噴
出
さ
せ
、
流

れ
を
作
り
出
す
（p.37
）。
ダ
ラ
ス
自
体
が
参
照
し
た
と
明
記
し
て
い
る
十
三
世
紀
は
じ
め
の
先
行
テ
ク
ス
ト（

（
（

で
は
、
姿
を
覗
か
れ
た
女
は
蛇
体

と
な
り
、
水
浴
し
て
い
た
水
桶
の
底
へ
と
沈
み
込
み
、
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
自
分
の
寝
室
の
水
桶
が
水
の
世
界
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
不
思
議
な
デ
ィ
テ
ー
ル
で
あ
る(p.150)

。
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
と
豊
玉
姫
と
の
関
係
に
立
ち
戻
る
と
、
ポ
ワ
ト
ウ
ー
地
方
と
並
ん
で
、
メ
リ

ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
継
承
の
重
要
な
地
で
あ
る
サ
ス
ナ
ー
ジ
ュ
家
ゆ
か
り
の
ド
フ
ィ
ネ
の
伝
説
が
大
変
示
唆
的
で
あ
る
。
歴
史
学
者
ル
・
ロ
ワ
・
ラ

デ
ュ
リ
が
中
世
史
学
者
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
・
ゴ
フ
と
協
力
し
て
書
い
た
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
に
つ
い
て
の
大
変
有
名
な
論
文（

（
（

にC
horier

に
よ
る

H
istoire généalogique de la M

aison de Sassenage, 1669 (pp.10-20)

と
い
う
十
七
世
紀
の
文
献
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
騒

ぎ
と
移
動
自
粛
の
た
め
に
、
筆
者
は
ま
だ
現
物
を
見
ら
れ
ず
に
お
り
）
孫
引
き
に
な
る
が
訳
出
し
て
お
く
。「
大
き
な
岩
の
中
に
広
い
洞
穴
が
あ

り
、
そ
こ
に
は
激
し
い
流
れ
に
な
っ
て
、
泉
の
水
が
流
れ
落
ち
て
い
る
（
…
）。
自
然
に
形
成
さ
れ
た
二
つ
の
大
桶
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
公
現
祭

の
日
に
、
自
ず
か
ら
た
く
さ
ん
の
水
を
た
た
え
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
毎
年
の
豊
作
と
不
毛
を
予
言
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
…
）
そ
こ
に
は

メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
が
涼
を
と
っ
た
り
、
水
浴
し
た
り
す
る
習
慣
の
場
所
が
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
伝
説
は
今
日
に
至
る
ま
で
ド
フ
ィ
ネ
の
七
不
思
議

と
し
て
観
光
客
た
ち
を
魅
惑
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が（

（
（

、
こ
の
観
光
的
記
述
で
占
わ
れ
る
も
の
は
、
具
体
的
に
麦
と
ぶ
ど
う
の
収
穫
と
さ
れ
て

お
り
、
地
域
に
ち
な
ん
だ
農
作
物
と
直
接
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
ラ
デ
ュ
リ
論
文
で
も
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
と
農
業
と
の
結
び
つ
き
が

指
摘
さ
れ
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
は
時
代
錯
誤
的
に
新
世
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
白
イ
ン
ゲ
ン
豆
と
も
結
び
つ
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の

地
は
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
を
離
れ
た
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
が
後
に
暮
ら
し
た
地
と
さ
れ
、
ダ
ラ
ス
が
汲
み
取
っ
た
で
あ
ろ
う
伝
統
の
後
日
談
を
ド
フ
ィ
ネ
が
取

り
込
ん
で
み
せ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ド
フ
ィ
ネ
土
着
の
水
神
へ
の
信
仰
に
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
由
来
の
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
崇
拝
が
都
合
よ
く
縫
合
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さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
も
豊
玉
姫
も
、
命
の
根
源
と
し
て
、
農
作
文
化
の
大
前
提
で
あ
る
水
・
お
よ
び
治
水
を
具
体
的
に
司

る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
須
佐
之
男
命
に
よ
る
八
岐
の
大
蛇
退
治
の
話
も
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
問
題
と
つ
な
が
っ
て
く
る
。
八
俣
の
大
蛇
は
、
暴
れ
川
と

し
て
出
雲
の
地
を
荒
ら
す
揖
斐
川
を
表
す
も
の
と
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
川
に
対
す
る
人
身
御
供
と
運
命
づ
け
ら
れ
た
櫛
名
田

姫
、
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
奇
稲
田
姫
」
の
解
釈
も
読
ん
で
字
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
（
武
田
祐
吉
注
釈
に

よ
れ
ば
八
俣
の
大
蛇
退
治
の
話
は
「
ま
た
出
水
と
し
そ
れ
を
處
理
し
て
水
田
を
得
た
意
の
神
話
と
も
す
る
」）。
が
、
本
稿
の
視
点
か
ら
見
て
重
要

な
の
は
、
こ
の
大
蛇
は
異
類
婚
姻
譚
の
対
象
と
な
り
え
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物
語
に
は
「
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
う
で
あ
り

え
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
バ
ー
チ
ャ
ル
な
次
元
が
あ
る
。
そ
の
バ
ー
チ
ャ
リ
テ
ィ
を
実
相
化
さ
せ
れ
ば
、
櫛
名
田
姫
と
大
蛇
の
婚
姻
は
人
身
御
供
に

よ
る
治
水
へ
の
祈
願
と
な
る
し
、
大
蛇
を
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
型
に
あ
わ
せ
て
女
性
的
な
も
の
と
す
れ
ば
、
逸
話
は
須
佐
之
男
と
荒
ぶ
る
川
の
女
神
と

の
神
婚
譚
と
な
り
、
人
間
、
な
か
ん
ず
く
権
力
を
手
に
入
れ
て
い
く
過
程
の
天
皇
家
が
、
暴
れ
川
の
神
と
の
神
婚
を
通
じ
て
、
川
を
治
め
る
話
と

な
っ
た
だ
ろ
う
。
が
、
逆
に
こ
こ
で
の
水
は
、
恵
み
の
側
面
を
持
つ
両
義
的
な
神
で
は
な
く
、
た
だ
た
だ
邪
悪
な
自
然
の
荒
ぶ
り
と
捉
え
ら
れ
、

ド
ラ
ゴ
ン
退
治
の
話
と
、
そ
れ
に
続
く
稲
作
文
化
の
繁
栄
、
つ
ま
り
治
水
と
農
業
の
問
題
の
説
明
譚
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
と
き
は

水
の
神
を
崇
拝
し
神
婚
譚
を
通
じ
て
、
人
身
御
供
の
よ
う
な
話
を
作
り
出
し
、
あ
る
と
き
は
力
づ
く
で
押
さ
え
つ
け
よ
う
と
し
て
ド
ラ
ゴ
ン
退
治

の
話
を
作
り
出
す
。
人
間
は
勝
手
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
暴
れ
川
と
蛇
神
の
モ
チ
ー
フ
も
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
の
近
代
的
展
開
に
大
き
な
意
味
を

持
つ
ド
フ
ィ
ネ
に
は
見
ら
れ
、「
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
の
街
は
大
蛇
や
ド
ラ
ゴ
ン
に
貪
り
食
わ
れ
る
」
と
い
う
ア
ル
プ
ス
か
ら
流
れ
下
る
数
々
の
暴
れ

川
を
形
容
す
る
古
い
こ
と
わ
ざ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
興
味
を
引
く
（C

horier, H
istoire générale du D

auphiné, p.19

）。

　

次
に
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
と
類
似
を
示
す
の
は
、
蛇
体
の
神
・
大
物
主
と
巫
女
の
神
婚
譚
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
の
と
こ
ろ

で
触
れ
た
の
で（

（
（

、
簡
単
に
済
ま
せ
て
お
く
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
も
に
こ
の
伝
説
の
や
や
異
な
っ
た
版
を
収
め
て
い
る
が
、『
古
事
記
』

の
版
で
は
夜
毎
娘
の
と
こ
ろ
に
通
う
男
の
正
体
を
知
る
た
め
に
、
糸
束
を
つ
け
、
翌
日
そ
れ
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
ら
、
糸
は
鍵
穴
を
通
っ
て
三
輪
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山
へ
と
延
び
、
蛇
神
・
大
物
主
と
わ
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
版
で
は
、
姿
を
見
た
い
と
懇
願
す
る
巫
女
に
対
し
、「
驚
い
て

は
い
け
な
い
」
と
い
う
タ
ブ
ー
の
モ
チ
ー
フ
が
示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
美
し
い
蛇
体
に
驚
い
て
し
ま
っ
た
姫
に
対
し
、
恥
を
か
か
せ
た
と
言
っ
て

飛
び
立
っ
て
し
ま
う
。
大
物
主
は
こ
こ
で
は
天
空
を
駆
け
る
蛇
で
あ
る
。
タ
ブ
ー
の
モ
チ
ー
フ
と
お
そ
ら
く
有
翼
の
蛇
の
モ
チ
ー
フ
を
あ
わ
せ
持

つ
と
い
う
意
味
で
、
よ
り
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
古
事
記
』
の
版
に
あ
る
よ
う
に
蛇
神
と
の
間
に
子
孫

が
残
り
、
立
派
な
子
孫
を
残
す
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
欠
け
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
蛇
神
、
あ
る
い
は
竜
神
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
水
の
神
で
あ

る
（
同
時
に
祖
霊
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
す
ら
あ
る（

（
（

）。
巫
女
の
力
を
借
り
て
、
そ
の
水
の
神
と
交
わ
り
、
力
を
得
よ
う
と
い
う
神
婚
の
意
図
が

透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
大
物
主
は
ま
た
『
古
事
記
』
で
は
「
海
を
光て

ら
し
て
依
り
來
る
神（

（1
（

」
で
あ
り
、
豊
玉
同
様
に
稲
妻
す
な
わ
ち
竜
神
の

姿
を
取
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
こ
う
。
命
の
根
源
で
あ
る
水
と
の
良
好
な
関
係
を
祈
願
す
る
と
い
う
意
味
で
、
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ

伝
説
と
意
味
に
お
い
て
も
通
底
し
て
い
る
。

　

く
わ
え
て
、
興
味
深
い
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
版
で
倭
迹
迹
姫
命
は
こ
の
事
件
の
後
「
箸
に
陰
を
撞
き
て
」
死
ん
で
し
ま
う
が
、
そ
の
墓

（
有
名
な
箸
墓
で
あ
る
）
は
、「
日
は
人
作
り
、
夜
は
神
作
る
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
伝
説
に
お
け
る
街
や
要
塞
の
建
造
者

と
し
て
の
メ
リ
ュ
ジ
ー
ヌ
の
役
割
は
印
象
的
で
、
前
に
紹
介
し
た
ル
・
ゴ
フ
の
論
文
の
中
で
も
、
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
こ
の

蛇
神
伝
説
で
も
、
神
は
夜
、
墓
の
建
設
に
預
か
る
の
で
あ
る
。
中
世
フ
ラ
ン
ス
で
は
ル
・
ゴ
フ
の
言
う
よ
う
に
、
領
地
を
広
げ
、
建
造
し
栄
え
て

い
く
地
方
貴
族
の
野
心
を
反
映
し
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
箸
墓
に
祀
ら
れ
る
権
力
の
神
秘
的
オ
ー
ラ
を
強
調
す
る
た
め
に
蛇
神
の
力
が
使

わ
れ
て
い
る
（
墓
を
作
る
神
と
は
文
脈
か
ら
も
蛇
神
・
大
物
主
で
あ
ろ
う
）。
箸
墓
の
埋
葬
者
が
誰
で
あ
る
か
、
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
だ

け
に
、
い
っ
そ
う
重
要
な
デ
ィ
テ
ー
ル
で
あ
る
。

　

さ
て
次
に
注
目
し
た
い
記
紀
の
逸
話
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
に
天あ
ま

つ
日ひ

高こ

日ひ

子こ

番ほ

の
邇に

邇に

藝ぎ

の
命
、
笠か
さ

紗さ

の
御み

前さ
き

に
、
麗か
ほ
よき

美を
と
め人

に
遇
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
、「
誰
が
女
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
へ
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ば
、
答
へ
白
さ
く
、「
大お
ほ
や
ま山

津つ

見み

の
神
の
女
、
名
は
神か
む

阿あ

多た

都つ

比
賣
。
ま
た
の
名
は
木こ

の
花は
な

の
佐さ

久く

夜や

毘
賣
と
ま
を
す
」
と
ま
を
し
た
ま
ひ

き
。（
…
）
こ
こ
に
詔
り
た
ま
は
く
、「
吾
、
汝
に
目ま
ぐ
は
ひ合
せ
む
と
思
ふ
は
い
か
に
」
と
の
り
た
ま
へ
ば
答
へ
白
さ
く
、「
僕あ

は
え
白
さ
じ
。
僕

が
父
大
山
津
見
の
神
ぞ
白
さ
む
」
と
ま
を
し
た
ま
ひ
き
。
か
れ
そ
の
父
大
山
津
見
の
神
に
乞
ひ
に
遣
は
し
し
時
に
、
い
た
く
歡よ
ろ
こ喜
び
て
、
そ

の
姉
石い
は
な
が長
比
賣
を
副
へ
て
、
百も
も
と
り取
の
机
つ
く
ゑ

代し
ろ

の
物
を
持
た
し
め
て
奉
り
出だ

し
き
。
か
れ
こ
こ
に
そ
の
姉
は
、
い
と
醜み
に
くき
に
因
り
て
、
見か
し
こ畏
み

て
、
返
し
送
り
た
ま
ひ
て
、
た
だ
そ
の
弟お
と

木こ

の
花は
な

の
佐さ

く

や
久
夜
賣
毘
を
留
め
て
、
一ひ
と
よ宿

婚
み
と
あ
た
はし

つ
。
こ
こ
に
大
山
津
見
の
神
、
石い
は
な
が長

比
賣
を

返
し
た
ま
へ
る
に
因
り
て
、
い
た
く
恥
ぢ
て
、
白
し
送
り
て
言ま
を

さ
く
、「
我あ

が
女
二ふ
た
り人

竝
べ
た
て
ま
つ
れ
る
由ゆ
ゑ

は
、
石
長
比
賣
を
使
は
し
て

は
、
天
つ
神
の
御
子
の
命
み
い
の
ちは
、
雪
零ふ

り
風
吹
く
と
も
、
恆
に
石い
は
の
如
く
、
常と
き
は磐
に
堅か
き
は磐
に
動
き
な
く
ま
し
ま
さ
む
。
ま
た
木こ

の
花は
な
の
佐さ

く

や
久
夜

毘
賣
を
使
は
し
て
は
、
木
の
花
の
榮
ゆ
る
が
ご
と
榮
え
ま
さ
む
と
、
誓う
け

ひ
て
貢た
て
ま
つ進

り
き
。
こ
こ
に
今
石い
は
な
が長

比
賣
を
返
さ
し
め
て
、
木こ

の
花は
な

の

佐さ

く

や
久
夜
毘
賣
を
ひ
と
り
留
め
た
ま
ひ
つ
れ
ば
、
天
つ
神
の
御
子
の
御み
い
の
ち壽

は
、
木
の
花
の
あ
ま
ひ
の
み
ま
し
ま
さ
む
と
す
」
と
ま
を
し
き
。
か

れ
こ
こ
を
以
ち
て
今
に
至
る
ま
で
、
天
す
め
ら
み
こ
と

皇
た
ち
の
御
命
長
く
ま
さ
ざ
る
な
り
。

　

こ
こ
で
主
人
公
の
契
る
木
の
花
の
佐
久
夜
姫
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
美
し
い
花
を
つ
け
る
自
然
の
栄
え
を
表
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、
須
佐

之
男
命
の
八
岐
の
大
蛇
成
敗
譚
に
続
く
く
だ
り
で
は
、
そ
の
姉
妹
で
あ
る
木
の
花
の
知
流
姫
へ
の
言
及
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
う
や
ら
佐
久
夜

と
知
流
は
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
木
の
花
の
両
面
性
を
現
し
て
い
る
と
思
わ
る
。
美
し
い
花
は
咲
き
、
し
か
し
そ
れ
は
枯
れ
、
あ
る
い
は
散
り
落
ち
る

が
、
再
び
花
を
つ
け
る
。
自
然
の
全
体
を
見
る
と
、
枯
れ
落
ち
る
花
、
朽
ち
る
樹
木
、
す
べ
て
が
移
ろ
い
と
再
生
の
運
命
の
中
に
あ
る
。
一
方

で
、
石
長
比
賣
の
顕
す
も
の
は
時
の
流
れ
に
抗
う
持
続
だ
が
、
そ
れ
も
永
遠
と
い
う
も
の
の
中
で
は
一
時
の
移
ろ
い
に
過
ぎ
な
い
。
石
長
と
木

の
花
の
佐
久
夜
を
贈
ろ
う
と
し
た
山
の
神
の
意
図
に
反
し
（
こ
れ
も
タ
ブ
ー
の
侵
犯
の
モ
チ
ー
フ
を
隠
し
て
い
る
よ
う
だ
）、
木
の
花
の
佐
久
夜

だ
け
と
契
っ
た
天
つ
日
高
日
子
番
の
邇
邇
藝
の
命
の
運
命
、
さ
ら
に
は
そ
の
子
孫
の
運
命
は
こ
の
選
択
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
あ
る
選
択
を
し
て
、

二
つ
の
幸
の
一
つ
を
失
う
が
、
も
う
一
つ
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
典
型
的
な
説
明
譚
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
、

人
間
は
、
時
に
抗
い
永
続
す
る
力
は
失
っ
た
が
、
そ
の
生
に
華
や
ぎ
は
あ
る
の
だ
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
「
天
つ
神
の
御
子
の
御み
い
の
ち壽
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は
、
木
の
花
の
あ
ま
ひ
の
み
ま
し
ま
さ
む
と
す
」
の
正
確
な
意
味
は
わ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
ま
た
木こ

の
花は
な

の
佐さ

く

や
久
夜
毘
賣
を
使
は
し

て
は
、
木
の
花
の
榮
ゆ
る
が
ご
と
榮
え
ま
さ
む
と
、
誓う
け
ひ
て
貢た
て
ま
つ進
り
き
」
と
先
の
箇
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
こ
も
「
木
の
花
の
よ
う
な

榮
・
華
や
ぎ
の
み
」
と
解
釈
し
た
い
。
佐
久
夜
は
人
生
の
比
喩
と
し
て
の
意
味
で
も
華
や
ぎ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
本
稿
で
は
倉
野
の
「
木

の
花
の
よ
う
に
た
だ
も
ろ
く
は
か
な
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
（p.69

）」、
あ
る
い
は
そ
れ
を
踏
襲
し
た
「
天
つ
神
の
御
子
の
ご
寿
命
は
、

木
の
花
の
よ
う
に
は
か
な
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
（p.188

）」
と
い
う
次
田
の
解
釈
に
異
を
唱
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
黄
泉
の
国
下
り
の
話

が
、
人
間
の
生
理
的
な
死
と
誕
生
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
現
世
の
無
常
と
、
し
か
し
そ
れ
を
一
時
的
に
し
ろ
慰
め
る
華
や
ぎ
を
説

明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
話
は
多
少
な
り
と
も
異
類
婚
姻
譚
の
要
素
を
色
濃
く
残
し
た
話
だ
が
、
最
後
に
、『
古

事
記
』
中
イ
ザ
ナ
ギ
の
黄
泉
の
国
下
り
の
箇
所
に
あ
た
っ
て
み
た
い
。
黄
泉
の
国
下
り
で
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
と
そ
れ
に
続
く
新
た
な
存
在
様
式
と

し
て
彼
岸
の
世
界
は
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
一
般
に
言
え
ば
「
死
」
の
世
界
で
あ
る
。

　

か
れ
左
の
御み
み
づ
ら髻

に
刺
さ
せ
る
湯ゆ

津つ

爪つ
ま

櫛ぐ
し

の
男
柱
一ひ
と
つ箇

取
り
闕か

き
て
、
一ひ
と

つ
火び

燭と
も

し
て
入
り
見
た
ま
ふ
時
に
、
蛆う

じ

た
か
れ
こ
ろ
ろ
ぎ
て
、
頭

に
は
大お
ほ

雷
い
か
づ
ち

居
り
、
胸
に
は
火ほ

の
雷
居
り
、
腹
に
は
黒
雷
居
り
、
陰ほ
と

に
は
拆さ
く

雷
居
り
、
左
の
手
に
は
若わ
き

雷
居
り
、
右
の
手
に
は
土つ
ち

雷
居
り
、

左
の
足
に
は
鳴な
る

雷
居
り
、
右
の
足
に
は
伏ふ
し

雷
居
り
、
幷
は
せ
て
八
く
さ
の
雷
神
成
り
居
り
き
。

　

こ
こ
に
伊
耶
那
岐
の
命
、
見み

畏か
し
こ
み
て
逃
げ
還
り
た
ま
ふ
時
に
、
そ
の
妹
伊
耶
那
美
の
命
、「
吾
に
辱は

ぢ

見
せ
つ
」
と
言
ひ
て
、
す
な
は
ち

黄よ
も
つ泉

醜し
こ

女め

を
遣
し
て
追
は
し
め
き
。

　
「
蛆う

じ

た
か
れ
こ
ろ
ろ
ぎ
て
（
…
）
幷
は
せ
て
八
く
さ
の
雷
神
成
り
居
り
き
」
は
鮮
烈
な
描
写
だ
が
、
死
体
に
わ
き
、
ざ
わ
め
き
立
つ
よ
う
な
無

数
の
蛆
は
、
む
し
ろ
死
が
生
み
出
す
全
く
新
た
な
生
命
の
旺
盛
な
ざ
わ
め
き
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
死
は
黄
泉
の
国
に
あ
っ
て
さ

え
、
沸
き
立
つ
命
の
側
面
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
「
八
く
さ
」、
つ
ま
り
無
限
の
神
の
新
た
な
誕
生
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
新
た
な
る
生
成
と
し
て
の
死
、
豊
穣
と
し
て
の
死
を
見
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
恐
れ
を
抱
い
て
逃
げ
出
す
イ
ザ
ナ
ギ
を
前
に
、「
吾
に
辱
を

見
せ
つ
」
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
言
う
。
自
ら
を
不
浄
で
恐
ろ
し
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
の
恥
辱
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ザ
ナ
ミ
は
逃
げ
出
す
イ
ザ
ナ
ギ

に
対
し
、「
黄
泉
醜
女
を
遣
し
て
追
は
し
め
き
」
と
あ
る
。
イ
ザ
ナ
ギ
目
線
か
ら
見
れ
ば
、「
辱
を
見
せ
」
ら
れ
た
こ
と
へ
の
意
趣
返
し
で
、
こ
の

「
ケ
ガ
レ
」
の
時
空
へ
と
今
は
ま
だ
此
岸
の
世
に
あ
る
イ
ザ
ナ
ギ
を
も
引
き
込
ん
で
し
ま
お
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ

の
黄
泉
醜
女
も
、
そ
の
追
跡
に
お
い
て
こ
れ
ま
た
生
の
力
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
す
の
で
あ
る
。「
黒く
ろ

御み
か
づ
ら鬘

を
投
げ
棄う

て
た
ま
ひ
し
か
ば
、
す
な

は
ち
蒲え
び
か
づ
ら子生な

り
き
。
こ
を
摭ひ
り

ひ
食は

む
間
に
逃
げ
行い

で
ま
す
を
、
な
ほ
追
ひ
し
か
ば
、
ま
た
そ
の
右
の
御
髻
に
刺
さ
せ
る
湯
津
爪
櫛
を
引
き
闕
き
て

投
げ
棄う

て
た
ま
へ
ば
、
す
な
は
ち
笋
た
か
む
な生な

り
き
。
こ
を
拔
き
食は

む
間
に
、
逃
げ
行
で
ま
し
き
」。

　

こ
の
箇
所
は
イ
ザ
ナ
ギ
の
視
点
か
ら
見
る
と
民
俗
学
で
言
う
「
呪
的
逃
走
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
が
、
黄
泉
醜
女
を
フ
ォ
ー
カ
ス
に
す
え
る

と
、
こ
の
追
跡
は
激
し
い
飢
え
と
食
欲
の
印
を
通
し
て
、
死
者
の
世
界
の
生
へ
の
執
着
と
生
の
汪
溢
を
パ
ラ
ド
ク
サ
ル
に
、
見
せ
つ
け
て
く
れ
る

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
産
屋
を
覗
か
れ
た
豊
玉
姫
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
。「
こ
こ
に
豐と
よ
た
ま玉

毘
賣
の
命
、
そ
の
伺か
き
ま
み見

た
ま
ひ
し
事
を
知
り
て
、
う
ら
恥や
さ

し
と
お
も
ほ
し
て
、
そ
の
御
子
を
生
み
置
き
て
白
さ
く
、『
妾あ
れ

、
恆
は
海う
み
つ
ぢ道

を
通
し
て
、
通
は
む
と
思
ひ
き
。
然
れ
ど
も
吾
が
形
を
伺か
き
ま
み見

た
ま
ひ

し
が
、
い
と
怍は
づ
かし

き
こ
と
』
と
ま
を
し
て
」
と
あ
る
。
三
輪
山
伝
説
の
『
日
本
書
紀
』
版
で
も
、
蛇
体
の
姿
に
驚
く
相
手
に
対
し
、
大
物
主
は

「
大
神
恥
ぢ
て
」
と
あ
り
、「
汝
、
忍
び
ず
し
て
吾
に
辱
せ
つ
」（p.292

）
と
言
う
の
で
あ
る
。「
吾
に
辱
を
見
せ
つ
」
と
は
し
た
が
っ
て
、
タ
ブ

ー
を
破
っ
て
、
生
で
は
あ
ら
ざ
る
も
の
（
こ
こ
で
は
否
生
と
呼
ぶ
）
の
姿
を
見
て
し
ま
っ
た
配
偶
者
に
対
し
、
こ
の
否
生
の
世
界
の
も
の
が
発
す

る
言
葉
で
あ
る
。
生
者
か
ら
す
れ
ば
、
否
生
の
世
界
は
直
感
的
に
怖
れ
と
忌
み
の
対
象
で
あ
り
、「
死
」
で
あ
り
「
ケ
ガ
レ
」
と
な
る
。
イ
ザ
ナ

ギ
が
黄
泉
醜
女
や
イ
ザ
ナ
ミ
本
人
の
追
跡
か
ら
な
ん
と
か
逃
れ
得
て
、
行
っ
た
最
初
の
行
為
は
「
ミ
ソ
ギ
」
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
す
必
要
が
あ

る
（
死
せ
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
忌
む
べ
き
対
象
と
し
て
の
描
写
は
後
の
再
録
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
の
版
に
お
い
て
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

「
膿
湧
き
蛆
流
る
」p.44

「
張
満
れ
太
高
へ
り
」p.54

）。
豊
玉
姫
の
逸
話
で
産
屋
を
建
て
て
こ
も
る
こ
と
は
生
み
の
「
ケ
ガ
レ
」
と
結
び
つ
い
て

い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
否
生
は
「
ケ
ガ
レ
」
で
あ
り
、
そ
ん
な
姿
を
生
者
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
否
生
の
者
に
と
っ
て
「
恥
ず
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べ
き
こ
と
に
違
い
な
い
」
と
い
う
生
者
側
の
感
情
の
投
影
が
行
わ
れ
た
結
果
の
セ
リ
フ
だ
ろ
う
。
が
、
否
生
は
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
生
者
側
の
感
情

の
外
側
に
あ
る
は
ず
だ
し
、
否
生
を
「
死
＝
ケ
ガ
レ
」
と
す
る
の
は
生
者
に
と
っ
て
自
ら
の
両
目
を
覆
い
隠
す
よ
う
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ

の
こ
と
と
見
る
な
の
タ
ブ
ー
が
通
底
し
て
い
る
の
は
直
感
的
に
理
解
可
能
で
あ
る
。
見
て
し
ま
う
こ
と
で
、
生
者
は
否
生
の
世
界
を
「
ケ
ガ
レ
」

「
死
」
と
断
じ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
、
民
話
に
現
れ
る
よ
う
に
実
は
「
見
る
な
＝
見
ろ（

（（
（

」
で
あ
る
と
す
れ
ば
こ
の
タ
ブ
ー
は
大

変
に
意
味
深
い
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
生
者
の
感
情
の
投
影
は
、
換
言
す
れ
ば
生
者
の
側
か
ら
否
生
の
も
の
に
「
恥
を
か
か
せ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
罪
悪
感
に
つ
な
が
っ
て
い

く
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
生
者
と
否
生
の
神
的
な
も
の
と
の
あ
い
だ
に
別
れ
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
生
者
と
否
生
の
も

の
、
人
間
界
と
自
然
界
の
間
の
完
全
な
調
和
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
解
釈
上
の
な
り
ゆ
き
だ
と
考
え
る
。
人
間
が
こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
こ

れ
か
ら
も
永
劫
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
否
生
で
あ
り
否
死
で
も
あ
る
と
い
え
る
自
然
界
（
そ
し
て
そ
れ
と
渾
然
一
体
化
し
た
超
自
然
）
と
の
不
調

和
を
こ
の
解
釈
が
説
明
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
大
物
主
の
場
合
は
古
代
の
蛇
神
信
仰
の
問
題
も
あ
り
、
水
の
恵
み
を
司
る
神
で
あ
る
一

方
、
祖
霊
に
つ
な
が
る
と
は
い
え
死
の
世
界
の
ケ
ガ
レ
、
蛇
と
い
う
生
き
物
自
体
へ
の
嫌
悪
も
相
ま
っ
て
、
神
聖
と
ケ
ガ
レ
の
両
価
性
を
持
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
い
っ
そ
う
こ
の
罪
悪
感
は
深
刻
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
恥
を
か
か
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
大
物
主
が
姫
に
か
け
る
お

返
し
の
言
葉
「
吾
還
り
て
汝
に
辱
せ
む
」（『
日
本
書
紀
』p.292
）
や
、
古
事
記
で
語
ら
れ
る
疫
病
を
も
た
ら
す
祟
り
神
の
側
面
か
ら
も
説
明
が

で
き
る
。
い
ず
れ
も
人
間
の
内
心
の
お
そ
れ
と
罪
の
意
識
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
自
然
界
と
の
離
別
の
テ
ー
マ
に
恥
と
い
う
感
情
が
使
わ
れ
る
こ
と
自
体
か
ら
、
古
代
日
本
か
ら
日
本
人
の
最
も
忌
む
べ
き
社
会
的

感
情
の
基
層
に
、「
恥
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
暴
論
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
近
共
訳
し
た
『
感
情
の
歴
史
Ⅰ
』
の
あ

と
が
き（

（（
（

で
筆
者
は
こ
の
恥
の
感
情
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
実
は
日
本
古
代
の
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
恥
に
つ
い
て
、
時
代
錯
誤
を
承
知
の
上
で
語
る

誘
惑
に
さ
え
駆
ら
れ
た
（
結
局
そ
れ
は
見
送
っ
た
）。
以
下
の
引
用
が
筆
者
の
あ
と
が
き
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
「
恥
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
湧
き
上
が
る
、
身
体
的
サ
イ
ン
も
備
え
た
主
要
感
情
だ
。
そ
し

て
お
そ
ら
く
た
い
へ
ん
に
人
間
的
だ
。「
恥
を
知
る
」
動
物
は
そ
う
そ
う
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
菊
と
刀
』

の
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
ま
り
に
大
き
い
の
で
、
多
く
の
日
本
人
は
こ
の
感
情
に
意
識
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
恥
を
日
本

人
の
心
性
を
支
配
す
る
主
要
な
感
情
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
、
な
か
ん
ず
く
米
国
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
社
会
の
道
徳
の
源
泉
で
あ
る
「
罪
」
と
対

比
さ
せ
た
の
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
（『
菊
と
刀
』
越
智
敏
之
・
越
智
道
雄
訳
、
平
凡
社
文
庫 p.274

）。
確
か
に
、
こ
の
著
作
が
出
て

八
十
年
近
く
に
な
る
こ
ん
に
ち
で
も
、
世
間
体
を
気
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
わ
り
へ
の
同
調
気
質
と
も
関
連
し
て
い
る
「
恥
」
の
文
化

を
わ
れ
わ
れ
は
ひ
き
ず
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。
が
同
時
に
、
こ
の
「
恥
」
の
意
識
は
、
単
に
世
間
の
評
価
や
判
断
を
前
に
し
た
も
の
に
と
ど

ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
世
間
と
は
無
関
係
に
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
あ
る
視
線
、
あ
る
審
判
の
意
識
が
内
在
化
さ
れ
、
そ
の
基
準
に
お
い
て
い

ろ
ん
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
湧
き
上
が
る
感
情
で
あ
る
。

日
本
古
代
に
お
け
る
異
類
婚
姻
譚
、
そ
の
契
が
タ
ブ
ー
の
侵
犯
に
よ
っ
て
崩
れ
る
際
の
「
恥
」
の
意
味
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
深
い
次
元
を
持
つ
も

の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
す
で
に
古
代
に
お
い
て
日
本
人
の
心
性
の
重
要
な
根
幹
を
形
作
っ
て
い
た
の
で
は
と
す
ら
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

最
後
に
、
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

豊
玉
が
見
せ
る
う
ね
る
フ
カ
の
姿
、
大
物
主
が
顕
す
蛇
体
、
大
山
津
見
の
神
と
そ
の
二
人
の
娘
、
す
な
わ
ち
石
長
と
木
の
花
の
佐
久
夜
が
表
す

も
の
を
考
え
合
わ
せ
た
と
き
、
そ
れ
ら
は
あ
る
い
は
動
植
物
が
姿
を
現
し
て
は
消
え
て
い
く
自
然
界
の
表
現
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
海
の
彼
方

の
国
が
「
此
岸
」
の
時
間
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
（
浦
島
伝
説
を
思
い
出
せ
ば
良
い
）、
此
岸
の
世
界
と
は
別
次
元
の
時
間
・
空
間
に
あ
る
も
の

で
あ
る
。
我
々
が
生
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
時
空
を
「
此
岸
」
す
な
わ
ち
生
の
時
空
だ
と
し
た
ら
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
を
本
論
で
は
否
生
と

よ
ぶ
こ
と
に
し
た
。
と
は
い
え
否
生
は
此
岸
の
否
定
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
死
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
単
純
化
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
わ

れ
わ
れ
は
誰
も
死
を
経
験
し
て
い
な
い
。
死
を
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
死
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
生
で
は
な
い
も
の
、
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つ
ま
り
否
生
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
（
ま
し
て
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
原
罪
の
結
果
と
し
て
の
悪
、
そ
こ
か
ら
贖
罪
や
赦
し
に

よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
）。

　

肉
体
の
活
動
は
終
わ
り
を
告
げ
る
。
お
そ
ら
く
肉
体
が
演
出
す
る
神
経
系
統
の
表
象
も
終
わ
り
を
告
げ
る
。
そ
の
結
果
と
は
「
も
と
も
と
の
も

の
」
で
し
か
な
い
。
否
生
は
「
も
と
も
と
の
も
の
」・
本
然
な
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
明
滅
す
る
よ
う
に
現
れ
た
人
間
・
個
人
個
人
は
そ
の
個
人

の
神
経
系
統
に
よ
っ
て
自
身
の
時
間
と
空
間
を
表
象
し
、
そ
れ
が
世
界
で
あ
る
と
思
い
・
感
じ
る
が
、
否
生
を
十
全
に
理
解
し
、
感
じ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
で
は
そ
ん
な
「
も
と
も
と
の
も
の
」
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
完
全
に
除
外
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
直
感
も
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
の
神
経
系
統
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
が
、
そ
の
神
経
系

統
が
「
も
と
も
と
の
も
の
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
も
と
も
と
の
も
の
」
を
わ
れ
わ
れ
は

自
然
の
中
に
感
じ
よ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
然
と
対
峙
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
自
然
な
の
で
あ
る
か
ら
。
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本
稿
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下
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版
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m
édiéval, http://catalog.bfm

-corpus.org/m
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本
稿
に
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る
『
古
事
記
』
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の
引
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田
の
阿
礼
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万
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田
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釈
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文
庫
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文
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発
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。
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。
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あ
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。
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。
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こ
の
時
に
海
を
光て
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し
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依
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來
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神
あ
り
。（
…
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吾あ

を
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倭
や
ま
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と
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き
。
こ
は
御み

諸も
ろ
の
山
の
上

に
ま
す
神
な
り
。

（
（（
） 

ご
興
味
を
い
た
だ
け
る
方
は
、
拙
著
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。『
ペ
ロ
ー
童
話
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
』
1
9
9
6
、『
少
女
が
知
っ
て
は
い
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