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−ヴィエスワフ・コタンスキ著『日本の神々の遺産』意訳・その４−
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Abstract
　The late Dr. Wiesław KOTAŃSKI （1915-2005） at Warsaw University in 
Poland has been studied in the KOJIKI throughout his life-time. This paper is 
free translation from the fragment, the Chapter 4 of PartⅡ, of his main work 
entitled ”Dziedzictwo Japonskich Bogów”（Heritage kept in the Japanese 
Deities）.
　He insisted that the messages for the better life, which might be meaningful 
even in the modern world, are left in the KOJIKI could be found by analyzing 
the epithet of the deities appeared in the KOJIKI. In this paragraph he anlysed 
the meaning and the function of the Diety whose name is Wumasi'asikabïfikodi 
which appeared just after two deities, Takamimusufi and Kamimusufi.
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は
じ
め
に　

訳
者
よ
り

　

本
稿
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
日
本
研
究
の
今
日
の
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た
故

ヴ
ィ
エ
ス
ワ
フ
・
コ
タ
ン
ス
キ
博
士
（
一
九
一
五
〜
二
〇
〇
五
）
の
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
『
古
事
記
』
の
解
読
の
集
大
成
で
あ
る”D

ziedzictw
o 

Japońskich Bogów
”

（
日
本
の
神
々
の
遺
産
）
の
一
節
を
意
訳
し
て
紹
介

す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
同
書
の
四
十
分
の
一
程
度
に
過
ぎ
な
い
僅
か

の
部
分
だ
が
、
こ
こ
に
も
同
博
士
の
『
古
事
記
』
の
解
読
つ
ま
り
そ
の
『
古

事
記
』
の
独
特
の
理
解
に
基
づ
い
た
神
名
の
解
釈
が
窺
え
る
。
同
書
の
概
要

は
、
本
紀
要
第
二
十
四
巻
第
二
号
に
発
表
し
た
「
す
べ
て
は
混
沌
か
ら
始
ま

る
」
の
「
は
じ
め
に
」
で
記
述
し
た
。
そ
れ
は
、
右
の
書
の
第
Ⅱ
部
第
二
章

だ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
本
紀
要
の
第
二
十
五
巻
第
二
号
に
は
、
同
書
の
第
Ⅲ

部
第
一
章
「
太
陽
神
統
治
体
制
の
基
盤
の
生
成
」
の
部
分
を
意
訳
し
て
紹
介

し
、
さ
ら
に
、
本
紀
要
第
二
十
八
巻
第
二
号
に
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
神
の
直
前
に
登
場
し
て
い
る
二
柱
の
神
々
を
考
察
し
た
「
自
然
界
に

お
け
る
永
久
運
動
は
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
の
か
」
を
紹
介
し
た
。
そ
れ

は
同
書
の
第
Ⅱ
部
第
三
章
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
は
、
そ
れ
に
続
く
、
同
書
の

第
Ⅱ
部
第
四
章
の
部
分
で
あ
る
。

　
「
意
訳
」
と
し
た
所
以
に
つ
い
て
は
、
本
紀
要
前
号
第
二
十
八
巻
第
二
号

に
掲
載
さ
れ
た
意
訳
論
文
の
「
は
じ
め
に
」
に
述
べ
た
。

　

今
回
は
、『
古
事
記
』
研
究
の
伝
統
的
流
れ
の
立
場
か
ら
は
、
訳
者
自
身

も
奇
異
と
も
映
ず
る
不
安
も
残
る
コ
タ
ン
ス
キ
博
士
の
独
特
の
神
名
解
釈
に

つ
い
て
、
そ
の
結
果
が
出
て
く
る
基
本
的
な
原
理
つ
ま
り
同
博
士
の
『
古
事

記
』
解
読
の
方
法
論
に
お
け
る
最
も
根
本
的
な
二
点
の
原
則
を
述
べ
て
お
く
。

　

そ
の
一
つ
は
、
神
々
の
出
現
す
る
順
序
に
も
宇
宙
生
成
と
固
成
化
の
経
過

が
反
映
し
て
い
て
、
そ
の
順
序
は
決
し
て
恣
意
的
で
は
な
い
と
す
る
点
で
あ

る
。『
古
事
記
』
に
出
現
し
て
い
る
神
々
は
、『
古
事
記
』
の
主
題
の
一
つ
で

あ
る
修
理
固
成
是
多
陀
用
幣
流
之
國
（
こ
の
た
だ
よ
へ
る
く
に
を　

つ
く
り

か
た
め
な
せ
と
）
と
い
う
天
神
の
指
令
を
実
現
さ
せ
る
使
命
を
個
々
に
担
う

だ
け
で
は
な
く
、
神
々
全
体
で
そ
の
使
命
を
担
い
、
そ
の
分
担
の
内
容
は
、

個
々
の
神
の
名
と
と
も
に
そ
の
出
現
順
序
に
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の

で
あ
る
。

　

ま
た
、
神
々
の
出
現
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
が
進
行
す
る
経
緯
に
つ
い
て

も
、
従
来
の
研
究
に
頻
繁
に
見
え
る
、
あ
る
物
語
が
そ
こ
に
あ
る
の
は
た
ま

た
ま
混
入
し
た
も
の
だ
、
と
見
る
こ
と
は
し
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
物
語
が

『
古
事
記
』
の
中
で
置
か
れ
た
位
置
に
つ
い
て
、
そ
の
恣
意
性
を
認
め
て
『
古
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事
記
』
が
様
々
な
要
素
が
混
合
し
た
結
果
の
書
物
だ
と
す
る
見
解
は
否
定
す

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
神
々
が
出
現
し
た
順
序
や
個
々
の
物
語
は
恣
意
的
に
偶

然
に
そ
の
位
置
に
置
か
れ
て
語
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。『
古
事
記
』
は
相

互
の
関
連
性
の
な
い
部
分
が
混
在
し
た
作
品
だ
、
と
い
う
解
釈
を
捨
て
て
、

『
古
事
記
』
の
物
語
の
流
れ
に
、
一
貫
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
と
い
う

作
品
と
し
て
の『
古
事
記
』の
統
一
し
た
編
纂
意
図
を
、部
分
か
ら
で
は
な
く
、

全
体
を
視
野
に
入
れ
て
解
釈
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
例
え
ば
、
冒
頭
の
神
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
の
場
合
に
つ

い
て
、
こ
の
神
が
天
を
造
り
上
げ
て
主
宰
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
神

が
出
現
し
た
と
き
に
は
す
で
に
も
う
高
天
原
は
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
神

の
使
命
は
、
天
を
統
括
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
地
上
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
天

上
界
を
「
修
理
固
成
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
従
来
の
、
そ
の
神
が
天

の
中
心
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
一
端
無
視
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
検
討
に
進
む
と
き
、
神
名
の
意
味
は
表
記
さ
れ
た
漢
字
で
は
な
く
音

に
隠
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
解
読
す
る
こ
と
が
神
名
の
本
当
の
意
味
の
理
解

と
な
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
コ
タ
ン
ス
キ
博
士
の
『
古
事
記
』

解
読
の
た
め
の
も
う
一
つ
の
大
原
則
で
あ
る
。
意
味
を
持
っ
た
文
字
で
書
か

れ
た
そ
の
意
味
を
そ
の
ま
ま
無
条
件
に
は
受
け
入
れ
ず
に
、
漢
字
は
表
音
文

字
と
し
て
、
言
い
換
え
る
と
、
い
わ
ば
万
葉
仮
名
と
し
て
、
そ
の
意
味
の
把

握
に
取
り
組
み
、
分
析
と
考
察
に
踏
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
神
名
の

音
か
ら
形
態
素
を
抽
出
し
て
、
初
め
て
意
味
が
確
定
さ
れ
る
、
と
し
て
、
神

名
の
意
味
を
考
察
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、コ
タ
ン
ス
キ
博
士
の『
古
事
記
』の
解
読
の
基
本
的
立
場
な
の
で
、

こ
の
こ
と
を
想
定
し
な
が
ら
、
以
下
の
訳
文
で
、
コ
タ
ン
ス
キ
博
士
が
提
言

す
る
『
古
事
記
』
と
く
に
そ
の
神
名
の
新
し
い
解
読
の
方
法
と
「
結
果
」
を

理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
今
、
結
論
と
言
わ
ず
に
結
果
と
言
っ
た

の
は
、
コ
タ
ン
ス
キ
博
士
は
、
常
に
あ
ら
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
探
究
し
続

け
、
自
身
の
解
釈
は
あ
る
時
点
の
結
論
つ
ま
り
そ
の
時
点
で
の
結
果
で
あ
っ

て
、
結
果
は
常
に
再
吟
味
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
考
え
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
書
で
も
、
何
度
か
、
あ
る
年
の
段
階
で
は
斯
く
斯

く
解
釈
し
た
が
、
現
在
は
異
な
る
結
果
を
得
た
、
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

第
Ⅱ
部　



第
３
章　

自
然
界
に
お
け
る
永
久
運
動
は
ど
の
よ
う
に
構

想
さ
れ
た
の
か

Ⅱ
．
４
．
Ａ
．
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ

　

前
節
ま
で
で
、
三
柱
の
神
々
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
三
柱
す
べ
て
の
神
々

は
、
独
神
と
し
て
単
立
の
存
在
で
あ
る
と
表
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ

こ
の
物
語
の
後
に
出
現
し
始
め
る
明
ら
か
に
夫
婦
の
カ
ッ
プ
ル
で
あ
る
神
々

と
区
別
す
る
た
め
の
表
示
で
あ
る
と
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
そ
の
夫
婦
関
係
に
関
し
て
、
た
い
て
い
婚
礼
の
儀
式
は
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
。
た
と
え
儀
式
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
一
人
と

の
結
婚
を
成
立
さ
せ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
儀
式
の
遂
行
が
、
神
々
の

特
権
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
太
古
の
人
々
に
も
付
与
さ
れ
て
い
た
特
典

で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
に
は
頻
繁
な
こ
と

で
は
な
か
っ
た
が
、
神
々
は
伴
侶
を
一
人
に
限
ら
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
、
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異
性
と
の
親
密
な
出
会
い
の
す
べ
て
が
夫
婦
関
係
の
結
び
つ
き
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

日
本
の
特
に
宗
教
学
の
論
文
で
、
こ
の
独
神
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
多
す

ぎ
る
と
言
い
た
い
ほ
ど
の
注
釈
が
繰
り
返
さ
れ
、
例
え
ば
、
独
神
が
子
孫
を

持
つ
こ
と
を
問
題
に
し
て
論
ず
る
等
々
の
枝
葉
末
節
な
問
題
に
堂
々
巡
り
を

し
て
い
る
。
明
ら
か
に
こ
れ
ら
の
問
題
は
本
質
的
で
は
な
い
し
、
父
が
子
を

儲
け
る
の
は
夫
婦
が
成
立
し
た
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
側
室
か
ら
で
も
子

孫
は
生
ま
れ
、
神
道
の
考
え
方
で
は
、
結
婚
は
何
か
高
尚
な
こ
と
だ
と
は
全

く
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
も
古
い
始
源
の
神
々
は
両
性
具

有
で
、
そ
の
神
々
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
神
の
生
成
で
独
立
性
を
示
し
て
い

る
神
々
が
存
在
す
る
よ
う
に
独
り
で
充
足
し
て
い
る
独
行
の
能
力
を
発
揮
し

て
い
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
見
解
を
参
考
に
、
推
定
し
て

考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
の
こ
こ
ま
で
で
、
ま
だ
検
討
し
て
い
な
い
独
神
の
神
々
の
四
つ
の

名
称
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
形
態
的
か
つ
意
味
の
理
解
の
点
で
最
も

複
雑
な
名
前
は
、Kam

im
usifi 

カ
ミ
ム
ス
ヒ 

の
す
ぐ
後
に
現
れ
て
い
る 

W
um

asi’asikabifikodi 

ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ 

だ
ろ
う
。

　

す
で
に
八
世
紀
の
『
古
事
記
』
の
編
纂
者
た
ち
に
も
、
こ
の
神
の
名
は
全

く
理
解
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
言
う
の
は
、
読
者
に
と
っ
て
は
意

味
論
的
な
解
釈
の
際
に
自
由
な
選
択
の
余
地
が
残
さ
れ
て
は
い
な
が
ら
も
、

神
名
が
音
写
さ
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
書
き
記
す
た
め
に
用
い
ら

れ
た
表
意
文
字
の
図
像
的
な
原
理
に
基
づ
い
た
解
釈
を
適
用
す
れ
ば
、
そ
れ

で
神
名
の
正
し
い
意
味
の
把
握
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
制
約
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
神
の
意
味
の
理
解
が
難
し
い
こ
と
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
は
っ
き
り

さ
せ
る
た
め
に
、
自
明
の
証
拠
は
な
い
も
の
の
、
敢
え
て
次
の
よ
う
な
仮
説

を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
神
は
、
幾
百
年
も
前
か
ら
確
実
に

広
く
誰
も
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
太
古
の
そ
れ
自
身
の
意
義
を
失
っ

て
い
て
、
神
話
が
解
読
さ
れ
る
に
当
っ
て
も
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
語
ら
れ

る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
、
と
。

　

そ
の
よ
う
な
出
来
事
は
、
神
話
の
伝
承
に
よ
く
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
、
幾

つ
も
の
神
々
の
名
が
人
の
記
憶
か
ら
消
え
去
り
、
そ
の
神
の
役
割
が
時
の
経

過
と
と
も
に
無
内
容
で
無
目
的
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
原
理
的
に
は
驚
く

べ
き
こ
と
で
も
な
い
。
文
化
や
文
明
は
絶
え
ず
前
進
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

あ
る
一
つ
の
分
野
が
古
く
な
る
と
、
そ
れ
が
占
め
て
い
た
分
野
に
新
し
い
も

の
が
生
み
出
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
分
野
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
そ
の
保
護
者

た
ち
は
、
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
古
事
記
』
の
編
者
は
、
本
節
で
今
論
じ
て
い

る
こ
の
神
の
名
に
付
随
し
て
い
る
ヒ
ン
ト
と
な
る
形
態
を
そ
の
中
に
入
れ
込

む
こ
と
を
容
認
し
て
い
た
。
そ
の
ヒ
ン
ト
と
は
、
ア
シ
カ
ビ ’asikabi 

と
発

音
す
る
構
成
要
素
に
何
の
疑
念
も
生
じ
さ
せ
ず
に
、「
葦
の
若
芽
」
と
い
う

意
味
が
あ
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、こ
の
神
の
名
の
全
体
は
「
葦

の
伸
び
る
勢
い
の
あ
る
す
ば
ら
し
い
男
性
的
な
力
」
と
い
う
意
味
に
違
い
な

い
。

　

宇
宙
生
成
の
こ
の
よ
う
な
早
い
段
階
に
関
す
る
記
述
の
中
で
、
名
前
を
こ

の
よ
う
に
文
字
の
意
味
通
り
に
書
き
込
む
こ
と
は
完
璧
な
表
記
な
の
だ
ろ
う

が
、
そ
の
名
を
表
記
し
た
好
ま
し
く
な
い
例
外
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
神
名
は
秘
義
と
い
う
本
性
を
も
ち
、
本
名
で
提
示
さ
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
原
初
の
テ
キ
ス

ト
よ
り
も
後
の
時
代
に
記
入
さ
れ
た
注
釈
と
考
え
ら
れ
る
語
句
の
解
釈
の
中
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に
見
え
る
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
る
と
、
口
承
さ
れ
て
き

た
テ
キ
ス
ト
に
は
そ
の
よ
う
な
挿
入
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
で
書
き
加
え
ら
れ
た
内
容
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
翻
訳

す
る
と
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
。

　
　

  　

大
地
が
ま
だ
強
固
に
な
っ
て
い
な
く
て
、
浮
遊
す
る
脂
肪
が
く
ら
げ

が
揺
れ
動
い
て
い
る
よ
う
な
状
態
の
中
で
、「
葦
の
若
芽
」
の
よ
う
に

刻
み
出
さ
れ
た
物
か
ら
次
々
に
出
始
め
た
聖
霊
は
「
葦
の
伸
び
る
勢
い

の
あ
る
す
ば
ら
し
い
男
性
的
な
力
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
も
し
人
々
が
『
古
事
記
』
の
神
話
構
成
に
全
編
を
通
じ
て
支

配
的
な
堅
固
な
一
貫
性
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
な
い
な
ら
、
葦
の
芽
の
よ
う
な

物
が
そ
れ
に
該
当
す
る
神
が
出
現
す
る
前
に
誕
生
す
る
、
と
い
う
矛
盾
し
た

順
序
の
も
つ
意
味
を
問
う
解
釈
は
あ
り
え
な
く
な
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
地
は
ま
だ
固
ま
っ
て
い
な
い
し
、
宇
宙
生
成
の
秩
序
に
ま

だ
反
す
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
男
女
の
形
態
の

区
別
も
可
能
と
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
男
性
（
能
力
）」
の
性

的
役
割
が
利
用
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
と
同
時
に
一
方
で
、
限
定
さ
れ
た
世
界

が
興
隆
す
る
前
の
普
遍
的
世
界
の
状
態
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
、
植
物
学
的

か
つ
動
物
学
的
表
現
が
利
用
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
表
現
の
記
述
の
ま
ま
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
上
代
の
日
本
人
の
神

話
的
説
明
の
論
理
性
に
対
し
て
重
要
な
疑
問
を
抱
く
可
能
性
を
前
も
っ
て
放

棄
し
て
、
疑
問
の
余
地
を
な
く
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
率
直
に

言
っ
て
、
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
研
究
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
考
察
を
可
能
に

す
る
道
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

そ
こ
で
、
誤
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
可
能
性
の
あ
る
す
べ
て
の
注
釈
や
「
葦

の
若
芽
」
の
内
容
に
関
係
し
た
考
察
を
一
旦
放
棄
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
書

で
す
で
に
考
察
し
た
三
番
目
の
神
の
名
前
カ
ミ
ム
ス
ビ
に
直
接
に
関
係
づ
け

な
が
ら
、
こ
の
神
の
名
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
の
別
の
解
釈
を
発
見
し
直

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
に
な
る
。

　

す
で
に
も
う
一
九
八
三
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
筆
者
は
、
ウ
マ
シ
ア
シ
カ

ビ
ヒ
コ
ヂ
の
名
前
に
つ
い
て
、
本
稿
と
異
な
っ
た
証
明
に
基
づ
い
た
翻
訳
を

発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は「
統
合
と
遂
行
の
能
力
を
導
き
出
す
聖
霊
」で
あ
っ

た
。
筆
者
は
同
時
に
、
こ
の
聖
霊
は
、「
生
命
力
を
解
き
放
つ
聖
霊
」
す
な

わ
ち
世
界
を
秩
序
立
て
る
分
野
で
、
確
実
な
意
味
で
、
そ
の
神
に
先
行
す
る

神
々
と
共
同
作
業
を
す
る
神
で
あ
る
、
と
い
う
補
足
的
な
仮
説
を
構
想
し
て

い
た
。
そ
の
と
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

  　

神
話
の
構
想
者
は
、
大
地
の
泥
膏
を
凝
縮
（
統
合
）
さ
せ
て
、
ま
だ

物
資
の
不
足
状
態
が
見
え
て
い
る
そ
の
大
地
に
、
こ
の
神
の
役
割
を
全

う
さ
せ
る
可
能
性
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
物
理
的
な
要
因
と
な
る
も

の
が
必
要
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
神
が
考
え
出
さ
れ
た
際
の
情

況
は
、
大
地
は
ま
だ
出
来
た
ば
か
り
だ
っ
た
し
、
油
が
浮
遊
し
て
い
る

に
も
似
た
状
態
で
、
ク
ラ
ゲ
が
漂
う
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
記
述
に
は
温
度
と
い
う
要
素
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
た
だ
、
凝
固
す
る
状
態
に
見
ら
れ
る
温
度
は
予
想
さ
れ
て
い
た
の

だ
が
、
新
し
く
出
現
し
た
聖
霊
が
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大

地
が
固
定
す
る
と
い
う
そ
の
見
込
み
を
保
証
す
る
こ
と
が
見
落
と
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
と
き
に
、
マ
グ
マ
の
動
き
や
そ
の
塊
の
移
動
や
海
洋
の

原
質
が
深
み
に
入
っ
て
冷
や
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
そ

う
し
て
、
陥
没
や
縮
小
化
を
取
り
繕
っ
て
、
大
地
を
円
滑
な
原
野
に
す

る
天
界
の
能
力
を
保
証
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
六
年
に
な
っ
て
、
こ
の
名
前
に
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
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た
右
記
の
よ
う
な
記
述
は
、
単
な
る
修
辞
な
の
だ
と
考
え
直
し
て
、
こ
う
述

べ
た
。

　
　

  「
集
合
と
完
全
化
の
能
力
の
萌
芽
を
拡
散
さ
せ
る
神
」。
こ
の
神
は
こ
の

よ
う
に
神
々
の
神
殿
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
確
認
で
き
た
と
思
っ

て
い
た
。

　

そ
の
後
、
さ
ら
に
時
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
筆
者
は
、『
日
本
書
紀
』

N
ihongi 

の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
名
称
の
漢
字
の
図
形
が
不
用
意
に
も
重
視
さ

れ
て
い
な
い
解
釈
に
出
会
い
、『
古
事
記
』
の
名
称
も
、
図
形
は
た
だ
そ
の

形
を
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
意
味
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ

と
い
う
確
信
を
強
め
て
い
っ
た
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
表
記
さ
れ
た
そ
の

神
の
本
質
を
示
す
方
法
で
確
実
に
転
写
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
、

そ
の
意
味
論
的
に
似
た
方
法
で
適
応
さ
れ
た
表
記
に
隠
さ
れ
た
意
味
は
、
わ

れ
わ
れ
が
上
代
の
声
調
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
現
さ
せ
る
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
場
合
の
、
そ
こ

に
適
用
さ
れ
た
音
韻
的
見
地
か
ら
の
表
記
は
、
そ
の
再
構
築
を
本
当
に
困
難

に
し
て
い
た
。
付
言
す
る
と
、
異
国
の
文
字
に
よ
っ
て
そ
の
表
記
が
提
示
さ

れ
て
い
た
の
で
、
研
究
の
上
で
懐
疑
的
に
な
る
人
々
は
、
お
そ
ら
く
、
従
来

の
解
釈
に
解
決
の
道
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
従
来
の
再
構
成
に

よ
る
原
初
の
姿
の
再
現
は
信
用
で
き
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

た
だ
、
解
釈
の
拠
り
所
と
な
る
よ
り
よ
い
史
料
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
考

慮
し
な
が
ら
も
、
神
名
の
声
調
の
形
態
は w

u
1m

a
1si 2’a

2si 2ka
2bi 1fi

2ko
1di 2  

だ
っ
た
と
し
て
い
た
。
一
九
八
六
年
の
段
階
で
把
握
し
た
こ
の
配
列
は
今
は 

w
u

2m
a

2si 2’a
?si ?ka

2bi 1fi
2ko

1di 2 

だ
と
確
認
し
て
い
る
。

　

こ
の
名
の
後
半
部
の
総
体
は kabifikodi 

つ
ま
り
「
力
を
ま
き
散
ら
す
任

務
を
与
え
ら
れ
た
神
」
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
、
そ
れ
は
以
前
の
筆
者
の

解
釈
と
変
わ
り
な
く
保
持
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
前
半
部
分
の
解
釈
の
確
認
が

不
足
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
部
分
の
納
得
で
き
る
声
調
の
確
定
が
で

き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
神
が
能
力
を
発

揮
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
新
た
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
言
う

の
は
、si 2-’a

? 

と
い
う
音
節
は
古
代
の
日
本
語
の
形
態
素
が
語
を
構
成
す
る

原
則
か
ら
は
並
ん
で
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
こ
に
は
っ
き
り

と
語
構
成
の
問
題
が
絡
ん
で
い
る
。
そ
う
し
て
、w

um
asi 

が w
um

u 

と

い
う
語
か
ら
派
生
し
た
動
詞
の
形
態
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
あ
り
得

る
こ
と
な
の
で
、『
日
本
書
紀
』
か
ら
知
り
得
るw

u
1 

と
い
う
声
調
の
語
は
、

次
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ａ
）
疲
れ
て
、
困
憊
し
て
、
嫌
々
な
が
ら 

　

ｂ
）
化
膿
す
る
、
腐
敗
す
る
、
壊
れ
る
、
崩
壊
す
る

　
ｃ
）
成
熟
す
る
、
熟
し
す
ぎ
た
状
態
に
な
る

　

ｄ
）
紡
ぐ
、
糸
を
か
け
る
、
巻
く
、
編
む
。

以
上
の
意
味
の
初
め
の
三
つ
は
互
い
に
近
似
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
す
で
に
混
沌
の
神
の
名
に
見
え
て
い
た
「
崩
壊
」
と
い
う
意
味
と

の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
。
考
え
ら
れ
る
四
番
目
の
意
味
は
、
前
の
三
つ
の
意

味
と
は
近
似
性
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
同
時
に
、
前
に
検
討
し
た
二
柱
の
ム

ス
ビ
の
神
の
名
と
は
関
連
が
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
検
討
し
て
い
る
こ
の
新
し
い
神
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
が
、

破
壊
の
能
力
を
呼
び
起
こ
し
て
、
そ
れ
故
に
、
混
沌
の
何
ら
か
の
継
続
者
か

あ
る
い
は
支
持
者
で
あ
る
と
し
た
筆
者
の
従
来
の
解
釈
に
疑
念
を
抱
く
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。と
り
あ
え
ず
、構
成
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
お
く
。’a

2se
2 

+ yi 2ka
2 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
素
と
し
て
の
意
味
を
漢
字
に
当
て
る
と
、

褪
と
厳
が
相
当
す
る
の
で
、「
消
滅
さ
せ
る
力
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
そ



7

国際研究論叢

れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
神
は
、’asika 

と
発
音
さ
れ
る
常
に
汚
さ
れ
て
い
る
存

在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
名
称
全
体
は
、
破
壊
を
減
退
さ
せ
る

能
力
を
拡
散
さ
せ
る
任
務
の
神
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
か

ら
、
実
際
に
は
、
そ
の
神
は
混
沌
の
継
続
者
で
あ
る
こ
と
は
な
く
、
却
っ
て
、

混
沌
を
無
に
す
る
者
で
、
こ
の
よ
う
な
役
割
は
、
古
代
の
「
破
壊
と
活
気
の

欠
落
」
が
「
活
気
が
解
放
さ
れ
る
」
段
階
に
至
っ
た
と
き
に
は
不
可
欠
な
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
、
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
新
た
に
出
現
し
た
神
ウ
マ
シ
ア
シ

カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
と
統
合
と
分
散
化
と
い
う
そ
の
前
に
出
現
し
て
い
る
ム
ス
ビ
の

二
神
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
例

え
ば
、
実
際
に
、
物
質
の
統
合
と
分
散
化
の
過
程
は
、
万
物
を
獲
得
し
た
全

体
を
な
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
す
に
で
周
知
の
よ
う
に
、
現
実
世
界
の
固
成

に
貢
献
す
る
と
い
う
変
化
、
そ
れ
だ
か
ら
崩
壊
の
無
化
と
い
う
変
化
の
他
に
、

こ
の
過
程
の
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
何
の
た
め
に
混
沌
を
無
化
す
る
三
番
目
の
こ
の
神
が
ま
だ

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
は
、
こ
の
明
確
で
な
い
情
況

が
存
在
す
る
理
由
を
示
す
堅
固
な
証
拠
に
欠
け
る
の
で
、
決
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
あ
る
推
定
へ
と
進
む
こ
と
だ
け
が
で
き
る
。
そ

の
推
定
の
一
つ
と
し
て
、
双
方
の
神
話
物
語
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
地
域
で
関
係

な
く
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
類
の
説
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
、
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
の
神
は
、
混
沌
と
対

峙
し
て
い
る
変
化
の
モ
デ
ル
と
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
者
だ
と
い
う
結
論

が
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、今
私
は
、「
葦
の
芽
の
能
力
の
男
性
」

と
い
う
誤
っ
た
翻
訳
を
選
択
す
る
こ
と
に
は
注
目
は
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ

に
近
い
筆
者
の
最
新
の
翻
訳
の
内
容
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
種
ま
く
者
と
し
て
任
命
」
す
る
過
程
の
モ
デ
ル
が
統
合
と
分
散
化
と
い

う
モ
デ
ル
と
関
係
な
く
企
画
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な

ら
、「
崩
壊
を
無
化
さ
せ
る
能
力
」
の
必
要
性
は
、
生
物
学
的
に
否
定
的
な

崩
壊
の
観
察
の
後
に
現
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
も
、
す
で
に
注
意
を
喚
起
し
た

よ
う
に
、
生
物
学
的
に
肯
定
的
な
局
面
を
崇
拝
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
好
ま
し

く
思
わ
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
の
だ
か
ら
、
否
定
的
な
現
象
は
、
し
ば
し
ば

暗
闇
の
中
に
放
置
さ
れ
て
意
識
の
周
辺
の
圏
外
に
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
、

そ
の
真
義
が
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
崩
壊
を
無
化
す
る
力
の
種
蒔
き
役
に
任

じ
ら
れ
た
聖
霊
」
で
あ
る
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
と
い
う
統
合
と
分
散
の

役
を
担
う
聖
霊
と
そ
の
行
動
は
、
混
沌
の
状
態
を
取
り
除
く
た
め
の
神
々
の

責
務
が
何
ら
か
の
程
度
十
分
に
機
能
し
な
い
と
い
う
時
に
関
わ
っ
て
行
動
す

る
、
い
わ
ば
予
備
役
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
、
と
認
め
る
こ
と
が
道
理
に
か

な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
だ
。

　

ど
れ
ほ
ど
多
く
の
統
合
と
分
散
の
力
を
め
ぐ
る
考
え
方
に
あ
っ
て
、
宇
宙

規
模
で
混
沌
と
戦
う
明
白
に
合
理
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
が
思
い
起
こ
さ
れ
て
き

て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
存
在
す
る
物
の
動
き
に
関
与
す
る
こ
と
を

好
ん
で
、
崩
壊
（
混
沌
）
の
掃
滅
を
起
こ
す
有
力
な
力
に
呪
力
を
も
た
せ
る

こ
と
が
適
度
に
必
要
だ
と
考
え
た
人
々
が
い
て
、
誰
も
が
理
性
的
な
体
系
を

信
じ
て
い
た
信
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
様
々
な
競
合
す
る
宇

宙
生
成
の
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
呪
力
を
信
じ
た
の
は
、
高

度
な
教
育
を
受
け
た
階
層
の
人
々
か
ら
生
ま
れ
出
た
の
で
は
な
く
、
率
直
で

や
や
幼
稚
で
民
衆
的
な
考
え
方
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
間
違

い
な
く
利
益
を
も
た
ら
す
祈
願
の
た
め
の
呪
術
的
な
基
盤
を
人
が
素
早
く
実

行
す
る
支
持
者
を
も
つ
こ
と
が
、
一
見
、
大
切
で
都
合
の
良
い
の
だ
と
考
え
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ら
れ
る
の
だ
が
、
率
直
に
言
っ
て
、
呪
術
的
な
基
盤
も
含
め
た
神
道
的
追
求

の
揺
る
ぎ
な
い
堅
固
な
数
々
の
観
念
の
多
く
が
、
さ
ら
に
長
く
維
持
さ
れ
て

い
っ
た
機
会
が
な
く
て
、
忘
れ
ら
れ
た
に
相
違
な
く
、
だ
か
ら
、
こ
の
神
は
、

早
す
ぎ
る
ほ
ど
に
社
会
の
記
憶
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
だ
が
、
そ
の
名
の
音
や
か
す
か
な
内
容
は
長
く
保
存
さ
れ
て
き
て
、

人
々
が
受
け
入
れ
る
に
は
難
解
な
方
法
で
あ
っ
た
が
、
頻
繁
に
様
々
に
解
釈

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
そ
の
中
で
合
理
的
な
モ
デ
ル
が
、
全
体
の

流
れ
の
中
で
生
き
残
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
「
葦
の
若
芽
の
力
」
に
つ
い
て
、
分
析
の
際
に
、
こ
れ
以

上
に
確
証
し
直
す
根
拠
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
結
果
が
偏

に
誤
り
の
無
い
説
だ
と
考
え
て
よ
い
と
、
筆
者
自
身
は
現
時
点
で
思
っ
て
い

る
わ
け
が
、
そ
れ
は
、
以
前
の
解
釈
が
声
調
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
と
い

う
、
言
語
学
的
に
不
十
分
な
立
証
で
あ
っ
て
、
今
は
そ
の
声
調
を
考
慮
す
る

と
い
う
一
歩
進
ん
だ
方
法
に
拠
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
一
方
で
、
い
っ
そ
う
厳

密
に
考
察
す
る
た
め
に
、
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
と
い
う
神
名
の
表
現
を

「
破
壊
を
無
化
す
る
力
」
と
翻
訳
す
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
確
証
づ
け
ら
れ

る
翻
訳
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
百
％
確
実
な
証

明
だ
と
言
い
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
も
思
っ
て
い
る
。

　
「
破
壊
と
消
滅
の
力
」
と
い
う
形
式
で
の
表
現
の
こ
の
理
解
が
正
し
く
な

い
と
す
る
と
、
今
の
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
検
討
し
て
い
る
こ
の
神
が
、
混
沌

を
再
活
性
化
さ
せ
る
目
的
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。
だ
が

そ
れ
は
、
宇
宙
生
成
の
過
程
の
一
貫
し
な
い
歩
み
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
混
沌
と
は
、
避
け
ら
れ
た
い
こ

と
で
あ
り
、
世
界
の
修
理
固
成
の
結
果
と
し
て
、
混
沌
の
再
活
性
化
が
考
慮

に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。


