
神
代
の
意
義

ヂf
藤
　
　
　
益

序
　
論

　
記
紀
を
史
書
と
し
て
規
定
し
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
二
書
が
神
代

の
物
語
を
記
述
の
冒
頭
に
据
え
て
い
る
こ
と
は
、
古
代
人
に
と
っ
て
神
代

が
歴
史
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
ち
な

　
　
　
　
　
　
　
一
↓

み
に
、
宣
命
第
二
詔
は
、

　
　
た
か
ま
の
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ほ
す
め
ろ
者

　
　
高
天
原
に
事
始
め
て
、
遠
天
皇
祖
の
御
世
、
中
、
今
に
至
る
ま
で
に
、

　
　
す
め
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
い
や

　
　
天
皇
が
御
子
の
あ
れ
坐
さ
む
彌
継
ぎ
継
ぎ
に
大
八
島
国
知
ら
さ
む

　
　
つ
ぎ
て

　
　
次
と
…
・
：

と
述
べ
て
、
歴
史
を
四
段
階
に
区
分
し
、
そ
の
第
一
段
階
に
神
代
を
置
く

歴
史
観
（
時
代
区
分
観
）
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
萬
葉
集
に
も
、
現
実
の

事
物
一
あ
る
い
は
事
象
や
事
態
）
の
神
代
以
来
の
連
続
性
に
言
及
す
る
歌
が

散
見
す
る
一
後
掲
）
。
し
た
が
っ
て
、
か
り
に
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
常
識
的

思
惟
が
、
神
代
を
歴
史
の
一
部
と
見
る
見
解
を
荒
唐
無
稽
な
考
え
と
し
て

斥
け
る
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
、
古
代
的
思
惟
が
そ
の
見
解
を
是
と

す
る
方
向
に
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
そ
れ

ゆ
え
、
神
代
の
物
語
を
「
神
代
史
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
包
括
し
よ
う

と
い
う
研
究
態
度
は
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
が
古
代
思
想
な
い
し
は
古
代

思
想
史
の
内
在
的
考
究
を
意
図
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
あ
る
程
度

ま
で
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
ρ
1
－

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
神
代
H
歴
史
の
一
部
」
と
い
う
認
識
の
存
在
を
明

示
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
古
代
人
の
神
代
観
の
全
貌
を
浮
き
彫

り
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
古
代
人
に
と
っ
て
神

代
と
は
、
現
在
時
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
史
的
始
原
、
塑
言
す
れ
ば
”
は
る

か
な
る
過
去
〃
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
に

と
っ
て
神
代
と
は
、
時
間
の
史
的
流
れ
を
超
え
て
、
彼
ら
の
”
今
”
に
作

用
を
及
ぽ
し
う
る
超
時
間
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。

　
神
代
の
、
こ
の
超
時
間
的
な
在
り
方
と
、
そ
れ
の
”
今
”
に
対
す
る
作

用
と
を
、
古
代
人
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
を
追
究
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

27



古
代
思
想
史
上
に
お
け
る
神
代
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

正
当
性
の
根
拠
と
し
て
の
神
代

以
下
に
挙
げ
た
の
は
、
萬
葉
集
に
見
え
る
「
神
代
」
の
全
用
例
で
あ
る
。

（
「
神
の
大
御
代
」
「
神
の
御
代
」
を
含
む
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

①
香
具
山
は
　
畝
傍
を
愛
し
と
　
耳
成
と
　
相
争
ひ
き
　
神
代
よ
り

　
　
か
く
に
あ
る
ら
し
　
い
に
し
へ
も
　
し
か
に
あ
れ
こ
そ
　
う
つ
せ
み

　
　
も
　
妻
を
　
争
ふ
ら
し
き
一
巻
一
、
二
二
）

②
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
神
な
が
ら
　
神
さ
び
せ
す
と
　
吉
野
川

　
　
た
ぎ
つ
河
内
に
　
高
殿
を
　
高
知
り
ま
し
て
　
登
り
立
ち
　
国
見
を

　
　
せ
せ
ば
－
…
山
川
も
　
依
り
て
仕
ふ
る
　
神
の
御
代
か
も
（
巻
一
、

　
　
三
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
ど

③
大
君
の
　
遠
の
朝
廷
と
　
あ
り
通
ふ
　
島
門
を
見
れ
ば
　
神
代
し
思

　
　
ほ
ゆ
（
巻
三
、
三
〇
〇
四
）

　
　
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
が
み

④
鶏
が
鳴
く
　
東
の
国
に
　
高
山
は
　
さ
は
に
あ
れ
ど
も
　
二
神
の

　
　
貴
き
山
の
　
並
み
立
ち
の
　
見
が
欲
し
山
と
　
神
代
よ
り
　
人
の
言

　
　
ひ
継
ぎ
　
国
見
す
る
　
筑
波
の
山
を
…
…
（
巻
三
、
三
八
二
）

　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

⑤
神
代
よ
り
　
生
れ
継
ぎ
来
れ
ば
　
人
さ
は
に
　
国
に
は
満
ち
て
　
あ

　
　
む
ら

　
　
ぢ
群
の
　
騒
き
は
行
け
ど
…
…
（
巻
四
、
四
八
五
）

　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
す
め
か
み

⑥
神
代
よ
り
　
言
ひ
伝
て
来
ら
く
　
そ
ら
み
つ
　
大
和
の
国
は
　
皇
神

　
　
　
　
い
っ
く
　
　
　
　
　
　
　
二
と
だ
ま
　
　
　
さ
告

　
　
の
　
厳
し
き
国
　
言
霊
の
　
幸
は
ふ
国
と
　
語
り
継
ぎ
　
言
ひ
継

　
　
が
ひ
け
り
　
今
の
世
の
　
人
も
こ
と
ご
と
　
目
の
前
に
　
見
た
り
知

　
　
り
た
り
…
…
（
巻
五
、
八
九
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
づ
え
　
　
　
　
　
　
し
じ

⑦
滝
の
上
の
　
三
船
の
山
に
　
端
枝
さ
し
　
繁
に
生
ひ
た
る
　
栂
の
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
づ
よ

　
の
　
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
　
万
代
に
　
か
く
し
知
ら
さ
む
　
み
吉
野
の

　
秋
津
の
宮
は
　
神
か
ら
か
　
貴
く
あ
る
ら
む
　
国
か
ら
か
　
見
が
欲

　
し
か
ら
む
　
山
川
を
　
清
み
さ
や
け
み
　
う
べ
し
神
代
ゆ
　
定
め
け

　
ら
し
も
（
巻
六
、
九
〇
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
二
み
ゃ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ひ
か
　
の

⑧
や
す
み
し
し
我
ご
大
君
常
宮
と
　
仕
へ
奉
れ
る
　
雑
加
野
ゆ

　
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
沖
っ
島
清
き
渚
に
　
風
吹
け
ば
白
波
騒
き

　
　
ふ
　
　
　
　
　
　
た
ま
も

　
潮
干
れ
ば
　
玉
藻
刈
り
っ
っ
　
神
代
よ
り
　
し
か
ぞ
貴
き
　
玉
津
島

　
山
（
巻
六
、
九
一
七
）

⑨
神
代
よ
り
　
吉
野
の
宮
に
　
あ
り
通
ひ
　
高
知
ら
せ
る
は
　
山
川
を

　
よ
み
（
巻
六
、
一
〇
〇
六
）

⑩
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
の
　
高
敷
か
す
　
大
和
の
国
は
　
す
め
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
き
の
　
神
の
御
代
よ
り
敷
き
ま
せ
る
　
国
に
し
あ
れ
ば
　
生
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ほ
よ
ろ
づ

　
さ
む
　
御
子
の
継
ぎ
継
ぎ
　
天
の
下
　
知
ら
し
ま
さ
む
と
　
八
百
万

　
ち
と
せ

　
千
年
を
兼
ね
て
　
定
め
け
む
　
奈
良
の
都
は
…
…
（
巻
六
、
一
〇
四

　
七
）

　
や
ち
ほ
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
ふ
ね
　
　
　
は
　
　
　
と
ま

⑪
八
千
棒
の
　
神
の
御
代
よ
り
　
百
舟
の
　
泊
つ
る
泊
り
と
　
八
島
国

　
も
も
ふ
ね
ぴ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぬ
め

　
百
舟
人
の
定
め
て
し
敏
馬
の
浦
は
朝
風
に
浦
波
騒
き
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
ま
な
コ

　
波
に
　
玉
藻
は
来
寄
る
。
白
真
砂
　
清
き
浜
辺
は
　
行
き
帰
り
　
見

　
れ
ど
も
飽
か
ず
　
う
べ
し
こ
そ
　
見
る
人
ご
と
に
　
語
り
継
ぎ
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
よ

　
の
ひ
け
ら
し
き
　
百
代
経
て
　
し
の
は
え
ゆ
か
む
　
清
き
白
浜
（
巻

　
六
、
　
一
〇
六
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
ほ
わ
　
だ

⑫
浜
清
み
　
浦
う
る
は
し
み
　
神
代
よ
り
　
千
舟
の
泊
つ
る
　
大
和
太

　
の
浜
（
巻
六
、
一
〇
六
七
）

28



⑬
ひ
さ
か
た
の
　
天
照
る
月
は
　
神
代
に
か
　
出
で
か
へ
る
ら
む
　
年

　
は
経
に
つ
つ
（
巻
七
、
一
〇
八
○
）

　
や
ま
し
ろ
　
　
　
　
く
　
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

⑭
山
背
の
　
久
世
の
鷺
坂
　
神
代
よ
り
　
春
は
萌
り
つ
つ
　
秋
は
散
り
。

　
け
り
一
巻
九
、
一
七
〇
七
）

　
や
　
ち
ほ
二

⑮
八
千
棒
の
　
神
の
御
代
よ
り
　
と
も
し
妻
　
人
知
り
に
け
り
継
ぎ

　
て
し
思
へ
ば
（
巻
十
、
二
〇
〇
二
）

⑯
ひ
さ
か
た
の
　
天
つ
る
し
と
　
水
無
し
川
　
隔
て
て
置
き
し
　
神
代

　
し
恨
め
し
一
巻
十
、
二
〇
〇
七
一

⑰
葦
原
の
　
端
穂
の
国
に
　
手
向
け
す
と
　
天
降
り
ま
し
け
む
　
五
百

　
よ
ろ
づ
　
　
ち
よ
ろ
づ
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た

　
万
　
千
万
神
の
　
神
代
よ
り
言
ひ
継
ぎ
来
る
　
神
な
び
の
　
み

　
も
ろ
の
山
は
　
春
さ
れ
ば
　
春
霞
立
ち
　
秋
行
け
ば
　
紅
に
ほ
ふ
…

　
…
（
巻
十
三
、
三
二
二
七
）

　
お
ほ
な
む
ち
　
　
す
く
な
ぴ
二
な

⑱
大
汝
　
少
彦
名
の
　
神
代
よ
り
　
言
ひ
継
ぎ
け
ら
く
　
父
母
を

　
　
　
　
　
　
　
め
　
二
　
　
　
　
　
　
か
な

　
見
れ
ば
貴
く
　
妻
子
見
れ
ば
愛
し
く
め
ぐ
し
　
う
つ
せ
み
の
　
世
の

　
こ
と
わ
り
と
　
か
く
さ
ま
に
　
言
ひ
け
る
も
の
を
…
…
（
巻
十
八
、

　
四
一
〇
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ろ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
ぢ
　
ま

⑲
か
け
ま
く
も
　
あ
や
に
畏
し
　
天
皇
の
　
神
の
大
御
代
に
　
田
道
間

　
も
り
　
　
と
二
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ほ
二

　
守
　
常
世
に
渡
り
　
八
棒
持
ち
　
参
ゐ
出
来
し
時
　
時
じ
く
の
　
か

　
　
　
二
の
み

　
く
の
菓
を
畏
く
も
遺
し
た
ま
へ
れ
…
…
し
か
れ
こ
そ
神
の

　
御
代
よ
り
　
よ
ろ
し
な
へ
　
こ
の
橘
を
　
時
じ
く
の
　
か
く
の
菓
と

、
名
付
け
け
ら
し
も
（
巻
十
八
、
四
一
一
こ

⑳
天
照
ら
す
　
神
の
御
代
よ
り
　
安
の
河
　
中
に
隔
て
て
　
向
ひ
立
ち

　
袖
振
り
交
し
　
息
の
緒
に
　
嘆
か
す
子
ら
…
…
（
巻
十
八
、
四
二
一

　
五
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ま
　
を
ぷ
ね

　
⑳
…
…
白
波
の
　
八
重
を
る
が
上
に
　
海
人
小
舟
　
は
ら
ら
に
浮
き
て

　
　
お
ほ
み
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ざ

　
　
大
御
食
に
　
仕
へ
ま
つ
る
と
　
を
ち
こ
ち
に
　
漁
り
釣
り
け
り
　
そ

　
　
き
だ
く
も
　
お
ぎ
ろ
な
き
か
も
　
こ
き
ば
く
も
　
　
ゆ
た
け
き
か
も

　
　
こ
こ
見
れ
ば
　
う
べ
し
神
代
ゆ
　
始
め
け
ら
し
も
（
巻
二
十
、
四
三

　
　
六
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け

⑳
ひ
さ
か
た
の
　
天
の
門
開
き
　
高
千
穂
の
　
岳
に
天
降
り
し
　
す
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
に
、
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
ま
か
ユ

　
　
ろ
き
の
　
神
の
御
代
よ
り
　
は
じ
弓
を
　
手
握
り
持
た
し
　
真
鹿
子

　
　
や
　
　
　
　
　
た
ぱ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
を

　
　
矢
を
　
手
挟
み
添
へ
て
　
大
久
米
の
　
ま
す
ら
健
男
を
　
先
に
立
て

　
　
ゆ
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
ま

　
　
靱
取
り
負
ほ
せ
　
山
川
を
　
岩
根
さ
く
み
て
　
踏
み
通
り
　
国
求
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
と
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
は

　
　
し
つ
つ
　
ち
は
や
ぶ
る
　
神
を
言
向
け
　
ま
つ
ろ
は
ぬ
　
人
を
も
和

　
　
し
掃
き
清
め
仕
へ
ま
つ
り
て
…
…
一
巻
二
十
、
四
四
六
五
）

　
こ
れ
ら
二
十
二
首
二
士
二
例
の
う
ち
、
現
天
皇
持
統
の
治
世
を
神
代
と

看
傲
す
②
、
お
よ
び
、
タ
ヂ
マ
モ
リ
が
「
時
じ
く
の
か
く
の
菓
」
を
常
世

に
求
め
た
時
代
一
垂
仁
天
皇
の
治
世
）
を
神
代
と
称
す
る
⑲
の
二
例
の
計
三

例
を
除
く
二
十
首
・
二
十
例
は
、
い
ず
れ
も
、
神
代
を
人
代
以
前
の
時
代

と
し
て
設
定
し
つ
つ
、
現
に
あ
る
事
物
一
あ
る
い
は
現
に
あ
る
事
象
や
事

態
）
の
神
代
以
来
の
継
続
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
神
々
の
時
代
と

人
間
の
時
代
と
を
一
連
の
歴
史
の
中
に
定
位
さ
せ
よ
う
と
い
う
志
向
を
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
志
向
は
、
神
代
以
来
の
人
口
増
加
に
着
目
す

る
だ
け
の
⑤
の
作
者
の
場
合
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
現
に
在

る
事
物
（
事
象
・
事
態
）
に
何
ら
か
の
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
い
う
意
欲
を

伴
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
作
者
た
ち
は
、
神
代
と
人
代
と
を

連
続
す
る
も
の
と
看
傲
し
、
か
つ
現
実
の
事
物
σ
神
代
以
来
の
継
続
性
を

強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
い
か
な
る
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
て
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い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
代
人
に
と
っ
て
の
神
代
の
意
義
を
探
ろ
う
と
い

う
試
み
の
端
緒
は
、
こ
の
点
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。

　
②
と
⑲
と
を
除
く
二
十
首
二
十
例
か
ら
さ
ら
に
⑤
を
除
い
た
十
九
首
十

九
例
に
着
目
す
れ
ば
、
神
代
以
来
の
連
続
性
と
い
う
観
念
を
最
も
鮮
明
に

現
実
の
事
物
に
結
び
っ
け
て
い
る
の
は
、
⑥
と
⑱
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
⑥
に
お
い
て
は
、
「
日
本
国
は
皇
祖
の
神
の
御
霊
の
尊
厳
な
る
国
で
あ

り
、
ま
た
、
言
霊
が
幸
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
国
で
も
あ
る
」
と
い
う
言

い
伝
え
が
、
神
代
以
来
の
伝
統
に
立
つ
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
る
。
遺
唐

使
の
無
事
を
祈
願
す
る
作
「
好
去
好
来
の
歌
」
一
巻
五
、
八
九
四
－
八
九

六
　
憶
良
作
）
の
長
歌
と
し
て
押
し
立
て
ら
れ
た
⑥
の
眼
目
は
、
そ
の
言

い
伝
え
の
現
実
化
、
す
な
わ
ち
、
言
霊
の
働
き
が
皇
祖
神
の
意
を
動
か
し
、

そ
の
結
果
、
皇
祖
神
の
威
令
の
も
と
諾
神
が
躍
動
し
て
遺
唐
使
団
の
無
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
）

が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
事
態
の
実
現
を
予
祝
す
る
こ
と
に
あ
る
。
予
祝

は
、
言
い
伝
え
の
正
し
さ
が
確
認
さ
れ
て
こ
そ
意
味
を
も
つ
。
そ
し
て
、

そ
の
正
当
性
を
一
首
の
享
受
者
た
ち
に
確
認
さ
せ
る
根
拠
と
な
る
も
の

は
、
「
神
代
よ
り
言
ひ
伝
て
来
ら
く
」
と
い
う
句
が
明
示
す
る
神
代
以
来

の
伝
統
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
⑥
の
「
神
代
」
は
古
来
の

言
い
伝
え
を
、
正
当
で
あ
る
が
ゆ
え
に
実
質
を
伴
う
も
の
と
し
て
意
味
づ

け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
⑱
は
、
家
持
の
「
史
生
尾
張
少
咋
を
教
へ
瞼
す
歌
一
巻
十
八
、
四
一
〇

六
～
四
一
〇
九
）
の
長
歌
で
あ
り
、
一
首
の
主
眼
は
、
遊
女
に
心
を
奪
わ

れ
て
妻
子
を
顧
み
な
い
下
僚
を
、
上
司
と
し
て
の
立
場
か
ら
説
諭
す
る
こ

と
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
父
母
を
見
れ
ば
貴
く
思
い
、
妻
子

を
見
れ
ば
い
と
し
く
い
じ
ら
し
く
思
う
の
が
世
の
こ
と
わ
り
で
あ
る
L
と

い
う
考
え
が
説
諭
の
前
提
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
前

提
が
作
者
ひ
と
り
の
個
人
的
信
念
に
と
ど
ま
る
と
す
れ
ば
、
説
諭
は
説
得

力
を
欠
い
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
説
得
力
を
持
た
せ
る

た
め
に
は
、
前
提
の
普
遍
性
と
正
当
性
と
を
証
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
を
証
示
す
る
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
神
代
が
持
ち

込
支
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑱
に
お
い
て
は
、
「
神
代
よ
り
言
ひ
継
ぎ
け
ら
く
」

と
い
う
句
を
通
じ
て
、
説
諭
の
前
提
が
神
代
以
来
の
伝
統
の
中
に
定
位
さ

せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
前
提
の
普
遍
性
と
正
当
性
と
が
根
拠
づ
け

ら
れ
る
。

　
①
と
⑪
に
っ
い
て
も
、
⑥
お
よ
び
⑱
と
同
様
の
解
釈
が
成
り
立
っ
。
す

な
わ
ち
、
①
で
は
、
現
実
の
妻
争
い
が
や
む
を
え
ざ
る
事
態
と
し
て
認
識

さ
れ
る
が
、
そ
の
認
識
の
正
当
性
を
根
拠
、
づ
け
る
も
の
は
、
こ
こ
で
も
や

は
り
神
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑩
で
は
、
連
綿
た
る
皇
統
を

背
景
と
す
る
各
天
皇
の
支
配
権
を
正
当
か
つ
正
統
な
も
の
と
し
て
意
味
づ

け
る
役
割
が
、
「
大
和
の
国
は
す
め
ろ
き
の
神
の
御
代
よ
り
敷
き
ま
せ
る

国
に
し
あ
れ
ば
」
と
い
う
句
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
古
代
人
に
と
っ
て
の
神
代
が
有
す

る
一
つ
の
重
要
な
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
如
上
の
諸
例
は
、
神
代
が
、
古
代
人
の
あ
い
だ
で
、
現

実
の
事
物
一
事
象
・
事
態
）
の
正
当
性
を
支
え
、
か
つ
保
証
す
る
根
拠
と
目

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
如
実
に
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
代
と
人

代
と
の
連
続
性
を
確
信
し
、
か
つ
そ
れ
を
強
調
す
る
と
き
、
古
代
人
は
、

人
代
の
人
問
的
現
実
の
た
だ
中
に
存
在
す
る
事
物
（
事
象
・
事
態
一
を
、
正
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当
（
正
統
）
な
る
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
、

よ
・
つ
。

二
存
在
の
根
拠
と
し
て
の
神
代

と
言
え

　
以
上
の
よ
う
に
、
古
代
人
に
と
っ
て
神
代
と
は
、
一
つ
に
は
、
現
実
に

存
在
す
る
も
の
に
正
当
性
を
付
与
す
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
正
当
化
の
根

拠
で
あ
っ
た
と
解
し
う
る
。
だ
が
、
神
代
の
意
義
は
そ
れ
だ
け
に
は
尽
き

な
い
。
神
代
は
、
現
に
在
る
も
の
の
正
当
性
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
の
在
り

方
を
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
在
る
こ
と
自
体
を
規
定
す
る
根
拠
で
も
あ
り
え

た
。　

た
と
え
ば
、
先
掲
用
例
中
の
⑯
一
七
夕
歌
）
は
、
神
代
を
怨
恨
の
対
象
と

す
る
が
、
そ
れ
は
、
牽
牛
・
織
女
二
星
の
間
を
隔
て
る
天
の
川
の
存
在
を
、

神
代
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
動
か
し
が
た
い
事
態
と
観
ず
る
が
ゆ
え
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
代
を
、
二
星
が
互
い
に
離
れ
て
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
そ
の
在
り
方
を
規
定
す
る
絶
対
的
根
拠
と
見
る
が
ゆ
え

に
、
一
首
の
作
者
は
そ
れ
を
怨
嵯
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
「
楡
族
歌
」
（
巻
二
十
、
四
四
六
五
ピ
四
四
六
七
家
持
作
）
の
長

歌
⑳
に
お
い
て
は
、
大
伴
氏
の
「
内
兵
」
（
宣
命
第
士
二
詔
一
と
し
て
の
在

り
方
が
、
神
代
に
お
け
る
天
孫
降
臨
以
来
の
伝
統
を
有
す
る
も
の
と
し
て

誇
示
さ
れ
る
。
一
首
の
眼
目
は
、
内
兵
、
つ
ま
り
皇
室
の
親
兵
た
る
在
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
が
ら

方
が
大
伴
一
族
の
常
態
で
あ
る
こ
と
を
族
の
構
成
員
各
位
に
自
覚
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
に
自
重
を
促
す
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ

で
は
、
そ
の
常
態
を
常
態
た
ら
し
め
る
根
拠
と
し
て
神
代
が
措
定
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
を
閲
し
つ
つ
、
さ
ら
に
、
「
七
夕
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に

関
し
て
⑯
に
類
す
る
⑮
と
⑳
と
が
⑯
と
同
様
に
、
天
漢
の
介
在
に
よ
っ
て

二
星
が
離
別
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の
発
端
な
い
し
原
因
を
神
代
に

求
め
よ
う
と
す
る
傾
き
を
示
し
て
い
る
点
、
あ
る
い
は
、
④
と
⑧
と
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
筑
波
山
と
玉
津
島
の
存
在
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
貴
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
・
つ

か
つ
心
ひ
か
れ
る
在
り
様
が
、
神
代
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
前
提
と
し
つ

っ
強
調
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
古
代
人
に
と
っ
て
神

代
と
は
、
現
に
在
る
も
の
を
現
に
在
る
形
で
在
ら
し
め
て
い
る
根
拠
、
換

言
す
れ
ば
現
実
存
在
の
存
在
根
拠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
前
節

に
お
い
て
明
確
に
し
た
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
の
神
代
の
機
能
は
、
－

一
般
に
あ
る
事
物
の
正
当
性
を
証
示
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
ま
ず
そ

の
事
物
の
存
在
を
証
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば

1
こ
の
、
存
在
根
拠
と
し
て
の
機
能
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
神
代
は
、
現
実
の
事
物
、
あ
る
い
は
事
象
や
事
態
を
、

直
接
そ
の
背
後
か
ら
支
え
て
立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
神
代
は
、
”
今
”
か

ら
遠
く
離
れ
た
過
去
で
あ
る
と
同
時
に
、
史
的
な
時
の
流
れ
を
超
え
て
今

な
お
そ
の
”
今
”
の
背
後
に
息
づ
く
無
時
問
的
か
つ
絶
対
的
な
存
在
で
あ
っ

た
と
解
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
人
に
と
っ
て
神
代
と
は
、
一
方
で
、

始
原
と
し
て
歴
史
の
冒
頭
に
定
位
す
る
一
時
代
で
あ
り
つ
つ
も
、
他
方
で

は
、
そ
れ
以
後
の
人
間
の
歴
史
の
奥
深
く
に
浸
透
し
続
け
る
超
歴
史
的
な

存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
ち
な
み
に
、
■
記
紀
に
は
、
夢
告
や
神
懸
り
に
よ
る
託
宣
等
を
媒
介
と
し

て
、
神
の
意
志
が
現
世
に
反
映
す
る
様
を
記
す
記
事
が
散
見
す
る
。
タ
カ
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ク
ラ
ジ
の
夢
中
に
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
神
が
現
わ
れ
、
天
上
よ
り
剣
を
降
す

旨
を
告
げ
た
と
記
す
神
武
記
・
紀
の
記
述
や
、
天
皇
の
夢
中
に
、
「
わ
が

宮
を
修
繕
す
れ
ば
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
ノ
皇
子
（
唖
者
）
が
口
を
き
け
る
よ
う
に

し
て
や
ろ
う
」
と
い
う
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
神
の
意
向
が
伝
え
ら
れ
た
と
記

す
垂
仁
記
の
記
事
、
あ
る
い
は
、
壬
申
の
乱
の
折
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
ノ
神

一
お
よ
び
身
狭
の
社
の
生
霊
神
一
が
天
武
軍
の
兵
士
高
市
許
梅
に
懸
依
し
て

近
江
軍
の
接
近
を
知
ら
せ
た
と
記
す
天
武
紀
の
記
事
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
神
代
の
神
々
が
人
間
の
歴
史
に
関
与
し
う
る
と

い
う
発
想
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
神
代
と
人
代
と
の
問
に
直

接
的
な
連
関
を
観
取
す
る
思
考
、
す
な
わ
ち
、
神
代
が
、
時
間
的
過
去
と

し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
空
間
的
な
背
景
と
し
て
、
人
代
を
支
え
る
形
で

人
代
の
背
後
に
存
在
す
る
可
能
性
を
認
め
る
考
え
が
潜
ん
で
い
る
。
大
隅

和
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
や
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』

は
、
神
代
を
、
人
皇
の
時
代
に
入
っ
て
な
お
人
問
的
世
界
と
並
存
す
る
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
）

界
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
志
向
を
示
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
う

し
た
志
向
は
、
つ
と
に
古
代
人
の
精
神
の
裡
に
萌
芽
し
て
い
た
と
言
え
よ

う
。　

お
そ
ら
く
、
古
代
人
に
と
っ
て
神
代
と
は
、
彼
ら
が
そ
れ
を
純
粋
に
時

問
的
に
把
握
す
る
場
合
に
は
、
史
的
始
原
と
し
て
遠
い
過
去
に
定
位
す
る

も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

現
代
人
が
今
日
な
お
時
間
を
空
問
化
し
つ
つ
表
象
し
て
い
る
の
と
同
様
の

仕
方
で
、
古
代
人
が
神
代
と
い
う
天
地
開
關
か
ら
人
皇
出
現
ま
で
の
”
時

　
まの

問
”
を
空
間
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
つ
つ
把
握
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の

”
時
の
間
”
は
、
一
つ
の
世
界
空
間
、
す
な
わ
ち
人
間
世
界
と
は
次
元
の

異
な
る
超
人
聞
的
な
一
世
界
と
し
て
、
彼
ら
の
意
識
の
裡
に
立
ち
現
わ
れ

た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
超
人
問
的
世
界
と
し
て
の

側
面
が
、
現
実
存
在
の
存
在
根
拠
と
し
て
人
問
的
現
実
の
背
後
に
設
定
さ

れ
た
と
き
、
神
代
は
、
人
代
の
時
間
的
始
原
で
あ
る
と
と
も
に
人
代
に
並

存
す
る
世
界
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
二
重
性
格
を
有
す
る
に
至
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

三
永
続
性
の
根
拠
と
し
て
の
神
代

　
神
代
の
意
義
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
当
然
、
神

代
を
構
成
す
る
神
々
に
関
し
て
そ
の
本
質
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
自
然
の
威
力
の
神
格
化
、
あ
る
い
は
動
物
的
生
命
力
の
そ
れ
、

さ
ら
に
は
、
人
間
的
権
威
や
権
力
の
神
聖
視
等
々
の
多
様
な
過
程
を
経
て

創
出
さ
れ
た
日
本
の
神
々
に
つ
い
て
、
そ
の
共
通
性
格
を
一
義
的
に
定
義

づ
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
か
り
に
、
あ
る
神
々
を
自
然

神
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
組
み
込
み
、
ま
た
、
別
の
神
々
を
人
格
神
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
包
括
し
つ
つ
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
は
る
か
古

層
に
属
し
、
し
か
も
、
前
者
は
人
類
の
原
始
的
段
階
に
通
底
す
る
原
始
宗

教
的
思
惟
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
後
者
の
本
質
を
解

明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
観
の
日
本
的
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し
う
る
は
ず

で
あ
る
と
い
う
見
方
が
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
一
見
人
格
神

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
摂
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
神
々
が
自
然
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
〕

の
具
有
す
る
諸
性
格
を
色
濃
く
と
ど
め
、
逆
に
、
そ
の
名
義
な
ど
が
自

　
　
　
　
　
　
よ
う

然
神
た
る
在
り
様
を
示
唆
し
、
し
か
も
人
格
的
要
素
の
比
較
的
希
薄
な
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一
6
〕

神
々
が
、
人
格
神
と
し
て
行
動
す
る
と
い
っ
た
現
象
が
、
官
製
の
神
話

体
系
の
中
核
に
厳
然
と
存
す
る
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
諸
神
を
自
然
神

と
人
格
神
と
に
裁
然
と
区
分
し
、
後
者
の
本
質
の
み
を
追
っ
て
ゆ
く
方
法

が
、
日
本
の
神
々
の
一
般
的
特
徴
を
解
明
す
る
た
め
の
手
段
た
り
う
る
か

ど
う
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
の
神
々

は
、
元
来
、
自
然
神
・
人
格
神
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
分
類
し
き
れ

ぬ
ほ
ど
に
多
様
性
を
帯
び
た
存
在
で
あ
り
、
宣
長
の
言
を
借
り
れ
ば
、
「
大

　
ヒ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

方
一
む
き
に
定
め
て
は
論
ひ
が
た
き
物
」
（
古
事
記
伝
）
で
あ
っ
た
と
言
え

よ
・
つ
。

　
し
か
し
、
一
義
的
な
定
義
づ
け
、
換
言
す
れ
ば
、
基
本
性
格
の
特
定
が

不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
の
神
々
に
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
お
よ

そ
神
と
観
念
さ
れ
る
も
の
に
通
有
的
な
一
性
格
を
認
め
る
こ
と
は
、
け
っ

し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
神
が
超
人
間
的
な
威
力
の
保
持
者
と
し
て
立
ち

現
わ
れ
る
点
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
二
と
　
　
　
　
い
は
ひ
へ

　
　
…
…
た
ら
ち
ね
の
母
の
命
は
　
斎
公
瓦
を
前
に
据
ゑ
置
き
て

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
き
た
へ
ま
つ
　
　
　
た
ひ
ら

　
　
片
手
に
は
　
木
綿
取
り
持
ち
　
片
手
に
は
　
和
楮
奉
り
　
平
け
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
の

　
　
ま
幸
く
ま
せ
と
　
天
地
の
　
神
を
祈
ひ
祷
み
…
：
（
巻
三
、
四
四
三
）

　
　
海
神
の
　
い
づ
れ
の
神
を
　
祈
ら
ば
か
　
行
く
さ
も
来
さ
も
　
船
の

　
　
早
け
む
（
巻
九
、
一
七
八
四
）

と
い
っ
た
萬
葉
歌
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
人
に
と
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
の

神
と
は
、
祈
り
、
あ
る
い
は
祈
い
祷
む
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、

神
が
、
人
間
の
力
を
超
え
た
高
み
に
立
っ
て
人
問
的
現
実
を
左
右
し
う
る

存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
着
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
の
つ
ね

す
る
な
ら
ば
、
日
本
の
神
と
は
、
宣
長
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
尋
常
な
ら

　
　
　
　
　
コ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
シ
コ

ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き
物
L
（
古
事
記
伝
）
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

　
さ
て
、
神
の
超
越
性
の
観
念
は
、
不
滅
性
の
観
念
を
伴
う
。
神
が
人
問

と
同
じ
く
可
滅
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
威
力
も
限
ら
れ
た
も
の
に
と

ど
ま
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
、
神
の
超
越
性
そ
の
も
の
が
無
み
さ
れ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
古
代
人
は
、
神
を
不
滅
的
な
存
在
と
看

傲
し
て
い
た
。

　
た
と
え
ば
、
古
事
記
に
よ
れ
ば
、
火
神
カ
グ
ツ
チ
の
出
産
に
際
し
陰
部

を
焼
か
れ
て
「
神
避
」
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
そ
の
存
在
を
帰
無
さ
れ
ず
に
、

他
界
黄
泉
国
で
再
び
活
動
す
る
。
（
三
貴
子
分
治
の
条
に
お
い
て
、
ス
サ

ノ
ヲ
が
母
イ
ザ
ナ
ミ
の
居
住
す
る
国
根
の
堅
州
国
を
訪
い
た
い
旨
を
イ
ザ

ナ
キ
に
申
し
述
べ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
存
在
が
「
神

避
」
っ
て
後
も
な
お
持
続
し
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
）
ま
た
、
高
天
原

か
ら
追
放
さ
れ
た
後
出
雲
国
の
首
長
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
ス
サ
ノ
ヲ

は
、
そ
の
子
孫
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
（
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
）
の
代
に
至
っ
て
も
な
お

活
動
し
続
け
、
根
の
国
に
在
っ
て
、
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
に
数
々
の
試
練
を
課

す
る
。
こ
れ
ら
の
神
話
上
の
物
語
は
、
神
々
が
「
神
避
」
る
も
の
で
は
あ
っ

て
も
死
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
神
々
の
存
在
が
け
っ

し
て
可
滅
的
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
オ
ホ
ケ
ツ
ヒ
メ
が
ス
サ
ノ
ヲ
に
殺
さ
れ
る
物
語
や
、
イ
ザ

ナ
キ
が
カ
グ
ツ
チ
の
頸
を
斬
る
物
語
は
、
一
見
、
神
の
可
滅
性
を
示
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
物
語
に
お
い
て
、
殺
さ
れ

た
オ
ホ
ケ
ツ
ヒ
メ
の
身
か
ら
、
年
毎
に
生
成
の
過
程
を
反
復
す
る
（
そ
の

反
復
と
い
う
点
に
関
し
て
恒
久
か
つ
永
続
的
な
）
五
穀
が
生
じ
た
と
言
わ
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れ
、
ま
た
、
カ
グ
ツ
チ
を
斬
っ
た
剣
や
カ
グ
ツ
チ
の
頭
か
ら
、
国
譲
り
や

神
部
東
征
に
関
与
す
る
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
な
ど
、
多
く
の
神
々
が
生
ま
れ
た

と
語
ら
れ
る
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
、
神
の
死
が
人
間
の
死
と

同
じ
次
元
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
物

語
に
お
い
て
は
、
神
は
死
し
て
な
お
何
ら
か
の
永
続
的
な
も
の
を
遺
す
と

い
う
こ
と
、
ひ
い
て
は
、
か
り
に
個
々
の
神
格
が
帰
無
す
る
場
合
が
あ
り

う
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
諸
存
在
の
永
続
性
の
ゆ
え
に
、
そ

の
神
格
は
純
然
た
る
可
滅
性
を
有
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、

滅
び
去
っ
た
神
は
何
ら
か
の
形
で
再
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
神
が
可
滅
的
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

自
ら
の
属
性
と
し
て
不
滅
性
を
随
伴
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
神
々
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
場
、
す
な
わ
ち
、
神
々
が
躍
動
す
る
地
平
と
し
て
設

定
さ
れ
る
神
代
も
ま
た
不
滅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
々
と
神
代
と
が

相
互
に
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
人
代
の
人
間
的
現
実
へ
の

神
々
の
介
入
が
、
そ
の
ま
ま
直
ち
に
神
代
の
人
代
へ
の
浸
透
で
も
あ
り
う

る
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
神
代
は
現
実
存
在
の
根
拠
と
な
る
－
以
上
、
神
々

は
不
滅
で
あ
る
が
神
代
は
可
滅
的
で
あ
る
と
い
う
事
態
は
、
論
理
的
に
成

立
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
さ
て
、
神
々
は
、
自
ら
が
躍
動
す
る
地
平
（
神
代
）
と
と
も
に
不
滅
で
あ

る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
直
接
神
々
な
い
し
神
代
に
関
わ
る
事
物
も
ま

た
不
滅
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
萬
葉
歌

　
　
お
ほ
な
む
ち
　
　
す
く
な
ぴ
二
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
つ
　
　
い
は
や

　
　
大
汝
　
少
彦
名
の
　
い
ま
し
け
む
　
志
都
の
石
屋
は
　
幾
代
経
ぬ

　
　
ら
む
（
巻
三
、
三
五
五
）

は
、
神
代
の
神
々
が
か
つ
て
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
岩
窟
の
不
滅
性
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
に
を
か

る
感
嘆
の
念
を
表
出
す
る
。
ま
た
、
■
堅
岡
の
名
称
の
由
来
を
説
明
す
る
播

磨
国
風
土
記
の
記
事
一
神
前
郡
条
）
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
（
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
）
の

尿
と
、
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ネ
（
ス
ク
ナ
ビ
コ
ナ
）
の
運
ん
だ
堅
と
が
、
石
と
化
し

て
今
は
な
お
残
っ
て
い
る
と
伝
え
、
神
々
の
営
為
の
結
果
が
け
っ
し
て
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
〕

せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
既
述
の
如
く
、
神
代
と
神
代
の
神
々
は
人
代
と
並
存
し
、
か
つ
人
代
の

現
実
存
在
を
そ
の
背
後
か
ら
支
え
て
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
あ

る
事
物
一
現
に
人
代
に
在
る
も
の
）
が
神
代
や
神
代
の
神
々
と
の
関
わ
り
の

も
と
に
在
る
と
看
徹
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
事
物
は
、
永
続
性
を
む
つ
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
事
物
一
現
に
人
代
に
在
る
も
の
）
が
神
代

も
し
く
は
神
代
の
神
々
に
よ
っ
て
直
接
そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
根
拠
づ
け

ら
れ
て
在
る
と
仮
定
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
事
物
は
、
不
滅
な
る
も
の
、
永

続
的
な
も
の
と
し
て
、
恒
久
的
に
存
在
し
続
け
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
先
掲
の
「
神
代
」
の
用
例
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
こ
の
こ
と
を

端
的
に
証
示
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
官
人
の
手
に
成
る
月
ほ
め
の
歌
と
推
定
さ
れ
る
⑬
は
、
常

に
神
々
し
い
光
を
放
ち
続
け
る
月
に
っ
い
て
、
「
神
代
に
か
出
で
か
へ
る

ら
む
」
と
う
た
う
。
全
注
一
巻
第
七
、
渡
瀬
昌
忠
）
が
示
唆
す
る
ご
と
く
、

こ
の
句
は
、
月
光
の
さ
や
け
さ
・
神
々
し
さ
の
原
因
に
言
及
す
る
も
の
で

あ
り
、
「
今
夜
の
空
に
照
る
月
が
こ
ん
な
に
神
々
し
い
の
は
、
こ
の
月
が

今
夜
も
神
代
か
ら
出
直
し
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
気
持
ち
」

（
全
注
巻
第
七
、
三
八
ぺ
ー
ジ
）
を
表
出
す
る
。
こ
こ
に
は
、
月
光
の
さ
や

け
さ
・
。
神
々
し
さ
の
恒
常
性
、
な
い
し
は
、
そ
う
し
た
光
を
放
ち
続
け
る
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月
と
い
う
存
在
の
、
と
こ
し
な
え
に
変
ら
ぬ
在
り
様
を
根
拠
づ
け
る
も
の

と
し
て
、
神
代
を
措
定
し
よ
う
と
い
う
志
向
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、

一
首
の
基
底
に
は
、
神
代
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
在
る
が
ゆ
え
に
月
と
そ

の
光
は
恒
常
的
か
つ
永
続
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
貫
流
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
福
麻
呂
歌
集
歌
⑪
は
、
神
代
以
来
の
伝
統
の
も
と
に
実
在
す
る

景
観
秀
逸
な
敏
馬
の
浦
は
百
代
の
後
ま
で
も
賞
美
さ
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う

と
う
た
う
。
一
首
に
お
い
て
は
、
海
浜
の
存
在
と
そ
の
美
的
在
り
方
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
神
代
を
、
そ
れ
ら
を
根
拠
づ
け
る
と

と
も
に
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
永
続
性
を
も
保
証
し
う
る
根
拠
と
し
て
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
志
向
が
認
め
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
福
麻
呂
歌
集
歌
⑪
や
笠
金
村
の
作
⑦
か
ら
も
、
⑬
や
⑪
と
同

様
の
志
向
を
観
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
⑩
で
は
、
大
和
の

国
は
神
代
以
来
天
皇
の
統
治
す
る
国
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
世
に
現
わ
れ

る
御
子
た
ち
が
万
代
に
わ
た
っ
て
そ
こ
で
国
を
治
め
る
べ
き
都
と
し
て
平

城
京
は
定
め
ら
れ
た
、
と
う
た
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
神
代
は
、
天
皇
の
支

配
権
の
正
当
性
（
正
統
性
）
の
根
拠
と
し
て
機
能
す
る
と
同
時
に
、
皇
統
の

連
綿
た
る
持
続
性
を
基
礎
づ
け
、
か
つ
、
そ
の
皇
統
が
そ
こ
に
お
い
て
維

持
さ
れ
る
べ
き
場
（
平
城
京
）
の
永
続
性
を
保
証
す
る
根
拠
と
し
て
も
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
⑦
で
は
、
連
綿
た
る
皇
統

と
と
も
に
永
続
的
で
あ
る
べ
き
吉
野
離
宮
に
関
し
て
、
と
く
に
そ
の
美
観

が
強
調
さ
れ
る
が
、
末
尾
の
「
う
べ
し
神
代
ゆ
定
め
け
ら
し
も
」
と
い
う

句
に
は
、
離
宮
の
根
源
が
神
代
に
存
す
る
こ
と
を
明
示
し
つ
つ
、
さ
ら
に
、

そ
れ
が
神
代
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
続
的
な
存
在
と
な
り

う
る
点
を
示
唆
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

　
一
9
〕

る
。　

以
上
の
諸
例
に
よ
れ
ば
、
神
代
は
、
現
に
人
間
界
に
存
す
る
も
の
の
存

在
を
規
定
し
、
か
つ
そ
れ
の
正
当
性
や
正
統
性
を
証
示
す
る
機
能
を
も
つ

だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
、
現
に
在
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
今
在

る
も
の
が
、
今
よ
り
後
も
在
り
続
け
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
役
割
を

も
担
っ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
古
代
人
に
と
っ
て

神
代
と
は
、
現
実
存
在
に
永
続
性
を
付
与
す
る
機
能
を
も
つ
も
の
、
す
な

わ
ち
、
永
続
性
の
根
拠
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

結

論

　
古
代
人
に
と
っ
て
の
神
代
の
意
義
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
れ

ば
、
神
代
と
は
、

　
a
現
に
在
る
も
の
の
存
在
根
拠

で
あ
る
と
と
も
に
、

　
b
現
に
在
る
も
の
の
正
当
性
の
根
拠

お
よ
び
、

　
C
現
に
在
る
も
の
の
永
続
性
の
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
一

と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
序
論
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
記
紀
は
と
も
に
、
そ
の
冒
頭
巻
に

神
代
の
物
語
を
据
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
記
紀
の
編
者
た
ち
が

神
代
を
史
的
始
原
と
し
て
の
み
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
a
～
C
の
ご
と
き
意
義
を
神
代
に
認
め
、
神
代

を
現
に
在
る
も
の
の
－
と
り
わ
け
天
皇
・
皇
室
の
－
存
在
と
正
当
性
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お
よ
び
永
続
性
の
根
拠
と
観
ず
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
、
■
い
わ
ば
規
範
と

し
て
、
開
巻
冒
頭
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
従
来
の
古
代
思
想
研
究
に
お
い
て
も
、
現
実
存
在
の
根
拠
も
し
く
は
規

範
と
し
て
の
神
代
の
在
り
方
が
指
摘
さ
れ
、
か
つ
強
調
さ
れ
て
き
た
。
た

と
え
ば
、
富
士
谷
御
杖
は
、
『
古
事
記
燈
』
所
収
の
「
上
巻
非
史
辮
」
に

お
い
て
、
神
代
の
物
語
で
あ
る
古
事
記
上
巻
は
、
神
武
天
皇
に
よ
る
日
本

国
統
一
の
超
歴
史
的
根
源
－
史
的
始
原
で
は
な
い
ー
に
言
及
し
、
か

つ
、
神
武
天
皇
の
身
中
の
神
と
天
下
衆
人
の
神
と
の
「
や
む
ご
と
な
き
道
」

を
説
く
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
神
代
を
、
人
代
を
律
す
る
無
時
間
的
（
非

歴
史
的
）
規
範
と
見
る
認
識
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
郷
信
綱
氏
は
、

時
間
と
歴
史
を
援
無
し
て
そ
こ
に
復
帰
す
る
べ
き
原
型
↑
規
範
）
が
、
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亘
）

代
人
に
と
っ
て
の
神
代
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
一
般
に
、
あ
る
事
物
A
が
他
の
事
物
B
の
規
範
も
し
く
は
従
う
べ
き
原

型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
A
に
よ
っ
て
B
の
存
在
な
い
し
は
そ
の
在
り

様
が
正
当
化
さ
れ
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
代
が
現
実

存
在
の
根
拠
と
し
て
措
定
さ
れ
、
ひ
い
て
は
規
範
あ
る
い
は
原
型
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
神
代
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

根
拠
づ
け
ら
れ
て
在
る
と
観
ぜ
ら
れ
た
現
実
存
在
に
対
し
て
、
そ
の
正
当

性
を
保
証
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
点
を
示
唆
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

ゆ
く
。
こ
の
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
現
実
存
在
の
根
源
・
原
型
と
し

て
の
神
代
の
在
り
方
を
鋭
く
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
代
が
有
す
る
a
の

意
義
に
迫
る
右
の
諸
研
究
は
、
神
代
に
つ
い
て
の
古
代
的
思
惟
が
王
権
正

当
（
統
）
化
の
理
論
の
基
軸
を
な
す
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
神
代
の
物
語
か
ら

古
代
王
権
の
本
質
を
読
み
と
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
今
日
の
歴
史
学
的
諸
研

究
と
同
様
に
　
　
そ
し
て
、
ま
た
本
稿
と
同
じ
く
　
　
、
b
の
意
義
を
説

く
も
の
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
先
学
の
諸
研
究
が
a
・
b
の
み
な
ら
ず
c
の
意
義
を

も
解
き
明
か
し
た
と
は
言
え
な
い
。
神
代
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
つ
つ

現
に
在
る
と
観
ぜ
ら
れ
た
事
物
（
事
象
や
事
態
）
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
の

正
当
性
を
誇
示
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
る
場
合
、
お
そ
ら
く
そ
の
意
図
は
、

永
続
性
へ
の
希
求
を
随
伴
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
a
・
b
の
意

義
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
C
の
意
義
を
暗
示
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
ゆ

く
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
思
想
な
い
し
思
想
史
の
研
究
が
、
あ
る

思
想
や
思
惟
形
態
の
存
在
を
論
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
た

だ
暗
示
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
、
疑
問
と
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
本
稿
が
、
「
神
代
の
意
義
」
と
い
う
古
来
多
方
面
か
ら
取
り

扱
わ
れ
、
い
わ
ば
言
い
古
さ
れ
た
テ
ー
マ
を
あ
え
て
自
ら
に
課
し
、
a
・

b
の
み
な
ら
ず
、
c
を
も
強
調
し
よ
う
と
意
図
し
た
所
以
で
あ
る
。

1
補
説
1

　
古
事
記
が
伝
え
る
天
孫
降
臨
の
神
勅
に
お
い
て
、
降
臨
の
対
象
た
る
地

上
界
は
、
⑦
「
豊
葦
原
の
千
秋
の
長
五
百
秋
の
水
穂
の
国
」
、
あ
る
い
は

⑦
「
豊
葦
原
の
水
穂
の
国
」
と
称
さ
れ
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
呼
称
の

意
義
に
関
し
て
、
従
来
、
神
代
の
天
つ
神
の
統
治
と
い
う
視
点
か
ら
見
た

地
上
界
の
称
で
あ
る
と
説
く
遠
山
一
郎
氏
の
卓
漉
に
従
っ
て
き
た
。
そ

なし
いて

い
ま
な
お
、
遠
山
説
に
依
拠
す
る
立
場
を
変
更
す
べ
き
理
由
を
見

し
か
し
、
本
稿
の
所
説
と
の
関
連
で
筆
者
な
り
に
気
づ
い
た
点
を
、
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遠
山
説
の
補
強
と
い
う
意
図
を
こ
め
つ
つ
、
こ
こ
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
⑦
は
⑦
の
意
味
を
い
っ
そ
う
明
瞭
に
い
わ
ば
敷
禍
し
た
語
で
あ

り
、
⑦
の
み
な
ら
ず
、
⑦
も
ま
た
「
千
秋
の
長
五
百
秋
」
と
い
う
永
続
性

へ
の
希
求
を
含
意
し
て
い
る
が
、
そ
の
永
続
性
は
、
天
孫
降
臨
以
後
に
そ

の
歴
史
を
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
人
代
の
地
上
界
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
人
代
は
、
天
孫
降
臨
を
媒
介
と
し
て
神
代
に
つ
な
が
り
、
神
代
に
よ
っ

て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
本
稿
が
説
く
ご
と
く
、
神
代
が
現
に
存
す
る
も
の

の
永
続
性
の
根
拠
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
代
の
地
上
界
に
関
し
て
次
の

よ
う
な
見
方
が
成
り
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
人
代
の
地
上
界
は
、
神
代
に
よ
っ

て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
属
性
と
し
て
永
続
性
を
有
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
見
方
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
古
事
記
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
観
点
の
も
と
に
、
天
孫
降
臨
の
段

に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
諸
段
に
通
有
的
な
地
上
界
の
呼
称
⑤
「
葦
原
の

中
つ
国
」
を
斥
け
、
あ
え
て
⑦
・
⑦
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

神
代
の
天
つ
神
の
統
治
と
い
う
視
点
か
ら
地
上
界
の
在
り
方
が
把
握
さ
れ

る
と
き
、
そ
こ
に
は
永
続
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
⑦
⑦
は
そ
の
永
続
性
を
含
意
し
う
る
名
称
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ユ
）
続
日
本
記
文
武
元
年
八
月
十
七
日
条
。

（
2
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
言
霊
論
」
（
日
本
思
想
史
学
第
十
九
号
）

　
　
参
照
。

（
3
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
大
伴
家
持
の
国
家
観
」
一
倫
理
学
第

　
　
一
号
）
参
照
。

一
4
）
大
隅
和
雄
「
持
続
と
変
革
」
一
相
良
・
尾
藤
・
秋
山
編
『
講
座
日
本
思

　
　
想
』
4
、
東
大
出
版
会
、
一
九
八
四
年
、
所
収
）
参
照
。

（
5
）
た
と
え
ば
、
岩
屋
に
こ
も
る
こ
と
が
天
地
が
闇
に
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
・
つ

　
　
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
天
照
大
神
の
在
り
様
一
記
紀
岩
屋
ご
も
り
の

　
　
段
参
照
）
は
、
　
　
天
の
岩
屋
神
話
は
、
全
体
と
し
て
は
、
鎮
魂
祭

　
　
の
縁
起
課
で
あ
ろ
う
が
　
　
太
陽
神
一
日
神
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
色
濃
く

　
　
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
泣
く
と
き
に
は
、

　
　
「
青
山
は
枯
山
な
す
泣
き
枯
ら
し
、
河
海
は
こ
と
ご
と
泣
き
乾
」
一
記

　
　
上
巻
）
し
、
天
上
に
の
ぼ
る
と
き
に
は
、
「
山
川
こ
と
ご
と
動
み
、
国

　
　
土
み
な
震
」
（
同
上
）
れ
る
と
い
っ
た
状
態
を
現
出
さ
せ
る
ス
サ
ノ
ヲ

　
　
か
ら
は
、
嵐
神
・
暴
風
神
と
も
言
う
べ
き
性
格
が
観
取
さ
れ
る
。

（
6
）
た
と
え
ば
、
天
照
大
神
と
と
も
に
天
孫
降
臨
を
指
令
す
る
神
と
し
て

　
　
振
舞
う
タ
カ
ギ
ノ
神
（
記
上
巻
等
参
照
）
は
、
そ
の
名
義
か
ら
見
て
、

　
　
元
来
、
神
霊
の
依
代
と
な
る
巨
木
の
神
格
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
自

　
　
然
神
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

（
7
）
神
々
と
そ
の
営
み
の
不
滅
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
遠
山
一
郎
「
近

　
　
江
荒
都
歌
に
お
け
る
皇
統
譜
の
神
」
（
説
林
第
三
五
号
）
参
照
。

（
8
）
た
だ
し
、
一
首
の
眼
目
は
、
永
続
的
た
る
べ
き
平
城
京
を
賛
美
し
つ

　
　
つ
、
遷
都
後
の
そ
の
荒
廃
ぶ
り
を
嘆
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

　
　
旧
都
（
平
城
京
－
新
都
久
遜
京
に
対
す
る
）
を
永
続
的
た
る
べ
き
も
の

　
　
と
見
る
認
識
が
、
そ
の
荒
廃
へ
の
悲
嘆
を
増
幅
さ
せ
る
。

（
9
）
さ
ら
に
ま
た
、
人
麻
呂
歌
集
歌
⑭
で
は
、
春
に
は
木
々
が
芽
を
出
し

　
　
秋
に
は
木
の
葉
が
散
る
と
い
う
自
然
の
恒
常
的
か
つ
永
続
的
な
循
環

　
　
現
象
が
、
神
代
以
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
こ
に
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も
、
や
は
り
、
恒
常
性
・
永
続
性
の
根
拠
を
神
代
に
求
め
よ
う
と
い

　
う
志
向
が
う
か
が
え
る
。

一
1
0
）
本
稿
で
は
、
第
一
節
に
挙
げ
た
用
例
中
、
③
⑨
⑫
⑰
⑳
の
五
例
に
は
、

　
　
と
く
に
言
及
し
な
か
っ
た
。
本
稿
が
、
こ
れ
ら
の
「
神
代
」
の
機
能

　
　
を
特
定
し
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
a
～
C
と
照
合
す
る
な
ら

　
　
ば
、
こ
れ
ら
は
、
最
低
限
a
の
機
能
だ
け
は
有
し
て
い
る
よ
う
に
思

　
　
わ
れ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
推
測
を
避
け
る
意
味
を
こ
め
つ
つ
、
詳

　
　
細
は
い
ま
は
措
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
1
1
）
西
郷
信
綱
「
古
代
王
権
の
神
話
と
祭
式
」
一
『
増
補
詩
の
発
生
』
未
来

　
　
杜
、
昭
和
三
九
年
、
所
収
）
。

（
1
2
）
遠
山
一
郎
「
ア
メ
ノ
シ
タ
の
用
法
」
（
萬
葉
第
百
士
二
号
）

（
い
と
う
す
す
む
・
東
北
歯
科
大
学
専
任
講
師
一
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