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文
学

の
分
野
で
は
、
文
学
を
唯

一
つ
の
、
客
観
的
な
内
容
に
還
元
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点

に

つ
い
て
、
す
べ
て
の
人
の
意
見
が

一
致
し

て
い
ま
す
。
作
品
が
本
物

で
あ
る
限
り
、
内
容
と
形
式
は
、
切
り
離
せ
な

い
関
係

に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
す
べ
て
の
翻
訳
を
不
確
か
で
、
特
に
詩
の

翻
訳

の
場
合
、
殆
ん
ど
不
可
能

に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
い
う
の
は
、

詩

の
最
も
本
質
的
な
面
の

一
つ
は
、
音
楽
性
に
あ
る
か
ら
で
す
。
音
、
リ

ズ
ム
、

ひ
び
き
か
ら
成
り
立

つ
詩
の
音
楽
性
は
、
少
く
と
も
、
そ
こ
に
使

わ
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
と
同
じ
く
ら
い
の
重
要
さ
を
も

っ
て
い
ま
す
。

広

い
意
味
で
の
作
品
と
形
式
の
物
質
性
と
い
う
こ
の
分
野
で
は
、
詩
は
言

葉
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
た
可
能
性
の
極
限
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
作
品

に
も
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

他
方
で
、
散
文
形
式
の
作
品

の
場
合
、
そ
の
形
式
が
よ
り
自
由
に
見
え

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
大
多
数
の
作
品
が
歴
史
書
、
小

説
、
行
政
書
な
ど
の
、
あ
る
ジ

ャ
ン
ル
、
あ
る
モ
デ
ル
に
属
す
こ
と
に
変

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
そ
の
形
式
と
同

じ
よ
う
に
内
容
に
よ
っ
て
も
定
義
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

日
本
の
最
も
古
い
文
献
の
な

か
に
は
、
定
形
に
富
ん
だ
漢
詩
や
和
歌
と

並
ん
で
、
明
確
な
モ
デ
ル
に
対
応
す
る
散
文
体

の
作
品
が
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
、

『
日
本
書
紀
』、

『風
土
記
』
な
ど
が
そ
れ
で
す
。

こ
の
観
点
か

ら
言
え
ば
、
『古
事
記
』
は
問
題
を
呈
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
『
古

事
記
』
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
の
中
国
と
日
本
で
知
ら
れ
て
い
た
、

ど
の
ジ

ャ
ン
ル
に
も
組
み
入

れ
ら
れ
な

い
よ
う
に
見
え
る
か
ら

で
す
。

『書
紀
』

の
よ
う
に
史
書
で
も
な
く
、

小
説
や
当
時
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な

か

っ
た
物
語
の
よ
う
に
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
く
、

一
見
し
た
と
こ
ろ

詩
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
同
じ
よ
う
な
作
品
の
出
現
を
促
し
た
様
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。

『古
事
記
』

は
、

当
時
存
在
し
た
百
科
事
典
的
あ
る
い
は
、

哲
学
的
な
中

国
の
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
の
で
も
な
く
、
出
典
と
し
て
使
わ
れ
た
作
品
も

わ
か
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
神
話
と
伝
統
を
寄
せ
集
め
た
も
の
だ
、

と
言
う
こ
と
も
、
問
題

の
解
決

に
は
な
り
ま
せ
ん
。

詩
、
歌
と
の
比
較
が
殆
ん
ど
不
可
能
の
よ
う
に
見
え
る
の
に
、
こ
こ
で

私
が
提
示
し
た
い
仮
説
は
、
『古
事
記
』

の
文
体
と
詩
、

特
に
和
歌
と
の

間
に
は
、
強
い
類
似
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ

れ
は
、

『古
事
記
』

が

ア
イ
ヌ
の
ユ
ー
カ
ラ
の
よ
う
に
、

韻
文
体
で
書
か

れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
は

っ
き
り
し
た
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
『古

事
記
」

の
文
体
が
和
歌
と
同
じ
リ
ズ
ム
、
同
じ
構
造
、
そ
し
て
あ
る
意
味

で
同
じ
必
要
性
に
対
応
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
理
由
か
ら
な

の
で
す
。

こ
の
仮
説
の
提
示
が
恣
意
的
な
も
の
で
も
な
く
、
単
に
時
代
の
関
連
性

に
基
づ
い
て
い
る
の
で
も
な
く
、

『古
事
記
』

の
形
式
の
問
題
を
新
た
に

問
い
直
す
、

つ
ま
り
日
本

の
文
学
と
詩
歌

に
お
け
る
、

『
古
事
記
』

の
位

置
を
問
い
直
す
機
会
を
私
た
ち
に
与
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述

べ

た
い
と
思
い
ま
す
。
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『
古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』

日
本
の
歴
史
を
、

そ
の
起
源
か
ら
扱

っ
た

『古
事
記
」

と

『
日
本
書

紀
」
が
、
八
年
の
間
隔
を
お

い
て
七

一
二
年
と
七
二
〇
年
に
宮
廷
に
献
上

さ
れ
ま
し
た
。
『古
事
記
』

と

『
日
本
書
紀
』

の
目
的
は
ひ
と

つ
で
す
。

つ
ま
り
、
皇
室
を
お
こ
し
た
最
初
の
祖
先
と
さ
れ
て
い
る
天
照
大
神
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
皇
室
の
正
当
な
王
位
継
承
権
を
主
張
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
記
紀
編
纂
の
計
画
は
、
壬
申
の
乱
と
い
う
内

乱
を
経
て
初
あ
て
権
力
の
座

に
つ
く
こ
と
の
で
き
た
天
武
天
皇
ま
で
さ
か

の
ぼ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
記
紀
と
い
う
二
つ
の
作
品
が
存
在
す
る

こ
と
も
、
文
字
と
い
う
手
段

に
訴
え
る
必
要
性
が
あ

っ
た
こ
と
、
記
紀
の

間
に
存
在
す
る
違
い
を
説
明
す
る
に
も
、
不
十
分
な
の
で
す
。
と
い
う
の

は
、
最
も
古
い
編
年
記
と
し

て
頻
繁
に

一
緒
に
引
用
さ
れ
な
が
ら
、
古
い

伝
統
と
い
う
共
通
の
素
材
の
取
り
扱
い
方
が
、
詩
と
歴
史
書
と
の
間
ほ
ど

　エ
　

に
も
、
『
日
本
書
紀
』
と

『古
事
記
」

で
は
、
異

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

一
見
す
る
と
、
『
古
事
記
」

は
貧
弱
な
印
象
を
与
え
か
ね
ま
せ
ん
。

三

十
巻
か
ら
成
る

『
日
本
書
紀
』
と
比
べ
て
、
与
え
ら
れ
た
素
材
で
あ
る
日

本
の
歴
史
の

一
部
分
し
か
扱

わ
な
い
三
巻

の
構
成
を
、
『古
事
記
」
は

と

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
『古
事
記
』

の
記
述
は
、
五
世
紀
末
の
顕
宗
天

皇
の
統
治
で
終
わ
り
、

そ
の
後
、

『古
事
記
』

完
成
の
ほ
ぼ

一
世
紀
前
の

推
古
天
皇
の
統
治
ま
で
、
単

に
皇
室
の
系
譜
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

対
し
て
、

『
日
本
書
紀
」

の
場
合
は
、

そ
の
完
成
と
書
紀
の
扱
う
最
後
の

年
代
と
の
間
に
は
、
二
〇
数
年
の
隔
た
り
が
あ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

『古
事
記
」
の
場
合
、
『
日
本
書
紀
」
と
違

っ
て
、
各
天
皇
の
統
治
を
用

い
た
区
切
り
方
は
厳
密
で
は
な
く
、
神
武
天
皇
や
応
神
天
皇
の
場
合
の
よ

う
に
、
あ
る
天
皇
の
死
後
も
そ
の
記
述
が
続
い
た
り
、
息
子
で
あ
る
倭
建

命
の
影
に
か
く
れ
て
、
殆
ん
ど
記
述
の
な
い
景
行
天
皇
の
場
合
の
よ
う
に
、

あ
る
天
皇
の

一
生
が
殆
ん
ど
付
け
加
え
的
に
し
か
扱
わ
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
他
方
で
は
、
中
国
の
正
史
の
基
準
に
比
べ
て
も
、

一
番
重
要
な

欠
点
は
、

『古
事
記
』

の
な
か
に
は
、

天
皇
の
死
な
ど
の
幾

つ
か
の
年
代

が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
そ
の
上
、
特
に
下
巻
で
は
、

大
陸
と
の
交
渉
な
ど
に
関
す
る
、

『
日
本
書
紀
」

の
な
か
に
記
さ
れ
て
い

る
多
く
の
重
要
な
出
来
事
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
記
紀

の
な
か
の
崇
神
天
皇
や
仁
徳
天
皇
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
を
比
較
す
れ
ば
、

す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
、

『古
事
記
」

の
献
上
相
手
で

あ

っ
た
元
明
天
皇
が
熱
烈
な
仏
教
信
者
で
あ

っ
た
の
に
、

『古
事
記
」

の

な
か
で
仏
教

へ
の
言
及
が

一
度
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
大
変
示
唆

的
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
仏
教
の
導
入
と
い
う
、
八
世
紀
の
日
本
の
社
会
に

と

っ
て
の
重
要
な
出
来
事
は
、
全
体
的
に
す
べ
て
の
近
い
過
去
の
出
来
事

に
関
心
の
な
い

『古
事
記
」
の
編
纂
者
た
ち
の
計
画
に
は
、
入

っ
て
い
な

　
　
　

か

っ
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
、
と
い
う

『古
事
記
』
の
最
後
の
弱

点
が
あ
り
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』

に
用
い
ら
れ
て
い
る
華
美
な
中
国
語
に
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比
較
す
る
と
、

『古
事
記
」

の
記
述
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
、

不
器

用
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
実
際
に
、
日
本
語
の
言
い
回
し
を
最
大
限
に

用
い
よ
う
と
し
て
い
る
混
種
語
で
す
が
、
中
国
文
学
に
憧
れ
親
し
ん
で
い

た
人
々
に
と

っ
て
、

『古
事
記
』

を
読
む
こ
と
が
難
し
か

っ
た
こ
と
に
、

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
古
事
記
』
と
い
う
何
か

そ
れ
で
は
、
『古
事
記
」

は
、
編
纂
当
時
の
出
来
事
に
応
え
る
、
と
い

う
意
味
し
か
も
た
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

『古
事
記
』

の
序
の
中
で
表
明

さ
れ
て
い
る
、
明
ら
か
に
政
治
的
な
意
味
あ
い
は
、
天
武
天
皇
、
も

っ
と

一
般
的
に
は
皇
室
の
覇
権
を
保
証
す
る
、
と
い
う
唯

一
つ
の
目
的
の
た
め

に
な
さ
れ
た
、
事
実
の
歪
曲
と
で
っ
ち
あ
げ
と
同
じ
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
事
実

で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
目
的
の
も
と
に
、

教
養
語
で
あ
る
中
国
語
で
書
か
れ
る
と
い
う
、
当
時
の
エ
リ
ー
ト
の
た
あ

に
大
き
な
利
点
を
も

っ
て
い
た

『
日
本
書
紀
』
を
編
纂
す
る
必
要
は
、
わ

か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

『古
事
記
』

は
、
よ
く
で
き

て
い
る
思
想
宣
伝
の
本
で
さ
え
も
な
い
わ
け
で
す
。

た
だ

一
つ
の
、
連
続
し
た
記
述
を
す
る
た
め
に
、
異

っ
た
神
話
や
伝
統

か
ら
、

唯

一
つ
の
異
本
を
提
供
す
る
こ
と
で
、

『古
事
記
」

は
二
つ
の
タ

イ
プ
の
批
判
に
身
を
さ
ら
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

一
つ
に
は
そ
の
記
述

が
本
当

の
意
味

で
直
線
的
で
な
い
こ
と
で
す
。

『古
事
記
」

の
註
釈
者
た

ち
は
、
長
い
間
、
出
雲
神
話
の
説
明
の
問
題
に
苦
心
し
て
き
ま
し
た
。
と

い
う
の
は
、
こ
の
出
雲
神
話
は
高
天
原
神
話
か
ら

一=
一ギ
の
天
孫
降
臨
神

話

へ
と
無
理
な
く
続
い
て
い
る
記
述
の
、
論
理
的
展
開
を
中
断
す
る
よ
う

に
見
え
る
か
ら
で
す
。
応
神
天
皇
の
統
治
の
最
後
に
つ
け
加
え
ら
れ
て
い

る
天
の
日
矛
な
ど
の
話
は
、
話
の
進
行
上
、
何
の
必
要
性
も
な
く
、
さ
ら

に

一
層
余
分
に
付
け
加
え
ら
れ
た
感
じ
を
、
私
た
ち
に
与
え
ま
す
。

他
方
で
、

『古
事
記
」

の
記
述
上
の

一
貫
性
の
欠
如
は
、

た
び
た
び
問

題
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
イ
ザ
ナ
ギ

一
人
か
ら
誕
生
し
た
ス
サ

は
は

ノ
ヲ
は
、
妣
の
国
、
根
の
国

へ
行
き
た
が
り
ま
す
が
、
ま
た
、
そ
こ
で
使

わ
れ
て
い
る
漢
字
は
、

死
ん
だ
母
親
を
意
味
す
る
漢
字
な
の
で
す
。

『
日

本
書
紀
』
の
本
文
は
、
こ
う
い
っ
た
論
理
的
難
し
さ
を
上
手
に
避
け
て
い

ま
す
。

『古
事
記
』

の
現
在
存
在
す
る
上
中
下
巻

の
分
け
方
に
従

っ
て
、

私
た

ち
は
三

つ
の
タ
イ
プ
の
作
品
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
初
の
神
話
的

上
巻
で
は
、
神
話
だ
け
が
存
在
し
て
い
て
、
人
間
と
の
関
係
は
間
接
的
で

す
。
中
巻
は
、
い
わ
ば
叙
事
詩
体
と
言
え
ま
す
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
命
の

姿
に
代
表
さ
れ
る
、
英
雄
の
時
代
を
描
い
て
い
ま
す
。
下
巻
は
、
記
述
の

大
多
数
が
歌
の
支
え
と
し
て
の
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
、
歌
物
語
の
よ
う

に
見
え
ま
す
。
こ
れ
ら
三
巻
に
は
、
多
く
の
場
合
、
三
巻
そ
れ
ぞ
れ
に
、

神
話
の
専
門
家
、
歴
史
家
、
文
学
の
専
門
家
と
い
う
三

つ
の
タ
イ
プ
の
専

門
家
が
関
心
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
こ
れ
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
う
ち
の

一
つ
、

つ
ま
り

『古
事
記
」
の

一
部
分
だ
け
が
こ
の
上

一88一
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も
な
く
熱
心
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
実
情
で
す
。

と
は
言

っ
て
も
、
『
古
事
記
」

は
、

江
戸
時
代
に
い
わ
ば
再
発
見
さ
れ

て
か
ら
、
厳
格
な
国
学
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
多
く
の
読
者
を
引
き

つ
け

て
き
ま
し
た
。
『古
事
記
」
か
ら
発
散
し
て
い
る
魅
力
を
理
解
す
る
に
は
、

私
の
考
え
で
は
、
効
果
的
な
方
法
と
し
て
、
そ
の
対
象

の
す
べ
て
、

つ
ま

り

『古
事
記
』
を

一
つ
の
作

品
と
し
て
そ
の
全
体
を
取
り
あ
げ
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。

っ
ま
り
、

『
古
事
記
」
を
、
内
的
統

一
性
を
も

つ
、
完
成

し
た
作
品
と
見
る
わ
け
で
す
。

こ
の
統

一
性
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、

私
は
構
造
と
い
う
概
念
を
用

い
ま
し
た
。

こ
の
構
造
と
い
う
言
葉
は
今
は

フ
ラ
ン
ス
で
も
日
本

で
も
、

も
う
流
行

で
は
な
く
な

っ
て
い
ま
す
が
、
私

は
レ
ヴ
ィ
ス
ト

ロ
ー
ス
が
与

え
て
い
る
の
と
非
常
に
近
い
意
味

で
、
『古

事
記
』

の
構
造
と
い
う
こ
と
を
確
か
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま

　ヨ
　

す

。

古
事
記
の
構
造

少
し
注
意
深
く

『古
事
記
」
を
よ
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
神
話
や
伝
統
、

歌
謡
の
韻
律
学
に
親
し
ん
で
い
た
人
々
に
は
、
明
ら
か
で
あ

っ
た
は
ず
の
、

す
ぐ
れ
た

一
慣
性
や
微
妙
な
対
応
の
か
け
ひ
き
を
、
私
た
ち
は
、
そ
こ
に

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

こ
の
種
の
主
張
は
根
拠
が
な
い
よ
う
に
見
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、

こ
の
主
張
は
、

『古
事
記
』
と
い
う

作
品
の
外
に
あ
る
過
程
か
ら
出

て
き
た
も
の
で
も
、
十
分
な
考
察
を
行
わ

ず
に
出
て
き
た
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
十
五
年
ほ
ど
前
に
、
『古
事
記
』

と

『
日
本
書
紀
」

の
記
述
に
認
め
ら
れ
る
三

つ
の
ま
と
ま
り
に
つ
い
て
の

　　
　

エ
ッ
セ
ー
を
書
き
ま
し
た
。
大
林
太
良
先
生
や
三
品
彰
英

の
研
究
に
よ

っ

て
既
に
解
釈
が
進
め
ら
れ
て
い
た
火
や
光

の
中

で
の
出
現
、
海
辺
で
の
誕

生
な
ど
の
い
く

つ
か
の
テ
ー
マ
の
繰
り
返
し
は
、
私

に
、
日
本
神
話

の
な

か
に
は
、
同

一
の
構
造

に
も
と
つ
い
て
つ
く
ら
れ
た
、
私

の
言
う
神
話
連

続
と
い
う
ま
と
ま
り
を
も

っ
た
単
位
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考

え
を
想
定
さ
せ
ま
し
た
。
秩
序

の
出
現
を
語
り
、
火

の
中

で
の
誕
生

で
終

わ
る
第

一
の
部
分
に
は
、
海
辺

で
の
誕
生

で
終
わ
る
他
界

へ
の
旅
を
描
写

す
る
第
二
の
部
分
が
対
立
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
第
三
の
部
分

に
は
、
第

一
の
部
分
を
呼
応
し
て
い
る
征
服
と
い
う
特
徴
が
読
み
と
れ
る
の
で
す
。

す
な
わ
ち
ニ
プ
ラ
ス

一
と
い
う
形
な
の
で
す
。
そ
こ
で
、
私
は
次

の
段
階

と
し
て
、

同
じ
仮
説
に
立
ち
な
が
ら
、

『古
事
記
』

と
い
う

一
つ
の
作
品

全
体
を
読
む
、
と
い
う
試
み
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
私
は
、
中
巻

が
、
上
巻
と
そ
の
神
話
連
続
の
構
造
と
直
接
照
ら
し
合
せ
る
こ
と
な
し
に

理
解

で
き
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
結
局
、
上
巻

の
内
容
は
、

中
巻
の
中

で
用
い
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
の
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

っ
て
、

だ
ん
だ
ん
明
ら
か
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
木
の
花

　
ら
　

の
佐
々
夜
毘
売
と
沙
本
毘
売
、
あ
る
い
は
本
牟
智
和
気
と
須
佐
の
男
、
ま

た
は
神
功
皇
后
と
伊
耶
那
岐
を
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

は
じ
め
に
私
は
、
歌
謡
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
、
し
か
も
神
話
色
の
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あ
る
出
来
事
が
含
ま
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
他
の
二
巻
と
非

常
に
異

っ
た
特
徴
を
も

つ
下
巻

に
、
上
中
巻
に
試
み
た
と
同
じ
分
析
が
可

能
だ
と
は
思

っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
神
話
連
続
の
中
に
み

ら
れ
る
左
右
対
称
の
関
係
に
よ

っ
て
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
二

つ
の
部
分

と
、
最
初
の
部
分
を
呼
応
し

て
い
る
も
う

一
つ
の
部
分
の
存
在
か
ら
、
私

は
、
神
話
連
続

の
間
に
み
ら
れ
る
の
と
同
じ
関
係
に
あ
る
、
よ
り
大
き
な

サ
イ
ク
ル

(神
話
群
)
の
存
在
を
想
定
し
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
神
話
連
続
、

そ
れ
を
さ
ら
に
ま
と
め
る
サ
イ
ク
ル
、
そ
し
て

『古
事
記
』
全
体
と
い
う

三

つ
の
段
階
で
、
三

つ
の
要
素
か
ら
成
る
構
造
を
内
に
も

つ

『古
事
記
』

の
全
体
が
現
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、
最
小
の
単
位
で
あ
る
神
話

連
続
の
構
造
と

『
古
事
記
」
全
体
の
構
造
と
が

一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

こ
の
分
析
の
初
め
の
段
階

で
、
私
は
、
天
地
が
ま
だ
未
分
化
な
時
代
か

ら
顕
宗
天
皇
の
よ
う
に
、
完
全
に
人
間
の
天
皇
と
な
る
時
代

へ
と
続
く
記

述
を
展
開
し
て
い
る
、
新
し

い
研
究
対
象
に
直
面
し
ま
し
た
。
こ
の
記
述

は
、
直
線
的
で
も
、
平
坦
で
も
、
単
調
で
も
な
く
、
リ
ズ
ム
を
伴

っ
て
い

る
の
で
す
。

そ
の
上
、

『
日
本
書
紀
』

の
よ
う
に
、
未
来
に
向
か

っ
て
開

く
必
要
の
あ
る
歴
史
書
と
は
反
対
に
、

『古
事
記
』

の
記
述
は
、

閉
ざ
さ

れ
た
か
た
ち
、

つ
ま
り
そ
れ
以
上
先
に
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
作
品
、

と
し
て
現
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
実
際
に

『古
事
記
」
に
は
、
『
続
古
事
記
』

は
存
在
し
ま
せ
ん
し
、
特
に
近
い
過
去

の
出
来
事

に
関
心
を
示
さ
な
い

『古
事
記
』
に
は
、
続
き
の
存
在
す
る
理
由
が
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、

『
古
事
記
』

が
、

記
述
の
対
象
と
す
る
創
始
の
出
来
事
し
か
扱
わ
な
い
か

ら
で
あ
り
、

そ
の
上
、
『
古
事
記
』

が
年
代
順
に
出
来
事
を
書
き
連
ね
る

と
い
う
構
成
を
と

っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
き
て
い
ま
す
。
『古
事
記
』

が
推
古
天
皇
以
後
中
断
さ
れ
る
理
由
を
め
ぐ
る
幾

つ
か
の
仮
説
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
立
証
が
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に

『古
事
記
』
は
、
閉
じ
ら
れ
た
形
を
も

っ
て
い
ま
す
。
最

後

の
大
き
な
サ
イ
ク
ル
を
締
め
く
く
る
顕
宗
天
皇

の
あ
と
、
物
語
を
続
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

『古
事
記
」

は
、

現
在
に
結
び

つ
く
必

要
を
少
し
も
も

っ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
の
目
的
は
、
私
の
考
え
で
は
、

ほ
か
に
あ
り
ま
す
。
最
後
の
サ
イ
ク
ル
の
中
に
模
範
的
な
天
皇
を
配
置
し

て
し
ま
う
と
、
『古
事
記
』
に
は
、
歴
史
は
必
要

で
は
な
く
な
る
の
で
す
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
ふ
る
こ
と
の
ふ
み
が
要
求
し
て
い
る

よ
う
に
、
古
い
事
が
ら
だ
け
を
閉
ざ
さ
れ
た
形
の
中
で
描
写
す
る
、
と
い

う
、

『古
事
記
』

が
要
求
し
て
い
る
も
の
と
の
合
致
、

と
い
う
こ
と
を
推

測
で
き
る
の
で
す
が
、
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
形
は
、
他
の
問
題
を
呈
し
て
い

ま
す
。

そ
の

一
つ
は
遠
い
過
去
と
の
関
係
で
す
。

『古
事
記
』

は
、
神
代
と
最

初
の
人
間
の
天
皇
を
結
び

つ
け
る
物
語
を
、
遠
い
過
去
の
中
に
留
あ
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
過
去
と
の
関
係
の
し
方
に
新
し
い
道
を
開
い
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
新
し
い
全
体
を
作
り
あ
げ
る
た
あ
に
、
神
代
が
人
間

の
時
代

の
始
ま
り
に
ま
で
、
は
み
出
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
全
体
は
、
原
初

の
時
代

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
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え
ま
す
。

実
際
に
は
、

こ
の
よ
う
な
制
限
を
設
け
る
こ
と
は
、
物
語
を
閉
じ
る
と

い
う
論
理
に
応
じ
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当

時
手
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能

で
あ

っ
た
情
報
全
体

の
う
ち
、
『古
事
記
』

は
崇
神
や
垂
仁
天
皇
の
場
合

の
よ
う
に
、
省
略
と
い
う
代
価
を
払

い
な
が

ら
、
そ
の

一
部
分
し
か
用
い
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
か
た
ち
の
論
理
か
ら
見

れ
ば
、
す
べ
て
を
語
り
、
伝
達
す
る
の
は
無
意
味
な
わ
け
で
す
。
と
い
う

の
は
、
そ
の
形
式
そ
の
も
の
が
、
情
報
の
全
体
と
同
じ
く
ら
い
重
要
な
意

味
を
提
供
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
二

つ
の
要
素

に

よ

っ
て
リ
ズ
ム
付
け
を
さ
れ

た
物
語
の
、
閉
ざ
さ
れ
た
形
、
に
つ
い
て
の

第
二
の
問
題
、

つ
ま
り
詩
の
領
域
に
お
け
る
定
形
と
呼
ば
れ
る
形
と
の
関

係
を
想
定
さ
せ
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。

『古
事
記
』
の
形
成

私
た
ち
が
リ
ズ
ム
や
ひ
び
き
を
問
題
に
す
る
場
合
、
音
と
同
じ
よ
う
に
、

物
語
の
イ
メ
ー
ジ
笹
筋
も
同
じ
様
な
問
題
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
『古
事
記
』

の
基
本
的
単
位
は
、
火
の
中

で
の
誕
生
と
海
辺
で
の
誕
生
と
い
う
全
編
で

繰
り
返
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
を
取
り
巻
く
二

つ
の
結
び

つ
き
の
対
立
に
裏
打

ち
さ
れ
た
神
話
連
続
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
繰
り
返
し
は
、
決
し
て
機
械

的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
で
、
左
右
対
称
と
対
立
の
組
み
合
わ

せ
が
、
反
復
す
る
モ
チ
ー
フ
を
変
換
し

て
、
異

っ
た
テ
ー
マ
の
ヴ

ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
カ
ク
ッ
チ
と
い
う
火

の
誕
生
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
か
ら
生
ま
れ
た
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
の
出

産
や
サ
ホ
ビ
メ
の
稲
城

の
な
か
で
の
出
産
、
な
ど
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ

ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
三

つ
の
要
素
か
ら
な
る
構
成

に
支
え
ら
れ
た
か
た
ち
に
焦
点
を
あ

て
る
と
、

こ
れ
ま
で
に
私
た
ち
が
問
題

に
し
て
き
た

『古
事
記
』

の
幾

つ

か
の
特
殊
性
が
わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
高
天
原
神
話
と
天

孫
降
臨
神
話
の
間
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
神
話
は
、
大
き

な
サ
イ
ク
ル
の
最
後
の
、
音
楽
で
言
う
弱
拍
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
で
、
リ
ズ
ム
に
よ
る
調
子
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
大

よ

み

国
主
神
話
は
不
可
欠
な
わ
け
で
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
神
話
は
、
黄
泉

と
高
天
原
と
い
う
単
純
な
白
黒
の
対
立
関
係
か
ら
、
根
の
国
を
入
れ
て
他

界
と
い
う
テ
ー
マ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
、
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
で
す
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
リ
ズ
ム
の
存
在
は
、
単
な
る
直
線
的
記

述
が
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
を
、
導

入
す
る
こ
と
を
可

能
に
も
て
い
る
の
で
す
。

も
う

一
方
で
は
、
神
話
連
続
の
構
造
の
強
さ
が
物
語
の
記
述
の
展
開
に

従

っ
て
変
化
す
る
、
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
述
の
構
造
と
論

理
の
間
の
関
係
で
お
こ
る
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
は
、

『古
事
記
』

の
な
か

で
明
白
に
語
ら
れ
て
い
た
事
が
ら
を
説
明
す
る
の
に
、
役
立

っ
て
い
ま
す
。
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例
え
ば
、
『
日
本
書
紀
』

は
、

崇
神
天
皇
の
時
代
に
崇
神
が
天
照
大
神
を

恐
れ
て
、
天
照
大
神
と
同
じ
大
殿
に
住
ま
な
い
こ
と
を
決
あ
た
、
と
記
し

て
い
ま
す
。
こ
の
話
は
、
人
間
の
世
界
と
神
の
世
界
を
明
ら
か
に
引
き
離

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
伊
勢
神
宮

の
起
源
と
も
関
係
の

あ
る
こ
の
話
は
、
『
古
事
記
』

の
中
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

こ
の
二

つ
の

世
界
の
断
絶
を
示
す
た
め
に
、
『
古
事
記
』

は
、
神
話

の
論
理
に
し
た
が

う
物
語
記
述
と
話
の
筋
の
間

に
見
ら
れ
る
ズ
レ
、
と
い
う
別
の
手
段
を
用

い
て
い
ま
す
。

『古
事
記
』

を
、
年
代
順
に
続
く
物
語
記
述
の
連
続
で
あ
る

『
日
本
書

紀
』
に
比
較

で
き
る
本
、
と
し
て
で
は
な
く
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
リ
ズ
ム
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
形
が

つ
く
り
出
す
定
形
の
作
品
、
と

見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
私
た
ち
は

『
古
事
記
』
が
全

て
を
語
る
必
要
の
な

か

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
仮
説
に
立

つ
こ
と
で
、

一
つ
に
は
、

『古
事
記
』

に
よ
る
事
が
ら

の
選
択
は
排
他
的
で
は
な
い
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

は

つ
ま
り
、

『古
事
記
』

が
語
ら
な
い
事
が
ら
は
切
り
捨

て
ら
れ
た
の
で

は
な
く
、
逆
に
こ
の
選
択
は

『
古
事
記
』
編
纂
当
時

の
聞
き
手

・
読
み
手

に
知
ら
れ
て
い
た
伝
統
の
全
体
を
前
提
に
な
さ
れ
た
、
と
い
う
見
方
に
立

つ
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。

『古
事
記
』

を
定
形
に
近

い
作
品
と
仮
定
し
た
場
合
、

第
二
の
問
題
と

し
て
詩
、
特
に
定
形
詩
が
簡
潔
な
形
に
よ

っ
て
あ
る
事
柄

の
全
体
を
表
現

で
き
る
、
と
い
う
特
徴
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

こ
の
点
に

つ
い
て
私
は
、

詩
と
の
関
連
で
言
え
ば
、

『古
事
記
』

の
編
纂
者
た
ち
の
記
述
方
法
は
、

長
歌
や
あ
る
種
の
中
国
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
対
し
て
、
和
歌
の
創
始
者
た

ち
の
記
述
方
法
に
近
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

古
事
記
の
世
界
賛
歌

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、

『古
事
記
」

の
構
造
に
認
め
ら
れ
る
、

こ

の
あ
る
種
の
定
形
が
、

『古
事
記
」

の
、
独
自

で
非
典
型
的
な
性
格
を

一

層
強
め
る
こ
と
に
な
る
、
孤
立
し
た
現
象
を
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
、
と

い
う
点

で
す
。
散
文
と
の
関
係
か
ら
は
、
類
似
性
を
さ
ぐ
る
の
が
困
難
な

こ
と
は
既
に
見
ま
し
た
か
ら
、
詩
歌
と
の
関
係
の
問
題
が
残
る
わ
け
で
す
。

も
し
も

『古
事
記
』
の
記
述
形
式
が
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
他
の
例
に

直
接
結
び

つ
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
そ
れ
が
何
の

特
徴
も
な
い
、
無
意
味
な
も
の
だ
、
と

い
う

こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

『古
事
記
』
の
記
述
に
は
、
あ
る
種
の
リ
ズ
ム
が
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
は
、

物
語
記
述

の
、
あ
る
種

の
配
列
の
理
解
を
助
け
て
い
た
、

一
言

で
言
え
ば
、

存
在
理
由

の
あ
る
リ
ズ
ム
だ
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
以
上
に
仮
説
を
推
し
進
め
る
こ
と
は
危
険
で
す
が
、
『古
事
記
』

が
も

っ
て
い
る
こ
の
ザ
ズ
ム
と
構
造
に
は
、
少
し
も
強
制
的
、
あ
る
い
は

不
自
然
で
外
か
ら
押
し

つ
け
ら
れ
た
性
格
が
な
い
、
と
推
測
す
る
こ
と
は

で
き
ま
す
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

こ
の
表
現
方
法
は
、
与
え
ら
れ
た

素
材
を
、
詩
に
近
い
、
全
く
新
し
い
形
に
う

つ
し
か
え
る
こ
と
を
意
味
し
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て
い
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
形
式
が
、
あ
る
意

味

で
素
材
と

一
体
を
成
し
て

い
た
、

つ
ま
り
素
材
か
ら
生
ま
れ
た
形
式

だ

っ
た
、
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
素
材
の
理
解
の
た
あ

に
、
こ
の
形
式
が
必
要
だ

っ
た
の
だ
、
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
神
話
は
単
に
そ
の
内
容
か
ら
見
て
大
切
な
記
述

が
問
題
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
条
件
の
も
と
で
は
、
あ
る
形
と
切

り
離
せ
な
く
な
り
ま
す
。
そ

の
上
、

こ
の
全
体
形
式
を
用
い
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
す
べ
て
の
神
話
や
表
面
に
現
わ
れ
て
い
な
く
て
も
い

つ
で
も
使

う
こ
と
の
で
き
る
神
話

の
ヴ

ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
、
毎
回
使
う
必
要
は
な

く
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
す
べ
て
の
神
話
記
述
の
場
合

に
あ
て
は
ま
る
、
と
は
言
い
ま
せ

ん
。
た
だ
、
文
字
文
化
の
誕
生
以
前
に
、
そ
の
肉
感
的
と
も
言
え
る
美
点

の
た
め
に
、
語
り
に
与
え
ら
れ
て
い
た
重
要
さ
を
考
え
る
と
、
次
の
よ
う

な
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
神
話
記
述
は
、
直
線
的
な
語

り
の
な
か
で
、
事
柄
が
単
に

つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
た
だ
け
の
平
た
ん
な
記
述

で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
、
逆

に
、
原
初
の
時
代
の
語
り
が
、
宗
教
的

コ
ン

テ
ク
ス
ト
と
切
り
離
せ
な
い
以
上
、
そ
れ
が
芸
術
的
創
造
や
語
り
の
分
野

で
、
人
間
が
想
像
で
き
る
最
上
の
も
の
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
考
え

ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
詩
歌
、
歌
謡
そ
し
て
神
話
の
関
係
は
、
上

手
く
い
か
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
す
。

私
の
仮
説
は
、
神
話
と
詩
歌
が
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
創
造
が
可

能
だ
、
と
い
う
前
提
に
も
と
つ
い
て
い
ま
す
。
私
の
こ
の
仮
説
は
、
神
話

に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
や
音
の
配
置
が
、
定
形
詩
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う

に
、
言
葉
の
も

つ
意
味
と
同
じ
重
要
さ
を
も

っ
て
い
る
、
と
い
う
前
提
に

立

っ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
仮
説
に
立

つ
と
、
神
話
を
語
る
と
き
に
で
き
て
く
る
リ

ズ
ム
が
、
単
な
る
言
葉
の
表
現
と
は
異

っ
た
感
動
、
感
情
を
神
話
に
与
え

る
だ
け
で
な
く
、
対
立
や
類
似
の
関
係
が
生
み
出
す
リ
ズ
ム
が
、
全
体
と

の
関
係
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
副
次
的
意
味

デ
ィ
ス
コ
　
ス

を
与
え
る
と
共

に
、
全
体

の
枠
組
か
ら
み
る
と
、
別
の

話

(内
容
)

を
作
り
出
す
こ
と
が
理
解
で
き
る
わ
け
で
す
。

デ
ィ
ス
コ
　
ス

こ
の
別
の
内
容
を
も

つ

話

は
、
火
の
中

で
の
誕
生
と
海
辺
で
の
誕

生
と
い
う
結
び

つ
き
の
対
立
を
中
心
と
す
る

『古
事
記
』
の

一
貫
性
を
、

浮
き
あ
が
ら
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
結
び

つ
き
を
取
り
巻
く
対
立
は
、
死
と

不
死
、
近
い
結
婚
と
遠
い
結
婚
、
稲
の
栽
培
と
猟
な
ど
の
非
常
に
多
様
な

問
題
を
扱
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
ま
す
。
初
め
の
結
び

つ
き
は
、
火
を

中
心
に
、
近
い
結
婚

で
あ
る
近
親
相
姦

・
植
物

・
文
化

・
死

・
現
世

・
閉

ざ
さ
れ
た
空
間
を
扱

っ
て
い
ま
す
。
第
二
の
結
び

つ
き
は
、
水
、
遠
い
結

婚

・
動
物

・
自
然

・
不
死

・
他
界
、
開
い
て
い
る
空
間
を
扱

っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、

こ
の
二

つ
の
結
び

つ
き
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
『古
事
記
』

の
中

で
は
、
世
界
に
内
在
す
る
全

て
の
複
雑
さ
と
矛
盾
が
示
さ
れ
、
説
明

さ
れ
、
歌
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
ま
し
た
が
、

結
局
、

『古
事
記
』

は
世
界
を
歌

っ

て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
原
初

の
出
来
事
を
語
り
な
が
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ら
、
世
界
を
歌

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
手
段
と
し
て
、
様
々
な
テ
ー

マ
の
イ
メ
ー
ジ
や
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
駆
使
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ

う
に
、
物
語
記
述
と
イ
メ
ー
ジ
を
出
発
点
と
し
て
、
最
も
抽
象
的
な
問
題

ま
で
を
幾

つ
か
の
調
子
に
合
わ
せ
て
歌
う
こ
と
か
ら
、

一
種

の
メ
ロ
デ
ィ

が

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

『古
事
記
』
が
生
み
出
す
音
楽
は
、
本
当

は
暗
い
音
楽
で
す
が
、
近
親
相
姦
と
死
の
問
題
に
始
ま

っ
て
、
主
権
、
そ

し
て
人
間
世
界
を
織
り
な
す
極
限
の
問
題
ま
で
を
扱

っ
て
い
ま
す
。
お
そ

ら
く
、

『古
事
記
』

は
こ
の
理
由
か
ら
神
代
を
扱
う
こ
と
だ
け
で
は
満
足

せ
ず
、
最
初

の
人
間
を
歌

っ
て
も
い
る
の
で
す
。

他

の
民
族

の
文
化
に

つ
い

て
私
た
ち
が
知

っ
て
い
る
事
か
ら
考
え
て
も
、

私
た
ち
は
日
本

の
神
話
が
、

あ
る
条
件
の
も
と

で
語
ら
れ

て
い
た
、
と
推

測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
も

こ
の
語
り
は
、
何
か
を
学
ぶ
、
知
る
、

と
い
う
目
的

で
だ
け
行
わ
れ
た
、
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
同

時
に
、
言
葉
の
も

つ
力
に
よ

っ
て
、

こ
の
語
り
が

一
種
の
神
を
呼
び
お
こ

す
力
、
儀
式
的
効
果
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の

見
方
に
立

つ
と
、
リ
ズ
ム
は
最
も
重
要
に
な
り
ま
す
。
こ
の
神
話
の
語
り

は
、

で
す
か
ら
、
神
と
人
間

の
間
に
位
置
す
る
、
と
言
わ
れ
る
和
歌
と
、

類
似
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
。
和
歌
は
、
神
の
世
界
と
人
間
の
世
界
に

橋
渡
し
を
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、

『古
今
和
歌
集
』

の
序
で
紀
貫

之
が
彼
流
に
言

っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
詩
歌
が
宇
宙
の
ご
く
初
ま
り
に
出

現
す
る
の
は
、
詩
歌
が
神
の
時
代
の
特
徴
を
も

っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

従

っ
て
、

ス
サ
ノ
ヲ
が
出
雲

の
国
を
歌

っ
た
と
き
、
こ
れ
は
最
初
の
和
歌

　　
　

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
決
し
て
偶
然
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

八
雲
立

つ

出
雲
八
重
垣

妻
隠
み
に

八
重
垣
作
る

そ
の
八
重
垣
を

最
後
に
、

こ
れ
ら
の
神
話
と
伝
統
が
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
た
の
か
、

と
い
う
問
題
が
残
り
ま
す
。

『古
事
記
』

は
、

そ
の
序
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
原
始
的
な
神
話
記
述
を
忠
実
に
移
し
か
え
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

『古
事
記
』

は
、

そ
れ
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
の
、
正
に
語
り
か
ら
記

述

へ
と
神
話
が
変
化
す
る
時
代
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り

『古
事

記
』
は
、
こ
の
変
化
に
続
い
て
現
わ
れ
た
作
品
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は

太
安
万
侶
が
稗
田
の
阿
礼
が
暗
誦
し
た

『古
事
記
』
の
原
形
を
で
き
る
だ

け
尊
重
し
よ
う
と
し
た
、
と
言

っ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。

そ
れ
で
も

『古
事
記
」
は
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
書
か
れ
た
作
品
と
し

て
構
想
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は

『古
事
記
』
が
も

っ
て
い
る
定
形
が
、
部

分
的
に
は
、
こ
の
記
述
形
式
を
決
定
す
る
プ

ロ
セ
ス
、
特
に
こ
の
簡
潔
な

ス
タ
イ
ル
を
選
ぶ
に
到

っ
た
プ

ロ
セ
ス
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
問
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
素
材
の
性
格
か
ら
言

っ

て
、
『
日
本
書
紀
』

の
よ
う
に

『
古
事
記
』
が
も

っ
と
長
い
作
品
に
な

っ

た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
す
。

ま
た
、
『古
事
記
』
の
な
か
に
見
ら
れ
る
リ
ズ
ム
の
問
題
か
ら
言
え
ば
、

大
き
な
サ
イ
ク
ル
と
神
話
連
続
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
、
左
右
対
称

の
均
衡
が
、
認
あ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
ど
ち

ら
の
段
階
に
お
い
て
も
、
最
後
の
部
分
が
最
初
の
部
分
と
呼
応
し
て
い
ま
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す
。

こ
こ
で
、
和
歌

の
問
題

を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
の
和
歌

は
、
多
く
の
場
合
、

こ
の
ニ
プ
ラ
ス

一
と
い
う
構
造
と
非
常

に
近
い
か
た

ち
を
と

っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

一
つ
に
、
ま
だ
和
歌

の
五
七
五
プ

ラ
ス
七
七
と
い
う
古
典
的
か
た
ち
が
で
き
あ
が

っ
て
い
ず
、
五
七
と
五
七

プ
ラ
ス
七
と
い
う
形
を
と

っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
初
め
の
五
七
と
五
七

が
強
く
結
び

つ
い
て
、
最
後

の
七
字
か
ら
成
る
句
が
二
番
目
の
句
の
繰
り

返
し
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
仁
徳
天
皇
の
歌

へ
の
返
し
歌
と
し

て
黒
姫
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
次

の
作
品
を
見

て
み
ま

(
7
)

し

ょ

う

。

　
　
　

倭
方
に

往
く
は
誰
が
夫

隠
津

の

下
よ
延

へ
つ
つ

往
く
は
誰
が
夫

こ
こ
で
、
『
古
事
記
』

と
最
初
の
和
歌

の
か
た
ち
の
間
に
、

完
璧
な

一

致
が
み
ら
れ
る
、
と
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
軽
卒
に
な
り
ま
す
。
と
言

っ
て

も
、

こ
の
両
者
の
間
に
強
い
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
こ
の
変
化
を
も
た
ら
し

た
最
も
大
き
な
要
素
が
、
神
話
の
語
り
と
強
く
結
び

つ
い
た
、
左
右
非
対

称

で
、
し
か
も
三

つ
の
要
素
か
ら
成
る
リ
ズ
ム
の
存
在
で
あ

っ
た
可
能
性

が
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は

で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
リ
ズ
ム
は
、

文
字
と
の
対
決
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
再
び
活
発
に
な

っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
和
歌
の
原
形
が
、
他
の
分
野

で
用
い
ら
れ
て
い
た
、
よ
り
古

い
時
代

の
、
三

つ
の
要
素
か
ら
成
る
リ
ズ

ム
の
存
在
と
関
係
が
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
、

こ
と
も
意
味
し
て
い
ま
す
。

こ
の
奇
数
の
性
格
は
、
無
際
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
可
能
性
を
も

つ
、
左

右
対
称
を
打
ち
砕
く
こ
と
を
、
可
能
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
詩
ば
か

り
で
は
な
く
、
人
間
世
界
の
閉
ざ
さ
れ
た
性
格
を
浮
き
彫
り
に
も
し
て
い

ま
す
。
私

の
考
え
で
は
、
そ
れ
は

『古
事
記
』
が
私
た
ち
に
示
し
て
い
る

偉
大

で
、
し
か
も
厳
し
い
教
え
の

一
つ
な
の
で
す
。

『
日
本
書
紀
』
が
す
べ
て
を
年
代
順

の
綱
目
に
組
み
込
む
こ
と
に
工
夫

を
凝
ら
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

『
古
事
記
』

は
、

歴
史
と
い
う
素
材
か

ら
、
そ
の
神
話
的
枠
組
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
だ
け
を
、
と
り
あ
げ
て
い
ま

す
。

も
し
、

『古
事
記
」

に
認
め
ら
れ
る
リ
ズ
ム
が
、

あ
る
種

の
神
話
表

現
と
結
び

つ
い
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
る
と
、

こ
の
点

に
つ
い
て
、
神
話

思
想
と
い
う
綱
目
を
通
し
て
読
ま
れ
た
伝
統
を
表
現
す
る
こ
と
も
可
能
だ

と
思
い
ま
す
。
私
は
、

こ
の
理
由
か
ら
、

『古
事
記
』

が
不
変

の
伝
統
を

保
存
し
て
い
る
最
後
の
生
き
証
人
な
の
だ
と
は
思

っ
て
い
ま
せ
ん
。

『古
事
記
」

の
記
述
は
、

む
し
ろ
、
大
陸
文
明

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
き

っ

か
け
に
お
こ
っ
た
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
を
も

つ
神
話
的
思
想
の
反
応
の
結
果

で
き
あ
が

っ
た
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

こ
の

思
想
の

一
種
の
制
度
化
に
、
私
た
ち
は
出
会
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も

っ

と
も
そ
れ
は
、
は
っ
き
り
表
現
さ
れ
た

一
種
の
神
学
の
よ
う
な
形
を
と
る

の
で
は
な
く
、
古
い
三

つ
の
要
素
か
ら
成
る
リ
ズ
ム
の
中
に
、
伝
統
的
な

内
容
と
新
し
く
生
ま
れ

つ
つ
あ
る
形
を

一
つ
に
し
た
作
品

つ
ま
り

『古
事

記
』
と
い
う
様
相
で
現
わ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
伝
統
と
あ
る
形
を
結
び

つ
け
る
と
い
う
作
業
は
、
い
わ
ば
緊
急
の

必
要
性
と
い
う
条
件
下
で
行
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
急
務
は
、
日
本
文
化
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の
主
要
部
分
の
す
べ
て
で
、
中
国
化
の
完
成
が
進
ん
で
い
た
七
～
八
世
紀

に
位
置
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
当
然
観
念
的
な
も
の
で
も
あ

っ
た
わ
け

で
す
。
ま
た
、

そ
の
反
応
と
し
て
、
『
古
事
記
』
や
和
歌
な
ど
が
そ
の
良

い
例
で
す
が
、
意
識
的
こ
の
中
国
化
の
波
か
ら
守
ら
れ
た
領
域
が

つ
く
ら

れ
て
も
い
っ
た
の
で
す
。

『古
事
記
』

は
、

自
身
の
過
去
の
土
着
の
部
分
を
守
ろ
う
と
す
る
意
志

の
証
人
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
す
べ
て
は
、
和
歌
の
よ
う

に
、
中
国
文
学
と
思
想
の
イ

ン
パ
ク
ト
に
対
す
る
や
ま
と
言
葉
と
日
本
的

感
性
か
ら
の
答
え
だ

っ
た
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

『古
事
記
』

は
、
伝
統

の
全
体
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
種
の
世
界
観
を

一
度
に
把
握
し

よ
う
と
い
う
壮
大
な
努
力
の
結
晶
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

『古
事
記
』

を
、

神
の
時
代
か
ら
人
間
の
時
代

へ
の
移
行
と
い
う
原
初
的

時
期
を
生
き
生
き
と
し
た
ま
ま
残
そ
う
と
す
る
、

一
種
の
人
間
世
界
の
全

体
を
歌
う
和
歌
、

つ
ま
り
他

に
例
の
な
い
作
品
、
に
仕
上
げ
て
い
る
の
だ

と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

註(1
)

拙

稿

「
日
本

の
伝

承

記
述

に
見

る
二

つ
の

エ
ク
リ

チ

ュ
ー

ル

.

『
古
事
記
』

と

『
日
本
書
紀
』

の
文
体

比
較

の
試

み
」

『
現
代
思
想
』

一
九
九

二
年
、
二
〇
巻
、
四
号
、
五
八
頁

・
六
九
頁

、
訳

美
枝
子

マ
セ
。

(
2
)

津

田
左
右

吉

の

『
日
本

古
典

の
研
究
』

に
基
づ

い
て
井
上

光
貞
氏

は

「
古
事

記

で
は
、

つ
ぎ

の
仁
賢

天
皇

以
後

に
は
系

図

の
記
載

し
か

な
く
、

物
語
は

一
つ
も
記
さ
れ

て
い
な

い
。

こ
の
こ
と
は
、

旧
辞

が
、

神
話

か
ら

は
じ
ま

っ
て
顕

宗
天
皇

ま

で
で
終

わ

っ
て
い
た

こ
と
を
示

し

て
い
る
」

(神
話
か
ら
歴
史

へ

一
五
頁
)

と
説
明
し
ま
す
が
、

こ
の

説
明

は
不
十
分

だ
と
思

い
ま
す
。

(
3
)

拙
稿

『古
事

記
神
話

の
構
造

』
中
央

公
論
社

(
4
)

..O
ユ
αq
ヨ
①
9

冨

日
。
弉

穹

く
畠

。
αq
Φ
傷
き

巴

.p
〒

α
巴
弩

ω
Φ
δ
口

寓
o
一ω
ω
雷
ρ
ロ
o
口
8
ω
∋
旨
三
ρ
ロ
Φ
ω
α
二

内
o
旨
匹

Φ
け
α
信

Z
ぎ
o
コ
ω軍

o
匹
..畢
()9
三
①
諺

α
.o
ε
α
Φ
ω
①
け
色
o
ω
α
o
o
鐸
ヨ
Φ
三
ω
ω
ロ
=
Φ
の
お
嵩
σq
一〇
口
ω

α
=
の
巴
O
ロ
一.

(
5
)

拙
稿

「
垂
仁
天
皇
記

の
構
造
分
析
」

『
ユ
リ
イ
カ
』

一
七
巻
、

一
号
、

一
九
八
五
年

(
6
)

『
古
今
和
歌
集
』
岩
波

日
本
古
典
文
学
大
系
、
九
三
～
九

四
頁

(
7
)

土
橋
寛

『
古
代
歌
謡
論
』
三

一
書
房

(
8
)

古
事
記
歌
謡
五
六
、
『
古
事
記
』
岩
波
思
想
大
系
、

二
三

三
頁
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