
日
本
神
話
の
弁
証
法
的
思
考

に
関
す
る

一
考
察

ー

老
荘
思
想
と
の
関
連
を
中
心
に

杜

勤

日本神話の弁証法的思考に関する一考察

1

は
じ
め
に

「
記

・
紀
」
が
成
立
し
た
八
世
紀
頃
は
、
中
日
文
化
交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、

絢
爛
な
中
国
文
化
が
日
本

で
も
花
を
咲
か
せ
た
時
代

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、

「記

・
紀
」
を
編
纂
し
た
宮
廷

の
知
識
人

は
中
国

の
経
典

・
史
書

の
学
問
を
身

に

つ
け
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
学
び
得
た
世
界
観

か
ら
個
々
の
史
伝

の
知
識
ま
で

意
識
、
ま
た
は
無
意
識
の
う
ち
に

「記

・
紀
」
神
話

の
編
纂

に
な
ん
ら
か
の
影

響
を
与
え
た
の
が
否

め
な
い
事
実
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

一
方
で
は
中
国
は

「神
話
の
不
毛

の
国
」
と
言
わ
れ
、
中
国
神
話

は
ギ
リ
シ
ア
神
話
や
日
本
神
話
に
比
べ
て
、
意
外
と
貧
弱
で
あ
る
。
天
地
開
闢

よ
り
人
類

の
起
源
や
農
耕

・
諸
文
化

の
創

始
に
至
る
ま
で
の

一
連

の
神
話
伝
説

が
あ

っ
た
も

の
の
、
こ
れ
は

『淮
南
子
』

や

『列
子
』
や

『国
語
』
や

『山
海

経
』
と
い
っ
た
幾

つ
か
の
主
だ

っ
た
古
典

に
断
片
的
に
散
見
す
る
の
み
で
あ

っ

て
、
体
系
化
さ
れ
た
り
、
集
大
成
さ
れ
た
り
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味

に
お
い
て
、
個
々
の
神
話
素
材
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
本
神
話
は
中
国

の
経
典

.
史
書

の
直
接
な
影
響
が
少
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
中
日
神
話
の
共

通
性
は
神
話

の
組

み
立
て
方
や
構
造

の
上

に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
そ

の
最
も
著
し
い
例
と
し
て
、
『日
本
書
紀
』
神
代
巻

の
冒
頭

「古
天
地
未
剖
、
陰
陽
不
分
、
渾
沌
如
鶏
子
云
云
…
…
」
と
天
地
開
闢

を
語
る
と
こ
ろ
の
六
十
五
字
が

『三
五
歴
記
』
、
『淮
南
子
』
な
ど
の
文
を
そ
の

ま
ま
引
用
し
て
い
る
し
、
『古
事
記
』

の
神
々
を
三
柱

の
造
化

の
独
神
、
五
柱

別
天

ツ
神
、
神
代
の
七
代
神
と
い
う
ふ
う
に
、
三
、
五
、
七

の
組
み
合
わ
せ
を

し
て
い
る
の
は
、
三
五
七
と
い
う
、
奇
数
を
聖
数
と
す
る
中
国
固
有

の
数
の
信

(
1

)

仰

に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
神
話
は
中
国

の
経
典

・
史
書

の
構
造
的
受
容
と
同
時
に
、
思
想

体
系

の
上
で
も
、
陰
陽
五
行
や
神
仙
思
想
を
は
じ
め
、
形
而
上
学
的
思
考

の
影
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響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「記

・
紀
」
を
中
心
と
す
る
日
本
神
話
を
大
観

す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
質
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
と
く
に

二
元
的
思
想
が

一
貫
と
し
た
構
造
と
し
て
そ
の
底
流

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が

顕
著
な
特
徴
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
神
が

住
む
天
と
地
、
火
と
水
、
男
と
女
、

生
と
死
、
現
世
と
他
界
、
中

つ
国
と
常
世
な
ど

の
対
照
的
な
世
界
が
あ
り
、
神

統
譜
に
お
い
て
も
、
天
神
と
地
祗

に
分
け
ら
れ
、
創
成
神
と
し
て
天
父
神
と
地

母
神
が
存
在
す
る
。
両
者
の
関
係
づ
け
を
究
明
す
る
こ
と
は
神
話

の
全
体
像
を

把
握
し
、
そ
の
背
後

に
あ
る
思
想
体
系
を
探
る
上
で
の
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
小
論

で
は
イ
ザ
ナ
キ

・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
、

ア
マ
テ
ラ
ス

.
ス
サ

ノ
オ
神
話
、
天

の
石
屋
戸
神
話
を
取
り
上
げ

て
、
老
荘

の
哲
学
思
想
と
の
関
連

を
中
心

に
、
「記

・
紀
」
神
話
に
潜
む
対

立
関
係

の
認
識
パ
タ
ー
ソ
を
考
察

し

て
み
た
い
と
思
う
。

2

イ
ザ

ナ
キ

・
イ
ザ

ナ
ミ
神

話

ま
ず
イ
ザ
ナ
キ

・
イ
ザ
ナ
ミ
に
ま
つ
わ

る
神
話
を
以
下
に
要
約
す
る
。

天
地
が
ま
だ
混
沌
と
し
て
い
た
こ
ろ
、

ア
メ
ノ
、・・
ナ
カ
ヌ
シ
、
タ
カ
、、、
ム
ス

ヒ
、

カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
三
神
に
続

い
て
、
イ
ザ
ナ
キ

・
イ
ザ

ナ
ミ
の
男
女

一
対
の

神
が
現
れ
、
上
記

の
神
々
か
ら
天
地
創
造

を
命
じ
ら
れ
た
。

二
神
は
天
の
浮
橋

か
ら
天
の
沼
矛

で
た
だ
よ
う
世
界
を
か
き

回
し
、
引
き
上
げ

た
矛

の
先

の
滴
か

ら
生
ま
れ
た
オ
ノ
ゴ
ロ
島

に
降
り
立

っ
て
性
交
し
た
結
果
、
多
く
の
国
土
や
海

や
山
あ
る
い
は
種
々
の
神
々
を
産
ん
だ
。
広
漠
た
る
海
洋
に
出
現
し
た
最
初

の

島
、
オ
ノ
ゴ

ロ
島
は
国
土
生
成

の
原
点
と
な

っ
て
お
り
、
イ
ザ
ナ
キ

・
イ
ザ
ナ

ミ
が
そ
こ
で

「天

の
御
柱
」
を
立

て
、
そ
こ
を
廻

っ
て
成
婚
し
、
天
地
を
創
造

し
た
。
そ
し
て
イ
ザ
ナ
ミ
は
死
に
よ

っ
て
み
ず

か
ら
産
ん
だ
大
地

の
地
下

に
行

き
、
二
神
が
永
遠

に
離
別
し
た
。
天
地

の
分
離
が
そ
れ
に
よ

っ
て
実
現
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
物
語
か
ら
天
地

の
分
離
と
い
う
す
べ
て
の
天
地
開
闢
神
話
に
共

通
し
た
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
天

・
地
、
聖

・
俗
、
生

.

死
な
ど

の
二
元
対
立
が
生
ま
れ
る
。

天
地

の
分
離

は
生
と
死
の
分
離
に
よ

っ
て
明
確

に
さ
れ
た
が
、

こ
の
生
死
両

域
は
不
変
不
易
で
、
絶
対
な
る
厳
密

に
隔
て
ら
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、

そ

の
境
界

は
曖
昧
で
流
動
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

イ
ザ
ナ
ミ
が
火
神

ヒ
ノ
カ
グ
ツ
チ
を
産
ん
だ
た
め
に
、
性
器
を
焼
か
れ
て
死

に
、
黄
泉

の
国
に
行

っ
た
。
最
愛

の
妻
を
死
な
せ
た
イ
ザ
ナ
キ
は
そ
の
死
を
悲

し
み
、
イ
ザ
ナ
ミ
を
追

っ
て
黄
泉
を
訪
問
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、

イ
ザ
ナ
キ
の
こ
の
行
為
は
黄
泉

か
ら
帰
還

で
き
な

い

「
死
」
の
可
能
性
を
孕
ん

で
い
る
か
ら
、

一
種

の
仮

の
死
で
あ

っ
た
。
そ

の
後
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
か
ら
帰

還
し
、

つ
ま
り

ヨ
ミ
ガ

ヘ
リ
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
イ
ザ
ナ
、・・
は
ヒ
ノ
カ
グ
ツ

チ
の
誕
生

に
よ

っ
て
陰
部
に
火
傷
し
、
死
ぬ
結
果
を
招
い
た
。
そ
の
後
、
イ
ザ

ナ
キ
は

ヒ
ノ
カ
グ
ツ
チ
の
首
を
切
り
、
黄
泉

で
妻
と
の
再
会
を
果
た
し
、
「
愛

し
き
あ
が
な
に
妹

の
命
。
あ
と
な
と
作
れ
る
国
、
い
ま
だ
作
り
竟

へ
ず
。
か
れ
、

還
る
べ
し
」
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
懇
願
す
る
。
イ
ザ
ナ
キ
の
そ
の
懇
願
に
よ

っ
て
イ

ザ
ナ
ミ
は
い
っ
た
ん
生

の
世
界
に
帰
ろ
う
と
決
意
し
た
。
も

っ
と
も

「私
を
見
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る
な
」
と
い
う
誓
約
を
破

る
こ
と
に
よ

っ
て
帰
還
し
な
か
っ
た
が
、
イ
ザ
ナ
ミ

の
決
意
は
生

の
世
界
に
帰
還
す
る
可
能
性

を
孕
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
の
死
も
ま

た
や
は
り
相
対
的
な
死
、
仮

の
死
で
あ

っ
た
。
北
沢
方
邦
氏
は
こ
の
仮

の
死
を

(
2

)

「う

つ
ろ
い
や
す
い
」
死
と
名
づ
け

て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
黄
泉
に
行
く
前

の
イ
ザ
ナ
キ

.
イ
ザ
ナ
ミ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
生
は
、
う

つ
ろ
い
や
す
い

「
死
」
と

い
つ
で
も
単
純
に
交
換
可
能
な
等
価

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「う

つ
ろ
い
や
す

(
3
)

い
」
生
と
言
え
る
。
こ
こ
の

「う

つ
ろ
い
や
す

い
生

・
死
」
は
次
元
を
異
に
す

る

「現
世
」
と

「他
界
」
と
の
輪
廻
転
生

の
繰
り
返
し
を
意
味
す
る
。
し
か
も

な
お
、
キ
リ
ス
ト
教
の
天
国
、
仏
教
に
お
け
る
極
楽
と
か
地
獄
と
か
現
世
か
ら

ま

っ
た
く
隔
絶
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

こ
こ
の

「他
界
」

は
何
と
な
く
現
世

に
連
続
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ

の
生
死
観
は
生

・
死
、
是

・
非
、

善

.
悪

の
対
立
を
相
対
関
係
に
あ
る
と
す

る
老
荘
思
想
と
通
ず

る
所
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

『荘
子
』
至
楽
篇
で
は

「生
死
は
昼
夜

た
り
」
と
言

い
、
生
死
を
昼
夜

の
交

替
と
同
じ
よ
う

に
扱

っ
て
い
る
。
自
然

界
で
は
寒
冷

・
温
暑
、
昼

・
夜
、
春

夏

.
秋
冬

の
よ
う
な
相
対
立
す

る
要
素
を
持
ち
な
が
ら
も
そ
れ
が
永
遠
不
変

に

周
期
的
循
環
を
す
る
こ
と
が
、
自
然

の
根
本
法
則
の
象
徴
と
な

っ
て
い
る
。
生

死
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
お
互

い
に
繰
り
返
し
、
運
行
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
両
者
は
世
俗
的
な
差
別
が

な
く
、
彼
是

・
是
非

の
区
別
は
あ
く

ま
で
不
断

の
循
環
運
動

の
中

で
そ

の
根
元
的
永
遠
性
を
捉
え
る
べ
き

で
あ
る
。

『荘
子
』
斉
物
篇
で
は
、

方
生
方
死
。
方
死
方
生
。

(
4
)

見
方
を
変
え
れ
ば
、
生
は
死
で
あ
り
、
死
は
生
で
あ
る
。

と
述
べ
て
、
生
死

の
相
対
性
を
語

っ
て
い
る
。
生
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
死
あ
り
、

死
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
生
が
あ
る
し
、
さ
ら
に
言
う
と
、
現
在

の
生
は
過
去

の

死
を
意
味
し
、
現
在
の
死
は
将
来

の
生
を
意
味
す
る
。
ど
ち
ら
も
循
環
変
化

の

中

の

一
側
面
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
際
限
な
く
循
環
す
る
と

い
う
の
で
あ

る
。
な
お
、

彼
出
於
是
、
是
亦
因
彼
。
彼
是
方
生
之
説
也
。

彼
は
我
が
是
と
知

る
こ
と
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
、
逆
に
我
が
是
と
知
る

こ
と
も
ま
た
彼
に
よ

っ
て
成
立
す
る
。
こ
れ
が
世

に
行
わ
れ
る
彼
是
相
関

(
5
)

相
対
の
説
で
あ
る
。

と
述
べ
て
、
彼
此

の
両
者
は
並
び
生
ま
れ
る
と
説

い
て
い
る
。
彼

は
此
か
ら
出

て
く
る
し
、
此
も
彼
に
よ

っ
て
成
り
立

つ
か
ら
、
世
の
事
象
は
す
べ
て
相
対
性

を
離
れ
な

い
た
め
、
是

・
非
、
彼

・
此

の
判
断
は
相
対
の
尺
度
に
因

っ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
人
間

の
認
識
判
断

に
は

一
つ
の
絶
対

の

基
準
は
な
く
、
ま
た
、
「物
自
体
」
と
い
う
よ
う
な
も

の
は
な
い
。
現
実

に
は

た
だ
諸
々
の
相
が
あ

る
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
相
は
ま
た
他
と
の
相
関
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関
係
に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
。

宗
教
的
神
話

の
観
念

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
対
比

の
世
界

へ
の
往
還
は
通
過
儀
礼

が
必
要
で
あ
る
。
「記

・
紀
」
神
話

に
お
け
る
他
界
往
還
に
は
往
路
と
帰
路

の

両
方

に
禊
祓
儀
礼
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ

ザ
ナ
キ
は
水

の
ミ
ソ
ギ
と
い
う
祓
浄
儀
礼

を
通
過
し
て
他
界
か
ら
帰
還
す
る
と

と
も
に
、
身
滌
ぎ

の
際
に
三
貴
子
を
は
じ

め
と
す
る
数
多
く
の
神
を
生
成
し
、

創
生
神
と
し
て
の
地
位
を
決
定
つ
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
、、、
も
ま
た
火

の

ハ
ラ
ヒ
を
機
と
し
て
、
現
世
か
ら
身
を
隠

し
、
他
界

(黄
泉
国
)
の
大
神

へ
と

移
行
し
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

つ
ま
り
、
最
終
的
に
は
、
イ
ザ
ナ
キ
は
三

貴
子
を
産

み
、
父
な
る
天
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て

「永
遠

の
生
」
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
。

一
方
で
は
イ
ザ
ナ
キ
を
追

い
か
け
て
き
た
イ
ザ
ナ
、・・
は
千
引

の
石

を
黄
泉

つ
ひ
ら
坂

に
引
い
て
き

て
、
黄
泉

の
国
の
出
口
、

つ
ま
り
他
界

へ
の
入

り
口
を
み
ず
か
ら
の
手
で
塞
ぐ
こ
と
に
よ

っ
て
、
母
な
る
大
地

の
存
在

に
な
り

き
れ
、
さ
ら
に
は
永
遠
な

「
死
」
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
明
ら
か

に
こ
の
永
遠

の

「生
」
・
「
死
」
両
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
区
別

に
基
づ
く
価
値
判
断
を

否
定
す
る
立
場
で
あ
り
、
是

・
非
、
善

・
悪
と

い
う
世
俗
的
価
値
判
断
に
左
右

さ
れ
な
い
性
格
を
持

っ
て
い
る
。
と
い
う

の
は
結
果
的
に
は
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ

ナ
ミ
は
そ
れ
ぞ
れ
天
父
に
な

っ
た
り
、
地
母
に
な

っ
た
り
し
た
が
、
創
成
神

に

な

っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
場
合
、
永
遠
の

「生
」
と

永
遠
な

「死
」
は
等
価
で
あ
り
、
交
換
可
能
な
も
の
な

の
で
あ
る
。

3

ア

マ
テ

ラ

ス

・
ス

サ

ノ

オ

神

話

河
合
隼
雄
氏

は
構
造
論
的
分
析

に
よ

っ
て
、
『古
事
記
』
神
話

の
神
々
の
中

心
に
無
為

の
神
を
持

つ
と
い
う

一
貫
し
た
構
造

に
着
眼
し
、
こ
の
中
空
構
造
を

日
本
神
話
の
構
造

の
最
も
基
本
的
な
事
実
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
の
構
造

は
日

本
人
を
基
礎
付
け
、
日
本
人

の
思
想
、
宗
教
、
社
会
な
ど
を
支
え
る
根
底
と
し

て
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
無
為
の
中
心

に
よ

っ
て
相

反
す
る
も

の
の
共
存
が
許
さ
れ
、
全
体

の
バ
ラ
ソ
ス
が
保
た
れ
る
と
い
う
中
空

均
衡

モ
デ

ル
と
理
解
さ
れ
る
。

「記

・
紀
」
神
話
に
お

い
て
中
心
を
占
め
る
も

の
は
ア
メ
ノ
、、、
ナ
カ
ヌ
シ
ー

ツ
ク
ヨ
ミ
ー
ホ
ス
セ
リ
、
で
示
す
よ
う
に
ポ

ス
ト
、
あ
る
い
は
場
所
は
あ
る
が
、

実
体
も
働
き
も
な
い
、
架
空
に
み
え
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
無
為
の
存
在

に
こ

そ
対
立
す
る
も

の
同
士
の
争

い
を
緩
和
さ
せ
る
力
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

対
立
す
る
両
者

の
中

の

一
方
が
、
も
し
世
界

の
中
心
に
自
分
の
立
場
を
し

っ
か

り
確
立
す
れ
ぽ
、
そ
の
も

の
の
す
べ
て
が
絶
対
的
に
正
し
い
も

の
に
な
り
、
こ

の
絶
対
な
る
存
在
に
逆
ら

っ
た
り
し
た
も
の
は
完
全

に
悪
者
の
烙
印
を
押
さ
れ

て
、
徹
底
的

に
滅
ぼ
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
運
命
付
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
無
為

の
中
心
が
寄

っ
て
、
善
悪

の
基
準
が
ぼ
や
け
、
ど
ち
ら
か

一
方
が
完

全
な
善
で
、
他
方
が
完
全
な
悪
と
い
う
関
係
に
な
い
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

老
子
は
対
立
す
る
双
方
が
相
互
依
存
の
関
係

に
あ
り
、
対
立
す
る
も

の
が
相

互
に
対
者
に
よ

っ
て
存
在
す
る
と
認
識
し
、
そ
れ
を
弁
証
法
的
に
理
解
し
相
成
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関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

有
無
相
生
、
難
易
相
成
、
長
短
相
形
、
高
下
相
傾
、
音
声
相
和
、
前
後

相
随
。

『老
子
』

二
章

有
と
い
う
概
念
が
あ
る
か
ら
無

と
い
う
概
念
も
生
ま
れ
、
ま
た
無
と
い

う
概
念
が
あ
る
か
ら
有
と

い
う
概
念
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
難
と
易
、

長
と
短
、
高
と
下
、
音
と
声
、
前

と
後
、
そ
れ
ら
は
同
様

に
み
な
相
対
的

(
6
)

相
依
的
な
概
念
で
あ
る
。

貴
以
賤
為
本
、
高
必
以
下
為
基

。

『老
子
』
三
十
九
章

身
分
貴
き
者
は
、
道
に
従

っ
て

へ
り
下
り
、
身
分

い
や
し
き
者
を
本
と

し
て
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

、
高

い
地
位

に
お
る
者

は
地
位

の
低

い

(
7

)

者
を
基
と
し
て
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
相
反
す
る
も

の
は
実

は
相
互
依
存
の
関
係

に
あ
り
、
対
立
す

る
双
方
は
排
斥
し
あ

っ
て
相
互

に
切
り
離
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
互

い
に
存
在

の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

対
立
す
る
二
項

の
相
補
相
成
を
顕
著

に
語
る
も
の
に
、
中
国
の
聖
王
に
関
す

る
説
話
、
す
な
わ
ち
聖
王
が
不
肖

の
子

や
悪
徳
者
を
肉
親

に
持

つ
と

い
う
説
話

が
あ
る
。

…
…
丹
朱
傲
、
惟
慢
遊
是
好
、
傲
虐
是
作
、
罔
昼
夜
額
々
、
罔
水
行
舟
、

明
淫
於
家
、
用
殄
厥
世
。

『尚
書
』
皋
陶
謨

(尭
の
嗣
子
の
)
丹
朱
や

(尭
の
庶
子
の
)
傲
が
た
だ
怠
り
遊
ぶ
こ
と
だ

け
を
好
み
、
戯
れ
や
お
ど
け
を
な
し
、
昼
夜

の
区
別
な
く
言

い
争

い
、

(外
で
は
洪
水
が
す
で
に
治
ま
っ
て
、
)
水

の
な

い
と
こ
ろ
に

(無
理
に
)
舟

を
や

っ
た
り
、
(内
で
は
)
家

で
群
が
り
淫
れ
て
、
(そ
の
た
め
に
)
そ

の

(
8
)

世
嗣
を
絶

っ
た
。

尭
有
丹
朱
、
舜
有
商
均
、
啓
有
五
観
、
湯
有
太
甲
、
文
王
有
管
蔡
、
是

五
王
者
、
皆
有
元
徳
也
、
而
有
姦
子
。

『国
語
』
楚
語
上

尭
に
丹
朱
が
お
り
、
舜
に
商
均
が
お
り
、
啓

に
五
観
が
お
り
、
湯
に
太

甲
が
お
り
、
文
王
に
管
蔡
が
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
五
人

の
王
は
、
皆
大
徳

(9

)

が
あ
り
な
が
ら
、
姦
悪
な
子
が
お
り
ま
し
た
。

対
立
す
る
善
な
る
聖
王
と
悪
な
る
不
肖

の
子
は
父
子
の
関
係

で
あ
る
か
ら
、

善
と
悪
と
が
相
ま

っ
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
両
者
は
同
門
同
根

の

地
盤
か
ら
生
ま
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
が
意
味
す
る
の
は
王
者

の

人
間
像
が
光
の
部
分
と
闇
の
部
分

の
両
極
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
、
両
極
の
統

一

体
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
『史
記
』
五
帝
本
紀

に
は
帝
舜
の
肉
親

に

よ
る
受
難
説
話
が
あ
る
。
舜
の
父

の
瞽
叟

は
舜

の
弟

の
象
と
共
謀
し
て
舜
を
倉

の
上
に
行
か
せ
、
下
か
ら
火
を
点
け

て
舜
を
殺
そ
う
と
し
た
り
、
井
戸
浚

い
に
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こ
と
よ
せ
て
舜
を
井
戸

に
入
れ
、
上
か
ら
土
を
落
と
し
て
殺
そ
う
と
す
る
な
ど
、

常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど

の
凶
悪
な
肉
親
を
帝
舜
は
持

っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
舜
は
肉
親
の
迫
害
を
試
練
と
し

て
受
け
止
め
て
ひ
た
す
ら
に
孝
道
を
尽

く
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
舜

の
完
璧

な
人
格
は
は

っ
き
り
と
示
し
出
さ
れ
、

言
わ
ぽ
対
立
面
に
立

つ
肉
親

の
迫
害
が
舜

の
至
高

の
人
格
を
浮
き
彫
り
に
す
る

の
を
助
成
し
た
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
ア

マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
の
組

み
合
わ
せ
に
も
王
権
が
光

の
部
分
と

闇

の
部
分
の
両
面
を
包
括
し
統
合
し
て

い
る
と
い
う

モ
チ
ー
フ
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
高
天
原

で
は

ス
サ
ノ
オ
が
泣
く
時
は

「青
山
を
枯
山
な
す
泣
き
枯
ら

し
、
河
海
を
悉

に
泣
き
渇
し
き
」

(『記
』
)
と
い
い
、
ま
た
人
民
を
多

に
夭
折

さ
せ
た

(『紀
』
)
と
い
う
よ
う
な
驚
天
動
地

の
号
泣

で
あ

っ
た
し
、
ま
た
姉

の

ア
マ
テ
ラ
ス
に
会
お
う
と
し
て
、
高
天
原

に
昇
る
さ
ま
は
、
「山
川
悉

に
動
み
、

国
土

み
な
震
り
き
」
(『記
』)
と

い
う
よ
う
な
、
天
地
を
震
撼
さ
せ
る
よ
う
な

巨
大
悪
魔
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
神
聖
な
る
べ
き
天
上
の
田
を
さ
ん
ざ
ん
荒

し
ま
わ
り
、
あ
ら
ゆ
る
農
業
妨
害
や
神
聖
冒
濱
の
罪
を
犯
し
、
最
後

に
は
日
神

を
怒
ら
せ
、
ま
た
は
傷
付
け
、
ま
た
は
病

ま
せ
、
岩
屋
隠
れ
を
さ
せ
、
天
地
を

晦
冥
に
導

い
た
の
も
、
彼
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
天
上
で
は
悪
や
禍
事

の

元
凶
と
い
う
存
在

で
あ
る
の
に
対
し
、
地

上
で
の
彼

の
姿
は
そ
れ
と
は
打

っ
て

変
わ

っ
て
す
こ
ぶ
る
平
和
的
な
英
雄
神
で
あ
り
、
文
化
神

で
あ
る
。
人
身
御
供

の
娘
を
助
け
、
ヤ

マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
を
退
治

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
高
天
原

で
罪

を
犯
し
た

ス
サ
ノ
オ
は
秩
序
か
ら
は
み
だ

し
た
反
逆
者
、
乱
暴
な
支
配
者
、
闇

の
象
徴
と
し
て
、
反

の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
い
、
秩
序
正
し
き
支
配
者
、
光

の
象

徴

で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ

っ
て

一
時
追
放
さ
れ
る
が
、
そ

の
後
、

ヤ
マ
タ
ノ

オ

ロ
チ
の
退
治
な
ど
で
、
活
躍
の
場
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
本
来

ア
マ
テ
ラ
ス

の
対
立
者
と
し
て
の
ス
サ
ノ
オ
が
悪
者

の
烙
印
を
押
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
大

い
に
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
相
対
す
る
二
項

の
関
係

は

一
定
不
変

で
、
普
遍
的
な
の
で
は
な
く
、

相
互
転
換
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
相
互
転
換

の
思
想
は
老
子
の
相
補
相
成
理

論

の
重
要
な
部
分
で
あ
る
。

将
欲
歙
之
、
必
固
張
之
。
将
欲
弱
之
、
必
固
強
之
。
将
欲
廃
之
、
必
固

興
之
。
将
欲
奪
之
、
必
固
與
之
。

『老
子
』
三
十
六
章

道
は
万
物
を
縮
め
よ
う
と
す
る
時

に
は
、
必
ず
そ
の
前
に
し
ば
ら
く
こ

れ
を
膨
張
さ
せ
る
。
こ
れ
を
弱
め
よ
う
と
す
る
時

に
は
、
必
ず
そ
の
前
に

し
ば
ら
く
こ
れ
を
強
め
る
。
こ
れ
を
廃
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
時

に
は
、
必

ず
そ
の
前

に
し
ぼ
ら
く
こ
れ
を
興
す
。

こ
れ
を
奪
お
う
と
す
る
時

に
は
、

(10

)

必
ず
そ

の
前

に
し
ぼ
ら
く
こ
れ
に
与
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
対
立
す
る
双
方
は
絶
対
的
な
も
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
中

の

一
方
は
逆
の
方
向

に
、
強
は
弱

に
、
伸
は
縮

に
、
興
は
廃

に
、
與
は
奪

に
、

大
は
小
に
、
転
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。

善
悪
、
正
邪
の
基
準
が
相
対
的
で
あ
る
た
め
に
対
立
す
る
双
方
が
逆
の
方
向
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へ
転
化
す
る
モ
チ
ー
フ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
の
関
係

に
お
い
て
も
見
受

け
ら
れ
る
。

ス
サ
ノ
オ
は
天
上
の
高
天
原
を
統
治

し
て
い
る
姉
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
と
こ
ろ

に
別
れ
の
挨
拶
を
す
る
た
め
に
行

っ
た
の
に
、

ア
マ
テ
ラ
ス
は
弟
が
自
分

の
国

を
奪

い
に
来

た
と
誤
解
し
て
、
武
装
し

て
ス
サ
ノ
オ
を
迎
え
る
。

ス
サ
ノ
オ
は

自
分

の
潔
白
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

「誓
ひ
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア

マ

テ
ラ
ス
は
ス
サ
ノ
オ
の
持

つ
剣
を
噛
み
砕
い
て
三
人
の
女

の
子
を
産
み
、

ス
サ

ノ
オ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
持

つ
勾
玉
を
噛

み
砕
い
て
五
人
の
男

の
子
を
産
ん
だ
。

そ
れ
が
故

に
、

ス
サ
ノ
オ
の
剣
か
ら
生

ま
れ
た
の
は
ス
サ
ノ
オ
の
子
で
あ
り
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
勾
玉
か
ら
生
ま
れ
た
の
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
で
あ
る
と
ア

マ
テ

ラ
ス
が
断
定
し
た
。

ス
サ
ノ
オ
は
自
分

の
子
が
女

の
子
で
あ
る
こ
と
は
、
自
分

の
心
の
潔
白
な
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
の
だ
と
大
い
に
喜

ん
だ
。
こ
の
誓
い
の
場

面

に
お
い
て
ス
サ
ノ
オ
が
勝
ち
、
ア

マ
テ
ラ
ス
が

ス
サ
ノ
オ
の
訪
問

の
意
図
を

誤
解
し
た
こ
と
は
、
ア

マ
テ
ラ
ス
が
絶
対
的
な
善

の
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
な
お

ア
マ
テ
ラ
ス
の
相
対
性
に
つ
い
て
河
合

氏
は
、
「
ス
サ
ノ
オ
が
男

の
子
を
生
ん
だ
と

い
う
こ
と
は
天
皇
家
は
ア

マ
テ
ラ

ス
で
は
な
く
、

ス
サ
ノ
オ
の
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

ア
マ
テ
ラ
ス
は
絶
対

(
11

)

的
な
中
心
と
し
て
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ス
サ
ノ
オ
は
ひ

ど

い
乱
暴
を
働
き
、
そ
の
罰
を
受
け
て
高
天
原

か
ら
追
放
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
で
ス
サ
ノ
オ
は
滅
び
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ヤ

マ
タ
ノ
オ

ロ
チ
と
い
う
八

つ
の
頭
と
尾
を
持
ち
、
毎
年
河
川
の
氾
濫
を
起

こ
し
田
畑
を
破

壊
し
よ
う
と
す
る
怪
物
を
見
事
に
退
治
し
、
偉
大
な
神
に
相
応
し
い
立
派
な
手

柄
を
立

て
、
そ
の
上
怪
物
の
尾
か
ら
皇
室
の
シ
ン
ボ

ル
、
三
種

の
神
器

の

一
つ

に
な
る
ク
サ
ナ
ギ

の
神
剣
を
手
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
献
上
し
て
、

天
上
で
自
分
が
犯
し
た
罪
の
埋
め
合
わ
せ
ま
で
し
た
と
い
う
。

こ
れ
で
、

ス
サ

ノ
オ
は
悪
か
ら
善

へ
と
、
立
場
が
逆
転
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
マ
テ
ラ
ス
と

ス
サ
ノ
オ
の
う
ち
、

一
方
は
完
全
な
善
で
あ

っ

て
、
も
う

一
方

は
完
全
な
悪
だ
と
決
め
付
け
ら
れ
て
は
い
な

い
。
善
悪
、
正
邪

の
基
準
は
相
対
化
さ
れ
た
た
め
に
、
違
う
性
質
が
交
互
に
同

一
人
物

の
表
裏
と

な

っ
て
現
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
対
立
し
た
り
争
う
も

の
は
ど
ち
ら
も

完
全
な
善
で
は
な
い
た
め
に
、
ど
ち
ら
も
完
全
に
中
心

に
立

つ
こ
と
が

で
き
な

い
。
そ
れ
は
中
心
に
す
で
に
ッ
ク
ヨ
ミ
と
い
う
無
為

の
存
在
が

い
る
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
無
為

の
中
心
の
下
で
、
対
立
す
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
正
と
反
の
間
を

さ
ま
よ
い
な
が
ら
、
双
方
間

の
対
立
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
そ
し
て
相
互
転
化

し
な
が
ら
、
結
局
相
補
相
成

の
関
係
を
作
り
、
王
権
の
確
立
に
統

一
さ
れ
る
。

4

天
の
石
屋
戸
神
話

『古
事
記
』
神
話

に
お
い
て
ス
サ
ノ
オ
の
暴
行
を
受
け
た
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天

の
石
屋
戸

に
と
じ
こ
も

っ
た
際
に
、

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
性
器
を
露
出
し
て
踊
り
、

八
百
万

の
神

々
の
笑

い
を
誘
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

ア
マ
テ
ラ
ス
を
誘
い
出
し
た

と
い
う
場
面
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は

『古
事
記
』

に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
。
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八
百
万
の
神
、
天
安
の
河
原

に
神

集
ひ
て
、
高
御
産
巣
日
神

の
子
、
思

金
神

に
思
は
し
め
て
、
常
世

の
長
鳴

鳥
を
集
め
て
鳴
か
し
め
て
、
天
安
河

の
河
上
の
天
の
堅
石
を
取
り
、
天

の
金
山
の
鉄
を
取
り
て
、
鍛
人
天
津
麻

羅
を
求
ぎ
て
、
伊
斯
許
理
度
売
命

に
科

せ
て
鏡
を
作
ら
し
め
て
、
玉
祖
命

に
科
せ
て
、
八
尺

の
勾
應
の
五
百
津

の
御
須
麻
流

の
珠
を
作
ら
し
め
て
、

天
児
屋
命
、
布
刀
玉
命
を
召
し
て
、

天
の
香
山

の
真
男
鹿
の
肩
を
内
抜
き

に
抜
き
て
、
天
の
香
山

の
波
波
迦
を
取
り
て
、
占
合
ひ
麻
迦
那
波
し
め
て
、

天
の
香
山

の
五
百
津
真
賢
木
を
根
許
士
爾
許
士
て
、
上
枝

に
八
尺

の
勾
慮

の
五
百
津

の
御
須
麻
流

の
玉
を
取
り
著
け
、
中
枝
に
八
尺
鏡
を
取
り
繋
け
、

下
枝

に
白
丹
寸
手
、
青
丹
寸
手
を
取
り
垂

で
て
、
此

の
種
種
の
物
は
、
布

刀
玉
命
、
布
刀
御
幣
と
取
り
持
ち
て
、
天
児
屋
命
、
布
刀
詔
戸
言
濤
き
白

し
て
、
天
手
力
男
神
、
戸
の
掖

に
隠
り
立
ち
て
、
天
宇
受
売
命
、
天

の
香

山

の
天
の
日
影
を
手
次
に
繋
け
て
、
天
の
真
拆
を
縵
と
為
て
、
天
の
香
山

の
小
竹
葉
を
手
草

に
結
ひ
て
、
天
の
石
屋
戸
に
汗
気
伏
せ
て
踏
み
登
杼
呂

許
志
、
神
懸
り
為
て
、
胸
乳
を
掛
き
出
て
裳
緒
を
番
登
に
忍
し
垂
れ
き
。

爾
に
高
天
の
原
動
み
て
、
八
百
万

の
神
共
に
咲
ひ
き
。

八
百
万

の
神

の
哄
笑
に
、
太
陽
の
女
神

ア
マ
テ
ラ
ス
が
誘
い
出
さ
れ
て
、
天

の
石
屋
戸
を
出
た
。
闇
に
包
ま
れ
た
世
界
が
再
び
太
陽

の
ま
ぶ
し
い
光
で
ぽ

っ

と
明
る
く
照
ら
さ
れ
て
、
危
機
が
救
わ
れ

た
。
こ
の
石
屋
戸
神
話
の
モ
チ
ー
フ

は
性
器
露
出
に
よ

っ
て
、
神

の
笑

い
を
誘

い
危
機
を
脱
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
方
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
、
デ
メ
テ
ル
を
笑
わ
せ
た
バ
ウ
ボ
ウ
の
性
器
露
出

ノ

の
話
が
あ
り
、
そ
こ
に
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
。
最
愛
の
娘
を
冥
界

の
神

に
掠
奪
さ
れ
、
怒
り
と
喪

に
包
ま
れ
た
デ

メ
テ
ル
は
バ
ゥ
ボ
ウ
に
キ
イ
ケ

オ
ン
を
す
す
め
ら
れ
る
が
、
女
神
は
喪

に
あ
る
が
故
、
こ
れ
を
と
る
の
を
拒
み
、

飲
も
う
と
欲
し
な
い
。

こ
れ
に
よ
り
嘲
弄
せ
ら
れ
し
ご
く
憤
激
し
た
バ
ウ
ボ
ウ

は
、
そ
の
陰
所
を
露
出
し
、
こ
れ
を
女
神

に
示
す
。

一
見
し
て
デ

メ
テ
ル
は
笑

い
出
し
て
、
そ
の
後
飲
料
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

石
屋
戸

の
神
話
と
デ

メ
テ
ル
神
話

の
類
似
点
は
す

で
に
多
く

の
研
究
者
に
指

.

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
朱
捷
氏
は
そ

の
著
作

『神
さ
ま
と
日
本
人
の
あ

い
だ
』
に

お
い
て
、
両
者
間

の
相
違

に
着
目
し
、
「神
は
何
を
喜
ん
だ

の
か
」
、
「そ

の
笑

い
は
意
図
的
な
も
の
か
ど
う
か
」
の
二
点

に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
バ
ゥ
ボ
ゥ
の

性
器
露
出

は
、
突
発
的
な

ハ
プ

ニ
ン
グ
と
も
と
れ
る
ふ
し
が
あ

る
と
し
、
「彼

女
は
親
切
に
飲
み
物
を
す
す
め
て
あ
げ
た
の
に
バ
カ
に
さ
れ
た
と
思

っ
て
、
圓

慨
し
て
性
器
を
見
せ
た
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
性
器
露
出
は
彼
女
に
と

っ

て
は

一
種
の
怒
り
の
表
現
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
素
朴
さ
と
い
う

か
粗
野
な
と
こ
ろ
が
逆

に
エ
レ
ガ
ン
ト
な
デ

メ
テ
ル
に
は
お
か
し
く
て
、
思
わ

(
12

)

ず
女
神
は
吹
き
出
し
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、
デ

メ

テ
ル
に
し
て
み
れ
ぽ
、
笑

っ
た
の
は
、
露
出
し
た
性
器
を
見
て
喜
ん
だ
か
ら
で

は
な

い
。
バ
ウ
ボ
ウ
は
確

か
に
性
器
を
あ
ら
わ
に
し
た
が
、
女
神

の
笑
い
を
誘

っ
た
の
は
、
彼
女
の
腹

に
描

い
て
あ
る
お
か
し
な
子
ど
も
の
顔

の
絵

で
あ
る
。
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松
本
が
説
明
し
た
よ
う
に
、
そ
の
子
ど
も

の
顔
の
絵
が
踊
る
バ
ゥ
ボ
ウ
の
お
腹

(
13
)

の
よ
じ
曲
が
り
に
し
た
が

っ
て
、
笑
う

よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

デ
メ
テ
ル
が
バ
ウ
ボ
ウ
の
ハ
プ

ニ
ソ
グ
的
な
性
器
露
出

に
失
笑
し
た
の
に
対

し
て
、
日
本

の
八
百
万
の
神

の
笑

い
は
み
ず
か
ら
入
念
に
計
画
し
た
も

の
で
あ

る
。ア

マ
テ
ラ
ス
が
天
の
石
屋
戸

に
籠

っ
た
た
め
、
高
天

の
原
も
地
上

の
葦
原
の

中

つ
国
も
暗
闇
に
閉
ざ
さ
れ
、
あ
ら
ゆ

る
禍
が
次
々
と
襲

っ
て
く
る
。
そ
れ
で

思
慮
、
知
恵
の
持
ち
主
で
あ
る
オ
モ
ヒ
カ
ネ
は
、
天

の
石
屋
戸

の
そ
ば
で
何

か

騒
ぎ
を
お
こ
し
て
、

ア
マ
テ
ラ
ス
を
誘

い
出
す
計
画
を
立

て
た
。
そ
の
騒
ぎ
と

は
、

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
艶
や
か
な
踊
り

で
八
百
万
の
神

の
爆
笑
を
喚
起
す
る
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

朱
捷
氏
は
日
本

の
八
百
万

の
神
が
喜

ん
だ

の
は
性
器
そ
の
も
の
で
は
な
い
か

と
主
張
し
、
「バ
ウ
ボ
ウ
が
女
神

の
心
を
読
み
取
れ
ず

に
無
理
に
飲
物
を
す
す

め
て
失
敗
し
た
後
憤
激
し
て
性
器
を
あ
ら

わ
に
し
た
の
に
対
し
て
、
八
百
万
の

神
笑

い
の
演
出
者

の
オ
モ
ヒ
カ
ネ
の
神

は
、
自
分
た
ち
神
が
何
を
喜
ぶ
か
を
も

っ
と
も
よ
く
知

っ
て
い
る
。
オ
モ
ヒ
カ
ネ
は
十
分
神
々
の
笑
う
ツ
ボ
を
知

っ
た

(
14

)

う
え
で
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
妖
艶
な
踊
り
を
依
頼
し
た
の
で
あ

る
」
と
語

っ
て

い
る
。

以
上
の
論
述
に
は
、
宇
宙

の
中

に
神
と
人
間
が
共
々
に
あ
る
と
い
う
宇
宙
観

が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
寛
容
と
融
通
性
を
特
色
と
し
、

超
越
的
至
上
神
に
支
配
さ
れ
、
不
寛
容
と
非
妥
協
性
を
特
色
と
す
る
宇
宙
観
と

著
し
い
対
比
を
為
し
て
い
る
。
聖
な
る
神
と
俗
な
る
人
間
と
の
間
に
は
本
来
は

断
絶
層
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
断
絶
層
は
絶
対
的
な
も

の
で
は
な
い
。
俗

な
る
人
間
は
課
せ
ら
れ
た
試
練
を
乗
り
越
え
る
と
、
俗
か
ら
聖

へ
の
移
行
が
可

能
で
あ
る
。

一
方
、
石
屋
戸
神
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
八
百
万
の
神
笑

い
の

演
出
者

の
オ
モ
ヒ
カ
ネ
の
神
が
、
十
分
神
々
の
笑
う
ツ
ボ
を
知

っ
た
う
え
で
、

念
入
り
に
計
画
し
、
し
か
も
見
事
に
八
百
万
の
神

の
哄
笑
を
喚
起
さ
せ
た
こ
と

か
ら
、

エ
ロ
チ
シ
ズ

ム
に
弱
い
神
は

「人
間
臭

い
」

一
面
を
持

っ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
性
器
露
出

に
哄
笑
し
た
八
百
万

の
神

は
言

っ
て
み
れ
ば

エ
ロ
ス
に
負
け
て
、
高
い
次
元
か
ら
人
間

の
卑
猥
な
次
元
に

ま
で
引
き
ず
り
降
ろ
さ
れ
、
超
自
然
的
世
界
か
ら
日
常
的
世
界

に
転
が
り
落
ち

て
き
た
の
で
あ
る
。

女
色
に
惑
わ
さ
れ
て
、
空

か
ら
墜
落
し
た
久
米
仙
人
の
伝
説
が

『徒
然
草
』

な
ど
に
語
ら
れ
て
い
る
。
亀
井
勝

一
郎
氏
の

『人
生
論

・
幸
福
論
』

に
お
い
て

久
米
仙
人
が
兼
好
法
師
を
前

に
は
ば
か
ら
ず
、
自
分

の
墜
落
談
を
語
り
、
そ
の

好
色
振
り
を
赤
裸

々
に
告
白
す
る
場
面
が
見
え
る
。

お
れ
は
川
に
鮎

つ
り
に
行

っ
た
の
さ
、
天
か
ら
墜
ち
た
の
じ
ゃ
ね
え
。

鮎

つ
り
し
て
い
た
と
き
、
向
こ
う
岸

で
若
い
女
が
腰
ま
で
ま
く

っ
て
、
流

れ
に
衣
を
ふ
ん
で
い
た
の
じ
ゃ
。
ね
え
兼
好
さ
ん
、
白
い
脛
を
見
た
だ
け

じ
ゃ
ね
え
よ
。
何
も
か
も
ま
る
み
え
じ
ゃ
。
お
れ
は
釣
竿
を
す

て
て
夢
中

に
泳

い
で
行

っ
た
わ
い
。
う
ふ
ふ
、
そ
し
て
う
む
を
言
わ
さ
ず
抑
え

つ
け
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て
了

っ
た
わ
い
。
は
あ
!

そ
の
と
き
の
恍
惚
、
ボ
ク
の
青
春
、
救
い
、

お
れ
は
生
ま
れ
た
、
お
れ
は
は
じ
め

て
人
に
な

っ
た
。
歓
喜

の
絶
頂
に
あ

っ
た
と
き
、

一
体
お
れ
は
何
と
言
わ
れ
た
か
。
破
戒
僧
、
裏
切
者
、
背
信
、

女
た
ら
し
、
不
良
、

い
や
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
汚
名
を
着

せ
ら
れ
た
わ
い
。

田
舎
道
さ
え
歩
け
ぬ
。
石
で
う
た
れ
る
、
悪
罵
を
浴
び
せ
か
け
ら
れ
る
。

借
金
は
ふ
え
る
。
お
れ
は

一
個
の
人

間
に
な

っ
た
の
に
。
あ
あ
何
た
る
暴

虐
じ
ゃ
。
そ
れ
で
も
足
ら
ず
、
坊
主

の
奴
め
、
こ
ん
な
地
獄
を
こ
し
ら
え

(
15

)

や

が

っ

て
ま

た
墜

ち

う

と

く

ら

あ

。

日
常
的
世
界

は
超
自
然
的
世
界
に
い
る
神

の
目
に
は
時

に
は
極
め
て
魅
惑
に

満
ち
た
世
界
と
し
て
映
る
に
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
得
る
。
久
米
仙
人

の
こ
の
告
白
は
日
本
の
神

の
持

つ

「人
間
臭

い
」

一
面

の
格
好
な
傍
証
に
な
り

得
る
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
神
話
に
お
い
て
は
神
と
人
間
は
隔
絶
さ
れ
て
お
ら
ず
、

間

に
は
両
者

の
共
存
が
許
さ
れ
る
中
間
混
合
帯
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
中

間
混
合
帯
が
あ

っ
て
、
神
と
人
間
の
互

い
の
行
き
来
が
は
じ
め
て
可
能

に
な
り

得
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
こ
そ
、
異
質
な
も

の
同
士
は
互

い
の
接
点
や
共
通
点
を

見
出
す
こ
と
が

で
き
、
そ
の
相
対
化
が
達
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
双
方

の
行
き

来
が
可
能
な
中
間
帯
、
ま
た
は
曖
昧
な
部

分
は
、
双
方

の
共
通
点
を
最
大
限
に

集
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
対

立
を
緩
和
さ
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
。

中
間
混
合
帯
を
介
し
て
対
立
す
る
両
側
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と

ス
サ
ノ
オ
、
タ
カ

ミ
ム
ス
ヒ
と
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
調
和
統
合
構

図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
相
違
を
最
大

限
に
主
張
し

つ
つ
も
、
互
い
に
相
手
に
対
し
て
絶
対
的
な
優
位
を
保

つ
こ
と
が

で
き
ず
、
河
合
氏
が

い
う
善
悪

・
正
邪
の
判
断
基
準
の
相
対
化
が
達
成
さ
れ
る
。

老
子
思
想

の
根
底

に
は
常
に
対
立
す
る
世
界
を
絶
対
的
な
矛
盾
と
し
て
そ
の

ど
ち
ら
か
に
く
み
す
る
の
で
は
な
く
、
是
も
非
も
、
肯
定
も
否
定
も
そ
の
対
立

の
生
起
す
る
根
源

の
場
所
に
お
い
て
同

一
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
思
想
が
あ
る
。

『老
子
』
二
十
七
章
に
、

善
人
者
不
善
人
之
師
、
不
善
人
者
善
人
之
資
。

善
人
は
不
善
人
の
師
で
あ
り
、
不
善
人
も
善
人
に
役
立

つ
存
在
な
の
で

(
16
)

あ

る

。

と
あ
り
、
善
悪

・
是
非
と
い
う
相
対
す
る
両
極
を
厳
格
な
境
界
線
を
用

い
て
隔

離
し
、
そ
の

一
方
だ
け
に
立

っ
て
こ
れ
に
固
執
す
れ
ば
、
必
ず
他
方
を
成
敗
し

棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
個
々
の
も

の
を
生

か
す
こ
と
が

で

き
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
善
と
不
善
は
互

い
に
排
斥
、
対
立
し
合
う

の
で
は

な
く
、
関
連
し
合

っ
て
い
る
と
み
な
す

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
善
に
と

っ
て
不

善
は
反
面
教
師
と
し
て
教
訓
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
助
け
合
う
関
係
と
し
て

捉
え
、
弁
証
法
思
想
と
し
て
主
張
す
る
の
で
あ

る
。

ま
た
、
中
間
混
合
帯
を
介

し
て

「
二
」

(神
と
人
間
)
は
相
対
化
さ
れ
、

一

元
化
さ
れ
、
異
質
な
も
の
同
士
は
互
い
に
融
合
し
、
均
衡
が
保
た
れ
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
話

で
は
、
中
間

に
唯

一
神
が

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
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そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
は
排
除
さ
れ
、
前
者
と
著
し
い
対
比
を
為
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
前
者
で
は
神
と
人
間
は
非
断
絶
的

で
あ
り
、
後
者

で
は
神
と
人
間
は

断
絶
的

で
あ
る
。
対
照
的
な
こ
の
二

つ
の
モ
デ

ル
は
さ
ら

に
そ
れ
ぞ
れ
次

の
図

式
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

神

神
.

人

間人
間

非断絶的断絶的

 

5

お
わ

り
に

以
上
、
イ
ザ
ナ
キ

・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
、

ア
マ
テ
ラ
ス

・
ス
サ
ノ
オ
神
話
、
天

の
石
屋
戸
神
話
を
取
り
上
げ

て
、
老
荘

の
哲
学
思
想
と

の
関
連
を
中
心

に
、
,

「記

・
紀
」
神
話

に
潜
む
対
立
関
係

の
認
識
パ
タ
ー
ン
を
考
察
し
て
み
た
。
日

本

の
神
話
体
系
は

一
貫
し
て
二
元
論
に
満

ち
て
い
る
。
た
だ
二
つ
の
構
想
要
素

は
相
対
的
な
も

の
で
あ
り
、
相
互
補
完
、
相
互
転
換

の
関
係

に
あ
る
。
日
本
神

話
の
基
本
的
モ
チ
ー
フ
は
中
国

の
思
想
と
り
わ
け
、
矛
盾
を

一
つ
の
統

一
体
と

し
て
全
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
老
荘
思
想

の
価
値
観
や
形
而
上
学
的
思
考

と
深
い
関
連
が
あ
る
。
彼

・
此
、
是

・
非

の
対
立
を
超
越
し
、
そ
れ
ら
を

一
体

に
包
容
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
根
元
的
な
統
合
性
か
ら
達
観
す
る
。
神
話
に
投

影
さ
れ
る
こ
の
弁
証
法
的
思
考

は
日
本
民
族

の
深
層
構
造

に
繋
が

っ
て
お
り
、

そ
の
思
想
、
宗
教
、
社
会
を
支
え
る
重
要
な
礎
と
言
え
よ
う
。

注(1
)

三

品
彰
英

『
日
本
神

話
論

』
平

凡
社

、

一
九
七

〇
年

、
九

五
頁

。

(2
)
(3
)

北
沢

方

邦

『
日
本

人

の
神

話

的

思
考

』
講

談

社

、

一
九

七

九
年

、

八

五
頁

。

(
4
)

阿
部

吉

雄
他

訳

注
本

『老

子

・
荘

子

』
上
、

新

釈
漢

文

大
系

7
、

明
治

書

院
、

一
九

八
七
年

、

一
六

二
頁
。

(
5
)

赤

塚
忠

訳
本

『荘

子
』

上
、

全
釈

漢
文

大
系

16
、

集
英

社
、

一
九

七

四
年
、

八
○
頁

。

　 　 　 　 　 　

ヨ1戛 ～ 年.2.年 旦NZ.s・
、 、

前

掲
書

(
4
)

一
四
頁

。

前

掲
書

(
4
)
七

四
頁

。

池

田
末

利

訳
本

『尚

書

』
上

、
全

釈
漢

文

大

系

11
、
集

英

社

、

=

○

頁
。

大

野
峻

訳

本

『
国
語

』
下

、
新

釈

漢
文

大

系

67
、

明
治

書

院
、

六
七

九
頁

。

前
掲

書

(4
)

六
九

頁
。

河
合

隼

雄

「
日
本

神

話

に

み
る

日
本

人

の
心
」

『
日
本

の
心
』
、

一
九

八

二

一
九

八

三

講

談
社

、
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一
九

八
五
年

、
九

六
頁

。

(
12
)

朱

捷

『神

さ

ま
と

日
本

人

の
あ

い
だ
』
福

武

書

店
、

一
九
九

一
年
、

八
三

頁

。

(
13
)

前

掲
書

(
12
)

八
四
頁

。

(
14
)

前

掲
書

(
12
)

八
五
頁

。

(
15
)

亀

井

勝

一
郎

『
人

生
論

・
幸
福

論
』

新

潮
文

庫
、

一
九

六
九

年

、

四
四

ー

四
五
頁

。

(
16
)

前

掲
書

(
4
)
五

六
頁

。
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