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ま
え
が
き

斎
藤
英
喜

　

若
い
世
代
の
人
た
ち
の
、
神
話
や
伝
説
、
昔
話
に
た
い
す
る
関
心
は
、「
妖
怪
ブ
ー
ム
」
と
と
も
に
相
変
わ
ら
ず
強
い
よ
う
で
す
。

ま
た
最
近
は
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ブ
ー
ム
」
の
影
響
で
、
神
社
や
神
々
の
世
界
に
興
味
を
も
つ
若
者
も
増
え
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。

し
か
し
神
話
・
伝
説
・
昔
話
、
あ
る
い
は
神
社
の
成
り
立
ち
や
神
々
の
歴
史
を
総
合
的
、
学
問
的
に
説
明
、
紹
介
し
て
く
れ
る
書
物

は
意
外
と
少
な
い
よ
う
で
す
。
と
り
わ
け
最
新
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
し
っ
か
り
と
し
た
内
容
で
あ
り
つ
つ
、
初
心
者
に
も
理
解

で
き
る
よ
う
な
入
門
的
な
本
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
本
書
の
登
場
で
す
。
こ
の
本
で
は
「
そ
も
そ
も
神
話
と
は
何
か
」「
な
ぜ
人
び
と
は
神
々
に
つ
い
て
物
語
っ
て
き
た
の

か
」「
伝
説
と
昔
話
は
ど
う
違
う
の
か
」「
な
ぜ
妖
怪
は
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
」「
海
外
の
神
話
と
日
本
神
話
と
の
繋
が
り
は
？
」

と
い
っ
た
、
多
く
の
人
た
ち
が
抱
く
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
、
研
究
者
た
ち
の
最
新
の
研
究
成
果
を
紹
介
し
な
が
ら
、
神
話
・
伝
承

学
の
魅
力
に
分
け
入
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
ず
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
第
一
章
で
は
誰
も
が
知
る
有
名
な
「
桃
太
郎
」
は
、
な
ぜ
「
桃
」
か
ら
生
ま
れ

て
く
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
出
発
点
に
、
神
話
・
伝
承
学
の
総
論
を
展
開
し
ま
す
。
第
二
章
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
神
話

を
、
ス
サ
ノ
ヲ
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
い
っ
た
神
々
の
「
成
長
」
の
物
語
と
し
て
読
み
解
き
、
第
三
章
で
は
「
シ
ャ
ー

マ
ン
」
と
目
さ
れ
る
稗ひ
え

田だ
の

阿あ

礼れ

を
取
っ
掛
か
り
に
、
日
本
神
話
の
世
界
を
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
視
点
か
ら
読
み
直
し
ま
す
。
続

く
第
四
章
で
は
、『
記
』『
紀
』
の
書
か
れ
た
神
話
に
た
い
し
て
、
口
承
で
伝
え
ら
れ
た
神
話
の
現
場
を
求
め
て
、
沖
縄
、
台
湾
の
世

界
に
分
け
入
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
出
逢
う
の
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
存
在
！

　

さ
て
「
神
話
」
と
い
え
ば
、「
古
代
」
の
独
占
物
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
第
五
章
か
ら
第
七
章
で
は
、
多
く
の
読
者
が
初
め
て

出
会
う
に
違
い
な
い
「
中
世
神
話
」
の
世
界
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
一
般
に
中
世
と
い
え
ば
「
仏
教
」
の
時
代
と
思
わ
れ
て
い
ま
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す
が
、
中
世
の
人
び
と
は
、
最
新
の
仏
教
の
知
識
、
学
問
を
利
用
し
て
、
古
代
神
話
の
神
々
を
解
釈
し
直
し
、
中
世
独
特
な
神
々
の

世
界
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
し
た
。
中
世
は
「
神
話
」
の
時
代
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
第
五
章
で
は
仏
教
と
神
々
と
が
結
び
着

く
「
中
世
神
話
」
の
総
論
的
な
説
明
を
、
第
六
章
で
は
荒
ぶ
る
ス
サ
ノ
ヲ
が
中
世
神
話
と
し
て
変
貌
し
、
さ
ら
に
「
韓
国
」
の
神
話

と
も
結
び
つ
く
様
相
を
紹
介
し
、
第
七
章
で
は
八
幡
神
を
中
心
に
仏
教
と
神
々
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
解
き
明
か
し
ま
す
。

　

続
い
て
神
話
と
伝
説
・
昔
話
の
繋
が
り
を
問
い
直
し
ま
す
。
ま
ず
第
八
章
で
は
、「
妖
怪
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
人
び
と
に
信
じ

ら
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
土
佐
の
河
童
伝
承
を
素
材
に
し
て
解
明
し
、
第
九
章
で
は
民
俗
学
者
・
柳
田
国
男
の
研
究

の
紹
介
と
と
も
に
、「
柳
田
以
降
」
の
新
し
い
伝
説
・
昔
話
研
究
の
方
向
を
探
り
ま
す
。

　

第
一
〇
章
で
は
、「
ギ
リ
シ
ア
神
話
」
の
芳
醇
な
世
界
を
紹
介
し
つ
つ
、「
神
話
学
」
と
い
う
学
問
の
動
向
や
近
現
代
の
神
話
解
釈

の
問
題
な
ど
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
第
一
一
章
で
は
、『
古
事
記
』
が
日
本
の
歴
史
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き

た
か
を
説
き
明
か
し
な
が
ら
、「
神
話
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
い
か
に
影
響
を
与
え
た
か
を
見
直
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
マ
ン
ガ
、
歌
舞
伎
、
教
科
書
と
神
話
と
の
関
係
、
ま
た
仏
教
説
話
と
昔
話
、
あ
る
い
は
聖
地
巡
礼
や
祇
園
祭
、
さ
ら

に
偽
史
と
民
俗
の
関
係
な
ど
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
た
コ
ラ
ム
も
あ
り
ま
す
。
読
者
は
、「
こ
れ
は
⁈
」
と
思
っ
た
話
題
か
ら
読
み

始
め
て
く
だ
さ
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
は
、「
神
話
・
伝
承
学
」
の
幕
を
開
け
ま
し
ょ
う
。
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は
じ
め
に

　

黄よ

泉み

の
国
の
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
体
を
イ
ザ
ナ
キ
が
見
た
た
め
に
、
人
間
世
界
に
生
と
死
が
始

ま
る
。
荒
ぶ
る
英
雄
ス
サ
ノ
ヲ
が
怪
物
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
倒
し
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
を
救
出

す
る
…
…
。
お
馴
染
み
の
日
本
神
話
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。
ま
た
こ
れ
ら
の
神
話
が
、
ギ
リ
シ

ア
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
神
話
や
ペ
ル
セ
ウ
ス
・
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
神
話
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、

知
っ
て
い
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
一
般
に
「
神
話
学
」
と
い
っ
た
場
合
、
日
本
神
話
と
他
の

国
々
の
神
話
と
の
比
較
を
し
て
、
そ
の
共
通
点
や
類
型
、
伝
播
、
構
造
の
あ
り
方
を
研
究
す

る
学
問
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。「
比
較
神
話
学
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

一
方
、
一
寸
法
師
や
桃
太
郎
な
ど
の
昔
話
が
ど
の
よ
う
に
分
布
し
、
変
容
し
て
い
く
か
、

あ
る
い
は
山
の
神
の
伝
説
、
河
童
の
伝
説
な
ど
の
成
り
立
ち
や
背
景
を
探
る
こ
と
は
「
民
俗

学
」
と
い
う
学
問
が
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
。
昔
話
や
伝
説
の
古
層
に
「
神
話
」
が
あ
り
、
さ

ら
に
そ
こ
か
ら
日
本
人
の
「
固
有
信
仰
」
を
探
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
民
俗
学
の
創
始
者

第
一
章　
「
神
話
・
伝
承
学
」
と
は
な
に
か

斎
藤
英
喜
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で
あ
る
柳や
な
ぎ
た田
国く
に

男お

（
一
八
七
五
～
一
九
六
二
）
が
提
起
し
た
問
題
だ
。
民
俗
学
の
な
か
の
「
口

承
文
芸
」「
民
間
信
仰
」
研
究
と
い
う
パ
ー
ト
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
神
話
」
に
つ
い
て
勉
強
し
た
い
人
と
「
伝
説
」「
昔
話
」
に
興
味
や
関
心

を
も
つ
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
ジ
ャ
ン
ル
の
本
に
あ
た
る
こ
と
が
多
い
。
ひ
と
つ
の
本
で
、

神
話
、
伝
説
、
昔
話
の
最
新
の
研
究
を
一
緒
に
学
べ
る
も
の
は
、
意
外
と
少
な
い
よ
う
だ
。

　

本
書
が
め
ざ
す
「
神
話
・
伝
承
学
」
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
日
本
神
話
と
昔
話
・
伝
説

を
一
緒
に
研
究
す
る
学
問
と
い
っ
て
も
よ
い
。
も
う
少
し
専
門
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
神

話
学
、
国
文
学
、
民
俗
学
、
人
類
学
、
歴
史
学
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
分
断
さ
れ
て
き
た
学

問
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
最
新
の
成
果
を
総
合
し
、
さ
ら
に
個
々
の

ジ
ャ
ン
ル
の
学
問
か
ら
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
、
新
し
い
研
究
課
題
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
す

る
も
の
だ
。
本
書
の
読
者
は
、
新
し
い
「
学
問
」
の
ス
タ
ー
ト
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

で
は
「
神
話
・
伝
承
学
」
と
は
、
ど
ん
な
切
り
口
で
研
究
を
進
め
て
い
く
の
か
、
そ
こ
に

は
こ
れ
ま
で
の
学
問
と
は
ど
の
よ
う
に
違
う
面
が
見
え
て
く
る
の
か
…
…
。
ま
ず
本
章
で
は

そ
の
大
き
な
見
取
り
図
を
示
し
て
お
こ
う
。

　

最
初
に
登
場
し
て
も
ら
う
の
は
、
日
本
人
な
ら
誰
も
が
知
る
有
名
な
昔
話
の
主
人
公
で
あ

る
。
桃
か
ら
生
ま
れ
て
、
鬼
退
治
す
る
少
年
。
そ
う
桃
太
郎
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も

桃
太
郎
は
、
な
ぜ
「
桃
」
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。
桃
か
ら
生
ま
れ
た
少
年
が
、
ど
う
し

て
鬼
退
治
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
の
か
？

　

そ
ん
な
素
朴
な
疑
問
か
ら
「
神
話
・
伝
承
学
」
を
始
め
よ
う
。
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第一章　「神話・伝承学」とはなにか

一　

桃
太
郎
と
『
古
事
記
』
の
接
点
と
は

　

桃
太
郎
と
い
え
ば
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
有
名
な
昔
話
だ
。
桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
が

サ
ル
、
イ
ヌ
、
キ
ジ
に
黍き

び

団だ
ん

子ご

を
与
え
て
お
供
に
し
、「
日
本
一
」
と
い
う
旗
を
押
し
立
て

て
、
勇
ま
し
く
鬼
退
治
に
行
く
姿
は
絵
本
な
ど
で
も
見
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

わ
た
し
が
子
ど
も
の
と
き
に
桃
太
郎
の
話
を
聞
い
て
思
っ
た
の
は
、
桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太

郎
が
い
る
の
な
ら
ば
、
ス
イ
カ
や
リ
ン
ゴ
か
ら
生
ま
れ
た
「
ス
イ
カ
太
郎
」
や
「
リ
ン
ゴ
太

郎
」
は
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
だ
っ
た
。
じ
つ
は
わ
た
し
は
桃
が
嫌
い
だ
っ
た
の
で
（
今

も
苦
手
）、
大
好
き
な
ス
イ
カ
か
ら
生
ま
れ
る
「
ス
イ
カ
太
郎
」
が
い
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
た
の
だ
っ
た
。

　

さ
て
大
人
に
な
っ
て
昔
話
や
伝
説
の
勉
強
を
始
め
て
、
ス
イ
カ
太
郎
や
リ
ン
ゴ
太
郎
は
い

る
の
か
と
調
べ
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
日
本
の
昔
話
に
は
鬼
退
治
す
る
ス
イ
カ
太
郎
や
リ
ン

ゴ
太
郎
、
そ
れ
に
ナ
シ
太
郎
、
メ
ロ
ン
太
郎
も
い
な
い
よ
う
だ
。
鬼
退
治
す
る
少
年
は
、
桃

か
ら
生
ま
れ
た
「
桃
太
郎
」
と
決
ま
っ
て
い
る
み
た
い
だ
。

　

そ
う
す
る
と
次
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
な
ぜ
鬼
退
治
す
る
少
年
は
「
桃
」
か
ら
生
ま
れ

た
桃
太
郎
な
の
か
。「
桃
」
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
と
「
鬼
退
治
」
す
る
こ
と
に
は
な
に
か
関

係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
─
─
、
な
ん
と
日
本
最
古
の
書
物
と
さ
れ
る
『
古
事
記
』
の
な
か

に
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
『
古
事
記
』
は
神
話
・
伝
承
学
と
い
う
学
問
に
と
っ
て
は
、

欠
か
せ
な
い
本
だ
。『
古
事
記
』
の
神
話
世
界
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
、
第
三
章
で
詳
し
く
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述
べ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
『
古
事
記
』
は
、
平
城
京
に
遷
都
し
た
二
年
後
、
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
に
、
稗ひ
え

田だ
の

阿あ

礼れ

が

口
で
語
り
伝
え
た
神
話
や
伝
承
を
太お

お
の

安や
す

万ま

侶ろ

が
文
字
に
書
い
て
元げ
ん

明め
い

天
皇
（
女
帝
）
に
献

上
し
た
と
さ
れ
る
本
で
あ
る）1
（

。
そ
こ
で
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
に
は
、『
古
事
記
』
が
編

纂
さ
れ
て
か
ら
一
三
〇
〇
年
目
と
い
う
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
イ
ベ
ン
ト
も
行
な
わ
れ

た
。

　
『
古
事
記
』
と
い
う
本
は
、
全
三
巻
か
ら
で
き
て
い
る
。
上
巻
は
「
神
代
」
の
世
界
。
天

地
の
始
ま
り
か
ら
初
代
天
皇
の
誕
生
ま
で
を
語
る
神
話
だ
。
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生

み
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
岩
屋
ご
も
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
、
稲い

な

羽ば

の
白し
ろ

兎う
さ
ぎ、

山
幸
彦
・
海
幸
彦
の
兄
弟
…
…
、
た
ぶ
ん
ど
っ
か
で
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
日
本
神
話
の
代
表
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
み
ん
な
『
古
事
記
』
に
載
っ
て

い
る
も
の
だ
。

　

中
巻
は
初
代
の
神じ

ん

武む

天
皇
か
ら
応お
う

神じ
ん

天
皇
、
下
巻
は
仁に
ん

徳と
く

天
皇
か
ら
推す
い

古こ

天
皇
ま
で
。
推

古
天
皇
は
、
あ
の
有
名
な
聖し

よ
う

徳と
く

太た
い

子し

の
叔
母
さ
ん
だ
。
父
天
皇
に
疎
ま
れ
、
辺
境
へ
の
戦

い
に
出
か
け
、
死
後
は
白
鳥
と
な
っ
た
と
い
う
悲
劇
の
皇
子
・
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
は
中

巻
に
出
て
く
る
。
よ
う
す
る
に
、
中
巻
、
下
巻
は
、
古
代
の
天
皇
や
皇
子
た
ち
の
物
語
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
上
巻
の
神
話
の
世
界
は
、
天
皇
が
「
神
々
の
子
孫
」
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
た
め
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
古
事
記
』
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
初
代

天
皇
の
神
武
の
祖
母
は
、
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
と
い
う
海
神
の
娘
で
、
そ
の
正
体
は
「
サ
メ
」

だ
っ
た
。
天
皇
家
と
い
う
の
は
、
太
陽
神
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
と
海
神
の
娘
＝
サ
メ
と
が

（
1
）

『
古
事
記
』
が
和
銅
五
年
（
七
一

二
）
に
成
立
し
た
こ
と
の
根
拠
は
、『
古
事

記
』
冒
頭
に
付
さ
れ
た
「
序
」
で
あ
る
。
し

か
し
奈
良
時
代
の
正
史
で
あ
る
『
続
日
本

紀
』
に
は
、『
古
事
記
』
成
立
に
か
ん
す
る

記
述
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、『
古
事

記
』
は
後
世
の
偽
書
で
は
な
い
か
、
と
い
う

説
も
あ
る
。
近
年
で
は
、
三
浦
佑
之
氏
が

『
古
事
記
』
が
和
銅
五
年
に
成
立
し
た
と
記

す
「
序
」
は
、
平
安
時
代
初
期
に
多お
お

氏
に

よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、

『
古
事
記
』
の
本
文
そ
の
も
の
は
八
世
紀
よ

り
も
さ
ら
に
古
層
の
七
世
紀
の
伝
承
を
伝
え

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
三
浦
佑
之
『
古
事

記
講
義
』（
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）、
同

『
古
事
記
を
読
み
な
お
す
』（
ち
く
ま
新
書
、

二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

　

ま
た
以
上
の
三
浦
説
を
受
け
て
、
斎
藤
英

喜
『
古
事
記　

不
思
議
な
一
三
〇
〇
年
史
』

（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
一
二
年
）、
同
『
古

事
記
は
い
か
に
読
ま
れ
て
き
た
か
』（
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
で
は
、『
古
事

記
』
＝
和
銅
五
年
成
立
が
記
さ
れ
た
「
序
」

は
、
平
安
時
代
初
期
の
「
日
本
紀
講
」
の
現

場
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
点

は
、
本
書
第
一
一
章
を
参
照
の
こ
と
。
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第一章　「神話・伝承学」とはなにか

結
婚
し
て
始
ま
っ
た
と
い
う
の
が
、『
古
事
記
』
が
語
る
神
話
的
起
源
で
あ
る
。

　

一
方
、『
古
事
記
』
か
ら
八
年
後
の
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
は
、『
日
本
書
紀
』
が
作
ら

れ
る
。「
記
紀
神
話
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
こ
の
ふ
た
つ
の
本
は
同
じ
よ
う
な
日
本
神
話
を
伝

え
て
い
る
が
、
よ
く
読
む
と
か
な
り
違
い
が
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
は
中
国
を
意
識
し
て
作

ら
れ
た
書
物
な
の
で
、
当
時
の
中
国
の
人
で
も
読
め
た
と
い
う
り
っ
ぱ
な
漢
文
で
書
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、『
古
事
記
』
は
、
ヤ
マ
ト
の
国
の
古
い
言
葉
、
と
く
に
「
語

り
」
の
口
調
を
伝
え
よ
う
と
い
う
工
夫
が
随
所
に
見
え
る
。

　

ま
た
稲
羽
の
白
兎
の
話
で
有
名
な
出
雲
地
方
の
神
で
あ
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
神
話
は
、

『
古
事
記
』
に
詳
し
く
伝
わ
っ
て
い
る
が
、『
日
本
書
紀
』
で
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
出

雲
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
、
国
の
支
配
権
を
ヤ
マ
ト
王
権
の
始
祖
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
に

譲
っ
て
し
ま
う
（
実
質
は
奪
わ
れ
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
）。
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
ヤ
マ
ト
王
権

に
滅
ぼ
さ
れ
た
地
方
豪
族
の
象
徴
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
は
そ
の

滅
ぼ
し
た
豪
族
の
神
の

こ
と
を
大
切
に
扱
う
。

滅
ぼ
し
た
神
は
、
粗
末

に
扱
う
と
祟
り
を
起
こ

し
た
り
し
て
恐
ろ
し
い

か
ら
だ
。
そ
れ
は
後
に

御ご
り
よ
う霊
信
仰
、
怨
霊
信
仰

図
1　

出
雲
大
社
境
内
の
稲
羽
の
白
兎
と
オ

ホ
ク
ニ
ヌ
シ

図
2　

出
雲
大
社
（
島
根
県
出
雲
市
）

図 1

図 2
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へ
と
展
開
す
る
も
の
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う）2
（

。
大
き
な
注し

連め

縄な
わ

が
あ
っ
て
、
縁
結
び
の
神

サ
マ
と
し
て
有
名
な
出
雲
大
社
（
島
根
県
）
を
知
ら
な
い
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
オ
ホ
ク
ニ

ヌ
シ
は
、
そ
の
出
雲
大
社
に
祭
ら
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
を
読
む
と
、
出
雲
大
社
と
は
、

滅
ぼ
し
た
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
祟
ら
な
い
よ
う
に
丁
寧
に
祭
っ
た
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

実
際
、『
古
事
記
』
に
は
、
出
雲
大
社
を
粗
末
に
し
た
た
め
に
、
十
一
代
目
の
垂す

い

仁に
ん

天
皇

の
皇
子
ホ
ム
チ
ワ
ケ
が
言
葉
を
喋
れ
な
か
っ
た
と
い
う
、
文
字
ど
お
り
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
祟

り
の
話
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
も
は
や
、
そ
う
し
た
出
雲
の
神
々
の

こ
と
を
恐
れ
る
よ
う
な
考
え
方
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
で
『
日
本
書
紀
』
に
は
出
雲
神

話
の
こ
と
は
詳
し
く
出
て
こ
な
い
。
中
国
か
ら
学
ん
だ
、
最
新
の
儒
学
思
想
で
脚
色
さ
れ
て

い
る
の
が
『
日
本
書
紀
』
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
『
古
事
記
』
に
は
神
々
の
面
白
い
神
話
が
あ
る
が
、
詳
し
く
は
第
二
章
、

第
三
章
を
読
ん
で
ほ
し
い
。

二　

桃
太
郎
の
ル
ー
ツ
を
求
め
て

　

さ
て
、
桃
太
郎
の
話
題
に
戻
る
と
、
あ
ら
た
め
て
鬼
退
治
す
る
少
年
は
な
ぜ
「
桃
」
か
ら

生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
、『
古
事
記
』
の
有
名
な
イ
ザ

ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
に
出
て
く
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
意
外
な
こ
と
に

古
代
ヤ
マ
ト
と
中
国
と
の
密
接
な
関
係
さ
え
も
見
え
て
く
る
。

　

神
話
の
な
か
で
最
初
に
結
婚
し
た
の
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
々
だ
。
ふ
た
り
の
間

（
2
）

出
雲
大
社
の
創
建
が
「
御
霊
信
仰
」

の
ル
ー
ツ
と
す
る
説
は
、
斎
藤
英
喜
『
古
事

記　

成
長
す
る
神
々
』（
ビ
イ
ン
グ
ネ
ッ
ト

プ
レ
ス
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。
な
お
、

通
説
で
は
「
御
霊
信
仰
」
は
、
政
治
的
に
敗

れ
た
人
物
が
祟
り
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
祭

る
こ
と
で
、
そ
の
成
立
は
平
安
初
期
か
ら
と

さ
れ
て
い
る
。
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ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
─
神
話
・
伝
承
学
を
さ
ら
に
究
め
る
た
め
に

─

　

本
書
の
読
者
が
、
さ
ら
に
「
神
話
・
伝
承
学
」
を
学
ん
で
い
く
た
め
に
、
ぜ
ひ
と
も
読
ん
で
ほ
し
い
本
を
紹
介
し
て
い
く
。
な
お
、
文
庫
、
選
書

な
ど
で
再
刊
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
ち
ら
の
最
新
デ
ー
タ
を
掲
げ
る
。

【
原
典
を
読
む
】

　

神
話
・
伝
承
学
を
学
ぶ
う
え
で
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
は
不
可
欠
。
し
か
し
漢
字
の
み
で
書
か
れ
て
い
る
原
文
を
読
む
の
は
き
び
し
い
。
ま

ず
は
読
み
下
し
文
だ
け
で
も
挑
戦
し
て
ほ
し
い
。
文
庫
本
で
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
原
文
（
読
み
下
し
文
）
を
読
む
な
ら
、
倉
野
憲
司
校
注

『
古
事
記
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
三
年
）、
中
村
啓
信
『
新
版
・
古
事
記　

現
代
語
訳
付
き
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）、
坂
本
太
郎

ほ
か
校
注
『
日
本
書
紀
』（
全
五
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
～
五
年
）
が
お
勧
め
。

　

さ
ら
に
新
し
い
研
究
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
西
宮
一
民
校
注
『
古
事
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
七
九

年
）。
現
代
語
訳
は
な
い
が
傍
注
が
わ
か
り
や
す
い
。
ま
た
巻
末
の
「
神
名
の
釈
義
」
は
、
神
の
素
性
を
知
る
う
え
で
勉
強
に
な
る
。

　

神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
校
注
訳
『
古
事
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）、
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
ほ
か
校
注
訳

『
日
本
書
紀
』（
全
三
巻
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
四
～
八
年
）
は
、
最
新
の
研
究
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
、
現
代
語
訳
も
付
い

て
い
る
。『
風
土
記
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
植
垣
節
也
校
注
訳
『
風
土
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
が
お
勧
め
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

い
き
な
り
原
文
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
い
う
人
に
は
、
現
代
語
訳
も
あ
る
。
巷
に
は
た
く
さ
ん
の
本
が
出
て
い
る
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
一
番
の

お
勧
め
は
、
三
浦
佑
之
『
口
語
訳　

古
事
記
』（
全
三
巻
、
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
六
～
七
年
）。
昔
話
の
語
り
の
口
調
で
す
ら
す
ら
と
『
古
事
記
』
が

読
め
る
。
ま
た
注
は
、
最
新
の
研
究
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
勉
強
に
な
る
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　
『
古
事
記
』
の
注
釈
書
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』（
全
八
巻
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
～
六
年
）
は
文
庫
本
で
読

め
る
古
典
的
名
著
。
一
語
、
一
語
の
言
葉
の
意
味
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
「
神
話
の
構
造
」
を
読
み
解
い
て
い
く
。
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ブックガイド

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

本
書
に
よ
っ
て
「
中
世
神
話
」
な
る
も
の
を
知
っ
た
読
者
も
多
い
だ
ろ
う
。
で
は
中
世
神
話
の
原
典
は
何
を
読
め
ば
い
い
の
か
。
と
り
あ
え
ず
基

本
的
な
も
の
を
紹
介
す
る
。
大
隈
和
雄
校
注
『
中
世
神
道
論
』（
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）、
石
田
一
良
注
訳
『
神
道
思
想
集
』

（
日
本
の
思
想
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
は
、『
倭
姫
命
世
記
』『
中
臣
祓
訓
解
』『
旧
事
本
紀
玄
義
』『
宝
基
本
記
』
な
ど
、
中
世
神
話
に
連
な

る
神
道
書
の
基
本
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
筑
摩
版
に
は
、
現
代
語
訳
も
付
い
て
い
る
。

　

そ
の
他
「
中
世
神
話
」
は
、
以
下
の
よ
う
な
有
名
な
古
典
の
な
か
に
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
小
島
孝
之
校
注
訳
『
沙
石
集
』（
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
『
平
家
物
語
』（
全
四
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年
）、
兵
藤
裕
己
校
注

『
太
平
記
』（
全
六
巻
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
四
年
～
刊
行
途
中
）、
市
古
貞
次
校
注
『
御
伽
草
子
』（
上
下
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
五
～
六
年
）。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

昔
話
や
伝
説
の
原
典
は
、
柳
田
国
男
編
の
も
の
が
文
庫
で
読
め
る
。

　

柳
田
国
男
『
日
本
の
昔
話
』『
日
本
の
伝
説
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
七
七
年
・
一
九
八
三
年
）。
さ
ら
に
専
門
的
な
情
報
を
知
る
に
は
、
関
敬
吾
編

『
日
本
昔
話
大
成
』（
全
一
二
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
七
八
～
八
〇
年
）、
福
田
晃
ほ
か
編
『
日
本
伝
説
体
系
』（
み
ず
う
み
書
房
、
全
一
五
巻
、
一
九

八
二
～
九
年
）。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

ギ
リ
シ
ア
神
話
の
原
典
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
原
文
は
無
理
な
の
で
、
信
頼
で
き
る
日
本
語
訳
と
し
て
は
、
ア
ポ
ロ
ド
ー
ロ
ス
著
／
高
津
春
繁
訳

『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
三
年
）
が
お
勧
め
。

【
神
話
研
究
の
基
本
を
学
ぶ
】

　

神
話
を
学
ぶ
う
え
で
基
本
と
な
る
概
説
書
、
研
究
書
を
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
神
話
の
研
究
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
と
い
う
基
本
図
書
、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
の
世
界
』（
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
）。
新
書
だ
が
、
現
代
の

『
古
事
記
』
研
究
、
神
話
研
究
の
基
本
を
作
っ
た
、
歴
史
的
な
名
著
。
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
と
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
構
造
神
話
学
の
方
法
と

を
ク
ロ
ス
さ
せ
な
が
ら
、『
古
事
記
』
の
独
自
な
構
造
を
解
読
し
て
い
く
ス
リ
リ
ン
グ
な
読
書
体
験
が
で
き
る
。
そ
の
他
、
西
郷
の
研
究
書
と
し
て

は
『
古
事
記
研
究
』（
未
来
社
、
一
九
七
三
年
）、『
古
代
人
と
夢
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
年
）、『
神
話
と
国
家

─
古
代
論
集
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─
』（
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
）
も
ぜ
ひ
目
を
通
し
て
ほ
し
い
。

　

ま
た
、「
記
紀
神
話
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
き
た
ふ
た
つ
の
神
話
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
神
話
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
世
界
観
、
論
理
を
も
つ
こ
と

を
説
き
明
か
し
た
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
九
年
）、
同
著
者
の
専
門
書
で
あ
る
『
古
代
天
皇
神
話
論
』

（
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
）、『
変
奏
さ
れ
る
日
本
書
紀
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
も
精
読
し
て
ほ
し
い
。

　

一
方
、『
古
事
記
』
の
語
り
と
し
て
の
魅
力
を
説
き
明
か
し
、
ま
た
『
古
事
記
』
序
文
の
偽
作
説
を
唱
え
た
の
は
、
三
浦
佑
之
『
古
事
記
を
読
み

な
お
す
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）。
こ
れ
を
読
め
ば
三
浦
説
の
す
べ
て
が
わ
か
る
。
同
著
者
の
本
と
し
て
は
、『
古
事
記
講
義
』（
文
春
文
庫
、

二
〇
〇
七
年
）、『
古
事
記
の
ひ
み
つ

─
歴
史
書
の
成
立

─
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）、
少
し
硬
め
の
本
と
し
て
は
、『
古
代
研
究

─

列
島
の
神
話
・
文
化
・
言
語

─
』（
青
土
社
、
二
〇
一
二
年
）。
ま
た
著
者
の
昔
話
研
究
の
原
点
と
な
っ
た
『
村
落
伝
承
論

─
『
遠
野
物
語
』
か

ら

─
』（
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
）
も
、
近
年
改
訂
版
が
出
た
。

　

学
術
専
門
書
だ
が
、
呉
哲
男
『
古
代
日
本
文
学
の
制
度
論
的
研
究

─
王
権
・
文
字
・
性

─
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
）
は
、
八
世
紀
に

お
け
る
『
記
』『
紀
』
の
相
互
補
完
関
係
を
解
き
明
か
し
、「
現
代
思
想
」
と
神
話
研
究
が
ク
ロ
ス
す
る
様
相
を
教
え
て
く
れ
る
。

　
『
古
事
記
』
の
な
か
の
ス
サ
ノ
ヲ
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
、
ア
マ
テ
ラ
ス
な
ど
の
神
々
が
、
成
長
・
変
貌
し
て
い
く
姿
を
追
っ
て
い
く
斎
藤
英
喜
『
古

事
記　

成
長
す
る
神
々

─
新
し
い
「
日
本
神
話
」
の
読
み
方

─
』（
ビ
イ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
・
プ
レ
ス
、
二
〇
一
〇
年
）
や
、
ま
た
同
著
者
が
監

修
し
た
一
般
向
け
入
門
書
と
し
て
一
五
版
ま
で
出
て
い
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
、『
と
ん
で
も
な
く
面
白
い
『
古
事
記
』』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
、
二
〇
一
二

年
）
も
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
イ
ラ
ス
ト
が
あ
り
好
評
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

文
字
で
書
か
れ
た
『
記
』『
紀
』
神
話
に
た
い
し
て
、
沖
縄
や
中
国
少
数
民
族
が
伝
え
る
無
文
字
の
古
層
の
神
話
を
探
究
し
て
い
く
研
究
と
し
て

は
、
藤
井
貞
和
『
古
日
本
文
学
発
生
論
』（
増
補
新
装
版
、
思
潮
社
、
一
九
九
二
年
）、
古
橋
信
孝
『
古
代
歌
謡
論
』（
冬
樹
社
、
一
九
八
二
年
）、

『
神
話
・
物
語
の
文
芸
史
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
年
）、
工
藤
隆
『
古
事
記
の
起
源

─
新
し
い
古
代
像
を
も
と
め
て

─
』（
中
公
新
書
、
二

〇
〇
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

　

文
字
で
書
か
れ
る
以
前
の
「
神
話
」
は
、
歌
謡
と
し
て
歌
い
継
が
れ
て
き
た
祭
祀
の
現
場
を
リ
ア
ル
に
教
え
て
く
れ
る
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　
「
中
世
日
本
紀
」
や
「
中
世
神
話
」
の
研
究
の
基
本
を
学
ぶ
な
ら
ば
、
ま
ず
は
山
本
ひ
ろ
子
『
中
世
神
話
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
）。
同
著
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ブックガイド

者
の
『
変
成
譜

─
中
世
神
仏
習
合
の
世
界

─
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、『
異
神

─
日
本
中
世
の
秘
教
的
世
界

─
』（
上
下
、
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）
も
お
勧
め
。
さ
ら
に
「
中
世
神
話
」
と
と
も
に
、
近
世
、
近
現
代
に
わ
た
る
神
話
の
変
貌
の
全
体
像
を
つ
か
む
に
は
、
斎

藤
英
喜
『
読
み
替
え
ら
れ
た
日
本
神
話
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
六
年
）。
同
著
者
の
『
ア
マ
テ
ラ
ス

─
最
高
神
の
知
ら
れ
ざ
る
秘
史

─
』（
学
研
新
書
、
二
〇
一
一
年
）、『
荒
ぶ
る
ス
サ
ノ
ヲ
、
七
変
化

─
〈
中
世
神
話
〉
の
世
界

─
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
も
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
成
立
後
一
三
〇
〇
年
の
「
受
容
史
」
に
つ
い
て
勉
強
す
る
に
は
、
斎
藤
英
喜
『
古
事
記　

不
思
議
な
一
三
〇
〇
年
史
』（
新
人
物
往
来

社
、
二
〇
一
二
年
）、『
古
事
記
は
い
か
に
読
ま
れ
て
き
た
か

─
〈
神
話
〉
の
変
貌

─
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）、『
異
貌
の
古
事
記

─
新
し
い
神
話
が
生
ま
れ
る
と
き

─
』（
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
）。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
つ
い
て
学
ぶ
基
本
図
書
と
し
て
は
、
呉
茂
一
『
ギ
リ
シ
ア
神
話　

新
装
版
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
九
四
年
）、
西
村
賀
子
『
ギ
リ

シ
ア
神
話

─
神
々
と
英
雄
に
出
会
う

─
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
五
年
）。

　

比
較
神
話
学
の
基
本
を
学
ぶ
な
ら
ば
、
大
林
太
良
『
神
話
学
入
門
』（
中
公
新
書
、
一
九
六
六
年
）、
吉
田
敦
彦
『
日
本
神
話
の
源
流
』（
講
談
社

現
代
新
書
、
一
九
七
六
年
）
は
古
典
的
名
著
。

　

神
話
学
の
基
礎
や
学
説
史
に
つ
い
て
は
、
吉
田
敦
彦
＋
松
村
一
男
『
神
話
学
と
は
何
か
』（
有
斐
閣
新
書
、
一
九
八
七
年
）、
松
村
一
男
『
神
話
学

講
義
』（
角
川
叢
書
、
一
九
九
九
年
）、
Ｐ
＝
Ｍ
・
シ
ュ
ー
ル
ほ
か
著
／
松
村
一
男
＋
久
米
博
ほ
か
訳
『
神
話
の
系
譜
学
』
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）。

　

ま
た
プ
ラ
ト
ン
に
は
じ
ま
る
「
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
伝
説
」
の
生
成
を
わ
か
り
や
す
く
説
き
明
か
し
た
庄
子
大
亮
『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
・
ミ
ス
テ

リ
ー

─
プ
ラ
ト
ン
は
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か

─
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
生
成
の
背
景
も
教
え
て
く
れ
る
。

　

ア
フ
リ
カ
の
神
話
を
構
造
分
析
し
た
名
著
山
口
昌
男
『
ア
フ
リ
カ
の
神
話
世
界
』（
岩
波
新
書
、
一
九
七
一
年
）、「
神
話
的
思
考
」
を
人
類
最
古

の
「
哲
学
」
と
し
て
説
き
明
か
す
中
沢
新
一
『
人
類
最
古
の
哲
学
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
二
年
）
は
必
読
。
さ
ら
に
同
著
者
の
初
期
の

研
究
と
し
て
『
チ
ベ
ッ
ト
の
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）、『
雪
片
曲
線
論
』（
中
公
文
庫
、
一
九
八
八
年
）、『
虹
の
理

論
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
も
お
勧
め
。

【
昔
話
・
伝
説
の
世
界
へ
】

　

柳
田
国
男
、
折
口
信
夫
の
著
作
は
、
い
ま
文
庫
で
読
め
る
。
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柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
』『
妖
怪
談
義
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
・
二
〇
一
三
年
）、
安
藤
礼
二
編
『
折
口
信
夫
文
芸
論
集
』『
折
口

信
夫
天
皇
論
集
』『
折
口
信
夫
芸
能
論
集
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
一
〇
～
二
年
）。

　

そ
の
他
両
者
の
全
集
も
『
柳
田
國
男
全
集
』
は
ち
く
ま
文
庫
、『
折
口
信
夫
全
集
』
は
中
公
文
庫
に
入
っ
て
い
る
。
な
お
、
折
口
信
夫
は
、
新
し

い
編
集
に
よ
る
全
集
も
中
央
公
論
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
柳
田
国
男
や
折
口
信
夫
の
学
問
的
、
思
想
的
な
可
能
性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
赤
坂
憲
雄
『
柳
田
国
男
の
読
み
方

─
も
う
ひ
と
つ
の
民

俗
学
は
可
能
か

─
』（
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
四
年
）、
鶴
見
太
郎
『
柳
田
国
男
入
門
』（
角
川
選
書
、
二
〇
〇
八
年
）、
柄
谷
行
人
『
遊
動
論

─

柳
田
国
男
と
山
人

─
』（
文
春
新
書
、
二
〇
一
四
年
）、
安
藤
礼
二
『
神
々
の
闘
争　

折
口
信
夫
論
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
）、『
折
口
信
夫
』

（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）。＊　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　
「
妖
怪
学
」
や
民
俗
信
仰
の
新
し
い
研
究
視
点
を
学
ぶ
に
は
、
い
ま
や
古
典
的
名
著
と
も
い
え
る
、
小
松
和
彦
『
憑
霊
信
仰
論
』『
神
々
の
精
神

史
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四
年
・
一
九
九
七
年
）
は
必
読
だ
。
さ
ら
に
小
松
妖
怪
学
の
入
門
書
と
し
て
は
、
小
松
和
彦
『
妖
怪
文
化
入

門
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）、
小
松
和
彦
編
『
妖
怪
学
の
基
礎
知
識
』（
角
川
選
書
、
二
〇
一
一
年
）。
専
門
的
な
研
究
書
と
し
て
は
、

小
松
和
彦
編
『
日
本
妖
怪
学
大
全
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

　

ま
た
柳
田
民
俗
学
が
正
面
か
ら
扱
わ
な
か
っ
た
「
異
人
殺
し
」
の
問
題
や
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
伝
説
の
発
生
な
ど
の
具
体
的
な
事
例
が
ス
リ
リ
ン
グ

な
小
松
和
彦
『
異
人
論

─
民
俗
社
会
の
心
性

─
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
）、『
悪
霊
論

─
異
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

─
』（
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
も
あ
る
。

　

な
お
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
古
典
、
ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
著
／
堀
一
郎
訳
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

─
古
代
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術

─
』（
上
下
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
も
文
庫
本
で
読
め
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
に
つ
い
て
学
ぶ
な
ら
ば
、
必
読
だ
。

　

無
文
字
社
会
で
伝
え
ら
れ
る
神
話
・
伝
承
を
知
る
に
は
、
川
田
順
造
『
無
文
字
社
会
の
歴
史

─
西
ア
フ
リ
カ
・
モ
シ
族
の
事
例
を
中
心
に

─
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
）、『
口
頭
伝
承
論
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
）。

　

都
市
伝
説
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ン
・
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
著
／
大
月
隆
寛
ほ
か
訳
『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー

─
都
市
の
想
像
力
の
ア

メ
リ
カ

─
』（
新
宿
書
房
、
一
九
八
八
年
）、
常
光
徹
『
学
校
の
怪
談

─
口
承
文
芸
の
研
究
1

─
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）。
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ブックガイド

【
新
し
い
研
究
の
最
前
線
へ
】

　

近
年
の
新
し
い
研
究
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
学
術
専
門
書
を
紹
介
す
る
。
本
書
の
執
筆
陣
も
最
前
線
に
た
っ
て
い
る
。

佐
藤
弘
夫
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
変
貌

─
中
世
神
仏
交
渉
史
の
視
座

─
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
年

　
　
　　
『
偽
書
の
精
神
史

─
神
仏
・
異
界
と
交
感
す
る
中
世

─
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
二
年

斎
藤
英
喜
『
い
ざ
な
ぎ
流　

祭
文
と
儀
礼
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年

　
　
　　
『
増
補
・
陰
陽
道
の
神
々
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年

保
坂
達
雄
『
神
と
巫
女
の
古
代
伝
承
論
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年

　
　
　　
『
神
話
の
生
成
と
折
口
学
の
射
程
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年

松
本
郁
代
『
中
世
王
権
と
即
位
灌
頂

─
聖
教
の
な
か
の
歴
史
叙
述

─
』
森
話
社
、
二
〇
〇
五
年

田
中
貴
子
『
外
法
と
愛
法
の
中
世
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
六
年

猪
股
と
き
わ
『
古
代
宮
廷
の
知
と
遊
戯

─
神
話
・
物
語
・
万
葉
歌

─
』
森
話
社
、
二
〇
一
〇
年

舩
田
淳
一
『
神
仏
と
儀
礼
の
中
世
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年

伊
藤
聡
『
中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年

山
下
久
夫
＋
斎
藤
英
喜
編
『
越
境
す
る
古
事
記
伝
』
森
話
社
、
二
〇
一
二
年

原
克
昭
『
中
世
日
本
紀
論
考

─
註
釈
の
思
想
史

─
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年

岡
部
隆
志
『
神
話
と
自
然
宗
教

─
中
国
雲
南
省
少
数
民
族
の
精
神
世
界

─
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
三
年

阿
部
泰
郎
『
中
世
日
本
の
宗
教
テ
ク
ス
ト
体
系
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年

権
東
祐
『
ス
サ
ノ
ヲ
の
変
貌

─
古
代
か
ら
中
世
へ

─
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
三
年

ア
ン
ダ
ソ
ヴ
ァ
・
マ
ラ
ル
『
古
事
記　

変
貌
す
る
世
界

─
構
造
論
的
分
析
批
判

─
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年

小
川
豊
生
『
中
世
日
本
の
神
話
・
文
字
・
身
体
』
森
話
社
、
二
〇
一
四
年

津
田
博
幸
『
生
成
す
る
古
代
文
学
』
森
話
社
、
二
〇
一
四
年

（
斎
藤
英
喜
）
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あ
と
が
き

　

僕
は
一
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
勤
め
先
の
佛
教
大
学
で
「
神
話
・
伝
承
学
」
と
い
う
授
業
を
担
当
し
て
き
ま
し
た
（
な
お
、
授
業
名
の
発

案
者
は
、
同
僚
の
八
木
透
先
生
で
す
）。
そ
の
授
業
で
は
、
古
代
の
神
話
世
界
の
面
白
さ
、
奥
深
さ
を
伝
え
る
た
め
に
、
学
生
た
ち
が
よ

く
知
っ
て
い
る
昔
話
の
桃
太
郎
や
一
寸
法
師
の
こ
と
と
繋
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
話
し
ま
し
た
。
ま
た
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
の
世

界
と
神
話
の
関
係
な
ん
か
も
、
ち
ょ
く
ち
ょ
く
触
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

こ
の
本
は
、
そ
う
し
た
僕
の
授
業
実
践
に
も
と
づ
き
な
が
ら
構
想
し
ま
し
た
。
執
筆
者
の
な
か
に
は
、
実
際
に
僕
の
授
業
を
聴
い

て
く
れ
て
い
た
、
当
時
の
学
生
さ
ん
も
入
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
う
し
た
書
き
手
の
何
人
か
は
、
ふ
だ
ん
書
い
て
い
る
「
論
文
」

と
は
違
う
文
体
で
書
く
こ
と
の
大
変
さ
を
体
験
し
た
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
僕
の
昔
か
ら
の
研
究
仲
間
に
も
加
わ
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
ベ
テ
ラ
ン
の
授
業
実
践
も
、
こ
の
本
に
は
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
と
難
し
い
「
注
文
」
を
つ
け
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
ま
ず
は
執
筆
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
に
感
謝
を
。

　

出
版
に
関
し
て
は
思
文
閣
出
版
の
原
宏
一
氏
の
ご
尽
力
を
得
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
営
業
担
当
で
あ
り
、
コ
ラ
ム

の
執
筆
者
と
も
な
っ
た
井
熊
勇
介
さ
ん
に
は
、
企
画
の
立
ち
上
げ
か
ら
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
編
集
実
務
を

担
当
し
て
く
れ
た
三
浦
泰
保
さ
ん
に
は
、
念
入
り
な
原
稿
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
編
集
者
と
し
て
の
三
浦
さ
ん
の
熱
意

に
、
多
く
の
執
筆
者
た
ち
が
感
激
し
た
は
ず
で
す
。
皆
に
代
わ
っ
て
、
お
二
人
に
感
謝
を
。

　

さ
て
、
こ
の
本
の
基
本
方
針
は
、「
最
新
の
研
究
成
果
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
執
筆
者
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
編
者
の
僕
も
か
な
り
努
力
は
し
ま
し
た
が
、
さ
あ
、
そ
れ
は
ど
れ
ぐ
ら
い
実
現
で
き
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
読
ん

で
い
た
だ
い
た
読
者
の
皆
さ
ん
の
「
判
定
」
を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
〇
一
五
年
八
月　

盛
夏
の
京
都
で

斎
藤
英
喜
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