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本
書
は
書
名
に
も
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
著
者
に
よ
る
「
比

較
神
話
学
」
の
第
二
弾
で
あ
る
。
本
書
は
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ

れ
て
い
る
。
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考
�
日
本
神
話
の
比
較
研
究
一

試
論

右
に
あ
げ
た
各
論
は
、「
比
較
神
話
学
」
と
銘
打
っ
て
い
る
と

は
い
え
、
世
界
中
の
神
話
を
比
較
研
究
の
俎
上
に
の
せ
た
も
の
で

は
な
く
、
主
と
し
て
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
・
オ
リ
エ
ン
ト
の
神
話
を
中

国
の
古
伝
承
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
古
代
神
話
に
関

す
る
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

際
、
第
一
部
に
は
主
と
し
て
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
・
オ
リ
エ
ン
ト
の

森

雅
子
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神
話
を
、
中
国
神
話
の
「
原
像
」
を
復
元
す
る
た
め
の
ア
ナ
ロ
ジ

ー
の
素
材
と
し
て
利
用
し
た
も
の
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
第
二
部

に
は
、
両
者
の
間
に
直
接
の
伝
播
関
係
を
想
定
し
た
論
文
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
以
下
、
各
論
文
の
内
容
を
要
約
し
な
が
ら
私
の
見
解

を
さ
し
は
さ
む
と
い
う
か
た
ち
で
、
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思

う
。ま

ず
第
一
章
か
ら
作
業
に
着
手
し
よ
う
。
本
章
で
著
者
は
ま
ず
、

か
つ
て
中
国
・
日
本
の
学
界
で
は
、
中
国
古
代
史
研
究
の
舞
台
に

あ
っ
て
、
地
母
神
の
存
在
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

慨
嘆
す
る
と
同
時
に
、
最
近
の
考
古
学
的
発
掘
の
進
展
に
よ
り
、

妊
婦
の
様
相
を
写
し
取
っ
た
土
偶
が
次
々
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
従
来
の
学
説
は
完
全
に
破
砕
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
中
国
古
代
の
文
献
に
見
え
る
五
名
の
女
性
が
、
彼
女
た
ち

を
収
録
し
た
古
典
の
中
で
は
、
全
く
そ
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
な

い
が
、
か
つ
て
は
地
母
神
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
『
列
女
伝
』
な
ど
に
登
場
す
る
、
極
め
付
き
の
醜

女
や
美
女
が
、「
太
古
の
大
女
神
・
大
母
神
も
し
く
は
地
母
神
が

内
包
し
て
い
た
両
価
性
、
す
な
わ
ち
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
性
格
」

（
五
二
頁
）
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
、
彼
女
た
ち
が

「
古
代
中
国
に
お
け
る
地
母
神
の
残
像
」（
五
五
頁
）
で
あ
っ
た
と

の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

続
く
第
三
章
に
お
い
て
、
著
者
は
中
国
古
代
の
文
献
に
頻
出
す

る
「
二
女
」
つ
ま
り
「
二
人
で
ペ
ア
に
な
っ
た
女
性
」
の
伝
承
に

注
目
し
、「
彼
女
た
ち
を
か
つ
て
「
日
・
月
の
母
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
大
い
な
る
女
神
と
し
て
解
釈
す
る
」（
七
一
頁
）。
私
見
に
よ

れ
ば
、
著
者
が
「
二
女
」
の
伝
承
に
着
目
し
た
の
は
、
さ
す
が
の

慧
眼
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
中
国
古
代
文
化
史
の
研

究
史
上
、
こ
の
「
二
女
」
を
真
っ
向
か
ら
取
り
上
げ
た
論
文
は
ま

こ
と
に
希
少
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
自
身
も
明
記
し

て
い
る
よ
う
に
、
中
国
古
代
に
は
、
諸
侯
間
の
婚
姻
に
あ
た
っ
て
、

二
人
の
姉
妹
を
と
も
に
嫁
が
せ
る
風
習
が
あ
り
、「
二
女
」
に
関

す
る
記
述
の
か
な
り
な
部
分
は
、
こ
の
脈
絡
で
解
釈
す
る
こ
と
が

可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
著
者
の
反
論
に
期
待
し
た
い
。

第
四
章
の
「
執
り
成
し
の
女
神
」
は
、
そ
の
題
名
か
ら
し
て
や

や
抽
象
的
に
過
ぎ
る
が
、
副
題
と
な
っ
て
い
る
「
天
界
へ
の
道
に

関
す
る
一
考
察
」
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
々
が
地
上
か
ら

天
空
の
世
界
に
飛
翔
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
そ
の
仲
立
ち
の
役
割

を
果
た
し
て
く
れ
る
女
神
た
ち
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
で
あ
る
。

「
取
り
上
げ
る
の
は
女
祭
・
女
戚
、
雨
師
妾
、
赤
水
の
女
子
献
、

そ
し
て
女
丑
（
の
尸
）
の
四
例
で
あ
る
」（
九
五
頁
）。
し
か
し
な

史

学

第
八
三
巻

第
四
号
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が
ら
著
者
は
「
お
わ
り
に
」
の
項
で
、
彼
女
た
ち
が
「
現
存
す
る

資
料
か
ら
だ
け
で
は
い
か
な
る
神
格
、
属
性
、
機
能
を
有
す
る
女

性
で
あ
っ
た
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」（
一
〇
〇

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
結
論
が
こ
の
感
触
で
あ
る
か
ら
、
論
文
の

本
体
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
大
体
想
像
が
つ
く
。
彼
女
た

ち
が
「
執
り
成
し
の
女
神
」
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る

試
み
は
、
失
敗
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
第
五
章
。

「『
楚
辞
』
の
「
九
歌
」
に
山
鬼
と
い
う
不
思
議
な
詩
が
あ
る
」

（
一
〇
七
頁
）。
こ
の
山
鬼
と
は
奥
深
い
山
中
に
住
ま
う
女
神
で
あ

り
、
一
年
の
、
あ
る
定
ま
っ
た
祭
礼
の
日
に
山
の
ふ
も
と
に
存
在

す
る
村
落
に
降
り
て
ゆ
き
、
村
で
選
ば
れ
た
若
者
か
ら
求
愛
さ
れ
、

「
彼
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
年
の
田
（
畑
）
の
実
り

を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
」（
一
一
一
頁
）。
そ
し
て
「
こ
の
祭
祀
に
お
い
て
山
の
女
神
か

ら
田
（
畑
）
の
女
神
へ
と
変
貌
し
、
豊
穣
・
多
産
を
約
束
す
る

「
聖
婚
の
花
嫁
」
と
し
て
信
仰
や
崇
拝
の
対
象
と
さ
れ
た
時
代
が

あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
」（
一
一
二
頁
）。
し
か
し
そ

う
し
た
祭
祀
儀
礼
は
時
の
移
ろ
い
と
と
も
に
変
貌
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
や
が
て
山
鬼
は
山
中
を
根
城
と
す
る
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
妖

怪
へ
と
変
化
し
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
著
者
の
仮
説
に
は
、
か
つ
て
日
本
民
俗
学
界
で
盛
ん

に
議
論
さ
れ
た
テ
ー
マ
と
響
き
あ
う
興
味
深
い
論
点
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
我
が
国
に
お
い
て
、
山
の
神
は
田
植
え
の
季
節

に
な
る
と
山
か
ら
降
り
て
来
て
田
の
神
に
な
り
、
秋
の
取
入
れ
が

す
む
と
ふ
た
た
び
山
に
帰
還
し
て
山
の
神
に
な
る
、
と
い
っ
た
観

念
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に

取
り
組
ん
だ
民
俗
学
者
た
ち
は
、
朝
鮮
の
山
の
神
信
仰
に
も
、
こ

う
し
た
側
面
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
盛
ん
に
討
論

を
交
わ
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
比
較
研
究
の
素
材
と
し
て
、

中
国
は
完
全
に
蚊
帳
の
外
で
あ
っ
た
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
当

時
の
中
国
に
は
竹
の
カ
ー
テ
ン
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
中
国
が
外
国
人
に
と
っ
て
開
か
れ
た
国
に
な
っ
て

も
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
中
国
の
稲
作
儀
礼
を
検
討
し
た
研
究
は
、

ほ
と
ん
ど
皆
無
に
近
い
。
著
者
が
展
開
し
た
議
論
は
図
ら
ず
も
、

こ
の
「
古
く
て
新
し
い
」
問
題
の
、
新
た
な
発
火
点
と
な
る
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
第
五
章
は
、
示
唆
す
る
と

こ
ろ
大
な
る
論
文
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

続
く
第
六
章
は
、
や
や
羅
列
的
な
方
向
に
傾
い
た
論
考
で
あ
る
。

冒
頭
に
お
い
て
著
者
は
、
中
国
古
代
神
話
の
中
で
、
太
陽
に
関
す

る
神
話
は
比
較
的
豊
富
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
比
較
し
て
、
月
に
対

す
る
神
話
が
決
定
的
に
少
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
総
数
た
っ
た

書

評

一
三
五
（
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一
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三
話
。
ま
ず
冒
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
月
の
中
に
は
ウ
サ
ギ
が

住
ん
で
い
る
と
い
う
神
話
で
あ
る
。『
楚
辞
』
天
問
篇
が
初
出
と

な
る
。
次
は
『
山
海
経
』
に
初
め
て
そ
の
姿
を
現
す
、
常
羲
で
あ

る
。
彼
女
は
『
山
海
経
』
の
記
載
に
よ
る
と
、
月
を
産
ん
だ
、
文

字
通
り
月
の
母
で
あ
り
、
同
時
に
天
空
を
駆
け
て
き
た
月
に
湯
あ

み
を
さ
せ
る
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
三
番
目
は
呉
剛
と
い
う

男
に
関
す
る
神
話
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
の
物
語
は
、
唐
代
に

な
っ
て
初
め
て
著
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
二
者
に
比
較
す
る

と
、
は
る
か
に
そ
の
時
代
が
く
だ
る
。
彼
は
仙
人
に
な
る
た
め
の

修
行
を
積
ん
で
い
た
が
、
そ
の
途
中
で
何
ら
か
の
過
ち
を
犯
し
た

た
め
、
月
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
そ
こ
に
生
え
て
い
る
桂
の
木

を
斬
る
と
い
う
罰
を
こ
う
む
っ
た
。
桂
は
い
く
ら
斧
を
振
り
か
ざ

し
て
も
、
切
っ
た
場
所
が
あ
っ
と
い
う
間
に
元
の
姿
に
戻
っ
て
し

ま
い
、
た
め
に
呉
剛
は
永
遠
に
月
の
世
界
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
宿
命
を
お
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
三
話
の
う
ち
二
番
目
に
紹
介
し
た
常
羲
の
神
話
が
、
彼
女

を
月
に
住
ま
う
絶
世
の
美
女
で
あ
る
と
い
う
話
し
に
変
貌
し
、
さ

ら
に
他
の
二
つ
の
説
話
を
圧
倒
し
て
現
在
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る

と
い
う
の
が
、
著
者
の
結
論
で
あ
る
。

第
七
章
は
ま
ず
、「
聖
婚
」
に
対
す
る
定
義
か
ら
は
じ
ま
る
。

「
聖
婚
」
の
概
念
を
も
っ
と
も
幅
広
く
規
定
す
る
と
、
そ
れ
は
、

「
男
神
と
女
神
の
結
婚
」「
男
神
と
人
間
の
女
性
と
の
結
婚
」「
女

神
と
人
間
の
男
性
と
の
結
婚
」
の
三
者
に
分
類
さ
れ
る
。
著
者
は
、

こ
の
中
か
ら
最
後
の
定
義
に
該
当
す
る
も
の
を
、
シ
ュ
メ
ー
ル
の

神
話
か
ら
抽
出
し
、
そ
れ
を
中
国
の
西
王
母
の
神
話
な
ど
と
相
互

照
射
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
古
代
神
話
に
新
た
な
角
度
か

ら
照
明
を
あ
て
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
シ
ュ
メ
ー
ル
の
神
話
で
は
、

女
神
イ
ナ
ン
ナ
と
シ
ュ
ル
ギ
王
の
聖
婚
が
最
も
著
名
で
あ
り
、
そ

こ
に
見
え
る
モ
チ
ー
フ
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ま
ず
、
王
が
莫
大
な
贈
り
物
を
携
え
て
都
か
ら
出
発
す
る
。
つ

い
で
シ
ュ
ル
ギ
王
を
待
っ
て
い
る
の
は
長
い
旅
路
で
あ
る
。
そ
の

結
果
つ
い
に
イ
ナ
ン
ナ
の
神
殿
に
た
ど
り
着
い
た
王
は
、
イ
ナ
ン

ナ
に
対
し
て
、
膨
大
な
量
に
の
ぼ
る
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
す
る
。
イ
ナ

ン
ナ
は
そ
れ
に
こ
た
え
て
シ
ュ
ル
ギ
王
と
性
的
な
関
係
を
持
ち
、

そ
の
結
果
と
し
て
彼
の
王
国
の
繁
栄
を
約
束
す
る
。

著
者
は
、
こ
の
物
語
を
『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
西
王
母
と
穆

王
の
、
出
会
い
と
別
れ
を
め
ぐ
る
神
話
と
比
較
し
、
両
者
が
完
全

に
吻
合
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
く
謎
の
書
物

と
さ
れ
て
き
た
『
穆
天
子
伝
』
に
斬
新
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
た
。

続
い
て
著
者
は
、
第
五
章
で
取
り
上
げ
た
山
鬼
、
そ
れ
か
ら
牽

牛
・
織
女
の
物
語
の
核
心
部
も
、
同
様
に
聖
婚
の
モ
チ
ー
フ
に
あ

る
と
す
る
。
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

史
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さ
て
第
八
章
は
、
中
国
の
女
神
事
典
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、

ア
イ
ウ
エ
オ
順
に
、
中
国
の
女
神
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
し
て
要
を

得
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
よ
う
な

「
中
国
の
神
様
事
典
」
は
、
特
に
中
国
本
土
で
今
ま
で
も
少
な
か

ら
ず
出
版
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
現
代
社
会
で
崇

拝
さ
れ
て
い
る
神
格
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
本
章
の
構
成
が
古

代
に
比
重
を
置
い
て
い
る
の
と
は
、
い
ち
じ
る
し
い
相
違
が
認
め

ら
れ
る
。
本
章
の
意
義
も
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

と
は
言
え
、
手
放
し
で
賞
賛
ば
か
り
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
な
ぜ
か
？

そ
れ
は
本
書
が
一
般
向
け
の
書
籍
で
は
な
く
、

専
門
書
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
尽
き
て
い
る
。
研
究
者
が
、
こ
の

事
典
を
手
に
取
っ
た
時
、
一
番
知
り
た
い
情
報
は
何
で
あ
ろ
う

か
？

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
一
人
一
人
の
女
神
た
ち
が
、
一
体
い

か
な
る
文
献
に
登
場
し
て
く
る
の
か
、
と
い
う
出
典
の
所
在
に
あ

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
著
者
は
、

大
項
目
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
古
典
の
資
料
を
、
明
快
な
日
本
語

の
文
章
に
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
責
務
を
果
た
し
て
い

る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
中
・
小
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
そ

う
し
た
配
慮
が
、
ほ
ん
の
若
干
と
い
え
ど
、
な
さ
れ
て
い
な
い
き

ら
い
が
あ
る
。
本
章
の
瑕
瑾
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
い
よ
い
よ
第
九
章
に
は
い
る
。
こ
こ
か
ら
最
終
章
ま
で

は
、
伝
播
論
に
も
と
づ
く
論
文
が
踵
を
接
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、

こ
れ
を
紹
介
、
批
評
し
て
ゆ
く
と
い
う
作
業
は
、
評
者
に
と
っ
て

ま
こ
と
に
苛
酷
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
評
者
の
文
章
を

目
で
追
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
評
者
の
複
雑
な
心
境
の
一
端
を
理

解
し
て
も
ら
え
る
も
の
と
思
う
。

ま
ず
本
章
は
、
西
方
の
セ
ミ
ラ
ミ
ス
伝
承
が
中
国
に
流
入
し
、

西
王
母
神
話
の
形
成
に
あ
た
っ
て
多
大
な
影
響
力
を
行
使
し
た
こ

と
を
主
張
す
る
論
文
で
あ
る
。
セ
ミ
ラ
ミ
ス
は
実
在
の
女
王
で
あ

る
が
、「
極
論
す
れ
ば
そ
の
神
格
化
は
当
時
の
オ
リ
エ
ン
ト
世
界

で
名
高
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
地
母
神
の
習
合
に
よ
っ
て
完
成
し
て
い

る
」（
二
三
〇
頁
）。
そ
し
て
こ
の
地
母
神
と
し
て
の
セ
ミ
ラ
ミ
ス

と
西
王
母
と
の
類
似
点
は
、
著
者
に
よ
る
と
、
以
下
の
ご
と
く
で

あ
る
。
セ
ミ
ラ
ミ
ス
は
「
男
と
も
女
と
も
見
分
け
の
つ
か
な
い
服

装
」
を
し
て
お
り
、「
ハ
ト
に
養
育
さ
れ
」「
そ
の
死
に
際
し
て
は

ハ
ト
に
変
身
し
て
飛
び
去
っ
た
」（
二
三
九
頁
）。
こ
う
し
た
彼
女

か
ん
ざ
し

の
事
績
の
一
つ
一
つ
が
、
西
王
母
が
、「
勝
・
杖
を
戴
」
き
、

「
三
青
鳥
」
に
自
分
の
食
料
を
調
達
さ
せ
、
し
か
も
「
そ
の
始
め

を
知
る
な
く
、
そ
の
終
わ
り
を
知
る
な
し
」（
二
三
九
頁
）
と
い

う
存
在
で
あ
る
こ
と
と
見
事
に
符
合
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
体
こ
れ
ら
の
記
載
の
ど
れ
が
同
一
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
私

は
読
者
に
問
い
た
い
。
例
え
ば
セ
ミ
ラ
ミ
ス
の
両
性
具
有
的
な
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「
服
装
」
に
対
応
す
る
の
は
、
西
王
母
の
「
か
ん
ざ
し
」
と
「
杖
」

で
あ
る
が
、「
か
ん
ざ
し
」
は
女
性
の
着
用
す
る
も
の
、
ま
た
男

女
と
も
に
「
杖
」
を
つ
く
人
物
は
い
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
著
者
に

よ
る
と
、
セ
ミ
ラ
ミ
ス
は
「
男
勝
り
の
戦
士
で
あ
り
、
戦
略
家
で

あ
り
、
大
侵
略
者
で
あ
っ
た
」（
二
二
九
頁
）。
と
こ
ろ
が
こ
う
し

た
彼
女
の
特
色
は
、
西
王
母
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
お
お
よ
そ

伝
播
論
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
説
話
の
異
同
点
を
も
考
慮

に
い
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
う
な
っ
て
く
る
と
、「（
セ
ミ
ラ
ミ
ス
伝
説
が
）
極
め
て
断
片

的
で
あ
り
、
時
に
は
原
型
を
止
め
な
い
ほ
ど
に
粉
飾
が
施
さ
れ
、

中
国
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
か
「
セ
ミ
ラ

ミ
ス
伝
説
と
西
王
母
と
の
間
に
は
あ
る
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
こ

と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
」（
両
者
と
も
二
三
七
頁
）
と
い
う
著
者

の
セ
リ
フ
が
何
か
空
虚
な
も
の
と
し
て
響
い
て
く
る
。「
両
者
に

伝
播
に
よ
る
関
係
性
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
無
難
に
し

て
妥
当
な
落
と
し
ど
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

第
十
章
は
、
シ
ュ
メ
ー
ル
の
ナ
ン
ム
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
テ
ィ
ア

マ
ト
、
特
に
前
者
の
神
話
が
中
国
に
伝
播
し
、
女
�
の
神
話
を
形

成
し
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
叙
述
の
便
宜
上
、

最
初
に
、
著
者
に
よ
る
結
論
部
分
を
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
こ

う
。

彼
ら
（
ナ
ン
ム
と
女
�
）
は
、
原
初
の
、
彼
ら
の
前
に
は
何

者
も
存
在
し
な
い
「
始
原
の
存
在
」
で
あ
り
、
神
々
の
世
界

に
君
臨
す
る
「
至
高
の
女
神
」「
絶
対
者
」
で
あ
り
、
全
て

の
「
神
々
の
母
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
怪
物
・
怪
獣
の
母
」

で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
天
界
と
大
地
の
創
造
に
関
与
す
る

万
物
の
「
創
造
女
神
」
で
あ
り
、「
海
の
女
神
」
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
「
龍
蛇
の
姿
態
を
持
つ
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て

何
よ
り
も
彼
ら
は
粘
土
や
土
に
よ
る
「
人
間
の
創
造
」
に
関

与
す
る
者
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
「
人
間
の
創
造
」
と
い
う

機
能
に
お
い
て
は
最
初
は
成
功
し
、
つ
い
で
失
敗
作
を
創
り

出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
両
者
の
類
似
は
決
定
的
と
な
り
、

一
方
が
他
方
に
伝
播
し
、
受
容
さ
れ
た
関
係
は
疑
う
余
地
の

な
い
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
二
六
一

頁
）

ま
ず
「
始
源
の
存
在
」
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ナ
ン
ム

と
女
�
に
共
通
す
る
性
格
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ

し
ナ
ン
ム
に
は
「
原
初
の
海
」
と
い
う
属
性
が
あ
る
の
に
対
し
、

女
�
に
は
こ
れ
が
な
い
。
ま
た
中
国
古
代
神
話
に
お
い
て
は
「
至

高
の
女
神
」
は
、
む
し
ろ
西
王
母
に
帰
せ
ら
れ
る
地
位
で
は
あ
る

ま
い
か
？

続
く
「
神
々
の
母
」「
怪
物
・
怪
獣
の
母
」
と
い
う

個
所
は
、
両
者
の
共
通
点
と
し
て
認
め
て
よ
い
。
た
だ
し
、
つ
づ

史
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く
「
創
造
女
神
」
に
関
し
て
は
、『
説
文
』
の
「
女
�
は
古
の
神

聖
な
女
性
で
あ
り
、
万
物
に
化
し
た
者
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
を

著
者
が
拡
大
解
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
真
実
と
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
つ
い
で
「
海
の
女
神
」
に
つ
い
て
は
、
著
者
自

身
が
、「
女
�
の
場
合
に
は
こ
の
「
原
初
の
海
」「
海
の
女
神
」
と

い
う
神
性
や
神
格
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
文
献
資
料
は
見
出
さ

れ
な
い
」（
二
五
八
頁
）
と
告
白
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
以

上
の
追
及
は
無
用
で
あ
ろ
う
（
蛇
足
で
あ
る
が
、「
太
一
生
水
」

な
ど
は
ナ
ン
ム
の
神
話
と
相
互
照
射
が
可
能
な
新
出
土
資
料
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
）。
つ
ぎ
は
「
龍
蛇
の
姿
態
を
持
つ
も
の
」
で
あ

る
が
、
女
�
が
こ
の
条
件
に
該
当
す
る
の
は
間
違
い
な
い
と
し
て

も
、
ナ
ン
ム
が
果
た
し
て
「
龍
蛇
」
の
姿
に
身
を
や
つ
し
て
い
た

か
否
か
は
、
本
論
文
を
精
読
す
る
限
り
不
明
で
あ
る
。
最
後
の

「
人
間
の
創
造
」
お
よ
び
「
失
敗
作
」
の
造
作
に
つ
い
て
は
、
ナ

ン
ム
の
場
合
、
彼
女
は
直
接
的
な
関
与
は
し
て
い
な
か
っ
た
点
が

疑
問
と
し
て
残
る
が
、
著
者
の
指
摘
は
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
著
者
の
論
点
を
整
理
し
て
み
る
と
、
ナ
ン
ム

と
女
�
の
伝
播
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
無
下
に
し
り
ぞ
け
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
う
。
た
だ
公
正
な
審
判
か
ら
見
る
と
、

セ
ー
フ
か
ア
ウ
ト
か
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

「
伝
播
」
関
係
の
論
証
は
、
ま
こ
と
に
む
つ
か
し
い
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
第
十
一
章
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
顕
著
に

あ
ら
わ
れ
る
。
著
者
は
、
大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
両
氏
の
驥
尾
に

付
し
、「
印
欧
語
族
の
神
話
が
日
本
神
話
に
伝
播
し
、
影
響
を
与

え
た
可
能
性
を
検
証
」
す
る
た
め
（
二
七
三
頁
）、
北
欧
神
話
を

収
録
し
た
「
ブ
ォ
ル
ス
ン
グ
・
サ
ガ
」
と
『
日
本
書
紀
』
の
サ
ホ

ヒ
メ
説
話
を
比
較
し
、
両
者
の
伝
播
関
係
を
証
明
し
よ
う
と
試
み

て
い
る
。

サ
ホ
ヒ
メ
の
物
語
と
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
ご
と
き
も
の
で
あ

る
。

サ
ホ
ヒ
メ
は
垂
仁
天
皇
の
寵
姫
で
あ
っ
た
が
、
実
の
兄
に
愛

情
を
い
だ
き
、
兄
の
命
令
ど
お
り
天
皇
を
殺
害
し
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
果
た
さ
ず
、
最
後
は
兄
の
も
と
に
走

っ
て
稲
を
積
ん
で
築
い
た
城
に
立
て
こ
も
る
。
そ
し
て
火
を

放
た
れ
た
稲
穂
の
中
か
ら
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
を
抱

い
て
、
天
皇
方
の
軍
隊
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
子
供
を
託

す
る
と
、
燃
え
さ
か
る
稲
穂
の
中
に
飛
び
込
ん
で
焼
死
し
て

し
ま
っ
た
。

一
方
「
ブ
ォ
ル
ス
ン
グ
・
サ
ガ
」
の
対
応
部
分
は
こ
う
な
っ
て

い
る
。ブ

ォ
ル
ス
ン
グ
王
に
は
、
シ
グ
ム
ン
ド
と
シ
グ
ニ
ュ
ー
と
い

う
双
子
の
兄
妹
が
い
た
が
、
ゴ
ー
ト
の
王
シ
ゲ
イ
ル
が
シ
グ

書
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ニ
ュ
ー
に
求
婚
し
、
彼
女
を
連
れ
て
帰
国
す
る
。
そ
の
後
シ

ゲ
イ
ル
は
ブ
ォ
ル
ス
ン
グ
王
一
族
を
自
己
の
城
館
に
ま
ね
き
、

彼
ら
を
皆
殺
し
に
す
る
。
生
き
残
っ
た
シ
グ
ム
ン
ド
は
シ
グ

ニ
ュ
ー
と
ま
じ
わ
り
、
シ
ン
フ
ィ
ヨ
ト
リ
と
い
う
英
雄
が
生

ま
れ
る
。
シ
グ
ム
ン
ド
と
シ
ン
フ
ィ
ヨ
ト
リ
は
、
シ
ゲ
イ
ル

の
館
に
火
を
放
つ
が
、
シ
グ
ニ
ュ
ー
は
燃
え
さ
か
る
館
に
身

を
投
じ
、
自
殺
す
る
。

ざ
っ
と
以
上
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
が
「
酷

似
」
し
て
い
る
と
は
、
私
に
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
説
話
の
比
較
研
究
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
説
話

の
間
に
横
た
わ
る
、
相
違
点
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
「
伝
播
論
」
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
の

が
私
の
結
論
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
『
神
女
列
伝
』
の
概
要
を
紹
介
し
て
き
た
が
、

最
後
に
私
の
総
括
的
な
感
想
を
述
べ
て
、
本
書
評
を
締
め
く
く
ろ

う
と
思
う
。

ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
は
第
二
部
の
み
に
干
渉
す
る
こ
と
で
あ
る

が
、
な
ぜ
「
伝
播
論
」
か
、
と
い
う
こ
と
が
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ

せ
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
。
ち
な
み
に
著
者
が
私
淑
し
て
い
た
伊
藤

清
司
氏
は
、
日
中
比
較
説
話
学
の
、
国
内
に
お
け
る
最
高
の
権
威

者
で
あ
っ
た
。
た
だ
氏
の
場
合
、
中
国
と
日
本
の
神
話
や
伝
説
に

対
し
、
こ
れ
を
い
た
ず
ら
に
比
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た

類
似
の
話
種
の
背
景
に
あ
る
世
界
観
の
考
察
、
あ
る
い
は
稲
作
な

ど
の
具
体
的
な
生
産
技
術
の
実
態
の
究
明
を
、
そ
の
最
終
的
な
目

的
と
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
の
み
考
慮
を
及
ぼ
す
な
ら
ば
、

著
者
の
比
較
神
話
学
は
空
虚
で
あ
る
。
し
か
し
実
を
言
え
ば
、
私

は
著
者
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
全
く
な
い
。
そ
れ
は
次
の
様
な

枕
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
類
学
専
門
の
某
教
授
が
な
げ
い
て
い

た
。「
人
類
学
学
説
史
の
授
業
を
担
当
す
る
と
気
が
め
い
る
ね
。

な
ん
た
っ
て
構
造
主
義
云
々
の
講
義
を
し
て
も
学
生
か
ら
出
る
の

は
あ
く
び
ば
か
り
。
と
こ
ろ
が
伝
播
論
に
な
っ
た
と
た
ん
、
彼
ら

の
目
が
か
が
や
き
は
じ
め
る
ん
だ
か
ら
さ
」。
さ
も
あ
り
な
ん
。

伝
播
論
は
純
粋
に
好
奇
心
の
産
物
な
の
だ
か
ら
。
こ
こ
で
ニ
ー
チ

ェ
の
『
喜
ば
し
き
知
恵
』
を
想
起
す
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。
要
す

る
に
著
者
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
好
奇
心
だ
け
を
心
の
糧
に
し
て
今

ま
で
研
究
を
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
賞
賛
し
て
止
む
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。

こ
れ
が
第
一
点
。

つ
づ
い
て
二
点
目
。
本
書
の
後
半
に
収
録
さ
れ
た
三
篇
の
論
文

は
、
神
話
・
伝
説
の
伝
播
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
伝
播
の
方

向
は
、
お
し
な
べ
て
西
方
世
界
か
ら
中
国
へ
、
と
い
う
形
で
設
定

さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
著
者
は
逆
の
可
能
性
を
考
え
な
か
っ
た
の
で

史
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あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
中
国
で
生
ま
れ
た
神
話
・
伝
説
が
シ
ュ
メ
ー

ル
や
ギ
リ
シ
ャ
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
方
向
性
の
提
示
で
あ
る
。
た

だ
し
、
中
華
専
制
帝
国
文
化
出
自
主
義
と
で
も
呼
称
す
べ
き
、
こ

の
仮
説
は
い
た
っ
て
評
判
が
悪
い
。
卑
近
な
例
を
挙
げ
る
と
、
中

国
人
の
人
類
学
者
が
少
数
民
族
の
調
査
、
と
り
わ
け
宗
教
面
の
調

査
を
行
っ
て
い
る
時
、
正
体
の
明
ら
か
で
は
な
い
事
象
に
出
く
わ

す
と
、「
こ
れ
は
中
国
の
影
響
だ
。
お
そ
ら
く
道
教
か
ら
来
た
も

の
だ
ろ
う
」
と
断
定
し
て
、
そ
れ
以
上
は
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
し

な
い
、
と
い
う
話
し
を
仄
聞
し
て
い
る
。「
道
教
」。
こ
の
偉
大
な

る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
！

こ
れ
は
、「
中
国
か
ら
来
た
」
と

い
う
文
言
よ
り
も
、
さ
ら
に
た
ち
が
悪
い
シ
ロ
モ
ノ
か
も
し
れ
な

い
。さ

て
、
第
三
点
目
は
、
著
者
の
考
察
の
対
象
が
、
中
国
以
外
で

は
、
お
お
む
ね
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
著
者
自
身
が
「
世
界
的

視
野
に
立
っ
て
中
国
の
女
神
の
全
体
像
を
見
直
す
必
要
を
痛
感

し
」
て
い
る
（
一
六
九
頁
）、
と
自
己
の
心
境
を
吐
露
し
て
い
る

か
ら
、「
世
界
的
視
野
」
は
著
者
に
と
っ
て
も
垂
涎
の
的
と
い
っ

て
よ
い
研
究
の
あ
り
か
た
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
考
察
す
る
地

域
を
無
闇
に
広
げ
る
と
井
本
英
一
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

こ
れ
を
相
当
の
覚
悟
を
持
っ
て
行
え
ば
、
南
方
熊
楠
に
な
れ
る
。

私
は
終
始
一
貫
し
て
南
方
派
で
あ
る
。

私
の
つ
た
な
い
感
想
と
印
象
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
著
者

の
更
な
る
研
鑚
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
。

〔
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
六
〇
〇
〇
円
〕
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