
特
集
八
平
成
五
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ｖ
「
国
学
研
究
の
現
在
」

私
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
国
学
研
究
の
現
在
」
と
い
う
、
今
回
の
大
会

の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
の
テ
ー
マ
に
し
た
が
っ
て
の
総
括
的
報
告
で
あ
る
。
し
か

し
私
は
以
下
に
あ
げ
る
よ
う
な
理
由
か
ら
そ
う
し
た
総
括
的
な
報
告
を
こ
こ
で

は
止
め
た
い
と
思
う
。
一
つ
に
は
学
界
の
動
向
論
文
的
な
総
括
的
報
告
に
、
私

は
便
利
な
交
通
整
理
以
上
の
積
極
的
な
意
味
を
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

今
回
の
シ
ン
ポ
で
も
、
国
学
の
展
開
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
な
段
階
ご
と
の
最

新
の
研
究
報
告
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
討
議
さ
れ
、
問
題
が
深
め
ら

れ
る
こ
と
に
学
問
上
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、
あ
え
て
そ
れ
ら
を
総
括
し
て

報
告
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
積
極
的
な
意
義
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
二
つ
に
は
、
「
国
学
研
究
の
現
在
」
と
題
さ
れ
た
今
回
の
シ
ン
ポ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
見
れ
ば
一
目
で
分
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
国
学
的
言
説
を
基
本
的
に

形
づ
く
っ
た
近
世
後
期
に
お
け
る
国
学
の
展
開
に
つ
い
て
の
報
告
が
、
課
題
と

し
て
は
欠
落
し
て
い
る
。
そ
の
課
題
は
当
然
私
の
報
告
の
う
ち
に
込
め
ら
れ
て

い
る
と
了
解
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
諸
点
か
ら
私
は
こ
こ
で
は
、
「
国
学
研

究
の
現
在
」
と
い
う
総
括
的
報
告
に
代
え
て
、
「
『
古
事
記
伝
』
と
「
古
史
伝
』

『
古
事
記
伝
』
と
『
古
史
伝
』
ｌ
そ
の
連
続
と
差
異
Ｉ

１
は
じ
め
に

ｌ
そ
の
連
続
と
差
異
ｌ
」
の
タ
イ
ト
ル
に
も
と
づ
く
報
告
を
し
よ
う
と
思

浜
ハ
ノ
Ｏ

こ
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
本
居
宣
長
（
一
七
三

○
～
一
八
○
一
）
か
ら
平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
～
一
八
四
三
）
へ
の
国
学
思
想

の
展
開
を
近
代
の
国
学
研
究
史
を
ふ
ま
え
て
検
討
し
な
が
ら
、
〈
国
学
的
〉
と

よ
ば
れ
る
言
説
の
特
質
は
何
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
言
説

的
な
特
質
を
も
っ
て
〈
国
学
的
〉
と
よ
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
へ
の
考
察
は
、
当

然
、
従
来
の
国
学
研
究
、
す
な
わ
ち
国
学
を
通
付
け
、
国
学
を
規
定
し
、
そ
の

展
開
を
区
分
し
て
き
た
近
代
の
諸
研
究
に
お
け
る
認
識
的
、
方
法
的
視
点
の
検

討
を
不
可
避
の
こ
と
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
〈
国
学
的
〉
と

よ
ば
れ
る
言
説
の
特
質
は
何
か
の
考
察
は
、
国
学
研
究
へ
の
新
た
な
方
法
的
視

点
の
提
示
と
、
近
代
に
い
た
る
展
開
へ
の
新
た
な
．
〈
－
ス
。
ヘ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
つ

こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
〈
国
学
的
〉
と
よ
ば
れ
る
言
説

が
い
か
な
る
特
質
を
も
っ
て
成
立
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
ま
さ
し
く
国
学
研

究
に
と
っ
て
総
括
的
位
置
を
占
め
る
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
私
が
本
報
告
を
も

っ
て
シ
ン
ポ
「
国
学
研
究
の
現
在
」
の
総
括
報
告
に
代
え
よ
う
と
す
る
の
は
、

そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。

子
安
宣
邦
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近
代
の
国
学
研
究
は
一
般
に
近
世
国
学
史
の
展
開
を
〈
前
期
国
学
〉
と
〈
後

期
国
学
〉
と
い
う
よ
う
に
区
分
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
は
っ
き
り
と

こ
の
よ
う
に
国
学
史
を
区
分
す
る
こ
と
は
、
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
そ
う
し
た
呼
称
は
岩
波
の
「
日
本
思
想
大
系
」
の
編
纂
か
ら
始
ま
る

こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
伝
統
的
な
く
国
学
の
四
大
人
〉
観
に
も
と
づ
く

国
学
史
の
叙
述
に
代
る
国
学
研
究
に
お
け
る
国
学
史
の
叙
述
は
、
明
示
的
に
そ

の
呼
称
を
も
っ
て
し
な
い
ま
で
も
、
す
で
に
〈
前
期
国
学
〉
と
〈
後
期
国
学
〉

と
い
う
区
分
意
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
の
境
界
線
は
宣
長

と
篤
胤
と
の
間
に
引
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
区
分
は
便
宜
的
な
区
分
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
し
か
し
こ
の
区
分
は

国
学
を
い
か
な
る
特
質
を
も
っ
た
学
問
的
、
思
想
的
言
説
と
し
て
と
ら
え
る
か

と
い
う
国
学
へ
の
認
識
上
の
視
点
、
立
場
と
相
関
的
で
あ
る
。
宣
長
に
い
た
る

前
期
に
国
学
の
本
領
を
と
ら
え
る
研
究
者
に
と
っ
て
、
篤
胤
以
降
の
展
開
は
そ

の
本
領
を
喪
失
し
、
あ
る
い
は
そ
の
姿
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
過
程
と
ゑ
な
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
立
場
か
ら
す
る
国
学
史
の
叙
述
に
と
っ
て
、

篤
胤
以
降
の
後
期
は
付
け
足
し
と
な
る
。
後
期
に
つ
い
て
の
叙
述
は
む
し
ろ
政

治
史
、
あ
る
い
は
政
治
思
想
史
に
譲
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
だ
ろ
う
。

逆
に
篤
胤
以
降
に
国
学
的
言
説
の
社
会
的
な
意
味
あ
る
展
開
を
と
ら
え
る
研

究
者
は
、
後
期
国
学
の
展
開
を
国
学
史
の
上
で
前
景
化
し
、
後
期
に
お
け
る
新

た
な
世
界
観
的
、
経
世
論
的
な
言
説
へ
の
発
展
の
契
機
を
前
期
に
求
め
な
が
ら
、

む
し
ろ
前
期
国
学
を
後
期
へ
の
展
開
の
前
史
と
み
な
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

〈
前
期
国
学
〉
〈
後
期
国
学
〉
と
い
一
う
国
学
史
の
区
分
的
把
握
は
、
国
学
を

２
〈
前
期
国
学
〉
と
〈
後
期
国
学
〉

ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
認
識
上
の
視
点
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
明
示
的
に
区

分
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
近
代
の
国
学
研
究
史
の
う
ち
に
存
在
し
、
国
学

史
を
構
成
し
て
き
た
。
久
松
潜
一
は
国
学
の
本
質
を
「
明
確
に
日
本
的
立
場
を

以
て
純
粋
日
本
的
な
る
も
の
を
闇
明
し
よ
う
と
す
る
学
問
」
で
あ
る
と
し
な
が

ら
、
「
古
代
文
献
に
よ
る
厳
密
な
る
文
献
学
的
方
法
」
に
国
学
的
学
問
を
特
色

づ
け
る
重
要
な
方
法
的
特
質
を
見
る
（
『
国
学
Ｉ
そ
の
成
立
と
国
文
学
と
の

関
係
』
昭
和
一
六
、
至
文
堂
）
。
〈
文
献
学
〉
と
し
て
国
学
を
規
定
す
る
こ
と
は
、

国
学
研
究
史
上
に
お
け
る
国
学
規
定
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
芳
賀
矢

一
を
は
じ
め
と
し
て
近
代
の
ア
カ
デ
、
、
、
ズ
ム
に
お
け
る
国
文
学
が
国
学
を
継
承

し
た
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
〈
文
献
学
〉
と
い
う
国
学
規

定
は
同
時
に
国
文
学
の
自
己
規
定
で
も
あ
っ
た
し
、
近
代
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お

け
る
国
文
学
の
形
成
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
〈
文
献
学
〉

と
い
う
国
学
規
定
か
ら
、
当
然
、
宣
長
の
「
古
事
記
伝
』
に
〈
文
献
学
〉
と
し

て
の
国
学
の
完
成
体
を
見
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
こ
の
見
方
は
、
〈
復

古
神
道
〉
と
後
に
称
さ
れ
る
神
道
的
世
界
観
、
国
家
観
の
成
立
と
近
代
に
至
る

そ
の
展
開
に
国
学
思
想
の
発
展
を
見
る
国
学
史
（
四
大
人
観
を
中
心
と
し
た
）

の
立
場
に
対
立
し
な
が
ら
近
代
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
も
た
れ
た
見
方
で
あ

る
。
そ
れ
は
近
代
の
代
表
的
な
国
学
研
究
上
の
言
説
で
あ
り
、
神
道
史
的
国
学

史
の
上
に
も
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
。
こ
の
〈
文
献
学
〉
と
い
う
国
学
規
定
と

と
も
に
〈
前
期
国
学
〉
は
国
学
研
究
史
上
に
前
景
化
さ
れ
、
主
題
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
契
沖
（
一
六
四
○
～
一
七
○
二
が
再
発
見
さ

れ
、
彼
が
『
伊
勢
物
語
』
や
『
万
葉
集
』
に
向
け
た
文
学
的
、
語
学
的
な
視
線

と
と
も
に
成
立
す
る
新
た
な
古
典
研
究
の
始
ま
り
の
意
義
が
、
荷
田
春
満
（
一

六
六
九
～
一
七
三
六
）
の
『
創
学
校
啓
』
に
代
っ
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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〈
後
期
国
学
〉
は
近
代
に
お
け
る
社
会
思
想
史
的
な
研
究
視
点
の
成
立
と
と

も
に
、
〈
草
葬
の
国
学
〉
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
。
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
と

し
て
の
国
学
史
の
研
究
へ
の
批
判
を
内
在
さ
せ
な
が
ら
伊
東
多
三
郎
が
、
「
庶

民
生
活
と
国
学
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
国
学
は
草
葬
深
き
地
方
の
生

活
の
中
に
、
い
か
に
し
て
弘
ま
っ
た
か
、
そ
れ
は
い
か
な
る
生
活
史
的
意
義
を

持
っ
て
い
た
か
」
（
『
草
葬
の
国
学
』
昭
和
二
○
、
真
砂
書
房
復
刻
、
昭
和
四
二

と
い
う
問
題
を
国
学
史
に
投
げ
か
け
る
と
と
も
に
、
〈
後
期
国
学
〉
は
積
極
的

な
研
究
上
の
課
題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
王
政
復
古
や
祭
政
一
致

的
政
治
の
実
現
を
め
ざ
す
政
治
行
動
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
国
学
と

明
治
維
新
と
の
関
連
を
単
に
叙
述
す
る
維
新
期
国
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
こ
え

て
、
〈
後
期
国
学
〉
は
、
幕
末
に
お
け
る
民
衆
の
生
活
世
界
（
信
仰
的
生
活
レ

ベ
ル
を
含
む
）
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
い
か
に
幕
末
社
会
に
あ
っ
て
オ
ー
ル
タ
ナ

テ
ィ
ヴ
な
世
界
観
、
社
会
観
を
提
示
し
え
た
か
と
い
う
研
究
課
題
を
負
っ
て
主

題
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
社
会
思
想
史
的
視
点
、
あ
る
い
は
民

衆
史
的
視
点
の
成
立
と
と
も
に
、
〈
後
期
国
学
〉
は
研
究
上
に
主
題
化
さ
れ
た

と
い
い
う
る
。
〈
後
期
国
学
〉
は
こ
の
よ
う
に
、
篤
胤
以
降
に
神
道
神
学
や
神

道
的
世
界
観
の
形
成
を
課
題
と
し
て
展
開
さ
れ
た
国
学
が
、
や
が
て
地
方
の
郷

村
的
、
民
衆
的
基
盤
の
上
に
多
様
に
展
開
さ
れ
て
い
く
と
い
う
．
ハ
ー
ス
。
ヘ
ク

テ
ィ
ヴ
を
も
っ
て
概
念
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
〈
前
期
国
学
〉
〈
後
期
国
学
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
上
の
視
点

の
成
立
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
主
題
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
視

点
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
他
は
た
だ
己
れ
の
〈
付
け

足
し
〉
と
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
た
だ
の
〈
前
史
〉
と
さ
れ
る
か
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
〈
国
学
と
は
〉
と
い
う
問
い
は
無
用
な
問
い
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
〈
国
学
〉
は
す
で
に
お
の
れ
の
依
っ
て
立
つ
視
点
、
立
場
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
〈
文
献
学
〉
と
し
て
、
あ
る
い
は
〈
草
葬
の

国
学
〉
と
し
て
。
そ
し
て
〈
国
学
と
は
〉
と
い
う
議
論
が
、
己
れ
の
立
場
の
自

己
主
張
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
私
た
ち
に
何
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
く
前
期
国
学
〉
と

〈
後
期
国
学
〉
と
の
間
に
、
見
出
し
が
た
い
連
繋
の
絆
や
辿
り
が
た
い
か
細
い

小
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
〈
国
学
〉
を
己
れ
の
立
場

か
ら
規
定
し
、
己
れ
に
つ
い
て
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
国
学
史
と
し
て
語
っ
て
き
た

近
代
の
研
究
上
の
視
点
そ
の
も
の
を
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
国
学
者
と

い
わ
れ
る
彼
ら
は
、
近
世
日
本
の
一
八
、
九
世
紀
の
言
説
空
間
に
あ
っ
て
何
を

新
た
に
い
い
出
し
た
の
か
、
彼
ら
は
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
よ
っ
て
何

を
新
た
に
語
り
出
し
た
の
か
に
私
た
ち
の
視
線
を
注
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
新

た
な
語
り
出
し
の
特
質
は
何
か
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
学
へ
の
新
た

な
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
私
は
そ
の
こ
と
を
『
古
事
記
伝
』
と
『
古

史
伝
』
と
の
間
の
問
題
に
限
定
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
考
え
て
ゑ
た
い
。

厳
密
な
古
代
文
献
へ
の
方
法
的
な
研
究
視
点
を
も
っ
た
〈
文
献
学
〉
に
国
学

の
本
領
を
と
ら
え
る
も
の
は
、
宣
長
の
「
古
事
記
伝
』
に
学
問
的
達
成
を
見
出

す
。
そ
し
て
日
本
の
創
成
神
話
に
よ
っ
て
宇
宙
生
成
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
を

は
っ
き
り
と
企
て
た
服
部
中
庸
の
『
三
大
考
』
が
『
古
事
記
伝
』
第
一
七
巻
に

付
録
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
解
き
え
ぬ
ア
ポ
リ
ァ
を
見
る
こ
と
に

な
る
。
他
方
、
〈
後
期
国
学
〉
を
主
題
化
す
る
も
の
は
、
『
古
史
伝
』
に
明
か
に

『
古
事
記
伝
』
と
は
異
な
る
思
想
営
為
の
出
発
を
見
出
し
、
宣
長
と
相
違
す
る

篤
胤
の
思
想
的
関
心
を
と
ら
え
る
こ
と
で
、
『
古
事
記
伝
』
と
『
古
史
伝
』
と

の
間
に
存
在
す
る
差
異
に
納
得
す
る
。
し
か
し
「
古
史
伝
』
が
『
古
事
記
伝
』

一
一
一
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『
古
事
記
伝
』
と
『
古
史
伝
」
と
の
間
に
差
異
な
り
不
連
続
を
見
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
前
者
に
存
在
す
る
す
ぐ
れ
た
注
釈
学
と
し

て
の
学
問
的
性
格
の
後
者
に
お
け
る
そ
の
不
在
か
、
あ
る
い
は
そ
の
擬
似
性
を

見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
厳
密
な
注
釈
学
的
な
作
業
の
有
無
と
い
う
こ
と
で

見
る
か
ぎ
り
、
両
者
の
間
に
差
異
な
り
不
連
続
を
見
出
す
し
か
な
い
。
く
り
か

え
す
よ
う
だ
が
、
国
学
へ
の
視
点
が
国
学
史
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

『
古
事
記
伝
』
を
た
だ
厳
密
な
注
釈
学
的
な
成
果
と
い
う
こ
と
だ
け
で
評
価
す

る
視
点
が
、
〈
前
期
／
後
期
〉
と
い
う
国
学
史
の
区
分
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
、
『
古
事
記
伝
』
を
注
釈
学
的
な
形
を
と
っ
た
『
古
事
記
』
の
再

語
り
の
言
説
、
〈
神
典
〉
の
新
た
な
語
り
出
し
の
言
説
と
み
な
す
な
ら
ば
、
『
古

事
記
伝
』
と
『
古
史
伝
』
と
の
間
は
新
た
な
様
相
を
も
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
間
に
は
〈
神
典
〉
の
新
た
な
語
り
出
し
と

い
う
共
通
の
性
格
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
共
通
な
性
格
の
把
握
の
上
に
、

を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
篤
胤
の
す
る
国

学
的
宇
宙
論
的
な
語
り
が
、
あ
る
い
は
神
道
神
学
的
な
語
り
が
宣
長
の
『
古
事

記
』
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
え
て
深
入
り
す
る
必
要
の
な
い
問

題
と
し
て
傍
ら
に
と
っ
て
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
前
期
国
学
〉
〈
後
期
国
学
〉

と
い
う
国
学
史
の
区
分
は
こ
の
よ
う
に
宣
長
と
篤
胤
と
の
間
に
線
を
引
き
、
『
古

事
記
伝
』
と
『
古
史
伝
』
と
の
間
に
架
橋
し
が
た
い
差
異
を
見
出
す
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
研
究
者
は
、
そ
の
差
異
の
認
識
の
上
に
、
〈
前
史
〉
あ
る
い
は
〈
付

け
足
し
〉
的
な
語
り
を
も
っ
て
他
方
の
叙
述
の
欠
落
を
埋
め
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。

３
『
古
事
記
伝
』
・
再
語
り
の
言
説

両
者
に
お
け
る
語
り
出
し
の
位
相
の
差
異
が
、
さ
ら
に
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

問
題
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
〈
国
学
的
〉
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
学
問
的
性

格
規
定
や
そ
の
社
会
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
規
定
か
ら
離
れ
て
、
〈
神
典
〉

の
再
語
り
と
し
て
の
あ
り
方
か
ら
、
つ
ま
り
〈
神
典
〉
に
よ
っ
て
い
か
な
る
語

り
出
し
が
当
該
社
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
言
説
上

の
特
質
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
『
古
事
記
伝
』
が
注
釈
学
的
な
形
を
と
っ
た
『
古
事
記
』
の
再
語
り
の

言
説
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
ず
『
古
事
記
』
自
体
が
す
で
に
、
太

安
万
侶
に
よ
る
神
話
を
含
む
朝
廷
社
会
の
諸
伝
承
を
再
構
成
す
る
作
業
、
そ
れ

ら
伝
承
の
再
語
り
の
作
業
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
『
古
事
記
』
は
初
め
に
天
武
天
皇
の
「
帝
紀
を
撰
録
し
、
旧

辞
を
討
壊
し
て
、
偽
り
を
削
り
実
を
定
め
て
、
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
」
と
い

う
勅
命
と
と
も
に
企
て
ら
れ
、
や
が
て
太
安
万
侶
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
意
図

的
構
成
物
、
あ
る
い
は
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
は
常
に

そ
の
こ
と
を
隠
蔽
す
る
。
す
な
わ
ち
『
古
事
記
』
は
神
代
以
来
の
口
調
の
伝
承

の
透
明
な
現
前
で
あ
り
、
そ
の
点
に
こ
そ
『
古
事
記
』
が
「
日
本
書
紀
』
に
優

越
す
る
理
由
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
は
漢
字
表
記
に
よ

っ
て
も
柾
げ
ら
れ
な
か
っ
た
透
明
さ
が
あ
る
と
宣
長
は
主
張
す
る
。
宣
長
の
こ

の
主
張
、
音
声
主
義
と
も
い
い
う
る
こ
の
主
張
こ
そ
『
古
事
記
伝
』
と
い
う
注

釈
学
的
作
業
を
成
立
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
を
方
向
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
後
世
の
日
本
人
に
よ
る
自
己
（
日
本
）
へ
の
言
及
的
な
言
説
の
あ
り
方
に

決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
も
、
こ
の
宣
長
に
よ
る
〈
原
日
本
〉
の
透
明
な
現

前
と
し
て
の
『
古
事
記
』
の
再
発
見
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
〈
皇
国
〉
や
〈
や

ま
と
こ
と
ば
〉
の
不
壊
の
継
承
を
、
〈
漢
〉
と
〈
漢
字
文
化
〉
に
対
し
て
強
力
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に
主
張
す
る
言
説
を
、
『
古
事
記
伝
』
は
語
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

宣
長
は
こ
の
よ
う
に
『
古
事
記
』
が
太
安
万
侶
に
よ
っ
て
、
そ
の
漢
字
表
記

の
仕
方
を
含
め
て
、
再
構
成
、
再
形
象
化
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
す

る
。
そ
れ
は
同
時
に
宣
長
の
「
古
事
記
伝
』
も
ま
た
『
古
事
記
』
の
再
構
成
、

再
形
象
化
の
作
業
で
あ
り
、
『
古
事
記
』
の
再
び
の
語
り
出
し
で
あ
る
こ
と
を

隠
蔽
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
か
く
て
人
々
は
宣
長
に
し
た
が
っ
て
、
『
古
事
記
』

が
古
え
の
真
実
を
伝
え
る
〈
古
言
の
ま
ま
〉
な
る
忠
実
な
叙
述
で
あ
る
こ
と
を

信
じ
、
同
時
に
「
古
事
記
伝
』
も
ま
た
『
古
事
記
』
に
忠
実
な
、
〈
神
典
の
ま

ま
〉
な
る
注
釈
学
的
な
語
り
出
し
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

宣
長
の
え
が
く
「
天
地
図
」
（
天
明
八
、
一
七
八
八
年
に
近
い
時
期
に
宣
長
に

よ
っ
て
え
が
か
れ
、
服
部
中
庸
に
貸
与
さ
れ
た
）
を
引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も

な
く
、
天
地
の
生
成
過
程
お
よ
び
天
地
の
形
象
を
思
い
え
が
く
こ
と
な
く
し
て
、

あ
る
い
は
神
々
の
序
列
と
天
地
の
生
成
過
程
に
お
け
る
神
々
の
位
置
と
を
思
い

え
が
く
こ
と
な
く
し
て
神
代
の
巻
の
注
釈
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』

を
再
形
象
化
し
、
再
構
成
す
る
こ
と
と
、
『
古
事
記
』
を
注
釈
す
る
こ
と
と
は

不
可
分
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
は
宣
長
に
よ
る
注
釈
を
通
し
て
、

再
び
形
象
化
さ
れ
、
再
び
語
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
古
事
記
伝
』

な
の
で
あ
る
。

「
古
事
記
伝
』
が
『
古
事
記
』
の
再
形
象
化
、
あ
る
い
は
再
語
り
の
言
説
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
語
り
の
特
質
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
宣
長
は
『
古

事
記
』
へ
の
己
れ
の
視
点
を
「
我
は
神
代
を
以
て
人
事
を
知
れ
り
」
と
い
う
『
古

事
記
伝
』
七
之
巻
の
有
名
な
言
葉
を
も
っ
て
い
っ
て
い
る
。

４
『
古
事
記
伝
』
・
再
語
り
の
特
質

「
人
は
人
事
を
以
て
神
代
を
議
る
を
、
【
世
の
識
者
、
神
代
の
妙
理
の
御
所

為
を
識
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
此
れ
を
曲
げ
て
、
世
の
凡
人
の
う
へ
の
事
に
説

き
な
す
は
、
み
な
漢
意
に
溺
れ
た
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
】
我
は
神
代
を
以
て
人

事
を
知
れ
り
。
い
で
そ
の
お
も
む
き
を
委
曲
に
説
む
に
は
、
す
べ
て
世
間
の

あ
り
さ
ま
、
代
々
時
々
に
、
吉
善
事
、
凶
悪
事
つ
ぎ
つ
ぎ
に
移
り
も
て
ゆ
く

理
は
、
大
き
な
る
も
小
き
も
、
：
…
・
悉
に
此
の
神
代
の
始
め
の
趣
に
依
る
も

の
な
り
。
」

宣
長
が
こ
こ
で
漢
意
で
あ
る
と
し
て
斥
け
る
「
人
事
を
以
て
神
代
を
議
る
」

と
い
う
〈
神
典
〉
へ
の
視
点
は
、
彼
の
周
辺
に
存
在
し
た
既
成
の
神
道
的
な
教

説
を
構
成
し
て
い
る
視
点
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
後
世
の
、
あ
る
い
は

当
代
の
知
を
構
成
し
て
い
る
解
釈
コ
ー
ド
を
も
っ
て
〈
神
典
テ
ク
ス
ト
〉
を
読

み
込
み
、
解
釈
す
る
視
点
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
近
世
社
会
に
流
布
す
る
神
道
的

な
教
説
、
神
道
的
な
語
り
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
神
典
テ
ク
ス
ト
〉
の
解
釈
的
な

語
り
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
際
、
解
釈
コ
ー
ド
が
セ
ク
ト
内
部
の
秘
義
的
性

格
を
も
て
ば
、
語
り
も
ま
た
秘
伝
的
性
格
を
も
っ
て
く
る
。
宣
長
は
こ
の
解
釈

的
な
語
り
の
視
点
を
逆
倒
さ
せ
る
。
「
神
代
を
以
て
人
事
を
知
る
」
と
い
う
よ

う
に
。
〈
人
の
世
〉
を
基
点
と
し
た
認
識
を
、
〈
神
代
〉
を
基
点
と
し
た
認
識
へ

と
転
倒
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
人
の
世
〉
か
ら
〈
神
代
〉
へ
の
認
識
基
点
の
転
倒
と
と
も
に
、
漢
意

を
排
し
て
の
〈
神
典
〉
の
注
釈
学
が
成
立
し
、
そ
し
て
新
た
な
語
り
も
ま
た
成

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
神
典
〉
へ
の
解
釈
学
的
な
語
り
に
代
っ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

て
、
〈
神
典
〉
か
ら
の
注
釈
学
的
な
語
り
が
こ
こ
に
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
神

代
〉
か
ら
の
光
線
が
〈
人
の
世
〉
を
照
し
て
い
く
よ
う
に
し
て
、
〈
神
典
〉
か

ら
の
語
り
出
し
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
既
存
の
神
道
的
言
説
に
差
異
す
る
〈
国
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学
的
〉
語
り
は
こ
こ
に
成
立
す
る
。

宣
長
は
「
古
事
記
』
注
釈
の
作
業
と
と
も
に
〈
神
代
〉
を
再
形
象
化
し
、
〈
神

代
〉
を
再
び
語
り
出
す
。
そ
こ
で
は
天
地
の
生
成
過
程
が
語
ら
れ
、
神
々
の
成

立
が
語
ら
れ
、
そ
し
て
神
々
の
位
置
と
役
割
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

〈
神
典
〉
か
ら
す
る
光
が
〈
人
事
〉
を
照
し
出
し
、
〈
人
事
〉
に
意
味
を
賦
与

す
る
語
り
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
「
古
事
記
伝
』
に
産
霊
の

神
に
よ
る
〈
生
成
と
産
出
〉
の
語
り
が
成
立
し
、
天
照
大
神
に
よ
る
〈
中
心
と

正
統
〉
．
の
語
り
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
復
古
神
道
を
構
成
す
る
神
々
の

教
説
と
は
、
『
古
事
記
』
の
再
形
象
化
と
と
も
に
宣
長
に
よ
っ
て
語
り
出
さ
れ

た
新
た
な
神
々
の
言
説
で
あ
る
。

篤
胤
は
『
古
道
大
意
』
に
お
い
て
〈
神
代
〉
の
物
語
を
も
っ
て
人
々
に
語
り

か
け
て
い
く
。
こ
の
『
古
道
大
意
』
に
お
け
る
篤
胤
の
講
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、

人
は
彼
の
言
説
の
立
っ
て
い
る
民
衆
的
次
元
に
注
目
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

し
か
し
こ
の
語
り
が
も
っ
た
国
学
的
言
説
の
新
た
な
面
目
に
注
目
す
る
こ
と
は

な
い
。
篤
胤
は
そ
こ
で
神
々
と
天
地
の
始
ま
り
の
物
語
を
聴
衆
に
対
し
て
の
講

釈
と
し
て
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
先
づ
以
て
世
の
初
め
、
神
々
か
ら
の
言
ひ
伝
へ
に
、
此
の
天
地
の
無
き
こ

と
は
、
本
よ
り
申
す
に
及
ば
ず
、
日
月
も
何
も
な
く
、
只
虚
空
と
云
っ
て
大

空
ば
か
り
で
有
っ
た
が
、
…
…
そ
の
限
の
無
い
大
虚
空
の
中
に
、
天
御
中
主

神
と
申
す
神
お
は
し
坐
し
、
次
に
高
皇
産
霊
神
、
ま
た
神
皇
産
霊
神
と
申
上

ぐ
る
二
柱
の
、
い
と
も
い
と
も
奇
し
く
尊
く
妙
な
る
神
様
が
在
ら
せ
ら
れ
た

で
ご
ざ
る
。
」

５
新
た
な
く
神
代
〉
の
語
り

『
古
事
記
伝
」
が
そ
の
注
釈
を
通
し
て
語
り
出
し
て
い
っ
た
天
地
創
成
の
神

話
が
、
今
、
篤
胤
に
よ
っ
て
聴
衆
へ
の
語
り
（
講
談
、
講
釈
）
と
し
て
語
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
神
話
が
聴
衆
を
前
提
に
し
て
語
り
に
な
る
と
こ
ろ
に
、
篤

胤
に
お
け
る
「
古
事
記
伝
』
継
承
の
位
相
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

篤
胤
は
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
う
ち
に
、
そ
の
忠
実
な
注
釈
学
的
作
業
の

外
貌
の
も
と
に
、
そ
れ
が
秘
め
て
い
る
性
格
を
つ
か
み
と
っ
て
い
た
。
『
古
事

記
伝
』
が
〈
神
代
〉
の
再
構
成
に
よ
る
語
り
出
し
だ
と
い
う
性
格
を
、
篤
胤
は

は
っ
き
り
と
つ
か
み
と
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
〈
神
典
〉
か
ら
す
る

語
り
出
し
が
〈
人
事
〉
を
新
た
に
照
し
出
す
教
え
の
意
味
を
も
つ
こ
と
を
も
。

篤
胤
が
宣
長
の
「
古
事
記
』
注
釈
に
接
し
た
こ
と
は
、
新
た
な
注
釈
学
と
い
う

よ
り
は
、
新
た
な
教
説
と
の
衝
撃
的
な
出
会
い
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
〈
神

典
〉
か
ら
の
神
々
と
そ
の
事
跡
に
つ
い
て
の
語
り
出
し
が
直
ち
に
教
え
と
な
る
、

こ
の
新
た
な
教
説
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
彼
は
宣
長
の
〈
神
典
〉
を
め
ぐ
る
教

え
を
直
ち
に
受
容
し
、
咀
噛
し
て
、
慌
た
だ
し
く
も
己
れ
の
言
説
と
し
て
展
開

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
師
の
教
え
を
『
古
道
大
意
』
を
は
じ
め
と
す
る

講
釈
の
う
ち
に
溶
か
し
こ
ん
で
語
り
出
す
と
と
も
に
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）

の
年
の
暮
れ
、
物
に
懸
か
れ
た
よ
う
に
し
て
篤
胤
は
「
古
史
成
文
」
と
そ
の
「
徴
」

を
書
き
上
げ
、
「
伝
」
を
も
そ
の
腹
中
に
練
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
伝
』

に
お
け
る
〈
神
代
〉
の
再
語
り
の
構
造
が
、
今
、
篤
胤
に
よ
っ
て
意
識
的
に
取

り
出
さ
れ
、
再
生
さ
れ
る
。
そ
れ
は
聴
衆
を
も
っ
た
〈
神
代
〉
の
語
り
（
講
釈
）

と
し
て
反
復
さ
れ
、
さ
ら
に
再
構
成
さ
れ
た
物
語
Ⅱ
〈
古
史
〉
テ
ク
ス
ト
に
よ

る
語
り
と
し
て
再
生
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
古
道
大
意
』
に
お
け
る
〈
神
代
〉
の
語
り
が
聴
衆
を
も
ち
、
聴
衆
を
前
提

に
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
篤
胤
に
お
い
て
再
生
さ
れ

一
二
一
ハ



る
こ
の
語
り
は
、
聴
衆
へ
の
語
り
か
け
と
い
う
実
践
的
関
心
を
含
み
込
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
篤
胤
に
お
け
る
〈
神
代
〉
の
語
り
は
、
し
た
が
っ
て
聴
衆
へ
の

語
り
か
け
と
い
う
課
題
、
実
践
的
関
心
を
も
っ
て
語
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
の
実
践
的
関
心
は
語
り
の
性
格
を
規
定
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、

聴
衆
が
眼
前
に
存
在
す
る
、
し
な
い
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
篤
胤
の
語
り

の
性
格
の
問
題
で
あ
る
。

篤
胤
に
お
け
る
聴
衆
、
あ
る
い
は
語
り
か
け
の
対
象
を
も
っ
た
〈
神
代
〉
の

語
り
出
し
は
、
そ
の
言
説
が
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
関
心
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
〈
神
代
〉
の
語
り
出
し
が
社
会
的
、
言
説
空
間
に
及
ぼ
す
意
味
合
い

が
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
〈
神
代
〉
の
語
り
出
し
に
お
け
る
神
々

お
よ
び
天
地
の
時
間
的
生
成
過
程
が
、
そ
れ
ら
の
空
間
的
位
置
と
位
相
と
が
、

人
間
の
生
前
の
課
題
と
死
後
の
救
済
の
問
題
と
か
か
わ
り
な
が
ら
あ
ら
た
め
て

問
わ
れ
て
く
る
。
『
古
事
記
伝
』
が
注
釈
の
遂
行
と
と
も
に
時
間
空
間
的
に
〈
神

代
〉
を
再
形
象
化
し
て
い
っ
た
作
業
が
、
こ
こ
で
は
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
関
心

を
も
っ
て
意
識
的
に
遂
行
さ
れ
る
。
か
く
て
〈
神
代
〉
の
再
形
象
化
は
〈
神
代

テ
ク
ス
ト
〉
の
再
構
成
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
「
古
史
伝
』
と
は
再
構
成

さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
〈
古
史
〉
に
し
た
が
っ
て
す
る
〈
神
代
〉
の
新
た
な
語
り
出

〈
神
代
テ
ク
ス
ト
〉
の
再
構
成
と
は
、
〈
神
代
〉
か
ら
語
ら
れ
る
言
説
の
構

成
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
宇
宙
に
お
け
る
神
々
の
位

置
と
そ
の
役
割
が
、
天
地
の
生
成
過
程
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
天
地
や
神
々
の
始
ま
り
の
物
語
が
、
す
な
わ
ち
〈
神
代
〉
の
物

語
が
〈
人
事
〉
を
照
し
出
し
、
新
た
に
〈
人
事
〉
を
意
義
づ
け
る
教
説
で
あ
る

こ
と
へ
の
自
覚
的
な
追
求
で
も
あ
る
。

し
で
あ
る
。

『
古
事
記
伝
』
と
『
古
史
伝
』
と
の
間
を
め
ぐ
っ
て
私
が
の
べ
よ
う
と
し
た

こ
と
は
、
ま
ず
そ
の
連
続
の
う
ち
に
〈
国
学
的
〉
と
い
わ
れ
る
言
説
の
特
質
を

見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
〈
神
典
〉
か
ら
す
る
語
り
に
私
は
既
存
の
神
道
的
教
説

と
は
差
異
す
る
〈
国
学
的
〉
言
説
の
独
自
性
を
と
ら
え
た
。
〈
神
代
〉
の
新
た

な
語
り
出
し
の
言
説
と
し
て
〈
国
学
的
〉
言
説
は
成
立
す
る
。
篤
胤
が
宣
長
か

ら
継
承
す
る
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
上
で
私
は
、
宣
長
の
〈
神
代
〉
の
語
り

出
し
の
言
説
の
篤
胤
に
お
け
る
変
容
を
見
た
。
篤
胤
の
言
説
が
に
な
っ
た
プ
ラ

ク
テ
ィ
カ
ル
な
関
心
が
〈
神
代
〉
の
新
た
な
語
り
出
し
を
求
め
て
い
く
の
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

私
は
こ
こ
で
は
〈
神
代
〉
の
新
た
な
語
り
出
し
、
あ
る
い
は
神
々
の
新
た
な

言
説
の
成
立
を
宣
長
と
篤
胤
と
の
間
に
限
っ
て
の
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

新
た
な
く
神
代
〉
の
語
り
出
し
が
近
代
前
夜
の
歴
史
の
な
か
で
に
な
っ
た
重
大

な
意
味
に
つ
い
て
は
別
箇
に
の
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
別
の
機
会
に

ゆ
ず
っ
て
、
本
日
の
報
告
は
こ
れ
で
終
り
に
し
た
い
。
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