
45　近世神話の射程と可能性
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本
パ
ネ
ル
は
「
近
世
神
話
」
と
い
う
新
た
な
方
法
概
念
を
提
示
し
、

日
本
思
想
研
究
に
お
け
る
射
程
と
方
法
的
可
能
性
に
つ
い
て
問
題
提

起
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

神
話
と
は
、
世
界
や
自
分
自
身
、
ま
た
自
ら
を
取
り
巻
く
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
ル
ー
ツ
を
追
い
求
め
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
営
み
の

中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
、
中
世
は
も
ち
ろ
ん
、

近
世
、
近
代
、
現
代
に
い
た
る
ど
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
を
切
り
開
く
た
め
の
「
神
話
」
が
求
め
ら
れ
、
創
造
さ
れ
て

き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

神
話
創
造
の
営
み
が
大
き
く
昂
ま
っ
た
時
代
の
ひ
と
つ
に
中
世
が

あ
る
。
主
に
密
教
に
基
づ
く
習
合
思
想
に
よ
っ
て
神
々
の
解
釈
が
行

わ
れ
、
記
紀
神
話
か
ら
大
き
く
飛
躍
し
た
独
自
の
神
話
（
中
世
神
話
）

が
爆
発
的
に
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
近
世
に
入
る
と
、
本
居
宣

長
は
、
こ
う
し
た
中
世
的
な
言
説
を
後
世
に
附
会
さ
れ
た
「
ひ
が
ご

と
」
と
し
て
強
く
批
判
し
た
。
だ
が
注
意
す
べ
き
は
、
宣
長
は
、
た

し
か
に
中
世
的
な
知
の
あ
り
方
を
否
定
し
た
が
、
根
源
へ
と
遡
及
し

よ
う
と
す
る
志
向
自
体
は
、
中
世
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
が
な
い
こ
と

で
あ
る
。
宣
長
に
も
記
紀
か
ら
は
決
し
て
導
き
出
す
こ
と
の
出
来
な

い
神
解
釈
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
西
洋
の
天
文
学
的
知
識
を
も
と
に
神

話
の
世
界
観
の
再
構
築
を
行
っ
て
い
た
。
近
代
文
献
学
の
祖
と
し
て

の
宣
長
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
こ
う
し
た
事
例
を
例
外
的
だ
と
捉
え
る
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の
は
適
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
近
世
に
ふ
さ
わ
し
い
時
代
の
知
を

用
い
て
創
り
あ
げ
た
「
近
世
の
神
話
」
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
べ

き
も
の
な
の
で
あ
る
。
同
様
の
事
例
は
、
様
々
な
文
献
か
ら
言
説
を

選
び
取
り
、
自
ら
が
考
え
る
正
し
い
神
話
を
ま
と
め
上
げ
よ
う
と
し

た
平
田
篤
胤
に
も
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
学
問
的
手
法
は
異
な
る

も
の
の
、
近
世
に
お
い
て
も
な
お
、
中
世
同
様
に
自
由
な
神
話
創
造

の
営
み
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

方
法
概
念
と
し
て
の
「
近
世
神
話
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
中

世
神
話
」
に
着
想
を
得
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
、
伊
藤

正
義
に
よ
っ
て
中
世
日
本
紀
（
中
世
神
話
）
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
、

中
世
の
特
異
な
神
話
群
が
正
当
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
八
〇

〜
九
〇
年
代
を
通
じ
て
大
き
く
研
究
が
進
展
し
た
。
同
様
に
、
近
世

神
話
を
方
法
概
念
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
俎
上

に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
近
世
に
お
け
る
神
話
創
造
の
営
み

を
、
よ
り
積
極
的
に
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
ま
た
根
源
へ
の
遡
及
を
求
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
中

世
・
近
世
が
断
絶
す
る
こ
と
な
く
連
続
し
て
い
る
と
認
識
す
る
こ
と

で
、
中
世
・
近
世
双
方
の
研
究
者
が
互
い
の
領
域
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
こ
と
も
容
易
に
な
る
。

　

近
世
神
話
と
い
う
語
を
用
い
ず
と
も
、
同
様
の
問
題
意
識
を
お
持

ち
の
研
究
者
が
既
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。
だ
が

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
「
近
世
神
話
」
と
い
う
方
法
概
念
を
大
き
く

提
示
す
る
こ
と
で
、
思
想
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
学
・
歴
史
・
芸

能
な
ど
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
者
が
関
心
を
抱
き
、
研
究
へ
参

入
す
る
こ
と
を
我
々
は
期
待
し
て
い
る
。
近
世
神
話
は
、
今
後
、
研

究
の
射
程
を
大
き
く
広
げ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
世
神
話
か
ら
近
世
神
話
へ�

─
研
究
史
と
方
法
論
を
中
心
に�

（
斎
藤
英
喜
）

　

一
般
に
日
本
神
話
と
い
え
ば
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
代
表

さ
れ
る
古
代
神
話
を
意
味
し
よ
う
。
神
話
と
は
「
始
原
」「
原
型
」

「
古
層
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
近
世

は
、
儒
学
者
や
国
学
者
た
ち
に
よ
る
『
記
』『
紀
』
の
注
釈
、
研
究

が
活
性
化
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
山
崎
闇
斎
『
垂
加
翁

神
説
』
や
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
な
ど
。
そ
れ
ら
は
中
国
儒
教
の

「
日
本
化
」
の
問
題
、
あ
る
い
は
「
古
代
」
の
再
発
見
、
近
代
的
な

文
献
学
の
始
発
と
い
う
位
置
づ
け
、
ま
た
は
「
近
代
」
な
る
も
の
の

自
己
言
及
性
の
呪
縛
と
い
う
論
点
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
神
話
テ
キ
ス
ト
の
「
注
釈
」
と
い
っ
た
と
き
、
近
年
進
展

し
た
、「
中
世
日
本
紀
」
研
究
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、『
日
本
書
紀
』『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
め

ぐ
る
中
世
の
僧
侶
、
神
祇
祭
祀
者
、
神
道
家
た
ち
に
よ
る
に
「
注

釈
」
が
、
近
代
文
献
学
の
よ
う
に
原
典
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の

補
助
的
な
作
業
で
は
な
く
、
注
釈
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
原
典
の
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47　近世神話の射程と可能性

『
日
本
書
紀
』
を
超
え
出
る
よ
う
な
、
中
世
固
有
な
「
神
話
」
の
創

造
で
あ
っ
た
こ
と
を
評
価
す
る
視
点
で
あ
る
。

　

そ
の
研
究
視
座
は
、
従
来
の
顕
密
仏
教
や
本
地
垂
迹
説
と
い
う
中

世
信
仰
史
の
定
型
を
揺
さ
ぶ
り
、
あ
る
い
は
「
古
層
」「
始
原
」
と

い
う
古
代
神
話
の
イ
メ
ー
ジ
の
限
界
を
暴
き
、
さ
ら
に
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
論
、
比
較
論
、
始
原
論
、
発
生
論
、
構
造
論
、
作
品
論
と
い
っ

た
、
こ
れ
ま
で
の
神
話
研
究
の
方
法
を
突
き
抜
け
た
、「
中
世
神
話
」

と
い
う
豊
饒
な
宗
教
世
界
を
切
り
開
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
世
日
本
紀
、
中
世
神
話
の
研
究
成
果
は
、
中
国
儒
教

の
「
日
本
化
」、「
古
代
」
の
再
発
見
、
文
献
学
の
始
発
と
さ
れ
て
き

た
近
世
の
注
釈
学
に
も
、
あ
ら
た
な
読
み
な
お
し
を
迫
る
。
た
と
え

ば
近
代
文
献
学
の
先
駆
け
と
さ
れ
た
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
も

ま
た
、『
古
事
記
』
を
注
釈
す
る
手
法
を
通
し
て
、
八
世
紀
の
『
古

事
記
』
と
は
異
な
る
、
近
世
固
有
の
新
し
い
神
話
を
作
り
出
す
知
の

実
践
と
し
て
評
価
す
る
視
点
で
あ
る
。
近
世
神
話
と
し
て
の
『
古
事

記
伝
』
で
あ
る
。

　

あ
ら
た
め
て
「
神
話
」
と
は
、
天
地
の
起
源
、
食
物
の
発
生
、
人

間
の
生
死
、
王
の
由
来
、
神
々
の
系
譜
な
ど
を
語
る
こ
と
が
目
的
で

あ
っ
た
。「
起
源
」
へ
と
遡
及
し
て
い
く
思
考
・
表
現
様
式
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
「
起
源
」
を
求
め
る
思
考
・
表
現
は
、
け
っ
し
て

歴
史
を
超
越
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
記
』『
紀
』

神
話
は
、
古
代
律
令
国
家
に
も
と
づ
く
世
界
の
起
源
を
語
り
え
た
が
、

そ
の
ま
ま
の
神
話
で
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
中
世
の
現
実
を
意
味
づ

け
、
そ
の
起
源
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
認
識
さ
れ
た
と
き
、

『
記
』『
紀
』
神
話
に
説
か
れ
た
起
源
を
、
中
世
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
知
を
媒
介
し
て
解
釈
し
、
読
み
替
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
仏
教
と
結
び
つ
い
た
王
権
儀
礼
＝
即
位
灌
頂
の
由
来
、
あ
る

い
は
貴
族
社
会
を
超
え
た
人
び
と
の
救
済
者
と
し
て
の
仏
菩
薩
に
変

身
す
る
神
々
た
ち
。
ま
た
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
と
い
う
「
三
国
世
界

観
」
の
普
遍
性
・
超
越
性
の
獲
得
。
さ
ら
に
神
と
交
流
し
、
神
と
合

一
す
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
宗
教
者
の
実
践
を
、
仏
教
の
観
想
と
結
び
付

け
て
い
く
作
法
な
ど
。

　

こ
う
し
た
あ
ら
た
な
「
起
源
」
へ
の
遡
及
＝
創
造
は
、
近
世
社
会

に
あ
っ
て
も
固
有
な
「
神
話
」
を
生
み
出
す
。
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
は
、
写
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
『
記
』『
紀
』
テ
キ
ス
ト
が
、
印

刷
・
出
版
さ
れ
て
流
通
す
る
時
代
と
か
か
わ
る
。
一
部
の
公
家
や
僧

侶
、
神
道
家
た
ち
の
あ
い
だ
で
書
写
さ
れ
た
神
話
テ
キ
ス
ト
が
、
版

本
を
享
受
で
き
る
近
世
社
会
に
生
き
る
人
び
と
の
心
性
や
規
範
と
し

て
読
み
替
え
ら
れ
る
の
だ
。
そ
れ
は
ま
た
藩
単
位
で
分
断
さ
れ
た
人

び
と
の
社
会
関
係
を
超
え
た
、
新
し
い
共
同
体
意
識
＝
皇
国
の
起
源

を
語
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
そ
の
こ
と
を
神
話
の
世
俗
化
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。

『
古
事
記
伝
』
が
説
く
「
皇
国
の
古
人
の
真
心
」
と
は
、
天
地
の
起

源
を
主
宰
す
る
超
越
神
＝
産
巣
日
神
が
生
み
出
し
た
と
注
釈
さ
れ
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て
い
く
か
ら
だ
。『
古
事
記
』
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
、
カ
ム
ム
ス
ビ
神

が
、
宣
長
の
注
釈
を
媒
介
と
し
て
、「
さ
て
世ヨ

ノ

間ナ
カ

に
有
と
あ
る
こ
と

は
、
此
天
地
を
始
め
て
、
万
の
物
も
事コ

業ト

も
悉
に
皆
、
此
二
柱
の
産ム

巣ス

日ビ

大
御
神
の
産
霊
に
資
て
成
出
る
も
の
な
り
」（『
古
事
記
伝
』
三
之

巻
）
と
、
天
地
・
万
物
・
人
間
創
成
の
創
造
主
宰
神
へ
と
変
貌
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
南
北
朝
期
の
度
会
家
行
の
「
機

前
」
や
室
町
期
の
吉
田
兼
俱
に
よ
る
「
虚
無
大
元
尊
神
」
と
い
う

「
一
神
」
を
め
ぐ
る
神
学
へ
と
連
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

中
世
神
道
の
超
越
神
、
創
造
神
の
言
説
が
、
天
竺
・
震
旦
・
本
朝

と
い
う
三
国
世
界
観
に
よ
る
普
遍
性
に
も
と
づ
く
の
に
た
い
し
て
、

宣
長
の
産
巣
日
神
と
い
う
超
越
神
は
、「
西
洋
」（
天
文
学
・
地
理
学
・

キ
リ
ス
ト
教
）
と
い
う
あ
ら
た
な
世
界
認
識
に
よ
る
普
遍
性
に
よ
っ

て
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
一
神
」
を
め
ぐ
る
中
世
神

話
か
ら
近
世
神
話
へ
の
展
開
が
見
て
と
れ
よ
う
。

　

神
話
は
つ
ね
に
、
今
あ
る
現
実
を
意
味
づ
け
、
そ
の
成
り
立
ち
の

起
源
を
語
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
て

く
れ
る
。
と
同
時
に
、
神
話
は
、
こ
の
現
実
を
超
越
し
、
変
革
し
て

い
く
想
像
力
や
知
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
を
「
神
話
知
」
と
呼
ぶ
こ
と

で
、
近
世
神
話
を
め
ぐ
る
議
論
の
視
野
は
、
近
代
の
捉
え
な
お
し
と

い
う
課
題
へ
と
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

近
世
の
現
実
と
神
話
─
宣
長
・
中
庸
・
篤
胤�

（
金
沢
英
之
）

　

本
発
表
で
は
、
近
世
神
話
と
い
う
語
の
内
実
を
、
古
代
に
生
ま
れ

た
神
話
が
近
世
の
世
界
像
の
中
で
再
配
置
さ
れ
、
新
た
な
意
味
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
本
居
宣
長

『
古
事
記
伝
』
附
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
服
部
中
庸
『
三
大
考
』
の

提
起
し
た
問
題
を
検
討
し
、
近
世
神
話
と
い
う
視
角
の
有
効
性
を
見

定
め
る
。

　
『
三
大
考
』
は
、
宣
長
の
門
人
で
あ
っ
た
服
部
中
庸
が
、『
古
事
記

伝
』
の
解
釈
に
基
づ
き
、
こ
の
宇
宙
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
ち
ど

の
よ
う
に
出
来
上
が
っ
た
の
か
を
、
十
枚
の
図
を
ま
じ
え
て
説
明
し

た
も
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
宇
宙
は
ム
ス
ヒ
の
神
の
力
に
よ
っ
て
出
現

し
た
「
一
物
」
か
ら
、
上
へ
分
か
れ
た
も
の
が
天
と
な
り
、
下
へ
垂

れ
た
も
の
が
黄
泉
と
な
り
、
中
央
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
が
地
と
な
っ

た
と
さ
れ
る
。
ま
た
天
・
地
・
黄
泉
と
い
う
神
話
的
三
世
界
は
同
時

に
日
・
地
・
月
と
い
う
現
実
の
天
体
に
同
定
さ
れ
、『
古
事
記
』
の

神
話
的
世
界
像
と
近
世
の
自
然
科
学
的
世
界
像
と
の
整
合
が
果
た
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
『
三
大
考
』
の
目
新
し
い
所
説
に
対
し
、
宣
長
の
没
後
、

同
じ
鈴
屋
門
人
の
な
か
か
ら
批
判
的
な
見
解
が
表
面
化
す
る
。
鈴
屋

を
継
い
だ
本
居
大
平
も
、
こ
の
点
を
批
判
し
た
『
三
大
考
弁
』
を
著
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49　近世神話の射程と可能性

し
、
一
方
、
平
田
篤
胤
が
『
三
大
考
』
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
『
三

大
考
弁
々
』
を
書
く
な
ど
、
多
く
の
論
者
を
巻
き
こ
ん
だ
論
争
に
発

展
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、『
三
大
考
』
草
稿
類
の
分
析
か
ら
は
、
黄
泉
を
月
と

同
定
す
る
説
が
実
は
宣
長
の
指
示
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
宣
長
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
理
解
に
こ
だ
わ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
古
事
記
伝
』
に
お
い
て
、
黄
泉
国
は
た
だ
「
下
方
」
に
あ
る
世

界
と
さ
れ
て
い
た
。「
下
方
」
と
は
具
体
的
に
ど
こ
を
指
す
の
か
。

宣
長
は
す
で
に
西
洋
の
地
球
説
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
が
、『
沙
門

文
雄
が
九
山
八
海
解
嘲
論
の
弁
』
等
か
ら
知
ら
れ
る
。
地
球
説
に
立

て
ば
上
下
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
宣
長
は
、
小
篠

敏
に
宛
て
た
書
翰
の
中
で
中
庸
の
考
え
を
説
明
す
る
際
に
、「
地
球
」

の
図
を
描
き
、
上
方
の
「
高
天
原
」
に
近
い
側
を
地
球
の
「
頂
上
」

で
あ
り
「
皇
国
」
の
在
り
か
と
し
、
そ
の
反
対
側
を
「
下
方
」
と
明

示
し
て
い
る
。
今
の
現
実
だ
け
を
見
て
い
る
限
り
地
球
に
上
下
が
あ

る
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、『
古
事
記
』
の
神
話
を
通
じ
て
世
界
の

は
じ
ま
り
に
遡
っ
て
考
え
れ
ば
、
上
下
は
あ
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
の
国
は
も
と
も
と
そ
の
中
で
も
っ
と
も
天

に
近
い
、
最
上
部
に
位
置
し
て
い
た
の
だ
と
さ
れ
る
。

　

す
る
と
、「
下
方
」
に
あ
る
と
さ
れ
た
黄
泉
は
、
高
天
原
と
「
地

球
」
を
挟
ん
で
反
対
に
あ
る
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ア
マ
テ
ラ

ス
の
坐
す
高
天
原
が
日
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
黄
泉
は
月
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
宣
長
の
神
話
的
＝
天
文
学
的
世
界
像

の
中
で
黄
泉
と
月
と
が
結
び
つ
く
機
微
が
納
得
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宣
長
─
中
庸
に
お
け
る
黄
泉
の
位
置
づ
け
は
、
西

洋
の
自
然
科
学
的
世
界
像
と
の
接
触
が
、
現
実
認
識
そ
の
も
の
に
大

き
な
変
容
を
も
た
ら
す
な
か
で
、
な
お
自
分
た
ち
の
根
拠
と
な
る
も

の
＝
自
国
の
位
置
づ
け
を
ど
の
よ
う
に
特
権
化
で
き
る
か
と
い
う
問

題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
読
み
を
通
じ
、『
古
事
記
』

は
古
代
の
神
話
か
ら
、
近
世
の
現
実
を
あ
ら
た
に
説
明
し
、
根
拠
づ

け
る
近
世
の
神
話
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
『
三
大
考
』
を
通
じ
て
打
ち
出
さ
れ
た
こ
の
あ
ら
た
な
神
話
は
、

先
に
触
れ
た
論
争
を
通
じ
、
多
く
の
著
作
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と

な
っ
た
が
、
中
で
も
『
三
大
考
』
の
提
示
し
た
世
界
像
を
直
接
に
引

き
継
い
だ
の
が
、
平
田
篤
胤
『
霊
能
真
柱
』
だ
っ
た
。
同
著
に
お
い

て
篤
胤
が
論
じ
た
の
が
、
題
名
に
あ
る
と
お
り
死
後
の
魂
の
行
方
で

あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
篤
胤
は
こ
こ
で
、
人
の
死
後
、

穢
れ
た
尸
は
黄
泉
（
＝
月
）
へ
ゆ
く
が
、
魂
は
そ
れ
と
は
別
に
こ
の

地
に
と
ど
ま
り
、
幽
冥
の
境
に
存
在
し
つ
づ
け
る
の
だ
と
い
う
。
篤

胤
の
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
死
生
観
は
、
黄
泉
を
地
球
外
の
場
所
と
し

た
『
三
大
考
』
の
世
界
像
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
近
世
神
話
が
も
た
ら
し
た
射
程
の
一
端
が
、
そ
こ
に
も
示
さ

れ
て
い
よ
う
。
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「
近
世
神
話
」
か
ら
み
た
平
田
篤
胤
の
神
代
像�

（
山
下
久
夫
）

　

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
篤
胤
は
、
諸
々
の
古
文
献
か
ら
の
取
捨

選
択
に
よ
り
自
ら
「
正
し
い
古
伝
」
と
信
じ
る
テ
キ
ス
ト
＝
『
古
史

成
文
』
を
作
成
し
た
上
で
、『
古
史
徴
』
に
お
い
て
取
捨
選
択
の
具

体
相
を
示
し
、『
古
史
伝
』
で
古
典
観
や
思
想
を
述
べ
た
。
所
与
の

古
典
を
注
釈
で
は
な
く
、
自
ら
古
史
・
古
伝
の
テ
キ
ス
ト
を
作
成
す

る
営
為
は
、
正
当
な
古
典
注
釈
か
ら
は
逸
脱
も
甚
だ
し
く
恣
意
的
だ

と
い
わ
れ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
そ
こ
に
む
し
ろ
篤
胤
の
積
極
的
な

創
造
力
を
見
出
し
た
い
。
逸
脱
は
、
篤
胤
自
身
に
よ
る
神
話
の
創
造

だ
と
考
え
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
近
世
後
期
に
創
造
さ
れ
た
神
話
＝

近
世
神
話
の
一
環
と
し
て
そ
の
意
義
を
捉
え
直
す
視
座
の
確
立
を
試

み
た
い
わ
け
で
あ
る
。
今
回
は
、
次
の
三
点
に
わ
た
っ
て
問
題
の
糸

口
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
第
一
に
、
篤
胤
が
神
代
像
・
古
代
像
を
描
く
と
き
、
伝
え
誤

り
や
記
載
漏
れ
の
あ
る
記
紀
よ
り
も
、
祝
詞
こ
そ
「
神
の
御
故
事
」

を
代
々
伝
え
て
い
る
と
し
て
重
ん
じ
た
。
そ
の
際
、
祝
詞
は
魯
岐
神

魯
美
命
の
「
神
の
御
故
事
」
を
単
に
延
々
と
伝
え
て
い
る
の
で
は
な

く
、
代
々
の
皇
美
麻
命
＝
天
皇
に
よ
る
「
神
祭
り
」
の
「
神
祭
り
」

の
度
に
反
復
さ
れ
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
い
く
、
と
す
る
点
が
注
目
さ

れ
る
。「
神
祭
り
」
と
い
う
、
宗
教
的
な
実
践
行
為
の
く
り
返
し
が

介
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
篤
胤
の
神
代
像
・
古
代
像
は
、

歴
史
の
遠
い
彼
方
に
は
収
ま
ら
ず
、
後
世
へ
の
流
れ
の
中
で
「
神
祭

り
」
と
い
う
宗
教
的
実
践
を
介
し
て
そ
の
都
度
眼
前
に
喚
起
さ
れ
る

も
の
と
な
る
。
祭
り
と
い
う
現
場
に
始
原
が
立
ち
現
わ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
当
然
、「
神
祭
り
」
で
神
代
を
喚
起
す
る
主
体
の
位
相
、『
毎

朝
神
拝
詞
記
』
や
『
玉
だ
す
き
』
の
読
者
で
あ
る
気
吹
舎
門
人
の
在

地
神
官
た
ち
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
。
篤
胤
の
神
話
創
造
が
こ
う

し
た
層
の
要
請
と
呼
応
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
宗
教
的
実
践
で
獲
得
し
た
「
神
話
の
眼
」
に
よ
る
古
文

献
の
読
み
替
え
を
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
読
み
替
え
こ
そ

が
、
神
話
の
創
造
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
、
常
々
天
地

世
間
の
様
相
を
よ
く
み
て
、
世
の
始
は
こ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い

と
、
く
り
返
し
予
測
を
立
て
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
眼

で
古
文
献
を
開
い
た
と
き
、
脱
漏
や
誤
伝
等
も
自
然
と
感
知
で
き
る

と
主
張
し
た
。
古
文
献
に
向
か
う
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
確
信
に
近
い

予
測
を
立
て
て
お
け
と
勧
め
る
の
は
、
近
代
的
な
文
献
学
の
尺
度
で

い
く
と
、
古
典
研
究
の
常
識
さ
え
わ
き
ま
え
な
い
主
観
に
過
ぎ
た
態

度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
篤
胤
の
要
求
す
る
の
は
、
宗
教
的

実
践
な
ど
で
培
わ
れ
た
「
神
話
の
眼
」
な
の
だ
。
日
常
、
天
地
世
間

を
神
話
と
関
連
し
た
光
景
と
し
て
捉
え
る
感
性
で
あ
る
。
鍛
え
ら
れ

た
「
神
話
の
眼
」
に
よ
っ
て
、
古
文
献
の
誤
伝
や
脱
漏
を
看
破
で
き

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
神
話
の
眼
」
に
よ
っ
て
記
紀
を
は
じ
め
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51　近世神話の射程と可能性

と
す
る
古
文
献
を
読
み
替
え
な
が
ら
、
自
ら
神
話
テ
キ
ス
ト
を
作
成

す
る
。
こ
れ
は
、
近
世
的
現
実
の
起
源
・
由
来
を
求
め
て
新
た
な
神

話
を
作
る
営
為
で
あ
り
、「
近
世
神
話
」
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
。

　

第
三
に
、
神
話
空
間
の
幻
出
（
目
に
見
え
な
い
形
で
存
在
す
る
空
間
の

創
出
）
で
あ
る
。
一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
人
々
の
間
に
外
圧
を
契
機

と
し
て
己
の
住
む
空
間
の
新
た
な
捉
え
直
し
、
空
間
価
値
の
再
発
見

の
動
き
が
顕
著
と
な
っ
た
。
こ
の
時
代
思
潮
に
、
神
話
は
単
な
る
古

代
憧
憬
と
は
異
な
る
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
眼
前
の
場
所
が

神
話
的
由
来
、
伝
説
・
伝
承
を
も
つ
地
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
、
空

間
価
値
の
再
発
見
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
人
々
は
、
神
代
文
字
や

考
古
学
ブ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
神
話
・
古
代
の
痕
跡
あ

り
。
こ
こ
に
も
、
あ
そ
こ
に
も
…
…
!
」
と
い
う
形
で
「
古
さ
」
を

競
い
、
情
報
交
換
に
余
念
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
昔
に
戻
る
ど
こ
ろ

か
、
人
々
の
知
を
「
お
ら
が
村
」「
お
ら
が
町
」「
お
ら
が
藩
」
か
ら

脱
却
さ
せ
、
全
国
的
視
野
（
日
本
）
へ
と
向
か
わ
せ
る
。
神
話
や
古

代
に
向
か
う
知
の
欲
求
は
、
単
な
る
懐
古
趣
味
以
上
の
、
全
国
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
へ
と
向
か
わ
せ
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
平
田
篤
胤
は
、
こ
う
し
た
知
の
最
先
端
に
い
た

と
み
て
よ
い
。
彼
の
創
造
し
た
神
話
は
、
西
洋
天
文
学
や
鉱
物
学
を

導
入
し
つ
つ
、
眼
前
の
光
景
を
神
話
の
文
脈
に
読
み
替
え
る
こ
と
で

神
話
空
間
を
幻
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
道
教
思
想
を

媒
介
と
し
て
、
眼
前
の
光
景
を
唐
土
や
天
竺
に
ま
で
通
底
す
る
入
り

口
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ト
ポ
ス
と
し
て
再
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
も
ま
た
、「
近
世
神
話
」
の
あ
り
よ
う
を
示
す
も
の
だ
と
思
わ
れ

る
。

（
鈴
木
英
之
・
北
海
学
園
大
学
准
教
授
）

（
斎
藤
英
喜
・
佛
教
大
学
教
授
）

（
金
沢
英
之
・
北
海
道
大
学
准
教
授
）

（
山
下
久
夫
・
金
沢
学
院
大
学
名
誉
教
授
）
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