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書 

評

　
三
浦
俊
介
著

『
神
話
文
学
の
展
開　

貴
船
神
話
研
究
序
説
』

三 

浦　

佑 

之　

「
貴
船
神
話
研
究
序
説
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
本

書
は
、
手
堅
い
研
究
実
績
を
積
み
重
ね
て
き
た
著

者
三
浦
俊
介
氏
の
最
初
の
単
著
で
あ
る
。
本
書「
あ

と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
十
年
前
に
学
位
を
取
得
し

た
『
お
伽
草
子
の
研
究
│
│
『
貴
船
の
本
地
』
を

中
心
に
│
│
』
を
核
に
し
て
い
る
が
、
博
士
論
文

の
ま
ま
で
は
な
く
既
発
表
論
文
と
未
発
表
の
新
稿

を
加
え
て
新
た
に
構
想
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

具
体
的
に
初
出
一
覧
な
ど
を
確
認
し
な
が
ら
書

物
の
構
成
を
概
観
し
て
お
く
と
、
本
書
『
神
話
文

学
の
展
開
』
は
三
部
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
内
部
だ
が
、
本
書
の
「
核
」
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
博
士
論
文
を
構
成
し
て
い
た
論
文
と
い
う
の

は
第
Ⅲ
部
「
中
世
神
話
『
貴
船
の
本
地
』
論
」
の

大
部
分
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
お
も
に
既
発
表
論
文
（「
旧
稿
」）
の
い
く
つ

か
を
ま
と
め
た
部
分
が
第
Ⅱ
部
「
古
代
中
世
の
神

話
文
学
」
を
構
成
し
、「
新
稿
」
に
よ
っ
て
組
み
立

て
ら
れ
て
い
る
の
が
第
Ⅰ
部
「
貴
船
の
神
々
と
神

話
」
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。

学
位
論
文
を
そ
の
ま
ま
本
に
す
る
の
で
は
な

く
、
さ
ら
に
そ
の
先
の
高
み
を
目
指
し
て
い
る
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ

に
は
著
者
の
探
究
心
の
強
靱
さ
と
い
っ
た
も
の
が

よ
く
出
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
好
ま
し
い
。

そ
し
て
ま
た
、
だ
れ
も
が
使
い
そ
う
で
あ
ま
り
目

に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
「
神
話
文
学
」
と
い
う
こ

と
ば
が
表
題
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
理

由
を
知
っ
て
納
得
さ
せ
ら
れ
た
。

著
者
は
立
命
館
大
学
で
松
前
健
の
薫
陶
を
受
け

た
人
で
あ
る
。
そ
の
師
・
松
前
健
が
常
日
頃
用
い

て
い
た
「
神
話
文
学
」
と
い
う
概
念
を
受
け
継
ご

う
と
す
る
意
志
が
、
こ
の
書
名
を
選
ば
せ
た
の
だ

と
い
う
こ
と
が
本
書
の
「
は
じ
め
に
」
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
神
話
文
学
」
と
い
う

表
題
に
は
、
松
前
健
と
い
う
神
話
学
者
の
、「
広
義

の
「
神
話
」
を
古
代
的
精
神
文
化
の
言
語
的
表
現

体
と
し
て
も
っ
と
高
く
評
価
す
べ
き
だ
」
と
い
う

主
張
と
、「
戦
時
中
の
よ
う
に
、
記
紀
を
政
治
的
宗

教
的
な
聖
典
と
し
て
偏
重
す
る
こ
と
に
対
す
る
反

抗
心
」
の
表
明
と
、
そ
の
二
つ
の
立
場
の
継
承
が

宣
言
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
研
究
者

と
し
て
の
松
前
健
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
改
め
て
説

明
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
戦
場
で
の
悲
惨

な
体
験
と
そ
れ
ゆ
え
に
抱
え
込
ま
れ
た
研
究
に
対

す
る
良
心
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
松
前
の
自

伝
と
も
い
う
べ
き
『
あ
る
神
話
学
者
の
半
世
紀
―

戦
場
の
死
線
と
戦
後
の
苦
闘
を
越
え
て
―
』（
近

代
文
藝
社
、
一
九
九
二
年
）
が
あ
る
こ
と
を
申
し

添
え
て
お
く
。
口
承
文
芸
研
究
に
携
わ
る
若
い
研

究
者
に
は
ぜ
ひ
読
ん
で
ほ
し
い
一
冊
で
あ
る
。

さ
て
、
著
者
三
浦
氏
の
『
神
話
文
学
の
展
開
』

だ
が
、
各
部
ご
と
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら

評
者
の
感
想
を
交
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
第
Ⅰ
部
「
貴
船
の
神
々
と
神
話
」
は
、

次
の
三
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
未
発

表
の
新
稿
で
あ
る
。
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第
一
章　

 

神
社
神
話
の
遡
源
―
貴
船
神
社
の
神

話
（
1
）
―

第
二
章　

 
神
社
神
話
の
降
臨
―
貴
船
神
社
の
神

話
（
2
）
―

第
三
章　

 

神
々
の
尻
尾
―
神
社
名
に
お
け
る

「
尾
」
の
意
味
―

貴
船
神
社
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
が

京
都
の
観
光
地
の
一
つ
、
京
都
盆
地
の
北
方
の
谷

間
の
奥
（
京
都
市
左
京
区
鞍
馬
貴
船
町
）
に
祀
ら

れ
る
神
社
で
あ
り
、「
平
安
遷
都
直
後
、
鴨
川
・
賀

茂
川
の
上
流
に
当
た
る
貴
船
川
河
畔
の
清
泉
を
祀

る
社
祠
に
、
大
和
国
の
丹
生
川
上
神
社
（
今
の
中

社
）
の
祭
神
「
罔
み
つ
は
の
め
の
か
み

象
女
神
」
が
勧
請
さ
れ
て
、
山

城
国
に
お
け
る
水
源
地
の
神
と
し
て
の
祭
祀
が
開

始
さ
れ
た
」（
四
頁
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
貴
船
神
社
に
は
、
著
者
が
「
遡
源
神
話
」

と
名
付
け
る
類
型
の
あ
る
鎮
座
起
源
神
話
が
伝
え

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
神
話
に
つ
い
て
の
分
析
が
第

Ⅰ
部
の
主
題
と
な
る
。「
遡
源
神
話
」
と
い
う
の

は
、
神
が
、
海
辺
ま
た
は
天
空
か
ら
船
に
乗
っ
て

訪
れ
、
聖
地
を
見
つ
け
て
鎮
座
す
る
と
い
う
か
た

ち
を
も
つ
神
話
で
、
そ
の
と
き
の
乗
り
物
で
あ
る

船
が
、
鎮
座
地
の
近
く
に
「
安
置
・
放
置
・
廃
棄

さ
れ
、
多
く
の
場
合
、
岩
や
山
に
な
っ
た
」（
四

頁
）
と
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
貴
船
神
社

に
は
、
古
来
神
社
に
伝
わ
る
『
黄
舩
社
秘
書
』

（
以
下
『
秘
書
』
と
略
）
と
呼
ば
れ
る
書
物
が
あ

り
、
筆
者
は
そ
れ
を
閲
覧
し
翻
刻
し
な
が
ら
「
黄

船
遡
源
神
話
」
の
分
析
を
行
っ
て
ゆ
く
。
そ
の

「
遡
源
神
話
」
の
部
分
と
い
う
の
は
、『
秘
書
』
の

内
容
に
著
者
の
解
読
を
加
え
て
説
明
さ
れ
て
い
る

部
分
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
神
話
に

な
る
。「

貴
布
禰
大
明
神
」
が
黄
色
い
船
に
乗
っ
て

「
天
の
御
島
の
崎
」
よ
り
船
出
し
て
大
海
原
を

航
行
し
、
あ
ら
ゆ
る
河
を
遡
上
し
、
源
流
を
探

索
し
て
聖
地
に
到
着
し
て
鎮
座
し
、
日
本
の
地

主
神
と
な
っ
た
。
そ
の
時
の
水
手
楫
取
が
今
の

「
梶
取
明
神
」
で
あ
る
。

本
文
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
黄
色
い
船
」

で
到
着
し
て
鎮
座
し
た
か
ら
、
そ
の
地
を
「
黄

船
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
、
地
名
由
来
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
日
、

奥
宮
に
あ
る
「
船
形
石
」
は
黄
船
を
小
石
で
隠

し
て
あ
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。（
一
七
頁
）

第
一
章
で
は
、
貴
船
神
社
の
位
置
づ
け
か
ら
説

き
起
こ
し
、
祭
神
の
こ
と
、
伏
見
稲
荷
大
社
と
の

関
係
、
貴
船
神
社
と
賀
茂
社
の
遡
源
神
話
の
こ
と
、

日
吉
神
社
と
遡
源
神
話
の
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
方
向
に
論
を
展
開
さ
せ
て
貴
船
神
社
の
「
遡
源

神
話
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
な
か
で
、
黄
色

い
船
と
い
う
神
話
の
説
明
に
関
し
て
、「
黄
」
と
い

う
色
彩
語
彙
が
古
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と

な
ど
に
注
目
し
な
が
ら
、
黄
色
い
船
に
乗
っ
て
き

た
と
い
う
の
は
元
か
ら
の
神
話
で
は
な
い
と
著
者

は
考
え
る
。
そ
し
て
、
貴
船
神
社
に
は
「
白
専
女
」

「
白
髭
」「
白
石
」
な
ど
「
白
」
の
名
を
も
つ
末
社

が
三
社
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
も
と
も
と
彼
ら
は
、

「
白
・
シ
ラ
」
の
一
族
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見

通
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
シ
ラ
・
白
と
い

う
の
は
、
渡
来
系
の
人
び
と
を
さ
す
こ
と
ば
で
あ

り
、「
白
」
の
一
族
の
社
と
し
て
、
貴
船
神
社
は
存

在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
著
者
三
浦

氏
の
一
つ
の
結
論
で
あ
る
。

「
黄
」
は
日
本
語
に
な
い
と
い
う
の
は
わ
か
る
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と
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
白
」
が
目
立
つ
か
ら
元
は

白
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
展
開
は
、
評
者

の
整
理
の
し
か
た
に
乱
暴
な
と
こ
ろ
は
あ
ろ
う

が
、
い
さ
さ
か
飛
躍
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
印
象
を
拭
い
が
た
い
。
た
だ
、
船
に
乗
っ
て
神

が
海
の
彼
方
か
ら
や
っ
て
く
る
と
い
う
神
話
の
背

後
に
、
渡
来
系
の
人
び
と
を
想
定
す
る
の
は
む
ず

か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
書
紀

に
伝
え
ら
れ
た
神
話
の
な
か
の
一
書
に
は
、
ス
サ

ノ
ヲ
（
素
戔
嗚
尊
）
と
そ
の
子
イ
タ
ケ
ル
（
五
十

猛
神
）
が
朝
鮮
半
島
か
ら
泥
の
船
に
乗
り
、
木
種

を
携
え
て
や
っ
て
き
て
、
日
本
列
島
を
緑
の
島
に

成
し
た
と
い
う
神
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
第
八

段
一
書
第
四
）。
そ
の
泥
（
土
）
の
船
と
い
う
の
は

色
彩
と
し
て
は
黄
色
（
大
地
の
色
）
な
わ
け
で
、

ま
さ
に
「
黄
船
」
だ
と
も
い
え
る
。

神
話
と
い
う
の
は
思
い
も
か
け
な
い
飛
躍
を
す

る
か
ら
、
黄
色
が
白
に
な
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ

な
い
の
だ
が
、
貴
船
神
話
の
場
合
、「
貴
船
」
と
い

う
表
記
は
新
し
い
と
し
て
も
（
統
一
さ
れ
た
の
は

明
治
に
な
っ
て
か
ら
ら
し
い
）、「
貴
布
禰
」
と
い

う
音
仮
名
が
頻
用
さ
れ
る
な
ど
「
き
」
と
い
う
音

は
そ
う
簡
単
に
外
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

思
い
が
遺
る
の
も
事
実
だ
。
と
す
れ
ば
、「
き
」
と

い
う
音
の
な
か
で
別
の
こ
と
ば
を
探
し
て
み
る
こ

と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
と
す
る
と
、「
き
」

船
は
、「
黄
色
い
船
」
で
あ
っ
た
前
は
「
木
の
船
」

だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
浮
上
す
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
で
は
当
た
り
前
す
ぎ
て
神
話
に
は
な
ら

な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
神
も
「
木

船
」
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
。
な
お
、「
キ
＝
木
」
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
で

は
乙
類
に
属
す
る
仮
名
だ
が
、「
貴
」
も
「
黄
」
も

乙
類
の
中
と
し
て
用
い
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
。

何
が
正
し
く
、
読
め
な
い
部
分
を
ど
の
よ
う
に

説
明
す
る
か
。
そ
の
可
能
性
は
、
い
く
つ
も
あ
り

う
る
わ
け
で
、
三
浦
氏
の
言
う
「
白
・
シ
ラ
」
と

い
う
説
明
は
一
つ
の
仮
説
と
し
て
認
め
つ
つ
、
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
後
付
け
る
こ
と
で
証
明
し
て
ゆ

け
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
説
得
力
の
あ
る
展
開
を

期
待
し
た
い
。

第
二
章
で
は
、
貴
船
神
社
の
社
人
で
あ
る
「
舌

氏
」
が
、「
自
分
た
ち
の
先
祖
は
天
界
か
ら
降
臨
し

て
き
た
。
四
代
目
ま
で
鬼
形
を
し
て
い
た
。
先
祖

は
鬼
、
牛
鬼
だ
っ
た
」（
四
九
頁
）
と
い
う
伝
承
に

注
目
し
、
賀
茂
や
日
吉
な
ど
周
辺
の
降
臨
神
話
と

比
較
し
な
が
ら
、
深
く
分
析
を
加
え
て
ゆ
く
。
そ

し
て
著
者
は
、
山
上
の
神
秘
的
な
岩
石
な
ど
に
注

目
し
つ
つ
、「
貴
船
神
社
の
降
臨
神
話
」
が
、「
牛

鬼
」
や
「
百
合
若
大
臣
」
な
ど
い
く
つ
も
の
要
素

を
導
入
し
な
が
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
「
祭
神
鎮
座

由
来
譚
」
で
あ
る
と
と
も
に
、「
舌
氏
の
始
祖
神

話
」
と
し
て
も
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
さ
ま
を
解

明
し
て
ゆ
く
。
神
話
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
組

み
込
み
な
が
ら
、
展
開
あ
る
い
は
成
長
し
て
ゆ
く

と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
認
め

ら
れ
る
あ
り
方
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

著
者
三
浦
氏
は
博
学
の
人
で
あ
り
、
時
代
は
古

代
に
も
中
世
に
も
、
分
野
と
し
て
は
文
学
に
も
民

俗
学
に
も
神
話
に
も
自
在
に
往
き
来
す
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
そ
こ
で
本
領
は
発
揮
さ
れ
る
の
だ
が
、

第
三
章
の
「
神
が
み
の
尻
尾
」
と
い
う
論
考
は
、

そ
の
象
徴
的
な
産
物
で
あ
る
。
地
名
に
よ
く
出
て

く
る
「
尾
」
と
い
う
語
を
諸
書
に
求
め
、「
尾
」
の

意
味
を
考
え
よ
う
と
す
る
論
考
で
、
そ
れ
は
そ
れ

で
興
味
深
い
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
展
開
し
て
き

た
「
貴
船
神
社
遡
源
神
話
」
と
ど
う
つ
な
が
る
の

か
と
い
う
点
で
は
、
少
々
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
よ
う

な
印
象
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
論
文
の
並
べ
方
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や
全
体
の
構
成
を
工
夫
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
印
象

は
薄
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
い

か
が
か
。

さ
て
、
本
書
の
中
間
に
置
か
れ
た
第
Ⅱ
部
「
古

代
中
世
の
神
話
文
学
」
に
は
、
次
の
四
本
の
論
文

が
置
か
れ
て
い
る
。

第
一
章　

 

記
紀
神
話
の
構
成
―
神
話
対
照
表
を

読
む
―

第
二
章　

 

中
世
神
話
と
和
歌
・
注
釈
書
―
藤
原

良
経
「
天
の
戸
を
」
歌
と
天
岩
戸
神

話
異
伝
―

第
三
章　

 

仏
教
神
話
の
転
生
―
四
天
王
・
吉
祥

天
女
前
生
譚
―

第
四
章　

 

仏
教
神
話
の
軌
跡
―
美
女
を
救
っ
た

技
能
者
た
ち
―

第
一
章
を
除
く
と
、
以
前
の
書
き
物
に
手
入
れ

を
し
た
論
考
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
相
互
に

緊
密
な
連
絡
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

独
立
し
た
論
文
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
論

考
は
著
者
の
該
博
な
知
識
と
探
究
心
が
よ
く
あ
ら

わ
れ
て
い
る
論
文
で
、
い
ず
れ
も
読
ん
で
い
て
教

え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
興
味
深
い
。
し
か
し
、「
貴

船
神
話
研
究
序
説
」
と
い
う
本
書
の
副
題
に
先
導

さ
れ
て
読
み
進
め
て
き
た
者
に
と
っ
て
は
、
第
Ⅱ

部
に
置
か
れ
た
諸
論
は
貴
船
神
話
研
究
で
は
な
い

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
も
っ
て
し
ま
う
。
論

文
集
だ
と
わ
か
っ
て
読
む
の
と
、「
貴
船
」
と
い
う

興
味
を
持
っ
て
読
む
の
と
で
は
、
読
み
方
が
ぜ
ん

ぜ
ん
違
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
点
で
は
、

書
名
（
副
題
を
含
め
て
）
を
ど
う
付
け
る
か
と
い

う
の
は
、
研
究
書
に
あ
っ
て
も
存
外
に
大
き
な
こ

と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
た
、
わ
た
し
の
能
力
で
は
、
中
世
神
話
や
仏

教
神
話
へ
の
言
及
は
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ

り
、
こ
こ
で
は
、
お
も
に
第
一
章
に
つ
い
て
ふ
れ

た
い
。

古
事
記
と
日
本
書
紀
の
神
話
に
つ
い
て
、「
神

話
対
照
表
」
を
作
成
し
た
上
で
、
両
社
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
対
照
表
自
体
は
、
著
者
も

ふ
れ
て
い
る
と
お
り
何
人
も
の
研
究
者
が
作
成

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
か
く
言

う
わ
た
し
も
、
簡
略
な
対
照
表
を
作
成
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
古
事
記
と
日
本
書
紀
と
の
違
い
に
つ

い
て
縷
々
論
じ
て
い
る
の
で
、「
対
照
表
」
の
作
成

が
、
た
い
そ
う
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
の

は
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
し
か
も
対
照
表
と
い
う

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
、
何
を
強
調
し
た

い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
の

か
と
い
う
方
向
性
に
よ
っ
て
、
当
然
、
そ
の
表
の

作
り
方
も
違
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
著
者
の
作
成
し
た
対
照
表
が
妥
当
か
否
か
と

い
う
よ
う
な
評
価
は
で
き
な
い
。「
表
」
か
ら
何
が

引
き
出
さ
れ
て
く
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
興
味
が

向
く
だ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
著
者
三
浦
氏
が
見
い
だ
し
て
き
た
の

は
、
日
本
書
紀
の
神
代
巻
の
あ
り
方
と
し
て
の
、

「
本
書
補
強
の
法
則
」「
前
方
優
先
の
法
則
」「
系
譜

重
視
の
法
則
」
の
三
法
則
で
あ
る
。
ち
な
み
に

「
本
書
」
と
い
う
の
は
、
日
本
書
紀
巻
一
、二
に
撰

録
さ
れ
た
神
話
に
お
い
て
「
正
伝
」
あ
る
い
は

「
本
伝
」
と
い
う
位
置
付
け
の
も
と
、
各
段
冒
頭
に

配
さ
れ
た
神
話
の
こ
と
で
あ
り
、「
前
方
」
と
い
う

の
は
、
日
本
書
紀
の
一
書
と
し
て
配
さ
れ
た
何
本

も
の
神
話
の
う
ち
の
前
方
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

著
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
三
法
則
の
正
否
に
関

し
て
は
、
こ
こ
で
に
わ
か
に
判
断
を
下
す
こ
と
は

む
ず
か
し
い
。
一
つ
の
仮
説
と
し
て
提
出
さ
れ
た
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も
の
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
な
か
で
検
討
さ
れ

る
べ
き
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
そ
っ
と
書
き
添
え
さ
せ
て
い
た
だ
く

が
、
わ
た
し
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
著
者
が
本
書

で
断
り
な
が
ら
も
用
い
て
い
る
「
記
紀
」
と
い
う

表
記
は
、
い
か
に
断
り
を
入
れ
た
と
し
て
も
承
服

し
に
く
い
と
こ
ろ
が
遺
る
。
古
事
記
と
日
本
書
紀

と
は
明
確
に
区
別
す
る
と
こ
ろ
か
ら
研
究
を
は
じ

め
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

紙
幅
も
尽
き
そ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
最
後
の

第
Ⅲ
部
「
中
世
神
話
『
貴
船
の
本
地
』
論
」
に
移

る
が
、
こ
の
部
分
は
六
章
と
補
遺
一
篇
か
ら
成
っ

て
い
る
。

第
一
章　

鬼
の
名
と
『
法
華
経
』

第
二
章　

転
生
再
会
の
方
法

第
三
章　

 

地
鎮
の
呪
法
―
家
を
七
七
に
造
る
こ

と
―

第
四
章　

鬼
を
食
う
五
節
供

第
五
章　

 

鬼
殺
し
の
年
中
行
事
―
節
分
・
門

松
・
左
義
長
―

第
六
章　

 

中
世
神
話
『
貴
船
の
本
地
』
と
貴
船

神
社

補
論　

 

漢
字
「
鬼
」
と
和
語
「
お
に
」
に
つ
い

て
の
基
礎
的
考
察

お
そ
ら
く
、
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
の
中
心
を

占
め
て
い
た
論
考
群
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
扱

わ
れ
て
い
る
の
は
、『
貴
船
の
本
地
』
と
題
さ
れ
、

異
本
も
多
く
伝
え
ら
れ
る
中
世
短
編
物
語
（
い
わ

ゆ
る
お
伽
草
子
）
の
一
篇
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、

筆
者
の
紹
介
を
借
り
て
述
べ
る
と
、
当
初
、
結
婚

を
拒
ん
で
い
た
男
主
人
公
「
本
三
位
の
中
将
さ
だ

ひ
ら
」
が
、
絵
に
描
か
れ
た
美
女
に
見
ぬ
恋
を
し
、

鞍
馬
山
の
奥
に
あ
る
鬼
国
の
姫
「
こ
ん
つ
姫
」（
食

人
鬼
の
王
で
あ
る
異
形
の
父
と
娘
の
運
命
を
案
ず

る
母
と
の
あ
い
だ
に
生
き
る
鬼
娘
）
に
出
会
い
、

い
ざ
な
わ
れ
て
異
郷
訪
問
を
し
、
そ
の
姫
と
の
離

別
・
再
会
・
婚
姻
の
末
に
、
ふ
た
り
は
貴
船
の
神

と
な
っ
て
顕
れ
る
と
い
う
本
地
物
に
な
っ
て
い
る

（
二
六
七
頁
な
ど
）。
そ
の
中
世
の
本
地
物
を
取
り

あ
げ
な
が
ら
、
第
一
章
で
は
、
鬼
の
両
親
と
姉
や

娘
本
人
の
名
の
由
来
を
探
求
し
、『
法
華
経
』
と
の

関
係
に
着
目
し
て
そ
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ

く
。
ま
た
第
二
章
で
は
、
異
類
婚
姻
譚
に
分
類
で

き
る
『
貴
船
の
本
地
』
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
の

神
話
や
昔
話
に
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
「
転

生
再
会
の
説
話
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え

で
、
類
似
の
物
語
と
し
て
存
在
す
る
『
鶴
の
草
子
』

『
あ
ま
物
語
』
を
取
り
あ
げ
て
比
較
検
討
し
た
上

で
、『
貴
船
の
本
地
』
の
特
質
を
、「
本
来
で
あ
れ

ば
短
編
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
は
ず
の
恋
愛
悲
劇

が
、
転
生
の
発
想
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

物
語
の
現
在
を
過
去
世
と
の
因
果
関
係
の
揺
ら
ぎ

の
中
で
捉
え
た
、
読
み
応
え
の
あ
る
長
編
へ
と
昇

華
」
し
た
の
だ
と
評
価
す
る
（
二
七
八
頁
）。

第
三
章
以
下
の
論
考
で
は
、『
貴
船
の
本
地
』

に
あ
ら
わ
れ
る
「
地
鎮
」
の
呪
法
や
五
節
供
に
お

け
る
鬼
を
食
う
と
か
鬼
殺
し
と
か
の
習
俗
に
つ
い

て
取
り
あ
げ
、
そ
の
呪
法
の
よ
っ
て
来
た
る
理
由

や
節
供
の
儀
礼
に
関
し
て
、
民
俗
学
あ
る
い
は
民

間
習
俗
、
民
間
宗
教
な
ど
の
知
識
を
総
動
員
し
な

が
ら
、
詳
細
な
紹
介
と
分
析
を
加
え
る
。
そ
し
て

第
六
章
に
至
っ
て
、『
貴
船
の
本
地
』
の
成
立
背
景

で
も
あ
る
中
世
の
貴
船
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
の

考
察
を
置
き
、
ス
サ
ノ
ヲ
や
イ
ワ
（
ハ
）
ナ
ガ
ヒ

メ
に
関
す
る
伝
承
、
弁
財
天
や
客
人
神
へ
と
話
題

を
転
じ
な
が
ら
、『
貴
船
の
本
地
』
の
周
縁
を
明
ら

か
に
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
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書 

評

三
浦
俊
介
氏
の
方
法
は
、
あ
る
こ
と
が
ら
に
目

を
着
け
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
へ

と
射
程
を
伸
ば
し
、
周
縁
を
巡
り
な
が
ら
話
題
を

広
げ
て
ゆ
く
な
か
で
、
主
題
に
目
星
を
付
け
て
ゆ

く
と
い
う
方
法
を
と
ろ
う
と
す
る
。
お
そ
ら
く
そ

れ
は
、
著
者
の
該
博
な
知
識
の
な
せ
る
技
だ
と
思

う
の
だ
が
、
そ
の
広
が
り
が
、
あ
る
場
合
に
は
ど

こ
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、

著
者
の
主
張
を
見
え
に
く
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に

も
な
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
こ
ち
ら
の
知
識
不
足

に
よ
っ
て
著
者
に
付
い
て
い
け
な
い
だ
け
の
こ
と

で
あ
り
、
本
書
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

ら
に
抜
か
り
は
な
い
。
た
だ
、
貴
船
神
社
と
貴
船

に
か
か
わ
る
神
話
や
物
語
を
対
象
に
し
て
一
書
を

編
む
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
第
Ⅱ
部
に
置
か
れ

る
べ
き
論
考
に
関
し
て
は
、
今
一
段
の
工
夫
が
あ

る
と
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
「
序
説
」
と
い
う
語
が
外
さ
れ
た
次
の
著
作
に

期
待
す
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
。

 

二
〇
一
九
年
六
月　

思
文
閣
出
版
刊

 

本
体
一
二
〇
〇
〇
円

 

（
み
う
ら
・
す
け
ゆ
き
／
東
京
都
）

　

重
信
幸
彦
著

『
み
ん
な
で
戦
争　

銃
後
美
談
と
動
員
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』

伊 

藤　

龍 

平　

重
信
幸
彦
と
い
う
名
前
が
世
に
出
た
の
は
、
最

初
は
ジ
ャ
ン
・
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
『
消

え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』（
一
九
八
八
年
、
新
宿
書

房
）
の
訳
者
の
一
人
と
し
て
、
次
に
論
文
「「
世
間

話
」
再
考
│
│
方
法
と
し
て
の
「
世
間
話
」
へ
」

（『
日
本
民
俗
学
』
一
八
〇
号
、
一
九
八
九
年
）
の

著
者
と
し
て
、
で
あ
る
。
柳
田
國
男
が
没
し
て
四

半
世
紀
、
従
来
の
研
究
メ
ソ
ッ
ド
が
通
用
し
な
く

な
り
つ
つ
あ
り
、
新
し
い
民
俗
学
の
方
向
性
が
模

索
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
少
壮
の
重
信
は
、
世
間
話

研
究
の
旗
手
と
し
て
世
に
現
れ
た
。
私
が
重
信
の

名
を
知
っ
た
の
は
大
学
進
学
後
の
一
九
九
二
年
だ

が
、
そ
の
時
代
の
「
空
気
」
は
充
分
に
感
じ
ら
れ

た
。
こ
の
「
空
気
」
と
い
う
語
こ
そ
が
、
本
書
の

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

ハ
ナ
シ
の
場
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
「
空

気
」
が
あ
る
。
笑
話
に
は
笑
話
の
、
怪
談
に
は
怪

談
の
、
哀
話
に
は
哀
話
に
特
有
の
「
空
気
」
が
あ

り
、
話
し
手
も
聞
き
手
も
そ
の
「
空
気
」
に
よ
っ

て
話
す
／
聞
く
モ
ー
ド
を
決
定
づ
け
ら
れ
る
。
上

手
な
話
し
手
は
、
巧
み
に
そ
の
場
の
「
空
気
」
を

つ
か
み
、
さ
ら
に
は
「
空
気
」
を
作
る
。
聞
き
手

も
、
場
の
「
空
気
」
を
読
み
、
敏
感
に
「
空
気
」

に
反
応
す
る
。
そ
の
「
空
気
」
は
時
代
に
よ
っ
て

作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
時
代
の
「
空
気
」
は
日

常
に
存
在
す
る
も
の
だ
が
、「
空
気
」
の
譬
え
ど
お

り
に
、
平
素
は
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
な
い
。
そ
れ
が

強
く
意
識
さ
れ
る
の
は
非
常
時
に
お
い
て
だ
。
本

書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
銃
後
美
談
も
、
総
力
戦
と
い

う
非
常
時
の
「
空
気
」
の
中
で
生
ま
れ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
重
信
の
研
究
歴
は
、
世
間

話
へ
の
眼
差
し
か
ら
始
ま
っ
た
。
一
口
に
世
間
話

の
研
究
と
い
っ
て
も
、「
世
間
」
の
研
究
に
傾
く
人

と
「
話
」
の
研
究
に
傾
く
人
が
い
る
。
一
長
一
短


