
神話の建立

近
年
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
中
世
は
じ
つ

に
多
く
の
神
話
が
作
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
山
門
や
寺
門
の
収
集
し
た

神
話
群
、
外
宮
度
会
氏
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
伊
勢
神
道
に
見
ら
れ
る
神

話
群
、
熊
野
の
縁
起
類
に
伝
わ
る
神
話
の
数
々
、
あ
る
い
は
両
部
曼
茶
羅

世
界
を
伊
勢
両
宮
に
配
当
し
て
構
想
さ
れ
た
両
部
神
道
と
呼
ば
れ
る
言
説

領
域
に
お
け
る
神
話
群
な
ど
、
枚
挙
に
暹
が
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
宗

教
世
界
の
動
向
と
密
接
に
関
わ
り
つ
つ
、
独
自
の
秘
義
を
も
と
に
歌
学
の

家
々
で
つ
く
ら
れ
た
神
話
群
や
、
公
家
の
有
職
家
た
ち
独
自
の
事
物
の
起

源
神
話
、
あ
る
い
は
未
来
記
の
広
範
な
流
布
と
い
う
現
象
な
ど
も
加
わ
っ

て
、
鎌
倉
後
期
に
い
た
る
と
、
神
話
制
作
の
動
き
は
一
気
に
全
面
展
開
の

様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
中
世
は
第
二
の
神
話
の
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
理

論
体
系
は
、
呪
術
的
信
仰
の
上
に
そ
び
え
立
っ
て
い
た
」
（
『
黒
田
俊
雄
著

作
集
第
四
巻
』
）
と
述
べ
た
の
は
黒
田
俊
雄
だ
が
、
黒
田
の
い
う
顕
密

体
制
と
は
、
ま
さ
に
神
話
と
呪
術
の
体
制
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え

るだろう。 神
話
の
建
立

一
中
世
神
話
と
「
偽
神
話
」

特
集
・
神
話
を
考
え
る

ｌ
「
偽
書
の
中
世
」
を
超
え
る
た
め
の
方
法
序
説
Ｉと

こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
多
く
の
中
世
神
話
は
、
い
わ
ゆ
る
「
偽
書
」
と
さ

れ
る
テ
キ
ス
ト
に
書
き
留
め
ら
れ
て
伝
来
し
て
き
た
こ
と
を
ひ
と
つ
の
特

徴
と
し
て
い
る
。
叡
山
の
山
王
神
道
の
神
話
群
を
収
蔵
し
た
「
山
家
要
略

記
』
や
『
渓
嵐
拾
葉
集
」
は
多
く
の
偽
書
群
の
集
成
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、

伊
勢
神
道
の
い
わ
ゆ
る
五
部
書
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
テ
キ
ス
ト
や
、

両
部
神
道
の
立
場
か
ら
神
話
を
構
想
し
た
『
麗
気
記
』
も
典
型
的
な
偽
書

と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
事
情
は
定
家
系
偽
書
や
為
顕
流
の
偽
書

群
等
を
伝
え
る
中
世
歌
学
の
領
域
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
中
世
神
話
は
、
し
た
が
っ
て
、
カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
ィ
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
、
「
神
話
の
偽
の
形
式
」
に
も
と
づ
い
て
成
り
立
っ
て
い
る

と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
（
『
神
話
の
入
口
の
開
門
』
未
邦
訳
）
。
ケ
レ
ー

ニ
ィ
は
、
自
発
的
に
生
起
し
ま
た
歴
史
的
に
伝
達
さ
れ
た
「
根
原
現
象
」

と
し
て
の
神
話
と
は
ち
が
っ
て
、
政
治
的
な
目
的
の
達
成
を
「
意
識
さ
せ

ら
れ
た
」
神
話
を
、
一
括
し
て
「
偽
の
形
式
」
と
特
徴
づ
け
た
。
こ
れ
を

承
け
て
ク
ル
ト
・
ヒ
ュ
プ
ナ
ー
は
、
「
神
話
の
真
理
』
（
神
野
慧
一
郎
他
訳
）

に
お
い
て
、
お
な
じ
神
話
群
を
「
政
治
的
偽
神
話
」
と
呼
び
、
あ
ら
た
め

て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

政
治
的
偽
神
話
は
、
な
る
ほ
ど
、
神
話
的
構
造
を
示
し
て
い
る
が
、

小
川
豊
生

仏
教
と
神
話
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特集・神話を考える

し
か
し
自
発
的
に
生
じ
た
も
の
で
も
、
ま
た
歴
史
的
に
成
長
し
て
き

た
も
の
で
も
な
く
、
特
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
も

のである。

た
だ
し
、
ヒ
ュ
プ
ナ
ー
は
、
「
根
源
的
に
は
本
物
の
神
話
も
ま
た
偽
神

話
に
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
神
話
が
も
は
や
「
生
き
ら
れ
て
」
い
な

い
で
、
暴
力
的
に
保
持
さ
れ
た
り
人
工
的
に
再
び
導
入
さ
れ
た
り
す
る
場

合
に
そ
う
な
る
」
と
付
け
加
え
て
、
そ
の
例
と
し
て
、
国
家
に
再
び
神
話

に
よ
っ
て
基
礎
を
与
え
よ
う
と
し
た
ロ
ー
マ
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ス
の
試
み

を
挙
げ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
様
に
、
顕
密
体
制
を
背
後
で
支
え
る
も
の
と
し
て
創
作

さ
れ
た
日
本
の
中
世
神
話
群
も
、
一
括
し
て
こ
う
し
た
「
偽
神
話
」
と
し

て
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

神
話
が
「
霊
性
」
の
語
り
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
立
て
ば
、
そ
も
そ
も

神
話
に
は
作
者
は
い
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、

中
世
神
話
に
属
す
る
も
の
の
多
く
は
、
先
行
す
る
種
々
の
素
材
を
寄
せ
集

め
、
そ
れ
ら
を
変
容
さ
せ
、
配
置
や
組
み
合
わ
せ
に
工
夫
を
こ
ら
す
制
作

者
（
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
作
者
）
を
古
代
の
神
話
以
上
に
露
呈
さ
せ
て

、

、

い
る
。
（
た
と
え
ば
『
麗
気
記
』
の
場
合
、
『
麗
気
制
作
抄
』
と
い
っ
た
テ

キ
ス
ト
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。
）
し
か
し
、
そ
の
「
神
話
制
作
者
」
は
、
神
々

を
降
臨
さ
せ
、
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
的
な
も
の
」
（
オ
ッ
ト
ー
Ⅱ
ヒ
ュ
プ
ナ
ー
）

と
遭
遇
す
る
た
め
に
、
あ
く
ま
で
外
な
る
世
界
に
対
し
て
受
動
的
に
ふ
る

ま
う
以
外
な
く
、
そ
う
い
う
語
り
で
な
け
れ
ば
、
人
々
は
そ
れ
を
神
話
と

し
て
、
つ
ま
り
は
霊
性
の
こ
も
る
語
り
と
し
て
承
認
し
は
し
な
い
だ
ろ
う

こ
と
を
知
悉
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
聖
な
る
も
の
の
到
来
に
立
ち
あ

う
「
灌
頂
」
を
頂
点
と
す
る
特
異
な
儀
礼
の
プ
ロ
セ
ス
と
不
可
分
の
関
係

を
有
し
、
た
ん
に
読
解
さ
れ
鑑
賞
さ
れ
る
孤
立
し
た
書
物
と
し
て
あ
る
の

で
は
な
い
。
言
語
と
身
体
と
を
切
り
結
ぶ
行
者
の
一
連
の
実
践
的
過
程
の

な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
う
し
た
神
話
群
を
、
「
偽
神
話
」
の
概
念
で

括
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
適
切
で
は
な
い
。
手
練
手
管
を
つ
く

し
て
、
神
々
を
降
臨
さ
せ
る
テ
ク
ネ
ー
と
し
て
の
儀
礼
と
、
そ
れ
に
供
せ

ら
れ
る
神
話
テ
キ
ス
ト
。
そ
れ
は
、
ヒ
ュ
プ
ナ
ー
が
神
話
解
釈
の
歴
史
を

記
述
す
る
な
か
で
重
視
す
る
、
「
祭
儀
的
ｌ
社
会
学
的
な
解
釈
」
や
「
ヌ

ミ
ノ
ー
ゼ
的
な
も
の
の
経
験
と
し
て
の
神
話
解
釈
」
の
素
材
と
な
っ
て
き

た
一
連
の
神
話
と
等
価
な
内
実
を
充
分
に
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
「
政
治

的
偽
神
話
」
と
は
異
な
っ
た
位
相
に
あ
る
。
（
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、

偽
神
話
と
本
物
の
神
話
と
の
区
別
は
ヒ
ュ
プ
ナ
ー
に
お
い
て
も
決
し
て
単

純ではない。）

で
は
「
偽
神
話
」
や
「
提
造
」
に
換
え
て
、
ど
う
い
う
概
念
で
中
世

の
神
話
テ
キ
ス
ト
や
神
話
づ
く
り
の
営
み
を
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か。そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
だ
が
、
古
代
か
ら
現
代
に
い
た

る
ま
で
あ
り
ふ
れ
た
用
語
と
し
て
通
用
さ
れ
る
「
建
立
」
と
い
う
語
を
取

り
上
げ
て
、
新
し
い
観
点
か
ら
考
察
を
く
わ
え
て
み
た
い
と
思
う
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
語
の
導
入
に
よ
っ
て
、
中
世
（
あ
る
い
は
古
代
も
含
め
て
）

の
神
話
探
求
の
あ
り
よ
う
に
、
何
程
か
の
変
化
を
齋
す
こ
と
が
可
能
で
は

な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
「
建
立
」
な
の
か
Ｉ
。
ま
ず
、
こ
の
言
葉
が
、
神
話
と
か
か
わ
っ

て
、
ど
の
よ
う
に
登
場
し
て
く
る
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

二
「
建
立
」
と
い
う
概
念
の
導
入
に
つ
い
て

- １ ４ -



神話の建立

弘
安
年
中
に
通
海
と
い
う
密
教
僧
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
「
太
神
宮
参
詣

記
』
（
下
）
に
は
、
日
本
の
始
ま
り
を
次
の
よ
う
に
記
す
箇
所
が
あ
る
。

…
吾
朝
ノ
建
立
ヲ
日
本
紀
二
註
セ
ル
ニ
ハ
、
清
ル
物
ハ
天
ト
ナ
リ
、

濁
レ
ル
物
ハ
地
ト
ナ
リ
シ
始
メ
、
中
ニ
ア
シ
カ
イ
ノ
如
ク
ナ
ル
物
出

来
リ
テ
神
ト
ナ
ル
。
是
ヲ
恭
モ
国
常
立
ノ
尊
ト
申
ス
。
夫
ョ
リ
天
神

七
代
ト
申
ス
ニ
、
伊
弊
諾
尊
世
界
ノ
王
ト
シ
テ
相
争
う
人
ナ
ク
侍
リ

キ
。
此
下
二
国
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
ト
テ
、
天
ノ
御
鉾
ヲ
サ
シ
ヲ
ロ
シ
テ
ウ

ナ
バ
ラ
ヲ
カ
キ
給
シ
鉾
ノ
シ
ヅ
ク
コ
リ
テ
一
鴫
ト
ナ
ル
。
是
吾
国
ノ

始也。（以下略）

い
わ
ゆ
る
国
土
の
創
成
神
話
が
、
こ
こ
で
は
「
建
立
」
と
い
う
用
語
を

も
ち
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
、
他
に
も
北
畠
親
房
「
神
皇

正
統
記
」
の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

震
旦
は
こ
と
に
書
契
を
こ
と
と
す
る
国
な
れ
ど
も
、
世
界
建
立
と
い

へ
る
事
た
し
か
な
ら
ず
。
（
中
略
）
我
朝
の
初
め
は
天
神
の
種
を
う

け
て
世
界
を
建
立
す
る
す
が
た
は
、
天
竺
の
説
に
似
た
る
方
も
あ
る

にや。

こ
の
「
世
界
建
立
」
の
語
は
、
遠
く
世
親
の
「
倶
舎
論
」
（
「
世
間
品
」
）

に
み
え
る
「
世
界
建
立
」
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
世
日
本
で
は
「
麗

気
記
』
や
『
天
地
麗
気
府
録
』
、
ま
た
良
遍
の
『
日
本
書
紀
第
一
聞
害
」
（
．
、

世
界
建
立
之
事
」
）
、
真
福
寺
蔵
「
天
下
皇
太
神
本
縁
』
（
．
、
世
界
建
立

儀
軌
云
、
…
」
）
な
ど
と
、
神
話
の
記
述
と
か
か
わ
っ
て
し
ば
し
ば
登
場

を
み
る
。
の
ち
に
吉
田
兼
倶
が
し
き
り
に
用
い
て
い
る
「
三
界
建
立
」
と

い
っ
た
用
例
も
同
じ
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。

「
世
界
建
立
」
は
ま
た
、
密
教
の
観
想
の
場
を
背
景
と
し
て
も
い
る
。

密
教
に
身
体
論
を
は
じ
め
て
導
入
し
た
の
は
、
中
期
密
教
を
代
表
す
る
『
大

日
経
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
地
水
火
風
空
の
五
大
を
象
徴
す
る
ァ
．

ヴ
ァ
・
ラ
・
ハ
・
力
の
五
字
（
種
子
）
を
、
腰
下
・
膳
・
心
臓
・
眉
間
・

頭
頂
に
布
置
す
る
「
五
字
厳
身
観
」
が
説
か
れ
る
。
こ
の
観
想
実
践
そ
の

も
の
が
「
世
界
建
立
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
醍

醐
寺
の
憲
深
に
よ
る
口
決
を
収
め
た
『
幸
心
紗
』
（
「
諸
尊
道
場
観
廣
略
事
」
）

の
次
の
よ
う
な
用
例
で
確
認
で
き
よ
う
。

問
。
諸
尊
道
場
観
多
分
観
二
須
彌
山
一
。
又
不
し
然
事
有
し
之
。
子
細

如
何
。
答
。
此
事
奉
レ
尋
二
先
師
僧
正
一
之
所
被
レ
申
地
鵲
先
付
二
諸
尊

一
観
二
道
場
一
可
し
有
二
三
重
廣
略
一
・
先
一
地
水
火
風
空
〔
ア
・
バ
ン
・

ラ
ン
・
カ
ン
・
ケ
ン
〕
以
二
五
字
一
建
二
立
一
世
界
一
・
其
上
宮
殿
模
閣

等
観
し
之
。
其
上
月
輪
三
摩
耶
形
等
観
し
之
。
本
尊
観
成
。
是
廣
博

義
也
。
次
壇
上
有
二
〔
ア
ク
〕
字
等
一
成
二
宮
殿
一
・
内
有
二
月
輪
一
成
二

種
子
一
・
種
子
愛
成
二
本
尊
一
・
是
中
品
義
。
次
前
有
二
〔
キ
リ
ー
ク
〕

字
等
一
・
乃
至
胸
中
有
し
〔
ァ
〕
観
。
是
略
義
也
。
（
以
下
略
）
（
大
正

蔵七八）

『
麗
気
記
』
（
仏
法
神
道
麗
気
記
）
に
は
「
銭
・
阿
の
二
字
を
用
て
観
行

の
体
と
為
す
べ
し
。
凡
そ
こ
の
教
は
阿
字
を
大
空
三
昧
の
上
に
建
立
す
」

と
い
う
表
現
が
見
え
る
が
、
『
麗
気
記
』
や
親
房
が
書
き
留
め
た
国
土
創

成
神
話
（
「
世
界
建
立
」
）
の
背
景
に
は
、
文
字
と
身
体
と
を
切
り
結
び
、

種
子
の
変
成
を
通
じ
て
「
一
世
界
」
を
建
立
す
る
宗
教
実
践
の
具
体
が
介

在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
と
き
身
体
に
布
置
す
る
「
文
字
」
そ
れ
自
体

も
ま
た
、
「
建
立
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
悉
曇
学
で
は
、
文

字
の
書
き
方
の
問
題
は
「
悉
曇
建
立
」
と
称
さ
れ
て
重
要
な
学
習
項
目
に

な
っ
て
お
り
、
梵
字
の
習
得
に
際
し
て
は
「
梵
字
建
立
帳
』
な
ど
と
呼
ば
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特集 神話を考える

れ
る
テ
キ
ス
ト
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
子
音
字
に
母
韻
字
を
配
す
る
こ
と

を
「
建
立
」
と
も
「
切
継
」
と
も
言
い
、
多
数
の
合
成
字
を
十
数
章
に
配

列
し
た
も
の
を
「
悉
曇
建
立
章
」
と
も
称
し
て
い
る
（
田
久
保
周
誉
「
梵

字
悉
曇
』
等
参
照
）
。

観
想
体
験
の
現
場
に
お
い
て
も
、
「
建
立
」
は
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。

修
行
者
は
、
ま
ず
観
想
に
お
い
て
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
登
っ
て
い
く
段

階
（
向
上
門
）
か
ら
は
じ
ま
り
、
次
に
い
っ
た
ん
頂
上
に
達
し
た
あ
と
で
、

こ
ん
ど
は
い
わ
ば
そ
の
道
程
の
裏
側
を
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
降
り
て
く

る
段
階
（
却
来
門
）
を
へ
て
、
そ
の
後
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
掃
蕩
し
、
無

一
物
の
境
地
に
入
っ
た
う
え
で
（
掃
蕩
門
）
、
改
め
て
存
在
界
を
打
ち
立

て
て
い
く
（
建
立
門
）
。
ま
た
、
こ
う
し
た
観
想
実
践
の
前
提
と
し
て
「
道

場
の
建
立
」
が
為
さ
れ
る
が
、
同
時
に
「
本
尊
」
・
「
曼
奈
羅
」
も
ま
た
「
建

立
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
慧
琳
訳
『
建
立
曼
茶
羅
及
棟
択
地

法
』
、
法
全
『
建
立
曼
茶
羅
護
摩
儀
軌
』
、
空
海
撰
「
建
立
曼
茶
羅
次
第
』

な
ど
と
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
存
在
で
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
「
身
体
」
そ
れ
自
体
が
ま
た
、
「
建
立
」
さ
れ

る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
蘭
渓
道
隆
の
『
大
覚
禅
師
坐
禅
論
」
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
。

四
大
五
蕊
の
色
心
、
十
方
に
遍
満
し
て
、
一
切
衆
生
を
根
本
と
な
す
。

因
縁
和
合
す
る
と
き
ん
ば
、
身
体
を
建
立
す
、
是
れ
を
生
と
名
け
、

果
報
遷
謝
す
る
と
き
ん
ば
、
四
大
分
散
す
、
是
れ
を
死
と
名
く
。

ま
た
、
栄
西
『
喫
茶
養
生
記
』
序
文
に
は
、

人
、
一
期
を
保
つ
に
、
命
を
守
る
を
賢
し
と
な
す
。
其
の
養
生
の
術

を
示
す
に
、
五
臓
を
安
ん
ず
可
し
、
五
臓
の
中
心
の
臓
を
王
と
せ
む

か
。
心
の
臓
を
建
立
す
る
の
方
、
茶
を
喫
す
る
是
れ
妙
術
な
り
。

と
も
見
え
、
五
臓
（
心
の
臓
）
を
健
全
に
保
つ
こ
と
が
「
建
立
」
の
語
に

よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
用
例
に
注
目
す
れ
ば
、
中
世
の
「
建
立
」
が
、
ま
ず
、
わ

れ
わ
れ
の
予
想
を
こ
え
て
、
意
外
に
も
広
範
な
領
域
に
わ
た
っ
て
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
近
代
的
な
主
体
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
創
造
行

為
」
と
は
異
質
な
、
「
つ
く
る
」
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
の
前
近
代
特
有

の
性
格
を
何
ら
か
に
指
し
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た

問
題
が
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
い
う
「
創
造
行
為
」
を
、
「
建
立
」
と
い
う
言
葉
に
置
き

換
え
て
み
る
こ
と
、
こ
の
視
点
の
転
換
が
は
た
し
て
何
を
も
た
ら
す
こ
と

に
な
る
の
か
、
性
急
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
控
え
て
、
む
し
ろ
い
ま
は
や

や
羅
列
的
な
記
述
に
な
る
こ
と
を
い
と
わ
ず
、
そ
の
他
に
も
広
が
り
を
見

せ
る
用
例
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

心
賀
『
相
伝
法
門
見
聞
』
二
二
帖
抄
』
）
に
は
、
「
宗
教
と
は
、
章
段
建

立
の
生
起
次
第
を
以
て
心
地
に
習
が
宗
教
と
は
云
る
る
也
」
と
あ
り
、
経

典
・
祖
疏
の
文
章
の
組
織
構
成
や
文
義
を
会
得
す
る
こ
と
（
Ⅱ
宗
教
）
は

ま
さ
し
く
「
建
立
」
の
営
み
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

作
能
も
ま
た
「
建
立
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
世
阿
弥
の
『
三
道
』

に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

此
五
段
（
序
一
段
、
破
三
段
、
急
一
段
）
を
作
り
定
て
、
「
序
に
い

か
ほ
ど
の
音
曲
あ
る
べ
し
。
破
三
段
に
三
色
の
音
曲
い
か
ほ
ど
、
急

に
似
合
た
る
曲
風
い
か
ほ
ど
」
と
、
音
曲
の
句
数
を
定
め
て
、
一
番

を
建
立
す
る
を
、
能
作
る
と
は
申
也
。

こ
こ
で
は
一
曲
を
構
成
し
組
み
立
て
る
こ
と
が
「
建
立
」
の
語
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
「
物
語
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

北
村
季
吟
『
湖
月
抄
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

此
物
語
一
部
の
大
意
、
面
に
は
好
色
妖
艶
を
以
て
建
立
せ
り
と
い
へ

ど
も
、
作
者
の
本
意
、
人
を
し
て
仁
義
五
常
の
道
に
引
き
い
れ
、
終

に
は
中
道
実
相
の
妙
理
を
悟
ら
し
め
て
、
出
世
の
善
根
を
成
就
す
べ

しとなり。

文
章
を
「
創
作
」
で
も
「
虚
構
」
で
も
な
く
、
「
建
立
」
す
る
こ
と

ｌ
こ
の
視
点
の
転
換
が
、
現
在
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
中
世
の
内
側
か

ら
み
た
芸
文
一
般
へ
の
見
方
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
ど
の
よ
う
な
偏

差
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

物
語
だ
け
で
は
な
い
、
和
歌
も
ま
た
「
建
立
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

次
の
よ
う
な
用
例
が
そ
の
こ
と
を
証
し
て
く
れ
る
。

…
あ
な
事
も
疎
か
や
な
。
真
言
教
の
秘
肝
を
抜
き
出
し
て
和
歌
を
建

立
す
る
と
か
や
。
そ
の
故
あ
り
。
経
に
い
ふ
、
帰
命
本
覚
心
法
身
常

住
妙
法
心
蓮
台
と
い
へ
り
。
本
覚
法
身
、
我
等
に
障
り
無
し
。
常
住

妙
法
、
我
等
が
胸
に
備
れ
り
。
本
来
具
足
の
歌
道
、
三
曲
の
徳
な
れ
ば
、

蓮
の
内
に
鎮
か
に
遊
び
、
三
世
常
住
の
歌
、
菩
薩
の
垂
跡
、
今
の
人

丸
な
り
。
然
れ
ば
仏
法
は
遥
に
あ
ら
ず
、
心
中
に
し
て
、
即
ち
近
し
。

真
如
は
外
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
身
を
寄
せ
て
何
を
求
め
ん
や
。
歌
と
は
、

我
等
が
身
内
の
第
六
識
を
種
子
と
し
て
出
た
り
。
命
終
の
時
は
、
妙

観
察
知
と
成
り
て
、
無
明
煩
悩
を
断
つ
な
り
…
。
二
和
歌
古
今
灌
頂

巻』中）

定
家
の
言
説
と
し
て
語
り
出
さ
れ
た
和
歌
の
「
建
立
」
の
用
例
は
、
定

家
偽
書
「
三
五
記
」
に
も
見
い
だ
せ
る
。

凡
三
十
一
字
の
歌
の
詞
姿
は
、
こ
れ
五
大
所
成
の
仮
身
な
り
。
そ
の

三
十
一
字
の
詞
の
中
に
こ
も
る
と
こ
ろ
の
心
を
ば
、
内
証
真
実
の
心

理
と
申
す
べ
し
。
然
れ
ば
歌
一
首
を
よ
め
ば
、
｜
仏
を
建
立
す
る
に

お
な
じ
。
乃
至
十
首
百
首
よ
め
ら
む
は
、
十
仏
百
仏
を
作
り
た
ら
む

功
徳
を
得
く
し
と
ぞ
古
賢
も
申
し
た
ま
へ
る
。
西
行
上
人
の
云
、
歌

は
、
是
禅
定
の
修
行
な
り
と
い
へ
り
。
げ
に
も
心
を
一
処
に
制
せ
ず

し
て
は
か
っ
て
よ
ま
れ
ぬ
な
る
べ
し
。
散
乱
の
心
を
や
む
る
事
、
是

に
過
ぐ
べ
か
ら
ず
。

よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
が
、
以
上
の
用
例
の
広
が
り
を
念
頭
に
置
い
て

改
め
て
見
直
す
と
き
、
和
歌
を
つ
く
る
（
詠
む
）
と
い
う
営
み
に
ど
の
よ

う
な
意
義
が
新
た
に
く
わ
わ
っ
て
く
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

こ
と
は
宗
教
や
文
芸
の
み
に
限
ら
な
い
。
詳
細
は
別
に
ゆ
ず
る
が
、
そ

の
他
、
「
庄
」
（
荘
園
）
、
「
｜
摸
」
、
「
文
書
」
、
「
絵
系
図
」
と
い
っ
た
も
の

ま
で
、
「
建
立
」
の
概
念
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

広
く
前
近
代
に
お
け
る
「
つ
く
る
」
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
の
根
幹
に
触

れ
る
問
題
を
、
「
建
立
」
と
い
う
用
語
が
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
充
分
に
示

唆
し
て
く
れ
る
。
（
例
え
ば
、
「
科
学
技
術
と
は
別
な
作
る
こ
と
の
可
能
性
」

を
追
究
す
る
伊
藤
徹
「
作
る
こ
と
の
哲
学
』
は
一
つ
の
参
考
と
な
る
。
）

中
世
に
お
け
る
神
話
の
制
作
に
つ
い
て
思
考
を
め
ぐ
ら
し
、
鰺
し
く
残

さ
れ
た
神
話
群
を
、
「
偽
作
」
や
「
提
造
」
と
い
う
視
座
で
は
な
い
地
点

、

、

、

、

、

、

、

か
ら
考
察
す
る
た
め
の
方
法
概
念
と
し
て
、
「
建
立
」
の
語
を
導
入
し
た

い
と
考
え
る
本
稿
の
は
じ
め
に
述
べ
た
筆
者
の
ね
ら
い
は
、
粗
雑
な
が
ら

如
上
の
文
脈
を
た
ど
る
時
、
漸
く
察
せ
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。

三
展
望

わ
れ
わ
れ
は
、
古
代
や
中
世
の
人
々
が
何
か
を
「
つ
く
る
」
と
い
う
行
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為
と
、
現
代
に
お
い
て
何
か
を
「
つ
く
る
」
と
い
う
行
為
と
は
、
制
作
す

る
、
創
造
す
る
、
構
築
す
る
な
ど
と
言
い
換
え
ら
れ
る
共
通
の
意
味
を
内

包
し
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
疑
わ
な
い
。
し
か

し
、
は
た
し
て
「
つ
く
る
」
と
い
う
行
為
は
、
近
代
も
、
前
近
代
も
、
同

じ
世
界
を
内
包
し
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
両
者
を
そ
の

よ
う
に
等
し
並
み
に
考
え
る
な
ら
ば
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
中
世
に

生
成
し
た
多
く
の
神
話
群
は
霊
性
を
喪
失
し
た
荒
唐
無
稽
な
方
法
に
よ
っ

て
「
握
造
」
さ
れ
「
偽
作
」
さ
れ
た
も
の
だ
と
理
解
す
る
ほ
か
は
な
く
な

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
こ
う
し
た
概
念
で
一
括
す
る
こ
と
は
正

し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。

用
例
に
則
し
た
詳
細
な
分
析
は
い
ず
れ
果
た
し
た
い
と
思
う
が
、
お
そ

ら
く
「
建
立
」
の
行
程
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
営
み
を
必
ず
含
み

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
仏
師
運
慶
の
発
願
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
東

大
寺
再
興
を
祈
願
し
た
「
運
慶
願
経
」
（
「
法
華
経
』
巻
第
八
）
な
る
も
の

が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
詳
細
な
奥
書
が
あ
り
、
書
写
の
経
緯
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
（
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
東
大
寺
の
す
べ
て
」
朝
日

新
聞
社
、
二
○
○
二
）
。

ま
ず
料
紙
は
沐
浴
精
進
し
て
浄
衣
を
身
に
つ
け
た
色
紙
工
に
よ
っ

て
製
作
さ
れ
た
。
こ
の
色
紙
に
書
写
す
る
際
の
硯
の
水
に
は
、
比
叡

山
横
川
・
園
城
寺
・
清
水
寺
の
霊
水
が
用
い
ら
れ
、
一
行
書
写
す
る
た

び
に
男
女
結
縁
者
が
三
度
礼
拝
し
、
『
法
華
経
』
の
宝
号
と
念
仏
と
が

唱
え
ら
れ
た
。
書
写
の
間
に
行
わ
れ
た
礼
拝
は
五
万
回
、
結
縁
者
が
唱

え
た
念
仏
は
三
十
一
万
六
千
二
百
回
、
唱
え
た
『
法
華
経
』
の
宝
号
は

二
十
万
六
千
二
百
回
に
及
ん
だ
。
軸
木
は
、
治
承
四
年
に
東
大
寺
が
焼
失

し
た
際
の
柱
の
残
木
が
用
い
ら
れ
、
春
日
大
明
神
が
守
護
す
る
木
で
あ
る

と
の
夢
想
の
告
げ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
軸
木
に
書
き
付
け
ら

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
手
順
を
踏
ん
で
漸
く
か
た
ち
を
成
し

て
い
く
聖
教
テ
キ
ス
ト
の
有
り
よ
う
は
、
古
代
・
中
世
に
お
い
て
聖
な
る

も
の
を
「
つ
く
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
内
実
を
担
っ
て
い
た
か

を
雄
弁
に
物
語
っ
て
く
れ
る
。

右
は
ほ
ん
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
儀
礼
の
一
環
を
成
す
神

話
テ
キ
ス
ト
の
制
作
、
た
と
え
ば
「
麗
気
記
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
制
作

企
図
も
、
同
様
の
手
順
を
当
然
の
前
提
と
し
て
推
し
進
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
テ
キ
ス
ト
の
中
枢
に
は
〈
真
言
〉
が
嵌
入
さ
れ
、

そ
れ
を
観
想
す
る
実
践
や
、
さ
ら
に
は
灌
頂
と
い
う
儀
礼
が
そ
の
制
作
と

不
可
分
の
連
携
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
う
し

た
行
為
を
含
み
持
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
く
行
程
す
べ
て
が
「
建
立
」
と
い

う
営
み
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

神
話
の
制
作
行
為
は
、
近
代
の
創
作
概
念
と
同
じ
も
の
を
指
す
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

道
場
を
建
立
し
、
本
尊
を
建
立
し
、
文
字
を
建
立
し
、
身
体
や
宗
教
を

建
立
す
る
．
：
、
こ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
想
像
を
こ
え
る
ほ
ど
の
時
間
と
実

存
を
か
け
た
建
立
す
る
と
い
う
行
為
が
、
重
層
的
な
髪
を
な
し
て
連
接
さ

れ
て
い
く
と
き
、
そ
の
過
程
の
は
て
に
、
「
霊
性
」
と
の
遭
遇
が
は
た
さ
れ
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
古
代
や
中
世
の
用
例
に
即
せ
ば
、
宗

教
的
、
文
化
的
な
多
く
の
領
域
に
か
か
わ
る
制
作
の
営
み
は
、
「
建
立
」
と

い
う
方
法
概
念
で
本
質
的
に
捉
え
な
お
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
視
点
で
中
世
神
話
（
ひ
い

て
は
神
話
学
そ
の
も
の
）
の
見
直
し
も
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

-１８-


