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│
│ 

大
林
太
良
と
ネ
リ
ー・ナ
ウ
マ
ン
の
比
較
神
話
学 

│
│

ク
ラ
ウ
ス
・
ア
ン
ト
ニ

　

ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
お
け
る
元
来
民
族
学
的
で
あ
っ
た
日
本
学
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
そ
し
て
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
コ
ッ
パ
ー

ス
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
ウ
ィ
ー
ン
学
派
民
族
学
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
一
九
二
九
年
、
民
族
学
者 

岡
正
雄
は
ウ
ィ
ー
ン

に
渡
っ
た
。
や
が
て
岡
は
、
そ
の
地
の
日
本
学
研
究
の
創
設
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
比
較
文
化
人
類
学
の
問
題

提
起
と
研
究
法
が
生
ま
れ
た
。
比
較
文
化
人
類
学
は
広
い
意
味
で
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ハ
イ
ネ
ゲ
ル
デ
ル
ン
や
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
・
エ
ー
バ
ー
ハ

ル
ト
の
よ
う
な
著
名
人
と
繋
が
り
が
あ
り
、
主
題
的
に
中
国
南
部
の
文
化
（
越
）
並
び
に
日
本
の
地
方
文
化
（
と
り
わ
け
出
雲
）
に
つ
い

て
の
観
点
と
関
連
が
あ
っ
た
。
文
化
比
較
的
主
題
複
合（１
）〝
越
―
出
雲
〞
が
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
の
当
時
の
民
族
学
的
日
本
学
研
究
と
密
接
に

関
わ
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
日
本
人
民
族
学
者
岡
正
雄
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
（
２
）。

　

と
り
わ
け
日
本
神
話
研
究
に
と
っ
て
比
較
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
効
果
的
で
あ
る
と
判
明
し
て
い
る
。
岡
正
雄
は
早
く
も
一
九
三
〇
年
代
に

ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
古
代
日
本
に
関
し
て
五
つ
の
文
化
層
に
つ
い
て
の
学
説
の
構
想
を
練
っ
て
い
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
層
は
固
有
の

経
済
形
態
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
経
済
形
態
に
組
み
込
ま
れ
た
日
本
神
話
の
総
合
複
合
体
か
ら
の
神
話
に
は
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の

で
あ
る（３
）。

　

こ
の
分
野
の
専
門
家
ら
の
間
で
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、後
に
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
の
名
で
有
名
に
な
っ
た
若
きT

usnelda Jost
（
ト
ゥ
ー

ス
ネ
ル
ダ
・
ヨ
ー
ス
ト
）
は
ウ
ィ
ー
ン
研
究
所
の
学
生
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
記
念
論
文
集
の
中
で
マ
リ
ア
・
ヴ
ェ
レ
ー

ナ
・
ブ
リ
ュ
メ
ル
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に（４
）、
ナ
ウ
マ
ン
は
ロ
ー
ラ
ッ
ハ
の
（
－
人
文
主
義
）
へ
ー
ベ
ル
・
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
で
の
高
校
卒
業

試
験
後
、
一
九
四
一
年
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
て
日
本
学
、
中
国
学
、
民
族
学
、
哲
学
を
学
ん
だ
。
学
位
論
文
『
日
本
の
信
仰
と
習
俗
に

お
け
る
馬
』
の
テ
ー
マ
決
定
に
も
か
か
わ
っ
た
ウ
ィ
ー
ン
学
派
民
族
学
の
強
い
影
響
の
も
と
、
ナ
ウ
マ
ン
は
日
本
学
研
究
の
道
へ
足
を
踏

み
入
れ
た
。
一
九
四
六
年
、
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
博
士
号
取
得
後
、
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
は
中
国
人
男
性
と
結
婚
し
数
年
に
わ
た
っ
て
中

国
に
滞
在
し
た
が
、
そ
の
間
に
も
さ
ら
に
日
本
研
究
を
進
め
た
。
一
九
四
九
年
に
は
ナ
ウ
マ
ン
は
武
田
久
吉
氏
の
著
作
『
農
村
の
年
中
行

事
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
が
刊
行
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
に
帰
国
し
て
以
来
、
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
の
研
究
は
ま
す
ま
す
日
本
の
山
神
信
仰
の
よ
う

な
宗
教
的
現
象
に
、
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
か
ら
は
日
本
神
話
に
集
中
し
た
。
こ
こ
で
ナ
ウ
マ
ン
は
、
岡
正
雄
と
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ス

ラ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
時
代
か
ら
は
っ
き
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
根
本
的
な
〝
ウ
ィ
ー
ン
学
派
の
テ
ー
マ
〞
と
繋
が
り
を
持
っ
た
。
と
り
わ
け
出

雲
神
話
の
比
較
的
研
究
と
そ
の
中
国
文
化
圏
、
特
に
越
文
化
へ
の
関
係
が
ナ
ウ
マ
ン
の
関
心
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
ナ
ウ
マ
ン
は

日
本
神
話
の
分
析
の
際
に
は
常
に
日
本
以
外
の
資
料
も
取
り
入
れ
て
比
較
し
た
。

　

か
く
し
て
日
本
の
比
較
神
話
研
究
は
ウ
ィ
ー
ン
学
派
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
先
ほ
ど
の
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
と
日
本
人
学
者
大

林
太
良
が
国
際
的
に
こ
の
研
究
の
方
向
性
を
代
表
す
る
二
人
で
あ
る
。
次
の
解
説
は
こ
の
優
れ
た
二
人
の
学
者
の
神
話
研
究
を
題
材
と
し

て
い
る
。
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は
事
例
分
析
と
い
う
手
段
を
通
し
て
総
集
成
の
個
々
の
神
話
構
成
要
素
に
本
来
の
宗
教
的
意
味
を
再
発
見
で
き
た
。
王
朝
的
な
理
由
か
ら

神
話
を
体
系
化
に
よ
っ
て
拘
束
力
の
あ
る
も
の
に
し
た
の
は
天
武
天
皇
（
六
七
三
―
六
八
六
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
天
武
天
皇
は
宗
教
的

観
点
に
お
い
て
完
全
に
仏
教
に
付
随
し
て
い
た
と
ナ
ウ
マ
ン
は
常
に
著
書
の
中
で
強
調
し
て
い
る
。
神
話
の
本
来
の
宗
教
的
特
質
は
歴
史

的
遡
及
の
枠
内
で
の
み
明
ら
か
に
な
っ
た
。
原
史
、
先
史
時
代
へ
遡
る
こ
と
は
神
話
が
ま
だ
宗
教
上
の
本
来
の
意
味
で
認
識
さ
れ
た
文
化

史
的
環
境
を
探
り
出
す
機
会
と
な
っ
た
。

　

筑
波
大
学
日
本
民
俗
学
の
宮
田
登
教
授
は
一
九
八
九
年
一
二
月
一
五
日
の
「
毎
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
の
日

本
学
に
学
ぶ
―
日
本
文
化
の
普
遍
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
寄
稿
論
文
の
中
で
日
本
の
研
究
状
況
に
顧
慮
し
て
こ
う
確
言
し
て

い
る
。〝（
ナ
ウ
マ
ン
）
女
史
独
得
の
斬
新
で
鋭
い
分
析
が
、
若
い
世
代
の
研
究
者
に
知
的
関
心
を
よ
び
起
こ
し
た
と
思
わ
れ
る
。〞（
原
文

引
用
）
し
か
し
な
が
ら
、
宮
田
教
授
の
見
解
に
よ
る
と
ナ
ウ
マ
ン
の
著
作
の
意
義
は
日
本
の
専
門
学
へ
の
肯
定
的
な
刺
激
作
用
に
限
る
も

の
で
は
な
い
。
宮
田
教
授
は
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
の
著
作
を
日
本
文
化
研
究
に
と
っ
て
の
根
本
的
意
義
の
貢
献
や
時
代
遅
れ
の
文
化
本
質

主
義
的
確
信
を
疑
問
視
す
る
も
の
と
し
て
見
て
い
る
。〝
日
本
研
究
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
共
通
の
文
化
の
核
を
発
見
で
き
る

と
い
う
彼
女
の
姿
勢
は
、
と
か
く
日
本
文
化
の
特
異
性
に
こ
だ
わ
り
が
ち
な
日
本
文
化
研
究
の
あ
り
方
の
基
本
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
え

よ
う
〞（
原
文
引
用
）。

　

日
本
学
の
民
族
学
的
傾
向
に
よ
り
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
の
研
究
が
特
徴
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
常
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
文
献
学
的
解
釈

学
の
基
礎
に
基
づ
い
て
お
り
、
日
本
を
文
化
比
較
の
見
地
に
お
い
て
追
求
す
る
か
ど
う
か
は
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
に
と
っ
て
疑
問
を
意
味

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

ナ
ウ
マ
ン
は
柳
田
國
男
の
よ
う
な
権
威
者
に
挑
む
だ
け
で
な
く
、
普
遍
的
背
景
に
お
け
る
初
期
日
本
文
化
の

包
括
を
立
証
し
た
。

　

ド
イ
ツ
語
圏
の
日
本
学
は
ご
存
知
の
よ
う
に
互
い
に
密
接
な
相
関
関
係
に
あ
る
二
種
類
の
異
な
っ
た
起
源
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い

一
　
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン

　

明
治
時
代
後
期
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
神
話
や
と
り
わ
け
日
本
紀
の
中
で
天
照
大
御
神
が
孫
邇
邇
芸
命
と
彼
の
子
孫
に
下
し
た
神

勅
が
近
代
日
本
国
家
の
精
神
的
基
礎
を
な
し
て
い
た
。
多
く
の
事
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、（
と
く
に
歴
史
批
判
的
な
意
味
で
）
神
話

の
科
学
的
な
研
究
は
神
聖
と
み
な
さ
れ
て
い
る
国
家
の
見
解
と
必
然
的
に
衝
突
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
神
話
と
外
界
、
す
な
わ
ち

大
陸
本
土
と
南
の
島
々
の
伝
承
と
の
繋
が
り
を
示
す
証
拠
は
日
本
が
〝
神
国
〞
で
あ
る
と
い
う
教
義
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

戦
後
始
ま
っ
た
自
由
な
学
術
的
神
話
研
究
の
啓
蒙
的
な
影
響
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
日
本
民
族
と
そ
の
支
配
者
一
族
の
起
源
に
つ
い

て
の
教
義
上
の
学
説
の
代
わ
り
に
、
極
め
て
複
雑
で
歴
史
的
に
遠
く
段
階
づ
け
ら
れ
た
民
族
発
生
過
程
が
あ
っ
た
と
い
う
見
解
が
世
に
出

て
き
た
。
日
本
文
化
の
起
源
は
そ
の
誤
っ
た
虚
構
か
ら
解
き
放
た
れ
、
東
ア
ジ
ア
史
だ
け
で
な
く
人
類
全
体
の
総
体
関
係
の
中
に
据
え
ら

れ
た
。

　

比
較
分
析
に
よ
っ
て
、
神
話
総
集
成
の
う
ち
の
か
つ
て
の
独
立
し
た
神
話
群
の
存
在
が
証
明
さ
れ
た
。
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
日
本
文

化
自
体
が
本
来
異
質
な
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

ナ
ウ
マ
ン
先
生
は
広
範
囲
に
わ
た
る
日
本
民
俗
学
と
宗
教
史
、
特
に
日
本
神
話
の
研
究
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
て
歴
史
的
見
地
に
立
っ

た
。
ナ
ウ
マ
ン
の
見
解
は
そ
の
時
々
の
時
代
に
即
し
た
伝
承
現
象
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
伝
承
現
象
を
不
滅
の
い
わ
ば
形
而
上

学
的
に
見
え
る
普
遍
的
日
本
文
化
の
証
拠
と
見
な
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
ナ
ウ
マ
ン
は
文
化
発
生
に
お
け
る
変
遷
の

事
実
を
明
確
に
示
し
た
。
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
の
極
め
て
徹
底
的
に
調
査
さ
れ
た
日
本
神
話
資
料
は
文
化
が
発
展
し
常
に
変
化
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
。
八
世
紀
の
国
家
神
話
に
お
け
る
政
治
的
背
景
が
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
ナ
ウ
マ
ン
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残
念
な
が
ら
早
く
に
亡
く
な
ら
れ
た
が
、
当
時
東
京
大
学
民
俗
学
の
教
授
だ
っ
た
大
林
太
良
は
日
本
の
戦
後
研
究
に
お
い
て
批
判
的
文

化
比
較
的
研
究
法
の
構
成
の
際
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
大
林
先
生
は
自
身
の
比
較
研
究
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
っ
て
今
日
の
日
本
の
研

究
に
大
い
な
る
影
響
を
与
え
た
。
一
九
八
六
年
、
大
林
は
自
身
の
最
も
重
要
な
論
文
を
厳
選
し
た
論
集
『
神
話
の
系
譜　

日
本
神
話
の
源

流
を
さ
ぐ
る（６
）』
を
出
版
し
た
。
そ
れ
は
彼
の
研
究
と
日
本
神
話
に
つ
い
て
の
彼
の
考
察
の
方
法
論
的
基
礎
に
お
い
て
の
見
通
し
が
立
つ
も

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
大
林
は
日
本
神
話
の
起
源
に
関
す
る
自
身
の
根
本
的
な
考
察
を
表
明
し
、
首
尾
一
貫
し
て
自
身
の
根
本
的
著
作
一
九
六
一
年
に

出
版
さ
れ
た
『
日
本
神
話
の
起
源
』
で
始
め
た
道
を
突
き
進
ん
で
い
る（７
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
一
九
八
五
年
の
神
話
の
理
論
に
つ
い
て
の
論
集
の
中
で
依
然
と
し
て
通
時
的
に
研
究
し
て
い
る
歴
史
地
理
学

的
研
究
法
は
一
九
世
紀
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
非
歴
史
的
研
究
法
が
そ
の
後
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
ア
ラ
ン
・

ダ
ン
デ
ス
の
よ
う
な
他
の
執
筆
者（８
）に

ひ
き
か
え
、
大
林
は
徹
底
的
な
資
料
と
主
題
研
究
の
領
域
に
お
い
て
歴
史
的
、
そ
し
て
地
理
学
的
な

繋
が
り
の
解
明
へ
の
道
を
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
法
は
日
本
神
話
の
複
雑
な
構
造
を
見
極
め
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
適
切

な
歴
史
的
、
地
理
学
的
背
景
か
ら
個
々
の
神
話
構
成
要
素
を
理
解
す
る
手
段
を
研
究
者
ら
に
提
供
し
た
。

　

大
林
は
自
身
の
非
常
に
包
括
的
で
詳
細
な
著
作
『
神
話
の
系
譜 

日
本
神
話
の
源
流
を
さ
ぐ
る
』
を
後
書
き
で
締
め
く
く
っ
た
。
そ
こ

で
大
林
は
自
身
の
研
究
活
動
の
中
心
問
題
に
つ
い
て
の
概
要
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
日
本
神
話
が
様
々
な
地
理
的
、
そ
し
て

文
化
的
起
源
の
構
成
要
素
を
示
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
縄
文
時
代
の
遺
物
と
並
ん
で
焼
畑
耕
作
民
文
化
に
由
来
す

る
神
話
と
神
話
構
成
要
素
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
起
源
は
南
中
国
に
あ
り
、
縄
文
時
代
後
期
に
日
本
に
伝
来
し
た
。
同
様
に
中
国
南
部

が
拡
散
の
中
心
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
林
は
し
ば
し
ば
話
題
に
の
ぼ
る
海
幸
山
幸
神
話（９
）の

よ
う
な
他
の
神
話
を
弥
生
時
代

と
関
係
づ
け
て
考
え
、
そ
の
起
源
を
南
方
、
と
り
わ
け
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
の
領
域
に
見
て
い
る
。
最
も
似
通
っ
た
類
例
が
朝
鮮
に

る
。
一
方
は
民
族
学
に
分
類
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
ウ
ィ
ー
ン
学
派
、
も
う
一
方
は
日
本
の
国
学
と
の
直
接
的
な
共
通
点
を
指
摘
す
る
大
多
数

の
文
献
歴
史
学
に
基
づ
く
学
派
で
あ
る（５
）。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
私
の
考

え
で
は
ナ
ウ
マ
ン
の
著
作
を
評
価
す
る
上
で
こ
の
方
法
論
的
公
理
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
は
彼
女
の 

テ
ー
マ
か
ら
近
年
の
政
治
的
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
な
議
論
の
中
心
に
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
ま
も
な
く
ナ
ウ
マ
ン
は
初
め
て
原
史
と
日
本
の
神
話
に
関
す
る
論
文
を

ド
イ
ツ
語
圏
内
で
発
表
し
た
。
終
戦
ま
で
の
ほ
ん
の
数
年
前
、
日
本
と
ド
イ
ツ
が
公
式
に
神
聖
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
と
全
て
に
お
い
て

全
く
対
照
的
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
論
文
で
あ
っ
た
。
国
学
の
伝
統
に
合
わ
せ
た
民
族
主
義
的
な
日
本
宗
教
史
の
解
釈
に
対
し
て
の
誘

惑
に
惑
わ
さ
れ
な
い
、
唯
一
実
行
で
き
る
手
段
が
ナ
ウ
マ
ン
に
は
あ
っ
た
。
原
典
資
料
を
調
べ
る
こ
と
、
解
釈
学
的
比
較
、
す
な
わ
ち
史

料
批
判
的
に
分
析
す
る
こ
と
、
そ
の
際
に
い
つ
も
物
質
文
化
の
人
工
遺
物
と
日
本
以
外
の
比
較
領
域
に
も
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

明
治
時
代
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
主
題
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
浸
透
次
元
は
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
の
著
作
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。

〝
日
本
神
話
〞
こ
れ
は
彼
女
に
と
っ
て
謎
に
満
ち
た
国
体
構
築
の
手
段
で
は
な
く
、
た
だ
歴
史
的
史
料
批
判
の
手
段
を
用
い
て
比
較
研
究

す
べ
き
日
本
原
史
の
部
分
領
域
を
意
味
し
た
。
こ
の
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
浸
透
に
抵
抗
す
る
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
ナ
ウ

マ
ン
の
学
術
著
作
の
中
の
普
段
な
ら
ば
か
ろ
う
じ
て
納
得
で
き
る
衝
撃
性
が
明
ら
か
に
な
る
。

二
　
大
林
太
良
と
日
本
神
話
の
起
源 

　

大
林
太
良
先
生
の
研
究
も
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
重
要
な
影
響
を
受
け
た
。
一
九
五
九
年
、
彼
は
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
博
士
論
文
を
提
出
し
、

引
き
続
き
比
較
神
話
研
究
の
方
向
で
研
究
を
進
め
た
。
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れ
は
結
局
は
日
本
文
化
す
な
わ
ち
日
本
民
族
自
体
が
本
来
異
質
な
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
日
本
民

族
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
根
差
し
た
民
族
的
、
文
化
的　
〝
同
質
性
〞 

の
考
え
は
水
稲
耕
作
が
日
本
文
化
唯
一
の
根
幹
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
公
理
的
な
根
本
的
確
信
と
同
様
に
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

純
粋
な
学
術
性
に
よ
っ
て
啓
蒙
義
的
な
影
響
を
与
え
る
過
程
に
お
い
て
前
述
の
研
究
者
、
ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
と
大
林
太
良
は
非
常
に

重
要
で
あ
る
。

　

以
上
で
私
の
発
表
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

注（
１
）Bernhard Scheid: „O

ka M
asao, die W

iener K
ulturkreislehre und die Gründung des Japan Instituts der U

niversität W
ien

〝（
未
刊
の
講
義
用
原
稿
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
〇
日
）、Pauly 1980

、A
ntoni 2001

参
照
。
岡
正
雄
が
戦
時
中
に
担
っ
た
役
割
に
つ
い
て

D
oak 2001

参
照
。

（
２
）
日
本
文
化
発
展
に
お
け
る
越
文
化
の
影
響
に
つ
い
てPauly 1980

、65‒66

、
82
、90‒91

、
94
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
３
）
岡　

一
九
六
六
、Pauly 1980

、62‒64

ペ
ー
ジ
参
照
。

（
４
）A

ntoni &
 Blüm

m
el 1993

、13‒14

ペ
ー
ジ
参
照
。

（
５
）Linhart 1993

参
照
（
特
に
〝Gibt es eine teutonische und eine austriazistische Japanologie?

〞、13‒34

ペ
ー
ジ
）。

（
６
）
こ
の
論
集
に
つ
い
て
の
論
評
と
梗
概A

ntoni 1988

参
照
。

（
７
）
二
〇
世
紀
の
七
〇
年
代
に
お
い
て
大
林
の
日
本
神
話
の
系
譜
へ
の
当
初
の
関
心
は
一
時
的
に
表
舞
台
か
ら
退
い
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
大
林

は
日
本
神
話
全
体
の
体
系
の
隠
れ
た
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
、
よ
り
共
時
的
傾
向
の
総
合
視
点
に
目
を
向
け
た
。
こ
の
研
究
法
の
方
針
を

お
い
て
見
ら
れ
る
王
権
神
話
の
複
合
体
を
大
林
は
古
墳
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
類
例
を
朝
鮮
半
島
の
支
配
者
層
と
日
本
の
天
皇

家
と
の
深
い
繋
が
り
を
示
す
証
拠
と
見
て
い
る
。
大
林
の
考
察
に
よ
る
と
、
神
話
の
資
料
と
モ
チ
ー
フ
の
世
界
的
な
拡
散
に
お
け
る
要
所

は
中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
大
林
は
ユ
ー
ラ
ジ
ア
大
陸
の
高
度
文
化
の
神
話
と
多
く
の
日
本
神
話
に
緊
密
な
繋
が
り
が

あ
る
と
い
う
自
身
の
信
念
を
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
付
け
加
え
て
、
大
林
は
い
ま
だ
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
自
己
分
離
か
ら
の

日
本
神
話
の
解
放
へ
の
方
向
で
重
要
な
進
出
を
企
て
て
い
る
。

　

日
本
神
話
に
お
け
る
朝
鮮
、
中
国
南
部
、
も
し
く
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
構
成
要
素
の
解
明
が
厳
密
に
学
術
的-

古
代
研
究
的
関
心
か
ら

だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
現
代
日
本
の
伝
統
的
な
自
己
理
解
に
直
接
触
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
の
歴
史
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

ご
存
知
の
よ
う
に
、
明
治
時
代
後
期
か
ら
一
九
四
五
年
の
崩
壊
ま
で
神
話
、
特
に
古
事
記
に
記
さ
れ
た
神
話
が
近
代
日
本
の
天
皇
制
の

精
神
的
基
盤
で
あ
っ
た
。
日
本
の
〝
国
体
）
10
（

〞
の
あ
ら
ゆ
る
比
較
か
ら
解
放
さ
れ
た
比
類
な
さ
れ
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
た
だ
ひ
た
す
ら

八
世
紀
の
資
料
に
お
け
る
伝
承
神
話
の
証
言
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
り
わ
け
比
較
文
化
史
の
意
味
で
、
か
の
神
話
の
学
術
的
研
究
は
必
然
的
に
こ
の 

神
聖
と
し
て
み
な
さ
れ
た
国
家
理
解
と
衝
突
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
在
来
の
神
話
か
ら
大
陸
本
土
あ
る
い
は
南
の
島
々
の
伝
承
へ
の
繋
が
り
を
示
す
あ
ら
ゆ
る
証
拠
は
戦
前
日
本
の
〝
神

国
〞
で
あ
る
と
い
う
教
義
を
揺
る
が
し
た
。

　

戦
後
に
始
ま
っ
た
自
由
な
学
術
的
神
話
研
究
の
脱
構
築
的
啓
蒙
的
な
影
響
は
評
価
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
民
族
と

そ
の
支
配
者
一
族
の
起
源
に
つ
い
て
の
独
断
的
な
学
説
の
代
わ
り
に
、
極
め
て
複
雑
で
歴
史
的
に
段
階
づ
け
ら
れ
た
民
族
形
成
の
過
程
の

考
察
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
日
本
文
化
の
起
源
は
そ
の
誤
っ
た
隔
離
か
ら
解
放
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
く
人
類
史
全
体
の
総
体
関

係
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
比
較
分
析
に
よ
っ
て
、
神
話
総
集
成
の
う
ち
の
か
つ
て
の
独
立
し
た
神
話
群
の
存
在
が
証
明
さ
れ
た
。
そ
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示
す
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
理
論
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
メ
ジ
ル
に
よ
る
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
印
欧
）
神
話
の
三
機
能

構
造
へ
の
理
論
的
な
発
言
は
大
林
と
神
話
学
者
の
吉
田
敦
彦
に
と
っ
て
重
要
性
が
あ
っ
た
。
二
人
は
こ
の
三
機
能
構
造
の
根
本
的
特
質
が
日
本
神

話
に
お
い
て
も
現
実
化
す
る
と
み
て
い
た
が
、
後
に
大
林
は
『
神
話
の
系
譜 

日
本
神
話
の
源
流
を
さ
ぐ
る
』
の
中
で
過
去
の
寄
り
道
を
批
判
的
に

振
り
返
り
は
っ
き
り
と
自
身
の
本
来
の
見
地
の
正
当
性
を
強
調
し
て
い
る
（
大
林
一
九
八
六
、三
三
九
ペ
ー
ジ
）。

（
８
）A

ntoni 1986
参
照
。

（
９
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こ
の
神
話
に
つ
い
てSchaum

ann 1980

参
照
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ntoni 1998

参
照
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