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自然界における永久運動の構想
−ヴィエスワフ・コタンスキ著『日本の神々の遺産』意訳・その３−

松　井　嘉　和＊

Imagining the Framework of Eternal 
Movement in the World

Yoshikazu Matsui＊

Abstract
　The late Dr. Wiesław KOTAŃSKI （1915-2005） at Warsaw University in 
Poland has been studied in the KOJIKI throughout his life-time. This paper is 
free translation from the fragment, the first paragraph in Chapter 3 of partⅡ of 
his main work entitled ”Dziedzictwo Japońskich Bogów”（Heritage kept in the 
Japanese Deities）．
　He insisted that the messages for the better life, which might be meaningful 
even in the modern world, are left in the KOJIKI could be found by analyzing 
the epithet of the deities appeared in the KOJIKI. And he anlysed in this 
paragraph the meaning and the function of the Dieties, Takamimusufi and 
Kamimusufi, appeared seccondly in the KOJIKI.
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自然界における永久運動の構想−ヴィエスワフ・コタンスキ著『日本の神々の遺産』意訳・その３−

は
じ
め
に　

訳
者
よ
り

　

本
稿
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
日
本
研
究
の
今
日
の
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た
故

ヴ
ィ
エ
ス
ワ
フ
・
コ
タ
ン
ス
キ
博
士
（
一
九
一
五
〜
二
〇
〇
五
）
の
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
『
古
事
記
』
の
解
読
の
集
大
成
で
あ
る“D

ziedzictw
o 

Japońskich Bogów
”

（
日
本
の
神
々
の
遺
産
）
の
一
節
を
、同
博
士
の
『
古

事
記
』
の
解
読
つ
ま
り
そ
の
『
古
事
記
』
の
理
解
を
紹
介
す
べ
く
、
意
訳
し

て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
書
の
概
要
は
、
本
紀
要
第
二
十
四
巻
第
二
号

に
発
表
し
た「
す
べ
て
は
混
沌
か
ら
始
ま
る
」の「
は
じ
め
に
」で
記
述
し
た
。

そ
の
翻
訳
は
、
第
Ⅱ
部
第
二
章
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
本
紀
要
の
第
二
十
五

巻
第
二
号
に
は
、
同
書
の
第
Ⅲ
部
第
一
章
「
太
陽
神
統
治
体
制
の
基
盤
の
生

成
」
の
部
分
を
意
訳
し
て
紹
介
し
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
に
続
く
紹
介
で
、
同

書
の
第
Ⅱ
部
第
三
章
で
あ
る
。

　

意
訳
と
し
た
の
は
、
同
書
の
文
体
と
内
容
は
思
弁
的
な
深
み
と
諧
謔
に
溢

れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
も
決
し
て
単
純
明
快
な
も
の
で
は
な
い
よ
う

で
、
そ
の
香
り
を
日
本
語
で
再
現
す
る
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
、
独
特
の
コ
タ

ン
ス
キ
博
士
の
『
古
事
記
』
の
解
釈
を
紹
介
す
る
こ
と
を
最
優
先
と
し
て
、

そ
れ
を
日
本
語
で
表
現
す
べ
き
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
同
博
士
の
『
古
事

記
』
研
究
の
日
本
へ
の
紹
介
役
を
任
じ
て
い
る
訳
者
は
、
従
来
、
同
博
士
の

使
用
し
て
い
な
い
表
現
を
訳
文
に
入
れ
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
い
た
が
、
そ
れ

で
は
、
と
も
す
る
と
奇
異
と
す
ら
映
じ
る
同
博
士
の
解
釈
を
伝
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
直
し
て
、
表
現
を
再
現
す
る
こ
と
よ
り
も
、
い
わ
ゆ
る
表

現
の
意
図
を
解
説
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
日
本
語
を
綴
る
こ
と
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
訳
文
中
で
解
説
し
得
な
い
と
こ
ろ
は
訳
注
を
付
し
た
。

第
Ⅱ
部　



第
３
章　

自
然
界
に
お
け
る
永
久
運
動
は
ど
の
よ
う
に
構

想
さ
れ
た
の
か

Ⅱ
．
３
．
Ａ
．
物
質
の
生
命
力
の
始
原

　

神
道
の
よ
う
な
多
神
教
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
分
野
が
十
分
に
区
別
さ

れ
て
い
る
数
百
も
の
神
々
が
検
討
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
強
風
、
雨
、
河
、

山
々
、
食
物
等
々
の
神
々
は
、
他
の
神
々
の
力
が
及
ぶ
領
域
の
中
で
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
自
身
が
担
う
世
界
の
範
囲
を
超
え
て
ま
で
気
遣

う
こ
と
は
せ
ず
に
、
自
分
自
身
の
行
動
範
囲
の
こ
と
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
そ
の
神
々
の
体
系
に
階
層
構
造
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
体
系
で
は
よ
り
高
い
地
位
と
さ
れ
る
神
が
、
互
い
に
抗
争
す

る
よ
う
な
状
態
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
配
下
の
神
々
の
働
き
を
調
整

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
体
系
は
指
示
系
統
の
関
係
で
は
な
い
と
言
え

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
神
は
独
自
に
責
任
を
担
う
任
務
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
体
系
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
神
話
の
場
面
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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な
お
考
察
す
べ
き
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

永
続
す
る
混
沌
の
領
域
（
タ
カ
マ
ガ
ハ
ラTakam

agafara

）
に
は
、「
現

実
世
界
の
始
原
に
お
い
て
、
そ
の
限
定
の
無
い
世
界
の
中
で
混
沌
が
保
た
れ

て
い
る
地
域
に
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
で
も
生
命
力
の
解
体
と
無
化
と
に
尽
力

す
る
主
」
で
あ
る
ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ’Am

anöm
inakanusi

と
い

う
一
柱
の
神
だ
け
が
ま
ず
は
じ
め
に
見
ら
れ
る
。
疑
い
も
な
く
、
こ
の
混
沌

の
領
域
は
こ
の
神
が
管
轄
者
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
神
は
物
質
の
要

素
が
分
散
し
て
い
る
状
態
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
役
割
が
あ
り
、
物
質

が
統
合
し
て
活
性
化
し
て
い
く
傾
向
に
対
抗
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
も
し
そ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
こ
の
神
は
、
当

然
の
こ
と
と
し
て
、
破
滅
と
悲
劇
の
統
括
者
と
し
て
の
本
性
の
一
面
を
も
っ

て
い
て
、
新
し
い
発
展
の
仕
事
を
担
う
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
（
訳
注
１
）。

し
か
も
、
こ
の
神
の
宇
宙
生
成
論
上
の
使
命
は
、
そ
の
名
称
の
中
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
普
遍
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
に
混
沌
状
態

を
広
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
最
初
の
神
は
も
っ
ぱ
ら
自
然
界

の
無
秩
序
の
増
大
を
意
図
的
に
目
指
す
こ
と
を
役
割
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ

の
神
の
働
き
は
、
神
話
の
中
の
過
去
の
出
来
事
な
の
だ
が
、
現
在
の
現
実
世

界
を
考
え
る
と
、
今
日
も
そ
の
神
が
働
く
状
態
は
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
。

　

日
本
の
神
々
の
体
系
の
次
の
段
階
は
、
混
乱
の
克
服
つ
ま
り
秩
序
化
を
推

進
さ
せ
、物
資
を
組
織
化
さ
せ
、そ
の
進
展
を
支
え
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
仕
事
を
支
え
る
神
々
が
、
対
抗
者
の
た
め
に
排
除
と
撤
退
を
強
い
ら
れ

る
場
合
も
あ
り
得
る
状
態
が
、
時
の
経
過
の
中
で
、
今
日
ま
で
も
続
い
て
来

て
い
る
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
原
文
で
は
、
こ
れ
ら
の
神
々
は
、
ま
た
、

字
義
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
「
身
を
隠
し
た
」「
身
が
隠
れ
た
状
態
に
あ
る
」

と
な
る m

ï-w
o kakusim

asiki

ミ
ヲ
カ
ク
シ
マ
シ
キ 

あ
る
い
は kakurim

ï- 
nariki

カ
ク
リ
ミ
ナ
リ
キ 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の「
身
」と
は
も
っ
ぱ
ら「
自

分
で
隠
れ
る
」
と
い
う
表
現
で
の
再
帰
代
名
詞
の
役
割
を
し
て
い
る
。
さ
ら

に
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
我
々
は
何
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自
由

な
翻
訳
の
立
場
に
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
辞
書
の
説
明
の
判
断
通
り

に
「
そ
こ
で
隠
家
か
ら
の
行
動
が
始
ま
っ
た
」
あ
る
い
は
「
秘
密
の
行
動
が

始
ま
っ
た
」
と
、
使
わ
れ
た
漢
字
に
即
し
た
理
解
を
す
べ
き
と
こ
ろ
と
な
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
分
散
、
拡
散
、
不
安
定
、
非
体
系
化
へ

の
傾
向
が
神
話
の
中
と
と
も
に
生
活
の
中
で
も
い
ま
だ
に
生
起
し
て
い
て

も
、
こ
の
主
人
公
の
任
務
と
行
動
は
秘
密
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
が
皆
に
知
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、「
隠
身
」
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
で
二
番
目
と
三
番
目
に
出
現
し
て
い
る
神
の
名
は 

Takam
im

usufi

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ 

と Kam
ïm

usufi

カ
ミ
ム
ス
ヒ 

で
（
こ
の

神
々
は
し
ば
し
ば 

タ
カ
ミ
ム
ス
ビ 

と 

カ
ム
ム
ス
ビ 

と
い
う
形
で
示
さ
れ

る
）、
こ
の
神
の
出
現
は
、
時
が
す
で
に
新
し
い
神
聖
顕
現
の
段
階
に
入
っ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
名
の
同
一
の
末
尾
で
あ
る -m

usufi

ム
ス

ヒ 

は
こ
の
両
神
を
同
時
平
行
で
検
討
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
だ

が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
二
神
を
そ
れ
ぞ
れ
に
区
別
す
れ
ば
よ
い
か
と
い

う
解
決
す
べ
き
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
敬
意
や
崇
拝
や
尊
敬
を
示
し
て
い

る
「
賛
美
の
接
頭
辞
」
と
さ
れ
る
タ
カ
ミ
と
カ
ミ
の
部
分
が
異
な
っ
て
い
る

こ
と
に
ひ
た
す
ら
注
目
し
て
重
視
す
る
伝
統
が
支
配
し
て
い
る
が
、
こ
の
二

神
に
付
さ
れ
て
い
る
役
割
つ
ま
り
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
独
特
の
恩
寵
を
示
す

た
め
に
は
、
両
神
の
宇
宙
生
成
論
上
の
役
割
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
神

の
本
性
が
分
か
り
、
そ
の
役
割
の
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
最
初
に
「
高
く
て
神
々
し
い
」（takam

i

タ
カ

ミ
）
と
書
か
れ
て
い
る
神
が
出
現
し
、そ
の
す
ぐ
後
に
「kam

ï, kam
u 

カ
ミ
」

の
名
の
神
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
惹
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
神
が『
古

事
記
』
に
出
現
し
て
い
る
順
序
は
、
カ
ミ
と
い
う
名
を
も
つ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
よ

り
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
方
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
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れ
な
い
。
神
々
の
体
系
に
お
け
る
両
神
の
重
要
性
に
お
け
る
出
現
順
序
の
示

す
意
味
は
、
今
ま
で
、
注
意
を
向
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
研
究
に
と
っ

て
好
ま
し
い
情
況
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

普
通
は
、
新
し
く
現
れ
た
神
は
そ
れ
ぞ
れ
宇
宙
創
成
活
動
の
新
し
い
段
階

を
示
し
て
い
る
の
で
、
一
対
の
神
々
が
同
時
に
初
め
て
出
現
し
た
場
合
は
、

そ
の
よ
う
な
段
階
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
神
話
的
な
形
の
二

神
は
、原
典
の
中
で
、出
現
時
点
で
は
単
立
の
神
（fitöri-gam

ï

ヒ
ト
リ
ガ
ミ
）

と
し
て
の
特
質
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
単
立
の
神
と
は
、
対
で
は
な
く
て
、

た
だ
一
人
で
行
動
し
、
個
人
に
課
せ
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
任
務
を
遂
行

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
何
は
と
も
あ
れ
、
互
い
に
関
係
な
く
独
立
し
て

い
る
存
在
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
神
話
の
作
成
者
は
こ
の
両
神

を
対
の
二
神
と
し
て
関
係
づ
け
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
平
田
篤
胤 H

irata 
A

tsutane

と
い
う
日
本
の
著
名
な
思
想
家
は
、
一
八
二
五
年
ご
ろ
に
、
い
く

つ
か
の
前
提
条
件
に
基
づ
い
て
、
神
話
の
中
の Kam

ïm
usufi

カ
ミ
ム
ス
ヒ

は
女
性
の
姿
だ
と
す
る
解
釈
に
努
力
を
は
ら
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、『
古

事
記
』
の
本
文
に
反
し
て
い
て
、
認
め
が
た
い
見
解
で
あ
る
。
そ
の
平
田
篤

胤
の
よ
う
な
見
解
は
、
今
論
じ
て
い
る
二
神
が
一
対
の
男
女
の
夫
婦
神
だ
と

い
う
解
釈
を
容
認
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
あ
た
か
も ’Am

anöm
inakanusi

ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ 

の
神
の
脇
に
対
を
な
す
そ
の
生
命
力
を
も
た
ら
す
一

対
の
神
々
が
い
て
、
そ
の
神
々
の
創
造
の
力
が
発
揮
さ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
三

柱
の
姿
を
中
心
と
す
る
普
遍
的
な
世
界
観
が
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
、
と
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
明
ら
か
に
、
そ

れ
は
、「
天
の
御
中
の
主
」
と
い
う
伝
統
的
解
釈
に
加
え
、中
国
の
二
分
法
（
陰

陽in-jang

：
動
き
の
な
い
中
心
の
周
囲
に
循
環
す
る
水
滴
が
二
つ
に
様
式
化

さ
れ
た
中
国
象
徴
）
が
当
て
は
め
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

仏
教
伝
来
以
前
の
世
界
観
（
ブ
ラ
ー
フ
マ
：
遍
在
す
る
霊
魂
）
も
伴
っ
て
い

る
伝
統
的
解
釈
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
考
え
の
表
明
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
、
様
々
な
観
点
の
混
交
は
、
現
在
ま
で
も
信
奉
者
が
い
て
、
そ
の
よ
う

な
解
釈
の
ご
く
一
部
だ
け
が
、
原
典
の
本
文
の
合
理
的
な
解
釈
と
の
一
致
点

が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
ら
の
近
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
の
は
、
無

益
だ
ろ
う
。

　

m
usufi

ム
ス
ヒ 

と
は
、
多
少
と
も
さ
ら
に
正
確
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
い

の
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
、
創
造
の
何
ら
か
の
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け

が
確
実
な
真
実
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
観
念
の
表
示
の
た
め
に
使

用
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
漢
字
（
産
・
巣
・
日
）
は
、
こ
の
神
の
役
割
の
解
明

に
何
ら
有
益
な
ヒ
ン
ト
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
い
の
だ
。

　

古
代
語
の
動
詞 m

usu

ム
ス 

は
、
そ
の
意
味
は
「
伸
び
る
、
生
え
る
、
広

が
る
」
で
、「kokë m

usu

苔
む
す
：
苔
が
生
え
る
、kusa m

usu

草
む
す
：

草
が
生
長
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
主
に
苔
や
植
物
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
が
、

「
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
人
間
（m

usuko

ム
ス
コ
息
子
、m

usum
e

ム
ス
メ

娘
・
女
子
）」
と
い
う
意
味
で
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の 

m
usufi

ム
ス
ヒ
が
「
生
産
的
な
力
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
歴
史
は
少
な
く
と

も
二
百
年
以
上
も
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
。
ま
た
一
方
、
古
代
の
世
界
観
で
は
、

ム
ス
の
意
味
は
、
す
べ
て
の
存
在
に
ま
で
広
げ
て
使
わ
れ
て
い
た
。
す
べ
て

の
存
在
は
そ
れ
ぞ
れ
に
生
ま
れ
て
成
長
す
る
存
在
、
要
す
る
に
、
目
的
論
に

一
致
す
る
考
え
が
広
が
っ
て
い
て
、
物
事
は
自
然
環
境
の
条
件
と
離
れ
る
こ

と
な
い
関
係
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ム
ス
に
続
く-fi

2

ヒ 

と
い
う
部
分
は
、
世
界
の
成
長
に
影
響
を
与
え
て
い

る
何
ら
か
の
力
の
萌
芽
を
象
徴
し
て
い
る
。『
古
事
記
』
の
中
の fi

2

ヒ
日
（
太

陽
、
光
）
と
い
う
意
味
の
漢
字
に
基
づ
い
て
何
ら
か
の
陽
光
が
そ
の
能
力
に

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
の
解
釈
に
は
、
疑
問
が
あ
る
。

そ
の
漢
字
の
用
法
の
解
釈
に
際
し
て
、
日 fi

2 

と
い
う
声
調
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
声
調
は
、
例
え
ば
、fi-

yide

ヒ
イ
デ
秀
（
群
を
抜
く
、
抜
け
出
す
、
頂
点
を
極
め
る
）
と
い
う
語
を
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構
成
す
る
声
調
の fi

2 

と
い
う
形
態
素
と
同
一
視
で
き
て
、
そ
の fi

2 

は
、fo

2 

秀
（
極
地
、最
良
の
部
分
、長
所
、価
値
、美
点
、名
誉
、威
厳
、偉
大
さ
等
々
）

で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、「
頭
、
長
上
、
上
役
、
管
轄
者
、
主
人
」
の
意
味

の nusi

ヌ
シ 

主 

あ
る
い
は w

usi

ウ
シ 

大
人 

だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
神
々
の

直
前
に
出
現
し
た
神
の
名
ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
と
近
似
性
が
あ
る
。
も
う
一

つ
の
可
能
性
は
、
こ
の fi

2 

ヒ 

が
秘
「
隠
れ
る
、
暗
闇
に
い
る
、
遮
光
さ
れ

て
い
る
、
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
な
り
、
そ
れ
だ
か
ら
聖
霊
な
の
か
も

し
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
解
釈
は
、
と
も
す
る
と
恣
意
的
結
果

に
な
り
か
ね
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
あ
れ
、
今
後
、
本
書
の
研
究
で

継
続
し
て
活
用
し
て
い
く
。

　

そ
の
活
用
と
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。fi

2 

は
、w
ufi

2+fi
2

（
冒
頭
に
ウ

が
補
足
さ
れ
る
） ; fi

2+fi
2 

→f+fi
2 

→ fi
2 

と
生
成
し
、
意
味
は
、「
始
原
を
も

た
ら
す
聖
霊
、
初
め
を
作
り
出
す
者
、
基
礎
か
ら
の
創
造
を
主
導
す
る
者
」

と
な
り
、
そ
こ
か
ら
「
原
初
の
発
生
者
、
原
創
造
者
」
と
な
り
、
そ
れ
は
ま

た
、yi 2fi

1+fi
2

→fi
1+fi

2

→f-fi
2

→fi
2 

と
い
う
短
縮
化
が
な
さ
れ
て
、「
呼
び
起

こ
し
、
解
放
し
て
魅
了
さ
せ
る
聖
霊
」
と
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
お
そ
ら
く
、

w
ufi 

は yifi 

と
同
系
で
あ
り
、類
似
の「
引
き
起
こ
す
、〜
か
ら
自
由
に
な
る
」

つ
ま
り
「
初
め
を
も
た
ら
す
、
原
因
を
出
現
さ
せ
る
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

今
論
じ
て
い
る
二
神
は
、m

usu 

ム
ス 

と
い
う
生
気
の
最
初
の
発
動
を
担

う
聖
霊
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
名
の
最
後
の
言
葉
ヒ
は
、
神

道
の
神
々
は
十
分
に
具
体
的
だ
と
理
解
す
べ
き
だ
か
ら
、m

usufi

ム
ス
ヒ 
と

は
、「
生
え
上
が
る
、
結
合
し
て
繁
殖
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
感
化
し
合
う
」

と
い
う
意
味
を
も
つ
語
の
具
体
的
な
目
的
論
的
意
味
を
考
え
る
と
、
物
質
の

中
に
あ
る
生
命
力
の
徴
候
を
認
知
さ
せ
る
こ
と
を
実
現
さ
せ
る
役
割
を
物
質

の
レ
ベ
ル
で
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
神
道
の
歴
史
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
自

然
現
象
の
中
に
現
れ
て
い
て
自
然
の
神
と
さ
れ
て
い
る
目
に
見
え
い
な
い
力

が
原
因
と
な
っ
て
、
世
界
に
存
在
す
る
物
事
の
活
性
化
が
太
古
か
ら
認
知
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
周
知
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
現
在
は
、
古
代
人
は
現
実
存

在
の
最
も
普
遍
的
な
根
本
原
因
を
も
っ
ぱ
ら
こ
の
二
神
に
帰
し
て
い
た
、
と

す
る
考
察
が
広
ま
っ
て
い
る
。
物
質
の
始
動
が
す
で
に
起
こ
さ
れ
た
時
以
降

は
、
も
う
そ
の
原
初
の
胎
動
は
用
が
な
く
な
っ
て
い
た
。『
古
事
記
』
の
本

文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
柱
の
「
創
始
者
」
は
、
姿
を
隠
し
、
混

沌
の
神
で
あ
る
天
之
御
中
主
神
と
同
じ
よ
う
に
、
関
与
の
必
要
が
は
っ
き
り

す
る
場
合
に
の
み
側
面
か
ら
行
動
す
る
こ
と
が
確
実
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
神
話
か
ら
結
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
々
の
力
は
、
地
上
の
環

境
に
応
じ
て
、
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

Ⅱ
．
３
．
Ｂ
．
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
・
カ
ミ
ム
ス
ヒ

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
柱
の
神
霊
を
理
解
す
る
た
め
に
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け

れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
な
神
々
の
属
性
を
明
示
す
る
は
ず
の
位
置

に
置
か
れ
る
接
頭
辞
だ
け
を
根
拠
に
、
そ
の
二
神
の
属
性
を
区
別
す
る
こ
と

は
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
八
四
年
の
段
階
で
私
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
を
「
高
所
に
あ
っ
て
使
命
を
完
遂
す
る
仕
事
を
始
め
る
意
図
を
も
っ
た
長

上
者
」
と
理
解
し
た
。
そ
れ
は
、
二
神
の
語
末
の m

usufi

ム
ス
ヒ 

に w
um

i

ウ
ミ 

と
い
う
形
態
素
を
認
め
て
、そ
れ
を
「
埋
」
の
意
味
だ
と
理
解
し
、い
っ

そ
う
軽
い
物
質
が
高
い
地
帯
に
集
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
違
い
な
い

と
理
解
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、w

um
i 1 

の
声
調
が
原
典

に
あ
る
語 ta

1 ka
2 m

i 2 

と
調
和
が
と
れ
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。そ
こ
で
、

二
年
後
に
、
そ
れ
を ta

1ke
2+’a

1m
i 2+m

i 2

→tak-am
-m

i 

→takam
i 

（taka

高 m
i

霧
）
つ
ま
り
「
高
所
に
霧
雨
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
意
味
だ
と
修
正

し
た
。
こ
の
新
解
釈
は
、
ま
た
、
内
容
面
か
ら
も
容
認
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

な
ぜ
な
ら
、
高
い
所
は
、
霧
深
く
覆
わ
れ
た
空
で
細
か
い
水
滴
の
落
下
が
発

生
す
る
と
こ
ろ
だ
想
定
さ
れ
る
し
、
そ
う
考
え
る
と
き
に
、
空
や
霧
の
関
連

で
、
ラ
テ
ン
語
の
雲
の
意
味
の nebula 

や nubes 

や
ド
イ
ツ
語
の
霧
の
意
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味
の N

ebel 

と
い
う
語
と
の
語
源
的
な
関
連
性
が
、私
に
は
思
い
出
さ
れ
て
、

高
所
と
霧
と
を
関
連
づ
け
る
こ
と
の
合
理
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

宇
宙
生
成
の
筋
書
き
に
、
こ
の
「
液
体
、
水
」
と
の
か
な
り
早
い
時
点
で

の
関
連
性
を
復
元
さ
せ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
生
じ
る
。
詳
細
な
点
は
と
り
あ

え
ず
考
慮
し
な
い
で
、「
結
び
つ
け
ら
れ
る
、
つ
な
が
っ
て
い
る
、
統
合
す
る
、

統
一
し
て
い
る
」
等
々
の
意
味
と
し
て
の
構
成
要
素 ’a

1m
i 2

（
編
）
を
想
定

す
れ
ば
、
一
層
の
概
括
的
な
理
解
が
得
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、Takam

i-
m

usufi 

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
使
命
に
つ
い
て
の
一
層
蓋
然
性
の
あ
る
説
明
が

得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
説
明
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
語
構
成
が 

takë-’am
i-m

usufi 

→tak-am
i-m

usufi 

→takam
i-m

usufi 

と
な
る
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
素
の
意
味
を
示
す
漢
字
を
当
て
る
と
高
・
編
・
霧
・
霊
で

あ
り
、
基
本
的
な
意
味
は
「
高
所
に
あ
る
物
事
を
統
一
さ
せ
る
生
命
力
を
解

き
放
つ
精
霊
」
と
な
る
。
こ
れ
に
補
語
と
な
る
客
体
を
示
す
言
葉
を
補
え
ば
、

こ
の
神
の
名
の
意
味
は w

utu-takë-’am
i-m

usufi 

→u-tak-am
i-m

usufi 

→t-takam
i-m

usufi

→takam
i-m

usufi

「
自
然
界
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る

空
に
あ
っ
て
、
生
命
力
を
発
揮
さ
せ
る
精
霊
」
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
解
釈
で
は
、「
希
薄
化
」
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
混
沌
状
態

が
間
接
的
に
認
め
ら
れ
、
分
節
さ
れ
個
別
化
さ
れ
た
要
素
が
、
結
束
や
集
団

化
や
統
合
等
々
の
天
上
地
域
へ
と
上
昇
す
る
と
い
う
体
系
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
興
味
深
い
復
元
を
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

統
合
化
の
聖
霊
と
し
て
の
こ
の
神
々
が
、
こ
の
状
態
を
創
始
さ
せ
る
者
で
あ

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

検
討
し
て
い
る
聖
霊
の
二
番
目
は Kam

im
usufi

カ
ミ
ム
ス
ヒ 

で
、
あ

る
一
定
の
方
法
で
、
前
の
神
と
対
置
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
今
こ
こ

で
、
分
離
あ
る
い
は
何
ら
か
の
そ
れ
に
関
連
し
た
種
類
の
本
性
を
予
想
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
声
調
の
原
理
を
無
視
す
る
こ
と
の
な
い
探
求
を
す

る
の
が
基
本
だ
か
ら
、
そ
れ
に
即
し
な
が
ら
、
そ
の
対
置
が
あ
る
よ
う
な

姿
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
規
則
に
則
っ
た
帰
納
的
結
論
で

あ
る
こ
と
の
証
明
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。ka

1m
i 1

（
す
で
に
分
析
し
た
も
う
一
つ
の
名 takam

i 

に
対
比
さ
れ
る
部
分
）
は 

w
u

2ki 1+kam
i 2+m

i 1 

の
三
つ
の
部
分
に
分
解
で
き
て
、w

u
2ki 1+kam

i 2+m
ï 1 

→ki-kam
-m

ï 

→k-kam
-m

ï 

→kam
i 

と
生
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
素

の
意
味
を
考
え
る
と
「
領
域
の
中
に
流
れ
動
い
て
い
る
塊
を
拡
散
さ
せ
て
い

る
」
と
な
る
。
そ
こ
で
、Kam

ïm
usufi 

カ
ミ
ム
ス
ヒ 

は
、「
地
域
の
中
で

流
動
し
て
い
る
塊
を
拡
散
さ
せ
る
生
命
力
を
放
出
す
る
聖
霊
」
と
な
っ
て
、

こ
こ
に
具
象
的
な
復
元
が
示
さ
れ
て
い
る
。
生
命
力
は
、
あ
る
程
度
の
分
散

化
が
な
さ
れ
る
「
液
状
の
物
、
流
動
す
る
塊
」
つ
ま
り
も
っ
と
細
か
な
小
部

分
に
分
解
す
る
。
そ
し
て
、
継
続
し
て
密
度
の
濃
い
塊
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
か

ら
分
か
れ
て
出
て
く
る
。
粘
性
が
あ
っ
て
凝
縮
し
て
い
て
流
動
す
る
塊
と
は

一
体
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
高
い
地
域
」
つ
ま
り
第
一
の
主
導
者
の
役
目

を
担
う
「niebos 

の
地
域
」（
大
空
）
と
対
極
に
あ
り
、「
低
い
地
域
」
つ
ま

り
天
の
下
で
単
純
に
言
え
ば
「
大
地
」
で
あ
り
、
物
質
は
ま
た
別
の
密
度
を

も
っ
て
い
て
、
非
常
に
精
密
で
凝
縮
さ
れ
て
い
て
、
風
雪
に
さ
ら
さ
れ
る
だ

け
で
、
風
化
や
拡
散
や
腐
食
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
以
外
に

も
、
こ
の
生
命
力
を
発
出
さ
せ
る
二
柱
の
神
々
の
対
置
す
る
本
性
を
明
確
に

さ
せ
る
効
果
を
も
た
ら
す
分
解
に
よ
っ
て
、
こ
の
神
々
の
意
義
が
明
ら
か
に

な
る
。
だ
が
、
こ
の
対
峙
か
ら
何
が
結
果
と
し
て
出
て
く
る
の
か
わ
か
ら
な

い
が
、
や
が
て
呈
示
さ
れ
た
こ
の
主
題
は
確
実
な
仮
説
を
導
い
て
く
れ
る
だ

ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
話
の
構
築
者
は
、
混
沌
と
し
た
地
域
を
天
と
地
と

に
区
分
す
る
こ
と
が
時
を
経
る
に
従
っ
て
実
現
さ
れ
る
た
め
に
、
物
資
を
拡

散
さ
せ
る
行
動
を
す
る
よ
う
な
生
命
力
の
あ
る
二
柱
の
聖
霊
が
宇
宙
生
成
の

た
め
に
特
定
さ
れ
た
任
務
を
完
遂
さ
せ
る
よ
う
に
早
い
時
期
か
ら
決
め
て
い

た
。
こ
の
機
会
を
通
じ
て
、物
質
と
は
、体
系
化
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
の
だ
が
、
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例
え
ば
、
よ
り
軽
い
物
質
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
定
程
度
の

階
層
化
す
る
性
格
を
そ
れ
自
身
が
も
っ
て
い
る
。
一
層
軽
い
細
か
な
物
質
は
、

ば
ら
ば
ら
に
上
方
へ
と
押
し
寄
せ
、
よ
り
重
い
物
質
は
下
方
へ
と
降
下
し
、

そ
し
て
、さ
ら
に
密
接
な
混
交
が
起
こ
っ
て
く
る
。『
旧
事
記
』（
あ
る
い
は『
旧

事
本
紀
』『
先
代
旧
事
本
紀
』「
先
の
世
代
の
昔
の
実
際
の
出
来
事
の
年
代
記
」）

と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
る
九
世
紀
の
日
本
の
年
代
記
の
冒
頭
の
部
分
で
、

例
外
的
に
こ
の
情
況
が
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
（
訳
注
２
）。

　
　

  

は
る
か
昔
の
過
去
の
自
然
（
生
命
、
根
源
）
は
、

最
初
は
混
交
し
た
状
態
（
混
沌
）
と
な
っ
て
い
た
。

天
と
地
と
は
そ
れ
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
だ
分
離

し
て
い
な
か
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
物
事
は
胚
芽
の
よ

う
な
も
の
に
混
ざ
っ
て
、
鶏
の
卵
の
中
に
流
れ
込

ん
で
い
た
。
そ
の
後
に
な
っ
て
、
清
明
な
最
初
の

元
素
が
ゆ
っ
く
り
と
上
昇
し
て
分
離
し
て
天
を
形

成
し
た
。
一
方
で
は
、
浮
い
て
い
た
物
は
、
濁
っ

て
い
て
、
自
分
の
重
さ
の
た
め
に
下
方
へ
と
落
ち

て
下
方
に
沈
殿
し
て
大
地
を
創
っ
た
。そ
の
時
に
、

大
地
（
土
台
）
が
吹
き
払
わ
れ
て
安
定
し
な
い
ま

ま
に
分
割
さ
れ
て
分
か
れ
た
。
水
の
表
面
を
遊
泳

し
て
い
る
魚
が
連
想
さ
れ
て
い
た
。
時
間
の
経
過

を
考
え
る
と
、
ま
ず
は
じ
め
に
天
が
形
成
さ
れ
、

そ
の
後
に
大
地
が
出
現
し
た
。

古
者
元
気
混
沌　

天

地
未
割  

猶
鶏
卵
子

溟
涬
含
牙　

其
後
清

気
漸
登　

薄
靡
爲
天

　

浮
濁
重
沈
淹
滯

爲
地
所　

謂
洲
壤
浮

漂
開
闢
別
割
是
也

譬
猶
游
魚
之
浮
水
上

于
時
天
先
成
而
地
後

定

こ
れ
が
天
と
地
と
の
生
起
に
つ
い
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
観
念
の
端
的
な
記

述
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』
に
即
し
て
、
さ
ら
に
も
っ
と
詳
細
に
討
し

よ
う
。
つ
ま
り
、
天
と
地
と
は
混
交
状
態
で
形
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
ま
だ
遠

い
の
だ
が
、
分
離
す
る
と
と
も
に
上
方
で
は
活
動
が
、
低
地
で
は
堆
積
が
な

さ
れ
て
、
分
裂
が
は
っ
き
り
と
際
立
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
い
っ
そ
う
重
要

な
こ
と
は
、
軽
い
小
片
が
明
る
さ
と
、
重
い
部
分
が
濁
り
や
不
透
明
と
そ
れ

ぞ
れ
同
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
に

直
面
し
た
こ
の
機
会
に
、
私
は
、
日
本
の
神
話
の
構
想
者
の
観
念
は
一
層
進

ん
で
い
て
、
重
い
軽
い
と
い
う
相
の
自
然
条
件
を
決
め
る
物
理
的
な
観
念
を

超
え
た
域
に
達
し
て
い
て
、
生
命
力
を
発
出
さ
せ
る
聖
霊
が
こ
の
自
然
条
件

を
全
く
新
し
い
体
系
に
換
え
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
。

　

混
沌
は
、
自
分
自
身
の
力
で
単
調
な
地
域
の
そ
の
後
の
発
展
を
果
た
し

て
い
っ
た
。
こ
の
後
の
部
分
で
、『
先
代
旧
事
本
紀
』Sendai-kujihonngi 

と
い
う
年
代
記
に
は
、『
古
事
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い ’Am

ëyuturufi- 
’am

anösakïri-kuniyuturufi-kuninösakïri

ア
メ
ユ
ツ
ル
ヒ
・
ア
マ
ノ
サ
キ

リ
・
ク
ニ
ユ
ツ
ル
ヒ
・
ク
ニ
ノ
サ
キ
リ
と
い
う
長
い
名
前
の
神
を
記
録
し
て

い
る
。
混
沌
の
分
離
活
動
は
、
こ
の
神
の
働
き
で
霧
が
拡
大
し
て
ど
ん
ど
ん

拡
散
し
て
い
き
、
そ
の
霧
が
蔓
延
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
混
沌
世
界
が
完

全
に
個
別
化
さ
れ
、
そ
こ
に
、
土
塊
が
拡
大
し
て
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い

き
、
そ
の
土
塊
が
が
蔓
延
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
分
離
さ
れ
た
の
で
あ

る
（
こ
れ
は
一
九
八
六
年
の
段
階
で
の
筆
者Kotański 

が
『
古
事
記
』
の
翻

訳
で
し
た
説
明
に
近
似
し
て
い
る
）。
こ
れ
は
、
形
成
さ
れ
る
前
の
物
質
が
、

生
命
力
を
発
出
す
る
二
種
の
ム
ス
ビ
の
聖
霊
が
出
現
す
る
以
前
に
、
二
種
の

質
量
と
地
域
へ
と
物
理
的
に
階
層
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
軽
量
な
状
態
は
霧
と
な
っ
て
上
昇
し
、
重
い
状
態

は
凝
縮
し
た
土
塊
と
な
っ
た
。「
生
命
力
」
が
こ
の
二
種
の
状
態
に
そ
れ
ぞ

れ
別
個
に
関
わ
っ
て
い
る
。
発
生
さ
せ
る
二
神
の
初
め
の
聖
霊
は
、
霧
状
の

元
素
を
凝
縮
さ
せ
て
低
地
に
散
布
さ
せ
、
ま
た
そ
の
地
域
へ
発
達
を
胎
ん
だ

元
素
の
胚
胎
と
進
歩
と
発
展
を
も
た
ら
す
力
を
天
か
ら
降
り
注
ぐ
こ
と
を
可

能
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
胚
胎
が
発
生
し
て
凝
縮
さ
れ
、
他
の
進
歩

の
働
き
の
興
隆
が
起
こ
さ
れ
た
、
こ
れ
が
統
合
の
過
程
で
、
こ
れ
が
な
け
れ
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ば
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
で
そ
れ
ま
で
も
な
お
一
切
の
変
化
は
生
じ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
引
き
続
い
て
、凝
縮
さ
れ
た
土
塊
は
、不
毛
で
粘
着
性
の
あ
る
物
へ
、

時
に
は
肥
沃
な
土
壌
の
中
で
固
い
岩
へ
と
固
る
変
化
を
支
援
す
る
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
に
な
る
。
そ
れ
が
確
か
に
生
命
力
の
目
的
で
、
そ
の
聖
霊
が
元
素

の
落
下
と
胚
胎
を
容
認
し
た
時
に
だ
け
、
岩
の
落
下
に
よ
っ
て
上
記
の
現
象

が
起
こ
さ
れ
て
い
る
。（
例
え
ば
、
風
化
す
る
岩
は
、
分
離
の
働
き
を
担
う 

kam
ïm

usufi 
カ
ミ
ム
ス
ヒ 

の
行
為
の
結
果
な
の
で
あ
る
。）

　

こ
の
二
神
の
生
命
力
の
聖
霊
は
、
そ
の
能
力
の
関
わ
る
範
囲
の
あ
ら
ゆ
る

存
在
に
影
響
を
与
え
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
二
神
が
二
種
の
階
層

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
質
の
質

量
の
拡
大
の
程
度
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
そ
れ
に

よ
っ
て
軽
く
て
清
明
な
物
が
大
き
く
な
っ
て
、
宇
宙
生
成
の
体
系
の
発
展
の

た
め
に
重
要
性
が
増
大
す
る
。
生
命
力
は
そ
う
し
た
方
向
を
目
指
す
方
策
を

備
え
て
い
る
。
継
続
し
て
行
わ
れ
る
下
方
へ
の
進
展
は
、
物
質
の
要
素
が
下

へ
落
ち
て
い
け
ば
行
く
ほ
ど
、
軽
い
物
質
の
上
昇
と
同
時
に
は
っ
き
り
と
完

全
に
凝
縮
性
と
個
別
の
活
動
に
欠
け
る
土
塊
の
重
要
性
と
完
全
な
不
透
明
さ

と
な
っ
て
、
ど
ん
な
状
態
に
も
進
歩
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
、
軽
い
物
質

へ
の
依
存
度
が
低
く
な
っ
て
い
く
。
思
う
に
、
こ
れ
は
ま
た
、
海
の
地
域
と

同
時
に
ま
た
陸
地
に
関
係
の
あ
る
こ
と
で
、
こ
の
双
方
の
地
域
が
深
い
底
で

は
死
者
の
国
と
定
ま
っ
て
い
る
。
死
者
の
国
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
の
本
書

で
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
神
々
が
関
与
す
る
す
べ
て
の
存
在

と
い
う
こ
と
は
死
者
も
含
む
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
は
生
者
に
と
っ
て
意
味
を

な
す
あ
の
世
で
の
さ
ら
な
る
生
活
に
順
応
さ
せ
る
手
順
を
提
供
す
る
、
と
だ

け
言
っ
て
お
こ
う
。
こ
の
手
順
を
保
証
す
る
の
が
言
う
ま
で
も
な
く
カ
ミ
ム

ス
ヒ
の
聖
霊
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
神
の
役
割
は
、
呼
び
名
の
内

容
に
一
致
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
死
者
は
、
あ
る
一
定
の
処
理
を
ゆ
だ
ね

ら
れ
た
者
で
あ
り
、
身
体
の
外
皮
と
女
性
の
欠
点
の
扱
い
（
あ
る
種
の
不
統

合
化
で
あ
る
）
を
任
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
語
り
の
進
行
が
こ
の

こ
の
こ
と
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
生
命
力
を
発

出
さ
せ
る
二
神
の
役
割
の
範
囲
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

Ⅱ
．
３
．
Ｃ

宇
宙
に
お
け
る
物
質
の
交
流

　

以
上
の
よ
う
に
、
宇
宙
の
体
系
に
関
連
し
て
、
主
に
二
つ
の
層
を
伴
っ
た

垂
直
の
種
類
の
姿
が
生
起
し
た
。
そ
の
二
つ
の
層
は
、
中
央
集
権
的
な
関
係

で
は
な
く
て
水
平
的
な
関
係
だ
っ
た
。
そ
の
二
層
を
な
す
高
地
と
谷
間
は
、

二
神
が
そ
れ
ぞ
れ
意
思
を
も
っ
て
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
間

違
い
な
く
山
の
影
響
力
の
ほ
う
が
一
層
重
要
で
、
そ
れ
は
、
高
地
か
ら
低
地

の
運
命
を
決
定
づ
け
る
広
範
囲
の
要
素
が
低
地
に
流
れ
込
ん
で
く
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
要
素
の
あ
る
部
分
は
、
再
生
を
司
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
雨
が

降
り
注
い
だ
地
下
か
ら
出
て
く
る
水
が
拡
散
さ
れ
て
蒸
気
に
変
化
さ
れ
、
別

の
形
に
な
っ
て
大
気
に
戻
っ
て
き
た
り
、
浄
化
さ
れ
た
存
在
が
死
後
に
時
と

と
も
に
一
層
高
い
地
域
に
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
低
地
へ
変
わ
ら
ず
に

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
神
話
の
他
の
物
語
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
全
宇
宙
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
物
質
の
交
流
の
完
全
な
記
述
は
神
話
か

ら
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
多
く
の
十
分
な
資
料

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
原
初
段
階
の
動
き prepetuum

 m
obile 

の
形
式
で
古

代
の
日
本
人
は
現
実
存
在
の
体
系
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
、
さ
ら
に
副
次
的
で
は
あ
る
が
結
び
つ
い
て
い
る
も
う
一

つ
の
関
係
す
る
要
素
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
高
い
地
域
が
様
々
な
恵
を

低
地
に
も
た
ら
し
て
い
て
、
そ
こ
で
、
高
地
は
善
き
こ
と
、
生
き
生
き
と
し

て
有
益
で
低
地
に
と
っ
て
好
都
合
な
こ
と
を
低
地
に
も
た
ら
す
源
と
考
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
高
い
層
と
は
反
対
に
、
深
く
埋
も
れ
て
い
る
層
は

不
毛
で
あ
っ
て
、
上
方
か
ら
の
恵
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
そ
の
場
所

は
ま
す
ま
す
低
く
な
っ
て
い
る
。
統
合
を
も
た
ら
す
生
命
力
の
あ
る
聖
霊
の
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生
き
生
き
と
し
た
計
ら
い
の
お
か
げ
で
、
山
地
か
ら
の
恩
寵
が
低
地
に
達
し
、

そ
こ
で
最
初
の
分
散
を
も
も
た
ら
す
聖
霊
の
同
意
を
得
て
低
地
の
改
善
が
活

発
化
し
、
低
地
で
は
最
初
の
合
奏
（
例
え
ば
、
大
地
の
柔
軟
化
や
豊
饒
化
は

そ
の
山
地
の
雰
囲
気
の
影
響
で
あ
る
）
が
始
ま
り
、
拡
散
を
担
う
聖
霊
自
身

が
恵
を
も
た
ら
す
働
き
を
す
る
の
だ
が
、
そ
の
行
動
を
安
易
に
恩
恵
を
注
ぐ

行
為
だ
と
表
現
す
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
不
毛
な
状
態
の

中
で
の
生
命
力
の
結
果
は
、
通
常
、
儚
い
物
と
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
か

ら
だ
。
時
空
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
価
値
づ
け
て
い
る
こ
の
よ
う
な
局
面

は
、
古
代
の
力
の
観
念
を
描
き
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
、
後
生
の
倫
理
的
構

想
を
古
代
的
観
念
か
ら
解
放
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　

神
話
以
前
に
儀
礼
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
強
調
さ
れ
た
従

来
の
定
説
の
よ
う
な
理
論
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
儀
礼

に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
直
面
し
た
人
間
の
理
解
の
可
能
性
を
超
越
し

た
自
然
現
象
に
対
応
す
る
社
会
的
行
為
で
あ
り
、
人
間
が
行
動
を
進
め
る
方

略
の
最
も
根
源
的
な
動
機
に
お
け
る
考
察
を
生
み
出
す
行
為
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
遙
か
な
昔
に
、
一
定
の
態
度
や
習
慣
や
風
習
等
々
が
成
立
し
て
い
た

よ
う
に
は
、
現
象
を
洞
察
す
る
本
能
が
、
古
代
人
の
客
観
的
な
も
の
の
見
方

の
意
義
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
完
全
に
何
も
な
い
中
で
、
客
観
的
な
思
考

が
紡
ぎ
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
理

解
し
や
す
い
神
話
的
な
材
料
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

古
代
の
群
衆
の
行
動
の
動
機
付
け
を
確
実
に
発
見
で
き
る
仮
説
は
比
較
的
多

く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
、
批
判
的
な

姿
勢
の
研
究
が
、
そ
の
同
じ
資
料
を
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
、
非

常
に
頻
繁
に
近
似
し
た
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
立
証
さ
れ
た
考
察
は
、
十
分
に
確
か

な
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

も
し
読
者
が
、
以
上
の
よ
う
な
大
前
提
に
同
意
す
る
な
ら
、
文
化
的
な
方

略
の
適
切
な
動
機
付
け
が
社
会
基
盤
の
説
明
の
重
要
な
部
分
を
占
め
、
我
々

が
そ
れ
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
、
或
る
人
間
集
団
の
役
割
に
つ
い
て
の
典

型
的
な
記
述
の
理
解
の
た
め
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
価
値
が

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
宗
教
の
教
義
が
儀
礼
や
慣
習
に
哲
学
的
か
つ
思
弁
的

な
論
拠
を
提
供
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
客
観
的
な
研
究
は
、
信
仰
が
根
付

い
て
教
義
上
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
社
会
へ
の
影
響
に
よ
る
現
象
を
分
析
す

る
こ
と
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
古
代
日
本
の
神
話
を
再
建
す
る
研

究
の
分
野
で
は
、
何
が
そ
の
作
業
の
意
義
だ
け
で
は
な
く
研
究
範
囲
を
本
当

に
限
定
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
問
題
に
関
心
が
薄
い
の
が
普
通
だ
。
こ

こ
で
取
り
上
げ
る
試
み
は
、
そ
の
問
題
に
関
係
す
る
全
て
の
こ
と
に
つ
い
て

直
ち
に
解
決
へ
の
影
響
を
与
え
な
い
ま
で
も
、
お
そ
ら
く
は
、
踏
み
出
し
た

そ
の
第
一
歩
は
今
後
の
研
究
へ
の
刺
激
と
な
る
効
果
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
す
で
に
信
仰
の
分
野
に
二
種
類
の
重
要
な
徴
候
に
つ
い
て
の
議

論
が
こ
こ
に
現
れ
て
き
た
（
一
層
広
い
領
域
に
考
察
を
広
げ
る
こ
と
の
意
義

が
皆
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
間
は
、
古
代
の
神
道
と
い
う
範
囲
内
で
の
信
仰

を
め
ぐ
る
議
論
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
）。
そ
の
重
要
な
徴

候
の
一
つ
は
、
歴
史
以
前
の
時
代
か
ら
日
本
人
が
人
々
に
願
望
す
る
こ
と
を

も
た
ら
す
恵
の
力
だ
け
で
は
な
く
不
幸
や
破
滅
や
病
苦
や
飢
餓
や
死
に
さ
ら

す
力
も
信
仰
の
対
象
と
し
て
同
一
化
し
て
見
な
し
て
崇
拝
し
意
識
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
と
は
反
対
の
立
場
は
、
好
ま
し
く
て

優
れ
た
あ
ら
ゆ
る
特
長
を
一
つ
の
神
に
集
中
さ
せ
る
一
神
教
的
宗
教
が
代
表

し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
神
観
念
の
さ
ら
に
発
展
し
た
段
階
に
な
っ
て
初
め

て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（Poniatow

ski 1965

）。
こ
こ
ま
で
は
、
畏
怖

す
べ
き
特
長
を
備
え
た
神
と
し
て
我
々
は
、
混
沌
の
主
導
者
と
生
命
力
す
な

わ
ち
人
間
に
恵
を
も
た
ら
す
二
柱
の
ム
ス
ビ
の
神
を
認
識
し
た
の
だ
と
私
は
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考
え
て
い
る
。

　

二
番
目
の
徴
候
は
、
体
系
化
の
努
力
と
生
命
力
の
欠
如
を
主
導
す
る
神
と

の
関
係
で
、
生
命
力
を
発
散
さ
せ
る
神
の
信
仰
を
扱
う
も
う
一
つ
の
方
法
に

言
及
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
は
確
か
な
資
料
が
明
ら
か
に
な
い
の

だ
が
、
主
導
者
の
信
仰
は
か
な
り
大
き
く
広
が
っ
た
こ
と
も
な
く
、
そ
の
神

は
神
学
的
な
思
考
か
ら
人
工
的
に
構
想
さ
れ
た
神
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
、
神
道
の
神
話
の
原
初
的
段
階
の
よ
り
よ
い
秩
序
を
も
も
た
ら
す
こ
と
を

司
る
生
命
力
を
付
与
す
る
ム
ス
ビ
の
神
の
民
衆
の
観
念
の
よ
う
に
、
二
柱
の

神
が
自
然
に
生
成
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
生
の
信
仰
だ
と
い
う
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
（
安
津
・
梅
田
『
神
道
辞
典
』
一
九
六
八
の
「
あ
ま
の
み

な
か
ぬ
し
の
神
」
の
項
参
照
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
儀
礼
は
神
話
に
先
行
す

る
」
と
す
る
研
究
に
と
っ
て
、
古
代
の
日
本
人
は
、
森
羅
万
象
を
自
然
の
力

が
演
じ
て
い
る
こ
と
と
見
な
す
力
の
作
用
が
想
定
さ
れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ

て
も
、
そ
の
自
然
の
中
に
良
い
変
化
を
喚
起
す
る
要
因
に
多
様
性
が
あ
っ
て
、

そ
の
要
因
が
確
実
に
日
本
人
の
生
活
を
決
定
づ
け
る
役
割
を
し
て
い
て
、
そ

の
結
果
は
尊
重
し
て
維
持
す
る
に
価
す
る
と
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ

れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
都
合
の
悪
い
変
動
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
回
避
し
警
戒
す
べ
く
努
力

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、「
森
か
ら
狼
を
呼
び
出
さ
な

い
」
よ
う
に
、
言
葉
の
行
為
（
祈
り
や
祈
願
）
で
そ
の
変
化
は
め
っ
た
に
呼

び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
扱
い
方
の
重
大
な
区

別
だ
っ
た
の
で
、
生
命
力
を
与
え
る
神
々
の
信
仰
が
広
が
っ
て
変
わ
ら
ず
に

神
道
の
教
義
の
根
幹
の
要
因
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方

で
、
生
命
力
を
付
与
す
る
聖
霊
の
観
念
の
根
底
に
ど
ん
な
動
機
が
あ
る
の
か

と
い
う
問
題
を
熟
考
し
始
め
る
と
、
そ
れ
が
自
然
の
解
毒
剤
つ
ま
り
喜
び
の

な
い
気
分
の
「
生
命
力
の
欠
如
、
無
気
力
、
腐
敗
、
堕
落
」
等
々
の
状
態
を

是
正
す
る
薬
剤
だ
っ
た
と
い
う
反
駁
で
き
な
い
解
答
が
放
棄
さ
れ
、
そ
の
神

を
予
防
者
、
何
も
言
わ
な
い
存
在
、
視
野
か
ら
外
さ
れ
た
者
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

　

秩
序
と
生
命
の
欠
如
、
一
言
で
言
え
ば
、
混
沌
を
広
め
る
主
導
者
つ
ま
り

ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
は
、
宇
宙
で
神
と
人
の
存
在
を
も
た
ら
す
対
抗
す
る
能

力
を
付
与
す
る
力
を
生
み
出
す
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え

方
は
、
文
明
の
進
歩
の
方
向
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
い
る
。
不
可
解
な
力
の

影
響
の
下
で
の
突
発
的
な
変
化
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に

よ
る
無
秩
序
か
ら
秩
序
へ
の
後
進
が
不
断
に
行
わ
れ
る
。
時
と
と
も
に
、
そ

の
力
と
そ
の
質
量
が
及
ぼ
す
領
域
に
つ
い
て
の
判
断
が
だ
ん
だ
ん
と
詳
細
に

な
っ
て
、
人
間
は
い
く
つ
か
の
出
来
事
の
進
行
を
そ
れ
と
意
識
的
に
結
び
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
将
来
へ
の
行
方
に
確
実
な
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

訳
注  

１　

高
天
原
を
混
沌
の
領
域
と
し
て
、
そ
の
混
沌
状
態
を
維
持
さ
せ
る
の
が
天
之

御
中
主
神
と
す
る
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
多
く
の
人
々
が
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
だ

ろ
う
。
そ
の
解
釈
に
至
る
経
緯
と
意
味
に
つ
い
て
は
、
本
紀
要
第
二
十
四
巻
第
二

号
に
発
表
し
た「
す
べ
て
は
混
沌
か
ら
始
ま
る
」を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、

要
点
は
、
神
々
が
こ
の
世
に
安
定
と
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
の
働
き
を
発
揮
す

る
前
に
、
混
沌
と
い
う
状
態
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
森
羅
万
象
が
発
生
す
る
根
拠

と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
根
拠
の
場
所
が
高
天
原
で
、
そ
の
始
原
の
状
態
を
保
持

す
る
の
が
天
之
御
中
主
神
、
と
い
う
解
釈
な
の
で
あ
る
。

訳
注  

２　

下
段
に
は
原
文
を
掲
げ
、
そ
の
上
段
に
は
、
そ
の
コ
タ
ン
ス
キ
博
士
の
ポ
ー

ラ
ン
ド
語
訳
を
で
き
る
だ
け
そ
の
翻
訳
の
使
用
表
現
に
再
現
す
べ
く
心
が
け
た

和
訳
を
掲
げ
た
。
日
本
の
読
者
に
斯
様
に
提
示
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
に
翻
訳

し
た
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
タ
ン
ス
キ
博
士
の
こ
の
箇
所
の
解
釈
が
窺

え
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。


