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All Things in the Universe are Derived from Chaos
A free translation of a chapter in Dr. Kotański’s main work 

explaining his understanding of the Kojiki

Yoshikazu Matsui ＊

Abstract
　The late Dr. Wiesław Kotański (1915-2005) at Warsaw University studied the 
Kojiki during his lifetime. This paper is a free translation from the fragment 
of his main work entitled Dziedzictwo Japońskich Bogów (Heritage Kept in the 
Japanese Deities). 
　He insisted that the messages for a better life even in the modern world, 
which are left in the Kojiki, could be found by analyzing the epithets of 
the deities appearing in the Kojiki. In his book he analyzes the words 
Takamagafara and ’Amanominakanusi-no-kami found in the first verse. 
　Usually Takamagafara is understood as the wide field in the high heaven, 
but he interpreted the meaning of this name as the place of Chaos from 
which everything in the universe comes. This interpretation is quite different 
from generally accepted understanding. As in the case of Takamagafara, 
his interpretation of ’Amanominakanusi-no-kami is also unique. It is usually 
understood as the master in the center of heaven, but he understands this deity 
in the beginning of the Kojiki as the master with power of life giving and of 
diffusing and encouraging its power and activity. 
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は
じ
め
に

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
日
本
研
究
を
支
え
、
今
日
の
同
国

の
日
本
研
究
の
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
て
支
え
て
き
た
故
ヴ
ィ
エ
ス
ワ
フ
・
コ

タ
ン
ス
キ
博
士
（
一
九
一
五
～
二
〇
〇
五
）
は
、『
古
事
記
』
研
究
を
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
し
て
、
人
生
の
後
半
四
十
年
を
『
古
事
記
』
の
解
読
に
傾
注

し
、『
古
事
記
』
を
め
ぐ
る
四
十
編
を
越
え
る
著
書
や
論
文
を
公
刊
さ
せ
て

い
る
。
そ
の
集
大
成
の
書
物
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
教
育
省
、
科
学
研
究
委
員

会
お
よ
び
高
島
記
念
財
団
の
助
成
を
得
て
、O

SSO
LIN

EU
M

（
オ
ソ
リ
ネ

ウ
ム
記
念
科
学
出
版
会
）
か
ら
一
九
九
五
年
に
刊
行
さ
れ
た "D

ziedzictw
o 

Japońskich Bogów
"  

で
あ
る
。

　

同
書
は
、『
古
事
記
』
は
人
類
に
と
っ
て
貴
重
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て

い
る
文
化
遺
産
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
籠
め
ら
れ

た
意
味
を
解
読
し
た
大
作
で
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
邦
訳
す
れ
ば
、「
日
本

の
神
々
の
遺
産
」
と
な
る
。

　
『
古
事
記
』
に
は
現
代
に
も
訴
え
る
人
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
と
し

た
コ
タ
ン
ス
キ
は
、『
古
事
記
』
に
登
場
す
る
百
五
十
ほ
ど
の
神
々
の
名
前

の
解
釈
を
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
読
の
有
力
な
方
法
の
一
つ
と
し
た
。
例
え

ば
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
命
が
ア
マ
テ
ラ
ス
大
御
神
誕
生
以
前
の
『
古
事
記
』
の
主

人
公
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
命
が
、
国
土
の
修
理
固
成
の
た
め
に
イ
ザ
ナ
ミ

の
命
と
結
婚
し
、
夫
婦
で
国
生
み
と
神
生
み
の
大
事
業
を
遂
行
さ
れ
た
こ
と

が
物
語
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
二
柱
の
神
々
の
事
跡
が
そ
の
後
の
日

本
人
の
理
想
的
な
行
動
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
神
名

に
籠
め
ら
れ
た
宇
宙
生
成
に
お
け
る
意
味
を
解
読
す
る
。
そ
の
結
果
、
岐
美

二
神
の
事
跡
は
、
偶
然
の
行
動
で
は
な
く
、
天
つ
神
の
仰
せ
に
従
っ
た
行
動

で
あ
っ
て
、
理
想
郷
を
現
実
化
す
る
こ
と
を
そ
の
後
の
神
々
と
日
本
人
に
教

え
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
教
訓
が
神
道
の
教
え
だ
と
す
る
コ
タ

ン
ス
キ
は
、
同
書
で
神
名
の
解
読
を
通
じ
て
、
そ
の
教
え
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る

こ
と
が
で
き
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

  

同
書
は
、
Ｂ
五
判
ほ
ど
の
判
型
で
二
段
組
み
の
二
百
七
十
六
頁
に
も
及
ぶ

大
著
で
あ
る
上
に
、
全
編
が
象
徴
的
で
諧
謔
に
満
ち
た
詩
的
表
現
に
溢
れ
る

き
わ
め
て
洗
練
さ
れ
た
表
現
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
て
、
難
解
で
あ
る
こ
と

が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
そ

の
詩
的
表
現
の
日
本
語
に
よ
る
再
現
と
い
う
難
事
業
は
断
念
し
、
コ
タ
ン
ス

キ
の
『
古
事
記
』
解
読
の
内
容
の
理
解
を
主
眼
に
し
て
、
同
書
を
意
訳
し
て

紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

同
書
の
概
要
を
知
る
一
助
に
と
、
目
次
を
こ
こ
に
仮
訳
と
し
て
記
述
し
て

お
こ
う
。
同
書
の
構
成
は
Ⅰ
～
Ⅲ
の
三
部
立
て
で
、
目
次
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
部
の
下
位
に
算
用
数
字
で
の
章
立
て
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、
ロ
ー
マ
字
に

よ
り
節
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
に
は
、
部
と
章
だ
け
の
邦
訳
を
掲
げ
て

お
く
。

す
べ
て
は
混
沌
か
ら
始
ま
る

−

ヴ
ィ
エ
ス
ワ
フ
・
コ
タ
ン
ス
キ
著
『
日
本
の
神
々
の
遺
産
』
意
訳
・
そ
の
１

−

松　

井　

嘉　

和

翻　

訳
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は
じ
め
に

　

Ⅰ　

神
秘
を
解
く
鍵
す
な
わ
ち
聖
霊
伝
達
の
形
式

　
　

１  

読
者
の
た
め
に

　
　

２  

情
報
伝
達
の
日
本
的
解
決
法

　
　

３  
記
念
碑
的
名
作
の
栄
光
回
復
へ
の
道
は
あ
る
か

　

Ⅱ  

日
本
神
話
の
秘
儀
の
探
究
す
な
わ
ち
聖
霊
伝
達
の
智
恵

　
　

１  

神
話
の
内
容
か
ら
探
し
出
せ
る
も
の

　
　

２  

す
べ
て
は
混
沌
か
ら
始
ま
る

　
　

３  

自
然
界
に
お
け
る
永
久
運
動
の
構
想

　
　

４  

三
極
以
外
の
独
神

　
　

５  

最
初
の
男
女
対
偶
神
四
代

　
　

６  

一
対
の
造
物
主
の
登
場

　
　

７  

造
物
主
に
下
さ
れ
た
至
上
命
令
と
そ
の
も
た
ら
す
も
の

　
　

８  

造
物
主
の
最
初
の
業
績

　
　

９  

天
空
と
大
地
の
間
の
連
携

　
　

10  

国
生
み
す
な
わ
ち
神
聖
な
る
空
間
の
拡
大

　
　

11  

島
々
へ
の
初
め
て
の
入
植

　
　

12  

造
物
主
の
子
孫

　
　

13  

小
宇
宙
に
生
じ
た
混
沌
と
そ
の
結
末

　
　

14  

火
の
変
成
と
分
断

　
　

1５  

黄
泉
国
訪
問

　
　

1６  

深
淵
な
場
で
の
出
来
事

　
　

1７  

造
物
主
の
対
偶
関
係
の
断
絶
以
後
に
世
界
を
担
う
者

　
　

1８  

魔
除
け
の
持
ち
場
八
カ
所

　
　

19  

洗
浄
の
経
過
と
海
の
気
風
に
よ
る
感
化
の
初
め

　

Ⅲ　

天
の
支
配
制
度
の
黄
昏
す
な
わ
ち
太
陽
神
の
支
配
体
制
の
基
礎
固
め

　
　

１  

三
貴
子

　
　

２　

支
配
体
制
確
立
の
要
点

　

本
稿
で
以
下
に
紹
介
す
る
の
は
、
上
の
目
次
の
第
Ⅱ
部
の
第
２
章
の
全
体

で
あ
る
。
な
る
べ
く
コ
タ
ン
ス
キ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
表
現
に
即
し
た
日
本
語

に
す
る
の
が
、
紹
介
者
と
し
て
の
責
務
だ
が
、
既
述
の
通
り
、
逐
語
訳
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
同
書
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
読
者
を
意
識
し
た
表
現
は
改
変

し
、
名
詞
表
現
を
日
本
語
ら
し
い
動
詞
表
現
に
し
た
り
、
語
順
は
言
う
に
及

ば
す
文
の
順
序
も
原
文
に
縛
ら
れ
な
い
姿
勢
で
臨
ん
だ
。
と
く
に
、
本
文
で

は
ほ
と
ん
ど
改
行
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
段
落
構
成
に
留
意
し
て
改

行
し
、
ま
た
、
表
現
さ
れ
て
い
な
い
文
言
を
附
加
す
る
な
ど
し
て
、
理
解
の

便
に
供
し
た
。

　
　

第
Ⅱ
部　

第
２
章　

す
べ
て
は
混
沌
か
ら
始
ま
る

Ⅱ
ー
２
ー
Ａ　

混
沌
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か

　

も
の
ご
と
の
ご
く
普
通
の
過
程
は
、
常
に
過
去
の
出
来
事
か
ら
未
来
の
出

来
事
へ
と
推
移
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
人
間
の
行
う
観
察
に
お
い
て
は
、

も
っ
ぱ
ら
あ
る
過
程
の
究
極
的
段
階
を
認
識
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
長
い
過

程
で
最
終
的
に
生
じ
た
出
来
事
と
直
接
に
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
が
し
ば
し
ば

で
、そ
の
後
で
、観
察
者
た
ち
は
、そ
の
出
来
事
の
由
来
に
興
味
が
注
が
れ
て
、

そ
れ
が
生
成
し
て
き
た
過
程
を
知
ろ
う
と
努
め
る
よ
う
に
な
る
も
の
だ
。
そ

し
て
、
そ
う
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
例
え
ば
、
歴
史
的
な
学
問
研
究
で
あ
た

か
も
通
則
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
経
過
の
段
階
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
が
生
じ

て
い
る
。
こ
の
逆
転
の
動
因
は
、
映
画
や
叙
事
詩
を
作
る
と
き
に
も
人
々
の

心
を
捉
え
て
い
る
。
そ
の
逆
転
と
は
、
あ
る
で
き
ご
と
が
徐
々
に
段
階
を
経

て
ど
の
よ
う
に
生
成
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
最
後
の
出
来

事
か
ら
叙
述
を
始
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
専
門
的
用
語
で
言
え
ば
、
遡
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及
つ
ま
り
物
語
の
時
の
逆
転
す
な
わ
ち
時
間
の
倒
置
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
章
の
表
題
「
す
べ
て
は
混
沌
か
ら
始
ま
る
」
は
、
我
々
が
時
間
を
表
現
す

る
に
あ
た
っ
て
は
時
の
倒
置
を
行
わ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
が
ご
く
当
然
の
こ

と
だ
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
読
者
に
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

物
語
は
、
た
い
て
い
平
行
し
た
二
つ
の
軌
道
に
沿
っ
て
、
始
原
よ
り
進
展

し
て
流
れ
て
い
く
。
そ
の
一
つ
は
、
日
本
の
神
話
に
見
ら
れ
る
出
来
事
を
直

に
見
た
よ
う
な
口
承
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
時
間
は
何
の
障
害
も
な
く

自
然
の
ま
ま
に
流
れ
て
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
宙
の
進
展
の
歴
史
で
、

何
ら
か
の
始
源
の
瞬
間
か
ら
そ
の
次
々
と
若
い
時
代
へ
と
発
展
的
に
展
開
し

て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
概
観
を
す
る
と
き
の
主
要
な
流
れ
で
あ
る
が
、

第
二
の
流
れ
と
す
る
時
間
の
倒
置
の
契
機
は
、
神
話
の
出
来
事
に
間
接
的
に

の
み
関
わ
り
を
も
っ
て
口
承
す
る
場
合
に
生
じ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
第
二
の
流
れ
の
目
的
は
、何
よ
り
も
ま
ず「
秘
儀
の
開
示
」な
の
で
あ
る
。

　

聖
な
る
文
献
が
何
を
秘
め
て
い
る
の
か
、
そ
の
秘
儀
の
十
分
な
解
明
な
く

し
て
は
、
我
々
に
と
っ
て
、
神
話
の
主
要
な
趣
旨
を
描
き
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
第
二
の
流
れ
の
時
間
は
、
通
常
の
時
間
と
は

異
な
っ
た
原
則
で
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
伝
承
者
の
解
釈
活
動
に
よ
る
時

間
で
あ
る
。
解
釈
す
る
人
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
書
か
れ
た
文
献
で
、
あ
る

方
法
で
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
た
記
録
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど

う
い
う
ふ
う
に
そ
の
記
録
が
そ
う
な
っ
て
き
た
の
か
を
あ
る
程
度
解
明
し

て
、
さ
ら
に
推
論
を
く
だ
し
て
、
そ
の
解
釈
を
立
証
し
よ
う
と
努
力
す
る
も

の
で
あ
る
。
典
型
的
な
倒
置
が
こ
こ
に
あ
る
。
神
話
の
制
作
者
た
ち
に
よ
っ

て
隠
さ
れ
た
秘
儀
の
扉
を
わ
ず
か
に
で
も
開
か
せ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な

手
順
に
拠
れ
ば
よ
い
の
か
、
厳
密
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。
と
は
言
っ
て

も
、
認
識
論
的
研
究
に
あ
っ
て
は
、
正
し
く
選
択
さ
れ
た
研
究
方
法
が
そ
の

証
明
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
最
も
根
本
的
だ
と
考
え
ら
れ

る
時
間
の
再
現
に
は
根
拠
が
あ
る
の
だ
。

　

神
話
に
独
自
な
筋
書
き
を
示
す
こ
と
ば
か
り
に
限
定
し
て
、
秘
儀
の
復
原

を
無
視
す
る
研
究
は
、
十
全
な
神
話
研
究
と
は
な
ら
な
い
。
と
言
う
の
は
、

神
話
解
釈
の
論
証
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
証
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
て
、
神
話

の
扱
い
が
見
事
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
疑
念
を
呈
す
る
こ
と
は
容
易

に
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
確
か
に
読
者
の
誰
も
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
神
話
は
事
実
無
根
の
作
り
話
が
読
者
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、む
し
ろ
、そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
の
前
に
秘
儀
の
解
読
が
な
さ
れ
、そ
れ
が
、

専
門
諸
家
に
よ
り
十
分
な
根
拠
の
論
証
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
早
晩
、
強
化

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
条
件
で
の
確
信
を
確
立
さ
せ
る

こ
と
は
、
お
そ
ら
く
成
果
を
も
た
ら
す
こ
と
だ
ろ
う
。

　

で
は
、な
ぜ
時
間
の
倒
置
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、本
章
で「
混

沌
」
と
い
う
表
現
で
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
実
は
、
そ
れ
は
、
厳
密

な
議
論
が
必
要
な
概
念
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
古
事
記
』
の
テ
キ
ス

ト
で
は
図
像
文
字
つ
ま
り
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
の
説

明
に
は
当
初
か
ら
正
確
さ
を
欠
く
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
得
手
勝
手
な
選
択
と
い

う
要
素
が
介
在
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
説
明
す
る
と

い
う
目
的
で
選
択
し
た"chaos"

（
混
沌
）
と
い
う
言
葉
は
、
辞
書
を
参
照
し

て
の
単
純
な
操
作
の
結
果
か
ら
出
て
き
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
世
界
は

一
体
何
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
日
本
の
神
話
の
重
要
な
秘
儀
を
解

明
し
た
一
つ
の
最
終
段
階
で
行
わ
れ
た
議
論
や
検
証
の
す
べ
て
の
過
程
を
経

た
結
果
な
の
で
あ
る
。　

　

日
本
の
注
釈
者
た
ち
は
、
こ
の
言
葉
の
二
つ
の
図
像
文
字
「
混
」
と
「
沌
」

を
ど
の
よ
う
に
音
読
し
た
ら
よ
い
の
か
意
見
の
一
致
を
見
て
い
な
い
。
こ
の

問
題
で
は
な
い
が
、「
序
文
」
と
古
事
記
の
上
巻
の
冒
頭
の
文
脈
の
中
で
は
、

宇
宙
の
同
じ
状
態
が
異
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
序
文
」
の
中
で
一
つ

の
読
み
方
は
「
コ
ン
ゲ
ン
」
で
、
も
う
一
つ
は
「
マ
ロ
カ
レ
」
と
読
む
言
葉

に
出
会
う
。
も
と
も
と
シ
ナ
語
で
あ
る
「
混
元
」
は
、
漢
語
で
ま
と
め
ら
れ
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た
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
て
、
確
か
に
「
混
乱
状
態
、
天
と
地
と
が
分

離
す
る
以
前
の
物
質
の
混
合
」（
藤
堂
：
学
研
『
漢
和
辞
典
』）（
訳
注
①
）
と
い

う
意
味
が
あ
る
が
、
ま
た
、
全
般
的
に
「
ま
だ
そ
の
中
に
何
も
分
離
し
て
い

な
い
何
か
全
体
の
古
代
的
状
態
」（『
日
本
思
想
大
系
１
古
事
記
』）（
訳
注
②
）
つ

ま
り
、
漢
文
の
簡
潔
な
表
現
は
、
日
本
的
な
考
え
方
を
非
日
本
的
な
世
界
観

へ
と
近
づ
け
て
し
ま
う
試
み
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
、
こ
の

表
現
は
、
そ
の
混
合
あ
る
い
は
未
分
化
は
一
体
ど
う
し
て
な
の
か
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ナ
の
普
遍
化
は
も
の
す
ご
く
抽
象
的
で
あ
っ
て
、

古
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
仰
々
し
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
の
だ
。

　
「
日
本
思
想
大
系
」
本
の
注
釈
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
マ
ロ
カ
レ
」
と
い

う
日
本
語
は
、
幾
分
か
は
こ
の
状
態
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
。
と
い
う
の

は
「
希
薄
に
す
る
」
と
い
う
意
味
を
暗
示
し
て
い
る
し
、「
マ
レ
・
稀
」
と

い
う
言
葉
と
確
実
に
同
類
で
あ
り
、お
そ
ら
く
「
マ
リ
」（
空
に
す
る
、下
痢
、

排
泄
、
排
泄
物
、
糞
）
と
い
う
言
葉
と
の
関
連
を
残
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
古
代
の
混
乱
は
、
質
的
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
物
質
の
流
動
す
る

希
薄
な
粥
状
の
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
る
。
こ

こ
で
議
論
し
て
い
る
断
片
は
、「
序
文
」
で
は
、
す
ぐ
に
こ
の
物
質
が
「
す

で
に
凝
り
」（
す
ぐ
に
凝
固
し
）、
そ
の
浮
遊
を
確
認
し
、
そ
し
て
、
そ
の
浮

遊
す
る
不
安
定
な
状
態
を
知
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
か
ら
、

西
郷
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
（『
古
事
記
注
釈
』）（
訳
注
③
）、
太
古
の
混
沌
は
動

き
の
状
態
だ
っ
た
、
と
い
う
結
論
が
導
き
出
せ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

「
凝
固
、
凝
結
、
凝
集
、
固
ま
り
等
々
」
を
動
く
何
か
そ
う
し
た
種
類
と
し

て
考
え
る
こ
と
は
困
難
だ
。
と
く
に
、
遠
い
昔
の
動
き
と
し
て
考
え
ら
れ
る

こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
浮
遊
の
観
念
を
動
き
と
同
一
視
す
る
こ
と

は
絶
対
に
で
き
な
い
し
、
あ
る
空
間
の
中
に
ぬ
り
つ
け
ら
れ
た
り
、
こ
ぼ
れ

た
り
す
る
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
動
き
の
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

次
の
節
で
は
、
こ
の
古
代
の
状
態
が
実
際
の
古
事
記
の
本
文
に
ど
の
よ
う

に
表
れ
て
い
る
か
記
述
す
る
。

Ⅱ
ー
２
ー
Ｂ　
「
古
事
記
」
上
巻
の
冒
頭
句

　

上
巻
は
非
常
に
や
や
こ
し
い
具
合
に
始
ま
っ
て
い
る
。
冒
頭
部
分
を
ど
う

音
に
し
て
読
む
か
に
つ
い
て
は
種
々
の
見
解
が
あ
っ
て
、
読
み
方
は
様
々
で

多
彩
だ
。
だ
が
、
そ
の
相
違
は
、
大
体
の
と
こ
ろ
最
重
要
課
題
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
今
は
さ
ら
に
厳
密
な
議
論
を
す
る
に
は
価
し
な
い
。
そ
の
部
分

の
そ
ん
な
や
や
こ
し
さ
を
考
慮
し
て
、
私
の
説
明
は
、
ま
だ
中
途
半
端
だ
と

自
分
自
身
が
思
っ
て
い
る
訳
文
に
基
づ
い
て
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
名

の
重
要
性
の
少
な
い
部
分
は
気
儘
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
訳
し
た
ま
ま
で
検
討

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
誠
実
な
感
受
性
に
基
づ
い
た

態
度
が
あ
れ
ば
、
様
々
な
本
質
的
要
素
が
、
原
文
に
残
さ
れ
た
音
声
に
よ
っ

て
、
今
後
解
明
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
（
交
替
し
た
可
能
性
の
あ
る
音
は
括
弧

内
に
示
し
た
）。

　

そ
の
冒
頭
の
部
分
と
は
、「'am

atuti

ア
マ
ツ
チ
（'am

ëtuti

ア
メ
ツ
チ
）

の
初
め
に
、（takam

anöfara

タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
）
に 'am

anöm
inakanusi

ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
（'am

ënöm
inakanusi

ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
）
と
い

う
名
の
カ
ミ
が
出
現
し
た
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
う
す
で
に
研
究
の
眼
前
に

は
様
々
な
困
難
が
幾
重
に
も
立
ち
は
だ
か
り
始
め
る
の
だ
。  

　

括
弧
の
中
に
示
さ
れ
た
す
べ
て
の
表
現
は
、
概
し
て
従
来
の
権
威
者
た
ち

が
薦
め
て
い
る
読
み
方
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
意
味
論
的
な
よ
り
深
い
理
解

の
た
め
に
は
無
益
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
、
形
態
と
し
て
は
ど
れ
も
が

等
し
く
容
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従

前
の
解
釈
家
を
満
足
さ
せ
て
い
る
上
辺
だ
け
の
解
釈
も
存
在
し
て
い
て
、
そ

れ
は
、
神
話
の
文
脈
に
符
合
し
た
適
切
な
解
決
を
導
く
こ
と
は
な
い
。
し
か

し
、takam

agafara

タ
カ
マ
ガ
ハ
ラ
と 'am

anöm
inakanusi

ア
マ
ノ
ミ
ナ

カ
ヌ
シ
と
い
う
読
み
方
を
支
持
す
る
人
も
す
で
に
い
る
の
だ
が
、
た
だ
、
こ
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れ
ら
の
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
漢
字
の
中
で
「'am

atuti

ア
マ
ツ
チ
」
と
い

う
読
み
方
だ
け
は
、
例
外
的
な
提
案
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
古
代
日
本

語
の
法
則
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
読
み
方
に
関
し
て
次
の

よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ａ
）'am

a

ア
マ
と
い
う
形
は 'am

ë

ア

メ
よ
り
古
い
。
ｂ
）
ど
ん
な
場
合
に
古
い
形
を
適
用
し
て
当
て
は
め
る
の

か
、
ど
ん
な
場
合
に
新
し
い
形
を
適
用
さ
せ
る
の
か
は
っ
き
り
と
し
た
基

準
が
な
い
。
ｃ
）
古
代
の
日
本
語
の
形
だ
と
考
え
ら
れ
る
原
則
に
従
っ
て
、

'am
atuti

ア
マ
ツ
チ
と
い
う
語
が
辞
書
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
、
お

そ
ら
く
書
記
者
た
ち
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
言
葉 'am

ëtuti

ア
メ
ツ
チ
（
何

ら
か
の
別
の
意
味
が
あ
る
）
と
同
一
視
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
同
一
視
は
、

意
味
論
上
の
結
果
を
考
慮
し
な
い
で
行
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

さ
し
あ
た
っ
て
は
、'am

ëtuti
ア
メ
ツ
チ
は
、「
天
と
地
」
あ
る
い
は
「
天

の
神
と
地
の
神
」（『
岩
波
古
語
辞
典
』
に
よ
る
（
訳
注
④
））
を
意
味
し
、
従
っ

て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
日
本
の
神
話
で
は
、
そ
の
宇
宙
の
曙
の
時
に
、
天

と
地
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
結
論
と

す
る
の
は
軽
率
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
引
用
し
た
『
古
事
記
』
の
冒

頭
の
訳
文
の
一
部
に
「
初
め
に
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
厳
密

に
翻
訳
す
れ
ば
、「
ま
さ
に
生
起
し
た
そ
の
時
に
～
」
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
表
現
は
、
神
々
が
出
現
し
た T

akam
agafara

タ
カ
マ
ガ
ハ
ラ
と
い
う

場
所
が
あ
る
「'am
ëtuti

ア
メ
ツ
チ
は
そ
の
と
き
に
は
存
在
し
て
い
た
が
、

そ
の
時
ま
で
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
『
古
事
記
』
で
は
天
地
が
原
初
の
太
古
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
に
対
し
て
、
強
力
な
論
議
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
序
文
」
と
矛

盾
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
序
文
」
の
五
番
目
の
文
章
に
は
は
っ
き
り
と
「
天

と
地
は
そ
れ
ぞ
れ
に
分
離
し
は
じ
め
た
」
あ
る
い
は
「
上
に
昇
る
要
素
と
下

に
降
り
て
い
く
要
素
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
は
じ
め
た
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。『
古
事
記
』
の
上
巻
に
先
行
す
る
「
序
文
」
は
全
体
の
一
部
で
あ
り
、

部
分
的
に
そ
の
全
体
と
一
致
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
「
序
文
」
に
は
シ

ナ
の
影
響
の
層
が
覆
っ
て
い
る
と
い
う
条
件
は
あ
る
も
の
の
、
本
文
で
言
及

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
う
に
か
し
て
推
測
す
る
補
足
と
な
る
。

　

'am
ëtuti

ア
メ
ツ
チ
を
「
天
と
地
」
と
す
る
原
則
を
揺
る
が
す
重
要
な
根

拠
と
し
て
、
さ
ら
に
、
全
体
的
に
古
代
日
本
の
語
彙
で
は kuni

ク
ニ
（
土

地
）
が
概
し
て 'am

ë

ア
メ
（
天
）
の
概
念
の
対
義
語
で
あ
っ
た
（
同
じ
よ

う
に
天
上
と
国
土
の
罪
が
区
分
さ
れ
、
神
々
あ
る
い
は
精
霊
の
範
疇
も
同
様

と
さ
れ
た
）
と
い
う
こ
と
の
立
証
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
に
関
連

し
て
、
ご
く
稀
に tuti

ツ
チ
（
土
）（
地
面
、
土
壌
、
大
地
）
が
対
義
語
の

役
割
を
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、『
岩
波
古
語
辞
典
』（
一
九
八
一
）

が 'am
ëtuti

ア
メ
ツ
チ
と
い
う
言
葉
は
シ
ナ
語
の
熟
語
「t'ien-ti

天
地
」（
天

空
と
大
地
）（
日
本
で
は
現
在
は
テ
ン
チ
と
な
る
）
の
言
語
的
な
翻
訳
の
結

果
と
し
て
人
為
的
に
成
立
し
た
表
現
だ
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
き
わ
め

て
あ
り
得
る
こ
と
だ
。
そ
こ
で
、『
古
事
記
』
の
教
養
の
あ
る
編
者
は
ど
ち

ら
か
と
言
う
と
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
を
使
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
は
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
時
代

に
は
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
に
、「
天
と
地
」
と
い
う
書
記
記
号
つ

ま
り
漢
字
に
関
し
て
、
言
語
あ
る
い
は
語
の
別
の
構
成
、
異
な
っ
た
意
味
を

示
し
て
い
る
こ
と
も
認
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、'am

ëtuti

ア
メ
ツ
チ
が
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

な
ら
ば
、'am

atuti

ア
マ
ツ
チ
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
末

尾
に
見
え
る -uti 

は
、
辞
書
に
は
、w

uti = w
utu = w

ututu 

つ
ま
り
「
現

つ
、
事
実
、
現
実
」（
幻
想
や
錯
覚
等
々
と
対
照
）
と
い
う
意
味
に
相
当
す

る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
声
調
の
規
制
は
、tu

1ti 1-w
u

1tu
1tu

1 

と
な
る
の
で
、

'am
at- 

を 'am
ata

（
数
多
、無
制
限
性
、際
限
の
無
さ
、終
わ
り
の
無
さ
等
々
）

と
い
う
形
で
補
完
し
て
再
現
さ
せ
、
そ
の
語
の
構
成
を
常
識
的
に
求
め
る
と
、

'am
ata-uti 

→ 'am
at

（
数
多
）-utu

（
現
）
と
な
り
「
制
限
の
な
い
現
実
」
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す
な
わ
ち
「
実
際
に
現
実
に
生
起
す
る
も
の
す
べ
て
」
と
い
う
意
味
を
得
る
。

声
調
か
ら
も
こ
れ
に
は
問
題
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、正
直
言
っ
て
、こ
の
天
地
は
、も
っ
と
あ
り
得
そ
う
な
表
現
で
、

間
違
え
や
す
く
、
間
違
い
と
な
っ
て
い
て
も
知
的
欲
求
を
か
な
り
満
た
す
表

現
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
も
、
以
前
の
論
文 "Japońskie Q

uod erat 
in Principio"

（"Euhem
er"1986

）（
訳
注
⑤
）
で
は
、
ま
だ 'am

ëtuti

ア
メ
ツ

チ
と
い
う
形
態
か
ら
超
脱
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

今
は
、'am

ë 

は
、 'am

i-m
ë 

→'am
-m

ë 

→'am
ë

「
液
体
状
の
密
度
あ
る
組

織
」、「
液
状
の
物
質
」（
飴
、
滴
、
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
等
々
）
と
生
成
し

て
き
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
合
成
要
素
を
声
調
に
一
致
さ

せ
て
解
釈
す
る
と
、「
液
状
の
物
質
の
目
に
見
え
る
世
界
」
と
な
る
。
す
で

に
凝
固
し
た
と
知
ら
れ
る
以
前
は
、
物
質
は
、
浮
遊
す
る
も
の
つ
ま
り
「
液

体
状
、
雫
状
の
も
の
」
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
解
釈
で
は
、
細
か
す

ぎ
て
、
事
実
か
ら
離
れ
す
ぎ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
今
は
こ
の
考
え
を
改
め

よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

　

続
い
て
解
読
す
べ
き
部
分
の
秘
儀
は
、T

akam
agafara

タ
カ
マ
ガ
ハ
ラ

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
地
域
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
い
て
い
は
表
意

文
字
が
構
成
し
て
い
る
意
味
の
通
り
で
、
表
音
文
字
の
四
つ
の
部
分
か
ら
形

成
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、tak-am

a-ga-fara

「
高
い
天
井
の
広
が

り
」（
三
番
目
の
部
分
は
所
有
格
の
助
詞
「
―
が
」
で
あ
る
）。
そ
の
構
成
要

素
の
こ
の
よ
う
な
意
味
論
的
解
釈
は
、
文
書
化
さ
れ
た
神
話
と
い
う
範
囲
で

は
ま
っ
た
く
根
拠
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
地
上
の
上
方
の
解

放
さ
れ
た
領
域
は
、
神
話
の
作
ら
れ
た
時
代
に
は
天
空
の
偉
大
な
神
々
の
居

る
と
こ
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
の
解
釈
は
、
そ
の
名
の
比
喩
的
な
操
作
の
結
果
な
の
だ
っ
た
。

神
話
時
代
の
観
点
で
は
、
混
沌
と
し
た
マ
グ
マ
状
態
か
ら
ま
だ
天
も
地
も
姿

を
現
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神
話
創
作
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、

予
め
不
調
和
な
こ
と
を
構
想
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
天
空
は
な

か
っ
た
が
、
彼
ら
は
何
ら
か
の
そ
の
予
知
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
神
話
は
、
イ
ン
ド
や
ギ
リ
シ
ャ
あ
る
い
は
ゲ
ル
マ
ン
の
神
話
の
よ
う

な
「
改
善
す
る
」
と
い
う
考
え
方
の
原
則
と
関
係
し
て
い
る
点
で
は
、
少
な

く
と
も
同
類
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
神
話
の
秩
序
立
て
ら
れ
る
結
末
に
注

意
を
払
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
を
支
え
る
た
め
に
、
一
九
八
八
年
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た
「
世

界
に
お
け
る
日
本
―
方
法
と
解
釈
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
際
のC. Lévi-Strauss

の
講
演
の
言
葉
は
引
用
に
価
す
る
（
な
ぜ
な

ら
、
日
本
神
話
の
資
料
に
世
界
の
機
構
に
対
す
る
一
貫
し
た
見
解
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
稚
拙
な
翻
訳
や
解
釈
を
す
る
懐
疑
主
義
者
た
ち
に
出
く
わ

す
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
）。
そ
の
講
演
の
記
録
は
、「
世
界
に
お
け
る
日
本
文

化
の
位
置
」
と
い
う
題
で
会
議
の
記
録
で
あ
る
論
集
に
日
本
語
で
公
刊
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
箇
所
を
紹
介
し
よ
う
。

　
　

 　

日
本
神
話
と
同
じ
物
語
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
南
北
ア
メ
リ
カ
に
も

あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
断
片
的
で
す
し
、
ま
た
、
話
も
全
く
同

一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
神
話
は
、
内
容
も
っ
と
も
豊
か
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
そ
の
構
成
も
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
。（
中
略
）

　
　

 　

神
語
を
構
成
す
る
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
日
本
ほ
ど
し
っ
か
り
と
組
み

上
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
八
世
紀
の
日
本
の
文
献
ほ

ど
広
汎
な
総
合
の
材
料
を
提
供
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
文

献
が
失
わ
れ
た
モ
デ
ル
を
忠
実
に
写
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
作
り

変
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
（
コ
タ
ン
ス
キ
補
足
：

モ
デ
ル
と
は
有
史
以
前
の
す
べ
て
の
人
類
に
共
通
の
神
話
、
源
神
話
と

い
う
こ
と
）、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
文
献
は
日
本
文
化
の
特
質

を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
面
が
あ
り
ま
す
。
日
本
は

均
質
性
の
比
較
的
高
い
一
つ
の
民
族
、
一
つ
の
言
語
、
一
つ
の
文
化
を
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形
成
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
加
わ
っ
た
要
素
は
様
々
で
あ
っ
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
日
本
は
ま
ず
出
会
い
と
混
和
の
場
所
だ
っ

た
の
す
。
と
こ
ろ
が
、
旧
大
陸
の
東
端
と
い
う
そ
の
地
理
的
位
置
や
何

度
も
繰
り
返
さ
れ
た
孤
立
の
た
め
に
、
日
本
は
ま
た
一
種
の
フ
ィ
ル

タ
ー
の
役
割
も
果
し
た
の
で
す
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
蒸
留
装

置
の
ラ
ン
ビ
キ
の
よ
う
な
も
の
で
、
歴
史
の
流
れ
に
運
ば
れ
て
来
た

様
々
な
物
質
を
蒸
留
し
て
、
少
量
の
貴
重
な
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
け
を
取
り

出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
借
用
と
総
合
、シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
（
混

合
）
と
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
（
独
創
）
の
こ
の
反
復
交
替
が
、
世
界
に
お

け
る
日
本
の
文
化
の
位
置
と
役
割
を
規
定
す
る
の
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ

し
い
も
の
と
私
は
考
え
ま
す
。（
訳
注
⑥
）

　

と
い
う
わ
け
で
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
従
い
つ
つ
神
話
の
韻
律
に
一
致

し
て
、
い
っ
そ
う
古
い
解
答
を
見
出
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
最
も
困
難
な
問
題
は
「
天
」
と
さ
れ
る
部
分
の 

-am
a- 

に
表
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
私
自
身
、
私
は
一
九
八
四
年
ま
で
は
そ

の
立
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
年
に
な
っ

て
や
っ
と
古
い
伝
統
か
ら
離
別
す
る
最
初
の
提
言
が
私
に
示
さ
れ
た
。
声
調

の
原
則
に
ま
だ
導
か
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。T

aka
（
高
）-m

i

（
霊
）

-'agë

（
上
）-fara

（
原
） 

→ taka-m
-aga-fara 

→ taka-m
aga-fara

「
崇

高
な
聖
霊
が
発
生
し
て
く
る
場
所
」
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
適

切
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。-aga- 

と
い
う
要
素
に
関
連
す
る
声
調
に
関
す
る

疑
念
と
関
係
な
く
、「
崇
高
な
聖
霊
が
発
生
す
る
」
と
い
う
語
句
の
意
味
は
、

神
道
が
皇
族
一
族
に
死
後
の
天
上
界
で
の
特
権
を
保
持
さ
せ
よ
う
と
い
う
よ

く
知
ら
れ
た
儀
礼
上
の
動
機
と
い
う
別
の
側
面
か
ら
上
代
の
思
想
を
導
い
て

き
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、T

akam
agafara

タ
カ
マ
ガ
ハ
ラ
と
い
う
地

域
の
観
念
は
、
皇
室
の
神
格
化
（
崇
高
な
聖
霊
）
の
制
度
化
よ
り
も
か
な
り

古
い
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
面
を
考
慮
す
る
観
点
か
ら
、
従
来
の

解
釈
に
留
ま
り
続
け
る
の
は
難
し
い
の
だ
。

　

そ
れ
で
も
、
そ
の
後
、
や
が
て
声
調
が
正
し
く
解
釈
基
準
の
基
礎
と
な
っ

た
と
き
に
は -aga- 

を
、 ta

1ka
1m

a
1ga

2fa
1ra

1

と
い
う
形
に
符
合
す
る
何
ら

か
の
表
現
に
変
換
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、m

a
1ga

1fi
2

（
紛
）
と
い

う
形
態
を
も
っ
た
「
混
ざ
り
合
う
、
そ
れ
自
身
が
溶
け
合
う
、
混
ざ
っ
て
区

別
が
つ
か
な
い
」
の
意
味
の
動
詞
が
十
分
に
近
似
し
た
声
調
が
あ
っ
て
、
さ

ら
に
興
味
あ
る
意
味
を
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
じ
よ
う
な
意
味
の
あ
る

そ
の
他
の
表
現
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、taka

（
高
）

-m
i

（
霊
）（
崇
高
な
聖
霊
）
は
、そ
の
よ
う
な
見
解
と
は
共
鳴
し
て
い
な
か
っ

た
の
だ
が
、「
高
い
天
空
」
と
し
て
の taka-'am

a 

の
翻
訳
か
ら
は
、
そ
う
し

た
範
囲
か
ら
は
「
何
も
認
識
で
き
な
い
も
の
し
か
な
い
空
間
」
と
い
う
こ
と

が
明
確
で
、
了
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
何
か
が
生
起
し
た
と
い
う
こ
と
す

ら
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
単
純
な
「
天
空
」
と
い
う
意
味
を

期
待
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、「
混
同
、
混
合
、
混
乱
、
混
沌
」
と

い
う
名
詞
に
相
当
す
る m

agafi 

と
い
う
要
素
が
認
知
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

古
代
日
本
語
の
言
語
に
関
す
る
見
解
に
完
全
に
一
致
す
る
結
論
と
な
っ
て
い

て
、
既
述
し
た
『
古
事
記
』
の
「
序
文
」
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
る
マ
ロ
カ
レ

m
am

rökare

（
根
元
）と
い
う
観
念
と
意
味
論
的
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。「
序

文
」と
文
献
の
本
文
と
の
一
致
は
も
っ
と
も
重
要
な
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。  

taka- 

と
い
う
限
定
詞
が
、
一
番
重
要
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
最
も

意
味
の
あ
る
解
決
を
提
言
す
る
こ
と
は
必
要
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
純
な

課
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
時
は
、w

uto-'aki 

→ to-'aka 

→ t-aka 

→ taka 

「
表
明
さ
れ
て
い
な
い
、
耳
を
聾
す
る
よ
う
に
鋭
い
」
と
い
う
意
味

の
形
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
意
味
の
あ
る
観
念
と
し
て
は
た
ぶ
ん takë 

→ taka

「
継
続
す
る
、
長
引
く
、
続
い
た
、
絶
え
間
な
い
」（
声
調
に
齟
齬

は
な
い
）
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て T

akam
agafara 

は
「
長
引
い
て
い
る
混

沌
の
地
域
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
他
の
同
義
語 T

akam
anöfara 

は
そ
の
地
域
の
新
し
い
名
前
な
の
だ

ろ
う
が
、
似
た
よ
う
な
意
味
内
容
の
結
果
を
も
た
ら
す
分
析
方
法
で
分
析
が

可
能
で
あ
る
。ta

1ka
1m

a
1nö

1fa
1ra

1 

は
、 ta

1kë
1-'a

1m
i 1-w

u
1m

i 1-fa
1ra

1 

→ 
tak-am

a-w
uni-fara 

→ tak-am
a-w

unö-fara 

→ takam
a-nö-fara

「
変
わ

ら
な
い
紛
糾
や
腐
敗
の
地
域
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と

言
う
と
新
し
い
表
現
だ
が
、
そ
れ
よ
り
混
乱
は
な
い
古
い
表
現
タ
カ
マ
ガ
ハ

ラT
akam

agafara 

を
こ
こ
で
は
保
持
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅱ
ー
２
ー
Ｃ　

神
話
の
主
要
な
主
人
公
た
ち

　

上
巻
の
初
め
の
文
言
の
中
で
、
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
次
の
用
語
は
カ

ミkam
ï

で
あ
る
。
疑
い
も
な
く
そ
れ
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の bóstw

o

（
神

性
）、bóg

（
神
）、boz ·yszcze
（
多
神
の
神
々
）
と
い
っ
た
言
葉
が
、
最
も

近
い
意
味
と
し
て
関
係
が
あ
る
。
実
際
に
、
そ
の
対
応
関
係
は
、
日
本
語
の

表
現
の
意
味
の
お
お
よ
そ
の
内
容
に
相
当
す
る
し
、
説
明
に
十
分
で
あ
る
が
、

理
論
的
な
解
明
に
は
、
日
本
人
自
身
の
固
有
の
文
化
伝
統
に
由
来
す
る
さ
ら

に
深
い
意
味
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
代
の
日
本
人
は
外

か
ら
列
島
に
移
入
さ
れ
た
多
種
の
世
界
観
の
影
響
下
に
あ
る
か
ら
で
、
今
日

の
日
本
人
の
カ
ミkam

ï

に
対
す
る
見
方
も
外
国
の
要
素
に
よ
っ
て
、
多
か

れ
少
な
か
れ
、
程
度
は
様
々
で
も
常
に
潤
色
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
視
点
か
ら
は
、
日
本
語
で
の
こ
の
言
葉
が
ど
ん
な
環
境
の
中
に
現
れ
て
き

た
の
か
を
見
る
こ
と
は
妥
当
だ
ろ
う
。

  

こ
の
言
葉
が
他
の
言
語
か
ら
の
借
用
ま
た
は
継
受
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
多
数
の
調
査
が
あ
る
。
神
を
表
す
た
め
の
ア
イ
ヌ
語
の
言
葉
カ
ム
イ

kam
ui 

と
の
類
似
性
に
興
味
を
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
学
者
た
ち
が
少
な

か
ら
ず
い
る
。
ア
ル
タ
イ
系
言
語
と
の
関
係
を
探
っ
て
い
る
人
々
も
い
て
、

kam
 

と
い
う
「
シ
ャ
ー
マ
ン
、
祈
祷
医
術
師
、
非
凡
な
力
を
も
た
ら
す
人
、

等
々
」
を
意
味
す
る
語
も
類
義
語
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
ツ
ン

グ
ー
ス
語
で
の kan 

あ
る
い
は khan

（
統
治
者
）
と
の
関
連
も
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
日
本
語
の
語
源
だ
と
し
て
ク
メ
ー
ル
語
の kam

oi

（
悪
魔
）

も
提
言
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
マ
ラ
イ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
セ
ミ

語
や
朝
鮮
語
と
等
し
い
と
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ア
ル
タ
イ
系
に
属
す

る
と
い
う
の
が
最
も
説
得
力
の
あ
る
仮
説
だ
と
考
え
ら
れ
、
ア
イ
ヌ
語
の
形

態
は
日
本
語
の
中
の
借
用
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
日
本
語
を
ア
ル
タ
イ

語
に
関
連
さ
せ
る
理
論
は
、
概
し
て
、
比
較
的
に
も
っ
と
も
遺
漏
な
く
記
述

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
カ
ミkam

ï 

の
論
証
の
蓋
然
性
は
む
し
ろ
高
い
と
考
え

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
ア
ル
タ
イ
と
い
う
共
通
性
は
、
も
し
そ
の
全
体
を
想
定
し
た
と

し
て
も
、
す
で
に
数
千
年
前
に
ゴ
ビ
砂
漠
の
境
界
を
越
え
て
成
立
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
あ
る
一
族
が
東
に
移
動
し
て
や
が
て
日
本
列

島
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
動
き
は
幾
百
年
も
続
き
、
進
展
し
た
そ
の
種

族
の
言
語
は
原
ア
ル
タ
イ
語
か
ら
の
分
離
が
起
こ
っ
て
い
た
。
言
語
の
系
統

を
分
類
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
、
ア
ル
タ
イ
語
族
の
確
定
は
重
要
な
こ
と
だ
。

と
り
わ
け
こ
の
語
族
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
よ
り
古
い
時
代
の
関
係
を
否

定
す
る
証
拠
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
語
族
の
分
離
の
歴
史
が
い
っ
そ
う
重
要

な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
の
知
識
人
自
身
が
行
っ
て
き
た
よ
う
に
、

カ
ミkam

ï 

の
語
に
つ
い
て
熟
考
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
の
だ
。
つ
ま

り
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
す
べ
て
の
要
素
が
列
島
に
到
達
し
た
と
し
て
、
も
し

そ
の
言
語
が
、
大
陸
を
駆
け
抜
け
た
歴
史
の
一
駒
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
最

果
て
の
日
本
列
島
に
ま
で
そ
れ
自
身
に
伴
っ
て
き
た
も
の
す
べ
て
は
、
長
い

経
過
の
旅
程
の
果
て
に
届
け
ら
れ
た
細
々
と
し
た
土
産
物
と
し
て
付
随
し
て

く
る
こ
と
が
で
き
た
と
仮
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
異

国
の
密
輸
品
と
し
て
受
入
れ
ら
れ
難
い
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
的
な

手
荷
物
に
よ
る
贈
物
だ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

カ
ミkam

ï 
が
そ
う
し
て
新
し
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
品
の
一
つ
だ
と
説
明
す
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る
も
の
は
何
も
な
い
。

  

カ
ミkam

ï 

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
現
代
の
言
語
学
の
観
点
に
立
っ
て

考
察
す
る
な
ら
ば
、
経
験
豊
富
な
学
者
は
直
ち
に
、
そ
れ
が
同
質
の
単
一
の

も
の
か
ら
生
成
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
形

態
は
日
本
語
の
言
葉
の
ど
ん
な
グ
ル
ー
プ
に
も
同
根
の
関
係
が
見
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
母
音
（
例
え
ば i 

と
区
別
さ
れ
た ï

）
や
声
調
の
よ
う
な
細

か
な
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
比
較
的
そ
れ
ほ
ど
古
い

時
代
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
し
、
今
日
で
も
未
だ
に
多
く
の
論
文
で
、
そ
ん

な
古
風
な
方
法
が
学
問
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
真
摯
な
研
究
者
は
そ

れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

今
や
、
カ
ミkam

ï

の
形
態
の
訂
正
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
時
が
来
た
。
カ

ミ
と
い
う
語
の
も
う
一
つ
の
意
味
で
あ
る
「
お
上
、上
役
、頭
部
、上
司
、等
々
」

つ
ま
り
カ
ミ
に
役
所
や
人
間
の
上
司
や
上
位
で
あ
る
こ
と
や
上
役
で
あ
る
こ

と
の
属
性
を
見
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の

神
学
者
の
間
で
は
都
合
の
よ
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
で
も
そ
ん
な
好
都
合
な

解
釈
が
捨
て
去
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
言
語
学
者
に
と
っ
て
、
カ
ミ

kam
i 

が
上
役
で 

神kam
ï 

で
あ
る
こ
と
は i 

の
母
音
が
違
う
こ
と
も
、
声

調
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
上
と
神
を
同
一
に

し
て
お
く
こ
と
は
と
て
も
維
持
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
声
調
や

母
音
変
化
の
原
理
に
一
致
さ
せ
て
い
な
い
あ
ま
り
一
般
化
し
て
い
な
い
論
証

な
ど
他
の
仮
説
は
無
視
し
て
除
外
す
べ
き
だ
。
カ
ミkam

ï

と
い
う
語
の
多

様
性
に
つ
い
て
は
、
い
ま
な
お
開
か
れ
た
検
討
課
題
な
の
で
あ
る
。

　

カ
ミkam

ï

が
日
本
語
の
ど
ん
な
語
彙
と
も
語
源
的
に
関
係
が
な
い
孤
立

し
た
独
自
の
言
葉
だ
と
い
う
主
張
の
証
明
は
、
今
は
諦
め
る
こ
と
に
す
る
が
、

そ
う
す
る
と
、
そ
れ
が
複
合
的
な
言
葉
で
あ
る
か
ど
う
か
が
解
決
の
原
理
と

な
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
理
論
を
確
立
さ
せ
て
論
拠
と
す
る
と
、
分

割
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、m

i 1 

と
い
う
部
分
の
抽
出
が
あ
る
（-am

ï 1 

と

い
う
形
態
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
）。
そ
の
上
、
辞
書
に
は
こ
の
よ
う

な
形
態
の
も
う
一
つ
の
意
味
と
し
て
「
甑
、
篩
、
濾
過
器
」
が
あ
り
、
そ
れ

は
考
察
し
て
い
る
合
成
語
に
有
益
だ
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
の
語
の
注
釈
に

は
動
詞 fï

「
種
を
蒔
く
、
ま
き
散
ら
す
」
と
い
う
動
詞
と
同
系
だ
と
す
る
も

の
も
あ
る
。
そ
う
す
る
な
ら
ば
、mï 1 

は
「
蒔
か
れ
た
そ
の
物
、ま
き
散
ら
す
、

そ
の
蒔
く
物
等
々
」
の
意
味
を
も
つ
動
名
詞
形
の
名
詞
だ
と
認
め
ら
れ
る
。

ka
1 

と
い
う
部
分
は
、
そ
ん
な
動
詞
の
目
的
語
だ
ろ
う
か
ら
、
特
定
の
善
や

徳
や
力
の
「
授
与
者
、
分
配
者
、
種
蒔
く
者
」
と
し
て
の
神
と
い
う
考
え
は

的
は
ず
れ
の
推
定
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
（「
豊
か
さ
を
授
与
す
る
者
」
と
し

て
の
「
神
」、「
と
く
に
暖
か
み
と
生
命
等
々
を
も
た
ら
し
授
与
す
る
者
」
と

し
て
の D

adzbog 

と
い
う
「
古
代
ス
ラ
ブ
の
神
」
等
を
参
照
）。

　

そ
れ
で
は
、ka

1 

と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
の
音
に
は
、
た
だ
一
つ
の
意
味

が
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
は
「
鹿
」
だ
ろ
う
が
、
意
味
あ
る
関
連
が
考
え
ら
れ

な
い
。
そ
こ
で
、冒
頭
の
音
を
、古
代
日
本
語
に
よ
く
見
ら
れ
る
消
滅
が
あ
っ

た
、w

u- 

か yi- 

を
補
足
し
て
議
論
を
す
る
道
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

て
、wuka 

あ
る
い
は yika 

と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
出
て
く
る
。
ウ
カ「
食

料
、
滋
養
、
栄
養
」
と
な
る
道
理
に
叶
っ
た
一
貫
し
た
意
味
に
惹
か
れ
る
が
、

別
の
箇
所
で
も
、
食
糧
（w

uka

）
を
保
護
し
て
い
る
さ
ら
に
三
～
四
の
神
々

が
神
の
一
覧
の
中
に
知
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
ウ
カw

uka 

は
、
明
ら
か
に
意

味
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
カ
ミkam

ï

は
基
本
的
概

念
の
用
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、 yi 1ke

1 

と
い
う
形
に
注
目
さ
れ
、
声

調
を
考
慮
し
た
形
態
を
求
め
る
と
、yi 2ka

1 

あ
る
い
は yi 1ka

1 

と
な
っ
て
、

意
味
は
「
強
い
生
命
、
寿
命
、
活
力
」
が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は yi 1kë

1 
と
い
う
形
か
ら
苦
も
な
く
生
じ
て
い
る
。 yi 1kë

1 

は
「
元
気
づ
け
る
、
生
命

が
具
現
す
る
、
導
く
」
と
い
う
意
味
で
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら yi 1kï 1

「
力
溢

れ
る
生
命
、
生
命
力
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
言
葉
か
ら
カ
ミkam

ï 

が
現

れ
た
。
結
局
、
カ
ミkam

ï

神
は
、「
元
気
を
蒔
く
（
授
与
す
る
）
者
、
生
命
、
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活
力
、
活
発
さ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
意
味
を
も
つ yi 1ka

1 

と m
ï 1

の
結

合
と
し
て
派
生
し
て
い
る
。
こ
の
用
語
は
、
一
世
紀
ご
ろ
に
、
そ
の
こ
ろ
ま

で
は
様
々
に
（
例
え
ば
、
力
、
威
力
、
執
行
者
、
実
現
者
、
元
凶
者
な
ど
と

し
て
）
理
解
さ
れ
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
神
々
を
一
般
的
に
定
義
す
る
も
の
と
し

て
お
そ
ら
く
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

カ
ミkam

ï 
と
い
う
語
の
成
立
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
（
こ
の
用
語
を
原
始
的

な
宗
教
に
限
定
し
て
い
な
い
）
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
新
し
い
信
仰
段

階
の
形
成
へ
と
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
明
確
な
シ
グ
ナ
ル
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
当
時
、こ
の
語
は
、人
々
が
物
質
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
動
き
に
人
々

が
一
定
の
生
命
力
を
賦
与
し
、
そ
の
生
命
力
が
形
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

人
々
が
認
知
し
て
い
る
対
象
物
と
は
、
た
い
て
い
は
精
神
的
な
存
在
で
あ
り

な
が
ら
も
し
ば
し
ば
知
ら
れ
て
い
る
対
象
と
は
関
係
な
く
、
常
に
確
か
な
存

在
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
段
階
は
、
何
よ
り
も
、
あ
ら
ゆ

る
対
象
は
自
然
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
自
然
に
表
示
さ
れ
る
目
的
に
向
か
う

と
い
う
信
念
で
あ
る
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
か
あ
る
い
は
生
殖
崇
拝
で
あ
っ
た
。

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
段
階
は
、
生
殖
崇
拝
を
徹
底
的
な
や
り
か
た
で
抹
消
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
、
当
該
の
物
質
を
そ
の
他
の
存
在
に
依
存
す
る
と

い
う
理
念
を
物
質
の
自
己
展
開
や
自
己
制
御
の
理
念
の
代
わ
り
を
す
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
生
殖
崇
拝
は
、
さ
ら
に
も
っ
と
早
い
段
階
の
後
に
続
い
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
名
付
け
て
も
よ
く
、
そ
れ
は
、
様
々
な

客
観
物
に
賛
嘆
や
恐
怖
や
崇
拝
を
喚
起
す
る
威
力
の
厳
選
を
見
る
こ
と
で
あ

り
、
ま
だ
宇
宙
生
成
の
過
程
や
こ
の
現
実
の
世
に
与
え
ら
れ
て
い
る
物
体
役

割
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
理
解
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
段
階
で
は
、
火
は
火
を
つ
け
た
り
聖
化
す
る
要
素
で
、
雨
は
土
地
を
潤
す

湿
気
で
あ
り
、
山
は
天
上
の
空
間
に
達
す
る
山
塊
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
単

純
に
自
然
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
こ
と
あ
る
と
き
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
、
我
々
の
時
代
ま
で
も
信
仰
や
神
話
の
中
に
生
き
残
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
本
当
に
す
べ
て
の
過
去
の
相
続
者
で
あ
り
、

こ
こ
で
、
カ
ミkam

ï 

と
い
う
用
語
が
生
殖
崇
拝
や
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
感
覚

の
残
余
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅱ
ー
２
ー
Ｄ　
［
１
］
ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
ー
宇
宙
の
最
初
の
神

　

列
挙
し
て
い
る
説
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
カ
ミkam

ï

は
概
括
的
包

括
的
な
概
念
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
々
は
、
自
身
を
個
別
化
さ

せ
て
い
る
名
前
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
名
は
、
適
切
な
解

釈
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
世
界
で
そ
の
神
に
与
え
ら
れ
た
宇
宙
生

成
の
役
割
が
何
で
あ
る
か
を
我
々
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
日
本

の
神
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
出
現
が
、
宇
宙
生
成
の
新
し
い
行
動
の
開
始

と
同
一
の
こ
と
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
一
連
の
行
為
が
宇
宙
生
成
の
段
階
を

形
成
し
て
い
る
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
本
書
で
は
、
以
下
の
論
述
で
、
言
及
す
る
神
々
に
［
・
］

の
括
弧
の
中
に
通
し
番
号
を
付
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
個
別
の
存
在
意
義

に
言
及
す
る
。
通
し
番
号
は
『
古
事
記
』
の
原
文
に
登
場
す
る
順
序
と
一
致

さ
せ
る
。
し
か
し
、
原
文
の
中
に
は
、
様
々
な
異
形
の
名
称
が
現
れ
て
い
て
、

そ
の
神
が
並
は
ず
れ
た
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
神
々
は
現

れ
た
場
所
で
こ
そ
そ
の
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
か
ら
、
他
の
研
究
者
た
ち
が

そ
の
神
を
同
一
と
見
な
さ
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
れ
た
と
し
て
も
、
本
書
で

の
番
号
は
一
致
さ
せ
る
。
そ
こ
で
、
本
書
で
付
し
た
神
々
の
番
号
は
、
か
な

ら
ず
し
も
西
宮
一
民
が
付
し
た
番
号
（
一
九
七
九
）（
訳
注
⑥
）
と
は
同
一
と
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
番
号
を
付
さ
れ
た
神
々
が
、
名
称
の
最
後
尾
の
カ

ミkam
ï

が
常
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
の
限
定
詞
は
省
略
す
る
。

  

名
称
［
１
］
ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
は
、
宇
宙
生
成
の
出
来
事
の
中
の
一
つ

に
つ
い
て
の
情
報
を
そ
れ
自
身
で
も
た
ら
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も



すべては混沌から始まる−ヴィエスワフ・コタンスキ著『日本の神々の遺産』意訳・その1−

12

し
神
話
が
適
切
に
整
理
さ
れ
て
い
れ
ば
、
太
古
の
日
本
人
の
考
え
方
の
最
初

の
行
動
の
人
格
化
が
、そ
の
形
の
中
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。『
古
事
記
』

の
解
釈
で
伝
統
的
な
訳
文
で
は
、
神
名
の
表
記
に
使
わ
れ
た
漢
字
に
即
し
た

い
わ
ゆ
る
文
字
通
り
の
解
釈
が
あ
ら
ゆ
る
伝
統
的
解
釈
に
保
持
さ
れ
て
い
る

と
思
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、「
天
の
中
心
の
聖
な

る
主
」
と
い
う
解
釈
だ
が
、
こ
れ
は
宇
宙
生
成
の
最
初
の
行
為
に
つ
い
て
の

情
報
を
示
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、「
聖
な
る
中
心
」
と
い
う
抽
象
的
な

観
念
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
初
の
神
の
出
現
段
階
で
す
で
に

「
天
」
が
何
ら
か
の
形
で
設
定
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
天
の
出
現
は
ま
だ
記

述
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
時
に
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。

　

こ
こ
で
、
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
た
だ
以
下
の
点
ば
か
り
で

あ
る
。

　
ａ
）
記
述
の
通
り
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。

　

ｂ 

）
そ
の
文
章
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
何
ら
か
の
調
整
が
必
要
と

す
る
こ
と
。

　
ｃ 

）
ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ'am

a-nö-m
i-naka-nusi 

と
読
ま
れ
て
い
る
漢

字
で
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
神
名
の
発
音
が
図
像
的

な
表
記
で
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
漢
字
に
よ
る
発
音
は

文
字
が
担
っ
て
い
る
意
味
と
は
関
係
な
く
、
神
名
の
意
味
は
解
読
す
る

必
要
が
あ
る
、
と
す
る
こ
と
。

　
ｃ
）
の
要
請
に
対
応
し
て
、
心
か
ら
納
得
で
き
る
解
釈
に
到
達
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
解
決
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
が
必
要
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
ａ
）
の
要
求
は
文
脈
か
ら
矛
盾
す
る
し
（
つ
ま
り
天
は
ま
だ
形
成
さ
れ

て
い
な
い
は
ず
な
の
だ
）、
そ
れ
に
ま
し
て
、
ｂ
）
の
要
求
に
尽
力
す
る
の

は
余
り
に
も
安
易
だ
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
可
能

性
は
、『
古
事
記
』
の
原
文
の
注
釈
者
の
も
っ
と
も
多
数
を
占
め
る
優
れ
た

人
々
の
一
群
が
一
致
し
て
ａ
）
か
ｂ
）
と
い
う
外
れ
た
方
法
に
方
向
性
を
取

る
の
が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
『
古
事
記
』
の
神
々
の
名
前
の
解

釈
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
ケ
ー
ス
で
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

示
さ
れ
た
解
釈
が
文
脈
に
合
致
し
て
い
る
か
あ
る
い
は
正
確
性
に
叶
っ
て
い

る
か
ど
う
か
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
場
合
場
合
で
ｃ
）
に
提
示
さ
れ
た
疑

問
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

問
題
に
さ
れ
る
漢
字
表
記
は
、
音
を
含
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、

'a
1m

a
1nö

1m
i 2na

1ka
1nu

?si ? 

と
な
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
音
に
声
調

の
再
現
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
最
も
手
近
な
の
は
最

後
尾
の -nusi 

か
ら
検
討
を
始
め
る
こ
と
で
あ
る
。『
古
事
記
』
に
は
、
そ
の

部
分
を
も
つ
名
称
が
数
十
も
あ
り
、
そ
の
最
後
部
の
部
分
に
よ
っ
て
し
ば
し

ば
人
格
化
や
神
格
化
の
意
味
の
表
示
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、-nusi 

は
、「
主
人
、
家
主
、
支
配
人
」
の
意
味
で
あ
り
、
ま
た
は
、「
所

有
者
、
支
配
人
、
統
治
者
等
々
」
を
意
味
す
る -usi 

と
い
う
部
分
だ
け
を
用

い
て
翻
訳
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
確
実
に w

osu

「
統
治
す
る
、
取
り

仕
切
る
」
と
同
類
で
あ
る
）。

　

こ
れ
に
前
置
さ
れ
た
部
分
は kan- 

で
、
そ
れ
は
困
難
も
な
く kane

「
見

渡
す
、
見
張
る
、
世
話
を
す
る
、
監
視
す
る
」
と
解
釈
で
き
る
。
次
に
は 

kane 

の
補
語
と
し
て
選
び
出
せ
る nöm

ina 

や m
inaka 

が
あ
る
。
こ
の
支

配
人
は
何
を
監
視
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
コ
タ
ン
ス
キ
は
、
一
九
八
〇
年

以
来
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
解
決
策
を
提
示
し
て
き
て
い
る
が
、
想
念
し
て

い
た
混
沌
の
神
（T

akam
agafara

タ
カ
マ
ガ
ハ
ラ
の
統
治
者
と
し
て
）
が

自
身
の
名
称
が
分
析
さ
れ
る
状
況
を
執
念
深
く
観
察
し
て
い
て
、
私
が
何
が

そ
の
神
の
本
性
に
合
致
す
る
か
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
構
成

要
素
の
適
切
な
確
定
を
承
認
さ
せ
な
い
か
の
如
く
、
ま
さ
に
そ
の
名
が
担
っ

て
い
る
混
沌
と
い
う
機
能
が
研
究
の
過
程
に
入
り
込
ん
で
、
私
を
混
乱
さ
せ

て
き
た
。
混
沌
の
神
が
、
実
際
に
自
身
の
働
き
が
偏
在
す
る
こ
と
を
実
証
し

な
が
ら
、
私
の
目
指
す
秩
序
を
乱
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
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神
名
の
影
響
だ
と
い
う
以
上
の
一
言
は
、
半
ば
冗
談
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
考

察
し
て
き
た
名
称
の
意
味
を
示
す
様
々
な
形
容
句
が
、
形
態
的
考
察
に
よ
っ

て
次
々
に
否
定
さ
れ
て
き
た
。
一
九
八
〇
年
に
は
「
全
部
（m

ina

皆
）」
で
、

一
九
八
四
年
に
は
「
静
止
、安
定
（naki, nagï 

凪
）」、一
九
八
六
年
に
は
「
居

眠
り
、
睡
眠
状
態
（yine, ne

）」
と
私
は
解
釈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
方
で
は
、
最
近
、
古
代
の
感
覚
を
新
し
く
再
構
成
す
る
チ
ャ

ン
ス
が
生
じ
て
い
る
。
チ
ャ
ン
ス
は
、
以
前
の
証
明
に
も
真
実
に
何
ら
か
の

接
近
を
達
成
し
て
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
今
回
は
真
実
に
い
っ
そ
う
近
く
な

る
希
望
と
結
び
つ
い
て
い
る
（
真
理
に
一
歩
一
歩
接
近
す
る
こ
と
は
、
研
究

の
代
表
的
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
）。

　

新
た
な
分
析
の
材
料
と
な
る
の
は
、
以
前
は
誤
っ
て
「
皆
」
と
し
た 

m
ina

ミ
ナ
で
あ
る
。m

ina

の
分
析
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て m

i-na 

と
い

う
構
成
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、na 

が
、「
寝
」で
は
な
く
て
、「
不

在
、
欠
席
、
生
存
の
形
跡
の
な
い
こ
と
、
無
、
非
存
在
」
の
意
味
を
も
つ 

nasi

ナ
シ
と
い
う
形
容
詞
の
語
根
で
あ
る
公
算
が
高
い
。
そ
の
上
で
、m

i

ミ

に
は
多
く
の
意
味
が
あ
る
が
、注
釈
者
に
応
じ
て
選
べ
ば
、後
ろ
に
あ
る
「
膿
、

腐
敗
」
の
意
味
と
な
る w

um
i

ウ
ミ
の
部
分
（
声
調
の
状
況
が
十
分
に
明
確

で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に m

i 1 

と m
i 2  

だ
と
考
え
ら
れ
る
）
が
縮
約

さ
れ
て m

i 

と
な
っ
て
い
て
、na

ナ
と
関
係
す
る
そ
れ
に
近
い
意
味
が
提
言

さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
神
名
の
後
半
部
分
の
意
味
の
再
現
は
、「
活
力
の
崩
壊

と
欠
落
を
監
視
す
る
管
轄
者
」
と
な
る
。
こ
れ
が
、
秩
序
立
て
、
組
織
立
て
、

破
壊
さ
れ
ず
に
物
質
の
発
展
を
可
能
に
す
る
こ
と
の
反
対
者
と
し
て
の
混
沌

の
描
写
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

  

こ
の
よ
う
な
描
写
は
、『
古
事
記
』の
序
文
に
あ
る m

arökare

マ
ロ
カ
レ（
混

元
）
と
い
う
表
現
が
は
っ
き
り
と
裏
付
け
て
い
る
。
マ
ロ
カ
レ
と
は
、
物
質

の
解
体
状
態
と
生
命
表
象
が
欠
落
し
た
粥
状
に
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
宇
宙
生
成
の
第
一
段
階
を
見
事
に
描
き
出

し
て
い
て
、
そ
の
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
そ
の
後
の
段
階
が
存
在
物
と
そ
の
生
命

力
の
付
加
つ
ま
り
生
命
の
表
象
の
解
体
と
欠
落
に
対
峙
す
る
組
織
化
を
導
き

出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
だ
冒
頭
の
章
句
の
部
分
で
解
明
す
べ
き
箇
所
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

'am
anö- 

あ
る
い
は   'am

anöm
- 

で
あ
る
。'am

a 

を
「
天
」
と
翻
訳
す
る

の
が
不
適
切
か
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
だ
と
評
価
し
、
ま
た
、'am

a 

を

最
小
の
単
位
に
分
割
す
る
可
能
性
が
な
い
の
で
、'am

an- 

と
い
う
形
態
を
基

礎
と
し
て
考
察
す
る
ま
で
に
広
げ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
形
態
は
、

'a
1m

a
1ne

2

（
全
て
の
領
域
、
至
る
所
、
遍
く
）
と
い
う
意
味
の
表
現
の
最
後

の
母
音
を
除
外
し
た
結
果
で
生
じ
て
い
て
、
そ
れ
が
、nö 

あ
る
い
は nöm

i 

あ
る
い
は öm

i 

と
結
び
つ
い
て
、'am

anö- 

と
い
う
形
態
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
異
形
の nö

1m
i 1

（
手
を
伸
ば
す
、伸
び
る
）を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

混
沌
の
神
の
全
体
像
は
、「
腐
敗
を
得
よ
う
と
努
力
し
、
至
る
所
に
伸
び
て

偏
在
す
る
元
気
に
欠
け
て
い
る
統
治
者
」［
他
の
可
能
性
と
し
て
、
た
ぶ
ん

可
能
性
は
か
な
り
低
い
形
だ
が
、「
あ
ら
ゆ
る
所
に
広
が
っ
て
い
る
細
分
化

さ
れ
た
物
質
を
世
話
す
る
主
人
」
と
い
う
意
味
に
も
注
目
で
き
る
の
で
あ
っ

て
、「
物
質
」
は ne

1

（
根
、
根
本
、
基
底
、
実
在
物
、
物
質
）
か
ら
派
生
し

た
形
態 -na- 

な
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
欲
し
い
］。

　

論
じ
て
い
る
神
は
、
典
型
的
な
死
、
消
滅
、
瀕
死
に
関
係
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
よ
り
大
き
な
全
体
の
一
要
素
と
し
て
そ
の
行
動
が
ま
だ
統
合
さ
れ

て
い
な
い
で
、
宇
宙
生
成
の
経
過
が
始
ま
っ
て
い
な
い
初
源
の
様
子
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
混
沌
状
態
と
宇
宙
生
成

の
行
動
と
の
様
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
近
似
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
だ
か
ら
、
後
に
秩
序
お
よ
び
職
務
遂
行
に
対
す
る
い
い
加
減
さ
が
原
因
と

な
っ
て
混
沌
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
逆
戻
り
一
つ
一
つ
が
解
体

や
消
滅
や
死
亡
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、'A

m
anöm

inakanusi

ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
の
名
は
、
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「
生
命
を
も
た
ら
す
種
、
活
動
の
鼓
舞
、
威
力
の
散
布
」
の
意
味
を
も
つ -nö-

kam
ï

ノ
カ
ミ
と
い
う
限
定
詞
と
の
つ
な
が
り
が
名
称
の
内
容
と
あ
る
意
味

で
矛
盾
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
難
点
は
こ
の
神
名
に
だ
け
現
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
、
以
下
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
１
）「
生
命
力
、
活
動
力
」
は
、
非
常
な
幸
運
と
同
意
で
、

そ
の
名
の
本
性
（
結
局
は
「
力
の
付
与
」
あ
る
い
は
「
物
質
を
構
成
す
る
要

素
を
活
発
に
し
て
そ
の
活
発
化
を
抑
制
の
実
現
者
」
―
こ
れ
ら
は
い
ま
だ
矛

盾
を
解
消
し
て
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
が
）
を
考
慮
し
な
い
で
、
名
称
に
示
さ

れ
て
い
る
宇
宙
生
成
の
職
能
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
だ
。
２
）
神
々
の

役
割
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
情
報
は
消
し
去
ら
れ
て
い
る
新
し
い
時
代
に

な
っ
て
、-no-kam

i

ノ
カ
ミ
と
い
う
限
定
詞
が
か
え
っ
て
付
け
足
さ
れ
は
じ

め
て
い
る
の
で
、
矛
盾
は
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
語
の
翻
訳
で
は
そ
れ
に
倣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い
の
で

あ
る
。

　

こ
こ
で
つ
い
に
『
古
事
記
』
の
原
文
の
冒
頭
分
の
言
葉
を
、
い
ま
ま
で
は

部
分
部
分
に
分
析
を
し
て
い
た
全
体
を
正
確
に
翻
訳
す
る
試
み
が
可
能
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
こ
う
で
あ
る
。「
混
沌
が
続
い
て
い
る
地
域
に
崩

壊
を
推
進
さ
せ
る
、
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
い
つ
で
も
ど
こ
に
で
も
達
し
て

生
命
の
活
力
の
不
足
に
種
子
を
散
布
す
る
力
が
、
際
限
の
な
い
現
実
の
原
初

に
出
現
す
る
」
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
神
道
的
な
宇
宙
生
成
論
で
は
、
す
べ
て
が
混
沌

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
説
的
に
、
神
道
的
な
宇
宙
生
成
論

は
、
混
沌
が
何
ら
か
の
秩
序
の
出
現
の
根
源
と
な
る
（
原
初
の
混
沌
が
な
け

れ
ば
、
そ
の
後
の
秩
序
に
つ
い
て
の
言
及
も
な
い
わ
け
で
あ
る
）、
と
い
う

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
が
「
天
の
中
心
」
か
ら
初
ま
っ

て
い
る
と
い
う
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
認
め
ら
れ
て
い
る
従
来
通
り
の
理
解
な

ら
ば
、
そ
れ
は
、
最
早
信
用
に
欠
け
る
の
だ
と
覚
知
さ
せ
る
権
利
が
う
ま
れ

て
い
る
。
従
来
の
解
釈
は
、
世
界
の
起
源
に
関
す
る
典
型
的
な
描
写
と
は
相

反
す
る
も
の
だ
ろ
う
し
、
最
も
避
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
日
本
に
相
応
し
い

原
文
か
ら
の
い
く
つ
か
の
情
報
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ
と
私
は
主

張
す
る
。

訳
注

訳
注
①　

藤
堂
明
保
『
学
研
漢
和
辞
典
』
学
研
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ　

一
九
八
〇

訳
注
②　

青
木
和
夫
『
日
本
思
想
大
系
〈
１
〉
古
事
記
』
岩
波
書
店  

一
九
八
二 

　
　
　

十
八
頁
の
頭
注
に
「
日
本
古
代
の
観
念
で
は
ア
メ
に
対
応
す
る
の
は
ク
ニ
で
あ

る
と
み
ら
れ
、
こ
こ
が
ア
メ
ツ
チ
（
天
地
）
で
あ
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。」

と
あ
る
。

訳
注
③　

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻　

平
凡
社　

一
九
七
五　

の
七
十
頁
で
、

著
者
の
西
郷
氏
は
、『
古
事
記
』
の
冒
頭
句
の
「
天
地
初
発
」
を
「
ア
メ
ツ
チ
ノ

ハ
ジ
メ
」
と
訓
読
す
る
の
は
、『
古
事
記
』
の
序
文
に
あ
る
「
乾
坤
初
分
や
「
天

地
開
闢
」
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
あ
ま
り
に
も
静
的
」
だ
と
い
う

理
由
で
、「
ア
メ
ツ
チ
ハ
ジ
メ
テ
ヒ
ラ
ケ
シ
ト
キ
ニ
」
と
訓
読
す
る
こ
と
を
提
言

し
て
い
る
。

訳
注
④　
『
岩
波
古
語
辞
典
』
岩
波
書
店　

一
九
八
一
年
版
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
て
い
る
。［
あ
め
つ
ち
］【
天
地
】《「
天
地
」
の
訓
読
語
か
。
古
く
は
、
ア
メ
は

天
界
の
意
で
、
地
上
の
「
ク
ニ
」
の
対
》

訳
注
⑤　
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er" vol.139 N
O

.1　

1986　

ワ
ル
シ
ャ
ワ
。
松
井
嘉
和
訳「
日
本
の"

は
じ
め
に
あ
り
し
も
の"

は
何
か
」

『
大
阪
国
際
大
学
紀
要
』
第
９
巻
第
１
号    

一
九
九
七

訳
注
⑥　
『
日
本
研
究
』
第
一
集　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　

訳
注
⑦　

西
宮
一
民
『
古
事
記
』
新
潮
日
本
古
典
文
学
全
集　

一
九
七
九　

の
付
録
に

は
『
古
事
記
』
に
登
場
す
る
す
べ
て
の
神
名
に
つ
い
て
、「
初
出
順
に
記
し
、
ア

ラ
ビ
ア
数
字
で
通
し
番
号
を
付
し
」て「
解
釈
と
解
説
を
施
し
」た
一
覧
表
が
あ
る
。


