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《
小
特
集

「古
代
」
》

「
黄
泉
国
訪
問
神
話
」
論

ー

イ
ザ

ナ
ギ

の
悲
哀

の
仕
事
1

岡

部

隆

志

「黄泉国訪問神話」論

古
事
記

の
黄
泉
国
訪
問
神
話
を
読

ん
で
、

い
つ
も
素

朴
な
疑
問
を
感

じ
る
の

だ
が
、
そ
れ
は
、
す

で
に
死

ん
で
し
ま

っ
た
は
ず

の
イ
ザ

ナ
ミ
に
イ
ザ

ナ
ギ
は

何
故
逢
い
に
行
く

の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。

そ
し
て

も

う

ひ

と

つ
、
イ
ザ

ナ
ギ

の
逢

っ
た
イ
ザ

ナ
ミ
は
現
実

に
生
き
た

イ
ザ
ナ
ミ
だ

っ
た
の
だ

ろ
う
か
、

と
い
う

こ
と
だ
。

古
事
記
本

文
に
は

「愛

し
き
我
が
汝
妹

の
命
、
吾
と
汝

と
作
れ

る
国

、
未
だ

作
り
寛

へ
ず
。
故
、
還

る
べ
し
。」
と
、
イ
ザ

ナ
ギ
が
イ
ザ

ナ
ミ
を
連
れ
戻
し
に

来
た
理
由
を
述
べ
る
が
、
ど
う
も
本
当

の
気
持
ち
と
は
思

え
な

い
。
本
文

に
は

こ
の
セ
リ
フ
の
す
ぐ
前

に
、

「
こ
こ
に
そ

の
妹
伊

邪
那

美
命
を
相
見
む
と
欲
ひ

て
、
黄
泉
国
に
追

ひ
住
き
き
。
」
と
書

か
れ

て
あ
る
が
、

こ
の

「相
見
む
と
欲
ひ

よ

も
つ

て
」

の
理
由
だ
と
は
ど
う
し
て
も
思

え
な

い
の
で
あ
る
。
ま
た
黄
泉
国

で
黄
泉

へ
ぐ
い

戸
喫
を
し
て
し
ま

っ
た
イ
ザ

ナ
ミ
が
、
生
き

て
あ
る
如

く
イ
ザ

ナ
ギ
と
会
話
を

交

し
た
と
も
思
え
な
い
の
で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
疑
問

は
、

い
ず
れ
も
他
愛
が
な

い
も

の
か
も
知
れ
な

い
。
他
愛
が

な

い
と

い
う
の
は
、
黄
泉
国
訪
問
神
話

の
文

脈
に
即
し

て
考
え
る

の
で
な
く
、

余

り
に
イ
ザ

ナ
ギ

や
イ
ザ
ナ
ミ
を
現
代
的
な
人
間

に
み
な
す
が

た
め
の
疑
問

で

あ
る
か
ら
で
、

こ
の
神
話
を
古
代
人

の

〈
死
〉
観
念

の
表
出
と
み
る
な
ら
、

わ

た
く
し
が
抱
く
疑
問

は
近
代

的
過
ぎ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

だ
と
す
る
な
ら

、

こ
の
疑

問
は
近
代
的
思
考

の
側

で
解

く
他
は

な

い

わ

け

だ
。
イ
ザ

ナ
ギ
や

イ
ザ

ナ
ミ
、
と
く
に
イ
ザ

ナ
ギ

の
感
情

や
認
識
を
、
同

じ
よ

う
に
近
親
者

や
愛

す
る
も

の
の
死
に
立

ち
会
う
わ
た
し
た
ち

の
、
普

遍
的
な
感

情

・
認
識
と

い
っ
た
も

の
と
し
て

一
度

理
解

し
て
み
れ
ば

い
い
わ
け
で
あ
る
。

そ

の
よ
う
に
し
て
、
イ
ザ
ナ
ギ
を
現
代

の
わ
た
し
た
ち
に
徹
底
的

に
身
近
な
も

の
に
し
て
し
ま

え
ば
、
逆
に
解

ら
な

い
も

の
と
し
て
あ
る

「古
代
人

の
イ
ザ

ナ

ギ
」
と
い

っ
た
も

の
が
見
え
て
く
る
か
も
知
れ
な

い
。
無
論
、
そ
ん
な
に
う
ま

く

い
く
と
は
思

わ
な
い
け
れ
ど
も
現
代
人
イ
ザ

ナ
ギ
を
解

い
て
み
る
価
値

は
あ

り
そ
う

で
あ
る
。

た
だ
、
そ

の
よ

う
に
考
え
た
と
し
て
も
解
け
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ

の
神
話

の
重
要
な

テ
ー

マ
で
あ
る

〈
死
〉

で
あ
る
。

〈
死
〉
は
近
代
的
思
考

の

原
則
的
方
法
で
あ

る
主
観

や

客
観
と

い

う

レ
ベ
ル
で
は
扱
う

こ
と
が
出
来
な

い
。
従

っ
て
わ
た

し
た
ち
は

〈死
〉

を
観
念
、
あ

る
い
は
幻
想

と
し
て
扱

わ
ざ

る
を
え
な

い
。

そ
れ
に
よ

っ
て

〈
死
〉
自
体

を
解
く

こ
と
に
は
な
ら
な

い
と
し

39



て
も
、

〈
死
〉
を

イ
メ
ー
ジ
す

る
こ
と
は
で
き
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
恐
ら
く
古

代

に
お
い
て
も
同

じ
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

例

え
ば
、
近
代
的
思
考

に
よ
る
古
代

の
優
れ
た
読

み
手
吉
本
隆

明
は

〈
死
〉

に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
述

べ
る
。

人
間
は
自
己

の

〈
死
〉
に

つ
い
て
も
他
者

の

〈
死
〉
に

つ
い
て
も
と
う
て

い
、

じ
ぶ
ん
の

こ
と
の
よ
う
に
切
実

に
心
的
に
構

成
す
る

こ
と
は
で
き
な
い

の
だ
。
そ
し
て
お
そ
ら
く

こ
の
不
可
能

さ
の
根
源

的
な
原
因
を

た

ず

ね

れ

ば
、

〈
死
〉
に
お

い
て
人
間

の
自

己
幻
想

(
ま
た

は
対
幻
想
)
が
極
限

の
か

た
ち
で
共
同
幻
想
か
ら

〈侵
蝕
〉
さ
れ
る
か
ら
だ

と
い
う
点
に
も
と
め
ら
れ

る
。

こ
こ
ま
で
き
て
、

わ
た
し
た
ち
は
人
問

の

〈
死
〉

と
は
何

か
を
心
的
に

規
定

し
て
み
せ

る
こ
と
が

で
き

る
。
人
間

の
自

己
幻
想

(ま
た
は
対
幻
想
)

が
極
限

の
か
た
ち
で
共
同
幻
想
に

〈侵
蝕
〉
さ
れ

た
状
態
を

〈
死
〉
と
呼

ぶ

注
1

と
い
う
ふ
う
に
。

こ
の
よ
う
に
、

〈
死
〉
を
考

え
る
こ
と

の
不
可
能

さ

の
代

り
に
、

〈
死
〉
を

幻
想

と
捉
え
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

〈
死
〉

は
思
考

の
枠
内

に
捉
え
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
は
黄
泉
国
訪
問
神
話
も
恐

ら
く
同

じ

で
、

こ
の
神
話

は

〈
死
〉

で
を
な
く

<死
〉

の
幻
想
を
描

い
た
物

語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
吉
本
隆
明
は
、

幻
想
を

「
共
同
幻
想
」

「
対
幻
想
」

「個
幻
想
」

と
差
異
化
す

る
。

そ

し

て

〈
死
〉

の
幻
想
を
そ

の
差
異
に
よ

っ
て
語

る
と

い
う

方
法

の
創
出

に
よ

っ
て
見

事

に

〈
死
〉
を
定
義

し
て
見
せ
て
い
る
。
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
幻
想

の
問

題

に
す
ぎ

な
い
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

〈
死
〉

の
幻
想
と
は
関
係
の
幻
想

で
あ
る
。
何
故

な
ら
、
関
係
意
識

の
な

い

と

こ
ろ
で
は

〈
死
〉

は
心
的

な
問
題
と
し
て
あ
ら
わ

れ
な
い
か

ら

で

あ

る
。

「人
間

に
と

っ
て

〈
死
〉
が
特
異
さ
を
も

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
生
理
的

に
は

つ
ね
に
個
体

の

〈死
〉
と
し
て
し
か
あ
ら
わ
れ
な

い
の
に
、
心
的
に
は

つ
ね
に

関
係
に

つ
い
て
の
幻
想

の

〈
死
〉

と
し
て
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
点

に
も
と
め
ら

注
2

れ

る
。」
身
近
な
も

の
の

〈
死
〉
は
悲
し

い
も

の
だ
が
、
そ
れ
は

〈
死
〉
自
体

が

悲

し
い
の
で
ほ
な
く

て
、
死
イ

コ
ー
ル
消
失

と
割

り
き
れ
な
い
関
係
意
識

の
残

存
が
悲

し
み
の
感

情
を
引
き
起

こ
す

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

わ
た
し
た
ち
は
生

理
的
な

〈
死
〉

を

で
は
な
く
、
心
的
な

〈
死
〉
を
考

え
る

こ
と
し

か

で

き

な

い
。
従

っ
て
、
イ
ザ
ナ
ギ

に
と

っ
て
イ
ザ

ナ
ミ
の

〈
死
〉
は
、
心
的
な

〈
死
〉

つ
ま
り
関
係

の
幻

想
と
し
て
扱
わ
れ

る
べ
き

〈
死
〉
な

の
だ
と

い
う

こ
と
を
、

ま
ず
始

め
に
確

か

め
て
お
か
ね
ば
な

ら
な

い
だ
ろ
う
。

二

み

ま
く
ら
ベ

イ
ザ
ナ
ミ
が
死
ん
だ
と
き
の
イ
ザ
ナ
ギ
の
悲
し
み
を
古
事
記
は

「御
枕
方
に

は
ら
に

み

あ
と
へ

は
ら
ば

葡
旬
ひ
、
御
足
方

に
旬
旬

ひ
て
実
き

し
」

と
記
し
て
い
る
。
生
き
残

っ
た
も

の

の
嘆
き

を

こ
の
よ

う
に
表
現
す
る

こ
と
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
倭
建
命
が
死
ん

だ

と
き
、
后
や
御

子
等
は
御
葬
歌
を
謳
う
が
、
そ

の
時

の
嘆
き
を
や
は
り

「
基

は

も
て
ほ

 地

の
な
づ
き
田
に
葡
旬

ひ
廻
り
て
、
突
き
ま

し
て
歌

ひ
た
ま
ひ
し
く
」
と
古
事

記

は
記
し
て
い
る
。
嘆
き
を

こ
の
よ
う
に
身
体

の
動
態
と
し
て
表

す
の
は
、

そ

の
嘆
き
が
尋
常

で
な

い
こ
と
を
示
す
た
め
と
思

う
が
、
死
者
に
対
し
て
生
者

は

何
故
嘆

く
の
か
、

と
い
う
根
本
的
な

こ
と
を
疑

っ
て
み
る
と
、

こ
の
動
態

の
表

現
も
別

の
意
味
を

持

っ
て
く

る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

わ
た
し
た
ち
人
間

と

い
う
種

は
、
他

の
動
物

に
較
べ
て
未
熟
児

と
し
て
生
ま

れ

て
く

る
が
、

そ
れ
は
乳
幼
児
を
保
護

し
育
生
す

る
社
会
が
人
間

と
い
う
種
に

固
有

な
も

の
と
し
て
あ
る

こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。

つ
ま
り
わ
た

し

た
ち
は
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
社
会
的
存
在

と
い
う
宿
命
を
負

っ
て
お
り
、
そ
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「黄泉国訪問神話」論

の
社
会
で

の
共
生

の
必
要
条
件
を

コ
ミ

ュ
ニ
ュ
ケ
ー

シ

ョ
ン
と
し
て
絶

え
ず
表

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
も
ま
た
負

っ
て
い
る
。

そ
の

コ
ミ

ュ
ニ
ュ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
わ
た

し
た
ち
が
持
続

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
生

の
論

理
だ
と

す
る
な
ら
ば
、

〈
死
〉

は
そ

の
持
続

の
最
大

の
亀
裂

で
あ
る
だ
ろ
う
。
従

っ
て

生

の
論
理

の
側
に
立

っ
て
み
れ
ば

〈
死
〉
は

コ
ミ

ュ
ニ
ュ
ケ
ー

シ
ョ
ン
喪
失

の

危
機

で
あ
る
わ
け

で
、

そ
の
危
機

に
抗
お
う
と
す
る
感
情
的
反
応
が
嘆
き

で
あ

る
と
、
ま
ず
は
考
え
る

こ
と
が

で
き

る
。

と

こ
ろ
が
、
バ
タ
イ

ユ
は

こ
の
生

の
論
理
を

「
存
在

の
非
連
続
性
」
と
定
義

し
、
非
連
続
的
存
在

で
あ
る
人
間

は
、
失

わ
れ
た
連
続
性

へ
の
郷
愁
を
持

つ
、

と
す
る
。

「偶
然

の
個
体

に
釘
づ
け
に
さ
れ
、
死
ぬ
べ
き
個
体
に
縛

り

つ
け
ら

れ

て
い
る
わ
れ
わ
れ

の
置
か
れ
て

い
る
状
況
が
堪

え
が

た

い
。

こ
の
死
す
べ
き

も

の
の
存
続
に
不
安
な
望

み
を

い
だ
く
と
同
時
に
、
全

的
に
わ
れ
わ
れ
を
存
在

注

3

に
再
び
結
び

つ
け
る
原
初

の
連
続
性
に
対

す
る
執
着

を
も

っ
て
い
る
。
」

こ
の

「
原
初

の
連
続
性
」
と
名
付
け
た
存
在

の
始
原
に
向

け

て
人
間
を
解
放
す

る
の

が

〈
死
〉
(
と

「
生
殖
」
)
だ
と
す
る
バ
タ
イ

ユ
の
考

え
方
ぱ
、

〈
死
〉

に
直
面

す

る
わ
た

し
た
ち

の
反
応
を
、
生

の
論
理

の
側

と
は
違

っ
た
意
味

に
於

て
位
置

づ
け
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
関
係
意
識

の
残
存
が
引
き
起

こ
す
死

者

に
対
す
る
生
者

の
反
応
は
、
共
生
感

の
喪
失

に
対
す

る
抵
抗

だ
け

で
な
く
、

わ
た

し
た
ち
が
原
初
に
持

っ
て
い
た
は
ず

の

「連

続
性

」

へ
の
反
応
だ
と
も
言

え
る
わ
け

で
あ

る
。

こ
の
バ
タ
イ

ユ
の
老

え
方
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
死
者

に
対
す
る
関
係
意
識

の

残
存
が
も
た
ら
す
生
者

の
反
応

は
ア
ン
ビ
バ

レ
ン
ツ
な
も

の
と
な
ろ
う
。
言
わ

ば
、
生

と
死

の
両
方
に
引
き
裂

か
れ
た
関
係
意
識

の

悲
鳴
が
、

こ

こ

で
言
う

「嘆
き
」
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

が
、
同
時

に
そ
の
嘆
き
は
嘆

く

こ

と

の
陶
酔
を
含

ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。
ど
う

い
う

こ
と
か
と
言
え
ば
、
嘆
き

は
嘆

く

こ
と
が
や
が
て
収
ま
る

こ
と

の
抵
抗

の
意
義
を
持

た
さ
れ

て
い
る
た
め
に
、
嘆
く

こ
と
自
身

に
執

着
し
て
い

る
の
だ
と
思

わ
れ

る
。
死
者

と

の
関
係
意
識
は
時
が
た
て
ば
や
が

て
消
失
す
る

だ

ろ
う
。

こ
の
関

係
意
識
を
喪
失
感

の
こ
と
と
考
え

て
い
い
。

つ
ま
り
、
喪
失

感
が
喪
失
す
る
、

そ

の
こ
と

へ
の
抵
抗

の
意
義
を
嘆
き
は
持
た
さ
れ

て
い
る
。

嘆

く

こ
と
が

ア

ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
で
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
だ
と
言

っ
て
も

い

い
。
喪
失
感
を
喪

失

し
な
い
た
め
に
、
嘆
き
は
死
と
生

の
両
方

へ
と
馳
せ
渡

ろ

う

と
す
る
。
そ

の
た

め

に
、
生

に
対
し
て
は

〈死
〉

へ
の
共
感

(
「連
続
性
」

へ
の
郷
愁
)
を
、

〈
死
〉
に
対
し
て
は
生

の
論
理
を
、
と

い
う
よ
う

に
逆
接
的

で
あ
ろ
う
と
す
る

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
関
係
意
識

の
両
義
的
な
表
象

で
あ
る

「嘆
き
」

は
、
そ

の
関
係
意
識
が
強
け
れ
ば
強

い
程
大
仰

で
あ
ろ
う
と

す
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
喪
失
感

の
喪
失
に
対
す

る
抵
抗
を
強
く
持
た
ざ
る
を
え

な

い
か
ら
で
、
と

り
あ
え
ず
は
強
く
嘆
く

こ
と
が
、
残
存
す
る
関
係
意
識
に
よ

っ
て
生
者
が

と
り

う
る
最
も
現
実

的
な
反
応
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
イ
ザ

ナ
ギ

の
身
体
的

に
演

じ
ら
れ
る

「
嘆
き
」
も
ま
た
、
喪
失
感

の

喪
失

に
対
す
る
抵
抗

を
強
く
持

っ
て
い
る
と
考

え
て
い
い
。
そ
れ
に
残
存
す

る

関
係
意
識
も

か
な

り
強

い
。
そ
れ
故
嘆
き

は
身
体
行
為

と
し
て
表
象
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
か

っ
た
。

何
故
な
ら
、
イ
ザ
ナ
ミ
の

〈死
〉
を
心
的
に
し
か
受

け
取
め

ら
れ
な

い
な
ら
そ
れ
は
心
的

に
消
失
し
て
い
く
だ

ろ
う
か
ら
、
心
的
に
消
失
し

て
し
ま
う

こ
と

へ
の
抵
抗
と
し
て
、
イ
ザ

ナ
ギ
は
身
体

を
嘆
き

の
表
象
と
し
て

用

い
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ

る
。
枕
元
に
は
ら
ば

い
足
元
に
は
ら
ば
う
、
身
体

の
所
作
が
刻

む
空
間

は
、
イ
ザ

ナ
ミ
と
共
棲

し
て
い
た
は
ず

の
空
間

で
も
あ

る

だ

ろ
う
。
そ

の
空

間
を
強
く
確
保

し
よ
う
と
す
る
イ
ザ

ナ
ギ

の

「嘆
き
」

は
、

や
が
て
、
そ

の
空

間
に
居
た
は
ず

の
イ
ザ

ナ
ミ
を
確
か
め
ず
に
は
お
か
な
く
な

る
。
そ
れ
が
、

「
相

見
む
と
欲

ひ
て
」
と
記
さ
れ
た
イ
ザ

ナ
ギ

の
、
黄
泉
国

へ
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向

か
う
真

の
動
機

で
あ
る
は
ず
だ
。

三

こ
の
神
話
に
お

い
て
、

「相

見
む
」

こ
と
の

「見

る
」

こ
と
の
意
義
を
強
調

注
4

し
た

の
は
永
藤
靖
で

あ
る
。
氏

は

こ
の
神
話

の
展
開

の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
す
べ
て

「
見
る
」
と

い
う
視
覚

の
問
題
に
か
か
わ

っ
て
い
る
か
に
見
え
る
、
と
述

べ
て

い
る
。
そ
し
て

「
見
る
」

こ
と

の
意
義
を
、

「
見
る
者

と
見
ら
れ

る
者

と
は
同

じ
世
界
内
存
在

で
あ
り
、
そ

こ
に
は
異
質
な
世
界
は

入

っ
て
こ
な

い
」

と
し
、

そ

こ
に

は

「見

る
」

こ
と
で

「見

ら
れ

て
い
る
」
世

界
と

「見

ら
れ
て

い
る
」

こ
と
で

「
見
て
い
る
」
世
界
と

の
間

に
齪
蠕
も
断
絶

も
な

い
、

と
し
て
い
る
。

確

か
に
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ

ナ
ミ
は
強

い
関
係
意
識

で
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
関

係
意
識

の
強

い
作
用
に
よ

っ
て
、
イ
ザ

ナ
ギ

は

「相

見
む
」
と
す

る

の

だ

か

ら
、
そ

こ
に
は
二
人

以
外

の
異
質
な
世
界

は
入
り
よ

う
が
な

い
。

し
か
し
、

こ
こ
で

「
見

る
」

こ
と
は
、
イ
ザ

ナ
ミ

と
出
逢

っ
て
会
話
を
交
す

こ
と
で
も
あ
る
。
死
者

と

こ
の
よ
う
に
出
逢

え
る
こ
と
が
本
当
に
あ
り
え

る
の

だ

ろ
う
か
。

そ
の
前

に
ま
ず

「
見
る
」

こ
と
の
意
義

に
も
う
少

し
こ
だ
わ

っ
て

み
よ
う
。

注
5

 中
村
雄

二
郎

「共
通
感
覚
論

」
に
よ
る
と
、
バ
ー

ク
リ
ー
は

「視
覚
新
論
」

の
な
か

で
、
在

来
視
覚

に
よ
る
と
考

え
ら
れ

て
き
た

物
と

の
距
離

、
空
間

・
物

の
大
き
さ
な
ど
を
捉

え
る
働
き
を
、
視
覚

か
ら
引
き

離

し
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て

触
覚
に
属
す
も

の
と

し

て

い

る
。
中
村
雄

二
郎

は
さ
ら
に
触
覚

を
体
性
感
覚

(
触
覚

・
圧
覚

・
温
覚
等
)
と
捉
え
、
視
覚

は
体
性
感
覚

に
基

礎
づ
け
ら
れ
た

も

の
で
あ
る
と
す

る
。

つ
ま
り
、
あ

る
対
象
を

「見

る
」
場
合
、
そ

の
対
象
は

体

性
感
覚
的
統
合
に
よ

っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

て
い
る

と
い
う
前
提

の
も
と

で
は

じ
め
て

「
見
る
」

こ
と
が

で
き

る
。
そ
し
て

「も

と

は
と
言

え
ば
触
覚

(体
性

感
覚
)
が
視
覚
を
教
育

し
た
の
だ
が
、

ひ
と
た
び
教
育
さ
れ
た
視
覚

は
た
ち
ま

注
6

ち
触
覚

(体
性
感

覚
)
を
導

き
、
方
向
づ
け
、

そ
の
関
係
が
習
慣
化
さ
れ
る
」

と
述

べ
る
。
そ
の
習
慣
化

こ
そ

へ視
覚

の
独
走
〉

で
あ
り
、
近
代
世
界

の
な
か

で
、
見

る
も

の
と
見

ら
れ

る
も
の
と

の
対
立

・
分
裂

を
生

み
出

し
て
い

っ
た
も

の
で
あ
る
。
だ

か
ら

こ
そ

「
近
代
的
世
界

の
な
か
で
視
覚

の
独
走

の
も
と
に
分

裂

・
対
立
さ
せ
ら
れ
た
見
る
も

の
と
見

ら
れ
る
も

の
を
分
裂

と
対
立
か
ら
救

い

出

し
て

一
体
化
す

る

こ
と
、
ま
た
そ
れ
と
同
時

に
そ
の
よ
う
な
分
裂

と
対
立
が

注
7

蔽

い
か
く
し
て
い
た
も

の
の
始
原

の
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
要
求

さ
れ

て
い
る
。」

と
氏

は
述
べ
る
。

こ
の

「始
原

の
姿

」
と
は
、
触
覚
が
導

い
た
視
覚
と
考

え
て

い
い
の
だ
ろ
う
。
始
原
に
お
い
て
視
覚

は
触
覚

と
分
ち
難
く
結

び

つ

い

て

い

た
。

そ
れ
が
、
古
代

に
お
け
る

「
見
る
」

こ
と

の
意
義

な
の
だ
と
考

え
た
い
。

イ
ザ

ナ
ギ
は
実

際
に
イ
ザ
ナ
ミ
と
直

に
会
え
る
と
感

じ

て

い

た

に
違

い
な

い
。
が
、
そ
れ
を

「
相
見
む
と
欲
ひ
て
」
と
表

し
た
、
古
代

の

「
見
る
」

こ
と

の
意
識

は
、
永
藤

靖
や
中
村

雄
二
郎

の
指
摘
す
る
よ
う
な

「
見
る
」

こ
と
で
あ

っ
た
と
考

え
る
こ
と
が

で
き
る
。

が
、
や
は
り
イ
ザ

ナ
ミ
は
幻
影

で
は
な

い
の
か
。
し
か
し
そ
れ
は
幻
影
だ
と

し
て
、
イ
ザ

ナ
ギ
が

そ
の
幻
影

に
触

れ

る

よ

う

に

「見

る
」

の
は
何
故
だ
ろ

う
。

こ
の
疑
問
を

、
メ
ル

ロ
ー

1ー
ポ

ン
テ
ィ
の
論

じ
る

「幻
影
肢
」
に
よ

っ
て

考
え

て
み
よ
う
。

何
か

の
事
故

で
四
肢

の
切
断
手
術

を
受
け
た
患
者
は
失

っ
た
は
ず

の
腕

や
足

の
感
覚

を
保
持

す

る
こ
と
が
あ

る
。
例
え
ば
、
戦
傷
者
が

そ
の
腕

の
幻
影
肢

の

な
か

に
、
か

つ
て
彼

の
現
実

の
腕

を
ひ
き
裂

い
た
砲
弾

の
破
片

を

い
ま
な
お
感

じ
て
い
る
例
が
あ

る
と
い
う
。
現
実

に
腕
が
な

い
と
い
う

こ
と
は
生
理
学
的
事

実

で
あ
る
。

し
か

し
そ
れ
を
感

じ
る

つ
ま
り
意
識
す

る
こ
と
は
心
理
学
的
事
実

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
全
く
系
列

の
違

う
生
理
学

と
心
理
学

は
あ
る
共
通
し
た
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「黄泉国訪問神話」論

地
盤

を
持

つ
と
、
メ
ル

ロ
ー

日
ポ

ン
テ
ィ
は
述

べ
る
。

昆
虫

の
足

の

】
部
を
切

断

し
た
場
合

、
そ
の
肢

の
代
り
に
他

の
健
全
な
肢
が
本

能
的
に
カ

バ

ー

す

る

が
、
そ
れ
は
自
動
的

に

つ
ま
り
回
路

と
し
て
組

み
込
ま

れ
て
い
る
た

め
に
そ
う

な
る
の
で
な
く
、
昆
虫
が
意
識

し
て
そ
う
す
る
の
で
も

な

い
。
例
え
ば
、
昆
虫

の
肢
を
掴
ま
え
た
場
合

は
、
他

の
自
由
な
肢

に
よ

っ
て
代
替

さ
れ
な

い
。

「
掴

ま
え

ら
れ
た
足
が
自
由
な
足

で
代
償

さ
れ
な
い
の
は
そ

の
肢
が
依
然

と
し
て
そ

の
動
物

の
存
在

の
な
か
で
何
も

の
か
で
あ
り
続
け
る
か

ら
で
あ
り
、
世
界

へ
と

注
8

向
う
活
動
の
流
れ
が
ま
だ
そ
の
肢
を
経
過
し
て
流
れ
て
い
る
か

ら

で
あ

る
。」

つ
ま
り
、
そ
の
身
体
的
世
界
の
隅
々
が
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
運
動
に
浸

っ

て
い
る
た
め
に
、
昆
虫
は
、
運
動
す
る
と
い
う
種
の
意
志
に
よ

っ
て
切
断
さ
れ

れ
ば
他
の
足
で
代
用
し
、
掴
ま
え
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
運
動

し
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
昆
虫
の
世
界
内
存
在
が
そ
の
身
体
的
世
界

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
身
体
に
属
す
る
限
り
、
阻
害
さ
れ
て
い
る

一
部
の
身
体
に
流
れ
て
い
る
世
界
内
存
在

の
運
動
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
な
の

で
あ
る
。
そ
の
身
体
的
世
界
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
世
界
内
存
在
こ
そ
、
幻
影
肢

と
い
う
現
象

の
背
後
に
あ
る
生
理
学
と
心
理
学
の
共
通
の
地
盤
で
あ
る
。

昆
虫
の
場
合
、
足
が
掴
ま
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ま
だ
世
界
内
存
在

に
属
し
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
掴
ま
え
ら
れ
て
い

る
と

い

う
事
実
を
否
定
す

る
。
昆
虫
に
意
識
が
あ
れ
ば
、
そ
の
意
識
に
は
掴
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
足
と
い

う
幻
影
肢
が
映
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

人
間

の
場
合
は
、
幻
影
肢
は
肢
を
失

っ
た
事
実
の
拒
否
と
い
う
こ
と
に
よ

っ

て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
心
理
作
用
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
世
界
内
存
在
と
い

う
共
通
の
地
盤
に
生
理
も
属
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
心
理
作
用
は
生
理
学
的

作
用
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
あ

っ
て
手
足

の
切
断

や
欠
損
を
認

め
ま

い
と
し
て
い
る
と

こ

ろ

の
も

の
は
、
物
的
な
ら
び
に
相
互
人
間
的

な
或
る
世
界

の
な
か
に
参
加
し

て
い
る

〈
我
れ

〉

で
あ

っ
て
、

こ
れ
が
手
足

の
欠
損
や
切
断
に
も
め
げ
ず
今

ま
で
と
同

じ
く
自

分
の
世
界

へ
と
向

い
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ

の
か

注
9

ぎ

り
で
欠
損
や
切
断
を
断
じ
て
認
め
ま
い
と
し
て
い
る
わ
け
だ
。

つ
ま
り
、
自
己

の
属
し
て
い
る
世
界

に
絶

え
ず
自
己
を
参
加

さ
せ

て
い
く

こ

と
と
、
身
体

を
そ

の
世
界
に
属

さ
せ
て
い
る
こ
と
と

は
同
義
な

の
だ
と
云
う

の

で
あ

る
。
だ
か
ら

、
自
己
が
参
画
す
る
世
界

の
明
証
性
が
自

己
に
と

っ
て
疑

い

の
な

い
も

の
だ

と
し
た
ら
、
そ
の
世
界

に

む

か

う

自

己
の
運
動

の
力

の
な
か

で
、
病

人
は
自
分

に
欠
損

の
な
い
こ
と

の
確

証
を
見

い
出
す
。
字
を
書
く

と
か

ピ
ア
ノ
を
弾
く
と

か
と

い
う
運
動
が

ま
だ
世
界
内
存
在

と
し
て
身
体

の
な

か
を

流
れ

て
い
る
か
ら
、
字
を
書
く
腕
、
ピ

ア
ノ
を
弾
く
は
ず

の
腕

の
欠
損
を
認
め

な
い
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
幻
影
肢
と

は
ま
さ
に
、
肢
が
属
し
、
自
己
が
参
画

し
て
い
る
世
界

の
、
明
証
性

の
確

証
に
他
な
ら
な

い
。

そ
し
て
、

切
断
手
術
を
受
け
た
人
が
自
分
の

(
そ
の
切
断
さ
れ
た
)
脚
を
感
ず
る
そ

の
仕
方
は
、
あ
た
か
も
私
が
目
の
前
に
居
な
い
友

の
存
在
を
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
活
き
活
き
と
感
ず
る
こ
と
の
で
き
る
そ
の
仕
方
に
似
て
い
る
。
彼
が

自
分
の
そ
の
脚
を
見
失
な
わ
な
い
で
い
る
の
は
、
彼
が
依
然
と
し
て
そ
の
脚

を
考
慮
に
入
れ
つ
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
プ
ル
ー
ス

ト
が
自
分
の
祖
母
の
死
を
は

っ
き
り
と
確
認
し
な
が
ら
も
依
然
と
し
て
彼
女

を
自
分
の
生
活

の
地
平
に
保
持
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
ま
だ
彼
女
を
失

っ
て

注

10

し
ま

っ
た
わ
け

で
は
な

い
の
に
相
似
し
て
い
る
。
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と
、

メ
ル

ロ
ー

日
ポ

ン
テ
ィ
が
述

べ
る
と
き
、

こ
の
幻
影
肢

の
問
題
が
、
イ
ザ

ナ
ミ
を

「
見
る
」
イ
ザ

ナ
ギ

の
行
為

に
い
か
に
関
連

し
て
い
く
か
は
明
瞭
だ
ろ

う
。
比
喩
的
に
い
う
な
ら
イ
ザ
ナ
ミ
は
イ
ザ

ナ
ギ

の
幻
影
肢
で
あ

っ
た

の
だ
。

イ
ザ

ナ
ギ
に
と

っ
て
イ
ザ

ナ
ミ
は
す

で
に
身
体

の

一
部

の
ご
と
く
に
あ
り
、
そ

の
欠
損

を
認
め
ま

い
と
す
る
姿
勢
が
、
イ
ザ
ナ
ミ
を

見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

そ

れ
は
イ
ザ

ナ
ギ
が
イ
ザ
ナ
ミ
と
共
に
関
係
づ

け
ら
れ

て

い
た
世
界

へ
存
在

し
よ

う

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
意
味

で
、
イ
ザ

ナ
ミ
と
共
に
生
活
し
た
世

界

の
明
証
性

こ
そ
、

イ
ザ

ナ
ミ
を
生
き
て
い
る
も

の

と
し
て

「
見
る
」

こ
と

の

絶
対

の
条
件

な
の
で
あ

る
。

あ
き
つ
く
に

こ
こ
で
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
黄
泉
国

へ
赴

く
の
に
、
顕

国

(生

の
国

)
と
の
境
界

で
あ
る
黄
泉

比
良
坂
を
通

っ
た
と

い
う
記
述

の
な

い

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が

と
の
の
さ
し
ど

あ
る
。
そ

し
て
、
暗
黒

で
あ
る
殿
縢
戸

の
内
側

で
な
く
、
そ

の
外

で
イ
ザ

ナ
ミ

と
イ
ザ

ナ
ギ
が
会

っ
た
と
い
う

こ
と
に
も
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
れ

は
、
イ

ザ

ナ
ギ
に
と

っ
て
、
イ
ザ

ナ
ミ
の
姿
が
生
け
る
も

の

の
如
く
見
え

る

た

め

に

は
、
そ
の
存
在
が
属
す
る
環
境

も
ま
た
顕
国

の
如
く

に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

か

っ

た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
イ
ザ

ナ
ギ
は
イ
ザ

ナ
ミ
だ
け
を
見
た

の

で

は

な

く
、
イ
ザ

ナ
ミ
の
属
す
る
世
界
を
イ
ザ

ナ
ギ
自
身
が

属
す
る
世
界

と
し
て
、

そ

の
明
証
性

と
と
も

に
把
握
し
た

と
言
え
よ
う
か
。

イ
ザ

ナ
ミ
を
イ
ザ
ナ
ギ
の
幻
影
肢

の
よ
う

な

も

の

と
考

え
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
第

三
者
に
と

っ
て
は
幻
影
に
す
ぎ
な

い
イ
ザ

ナ

ミ
に
イ
ザ
ナ
ギ

は
何
故
直

接

に
会

う

こ
と
が
出
来
、
話
を
交
せ
た

の
か
、
と
い
う
疑
問
を
説
明
す
る

こ
と

が
出
来

る
だ
ろ
う
。
イ
ザ

ナ
ギ

の
立
場
に
立

て
ば
、

イ
ザ
ナ
ミ
が
幻
影

で
あ
ろ

う
が
な
か
ろ
う
が

そ
ん
な

こ
と
は
ど
う
で
も

い
い
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
だ
イ
ザ

ナ
ミ
と
同

じ
世
界

に
属
し
て
い
る
こ
と
を
確

か
め
る

こ

と

だ

け

が
重
要
な

の

だ
。

し
か
し
二
人
が

属

し
て
い
た
世
界

は
崩
れ
て
し
ま
う
。
暗
闇

の
な
か
で
灯

り

を
と
も
し
、
イ
ザ

ナ
ギ

は
見
て
は
な
ら
な

い
と
言

わ
れ
た
イ
ザ

ナ
ミ
の
死
者

と

し
て
の
真

の
姿
を
覗

い
て
し
ま
う
。
そ

こ
で
両
者
が
属

し
て
い
た
世
界

は
崩
壊

し
、
イ
ザ
ナ
ギ
は
恐
怖
心
に
よ

っ
て
逃
げ
だ
す

の
で
あ
る
。
両
者

の
強

い
関
係

と
そ

の
断
絶

を
描

き
出
す
神
話

の
語
り
手

は
こ
こ
で
し

っ
か
り
と
第
三
者

の
立

場
を
保
持

し
て

い
る
。

四

結

局
、
イ
ザ

ナ
ギ
は
追

い
か
け
て
く

る
イ
ザ

ナ
ミ
か
ら
黄
泉
比
良
坂

で
逃

れ

る

こ
と
が

で
き
る
。

つ
ま
り
、
顕
国
だ
と
確
証
し
た
は
ず

の
黄
泉
国
が
、
実

は

死

の
世
界

で
あ

る

こ
と
に
驚

き
、
や

っ
と
の
思

い
で
そ

こ
か
ら
脱
出
す
る
の
で

あ
る
。

こ
の
イ
ザ

ナ
ギ

の
行
為
を
、
近
親
者
あ
る

い
は
最
愛

の
も

の
の

〈死
〉
に
で

あ
う
わ
た
し
た
ち
自
身

に
引

き

つ
け

て
考
え
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
理
解

か
得

ら
れ
る
か
。

強

い
関
係
に
結

ば
れ

て
い
る
者
を
失

う
と

い
う
こ
と
は
、
精
神
分
析
学

の
用

語
を
使
え
ば

「
対
象

喪
失
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。

そ

こ
で
、
精

神
分
析

注
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学
者

小
此
木
啓
吾

「対
象
喪
失

」
に
依

り
な
が
ら
、

イ
ザ

ナ
ミ
の
死
を
イ
ザ

ナ

ギ
に
と

っ
て
の

「
対
象
喪
失
」
と
し

て
捉
え
、
比
較

し
て
み
よ
う
。

対
象
喪
失
は
愛

す
る
も
の
の
死
だ
け
を
言
う

の
で
は
な
く
、
生
き
方

の
目
標

の
喪
失

と
い

っ
た

こ
と
を
含
め
て
様

々
な
場
合
に
用
い

ら

れ

る

概
念

で
あ
る

が

、
対
象
喪
失

に
よ
る

ス
ト

レ
ス
を
数
量
化

し
た
場
合
、
配
偶
者

の
死
が

一
番

高

い
数
値
を
示
す
。

つ
ま
り
配
偶
者

の
死

こ
そ
が
も

っ
と
も
強
烈
な
対
象
喪
失

な

の
で
あ

る
。

こ
の
対
象
喪
失
に
よ

る
心
的
な
過
程
を

フ

ロ
イ
ト
は
悲
哀

の
仕

事

と
名
付
け
、

そ
れ
が
人
間

の
生
き
方
、
精
神

の
状
態
に

い
か
に
深
刻
な
影
響
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を
与
え

る
か
を
分
析

し
て
い
る
。

`

フ

ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
愛

す
る
対
象

が
存
在

し
な

い
こ
と
が
分
か

っ
て
も
、

そ

の
対
象
に
向
け
ら
れ
て
い
た
リ
ビ
ド
ー
は
向
き
を
変
え
る

こ
と
を
嫌
が
り
、

そ

の
結
果
、
幻
覚
的
な
願
望
精
神
病

に
な

っ
て
対
象

を
固
執

す

る

こ

と

に
な

る
。

し
か
し
、
正
常

で
あ

る
こ
と
は
、

こ
の
リ
ビ
ド

ー
を
対
象

の
喪
失

し
た
現

実

へ
と
序

々
に
向
き
を
変

え
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。

が
、
そ

の
作
業

は
心
的
な

苦
痛

と
不
安

を
と
も
な

い
、
そ
れ
は
メ
ラ

ン
コ
リ
ー

の
病
状

と

一
致

す
る
と
述

注
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べ
る
の
で
あ
る
。
非
哀

の
仕
事

と
は
、

こ
の
喪
失

す

る
以
前

の
対
象

へ
向
け
ら

れ
た

リ
ビ
ド

ー
を
、
対
象

の
喪
失

し
た
現
実

へ
と
向

き
を
変

え
て
い
く
苦
痛
と

不
安
に
満

ち
た
心
理

の
プ

ロ
セ

ス
と
い
う

こ
と
な

の
で
あ
る
。

こ
の
非
哀

の
仕

事
白

体
が
実

は
悲

し
み
に
対
峙

し
、
そ

の
悲

し
み
に
耐
え

て
生
き
て
ゆ
く
た
め

の
自
然
な
心

の
プ

ロ
セ
ス
な

の
で
あ
り
、

「
こ
の
対

象
喪
失

を
悼
む
営

み
が
未

注
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完
成

に
な
る
心
理
状
態

は
心

の
狂

い
や
病

ん
だ
状
態

を

ひ
き
お
こ
す
」
の
で
あ

る
。さ

て
、
イ
ザ

ナ
ミ

の

〈
死
〉

の
後
、
イ
ザ

ナ
ミ
に

「相

見
む
」
と
欲
す

る
イ

ザ

ナ
ギ

の
態
度
も
ま
た

こ
の
悲
哀

の
仕

事

の
重
要
な

一
過
程
で
あ

る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
母
親
を
失

っ
た
乳
幼
児

の
悲

哀

の
仕

事
に

つ
い
て
、
小
此
木
啓
吾
は

ロ
ン
ド

ン
の
精
神
分
析
医
J

・
ボ

ー
ル
ビ
ー
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
よ
る
と
、

ま
ず
最
初

の
基
本
的
な
反
応

の
段
階

と

し
て
、
対
象
喪
失
に
対
す

る
抗
議

と
不
安
が
あ
る
。

「
乳
幼
児

は
母
親
を

探

し

求

め
、

そ
の
帰
り
を
待

ち
、
自
分
が
見
棄

て
ら
れ

る
分
離
不
安
を
、
あ
ら
わ

に
示
す
。
あ
た
か
も
母
親

を
見
失

っ
た
現
実

に
抗
議

し
、
そ

の
運
命

に
さ
か
ら

い
、
必
死
に
な

っ
て
失

っ

た
対
象
を
取

り
戻
そ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
彼

ら
は
現
前

に

母
親
が

い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
心
は
母
親

に
奪

わ
れ

て
い
る
。
思
慕

の
情

は
み
た

さ
れ
ず
、
苦

痛
と
不
安

が

高

ま

る
。
」
次

に

「
や

が

て
乳
幼
児

は
、
母
を
探

し
求

め
る
努
力

に
疲
れ
、
ど
う
し
て
も
母
親
が
も
ど

っ
て
こ
な

い

事
実

に
落

胆
し
、
自
分

の
あ
ら
ゆ
る
試

み
が
無
駄

で
あ
り
、
母
親
が

い
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
そ

の
現
実
が
も

は
や
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
る
。
彼
等

は
絶
望
し
、
深
刻

な
悲
嘆
が
襲
う
」
段
階
が
訪
れ
、
そ
れ
ら

の
段
階

を
経

て
、

「母
親

に
興
味
を
失

い
、
母
親
を
忘
却

し
て
し
ま

っ
た
か
の
よ
う
な
態
度
が
見

ら
れ

る
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
母
親

に
代

っ
て
養
育

に
か
か
わ
る
新

し
い
見
知

注
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ら
ぬ
養
育
者

に
気
持
を
向
け
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
」
と
い
う
三

つ
の
段
階
が

あ
る
と
い
う
。

こ

の
乳
幼
児
の
悲
哀

の
仕
事
、
す
な
わ
ち
抗
議
と
不
安
、
絶
望

と
非
嘆
、
離
脱
と
新

し
い
対
象

の
発
見
と

い
う
、

一
連

の
時
間
的
な
心
理
過
程

に
そ

っ
た
三

つ
の
段
階

は
、
イ
ザ
ナ
ギ

の
黄
泉
国
訪
問

に
お
け
る

一
連

の
行
動

に
類
似
し
て

い
な

い
だ
ろ
う
か
。

母
親
を
失

っ
た
乳
幼
児

の
抗
議
と
不
安
は
そ
の
ま
ま
イ
ザ
ナ
ミ
を
失

っ
た
イ

ザ

ナ
ギ

の
抗
議
と

不
安

で
あ
る
。
現
実

に
は
母
親
が

い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
れ
を
認
め
よ
う

と
し
な

い
で
母
親

の
帰
り
を
待

つ
乳
幼
児

の
行
為
は
、
イ
ザ

ナ
ミ
が
死
ん
で
し

ま

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
黄
泉
国
に
会

い
に
行
く
イ
ザ

ナ
ギ

の
行
為
そ

の
も

の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
乳
幼
児

は
母
親

の
幻
影
を
見
て
い
る
。

イ
ザ

ナ
ギ
も
見

て

い
る
。
彼
等

は
母
親
や
イ
ザ

ナ
ミ
が
す

で
に
存
在

し
な

い
現

在

の
現
実

に
生
き

て
い
る

の
で
は
な
く
、
過
去

の
現
実

に
彼
女
達
と
共
棲
し
て

い
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、

そ
の
次

の
段
階

で
、
乳
幼
児
は
母
親

の
居
な

い
現
実
を
知
り
、
絶

望

と
悲
嘆

を
味
わ

う
。
そ
れ
は
死
ん
で
し
ま

っ
た
イ
ザ

ナ
ミ

の
腐

乱
し
た
姿
を

覗

い
て
し
ま

っ
た

イ
ザ
ナ
ギ

の
驚
き
に
対
応
す

る
と
言

っ
て
い
い
。
共
棲
し
て

い
た
世
界

の
明
証
性
が
崩

れ
た

の
で
あ
る
。
従

っ
て
彼
等

は
、
か

つ
て
自
分
達

が
属
し
て
い
た
世

界
を
異
和
と
感

じ
、
新

し
い
世
界

へ
の
参

入
を

せ

ま

ら

れ

る
。
乳
幼
児

に
と

っ
て
母
親

の
居
な
い
世
界
を
認
め
た

こ
と
は
、
そ
れ

こ
そ
全
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く
異
質
な
世
界

に
自

分
が
拉
致
さ
れ

て
し
ま

っ
た
体

験
を
認
め
る
の
と
同

じ
で

あ

っ
た
ろ
う
。
母
親
が
居
な
く
な

っ
た

の
だ

と
い
う
事
実
を
認
識
す
る
の
で
は

な
く
て
、
自
分

の
属
す
る
世
界
が
違

っ
て
し
ま

っ
た

の
だ

と
思

う

こ
と
に
よ

っ

て
、
新

し
い
現
実
を
受

け
入
れ
る

の
で
あ
る
。

イ
ザ

ナ
ギ
も
ま
た
イ
ザ

ナ
ミ
の
腐
乱
し
た
体
を
見

で
し
ま

っ
た
結
果
、

イ
ザ

ナ
ミ
と
の
共
棲
が
許
さ
れ
た
世
界
か
ら
そ
れ
が
許
さ

れ
な

い
世
界

へ
属
し
て
し

ま

っ
た
自
己
を
見

い
出

し
た
に
違

い
な

い
。
が
、

こ

こ
で
の
乳
幼
児
と
イ
ザ
ナ

ギ

の
反
応
は
少

し
異
な

っ
て
い
る
。
乳
幼
児

の
絶

望

と
悲
嘆
は
、
イ
ザ

ナ
ギ

の

場
合
恐
怖
心
と
な
る
。
恐
怖
心

と
い
う
言

い
方
は
正
確

で
な
い
か

も

知

れ

な

い
。
古
事
記

で
は

こ
こ
を

「
見
畏
み
て
」
と
記

し
て

い
る
。

こ
の

「
畏
む
」

は

「
恐
れ
る
」

と
い
う
意
味

に
と
る

の
が

一
般
的
だ
が

、

「

畏
み
て
仕

へ
奉

ら
む
構
字

て
仕

へ
奉

ら
む
眠
貢

ま

つ
る
」

(
書
紀
歌
謡
、
推
古
紀
)

「
不

尽
の
嶺
を
高
み
聞

天
雲
も
行
き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の
を
」

(
万
葉
集
、

巻

三
、
三
一
=

)

の
よ
う
に
、

「
恐
れ
多

い
、
恐
れ

慎
む
」
と
い
う
意
味
に
も

け
け

理
解

で
き

る
。
民
俗
信
仰
に
お
い
て
死
者

は

〈繊
れ

〉

で
あ
り
、
そ
の
崇

り
を

避
け
る

〈死

の
忌
み
〉

の
風
習
が
現
在

で
も
多

く
残

っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
や

は
り
死
者
を
恐
れ
慎

む
か
ら
で
あ
ろ
う
。
波
平
恵
美

子
は
、
ケ
ガ

レ
を

「非

n

常
的

で
異
常
な
も

の

の

う

ち
、
邪
悪
な
も

の
、
病

的
な
も

の
や
不
完
全
な
も

の
、
不
運
、

そ
し
て
死
や
出
産
、
性
交

な
ど
に
よ

っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
不
浄

注
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性
を
帯
び
る
事
柄
」
と
し
、
聖

と
俗
に
分
け
た
場
合

、

ハ
レ
と
同
じ
聖

の
側

に

属

す
と
述

べ
、
そ

の
例

と
し
て
、
神

の
依
代

と
み
な

さ
れ
て
い
た
石
が

い

つ
の

間

に
か
死
霊

(
ミ
サ
キ
)

の
塚
と
見
な
さ
れ
た
り

(
ハ
レ
ー

ケ
ガ

レ
)
、

ま

た
水
死
体
が

エ
ビ

ス
さ
ま
と
し
て
ま

つ
ら
れ
た
り

(
ケ
ガ

レ
ー

ハ
レ
)
す
る

注
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こ
と
を
あ
げ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
不
浄

で
あ

る
死
者

は
広
義

に
は
神
聖
な
意

に

属
す
わ
け

で
、

そ
の
意
味

で
、

こ
の

「
畏
む
」
は
、

神
聖
な
も

の
に
対
す

る
恐

れ
慎
み

の
意

に
理
解

で
き

る
。

と
す
る
と
、
イ
ザ

ナ
ギ
は
、
死
霊

に
崇
ら
れ
る

の
が
恐
く
て
逃
げ
た

の
だ
ろ

う
か
。
民
俗
的

に
解
釈
す
れ
ば

そ
う
な
る
が
、

こ
こ
は
、
イ
ザ

ナ
ギ
が
死
者

を

〈
ケ
ガ

レ
〉

と
し
て
認
識

し
た

こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

〈
ケ
ガ

レ
〉

と

は
、
共
同
体

に
お

い
て
幻
想

さ
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
共
同
幻
想

で
あ
る
。

つ

ま
り
、
イ
ザ

ナ
ミ
と
共
棲
し
た
世
界

の

明
証
性

が

崩
壊

し
た
後
、
イ
ザ

ナ
ギ

は
、
乳
幼

児

の
よ

う
に
絶
望

と
悲
嘆
と

い
っ
た
自
然
な
心
理

の
プ

ロ
セ
ス
に
よ

っ
て
そ
の
崩
壊

に
耐

え
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
代
償

で
あ
る
共
同
幻
想
に
向
き

あ
わ
ざ

る
を
え
な

か

っ
た
。
吉
本
隆
明
が

〈
死
〉
を
、
人
間

の
自

己
幻
想

(
ま

た
は
対
幻
想
)
が
極

限

の
形

で
共
同
幻
想

に
侵
蝕
さ
れ
た
状
態
、

と
定
義

し
た

意
味
が

こ
こ
に
あ

る
。
イ
ザ

ナ
ミ
と
の
対
幻
想
が

〈
ケ
ガ

レ
〉

と

い
う
共
同
幻

想
に
侵
蝕
さ

れ

た

と

き
、
イ
ザ

ナ
ギ
は
始
め
て

〈
死
〉

の
幻
想
を
抱

い
た
の

だ
。そ

し
て
、
乳
幼

児

の
悲
哀

の
仕
事

に
引

き

つ
け
て

い
う
な
ら
、
死
者
を

〈
ケ

ガ

レ
〉

と
い
う
共

同
幻
想

に
よ

っ
て

「
見
畏
む
」

こ
と
は
、
乳
幼
児

の
絶
望

と

悲
嘆
が

母
親

の
居

な

い
現
実
に
慣
れ

る
た
め
の
必
要
な

一
過
程

で

あ

る

よ

う

に
、
イ
ザ

ナ
ギ
が

顕
国

へ
脱
出
す
る
た
め

の
や
は
り
必
要
な

一
過
程
で
あ

っ
た

の
だ
。
乳
幼
児

と

の
違

い
は
、
乳
幼
児
は
ま
だ
共
同
幻
想
に
侵
蝕
さ
れ

る
程
の

心
理
も
関
係
的
世

界
も
持

た
な
い
が
、
イ
ザ

ナ
ギ
は

〈
ケ
ガ

レ
〉
と

い
う
共
同

幻
想
を
疎
外
す
る

よ
う
な
共
同
体

に
属
す
る
成
人

で
あ

っ
た
、

と
い
う

こ
と
で

あ

ろ
う
。
無
論
、
現
代

の
成
人
は
悲
哀

の
仕
事
を
も

っ
と
複
雑
な
心
的
過
程
と

し
て
果

た
す

の
で
あ
り
、

そ
の
意
味

か
ら
は
、
イ
ザ

ナ
ギ
は
幼
児
的
と
も
言

え

な

い
こ
と
も
な

い
。

乳
幼
児

は
、
絶

望
と
悲
嘆

の
段
階
を
経

て
、
新

し
い
養
育
者

を

受
け
入
れ

る
。

こ
の
悲
哀

の
仕
事

の
最
終
は
、

イ
ザ
ナ
ギ
が
黄
泉
国
を
脱
出

し
た

こ
と
、
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「黄泉国訪問神話」論

す

な
わ
ち
、
黄
泉
比
良

坂
に
千
引

の
石
を
据
え
、
追

い
か
け
て
き
た
イ
ザ
ナ
ミ

に
事
戸
を
渡
し
た

こ
と
に
対
応
す
る
。
乳
幼
児
が
新

し
い
養
育
者

を
受
け
入
れ

た

こ
と
は
、
新

し
い
世
界

に
幼
児
が
再
生
し
た

こ
と

を
意
味
す
る
。
乳
幼
児
に

と

っ
て
新

し
い
養
育
者

と
棲

む
世
界

と
、
過
去

の
母
親

と
共
棲
し
た
世
界
と
は

連
続

し
て
い
な

い
だ

ろ
う
。

そ
の
意

味
で
再
生
な
の

で
あ
る
。
イ
ザ

ナ
ギ
も
ま

た
再
生
す

る
。
脱
出

の
後
、
イ
ザ
ナ
ギ
は

「
吾
は
い
な
し

こ
め
し

こ
め
き
磯
き

国

に
到

り
て
あ
り
け
り
。
故
、
吾

は
御
身

の
礫
為

む
」

と
語

っ
て
、
涙
ぎ
祓
ひ

を
す
る
。

「
い
な
し

こ
め
し

こ
め
き
」
は

「
い
や
な

見
る
目
も
厭
わ
し
い
」
の

意
。
再
生

の
手

つ
づ
き

は
、
黄
泉
比
良
坂

に
千
引

の
石
を
据

え
た
だ
け
で
は
す

ま
な

い
。
潔
ぎ
祓

い
を

し
て
心
身
と
も
に
生
ま
れ
変

わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

の

で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
乳
幼
児

に
お
け
る
新

し

い
養
育
者

の
役
割

を
、
イ
ザ

ナ
ギ
に
対

し
て
果

し
て
い
る

の
は
何
だ
ろ
う
。

ち
か
へ
し

黄
良
比
良
坂
に
据
え
ら
れ
た
千
引

の
石
を
、
古
事
記
で
は
別
に

「道
反
之
大

さ
や

神
」
ま
た

「塞

り
ま
す
黄
泉

戸
大
神
」
と
名
付

け
て

い
る
。

こ
の
両
神
を
西
宮

注
17

一
民

「
神
名
釈
義
」

で
は
、
道
祖
神

(塞

の
神
)

で
あ
る
と
し

て
い
る
。
道
祖

神

は
、
村
落
共
同
体

と

い
う

コ
ス
モ
ス
の

〈内
〉
を

〈外
〉

の
脅
威
か
ら
守

る

神

で
あ
る
。
と
す
れ
ば

、

こ
の
道
祖
神
を
据

え
る
主
体

は
共
同
体

で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
、

こ
の
千
引

の
石
を
据

え
た

の
は
イ
ザ
ナ
ギ

で
な
く
て
共
同
体
だ
と
考

え

る
べ
き
だ

ろ
う
。
イ
ザ

ナ
ギ

は
自
力

で
黄
泉
国
を

脱
出
し
た
わ
け
で
は
な

い

の
だ
。
と
同
時

に
イ
ザ

ナ
ギ
が
脱
出

し
た
世
界

は
、

共
同
体
と

い
う

コ
ス
モ
ス

の

〈内
〉

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
イ
ザ

ナ
ギ
に
と

っ
て

の
新

し
い
養

育
者

と
は
共
同
体

の

こ
と
で
あ
り
、
イ
ザ

ナ
ギ
の
再
生

は

こ
の
共
同
体

の

〈
内
〉

に
お

い
て
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
神
話

は
本
来

こ
こ
か
ら
前

へ
向
か

っ
て
読
ま

れ
る
べ
き
な

の
だ
ろ
う
。

何
故
な
ら
、
近
親

者
あ
る

い
は
最
愛

の
も

の
の

〈
死
〉

と
い
う
や

っ
か

い
な
事

態
を
、
わ
た
し
た

ち
は
共
同
体
な
し
に
は
切

り
抜
け
ら
れ
な

い

と

い

う
偶
意

が
、
最
後

に
明
ら

か
に
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
神
話

は

〈
死
〉

か
ら
個
を

立

ち
直

さ
せ
る
共
同
体

の
意
義
を
説

く
た
め
に
あ

る
と
も
読

め
な

い
こ
と
も
な

い
。
新

し

い
養
育

者

に
再
生

さ
れ
る
た
め

の
通
過
儀
礼
を
イ
ザ

ナ
ギ
は
経
験
し

た

わ
け
で
あ
る
。

こ
の
イ
ザ

ナ
ギ
の
悲
哀

の
仕
事

の
仕
上
げ
は
、
や
は
り
母
親

の

〈
死
〉

か
ら
立

ち
直

る
乳
幼
児

の
悲
哀

の
仕
事

の
最
終
と
よ
く
似

て

い
る
。

違

い
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
乳
幼
児
と
新
し

い
養
育
者

と
の
関
係
が
再
び
対
幻
想

で
結
ば

れ
る
の
に
対

し
、
イ
ザ

ナ
ギ

に
と

っ
て
は
そ
れ
が
共
同
幻
想

で
あ
る
と

い
う

こ
と
で
あ
ろ

う
。
従

っ
て
、
共
同
体

と
い
う
新

し
い
養
育
者
と
イ
ザ

ナ
ギ

と
い
う
個
体

と
の
間

に
は
あ

つ
れ
き
が
生
じ
易

い
は
ず
だ
。

五

現
代

人
イ
ザ

ナ
ギ
を
考

え
て
い
く

と
い
う
当
初

の
目
論
見
に
沿

っ
て
、
乳
幼

児

の
悲
哀

の
仕

事

と
比
較

し
な
が

ら

「黄
泉
国
訪
問
神
話
」
に
お
け
る
イ
ザ

ナ

ギ

の
悲
哀

の
仕
事

を
読
ん
で
い
く

つ
も
り
で
あ

っ
た
。
し
か
し
結
果
的
に
は
、

共
同
体

に
属
す
る

イ
ザ
ナ
ギ
を
そ

こ
に
見
い
出
し
た
だ
け
だ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
が
、
無
論
、

イ
ザ

ナ
ギ
に
と

っ
て
共
同
体
が
持

つ
意
味

は
非
常

に
重

い
。

現
代
人
イ
ザ

ナ
ギ

の
像
を
う
ま
く
結

べ
な

い
と
し
た
ら
、
恐
ら
く

こ
こ
に
原

因

が
あ
る
。
現
代

の
わ
た
し
た

ち
に
は
、
す
で
に
イ
ザ

ナ
ギ
を
再
生
さ
せ
た
よ
う

な
共
同
体

は
現
実

に
は
失

わ
れ
て
い
る
。
乳
幼
児

の
よ
う
に
新

し
い
養
育
者
を

見

い
出

す

こ
と
も

な
く
、

フ

ロ
イ
ト

の
云
う
メ
ラ

ン
コ
リ
ー
の
病
状

に
常

に
さ

い
な
ま
れ
て
い
る

の
が
わ
た

し
た
ち

の
現
実
な

の
で
あ
る
。

だ
か
ら
と
い

っ
て
、
わ
た

し
た
ち
に
古
代

の
共
同
体
が
必
要
な

の
だ

と
こ
こ

で
言

い
た

い
わ
け

で
は
な

い
。

近
親
者

の

〈
死
〉
、

あ
る

い
は
挫
折

と
い

っ
た
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様
々
な
対
象
喪
失
を
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
代
に
あ

っ
て
わ
た
し
た
ち

は
日
常
的
に
ゆ
う
う
つ
で
あ
る
他
は
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
悲
哀
の

仕
事
と
い
う
も
の
が
真
に
は
完
成
し
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の

だ
ろ
う
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
新
し
い
養
育
者
を
簡
単
に
受
け
入
れ
て
し
ま
わ
な

い

「悲
哀
」
の
方
が
、
現
代
人
の
精
神

の
病
弱
を
単

一
な
精
神
価
値
の
復
権
に

よ
っ
て
矯
正
し
よ
う
と
す
る
思
考
よ
り
は
、
健
康
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
。
も

し
失
わ
れ
た
共
同
体
が
単

一
な
精
神
価
値
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
ゆ
う

う
つ
さ
を
覚
悟
で
拒
否
す
る
し
か
な
い
。

イ
ザ
ナ
ギ
を
再
生
さ
せ
た
共
同
体
が
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
悲
哀
の
仕
事
を
完
壁
に

成
し
遂
げ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
こ
こ
で
云
う
単

一
な
精
神
価

値
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
古
事
記
に
は
そ
の
よ
う
な
共
同
体
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。

「黄
泉
国
訪
問
神
話
」
が
比
較
的
ま
と
ま
り
の
あ
る
完
成
さ
れ

た
神
話
で
あ
り
う
る
の
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
を
再
生
す
る
共
同
体
が
、
古
事
記
の
思

想
で
も
あ
る
皇
統
譜
の
始
祖
神
の
生
成
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

か

ら

で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
イ
ザ
ナ
ギ
は
こ
の
共
同
体

の

〈内
〉
で
、
再
生
の
襖
ぎ
祓

い
を
し
、
天
照
大
御
神
、
月
読
命
、
須
佐
之
男

の
三
貴
子
を
生
成
す
る
。
こ
の

三
神

の
生
成

の
資
格
を
イ
ザ
ナ
ギ
に
与
え
る
た
め
に

「
黄
泉
国
訪
問
神
話
」
は

あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
イ
ザ

ナ
ミ
と
対
幻
想
の
世
界
に
し
か
い
な
か

っ
た

イ
ザ
ナ
ギ
を
、
王
権
の
始
祖
神
を
生
成
す
る
資
格
を
与
え
る
た
め
に
、
共
同
体

に
再
生
さ
せ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
共
同
体
は
、
古
事

記
の
王
権

の
思
想
に
結
び
つ
く
も

の
で
あ
り
、
単

一
な
精
神
価
値
に
近
い
。

し
か
し
、
古
事
記
に
描
か
れ
て
い
る
他

の

「悲
哀
の
仕
事
」
に
類
す
る
も
の

が
た
り
の
全
部
に
、
王
権
の
思
想
に
直
結
す
る
共
同
体
が
新
し
い
養
育
者

と
し

て
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
倭
建
命
を
失

っ
た
妃
や
御
子

達
が
謳
う
御
葬
歌
は

一
種
の
悲
哀
の
仕
事
だ
け
れ
ど
も
、
逆
に
悲
哀

の
仕
事
が

完
成

し
な

い
か
ら
そ

の
よ
う
な

「
う
た
」

の
表
現
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

万
葉

の
所
謂
打
情
的
表
現

の
歌

を
、
悲
哀

の
仕
事
が
完
成

し
な

い
た
め

の

「悲
哀
」

の
表
現

へ
の
疎
外
だ
と
み
る

の
は
、
近
代
的
過
ぎ
る
解
釈
だ
が
、

い

ず
れ
に
し
ろ
、
律
令
制
国
家
に
あ

っ
て
も
人

々
が
王
権
を
新
し
い
養
育
者

と
し

て
簡
単

に
は
受

け
入
れ
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
意
味

で
、

こ
の
神
話

を
古
事
記
に
挿

入

し
た
意
識

の
な
か
に
は
、
悲
哀

の
仕
事
を
完
成

で
き
な

い
イ

ザ

ナ
ギ

の
像
が
幾

許
か
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
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恵
美
子

「
ケ
ガ
レ
の
構
造
」
(青
土
社
、
一
九
八
四

・
三
)
加
頁

同

31
頁

古
事
記

(新
潮
日
本
古
典
集
成
)
付
録

(本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
修
了
)

r黄泉国訪問神話」論
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