
黄
泉
の
国
と
死
者
の
国

1

記
紀
神
話
の

｢黄
泉
の
国
｣
は
死
者
の
赴
く
世
界
か

酒

井

陽

近
年
､
記
紀
神
話
に
描
か
れ
る

｢黄
泉
の
国
｣
に
関
す
る
様
々
な
議
論

が
持
ち
上
が
っ
て
い
る
｡
本
稿
は
'
そ
の
よ
う
な

｢黄
泉
の
国
｣
に
関
す

る
諸
説
を
整
理
し
っ
つ
､古
代
人
の
死
に
関
す
る
実
際
の
観
念
を
考
察
し
､

そ
の
二
つ
が
い
か
に
食
い
違
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
か
ら
､
｢黄
泉
の

国
｣
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

一

古
代
に
お
け
る

｢死
｣
の
意
識

古
代
人
の
死
に
対
す
る
思
想
と
信
仰
を
考
察
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
､

ま
ず
'
『万
葉
集
』
で
人
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
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い
る
か
を
み
る
と
､
歌
の
中
に
人
の
死
を
あ
ら
わ
す
言
葉
を
含
む
六
十
八

首
中
'･

①

｢ス
グ
｣
系
統
の
表
現
を
含
む
も
の
-
十
三
首

･
②

｢ユ
ク
｣
系
統
の
表
現
-
二
首

･
①
②
複
合
型
-
二
首

･
③

｢イ
ヌ
｣
系
統
の
表
現
-
四
首

･
①
③
複
合
型
-
二
首

･
④

｢ワ
カ
ル
｣
系
統
の
表
現
-
六
首

･
④
②
複
合
型
-

一
首

･
⑤

｢サ
カ
ル
｣
系
統
の
表
現
-
四
首

･
⑥

｢カ
ク
ル
｣
系
統
の
表
現
-
十

一
首

･
⑦

｢コ
モ
ル
｣
系
統
の
表
現
-
二
首

･
⑧

｢ナ
シ
｣
系
統
の
表
現
-
五
首

と
な
っ
て
い
る
｡

1
万
､
直
接

｢シ
ヌ
｣
と
い
う
言
葉
を
使
う
歌
は
二
首

の
み
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
､
『万
葉
集
』
で
は
人
が

死
ぬ
こ
と
を

｢シ
ヌ
｣
と
い
う
言
葉
で
は
表
現
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
､
人
の
死
を
直
接
表
さ
な
い

｢恋
ひ
死
ぬ
｣
と
い
う

表
現
が
相
聞
歌
で
慣
用
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
と
'
｢死
(死

ぬ
)｣
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
が
タ
ブ
I
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
な
い
｡



そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
意
味
を
分
析
し
て
い
く
と
｣
①
～
③
は

1
方
の
側

か
ら
他
の
側
へ
の
移
動
を
表
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡
④
⑤

も
ほ
ぼ
同
様
に
'
一
方
の
側
か
ら
の
移
動
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
'

若
干
趣
の
違
う
⑥
⑦
⑧
の
言
葉
は
'
見
え
な
く
な
る
こ
と
と
理
解
で
き
る
｡

つ
ま
り
'
上
記
①
～
⑧
の
言
葉
は
､
古
代
人
が
死
を
'
人
が
自
分
た
ち
の

存
在
す
る
こ
ち
ら
側
の
世
界
か
ら
死
者
の
属
す
る
別
の
世
界
へ
と
移
動
し

て
し
ま
い
'
自
分
た
ち
の
存
在
す
る
こ
ち
ら
側
の
世
界
か
ら
は
見
え
な
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡
森
本
健
吉
は

｢死
｣
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
を

｢敬
避
性
｣
と
い
う
言
葉
で
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説
明
す
る
が
'
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
問
題
と
し
て
考
え
て
よ
い
も
の
で

あ
ろ
う
か
.
つ
ま
り
'
古
代
の
人
々
に
と
っ
て

｢死
(死
ぬ
)｣
と
は
､
人

が
自
分
た
ち
の
属
す
る
生
者
の
世
界
か
ら
死
者
の
属
す
る
別
世
界
へ
と
旅

立
っ
て
い
く
と
い
う
移
動
そ
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
現
象
で
あ
っ
た

と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
｡

『万
葉
集
』
か
ら
死
者
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
行
く
の
か
と
い
う
問
題
を

読
み
解
い
て
い
く
と
'
い
く
つ
か
の
在
り
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま

ず

一
つ
に
は
'
死
者
の
魂
は
飛
び
去
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｡

l
四
五
'

l
四
八
番
歌
で
は
'
死
者
の
魂
が
高
い
と
こ
ろ
を
飛
粕
し
て
い
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る
と
歌
っ
て
い
る
し
､

一
五
三
番
歌
や
三
六
二
六
番
歌
な
ど
で
は
死
者
を

悼
む
歌
に
鳥
を
詠
み
込
ん
で
い
る
｡
鳥
は
景
行
記
紀
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が

白
鳥
に
な
っ
て
飛
び
去
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
死
者
の
魂
の
変
化
し
た
も
の

で
も
あ
る
｡

し
か
し
'
『万
葉
集
』
の
中
で
死
者
が
向
か
う
先
と
し
て
最
も
多
く
現
れ

る
場
所
は
山
で
あ
る
｡
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
る
な
ら
'
｢泣
血
哀
働
歌
｣

と
し
て
知
ら
れ
る
歌
群
(二
〇
七
番
歌
～
二
一
六
番
歌
)
の
中
の
二
〇
八
､

二
一
〇
､
二
二

｢

二
一
三
'
二
一
五
番
歌
か
ら
は
死
ん
だ
人
間
が
山
に
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向
か
っ
て
い
く
と
い
う
発
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
､

一
六

五
'
四

一
七
'
四
一
八
､
四
七
四
番
歌
な
ど
か
ら
は
山
が
墓
所
と
し
て
利

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
か
が
え
る
｡
実
際
に
奈
良
盆
地
周
辺
に
存
在

す
る
古
墳
の
配
置
を
観
察
す
る
と
､
｢『平
地
』
を
取
り
巻
く
四
方
の
山
間
､
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山
麓
､
丘
陵
地
を
志
向
し
て
い
る
｣
と
い
う
｡
つ
ま
り
､
死
者
が
山
の
中

に
向
か
っ
て
行
く
と
い
う
発
想
に
は
､
山
が
墓
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
空

間
で
あ
っ
た
と
い
う
物
理
的
な
要
素
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢村
落
に
と
っ
て
'
周
囲
は
す
べ
て
異
郷
だ
っ
た
｡
そ
の
中
で
山
が
取
り
立

て
て
死
者
の
帰
る
場
所
と
幻
想
さ
れ
た
の
は
､
山
が
空
間
を
遮
る
も
の
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だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｣
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
'
山
は
異
界
空
間
と
し
て

存
在
し
'
認
識
さ
れ
て
い
た
｡
先
述
の
よ
う
に
'
古
代
の
人
々
に
と
っ
て

死
は
'
自
分
た
ち
の
住
む
こ
ち
ら
側
の
世
界
か
ら
別
の
世
界
へ
と
移
動
し

て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
古

代
の
人
々
は
'
自
分
た
ち
の
生
活
す
る
世
界
と
は
別
の
､
死
者
の
行
く
べ

き
異
界
と
し
て
の
山
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
こ
れ
ら
の
例
だ
け
を
見
て
'
い
わ
ゆ
る
山
中
他
界
の
観
念
が

2

古
代

黄 豊里 至の
菓 良人 誓人

々
に
あ
っ
た
と
即
断
す
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
｡

のの

な

う
つく

つま

わ
れ
に
告
ぐ
ら
く

汝

が
恋
ふ
る

愛

し

夫

は

か
む

な
び

散
り
乱
れ
た
る

神

名

火

の

こ
れ
山
辺
か
ら

くろ
･王

ぬ
ば
た
ま
の

黒

馬

に
乗
り
て

う
ら
ぶ
れ
て

夫
は
逢
ひ
き
と

こ
の
歌
で
は
'
死
ん
だ

｢夫
｣
に

川
の
瀬
を

七
瀬
渡
り
て

人
そ
告
げ
つ
る
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(巻
十
三

･
三
三
〇
三
)

｢山
辺
｣
を
越
え
て
さ
ら
に

｢川
の

瀬
を
'
七
瀬
渡
｣
っ
た
所
で
出
会
っ
た
と
い
う
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
｡



｢川
｣
も
ま
た
境
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
地
形
で
あ
る
こ
と
を
加
味
す
る

と
､
山
に
死
者
が
向
か
い
､
そ
の
上
で
'
さ
ら
に
遠
く
の
世
界
へ
と
旅
立
っ

て
行
っ
た
と
い
う
よ
う
な
発
想
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
三
三
〇
三

番
歌
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
も
総
合
し
て
考
え
る
と
'
古
代
人
の
死
と
は

あ
く
ま
で
も
境
界
の
突
破
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
り
'

山
そ
れ
自
体
は
死
者
の
行
く
世
界
で
は
な
く
'
死
者
の
行
く
世
界
と
自
分

た
ち
の
存
在
す
る
生
者
の
世
界
と
の
境
界
空
間
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､墓

地
と
し
て
利
用
さ
れ
､
ま
た
'
死
者
が
赴
く
と
い
う
よ
う
に
信
仰
さ
れ
た

と
解
釈
す
る
べ
き
だ
｡
山
が
異
界
と
認
識
さ
れ
る
空
間
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
異
存
は
な
い
が
'
そ
の
異
界
は
死
者
の
赴
く
世
界
を
意

味
し
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
考
古
学
的
な
資
料
か
ら
古
代
の
墓
制
を
み
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
は
っ
き
り
す
る
｡

二

古
代
の
基
制
と
他
界
観

･内
陸
部
の
人
々
が
平
地
を
取
り
巻
く
山
間
部
'
丘
陵
地
を
墓
所
と
し
て

利
用
し
'
そ
こ
か
ら
死
者
は
さ
ら
に
遠
い
死
者
の
世
界
に
向
か
っ
て
い
く

と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
論
じ
た
｡
で
は
海
辺
の
人
々
は
ど

こ
に
死
者
の
赴
く
世
界
を
想
像
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
間
題
に
大
き

な
示
唆
を
与
え
る
の
が
､
海
蝕
洞
穴
を
利
用
し
た
墓
所
の
遺
跡
で
あ
る
｡

海
蝕
洞
穴
に
死
者
を
葬
る
洞
穴
葬
に
つ
い
て
詳
し
く
は
'
辰
巳
和
弘
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『
｢黄
泉
の
国
｣
ーの
考
古
学
』
を
参
照
願
う
と
し
て
'
こ
こ
で
重
要
な
こ
と

は
千
葉
県
の
大
寺
山
洞
穴
の
事
例
で
'
｢合
計

1
1
基
の
丸
木
船
の
形
態
を

し
た
棺
が
発
見
さ
れ
た
(中
略
)
い
ず
れ
の
木
棺
も
洞
穴
の
壁
に
沿
っ
て
重

な
り
合
う
よ
う
に
納
め
ら
れ
､
ま
た
す
べ
て
が
触
先
を
洞
穴
の
入
り
口
に
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向
け
て
い
た
｣
と
い
う
報
告
で
あ
る
｡
海
の
彼
方
に
は

｢海
坂
｣
と
呼
ば

れ
る
異
界
と
の
境
界
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

『古
事
記
』
か

ら
読
み
と
れ
る
が
'
そ
う
す
る
と
､
海
蝕
洞
穴
を
墓
所
と
し
て
い
た
人
々

も
や
は
り
境
界
空
間
を
指
向
し
て
墓
地
を
営
ん
で
い
る
と
い
え
る
｡
彼
ら

は
､
死
者
の
赴
く
先
は
死
者
を
葬
っ
た
洞
穴
か
ら
さ
ら
に
遠
く
に
移
動
し

た
海
の
彼
方
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
｡

古
代
の
人
々
が
想
像
す
る
死
者
の
赴
く
先
に
つ
い
て
窺
う
こ
と
の
で
き

る
遺
物
は
他
に
も
あ
る
｡
大
阪
府
相
原
市
の
高
井
田
横
穴
群
の
中
の

｢人

物
の
窟
｣
と
い
わ
れ
る
高
井
田
三
-

六
号
横
穴
に
描
か
れ
て
い
る
線
刻
壁

画
に
は
'
ゴ
ン
ド
ラ
型
の
船
と
数
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
ほ
か
'
福

岡
県
の
珍
敷
塚
古
墳
や
'
五
郎
山
古
墳
'
鳥
船
塚
古
墳
､
熊
本
県
の
弁
慶
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ガ
穴
古
墳
な
ど
の
壁
画
に
も
同
様
の
ゴ
ン
ド
ラ
型
の
船
が
描
か
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
古
墳
壁
画
に
つ
い
て
白
石
太

一
郎
は
'
｢死
者
な
い
し
死
者
の
魂

が
旅
立
と
う
と
し
て
い
る
情
景
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈

が
､
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
そ
う
し
ま
す
と
こ
の
船
は
､

死
者
な
い
し
死
者
の
魂
を
来
世
に
導
く
た
め
の
乗
り
物
と
い
う
理
解
が
可

∧‖
∨

能
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
｣

と
説
明
し
て
い
る
｡あめ

か
か
み
ぷ
ね

古
代
の
文
献
の
中
に
も
'
少
名
毘
古
郡
神
が
｢
天

の
羅

摩

船

｣
に
乗
っ

て
や
っ
て
来
た
と
い
う
記
事
や
'
建
御
雷
之
男
神
が

｢天
鳥
船
神
｣
と
共

に
や
っ
て
き
た
と
い
う
記
事
(以
上

『古
事
記
』
)'
ま
た
､
高
皇
産
霊
尊
が

もろ
た
ふね

あ圭
の
はと
ふね

｢熊
野
の
諸

手

船

(亦
の
名
は

天

鵠

船

)
｣

に
乗
せ
て
使
者
を
送
っ
た
と
い
う

記
事
(『日
本
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
)
な
ど
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
記
事
は
い

ず
れ
も
'
神
の
世
界
か
ら
人
の
住
む
世
界
へ
の
移
動
で
あ
る
か
ら
古
墳
壁

くす
のき

画
の
解
釈
と
は
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
が
'
｢
楠

の

船
｣
を
作
っ
て
雷
神
を
天

に
返
し
た
(『日
本
霊
異
記
』
上
巻
三
線
)
と
い
う
説
話
が
あ
る
こ
と
か
ら
'

3



船
は
こ
ち
ら
の
世
界
と
異
界
と
を
行
き
来
す
る
こ
と
の
で
き
る
乗
り
物
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
ま
た
'
秋
間
俊
夫
は
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v

『日
本
書
紀
』斉
明
天
皇
四
年
十
月
条
に
見
え
る
歌
謡
な
ど
か
ら
死
者
が
海

<e
>

を
渡
っ
て
他
界
に
向
か
う
と
い
う
信
仰
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
｡
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
'
古
代
の
人
々
が
'
死
者
の
世
界
へ
船
に
よ
っ
て
旅
立
っ
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て
い
く
と
い
う
信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
死
者
を
葬
っ
た
墓
に
'
死
者
(死
者
の
魂
)
を
自
分
た
ち

の
住
む
世
界
と
は
別
の
世
界
へ
と
運
ぶ
乗
り
物
と
し
て
の
船
の
信
仰
を
見

る
こ
と
の
で
き
る
遺
物
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
､
古
代
の
人
々

が
､
死
者
(死
者
の
魂
)
は
死
体
が
墓
に
葬
ら
れ
た
後
'
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

遠
い
死
者
の
赴
く
べ
き
世
界
へ
と
旅
立
っ
て
行
く
と
認
識
し
て
い
た
と
み

て
間
違
い
な
い
｡
し
か
し
'
そ
の
死
者
の
赴
く
べ
き
世
界
が
､
海
上
他
界

と
い
う
よ
う
に
海
で
あ
っ
た
と
の
み
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
古
墳
壁
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画
の
中
に
は
､
鳥
や
馬
を
描
い
た
も
の
も
存
在
す
る
｡
鳥
に
関
し
て
は
前

述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
､
馬
に
関
し
て
も

『万
葉
集
』
三
三
〇
三
番
歌

に

｢ぬ
ば
た
ま
の
'
黒
馬
に
乗
り
て
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
と
も
に
死
者

(死
者
の
魂
)
を
死
者
の
赴
く
べ
き
世
界
に
運
ぶ
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
海
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
｡
ま

た
'
先
に
述
べ
た
よ
う
に

『万
葉
集
』
の
例
か
ら
は
､
葬
送
の
地
か
ら
さ

ら
に
遠
い
死
者
の
赴
く
べ
き
世
界
へ
と
旅
立
っ
て
行
く
と
い
う
発
想
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡
つ
ま
り
'
古
代
の
人
々
は
'
葬
送
の
地
に
葬
ら

れ
た
死
者
が
､
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
遠
い
死
者
の
赴
く
世
界
へ
と
旅
立
っ
て

い
く
と
い
う
発
想
を
持
っ
て
は
い
る
も
の
の
'
そ
の
方
向
に
つ
い
て
は

様
々
な
あ
り
方
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
え
る
｡
葬
送
の
地
は
そ
の
世
界
へ
の

出
発
地
点
で
あ
っ
た
｡

三

｢黄
泉
｣
と

｢ヨ
ミ
｣

以
上
の
よ
う
に
古
代
の
人
々
の
死
者
の
赴
く
世
界
の
観
念
を
考
察
し
て

き
た
が
､
そ
れ
で
は
'
そ
の
よ
う
な
観
念
と
記
紀
神
話
の

｢黄
泉
の
国
｣
と

は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
｡

ま
ず
'
｢黄
泉
｣
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
､
記
紀
神
話
以
外
で
の
用
例
は
､

『万
葉
集
』
巻
九
の
一
八
〇
四
､
一
八
〇
九
番
歌
に

｢黄
泉
｣
と
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
が
'
そ
の
他
は
左
往
や
題
詞
'
ま
た
は
漢
詩
文
の
な
か
に
み
ら

∧ー7
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れ
る
だ
け
で
あ
り
､
漢
詩
文
と
の
関
係
が
深
い
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

｢黄
泉
｣
と
い
う
言
葉
は
元
々

『春
秋
左
氏
伝
』
や

『史
記
』
に
早
い

時
期
の
使
用
例
が
見
ら
れ
る
中
国
か
ら
の
借
用
詩
で
あ
り
'
地
下
に
あ
る

世
界
と
さ
れ
.a
.'
古
代
の
日
本
人
が
こ
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い

た
か
と
い
う
こ
と
は
､
一
八
〇
四
番
歌
で
は

｢黄
泉
｣､
一
八
〇
九
番
歌
で

も

｢貴
泉
｣
と
漢
詩
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
た
め
わ
か
ら
な
い
｡
し

か
し
'
『古
事
記
』
に

｢与
母
都
志
許
売
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら

｢ヨ
モ
｣､
｢ヨ

∧19
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ミ
｣
と
読
ん
で
い
た
の
だ
ろ

う
｡
た
だ
し
'
｢黄
泉
｣
自
体
は
漢
静
で
あ
る

か
ら
'
｢ヨ
モ
｣'
｢ヨ
ミ
｣
と
い
う
古
代
の
日
本
人
が
冥
界
の
意
味
で
使
っ

て
い
た
言
葉
に
漢
詩
を
当
て
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
｡
そ
う
す
る
と
'
先

の
一
八
〇
四
番
歌
､

一
八
〇
九
番
歌
も
音
数
律
の
関
係
か
ら
同
様
に
読
ん

で
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

次
に
は
､
具
体
的
に

｢黄
泉
の
国
｣
が
ど
の
よ
う
な
世
界
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
か
を
み
て
い
く
｡

｢黄
泉
の
国
｣
の
描
か
れ
方
で
最
も
支
配
的
な
要
素
は
'
横
れ
の
意
識

4



で
あ
る
｡
西
郷
信
綱
が

｢黄
泉
の
国
｣
の
イ
メ
ー
ジ
を
､
｢明
ら
か
に
腐
れ

た
だ
れ
た
死
体
の
印
象
か
ら
き
た
も
の
｣
と
指
摘
す
霜
ど
お
り
･
r黄
泉
の

国
｣
は
腐
乱
し
た
死
体
が
も
た
ら
す
模
れ
と
死
に
対
す
る
恐
怖
を
神
話
的

に
具
体
化
し
た
世
界
で
あ
る
｡

先
に
'
古
代
の
墓
制
か
ら
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
死
者
(死
者
の
魂
)

の
行
方
を
考
察
し
た
が
､
そ
れ
ら
の
遺
構
か
ら
は
死
者
(死
者
の
魂
)
が
他

界
に
行
け
る
よ
う
に
'
ま
た
は
そ
こ
に
送
り
届
け
よ
う
と
い
う
発
想
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
場
合
'
死
者
の
送
り
届
け
ら
れ
る
所
で
あ

る
他
界
が
､
記
紀
神
話
に
描
か
れ
る
よ
う
な
'
死
臭
漂
う
稜
れ
の
世
界
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
だ
ろ
う
か
｡

も
ち
ろ
ん
'
仏
教
が
流
入
し
て
か
ら
の
他
界
観
に
は
､
浄
土
と
地
獄
の
よ

う
な
い
わ
ば
正
と
負
両
方
の
冥
界
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
仏
教
的

な
冥
界
の
一
つ
で
あ
る
地
獄
は
'
前
世
で
の
罪
業
の
罰
を
受
け
る
た
め
の

恐
ろ
し
い
世
界
と
し
て
描
か
れ
る
が
'
そ
れ
は
仏
教
と
い
う
宗
教
の
教
義

を
支
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
浄
土
と
い
っ

た
と
き
に
も
同
様
で
あ
る
｡
仏
教
流
入
以
前
の
日
本
に
'
善
人
か
悪
人
か

な
ど
の
個
人
的
性
質
に
よ
っ
て
死
者
の
赴
く
世
界
が
違
っ
て
く
る
と
信
じ

ら
れ
た
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
'
死
者
の
世
界
は
(細
部
に
お
い
て
の

違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
)
あ
る
程
度
共
通
し
た
像
を
持
つ
一
つ
の
も
の

だ
っ
た
だ
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
､
死
者
を
送
り
届
け
る
先
と

し
て
の
他
界
が

『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
に
描
写
さ
れ
る

｢黄
泉
の
国
｣

の
よ
う
な
お
ぞ
ま
し
い
世
界
で
あ
っ
た
は
ず
が
な
い
｡
む
し
ろ
'
記
紀
神

話
に
お
け
る

｢黄
泉
の
国
｣
の
像
は
ー
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
意
味
づ
け
に
お

い
て
､
現
実
の
人
々
の
信
仰
生
活
と
は
関
係
の
な
い
隔
離
さ
れ
た
世
界
で

あ
り
'
古
代
の
人
々
が
想
像
し
'
信
仰
し
て
い
た
死
者
の
赴
く
べ
き
世
界

∧2
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(｢ヨ
ミ
｣
)
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
｡

そ
の
よ
う
な
神
話
と
古
代
信
仰
と
の
食
い
違
い
は

｢黄
泉
の
国
｣
の
位

置
を
考
え
て
み
て
も
明
ら
か
に
な
る
O

四

｢黄
泉
の
国
｣
の
位
置

｢黄
泉
の
国
｣
の
位
置
に
関
す
る
説
で
最
も
代
表
的
な
も
の
は
'
本
居
宣
長

アガ
ナ
セ
ノ
ミ
コト
ハ

ウ
ハ
ッ
ク
二
ヲ
シ
ロ
シ
メ
ス
ペ
シ

が
､

｢さ
て
祝
辞
に
'
音

名

妹

能

命

波

'
上

津

国

乎

所

知

食

倍

志

'

ア
ハシ
タ
ッ
ク
二
ヲ
シ
ラ
ム
ト
マヲ
シ
テ

マ
カ
ラ
ム
八
八
ノ
ク
ニ
ネ
ノ
カ
タ
ス
ク
こ
こ

音

波

下

津

国

乎

所

知

牟

止

申

氏

吉
の
た
ま
ひ
'
又
欲

･-1罷

批

国

根

之

堅

州

国

一

ス
サ
ノ
ヲノ

シ

タ

ベ

ル

と
'
須

佐

之

男

命
の
詔
へ
る
な
ど
を
以
見
れ
ば
､
下
方
に
在
国
な
り
け
り
｣

∧22
v

と
論
じ
た
よ
う
に
'
地
下
に
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
｡
現
行
の
諸
注
釈
書

類
も
ほ
ぼ
こ
の
説
に
従
っ
て
お
り
､
｢黄
泉
の
国
｣
=

｢地
下
の
世
界
｣
と

い
う
考
え
方
が
長
い
間
の
通
説
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
､
こ
の
考
え
に
反
対
す
る
説
も
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
早

い
時
期
に
は
松
村
武
雄
が
'
｢記
･
紀
の
神
話
に
よ
れ
ば
､
黄
泉
国
は
地
下

に
存
す
る
や
う
で
も
あ
れ
ば
'
葦
原
中
国
と
同

一
平
面
上
の
遠
い
と
こ
ろ

に
あ
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
｡
黄
泉
平
坂
の
在
り
方
が
さ
う
思
は
せ
る
L
t

『古
事
記
』
神
代
巻
の
大
国
主
神
の
神
話
で
も
､
素
養
鳴
尊
が
そ
こ
ま
で
追

ひ
か
け
て
来
て
大
国
主
神
に
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
と
し
て
の
黄
泉
平
坂
は
､

こ
の
国
土
と
平
面
的
に
つ
な
が
っ
て
ゐ
る
や
う
な
説
き
ざ
ま
に
な
っ
て
い

∧2
>

る
｣
と
し
て
'
｢黄
泉
の
国
｣
が

｢葦
原
中
国
｣
と
平
面
的
に
関
わ
る
世
界

で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
｡
地
下

説
と
平
面
説
と
の
中
間
説
と
し
て
､
益
田
勝
美
は

｢ヨ
モ
ツ
ク
エ
｣
を

｢四

方
つ
国
｣
と
考
え
､
｢ヨ
モ
ツ
ク
エ
が
高
く
'
人
間
界
が
低
い
関
係
で
'
山

中
の
地
下
か
ら
地
上
へ
下
っ
て
く
る
｣
と
い
う
ね
じ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し

5



て
の

｢黄
泉
の
国
｣
を
提
起
-鼠
…

ま
た
､
佐
藤
乱
撃

)神
野
志
取
掛
が

よ
っ
て

｢黄
泉
の
国
｣
非
地
下
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
｡
両
氏
の
論
で
目

指
す
と
こ
ろ
は
'
『古
事
記
』
の
文
脈
を
精
密
に
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
､
そ
の
世
界
観
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
で
は
､

ひ
と
ま
ず

｢黄
泉
の
国
｣
の
所
在
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

｢黄
泉
の
国
｣
の
位
置
を
考
え
る
と
き
最
も
重
要
な
鍵
と
な
る
の
が

｢黄
泉
比
良
坂
(ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
)｣
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
｡
西
郷
信
綱

は
'
｢こ
の
サ
カ
は
黄
泉
の
国
と
こ
の
世
を
し
き
る
境
の
こ
と
'
ヒ
ラ
は
崖

で
あ
套

ど
説
明
す
る
｡
同
書
に
よ
れ
ば
､
｢ヒ
ラ
の
つ
く
地
名
の
多
く
が
,

<28
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傾
面
'
坂
､
崖
に
か
ん
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｣
と
い
う
が
､
そ
の
よ
う

な
傾
向
は
確
か
に
み
ら
れ
る
も
の
の
'
同
時
に

｢平
た
い
こ
と
｣
と
の
意

味
も
ま
た
同
時
に
み
る
こ
と
が
で
m
tS
).

と
す
れ
ば
-
『古
事
記
伝
』
が
い

ナダ
ラカ

う
｢
平

易

な
る
乱

Jr
Tr

も
と
り
う
る
｡
し
か
し
､
吉
野
政
治
が
論
じ
る
よ

う
に
'
｢山
の
側
面
'傾
斜
面
を
い
う
ヒ
ラ
と
平
地
を
い
う
ヒ
ラ
と
は
別
辞
｣

<=
>

と
し
た
上
で
'
ヒ
ラ
を
傾
斜
地
と
考
え
る
説
に
従
い
た
い
｡
｢ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ

サ
カ
｣
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
は

｢ヒ
ラ
｣
が
そ
の
地
形
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
ー
｢サ
カ
｣
が
境
界
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
｡

問
題
は
こ
の
傾
斜
し
た
境
界
が
ど
の
よ
う
に
｢黄
泉
の
国
｣
と
つ
な
が
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢ヒ
ラ
サ
カ
｣
が
傾
斜
し
た
境
界
で
あ

る
と
し
た
と
き
'
そ
の
傾
斜
の
方
向
に
は
下
に
向
か
っ
て
い
く
も
の
だ
け

で
は
な
く
'
上
に
向
か
っ
て
い
く
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
｢ヒ
ラ
｣
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は

｢サ
カ
｣

が
上
下
ど
ち
ら
に
傾
斜
し
て
い
る
か
を
表
せ
な
い
た
め
'
こ
の
諦
だ
け
で

も
っ
て

｢黄
泉
の
国
｣
を
地
下
世
界
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
｡

さか
もと

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
部
分
は
'
『古
事
記
』
の

｢黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
に

もも
のみ
み
つ

う

ことご
と

到
り
し
時
'
其
の
坂
本
に
あ
る
桃

子

三

箇

を
取
り
て
'
待
ち
撃

て
ば
'

悉

に

か
へ

に
逝
げ
返
り
き
｣
と
い
う

1
文
に
あ
る

｢坂
本
｣
と
い
う
言
葉
で
あ
る
｡

佐
藤
正
英
は
､
｢黄
泉
比
良
坂
が
地
下
へ
向
か
っ
て
下
っ
て
い
る
と
す
る

と
'
黄
泉
比
良
坂
は
坂
上
で
俗
世
に
接
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
イ
ザ
ナ

キ
の
命
は
'
黄
泉
比
良
坂
の
麓
で
イ
ザ
ナ
ミ
の
命
に

『事
戸
を
度
』
し
て

後
､
黄
泉
比
良
坂
を
坂
上
ま
で
登
っ
て
俗
世
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
｡
す
る
と
'
黄
泉
比
良
坂
は

『坂
本
』
に
お
い
て
黄
泉
国
に
接

し
て
い
る
も
の
の
､
そ
こ
に
境
界
た
る

『千
引
き
の
石
』
が
置
か
れ
た
以

上
､
黄
泉
比
良
坂
そ
れ
自
体
は
俗
世
の
側
に
属
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な

∧3
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い
か
｣
と
し
て
'
｢黄
泉
の
国
｣
が
地
下
の
世
界
で
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い

る
｡
し
か
し
､
こ
の
読
み
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
｡
『古
事
記
』
の
本
文
に

戻
っ
て
考
え
て
み
よ
う
｡

前
掲
の
部
分
よ
り
前
の
文
脈
を
探
っ
て
み
る
と
'
イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
を
見

て
し
ま
っ
た
イ
ザ
ナ
キ
が
'

く
ろ
み
か
づ
ち

①
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
に
追
い
か
け
ら
れ
'
そ
れ
を
黒

御

蔓

で
足
止
め
す

る
｡

ゆ

つ

つ

圭

ぐ
し

②
再
び
追
い
か
け
て
き
た
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ
を
湯

津

津

間

櫛

で
足
止
め

し
て
振
り
き
る
｡

よも
ついくさ

③
八
は
し
ら
の
雷
神
と
黄
泉
軍
に
追
わ
れ
'
こ
れ
を

｢坂
本
｣
で
撃

退
す
る
｡

④
最
後
に
本
人
自
ら
追
い
か
け
て
き
た
イ
ザ
ナ
ミ
を
｢千
引
の
石
｣
で

わた

遮
り
､
｢事
戸
を
度

｣

す
｡

と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
『古
事
記
』
の
文
脈
か
ら
考
え
る

な
ら
ば

｢千
引
の
石
｣
で
封
印
し
た
地
点
は
'
｢黄
泉
比
良
坂
｣
の

｢坂
本
｣

6



よ
り
も

｢葦
原
中
国
｣
に
近
い
地
点
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

も
し
､
｢黄
泉
比
良
坂
｣
が

｢坂
本
｣
で

｢葦
原
中
国
｣
と
接
し
て
い
る
と

い
う
説
に
従
う
と
､
｢千
引
の
石
｣
は

｢黄
泉
比
良
坂
｣
を
越
え
て

｢葦
原

中
国
｣
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
『古
事
記
』
は
､
｢黄
泉
比

良
坂
｣
に
つ
い
て

｢故
､
其
の
謂
は
ゆ
る
黄
泉
比
良
坂
は
､
今
'
出
雲
国

い
ふ
や

の
伊
賦

夜

坂
と
謂
ふ
｣
と
説
明
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
｢黄
泉
比
良
坂
｣
は

｢葦
原
中
国
｣
に
も
属
す
と
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
'
こ
の
説
明
で
は
明
ら

か
に
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
｡

｢坂
｣
は
境
界
意
識
を
強
く
出
し
た
言
葉
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
点
で
は

な
く
､
あ
る
程
度
の
広
さ
を
も
っ
た
空
間
的
な
場
所
で
あ
る
.
三
浦
佑
之

は
'
｢『黄
泉
比
良
坂
(黄
泉
の
坂
)』
に
置
か
れ
た
境
界
の
象
徴
と
し
て
の

『千
引
き
の
石
』
が
『黄
泉
戸
大
神
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
'

ヒ
ラ
サ
カ
は

八戸
)
と
い
う
認
識
と
つ
な
が
っ
て
い
る
｣
と
指
摘
し
て
い

G;>
る
が
'
『古
事
記
』
で
の

｢黄
泉
比
良
坂
｣
は
､
そ
の
途
中
で

｢葦
原
中
国
｣

と

｢黄
泉
の
国
｣
と
が
区
切
ら
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
'
す
な
わ
ち
'
｢黄

泉
比
良
坂
｣
が
境
界
空
間
と
し
て
の

｢坂
｣
と
境
界
線
(点
)
で
あ
る

｢戸
｣

と
し
て
の

｢千
引
の
石
｣
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
構
造
を
持
つ
も
の

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
も
し
'
｢黄
泉
比
良
坂
｣
が

｢坂
本
｣

で

｢葦
原
中
国
｣
と
接
し
て
い
る
と
い
う
説
に
従
う
と
'
仮
に
封
印
地
点

を

｢坂
本
｣
に
設
定
し
た
と
し
て
も
'
｢黄
泉
比
良
坂
｣
の
存
在
の
す
べ
て

が

｢黄
泉
の
国
｣
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
で
は

『古
事
記
』
自
体

が
説
町
す
る

｢黄
泉
比
良
坂
｣
の
概
念
と
の
食
い
違
い
が
生
じ
て
し
ま
う

の
だ
｡

さ
ら
に
､
神
野
志
隆
光
は

｢黄
泉
比
良
坂
｣
に
つ
い
て
'
『古
事
記
』
の

中
で
は

｢望
｣
の
意
味
が
遠
望
の
意
で

一
貫
す
る
あ
る
広
が
り
を
も
っ
て

見
る
こ
と
で
あ
り
'
こ
れ
が
坂
に
か
か
わ
る
時
は
高
い
と
こ
ろ
か
ら
見
や

る
こ
と
と
理
解
で
き
る
と
し
た
上
で
､
『古
事
記
』
の
根
の
国
訪
問
神
話
の

はろば
ろ
みさ

｢故
こ
こ
に
黄
泉
比
良
坂
に
追
ひ
至
り
て
､

進

に

望

け
て
'
大
穴
牟
遅
神
を

呼
ば
ひ
て
謂
ひ
し
く
｣
と
い
う
箇
所
を
'
｢『黄
泉
つ
ひ
ら
坂
』
を
下
っ
て

き
た
側
に

『葦
原
中
国
』
が
あ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｣
と

説
明
し
,
｢黄
泉
の
国
｣
が
地
下
に
あ
る
と
す
る
説
に
反
対
し
て
い
璽

し

か
し
､
｢坂
｣
に
か
か
わ
っ
て

｢望
｣
が
使
用
さ
れ
る
の
は
'
『古
事
記
』
で

は
に
ふ

は
上
記
の
例
の
他
に
は
'
｢波
題

布

坂
に
到
り
て
'
難
波
の
宮
を
望
み
た
ま

なほ
しる

へ
ば
'
其
の
火
猶
柄
か
り
き
｣
(層
中
記
)だ
け
で
あ
り
'
こ
れ

一
例
に
よ
っ

て
高
み
か
ら
見
や
る
こ
と
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
乱
暴
で
は
な
い
か
｡

｢望
｣
の
意
味
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

｢遠
望
の
意
で

一
貫
す
る
｣
と

よ
そひかぎ

考
え
て
よ
い
が
'
｢其
の

厳

解

り

し
処
を
望
け
て
｣
(応
神
記
)
と
い
う
箇
所

で
は
明
ら
か
に
下
か
ら
上
を
遠
望
し
た
と
解
釈
で
き
る
た
め
'
｢望
｣
に
遠

∧3
1

望
以
上
の
意
味
を
み
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
｡

以
上
の
よ
う
に
､
｢黄
泉
の
国
｣
を
地
下
世
界
で
な
い
と
す
る
説
は
説
得

力
に
欠
け
､
ま
た
'
『古
事
記
』
の
文
脈
を
忠
実
に
読
み
解
い
て
い
く
と
い

う
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
'
｢黄
泉
の
国
｣
は
地
下
の
世
界
と
し
て
構
想
さ
れ

<S.>

て
い
る
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
､
古
代
の
人
々
が
想
像
し
て
い
た
死

者
の
赴
く
世
界
と
記
紀
神
話
の

｢黄
泉
の
国
｣
と
が
そ
の
位
置
に
お
い
て

完
全
に
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
記
紀
神
話

の

｢黄
泉
の
国
｣
は
､
実
際
の
古
代
人
の
信
仰
と
は
違
う
位
相
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
だ
｡
こ
の
こ
と
は
'
『日
本
霊
異
記
』
で
の
死
後
の
世
界
を

み
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
鮮
明
に
な
る
｡

『霊
異
記
』
の
冥
界
訪
問
説
話
で
死
者
の
冥
界
へ
の
道
の
り
を
た
ど
っ

7



て
み
'B
ど
,
明
ら
か
に
地
下
に
あ
る
と
読
め
る
例
は

一
つ
も
な
い
｡

『霊
異
記
』
は
仏
教
説
話
集
で
あ
り
､
そ
の
冥
界
像
は
仏
教
的
な
地
獄

と
重
な
る
部
分
が
多
い
｡
仏
教
的
な
地
獄
は
､
少
し
時
代
は
新
し
く
な
る

が
､
源
信
が
諸
経
論
に
お
け
る
記
述
を
総
括
し
た

『往
生
要
集
』
に
､
｢初

∧38
v

に
等
括
地
獄
と
は
､
こ
の
間
浮
提
の
下

一
千
由
旬
に
あ
り
｣

と
あ
り
､
以

下
七
つ
の
地
獄
が
そ
の
下
に
位
置
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
､
地
下
の
世

界
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
『霊
異
記
』
で
は
そ
の
よ
う
な

世
界
が
大
陸
系
の
冥
界
に
混
じ
っ
て
｢黄
泉
｣
と
も
記
述
さ
れ
て
い
る
｡
中

よ
も
つ
へ
も
の

巻
七
線
に
｢
黄

泉

竜

火

物

｣

と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
､
『霊

異
記
』
の
編
纂
者
は
記
紀
神
話
の

｢黄
泉
の
国
｣
と
大
陸
的
な
冥
界
､
仏

教
的
地
獄
を
死
者
の
冥
界
訪
問
評
に
お
い
て
習
合
し
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
｡

大
陸
的
な
冥
界
と
仏
教
的
な
地
獄
の
二
つ
は
明
ら
か
に
地
下
に
あ
る
世

界
と
し
て
想
像
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
『古
事
記
』
の
記
述
に
従
う
限
り
｢黄

泉
の
国
｣
も
地
下
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
'
『霊
異
記
』
の

冥
界
訪
問
評
が
'
こ
の
三
つ
の
世
界
を
死
者
の
赴
く
世
界
と
し
て
習
合
し

て
い
っ
た
と
き
､
そ
こ
に
地
下
世
界
と
い
う
要
素
を
兄
い
だ
せ
な
い
こ
と

は
興
味
深
い
｡

『霊
異
記
』
の
冥
界
訪
問
辞
は
'
死
後
の
世
界
を
'
死
ん
だ
者
が
冥
界

へ
行
っ
て
そ
の
見
聞
を
蘇
生
の
後
に
語
る
と
い
う
'
い
う
な
ら
ば
'
あ
る

種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
た
形
で
請
っ
て
い
く
｡
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の

中
で
'
死
者
の
赴
く
世
界
は
地
下
と
し
て
は
描
か
れ
な
い
｡
そ
の
こ
と
は

一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
｡
答
は
簡
単
だ
｡
古
代
に
は
'
人
が
死
後
に
赴

く
世
界
が
地
下
に
あ
る
と
い
う
信
仰
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
話
題
を
は
じ
め
に
戻
す
と
そ
れ
は
､
記
紀
神
話
の
｢黄
泉
の
国
｣
と
､

死
者
の
赴
く
世
界
と
し
て
古
代
人
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
世
界
と
が
違
う
位

相
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
｡
そ
れ
で
は
'
記

紀
神
話
の

｢黄
泉
の
国
｣
と
は
何
な
の
か
｡

五

｢黄
泉
の
国
｣
と
は
何
か

｢黄
泉
の
国
｣
が

『古
事
記
』
に
お
い
て
な
ぜ
誇
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
'
そ
の
意
図
は
次
の
部
分
に
あ
る
｡

ち
ぴき

いは

さ

爾
に
千

引

の
石

を
そ
の
黄
泉
比
良
坂
に
引
き
塞
へ
て
､
そ
の
石
を
中

お
のお
の
むか

こと
ど

わた

に
置
き
て
､

各

対

ひ

立
ち
て
､
事

戸

を
度

す
時
､
伊
邪
那
美
命
言
ひ

う
つく

な
せ

か
く
せ

いまし

ひと
くさ
ひと
ひ

し
く
､
｢愛
し
き
我
が
那

勢

の
命
､如
此

為

ば
'

汝

の

国
の
人

草

'

一

日

ち
がしら
くぴ

の

に

千

頭

絞

り

殺
さ
む
｡
｣
と
い
ひ
き
｡
爾
に
伊
邪
那
岐
命
諮

り
た
ま
ひ

な
に
も

いまししかせ

あれ

し
く
'
｢愛
し
き
我
が
那

避

妹

の
命
'
汝

然

為

ば
､
吾

の
産
屋
立
て
む
｡｣
と
の
り
た
ま
ひ
き
｡
是
を
も
ち
て

ち
い
ほ

日
に
千

五

百

日
に
必
ず
千

8

人
死
に
､

一
日
に
必
ず
千
五
百
人
生
ま
る
る
な
り
｡
(傍
点
酒
井
)

傍
点
部
に
注
目
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
'
こ
の
神
話
は
元
来
人
の
死
の

起
源
を
誇
る
た
め
の
､
そ
し
て
ま
た
'
そ
の
よ
う
に
し
て
人
が
死
ん
で
も

こ
の
世
か
ら
人
が
絶
え
な
い
理
由
を
誇
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
｡

黄
泉
の
国
神
話
の
構
造
を

『古
事
記
』
と

『日
本
書
紀
』
と
で
比
較
し

て
み
る
｡
『古
事
記
』
で
は
①
イ
ザ
ナ
ミ
が
火
の
神
を
生
ん
で
死
に
､
②
イ

ザ
ナ
ミ
は
比
婆
山
に
葬
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
③
イ
ザ
ナ
キ
は
イ
ザ
ナ
ミ
を

追
っ
て

｢黄
泉
の
国
｣
に
行
き
､
最
後
に
'
④

｢黄
泉
の
国
｣
か
ら
逃
げ

帰
り
'
赦
し
て
三
貴
子
が
誕
生
す
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
｡

し
か
し
､
『日
本
書
紀
』
で
は
､
ま
ず
第
五
段
本
文
で
は
三
貴
子
は
イ
ザ

ナ
ミ
が
生
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り
'
｢黄
泉
の
国
｣
は
ま
っ
た
く
登
場
し
な



い
.

1
書
第

1
も
同
様
で
あ
る
｡

1
書
第
二
で
は
イ
ザ
ナ
ミ
は
火
の
神
を

生
ん
で
死
ん
で
い
る
が

｢黄
泉
の
国
｣
は
語
ら
れ
な
い
｡

一
書
第
三

･
四

は
イ
ザ
ナ
ミ
が
火
の
神
を
生
ん
で
死
ぬ
こ
と
の
み
の
記
述
｡

一
書
第
五
は

そ
れ
に
加
え
て
イ
ザ
ナ
ミ
の
埋
葬
の
モ
チ
ー
フ
を
含
む
二

書
第
六
は
『古

事
記
』
と
ほ
ぼ
同
様
の
形
を
取
る
が
､
イ
ザ
ナ
ミ
の
埋
葬
モ
チ
ー
フ
は
な

い
｡
一
書
第
七
･
八
は
殺
さ
れ
た
火
の
神
か
ら
生
ま
れ
た
神
の
異
伝
と
'
語

注
と
し
て
の
機
能
し
か
な
く
､

一
書
第
九

･
十
で
は

｢黄
泉
の
国
｣
と
誇

もがり

ところ

ま

る
代
わ
り
に
､
そ
れ
ぞ
れ

｢残
敵
の
処
｣'
｢伊
莫
再
尊
の
所
在
す
処
｣
に

行
く
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
｡

両
者
を
比
較
す
る
と
'
『古
事
記
』
の
叙
述
形
式
は
､
『日
本
書
紀
』
の

よ
う
な

一
書
の
形
式
を
採
ら
ず
に
､
周
辺
で
の
神
の
誕
生
と
い
う
要
素
を

最
も
多
く
含
む
形
で
三
貴
子
の
誕
生
の
神
話
を
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

て
い
る
｡

『古
事
記
』
で
は
'
ま
ず
イ
ザ
ナ
ミ
は
火
の
神
を
生
ま
な
く
て
は
な
ら

な
い
｡
そ
う
す
る
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
死
ぬ
の
で
埋
葬
モ
チ
ー
フ
を
持
ち
込
む
｡

イ
ザ
ナ
ミ
が
死
ぬ
と
い
う
展
開
を
採
っ
て
な
お
か
つ
三
貴
子
の
誕
生
を
語

る
に
は

｢黄
泉
の
国
｣
の
神
話
を
持
っ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
と
､
い

う
よ
う
な
論
理
で
､
『日
本
書
紀
』
の
1
書
に
記
載
さ
れ
る
い
く
つ
も
の
神

話
の
断
片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
神
話
を
構
築
し
て
い
く
｡
だ
と
す
る

と
､
｢黄
泉
の
国
｣
の
神
話
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
と
の
関
係
の
中
で
誇
ら
れ
て

い
る
世
界
で
あ
る
と
読
む
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
'
『古
事
記
』

は
食
欲
に
､
人
の
死
の
起
源
を
も
語
る
こ
と
の
で
き
る
神
話
を
選
択
し
た

の
で
あ
ろ
う
o

こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
と
き
､
佐
藤
正

英

や

西
風

掛

'i
j

よ
る
,
『古
事

∧

3

>

ひ
ば

記
』
に
イ
ザ
ナ
ミ
を

｢出
雲
国
と
伯
伎
国
の
堺
の
比
婆
の
山
｣
に
葬
っ
た

と
あ
る
こ
と
か
ら
'
｢ヨ
ミ
｣
と

｢ヤ
マ
(山
)｣
は
重
な
る
と
い
う
指
摘
は

ひ
ば

効
力
を
失
う
｡
な
ぜ
な
ら
､
イ
ザ
ナ
ミ
を
｢
比

婆

の
山
｣
に
葬
っ
た
と
い

う
部
分
と
そ
の
後
の

｢黄
泉
の
国
｣
の
部
分
と
の
つ
な
が
り
は
そ
れ
ほ
ど

密
接
な
も
の
で
は
な
く
'
元
来
こ
の
二
つ
の
神
話
は
'
つ
な
が
ら
な
い
別

の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
ら
だ
｡

こ
こ
ま
で
説
明
し
て
は
じ
め
て
､
｢黄
泉
の
国
｣
の
神
話
が
'
古
代
人
の

死
者
の
世
界
を
描
い
た
も
の
で
は
な
く
､
人
の
死
の
起
源
を
語
る
た
め
の
'

そ
し
て
ま
た
'人
が
死
ん
で
も
こ
の
世
か
ら
人
が
絶
え
な
い
理
由
を
蘇
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

従
来
'
記
紀
神
話
の

｢黄
泉
の
国
｣
は
､
そ
こ
が
死
者
の
赴
く
国
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
自
明
の
理
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
｡
し

か
し
'
以
上
の
よ
う
に
､
古
代
人
の
冥
界
観
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
'
逆

に
記
紀
神
話
の

｢黄
泉
の
国
｣
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
'
古
代
人
に

と
っ
て
の
死
者
の
赴
く
世
界
と
､
『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
に
描
か
れ
る

｢黄
泉
の
国
｣
と
の
間
に
は
大
き
な
断
絶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ

た
と
思
う
｡
つ
ま
り
'
｢黄
泉
の
国
｣
は
古
代
人
に
と
っ
て
の
死
者
の
赴
く

世
界
で
は
な
く
'
死
の
起
源
を
語
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
純
粋
に
神
話
的

な
世
界
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
断
絶
を
意
識
し

た
と
き
に
は
じ
め
て
､
記
紀
神
話
の
世
界
観
を
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
が

可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

※
凡
例
-
本
稿
で
は
'
高
木
市
之
助

･
五
味
智
英

･
大
野
晋
/
校
注

『万
葉
集

一
～
四
』
(岩
波
書
店

[日
本
古
典
文
学
大
系
]

一
九

五
七
～
一
九
六
二
年
)'
倉
野
憲
司
･
武
田
祐
吉
/
校
注

『古
事
記

祝
詞
』
(岩
波
書
店

[日
本
古
典
文
学
大
系
]

一
九
五
八
年
)'
坂

9



本
太
郎

･
家
長
三
郎

･
井
上
光
貞

･
大
野
晋
/
校
注

『日
本
書
紀

上

･
下
』
(岩
波
書
店

[日
本
古
典
文
学
大
系
]

1
九
六
七
･
l
九

六
五
年
)'
小
泉
道
/
校
注

『日
本
霊
異
記
』
(新
潮
社

[新
潮
日
本

古
典
集
成
]

一
九
八
四
年
)
を
使
用
し
た
｡

(注
)

∧
I
v
以
下
の
結
果
は
訓
読
の
異
同
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
を
生
じ
る
で
あ
ろ

う
が
'
大
勢
に
お
い
て
影
響
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

∧
2
V
森
本
健
吉

｢高
菜
集
挽
歌
に
於
け
る
敬
避
性
｣
(『国
縞
と
国
文
学
』

一

九
四
〇
年
十
月
号
)

∧
3
V
そ
の
他
'

1
七
〇
'
1
七
二
､
1
八
〇
､
1
八
二
'
二
T
〇
番
歌
な
ど
｡

〃

4
V
そ
の
他
'

一
五
九
番
歌
や
四
六
〇
番
歌
'

一
四
〇
九
番
歌
な
ど
｡

∧
5

V
山
折
哲
雄

『死
の
民
俗
学
』
(岩
波
書
店

一
九
九
〇
年
)
一
一
二
貢

∧
6

V
古
橋
信
孝

｢山
｣
(『国
文
学
』

一
九
九
二
年
六
月
号
)

∧
7
V
こ
の
歌
は

『万
葉
集
』
で
は
相
聞
に
分
類
さ
れ
る
が
'
古
く
は
賀
茂
真

淵
が

『万
葉
考
』
で

｢相
聞
に
あ
ら
ず
挽
寄
也
｣
と
し

｢こ
1
に
乱
て

入
｣
っ
た
と
指
摘
す
る
(久
松
潜

一
/
監
修

『賀
茂
真
淵
全
集

第

一

巻
』
続
群
書
類
従
完
成
会

一
九
七
七
年
'
二
三
三
貢
)Q
ま
た
､
土
屋

文
明
は

｢本
来
は
挽
歌
で
あ
っ
た
も
の
を
'
別
れ
た
配
偶
者
を
対
象
と

す
る
相
聞
に
転
靴
L
t
つ
い
で
そ
れ
に
応
ず
る
反
歌
を
附
加
さ
れ
た
の

か
も
知
れ
ぬ
｣
(土
屋
文
明

『万
葉
集
私
注

七
』
筑
摩
書
房

一
九
七

七
年
､

一
一
九
頁
)
と
し
て
い
る
Q

∧
8

V
辰
巳
和
弘

『
｢黄
泉
の
国
｣
の
考
古
学
』
(講
談
社

一
九
九
六
年
)

∧
9

V
前
掲
注
8
書
､

一
四
頁

∧
川
∨
古
墳
壁
画
に
関
し
て
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
/
編

『古
墳
壁
画
が
諦

る
も
の

古
代
日
本
人
の
心
象
風
景
』
(吉
川
弘
文
館

一
九
九
五
年
)

を
参
考
に
し
た
｡

∧
l

>
白
石
太

1
郎

｢古
墳
壁
画
の
締
る
も
の
｣
(前
掲
注
川
書
､

1
T
l
頁
)

ふゆ
かむな
づき
か
のえ
いぬ

き
のえ
ね
のひ

き
の

ゆ

いでよ

みまご
たける
のみ
こ

∧

12
v

冬

十

月

の

康

成

の

朔

甲

子

に

'
紀

温

湯

に

幸

す

｡
天
皇
､
皇

孫

建

玉
を

おもほし
い

い
た

かな
し

すな
は
く
つ
うた

健

で

て
'
恰

爾

み
悲

泣

び
た
ま
ふ
｡
乃

ち

口

号

し

て
日
は
く
､

いよき

うち

山
越
え
て

海
渡
る
と
も

お
も
し
ろ
き

今
城
の
中
は

忘
ら
ゆ

ま
し
じ

其

1
｡

みな
と

う
L

は

う
な

う
し
ろ

く
=

ゆ

水

門

の

潮

の

く
だ
り

海

く

だ
り

後

も

暗

に

置
き
て
か
行

か

む

其
二
｡

う
つく

あ

わ
か

愛

し

き

吾

が

若

き

子
を

置
き
て
か
行
か
む

其
三
｡

∧
13

v
秋
間
俊
夫

｢『死
者
の
歌
』
-
斉
明
天
皇
の
歌
謡
と
遊
部
-
｣

一
九
七

二
年
(日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

『古
代
歌
謡
』
日
本
文
学
研
究
資
料
刊

行
会

一
九
八
五
年
)

氏
は
こ
の
他
に
､
『万
葉
集
』
巻
十
三

･
三
三
三
五
番
歌
'
巻
十
六

･
三

八
八
八
番
歌

『出
雲
国
風
土
記
』
島
根
郡
の
条
を
資
料
と
し
て
挙
げ
て

い
る
｡
ま
た
､
氏
が
指
摘
し
て
い
な
い
資
料
と
し
て

『万
葉
集
』
巻
二
･

一
五

一
'

一
五
二
番
歌
を
挙
げ
て
お
く
｡

∧
14
v
船
と
死
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
松
前
健
が

｢太
陽
の
船
｣
の
信
仰
と
し

て
説
明
し
て
い
る
(松
前
健

『日
本
神
話
の
新
研
究
』
桜
楓
社

一
九
六

〇
年
)｡

∧

15

v
船
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
壁
画
で
は
な
い
が
'
舟
形
の
木
棺
が
海
岸
部

の
み
で
な
く
内
陸
部
で
も
発
見
さ
れ
て
い
る
し
､
船
を
か
た
ど
っ
た
埴

輪
(船
形
埴
輪
)
も
発
見
さ
れ
て
お
り
'
海
岸
部
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
｡

な
お
'
近
年
'
以
上
の
よ
う
な
舟
葬
の
習
俗
を
､
岡
本
東
三
が
豊
富
な

考
古
学
的
資
料
に
よ
っ
て
総
括
的
に
論
じ
た
論
文
(岡
本
東
三

｢舟
葬
説
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再
論
-

『死
者
の
舟
』
の
表
象
-
｣
[頒
寿
記
念
会
/
編

『大
塚
初
重
先

生
頒
寿
記
念
考
古
学
論
集
』
東
京
堂
出
版

二
〇
〇
〇
年
]
)
が
発
表
さ

れ
て
い
る
｡

∧
1
1
小
田
富
士
雄

｢『豊
国
』
の
装
飾
古
墳
｣
(小
田
富
士
雄
/
縮

『風
土
記

の
考
古
学
④
』
同
成
社

1
九
九
五
年
)
を
参
考
O
氏
は
葬
送
に
あ
た
っ

て
の
鳥
杵
祭
儀
と
結
び
つ
け
て
い
る
｡

∧
17

v
そ
の
他
に
は
､
｢俗
道
の
'
仮
に
合
ひ
即
ち
離
れ
'
去
り
易
く
留
り
難

･1.･
･1･+

き
こ
と
を
悲
嘆
し
ぶ
る
詩
｣
に

｢泉
下
の
客
｣
｢黄
泉
｣
'
｢日
本
挽
歌
｣

(巻
五
･
七
九
四
)
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
漢
詩
文
に

｢泉
門
｣'
巻
十
六
･

三
八

二

～
三
八

一
三
番
歌
の
左
往
'
巻
十
七

･
三
九
六
二
番
歌
の
題

詞
に

｢泉
路
｣'
巻
三

･
四
六
〇
～
四
六

一
番
歌
の
左
往
に

｢泉
界
｣
と

あ
る
｡

∧
18
v
漢
語

｢黄
泉
｣
に
関
し
て
は
､
中
村
啓
信

｢『黄
泉
』
に
つ
い
て
｣
(『古

事
記
年
報
』
三
十
六

一
九
九
四
年
)
に
詳
し
い
｡

∧
19

v
日
本
古
典
文
学
大
系

『日
本
書
紀
』
補
注
1
-
五
五
を
参
考
｡

∧
20

v
西
郷
信
綱

『古
事
記
の
世
界
』
(岩
波
書
店

一
九
六
七
年
)
四
九
頁

∧
2
>
筆
者
に
は
'
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
想
像

･
認
識
さ
れ
る
世
界
で
あ
っ
た

の
か
を
説
明
す
る
準
備
は
な
い
が
､
柳
田
国
男
が

｢根
の
国
の
話
｣
(
1

九
五
五
年
)
[『柳
田
国
男
全
集

第
二
十

一
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
九

七
年
]
で
指
摘
す
る
よ
う
な
'
魂
の
源
郷
的
な
世
界
を
想
定
し
て
い
る
｡

ま
た
'
寺
川
真
智
夫
が
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
を
比
較
し
て

｢両
者
は

と
も
に
大
八
嶋

･
葦
原
中
国
と
黄
泉
比
良
坂
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
冥

界
で
あ
っ
た
が
'
重
要
な
違
い
は
黄
泉
国
は
屍
に
か
か
わ
る
死
磯
の
世

界
で
あ
り
'
根
之
堅
州
国
は
屍
を
離
れ
た
霊
の
世
界
で
あ
っ
た
｣
(寺
川

真
智
夫

｢黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
｣
[『学
術
研
究
年
報
(同
志
社
女
子
大

学
)』

l
九
八
八
年
]
)
と
論
じ
て
い
る
O
｢黄
泉
の
国
｣
に
か
か
わ
る
部

分
に
関
し
て
は
賛
成
で
き
な
い
が
'
｢根
之
堅
州
国
｣
が
魂
の
赴
く
世
界

で
あ
る
と
い
う
考
察
は
示
唆
に
富
む
｡

∧
22
v
本
居
宣
長

『古
事
記
伝
』
(大
野
晋
/
縮

『本
居
宣
長
全
集

第
九
巻
』

筑
摩
書
房

一
九
六
八
年
､
二
三
八
頁
)

∧
23
V
松
村
武
雄

『日
本
神
話
の
研
究

第
四
巻

綜
合
研
究
篇
』
(培
風
館

一
九
五
八
年
)
三
四
九
頁

∧
24
v
益
田
勝
美

『古
典
を
読
む

古
事
記
』
(岩
波
書
店

一
九
八
四
年
)

∧
25
v
佐
藤
正
英

｢黄
泉
の
国
の
在
り
か
｣
(『現
代
思
想
』
九
月
臨
時
増
刊
号

1
九
八
二
年
)

∧
26
v
神
野
志
隆
光

『古
事
記
の
世
界
観
』
(吉
川
弘
文
館

一
九
八
六
年
)

∧

27
v
西
郷
倍
綱

『古
事
記
注
釈

第

一
巻
』
(平
凡
社

一
九
七
五
年
)
一
八

五
頁

∧
28

v
前
掲
注
27
書
'

一
八
五
頁

∧
2
>
尚
学
図
書
/
縮

『日
本
方
言
大
辞
典
』
(小
学
館

1
九
八
九
年
)

∧

30
v
前
掲
注
22
書
'
二
五
〇
頁

∧
31
v
吉
野
政
治

｢黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
1
黄
泉
国
の
在
処
に
つ
い
て
-
｣
(『古

事
記
年
報
』
四
十

一

一
九
九
九
年
)

氏
は
'
さ
ら
に
､
『出
雲
国
風
土
記
』
出
雲
郡
宇
賀
郷
の

｢黄
泉
の
坂
｣

や
'
ウ
ナ
サ
カ
と
い
っ
た
場
所
が

｢ヒ
ラ
｣
と
い
う
言
葉
を
含
ま
な
い

こ
と
を
､
｢そ
こ
が
傾
斜
地
と
呼
ぶ
よ
う
な
地
形
で
な
い
か
ら
｣
と
説
明

す
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
古
代
の
世
界
観
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な

指
摘
で
あ
る
｡

∧
32

v
前
掲
注
25
論
文

∧

33
v
三
浦
佑
之

｢境
界

-
(坂
)
を
め
ぐ
っ
て
-
｣
(上
代
文
学
会
/
編

『万

ll



葉
の
歌
と
環
境
』
笠
間
書
院

一
九
九
六
年
'

一
二
〇
頁
)

∧
34
v
前
掲
注
26
書
'
八
八
頁

∧

35

v
吉
野
政
治
は
前
掲
注
31
論
文
で

｢坂
本
｣
と
い
う
言
葉
を
細
か
く
分
析

し
､
｢イ
ザ
ナ
キ
が
到
っ
た

『黄
泉
比
良
坂
の
坂
本
』
は
'
こ
れ
か
ら
黄

泉
比
良
坂
を
登
っ
て
い
こ
う
と
す
る
地
点
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
｡
し
た
が
っ
て
､
(中
略
)
『黄
泉
国
』
は
坂
の
下
に
あ
る
こ
と
に
な

る
｣
と
論
じ
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
｢望
｣
の
意
味
に
つ
い
て
も
用
例
を
詳
細
に
分
析
し
'
｢『遠

く
を
見
渡
す
』
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
､
進
か
む
こ
う
ま
で
視
界
が
遮

ら
れ
な
い
こ
と
を
条
件
と
L
t
視
線
の
上
下
は
問
わ
な
い
｣
と
述
べ
て

い
る
｡

∧

36

v
前
掲
注
18
論
文
に
指
摘
さ
れ
る
'
漢
詩

｢黄
泉
｣
の
意
味
を
加
味
す
れ

ば
決
定
的
と
も
い
え
る
｡

∧

3

>
上
巻
五

･
三
十
線
､
中
巻
五

･
七
･
十
六

･
十
九

･
二
十
五
線
､
下
巻

九

二

一十
二
二

一十
三

･
二
十
六

･
三
十
五

二
二
十
六

･
三
十
七
線
の

十
四
の
説
話
｡
上
巻
三
十
'
中
巻
七

･
十
六
､
下
巻
九

二

一十
二
･
二

十
三
線
で
死
者
の
道
の
り
が
諮
ら
れ
て
い
る
｡

∧
38

v
本
文
の
引
用
は
､
石
田
瑞
麿
/
校
注

『源
信
』
(岩
波
書
店

[日
本
思

想
大
系
]

一
九
七
〇
年
)
に
よ
る
｡

∧

39

v
前
掲
注
25
論
文

∧
仰

∨
西
偵
勉

｢黄
泉
/
ヨ
モ
(ヨ
ミ
)-
漠
緬
に
隠
さ
れ
る
和
請
の
世
界
-
｣

(『東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
九
十

7
号

一
九
九
七
年
)

(さ
か
い

あ
き
ら

･
千
葉
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
在
学
)
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