
「
シ
マ
」と「
ア
マ
」、

「
ク
ニ
」と「
ウ
ミ
」
日
本
的
霊
性
の
地
政
学

ま
ず
、
生
命
の
〈
産
み
〉
の
母
た
る
〈
産う
み

腹ば
ら

〉
の
〈
海
〉
か
ら

始
め
よ
う
。
六
〇
年
安
保
世
代
の
同
伴
者
、
七
〇
年
全
共
闘
世
代

の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
知
ら
れ
る
詩
人
・
文
芸
評
論
家
・
思
想

家
の
吉
本
隆
明
氏
（
一
九
二
四
〜
）
は
、『
言
語
に
と
っ
て
美
と

は
何
か
』
の
中
で
、
古
代
人
が
初
め
て
海
を
見
た
と
き
、「
海
が

視
覚
に
反
映
し
た
と
き
あ
る
叫
び
を
〈
う
〉
な
ら
〈
う
〉
と
発
音

す
る
は
ず
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
吉
本
は
民
俗
学
者
・
国
文

学
者
の
折
口
お
り
く
ち

信し
の

夫ぶ

（
一
八
八
七
〜
一
九
五
三
）
の
卒
業
論
文
『
言

語
情
調
論
』（
一
九
一
〇
）
に
影
響
さ
れ
て
い
る
が
、〈
う
み
〉
の

語
源
を
感
動
の
〈
言
霊
〉
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

反
吉
本
主
義
者
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
「
奇
怪
」
の
レ
ッ
テ
ル
の

下
に
退
け
る
気
は
わ
た
し
に
は
な
い
が
、〈
う
み
〉
の
語
源
は

「
オ
ホ
（
大
）
ミ
（
水
）」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〔oh

om
i

〕→

〔oh
m
i

〕→

〔ou
m
i

〕
と
変
化
し
、
さ
ら
に
〔o

〕
の
音
韻
部
分

が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
江
を
オ
ウ
ミ
、
遠
江
を
ト
オ
ト
ウ

ミ
（
ト
ホ
タ
フ
ミ
）
と
訓よ

む
の
は
、
都
か
ら
見
て
「
近
つ
淡
海
」

（
琵
琶
湖
）
│
「
遠
つ
淡
海
」（
浜
名
湖
）
と
い
う
距
離
感
に
発
し
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古
代
の〈
ウ
ミ
〉は

暮
ら
し
と
結
び
つ
い
た
水
域
だ
っ
た

特
集

い
ま
、
私
た
ち
が
当
然
の
も
の
と
考
え
て
い
る
海
や
島
の
概
念
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し

た
の
か
。
海
境
の
島
々
に
対
す
る
無
関
心
は
、
果
た
し
て
何
に
起
因
す
る
の
か
│
│
。
国
・

海
・
島
を
め
ぐ
る
日
本
人
の
精
神
史
を
、
記
紀
神
話
の
世
界
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
時
空
を

超
え
た
壮
大
な
視
点
か
ら
鳥
瞰
を
試
み
る
。

菅
田
正
昭



て
い
る
。
た
だ
し
、『
広
辞
苑
』
を
は
じ
め
多
く
の
国
語
辞
典
は
、

オ
ウ
ミ
を
淡
水
湖
と
し
て
の
ア
ハ
ウ
ミ
（
淡
海
）→

ア
ウ
ミ
の
転

訛
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
、
そ
の
よ
う
に
見
え
て

い
る
だ
け
で
、
実
際
は
オ
ホ
ミ
（
大
水
）
な
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
古
代
は

国
名
に
も
使
わ
れ
た
近
江
・
遠
江
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
代

人
の
感
覚
で
は
〈
湖
〉
も
〈
う
み
〉
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、『
古
事
記
』に
よ
れ
ば
、
建た
け

御み

名な

方
か
た
の

神か
み

が
父
神
の

大
国
お
ほ
く
に

主
神

ぬ
し
の
か
み

と
兄
神
の
事こ
と

代し
ろ

主
神

ぬ
し
の
か
み

が
「
国
譲
り
」
に
同
意
し
た
と

き
、
力
競
べ
を
し
て
最
後
ま
で
反
抗
し
て
敗
れ
た
あ
と
、
出
雲
国

か
ら
逃
げ
た
先
は「
科し
な

野の
の

國く
に

之の

州
羽
海

す
は
の
う
み

」（
信
濃
国
の
諏
訪
湖
）で
あ

る
。
ま
た
、『
常
陸
國
風
土
記
』
に
は
「
江う

海み

」「
騰
波
と

ば

の
江え

」（
＝

新に
い

治は
り

の
鳥
羽
と

ば

の
淡
海
あ
ふ
み

・
『
万
葉
集
』
巻
九
）「
信
太
し

だ

の
流う

海み

、
榎え

の

浦
の
流
海
」「
佐
我
さ

が

の
流
海
」
…
な
ど
の
〈
う
み
〉
が
登
場
す
る
が
、

今
日
の
北
浦
や
霞
ヶ
浦
が
一
体
化
し
て
鹿
島
灘
の〈
入
り
海
〉と
な

っ
て
い
た
状
態
を
指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
神じ
ん

武む

東
征
ゆ
か
り
の

チ
ヌ
ノ
ウ
ミ
（
記
・
血
沼
海
、
紀
・
茅ち
ぬ

渟の

海う
み

）
は
、
瀬
戸
内
海
の

延
長
と
し
て
の
、
今
日
の
大
阪
湾
が
深
く
広
く
湾
入
し
て
《
入
り

海
》（
河
内
か
わ
ち

湖こ

の
時
代
も
あ
り
）
を
形
成
し
て
い
た
頃
の
名
称
だ
。

近
江
國
の
琵
琶
湖
や
信
濃
國
の
諏
訪
湖
は
も
ち
ろ
ん
淡
水
湖
だ

が
、
遠
江
國
の
浜
名
湖
や
、
常
陸
國
の
「
流
海
」
の
名
残
り
の
霞

ヶ
浦
、
そ
し
て
茅
渟
海
は
本
来
は
、
海
水
も
入
り
混
じ
っ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
今
は
茨
城
県
稲
敷
い
な
し
き

市し

と
な
っ
て
い
る
霞
ヶ
浦
の
南

部
と
接
す
る
「
浮
島
う
き
し
ま

」（
旧
・
稲
敷
郡
桜
川
村
）
は
、
昭
和
三
十
年

代
の
初
め
ご
ろ
ま
で
は
霞
ヶ
浦
に
浮
か
ぶ
文
字
ど
お
り
の
島
だ
っ

た
が
、『
常
陸
國
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
信
太
の
流
海
に
浮
か
ぶ

「
塩
を
火た

き
て
業
な
り
わ
いと

な
す
」
孤
島
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ウ

ミ
が
淡
水
湖
を
意
味
す
る
ア
ハ
ウ
ミ
＝
ア
ウ
ミ
の
転
と
考
え
る
の

は
、
後
世
の
〈
賢さ
か

し
ら
〉
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。〈
う
み
〉
が
い
わ
ゆ

る
湖
や
、
汽
水
湖
を
指
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
広
さ
、
大
き
さ
を
認
識
で
き
る
範
囲
内
の
オ
ホ

ミ
を
、
古
代
人
は
〈
う
み
〉
と
呼
ん
で
い
た
、
と
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
生
活
と
密
接
に
結
び

つ
い
た
〈
大
い
な
る
水
辺
〉
＝
オ
ホ
ミ
の
範
囲
を
〈
う
み
〉
と
し

て
捉
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
自
分
た
ち
の
視
力
や
、
肉
体
で
把
握
（
歩
い
た
り
舟
を

漕
い
だ
り
）
で
き
な
い
、
も
っ
と
広
く
大
き
な
茫
洋
と
し
た
〈
ウ

ミ
〉
は
、
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
常
陸
國
風
土

記
』
は
そ
れ
を
「
大お
ほ

海う
み

」
と
い
う
概
念
で
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の

場
合
の
「
大
海
」
は
、〈
う
み
〉
に
漢
字
の
「
海
」
が
充
て
ら
れ

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
我
々
が
〈
海
〉
と
考
え
て
い

る
対
象
＝
存
在
を
、
古
代
人
は
〈
あ
ま
〉
と
呼
ん
で
い
た
は
ず
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
〈
あ
ま
〉
は
天
と
海
の
両
義
を
持
っ
て

い
る
。
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ア
マ
と
い
う
語
は
、
語
源
的
に
は
「
ア
」
と
「
マ
」
の
二
語
か

ら
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
マ
」
の
ほ
う
は
明
ら
か

に
「
間
」
の
義
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、「
ア
」
は
ま
さ
に
言
素
記

号
│
音
素
番
号
〈
第
１
号
〉
の
、
感
動
の
語
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
「
ウ
ミ
」
の
「
ウ
」
が
内
側
に
く
ご
も
る
傾
向
が
あ
る

の
に
た
い
し
、「
ア
」
は
外
側
へ
発
散
し
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
強

調
的
接
頭
語
と
し
て
の
役
割
が
で
て
く
る
。
ま
さ
に
、
ア
マ
（
天
）

は
感
動
が
強
調
さ
れ
た
〈
空
間
〉
な
の
で
あ
る
。

南
北
に
長
く
連
な
る
弧
状
列
島
に
住
む
古
代
人
は
、
天
と
海
と

の
茫
漠
た
る
境
目
を
眺
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ

こ
に
神
々
の
原
郷
と
し
て
の
、
常と
こ

世よ

や
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
を
想
像
し

て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
天
と
も
海
と
も
区
別
が

つ
き
に
く
い
「
ア
マ
」
の
空
間
に
、
島
影
が
浮
か
ん
で
見
え
る
こ

と
も
あ
る
。
当
然
、
そ
の
島
影
の
〈
島
〉
側
か
ら
も
同
様
の
光
景

が
眺
め
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

不
思
議
な
こ
と
に
、
天
か
ら
山
へ
神
々
が
降
臨
す
る
こ
と
は
し

ば
し
ば
で
あ
っ
た
が
、
天
と
山
と
の
「
通か
よ

い
路
」
は
閉
ざ
さ
れ
て

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
マ
（
天
）
と
ヤ
マ
（
山
）
と
は

一
見
、
接
続
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
て
も
、
空
間
的
に

は
明
確
に
峻
別
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ア
マ
と
い
う
同
じ
音

韻
を
持
つ
〈
天
〉
と
〈
海
〉
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
曖
昧
模
糊
と

し
て
い
て
、
空
間
と
し
て
は
渾
然
一
体
化
し
て
い
た
。
い
い
か
え

れ
ば
、
海
（
ア
マ
）
は
天
（
ア
マ
）
の
一
部
で
あ
り
、
シ
マ
（
島
）

は
こ
の
〈
ア
マ
〉
の
霊
性
に
包
ま
れ
た
聖
空
間
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
上
し
ょ
う

古こ

＝
神
代
の
昔
に
は
、〈
ア

マ
〉
は
あ
っ
て
も
〈
海
〉
は
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
古
事
記
』
本
文
の
冒
頭
の
部
分
に
「
次
に
國
稚
く
に
わ
か

く
、
浮
か
べ
る
脂
あ
ぶ
ら

の
如
く
し
て
水
母
く
ら
げ

な
す
漂
へ
る
」
と
い
う
記
述

が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
國
」
は
「
陸
地
」
の
義
だ
が
、「
天あ
め

地つ
ち

の
初
発
は
じ
め

」
の
次
の
段
階
で
は
、
ま
だ
、
そ
れ
（
陸
地
の
原
型
）
が

浮
か
ん
で
い
る
脂
の
よ
う
に
ク
ラ
ゲ
み
た
い
に
漂
っ
て
い
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
今
日
的
感
覚
で
は
、
そ
の
「
漂
へ
る
」
場
は

〈
海
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
古
事
記
』
に
「
海
」
と
い
う
漢

字
が
出
て
く
る
の
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
身
禊
み
そ
ぎ

の
最
後
の
段
階
で
天あ
ま

照
て
ら
す

大
御
神

お
ほ
み
か
み

・
月
読
命

つ
く
よ
み
の
み
こ
と

・
建
速
た
け
は
や

須
佐
す

さ

之の

男
命

を
の
み
こ
と

の
い
わ
ゆ
る
三
貴

子
（
み
は
し
ら
の
う
ず
の
み
こ
）
が
生
ま
れ
た
と
き
、
ス
サ
ノ
ヲ

に
た
い
し
「
汝
命

い
ま
し
み
こ
とは

海
原
う
な
ば
ら

を
知
ら
せ
」
と
の
イ
ザ
ナ
ギ
の
「
言こ
と

依よ

さ
し
」
が
あ
っ
た
場
面
が
最
初
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
文
脈
の
流
れ
か
ら
い
う
と
、「
漂
へ
る
国
」
の
「
修す

理り

固
め
」
と
し
て
、
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
夫め
の

婦と

交ま
ぐ

合は
ひ

が
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
国く

土に

生
み
」
が
行
わ
れ
る
。
ふ
つ
う
〈
国
土
生
み
〉

神
話
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
「
島
々
の
生
成
」
で
あ
り
、

本
当
は
〈
島
生
み
〉
神
話
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に

は
〈
海
〉
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
ギ
・
ミ
両
神
は
高た
か

天ま

原が
は
ら

の
天
の
浮
橋
の
上
に
立

ち
、
そ
こ
か
ら
天あ
め

の
沼
矛
ぬ
ぼ
こ

を
降
ろ
し
て
か
き
回
す
と
、
そ
の
矛
の

先
か
ら
塩
が
滴
り
落
ち
て
積
も
り
「
淤お

能の

碁ご

呂ろ

島じ
ま

」
が
形
成
さ
れ

た
。
わ
た
し
た
ち
は
「
塩
」
と
「
島
」
か
ら
「
海
」
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
し
ま
う
が
、『
古
事
記
』
の
こ
の
場
面
に
も
「
海
」
と
い
う

字
は
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
ギ
・
ミ
は
こ
の
オ
ノ
ゴ
ロ
島
に
降

り
立
っ
て
、
互
い
に
声
を
掛
け
合
っ
て
夫
婦
交
合
を
し
て
島
々
や

神
々
を
生
む
。
し
か
し
、
最
初
に
生
ま
れ
た
子
・
水
蛭
子

ひ

る

こ

と
、
そ

の
次
の
淡あ
は

島し
ま

は
「
女
人
を
み
な

先
立
ち
言
へ
る
は
ふ
さ
わ
ず
」
と
い
う
こ

と
で
「
子
の
数
」
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
ヒ
ル
コ
の

場
合
は
「
葦あ
し

船ぶ
ね

に
入
れ
て
」
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

こ
に
も
「
海
」
は
出
て
こ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
と
、
い
わ
ゆ

る
「
大
八
島
国
の
生
成
」
が
あ
る
。
そ
の
順
序
を
記
す
と
│
│

盧
淡あ
は

道ぢ

の
穂ほ

の
狭
別
島

さ
わ
け
の
し
ま

（
淡
路
島
）

盪
伊
豫
い

よ

の
二
名
島

ふ
た
な
の
し
ま

（
四
国
。
伊
豫
國
＝
愛
比
賣

え

ひ

め

、

讃
岐

さ
ぬ
き
の

國
＝
飯い
ひ

依よ
り

比ひ

古こ

、
粟
あ
は
の

國[

阿
波]

＝
大お
ほ

宜げ

都つ

比
賣
ひ

め

、
土と

左さ
の

國
＝
建た
け

依よ
り

別わ
け

）

蘯
隠
伎
お

き

の
三
子
み
つ
ご
の

島し
ま

（
天あ
め

之の

忍
許
呂

お

し

こ

ろ

別わ
け

）

盻
筑
紫
つ
く
し
の

島し
ま（

九
州
。
筑
紫
國[

筑
前
、
筑
後]

＝
白
日
し
ら
ひ

別わ
け

、
豊と
よ

國[

豊
前
、
豊
後]

＝
豊
日
と
よ
ひ

別わ
け

、
肥ひ
の

國[

肥
前
、

肥
後]

＝
建た
け

日ひ

向
日
む
か
ひ

豊と
よ

久く

士じ

比ひ

泥ね

別わ
け

、
熊く
ま

曾そ
の

國
＝

建た
け

日ひ

別わ
け

）

眈
伊い

伎き
の

島し
ま

（
壱
岐
。
天あ
め

比ひ

登と

都つ

柱ば
し
ら

）

眇
津
島
（
対
馬
。
天あ
め

之の

狭さ

手で

依よ
り

比ひ

賣め

）

眄
佐
度
さ
ど
の.

島し
ま

（
佐
渡
）

眩
大
倭

お
ほ
や
ま
と

豊と
よ

秋あ
き

津づ

島し
ま

（
本
州
。
天
御
虚
空

あ
ま
つ
み
そ
ら

豊と
よ

秋あ
き

津づ

根ね

別わ
け

）

さ
ら
に
、
そ
の
あ
と
、
吉
備
き
び
の

兒こ

島じ
ま

（
岡
山
県
の
児
島
半
島
。
建た
け

日ひ

方か
た

別わ
け

）
と
小
豆
あ
づ
き

島じ
ま

（
大お
ほ

野の

手で

比ひ

賣め

）、
大
島
（
山
口
県
の
周
防
す
お
う

大
島
。
大お
ほ

多た

麻ま

流る

別わ
け

）
と
女
島

ひ
め
じ
ま

（
大
分
県
の
姫
島
。
天あ
め

一
ひ
と
つ

根ね

）、

知
訶
ち
か
の

島し
ま

（
五
島
列
島
。
天あ
め

之の

忍し

男お

）、
兩
兒
ふ
た
ご
の

島し
ま

（
長
崎
県
の
男
女

群
島
？
　
天あ
め

兩ふ
た

屋や

）
の
六
島
が
生
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
島
々
〉
に
は
神
や
命
の
号
は
付
い
て
い
な
い
が
、
ギ
・
ミ
両
神

の
御
子
と
し
て
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、

〈
島
々
〉
は
、
半
分
は
〈
神
〉
な
の
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も

「
海
」
の
字
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
吉
備
國
の

兒
島
で
は
奈
良
時
代
に
干
拓
が
始
ま
り
、
江
戸
初
期
の
元
和
四
年

（
一
六
一
八
）
に
半
島
化
す
る
ま
で
は
そ
の
名
の
と
お
り
の
島
で

あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
小
豆
島
は
今
は
香
川
県
に
属
し
て
い
る
が
元
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来
は
吉
備
國
兒
嶋
郡
に
属
し
て
い
て
お
り
、
兒
島
と
小
豆
島
は
対

の
関
係
に
な
っ
て
い
た
。

要
す
る
に
、〈
島
々
〉
は
〈
海
〉
に
は
誕
生
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
大
八
島
も
そ
の
周
辺
の
島
々
も
〈
天
〉
と
〈
海
〉
と
が
渾

然
と
し
た
〈
ア
マ
〉
に
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
話
世
界
は

現
代
人
の
時
空
構
造
と
は
違
う
の
で
あ
る
。〈
島
々
〉
の
出
自
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ア
マ
と
し
て
の
〈
天
〉
に
あ
る
と
い
え
よ

う
か
。
平
成
九
年
、
当
時
の
国
土
庁
が
提
案
し
た
「
ア
イ
ラ
ン

ド
・
テ
ラ
ピ
ー
構
想
」
に
お
け
る
〈
島
〉
の
〈
癒
し
効
果
〉
の

《
癒
し
》
発
生
の
根
源
は
、〈
天
〉
と
〈
海
〉
が
一
体
と
な
っ
た
こ

の
〈
ア
マ
〉
に
起
源
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

〈
島
〉
は
ア
マ
の
霊
性
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、〈
シ
マ
〉
と
〈
ク
ニ
〉
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
て
お

こ
う
。
す
で
に
、
明
ら
か
な
よ
う
に
、〈
シ
マ
〉
は
〈
ア
マ
〉
に

対
応
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
〈
ク
ニ
〉
は
〈
ウ
ミ
〉
に
対
応
し
て

い
る
と
推
測
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、〈
シ
マ
│
ア
マ
〉、〈
ク
ニ
│

ウ
ミ
〉
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
本
誌
二
〇
九
号
掲
載
の
「
日
本
人
の
精
神
性
か
ら

見
る
『
領
有
』
意
識
の
二
つ
の
形
態
―
『
し
ろ
し
め
す
』
と
『
う

し
は
く
』
の
違
い
の
視
点
か
ら
―
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
い

た
。

〈
民
俗
学
者
・
国
文
学
者
の
折
口
信
夫
（
一
八
八
七
〜
一
九
五
三
）

の
『
古
代
研
究
（
民
俗
学
篇
２
）』
所
収
の
「
古
代
に
於
け
る
言

語
伝
承
の
推
移
」
に
よ
れ
ば
、「
島
は
自
分
（
天
皇
）
が
持
っ
て

い
る
国
、
治
め
て
い
る
国
の
意
味
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
た
い
し

「
国
は
天
皇
に
半
分
従
属
し
、
半
分
独
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
」。
こ
の
関
係
を
も
っ
と
単
純
化
す
れ
ば
、
島
は
天
皇
が
も

と
も
と
統
治
し
て
い
た
土
地
、
国
は
の
ち
に
統
治
す
る
こ
と
に
な

っ
た
土
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
わ
た
し
は
そ

の
統
治
の
主
体
と
し
て
の
主
語
を
「
自
分
た
ち
が
祭
祀
し
て
い
る

神
々
」
と
置
き
換
え
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
マ

と
は
「
わ
が
カ
ミ
ガ
ミ
の
神
威
が
及
ぶ
範
囲
の
土
地
」
の
こ
と
で

あ
り
、
ク
ニ
と
は
「
異
族
の
人
び
と
が
祀
る
カ
ミ
ガ
ミ
の
神
威
が

及
ぶ
土
地
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。〉

こ
の
あ
と
、
わ
た
し
は
日
本
の
古
語
に
は
統
治
･
支
配
･
領
有

を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
シ
ロ
シ
メ
ス
と
ウ
シ
ハ
ク
の
二
つ
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
前
者
の
語
源
は
「
知
ら
す
」
で
あ
り
、
極

端
な
言
い
方
を
す
る
と
、
御ご

幣へ
い

を
一
本
立
て
て
そ
の
場
で
祭
り
を

行
え
ば
、
統
治
の
〈
知
ら
せ
〉
を
し
た
こ
と
に
な
る
の
が
シ
ロ
シ

メ
ス
の
本
義
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
ウ
シ
ハ
ク
は
「
大う

人し

・
佩は

く
」

あ
る
い
は
「
内う
ち

・
掃は

く
」
の
義
で
、
氏
族
の
長
と
し
て
の
大
人
が

氏う
ぢ

神が
み

の
神
威
が
及
ぶ
範
囲
を
掃
き
清
め
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
生

じ
た
も
の
で
、
シ
ロ
シ
メ
ス
よ
り
も
実
効
支
配
を
志
向
し
た
統
治

で
あ
る
と
推
測
し
た
。
詳
し
く
は
拙
稿
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い

が
、
こ
の
シ
ロ
シ
メ
ス
と
ウ
シ
ハ
ク
の
関
係
を
、〈
シ
マ
│
ア
マ
〉
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と
〈
ク
ニ
│
ウ
ミ
〉
に
適
用
し
て
み
る
と
、〈
シ
マ
│
ア
マ
│
シ

ロ
シ
メ
ス
〉、〈
ク
ニ
│
ウ
ミ
│
ウ
シ
ハ
ク
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
シ
ロ
シ
メ
ス
は
信
仰
的
＝
祭
祀
的
な
〈
統
治
〉
で

あ
り
、
ウ
シ
ハ
ク
は
い
わ
ゆ
る
実
効
支
配
を
伴
っ
た
〈
統
治
〉
で

あ
る
。
シ
ロ
シ
メ
ス
の
場
合
、
自
然
の
岩
石
に
人
の
手
を
少
し
加

え
た
磐
座
い
わ
く
ら

や
、
御
神
木
を
神
籬
ひ
も
ろ
ぎ

と
し
て
、
そ
の
周
り
に
注
連
し

め

縄な
わ

を

張
り
巡
ら
せ
ば
、
そ
こ
は
も
う
立
派
な
聖
域
で
あ
る
。
祭
り
の
期

間
や
そ
の
前
後
は
禁
足
地
と
し
て
一
部
の
祭
祀
者
以
外
は
近
づ
け

な
い
が
、
平
地
や
山
の
麓
の
場
合
は
普
段
は
草
ぼ
う
ぼ
う
の
野
原

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
こ
っ
そ
り
野
草
や
山
菜
を
摘
も
う
と
、
薪
た
き
ぎ

を

拾
お
う
と
、
恋
人
ど
う
し
が
逢
引
を
し
よ
う
が
基
本
的
に
は
自
由

で
あ
る
。

山
の
中
腹
や
頂
上
や
、
さ
ら
に
島
の
場
合
も
基
本
的
に
は
同
じ

で
あ
る
。
た
だ
し
、
人
び
と
が
行
き
づ
ら
い
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
う
い
う
聖
地
で
は
、
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
じ
た
い
が
畏

れ
多
い
も
の
と
し
て
、
禁
足
の
状
態
が
恒
常
化
し
固
定
化
す
る
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
典
型
が
「
海
の
正
倉
院
」
の
異
名
を
持

つ
玄
界
灘
の
沖
ノ
島
で
あ
る
。
島
の
全
体
が
宗
像
む
な
か
た

大
社
た
い
し
ゃ

の
沖お
き

津つ

宮ぐ
う

の
神
域
と
な
っ
て
い
て
、
現
在
は
男
性
神
職
が
日
々
の
祭
り
の
奉

仕
の
た
め
渡
島
し
、
一
週
間
ご
と
に
交
代
し
て
い
る
。
縄
文
時
代

の
生
活
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
（
小
規
模
の
集
落
が
あ
っ
た
ら

し
い
）
が
、
弥
生
期
以
降
は
奈
良
時
代
ま
で
何
か
事
あ
る
ご
と
に

渡
島
し
て
磐
座
の
陰
で
祭
り
を
行
う
形
に
な
っ
て
い
た
。

古
く
か
ら
女
人
禁
制
の
島
と
し
て
知
ら
れ
、
男
子
と
い
え

ど
も
特
別
の
場
合
以
外
は
年
に
一
度
の
現
地
大
祭
の
時
に

し
か
渡
る
こ
と
が
で
き
ず
、
上
陸
に
際
し
て
は
素
っ
裸
で

の
海
中
禊み
そ
ぎ

が
全
員
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

現
在
、
福
岡
県
宗
像
市
に
属
し
て
い
る
こ
の
沖
ノ
島
の

場
合
は
特
殊
な
例
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
、

シ
ロ
シ
メ
ス
対
象
の
土
地
と
し
て
の
〈
シ
マ
〉
は
、
ど
こ

で
も
信
仰
的
意
味
合
い
で
の
〈
統
治
・
領
有
〉
の
地
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
大
八
島
」
最
大
の
島
で
あ
る
秋あ
き

津つ

島し
ま

（
本
州
）
や
、
そ
の
内
部
の
聖
地
と
し
て
の
シ
マ
と
そ

の
周
辺
の
、
住
人
た
ち
に
島
々
や
シ
マ
ジ
マ
に
住
ん
で
い

る
と
い
う
意
識
が
希
薄
に
な
っ
て
い
く
状
況
が
現
出
し
て
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く
る
。
お
そ
ら
く
、
古
代
ヤ
マ
ト
王
権
の
確
立
に
伴
う
祭
政
一
致

の
、
マ
ツ
リ
（
祭
祀
）
か
ら
マ
ツ
リ
ゴ
ト
（
政
治
）
へ
の
比
重
の

転
換
と
轍
わ
だ
ち

を
同
じ
く
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
と
き
、
ア
マ
が〈
天
〉と〈
海
〉へ
分
離
し
、
四
方
を〈
海
〉で

囲
ま
れ
て
い
な
い
元
の
〈
シ
マ
〉
は
己
の
シ
マ
性
と
ア
マ
性
を
忘

れ
て
い
く
。
シ
マ
の
理
念
型
で
あ
る
〈
島
〉
は
、
ア
マ
の
霊
性
か

ら
引
き
剥
が
さ
れ
て
〈
海
〉
に
囲
ま
れ
て
し
ま
う
。〈
本
土
〉
の

〈
離
れ
〉
と
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。〈
島
〉
へ
の
、
あ
る
種
の
差
別

性
も
こ
こ
か
ら
生
ず
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
の
が
い

け
な
い
の
だ
、
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
仏
教
の

因
果
関
係
が
適
応
さ
れ
る
。
不
便
な
〈
島
〉
に
生
ま
れ
住
む
の
は
、

前
生
の
因
縁
（
自
己
責
任
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は

本
土
内
で
あ
え
て
〈
シ
マ
〉
の
霊
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
土
地

に
た
い
し
て
も
い
え
る
。
一
般
人
に
と
っ
て
禁
足
地
で
あ
る
土
地

に
特
別
に
住
ん
だ
り
出
入
り
で
き
る
の
は
、
実
は
、〈
聖
地
〉
で

は
な
く
〈
穢え

土ど

〉
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
畏
れ
多
く
て
遠
ざ
け
て

い
た
土
地
が
持
つ
霊
性
の
本
義
が
忘
れ
ら
れ
て
、〈
穢
土
〉
だ
か

ら
俗
人
は
近
づ
け
な
い
の
だ
と
逆
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
。

日
本
人
が
従
来
、
国
境
の
海
域
に
浮
か
ぶ
離
島
に
無
関
心
だ
っ

た
の
は
、
こ
う
し
た
精
神
史
か
ら
発
し
て
い
る
。
そ
の
象
徴
的
存

在
が
竹
島
や
尖せ
ん

閣か
く

列
島
や
沖
ノ
鳥
島
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。
か
つ

て
領
土
問
題
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
、
島
は
シ
ロ
シ
メ
ス
も
の
で

あ
っ
て
ウ
シ
ハ
ク
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
弧
状
列
島
住
民
の
原
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始
心
性
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
わ
た
し
は
日

本
人
の
、
そ
う
し
た
心
映
え
を
ゆ
か
し
き
も
の
と
し
て
肯
定
す
る

が
、
そ
の
美
し
き
国
民
性
に
つ
け
こ
む
連
中
が
い
る
の
も
残
念
な

が
ら
事
実
で
あ
る
。

今
日
の
問
題
は
、
島
が〈
ア
マ
〉の
霊
性
を
持
た
な
い
で
、
単
な

る
原
始
心
性
の
シ
ロ
シ
メ
ス
の
エ
ポ
ケ
ー
（
判
断
の
差
し
控
え
）

状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。〈
海
〉に
囲
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
、

そ
こ
に
は〈
ア
マ
〉の
契
機
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か

え
れ
ば
、〈
神
〉抜
き
状
態
な
の
だ
。
周
辺
諸
国
で
は
、
海
面
下
の

暗
礁
で
さ
え
も
、
そ
の
場
所
が
資
源
的
に
、
あ
る
い
は
地
政
学
的

に
重
要
で
あ
る
場
合
、
灯
台
や
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
設
置
し
、
軍
備
を

配
置
さ
せ
て
い
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
ウ
シ
ハ
ク
統

治
は〈
悪
〉と
み
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
シ
ロ
シ

メ
ス
統
治
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
像
の
沖
ノ
島
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
に
、
島
神
を
斎い
つ

き
祀
り
、
日
々
の
、
あ
る
い
は
、
最

低
で
も
年
に
二
回
ぐ
ら
い
は
渡
島
し
て
祭
祀
を
行
な
え
ば
よ
い
の

で
あ
る
。

わ
が
国
は
政
教
分
離
の
民
主
主
義
国
家
を
自
称
し
て
い
る
た
め
、

そ
れ
す
ら
も
な
か
な
か
行
え
な
い
の
が
実
情
だ
。
実
は
昭
和
二
十

年
の
終
戦
以
降
は
、
日
本
の
宗
教
団
体
は
神
社
を
含
め
て
、
基
本

的
に
は
す
べ
て
が
民
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憲
法
は
信
教
の
自
由

を
保
障
し
て
い
る
。
民
間
人
が
シ
マ
の
カ
ミ
ガ
ミ
を
祭
れ
ば
よ
い

の
で
あ
る
。
宗
像
大
社
の
沖
津
宮
は
そ
の
典
型
で
も
あ
る
。

〈
天
〉
と
〈
海
〉
の
霊
性
の
両
方
を
兼
ね
備
え
た
〈
ア
マ
〉
を
復

権
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
の
領
海
・
領
土
な
の
に
、

日
本
に
は
防
空
識
別
圏
が
な
い
と
い
う
地
域
（
沖
縄
県
与
那
国
島

の
一
部
上
空
）
が
生
じ
る
の
も
、
ア
マ
の
霊
性
に
関
心
が
な
い
か

ら
だ
。
実
は
、
日
本
以
外
の
諸
外
国
は
国
家
権
力
む
き
出
し
の
シ

ロ
シ
メ
ス
型
の
統
治
を
行
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
〈
大
陸
〉
系
の

諸
国
は
海
に
は
あ
ま
り
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
今
で

は
〈
海
〉
に
た
い
し
て
も
シ
ロ
シ
メ
ス
型
の
統
治
を
行
お
う
と
し

て
い
る
。
日
本
だ
け
が
〈
海
〉
や
〈
島
〉
に
関
心
を
持
つ
こ
と
を
、

悪
し
き
〈
島
国
根
性
〉
と
し
て
退
け
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
う
教

育
を
受
け
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ア
マ
の
霊
性
を
持
っ
た

大
八
島
Ｎ
ｉ
ｐ
ｐ
ｏ
ｎ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
、
実
は
、
離
島
振
興

に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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霊
性
を
と
も
な
っ
た〈
ア
マ
〉を
復
権
、

島
々
を
し
ろ
し
め
せ


