
〈
島
〉と
い
う〈
異
界
〉
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異
界
・
他
界
・
異
境
―
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
ほ
と
ん
ど
同
義
語
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
民
俗
学
で
は
「
他
界
観
」
と
い
う
形
で
使

わ
れ
る
。『
広
辞
苑
』
で
「
他
界
」
を
引
く
と
、「
①
他
の
世
界
。
別

の
世
界
。
②
〔
人
間
界
を
去
っ
て
他
の
世
界
へ
行
く
意
〕
死
ぬ
こ
と
。

特
に
、
貴
人
の
死
去
を
い
う
。」
と
あ
る
。
し
か
し
、『
広
辞
苑
』
に

は
な
ぜ
か
「
異
界
」
の
項
目
が
な
い
。
ち
な
み
に
、「
異
境
」
は

「
故
国
や
郷
里
か
ら
遠
く
離
れ
た
土
地
。
他
郷
。
他
国
。
異
域
。」
と

出
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
は
、「
他
界
」
よ
り
も
「
異
界
」

の
ほ
う
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
他

界
観
」
の
「
他
界
」
の
場
合
、〈
死
後
の
霊
魂
が
行
く
世
界
〉
と
い

う
概
念
が
強
く
、〈
現
世
〉
た
い
す
る
〈
他
界
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
付
き
ま
と
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
広
辞
苑
』
の

「
他
界
」
で
は
②
の
義
、
つ
ま
り
〈
あ
の
世
〉
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
①
の
義
も
あ
る
。

海
と
島
の
日
本
・
Ⅶ

特
集

古
来
、
こ
の
弧
状
列
島
に
お
け
る
〈
異
界
〉
は
、
水
平
的
感
覚
の
延
長
線
上
、
「
海
の
彼
方
の

常
世
の
島
」
と
し
て
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
異
境
か
ら
や
っ
て
来
る
マ
レ
ビ
ト

た
ち
、
〈
鬼
ヶ
島
〉
と
み
な
さ
れ
た
島
々
、
異
界
の
さ
ら
に
先
に
あ
る
別
の
異
界
ま
で
を
も
見

通
し
な
が
ら
、
島
存
在
の
本
質
を
考
察
す
る
。

海
上
の
遥
か
彼
方
に
存
在
し
て
い
た〈
異
界
〉
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現
在
、
民
俗
学
と
文
化
人
類
学
の
区
別
が
つ
き
に
く
く
な
っ
て
き

て
い
る
が
、
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
民
俗
学
的
な
「
他
界
」
よ
り
文
化

人
類
学
的
な
「
異
界
」
の
語
の
ほ
う
が
好
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、〈
異
界
〉
の
場
合
だ
と
、〈
現
世
〉
に
対
す
る
〈
他
界
〉
よ

り
も
、
概
念
的
な
広
が
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
界

他
界
で
あ
る
。
異
界
の
中
に
他
界
が
含
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、〈
異
界
〉
は
、〈
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
世
界
の
外
側
に

あ
る
世
界
〉
の
す
べ
て
を
含
ん
で
し
ま
う
概
念
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、〈
外
側
〉
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
身
の
周
り

に
突
然
開
い
た
異
次
元
空
間
や
、
ア
ニ
メ
に
象
徴
さ
れ
る
バ
ー
チ
ャ

ル
な
世
界
を
も
含
む
語
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

〈
異
界
・
他
界
・
異
境
〉
と
い
う
概
念
の
原
形
は
、
折
口
信
夫
に
よ

れ
ば
、「
妣は

は

が
国
」
で
あ
る
（
折
口
「
妣
が
国
へ
・
常
世
へ
―
異
境
意
識
の

起
伏
」『
古
代
研
究
（
民
俗
学
篇
Ⅰ
）』
全
集
第
二
巻
な
ど
）。
こ
の
「
妣
が
国
」

と
い
う
詩
想
溢
れ
る
概
念
は
折
口
独
特
の
も
の
だ
が
、
語
自
体
は
ス

サ
ノ
ヲ
が
亡
き
母
イ
ザ
ナ
ミ
恋
し
さ
に
「
僕あ

は
妣
（
の
）
国
に
往い

な

む
と
お
も
ひ
て
哭な

」
い
た
こ
と
（『
古
事
記
』
誓
約
の
段
）
に
由
来
す
る
。

あ
る
い
は
、
神
武
東
征
の
と
き
、
稲
飯
命
と
三
毛
入
野
命
と
い
う
神

武
天
皇
の
二
人
の
兄
の
乗
っ
て
い
た
船
が
暴
風
に
遭
遇
し
て
難
破
し

そ
う
に
な
り
、
前
者
が
「
吾あ

が
祖お
や

は
天
あ
ま
つ

神か
み

、
母
は
海わ
た

神つ
み

な
り
」
と

の
た
ま
っ
て
海
に
入
り
、
後
者
が
「
我
が
母
及
び
姨お
ば

は
、
並み
な

是
海
神

な
り
」
と
も
う
さ
れ
て
浪
の
秀ほ

を
踏
ん
で
海
中
の
常
世
郷
に
往
っ
た

（『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
六
月
条
）
と
い
う
記
事
に
基
づ

⊃

い
て
い
る
。

折
口
は
、
そ
の
「
妣
が
国
」
か
ら
記
紀
神
話
に
登
場
す
る
「
根ね

（
之の

）
堅か
た

洲す

国く
に

」「
黄
泉
国
」「
綿わ
た

津つ

見み
の

神か
み

之の

宮み
や

」「
常
世
」
な
ど
が
分

化
し
た
も
の
、
と
捉
え
て
い
る
。
折
口
の
場
合
、
母
を
思
慕
す
る
ス

サ
ノ
ヲ
や
、
イ
ナ
ヒ
、
ミ
ケ
イ
リ
ノ
へ
の
感
情
移
入
の
た
め
、「
妣

が
国
」
に
は
「
死
者
の
国
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
が
、

折
口
自
身
は
水
平
思
考
の
持
ち
主
で
あ
る
。
実
は
、
こ
れ
ら
の
異
界

は
本
来
、
海
上
の
遥
か
彼
方
に
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
水
平
思
考
的

に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ネ
ノ
カ
タ
ス
国
と
同
義
の
「
根ね
の

国く
に

」（
紀
）
は
、『
延

喜
式
』
祝
詞
の
「
道み
ち

饗
あ
へ
の

祭
ま
つ
り

」
の
祝
詞
に
「
根ね
の

国く
に

底
そ
こ
の

国く
に

よ
り
麁あ
ら

び

疎う
と

び
来こ

む
物も
の

に
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
悪
鬼
邪
霊

が
潜
ん
で
い
る
地
へ
と
転
化
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、「
底
」
の
字

に
引
き
ず
ら
れ
て
、
地
下
の
国
・
地
底
の
国
と
想
わ
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
と
も
な
い
、『
日
本
書
紀
』
い
う
と
こ
ろ
の
「
凶し
こ

目め

汚き
た

穢な

き

国
」
で
あ
る
黄
泉
国
も
「
鬼
」（『
記
』
の
八
く
さ
の
雷
神
は
『
紀
』
一
書

で
は
鬼
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
）
が
住
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
地
下
の
「
死

者
の
国
」
化
し
て
し
ま
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
水
平
的
に
認
識
さ
れ

て
い
た
異
界
が
垂
直
的
に
下
向
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
「
龍
宮
城
」
の
原
像
で
も
あ
る
「
わ
た
つ
み
の
宮
」

に
つ
い
て
も
い
え
る
。「
間
な
し
勝
間
の
小
船
」
に
乗
っ
て
山
幸
彦

（
火ほ

遠を

理り

命
＝
彦ひ
こ

火ほ

火ほ

出で

見み

命
）
が
渡
り
、
海
神
の
娘
の
豊
玉
姫
と
三
年

間
過
ご
し
た
「
わ
た
つ
み
の
宮
」
は
、『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
明

特集 海と島の日本・Ⅶ
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ら
か
に
海
の
中
に
あ
っ
た
〈
常
世
〉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
綿
津
見
神
之
宮
」
は
垂
直
思
考
の
海
面
下
に
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
、『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
「
水み
づ

江の
え

の
浦
の
嶼し
ま

子こ

」（
い

わ
ゆ
る
浦
島
太
郎
）
が
渡
っ
た
ト
コ
ヨ
（
蓬
山
＝
仙
都
）は
、「
海
中
博
大

之
嶋
」（
海
中
の
博ひ
ろ

く
大
き
な
島
）
に
あ
っ
た
。
こ
の
「
海
中
」
を
、
ワ

タ
ナ
カ
、
ウ
ミ
ナ
カ
（
あ
る
い
は
「
う
み
の
な
か
」）
、
カ
イ
チ
ュ
ウ
と

よ
ん
で
し
ま
う
の
か
で
、
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
。

だ
が
、
こ
の
場
合
の
「
嶋
」
と
い
う
存
在
が
、「
浦
嶼
子
」
の
ト
コ

ヨ
が
水
平
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

い
わ
ゆ
る
龍
宮
城
は
海
面
下
の
桃
源
郷
で
は
な
く
、
そ
の
原
型
は
海

の
彼
方
の
常
世
の
島
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

話
が
後
先
に
な
る
が
、「
根
国
底
国
」
に
も
水
平
思
考
の
残
像
が

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、『
延
喜
式
』祝
詞
の
、
い
わ
ゆ
る
大
祓
詞
に
は

「
…
荒
塩
の
塩
の
八
百
道
の
八
塩
道
の
塩
の
八
百
会
に
坐
す
速は
や

開あ
き

都つ

比ひ

め

と
云
ふ
神
、
持
ち
可か

可か

呑
み
て
む
。
如か

此く

可
可
呑
み
て
ば
、
気い

吹ぶ
き

戸ど

に
坐
す
気
吹
戸
主
と
云
ふ
神
、
根
国
底
之
国
に
気
吹
き
放
ち
て

む
。
如
此
気
吹
き
放
ち
て
ば
、
根
国
底
之
国
に
坐
す
速
佐
須
良
比

と
云
ふ
神
、
持
ち
佐
須
良
比
失
ひ
て
む
…
」
と
あ
り
、
諸
々
の
罪
・

穢
れ
は
最
終
的
に
は
水
平
線
の
遥
か
彼
方
の
根
国
底
国
の
女
神
ハ
ヤ

サ
ス
ラ
姫
が
浄
化
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、〈
妣
が
国

へ
・
常
世
へ
〉
な
の
で
あ
る
。

天
と
海
と
の
茫ぼ
う

漠ば
く

た
る
、
一
見
、
空
だ
か
海
だ
か
判
別
し
に
く
い

境
目
に
、
何
か
〈
影
〉
の
よ
う
な
も
の
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
の
辺
り
が
常
世
で
あ
る
。
そ
の
影
は
島
か
も
し
れ
な
い
し
、
大
陸

か
も
し
れ
な
い
し
、
極
端
に
い
え
ば
、
蜃
気
楼
や
幻
覚
で
あ
っ
て
も

い
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
常
世
は
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、「
時
じ

く
の
香
の
木
の
実
」（
常
時
香
し
い
柑
橘
類
の
木
の
実
）
が
生
っ
て
い
る

世
界
（
理
想
郷
）
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ウ
ッ
ナ
ー
（
沖
縄
）
の

ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
（
ニ
ル
ヤ
カ
ナ
ヤ
）
も
「
根
国
」
と
同
じ
Ｎ
音
系
で
あ

り
、
海
上
の
彼
方
に
あ
る
異
界
の
古
形
を
と
ど
め
て
い
る
。

そ
の
常
世
が
海
面
下
に
没
し
た
の
が
「
わ
た
つ
み
の
宮
」
で
あ
り

「
龍
宮
（
城
）」
で
あ
る
。
そ
の
同
じ
ア
マ
の
音
韻
を
持
つ
海
の
中
の

常
世
が
、
も
う
一
つ
の
ア
マ
で
あ
る
天
へ
向
っ
て
垂
直
的
に
上
昇
し

成
立
し
た
の
が
高た
か

天ま
が

原は
ら

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
常
世
が
ほ
ん
と

う
の
「
妣
が
国
」
の
原
像
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
常
世
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
水
平
的
感
覚
の
異
界
は
、
わ

が
弧
状
列
島
に
住
む
古
代
人
た
ち
は
渡
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
世
界
と
交
通
可
能
な
空
間
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
神
々
の
世
界
で
あ
る
高
天
原
や
、
死
者
の
国

「
妣
が
国
」の
原
像
だ
っ
た
常
世

〈
異
界
〉か
ら
の
来
訪
神
の
原
型
を
と
ど
め
る
神
々
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で
あ
る
黄
泉
国
と
の
間
の
〝
通
い
路
〞
も
、
ま
だ
閉
ざ
さ
れ
て
は
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
高
天
原
の
神
々
は
我
々
の
祖
霊
が
浄
化
さ
れ

た
存
在
、
黄
泉
国
の
住
人
は
ま
だ
そ
の
境
地
に
達
し
て
い
な
い
死
者

の
霊
と
考
え
る
と
、
常
世
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
祖
先
の
霊
た
ち
が

住
ん
で
い
る
場
所
だ
っ
た
。

折
口
信
夫
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
異
界
か
ら
時
を
定
め
て
や
っ
て

来
る
の
が
マ
レ
ビ
ト
（
神
お
よ
び
人
）
で
あ
る
。
稀
に
訪
れ
る
人
の
意

で
あ
る
。
普
通
の
人
か
ら
見
る
と
、
彼ひ

岸が
ん

（
あ
の
世
）
と
此し

岸が
ん

（
こ
の

世
）
の
両
面
性
を
持
つ
異
界
の
住
人
で
あ
る
マ
レ
ビ
ト
も
、
二
つ
の

側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
生
活
か
ら
隔

絶
さ
れ
た
存
在
が
マ
レ
ビ
ト
で
あ
る
。

文
化
人
類
学
で
は
「
民
族
・
地
域
・
階
層
・
文
化
な
ど
に
つ
い
て
、

異
な
る
複
数
の
集
団
の
境
界
に
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
集
団
に
も
十
分

帰
属
し
て
い
な
い
人
々
。
境
界
人
」（
広
辞
苑
）
の
こ
と
を
「
マ
ー
ジ

ナ
ル
・
マ
ン
（m

arginal
m
an

）」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
ま
さ
に
マ
レ

ビ
ト
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
（「
ふ
ち
の
、
へ
り
の
」
義
）
な
存
在
で
あ
っ
た
。

普
通
の
人
が
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
〈
境
界
〉
を
、
自
由
に
越
え

て
往
来
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
、
お
正
月
に
家
々
を
廻
っ
て

は
厄
除
け
と
招
福
の
た
め
獅
子
舞
や
神
楽
な
ど
の
雑
芸
を
披
露
し
た

遊
芸
者
が
い
た
が
、
彼
ら
も
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
マ
レ
ビ
ト
と
想
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

マ
レ
ビ
ト
は
人
で
あ
る
と
同
時
に
神
で
も
あ
っ
た
が
、
マ
レ
ビ
ト

神
の
典
型
が
民
俗
学
で
い
う
「
春
来
る
鬼
」
で
あ
る
。
秋
田
の
ナ
マ

ハ
ゲ
や
、
節
分
の
夜
、
全
国
各
地
に
出
現
す
る
「
鬼
」
や
、
甑
島
の

ト
シ
ド
ン
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
大
晦
日
（
旧
暦
・
新
暦
の

場
合
も
）
と
か
、
小
正
月
（
こ
れ
も
旧
暦
・
新
暦
の
両
方
が
あ
る
）
の
前
夜

な
ど
に
出
現
す
る
。
節
分
も
明
け
る
と
そ
の
翌
日
は
立
春
だ
が
、
年

賀
状
に
〝
迎
春
〞〝
新
春
〞〝
初
春
〞
な
ど
と
記
す
よ
う
に
、
実
は
、

正
月
＝
春
で
あ
る
。
そ
の
〝
年
越
し
〞
の
日
の
夜
や
っ
て
来
る
の
が

ナ
マ
ハ
ゲ
や
、
鬼
や
、
ト
シ
ド
ン
な
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
〝
鬼
〞
と
は
先
祖
霊
の
化
身
で
あ
り
、
新
し
い
年
の

霊
魂
（
年
魂
＝
年
玉
）
も
持
っ
て
〈
常
世
〉
か
ら
訪
れ
る
。
昔
（
昭
和

二
四
年
ま
で
）
は
数
え
歳ど
し

と
い
っ
て
、
お
正
月
に
な
る
と
皆
が
平
等
に

一
つ
年
齢
を
重
ね
る
慣
習
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
年
を
持
っ
て
く
る
の

が
祖
霊
で
あ
る
年
神
だ
っ
た
。
親
（
年
神
の
代
理
）
が
子
ど
も
に
〝
お

年
玉
〞
を
授
け
る
の
も
、
こ
こ
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合

の
ト
シ
は
穀
物
霊
も
意
味
し
た
。
す
な
わ
ち
、
年
が
ら
年
中
、
豊
作

で
あ
る
常
世
の
豊
穣
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
カ
ミ

（
神
・
幽
）
で
あ
る
祖
霊
は
ふ
つ
う
目
に
は
視
え
な
い
が
、
オ
ニ[on

i]

は
隠
れ
て
姿
が
視
え
な
い
と
い
う
意
味
の
隠[on

]

が
和
語
化
す
る
と

き
語
尾
の[i]

が
付
い
た
も
の
で
あ
る
。

ト
カ
ラ
列
島
の
悪
石
島
の
旧
盆
（
旧
暦
七
月
一
六
日
）
の
盆
踊
り
の

と
き
登
場
す
る
異
形
の
仮
面
神
ボ
ゼ
に
も
、
祖
霊
神
と
し
て
の
マ
レ

ビ
ト
の
貌
が
ほ
の
見
え
て
く
る
。
諺
に
「
盆
と
正
月
が
一
度
に
来
た

よ
う
な
…
」
と
か
「
盆
に
は
地
獄
の
釜
も
開
く
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
正
月
と
盆
に
は
祖
霊
が
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
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ボ
ゼ
は
ま
さ
に
祖
霊
神
な
の
で
あ
る
。

そ
の
出
立
ち
た
る
や
、
ビ
ロ
ウ
樹
の
葉
の
腰
巻
を
ま
と
い
、
あ
た

か
も
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
か
ら
抜
け
出
て
き
た
よ
う
な
貌

を
し
て
い
る
。
ま
さ
に
ア
ウ
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
系
の
、
海
の
遥
か
彼
方

の
異
界
か
ら
の
来
訪
神
な
の
で
あ
る
。
そ
の
手
に
は
男
性
器
の
直
喩

で
あ
る
マ
ラ
棒
を
持
っ
て
い
る
が
、
女
性
は
そ
れ
に
触
ら
れ
る
と
妊

娠
す
る
と
い
わ
れ
て
逃
げ
回
る
。
す
な
わ
ち
、
子
孫
繁
栄
と
豊
穣
を

約
束
す
る
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら
の
使
者
（
祖
霊
）
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
祖
霊
が
そ
う
し
た
装
い
を
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
異
次

元
か
ら
現
世
に
来
る
と
き
カ
ミ
と
し
て
目
に
視
え
る
よ
う
な
姿
・
形

を
し
な
け
れ
ば
子
孫
た
ち
に
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
鬼
も
含
め

て
マ
レ
ビ
ト
の
異
形
性
は
、
こ
こ
か
ら
発
す
る
。
あ
る
意
味
で
は
、

そ
の
異
形
性
が
畏
怖
の
対
象
に
な
る
わ
け
だ
が
、
鬼
の
場
合
、
そ
こ

か
ら
零
落
化
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
悪
石
島
の
ボ
ゼ
の
場
合
、
異

界
か
ら
寄
り
来
る
異
形
の
来
訪
神
の
原
型
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

日
常
的
に
〈
海
〉
を
感
じ
る
こ
と
も
な
く
本
土
（
国
地
）
で
生
活

し
て
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
、
海
上
遥
か
彼
方
の
地
は
悪
鬼
邪
鬼
の

潜
む
他
界
・
異
界
で
し
か
な
か
っ
た
。
平
家
打
倒
の
鹿
ヶ
谷
の
陰
謀

に
加
担
し
た
と
さ
れ
る
俊
寛
（
一
一
四
三
〜
七
九
）
が
流
さ
れ
た
と
い

う
「
鬼
界
ヶ
島
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
名
の
と
お
り
〈
他
界
〉〈
異
界
〉

と
し
て
の
〝
鬼
界
〞
の
島
の
義
で
あ
る
。
俊
寛
僧
都
は
生
き
な
が
ら

に
し
て
「
鬼
籍
」
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
都
の
人
た

ち
に
と
っ
て
は
、
鬼
界
ヶ
島
は
ト
カ
ラ
の
硫
黄
島
（
三
島
村
）
で
あ

ろ
う
と
、
奄
美
の
喜
界
島
（
喜
界
町
）
や
、
伊
王
島
（
長
崎
市
）
で
あ

ろ
う
と
、
遠
く
離
れ
た
〈
異
界
〉
と
感
ぜ
ら
れ
る
海
に
浮
か
ぶ
島
な

ら
、
ど
こ
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
空
間
感
覚
が
固
定
化
し
た
の
が
〈
鬼
ヶ
島
〉
で
あ
る
。

鬼
ヶ
島
と
い
う
名
辞
だ
け
で
、
蔑
視
の
対
象
へ
と
転
化
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
も
う
一
〇
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。

い
つ
も
な
ら
人
権
を
声
高
に
主
張
す
る
硬
派
の
、
わ
た
し
と
は
ま
っ

た
く
同
世
代
の
評
論
家
が
Ｔ
Ｖ
の
深
夜
の
ト
ー
ク
番
組
に
出
演
し
て
、

ち
ょ
っ
と
酔
っ
た
よ
う
な
口
調
で
論
敵
ら
し
き
人
に
、
何
の
内
容
だ

っ
た
か
思
い
出
せ
な
い
が
、「
あ
ん
た
の
考
え
は
古
い
ぞ
。
今
は
鬼

ヶ
島
へ
島
流
し
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
じ
ゃ
あ
な
い
ん
だ
」
と
口
走
っ

た
の
で
あ
る
。
彼
の
認
識
で
は
、
流
刑
地
は
鬼
ヶ
島
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
鬼
ヶ
島
は
柳
田
―
折
口
流
に
い
え
ば
、
常
世
の
島
が
零

落
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
住
人
の
異
形
性
と
、
島
の
豊
穣

性
の
残
滓
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
桃
太
郎
が
征
伐
し

た
鬼
ヶ
島
の
宝
物
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、〝
京
な
め
り
〞
の
よ
う
な

雅
や
か
な
言
葉
で
は
な
く
、
強
い
潮
風
の
中
で
も
聞
こ
え
る
言
語
を

話
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
島
び
と
の
装
い
も
、
い
わ
ゆ
る
粗
野
だ

じ
つ
は
豊
穣
な
常
世
だ
っ
た〈
鬼
ヶ
島
〉
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っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
も
充
分
に
異
形
性
を
想
像
さ
せ
て

し
ま
う
の
だ
。

〝
鬼
ヶ
島
〞
の
異
名
を
持
つ
島
は
多
い
が
、『
保
元
物
語
（
古
活
字
本
）』

（
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』）
に
は
、
為
朝
が

渡
っ
た
と
い
う
「
鬼
が
嶋
」
の
こ
と
が
出
て
く
る
。「
八
丈
嶋
」
の

「
わ
き
し
ま
」
と
あ
る
の
で
、
ふ
つ
う
、
伊
豆
諸
島
最
南
端
の
青
ヶ

島
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
。
そ
こ

の
住
人
は
鬼
の
子
孫
な
の
に
最
早
、
鬼
と
し
て
の
能
力
が
失
せ
て

「
か
た
ち
も
人
に
な
り
て
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
鬼
か
ら
の
零
落
化
で
あ
る
。

為
朝
が
「
鬼
が
嶋
」
へ
渡
っ
た
と
き
、「
あ
み
の
ご
と
く
な
る
太

布
」
を
身
に
着
け
て
い
た
が
、
す
で
に
鬼
と
し
て
の
「
果
報
」
は
尽

き
て
い
た
。
そ
れ
は
「
鬼
神
」
と
し
て
の
「
た
か
ら
」
を
失
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
か
く
れ
み
の
・
か
く
れ
が
さ
・
う
か
び

ぐ
つ
・
し
づ
み
ぐ
つ
・
劒
な
ど
い
ふ
宝
」
だ
っ
た
。

鬼
神
で
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
こ
れ
ら
の
神
宝
を
使
っ
て
《
日
々
人
を

食
っ
て
い
た
》
が
、
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
失
っ
て
し
ま
う
と
、

「
他
国
へ
行
く
こ
と
も
か
な
わ
ず
」、
い
わ
ゆ
る
人
間
の
か
た
ち
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
鬼
が
人
間
を
食
う
と
い
う
の
は
仏
教
の

地
獄
思
想
の
反
映
だ
が
、
異
形
な
る
マ
レ
ビ
ト
が
差
別
の
裏
返
し
と

し
て
民
衆
か
ら
怖
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
代
わ

り
、「
鬼
が
嶋
」
の
場
合
、
人
間
に
成
り
果
て
た
鬼
神
の
末
裔
は
人

で
は
な
く
鳥
を
捕
ら
え
て
食
べ
た
の
で
あ
る
。

作
家
・
有
吉
佐
和
子
（
一
九
三
一
〜
八
四
）
が
小
説
『
海
暗
』
を
発

表
し
た
の
は
昭
和
四
三
年
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
御み

蔵く
ら

島し
ま

で
は
今
で
も
カ
ツ
オ
ド
リ
が
多
く
生
息
す
る
が
、
そ
の
時
代
は
も

っ
と
多
か
っ
た
。
そ
し
て
青
ヶ
島
で
も
結
構
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
天
明
の
大
噴
火
（
山
焼
け
）
以
前
は
、
ア
ホ
ウ
ド
リ
も
か
な
り

い
た
の
で
あ
る
。
カ
ツ
オ
ド
リ
は
八
丈
系
の
人
が
多
い
沖
縄
の
大
東

島
で
は
ド
ン
ゴ
ド
リ
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
ア
ホ
ウ
や
ド
ン
ゴ
を
冠
す

る
海う
み

鳥ど
り

は
ど
ち
ら
も
捕
獲
す
る
に
は
簡
単
で
あ
る
。
鳥
島
沖
で
遭
難

し
た
ジ
ョ
ン
万
次
郎
（
一
八
二
七
〜
九
八
）
が
、
漂
着
一
四
三
日
目
に

米
国
の
捕
鯨
船
に
救
助
さ
れ
る
ま
で
、
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で

き
た
の
も
ア
ホ
ウ
ド
リ
が
生
息
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
為
朝
が
渡
っ
た
「
鬼
が
嶋
」
は
、「
た
か
ら
」
を
消
失
し
た

と
は
い
え
、
食
糧
豊
富
な
常
世
の
島
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
異
界
の
島
の
外
側
に
も
〈
異
界
〉
が
存
在

し
て
い
た
。
カ
ミ
は
海
の
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
御
蔵
島
よ
り
北
の
北
部
伊
豆
諸
島
に
は
ヒ
イ
ミ
サ
マ
（
日

忌
様
）
・
カ
ン
ナ
ン
ボ
ー
シ
（
海
難
法
師
）
系
統
の
タ
ブ
ー
が
あ
る
。

一
月
二
四
日
の
晩
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
島
び
と
が
戸
を
固
く
閉
ざ

し
て
外
出
せ
ず
、
家
で
ひ
っ
そ
り
と
こ
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
行
事

で
あ
る
。
新
島
で
は
カ
ン
ナ
ン
ボ
ー
シ
、
利
島
で
も
カ
ン
ナ
ン
ボ
ー
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シ
、
あ
る
い
は
ヤ
ダ
イ
ジ
ー
、
神
津
島
で
は
二
十
五
日
様
、
三
宅
島

で
は
カ
ン
ナ
ン
ボ
ー
シ
、
忌
の
日
、
大
島
で
は
ヒ
イ
ミ
サ
マ
と
よ
ば

れ
て
い
る
。

本
来
、
海
の
向
こ
う
か
ら
訪
れ
る
神
を
ま
つ
る
た
め
物
忌
み
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
趣
旨
が
忘
れ
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
、

カ
ン
ナ
ン
ボ
ー
シ
と
い
う
音
韻
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
海
で
遭
難
し
た

人
の
霊
が
上
陸
し
て
く
る
の
で
、
そ
れ
を
怖
れ
て
家
で
引
き
籠
っ
て

い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
マ

レ
ビ
ト
が
零
落
し
て
遭
難
者
の
霊
が
妖
怪
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
昔
は
、
二
四
日
の
晩
は
外
出
禁
止
と
い
う
新
島
で
は
、

止
む
を
得
ず
外
出
す
る
場
合
、
被
り
物
や
髪
に
ト
ベ
ラ
（
芳
香
性
の
あ

る
常
緑
の
小
高
木
）
の
枝
を
挿
し
た
と
い
う
。
新
島
に
お
け
る
こ
の
習

俗
は
一
種
の
〝
除
け
〞
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
、
こ
う
し
た
カ
ザ

シ
（
挿
頭
）
モ
ノ
は
神
を
憑
り
付
か
せ
る
た
め
の
神ひ
も

籠ろ
ぎ

で
あ
る
。
じ

つ
は
、
普
通
の
人
に
は
タ
ブ
ー
（
禁
忌
）
と
さ
れ
る
外
出
は
、
神
人

が
マ
レ
ビ
ト
神
を
祭
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

柳
田
國
男
は
伊
豆
諸
島
に
お
け
る
こ
の
系
統
の
祭
り
に
つ
い
て

『
日
本
の
祭
』（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
一
〇
刊
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
伊
豆
七
島
の
正
月
二
十
四
日
、
忌
の
日
と
も
日
忌
様
と
も
い
ふ
祭

に
は
、
赤
い
帆
を
掛
け
た
神
の
船
が
海
を
渡
つ
て
く
る
、
そ
れ
を
見

た
も
の
は
死
ぬ
と
ま
で
傳
へ
て
居
た
」（「
祭
か
ら
祭
禮
へ
」）

「
…
伊
豆
七
島
の
忌
の
日
又
は
日
忌
様
は
、
こ
の
方
は
十
一
月
で
無

く
正
月
の
二
十
四
日
に
な
っ
て
居
る
が
、
や
は
り
こ
の
夜
を
以
て
尊

神
の
来
臨
を
傳
へ
、
色
々
の
物
忌
を
守
つ
て
御
祭
に
奉
仕
し
て
居
る
。

大
島
新
島
で
は
悪
代
官
の
亡
霊
、
又
は
海
難
坊
と
い
ふ
妖
魔
の
怖
れ

に
変
形
し
か
ゝ
つ
て
居
る
が
、
も
つ
と
先
の
方
の
御
蔵
島
な
ど
に
行

く
と
、
赤
い
帆
の
船
が
海
を
渡
つ
て
来
る
の
を
、
出
て
見
た
者
は
死

菅田
すが た

正昭
まさあき
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ぬ
な
ど
と
ゝ
畏
れ
て
居
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り
慎
む
べ
き
精
進
の
日

で
あ
つ
た
。」（「
物
忌
と
精
進
」）

ち
な
み
に
、
東
京
大
学
学
生
自
治
会
議
長
の
と
き
東
大
ポ
ポ
ロ
事

件
（
昭
和
二
七
年
二
月
二
七
日
）
な
ど
で
退
学
処
分
と
な
り
、
の
ち
日

本
平
和
委
員
会
な
ど
を
経
て
、
や
が
て
、
ベ
平
連
の
事
務
局
長
と
な

っ
た
吉
川
勇
一
氏
は
、
学
生
時
代
、
柳
田
國
男
を
訪
問
し
た
こ
と
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
神
津
島
へ
派
遣
さ
れ
、
カ
ン
ナ
ン
ボ
ー
シ
の

調
査
に
あ
た
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
伊
豆
諸
島
南
部
の
八

丈
島
や
青
ヶ
島
に
は
、
こ
の
カ
ン
ナ
ン
ボ
ー
シ
の
信
仰
が
な
い
が
、

旧
暦
の
正
月
と
七
月
の
、
そ
れ
ぞ
れ
二
三
日
と
二
六
日
の
夜
、
サ
ン

ヤ
サ
マ
（
三
夜
様
）
と
ロ
ク
ヤ
サ
マ
（
六
夜
様
）
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
本
土
の
二
三
日
夜
の
月
待
ち
講
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と

思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
ど
こ
か
で
カ
ン
ナ
ン
ボ
ー
シ
と
つ
な
が
っ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
青
ヶ
島
で
は
サ
ン
ヤ
サ
マ

は
大
里
神
社
、
ロ
ク
ヤ
サ
マ
は
東
台
所
神
社
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、

ロ
ク
ヤ
サ
マ
は
そ
の
月
の
最
後
の
月
の
出
で
、
次
に
三
日
月
が
出
る

ま
で
の
五
〜
六
日
間
は
、
月
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
月
齢

二
六
日
の
月
が
海
面
に
現
れ
る
と
き
、
ま
さ
に
黄
金
の
ゴ
ン
ド
ラ
な

の
で
あ
る
。
柳
田
的
に
い
え
ば
「
赤
い
帆
の
船
」
な
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、
お
そ
ら
く
常
世
の
神
が
乗
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

帆
掛
け
舟
と
い
え
ば
、
屋
久
島
に
は
「
先
島
丸
」
の
民
俗
が
あ
る
。

宮
之
浦
の
墓
地
へ
行
く
と
、
霊た
ま

屋や

（
墓
）
の
壁
に
、
子
ど
も
た
ち
が

描
い
た
帆
掛
け
舟
（
汽
船
の
場
合
も
あ
る
）
の
絵
や
、
船
の
模
型
が
奉

納
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
先
島
丸
」
は
、
民
俗
学
的
に

見
れ
ば
、
お
盆
の
精
霊
船
の
変
形
だ
が
、
尾
久
島
で
は
先
祖
の
御
霊

が
乗
っ
た
船
は
南
の
沖
縄
の
先
島
で
は
な
く
、
甑
島
へ
と
向
う
と
い

わ
れ
て
い
る
。
下
野
敏
見
編
『
日
本
民
話
25

屋
久
島
篇
』
に
は
、

こ
の
「
先
島
丸
」
の
民
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
異
界
に
浮
か
ぶ

〝
常
世
の
島
〞
の
向
こ
う
に
も
、
も
ち
ろ
ん
、
祖
霊
た
ち
が
往
き
来

す
る
異
界
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
シ
マ
の
サ
キ
（
崎
蚯
岬
）
の
ミ
タ

マ
が
行
く
サ
キ
（
先
）
の
島
の
義
で
あ
る
。

■

特集 海と島の日本・Ⅶ


