
石が語る

ｌ
特
集
・
神
話
を
考
え
る

南
方
熊
楠
（
一
八
六
七
’
一
九
四
一
）
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
も
思

想
に
お
い
て
も
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
二
面
性
を
生
き
抜
い
た
。
露
わ
な

も
の
と
隠
さ
れ
た
も
の
、
過
剰
に
言
語
化
さ
れ
る
も
の
と
根
底
か
ら
言
語

化
を
阻
む
も
の
、
そ
し
て
人
為
と
自
然
：
…
．
。
熊
楠
は
つ
ね
に
二
つ
の
極

の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
き
、
二
つ
の
極
の
矛
盾
と
相
克
の
な
か
か
ら
、
己
の

特
異
な
神
話
的
思
考
方
法
を
編
み
出
し
て
い
っ
た
。

熊
楠
の
自
他
共
に
認
め
る
代
表
作
で
あ
る
英
文
論
考
「
燕
石
考
」
（
弓
言

○
国
四
口
○
津
言
の
急
呈
○
言
-
聾
○
国
①
三
茸
乞
は
、
そ
の
よ
う
な
熊
楠
的
な

神
話
論
理
の
結
晶
と
し
て
、
図
書
館
と
森
を
舞
台
に
、
そ
の
二
つ
の
き
わ

め
て
特
色
あ
る
場
所
の
、
連
続
性
と
断
絶
性
の
も
と
で
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
（
一
九
○
三
年
三
月
に
完
成
、
し
か
し
結
局
熊
楠
の
生
前
は
未
発
表

に
終
わ
っ
た
ｌ
『
全
集
』
別
巻
一
に
、
岩
村
忍
に
よ
る
英
文
校
訂
版
が

は
じ
め
て
公
表
さ
れ
、
平
凡
社
版
「
南
方
熊
楠
選
集
６
』
に
邦
訳
が
収
め

ら
れ
て
い
る
）
。
図
書
館
に
整
序
さ
れ
た
近
代
の
知
の
体
系
を
、
太
古
の

混
沌
と
し
た
森
に
よ
っ
て
一
度
徹
底
的
に
解
体
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
再
構

築
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
一
つ
の
総
合
を
も
た
ら
す
こ
と
。
そ
の

よ
う
な
試
み
は
、
ま
さ
に
「
前
後
左
右
上
下
、
い
ず
れ
の
方
よ
り
も
事
理

が
透
徹
し
て
、
こ
の
宇
宙
を
成
す
」
と
い
う
南
方
曼
陀
羅
の
原
型
と
な
っ

石
が
語
るｌ南方

熊
楠
「
燕
石
考
」
の
神
話
論
理
Ｉ

た
。
心
と
物
、
夢
と
現
実
の
相
互
作
用
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
世
界
に
形
を

与
え
て
ゆ
く
「
事
」
の
論
理
。
そ
れ
は
近
代
を
条
件
と
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
逆
に
近
代
を
乗
り
超
え
て
ゆ
く
よ
う
な
「
神
話
」
の
力
を
体
現
す

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

南
方
熊
楠
の
ト
ポ
ス
、
そ
れ
は
図
書
館
と
森
と
い
う
二
つ
に
集
約
さ
れ
る
。

熊
楠
自
身
繰
り
返
し
、
そ
の
二
つ
の
場
所
か
ら
得
た
恩
恵
を
語
っ
て
や

ま
な
い
。
「
小
生
は
次
男
に
て
幼
少
よ
り
学
問
を
好
み
、
書
籍
を
求
め
て

八
、
七
歳
の
こ
ろ
よ
り
二
十
町
、
三
十
町
も
走
り
あ
り
き
借
覧
し
、
こ
と

ほ

ご

ご
と
く
記
臆
し
帰
り
、
反
古
紙
に
写
し
出
し
、
く
り
か
え
し
読
み
た
り
」
。

し
か
し
な
が
ら
、
明
治
と
い
う
時
代
と
と
も
に
こ
の
列
島
を
席
巻
し
た
近

代
的
な
学
問
の
体
系
、
「
学
校
」
教
育
は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。

熊
楠
は
続
け
る
。
「
学
校
に
て
の
成
績
は
よ
ろ
し
か
ら
ず
」
、
な
ぜ
な
ら
「
生

来
事
物
を
実
地
に
観
察
す
る
こ
と
を
」
好
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
た
だ
た

だ
林
野
を
歩
ん
で
、
実
物
を
採
り
ま
た
観
察
し
、
学
校
の
図
書
館
に
の
み

に
つ
め
き
っ
て
図
書
を
写
し
抄
す
」
（
い
ず
れ
も
矢
吹
義
夫
宛
書
簡
、
い

わ
ゆ
る
「
履
歴
書
」
よ
り
、
『
全
集
』
第
七
巻
所
収
）
。
秩
序
づ
け
ら
れ
た

図
書
館
の
抽
象
空
間
に
は
森
の
具
体
的
な
混
沌
が
、
自
然
が
ア
ナ
ー
キ
ー

安
藤

神
話
的
思
考
の
可
能
性
ｌ
篤
胤
と
熊
楠
Ｉ

礼
０■■■■■■

l■■■■■■■
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特集 神話を考える

に
繁
茂
す
る
森
の
具
体
空
間
に
は
図
書
館
の
抽
象
的
な
秩
序
が
そ
れ
ぞ
れ

浸
透
し
、
一
つ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ

こ
に
は
、
相
互
に
多
層
多
極
的
な
意
味
の
関
係
を
取
り
結
ん
だ
森
羅
万
象
、

す
な
わ
ち
「
物
」
（
オ
ブ
ジ
ェ
）
た
ち
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。

熊
楠
に
と
っ
て
、
知
識
と
は
、
な
に
よ
り
も
「
実
物
」
の
観
察
に
基
づ

か
な
け
れ
ば
、
な
ん
の
力
も
も
た
な
い
も
の
だ
っ
た
。
神
話
の
発
生
を
語

る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
必
ず
「
物
」
を
通
し
て
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

近
世
（
日
本
）
の
本
草
学
と
近
代
（
世
界
）
の
博
物
学
を
断
絶
さ
せ
な
が

ら
も
連
続
さ
せ
る
熊
楠
独
自
の
曼
陀
羅
的
思
考
法
の
核
心
が
存
在
し
て
い

る
。
熊
楠
は
自
ら
の
曼
陀
羅
を
、
新
た
な
「
科
学
」
と
し
て
捉
え
直
す
。

後
に
高
野
山
を
背
負
っ
て
立
つ
真
言
宗
の
開
明
的
な
僧
侶
、
土
宜
法
龍

（
一
八
五
四
’
一
九
二
三
）
に
向
け
て
書
か
れ
た
最
も
著
名
な
「
曼
陀
羅

書
簡
」
の
な
か
に
記
さ
れ
た
一
節
ｌ
「
教
理
の
高
い
と
こ
ろ
を
事
実
に

応
じ
て
順
序
を
立
て
て
分
か
る
よ
う
に
述
べ
（
す
な
わ
ち
科
学
）
、
実
用

に
便
に
す
る
こ
と
、
書
籍
の
目
録
索
引
を
作
る
ご
と
く
に
し
て
可
な
り
。

す
な
わ
ち
森
羅
万
象
を
今
の
時
代
の
必
須
に
応
じ
て
、
早
く
用
に
立
つ
よ

う
に
分
類
順
序
づ
け
る
な
り
。
い
わ
ば
曼
陀
羅
の
再
校
な
り
」
（
『
往
復
書

簡
」
三
一
九
’
三
二
○
頁
）
。

森
羅
万
象
を
分
類
し
秩
序
づ
け
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
宇
宙
全
体
を

無
尽
蔵
で
巨
大
な
一
冊
の
書
物
と
し
、
そ
れ
を
実
践
的
に
読
み
解
い
て
い

く
た
め
の
「
目
録
索
引
」
を
作
成
す
る
こ
と
。
熊
楠
に
と
っ
て
曼
陀
羅
と

は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
こ
の
「
曼
陀
羅
書
簡
」
は
、
明

治
三
十
六
年
（
一
九
○
三
）
の
七
月
十
八
日
か
ら
数
日
を
か
け
て
書
き
上

げ
ら
れ
た
長
大
な
も
の
で
あ
る
。
熊
楠
が
「
燕
石
考
」
を
仕
上
げ
た
の
は

そ
の
同
じ
年
の
春
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
燕
石
考
」
と
「
曼
陀
羅
」
は
相

「
小
生
二
年
来
こ
の
山
間
に
お
り
、
記
臆
の
ほ
か
書
籍
と
て
は
「
華
厳

経』、『源氏物語』、『方丈記』、英文・仏文・伊文の小説ごときもの、

随
筆
ご
と
き
も
の
数
冊
の
ほ
か
、
思
想
に
関
す
る
も
の
と
て
は
な
く
、
他

は
植
物
学
の
書
の
み
な
り
。
そ
れ
ゆ
え
博
識
が
か
っ
た
こ
と
は
大
い
に
止

む
と
同
時
に
い
ろ
い
ろ
の
考
察
が
増
し
て
来
る
。
い
わ
ば
糟
粕
な
め
、
足

の
は
え
た
類
典
ご
と
き
は
大
い
に
減
じ
て
、
一
事
一
物
に
自
分
の
了
簡
が

つ
い
て
来
る
。
今
に
至
っ
て
往
日
貴
下
の
言
わ
れ
し
、
博
と
強
は
智
見
を

た
す輔

く
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
空
器
画
餅
、
何
の
実
な
き
と
い
う
こ
と
を

ざ

と了
り
ぬ
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
ま
た
境
、
人
を
化
す
で
、
実
は
ど
れ
が
よ
い

と
も
分
か
ら
ぬ
も
の
な
り
。
（
た
だ
し
、
人
間
箇
々
の
心
の
独
立
の
上
よ

り
見
れ
ば
、
博
識
よ
り
自
智
の
ま
さ
れ
る
こ
と
万
々
な
り
。
こ

こ
往
復
書
簡
」
二
七
四
頁
）

互
に
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
両
者
が
形
に

な
る
た
め
に
は
、
図
書
館
と
森
と
が
一
つ
に
融
け
合
っ
た
よ
う
な
き
わ
め

て
特
権
的
な
時
間
と
空
間
、
那
智
の
大
森
林
に
お
け
る
孤
独
な
生
活
が
、

熊
楠
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
故
郷
・
和
歌
山
の
家

族
の
も
と
を
最
終
的
に
離
れ
（
明
治
三
十
五
年
十
二
月
）
、
や
が
て
終
の

す
み
か
と
な
る
田
辺
へ
と
向
か
う
（
明
治
三
十
七
年
十
月
）
ま
で
の
、
お

よ
そ
二
年
近
く
に
お
よ
ぶ
熊
楠
の
「
那
智
隠
栖
期
」
。
「
燕
石
考
」
が
書
か

れ
、
「
曼
陀
羅
」
が
十
全
な
形
を
も
っ
て
熊
楠
の
も
と
に
胚
胎
さ
れ
た
の
は
、

そ
の
「
時
」
で
あ
っ
た
。
「
曼
陀
羅
書
簡
」
の
直
前
、
明
治
三
十
六
年
六

月
三
十
日
と
い
う
日
付
を
も
ち
、
や
は
り
法
龍
宛
に
出
さ
れ
た
書
簡
に
は
、

こうある。
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石が語る

曼
陀
羅
を
理
解
す
る
た
め
の
知
識
は
、
「
物
」
の
外
側
か
ら
与
え
ら
れ

る
網
羅
的
で
形
式
的
な
「
博
識
」
で
は
な
く
、
「
物
」
同
士
の
複
雑
な
関

係
性
の
内
側
か
ら
生
成
さ
れ
て
く
る
自
然
発
生
的
で
流
動
的
な
知
識
、
「
自

智
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
混
沌
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
秩
序
。
そ

れ
は
ま
た
、
外
部
と
内
部
、
自
然
と
こ
の
私
、
物
と
心
と
い
う
相
対
立
す

る
二
項
の
間
に
引
か
れ
、
そ
の
両
者
を
縦
横
無
尽
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
無

数
の
「
事
」
の
総
体
、
原
因
と
結
果
を
結
ぶ
「
事
」
の
線
の
集
合
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
「
事
」
の
線
が
集
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
の
全
体
像
は
錯
綜
を
き
わ

め
て
い
る
。
熊
楠
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
は
、
人
間
の
無
意
識
の
う
ち
に
働

く
「
夢
」
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
過
程
の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
記
し
て
い

る
。
「
燕
石
考
」
の
結
論
部
分
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
書
き
つ
け
ら
れ

た
一
節
ｌ
「
し
か
し
全
く
の
と
こ
ろ
、
伝
説
は
そ
の
原
因
が
あ
ま
り
に

も
多
様
で
複
雑
な
点
で
、
ま
た
そ
の
た
め
に
、
先
行
す
る
も
の
を
後
に
な
っ

て
追
加
さ
れ
た
も
の
か
ら
解
き
ほ
ぐ
し
に
く
い
と
い
う
点
で
、
ま
さ
に
夢

に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
原
因
の
あ
る
も
の
は
、
く
り
返
し

果
と
な
り
因
と
な
っ
て
、
相
互
に
作
用
し
合
う
」
。

神
話
や
伝
説
は
「
夢
」
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

熊
楠
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
精
神
分
析
」
を
ま
っ
た
く
参
照
す
る
こ
と
な

く
、
後
に
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
が
「
構
造
人
類
学
」
と
し
て
提
示
す
る

こ
と
に
な
る
見
解
を
、
半
世
紀
以
上
も
前
に
、
た
っ
た
一
人
の
力
で
ま
と

め
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
個
別
の
起
源
を
探
る
伝
播
論
で
も
な
く
、
普

遍
を
目
指
す
類
型
論
で
も
な
く
、
個
別
と
普
遍
を
つ
な
ぐ
構
造
論
と
し

て
。
具
体
的
な
「
物
」
を
通
し
て
、
現
実
と
想
像
と
い
う
分
割
を
無
化
し
、

止
揚
し
て
し
ま
う
よ
う
な
人
間
の
無
意
識
の
働
き
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て

…
…
・
熊
楠
の
そ
の
よ
う
な
探
究
は
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
熊
楠
に
と
つ

て
民
俗
学
原
論
で
あ
り
、
宗
教
学
原
論
と
な
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
十

年
近
く
後
（
明
治
四
十
四
年
十
月
）
、
柳
田
國
男
宛
の
書
簡
に
記
さ
れ
た

一
節
ｌ
「
小
生
夢
を
見
て
こ
れ
を
み
ず
か
ら
思
い
出
し
ひ
か
え
、
分
析

す
る
法
を
考
え
出
し
、
い
ろ
い
ろ
試
む
る
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
夢
に
も
無

量
の
源
因
、
出
所
あ
り
。
土
俗
と
い
い
言
語
と
い
い
夢
の
ご
と
き
も
の
で
、

し
か
も
一
人
の
見
た
夢
で
な
く
、
千
古
来
に
億
兆
人
の
夢
み
想
い
来
た
り

し
結
果
な
れ
ば
、
一
つ
の
土
俗
、
一
つ
の
言
詞
に
も
、
無
量
の
来
由
あ
り

と
知
る
べ
し
」
（
『
全
集
』
第
八
巻
一
七
四
頁
）
。

こ
の
夢
の
学
Ⅱ
事
の
学
と
い
う
探
究
の
起
源
は
、
「
燕
石
考
」
と
同
じ

く
熊
楠
が
森
の
隠
棲
者
と
な
る
以
前
、
世
界
の
放
浪
者
と
し
て
ロ
ン
ド
ン

か
ら
パ
リ
の
法
龍
宛
に
出
さ
れ
た
、
明
治
二
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
か

ら
二
十
四
日
ま
で
書
き
続
け
ら
れ
た
書
簡
に
存
在
し
て
い
る
。
熊
楠
は
、

そ
こ
で
法
龍
に
向
か
っ
て
は
じ
め
て
自
ら
の
「
事
」
の
学
に
つ
い
て
の
詳

細
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
「
事
」
と
は
、
心
と
物
と
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ

に
生
起
す
る
作
用
Ⅱ
力
で
あ
る
（
「
心
界
が
物
界
と
ま
じ
わ
り
て
生
ず
る

事
」
、
も
し
く
は
「
心
物
両
界
連
関
作
用
」
）
。
因
果
が
無
数
に
連
鎖
す
る
、

つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
「
事
」
が
張
り
巡
ら
さ
れ
た
世
界
と
い
う
の
は
、

論
理
す
な
わ
ち
「
理
」
が
、
通
常
の
人
間
が
理
解
す
る
範
囲
を
遙
か
に
超

え
出
て
、
人
間
が
陥
る
「
狂
気
」
さ
え
も
そ
の
な
か
に
包
み
込
ん
だ
「
理

外
の
理
」
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
貫
徹
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
世
界
を
人
間

の
論
理
を
超
え
た
こ
の
「
理
」
の
観
点
か
ら
捉
え
直
し
、
複
雑
に
絡
ま
り

合
っ
た
「
事
」
の
束
を
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
世
界
の
意
味
を
明
ら
か
に
し

て
ゆ
く
こ
と
。
そ
れ
が
、
熊
楠
が
達
成
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
た
「
事
」

の
学
の
全
貌
な
の
で
あ
る
。

熊
楠
の
言
う
事
の
学
と
は
、
あ
た
か
も
「
夢
」
の
謎
を
解
き
、
「
夢
」

-２７-



を
根
底
か
ら
理
解
す
る
こ
と
と
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
熊
楠
は
続
け
る
。
な

ぜ
な
ら
、
夢
は
狂
気
と
似
て
、
「
条
理
は
ず
れ
た
理
」
、
「
理
外
の
理
」
を

も
ち
な
が
ら
も
、
し
っ
か
り
と
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
分
析
を
進

め
れ
ば
「
夢
に
一
々
来
歴
あ
る
は
知
ら
る
」
、
た
だ
し
「
夢
な
ど
も
条
理

来
由
は
多
少
あ
り
、
た
だ
混
雑
せ
る
な
り
」
と
い
う
状
況
で
は
あ
る
が
、
と
。

心
と
物
の
関
係
は
「
事
」
の
錯
綜
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
夢
を
解
き
ほ
ぐ

す
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
小
生
の
事
の
学
と
い
う
は
、
心

、

界
と
物
界
と
が
相
接
し
て
、
日
常
あ
ら
わ
る
事
と
い
う
事
も
、
右
の
夢
の

ご
と
く
非
常
に
古
い
こ
と
な
ど
起
こ
り
来
た
り
て
、
昨
今
の
事
と
接
し
て

混
雑
は
あ
る
が
、
大
綱
領
だ
け
は
分
か
り
得
べ
き
も
の
と
思
う
な
り
」
含
往

る
復
書
簡
』
四
六
頁
）
。

もえ考
熊
楠
の
「
燕
石
考
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
事
」
の
学
の
実
践
と
し
て
、

を話
ま
た
そ
の
完
成
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。
し
か
も
熊
楠
は
、

申吋
ま
さ
に
あ
る
夜
見
た
「
夢
」
を
導
き
と
し
て
、
「
事
」
が
展
開
さ
れ
た
夢
の
「
地

牒図」として、「燕石考」という英文の、しかもかなりの長さをもっ

た
論
考
を
一
気
に
仕
上
げ
た
の
で
あ
る
。
言
葉
と
物
が
複
雑
に
絡
み
合
っ

た
「
事
物
」
同
士
の
、
流
動
す
る
関
係
性
の
解
明
と
し
て
．
．
：
：
。
「
燕
石
考
」

は
、
「
事
」
の
学
と
同
じ
く
、
熊
楠
の
ロ
ン
ド
ン
時
代
に
そ
の
探
究
の
起

源
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
表
さ
れ
た
熊
楠
の
那
智
時
代
の
日
記
を

読
み
進
め
て
み
る
と
、
熊
楠
が
現
在
あ
る
形
で
「
燕
石
考
」
を
書
き
上
げ

た
の
は
、
驚
く
ほ
ど
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
ず
、
『
日
記
」
の
一
九
○
三
年
三
月
十
七
日
の
項
に
、
「
夜
隣
室
に
人

（
十
人
の
座
を
設
く
）
多
く
集
り
遊
に
付
、
予
、
前
坐
敷
の
二
階
に
移
り
、

源
氏
物
語
よ
み
及
び
燕
石
考
を
草
す
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
翌
十
八
日
に
は

ｌ
「
午
後
、
燕
石
考
認
む
。
ネ
ー
チ
ュ
ー
ル
ヘ
の
状
、
燕
石
考
起
稿
。

こ
れ
は
去
る
明
治
三
十
年
頃
よ
り
か
、
り
材
料
集
し
も
の
な
り
」
。
そ
し

て
二
十
日
に
は
一
つ
の
夢
を
見
る
。
こ
の
夢
の
体
験
を
踏
ま
え
、
二
十
一

日
に
は
「
燕
石
考
直
す
」
、
次
い
で
翌
廿
二
日
は
一
日
中
「
燕
石
考
」
の

直
し
に
集
中
し
て
い
る
ｌ
「
朝
ベ
ー
ン
論
理
学
よ
む
、
燕
石
考
直
し
為

也
。
午
後
燕
石
考
直
す
。
［
中
略
］
夜
遅
く
迄
燕
石
考
直
す
」
。
二
十
三
日

に
は
、
「
燕
石
考
に
か
風
り
夜
に
入
る
。
結
論
の
外
み
な
か
き
畢
る
」
と

あ
り
、
二
十
四
日
に
は
、
「
燕
石
考
に
か
蚤
る
。
夜
に
入
り
結
論
成
る
」

と
あ
る
。
こ
の
後
、
数
日
を
か
け
て
「
燕
石
考
」
の
清
書
に
取
り
か
か
り
、

三
十
日
に
は
「
予
は
燕
石
考
清
書
な
り
」
と
、
こ
の
昂
揚
し
た
二
週
間
弱

の
あ
い
だ
に
集
中
し
て
行
わ
れ
た
一
連
の
試
み
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
熊
楠
は
「
燕
石
考
」
を
数
年
間
の
準

備
の
後
、
新
た
に
起
稿
し
て
か
ら
見
た
一
つ
の
夢
を
も
と
に
、
わ
ず
か
四

日
間
で
夢
を
解
読
す
る
た
め
の
「
論
理
学
」
と
し
て
全
体
を
書
き
直
し
、

結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
三
月
二
十
日
に
熊
楠
が
見
た
夢

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
言
葉
と
物
を
重
層
的
に
関
係
さ
せ
る
論
理
の
関
係
式
と
し
て
、
ま

た
現
実
と
想
像
を
一
つ
に
重
ね
合
わ
せ
る
「
地
図
」
と
し
て
あ
る
も
の
だ
っ

た
。
そ
の
日
、
熊
楠
は
朝
か
ら
「
燕
石
考
し
た
こ
め
て
い
た
。
や
が
て
夜

に
な
っ
て
「
燕
石
考
稿
（
鹿
）
成
る
」
。
そ
の
後
、
夢
と
現
実
の
境
に
．
．
…
．
。

「
心
界
と
物
界
の
関
係
を
見
る
に
、
熊
野
へ
ま
い
ら
ず
に
熊
野
を
想
像

うか
し
撞
く
る
を
画
に
か
き
実
地
と
比
ぶ
べ
し
。

燕
巣
中
の
石
○
ｌ
-
１
１
介
の
ブ
タ

｜名相似一

石
燕
有
雌
雄
○
Ｉ
相
思
子
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石が語る

こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
四
点
か
ら
な
る
関
係
図
こ
そ
が
、
心
と
物
の
間

に
広
が
る
「
事
」
の
地
図
で
あ
り
、
「
燕
石
考
」
を
再
構
築
す
る
た
め
の

設
計
図
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
は
熊
楠
は
、
こ
の
地
図
を
も
と
に
言

葉
（
概
念
）
と
物
を
め
ぐ
る
ど
の
よ
う
な
旅
に
出
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
現
在
、
「
燕
石
考
」
は
邦
訳
に
お
い
て
三
十
の
段
落
と
参
考
文
献
一

覧
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
最
初
の
八
段
落
ま
で
が
導
入
を
な
す
。

お
そ
ら
く
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
問
題
こ
そ
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
熊
楠
が
解

答
を
出
そ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
試
み
は
ロ
ン
ド
ン
時
代

に
ま
で
遡
る
。
そ
し
て
九
段
落
か
ら
二
十
六
段
落
ま
で
が
「
燕
石
考
」
の

本
論
で
あ
り
、
こ
れ
は
数
日
の
内
に
一
気
に
形
づ
く
ら
れ
た
夢
の
論
理
学
、

夢
の
設
計
図
に
記
さ
れ
た
四
つ
の
言
葉
（
概
念
）
と
物
を
め
ぐ
る
考
察
で

あ
る
。
そ
し
て
最
後
の
四
段
落
で
結
論
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
起
源
」

で
は
な
く
、
変
転
し
て
止
ま
な
い
「
関
係
」
の
提
示
な
の
だ
。

熊
楠
が
答
え
よ
う
と
し
た
最
初
の
問
い
は
、
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
ロ
ン
グ

フ
ェ
ロ
ー
が
詩
（
「
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ
ン
』
）
の
な
か
に
記
し
た
「
燕
石
」
と

め
く
ら

い
う
謎
の
事
物
、
「
燕
た
ち
が
／
雛
の
盲
を
な
お
す
た
め
、
海
辺
か
ら
運

ん
で
く
る
不
思
議
な
石
」
が
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
寓
話
の

起
源
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
導
入
部
分
で
は
、
ョ
-
ロ
ッ

パ
の
博
物
誌
に
基
づ
い
た
熊
楠
の
「
博
識
」
が
披
露
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

熊
楠
は
具
体
的
な
物
ｌ
そ
れ
は
形
態
と
運
動
、
さ
ら
に
は
そ
の
名
称
が
相

互
に
重
層
的
な
関
係
を
も
っ
た
「
物
」
で
あ
る
ｌ
の
観
察
と
調
査
に
基

こ
の
式
に
て
、
燕
巣
中
の
石
と
相
思
子
の
間
に
真
性
の
関
係
あ
る
を

あ
た

知
る
。
知
り
中
れ
ば
よ
い
が
、
中
ら
ぬ
も
誤
に
非
ず
」
（
「
日
記
』
第
二
巻

三三四頁）

づ
い
た
「
自
智
」
か
ら
、
独
自
の
関
係
式
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
「
燕
石
」

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
名
称
を
も
っ
た
別
個
の
事
物
が
、
あ
る
時
は
そ
の

形
態
か
ら
、
ま
た
あ
る
時
は
そ
の
運
動
か
ら
、
相
互
に
関
連
す
る
意
味
の
磁

場
の
よ
う
な
も
の
を
形
成
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
神
話
を
発
生
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
、
と
。
そ
の
意
味
の
関
係
性
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
に
し
た
の

が
、
熊
楠
が
夢
の
論
理
学
を
も
と
に
作
り
上
げ
た
地
図
な
の
で
あ
る
。

「
燕
石
考
」
の
本
論
を
も
と
に
、
熊
楠
の
「
事
」
の
地
図
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
四
点
に
、
正
確
な
名
称
と
そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
を
与
え
て
お

き
た
い
。
ま
ず
熊
楠
が
「
燕
石
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
「
竹
取
物
壷
嬰

で
も
重
要
な
主
題
と
な
る
、
燕
が
巣
の
な
か
の
に
隠
し
て
お
く
子
安
貝
で

あ
る
。
そ
し
て
同
じ
「
燕
」
と
い
う
名
に
関
連
し
、
雌
雄
の
区
別
を
も
ち
、

酢
の
な
か
で
運
動
す
る
、
羽
を
広
げ
た
「
燕
」
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
腕

足
類
の
化
石
、
「
石
燕
」
。
さ
ら
に
そ
の
「
石
燕
」
と
同
じ
く
雌
雄
の
別
を
も
ち
、

や
は
り
酢
の
な
か
で
運
動
を
す
る
中
国
で
「
相
思
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

貝
類
の
ブ
タ
（
ヘ
タ
ー
１
巻
貝
な
ど
の
殻
の
口
を
ふ
さ
ぐ
も
の
）
。
日
本
で

す
が
い

は
「
酢
貝
」
と
い
う
子
供
た
ち
の
玩
具
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
の
一
つ
は
、

や
は
り
同
じ
く
酢
の
な
か
で
触
手
を
出
す
よ
う
に
見
え
る
貝
類
の
ヘ
タ
で
、

、

、

目
に
入
っ
た
ご
み
を
取
り
除
く
と
い
う
伝
承
が
特
化
さ
れ
た
も
の
。
そ
れ

ア
イ
ス
ト
ー
ン

が
「
眼
石
」
で
あ
る
。
「
燕
石
」
、
「
石
燕
」
、
「
酢
貝
」
、
「
眼
石
」
と
い
う

四
項
を
関
係
式
の
な
か
に
入
れ
直
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

石 燕
燕 石
へ へ

足 燕 あ 燕
類 に る の
の 似 子 巣
化 た 安 中
石 腕 貝 に
ー ー

○ - ○
名
相
似

弓 司

酢 一 眼
貝 石
Ｌ 一 一 Ｌ - -

へ ヘ
タ 雌 タ 触、 雄 、 手
酢 が 眼 を
中 あ 病 出
を る を す
泳 貝 治 貝
ぐ の す の
へ へ

ー
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特集・神話を考える

「
さ
て
物
心
事
の
上
に
理
不
思
議
が
あ
る
。
［
中
略
］
こ
れ
ら
の
諸
不
思

議
は
、
不
思
議
と
称
す
る
も
の
の
、
大
い
に
大
日
如
来
の
大
不
思
議
と
異

に
し
て
、
法
則
だ
に
立
た
ん
に
は
、
必
ず
人
智
に
て
知
り
う
る
も
の
と
思

考
す
。
さ
て
妙
な
こ
と
は
、
こ
の
世
間
宇
宙
は
、
天
は
理
な
り
と
い
え
る

燕
石
と
石
燕
は
、
燕
と
い
う
名
称
を
通
じ
て
、
つ
ま
り
は
「
燕
」
の
神

話
に
よ
っ
て
「
事
」
の
線
が
つ
な
が
る
。
石
燕
と
酢
貝
は
雌
雄
に
分
か
れ

て
い
る
と
い
う
「
性
」
の
神
話
に
よ
っ
て
。
酢
貝
と
眼
石
は
と
も
に
酢
の

な
か
で
塞
ぐ
と
い
う
「
生
物
」
の
神
話
に
よ
っ
て
。
眼
石
と
燕
石
は
、
そ

も
そ
も
の
問
題
の
発
端
で
あ
る
盲
を
治
癒
す
る
「
眼
」
の
神
話
に
よ
っ
て
。

さ
ら
に
「
事
」
の
線
は
こ
こ
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
斜
め
に
ま
で
引
か
れ

る
。
石
燕
と
眼
石
は
そ
れ
ぞ
れ
化
石
と
貝
の
ヘ
タ
で
あ
る
が
、
と
も
に
石

と
い
う
名
称
を
通
じ
て
、
つ
ま
り
は
「
石
」
の
神
話
に
よ
っ
て
。
最
後
に

燕
石
と
酢
貝
は
、
女
性
器
の
よ
う
な
形
態
と
結
婚
を
暗
示
す
る
運
動
と
い

う
「
出
産
」
の
神
話
に
よ
っ
て
：
．
…
。
熊
楠
が
言
う
よ
う
に
関
係
式
を
見

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
燕
巣
中
の
石
と
相
思
子
の
間
に
真
性
の
関
係
あ

る
を
知
る
」
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

熊
楠
に
と
っ
て
「
神
話
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
言
葉
と
物
が
多
極
多
層

的
に
接
合
さ
れ
る
こ
と
を
許
す
、
意
味
の
磁
場
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
（
内
部
）
と
物
（
外
部
）
が
二
つ
に
分
割
さ
れ
、

ま
た
一
つ
に
結
合
さ
れ
る
場
所
の
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
心
で
も
物
で

も
な
い
地
平
、
近
世
（
日
本
）
の
幽
冥
界
と
近
代
（
世
界
）
の
心
霊
界
の

あ
い
だ
に
開
か
れ
る
地
平
…
…
で
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
法
龍
宛
に

出
さ
れ
た
「
曼
陀
羅
書
簡
」
に
描
き
出
さ
れ
た
「
曼
陀
羅
」
と
別
の
も
の

で
は
な
い
。

「
燕
石
考
」
に
体
現
さ
れ
た
熊
楠
の
神
話
論
理
は
、
心
と
物
、
精
神
と

肉
体
の
関
係
に
再
考
を
促
す
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
曼
陀
羅
状
の
構
造

は
、
人
間
と
自
然
を
通
底
さ
せ
る
。
曼
陀
羅
は
ま
た
、
人
間
の
心
の
構
造

か
ら
、
自
然
の
根
源
に
あ
り
、
森
羅
万
象
を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
宇
宙

の
根
本
原
理
で
あ
る
大
日
如
来
の
心
の
構
造
を
推
し
量
る
唯
一
の
方
法
で

も
あ
る
。
熊
楠
は
、
近
代
が
可
能
に
し
た
新
た
な
「
科
学
」
を
利
用
し
な

が
ら
、
中
世
以
降
の
信
仰
原
理
（
曼
陀
羅
）
を
読
み
替
え
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
心
・
物
・
人
間
・
自
然
・
神
と
い
う
理
念
を
再
編
成
し
た
の
だ
。
「
民

俗
学
」
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

ご
と
く
（
理
は
す
じ
み
ち
）
、
図
の
ご
と
く
（
図
は
平
面
に
し
か
画
き
え
ず
。

た
け

実
は
長
、
幅
の
外
に
、
厚
さ
も
あ
る
立
体
の
も
の
と
見
よ
）
、
前
後
左
右

上
下
、
い
ず
れ
の
方
よ
り
も
事
理
が
透
徹
し
て
、
こ
の
宇
宙
を
成
す
。
そ

ふ
え
ん

の
数
無
尽
な
り
。
故
に
ど
こ
一
つ
と
り
て
も
、
そ
れ
を
敷
桁
追
求
す
る
と

き
は
、
い
か
な
る
こ
と
を
も
見
出
だ
し
、
い
か
な
る
こ
と
を
も
な
し
う
る

よ
う
に
な
っ
て
お
る
」
（
「
往
復
書
簡
」
三
○
八
頁
）

＊
南
方
熊
楠
の
著
作
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
平
凡
社
版
『
南
方
熊
楠

全
集
』
お
よ
び
『
南
方
熊
楠
選
集
」
か
ら
行
い
、
巻
数
．
頁
数
を
指

示
し
て
い
る
。
土
宜
法
龍
宛
書
簡
は
『
南
方
熊
楠
土
宜
法
竜
往
復

書
簡
」
（
八
坂
書
房
）
、
日
記
は
『
南
方
熊
楠
日
記
」
（
全
四
巻
、
八

坂
書
房
）
よ
り
行
っ
た
。

-３０-


