
特集 神話を考える

Ｉ
特
集
・
神
話
を
考
え
る

二
○
○
六
年
に
奄
美
群
島
喜
界
島
で
出
土
し
た
遺
構
・
土
器
・
木
簡
な

ど
は
、
そ
こ
が
古
代
律
令
国
家
の
最
前
線
の
地
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
。
ヤ
マ
ト
は
中
華
帝
国
と
の
朝
貢
関
係
の
中
に
あ
り
つ
つ
、
自
ら
も

帝
国
化
し
、
そ
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
周
辺
を
「
蕃
・
夷
」
化
し
つ
つ
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
帝
国
内
〈
帝
国
〉
と
い
っ
た
あ
り
方
の
な
か
で
、
神
話

は
ど
の
よ
う
に
生
成
し
、
ど
の
よ
う
な
現
実
を
構
築
し
つ
つ
権
力
を
行
使

し
て
い
た
の
か
。
い
く
つ
か
の
事
例
に
も
と
づ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
で
考
え
て
み
る
上
で
、
以
下
の
三
点
を
、
さ
ら

に
留
意
点
と
し
て
掲
げ
て
お
き
た
い
。
①
帝
国
も
神
話
も
ア
プ
リ
オ
リ
に

自
明
化
・
前
提
化
せ
ず
、
再
文
脈
化
を
通
し
て
生
成
す
る
権
力
と
み
る
／

②
王
権
を
外
部
か
ら
超
越
的
に
意
味
づ
け
る
権
能
と
し
て
の
〈
帝
国
〉
に

よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
〈
帝
国
〉
性
／
③
〈
帝
国
〉
に
対
す
る
、
反
〈
帝
国
〉

の
実
践
の
根
拠
と
し
て
の
神
話
、
で
あ
る
。

「
大
倭
」
「
倭
」
か
ら
「
日
本
」
へ
、

Ｉ

「
大
王
」
か
ら
「
天
皇
」
へ
と
い
う
〈
帝
国
〉
化

帝
国
と
神
話

は
じ
め
に ｌ

包
摂
さ
れ
る
帝
国
・
越
境
す
る
神
話
Ｉ

Ｉ
ｌ
ｌ
「
倭
」
に
先
行
す
る
「
大
倭
」

「
魏
志
』
倭
人
伝
に
あ
る
以
下
の
記
事
は
、
大
和
朝
廷
以
前
に
お
け
る

ヤ
マ
ト
と
呼
ば
れ
る
存
在
を
示
唆
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
呼
ん

できた。
いふつ

（１）

国
国
市
あ
り
。
有
無
を
交
易
し
、
大
倭
を
し
て
こ
れ
を
監
せ
し
む
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
大
倭
」
は
、
列
島
内
の
ク
ニ
グ
ニ
が
「
統
こ
さ

れ
る
以
前
に
超
越
的
に
働
く
権
力
機
能
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
意
味

で
は
〈
帝
国
〉
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
「
大
倭
」

に
は
諸
説
あ
る
が
、
市
（
共
同
体
相
互
の
果
て
る
場
所
）
を
め
ぐ
る
超
越

的
「
権
力
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
「
ヤ
マ
ト
」
と
し
て
現
れ
、
中
国
と

朝
貢
関
係
を
持
つ
「
王
国
」
と
な
る
こ
と
に
先
行
す
る
。
さ
ら
に
、
『
階

書
』
倭
国
伝
に
見
ら
れ
る
次
の
記
事
は
、
し
か
し
、
こ
れ
が
く
帝
国
〉
と

呼
び
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
中
華
帝
国
」
の
前
で
は
、

実
質
上
、
〈
帝
国
〉
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
示
す
。

あ

め

た

り

し

ひ

こ

開
皇
二
十
年
、
倭
王
あ
り
、
姓
は
阿
毎
、
字
は
多
利
思
比
狐
、

お
ほ
き
み
（
２
）

阿
輩
難
弥
と
号
す
。

原
理
的
に
言
っ
て
、
中
華
帝
国
は
、
朝
貢
さ
れ
た
国
に
「
王
」
が
存
在

し
「
王
国
」
を
名
乗
る
こ
と
を
許
す
。
し
か
し
そ
れ
は
「
（
王
）
国
」
に

大
胡
太

郎
国
と
神
話
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帝国と神話

１
１
２
「
（
大
）
王
」
か
ら
「
天
皇
」
、
「
倭
」
か
ら
「
日
本
」
と
い
う

転
回
点

（４）

「
日
本
書
紀
』
推
古
紀
十
七
（
六
○
九
）
年
九
月
十
一
日
条
の
記
事
は
、

「
天
皇
」
号
の
非
中
華
性
の
根
拠
の
「
創
造
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

や
ま
と

つ
つ
し
も
ろ
こ
し
き
み

「
東
の
天
皇
、
敬
み
て
西
の
皇
帝
に
白
す
。
」

平川三○○順］は、この記事を編纂時など後代からの「改霞」

き
み
ゆ
き

（６）

と
み
て
、
森
公
章
［
二
○
○
二
］
に
同
意
し
つ
つ
、
唐
／
日
本
で
の
、
「
天

皇
」
号
の
「
同
時
」
的
な
使
用
開
始
を
七
世
紀
後
半
と
推
定
す
る
。
こ
れ

に
は
、
前
提
と
し
て
、
中
国
側
で
の
「
天
皇
」
位
の
創
造
と
の
、
日
本
側

の
シ
ン
ク
ロ
と
遅
れ
が
含
意
さ
れ
る
。

に
ち
ほ
ん
こ
く

ひ
む
か
し
た
い
わ
こ
ぐ

「
日
本
国
の
使
な
り
」
／
「
海
の
東
に
大
倭
国
有
り
。
」
（
『
續
紀
罠
慶

雲
元
（
七
○
四
）
年
】
秋
七
月
甲
申
の
朔
条
）

こ
の
点
に
関
し
て
、
平
川
は
「
唐
（
大
周
）
の
現
地
の
役
人
は
今
ま
で

ど
お
り
「
大
倭
国
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
真
人
ら
大
宝
の
遣
唐
使
は
「
日

本
国
」
を
名
の
っ
て
い
る
。
武
后
が
そ
れ
を
承
認
し
て
以
後
、
「
大
倭
国
」

か
ら
正
式
に
「
日
本
国
」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
［
平
川
二
○
○
八

五
○
頁
］
と
推
定
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
日
本
と
い
う
〈
帝
国
〉
と
は
、

実
体
に
先
行
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
つ
つ
、
認
証
に
よ
っ
て
事
後
的
に
「
実

現
」
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
、
八
世
紀
初

頭
に
お
け
る
中
国
側
で
の
「
日
本
」
国
号
の
認
証
の
根
拠
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
墓
誌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

と
し
せ
ん

先
天
二
（
七
一
三
）
年
の
唐
代
官
僚
杜
嗣
先
墓
誌
「
日
本
来
庭
（
日

と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
〈
帝
国
〉
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（３）

う
こ
と
を
、
ま
ず
確
認
し
て
お
く
。

１
１
３
８
世
紀
初
頭
ｌ
南
島
に
朝
貢
さ
せ
る
（
さ
れ
る
）
日
本
〈
帝
国
〉

二
○
○
六
年
、
発
掘
結
果
の
お
お
よ
そ
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
奄
美
諸
島

ぐ
す
く

喜
界
島
の
城
久
遺
跡
群
は
、
こ
の
〈
帝
国
〉
の
あ
り
か
た
を
示
唆
す
る
衝

撃
力
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
式
の
館
の
遺
構
な
ど
、
そ
こ
に
は

〈
帝
国
〉
と
し
て
の
日
本
の
痕
跡
が
刻
ま
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

発
掘
結
果
の
詳
細
は
以
下
に
引
く
、
池
田
榮
史
編
『
古
代
中
世
の
境
界
領

域
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
の
世
界
』
に
委
ね
る
が
、
ま
ず
、
次
の
点
を
確
認
し

ておく。八
世
紀
、
奈
良
時
代
、
日
本
古
代
国
家
は
南
方
の
支
配
拠
点
を
多
祢

島
（
種
子
島
）
、
そ
し
て
「
奄
美
」
に
持
っ
て
い
た
。
「
続
日
本
紀
』

の
南
島
の
来
朝
記
事
に
よ
っ
て
、
支
配
を
体
現
す
る
「
朝
貢
」
は
恒

常
的
で
な
く
、
随
時
、
不
定
期
で
あ
り
、
元
旦
の
朝
賀
へ
の
参
加
な

ど
と
い
う
国
家
主
導
の
新
羅
使
な
ど
に
対
す
る
儀
礼
に
も
準
じ
た
中

（８）

華
思
想
に
基
づ
く
外
交
の
側
面
が
強
調
さ
れ
た
：
．
…

本
の
使
者
が
来
朝
し
た
と

せ
い
し
ん
せ
い

開
元
二
（
七
三
四
）
年
の
遣
唐
使
井
真
成
墓
誌
「
公
は
姓
は
井
、

字
は
真
成
、
国
号
は
日
本
」

そ
し
て
さ
ら
に
、
八
世
紀
初
頭
に
「
日
本
」
が
帯
び
る
こ
と
に
な
る
（
帯

び
よ
う
と
す
る
）
〈
帝
国
〉
性
と
し
て
、
「
自
ら
朝
貢
す
る
／
自
ら
が
朝
貢

さ
れ
る
」
と
い
う
二
重
の
関
係
の
構
造
化
と
で
も
言
う
べ
き
状
況
が
指
摘

で
き
る
。
こ
れ
は
、
主
観
・
意
図
的
と
い
う
よ
り
権
能
化
の
対
象
と
し
て

見
い
だ
さ
れ
る
南
島
／
蝦
夷
と
の
関
係
の
作
り
方
に
端
的
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
は
く
帝
国
〉
性
と
い
う
古
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
「
モ
デ
ュ
ー

（７）ル
」
と
し
て
の
「
朝
貢
関
係
」
を
「
構
築
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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特集・神話を考える

Ⅱ
１
１
天
の
岩
屋
戸
神
話
を
め
ぐ
る
〈
帝
国
〉
化

『
日
本
書
紀
』
の
「
作
品
論
」
が
示
す
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
「
天
の
世

界
・
天
神
は
地
上
に
対
し
て
超
越
的
に
か
か
わ
る
の
で
な
く
、
絶
対
的
な

ア
マ
テ
ラ
ス
が
地
上
世
界
を
決
定
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
」
［
神
野
志

（川）

一
九
九
六
］
と
い
う
。
し
か
し
、
「
作
品
」
と
し
て
の
論
理
と
は
別
に
、

読
み
と
実
践
は
い
く
つ
も
の
「
再
定
義
・
再
文
脈
化
」
を
生
み
出
す
。
例

え
ば
次
に
見
る
よ
う
に
。

も

い
は
や
さ
き
い

つ異ごふ

是
の
時
に
、
鏡
を
以
て
其
の
石
窟
に
入
れ
し
か
ば
、
戸
に
触
れ

う

せ

ず

い

つ

き

ま

っ

て
小
暇
っ
け
り
。
其
の
暇
、
今
に
猶
存
。
此
即
ち
伊
勢
に
崇
秘
る

お
ほ
み
か
み

（Ⅲ）

大
神
な
り
。
（
「
紀
』
神
代
上
七
段
［
第
二
の
一
書
］
）

す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
、
「
南
九
州
の
「
隼
人
」
勢
力
の
帰
服
・
協

（９）

力
の
も
と
」
、
南
島
か
ら
日
本
へ
朝
貢
を
開
始
さ
せ
る
（
さ
れ
る
）
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
、
朝
貢
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
日
本
は
〈
帝
国
〉
な
の
だ
と

い
う
転
倒
し
た
論
理
で
あ
り
、
ま
た
、
南
島
を
朝
貢
す
る
「
主
体
」
Ⅱ
「
国
」

に
上
げ
底
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
先
に
見
た
、
八
世
紀
初

頭
と
い
う
日
本
の
〈
帝
国
〉
性
が
具
現
化
し
て
ゆ
く
こ
と
と
シ
ン
ク
ロ
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

帝
国
の
境
界
を
「
見
い
だ
す
／
超
え
る
」
こ
と
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

の
で
き
る
こ
の
動
き
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
南
島
域
が
、
中
国
も
す
で
に
参

入
し
て
い
る
交
易
圏
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
境
界
性
を
暖
昧
化
し
つ
つ
、
ま

た
、
そ
の
意
義
・
対
応
・
関
係
も
歴
史
的
に
変
化
す
る
、
流
動
的
な
も
の

であった。
洞
窟
を
め
ぐ
る
想
像
力
洞
窟
か
ら

Ⅱ
〈
帝
国
〉
を
見
出
す
〈
ま
な
ざ
し
〉

「
紀
』
岩
波
体
系
・
文
庫
注
に
は
、
「
扶
桑
略
記
に
村
上
天
皇
日
記
天

徳
四
（
九
六
○
）
年
九
月
二
十
三
日
条
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。
内
裏
火
災
後
に
賢
所
の
焼
跡
か
ら
「
鏡
一
面
、
径
八
寸
許
、

頭
雛
し
有
二
小
暇
一
、
専
無
し
損
、
円
規
井
帯
等
甚
以
分
別
」
な
る
を

発
見
し
た
と
。
釈
紀
は
書
紀
一
書
の
こ
の
部
分
に
見
え
る
「
小
暇
」

（吃）

を
裏
書
き
す
る
も
の
と
し
て
右
の
日
記
の
文
を
引
い
て
い
る
。
」

こ
の
箇
所
に
は
さ
ら
に
補
注
［
巻
二
’
十
九
］
に
、
「
…
：
．
神
璽
と
い

う
名
称
は
す
で
に
唐
に
存
在
し
、
則
天
武
后
の
と
き
に
神
宝
と
い
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
伝
国
璽
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
名
称
と
儀
礼

と
が
、
そ
の
器
財
も
由
来
も
異
な
る
我
が
宮
中
の
鏡
・
剣
に
適
用
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
の
岩
屋
戸
神
話
に
か
か
わ
る
「
鏡
」
で
あ
る
根
拠

と
し
て
の
「
小
暇
」
は
、
『
紀
』
の
一
書
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
同
時
に
、

伊
勢
神
宮
の
ア
マ
テ
ラ
ス
ヘ
の
異
和
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
ま
た
同
時
に
、
こ
れ
が
「
神
宝
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
が
則
天
武
后
Ｉ
中
華
〈
帝
国
〉
に
由
来
す
る
「
名
称
と
儀
礼
」
に
お

い
て
意
味
を
も
つ
と
い
う
、
八
世
紀
の
日
本
の
〈
帝
国
〉
化
と
シ
ン
ク
ロ

す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
鏡
は
「
小
暇
」
ゆ
え
に
、
中
華
〈
帝
国
〉
の

祭
祀
に
対
応
す
る
日
本
〈
帝
国
〉
の
神
璽
・
神
宝
・
伝
国
璽
・
神
器
で
あ

り
う
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
神
話
の
実
践
・
実
存
を
め
ぐ
っ
て
の
、
洞

窟
と
〈
帝
国
〉
と
の
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
る
の
だ
。

以
下
、
「
洞
窟
ｌ
神
話
ｌ
帝
国
」
と
い
う
ひ
と
す
じ
の
関
係
を
見
て
ゆ
く
。

Ⅱ
ｌ
２
沖
縄
伊
平
屋
島
の
「
天
の
岩
屋
戸
」
を
め
ぐ
る
〈
帝
国
〉
の

召
喚

-８０-



帝国と神話

近
世
国
学
に
お
い
て
、
新
た
な
「
南
へ
の
ま
な
ざ
し
」
が
生
ま
れ
た
。

藤
貞
幹
「
衝
口
発
』
（
一
七
八
一
年
）
は
、
天
孫
降
臨
の
地
（
島
）
と
し

て
沖
縄
本
島
の
西
海
上
に
あ
る
伊
平
屋
（
恵
平
也
）
島
を
見
出
す
。

此
海
宮
と
云
は
、
琉
球
の
恵
平
也
島
を
云
・
…
…
鴫
の
東
北
に
山
あ

あ
ま
み
が
た
け

り
。
こ
れ
を
天
孫
嶽
と
云
。
土
人
云
、
此
山
、
上
古
神
人
の
降
臨
の
地
、

故
に
島
の
名
と
す
と
。
：
．
…
此
に
依
て
、
天
孫
嶽
、
阿
麻
美
島
等
の

名
あ
り
。
さ
れ
ば
玉
依
姫
は
、
此
嶋
の
豊
玉
彦
の
女
に
し
て
、
太
伯

（旧）

の
商
、
此
嶋
に
渡
り
、
玉
依
姫
を
姿
て
神
武
帝
生
れ
玉
ひ
…
…

こ
こ
に
見
ら
れ
る
近
世
の
藤
貞
幹
の
言
説
は
、
南
島
に
「
日
本
」
の
神

話
的
起
源
を
求
め
る
、
い
わ
ば
転
倒
し
た
日
琉
同
祖
論
で
あ
り
、
そ
れ
は

琉
球
国
伊
平
屋
島
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
誤

謬
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
本
居
宣
長
『
鉗
狂
人
』
に
よ
っ
て
徹
底
的
に

（脚）

批
判
・
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
原
田
信
之
［
二
○
○
一
］
の
論
じ
た
よ

う
に
、
こ
の
近
世
の
時
点
で
は
以
下
に
見
る
「
伊
平
屋
の
洞
窟
・
ク
マ
ャ
ー

ガ
マ
Ⅱ
天
岩
屋
」
と
い
う
「
神
話
」
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。

原
田
が
伊
平
屋
島
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
確
認
し
示
唆
し
て
い
る
よ
う

に
、
近
代
、
遅
く
と
も
大
正
期
に
、
同
島
の
小
学
校
教
師
が
授
業
で
、
神

話
教
育
の
中
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
、
こ
れ
が
島
内
で
「
説
話
」

化
し
流
布
し
た
の
を
発
端
と
し
て
、
こ
の
「
説
話
」
を
求
め
て
、
沖
縄
内

部
の
知
識
人
・
研
究
者
、
日
本
の
研
究
者
・
宗
教
者
が
戦
前
か
ら
戦
後
、

（旧）

訪
問
・
調
査
に
来
島
し
、
「
説
話
」
は
「
神
話
」
へ
と
輻
轄
さ
れ
た
、
と

い
う
の
が
実
情
の
よ
う
だ
。

こ
の
一
連
の
「
調
査
」
の
中
で
、
こ
こ
で
は
、
昭
和
十
二
年
、
文
部
省

の
国
民
精
神
文
化
研
究
所
所
員
で
あ
っ
た
川
村
只
雄
の
伊
平
屋
島
「
調
査
」

に
着
目
し
た
い
。
川
村
の
調
査
に
関
し
て
は
、
「
沖
縄
で
の
調
査
が
可
能

で
あ
っ
た
の
も
、
彼
が
文
部
省
の
国
民
精
神
文
化
研
究
所
所
員
の
所
員
で

あ
り
、
沖
縄
県
か
ら
も
教
員
が
研
究
所
に
研
修
を
う
け
に
き
て
い
た
か
ら

（旧）

で
あ
る
。
（
川
村
望
「
解
説
」
）
」
と
い
う
よ
う
な
い
き
さ
つ
が
語
ら
れ
て

いる。川
村
が
序
文
に
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
の
は
時
代
状
況
的
な
危
機

感
・
危
機
意
識
を
背
景
に
し
た
動
機
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
川

村
は
「
第
一
章
琉
球
文
化
の
探
求
一
探
求
の
目
的
」
に
、
沖
縄
へ

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
決
意
し
た
の
は
、

私
が
国
民
精
神
文
化
研
究
所
に
入
っ
て
か
ら
…
…
琉
球
の
村
落
を
呼

ぶ
に
「
共
産
村
落
」
だ
の
、
「
共
産
部
落
」
だ
の
と
い
っ
た
表
現
を

用
い
て
い
た
の
が
少
な
く
な
い
。
原
始
共
産
体
に
否
定
的
立
場
を
と

る
私
に
は
か
か
る
呼
び
方
か
ら
し
て
気
に
入
ら
な
い
。
…
…
従
来
、

や
や
も
す
る
と
大
陸
文
化
と
の
関
連
に
あ
ま
り
に
も
研
究
的
関
心
が

集
中
さ
れ
て
、
南
方
文
化
の
探
求
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
私

（叩）

には感ぜられてならぬ。．．：：

と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
川
村
の
南
方
文
化
へ
の
関
心
は
、
こ
の
伊
平
屋
島
の
ク
マ
ヤ
ー

ガ
マ
洞
窟
を
め
ぐ
っ
て
、
い
わ
ば
、
外
部
者
・
内
部
者
の
「
倒
錯
し
た
ま

な
ざ
し
」
の
協
奏
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
状
況
を
生
み
出
す
。

あ
ま
の
い
わ
や

伊
平
屋
に
は
「
天
岩
屋
」
が
あ
る
と
、
よ
く
人
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。

そ
れ
は
伊
平
屋
の
東
北
海
岸
に
あ
る
「
ク
マ
ヤ
ー
」
と
通
称
さ
れ
て

い
る
洞
窟
の
こ
と
で
あ
る
。
／
案
内
役
の
新
垣
君
が
い
っ
た
。
／
「
ク

マ
ヤ
ー
は
天
岩
屋
で
し
ょ
う
か
」
／
：
：
：
／
私
は
伊
平
屋
の
島
を
数

時
間
騎
馬
旅
行
し
て
い
る
間
に
ふ
と
な
る
ほ
ど
記
紀
に
描
か
れ
た
高

天
原
の
条
件
を
よ
く
備
え
た
島
だ
と
感
じ
た
。
記
紀
に
描
か
れ
て
い
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特集・神話を考える

る
高
天
原
の
条
件
を
南
島
に
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
伊
平

屋
は
そ
の
有
力
な
候
補
地
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

（旧）

ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「
古
日
本
の
鏡
と
し
て
の
沖
縄
」
と
い
う
「
準

拠
枠
」
を
逸
脱
し
た
、
「
記
紀
の
世
界
を
南
島
に
求
め
る
（
な
ら
ぱ
こ
と

い
う
、
い
わ
ば
「
倒
錯
的
ま
な
ざ
し
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
〈
帝

国
〉
日
本
の
拡
大
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
神
話
」
と
い
う
〈
帝
国
〉
の

根
拠
の
側
か
ら
「
私
的
」
に
〈
帝
国
〉
を
ま
な
ざ
す
あ
り
か
た
で
も
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
川
村
の
書
い
た
も
の
が
、
Ｊ
・

デ
ュ
ー
イ
や
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー
ド
ら
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（
研
究
主
体
と

研
究
対
象
の
二
分
性
・
二
元
論
的
立
場
の
克
服
を
目
指
す
）
の
影
響
下
に

書
か
れ
た
、
主
観
的
印
象
を
書
く
「
紀
行
文
的
研
究
論
文
」
で
あ
る
（
川

村
望
「
解
説
」
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
／
で
あ
る
が
ゆ
え
の
「
倒
錯
的
ま
な

ざ
し
」
で
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
川
村
個
人
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
も
な
く
、
例
え
ば
「
奄
美
に
「
古
事
記
』
の
よ
う
な
神
話
世
界
を
見
た
」

と
、
戦
後
繰
り
返
し
述
べ
て
い
た
、
奄
美
加
計
呂
間
島
で
の
特
攻
隊
長
・
島

（旧）

尾
敏
雄
に
も
共
通
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
ま
な
ざ
し
の
「
私
的
」
性
格
に
着
目
し
、
そ
れ
を
、
岡
部

（釦）

隆
志
に
倣
い
「
極
私
的
神
話
」
（
主
観
・
妄
想
）
と
と
ら
え
る
と
、
伊
平

屋
側
の
、
そ
の
共
同
化
・
公
共
化
へ
の
ま
な
ざ
し
と
し
て
次
の
よ
う
な
ウ

タ
を
見
出
す
。

目
を
と
じ
て
時
と
所
を
忘
る
れ
ば
神
代
に
近
き
声
の
す
る
な
り
（
和

歌）

と

よ

ま

い

ひ

や

を

が

め

そ

う

だ
ん
ず
鴫
響
り
る
伊
平
屋
ぬ
ク
マ
ヤ
ガ
マ
拝
で
知
り
召
り
天
の

（副）

岩戸（琉歌）

二
首
は
、
「
時
と
所
を
忘
れ
」
る
「
極
私
的
体
験
」
の
告
白
と
し
て
の

ウ
タ
（
和
歌
）
／
「
拝
で
知
り
召
り
（
拝
ん
で
分
か
り
な
さ
い
ま
せ
Ｉ
あ

な
た
も
こ
と
誘
惑
す
る
ウ
タ
（
琉
歌
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
ウ
タ
も
、

伊
平
屋
に
お
い
て
も
他
地
域
お
い
て
も
有
名
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

（
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
ウ
タ
は
共
同
化
．

公
共
化
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
私
的
領
域
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
同
じ
」
体
験
を
共
有
し
、
語
る
、
別
の

存
在
に
、
こ
れ
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

戦
後
も
、
沖
縄
の
民
間
宗
教
者
で
あ
る
ユ
タ
が
、
自
ら
の
守
護
神
を
ア

マ
テ
ラ
ス
と
し
天
の
岩
屋
戸
と
し
て
こ
の
洞
窟
を
崇
拝
・
参
詣
す
る
、
そ

し
て
そ
れ
は
一
人
や
二
人
で
は
な
い
、
と
い
う
顕
著
な
現
象
が
起
き
て
い

る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「
天
の
岩
屋
戸
」
を
中
心
的
聖
所
と
し
ア

マ
テ
ラ
ス
を
信
仰
し
、
戦
死
者
の
「
魂
す
く
い
」
・
鎮
魂
を
自
ら
の
宗
教

実
践
と
す
る
ユ
タ
が
「
参
入
」
す
る
様
相
で
あ
る
（
し
か
し
こ
れ
を
「
民

間
信
仰
」
と
し
、
「
正
式
」
な
「
拝
所
巡
り
」
の
対
象
で
は
な
い
と
す
る

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
も
働
い
て
お
り
、
そ
の
言
説
も
ま
た
顕

（盟）

著である）。

ユ
タ
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
あ
り
方
は
、
日
本
〈
帝
国
〉
に
起
源
を

も
ち
つ
つ
、
そ
の
〈
日
本
〉
を
括
弧
に
く
く
り
空
洞
化
さ
せ
、
「
世
界
平
和
」

を
祈
る
実
践
に
開
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
琉
球
に
も
開
か
れ
た
、
あ
る
い

は
琉
球
を
「
起
源
」
と
す
る
古
代
〈
帝
国
〉
Ⅱ
ヤ
マ
ト
を
幻
視
し
つ
つ
、

し
か
し
、
近
代
「
日
本
」
Ⅱ
大
日
本
帝
国
を
戦
争
の
「
主
体
」
と
し
て
断

罪
す
る
、
反
〈
帝
国
〉
、
あ
る
い
は
〈
帝
国
〉
へ
の
「
抵
抗
」
の
拠
点
と

し
て
の
「
極
私
的
神
話
」
と
し
て
、
こ
の
ユ
タ
の
宗
教
実
践
は
あ
ろ
う
。
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帝国と神話

Ⅱ
１
３
ひ
め
ゆ
り
の
怨
念
火
ｌ
〈
帝
国
〉
と
対
時
す
る
拠
点
と
し
て

の
洞
窟

一
九
七
五
年
の
皇
太
子
夫
妻
へ
の
火
炎
ピ
ン
事
件
の
当
事
者
、
知
念
功

い
に
ん
ぴ
（
調
）

に
よ
る
手
記
『
ひ
め
ゆ
り
の
怨
念
火
』
は
、
〈
帝
国
〉
と
対
時
す
る
拠
点

と
し
て
の
洞
窟
を
、
私
た
ち
に
つ
き
つ
け
る
。

夕
暮
れ
ま
で
は
錆
び
た
薬
き
ょ
う
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
第
三
外

科
壕
の
最
後
の
場
面
を
何
度
も
思
い
出
し
な
が
ら
過
ご
す
。
（
三
四
頁
）

一
週
間
に
わ
た
る
壕
生
活
で
虫
ケ
ラ
の
ご
と
く
殺
さ
れ
て
い
っ
た

住
民
の
戦
争
体
験
を
追
体
験
す
る
中
で
…
．
：
（
七
七
頁
）

僕
は
見
た
／
腹
が
え
ぐ
ら
れ
鮮
血
に
染
ま
る
セ
ー
ラ
ー
服
の
乙
女
／

…
…
私
は
聞
い
た
／
脳
裏
に
響
く
叩
き
声
／
「
必
ず
や
っ
て
く
れ
」

と
畷
く
復
讐
の
依
頼
／
：
：
：
（
八
○
～
八
一
頁
）

ひ
め
ゆ
り
の
霊
か
ら
励
ま
さ
れ
復
讐
を
依
頼
さ
れ
．
：
。
：
わ
ず
か
の

食
糧
で
ひ
め
ゆ
り
の
霊
と
寝
食
を
共
に
し
た
…
…
（
二
○
六
頁
、
裁

判
公
判
に
お
け
る
被
告
人
・
知
念
功
の
意
見
陳
述
）

一
週
間
前
か
ら
、
ひ
め
ゆ
り
の
塔
前
の
ガ
マ
（
洞
窟
）
に
潜
伏
し
、
当

日
、
ガ
マ
か
ら
飛
び
出
し
て
火
炎
ピ
ン
を
投
げ
つ
け
る
ま
で
、
そ
の
後
の

裁
判
、
本
手
記
を
執
筆
す
る
ま
で
の
一
連
の
「
体
験
」
が
ま
と
め
ら
れ
た

こ
の
手
記
に
お
い
て
、
知
念
は
洞
窟
で
の
体
験
を
、
沖
縄
戦
の
体
験
を
「
共

有
」
す
る
た
め
の
身
体
化
さ
れ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ァ
ル
な
「
体
験
」
と
し
て

表
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
裁
判
法
廷
と
い
う
公
共
空
間

ｌ
〈
帝
国
〉
の
法
の
場
ｌ
や
、
書
物
に
お
い
て
語
る
こ
と
は
、
法
の
秩
序

を
攪
乱
し
裂
け
目
を
作
り
出
す
。
と
い
う
よ
り
、
彼
の
「
極
私
的
神
話
」

に
よ
っ
て
撃
た
れ
る
も
の
が
、
事
後
的
に
〈
帝
国
〉
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ

れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
、
〈
帝
国
〉
の
風
景
ｌ
洞
窟
か
ら
ま
な
ざ
さ
れ
た
「
世
界
」
ｌ
は
、

さ
ら
に
小
説
へ
と
転
生
す
る
。

明
け
が
た
ま
で
は
第
三
の
壕
に
潜
み
、
そ
の
後
は
地
表
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
第
二
の
壕
に
出
て
様
子
を
伺
う
。
各
県
か
ら
の
旅
行
団

体
の
ツ
ァ
ー
な
の
か
、
年
配
と
思
わ
れ
る
人
た
ち
の
ざ
わ
め
き
が
絶

え
な
い
。
壕
の
真
下
に
は
太
陽
が
ま
ぶ
し
く
照
り
つ
け
蝉
の
鳴
き
声

も
伝
わ
っ
て
く
る
。
（
四
一
頁
）

か
さ
ね

こ
の
よ
う
に
洞
窟
か
ら
の
風
景
を
語
っ
た
桐
山
襲
は
、
知
念
功
に
よ

（鋼）

る
火
炎
ピ
ン
事
件
を
小
説
化
し
た
『
聖
な
る
夜
聖
な
る
穴
』
に
お
い
て
、

「
全
世
界
を
否
定
す
る
た
め
の
、
こ
の
凶
暴
な
穴
ぼ
こ
の
中
」
と
、
洞
窟
と
〈
帝

国
〉
と
の
対
時
す
る
関
係
を
描
き
出
し
た
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
仲
里

効
に
よ
る
圧
倒
的
な
読
み
取
り
が
あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
「
き
わ
め
て
政

治
的
意
図
を
も
っ
て
い
た
昭
和
天
皇
の
沖
縄
訪
問
（
・
・
：
．
．
取
り
や
め
に

（雷）

な
っ
た
…
：
．
）
が
問
題
に
な
っ
た
渦
中
に
出
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
な

ら
ば
、
桐
山
が
こ
の
小
説
を
書
い
た
理
由
に
存
す
る
「
危
機
意
識
」
こ
そ

が
、
「
洞
窟
Ｉ
神
話
Ｉ
帝
国
」
を
ひ
と
す
じ
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
〈
帝
国
〉

を
暴
き
出
し
て
る
の
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
石
原
道
博
編
訳
「
新
訂
魏
志
倭
人
伝
他
三
篇
」
岩
波
文
庫

（四八頁）

（２）（１）に同じ、（六七頁）

（
３
）
平
川
南
筌
集
日
本
の
歴
史
第
２
巻
日
本
の
原
像
』
二
○
○
八
、

（
三
九
頁
）
「
中
国
の
冊
封
体
制
下
に
お
い
て
、
ヤ
マ
ト
王
権
や
朝
鮮
諸

国
の
君
主
は
中
国
か
ら
「
王
」
に
封
ぜ
ら
れ
る
が
、
「
大
王
」
と
い
う

独
自
の
地
位
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
大
王
」
は
、
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王
に
封
ぜ
ら
れ
た
君
主
を
あ
く
ま
で
そ
の
支
配
圏
内
で
尊
ん
だ
呼
称

である。」

（
４
）
（
３
）
に
同
じ
、
（
四
一
～
七
・
九
頁
）
「
こ
の
国
書
は
あ
く
ま
で

八
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
日
本
書
紀
」
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
、
中

国
側
の
史
料
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
天
皇
」
な
ど
の
用
字
は
あ

と
か
ら
改
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
階
の
時
代
の
中
国
を
「
唐
」

と
表
記
し
た
の
も
、
同
様
の
改
変
で
あ
る
。
。
：
…
七
世
紀
に
入
り
、

倭
国
が
中
国
的
世
界
か
ら
の
自
立
を
試
み
た
と
し
て
も
、
そ
の
段
階

に
お
い
て
は
ま
だ
中
国
的
世
界
は
厳
然
と
存
在
し
た
。
国
号
と
同
様
、

「
天
皇
」
号
も
中
国
の
承
認
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
．
…
：
天
皇
号
の
推
古
朝
使
用
開
始
説
は
、
や
は
り
成
り

立
ち
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。
…
…
／
…
…
七
世
紀
初
頭
の
「
階
書
」

倭
国
伝
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヤ
マ
ト
の
大
王
は
天
子
ま
た
は
ア
メ

タ
リ
シ
ヒ
コ
と
称
し
て
い
た
が
、
天
武
朝
に
至
っ
て
こ
の
ア
メ
タ
リ

シ
ヒ
コ
か
ら
「
清
浄
な
神
」
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
Ⅱ
天
皇
へ
と
昇
華
し
た

と理解できる。」

（
５
）
（
３
）
に
同
じ
、
（
六
二
頁
）
「
「
日
本
」
と
い
う
国
号
が
中
国
側
に

認
知
さ
れ
る
の
は
大
宝
二
年
の
遣
唐
使
の
と
き
で
あ
り
、
そ
れ
以
前

の
天
智
九
年
（
六
七
○
）
の
遣
唐
使
の
際
に
は
「
倭
国
」
と
称
し
て

い
た
よ
う
だ
か
ら
、
倭
国
か
ら
日
本
へ
国
号
が
変
更
さ
れ
た
の
も
天

武
・
持
続
朝
ご
ろ
で
あ
ろ
う
。
」

（
６
）
森
公
章
編
『
日
本
の
時
代
史
３
倭
国
か
ら
日
本
色
吉
川
弘
文

館
、
二
○
○
二

（
７
）
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想
像
の
共
同
体
ｌ
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
起
源
ｌ
』
書
籍
工
房
早
山
、
二
○
○
七
↑
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、

一九八七）

（
８
）
鈴
木
靖
民
「
喜
界
島
城
久
遺
跡
群
と
古
代
南
島
社
会
」
（
池
田
榮

史
編
『
古
代
中
世
の
境
界
領
域
キ
カ
イ
ガ
シ
マ
の
世
界
』
高
志
書

院、二○○八）

（
９
）
（
６
）
に
同
じ

（
蛆
）
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
日
本
書
紀
必
携
』
（
学
燈
社
、
一
九
九
六

↑
一
九
八
九
・
一
九
九
三
）

（
ｕ
）
『
日
本
書
紀
」
上
岩
波
文
庫
、
（
八
二
頁
）

（
ｕ
）
斎
藤
英
喜
「
平
安
内
裏
の
ア
マ
テ
ラ
ス
」
（
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
深
み

へ
』
森
話
社
、
一
九
九
六
）
の
論
点
と
は
別
に
論
じ
る
。

（
田
）
藤
貞
幹
『
衝
口
発
」
、
本
居
宣
長
「
鉗
狂
人
』
と
も
に
鷲
尾
順
敬
編
『
日

本
思
想
闘
靜
史
第
四
巻
』
名
著
刊
行
会
、
一
九
七
○
）

（
Ｍ
）
原
田
信
之
「
伊
平
屋
列
島
に
お
け
る
降
臨
神
話
」
（
『
奄
美
沖
縄
民

間
文
芸
学
」
創
刊
号
、
二
○
○
二

（
巧
）
宮
良
當
壯
「
伊
平
屋
島
紀
行
」
（
一
九
二
八
）
、
伊
波
普
猷
「
あ

ま
み
や
考
」
（
一
九
三
六
～
八
年
頃
）
、
川
村
只
雄
『
南
方
文
化

の
探
求
』
「
続
南
方
文
化
の
探
求
」
（
一
九
三
六
・
三
七
年
調
査
↓

一
九
三
九
・
四
二
年
刊
行
）
な
ど
。
一
九
六
八
年
、
東
京
の
宗
教
団

体
「
神
代
神
楽
」
の
一
行
釦
名
が
来
島
、
「
宗
教
関
係
者
六
○
○
余

名
参
加
し
て
．
：
…
式
典
：
…
・
伊
平
屋
村
、
伊
是
名
村
、
宗
教
団
体
、

共
催
で
行
う
」
（
『
平
成
三
年
版
伊
平
屋
村
勢
要
覧
』
）
こ
れ
と
似

た
よ
う
な
例
は
、
今
日
で
も
シ
マ
の
祭
祀
に
「
参
入
」
す
る
外
部
（
主

に
本
土
や
外
国
の
宗
教
者
）
と
し
て
見
か
け
る
。
例
え
ば
稿
者
も
、

二
○
○
六
年
九
月
宮
古
伊
良
部
島
字
伊
良
部
の
ユ
ー
ク
イ
に
「
こ
こ

が
世
界
の
平
和
を
祈
る
中
心
だ
と
聞
い
て
参
加
し
た
い
と
思
い
や
っ

て
来
た
」
と
北
海
道
か
ら
の
宗
教
団
体
的
数
名
が
訪
れ
、
シ
マ
の
神

役
ツ
カ
サ
た
ち
と
「
共
に
」
祈
る
場
面
に
遭
遇
し
た
。
こ
の
時
期
、

伊
良
部
町
は
隣
接
す
る
下
地
島
の
下
地
空
港
の
「
米
軍
と
の
共
同
使

用
」
誘
致
案
が
問
題
化
し
、
誘
致
派
の
村
長
ら
を
住
民
投
票
・
選
挙
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（
肥
）
（
坊
）
に
同
じ
。
（
四
七
一
～
四
頁
）

（
四
）
冒
旬
尾
敏
雄
非
小
説
集
成
Ｉ
南
島
篇
１
』
（
冬
樹
社
、
一
九
七
三
）

に
収
め
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
群
に
も
頻
出
し
、
ま
た
、
島
尾
ミ
ホ
の
回

想
（
「
加
計
呂
麻
島
の
事
な
ど
」
、
『
新
潮
』
一
九
九
八
年
六
月
号
）
に

お
い
て
も
、
対
談
や
エ
ッ
セ
ー
に
お
い
て
こ
と
あ
る
ご
と
に
そ
の
こ

と
に
言
及
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
が
島

尾
の
「
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
論
」
の
出
発
点
を
な
す
認
識
で
あ
る
。

（
別
）
岡
部
隆
志
「
極
私
的
神
話
論
ｌ
笙
野
頼
子
「
金
比
羅
」
を
読
む
ｌ
」

（
古
代
文
学
会
二
○
○
八
年
度
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
四
月
）

（
皿
）
仲
田
清
英
「
伊
平
屋
列
島
文
化
史
」
（
私
家
版
、
一
九
七
四
）
（
一
四
○
四

頁
）
一
部
表
記
を
私
に
改
め
注
記
を
加
え
た
。

（
躯
）
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
記
述
。
「
奥
に
小
祠
（
ほ
こ
ら
）
が
あ
り
、

、

、

、

、

洞
穴
を
聖
域
と
す
る
民
間
信
仰
」
（
比
嘉
朝
進
『
沖
縄
拝
所
巡
り

３
０
０
』
那
覇
出
版
社
、
二
○
○
五
）
と
い
う
よ
う
に
「
正
式
な
拝
所
」

と
異
な
る
「
民
間
信
仰
」
で
あ
る
こ
と
が
注
記
さ
れ
る
。
傍
点
稿
者
。

（
閉
）
知
念
功
『
ひ
め
ゆ
り
の
怨
念
火
」
一
九
九
五
年
、
イ
ン
パ
ク
ト
出

版
会
発
行
、
イ
ザ
ラ
書
房
発
売

（
別
）
桐
山
襲
『
聖
な
る
夜
聖
な
る
穴
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
七
）

（
妬
）
仲
里
功
「
ブ
ル
ー
・
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
」
（
西
谷
修
・
仲
里
功
編
『
沖

縄
／
暴
力
論
』
未
来
社
、
二
○
○
八
）
に
よ
る
指
摘

へ へ へ へ

19181716
ー ー … ー

で
破
っ
た
直
後
で
あ
っ
た
。

川
村
只
雄
『
南
方
文
化
の
探
求
」
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九

（肥）
に
同
じ
。
序
文
。

に
同
じ
。
（
四
半
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