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文

芸

に

お

け

る

山

の
空

間

認

識

森

　
　

明

子

　

日
本

の
文
化
に
お

い
て
山
は
象
徴
的
な
意
味
を
も

っ
て

い
る
。
そ
れ
は
私
た

ち

の
生
活

の
中
で
、
ふ
だ
ん
は
意
識
さ
れ
な

い
こ
と
が
多

い
が
、
と
き

に
明
確

な
世
界
像
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ

の
よ
う
な
山
の
世
界
像
を
文
芸

の
文
脈
に
お

い
て
考
察
す
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ

ま
な
文
脈
に
お

い
て
山
が

含

ん
で
い
る
意
味
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
山

の
世
界
像
に
関
す
る
展
望

が

ひ
ら
け

て
く
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
扱
え
る
文
芸
作
品

の
数
は
ご
く
限
ら
れ
て

い
る
が
、

こ
れ
を
ひ
と

つ
の
基
礎
作
業
と
し
、
文
芸

の
ひ
と

つ
の
読
み
方
を
呈

示

し
た

い
と
思
う
。

二

　

「
山
」
は
、
柳
田
国
男

の
最
初

の
研
究

テ
ー

マ
だ

っ
た
。
柳
田

の
研
究

の
出

発
点

に

『後
狩
詞
記
』

(明
治
四
二
年
)
と

『遠

野
物

語
』

(明
治
四
三
年
)
が
あ

り
、

二

つ
の
書
物

の
問
題

関
心

は
と

も

に
山

人
/
山

民
に
向
け

ら
れ

て

い
る

[赤
坂
、

一
九
九

一
]
。
彼

は
山
人

/
山
民
を
先
住

民
と
し

て
想
定

し
、
こ

の

先
住
民

の
文
化

の
再
構
成
を
め
ざ
し

て
い
た
。
そ
れ
が
非
常
に
困
難
だ

っ
た
た

め
に
研
究

の
主
対
象
は
常
民

へ
移
り
、
そ
れ
が

日
本
民
俗
学

の
主
流
に
な

っ
た

が
、
山

に

つ
い
て
は

マ
タ
ギ

の
狩
猟
伝
承
、
修
験
道
を

め
ぐ

る
民
俗
な
ど
が

そ

の
後

も
研
究

さ
れ
た
。
坪
井
洋
文

の
畑
作
文
化

の
研
究

は
そ
の
延
長
線
上

に
位

置
づ

け
ら
れ
る
。
彼

は
畑
作

民
の
文
化

を
稲
作

民
の
文
化

と
対

比
し
、
稲
作

民

の
他

界
は
天
に
あ

る
が
、
畑
作

民
の
他

界
は
山

に
あ

る
と
推
定

し
た

[坪
井
、

一
九

八
九
]
。

　
日
本
民
俗
学

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
山
の
文
化

を
日
本
文
化

の
源

流

の
ひ
と

つ
と
考

え
、
稲
作
定

住

の
文
化

に
対
置
さ
せ
よ
う

と

い
う
共
通
の
問
題

関
心
に
方
向
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
起
源

を
遡

る
姿
勢

は
、
必
然

的

に
山

の
民
の
文
化

の
純
粋

形
を
求
め
る
。
そ
の
関
心
は
ま
た
周
辺
民
族
の
文
化

要
素
と

の
比
較
研
究

へ
と
発
展
す
る
可
能
性
も
内

包
し
て

い
る
。
し
か
し
そ
の

一
方

で
、
さ
ま
ざ

ま
な
文
化

要
素

が
混

じ
り
合

っ
た
結
果
と
し
て
そ
こ
に
あ

る

文
化
の
あ

り
よ
う
を

問
題
に
す
る
方
向

も
あ

る
だ

ろ
う

。

つ
ね
に
輸

入
文
化

の

波
を
か
ぶ
り
な
が
ら
、
な
お
文
芸
作
品
な
ど
に
山
の
世
界
像
が
投
影

さ
れ
て

い

る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
形
で
あ

ら
わ
れ
て

い
る
の
か
を
見
極

め
る
こ

と
に
も
意

味
が
あ
る
は
ず
だ

。
私
が
こ
こ
で
と
る
ア
プ

ロ
ー
チ
は
後
者

で
あ

る
。

　
丸
山
真
男
は
、
最
古

の
も

の
は
ど

の
分
野
で
も
検
出
不
能
で
あ
る
が
、
日
本

の
歴
史
叙
述
や
歴
史
的
出
来
事

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
仕
方

の
基
底
に
長
く
ひ
び

き

つ
づ
け
た

「
執
拗
な
持
続

低
音
」
と
も

い
え
る
発
想
様

式
が
あ
る
、
と

述
べ
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て
い
る
。
そ
れ
が

「
な
る
」
論

理
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
様
式

が
長
く
持

続
さ
れ
え
た
基
礎

に
は
、

遅
く
も
後
期
古
墳
時
代
か
ら
領
域

・
言
語

・
水
稲
生

産
様
式

お
よ
び
そ
れ
と
結

び

つ
い
た
聚
落
と
祭
儀

の
形
態
な
ど

の
点

で
高

い
等

質

性
を
保
持
し

て
き

た
歴
史
的
事
実

が
あ

る

[丸
山
、

一
九
七

二
]
。

丸
山

の

抽

出
し
た

の
は
歴
史
意
識
と
し

て
の
発
想
様
式

で
、
私
が

こ
こ
で
関
心
を
よ
せ

て

い
る
の
は
、

い
う
な
れ
ば
空
間

の
認
識

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
は

こ
の
ふ
た

つ
を
別
個

に
考
え

て
い
る
が
、
そ
れ

で
も

こ
こ
で
丸
山
を
引
用
し
た

の
は
、
長

く
日
本

の
文
化

の
基
底

に
あ

っ
て
、
と
き

に
潜
在
し
、
と
き

に
顕
在
す

る
発
想

様
式

に
注

目
す

る
、

そ
の
視
点

に
共
感
す

る
か
ら

で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず

口
承
文
芸

の
世
界
を
と
り
あ
げ
、
次
に
古
事
記

の
叙
述
を

検

討
す

る
。

最
後

に
具
体
的
な
民
俗
社
会

に
お
け

る
伝
承

の
例
を
見

て
い
く
。

こ
う
し
て
複
数

の
ジ

ャ
ン
ル
の
文
芸
を
視
野

に
お
さ
め
、
そ

こ
に
繰
り
返
し
あ

ら
わ
れ
る
山
の
世
界
像
を

た
ど

っ
て
い
き
た

い
。

三

　

口
承
文
芸
か
ら
見
て

い
こ
う

。
日
本

の
昔
話

に
は
し
ば
し
ば
山
が
登
場
す

る
。

た
と
え
ば

「
三
枚

の
お
札
」
で
は
、
山
に
行

っ
た

子
ど

も
が
山
姥

の
領
域

に
は

い
り

こ
ん

で
し
ま
う
。
子
ど
も
は
山
姥
に

つ
か
ま
る
が
、
何
と
か
逃

げ
だ

し
、

お
札

の
力
を
借
り
て
里
に
帰
り

つ
く
こ
と
が
で
き

る
。
説
話
研
究

の
分
野
で
呪

的
逃
走
と
呼
ば
れ
る
お
な
じ
み

の
モ
テ

ィ
ー

フ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は

日
本

の
文
芸
に
お
け
る

「
山
」

の
も

つ
意

味
で
あ

る
。

こ
の
昔
話

に
な

つ
か

し
さ
を
感
じ
る
人
は
多

い
が
、
そ
う

い
う
人
は
こ
の
物

語
の
舞
台
に
な

っ

て

い
る
山

の
風
景
と
そ

の
象
徴
的
な
意
味
を
自
明
の
こ
と
と

し
て
受

け
入
れ
て

い
る
。

　

「
三
枚

の
お
札
」

で
は
、
山
は
化
け
物

の
棲
む
世
界
で
あ

る
。
同
じ
よ
う
に

山
を
ひ
か
え
た
里
を
舞
台

と
す
る

「桃
太
郎
」

の
場
合

は
ど
う
だ

ろ
う
。
お
じ

い
さ
ん
は
山
に
芝

刈
り

に
、
お
ば
あ

さ
ん
は
川

に
洗
濯

に
行
く
。
川

に
流
れ

て

き
た
桃
か
ら
男
の
子
が
誕
生
し
、
こ
の
子
ど
も

が
や
が
て
鬼
を
退
治
す

る
。
鬼

を
退
治
す
る
能
力
は
人
間
を
超
え
る
も
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
桃
太
郎

は
異
人

で

あ
り
、
そ

の
生
ま
れ
は
川

の
上
流
、
す
な
わ
ち
山
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
山

は
人

間
に
プ

ラ
ス
の
価
値
を
も

つ
異
人

の
世
界
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。

　
日
本

の
昔
話

の
世
界
で
は
、
山
は
神
や
魑
魅

魍
魎
の
棲
む
異
界

で
あ

る
。
異

界
と
し
て

の
山
は
ひ
じ

ょ
う
に
深
く
、
ど
こ
ま
で
も

つ
づ
く
。
異
界
に
お
わ
り

が
あ
る
と

い
う
設
定
は
、
日
本

の
昔
話
に
は
ま
ず
見
ら
れ
な

い
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
昔
話

の
舞
台
と
な
る
風
景
を
、
私
た
ち
は
農
村
に
前
提
と
し
て
も

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。
民
俗
学
者

の
福
田
ア
ジ
オ
は
、
日
本
の
農
村

の
理
念

タ
イ
プ

と
し
て
、
集
落
11
定
住

地
と
し
て

の
ム
ラ
、
耕

地
11
生
産
地
と

し
て
の
ノ
ラ
、

林
野

11
採
取
地
と
し
て

の
ヤ

マ

(
バ
ラ
)

と

い
う
同
心
円
的
な
三

つ
の
領
域
区

分
が
可
能

で
あ

る
と
指
摘
し

て

い
る

[福

田
、

一
九

八
二
]
。
山
は
狩
猟

や
採

集
、
伐
採

や
炭
焼
き
な
ど

の
山
仕
事

を
す
る
舞
台
で
あ

っ
て
、
人
の
手

で
耕
す

領
域

で
は
な

い
。
山
村
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
山
地

の
聚
落
に
も
や
は
り
三

つ
の

領
域
区
分
は
見
ら
れ
る
。
そ

こ
で
は

ム
ラ
は
山
あ

い
に
位
置
し
、
そ

の
周
辺
に

ヤ

マ
と
呼
ば
れ
る
耕
さ
な

い
空
間
が
必
ず
あ
る
。
そ
し
て
ヤ

マ
の
入
り
口
に
は

し
ば
し
ば
祠
や
神
社
が
あ
り
、
人
間

の
領
域
と

の
境
界
を
示
し
て

い
る
。

　
外
国

に
い
く
と
、

こ
の
よ
う
な
風
景
が
決
し

て

一
般
的
な
も

の
で
な

い
こ
と

が
わ

か
る
。
た
と
え
ば
中
部

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
、
畑

や
草
地
が
森
林
と
交
互
に

あ

ら
わ
れ
、
そ
れ
が
山

の
稜
線
ま

で
い
た

っ
て
い
る
。
森
林

の
上
に
畑
や
草
地
、

家
屋

が
位
置
し
、
遠
く
か
ら

み
る
と
山

の
稜
線
に
家
屋
が
飛
び
出
し
て

い
る
こ

と
も
あ

る
。
土
地
が
起
伏
し

て
い
る
と

い
う
意
味
で

の
山
は
存
在
す
る
が
、
そ

の
山

は
日
本

の
よ
う

に

つ
ね

に
森
林

で
あ

る
わ
け

で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
開
拓

179



さ
れ
た
生
活
空
間

で
あ

る
。

日
本

の
山

の
神
を
研
究
し
た
ド
イ

ツ
人
研
究
者
ネ

リ
ー

・
ナ
ウ

マ
ン
は
、

日
本

の

「
山
」

概
念

を

把

握

す

る
上

で
、

日
本

の

「山
」

は
山

で
あ

る
と

同

時
に

森

林

で
あ

る

こ
と

に
注

意

を

喚

起

し

た

冒
窪
ヨ
き
p
　
お

①
。゚
]
。

そ
の
端

的
な
表

現
は

「
山
仕
事
」

「山
稼

ぎ
」

と

い

う

語
に
あ

ら
わ
れ
て

い
る
。

こ
れ
を

ド
イ

ツ
語

に
訳
す
と
す
れ
ば
、
森
林
労
働

≦
⇔
置
霞
げ
①
謬

で
あ

り
、

「
山

稼

ぎ

を

す

る

人
」

は

樵

閏
゜
巨

芭
興

、

筏

師

国
αゆ
興

、
炭

焼
き

囚
α
巨
興
、
狩
人

富
σq
Φ
「
な

ど
個
別

の
活
動
を

示
す
語
が
あ

て
ら
れ
る
。

　

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
は
、

人
間
が
耕

さ
な

い
領
域
を
包
括
的

に
含
む
山
と

い
う
語

は
存
在

し
な

い
の
で
あ

る
。

そ
の
か
わ
り

に
山
と

は
別

の
空

間
と
し

て
森
林

が

存
在

す
る
。
し
た
が

っ
て
昔
話

で
も
日
本

の
よ
う

に
山
が
異
界
と

し
て
語

ら
れ

る
こ
と
は
な

い
。
山
の
か
わ
り
に
し
ば
し
ば
魔
法

の
空
間
と

な
る
の
が
森

で
あ

る
。
た
と
え

ば

「
眠
れ
る
森

の
美
女
」

や

「白

雪
姫
」

で
は
、
隣

国
の
王
子
が

旅
の
途
中
で
森
を

通
り

か
か
り
、

そ
れ
が
魔
法

の
と
け

る
き

っ
か
け

に
な

る
。

森

と
山
の
違

い
で
重

要
な
の
は
、
森

は
、

国
と

国
、
村
と
村
、
家
と
家

の
間

に

位
置
す
る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
す

な
わ
ち
森

の
む

こ
う

に
は
隣

の
人
間
が
住

ん
で

い
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ

る
。
そ
こ
で
は
魔
法

の
空

間
は
、
閉

じ
ら

れ

た
領
域

と
し

て
存

在
し
、

そ

の
境
界

は
明
確

で
あ

る
。
た

と
え
ば

「赤

ず
き

ん
」

で
は
、
お
ば
あ
さ
ん
の
家

は
森

の
む
こ
う

に
あ
り
、
狼
と

の
遭
遇

は
問
に

あ
る
森
で
起

こ
る
。

　

日
本
の
昔

話
で
は
し
ば

し
ば
山

が
異
界

に
な
り
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
は
森
が
異

界
に
な
る
。
森
を

異
界
と
す

る

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
異
界

の
方
が
山
を
異
界
と
す

る

日
本
よ
り
境
界
が
明
確

で
あ

る
と

い
う
発
見

は
、
昔
話

の

一
般
的
な
特
徴

に
連

続
し
て

い
る
よ
う

だ
。
小
澤
俊
夫

は
日
本

の
昔
話

の
特
徴
と

し
て
、
時

間
と
輪

郭

の
あ

い
ま

い
さ
を
指
摘
し
た

[小
澤

、

一
九
八

三
]
。

た
と
え
ば

日
本

の
昔

話

は

「
夜
は
だ

ん
だ
ん

更
け

る
」
と

い
う

よ
う

に
時

間

の
経

過
を
語

る
が
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ

の
ば
あ

い
時
間
は
点
と
し

て
示
さ
れ
る
。
ま
た

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
、

主
人
公

の
パ

ー
ト
ナ

ー
あ

る
い
は
敵
対
者
は
、
そ
れ
が
何
者
で
ど
こ
に

い
る
か

が
明
ら
か

で
あ
り
、
多
く

の
場
合
、
そ
れ
は
魔
法

の
概
念
に
よ

っ
て
統
制
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
日
本

の
昔
話

で
は

「
無
限
に
広

い
自
然

の
な
か
に
人

間

の
空
間
が
あ

っ
て
、
そ

の
な
か

へ
、
無
限

の
自
然

の
ど

こ
か
ら
か
、
脅
威
と

な

る
力

や
、
救

い
と
な
る
力
が

は
た
ら
き
か
け

て
く
る
」
と

い
う
。

　

し
か
し

「
無
限

に
広

い
自
然

の
な
か

に
人
間

の
空
間
が
あ
る
」
と

い
う
世
界

観

は
、
ど

こ
か
ら
き
た

の
だ

ろ
う
か
。
あ

る
い
は

こ
の
よ
う
な
世
界
像
は
具
体

的

に
ど

こ
に
表
現

さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

四

　
次

に
、

『古

事
記
』

の
叙

述
に
お
け

る
山

に

つ
い
て
考
え

て

い
く

こ
と
に
し

よ
・つ
。

　

『古
事
記
』

の
叙
述

に

つ
い
て
本
稿

で
問
題

に
な

る
の
は
、
地
上
に
お
け
る

神

と
の
交
渉
で
あ

る
。

『古

事
記
』

の
上
巻

は
神

代

の
物
語

で
、
登
場

人
物
で

あ

る
神

々
は
異
界
を
自
由

に
交
通
す

る
。

こ
れ

に
対
し

て
、
中
巻

の
神
武
天
皇

以

下
に
な

る
と
地
上
と
異
界
と

の
交
通
は
絶
え

て
な
く
な
る
。
神
武
天
皇
と
神

功
皇
后

の
段

に
お

い
て
は
天
界

の
神
が
天

に
い
な
が
ら

に
し

て
助
成
者
と
し

て

物
語

に
登
場
す

る
が
、
そ

れ
以
後

は
地
上
と
神
と

の
交
渉
は
ま

っ
た
く
語
ら
れ

な
く
な

る
。

こ
の
よ
う
な
異
界
と

の
交
通

の
断
絶
が
神
代

の
終
わ
り
と
同
時
に

起

こ
る
こ
と
は
、
大
林

が
指
摘
し

て

い
る

[大
林
、

一
九
七

五
]
。

人
代
に
な

る
と
異
界
と

の
交
渉

は
絶
え
、

こ
ん
ど
は
地
上

で
の
物
語
が
語
ら
れ

る
こ
と
に

な

る
。

一
代

の
天
皇
を
区
切
り
と
し

て
次

々
に
語
ら
れ

て
い
く
物
語

に
、
地
上

の
神
と

の
交
渉
が
織
り
込
ま

れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
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神
代
の
物

語
は
し
ば
し
ば
神
話
と
呼
ば

れ
、
神
話
分
析

の
視
点
か

ら
読
ま
れ

る
。
ま

た
中
巻

の
神
武
、
神
功
皇
后

の
両
伝
説
も
、
と
き
に
神
話
に
準
じ

る
物

語
と

し
て
併

せ
て
読
ま
れ

る
。
私
も
そ

の
よ
う
な
視
点
か
ら

『古
事
記
』
を
読

ん
で
き
た

ひ
と
り

で
あ

る
。
神
代

の
物
語

に
は
、
人
代

の
物
語
と
は
違
う
神
話

、
の
ル
ー
ル
が
あ
り
、
人
代

の
物
語
を
そ

の
ル
ー
ル
に
の

っ
と

っ
て
読
む

こ
と
は

で
き
な

い
、
と
考
え

ら
れ

る
か
ら

で
あ

る
。

し
か
し
、
神
代

の
物
語
だ
け
を
読

む

の
で
は
、

『古
事
記
』

に
語

ら
れ

て
い
る
山

の
世
界
観
を
と
ら
え

る

こ
と
は

で
き
な

い
。

　

神
代

の
物
語

に
お
い
て
、
山

は
天

や
海
原
が
語
ら
れ

て
い
る
の
と
同
じ

よ
う

に
異
界
と

し
て
語
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
須
佐
之
男
、
大
穴
牟
邊
、
山
幸
彦
、
遡

遍
藝
な
ど

の
異
界
訪

問

(な

い
し
天
降
り
)
神
話

に
お

い
て
、
天
、
海
、
山
と

い
う
異
界
は
、
地
上

に
秩
序
を
与
え

る
原
理
と
し

て
配

さ
れ
て

い
る
。

『記
』

　
『紀
』

の
王
権
神
話

に

一
貫
す

る
構
造
と

し
て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
異
界

は
二
項
対

立
的
に
地
上

に
対

置
さ
れ

て

い
る
の
で
あ
る
。
が
、

同
時

に

『記
』

『紀
』

の

全

体
的
な
構
成

の
中
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
界

の
原
理

が
相

互
に
関
係
づ

け
ら

れ
る
。
天
と

海
の
原
理
が
王
権
樹
立
者
間

の
系
譜

関
係

に
よ

っ
て
結
ば

れ
、
山

は
天
に
対
立

す
る
原
理
と

し
て
こ
れ
に
支

配
さ
れ
る
。

こ
の
支
配
-

服
従

関
係

が
、
後

の
人
代

の
物

語

に
受
け

継
が
れ

て
い
く

[森

　

一
九
八
五
]
。
人
代

の

物
語
に
お

い
て
は
天
や
海

原
と

い
う

異
界

は
ず

っ
と
後
退
す

る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
山
は
な
お
し
ば
し
ば

語
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

丸
山
が
注
意

し
て

い
る

[丸

山
、

一
九

七
二
]

よ
う

に
、
宇
宙

発
生
神

話
を

含
む
民
族
神

話
が
人
代
史

に
流
れ
込
む
よ
う

に
叙

述
さ
れ
る
形

で
、

↓
貫
し
た

歴
史
的
構
成

の
中
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
記
紀
神
話

は
た
し
か
に
特
異
で
あ
る
。

こ

の
歴
史
的
構
成

の
中
で
山
が
繰
り

返
し
あ

ら
わ
れ
て

い
る
こ
と

に
注
目
し
た

い
。
物
語

の
な
か
で
山

の
内
包

す
る
意
味

が
、
日
本

の
民
俗
世
界

に
お
け
る
空

間
認
識

や
口
承
文
芸
に
投
影
さ
れ

て
い
る
世
界
観
と
深
く
結
び

つ
い
て

い
る
の

で
あ

る
。

五

　

『古
事
記
』
下
巻
に
は
、
雄
略
天
皇
が
葛
城
山
で
神
と
交
渉
を
も

っ
た
こ
と

が
語
ら
れ

て
い
る
。
天
皇
は
葛
城
山
に
大
き
な
猪
が

い
る
と

い
う

の
で
狩
に
出

か
け

る
。
猪
が
現
れ
た

の
で
鳴
り
鏑
を
射
る
が
、
逆
に
猪
が
怒
り
、
天
皇
は
木

に
登

っ
て
こ
れ
を
避
け
る
。
別

の
と
き
、
天
皇
は
自
分

の
行
列
と
そ

っ
く
り

の

り

っ
ぱ
な
行
列
を
向
か

い
の
山

に
見

て
怒
り
、
矢
を

つ
が
え
て
名
を
問
う
。
と

こ
ろ
が
相
手
は

一
言
主

の
神
だ

っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
通
常
は
行
わ

れ
な

い
神
と

の
交
渉
が
山
で
実
現
し
た
こ
と
に
注

目
し
た

い
。

こ
の
物
語

の
文
脈

に
お
い
て
、
神

の
顕
現
に
先
だ

っ
た
葛
城
山
に

現
れ
た
大
き
な
猪
は
神

で
あ

っ
た
と
読

み
取

る
べ
き
だ

ろ
う
。
神
と
遭
遇
す
る

葛
城
山
が
特
定

の
空
間
と

し
て
意
味
を
も

っ
て
く

る
。

こ
こ
で
顕
現
し
た
神
は
、

人

の
姿
を

し
た
神

の
出
現
と

し
て
人
代

で
は
唯

一
例

で
あ

る
。
そ
れ
以
外
で
は
、

人

の
姿
を

し
た
異
界

の
神

は
愚
依
も

し
く

は
夢

に
し
か
あ
ら
わ
れ
な

い
。
そ
し

て
そ
れ
と

は
ま

っ
た
く
別

に
、
山

や
野

に
現

れ
る
獣
が
神
と
呼
ば
れ

る
。
後
者

の
神

に
は
明
確
な
神
格

は
与
え

ら
れ
て

い
な

い
。

　
倭
建
命

の
東
征

に
は
そ
の
よ
う

な
神

々
が
多
く
登
場
す

る
。
た
と
え
ば
足
柄

で
は
坂
の
神

が
白

い
鹿
と

し
て
坂

下
に
現
れ
、
伊
服
岐

で
は
山

の
神
が
白
猪
と

し
て
現
れ
る
。

ま
た
野
の
沼
に
住

む
神
を
見

よ
う
と

野
に
入
り
、
科
野

の
坂

の

神

も
平
ら
げ
た
と

さ
れ
て

い
る
。
渡
り

の
神

が
荒

れ
た
と
き
は
妻
が
入
水
し

て

い
る
。
倭
建
命

の
物
語

で
は
山
や
野
、
坂
、
渡
り

の
神
が
、
人

の
行
く
手
を
阻

む
存
在
と

し
て
登
場
す

る
。

と
く

に
獣

の
姿

で
現

れ
る
神

に
対

し
て
は
、

こ
れ

を
討
ち
取

る
こ
と

が
前
進
を
意
味

し
、

そ
う

で
な
け

れ
ば
死
を
意
味
す

る
。

こ
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れ
は
す
な
わ
ち
狩

の
ル
ー
ル
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

　
主
人
公

で
あ

る
倭
建
命
は
、

こ
の
よ
う
な
神

々
と

の
戦

い
に
力

つ
き
て
命
を

落
と
す

の
だ

が
、

そ
の
と
き
故
郷

の
倭

の
青

い
山
を
た
た
え
る
歌
が
よ
ま
れ
る
。

こ
こ
で
た
た
え

ら
れ
た
山

は
、
人
を
阻
む
山
と
は
対
照
的
で
、
豊
か
さ
を
た
た

え

て
お
り
、
歌
謡

の
山

は

『古
事
記
』

の
物
語

の
文
脈

に
お
け

る
山
と
は
別
に

考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
だ

ろ
う
。

　

獣
の
姿

の
神

は
神
武
東
征

の
物
語

に
も
現

れ
る
。
熊
野

の
神
が
大
き
な
熊
と

な

っ
て
現
れ
、
全

軍
は
気
を
失

っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
は
天
か
ら
下

さ
れ
た
刀

の
力
に
よ

っ
て
山

の
荒

ぶ
る
神

は
倒

さ
れ
、
山

の
奥

に
入
る
と
荒
ぶ

る
神
が
た

く
さ
ん

い
る
こ
と
が
、
天
神

の
助
言

に
よ

っ
て
示

さ
れ

る
。

　

神
武
東
征
と
倭
建
命

の
物
語

か
ら
、
山
を
す

み
か
と
す

る
神
が
あ
り
、

そ
の

神
は
鹿

、
猪

、
熊
な
ど
の
獣
の
姿
を

し
て

い
て
、

天
神

の
側
か

ら
荒

ぶ
る
神
と

呼
ば
れ
て

い
る
こ
と

が
明

ら
か

に
な

る
。
こ
の
獣

の
姿
を
し
た
神
と

は
戦
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
戦

い
は
物
語

で
は
狩
と

し
て
表
わ

さ
れ
る
。
狩

の
対

象
が
神
で
あ

る
な
ら
ば
、
狩
と

い
う
行
為

そ
の
も

の
も
神
聖
な
行
為
と

い
う

こ

と

に
な

る
。

「う

け
ひ
狩
」
と

い
う

モ
テ
ィ
ー

フ
は
、

こ
の
よ
う

な
神
聖
な
狩

と

い
う
考
え
方
か
ら
説
明
で
き

る
だ

ろ
う
。
す
な

わ
ち
狩
猟

の
獲
物
を
山

の
神

(な

い
し
そ
の
分
身
)

と
見
る
も
の
で
、
狩

の
成
果

に
よ

っ
て
神

の
意
思
が
友

好
的
か
敵
対
的
か
判
断
す
る
。

　

う
け
ひ
狩
が
物
語
に
あ

ら
わ
れ
る
の
は
神

功
皇
后

の
物
語

で
、
香
坂
王
と
忍

熊
王
と
が
う
け
ひ
狩
を
行
う
。
そ
こ
で
は
野
に
怒

り
猪

が
現

れ
て
香
坂

の
王
を

殺
し
、
神

の
否
定
的
な
意
志
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
実
際
、

戦

い
の
結

果
も
そ

の
と
お
り
に
な
る
。

　

応
神
天
皇

の
段

の
大
山
守
命

と
宇

治
和
紀
郎
子
の
物

語
も
う

け
ひ
狩
の
バ
リ

エ
ー
シ

ョ
ン
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
で
は
、
賎
人

に
変
装

し
た
宇
治

和
紀
郎
子
に
大
山
守
命

が
問

い
か
け
る
と

い
う

形
で
、
実
際

の
狩

は
行
わ

れ
な

い
。
お
前
は
自
分

が
山
の
大
猪

を
取

れ
る
と

思
う

か
、

思
わ
な

い
、
と

い
う
会

話
は
船
の
上
で
行

わ
れ
、
大
猪
の
話
題
は
唐

突
で
さ
え
あ

る
。

　
猪
を
と
れ
る
か
、
と

い
う
問

い
か
け
が
、
物
語

の
前
後

の
脈
絡
と

関
係
な

し

に
挿
入
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら

い
い
だ

ろ
う

。
山
の
獣
を

し
と
め
る
と

い
う

モ
テ

ィ
ー

フ
を
挿
入
す
る
こ
と
が
物

語
叙

述
の
ル
ー
ル
な
の

だ
と
考
え
る

べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
現
在

の
読
者
で
あ
る
私
た
ち
に
は
唐

突
に
見
え

て
も
、
こ

の
モ
テ
ィ
ー

フ
の
挿
入
が

『古
事
記
』

の
叙
述
と
し
て
許

さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

　

い
ま
ま

で
に
見

て
き
た

『古
事
記
』

の
叙
述

で
、
山

の
領
域
は
神
と

の
戦

い

と

い
う
側
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
山
、
狩
、
戦
闘
、
死
と

い
う
複
数

の
要
素
が
結
び

つ
い
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
複
数

の
要
素
が
、
物
語

の
別

の
文
脈

で
も
繰
り
返
し
現
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た

い
。
死
を
と
も
な
う
よ

う
な
戦

い
の
場
面

の
物
語
は
し
ば
し
ば
山

で
狩

に
仮
託
し

て
起

こ
る

の
で
あ
る
。

『古
事
記
』
下
巻

の
安
康
天
皇

の
段
、
市
邊
押
歯
王

の
物
語
を

こ
の
例
と
し
て

と

ら
え

る
こ
と
が

で
き

る
だ

ろ
う
。

　
雄
略
天
皇
は
、
猪
鹿
が
多
く

い
る
と

い
う
野

に
市
邊
押
歯
王
と
と
も
に
出
か

け
、
狩
庭

で
王
を
殺
害
す
る
。
雄
略
天
皇
が

ラ
イ

バ
ル
を
殺
害
す
る
た
め
に
狩

そ
の
も

の
は
必
須

の
要
素

で
は
な

い
。
狩
を

し

よ
う

と
も

し
な

い
で
、

王
は

早

々
に
殺
さ
れ

て
し
ま
う
。
殺
害

の
場
と
し

て
狩

の
機
会
が
仮
託
さ
れ

て
い
る

わ
け

で
、

こ
こ
に
山

に
お
け

る
狩
と

い
う

モ
テ
ィ
ー
フ
の
物
語
に
占
め
る
意
味

を
読

み
取
れ
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
山
、
狩
、
戦
闘
、
死

の
結
び

つ
き
は
、

神
代

の
物
語

に
も
見
ら
れ

る
。
大
穴
牟
遅
は

八
十
神

に
山

の
赤
猪
を
追

い
下
す

か
ら
そ
れ
を
取

る
よ
う

に
と
欺
か
れ
、

一
度
殺
さ
れ
た
。

　
さ

て
、
次

に
対
を
な
す
表
現

の
中

で
言
及
さ
れ
る
山

に
つ
い
て
と
り
あ
げ
よ
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う
。

『古
事

記
』

に

は

「
山

の
神

、
河

の
神
」
と

い
う

よ
う
な
対

に
な

っ
た
表

現
が

し
ば

し
ば
あ

る
。
倭
建
命
は

「
山

の
神
、
河
の
神
、
穴
戸
の
神

を
み
な
言

向

け
和

し
」

「
山
河

の
荒

ぶ
る
神

ど
も
を
平
け
和
」

す
。
神
功
皇
后

は

「
山

の

神
海
河

の
神
た
ち
ま

で
に
」
幣
畠
を
奉
る
。
崇
神
天
皇
は

「
坂

の
御
尾

の
神
、

河

の
瀬

の
神

ま
で

に
」
幣
吊

を

ま

つ
る
。
上
巻

に
は
大

穴
牟
逞

が
八
十
神

を

「
坂

の
御
尾
ご
と

に
追

い
伏
せ
、
河

の
瀬
ご
と
に
追

い
棲
ひ
」
と

い
う
表
現
も

あ

る
。
山
、
河
、
海
、
穴
、
坂
な
ど

の
神

に
対
と
し

て
言
及
す
る
こ
れ
ら

の
表

現
は
、
限
定

さ
れ
た
領
域
内

の
平
和
、
秩
序
を
確
保
す
る
と

い
う
文
脈
に
お

い

て
あ

ら
わ
れ

る
こ
と

に
注
意
し
た

い
。

　

「坂
」
と

い
う
語
そ

の
も

の
が
境
界
を
示
し

て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

黄
泉

国
、
根

国
と

の
境
界

は

「黄
泉
比
良
坂
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
ま
た
豊
玉

毘
責

は
海
道

を
通
お
う
と
思

っ
て
い
た

が
思

い
と
ど
ま
り

「
海
坂
」
を

ふ
さ

い

で
去
る
。
坂

は
し
ば

し
ば

国
境

の
地
名
と

し
て
も
あ
ら
わ
れ

る
。
逢
坂

(神
功

皇
后
の
物

語
)

や
大
坂

(応
神

天
皇

の
段
)

の
例
が
あ

る
。
倭
建
命

の
物
語

に

は

「
坂

の
神

」
が
白

い
鹿
と

な

っ
て
登
場
す

る
が
、

そ
の
場
所

は
足
柄

の
坂

下

で
、
こ

の
神
は
境

界
を
守

る
神

で
あ

る
。

　

対
を
な
す
表
現
は
、
神
を
慰
撫

し
ま

つ
る
行
為

に
と
も
な
う
。

そ
し
て
そ
の

行
為
は
、
平
和
な
統
治
領
域
を
山
、
河
、
海
、
穴
と

の
境
界
を
画
定
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
確
保
す
る
も

の
で
あ
る
。
外
側

の
世
界
と
し
て
の
山
と

い
う
側
面
が
、

こ
れ
ら

の
表
現
に
込
め
ら
れ
て

い
る
と

い
っ
て
よ

い
。
こ
の
よ
う

な
境
界
は
、

神

々
が
自
由
に
異
界
と

の
間
を
ゆ
き
き
す
る
神
代
に
は
な
か

っ
た
。

一
方
、
倭

建
命
が
坂

の
神
を
艶
し
た

の
は
境
界

の
突
破
を
意
味
す
る
。
倭
建
命

の
東
征
は
、

こ
の
よ
う
な
境
界
突
破
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ

っ
て
領
域

を
拡
大
す
る
行
為

で

あ

る
。
拡
大
さ
れ
た
領
域
は
天
皇
家

の
新
し

い
秩
序
に
よ

っ
て
塗

り
か
え
ら
れ

る
わ
け

で
、
天
皇
家

の
勢
力
圏
拡
大

の
物
語
と

い
う
読
み
方
が
こ
こ
か
ら
発
生

す
る
。

　
境

界
と

い
う
空

間
の
認

識
に
関
連

し
て
、
も
う
少

し
考
え
た

い
。
境
界

の
む

こ
う

側
の
世
界

は
、
ど

の
よ
う

に
認
識

さ
れ
て

い
る
の
だ

ろ
う

か
。
丸
山
真
男

は
前
掲
論

文

[丸

山
、

一
九

七
二
]

で
、
宇
宙
創
生

の
論

理
と

し
て
、

キ
リ
ス

ト
教
世
界
の

「
つ
く
る
」
論

理
に
日
本

の

「
な
る
」
論

理
が
対
置

さ
れ
る
と
説

い
た
。
日
本
人
に
と

っ
て
こ
の
世

界
は
、
創
造
神

に
よ

っ
て

つ
く

ら
れ
た
世
界

で
は
な
く
、
内

在
す
る
ム

ス
ビ
の
霊
力

に
よ

っ
て
不
断
に
成
り

ゅ
く
世
界

で
あ

り
、
日
本
人
は
歴
史
を

「
つ
ぎ

つ
ぎ

に
な
り
ゆ
く

い
き

お

い
」
と
う

け
と

る
、

と

い
う

の
で
あ
る
。
ま
た
日
本
神

話
で
は

「う

む
」

を

「
な
り

ゆ
く
」

過
程

に

ひ
き
こ
む
傾
向

が
あ
る
と
し
て

い
る
。
丸
山
の
議
論
を
ふ
ま
え

て

『記
』

『紀
』

に
お
け
る
海

の
神
や
水
戸

の
神
、
風

の
神
、
木

の
神

、
山
の
神

、
野

の
神

な
ど

の
神
生

み
を
読
む
な
ら
ば
、
自
然

の
景
物
が
お

の
ず
か
ら
な

っ
た
と

い
う
認
識

を
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ

の
自
然

の
景
物
と

い
う
用
語
も

現
代

の
私
た
ち

の
も

の
で
あ

っ
て
、

『古
事
記
』

の
文
脈

に
は
適
合

し
な

い
。

自
然
を
対
象
と
し

て
捉
え
る
思
考
は
日
本
に
は
な

い
の
で
あ

っ
て
、
自
然
は
日

本
語
と
し

て
は

「
お

の
ず
か
ら
」
と
訓
ぜ
ら
れ

て
き
た
。
そ
し
て

「
お

の
ず
か

ら
」
は
ど

こ
ま

で
も
自
然
的
生
成

の
観
念
を
中
核
と
す
る

こ
と
に
、
丸
山
は
注

意

し
て

い
る
。

さ
ら
に
柳

父
章
も
西

洋
の

ロ
暮
ξ
Φ
は

い

つ
も
あ

る
実

体

・
実

質

的
な
も

の
を
指
し

て

い
る

の
に
対

し
、

「
自
然
」
は
状
態

で
あ

り
、
主
客
未

分
の
状
態
、
境
地
を
語

る
、
と
指
摘

し
て
い
る

[柳
父
、

一
九
七
七
]
。

　

「自
然
」
を

め
ぐ

る
考
察

は
柳
父
も
丸
山
も
お
も

に
近
世

の
日
本
思
想

に
依

拠

し

て

い
る
が
、
お

の
ず

か
ら

な
る
自
然

的
生
成
と

い
う

日
本
人

の
思
想
が

「
な
る
」
論
理
と

ひ
き
あ

っ
て
い
て
、
そ
れ

は

『古
事
記
』

の
記
述

に
遡

っ
て

該
当
す

る
と

い
う
丸
山

の
見
解
を
私

は
基
本
的

に
支
持
す

る
。
そ

し
て

『古
事

記
』

の
と
く

に
人
代

の
物
語

に
登
場
す

る
山

に
、

こ
の
よ
う
な
宇
宙
観
が
投
影
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し

て
い
る
と
私
は
考
え
る

の
で
あ
る
。

　

『記
』

『紀
』
は
天
皇
家

に
よ

る
ク

ニ
の
支
配
を
語

る
が
、
そ

の
記
述

に
お

い
て
天
皇
家

の
支
配
は
は
じ
め
か
ら
絶
対
的
な
秩
序
と
し
て
ゆ
き
わ
た

っ
て
い

る
わ
け
で
は
な

い
。
天
地
初
発

の
と
き
に
島
々
、
海
、
山
、
野
、
河
は
す
で
に

成

っ
て
い
る
が
、
天
皇
家

の
秩
序
が
そ
こ
に
色
を
塗

っ
て

い
く
よ
う

に
徐

々
に

広
ま

っ
て
い
く
,
新
し

い
秩
序
で
塗
ら
れ
た
領
域
は
限
ら
れ

て
い
て
、
ま
だ
塗

ら
れ

て
い
な

い
空
間
は
無
限
定
で
あ
る
。
物
語
に
登
場
す
る
山
は
、
そ
う

い
う

ま
だ
秩
序

で
塗
ら
れ

て
い
な

い
、
お

の
ず
か
ら
成

っ
た
ま
ま

の
状
態
と
し

て
の

空
間

で
あ

る
。
そ
れ
が
ど

の
く
ら

い
の
大
き
さ
か
、
と

い
う
発
想
は
な

い
。
無

限

で
あ
る
。
小
澤
が

「
無
限

の
広

い
自
然

の
な
か
に
人
間

の
空
間
が
あ

っ
て
」

と
表

現
し
た
、

日
本

の
昔

話
に

お
け
る
空
間

の
認

識
は
、

こ
の
お

の
ず

か
ら

な

っ
た
山
と

い
う

『古
事
記
』

の
世
界
像

に
連
続
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

六

　
と

こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う

な
空

間

の
認
識

は
、

『古
事

記
』

や
昔
話

ば
か
り

で

な
く
、
現
代

の
民
俗
社
会

の
空
間
認
識

に
も
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

こ

こ
で
は
、
私
が

一
九

八
六
年
以
来
数
回

に
わ
た

っ
て
調
査
し

て
き
た
伊
豆
諸
島

新
島

の
例
を
あ
げ
よ
う

[森
、

一
九
九
〇
]
。

　
新
島

に
は
本
村
と
若
郷
と

い
う

二

つ
の
聚
落
が
あ

る
。
若
郷
は

一
八
世
紀

に

本
村

か
ら

の
移
住

に
よ

っ
て
成
立
し
た
。
本
村
か
ら
若
郷

へ
は
峠
を
越
え

て
交

通
す

る
。
本
稿

の
問
題
関
心
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
聚
落

の
山

の
把
え
方
が
注

目
さ
れ
る
。

　
聚
落

の
問

に
位
置
す

る
峠

や
聚
落
を
と
り
ま
く
山

に
は
そ
れ
ぞ
れ
名
前
が
あ

り
、
あ

る
山
が
ど
ち
ら

の
聚
落
に
帰
属
す

る
か
が
明
確
に
意
識
さ
れ

て
い
る
。

「
こ
れ
は
本
村

の
山
、
あ
れ
は
若
郷

の
山
」
と
特
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
聚
落

の
山
に
は
関
心
が
あ
る
が
、
他
方

の
山

に

つ
い
て
は
無

関
心
で
あ

る
。
本
村

の
入
は
、
本
村
の
山
に
山
の
人
が
住

ん
で

い
て
、
山

に
は

い
る
と
き
は
正
し
く
お
供
え
を
し
な
け
れ
ば
恐
ろ
し

い
こ
と
が
起

こ
る
と
信

じ

て

い
る
。
そ
れ
を
怠

っ
た
人

の
身
に
起
こ

っ
た
怪
異
な
経
験
や
山
と

の
境
界
を

定
め
た
石
の
来
歴
を
伝
承
し
て

い
る
。
し
か
し
こ

の
人
々
は
若

郷
の
山
に
関
し

て
は
ま

っ
た
く
無
頓
着
で
、
山

の
名
前
も
知
ら
な

い
℃

一
方
、
若
郷

の
人
は
本

村

の
人
が
畏
れ
て

い
る
本
村

の
山
は

い
っ
こ
う
に
怖
ろ
し
く
な

い
が
、
若
郷
の

山
に
棲
む
山

の
神
様
を
畏
敬
し
、
山

の
神
様

の
木
を
伐
ろ
う
と
し
た
た
め
に
、

子
供

や
孫

の
命
を
神
様

に
と
ら
れ
た
人

の
話
を
ひ

っ
そ
り
と
伝
承
し
て

い
る
。

　
新
島

で
は
、
民
俗
的
な
空
間
認
識
と
結
び

つ
い
た
伝
承
が
現
在
も
生
き
て

い

る

の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ

る
の
は
、
山

の
神

(異
人
)
が
棲
む
世
界
に
、
地
理

的
な
遠
近

の
尺
度
が
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
し

て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
二

つ
の

聚
落

の
人

々
は
、
互

い
に
他
方

の
山
に

つ
い
て
は
無
関
心

で
あ
る
。
経
済
生
活

に
お

い
て
は
本
村
と
若
郷
は
密
接
な
関
係
を
も

っ
て
い
る
が
、
民
俗
的
な
空
間

と
し

て
は

一
方
に
と

っ
て
他
方

の
世
界
は
存
在
し
な

い
と
同
じ
な

の
で
あ
る
。

自
分

の
聚
落

の
山

の
神

(異
人
)

の
世
界
が
、
境
界

の
む

こ
う
側
に
無
限
定
に

広
が

っ
て
い
る
。
本
村

の

「
山

の
人
」
と
若
郷

の

「
山

の
神
」
が
遭
遇
す
る
と

い
う
よ
う
な
座
標
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
峠

の
む

こ
う
に
隣
聚

落
が
あ

る
と
か
崖
が
海
に
落
ち
込

ん
で
い
る
と
か

の
地
理
的
な
知
識
は
あ
る
。

し
か
し
そ

の
よ
う
な
知
識

に
の

っ
と

っ
て
神

(異
入
)

の
領
域
を
限
定
す
る
こ

と
は
な

い
。
む

こ
う
側

の
世
界
は
あ

い
ま

い
で
地
理
上

の
知
識
は
意
味
を
な
さ

な

い
。
重
要
な

の
は
、
人

の
領
域
と

の
境
界
だ
け

で
あ

る
。
新
島

で
は
、
ゴ

ウ

(郷
)
、

ノ
バ
ラ

(野
原
)
、

ヤ

マ

(山
)
と
呼
び
分
け
ら
れ

る
三

つ
の
領
域
が

あ
り
、

ノ
バ
ラ
か
ら
ヤ

マ
に
い
た

る
途
中

に
山

の
神
様

の
祠
が
あ
る
。
ヤ

マ
は

か

つ
て
椿

や
薪
を
採
集
し
た
領
域

で
、
人
が
耕

や
し
た
り
生
活
を
営
む
空
間
と
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は
区
別
さ
れ

て
い
る
。

七

　

さ
て
、
山

に
関
す

る
い
ま
ま

で
の
記
述
を
要
約
し
、
若
干

の
展
望
を
述

べ
て

ま
と
め

に
か
え
た

い
。
第

一
に
、
山
は
異
界
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。

こ
の

こ
と

は
口
承
文
芸
、

『古
事
記
』
、
民
俗
社
会

の
い
ず
れ
に
も
共
通
し

て
い
る
。

　
第

二
に
、
山
が
狩

・
戦
闘

・
死
と

い
う
要
素
と
結
び

つ
く
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。

こ
れ
は

『古
事
記
』

の
物
語
叙
述
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ

て
お
り
、

こ
れ
ら

の
要
素

の
結
び

つ
き
が
物
語
叙
述

の
ル
ー
ル
に
ま
で
昇
華
し
て

い
る

の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
た
。
本
稿

で
は
扱
え
な
か

っ
た
が
、

こ
れ
ら

の
要
素

の
結
び

つ
き

に

つ
い
て
、
平
安
期
か
ら
中
世
、
近
世

に
い
た

る
い
く

つ
か

の
文
芸
作
品

に

つ
い
て
具
体
的

に
検
討
し

て
み
る
必
要
が
あ

る
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
後
世

に

明
確

に
あ
ら
わ
れ

る
死
者

の
世
界
と
し

て
の
山
と

い
う
側
面
に

つ
い
て
も
、
狩
、

戦

闘
の
要
素
と

の
結

び

つ
き
と
関
連
さ

せ
て
考
え
ら
れ

る
だ

ろ
う

か
。

『古
事

記
』

で
は
上
巻

の
末
尾

の
山
幸
彦
以
降
、
す

べ
て
の
天
皇

の
陵

に
関
す

る
記
事

が
あ

る
。
そ
し

て
陵
は

い
ず
れ
も
山
、
な

い
し
山
と
解
釈

で
き

る
場
所
が
特
定

さ
れ

る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
、
他

の
文
芸
作
品

に
つ
い
て
具
体
的

に

検
討

し
て
い
く
余
地

が
あ

る
だ

ろ
う
。

　
第

三
に
、
異
界
と

し
て
の
山

は
地
理
的
な
遠
近

の
尺
度
を
受
け
付
け
な

い
。

山
は
無
限
定

の
世
界
と

し
て
あ
ら
わ
れ

る
。

こ
の
こ
と
が
も

っ
と
も
明
確

に
表

現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
民
俗
社
会

の
伝
承

に
お
け
る
山

で
あ

っ
た
。
と

こ
ろ
で

人
の
領
域

は
限
定

的
で
あ

る
か
ら
、
理
念
的

に
は
無
限
定
な
異
界

は
人
の
領
域

を
と
り
ま
く

よ
う

に
存
在
す

る
と
考
え

る
こ
と
も

で
き

る
。
す
な

わ
ち
外
界
と

い
う
把
握

の
仕
方

で
あ

る
。

し
か

し
ま
わ
り
が
異
界

で
あ

る
と

い
う

よ
う
な
認

識
は
、
実

際
に
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な

い
よ
う
だ
。

口
承
文
芸

や
民
俗
社
会

で
言

及
さ
れ
る
の
は
こ
ち
ら
側
と
む

こ
う
側
と

い
う
二
区
分
で
、
そ

れ
が
円
構
造
を

も

っ
て
語
ら
れ
る

こ
と
は
な

い
。
こ

の
こ
と
に
関
連

し
て

『古
事
記
』

に
お
け

る

「
葦
原
中
国
」
と

い
う
語

や
西
征
、
東
征

の
叙
述
を
ど
う
考
え

る
か
、
と

い

う
問

い
も
可
能
で
あ
る
が
、

こ
れ
に

つ
い
て
も

い
ま
は
立
ち
入
ら
な

い
こ
と
に

す

る
。

　
な
お
倭
建
命

の
歌
に
あ
ら
わ
れ
る
山
は
、
右
に
あ
げ
た

の
と
は
別
の
山
の
意

味
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
を
示
唆
し
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
物
語

の
文
脈
に
お

い
て
こ
の
よ
う
な
山
は
ほ
か
に
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
他

の
文
芸
作
品
、
と
く
に

歌
謡
と

い
う
枠
組
み
に
お

い
て
検
討
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
新
た
な
展
望
が
得
ら

れ

る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿

で
は
、
異
な
る
ジ

ャ
ン
ル
の
文
芸
に
投
影
さ
れ

て
い
る
山

の
世
界
像
を

探

る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

思
う
。
と
く
に
、
必
ず
し
も

日
本
文
化

の
明
示
的
な
側
面
を
な
し
て

い
る
と
は

思
わ
れ
な

い
山

の
世
界
像
が
、
も

っ
と
も
古

い
記
録

で
あ
る

『古
事
記
』
と
現

代

の
民
俗
社
会
に
連
続
し

て
見

い
出
せ
る

こ
と
、
あ
る

い
は
、
畑
作
民
文
化

の

も

の
と
さ
れ

て
い
る
山

の
世
界
像
が
、
稲
作
民
文
化

の
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ

る

『古
事
記
』

の
人
代

の
叙
述

に
明
確
に
投
影
さ
れ

て
い
る

こ
と
は
、
本
稿
に

お

い
て
お

こ
な

っ
た
考
察

の
留
意
す

べ
き
点

で
あ

る
と
思
う
。

引
用
文
献

赤
坂
憲
雄

　
一
九
九

一
年

　

『山

の
精
神
史
ー
柳

田
国
男

の
発
生
』
、
小
学
館

。

福

田

ア
ジ

オ
　

一
九

八
二
年

　

「村
落

社
会

の
民
俗
的

構
造
」、

福
田

ア
ジ

オ

『日
本
村

　

落

の
民
俗
的
構
造
』
、
弘
文
堂
、

一
ー

一
六
二
頁

。

丸
山

真
男
　

一
九

七
二
年
　

「歴
史
意

識

の

『古
層
』」

丸
山
真

男
編

『歴
史

思
想
集
』

　

　
日
本

の
思
想

6
、
筑
摩
書
房
、

三
-

四
六
頁
。

森

明
子
　

一
九

八
五
年

　

「《王

権
》
と

《異

界
》
ー

『記
』

『紀
』

の
構

造
分
析
1
」
、
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『史
境
』　
一
一
号
、
二
〇
1

三
七
頁
。

同
右
　

　

一
九
九

〇
年

　

「記

憶
装
置
と

し

て
の
民
俗

空
間
ー
新

島
若
郷
ー
」
、
牛
島

巌

　
　
編

『伊

豆
七
島
に
お
け
る
島
世
界

の
民
俗
学

・
文
化
人
類
学
的
研
究
ー
空

間

(海

・

　
　
島

・
山
)
と
儀

礼
を
め
ぐ

っ
て
ー
』
、
筑
波
大
学
、

一
四

一
ー

一
五
六
頁
。

大
林
太
良

　

一
九

七
五
年

　

「
四

つ
の

《神
代
》」
、
大

林
太
良

『日
本

神
話

の
構
造
』
、

　

　
弘
文
堂

、

一
五
三
-

一
八

一
頁
。

小
澤
俊
夫

　

一
九

八
三
年

　

「昔
ぱ
な

し

の
語
り

口
」
、
小
澤

俊
夫

『昔
ぱ
な

し
と
は
何

　

　
か
』
、
大
和
書
房
、
九
-

一
〇
五
頁
。

坪

井
洋
文

　

一
九
八
九

年
　

「神

道

的
神
と
民

俗
的
神
-

定
住

民
と

漂
泊
民

の
神
空

間

　

　
ー
」
、
坪
井
洋
文

『神
道
的
神
と
民
俗
的
神
』
、
未
来
社
、

=

1

四
六
頁
。

柳

父
章

　

一
九
七
七
年

　
　
『翻
訳

の
思
想
1

「自
然
」
と

目
ε
お

』
、
平
凡
社
。

受

贈

雑

誌

(六
)

語

文

　

　

　

　
　

日
本
大
学
国
文
学
会

語

文

　

　

　

　
　

大
阪
大
学
国
文
学
研
究
室

語
文
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　九
州
大
学
国
語
国
文
学
会

語
文
と
教
育
　
　
　
　
　
　
　
　
鳴
門
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会

語
文
論
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
葉
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会

駒
沢
国
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　駒
沢
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室

駒
沢
短
大
国
文
　
　
　
　
　
　
　駒
沢
短
期
大
学
国
文
科
研
究
室

佐
賀
大
国
文
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
会

相
模
国
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
女
子
大
国
文
研
究
会

滋
賀
大
国
文
　
　
　
　
　
　
　
　滋
賀
大
国
文
会

詩
　
季
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　詩
季
社

静
大
国
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　静
岡
大
学
人
文
学
部
国
文
談
話
会

実
践
国
文
学
　
　
　
　
　
　
　
　実
践
女
子
大
学
国
文
学
会

斯
道
文
庫
論
集
　
　
　
　
　
　
　
慶
応
義
塾
大
学
付
属
研
究
所
斯
道
文
庫

島
大
国
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　島
根
大
学
教
育
学
部

島
根
国
語
国
文
　
　
　
　
　
　
　
島
根
県
立
島
根
女
子
短
期
大
学
国
語
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
会

淑
徳
国
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　愛
知
淑
徳
短
期
大
学
国
文
学
会

上
越
教
育
大
学
国
語
研
究
　
　
　
上
越
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会

上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
　
　
　
上
智
大
学
国
文
学
会

上
智
大
学
国
文
学
論
集
　
　
　
　
上
智
大
学
国
文
学
会

湘
南
文
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
海
大
学
日
本
文
学
会
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