
〈
研

究

論

文

８

〉

本
居

宣
長

に
お
け

る

「
タ
マ
」

の
神
話
論

―

現
象
学
的
解
釈
学
か
ら
み
た
宣
長
学
―

は

じ

め

に

本

論
の
目
的
は
、
宣
長
の
思
想
を
従
来
の
「
日
本
思
想
史
」

と
い
う
枠
組

み

か
ら
一
旦
解
放
し
、
新
た
な
哲
学
的
視
点
―
「
現
象
学
的
解

釈
学
」

の
立

場
－

か
ら
考
察
す
る
こ
と

に
よ
り
、
宣
長
学
を
、
日
本
思
想

と
い
う
枠
を
超

え
た
よ
り
普
遍
的
な
意
義
を
も

つ
学
問
と
し
て
再
解
釈
す

る
こ
と
に
あ
る
。

本
論
で

は
、
『
古
事
記

伝
』

に
結
実
す

る
宣

長
の
日
本
神

話
解
釈

の
意
義

を
、
西
欧
の
解
釈
学

の
歴
史

を
も
含

め
た
よ
り
普
遍

的
な
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の

中
で

捉
え

な
お
し
て

い

く
。
そ
の
手
段

と
し
て

ま
ず
、

宣
長

学
の
意

義
を

「
近
代
性
」

と
い
う
視

点
か
ら
分
析
し

た
二
つ
の
先
行
研
究

―
村
岡

典
嗣
と

丸
山
眞
男
の
本
居
宣
長
論
―
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
批
判
的
分
析

を
通
し
て
、
宣
長
学

を
語

る
新
た
な
視
点
を
提
示
す

る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研

究
に
お

い
て

は
、
宣
長

学
は
「
近
代

的
文
献
学
」

の
範
疇
に
位
置
づ
け
ら
れ

岩
　
澤
　
知
　
子

る
の
だ
が
、
本
論
は
、
宣
長
学
の
本
質
を
「
現
象
学
的
解
釈
学
」
と
い
う
概

念

に
お
い
て

捉
え

な
お
す
こ
と
に
よ
り
、
宣
長
学
の
「
近
代
性
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ

そ
の
「
超
近
代

性
」
を
明
ら

か
に
す
る
。
こ
う
し
て
宣
長
の
学
問
的

方
法

論
を
解
釈
学
の
立
場
か
ら
議
論
し
た
の
ち
、
本
論
は
、
宣
長
が
『
古
事

記

伝
』

の
中
で

、
日
本
人
の
神
の
意
識
を
基
底

か
ら
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し

て
取
り
上
げ
た
「
産
霊
の
御
霊
」
の
概
念
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
こ
で
語
ら
れ

る
「

タ
マ
」
を
め
ぐ
る
思
想
が
、
現
代

の
我

々
に
対
し
て

い
か
な
る

メ
ッ

セ

ー
ジ
を
発
す
る
の
か
を
、
現
象
学
的
解
釈
学
の
立
場

か
ら
考
察
し
て
い
く
。

一
　

宣

長

学

を

め

ぐ

る

二

つ

の
先

行

研

究

近
代
に
お
け
る
日
本
思
想
史
研
究
の
基
礎
を

築
い
た
村
岡
典
嗣

は
、
そ
の

著
書

『
本
居
宣
長
』
（
一
九
一

こ

の
中
で
、
宣
長

の
多

方
面
に
わ
た
る
研

究

業
績
を
、
語
学
説
、
文
学
説
、
古
道
説

の
三
つ

に
分
類
し

た
上
で
、
こ
れ
ら
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の
広
範

な
学
問

を
支
え
て

い
た
宣
長
学

の
本
質
を
、
「
近
代
的

精
神
」

の
な

か
に
見
い
だ
す
。
こ
こ
で
村
岡
が
い
う
近
代
的
精
神
と
は
、
一
八
世
紀
末

か

ら
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
展
し
た
「
文
献
学
」
の
精
神
を
指
す
。

こ
の
文
献
学
で

強
調

さ
れ
る
の

は
、
古
代
の
テ

キ
ス
ト
を
主
な
題
材
と
し

な

が
ら
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
分
析
に
際
し
て
あ
く
ま
で
も
言
語
研
究

に
基
づ

い
た

帰
納
主
義
的
な
態
度
を
保
持
し
、
主
観
的
な
言
述
に
陥
る
こ
と
な
く
、
歴
史

と
し
て
存
在
す
る
古
代
生
活
の
意
義
を
客
観
的

に
叙
述
す
る
と

い
う
、
実
証

主
義
的
・
科
学
的
態

度
で
あ
る
。

し
か
し
、
宣
長
学
を
文
献
学
と
し
て
定
義
づ
け
る
と

い
う
試
み

は
、

程
無

く
、
そ
れ
を
提
起
し

た
村
岡
自
身
の
議
論
の
内
部
に
矛
盾
を
惹
き
起
こ
す
。

と
い
う
の
も

、
宣
長
学

は
最

終
的
に
、
こ
の
客
観
的
文
献
学
の
思
想

か
ら

は

み
出
し
て

い
く
か
ら
で

あ
る
。
宣
長
学
が
示

す
こ
の
離
反
を
、
村
岡

は
「
文

献
学
か
ら
の
変
態
」
と
い
う
否
定
的
な
言
葉
で
表
現
す
る
。
現
代
の
宣
長
批

判
論
者
た
ち
が
攻
撃
の
対
象
と
す
る
論

点
も
、
実

は
こ
の
宣
長
学
の

「
変
態

性
」
に
向
け

ら
れ
て

い
る
。
彼
ら

は
こ

う
批
判
す
る
卜
宣
長
学

は
、
近
代

的

学
問
が
本
来
維
持
す

べ
き
客
観
性

に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
古
代

歴
史
の
客
観
的
叙
述
を
超
え
て
、
歴
史
を
素
材

に
し

た
倫
理

的
価
値
の
創
出

へ
と
至

り
、
更

に
そ
の
価
値
の
唱
道
へ
と
堕
し

た
。
宣
長

学

は
結
局

、
単
な
る
イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
と
化
し
た
の
で
あ
り
、
学
問

の
名

に
は
値

し
な
い
、
と
。

し
か
し
な
が
ら
こ

の
批
判

は
、
宣
長

の
学
問
へ
の
無
理
解

か
ら
生
じ
て

い

る
と
い
わ
ざ

る
を
え

な
い
。

と
い
う
の
も
、
宣
長
に
と

っ
て
テ

キ
ス
ト
を
解

釈
す
る
行
為
と

は
、
文
献
学

（
更

に
は
そ
の
思

想
的
基
盤
を
な
す
近
代
啓
蒙

思

想
）
が
旨
と
す

る
「
実
証
主
義
・
客
観
主
義

・
価
値
中
立
主
義
」
に
と
ど

ま

る
こ
と

な
く
、
解
釈
者
が
生
き

る
こ
と
の
意
味

を
常

に
問

い
な
が
ら
、
テ

キ
ス
ト
と
向

か
い
合
い
対
話
す

る
実
存
的
営
み

と
考
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
学
問
的
態
度
を
、
宣
長
は
「
道
の
学
び
」
と
呼
ん
だ
。
宣
長
に

と

っ
て
、
学
問

の
究
極
目
標

は
「
人
の
道
」
の
探
究
。
言

い
換
え
れ
ば
「
人

間

が
生
き

る
こ
と

の
意
味

の
探
究
」
に
あ

っ
た
。
膨
大

な
彼

の
研
究

は
、
こ

の
実
存
的
問

い
に
向
け
て

の
道
程
で
あ
り
、
そ
の
道
程

の
最
終
地
点
と
し
て

彼

が
位
置
づ
け

た
の
が
、

他
な
ら

ぬ
『
古
事
記
』

の
テ

キ
ス
ト
解
釈
で
あ

っ

た
。宣

長
が

い
う

「
人

の
道
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
我

々
は
彼
が
置

か
れ

た
歴
史
的
思

想
状
況

に
も
目
を
向
け
る
必

要

が
あ
ろ

う
。

と
い
う
の
も
、
宣
長
が
学
問
論
を
語

る
時
、
彼

の
念
頭

に
は

常
に
、
当
時

の
社

会
思

想
の
基
盤

を
な
し
て
い
た
儒
教
思

想
の
こ
と
が
あ

っ

た
の
で

あ
り
、

宣
長
の
「
道
」

の
概
念
は
、
儒
教
が
説
く

「
道
」

に
対
す

る

強
い
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
起

さ
れ
た

か
ら
で

あ
る
。
こ

の
儒
教
思
想
と

の
関
連

を
通
し
て

宣
長
学
の
意
義

を
分
析
し
た
の
が
、
丸
山
眞
男

の
本
居
宣

長
論
で

あ
る
。
丸
山

は
、
『
日
本

政
治
思
想
史
研

究
』
（
一
九
五
二
）
に
お

い

て

、
近
世

日
本

政
治
思

想
に
お
け

る
近
代
性
の
萌
芽
と

そ
の
発
展

を
、
近
世

儒
教
の
歴
史
、
中
で

も
、
荻
生
徂
徠
の
儒
教
思

想
に
焦

点
を
あ
て
て
論
じ
て

い
く
。
丸
山

の
宣
長
論
は
、
そ

の
徂
徠
学
と
の
関
連

に
お
い
て
語
ら
れ
る
。

こ

こ
で
丸
山

の
議

論
が

ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
従
来
の
学
説
が
徂
徠
学
と
宣
長

の神話論タマ 」本居宣長に.おける91



学
と
の
対
立
点
を
強
調
し
て
き
た
の

に
対
し

、
こ
の
二
者
に
存
す
る
思

惟
方

法
の
共
通
性
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し

た
点
で

あ
る
。
そ
の
共

通
性

を
彼
は

「
近
代
的
思
惟
」
と
呼
ん
だ
。

一
七
世
紀
、
徳
川
封
建
体
制

の
社
会
思

想
の
基
盤
と
し
て

重
視
さ
れ
た
朱

子
学

は
、
時
代

の
進
展
と
と
も

に
、
朱
子

の
本
来
の
教
え

を
離
れ
、
日
本
固

有
の
儒
学

の
流
れ
を
生
み
出
す

べ
く
変

容
さ
せ
ら
れ
て

い
く
。
徳
川

幕
府
の

安
定
期

を
過
ぎ

た
一
七
世
紀
後
半

は
、

日
本
社
会
が
、
急
速
な
経
済

の
拡
大

と
そ
れ

に
伴
う
近
代
的
貨
幣
経
済
の
進
展

の
も
と
、
新
た
な
有
力
社

会
階
層

で
あ

る
商
人

の
台
頭
と
、
そ
の
陰
で
進
行
す

る
武
士

階
級
の
困
窮
と

を
経
験

し
た
時
代
で
あ

っ
た
。
こ
う
し

た
社
会
秩
序
混

乱
期
に
あ
っ
て

、
日

本
の
儒

学
者
た

ち
は
、
朱
子
学
が
従
来
説
い
て
き

た
静

態
的
世
界
観

に
代

わ
る
新
た

な
社
会
道
徳
思
想
を
打
ち
立
て
る
必
要

に
迫
ら

れ
て

い
た
と

い
え
る
。
山
鹿

素
行
、
伊
藤
仁
斎
、
荻
生
徂
徠
と
連
な

る
江
戸

の
儒
学
者

た
ち
に
よ

る
こ
の

新
た
な
社
会
道
徳
の
模
索
は
、
形
而
下

の
存
在
で

あ
る
自
然
や
人
間

の
歴
史

を
。
「
理
」

に
よ
っ
て
覆

い
つ

く
さ
れ
た
形
而

上
的
道
徳
世
界

の
絶
対
支
配

か
ら
解
き

放
ち
、
よ
り
自
由
な
動
態
的

自
然

観
の
も
と
に
こ

れ
を
語
り

な
お

そ
う
と

す
る
試
み
と
し
て
現
れ

た
。

徂
徠
は
言
う
―
儒
教
に
お
け
る
「
理
」
の
概
念
は
、
そ
も
そ
も
朱
子
学
が

説
く
よ

う
な
形
而
上
的

・
抽
象

的
観
念

を
意
味
し
て

い
た
の
で

は
な
い
。
六

経

を
忠
実

に
た
ど

れ
ば
、
「
理
」

が
本
来

は
古
代
の
先
王

た
ち
に
よ

っ
て

創

ら
れ

た
具
体
的
な
法
や
慣
習
を
意
味

し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
、

と
。
彼

は
こ

の
先

王

た
ち

の

教
え

を
、
「
理
」

に
代

わ

る
新
た

な
概

念
ー

「
道
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。

徂
徠
が
辿

っ
た
こ
の
「
道
」
の
探
究
の
う
ち
に
我

々
が
見
い
だ
す
の
は
、

近
代
的
知
性
が
も
た
ら
す
「
世
俗
化
」

の
進
行
で

あ
る
。
徂
徠
は
、
道
の
一

切
の
価
値
を
先
王
と
い
う
歴
史
的
人
格
の
作
為

に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ

て
、

そ
れ
ま
で

何
の
疑

い
も
な
く
所

与
と
み
な

さ
れ
て
い

た
宇

宙
の
法

＝

「
理
」
が
、
実

は
人

間
が
主
体
的
意

識
を
も

っ
て
作
為
的

に
形
成
、
変
更

し

う
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示

そ
う
と
し
た
。
人
間
の
理
性
に
全
幅
の
信
頼

を
お
く
近
代
啓
蒙
思
想
は
、
こ
う
し
て

「
理
」

の
絶
対
的
支
配

か
ら
解
放
さ

れ
、
新
た
な
秩
序
観
を
人
間
の
理
性
に
よ
っ
て

創
造
す
る
自
由
を
手
に
入
れ

る
。
丸
山
は
、
徂
徠
学
に
よ

っ
て
示

さ
れ
た
こ

の
新
た
な
学
問
的
態
度
が
の

も
の
国
学
に
も
大
き
な
影

響
を
も
た
ら

し
、
そ

の
方
法
論
の
中

に
は
っ
き

り

と
引

き
継
が
れ
て

い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
し
て
宣
長
学

は
、
こ

の
方

法
論
を
忠
実
に
体
現
す

る
も
の
と
し
て

、
丸
山

に
よ

っ
て
近
代

的
思
惟

の
発

展
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

確
か
に
帰
納
的
・
実
証
的
な
文
献
学
と
し
て

の
宣
長
学
は
、
近
代
的
思
惟

に
基
づ
く
科
学
的
態
度
を
前
提
と
し
て

い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
宣
長
学
の

本
質
は
、
丸
山
が
こ
こ
で
指
摘
す
る
よ
う
な
近
代
啓
蒙
思
想
の
範
疇
に
お
さ

ま
る
も
の
で
は
な
い
。
宣
長
が
探
究
し
よ
う
と
し

た
「
人
の
道
」
は
、
徂
徠

学
が
提
唱
し
た
世
俗
的
な
「
道
」
の
概
念
に
対
す

る
強
い
異
議
申
し
立
て

に

他
な
ら
な
い
。
こ
の
異
議
申
し
立
て
は
、
近
代

啓
蒙
思
想
が
唱
え

る
「
実
証

主
義
・
経
験
主
義
」
の
範
疇
の
み
に
人
間
の
知
の
営
み
を
還
元

し
て
し
ま
う

思
想
の
単
純
化
を
否
定
す
る
と
同
時
に
、
朱
子

学
が
従
来
説
い
て
き
た
形
而
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上
的
・
超
越
的
絶
対
者
の
傘
下

に
、
ふ
た
た
び
存
在
の
根
拠
を
組
み
入
れ
る

よ
う
な
ナ
イ
ー
ヴ
な
復
古
主
義
を
も
否

定
す

る
。
宣
長
学
は
、
単
純
な
還
元

主
義

に
と
ら

わ
れ
た
近
代
的
思
惟
へ
の
批
判
で

あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
近
代

批
判

か
ら
し

ば
し
ば
生
じ
る
、
前
近
代

的
思

惟
へ
の

ロ
マ
ン
主
義
的
回
帰
を

も
、
厳

し
く

批
判
す
る
の
で

あ
る
。
こ

う
し
て

宣
長
の
「
道
」
の
思
想
は
、

「
近
代
的
思

惟
」
と
「
前
近
代
的
思
惟
」
の
ど

ち
ら
に
も
与
す
る
こ
と
な
く
、

人
間

の
意
識

の
な
か
で
不
断

に
生
み
出

さ
れ

る
「
生
き
る
こ
と
の
意
味
」
を

全
的

に
問
う
実

存
的
探
究
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
く
。

そ
の
宣
長
が

、
こ

の
「
道
」

の
探
究

の
最
終
地

点
に
選
ん
だ
の
は
、
他
な

ら
ぬ

『
古
事
記
』

の
解
釈
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と

は
い
っ
た
い
何
を
意

味
し

て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

二
　

現

象

学

的

解

釈

学

か
ら

み

た
宣

長

学

本
論
は
こ
こ
で
視
点
を
変
え
、
一
九
―
二
○
世
紀
西
欧
に
お
い
て
、
フ
ッ

サ
ー
ル
、

ハ
イ

デ
ガ
ー
、

ガ
ダ

マ
ー
、
リ

ク
ー
ル
と

い
っ
た
哲
学
者

た
ち
の

も
と
に
発
展
し
て
き
た
現
象
学
的
解
釈
学
の
思
想
を
概

観
す

る
。
と
い
う
の

も
、
興
味
深
い
こ
と

に
、
こ
の
現
象
学
的
解
釈
学

の
思

想
に
通
じ
る
要

素
を
、

我
々
は
一
八
世
紀
の
日
本
に
生
き
た
本
居
宣
長

の
中

に
見
い
だ
す
こ
と

が
で

き
る
か
ら
で

あ
る
。

そ
も

そ
も
現
象
学
は
、
我
々
の
意
識
を
近
代
科
学

の
枠
組
み

か
ら
解
放
し
、

科
学

的
な
認

識
以

前
の
「
生
き
ら
れ
る
世
界

」
へ
と
立
ち
返

る
こ
と
、
す
な

わ
ち

「
世
界

を
見
る
こ
と
を
学
び
な
お
す
こ
と
」
を
主
眼
と
す

る
。
近
代
科

学
が
、

い
っ
さ

い
の
事
象
を
主
体
と
客
体

と
の
関
係

に
お
い
て
捉
え
よ
う
と

す
る
客
体
化
を

わ
れ
わ
れ
の
世
界
認
識

の
前
提
と
す

る
の
に
対
し
、
現
象
学

は
、
そ
う
し
た
客
体
化
に
先
立
つ
自
然

な
世
界
経
験
を
回
復
し
よ
う
と
試
み

る
。
こ
の
「
自
然
的
態
度
」
に
お
い
て

は
、
主
体
と
客
体
と
の
分
離
は
未
だ

意
識
さ
れ
ず
、
両
者
が
相
互
に
絡
み
合

い
関
係
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
不
断

に
織
り
成
さ
れ

る
「
意
味
」
に
焦

点
が
置

か
れ

る
の
で
あ

っ
て

、
こ
の
関
係

の
両
項
を
な
す
主
体
と
客
体
は
、
関
係

の
成
立
を
前
提
と
し
て

い
る
と

い
う

意
味
で
二
義
的
な
も
の
と
み

な
さ
れ

る
。

二
〇

世
紀
西
欧
の
解
釈
学
は
、
こ
の
現
象
学
の
知
見
を
取

り
入

れ
た
「
現

象
学
的
解
釈
学
」
と
し
て
新
た
な
可
能
性
を
広
げ
て
い
く
。
現
象
学
的
解
釈

学
が
目

指
す
の
は
、
解
釈
の
主
体
・
客
体
の
い

っ
た
い
ど
ち
ら

に
客
観
性
の

根
拠
が
存
在
す
る
の
か
を
問
う
こ
と
で
は
な
く
、
解
釈
と
い
う
行
為
そ
の
も

の
の
う
ち
に
は
た
ら
く
人
間
の
「
理
解
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
未

だ
主
体
と
客
体
の
区
別
も
つ
か
な
い
原
初
的
な
意
識

の
次
元

に
ま
で
降
り
た
っ
て
、
不
断
に
「
意
味
」
が
生
成
さ
れ
て

い
く
そ
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
意
味
発

生
の
瞬
間
に
立
ち
会
う
行
為
と
い
え

る
。
こ
こ
で

は
、
「
理
解
」
と

い
う
現
象

は
、
こ

の
世

界
に
投
げ
出

さ
れ
た
解

釈
者
と
し

て

の
私

が
、
世

界
と
の
不
断
の
触
れ
合
い
と
対

話
の
う
ち
に
意
味
づ
け
ら
れ

つ
つ
意
味
づ
け
て
い
く
、
「
世
界
」
と
「
私
」
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
「
地

平

融
合
」
（

ガ
ダ

マ
ー
）

の
営
み

と
み
な
さ
れ

る
。
こ
こ

に
は
、
主
体
と

客

体

の
二
項
対

立
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
世
界

と
私

と
が
互

い
に
交
わ
り
あ
う

対
話
的

相
互
運
動

の
中

か
ら
不

断
に
生
み
出

さ
れ
て
く

る
「
意
味
」
で

あ
る
。
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人
間
の
意
識
の
形
成
過
程
を
。
そ
の
原
初
的
次
元
に
ま
で
遡
っ
て
解
明
し

よ

う
と
す
る
現

象
学
的
解

釈
学
は
、

ポ
ー
ル

ー
リ

ク
ー
ル
に
お

い
て

、
「
神

話
的

言
語
」

を
そ
の
解
釈
の
対
象
と
す
る
に
至
る
。
リ

ク
ー
ル
が
注
目
し
た

の
は
、
神
話
的
言
語
に
含
ま
れ

る
豊

か
な
「
象
徴
機
能
」
で

あ
っ
た
。
テ
キ

ス
ト
解
釈
と
は
、
我
々
人
間
が
、
あ
く
ま
で
も
言
語
を
通
し
て
世
界

と
触
れ

合
う
行

為
で

あ
る
。
で

は
、
こ

の
言
語
活
動

に
お
け

る
原
初

的
次
元

と
は
い

っ
た
い
何
か
。
こ
の
問
題
を
追
究
し
て

い
っ
た
と
き
、

リ
ク
ー
ル
は
象
徴
的

言
語

と
し
て

の
神
話

に
出
会

っ
た
。

近

代
の
科
学
的
言
語
が
、
言
葉
と
そ

の
言
葉
が
指
し
示
す
対

象
と
の
一
対

一
対

応
に
基
づ
く
「
一
義
性
」

に
よ

っ
て
特
長
づ
け
ら

れ
る
の
に
対

し
、
神

話
的
言
語
は
、
ひ
と
つ

の
表
現
が
同
時

に
様

々
な
意
味

を
喚

起
す
る
と
い
う

「
多
義
性
」
を
特
長
と
す

る
。
こ
の
神
話
的
言
語
が
も
つ
多

義
性

を
、
「
象
徴

機
能
」
と
言
い
換
え
て
み

る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
象

徴
機

能
は
、
科
学
的

論
理
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
全

く
無
関
係
と
思

わ
れ

る
様

々
な
概
念
を
い
と
も

簡
単

に
つ
な
ぎ
あ

わ
せ
て
し

ま
う
。
通
常
我

々
が

「
比

喩
」

と
呼
ぶ
言
語
活

動
は
、
こ
の
象

徴
機

能
に
よ
っ
て
可

能
と
な
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
象
徴

機
能
を
通
し
て

異
質

な
意
味
領
域
が
横
断
的
に
結
び
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、

そ
こ
に
新
た
な
意
味
が
作
り
出
さ
れ
て

い
く
。

か
つ
て

非
論
理
的
で
幼

稚
な
思

考
段

階
と
否

定
的
に
評
価
さ
れ
て

い
た
神
話
的
・
象
徴
的
言
語
は
、

こ
う
し
て
現
代

の
現

象
学
的
解
釈
学
に
至
り
、
我
々
の
原
初
的
意
識
の
あ
り

よ
う

を
あ
ら

わ
に
し
、
豊
か
な
「
意
味
」
生
成
の
瞬
間
を
示

し
て
く
れ
る
可

能
性

に
満
ち
た
解
釈
の
対
象
と
し
て
、
重
要

な
意
義
を
も
つ
よ
う

に
な
る
。

『
古
事

記

』

に

お

い

て

は

、

こ

の
神

話

的

言

語

の

多

義

性

が

顕

著

な

か

た
ち

を

と

っ
て

現

れ

る
。

と

い
う

の

も
、
『
古

事

記

』

と

い

う

の

は

、

日

本

古

来

の

や

ま

と

こ

と

ば

を

書

き

言

葉

と
し

て

表

現

す

る
際

に

、

や

ま

と

こ

と
ば

と

は

異

な

る

言
語

秩

序

に

よ

っ
て

構

成
さ

れ

た
漢

字

・
漢

語

を

使

用

す

る
と

い

う
、
ま
さ
に
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
的
操
作
の
上
に
成
り
立
っ
た
テ
キ
ス
ト
だ
か
ら

で

あ

る

。

例

え

ば

、

や

ま

と

こ

と

ば

に

お

い
て

「

タ

マ
」

と

呼

ば

れ
て

い

た

も

の

が

新

た

に

漢

字

に

よ

っ
て

表
現

さ
れ

る
と

き

、

そ

の

や

ま

と

こ

と

ば

は
、

既

存

の

漢

語

秩

序

に

と

っ
て

は

異

質

な
意

味

領

域
－

「
霊

・
魂

・
玉

・

珠
」

ｌ

を

横

断

的

に

結

び

合

わ

せ

て

多

義
性

を

獲

得

し

な

が

ら

、

自

ら

の

新

た

な

意

味

の

秩

序

体

系

を

構

成

し

て

い

く
の

で

あ

る
。

宣

長

は

こ

の

『
古

事

記

』

の

存

在
意

義

を

、

自

ら

の

哲

学

の

お

り

よ

う
と

重

ね

合

わ

せ

る

。

宣

長

の

研

究

対

象

は
、

あ

く

ま

で

も

「
言

葉

」

で

あ

っ

た
。

こ

の

「
言

葉

」

の

探

究

を

支

え

た
彼

の

哲

学

と

は

、
「
意

（
こ

こ

ろ
）

と

事

（
こ
と
）
と
言
（
こ
と
ば
）
と
は
、
み
な
相
稱
へ
る
物
」
と
い
う
彼
の
強
い

信

念

で

あ

る

。

現

代

の

現

象

学

的

解
釈

学

の
表

現

を
借

り

る
な

ら

ば

、

宣

長

の
主
張
は
次
の
よ
う
に
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
―
我
々
は
古
代

に

お

け

る
言

葉

の

生

成

の

さ

ま

を

辿

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

我

々
の

原

初

的

な

意

識

が

発

生

す

る
場

、

す

な

わ

ち

、

我

々

の
意

識

（
「

意
」
）

が

、

次

々
に

現

れ

て

く

る

「
事

」

を

こ

と

ば

（
「
言
」
）

に

よ

っ
て

捉
え

て

い
く

瞬

間

に

立

ち

会

う

こ

と

が

で

き

る
の

だ

、

と

。

宣

長

の

こ

の

言
葉

の
発

生

（
＝
思

考

の

発

生

）

を

め

ぐ

る
哲

学

は
、

現

象

学

的

解

釈

学

の

主

唱
者

の

ひ
と

り

で

あ

る

ハ

イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
―
「
言
語
は
存
在
の
住
家
で
あ
る
（
Ｌ
ａ
ｎ
ｇ
ｕ
ａ
ｇ
ｅ
　
ｉ
ｓ
　
ｔ
ｈ
ｅ



h
o
u
s
e
 
o
f
 
B
e
i
n
g
）
」
ｌ
を
我
々
に
想
起
さ
せ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
―
は
、
西
欧

の

意

識

の

古

層

を

探

る

べ

く

、

ソ

ク

ラ

テ

ス

以

前

の

ギ

リ

シ

ア

思

想

に

遡

り

、

西

欧

哲

学

を

特

徴

づ

け

て

き

た

様

々

な

概

念

が

ど

の

よ

う

に

し

て

発

生

し

て

き
た
の
か
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
生
成
の
瞬
間
を
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の

分

析

を

通

し

て

明

ら

か

に

し

よ

う

と

し

た

。

我

々

は

こ

の

試

み

を

、「

言

葉

」

と

い

う

ひ

と

つ

の

文

化

伝

統

の

根

源

に

迫

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

そ

の

伝

統

に

属

す

る

人

々

の

意

識

の

古

層

を

明

る

み

に

出

そ

う

と

す

る

「
意

識

の

考

古

学

」

と

呼

ぶ

こ

と

が

で

き

よ

う

。

興

味

深

い

こ

と

に

、

こ

の

ハ
イ

デ

ガ

―

の

思

想

に

通

じ

る

要

素

を

、

我

々

は

一

八

世

紀

の

日

本

に

生

き

た

本

居

宣

長

の

中

に

見

い

だ

す

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ

る

。

神

話

と

の

対

話

を

続

け

た

宣

長

の

学

問

の

あ

り

方

は

、

二

〇

世

紀

半

ば

の

ド

イ

ツ

に

お

い

て

起

こ

っ

た

聖

書

解

釈

を

め

ぐ

る

議

論

―

「
神

話

化
－

脱

神

話
化
―
再
神
話
化
論
争
（
∃
ｙ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｚ
ｉ
ｎ
ｇ
―
ｄ
ｅ
ｍ
ｙ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｚ
ｉ
ｎ
ｇ
―
ｒ
ｅ
‐

m
ｙ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｚ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｂ
ａ
ｔ
ｅ
）
　
」
に
お
い
て
、
現
象
学
的
解
釈
学
が
と
っ
た
立

場

と

響

き

あ

う

。

哲

学

者

カ

―

ル

・

ヤ

ス

パ

―

ス

と

神

学

者

ル

ド

ル

フ

・

ブ

ル

ト

マ

ン

の

間

に

繰

り

広

げ

ら

れ

た

こ

の

論

争

は

、

近

代

の

科

学

的

還

元

主

義

の

立

場

を

代

表

す

る

ブ

ル

ト

マ

ン

に

対

す

る

、

現

象

学

的

解

釈

学

の

立

場

か
ら
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
攻
撃
か
ら
始
ま
っ
た
。
現
代
人
に
と
っ
て
意
味
あ
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
い
だ
そ
う
と
革
新
的
な
聖
書
解
釈
を
進
め
て
い
た
ブ
ル
ト

マ

ン

の

業

績

に

対

し

、

ヤ

ス

パ

ー

ス

が

、

彼

の

業

績

は

キ

リ

ス

ト

教

に

と

っ

て

重

要

な

要

素

を

な

す

神

話

性

を

剥

ぎ

取

る

「
脱

神

話

化

」

の

行

為

で

あ

る

と

厳

し

く

批

判

し

、

聖

書

解

釈

に

お

け

る

「
再

神

話

化

」

の

必

要

性

を

主

張

し
た
の
で
あ
る
。

ヤ

ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
「
脱
神
話
化
」
と

は
、
神
話

的
言
語

に
本
来

含

ま
れ
る
多
義
的
な
意
味
を
、
そ
の
複
雑

さ
の
ま
ま
理
解
し
表
現

し
よ
う
と
す

る
の
で

は
な
く
、
こ
れ
を
で
き

る
限
り
単
純
な
言
葉
に
還
元

し
て

説
明
し

よ

う
と
す
る
近
代

の
科
学
的
思

考
の
産
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
は
、
対

象
が
発

す
る
意
味
を
全
て

「
歴

史
的
事
実
」
と
い
う
客
観
的
次
元

に
還
元
し

て

語
ろ

う
と
す

る
の
で
あ

り
、
こ
れ

に
よ

っ
て
神

話
は
完
全

に
「
脱
神
話

化
」

さ
れ
て

い
く
。
ヤ
ス
パ
―
ス
は
、
科
学
的
還
元
主

義
が
蔓

延
す

る
二
〇

世

紀
半

ば
の
思

想
状
況

の
中
で

、
人
間
の
本
来
の
知
の
営
み
が
矮
小
化

さ
れ

て

い
く
こ
と

に
強

い
危
機
感
を
覚
え
、
神
話
的
言
語

の
中

に
含
ま
れ
た
多
義

的
な
意
味
の
次
元
を
い
ま
い
ち
ど
解
釈
の
中
に
取
り
戻
そ
う
と
、
神
話
の

「
再
神
話
化
」
を
主
張
し

た
の
で
あ
る
。

ポ
ー
ル

ー
リ
ク

―
ル
は
、
こ

の
ヤ
ス

パ
―
ス
の
議
論

を
さ
ら

に
進

め
て
、

現

象
学
的
解
釈

学
の
立
場

か
ら
、
「
脱
神
話
化
」
と
「
再

神
話
化
」
と
の
関

係
性
を
よ
り
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
リ
ク
―
ル
に
よ
れ
ば
、
「
脱
神
話

化
」

は
、
「
再

神
話
化
」

に
い
た
る
た
め
に
必
要

な
段
階
で

あ

っ
て
、
一
概

に
否
定

さ
れ
る

べ
き
も
の
で

は
な

い
。
現
象
学

的

に
い
う
な
ら

ば
、

こ
の

「
脱

神
話
化
」
の
段

階
は
、

我
々
が
今
ま
で
に
身
に
つ
け
て
き

た
様
々
な
偏

見
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
―
か
ら

い
っ
た
ん
意
識
を
解
放
し
、
あ
ら
た

め
て
世
界
を

見

る
こ
と
を
学

び
な
お
す
「

エ
ポ

ケ
―
（
判
断
停
止
）
」

に
対

応
す
る
。
こ

の
「

エ
ポ
ケ
ー
」

に
よ

っ
て
我

々
は
、
そ
れ
ま
で
全
て
の
解
釈
行
為
に
お
い

て
主
体
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
自
我
（
e
g
o
）
」
へ
の
固
執
か
ら
、
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自
ら

を
解
き
放
つ
機
会
を
与
え

ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ

の
「
脱
神
話
化
―
再

神
話
化

」
の
議
論
を
と
お
し
て

、
現
象
学
的
解
釈
学

は
、
我

々
が
、「
世
界
」

と
そ
こ
に
投
げ
込
ま
れ
た
「
自
己
」
と
を
「
理
解
す

る
」
と

は
ど
う

い
う
こ

と
か
と
い
う
、
解
釈
学
に
と

っ
て
の
根
源
的
な
問

い
を
提
起
す

る
。
リ

ク
ー

ル
は
言
う
。

テ

キ
ス
ト
が
語
り
か
け
る
声
に
応
じ
、

そ
の
「
意
味

の
矢
」
が

い
ざ

な

う
方
向
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
つ
つ

か
ん
が
え

る
解
釈
行
為

の
み
が
、
新

た

な
自
己
理
解
を
も
た
ら
す
。
こ
の
解
釈
行
為

を
可

能
に
す

る
の
は
、
自

ら
の
判
断
の
優
位
性
を
声
高
に
主
張
す
る
「
自
我
（
e
g
o
）
」
な
ど
で

は
な
く
、
テ
キ

ス
ト
と
の
対
話
を
通
し
て
不
断

に
生
ま
れ
く

る
「
自
己

(
s
e
l
f
)
で
あ
る
。

「
脱
神
話
化
」
と
「
再
神
話
化
」
と
の
弁
証
法

的
解
釈
行
為

の
中
で
我

々
が

体
験
す

る
の

は
、
利
己
的
で
自
己
陶
酔
的
な
近
代
的

「
自
我
」
が
剥
が

れ
落

ち
て

い
く
瞬
間
で
あ

る
。
存
在

の
真

の
姿
を
我

々
に
開
示
し
て

く
れ

る
の
は
、

う

ぬ
ぼ

れ
た
「
自
我
」
で
も
な
け
れ
ば

、
絶
対

的
客
観
性
を
も
っ
て
我

々
に

迫
り
く

る
「
対

象
」
で
も
な

い
。
存
在

の
真
理
、
言
い
換
え

れ
ば
、
人
が
こ

の
世

に
存
在
す

る
こ

と
の
意
味

は
、
我

々
の
意
識
が
世
界
や
他
者
と
交
わ
り

あ

い
な
が
ら
不

断
に
対

話
を
繰

り
返

す
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
相
互

運
動

の
中

か
ら
生
み

出
さ
れ
て

い
く
「
自

己
」
の
あ
り
様
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

の
み
、
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
う
し
た
開
か
れ
た
自
己

を
見
い

だ
す

瞬
間
こ

そ
が
、
「
再

神
話
化
」

の
次
元
に
他

な
ら

な
い
、
と
リ

ク
ー
ル

は
言
う

の
で

あ
る
。
が
、
こ

の
「
再

神
話
化
」

の
段
階

は
、
「
脱
神

話
化
」

を
否
定

す
る
こ

と
に
よ

っ
て
成
り

立
つ

の
で

は
な

い
。
む
し
ろ

「
再

神
話

化
」
の
可
能
性

は
、
「
脱

神
話
化
」
を
成
し
遂
げ

た
自
己

意
識
に
こ
そ
開

か

れ
る
の
で

あ
る
。

こ
の
「
神
話
化

―
脱
神
話
化

―
再
神
話
化
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
沿

っ
て

宣
長
の
日
本
神
話
解
釈
の
意
義
を
と
ら
え

な
お
す
と
き
、
宣
長
学
は
、
朱
子

学

に
よ

る
「
理
」

の
「
神
話

化
」

を
否
定

し
て
社

会
の
近
代

的
「
脱
神
話

化
」
を
も

く
ろ

ん
だ
当
時

の
日
本

の
儒
学
者

た
ち
に
対
抗
す

る
、
強
力

な

「
再

神
話
化
」
の
試
み
で

あ

っ
た
と

い
え

る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し

か

し
な
が
ら
、
村
岡
や
丸
山

が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
帰
納
的
・
実
証

的
な
文

献

学
に
基
礎
を
置

く
宣
長
学

は
、
決
し
て

「
近
代
性
（
脱
神
話
化
の
段

階
）
」

を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ

そ
れ
は
、
現
象
学
的
解

釈
学
が
目
指

し
た
よ
う

に
、
「
近
代
性
」

を
前
提
と
し
て

そ
れ

を
自
ら

の
う
ち
に
取
り
込

ん
だ
う
え
で

、
さ
ら
に
そ
の
次
元

を
乗
り

越
え
て

い
こ
う
と
す

る
「
超
近
代

性
（
再

神
話
化

の
段
階
）
」
を
志
向
す

る
学
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き

る
の
で
あ
る
。三

　

本

居

宣

長

に
よ

る

「

タ

マ
」

の
神

話

論

『
古
事
記
』
に
向
か
い
合
い
な
が
ら
宣
長
が
目
指
し

た
の

は
、
古
代
日
本
人

に
と

っ
て
の
「
神
」
の
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ

っ
た
。
が
、
こ
の

神
の
足
跡
を
古
語
の
中

に
辿
る
う
ち
、
彼
は
こ
の
言
葉
の
奥
に
隠
れ
た
、
よ

り
原
初
的
な
意
識
を
探
り
当
て
る
こ
と
に
な
る
。

宣
長

は
神
と

い
う
言
葉
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。



迦
微
（
カ
ミ
）
と
い
う
名
義
は
未

だ
思

ひ
得
ず
。
さ
て
凡
て
迦
微
と
は
、

古
御
典
等
に
見
え
た
る
天
地
の
諸
の
神

た
ち
を
始
め
て
、
其
を
祀
れ
る

社

に
坐
す
御
霊

を
も
申
し
、
叉

人
は
さ
ら
に
も
云
ず
、
鳥
獣
木
草
の
た

ぐ

ひ
海
山

な
ど
、
其
餘
何
に
ま
れ

、
尋

常
な
ら

ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ

り
て
、
可
畏
き
物
を
迦
微
と
は
云
な
り
。

宣
長

は
、
神

と
い
う
言
葉

の
意
味

は
、
自
分

に
は
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い

と
言
う
。
そ

の
か
わ
り

に
彼

が
こ
こ
で
語
る

の
は
、
神

と
い
う
概
念
に
ま
と

め
ら
れ
て
し
ま

う
以
前

の
原
初
的
な
意
識
が
体
験
す

る
聖
な
る
も
の
と
の
出

会
い
の
諸
相
で
あ
る
。
神
の
概
念
が
形
成
さ
れ

る
以
前

の
、
よ

り
原
初

的
な

意
識
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
た
聖
な
る
も
の
。
我

々
に
何
ら

か
の
「
道
」

を
指

し
示

さ
ん
と
す
る
こ
の
可
畏
き
物
を
、
宣
長
は
「
産
霊
の
御
霊

（
む
す
び
の

み
た
ま
）
」
に
よ
っ
て
象
徴
す
る
。
宣
長
の
『
古
事
記
』
解
釈
の
独
創
性
は
、

こ
の
よ
う
に
、
神
な
ら
ぬ
産
室
の
御
霊
を

『
古
事
記
』

の
世
界
観
の
中
心

に

置
い
た
点
に
あ
る
。

で

は
、
宣
長
が
注
目
し
た
こ
の
産
霊

の
御
露
と
い
う
象
徴

は
、
我

々
に
い

っ
た

い
何
を
語

り

か
け

て
く

る
の
だ
ろ

う

か
。
ま

ず
、
産

露
の

ム
ス

は
、

「
産
す

・
生
す
・

蒸
す
・
息
」
と

い
っ
た
多
様
な

日
本
語
の
概
念

を
宿
し
な

が
ら
、
こ

れ
ら

を
結
び
つ
け

る
も
の
と
し
て

の
「
生
成
」
を
意
味
す
る
。
さ

ら

に
ビ
（
ヒ
）

は
、
こ

れ
も
ま

た
「
霊

・
火

・
日
」

と
い

っ
た
多
義
的
イ

メ

ー
ジ
を
伴

い
な
が
ら
、
こ

の
生
成

の
「
霊
妙

な
る
力
」

を
象
徴
す
る
。
こ
う

し
て
産

霊
と

む
す

び
つ
い

た

タ
マ
の
概
念

は
、

第
一

に
、
お

の
ず
か
ら

発

生
・
生
長
・
増
殖
し
て
い
く
も
の
と
し
て
の
「
生
成
の
原
理
＝
生
命
の
根
本

原
理
」
を
意
味
し
て

い
る
と
い
え
よ

う
。

『
古
事
記
』
は
、
こ
う
し
た
産
室
の
御
霊

を
自
ら

の
神
話
の
支
配
的
原
理
と

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
一
神
教
伝
統
の

創
世
神
話
を
支
配
す
る
「
創
造
す
る

神
」
と

い
う
概
念
と
は
対
照
的
な
世
界

観
を
提
示
す

る
こ
と

に
な
る
。
「
創

造
す
る
神
」
の
神
話
が
前
提
と
す

る
の

は
、
創
造
す
る
主
体
（
造
物
主
た
る

神
）
と
、
創
造
さ
れ
る
客
体
（
被
造
物
）
と
の
非
連
続
な
二
元
性
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
神
話
体
系

に
お
け
る
神
は
、
世
界
を
つ
く
り
上
げ
た

唯

一
神

・
超
越
神
と
し
て

。
常

に
こ
の
世
界
の
外
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ

れ
に
対

し
「
自
己
増
殖
す
る

タ
マ
」
を
存
在
の
根
本
原

理
と
す

る
産
室
の

神
話

は
、
こ
う
し
た
神
の
外
在
化
を
否
定
し
、
そ
の
外
在
化

に
伴

っ
て
生
み

出
さ
れ

る
主
体
と

客
体
の
二
元
性
を
無
化

し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
代
わ
り

に
、
産
室

の
生
長

増
殖
の
概
念
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
、
刻

々
と
変
化
し

て

い
く
生
命

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
、
動

態
的
か
つ
内
在
的
な
存
在

の
根
本
原

理
と

し
て
、
世
界
観
の
中
心
に
据
え

よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

タ
マ
の
概
念

が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
こ
れ
が
増
え

た
り
減

っ
た
り
す
る
と

考
え
ら
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
存
在
の
根

本
原

理
で

あ
る
こ
の

タ
マ
は
、
外

部

か
ら
我

々
の
肉
体
の
中
に
は
い
っ
て
く

る
の
で

あ
り
、
ま
た
逆
に
、
こ

の

肉
体
か
ら
出
て
行
き
も
す
る
。
タ
マ
は
肉
体

に
寄
り
添
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ

の
世
で
の
生
命
を
得
る
が
、
タ
マ
そ
れ
自
体

は
、
も
と
も
と
肉
体
を
超
越
し

た
原
理
で
あ
る
。
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
存
在
と

は
、
こ
の

タ
マ
を
吹
き
込

ま
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
は
、
世
界
・
他
者
と
の
交
わ
り
あ

い
を
通
し
て
更
に
新
た
な
タ
マ
を
吹
き
込
ま
れ
、
そ
れ
を
育
ん
で

い
く
こ
と
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に
よ

っ
て
、
個
体
の
中
で
ど
ん
ど
ん

タ
マ
を
増
殖
さ
せ
て

い
く

の
で

虹
一一一

。

こ
の

タ
マ
を
め
ぐ
る
古
代
人

の
思
想

は
、
日
本
神
話

に
登
場
す

る
天

岩
戸

の
く
だ
り
を
儀
礼
化
し

た
と

い
わ
れ

る
宮
中
儀
礼

「
大
嘗
祭
」

の
中

で
、
象

徴
的
に
演
じ
ら
れ
る
。
折
口
信

央
が

「
大
嘗
祭

の
本
義
」
で
分

析
し
た
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
大
嘗
祭
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
成
す
の
は
、
天
皇
に
新

た
な
タ
マ
を
付
着
さ
せ
る
「
鎮
魂
（
み
た
ま
ふ
り
）
」
の
行
事
で
あ
る
。
こ

の
中

で
天
皇

は
、
ま

ず
ア

マ
テ
ラ

ス
が
身
を
隠

し
た
天

岩
戸

を
意
味

す
る

「
真
床

覆
衾
」

に
身

を
隠
す
。
そ

の
横

に
、
ア

メ
ノ
ウ

ズ
メ
を
演
じ

る
巫
女

が
立

ち
、
天
皇

に
付

着
さ
せ
る
新
た
な
生
命
の
源
―

タ
マ
を
呼
び
こ
む
べ
く
、

逆
さ

に
し
た
桶
を
打
ち
鳴
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
天
皇
は
、
外

か
ら
や

っ
て
き

た
タ
マ
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
生
命
力
を
自
ら

の
う

ち
に
増

殖
さ
せ
て
い
く
。
松

前
健
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
一
連
の
儀
式

は
、

国
王

や
祭
祀

王
の
イ

ユ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
儀
礼

に
普
遍
的

に
み
ら

れ
る

「
死
か
ら
再
生
へ
」
と
い
う
テ
―
マ
を
象
徴
化
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
だ

が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
日
本
古
代
の
宗
教
的

・
神
話
的
意

識
に

お
い
て

は
、
こ

の
生
命

の
再

生
を
も

た
ら
す
原
動
力
が
、
外
部

か
ら

タ
マ
を

い
た
だ
く
こ
と

に
よ
っ
て
発
現
す

る
、
と
考
え
ら
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。

松
村
武
雄

は
、
『
日
本

神
話
の
研

究
』

の
中
で
、
「
神
」
と

い
う
概
念
は
。

超
越
的

な
存
在

に
つ
い
て
日
本
人
が
つ
く
っ
て
き

た
概
念
の
中

で
も
、
比
較

的

に
新

し
い
層

に
属

す
る
考
え
方
で
、
よ
り

古
層

の
原

初
的
な
表
現
は

タ
マ

で
あ
゜
た
と
述
べ
て
い
る
。
宣
長
が
日
本
の
神
話
的
言
語
の
中
に
見
い
だ
し

た
存

在
の
原

理
と
し
て
の

タ
マ
は
、
神
と
い
う
概
念

に
し
ば
し
ば
見
え
隠
れ

す

る
「
超
越
へ
の
希
求
」
を
決
し
て
志
向
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
も
の
と
人

に
寄
り
添

い
な
が
ら
、
そ
の
間
を
自
由

に
運
動
し
、
人
と
人
、
人
と
も
の
と

を
横
断

的
に
結
び
合
わ
せ
る
霊
妙
な
力
と
し
て
、
日
本
人
の
意
識
の
古
層

に

存
在
し

て

い
る
。
宣
長

が
、
学
問
の
究
極

目
標
と

考
え

た
「
人
の
道

の
探

究
」
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
人
間
の
生
の
意
味

の
探
究
」

は
、
最
終
的
に
こ
の

「
タ
マ
の
神

話
」

に
辿
り

つ
く
。
こ

の
タ
マ
の
神
話

の
中

に
、
我
々
は
、
現

代

の
現

象
学

的
解

釈

学
が

到
達
し

た
地

点
、

す

な
わ
ち
、
「
近
代

的
自

我

（
e
g
o
）
の
否
定
に
立
っ
た
新
た
な
自
己
（
ｓ
ｅ
ｌ
ｆ
）
の
理
解
」
―
世
界
・
他
者

と
の
絶
え
間
な

い
対
話

の
う
ち

に
「
生
か
さ
れ

る
」
存
在
と
し
て

の
自
己
―

の
方
向
を
見

い
だ
す
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
宣
長

学
は
、
現
代
の
現

象
学
的
解
釈
学
の
思
想
と
響
き
あ
い
な
が
ら
、

こ
う
し
て
我

々
の
模
索
す
べ

き

「
道
」
の
あ
り

か
を

「
タ
マ
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
の
中

に
照
ら
し
出
し
て

い
る
よ
う
で
あ

る
。

＊
本

論
は
、
『
工

学
院
大
学
共
通

課
程
研
究
論
叢
』
第
四
五

―
二
号
に
掲
載
し

た
拙

論

（
「

タ
マ
」

の
神
話
卜
現
象
学
的
解
釈
学
の

立
場
か
ら
探

る
本
居
室
長

『
古
事

記
伝
』

の
今
日
的
意
義
）
を
再
考
し
、
大
幅

に
加
筆
修
正
し

た
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
　
村
岡
典
嗣
「
宜
長
学
の
意
義
及
び
内
在
的
関
係
」
（
『
本
居
宜
長
　
２
』
平
凡

社

、
二
〇
〇
六
）
、
三

九
頁
。

（
２
）
　
本
居
宜
長
「
宇
比
山
踏
」
（
『
本
居
宜
長
全
集
　

第
一
巻
』
筑
摩
書

房
、
一
九

六
八
）
、
九
頁

。

（
３
）
　
荻
生

徂
徠

『
日
本
倫
理
彙

編
　

巻
之

六
』
、
一
三

頁

（
弁
道
）
、
一
ニ

ー
頁



（

学

制

）
。

（

４

）
　

本

居

宣

長

『

古

事

記

伝

（

一

）

』

、

岩

波

文

庫

、

二

〇

〇

三

、

二

六

頁

。

（
５
）
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ｅ
ｒ

，

”
Ｌ
ｅ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｎ
　
Ｈ
ｕ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
m
，
 
m
　
Ｂ
ａ
ｓ
ｉ
ｃ
　
Ｗ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ

（
Ｎ
Ｙ
:
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｐ
ｅ
ｒ
Ｃ
ｏ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｐ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｓ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ

，

１
９
７
７
）

，

１
９
３
.

（

６

）
　

Ｋ

ａ

ｒ

ｌ
　

Ｊ
ａ
ｓ
ｐ

ｅ

ｒ
ｓ

　

ａ
ｎ

ｄ

　

Ｒ

ｕ

ｄ
ｏ

ｌ
ｆ
　

Ｂ

ｕ

ｌ
ｔ
ｍ

ａ

ｎ

ｎ

，
　

Ｍ

ｙ

ｔ
ｈ

　

ａ
ｎ

ｄ

　

Ｃ

ｈ
ｒ

ｉｓ

ｔ
ｉ
ａ
ｎ

ｉ
ｔｙ

：

Ａ

ｎ

　

Ｉ
ｎ

ｑ
ｕ

ｉ
ｒ
ｙ

　
ｉ
ｎ

ｔ
ｏ

　

ｔ
ｈ
ｅ

　
Ｐ

ｏ
ｓ
ｓ

ｉ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔｙ

　
ｏ
ｆ

　
Ｒ

ｅ
ｌ
ｉｇ

ｉｏ
ｎ

　
ｗ

ｉｔ
ｈ
ｏ
ｕ

ｔ

　

Ｍ

ｙ

ｔ
ｈ

（

Ｎ

Ｙ
:

Ｔ

ｈ
ｅ

　
Ｎ

ｏ

ｏ

ｎ

ｄ

ａ
ｙ

　

Ｐ
ｒ
ｅ

ｓ
ｓ

，
　

１
９

５
８

」
。

（
７
）
　
Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
　
Ｒ
ｉ
ｃ
ｏ
ｅ
ｕ
ｒ
,
 
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｙ
ｍ
ｂ
ｏ
ｌ
ｉ
ｓ
m
　
ｏ
ｆ
　
Ｅ
ｖ
ｉ
ｌ
　
（
Ｂ
ｏ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
:
　
Ｂ
ｅ
ａ
ｃ
ｏ
ｎ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

，

１
９

６
７

」
，

　

１
６

２
.

（

８

）
　

Ｐ
ａ

ｕ

ｌ
　

Ｒ

ｉｃ

ｏ
ｅ

ｕ

ｒ

，
　

Ｉ
ｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｐ

ｒ
ｅ
ｔ
ａ

ｔ
ｉｏ

ｎ

　

Ｔ

ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ

　

（

Ｆ

ｏ

ｒ
ｔ

　

Ｗ

ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
:
　

Ｔ

ｅ
ｘ

ａ
ｓ

Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ａ
ｎ
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｉ
ｔ
ｙ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

，

１
９
７
６
）

，

９
４
-

９
５
.

（

９

）
　

本

居

宣

長

、

前

掲

書

、

一

七

二

～

一

七

三

頁

。

（

1 0

）
　

本

居

宣

長

「

玉

く

し

げ

」

（
『

本

居

宣

長

全

集
　

第

八

巻

』

、

筑

摩

書

房

、

一

九

七

二

）

、

三

〇

九

頁

。

（

1
1

）
　

折

口

信

夫

「

霊

魂

の

話

」

（
『

折

口

信

央

全

集
　

第

三

巻

』

。

中

央

公

論

社

、

一

九

九

五

）

、

二

四

八

～

二

六

三

頁

。

（

1 2
）
　
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
、
前
掲
書
、
一
八
七
～
一
八
九
頁
。

（

1 3

）
　

松

前

健

『

松

前

健

著

作

集
　

第

六

巻
　

王

権

祭

式

論

』

、

お

う

ふ

う

、

一

九

九

八

、

二

二

〒

二

四

五

頁

。

（

1
4

）
　

松

村

武

雄

『

日

本

神

話

の

研

究
　

第

四

巻

』

、

培

風

館

、

一

九

五

八

、

三

〇

二

王

二

〇

八

頁

。

（
い
わ
さ
わ
・
と
も
こ
、
宗
教
哲
学
・
比
較
思
想
、

麗

澤

大

学

非

常

勤

講

師

）

99 1　 本居宣長におけ る「タマ」の神話論
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