
間
の
世
界
の
社
会
的
政
治
的
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
。
 本
論
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
非
存
在
と
存
在
の
間
に
聴
 
え
る
 声
 、
無
の
声
、
 存
 

 
 

さ な 

    
キ と 然 こ て学論 

l i Ⅰ Ⅰ ひ 
l 同字のの い の 文 

じ   
声 い い   住人 ど性 え方 宗 

  

舌口業 声 う なき て、ま 救民俗 霊性 、 験して 間の主 のよ う を高度 る。人 面にあ 

」 さ が 

は は あ 
声 禅 る   
を の 。 

霊 の 性 て学的に間 
大 公 表 

、 始に い 文 なわ の 
天頂め る 明宗た諸 

に 案 面 
し で 的 
て あ に 習俗を 的様態の声 、 役 人 み か、回 では 忘 教を展 る し 。 

声に出 語る立 あ る。 調査、 霊 舌口 、を基礎 かしそ するの 一であ 却 放棄 間 する 

昔に でる し 以 こ研 
ょ場 る し 

に い て 

な は 語 
い 在 る 

、 在 声 
  
霊方 然 傾 と 人で 

も の で 性派 を 向 ふ間あ 

よ、、 声を聴の言わ / し 

ぬ く 深 
  
の存 そ 自 て衆 

民 と い   
声 ハ 聴   
を イ け 

野散 然 と   性 も 

指 デ と   
す ッ い え え 性て あ 具 
こ ガ ラ 

と l こ   
も の と 

よ く る し定 に 

あ ょ で 
リ ラ あ 

、 な る   
こ 立 か 

の場 場も ら 、   
幽遠 舎人 想起 

    
  

宗
教
と
自
然
 

宗
教
の
始
源
的
様
態
へ
の
試
み
 



「
天
の
声
」
を
聴
く
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
、
頭
上
に
広
 
が
り
、
お
お
っ
て
い
る
蒼
々
と
し
た
天
空
か
ら
 聴
 え
る
 も
の
が
、
現
実
に
 具
 

天
の
声
、
自
然
の
声
 

在
の
声
と
か
い
っ
た
き
わ
め
て
内
面
的
な
精
神
の
内
部
 
の
 契
合
の
問
題
を
直
接
問
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
 
な
 高
度
に
思
索
さ
れ
、
 

形
而
上
学
的
内
容
を
こ
こ
で
考
え
る
前
に
、
あ
る
意
味
 
で
き
わ
め
て
素
朴
で
一
般
的
で
は
あ
る
が
、
自
然
で
具
 象
 的
な
事
柄
に
焦
点
を
 

し
ぼ
り
、
自
然
現
象
と
宗
教
的
な
態
度
の
原
初
的
形
態
 が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
そ
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
て
 
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
自
然
に
た
い
す
る
哲
学
的
な
 
統
一
原
理
を
思
索
し
て
、
い
わ
ゆ
る
自
然
学
、
自
然
哲
 
学
 が
思
索
さ
れ
論
ぜ
 

ら
れ
て
か
ら
、
そ
れ
以
後
と
く
に
近
世
以
降
は
哲
学
は
 も
っ
ぱ
ら
人
間
の
認
識
や
価
値
論
や
実
存
に
関
心
の
中
、
 心
 が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
 

実
存
と
い
え
ば
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
実
存
で
あ
っ
て
 
、
そ
 れ
で
な
け
れ
ば
実
存
の
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
で
は
あ
 
る
が
、
自
然
哲
学
が
か
 

り
に
出
現
し
、
汎
神
論
が
思
索
さ
れ
た
に
し
て
も
、
 
主
 流
 と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
に
も
あ
て
 は
ま
る
。
宗
教
も
人
間
 

に
と
っ
て
の
救
い
に
情
熱
を
傾
け
る
こ
と
は
か
な
り
き
 び
し
く
為
さ
れ
、
内
面
化
の
過
程
を
た
 ビ
り
 、
そ
れ
の
 果
し
た
意
味
は
た
し
か
 

に
 大
き
い
け
れ
ど
、
主
観
的
 個
 的
な
も
の
に
な
り
、
 つ
 い
に
は
自
然
と
か
環
境
の
現
実
性
か
ら
か
け
は
な
れ
て
 
い
っ
た
傾
向
な
し
と
し
 

な
い
。
宗
教
現
象
学
は
こ
の
世
界
に
生
じ
た
人
間
の
宗
 教
 現
象
を
洩
れ
な
く
取
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
方
 向
性
な
り
特
質
を
見
出
 

し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
 
に
 自
然
に
た
い
す
る
人
間
の
宗
教
的
始
源
の
様
相
を
ふ
 
り
 返
っ
て
み
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
 、
 一
つ
の
方
向
性
の
基
礎
を
見
出
す
こ
と
が
で
 き
る
か
ど
う
か
を
試
み
た
い
と
思
う
。
と
く
に
聖
な
る
 
も
の
に
自
然
、
乃
至
は
 

自
然
的
 霊
 性
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
だ
け
の
 存
在
の
安
定
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
宇
宙
的
自
然
 
的
 調
和
を
可
能
に
す
る
 

道
は
何
で
あ
る
か
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
 

  

  

  



 
 
 
 
 
 

自
然
 

こ
れ
は
伊
勢
の
神
楽
歌
の
中
の
神
降
ろ
し
の
歌
で
あ
る
 。
民
間
習
俗
で
も
紫
電
閃
光
の
の
ち
に
落
雷
が
あ
れ
 
ば
 、
そ
こ
を
聖
な
る
 場
 

 
 

 
 

%
 
 

所
 と
し
て
祀
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
樹
木
が
裂
け
、
 

火
を
発
す
る
こ
と
も
あ
り
、
落
雷
に
打
た
れ
て
死
ん
だ
 人
は
 、
 特
に
神
に
打
た
れ
た
 

な 本 と 畏 る な が 鳳 字 こ 体 

土 人 的に 。，、もの力では 怖 す 雲も る 。 人問 とし がど れ を 

に し 甘 王 。 の 「 一 る 大 雨 に て の 感 な 
倖圭茸 @ こ 

り 踏 
て み 

社 か   ず え 明 も ら 

と す 
ぞ 鳴 を 声 す 、 近 が 付 は い 
な 神 

  
8 0   るもの そのも天の士 現象の しかし 常体験 もので なって はその の風で 

戸、 の 中 と す る お 吹 あ は   立 夫 と た る に は 思 い 」       
は 一 ん 雷 く め ら 変 分 告 知 す 人間 部に ざく こそ 風 、 れば の声 化を る。 篆文 なるの手 る 電光 。 原始 追 @ こ 、晴 とし 告知 

は け を 人 わ れ て し の と 

  負 えど れ とも 古 " れのは てし " 微風に「 " 

  鋭敏 ぬ垂 も 、 な う 代人 疾駆 るし この 風、 」の 

約 日 こ が す と 風 順 解 に 



槌 た て 王 る ろ は れ 
な ら ゆ 神 が 他 用 遠 た そ 

れ
だ
け
で
は
な
く
、
寒
い
厳
し
い
冬
か
ら
春
の
到
来
を
 生
口
 
如
 し
、
と
く
に
春
雷
は
農
耕
の
開
始
を
告
げ
る
天
の
 
声
 と
し
て
注
目
さ
 

。
梅
雨
の
入
り
、
梅
雨
の
上
り
、
盛
夏
の
夕
立
、
稲
妻
 
は
 稲
の
生
育
の
し
る
し
と
な
り
、
遠
雷
は
農
耕
の
終
り
 を
 告
げ
る
。
遠
雷
 

い
 山
か
ら
鳴
る
雷
の
意
味
も
あ
る
が
、
弱
 
い
 雷
鳴
で
 終
 る
 場
合
を
意
味
す
る
。
「
神
無
月
」
に
は
諸
説
が
あ
る
。
 
神
鳴
り
が
な
く
な
 

の
 意
味
で
あ
る
と
い
う
賀
茂
真
淵
の
説
が
妥
当
で
あ
る
 
 
 

方
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 、
 ゲ
ル
マ
ン
の
神
話
に
お
い
て
は
ど
う
 で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ド
ナ
ー
ル
（
 し
 0
 邑
 -
 
目
ゴ
 
0
 エ
 神
は
、
雷
神
で
あ
 

、
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
（
 毛
 0
 年
が
 
戸
 オ
ー
デ
ィ
ン
 
0
 年
ぎ
 
Ⅰ
 
フ
 ラ
 イ
ア
 な
ど
と
と
も
に
重
要
な
神
で
あ
り
、
ゲ
ル
マ
ン
 
で
 ヴ
ォ
ー
ダ
ン
が
 

的
な
性
格
を
持
っ
よ
 う
 に
、
北
欧
で
は
雷
神
が
主
神
的
 役
割
を
占
め
て
い
る
。
 い
 っ
よ
り
か
雷
神
が
農
耕
牧
畜
 を
 司
る
神
と
な
っ
 

く
の
は
、
本
来
天
空
を
司
り
、
天
空
の
す
べ
て
に
関
わ
 
る
 神
で
あ
る
た
め
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
 
思
 わ
れ
る
。
雷
を
も
 

す
 雲
の
間
か
ら
 閃
 め
く
電
光
を
 、
 ゲ
ル
マ
ン
や
北
欧
で
 は
 雄
山
羊
、
 蛇
 、
天
地
を
 っ
 な
ぐ
橋
な
ど
と
見
な
し
、
 ま
た
神
が
 斧
 、
 金
 

ふ
る
い
、
槍
を
投
げ
、
喫
を
激
し
く
打
ち
込
ん
で
い
る
 
の
だ
と
も
民
間
で
は
い
い
慣
わ
し
て
来
た
。
雷
が
落
ち
 た
 畑
は
よ
い
麦
が
 

北
の
御
門
鳴
る
雷
は
實
に
て
 

き
 の
ふ
も
け
ふ
も
夕
立
 ぞ
 す
る
 

聖
な
る
存
在
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

し
か
し
畏
怖
ば
か
り
で
な
く
、
長
い
早
天
の
の
ち
に
、
 風
雨
を
も
た
ら
す
雷
は
 、
天
 よ
り
の
恵
み
で
あ
り
、
 

宝
 で
あ
る
。
伊
勢
神
楽
 

 
  
 

歌
 は
つ
ぎ
の
よ
う
に
歌
う
。
 

  



稔
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ポ
ン
メ
ル
ン
地
方
で
は
ジ
 
ブ
 シ
ー
や
村
の
娘
な
ど
を
傭
い
、
雷
雨
の
さ
 中
 電
光
、
 
雷
 鳴
を
天
か
ら
受
取
る
べ
 

く
 畑
で
こ
ろ
げ
廻
っ
て
も
ら
う
習
俗
が
あ
る
。
 
雨
と
泥
 に
ま
み
れ
る
と
、
作
物
が
よ
く
稔
る
と
い
っ
て
喜
ぶ
の
 
で
あ
る
。
呪
術
的
で
は
 

あ
る
が
、
雷
の
威
力
と
恵
み
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
う
 
か
が
わ
れ
る
。
日
本
の
農
村
で
「
稲
妻
」
と
い
い
、
 稲
 田
の
遠
く
に
電
光
の
走
 

る
の
を
み
て
、
豊
作
と
喜
ぶ
の
も
同
じ
で
、
事
実
 雷
の
 放
電
は
作
物
に
よ
い
と
い
う
科
学
者
の
報
告
も
あ
る
。
 
北
欧
で
は
は
し
ば
か
の
 

若
枝
を
戸
口
や
窓
に
 帯
 し
、
 某
 、
野
鼠
を
戸
口
に
張
り
 つ
け
た
り
す
る
と
落
雷
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
 う
 習
俗
も
あ
る
。
キ
リ
 

ス
ト
の
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
を
記
念
す
る
「
 椋
 侶
の
日
曜
日
 」
（
㌧
凹
目
あ
 
0
 目
む
 ⑧
に
は
、
は
し
ば
み
、
縦
な
ど
で
 パ
 ル
ム
（
㌧
 凹
ヨ
 -
 ㌧
 日
ヨ
の
 ）
 

を
 作
り
、
こ
れ
を
華
や
か
に
飾
り
立
て
て
、
教
会
で
、
 、
ト
 
サ
の
潔
 め
を
受
け
た
の
ち
、
帰
宅
し
て
家
や
家
畜
小
屋
 
に
 立
て
て
お
く
と
、
 
落
 

雷
な
ど
の
災
い
を
防
ぐ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

木
曜
日
は
ド
ナ
ー
ル
の
目
白
 0
 コ
コ
の
「
の
（
 

a
 抽
づ
す
ヰ
 
Ⅱ
の
 
宙
 ㏄
 ぜ
 ）
で
、
ト
ー
ル
 
臼
す
 0
 こ
 
あ
る
い
は
ド
ナ
ー
ル
の
神
 0
 日
と
呼
ん
で
い
ろ
。
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
祭
を
開
始
す
る
日
と
定
め
て
い
 る
の
は
、
雷
の
声
を
ム
ロ
 図
 と
す
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
 日
 と
し
て
い
る
。
キ
リ
 

ス
ト
の
受
難
の
始
ま
り
も
こ
の
「
嘆
き
の
木
曜
日
」
（
 
G
 「
 由
 二
ロ
 
0
 臣
 二
の
 

r
a
 

計
 
り
 ⑧
に
 士
疋
 
め
て
お
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
 帝
刊
の
 
木
曜
日
も
と
く
に
禁
や
 

祝
い
の
準
備
の
た
め
の
開
始
の
日
と
定
め
て
い
る
。
 

北
欧
の
ト
ー
ル
を
祀
る
の
は
、
冬
の
さ
 由
 樹
木
を
立
て
 た
り
、
「
 ユ
 ル
ブ
ロ
ッ
ク
」
二
ロ
 
乙
こ
 こ
し
と
い
っ
て
 
薪
 を
高
く
積
み
上
げ
て
、
 

こ
れ
に
火
を
つ
け
燃
え
上
が
ら
せ
る
。
光
が
弱
ま
り
、
 一
 
衰
え
る
冬
の
太
陽
に
力
を
つ
け
、
太
陽
の
再
生
復
活
を
 願
 う
 冬
至
の
祭
で
あ
る
。
 

天
空
に
光
と
熱
が
浅
り
、
雷
鳴
が
と
ど
ろ
き
、
電
光
が
 
走
る
夏
の
季
節
の
回
帰
を
願
う
。
雷
神
ト
ー
ル
は
す
べ
 
て
の
存
在
の
生
成
を
司
 

 
 自

る
 神
と
な
り
、
や
が
て
は
一
切
の
現
象
を
統
 制
す
 る
 主
神
的
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
 

 
 

 
 

諺
 が
か
な
り
採
集
、
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
 
ニ
 、
一
一
 
一
の
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。
 

5 (5) 



ミ
ッ
 ヘ
ル
に
雷
が
鳴
っ
た
ら
、
 

鎌
を
沢
山
使
っ
て
刈
り
取
る
が
よ
い
 

(6) 6 

こ は ば と 

と 豊 落 雷 「 五 
雨 ユ 月 五 雷は 経カ を た 、よ 雷の 大気 は ッ は 月 

験 穀 畏 や 入 数 へ 麦 の 

約 物 怖 大 月 も 」 の 目 " 田 

に を は 弛 め 雨、 
畑 作 あ に 欠 
つ り つ と … 巨ま 穂はら 劇しさ （ 万オ ） 農 
て 出 て っ で も 夫 
い す も て は 了ひ @.@@ @ 
る 力 、 必 な ユ 

。 が 大   
あ 地 要な へ 

の   を 

至大 で 歌 
と 気 あ つ , 

る     
雨 萄 
が め 
茅 花 

化や潤 う如く け が   れ 結 
ぱ 実   参 す 

夏 の い る 
ほ と   ど き 

づ 要   で 

きで 、 あ 稔 あ 
り る 

の   

ること幾度も 

多 雷 
い 雨 

雷 は、 年 が 
」 あ 
と れ 
ぃ ば 

つ , 
諺 農 
b 氏   あ は 
る 直 且 作 穀 ており、くり セ の 

物 「 し 
が お / Ⅰ ら 

成 そ 月 せ 
熱 い に で 

す 雷 な あ 
る 雨 れ る 



 
 

春
雷
は
眠
っ
て
い
る
冬
の
自
然
を
目
覚
め
さ
せ
る
。
 
ノ
 ル
ウ
ェ
ー
で
は
「
 能
 」
 宙
ど
 0
q
 邑
が
 春
 
（
夏
季
）
の
は
 じ
ま
り
を
伝
え
る
 雷
 

と
と
も
に
、
冬
眠
か
ら
目
覚
め
る
の
で
、
能
は
ト
ー
ル
 
（
ド
ナ
ー
ル
）
の
神
の
春
 
属
と
見
徴
 し
、
愛
児
と
な
っ
 て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 

雷
と
 熊
の
関
係
を
狩
猟
時
代
あ
る
い
は
農
耕
生
活
の
中
 で
 人
間
は
敏
感
に
両
者
の
関
係
を
見
出
し
て
き
た
。
 能
 の
 原
始
的
な
 泡
嘩
も
雷
 

と
の
類
似
を
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
信
越
の
山
 中
で
五
月
頃
、
宥
を
降
ら
せ
雷
鳴
が
す
る
の
を
「
 
能
荒
 ね
 」
と
称
し
て
い
て
、
 

冬
眠
か
ら
醒
め
た
熊
を
猟
師
が
射
止
め
る
。
チ
ロ
ル
 
や
 シ
ュ
フ
ー
ベ
ン
ア
ル
プ
の
地
方
に
は
春
の
フ
ァ
ス
ナ
ッ
 ト
の
 祭
に
熊
を
行
列
に
 

加
え
て
い
る
の
も
そ
の
名
残
り
で
あ
る
。
逆
に
十
月
、
 
十
一
月
に
め
る
く
弱
 い
 雷
鳴
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
 農
 事
の
終
息
を
天
が
人
間
 

に
し
ら
せ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
自
然
も
冬
の
眠
り
に
 
は
い
る
。
こ
の
よ
う
に
天
か
ら
響
く
雷
の
音
で
も
っ
て
 
季
節
の
変
化
、
天
の
神
 

の
 意
志
を
告
げ
る
も
の
と
受
け
と
っ
て
き
た
。
 

 
 

 
 

 
 

教
 

七
 
%
 

  

天
候
は
雷
鳴
と
と
も
に
は
じ
ま
り
 

雷
鳴
と
と
も
に
お
わ
る
。
 

ミ
ツ
 ヘ
ル
（
 ヨ
鰍
邑
は
 大
天
使
ミ
カ
エ
ル
（
 ヨ
鰍
 下
ゅ
 
の
 ご
の
農
民
の
呼
び
方
で
、
九
月
二
十
九
日
が
ミ
カ
エ
ル
 
祭
の
日
で
あ
り
、
 

｜
 ロ
ッ
パ
は
幾
度
か
重
大
な
戦
争
で
こ
の
天
使
の
守
護
 を
 仰
い
で
い
る
。
こ
の
祭
の
頃
山
の
彼
方
で
遠
雷
を
聴
 
く
と
、
秋
の
終
り
、
 

く
 刈
り
入
れ
を
せ
よ
と
い
う
天
の
神
の
告
知
と
し
て
 
農
 民
は
 受
取
る
。
 

早 ヨ 



き
に
穀
物
の
母
 東
 0
q
 
コ
ヨ
目
 
（
（
の
し
の
フ
ラ
イ
ア
 

曳
お
 守
 乙
女
神
で
あ
る
と
い
う
が
、
他
方
、
 
麦
 爺
さ
ん
 寅
 0
 
目
凹
 宙
 ）
が
ヴ
ォ
ー
 
ダ
 

ン
 神
と
も
 い
う
 。
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
 と
 プ
ラ
イ
ア
は
放
神
、
 
あ
る
い
は
男
女
の
対
の
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

ぬ
 の
神
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
の
性
格
 

天
の
意
志
を
伝
え
る
の
は
、
 

雷
 ば
か
り
で
は
な
い
。
 

天
 空
か
ら
吹
く
風
も
同
じ
で
あ
る
。
中
世
末
の
木
版
画
で
 
は
 、
東
西
南
北
か
ら
 

頼
を
膨
ら
ま
せ
て
風
を
吹
く
擬
人
化
さ
れ
た
図
が
見
ら
 
れ
る
よ
う
に
、
春
夏
秋
冬
吹
い
て
く
る
風
の
方
向
が
異
 
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 季
 

節
を
示
し
、
農
耕
生
活
を
可
能
に
さ
せ
る
。
冬
の
風
 

は
と
く
に
厳
し
く
、
と
き
に
は
雪
嵐
と
な
っ
て
吹
き
 

荒
れ
る
。
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
 

（
 
毛
 。
 守
 こ
の
神
は
 、
 思
い
の
ま
ま
天
空
を
疾
駆
 し
、
森
 を
な
ぎ
、
劇
し
い
風
音
を
立
て
る
。
こ
れ
を
夜
の
狩
 
太
一
之
 

a
c
 

才
色
丹
的
の
Ⅰ
）
 

と
 

い
い
、
大
鎧
 群
 
（
ヲ
ヨ
Ⅰ
の
 
あ
 ㎎
 已
と
 呼
ん
で
お
そ
れ
 、
さ
ま
ざ
ま
な
 管
 属
を
引
き
連
れ
て
暴
れ
る
と
い
う
の
 は
 、
キ
リ
ス
ト
教
が
 伝
 

遣
 さ
れ
た
の
ち
の
変
形
し
た
表
象
で
あ
る
。
本
来
は
風
 
の
神
で
あ
り
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
、
そ
の
他
の
部
族
の
神
 で
あ
り
、
の
ち
に
天
空
 

を
 司
る
主
神
的
な
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
ト
ー
ル
が
 
北
 欧
 で
王
神
と
な
る
の
に
反
し
、
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
は
中
部
 
ョ
 ｜
 ロ
ッ
パ
で
主
神
と
な
 

る
 。
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
も
ド
ナ
ー
ル
も
並
立
し
 
、
 一
つ
だ
け
 0
 日
要
員
神
と
な
ら
な
い
間
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来
し
 て
き
た
た
め
そ
の
宗
教
 

的
 性
格
が
 暖
昧
 に
な
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
の
性
格
の
中
 に
は
、
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
的
 神
観
が
 浸
透
し
て
来
て
 い
る
と
説
く
学
者
も
あ
 

る
 。
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
は
ヴ
ォ
ー
 ト
 
（
 
毛
 0
 こ
 
オ
ー
デ
 

ろ
 忠
 ・
 ミ
 。
Ⅰ
③
な
ど
荒
々
し
さ
劇
し
さ
を
表
す
言
葉
と
語
 源
 関
係
を
持
っ
て
い
る
 

が
 、
や
は
り
本
来
は
風
の
天
空
に
ひ
び
く
昔
、
樹
木
な
 
ど
を
吹
き
な
び
か
せ
る
響
き
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
 
と
わ
た
し
は
思
っ
て
 い
 

る
 。
冬
の
雪
や
水
の
厳
し
い
風
は
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
の
威
力
 
を
 如
実
に
感
じ
さ
せ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
 春
 、
夏
、
秋
の
風
は
 、
万
 

物
を
生
育
さ
せ
る
恵
み
の
風
で
あ
り
、
と
く
に
秋
は
久
 、
の
 到
来
を
予
告
す
る
 風
 へ
と
変
様
す
る
。
夏
に
麦
畑
を
 吹
い
て
ゆ
く
風
は
 、
と
 

  



天
空
よ
り
地
上
を
自
由
自
在
に
疾
駆
す
る
風
は
、
こ
の
 
天
地
の
呼
吸
で
あ
り
、
神
の
息
で
あ
っ
た
。
天
地
の
生
 
合
体
が
呼
吸
し
て
い
 

る
と
感
じ
さ
せ
る
自
然
的
存
在
は
他
に
も
あ
る
が
、
 
人
 間
 が
こ
れ
を
直
接
如
実
に
実
感
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
は
 
、
 風
で
あ
る
。
風
は
大
 

気
の
動
き
で
あ
る
。
し
か
し
眼
に
は
見
え
な
い
、
不
可
 
視
 的
な
存
在
で
あ
り
、
霊
的
な
働
き
と
し
て
受
け
取
ら
 
れ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
の
 宗
 

教
 で
も
 風
｜
息
｜
 霊
の
形
を
と
る
。
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
神
は
 万
物
に
生
命
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
。
後
世
に
な
っ
て
 奇
怪
な
 魔
 群
の
首
領
の
 

ご
と
く
 財
 し
め
ら
れ
、
そ
の
存
在
の
特
質
も
暖
 昧
 に
な
 っ
て
し
ま
っ
た
が
、
古
い
形
体
で
は
明
ら
か
に
 風
｜
息
 ｜
 霊
で
あ
る
。
こ
の
こ
 

と
は
へ
 ブ
ラ
イ
の
宗
教
に
お
い
て
、
「
ル
 ー
 ア
ッ
 ハ
 」
 -
 寄
お
 已
は
霊
と
も
い
う
が
、
元
来
は
「
 息
 」
で
あ
る
。
 人
間
は
神
よ
り
生
命
の
 

息
を
吹
き
か
け
ら
れ
て
生
け
る
存
在
と
な
っ
た
し
、
 
ま
 た
 別
の
表
現
で
は
神
 よ
 り
霊
を
与
え
ら
れ
て
「
土
の
塵
 」
に
す
ぎ
な
い
存
在
が
 

人
間
と
な
っ
た
と
も
い
う
。
し
か
し
本
源
は
同
じ
こ
と
 を
 意
味
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
新
た
に
ム
ロ
 
顕
 す
る
 と
き
「
空
華
 
亜
 
」
 2
%
 
コ
 0
%
 
ヨ
曲
 

ぎ
住
巴
が
 重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
こ
の
「
 プ
ネ
 ウ
マ
 」
 弓
コ
 0
%
 
ヨ
 巴
も
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
風
の
意
味
を
 
持
っ
て
い
た
。
パ
リ
 サ
 

イ
 派
の
 ニ
コ
 デ
モ
は
 夜
 ひ
そ
か
に
イ
エ
ス
の
許
に
来
て
 尋
ね
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
 水
と
 霊
か
ら
生
れ
な
け
れ
 ば
、
 神
の
国
に
は
い
る
 

こ
と
は
で
き
な
い
。
肉
か
ら
生
れ
る
者
は
肉
で
あ
り
、
 霊
か
ら
生
れ
る
者
は
霊
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
は
新
し
 
く
 生
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
と
わ
た
し
が
い
っ
た
か
ら
と
て
、
不
思
議
に
思
う
 
に
 及
ば
な
い
。
風
は
思
い
の
ま
ま
に
吹
く
。
あ
な
た
は
 
そ
の
音
を
聞
く
が
、
 そ
 

れ
が
ど
こ
か
ら
き
て
、
ど
こ
へ
行
く
か
は
知
ら
な
い
。
 霊
か
ら
生
れ
る
者
も
み
な
、
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
」
（
 ヨ
ハ
ネ
 三
ノ
五
｜
 八
）
 と
 

イ
エ
ス
は
語
っ
て
い
る
。
イ
エ
ス
は
霊
の
動
き
を
改
め
 
て
 風
の
比
倫
 で
 語
っ
て
い
る
が
、
霊
も
風
も
ど
ち
ら
も
 プ
ネ
ウ
マ
（
 巾
コ
 
0
%
 
ヨ
巴
 

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方
は
 、
 元
の
へ
 ブ
 ラ
 イ
 語
の
「
ル
 ー
 ア
ッ
 ハ
 」
を
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
語
で
説
 明
し
た
か
、
あ
る
い
は
 

盟
 
時
代
の
経
過
で
別
々
の
意
味
に
分
離
し
て
い
た
た
 
め
に
改
め
て
こ
こ
で
語
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
 
る
 。
 ぃ
 づ
れ
に
せ
 よ
、
ヘ
ブ
 

 
 

%
 
 ラ
イ
語
の
「
ル
 ー
 ア
ッ
 ハ
 」
も
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
 プ
ネ
ウ
マ
」
も
元
は
風
を
意
味
し
、
の
ち
に
霊
怪
を
表
 わ
す
言
葉
と
な
っ
て
い
っ
た
。
   



で
あ
る
か
ら
、
霊
的
存
在
を
暗
示
す
る
の
に
も
っ
と
も
 

適
わ
し
い
。
復
活
し
た
の
ち
の
キ
リ
ス
ト
は
「
聖
霊
を
 

受
け
よ
」
と
弟
子
達
 

息
を
吹
き
か
け
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
霊
 

と
息
 （
主
ム
 

叩
 
）
は
同
一
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
息
を
吹
き
入
れ
 

る
と
は
、
人
間
創
造
 

場
合
と
同
じ
よ
う
に
霊
を
入
れ
、
真
に
生
け
る
も
の
と
 

な
る
こ
と
と
 
殆
 ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
「
 

風
｜
息
｜
 
壺
皿
」
と
 

基
本
構
造
は
変
ら
な
 

 
 

 
 

 
 

け
る
主
ム
叩
を
附
与
す
る
不
可
視
の
霊
的
存
在
と
な
っ
た
 

 
 

て
い
る
。
「
 

鼻
 」
と
わ
ざ
わ
ざ
い
っ
て
い
る
以
上
、
「
 

息
 」
「
呼
吸
」
で
あ
り
、
「
風
の
神
」
で
あ
る
。
神
名
の
「
 

須
佐
」
か
ら
見
て
も
 

吹
き
す
さ
ぶ
」
、
「
荒
れ
す
さ
ぶ
」
の
劇
し
い
大
気
の
動
 

き
を
伝
え
て
お
り
、
本
来
は
天
上
か
ら
吹
き
降
っ
て
く
 

る
 風
の
性
格
を
示
す
。
 

く
に
連
連
須
佐
之
男
命
と
呼
び
、
「
 

速
 」
「
 
建
 」
は
迅
速
 
に
 動
き
、
た
け
だ
け
し
い
と
い
う
形
容
詞
を
附
け
て
い
 

る
 。
 一
 
Ⅰ
日
天
頂
に
の
 

ぽ
 

て
 天
照
大
御
神
と
誓
盟
を
行
っ
た
と
き
、
須
佐
之
男
命
 

の
 十
拳
 餌
よ
 り
水
に
か
か
わ
る
女
神
三
性
が
生
れ
た
の
 

で
、
こ
の
神
は
「
 

水
 」
 

司
る
 神
 、
あ
る
い
は
海
、
風
雨
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
 

い
る
。
し
か
し
、
本
来
は
天
よ
り
烏
を
も
た
ら
し
、
 

生
 ム
 
叩
を
育
て
る
神
で
あ
 

た
と
思
わ
れ
る
。
あ
と
に
な
っ
て
 

天
 よ
り
降
り
て
、
 

地
 上
 で
さ
ま
ざ
ま
の
苦
難
を
引
受
け
て
、
人
間
の
中
に
は
 

い
っ
て
人
間
の
悩
み
 

解
き
、
希
望
を
も
た
ら
す
英
雄
神
と
な
る
。
出
雲
に
お
 

い
て
八
岐
大
蛇
を
退
治
し
て
安
寧
を
も
た
ら
す
。
日
本
 

語
の
性
質
上
風
 

と
霊
 

一
 つ
 で
は
な
い
。
し
か
し
「
奇
し
み
 

魂
 」
、
「
荒
み
 

魂
 」
、
 
「
和
み
 
魂
 」
、
「
直
毘
の
魂
」
そ
の
他
の
魂
が
 

霊
性
 の
 諸
 側
面
を
表
現
し
て
き
 

は な っ を つ と 「 っ か い の に 在 ラ
テ
ン
語
の
「
ス
ピ
リ
ト
ス
」
②
 脅
 ユ
旨
し
に
も
 ヒ
ン
 ヅ
 ー
の
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
 

ラ
 （ ヨ
 如
し
な
ど
も
価
値
高
き
 霊
 性
を
示
す
言
葉
が
風
 

 
 

 
 

 
 

を
意
味
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
内
容
を
発
展
さ
せ
て
い
 
っ
た
 。
風
は
眼
に
見
え
ず
、
し
か
も
自
由
自
在
に
 、
 
「
 思
う
が
ま
ま
に
吹
く
」
 
存
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こ
の
 ょ
う
 な
諺
が
 ム
 
「
も
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 春
か
 ら
の
す
べ
て
の
農
事
を
終
え
、
あ
と
は
天
候
に
 挨
 つ
よ
 り
ほ
か
な
い
農
民
は
 、
 

教
会
や
マ
リ
ア
の
御
堂
に
赴
い
て
、
祈
り
に
専
念
し
 
、
 司
祭
の
よ
う
に
な
る
。
教
会
な
ど
は
降
臨
 祭
 
ラ
イ
ン
 グ
ス
テ
ン
）
に
「
お
 ュ
 

聖
霊
 よ
、
 降
り
た
ま
え
 @
 
 暗
闇
を
破
り
、
こ
の
世
界
 に
 光
を
照
ら
し
ま
せ
 一
 …
…
・
」
（
讃
美
歌
二
四
四
番
一
 
と
か
、
「
来
れ
、
生
命
を
 

創
み
 出
す
聖
霊
 ょ
 、
あ
な
た
の
 力
 を
わ
れ
ら
に
 克
 し
 給
 え
一
…
…
・
」
（
二
四
一
）
と
か
、
「
来
れ
、
聖
霊
 

よ
、
 /
 な
る
押
ょ
、
あ
な
た
の
 

ょ
き
 恵
み
を
 克
 し
 結
 え
一
…
…
・
」
三
四
 セ
 ）
な
ど
の
 讃
 笑
歌
が
多
く
歌
わ
れ
る
。
こ
れ
は
教
会
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
 
ク
ス
 な
歌
で
あ
る
。
 し
 

か
し
チ
ェ
コ
国
境
に
近
い
ド
イ
ツ
の
 べ
 １
 7
 １
ヴ
ァ
ル
 ト
庚
 び
す
ヨ
籠
 
旧
 ㏄
 包
 地
方
の
村
々
で
は
、
フ
ィ
ン
グ
ス
 テ
ン
の
早
朝
、
元
気
な
 

老
人
を
ま
じ
え
る
村
の
青
年
の
騎
馬
隊
が
畑
や
森
を
と
 
お
り
抜
け
、
山
の
上
の
御
堂
に
ゆ
き
、
あ
る
い
は
天
に
 伺
 っ
て
声
を
張
り
上
げ
、
 

力
 の
か
ぎ
り
、
「
聖
霊
 よ
、
 降
り
 結
 え
 !
 」
と
昇
る
太
陽
 に
 叫
び
、
祈
る
。
こ
の
場
合
に
は
神
の
恵
み
の
聖
霊
が
 
生
命
を
生
み
豊
か
に
す
 

る
 天
か
ら
降
っ
て
村
の
農
耕
 物
 を
よ
く
稔
ら
せ
、
葡
萄
 が
よ
く
受
粉
 し
 、
家
畜
が
無
事
生
長
す
る
こ
と
を
願
 う
 も
の
で
あ
っ
て
、
神
学
 

的
に
思
惟
 し
、
 論
じ
て
い
る
聖
霊
で
は
な
い
。
農
民
に
 と
っ
て
 、
 天
か
ら
光
と
温
か
さ
、
適
度
な
風
が
吹
き
、
 適
時
雷
や
雨
を
も
た
ら
 

し
て
潤
お
し
て
く
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
 
任
 目
し
た
い
の
は
、
人
間
が
天
に
向
い
（
あ
る
い
は
太
陽
 に
 向
 い
 Ⅰ
そ
の
恵
み
や
 

愛
の
霊
を
求
め
て
叫
び
、
声
を
あ
げ
、
あ
る
い
は
歌
う
 
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
天
の
彼
方
か
ら
雷
や
風
が
響
く
 
よ
う
に
、
人
間
も
何
か
 

を
 求
め
、
訴
え
、
 歌
 い
た
く
な
る
よ
う
な
衝
動
が
あ
る
 。
月
夜
に
か
が
り
火
を
焚
い
て
そ
の
ま
わ
り
で
踊
る
 
熱
 帯
の
原
住
民
は
、
全
身
 

で
 踊
り
な
が
ら
、
高
 い
 調
子
で
声
を
発
す
る
。
そ
れ
は
 無
意
識
に
内
面
あ
る
い
は
身
体
全
体
か
ら
こ
み
上
げ
て
 
く
る
喜
び
や
願
い
の
声
 

で
あ
る
。
騎
馬
隊
が
叫
び
呼
び
か
け
る
声
は
、
原
始
 そ
 の
も
の
で
は
な
い
が
、
原
始
に
っ
な
が
る
も
の
で
あ
る
 
 
 

復
活
祭
の
「
緑
の
木
曜
日
」
 あ
 Ⅰ
 
む
 コ
 %
 。
日
あ
Ⅰ
の
（
㏄
 

し
す
 な
わ
ち
雷
神
ド
ナ
ー
ル
の
日
か
ら
本
格
的
な
復
活
祭
が
 
は
じ
き
 る
 。
こ
の
日
 

修
道
院
や
教
会
で
は
オ
ル
ガ
ン
を
奏
さ
ず
、
鐘
も
鳴
ら
 
さ
ず
、
讃
美
歌
も
歌
わ
な
い
。
ラ
ッ
ツ
ェ
ン
 
待
 ㏄
（
 
s
c
 
オ
 の
 し
と
 称
す
る
鳴
子
 板
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宗教と自然 

  
れ ン で つ の 

歩 5 いせ つ , の 日 二 のの 鳴 んた め く 世界 告知で ） と呼 告知を 響きは らし、 昔 ざく 

あ ぶ 共 天 一 て に 

6 行 感 の つ 、 調 
。 事 す 声 の ド 和 

ゲ が る を 風 ナ が 
ン あ 。 地 物 l な 
デ る 土 語 か く   の の の な 

キ 間 人 知 雷 り 

ン も 聞 く 鳴 、 
ゲ な が 見 を 不 
ン く 模 ぇ 象 協 
の キ 
少 リ 

し る っ 木口 

牛ス た も本器 。 た 昔 だ 

少 が 
の 乗 具 け 
で は で と 

女 誕 あ ド あ な 
た 生 
ち し 9  、 々 @  るっ 。 えヒ 目 

ヰひ @ ）   大 ル 復 と 

  の の 活 い 

主 眼 人 目 救 あ 戸 
が つ の を 世 な を 
見 て 子 覚 王 た 叩 
る い ら ま が の く 戸を るあなことが 家の前 、 よ そ う、 あなた 

な た 目 の で 叩 
い な な も { 
よ 覚 と 

つ , ま に 
@@ し そ や 
  つ つ 

て 

来 
る 

朝 の 昔 雪 祭 う な   
家 救 ス 呼 家 国 で く 

々 い て 応 っ か め 騒 
め が ス し て ら る が 
戸 果 に た   当 。 し 
な さ な 行 春 日 し く 

叩 れ る 為 の 、 か 鳴 
い る 一 で 訪 付 し ら 

て 国 週 あ れ の う し 
つ が 間 り を 少 ッ て 

典礼と ぎのよ 来るの 前の木 、これ 行 喜ぶ 年達 が ツェン 

う で 曜 に 事 う は す 
な 、 日 よ で ッ カ る 
唱 そ が つ る ツ タ 。 

え の 「 て っ ェ カ キ 
詞 華 戸 春 た ン タ リ 

。 を カ ス 

を備叩一 いなき夏 うあ タト 
い せ 」 ） ッ ち と の 
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る
 習
俗
で
あ
っ
た
。
し
か
し
窓
や
戸
を
こ
わ
す
こ
と
も
 
あ
っ
た
た
め
に
、
ペ
ル
 ヒ
タ
 走
り
弓
の
「
の
 ゴ
 （
の
 
コ
守
 u
f
 
の
 
こ
 
と
同
じ
く
厳
し
く
 禁
 

止
さ
れ
、
そ
の
後
で
子
供
の
戸
叩
き
の
歌
や
唱
え
詞
の
 行
事
に
変
っ
て
い
っ
た
。
 

戸
 叩
き
は
ク
リ
ス
マ
ス
を
上
口
 
げ
る
 雷
 、
春
の
到
来
を
 

約
束
す
る
天
の
声
を
擬
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
十
二
月
に
 雪
 が
あ
る
と
、
つ
ぎ
の
年
は
風
が
よ
く
吹
く
」
、
「
ア
ド
 

ヴ
ェ
ン
 
ト
 に
雷
が
あ
る
 

と
 、
あ
ぶ
ら
な
が
 よ
 く
燃
え
る
」
と
い
う
諺
が
あ
る
 ょ
 う
に
、
農
民
に
は
寒
雷
は
よ
き
天
の
徴
候
と
し
て
お
り
 
、
人
間
自
身
が
こ
れ
を
 

擬
し
て
行
っ
た
の
が
始
ま
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
 
 
 

こ
れ
と
な
ら
ん
で
、
日
本
の
民
俗
芸
能
、
習
俗
に
お
け
 6
 戸
叩
き
の
形
態
を
こ
こ
で
と
り
上
げ
て
み
た
い
。
 長
 野
景
阿
南
 W
 の
伊
豆
 

神
社
の
「
新
野
の
富
ま
つ
り
」
は
民
俗
学
研
究
者
の
間
 
で
 つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
正
月
の
十
四
日
を
中
心
に
 し
た
 春
 迎
え
一
 %
 一
 
三
年
子
 

祝
 ）
の
神
事
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
舞
が
な
さ
れ
た
あ
 と
 、
境
内
に
十
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
松
明
に
人
が
と
 
も
さ
れ
る
。
春
の
種
子
、
 

ら
よ
 
,
 
っ
や
 

さ
い
ほ
 

っ
 

主
ム
叩
を
も
た
ら
す
手
法
な
ど
の
こ
も
っ
て
い
る
 
屋
 %
 を
 青
年
た
ち
が
力
一
杯
ど
ん
ど
ん
と
叩
き
、
「
ラ
ン
ジ
ョ
 ウ
ラ
ン
ジ
ョ
ウ
」
と
 
叫
 

び
 、
最
後
に
は
丸
太
を
持
ち
出
し
て
、
ど
す
ん
ど
す
ん
 
と
 打
ち
あ
て
、
は
め
板
が
わ
れ
、
 く
 づ
れ
落
ち
る
。
 
そ
 の
た
め
に
毎
年
張
り
か
 

え
る
。
こ
れ
は
悪
霊
を
鎮
め
る
た
め
の
作
法
で
あ
る
と
 
い
う
解
釈
を
す
る
研
究
家
も
い
る
。
春
の
到
来
を
待
ち
 、
 戸
を
叩
き
、
と
き
に
 

は
神
々
が
祭
の
場
に
出
現
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
は
げ
 
し
く
、
力
強
く
叫
び
を
あ
げ
、
迫
る
所
作
で
は
な
い
か
 
と
 思
わ
れ
る
。
「
 弔
ョ
祭
 
」
 

と
い
っ
て
社
前
に
雪
が
積
っ
て
い
れ
ば
そ
の
雪
を
 、
無
 い
 場
合
に
は
、
山
へ
登
っ
て
雪
を
運
ん
で
来
て
、
神
前
 
に
 捧
げ
、
豊
作
と
な
る
 

予
兆
と
し
て
喜
び
、
神
々
を
迎
え
る
。
雪
は
春
の
訪
れ
 
を
 告
げ
る
天
か
ら
の
使
者
で
あ
り
、
豊
作
を
約
束
す
る
 
し
る
し
で
あ
る
。
雪
だ
 

っ ン 

て を 子 
い 焼 ど 

る く も 

。 の た 
か な ち 
っ 忘 の 
て れ 戸 
は ね 叩 

    
  
こ よ 子 
と め や 
称 飾 果 
し り 物 
て を な 
大 き ど 
人 ち を 

や ん 与 
若 と え 

着 す る 

た る 習 
ち よ ， 買 
が ぅ が 

W に あ 
や と る 
付 い   

の う 朝 
来 意 寝 
々 味 を 

な で せ 劇 ず 
し 道   
く 徳 ク 

口 P  古句 リ 

い な ス 

て も て 
し の ス 
ら に の 
せ な パ 

  

  



け
で
は
な
い
、
雨
、
露
、
 

霜
 、
 嵌
 、
 棄
 、
霧
な
ど
も
 天
 の
 現
象
で
あ
り
、
と
く
に
春
雷
の
声
を
待
つ
よ
う
に
 
戸
 や
家
を
叩
く
。
 

す
で
に
昨
年
学
会
の
大
会
で
発
表
し
た
ご
と
く
、
 
バ
｜
 デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
オ
ー
ベ
ル
ス
テ
ン
 フ
 エ
 ル
 ト
 
（
 
0
 ヴ
 の
お
 鯨
 n
.
 

オ
 邑
の
監
督
教
会
の
柱
頭
に
は
、
人
間
の
顔
を
し
た
 
四
 つ
の
存
在
が
口
か
ら
紐
の
よ
う
な
波
の
よ
う
な
線
状
の
 も
の
を
左
右
に
吐
き
こ
 

れ
が
葡
萄
、
 
椋
椙
 、
そ
の
他
の
植
物
の
蔓
や
枝
葉
と
な
 り
、
 花
を
咲
か
せ
、
実
を
結
ん
で
い
る
紋
様
が
あ
る
。
 
ま
た
コ
モ
湖
畔
の
市
立
 

美
術
館
㊥
 ア
ガ
 。
目
口
の
の
 
0
 ト
コ
 （
五
目
巴
の
正
面
入
口
に
 
は
 元
の
聖
マ
リ
ア
あ
 い
 
コ
 %
 目
 目
こ
教
会
の
浮
彫
り
 の
石
の
門
が
あ
る
。
 
丸
 

い
 頭
の
人
物
が
口
か
ら
左
右
に
紐
状
の
波
線
を
発
し
、
 
そ
れ
が
波
打
ち
、
絡
み
合
い
、
渦
を
つ
く
り
、
さ
ま
ざ
 
ま
の
形
態
を
と
り
な
が
 

ら
 門
柱
全
体
を
埋
め
 う
 く
し
て
い
る
。
こ
の
植
物
を
繁
 茂
さ
せ
て
い
る
波
線
の
上
に
は
、
動
物
の
紋
様
が
門
柱
 
を
 埋
め
て
い
る
。
こ
の
 

口
 よ
り
紐
状
の
波
線
を
出
し
て
い
る
存
在
は
、
前
者
は
 
こ
の
自
然
的
世
界
の
四
つ
の
エ
レ
メ
ン
ト
（
四
大
）
で
 あ
り
、
後
者
は
ゲ
ル
マ
 

ン
の
 ヴ
ォ
ー
ダ
ン
主
神
と
考
え
ら
れ
る
。
眼
に
見
え
ぬ
 風
｜
息
｜
 霊
を
可
視
的
な
造
型
で
表
現
す
る
と
す
れ
ば
 
、
こ
の
よ
う
な
紐
状
の
 

波
線
（
あ
る
い
は
 綱
 ）
で
表
わ
す
し
か
な
い
。
こ
の
 奇
 妙
な
自
然
 霊
 、
あ
る
い
は
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
神
は
こ
の
世
界
 の
す
べ
て
の
存
在
に
生
 

ム
叩
と
 
力
を
与
え
、
そ
れ
が
生
成
発
展
、
さ
ま
ざ
ま
に
 変
 化
し
て
い
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 
コ
 マ
 ネ
ス
ク
芸
術
は
 、
 森
の
 

植
物
や
そ
こ
に
棲
む
動
物
た
ち
と
共
棲
し
て
い
る
原
始
 的
 、
野
生
的
な
表
象
が
多
く
見
ら
れ
る
。
牛
や
鹿
が
 
野
 獣
 に
た
お
さ
れ
る
表
象
 

だ
け
で
な
く
、
人
間
も
狼
に
咬
み
つ
か
れ
た
り
す
る
 テ
 １
％
も
あ
る
。
ま
だ
部
族
締
約
性
格
を
濃
厚
に
持
ち
な
 が
ら
も
、
す
で
に
主
神
、
 

ロ
聖
局
 
神
の
 6
%
 

我
意
識
は
持
っ
て
い
た
。
 

原
始
的
な
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
宗
教
の
中
に
、
ロ
ー
マ
 
文
 化
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
が
 伝
撫
 し
て
来
て
、
こ
れ
を
 
一
方
的
に
圧
倒
し
て
 

用
 

い
っ
た
と
ば
か
り
 い
 え
な
い
。
ヴ
ォ
ー
ダ
ン
が
 天
 の

神
で
あ
り
、
風
と
生
命
の
い
ぶ
き
を
与
え
る
神
で
あ
 
る
こ
と
と
、
天
に
在
す
神
 、
 

 
 

%
 
 あ
る
い
は
天
の
父
と
い
う
こ
と
と
は
 丑
蒲
 の
も
の
 
を
感
じ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
近
付
き
、
 理
解
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
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人
間
の
原
初
的
 声
 、
叫
び
 

天
か
ら
の
声
（
自
然
の
士
 
巴
 
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
 対
応
す
る
か
の
よ
う
に
人
間
も
声
を
あ
げ
る
。
「
 呵
 」
 と
い
い
、
「
 伝
 」
と
い
 

う
 。
「
ア
ル
フ
ァ
」
で
始
ま
り
「
オ
メ
ガ
」
で
終
る
。
 

天
 に
 伺
っ
て
何
か
訴
え
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
天
に
向
 
っ
 て
 叫
ぶ
。
ま
だ
言
葉
と
 

は
な
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
内
的
な
衝
迫
か
ら
う
な
っ
 た
り
、
大
声
を
あ
げ
る
。
「
㍾
」
は
 
胸
 
一
杯
に
息
を
吸
い
 
、
 肚
の
底
か
ら
風
の
よ
 

う
 な
音
を
立
て
て
、
声
を
出
す
。
そ
の
と
き
口
を
す
 
は
 め
た
 臥
 、
ゆ
が
め
て
出
す
こ
と
も
あ
る
。
言
葉
で
は
な
 
い
か
ら
、
意
味
は
な
い
 

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
己
の
心
の
中
で
 蕾
 屈
し
た
 も
の
、
怒
り
や
悲
し
み
を
吐
き
出
す
こ
と
が
あ
る
。
「
 嬬
敷
 」
と
も
い
う
。
「
 呼
 」
 

は
 息
を
吐
き
、
「
 吸
 」
は
息
を
引
き
入
れ
る
。
「
 呼
 」
は
 息
を
吐
き
出
す
だ
け
で
な
く
、
呼
び
か
け
る
意
味
が
生
 
れ
る
。
冬
の
晴
れ
た
 日
 

に
 富
士
山
に
伺
っ
て
深
呼
吸
を
す
れ
ば
、
天
地
 秀
霊
の
 気
を
自
己
の
生
命
に
と
り
入
れ
て
す
が
す
が
し
く
な
る
 。
「
 昨
 」
は
口
か
ら
声
を
 

長
く
引
い
て
出
す
行
為
で
あ
る
。
「
 咋
吟
 」
は
う
め
く
 意
味
が
の
ち
に
出
て
く
る
け
れ
ど
、
歌
う
意
味
も
あ
る
。
 
「
 
嘆
 」
も
「
 歎
 」
も
 嘆
 

く
 意
味
も
あ
れ
ば
、
ほ
め
た
た
え
る
と
き
に
も
、
歌
 
う
 意
味
に
も
用
い
て
い
る
。
早
天
で
農
作
物
が
枯
死
し
た
 
り
 、
洪
水
に
田
畑
が
 呑
 

ス
ト
教
が
ゲ
ル
マ
ン
宗
教
を
異
教
的
、
異
端
と
し
て
 排
 除
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
生
活
と
歴
史
の
内
 
面
 に
保
持
し
て
い
た
の
 

は
、
 彼
ら
の
自
然
的
 霊
 性
へ
の
必
要
性
か
ら
で
あ
る
。
 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
い
う
「
故
郷
喪
失
」
は
ゲ
ル
マ
ン
の
 自
然
的
 霊
 性
の
喪
失
で
 

あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
文
学
に
は
魂
の
故
郷
に
た
い
す
 
る
 熱
望
や
喪
失
し
た
も
の
へ
の
強
 い
 郷
愁
や
憧
れ
が
感
 じ
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
 

め
で
あ
ろ
う
か
、
な
お
後
考
を
侯
ち
た
い
。
 

l あ 
， 冑 、 つ 

l  /@ Ⅰ 

佳言 ユて こ 

の と 

者 を 

え こ 

と れ 
キ ら 

リ の 
ス ロ 

ト マ 
散 ネ 

の ス 

垂 立 ク 

の の 
孝 道 
え 型 
の は 
間 伝 
ほ え 

異 て 
な い 

る る 

も よ 

の う 

を @ こ 

見 居、 
出 わ 
さ れ 
ず る 

土 ，、 ゲ 
通 ル 

性 マ 
を ン 

感 人 
じ の 
六 こ 已 主上 @ 

に ょ場 

ち か 
が ら 

い 見 
な れ 
ぃ ば   
の 天 
ち の 
に 平中 

キ の 
リ 風 

( Ⅰ 6) Ⅰ 6 



み
ど
り
 児
、
 ち
の
み
児
が
神
の
栄
光
を
讃
美
し
て
歌
っ
 
て
は
い
な
い
。
し
か
し
ま
だ
何
も
歌
う
こ
と
の
で
き
 せ
 い
 幼
児
で
も
、
あ
れ
 

こ
れ
声
を
出
し
て
何
か
訴
え
、
眩
い
て
い
る
の
を
讃
美
 
と
 受
取
っ
て
い
る
。
天
の
神
の
声
に
応
じ
て
い
る
か
の
 
よ
う
 に
 無
 、
心
で
無
邪
気
 

な
 幼
児
の
あ
ど
け
な
い
声
を
歌
の
は
じ
ま
り
と
見
る
の
 
で
あ
る
。
 

や
つ
か
 
ひ
げ
 

速
 須
佐
之
男
命
は
八
拳
 頃
 が
胸
に
垂
れ
る
 齢
 ま
で
、
 激
 し
く
 障
 き
、
そ
の
状
態
は
、
「
青
山
 
ハ
 枯
山
 ノ
如
ク
 泣
き
 枯
 ラ
シ
、
河
海
 
ハ
悉
 

然
 

 
 

 
 
 
 

ぬ
二
 沈
キ
 乾
シ
 」
（
古
事
記
 た
 ご
と
く
で
あ
っ
た
。
 

頭
註
に
は
こ
の
よ
う
な
激
し
さ
は
、
雷
神
ま
た
は
火
山
 
の
 噴
火
を
連
想
さ
せ
る
と
あ
 

 
 

ぬ
る
（
岩
波
古
典
人
 牽
 。
雷
鳴
、
噴
火
は
猛
烈
な
 ェ
 ネ

ル
ギ
ー
の
爆
発
で
あ
る
が
、
人
間
の
悲
嘆
、
号
泣
、
 
心
の
感
動
も
ま
た
そ
れ
に
 対
 
 
 

主
 、
わ
れ
ら
の
主
ょ
、
あ
な
た
の
御
名
は
地
に
あ
ま
ね
 
{
 

い
か
に
尊
 い
 こ
と
で
し
ょ
う
、
 

あ
な
た
の
栄
光
は
天
の
上
に
あ
り
、
 

み
ど
り
 児
 と
ち
の
み
 児
 と
の
口
に
よ
っ
て
 

ほ
め
た
た
え
ら
れ
て
い
ま
す
 

み
こ
ま
れ
た
と
き
、
農
民
は
天
に
回
っ
て
叫
び
、
涙
を
 

流
す
。
そ
う
で
な
く
と
も
宗
教
的
資
質
の
あ
 

に
 回
っ
て
衝
動
的
に
問
い
か
け
、
訴
え
る
。
「
㍾
」
は
 

人
 間
の
風
の
よ
う
な
行
為
で
あ
り
、
「
 

長
哺
 」
 

為
は
 、
ま
だ
詩
歌
や
音
楽
に
な
ら
な
い
以
前
の
霊
的
な
 
も
の
を
内
に
内
包
し
て
い
る
 
津
 沌
の
姿
で
あ
 

詩
篇
第
八
篇
の
一
、
二
節
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
歌
っ
て
 

い
 る
 。
 

る
 人
や
詩
人
、
音
楽
家
な
ど
は
天
 

は
風
を
呼
び
出
す
。
天
ら
 
隠
ぐ
 行
 

る
。
 



五
色
の
雲
の
出
る
の
を
瑞
雲
と
い
い
、
 慶
 び
の
天
の
し
 る
し
と
い
う
。
「
八
雲
」
は
多
く
の
雲
の
意
味
で
あ
り
 、
や
は
り
目
出
産
 く
、
 

和
や
か
な
雲
が
い
く
重
に
も
湧
き
出
て
 、
 立
ち
こ
め
る
 。
こ
の
雲
の
よ
う
な
八
重
垣
の
宮
殿
を
造
り
、
妻
と
こ
 
も
り
、
一
緒
に
暮
そ
う
 

と
い
う
意
で
あ
る
。
吹
き
荒
れ
る
嵐
が
、
雷
鳴
に
応
ず
 
る
よ
う
な
 咄
 え
た
り
、
泣
き
さ
わ
れ
で
 い
 た
原
初
の
声
 が
 、
こ
の
よ
う
な
す
が
 

す
が
し
い
歌
と
な
っ
て
生
れ
た
こ
と
は
 魂
釜
巴
 
の
 開
 顕
を
物
語
る
。
始
め
は
自
然
の
荒
々
し
い
吹
き
す
さ
ぶ
 
嵐
か
 幸
田
鳴
の
如
く
泣
き
 

わ
め
く
童
子
の
よ
う
な
神
が
、
し
ら
べ
の
あ
る
歌
と
な
 
っ
て
高
ら
か
に
歌
い
朗
唱
す
る
と
と
も
に
、
人
間
と
な
 
っ
た
神
 、
す
な
わ
ち
 英
 

雄
神
 へ
と
昇
華
し
て
ゆ
く
。
 

聖
な
る
も
の
へ
の
讃
歌
、
詩
歌
が
生
れ
る
に
際
し
て
そ
 
0
 基
礎
に
あ
る
音
声
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
、
人
問
 
は
 よ
く
知
っ
て
い
た
。
 

修
道
院
、
あ
る
い
は
教
会
で
は
祈
り
の
中
に
 
A
B
C
 
の
 ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
だ
け
を
声
を
出
し
て
唱
え
る
慣
わ
し
 が
あ
る
。
ま
だ
讃
美
歌
 

や
 朗
唱
が
で
き
な
い
者
、
と
く
に
特
定
の
歌
を
歌
 
う
必
 嬰
 が
な
い
と
き
に
行
 う
 こ
と
が
あ
る
。
と
に
か
く
 ア
ル
 フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
唱
え
て
 

い
れ
ば
、
そ
の
音
声
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
か
な
ら
ず
 神
を
讃
え
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
子
 供
に
 ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
 

を
 教
え
る
歌
や
曲
が
あ
る
が
、
本
来
こ
れ
を
唱
え
る
こ
 
と
は
宗
教
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
頭
に
怪
我
を
し
 
て
 言
語
障
害
を
起
し
た
 

患
者
に
、
ぼ
ん
や
り
と
べ
 ッ
ト
 で
寝
て
い
る
の
で
は
な
 く
、
 「
ア
イ
ウ
エ
 オ
 」
を
繰
返
し
唱
え
さ
せ
る
リ
ハ
ビ
リ
 に
よ
っ
て
言
語
や
思
考
 

八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
籠
み
に
八
重
垣
作
る
 そ
の
八
重
垣
を
 

責 応 
な す 
女己 る 

に も 

迎 の 
え が 

る あ 
と る き   
    
歌 書 
が め 

生 国 
れ に 
た 降   

  
俣 
せ爆 

呂 
知日 

と 

戦 
し Ⅰ 

    
れ 
を 

退 
治 
  
た 
  
ち 

須 
ヵ Ⅰ 

貝 

ノ宮 

を 

ィ年 

  

櫛 
名 
田 
上ヒ 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

自
 

神
に
近
付
く
営
み
の
一
つ
に
、
神
に
向
っ
て
 歌
 ぅ
 こ
と
が
あ
り
、
 
神
 こ
そ
歌
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
 考
 え
が
あ
っ
た
。
偶
像
を
彫
っ
 

 
 

 
 

 
 

ぬ
た
り
画
い
た
り
す
る
行
為
を
き
び
し
く
禁
じ
た
 
へ
 ブ

ラ
イ
人
は
、
そ
の
代
り
に
眼
に
見
え
な
い
音
声
の
表
 
現
に
よ
り
、
歌
を
神
に
さ
さ
 

溺 る け と 認 こ も が る カ 
れ へ 。 を く め と そ 生 。 を 

彼 主 さ ブ 
こ は せ う 
そ ね   取 戻す 発達さ に霊妙 たこと である れに対 れる。 「阿字」 

わ が そ 人 せ な は 。 応 目 は こ   
神、 、わが 力 

道 場 とが と 、 霊性 字 舌口集 する 」 呈 並 口を 

く が 宙 は か の 開 で 
わ が 合は跡を     
歌、 れ枝 れ ぅ 伐 ら 在 く う も 発 。 
を わ た で め れ す し に 同 す 昔 

奇 あ ビ て る て 昔 じ も 声 
讃 え が 救 
ん ぃ 蹟をろう 、 ジき ュた葉 言力声でっの あ 、 あ と 存 

欺 か   主日 フノル @ レ 
り 、 言るも在 葉 

。 自 は 
た ェ ，し な こ 然 個 
こ ジ かし ヰ臆抹 土中Ⅱ な レ を 発 の な 々 
リ ブ   
ア ト 人 音声 荷文 次第 働 の 和ら する 自然 

ム か 
の ら   
歌 脱 中 間 霊 も が に べ 離 
が 出 で は 性 の で は て れ 
あ し は 聖 を と き 目 の 、 る 
  ン 無な 機 る 感し ずて るこ に字音 見 の 遍 

  
ボ   的自る畏 で黙視 敬 とえ 、 な 出 発に 的 
  平 の 象 を そ い 
  板 言 の 持 の が 

湖 
  

な 薬 方 っ 感 英 字 し 
  も の が て 応 通 母 て 
あ   霊 先 言 

た いる を 性 @ 霊 道交 普遍 とし 

  生 を あ と に の て 聖 
で み 忘 っ 呼 よ 基 こ な 
二 % つ れ た ん っ 本 こ る 
ジ つ 、 か だ て の よ も 

プ 
  
軍 
を 

風 
浪   
で 
海 
水 想起さ 目に値 ま曲 @ の 言葉に に霊怪 認め合 人間自 観の観 

@@@ す だ は を ぅ 身 法 せ 



ら
ん
で
宗
教
的
 い
 と
な
み
の
重
要
な
働
き
で
あ
っ
た
。
 詩
篇
、
雅
歌
の
み
な
ら
ず
、
預
言
口
書
な
ど
は
た
だ
黙
読
 し
て
理
解
す
る
も
の
で
 

な
く
、
朗
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
ハ
ツ
 
シ
デ
 イ
ズ
ム
の
連
動
は
音
楽
を
重
視
す
る
。
 
ニ
グ
ン
ヨ
お
 け
目
 歌
 、
 昔
 苦
は
天
の
 

ン
ェ
 
キ
ナ
 
｜
 

門
を
開
く
鍵
で
あ
り
、
現
実
の
泥
の
中
に
沈
み
込
む
心
 
を
 洗
 い
 浄
め
高
め
、
神
の
現
存
（
神
の
宮
 
一
 を
呼
び
起
 す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

精
神
的
目
覚
め
、
神
と
の
交
わ
り
を
な
す
に
は
、
 
歌
 
（
 
音
楽
一
に
よ
る
の
が
近
道
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
吾
一
 

口
 葉
の
中
で
も
し
ら
べ
 や
 

メ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
た
 歌
 
（
音
楽
一
の
働
き
に
情
熱
を
傾
 け
 、
価
値
を
見
出
し
て
き
た
彼
ら
は
、
舌
口
薬
の
 

霊
住
め
 意
味
を
は
っ
き
り
認
め
 

て
き
た
の
で
あ
る
。
 

結
び
 

広
大
な
天
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
が
あ
り
、
 雷
 、
 風
以
 外
に
、
太
陽
、
月
、
星
辰
、
流
星
等
々
無
限
の
彼
方
に
 
及
ん
で
未
知
の
も
の
 

を
 含
む
。
「
 天
 」
は
神
学
的
に
理
解
さ
れ
る
以
前
に
ま
ず
 原
初
的
に
万
人
の
心
に
開
か
れ
て
お
り
、
身
近
か
に
 
密
 接
 且
つ
具
体
的
に
日
々
 

体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
四
方
に
垂
れ
た
広
大
な
空
 
間
を
 「
脊
背
」
と
名
づ
け
、
遊
牧
民
は
自
己
の
住
む
 天
 幕
 に
た
と
え
、
「
大
ハ
 
弩
 

盧
ノ
如
ク
 四
万
ニ
重
 レ
 」
、
蒼
々
と
し
て
人
間
万
象
を
 包
む
。
「
天
河
 
ヲ
カ
言
 ハ
ン
 哉
 、
四
時
 行
 ワ
 ン
 、
万
物
主
 ズ
 」
天
は
声
に
出
し
て
 

あ
れ
こ
れ
 い
 れ
な
い
、
し
か
し
万
物
は
変
化
活
動
し
生
 成
し
て
止
ま
な
い
と
孔
子
も
讃
嘆
し
て
い
る
。
天
に
近
 
い
 山
岳
は
聖
な
る
山
と
 

な
り
、
神
と
出
会
い
、
神
を
祀
る
場
と
な
る
。
天
の
神
 

丙
 ァ
ロ
コ
円
の
 
コ
 の
「
ご
は
中
央
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
ば
か
 り
で
は
な
い
。
天
に
た
 

こ ほ げ 

と 聖 る 

に歌こ 2 球 と 

っ や に 

て 会 ， @ 
の 衆 熱 
み が を 

開 唱 燃 
か 和 や 
れ し し 
る た た と 
ゾ 神 の 
ハ に ち 

  創 め 
ル 遣 シ 

の さ ナ 
伸 れ ゴ 
秘 た l 
約 こ グ 
見 の で 

解 せ は 
が 男 童 
あ の 内 
る す で 
よ べ 天 
う て 地 
に 0  @ こ 

、 存 響 
へ 花 き 

ブ は ね 
ラ た 
4 % る   
と 奏 で 
っ で ハ 
て て ザ 
歌 い @ 

う Ⅰ る 。 ン     

  
り 界 が 
や は 歌 

瞑 想を 歌 い 、 
と 欺 こ 

な う れ 

  



宗教と自然 

象 っ   
や   

上 h  自 

楡 然 
に は 
用 消 

い耗 る " 

衰退こと 

は し   
今 文 
も < ヒ 

た は 

井目 ぇず 

、行わ 然 
れ 反 自 
記 然 
号 的 
化 な 
に 状 

す 況 
ら が 

同 生 
っ じ 

て つ 
い つ 
る あ 
傾 る 向 
が 自 

あ 然 
る 的 
が 存 在 
し な 

  
一 酌 
見 在 
比 在 

  
象 現   

21@ (21 

い
 す
る
人
間
の
普
遍
的
な
想
念
で
あ
る
。
 天
と
 同
一
視
 さ
れ
る
太
陽
は
 、
 明
る
く
光
で
照
ら
し
、
燃
え
る
熱
で
 温
み
を
身
体
的
に
感
じ
 

さ
せ
る
。
す
べ
て
の
存
在
を
超
え
る
正
義
と
公
平
の
想
 念
や
愛
へ
の
熱
望
を
呼
び
さ
ま
し
て
来
た
。
ま
た
太
陽
 
と
 水
に
育
ま
れ
た
森
は
 

生
命
の
揺
藍
の
聖
な
る
場
と
し
て
、
樹
木
の
生
成
の
中
 
か
ら
語
り
か
け
る
も
の
を
長
い
間
人
間
は
感
じ
受
け
取
 
っ
て
き
た
。
 

宗
教
は
魂
の
救
い
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
と
神
や
 
仏
と
 の
 関
係
に
没
頭
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

神
と
人
間
が
 霊
性
 に
お
い
て
い
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
 か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
多
く
の
宗
教
的
指
導
者
や
探
 求
 者
た
ち
に
よ
っ
て
 

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
探
求
さ
れ
、
思
索
さ
れ
て
き
た
 。
そ
の
世
界
に
究
め
う
く
す
べ
き
領
域
が
無
限
に
広
が
 
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
 

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
を
提
起
し
 た
い
。
そ
れ
は
原
始
、
古
代
の
宗
教
に
お
い
て
篤
く
 
信
 仰
 さ
れ
て
い
た
太
陽
の
 

神
 、
月
の
神
、
あ
る
い
は
皇
神
が
無
刀
化
さ
れ
、
こ
れ
 ら
を
包
む
唯
一
神
が
信
仰
さ
れ
、
自
然
的
存
在
は
そ
の
 象
徴
や
比
 倫
 と
し
て
の
 

み
 用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
 う
か
。
神
は
霊
で
あ
る
か
ら
、
霊
を
も
っ
て
敬
わ
な
け
 
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
 

に
は
神
と
人
間
の
相
即
不
離
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
 。
し
か
し
人
間
を
除
く
他
の
存
在
者
は
ど
う
で
あ
ろ
う
 
か
 。
自
然
こ
そ
 神
 や
仏
 

の
心
に
添
う
も
の
で
、
意
識
の
一
点
を
と
お
し
て
思
惟
 す
る
人
間
の
方
が
む
し
ろ
叛
き
が
ち
な
の
で
は
な
か
ろ
 う
か
。
キ
リ
ス
ト
は
「
 
天
 

の
 父
は
太
陽
を
悪
い
人
に
も
善
人
に
も
の
ぼ
ら
せ
て
い
 
る
で
は
な
い
か
」
、
ま
た
「
空
の
鳥
」
「
野
の
花
」
に
こ
 
そ
 神
の
心
に
適
う
も
の
 

が
あ
る
と
説
き
、
自
然
の
在
り
方
を
賞
揚
し
て
い
る
。
 

に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
科
学
技
術
の
発
展
に
と
も
な
っ
 

し
か
し
そ
の
あ
と
歴
史
的
葛
藤
の
渦
中
で
悲
劇
の
生
涯
 

て
 生
産
も
消
費
も
自
然
と
は
異
な
る
文
化
と
称
す
る
 
科
 を

 終
え
る
。
現
代
は
自
 

学
的
環
境
を
作
っ
て
 い
 

然
 の
こ
と
は
自
然
科
学
者
に
任
せ
、
そ
の
成
果
を
待
つ
 と
い
う
態
度
で
、
宗
教
は
い
っ
の
間
に
か
自
然
か
ら
 
遠
 ざ
か
っ
て
い
っ
た
よ
う
 

 
 



（
 
暗
楡
 ）
と
な
っ
た
も
の
は
、
自
然
そ
の
も
の
と
向
 
い
ム
 
口
 っ
た
人
間
の
原
初
的
な
感
動
か
ら
遠
夫
か
っ
て
ゆ
く
 。
一
度
観
念
化
さ
れ
、
 

抽
象
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
、
こ
れ
は
論
議
す
る
た
め
に
は
 便
利
で
あ
る
が
、
限
り
な
く
抽
象
化
が
重
な
っ
て
 
、
本
 来
の
生
命
力
が
な
く
な
 

っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宗
教
は
本
来
自
然
の
 中
に
あ
っ
て
、
自
然
と
の
授
受
、
対
応
か
ら
生
れ
 
、
自
 己
の
生
命
と
大
自
然
の
 

生
命
が
源
に
お
い
て
一
体
で
あ
る
こ
と
を
体
験
し
な
が
 
ら
 展
開
し
て
き
て
い
る
。
神
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
 
人
 間
の
内
奥
に
 霊
性
 を
認
 

め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
自
然
の
中
に
も
 霊
 性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
の
共
存
共
生
 
が
 可
能
と
な
り
、
調
和
 

を
も
た
ら
す
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
仏
教
で
は
す
で
に
「
 一
切
衆
生
 悪
ク
 仏
性
有
り
」
と
い
い
「
山
河
草
木
瓦
礫
 仏
性
質
有
り
」
と
い
っ
 

か
み
 
@
 
Ⅰ
 @
 
る
 

て
い
る
。
厳
密
に
は
日
本
に
お
け
る
自
然
か
ら
展
開
し
 た
と
も
考
え
ら
れ
、
当
然
神
道
、
民
間
信
仰
の
中
に
は
 
「
神
心
」
を
一
滴
の
露
 、
 

野
 の
 鳥
 、
曙
の
空
の
光
に
も
宿
っ
て
い
る
と
見
る
。
 民
 間
 信
仰
で
も
ひ
き
が
え
る
が
庭
に
這
い
出
し
れ
れ
ば
、
「
 い
じ
の
た
り
し
て
は
い
 

け
ね
 、
ひ
き
は
家
の
守
り
神
 だ
で
 」
と
年
寄
が
い
っ
て
 、
子
供
に
い
じ
の
た
り
、
殺
す
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
 
。
ひ
き
が
え
る
に
は
ひ
 

き
が
え
る
の
生
き
方
を
認
め
、
仏
性
を
感
じ
た
の
で
は
 あ
る
ま
い
か
。
現
代
の
科
学
技
術
文
明
は
自
然
的
存
在
 
を
人
間
の
生
活
に
役
立
 

て
る
た
め
に
 m
 い
て
い
る
反
面
、
今
や
き
わ
め
て
井
目
 然
 、
非
人
間
的
な
マ
イ
ナ
ス
面
も
露
呈
し
て
い
る
。
 
こ
 れ
を
改
め
て
ゆ
く
た
め
 

に
は
人
間
の
中
に
内
在
し
て
い
る
宗
教
性
を
目
覚
め
さ
 せ
 、
そ
の
視
点
よ
り
文
化
、
文
明
生
活
を
考
え
直
さ
な
 け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
 人
 

間
の
実
存
性
の
み
で
な
く
、
自
然
の
中
の
実
存
性
の
意
 義
 に
も
 う
 一
度
目
を
向
け
改
め
て
宗
教
に
よ
る
自
然
 観
 や
 自
然
的
感
性
を
回
復
 

し
て
ゆ
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
自
然
は
荷
子
が
 い
 う
ご
と
く
、
「
大
八
人
 ノ
寒
 -
 
キ
ヲ
 恵
三
 ク
 ）
 ム
ガ
為
 -
 
一
 
、
冬
 ヲ
綴
メ
ズ
 」
で
あ
 

る
 。
惜
し
み
な
く
恵
み
を
与
え
る
と
と
も
に
、
突
如
拙
 
震
や
噴
火
の
災
い
も
降
す
。
け
っ
し
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
 な
も
の
で
も
甘
い
も
の
 

で
は
な
く
、
厳
し
く
 畏
 る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
 え
 に
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
人
間
は
試
み
て
き
た
 。
自
然
学
、
自
然
科
学
 

も
み
な
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
宗
教
は
天
の
声
、
自
然
 
の
声
を
聴
こ
う
と
つ
と
め
て
き
た
。
耳
を
聾
す
る
 曝
布
 や
 嵐
の
声
も
聴
き
、
 聴
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見
え
な
い
も
の
を
見
、
聞
え
ぬ
も
の
を
聞
け
。
そ
 
う
す
 ね
 ば
 

あ
な
た
は
神
が
語
り
か
け
る
場
に
い
る
の
で
あ
る
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

り
 中
心
的
主
題
で
あ
る
。
内
面
的
な
も
の
が
、
い
か
に
 
外
面
的
に
現
わ
す
か
と
い
う
 

ア
ン
ゲ
ル
ス
・
シ
レ
ジ
 タ
 ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
瞑
想
 詩
 集
 で
歌
っ
て
い
る
。
 

信
仰
を
古
い
も
の
と
し
て
 傍
へ
 押
し
や
ら
ず
に
も
う
 
一
 
度
 よ
く
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

し
か
な
い
。
太
陽
を
ど
の
よ
う
に
感
受
し
た
か
、
そ
こ
 
か
ら
人
間
の
心
に
何
が
生
れ
た
か
を
検
討
す
る
た
め
に
 は
 、
太
陽
信
仰
と
か
 月
 

単
純
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
の
民
族
、
舌
口
語
、
 歴
史
が
あ
ろ
う
と
も
、
人
間
の
接
す
る
天
は
一
っ
で
あ
 
り
 、
太
陽
も
月
も
一
つ
 

解
決
を
生
み
出
す
こ
と
は
難
し
い
場
合
が
多
い
。
し
か
 
し
 自
然
に
た
い
す
る
感
性
か
ら
宗
教
を
見
直
せ
ば
、
 
複
 雑
 な
問
題
を
一
転
し
て
 

だ
け
で
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
教
理
、
 
教
条
が
で
き
上
が
っ
て
い
る
場
合
、
異
な
る
宗
教
と
の
 
相
互
の
見
解
の
距
り
が
 

こ
の
世
界
に
は
多
く
の
宗
教
が
生
れ
、
沢
山
の
教
団
、
 宗
派
、
教
派
が
あ
る
。
そ
の
発
展
過
程
の
歴
史
を
し
ら
 
べ
 、
比
較
研
究
す
る
 

始
源
的
な
も
の
に
目
覚
め
つ
ね
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
文
明
の
複
雑
化
と
退
廃
の
中
か
ら
新
た
に
す
す
む
べ
 
き
 道
が
明
ら
か
に
な
っ
 

て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

え
ぬ
声
を
聴
こ
う
と
つ
と
め
て
き
た
。
天
地
の
一
切
な
 結
び
つ
け
る
力
や
生
命
力
、
す
べ
て
に
統
一
を
与
え
、
 
し
か
も
す
べ
て
が
障
り
 

な
く
生
成
し
て
や
ま
ぬ
自
然
を
通
し
て
人
間
の
存
在
を
 
省
み
て
き
た
。
そ
の
始
源
の
形
態
は
何
で
あ
っ
た
の
か
 
、
宗
教
自
身
始
源
に
立
 

ち
 帰
る
こ
と
を
い
つ
も
求
め
考
え
て
き
た
。
こ
れ
は
 
難
 し
 い
 問
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
人
問
と
自
然
が
ふ
れ
ム
 口
い
 生
命
を
頒
ち
合
っ
て
 



き 

ナ - Ⅰ 

い 
  

こ
と
は
、
た
ん
な
る
主
観
や
主
情
の
表
出
で
は
な
く
、
 「
 
生
 」
と
「
自
然
」
と
が
つ
ね
に
関
わ
ら
ぬ
 ぼ
 な
ら
な
い
 

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
 

は
 
「
生
へ
の
畏
敬
」
 ヨ
 の
お
品
目
。
 ミ
繕
 巳
を
語
っ
 た
が
、
人
間
同
士
の
生
命
の
尊
重
だ
け
の
意
味
な
の
 
か
 。
「
自
然
へ
の
畏
敬
」
 

ヨ
の
コ
轄
笘
 
@
o
Z
 
注
目
巴
を
唱
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
 
生
 態
 系
の
学
者
が
出
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
東
洋
の
 
「
自
然
的
幸
一
正
 

梓
旦
 と
ど
 

こ
で
共
通
す
る
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
が
異
な
っ
て
い
る
 
の
か
。
自
然
を
基
礎
に
お
い
て
の
宗
教
的
感
性
に
つ
い
 
て
は
改
め
て
考
え
て
ゆ
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こ
れ
を
受
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
で
は
、
一
方
に
お
 
い
て
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
運
動
、
と
り
わ
け
こ
れ
を
担
う
 
「
世
界
教
会
協
議
会
」
 
25 

教
 、
と
く
に
そ
の
聖
典
で
あ
る
聖
書
の
自
然
観
を
自
然
 

支
配
ひ
い
て
は
環
境
破
壊
の
元
兇
と
み
な
し
、
こ
れ
を
 

激
し
く
批
判
し
て
い
る
。
 

  

荒
井
 

献
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 旧
約
に
は
、
 
神
 
・
人
間
・
自
然
の
関
係
を
め
ぐ
 

っ
て
二
つ
の
タ
イ
プ
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
 

-
A
 型
 -
 は
、
 （
 
神
 ・
人
間
）
 対
 
（
自
然
）
 

と
い
う
関
係
の
タ
イ
プ
。
こ
こ
で
は
、
神
の
か
た
ち
に
従
っ
て
 
造
 ら
れ
た
人
間
が
自
然
の
上
位
に
立
ち
、
神
か
ら
 
自
 殊
を
支
配
す
 
る
 権
利
が
授
け
ら
れ
 

て
い
る
。
第
二
一
 
B
 型
 -
 は
、
 （
 
神
 ）
 対
 
（
人
間
・
 自
殊
 ）
と
い
，
 っ
 関
係
の
タ
イ
プ
。
こ
こ
で
は
人
間
が
土
の
塵
 -
 
自
殊
 じ
か
ら
「
 土
を
耕
す
者
」
雀
口
 

葉
 通
り
に
は
「
土
に
仕
え
る
者
と
と
し
て
造
ら
れ
、
神
の
息
を
吹
 

き
 込
ま
れ
る
。
あ
る
い
は
、
他
の
被
造
物
も
人
間
と
同
様
に
 
、
土
 の
 塵
か
ら
造
ら
れ
、
 

神
の
月
を
有
し
、
塵
に
帰
る
。
 

A
 型
は
 P
 資
料
に
、
 
B
 型
は
 J
 資
 料
に
 、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
さ
れ
る
が
、
旧
約
と
く
に
第
二
 

イ
 ザ
ヤ
と
 知
恵
文
学
 ｜
 

１
 で
は
 B
 型
、
し
か
も
不
仲
）
 
対
 
全
人
間
Ⅱ
自
然
 マ
 と
い
う
関
係
 
0
 タ
イ
プ
が
 A
 型
よ
り
も
多
い
。
新
約
、
と
く
に
 

Q
 と
ロ
ー
マ
 圭
 日
 
に
は
、
 A
 型
が
前
 

捷
 さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
 で
 

B
 型
へ
の
 志
向
、
さ
ら
に
は
 
B
 型
に
お
け
る
人
問
と
自
殊
の
関
係
を
逆
転
 する
傾
向
 
一
 
Ⅰ
（
 神
 ）
 

対
 
（
自
然
・
人
間
ぎ
が
認
め
ら
れ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 旧
約
、
新
約
、
神
、
人
間
、
自
然
 

は
じ
め
に
 

よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
リ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ジ
ュ
 
ニ
ア
 
が
鈴
木
大
拙
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
に
促
が
さ
 れ
て
 

キ
リ
ス
ト
 

聖
書
に
お
け
る
自
然
 観
 



こ
こ
で
は
、
神
が
自
ら
に
 

そ
れ
ら
の
上
位
に
置
か
れ
て
 

い
る
。
 

「
か
た
ど
り
」
自
ら
に
「
似
せ
て
」
人
間
を
創
造
し
て
い
 る

 限
り
、
人
間
は
他
の
被
造
物
よ
り
神
に
近
く
 、
 

い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
神
に
よ
っ
て
人
間
に
他
 の

 被
造
物
に
対
す
る
「
支
配
」
権
が
委
ね
ら
れ
て
 

托
 神
は
言
わ
れ
た
。
 

「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
、
人
を
造
ろ
う
。
そ
し
て
 

海
の
魚
、
空
の
鳥
、
家
畜
、
地
の
獣
、
地
を
這
う
も
の
す
べ
て
を
 

支
配
さ
せ
よ
う
。
」
 

㌘
神
は
御
自
分
に
か
た
ど
っ
て
人
を
創
造
さ
れ
た
。
 

神
に
か
た
ど
っ
て
創
造
さ
れ
た
。
 

男
 と
女
に
創
造
さ
れ
た
。
 

リ
 神
は
彼
ら
を
祝
福
し
て
言
わ
れ
た
。
 

「
産
め
よ
、
増
え
よ
、
地
に
満
ち
て
地
を
従
わ
せ
よ
。
海
の
魚
 
、
 空

 の
 鳥
 、
地
の
上
を
這
う
生
き
物
を
す
べ
て
支
配
せ
よ
。
」
 

キ
リ
ス
ト
教
が
自
然
支
配
を
正
当
化
す
る
聖
書
的
典
拠
 と

し
て
最
も
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
す
の
が
、
創
世
 

詔
一
章
二
八
節
で
あ
 

一
 
5
-
 

る
 。
神
は
五
日
間
で
天
地
を
創
造
さ
れ
た
後
、
六
 口

目
に
人
間
を
創
造
す
る
。
 

  

「
地
の
支
配
」
 前
 世
里
主
星
入
朝
 

-
3
 
一
 

 
 

の
会
議
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
る
神
学
者
た
ち
に
よ
っ
 て

 、
キ
リ
ス
ト
教
を
弁
 

 
 

 
 

証
す
る
「
聖
書
の
生
態
論
的
解
釈
」
が
展
開
さ
れ
て
 
ぃ
 る
 。
私
も
こ
の
機
会
に
、
聖
書
の
自
然
観
に
つ
い
て
の
 

私
見
を
ま
と
め
て
み
る
 

 
 

 
 

こ
と
に
し
た
。
 



 
 

 
 

お
教
 

 
 

重
日
 

 
 観

ち
 

 
 

%
 

者
 

  

松 - 訓 一二割 」合性がはれこ 要実 よ 
見 を か じ 記 あ 、 ぱ れ 
に 引 5 5 一 8 回   c 

わ 

  
@ 
対 
す 
る 
    
      
よ 

つ @ 
な   
  
つ 
  
""" vLL   
土場 

  
差 と 「 

異 
了ひ @.@@ @ 

    

    
箇 

世 
- - 一 - 口 己   
  れ が お 
  ま @ 

    な 人 

を 

テ   
キ 
  

さ 復 本 
と 

  
    
  

「
ひ
た
す
ら
自
然
を
整
理
し
、
管
理
し
、
支
配
し
ょ
う
 と
し
て
止
ま
な
い
レ
ビ
記
の
姿
勢
」
と
同
種
の
「
差
異
 
」
化
を
促
す
傾
向
を
旺
 
-
m
 

一
 
7
 一
 

み
 取
る
。
 

こ
の
 

る
よ
う
 

第
一
 

ね
ち
、
 

自
然
を
 

元
前
六
 

「
従
わ
せ
る
」
 縛
注
舖
 じ
あ
る
い
は
「
支
配
す
る
」
 
宙
 め
 住
め
じ
と
い
う
動
詞
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
意
見
が
 二
分
さ
れ
て
 
ぃ
 

で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
説
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
同
情
 
的
な
立
場
と
そ
れ
に
批
判
的
立
場
で
あ
る
。
 

の
 立
場
は
、
こ
の
動
詞
の
意
味
を
創
世
記
第
一
章
の
創
 
造
物
語
成
立
の
「
生
活
の
座
」
に
即
し
て
読
み
取
ろ
う
 
と
す
る
。
す
な
 

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
流
域
の
大
規
模
な
 濯
概
 ・
治
水
を
背
景
 と
し
て
、
こ
こ
に
は
水
や
地
を
対
象
化
す
る
こ
と
 

す
な
わ
ち
後
の
 、
 

-
6
-
 

対
象
化
す
る
こ
と
の
萌
芽
を
認
め
る
。
あ
る
い
は
 、
さ
ら
に
積
極
的
に
、
こ
の
創
造
物
語
が
レ
ビ
 記
 と
ほ
 ぼ
 同
じ
時
代
（
 紀
 

世
紀
後
半
の
 い
 わ
ゆ
る
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
 期
 ）
に
祭
司
 た
 ち
に
よ
っ
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
と
の
前
提
に
立
っ
 
て
 、
こ
こ
か
ら
 



「
主
な
る
 神
 」
（
ヤ
ー
ウ
ェ
 一
は
、
土
 
（
 
ア
ダ
マ
｜
 一
の
 塵
で
人
 
（
 
ア
 ー
ダ
ー
ム
 一
 を
形
づ
く
り
、
そ
の
鼻
に
 命
 の
 息
を
吹
き
入
れ
 る
 

ね
 、
次
い
で
東
の
方
の
エ
デ
ン
に
園
を
設
け
、
人
を
そ
 
こ
に
住
ま
わ
せ
、
「
人
が
そ
こ
を
耕
し
、
守
る
よ
 う
 に
さ
れ
た
」
（
二
・
一
 

互
 と
い
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
耕
す
」
と
訳
さ
れ
て
 い
る
 へ
 プ
ラ
イ
語
の
「
ア
ー
バ
 ド
 」
㌫
 呂
 色
は
 、
月
 本
 昭
男
に
 ょ
 れ
ば
、
 元
 

来
 「
仕
え
る
」
、
と
く
に
「
 
僕
 」
（
 
エ
ベ
ド
一
 と
し
て
「
 仕
 え
る
」
を
意
味
し
、
一
般
に
「
耕
す
」
を
意
味
す
る
「
 ハ
 ｜
 ラ
シ
ュ
」
 す
オ
斜
 
「
㏄
の
 

ヰ
し
 

 
 

と
 区
別
す
べ
き
で
あ
る
、
 レ
 
し
し
う
Ⅰ
 

O
-
2
-
l
 
 

実
際
、
 J
 資
料
で
 は
 「
 
人
 」
（
 ァ
 ー
ダ
ー
ム
 一
は
 元
来
「
 土
 
（
 ァ
ダ
マ
士
 を
 耕
す
者
」
「
 土
 

に
 
（
 
撲
 と
し
て
一
仕
え
る
者
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
 二
・
五
一
。
し
か
し
、
こ
の
土
は
ア
ダ
ム
の
 
罪
 

「
釜
 
日
 
悪
の
知
識
の
木
か
ら
は
 

決
し
て
食
べ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
神
の
戒
め
三
・
 
一
七
一
を
侵
し
た
三
・
七
一
ゆ
え
に
、
「
呪
わ
れ
る
 

も
の
」
と
な
っ
た
 宝
 ・
 

二
 
「
地
へ
の
奉
仕
」
三
章
一
五
 艶
 

ど
の
レ
ベ
ル
で
解
釈
す
る
か
に
よ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 こ
 れ
な
い
わ
ゆ
る
 P
 
 （
祭
司
 一
 資
料
に
基
づ
く
創
世
記
 
一
 
章
一
節
 ｜
 二
章
四
節
 a
 

の
 創
造
物
語
の
レ
ベ
ル
で
解
釈
す
れ
ば
、
他
の
被
造
物
 
に
 対
す
る
人
間
の
優
位
と
支
配
権
は
も
ち
ろ
ん
そ
 れ
が
無
制
限
に
許
さ
れ
 

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
揺
が
な
い
で
あ
 ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
旧
約
全
体
 
、
モ
ー
セ
五
善
、
あ
る
 

い
は
 J
 
 （
ヤ
ー
ウ
ェ
 一
 資
料
三
・
四
 b
 以
下
一
の
創
造
 物
語
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
の
関
連
で
解
釈
す
れ
ば
 
、
人
間
に
よ
る
「
地
の
 

支
配
」
に
は
確
か
に
「
 歯
 ど
め
」
が
か
け
ら
れ
て
い
る
 。
私
に
と
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
 
P
 資
料
の
「
 地
の
支
配
」
と
対
照
的
 

な
 、
 J
 資
料
の
「
地
へ
の
奉
仕
」
の
思
想
三
・
一
五
 
-
 で
あ
る
。
 P
 資
料
の
創
造
物
語
と
 J
 資
料
の
創
造
物
語
 を
 創
世
記
の
冒
頭
に
結
 

ム
ロ
す
る
と
い
う
手
法
で
こ
の
物
語
を
編
集
し
た
「
祭
司
 
酌
編
集
者
た
ち
」
 

-
l
-
l
 
 

の
編
集
意
図
を
こ
そ
問
わ
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
 

そ
の
前
に
 J
 資
料
の
レ
ベ
ル
で
二
章
一
五
節
の
テ
キ
ス
 ト
を
 解
釈
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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j
 冬
信
 

を
 

 
 

<
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 轄

資
 

  

罪 よ 二     
料 も な 三ととい 章す考て                     ぅ三 こと セ   

し る に る え 、 は ニ 宣 知 結 は 節 の に ㌔ 
と こ で お 知 ら   

国 0 
か 
ら 

  し 

な 章 
る - 弗収 「 

@ 
あ 節   

自   分 
こ の た が 

と @ 箇 そ 
が 異 所     

人 の 一 か 
に 結、 二 

」 「 
ら 

（ / く 

J レ 
;  秀 、 毛 管 
て か 一 れ 
自 ら 五 た 
然 で ） 土 
の あ と を 

業 6 審 耕 
で 。 観 さ 

  あ し 的 せ 
っ か に る 

め が 
たし見 も 土 、 れ （ 
の こ ば 

c 
が の 矛 僕 

、 矛 盾 
と 

人 宿 す 
し 

の は る 
て 
ィ士 

  え   た の 章 る   
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神
と
人
間
と
自
然
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
旧
約
の
中
 
に
 二
つ
の
タ
イ
プ
が
認
め
ら
れ
る
 よ
う
 に
思
 う
 。
 

三
神
・
人
間
・
自
然
の
関
係
を
め
ぐ
る
二
つ
 の
 タ
イ
プ
 

こ
こ
に
至
っ
て
私
共
は
、
創
造
物
語
に
つ
い
て
は
 P
 資
 料
 の
あ
と
に
 J
 資
料
を
置
い
た
「
祭
司
的
編
集
者
」
の
 意
図
を
間
わ
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
モ
ー
セ
正
書
の
場
合
、
新
 
約
 の
福
音
書
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
「
編
集
者
」
を
 
特
 走
 す
る
こ
と
も
編
集
者
 

の
 思
想
を
明
確
化
す
る
こ
と
も
殆
ど
不
可
能
な
ほ
ど
 困
 難
 め
よ
う
 
で
あ
る
。
た
だ
し
、
モ
ー
セ
正
書
の
編
集
は
 捕
 四
期
以
後
、
紀
元
前
 

 
 

四
世
紀
前
半
、
い
わ
ゆ
る
「
初
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
時
代
」
 
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
ユ
ダ
 
ヤ
 教
の
祭
司
（
た
ち
 一
 

が
 P
 資
料
の
あ
と
に
 J
 資
料
を
編
み
、
全
体
と
し
て
 創
 造
 ・
楽
園
物
語
を
読
者
に
提
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
 人
 間
 と
大
地
と
の
関
係
に
 

つ
い
て
は
、
編
集
後
の
現
テ
キ
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で
見
る
 と
 、
一
章
二
八
節
の
「
地
の
支
配
」
が
い
わ
ば
「
 
序
 」
 0
 部
分
に
当
り
、
一
二
字
 

一
五
節
の
「
地
へ
の
奉
仕
」
が
、
楽
園
 
-
 堕
罪
一
物
語
 へ
と
続
く
い
わ
ば
「
本
論
」
の
部
分
に
当
 る
 。
と
す
れ
 ば
 、
編
集
者
は
後
者
に
 

よ
っ
て
前
者
に
「
 歯
 ど
め
」
を
か
け
た
と
推
定
さ
れ
な
 い
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

-
 
応
 -
 

こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
 

P
 資
料
で
も
自
然
の
破
壊
 は
人
の
罪
に
帰
さ
れ
て
お
り
ヱ
ハ
・
一
 

こ
 、
被
造
物
は
 全
体
と
し
て
人
間
の
 

手
に
委
ね
ら
れ
な
が
ら
も
（
九
・
一
こ
 
、
 神
の
契
約
は
人
 間
 
フ
ァ
一
の
み
な
ら
ず
被
造
物
全
体
と
の
間
に
立
て
 
ら
れ
て
い
る
（
九
・
九
 
｜
 

一
一
一
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
 創
せ
 ほ
 物
語
の
中
に
 P
 資
料
に
次
い
で
 J
 資
料
を
導
入
し
た
 初
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
祭
司
 

た
ち
は
、
 
P
 資
料
の
作
者
（
 捕
 四
期
の
祭
司
た
ち
一
に
 萌
芽
的
に
認
め
ら
れ
る
自
然
の
「
対
象
」
化
，
「
差
異
」
 

化
を
促
進
す
る
意
図
が
 

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
 と
は
、
 捕
 四
期
以
後
に
成
立
す
る
旧
約
語
文
書
に
お
け
 
る
神
 
・
人
間
・
自
然
の
 

関
係
づ
け
に
連
ら
な
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

  



 
 
 
 

，
 芋
も
牛
も
 、
 

野
の
獣
も
 

書
 

 
     おける白状 観 

御な 神 

そに、 手 おに @ 童 

の よ 栄か 
足 っ光に 
も て と 劣 
と 造成 ろ 
に ら 光 も 

置 れ る の 
かた冠 と 

れ も と し 
ま の し て 
し す て 八 
た べ い を 

。 て た 造 
を だ り 

治 か 
め せ 
  
  
  
  

化 を い イ る ， 近 く   

第 
太 一   

は め れ 一 ョ 

る 
で 自 

あ 然 
ろ を 

一 １目 @ あ 
う 。 ぬ ぐ   

る   さ で っ 人 Ⅴ 削 れ 、 つ 
  
つ 
  
タ 

  
プ 
  
A 
と     
B こ わ お 吹 、 お 」     

の の い き 人 い に も 

ま @ て 従 ち 
日 ｜ が自 タ イ 間 B 知 る「 、入 て 入れ も 

八 つ る 
約 神 て ん 
聖 プ 恵 間 れ 紫   倉 U こ 

圭 は 文 以 て の 
、 学 外 い 一 

入 ら の 
K 
並 八 」 の る 部 
存 神 に 生 魚 （ れた眼 対 場合、 間Ⅴ 

    
て 自 に Ⅱ 

  然 お 人 
る   Ⅴ い 間 

間 多 の は ） め て と 

  Ⅱ く 息 男 か 
え 白 め 」 な ら   
ま @ 然 揚 が る 造 プ ょ 意 

" り 味 

詩編 

Ⅴ と 合存 、 在 これ 。 ら と は で 
函 人 し の て い 神 は 

  或 問 な タ い う に な 

  



ぬ
 同
じ
よ
う
に
、
海
も
大
き
く
豊
か
で
 

そ
の
中
を
動
き
ま
わ
る
大
小
の
生
き
物
は
数
知
れ
な
い
。
 

笏
舟
 が
そ
こ
を
行
き
交
い
 

お
造
り
に
な
っ
た
レ
ビ
ヤ
タ
ン
も
そ
こ
に
戯
れ
る
。
 

り
 彼
ら
は
す
べ
て
、
あ
な
た
に
望
み
を
お
き
 

と
き
に
応
じ
て
食
べ
物
を
く
だ
さ
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
 

然
 あ
な
た
が
お
与
え
に
な
る
も
の
を
彼
ら
は
集
め
 

御
手
を
開
か
れ
れ
ば
彼
ら
は
良
い
物
に
満
ち
足
り
る
。
 

%
 御
 顔
を
隠
さ
れ
れ
ば
彼
ら
は
恐
れ
 

息
吹
を
取
り
上
げ
ら
れ
れ
ば
彼
ら
は
 息
 絶
え
 

元
の
塵
に
返
る
。
 

村
主
 よ
 、
何
業
は
い
か
に
お
び
た
だ
し
い
こ
と
か
。
 

あ
な
た
は
す
べ
て
を
知
恵
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
 

地
は
お
造
り
に
な
っ
た
も
の
に
満
ち
て
い
る
。
 

こ
れ
に
対
し
、
同
じ
詩
編
に
編
ま
れ
て
い
る
 
一
 0
 四
編
 は
 B
 タ
イ
プ
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

9
 空
の
鳥
、
海
の
魚
、
海
路
を
渡
る
も
の
も
。
 

三
よ
、
わ
た
し
た
ち
の
三
よ
 

あ
な
た
の
御
名
は
、
い
か
に
力
強
く
 

合
地
に
満
ち
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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聖書における 自然 観 

こ
こ
に
は
、
生
物
一
般
に
、
人
間
と
同
様
、
神
の
「
 息
 
（
吹
き
こ
（
ル
ア
ハ
）
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
 

神
 が
こ
れ
を
取
り
去
 

れ
ば
、
彼
ら
は
 息
 絶
 え
 、
元
の
塵
に
返
る
、
と
い
わ
れ
 て
い
る
。
 

詩
編
八
編
の
成
立
年
代
は
捕
四
期
、
つ
ま
り
 P
 資
料
と
 ほ
ぼ
同
じ
年
代
と
さ
れ
て
し
る
い
ず
れ
も
 

タ
イ
プ
、
 

@
 
0
 
 

-
6
 

l
 一
 

、
 

A
 

に
 属
す
る
の
は
決
し
 

て
 偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
詩
編
 
一
 0
 四
編
は
 
い
わ
ゆ
る
「
知
恵
文
学
」
に
属
し
、
 

J
 資
料
と
同
様
に
 王
国
時
代
に
遡
る
と
い
 

-
 
Ⅱ
 -
 

わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
両
者
が
 B
 タ
イ
プ
を
示
し
て
い
る
 こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
と
い
え
る
。
興
味
深
い
の
は
、
 
A
B
 
二
つ
の
タ
イ
プ
の
 

創
造
論
が
同
じ
創
世
紀
の
一
、
二
章
に
編
ま
れ
て
い
る
 
の
と
同
じ
よ
う
に
、
 
A
B
 
二
つ
の
タ
イ
プ
の
自
然
観
 る
 示
す
詩
が
同
じ
詩
編
の
 

八
編
と
一
 0
 
四
編
に
編
集
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
 で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
詩
編
の
最
終
的
編
集
が
遅
く
と
 
も
 紀
元
前
三
世
紀
で
あ
 

一
ぬ
 
-
 

っ
 た
と
す
れ
ば
、
先
に
舌
口
 及
 し
た
モ
ー
セ
瓦
書
の
編
集
 時
期
と
相
前
後
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
初
期
ユ
ダ
ヤ
 
教
 」
の
時
代
と
み
て
よ
 

 
 

イ
 ブ
 の
自
然
観
を
共
に
許
容
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
 あ
ろ
う
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
最
終
的
に
は
 捕
 四
期
後
、
お
そ
ら
 く
 プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
王
朝
エ
ジ
プ
ト
あ
る
い
は
 セ
 レ
ウ
 
コ
ス
王
朝
シ
リ
ア
の
 

-
 
㎎
 -
 

支
配
下
に
あ
っ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
で
成
立
し
た
と
い
わ
れ
 
る
 
「
知
恵
文
学
」
の
中
で
、
例
え
ば
 ヨ
 ブ
記
 と
コ
ヘ
レ
 
ト
の
 書
は
明
ら
か
に
 B
 

タ
イ
プ
、
し
か
も
八
神
 V
 対
 八
人
間
Ⅱ
自
然
 V
 型
の
 B
 タ
イ
プ
を
示
し
て
い
る
。
 

f
@
 
人
「
 ヨ
フ
 に
良
し
㈹
 

ま
ず
 ヨ
 ブ
記
の
場
合
、
人
間
に
よ
る
「
地
の
支
配
」
が
 
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
て
い
る
の
が
目
立
つ
。
 

申
 ま
田
。
 ，
う
、
 

3
 

3
 

質
す
。
 

舘
 あ
な
た
は
御
自
分
の
鳥
を
送
っ
て
彼
ら
を
創
造
し
 

地
の
面
を
新
た
に
さ
れ
る
。
 



こ
う
し
て
み
る
と
、
旧
約
に
お
け
る
人
間
・
自
然
 観
を
 代
表
す
る
も
の
の
ご
と
く
に
ひ
き
合
い
に
出
さ
れ
、
 
と
 く
に
紀
元
後
二
世
紀
 

以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
り
わ
け
「
ロ
ゴ
ス
・
 キ
リ
ス
ト
論
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
 
A
 タ
イ
 プ
 ー
「
神
の
か
た
ち
」
 

  
へ 誇牡破 5@@ Ⅰ @ く 

レ 
  

0 9 は の     
  高高 お 地 文法 
の い ぶの上 配則 
幸一日 

c   
な 

べ の を波 上 り 

る てす の べ 知 ろ - べ 及 に   と 上 て ぬへ ぼ 

動 
物 
  わたし 空 @ ては に臨む 

霊 
と 
  

  
動 

て て を 前 
地 はこう しく、 とは @ い 道文 か 

の 物 
T   の - る ら れす 配 二二 

べ に や 

に降 

区   
Ⅱ 月 

  
  
  が 立早 - 
誰 全   
が一 {   
  
  
  

な 

  
{ 

つ @ 
-" " 一 

ゴ土 

    K 

章 -   同 
死 は じ 

ね 。 人 、 
  
垂 

同門 
    

じ垂皿   
ノン 

  ア 
っ も     
て動 
い物 
る @ こ 

を 

にす 
持 

過ぎ ち 

ぎな 
ずれ 、 と 同 

大 い 
問 う 

じ塵 

は こ 
@ 」 

動 と 返 
物 な る 
に 見 極 何 
ら め 
ま さ 
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聖書 @; おける 自然 観 

若月 も、 あ 
㍉一の 、 5 (2)   

変、 る 観 
貌 、 景命 
し 、 観的 
な 、 と に 
け 、 と @@@@@ 
ね 、 も   
ば、 に ヌ   
ら、 と メ 

な、 た ン 

  
人定美 
間的在 
と に で 
自滅 あ 
然 ぼ っ 
と さ て 
のれ 魔 
間 な性   
裂 れ百 

。はなら 目は し 人 、 、 
こ な 間   
よ け罪 
う れ に 
な ど よ 

  
世 の さ 

界 の れ 
の ち て 
出 あ 、 い 

現る にい、 、 た 。 
よ は、 こ 
っ回 、 の 

て 時、 意 

埋め に、 、 味 に 

ら そ 、 お 

れれ、 ぃ 

ろ は 、 て 

で苓 L  自 

あ 福 、 然 
ろ さ、 全 
う れ 、 体 
一た、 傍親、 が 、 

， 点 し、 そ 
筆 い、 の 

応 注 と し す ね 大論 は自 ち 「 置 さ え 目 

で な の 然 、 き て た す て 
(1) 第 べ の 

にぜ 一な 差が 果 す 黙換 示え旧 、 「 生き人 
一ィ 物質 ザ   九 ら か で 支 モ 約 態 で 間   
的ヤ   、 ら に 学 デ の 論 あ 理 
  0 第 説 今 に ル 目 的 ろ 解 
はと 年 三 得 の お 」 然 神 う 

捕て 
代 イ 的 時 い と 親 字   

口 目 に ザ に に て 「 か 」 こ は 
地然 変 も る の 、 

ほ お の 大 中に証 、 ヤ論変 貌年 「 親親 残 2 ｜ 日 

沢 お し し 若 モ 約 念 う 約   
る 分 

， 沿 い て て れ デ の な な 全 

  樹 が て イ                                                                 
生 第 エ 。 て 被 と 観 畑 芋 中 
活 ニ ス 払 い 遣 い に ら 的 で 
  
  

ィ の は た 世 ぅ 移 な 知 は 
  ザ 「 こ こ 界 タ 行 い 見 む 
  サ 変 れ と が l す の に し 
  の 貌 に を 「 き る で 細 ろ 

白 モ あ 、 新 / に あ 織 例 
故 然 デ え 大 し 口 先 る 神 外 
国 
帰 

観 か て 貫 い ジ 立 。 学 的 

還 
に 」 は で ど 

  せ 殆 二 と ち、大 よ 策 は圭 創造」 特 で １ の B 
  て ど イ し に 徴 貫 
  

よ タ 

  
、 先 ザ て よ づ 隆 ， っ イ 

  に プ 

も、 
応 が がユ けてい 「変貌」 ダ 取り的ヤの 自 第四エ 置 って え 旧 

絶 る 約 
  の で 
  で は 

る脅 

あ 圧 
威   5 例 
  う 的 
あ か に 
  
@@ キ ハ @ 。   

を 対 し ス 
多 

私 く   は 見 
、 お 自 こ 世   れ さ 

に れ 
正 る の を提案に両者 差 観 エスの えし こ @O 画 こ 

し の 目 す 異 か と 

た 終 に な を ら @ こ 

  



Ⅰ
 
カ
 O
 

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
エ
ス
の
「
変
貌
モ
デ
ル
」
 
、
さ
 ら
に
 パ
ウ
ロ
の
自
然
観
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
 
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 

    

の
 句
に
つ
い
て
、
中
沢
は
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
を
 
し
 て
い
る
。
 

こ
の
 天
と
 地
は
古
い
天
地
で
あ
る
か
新
し
い
天
地
で
あ
る
か
、
 と
 い
う
問
い
を
わ
れ
わ
れ
は
発
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
宇
宙
の
 
救
済
が
最
後
的
に
 

実
現
す
る
前
に
も
ち
ろ
ん
古
い
世
界
秩
序
は
過
ぎ
去
る
で
あ
ろ
う
 -
 
五
一
Ⅰ
 ハ
 、
六
五
・
一
七
、
黙
示
録
三
一
・
一
 

-
 
。
し
か
し
な
が
 ら
 、
現
在
の
秩
序
も
神
 

の
 命
令
に
よ
っ
て
立
つ
か
ぎ
り
、
な
お
価
値
が
あ
る
。
し
か
も
 一
 っ
 の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
む
ち
人
間
が
自
分
の
 
力
 で
救
 を
も
た
ら
し
え
な
い
 

よ
う
に
、
 自
 殊
も
独
力
で
義
を
生
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
義
は
 
、
自
然
と
歴
史
の
中
で
宇
宙
的
経
論
を
お
こ
な
う
神
の
創
造
と
 
救
 済
 の
わ
ざ
で
あ
る
。
 

こ
の
毒
が
世
界
秩
序
の
創
始
と
維
持
と
更
新
の
動
力
因
ま
た
目
的
 因
ず
 a
u
 
め
 
蛉
の
送
 
ぃ
 
～
の
 

轄
 ミ
ホ
 

n
a
 

涛
 -
 で
あ
る
。
自
然
は
人
間
と
連
 帯
 的
で
あ
る
。
そ
れ
 

は
 古
い
秩
序
に
お
い
て
人
間
の
頽
廃
に
巻
き
込
ま
れ
た
よ
う
に
、
 
新
し
い
創
造
の
秩
序
の
確
立
と
と
も
に
人
間
の
浄
福
に
参
与
す
る
 
。
こ
の
真
理
を
深
い
 

 
 

ご
と
に
終
末
論
的
便
信
の
中
に
織
り
こ
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
 
わ
れ
は
第
二
イ
ザ
ヤ
の
 

思
想
史
的
意
義
を
見
る
の
で
あ
る
。
 

(36) 36 

そ 
  

束 、 した 一 B よ て中 

沢 

より 中沢 訳 - 上 ま @ 

。 呼 
ヰ @@ @@@ @ 
  壁弔 「   

  
ね 、   
善才 ザ 
  
義 
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の 

降 
@ 申 じ、 

  相ぃ， 
せ の 

よ、 頂 

地 
占     

は開 

と 

    
  て 
救 
  次 
  
花 

の 

  よ 

咲 ナつ 

か な 

せ、 
  
四 

  五 
  
  土日十 

義 
の 

    す 
  ギ @ み ・ 

え出 

ら 

  
  

せ 
  

  野 
主日 中｜ 

  
  

的 

  
  
  

間奏 

  
曲   

  を 
  １ 目 @ 
れ 
  

用 
す 

@@ 上 合目、 
ユ三 

る 



 
 

を
 着
よ
う
か
目
と
舌
口
っ
て
 
、
 思
い
悩
む
な
。
 
ジ
 そ
れ
は
み
な
、
異
邦
 
人
 が
切
に
求
め
て
い
る
も
の
だ
。
あ
な
た
が
た
の
天
の
父
は
 
、
 @
 
」
れ
る
の
も
の
が
み
な
 

甜
 

書
 

 
 

こ おける白状 観 

  
マ 
タ 

イ   短   

@ 
よ 

る 

福 
=6C. 
  
重目   
/ ト 

土 車 

  野   
太 緒 」 

あ   
る 

  
五 

      
  

  
  
  
        

説教」 改 し、 きた旧 の自然 

  
ス 観 は ぐ 

0 目 と 関札 、 一 五 一 

命 る は 。 一 の のよ ちだ もし   

  

      
  



こ
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
、
マ
タ
イ
六
・
二
六
イ
ル
カ
一
一
 

二
・
二
八
で
は
「
野
の
花
」
あ
る
い
は
「
野
の
草
」
に
よ
 
せ
 

値
 あ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
っ
 ま
 

自
然
を
め
ぐ
る
二
つ
の
タ
イ
プ
で
い
え
ば
「
 
A
 タ
イ
プ
 
 
 丁

 二
四
で
は
 目
馬
 
」
ま
た
は
Ⅰ
 
烏
 」
に
よ
せ
て
、
マ
タ
イ
 
六
 .
 
一
二
 
0
 イ
ル
カ
 一
 

て
、
 「
あ
な
た
が
た
」
人
間
は
「
 

鳥
 」
（
「
 

烏
 」
一
や
「
 

花
 」
（
 
「
草
し
よ
り
も
「
 
価
 

り
 、
こ
の
イ
エ
ス
の
有
名
な
「
説
教
」
に
も
、
旧
約
に
 

お
け
る
 神
 ・
人
間
・
 

が
 前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

%
 そ
れ
か
ら
、
イ
ェ
ス
は
弟
子
た
ち
に
言
わ
れ
た
。
「
だ
か
ら
、
 

舌
 
ロ
 って
お
く
。
命
の
こ
と
で
何
を
食
べ
よ
う
か
。
体
の
こ
と
で
 

何
 を
 着
よ
う
か
と
思
い
 

悩
む
な
。
 お
 命
は
食
べ
物
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
体
は
衣
服
よ
り
 
も
 大
切
だ
。
 n
 鳥
の
こ
と
を
考
え
て
み
な
さ
い
。
種
も
蒔
か
ず
、
 

刈
 9
 人
れ
も
せ
ず
、
 
納
 

尾
も
倉
も
持
た
な
い
。
だ
が
、
神
は
烏
を
養
っ
て
く
だ
さ
る
。
 

あ
 な
た
が
た
は
、
 鳥
 よ
り
も
ど
れ
ほ
ど
価
値
が
あ
る
こ
と
か
。
 

左
あ
 な
た
が
た
の
う
ち
の
だ
 

れ
が
、
思
い
悩
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
寿
命
を
わ
ず
か
で
も
 

延
は
 す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
 
。
こ
ん
な
ご
く
小
さ
な
 

，
 

事
 さ
え
で
き
な
 
い
 の
に
、
な
ぜ
、
ほ
か
 

の
事
ま
で
思
い
悩
む
の
か
。
 
W
 野
原
の
花
が
ど
の
よ
う
に
育
つ
か
 

を
 考
え
て
み
な
さ
い
。
働
き
も
せ
ず
紡
ぎ
も
し
な
い
。
し
か
し
、
 

壬
 
一
口
っ
て
お
く
。
栄
華
を
 

極
め
た
ソ
ロ
モ
ン
で
さ
え
、
こ
の
花
の
一
つ
ほ
ど
に
も
着
飾
っ
て
 
は
い
な
か
っ
た
。
 
穏
ム
 
「
日
は
野
に
あ
つ
て
、
明
日
は
炉
に
投
げ
込
 
ま
れ
る
草
で
さ
え
、
 
神
 

は
こ
の
よ
う
に
装
っ
て
く
だ
さ
る
。
ま
し
て
、
あ
な
た
が
た
に
は
 

な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
信
仰
の
薄
い
者
た
ち
よ
。
㏄
あ
な
た
 

が
た
も
、
何
を
食
べ
よ
 

っ
か
、
 何
を
飲
も
う
か
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
思
い
悩
 
む
な
 。
㏄
そ
れ
は
み
な
、
世
の
異
邦
人
が
切
に
求
め
て
い
る
も
の
 

だ
。
あ
な
た
が
た
の
 
父
 

は
 、
こ
れ
ら
の
も
の
が
あ
な
た
が
た
に
必
要
な
こ
と
を
ご
存
じ
で
 
あ
る
。
 n
 た
だ
、
神
の
国
を
求
め
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
 

の
も
の
は
加
え
て
 
与
 

え
ら
れ
る
。
 
n
 小
さ
な
群
れ
よ
、
恐
れ
る
な
。
あ
な
た
が
た
の
 父 は
 喜
ん
で
神
の
国
を
く
だ
さ
る
。
 

ハ
 ル
力
に
よ
る
福
音
書
一
二
章
 V
 

れ あ 

るな 。 た @ 

  

」とをご 明日の 

存じである。」とまで思 い 

  
  
明も 

  

  

  
  
それ ら   
    

  
る 。 与 
」 え 

  

  



書
 
m
 

  観
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぉ
オ
 

 
 

在
る
鳥
や
草
花
に
人
間
は
そ
の
命
の
あ
り
よ
う
を
学
ぶ
 
べ
き
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
自
然
が
 
人
間
に
対
す
る
ア
ピ
ー
 

ル
 と
な
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
は
ま
 さ
に
今
の
時
点
で
「
変
貌
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
大
貫
は
、
マ
タ
イ
本
文
の
「
 鳥
 」
二
八
・
二
六
 一
が
 ル
カ
本
文
で
は
「
 烏
 」
に
な
っ
て
い
る
二
二
・
二
 四
一
こ
と
を
指
示
し
、
 

-
 
わ
 -
 

ル
カ
本
文
の
「
 烏
 」
の
方
に
マ
タ
イ
本
文
の
「
 鳥
 」
 よ
 り
も
 Q
 伝
承
の
古
層
が
反
映
し
て
い
る
と
正
し
く
想
定
 
し
て
い
る
。
こ
こ
で
 重
 

要
 な
の
は
、
「
 烏
 」
が
レ
ビ
記
で
は
汚
れ
の
象
徴
（
一
一
 ，
二
五
Ⅰ
イ
ザ
ヤ
書
で
は
神
の
裁
き
に
よ
る
自
然
 荒
 廃
の
 シ
ン
ボ
ル
（
三
四
，
 

一
二
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
 
イ
ェ
ス
に
こ
こ
で
、
「
 
鳥
 」
一
般
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
 人
の
価
値
基
準
か
ら
み
 

れ
ば
最
も
価
値
の
低
い
鳥
の
一
つ
、
つ
ま
り
「
 烏
 」
 を
 指
示
し
て
、
人
間
に
そ
の
命
の
あ
り
よ
う
を
こ
の
「
 
い
 と
 小
さ
き
も
の
」
に
 学
 

ぶ
よ
う
に
と
諭
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

と
す
れ
ば
、
「
野
の
花
」
の
場
合
は
元
来
何
の
花
を
指
 し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
こ
の
場
合
は
 、
マ
タ
イ
本
文
 
夫
 ・
 

一
八
 ｜
 二
九
一
で
も
ル
カ
本
文
二
 
三
 ・
ニ
セ
一
で
も
「
 ゃ
 
化
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
「
 花
 」
と
訳
さ
れ
 て
い
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
 

「
 ぎ
 0
 目
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
「
 百
 ム
ロ
」
の
こ
と
で
あ
 る
 。
従
っ
て
、
邦
訳
で
も
文
語
訳
で
は
「
 百
 ム
ロ
」
と
 
訳
 さ
れ
て
い
た
し
、
英
訳
 

音
 取
新
訳
（
 

R
E
B
 

一
で
も
三
 %
 と
 訳
さ
れ
て
い
る
。
 
し
か
し
、
邦
訳
で
も
口
語
訳
、
ま
た
最
近
の
新
共
同
調
 
で
、
「
 百
 ム
ロ
」
で
は
な
   

一
れ
 
一
 

わ
れ
て
は
 い
 る
が
、
し
か
し
何
の
作
為
な
し
に
 

大
 貫
 隆
の
言
葉
で
は
「
無
為
」
の
ま
ま
で
神
に
よ
り
 ム
フ
 
こ
こ
に
生
か
さ
れ
て
 

だ さ が 
か え し し 
ら 凝 ろ か 

。 せ 入 し 
こ ら 間 他   

（イ 白上 ノ、 

て 一   
""@ 一 机 "@ 土 @ の で 二 

八で 直花 み の 才 @ し旨 ， 
し 一 -  f 商 は 

て つ し 、 
み ほ た 人 
れ ど よ 間 

  
は て 圭 司 
鳥 が 記 別 
や な な に 
草 か ど 置 
在 っ ほ く 

  
優れ プ 舌口 わ 「中 ネ 」 

    て 
言 の に   



し
か
し
、
 

ナ
ス
イ
メ
ー
 

に
ど
の
よ
う
 

そ
こ
で
、
 

的
な
、
し
か
 

お
く
。
 

何
よ
り
も
 

っ
て
言
及
さ
 

章
 に
お
い
て
 

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ア
ネ
モ
ネ
説
に
も
難
点
が
あ
る
 
。
こ
の
花
に
は
、
あ
の
「
 烏
 」
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
る
よ
 う
な
マ
イ
 

ジ
 が
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
花
は
聖
書
の
中
で
一
度
も
 
言
及
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
に
、
聖
書
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
 
が
こ
の
花
 

な
 イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
か
を
想
定
す
る
術
が
な
い
 
の
で
あ
る
。
 

-
 
答
 -
 

私
は
あ
え
て
「
野
の
花
」
Ⅱ
「
 
ア
ザ
ミ
 」
説
を
提
唱
し
た
 い
 。
 ア
ザ
ミ
 は
、
ア
ネ
モ
ネ
と
共
に
、
ガ
リ
ラ
ヤ
で
は
 最
も
一
般
 

も
 ア
ネ
モ
ネ
に
劣
ら
ず
美
し
い
花
で
あ
る
こ
と
は
言
う
 ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
に
、
私
は
四
つ
の
理
由
 
を
 挙
げ
て
 

第
一
に
 、
 「
 ア
ザ
ミ
 」
は
多
く
の
場
合
「
 茨
 」
と
対
に
な
 っ
て
、
旧
約
か
ら
新
約
に
至
る
ま
で
マ
イ
ナ
ス
の
 イ
メ
 ｜
ジ
な
 も
 

れ
て
い
る
（
創
世
記
 三
 二
八
、
ホ
セ
ア
 
一
 0
.
 ハ
、
マ
 タ
イ
七
・
一
六
な
ど
）
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
 

イ
ザ
 ヤ
 喜
三
四
 

、
 「
 ア
ザ
ミ
 」
は
あ
の
「
 烏
 」
と
共
に
神
の
審
判
に
よ
 る
 自
然
荒
廃
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
 
と
で
あ
る
。
 

く
 
「
 
花
 」
と
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
「
 百
 ム
ロ
」
説
は
現
在
で
は
一
般
的
に
採
ら
れ
て
い
な
い
の
 で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
 、
 

耳
ぎ
 0
 コ
 と
い
う
単
語
が
 へ
 ブ
ラ
イ
語
の
簗
 口
 ㏄
 
ゴ
 ㏄
 コ
あ
 る
い
は
 簗
 o
m
 
ァ
 ㏄
 コ
囲
ァ
の
 
訳
語
と
し
て
旧
約
の
ギ
リ
シ
ア
 語
訳
で
は
用
い
ら
れ
て
 

お
り
、
元
来
の
へ
ブ
ラ
イ
語
で
は
、
百
合
だ
け
で
は
な
 く
 、
も
っ
と
広
範
囲
の
植
物
を
含
意
し
 、
 必
ず
し
も
「
 百
 ム
ロ
」
に
限
定
さ
れ
な
 

い
こ
と
、
ま
た
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
畔
の
野
で
は
百
合
が
広
く
 自
生
し
て
は
な
い
こ
と
等
に
あ
ろ
う
。
最
近
で
は
、
 
と
 く
に
 ダ
ル
マ
ン
の
指
摘
 

以
来
、
「
野
の
花
」
Ⅱ
「
ア
ネ
モ
ネ
」
説
が
有
力
で
あ
る
 
。
ア
ネ
モ
ネ
は
ガ
リ
ラ
ヤ
の
自
然
の
中
で
自
生
す
る
 
最
 も
 一
般
的
な
、
そ
し
て
 

美
し
い
花
で
あ
り
、
こ
の
花
の
色
が
ソ
ロ
モ
ン
が
着
て
 
い
 た
と
想
定
さ
れ
る
玉
衣
の
 色
 
（
紅
紫
色
）
と
重
な
る
 こ
と
が
、
そ
の
 王
 た
る
 

-
 
花
 一
 

理
由
と
思
わ
れ
る
。
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て 差 れ れ こ 目 し 
は し を て の は い イ 

エ
 ス
が
こ
こ
で
空
の
鳥
や
野
の
花
に
舌
口
 
反
 す
る
と
き
に
 、
 鳥
の
中
で
も
当
時
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
は
人
間
 
に
と
っ
て
 清
 ら
わ
 

鳥
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
る
烏
を
引
き
合
い
に
出
し
て
 
い
る
こ
と
に
任
意
し
た
い
。
花
の
場
合
も
お
そ
ら
く
 
ア
 ザ
こ
 の
様
な
、
今
 

野
 に
あ
っ
て
明
日
は
炉
に
投
げ
込
ま
れ
る
、
価
値
の
な
 い
、
何
で
も
な
い
野
辺
の
花
、
と
り
わ
け
草
を
引
き
合
 い
に
出
し
て
い
る
。
 

様
な
汚
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
 烏
 、
あ
る
い
は
保
存
 す
べ
き
価
値
の
な
い
野
辺
の
草
花
を
指
し
て
、
そ
れ
を
 
人
間
の
今
生
か
さ
 

あ
る
命
へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
受
け
と
る
様
に
求
め
て
 
い
る
イ
ェ
ス
の
発
言
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
価
値
観
 
か
ら
見
れ
ば
、
 そ
 

転
倒
す
る
様
な
衝
撃
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
イ
エ
ス
 
が
こ
の
様
に
、
通
常
嫌
わ
れ
、
無
視
さ
れ
た
自
然
の
小
 
さ
な
命
に
そ
の
眼
 

を
 旺
が
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
福
音
書
の
他
の
箇
所
で
 イ
エ
ス
が
、
「
子
ど
も
た
ち
を
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
来
さ
 せ
な
さ
い
。
妨
げ
 

な
ら
な
い
。
神
の
国
は
こ
の
様
な
者
達
の
も
の
で
あ
る
 
」
（
マ
ル
コ
福
音
書
 一
 0
 章
一
四
節
）
と
舌
口
わ
れ
た
こ
と
 
に
 通
ず
る
と
思
 う
 。
 

0
 節
 、
 コ
ヘ
レ
ト
 の
言
葉
七
五
星
ハ
節
、
「
 

ア
ザ
ミ
 」
に
つ
 い
て
は
マ
タ
イ
福
音
書
七
章
一
九
節
を
参
照
さ
れ
た
い
 。
こ
の
「
良
い
実
を
結
 

ば
な
い
 木
 」
と
は
一
六
節
か
ら
判
断
す
る
と
「
ア
ザ
、
 、
へ
 

」
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
れ
が
前
章
、
つ
ま
り
大
土
星
 一
 
一
 
0
 節
に
あ
る
「
明
日
は
 

炉
 に
投
げ
込
ま
れ
る
野
の
草
」
と
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
の
論
拠
を
総
合
す
る
と
、
 Q
 伝
承
の
古
い
 層
 、
お
 そ
ら
く
イ
ェ
ス
が
語
っ
た
時
点
で
は
、
「
 ア
ザ
ミ
 」
説
が
 有
力
で
は
な
い
か
と
 

思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
伝
承
の
過
程
で
一
般
化
さ
れ
て
、
 煉
 の
な
い
「
百
合
」
、
あ
る
い
は
「
 
花
 」
一
般
に
変
わ
っ
 た
の
で
は
な
い
か
。
 そ
 

の
 結
果
、
イ
エ
ス
の
言
葉
に
も
辣
が
な
く
な
っ
て
し
ま
 
ぅ
 。
単
な
る
自
然
賛
歌
で
は
、
イ
ェ
ス
の
批
判
精
神
が
 
生
き
な
い
の
で
は
な
い
 

ヵ
 最

後
に
、
旧
稿
中
の
「
イ
エ
ス
の
自
然
 観
 」
と
い
う
 小
 見
出
し
の
付
い
た
部
分
を
、
一
部
訂
正
し
て
再
録
し
て
 
 
 

  



甑
の
子
た
ち
」
（
一
五
節
以
下
か
ら
判
断
し
て
神
の
「
 
霊
 」
を
受
容
し
て
い
る
人
間
の
こ
と
）
に
対
し
終
末
の
 将
来
に
約
束
さ
れ
て
い
る
「
 栄
邸
 

 
 

おける自然 観 
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実
際
、
今
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
で
 
い
 る
ル
力
の
テ
キ
ス
ト
 で
も
三
二
節
に
「
小
さ
き
 群
ょ
、
 
恐
れ
る
な
。
あ
な
た
 が
た
の
父
は
喜
ん
で
 神
 

の
国
を
く
だ
さ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
神
の
国
と
は
 、
 神
の
愛
が
支
配
す
る
領
域
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
神
 
の
愛
の
支
配
領
域
に
お
 

い
て
は
、
こ
の
世
の
価
値
基
準
か
ら
見
れ
ば
、
最
も
小
 さ
 い
 も
の
、
最
も
弱
 い
 も
の
が
、
最
も
大
切
に
さ
れ
る
 こ
と
で
あ
る
。
 

五
 

「
被
造
物
の
う
め
き
」
 

日
マ
八
 圭
三
八
 ｜
二
 四
節
）
 

残
る
は
パ
ウ
ロ
の
自
然
 額
 で
あ
る
。
こ
の
関
連
で
最
も
 よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
 
の
手
紙
八
章
一
八
 1
 

二
四
節
で
あ
ろ
う
。
 

㎎
現
在
の
苦
し
み
は
、
将
来
わ
た
し
た
ち
に
現
さ
れ
る
は
ず
の
 
栄
 先
 に
比
べ
る
と
、
取
る
に
足
り
な
い
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
 
u
 被
造
物
は
 、
 神
の
子
 

た
ち
の
現
れ
る
の
を
切
に
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
。
 
m
 被
造
物
は
虚
 無
に
 服
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
自
分
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
 
は
な
く
、
服
従
さ
せ
た
 

方
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
希
望
も
持
っ
て
い
ま
す
 
つ
ま
り
、
被
造
物
も
、
い
つ
か
滅
び
へ
の
隷
属
か
ら
解
放
さ
 
れ
て
、
神
の
子
供
た
ち
 

の
 栄
光
に
輝
く
自
由
に
あ
ず
か
れ
る
か
ら
で
す
。
 %
 被
造
物
が
す
 べ
て
今
日
ま
で
、
共
に
う
め
き
、
共
に
産
み
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
 
て
い
る
こ
と
を
、
わ
た
 

し
た
ち
は
知
っ
て
い
ま
す
。
㌶
被
造
物
だ
け
で
な
く
、
 
"
 
霊
 "
 の
 初
 穂
 を
い
た
だ
い
て
い
る
わ
た
し
た
ち
も
、
神
の
子
と
さ
れ
る
こ
と
 
つ
ま
り
、
体
の
暗
 

わ
れ
る
こ
と
を
、
心
の
中
で
う
め
き
な
が
ら
待
ち
望
ん
で
い
ま
す
 
。
 別
 わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
希
望
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
 
る
の
で
す
。
見
え
る
も
 

の
に
対
す
る
希
望
は
希
望
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
に
見
て
い
る
も
 
の
 を
だ
れ
が
な
お
望
む
で
し
ょ
う
か
。
 
お
 わ
た
し
た
ち
は
、
目
に
見
 え
な
い
も
の
を
望
ん
 

て
い
る
な
ら
、
忍
耐
し
て
待
ち
望
む
の
で
す
。
 



 
 

光
 」
で
あ
っ
て
（
一
八
節
）
、
被
造
物
は
彼
ら
と
共
に
 
「
 
う
ぬ
き
 」
 つ
 っ
彼
ら
の
「
栄
光
に
輝
く
自
由
に
あ
ず
 か
れ
る
」
と
い
う
こ
と
、
 

つ
ま
り
、
こ
こ
に
も
人
間
を
被
造
物
に
優
先
さ
せ
る
 A
 タ
イ
プ
の
人
間
・
自
然
 観
 が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
 

 
 

し
か
し
、
こ
こ
に
は
同
時
に
、
「
被
造
物
は
虚
無
に
 服
 し
て
い
」
る
が
、
「
そ
れ
は
、
自
分
の
意
志
に
よ
る
も
の
 で
は
な
く
、
服
従
 さ
 

せ
た
方
の
意
志
に
よ
る
も
の
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
 @
 
二
ロ
 

葉
 が
あ
る
 
三
 0
 節
 ）
。
武
田
武
 長
は
 、
こ
の
「
服
従
 さ
 せ
た
 方
 」
を
人
聞
と
解
 

釈
し
、
こ
れ
を
「
服
従
さ
せ
た
者
」
と
訳
し
て
い
る
。
 
パ
ウ
ロ
に
 ょ
 れ
ば
、
被
造
物
が
「
虚
無
に
服
し
て
い
る
 」
責
任
は
人
間
に
あ
る
、
 

 
 

は
 正
し
い
と
思
う
。
し
か
し
、
「
服
従
さ
せ
た
 方
 」
を
「
 
神
 」
で
は
な
く
「
人
間
」
 

と
と
り
、
こ
れ
を
「
服
従
さ
せ
た
者
」
と
訳
し
直
す
の
 
は
 、
パ
ウ
ロ
の
用
語
法
か
ら
み
れ
ば
無
理
と
思
わ
れ
る
  
 

ま
ず
、
こ
こ
で
「
虚
無
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
 語
 ョ
曲
（
 
曲
ざ
 
（
 
e
s
 
 

の
動
詞
彩
ョ
曲
（
 

曲
ざ
仁
ョ
 
注
を
パ
ウ
ロ
は
 同
じ
ロ
ー
マ
の
信
徒
 

へ
の
手
紙
一
章
二
一
節
で
用
い
て
い
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
 
神
を
知
り
な
が
ら
、
神
と
し
て
あ
が
め
る
こ
と
も
感
謝
 す
る
こ
と
も
せ
ず
、
 む
 

な
し
い
思
い
に
ふ
け
り
（
 私
 訳
す
れ
ば
、
そ
の
思
い
は
 

心
が
 暗
く
な
っ
た
か
ら
で
す
」
。
こ
の
 場
合
の
「
虚
無
と
な
っ
 

た
 」
の
は
、
明
ら
か
に
人
間
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
 次
 に
 、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
も
 う
 一
度
八
章
二
 0
 節
を
 読
ん
で
み
る
と
、
「
 被
造
 

物
は
虚
無
に
服
し
た
」
と
は
、
「
被
造
物
は
人
間
の
虚
 蛙
 @
 
服
し
た
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 被
造
物
は
人
間
の
愚
か
 

さ
 、
人
間
の
空
虚
さ
に
服
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
と
す
れ
ば
、
こ
の
発
言
の
背
景
に
は
、
先
述
し
た
、
 
被
 造
物
、
と
り
わ
け
大
地
 

は
 ア
ダ
ム
の
罪
に
よ
っ
て
呪
わ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
 
と
 い
う
 J
 資
料
の
人
間
・
自
然
 観
 が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
 と
に
な
る
。
従
っ
て
 、
 

こ
れ
に
続
く
「
服
従
さ
せ
た
 方
 」
を
人
間
と
と
る
と
、
 土
 
思
味
 が
だ
ぶ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
「
 服
従
さ
せ
た
 方
 」
は
 ｜
 

｜
 大
貫
を
は
じ
め
と
す
る
大
方
の
注
解
者
が
指
摘
し
て
 

る
よ
う
に
五
 

-
3
 
 

や
は
り
「
 

神
 」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
 
例
え
ば
コ
リ
ン
ト
の
 信
 

徒
へ
の
手
紙
一
、
一
五
章
二
 セ
 節
で
展
開
さ
れ
て
い
る
 よ
う
な
、
神
は
万
物
を
服
従
さ
せ
る
と
い
う
考
え
方
か
 
ら
 来
て
い
る
と
み
て
よ
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ぬ
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
（
 B 型
）
は
 、
八
神
 V
 対
 八
人
間
・
自
然
 V
 
と
い
う
関
係
の
タ
イ
プ
 。
こ
こ
で
は
、
人
間
が
土
の
 

 
 

ら
れ
、
神
の
息
を
吹
き
込
ま
れ
る
。
あ
る
い
は
、
他
の
 被
造
物
も
人
間
と
同
様
に
 、
 

自
 

 
 
 
 

以
上
で
、
聖
書
の
自
然
観
に
つ
い
て
の
私
見
を
閉
じ
る
 
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
れ
 ば
 、
以
下
の
よ
う
に
 な
る
で
あ
ろ
う
。
 

旧
約
に
は
、
 神
 ・
人
間
・
自
然
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
 二
 っ
 0
 タ
イ
プ
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
（
 A
 型
）
は
 、
八
 ・
不
人
間
 

申
 

V
 対
 八
白
 

然
 V
 と
い
う
関
係
の
タ
イ
プ
。
こ
こ
で
は
、
神
の
か
た
 ち
に
従
っ
て
造
ら
れ
た
人
間
が
自
然
の
上
位
に
立
ち
、
 神
か
ら
自
然
を
支
配
す
 

い
で
あ
ろ
う
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
全
体
の
意
味
す
る
 と
こ
ろ
に
つ
い
て
武
田
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
 内
 容
 的
に
は
正
し
い
と
 

思
 う
 。
と
く
に
、
人
聞
と
自
然
が
共
生
・
共
音
す
る
こ
 
と
に
よ
っ
て
 、
 共
に
う
め
き
つ
つ
、
終
末
を
待
望
す
る
 と
い
う
点
で
あ
る
。
 と
 

す
れ
ば
、
こ
こ
に
も
、
 A
 タ
イ
プ
を
前
提
し
な
が
ら
も
 、
 B
 タ
イ
プ
に
移
行
す
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
 被
造
 初
め
う
ぬ
 き
を
人
聞
の
 

「
虚
無
」
人
間
の
罪
に
帰
す
る
限
り
に
お
い
 て
 人
聞
と
自
然
の
関
係
を
逆
転
す
る
可
能
性
が
宿
さ
れ
 
て
い
る
の
で
は
な
い
か
 

と
 思
え
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
中
沢
 治
樹
 が
第
二
 イ
ザ
ヤ
の
自
然
観
に
よ
せ
て
指
摘
し
た
事
柄
は
、
パ
ウ
 
ロ
 に
も
十
分
通
ず
る
と
 

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
自
然
は
人
聞
と
連
帯
的
で
 あ
る
。
そ
れ
は
古
い
秩
序
に
お
い
て
人
間
の
頽
廃
に
 巻
き
込
ま
れ
た
よ
う
に
、
 

-
 
盤
 -
 

新
し
い
創
造
の
秩
序
の
確
立
と
と
も
に
人
間
の
浄
福
に
 
参
与
す
る
」
。
 

お
わ
り
に
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新
約
、
と
く
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イ
エ
ス
と
パ
ウ
ロ
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、
 A
 
型
が
前
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 さ
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は
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る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
 
B
 
型
へ
の
志
向
、
さ
ら
に
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八
 付
記
 V
 
 本
稿
は
、
日
本
学
術
会
議
宗
教
研
究
連
絡
委
員
会
主
 

催
の
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
環
境
と
宗
教
」
二
九
九
四
年
六
月
二
八
 

日
 、
 於
 日
本
学
術
会
議
）
 

に
お
け
る
発
頭
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
 

四
頁
、
と
く
に
一
四
六
、
一
六
二
頁
。
 

 
 

 
 

@
@
 
 中
沢
 冶
樹
 
「
第
二
イ
ザ
ヤ
に
お
け
る
自
然
 
観
 」
 宰
 第
二
 イ
 ザ
ャ
 研
究
 口
 山
本
書
店
、
一
九
六
二
年
一
、
二
一
 0
 八
頁
。
 

 
 
 
 

 
 

@
 
一
中
沢
、
前
掲
 書
 、
三
 0
 八
頁
以
下
。
 

@
 
一
荒
井
 献
 
「
空
の
鳥
、
野
の
花
」
三
問
い
か
け
る
イ
エ
ス
 

福
音
書
を
ど
う
読
み
解
く
か
」
 

N
H
K
 

出
版
、
一
九
九
四
年
一
 

一
 0 
 一
｜
 一
一
三
頁
、
 

と
く
に
 
一
 
0
 九
｜
 一
一
一
頁
。
 

-
 
別
）
大
貫
、
前
掲
 書
 、
一
五
二
頁
。
 

@
 
一
大
貫
、
前
掲
 書
 、
一
五
二
頁
以
下
。
 

@
¥
 
「
野
の
花
」
 目
 新
聖
書
大
辞
典
」
一
九
七
一
年
一
、
一
 

0
 四
 九
頁
、
の
し
 凹
ヨ
の
コ
，
ム
ペ
甲
ぬ
 

～
～
 
武
ぉ
 
も
め
～
～
～
 

ぬ
ぎ
力
さ
 ～
 
鱒
 ～
～
 

ぉ
ぬ
 
・
 
巾
由
 こ
 2
:
 く
ご
か
捷
 
め
や
 
芯
ト
，
お
田
 

ゴ
棺
 東
洋
 巣
 ，
 
ダ
エ
ヒ
 臣
の
 @
 力
 吏
ミ
ぎ
吋
 二
 
%
 も
や
ま
ま
 湊
 ・
 
P
 の
㏄
～
・
 

ヱ
 ま
 り
 
穿
黛
ヨ
 占
む
 ユ
 の
 
プ
 Ⅰ
 
Z
0
 

ミ
ぺ
 

0
 「
 
五
 0
 の
 
0
 「
内
ハ
当
ヨ
 
の
 S
Z
p
n
 す
山
 
Ⅰ
二
八
オ
 

い
 白
目
 
い
ぬ
 
の
由
の
Ⅰ
 

ぎ
お
曲
汀
 G
 む
 （
の
「
の
 

-
0
 
二
）
め
 
い
こ
 ・
の
・
の
㌔
参
照
。
大
槻
虎
男
「
 聖
 書
 植
物
図
鑑
三
教
父
館
、
一
九
九
二
年
、
四
三
頁
に
 よ
 れ
 ば
、
 「
 
多
く
の
聖
書
学
者
は
 

こ
れ
（
ア
ネ
モ
ネ
 
一
 を
里
句
の
野
の
 
ュ
リ
 の
第
一
候
補
に
あ
げ
て
 
い
る
㍉
 

@
 
）
こ
の
説
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
荒
井
 献
 
「
「
野
の
花
 
口
は
ア
 ザ
ミ
ヮ
 ・
イ
エ
ス
の
臼
伏
観
に
よ
せ
て
」
 
宅
 別
冊
東
京
青
 年
 目
三
 0
 三
号
、
一
九
九
 

五
年
二
月
 ロ
 二
三
ー
 二
 二
頁
 参
昭
 。
な
お
、
こ
の
説
は
前
掲
「
 問
 い
か
け
る
イ
ェ
ス
」
第
二
剛
一
一
九
九
五
年
、
一
一
 

0
 頁
 以
下
 ）
に
採
用
し
た
。
 

-
0
0
-
 
荒
井
、
前
掲
「
問
い
か
け
る
イ
エ
ス
 ロ
 
、
 一
 
0
 九
｜
 一
一
 
O
 頁
 。
 

元
一
例
え
ば
、
武
田
武
 
長
 
「
自
然
と
の
共
生
」
 
箭
掲
 「
エ
コ
 ロ
ジ
ー
と
キ
リ
ス
ト
教
三
一
八
七
頁
。
 

@
@
 
 武
田
、
前
掲
 書
 、
二
 0
 四
頁
。
 

訪
 ）
大
貫
、
前
掲
 書
 、
二
 0
 五
頁
。
例
え
ば
、
 
中
 パ
リ
 お
ヨ
め
 コ
コ
 く
ハ
）
～
全
一
 

@
@
 

力
 。
 
マ
 
）
 ぃ
ぬ
っ
、
 

-
 
ダ
土
 Ⅰ
白
ニ
：
 

コ
 Ⅰ
 
@
@
 
目
 コ
め
 
@
@
@
@
@
 

）
 
，
ヲ
 
（
 
0
@
 
）
「
・
）
 

つ
 ～
 
ち
 -
 の
 ・
㌧
 

ま
 ・
岩
本
修
一
課
「
 ロ
 

｜
マ
 人
へ
の
手
紙
」
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
 0 年
 、
四
 四
四
頁
。
 

う
 -
 中
沢
、
前
掲
 書
 、
三
 

0
0
 

頁
 。
 

一
 
%
 一
八
神
 V
 対
 八
人
間
・
自
然
 
V
 の
構
造
か
ら
神
を
人
間
に
吸
 
収
し
 、
八
神
Ⅱ
人
間
 V
 対
八
 自
然
 V
 の
構
造
を
志
向
す
る
 
パ
タ
 ｜
ン
 。
村
上
陽
一
郎
の
い
 

わ
ゆ
る
「
文
明
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
 

-
 
村
上
、
前
掲
 書
 、
九
七
頁
 以
下
参
照
）
。
 

一
 
%
 ）
竹
内
芳
郎
「
ポ
ス
ト
Ⅱ
モ
ダ
ン
と
天
皇
教
の
現
在
１
１
 現
 代
 文
明
崩
壊
 期
 に
臨
ん
で
」
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
七
頁
 
 
 



八
 論
文
要
旨
 V
 
 イ
ン
ド
正
統
派
六
派
哲
学
の
一
 

つ
 で
あ
る
古
典
 
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
の
思
想
は
、
精
神
原
理
と
原
質
（
自
然
一
の
 一
 
一
元
論
と
無
神
論
を
と
 

る
 点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
現
存
す
る
こ
の
派
の
最
古
の
論
 
書
 と
し
て
イ
ー
 
シ
 ユ
 ダ
プ
 ラ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
「
サ
ー
ン
キ
ヤ
・
 
カ
｜
 リ
カ
ー
 ヒ
 -
 
四
、
五
 

世
紀
一
が
あ
る
が
、
こ
の
書
は
、
精
神
原
理
と
原
質
の
二
元
、
原
 
質
か
ら
展
開
す
る
二
三
の
原
理
の
特
徴
、
こ
れ
ら
の
原
理
の
展
 
開
 過
程
な
ど
に
関
す
 

る
 簡
潔
な
解
説
を
主
な
内
容
と
し
て
い
る
。
 

本
稿
で
は
、
始
め
に
古
代
イ
ン
ド
人
の
自
然
観
に
つ
い
て
簡
単
に
 
説
明
し
た
の
ち
、
「
カ
ー
リ
カ
ー
 
ヒ
 
を
も
と
に
、
古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
 

学
派
の
個
体
 -
 
人
 

間
 ）
観
を
考
察
し
、
こ
の
派
が
認
め
て
い
る
原
理
の
中
に
認
識
と
 
行
為
の
主
体
た
る
べ
き
「
私
」
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
 
る
 。
 

つ
い
で
、
諸
原
理
の
展
開
過
程
を
考
察
し
な
が
ら
、
こ
の
旅
の
思
 
想
 で
は
、
「
私
」
が
ひ
と
っ
の
原
理
 

-
 
実
体
 一
 と
し
て
で
は
な
く
 
、
原
質
 
-
 
自
然
）
 

の
 繰
り
広
げ
る
自
然
現
象
、
な
い
し
は
、
原
質
か
ら
展
開
す
る
 

諸
 原
理
が
産
み
出
す
構
造
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
 
に
す
る
。
同
時
に
 
、
 

古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
思
想
が
精
神
原
理
と
原
質
の
二
元
よ
り
も
、
 

む
し
ろ
、
精
神
原
理
と
原
質
の
交
渉
に
よ
っ
て
後
者
か
ら
展
開
 
す
る
二
三
原
理
の
解
 

説
 に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
 

教
 説
の
趣
旨
が
人
 間
 存
在
の
現
象
性
を
解
示
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
も
強
調
し
 
@
@
@
 

+
.
 

ハ
 ㍉
 
@
 
。
 

最
後
に
、
「
私
」
を
現
象
存
在
と
見
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
古
典
 

サ
 ｜
ン
キ
ヤ
 
の
根
本
問
題
 
旦
ヨ
反
 し
、
こ
の
問
題
が
中
世
祭
式
文
献
 と
只
｜
ガ
ヴ
ァ
 

タ
 ・
プ
ラ
ー
ナ
」
で
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
検
討
 

す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 イ
ン
ド
思
想
、
古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
、
自
然
、
 

人
間
、
現
象
 

自
然
現
象
と
し
て
の
「
私
」
 

徳
永
崇
雄
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の
間
に
 柑
同
 的
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
 

要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
太
陽
は
早
朝
に
東
に
生
 

ま
れ
、
昼
間
、
陽
光
で
  

 
 
 

古
代
イ
ン
ド
人
の
自
然
 
観
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ド
 哲
学
・
宗
教
思
想
に
お
い
て
自
然
が
 ビ
 の
よ
う
 な
 役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
述
べ
る
の
が
本
稿
の
目
 的
で
あ
る
が
、
一
口
 

に
 イ
ン
ド
人
の
自
然
 観
 と
い
っ
て
も
時
代
に
よ
っ
て
 か
 な
り
変
化
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
対
象
を
古
典
 サ
｜
 ン
キ
ヤ
 学
派
に
し
ぼ
り
、
 

こ
の
旅
の
自
然
観
を
通
し
て
、
イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
 自
然
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
 

イ
ン
ド
正
統
派
六
派
哲
学
の
一
 つ
 で
あ
る
古
典
サ
ー
ン
 キ
ヤ
 哲
学
は
、
無
神
論
を
唱
え
、
イ
ン
ド
思
想
の
主
流
 を
 成
す
一
元
論
に
対
 

抗
し
て
精
神
原
理
石
目
 覇
ゅ
 プ
ル
シ
ャ
）
と
、
物
質
 存
 在
の
質
量
 因
 で
あ
る
原
質
石
墨
 与
 プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
 ）
の
二
元
論
を
と
る
と
 

こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
そ
の
点
で
、
必
ず
し
も
イ
ン
ド
 思
想
の
代
表
と
は
い
え
な
い
が
、
他
の
学
派
で
は
 
暖
昧
 に
な
り
が
ち
な
イ
ン
ド
 

思
想
に
固
有
の
自
然
観
、
人
間
観
が
、
こ
の
派
で
は
そ
 の
 徹
底
し
た
無
神
論
の
ゆ
え
に
、
よ
り
鮮
明
な
か
た
ち
 で
 現
わ
れ
て
い
る
の
で
、
 

こ
の
旅
の
思
想
を
も
と
に
し
て
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
 分
か
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
資
料
と
し
て
使
用
す
る
 
「
サ
ー
ン
キ
ヤ
・
 
カ
｜
 

リ
カ
ー
 ヒ
 （
以
下
、
適
宜
「
カ
ー
リ
カ
ー
 
ヒ
 な
い
し
は
の
 木
と
 略
す
）
は
、
こ
の
派
の
ま
と
ま
っ
た
最
古
の
論
 書
 で
、
 四
｜
 五
世
紀
に
 イ
 

｜
シ
ス
 ヴ
 ァ
 ラ
ク
シ
ュ
ナ
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
  

 

古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
そ
の
も
の
の
歴
史
は
比
較
的
 
新
 し
い
が
、
こ
の
派
は
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
に
遡
る
長
い
前
史
 を
も
っ
て
お
り
、
 
そ
 

の
 歴
史
を
通
じ
て
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
以
前
の
古
い
考
え
 方
が
そ
の
中
に
流
れ
込
ん
で
い
る
の
で
、
そ
れ
に
 
つ
 い
 て
 最
初
に
簡
単
に
説
明
 

 
 

古
代
イ
ン
ド
人
の
自
然
 親
 は
、
自
然
を
終
わ
り
な
き
 サ
 イ
ク
ル
の
中
で
生
死
を
繰
り
返
す
大
き
な
生
命
体
と
見
 な
し
、
そ
れ
と
人
間
 



自然現象としての「私」 

つ と 
つ つ 

と 

そ め 
の た 
財   

  
」もつ えよ 

  
宝珠、 願する 

黄金を 「大地 

の わ 

盟れ 
@ 

宅 与 
ア え 
タ よ   
ヴ 財 
ァ を 
ヴ 恵 

ェ む 

l 女 
ダ 神 

し は   
三 好   
一一 ， E: 、 

・ 口い両 」 @ 

四 ち 
） て 

は 、 戸毎 し 
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自
然
界
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
、
自
然
に
本
来
の
豊
か
 
さ
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
最
大
限
 
の
 恩
恵
を
引
き
だ
そ
 う
 

 
 

当
時
、
イ
ン
ド
で
は
自
然
界
は
ま
だ
繁
栄
 
と
豊
鏡
 の
 源
 と
 見
な
さ
れ
て
お
り
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
 煩
項
 な
 ヴ
ェ
 ｜
ダ
 祭
式
を
行
っ
て
 

述 
べ 
て 
  
る 

く
 プ
ル
シ
ャ
（
人
間
、
男
）
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
の
世
 界
は
原
人
プ
ル
シ
ャ
の
自
己
供
犠
に
よ
っ
て
彼
の
身
体
 
か
ら
発
生
し
た
こ
と
を
 

す
る
一
つ
の
大
き
な
統
合
体
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
「
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
」
の
「
原
人
讃
歌
」
 二
 0
,
 九
 0
 ）
は
 こ
の
 統
 ム
ロ
体
を
ま
さ
し
 

え
た
一
つ
の
完
全
な
統
ム
ロ
伸
一
コ
ス
モ
ス
）
で
あ
る
よ
 う
 に
、
宇
宙
は
 、
 風
を
生
命
と
し
、
太
陽
、
月
な
ど
の
 天
体
と
天
地
を
身
体
と
 

り
 早
い
段
階
で
現
れ
て
く
る
。
人
間
が
、
生
気
を
生
ム
 叩
 と
し
、
 眼
 、
耳
な
ど
五
つ
の
感
覚
器
官
と
頭
、
胴
体
、
 手
足
の
身
体
部
位
を
備
 

自
然
界
が
人
間
と
同
じ
生
命
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
 
ら
 、
そ
れ
を
一
人
の
大
き
な
人
間
と
見
る
思
想
も
 、
イ
 ン
ド
思
想
史
の
か
な
 

は
 、
人
間
の
運
命
が
天
体
の
運
行
と
密
接
に
連
動
し
て
 
い
る
と
い
う
、
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
か
ら
の
古
い
考
え
方
が
 あ
る
。
 

  

自
然
界
を
外
な
る
自
然
と
す
れ
ば
、
人
間
の
身
体
は
そ
 
れ
と
連
動
し
、
そ
れ
と
同
じ
規
範
の
も
と
に
活
動
す
る
 内
な
る
自
然
と
い
っ
 

て
よ
い
だ
ろ
う
。
現
在
で
も
イ
ン
ド
で
は
、
人
生
の
通
 
通
儀
礼
に
際
し
て
占
星
術
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
 
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
 

地
上
を
照
ら
し
、
 タ
べ
 に
は
疲
弊
し
て
西
に
沈
み
、
 草
 木
は
春
に
芽
を
出
し
雨
季
に
成
長
し
て
、
夏
か
ら
秋
に
 
花
開
き
、
冬
に
は
枯
れ
 

て
 生
気
を
失
う
。
ま
た
、
月
は
半
月
ご
と
に
満
ち
欠
け
 
な
 く
り
返
し
、
太
陽
は
半
年
ご
と
に
北
打
 と
 両
行
き
く
 り
 返
し
て
い
る
。
こ
の
 

よ
う
に
、
自
然
界
は
さ
ま
ざ
ま
な
サ
イ
ク
ル
で
生
と
死
 
な
 く
り
返
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
子
、
孫
、
曾
孫
 
へ
 と
 生
ま
れ
変
わ
っ
て
 い
 



を る か で 
苦
 と
い
う
の
は
楽
に
対
立
す
る
概
念
で
は
な
く
、
楽
を
 含
む
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
人
間
の
姿
 
、
あ
る
い
は
、
輪
廻
 

ら
 逃
れ
ら
れ
な
い
人
間
存
在
の
、
本
質
的
な
不
自
由
を
 
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
 

「
二
元
二
五
調
」
の
思
想
と
呼
ば
れ
る
古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
 
哲
学
は
 、
 左
に
示
す
よ
う
な
精
神
原
理
と
原
質
の
二
元
 、
原
質
か
ら
展
開
す
 

一
 
S
 一
 

二
三
の
原
理
に
関
す
る
教
義
か
ら
成
っ
て
い
る
。
 

「
プ
ル
シ
ャ
」
は
人
間
、
男
を
意
味
す
る
男
性
名
詞
、
「
 プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
」
は
素
材
、
素
形
、
本
性
を
意
味
す
る
 
女
性
名
詞
で
、
両
者
 

二
元
と
す
る
こ
の
系
統
樹
は
、
い
つ
ま
で
も
な
く
、
 古
 く
は
ヴ
ェ
ー
ダ
祭
式
思
想
の
特
徴
を
な
し
、
後
に
タ
ン
 
ト
 リ
ズ
ム
で
復
活
す
 

-
3
 
一
 

と
 同
様
に
人
間
存
在
を
苦
と
と
ら
え
、
人
間
を
輪
廻
 
か
 ら
 自
由
に
す
る
こ
と
を
 教
 説
の
最
終
目
標
と
し
て
掲
げ
 て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
 

  

と を こ し す 
求 め て る と 

め よ や 偉 こ 

ろ う ま 太 ろ 

  

く ニ わ え な 
る シ り た る 

。 ャ な 広 と     ソ い 大   

侍 る ド 輪 な こ 

代 の の 処 世 の 
ま で 、 居 、 に 拝 白 

で 額 束 の 然 

  家 博 光 観 
や す 見 に 
ィム る に 大 を のぼ 除 促 、 :  , 忌 ま よ っ きな 

ジ わ て 変 

ナ し 、 化 
な い そ が 

ど 在 れ 起 
" 在 と こ 

人 と 対 っ   聞 見 時 て 
古 た 苦 な す く 

曲 れ の さ る る 
サ と 実 れ 自   

態 る 然 真 
ンっ l い を よ 界 実 

  解う 明に経精 （ 
し な 駿 平 中 

輪 つ 世     廻 た 界 歓 
か 。 ） 十 三 

ィム と ら そ は を 
教 ぃ の し 、 本 
な う 

ど ァ 」   

自
然
の
豊
か
さ
を
生
き
生
き
と
描
い
て
お
り
、
自
然
を
 善
悪
の
区
別
な
く
一
切
を
包
蔵
す
る
「
 母
 な
る
大
地
」
 
と
し
て
称
え
て
い
る
。
 

 
 

 
 



自然現象と 

「 

素粒子（ 色 味 ・香音・触感・ ・ 五 

 
 

 
  
 

五
元
素
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
「
カ
ー
リ
カ
ー
」
で
は
、
精
神
原
理
と
 
原
 

3
 

5
 

 
 

質
は
 二
二
一
の
原
理
が
つ
く
り
出
す
個
体
の
本
質
を
説
明
 

す
 

一
   

 
 

る
 生
殖
の
観
念
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
精
神
原
理
と
 

原
質
は
と
も
に
恒
常
の
原
理
で
あ
る
が
、
前
者
は
精
神
 

的
 存
在
で
あ
る
が
活
動
 

せ
ず
、
後
者
は
活
動
す
る
が
精
神
的
存
在
で
は
な
い
⑦
 

木
 ）
 
0
l
 

）
）
 

-
 
。
ま
た
、
精
神
原
理
は
質
量
 

因
 で
も
派
生
物
で
 

も
 な
 い
 不
動
の
原
理
で
 

あ
り
、
原
質
は
派
生
物
で
は
な
い
が
理
性
以
下
の
諸
 

原
 理
の
質
量
 
因
 と
な
る
点
で
も
異
な
っ
て
い
る
あ
木
の
）
。
 

そ
 れ
 自
身
の
認
識
能
力
を
 

持
た
ず
他
者
に
よ
る
認
識
の
対
象
と
な
る
も
の
を
物
質
 

と
 呼
ぶ
な
ら
原
質
も
物
質
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
 

原
 質
 に
は
、
意
欲
や
焦
り
 

や
 恥
じ
ら
い
な
ど
の
心
理
的
な
性
格
と
と
も
に
倫
理
的
 

な
 性
格
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
今
日
我
々
が
物
質
と
呼
 

ぶ
も
の
と
完
全
に
は
 

一
 

致
し
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
 

原
質
は
純
質
す
 
ゅ
 
（
（
 

つ
と
 
、
 激
 貫
一
「
 
ゅ
ぢ
 
③
、
 撃
 貫
一
（
 
ゅ
 
ヨ
ゅ
巴
と
 
呼
ば
れ
る
三
つ
の
 

グ
ナ
一
 
構
成
要
素
）
か
ら
 

構
成
さ
れ
て
お
り
、
 

後
者
は
そ
れ
ぞ
れ
 

快
 、
不
快
、
消
沈
を
本
質
と
し
照
明
 

、
活
動
、
抑
制
を
目
的
と
し
て
い
る
㊥
 

木
 ）
 
N
-
 

。
そ
し
て
 
、
こ
れ
ら
の
 
グ
ナ
 が
 熟
 

変
 C
 ゅ
 
「
 
ヨ
 曲
ヨ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
一
の
 

原
 質
 が
さ
ま
ざ
ま
な
原
理
に
か
た
ち
を
変
え
て
い
く
と
さ
 

れ
る
㊤
 木
ま
 
。
 
ミ
 ・
 
お
 。
）
 

巴
 。
 

以
下
、
原
質
か
ら
派
生
す
る
二
二
一
原
理
を
中
心
に
こ
の
 

 
 

 
 

派
の
自
然
 
観
と
 人
間
観
を
見
て
い
く
が
、
そ
の
際
、
次
 

の
 

精
神
原
理
 



こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

一
例
を
挙
げ
る
と
、
「
カ
ー
リ
カ
上
は
精
神
原
理
の
数
 を
 多
数
と
す
る
一
方
で
②
 木
 ）
の
 
-
 
、
原
質
を
一
と
見
な
し
 て
い
る
が
㊥
 木
 ）
 
S
 、
 

こ
れ
は
、
主
体
的
実
践
的
観
点
か
ら
精
神
原
理
を
輪
廻
 の
 主
体
と
見
て
多
数
と
し
、
客
体
的
宇
宙
論
的
観
点
か
 
ら
 原
質
を
世
界
の
質
量
 

囚
と
 見
て
一
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
了
 

-
 あ
る
い
は
、
 そ
の
よ
う
な
二
つ
の
観
点
が
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
「
 
カ
 ｜
 リ
カ
ー
」
の
中
に
流
 

れ
 込
ん
で
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
表
現
に
な
っ
て
 
い
 る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
主
体
的
観
点
と
客
体
的
 観
点
の
共
存
は
、
個
体
 

一
 
小
宇
宙
）
と
世
界
一
大
宇
宙
）
を
相
同
的
に
と
ら
え
る
 イ
ン
ド
古
来
の
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
こ
の
 
思
 惟
 方
法
は
サ
ー
ン
キ
 

-
8
-
 

ヤ
に
 限
ら
ず
、
多
く
の
イ
ン
ド
思
想
に
共
通
し
て
認
め
 ら
れ
る
。
 

る
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
 方
 が
 分
か
り
や
す
い
。
「
カ
ー
リ
カ
ー
」
が
冒
頭
部
分
で
、
 

現
象
 ?
 ぜ
 ゅ
下
 巴
 
（
 
原
 

 
  

 

 
 
 
 

質
か
ら
派
生
す
る
二
三
の
原
理
Ⅰ
 
禾
 現
象
す
 つ
ゼ
 
u
F
 （
 
し
 
一
原
質
 -
 、
知
る
も
の
 
一
 精
神
原
理
）
を
識
別
す
る
 @
 
」
と
 ?
 舌
目
 巴
か
ら
、
 

 
 
 
 

サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
述
べ
ち
 
木
ど
、
 被
造
物
子
 ゴ
目
 巴
の
維
持
・
発
生
・
消
滅
が
本
書
の
主
 題
 で
あ
る
こ
と
を
指
摘
 

し
て
 教
 説
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
 が
あ
ろ
う
㊦
木
の
 0
-
 
。
こ
の
点
を
よ
く
認
識
し
て
お
か
な
 い
と
、
「
カ
ー
リ
カ
ー
」
 

は
 二
五
の
原
理
の
単
な
る
列
挙
と
解
説
に
な
っ
て
し
ま
 い
、
何
の
た
め
の
教
義
な
の
か
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
 て
し
ま
う
。
 

二
つ
の
は
、
「
 ヵ
 ー
リ
カ
ー
」
に
は
こ
れ
は
サ
ー
ン
 キ
ヤ
 の
歴
史
を
通
じ
て
 い
 え
る
こ
と
で
あ
る
が
 

輪
 廻
す
る
個
体
に
関
す
 

-
6
-
 

る
 主
体
的
実
践
的
な
関
心
と
、
世
界
に
関
す
る
客
体
的
 宇
宙
論
的
な
観
点
が
共
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 
る
 。
こ
の
こ
と
が
「
 カ
 

｜
 リ
カ
ー
」
の
記
述
に
し
ば
し
ば
混
乱
を
持
ち
込
み
、
 そ
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
 
、
個
我
の
本
質
が
問
題
 

と
な
る
と
き
に
は
世
界
の
本
質
も
問
題
に
さ
れ
て
お
り
 、
個
我
の
発
生
が
語
ら
れ
る
時
に
は
世
界
の
発
生
も
同
 
時
に
意
図
さ
れ
て
い
る
 



自然現象と 

  

  
微 け 成 っ 

身 細 れ す て 
体 な ば 微 こ 

を も 存 細 め 
拠 の 往 な せ 
り か せ も に 

ど ら ず の 生 
こ な 、 は ま 

る る 影 、 れ 
と 身 が セ七 る軍 

す 体 杭 界   

  
種 立 は 滅 と 

の し 存 に 呼 
行 な 在 至 は 
為 い し る れ 
器 一 な ま る 
官 屈 い で 生 

とヰ 五座 のと の あ 物 学   
知 ） ょ 宮 身 は 覚器 体 ㊤木耳 ，っに 存 に 

か 死後 官 こ 。 、輪 在す 

ら 廻 る 原 
な す ⑦ 囚 
る 

外   
的 体 。 滅 
な は 絵 す 
器 持 が る 
官 殊 画 が 
と 化 布   

    し な 輪 
  た ど 廻 

種 も の す 

0 円 
の 拠 る 
の り 個 

的 一 ど 体 
な 撞 こ の 
器 で ろ 身 
官 あ が 体 
c る な を 

55  (55) 

個
体
の
構
造
 

古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
が
自
然
と
の
関
係
で
個
体
を
ど
の
よ
 
う
に
見
て
い
る
か
、
そ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
ま
ず
 
個
体
の
構
造
を
検
討
 

し
て
み
た
い
。
人
間
の
構
造
と
い
わ
ず
に
個
体
の
構
造
 
と
い
う
の
は
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
関
心
が
こ
の
世
に
存
在
 
す
る
人
間
よ
り
も
、
 
生
 

物
 と
し
て
生
ま
れ
る
前
の
輪
廻
す
る
生
命
体
の
運
命
に
 
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
世
に
生
存
す
る
人
間
は
 
、
梵
 天
 、
造
物
主
、
イ
ン
ド
 

ラ
神
 、
 祖
垂
接
 あ
る
い
は
月
神
ソ
ー
マ
）
、
天
上
の
楽
人
 ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
、
竜
旗
、
羅
刹
、
悪
鬼
の
八
種
の
超
 
自
 然
 的
存
在
、
家
畜
、
 
野
 

獣
 、
鳥
類
、
爬
虫
類
、
植
物
の
五
種
の
動
 
一
植
 ）
 物
と
 な
ら
ぶ
生
物
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
⑦
次
の
の
 

-
 
。
 

個
体
の
構
成
要
素
は
先
ず
、
身
体
と
身
体
を
拠
り
ど
こ
 
ろ
と
す
る
器
官
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
「
特
殊
化
し
 た
も
か
 り
」
 
%
 減
 の
ゆ
巴
し
 
Ⅰ
 

呼
ば
れ
る
五
種
の
元
素
（
虚
空
、
 

風
 、
火
、
水
、
地
）
 
は
 、
「
特
殊
化
し
て
い
な
い
も
の
」
 

す
三
絆
 ゅ
巳
 と
 呼
ば
れ
 る
 五
種
の
素
粒
子
宝
 日
 、
 

触
感
、
色
、
味
、
香
）
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
、
微
細
な
も
 の
 、
父
母
の
所
産
、
（
五
元
素
の
結
合
に
よ
っ
て
）
発
生
 

し
た
も
の
 a
 「
㏄
 
す
 二
日
色
 

の
 三
態
で
存
在
す
る
⑭
次
の
の
 1
 
の
め
）
。
輪
廻
す
る
個
体
ま
ひ
 の
 巴
は
こ
の
微
細
な
も
の
を
身
体
と
し
て
お
り
、
そ
れ
 
が
 父
母
の
所
産
と
、
 
発
 

生
し
た
も
の
か
ら
な
る
粗
大
な
身
体
を
と
っ
て
、
役
者
 
の
よ
う
に
姿
を
変
え
な
が
ら
⑦
 本
 ト
ド
 
一
 
、
梵
天
を
始
め
と
 す
る
様
々
な
生
物
と
な
 



に
 対
し
て
、
内
的
器
官
は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
位
 相
 に
お
け
る
対
象
に
対
し
て
は
た
ら
く
も
の
と
さ
れ
る
 
@
 木
ぃ
 
ど
 。
 

行
為
器
官
に
は
 ロ
 、
手
、
足
、
肛
門
、
性
器
、
知
覚
器
 官
 に
は
 耳
 、
皮
膚
、
 眼
 、
 舌
 、
鼻
が
あ
り
あ
 パ
い
 
の
 
-
 
、
前
 者
は
発
話
、
把
捉
、
 

歩
行
、
排
泄
、
性
的
喜
び
を
作
用
と
し
、
後
者
は
昔
な
 
ど
に
対
す
る
純
然
た
る
直
感
③
 
ざ
 8
 日
ヨ
ゅ
 （
「
巴
を
 生
み
出
す
あ
 パ
い
 
の
 
-
 
。
 

こ
れ
ら
二
つ
の
外
的
器
官
の
上
に
機
能
上
、
心
理
的
 
活
動
を
司
る
内
的
器
官
が
位
置
し
て
い
る
。
内
的
 お
 官
に
は
思
考
器
官
 

ま
目
 傍
 ）
、
自
我
意
識
す
ぎ
日
オ
目
し
、
理
性
③
 
巨
 口
 す
ご
の
三
つ
が
あ
り
、
理
性
（
「
大
き
な
も
の
」
と
も
 呼
ば
れ
る
）
を
中
心
と
 

す
る
こ
れ
ら
三
者
の
総
体
が
、
ヨ
ー
ガ
学
派
で
心
 
ミ
 耳
と
 と
呼
ぶ
も
の
に
ほ
 ほ
 相
当
し
て
い
る
。
 

思
考
器
官
は
知
覚
器
官
と
行
為
器
官
の
両
方
の
性
格
を
 
も
っ
て
お
り
、
思
惟
（
お
昼
下
日
巴
を
機
能
と
し
て
 
い
る
⑦
 木
ぃ
じ
 
。
「
 カ
｜
 

リ
カ
ー
」
か
ら
明
確
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
 器
官
は
知
覚
器
官
が
与
え
る
漠
然
と
し
た
観
念
を
明
瞭
 
に
し
た
り
、
知
覚
器
官
 

や
行
為
器
官
に
所
定
の
働
き
を
指
示
す
る
は
た
ら
き
を
 担
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 

次
に
自
我
意
識
す
 田
旧
ァ
 甲
乙
 
と
 呼
ぼ
れ
る
原
理
で
あ
 る
が
、
こ
れ
は
「
思
い
込
み
」
 す
ヴ
 
目
ヨ
 囲
コ
 
巴
を
機
能
 と
し
て
お
り
、
自
分
 

で
な
い
も
の
、
自
分
の
も
の
で
な
い
も
の
に
対
し
て
、
 「
こ
れ
は
私
で
あ
る
」
と
か
「
こ
れ
は
私
の
も
の
で
あ
る
 」
と
い
う
風
に
自
己
に
 

 
 

関
係
づ
け
る
⑦
 パ
 2
4
-
 

。
自
我
意
識
が
原
理
と
し
て
 サ
｜
 ン
キ
ヤ
 思
想
に
入
っ
て
く
る
の
は
比
較
的
新
し
い
が
、
 
こ
の
原
理
は
「
カ
ー
リ
 

カ
ー
」
で
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
個
体
化
の
原
理
と
 し
て
古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
体
系
の
中
で
大
き
な
役
割
を
担
 
っ
て
い
る
。
 

グ
ナ
 の
特
殊
形
態
で
あ
る
以
上
の
器
官
は
相
互
に
性
格
 を
 異
に
し
て
い
る
が
、
 燈
心
 と
 油
と
 火
が
一
体
と
な
っ
 て
 対
象
を
照
ら
す
 燈
 

人
 の
よ
う
に
、
相
互
に
協
力
し
合
っ
て
す
べ
て
を
照
ら
 し
 出
し
、
そ
の
情
報
を
理
性
に
提
供
す
る
あ
 
パ
 り
の
 
-
 
。
 

展
開
し
た
も
の
の
最
上
位
に
位
置
す
る
理
性
は
決
断
（
 ㏄
 隼
す
ぜ
 

㏄
ぺ
曲
 

絡
ぜ
 巴
を
蛛
 恢能
 と
し
て
お
り
あ
 パ
い
と
、
 
「
こ
れ
 は
 杭
で
あ
る
」
と
い
 

  

分
か
れ
、
前
者
は
後
者
に
と
っ
て
の
対
象
と
見
な
さ
れ
 て
い
る
⑦
 パ
 3
3
-
 
。
ま
た
、
外
的
器
官
が
現
に
存
在
す
る
 
も
の
を
対
象
と
す
る
の
 

6
 

 
 



自然現象として 

ハ "  , じ 

っ
た
 知
的
な
確
定
を
し
た
り
、
思
考
器
官
に
よ
っ
て
思
惟
 さ
れ
自
我
意
識
に
よ
っ
て
自
己
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
 情
報
に
も
と
づ
い
て
「
私
 

は
こ
れ
こ
れ
を
し
よ
う
」
と
行
為
の
判
断
を
す
る
。
 決
 
断
と
い
う
機
能
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
理
性
に
は
他
の
 
器
官
に
は
な
い
倫
理
的
 

な
 判
断
能
力
が
認
め
ら
れ
る
。
 

「
カ
ー
リ
カ
ー
」
は
個
体
が
ど
の
よ
う
な
倫
理
的
行
為
を
 
志
向
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
理
性
の
様
態
を
善
行
、
 
知
識
、
離
 欲
 、
超
自
 

一
は
 
-
 

然
 力
、
悪
行
、
無
知
、
倉
 欲
 、
無
能
力
の
八
種
に
分
類
 し
 、
そ
れ
ら
が
理
性
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
を
 述
 べ
て
い
る
⑦
 木
 4
8
 。
 倫
 

理
 的
に
見
る
と
、
先
の
四
様
態
は
個
体
を
よ
り
好
ま
し
 
い
 状
態
に
し
後
の
四
様
態
は
好
ま
し
く
な
い
状
態
に
す
 
る
が
、
宗
教
的
観
点
か
 

ら
 見
る
と
、
知
識
の
み
が
個
体
を
解
脱
に
導
き
、
残
り
 
の
セ
 つ
は
個
体
を
束
縛
し
て
輪
廻
に
留
め
る
も
の
と
な
 る
 
㊤
木
母
，
 
む
 。
の
ど
。
 

は
 上
が
個
体
を
構
成
す
る
二
三
の
原
理
（
身
体
と
 
諸
器
 官
 ）
で
あ
る
が
、
読
者
は
こ
こ
で
奇
妙
な
こ
と
に
気
が
 
つ
く
だ
ろ
う
。
個
体
 

に
は
身
体
と
器
官
が
あ
る
が
、
身
体
と
器
官
を
使
っ
て
 対
象
を
認
識
し
行
動
す
る
肝
腎
の
「
私
」
が
な
い
。
 
自
 我
意
識
が
「
私
」
で
あ
 

 
 

る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
あ
る
も
の
 を
 自
己
に
関
係
づ
け
る
器
官
で
あ
っ
て
、
自
己
そ
の
も
 
の
で
は
な
い
。
精
神
原
 

理
 と
原
質
が
残
っ
て
い
る
が
、
前
者
は
見
る
能
力
を
も
 
っ
て
い
る
が
活
動
せ
ず
、
後
者
は
活
動
す
る
が
見
る
能
 力
 は
な
 い
 の
で
、
 
い
 ず
 

れ
も
認
識
と
行
為
の
主
体
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
に
 、
精
神
原
理
に
は
知
覚
器
官
も
行
為
器
官
も
存
在
し
な
 
ぃ
 。
要
す
る
に
「
 ヵ
｜
 

リ
カ
ー
」
の
二
五
原
理
の
ど
こ
に
も
、
認
識
と
行
為
の
 主
体
で
あ
る
「
私
」
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

Ⅸ
「
カ
ー
リ
カ
ー
」
は
個
体
の
器
官
と
し
て
行
為
 お
宮
、
知
覚
器
官
、
思
考
器
官
、
自
我
意
識
、
理
性
を
 挙
げ
る
が
、
「
私
」
が
な
け
れ
 

 
  

 

で
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
も
の
を
「
私
」
に
関
係
づ
け
る
 自
我
意
識
も
は
た
ら
き
 

ふ
 つ
が
な
い
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
首
の
な
い
胴
体
で
あ
 
る
 。
「
カ
ー
リ
カ
ー
 
ヒ
 は
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
説
明
 す
る
の
だ
ら
つ
か
、
 
そ
 

い
 こ
と
を
次
に
検
討
し
て
み
た
い
。
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覚
 さ
せ
、
前
者
を
真
実
の
自
己
と
思
い
込
ま
せ
る
。
 

(58) 58 

「
カ
ー
リ
カ
ー
」
に
よ
る
と
「
私
」
は
、
男
性
と
見
な
さ
 れ
る
精
神
原
理
と
女
性
と
見
な
さ
れ
る
原
質
の
結
合
（
 ㏄
 ち
ぜ
 。
 
的
巴
 を
き
っ
 

 
 

か
け
と
し
て
、
物
質
存
在
の
質
量
 因
 で
あ
る
原
質
か
ら
 二
三
の
原
理
が
順
次
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
 る
 。
精
神
原
理
と
原
質
 

は
 本
来
独
立
し
て
い
る
が
㊥
 本
 ）
 
9
 、
精
神
原
理
が
原
質
 か
ら
展
開
す
る
も
の
を
観
察
し
、
原
質
が
精
神
原
理
の
 独
 存
を
達
成
す
る
た
め
 

に
 、
あ
た
か
も
盲
人
が
 披
 者
を
背
負
う
よ
 う
 に
両
者
が
 結
合
し
、
創
造
が
始
ま
る
㊤
 本
 ㌧
 
こ
 。
宇
宙
論
的
に
い
 う
 と
 、
宇
宙
創
造
の
始
め
 

に
 精
神
原
理
が
原
質
に
関
心
を
抱
き
、
原
質
を
構
成
し
 
て
い
る
三
つ
の
要
素
（
 グ
ナ
 ）
の
均
衡
が
く
ず
れ
る
と
 、
原
質
が
世
界
の
展
開
 

を
 始
め
る
こ
と
に
な
る
。
二
三
の
原
理
が
「
発
生
す
る
 」
と
い
わ
ず
「
発
現
す
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
派
が
 
、
原
質
か
ら
展
開
す
る
 

二
三
の
原
理
を
、
丁
度
甲
羅
の
中
に
あ
る
亀
の
肢
体
の
 よ
う
に
、
原
因
で
あ
る
原
質
の
中
に
予
め
潜
在
し
て
い
 
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
 

る
 （
国
中
有
 果
ュ
巴
 

-
4
 

l
 
 

一
 ⑦
 本
 S
 。
ま
た
、
肢
体
が
現
れ
て
も
 
亀
の
甲
羅
が
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
二
三
の
原
理
が
 
現
れ
て
も
そ
れ
ら
の
 原
 

因
 で
あ
る
原
質
は
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
付
け
 加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

原
質
か
ら
理
性
が
発
現
す
る
と
、
精
神
と
自
然
は
よ
り
 緊
密
な
関
係
に
入
る
。
こ
の
段
階
で
、
理
性
に
精
神
原
 
理
の
知
性
が
付
与
さ
 

ね
 、
本
来
知
性
を
持
た
な
い
原
質
が
あ
た
か
も
知
性
を
 
も
つ
か
の
よ
う
に
な
り
、
一
方
、
実
際
に
は
原
質
の
 
グ
 ナ
が
 活
動
し
て
い
る
に
 

一
 
%
 一
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
、
活
動
に
無
関
心
な
精
神
原
理
 が
 、
あ
た
か
も
活
動
の
玉
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
想
 
さ
れ
る
あ
 本
ぎ
ス
 

理
性
か
ら
自
我
意
識
が
発
現
す
る
と
、
個
体
の
す
が
た
 が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
自
己
で
な
い
も
の
を
 
自
 己
と
思
い
込
ま
せ
る
 

自
我
意
識
は
原
質
に
 、
 見
る
能
力
が
仮
に
付
与
さ
れ
て
 い
る
に
過
ぎ
な
い
理
性
を
 、
 見
る
能
力
を
持
っ
精
神
原
 理
 
（
真
の
自
己
）
 と
錯
 

「
私
」
の
発
生
 



自然現象と 

田 圭 
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ニ
ン
 ヤ
ッ
ド
」
六
・
三
 
0
 ）
 

「
カ
ー
リ
カ
ー
」
に
よ
る
と
、
「
私
は
（
し
か
じ
か
で
は
 ）
な
い
」
「
（
し
か
じ
か
は
）
私
の
も
の
で
は
な
い
」
 口
 し
か
じ
か
は
）
私
で
 

は
な
い
」
 ぎ
援
き
ミ
ヨ
 の
 已
ま
己
 と
い
う
よ
う
に
 、
完
全
に
諸
原
理
の
考
察
に
習
熟
し
て
、
誤
謬
が
な
く
 
な
る
と
、
清
ら
か
な
、
 

-
 
㎎
 -
 

純
然
た
る
知
識
が
発
生
す
る
②
木
の
 &
-
 
。
そ
の
結
果
、
精
 神
原
理
は
自
己
本
来
の
状
態
を
回
復
し
、
傍
観
者
の
 
ょ
 う
に
な
っ
て
、
理
性
の
 

セ
 種
の
様
態
が
停
止
し
事
実
上
す
「
 丑
ゴ
 
㏄
 づ
 a
s
a
 

丑
 
）
生
産
 を
 止
め
て
い
る
原
質
を
見
る
 
あ
ヌ
 の
の
 
-
 
。
精
神
原
理
は
「
 私
は
原
質
を
見
た
」
と
 

い
っ
て
原
質
に
無
関
心
に
な
り
、
原
質
は
「
私
は
精
神
 原
理
に
見
て
も
ら
っ
た
」
と
い
っ
て
活
動
を
停
止
す
る
 
②
木
の
の
 

-
 
。
原
質
の
活
動
 

と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
「
私
」
は
、
こ
う
し
て
事
実
 
上
 消
滅
す
る
。
 

真
の
自
己
（
精
神
原
理
）
は
そ
の
後
し
ば
ら
く
、
業
の
 
潜
勢
力
に
よ
っ
て
 聴
 櫨
の
回
転
の
よ
う
に
身
体
を
維
持
 す
る
が
、
輪
廻
す
る
 

個
体
（
「
私
」
）
は
事
実
上
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
 死
 後
、
父
母
の
所
産
で
あ
る
身
体
が
消
滅
す
る
と
、
精
神
 
原
理
に
決
定
的
で
究
極
 

的
な
独
 存
 
（
 解
蝉
が
 到
来
す
る
②
 ヌ
 0
 
～
 
1
 
の
の
）
。
こ
の
 

過
 程
を
宇
宙
論
的
に
述
べ
る
と
、
元
素
か
ら
理
性
に
い
た
 
る
 原
理
が
展
開
と
は
 逆
 

の
 順
序
で
先
行
す
る
原
理
に
入
っ
て
、
最
後
に
理
性
が
 原
質
に
帰
入
す
る
と
、
現
象
と
し
て
存
在
す
る
世
界
は
 
拠
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
て
 

消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

「
カ
ー
リ
カ
ー
」
の
本
意
は
こ
の
よ
う
に
、
二
元
二
五
 諦
 の
 解
説
を
通
じ
て
「
私
」
が
現
象
と
し
て
存
在
す
る
こ
 と
を
示
す
こ
と
に
あ
 

る
が
、
「
私
」
が
実
在
し
な
い
と
か
仮
現
で
あ
る
と
か
 虚
 妄
 で
あ
る
と
か
直
接
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
「
輪
廻
す
 る
 個
体
は
、
特
殊
化
し
 

た
も
の
が
な
け
れ
ば
拠
り
ど
こ
ろ
が
な
く
な
り
、
存
立
 
し
な
い
」
②
 木
 &
 
ご
 ・
と
か
、
「
毒
性
 の
 ）
諸
状
態
が
な
け
 れ
ば
、
輪
廻
す
る
個
体
 

は
 （
実
現
し
）
な
い
」
②
 

木
 5
2
 
一
 と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
が
 、
こ
れ
ら
の
表
現
も
、
輪
廻
す
る
個
体
が
現
象
で
あ
る
 
と
 主
張
す
る
の
と
は
か
 

  

っ
て
、
決
断
な
く
思
惟
な
く
思
い
こ
み
の
な
い
も
の
と
 し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
解
脱
の
特
徴
で
あ
る
 
。
」
 
ヨ
 マ
イ
ト
リ
・
 
ウ
パ
 

 
 

6
 



自然現象とし 

菩 " 

さ
て
、
古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
は
以
上
の
よ
う
に
、
輪
廻
す
 る
 個
体
を
諸
原
理
の
相
互
 作
 m
 と
し
て
成
り
立
っ
て
 い
 る
と
考
え
る
が
、
 
そ
 

の
 結
果
、
こ
の
学
派
は
い
く
つ
か
の
む
つ
か
し
い
問
題
 を
 抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
最
後
に
検
討
 
し
て
お
き
た
い
。
 

そ
の
問
題
は
ま
ず
、
個
体
の
発
生
理
由
に
関
し
て
起
こ
 
っ
て
く
る
。
「
カ
ー
リ
カ
ー
 
ヒ
 は
、
理
性
か
ら
元
素
に
至
 る
 展
開
は
各
個
体
の
 

精
神
原
理
の
解
脱
を
目
的
と
し
て
お
り
、
原
質
が
自
分
 
自
身
の
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
行
 う
が
、
 実
は
精
神
 原
理
の
た
め
に
行
う
と
 

述
べ
る
⑦
 木
い
 
の
 -
 。
ま
た
、
知
性
を
も
た
な
い
牛
乳
が
子
 牛
の
成
長
の
た
め
に
牝
牛
の
乳
房
か
ら
自
然
と
流
れ
出
 
る
よ
う
に
、
知
性
を
も
 

た
な
 い
 原
質
が
精
神
原
理
の
解
脱
の
た
め
に
活
動
を
開
 治
 す
る
と
も
 い
う
 が
⑦
 木
 5
7
-
 

、
精
神
原
理
は
も
と
も
と
 原
質
か
ら
独
立
し
て
い
 

 
 

田
 

る
か
ら
 
ミ
 ・
の
 
木
邑
 、
後
者
が
改
め
て
創
造
活
動
 

 
 

 
 

ズ
 

原
質
と
精
神
原
理
が
精
神
原
理
の
独
 存
 の
た
め
 
に
 結
合
す
る
と
い
う
の
は
、
両
者
が
分
離
す
る
た
め
に
 
結
合
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
 

」
同
じ
で
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
。
ま
た
、
 そ
 の
 結
果
生
じ
た
「
私
」
も
、
な
ぜ
生
じ
た
の
か
わ
か
ら
 
な
い
と
い
う
意
味
で
無
 

 
 

厄
 味
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
解
脱
と
は
本
来
 
の
 自
己
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
解
脱
に
価
値
 
を
 置
く
限
り
、
本
来
の
 

61 (61) 

古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
ク
ラ
ッ
ク
 ス
 

な
り
ニ
ュ
ア
ン
 

せ
ず
、
諸
原
理
 

て
い
る
、
虚
構
 

さ
れ
て
し
ま
っ
 

ふ
さ
わ
し
 い
 も
 ス

が
 異
な
る
。
「
カ
ー
リ
カ
ー
 ヒ
 の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
 @
 」
こ
に
あ
り
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
「
私
」
の
現
象
性
に
直
 接
 言
及
 

の
 性
格
と
展
開
過
程
を
事
実
と
し
て
淡
々
と
記
述
す
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
の
原
理
の
上
に
成
 @
 上
ユ
っ
 

 
 

と
し
て
の
「
私
」
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
に
強
く
印
象
づ
 け
て
い
る
。
「
カ
ー
リ
カ
ー
 
ヒ
 の
意
味
は
テ
キ
ス
ト
の
 背
 後
に
隠
 

て
お
り
直
接
眼
に
は
見
え
な
い
が
、
現
象
と
し
て
し
か
 存
在
し
な
い
「
私
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
こ
そ
が
 
ま
さ
に
 

の
と
い
え
よ
う
。
 



か
れ
、
ど
の
宗
教
思
想
に
と
っ
て
も
避
け
て
通
る
こ
と
 
の
で
き
な
い
ク
ラ
ッ
ク
 ス
 と
な
っ
て
く
る
。
 

三
体
的
実
践
的
観
点
か
ら
輪
廻
の
原
因
を
説
明
し
て
、
 「
カ
ー
リ
カ
ー
 ヒ
 は無
知
に
よ
っ
て
束
縛
が
あ
る
と
い
う
 が
 ⑦
 パ
 心
心
）
、
そ
の
場
 

ム
ロ
 
に
は
、
な
ぜ
無
知
が
生
じ
た
の
か
が
改
め
て
説
明
さ
 れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
知
は
無
始
以
来
存
在
す
る
 
か
ら
、
そ
の
発
生
を
説
 

萌
 す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
。
も
し
 人
間
が
無
始
以
来
無
知
で
あ
る
な
ら
、
人
間
本
来
の
状
 
態
は
無
知
で
あ
る
こ
と
 

に
な
る
か
ら
、
解
脱
に
よ
っ
て
本
来
の
状
態
を
回
復
し
 
て
も
無
知
の
ま
ま
と
な
り
、
解
脱
す
る
意
味
が
な
く
な
 
っ
て
し
ま
う
。
 

個
体
の
存
立
が
保
証
さ
れ
な
い
た
め
、
古
典
サ
ー
ン
キ
 ヤ
 で
は
識
別
知
の
担
い
手
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
解
脱
 
す
る
た
め
に
は
精
神
 

原
理
と
原
質
を
識
別
す
る
知
識
が
必
要
で
あ
る
が
、
 
こ
 の
 知
識
が
ど
こ
か
ら
だ
れ
に
生
じ
る
の
か
は
っ
き
り
し
 な
い
。
識
別
知
を
得
る
 

の
は
、
精
神
原
理
か
原
質
か
原
質
の
引
き
起
こ
す
現
象
 
で
あ
る
「
私
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
精
神
 原
理
は
本
来
解
脱
し
て
 

お
り
迷
う
こ
と
が
な
い
か
ら
、
改
め
て
識
別
知
を
得
る
 必
要
は
な
く
、
一
方
、
原
質
と
「
私
」
は
見
る
（
認
識
 
す
る
）
能
力
を
欠
く
 物
 

質
と
 、
物
質
が
引
き
起
こ
す
現
象
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
 

 
 

「
カ
ー
リ
カ
ー
」
は
 
、
理
 

性
 が
原
質
と
精
神
原
理
の
微
妙
な
相
違
を
判
別
し
⑦
 
本
ひ
 
～
 
-
 
、
理
性
の
様
態
の
ひ
と
っ
で
あ
る
知
識
が
解
脱
を
 
も
た
ら
す
と
も
 い
う
 が
 

⑦
本
心
心
一
、
そ
の
理
性
を
原
質
の
展
開
と
と
っ
て
も
「
私
」
 

の
 構
成
要
素
と
考
え
て
も
、
問
題
は
な
ん
ら
か
わ
ら
な
 

精
神
原
理
が
「
私
」
 

に
 識
別
知
を
与
え
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
か
も
し
れ
な
 
ぃ
が
 、
精
神
原
理
は
活
動
す
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
に
 、
無
神
論
を
と
る
古
典
 

サ
ー
ン
キ
ヤ
に
は
恩
寵
の
思
想
は
な
い
か
ら
、
精
神
原
 理
が
 
「
私
」
を
救
済
す
る
た
め
に
識
別
知
を
恩
寵
と
し
 て
 与
え
る
と
い
う
こ
と
 

も
あ
り
え
な
い
。
精
神
原
理
は
ま
っ
た
く
思
い
や
り
も
 徳
 も
が
れ
男
で
あ
っ
て
、
努
力
し
て
い
る
の
は
彼
の
た
 
め
に
独
り
働
い
て
い
る
 

女
性
（
原
質
）
で
あ
る
一
の
木
の
 
0
-
 
。
 

  

状
態
に
な
い
個
我
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
、
ま
た
、
 
そ
 
の
よ
う
な
も
の
が
ど
う
し
て
生
じ
て
き
た
の
か
と
い
う
 問
題
は
 、
 
多
か
れ
少
な
 

 
 6

 



自然現象と 

そ め 

レ
廣
 識

別
知
の
担
い
手
と
同
じ
問
題
が
輪
廻
と
解
脱
の
主
体
 
に
も
あ
て
は
ま
る
。
個
体
の
存
在
を
否
定
す
る
と
、
「
 カ
ー
リ
 力
 上
の
よ
う
 

に
 輪
廻
と
解
脱
を
原
質
に
押
し
付
け
、
だ
れ
も
束
縛
さ
 
れ
ず
、
解
脱
せ
ず
、
輪
廻
せ
ず
、
人
間
な
ど
の
さ
ま
ざ
 
ま
な
拠
り
ど
こ
ろ
を
 持
 

っ
 原
質
が
輪
廻
し
、
束
縛
さ
れ
、
解
脱
す
る
と
 
い
 わ
 ざ
 る
を
え
な
く
な
る
。
も
し
一
切
が
こ
の
よ
う
に
原
質
の
 自
己
運
動
に
過
ぎ
な
い
 

の
な
ら
、
マ
ー
 タ
ラ
 の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
 

解
 脱
に
向
か
っ
て
「
私
」
に
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
な
 
り
、
 好
き
勝
手
に
生
き
 

て
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
笑
え
 、
 飲
め
 、
 戯
れ
 楽
 し
め
、
常
に
。
対
象
を
享
受
せ
よ
。
そ
し
て
、
 
蹄
曙
 す
る
な
。
 
カ
 ピ
ラ
 
一
仙
 ）
 

の
 教
え
 一
 古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学
）
を
君
が
理
解
し
て
お
 れ
ば
、
（
そ
れ
だ
け
で
君
は
）
そ
の
解
脱
の
至
福
を
得
る
 

だ
ろ
う
。
」
一
ま
 
0
 コ
 の
木
の
ご
 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
努
力
の
可
能
性
も
否
定
さ
れ
 て
し
ま
う
。
 

古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
思
想
が
抱
え
る
こ
れ
ら
の
問
題
は
 
、
 実
体
と
し
て
の
「
私
」
の
存
在
を
認
め
て
精
神
、
物
質
 
、
個
我
の
三
元
論
を
 

と
る
こ
と
で
あ
る
程
度
克
服
さ
れ
る
が
、
根
本
的
に
は
 、
現
象
と
し
て
存
在
す
る
「
私
」
に
積
極
的
な
意
義
を
 
認
め
な
い
限
り
解
決
で
 

き
な
い
。
有
神
論
的
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
 中
世
祭
式
文
献
の
思
想
家
た
ち
は
前
者
の
方
法
を
と
り
 
、
最
高
神
の
 力
能
 
（
 シ
 

ヤ
 ク
テ
ィ
）
が
自
然
 
一
 マ
ー
ヤ
上
を
介
し
て
個
我
の
 救
済
の
た
め
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
考
え
て
、
事
実
上
 
、
 神
と
自
然
（
物
質
 原
 

因
 ）
と
個
我
一
人
間
）
の
三
一
元
論
を
主
張
す
る
。
中
で
 
も
 、
シ
ャ
ク
テ
ィ
派
の
思
想
で
は
神
の
 力
 能
が
そ
こ
に
 展
開
す
る
自
然
の
重
要
 

性
 が
神
そ
の
も
の
を
上
回
り
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
以
前
 の
 古
代
イ
ン
ド
の
文
献
に
見
ら
れ
た
豊
穣
な
自
然
が
新
 
し
い
装
 い
で
 復
活
す
る
。
 

 
 

 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
一
元
論
を
継
承
 す
る
「
バ
ー
ガ
 ザ
ァ
タ
 
・
プ
ラ
ー
ナ
」
は
、
自
然
も
個
 我
も
 ク
リ
シ
ュ
ナ
が
 

 
 て

き
 聞
 す
る
幻
で
あ
り
、
一
切
の
事
象
は
 ク
 リ
シ
ュ
 
ナ
一
神
 ）
の
ク
リ
シ
ュ
ナ
 
一
 
自
然
）
に
お
け
る
 ク
リ
シ
 
ュ
ナ
 
（
個
我
）
と
の
戯
れ
で
 

る
と
す
る
独
自
の
幻
影
論
的
 
一
 元
論
を
展
開
す
る
 
-
1
 

0
2
 

一
 

の
 テ
キ
ス
ト
の
作
者
は
、
「
私
」
と
世
界
が
無
意
味
な
存
 

在
 で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
 

 
 

0
 世
界
に
お
い
て
「
私
」
が
神
と
戯
れ
る
こ
と
が
で
き
 る
と
考
え
て
、
現
象
と
し
て
存
在
す
る
血
生
息
味
な
「
私
」
 

、
幻
 と
し
て
存
在
す
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か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
 現
 実
を
空
し
い
と
見
る
「
私
」
が
空
し
い
現
実
で
あ
る
と
 
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
 

空
し
い
現
実
が
抱
く
空
し
さ
に
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
 真
実
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
逆
に
、
現
象
と
し
て
し
か
 存
 在
し
な
い
空
し
い
「
私
」
 

が
 空
し
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
は
空
し
く
 

「
バ
ラ
モ
ン
経
典
，
原
始
低
空
中
央
公
論
社
、
一
九
 セ
 九
年
、
一
 

な
い
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
「
 バ
｜
 

八
九
 ｜
二
 0
 八
頁
 -
 が
あ
る
の
で
、
 同
 訳
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

ガ
 ザ
ァ
タ
 ，
プ
ラ
ー
ナ
」
 

本
稿
の
訳
語
、
 訳
 

に
 見
ら
れ
る
 よ
う
 に
 、
 空
し
い
現
実
が
一
転
し
て
意
味
 の
 充
実
し
た
世
界
に
転
換
す
る
契
機
が
潜
ん
で
い
る
。
 

原
質
が
精
神
原
理
の
解
脱
の
た
め
に
自
己
を
展
開
す
る
 と
 述
べ
た
後
、
実
に
だ
れ
の
精
神
原
理
も
束
縛
さ
れ
ず
 、
解
脱
せ
ず
、
原
質
 

自
身
が
輪
廻
し
解
脱
す
る
と
「
 ヵ
 ー
 リ
ヵ
 よ
の
作
者
 が
 述
べ
る
 時
 
⑦
木
の
 
0
-
 
、
 彼
は
そ
こ
に
「
バ
ー
ガ
 ヴ
ァ
タ
 ・
プ
ラ
ー
ナ
」
よ
り
数
 

世
紀
早
く
、
 
佃
 生
息
味
な
る
も
の
の
意
味
を
既
に
嗅
ぎ
と
 っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

;
 
王
 

-
l
-
 臼
 ・
 
ミ
 i
r
 
プ
匹
叫
 け
 目
コ
 
・
 
め
 Ⅰ
 ま
討
 
ミ
ミ
さ
 
い
 ～
～
 

ぬ
き
ぎ
ミ
 -
 
キ
 帥
 一
件
。
 

Ⅰ
 
ピ
 0
 円
 （
 
コ
ロ
あ
コ
 
ド
ス
の
Ⅱ
 

曲
 （
 
隼
 Ⅱ
 
小
ア
ノ
ト
 

0
-
.
 

ノ
ト
己
 

ロ
ド
の
 

n
.
 

ど
 ・
ハ
レ
（
（
 

0
 ヱ
麓
 
Ⅰ
Ⅰ
 
麓
 ㏄
㏄
 
0
 妄
用
 
い
 Ⅰ
の
Ⅱ
雙
も
・
 

ト
い
 
㏄
 

-
2
@
 
 

古
代
イ
ン
ド
人
の
自
然
観
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
自
然
 
観
 の
素
 型
を
探
る
 
｜
 イ
ン
ド
ー
」
 -
 
転
換
期
に
お
け
る
人
間
二
「
 自
 然
 と
は
 ロ
 
、
岩
波
書
店
、
 

一
九
八
九
年
 
-
 
、
一
一
セ
 ー
一
 三
九
頁
参
照
。
 

（
 
3
@
 
 
以
下
、
丸
 ガ
ツ
コ
 内
の
数
字
は
関
係
す
る
「
カ
ー
リ
カ
ー
 
し
の
番
号
を
表
わ
す
。
「
カ
ー
リ
カ
ー
白
か
ら
の
引
用
は
直
訳
で
は
 

な
く
、
適
宜
繁
雑
な
と
 

こ
ろ
は
簡
略
化
し
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
言
葉
を
補
っ
て
あ
る
。
 
厳
密
な
訳
注
と
し
て
服
部
正
明
記
「
古
典
サ
ー
ン
キ
ヤ
体
系
概
説
 
」
 -
 
世
界
の
名
著
 一
 

又
 と
も
に
同
調
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
、
初
校
の
段
階
 
で
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
荒
牧
 典
俊
 教
授
よ
り
貴
重
な
 ご
意
見
を
伺
う
こ
 

る
 無
意
味
な
世
界
の
意
味
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
の
で
 あ
る
。
 

 
  

 
 
 

解
脱
を
志
向
す
る
多
く
の
イ
ン
ド
思
想
が
現
実
の
無
常
 
を
 説
く
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
思
想
、
中
で
も
仏
教
と
 
サ
 ｜
ン
キ
ヤ
 が
厭
世
主
 

 
 

 
  
 

義
 、
虚
無
主
義
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
、
 
こ
 の
 見
方
は
、
現
実
は
空
し
い
が
そ
れ
を
空
し
い
と
見
る
 
「
私
」
は
空
し
く
な
い
 



自然現象としての r 私 」 

            
ⅠⅠ   Ⅰ 0                 

目著 題い 一 期に べ と 

「 い - 絡 たし 、 Ⅰ 

                    に王 てっ 問の ヤ を 宰 ， 悩 

ハし小 判覚 一 は囲 Ⅱ 

  
か 

ら、 

識別 

知 
を 

も 

  
を も 

  
  

ぎ ～   
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ま
 a
n
 
ま
雙
 き
ち
 尽
 ㌻
 飽
 隠
さ
 驚
 Ⅰ
 
コ
 ・
 
ミ
ひ
ま
 も
も
 
せ
 Ⅰ
㌫
 ぐ
ミ
き
ミ
 c
@
 

も
め
 

こ
ぎ
ミ
 
き
さ
も
 漱
 % 安
き
心
も
お
で
も
き
 よ
ぎ
 n
 Ⅰ
㌧
雨
こ
 か
 ～
～
 

ぬ
 -
 
ミ
㌧
 メ
 
Ⅰ
 
こ
 寸
ロ
 
3
 せ
 Ⅰ
ま
ぬ
 -
 

 
 

 
 

随
 ド
ー
 

y
-
a
 

ぐ
枕
 Q
 ミ
 
屯
さ
 i
a
.
 

ぐ
 
p
s
Q
 

瀋
 Ⅰ
 メ
 
い
ま
ひ
下
き
 

う
 -
 様
態
に
つ
づ
い
て
「
観
念
の
創
造
 下
 ・
）
」
 

ビ
 ⑤
 モ
リ
セ
舘
害
 
幅
巴
と
 総
称
さ
れ
る
誤
謬
、
無
能
力
、
満
足
、
完
成
が
挙
げ
ら
 

 
 

れ
ら
が
様
態
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
 
 
 

総
一
「
性
交
」
 
一
は
 
日
月
ま
。
 幅
 
し
を
連
想
さ
せ
る
「
結
合
」
 

こ
い
 
ヨ
ゼ
 0
 幅
 し
と
い
う
語
で
精
神
原
理
と
原
質
の
生
殖
行
為
を
示
唆
 し
て
い
る
が
、
活
動
し
な
 

い
 精
神
原
理
と
見
る
能
力
を
欠
く
原
質
が
ど
の
よ
う
に
し
て
結
合
 
す
る
の
か
、
説
明
が
む
 

っ
 か
し
 い
 。
 臼
 ・
や
・
 

ロ
 ・
パ
山
千
，
 わ
ぎ
 
鰍
 唾
汁
 寸
ミ
 
Q
9
 の
～
 

の
 
さ
 

0
 リ
 ー
 
n
 二
コ
 り
い
コ
年
ド
 
c
 二
年
 
c
 コ
，
 
Ⅰ
の
Ⅰ
㏄
Ⅰ
 

e
 ロ
エ
コ
ダ
乞
い
幅
 
㌧
 目
ヴ
 
-
 
げ
す
の
Ⅰ
の
 

，
お
 ～
 
巳
 。
ロ
口
・
 

き
 よ
～
・
 
注
 @
 
一
 
も
 参
照
。
組
ち
叱
っ
幅
り
に
つ
い
て
は
 、
 「
ヨ
ー
ガ
バ
ー
シ
 

ャ
 」
二
・
一
 セ
 、
二
三
、
二
五
な
ど
の
用
例
と
も
比
較
し
な
が
ら
 
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

一
リ
 
）
「
カ
ー
リ
カ
ー
し
は
原
因
 -
 
な
い
し
は
そ
の
能
力
 一
 か
ら
 結
 果
 が
現
れ
る
こ
と
を
、
 
口
 「
 
a
v
 

Ⅲ
（
・
「
活
動
す
る
」
と
い
う
動
詞
で
 

表
現
し
て
い
る
。
一
五
 

一
六
、
二
四
、
二
五
。
な
お
、
五
二
、
五
 

セ
も
 参
照
。
 

-
 
比
 -
 精
神
原
理
と
理
性
な
い
し
は
原
質
と
の
相
互
影
響
は
古
曲
 
@
 
サ
ー
ン
キ
ヤ
の
抱
え
る
む
つ
か
し
い
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
注
釈
 
者
た
ち
の
頭
を
悩
ま
せ
 

て
い
る
。
詳
細
は
、
村
上
真
先
前
掲
 書 、
第
四
章
、
第
二
節
 -
 
味
 像
説
 -
 参
照
。
 

一
 じ
た
だ
し
、
 G
a
 二
 
%
 り
で
 
り
 守
は
、
素
粒
子
か
ら
の
元
素
の
発
 生
 を
一
対
一
対
応
で
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
「
カ
ー
 

り
 カ
ー
」
は
 光
 熱
 的
な
 
-
 
（
 
り
 こ
 い
 の
 巴
自
 

我
意
識
か
ら
両
者
が
発
現
す
る
と
い
う
が
そ
れ
以
上
の
説
明
は
し
 て
い
な
い
。
⑦
 メ
 ㌦
㍉
 

待
一
 
た
だ
し
、
「
 ヵ
 ー
 リ
ヵ
 ー
 ヒ
 が
実
体
や
属
性
と
い
っ
た
 
概
 

 
 

@
 
一
第
三
の
文
「
し
か
じ
か
は
私
で
は
な
い
」
 ぎ
囲
ま
 邑
の
 意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
精
神
原
理
は
実
在
す
る
か
ら
、
こ
の
 
文
を
「
私
一
真
の
自
己
 
-
 

は
 一
存
在
し
一
な
 い
 」
と
訳
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
こ
れ
ら
 

の
 三
つ
の
文
は
初
期
仏
典
の
な
か
の
「
非
我
 

想
経
ヒ
 
-
 
三
洋
白
づ
り
 
の
の
 
い
 ）
・
の
・
の
㏄
 

l
%
 
～
 他
 -
 

0
 表
現
に
由
来
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
こ
れ
は
私
の
も
の
で
は
 
な
い
」
「
こ
れ
は
私
で
は
な
い
」
「
こ
れ
は
私
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
 

な
 い
 」
 ぎ
げ
ぎ
心
 

ま
め
 ま
 a
,
n
.
e
s
o
.
 

か
め
 
ま
桶
 ま
ご
 き
ま
 ・
 
e
s
o
a
 

～
～
 

已
 と
な
つ
て
い
 
る
 。
 

一
 
㎎
 -
 の
 h
.
 
や
・
ロ
木
山
千
・
 Q
 や
驚
 二
戸
ま
 

一
型
「
ヨ
ー
ガ
は
心
の
は
た
ら
き
の
抑
制
で
あ
る
。
そ
の
時
 、
 見
る
も
の
は
自
己
本
来
の
状
態
に
安
住
す
る
」
 

呂
ョ
 

ト
ラ
」
 
一
 ・
ニ
山
 こ
 。
 

イ
ン
ド
宗
教
が
時
代
を
超
え
て
原
状
の
回
復
、
本
源
へ
の
回
帰
を
 
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
同
語
反
復
表
現
に
 
見
ら
れ
る
イ
ン
ド
的
 

ぼ
 惟
の
特
徴
」
 
宅
 哲
学
研
究
し
第
五
五
 
セ
号
 、
京
都
哲
学
会
、
一
 
九
九
一
）
、
四
二
九
 ｜
 四
六
七
頁
参
照
。
 

（
八
一
「
バ
ー
ガ
 
ザ
ァ
タ
 ・
プ
ラ
ー
ナ
」
の
宗
教
思
想
に
つ
い
て
は
 
、
拙
稿
「
バ
ク
テ
ィ
ー
神
へ
の
信
愛
と
帰
依
 ｜
 」
 -
 
岩
波
講
座
 ・
東
洋
思
想
 第
セ
巷
 
「
 
ィ
 

ン
ド
 思
 哲
ニ
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
 -
 
、
二
 0
 ニ
 ー
二
三
五
  

 



っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
 

は
 、
科
学
の
自
然
へ
の
展
望
が
一
つ
の
世
界
観
と
化
し
 

て
 、
そ
れ
ま
で
の
哲
学
 
7
6
 

自
然
と
は
 ム
 「
 日
 、
通
常
科
学
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
 も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
も
は
や
 
哲
 学
の
掌
中
を
飛
び
去
 

り
 

 
 

    

      
の 

位相 

  
  
  

自
然
・
経
験
・
神
性
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
宇
宙
論
へ
空
調
 

み
 



い
か
な
る
仕
方
で
問
題
化
し
て
く
る
か
を
論
じ
る
と
 

同
 時
に
、
そ
こ
で
生
じ
て
く
る
問
題
を
解
決
し
て
い
く
 

試
 み
と
し
て
、
自
ら
の
「
 

有
 

や
 宗
教
の
自
然
の
見
方
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
き
 た
 故
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
科
学
的
知
見
の
世
 
界
 観
へ
の
移
行
、
更
に
 

は
 科
学
の
存
在
論
化
と
で
も
 い
う
 事
態
は
 、
 必
ず
し
も
 自
覚
的
な
形
で
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
 
ろ
ん
、
物
理
学
に
お
け
 

る
 ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
よ
う
に
、
科
学
的
世
界
像
を
自
 覚
 的
に
哲
学
的
次
元
に
お
い
て
問
お
う
と
す
る
動
き
は
 
、
科
学
の
側
に
も
全
く
 

一
 
1
 一
 

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ム
コ
日
に
お
い
て
も
そ
う
し
 
た
 試
み
は
一
部
科
学
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
続
け
て
い
る
 。
し
か
し
、
大
勢
に
お
 

い
て
は
、
科
学
が
提
示
し
て
く
る
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
 自
然
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
と
し
て
、
い
わ
ば
 血
 生
見
識
に
 
世
界
像
あ
る
い
は
宇
宙
 

論
 と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
傾
向
は
そ
の
ま
ま
 進
 付
 し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
に
は
、
科
学
の
急
激
な
 
細
分
化
・
専
門
化
に
お
 

け
る
発
展
が
、
も
は
や
専
門
集
団
に
よ
っ
て
し
か
手
の
 と
ど
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
事
態
も
 確
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。
 

そ
れ
故
、
哲
学
は
科
学
の
提
示
す
る
自
然
 像
 を
そ
の
ま
 ま
 受
け
入
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
が
進
行
し
て
い
く
。
 
だ
が
、
そ
う
し
た
動
き
 

は
 、
す
で
に
近
代
科
学
の
誕
生
と
と
も
に
、
そ
こ
に
 内
 在
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
 

数
学
・
物
理
学
か
ら
学
問
研
究
に
入
り
、
後
、
哲
学
へ
 と
向
 っ
て
い
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
「
科
学
と
近
代
 世
界
」
二
九
二
五
年
）
 

と
 題
す
る
著
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
 宇
 宙
 論
が
示
唆
し
、
そ
し
て
ま
た
宇
宙
論
か
ら
影
響
を
被
 る
 人
間
の
様
々
な
関
心
 

と
は
、
科
学
、
美
学
、
倫
理
学
、
宗
教
で
あ
る
 

中
略
…
・
・
・
こ
の
問
題
の
口
過
去
し
三
世
紀
の
間
 

に
 、
科
学
に
由
来
す
る
宇
宙
論
 

は
、
 他
の
部
門
に
起
源
を
有
す
る
旧
来
の
見
地
を
犠
牲
 
に
し
て
、
強
く
そ
の
権
利
を
王
 張
 し
て
き
て
い
る
」
②
 ま
 毛
色
。
そ
し
て
、
「
 現
 

在
 、
我
々
は
、
十
七
世
紀
の
天
才
に
よ
っ
て
我
々
の
 
学
 間
 に
植
え
つ
け
ら
れ
た
唯
物
論
的
な
も
の
の
見
方
に
極
 め
て
慣
れ
て
し
ま
っ
て
 

い
る
の
で
、
自
然
の
諸
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
他
の
 仕
方
が
あ
り
得
る
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
か
な
り
 困
 難
 が
あ
る
」
⑦
 ま
旧
 A
N
-
 

。
 

こ
の
著
に
お
い
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
科
学
の
提
示
 し
た
宇
宙
論
が
 い
 か
な
る
形
で
近
代
哲
学
に
影
響
を
及
 ぽ
し
 、
そ
し
て
そ
れ
が
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自然 経験 ・ 神 

だ
 透
察
さ
れ
な
い
彼
方
の
領
域
を
め
ざ
し
て
の
「
冒
険
 
」
と
い
う
意
味
で
、
積
極
的
な
意
に
お
い
て
の
仮
説
的
 
・
蓋
然
的
性
格
を
も
 有
 

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

で
は
、
そ
う
し
た
哲
学
が
要
請
さ
れ
る
必
然
性
は
一
体
 
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
要
請
 
へ
 の
 答
え
は
そ
の
哲
学
 

  

の 

哲 
学 
ま @ 

ネき +   
七二 

の   
小 
す 
真 
理 
と 

宗教 

の   
小 
す 
真 
理 
が 

同 
時 
K 
可 
肯 : 
と 

な 
る 

よ 

つ , 
な 
世 
界 
像 
を 
め 
ざ 

す 
哲 
学 
で 

あ 

り、 

そ 

れ 
@@ 下ひ @ 
  
ま 

機
体
の
哲
学
」
の
構
築
を
開
始
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
 
新
た
な
宇
宙
論
へ
の
試
み
で
あ
り
、
 
二
 0
 世
紀
に
お
け
 る
 自
然
哲
学
の
復
興
で
 

あ
っ
た
。
科
学
は
 、
 自
ら
の
形
成
し
た
宇
宙
論
に
往
々
 に
し
て
無
自
覚
で
あ
り
、
「
も
し
科
学
が
、
便
宜
主
義
 き
ァ
 o
n
 

の
仮
説
の
雑
多
 

な
 寄
せ
集
め
に
 堕
 す
べ
き
で
な
い
と
す
れ
 ば
 、
科
学
は
 哲
学
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
自
ら
の
基
礎
の
徹
 
底
 的
な
批
判
を
開
始
し
 

な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
」
あ
日
 
旧
 ）
「
）
。
よ
っ
て
、
哲
学
の
主
 

要
 な
役
割
り
の
一
つ
と
し
て
、
「
事
物
の
本
性
に
つ
い
 て
の
直
観
を
調
和
さ
せ
、
 

作
り
直
し
、
正
当
化
す
る
こ
と
」
あ
日
毛
色
が
な
さ
 
ね
 ね
 ば
 な
ら
ず
、
「
さ
も
な
け
れ
ば
、
合
理
的
検
討
な
し
 に
 無
意
識
に
な
さ
れ
て
 

し
ま
う
過
程
を
明
ら
か
な
も
の
と
し
、
か
つ
あ
り
う
る
 
限
り
有
効
な
も
の
に
す
る
こ
と
」
⑦
目
ミ
巨
が
要
請
 
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
試
み
の
中
で
、
も
う
一
つ
明
確
に
意
識
さ
れ
 
て
い
た
の
は
、
科
学
と
宗
教
の
葛
藤
と
い
う
事
態
で
あ
 
る
 。
自
然
が
専
ら
 科
 

学
の
対
象
と
な
り
、
か
つ
世
俗
化
と
い
う
現
象
を
世
界
 
的
に
経
験
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
科
学
と
宗
教
を
 
論
ず
る
と
な
れ
ば
、
 や
 

は
り
科
学
と
宗
教
の
葛
藤
と
い
う
問
題
が
重
要
な
主
題
 
の
 一
つ
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 ッ
ド
 に
と
っ
て
は
、
 両
 

者
の
葛
藤
は
、
未
来
に
お
い
て
、
む
し
ろ
よ
り
生
産
的
な
 も
の
に
帰
趨
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
 形
 式
 論
理
学
に
お
い
て
は
、
 

矛
盾
は
敗
北
の
徴
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
識
の
発
展
 
に
お
い
て
は
、
矛
盾
は
勝
利
へ
の
前
進
の
第
一
歩
で
あ
 
る
 」
⑦
目
ミ
）
の
「
）
。
そ
し
 

て
 、
二
科
学
と
宗
教
の
し
衝
突
は
、
よ
り
深
遠
な
宗
教
 
と
 、
よ
り
精
微
な
科
学
の
和
解
が
そ
こ
に
基
礎
づ
け
る
 
れ
る
よ
う
な
、
更
に
広
 

い
 真
理
と
、
よ
り
よ
 い
 展
望
が
あ
る
こ
と
の
徴
し
で
あ
 る
 」
⑦
目
ミ
）
の
 
5
-
 
と
 ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
述
べ
て
い
る
 。
即
ち
 、
 彼
の
有
機
体
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ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
科
学
の
起
源
が
、
元
来
、
自
然
を
 
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
へ
の
視
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
 
指
 摘
 し
て
い
る
。
「
我
々
 

は
 、
科
学
が
日
常
経
験
の
組
織
化
か
ら
出
発
し
た
と
い
 う
こ
と
を
、
 ビ
 れ
だ
け
任
意
深
く
理
解
し
て
も
し
す
ぎ
 る
こ
と
は
な
い
」
⑦
目
妻
 

）
）
 

り
 
下
し
か
し
、
科
学
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
、
日
常
経
 験
を
十
全
に
組
織
化
す
る
と
い
う
方
向
に
は
進
ま
な
か
 
つ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 ツ
 

ド
は
 、
十
七
世
紀
以
来
三
世
紀
間
に
わ
た
っ
て
、
科
学
 に
お
い
て
変
わ
ら
ず
固
定
さ
れ
て
き
た
自
然
観
 る
、
 「
 
科
学
的
唯
物
論
」
ぁ
目
妻
 

）
ご
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
宇
宙
論
の
本
 

三
 

質
は
 、
「
瞬
間
的
な
物
質
の
図
形
配
置
が
単
に
位
置
を
 占
め
て
い
る
こ
と
」
 四
ヨ
 

も
 -
 
㏄
 -
0
 
の
曲
 
コ
 0
 コ
 0
 ヰ
 @
 
コ
 の
曲
 

曲
コ
 
古
曲
 
コ
 ㏄
 
0
 仁
の
 
コ
 し
笛
 
曲
 
㏄
 
コ
曲
 
-
 の
 
0
 コ
か
的
 

ニ
ま
 0
 コ
あ
 ヨ
毛
 5
0
 
一
 を
も
っ
て
自
然
の
究
極
的
在
り
方
 と
す
る
も
の
で
あ
り
、
 

そ
れ
は
十
七
世
紀
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
の
到
達
 点
に
 そ
の
典
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
自
然
 観
 を
 背
景
と
し
て
、
「
空
間
 

と
 時
間
に
お
い
て
単
に
位
置
を
占
め
る
物
質
を
一
万
 
に
 、
そ
し
て
も
 う
 一
方
に
、
知
覚
し
 、
 悩
み
、
推
論
す
る
 が
 、
何
物
に
も
手
を
出
 

さ
な
い
精
神
を
生
み
出
し
た
科
学
的
抽
象
の
圧
倒
的
成
 
功
が
 、
哲
学
に
そ
れ
ら
を
最
も
具
体
的
な
事
実
と
し
て
 受
け
入
れ
る
つ
と
め
を
 

一 
一 

抽
象
化
さ
れ
た
自
然
か
ら
経
験
さ
れ
た
自
然
へ
 

の
中
で
い
か
な
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
。
現
代
 に
お
い
て
、
自
然
と
宗
教
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
 
一
 つ
の
足
が
か
り
と
し
て
、
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
形
而
上
学
的
宇
宙
論
へ
の
試
み
の
 展
開
を
た
 ビ
 っ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
に
際
し
て
 我
 々
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 ッ
 

ド
が
、
 我
々
に
と
っ
て
最
も
身
近
で
根
源
的
で
あ
る
「
 経
験
」
と
い
う
次
元
を
い
か
な
る
仕
方
で
検
討
し
た
か
 
と
い
う
点
に
基
軸
を
置
 

く
 。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
哲
学
は
、
自
然
の
究
極
相
に
直
 接
 的
経
験
の
契
機
を
考
え
て
お
り
、
そ
し
て
、
自
然
と
 宗
教
が
出
合
わ
れ
る
 場
 

は
 、
ま
さ
に
そ
の
経
験
に
お
い
て
で
あ
る
故
で
あ
る
。
「
 
直
接
的
経
験
の
解
明
は
、
ど
ん
な
思
想
を
も
正
当
化
す
 る
 唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
 

思
想
の
出
発
点
は
、
こ
の
経
験
の
構
成
要
素
の
分
析
的
 観
察
で
あ
る
」
 弓
由
 &
-
 
。
 

  



自然・経験・ 神性 

提 る ま が 書 よ る す 「 な を 裁 て こ 

刀 Ⅰ   っ 科 か 十 り そ   で 具 ぃ 有 々 依 ぅ 

し し た 学 な 八 具 こ 

な か ま 的 か せ 体 で 
が 

ら 問題に 、そも し の三毛㏄ 自然観 ったか 紀 にお 的分析   
、 の こ ほ の い 」 な た 違 。 何 験 き 解 

結 ロ 0 対 よ て あ る も え 科 も に も が 
の る 学 な お の 、 

果 的 て ン でし あ て                               具体的 誤謬」を具体 は、 ま いこと 担 いて 、最 は 

そ も さ を 学 リ   なも 日的な 5 さに を論 握 さ 具 も 

ほ の 、 の 抽象 証し れる 体的 力 

と 文 化 ょ ょ な ら 

せ と 、 

  
    

ら 衰 フ に っ 象 の の。 の な 眼 した 「直接 

た い シ 
詔 つ エ こ L つ 

い 紀 に あ 覚 

経 
つ し 

想 
験     ょ で あ が あ そ な 

完全 

っ あ る た れ こ か 

な 
て っ 。 だ 単 で っ え 詩人た局面をらの、 たが、 正義の 、更 て 冨一、 , 
お た ょ 誤 に 彼 た 

体 
か と っ っ 位 は こ 

提科ち 赤字が動干ま 反に「 -@ 
さ い て て 直 次 と 

す 的 側 は 九 る れ ぅ 、 い る の で 
る 手 証 、 世 で @ 

よ 
た こ 真 た 吉 よ あ 

こ % 旨 と ま 糸目 ノギ 

  
誤 と に と め う る 

と 諭 し さ に l 
近 

謬 で 誤 ぃ る に 。 

ほ の て に は ク 
  

と あ り う と 述 一 

  
よア引 っ キ月白ロ 「   

立脚 

  
て レ さ 然 マ が   

こ つ る に こ 。 彼 
、 ス れ か ン 何 

ナつ 

ホ 腱 て ら 圭 一 
る 

フ な い 始 義 つ にとっ まり、とであのは、 はなら 特質 の 「私は 、 
  

課
す
こ
と
に
な
っ
た
」
⑦
三
毛
 5
5
 
一
 と
い
う
。
 -
 
傍
点
は
 、
 原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。
引
用
以
下
同
様
 

-
 ホ
 ブ
 イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
 ま
ず
批
判
す
る
の
は
、
 



イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
「
有
機
体
の
説
」
が
要
請
さ
れ
て
く
る
 必
然
性
を
述
べ
て
い
る
。
 

バ
ー
ク
リ
ー
は
、
物
質
と
精
神
が
分
離
さ
れ
、
自
足
し
 た
物
質
の
図
形
配
置
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
宇
宙
論
に
 
対
し
て
、
自
然
界
の
 

物
質
が
、
精
神
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
て
存
在
す
る
と
い
 ぅ
 事
態
が
い
か
な
る
こ
と
か
を
問
 う
た
 。
「
バ
ー
ク
リ
ー
 が
 、
そ
の
客
観
性
を
神
 

の
 精
神
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
た
観
念
論
へ
と
急
い
で
 
頼
 つ
 た
こ
と
に
よ
っ
て
」
 

宙
 鼠
毛
め
っ
 
-
 
、
バ
ー
ク
リ
ー
 自
 身
は
見
逃
し
た
が
、
「
 
バ
 

｜
 ク
リ
ー
の
内
に
宿
さ
れ
て
 い
 て
 、
 我
々
が
現
在
探
究
 し
て
い
る
分
析
を
目
指
し
て
い
る
い
ま
一
つ
の
発
展
の
 
方
向
が
あ
る
」
 
び
紙
毛
 

0
 つ
 
-
 と
 ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
「
 バ
｜
 ク
リ
ー
の
精
神
に
 伐
 っ
て
、
把
握
 的
 統
一
の
過
程
を
考
 
え
る
」
布
目
 毛
 
0
9
 
）
 と
 

い
う
 仕
方
で
の
「
暫
定
的
実
在
論
」
布
目
毛
色
で
あ
 
る
 。
こ
こ
で
登
場
し
て
く
る
「
把
握
」
 叉
鱒
の
 コ
ム
 0
 目
の
 詰
 は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 ッ
 

ド
の
 宇
宙
論
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
最
も
広
汎
 な
 意
味
で
物
質
を
経
験
す
る
と
い
う
事
態
か
ら
、
そ
の
 
概
念
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
 

を
 説
き
始
め
て
い
る
。
こ
こ
で
最
も
広
汎
な
意
味
で
と
 
い
う
の
は
、
「
把
握
」
の
語
が
示
し
て
い
る
の
は
、
経
験
 
と
い
つ
て
も
、
意
識
的
 

 
 

 
 

認
識
を
伴
わ
な
い
、
意
識
に
先
行
す
る
原
初
的
な
事
物
 の
 受
容
と
い
う
相
ま
で
を
含
ま
せ
て
い
る
故
で
あ
る
。
 「
把
握
の
語
を
、
非
認
識
 

的
 把
握
ま
ぉ
 ぃ
碇
ぎ
 ～
～
 

史
ぬ
 
a
b
 
ち
ミ
ぎ
さ
め
 
～
 
0
 さ
の
意
で
用
い
よ
 う
 」
布
目
 毛
 0
0
 
）
と
述
べ
る
時
、
そ
こ
で
は
認
識
あ
る
 い
は
、
意
識
に
先
行
す
 

る
 経
験
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
現
実
化
と
は
、
 

事
物
が
相
集
ま
っ
て
把
握
と
い
う
統
一
体
を
な
す
こ
と
 
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
際
 

現
実
化
さ
れ
る
も
の
は
把
握
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
事
物
 
で
は
な
い
」
市
邑
 
毛
 0
0
-
 

。
「
現
実
的
世
界
は
、
 
諸
 把
握
 の
複
 ム
ロ
 
体
 な
の
で
あ
る
」
 

布
目
 毛
ご
 。
こ
う
し
て
、
自
然
は
、
科
学
が
抽
象
化
し
 た
 物
質
の
総
体
で
は
な
く
、
「
 把
 握
」
と
い
う
原
初
的
 
経
 験
 を
そ
の
究
極
相
と
す
 

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
自
然
の
中
に
「
経
験
」
 が
 組
み
込
ま
れ
る
の
と
同
時
に
 、
 2
9
 広
汎
で
原
初
的
 な
 意
味
で
捉
え
直
さ
れ
 

た
 
「
経
験
」
が
、
自
然
の
究
極
的
要
素
と
さ
れ
て
い
る
 の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
地
が
、
有
機
体
の
哲
学
の
第
 
一
の
着
眼
点
で
あ
る
。
 

「
科
学
と
近
代
世
界
」
に
お
い
て
は
、
「
我
々
は
、
自
然
 
を
 把
握
 的
 統
一
の
複
合
と
考
え
る
暫
定
的
実
在
論
に
満
 
足
し
て
よ
い
」
布
目
 毛
   



 
 

的
 実
質
」
 

a
c
 

（
㌍
田
の
 

コ
 （
 
一
 
（
せ
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
け
 

ろ
 れ
て
展
開
さ
れ
て
い
 

る
 。
「
現
実
的
実
質
は
、
世
界
を
構
成
す
る
究
極
的
な
事
 

物
 （
 
目
コ
 
的
の
で
あ
る
。
何
か
よ
り
現
実
的
な
も
の
を
見
い
 

だ
そ
う
と
、
現
実
的
実
 

質
の
背
後
に
赴
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
・
・
・
・
・
・
中
略
 

究
極
的
な
事
実
は
 、
 全
て
同
様
に
、
現
実
的
実
質
で
あ
 
る
 。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
 

の
 諸
現
実
的
実
質
は
、
複
合
的
か
っ
相
互
依
存
的
な
経
 

験
 の
 濤
黛
 。
 毬
 o
H
 
 

の
名
の
「
一
の
 

コ
 の
の
で
あ
る
」
 
釜
 力
革
。
 そ
し
て
、
「
現
実
的
実
 

質
は
 、
相
互
に
把
握
し
合
う
故
に
、
相
互
に
含
み
 

ム
ロ
っ
 
て
い
る
」
弓
屋
 
2
0
-
 

。
こ
う
し
た
諸
々
の
現
実
的
実
質
が
 

、
宇
宙
に
お
い
て
共
存
 

し
て
い
る
と
い
う
在
り
方
を
「
結
合
体
」
 
お
パ
巳
と
呼
 ぷ
 。
「
直
接
的
か
つ
現
実
的
経
験
の
究
極
的
事
実
と
は
 

、
現
実
的
実
質
、
把
握
、
 

織
 
考
え
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
物
的
 
極
 」
で
す
 
セ
 の
 
一
 
c
a
-
 

 
 

乗
り
超
え
る
試
み
と
し
て
、
経
験
と
い
う
事
態
を
自
然
 

結
 ム
ロ
体
で
あ
る
。
他
の
全
て
は
、
我
々
に
と
っ
て
派
生
 

ぃ
 だ
ろ
う
。
こ
こ
で
経
験
と
い
わ
れ
て
い
る
事
態
が
 

、
 

こ
の
よ
う
な
形
で
、
自
然
の
究
極
相
を
描
く
こ
と
は
、
 

要
 で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
現
実
的
実
質
を
「
 

口
 0
-
 

の
と
「
心
的
 

極
 」
 ヨ
目
 （
田
口
 
0
 下
 と
が
あ
る
。
こ
こ
 

的
な
抽
象
で
あ
る
」
弓
屋
 
N
o
-
 

と
さ
れ
る
。
 

決
し
て
我
々
の
意
識
的
な
経
験
や
、
心
的
次
元
と
い
う
 

の
 究
極
相
と
す
る
考
え
を
、
 
よ
 り
明
確
な
形
で
提
示
す
 

「
科
学
と
近
代
世
界
」
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
た
物
質
的
自
 

両
極
的
」
口
ち
。
 

酊
 な
も
の
と
 

で
 「
物
的
」
と
い
わ
れ
る
の
 

意
味
で
の
経
験
に
限
定
 

る
こ
と
だ
と
い
っ
て
よ
 

然
 と
精
神
の
分
裂
を
 

酪
 
に
は
、
当
時
の
科
学
の
状
況
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 

ッ
 ド
が
 注
目
し
て
い
た
量
子
論
的
な
物
質
 
観
 が
反
映
さ
れ
 て
お
り
、
彼
が
批
判
し
た
「
 

科
   

一   一 

自
然
の
究
極
相
と
し
て
の
現
実
的
実
質
 

7
2
-
 

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
 

把
 握
」
は
後
の
「
過
程
と
 実
在
」
二
九
二
匹
 巴
 
に
お
い
て
、
よ
り
一
貫
し
た
形
而
 工
学
的
宇
宙
論
の
構
想
 

に
お
い
て
再
度
、
中
心
的
役
割
り
を
果
た
し
て
い
く
こ
 
と
に
な
る
。
 



経
験
の
原
初
的
契
機
と
し
て
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
 
手
 宙
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
現
実
的
世
 
界
 で
は
そ
の
複
数
が
 、
 

把
握
に
よ
っ
て
一
つ
の
現
実
的
実
質
と
し
て
の
宇
宙
へ
 
と
 統
合
 ｜
 生
成
す
る
の
で
あ
る
。
「
 離
接
 的
な
仕
方
で
 宇
宙
で
あ
る
（
 多
 ）
が
 、
 

胸
次
元
を
お
く
こ
と
に
よ
り
、
心
的
活
動
と
通
常
考
え
 ら
れ
て
い
る
経
験
の
次
元
を
も
、
自
然
の
相
に
お
い
て
 捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

「
人
間
の
心
的
活
動
を
含
む
経
験
の
契
機
は
、
自
然
を
 構
成
す
る
そ
れ
ら
の
出
来
事
の
尺
度
の
一
方
の
端
で
あ
 
る
 」
 き
 （
）
の
 

4
-
0
 
こ
う
し
 

た
 意
味
で
、
「
経
験
」
の
語
は
中
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
 い
わ
ゆ
る
外
的
自
然
の
世
界
と
人
間
的
経
験
を
結
ぶ
 根
 源
 的
な
位
置
に
あ
る
も
 

の
と
し
て
、
自
然
の
究
極
相
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 。
意
識
と
は
人
間
的
経
験
の
高
次
 相
 で
は
あ
る
が
、
「
 
意
 識
 が
経
験
を
前
提
と
し
 

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
経
験
が
意
識
を
前
提
と
し
て
い
 
る
の
で
は
な
い
」
 一
 
～
。
由
ま
Ⅰ
こ
う
し
て
経
験
は
、
現
実
 
内
実
質
と
そ
の
把
握
 と
 

い
 う
 形
で
、
そ
の
原
初
性
に
お
い
て
自
然
の
究
極
相
 
と
 し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
自
然
の
究
極
的
要
素
が
、
「
経
験
の
 濤
 」
と
し
て
の
現
実
的
実
質
で
あ
る
と
い
う
事
態
は
 、
一
 体
 ど
う
い
う
こ
と
な
 

め
 だ
 る
ぅ
か
 。
そ
こ
か
ら
、
我
々
は
更
に
そ
れ
が
 
い
か
 な
る
仕
方
で
我
々
の
具
体
的
経
験
の
諸
相
を
表
現
し
て
 
い
 る
か
を
考
察
し
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

「
過
程
と
実
在
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
宇
宙
論
は
 、
現
 美
的
実
質
の
「
原
子
論
」
 一
 
～
。
 

由
 ㌧
さ
と
い
う
様
相
を
持
っ
 て
い
る
。
そ
れ
は
、
 

諸
現
実
的
実
質
が
相
互
に
把
握
し
合
っ
て
 、
 互
い
を
 含
 み
 合
い
な
が
ら
も
、
そ
の
各
々
が
個
体
性
に
お
い
て
、
 
「
自
己
 ｜
 創
造
的
」
（
～
。
 

勾
 

2
5
-
 

な
 仕
方
で
生
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
そ
，
 
つ
 し
て
個
体
性
を
有
し
た
諸
々
の
現
実
的
実
質
が
在
る
 
と
い
う
点
で
、
「
そ
の
 晢
 

学
は
 、
多
元
論
的
」
（
～
。
 

由
 ）
の
 
q
-
 
で
あ
る
。
一
つ
の
現
実
 内
実
質
（
「
現
実
的
契
機
」
 a
c
 
巨
臼
 o
c
c
a
 

四
 o
 コ
 と
も
 同
 義
 で
い
わ
れ
る
 一
は
、
 

と 

4@ Ⅰ 

よ 

  
て 

物 
質 
を 

経験 

  
次   
几 
へ 
と 

包 
摂 
  
よ 

つ @ 
と 

す 
る 

展 
望 
が 

そ 
    

@ 
） @ ヰひ 

あ 
る 

ま 

た   
  
つ , 
  
ナ @ ヒ 

「 両 
極 一 

性   

  
  
方 
@   

  

学
的
唯
物
論
」
を
超
え
て
、
物
質
を
流
動
的
エ
ネ
ル
ギ
 ｜
 と
し
て
捉
え
る
方
向
で
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
 

 
 

 
 



自然・経験・ 神性 
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己 足       
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c 
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く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
現
実
的
実
質
と
そ
の
 把
 握
の
過
程
が
 、
自
 然

の
究
極
相
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
我
々
人
間
の
経
験
 

の
 根
源
 相
 で
あ
る
と
 

考
え
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
我
々
 人
 問
と
自
然
が
再
度
関
係
 を

 新
た
に
し
て
、
人
間
的
経
験
の
直
接
 相
 の
 一
 
契
機
を
 自

然
に
お
い
て
捉
え
る
 

的
 実
質
の
自
己
 ｜
 創
造
性
に
お
い
て
機
能
す
る
と
い
う
 こ

と
は
、
前
者
が
後
者
に
対
し
て
 

こ
の
よ
う
に
、
与
件
が
、
主
体
の
直
接
性
を
形
成
し
、
 更
 に

そ
れ
は
再
び
他
の
与
件
と
な
っ
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
主
体
の
岳
往
の
語
を
用
い
な
 

が
ら
、
常
に
そ
れ
は
、
「
揚
棄
 体
 」
 （

客
体
化
）
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
 

弓
局
 N
o
-
 

。
 

て
 客
体
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
事
態
の
故
 
、
 

ま
で
聖
帝
 
住
 と
い
う
造
語
の
意
に
解
さ
れ
な
 

し
 、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
い
う
直
接
的
経
験
と
は
、
 そ
 れ

ま
で
の
哲
学
が
、
主
観
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
感
覚
 ｜

 知
覚
の
の
 コ
 の
の
 
@
 の
（
の
の
で
 

ヱ
 0
 コ
 と
し
て
捉
え
て
き
た
「
経
験
」
で
は
な
い
。
最
初
 に

ま
ず
、
経
験
す
る
実
体
と
し
て
の
玉
体
が
存
在
し
て
 、

そ
れ
が
経
験
す
る
と
 

い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
与
え
ら
れ
た
 も

の
の
 把
 握
そ
の
も
の
が
、
主
体
の
自
己
創
造
的
能
動
 性

を
伴
っ
た
成
立
で
あ
 

 
 

り
、
 更
に
、
主
体
は
自
ら
を
超
え
て
自
ら
を
未
来
へ
と
 与

え
て
い
く
。
「
感
じ
は
、
そ
の
主
体
に
よ
っ
て
目
指
 さ

れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
 

感
じ
は
そ
の
主
体
を
目
指
す
と
舌
口
 
う
 方
が
、
よ
り
適
切
 で

あ
る
」
 弓
刃
 N
N
N
-
 

。
こ
う
し
て
自
己
創
造
的
に
生
成
し
 た
 主
体
は
 、
 再
び
他
の
 

現
実
的
実
質
の
与
件
に
な
る
こ
と
に
お
い
て
「
客
体
化
 」

さ
れ
、
そ
れ
自
身
の
直
接
性
を
失
う
。
「
一
つ
の
現
実
 内

実
質
が
 、
 他
の
現
実
 

経
験
の
主
体
と
、
そ
の
内
在
的
目
的
を
核
と
し
て
埋
め
 

込
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
見
地
に
対
し
て
、
こ
れ
は
自
然
を
擬
人
的
に
 再

構
成
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
 る
 向
か
と
人
は
い
つ
か
 も

し
れ
な
い
。
し
か
 

が
 、
現
実
的
実
質
が
「
自
己
自
身
に
関
し
て
機
能
す
る
 

の
 
（
主
体
）
と
呼
ば
れ
る
」
モ
カ
 
N
o
 
）
。
こ
う
し
て
み
る
 」

こ
と
で
あ
る
。
「
こ
う
し
て
自
己
自
身
に
関
し
て
機
能
 

と
 、
現
実
的
実
質
を
自
然
の
究
極
相
と
す
る
こ
と
は
、
 

自
然
の
う
ち
に
直
接
的
 

す
る
こ
と
は
、
現
実
的
 

6
 

 
 

実
質
の
リ
ア
ル
な
内
的
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
 

現
実
的
実
質
の
（
直
接
性
）
で
あ
る
。
現
実
的
実
質
は
 

、
そ
れ
自
身
の
直
接
性
 

 
 
 
 



自然 

 
 

な
 現
実
態
は
、
あ
く
ま
で
質
料
と
し
て
の
現
実
的
実
質
 
で
あ
り
、
形
相
的
な
役
割
を
担
 う
 永
遠
的
客
体
は
 、
そ
 れ
 自
身
、
純
粋
な
潜
勢
 

  経験・神性 

プ で 
う あ 

  
に と 
お ほ 
ぃ ぼ 

て 同 

  
逆 り 

  
れ つ 
て も 

い の 
る と し 
そ て 
れ 当 
は 面 考 
ホ え 
ワ て 
イ よ 

ト い O 
へ 

但し ッド 、 

  

  
  

と ホ い あ へ 美 緒 そ を と 展 
い ワ 以 え っ の 的 験 う 貢 い 望 
ラ イ 上 よ た 以 実 の し 味 っ が 
要 ト @ こ 

素 へ " 四   
で ッ 我 ィ見 え よ 、 を 々 け う れ 

め そ プ に 間 の ら 的 。 

へ 

  

よ 

つ , 

の れ 握 
再 は と 

いう点 生 とい 、「、永遠 
絞っ 意図 に う 的客体 

人 に   

ひテヒ 由来」 テヒ に 0 才 e ㍉ コ 土 の い と 

す 巴 き 
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い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

態
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
の
節
で
は
、
現
実
的
 実
質
の
自
己
創
造
性
の
み
を
語
っ
て
き
た
が
、
し
か
し
 
そ
れ
に
は
限
定
さ
れ
て
 

そ
れ
自
身
と
な
る
「
 被
 限
定
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
 側
 面
 が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
的
客
体
は
 、
「
関
係
的
本
質
」
の
 複
 

ム
ロ
 
体
 と
し
て
、
現
実
的
実
質
の
生
成
に
、
「
進
入
」
 ぎ
幅
 
「
の
の
 

簗
 0
 コ
 し
て
、
限
定
さ
れ
て
現
実
的
実
質
を
具
現
化
 す
る
構
成
要
素
と
な
る
。
 

永
遠
的
客
体
は
、
無
限
の
複
 ム
ロ
 
の
階
梯
を
な
し
た
潜
勢
 態
と
し
て
存
在
し
、
そ
こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
「
関
係
的
 
本
 質
 」
の
無
限
の
可
能
性
 

が
 内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
永
遠
的
客
体
そ
の
も
の
 は
 、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
て
 、
 新
し
い
、
永
遠
的
客
体
 
と
い
う
も
の
は
存
在
し
 

な
い
。
そ
れ
は
、
低
次
の
段
階
で
は
、
色
彩
等
の
質
的
 な
も
の
や
、
空
間
的
諸
関
係
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
 
。
現
実
的
実
質
は
 、
個
 

別
 者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
永
遠
的
客
体
は
各
々
の
 
個
 別
 者
に
と
っ
て
普
遍
者
と
し
て
現
実
的
実
質
の
生
成
の
 中
に
具
現
化
さ
れ
る
。
 

個
別
者
と
し
て
時
間
の
う
ち
に
生
成
す
る
現
実
的
実
質
 
は
 、
非
時
間
的
な
永
遠
的
客
体
の
進
入
を
も
っ
て
は
じ
 め
て
そ
れ
自
身
と
な
る
。
 

「
時
間
的
な
事
物
は
、
永
遠
的
な
事
物
に
関
与
す
る
こ
 と
に
よ
っ
て
生
起
す
る
」
 弓
勾
 p
o
 

）
。
も
し
、
現
実
的
実
 

質
の
多
元
的
宇
宙
の
相
 

互
 把
握
し
か
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
一
つ
の
 宇
宙
で
あ
る
現
実
的
実
質
が
 、
 他
の
共
存
す
る
現
実
的
 実
質
と
の
間
に
、
相
互
 

を
 関
係
づ
け
る
普
遍
的
要
素
を
み
 ぃ
 出
す
根
拠
は
存
在
 し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
永
遠
的
客
体
の
ひ
と
 つ
の
役
割
は
次
の
よ
 う
 

な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
い
か
に
し
て
あ
る
任
意
の
現
 美
的
実
質
が
 、
 他
の
現
実
的
実
質
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
 る
か
、
そ
し
て
い
か
に
 

し
て
現
実
的
実
質
が
、
原
初
的
に
与
え
ら
れ
た
相
か
ら
 、
そ
の
個
体
的
な
享
受
と
欲
求
を
含
む
そ
れ
自
身
の
個
 
体
 的
存
在
へ
と
発
展
す
 

る
か
を
表
現
す
る
要
素
が
永
遠
的
客
体
で
あ
る
と
い
う
 こ
と
で
あ
る
」
 弓
オ
 m
o
 
チ
 ㌔
こ
の
よ
う
に
し
て
、
永
遠
的
 客
体
は
先
述
し
た
現
実
 

的
 実
質
に
よ
る
他
の
現
実
的
実
質
の
抱
 握
 に
よ
っ
て
の
 客
体
化
に
お
い
て
「
例
示
」
 ぎ
 仁
の
（
「
が
（
の
さ
れ
る
。
「
 

例
 示
 」
と
い
う
語
が
使
用
 

さ
れ
る
の
は
、
永
遠
的
客
体
が
普
遍
者
か
っ
潜
勢
態
で
 あ
り
、
現
実
的
実
質
の
生
成
に
進
入
す
る
こ
と
な
し
に
 
は
 具
現
化
さ
れ
な
い
と
   



自然・経験 

か 行 
ら す 
で る 
あ 原 
る 初 的 
こ な 

， っ も   
た で 
全 あ 
く る 中 
性 な 
的 ぜ 
な な 
も ら   
で 人 
あ 間 
り 的 
な 経 
が 験 
ら @ こ 限 
な ら 

おず 力 卜 、 
っ た 

精 だ 

永遠 神性 

の 的 
原 審 
勿 体 
的 な 

基 抱 
盤 握 
で す 
あ る 

る 概とし @ 

念 的 が 概 
抱 念 
握 的 
0 把 
語 握 
ほ で 

対 あ 
し る 

  

世
 

神
 

こ
の
概
念
的
把
握
が
即
人
間
的
意
識
の
覚
醒
を
意
 
抹
 す
る
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
こ
の
型
の
抱
 握
 も
ま
 た
 我
々
の
意
識
的
経
験
に
先
 

こ
の
永
遠
的
客
体
の
働
き
に
よ
っ
て
、
自
然
の
基
礎
に
 
単
子
的
個
体
性
を
有
す
る
現
実
的
実
質
を
お
き
な
が
ら
 
、
な
ぜ
我
々
は
 、
連
 

続
 し
た
延
長
と
い
う
仕
方
で
外
的
自
然
を
表
現
す
る
か
 を
 理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
子
的
個
体
性
を
有
す
 
る
 現
実
的
実
質
を
相
対
 

 
 

-
6
-
 

性
理
論
の
見
地
の
下
で
考
察
す
る
な
ら
、
「
同
時
的
な
 諸
々
の
出
来
事
の
 セ
 の
 臣
 （
の
は
、
物
的
諸
関
係
に
関
す
る
 
限
 り
 、
相
互
の
因
果
的
独
 

五
性
に
お
い
て
生
起
す
る
」
 釜
勾
 0
 ）
）
と
い
え
る
の
で
あ
 り
 、
そ
こ
で
は
同
時
的
な
諸
現
実
的
実
質
は
非
連
続
で
 
あ
る
。
し
か
し
、
一
つ
 

の
 現
実
的
実
質
に
と
っ
て
同
時
的
な
諸
現
実
的
実
質
は
 
、
「
延
長
的
連
続
伸
」
安
村
 吊
 ぎ
の
 

c
o
 

耳
ぎ
 目
ヨ
と
い
，
 っ
 形
で
客
体
化
さ
れ
る
。
 

そ
こ
で
、
こ
の
延
長
的
連
続
体
を
満
た
す
延
長
的
関
係
 9
 色
彩
と
い
っ
た
も
の
は
、
「
関
係
づ
け
る
永
遠
的
客
体
 」
と
し
て
例
示
さ
れ
る
。
 

つ
ま
り
、
自
然
は
、
現
実
的
実
質
を
そ
の
究
極
相
と
す
 る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
原
子
化
さ
れ
、
非
連
続
で
あ
る
 が
 、
そ
の
客
体
化
さ
れ
 

た
 知
覚
様
態
の
下
で
は
、
潜
勢
態
と
し
て
分
割
可
能
性
 
を
 有
す
る
連
続
伸
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
 
る
 。
そ
し
て
、
そ
こ
に
 

永
遠
的
客
体
に
よ
っ
て
関
係
的
本
質
が
例
示
さ
れ
る
が
 
故
に
、
科
学
は
そ
れ
の
あ
る
相
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
 
っ
て
、
科
学
と
い
う
 パ
 

｜
 ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
の
真
理
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
 
の
で
あ
る
。
 

こ
の
永
遠
的
客
体
の
介
入
は
 、
 我
々
人
間
経
験
の
う
ち
 の
 精
神
性
の
原
初
的
基
礎
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
 
は
 、
把
握
の
う
ち
に
 

二
つ
の
区
分
を
行
い
、
九
節
で
述
べ
て
き
た
現
実
的
実
 質
 に
よ
る
、
現
実
的
実
質
の
抱
損
を
「
物
的
把
握
」
 菩
 せ
 の
 ら
巴
七
 Ⅱ
の
す
の
二
 

%
 。
 臣
と
 

し
 、
現
実
的
実
質
に
よ
る
永
遠
的
客
体
の
抱
損
を
「
 概
 念
 約
 把
握
」
 

n
o
 

号
の
口
（
 

E
 目
 官
 の
す
の
 
コ
 の
 @
0
 
コ
 と
し
た
。
 
こ
 の
 
「
概
念
的
把
握
」
を
 基
 

礎
 と
し
て
、
我
々
の
高
次
の
人
間
的
経
験
は
可
能
と
な
 
る
 。
「
精
神
性
の
基
本
作
用
は
 、
 （
概
念
的
把
握
）
で
あ
 
る
 」
 宙
尤
 ㌍
 -
0
 但
し
 、
 



て
 、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
そ
の
理
解
の
鍵
と
な
る
同
意
 語
 と
し
て
「
欲
求
」
㏄
ロ
ロ
 

0
 （
 
@
 
（
 
@
0
 
口
を
提
示
し
て
い
る
。
 ，
 」
の
「
欲
求
」
は
、
「
我
々
 

自
身
の
経
験
の
う
ち
に
、
ま
た
昆
虫
や
植
物
と
い
っ
た
 生
命
の
低
次
の
形
態
に
も
ま
た
例
証
を
示
唆
す
る
。
 
し
 か
し
人
間
経
験
に
お
い
 

て
さ
え
、
（
欲
求
）
は
一
層
強
い
働
き
に
お
け
る
こ
の
 基
 木
杓
活
動
の
下
位
の
観
念
で
あ
る
」
 田
 お
の
の
 

-
 
。
こ
う
し
 た
 意
味
で
、
概
念
的
 抱
 

握
｜
 欲
求
は
、
や
は
り
自
然
の
位
相
か
ら
人
間
ま
で
を
 貫
く
原
初
的
経
験
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 
欲
求
に
よ
っ
て
、
自
然
 

は
 再
び
そ
の
う
ち
に
目
的
性
を
と
り
も
ど
す
の
で
あ
る
 。
「
欲
求
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
不
安
定
の
原
理
を
含
 
む
 直
接
的
事
態
で
あ
り
、
 

そ
れ
は
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
が
、
可
能
性
と
し
て
 は
 存
在
し
 ぅ
 る
も
の
の
実
現
を
内
蔵
し
て
い
る
。
」
 
弓
お
 の
 
2
-
 
。
つ
ま
り
、
潜
勢
 態
 

の
 永
遠
的
客
体
が
限
定
さ
れ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
 
ょ
 り
 、
そ
こ
に
何
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
か
を
現
実
的
実
質
 に
 提
示
す
る
の
で
あ
る
。
 

「
欲
求
は
、
概
念
的
に
把
握
さ
れ
た
与
件
の
実
現
へ
の
 衝
動
と
結
び
つ
い
た
直
接
的
物
的
感
じ
を
概
念
的
に
評
 
価
す
る
こ
と
で
あ
る
」
 

田
お
 ひ
 
い
一
 
。
こ
こ
で
い
う
概
念
的
評
価
は
、
人
間
経
験
に
 先
行
し
て
い
る
も
の
で
、
む
し
ろ
自
然
の
目
的
性
と
い
 う
 次
元
と
い
え
よ
う
。
 

但
し
、
現
実
に
こ
う
し
た
欲
求
が
働
く
事
態
に
お
い
て
 
は
 、
そ
れ
は
物
的
感
じ
に
先
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
 
こ
か
ら
派
生
し
、
 物
 

的
 感
じ
１
把
握
 に
統
ム
ロ
 
さ
れ
て
実
現
化
へ
と
 向
う
 。
「
 
各
 々
の
物
的
感
じ
か
ら
、
純
粋
な
概
念
的
感
じ
の
派
生
が
 あ
り
、
こ
の
概
念
的
感
 

じ
の
与
件
は
、
物
的
に
感
じ
ら
れ
た
現
実
的
実
質
あ
る
 い
は
 結
 ム
ロ
体
の
限
定
性
を
決
定
す
る
永
遠
的
客
体
で
あ
 る
 」
 弓
 お
り
こ
。
そ
し
て
、
 

「
こ
の
物
的
感
じ
は
、
そ
の
概
念
的
相
関
者
と
統
 ム
ロ
さ
 れ
て
、
こ
こ
で
 
い
う
「
概
念
的
相
関
者
」
 

と
は
、
概
念
的
把
握
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
永
遠
的
客
体
 
の
こ
と
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
 

先
の
節
で
述
べ
た
、
現
実
的
実
質
の
自
己
創
造
的
な
内
 在
 的
目
的
性
と
は
、
こ
う
し
た
永
遠
的
客
体
の
概
念
的
 
把
 握
を
も
っ
て
は
じ
 

め
て
真
に
目
的
性
と
な
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
自
然
 
の
 内
に
内
在
す
る
目
的
性
で
あ
る
と
同
時
に
 、
 我
々
の
 経
験
の
原
初
 相
 に
お
い
 

て
 、
何
物
か
の
実
現
へ
の
欲
求
を
誘
発
す
る
理
念
的
 
次
 九
 で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
の
原
初
 相
が
 、
い
か
に
し
 て
 高
次
の
人
間
的
経
験
   



以
上
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
宇
宙
論
へ
の
試
み
を
、
 

経
 験
 と
い
う
次
元
を
中
核
と
し
て
検
討
し
て
き
た
が
、
 

最
 後
に
問
わ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
宇
宙
論
の
構
図
に
お
い
て
宗
教
 

0
 次
元
が
い
か
な
る
仕
方
で
 

係
 わ
っ
て
く
る
か
で
あ
る
 

。
は
じ
め
に
、
科
学
と
 

宗
教
と
が
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
い
か
な
る
 

展
 望
の
下
に
考
察
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
 

少
 々
触
れ
て
お
い
た
が
、
 

ム
 
「
 
や
 、
経
験
と
い
う
事
態
を
中
核
と
し
た
宇
宙
論
に
お
 

い
て
、
そ
の
展
望
が
い
か
な
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
 

か
に
目
を
移
さ
ね
ば
な
 

ら
な
い
。
 

経
っ
て
 、
 再
び
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
の
類
的
な
生
命
 

 
 

有
機
体
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
然
に
お
け
る
秩
序
の
 

的
 秩
序
を
自
然
に
み
 
い
 出
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
ホ
ワ
 

 
 

形
成
と
い
う
主
題
は
、
重
要
な
も
の
の
一
つ
と
な
っ
て
 

 
 

イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
て
の
 

自
 

い
る
。
先
に
述
べ
た
 

眩
然
の
問
題
の
中
で
、
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
 

き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
詳
細
に
つ
 

い
て
は
、
 
生
ム
叩
 

論
へ
の
可
能
   

五
 
自
然
に
お
け
る
神
性
 

と
な
る
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で
お
こ
う
 
。
た
だ
、
永
遠
的
客
体
な
る
も
の
を
構
想
し
た
 
ホ
 

い
て
注
目
す
べ
き
は
、
人
間
経
験
に
と
っ
て
精
神
性
の
 基
底
と
な
る
理
念
的
な
も
の
は
、
単
に
観
念
と
し
 

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
験
１
拍
 握
 の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
進
入
し
 

お
い
て
在
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
精
神
性
の
基
 
礎
 、
観
念
の
普
遍
性
の
根
拠
も
、
宇
宙
論
的
構
図
 

れ
た
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
試
み
に
お
 

て
 我
々
の
う
ち
に
あ
る
の
で
 

て
例
示
さ
れ
る
と
い
う
形
に
 

の
う
ち
に
、
自
然
に
内
蔵
さ
 



 
 

 
 

さ
て
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
今
や
自
然
を
経
験
す
る
と
 い
 
う
 事
態
は
、
最
大
限
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
的
 経
験
も
ま
た
、
自
然
 

か
ね
ば
な
 

宇
宙
論
 

う
問
題
は
 

の
問
題
と
 

に
係
わ
っ
 

り
 広
範
で
 

経
験
さ
れ
 

の
形
成
」
 

は
、
道
徳
 

た
 。
こ
こ
 

的
経
験
の
 

次
の
経
験
 

験
の
領
域
 ら

む
 い
 だ
ろ
う
。
 

へ
の
試
み
と
し
て
の
自
然
哲
学
が
、
何
故
に
宗
教
の
迩
 
几
を
示
唆
し
、
神
と
い
う
超
越
者
を
そ
こ
に
提
示
し
う
 る
の
か
と
い
 

ま
ず
第
一
に
自
然
の
秩
序
の
存
在
を
根
底
と
し
て
お
り
 、
 更
に
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
秩
序
を
宇
宙
へ
と
も
た
ら
 
す
 潜
勢
 態
 

し
て
問
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
 

秩
 序
 と
は
、
科
学
が
問
 う
 真
理
の
次
元
を
超
え
て
、
「
 美
 」
 と
い
う
次
元
 

て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
真
理
論
に
こ
こ
で
触
れ
 る
 余
裕
は
な
い
が
、
そ
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
「
美
が
真
 理
 よ
り
も
よ
 

あ
り
基
本
的
観
念
で
あ
る
」
 宮
 Ⅰ
お
こ
と
捉
え
ら
れ
て
 
い
ろ
。
そ
し
て
、
美
は
ま
た
、
我
々
の
経
験
の
高
次
の
 相
 に
お
い
て
、
 

る
も
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
宗
教
の
次
元
 に
お
い
て
も
、
経
験
論
の
可
能
性
を
基
礎
に
し
て
い
る
 。
 ヨ
 本
数
 と
そ
 

二
九
二
六
笘
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
 。
「
こ
の
思
考
の
系
列
は
、
カ
ン
ト
の
議
論
の
拡
大
で
あ
 る
 。
カ
ン
ト
 

的
 秩
序
の
中
に
神
の
必
然
性
を
み
た
。
し
か
し
形
而
上
 
学
 に
お
い
て
は
、
宇
宙
の
存
在
か
ら
神
を
論
証
す
る
こ
 と
を
拒
否
し
 

に
 展
開
さ
れ
て
い
る
形
而
上
的
学
説
は
、
世
界
の
根
拠
 
を
 カ
ン
ト
で
の
よ
う
に
、
認
識
的
か
つ
概
念
的
経
験
 よ
 り
む
し
ろ
 美
 

中
に
見
い
出
す
の
で
あ
る
」
 庚
ヨ
の
 ）
 -
 。
こ
の
一
節
は
 、
 神
性
に
つ
い
て
の
論
及
は
、
あ
く
ま
で
も
経
験
に
 
、
し
 
か
も
よ
り
 古
日
 

で
あ
る
美
的
経
験
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
言
明
し
て
 
い
る
。
そ
し
て
、
「
神
に
つ
い
て
更
に
知
り
う
る
こ
と
は
 
、
 個
々
の
 経
 

に
 求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
、
 
経
 強
的
基
盤
の
上
に
と
ど
ま
る
」
あ
目
 旧
 二
の
 
-
 の
で
な
け
 れ
ば
な
ら
な
 

の ，性 
視 と 

点 と 

が も 

  K ホ 
ワ 稿 
イ を 

ト 改 
へ ぬ 
ッ て 

今後 ドに 

と の 
つ 課 

て 題 
宇 と 

宙 し 

に た 
平中 い 
性   
が た 
存 だ 在 
す 自 
る 然 
と の 
い 秩 
う 序 
確 が 
信 吉 
の に 

根 述 
庇 へ 

と た 
な ょ 

つ つ 

て な 
い ィ士 

る 万 
と で 
い 存 
う 在 
点 す 
は る と 
強 い 
調 う 

し 事 
て 態 
お へ 

  



 
  

 

験
 

 
 
 
 

経
 

み
て
き
た
よ
う
に
個
々
の
現
実
態
が
自
己
創
造
を
 行
い
つ
 
つ
 

も
、
そ
れ
ら
が
共
存
態
と
し
て
具
現
化
さ
れ
 る
 宇
宙
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
 

 
  

 

撚
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
 
最
 善
 観
は
認
め
ず
、
悪
の
破
壊
性
 や
 、
創
造
性
の
頓
挫
を
 認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
 

時
 

  神性 

て 

  
  

  

  
「 す 

具現るも 

化 の 
の と 

原 し 
理 て 
」 考 
⑦ え 

られ 目妻 

コ て       
と る 

表   
現 
さ 

れ 
始 
め 
て 
  
る 

そ 
れ 
Ⅰ @ ） ひ エ 

先 
@ 

の
 究
極
相
で
あ
る
現
実
的
実
質
の
原
初
的
経
験
に
淵
源
 
す
る
も
の
で
あ
り
、
即
ち
、
そ
れ
は
我
々
の
直
接
的
経
 
験
 に
お
い
て
の
出
来
事
 

な
の
で
あ
る
。
 

我
々
は
、
現
実
的
実
質
の
宇
宙
論
が
、
単
子
的
多
元
論
 
で
あ
る
こ
と
を
先
に
み
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
一
つ
の
 単
位
と
し
て
の
個
別
 

者
が
 、
 自
ら
を
越
え
て
存
在
す
る
他
の
存
在
者
と
抱
 握
 し
 合
い
な
が
ら
、
個
体
的
統
一
性
を
な
し
て
い
た
。
 
一
 つ
め
 現
実
的
実
質
が
表
 

象
 す
る
宇
宙
は
 、
 他
の
諸
現
実
的
実
質
が
各
々
の
仕
方
 で
 存
在
、
生
成
し
て
い
る
こ
と
な
く
し
て
は
成
立
し
え
 
な
い
。
秩
序
と
い
う
こ
 

と
は
、
一
つ
ぼ
は
そ
う
し
た
諸
現
実
的
実
質
の
多
様
性
 
の
 欠
か
せ
な
い
形
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
機
体
の
哲
 
学
 に
お
い
て
は
、
他
者
 

が
 確
か
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
独
我
論
は
成
立
し
 
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
秩
序
が
現
に
存
在
す
る
と
い
う
 
こ
と
は
一
つ
の
こ
と
で
 

あ
る
。
こ
う
し
た
宇
宙
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ホ
ワ
イ
 ト
 ヘ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
超
え
て
在
る
宇
宙
 と
 、
実
現
さ
れ
た
現
実
 

焦
 が
さ
ま
ざ
ま
在
る
こ
と
は
、
と
も
に
こ
う
し
た
神
性
 
住
 の
 一
 
（
ぜ
の
感
覚
に
よ
っ
て
 、
 我
々
の
経
験
に
入
っ
て
く
 る
 。
こ
う
し
た
超
え
て
 

在
る
価
値
の
感
覚
を
離
れ
て
は
、
実
在
の
他
者
性
。
 ま
 の
 Ⅰ
 
コ
の
 
拐
は
 、
 我
々
の
意
識
の
う
ち
に
は
入
っ
て
こ
な
い
 だ
ろ
う
。
我
々
自
身
を
 

超
え
て
価
値
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
 
、
 全
て
の
事
物
は
、
存
在
の
自
分
自
身
の
様
態
に
お
い
 
て
の
不
毛
な
細
目
に
な
 

っ
て
し
ま
う
」
 喜
円
 1
 
宝
こ
 
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
 自
 ら
を
超
え
て
在
る
価
値
が
自
ら
に
関
係
し
て
く
る
こ
と
 
は
 、
そ
こ
に
一
つ
の
 秩
 

序
 が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
よ
り
美
的
 
な
 理
念
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
待
望
さ
れ
て
い
る
。
 
ホ
 ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
い
 



り
 、
そ
れ
ら
は
永
遠
の
位
相
に
在
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
 
ら
は
理
念
的
な
も
の
と
し
て
、
宇
宙
の
渇
望
の
対
象
で
 
あ
る
。
宗
教
と
は
、
 そ
 

う
し
た
彼
方
の
永
遠
へ
の
 憧
惧
 で
あ
る
。
「
宗
教
と
は
、
 
眼
前
の
事
物
の
移
ろ
い
行
く
流
れ
の
彼
方
 や
 、
背
後
や
 

、
内
奥
に
在
る
何
も
の
 

か
 、
現
在
し
な
が
ら
も
現
実
化
さ
れ
る
の
を
侍
っ
て
 
ぃ
 る
 何
も
の
か
、
遠
 い
 彼
方
の
可
能
態
で
あ
り
な
が
ら
も
 最
も
偉
大
な
現
在
す
る
 

事
実
で
あ
る
何
も
の
か
、
…
…
中
略
・
・
・
・
・
・
究
極
の
理
想
 

で
あ
っ
て
望
み
な
く
探
求
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
何
も
 
の
か
に
つ
い
て
の
ヴ
ィ
 

ジ
ョ
ン
で
あ
る
」
㊥
目
安
 し
ミ
 ・
 
一
 
。
 

う
か
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
ま
ず
「
具
現
化
の
原
理
 
」
と
し
て
の
神
を
、
や
は
り
一
つ
の
現
実
的
実
質
と
考
 
え
る
。
現
実
的
実
質
と
 

こ
う
し
た
宗
教
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
「
過
程
と
実
在
」
に
 お
い
て
、
い
か
な
る
仕
方
で
宇
宙
論
の
構
図
の
中
へ
と
 
統
合
さ
れ
る
の
だ
 る
 

は
、
 先
に
も
み
て
き
た
よ
 う
 に
把
握
し
含
 う
 経
験
の
単
 位
で
あ
る
 故
 、
神
が
現
実
的
実
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 
は
、
 神
の
何
ら
か
の
 葉
 

が
、
 我
々
の
経
験
の
う
ち
に
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
 
意
 抹
 す
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
 、
 神
は
世
界
と
対
置
 さ
れ
る
も
の
と
し
て
 特
 

別
 な
一
現
実
的
実
質
で
あ
る
。
そ
う
し
た
神
が
、
世
界
 
｜
 宇
宙
へ
と
い
か
に
関
わ
り
、
同
時
に
我
々
個
別
者
の
 
経
験
へ
と
介
入
す
る
か
 

ほ
 つ
い
て
は
、
神
の
二
つ
の
本
性
を
検
討
し
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
 

ま
ず
第
一
に
は
、
「
神
の
原
初
的
本
性
」
月
目
 0
q
 

臼
田
 

コ
 斡
 （
 
u
r
 
の
 o
f
 

の
。
 

年
 と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
 、
「
全
て
の
永
遠
的
 客
 

体
 を
そ
の
与
件
の
う
ち
に
含
む
概
念
的
感
じ
の
統
一
性
 
0
 合
 生
 」
 田
力
め
 
7
f
.
-
 

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
 こ
 0
 合
 生
は
 、
主
体
的
 指
 

向
 に
よ
っ
て
 、
 全
て
の
実
現
可
能
な
基
本
的
諸
条
件
に
 そ
れ
ぞ
れ
適
合
し
た
感
じ
の
関
連
す
る
誘
因
へ
と
永
遠
 
的
 客
体
を
構
成
す
る
よ
 

う
に
導
か
れ
る
」
 釜
 %
 安
Ⅱ
つ
ま
り
、
神
は
、
無
限
の
 
可
能
態
を
蔵
し
て
い
る
全
永
遠
的
客
体
を
、
そ
の
 
っ
ど
 の
 生
成
に
お
い
て
具
現
 

存 問 
す め 
る 移 
こ ろ 

と い 
な と 

睦 生 
信 成 
し の 
て う 

い ち 
る に   
そ 実 
の 現 
理 さ 

余 れ 
的 る 
な べ 
も < 
の 理 
と 念 
は 的 な 
尤 も 

ほ の 

め が 
た 潜 
純 在 
粋 し な 
潜 そ 

勢 め 
態 つ 

と ど   
し に 

て 最 
の 善 

丈に プうノ 、水上 迷 
的 う 

客 と 

伸 す 
め る 
--  見 目 ァて 

次 現 
の 化 
複 の 

働き台で 

あ が 

(84)@ 84 



自然・経験 

て   
め る 
問 の 
題 だ 
は ろ 
, つ 

有 か 
機   
体 
  
哲 
学 
  
つ , 
ち 

@ 
組 
み 
込 
ま 

れ 
た 

「 客 
体 
的 
不 
死 
性   
  
て二 " ‥ "" 'u 
  
の目 - 
    

- ヨ 

@ 
O Ⅰ   
-   
片せ 

と 

  

ぅ概 

念 
と 

宗教 

@ 

85@ (85   

  神性 

て の 
実 は 
現   

さ Ⅰ 可 
せ で 
る も 

こ 失 
と " っ 

に ま 

よ い 

り と す 
諸 る 

存 優 
在 し 

な さ 
救 の 
清 書 
し 牛リ 

て で 
ぃ あ 
る る 

と 」 - 

㌧ い，つ ㏄ 刃 ト 

0 9 で 
あ 貝口 

る ち   
一 神 

体 は 

こ 字 
こ 宙 
で を 
い 抱 
わ 握 
れ し 
て て 
い 自 
る ら 

救 の 
清 経 
と 験 
は な 
阿 字 
を 宙 

意味 こお @   
  

化
の
条
件
に
み
あ
う
よ
う
に
構
成
し
て
宇
宙
へ
と
導
入
 
す
る
。
こ
の
働
き
は
、
諸
現
実
的
実
質
の
自
己
原
因
的
 
生
成
の
原
初
 相
に
 介
入
 

す
る
。
「
全
て
の
現
実
的
実
質
は
、
こ
う
し
た
自
己
 原
 因
 性
を
神
と
共
有
し
て
い
る
」
石
刃
 り
母
 。
 諸
 原
案
的
実
 

質
の
多
元
宇
宙
に
お
い
 

て
 、
そ
の
生
成
の
原
初
に
具
現
化
さ
れ
る
べ
き
理
念
的
 
次
元
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
は
主
体
生
成
の
誘
因
と
な
る
 
の
で
あ
る
。
個
々
の
 存
 

往
者
が
自
己
創
造
的
に
自
己
展
開
を
し
つ
つ
も
、
そ
こ
 
で
 宇
宙
の
秩
序
が
保
持
さ
れ
る
究
極
の
理
由
は
こ
こ
に
 
根
拠
を
も
つ
。
こ
の
 例
 

き
に
よ
っ
て
、
「
宇
宙
の
衝
動
」
 

億
 
二
の
黛
 丁
の
 o
h
 目
汀
目
 コ
 才
の
「
の
の
 
宮
 （
）
の
 

5
-
 
、
具
現
化
へ
の
「
至
上
の
エ
ロ
ー
ス
 」
 宮
 （
）
め
の
 

@
 
 

は
 、
神
性
 

の
 顕
現
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
 

第
二
に
は
、
「
神
の
結
果
的
本
性
」
 

n
o
 
コ
 の
の
 
ニ
 隼
の
耳
コ
 
笘
隼
 お
 o
f
G
o
 
住
 と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
、
「
展
開
す
 る
 諸
現
実
態
の
神
に
 

よ
る
物
的
把
握
」
 
弓
 刃
の
巴
で
あ
り
、
即
ち
、
「
現
実
態
 
の
 多
様
な
自
由
を
 、
 神
が
自
ら
の
実
現
化
の
調
和
へ
と
 受
容
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 

神
の
経
験
を
成
就
す
る
こ
と
」
石
刃
 の
ト
め
 

）
で
あ
る
。
 先
 の
 原
初
的
本
性
が
、
理
念
的
な
も
の
の
宇
宙
へ
の
導
入
 
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
 

結
果
的
本
性
は
、
物
的
把
握
と
し
て
神
の
経
験
が
宇
宙
 
に
 実
現
さ
れ
て
、
個
々
の
存
在
者
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
 働
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

神
の
理
念
の
世
界
へ
の
実
現
の
相
で
あ
る
と
い
う
点
で
 
、
「
神
の
世
界
に
対
す
る
審
判
」
 

釜
由
目
の
 -
 と
も
い
わ
れ
 る
 。
し
か
し
神
は
 、
世
 

界
の
支
配
者
と
し
て
審
判
を
下
す
の
で
は
な
い
。
神
が
 
、
世
界
 ｜
 自
然
の
支
配
者
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
 、
 ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
 

 
 

直
接
性
へ
と
移
行
す
る
時
、
世
界
を
救
済
す
る
。
そ
れ
 は
 、
救
済
さ
れ
 ぅ
る
 も
 



と
し
て
客
体
的
不
死
性
の
次
元
に
の
み
存
在
す
る
と
 
ぃ
 え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
そ
れ
だ
け
が
宇
宙
の
原
 
理
 だ
と
し
た
ら
、
こ
の
 

宇
宙
論
に
お
い
て
も
、
創
造
に
よ
る
新
し
さ
は
見
い
だ
 
さ
れ
る
一
方
で
、
「
親
し
き
者
と
愛
す
る
者
を
伴
っ
た
 過
去
を
喪
失
す
る
恐
怖
」
 

石
刃
 の
 
4
S
 

に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
 

時
 間
 的
世
界
内
で
の
客
体
的
不
死
性
は
、
よ
り
洗
練
さ
れ
 た
 宗
教
的
直
観
の
洞
察
 

に
よ
り
設
定
さ
れ
た
問
題
を
解
決
し
な
い
」
 田
刃
の
ト
 

～
 
-
 
。
 よ
っ
て
、
「
現
実
的
契
機
の
客
体
的
不
死
性
は
 、
 神
の
 原
初
的
恒
常
性
を
必
要
 

と
す
る
」
 弓
刃
の
ミ
 
-
 
。
 

そ
う
し
て
み
る
と
、
神
は
 、
 先
に
述
べ
た
二
つ
の
本
性
 に
お
い
て
、
一
つ
の
現
実
的
実
質
で
あ
り
な
が
ら
、
 常
 に
 全
て
の
現
実
的
実
 

質
 と
同
時
的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
ら
に
係
わ
る
こ
と
が
 要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
も
つ
 
て
、
 神
の
結
果
的
本
性
 

は
、
 
移
ろ
い
の
う
ち
に
あ
る
も
の
を
永
遠
の
国
へ
と
も
た
 
ら
す
と
い
う
意
味
で
の
実
現
を
含
ん
で
 
い
 る
と
は
 考
 え
ら
れ
な
い
だ
ら
つ
か
。
 

「
こ
の
世
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
は
、
天
国
で
の
実
在
 性
 へ
と
転
換
さ
れ
る
」
与
力
 
め
 
m
P
 

）
。
こ
の
神
の
内
で
の
、
 

永
遠
こ
そ
が
、
先
に
問
 

題
 に
し
た
救
済
の
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
は
 、
 そ
れ
を
な
さ
ん
が
た
め
に
世
界
の
永
劫
の
流
れ
と
と
も
 
に
 、
そ
こ
に
寄
り
そ
 つ
 

て
 忍
耐
す
る
。
「
神
は
、
 真
 ・
 善
 ・
美
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
 よ
り
、
世
界
を
導
く
忍
耐
を
も
っ
た
世
界
の
詩
人
で
 
あ
る
」
 弓
刃
 の
き
 
-
0
 

こ
う
し
た
「
過
程
と
実
在
」
の
最
終
篇
「
最
終
的
解
釈
 」
に
お
け
る
形
而
上
的
言
明
は
、
い
さ
さ
か
経
験
主
義
 
を
 逸
脱
し
て
い
る
と
 

人
は
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
最
終
的
解
釈
」
 の
 篇
を
満
た
し
て
い
る
あ
る
語
調
の
変
化
は
、
宗
教
と
 
い
う
更
に
内
奥
の
次
元
 

へ
と
踏
み
込
む
試
み
に
お
い
て
生
じ
て
き
た
も
の
と
は
 考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
的
次
元
 
も
ま
た
経
験
の
原
初
 相
 

お
け
る
永
遠
性
の
次
元
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
 。
「
現
実
的
実
質
は
 
、
 移
ろ
う
時
の
過
程
の
中
で
（
 絶
，
 ぇ
ず
 滅
す
る
）
が
、
客
体
 
6
 

 
 

 
 

的
に
は
不
死
で
あ
る
。
現
実
態
は
、
主
体
的
直
接
性
を
 喪
失
す
る
一
方
、
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
体
性
を
 
獲
得
す
る
」
モ
カ
 
2
0
-
 

。
 

 
 

 
 

こ
れ
が
「
客
体
的
不
死
性
」
で
あ
り
、
即
ち
生
成
は
結
 実
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
が
、
結
実
し
た
事
態
 は
 生
成
し
終
え
た
存
在
 



 
 

眩
勾
ノ
 略

号
及
び
書
名
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
著
作
の
引
用
は
、
以
下
の
版
に
依
っ
た
。
 

片
目
「
の
 

卸
 Z
0
 ユ
ゴ
 す
 @
 
ゴ
 宇
の
 
ゴ
 の
㏄
 
卸
 

の
 ア
ミ
メ
モ
一
 

の
ふ
黛
ぃ
ぬ
ぬ
ぉ
軋
 

ぎ
の
 ミ
へ
ご
驚
 

）
：
～
 

ミ
ゼ
 「
～
 

Q
 （
 
ト
の
 
㏄
 
巳
 。
 
円
ゴ
 0
 円
 「
 
e
e
 

下
の
 

s
s
.
N
 

の
安
ぺ
 

0
 「
 
オ
 。
㌧
い
で
の
手
㏄
 

う
オ
 
。
 
往
ヱ
 0
 コ
 ）
の
の
Ⅱ
三
科
学
 
と
 近
代
世
界
」
上
田
泰
治
 

 
 

村
上
至
孝
 訳
 、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
著
作
集
第
六
巻
、
松
韻
 社一
 

N
 の
安
ぺ
。
 蒔
 ・
「
の
一
の
 

田
 注
ぎ
こ
 湊
 ・
 窯 象
徴
作
用
」
市
井
三
郎
訳
 

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
著
作
集
第
八
 

Ⅱ
 リ
さ
 
c
e
 
の
め
 
す
ぉ
荘
ロ
 
へ
心
 

ぃ
 ～
～
 

ト
ピ
 
コ
の
㏄
の
 

-
 。
 
い
巾
ゴ
の
円
お
 

。
 巾
 「
の
 
s
s
 
。
 
N
e
 

安
ぺ
 

0
 蒔
 ・
の
 
0
 宙
円
庁
口
 の
日
立
 
0
 コ
 ）
の
～
の
・
三
過
程
と
実
在
 

」
山
本
試
作
 訳
 、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 
ツ
僻
一
 

 
 

ド
 著
作
集
第
十
・
十
一
巻
、
松
韻
 社
一
 

 
 

八
一
あ
 隠
ハ
屯
ぎ
ぉ
 

シ
ミ
 
ミ
馬
ミ
注
申
ミ
囚
 -
 
馬
り
③
・
の
㏄
Ⅰ
二
 

%
 ナ
 
Ⅱ
幅
の
笘
（
 
ゴ
 
0
 口
コ
ミ
の
「
 

s
@
 
（
 
ぜ
ロ
 「
の
 
s
s
,
 
「
 0 コ
卸
 
0
 コ
 ，こ
ま
・
ミ
古
本
 

教
 と
そ
の
形
成
 
」
斎
藤
繁
雄
訳
、
ホ
ワ
イ
 

る
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
確
か
に
そ
こ
で
は
、
仮
説
的
 側
面
が
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
 

に
よ
っ
て
真
理
を
得
て
く
る
母
体
と
し
て
の
自
然
１
字
 宙
が
 、
科
学
の
抽
象
化
と
は
異
な
る
次
元
へ
と
拡
が
 

こ
と
が
、
具
体
的
経
験
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
限
り
、
 
そ
れ
を
一
つ
の
宇
宙
論
へ
と
統
合
す
る
試
み
を
 
ホ
ワ
 

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「
全
て
の
宗
教
の
基
礎
で
あ
る
 宇
宙
論
の
テ
ー
マ
は
、
永
続
的
統
一
性
へ
と
移
行
す
 

物
語
で
あ
り
、
そ
し
て
世
界
の
多
様
な
努
力
を
吸
収
す
 
る
こ
と
に
よ
り
、
完
成
の
目
的
を
達
成
す
る
神
の
 ヴ
 

の
 物
語
で
あ
る
」
 釜
勾
の
ト
 

の
）
。
そ
う
し
た
宇
宙
論
を
表
現
 
し
よ
う
と
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
自
然
哲
学
は
 、
 

を
 日
々
急
速
に
描
き
か
え
て
進
展
し
て
い
る
科
学
と
、
 世
俗
化
の
中
で
窒
息
し
か
け
て
い
る
宗
教
と
が
統
合
 

コ
 ン
の
提
示
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
科
学
が
抽
象
化
 

る
 神
性
の
領
域
を
有
す
る
 

イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
中
断
す
る
 

る
世
界
の
 力
 動
的
努
力
の
 

ィ
 ジ
ョ
ン
の
動
か
ぬ
威
厳
 

二
 0
 世
紀
に
お
い
て
自
然
 

さ
れ
う
る
一
つ
の
ヴ
ィ
ジ
 

か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
 
が
 経
験
を
究
極
 柑
 と
す
る
宇
宙
論
の
構
図
へ
と
組
み
込
 ま
れ
よ
 う
 と
さ
れ
て
 ぃ
 



方
 に
目
が
む
け
ら
れ
て
い
る
。
 

-
4
 
）
「
過
程
と
実
在
」
を
中
心
と
す
る
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
 独
自
の
概
念
の
訳
は
、
山
本
誌
 作
著
テ
 ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
 宗
 教
 哲
学
 ヒ
 行
路
 社
 、
一
九
 

セ
セ
 年
 再
版
、
Ⅲ
頁
の
表
の
新
訳
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
 

-
5
-
 山
本
誌
作
者
 
示
 ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
西
田
哲
学
」
行
路
 社
 

一
九
八
五
年
、
一
セ
ー
 二
 0
 頁
 。
 毛
 0
-
 
臼
茸
（
下
目
 毬
ヴ
の
 
「
 
や
，
臣
 （
 
0
 ヨ
 ・
 し
 Ⅰ
「
 
ぃ
ヱ
 
0
 こ
 

Ⅱ
 0
 二
コ
・
，
 

寺
宙
ぎ
キ
ぬ
ぬ
 

も
 オ
さ
 ～
 
め
焉
寸
 

か
だ
め
～
 

い
 
の
色
目
 心
 
b
 ～
～
 

ぐ
 
～
 
せ
 ・
の
 
臼
 8
 年
 ヴ
セ
 
Ⅱ
・
巾
の
Ⅰ
つ
 

い
コ
隼
匁
 
・
 
ミ
ぽ
ミ
 ・
の
 
巨
窩
 コ
コ
ア
ミ
 
四
 （
Ⅰ
 
0
 ヰ
之
 ㏄
 
圭
べ
 0
 キ
 ㌧
お
お
・
之
の
毛
 

べ
 o
 「
 
F
.
 
ト
 
の
の
っ
 

（
 
6
-
 巾
勾
 簿
の
註
に
 、
 「
こ
の
原
理
は
物
理
的
連
続
伸
 
に
 対
す
 る
 ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
基
本
的
公
式
の
前
面
に
置
か
れ
て
い
る
 
」
と
あ
る
。
相
対
性
理
論
 

の
 説
明
に
用
い
ら
れ
る
兆
円
錐
を
考
え
て
み
る
と
、
円
錐
の
外
側
 
は
、
 
禁
じ
ら
れ
た
因
果
性
の
領
域
で
あ
り
、
同
時
的
事
象
は
そ
の
 
領
域
に
属
す
る
 故
、
 

因
果
的
独
立
性
の
う
ち
に
あ
る
。
 

註
 （

 
1
-
 

毛
の
「
 

コ
の
 
「
 よ
 の
一
の
の
 

コ
 丁
の
「
 

9
-
 
ト
を
め
 
～
 
い
の
さ
こ
士
お
 
～
～
 

o
s
o
b
 

を
 -
 
ヱ
 ぃ
骨
ろ
 
「
 ぃ
コ
 
山
力
 0
 ミ
。
三
の
毛
 
ぺ
 0
 「
 
ガ
 。
お
 

S
-
W
.
 

ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
 

著
 
「
現
代
物
理
学
の
思
 

想
ヒ
 河
野
伊
三
郎
・
富
山
小
太
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
 
セ
 年
 -
 
。
ま
た
近
年
の
例
と
し
て
は
、
（
写
り
印
 
何
 o
N
 
ぎ
 。
 痒
打
り
プ
リ
 
目
 
0
 の
ヰ
山
 

コ
 仮
の
Ⅱ
の
 

-
 
ト
 Ⅰ
 

お
 き心
 ぬ
 
～
む
心
～
～
 

爵
ぉ
寒
 -
0
 ハ
ヨ
 3
 目
 田
 ㌧
ハ
ユ
の
 

-
 お田
 

T
.
 

プ
リ
 

ゴ
 ジ
ン
、
 

1
.
 

ス
タ
ン
ジ
ェ
ー
ル
 

著
 
「
混
沌
か
ら
の
秩
序
し
伏
見
 
康
治
世
 訳
 、
み
す
 ず
 

書
房
、
一
九
八
 
セ
年
 、
但
し
邦
訳
は
英
語
版
よ
り
の
 訳
 ）
。
 

-
2
@
 
 「
科
学
と
近
代
世
界
 ヒ
 二
九
二
五
年
 -
 で
は
、
相
対
性
 
理
論
、
量
子
論
が
言
及
さ
て
お
り
、
一
九
 00
 

年
の
マ
ッ
ク
ス
 
プ
ラ
ン
ク
の
量
子
仮
説
、
 

一
九
 0
 五
年
の
特
殊
相
対
性
理
論
、
一
九
二
四
年
の
ル
イ
・
 

ド
 
・
 プ
ロ
ー
イ
に
よ
る
物
質
波
の
理
論
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
 
合
わ
せ
る
と
、
 
ホ
 

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
物
理
学
の
新
し
い
物
質
 
観
 
-
 
殊
に
量
子
論
に
よ
る
 -
 か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
科
学
を
見
て
 

ぃ
 る
こ
と
は
、
特
に
任
 

目
す
 ぺ
き
で
あ
る
。
 

（
 
3
 ）
こ
こ
で
い
う
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 ッ
 

 
 

む
し
ろ
、
文
学
思
潮
の
 

 
 

才
 e
 毛
べ
 0
 具
 ・
下
味
さ
ぶ
 マ
 の
日
ヱ
 
0
 コ
 ）
 
の
 の
「
・
 
宅
 観
念
の
冒
険
 ヒ
 山
本
誌
 作
 
・
菱
木
政
情
調
、
㏄
 

 
 
 
  
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
著
作
集
第
十
二
巻
、
松
 
箱
社
 ）
 

 
 

目
 月
一
ミ
 ゴ
 d
 め
り
ミ
ヨ
 0
@
 

あ
か
～
口
ま
㊥
 -
 円
汀
 T
 
㊤
㌧
お
お
 -
 
z
 窒
べ
 0
 キ
 -
 下
尾
 こ
お
ガ
 の
日
ま
 
0
 コ
お
お
 ・
 牢
 思
考
の
諸
様
態
 
し
 藤
川
吉
美
・
伊
藤
重
行
 訳
 、
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
著
作
集
第
十
三
巻
、
松
柏
 
社
 -
 



自然・経験・ 神性 

（
 
7
 一
 
「
 
自
 殊
の
目
的
」
の
原
語
は
寸
 す
セ
 
の
 
ガ
 生
つ
 目
 「
で
 
0
 お
 ・
 ，
つ
す
セ
 

の
日
巴
 ，
は
統
一
し
て
「
物
的
」
と
訳
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
 

こ
こ
で
は
全
体
的
脈
絡
 

を
 考
え
て
「
自
炊
 
の
 」
と
訳
し
た
。
 

-
8
 一
 
「
こ
れ
ら
二
つ
 
-
 
の
神
観
念
し
が
結
合
し
て
根
源
的
で
、
 

勝
義
に
リ
ア
ル
 
な
 超
越
的
創
造
者
そ
の
 ム
 
即
今
で
、
世
界
が
存
 在
す
る
よ
う
に
な
り
、
 

そ
の
課
し
た
意
志
に
世
界
が
従
う
と
い
う
説
に
な
る
が
、
 

そ
 れ
は
 キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
歴
史
に
悲
劇
を
注
入
し
て
 
き
た
誤
謬
で
あ
る
」
 

（
Ⅰ
オ
リ
ム
 

ま
 。
 

89@ (89) 



基
盤
に
し
て
い
る
。
し
か
も
当
事
者
自
身
が
生
活
慣
習
 と
 考
え
て
宗
教
と
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
す
ら
認
め
ら
 
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
 大
 
91 

も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
民
俗
宗
教
は
、
上
記
の
諸
宗
 教
が
 宗
教
者
の
手
を
離
れ
て
民
間
に
沈
潜
し
て
残
留
、
 
習
合
し
た
民
間
信
仰
を
 

  

準
 

宮
家
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 日
本
の
民
俗
宗
教
に
は
天
界
の
太
陽
・
 

ロ
 
・
 星 と
 大
地
の
山
・
 
ミ
 ・
Ⅲ
・
 海
 、
動
植
物
が
大
き
な
自
然
を
構
成
 し
 、
人
間
や
神
も
そ
の
 

中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
の
世
界
観
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
 地
上
の
生
物
は
太
陽
の
光
、
月
の
満
ち
欠
け
や
雨
を
も
と
に
し
 
て
 生
存
し
た
。
太
陽
 

は
 昼
と
夜
・
四
季
、
月
の
満
ち
欠
け
は
 一
ケ
 月
を
分
け
る
規
準
と
 
さ
れ
、
人
間
を
始
め
動
植
物
は
こ
の
日
月
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
 
動
き
に
即
し
て
 
生
 

括
 し
た
。
特
に
月
の
満
ち
欠
け
は
植
物
の
播
種
・
発
芽
・
成
熟
、
 

女
性
の
月
経
・
受
胎
・
出
産
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
。
ま
た
人
間
 
の
 死
後
、
そ
の
霊
魂
 

は
 他
界
と
さ
れ
た
山
や
海
に
行
き
、
神
に
な
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
 
祖
先
の
神
は
春
に
は
里
に
お
り
て
稲
作
を
守
っ
た
 つ え
で
、
 秋
 に
は
山
に
帰
っ
て
 
い
 

っ
た
 。
さ
ら
に
山
や
海
に
い
つ
た
祖
霊
は
川
や
海
の
潮
に
よ
 つ
て
 里
 に
き
て
生
児
に
付
い
て
再
生
し
た
。
日
本
の
民
俗
宗
教
に
は
 人
間
が
こ
う
し
た
 

自
然
の
超
自
然
的
な
リ
ズ
ム
を
「
お
の
ず
か
ら
」
の
も
の
と
し
て
 

受
け
と
め
て
、
「
自
己
の
内
な
る
自
然
」
に
し
て
、
そ
れ
に
即
し
 

て
 生
き
る
こ
と
を
 
善
 

と
す
る
自
然
 観
 が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 民
俗
宗
教
、
自
然
、
お
の
ず
か
ら
、
内
な
る
 自
然
、
自
然
環
境
 

一
 

民
俗
宗
教
と
自
然
 

日
本
の
民
俗
宗
教
は
、
自
然
宗
教
に
淵
源
を
も
っ
日
本
 古
来
の
宗
教
・
神
道
、
道
教
・
儒
教
、
創
唱
宗
教
で
あ
 
る
 仏
教
が
習
合
し
た
 

日
本
の
民
俗
宗
教
に
お
け
る
自
然
 観
 



自
然
は
現
 

成
・
展
開
し
 

三
十
年
頃
 以
 

自
然
物
や
自
 

理
の
意
味
も
 

あ
る
原
理
の
 

け
れ
ど
も
 

「
み
ず
か
ら
」
 桂

一
般
に
は
自
然
科
学
、
自
然
環
境
と
い
う
よ
う
に
、
 
人
工
ま
た
は
人
為
の
所
産
で
あ
る
文
化
に
対
し
て
お
の
 
ず
か
ら
 生
 

た
 事
物
や
現
象
を
さ
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
事
物
は
自
 
然
 物
、
現
象
は
自
然
現
象
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
用
 
法
は
明
治
 

降
 、
英
語
の
日
日
（
の
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
 自
然
」
に
淵
源
を
持
つ
て
い
る
。
も
っ
と
も
英
語
の
屈
 
（
 
仁
 Ⅱ
の
に
は
 

然
 現
象
と
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
の
根
底
に
あ
っ
て
そ
の
 存
在
を
意
味
づ
け
た
り
、
そ
の
生
成
や
展
開
を
導
び
く
 
本
性
ゃ
原
 

 
 

）
の
語
義
に
は
自
然
物
、
自
然
現
象
、
こ
れ
ら
の
本
質
 
や
 根
底
に
 

意
味
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

コ
の
 
（
 
仁
 （
の
の
訳
語
に
充
当
さ
れ
た
日
本
語
の
自
然
は
古
来
 の
中
国
語
の
自
然
の
語
義
で
あ
る
「
万
物
の
本
源
的
な
 あ
り
方
」
 

に
 淵
源
を
持
つ
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
 

 
 

つ
む
 主
語
 

れ
て
い
る
。
了
 

-
 

に
位
置
づ
け
て
、
仏
教
・
神
道
・
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
も
 

受
容
し
て
い
る
。
さ
ら
に
新
宗
教
や
民
衆
宗
教
運
動
も
 

こ
の
民
俗
宗
教
を
母
胎
 

と
し
て
発
生
し
て
い
る
。
 

民
俗
宗
教
は
年
中
行
事
・
人
生
儀
礼
（
通
過
儀
礼
）
・
 

救
 済
 儀
礼
、
神
話
・
昔
話
・
伝
説
な
ど
の
物
語
、
祠
堂
・
 

神
仏
像
・
祭
具
・
 
絵
 

画
な
ど
の
図
像
を
中
核
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
 

冬
 く
は
農
業
・
狩
猟
・
漁
業
・
林
業
な
ど
自
然
と
直
結
し
 

た
 第
一
次
産
業
を
営
む
 

人
々
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
 

そ
 の
 思
想
や
儀
礼
は
自
然
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
 

。
け
れ
ど
も
、
そ
の
 
担
 

い
 手
の
間
で
は
代
々
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
の
第
三
者
 

に
 布
教
す
る
こ
と
は
、
さ
し
て
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

そ
れ
敏
明
確
な
教
義
・
 

儀
礼
・
組
織
の
体
系
は
な
く
、
む
し
ろ
、
研
究
者
が
そ
 

の
 儀
礼
、
物
語
、
図
像
の
う
ち
に
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
 

解
 諒
 す
る
こ
と
が
試
み
 
ろ
 

  

部
分
の
日
本
人
は
こ
う
し
た
い
わ
ば
目
に
見
え
な
い
 
宗
 教
 で
あ
る
民
俗
宗
教
に
も
と
づ
い
て
生
活
を
営
ん
で
い
 る
 。
そ
し
て
民
俗
宗
教
 

 
 



本の民俗宗あ 

接 井 

 
 @ における 自殊 

物
 に
は
草
木
な
ど
の
種
子
植
物
、
 

シ
ダ
 類
・
コ
ケ
類
・
 
茸
な
ど
菌
類
、
昆
布
な
ど
の
藻
類
、
細
菌
類
、
動
物
に
 
は
鳥
 
・
 獣
 ・
 虫
 ・
魚
が
 

あ
り
、
人
間
も
動
物
に
包
摂
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
 
も
の
も
の
は
、
大
き
く
無
機
物
か
ら
成
る
太
陽
・
 ロ
 ・
 星
の
天
空
と
、
 
土
 ・
 石
 ・
 

か
 な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
植
物
か
生
育
し
動
物
が
棲
息
 
す
 る
山
 
・
 

海
潮
野
原
・
里
な
ど
か
ら
な
る
大
地
に
二
分
さ
れ
 、
こ
の
 両
 

 
 
 
 
 
 
 
 

月
の
間
に
空
気
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
 

 
 

 
 

 
 

い
う
迄
も
な
く
地
上
の
諸
事
象
と
く
に
動
植
物
は
 、
日
 
月
 
・
星
の
運
行
に
も
と
づ
く
天
候
、
風
雨
な
ど
の
 気
 候
 、
川
の
流
れ
、
 
潮
 

一
 
8
-
 

観
 

す
る
と
天
体
に
は
太
陽
・
 月
 ・
 星
 、
無
機
物
に
 は
空
気
・
岩
石
・
 土
 ・
 水
 ・
火
な
ど
が
あ
る
。
植
物
と
 動
物
は
有
機
化
合
物
で
、
 植
 

ま
ず
自
然
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
る
事
象
に
は
、
天
体
 
・
無
機
物
・
動
物
・
植
物
が
考
え
ら
れ
る
。
広
義
に
は
 人
間
も
自
然
に
包
摂
 

さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
た
だ
本
小
論
は
人
間
と
の
か
か
 
わ
り
に
お
い
て
自
然
を
考
察
す
る
視
点
に
た
つ
ゆ
え
、
 
人
間
と
何
等
か
の
形
で
 

関
係
を
も
つ
自
然
物
を
、
今
少
し
具
体
的
に
あ
げ
て
お
 
き
た
い
。
 

 
 

に
 展
開
し
て
、
宇
宙
の
統
一
力
と
も
い
え
る
究
極
的
な
 
運
動
に
自
ら
即
し
て
生
き
る
こ
と
を
理
想
化
す
る
思
想
 
が
育
く
 

 
 

日
本
の
道
徳
の
理
想
と
も
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
 
の
 見
方
は
、
宇
宙
の
運
動
と
個
人
の
内
面
の
運
動
を
一
 
つ
の
も
 

-
6
 
一
 

宙
の
統
一
作
用
に
即
し
て
生
き
る
こ
と
を
 善
 と
す
る
 西
 田
幾
 太
郎
の
思
想
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

は
 上
日
本
の
民
俗
宗
教
の
性
格
を
示
し
、
つ
い
で
自
然
 の
 意
味
を
現
在
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
英
語
の
 
コ
 の
（
 
目
 「
の
の
 

も
の
と
、
古
来
の
自
 殊
螢
 お
の
ず
か
ら
）
に
つ
い
て
紹
介
 し
た
。
 本
 小
論
で
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
日
本
の
民
俗
 め
 
示
教
 で
 

わ
り
に
お
い
て
自
然
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
 
か
を
、
具
体
的
な
事
実
に
即
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
 こ
ユ
 

キ
 
ハ
レ
 。
 ま

れ
、
こ
れ
が
 

の
と
し
て
、
 
宇
 

訳
語
と
し
て
の
 

は
人
間
と
の
 関
 

そ
の
為
に
上
記
 

一
 
4
 一
 

的
 存
在
の
様
態
、
そ
の
動
き
が
他
の
 力
 に
よ
る
こ
と
な
 く
 、
そ
の
主
語
的
存
在
に
よ
っ
て
な
る
こ
と
を
意
味
し
 
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
 



は
 自
然
の
お
の
ず
か
ら
の
動
き
の
中
に
神
も
人
も
位
置
 
づ
け
 ぅ
 る
と
す
る
、
日
本
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
の
民
俗
 宗
 数
 に
広
く
認
め
ら
れ
る
 

の
 故
に
神
を
必
要
と
し
た
と
す
る
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
 
人
間
の
発
見
に
始
ま
る
近
代
合
理
主
義
の
人
間
中
心
の
 
世
界
観
で
あ
る
。
第
三
 

の
 干
満
な
ど
の
自
然
現
象
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
し
 
て
こ
れ
ら
の
も
の
が
自
然
の
お
の
ず
か
ら
の
動
き
と
 
認
 試
 さ
れ
て
い
る
。
も
っ
 

と
も
時
に
は
、
天
変
地
異
が
お
こ
り
動
植
物
の
変
異
が
 
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
全
く
偶
然
的
な
事
象
も
 
お
の
ず
か
ら
の
こ
と
と
 

認
識
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
う
し
た
自
然
の
う
ち
人
間
 
を
と
り
ま
い
て
、
人
間
生
活
に
直
接
影
響
を
も
た
ら
し
 
て
い
る
も
の
は
自
然
環
 

境
 と
呼
ば
れ
て
い
る
。
 

自
然
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
も
自
然
に
外
在
す
る
人
間
の
 
心
身
や
そ
の
動
き
は
「
内
的
自
然
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
 
る
 。
こ
れ
に
対
し
て
 

上
記
の
自
然
物
や
自
然
現
象
は
「
外
的
自
然
」
と
さ
れ
 
て
い
る
。
こ
の
内
的
自
然
で
あ
る
人
間
は
、
外
的
自
然
 
に
 接
し
そ
の
お
の
ず
か
 

ら
な
る
動
き
と
関
わ
り
を
持
っ
て
生
活
す
る
。
そ
の
際
 
に
 外
的
自
然
と
内
的
自
然
の
か
か
わ
り
の
所
産
は
文
化
 
と
 呼
ば
れ
て
い
る
。
 文
 

化
に
は
自
然
の
中
に
聖
な
る
も
の
を
見
る
宗
教
的
な
も
 
の
、
 美
を
発
見
す
る
文
学
や
芸
術
、
法
則
を
発
見
す
る
 
科
学
、
自
然
を
利
用
し
 

加
工
す
る
技
術
な
ど
多
様
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
 
ま
 た
こ
う
し
た
営
み
に
よ
っ
て
生
活
に
適
す
る
形
に
変
形
 
さ
れ
た
自
然
環
境
は
文
 

化
 環
境
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
 R
.
 レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
人
間
は
自
 然
 的
な
も
の
、
超
自
然
的
な
も
の
を
含
む
全
存
在
的
に
 自
己
を
位
置
づ
け
て
、
 

生
活
を
営
ん
で
 い
 る
と
し
、
こ
う
し
た
全
存
在
 初
 に
お
 け
る
人
間
の
位
置
づ
け
を
世
界
観
と
呼
ん
で
い
る
。
 
そ
 し
て
世
界
観
を
構
成
す
 

る
 要
素
と
し
て
、
 神
 ・
自
然
・
人
間
の
三
つ
を
あ
げ
た
 う
え
で
、
こ
の
三
者
の
ど
れ
が
優
位
性
を
持
つ
か
に
よ
 
っ
て
、
世
界
観
の
三
 類
 

型
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
も
の
は
、
神
が
人
 
間
 と
自
然
を
作
り
、
人
間
に
自
然
の
支
配
を
ゆ
だ
ね
た
 
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
・
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 ・
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
に
見
ら
れ
る
 神
 中
心
の
 世
界
観
で
あ
る
。
第
二
は
人
間
は
自
然
を
支
配
す
る
が
 
、
ム
 「
一
方
で
そ
の
弱
さ
   



日本の民俗宗教におけ 

と の 大 月 
云 う 照 は 
わ ち 大 枝 
れ 本 神 を 

た 星 の 支 
    弟 配 

天 火 の す 
赤 星 月 る か ヒ ・ 上草 読 とさ 

か 星 と れ さ ね 
る 金 れ そ 
白 星 て の 
然 ・ い 満 

ち欠 現象 水星 る 。 
で の 星 け 
は 五 で が 

、 星 は 7 市 

磁化 音、 は人 北極 

され 竜巻 間の 星 、 
、 連 比 た 

。月を 台風、 勢を支 セ星 斗 
洪 配 が ま 

水 、 す神 る格る っ 

虹 と 化 月 
、 さ さ 千寿 

出 れ れ が 
で 、 て な 

見 流 、 さ 

見菩 られる 月 ね れ尾・ 妙 、 
薩 蝕   

ッ 一 票 恐 
ケ 彗 め れ 
ン 尾 ろ ら 

や 一 れ れ 
海 は た た 
岸 凶     
の 相 ま 月 

唇 を た の 
気 示 悪 神 
楼 す 星 は 

95@ (95) 

  る 自然 観 

雨 

天 ま 

が ず 

続 天 
く 界 
と の 
日 大 
2 場 
い は 

を 土 
し 活 
た 全 
り 体 を 
自 守 
触 る 

が 神 
恐 と 

れ さ 

られ れ 、 
0 日   
た 出 を 
大 芹 
陽 し 

を た 

下中 り 格 
イヒ 日   
た 出 
天 の 
照 夫 
大 腸 
平中 な 

は ま 

天 つ 
皇 る 

衆 目 

の 待 
祖 が 
不 申 そ 千 

と な 
さ ね 
れ れ 
て た   
る ま た 

や
 雷
な
ど
の
自
然
現
象
と
し
て
示
現
し
た
り
、
人
に
 志
 依
 し
て
託
宣
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
 
、
自
然
物
や
人
を
神
と
 

し
て
崇
め
て
い
る
。
ま
た
 水
 ・
 ス
 ・
植
物
な
ど
の
う
ち
 、
 聖
な
る
力
を
持
つ
と
さ
れ
る
も
の
が
宗
教
儀
礼
に
用
 
い
ら
れ
た
り
、
呪
物
 と
 

さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
末
項
で
は
こ
う
 
し
た
自
然
物
や
そ
れ
に
か
か
わ
る
自
然
現
象
の
う
ち
、
 
日
本
の
民
俗
宗
教
で
 特
 

に
 聖
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
主
要
な
も
の
を
紹
介
し
 
ブ
二
如
 

尤
し
，
こ
ユ
 

お
き
 
@
 
@
@
 

Ⅰ
 。
 

い も @ 
ⅠⅠ ユ 

る一 一 @l             置 
と し を づ 
く て と 二 け 
に 畏 り ら   
宗 る 生 な あ   
は は を 
本 こ 持 
来 の つ 

本 よ 目 

源 う 然 
的 に 物 
な 特 の 
隠 定 う 

ね め ち 
た 目   
存 然 形 
花 物 が 
で を 異 

、 聖 様 
木 な で 

・ る あ 
石 も っ 

・ の た 

動 と り 

植 し 生 
物 て 態 

が申 崇めなど 7 
の る 秘 
白 こ 的 
然 と な 
物 を も 

に 自 の 
や 然 は 

、 崇拝どっ 里 , 、 
た と 常 
り よ な 

、 ん カ 
風 で を 

 
 

自
然
中
心
の
世
界
観
で
あ
る
。
 本
 小
論
で
と
り
あ
げ
る
 日
本
の
民
俗
宗
教
の
自
然
 親
 は
 、
 
こ
の
第
三
の
自
然
に
優
位
性
を
お
く
世
界
観
 



な
ど
が
聖
な
る
現
象
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
一
般
に
天
 
空
 全
体
を
神
格
化
し
て
天
父
神
と
呼
ん
で
い
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
大
地
は
女
性
に
な
ぞ
ら
え
て
 地
 母
神
と
 呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
大
地
を
構
成
す
る
 土
 ・
 砂
 ・
 る
 ・
 岩
 ，
鉱
物
、
広
 

義
の
大
地
（
地
球
の
表
面
）
に
含
ま
れ
る
 川
 ・
 滝
 ，
 沼
 
池
 ・
 湖
 ・
海
な
ど
、
土
地
や
水
辺
に
生
え
る
植
物
の
 う
ち
、
異
様
で
神
秘
感
 

を
 い
だ
か
せ
る
も
の
が
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
た
。
な
お
 日
本
人
の
多
く
が
平
地
に
定
住
し
て
水
田
稲
作
を
営
む
 
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
 

こ
れ
と
異
質
な
地
形
で
あ
る
 山
 ・
 森
 ・
 海
 ，
 浜
 ・
 岬
な
 ど
が
聖
地
と
さ
れ
た
。
 

大
地
に
か
か
わ
る
無
機
物
で
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
 
と
が
多
い
の
は
、
石
と
水
で
あ
る
。
石
は
小
祠
の
御
 神
 体
 と
さ
れ
る
 他
 、
生
 

児
の
産
石
，
葬
儀
の
枕
石
の
よ
う
に
霊
魂
が
こ
も
る
も
 
の
と
も
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
異
様
な
形
の
岩
・
岩
壁
 
・
洞
穴
な
ど
が
聖
な
る
 

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
聖
化
さ
れ
た
岩
壁
や
洞
窟
内
に
 
は
 磨
崖
仏
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
石
を
み
が
め
た
玉
が
 
御
 神
体
と
し
て
崇
め
ら
れ
 

た
り
、
 金
 ・
水
銀
な
ど
の
鉱
物
や
限
石
も
聖
な
る
も
の
 と
さ
れ
た
。
地
鎮
祭
な
ど
で
は
砂
が
聖
地
を
造
る
為
に
 
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 水
 

は
 浄
化
 力
 を
持
つ
と
し
て
 礫
 ぎ
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
。
 ま
た
 川
 ・
 泉
 ・
 沼
 ・
 池
 ・
 滝
 ・
海
な
ど
は
水
神
や
竜
神
 が
す
ま
 ぅ
所
 と
さ
れ
て
 

い
る
。
特
に
岩
壁
，
洞
窟
な
ど
を
伴
う
滝
は
、
行
場
と
 さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
火
は
灯
明
や
祖
霊
を
 
む
か
え
る
際
に
用
い
ら
 

れ
た
。
正
月
の
ト
ン
ド
の
よ
う
に
大
き
な
火
を
も
や
す
 祭
 0
 行
な
わ
れ
た
。
 

植
物
で
は
、
特
に
草
木
に
聖
な
る
も
の
が
多
く
認
め
ら
 
れ
る
。
ま
ず
草
類
で
は
、
 米
 ・
 ミ
 ・
 粟
 ・
 チ
 ・
豆
な
ど
 の
 五
穀
が
穀
霊
が
 宿
 

る
も
の
と
し
て
、
聖
化
さ
れ
た
。
藁
は
信
仰
民
具
に
用
 
い
ら
れ
た
り
、
豆
が
ら
と
共
に
ト
ン
ド
な
ど
に
用
い
 ら
 れ
た
。
ま
た
桔
梗
・
 萩
 ・
 

女
郎
花
・
溝
萩
・
氷
花
・
山
百
合
・
 山
 撫
子
な
ど
は
、
 盆
の
精
霊
の
よ
り
ま
し
に
な
る
盆
花
と
さ
れ
て
い
る
。
 
聖
な
る
木
に
は
盆
花
 や
 

仏
の
供
物
に
用
い
ら
れ
る
 揺
 、
玉
串
に
さ
れ
る
 榊
 、
 神
 木
 と
さ
れ
る
こ
と
が
多
 い
杉
 ，
 松
 ・
 檜
 ・
 樟
 ・
 棒
 ・
 椿
 
橘
 ，
 桜
 ，
 梅
 ，
 何
 な
 

ど
が
あ
る
。
も
っ
と
も
神
木
と
さ
れ
る
の
は
樹
齢
を
重
 
ね
て
異
様
な
形
を
し
た
も
の
や
、
根
元
に
洞
が
あ
っ
た
 
り
、
 寄
り
木
を
有
し
た
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つ 耕 
生 な に 
で み 欠 
は に か 

せない 蜘蛛、 これら   
蛉物か 、 はら 
委 蛇 神 
な は 格 
ど 三 化 
が 輸 さ 

聖 神 れ 

他社た さ 、 
れ 旗 持 
て は に 
い 日 展 

は神 る 。 神 吉 
そ 社 の 
の 、 乗 
際 狐 物 
蜘 は と 

蛛 千 宿 さ 

は 荷 れ   
凶根 神 

への 示 を ニ @ ま 

す 峯 願 
も 平中 い 
0 社 を 

と の 話 
し 不 申 す 

て便 " と絵 る 
赤 さ 馬 
蜻 れ の 
蛉 て 信 
は い 仰 

他 る る 
界 。 生 
の み 
使 
い 

出 
し 

た 
蚕 

97@ (97) 

    におけ 

蛙 
@@. @ ） ひ 

月 
と 

む 
す 
ぴ 
つ 
@ Ⅰ ノ @ 
ら 

れ 
た 
@ 

水 
神 
ま 

た 
@@. @ ） ひ 

ょ也 

平中 

の 

使 
  
と 

さ 

れ 
た 

亀 
l@ 丁ひ @ 
鶴 
と 

三上 

c 
長 
寿 
を 

祝 
ぐ 

動 
物 
で 
あ 
る 

牛 
や 
馬 
@@ 丁ひ @ 
農 

り
、
 梢
に
落
雷
の
跡
が
あ
る
も
の
で
、
そ
の
多
く
は
 
幹
 に
 任
 運
 が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
 桃
 ・
 柘
溜
 ・
 梅
な
 ど
は
そ
の
実
が
聖
な
る
 

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
の
植
物
で
は
羊
歯
や
昆
 布
が
 ハ
レ
の
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
細
菌
は
病
 因
 を
な
す
モ
ノ
と
し
て
 

怖
れ
ら
れ
た
。
 

山
 
・
 森
 
・
 海
 ・
 浜
 
・
 岬
 ・
 島
 ・
洲
な
ど
は
、
 
土
 
・
 砂
 
・
 岩
 
・
 水
 
・
木
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
、
日
常
生
活
が
営
ま
 れ
る
 里
 と
は
異
な
っ
 

た
 美
し
い
景
観
を
示
す
場
所
で
あ
る
。
山
に
は
木
を
主
 
体
 と
し
た
緑
の
美
し
い
神
名
備
型
の
も
の
と
、
岩
石
が
 多
く
 嶽
と
 呼
ば
れ
る
も
 

の
が
認
め
ら
れ
る
。
前
者
は
里
近
く
の
小
高
い
丘
 状
の
 も
の
で
山
麓
に
は
神
社
が
あ
る
。
後
者
は
高
く
険
し
い
 
出
 で
、
火
山
な
ど
も
 包
 

捜
 さ
れ
、
修
験
の
行
場
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
 
な
お
多
く
の
山
岳
で
は
山
上
の
ム
ロ
地
や
山
腹
に
社
寺
が
 
建
立
さ
れ
て
い
る
。
 

一
 

方
里
の
神
社
で
は
社
殿
の
背
後
に
森
を
設
け
て
聖
地
と
 
し
て
い
る
。
山
を
水
源
と
す
る
川
の
淵
・
 滝
 ・
洲
な
ど
 も
 聖
地
と
さ
れ
て
い
る
。
 

海
で
は
浜
の
白
砂
青
松
、
 

岬
 
・
元
島
 が
 聖
地
と
さ
れ
て
 い
る
。
 

動
物
の
う
ち
、
鳥
で
は
 鶏
 
・
 烏
 ・
 鶴
 ・
 鳩
 ・
 雑 ・
白
鳥
 ・
鷹
な
ど
が
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
 烏
 は
 古
来
太
陽
の
使
い
、
 

作
神
、
死
を
予
兆
す
る
鳥
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鳩
は
 
八
幡
社
の
使
い
と
さ
れ
て
い
る
。
獣
で
は
 蛇
 ・
 亀
 ・
 蛙
 

猿
 
・
 鹿
 ・
 猪
 
・
 狐
 
・
 

ぬ
能
・
 狼
 
・
 牛
 ・
馬
な
ど
が
聖
化
さ
れ
て
い
る
。
 

な
 か
で
も
水
神
や
山
の
神
の
あ
ら
わ
れ
と
さ
れ
る
蛇
は
特
 
に
 崇
め
ら
れ
、
こ
れ
を
展
開
 

眩
し
た
龍
の
信
仰
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
 
鹿
 ・
 猪
 や
こ
れ
ら
を
抽
象
化
し
た
獅
子
も
山
の
神
の
示
現
 し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 



前
項
で
個
別
に
紹
介
し
た
自
然
物
や
自
然
現
象
に
お
け
 
る
 聖
な
る
も
の
は
、
相
互
に
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
 
し
 か
も
そ
の
関
係
は
お
 

の
ず
か
ら
定
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
中
に
は
当
事
者
 
に
よ
っ
て
特
に
意
識
さ
れ
な
い
も
の
も
少
な
く
な
 

そ
こ
で
本
槙
で
は
こ
の
 

聖
な
る
自
然
物
や
自
然
現
象
が
お
の
ず
か
ら
相
互
に
関
 
係
を
持
つ
様
態
を
、
空
間
と
時
間
の
二
つ
の
面
か
ら
 考
 察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

空
間
の
面
で
は
ま
ず
垂
直
的
に
は
 天
と
 地
が
対
応
し
て
 い
る
。
す
な
わ
ち
上
方
の
天
に
は
太
陽
・
 月
 ，
星
が
あ
 り
 、
下
方
の
大
地
は
 

土
 ，
 石
 ，
水
か
ら
成
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
他
に
天
 と
 地
の
間
の
空
間
と
大
地
の
下
の
地
下
を
あ
げ
る
こ
と
も
 
出
来
る
。
周
知
の
よ
う
 

に
地
上
の
動
植
物
や
人
間
は
太
陽
の
光
・
月
の
満
ち
 欠
 け
、
 星
の
運
行
、
風
や
雨
の
中
で
生
き
て
い
る
。
ち
な
 
み
に
太
陽
は
烏
、
月
は
 

兎
や
蛙
 と
む
す
び
つ
け
ら
れ
、
星
座
の
多
く
も
動
物
の
 名
 が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
天
界
の
諸
事
象
が
 
順
調
に
動
い
て
い
る
時
 

は
 、
地
上
の
生
物
の
生
活
も
無
事
に
営
ま
れ
て
い
る
。
 
そ
れ
散
日
蝕
・
月
蝕
・
彗
星
・
流
星
は
戦
争
や
政
変
、
 
地
上
の
動
植
物
に
大
き
 

な
 災
害
を
も
た
ら
す
ム
ロ
 
風
 ・
大
雨
・
洪
水
・
地
震
な
ど
 の
 予
兆
と
さ
れ
た
。
 稔
 、
鼠
な
ど
こ
う
し
た
天
災
を
い
 ち
 早
く
察
知
す
る
動
物
 

も
 聖
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
人
間
の
死
骸
 
が
 埋
め
ら
れ
た
り
、
朽
ち
果
て
た
動
植
物
を
包
摂
す
る
 
地
下
は
死
後
の
世
界
と
 

三
 
お
の
ず
か
ら
 

た
 地
震
を
予
知
す
る
 捻
 、
土
用
に
は
 必
 ら
ず
食
す
る
 鰻
 、
 祝
い
ご
と
に
用
い
る
 鯉
 や
鯛
な
ど
も
聖
な
る
 魚
 と
さ
 れ
た
。
な
お
こ
れ
ら
の
 

聖
化
さ
れ
て
い
る
動
物
を
見
る
と
、
 山
 ・
 海
 
（
 
川
 ・
 池
 
・
里
の
三
箇
所
を
住
所
と
す
る
 亀
 ・
 蛇
 ・
蛙
な
ど
境
界
 的
な
も
の
、
魚
な
の
に
 

鱗
 が
な
い
 鮭
 や
縄
、
身
体
か
ら
糸
を
出
す
蜘
蛛
や
蚕
 と
 い
う
よ
う
に
、
所
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
律
し
得
な
い
 
動
物
が
聖
な
る
も
の
と
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 圧
 目
さ
れ
る
。
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議
て
 

宗
 

俗
 

民
 

 
 

本
田
 

日
 

さ
れ
て
い
る
。
 

次
に
水
平
的
に
水
田
稲
作
が
営
ま
れ
る
里
を
中
心
と
し
 
て
、
 水
を
も
た
ら
す
Ⅲ
の
水
源
地
の
 出
 、
里
を
貫
流
し
 た
 川
が
そ
そ
ぐ
海
の
 

三
つ
の
空
間
が
考
え
ら
れ
る
。
山
は
猟
師
や
木
こ
り
な
 
ビ
の
 山
人
、
海
は
漁
民
や
船
乗
り
の
生
活
の
場
で
あ
る
 
。
と
こ
ろ
で
宮
崎
県
 椎
 

集
村
 め
て
タ
ギ
 
の
間
で
は
、
山
の
男
神
が
山
鳥
に
姿
を
 か
え
て
海
に
行
き
、
竜
宮
の
竜
王
の
娘
の
 Z
 姫
と
 交
わ
 
っ
た
 。
そ
の
子
を
宿
し
 

た
 Z
 姫
は
男
神
を
訪
ね
て
山
に
い
っ
た
時
、
産
気
づ
い
 
た
が
通
り
が
か
っ
た
西
山
の
猟
師
に
助
け
ら
れ
た
。
 
や
 が
て
山
の
女
神
と
な
っ
 

た
 彼
女
は
、
こ
の
西
山
の
猟
師
に
山
で
獲
物
を
と
る
 
権
 限
を
与
え
た
と
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
一
般
に
 
猟
師
が
山
に
狩
に
行
く
 

時
に
は
、
海
の
魚
の
 オ
コ
ゼ
 を
持
っ
て
い
っ
て
山
の
神
 に
 供
え
る
と
獲
物
を
授
か
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 山
 と
海
 が
こ
う
し
た
形
で
結
び
 

つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
万
漁
民
は
練
・
鰹
な
ど
の
 寄
魚
 を
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
 寄
 缶
を
海
の
 彼
方
の
他
界
か
ら
訪
れ
 

た
も
の
と
し
て
尊
重
し
た
り
、
香
魚
を
海
岸
に
お
い
こ
 む
 鮫
な
ど
を
神
格
化
し
た
。
 

里
の
農
民
の
間
で
は
、
山
や
海
は
死
霊
の
お
も
む
く
 
他
 界
 と
さ
れ
た
。
特
に
山
の
他
界
に
い
っ
た
死
霊
は
 、
追
 善
 供
養
の
法
事
、
正
 

月
や
盆
の
折
に
里
を
訪
れ
て
子
孫
の
供
養
を
受
け
る
と
 
、
三
十
三
回
忌
後
は
山
の
神
に
な
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
 
山
の
神
は
春
さ
き
に
は
 

槻
 

榊
な
ど
の
枝
に
つ
い
て
里
に
下
り
、
田
の
神
と
な
 
っ
て
子
孫
の
農
耕
を
守
っ
た
 つ
 え
で
秋
に
は
山
に
帰
っ
 て
 行
っ
た
。
な
お
川
や
海
に
 

眩
は
正
月
や
盆
の
飾
り
物
や
供
物
、
う
か
ば
れ
な
い
 

死
霊
を
の
せ
た
精
霊
舟
、
微
を
つ
け
た
人
形
、
稲
を
あ
 
ら
す
害
虫
が
流
さ
れ
た
。
 

と
 

 
 

 
 

や
 、
海
辺
は
山
や
海
の
他
界
か
ら
生
児
に
つ
く
新
し
い
 魂
が
 流
れ
着
く
聖
地
と
さ
れ
 

 
 

 
 
 
 
 
 

、
 も
い
る
の
で
あ
る
。
 

山
 
・
 里
 
・
 海
 さ
ら
に
こ
の
逆
の
循
環
は
、
日
本
の
民
俗
 宗
教
で
は
こ
の
他
に
も
種
々
の
局
面
で
認
め
ら
れ
る
。
 
九
州
の
英
彦
山
の
御
 

Ⅲ
祭
で
は
、
山
か
ら
 
川
 ぞ
い
に
海
に
下
っ
て
潮
水
を
く
 ん
で
帰
っ
た
山
伏
が
、
そ
れ
で
清
め
た
種
籾
を
神
前
に
 
供
え
て
ま
つ
っ
た
あ
と
   



村
人
に
授
け
て
い
る
。
四
国
の
石
鎚
山
で
は
海
の
水
を
 

山
上
の
池
に
任
い
だ
う
え
で
、
そ
の
池
の
水
を
持
ち
帰
 

っ
て
田
に
任
い
で
雨
乞
 

な
し
て
い
る
。
沖
縄
県
中
城
の
 

ヤ
 ハ
ン
メ
ー
ウ
タ
キ
で
 

は
 、
子
供
の
な
い
夫
婦
が
洞
窟
内
の
小
石
を
持
ち
帰
り
 

、
子
供
が
生
ま
れ
る
と
 

海
岸
で
小
石
を
ひ
ろ
っ
て
こ
の
山
の
ウ
タ
キ
の
洞
窟
に
 

お
さ
め
て
い
る
。
さ
き
に
見
た
よ
う
に
盆
に
は
山
か
ら
 

迎
え
た
祖
霊
の
供
物
や
 

精
霊
舟
を
川
に
流
し
て
い
た
。
さ
ら
に
厄
神
や
け
が
れ
 

も
 川
に
流
さ
れ
た
。
こ
 

う
 見
て
く
る
と
川
に
流
さ
れ
た
 

ぅ
か
 ぼ
れ
な
い
死
霊
、
 

け
が
れ
た
 
魂
 、
厄
神
が
海
で
浄
化
さ
れ
た
 

ぅ
 え
で
水
平
 
線
か
ら
天
に
昇
っ
て
再
生
し
、
山
か
ら
ま
た
里
に
下
る
 

と
 信
じ
ら
れ
て
い
た
と
 

も
 思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
山
の
川
で
 

鮭
や
 
鱒
の
稚
魚
を
は
な
 

ち
 、
そ
の
稚
魚
が
海
で
大
き
く
な
っ
 

て
 産
卵
の
為
に
川
を
の
 

ぼ
っ
て
帰
っ
て
く
る
の
を
期
待
す
る
慣
習
も
、
こ
の
 

川
 を
 媒
介
と
し
た
山
と
海
の
循
環
を
お
の
ず
か
ら
の
も
の
 

と
 考
え
る
思
想
に
も
と
 

 
 

と
に
し
た
太
陰
暦
が
あ
る
が
、
日
本
で
は
明
治
五
年
 

迄
 は
太
陰
暦
が
用
い
ら
れ
、
 

時
間
は
基
本
的
に
は
太
陽
や
月
の
連
行
・
動
植
物
の
動
 

き
な
ど
に
も
と
づ
い
て
区
切
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
 

示
 す
 暦
が
っ
く
ら
れ
て
 

も
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
一
日
は
日
の
出
か
ら
 

日
 の
 入
り
ま
で
の
太
陽
の
運
行
に
も
と
づ
く
 

昼
と
、
月
や
 
星
 に
照
さ
れ
る
夜
に
分
 

け
ら
れ
、
昼
は
生
産
活
動
が
営
ま
れ
る
 

俗
 な
る
時
、
夜
 
は
 聖
な
る
時
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
夜
か
ら
朝
へ
の
 

移
 行
の
時
、
夕
方
の
た
 

そ
 

が
れ
時
は
境
界
の
時
と
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
時
 

間
は
昼
は
日
ま
わ
り
、
夜
は
月
見
草
・
 

狐
や
狸
 
、
朝
は
 
朝
顔
や
鶏
、
夕
方
は
た
 

そ
が
れ
 
草
 （
タ
顔
）
や
島
と
い
う
よ
 

う
 に
動
植
物
と
む
 

す
 び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
一
週
間
は
日
・
 

月
 と
火
 
星
 ，
水
星
・
木
星
，
 

金
 

星
 ，
土
星
に
も
と
づ
い
て
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
 

月
の
満
ち
欠
け
が
生
活
の
基
準
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
 

月
 の
一
日
一
つ
い
た
ち
）
は
月
が
出
現
す
る
月
立
ち
を
 

意
味
し
て
い
る
。
ま
た
 

上
弦
の
 
セ
日
 、
満
月
の
十
五
日
、
下
弦
の
二
十
二
一
日
を
 

祭
日
と
し
、
三
十
日
の
つ
ご
も
り
（
戸
隠
り
）
に
は
 

物
 忌
に
 入
る
と
い
う
よ
う
 

  



の
 十
五
日
が
月
の
始
め
、
さ
ら
に
は
年
の
始
め
と
さ
れ
 

て
い
た
。
一
方
太
陽
を
基
準
と
し
た
も
の
に
は
、
太
陽
 

の
視
 
軌
道
で
あ
る
黄
道
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
花
鳥
風
月
が
歌
に
 

よ
 ま
れ
、
俳
句
の
季
語
 

と
さ
れ
た
。
春
の
桜
・
夏
の
松
や
杉
・
秋
の
紅
葉
，
 

ゑ
 .
 
の
 寒
梅
、
春
の
鷺
・
 

夏
 

の
朝
顔
や
金
魚
，
秋
の
赤
蜻
蛉
・
冬
の
白
鳥
な
ど
季
節
 

の
お
と
ず
れ
を
示
す
花
鳥
が
歌
に
う
た
い
こ
ま
れ
て
い
 

る
 。
さ
ら
に
 
雪
ど
 
け
や
 

開
花
に
よ
っ
て
 

春
 、
雲
の
形
や
螢
か
ら
 

夏
、
 
ム
ロ
 

風
 や
生
 
の
声
で
 
秋
 、
初
雪
や
渡
り
鳥
で
冬
と
い
う
よ
う
に
自
然
 

現
象
の
う
ち
に
四
季
の
 

う
つ
り
か
わ
り
が
感
じ
ら
れ
て
も
い
た
。
ま
た
一
年
を
 

生
産
活
動
を
営
む
 

春
 ・
 
夏
と
 
、
休
息
に
入
る
秋
・
冬
に
 

わ
け
、
山
の
神
や
冬
眠
 

動
物
が
山
か
ら
里
に
下
る
春
、
山
に
帰
る
秋
と
い
う
よ
 

う
に
一
年
を
二
分
す
る
こ
と
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
 

日
本
の
民
俗
宗
教
で
は
古
来
、
以
上
述
べ
て
き
た
自
然
 

の
 空
間
的
な
区
分
と
そ
の
相
関
、
日
月
を
基
準
と
す
る
 

時
の
動
き
を
人
智
で
 

観
 

酪
 は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
天
地
の
お
の
ず
か
ら
が
 

る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
順
応
し
て
生
き
る
こ
と
を
 

叢
 
口
 
Ⅰ
片
し
 

L
 
レ
て
と
コ
 

Ⅰ
と
Ⅰ
几
の
で
あ
Ⅰ
 

八
ワ
 

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

四
 
内
な
る
自
然
 

教
 

'
"
"
 

。
 
マ
 
ス
 
Ⅰ
 

 
 

自
然
の
空
間
と
時
間
の
お
の
ず
か
ら
に
即
し
て
生
活
し
 

て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
 

ぬ
 る
 、
人
間
を
外
在
す
る
自
然
に
対
応
す
る
「
内
な
 

る
 自
然
」
と
す
る
思
想
力
生
み
出
さ
れ
て
し
る
 

、
 ：
 
、
 

Ⅰ
。
 

一
 
3
-
1
 
 

外
な
 る
 自
然
，
内
な
る
自
然
、
内
 

  

に
、
 月
の
満
ち
欠
け
を
も
と
に
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
 。
な
お
か
っ
て
は
一
月
十
五
日
の
小
正
月
、
 
セ
月
 十
五
 日
の
盆
の
よ
う
に
満
月
 



 
 

 
 

 
 

い
う
よ
う
に
、
生
の
根
源
を
気
に
お
い
て
い
る
。
ま
た
 

今
一
方
で
天
気
・
空
気
、
こ
の
両
者
が
も
た
ら
す
気
候
 

と
い
う
よ
う
に
外
界
の
 

自
然
の
状
況
を
示
す
際
に
も
気
と
い
う
表
現
を
用
い
て
 

い
る
。
陰
陽
道
の
人
間
を
は
じ
め
万
物
が
 

陰
 
・
陽
二
気
 

を
 
持
つ
と
か
、
万
物
が
 

木
人
上
金
水
の
五
行
か
ら
な
る
と
の
思
想
も
同
様
の
も
 

の
で
あ
る
。
空
海
に
は
じ
ま
る
密
教
に
見
ら
れ
る
 

仏
圭
 

目
蔭
を
は
じ
め
万
物
が
地
 

 
 

宇
宙
 ヲ
宙
 q
o
n
o
s
 

ョ
 。
③
と
い
う
対
応
が
こ
れ
で
あ
る
 
。
ち
な
み
に
宇
宙
の
宇
 

は
空
間
、
宙
は
時
間
を
示
す
と
さ
れ
て
い
る
。
 

イ
ン
ド
で
は
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
 
一
 
B
C
 一
 
O
0
0
 邑
に
 、
自
 然
 界
と
人
間
界
は
同
一
の
理
法
に
も
と
づ
い
て
律
せ
ら
 

れ
る
。
す
な
わ
ち
 
自
 

然
 が
天
則
に
従
 う
と
 秩
序
・
均
整
が
保
た
れ
、
天
則
に
 
反
す
る
と
変
異
が
お
こ
る
。
人
間
の
場
合
は
天
則
は
真
 

義
 ・
正
義
で
、
そ
れ
に
 

反
す
る
こ
と
は
虚
偽
、
不
正
で
あ
る
。
天
則
は
祭
式
の
 

規
律
で
も
あ
っ
て
、
所
定
の
時
・
空
で
定
め
ら
れ
た
 

通
 り
に
祭
式
を
行
な
う
と
、
 

-
 
Ⅱ
 -
 

天
則
に
か
な
っ
て
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
神
は
天
則
 

の
 遵
奉
者
、
保
護
者
で
あ
る
と
の
自
然
 
観
 が
認
め
ら
れ
 た
 。
ま
た
中
国
の
自
然
   

  



 
 
 
 

 
 

轍
月
 を
か
け
た
表
現
で
あ
る
。
ま
た
水
田
に
種
を
ま
 
い
て
か
ら
収
獲
が
終
る
迄
の
六
回
の
月
の
満
ち
欠
け
に
 あ
わ
せ
て
、
一
年
が
田
の
神
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

か
ら
九
月
と
、
守
護
を
お
え
た
神
が
去
る
神
無
月
（
 十
 月
 ）
か
ら
三
月
迄
の
休
息
の
 

 
 

 
 

ぬ
人
 ケ 月
に
二
分
さ
れ
た
。
 

民
俗
宗
教
に
於
け
る
外
な
る
自
然
と
内
な
る
自
然
の
対
 
応
は
 、
天
空
の
月
の
満
ち
欠
け
、
大
地
の
植
物
の
生
長
 
、
女
性
の
受
胎
，
 出
 

産
 、
人
間
の
死
と
再
生
を
類
比
さ
せ
る
里
の
農
民
の
信
 仲
 の
う
ち
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
月
は
前
項
 
で
も
述
べ
た
よ
 う
 に
 毎
 

月
一
日
（
月
立
ち
）
に
出
現
し
、
七
日
頃
の
上
弦
か
ら
 
次
第
に
丸
く
な
り
十
五
日
に
満
月
と
な
る
。
こ
の
あ
と
 
ま
た
欠
け
は
じ
め
二
十
 

三
日
頃
に
は
下
弦
と
な
り
、
三
十
日
の
晦
日
（
戸
隠
り
 ）
に
は
姿
を
消
す
と
い
う
よ
う
に
、
出
現
、
成
熟
、
 衰
 退
 、
消
滅
を
く
り
返
す
。
 

ま
た
図
像
で
は
、
月
の
中
で
餅
を
つ
い
て
い
る
兎
が
 
描
 か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
穀
霊
の
精
を
な
す
餅
を
女
神
の
 
兎
が
 生
み
出
す
こ
と
を
 

示
す
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
他
、
月
の
中
に
 蛙
 が
す
む
と
の
伝
承
も
認
め
ら
れ
る
。
 

日
本
で
は
明
治
五
年
 迄
は
 、
こ
の
月
を
基
準
に
し
た
 人
 陰
暦
に
も
と
づ
い
て
農
耕
が
営
ま
れ
て
い
た
。
月
を
神
 
格
 化
し
た
月
読
尊
の
 

語
義
は
「
月
を
読
む
」
、
す
な
わ
ち
月
の
満
ち
欠
け
、
 

月
 に
か
か
る
雲
な
ど
に
よ
っ
て
日
柄
や
天
候
を
知
る
こ
と
 
を
さ
し
て
い
る
。
ま
た
 

観
 

「
古
事
記
」
で
は
、
農
耕
は
月
読
尊
が
殺
し
た
 葦
 原
の
中
つ
国
の
保
食
神
の
死
体
の
各
部
分
が
化
し
た
 
五
 穀
を
栽
培
し
た
の
に
始
ま
る
 

盟
 

と
し
て
い
る
。
月
は
潮
の
干
満
と
か
か
わ
る
こ
と
 
か
ら
潮
流
さ
ら
に
水
を
支
配
す
る
と
考
え
ら
れ
、
 雨
 
，
 稲
妻
、
蛇
な
ど
と
結
び
つ
け
 

 
 

ら
れ
た
。
水
田
稲
作
に
最
も
必
要
と
さ
れ
る
梅
雨
 
を
 五
月
雨
（
 さ
 み
だ
れ
）
と
い
う
の
は
、
五
月
（
 さ
つ
 き
 ）
の
 月
と
 雨
を
も
た
ら
す
 

 
 
 
 

 
 

神
道
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
て
あ
る
 

ノ
，
 @
 
@
 
 
。
。
 
垂
 
i
 

水
火
風
空
識
の
六
大
か
ら
な
り
、
身
口
意
の
三
密
の
働
 
き
を
持
つ
と
の
思
想
や
、
鎌
倉
新
仏
教
の
母
胎
を
な
す
 
天
台
本
覚
論
の
草
木
 国
 

土
 悉
皆
成
仏
の
思
想
で
は
、
人
間
を
は
じ
め
万
物
が
 
仏
 性
 を
も
ち
成
仏
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
 
の
 思
想
は
民
俗
宗
教
や
 



を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

月
 、
植
物
、
女
性
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
死
と
再
生
を
 

お
の
ず
か
ら
の
も
の
と
す
る
思
想
は
民
俗
宗
教
の
死
生
 

観
に
も
反
映
し
て
い
 

る
 。
前
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
人
間
は
死
後
、
土
葬
の
 

場
合
に
は
そ
の
ま
ま
、
風
葬
で
は
風
に
さ
ら
さ
れ
て
 

腐
 故
 し
た
死
骸
の
骨
を
水
 

で
 清
め
て
、
火
葬
で
は
火
に
よ
っ
て
白
骨
化
し
た
つ
え
 

で
 土
中
に
埋
葬
す
る
。
そ
の
際
に
棺
に
死
者
の
抽
の
緒
 

を
 入
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
 

既
述
の
よ
う
に
埋
葬
す
る
大
地
は
母
胎
に
な
ぞ
ら
え
ら
 

れ
て
い
る
。
と
す
る
と
埋
葬
は
死
者
を
 
ム
 
「
一
度
母
胎
に
 
帰
し
て
再
生
さ
せ
る
 い
 

と
な
み
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
「
古
事
記
」
に
は
保
全
 

神
の
死
骸
か
ら
穀
物
の
種
が
生
じ
た
話
が
認
め
ら
れ
た
 

。
白
骨
は
舎
利
と
呼
ば
 

 
 

 
 

 
 

男
性
が
陽
で
あ
る
の
に
対
し
て
 

陰
 
と
さ
れ
た
。
ま
た
 

妊
 
娠
に
 

微
妙
な
影
響
を
及
ぼ
す
女
性
の
生
理
は
、
月
経
、
 

月
水
と
 

よ
 
ば
れ
た
。
 

こ
 

れ
は
月
の
も
た
ら
す
水
が
農
耕
に
欠
か
せ
な
い
と
し
た
 

の
と
同
じ
発
想
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
 

も
あ
っ
て
か
月
が
下
弦
 

に
な
る
毎
月
二
十
三
日
に
、
 

嫁
 
仲
間
が
宿
に
あ
つ
ま
っ
 

て
 
床
に
月
読
尊
の
軸
を
か
け
て
月
待
を
し
て
、
月
に
受
 

胎
を
祈
る
二
十
三
夜
話
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日本の民俗宗教における 自然 観 

る に 人 元 
環 射 る 論 こ 

填 す と に こ 

倫 る 世 よ で 
埋 忠 俗 っ 令 正 
学 悪 化 て 一 度量自 提 が 的、 が進 理論 

然 環境 指 されみ神の 実践的 づける 初にあ 

て 討 死 ね げ の   
。 宋 学 人 界 

壊 
た め が 間 観 
だ ら 生 中 の 
本 れ み 心 三 
小 て 出 の 類 
論 い さ せ 型 
で る れ 界 を 
は 。 た 観 想 

最 そ   に 起 
初 の 一 も し 
に 一 方 と て 
述 っ 技 づ ぃ 

べ と 術 く た 
た し の 科 だ 
世 て 進 学 き 

界 日 歩 技 た 
観 然 は 術 ぃ 
の の 地 に 。 
三 権 球 ょ 局 
類 別 視 る 知 
型 を 模 白 め 
に 認 の 然 よ 
て め 自 支 う 

ら て 然 配 に 
し 自 環 が   
て 然 境 な 近 

、 を の さ 代 
人 人 破 れ 以 
間 間 壊 て 降   
の 配 た 。 ル 

世 か ら 二 ト   

れ や の 人 尊 丘 の の 姿 
る 植 芽 と す 尼 場 お な 

の 物 や し る は 合 の た 
で と 動 て 絵 、 に ず て 
あ 何 物 再 と 通 は か 、 
る 様 の 生 き 夜 一 ら こ 

。 に 卵 さ の の 般 に れ 
、 を せ テ 際 に の が 

一 は る キ に は っ 根 
度 ぐ 成 ス 妻 仏 と づ 
死 く 人 ト の と っ く 

ん ん 式 を 添 し て と 

だ で に 伝 寝 て 、 そ 
の い も え に あ 死 の 
ち る 詔 て よ る と 死 
  。 め い っ い 再 考 は神 られそれ再びⅡ： 尤 -g- て受 は神 生を 

生 敗 る こ 胎 と く と 

を 大 。 う し し り し 
え 地 な し た て か て 
て は お た 死 再 え 再 
ょ 万 人 癩 者 生 す 生 
み 物 間 死 が す 本 す 
が の や 再 三 る 性 る 
え 死 動 生 国 と を と 

る と 物 の 忌 さ 内 の 
目 高 0 モ に れ 花 信 
然 生 死 チ 再 て し 仰   
の と 枯 の 、 。 る め 
ず 捉 死 儀 三 例 と ら 

か え し 礼 十 え 捉 れ 
ら ら た は 三 ば え る 
の れ 植 、 国 間 ら 。 
あ る 物 子 忌 出 れ 人 
り 。 を 供 に 県 て 間 
方 こ 含 を は 邑 い も な 内 稲 うしを みこ 象徴 完成 大郡 るの 

在 た ん 的 し 邑 で ど   
て か 地 し と 下 。 物 
い ら は て な 笠 も と 

る 、 新 一 る 加 っ 同 
と 人 し 人 こ の と 様 

考問 えは植のを野人自 い前と能もに 
ら 月 物 大 指 此 間 然 

れ
る
が
、
米
の
こ
と
を
銀
舎
利
と
呼
ん
で
い
ろ
。
ま
た
 
死
後
三
十
三
回
忌
の
弔
い
あ
げ
に
は
、
墓
に
葉
の
つ
い
 
た
 生
木
の
 ウ
 レ
ツ
キ
 塔
 



た
ら
し
た
神
の
花
や
自
然
環
境
の
破
壊
を
是
正
す
る
 
世
 界
 観
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
為
の
方
法
と
し
 
て
は
、
今
一
度
キ
リ
ス
 

ト
 教
な
ど
に
見
ら
れ
る
 神
 中
心
の
世
界
観
に
た
ち
か
 え
 っ
て
そ
の
中
に
新
し
い
道
を
求
め
る
も
の
と
、
ア
ジ
ア
 の
 民
俗
宗
教
に
見
ら
れ
 

る
 自
然
の
お
の
ず
か
ら
を
中
心
と
す
る
世
界
観
の
中
に
 人
間
と
自
然
が
共
存
す
る
道
を
さ
ぐ
る
試
み
が
考
え
 
ろ
 れ
る
。
 

こ
の
う
ち
前
者
に
属
す
る
も
の
に
は
、
神
の
王
国
に
存
 在
す
る
す
べ
て
の
生
き
物
は
神
の
前
で
は
平
等
で
あ
る
 
と
 主
張
す
る
環
境
 神
 

学
や
、
人
間
を
自
然
の
中
に
相
対
化
す
る
 伸
 す
な
わ
ち
 自
己
否
定
の
視
座
と
し
て
の
神
を
、
聖
書
の
中
に
発
見
 
す
る
営
み
が
認
め
ら
れ
 

 
 

民
俗
宗
教
の
世
界
観
に
お
け
る
自
然
を
中
心
と
し
た
人
 
と
 神
の
あ
り
方
の
う
ち
 

に
 自
然
と
人
間
の
共
存
の
道
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
い
  
 

民
俗
宗
教
に
見
ら
れ
る
自
然
中
心
の
世
界
観
に
お
い
て
 
は
 、
自
然
の
お
の
ず
か
ら
の
中
に
人
間
も
神
も
位
置
づ
 
け
ら
れ
て
い
た
。
も
 

つ
 と
も
そ
の
際
に
自
然
の
お
の
ず
か
ら
の
運
動
そ
の
も
 
の
を
神
格
化
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。
密
教
の
大
 自
如
来
や
そ
の
 垂
助
 で
 

太
陽
を
神
格
化
し
た
と
さ
れ
る
天
照
大
神
が
こ
れ
で
あ
 
る
 。
そ
し
て
、
天
空
の
月
や
星
、
風
雨
な
ど
の
自
然
 
現
 象
 は
す
べ
て
、
そ
の
お
 

の
ず
か
ら
の
あ
ら
わ
れ
で
、
特
に
月
の
満
ち
欠
け
は
そ
 の
 重
要
な
め
や
す
と
さ
れ
た
。
農
民
の
多
く
は
、
そ
れ
 
に
の
っ
と
っ
て
四
月
か
 

ら
 九
月
の
水
田
稲
作
に
従
事
し
、
十
月
か
ら
三
月
は
休
 思
 し
た
。
こ
の
休
息
期
間
の
間
に
新
穀
を
神
と
共
食
す
 
る
 秋
祭
、
霊
魂
を
身
体
 

ほ
 つ
け
 ろ
冬
祭
 、
活
力
を
示
し
発
動
さ
れ
る
春
奈
が
行
 な
わ
れ
た
。
神
も
四
月
か
ら
九
月
は
里
に
あ
っ
て
農
耕
 
を
守
り
、
十
月
か
ら
 三
 

月
は
山
で
休
息
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
期
間
山
中
に
 
寵
 っ
て
修
行
し
た
神
主
や
山
伏
は
 、
 神
の
力
を
体
現
し
た
 も
の
と
し
て
、
冬
眠
 し
 

た
 動
物
は
神
の
使
い
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
。
 

そ
の
後
正
月
と
七
月
十
五
日
の
盆
が
先
祖
ま
つ
り
の
 
日
 と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
正
月
は
 年
の
始
め
に
年
玉
を
 

も
ら
っ
て
歳
を
と
る
日
、
盆
は
死
者
供
養
の
行
事
と
さ
 れ
て
、
僧
侶
が
た
ず
さ
わ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
と
あ
わ
せ
 
て
 四
月
に
は
山
か
ら
 神
   



見
 と
ど
け
た
つ
え
で
上
に
帰
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
自
然
の
リ
ズ
ム
に
の
っ
と
っ
た
年
中
行
事
は
い
わ
 ば
 大
宇
宙
の
お
の
ず
か
ら
の
理
法
で
あ
る
。
一
方
小
宇
 
宙
 を
な
す
人
間
の
 一
 

観
 

。
自
生
は
内
な
る
自
然
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
と
 

然
 

こ
ろ
で
こ
の
内
な
る
自
然
と
し
て
の
人
間
の
一
生
と
大
 宇
宙
の
お
の
ず
か
ら
を
示
す
 

 
 

 
 

て
 成
長
す
る
正
月
、
結
婚
は
春
祭
の
豊
穣
の
予
祝
、
 
死
 は
 祖
先
を
迎
え
る
 盆
 、
神
と
 

 
 

㍾
の
動
き
に
の
っ
と
っ
て
、
小
宇
宙
と
し
て
の
人
間
 

の
 生
が
営
ま
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
人
間
が
内
な
る
 
自
 然
 を
な
す
こ
と
を
物
語
っ
て
 

 
 
 
 

%
 
 な
る
弔
い
あ
げ
は
十
月
の
収
穫
 祭
 と
い
う
よ
う
に
 相
互
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
外
な
る
自
然
で
 
あ
る
大
宇
宙
の
お
の
ず
か
ら
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

よ
 う
 に
自
然
の
理
法
そ
の
も
の
を
神
格
化
し
た
統
御
神
 
の
お
の
ず
か
ら
に
の
っ
と
っ
 

本
 

い 後 言 成 た 
あ は 牛 人 ど 一 

げ 子 は 式 り 方 
後 藤 桜 を つ 人 
は か ・ む い 間 

、 ら 壮 か た は 

山 に善は 追年え " 魂 が 受 " 
仁 侠 松 結 夏 胎 
っ 養 や 婚 体 し 

て ・ 移 し に て 
神 谷   子 付 母 と 初 伏 着 船 
な 王 君 を す 内 
る 月 は 生 る で   
    紅 み こ 生 長し 、この 彼岸 葉 大目 て とに 

あ な 者 、 よ て 
と ど 人 や っ 誕 
は 祖 は が て 生 
上 霞 落 て 、 し 

記 化 葉 先 買   
の の し を の 他 
よ 儀 た 辺 土 界 
う 札 木 え を と 

に を と る 得 さ 
春 う い 。 た れ 
ぼ け う な 。 た 
は る よ お そ 山 
出 こ う こ し か 
か と に の て ら 
ら に 四 週 目 J@l 
干 よ 季 程 然 を 

つ っ の は の 流 
て て 折 農 恵 れ 
干 、 々 作 み て 
孫 次 の 物 、 き 

の 男 木 の 家 た 
農 に に 発 族   
新 漬 な 芽 の ま 

を ま ぞ ・ 保 た 
守 っ ら 戒 護 海 

り て え 長 の の     
を 弔 死 ・ て に 

を
 迎
え
て
豊
作
を
祈
る
春
奈
、
十
月
に
は
神
に
新
穀
を
 供
え
て
豊
穣
を
感
謝
し
て
上
に
送
る
秋
祭
が
行
な
わ
れ
 
た
 。
そ
し
て
正
月
・
 サ
 ・
 

春
 
・
秋
の
祭
の
四
つ
が
年
間
の
最
大
の
行
事
と
な
っ
て
 い
っ
た
。
人
々
は
毎
年
自
然
の
お
の
ず
か
ら
の
動
き
の
 中
で
農
耕
を
営
み
、
 

こ
 

の
 四
つ
の
行
事
を
は
じ
め
と
す
る
諸
行
事
を
定
め
ら
れ
 
た
 通
り
に
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
の
恩
恵
を
受
 
け
 よ
 う
 と
し
た
の
で
あ
 

る
 。
 



原 の よ な っ 田 無 よ 失 に の れ 

な
 い
 死
者
の
幽
霊
、
ま
つ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
零
落
し
 た
 神
が
化
し
た
妖
怪
が
こ
れ
で
あ
る
。
順
調
な
生
を
お
 
え
て
、
死
後
は
子
孫
 

供
養
を
う
け
た
人
の
よ
う
に
、
祖
先
 神
 
（
人
間
 
神
 ）
に
 な
り
行
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
自
然
を
神
格
化
 
し
た
自
然
神
の
傘
下
 

入
り
、
人
間
に
よ
る
自
然
環
境
の
破
壊
を
憤
る
自
然
神
 
と
も
ど
も
自
分
を
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
や
っ
た
者
に
 
報
復
す
る
。
病
気
、
 

業
 、
天
変
地
異
な
ど
は
、
こ
う
し
た
自
然
神
と
結
託
し
 
た
 水
子
や
小
児
の
霊
の
障
り
、
怨
霊
の
崇
 
り
 、
幽
霊
 や
 妖
怪
の
い
た
ず
ら
に
 

る
と
説
明
さ
れ
た
。
 

こ
れ
ら
の
中
で
も
と
く
に
怨
霊
の
崇
り
は
地
震
、
落
雷
 、
台
風
な
ど
自
然
の
猛
威
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
 
こ
 れ
を
鎮
め
る
為
に
は
 

霊
を
御
霊
神
に
ま
つ
り
あ
げ
て
、
そ
の
守
護
を
願
わ
ぬ
 ば
な
ら
な
か
っ
た
。
菅
原
道
真
を
ま
つ
っ
た
天
満
宮
、
 
平
将
門
を
ま
つ
る
 神
 

明
神
は
こ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 
水
 子
や
幼
児
霊
の
障
り
に
対
し
て
は
こ
う
し
た
霊
が
い
る
 
と
さ
れ
る
霊
場
に
い
 

て
 、
こ
れ
ら
の
霊
に
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
風
車
を
 
与
え
た
り
、
入
学
、
結
婚
の
絵
馬
を
お
さ
め
る
こ
と
に
 
よ
っ
て
、
そ
の
思
い
 

か
な
え
さ
せ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。
ま
た
幽
霊
は
供
 養
し
、
妖
怪
は
ま
つ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
不
満
を
や
 わ
ら
げ
よ
う
と
し
た
。
 

け
れ
ど
も
誕
生
・
結
婚
・
 オ
 ・
弔
い
あ
げ
に
よ
っ
て
 神
 に
な
る
と
い
う
人
間
の
願
い
が
、
特
定
の
人
間
や
企
業
 
の
 エ
ゴ
に
よ
っ
て
 、
 

り
賛
沢
 な
生
活
や
大
き
な
利
潤
の
追
究
と
い
う
よ
う
に
 極
端
に
強
調
さ
れ
、
そ
の
周
囲
を
つ
つ
む
 天
 ・
 力
 ・
 動
 植
物
の
お
の
ず
か
ら
 

動
き
を
支
え
る
、
自
然
環
境
の
破
壊
が
も
た
ら
さ
れ
た
 
時
に
は
、
自
然
の
神
は
人
々
に
天
災
を
も
た
ら
す
の
で
 
あ
る
。
事
実
天
災
の
 

因
 に
は
高
慢
な
人
問
や
企
業
に
 よ
 る
自
然
環
境
の
破
壊
 に
も
と
づ
く
人
災
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
こ
 う
 し
た
 場
ム
ロ
 
に
は
、
 怨
 

周 て 
囲 と 無 
の こ 事 
者 を @ こ 

の が 一 

  
意 し お 

で 死順 たえ 、 
古 調 子 
し な 孫   
子 を ま 

供 た っ 
、 ど ら 

入 ら れ 
間 な て 
関 い 神 
傑 人 と 

の も な 
し 少 る 

ナサ 主 な こ 

ら く と 

み な が 
  い 至 

政 。 上 
筆 親 の 
  の 幸 
戦 都 福 

筆台と ので 考 

為 こ え 
ほ の た 
恕 せ の 
念 の で 
を 生 あ 
い な る 
だ 与   
い ， え 

て ら 

死 ね 
口 な 
し か 
た っ 

怨 た 
霊 水 

供 " 子 " 
養 親 
さ や 

  



日本の民俗宗教におけ そ 

-
1
-
 
宮
家
宰
「
日
本
の
民
俗
宗
教
 

ヒ
 講
談
社
、
一
九
九
四
年
 
参
 昭
 "
 
。
 

（
 
2
 ）
柳
父
 章
 「
翻
訳
の
思
想
「
自
然
」
と
 2
 曲
 
富
 r
e
 
ヒ
平
 凡
 社
、
一
九
七
七
年
、
三
二
 

｜
五
 0
 頁
 参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 

年
 参
照
。
 

 
 

-
4
@
 
 

相
良
 亨
 「
は
じ
め
に
」
「
自
然
 

ヒ
 講
座
日
本
志
 相
二
 、
 東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
Ⅳ
 

頁
 。
 

  観
 

 
 

本
 小
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
民
俗
宗
教
 

い
、
そ
れ
と
調
和
し
て
生
き
る
こ
と
を
理
想
と
し
 

試
 し
、
す
べ
て
の
も
の
を
尊
重
す
る
思
想
も
存
在
 

順
 な
自
然
に
対
し
て
専
横
に
な
り
、
民
俗
宗
教
に
 

自
然
環
境
の
破
壊
を
く
い
と
め
る
為
に
は
、
個
々
 

万
物
と
共
有
す
る
 
霊
性
 、
仏
性
、
清
く
明
き
心
に
 

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

の
 自
然
 観
 で
は
、
も
と
も
と
自
然
の
お
の
ず
か
ら
の
 
理
 法
を
神
と
認
め
、
そ
れ
に
 
従
 

て
い
る
。
さ
ら
に
万
物
が
聖
な
る
精
霊
、
気
、
仏
性
を
 

持
つ
の
 え
 、
こ
の
こ
と
を
 認
 

し
た
。
け
れ
ど
も
近
代
以
降
、
自
然
を
自
己
の
利
益
の
 

為
に
利
用
し
た
人
間
は
 
、
従
 

見
ら
れ
た
こ
う
し
た
自
然
観
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
 

現
在
地
球
規
模
で
進
む
こ
の
 

の
場
合
に
応
じ
た
反
対
運
動
と
あ
わ
せ
て
、
自
然
を
内
 

面
 化
し
た
人
間
が
、
自
然
の
 

た
ち
か
え
っ
て
、
自
然
の
お
の
ず
か
ら
に
則
し
て
生
活
 

す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
 

念
 を
い
だ
い
て
死
ん
だ
人
々
が
怨
霊
と
な
っ
て
自
然
神
 と
 結
託
し
て
天
災
を
も
た
ら
す
と
の
思
想
を
体
現
す
る
 
か
の
よ
う
に
、
企
業
の
 

利
潤
追
究
や
エ
ゴ
に
よ
る
公
害
で
死
亡
し
た
人
の
家
族
 や
 仲
間
は
、
そ
の
遺
影
や
「
 怨
 」
の
字
を
記
し
た
旗
を
 か
か
げ
て
、
自
然
保
護
 

運
動
や
公
害
闘
争
を
行
な
っ
て
い
る
。
当
事
者
は
気
づ
 
い
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
民
俗
 宗
教
の
自
然
観
に
も
と
 

一
 
れ
 -
 

つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 



0
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

（
 
6
 ）
西
田
幾
太
郎
 韮
ロ
の
 
研
究
」
岩
波
文
庫
、
一
九
五
 

0
 年
 、
 二
 二
一
 ｜
 二
三
三
頁
。
相
良
、
上
掲
論
文
二
五
 

9
?
 

二
五
一
頁
。
 

な
お
こ
の
思
想
は
上
掲
 川
 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
竹
内
啓
一
の
 

発
 毛
目
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
 

天
 台
本
覚
論
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

-
7
 
）
中
卒
 肇
 「
自
然
哲
学
の
時
代
的
視
点
」
「
自
然
と
コ
ス
モ
 

ス
 日
新
岩
波
講
座
哲
学
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
所
収
 

参
 昭
 -
0
 

（
 
8
 ）
太
陽
、
月
、
星
も
岩
石
・
 
土
な
ビ
虹
 
機
物
か
ら
構
成
さ
れ
 
て
い
る
が
、
一
応
概
念
上
区
別
し
て
お
き
た
い
。
 

（
 
9
 ）
英
語
の
日
日
お
 は
 当
初
は
「
天
地
」
「
万
物
」
「
造
化
」
「
 

森
羅
万
象
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
。
 

-
 
柳
父
 章
 、
上
掲
ま
目
）
ま
た
 

中
 国
 哲
学
で
は
 コ
ゅ
 
官
お
 な
 

中
国
語
の
「
 
天
 」
「
性
」
「
 

気
 」
「
自
然
」
「
 

道
 」
 な
ピ
 に
置
き
か
え
 
て
 、
そ
の
白
状
観
を
分
析
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
（
内
山
俊
 

彦
 「
中
国
古
代
思
想
 

史
 に
お
け
る
自
然
認
識
し
創
立
社
、
一
九
八
七
年
参
照
）
。
 

而
 @
 
R
.
 
レ
ッ
ド
 ブ
 イ
ー
ル
ド
、
染
谷
臣
道
、
宮
本
膳
 

訳
 「
 
未
 開
の
世
界
観
と
文
明
」
「
未
開
社
会
の
変
貌
」
 

み
 す
ず
書
房
、
 一
 
九
七
八
年
。
 

@
-
 原
田
敏
明
「
古
代
日
本
の
信
仰
と
社
会
」
彰
孝
書
院
、
一
 

九
四
八
年
、
五
三
 
｜
 六
八
頁
。
 

@
-
 
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
る
自
然
物
を
と
り
あ
げ
て
そ
の
里
佳
 

の
 根
拠
を
解
明
し
た
も
の
に
は
、
 

M
.
 

エ
リ
ア
ー
デ
、
久
米
 

博
訳
 「
宗
教
学
概
論
 
I
1
 Ⅲ
」
 

せ
り
か
書
房
、
一
九
七
七
年
。
 

C
.
 

フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
 

ウ
、
 
田
丸
徒
書
、
大
竹
み
よ
 
子
訳
 「
宗
教
現
象
学
入
門
」
東
京
大
学
 

出
版
会
、
一
九
七
八
 

年
 、
四
十
 セ
 三
頁
が
あ
る
。
な
お
日
本
の
民
俗
宗
教
に
お
け
る
 

聖
な
る
自
然
物
を
と
り
あ
げ
た
も
の
に
は
、
斎
藤
正
二
「
日
本
 

的
 自
然
観
の
研
究
」
 

干
 、
八
城
書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
 

0
 ニ
 ー
 ニ
セ
 0
 頁
 。
肥
後
 和
 男
 「
日
本
に
於
け
る
原
始
信
仰
の
研
究
し
東
海
書
房
、
一
九
四
 

セ
年
 、
四
三
ー
 二
 0
 

 
 

 
 

 
 

九
九
 0
 年
 、
四
六
 ｜
 一
八
 
0
 頁
な
ど
が
あ
る
。
 

-
 
㎎
 -
 源
 丁
日
「
日
本
人
の
自
然
 
観
 」
「
自
然
と
コ
ス
モ
ス
」
 

新
 岩
波
講
座
哲
学
五
，
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
三
五
二
頁
。
 

（
Ⅱ
 
-
 服
部
正
明
「
イ
ン
ド
の
自
然
 

観
 」
上
掲
新
岩
波
講
座
 哲
 学
 五
、
二
九
九
頁
。
な
お
服
部
正
明
「
古
典
イ
ン
ド
の
自
然
 

観
 」
 
同
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
 

自
 

然
 し
 参
照
。
 

@
-
 福
永
光
司
「
中
国
の
自
然
 

観
 」
上
掲
新
岩
波
講
座
哲
学
 
五
 、
三
四
五
頁
。
 

花
 ）
田
村
芳
朗
「
日
本
思
想
史
に
お
け
る
本
覚
思
想
」
相
良
 

亨
 佃
編
「
自
然
 
ヒ
 講
座
日
本
思
想
 一
 
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
 

八
三
年
所
収
。
荻
山
深
 

良
 「
日
本
的
自
然
 

観
 の
 一
 
要
素
と
し
て
の
草
木
成
仏
思
想
」
ヨ
 

%
 
教
 研
究
」
二
九
九
天
七
の
四
 -
 
、
三
一
五
 
｜
 三
一
六
頁
、
一
九
 
九
四
年
。
 

-
 
と
 
M
,
 

エ
リ
ア
ー
デ
、
久
米
 

博
訳
 「
宗
教
学
概
論
Ⅱ
」
、
 

七
 ｜
 四
九
頁
参
照
。
 



日本の民俗宗教における 自然 観 

付
記
 
本
 小
論
は
一
九
九
四
年
十
二
月
六
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
 第
 四
回
日
本
学
術
会
議
哲
学
系
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
自
然
」
で
 の
 提
題
原
稿
に
加
筆
し
 

た
も
の
で
あ
る
。
 

（
 む
 
M
.
 

エ
リ
ア
ー
デ
、
久
米
 

博
 、
上
掲
 書
 Ⅲ
 、
一
｜
 一
二
頁
  
 

-
 円
）
宮
家
 準
 
「
当
山
派
修
験
の
地
域
定
着
 
｜
 追
善
供
養
の
絵
 と
 き
 」
 慶
鷹
 義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要
三
六
、
一
九
 九三
年
。
 

@
 
）
 
R
.
F
.
 ナ
 ツ
シ
ュ
、
松
野
弘
 
訳
 
「
自
然
の
権
利
」
 T
B
 S
 ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九
三
年
参
照
。
 

万
 ）
荒
井
 献
 
「
聖
書
の
自
然
観
に
よ
せ
て
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
 

環
境
と
宗
教
」
日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
究
連
絡
委
員
会
、
一
九
 
九
四
年
。
 

-
 ど
折
口
信
夫
「
年
中
行
事
」
「
折
口
信
夫
全
集
し
一
五
巻
、
 中
央
公
論
社
、
一
九
六
 セ
 早
参
照
。
 

元
 ）
こ
う
し
た
大
宇
宙
の
運
行
の
中
に
個
人
の
生
で
あ
る
小
宇
 宙
を
位
置
づ
け
る
営
み
は
、
天
空
の
星
座
に
位
置
づ
け
て
個
人
 の
 運
勢
を
う
ら
な
う
占
星
 

術
 に
も
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

@
 

）
宮
家
 準
 
「
日
本
の
民
俗
心
意
 ｜
 恩
情
と
情
念
と
」
宮
家
「
 日
本
宗
教
の
構
 
せ
巴
 慶
応
通
信
、
一
九
 
セ
 四
年
所
収
参
照
。
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体
 的
な
生
活
の
諸
活
動
、
す
な
わ
ち
生
活
活
動
二
 %
 

ぉ
 ヰ
ぎ
臣
 可
を
介
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
宗
教
の
目
 （
 体
 的
な
形
態
は
、
生
活
 
明
 

 
 

 
 
 
 

活
動
に
深
く
関
わ
り
、
さ
ら
に
自
然
が
人
間
に
関
わ
る
 
の
は
生
活
活
動
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
村
落
 
に
お
け
る
宗
教
事
象
に
㎎
 

古
賀
私
財
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
稿
は
、
村
落
に
お
け
る
宗
教
事
象
を
事
例
と
 し
て
、
宗
教
の
自
然
と
の
関
係
を
リ
ー
チ
の
い
 

う
 物
質
的
象
徴
 化
と
い
う
側
面
か
ら
 
検
 

訂
 す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
宗
教
儀
礼
に
よ
っ
て
自
然
を
対
 象 と
し
て
自
分
の
生
活
世
界
を
表
象
す
る
と
い
う
捉
え
方
で
あ
 
る
 。
 

ま
ず
、
 奥
 能
登
の
 ア
エ
ノ
コ
ト
 
を
事
例
と
し
て
、
田
の
神
祭
り
を
 主
旨
と
す
る
 
ア
エ
ノ
コ
ト
 
の
祭
り
の
中
に
季
節
に
生
活
時
間
を
 同
調
さ
せ
る
側
面
 

本
稿
は
、
自
然
と
関
わ
り
を
も
つ
宗
教
事
象
、
す
な
わ
 

が
あ
る
こ
と
を
取
り
出
し
、
就
業
形
態
が
大
き
く
変
化
し
た
現
状
 

ち
 宗
教
的
行
為
や
信
仰
の
対
象
物
な
ど
の
観
察
さ
れ
る
 

で
は
後
者
の
性
格
が
強
い
こ
と
を
見
た
。
次
い
で
、
琵
琶
湖
 
湖
 

宗
教
現
象
を
人
問
の
 

東
 の
 伊
 野
部
の
村
落
 

境
界
を
事
例
と
し
て
、
村
落
 や
 ム
ラ
・
ノ
ラ
・
ヤ
マ
と
い
う
生
活
 活
動
の
諸
領
域
を
対
象
と
し
て
生
活
空
間
が
物
質
的
象
徴
化
さ
 れ
て
い
る
様
態
を
取
 

り
 出
す
と
と
も
に
、
道
切
り
の
象
徴
作
用
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
、
表
象
さ
れ
る
生
活
空
間
に
秩
序
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
 
-
 」
と
を
指
摘
し
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 生
活
世
界
、
物
質
的
象
徴
化
、
ア
エ
 ノ
コ
ト
 、
境
界
 

は
じ
め
に
１
本
稿
に
お
け
る
宗
教
と
自
然
の
関
係
 枠  
 

生
活
場
面
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
 
と
 宗
教
の
関
わ
り
合
い
を
考
察
す
る
場
合
、
人
間
の
生
 
活
 過
程
を
構
成
す
る
 具
 

村
落
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
表
象
と
自
 殊
、
 

、
 
，
 

，
 



は
 、
自
然
時
間
や
自
然
空
間
に
関
連
す
る
も
の
が
多
 
い
 が
 、
そ
れ
は
、
村
落
に
お
け
る
生
活
活
動
が
自
然
の
形
 態
 に
影
響
を
比
較
的
 大
 

き
く
受
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
 

ひ
と
つ
の
宗
教
事
象
は
、
 標
傍
 さ
れ
る
宗
教
的
目
標
の
 達
成
以
外
の
側
面
を
も
も
つ
。
本
稿
で
は
、
宗
教
事
象
 
に
お
い
て
観
察
さ
れ
 

る
標
傍
 さ
れ
る
宗
教
的
目
標
の
達
成
と
い
う
側
面
と
生
 活
 時
間
と
生
活
空
間
と
い
う
生
活
世
界
の
表
出
と
い
う
 
側
面
に
注
目
し
、
両
側
 

面
を
対
比
し
な
が
ら
宗
教
と
自
然
の
関
わ
り
を
検
討
し
 
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
自
然
の
人
間
に
対
す
る
関
わ
り
 
方
 の
な
か
に
ふ
た
り
の
 

側
面
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
い
わ
 ば
 物
質
的
，
技
術
的
環
境
の
側
面
で
あ
り
、
物
質
的
・
 技
術
的
な
面
か
ら
生
活
 

活
動
を
継
続
さ
せ
、
同
時
に
生
活
活
動
を
制
約
す
る
も
 
の
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
温
度
、
湿
度
、
降
雨
量
、
 日
照
時
間
、
地
形
、
地
 

味
 、
水
利
の
便
等
々
の
自
然
の
状
態
は
、
生
活
活
動
の
 形
態
を
条
件
づ
け
て
き
た
。
人
間
に
と
っ
て
自
然
は
生
 
活
の
糧
を
得
る
対
象
で
 

あ
る
か
ら
、
人
間
は
、
こ
の
物
質
的
環
境
に
対
し
て
、
 技
術
的
な
改
善
の
企
て
を
続
け
て
き
て
い
る
。
ま
た
 
同
 時
に
、
自
然
が
自
分
た
 

ち
に
有
利
に
働
く
よ
う
に
形
而
上
学
的
に
操
作
、
祈
願
 、
感
謝
す
る
宗
教
事
象
を
作
り
上
げ
て
き
て
い
る
。
 
そ
 の
め
ホ
教
事
象
の
側
面
の
 

特
徴
は
、
目
標
が
 標
傍
 さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 る
 。
い
わ
ば
、
顕
在
的
側
面
で
あ
る
。
 

自
然
の
人
間
に
対
す
る
関
わ
り
方
の
も
う
ひ
と
つ
の
 
側
 面
は
 、
人
間
の
意
味
世
界
で
あ
る
生
活
世
界
 
目
の
 。
 
乏
 0
 「
 
巨
と
 関
連
す
る
も
の
 

で
あ
り
、
生
活
世
界
を
構
成
す
る
基
盤
で
あ
る
と
と
も
 
に
 、
生
活
世
界
を
表
象
す
る
物
質
的
対
象
 
日
 住
宅
 巨
 。
 
ヴ
 下
の
（
の
と
し
て
の
側
面
 

で
あ
る
。
人
間
の
生
活
活
動
は
、
他
方
に
お
い
て
自
分
 が
 住
む
意
味
的
な
精
神
世
界
で
あ
る
生
活
世
界
に
よ
っ
 
て
も
支
え
ら
れ
て
い
る
。
 

-
l
-
 

こ
の
生
活
世
界
は
、
生
活
活
動
の
時
間
と
空
間
を
含
め
 た
 生
活
活
動
の
状
態
を
下
敷
き
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
 
る
 。
生
活
活
動
の
舞
台
 

で
あ
る
そ
の
環
境
は
、
生
活
世
界
の
舞
台
で
も
あ
る
。
 生
活
活
動
の
環
境
に
は
、
自
然
と
い
う
物
理
的
環
境
も
 
含
ま
れ
る
。
自
然
の
形
 

状
は
 、
生
活
世
界
構
成
の
有
力
な
下
敷
き
と
な
っ
て
 
ぃ
 る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
に
と
っ
て
環
境
は
 
、
 生
活
世
界
を
具
象
化
す
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的
 側
面
に
着
目
し
て
、
個
別
の
生
活
活
動
と
関
係
づ
け
 て
み
る
と
 
不
 ム
ロ
程
に
見
え
る
宗
教
事
象
も
 
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

潜
在
的
側
面
に
注
目
す
る
と
合
理
的
に
見
え
る
の
で
あ
 
る
 。
 

 
  

 

甲
 
1
 

上
国
 

以
上
の
枠
組
み
を
模
式
化
し
た
の
が
図
 1
 
で
あ
る
。
 

本
 稿
 に
お
い
て
は
、
自
然
と
の
関
わ
り
を
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 キ
ャ
ン
バ
ス
で
も
あ
る
。
例
え
ば
リ
ー
チ
は
、
精
神
 の
 産
物
で
あ
る
諸
観
念
を
外
在
す
る
物
質
的
対
象
に
転
 
化
さ
せ
る
 

的
 象
徴
化
 ヨ
笘
轄
田
 ア
ヒ
 ヨ
す
 。
 打
臣
 0
 コ
 と
い
い
、
人
間
 は
 、
物
質
的
象
徴
化
に
よ
っ
て
諸
観
念
に
相
対
的
な
 永
 続
 性
を
あ
 

永
続
的
で
物
質
的
な
形
を
介
し
て
、
単
独
で
作
用
し
た
 
場
 ム
ロ
の
精
神
の
能
力
だ
け
で
は
扱
い
 
え
 な
 い
 技
術
的
な
 操
作
を
 、
 

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
 

一
 
2
 一
 自
然
と
宗
教
の
関
わ
り
に
 
関
し
て
、
生
活
世
界
を
表
象
す
る
対
象
 物
 と
し
て
自
然
 を
 捉
え
よ
 

稿
 で
は
、
リ
ー
チ
の
物
質
的
象
徴
化
は
、
有
効
で
簡
潔
 な
 道
具
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
、
自
然
的
・
物
理
的
 
環
境
に
重
 

自
分
の
生
活
世
界
を
構
成
し
確
証
す
る
。
そ
の
確
証
は
 
、
儀
礼
と
い
う
象
徴
行
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
 
が
 多
い
。
 

家
 に
対
し
て
自
然
は
、
表
出
の
対
象
と
し
て
存
在
す
る
 。
そ
の
宗
教
事
象
に
お
け
る
表
出
は
、
目
標
と
し
て
 
標
 梼
 さ
れ
る
 

に
よ
っ
て
象
徴
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
い
わ
ば
   

 
 

 
 

ば
 、
定
期
的
な
 雨
ご
い
 の
儀
礼
が
降
雨
の
祈
願
を
目
標
 と
す
る
と
 

の
 変
わ
り
目
を
確
認
す
る
儀
礼
で
も
あ
る
よ
 う
 に
 、
右
 に
 述
べ
た
顕
在
的
と
潜
在
的
の
 

]
 

こ
と
を
物
質
 

た
え
、
そ
の
 

人
間
に
加
え
 

う
と
す
る
 本
 

ね
 合
わ
せ
て
 

そ
の
宗
教
卓
 

よ
り
も
儀
礼
 

同
時
に
季
節
 

ふ
た
っ
 の
由
木
 



1
 
 農
耕
儀
礼
と
し
て
の
 ア
エ
ノ
コ
ト
 

異
能
登
の
 ア
ェ
ノ
コ
ト
 は
 、
家
 ご
と
に
家
人
の
み
で
 営
 ま
れ
る
家
の
祭
り
で
あ
る
。
こ
の
祭
り
は
、
か
つ
て
は
 
こ
の
地
方
に
広
く
ど
 

窪
 家で
も
営
ま
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
 、
現
在
伝
承
し
て
い
る
家
は
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
わ
れ
 
て
い
る
。
ま
た
、
家
の
 

自
然
に
 

る
こ
と
が
 

農
民
た
ち
 

館
に
関
わ
 

ア
エ
ノ
コ
 

表
出
す
る
 強

く
条
件
づ
け
ら
れ
る
農
業
を
主
な
生
業
と
し
て
き
た
 
村
落
に
お
い
て
は
、
季
節
の
変
化
に
同
調
し
て
生
活
 
活
 動
 が
行
わ
れ
 

多
く
、
季
節
の
変
化
に
同
調
す
る
生
活
時
間
が
構
成
さ
 れ
て
き
た
。
季
節
の
リ
ズ
ム
は
、
農
作
物
の
成
育
の
 り
 ズ
ム
で
あ
り
、
 

の
 生
活
の
リ
ズ
ム
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
農
耕
 
に
 関
わ
る
宗
教
事
象
は
、
顕
在
的
に
は
農
作
業
の
安
全
 
や
 作
物
の
豊
 

る
 側
面
を
標
 傍
 し
な
が
ら
、
潜
在
的
に
は
季
節
に
同
調
 す
る
生
活
時
間
を
表
出
す
る
一
面
を
も
つ
。
本
章
で
は
 
、
 異
 能
登
の
 

ト
 を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
、
管
見
に
よ
る
現
況
を
紹
 
介
し
な
が
ら
、
こ
の
祭
り
が
季
節
に
重
ね
 ム
ロ
 
わ
さ
っ
た
 生
活
時
間
を
 

側
面
を
記
述
し
て
い
く
。
 

一 
一 

季
節
・
生
活
時
間
・
宗
教
的
表
象
 ｜
奥
 能
登
の
 ア
エ
ノ
コ
ト
 を
事
例
と
し
て
 ｜
 

つ
 宗
教
事
象
を
、
そ
の
顕
在
的
側
面
と
潜
在
的
側
面
と
 
い
う
ふ
た
つ
の
側
面
を
軸
と
し
て
記
述
し
て
い
く
。
 
い
 い
か
え
る
と
、
生
活
 活
 

動
 と
生
活
世
界
を
媒
介
と
し
て
宗
教
と
自
然
と
の
 関
わ
 り
に
接
近
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
異
能
登
の
 
ア
エ
ノ
コ
ト
 を
と
り
あ
 

げ
る
。
こ
こ
で
は
、
田
の
神
祭
り
と
い
う
生
活
活
動
の
 
系
列
に
属
す
る
側
面
と
生
活
時
間
の
表
出
的
側
面
に
注
 
目
す
る
。
次
い
で
、
 琵
 

琶
湖
湖
東
 平
野
の
五
個
荘
町
 伊
 野
部
の
村
落
境
界
に
み
 ら
れ
る
宗
教
事
象
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
と
く
 
に
物
質
的
象
徴
化
さ
れ
 

た
 村
落
の
人
口
に
お
け
る
宗
教
事
象
が
表
出
す
る
生
活
 空
間
に
注
目
す
る
。
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礎
 
農
民
は
、
自
然
の
条
件
に
あ
っ
て
、
自
然
の
り
。
 

ス
 ム
に
 従
い
、
と
き
に
は
自
然
を
調
整
し
、
ま
た
改
良
を
 

加
え
な
が
ら
水
稲
栽
培
を
繰
 

綴
り
返
し
て
い
く
。
し
か
し
自
然
は
苛
酷
で
あ
り
、
 こ
の
物
理
的
・
技
術
的
な
関
わ
り
が
成
功
す
る
か
ど
う
 

か
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 
 

 
 

托
 

ア
エ
 ノ
コ
ト
 
は
、
自
然
と
密
着
し
て
き
た
農
民
 の
 生
活
と
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
物
理
的
・
 技
 術
 的
な
関
わ
り
の
面
を
み
る
。
 

こ
の
行
事
は
、
一
二
月
五
日
、
当
家
の
 ゴ
テ
 
（
主
人
）
 
が
 祭
主
と
な
り
、
田
の
神
を
田
に
迎
え
に
行
き
、
家
の
 
中
に
招
き
入
れ
、
 風
 

呂
に
 入
れ
、
食
事
を
供
し
て
も
て
な
し
、
そ
の
後
供
し
 た
 食
物
を
家
人
が
共
食
す
る
祭
り
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
 
の
間
、
祭
主
は
正
装
し
 、
 

さ
も
貴
人
を
遇
す
る
が
ご
と
く
声
を
か
け
、
て
い
ね
い
 
に
 慰
労
の
も
て
な
し
の
所
作
を
す
る
。
ま
た
、
供
す
る
 
食
物
の
膳
の
品
は
家
 ご
 

と
に
定
ま
っ
て
お
り
、
 飯
 、
煮
し
め
、
魚
、
な
ま
す
な
 ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
一
対
で
あ
る
。
酒
も
供
え
ら
れ
 
る
 。
 

こ
う
し
て
招
き
入
れ
ら
れ
た
田
の
神
は
 、
 多
く
は
種
籾
 俵
を
依
代
と
し
て
家
の
中
に
ひ
と
冬
を
過
ご
し
、
二
月
 
九
日
、
田
の
神
迎
え
 

と
 同
様
の
饗
応
を
受
け
て
家
か
ら
田
へ
送
り
出
さ
れ
る
 
。
 ア
エ
ノ
コ
ト
 に
お
け
る
祭
祀
対
象
の
田
の
神
は
 、
種
 籾
を
依
代
と
し
て
い
る
 

点
で
は
籾
に
宿
る
穀
霊
の
よ
 う
 で
も
あ
る
。
し
か
し
、
 水
稲
作
業
を
終
え
て
土
中
よ
り
呼
び
戻
さ
れ
、
冬
の
間
 
は
 当
家
に
と
ど
ま
り
、
 

水
田
で
の
作
業
が
始
ま
る
の
に
先
立
っ
て
田
に
送
ら
れ
 
る
と
い
う
過
程
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
水
稲
の
成
育
に
 
作
用
す
る
マ
ナ
的
な
 カ
 

を
 発
揮
す
る
存
在
と
見
な
さ
れ
よ
 う
 。
 

0
 行
事
に
見
ら
れ
る
祭
り
の
概
要
を
摘
記
す
る
。
 

-
4
-
 

祭
り
で
あ
る
た
め
か
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
 
ア
ェ
ノ
コ
ト
 で
も
、
そ
の
細
部
に
は
差
異
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
 
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
 こ
 



の
 性
格
も
有
す
る
。
 

2
 
 生
活
時
間
の
表
象
と
し
て
の
 
ア
エ
ノ
コ
ト
 

同
時
に
こ
の
行
事
は
、
農
民
の
生
活
活
動
に
区
切
り
を
 

画
す
る
祭
り
と
い
う
面
を
も
っ
て
い
た
。
異
能
登
で
は
 

 
 

に
 設
定
さ
れ
た
三
八
日
が
多
 い
 ）
「
刈
り
上
げ
」
の
日
ま
 

で
に
稲
穂
を
刈
り
上
げ
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
た
が
、
 

そ
 の
後
も
乾
燥
、
脱
穀
、
 

蔵
や
ニ
ワ
 へ
の
籾
の
搬
入
、
出
荷
と
い
っ
た
一
連
の
作
 

業
 が
新
嘗
祭
 と
ア
ェ
ノ
コ
ト
 の
行
事
を
区
切
り
と
し
て
 
行
わ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
 

実
際
の
作
業
は
こ
れ
ら
の
祭
り
よ
り
遅
延
気
味
で
あ
っ
 

た
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
の
行
事
は
、
農
民
た
ち
に
と
っ
 

て
 作
業
の
規
準
で
あ
っ
 

た
 。
こ
う
し
て
 ア
ェ
ノ
コ
ト
 は
 、
 他
の
農
耕
儀
礼
と
と
 
も
に
、
農
民
の
生
活
活
動
に
区
切
り
を
画
す
る
行
事
の
 

ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
。
 

現
在
、
ア
エ
 ノ
コ
ト
 の
祭
り
を
公
開
し
て
報
道
に
 
サ
｜
 ビ
ス
し
て
い
る
輪
島
市
町
野
 
町
徳
 成
の
中
谷
家
で
は
、
 
父
祖
以
来
、
ア
エ
 ノ
コ
 

ト
 で
は
な
く
ア
イ
 ソ
コ
ト
 と
い
っ
て
き
た
と
い
う
。
 
ア
 イ
と
 は
ム
ロ
間
の
こ
と
で
あ
り
、
一
連
の
農
作
業
が
終
了
 

し
、
 次
の
農
作
業
が
始
 

ま
 ろ
 ム
ロ
間
の
祭
り
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

ア
エ
ノ
コ
ト
 に
 対
す
る
中
谷
家
の
意
味
づ
け
が
一
般
的
で
あ
る
か
 

判
 則
 し
難
い
。
し
か
し
、
 

ア
エ
ノ
コ
ト
 の
祭
り
が
も
つ
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
、
農
 

民
の
生
活
活
動
に
区
切
り
を
画
す
る
行
事
と
い
う
側
面
 

を
 示
し
て
い
た
こ
と
は
 

確
か
で
あ
る
。
 

一
連
の
農
耕
儀
礼
は
、
物
理
的
時
間
を
作
業
時
間
に
合
 

わ
せ
て
裁
断
し
、
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

そ
 れ
る
の
諸
儀
礼
は
 
、
 

稲
作
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
季
節
の
変
化
に
同
 

試
 し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
 
ア
エ
ノ
コ
ト
 も
例
外
で
は
 な
い
。
輪
島
市
町
野
 
町
 

域
 で
は
、
 ア
ェ
ノ
コ
ト
 が
行
わ
れ
る
一
二
月
五
日
に
は
 
ア
エ
ノ
コ
 ト
ア
レ
が
来
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
 

、
天
候
は
 、
 大
き
く
 崩
 

ね
 、
祭
り
が
行
わ
れ
る
昼
前
頃
に
は
小
康
を
取
り
戻
す
 

が
、
 祭
り
が
終
わ
る
頃
に
再
び
崩
れ
る
と
い
う
。
崩
れ
 

た
 天
候
は
、
ア
エ
 ノ
コ
 

ト
 0
 日
が
過
ぎ
る
と
ふ
た
た
び
安
定
す
る
と
い
う
。
 

す
 な
 む
 ち
 、
ア
ェ
ノ
コ
ト
 は
 、
 秋
か
ら
冬
へ
の
季
節
の
移
 
行
期
 に
行
わ
れ
る
祭
り
 (118) 118 



村落社会における 宗教的表象と 自然 

で ら 

表 1 農家数の推移 : 総戸数 ( 農家数 ) は 触 と 3 

町
野
 
町
 
金
蔵
 

町
野
 
東
 

W
 

筆に 、 れこ ろ生 清清 者がくいで、 
1960 102(95)   字 家 親 動 
1970   35(35) 生 の 在 の 

1980     と 祭 " 変 

1990 89(61) 34(27) 
と り ア イヒ 

も と エ と 

Ⅹ農業センサス 集落カードより 作成。 に い ノ ア 町野 W 東 集落には、 W 野 W 真人の数戸が ぅ性 全戸 コト エノ 

含まれている。 の 格 は コ 

が で 一 は 
世 を ビ ト 

0 町 打 丸 帯 も の よう 指摘 あっ 連の ア 、 数度 農業 野町 野町 九三 主に つ。 

一 る が わ   
、 か き す 蔵 町 政 の の     

す一 一千のこ 若草。 

化 た わ 神 伝 
が 経 ず を ぇ   
多 緯 か 摺 ら 

く な に き れ 
指 事 見 入 た こと 摘 さて ねられ れ風 
れ み 、 呂 は 
た る 東 と 、 の 八 

。 と で 膳 こ 

た 、 は る の 
し 生 皆 も 二 
か 活 焦 っ 村   
に 活 と て 落 

ア エ 動い饗に のう 応お 
/ 変 こ す い 

コ 化 と る て   
119  (119) 

要
約
す
る
と
、
ア
エ
 ノ
コ
ト
 は
、
水
稲
の
豊
 鏡
に
 関
わ
 る
 田
の
神
の
祭
り
を
 標
傍
 す
る
宗
教
行
事
で
あ
る
が
、
 同
時
に
 、
 秋
か
ら
 冬
 

へ
の
季
節
の
移
行
 期
 に
行
わ
れ
る
祭
り
で
あ
り
、
季
節
 に
 同
調
す
る
農
民
の
生
活
に
区
切
り
を
画
し
て
、
ま
た
 
演
技
と
共
食
に
よ
っ
て
 

生
活
世
界
の
移
行
を
具
体
的
に
確
認
す
る
家
の
祭
り
で
 
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 



ら
 大
き
く
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
田
植
 
え
は
五
月
の
連
休
頃
、
稲
刈
り
は
九
月
の
中
旬
か
ら
 
下
 旬
 に
か
け
て
行
わ
れ
て
 

い
る
。
以
前
の
農
事
 暦
 に
対
比
す
る
と
お
よ
そ
一
月
遅
 く
 開
始
さ
れ
、
一
月
早
く
完
了
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 
苗
 代
の
作
業
は
要
ら
な
い
 

し
 、
出
超
こ
し
、
稲
刈
り
、
脱
穀
、
乾
燥
、
籾
摺
り
な
 ど
の
作
業
時
間
も
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
「
刈
り
上
げ
」
 、
 新
嘗
祭
、
ア
エ
 ノ
コ
ト
 

そ
れ
で
も
多
く
の
家
で
農
業
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
 
し
 か
し
農
事
 暦
は
 、
早
期
米
栽
培
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ
 
っ
て
、
従
来
の
暦
 か
 

  表 2 専 差別農家の割合   
  

た 

町野 町 金蔵 

専業 第 1 種 第 2 種 専業 

1960 R 田 66.3         2.6 

1970 2.5 46.9 50.6 5.7 

1980 4.22. 11.1 84.7       

j4.5 5 5 7.4 

Ⅹ農業センサス 集落カードより 作成。 

町野河東集落には、 町野 町 真人の数戸が 含 

2
 ㍉
ち
な
み
に
、
表
 2
 に
お
い
て
一
九
九
 0
 年
に
専
業
 農
家
が
微
増
し
て
い
る
の
は
、
従
来
 兼
 

美
 し
て
い
た
農
業
以
外
の
職
業
を
退
職
し
た
高
齢
者
の
 家
族
が
増
大
し
た
こ
と
に
よ
る
。
 

二
村
落
の
住
民
の
生
業
の
基
軸
は
、
農
業
か
ら
他
産
業
 に
 移
行
し
て
い
っ
た
。
こ
の
就
業
 形
 

態
を
促
進
し
た
主
な
技
術
的
な
要
因
は
、
農
業
の
機
械
 
化
と
化
学
肥
料
・
農
薬
の
普
及
で
あ
っ
 

た
 。
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
農
作
業
に
か
け
る
労
力
と
時
 間
を
縮
小
し
た
が
、
同
時
に
、
さ
ら
に
 

多
く
の
収
入
を
要
求
し
、
農
業
以
外
の
職
業
に
恒
常
的
 
に
 従
事
す
る
必
要
性
を
 ぅ
 み
だ
し
た
。
 

こ
う
し
て
、
生
活
活
動
の
基
調
は
、
農
民
の
そ
れ
か
ら
 賃
金
労
働
者
の
そ
れ
へ
と
変
換
さ
れ
、
 

農
業
は
賃
金
労
働
の
合
間
の
限
ら
れ
た
時
間
内
に
急
ぎ
 
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
と
な
っ
 

 
 

 
 
 
 
 
 

種
 
5
3
9
2
 

 
 

2
%
4
7
5
 

深
 い
 関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
輪
島
市
域
の
農
業
は
 、
昭
和
三
 0
 年
代
か
ら
兼
業
化
が
進
ん
 

 
 
 
 

第
 
3
7
8
8
 

 
 
 
 

年
に
は
第
一
曲
を
超
え
、
一
九
八
 

姥
 
て
 
だ
。
金
蔵
と
東
に
お
い
て
も
、
一
九
七
 

0
 年
に
は
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
農
家
 

0
 

 
 

 
 

  

ト
は
 農
耕
儀
礼
で
あ
る
か
ら
、
農
業
に
対
す
る
農
民
の
 
関
わ
り
方
と
 ア
エ
ノ
コ
ト
 の
祭
り
に
は
 

 
 



村落社会における 宗教的表象と 自然 

を わ 「と「 ふん ア伝 れさ 4 
だ ど エ 承 て て 
ん ま / す い 、 金 
の つ コ る た 石 窟 
目 ら ト 家 。 に と 

と な 」 は し 近 東 
変 ぃ は ほ か べ に 

ね 」 ま と し た お 
ら こ つ ん 、 よ け 
な ふ り ど 美 う る 
ぃ だ ま な 際 に 現 
」 ん す い は 在 

一 の 
圧 が のかで 日 0 あ 複一 離村 ア 
倒 と と ろ む 落 エ 
内 変 い う 内 を / コト に多く の わらな う問に という 容をも 含めて 

ア に / 

  

あ l   
形 家 の ど 

ま 、 は れ 

て 
一 ア い 

と   
121 (121) 

0
 日
は
、
現
実
の
農
作
業
の
リ
ズ
ム
と
は
合
わ
な
く
な
 
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

寒
 々
に
 ア
ェ
ノ
コ
ト
 の
祭
り
を
行
わ
な
く
な
っ
た
契
機
 を
 尋
ね
て
み
る
と
、
田
植
え
の
機
械
化
の
普
及
が
最
も
 
多
く
指
摘
さ
れ
た
 

田
植
え
の
機
械
化
が
普
反
し
、
植
え
付
け
る
苗
を
農
協
 
が
 一
括
し
て
育
成
栽
培
す
る
こ
と
に
な
り
、
各
農
家
が
 種
籾
を
保
存
し
て
お
 

必
要
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
苗
の
一
括
育
成
栽
培
 
が
 、
農
家
か
ら
種
籾
を
な
く
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
 
、
 籾
は
農
家
に
残
さ
 

て
い
る
か
ら
、
種
籾
 俵
 で
な
く
と
も
 籾
 俵
を
作
る
こ
と
 は
で
き
る
。
田
植
え
苗
の
一
括
育
成
栽
培
が
 ア
エ
ノ
コ
 ト
の
 祭
り
を
止
め
る
 

定
 的
な
契
機
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
 
、
 右
に
述
べ
た
生
活
活
動
の
大
き
な
変
化
過
程
の
ひ
と
 
っ
 に
す
ぎ
な
い
。
 し
 

し
 、
ア
エ
 ノ
コ
ト
 の
祭
り
の
根
底
に
は
 稲
 籾
の
繁
殖
へ
 の
 願
 い
 が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
田
の
神
は
、
種
籾
 俵
 に
 宿
る
と
表
象
さ
れ
 

の
で
あ
る
。
苗
の
一
括
育
成
栽
培
は
、
ア
エ
 
ノ
コ
ト
か
 ら
 中
核
の
祭
具
を
奪
う
と
と
も
に
、
こ
の
祭
り
の
伝
統
 
的
な
信
念
の
リ
ア
リ
 

ィ
を
 喪
失
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

テ た か 決 れ く 。 



表 3  金蔵 における アエ / コト のまつり方と 農業収入の割合 ( 実数 ) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9@ 10 . rr 。 
割 判 割 割 割 割 割 割 割 割 割 

姥、 ず 丁寧にまっ る 12  6  0  1  1  1  1  0  3  1  0  26 

形だけはまつる 11  5 4 4 1 0 0 1 0 0 0  26 

ほとんどまつらない 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 普段の日と変わらない 18  3  1 0 l 2 0 0 0  0  1  26 

NA   
ム 計   
表 4  東における アエ / コト のまつり方と 農業収入の割合 ( 実数 ) Ⅲ割 割 0 判 ロ l 割 2 割 3 割 。 4 割 。 5 割 。 6 割 7 割 8" 判 。 9 計 N A 供えて丁寧にまつる l l 0 0 0 2 I 0 0 0 0  1  6 供えず丁寧に 拝む る 4 0 2 2 O 0 O 0 0 0 0 o 

普段の日と変わらない 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 l0 

合 計 10@ 3 2 2 0 2 2 0 0 0 0 3@ 24 

は て / づ め れ な 祭 で き つ の 「 う う 

な 祭 り 、 家 こ る で ふ に も 

    
/ 更 供 午   
コ し 初 度 
ト て を の 
の み イ 東 
が た ン の 
ま 。 デ 調 あ て は 一 ア て 取 

つ ア ッ 査 る ア と 連 エ い り 

リ ン ク で こ エ ん の / た に 

を ケ ス は と /  ど   伝 コ 。 f 了 5 
な l と ア に コ 見 統 ト そ く   
さ ト し エ 気 ト ら 的 の こ べ ま も ・ よ 

(122) 122 



村落社会における 宗教的表象と 自然 

表 5  金蔵 における アエ / コト のまつり方と 年齢 ( 実数 ) 

一 29 一 39 一 49 一 59 一 f69 一 79 一 89 計 

必ず丁寧にまつる         11   5  26 

形だけはまつる 0@ 0@ 3@ 5@ 10@ 7@ 1@ 26 

ほとんどまつらない 0 0 0 0 2 0 0 2 

普段の日と変わらない               1  26 

NA 0 0 0 1 0 0 0 1 

合 計         10 32 22 7  ]  81 

米問 「あ なたの家では、 12 月 5 日に「 アエ / コト 」はまつりますか 月 

表 6  東における アエ / コト のまつり方と 年齢 ( 実数 ) 

計
 

2
9
 

一
 
3
9
 

一
 
4
9
 

一
 
5
9
 

6
9
 

一
 
7
9
 

8
9
 

一
 

 
 

 
 

供えて丁寧にまつる 0 1 1 0 2 0 2 6 

供えず丁寧に 拝む る 0 0 0 2 3 2 1 8 

普段の日と変わらない               10 

合 計   1  5  4  8  2  3  24 

Ⅹ 問 「   あ なたの家では アエ / コト のおまつりをなさいますか。 」 

い
ま
す
か
。
」
と
い
う
問
に
対
し
て
、
「
供
物
を
ひ
と
と
 
お
 

り
 供
え
て
、
て
い
ね
い
に
ま
つ
る
」
・
「
特
に
お
供
え
す
 る 

こ
と
は
な
い
が
、
気
持
ち
だ
け
は
て
い
ね
い
に
拝
む
」
 
 
 

「
普
段
と
変
わ
ら
な
い
」
の
 
三
 選
択
肢
を
掲
げ
て
、
 

択
  
 

回
答
と
し
た
。
東
で
は
も
は
や
 ア
ェ
ノ
コ
ト
 の
祭
り
を
 〒
 
イ
 
T
 

ぅ
 家
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
結
果
で
は
、
「
供
物
 を
 

ひ
と
と
お
り
供
え
て
、
て
い
ね
い
に
ま
つ
る
」
六
戸
、
「
 特
 

に
お
供
え
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
気
持
ち
だ
け
は
て
 い
 ね
 

い
に
拝
む
」
八
戸
、
「
普
段
と
変
わ
ら
な
い
」
 

一
 0
 
戸
で
 あ
 

っ
た
 
（
表
 4
 、
 6
 
Ⅰ
も
ち
ろ
ん
、
「
供
物
を
ひ
と
と
 お
 
@
 

供
え
て
、
て
い
ね
い
に
ま
つ
る
」
と
回
答
し
た
家
で
も
  
 

祭
り
に
見
ら
れ
る
独
特
の
供
物
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
わ
 
け
 

で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
供
物
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
  
 

て
い
ね
い
に
ま
つ
る
と
回
答
し
た
家
は
、
半
数
以
上
を
 
占
 

め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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別
の
宗
教
的
行
動
を
と
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
 
る
 。
こ
の
様
態
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
あ
ろ
 
う
か
。
解
釈
可
能
性
の
 

ひ
と
つ
の
方
向
は
、
世
帯
の
維
持
に
お
い
て
農
業
が
占
 
め
る
 割
 ム
ロ
と
の
関
連
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
ア
エ
ノ
 コ
ト
 は
顕
在
的
に
は
 農
 

新
儀
礼
で
あ
っ
た
か
ら
、
農
業
経
営
が
継
続
さ
れ
て
 
ぃ
 る
 家
に
は
慣
行
と
し
て
 ア
エ
ノ
コ
ト
 に
対
す
る
積
極
的
 な
 関
わ
り
が
存
在
す
る
 

で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
 
表
 3
 と
表
 4
 が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
の
ふ
た
つ
の
表
は
 、
 世
帯
収
入
全
体
に
占
め
 

る
 農
業
収
入
の
比
率
を
ク
ロ
ス
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
 
。
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
農
業
収
入
の
割
合
の
高
低
 
と
 選
択
肢
の
間
に
特
徴
的
 

な
 傾
向
は
見
出
せ
そ
う
に
な
い
。
む
し
ろ
、
農
業
収
入
 
の
 比
率
が
皆
無
な
い
し
低
い
世
帯
に
あ
っ
て
も
、
ア
エ
 
ノ
コ
ト
 を
ま
つ
る
家
が
 

多
 い
 こ
と
に
佳
日
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
 む
 ち
、
生
活
 活
動
に
お
け
る
農
業
の
比
重
と
、
ア
エ
 
ノ
コ
ト
 の
宗
教
 的
 行
動
の
間
に
は
、
 以
 

上
の
 デ
ー
タ
か
ら
は
関
係
を
見
 
ぃ
 出
す
こ
と
は
で
き
な
 い
 の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
の
方
向
は
、
世
代
交
替
 
に
よ
っ
て
伝
承
が
希
薄
化
な
い
し
断
絶
し
た
と
い
う
も
 
の
で
あ
ろ
う
。
若
い
 

世
代
は
 、
ア
ェ
ノ
コ
ト
 の
祭
り
を
伝
承
せ
ず
、
ア
エ
 ノ
 コ
ド
 の
現
況
は
こ
の
衰
退
過
程
を
示
し
て
い
る
と
い
う
 見
方
で
あ
る
。
こ
の
件
 

に
 関
し
て
表
 5
 と
表
 6
 が
参
考
に
な
る
。
こ
の
ふ
た
つ
 の
表
は
、
選
択
肢
と
世
帯
主
の
年
齢
を
ク
ロ
ス
集
計
し
 
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 

表
 に
見
る
か
ぎ
り
、
世
帯
主
の
年
齢
と
選
択
肢
選
択
の
 間
 に
特
徴
的
な
傾
向
は
見
い
出
せ
そ
う
に
な
い
。
 

ま
た
、
ア
エ
 ノ
コ
ト
 が
家
の
祭
り
と
し
て
の
性
格
を
も
 
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
族
形
態
と
選
択
肢
選
択
を
 ク
 ロ
ス
し
て
み
た
が
、
 

や
は
り
、
特
徴
的
な
傾
向
は
見
 ぃ
 出
せ
な
か
っ
た
。
 ぃ
 ず
れ
に
し
て
も
、
さ
ら
に
詳
細
な
研
究
を
必
要
と
す
る
 
が
 、
ア
エ
 ノ
コ
ト
 に
 標
 

傍
 さ
れ
る
水
稲
の
豊
館
を
祈
願
感
謝
す
る
田
の
神
祭
り
 
と
い
う
顕
在
的
側
面
は
退
き
、
潜
在
的
な
季
節
の
移
行
 
期
 に
関
わ
る
祭
り
と
い
 

  

わ 5 
れ 

ゎ 季 
れ 節 
の の 

ア 移 
、 ノ ヶ 行 

ケ 期 
@ の 
ト 立文 コ " 
の り 

結 と 

果 し 

か て 
ら め 
は ア 
  エ 

金 / 
蔵 コ 
と ト 

東 
  
約       
分 
    
  
  
4 玉 

民 
が 
現 
在 
で 
も 

ア 
ニ L 
  
  
  
  
日 

@ 
@@ 了玉 @ 

Ⅰ 可 

ら 

か 
  
特 
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村落社会に 

姐 

ける 

'I.X. 

藩 伊 1 
領 野 
時 郎 伊   
ら 滋 の 
ひ 賀 景 
と @ 親 
つ め 

の 湖 
村 東 
と 平 
さ 野 
れ の 
た 愛 
藩 知 
政 川 
村 流   
あ に 
つ 位 

た 置 す 
村 る 

組 付 
は 落 
東 で 

出 あ 
と る 

ノヒ   
田 人 
0 字 

伊野 二組 

に 郎 
  の 

近 範 
隣 国 
組 と 

は 重 

  
に て 

公 お 
か り 

れ   

て 近 
い せ 
る の 
  彦 

125@ (125) 

喋教 付表象 

野
部
を
事
例
と
し
て
、
村
落
の
景
観
に
重
ね
合
わ
さ
れ
 
る
 宗
教
事
象
が
住
民
の
生
活
空
間
を
表
出
す
る
側
面
を
 
見
て
い
く
。
 

質
的
対
象
で
あ
る
。
村
落
に
お
け
る
宗
教
事
象
は
 、
顕
 在
 的
に
は
生
活
活
動
に
直
接
的
に
関
わ
る
技
術
的
目
標
 
を
標
博
 し
、
同
時
に
潜
 

 
 相

在
 的
に
は
景
観
を
物
質
的
対
象
と
し
て
生
活
空
間
 を
 表
象
す
る
表
出
的
側
面
も
担
っ
て
き
て
い
る
。
本
章
 
で
は
、
滋
賀
県
五
個
荘
町
 伊
 

 
 

る 付 し で お し を 
物 落 た あ 厳 て し 

の 文 る し 行 の う 

景 化 度 。 か わ い 表 

業を 親 は 景観 

自 れ で 出 
然 て い 的 

、 を 圭 三 に い る 但 Ⅰ 

生 横 主 面が 制約 力る 。 。，、 
さ こ 町 持 業 産， とし景観 消 成して れ の 持 続 
て 地 町 し   い 方 域 て ど た テ舌 る で で ぃ 

の も は る 
で 、 冬 こ 

あ 土 匪 と   る 産 い は   。 活 の f; 
火 動 仕 摘 

ょ場 土刊ョ 的 び は 事 で 
と 季 は き 

は 節 、 よ 

、 の ア ラ 

ア リ エ 。 
ェ ズ ノ 奥 
/ ム コ 能 
コ を ト 登 
ト 脱 の で 
を し 日 は 
祭 た 頃   
り か 、 神   、 に 正 社 
家 見 確 や   族 え に 仏 
が る ぃ 閣 

揃 。 え や 
つ し ば 各 

化 を を   て か ア 家 

二ぢ 再 例 
っ た て と 

共食 し工屋 、 / に 

し 生 コ 冬 
て も 白 し 、 活 ト 囲 

冬 活 ア い 

の 動 レ を て｜然 景観 具象化 のとな 季 の の 凝 
し っ を 節 会 墳 ら 

持 て 下 に 体 を し 
続 い 敷 
さ る き 入る 
せ 。 と の な と 雪 



ジ
オ
 は
、
ム
ラ
の
空
間
構
成
を
「
民
居
の
一
集
団
」
Ⅱ
 集
落
Ⅱ
定
住
 地
 Ⅱ
 ム
ラ
 、
「
耕
作
す
る
田
畑
」
Ⅱ
耕
地
 Ⅱ
生
産
地
Ⅱ
ノ
ラ
、
「
 利
 

活
動
の
空
間
は
、
集
落
、
そ
の
周
囲
に
水
田
、
そ
し
て
 
そ
の
背
後
に
山
と
何
と
い
う
下
位
領
域
に
分
か
れ
て
い
 
る
の
で
あ
る
。
福
田
 ア
 

領
分
で
あ
る
。
現
在
、
共
有
林
が
約
五
 0
 ヘ
ク
タ
ー
ル
 、
水
田
が
約
三
 0
 ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
る
。
水
田
は
、
伊
野
 部
の
住
民
の
い
ず
れ
か
 

0
 所
有
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
水
田
に
囲
ま
れ
た
 激
高
地
に
五
二
戸
が
 塊
 集
落
を
構
成
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
伊
野
部
の
生
活
 

  表 7   伊 野部の農家の 変化 

Ⅹ
農
業
 
+
 

伊
 野
部
は
箕
作
山
の
東
南
部
に
位
置
す
る
。
大
ま
か
に
 
い
え
ば
、
箕
作
山
の
稜
線
と
八
口
市
市
建
部
 

日
吉
の
吉
住
池
か
ら
流
れ
出
る
大
同
川
に
囲
ま
れ
た
 
区
 画
 が
大
字
 伊
 野
部
で
あ
り
、
伊
野
部
の
い
わ
ば
 

総戸数 農家数 専業 

  
51 43   

53 41   

52 34   

! ンサス集落カードより 作成。 

一
八
 セ
 八
年
（
明
治
一
一
）
の
戸
数
人
 0
 戸
の
う
ち
、
 農
家
が
四
 セ
戸
 、
商
家
が
五
戸
、
工
家
が
八
 

-
7
 
一
 

声
 で
あ
り
、
伊
野
部
の
主
生
業
は
農
業
で
あ
っ
た
と
い
 
え
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
兼
業
化
の
傾
向
は
こ
 

の
 村
落
に
も
及
び
、
一
九
 セ
 0
 年
に
は
専
業
農
家
は
わ
 ず
か
三
戸
、
第
二
種
兼
業
農
家
が
半
数
を
超
 
え
 

て
い
た
。
以
下
、
専
業
農
家
、
第
一
種
兼
業
農
家
は
減
 少
し
、
第
二
種
兼
業
農
家
あ
る
い
は
農
業
の
放
 

棄
 へ
と
動
い
て
い
る
（
表
 
7
 ㍉
こ
の
よ
う
に
 伊
 野
部
で
 も
 住
民
の
生
活
活
動
の
中
心
は
、
農
業
か
ら
 賃
 

全
労
働
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
 

( 実数 ) 

 
 

る
 数
字
で
安
定
し
て
い
る
。
人
口
は
、
平
成
元
年
で
は
 
三
一
八
人
と
な
っ
て
い
る
。
世
帯
数
及
び
人
口
 

か
ら
み
る
と
伊
野
部
は
、
五
個
荘
町
 町
 域
の
村
落
の
な
 か
で
も
小
さ
い
村
落
に
属
す
る
。
 

  
  ま 

九 戸 た 

近江 二五 数は 年 @ 

指摘さ （大正 一六九 

一 五 れ 

四 年 6   

に兄 一ト ナ 

五 禄 リ 

の役 六戸 / Ⅰ） 

で に 割 
あ 六 の 

り、 強さ三戸 
昭 と が 
不口 言 己 こ 

= 一 さ ァ し 

O 年、 れ @ こ も 

代 一 諾 

か 八 め 
ら / Ⅰ ら   
萌 まで （ 

五 泊 

戸を O 
若 人 

戸 干上 O 国 、 
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村落社会における 宗教的表象と 自然 

c で あ か 引 日Ⅱ 旧 

の 村落 建部北出は全 2 り 、 る六 西側 て村境 ロジー 土め 蛮 は現在 特 
戸 の 日 か 枚 の か の の に や 伊   
が 人 吉 っ 橋 安 ら 一 便 ょ 村 野 の 

東 ロ め て で 土 み 村 野 っ 藩 部 ひ 

出 に 使 伊 あ 町 て 一 部 て の に と 

と は 者 勢 9 者 み 社 の 生 干 お つ 
北 澤 が 代 、 蘇 る 一 主 活 位 け と 

出 島 正 養 正 と 。 手 な 室 領 る   
に 社 装 着 福 の の 宗 間 域 村 て 
別 と し を 寺 境 村 教 を の 落 あ 
れ 皮 て こ を 界 落 草 描 地 境 ヂ @ 
て 池 辺 こ 出 は で 象 き 国 界 る 

、 蔵 え で た 箕 あ の 世 的 の 
    輪 て サ 葬 ィ年 り 配 す 境 宗 と 

善 男 い 力 飯 山 、 置 る 界 教 が 

で 地 る ム 行 の に 事 で 
そ 蔵 。 カ タ り 林 宗国 教でと具象 こ き 

ね め ェ を 道 事 あ る ら る 

ぞ 北 し こ の 
れ 出 た の 峠 象の る 。 目ね 的る 
毎 地 し 地 で 多 伊 と 民 
タ 蔵 、 点 る く 野 し 俗 
灯 が 現 で り が 部 た 的 
明 東 在 解   氏 は 研 宗 
を 田 で い か 神 、 究 教 
点、 の も て つ と 氏 も 事 
じ 入 郷 い て 村 神 少 象 
て 口 祭 る こ 寺 の む の 
い に り 。 の を 建 く 事 
ろ は で 南 地 
  津 あ 測 点 

そ 島 る の で n@ は祐胆 神社舞ム ロと々レ丁 部 、。 i -0- 何 % 
0 社 建 境 虫 し と 便 所 
当 と 部 界 を て 村 野 @ こ 

香 菓 祭 は 送 行 守 部 見 
に 田 り 磨 っ わ と の ら 
は 地 0 尾 た れ し 事 れ 
「 蔵 
津 が 

建 地   て て 例   
部 蔵 東 い の に そ 

島 祭 下 倶 U る 性 あ れ 
香 ら 。 格 て ら 
」 れ 郷古 か 佳 め 境 こ を は の 

め て 5 泊 界 
木 い の の は   
木 し る 
が   

神 使 人 と 正 み 事 
興 野 同 を 福 る 象 

国 津 を 音 仏 川 l 石径 宝寺 '  。 の 
さ 島 こ 側 に 認 （ 図 ト 

れ 社 こ で か し 浄 2 ポ 
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-
g
 
一
 

住
民
の
現
実
の
生
活
が
農
業
か
ら
他
の
職
業
へ
と
移
行
 
し
た
今
日
で
も
基
本
的
に
は
持
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 
こ
と
が
、
伊
野
部
の
空
 

-
8
 
一
 

用
 す
る
山
林
原
野
」
Ⅱ
林
野
Ⅱ
採
取
的
Ⅱ
 ヤ
 マ
ス
 ラ
 ）
の
同
心
円
的
な
領
域
の
模
式
図
を
提
案
し
て
い
る
が
 
、
伊
野
部
に
も
こ
の
 模
 

試
図
は
妥
当
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 伊
 野
部
の
景
観
は
 、
土
地
改
良
に
よ
る
圃
場
整
備
や
バ
イ
パ
ス
の
新
設
置
 
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
 



草
嶽
 山
頂
に
む
か
う
林
道
を
少
し
人
 

行
な
い
燃
料
・
山
菜
等
を
採
取
し
て
 

桂
宮
司
が
神
事
を
行
い
、
ま
た
各
家
 

ヤ
マ
 と
 ノ
ラ
の
境
界
で
あ
る
山
裾
 

や
赤
子
サ
ン
マ
イ
も
こ
の
領
域
に
あ
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
伊
野
部
に
お
 っ

た
 脇
に
立
つ
杉
の
大
木
が
神
体
で
あ
る
。
千
草
 嶽
に
 は
 伊
野
部
の
共
有
林
が
あ
り
、
 

山
 割
り
を
 

い
た
。
現
在
、
毎
年
一
月
の
初
亥
の
日
に
 伊
 野
部
の
山
 の
神
の
祭
り
が
行
わ
れ
、
早
朝
、
建
部
 神
 

0
 世
帯
 王
が
 供
物
を
も
っ
て
参
詣
し
て
い
る
。
 

の
 原
野
で
は
、
近
年
ま
で
盆
に
 オ
シ
コ
 
ラ
イ
サ
ン
を
 迎
 え
た
地
点
が
あ
る
。
ま
た
、
 

馬
 サ
ン
マ
 イ
 

っ
た
 。
 

一
れ
 
一
 

い
て
も
生
活
活
動
の
領
域
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
生
活
 空
 間
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

ま
た
、
山
の
口
に
は
山
の
神
が
祀
ら
れ
、
 

図
 

ヤ
マ
で
の
作
業
を
守
護
し
て
い
る
。
山
の
神
 

は
、
建
部
神
社
の
参
道
か
ら
箕
作
山
系
の
千
 

 
 

摘
環
 と
し
て
地
蔵
盆
を
祭
っ
て
い
る
。
 

紀
 

地
蔵
講
の
組
と
し
て
東
出
と
北
出
が
あ
る
 

"
"
"
 

庁
 
@
 

三
丁
 

 
 

      散事象 

る
 。
津
島
神
社
に
は
毎
年
一
人
を
村
の
代
参
 

と
し
て
派
遣
し
て
い
る
が
村
内
の
講
会
は
な
 

東
出
地
蔵
と
北
出
地
蔵
は
個
人
的
な
 崇
 

敬
を
除
け
ば
現
在
で
は
八
月
の
地
蔵
盆
の
際
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村落社会における 宗教的表象と 自然 

宗
教
事
象
が
行
わ
れ
る
生
活
空
間
の
境
界
に
は
、
地
図
 
の
よ
う
に
線
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
境
界
 は
、
 
往
々
に
し
て
 山
 

の
 稜
線
、
河
川
あ
る
い
は
道
路
と
い
っ
た
可
視
的
な
地
 
形
的
 特
徴
に
よ
っ
て
標
示
さ
れ
る
 場
ム
ロ
 が
多
い
が
、
 
実
 際
は
不
可
視
の
も
の
で
 

あ
る
。
不
可
視
の
境
界
が
地
形
的
特
徴
や
人
造
の
構
築
 
物
を
物
質
的
対
象
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
、
明
示
さ
れ
て
 
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
 

に
 、
境
界
に
お
い
て
行
わ
れ
る
宗
教
事
象
は
、
儀
礼
の
 
象
徴
作
用
に
よ
っ
て
境
界
 ｜
 厳
密
に
い
え
 ぼ
 境
界
の
内
 側
の
領
域
１
を
一
層
明
 

示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

ひ
と
つ
の
事
例
を
挙
げ
よ
う
。
地
理
的
境
界
に
お
け
る
 宗
教
事
象
の
多
く
が
厄
除
け
・
火
難
除
け
・
疫
病
除
け
 
と
い
う
よ
う
な
災
禍
 

か
ら
の
防
御
を
具
体
的
に
 標
傍
 し
て
い
る
こ
と
に
着
目
 し
て
み
よ
う
。
災
禍
の
結
果
は
具
体
的
・
物
質
的
な
も
 
の
で
あ
る
が
、
災
禍
の
 

予
測
は
想
像
的
・
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
災
禍
 が
 侵
入
す
る
の
を
防
御
す
る
装
置
は
、
象
徴
的
な
要
素
 
を
 含
む
も
の
と
な
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
象
徴
的
防
御
装
置
は
、
ま
ず
想
像
的
・
 精
神
的
に
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
場
所
が
選
ば
れ
る
こ
と
 
に
な
る
が
、
実
際
は
具
 

体
的
 ・
物
理
的
に
効
果
が
想
定
さ
れ
る
場
所
が
選
ぼ
れ
 る
こ
と
が
多
い
。
 

例
え
ば
、
こ
の
文
脈
で
は
道
切
り
と
い
う
防
御
装
置
を
 
取
り
上
げ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
災
厄
は
、
も
し
 
現
 実
に
侵
入
す
る
の
で
 

あ
れ
 ば
 、
侵
入
の
度
合
 い
も
 方
法
も
経
路
も
予
測
で
き
 る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
道
切
り
は
、
生
活
活
動
 
の
 地
理
的
な
入
口
を
舞
 

台
 と
し
て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
も
 
ち
ろ
ん
、
舞
台
た
る
地
理
的
な
人
口
は
、
ム
ラ
へ
の
 
侵
 入
口
全
体
を
象
徴
化
し
 

 
 

た
も
の
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
、
災
厄
の
得
 体
は
到
 広
 知
り
え
な
 い
 も
の
で
あ
る
が
、
人
や
牛
馬
や
物
品
と
 同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
 

 
 
 
 
 
 

こ
の
入
口
を
経
由
し
て
侵
入
す
る
と
表
象
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
統
制
可
能
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
口
を
 適
切
に
管
理
す
れ
ば
、
Ⅱ
 

 
 

 
 

災
厄
は
防
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
道
切
り
は
、
ま
さ
し
 
く
 象
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
道
切
り
が
演
じ
ら
れ
る
 
地
理
的
な
人
口
は
 、
想
 

3
 

境
界
の
宗
教
的
表
象
の
象
徴
作
用
 



4
 
 宗
教
儀
礼
に
よ
る
生
活
空
間
の
秩
序
化
 

と
こ
ろ
で
、
道
切
り
に
よ
っ
て
守
ら
れ
も
の
は
何
で
あ
 
ろ
う
か
。
道
切
り
に
関
わ
る
宗
教
事
象
に
お
い
て
も
 
生
 活
 活
動
の
具
体
的
な
 

目
標
が
 標
梼
 さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
道
切
り
に
 関
 わ
る
宗
教
事
象
に
お
い
て
潜
在
的
に
語
ら
れ
て
い
る
も
 
の
 、
表
出
さ
れ
て
い
る
 

も
の
は
何
で
あ
ろ
う
。
 

わ
れ
わ
れ
は
、
生
活
空
間
が
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 
つ
い
て
右
に
述
べ
て
お
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
生
活
 空
 間
の
表
出
と
い
う
 側
 

面
は
 一
面
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
、
迫
町
 り
に
よ
っ
て
生
活
空
間
を
語
ろ
う
と
す
る
の
か
。
わ
れ
 
わ
れ
は
、
宗
教
事
象
と
 

自
然
の
関
係
を
宗
教
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
は
な
く
 
、
人
間
の
生
活
場
面
に
基
づ
い
て
分
析
し
よ
う
と
し
て
 い
る
。
同
様
に
、
な
ぜ
、
 

生
活
空
間
を
表
出
す
る
の
か
、
と
あ
ら
た
め
て
問
 
う
こ
 と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
る
と
、
生
活
空
間
を
 語
る
こ
と
の
な
か
に
 語
 

ら
れ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
再
度
問
う
こ
と
 
で
あ
る
。
 

そ
の
回
答
は
、
境
界
内
の
領
域
、
正
確
に
い
え
ば
境
界
 内
の
秩
序
と
い
う
虚
構
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
迫
町
 
り
が
防
衛
し
て
い
る
 

の
は
秩
序
あ
る
内
側
で
あ
り
、
道
切
り
が
閉
め
出
し
て
 
い
る
の
は
秩
序
を
乱
す
も
の
で
あ
る
。
災
厄
と
は
、
 内
 側
の
秩
序
を
乱
す
も
の
 

一
は
一
 

像
的
 ・
精
神
的
な
イ
コ
ン
的
象
徴
に
相
当
す
る
も
の
で
 あ
る
。
 

 
 3

 

 
 

 
 

伊
 野
部
の
事
例
を
見
て
み
る
。
 ム
ラ
 か
ら
隣
の
集
落
 へ
 通
じ
る
経
路
は
、
図
 2
 

か
ら
新
設
の
バ
イ
パ
ス
を
除
く
 と
 、
北
側
（
北
出
一
 

 
 

 
 

 
 
 
 

と
 南
側
（
東
出
一
か
ら
抜
け
る
 旧
 県
道
が
主
要
な
も
の
 で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
農
道
、
林
道
を
含
 
め
る
と
そ
の
他
に
も
 見
 

ら
れ
る
。
し
か
し
、
津
島
 社
 と
地
蔵
が
祭
ら
れ
て
い
る
 の
は
、
同
県
道
の
人
口
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
東
出
と
北
 出
の
人
口
が
物
質
的
 象
 

徴
 化
の
対
象
と
な
さ
れ
、
ム
ラ
へ
の
全
侵
入
口
を
象
徴
 
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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に ム ト ら 生 か し 関 
護 う な れ 括 ら て わ ヨ     

て け 生 動 う テ 節の移 自然間がそいう ー 土 い いる るこ 活 時 と生 

の 活 の 行   と 間 活 マ 

秩 活 も を 田 の の 世 に 
序 動 と 確 の 少 泰 男 関 達 して 性にあの領域 の生活 諾 する 神祭り ない職 出とし という 

る な に 祭 を 業 て 視 、 
こ 物 入 り 目 へ の 点 本 
と 質 る と 標 と 側 か 稿 
を 的 の い と 移 面 ら は 

、ア であ象徴指摘 倶 っ ， ー して 行し をと 論述   た た ト 

さ き し 。 。 と 

    登 境 

ら ト 事 浩 エ 宗 
と が 節 動 / 教 

人 も 環 節 ら し 

さ   
  

こと 生活 わり 意味 象徴 

活 を で 操 に 

        は作よ 、 に しつ 
境 で 境 よ て 
弄 る 昇 っ 確 
な ろ は て 立 
物 う 、 秩 さ 

質 。 坊 庁 れ 
的 も 衛 を る 
象 ち 的 軋 め 
傲 ろ で す で 

ある。 ものを 化の対ん、 境 はなく 

泉 界 改 作 道 
ほ ほ 撃 9 旬 
す お 駒 田 り 

る け な し は 
こ る 前 そ 、 

に教なて と宗線し 秩 序 
ょ 事 の 閉 を 

り 象 で め 乱 
、 の あ 出 す 

白 か り す も 

の   
区 の 界 に 象   
を 能 お っ 的 
よ な け て に 
り 呆 る " 閉 
リ た 宗 秩 め 
ア す 教 宇 田 
か わ 事 化 す こと 明 けでに 象 は 達 を 

示 は 、 成 に 
す な 付 し ょ 

る い 落 て っ 

も 。 社 い て 
の し 会 る 、 
で か の の 正 
あ し 存 で 確 
ろ 、 続 あ に 

いえば それはっ。 , と強い る。そ 
  関 の   

 
 

の
こ
と
で
あ
り
、
内
側
の
秩
序
に
と
っ
て
異
例
の
も
の
 で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
秩
序
と
い
う
虚
構
は
、
秩
序
を
 
乱
す
も
の
を
閉
め
出
す
 



苛
酷
な
自
然
で
あ
り
、
 

湖
東
 で
は
村
落
の
高
い
凝
集
性
 で
あ
ろ
う
。
 
異
 能
登
の
苛
酷
な
気
象
は
、
季
節
の
変
化
 
に
 同
調
し
た
生
活
活
動
 

と
 生
活
時
間
を
よ
り
強
く
要
求
し
て
い
る
。
 湖
 東
村
落
 の
 高
い
凝
集
性
は
、
限
定
さ
れ
た
自
然
環
境
に
あ
っ
て
 
長
く
複
数
の
村
落
の
中
 

で
 存
続
を
要
求
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
 
思
わ
れ
る
。
村
落
の
凝
集
性
は
生
活
空
間
の
輪
郭
を
明
 
示
す
る
こ
と
を
よ
り
 強
 

く
 要
求
し
て
い
る
。
実
際
は
、
伊
野
部
で
は
都
市
化
の
 傾
向
が
住
民
の
生
活
様
式
に
及
ん
で
い
ろ
。
に
も
か
か
 
わ
ら
ず
、
ム
ラ
・
ノ
ラ
・
 

ヤ
で
 と
い
う
領
域
の
輪
郭
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
 決
し
て
偶
然
の
結
果
で
は
な
く
こ
の
村
落
の
総
有
的
な
 
慣
行
の
結
果
で
あ
り
、
 

そ
こ
に
は
村
落
の
社
会
的
統
一
性
が
作
用
し
て
い
る
。
 そ
し
て
、
宗
教
事
象
が
村
落
の
社
会
的
統
一
性
を
住
民
 を
 動
員
し
て
表
出
さ
せ
、
 

村
落
の
凝
集
性
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

正
三
 

一
 
1
 一
例
え
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 は
、
「
人
間
は
、
自
分
の
生
き
て
 
い
 る
小
さ
な
社
会
に
か
た
ど
㌧
て
し
か
世
界
を
表
象
す
る
こ
と
が
 
で
き
な
い
」
と
い
う
（
 

宮
 

島
 言
訳
「
自
殺
論
」
 中
 公
文
庫
、
一
九
八
五
年
、
二
七
三
頁
 -
 
。
 

一
 
2
-
 リ
ー
チ
二
口
の
の
の
 

ア
 ・
門
ロ
 

ヨ
 ロ
コ
ロ
・
 

0
 ミ
 ぎ
ぶ
ロ
 と
 も
 9
 ま
ま
き
 ぎ
ミ
 ぎ
 と
 @
 コ
 ミ
 ぬ
ト
碇
 
や
に
き
 ミ
ぎ
き
 
せ
 き
ぎ
乙
ぬ
ぶ
 0
 。
ミ
ミ
 

き
む
 も
 。
・
」
 

心
 ：
 口
 
：
 ミ
 ド
ン
 

主
 @
 
へ
 
n
@
@
 

～
 
-
@
 

：
。
～
 

ぃ
 
-
 

連
ぬ
 S
 ぬ
 隈
笹
き
 よ
 ㌣
 
%
 こ
 紅
卜
 ミ
ロ
 
綴
涛
ぎ
ぎ
よ
ミ
ト
ド
 ～
 
か
 0
 ぺ
も
 
。
 
～
 
碇
 ）
㊥
の
ヨ
年
三
潟
 C
 コ
ぎ
 
m
 
「
 
紐
ピ
下
 m
s
s
,
 

）
 
ミ
 ③
青
木
 保
 ・
 宮
 坂
敬
 追
訴
「
文
化
と
 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 ｜
 構
造
八
 %
 学
 入
門
」
紀
伊
國
屋
書
店
、
 一
九
八
一
年
。
 
一
 

一
 
3
@
 
 
顕
在
的
と
潜
在
的
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
 R
.
K
 

マ
ー
ト
ン
、
森
東
吾
仕
訳
「
社
会
理
論
と
社
会
構
造
」
一
九
六
一
 
年
を
参
照
。
 

 
 

奥
 能
登
の
あ
え
の
，
」
と
保
存
記
録
 
偏
 さ
ん
委
員
会
編
「
 国
 指
定
 重
 要
 無
形
民
俗
文
化
財
保
 

ア
エ
ノ
コ
ト
や
伊
 野
部
の
村
落
境
界
の
宗
教
事
象
の
事
 例
の
趣
旨
は
 、
 他
の
多
く
の
村
落
に
も
な
に
が
し
か
 発
 見
す
る
こ
と
が
で
き
 

よ
う
。
村
落
に
お
け
る
生
活
活
動
は
、
自
然
の
強
い
制
 約
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
 
ろ
 ん
、
 他
の
地
方
の
村
落
 

と
 同
様
、
奥
能
登
 と
湖
東
 に
も
固
有
の
社
会
的
・
文
化
 的
 背
景
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
例
え
ば
、
異
能
登
で
は
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追
記
 

木
原
稿
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
京
都
女
子
大
字
舟
橋
和
夫
氏
に
有
 
益
な
 コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
辞
に
替
え
る
。
 

存
 記
録
異
能
登
の
あ
え
の
こ
と
」
一
九
 
セ
 八
年
を
参
照
の
こ
と
 
 
 

-
5
@
 
 
こ
の
調
査
実
習
の
簡
単
な
報
土
口
書
と
し
て
は
、
龍
谷
大
字
 

社
会
学
部
社
会
学
科
「
金
蔵
の
エ
チ
ュ
ー
ド
 ｜ 異
能
登
の
社
会
 と
 文
化
 二
 
-
 ｜
 」
一
九
九
 

四
年
、
及
び
「
輪
島
市
町
野
 町
東
｜
 異
能
登
の
社
会
と
文
化
 二
こ
 １
日
一
九
九
五
年
が
あ
る
。
 

-
6
 ）
 
伊
 野
部
の
社
会
組
織
に
つ
い
て
は
、
古
賀
相
剋
「
村
落
の
 

社
会
関
係
」
一
口
詞
監
生
偏
「
五
個
 
荘
｜
湖
 東
村
落
の
伝
統
と
現
 在
口
未
定
、
一
九
九
五
年
 

一
 
予
定
こ
を
参
照
。
 

-
7
-
 滋
賀
県
市
町
村
沿
革
 史
 編
纂
委
員
会
編
「
滋
賀
県
市
町
村
 沿
革
 史
 」
第
五
巻
、
一
九
六
二
年
。
 

一
 
8
-
 
福
田
ア
ジ
 
ォ
 
「
時
間
の
民
俗
字
・
空
間
の
民
俗
字
」
木
耳
 

社
 、
一
九
八
九
年
、
一
一
 
0
 頁
 。
 

-
9
-
 伊
 野
部
の
農
業
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
千
葉
紀
子
「
 
伊
野
 部
 農
業
の
変
化
過
程
 ｜
 農
作
業
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら
 ｜
 」
「
 地
 域
 総
合
研
究
」
第
二
一
号
、
 

一
九
九
三
年
、
四
三
 
｜
 五
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。
 

而
 -
 
例
え
ば
、
 村
 我
精
一
表
ホ
 祀
 空
間
の
構
造
１
社
会
人
類
学
 ノ
ー
ト
ロ
東
京
大
字
出
版
会
、
一
九
八
四
年
。
ま
た
、
特
に
福
 
田
 ア
ジ
オ
、
前
掲
主
日
。
 

而
 -
 
便
野
部
の
宗
教
事
象
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
古
賀
私
刑
・
 

西
光
 義
秀
 
・
山
本
哲
司
「
 伊
 野
部
の
宗
教
生
活
１
ム
 
ラ
 ご
と
と
 
し
て
の
宗
教
の
素
描
 ｜
 」
 

「
地
域
総
合
研
究
」
第
二
号
、
一
九
九
二
年
、
三
セ
ー
 

セ
 五
頁
。
 及
び
古
賀
相
剋
「
村
落
社
会
に
お
け
る
宗
教
講
の
機
能
 
１
 つ
な
が
 り
の
創
造
と
強
化
 

｜
 」
「
地
域
総
合
研
究
  
第
三
号
、
一
九
九
三
年
、
一
二
ー
 二
 二
一
 
頁
 。
 

-
 
は
 @
 
 リ
ー
チ
、
前
掲
 
書
 、
六
三
頁
。
 

一
 
ト
 -
 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ダ
グ
ラ
ス
 

-
 
口
 0
 目
性
始
め
。
ノ
ミ
 

曲
 「
 
ヒ
 。
力
ミ
 
ふ
せ
 Q
3
 

も
も
Ⅰ
 

3
 ㎏
雨
ぺ
｜
ム
ま
ム
 
3
 Ⅰ
 せ
 紅
の
蜂
 
ト
の
 。
 3
n
 
も
 沫
 0
%
 士
 。
に
 
ミ
 ～
～
 

0
3
 

ぬ
ま
 
も
Ⅱ
Ⅰ
 ひ
 0
0
 

㊥
。
 已
 。
三
 %
 。
 耳
 -
 
色
港
曲
 き
木
織
目
㌧
㏄
 三
 。
こ
の
③
塚
本
利
明
 訳
 
「
 
汚
傲
と
禁
己
ど
 
思
潮
社
、
一
九
 
セ
 二
年
、
六
八
ー
 
ハ
セ
頁
 -
 を
 参
照
。
 

何
 ）
 
伊
 野
部
の
社
会
的
統
一
性
 は
 つ
い
て
は
、
磯
部
 
裕
 
「
 伊
野
 部
 区
に
お
け
る
社
会
的
参
加
と
政
治
・
行
政
機
構
」
「
地
域
総
合
 

研
究
」
第
二
号
、
一
九
九
 

二
年
、
九
四
 ｜
一
 0
 
二
頁
。
古
賀
相
剋
・
西
光
 
義
秀
 
・
山
本
哲
司
 、
前
掲
 書
 。
及
び
古
賀
 和
 則
、
一
九
九
三
年
を
参
照
の
こ
と
。
 

な
お
、
伊
野
部
の
社
会
的
統
一
性
 は
 つ
い
て
は
、
近
隣
村
落
と
の
 

 
 

し
 、
こ
の
側
面
に
 

つ
い
て
は
、
紙
数
の
都
合
で
別
 
稿
 に
譲
る
こ
と
に
し
た
。
 

  



八
 論
文
要
旨
Ⅴ
一
九
九
二
年
六
月
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
・
 デ
 

シ
 ャ
ネ
 イ
ロ
 で
開
催
さ
れ
た
国
連
主
催
の
い
わ
ぬ
 

る
 
「
地
球
 サ
、
、
 

.
 ツト
 」
 -
U
N
C
E
D
 

国
連
「
環
境
と
開
発
」
会
議
 

-
 で
は
、
「
持
続
可
能
な
開
発
」
と
 
い
う
困
難
な
課
題
に
つ
い
て
加
盟
諸
国
が
一
致
し
て
事
に
当
た
ろ
 
う
と
す
る
「
 リ
オ
 

育
三
口
」
や
「
ア
ジ
ェ
ン
 ダ
れ
 」
が
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
 補
 々

 
万
ム
 
ム
譲
と
し
て
同
時
に
開
催
さ
れ
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ォ
 

上
 フ
ム
 ・
リ
オ
会
議
」
 

で
も
、
世
界
か
ら
集
ま
っ
た
宗
教
家
や
国
会
議
員
を
中
心
に
企
業
 
家
 、
芸
術
家
、
科
学
者
た
ち
が
三
日
間
の
討
議
を
重
ね
て
総
括
 
し
た
共
同
見
解
を
発
 

表
し
た
。
そ
こ
に
は
、
今
日
の
地
球
環
境
の
危
機
が
実
は
人
類
上
 

@
 
通
の
内
的
な
精
神
の
危
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
の
共
通
認
識
 
が
 強
調
さ
れ
、
そ
れ
 

に
 対
処
す
る
に
は
、
現
代
を
支
配
す
る
物
質
至
上
の
価
値
観
を
問
 
い
 直
し
て
、
こ
れ
を
根
本
か
ら
変
え
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
 
急
 務
 だ
と
の
指
摘
が
あ
 

る
 。
そ
し
て
特
に
宗
教
の
面
で
は
、
地
球
と
そ
の
全
生
命
が
神
の
 恵
み
で
あ
り
、
万
物
に
神
は
内
在
す
る
と
再
確
認
す
べ
き
で
あ
 っ
て
、
そ
の
意
味
で
 

大
自
然
と
共
生
し
て
き
た
世
界
の
先
住
民
た
ち
の
知
恵
に
学
ぶ
べ
 
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
か
れ
ら
先
住
民
た
ち
と
も
共
有
し
う
 
る
よ
う
な
古
代
以
来
の
日
本
人
の
自
然
環
境
へ
の
関
与
を
八
社
 
ム
 
コ
｜
 生
態
系
 V
 と
 

い
う
客
観
的
な
文
明
の
構
造
と
し
て
一
般
化
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
 
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
の
そ
の
三
観
的
な
文
化
の
位
相
を
八
 
風
 土
 V
 と
み
な
す
立
場
 

か
ら
、
日
本
の
山
岳
列
島
の
河
川
水
系
ご
と
の
局
地
的
な
自
然
環
 
境
 を
地
方
単
位
の
歴
史
風
土
に
仕
立
て
あ
げ
て
き
た
宗
教
文
化
 
の
 一
面
を
八
風
土
祭
 

祀
 Ⅴ
と
と
ら
え
な
が
ら
、
特
に
そ
の
森
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
黒
白
 
を
あ
て
て
現
在
す
す
め
つ
つ
あ
る
事
例
研
究
の
一
端
を
紹
介
し
、
 

最
後
に
集
落
社
会
 

で
の
八
家
郷
祭
祀
 
V
 に
関
連
し
て
 
八
 鎮
守
の
森
 V
 の
宗
教
的
意
義
 
を
 論
じ
て
み
た
い
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
社
会
 ｜
 生
態
系
、
風
土
祭
祀
、
家
郷
祭
祀
 
家
郷
社
会
、
鎮
守
の
森
 

自
然
・
風
土
と
宗
教
文
化
 

稔
 

薗
田
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舌
口
 
し
 、
ま
た
九
月
に
伊
勢
の
地
で
開
催
さ
れ
た
昭
和
重
 徳
 記
念
財
団
主
催
の
「
千
年
の
森
に
集
う
 会
 」
に
参
画
 し
た
り
し
な
が
ら
、
 研
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一
九
九
二
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
地
球
サ
ミ
ッ
ト
・
 リ
オ
 ㏄
（
 U
N
C
E
D
@
 
国
連
「
環
境
と
開
発
」
会
議
）
で
 、
「
持
続
可
能
な
開
 

発
の
仁
の
（
 

ゅ
ぎ
ゅ
 
匡
の
巨
の
 

4
 匹
 0
D
 
日
の
 
コ
 （
」
と
い
う
困
難
な
課
題
 
を
め
ざ
し
、
加
盟
諸
国
が
一
致
し
て
事
に
当
た
ろ
 
う
 と
ヰ
 
0
@
 
る
 「
リ
オ
白
目
 

且
 
@
 
茜
 」
 や
 

「
ア
ジ
ェ
ン
ダ
 笏
 」
が
採
択
さ
れ
た
。
 

ま
た
、
そ
の
補
完
会
議
と
し
て
同
時
に
開
催
さ
れ
た
「
 グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
リ
オ
会
議
」
で
も
、
 
世
 界
の
宗
教
者
や
政
治
 

家
 、
企
業
家
、
芸
術
家
、
科
学
者
が
三
日
間
の
討
議
を
 
重
ね
て
総
括
し
た
共
同
見
解
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
 
、
ム
 「
日
の
地
球
環
境
の
 

危
機
に
は
内
的
な
精
神
の
危
機
に
由
来
す
る
も
の
が
あ
 
る
と
の
共
通
認
識
が
示
さ
れ
、
こ
の
危
機
に
対
処
す
る
 
に
は
、
従
来
の
価
値
 体
 

系
を
根
本
か
ら
問
い
直
す
こ
と
が
緊
急
の
課
題
だ
と
の
 指
摘
が
あ
る
。
そ
し
て
宗
教
的
に
は
、
世
界
と
そ
の
 
全
 生
命
が
神
の
恵
み
で
あ
 

り
 、
万
物
に
神
は
内
在
す
る
と
再
確
認
す
べ
き
で
あ
っ
 
て
 、
そ
の
意
味
で
大
自
然
と
共
生
し
て
き
た
先
住
民
の
 
知
恵
に
学
ぶ
べ
き
だ
、
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
を
承
け
て
翌
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
 
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
京
都
会
議
で
も
、
ま
ず
石
清
水
八
幡
 宮
を
会
場
に
世
界
各
 

地
か
ら
の
先
住
民
代
表
が
全
生
命
へ
の
祈
り
を
捧
げ
合
 
い
、
国
際
ム
 
%
 議
場
で
の
総
会
で
は
「
国
際
 み
ビ
り
 十
字
 」
と
い
う
環
境
保
全
を
 

推
進
す
る
世
界
的
機
関
の
設
立
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
 

か
く
い
う
私
も
、
こ
こ
十
年
来
、
環
境
に
関
わ
る
宗
教
 文
化
に
関
心
を
深
め
て
お
り
、
及
ば
ず
な
が
ら
グ
ロ
ー
  
 

に
も
参
加
し
た
り
、
 昨
 九
四
年
に
は
六
月
二
十
八
日
の
 日
本
学
術
会
議
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
環
境
と
宗
教
」
 
に
 パ
ネ
ラ
ー
と
し
て
 発
 

は
じ
め
に
 



 
 

;
*
;
 

イ
 

教
 

吉
本
 

 
 

土
 

風
 一

白
 

然
 

英
国
ウ
ェ
ー
ル
ズ
出
身
で
長
野
県
の
黒
 
姫
 高
原
に
住
む
 ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
の
 
C
.
W
.
 ニ
コ
ル
二
九
四
 0
 ｜
 ）
氏
が
、
一
九
九
一
 

年
セ
 月
 二
十
二
日
付
け
神
社
新
報
に
寄
稿
し
た
「
 

望
む
 8
 課
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
、
こ
ん
な
一
節
が
あ
る
。
 

「
そ
こ
は
高
い
木
々
に
か
こ
ま
れ
た
岩
穴
で
、
辺
り
に
は
 

鳥
や
猿
の
声
、
美
し
い
滝
の
流
れ
る
水
音
だ
け
が
響
く
 

、
そ
れ
は
素
敵
な
 

場
所
だ
っ
た
。
褐
色
の
肌
を
持
つ
小
柄
な
狩
人
は
腰
蓑
 

一
つ
と
い
う
出
で
立
ち
で
、
手
に
は
 

弓
と
 毒
矢
を
持
っ
 て
い
る
。
そ
の
 
波
 

が
 花
を
一
輪
手
折
っ
て
髪
に
差
し
た
。
誰
か
が
問
う
 

、
 ど
う
し
て
神
が
こ
こ
に
居
る
と
分
か
る
の
で
す
か
。
 

あ
 な
た
に
は
神
の
姿
 

が
 見
え
る
の
で
す
か
。
私
は
馬
鹿
な
質
問
だ
と
思
っ
た
 

が
 、
そ
の
狩
人
は
笑
顔
で
答
え
た
。
神
の
姿
は
見
え
な
 

い
 、
だ
が
見
え
な
 

く
て
も
此
処
に
居
る
こ
と
は
分
か
る
。
」
 

彼
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
伊
勢
の
森
を
は
じ
め
神
社
 

の
森
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
説
い
て
い
る
の
だ
が
 

、
そ
れ
に
関
連
し
て
 

ア
フ
リ
カ
の
ザ
イ
ー
ル
の
ピ
グ
ミ
ー
族
の
狩
人
た
ち
が
 

、
 彼
ら
が
聖
な
る
場
所
と
し
て
崇
め
て
い
る
所
に
案
内
 

し
て
く
れ
た
時
の
 ェ
ピ
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社
会
 ｜
 生
態
系
の
文
明
と
八
風
土
祭
祀
 V
 

究
 活
動
の
ひ
と
つ
と
し
て
主
に
国
内
に
お
い
て
関
連
す
 
る
 調
査
研
究
を
す
す
め
 

そ
こ
で
今
回
の
報
告
で
は
、
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
先
住
民
た
 ち
と
も
共
有
し
う
る
 

態
系
 V
 と
い
う
客
観
的
な
文
明
の
構
造
と
し
て
一
般
化
 し
た
あ
と
、
さ
ら
に
、
 

相
を
ハ
 風
土
 V
 と
み
な
す
立
場
か
ら
、
古
代
以
来
、
日
 本
 列
島
の
自
然
環
境
を
 

一
面
と
し
て
、
特
に
森
林
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
 佳
 点
 な
 当
て
て
近
年
す
す
め
 っ
 

義
を
論
じ
て
み
た
い
。
 

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

よ
う
な
日
本
人
の
自
然
環
境
へ
の
関
与
を
八
社
会
 
｜
 生
 

地
域
住
民
に
と
っ
て
の
そ
の
共
同
工
 観
 的
な
文
化
の
位
 
Ⅰ
 
上
 

ユ
 

生
活
の
 ハ
 風
土
 V
 に
仕
立
て
あ
げ
て
き
た
宗
教
文
化
の
 

つ
あ
る
事
例
研
究
の
一
端
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
 意
 



 
 

ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
自
身
 が
 、
こ
の
狩
人
の
答
え
に
心
底
共
感
し
て
、
「
何
処
の
国
 で
あ
ろ
う
と
宗
教
が
 何
 

 
 
 
 

 
 
 
 

だ
ろ
う
と
、
聖
な
る
 地
 
・
聖
な
る
森
に
お
い
て
、
目
に
 

と
こ
ろ
が
、
過
去
の
古
代
文
明
は
、
い
ず
れ
も
農
耕
 
あ
 

見
え
な
い
存
在
を
疑
う
ほ
ど
私
は
未
熟
で
は
な
い
。
」
 

る
い
は
牧
畜
と
い
う
生
産
経
済
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
 

と
 結
ん
で
い
ろ
。
 

そ
し
て
こ
の
段
階
で
 

 
 
 
 
 
 

い
う
ま
で
も
な
く
、
ピ
グ
ミ
ー
 族
 と
い
え
ば
、
熱
帯
 雨
 林
 イ
ト
ゥ
リ
で
狩
猟
採
集
生
活
を
送
る
 ム
 ブ
テ
ィ
人
の
 こ
と
で
あ
る
。
 
ザ
ィ
 

｜
か
め
 広
大
な
原
生
林
の
な
か
で
家
族
集
団
ご
と
に
 
移
 勤
 し
な
が
ら
原
始
的
な
狩
猟
採
集
の
生
活
を
送
っ
て
 
い
 る
 、
い
わ
ば
未
開
社
会
 

の
種
族
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
生
態
は
、
ほ
ぼ
 々
 
万
全
に
原
生
林
の
動
植
物
の
生
態
系
、
す
な
わ
ち
エ
コ
・
 

シ
ス
テ
ム
の
 n
O
 
以
セ
 降
の
 ヨ
 

に
 組
み
込
ま
れ
て
こ
そ
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
 。
そ
し
て
彼
ら
の
い
わ
ば
精
霊
崇
拝
か
ら
成
る
原
初
寒
 数
 も
 、
い
い
 
か
え
れ
 ば
 

八
 生
態
系
の
宗
教
の
 n
o
 
）
 
0
 性
の
日
お
主
柱
 o
 コ
 V
 
 生
態
系
 そ
の
も
の
を
宗
教
的
世
界
と
す
る
タ
イ
プ
）
と
も
言
え
 る
 類
型
と
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
し
て
さ
ら
に
敷
桁
す
れ
 ば
 、
世
界
各
地
で
今
、
「
 
先
 住
民
」
と
舌
口
わ
れ
る
な
か
で
稀
少
と
は
い
え
未
開
の
文
明
 

に
 留
ま
っ
て
い
る
諸
種
 

族
の
宗
教
も
ま
た
、
居
住
す
る
地
域
の
自
然
環
境
す
な
 
わ
ち
動
植
物
の
生
態
系
に
寄
り
添
っ
て
生
活
す
る
内
で
 の
 コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
で
あ
 

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
自
然
宗
教
旨
 
旨
 （
の
（
 
匹
 握
ざ
コ
 で
あ
る
と
共
に
八
生
態
系
の
宗
教
 V
 と
み
な
す
 @
 
」
と
が
で
き
よ
う
。
 

は
 、
一
定
の
社
会
単
位
で
所
与
の
生
態
系
を
含
む
自
然
 環
境
を
抜
け
出
し
、
同
時
に
こ
れ
を
人
工
的
に
改
良
し
 、
管
理
し
て
生
活
を
文
 

明
 化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
古
代
文
明
の
段
 階
 で
は
、
人
間
が
自
然
の
生
態
系
か
ら
独
立
し
た
社
会
 を
形
成
し
な
が
ら
、
 

自
 

然
 環
境
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
工
的
開
発
を
ほ
ど
こ
し
て
、
 森
林
を
伐
採
し
、
大
地
を
耕
し
、
穀
物
や
牧
草
を
栽
培
 
し
て
自
然
条
件
を
積
極
 

的
に
組
み
替
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
 、
こ
の
段
階
で
は
、
近
代
文
明
の
よ
う
に
自
然
を
コ
ン
 ト
ロ
ー
ル
し
た
り
支
配
 

す
る
と
考
え
る
ほ
ど
の
技
術
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
 の
で
、
自
然
環
境
の
気
候
や
生
態
系
と
調
和
す
る
範
囲
 
で
の
文
明
シ
ス
テ
ム
に
 

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
文
明
段
階
を
仮
に
自
 然
 環
境
と
の
関
わ
り
で
表
現
す
れ
 ば
 、
未
開
文
明
の
生
態
 糸
の
 n
o
@
 
せ
 降
の
 ヨ
 の
 段
 



自然・風土と 宗教文化 

つ
ま
り
、
和
辻
哲
郎
の
風
土
論
に
 ょ
 れ
ば
、
い
わ
ば
 所
 与
 の
六
気
候
風
土
 V
 と
い
う
自
然
環
境
が
、
一
定
の
人
 エ
 を
ほ
ど
こ
さ
れ
る
 過
 

程
で
、
そ
こ
に
土
着
し
て
生
活
社
会
を
築
く
住
民
た
ち
 
の
 文
化
的
な
 八
 歴
史
風
土
 V
 と
い
う
形
で
内
在
化
さ
れ
 る
 。
つ
ま
り
 八
 風
土
 V
 

と
は
、
単
に
外
在
的
自
然
の
気
候
地
勢
で
は
な
く
、
 住
 民
の
生
活
社
会
が
主
体
的
に
構
築
す
る
安
心
立
命
の
 
コ
 ス
 モ
ロ
ジ
カ
ル
 
な
 生
活
 

世
界
Ⅰ
の
 す
 の
 毘
 毛
色
（
の
内
外
に
組
み
込
ま
れ
、
読
み
込
 

ま
れ
た
、
い
わ
ば
内
在
的
自
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
象
学
 か
ら
す
る
社
会
理
論
に
 

よ
れ
ば
、
自
然
を
環
境
と
し
て
 八
 風
土
 V
 化
す
る
と
は
 、
当
該
社
会
の
成
員
た
ち
が
彼
ら
の
生
業
を
営
む
こ
と
 
で
 自
然
を
生
活
環
境
に
 

 
 

 
 

開
発
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
彼
ら
の
共
同
 
主
観
と
し
て
自
然
の
風
物
を
感
得
し
あ
い
、
読
み
込
み
 

 
 

 
 

笑
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
 
-
4
 
一
考
え
て
み
れ
ば
、
 

八
 祭
祀
の
 日
 （
 
V
 は
、
語
源
的
に
の
 日
 （
目
の
と
も
の
 日
 （
モ
韓
 -
0
 
コ
 と
も
 通
じ
て
お
り
、
土
を
耕
 

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
農
耕
文
明
で
の
自
然
環
境
は
 、
も
 は
や
純
粋
の
八
自
然
 V
 で
は
な
く
、
そ
の
生
態
系
も
 、
 ま
た
原
生
の
生
態
系
 

で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
社
会
が
主
体
的
に
 関
与
し
た
文
明
の
生
活
環
境
で
あ
っ
て
、
す
で
に
住
民
 
た
ち
の
精
神
文
化
に
取
 

り
 込
ま
れ
た
、
い
わ
ば
八
文
化
的
自
然
 V
 と
で
も
舌
口
 
ぅ
 し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
矛
盾
す
る
表
現
を
避
け
る
 
目
的
で
、
こ
の
際
、
和
 

辻
 理
論
に
立
っ
 八
 風
土
 V
 概
念
を
採
用
し
て
、
い
わ
ば
 環
境
と
宗
教
と
の
内
在
的
関
与
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
  

 

背 
上 乱 万て さ 

と て 
し 私 
た が 日 
本 こ 

吉 こ 

代 で     
束 風 
の 上 
神 祭 
々 祀     
，性 と 

  
そ し 

の た 
祭 の 
り は 

  
を   
特の 段階 構造 0 う 態 系の 

日ト訂 ヱ " 
で @ 
にすす 殊払 社 ム 類型が 宗教の 

は 生 
な 態 
く 系     K 
般 対 
論 応 
と す 

し る   
示教 て端 め 

か か き 

的 立 
、 ら よ 

現 し 

す て   
る の 内 つ 

た コ め て 
め ス 一 白 

で モ つ 代 
に 文 

ロバン ある 一 一 2 八 明 
  村 @  @ こ 

を 全 村 



か ほ ろ 書 豆 う い け い せ か 

し
か
も
、
古
代
の
農
業
経
済
を
中
心
に
営
ま
れ
る
文
明
 
に
 相
当
す
る
宗
教
文
化
は
、
そ
の
土
地
の
自
然
環
境
を
 
開
発
し
て
、
よ
り
 豊
 

な
 生
産
物
を
得
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
 
る
た
め
の
神
話
的
世
界
を
祭
る
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
に
 な
る
。
た
と
え
ば
、
 

界
の
神
話
の
な
か
に
は
、
大
地
の
地
母
神
テ
ラ
・
 
マ
テ
 １
ル
を
人
間
が
殺
し
て
、
そ
の
母
体
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
 作
物
を
獲
得
す
る
と
 

ぅ
 神
話
も
あ
る
。
大
地
の
死
と
再
生
と
い
う
解
釈
が
農
 
耕
の
始
ま
り
を
語
り
、
い
わ
ば
犠
牲
 と
豊
 鏡
を
祈
る
神
 話
と
 祭
り
と
な
る
わ
 

だ
が
、
実
は
日
本
の
古
典
神
話
に
も
、
こ
の
例
を
見
出
 
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

「
古
事
記
」
の
神
代
春
に
は
、
高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
 ス
 サ
 ノ
 ブ
 に
食
物
を
乞
わ
れ
た
 オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
 が
 、
 鼻
と
 口
と
 尻
か
ら
味
の
よ
 

材
料
を
吐
き
出
し
て
調
理
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
と
、
 
ス
サ
 ノ
 ブ
 は
不
浄
な
も
の
を
供
し
た
と
怒
っ
て
こ
の
神
 を
 切
り
殺
し
て
し
ま
 

。
す
る
と
、
殺
さ
れ
た
神
の
頭
か
ら
蚕
が
、
両
眼
か
ら
 
稲
種
が
 、
両
耳
か
ら
粟
が
 、
 鼻
か
ら
小
豆
が
、
陰
部
か
 ら
 麦
が
 、
 尻
か
ら
 大
 

が
 、
と
い
う
よ
う
に
貴
重
な
農
産
物
が
こ
の
世
に
も
た
 
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
神
話
が
あ
る
。
「
日
本
書
紀
」
に
も
 同
様
の
神
話
が
 、
一
 

と
し
て
記
載
さ
れ
、
そ
こ
で
は
 ツ
 キ
 ヨ
こ
 と
い
う
神
が
 ウ
ケ
モ
チ
 と
い
う
神
を
切
り
殺
す
と
、
そ
の
身
体
か
ら
 五
穀
が
も
た
ら
さ
れ
 

と
い
う
物
語
に
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
大
地
の
食
 物
 女
神
が
殺
害
さ
れ
て
、
そ
の
死
体
か
ら
貴
重
な
農
産
 
物
 が
生
成
す
る
こ
と
 

 
 こ

の
話
型
は
 、
 メ
ラ
ネ
シ
ア
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
分
布
 す
る
「
ハ
イ
 ヌ
ウ
ェ
レ
型
 」
の
神
話
に
属
す
る
南
方
系
 の
神
話
で
、
南
中
国
 

-
6
 
一
 

ら
 東
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
の
照
葉
樹
林
文
化
で
あ
る
 
雑
 穀
 栽
培
や
焼
畑
農
耕
と
も
結
び
っ
い
た
物
語
に
共
通
す
 
る
も
の
だ
が
、
 い
 ず
 

と 土   
い に 

え ィ士 

る 」 上上 - 

め て 
で る 
あ こ   @ 了ひ @@@ 

す 
な 
わ 
ち 

文 
化 
と 

  
て 

精神 

的 
  
安 
4 玉 

  
ナつ 

る 

宗教 

的 
世 
界、 
  
ス 

モ 

ス 

を 

祭 
- 市 己 

的 
@ 
構 
築 
す 
る 
    
と 

だ 

  

す
 ・
身
を
装
う
・
所
作
を
す
る
・
祭
り
を
す
る
、
な
ど
の
 

意
味
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
自
然
の
大
地
 
を
 耕
し
て
生
活
の
八
 風
 

 
  

 



れ
に
せ
よ
、
農
業
と
い
う
生
業
こ
そ
が
、
人
類
を
し
て
 
自
然
環
境
か
ら
社
会
を
自
立
せ
し
め
、
そ
の
生
態
系
に
 
耕
作
の
手
を
加
え
る
と
 

い
う
 形
で
八
社
会
 ｜
 生
態
系
 V
 と
い
う
新
た
な
環
境
 構
 造
 を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
 八
 風
土
祭
祀
 V
 と
い
う
 共
 回
 、
王
 
観
 レ
ベ
ル
の
文
化
 

的
 位
相
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
 
地
 母
神
な
い
し
食
物
神
の
犠
牲
に
よ
る
農
産
物
の
獲
得
 
と
い
う
神
話
こ
そ
が
、
 

自
然
環
境
を
八
風
土
化
 V
 し
た
古
代
文
化
を
象
徴
す
る
 宗
教
的
表
現
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
語
源
的
に
 
「
耕
作
」
と
も
「
文
化
」
 

と
も
通
じ
 ム
ロ
う
八
 
祭
祀
 V
 こ
そ
が
 八
 風
土
化
 V
 に
ふ
さ
 わ
し
 い
 宗
教
的
営
為
、
す
な
わ
ち
儀
礼
な
の
で
は
あ
る
 
ま
い
か
。
 

そ
の
十
分
な
指
標
と
は
い
え
な
い
が
、
た
と
え
ば
「
 常
 陸
 国
風
土
記
 ヒ
に
 行
方
郡
の
古
老
の
話
が
記
載
さ
れ
て
 
い
ろ
。
そ
れ
に
 よ
 る
 

と
 、
 箭
括
氏
 の
 麻
 多
智
と
い
う
地
元
の
豪
族
が
、
郡
家
の
 西
 に
あ
る
谷
の
湿
地
を
開
墾
し
て
水
田
に
し
よ
う
と
し
 た
と
こ
ろ
、
「
夜
月
神
」
 

と
 地
元
で
言
 う
 蛇
が
群
れ
を
な
し
て
開
拓
を
妨
害
す
る
 の
で
、
武
装
し
て
こ
れ
を
谷
の
奥
ま
で
追
い
払
っ
た
 あ
 と
 、
山
口
の
堺
の
堀
に
 

呪
力
の
あ
る
標
の
杖
を
立
て
、
蛇
に
向
か
っ
て
「
こ
こ
 
よ
り
上
は
神
た
ち
の
土
地
に
し
、
こ
こ
か
ら
下
は
人
間
 
の
 田
地
に
し
て
、
今
後
 

は
 自
分
が
神
主
に
な
っ
て
 神
 た
ち
を
ず
っ
と
敬
い
祭
る
 か
ら
、
ど
う
か
恨
ん
だ
り
 崇
 っ
た
り
し
な
い
で
く
れ
」
 と
 言
い
、
そ
の
場
に
社
 

を
 建
て
て
祭
り
を
し
た
。
そ
の
社
が
現
在
の
玉
造
町
所
 
田
 に
あ
る
夜
月
神
社
に
当
た
る
が
、
こ
の
 
マ
タ
チ
 の
 功
 

  

十
念
町
歩
の
水
田
に
開
発
さ
れ
、
以
来
マ
タ
 
チ
 の
子
孫
 が
 夜
月
神
を
祭
り
つ
づ
け
て
今
に
い
た
る
と
、
古
老
の
 
話
は
結
ば
れ
て
い
る
。
 

こ
の
説
話
が
物
語
る
こ
と
は
、
古
代
の
地
万
民
が
水
系
 
に
 沿
っ
て
水
田
を
開
発
す
る
際
に
、
野
山
に
棲
息
す
る
 
野
生
を
も
 霊
性
 あ
る
 

 
 

0
 例
示
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
蛇
が
野
生
の
 
カ
こ
 の
出
現
 し
た
姿
と
見
 徴
 さ
れ
て
い
た
 

 
 

教
 

掠
 
こ
と
は
、
同
じ
風
土
記
の
那
賀
郡
の
部
に
や
は
り
 古
老
の
話
と
し
て
、
茨
城
の
里
に
住
む
娘
に
夜
毎
通
 う
 名
も
姿
も
知
ら
ぬ
者
が
あ
り
、
 

上
風
や
が
て
娘
が
産
ん
だ
子
が
蛇
の
姿
で
、
昼
は
も
の
 

舌
口
わ
ぬ
が
夜
は
母
と
語
る
の
で
 
カ
こ
 の
子
と
し
て
育
て
 た
と
い
う
例
も
あ
る
。
ま
た
 

眩
 
著
名
な
例
で
は
、
「
日
本
書
聖
崇
神
天
皇
紀
に
 
、
 三

輪
山
の
神
オ
オ
モ
ノ
 ヌ
シ
 が
土
地
の
豪
族
三
輪
 氏
の
 娘
 ヤ
マ
ト
 ト
ト
ヒ
 モ
モ
 ソ
ヒ
   



二
八
風
土
祭
祀
 V
 と
小
 盆
地
宇
宙
 

特
に
日
本
の
よ
う
な
山
岳
列
島
の
場
合
、
温
暖
多
雨
の
 モ
ン
ス
ー
ン
気
候
の
下
で
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
数
多
く
 の
 小
河
川
が
発
達
し
、
 

内
陸
に
当
た
る
そ
の
上
流
に
大
小
の
盆
地
を
形
成
し
な
 が
ら
、
下
流
の
海
岸
地
帯
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
河
口
平
野
 を
 展
開
せ
し
め
て
い
る
。
 

し
か
も
多
く
の
沿
岸
平
野
は
、
そ
の
両
側
と
奥
地
を
山
 稜
で
 囲
ま
れ
、
わ
ず
か
に
一
方
だ
け
が
海
岸
と
し
て
 海
 に
 開
け
て
い
る
と
い
っ
 

た
 小
規
模
の
平
野
で
あ
る
か
ら
、
大
陸
に
お
け
る
そ
れ
 
と
 比
べ
れ
ば
、
や
は
り
、
こ
れ
ら
も
海
に
接
し
た
盆
地
 
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
 

る
 。
米
山
陵
 直
は
 、
こ
の
点
に
着
目
し
て
日
本
列
島
が
 有
余
り
の
盆
地
か
ら
成
っ
て
い
る
と
捉
え
、
先
史
古
代
 
か
ら
近
代
に
い
た
る
ま
 

メ
 の
も
と
に
夜
毎
通
う
姿
が
実
は
蛇
体
で
あ
り
、
「
古
事
 記
 」
崇
神
天
皇
記
に
も
 イ
ク
 タ
マ
ヨ
 リ
ヒ
メ
 と
い
う
 名
 か
ら
神
霊
が
 糠
伍
 す
る
 

娘
 と
知
れ
る
巫
女
に
三
輪
山
の
神
が
通
っ
て
神
の
子
 
オ
 オ
タ
タ
ネ
コ
 を
産
む
、
そ
の
姿
形
が
ま
た
蛇
体
で
あ
る
 こ
と
を
想
わ
し
め
て
い
 

る
 。
時
代
を
降
っ
て
中
世
の
物
語
縁
起
に
も
、
た
と
え
 ば
 安
居
院
「
神
道
集
」
 巻
 第
十
に
載
る
「
 諏
方
 縁
起
」
 に
 見
る
よ
う
に
、
大
和
 

国
 甲
賀
郡
の
地
頭
の
三
男
、
甲
賀
三
郎
が
さ
ら
わ
れ
た
 愛
妻
、
春
日
 姫
を
 、
ま
ず
六
十
六
国
と
壱
岐
・
対
馬
の
 
「
御
嶽
」
六
十
八
ヵ
所
 

の
 霊
山
に
探
し
求
め
た
あ
と
、
今
度
は
信
濃
国
の
蓼
科
 出
 に
あ
る
人
穴
か
ら
地
下
に
入
り
、
七
十
三
の
人
穴
 と
 七
十
二
の
地
下
の
国
を
 

巡
っ
て
、
最
後
に
 維
綬
 国
か
ら
や
っ
と
信
州
の
浅
間
山
 の
 頂
上
で
地
上
に
戻
れ
た
、
と
い
う
長
 
い
 物
語
が
あ
る
 。
し
か
も
三
郎
が
地
上
 

に
 戻
っ
た
時
に
は
神
と
し
て
大
蛇
の
姿
で
出
現
す
る
の
 だ
が
、
こ
の
 ょ
う
 な
物
語
縁
起
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
 そ
れ
ぞ
れ
地
域
の
八
周
 

王
化
 V
 に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
、
水
神
で
も
幸
田
神
で
も
 
あ
る
蛇
体
の
土
地
神
祭
祀
と
い
う
自
社
の
起
源
伝
承
は
 
日
本
の
各
地
で
数
多
く
 

見
 出
だ
さ
れ
る
。
甲
賀
三
郎
は
、
苦
労
し
て
地
下
の
他
 界
を
放
浪
 し
 地
上
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
諏
訪
大
明
神
に
 成
長
す
る
の
だ
が
、
 そ
 

の
 カ
ミ
出
現
の
姿
が
蛇
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
に
 諏
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み
 込
み
な
が
ら
八
社
会
 
｜
 生
態
系
 V
 を
構
造
化
す
る
な
 
か
で
、
 八
 風
土
祭
祀
 V
 の
世
界
と
し
て
構
築
さ
れ
た
、
 
と
 考
え
る
こ
と
が
で
き
 

よ
う
。
 

さ
て
、
そ
う
し
た
 
八
 風
土
祭
祀
 V
 を
 、
 他
の
地
 威
ほ
さ
き
が
け
て
古
墳
時
代
か
ら
整
備
す
る
こ
と
で
 

古
 代
 国
家
を
確
立
し
て
い
っ
た
 

教
 

時
の
が
、
当
時
最
大
の
規
模
を
も
っ
た
奈
良
盆
地
 一
 帯
を
開
発
し
支
配
し
た
大
和
王
権
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

 
 

代
 崇
神
天
皇
の
い
わ
ゆ
る
三
輪
王
朝
か
ら
 
セ
 世
紀
後
半
 の
 大
武
・
持
続
 朝
 に
か
け
て
 

盟
 
整
備
さ
れ
た
奈
良
盆
地
の
八
風
土
祭
祀
 
V
 は
 、
律
 ム
コ
体
制
で
の
国
家
祭
祀
と
し
て
神
祇
官
 

所
 祭
の
四
時
 祭
 に
 組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
 
そ
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同
体
に
よ
る
稲
作
の
集
約
農
業
が
展
開
し
た
と
い
う
、
 少
な
く
と
も
昭
和
初
期
ま
で
の
生
業
構
造
が
、
そ
れ
ぞ
 
れ
の
盆
地
内
に
維
持
さ
 

れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
各
盆
地
の
小
宇
宙
は
、
こ
の
 よ
う
な
基
本
的
生
業
の
営
み
に
即
し
、
し
か
も
内
外
の
 
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
を
読
 

盆
地
一
帯
で
は
、
水
利
や
潅
 概
に
 改
良
を
加
え
な
が
ら
 水
田
開
発
が
す
す
め
ら
れ
、
血
縁
と
地
縁
に
基
づ
く
 
ィ
 ェ
 や
ム
 ラ
 の
濃
密
な
協
 

焼
畑
や
転
作
に
よ
る
雑
穀
や
畑
作
物
を
栽
培
し
、
里
山
 
を
利
用
し
て
薪
や
炭
を
生
産
す
る
小
規
模
な
農
林
業
が
 
生
業
と
な
る
。
そ
し
て
 

は
神
秘
的
な
聖
な
る
他
界
で
し
か
な
い
。
次
の
中
山
間
 地
帯
で
は
、
日
当
た
り
と
水
利
の
よ
い
傾
斜
地
や
山
麓
 に
 集
落
を
営
み
な
が
ら
、
 

塵
や
 狼
 、
蛇
な
ど
の
野
生
の
獣
た
ち
が
棲
息
し
、
狩
猟
 

と
 採
集
の
場
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
少
数
の
山
 
民
 た
ち
に
 佳
 さ
れ
て
里
の
住
民
に
 

盆
地
の
中
央
に
低
湿
地
を
集
め
、
や
が
て
本
流
が
さ
ら
 
に
 下
流
の
盆
地
か
、
あ
る
い
は
沿
岸
平
野
に
下
っ
て
 
い
 く
 、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
 

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
、
お
お
よ
そ
住
民
の
基
本
的
な
生
 業
を
配
置
す
る
と
す
れ
 ば
 、
ま
ず
奥
山
の
深
 い
 広
葉
樹
 天
然
林
に
は
籠
や
 猪
、
 

河
川
の
水
系
に
沿
っ
て
水
源
地
帯
に
奥
山
が
そ
び
え
、
 中
山
間
地
帯
に
里
山
が
連
な
り
、
多
く
の
谷
川
が
洪
積
 
台
地
を
形
成
し
な
が
ら
 

-
8
-
 

で
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
 小
 盆
地
宇
宙
」
を
形
成
し
て
 き
た
と
指
摘
す
る
。
も
と
よ
り
地
方
ご
と
の
地
勢
や
気
 
候
の
相
違
が
あ
り
、
 

ま
 

た
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
の
違
 い
も
 無
視
は
で
き
な
い
が
、
 

そ
れ
ら
の
相
違
を
通
じ
て
も
指
摘
で
き
る
共
通
の
環
境
 
条
件
に
は
、
お
お
よ
そ
 



景
観
工
学
を
標
 
傍
 す
る
樋
口
忠
彦
は
、
日
本
の
景
観
を
 
「
盆
地
の
景
観
」
「
谷
の
景
観
」
「
山
の
辺
の
景
観
」
 

お
 ょ
び
 「
平
地
の
景
観
」
 

に
 分
類
し
、
特
に
奈
良
盆
地
を
「
秋
津
洲
や
ま
と
」
型
 

と
 し
て
、
そ
の
都
が
外
来
文
化
を
包
み
込
み
、
宿
し
、
 

育
 

 
 

で
、
周
辺
の
山
稜
を
水
源
と
す
る
四
方
か
ら
の
谷
川
を
 集
め
て
奈
良
盆
地
一
帯
を
 ぅ
る
 お
す
大
和
川
水
系
に
沿
 っ
て
配
置
さ
れ
た
三
種
 

-
g
-
 

類
の
風
土
神
た
ち
が
、
い
わ
ば
立
体
的
な
神
聖
世
界
を
 
構
成
し
て
古
代
国
家
の
八
風
土
祭
祀
 V
 を
完
成
せ
し
め
 た
の
で
あ
る
。
か
ね
て
 

れ
ら
は
、
二
月
の
祈
年
祭
、
四
月
と
 
セ
 月
の
広
瀬
大
忌
 
祭
と
 竜
田
風
神
祭
、
お
よ
び
六
月
と
十
二
月
の
月
次
祭
 

な
の
だ
が
、
主
に
「
 
延
 

喜
式
 」
番
入
に
伝
存
す
る
当
時
の
各
祝
詞
に
 
ょ
 れ
ば
、
 祈
年
祭
と
月
次
祭
と
で
は
、
特
に
、
高
市
・
葛
水
・
 

十
 市
 ・
 志
貴
 ・
山
辺
・
 
曽
 

布
 と
い
う
奈
良
平
原
に
集
中
す
る
御
県
 
て
ァ
ガ
ヱ
、
す
 な
わ
ち
朝
廷
直
轄
の
農
地
を
守
護
す
る
六
ヵ
所
の
作
 

神
 た
ち
と
、
飛
鳥
・
石
村
 

-
 
イ
フ
レ
 
一
 ・
忍
坂
 -
 
オ
サ
と
 ・
長
谷
・
政
人
・
 
耳
無
 お
よ
 び
 吉
野
・
巨
勢
・
賀
茂
・
当
麻
・
大
坂
・
膿
胸
（
 

ィ
 コ
マ
 ・
 都
耶
 -
 
ッ
ゲ
 ）
・
 
養
 

布
 -
 
ャ
ギ
ゥ
 
）
の
吾
山
ロ
十
四
ヵ
所
に
鎮
座
す
る
林
産
と
 

治
水
の
神
々
と
、
さ
ら
に
は
吉
野
・
宇
陀
・
 

都
耶
 ・
 葛
 本
 の
 四
 水
分
神
つ
ま
り
 

奥
山
の
水
源
 神
 た
ち
が
共
に
招
迎
の
上
で
合
薬
さ
れ
て
 
い
る
。
ま
た
二
度
の
広
瀬
大
忌
祭
で
は
、
奈
良
盆
地
の
 

ほ
ぽ
中
央
に
あ
っ
て
 
四
 

方
の
支
流
が
集
中
し
て
大
和
川
の
本
流
に
合
流
す
る
 

広
 い
 瀬
の
地
点
に
鎮
座
す
る
 
ワ
カ
ウ
 カ
 ツ
メ
ノ
 神
社
、
 つ
 ま
り
天
皇
に
御
食
を
た
 

て
 ま
つ
る
食
物
女
神
の
社
で
、
こ
の
主
祭
神
と
共
に
や
 

は
り
前
記
の
六
御
県
の
神
た
ち
と
十
四
山
口
の
神
々
が
 

勧
請
さ
れ
て
、
 ぼ
ど
良
 

い
潅
 激
水
利
の
祈
願
が
な
さ
れ
て
い
た
。
 

し
か
も
、
こ
れ
ら
御
県
伸
六
社
、
山
口
 
神
 十
四
社
、
水
 分
神
 四
社
が
鎮
座
す
る
位
置
を
み
る
と
、
ま
ず
御
県
 

神
 が
 大
和
川
本
流
を
囲
 

む
 盆
地
中
央
の
農
耕
地
帯
に
、
山
口
神
は
盆
地
周
辺
の
 

各
支
流
が
平
地
に
流
れ
出
る
山
麓
地
帯
に
四
囲
を
囲
む
 

よ
う
に
散
在
し
、
そ
し
 

て
 水
分
社
は
、
さ
ら
に
四
方
の
奥
山
を
成
す
分
水
嶺
の
 

水
源
地
帯
に
そ
れ
ぞ
れ
鎮
座
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
 

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
 

し
て
、
広
大
な
盆
地
底
を
舞
台
に
、
飛
鳥
の
板
吉
富
 

や
 浄
 御
席
宮
か
ら
藤
原
京
、
平
城
京
へ
と
古
代
の
大
和
国
 

家
が
形
成
さ
れ
る
過
程
 (144) 144 



自然 

 
 

は
 禁
制
が
な
い
の
で
、
農
民
た
ち
が
も
っ
ぱ
ら
近
く
の
 
山
林
を
乱
伐
し
て
し
ま
う
た
め
に
作
物
の
干
害
が
頻
発
 
し
て
い
る
。
そ
こ
で
 今
 

ま
さ
し
く
大
陸
文
化
と
接
触
し
て
成
立
し
た
大
和
国
家
 は
 、
一
方
で
そ
の
 八
 風
土
祭
祀
 V
 を
国
家
祭
祀
に
組
み
 込
ん
で
成
立
し
て
も
い
 

る
の
だ
。
 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
古
代
に
お
い
て
も
七
世
紀
か
ら
八
世
 
紀
 に
か
け
て
国
家
建
設
が
大
規
模
化
し
、
宮
殿
や
大
寺
 院
な
ど
の
造
営
事
業
 

凪
 

が
禁
止
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
 言
 反
し
た
の
ち
、
 
当
 

が
し
き
り
に
進
め
ら
れ
る
に
 つ
 れ
て
、
大
和
川
や
淀
川
 

今
は
 、
大
河
の
水
源
で
あ
る
奥
山
は
禁
制
が
あ
っ
て
も
 

の
上
流
域
で
の
森
林
伐
採
が
激
し
く
な
り
、
そ
の
た
め
 

小
河
の
水
源
と
な
る
里
山
に
 

に
 洪
水
や
渇
水
が
頻
発
 

し
た
り
、
下
流
へ
の
土
砂
流
失
も
い
ち
じ
る
し
く
な
っ
 た
 。
た
と
え
ば
、
「
続
日
本
紀
」
天
平
宝
字
六
年
（
右
上
 

八
一
二
四
月
十
七
日
の
条
 

に
は
遣
唐
使
 船
が
 大
阪
湾
に
面
し
た
港
の
難
波
津
で
 座
 礁
 し
て
し
ま
っ
た
事
件
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
 淀
 川
や
大
和
川
へ
の
土
砂
 

-
 
Ⅱ
 -
 

の
 大
量
流
出
が
大
阪
湾
を
埋
め
て
し
ま
 
い
 、
港
湾
機
能
 を
 妨
げ
て
し
ま
っ
た
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
朝
廷
は
 
、
比
 較
的
 早
く
か
ら
自
然
生
 

態
 系
の
乱
開
発
を
戒
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
森
林
保
護
や
治
 
水
の
対
策
を
構
じ
て
い
る
。
こ
れ
も
一
例
を
挙
げ
れ
ば
 
、
「
類
聚
三
代
格
」
 巻
十
 

九
 
「
禁
制
 事
 」
に
載
る
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
一
四
月
 
二
十
一
日
の
太
政
官
符
「
 底
 禁
制
折
損
 水
 湯
山
林
」
に
 は
、
 次
の
よ
う
な
見
識
 

が
 記
さ
れ
て
い
る
。
 

「
産
業
 ノ
務
 ハ
尺
 堰
池
 ノ
ミ
ニ
 非
ズ
 。
浸
潤
 ノ
本
 ハ
木
 大
相
生
 ズ
 。
 然
 ラ
バ
副
チ
木
蓮
 ノ
 山
林
ハ
項
 ク
蕾
茂
ス
 ベ
シ
 。
何
 ト
ナ
レ
 

バ
 大
河
 ノ
源
ハ
ソ
ノ
山
欝
然
 ト
シ
、
小
川
 ノ
流
ハ
ソ
ノ
 岳
童
 
@
 ム
 ロ
 ）
 チ
 リ
 0
 コ
コ
 ニ
知
 ル
、
流
ノ
 細
大
ハ
 山
 ニ
随
 イ
テ
 生
ズ
ル
 

ヲ
 。
 夫
レ
 山
雲
雨
 ヲ
出
 サ
バ
、
阿
兄
 里
ヲ
 潤
ス
。
山
童
 七
 %
 キ
タ
レ
バ
 
、
渓
流
 洞
乾
ス
 。
」
 療
漢
茎
 

丸
 

し
か
も
、
こ
れ
に
続
く
文
言
に
は
、
先
例
の
大
同
 
元
年
（
 八
 0
 六
一
間
六
月
八
日
の
太
政
官
符
を
引
用
し
 、
そ
の
当
時
も
す
で
に
大
武
 

教
 

姦
 

四
年
兵
士
芭
か
ら
一
貫
し
て
「
山
河
海
鳥
 
浜
 野
 林
原
等
」
が
公
私
を
共
に
す
る
領
域
と
し
て
 潅
慨
保
 全
 の
た
め
河
川
流
域
の
乱
伐
 

土
 

45@ (145) 



後
は
、
水
田
を
潅
概
す
る
「
川
合
泉
源
満
池
 
等
 」
の
 沿
 岸
林
 叢
の
伐
採
は
公
私
の
別
な
く
こ
れ
を
禁
止
す
る
、
 
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
伐
採
禁
止
 ム
 
下
が
推
測
せ
し
め
る
こ
と
は
、
 古
 代
の
律
令
体
制
下
で
「
御
県
 @
 ア
ガ
タ
 こ
と
称
さ
れ
た
 畿
内
数
ヵ
所
の
朝
廷
 

直
轄
の
料
地
、
あ
る
い
は
単
に
「
宗
一
ア
ガ
 タ
 こ
と
称
さ
 れ
た
諸
国
の
開
発
さ
れ
た
農
業
生
産
地
帯
は
、
地
勢
上
 
ほ
ぽ
各
地
の
盆
地
底
や
 

水
系
沿
岸
に
開
発
さ
れ
た
先
進
農
耕
地
帯
で
あ
り
、
 
そ
 れ
ら
を
取
り
囲
む
「
里
山
」
と
さ
ら
に
後
背
の
「
奥
山
 
」
と
が
水
源
 酒
養
 地
帯
 

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
奥
地
の
山
岳
地
帯
 
は
 遠
隔
地
で
も
あ
り
、
ま
た
宗
教
的
な
禁
忌
に
ち
が
い
 
な
い
禁
制
も
強
く
あ
っ
 

て
 手
つ
か
ず
の
深
 い
 天
然
林
な
の
だ
が
、
一
方
の
「
 里
 出
に
当
た
る
中
山
間
地
帯
は
、
文
字
ど
お
り
「
杣
山
 

-
 
ソ
マ
ヤ
マ
 
こ
と
し
て
 建
 

築
 土
木
用
材
や
薪
炭
原
料
な
ど
、
と
か
く
山
林
の
乱
伐
 
に
よ
 る
荒
廃
を
招
き
が
ち
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
畿
内
で
 
の
 都
城
建
設
が
大
規
模
 

に
な
り
、
壮
大
な
宮
殿
や
大
寺
院
の
建
立
に
必
要
な
 木
 材
 に
は
、
伐
採
や
運
搬
の
容
易
な
平
地
林
や
里
山
林
が
 ま
っ
さ
き
に
乱
伐
さ
れ
 

て
し
ま
い
、
地
方
で
も
 国
 衛
や
国
分
寺
な
 ビ
 の
建
設
に
 大
量
の
木
材
が
消
費
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 

と
こ
ろ
が
唯
一
、
平
地
に
せ
よ
里
山
に
せ
よ
、
根
強
い
 林
 ホ
 
忌
に
守
ら
れ
て
伝
統
的
に
伐
採
を
免
れ
て
き
た
天
然
 林
 が
あ
る
。
そ
れ
が
、
 

古
来
カ
ム
 ツ
モ
り
 
（
神
の
杜
）
ま
た
は
カ
ム
 ツ
ヤ
シ
ロ
 
（
神
の
社
）
と
称
さ
れ
た
、
神
々
の
鎮
ま
る
森
林
で
あ
 り
 、
あ
る
い
は
カ
ム
 ナ
 

ビ
 、
カ
ム
 ナ
 ビ
ヤ
 マ
 
（
神
宗
 
備
山
 Ⅰ
ミ
ム
ロ
ヤ
マ
（
 御
室
山
，
三
諸
山
）
と
も
呼
ぶ
神
体
 出
 で
あ
っ
た
。
 た
 と
え
ぼ
 
「
類
聚
三
代
格
」
 

巻
 第
一
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
神
社
 事
 」
と
あ
っ
て
 、
 ま
ず
、
 撰
災
招
福
 の
た
め
神
仏
を
敬
 う
 に
は
必
ず
清
浄
 を
 先
と
す
べ
き
と
こ
ろ
 

か
ら
「
諸
国
神
祇
社
内
」
を
清
浄
に
保
つ
こ
と
を
命
じ
 た
 神
亀
二
年
（
 セ
 二
五
）
の
聖
武
天
皇
の
詔
を
か
か
げ
 、
そ
の
後
し
き
り
に
 発
 

-
 
は
一
 

せ
ら
れ
た
神
社
境
内
の
修
理
保
全
に
関
す
る
太
政
官
符
 
を
 多
く
記
載
す
る
。
な
か
で
も
、
承
和
八
年
（
八
四
一
 
）
三
月
一
日
の
太
政
官
 

符
 
「
 
礁
 禁
制
春
日
神
山
之
内
狩
猟
伐
木
 事
 」
を
は
じ
め
 、
山
城
の
賀
茂
 下
 上
社
の
境
内
や
神
山
、
大
和
の
丹
土
 川
上
雨
師
神
社
の
神
地
 

な
ビ
 の
保
全
に
関
す
る
も
の
が
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
 も
 、
こ
う
し
た
禁
制
が
発
せ
ら
れ
る
以
前
は
 
、
 神
々
の
 社
地
と
す
る
森
や
山
は
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土
 

Ⅰ
 一
 

鎮
守
の
森
と
八
家
郷
祭
祀
 
V
 

 
 

風
 

7
 

 
 

 
 

 
 

う
し
た
列
島
の
森
林
風
土
を
反
映
し
た
に
ち
が
い
な
い
 
神
々
の
物
語
が
あ
る
。
す
な
 

    宗教文化 

て 

は昨 

年 
か 

ら 

文 
部 
省 
科 
学 
研 

突貫 

K 
よ 

る 
調 

査 
を 

継 
続 
中 
で 
あ 
る 

盆
地
、
な
ど
が
取
り
敢
え
ず
あ
げ
ら
れ
よ
 う
 。
そ
の
ほ
か
 
に
 、
い
わ
ば
四
型
の
地
形
を
な
す
盆
地
と
 

土
祭
祀
 V
 を
呈
す
る
事
例
に
は
、
鹿
児
島
県
に
属
す
る
 奄
美
大
島
本
島
と
屋
久
島
と
を
挙
げ
て
お
 は

 対
照
的
な
山
型
の
小
宇
宙
 と
八
風
 

き
た
い
が
、
と
く
に
屋
久
島
に
つ
い
 

-
 
応
 -
 

-
 
Ⅱ
 一
 

皇
宗
飛
騨
の
高
山
・
古
川
盆
地
、
長
野
県
の
諏
訪
盆
地
 
と
 新
野
盆
地
、
埼
玉
県
の
秩
父
盆
地
、
兵
庫
県
の
一
宮
 
盆
地
、
岩
手
県
の
遠
野
 

千
古
不
入
の
禁
足
 地
 で
あ
っ
た
か
ら
、
狩
猟
伐
木
は
当
 然
 の
こ
と
禁
忌
と
さ
れ
て
い
た
は
 

ぼ
る
が
、
大
化
の
改
新
当
時
の
孝
徳
天
皇
で
さ
え
か
つ
 
て
 難
波
の
生
国
魂
社
の
境
内
林
を
 

-
 
柊
 -
 

に
 伐
採
さ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
、
「
神
道
を
軽
ん
じ
た
」
 と
 非
難
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
 

か
く
し
て
、
古
代
大
和
の
八
風
土
祭
祀
 V
 に
例
を
み
た
 よ
う
に
、
開
発
の
進
ん
だ
地
方
 

ス
神
 」
の
 社
 と
も
「
田
宮
」
と
も
「
里
宮
」
と
も
い
う
 
べ
き
社
叢
 群
 が
点
在
し
、
周
辺
の
 

神
 」
の
 社
 と
も
「
小
宮
」
と
も
い
う
べ
き
 モ
 リ
ヤ
 マ
 （
 
森
山
・
吐
出
）
が
点
在
し
て
、
 さ
 

ス
神
 」
の
「
奥
宮
」
が
文
字
ど
お
り
聖
な
る
奥
山
と
し
 
て
 山
岳
地
帯
を
占
め
て
い
る
、
 と
 

き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
「
 小
 盆
地
宇
宙
」
と
も
い
う
べ
き
地
方
の
森
 林
 景
観
 と
八
 風
土
祭
祀
 V
 と
の
 

い
て
、
私
は
、
奈
良
盆
地
の
調
査
研
究
の
ほ
か
に
過
去
 
い
く
つ
か
の
事
例
研
究
を
試
み
て
 、

お
そ
ら
く
は
宮
殿
 か
 寺
院
の
建
立
の
た
め
 

ず
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
時
代
は
さ
か
の
 

の
 先
進
地
で
も
、
田
園
地
帯
に
「
 県
 ニ
生
 マ
 

山
麓
や
中
山
間
地
帯
に
は
「
山
口
ニ
生
マ
ス
 

ら
に
奥
地
の
水
源
地
帯
に
は
「
水
分
ニ
生
 
マ
 

い
っ
た
ほ
ぼ
共
通
の
森
林
景
観
を
構
成
し
て
 

お
お
よ
そ
の
対
応
を
実
証
で
き
る
事
例
に
つ
 

き
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
地
方
と
し
て
は
、
 岐
 



わ
ち
「
日
本
書
紀
」
 
巻
 第
一
「
神
代
上
」
第
八
段
に
載
 
る
 第
四
の
一
書
に
、
乱
暴
 
狼
 籍
の
罪
を
負
っ
て
高
天
原
 
か
ら
追
放
さ
れ
た
 ス
サ
 

ノ
 ブ
 が
、
御
子
神
の
 ィ
 タ
ケ
ル
を
連
れ
て
一
旦
朝
鮮
の
 
新
羅
国
に
天
降
っ
て
か
ら
船
で
出
雲
の
簸
の
川
上
に
至
 

り
 、
そ
こ
で
首
尾
よ
く
 

大
蛇
を
退
治
し
て
得
た
草
薙
の
剣
を
天
照
大
御
神
に
 

献
 上
し
た
が
、
そ
の
あ
と
 
べ
 タ
ケ
ル
が
、
高
天
原
か
ら
 
持
 参
し
た
大
量
の
樹
種
を
 
、
 

朝
鮮
に
は
播
か
ず
に
、
九
州
か
ら
日
本
各
地
に
損
な
く
 

播
き
尽
く
し
て
全
土
を
青
山
に
成
し
た
。
そ
の
た
め
に
 

イ
タ
ケ
ル
が
功
績
あ
る
 

神
と
 讃
 え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
神
こ
そ
紀
伊
の
国
に
 

鎮
ま
る
大
神
な
の
だ
、
と
あ
る
。
ま
た
続
く
第
五
の
 
一
 書
 で
は
、
 ス
サ
 ノ
 ブ
 が
 

「
朝
鮮
の
地
に
は
金
銀
の
宝
が
豊
か
に
あ
る
の
で
、
 

わ
 が
 子
孫
が
治
め
る
国
に
は
浮
く
宝
の
良
き
船
が
な
い
と
 

Ⅱ
 
い
 け
 む
 い
 
Ⅰ
 」
と
舌
口
っ
て
 

、
 

ま
ず
自
分
の
ひ
げ
を
抜
い
て
散
ら
す
と
、
そ
れ
が
た
ち
 

ま
ち
杉
の
木
に
な
り
、
つ
ぎ
に
胸
毛
を
抜
き
散
ら
す
と
 

檜
 に
な
り
、
尻
毛
を
散
 

ら
す
と
槙
の
木
と
な
り
、
眉
毛
が
ま
た
楠
の
木
に
な
っ
 

た
 。
彼
は
、
そ
う
し
た
後
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
を
定
め
て
 
「
 
杉
と
 楠
の
木
は
良
き
 

船
の
用
材
に
し
、
檜
の
木
は
立
派
な
宮
殿
を
建
て
る
 

材
 木
 と
し
、
槙
の
木
は
死
者
を
葬
る
棺
の
材
料
と
せ
よ
。
 

そ
れ
ぞ
れ
役
に
立
つ
多
 

く
の
木
種
が
、
す
べ
て
上
手
に
播
き
芽
生
か
せ
る
こ
と
 

が
で
き
た
。
」
と
言
祝
い
だ
。
そ
の
と
き
、
 

ス
サ
 ノ
 ブ
 の
 

 
 

オ
オ
ヤ
ツ
ヒ
メ
、
ツ
マ
ツ
ヒ
メ
 
と
い
う
 三
 柱
の
神
も
ま
 た
 各
地
に
く
ま
な
く
木
種
を
播
き
布
い
た
の
ち
に
、
 

紀
 伊
の
国
に
た
ど
り
つ
い
 

た
 。
そ
し
て
最
後
に
 ス
サ
 ノ
 ブ
 は
、
 能
成
 峯
か
ら
根
の
 回
 に
お
も
む
い
た
、
と
こ
の
一
書
は
伝
え
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
 

ス
サ
 ノ
 ブ
 の
御
子
 神
 、
五
十
猛
命
は
「
古
事
記
」
神
代
 
巻
の
大
国
主
神
・
根
の
国
訪
問
の
段
に
登
場
す
る
「
 

木
 国
之
 大
屋
 毘
 由
伸
」
と
 

同
 神
で
あ
っ
て
、
森
林
豊
か
な
 
国
 ゆ
え
に
「
 木
亡
 国
」
 す
 な
む
ち
紀
伊
の
国
な
の
で
あ
り
、
か
つ
て
の
延
喜
 

神
 各
式
の
名
神
大
社
で
現
 

存
す
る
和
歌
山
市
侍
人
 
耶
曽
 の
 伊
 大
郡
 曽
 神
社
の
祭
神
 で
あ
る
。
ま
た
姫
神
の
 
オ
オ
ヤ
ツ
ヒ
メ
、
ツ
マ
ツ
ヒ
メ
 
た
ち
も
、
い
ず
れ
も
 
名
 

神
 大
社
で
あ
っ
た
同
市
宇
田
森
の
大
屋
連
比
売
神
社
と
 

同
市
平
尾
の
孤
 津
 比
売
神
社
と
に
そ
れ
ぞ
れ
祀
ら
れ
て
 
い
る
。
 

か
く
し
て
、
 ス
サ
 ノ
 ブ
 の
よ
う
な
文
化
英
雄
 
神
 が
自
分
 の
 体
毛
を
各
種
の
樹
木
と
成
し
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
 

用
途
を
言
祝
ぎ
、
「
 

木
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の
国
」
 め
 か
り
の
御
子
仲
た
ち
に
播
種
さ
せ
て
島
国
を
 
み
ご
と
な
青
山
な
す
森
林
列
島
た
ら
し
め
た
と
い
う
、
 
世
界
に
も
類
の
な
い
 枠
 

話
 が
古
代
日
本
に
誕
生
し
伝
承
さ
れ
た
こ
と
に
思
い
を
 
い
た
す
と
き
、
い
か
に
古
く
か
ら
住
民
が
山
林
の
保
全
 や
 育
成
に
敬
虔
な
関
心
 

を
 寄
せ
、
こ
の
山
岳
列
島
を
森
林
豊
か
な
緑
の
生
活
 
風
 上
 に
形
成
し
て
き
た
か
が
改
め
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
 

そ
し
て
古
代
か
ら
中
世
へ
、
中
世
か
ら
近
世
へ
と
時
代
 
が
 下
る
に
 つ
 れ
て
、
世
は
貴
族
文
化
の
律
ム
コ
官
僚
支
配
 の
 体
制
か
ら
武
家
女
 

化
の
将
軍
・
幕
府
支
配
の
体
制
へ
と
大
き
く
社
会
が
変
 
化
し
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
中
央
政
権
も
地
方
の
守
護
 
・
地
頭
や
諸
国
の
大
名
 

た
ち
も
、
少
な
く
と
も
戦
乱
 期
 で
な
い
平
時
の
あ
い
だ
 は
 等
し
な
み
に
全
国
の
神
社
や
神
苑
へ
の
敬
虔
な
態
度
 
を
 持
し
て
、
そ
の
荘
園
 

維
持
に
代
わ
る
神
領
寄
進
や
安
堵
、
社
殿
修
理
や
保
全
 
、
祭
祀
 厳
 修
や
奨
励
に
努
め
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
 
っ
た
 。
 

た
と
え
 ぼ
 、
鎌
倉
幕
府
の
い
わ
ば
憲
法
た
る
御
成
敗
 式
 目
 
（
貞
永
式
目
）
に
し
て
も
、
そ
の
日
目
頭
第
一
条
に
「
 
神
社
 ヲ
 修
理
 シ
 祭
祀
 

-
 
托
一
 

ヲ
専
 テ
ニ
ス
 ベ
 キ
車
」
 療
漢
と
 と
あ
っ
て
御
家
人
に
対
 し
 詳
し
く
そ
の
理
由
と
具
体
的
内
容
を
説
明
し
て
い
る
 
が
 、
そ
う
し
た
中
世
 武
 

家
法
の
理
念
は
徳
川
幕
府
や
諸
大
名
に
も
影
響
を
与
え
 
、
こ
れ
も
鎌
倉
幕
府
の
制
度
を
継
承
し
た
寺
社
奉
行
の
 
保
護
と
監
督
を
通
じ
、
 

一
方
で
は
切
立
円
禁
制
と
領
民
の
人
心
 収
憤
 の
た
め
も
 あ
っ
て
、
各
選
も
競
っ
て
寺
社
の
造
宮
寄
進
に
努
め
た
 
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
点
で
は
維
新
以
来
の
明
治
政
府
の
方
 
が
 、
む
し
ろ
伝
統
宗
教
に
た
い
す
る
国
家
統
制
を
強
化
 
し
、
 却
っ
て
旧
来
の
 

神
社
祭
祀
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
も
舌
口
え
よ
う
。
 明
 治
 元
年
二
八
六
八
）
の
祭
政
一
致
へ
の
復
古
や
神
仏
 
分
離
の
実
施
を
は
じ
め
、
 

 
 

教
 
史
 
夫
 つ
ぎ
早
の
神
道
国
教
化
を
す
す
め
な
が
ら
も
、
 同
四
年
正
月
の
社
寺
領
上
知
令
や
五
月
の
世
襲
神
職
 
廃
 上
合
（
い
ず
れ
も
太
政
官
 布
 

ば
告
 ）
に
よ
っ
て
、
相
当
数
の
古
 社
 が
そ
の
 ハ
 風
土
 祭
祀
 V
 を
構
成
し
て
き
た
由
緒
あ
る
神
体
山
や
社
領
地
 を
 失
っ
た
り
、
累
代
の
神
主
 

耐
 
社
家
が
離
職
し
て
、
そ
の
祭
祀
伝
承
を
断
絶
せ
し
 

の
た
り
し
た
。
そ
の
う
え
明
治
政
府
は
、
少
数
の
有
力
 
「
官
社
」
つ
ま
り
官
国
幣
社
 

艦
を
国
家
管
理
に
し
、
大
多
数
を
占
め
る
府
県
社
 
以
 下
 の
い
わ
ゆ
る
弱
小
「
民
社
」
か
ら
分
断
し
て
、
結
果
 的
に
は
、
両
者
を
通
じ
た
 神
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さ
て
、
こ
こ
に
い
う
八
家
郷
祭
祀
 V
 と
は
、
か
ね
て
 私
 が
 、
や
は
り
ロ
ー
カ
ル
な
地
域
社
会
の
氏
神
祭
礼
と
そ
 
の
神
話
的
コ
ス
モ
ロ
 

ジ
ー
を
、
土
地
の
八
風
土
 V
 と
の
対
応
に
お
い
て
 ト
｜
 タ
ル
 に
表
象
構
造
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
方
法
概
念
 に
 採
用
し
て
き
た
も
の
 

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
採
用
の
理
由
に
は
、
近
代
に
い
 た
る
ま
で
の
日
本
全
国
の
 ん
ラ
や
マ
チ
 、
す
な
わ
ち
 各
 ぬ
の
 郷
村
社
会
が
 、
単
 

に
 現
代
社
会
学
の
言
う
「
地
域
社
会
」
あ
る
い
は
 
コ
、
、
ト
 

ュ
 ニ
テ
ィ
で
は
な
く
、
神
仏
を
祭
る
祖
孫
一
体
の
霊
的
 協
同
体
で
あ
り
、
か
つ
 

て
は
農
林
漁
業
な
ど
第
一
次
産
業
と
し
て
の
生
業
を
共
 
に
し
、
内
部
に
階
層
分
化
を
苧
み
な
が
ら
も
、
精
神
的
 
に
は
住
民
ど
う
し
の
 安
 

心
 立
命
を
保
証
す
る
「
神
聖
世
界
」
の
単
位
で
も
あ
っ
 
た
こ
と
に
 江
 目
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
 占
 一
は
 
、
従
来
の
村
落
社
会
 

論
 に
お
い
て
十
分
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
今
さ
ら
 多
言
を
要
し
な
い
が
、
敢
え
て
宗
教
社
会
学
の
立
場
か
 
ら
 、
そ
う
し
た
住
民
 ど
 

う
し
の
郷
土
愛
と
い
う
共
同
主
観
性
の
位
相
を
一
括
し
 
て
 八
家
郷
性
 V
 と
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
 伝
 統
帥
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
 

八
家
郷
社
会
 V
 と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
し
か
 も
 、
こ
の
八
家
郷
社
会
 V
 と
い
う
概
念
は
住
民
共
同
の
 文
化
的
主
観
性
を
指
示
 

す
る
も
の
だ
け
に
、
た
と
え
当
該
社
会
の
内
外
に
生
業
 分
化
や
階
層
分
化
な
ど
社
会
経
済
的
な
変
化
が
生
じ
た
 
に
し
て
も
、
相
当
の
持
 

続
 性
を
発
揮
し
て
き
た
郷
村
社
会
の
特
性
を
言
い
当
て
 
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
地
域
社
会
の
 
八
家
郷
性
 V
 を
持
続
 せ
 

し
め
て
き
た
有
力
な
宗
教
文
化
こ
そ
が
、
一
般
に
「
 鎮
 守
の
森
」
と
そ
の
氏
神
祭
礼
と
い
う
、
い
わ
ば
空
間
と
 
時
間
の
両
次
元
で
 コ
、
、
ト
 

社
 本
来
の
宗
教
性
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
た
。
前
者
を
一
 元
 的
な
国
家
祭
祀
の
場
と
す
る
一
方
で
、
後
考
を
氏
子
 
の
二
 F
 
一
 神
社
判
明
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浩
二
九
年
）
 
や
 
一
村
一
神
社
 制
 に
向
け
て
の
「
神
社
 整
 理
 」
な
い
し
「
神
社
合
祀
」
の
推
進
（
明
治
四
 0
 

午
 ）
 

に
よ
っ
て
、
古
代
以
来
 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
 地
方
の
八
風
土
祭
祀
 V
 

や
中
世
以
来
の
村
落
秩
序
を
 成
す
八
家
郷
祭
祀
 V
 

の
多
く
を
、
強
引
に
破
壊
す
る
 結
 果
 と
な
っ
て
し
ま
っ
た
 

 
 



ュ
 ニ
テ
ィ
の
神
聖
秩
序
を
構
成
す
る
八
家
郷
祭
祀
 V
 な
   

と
こ
ろ
で
神
社
は
 、
 古
く
カ
ム
 ツ
ヤ
 シ
ロ
建
言
式
神
 各
式
）
と
も
、
ま
た
 モ
リ
 と
も
 訓
 ん
で
い
た
。
「
万
葉
 集
 」
に
も
、
 

ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
し
な
か
り
せ
ば
春
日
の
野
辺
に
 
粟
 蒔
か
ま
し
を
一
巻
 三
 1
 匹
 0
 四
）
 

春
日
野
に
 粟
 ま
け
り
せ
ば
何
時
し
か
に
 続
 ぎ
て
 ゆ
 か
ま
 し
を
社
と
む
と
も
一
同
 1
 匹
 0
 五
）
 

と
い
う
、
あ
る
女
性
と
佐
伯
赤
麻
呂
と
の
 
二
 首
の
贈
答
 歌
 が
あ
り
、
ま
た
、
 

木
綿
か
け
て
斎
く
こ
の
神
社
 
-
 
モ
り
 -
 越
え
ぬ
べ
く
 思
 ほ
 の
 る
か
も
恋
の
し
げ
き
に
 
善
セ
 二
三
 セ
と
 

あ
る
い
は
長
歌
の
一
節
に
、
「
 
山
 お
ろ
し
の
風
な
吹
き
 そ
と
う
ち
越
え
て
名
に
負
へ
る
 社 
-
 
モ
リ
一
に
風
 察
 せ
な
」
一
巻
 
九
 Ⅰ
 
セ
五
 

こ
 、
ま
た
「
山
科
の
石
田
の
社
 -
 
モ
 り
 -
 の
す
め
 神
 に
幣
 帯
取
り
向
け
て
わ
れ
は
越
え
行
く
 

相
 坂
出
を
」
 一
巻
十
三
ー
 
三
 二
三
六
）
 

な
ど
と
 詠
 わ
れ
て
い
る
。
 

神
の
 ヤ
シ
ロ
 と
は
、
神
を
祭
る
べ
き
神
聖
な
場
所
の
意
 味
 で
、
ふ
だ
ん
は
任
運
縄
で
 標
 め
て
囲
っ
て
お
く
禁
足
 地
 だ
と
考
え
ら
れ
て
 

い
る
。
春
日
野
は
神
の
 ヤ
シ
ロ
 だ
か
ら
こ
そ
、
粟
を
蒔
 く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
神
社
」
 や
 「
 
社
 」
あ
る
い
は
「
 杜
 」
 

と
も
書
い
て
 モ
リ
と
訓
 む
の
は
、
こ
れ
も
日
本
独
特
の
 漢
字
の
用
法
で
、
実
は
神
の
鎮
ま
る
 森
 す
な
 ね
 ち
、
 こ
 ん
 も
り
と
し
た
社
叢
を
 

さ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
日
本
の
神
社
と
は
、
も
と
神
の
 鎮
ま
る
神
聖
な
森
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

は
す
な
わ
ち
 モ
 リ
ヤ
マ
 
一
 
森
山
）
で
あ
っ
た
。
山
麓
 祭
 祀
が
 神
社
の
が
も
な
起
源
 形
 

鞍
 
態
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
奈
良
盆
地
の
大
神
神
 
社
は
 、
神
殿
な
し
に
背
後
の
三
輪
山
を
そ
の
ま
ま
祭
神
 
0
 社
と
す
る
古
代
祭
祀
を
今
 

上
風
に
伝
え
て
い
る
が
、
や
は
り
近
く
の
石
上
神
宮
の
 

布
留
山
も
、
ま
た
春
日
大
社
の
三
笠
山
も
そ
れ
ぞ
れ
 
神
 休
止
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
 世
 

略
界
 文
化
遺
産
」
に
指
定
さ
れ
た
ば
か
り
の
京
都
の
 

総
鎮
守
、
賀
茂
神
社
も
ま
た
、
そ
の
上
 社
 、
下
性
と
も
 に
 
「
神
山
」
と
「
御
蔭
山
」
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神
体
な
の
で
は
な
い
が
、
全
国
各
地
に
そ
れ
と
見
な
さ
 
れ
る
特
別
な
山
に
は
、
コ
ウ
 ヤ
マ
 ・
ミ
ヤ
 マ
 
（
神
山
 、
ミ
ヤ
 ヤ
マ
 
（
宮
出
Ⅰ
 

ミ
タ
ケ
 ・
オ
ン
タ
 ケ
 ・
ウ
タ
キ
（
御
嶽
Ⅰ
 オ
オ
ヤ
マ
 ・
 ダ
イ
セ
ン
（
大
山
）
、
モ
リ
ヤ
 マ
 ・
ム
リ
ヤ
 マ
 （
森
山
 
）
な
ど
の
通
称
が
あ
る
。
 

森
 と
も
山
と
も
っ
か
ぬ
地
方
的
な
聖
地
に
は
、
奄
美
 諸
 島
の
オ
ポ
ツ
 ヤ
マ
、
種
子
島
の
ガ
ロ
ー
ヤ
マ
、
薩
摩
・
 大
隅
の
 モ
 イ
ド
ン
、
 西
 

石
見
の
荒
神
謀
、
対
馬
の
天
道
山
な
ど
の
例
も
あ
る
。
 
い
ず
れ
の
場
 ム
ロ
 
も
、
集
落
か
ら
間
近
に
眺
め
ら
れ
る
 印
 豪
的
な
山
岳
 や
 、
こ
ん
 

も
り
と
樹
林
に
覆
わ
れ
た
姿
の
よ
い
丘
陵
で
、
そ
の
 
冬
 く
は
、
住
民
の
生
業
と
生
活
に
不
可
欠
な
 潅
 概
の
水
源
 や
 集
落
景
観
の
奥
ま
っ
 

た
 ラ
ン
ド
マ
ー
ク
を
構
成
し
て
い
る
。
海
や
湖
の
沿
岸
 集
落
で
は
、
豊
富
な
漁
場
で
も
あ
る
 沖
ム
ロ
 
の
岩
礁
や
小
 島
を
 
「
立
ち
 神
 」
と
も
 

「
神
島
」
と
も
す
る
が
、
逆
に
海
の
方
か
ら
航
路
や
漁
 場
 の
 陸
 標
と
も
な
る
「
山
立
て
」
の
岬
や
内
陸
の
山
を
 
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
 

る
こ
と
も
多
い
。
 

近
年
の
国
語
学
の
成
果
に
は
、
日
本
語
の
 
カ
ミ
 は
古
く
 ク
マ
（
 隈
 ）
 や
ク
ム
 
（
 
隠
む
 ）
を
語
源
と
す
る
水
源
の
 山
や
谷
に
隠
れ
た
 霊
 

-
 
㎎
 一
 

性
 を
さ
し
た
、
と
い
う
注
目
す
べ
き
有
力
な
説
が
あ
る
 。
マ
ツ
 リ
 と
い
う
古
語
も
、
ふ
だ
ん
は
隠
れ
た
 カ
ミ
 な
 れ
ば
こ
そ
の
 ミ
 ア
 ン
 （
 
出
 

現
 ）
を
待
ち
迎
え
る
神
事
で
あ
っ
た
。
日
本
の
山
岳
 列
 島
の
局
地
的
な
自
然
環
境
に
土
着
し
て
農
林
漁
業
を
営
 
む
 集
落
の
住
民
た
ち
が
、
 

幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
築
き
上
げ
た
安
心
立
命
の
生
活
 
世
界
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
う
し
た
山
や
森
に
隠
れ
た
 
牽
 五
性
を
発
見
し
て
 カ
ミ
 に
 

祭
る
 生
ム
叩
 
的
な
コ
ス
モ
ス
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
 

各
地
方
の
歴
史
風
土
に
生
ま
れ
育
っ
た
住
民
た
ち
が
 
安
 住
の
故
郷
と
頼
む
村
や
町
の
八
家
郷
秩
序
 V
 に
は
、
 そ
 れ
ぞ
れ
に
氏
神
鎮
守
 

と
い
う
神
体
山
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
祭
神
を
迎
え
る
「
 御
 圭
 
-
 
、
 
、
 
、
ア
レ
こ
と
「
御
蔭
 マ
、
ヵ
ゲ
 
こ
と
い
う
名
の
神
田
 
暁
日
 は
 （
 
0
 で
 ア
 が
 コ
こ
 の
 

神
事
を
中
心
に
「
葵
祭
り
」
を
執
行
し
て
い
る
。
 

一
般
に
「
神
体
 山
 」
と
呼
ぶ
の
は
、
古
典
上
「
神
宗
 備
 
（
 
山
 ）
」
す
な
わ
ち
神
が
鎮
ま
る
神
聖
な
山
の
こ
と
で
、
 実
は
山
そ
の
も
の
が
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自然・風土と 宗教 文 

を l 日 

問 来 し 

ね め か 
ず 生 し 

現 活 な 
代 塞 が   
域 そ さ 

社 の き 

に ムム 言及 は 、 根本か 

各 ら し 

種 袈 :  た 
0 頁 明 
経 せ 治 
済 し 以 
開 め 来   
理 現 象 
自 在 祭 
に は 市日 

か 旧 へ 

つ 来 の 
て の 一 
の 八 元 
豊 家 化 
か 郷 に 
な 社 加 
風 土 会え V 、 

， 性 の 第 
を 存 二 
破 続 次 
壊 を 大 
し 困 @ 

、 難 役   
航 し 急 
的 て 激 
が い な 

八 る エ 
家 。 業 
郷 都 化 
祭 市 と 

市日 と 者耶 

V 村 市 
を 落 化 
空 と が 
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結
び
 

 
 

 
 

0
 社
を
中
核
と
す
る
、
い
わ
ば
入
山
 宮
｜
 里
宮
 ｜
 田
宮
 V
 あ
る
い
は
 八
 奥
宮
 ｜
 神
社
 ｜
 仮
宮
 V
 と
い
っ
た
祭
祀
 構
造
が
理
念
的
に
伏
在
 

し
て
し
る
Ⅰ
 

O
-
o
-
@
 
 

里
宮
は
本
来
、
山
宮
か
ら
祭
神
を
集
落
に
 
迎
え
る
べ
き
 ヤ
シ
ロ
 の
森
な
の
だ
が
、
歴
史
的
に
ま
ず
 社
殿
を
構
え
て
か
ら
 祭
 

神
 が
常
在
す
る
氏
神
鎮
守
の
社
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
 、
ふ
だ
ん
は
森
の
内
に
鎮
ま
っ
て
、
生
活
集
落
に
と
っ
て
 の
八
奥
 V
 な
い
し
六
境
 

界
 V
 と
い
う
聖
な
る
空
間
秩
序
を
体
現
す
る
こ
と
に
 変
 わ
り
は
な
い
。
伝
統
的
な
日
本
の
家
屋
や
集
落
の
八
家
 郷
 秩
序
 V
 に
と
っ
て
は
、
 

む
し
ろ
空
間
的
に
は
日
常
生
活
の
内
部
に
中
心
の
場
を
 占
め
な
い
 八
奥
 V
 ま
っ
た
座
敷
や
鎮
守
の
森
こ
そ
が
、
 実
は
そ
の
象
徴
的
中
核
 

を
成
し
て
い
る
。
万
 

-
@
 
 
末
端
の
八
田
宮
 V
 や
八
 仮
宮
 V
 は
 、
 集
落
の
生
業
や
生
活
の
場
に
神
が
臨
在
す
る
祭
礼
 
時
だ
 け
の
「
 神
宿
 」
や
「
 屯
 

宮
 」
あ
る
い
は
「
御
旅
所
」
と
も
称
さ
れ
る
。
 

-
 
刀
 -
 

日
本
に
特
有
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
、
伝
統
的
に
中
、
小
 の
 広
場
が
な
く
、
お
も
に
道
路
を
軸
に
し
て
集
落
を
形
 成
す
る
。
氏
神
鎮
守
 

の
 祭
礼
が
、
入
山
窩
 V
 か
ら
八
里
宮
 V
 、
鎮
守
か
ら
 神
 宿
 へ
と
、
神
を
街
路
に
臨
幸
せ
し
め
て
集
落
全
体
を
聖
 な
る
開
放
空
間
に
変
え
 

る
 。
こ
の
晴
れ
の
時
こ
そ
、
い
わ
ば
 ん
ラ
 
（
 
村
 一
が
 マ
 チ
 Ⅱ
 ィ
チ
 
（
 
祭
 Ⅱ
南
一
と
化
し
て
人
心
の
活
気
が
盛
ん
 に
よ
み
が
え
る
。
こ
う
 

し
た
住
民
総
出
の
喜
び
の
交
歓
こ
そ
、
ふ
だ
ん
は
鎮
守
 
の
森
の
も
の
静
か
で
透
明
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
秩
序
が
も
 
た
ら
す
八
家
郷
性
 V
 の
 



回
 式
年
造
替
遷
宮
祭
も
ま
た
、
い
わ
ば
大
が
か
り
な
 
八
 風
土
祭
祀
 V
 で
あ
っ
て
、
多
量
の
檜
の
用
材
を
す
べ
て
 
「
 
御
 神
木
」
つ
ま
り
 霊
 

樹
 と
し
て
育
成
す
る
古
来
の
造
林
文
化
な
く
し
て
は
、
 過
去
一
千
二
百
年
に
及
ぶ
二
十
年
に
一
度
の
こ
の
大
祭
 
も
 継
承
が
叶
わ
ぬ
も
の
 

な
の
で
あ
る
。
 

い
る
。
あ
る
い
は
全
国
神
社
を
代
表
す
る
伊
勢
の
神
宮
 
に
お
い
て
、
昨
年
ま
で
実
に
八
年
が
か
り
で
執
行
さ
れ
 
た
大
規
模
な
第
六
十
一
 

め
て
民
族
古
来
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
生
命
観
の
自
覚
 
と
共
 に
 再
評
価
さ
れ
っ
 っ
 あ
る
こ
と
が
、
な
に
 よ
 り
の
新
た
 な
 可
能
性
を
示
唆
し
て
 

に
 幾
多
の
歴
史
的
困
難
を
し
の
い
で
保
全
し
て
き
た
「
 鎮
守
の
森
」
、
す
な
わ
ち
神
苑
や
神
体
山
の
宗
教
的
シ
ン
 ボ
リ
ズ
ム
が
、
あ
ら
た
 

宗
教
的
伝
統
が
内
外
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
 
。
た
と
え
ば
、
全
国
に
八
万
社
を
超
え
る
神
社
が
 
、
そ
 0
 本
来
の
宗
教
性
ゆ
え
 

的
な
緊
急
課
題
と
な
っ
た
今
、
あ
ら
た
め
て
日
本
古
来
 
の
森
林
文
化
と
し
て
、
本
稿
に
い
う
 八
 風
土
祭
祀
 V
 な
 い
し
八
家
郷
祭
祀
 V
 の
 

地
 で
粘
り
強
く
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
 そ
し
て
時
あ
た
か
も
、
冒
頭
に
触
れ
た
よ
 う
 に
地
球
規
 模
の
環
境
保
全
が
国
際
 

と
こ
ろ
が
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
 
の
 地
方
 で
 新
旧
さ
ま
ざ
ま
な
八
家
郷
性
 V
 回
復
や
 、
そ
 の
 存
続
の
努
力
も
各
 

っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
 

こ
ん
に
ち
に
は
、
他
の
欧
米
先
進
社
会
を
し
の
ぐ
ほ
ど
 
の
 多
様
な
病
理
的
現
象
が
社
会
全
般
に
頻
発
す
る
、
 
そ
 の
 遠
因
の
ひ
と
つ
と
な
 

物 日 嗣 
質 本 化 
的 軽 さ 

繁 済 せ 

栄 の のて 高、 
命ゃ 代償 度 成 
と 最 深 
し 期 刻 
て に な   
家 け 家 
郷 る 郷 
杜 国 性 
全 土 V 
V の 喪 
の 乱 失 
解 開 の 
体 発 信 
に が 機 
と 公 に 
も 害 ひ 
な の ん 

う 頻 し 

八 発 て 
心 と い 

0 莞然。 目 る 

廃 環 ま と 

を 墳 り 

も の わ 
招 荒 け 
く 廃 一 
に を 九 
い も 六 
た た O 
り ら 年 か 、そ 代 し、 
れ 社 ら 八 が O 会 全 
つ 殻 竿 
い の 代 
に 利 に 
九 便 か 
0  1 性 け 
年 追 て 
ィ代 求 は 
の と 、 
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（
付
記
 -
 
本
稿
は
、
平
成
六
年
度
よ
り
継
続
中
の
文
部
省
科
学
研
 先
賢
補
助
金
に
よ
る
 総
 ム
ロ
研
究
 
A
 「
環
境
問
題
と
宗
教
に
関
す
る
 
調
査
研
究
」
 
-
 
代
表
・
 

薗
田
 稔
 一
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

一
リ
 -
 
坂
本
是
丸
「
国
家
神
道
体
制
の
成
立
と
展
開
」
同
署
「
 

国
 家
 神
道
形
成
過
程
の
研
究
」
 

一
 岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
所
収
、
 

第
九
章
 二
 0
 
五
｜
 三
三
 

六
頁
。
他
に
森
岡
清
美
「
近
代
の
集
落
神
社
と
国
家
統
制
 

目
 二
口
 Ⅲ
弘
文
館
、
一
九
八
 
セ
午
 -
 、
櫻
井
治
男
「
蘇
る
 
ム
ラ
 の
神
々
」
 

-
 
大
明
堂
、
一
九
九
二
℡
 

 
 
 
 

午
 -
 な
ど
参
照
。
 

 
 
 
 
 
 

一
リ
 -
 
薗
田
 稔
 、
前
掲
 元
 -
 参
照
。
 

@
-
 

板
倉
 篤
義
 
「
語
源
 ｜
 
「
神
口
の
語
源
を
中
心
に
」
佐
藤
 
壺
 口
代
 治
編
妄
叫
彙
 
原
論
」
 
-
 講
座
・
日
本
語
の
語
彙
、
第
一
巻
 - 明
 治
 書
院
、
一
九
八
二
年
、
 

八
九
 ｜
一
 
0
 
セ
頁
 。
薗
田
 稔
 、
前
掲
一
 
%
-
 、
六
三
 ｜
 六
九
頁
。
 

-
 型
 
景
山
春
樹
「
神
体
山
口
 
-
 学
生
社
、
一
九
 セ
 
一
年
）
参
照
  
 

@
 

）
横
文
彦
「
日
本
の
都
市
空
間
と
「
英
三
「
世
界
 ヒ
 
二
九
 セ
 八
年
一
二
月
 
ロ
 ニ
所
収
。
他
に
 
オ
 ギ
ニ
ア
ク
ン
・
ベ
ル
ク
 -
 宮
 原
宿
訴
）
「
空
間
の
日
本
 

文
化
 ヒ
 （
 
か
汎
摩
 書
房
、
一
九
八
五
年
 -
 
一
六
三
 ｜
 
一
六
五
頁
な
ど
 参
照
。
 

@
-
 

神
代
雄
一
郎
「
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
（
鹿
島
出
版
会
 

一
九
 セ
セ
年
 -
 参
照
。
 

-
 笹
 
薗
田
 稔
 、
前
掲
 
元
 -
 、
セ
ニ
 ー
 セ
 八
頁
。
他
に
上
田
 
篤
編
 
「
鎮
守
の
森
」
 

-
 鹿
島
出
版
会
、
一
九
八
四
年
 - 、
岡
谷
公
 
二
 
「
 神
の
森
・
森
の
理
（
東
京
 

書
籍
、
一
九
八
 セ
年
 -
 な
ど
参
照
。
 



 
 

宗
教
の
説
く
 

は
た
ん
に
精
神
 

分
裂
状
態
の
再
 は

じ
め
に
 

「
救
済
（
 田
オ
括
 ・
 
紐
オ
ゅ
 （
 
@
0
 
已
 」
は
、
語
源
の
語
義
 か
 ら
 
「
癒
し
」
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
る
。
 

的
な
こ
と
が
ら
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
救
済
 

一
致
を
 、
 即
ち
「
神
と
人
間
、
人
問
と
世
界
、
人
間
と
 自
己
自
身
の
あ
い
だ
の
分
裂
を
超
克
す
る
 

こ
の
場
 ム
ロ
 
、
「
癒
し
」
 

丁
 癒
し
）
は
疎
外
・
 

-
l
-
 

こ
と
」
を
意
味
す
る
。
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 宗
教
の
立
場
で
み
ら
れ
る
自
然
は
、
自
然
科
学
 0
 対
象
と
な
る
よ
う
な
 分
切
 
・
数
量
化
さ
れ
た
客
体
で
は
な
く
 
、
 「
 じ
 ね
ん
」
と
し
て
、
 

そ
の
内
に
主
観
を
も
含
ん
で
み
ず
か
ら
を
あ
ら
わ
に
す
る
統
一
的
 
全
体
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
は
ホ
ロ
ン
で
あ
る
。
 

南
 方
 熊
楠
は
宗
教
 
思
 

想
 家
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
然
を
ホ
ロ
ン
と
し
て
と
ら
 
え
た
占
で
か
れ
の
臼
伏
観
は
宗
教
的
で
あ
る
。
 

熊
 楠
の
活
動
は
 
多
岐
に
わ
た
る
が
、
 

中
心
に
あ
る
の
は
生
命
現
象
の
解
明
と
い
う
一
点
で
あ
る
。
粘
菌
 
研
究
が
生
涯
の
仕
事
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
 
は
 偶
然
で
は
な
い
。
 

神
社
ム
ロ
祀
に
反
対
し
た
の
も
気
ま
ぐ
れ
か
ら
で
は
な
く
、
生
命
の
 

不
思
議
探
究
に
と
っ
て
必
然
的
な
行
動
で
あ
り
、
こ
の
一
事
に
 
収
 放
さ
れ
る
。
か
れ
 

は
 、
自
然
・
社
会
・
人
文
諸
分
野
の
科
学
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
 
し
 、
科
学
的
知
見
に
信
頼
を
お
き
は
し
た
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
 
て
 科
学
に
よ
っ
て
 
自
 

然
の
全
体
、
生
命
の
大
不
思
議
が
解
明
で
き
る
と
は
考
え
な
か
っ
 
た
 。
む
し
ろ
、
宗
教
と
く
に
大
乗
仏
教
の
ほ
う
が
よ
り
い
っ
そ
 
，
 
っ
 精
確
に
自
然
の
真
 

実
相
を
説
明
で
き
る
と
み
て
い
た
。
本
稿
は
宗
教
的
「
 じ ね
ん
」
 観
を
能
 楠
の
思
想
の
な
か
に
発
見
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
で
 
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
南
方
熊
楠
、
自
然
、
粘
菌
、
神
社
合
祀
、
 
現
 場
 主
義
 

熊
 楠
の
自
然
 

｜
 南方
熊
楠
の
自
然
観
、
宗
教
観
に
つ
い
て
  
 

芳
賀
直
哉
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南
方
熊
楠
が
子
供
時
代
よ
り
い
ろ
い
ろ
な
植
物
・
動
物
 
・
鉱
物
の
採
集
に
異
常
な
興
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
 、
今
日
多
く
の
評
伝
 

の
つ
た
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
い
て
い
の
人
な
ら
、
 子
供
の
こ
ろ
何
か
の
収
集
に
一
時
的
に
せ
よ
凝
っ
た
こ
 
と
は
あ
る
。
例
え
ば
、
 

切
手
、
コ
イ
ン
な
ど
、
い
ま
も
生
家
の
な
か
の
ど
こ
か
 
に
ね
 む
っ
て
い
る
収
集
物
を
想
い
う
か
べ
る
ひ
と
は
 多
 い
 。
こ
う
し
た
収
集
 趣
 

一 
一 

宗
教
で
 い
う
 「
救
 い
 」
や
「
 い
 や
し
」
が
こ
の
 ょ
う
 な
 意
味
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
ま
さ
に
今
日
の
 
「
人
間
と
自
然
と
の
あ
 

い
だ
の
不
正
常
な
関
係
」
の
修
復
・
回
復
に
努
め
る
こ
と
 は
 宗
教
の
仕
事
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
 
に
か
ぎ
っ
て
言
っ
て
も
、
 

い
 の
ち
の
営
み
の
た
め
の
諸
条
件
す
な
む
ち
食
べ
物
と
 か
 空
気
や
水
と
い
っ
た
自
然
環
境
、
ま
た
教
育
や
政
治
 
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
 

い
の
ち
の
危
機
が
増
大
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
 に
お
い
て
、
「
い
の
ち
の
救
済
」
を
か
か
げ
る
宗
教
が
 
自
 然
 環
境
と
人
間
の
生
態
 

論
 的
関
係
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
は
じ
め
る
の
は
当
然
 
の
こ
と
で
あ
る
。
 

小
論
は
右
に
述
べ
た
問
題
関
心
か
ら
南
方
熊
楠
の
自
然
 観
、
宗
教
観
を
、
か
れ
の
粘
菌
研
究
や
自
然
保
護
運
動
 
を
中
心
に
し
て
さ
 ぐ
 

る
 試
み
で
あ
る
。
か
れ
は
動
態
的
生
命
生
態
論
と
で
も
 
い
う
べ
き
観
点
か
ら
、
神
社
合
併
、
工
場
誘
致
、
土
地
 開
発
、
町
村
合
併
な
ど
 

に
 反
対
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
の
実
践
的
思
想
に
圧
 倒
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
情
熱
に
共
感
し
う
る
。
 
と
 い
う
も
の
も
、
熊
楠
 は
 

い
の
ち
、
自
然
、
宗
教
、
社
会
制
度
な
ど
を
大
き
な
 活
 け
る
生
態
系
の
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
ひ
と
つ
の
 環
 と
と
ら
 え
 、
こ
の
大
き
な
連
鎖
 

系
 の
ど
の
ひ
と
っ
を
欠
い
て
も
他
の
全
て
が
そ
れ
と
し
 て
 存
立
で
き
な
く
な
る
と
み
た
点
で
、
か
れ
の
示
唆
は
 
今
日
の
さ
ま
ざ
ま
の
 エ
 

コ
ロ
ジ
ー
運
動
に
理
論
的
統
一
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
 る
と
思
 う
し
 、
ま
た
先
に
ふ
れ
た
意
味
で
の
宗
教
の
現
 代
 的
課
題
に
寄
与
し
得
 

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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熊 楠の自然 

米 に を 
後 は 収 
新 最 集 
た 初 し 

な め て 
採 年 い 

集 、 た 
対 収 こ   
得 た さ   
優 占 口 に 

活 数 は 
す を 江 
る 購 / 

。 大 島   

一日十 圭ま 箱 で 
蔵 教 足 
で と を 
渡 と の 
米 も ば 
し に し 
て 、 て 
か 月 色   
ら 未 分 
0  % 圧 す頂 

、 に な 
文 書 ど   
通 き の 
に 記 標 

よ し 本 
り て を 
如 い 得 
り る て 
ム 口 。 い 
っ こ た 

た の こ 

力 習 と 

ル 慣 が 

キ は 分 
、 ノ ー か 
ス 持 っ 

か 速 て 
ら 絶 い   

かえる上 れる 。 
の が 日 

集 、 記 
蔵 渡 帳 

159@ (159) 

味
 は
ふ
つ
う
何
か
特
定
の
物
に
限
ら
れ
、
し
か
も
「
 凝
 る
 」
期
間
も
概
し
て
短
い
。
 

熊
 楠
の
特
異
な
と
こ
ろ
は
 、
手
当
た
り
次
第
何
で
 

0
 集
め
た
と
い
う
点
と
、
や
が
て
青
年
・
壮
年
期
に
な
 
る
と
採
集
す
る
対
象
も
限
定
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
が
 、
採
集
活
動
が
死
ぬ
ま
 

で
っ
づ
い
 
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
自
然
に
対
す
る
 関
 心
 、
生
命
現
象
の
不
思
議
に
関
す
る
興
味
、
人
間
社
会
 
へ
の
関
わ
り
、
こ
れ
ら
 

は
 誰
も
が
も
っ
も
の
で
あ
る
が
、
熊
楠
の
場
 ム
ロ
 
は
並
は
 ず
れ
て
広
く
深
い
。
 

か
れ
自
身
が
い
わ
ゆ
る
「
履
歴
重
昌
 に
 記
し
て
い
る
よ
，
 っ
に
、
ハ
 、
九
歳
の
頃
か
ら
数
年
か
け
「
和
漢
三
才
 図
 会
 」
 ゃ
 
「
本
草
綱
目
」
 

-
2
 
一
 

等
を
 
「
二
十
灯
、
三
十
町
も
走
り
あ
り
き
借
覧
 し
、
こ
 と
ご
と
く
 記
 臆
し
帰
り
、
反
古
紙
に
写
し
出
し
」
た
こ
 
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
 

る
 。
書
き
写
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
書
物
は
綴
じ
ら
れ
て
 
ム
フ
 
日
も
残
さ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
も
見
る
こ
と
が
で
き
 
る
が
、
記
憶
に
た
よ
っ
 

て
 写
さ
れ
た
挿
図
が
極
め
て
精
微
で
あ
る
こ
と
に
驚
く
 
。
特
に
鳥
類
、
魚
類
、
動
物
の
図
は
原
本
を
横
に
置
い
 
て
写
 筆
し
た
と
し
て
も
 

こ
れ
ほ
ど
生
き
生
き
と
活
写
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
 
せ
る
ほ
ど
の
出
来
栄
え
で
あ
る
。
事
物
に
対
す
る
観
察
 
眼
の
確
か
さ
鋭
さ
暖
か
 

さ
を
 熊
 楠
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
先
天
的
に
も
っ
て
い
た
 
こ
と
が
、
こ
の
一
事
か
ら
も
窺
 い
 知
る
こ
と
が
で
き
る
 。
幼
少
年
期
の
採
集
 活
 

動
 に
能
 楠
 自
身
が
言
及
し
た
箇
所
は
な
い
が
、
か
れ
の
 和
歌
山
中
学
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
「
弁
当
箱
に
 昆
虫
や
蟹
な
ど
を
入
れ
 

て
 、
ひ
そ
か
に
楽
し
み
観
察
し
て
居
ら
れ
た
」
と
か
、
 
そ
の
頃
に
採
集
し
た
植
物
や
鉱
物
の
標
本
が
「
 
ぃ
 ち
 い
 ち
 採
取
目
 附
と
 学
名
和
 

-
3
-
 

名
を
附
し
て
保
存
さ
れ
て
 居
 ま
す
」
な
ど
の
証
言
が
あ
 る
 。
今
日
残
っ
て
い
る
一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
年
）
 
一
月
一
日
か
ら
の
日
記
 

に
ょ
 れ
ば
、
東
京
帝
国
大
学
予
備
 門
 在
学
中
の
熊
 楠
が
 時
折
大
森
、
鈴
 ケ
 森
な
ど
に
出
掛
け
、
土
器
、
石
器
、
 人
骨
片
、
貝
殻
片
な
ど
 



出 か 野 

珍しい坂に粘菌 こう 「粘菌 に滑 刀 ・ D 
種 白 熱 水 管 」   
は 休 意 特 出 が た 
人 は を 代 域 熊 採 
の あ 燃 か 近 楠 美 
手 り や ら く の ・ 

が ふ し 地 に 関 分 
入 れ っ 永 住 心 類 
っ た づ 類 ん の ・ 

た 生 け な だ 中 収 
人 物 た ど こ ら 蔵 
エ で ほ の と に ， 桂 
林 あ ど 陰 も な 癖 つい 生 ほ り、町に「粘には 花 植物 大きく ったこ て 」息し中で 言 菌 を収 影響 とも 

て も に 集 し 周 え 
い ち 執 し た 知 は 
な よ り て が の 、 

い っ し い 、 と そ 

。 と た た た お の 
も し 理 こ だ り ィ麦 

っ た 由 と そ で 八 
と 雑 は は れ あ 年 に も、 わ 木杯 何だ 右述 だけ る。 
百 は っ し で こ た 
年 行 た た は れ る 

ほ っ の よ 説 は ロ 
ど て だ う 明 、 ン 

前 任 ろ に が 帰 ド 

ま 意 う 事 つ 回 、 ノ 

で し か 実 か 後 滞 
は て 。 で な か 在 
  探 あ が れ を 

能 せ る 。 が は 
楠 は さ んで 神 も 見つ が、生 なぜ、 粘菌 

社 か 前 粘 の   
墳 る か 菌 主 婦 内 ら な 庫 国 
の も 

平中 ち 

泉 ろ 
  

っ か 

や ん 
手   らは 図譜」た たし 熊 

-
G
-
 

物
発
見
な
り
。
 

三
十
一
日
の
日
記
に
は
「
チ
カ
ゴ
 府
 コ
ロ
ネ
ル
・
 力
 

後
も
標
本
類
の
贈
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
日
記
は
つ
た
 

だ
ん
だ
ん
増
え
て
い
く
 標
品
 の
 数
と
 種
類
を
確
認
し
 

つ
い
て
「
履
歴
 圭
旦
に
 次
の
よ
う
に
記
し
、
の
ち
の
 

小
生
の
所
事
に
は
、
今
も
米
人
の
手
に
入
ら
ぬ
 

発
見
せ
し
地
衣
に
 、
 （
中
略
）
ギ
ア
レ
ク
タ
・
 
ク
 

 
 

ル
キ
ン
ス
 氏
 よ
り
地
衣
料
六
十
種
一
箱
到
着
」
と
あ
る
 ほ
か
、
同
氏
か
ら
は
そ
の
 

え
て
い
る
。
 熊
楠
 自
身
、
採
集
・
収
得
し
た
標
本
 類
を
 た
び
た
び
日
記
に
し
る
し
、
 

て
は
励
み
に
し
て
い
た
様
子
が
み
え
る
。
か
れ
は
ま
た
 、
こ
の
キ
ュ
ー
バ
旅
行
に
 

ち
ま
で
こ
の
時
の
成
果
を
誇
っ
て
い
る
。
 

も
の
多
く
、
い
ま
だ
に
学
界
に
知
れ
ざ
る
も
の
も
あ
る
 
な
り
。
キ
ュ
 バ
 に
て
小
生
 

バ
 チ
と
 命
名
せ
し
も
の
あ
り
。
こ
れ
東
洋
人
が
白
人
 領
 地
内
に
お
い
て
最
初
の
植
 

楠 し 地 
は て 衣 

、 収 類 
こ 集 標 
の 熱 水 
時 に な 
朝 一 ど 

撰 屑 を 
集 拍 譲 
に 重 り 

熱 が 受 
中 か け 

しかる 、 つ目 一 @J 
三 た か 

ら能 ケ月 こと 

間 は 楠 
ほ 想 は 
ど 像 時 
キ に 折 
ュ 雑 菌 
l く 類 な / Ⅰ 

に い 地 

渡 。 衣 
っ じ 類 
て じ な 
各 つ ど 

種 、 を 
陰 力 採 
花 ル 葉 
植 キ   

物 ン 分 
標 ス 類 
本 か し 
な ら て 
採 貝曽 い 

取 ら た 
し れ が 
て た 、 
い 標 ま 

  6 。 本と 類ま 
は っ 

/ Ⅰ 角出 た 
九 発 標 
一 さ 本 
年 れ を 
一 た 手 
月 貫眞 に 

  



 
 

明
一
因
 

鯛
生
 こ

の
よ
う
に
、
の
ち
に
大
き
な
波
紋
を
ひ
き
お
こ
す
 粘
 菌
の
定
義
に
つ
い
て
、
熊
楠
は
当
初
よ
り
粘
菌
は
動
物
 だ
と
み
た
。
し
か
し
、
 

こ
れ
に
生
涯
固
執
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
明
治
 
末
年
か
ら
数
年
間
頻
繁
に
か
わ
さ
れ
た
柳
田
国
男
と
の
 
往
復
書
簡
で
は
、
粘
菌
 

一
 
@
 一
 

を
 「
動
物
と
も
植
物
と
も
分
か
ら
ぬ
微
細
の
生
物
」
 ま
 た
は
「
動
植
物
い
ず
れ
と
も
っ
か
ぬ
奇
態
の
生
物
」
と
 書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
 

昭
和
初
年
に
粘
菌
標
本
を
天
皇
に
献
上
す
る
さ
 
い
 こ
れ
 を
 動
物
と
し
て
最
後
ま
で
お
し
通
し
た
こ
と
か
ら
め
か
 
る
よ
う
に
、
か
れ
は
 粘
 

を
 結
局
は
「
動
物
」
と
み
た
の
だ
ろ
う
。
舌
口
う
ま
で
も
 な
 い
 こ
と
だ
が
、
定
義
の
是
非
が
問
題
な
の
で
は
な
い
 。
 能
 楠
は
粘
菌
の
 

（
生
活
環
）
に
何
を
発
見
し
た
か
が
重
要
な
こ
と
で
あ
る
 。
か
れ
は
粘
菌
の
変
形
過
程
に
生
命
の
不
思
議
を
み
た
 
と
わ
た
し
は
円
心
 
ち
ノ
 
。
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一
 
7
 一
 

ケ
ス
ト
ル
の
説
に
は
、
最
古
の
世
の
生
物
は
こ
の
よ
う
 な
も
の
な
る
べ
し
と
い
う
。
）
 
コ
 し
か
ら
 -
7
 ）
の
図
は
省
 
暉
 
@
 筆
者
 口
 

文 が は 水 
鉢
 あ
る
い
は
自
宅
の
庭
の
柿
木
な
ど
身
近
な
所
で
新
種
 を
 発
見
し
た
の
だ
か
ら
、
粘
菌
の
生
息
環
境
は
現
在
と
 
は
 全
く
違
う
。
粘
菌
 

バ
ク
テ
リ
ア
を
た
べ
て
生
き
る
動
物
と
も
植
物
と
も
 言
 ぃ
 難
 い
 
鋳
物
で
も
植
物
で
も
あ
る
）
単
純
な
原
始
生
 
物
で
あ
る
が
、
 
能
楠
 

こ
れ
を
ど
 
う
 み
て
い
た
か
を
示
す
 滞
 米
時
代
の
一
文
が
 あ
る
。
こ
れ
は
羽
山
番
次
郎
に
宛
て
た
書
簡
に
記
さ
れ
 
る
 各
種
菌
類
の
説
明
 

の
な
か
の
一
節
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
熊
楠
は
粘
菌
の
生
 活
 環
に
触
れ
て
い
る
。
 

ま
た
貴
君
も
医
学
の
下
ご
し
ら
え
と
、
ち
ょ
っ
と
生
物
 学
も
御
 学
習
の
こ
と
、
定
め
て
 御
 知
り
な
ら
ん
が
、
 
右
 菌
類
に
似
た
も
の
 

で
ま
潟
碑
 o
N
o
p
 
と
申
す
一
群
、
お
 ょ
そ
 三
百
種
ば
か
り
 あ
り
。
こ
れ
は
は
な
は
だ
け
し
か
ら
ぬ
も
の
に
て
 、
 （
 
1
 ）
の
ご
と
く
幼
時
 

は
 水
中
を
動
き
ま
わ
り
、
ト
ン
ボ
が
え
り
な
ど
し
、
 追
 い
 追
い
は
 相
 集
ま
り
て
（
 2
 ）
の
ご
と
く
疾
の
よ
う
な
も
 の
と
な
り
、
 
ア
、
、
ト
 

バ
 の
ご
と
く
う
ご
き
あ
り
き
、
物
に
あ
え
ば
た
だ
ち
に
 ァ
 」
れ
を
食
ら
う
。
然
る
の
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
好
き
好
き
に
か
 た
ま
り
、
（
 3
 ）
 

 
 

よ
り
（
 7
 ）
に
至
る
ご
と
く
い
ろ
い
ろ
の
 菌
 状
の
も
の
と
 な
り
、
い
ず
れ
も
た
た
く
と
き
は
煙
を
生
ず
。
（
中
略
）
 印
可
以
下
こ
の
 

類
を
菌
 な
り
と
思
い
、
植
物
中
に
入
れ
し
が
、
近
来
は
 全
く
動
物
な
る
こ
と
と
い
う
説
、
た
し
か
な
る
が
ご
と
 
し
 。
（
レ
イ
・
ラ
ン
 



一
 一
 

一
九
 0
 六
年
 

さ
せ
て
奉
仕
す
 

併
 跡
地
の
譲
与
 

神
社
寺
院
 

之
ヲ
其
ノ
 

右
 勅
令
の
主
 

（
明
治
三
十
九
年
）
に
出
さ
れ
た
勅
令
 

い
 わ
ゆ
る
「
 神
 仕
合
併
合
」
は
、
全
国
各
地
域
の
下
級
神
社
を
政
策
的
 

に
減
少
 

る
 神
職
の
俸
給
を
確
保
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
。
 

同
 年
 八
月
十
日
に
出
た
勅
令
第
二
百
二
十
号
「
神
社
寺
院
 

仏
堂
舎
 

に
関
す
る
 件
 」
は
次
の
よ
う
に
宣
言
 
ロ
 
す
る
。
 

仏
堂
 ノ
 合
併
 ニ
 因
り
不
用
ニ
帰
シ
タ
ル
境
内
官
有
地
 
ハ
 官
有
財
産
管
理
上
必
要
 
ノ
 モ
ノ
 ヲ
除
 ク
ノ
 外
 内
務
大
臣
 ニ
仏
バ
テ
 

合
併
シ
タ
ル
神
社
寺
院
仏
堂
 
ニ
 譲
与
ス
ル
 コ
ト
ヲ
得
 

旨
を
解
説
す
る
「
通
牒
」
も
同
年
八
月
十
四
日
付
で
内
 

務
 省
の
神
社
・
宗
教
同
局
長
名
で
出
さ
れ
た
。
勿
論
こ
れ
 

ら
 「
 
勅
 

だ
か
ら
こ
そ
粘
菌
研
究
が
か
れ
の
生
涯
の
仕
事
に
な
っ
 

し
て
い
る
。
し
か
し
、
か
れ
の
行
動
の
動
機
は
当
世
風
 

た
の
だ
ろ
う
。
 熊
 楠
は
粘
菌
の
変
形
す
る
現
象
の
な
か
 

の
 流
行
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
深
く
全
生
 今
生
態
論
に
根
ざ
す
も
 

に
 宇
宙
の
大
生
命
の
ひ
 

と
つ
の
現
れ
を
み
た
か
ら
、
か
れ
に
と
っ
て
粘
菌
研
究
 
は
 生
命
の
探
究
に
体
な
ら
な
か
っ
た
。
粘
菌
と
そ
の
 
生
 活
 環
の
観
察
か
ら
、
 か
 

れ
は
生
物
環
境
と
し
て
の
森
林
の
大
切
さ
を
自
然
に
知
 
っ
 た
と
わ
た
し
は
思
う
。
明
治
末
か
ら
政
府
が
進
め
た
 神
社
合
併
政
策
に
よ
る
 

森
林
の
大
破
壊
に
対
し
て
、
か
れ
が
激
し
い
反
対
運
動
 
を
お
こ
な
っ
た
の
も
、
森
の
消
滅
が
粘
菌
と
い
う
ひ
と
 
つ
の
生
命
の
破
壊
に
と
 

ど
ま
ら
ず
、
ひ
い
て
は
広
く
人
間
を
も
含
め
た
全
生
命
 を
 脅
か
す
愚
行
で
あ
る
と
知
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
熊
 楠
は
 一
世
紀
前
に
 ム
 「
 日
 

の
 自
然
環
境
保
護
運
動
を
理
論
，
実
践
両
面
で
闘
っ
た
 
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
 又
 
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
な
る
こ
と
 ば
む
 当
時
す
で
に
使
用
 

の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
運
動
の
射
程
は
宇
宙
 人
 の
 知
恵
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
 知
る
べ
き
で
あ
る
。
 以
 

上
の
視
点
か
ら
、
先
に
触
れ
た
神
社
ム
ロ
 
併
 政
策
の
問
題
 点
 を
や
や
詳
し
く
次
に
述
べ
た
い
。
了
 

-
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熊 楠の自然 

ム
下
 
」
「
通
牒
」
の
み
を
武
器
と
し
て
「
神
社
ム
ロ
 
併
 政
策
」
 
が
 推
進
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
年
四
月
に
出
さ
れ
 
た
 別
の
勅
令
「
府
県
社
 

は
下
神
社
の
神
韻
常
常
 料
 供
進
に
関
す
る
 件
 」
 
萌
 単
一
 十
九
年
四
月
三
十
日
・
勅
令
第
九
十
六
口
こ
で
、
下
級
神
社
に
 
た
い
し
て
各
道
府
県
費
 

よ
り
神
韻
常
常
料
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
 め
 、
供
進
を
づ
け
る
神
社
を
地
方
長
官
が
指
定
す
る
と
 
明
記
し
た
。
こ
れ
に
よ
 

り
 、
神
社
ム
ロ
 併
 政
策
の
推
進
は
各
道
府
県
知
事
の
裁
量
 に
ま
か
さ
れ
る
部
分
も
相
当
あ
っ
て
全
国
一
律
と
い
う
 
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
 

ら
 、
ほ
と
ん
ど
影
響
を
う
け
な
か
っ
た
地
方
も
あ
っ
た
 。
し
か
し
他
方
で
は
、
発
布
後
わ
ず
か
二
・
三
年
の
間
 
に
 甚
大
な
被
害
を
蒙
っ
 

た
と
こ
ろ
も
で
た
。
 

熊
 楠
の
住
ん
だ
和
歌
山
県
は
 、
と
 な
り
の
三
重
県
に
次
い
で
短
期
間
に
神
社
が
激
減
し
た
 
地
方
で
あ
っ
た
。
は
じ
 

め
 、
熊
楠
は
当
該
の
政
策
自
体
に
反
対
で
は
な
か
っ
た
 
も
の
の
、
や
が
て
「
一
町
村
一
社
」
な
ど
と
画
一
的
 
強
 制
 的
に
、
地
域
の
実
情
 

や
 神
社
の
由
緒
由
来
な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
ム
ロ
 
併
 ・
 合
 祀
が
 進
め
ら
れ
、
神
社
建
物
の
み
な
ら
ず
神
社
の
森
林
 
ま
で
も
が
破
壊
さ
れ
る
 

に
お
よ
ん
で
反
対
運
動
に
立
ち
上
が
っ
た
こ
と
は
、
 熊
 楠
 自
身
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
今
日
よ
く
 
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
 

ろ
で
、
熊
楠
が
反
対
運
動
に
立
っ
た
動
機
は
何
だ
っ
た
 の
か
、
 
ム
 「
日
の
「
自
然
保
護
運
動
」
と
ど
う
い
う
関
連
 が
あ
る
の
か
と
い
う
 観
 

点
か
ら
「
神
社
ム
ロ
 件
 反
対
運
動
」
を
論
じ
て
み
よ
う
。
 

 
 

鶴
見
和
子
は
、
熊
楠
の
神
社
ム
ロ
 
祀
 反
対
活
動
を
「
エ
コ
 ロ
ジ
ー
運
動
・
公
害
反
対
運
動
の
先
駆
」
と
い
う
と
ら
 え
か
た
を
す
る
。
 
た
 

し
か
に
、
結
論
的
に
は
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
 し
 、
そ
れ
が
間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、
わ
た
し
は
 か
 し
ろ
、
 
能
楠
が
 反
対
 活
 

動
 を
お
こ
し
た
本
当
の
動
機
は
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
 
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
か
れ
は
神
社
「
合
祀
 
」
よ
り
も
「
ム
ロ
 併
 」
 を
 

警
戒
し
た
が
、
そ
れ
は
「
合
併
」
に
よ
り
神
社
 域
 全
体
 が
 丸
ご
と
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
境
内
・
 
神
 林
 に
生
息
す
る
粘
菌
な
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ど
の
貴
重
な
研
究
対
象
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
 
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

有
名
な
る
老
樹
巨
木
を
一
本
一
本
保
護
す
べ
き
は
勿
論
 
だ
が
、
友
造
名
の
聞
え
ぬ
草
木
で
も
、
学
術
上
土
地
の
 
名
を
挙
げ
、
文
俊
 



能
楠
が
 、
神
社
の
統
廃
合
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
 
田
 辺
湾
 に
浮
か
ぶ
神
島
の
乱
伐
阻
止
に
あ
れ
ほ
ど
熱
心
だ
 
っ
 た
の
も
、
そ
こ
に
 

生
息
す
る
貴
重
な
植
物
群
の
消
失
が
か
れ
自
身
の
研
究
 
に
と
っ
て
打
撃
に
な
る
と
考
え
れ
ば
こ
そ
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
神
社
境
内
の
自
然
 

も
 神
島
の
自
然
も
と
も
に
か
れ
に
と
っ
て
は
か
け
が
え
 
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
 そ
 れ
ら
は
か
れ
自
身
の
 
一
 

-
 
は
一
 

部
 で
あ
り
、
か
れ
は
神
林
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
 自
身
を
守
ろ
う
と
し
た
（
こ
う
し
た
見
方
を
土
地
の
人
 
も
 述
べ
て
い
る
一
の
で
 

あ
る
か
ら
。
 

し
か
し
、
か
れ
が
雑
誌
や
知
人
宛
書
簡
な
ど
に
公
表
し
 
た
 
「
神
社
ム
ロ
 

件
 反
対
意
見
」
で
は
、
右
に
指
摘
し
た
「
 学
術
上
の
損
失
」
と
 

い
う
観
点
は
前
面
に
で
な
い
。
合
併
政
策
に
よ
る
数
多
 く
の
弊
害
を
列
挙
す
る
最
後
に
、
史
跡
・
景
勝
地
・
 古
 伝
の
消
滅
と
い
う
項
目
 

を
た
て
天
然
物
保
全
を
主
張
す
る
く
ら
い
で
あ
る
。
も
 
つ
 と
も
こ
れ
は
 能
 楠
の
戦
略
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 当
 時
の
こ
と
だ
か
ら
、
 
一
 

般
 向
け
の
雑
誌
・
新
聞
で
貴
重
植
物
の
保
護
を
言
っ
て
 
も
 読
者
の
賛
同
な
ど
得
ら
れ
ず
読
み
と
ば
さ
れ
る
お
そ
 
れ
が
あ
る
、
そ
れ
よ
り
 

は
む
し
ろ
、
国
体
観
念
、
愛
郷
 心
 、
地
域
自
治
、
人
民
 の
 融
和
な
ど
を
阻
害
す
る
と
か
、
敬
神
の
念
を
国
民
に
 
植
え
付
け
る
目
論
見
に
 

逆
効
果
だ
と
か
、
一
般
受
け
も
し
政
府
も
気
に
す
る
よ
 
う
 な
弊
害
を
指
摘
し
た
の
だ
と
わ
た
し
は
思
 う
 。
げ
ん
 に
 、
植
物
学
者
白
井
光
 

太
郎
に
宛
て
た
書
簡
で
は
、
内
容
は
雑
誌
発
表
と
ほ
ほ
 
同
様
な
が
ら
、
相
手
が
関
心
を
も
ち
賛
同
・
協
力
し
て
 
く
れ
そ
う
な
事
例
も
付
 

-
 
は
 -
 

な
り
。
 

日
大
に
所
ろ
の
為
に
な
る
も
の
も
多
い
か
ら
、
神
林
 と
 い
う
神
林
は
全
く
 其
儲
 兵
丁
に
生
え
た
雑
木
小
草
 迄
も
 天
然
の
ま
ま
生
し
 

一
 
Ⅱ
 -
 

置
か
ん
こ
と
を
望
む
。
 

小
生
は
最
初
自
分
が
専
門
の
学
問
上
ょ
 り
 神
社
ム
ロ
併
に
 伴
う
神
林
の
濫
滅
を
止
め
ん
と
て
、
 此
 反
対
運
動
に
出
 た
る
に
て
 、
も
 

は
や
神
社
の
濫
伐
は
大
に
止
み
、
今
後
、
無
茶
苦
茶
に
 行
わ
る
 ト
 様
子
見
え
ざ
れ
ば
、
小
生
は
自
分
の
目
的
は
 達
し
得
た
る
も
の
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各
地
の
濫
伐
後
の
様
子
を
 う
 つ
し
た
写
真
数
枚
を
証
拠
 と
し
て
松
村
に
示
し
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
説
明
を
加
え
な
 
が
ら
具
体
的
に
現
状
を
 

訴
え
て
い
る
。
図
や
写
真
を
用
い
る
こ
と
は
熊
楠
が
よ
 
く
 お
こ
な
っ
た
手
段
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
一
層
強
い
 印
象
を
読
者
に
与
え
る
 

こ
と
が
で
き
た
。
現
在
で
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に
な
 っ
て
い
る
が
、
ど
う
し
た
っ
て
活
字
よ
り
映
像
の
ほ
う
 が
 イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。
 

当
時
、
写
真
を
利
用
す
る
こ
と
な
ど
は
き
わ
め
て
新
し
 
ぃ
 試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
 う
 。
い
わ
ば
、
 
事
 実
や
現
場
を
重
視
す
る
 

態
度
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
松
村
宛
書
簡
に
は
次
の
よ
 
う
 な
一
節
が
み
ら
れ
る
。
 

写
真
（
 中
 ）
の
（
 ィ
 ）
は
前
状
申
し
上
げ
し
粘
菌
 お
び
 た
だ
し
く
生
ず
る
糸
田
猿
神
社
の
小
神
林
に
て
、
ケ
ヤ
 キ
 、
ム
ク
 、
ミ
、
、
へ
 

ズ
バ
イ
、
ハ
イ
ツ
キ
 、
 タ
フ
、
ル
リ
ミ
ノ
キ
、
ジ
ュ
 ズ
 ネ
 ノ
キ
、
ヒ
ョ
ン
 ノ
キ
 そ
の
他
よ
り
成
り
、
そ
の
タ
 ブ
 ノ
キ
 に
マ
ツ
バ
 
ラ
 

ン
の
 大
 箪
株
 つ
け
り
。
岡
村
周
諸
氏
査
定
の
、
従
来
 本
 邦
 は
な
し
と
思
い
お
り
た
る
、
ア
ス
ト
ム
 ム
 ・
シ
ェ
フ
 ラ
 ッ
ム
 も
あ
り
。
 

ア
シ
リ
ア
・
グ
ラ
ウ
 カ
 は
、
世
界
中
こ
の
辺
に
の
み
 連
 年
見
出
だ
せ
る
新
種
な
り
。
し
か
る
に
四
年
前
厳
命
し
 
て
こ
れ
を
（
二
）
 

 
 

自
 

な
る
 稲
成
 村
の
稲
荷
 社
 ヘ
ム
ロ
 
祀
し
 、
跳
木
一
切
、
ア
リ
 ド
オ
シ
ノ
キ
 ご
と
き
 か
濯
木
 ま
で
も
引
き
抜
か
し
む
。
 

（
中
略
）
 

 
 

楠
 

 
 

（
 ハ
 ）
は
、
弘
法
大
師
が
臨
ん
で
影
を
留
め
た
と
い
う
 弘
 法
 の
 淵
 な
り
。
（
中
峰
こ
の
椋
も
三
年
ば
か
り
前
に
 
伐
ら
ん
と
い
い
し
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け
 加
え
て
い
る
し
、
松
村
任
三
宛
書
簡
（
こ
れ
は
柳
田
 国
男
に
よ
り
「
南
方
二
妻
 ヒ
 と
し
て
五
十
部
 私
 刊
さ
れ
 た
も
の
で
あ
る
）
は
 ほ
 

と
ん
ど
植
物
学
上
の
大
損
害
を
訴
え
る
内
容
に
な
っ
て
 
い
ろ
。
例
え
ば
、
ど
こ
そ
こ
の
ナ
チ
 シ
ダ
、
ユ
 ノ
ミ
ネ
 シ
ダ
 、
ガ
ン
 ゼ
キ
 ラ
ン
、
 

冬
青
の
樹
、
チ
ク
ラ
マ
 ゴ
ケ
 、
ホ
ル
ト
 ノ
キ
 ・
・
・
・
・
・
な
ど
 

の
 珍
し
い
植
物
が
神
社
合
併
・
神
林
濫
伐
に
よ
り
絶
滅
 し
た
こ
と
を
報
告
し
て
、
 

「
第
一
に
植
物
保
存
の
点
の
み
よ
り
願
わ
し
き
は
、
 閣
 下
ら
 、
 何
と
か
一
日
を
蹟
 曙
 せ
ず
、
（
中
略
）
学
者
の
 一
 通
り
の
研
究
が
せ
め
て
 

す
む
ま
で
、
生
物
お
よ
び
古
物
、
勝
景
、
史
跡
、
土
俗
 
、
皇
風
を
保
存
す
る
た
め
に
、
（
中
略
）
中
央
政
府
ま
た
 大
学
、
学
会
等
よ
り
 人
 

-
 
Ⅱ
 -
 

を
 派
し
、
実
地
を
調
査
す
る
」
こ
と
を
「
至
急
何
と
か
 
御
 勧
告
下
さ
ら
ず
や
」
と
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
、
 
能
 補
 は
同
書
簡
に
お
い
て
 



意
 が
必
要
と
助
言
し
た
。
そ
の
覚
悟
さ
え
あ
れ
ば
、
 役
 入
 ら
が
何
か
言
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
ず
る
ず
る
延
ば
し
 
に
 合
併
承
諾
書
に
捺
印
 

す
る
の
を
延
ば
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
う
ち
自
分
が
提
出
 
す
る
意
見
書
が
容
れ
ら
れ
合
祀
は
取
り
止
め
と
な
る
か
 
ら
 、
村
民
一
致
結
束
し
 

一
 
Ⅳ
 一
 

め
て
な
お
、
「
然
し
、
延
喜
式
に
無
い
か
ら
由
緒
な
し
 と
い
う
訳
で
も
無
い
か
ら
」
と
書
き
送
り
、
存
続
に
は
 地
 域
 住
民
一
同
の
堅
 い
決
 

一
片
 
-
 

き
 、
小
生
ら
抗
議
し
て
止
む
。
 

現
場
写
真
を
見
せ
て
の
こ
う
し
た
実
情
説
明
は
、
代
議
 土
中
村
啓
次
郎
を
と
お
し
て
政
府
に
提
出
し
た
意
見
 
圭
 日
 に
も
実
例
が
あ
る
。
 

す
 な
 む
 ち
、
 能
 楠
の
父
の
生
ま
れ
故
郷
に
鎮
座
し
て
い
 た
 大
山
神
社
合
併
事
件
の
際
に
や
は
り
現
地
の
写
真
を
 
撮
ら
せ
、
そ
れ
を
内
務
 

大
臣
に
意
見
書
と
と
も
に
提
出
し
て
大
山
神
社
の
合
併
 
中
止
を
進
言
し
よ
う
と
し
た
。
 熊
 楠
は
親
類
の
古
田
幸
 吉
に
 
「
何
分
早
速
大
山
 

-
 
Ⅱ
 -
 

神
社
の
写
真
三
組
と
り
、
三
葉
づ
 
っ
 写
さ
せ
、
（
中
峰
 絵
図
面
共
に
 御
 送
り
越
 被
 丁
度
 候
 」
と
依
頼
し
 、
 送
ら
 れ
た
写
真
を
有
効
に
使
 

お
う
と
し
た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
か
れ
の
現
場
重
視
 の
 実
地
主
義
が
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
興
味
ぶ
か
い
。
 こ
 の
 大
山
神
社
の
一
件
は
 、
 

そ
こ
が
 熊
楠
 に
と
っ
て
も
因
縁
あ
る
社
で
あ
っ
た
か
ら
 こ
と
の
ほ
か
存
続
に
力
を
い
れ
た
が
、
同
時
に
か
れ
に
 
大
き
な
厄
災
と
も
な
っ
 

た
 。
 熊
 楠
の
神
社
合
併
反
対
運
動
の
一
実
例
と
し
て
こ
 
の
 大
山
社
の
場
合
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
 

大
山
神
社
（
大
山
権
現
 社
 ）
は
、
熊
楠
の
文
弥
兵
衛
の
 生
地
で
あ
る
和
歌
山
県
日
高
郡
谷
田
村
大
字
入
野
に
あ
 
っ
 た
が
、
明
治
四
十
 

二
年
末
頃
こ
こ
に
も
合
併
 話
 が
も
ち
あ
が
っ
た
。
当
地
 に
 住
ん
で
 い
 た
従
弟
の
古
田
幸
吉
が
 能
楠
に
 存
続
 万
助
 力
 を
求
め
て
き
た
こ
と
 

か
ら
、
両
者
間
に
手
紙
の
や
り
と
り
が
は
じ
ま
っ
た
。
 
こ
れ
以
前
か
ら
、
熊
楠
は
す
で
に
合
祀
反
対
意
見
を
地
 
元
の
新
聞
等
に
発
表
し
 

て
い
た
か
ら
、
か
れ
の
と
こ
ろ
に
は
古
田
の
他
に
も
 各
 地
の
保
存
派
か
ら
の
協
力
要
請
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
 
。
は
じ
め
 能
楠
は
、
大
 

出
社
が
合
祀
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
式
内
 社
 か
ど
う
か
 調
べ
、
該
当
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
そ
の
他
の
除
 
外
 規
定
「
「
六
国
史
」
 
所
 

載
 神
社
、
勅
祭
・
 準
 勅
祭
社
等
々
」
に
相
当
す
る
か
 否
 か
 を
も
た
ぶ
ん
調
べ
た
上
で
、
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
 
ら
な
い
こ
と
を
 見
 き
わ
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こ
の
他
に
も
、
熊
楠
は
古
田
か
ら
の
手
紙
に
は
そ
う
と
 ぅ
 
「
い
ら
い
ら
」
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
「
 郡
 長
 が
県
庁
か
ら
叱
ら
 

れ
た
ら
、
気
の
毒
と
か
、
大
山
の
写
真
を
新
聞
に
出
す
 
は
よ
い
が
、
村
役
場
の
こ
と
を
書
か
ぬ
 様
 と
か
、
殿
様
 が
 家
令
に
命
ず
る
 や
ぅ
 

な
 、
小
六
か
し
き
こ
と
を
 言
 来
ら
れ
て
は
、
小
生
は
阿
 戻
 ら
し
く
て
、
相
談
に
か
か
り
得
ず
 候
 」
と
か
、
あ
る
 い
は
 又
 
「
毎
度
々
々
 女
 

の
 腐
っ
た
や
つ
の
如
く
 、
 ぐ
に
ゃ
 

ノ
 
Ⅰ
し
た
る
こ
と
を
 腰
弱
く
頼
み
に
来
り
」
、
「
余
り
た
わ
け
た
る
こ
と
を
 中
 来
る
こ
と
勿
れ
」
な
ど
 

 
 

一
円
一
 

と
 怒
っ
て
い
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、
古
田
か
ら
の
手
 
紙
を
封
も
切
ら
ず
に
破
っ
て
し
ま
い
、
「
来
信
一
切
 御
 断
 は
り
中
上
條
」
と
言
う
 

ま
で
に
険
悪
な
状
態
に
な
っ
て
い
く
。
激
し
や
す
い
性
 
格
は
能
楠
 自
身
よ
く
承
知
し
て
い
て
、
一
つ
の
こ
と
に
 掛
か
り
き
り
に
な
る
と
 

他
 の
こ
と
が
見
え
な
く
な
る
自
分
の
性
癖
に
つ
い
て
「
 
小
生
は
物
に
一
心
に
な
る
 男
 ゆ
え
、
神
社
ム
ロ
祀
の
事
 す
 ま
ぬ
上
は
、
一
寸
何
事
 

 
 

。
こ
の
性
格
は
夫
婦
問
に
も
 軋
 礫
を
生
じ
さ
せ
た
。
 

能
 楠
が
 神
社
合
祀
反
対
 運
 

 
 
 
 
 
  
 

研
動
 に
関
わ
っ
て
い
た
当
初
、
妻
の
松
枝
が
実
家
に
 
戻
っ
た
こ
と
も
一
再
な
ら
ず
で
あ
る
。
 熊
 楠
の
激
情
が
 

 
 

 
 

 
 

能
 
楠
 

く
な
さ
し
め
、
 

」
 

一
 
2
-
 身
内
を
慮
っ
て
反
対
運
動
も
ほ
 
ど
ほ
ど
に
と
頼
み
諭
す
妻
に
馬
乗
り
に
な
っ
て
包
丁
を
 
む
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
 

県
 

は た て 
事
 に
七
の
た
れ
、
と
い
二
つ
の
が
 

能
 楠
の
忠
生
口
で
 
友
 
り
っ
た
。
 と
こ
ろ
が
、
当
の
古
田
は
神
社
存
続
の
条
件
（
い
わ
ば
 
責
め
道
具
）
と
さ
れ
 

神
社
基
本
財
産
を
用
意
し
ょ
う
と
し
て
、
基
金
の
寄
付
 
依
頼
を
熊
楠
か
ら
実
弟
の
常
 楠
 に
し
て
欲
し
い
言
書
 い
 て
き
た
の
で
、
熊
楠
 

憤
慨
し
て
こ
う
返
事
し
た
。
 

小
生
は
最
初
よ
り
金
を
標
準
に
し
て
神
社
を
存
亡
す
る
 
に
 大
反
対
 故
 、
只
今
、
小
生
よ
り
 常
楠
に
 出
金
を
一
ミ
 一
 
ロ
 な
り
と
も
す
）
 め
 

候
 て
は
、
自
分
の
主
張
を
自
分
で
破
り
、
只
今
、
東
西
 牟
 婁
郡
に
の
こ
り
あ
る
諸
社
は
 、
 悉
く
金
銭
を
標
準
と
 し
て
、
再
び
つ
 ぶ
 

さ
る
）
に
及
ん
こ
と
を
お
そ
 ろ
 ）
故
に
 候
 。
（
中
略
）
 
金
 を
 以
て
大
山
神
社
の
み
を
保
存
す
る
こ
と
は
出
来
不
申
 
、
 飽
 迄
も
舌
口
論
を
 

-
 
Ⅸ
 -
 

以
て
せ
ん
と
す
る
も
の
な
れ
ど
 



こ
の
よ
う
に
、
熊
楠
の
神
社
保
存
に
つ
い
て
の
考
え
方
 は
 、
ど
ん
な
手
段
を
つ
か
っ
て
も
と
に
か
く
神
社
が
残
 
れ
ば
よ
い
と
い
う
 ょ
 

う
な
保
存
至
上
主
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
 学
術
上
貴
重
な
資
料
保
護
な
ど
何
度
な
し
に
画
一
的
 
強
 制
 的
に
神
社
合
併
を
お
 

こ
 な
う
こ
と
自
体
が
非
道
不
正
義
で
あ
り
、
 @
=
 

ロ
め
 
柵
に
よ
 っ
て
こ
の
非
真
理
を
糾
弾
す
る
自
分
の
ほ
う
に
こ
そ
 大
 義
 は
あ
る
と
い
う
も
の
 

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
が
ム
ロ
 
祀
 推
進
派
の
役
 人
や
神
職
を
罵
る
と
き
の
表
現
に
容
赦
は
な
い
。
か
れ
 
ら
 張
本
人
の
無
知
無
学
 

な
 な
じ
り
、
神
社
合
併
に
よ
っ
て
得
た
金
で
私
腹
を
肥
 や
す
や
か
ら
を
姦
吏
 姉
商
と
 決
め
付
け
る
。
こ
う
し
た
 悪
口
雑
言
の
た
ぐ
い
は
 

枚
挙
に
 い
 と
ま
が
な
れ
ほ
ど
頻
発
す
る
が
、
こ
れ
も
、
 決
し
て
「
た
め
に
す
る
」
批
判
で
は
な
く
、
 能
楠
 は
こ
 こ
ろ
の
底
か
ら
ム
ロ
祀
の
 

蛮
行
を
憎
み
、
踏
み
 班
 ら
れ
て
い
く
貴
重
な
自
然
を
惜
 し
ん
だ
の
で
あ
る
。
 熊
 楠
か
ら
名
前
を
あ
げ
て
痛
罵
 さ
 れ
た
者
は
多
く
、
当
時
 

和
歌
山
県
神
社
界
の
 重
 席
を
占
め
て
い
た
連
中
例
え
ば
 紀
俊
 、
奥
五
十
鈴
等
の
神
職
、
ま
た
田
村
和
夫
、
 楠
見
 節
 、
相
良
菜
 ら
 県
の
幹
 

部
 役
人
や
郡
長
た
ち
が
し
ば
し
ば
や
り
玉
に
あ
げ
ら
れ
 
る
 。
 

神
職
ら
に
た
い
す
る
激
烈
な
批
判
は
同
時
に
神
社
神
道
 
に
も
向
け
ら
れ
る
。
多
少
割
り
引
い
て
う
け
と
め
な
け
 れ
ば
な
ら
な
い
が
、
 

能
 楠
の
神
道
に
た
い
す
る
評
価
は
あ
ま
り
芳
し
い
も
の
 
で
は
な
い
。
松
村
や
柳
田
な
ど
に
宛
て
た
書
簡
の
な
か
 で
 表
明
さ
れ
て
い
る
 例
 

を
ニ
 、
 三
 挙
げ
て
み
よ
う
。
 

四 

山 浦 の 
7 申 さ 車牛 

仕 れ 部 
の 十 で 

ム三 什 % で 八日 

責 問 を 

仕 監 推 
者 献 進 
に に し 
談 入 て 

半 り れ い 
し ら た 
よ れ 役 
う た 人 
と こ の 
し と 講 

会場 災難 演 て 、熊 も 

に 楠 に 
あ 白 酒 
つ 臭 気 
た 認 を 
も め が 
め る び 
で と て 
あ こ 閲 
る襄ろ 入 

。 で し あ １ る 缶 

  止 

こ し 

と よ 

ほ う 

入 と 

監 し 
騒 た 
動 警 

  
  
め げ   
吾 飛 
に は 
よ し 

れ て 
ば 」 

大 連 
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「
南
方
熊
楠
の
宗
教
観
」
と
し
て
概
観
で
き
る
よ
う
な
 ま
と
ま
っ
た
論
著
も
文
章
も
能
楠
は
書
い
て
い
な
い
。
 上
宣
 法
龍
 宛
書
簡
に
 

 
 

 
 
 
 
 
 

㍾
散
見
さ
れ
る
「
宗
教
 謹
 も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
 す
る
批
判
、
大
乗
仏
教
と
く
に
密
教
に
対
す
る
共
感
は
 
そ
こ
か
ら
わ
か
る
も
の
の
、
 

 
 

 
 

 
 

鮪
 

こ
れ
ら
の
文
章
を
取
り
集
め
て
「
 能
 楠
の
宗
教
観
 」
と
な
す
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
材
料
が
足
り
な
い
と
 
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
か
れ
 

五 

て 
お 

き 

ナ @ Ⅰ 

  
  

神
道
ご
と
き
不
文
木
典
の
教
を
 、
 強
い
て
、
こ
の
無
智
 、
無
学
、
浅
見
、
我
利
我
 慾
 の
 男
 随
神
機
の
輩
に
拡
張
 せ
し
め
ん
と
し
、
 

一
挺
 
-
 

強
い
て
旧
史
、
地
誌
、
土
俗
、
 郷
風
 に
大
関
係
あ
る
 神
 社
を
滅
却
し
て
ま
で
も
、
そ
の
俸
給
を
増
さ
ん
と
す
る
 
は
 心
得
ら
れ
ず
。
 

神
道
は
宗
教
に
相
違
な
き
も
、
言
語
論
議
を
も
っ
て
 
人
 を
 屈
従
さ
せ
る
顕
教
に
あ
ら
ず
、
（
中
略
）
そ
の
教
は
 、
 吉
え
多
大
繁
雑
 

の
 斎
忌
 蕾
す
 0
0
 ㏄
 
吋
降
 0
 ヨ
を
も
っ
て
成
れ
る
習
慣
条
々
 
（
不
成
分
 律
 ）
を
具
し
た
る
の
み
、
外
に
何
と
い
う
 む
 つ
か
し
き
道
義
論
、
 

一
お
 
-
 

心
理
論
な
し
。
 

小
生
は
神
教
ご
と
き
も
の
に
別
に
関
係
な
く
 候
 え
ど
も
 、
わ
が
国
の
古
蹟
を
保
存
す
る
は
、
愛
国
心
を
養
 
う
上
 に
お
い
て
、
 
ま
 

X
-
 ，
，
，
こ
 

諸
般
の
学
術
上
は
な
は
だ
必
用
の
こ
と
と
思
う
。
 

。
 

蛮
 
2
 

右
に
引
 m
 し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
舵
柄
 
に
と
っ
て
神
道
（
 神
 塾
は
決
し
て
当
時
の
国
家
神
道
 の
 イ
メ
ー
ジ
で
は
な
 

 
 

尊
崇
の
情
だ
と
か
を
援
用
し
て
神
社
保
護
を
訴
え
る
が
 
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
 方
 

便
 で
あ
っ
て
、
主
眼
は
右
引
用
文
中
に
も
あ
る
学
術
・
 民
俗
・
歴
史
的
側
面
に
お
け
る
評
価
で
あ
る
。
と
こ
ろ
 
で
、
神
道
以
外
の
宗
教
 

ほ
 つ
い
て
 能
楠
 は
ど
う
み
て
い
た
の
か
、
そ
も
そ
も
 宗
 教
 な
る
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
い
う
 問
 題
 に
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
 



今
日
の
科
学
、
因
果
は
分
か
る
が
（
も
し
く
は
分
か
る
 べ
き
見
込
み
あ
る
が
Ⅰ
縁
が
分
か
ら
 

 
 

わ
れ
の
 任
 な
り
。
 

鮨
桶
 が
真
 舌
口
密
教
に
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
 
自
 ら
も
そ
う
語
る
と
こ
ろ
か
ら
間
違
い
な
い
 

先
の
神
道
同
様
か
な
り
手
厳
し
い
意
見
を
も
っ
て
い
た
 
。
と
く
に
、
僧
侶
の
道
徳
観
念
の
低
劣
 
さ
、
 

真
言
宗
僧
職
で
あ
る
上
官
 法
 能
に
対
し
た
び
た
び
書
 い
 て
い
る
。
 

一
体
、
日
本
の
仏
教
 中
 、
も
っ
と
も
異
議
あ
る
は
 、
汝
 ら
の
真
言
宗
に
し
て
、
 祈
禧
 、
 呪
線
等
 

要
点
の
み
列
記
）
 僧
 つ
ね
に
少
年
を
姦
犯
し
、
高
野
山
 の
僧
 毎
夜
下
山
し
て
 発
婚
 し
、
僧
正
ま
 

が
 和
尚
を
召
ぶ
に
屈
を
も
っ
て
相
図
し
、
ふ
す
ま
絵
の
 
十
二
天
や
二
十
八
宿
の
顔
を
み
て
手
淫
 

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
そ
の
も
の
よ
り
そ
の
宗
旨
を
宣
べ
 教
え
る
教
職
集
団
の
酉
の
悪
さ
を
批
判
す
 

を
 罵
り
官
制
神
道
よ
り
民
俗
神
道
を
本
来
と
み
な
す
か
 
れ
の
「
神
社
神
道
観
」
を
軌
を
一
に
し
て
い
 

ね
 。
こ
の
縁
を
研
究
す
る
が
わ
れ
 

が
、
日
本
仏
教
全
般
に
関
し
て
は
 

こ
こ
ろ
ざ
し
の
低
さ
に
つ
い
て
、
 

の
外
は
何
の
益
も
な
く
、
 

コ
 以
下
 

で
も
が
尼
を
い
ろ
的
と
し
、
小
姓
 

-
M
-
 

す
る
・
 ，
 
・
…
 一
 

る
の
で
あ
る
。
こ
の
占
で
、
神
官
 

る
 。
他
方
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
 

-
 
四
一
 

科
学
と
い
う
も
、
実
は
予
を
も
っ
て
知
れ
ば
、
真
言
 ロ
の
 僅
少
の
一
分
に
過
ぎ
ず
。
 

は
 自
ら
の
宗
教
論
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
 
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
の
考
え
る
 
宗
 数
 は
、
信
仰
の
対
象
と
 

い
う
よ
り
も
、
物
理
・
心
理
現
象
に
つ
い
て
の
よ
り
 十
 全
 な
解
釈
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
大
乗
仏
教
は
科
学
と
 
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
 

い
と
か
れ
は
舌
口
 う
 。
 熊
 楠
の
場
合
は
、
「
宗
教
論
」
は
す
 な
む
ち
「
科
学
論
」
と
な
る
の
え
ん
で
あ
る
。
 

一
 
%
 一
 

小
生
が
仏
教
を
特
に
信
ず
る
は
、
因
果
輪
廻
と
い
う
こ
 
と
を
科
学
 
伝
珊
理
 以
下
の
）
に
て
保
証
し
得
た
れ
ば
な
 @
O
 

科
学
い
か
に
張
り
た
る
と
て
、
少
し
も
仏
教
に
害
な
し
 
、
科
学
に
て
知
り
得
ぬ
こ
と
常
に
存
す
れ
ば
な
り
。
 

か
し
て
仏
教
の
 

-
%
-
 

因
果
輪
廻
の
説
は
、
科
学
に
て
知
り
得
る
こ
と
と
、
 
知
 り
 得
ぬ
こ
と
と
に
、
共
通
音
存
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
 
た
れ
ば
な
り
。
 

  



熊 楠の自然 

カ
、
つ
 

に
回
 

て
い
 

カ
 

の
こ
 た

 よ
 う
 で
、
こ
の
新
興
の
学
問
を
 

を
出
す
と
官
費
で
洋
行
さ
せ
て
く
 

-
4
-
 

る
 。
 

れ
の
宗
教
理
解
は
洋
行
体
験
に
よ
 

と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
科
学
よ
り
 も っ 

大 て 
乗 深 

仏 ま 

教 り 

  
の も   
， っ が 、 

が り 

ま も 

さ し 

る た 
と で     
か あ 
れ ろ 
が 、 ， っ 

0 輩が 字」 

確 が 

ィ - しそ 一 一 一 口 、   
て れ ま し 、 
ぃ は 
る つ   
似 れ か ょ 

つ
と
面
白
く
 
、
 

か
る
も
の
多
し
 

に
 科
学
の
優
位
 

上
夫
 口
 
む
し
ろ
 
こ の 

  
ま 

の も と た 
確 と 反 そ 

信 に 肉 ん 
は お な な 
ロ い 述 こ 

ン て べ と 
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楠
の
宗
教
理
解
は
大
い
に
進
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
 
っ
 い
に
西
洋
の
宗
教
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
 た
し
、
 真
 舌
口
崇
信
徒
を
 

止
め
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
比
較
宗
教
学
じ
た
い
に
 
つ
い
て
、
か
れ
は
そ
の
著
論
を
よ
く
読
ん
で
は
い
た
も
 の
の
あ
ま
り
感
心
し
な
 

反
 さ
れ
る
。
と
く
に
ク
ラ
ー
ク
の
書
い
た
「
十
宗
教
論
 

」
や
テ
ィ
ー
レ
や
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
の
著
書
な
 

ど
は
、
上
宣
に
要
旨
を
 

書
き
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
熊
楠
 

自
 身
 が
精
読
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
時
期
（
 

ロ
 ン
ド
ン
滞
在
時
代
）
 
、
能
 

の
 成
果
を
土
 宜
 に
紹
介
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
 あ
い
だ
で
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
ら
は
仏
教
全
般
に
と
 
ど
ま
ら
ず
、
オ
ヵ
 ル
テ
 

イ
ズ
ム
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
密
儀
 宗
教
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
ま
で
、
当
時
最
新
の
学
界
 
動
向
を
お
り
ま
ぜ
て
 @
 
二
口
 

熊
 楠
の
見
方
は
、
教
義
自
体
は
大
部
分
理
屈
に
合
わ
な
 
い
も
の
の
そ
の
自
由
平
等
の
教
え
や
信
者
の
道
徳
観
念
 
の
 高
さ
に
好
感
を
よ
せ
 

-
 
㏄
 -
 

て
い
る
。
か
れ
は
、
「
西
洋
の
耶
蘇
教
の
特
色
と
し
て
 私
 の
も
っ
ぱ
ら
称
賛
す
る
は
、
そ
の
 平
権
 自
由
と
申
す
一
 
事
に
 御
座
候
」
と
書
き
、
 

ま
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
 ヤ
 ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
の
質
素
 さ
謙
 虚
さ
 信
心
ぶ
か
さ
を
仏
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
 他
 教
派
の
 僧
の
所
行
と
比
べ
て
、
 

-
 
㌍
 -
 

前
者
に
つ
い
て
「
小
生
も
ク
エ
ー
カ
ー
は
は
な
は
だ
 
好
 き
 じ
 ゃ
 」
と
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
 

右
に
ふ
れ
た
諸
々
の
感
想
は
い
ず
れ
も
士
官
 法
 能
に
 宛
 て
た
手
紙
の
な
か
で
 能
楠
が
 書
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
 が
 、
そ
こ
で
は
当
時
 

勃
興
し
た
比
較
宗
教
学
の
著
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 
熊
楠
 は
こ
れ
ら
の
著
書
内
容
を
要
約
し
て
教
え
る
と
い
 う
 形
で
、
新
し
い
学
問
 



し
か
る
に
こ
の
万
事
に
も
っ
と
も
必
要
に
し
て
事
々
 
近
 早
 な
が
ら
、
そ
の
理
は
万
象
の
深
 蒲
に
 出
づ
る
科
学
を
 学
ぶ
こ
と
は
せ
ず
 

 
 

に
、
 何
と
し
て
仁
者
（
上
官
の
こ
と
 ｜
 筆
者
達
は
世
 間
を
救
済
し
得
ん
か
。
 

か
れ
は
科
学
 対
 宗
教
と
い
う
よ
う
な
通
俗
的
比
較
を
排
 
し
て
、
生
命
の
大
不
思
議
を
よ
り
よ
く
明
ら
か
な
ら
し
 
め
る
と
い
う
規
準
で
 

両
者
を
み
る
。
 
能
楠
が
 次
の
よ
う
に
い
う
と
き
、
そ
れ
 は
ま
さ
に
こ
の
 親
 ・
準
か
ら
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。
 

大
乗
は
望
み
あ
り
。
何
と
な
れ
ば
、
大
日
に
帰
し
て
、
 
無
尽
 無
 究
の
大
宇
宙
の
大
宇
宙
の
ま
だ
大
宇
宙
を
包
蔵
 す
る
大
宇
宙
を
 、
 

た
と
え
ば
顕
微
鏡
一
ム
 
口
 買
う
て
だ
に
一
生
見
て
楽
し
む
 と
こ
ろ
尽
き
ず
、
そ
の
ご
と
く
楽
し
む
と
こ
ろ
尽
き
ざ
  
 

か
れ
に
お
い
て
は
、
粘
菌
の
変
形
現
象
を
顕
微
鏡
の
む
 
こ
う
に
み
て
楽
し
む
こ
と
と
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
法
悦
 
（
上
官
の
い
う
と
こ
 

ろ
の
 
「
内
心
の
妙
想
を
楽
し
む
」
）
と
区
別
は
な
い
。
 

有
 各
 な
「
南
方
マ
ン
ダ
ラ
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
 物
不
 思
議
、
心
不
思
議
、
事
 

不
思
議
、
理
不
思
議
、
大
日
如
来
の
大
不
思
議
」
は
 
一
 体
 の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
科
学
と
宗
教
は
別
 の
も
の
で
あ
る
は
ず
も
 

な
い
。
物
の
不
思
議
現
象
の
な
か
に
大
日
如
来
の
大
下
 
思
議
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
そ
ん
な
不
思
議
を
、
熊
楠
 
は
 日
々
顕
微
鏡
を
と
う
し
 

て
見
え
る
閉
ざ
さ
れ
た
し
か
し
無
限
に
広
が
る
空
間
の
 
な
か
で
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
実
感
は
 、
 も
ち
ろ
ん
「
神
秘
体
験
」
 

と
い
う
よ
う
な
舌
口
業
で
か
た
ず
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
 ぃ
 。
 熊
楠
は
 、
幽
霊
だ
の
神
罰
だ
の
し
ば
し
ば
そ
れ
も
 大
真
面
目
で
語
る
が
、
 

他
方
で
は
オ
カ
ル
ト
現
象
や
神
秘
現
象
な
ど
は
決
し
て
 
鵜
呑
み
に
せ
ず
ム
ロ
 理
 的
解
釈
の
可
能
な
も
の
の
み
を
 受
 け
 容
れ
た
。
こ
の
点
 、
 

一
見
理
性
的
で
、
熊
楠
か
ら
報
告
さ
れ
る
神
罰
譚
な
ど
 相
手
に
し
な
か
っ
た
柳
田
国
男
が
、
と
く
に
若
い
こ
ろ
 
は
 叙
情
的
な
文
学
作
品
 

を
 書
い
た
り
、
「
遠
野
物
 壬
巴
や
 
「
山
の
人
生
」
に
み
ら
 
れ
る
負
の
世
界
へ
の
異
常
な
関
心
、
あ
る
い
は
「
 神
か
 く
し
」
に
遭
い
そ
う
に
 

  

す ド 

べ 、 ノ 

か 時 

ら ィ弍 

{ @ し 

  確 
他 国 
亡 % た " 

散 る 

の も 

こ の 

と に 

な な 
ど っ 

ょ た 
り と 

「 い 
  つ , 
切 べ 

智 き 
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e 目楠の自然 

    王
 
;
 ，

 
-
 つ
 二
 %
 下
 ㌧
曲
目
 
@
 留
め
て
ま
ぬ
 

津
ゴ
お
ぬ
態
棺
ざ
 
-
 
づ
 す
の
 
C
 コ
 %
 目
の
 
片
ゼ
 c
h
 

の
す
 

舌
帥
匝
 
0
 ㌧
Ⅱ
㏄
の
 

s
 
、
 1
 
の
り
ご
つ
・
）
の
の
 

こ
 

「
南
方
熊
楠
全
集
 -
 
以
下
「
全
集
」
と
の
み
表
記
 ニ
 第
七
 巷
 、
平
凡
社
、
一
九
 セ
 一
年
、
 セ
頁
 。
 

。
 
-
 平
野
 威
 庸
雄
「
大
博
物
学
者
 @
 
１
 %
 南
方
熊
楠
の
生
涯
１
口
 リ
 プ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
二
年
、
三
 セ
頁
 。
平
野
は
こ
こ
で
 田
 中
 敬
忠
 氏
 
空
前
の
熊
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な
っ
た
自
己
の
幼
児
体
験
お
よ
び
気
質
な
ど
、
非
合
理
 な
も
の
に
対
す
る
つ
よ
い
傾
斜
を
も
っ
て
い
た
の
と
 
好
 対
照
を
な
す
。
 能
楠
は
 

神
社
ム
ロ
 
併
 推
進
派
の
張
本
人
が
病
気
や
事
故
な
ど
で
 頓
 死
し
た
例
を
「
神
罰
」
な
ど
と
得
意
げ
に
語
る
が
、
 
そ
 め
 じ
っ
反
面
で
は
次
の
 

よ
 う
 に
客
観
的
ム
ロ
 
理
 的
に
理
解
す
る
。
 

崇
 り
な
ど
い
つ
こ
と
小
生
は
信
ぜ
ぬ
が
、
 昨
ム
 「
 英
独
の
 不
思
議
研
究
者
ら
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
存
在
を
い
い
、
 
小
 生
も
神
社
ム
ロ
 
祀
励
 

行
神
林
乱
伐
に
伴
い
、
到
る
処
に
そ
の
事
実
あ
る
を
 

認
む
。
思
う
に
不
正
姦
邪
の
輩
、
不
識
不
知
の
間
に
そ
 
の
 亜
父
行
を
悔
 
い
 、
 

 
 

以
上
、
南
方
熊
楠
の
「
宗
教
観
」
に
つ
い
て
瞥
見
し
た
 
の
で
あ
る
が
、
核
心
を
探
し
あ
て
ら
れ
ぬ
も
ど
か
し
さ
 を
 禁
じ
え
な
い
。
お
 

の
れ
の
宗
教
観
を
叙
述
す
る
と
い
う
気
持
 が
能
楠
 自
身
 に
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
前
に
指
摘
し
た
が
、
 
そ
 れ
で
も
散
在
す
る
膨
大
 

な
 
「
書
き
ち
ら
か
し
」
は
残
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
 う
 ま
く
ま
と
め
ら
れ
な
い
わ
た
し
自
身
結
局
「
南
方
熊
楠
 
と
い
う
巨
大
迷
路
」
に
 

入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
 こ
の
問
題
に
一
応
の
結
末
を
つ
け
る
の
は
紙
幅
の
制
約
 
も
あ
り
他
日
を
期
す
ほ
 

か
な
い
が
、
現
時
点
で
ひ
と
つ
言
え
る
こ
と
は
熊
楠
の
 自
然
に
対
す
る
関
わ
り
方
も
宗
教
に
つ
い
て
の
見
方
も
 
あ
る
い
は
神
社
ム
ロ
 
祀
反
 

対
 運
動
の
情
熱
も
、
さ
ら
に
は
熊
楠
の
全
関
心
も
が
、
 た
だ
一
点
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
 葉
 中
点
を
何
と
よ
 ほ
う
か
 。
 

い
の
ち
そ
の
も
の
の
活
動
と
い
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
 生
命
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
よ
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
か
。
 



楠
 を
調
っ
て
い
た
人
物
 -
 の
証
言
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
 

能
 楠
 自
身
は
自
分
の
幼
少
午
時
代
の
収
集
癖
に
関
し
て
語
っ
て
 い な
い
の
で
、
あ
く
ま
 

 
 

 
 

 
 

で
 傍
証
と
し
て
 
引
 m
 し
た
。
 

 
 
 
 
 
 

-
4
 ）
「
南
方
熊
楠
日
記
 I
 
お
き
 上
き
旦
 、
 八
 板
書
房
、
一
九
 
八
七
年
、
五
頁
及
び
二
六
頁
。
 

 
 
 
 

-
5
 ）
同
日
記
、
二
六
五
頁
。
 

一
 
6
 一
 

「
全
集
」
第
七
巻
、
十
 頁
 。
 

（
 
7
-
 

同
、
九
七
 ｜
 九
八
頁
。
 

-
8
 ）
「
南
方
熊
楠
選
集
日
別
巻
一
柳
田
国
男
・
南
方
熊
楠
往
復
 書
簡
）
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
、
三
十
三
頁
及
び
四
十
一
頁
。
 

一
 
9
 ）
能
相
 と
 神
社
合
祀
問
題
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
神
社
 
ム
ロ
 
併
 政
策
の
政
治
的
背
景
や
当
時
の
神
社
界
の
動
向
に
か
ら
め
て
 
筆
者
は
別
の
と
こ
ろ
で
 

論
じ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
詳
細
は
省
い
た
。
拙
稿
「
南
方
熊
 
楠
と
 神
社
合
祀
 
-
 
山
 一
 」
 ミ
 静
岡
大
学
教
養
部
研
究
報
告
Ⅰ
人
文
 ・
社
会
科
学
篇
 -
 、
 

第
二
四
巻
二
日
 ヨ
 、
一
九
八
九
年
）
を
 参
暗
 
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
 
ム
 
口
祀
 問
題
に
関
し
て
の
柳
田
図
 男
 と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
 「
南
方
熊
楠
と
柳
田
 

国
男
 ｜
 神
社
合
祀
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
 
回
 、
第
二
七
巻
一
号
 
及
び
第
二
八
巻
一
号
・
二
号
、
一
九
九
一
年
以
降
 - を
参
照
さ
れ
  
 

而
 ）
鶴
見
和
子
「
南
方
熊
楠
」
講
談
社
（
学
術
文
庫
）
、
一
九
 
八
一
年
、
二
二
二
頁
以
下
を
参
照
。
 

五
 -
 
南
方
熊
楠
「
老
樹
保
存
に
 就
て
 」
三
文
南
方
熊
楠
を
語
る
 
」
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
一
年
所
収
 
-
 、
 回
書
九
六
頁
。
 

う
 -
 
南
方
熊
楠
「
古
田
幸
吉
宛
書
簡
」
 

-
 
同
右
 ）
 二
 0
 三
頁
。
 

正
 @
 
N
H
K
 
教
育
テ
レ
ビ
放
送
 一
 
N
H
K
 
セ
ミ
ナ
ー
「
二
十
世
 
紀
の
群
像
」
南
方
熊
楠
 -
 の
第
三
回
放
送
 
分
 に
登
場
す
る
後
藤
 
神
民
の
 言
 。
 

宜
 @
 
 「
全
集
 ヒ
 第
七
巻
、
四
九
 0
 頁
｜
 四
九
二
頁
を
参
照
。
 

元
 ）
 
回
 、
五
一
四
頁
 
｜
 五
一
五
頁
。
な
お
、
写
真
は
全
集
の
当
 
該
 テ
キ
ス
ト
じ
た
い
に
不
掲
載
。
 

-
 
㎎
 -
 
南
方
「
古
田
宛
書
簡
」
 

箭
掲
書
 所
収
）
一
八
九
頁
。
 

@
 
）
同
書
簡
、
一
八
四
頁
。
 

@
 
一
同
書
簡
、
ニ
セ
一
頁
 。
 二
七
二
頁
。
 

正
一
同
書
簡
、
二
一
 
0
 頁
 、
二
一
三
頁
、
二
一
四
頁
を
そ
れ
ぞ
 

れ
 参
照
。
 

一
 
初
一
同
書
簡
、
二
四
三
頁
。
 

（
Ⅲ
一
同
書
簡
、
一
八
三
頁
。
 

@
 
）
同
書
簡
、
二
四
一
頁
及
び
二
四
六
頁
を
参
照
。
 

-
 袈
 
同
書
簡
、
二
一
三
頁
を
参
照
。
 



熊 楠の自然 

万
 @
 
 「
全
集
 
三
 第
七
巻
 
-
 
松
村
任
三
宛
書
簡
 -
 五
 0
 四
頁
。
 

一
 
%
@
 
 

同
、
五
 

0
 五
頁
。
 

充
 ）
 
ョ
 
南
方
熊
楠
選
集
」
別
巻
 -
 
前
掲
青
一
四
二
頁
。
 

@
@
 
 

「
全
集
 

生
第
 セ
 %
 
 王
宮
 法
龍
 宛
書
簡
 -
 一
九
九
頁
。
 

-
 
花
 @
 
 
同
、
二
 0
0
 頁
 。
 

万
一
同
、
三
七
二
頁
。
 

（
㏄
）
 回
 、
三
九
二
頁
。
 

-
 
コ
 @
 
 
同
、
二
六
八
頁
を
参
照
。
 

一
 
㏄
 @
 
 
同
、
二
三
五
頁
。
 

-
 
㏄
一
同
、
一
八
六
頁
を
参
照
。
 

@
 
）
 同
 、
三
二
一
頁
を
参
照
。
 

一
 
祐
一
同
、
四
一
六
頁
。
 

-
 
㏄
 @
 
 
同
、
四
一
七
頁
。
 

（
 
押
 -
 同
、
三
五
 -
 
ハ
頁
。
 

一
 
㏄
 -
 同
、
五
一
五
頁
。
 

175@ (175) 



を 
含 シ 
む ン 
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と ポ 
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学 コ 
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た 地 
よ 理 
う 学 
によ 一 と @ 了こ @@   
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野 こ 

で こ 
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177  (177) 

は
じ
め
に
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
研
究
で
は
、
全
村
別
雷
神
社
（
茨
城
県
つ
く
 。は
 
市
 -
 に
お
け
る
講
社
及
び
昇
殿
祈
願
者
の
分
布
を
通
し
て
、
 

雷
神
信
仰
の
地
域
的
な
 

展
開
、
及
び
信
仰
を
受
容
し
た
地
域
に
お
け
る
信
仰
と
地
形
条
件
 と
の
関
係
を
検
討
し
た
。
雷
神
信
仰
に
は
、
雷
に
対
す
る
畏
怖
 
の
 感
情
か
ら
生
じ
る
 

雷
除
け
を
祈
願
す
る
信
仰
と
、
雷
の
も
た
ら
す
恵
み
の
雨
を
祈
願
 す
る
信
仰
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
全
村
別
雷
神
社
の
場
 
ム
 口
 、
後
者
の
水
を
司
 

る
 恵
み
の
神
と
し
て
の
信
仰
が
強
く
表
出
し
て
い
る
。
し
か
し
 
祈
 ぬ
 内
容
や
信
仰
の
形
態
に
は
、
受
容
さ
れ
た
地
域
の
地
形
条
件
 に
よ
っ
て
差
異
が
み
 

ら
れ
る
。
三
水
性
の
洪
積
ム
ロ
地
上
の
集
落
で
は
、
雷
神
が
降
水
を
 

も
た
ら
す
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
雨
乞
い
の
儀
礼
が
村
の
共
同
 
祈
願
と
し
て
行
わ
れ
 

て
き
た
の
に
対
し
、
沖
積
低
地
に
立
地
す
る
集
落
で
は
、
雷
神
が
 
水
雷
除
け
の
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
講
社
が
結
成
さ
れ
た
。
ま
た
 信
仰
の
地
域
的
な
差
 

異
は
 、
集
落
の
地
形
条
件
と
と
も
に
、
神
社
か
ら
の
距
離
と
の
 

関
 連
 性
も
看
取
さ
れ
、
神
社
か
ら
相
対
的
に
近
隣
に
あ
る
地
域
で
は
 
、
 総
参
 型
の
講
 -
 
春
 

秋
 団
体
 講
 -
 が
 成
立
す
る
の
に
対
し
、
遠
隔
の
地
域
で
は
、
古
く
 か
ら
の
代
参
講
 

-
 
太
々
講
 -
 や
参
拝
頻
度
の
高
 い
 月
参
詣
 が
宮
 ま
れ
て
い
る
こ
と
が
 

わ
か
っ
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 雷
 、
洪
積
ム
ロ
 地
 、
沖
積
低
地
、
講
、
昇
殿
 祈
 癩
者
 

地
 形
 条
件
か
ら
み
た
雷
神
信
仰
の
地
域
的
 展
開
 

全
村
別
雷
神
社
の
信
仰
圏
を
手
が
か
り
と
し
 

て
 

松
井
圭
介
 



地
理
学
に
お
け
る
宗
教
研
究
の
基
本
的
な
流
れ
は
、
 
人
 間
 に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
文
化
景
観
に
果
た
す
宗
教
 
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
 

よ
う
と
す
る
景
観
論
の
立
場
か
ら
の
研
究
で
あ
っ
た
 
と
  
 

一
 
2
-
 

自
然
環
境
に
着
目
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
人
間
が
 
自
然
環
境
に
抱
く
畏
怖
の
感
情
は
、
自
然
現
象
の
絶
対
 
的
な
力
の
顕
れ
の
前
に
 

無
力
な
人
間
に
と
っ
て
、
神
意
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
 
た
 。
こ
の
自
然
環
境
の
多
様
な
様
態
が
祭
祀
の
対
象
と
 
さ
れ
、
信
仰
が
生
成
さ
 

れ
る
 
一
 要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
 自
 然
 環
境
は
畏
怖
さ
れ
る
と
同
時
に
ま
た
、
人
間
に
豊
か
 
な
 恵
み
を
も
与
え
る
 報
 

恩
 感
謝
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。
古
来
日
本
人
が
神
聖
 
観
 を
 感
じ
、
祭
祀
が
な
さ
れ
て
き
た
聖
地
は
、
畏
怖
の
対
 
象
 と
な
る
も
、
人
間
の
 

生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
恵
み
を
約
束
す
る
 
地
 で
あ
っ
た
。
こ
の
自
然
環
境
に
起
因
し
て
信
仰
が
生
成
 
さ
れ
た
諸
事
例
は
 、
野
 

一
 
3
-
 

本
 寛
一
に
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 

拙
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
宗
教
と
風
土
・
自
然
環
 
境
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
宗
教
地
理
学
に
お
い
 
て
 重
要
な
課
題
で
あ
 

-
S
 
一
 

一
 
4
-
 

る
が
、
十
分
な
学
問
的
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
 
い
 え
な
い
。
前
述
し
た
野
本
や
鈴
木
秀
夫
は
、
風
土
・
 
自
 然
 環
境
が
、
 
神
 観
念
や
 

一
 
6
 一
 

聖
地
 観
 と
い
っ
た
信
仰
の
根
幹
に
関
わ
る
シ
ン
ボ
ル
に
 、
生
成
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
薗
田
 
稔
に
 よ
る
家
郷
景
観
の
研
究
 

は
 、
氏
神
鎮
守
を
中
心
と
す
る
風
土
的
な
シ
ン
ボ
ル
 
体
 系
が
 、
伝
統
的
な
 ん
ラ
 の
集
落
形
態
に
も
密
接
に
関
与
 し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
 

か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
宗
教
が
風
土
 
・
自
然
環
境
に
与
え
る
影
響
を
考
察
し
た
研
究
で
は
、
 修
験
道
の
持
っ
自
然
 観
 

-
J
-
 

や
 聖
域
観
 と
 自
然
保
護
、
環
境
保
全
と
の
関
わ
り
を
 考
 察
し
た
長
野
覧
の
研
究
が
あ
る
。
こ
の
長
野
の
研
究
に
 
代
表
さ
れ
る
 よ
う
 に
 、
 

( 系 と 

な い 
明 つ 
ら た 
か 歴 
に 史 
す 的 
る 特 
こ 殊 
と 性 
は な 
重 文 
要 映 
な し 
謀 て 
題 い 
で る 
あ こ 

る と 

と @ 
い 当 

え 然 
る の   
持 と 

ほ で 

日 あ 

  
の 宗 

神 裁 
聖 現 
観 象 
を を 

老 者 
え 察 
る す 
際 る 

に と 

は き   
信 風 
抑 止 
の と 

宗教 生成 

基 現 
醸 家 
と と   
て 関 

  

係
の
叙
述
に
常
に
関
心
を
有
し
て
き
た
。
宗
教
現
象
の
 
顕
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
現
象
を
育
ん
だ
民
族
、
社
 
会
 、
文
化
、
自
然
環
境
 

 
  

 



 
 

 
 
 
 

 
 

反
面
水
神
と
し
て
、
ま
た
天
の
神
に
根
源
す
る
火
を
雷
 光
 に
よ
っ
て
運
搬
す
る
神
の
 

 
  

 

 
 

農
作
物
や
家
屋
へ
の
 被
 生
口
を
与
え
る
 
宥
 雷
を
司
る
神
に
 対
す
る
信
仰
で
あ
る
と
同
時
 

 
 

 
 

 
 

7
 

 
 

彬
に
、
 
恵
み
の
雷
雨
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
信
仰
 さ
 
ね
 、
広
く
農
村
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
ま
た
荒
ぶ
 る
 神
と
し
て
災
厄
を
も
た
ら
 

    雷神信仰㏄ 

  

  

ぬ賊 

県 
(= 
お 
ナ 4 
る 
帝 

四神 

信仰 

こ
れ
に
対
し
、
宗
教
と
風
土
・
自
然
環
境
と
の
関
わ
り
 

を
 、
信
仰
者
の
分
布
と
信
仰
拠
点
と
の
地
域
的
な
結
び
 

つ
き
か
ら
検
討
し
て
 

い
こ
う
と
す
る
地
域
論
的
な
研
究
は
、
こ
れ
か
ら
の
 

課
 題
 と
さ
れ
る
分
野
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
地
域
論
的
な
研
 

究
は
、
 王
と
し
て
山
岳
 

宗
教
の
信
仰
国
研
究
と
し
て
民
俗
学
や
地
理
学
の
分
野
 

で
 行
わ
れ
て
き
た
。
山
岳
は
古
来
よ
り
神
々
の
憩
う
 

地
 と
し
て
、
ま
た
宗
教
者
 

の
 修
行
の
地
と
し
て
、
多
く
の
人
々
の
崇
敬
を
獲
得
し
 

て
き
た
。
信
仰
国
研
究
は
、
こ
の
山
岳
宗
教
を
空
間
 

認
 識
 と
い
う
視
点
で
捉
え
 

 
 

象
の
山
岳
を
中
心
に
同
心
円
的
な
圏
を
設
定
し
ょ
う
 

と
 

 
 

-
 
巧
 -
 

-
 
Ⅱ
 -
 

-
%
-
 

-
 
は
 -
 

-
 
皿
 一
 

に
お
い
て
仮
説
的
に
示
さ
れ
て
以
後
、
岩
木
山
、
加
被
 

m
 、
筑
波
山
、
出
羽
三
山
、
一
 

p
 隠
山
 と
い
っ
た
山
岳
 信
 仰
 圏
の
研
究
が
蓄
積
さ
 

信
仰
を
受
容
し
た
地
域
に
お
け
る
自
然
条
件
と
地
土
 

開
掛
に
 
、
全
村
別
雷
神
社
の
信
仰
圏
の
地
域
的
な
広
が
域
 

た
 

的
な
差
異
を
、
自
然
環
境
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
 

研
 

れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
山
岳
信
仰
 
圏
 研
究
で
は
、
信
仰
 

に
地
域
区
分
を
設
定
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
た
。
 

し
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
自
然
現
象
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
 

 
 

者
の
分
布
や
信
仰
の
形
態
を
把
握
し
、
そ
の
地
域
差
に
 

究
は
 、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
蓄
積
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
 

か
し
な
が
ら
、
信
仰
圏
内
部
に
お
け
る
信
仰
者
の
分
布
 

雷
神
信
仰
を
取
り
あ
げ
、
茨
城
県
つ
く
ば
市
に
あ
る
 

金
 

  

着
目
し
て
信
仰
圏
内
部
 

 
 

や
 信
仰
の
形
態
の
地
域
 

村
別
雷
神
社
を
事
例
 



一
 
リ
 -
 

図
 1
 は
、
一
九
五
四
 9
 
一
九
六
三
年
の
十
年
間
に
お
け
 る
 日
本
全
国
の
平
均
雷
雨
日
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
 
。
こ
れ
に
 よ
 る
と
、
 

関
東
地
方
北
部
、
東
北
か
ら
北
陸
地
方
に
か
け
て
の
 
日
 本
 海
沿
岸
、
中
央
高
地
、
紀
伊
半
島
南
部
、
九
州
地
方
 
な
ど
の
各
地
で
年
間
の
 

雷
雨
日
数
が
多
 い
 こ
と
が
わ
か
る
。
雷
雨
の
降
る
時
期
 は
 均
一
で
は
な
く
、
夏
季
に
集
中
す
る
。
関
東
地
方
 
北
 部
な
ど
日
本
の
雷
雨
 地
 

 
 

常
 に
お
け
る
夏
季
の
雷
雨
日
数
の
割
 ム
ロ
 
は
、
熱
帯
の
陸
 地
の
年
間
の
雷
雨
日
数
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
程
高
い
も
 
の
で
あ
る
。
図
 2
 は
 、
 

一
刀
 
一
 

茨
城
県
 域
 に
お
け
る
、
一
九
二
一
 

9
 
一
九
二
四
年
に
か
 
け
て
の
落
雷
の
分
布
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
県
中
 
史
部
か
ら
南
西
部
に
か
 

け
て
分
散
的
な
落
雷
の
分
布
が
あ
る
ほ
か
、
県
北
部
の
 久
慈
円
、
那
珂
川
流
域
に
落
雷
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
 
が
わ
か
る
。
 

雷
雨
及
び
落
雷
多
発
地
域
で
あ
る
北
関
東
地
方
に
は
、
 
雷
を
冠
し
た
神
社
が
多
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
 
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
 

の
神
社
は
雷
神
社
、
雷
電
神
社
、
火
雷
神
社
、
別
雷
神
 社
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
 
こ
の
う
ち
で
、
茨
城
県
 

に
お
け
る
雷
神
社
の
分
布
を
示
し
た
の
が
図
 3
 及
び
 表
 1
 で
あ
る
。
 

一
 
2
 
2
 
 

一
 こ
こ
で
い
う
雷
神
社
と
は
、
神
社
の
名
称
 の
 一
部
に
雷
が
含
ま
れ
 

て
い
る
も
の
を
指
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
茨
城
県
内
に
あ
 る
 宗
教
法
人
格
を
有
す
る
雷
神
社
は
、
二
六
社
で
あ
る
 
。
こ
の
う
ち
郷
社
に
 列
 

せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
全
村
別
雷
神
社
一
社
で
あ
り
、
 そ
の
他
の
神
社
は
、
村
社
 
二
 
二
社
）
も
し
く
は
 無
格
 社
 
二
三
社
）
で
あ
る
。
 

雷
神
社
の
大
半
三
一
社
）
は
、
単
独
で
別
雷
神
を
祭
 
神
と
し
て
お
り
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
の
神
社
が
雷
神
を
神
  

 

一
 
㎎
 -
 

を
 、
雷
神
信
仰
の
原
初
形
態
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
 

す
 雷
神
は
、
御
霊
信
仰
と
も
重
層
化
し
、
北
野
天
神
の
 
原
 像
が
、
疫
神
、
怨
霊
神
と
と
も
に
雷
雨
神
と
し
て
の
 性
格
を
帯
び
て
い
た
こ
 

と
が
指
摘
さ
れ
て
し
る
 

コ
 一
 
7
-
1
 
 

O
 柳
田
国
男
は
、
関
東
の
平
野
 
部
 で
落
雷
が
あ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
落
雷
し
た
区
域
に
 直
ち
に
青
竹
を
立
て
 任
 

連
を
張
っ
て
お
く
と
、
そ
の
竹
を
伝
っ
て
雷
獣
が
再
び
 天
上
す
る
語
や
、
雷
神
が
地
に
落
ち
て
童
子
と
な
り
、
 農
夫
に
養
わ
れ
た
結
果
、
 

そ
の
農
夫
の
田
ば
か
り
に
は
思
い
の
ま
ま
に
雨
が
降
っ
 
た
と
い
う
話
を
引
き
、
稲
田
に
降
り
来
た
っ
て
お
お
い
 
に
 崇
敬
さ
れ
る
幸
田
の
姿
   



地形条件からみた 雷神信仰の地域的展開 
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書
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日
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山
 

(
 

 
 

図
 

今
村
別
雷
神
社
（
図
 3
 、
番
号
と
 や
 別
言
皇
天
神
（
 図
 3
 、
 

番
号
 1
 ）
の
よ
う
に
、
京
都
の
上
賀
茂
別
雷
神
社
か
ら
 
の
勧
 

請
 に
縁
起
を
持
つ
神
社
や
、
大
和
村
大
曽
根
の
雷
神
社
 
（
 
図
 

3
 、
番
号
と
の
よ
う
に
、
鹿
島
神
宮
か
ら
の
勧
請
 
社
 も
み
 

ら
れ
る
が
、
歴
史
的
な
経
緯
に
関
し
て
は
不
明
の
神
社
 
が
多
 

ぃ
 。
創
建
の
縁
起
が
不
明
の
神
社
が
多
い
中
で
、
県
南
 
東
部
 

に
あ
る
麻
生
町
の
 岡
 集
落
に
祀
ら
れ
て
い
る
雷
神
社
（
 図
 3
 へ
 1970 年、 53 頁を修正 ) 

  臣 Ⅰ 叶旦 km -, 足 
一点 一 神社を示す 

図 3  茨城県における 雷神社の分布 (1989 

け 茨城県宗教法人名簿Ⅲ及 び 

『茨城県神社 誌 ] より作成 ) 

注 ) 図中番号は表 1 に対応している。 

  

｜ 
@ Ⅰ   

  
      " キ 

各 点は落雷地点を 示す 

  

年 ) 図 2  茨城県における 落雷の分布 

け 921 ～ 1924 年 ) 

( 中谷宇吉郎 丁雷 ] 岩波書店、 

1939 年、 23 頁を修正 ) 
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遠 雷 
縄 が こ し 

を 祀 の 克 元 
張 ら 事 
り れ 例 元 に祠 文 

、 る か 早 年 
を （ 

富 一 

建 セ 
し 三 
て - 六   別 午 

に て 害 雷 
頼 は に 神 筆 
ん 、 あ を 者 
で 例 っ 祭 註 
地 え た 祠 ） 

祭 は 場 す 九 
り " 所 月 

甘 一 に雷 を行 筑波 震 五 
日 日 神社 ，っ 。 郡地 な の 

こ 方 が 
れ で 建 

  
以 大 

をア は立 、 さ て 風 
ト 雷 れ 梅 雨 
マ が 、 年 迅 
ツ 回 雪 
リ 畑 神 
と に と 

富 九月 民 
一 家 

い 落 し 互 に 
ね ち て 日 農 

、 る 祀 祭 ふ 
且 Ⅰ   
を 邑 

られる 落雷の と、落 挙 人 
< 。 土圭 ,, 

場合が 場所は 雷の場 

と 跡 

ィ 年 所 あ 
初 に る 

い ふ椿 こ @ 

が 付 こ 

  樹   
赤 を と 株 
く 四 が を 

栽 
な本 っユ、 - わ ； ゑ 
て て る 之 
し て 。 
ま 洋 落 を記 

-
 
Ⅲ
 一
 

番
号
型
に
は
、
次
の
よ
う
な
縁
起
が
伝
え
ら
れ
て
い
 

る
 。
 

格
 

社
 

)
 神
 

年
祭
 

 
 
 
 
 
 

雷
神
社
 

け
 
神
社
名
 

 
 

県
 

城
 

次
 
1
 
布
地
 

表
所
 

( 資料は図 3 に同じ ) 

圧 ) 祭神のうち、 1 は別 雷神が単独で、 2 はその他 

の雷神が 、 3 は雷神以外の 神が祀られている 

ことを示す。 
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地形 

 
 

が
 度
々
あ
っ
た
。
赤
塚
で
は
日
照
り
が
続
い
た
と
き
に
 は
、
 

村
の
代
表
が
稲
岡
の
雷
神
様
（
図
 3
 
、
番
号
 り
 ）
 
へ
 雨
乞
い
に
行
く
。
 

    条件からみた 雷神信仰㏄ 

  
を 

郡 谷 ） 繍 - 五 
田 つ 
部 取 
町 @ 
  あ 
現 げ 
つ 
  
ま も 信仰 

市 ） の 
形 

赤 態 
塚 を 

ィ寸 検 
近 討 
Ⅰ @@ ひ @   
雨 た 
一 里   
が 、   
、ノ 刀 

な 
  

ま 

た用 

水 
の 

便 
も 

悪 
  
の 

で 

干 
ま @ 
つ 
@ 
'@"" 凶 

ま 

さ 

れ 
る 
    

と 
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仰
を
祈
願
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
茨
城
県
 
に
お
け
る
雷
神
社
に
対
す
る
 

蹴
れ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
 

 
 

ず
れ
の
事
例
に
せ
よ
、
落
雷
の
あ
っ
た
場
所
に
は
、
 
注
 連
綿
 が
 張
ら
れ
聖
域
と
し
て
祀
ら
れ
る
。
 

次
に
雷
神
社
が
立
地
し
て
い
る
自
然
環
境
の
要
因
を
検
 
訂
 し
た
い
。
図
 3
 か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
雷
神
社
の
立
 地
 に
は
二
つ
の
特
徴
 

が
 読
み
と
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、
県
南
西
部
の
鬼
 
怒
 W
 、
小
貝
 川
 、
桜
川
流
域
と
県
中
央
部
か
ら
北
部
に
か
 
け
て
の
、
那
珂
川
、
久
 

慈
 川
流
域
に
分
布
の
集
積
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
か
ら
雷
神
社
の
立
地
が
、
図
 2
 に
示
さ
れ
た
 落
雷
の
分
布
と
相
関
性
 

有
し
、
避
雷
・
除
災
の
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
雷
神
の
 

が
あ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。
茨
城
県
南
西
部
と
中
央
 

持
っ
 龍
 神
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
 や
、
 雷
が
も
た
ら
す
 降
 

部
か
ら
北
部
に
か
け
て
の
各
主
要
河
川
流
域
は
、
落
雷
 

雨
へ
の
祈
願
が
投
影
さ
 

の
 常
襲
地
域
で
あ
り
、
 

雷
神
社
も
こ
の
落
雷
多
発
地
域
に
分
布
の
中
心
が
あ
る
 
。
第
二
に
は
、
雷
神
社
は
、
河
川
や
湖
沼
の
自
然
堤
防
 
上
 の
 微
 高
地
や
、
氾
濫
 

原
 に
立
地
す
る
傾
向
が
強
 い
 こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
 か
ら
、
雷
神
社
に
対
す
る
信
仰
が
 、
 水
を
司
る
水
神
と
 し
て
の
機
能
性
を
高
く
 

一
花
 
-
 

い
 不
作
と
な
る
の
で
、
二
度
と
落
ち
な
い
た
め
に
ア
ト
 
マ
ツ
リ
 を
行
う
と
い
う
習
俗
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
回
部
 
で
も
別
の
地
域
で
は
、
 

一
花
 
-
 

こ
れ
と
は
反
対
に
、
田
畑
で
落
雷
に
あ
っ
た
場
所
は
 、
 神
の
降
臨
し
た
場
所
で
あ
り
、
土
地
が
豊
か
に
な
る
と
 
す
る
地
域
も
あ
る
。
 

ぃ
 



満
た
し
て
待
っ
て
い
る
。
こ
の
 酒
 だ
る
の
中
へ
雷
神
様
 か
ら
迎
え
て
き
た
水
を
狂
 ぎ
 込
む
。
そ
し
て
た
る
の
水
 を
す
く
っ
て
は
相
手
 

か
ま
わ
ず
頭
か
ら
浴
び
せ
か
け
る
。
こ
の
行
事
を
す
る
 
と
 必
ず
雨
が
降
っ
て
く
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

（
事
例
 一
こ
 

鉾
田
町
 柏
熊
 集
落
で
は
、
水
戸
の
雷
神
社
一
別
 雷
 皇
天
 神
 ・
筆
者
 註
 ）
の
御
分
霊
が
鎮
守
に
祀
ら
れ
て
い
る
（
 図
 3
 、
番
号
と
。
 

こ
の
地
方
は
海
岸
近
く
な
の
で
土
質
が
砂
壌
土
で
あ
る
 
た
め
、
特
に
干
ば
つ
に
よ
る
被
害
を
受
け
や
す
い
。
 
そ
 こ
で
日
照
り
が
続
く
 

と
 、
部
落
の
代
表
が
集
ま
っ
て
相
談
し
、
水
戸
の
雷
神
 
社
 に
行
っ
て
 祈
 禧
を
受
け
、
竹
の
筒
に
水
を
入
れ
て
お
 迎
え
し
て
く
る
。
部
 

落
 で
は
雷
神
社
に
集
合
し
て
水
が
く
る
の
を
待
つ
。
 そ
 0
 間
若
者
た
ち
は
、
雷
神
社
の
神
輿
を
出
し
、
雨
乞
い
 
の
 祈
願
を
し
な
が
ら
 

村
中
を
廻
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
す
ぐ
下
の
海
岸
に
降
 
り
 、
海
中
で
神
輿
を
も
み
合
い
降
雨
を
祈
願
す
る
。
 
こ
 の
雨
乞
い
の
行
事
は
 

雨
 が
降
る
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
 

（
事
例
一
一
六
 

-
1
 
2
 

鹿
島
郡
地
方
は
昔
か
ら
気
象
の
関
係
で
、
雨
量
が
少
な
 
く
 夏
作
物
の
干
ば
つ
被
害
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
照
 一
 
り
が
続
く
と
各
地
 

区
で
 雷
神
様
へ
雨
乞
い
に
行
っ
た
。
大
洋
村
大
蔵
部
落
 
で
は
、
干
天
が
続
く
と
青
年
が
三
人
代
表
と
し
て
選
ば
 
れ
る
。
選
ば
れ
た
 青
 

安
 ら
は
、
裸
足
で
鉾
田
町
 柏
 熊
の
雷
神
様
へ
午
前
一
時
 に
 参
拝
し
、
降
雨
の
祈
願
 祈
禧
 を
し
た
後
、
 幣
と
 水
を
 も
ら
っ
て
 村
へ
 帰
る
。
 

青
年
ら
が
帰
る
や
、
総
動
員
で
直
径
一
尺
長
さ
三
間
の
 
大
 龍
を
作
る
。
龍
が
で
き
る
と
村
人
た
ち
は
裸
に
な
っ
 
て
、
 龍
を
か
っ
 ぎ
寺
 

に て 
あ 雨 

る 乞 
池 い   
水 た 
な も 

汲 め 
ん と 

で ぃ 

村 わ 
は れ 

持   
ち 古 
掃 く 

る か ら 
一 Ⅰ 寸 
方 近 
村 農 
O 氏 

の 信仰 集会所 

の を 
庭 集 
で め 
は て   
若 た   
衆 こ 

が め 
集 雷 
ま 干 申 

つ 様 
て に 

酒 お 
だ 参 

る り 

な し 
立 て 
べ か ら   
の神 
中 社 

入 に水 の 
を ロ 

  

稲
岡
の
雷
神
様
は
、
至
徳
元
（
 
一
 三
八
型
年
に
こ
の
 地
方
が
大
干
ば
つ
の
時
、
時
の
領
主
が
京
都
の
上
加
茂
 
別
 雷
神
社
を
分
祠
 し
 

 
 



3
M
 
 

帯
別
こ
の
他
に
も
、
下
館
市
樋
口
の
雷
神
社
（
図
 

で
は
、
湯
立
て
の
神
事
が
行
わ
れ
、
 

雷
 ・
雨
な
ど
 

 
 

 
 

弛
 
で
は
、
群
馬
県
板
倉
町
に
あ
る
板
倉
雷
電
神
社
に
 

雨
乞
い
や
雷
除
け
の
祈
願
を
行
う
信
仰
が
広
く
み
ら
れ
 

る
 。
 

申
 

辞
 
こ
れ
ら
複
数
の
事
例
か
ら
、
茨
城
県
に
お
け
る
 

雷
神
社
へ
の
信
仰
が
 

、
 二
）
雨
乞
い
儀
礼
を
中
心
と
す
 

る
 村
内
の
共
同
祈
願
と
い
う
 

 
 

%
 
 
形
で
信
仰
が
表
出
し
、
三
）
そ
の
聖
な
る
 

力
 は
 、
 龍
の
形
や
太
鼓
の
音
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
、
 

二
三
畏
怖
よ
り
も
、
人
間
に
 

ぬ
 
の
よ
う
な
広
が
り
を
持
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
 

自
 然

 基
盤
を
持
つ
地
域
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
 

ぅ
か
 
。
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
 

神
恵
み
を
与
え
る
神
と
し
て
の
性
格
を
強
く
有
し
て
 

い
 る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
雷
神
社
に
対
 

す
る
信
仰
は
、
地
域
的
に
ど
 

形
 

185 (185) 

（
事
例
四
コ
 

3
 

江
戸
崎
町
沼
田
で
は
、
田
植
 期
 ，
稲
の
生
育
期
に
雨
の
 な
 い
 干
ば
つ
の
時
、
村
世
話
人
の
 

豊
里
町
（
 現
 つ
く
ば
市
）
の
全
村
別
雷
神
社
に
代
参
 祈
 願
 し
た
。
幣
束
と
竹
筒
に
入
っ
た
 水
 

束
と
 竹
筒
を
安
置
し
、
供
物
を
備
え
て
祈
願
し
た
。
 
こ
 の
 祈
願
は
 セ
 日
間
続
け
ら
れ
た
。
 そ
 

打
ち
鳴
ら
し
て
祈
願
し
た
。
い
つ
の
雨
乞
い
の
時
で
も
 
、
セ
 日
の
内
に
必
ず
雨
が
降
っ
た
 と
 

（
事
例
五
項
 

3
 

筑
波
郡
谷
和
原
村
川
崎
本
田
で
は
、
日
照
り
に
同
村
 
鬼
 長
 に
あ
る
雷
神
様
（
図
 3
 、
番
号
 

舌
ロ
 
ぃ
 伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 

代
表
数
人
が
雨
乞
い
の
た
め
、
筑
波
郡
 

を
戴
い
て
帰
り
、
枯
れ
た
小
川
に
 、
 幣
 

の
間
、
村
の
若
者
は
交
代
で
大
太
鼓
を
 

い
 士
 0
 

翌
の
池
を
掃
除
す
る
と
雨
が
降
る
と
 

の
 池
に
入
っ
て
龍
を
も
み
合
う
。
そ
の
後
、
龍
を
も
み
 
合
い
な
が
ら
村
中
を
練
り
歩
く
。
 



  

に き 水 し 由 伸 一 

あ た 金 が て 来 社 ） 金 
た 。 村 発 き よ は 午 村 

。 何 千   
の 弔 

つ 社 

  

旧 の   
完品 嚴亀篆雀宰聖呈   
  

し い に た     
    

件 て 賊 せ は 
と い 果 て 皆 
信 た の き 無 
仰 金 雷 た に 
内 村 神 。 等 
容 別 社 こ し 

と 雷 の れ ぃ 

の 神 中 に   科学 関係 社を で、 伴 い 

を 車 最 、 技 
考 側 も 現 術 
え に 広 代 の 
て 、 範 に 進 
み 信 囲 お 歩 
た 仰 の い に 
い 圏 信 て ィ半 っ 地 仙を雷神の ， 、 

域 集 社 濯 
約 め に Ⅰ 既 

設備 な店 、茨 対す 

が 減 る の 
り 県 債 普 
を は 仰 及 
掴 も も や 
握 と ま 農 
す よ た 法     の 

変 装 

と 千 客 作 
も 葉 し は   

、 や い 日 

信 埼 6 本 
仰 玉 こ の 
を 県 と 農 
受 の が 村 
容 農 推 の 
し 村 祭 主 
た 地 さ 活 
栗 帯 れ 空 
落 に 6 間 
に も 。 を 
ぉ 宿 次 大 

け 佃 節 き 

る 圏 で く 

地 を は 変 
形 有 、 容 

柔 し 茨 さ 

五
つ
の
民
俗
事
例
は
、
い
ず
れ
も
第
二
次
世
界
大
戦
以
 
前
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
雨
乞
い
の
 
儀
礼
が
行
わ
れ
る
集
落
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図 4  研究対象地域 

187 (187) 



二 る 結 講 別 把 願 
  。 成 金 1 

参 あ は 村 本稿 社友 雷神 握 す 者の 

入 っ 太 集 別 講 び 社 6 分 で 
は た 々 落 雷 社 
講 が 講 に 神 の 昇 殿 の 場に 際布は " " 

祈 ム 、 と 金 
・・・ 昔 中で 、現 分布 おけ 社 の 願は請い村   
大 は 大 ム   別 雷神 、昇者の分分霊を 社 二つ う 

本 音 楽 集 耳組 布 勧 殿 の 社 
札 か に 織 落 は 請 祈 拒 め 
と 臥 待 と の 、 す 願 標 信 

密 人 金 6 者 を 仰   村 シ 0 周 圏 

の ち る 接手 に 、 別 ス 分 い を 
入 ら   か /J 、 雷 テ 布 た 把 
数 か 太 神 ム 他 。 握 
分 一 々   社 が に 筆 す     
札 大 の つ 区 るため 社務所亡く よ、一 一ュ 6 も分霊 者が調 

て な 所 ま 勘 査 に 
（崇奉 神の納 い ど 蔵 た 請 を   
柵 み を 6 を の 産 着 荷 1 

  単 行う 用 ） 参 に 講 位 
友 洋 講 @ し @ し 

び す 社 は 組 
回 る で 今 織 
畑 講 あ 部 さ 

で れ   
所こ 。 @- る 巳 社も 四 る 者 0 者 城 壬 
る 増 も 種 の 
宥 え と 類 が 
虫 て も あ 通 日神話） 名簿に しくは の分布 県内の 

除 い と 

札 る は   
    春 整 あ 

埋 る   秋の 春 ） 代参 す 
や 請 人 る し 2 神社 指標られ 

感 の 祭 と た る で の 個 
謝 組 に 以 が の あ 陽 太 
奈 織 参 下 っ 

小 で 拝 め て 除 た でっ 合に 、 よ 

札 あ す よ 
う 講 外が し、 奉信る 伸晃 
に 社 た 全 国 殿 講で 秋 る （ ） 、代 り な の 。 村 を 祈 

 
 

に
 
寄
せ
ら
れ
る
信
仰
も
多
様
で
あ
り
、
五
穀
豊
穣
や
宥
 
雷
除
け
を
始
め
と
し
、
家
内
安
全
、
無
病
息
災
の
神
と
 
し
て
も
信
仰
さ
れ
て
き
 

 
 

十
八
 

@
 
ヒ
 
。
 

三 は 
@a?   

小中軸 各 
の 地 
一 区 
っ か 

と ら 

し ィ弍 

て 参 者 が 送 信仰 

圏 は 
は れ 
氏   
子 仲 
他 社 
域 に 
を 新 
越 穀 
え の 
て 奉 納 
広 や 
く 感 
関 謝 

0% 東地 

方 願 
に が 

店 付 
が ね 
つ れ 

て る   
る し 

  か 

しなこれ 
に が 
呼 ら 

応   

し 金 
て 村 Ⅱ 月 

金 雷 
村 神 
別 社 
雷 は 

神 関 
社 東 
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を
も
ら
う
。
全
村
別
雷
神
社
の
講
の
中
で
、
最
も
歴
史
 
が
 古
く
、
江
戸
時
代
に
起
源
を
有
す
る
講
が
大
半
で
あ
 
る
 。
こ
の
太
々
講
 

を
 含
め
、
全
村
別
雷
神
社
の
講
の
代
参
人
は
す
べ
て
 
輪
 番
 制
で
あ
る
。
 

三
）
祈
年
 講
 ・
・
・
正
月
に
新
年
の
祈
願
を
行
 う
 講
社
で
 あ
る
。
現
在
で
は
元
旦
 祭
 で
御
 祈
 薦
を
行
っ
た
請
負
 の
 人
数
分
の
札
を
 、
 講
の
 

世
話
人
宛
て
に
郵
送
す
る
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
 
も
 と
も
と
太
々
講
で
あ
っ
た
講
が
、
請
負
に
お
け
る
農
家
 
の
 減
少
に
伴
う
参
 

ぽ
意
欲
の
低
下
な
ど
か
ら
、
祈
年
 講
 へ
と
変
わ
っ
た
 
講
 も
 多
い
。
ま
た
正
月
だ
け
は
祈
年
講
の
形
態
を
と
り
、
 
春
秋
の
季
節
に
は
 

他
 の
 講
 と
し
て
参
拝
を
行
う
講
も
あ
る
。
 

二
三
日
月
早
参
 議
 …
日
参
り
、
月
参
り
、
早
参
り
を
 行
 う
 講
で
あ
る
。
現
在
で
は
日
参
詣
は
な
い
。
月
参
詣
 
は
 通
常
、
三
も
九
月
の
 

セ
ケ
 月
に
わ
た
り
、
月
に
一
回
代
参
人
が
神
社
に
参
拝
 な
 行
 う
 講
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
初
月
（
四
月
）
 
と
終
 月
 
（
九
月
）
の
 二
 

回
の
参
拝
の
み
行
う
講
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
早
参
詣
 は
 、
年
一
回
神
社
に
代
参
す
る
講
で
、
大
半
の
講
が
こ
 0
 年
参
詣
で
あ
る
。
 

参
拝
時
期
は
 、
 講
に
よ
り
異
な
る
が
、
三
、
四
月
と
九
 月
 、
一
 
0
 月
の
時
期
に
参
拝
す
る
講
が
多
く
な
っ
て
 
い
 る
 。
講
に
よ
り
 授
 

与
 品
は
様
々
で
あ
る
が
、
御
中
安
全
を
祈
願
す
る
 箱
札
 や
 大
木
札
、
辻
札
と
さ
れ
る
大
札
、
田
畑
に
祀
る
青
虫
 
除
 札
を
希
望
す
る
 

講
が
 多
 い
 。
 

（
賀
春
秋
団
体
 講
 …
春
秋
団
体
 詰
 は
 、
 主
と
し
て
 四
 月
 か
一
一
月
に
、
全
村
別
雷
神
社
へ
議
員
の
統
参
り
を
 行
 う
 講
社
で
あ
る
。
 
大
 

祭
の
時
期
に
参
拝
す
る
講
社
も
多
い
が
、
太
々
神
楽
の
 奉
納
は
行
わ
な
い
。
参
拝
時
期
に
応
じ
て
昔
話
、
 
秋
講
 と
 呼
ば
れ
る
。
 
自
 

 
 

発
 的
に
組
織
さ
れ
た
講
は
相
対
的
に
古
く
、
江
戸
時
代
 
か
ら
継
続
す
る
講
も
あ
る
。
し
か
し
春
秋
団
体
 講
 に
は
 、
第
二
次
世
界
大
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9
 

戦
前
後
に
、
神
社
側
の
教
化
活
動
に
よ
り
、
結
成
さ
れ
 
た
 講
社
も
多
い
。
 

 
 

 
 



図
 5
 は
 、
 太
々
講
及
び
祈
年
講
の
分
布
を
示
し
た
も
の
 
で
あ
る
。
図
中
の
口
印
で
示
さ
れ
て
い
る
の
が
太
々
講
 0
 分
布
で
あ
る
。
太
々
 

講
は
全
部
で
四
 セ
講
 あ
る
。
こ
の
う
ち
祈
年
 講
と
 太
々
 講
を
兼
ね
て
い
る
講
は
図
中
■
印
で
示
し
た
一
一
話
 
で
 あ
る
。
県
別
に
み
る
と
 

埼
玉
県
の
一
九
が
最
多
で
あ
り
、
干
葉
県
に
一
六
、
茨
 
城
 県
が
一
二
で
あ
る
。
市
町
村
別
で
は
、
埼
玉
県
吉
川
 
町
 に
一
三
の
講
が
集
中
 

し
て
お
り
、
以
下
茨
城
県
岩
井
市
に
六
、
干
葉
県
野
田
 市
 に
五
、
同
流
山
市
に
四
、
同
柏
市
、
埼
玉
県
越
谷
市
 
に
 二
と
な
っ
て
い
る
。
 

太
々
講
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
年
間
の
祭
礼
の
中
心
 
で
あ
る
春
や
秋
の
大
祭
に
お
い
て
、
太
々
神
楽
を
奉
納
 
す
る
講
社
で
あ
り
、
 江
 

月
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
講
が
多
い
。
利
根
川
、
江
戸
 
W
 、
中
川
の
河
川
流
域
の
猿
島
ム
ロ
 
地
 、
下
総
ム
ロ
 
地
 北
西
 部
 、
中
川
低
地
に
分
布
 

0
 集
積
が
み
ら
れ
る
。
各
講
社
の
平
均
議
員
数
は
四
 
0
 大
 で
あ
る
。
越
谷
市
の
大
成
講
や
流
山
市
の
西
深
井
 講
 、
茨
城
県
境
町
の
伏
木
 

中
部
講
で
は
、
百
人
を
越
え
る
請
負
が
あ
る
。
 

図
中
の
ム
印
で
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
祈
年
講
の
分
布
 
で
あ
る
。
祈
年
講
は
全
部
で
五
一
あ
る
。
祈
年
 講
 の
 分
 布
を
県
別
に
み
る
と
、
 

干
葉
県
の
一
九
が
最
多
で
あ
り
、
以
下
茨
城
県
一
六
、
 め
 三
県
一
三
、
東
京
都
 二
 、
神
奈
川
県
一
と
な
っ
て
 い
 る
 。
太
々
講
と
同
様
に
 、
 

分
布
の
中
心
は
、
干
葉
県
の
 東
 葛
飾
地
方
か
ら
埼
玉
県
 南
東
部
に
か
け
て
の
地
域
で
あ
る
。
市
町
村
別
で
は
、
 
野
田
市
の
六
が
 ヨ
房
汐
で
 

あ
り
、
柏
市
、
吉
川
町
、
埼
玉
県
三
郷
市
に
各
回
、
 
越
 各
市
、
干
葉
県
関
宿
町
が
各
二
一
と
な
っ
て
い
る
。
祈
年
 詣
 で
は
、
直
接
代
参
人
 

が
 参
拝
す
る
の
で
は
な
く
、
 神
札
が
 郵
送
さ
れ
る
形
式
 を
と
る
。
そ
の
た
め
講
社
と
神
社
の
 
つ
む
 が
り
は
希
薄
 で
あ
り
、
講
社
と
し
て
 

の
 存
立
基
盤
は
脆
弱
で
あ
る
。
太
々
講
と
比
較
し
て
 
講
 の
 規
模
も
小
さ
く
、
平
均
の
講
員
数
は
約
二
一
人
で
あ
 
る
 。
規
模
が
大
き
い
 講
 

が
 多
 い
 の
は
埼
玉
県
で
、
平
均
で
三
二
・
三
人
の
講
 員
が
 い
る
の
に
対
し
、
干
葉
県
で
は
 二
 0
.
 

六
人
、
茨
城
県
 

で
は
一
五
・
四
人
と
な
っ
 

て
い
る
。
茨
城
県
の
講
社
の
規
模
が
小
さ
い
の
は
、
 講
 と
し
て
の
組
織
が
崩
れ
、
現
在
で
は
個
人
と
な
っ
て
 
い
 る
 講
が
、
 四
 0
 拷
 近
く
 

を
 占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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図 5 

簗
よ
 

 
 
 
 

一
帳
 

1
9
9
1
 

諸
白
 

分
布
 

(
 「
祈
年
 

太
々
講
及
び
祈
年
 

講
の
 

及
び
 
「
太
々
講
台
帳
 

]
 

Ⅱ
雷
神
社
 

別
雷
神
社
 

全
村
方
 

全
村
 

(
 

年 ) 

り 作成 ) 

図 6 

アルファⅡ ット の大文字は 

月参 講   小文字は 年参 講を 

小す   
参拝した際に 

A 類型       箱 札                 
の冬杜もしくはいずれか 

  の 札 だけを授与される 講     Ⅰ B 類型… 竜 空隙札を授与さ 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

講
 
一
話
 

る
型
 

れ
類
な
 

 
 

k
m
 o
 
5
 一
 

年
 
)
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

l
9
9
 

成
 
)
 

分
布
 

り
 
(
 

作
 
よ
り
 

-
 
ロ
 
刀
 

年
参
 

講
の
類
型
 

日
月
 
『
日
月
 

年
 
奏
請
台
帳
 

』
 

り
 

雷
神
社
 

別
雷
神
社
 

全
村
方
 

全
村
 

(
 

日
月
 年
 奏
請
 は
 、
全
体
で
八
十
九
話
 が
 分
布
し
て
い
る
 。
図
 6
 は
 、
 

A
 類
型
は
、
参
拝
し
た
際
に
神
社
か
ら
授
与
さ
れ
る
 
神
 札
 の
う
ち
、
 

村
 境
や
辻
に
祀
ら
れ
る
大
札
だ
け
が
授
与
さ
れ
た
講
社
 
で
あ
る
。
 し
 

ま
れ
て
き
た
講
で
あ
る
と
い
え
る
。
 B
 類
型
は
宥
出
際
 札
を
授
与
さ
 

こ
の
日
月
 年
参
 講
の
分
布
を
各
類
型
別
に
示
し
た
も
の
 で
あ
る
。
 

村
の
産
土
社
に
祀
ら
れ
る
 箱
 札
や
大
木
札
、
ま
た
は
 辻
 札
 と
し
て
 

た
が
っ
て
 A
 類
型
に
属
す
る
講
社
は
 、
 村
の
共
同
祈
願
 と
し
て
 営
 

-
 
㏄
 -
 

れ
た
講
社
で
あ
る
。
青
虫
 除
札
 に
は
、
「
詰
難
青
虫
 
除
 護
符
」
と
 書
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か
れ
、
 巷
虫
 除
の
祈
願
が
な
さ
れ
た
札
が
、
請
負
の
 人
 数
分
授
与
さ
れ
、
各
戸
の
田
畑
で
竹
の
竿
に
挟
ん
で
 
立
 て
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
 

B
 類
型
の
講
は
、
農
業
神
と
し
て
の
全
村
別
雷
神
社
に
 対
す
る
信
仰
が
 、
 最
も
投
影
さ
れ
て
い
る
講
で
あ
る
と
 い
え
る
。
 C
 類
型
は
 、
 

A
 、
 B
 同
類
型
に
属
さ
な
い
講
で
あ
り
、
多
く
は
青
虫
 除
 札
の
代
わ
り
に
 中
札
 が
授
与
さ
れ
る
講
で
あ
る
。
 中
 札
は
主
と
し
て
各
戸
の
 

神
棚
に
祀
ら
れ
る
。
 C
 類
型
に
属
す
る
講
は
、
農
業
 神
 と
し
て
の
信
仰
意
識
は
薄
れ
、
慣
行
と
し
て
 神
札
 の
 授
 与
を
受
け
る
 講
 と
い
え
 

る
 。
 

日
月
早
参
講
の
分
布
を
県
別
に
み
る
と
、
茨
城
二
八
七
 講
 Ⅰ
千
葉
三
二
 講
 ）
両
県
に
分
布
が
み
ら
れ
る
だ
け
 で
、
他
の
講
と
比
較
 

し
て
分
布
域
は
狭
い
。
日
月
早
参
詣
の
う
ち
、
複
数
月
 
に
 参
拝
を
行
 う
 月
参
詣
 は
 二
一
諾
 三
 二
一
・
六
 

%
 ）
で
あ
 る
 。
月
参
講
の
比
率
は
 、
 

千
葉
県
の
講
で
は
 四
 0
,
 九
 %
 と
高
い
の
に
対
し
て
、
 茨
 

み
を
祈
願
す
る
講
が
組
織
さ
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
 。
し
か
し
現
在
で
は
、
月
参
講
の
数
は
減
少
の
傾
向
に
 

城
 県
の
講
は
一
七
・
九
 %
 を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
 。
早
参
詣
 と
 比
較
し
て
、
 

あ
り
、
月
参
講
か
ら
 年
 

月
参
講
は
参
拝
頻
度
が
高
く
、
信
仰
に
篤
い
講
で
あ
る
 と
 考
え
ら
れ
る
。
特
に
野
田
市
や
岩
井
市
で
は
、
月
参
 
講
の
占
め
る
割
合
が
一
Ⅰ
 

日
 

く
な
っ
て
い
る
。
両
市
は
そ
れ
ぞ
れ
、
下
総
ム
ロ
 
地
と
猿
 島
 ム
ロ
地
上
に
立
地
す
る
典
型
的
な
三
水
性
地
域
で
あ
り
 、
雷
神
に
よ
る
水
の
恵
 

奏
請
へ
と
、
ま
た
形
態
は
月
参
詣
で
あ
っ
て
も
、
各
月
 参
り
を
止
め
て
、
三
、
九
月
の
年
二
回
参
り
へ
と
参
拝
 
回
数
が
減
少
す
る
講
が
 

増
加
し
て
い
る
。
 

み
る
と
（
括
弧
内
は
月
参
講
の
数
を
示
す
）
、
野
田
市
 の
 一
二
毛
）
が
最
多
で
、
 

は
 下
つ
く
ば
市
一
 0
 （
 
0
 ）
、
茨
城
県
下
妻
市
九
二
）
 、
 柏
市
六
二
）
、
茨
城
県
伊
奈
町
六
二
 ミ
 と
い
っ
た
市
町
 村
 に
多
く
分
布
し
て
い
 

る
 。
 

さ
ら
に
日
月
早
参
講
の
分
布
を
類
型
別
に
検
討
し
て
み
 た
 い
 。
類
型
別
の
割
合
は
、
 A
 類
型
が
四
九
，
五
 %
 、
 B
 類
型
が
三
二
・
六
 %
 、
 

C
 類
型
が
一
七
・
九
 %
 で
あ
る
。
 A
 類
型
の
市
町
村
が
多
 く
 分
布
し
て
い
る
の
は
、
神
社
に
近
接
す
る
茨
城
県
内
 の
つ
く
ば
市
、
下
妻
市
、
 (192) 192 



地形条件からみた 雷神信仰の地域 硅 

講
 、
 秋
講
 、
春
秋
 講
と
 呼
ば
れ
る
。
 
春
講
が
 四
二
、
秋
 講
が
 五
二
、
春
秋
 講
が
 三
、
そ
の
他
不
明
が
二
で
あ
る
 。
こ
の
う
ち
集
落
に
お
 

全
体
の
二
一
・
一
 一
 
%
 
 （
 
三
 一
議
）
で
あ
る
。
全
体
の
七
八
・
八
 
%
 
 （
七
八
 講
 ）
は
 、
 王
と
し
て
 第
 

-
 
仙
一
 

二
次
世
界
大
戦
後
に
、
神
社
側
の
教
化
活
動
を
受
け
て
 参
拝
を
開
始
し
た
比
較
的
新
し
い
講
社
で
あ
る
。
春
秋
 団
体
 講
 全
体
の
分
布
は
 、
 

茨
城
、
千
葉
、
埼
玉
、
東
京
の
 
一
 都
三
県
に
わ
た
っ
て
 い
る
が
、
全
体
の
九
一
・
九
 
%
 
（
九
一
議
）
は
茨
城
県
内
 
に
 分
布
し
て
お
り
、
 
特
 

に
 非
神
社
団
体
に
属
す
る
講
社
（
図
中
白
ヌ
キ
）
は
 
、
 す
べ
て
茨
城
県
内
に
立
地
し
て
い
る
。
こ
れ
は
神
社
に
 2
8
 教
化
活
動
が
 、
金
 

-
 
乾
 -
 

村
別
雷
神
社
の
宮
司
が
兼
務
し
て
い
る
神
社
を
祀
る
 
地
 域
を
中
心
に
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
兼
務
 
社
 に
お
け
 る
 春
秋
の
祭
礼
は
 、
金
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結
城
郡
、
筑
波
郡
と
い
っ
た
市
部
 
に
 多
く
、
こ
の
地
域
 で
は
、
産
土
社
に
金
村
別
雷
神
社
の
箱
 札
 ・
大
木
札
を
 奉
納
し
、
 各
辻
 に
は
 金
 

村
別
雷
神
社
の
大
札
を
立
て
る
と
い
う
信
仰
の
形
態
が
 
中
心
で
あ
る
。
 C
 類
型
に
属
す
る
講
社
も
同
様
に
 、
茨
 城
 県
内
を
中
心
と
す
る
 

神
社
に
近
接
す
る
地
域
に
分
布
の
集
積
が
み
ら
れ
る
。
 C
 類
型
に
属
す
る
講
社
は
八
七
・
五
 %
 が
茨
城
県
内
に
分
 相
 し
て
い
る
。
こ
れ
ら
 

の
こ
と
か
ら
、
神
社
に
近
接
す
る
茨
城
県
西
部
か
ら
 南
 西
部
に
か
け
て
の
地
域
で
は
、
青
虫
除
を
祈
願
す
る
 
農
 作
物
の
安
全
祈
願
よ
り
 

も
 、
雨
乞
い
儀
礼
を
中
心
と
す
る
村
内
の
共
同
祈
願
の
 
対
象
と
し
て
、
全
村
別
雷
神
社
の
信
仰
が
な
さ
れ
て
い
 
る
 地
域
で
あ
る
こ
と
が
 

推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
利
根
川
右
岸
に
あ
た
る
 
千
葉
県
の
東
葛
飾
地
域
で
は
、
 B
 類
型
の
講
社
が
卓
越
 し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
 

地
域
に
あ
る
 B
 類
型
の
講
は
、
野
田
市
の
船
形
 講
 の
 二
 二
 0
 人
 、
同
日
次
一
・
二
区
一
一
五
人
と
い
っ
た
大
規
 模
 で
あ
る
こ
と
も
特
徴
 

で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
五
九
・
五
 % の
講
社
が
 B
 類
 型
に
属
し
、
全
村
別
雷
神
社
が
共
同
祈
願
の
対
象
で
あ
 る
と
と
も
に
、
青
虫
除
 

信
仰
を
祈
願
し
て
講
が
組
織
さ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
 
と
い
え
る
。
 

図
 7
 は
、
春
秋
団
体
講
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
 。
春
秋
団
体
 詰
 は
、
春
秋
の
大
祭
を
中
心
と
す
る
四
、
 
一
一
月
期
に
、
集
落
 

離
の
小
字
、
区
、
坪
な
ど
を
単
位
と
し
て
、
全
村
別
 雷神
社
に
総
参
り
を
行
 う
 講
で
あ
る
。
全
部
で
九
九
 あ
 り
 、
参
拝
季
節
に
応
じ
て
 春
 



は
 上
金
村
別
雷
神
社
の
講
の
分
布
を
、
講
社
の
種
類
別
 

に
み
て
き
た
。
分
布
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
 

う
 に
な
る
。
 

二
）
太
々
講
及
び
祈
年
 詰
 は
、
全
村
別
雷
神
社
か
ら
 
比
較
的
遠
方
に
当
た
る
、
埼
玉
県
南
東
部
か
ら
千
葉
県
 

北
西
部
、
茨
城
県
南
部
 

に
か
け
て
の
利
根
川
流
域
地
方
の
、
中
川
低
地
、
下
総
 

ム
 
ロ
地
北
西
部
、
猿
島
台
地
と
い
つ
た
地
域
の
集
落
に
分
 

布
の
中
心
が
あ
る
。
 

神
社
の
近
隣
で
あ
る
茨
城
県
西
部
で
は
、
太
々
講
、
 

祈
 牛
講
と
も
分
布
は
疎
で
あ
る
。
祈
年
講
は
茨
城
県
内
で
 

は
 、
詰
組
織
が
解
 

体
し
、
個
人
で
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
 

三
）
日
月
 年
 参
議
 は
 、
現
在
で
は
月
参
議
 
と
年
 奏
請
 が
あ
る
。
信
仰
の
篤
 い
 月
参
詣
 は
 、
下
総
台
地
北
西
部
 
の
 野
田
市
や
岩
井
市
の
 

Ⅱ全村別雷神社 

里プ リは神社団体 

臼 ヌキは非神村団体 

図 7  合村別雷神社 春秋団体講の 分布 (1991 一 1994 年 ) 

( 全村別雷神社『春秋団体 講 台帳 』より作成 ) 

か で が 講 こ 神 司 の の ね 村 
る は 総 が れ 社 有 二 分 て 別   参 事 に か 下 0 市 会 雷 

総 り 越 対 5 町 講 を 村 神 
参 で し し 南 の が 市 別 社 
り あ て て 部 八 景 町 富 め 宮司が を行う り、神 いるこ 神社の の小貝 が続い 多であ 村別に 神社へ 

集 社 と 西 川 て り み 拳 打 
落 を が 部 抗 い 、 8 坪 っ 
が 由 め か 域 8 回 と す て 

五 束 考 氏 
、 城 え 子   

こ l 参 域 て   
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地形条件からみた 雷神信仰の地域的展開 

赤 茨 る に 
飯 国 城 。 お 昇 2 
を 9 県 こ け 殿 
炊 は 猿 の る 祈 昇 
い 、 島 う 祈 願 殿 
た 巻 町 ち 顕 者 祈 顕者 大祭り、 三四 氏子 者（ 一 ま 、 の 分布 草餅を におけ 人、石 地区か 六六 O 個人で 

  
大祭 、夏の の 九八人 続いて 一四六 ホ した。 
幸 -   い 人 の 

よ 分 。 一 

る 布 
恵 を   
み ホ 

の し 
雨 て 

な い 
祈 る 

願   
し 春   
た の 

海 は 
道   

か つ 

ら て 
の は 
祈 「   
願 お 
着 電 

  
が ま 
- ち 

右巴 図 

O 」 
七 と 華匡品 、 
人 称 企 め 元 
と し 

/ Ⅹ 

最   八ニ 暴 
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を 0 日 工 域 は な 猿 島台地 中心と 分布の が兼務 県、千 春秋田 に分布 、前述 もらわ 

す 中 し 葉 体 し し な 上 
る も て 県 講 て た い に 立地 筑波ま、 @ いる 東 、 のう いる 野田 詰 が する ムロ 地 答和 神社 京都 ち、 市を 茨城 

上 原 の に 古 始 原 案 
の 村 民 分 く め 内 港 
集 を 子 布 か "  を @ こ 

小 中 多 
貝 ， L@  く ら 地域を中心と落に分 成立 する請 川 と 分 

布 す 中 は し   す 布 
が る 心 す て 
集 か に べ い   
積 貝 、 て た 川 下 中 い 
し 川 一 神 神 傾 性 る て 九 社 社 地 に   
い 鬼 四 団 団 @ こ 近 ま 

る 怒 0 件 件 位 接 た 
。 川 年 0 @ こ 冒 す 類 

低 代 講 属 す る 型 
地 以 で す る 地 別 
@ こ 降 あ る 茨 城 @ こ 

城 に 分 講 は 立地 成立 る。 果 実 相 
藤 積 る   ィ代 し み 

実 化 は 社 打 て る 

藩 校 対 か や い と 

に 的 し ら 回 る 、 
あ 新 て 遠 守 の A 
り し 禅 院 杏 に   

、 い 社 の 町 村 C 
秋 講 に 地 な し 類 
講 が 近 域 ど て 型 
0 集 接 に 

  @ 
中 積 す 分 神 B 属 
心 し る 布 社 類 す 
は て 地 し か 型 る 

、 ぃ 域 て ら に 宥 
つ る で い 遠 届 出 
く 。 は る   隔 す 除 
ば 春 め る け 
市 議 官 埼 地 詰 札 



一 で と 四 参 ら 多 

で
あ
る
。
次
い
で
岩
井
市
の
 八
 0
 人
が
続
き
、
つ
く
ば
 市
か
 

の
 祈
願
者
は
五
五
人
に
過
ぎ
な
い
。
特
に
氏
子
地
域
か
 
ら
 め
 

拝
 者
は
わ
ず
か
二
人
で
あ
る
。
他
の
市
町
村
で
は
、
 
伊
 奈
町
 

六
人
、
守
谷
町
四
四
人
、
猿
島
町
二
九
人
、
野
田
市
 
二
 八
人
 

な
っ
て
い
る
。
 

図
冊
は
 、
私
大
祭
に
お
け
る
祈
願
者
（
 四
 0
 二
人
）
の
 分
布
 

あ
る
。
春
の
大
祭
と
同
様
、
水
海
道
市
か
ら
の
祈
願
者
 
力
一
 

五
人
と
最
多
で
あ
り
、
次
い
で
岩
井
市
一
 0
 二
人
、
 
つ
 く
ば
   

 
 

    

 
 

 
 

  

  

    

 
 

  
 
 

 
 
-
-
-
 ノ
 

0
0
 
 

(
 
@
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
図
 

 
 

図 10  枚 大祭における 昇殿祈願者の 分布 

( 一 1994 年Ⅱ資料は図 8 に同じ ) 

図 9  音大祭における 昇殿祈願者の 分布 

(-1994 年 八 資料は図 8 に同じ ) 
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が
 通
例
で
あ
る
。
洪
積
ム
ロ
地
は
、
過
去
の
河
川
の
堆
積
 

物
の
表
面
に
火
山
灰
が
被
覆
 

-
 
巧
一
 

他
 
形
 
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
自
然
の
水
流
に
乏
し
い
 
上
に
地
下
水
位
が
低
 い
 た
め
に
、
典
型
的
な
走
水
性
 
地
 域
 と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
 197  (i 

 
 

 
 
 
 

目
る
 。
沖
積
低
地
と
は
、
河
川
の
堆
積
作
用
に
よ
っ
 
て
 形
成
さ
れ
た
低
地
を
指
し
、
自
然
堤
防
上
に
集
落
が
 立
地
し
、
背
後
の
氾
濫
原
に
 

 
 

翻
 
那
た
 

低
地
に
立
地
す
る
集
落
と
二
 

地
域
の
有
す
る
立
地
環
境
を
、
地
形
条
件
と
の
 

%
 
洪
積
ム
ロ
地
に
立
地
 

 
 

 
 

  的
展
 

 
 

拝
 時
期
の
差
異
と
い
っ
た
視
点
か
ら
検
討
を
行
っ
た
。
 
本
節
で
は
、
講
社
が
成
立
し
 

: 開 

          
        

  
者 市 

  ） 以 は 三 

@@ 了ひ @ { 隔 七 夕 八 
別 各 Ⅰ 元 で 各 三 な 人 

  日 は 例 つ い 、 

町一 
" @ け @       

/ Ⅹ   人、   
守 
谷 

升 多 し 
町   
  
O 
人 
  
月頃 

と 

な 
  
て 
  
る 

  る 秋 
l@ 了ひ @ 

講 
社 
@@ Ⅰ 

よ   る 
参 
拝 
が 

主 
で 
あ 
    に 分 し " つ 。 

社 { 布 個 
  ま @ 

の中 

人 
構 @@ Ⅰ 

成 一尺 @ し ' よ 

白貝 子 が る 

が 地 あ 昇 
域 @ 殿 

講 を 祈 
と 除 速 願 

  



1
 
 洪
積
台
地
に
立
地
す
る
集
落
に
お
け
る
信
仰
の
分
 布
 特
性
 

図
 Ⅱ
は
、
地
形
条
件
か
ら
み
た
講
の
種
類
別
分
布
教
 
で
 あ
る
。
洪
積
ム
ロ
地
で
は
、
日
月
早
参
講
の
占
め
 

神
社
の
東
側
に
あ
る
筑
波
ム
ロ
 
地
 、
稲
敷
ム
ロ
 
地
 、
西
側
の
 猿
島
ム
ロ
 
地
 、
北
側
の
結
城
ム
ロ
 
地
 、
利
根
川
右
岸
の
 

再
三
 0
 メ
ー
ト
ル
程
度
の
乏
水
性
の
洪
積
ム
ロ
地
で
あ
る
 
。
こ
の
地
域
で
は
、
水
田
は
谷
津
田
が
み
ら
れ
る
 

麦
 、
タ
バ
コ
、
 桑
 、
野
菜
類
、
芝
と
い
っ
た
畑
作
が
 卓
 越
す
る
農
業
地
域
で
あ
る
。
日
月
 年
 奏
請
 は
、
こ
 る

 割
合
が
卓
越
し
て
い
る
。
 

下
総
ム
ロ
地
は
い
ず
れ
も
、
 
標
 

程
度
で
あ
り
、
大
部
分
が
か
 

れ
ら
ム
ロ
地
上
の
集
落
に
雨
乞
 

   
  

 

  

  

  

 
 

 
 

分
布
数
 

)
 
に
同
じ
 

 
 

 
 

 
 

種
類
別
 

図
 
5
-
7
 

 
 

休
刊
 

団
円
）
 

 
 

春
 
㎝
 同
 

 
 

た
 
田
に
 

 
 

た
資
 

 
 

 
 

ら
年
 

@
4
 

力
 9
 

条
件
 
形
 
1
9
 

9
9
l
 

一
 

 
 

 
 

地
は
 

 
 

 
 

  

 
 

図
 

 
 

図
 

 
 
 
 

 
 

図
 

は
 本
稿
で
対
象
と
し
た
全
村
別
雷
神
社
の
二
八
六
議
 
が
 成
立
し
て
い
る
集
落
の
う
ち
、
地
形
条
件
の
判
別
が
困
 
難
 む
セ
 を
除
く
、
ニ
セ
 

九
 講
を
対
象
と
し
た
。
こ
の
う
ち
洪
積
ム
ロ
地
に
立
地
す
 
る
 集
落
に
成
立
し
た
 講
 数
は
一
二
九
、
同
じ
く
沖
積
 低
 地
 が
一
五
 0
 
で
あ
る
。
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地形条件からみた 

と 講 
こ い に 

の え お 
よ る れ 
う 。 て 
@ も 

授 
中 平 与 
社 さ 

@ れ 
近 る 

接     

す と 

る   か 

汎波 

ら 

ム 

口朋川 u 
T 
総 

や ム 

結城 

砂川 口 u 

ム 

砂川 口 u 
は農 

業 

0 集 
中 平 

と 

落   
で て 
l@ て正 @ の 

金 
村 

雷神 

月リ 信仰 

雷神 

の 

性 
社 
が 

格 

集 
落 

が最 

も 

全 強 
体   
で 残 
の 存 
二七   

同所 

て 
  

願 る 

を 地 
行う   

で 
ネ中 あ 
社 る 

199@ (199) 

い
 の
共
同
祈
願
と
し
て
、
ま
た
青
虫
除
け
の
作
神
と
し
 て
の
信
仰
を
基
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
参
拝
顔
 
度
か
ら
み
る
と
、
洪
積
 

ム
ロ
地
で
は
、
五
二
講
中
一
 
セ
講
 
圭
三
・
 セ
 拷
が
 月
 参
詣
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
沖
積
低
地
で
は
、
三
六
議
 
中
 わ
ず
か
三
諸
（
八
・
三
 

九
 ）
に
過
ぎ
な
い
。
参
拝
の
頻
度
は
、
信
仰
の
熱
心
さ
 
と
 関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
沖
積
低
地
の
集
落
と
比
較
し
 
て
 、
洪
積
ム
ロ
地
上
の
集
 

落
 に
お
い
て
、
全
村
別
雷
神
社
に
対
す
る
信
仰
の
篤
い
 
こ
と
が
伺
え
る
。
 

日
月
早
参
講
の
類
型
別
分
布
教
 を
 、
地
形
条
件
別
に
示
 し
た
の
が
図
は
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
洪
積
ム
ロ
地
で
は
、
 A
 類
型
に
属
す
る
 講
 

が
 卓
越
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
沖
積
低
地
で
は
、
 
B
 類
型
に
属
す
る
講
の
割
合
が
高
 
い
 こ
と
が
わ
か
る
。
 同
 じ
く
春
秋
団
体
 講
 の
 参
 

拝
 季
節
別
の
分
布
教
 を
 、
地
形
条
件
別
に
示
し
た
の
が
 国
 は
で
あ
る
。
洪
積
ム
ロ
地
で
は
、
 
秋
講
が
 大
多
数
で
あ
 る
の
に
対
し
て
、
沖
積
 

低
地
で
は
、
昔
話
 が
 卓
越
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

ま
た
同
じ
洪
積
ム
ロ
地
上
に
お
い
て
も
、
各
種
講
社
や
昇
 殿
 祈
願
者
の
分
布
特
性
に
は
地
域
差
が
あ
る
。
日
月
 
年
 奏
請
に
お
け
る
 A
 類
 

型
は
洪
積
ム
ロ
地
に
卓
越
し
て
い
る
が
、
そ
の
分
布
を
み
 る
と
、
結
城
ム
ロ
地
や
猿
島
ム
ロ
地
で
卓
越
し
て
い
る
こ
と
 

が
わ
か
る
（
図
 6
 ）
。
 筑
 

鮒
波
 ム
ロ
地
で
は
氏
子
地
域
を
中
心
に
 
、
 秋
に
総
参
り
 す
る
春
秋
団
体
講
の
分
布
の
中
心
で
あ
る
（
図
 7
 、
 図
 は
 ）
。
ま
た
元
旦
 祭
 に
お
け
る
 

 
 

睡
 
昇
殿
祈
願
者
も
こ
の
地
域
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
 
（
図
 
8
 ）
。
こ
れ
に
対
し
、
猿
島
ム
ロ
 
地
 と
下
総
ム
ロ
地
で
は
 
、
春
秋
に
代
参
す
る
太
々
講
 

諦
の
分
布
の
中
心
で
あ
る
（
図
 
5
 ）
。
こ
の
太
々
講
は
 筑
波
ム
ロ
地
や
結
城
ム
ロ
地
に
は
分
布
し
て
い
な
い
。
下
総
 

ム
ロ
地
で
は
、
 
青
 虫
除
け
札
の
 

鋒
 
授
与
を
希
望
す
る
、
日
月
早
参
詣
に
お
け
る
 B
 類
 型
の
講
が
卓
越
し
て
い
る
（
図
 6
 ）
。
こ
の
青
虫
除
け
の
 
神
礼
 は
 、
 春
に
参
拝
す
る
太
々
 



尾
崎
地
区
で
は
 

洪
積
ム
ロ
地
上
に
立
 

飯
沼
川
の
支
 谷
 が
 

っ
た
。
世
話
人
が
 早

参
詣
 が
 営
ま
れ
て
い
る
。
三
月
に
大
札
を
金
村
別
 雷
 神
社
よ
り
貰
い
受
け
、
地
区
内
の
 ハ
ケ
 所
の
辻
に
立
て
 る
 。
 

弛
 し
、
標
高
は
約
二
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
集
落
の
北
 部
か
ら
南
部
に
か
け
て
、
舌
状
に
ム
ロ
地
が
延
び
、
東
西
 を
 

刻
ん
で
 い
 る
畑
作
農
業
地
域
で
あ
る
。
こ
の
地
区
で
の
 全
村
別
雷
神
社
へ
の
信
仰
は
、
雨
乞
い
信
心
が
根
幹
で
 
あ
 

一
 9
 
三
 尺
の
竹
筒
を
持
っ
て
全
村
別
雷
神
社
に
向
か
い
 、
神
社
に
着
く
と
神
官
よ
り
御
祓
い
を
受
け
、
持
参
し
 
た
   

る し と     で 猿 信   あ 島 仰 
式 な は 悪 政 西 区 

結 で 人 、 く 府 部 で 下 
城 運 が 平 、 が に は 総 

  
者 や   
え 千 秋 地 地 ムロ ムロ んで 代表 年は 天候 窮民 あた 、太 ら 総 に 
れ 台 は   る 地 新 

。 の 穀 
洪 集 め 葉 県鎌 城 県八 ばれ、ものだ を行 う に よ る と旧幕 標高は が営ま 積 落 感 

千 っ 神 の 連 目 的 れ ケ 

代 た 社 み 午 授 二 て 谷   
町 と で で の 産 互 い 市 上 、 神 社へ -7- 4 いう。 講 水 「お あった 不作が を目的 メート 6 ロ 。 -6- 4 の集 集落 落 合 総 

に 休 養   お の り 

け 祈 す 
る 頗 る 二セ人 ぃ もら 日照り されて 開墾 て ある。 と い 信仰 だけ 

の で う   事 な   
で は 倒 く 産 
止   を 値 上 
ま 持 大 人 社 
る に に レ 的 
と 雨 二 べ な 

そ 乞 つ ル 補 
    し Ⅰ あ で 社 
で に げ の と 

南 山 
が か 

る ィ乍 し   。 神 て 
降 け と 信 
っ た し 仰 
て こ て さ 
し と 

ま が れて 信仰 

う 伝 が い 

と ね 受 る 

い っ 
容 

う て さ ァ 」     れ れ 
で る   て に 

土 あ る。 ぃ 対 



 
 

 
 

 
 

綱
 
雨
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
の
雷
神
信
仰
が
 

、
 
ム
ロ
 

地
 
上
の
集
落
に
お
け
る
信
仰
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
考
え
 

ら
れ
よ
 

う
 
。
 

地
形
 

201  (201) 

竹
筒
に
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
社
の
霊
水
を
満
た
し
て
も
 も
 

留
守
の
間
に
煮
付
け
や
赤
飯
を
炊
い
て
、
世
話
人
た
ち
 ち
 

区
内
に
そ
の
帰
り
を
知
ら
せ
る
。
人
々
が
勢
揃
い
し
た
 た
 

り
の
言
葉
と
と
も
に
流
し
て
歩
く
。
全
部
流
し
終
わ
る
 

お
互
い
に
水
を
か
け
合
っ
て
雨
乞
い
信
心
の
行
事
が
お
 

の
か
い
が
あ
っ
て
 、
 雨
が
降
っ
た
と
き
は
、
「
 礼
 信
心
」
 

げ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
雨
水
を
「
お
返
し
水
」
 

ら
い
、
地
区
全
戸
分
の
お
札
を
迎
え
て
帰
途
に
つ
く
。
 
地
区
で
は
人
々
が
 、
 

の
 帰
り
を
待
つ
。
世
話
人
一
行
が
姿
を
見
せ
る
と
太
鼓
 
を
う
ち
鳴
ら
し
、
 地
 

と
こ
ろ
で
、
世
話
人
は
迎
え
て
き
た
霊
水
を
、
地
区
内
 
の
 田
畑
や
辻
々
に
 祈
 

と
 、
地
区
の
東
を
流
れ
る
用
水
路
に
入
り
、
雨
乞
い
の
 祈
り
を
し
な
が
ら
、
 

わ
る
。
そ
の
後
、
用
意
さ
れ
た
ご
馳
走
を
会
食
し
解
散
 
す
る
。
雨
乞
い
信
心
 

な
 行
う
。
こ
れ
は
太
鼓
を
う
ち
鳴
ら
し
、
降
雨
を
神
に
 
感
謝
す
る
祈
り
を
 捧
 

と
い
っ
て
後
日
、
金
村
別
雷
神
社
へ
持
参
し
た
。
 



（
事
例
 
1
 ）
中
川
低
地
（
埼
玉
県
三
一
 
郷
市
遜
 
4
 

三
郷
市
は
、
江
戸
川
と
中
川
に
囲
ま
れ
た
沖
積
低
地
で
 

あ
り
、
北
部
の
吉
川
町
と
連
続
し
、
中
川
の
自
然
堤
防
 

上
に
集
落
が
立
地
 

2
 
 沖
積
低
地
に
立
地
す
る
集
落
に
お
け
る
信
仰
の
分
 
布
 特
性
 

沖
積
低
地
に
お
け
る
諸
分
布
の
中
心
は
二
地
域
あ
る
。
 
一
つ
は
、
神
社
の
立
地
す
る
小
貝
 川
 、
鬼
怒
川
の
流
域
 に
 位
置
す
る
水
海
道
 

市
 、
伊
奈
町
、
谷
和
原
村
と
い
っ
た
小
貝
 川
 ・
鬼
怒
川
 低
地
の
一
角
を
占
め
る
地
域
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
 
江
戸
川
、
中
川
の
下
流
 

部
 に
位
置
す
る
三
郷
市
、
八
潮
市
、
吉
川
町
と
い
っ
た
 中
川
低
地
で
あ
る
。
両
地
域
と
も
江
戸
期
以
降
に
開
発
 
さ
れ
た
新
田
集
落
が
多
 

く
 、
水
害
の
常
襲
地
域
で
あ
っ
た
。
沖
積
低
地
で
は
、
 
春
秋
団
体
 講
と
 太
々
講
、
祈
年
講
の
分
布
に
特
徴
が
あ
 
る
 。
し
か
し
な
が
ら
そ
 

れ
ぞ
れ
の
講
は
、
 両
 沖
積
低
地
に
一
様
に
分
布
し
て
 
ぃ
 る
の
で
は
な
く
、
こ
の
両
地
域
に
は
信
仰
の
形
態
に
地
 
域
 差
が
み
ら
れ
る
。
 中
 

川
 低
地
で
は
、
吉
川
町
を
中
心
に
太
々
講
、
祈
年
 
講
の
 分
布
の
中
心
地
域
で
あ
る
 -
 
図
 5
 ）
。
し
か
し
こ
の
地
域
 に
は
、
日
月
 年
 参
詣
 や
 

春
秋
団
体
講
の
分
布
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
 
に
 対
し
、
小
貝
川
流
域
の
小
貝
 川
 ・
鬼
怒
川
低
地
は
 、
 日
月
 年
 参
議
 と
 春
秋
日
 

休
講
の
分
布
は
み
ら
れ
る
が
（
図
 6
 、
 7
 Ⅰ
太
々
講
 、
 祈
年
 講
 は
ほ
と
ん
ど
分
布
し
て
い
な
い
地
域
で
あ
る
 
-
 
図
 5
 ）
。
特
に
春
諸
 @
 

秋
 団
体
 講
 ）
の
分
布
が
こ
の
地
域
の
特
徴
で
あ
る
と
い
 え
る
 （
図
 
7
 、
は
㍉
こ
の
こ
と
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
 
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
 

国
家
神
道
制
度
の
崩
壊
や
、
農
村
の
変
容
に
伴
う
講
社
 
の
 減
少
と
い
っ
た
事
態
を
迎
え
た
神
社
側
に
よ
る
、
 
兼
 務
 社
の
地
域
に
お
け
る
 

教
化
活
動
も
一
要
因
で
あ
る
。
小
貝
川
の
対
岸
に
位
置
 
し
 、
全
村
別
雷
神
社
に
対
し
て
産
土
社
的
な
信
仰
意
識
 
の
あ
る
水
海
道
市
や
石
 

下
町
の
講
社
は
、
筑
波
ム
ロ
 
地
 と
同
様
、
秋
の
新
穀
感
謝
 祭
の
時
期
に
参
拝
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
地
域
で
 
は
 秋
は
各
地
域
の
産
土
 

社
へ
 参
拝
し
、
春
に
金
村
別
雷
神
社
に
参
拝
す
る
講
が
 
多
い
。
沖
積
低
地
に
お
け
る
信
仰
の
事
例
を
次
に
二
つ
 
あ
げ
る
。
 

  



地形条件からみた 雷神信仰の地域的展開 

し
て
い
る
。
大
半
の
集
落
は
、
江
戸
中
期
以
降
の
新
田
 開
発
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
村
で
あ
る
。
現
在
太
々
講
が
 
残
っ
て
い
る
の
は
一
口
 日
 

州
 地
区
の
み
で
あ
り
、
他
に
祈
年
 講
 と
し
て
営
ま
れ
て
 い
 る
地
区
が
三
 つ
 あ
る
。
 

半
田
地
区
で
は
全
村
請
 と
 呼
ば
れ
、
 
電
 除
け
、
雷
除
け
 、
ま
た
作
神
と
し
て
一
九
六
 0
 年
代
ま
で
講
が
組
織
さ
 れ
て
い
た
。
五
年
 

間
 に
わ
た
っ
て
毎
月
講
金
を
積
み
立
て
、
毎
年
順
番
に
 代
参
し
た
。
五
年
で
積
み
立
て
が
終
わ
る
と
と
り
あ
え
 
ず
 解
散
し
、
ま
た
 新
 

た
に
 議
 員
を
募
っ
て
再
編
成
し
た
。
代
参
は
秋
の
大
祭
 
に
あ
れ
せ
て
行
わ
れ
る
。
代
参
の
数
日
前
に
講
 員
 が
全
 員
 公
民
館
に
集
ま
っ
 

て
 講
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
代
参
者
を
決
め
、
皆
で
直
会
 を
行
 う
 。
代
参
に
は
一
泊
を
要
し
た
が
、
交
通
の
便
が
 
良
く
な
っ
て
か
ら
は
 

日
帰
り
と
な
っ
た
。
代
参
で
は
請
負
全
員
の
お
札
を
受
 
け
る
。
宿
泊
費
や
交
通
費
及
び
神
社
へ
の
納
入
金
は
講
 
費
 で
賄
わ
れ
る
。
 
代
 

参
 後
の
集
会
は
な
く
、
お
札
は
、
世
話
人
を
通
し
て
 
配
 和
 さ
れ
る
。
 

高
川
地
区
で
は
雷
神
 講
と
 呼
ば
れ
、
現
在
で
も
講
が
 営
 ま
れ
て
い
る
。
産
土
社
の
香
取
神
社
境
内
に
雷
神
社
が
 祀
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
雷
神
社
は
大
正
時
代
に
雷
の
被
害
が
あ
っ
た
た
め
 に
 祀
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
雷
神
話
と
し
て
毎
年
、
金
村
別
 
雷
神
社
へ
参
拝
す
る
 

よ
う
に
な
っ
た
。
講
金
は
月
掛
け
に
し
た
。
全
村
別
 雷
 神
社
か
ら
が
札
を
受
け
て
く
る
と
、
雷
神
社
の
お
札
を
 
取
り
か
え
る
。
 
雷
除
 

け
 、
作
神
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
 

（
事
例
 2
 一
 
小
貝
 川
 
，
鬼
怒
川
低
地
（
茨
城
県
杏
和
 原
 村
一
 

谷
和
原
村
の
中
央
部
は
小
貝
川
の
氾
濫
原
で
、
沖
積
層
 
の
 地
味
の
豊
か
な
水
田
地
帯
で
あ
る
。
谷
和
原
村
内
に
 
は
 、
春
秋
団
体
 講
 

 
 

と
 日
月
 年
 奏
請
を
あ
わ
せ
て
二
一
も
の
講
が
あ
る
。
 
い
 ず
れ
も
沖
積
低
地
上
に
立
地
す
る
集
落
で
あ
る
。
現
在
 
の
 谷
和
原
村
の
地
域
 

 
 
 
 
 
 

に
は
、
現
在
三
四
の
農
業
集
落
が
あ
り
、
今
な
お
多
く
 0
 集
落
で
講
が
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
こ
 の
う
ち
約
一
 
0
0
 
せ
 
れ
 

 
 

 
 

帯
 の
 下
 小
目
集
落
で
は
、
各
小
字
単
位
で
八
つ
の
講
が
 営
 ま
れ
て
い
る
。
 
下
 小
目
集
落
で
は
、
八
坂
神
社
が
 産
 十
社
で
あ
り
、
宮
司
 



  

及 域 る あ   。 る 沖 
除 年 す 仰 信 け 2 倍 な 稿 積 
け 参 禅 が 仰 の か 伸 展 で 以 低 

上 地 
の で 

側は ； 、 、   ら 水 
神 、 村 地 悪 の な と 仰 つ も は 
と 代 別 域 を も よ 、 な く 青 天 
  参 雷 の み た う 情 愛 は 取 雨 

て 者 神 条 る ら に 柳 谷 市 で に 

票 が 杜 仲 と す 、 を し に き よ 

敬 た が に 、 恵 雷 受 た あ る る 

さ て 信 よ 水 み 神 客 地 る よ 洪 
れ ら 仰 つ る の 倍 し 域 金 う 水 
て れ さ て 同 市 仰 た に 村 に と 

き 、 れ 差 6 を に 地 お 別 雷 い 

た 降 、 異 志 祈 は 域 け 雷 
。 両 両 が み 願 人 と る 神 

押 っ 
へ た 

金 へ 包 み の す き の 他 社 の 災 
村 の い ら 神 る く 関 形 に 
別 所 の れ と 祈 三 遠 条 お 害を 信仰 

が も 雷願儀 神 が礼。 るし て 雨の つを件 の整の ける た 
壮 行 が 乏 の 神 別 理 侍 講 巷 ら 

の わ 杓 水 棲 と 面 し 性 社 雷 す 
債 れ の 性 能 し が た と 及 除 危 
仰 た 共 の が て あ の 信 び 祈 険 
圏 。 同 洪 強 め る が 伸 晃 願 な 
は こ 桁 積 く 信 。 表 の 殿 と も 

、 れ 頬 白 表 仰 す 2 形 祈 い の 

神 に と 他 出 で な で 態 願 ぅ で 
社 対 し 上 し あ わ あ と 者 形 あ 
な し て の て る ち る の の 

。 関 分 でり 表、 
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地形条件からみた 雷神信仰の地域的展開 

あ ，旨 
華 中 表 2  全村別雷神社の 信仰の分布と 地域別分布特性 (1995 年 ) 小に の近隣 また る。 田除け 異は 

地 借 な み 広 
地形 洪積台地 沖積低地   ビ も が 

地域類型       IV 一の 表地 参 れ っ 
様 な て 

2 域 ，佳 い い 

中川低地 の 的 に 。 る 
地域結城台地下総台地怨別低地 筑波台地猿島台地小貝 川 ・ 鬼 地 な 富 し が 

域 差 ん か           穎 果 で し 講 
型 は お な 社 

  ム       り が や 

  
  集 

ム   l11  甫客     
の 

個 元旦 祭   ム   ム で 自   
人 春秋祭   ム   の 藩 老 

ム は然 、 条 

  春   案 件 
落 だ   分布 祈願 0 内 が雷神   数 容は で 祈 に 

、 願 は 

各 す   
態 集 る 洪 

積 落が立 台地 信仰の 

地 内 上   す 容 の 
どないことを 示す。 団 距 
また   は 、 ほとんど関連性がないことを 示す。 体 離 

講と ） の 

こ こ は 的 る す 郵 純 利 て の い 係 
れ そ " 機 。 る 送 す 11 " 昇 う に     と 
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社
団
体
」
と
 呼
ん
で
い
ろ
。
 

@
@
 
 
こ
れ
ら
の
教
化
活
動
と
連
関
し
て
成
立
し
た
講
社
を
 
、
金
 村
別
雷
神
社
で
は
布
教
者
の
名
を
と
り
、
「
田
村
会
」
「
岡
田
 

分
 」
 と
 呼
ん
で
い
る
が
、
 
本
 

稿
 で
は
一
括
し
て
、
「
非
神
社
団
体
」
と
呼
称
す
る
。
 



地形条件からみた 雷神信仰の地域的展開 

む
一
平
成
元
二
九
八
九
一
年
現
在
、
金
村
別
雷
神
社
宮
司
が
 

兼
務
し
て
い
る
、
宗
教
法
人
格
を
有
す
る
神
社
は
五
五
社
あ
る
。
 内
訳
は
っ
く
 は
 両
三
三
 

社
 、
水
海
道
市
一
六
社
、
石
下
町
五
社
、
谷
和
原
村
一
社
と
な
っ
 て
い
る
。
 

@
 
一
兼
務
 社
 に
お
け
る
祭
礼
に
関
し
て
は
、
山
本
正
三
、
田
林
 明
 、
小
田
宏
 信
 、
林
秀
司
、
原
田
洋
一
郎
、
吉
村
忠
晴
、
上
木
 原
 静
江
「
茨
城
県
石
下
町
 

本
 豊
田
地
区
に
お
け
る
生
活
形
態
の
変
容
」
 宰
 地
域
調
査
 報
 と
こ
 一
二
号
、
一
九
九
 
0
 年
 Ⅰ
一
七
六
 ｜
 一
七
七
頁
。
 

@
@
 
 

昇
殿
祈
願
者
の
分
布
は
、
過
去
の
各
例
祭
に
お
け
る
昇
殿
 

祈
願
者
の
記
帳
記
録
を
基
に
、
神
社
が
管
理
し
て
い
る
崇
敬
者
 名
簿
を
資
料
と
し
た
。
 

@
 
一
矢
嶋
住
吉
「
集
落
地
理
学
」
古
今
書
院
、
一
九
五
六
年
、
 一
五
一
 ｜
 一
五
三
頁
。
 

花
一
 
鎌
ケ
谷
市
郷
土
資
料
館
 編
 「
鎌
ケ
谷
市
郷
土
資
料
館
調
査
 
報
告
書
Ⅲ
 鎌
ケ
 谷
の
民
間
信
仰
 ヒ
 同
発
行
、
一
九
九
三
年
、
一
一
 頁
 。
及
び
竹
内
理
三
編
 

「
角
川
日
本
地
名
辞
典
は
干
葉
県
」
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
、
 一
 
0
0
0
 ｜
一
 0
0
 四
頁
。
 

-
 
町
一
八
千
代
町
夫
 編
品
 委
員
会
編
「
八
千
代
町
史
通
史
隔
ヒ
 八
千
代
町
、
一
九
八
七
年
、
七
 0
0
 ｜
七
 0
 
一
頁
。
 

@
-
 

鎌
ケ
谷
市
郷
土
資
料
館
、
前
掲
 書
 、
六
頁
。
ま
た
筆
者
の
 調
査
で
は
、
笠
間
稲
荷
講
や
御
嶽
 講
 も
こ
の
地
域
に
多
く
分
布
 し
て
い
る
。
 

@
 
一
三
郷
市
 史
 編
纂
委
員
会
編
三
郷
市
 史
 第
九
巻
 別
編
民
 俗
編
 」
三
郷
市
、
一
九
九
一
年
、
六
 0
0
 １
人
 0
 
一
頁
。
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散
骨
と
は
、
骨
灰
を
海
中
、
山
中
、
空
中
に
撒
く
葬
法
 
の
 
一
つ
で
、
我
が
国
で
は
「
続
日
本
後
紀
 ヒ
 承
和
也
（
 八
四
 0
 ）
 年
 九
月
 辛
 

 
 

巳
の
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 後
 太
上
天
皇
（
 淳
和
天
皇
）
が
「
骨
を
砕
き
て
 粉
と
 為
し
、
之
を
山
中
 に
 散
ら
し
め
よ
」
と
の
㎝
 

 
 

遺
詔
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
の
が
初
見
で
あ
る
が
、
 
そ
 の
風
習
は
日
本
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
古
代
ア
ジ
 ア
 に
お
い
て
も
い
く
つ
 

祖
 

は
じ
め
に
 1
 
問
題
の
所
在
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 現
在
、
日
本
に
お
い
て
火
葬
 骨
 な
い
し
骨
灰
を
 
海
や
山
に
撒
く
、
い
わ
ぬ
る
散
骨
が
社
会
問
題
化
し
つ
つ
あ
る
。
 

残
念
な
が
ら
我
々
は
 

散
骨
に
関
わ
る
法
規
制
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
は
お
 
忙
 （
の
「
 

ぎ
 幅
の
「
 
0
 甘
 コ
 %
 Ⅰ
幅
の
Ⅰ
 

年
り
 
コ
 な
い
し
 
ギ
 0
 旦
日
 

と
 呼
ば
れ
る
 撒
骨
 用
の
共
 葬
 墓
地
が
北
欧
諸
国
、
イ
ギ
リ
ス
、
 

ド
 イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
チ
ェ
コ
な
ど
に
広
く
分
布
し
、
ア
メ
リ
カ
に
 
お
い
て
は
王
と
し
て
 

西
海
岸
沿
い
に
散
在
す
る
が
、
い
ず
れ
も
厳
し
い
法
規
制
下
に
置
 
か
れ
て
い
る
。
欧
米
に
見
ら
れ
る
特
色
は
、
葬
儀
・
火
葬
・
 

墓
 他
 が
同
一
場
所
で
営
 

ま
れ
、
法
的
に
も
三
者
は
一
本
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
論
 
文
は
欧
米
の
法
規
制
の
実
態
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
、
も
っ
て
 
現
代
日
本
に
お
け
る
 

法
規
制
の
在
り
方
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
「
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
 

る
 法
律
」
（
昭
和
二
三
年
五
月
三
一
日
号
外
法
律
第
四
八
号
 

-
 は
 土
葬
と
火
葬
と
を
 
併
 

記
し
て
い
る
が
、
既
に
火
葬
率
が
九
 セ
 拷
を
超
し
て
い
る
今
日
、
 
火
葬
を
中
心
に
再
構
成
す
る
時
期
に
き
て
お
り
、
散
骨
問
題
に
 つい
て
も
自
主
規
制
 

が
 必
要
で
あ
る
と
舌
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
と
 

い
 え
 よ
う
  
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 散
骨
、
骨
灰
、
火
葬
、
火
葬
率
、
お
 耳 （
 
り
 「
 @
 
コ
 幅
の
 ぃ
 Ⅰ
 
年
り
コ
 
。
 ぃ
コ
 
0
 コ
ぜ
ヨ
 

散
骨
と
環
境
保
護
規
制
 

藤
井
正
雄
 



散
骨
が
日
本
に
お
い
て
社
会
問
題
化
し
た
の
は
、
市
民
 

団
体
「
葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
 
会
 」
（
安
田
睦
彦
会
長
 

）
が
一
九
九
一
年
十
 

月
 五
日
に
相
模
灘
に
三
十
年
前
に
自
ら
の
命
を
絶
っ
た
 

一
 看
護
婦
の
遺
骨
を
流
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
 

こ
 0
 件
に
つ
い
て
厚
生
省
 

生
活
衛
生
局
は
現
行
の
「
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
 

」
（
略
称
・
真
理
法
）
は
散
骨
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
 

こ
と
か
ら
、
同
法
に
抵
 

触
 す
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
、
法
務
省
刑
事
局
も
節
 

度
 を
も
っ
て
な
さ
れ
れ
ば
刑
法
一
九
 
0
 条
の
「
遺
骨
の
 遺
棄
」
に
は
当
た
ら
 
む
 

い
と
慎
重
に
見
守
っ
て
い
く
姿
勢
を
示
し
た
と
新
聞
は
 

伝
え
た
の
で
あ
っ
た
。
両
省
と
も
公
式
見
解
を
発
表
し
 

た
 訳
で
は
な
く
、
成
り
 

立
ち
う
る
解
釈
の
一
つ
と
し
て
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
と
 

見
ら
れ
る
が
、
世
間
で
は
公
式
見
解
と
受
け
取
り
、
今
 

後
は
「
骨
は
撒
い
て
い
 

い
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
風
潮
が
か
な
り
急
速
な
勢
 

い
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
 

一
九
九
三
年
三
月
一
 
セ
 日
の
朝
日
新
聞
は
、
同
会
が
宮
 
城
県
 老
人
福
祉
協
会
所
有
の
宮
城
塁
 最
 都
連
 隈
 下
部
 0
 通
称
「
大
森
山
」
 

の
 標
高
五
 0
 メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
高
い
丘
に
会
員
の
骨
 

灰
を
撒
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
事
例
は
三
日
 

後
の
二
十
日
、
 NH
K
 

の
 紀
行
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
心
の
旅
人
「
散
骨
 

｜
あ
 な
た
を
自
然
に
か
え
し
た
 
い
 」
の
放
送
で
、
散
骨
の
現
 
場
 に
同
道
し
て
の
散
骨
 

の
 三
つ
の
ケ
ー
ス
を
と
り
あ
げ
た
な
か
の
一
つ
と
し
て
 

紹
介
さ
れ
た
。
テ
レ
ビ
放
送
は
骨
灰
を
山
や
海
に
撒
 

い
 て
 構
わ
な
い
と
す
る
 
噂
 

を
事
実
と
し
て
肯
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
 

放
 送
や
朝
日
新
聞
の
記
事
を
押
し
進
め
て
い
け
ば
、
土
地
 

所
有
者
の
了
解
が
得
ら
 

れ
さ
え
す
れ
ば
散
骨
が
可
能
と
な
り
、
条
件
さ
え
整
え
 

ば
 自
宅
の
庭
に
撒
く
こ
と
も
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
な
 

る
 。
そ
こ
に
記
念
碑
で
 

も
 建
て
れ
ば
「
真
理
法
」
に
抵
触
し
な
い
墓
地
の
出
現
 

と
 な
ろ
 う
 。
散
骨
が
「
真
理
法
の
対
象
外
で
あ
る
か
ら
 

禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
 

に 海 
堤 外 
填 め 
間 車 
題 情 
へ も 

ムロ わ かり 人 T 
か せ 
わ 論   
を て 

法 き 

視 た 
帝 Ⅱ の   
と で 巴 
い   
う ， 」 

観 こ 

点 で 
は は 
絞 視   
考 か 
え え 
て て 
み   
た 散 
い 骨 を 

め 
{ 
  
て 
現 
実 
@ 
起   
  
  
て 
  
る 

社 
-A- 

ム的 

町田 口Ⅱ 

題 
と 

{ 
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か
の
事
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
散
骨
の
 風
習
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
日
本
に
お
け
る
事
例
の
歴
 
史
的
考
察
を
は
じ
め
、
 

 
 

  



な
い
」
と
い
う
厚
生
省
衛
生
局
企
画
課
の
見
解
を
楯
に
 運
動
を
繰
り
広
げ
て
い
る
市
民
運
動
体
が
、
こ
の
ま
ま
 
運
動
を
押
し
進
め
て
い
 

っ
て
も
、
 焼
 骨
を
埋
蔵
し
な
い
限
り
違
反
に
は
な
ら
な
 
い
 か
ら
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
問
題
点
を
整
理
し
て
み
る
と
、
 N
H
K
 
の
放
送
 は
 
「
節
度
を
も
っ
て
な
さ
れ
れ
ば
散
骨
は
認
め
ら
れ
る
 」
と
す
る
法
務
省
 刑
 

事
局
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
 
節
度
と
は
遺
骨
に
対
し
て
だ
け
で
あ
っ
て
 、
 撒
く
方
法
 、
 撒
か
れ
る
土
地
お
よ
 

び
 住
民
の
感
情
問
題
に
は
及
ん
で
は
い
な
い
。
こ
こ
に
 
改
め
て
「
節
度
と
は
」
の
内
容
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
 
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
 

あ
ろ
う
。
 

放
送
で
は
、
す
べ
て
骨
壺
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
「
遺
骨
 
」
で
あ
っ
た
。
火
葬
場
で
関
東
で
は
 金
 骨
 が
 渡
さ
れ
る
 が
 、
関
西
で
は
一
部
 

の
 地
域
を
除
い
て
白
骨
の
ほ
か
は
 残
骨
 と
し
て
火
葬
場
 に
そ
の
処
理
を
任
せ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
 残
肯
 は
 ゴ
、
、
 

.
 
で
あ
る
か
ら
散
骨
は
構
 

れ
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
廃
棄
物
 処
理
法
」
第
十
六
条
二
項
に
「
み
だ
り
に
 分
 け
の
場
所
等
 に
コ
 ミ
を
捨
て
て
は
な
 

ら
な
い
」
と
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
遺
骨
で
あ
ろ
う
と
 残
 骨
 
（
 
ゴ
 こ
で
あ
ろ
う
と
も
、
「
節
度
」
が
要
せ
ら
れ
 
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
 

散
骨
に
関
す
る
関
心
は
そ
の
後
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
 
各
 種
の
 
「
世
論
調
査
」
の
統
計
は
確
実
に
容
認
す
る
人
が
 増
大
傾
向
に
あ
る
こ
 

と
だ
け
は
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
 九
四
年
二
月
に
は
散
骨
を
請
け
負
う
葬
儀
社
が
名
乗
り
 
を
上
げ
た
。
東
京
都
新
 

宿
 区
に
あ
る
公
営
社
は
散
骨
を
海
洋
 葬
 
（
マ
リ
ン
メ
モ
 
リ
ア
ル
セ
レ
モ
ニ
ー
 -
 と
命
名
し
、
散
骨
と
は
「
遺
骨
 を
 細
か
く
砕
き
、
粉
状
 

制
 
に
し
て
自
然
（
当
面
は
海
）
に
返
す
こ
と
を
い
い
 、
そ
の
実
行
は
葬
送
の
祭
祀
の
一
環
と
し
て
、
宗
教
的
 
感
情
を
害
さ
な
い
よ
う
、
 相
 

ぼ
 
当
の
方
法
を
節
度
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
 
」
と
し
、
自
主
規
制
を
「
散
骨
請
負
約
款
」
に
明
記
し
 
て
 公
表
し
た
。
 

 
 

然
葬
と
 呼
び
、
三
年
間
に
相
模
灘
沖
を
皮
切
り
に
海
や
 賛
同
す
る
法
人
・
個
人
所
有
の
 

 
 

鮪
 
山
中
に
一
八
件
、
二
五
人
の
遺
灰
を
返
し
て
き
た
 
実
績
を
持
つ
が
、
公
営
 社
 が
散
骨
葬
を
請
け
負
う
こ
と
 が
 公
表
さ
れ
る
や
、
一
ヵ
月
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「
真
理
法
」
は
第
一
条
で
こ
の
法
律
は
「
国
民
の
宗
教
感
 
情
 に
適
合
し
、
且
つ
公
衆
衛
生
そ
の
他
公
共
の
福
祉
の
 見
地
か
ら
、
支
障
な
 

た
振
舞
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

一
 
。
 
@
-
 

と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
同
会
は
株
式
会
社
セ
レ
モ
ア
 
つ
 く
 ば
と
同
様
の
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
 

し
か
し
、
散
骨
が
社
会
問
題
と
し
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
 
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
四
年
五
月
二
七
日
に
三
 年
前
に
亡
く
な
り
 白
 

然
 葬
を
希
望
し
て
い
た
会
社
員
 
丁
 当
時
六
九
歳
）
の
 遺
骨
を
山
梨
県
小
菅
村
に
あ
る
東
京
都
の
水
源
地
に
 
撒
 い
た
こ
と
が
、
四
日
後
 

の
 新
聞
報
道
で
明
ら
か
に
な
る
と
、
地
域
住
民
は
散
骨
 現
場
が
大
菩
薩
峠
の
登
山
道
か
ら
脇
に
山
道
を
五
 
0
 メ
 ｜
 ト
ル
ほ
ど
入
っ
た
 と
 

こ
ろ
で
、
斜
面
に
腐
っ
た
生
花
と
撒
か
れ
た
五
セ
ン
チ
 程
の
大
き
さ
の
遺
骨
を
発
見
し
て
一
斉
に
反
発
し
た
。
 
小
菅
村
は
い
 う
 ま
で
も
 

な
く
関
連
四
市
町
村
の
代
表
は
六
月
五
日
に
都
庁
を
訪
 
ね
 、
散
骨
を
黙
認
し
た
水
道
局
に
自
然
葬
を
止
め
る
よ
 う
に
要
請
し
た
。
「
葬
送
 

の
 自
由
を
す
す
め
る
 会
 」
は
設
立
当
初
か
ら
「
再
生
の
 森
 」
構
想
の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
た
。
そ
の
構
想
と
は
 
、
水
源
林
の
森
に
遺
灰
 

を
 返
し
、
遺
族
か
ら
の
自
然
葬
基
金
を
積
み
立
て
れ
ば
 、
開
発
に
よ
っ
て
森
が
汚
染
さ
れ
る
の
を
阻
止
し
、
 
か
 つ
 森
林
保
護
と
墓
地
下
 

足
の
解
消
に
役
立
っ
と
い
う
の
で
あ
る
。
遺
骨
を
粉
状
 
に
せ
ず
そ
の
ま
ま
の
形
で
散
骨
し
た
の
は
、
会
の
方
針
 
で
 故
人
お
よ
び
依
頼
者
 

の
 意
志
を
尊
重
す
る
こ
と
か
ら
為
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
 
る
が
、
撒
く
側
の
自
由
の
強
調
で
あ
っ
て
 、
 撒
か
れ
る
 側
の
土
地
お
よ
び
そ
の
 

地
 に
住
む
住
民
の
自
由
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 し
か
も
、
骨
灰
を
産
業
廃
棄
物
と
考
え
る
会
の
見
方
よ
 
り
も
、
遺
骨
を
亡
き
人
 

を
 偲
ぶ
 縁
 と
す
る
信
仰
 心
 厚
き
人
の
方
が
は
る
か
に
 多
 ぃ
 。
 い
う
 な
ら
ば
、
遺
骨
に
対
す
る
日
本
人
一
般
の
 メ
 ン
タ
リ
テ
ィ
を
無
視
し
 

葬 が 足   
の後 務を され 

分 た に 
担 。 神 
す サ 奈 
る ン 川 

平だけ・ ぅ 宗 
で ィ 塚 
あ フ 市 
っ は の 

て 、 「 葬儀 葬 
白 沫 社 
然 の   

葬 自 株 

会社 の主宰 式 由を進 

者 の サ ン ・ はあ 会 る 

く 」 ラ 
ま の イ 

で 賛 フ 

も 助 と 

全 会 の 
で 員 間 
あ と で 
り な 自 

、 り 然 
実 、 葬 
施 そ 実 
に の 施 
当 役 委 
た 割 託 

っは莞 て 、 廻 約 
は 会 が 
理 の 取 
事 依 り 

が 頼 交 
主 に わ       

(214)  214 



く
 単
一
の
要
因
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
要
因
 が
 複
合
し
て
火
葬
が
禁
止
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
 
で
き
る
。
 

 
 

は
 
一
九
六
三
年
に
第
二
バ
チ
 ヵ
ン
 公
会
議
の
開
催
 時
で
 

 
 

 
 
 
 

踊
っ
て
「
教
会
法
」
一
二
三
 0
 条
 （
 
2
 ）
「
火
葬
せ
よ
と
 の
遺
 舌
口
は
こ
れ
を
執
行
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
火
葬
 

禁
止
の
規
定
や
、
一
二
四
 0
 

 
 
 
 

%
 
 
萎
 1
 丁
（
 5
 ）
の
火
葬
に
付
し
た
死
体
の
埋
葬
 拒
 否
は
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
か
か
る
決
定
は
 
、
火
 

 
 

 
 

2
 

押
 

て
い
く
状
況
や
、
新
教
の
火
葬
容
認
を
ふ
ま
え
て
 
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
 0
 三
年
四
月
一
日
施
行
 の
 イ
ギ
リ
ス
の
火
葬
法
、
 

そ
 

-
3
 
一
 

も
の
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
復
活
信
仰
を
嚇
 笑
 す
る
た
め
 に
 彼
ら
の
遺
体
を
火
葬
に
付
し
た
ロ
ー
マ
の
慣
行
に
よ
 
る
な
ど
で
あ
る
。
恐
ら
 

く
 行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
 調
 っ
て
い
る
。
 真
理
法
自
体
の
空
洞
化
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
早
急
に
 
、
 諸
外
国
で
法
律
で
規
定
 

さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
散
骨
が
墓
所
の
 
一
 形
態
で
あ
る
 こ
と
を
明
言
し
て
規
定
す
べ
き
か
、
「
真
理
法
」
改
定
が
 困
難
で
あ
る
な
ら
ば
 少
 

な
く
と
も
法
に
矛
盾
し
な
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
が
 
望
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
は
英
 独
 を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 諸
国
や
ア
メ
リ
カ
の
 
一
 

部
の
州
で
実
施
さ
れ
て
い
る
法
規
制
の
実
態
に
つ
い
て
 
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
法
規
制
 

火
葬
の
展
開
に
は
人
間
関
係
や
民
族
な
い
し
宗
教
の
も
 
つ
 他
界
観
 と
 密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
 
ヒ
 ン
 ド
ゥ
ー
教
で
は
こ
 

の
 世
を
阪
り
と
み
、
肉
体
は
霊
の
仮
の
宿
と
み
る
こ
と
 
か
ら
、
火
葬
は
霊
を
肉
体
の
束
縛
か
ら
解
放
す
る
宗
教
 儀
礼
と
し
て
展
開
さ
れ
 

た
 。
と
こ
ろ
が
ロ
ー
マ
時
代
が
火
葬
で
あ
る
の
に
、
 キ
 リ
ス
ト
教
徒
の
葬
法
が
土
葬
と
な
っ
た
の
は
い
か
な
る
 
理
由
に
基
づ
く
も
の
か
。
 

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
様
々
な
解
釈
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
 
き
た
。
霊
肉
の
結
合
を
死
後
に
も
強
調
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
 
の
 伝
統
の
影
響
と
み
る
 

解
釈
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
と
よ
か
が
え
り
の
モ
デ
ル
に
 
よ
る
と
す
る
も
の
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
集
団
は
貧
乏
 
で
あ
っ
た
か
ら
と
す
る
 



の
 適
法
範
囲
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
除
か
れ
る
が
、
第
十
 
一
条
に
は
、
火
葬
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
葬
儀
を
拒
否
さ
 れ
た
遺
体
に
対
し
て
「
 
宗
 

言
上
の
教
義
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
英
国
国
教
会
 
の
 牧
師
は
、
主
教
の
許
可
を
得
、
か
っ
、
死
者
の
葬
儀
 
執
行
者
、
埋
葬
当
局
 又
 

は
 火
葬
若
し
く
は
 焼
 骨
の
埋
蔵
を
行
う
そ
の
他
の
者
の
 要
請
を
受
け
て
、
葬
儀
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
 
規
 定
 し
て
い
る
の
も
、
 
カ
 

-
4
 
一
 

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
る
火
葬
死
体
の
葬
儀
執
行
拒
否
に
 
対
す
る
措
置
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
な
か
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
頑
に
火
葬
 を
 忌
避
し
た
の
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
土
葬
が
キ
リ
 
ス
ト
教
の
伝
統
的
 葬
 

法
 と
な
っ
た
理
由
の
ほ
か
に
、
火
葬
推
進
論
者
が
非
 
キ
 リ
ス
ト
 教
 な
い
し
反
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
こ
と
、
 ゾ
ロ
 
ア
ス
タ
ー
教
が
そ
の
 信
 

仰
 上
の
理
由
か
ら
火
葬
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
、
火
葬
 は
 自
然
の
摂
理
に
背
く
行
為
で
あ
る
こ
と
、
地
獄
の
業
 火
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
、
 

-
5
-
 

犯
罪
の
証
拠
を
浬
滅
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
後
世
に
考
 
古
学
的
遺
物
を
残
さ
な
い
こ
と
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
る
 
こ
と
が
で
き
る
。
 

一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
火
葬
運
動
が
起
こ
っ
た
 理
由
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
っ
た
。
 
第
 一
に
は
衛
生
上
の
問
 

題
 で
あ
る
。
パ
ス
ツ
ー
ル
に
よ
る
微
生
物
の
発
見
に
よ
 
っ
て
土
葬
に
よ
る
地
下
水
の
汚
染
が
直
接
伝
染
病
の
流
   

衛
生
上
の
知
識
の
普
及
が
火
葬
運
動
を
支
え
た
こ
と
で
 
あ
る
。
次
に
都
市
化
に
よ
る
都
市
の
膨
張
、
そ
れ
に
 
伴
 ぃ
 教
会
墓
地
が
満
杯
に
 

な
っ
て
公
共
墓
地
が
教
会
と
は
離
れ
て
造
成
さ
れ
て
い
 
っ
 た
こ
と
。
土
地
不
足
の
都
市
に
あ
っ
て
、
土
葬
が
広
 
い
 埋
葬
面
積
を
必
要
と
 

す
る
の
に
対
し
て
、
火
葬
は
土
地
の
高
度
有
効
利
用
と
 
墓
 園
の
美
化
に
役
立
っ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
 
で
き
る
。
火
葬
の
採
用
 

は
ま
た
様
々
な
慰
霊
形
態
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
 あ
る
。
火
葬
運
動
に
立
ち
は
だ
か
る
キ
リ
ス
ト
教
の
干
 
渉
の
度
合
い
は
民
族
間
 

で
 異
な
る
。
北
欧
に
お
け
る
火
葬
先
進
国
ス
ウ
ェ
ー
 デ
 ン
 で
は
、
知
識
層
が
リ
ベ
ラ
ル
 な
 宗
教
的
態
度
を
持
し
 て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
 、
 

教
会
の
反
対
は
ド
イ
ツ
な
ど
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
激
し
 
さ
 は
み
ら
れ
な
か
っ
た
な
ど
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
 き
る
。
 

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
散
骨
 
に
 先
立
っ
火
葬
に
つ
い
て
厳
し
い
法
規
制
が
あ
る
こ
と
 
で
あ
る
 0
 ョ
 ー
ロ
ッ
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ぽ
に
 撒
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
 

お
り
、
多
く
は
墓
域
内
に
散
骨
湯
 
万
 ㏄
（
（
の
「
 

ぎ
ゆ
窩
 
o
c
 
コ
 
し
 が
あ
る
。
そ
し
て
、
河
川
 

%
 
 に
 撒
く
 場
ム
ロ
 
に
は
「
汚
染
防
止
法
」
お
島
 0
-
o
h
 

巾
 0
 二
ロ
（
 

@
o
 
コ
下
 n
t
.
 

）
ま
じ
に
基
づ
き
地
方
自
治
体
の
水
 

質
 当
局
の
承
認
が
要
せ
ら
れ
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制
る
。
 
焼
 骨
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
「
火
葬
規
則
」
 

十
 上
 
八
条
に
「
火
葬
場
に
隣
接
す
る
墓
地
や
土
地
に
礼
節
を
 

も
っ
て
埋
葬
さ
れ
る
か
、
地
上
 

パ
 の
中
で
最
も
火
葬
率
の
高
い
の
は
 
セ
 0
 拷
を
超
え
る
 チ
ェ
コ
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
連
合
王
国
 
（
 
己
コ
 
岸
の
宙
 
杏
コ
ゆ
宙
 

0
 コ
し
 

と
い
 書
 葉に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
 

ド
 、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
 
北
 ア
イ
ル
ラ
 ン
ド
等
か
ら
構
成
さ
れ
 

て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
法
制
度
や
慣
習
も
少
し
づ
 

つ
異
 な
る
の
で
、
「
火
葬
法
」
お
お
 

ョ
 ㏄
 ヱ
 0
 
コ
オ
注
 
・
）
の
。
 

じ
は
 ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
除
く
 

連
 ム
ロ
王
国
の
全
土
に
適
用
さ
れ
る
一
十
六
条
）
が
、
ス
コ
 

ツ
 ト
ラ
ン
ド
は
別
途
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
墓
地
法
」
面
目
 

ユ
帥
 
ト
ハ
 

い
 Ⅰ
 
0
 ヒ
コ
 
年
の
一
の
の
 

0
 （
 

宙
コ
 
③
 ト
目
 -
 
）
㏄
の
巴
が
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
で
は
こ
 

の
 法
律
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
適
用
要
件
を
誼
っ
て
 

い
る
。
所
轄
 
省
は
 イ
ン
 

グ
ラ
ン
ド
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
は
、
狭
義
の
墓
地
 

埋
葬
が
環
境
省
百
の
 口
戟
 
（
 
ヨ
 0
 
ヨ
 o
h
 
（
 
ゴ
 
0
 
%
 
コ
日
 
「
 
0
 
コ
 ミ
 0
 
コ
 こ
 、
火
葬
が
内
務
省
 

（
ヱ
ミ
 

づ
 の
 0
 二
 %
 ③
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
ス
コ
ッ
ト
 
ラ
ン
ド
 省
 
②
 n
o
 

（
（
 

@
 
の
す
 
O
H
H
@
n
 

巴
 、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
 
で
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
 

省
 
（
 
ま
ユ
プ
 の
（
 
コ
 （
「
の
下
コ
 

宙
 0
 臣
庁
 
③
と
さ
れ
て
い
る
。
 火
葬
を
行
う
場
合
の
手
続
き
、
 
焼
 骨
の
処
理
な
ど
に
つ
 
い
て
は
、
「
火
葬
法
」
に
 

基
づ
く
「
火
葬
規
則
」
 
お
 ぉ
ヨ
 巴
 0
 
コ
 %
 官
田
ま
 0
 
コ
 -
 
邑
の
 
㊥
に
よ
っ
て
い
る
。
火
葬
は
届
け
出
た
火
葬
場
に
お
 
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
、
 

火
葬
に
際
し
て
は
申
請
書
の
ほ
か
に
、
①
開
業
医
に
よ
 

る
 死
亡
原
因
の
証
明
書
、
②
五
年
以
上
の
開
業
医
と
し
 

て
の
登
録
の
経
験
を
有
 

し
 、
か
つ
死
者
及
び
①
の
開
業
医
の
親
族
等
で
は
な
い
 

開
業
医
の
証
明
書
、
③
火
葬
場
に
必
 
冒
 さ
れ
る
五
年
以
 
上
の
開
業
医
と
し
て
の
 

登
録
を
有
す
る
死
亡
認
定
医
ま
た
は
 
副
 認
定
医
の
認
定
 の
 書
類
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
火
葬
場
経
営
者
に
 

は
 所
定
の
様
式
に
基
づ
 

く
 個
々
の
火
葬
の
記
録
の
管
理
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
 

る
 。
火
葬
に
よ
る
犯
罪
の
隠
匿
の
防
止
や
宗
教
感
情
に
 

対
す
る
配
慮
か
ら
で
あ
 



北
欧
な
か
で
も
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
 
一
九
八
 セ
年
 現
在
で
火
葬
率
は
そ
れ
ぞ
れ
六
四
・
三
 %
 、
五
八
，
 セ
拷
と
 火
葬
 

が
 普
及
し
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
は
、
 
一
 九
一
六
年
に
「
墓
地
使
用
権
法
」
が
で
き
た
が
、
一
九
 
六
三
年
に
は
全
面
的
に
 

-
J
 
一
 

改
定
さ
れ
「
墓
地
使
用
権
等
に
関
す
る
法
律
」
お
よ
び
 同
 法
 に
基
づ
く
「
埋
葬
規
則
」
が
新
た
に
制
定
さ
れ
、
今
日
 
に
 至
っ
て
い
る
。
「
墓
地
 

使
用
権
等
に
関
す
る
法
律
」
で
は
、
墓
地
の
担
保
化
・
 第
二
一
者
へ
の
譲
渡
の
禁
止
（
第
二
一
条
）
、
墓
地
の
荘
厳
さ
 

の
 保
持
、
死
者
の
休
息
 

所
に
ふ
さ
わ
し
い
神
聖
さ
へ
の
配
慮
お
よ
び
衛
生
上
の
 
配
慮
（
第
四
条
）
を
 詰
 っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
墓
地
の
 荘
厳
さ
が
保
た
れ
ず
 墓
 

地
 が
明
ら
か
に
放
置
さ
れ
て
い
る
 場
ム
ロ
 
に
は
、
墓
地
 許
 可
 権
者
は
墓
地
使
用
権
者
に
対
し
て
墓
地
の
整
備
を
命
 
じ
て
か
ら
一
年
以
内
に
 

実
行
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
墓
地
使
用
権
放
棄
を
官
 芸
口
 
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
墓
地
使
用
権
者
の
氏
名
ま
た
は
 
住
所
が
不
明
な
場
 ム
ロ
 
に
 

は
 、
当
該
 命
ム
 
下
は
一
般
紙
に
一
回
、
地
方
紙
に
一
回
分
 古
 さ
れ
る
も
の
と
し
（
第
十
条
）
、
ま
た
特
別
な
事
由
が
 あ
る
 場
ム
ロ
 
に
は
、
県
政
 

府
 が
他
の
墓
地
に
改
葬
し
、
な
い
し
当
該
使
用
権
消
滅
 
を
盲
 喜
ロ
 
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
十
一
条
 一
 
。
た
だ
し
、
 墓
地
に
は
ス
ウ
ェ
ー
 デ
 

ン
 国
教
会
教
区
そ
の
他
の
地
方
自
治
体
を
経
営
主
体
と
 
す
る
公
共
墓
地
と
国
教
会
以
外
の
宗
教
団
体
や
私
有
地
 
の
 民
間
墓
地
と
が
あ
る
 

（
第
一
条
）
が
、
地
方
自
治
体
営
の
場
合
に
は
墓
地
使
用
 権
は
放
棄
さ
れ
な
い
（
第
十
条
）
 と
詰
 っ
て
い
る
。
 

我
が
国
で
は
、
無
縁
墳
墓
の
改
葬
に
つ
い
て
は
「
墓
地
 埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
二
九
四
八
缶
 
筆
一
 一
条
に
よ
り
死
亡
者
の
 

本
籍
及
び
所
在
地
の
市
町
村
長
に
対
し
て
縁
故
者
の
有
 
無
を
確
認
す
る
と
共
に
二
種
以
上
の
日
刊
紙
に
三
回
以
 
土
公
告
す
る
こ
と
に
な
 

っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
連
続
す
る
二
週
 間
 の
そ
れ
ぞ
れ
少
な
く
と
も
一
回
 づ
っ
一
 地
方
紙
に
公
 告
 す
る
ほ
か
墓
地
に
お
 

い
て
も
掲
示
さ
れ
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
 宅
 廃
止
墓
地
（
 修
 正
 ）
 法
 」
し
が
仁
の
の
山
口
ロ
Ⅱ
 

守
 -
 の
 「
 
0
 口
口
耳
（
 

ト
ヨ
 の
コ
年
ヨ
 

0
 コ
 こ
 レ
ユ
，
 
）
お
こ
と
し
、
 フ
 

ラ
ン
ス
で
は
有
効
な
公
告
が
三
年
間
定
期
的
に
行
わ
れ
 
た
 後
に
お
い
て
も
墓
地
が
継
続
し
て
放
棄
さ
れ
て
い
る
 
但
 奥
口
 卜
仁
は
 
、
市
町
 Ⅱ
 
u
 珪
ぬ
 

会
の
議
決
を
経
た
上
で
使
用
承
認
を
撤
回
し
、
墓
地
は
 市
 W
 村
に
帰
属
す
る
 宇
 自
治
法
典
」
Ⅰ
 
ひ
 0
 丁
に
 条
 ）
 と
誼
 わ
れ
て
い
る
。
各
国
の
事
 

(218)  218 



散骨 

 
 

こ
こ
で
は
バ
イ
エ
ル
ン
自
由
刑
の
「
州
都
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
 市
 に
 管
理
さ
れ
る
墓
地
の
使
用
に
関
す
る
法
律
」
②
 笘
ぃ
 口
 目
㎎
 仁
 す
の
Ⅱ
 宙
 -
0
 
 

ロ
の
目
ロ
 
ヰ
 

と 環境保護規制 

遺 無 
ド 体 毛 
イ 保 墓 

の   
と 

  
  
埋   
葬 地 

に関 

下 

す 
室 

る 
の 

事 
埋 

項 
葬 

の 
@ 

ま サ 

つ 
  

か 
は 

て 
サよ 

  ニ % 

政 
ン 

府 
/ Ⅰ   

の   

疋 （   

め 
ン 

@, @- グ   
よ   
  Ⅱ コ す 
て の ） 
い Ⅱ コ 

る - 目 

㏄ 、 
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情
 が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
 

た
だ
、
日
本
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
ス
ウ
ェ
 

｜
 デ
 シ
 で
は
法
律
の
名
称
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
 
よ
う
 に
 、
墓
地
使
用
権
に
つ
 

い
 て
明
確
で
詳
細
な
規
定
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
 

0
 こ
の
 こ
と
は
後
で
述
べ
る
 
よ
う
 に
ド
イ
ツ
で
も
同
様
で
あ
る
 
。
墓
地
使
用
権
の
一
 つ
 

に
 、
墓
石
を
建
て
る
権
利
が
あ
る
が
、
良
好
な
墓
地
文
 

化
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
許
可
権
者
が
定
め
た
墓
石
の
 

外
観
や
そ
の
他
の
設
備
 

ほ
 つ
い
て
の
規
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
十
一
 

条
 ）
。
い
う
な
ら
ば
権
利
に
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 義
務
が
伴
う
こ
と
で
 

あ
る
。
す
な
わ
ち
環
境
を
配
慮
し
た
つ
え
で
墓
石
が
建
 

て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
墓
地
使
用
権
が
消
滅
し
た
場
合
 

、
使
用
権
者
は
許
可
を
 

得
て
墓
石
を
除
去
で
き
る
が
、
 
六
か
 月
経
過
後
は
墓
石
 
は
 許
可
権
者
に
帰
属
し
、
許
可
権
者
は
墓
石
の
う
ち
 

芸
 術
 的
価
値
・
歴
史
的
価
 

値
を
有
す
る
も
の
、
ま
た
は
保
存
す
べ
き
理
由
が
あ
る
 

も
の
は
、
当
該
埋
葬
地
ま
た
は
他
の
適
切
な
場
所
に
再
 

設
 冒
 さ
れ
る
（
第
十
二
 
き
 

の
で
あ
る
。
 

埋
葬
地
に
は
、
土
葬
 
墓
 の
ほ
か
に
 焼
 骨
を
収
め
る
納
骨
 
堂
や
納
骨
の
壁
 畠
 （
い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ン
バ
リ
ウ
ム
）
 

と
並
 ん
で
散
骨
の
墓
所
が
 

あ
る
（
第
一
条
）
。
墓
域
の
一
隅
に
あ
る
「
追
憶
の
庭
（
 

森
 、
正
二
と
呼
ば
れ
る
一
定
の
区
域
に
骨
灰
を
撒
く
こ
と
 

が
で
き
る
が
、
「
埋
葬
 

規
 

則
 」
に
は
墓
域
外
の
海
・
河
川
に
骨
灰
を
撒
く
に
は
県
政
 

府
の
特
別
許
可
を
要
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ス
ウ
 

エ
 ー
デ
ン
で
は
骨
灰
が
 

そ
の
ま
ま
撒
か
れ
る
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
 
や
 ノ
ル
ウ
ェ
 １
 で
は
骨
壺
に
い
れ
て
か
ら
埋
葬
す
る
い
わ
ゆ
る
 

ア
ノ
 ニ
ュ
ー
ム
す
目
 
0
 目
 せ
ヨ
，
 



-
@
-
 

N
 
ヒ
 コ
的
 
隼
の
 
Ⅱ
 づ
 0
 コ
ロ
の
Ⅱ
Ⅰ
 

リ
コ
ロ
 

の
の
す
㏄
娃
で
 

づ
 
の
 
づ
 
㏄
Ⅰ
 
づ
ミ
ヒ
コ
 
の
す
の
 

コ
 づ
轄
自
凹
 
（
の
 
宮
 コ
ロ
 エ
 の
 隼
 ア
ミ
の
 
-
 乙
 Ⅱ
巴
を
主
に
と
り
あ
げ
 る
こ
と
に
す
る
。
先
に
 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
事
例
で
述
べ
た
よ
う
に
、
墓
地
使
用
 権
は
 つ
い
て
は
詳
細
な
規
定
が
あ
る
。
直
接
的
に
一
般
 個
人
に
貸
与
さ
れ
る
 直
 

接
的
 墓
地
使
 m
 権
と
 団
体
に
使
用
権
が
貸
与
さ
れ
る
 形
 0
 間
接
的
墓
地
使
用
権
と
に
分
類
さ
れ
る
が
、
共
に
使
 
周
期
間
は
書
き
換
え
 申
 

請
 に
よ
っ
て
更
新
が
可
能
で
あ
る
。
家
族
墓
所
の
使
用
 権
者
は
墓
・
墓
標
を
安
全
で
墓
園
の
品
位
に
適
 
う
 状
態
 の
 維
持
が
義
務
づ
け
ら
 

れ
て
い
る
が
、
こ
の
管
理
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
 使
用
権
者
が
ニ
カ
 月
 以
内
に
必
要
な
要
求
に
対
す
る
 処
 理
 を
し
な
い
場
合
に
は
、
 

墓
標
は
抹
消
さ
れ
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
 市
 埋
葬
局
の
手
に
よ
 っ
て
墓
所
の
全
て
が
回
収
さ
れ
る
。
使
用
権
者
の
死
後
 
二
カ
月
の
準
備
用
期
間
 

を
 経
て
も
墓
地
使
用
権
の
書
き
換
え
を
行
わ
な
い
場
合
 
、
あ
る
い
は
使
用
権
者
が
生
前
墓
地
使
 m
 権
の
期
限
が
 切
れ
る
前
に
措
置
を
し
 

な
か
っ
た
場
合
も
同
様
の
処
置
が
と
ら
れ
る
西
施
 設
 、
管
理
及
び
手
入
れ
（
家
族
墓
所
）
の
㏄
の
墓
所
の
 手
入
れ
及
び
管
理
）
。
 墓
 

所
は
墓
地
全
体
の
環
境
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
と
い
う
大
前
提
の
下
に
、
墓
所
内
や
隣
接
す
 
る
 墓
所
と
の
間
に
砂
 や
 

礫
を
撒
い
た
り
、
石
を
敷
い
た
り
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
 
れ
る
。
樹
木
を
植
え
る
場
合
で
も
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
 市
埋
 葬
 局
の
書
面
に
よ
る
 許
 

可
 が
必
要
で
あ
る
。
萎
れ
た
花
、
花
輪
な
ど
は
除
去
し
 、
 定
め
ら
れ
た
場
所
に
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
而
｜
 の
燵
 
墓
の
基
準
及
び
 

植
生
）
の
で
あ
る
。
 

墓
標
（
墓
石
一
に
つ
い
て
も
環
境
保
持
の
た
め
厳
し
い
 規
 制
 が
あ
る
。
「
墓
標
に
関
す
る
規
則
、
州
都
ミ
ュ
ン
 ヘ
 ン
 0
 基
園
の
墓
標
（
 墓
 

石
 ）
」
に
よ
る
と
、
墓
標
の
建
立
な
い
し
変
更
に
は
許
可
 を
 得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
払
の
 大
き
さ
の
 ス
ケ
 ソ
 チ
と
と
も
に
正
副
 二
 

通
の
申
請
書
に
、
墓
標
の
様
式
、
材
料
及
び
加
工
法
、
 
内
容
、
形
、
色
、
字
体
の
指
示
、
装
飾
、
マ
ー
ク
な
ど
 
0
 案
を
書
い
て
提
出
す
 

る
 。
い
く
つ
か
の
条
件
、
規
則
に
適
合
し
な
い
場
合
に
 
は
 許
可
さ
れ
な
い
。
許
可
さ
れ
て
一
年
以
内
に
施
工
し
 
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
 

許
可
は
効
力
を
失
す
る
（
の
）
許
可
義
務
一
。
墓
地
区
画
 に
は
造
成
規
則
の
な
い
区
画
と
規
則
の
あ
る
区
画
と
が
 
あ
り
、
前
者
の
区
画
で
   



は
 墓
標
に
は
形
、
加
工
法
、
環
境
へ
の
適
合
な
ど
に
関
し
 

て
 特
別
の
要
求
が
な
さ
れ
な
い
の
が
基
本
で
㌫
の
 
道
 成
規
則
な
し
の
区
画
）
 
、
 

後
者
の
区
画
で
は
け
ば
け
ば
し
い
と
い
っ
た
目
立
つ
 

色
 、
表
面
が
光
っ
て
い
る
 
里
い
 石
、
ガ
ラ
ス
 板
 、
彫
刻
・
 絵
画
・
写
真
、
彫
像
・
 

オ
 フ
ジ
ヱ
 な
ど
環
境
に
適
合
し
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
 

は
 一
切
禁
止
さ
れ
る
㌫
～
造
成
規
則
つ
き
の
墓
地
区
 

 
 

料
 が
限
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
㌫
㏄
追
加
（
臨
時
）
の
 

造
成
規
則
の
あ
る
区
画
）
。
こ
の
よ
う
に
環
境
へ
の
適
合
 

を
 第
一
義
的
に
 誼
 う
こ
 

と
か
ら
、
芸
術
的
、
あ
る
い
は
歴
史
的
に
貴
重
な
墓
標
 

は
 市
の
特
別
保
護
 下
 に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
㌫
 
ふ
古
 低
価
な
墓
標
の
保
護
）
。
 

こ
こ
で
墓
地
法
の
核
に
な
っ
て
い
る
「
州
都
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
 

市
 に
管
理
さ
れ
る
墓
地
の
使
用
に
関
す
る
法
律
」
に
 

目
 を
 転
ず
る
と
、
墓
地
 

の
 利
用
者
だ
け
で
な
く
訪
問
者
に
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
行
為
規
範
と
し
て
、
以
下
の
事
項
を
挙
げ
て
い
 

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 

①
墓
地
参
拝
者
と
し
て
の
品
位
を
汚
す
者
。
②
利
用
者
 

と
し
て
、
他
人
を
傷
付
け
、
損
害
を
与
え
あ
る
い
は
 

ひ
 ど
く
妨
害
し
、
迷
惑
を
 

か
け
る
者
。
③
禁
止
行
為
と
し
て
、
（
 

a
 ）
墓
地
を
子
供
 
の
 遊
び
場
と
す
る
こ
と
、
（
 
b
 ）
喫
煙
、
騒
音
、
他
人
の
 

体
面
を
傷
つ
け
る
行
為
、
 

（
 
c
 ）
動
物
を
連
れ
込
む
こ
と
、
（
 

d
 ）
営
利
行
為
、
（
 

e
 ）
 
宣
伝
行
為
、
（
 
f
 ）
墓
地
内
の
施
設
・
建
物
・
墓
石
を
汚
 

し
た
り
破
損
し
た
り
す
 

る
こ
と
、
（
 
9
 ）
当
事
者
を
除
き
、
芝
生
、
墓
地
の
小
斤
 

、
墓
地
の
囲
い
の
中
に
立
ち
入
る
こ
と
、
（
 

h
 ）
墓
地
内
 
に
び
ん
 ・
 
缶
 ・
水
差
し
 

な
ど
の
放
置
、
Ⅰ
 こ
 垣
花
な
ど
を
墓
石
の
装
飾
と
し
て
 

用
い
る
こ
と
、
（
・
 

こ
 写
真
家
を
墓
石
の
と
こ
ろ
に
連
れ
 
て
く
る
こ
と
、
（
 
k
 ）
 
墓
 

地
 使
用
権
者
の
承
認
及
び
同
意
な
し
に
写
真
を
撮
る
こ
 

と
、
 T
 ）
墓
地
内
へ
車
を
乗
り
入
れ
る
こ
と
、
④
乳
母
 

車
 、
自
転
車
で
埋
葬
の
 

場
、
葬
列
に
近
付
い
た
り
、
遺
体
安
置
所
の
一
ぽ
へ
の
入
場
を
許
さ
れ
る
。
十
四
歳
未
満
の
子
 

刑
 

 
 

  

%
 
 嬰
 。
以
上
の
各
項
に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
金
 

刑
 に
処
せ
ら
れ
る
 而
 
終
章
 ゅ
ミ
 違
反
行
為
）
。
こ
の
 
ほ
か
罰
金
刑
と
し
て
加
え
る
 

 
 

鮪
 
れ
て
い
る
の
は
、
書
き
換
え
手
続
き
の
遅
延
者
、
 

許
可
規
則
及
び
墓
標
建
立
規
則
違
反
等
々
で
あ
る
。
 

221 (221) 



状況を 九八八 ト劣 0% 
反映し 年の予リエ。 コ 

て 
測は o （ @ ぎ 

実 ア ら 

際 目 つ 

を 安 き 

な あ ぅ 教 一 く 市 式 つ 方 
指 っ に 徒 墓 、 0 を て 式 
滴 て 、 で 所 2 場 採 異 で 教 し はな とし ユノ ムロは って なり ハリ てお 現在 令法 て へ ゲ い 、 く 

き で が 市 厳 " ノ l る ハ " 

た も 改 の し 市 ト が シ フ 
ぃ 火 工 人 い は が 、 ブ イ 

牢 罪 さ 葬 
自 は れ 認 ンシ 環境 共同 標示 ミュ ルク 

  
コ ． る メ 

S が り 

メ 

  
が 々 、 規   
ピ す の 
ュ る ア 
l 便 メ 

タ 回 り 

l を カ 

に 兄 各 
ょ せ 州 
っ て の 

て い 火   
世 表 の 
し 2 推 
た は 移牽 

  
いる 日の予測   
6 ヨ に 

    の 

治 数 る 容 維 墓 の ン 市 ン 
法 九 一 が 最 持 地 役 へ で ド 散 
典 に 九 一 後 の 施 割 ン は や 骨 ほ 過ぎな」の。年の つい 六三年 八八 O に火葬 規制を 設とし を果た 市では アノ二 ノルウ 

ユ エ て 

た蔵 用 ー も無 ナ ー すで シ   
散 れ の 、 え の 墓 埋 の 方 わ 

地 蔵 若 戎 れ   
に 歴 て 民 
お 史 浅 め 三 % 巴 ちる な   骨 

全 を て の そ 灰   体 赤 い 骨 の を 

認 因 す 分 の す る 売 方 直 
め に で が 墓 標 。 を 式 接 
て よ に カ 園 示 ハ 埋 も 大 
い る 述 ト の は ン 蔵 地 地 
る も べ リ な 全 プ す 域 に 
こ の た ッ か く め る に 撒 
と て よ ク の む ク 形 よ く 
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散骨と環境保護規制 

き 検 l 
表 始 討 チ 
1 の さ ・ 

か た れ プ 
5 段 、 ロ 
窺 階 そ ジ 
わ に れ ェ 

ね め ぞ ク 

る る れ ト 

よ と の に 
う い 検 基 
は っ 討 づ 

、 て の い 

火 0 場 て 
葬 い で い 

率 い 闘 る 
の で ね 。 
高 あ さ 北 
い ら れ 米 
州 う た 火 
は 。 意 義 

  
見 協 
に "" 云 

フ 

イ 委員 基づ 

  ハ ム 云 

を て の 
除 訂 委 
{ 
と 目見ム 正さ % 

れ 会 
ネ た 議 
ヴ も 及 
  の び 
ダ で匝郵 
    送 

五   統 に 
  - よ 

      上る ユ 法 二 

  
掻 紐務 
フ 定 機 
シ 

@"  し ノ生 丁 " 

ン 
同 に 

  
か お 

ン 
つ い 

四 
川西 広範 漸く て て 

動 に 
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0
,
 四
 %
 下
回
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
い
ず
れ
の
年
も
予
測
 を
 上
回
っ
た
火
葬
率
の
上
昇
と
な
っ
て
い
る
。
 例
え
ぼ
 、
一
九
九
 0
 年
の
火
葬
 

宰
予
測
は
一
六
・
九
 %
 で
あ
っ
た
が
実
際
は
 
一
セ
 ・
 
0
 拷
 と
 0
,
 一
 %
 上
回
り
、
一
九
九
一
年
の
火
葬
率
は
予
測
 値
 一
セ
 ・
 
四
セ
 拷
も
 一
 ・
 
0
 

三
 %
 上
回
っ
た
一
八
・
五
 0
%
 で
あ
っ
た
。
 二
 0
0
O
 年
及
び
 二
 0
 
一
 0
 年
に
お
け
る
火
葬
率
予
測
も
年
々
 
訂
 正
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
 
二
 

五
二
一
 %
 、
三
二
・
四
一
 %
 に
上
昇
し
て
い
る
。
一
九
 九
二
年
の
火
葬
率
は
予
測
の
一
八
・
八
九
 %
 に
近
 い
値
 と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

ア
メ
リ
カ
は
 ム
 国
衆
国
で
あ
る
の
で
、
北
米
全
土
に
わ
た
 っ
て
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
包
括
的
な
埋
火
葬
立
法
は
な
い
 。
例
え
ば
、
環
境
保
 

護
局
 （
 
円
 二
の
 

C
.
 

の
・
 

ロ
コ
ま
 
「
 
0
 コ
ヨ
 
の
 耳
 土
戸
的
の
目
し
は
海
で
 
の
 埋
葬
及
 び
 火
葬
骨
の
散
骨
を
陸
地
か
ら
沖
合
 三
 マ
イ
 ル
 以
遠
と
規
制
し
て
い
 

る
 。
海
で
の
遺
体
埋
葬
は
例
え
ば
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
・
 デ
 ル
タ
 で
は
深
度
一
、
八
 00
 フ
ィ
ー
ト
以
上
と
す
る
な
ど
 他
 2
 カ
所
を
例
外
と
し
 

て
い
る
が
、
火
葬
骨
の
散
骨
は
深
度
制
限
の
規
制
は
な
 
い
 。
詳
細
は
各
州
法
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
 
し
 か
も
、
 州
 レ
ベ
ル
に
 あ
 

っ
て
も
、
ど
の
州
法
も
す
べ
て
の
局
面
に
及
ぶ
包
括
的
 な
 条
項
を
包
摂
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
火
葬
率
の
 
漸
増
と
相
ま
っ
て
 、
業
 

界
 が
営
業
科
目
に
最
も
重
要
な
サ
ー
ヴ
ィ
 
ス
 を
加
え
る
 こ
と
を
期
待
し
て
い
る
公
衆
の
信
頼
を
得
る
為
に
も
、
 統
一
立
法
の
条
項
は
北
 

米
 全
土
に
展
開
さ
れ
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
い
と
し
て
、
北
米
火
葬
協
会
は
一
九
八
八
年
に
火
葬
法
 
の
 立
法
案
を
提
示
し
て
 

い
る
。
こ
の
提
案
さ
れ
た
立
法
モ
デ
ル
は
 ラ
 ピ
ン
，
 ホ
 フ
 ・
ス
パ
ン
グ
ラ
ー
・
グ
リ
ン
バ
ー
グ
北
米
火
葬
協
会
 法
律
顧
問
団
の
 ラ
 ピ
ン
 

ヱ
ゅ
「
 
4
0
 
ド
 ア
 守
屈
コ
及
 び
 ラ
 ピ
ン
グ
の
 甘
凹
 
の
 戸
 Ⅰ
 曲
せ
 
せ
ぎ
幅
 
両
氏
に
よ
り
着
手
さ
れ
、
一
部
は
五
 0
 州
及
び
 若
 干
の
外
国
の
法
律
リ
サ
 



表 Ⅰ アメリカ各州の 火葬率の推移 
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散骨と環境保護規制 

ニューハンプシャー 21.31 21.94 22.19 26.17 27.10 

ニュージャージ ィ 19.31  20.57  20.96  21.11 21.90 

I ニューメキシコ   16.24  |  17.31  |  19.52  |  21.41  I  20.89  I 
I ニューヨーク   13.52 I 13.82 I 14.31 I 14.99 I 14.32 I 

ノース ヵロ ラ イ ナ 

ノースダコタ 

8.86 10.38 

  6.47   7.10   8.20           

I オハイオ   11.29  |  12.18  |  12.70  |  14.36  |  15.02  | 

オクラホマ 4. 13 4.20 4.f67 4.79 Ⅰ・ S7 

オレゴン 33.23 33.60 34.95 38.17 42.25 

I ペンゾルバニア   8.28 | 9.07 | 9.85 | 10.87 I 12.46 | 

I ロードアイランド   15.35  I  14.70  I  14.74  I  16.21  I  24.50  I 
I サウスカロリ ナ   5.10 | 5.74 | 6.09 | 6.41 | 6.67 1 

i サウスダコ ク   宇 l ホ l 本 l 7.43 l 7.51 l 

I ア子 シ一   2.57  I  3.32  I  3.55  I                     

1 テキサス   7.09  |  7.30  |  7.28  |                     

ユタ 11.83 9.02 7.95 10.18 11.63 

パーモント 26.79  30.90  33.40  34.53 35.00 

I バージニア             11.34 | 12.81 | 12.77 | 13.23 1 

ワシントン 40.23  43.50  42.74  43.29 44.11 

ウェストバージニア 2.26 2.43 2.a5 3.00 3.19 

ウィスコンシン 11.46 12.50 12.98 14.10 15.91 

ワイオミング           

全米 15.30@ 16.40@ 17.00@ 18.50@ @19.00 

* 印は火葬場が 4 以下の v.l@ 

表 2  火葬率の変遷と CANA の予測 
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一
一
 
%
 、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
四
三
・
二
一
 

%
 、
ア
リ
ゾ
 ナ
州
 四
二
・
四
五
 
%
 、
コ
ロ
ラ
ド
州
 四
 0
.
 

八
七
 

%
 、
ア
 ラ
ス
カ
川
口
 

0
.
 

四
五
 

拷
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
九
地
帯
の
う
ち
 

太
 平
津
沿
岸
地
帯
（
 ワ
 シ
オ
レ
。
コ
 

カ
 リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
 州
 ・
 ア
 

ラ
ス
カ
 州
 ・
ハ
ワ
イ
 
州
 ）
で
は
、
一
九
九
一
年
に
は
 一
 一
九
、
 
0
0
0
 体
の
火
葬
が
あ
り
火
葬
率
は
四
 
0
.
 

九
六
 

%
 で
、
北
米
火
葬
協
会
 

は
二
 0
0
0
 年
に
は
一
五
一
、
九
 
0
0
 体
の
火
葬
、
 四
 八
・
三
五
 
%
 の
火
葬
率
、
 二
 0
 一
 
0
 年
に
は
一
八
八
、
七
 
0
0
 体
 、
五
五
・
四
五
 
%
 

に
 達
す
る
と
予
測
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
地
地
帯
（
 

モ
 ン
タ
ナ
 州
 ・
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
 
リ
ア
イ
タ
ホ
 

｜
 
小
 ・
 

州
 ・
コ
ロ
 -
 
フ
｜
 

ド
州
 ・
 ニ
ュ
ー
メ
キ
 

 
 

は
 一
九
九
一
年
に
は
三
三
、
八
 

0
0
 体
の
火
葬
、
三
四
・
 
0
 七
 %
 の
火
葬
率
で
、
 

二
 0
0
0
 年
に
は
五
二
、
七
 
0
0
 体
 、
四
七
・
一
八
 
%
 、
 二
 0
 一
 
0
 年
に
は
七
四
、
三
 
0
0
 体
 、
五
九
・
四
四
 
%
 に
 達
す
る
と
予
測
さ
れ
て
 

い
る
。
北
米
で
こ
の
 
二
 地
帯
に
火
葬
が
多
い
こ
と
が
 
持
 徴
 で
あ
る
、
 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
全
米
に
先
駆
け
て
一
九
六
 

五
年
に
散
骨
が
州
法
と
し
て
合
法
化
さ
れ
た
。
骨
灰
は
 

一
回
の
飛
行
で
一
体
 

を
 、
一
番
近
い
海
岸
線
か
ら
沖
合
 
三
 マ
イ
ル
以
遠
の
地
 
点
で
、
深
度
五
、
 

0
0
0
 フ
ィ
ー
ト
の
海
洋
に
埋
葬
す
る
 
な
ど
の
規
制
が
あ
っ
た
 

が
 、
一
九
七
 0
 年
の
改
定
で
は
、
 
舟
 ま
た
は
飛
行
機
で
 
骨
壺
に
入
れ
て
運
び
、
一
番
近
 
い
 海
岸
線
か
ら
沖
合
三
一
 

マ
イ
ル
以
遠
と
し
、
 
散
 

骨
を
行
う
者
は
気
候
条
件
に
よ
っ
て
は
遅
延
で
き
る
が
 

火
葬
後
五
 0
 日
 以
内
に
行
う
こ
と
、
さ
ら
に
死
者
の
名
 

前
 、
生
没
年
、
死
亡
 
時
 

刻
 、
死
亡
 地
 、
散
骨
の
場
所
そ
の
他
必
要
事
項
を
記
載
 

し
た
公
文
書
の
保
管
を
義
務
づ
け
て
い
る
（
の
～
）
）
 

コ
 。
他
 0
 州
で
も
殆
ど
同
様
で
 

あ
る
が
、
遺
体
及
び
骨
灰
は
一
体
 
づ
っ
 区
別
す
る
こ
と
 
が
 原
則
で
、
同
一
の
火
葬
 
炉
 に
二
体
を
共
に
火
葬
す
る
 
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
 
火
 

葬
 が
終
わ
っ
た
な
ら
ば
す
べ
て
の
骨
片
・
骨
灰
を
片
付
 

け
な
い
限
り
次
の
使
用
は
で
き
な
い
こ
と
。
骨
灰
を
他
 

の
者
の
骨
灰
と
混
ぜ
合
 

わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
墓
地
内
外
の
散
骨
は
適
用
 

外
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
同
一
の
家
族
成
員
が
一
体
以
上
 

収
容
で
き
る
共
通
の
骨
 

壺
の
場
合
な
ど
は
適
用
外
で
あ
る
㌫
～
 

0
 
ミ
 ・
ご
と
し
て
 
い
る
。
遺
骨
の
処
理
は
登
録
業
者
に
よ
る
こ
と
㌫
の
Ⅱ
 

ト
 
。
 
）
、
違
反
者
は
軽
犯
罪
と
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し
て
罰
せ
ら
れ
る
㌫
 ま
脂
巴
 。
登
録
業
者
は
散
骨
に
使
用
 す
る
航
空
機
は
連
邦
航
空
 着
 、
船
舶
は
連
邦
運
輸
省
認
 可
 の
も
の
で
あ
る
こ
と
 

一
の
の
～
 

&
N
 
）
、
ま
た
扱
っ
た
数
、
散
骨
領
域
な
ど
の
年
次
韻
 
吉
書
を
毎
年
会
計
年
度
の
六
月
三
 0
 日
 ま
で
に
提
出
す
 る
こ
と
が
義
務
づ
け
る
 

れ
て
い
る
㌫
ま
お
Ⅰ
 

ワ
シ
ン
ト
ン
州
に
お
い
て
も
、
遺
体
・
遺
骨
は
慎
重
に
 扱
わ
れ
る
。
粉
状
化
さ
れ
た
遺
骨
は
こ
 ぼ
 れ
で
た
り
 他
 の
も
の
が
流
人
し
て
 

混
じ
り
合
わ
な
い
よ
う
に
封
印
さ
れ
た
容
器
に
収
容
し
 
、
安
置
さ
れ
る
一
主
Ⅰ
お
お
 ム
 0
l
o
N
o
 

宙
こ
 -
 
用
語
、
乙
の
 巴
 。
遺
体
は
二
年
な
い
 

し
そ
れ
以
上
、
遺
骨
は
一
年
な
い
し
そ
れ
以
上
法
的
所
 有
権
が
あ
る
が
、
期
間
内
に
処
理
を
怠
っ
た
り
、
拒
否
 
し
た
場
合
に
は
喪
失
す
 

る
 一
主
目
い
 
舖
ぷ
 0
.
 
お
 0
.
 

未
処
理
の
遺
体
 

｜
 規
則
、
）
の
の
 

巴
 。
火
葬
場
、
葬
儀
社
、
墓
 園
 業
者
、
親
族
以
外
の
者
 で
 実
質
的
に
遺
骨
な
 い
 

し
 粉
骨
を
保
持
し
て
い
る
者
は
当
該
 居
 に
書
留
で
最
終
 処
理
を
申
請
し
、
正
式
許
可
書
受
理
後
に
、
あ
る
い
は
 
六
 0
 日
 以
内
に
指
示
が
 

な
け
れ
ば
、
個
人
墓
地
、
公
共
な
い
し
共
同
墓
地
、
教
 
合
地
下
室
、
納
骨
堂
に
遺
骨
な
い
し
粉
骨
を
個
々
に
 
回
 収
 可
能
・
不
能
を
問
わ
 

ず
 最
終
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
名
前
 
・
死
亡
場
所
・
火
葬
場
・
処
理
 地
は
 、
墓
地
、
火
葬
場
 、
葬
儀
社
ほ
か
実
質
的
 

な
 遺
骨
な
い
し
粉
骨
の
保
持
者
に
よ
っ
て
永
久
記
録
と
 
し
て
保
存
さ
れ
る
一
ニ
 ロ
 の 寮
 @
 。
 よ
 ㏄
 0
-
 
火
葬
 体
 の
 処
 理
 、
 お
 ㏄
㊥
 と
調
 っ
て
 

い
る
。
 

ワ
シ
ン
ト
ン
州
法
の
散
骨
に
つ
い
て
の
法
規
制
を
み
て
 
み
る
と
、
火
葬
 骨
 が
五
ミ
リ
メ
ー
タ
ー
な
い
し
そ
れ
 以
 干
 に
粉
状
化
さ
れ
て
 

 
 

保
存
さ
れ
る
地
に
託
す
こ
と
を
要
し
な
い
と
明
言
す
る
 。
州
法
に
よ
る
と
、
火
葬
 と
 

婬
は
火
葬
場
に
お
い
て
五
ミ
リ
メ
ー
タ
ー
に
粉
状
化
 
す
る
こ
と
を
い
い
、
遺
骨
を
保
持
し
て
い
る
人
が
墓
地
・
 コ
ロ
ン
バ
リ
ウ
ム
 雀
頭
廟
 Ⅰ
 

 
 

を
 預
け
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
 
縛
り
 君
寵
・
 

0
4
.
 

）
 
）
 
0
 火
葬
口
お
 巳
 ）
 と
調
 っ
 

 
 

鞘
 
て
い
る
。
火
葬
を
扱
っ
た
業
者
 ｜
 遺
体
の
処
理
を
 
す
る
権
利
の
あ
る
葬
儀
・
 墓
園
 業
者
 %
 
安
 寵
 ・
の
。
 ふ
 。
遺
体
処
理
を
す
る
権
利
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｜
 葬
儀
・
皇
国
業
者
の
責
務
「
Ⅰ
の
の
 

ひ
 」
 
｜
 と
の
取
り
決
め
 が
あ
れ
ば
、
国
家
や
警
察
権
力
に
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
 
く
 遺
骨
を
保
持
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
冤
の
毛
 寮
 ・
 
き
 ・
ド
ド
ロ
火
葬
骨
の
所
持
「
 

お
 の
巳
 ）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
業
者
以
外
の
誰
で
も
が
 火
葬
骨
を
埋
葬
し
た
り
、
 

大
地
、
空
中
、
海
に
散
骨
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
ま
た
 
業
者
と
の
相
談
で
取
り
決
め
れ
ば
保
証
さ
れ
、
限
定
さ
 
れ
た
地
域
で
な
さ
れ
る
 

寅
い
ミ
寮
 ・
 
乙
 ・
 P 鰍 火
葬
骨
の
埋
葬
な
い
し
処
理
 ｜
要
 せ
ら
れ
る
許
可
な
い
し
保
証
 
ロ
の
 
㏄
 
巳
 ）
。
 

し
か
し
、
散
骨
が
許
可
な
し
に
公
共
の
地
 ｜
 連
邦
・
 

・
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
地
方
政
府
の
所
有
地
で
、
 森
 ，
 湖
 ，
 
海
域
を
含
む
 ｜
 な
い
 

し
 私
有
地
に
骨
灰
を
撒
い
た
り
処
理
す
る
こ
と
が
出
来
 
る
と
舌
口
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
本
質
的
に
は
散
骨
は
 
自
己
の
所
有
地
こ
そ
が
 

最
も
適
切
な
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
業
者
に
 委
託
す
る
場
合
に
は
、
一
九
九
四
年
八
月
現
在
 
ワ
 シ
 ン
 ト
ン
州
に
登
録
さ
れ
た
 

空
葬
業
者
は
、
下
田
ア
口
 コ
的
ゴ
 
（
、
匹
目
の
し
 
0
 汀
 す
ぎ
の
 

o
n
 

@
0
 
目
 ，
や
ヨ
 の
 
コ
 の
が
 
コ
 目
の
 ヨ
 0
 ロ
色
下
劣
 0
 臼
ゅ
目
 
0
 目
下
 コ
 の
ア
 
0
 「
い
 い
ぺ
 の
 ア
ゅ
 
（
（
の
（
の
・
 

リ
二
 

0
 ㍉
 
田
 
す
目
ふ
コ
 

%
 
 
土
戸
 

セ
 @
 
が
已
 
0
 コ
、
の
 
0
0
 
巨
 @
 
コ
 が
田
の
巨
土
戸
 

@
 
㍉
の
の
㍉
 

セ
 @
 
の
の
 

の
の
六
社
で
あ
る
が
、
散
骨
は
東
西
二
五
 0
 マ
イ
ル
、
 南
北
二
一
 

0
0
 

マ
イ
ル
 

以
 

遠
 の
 地
 な
い
し
海
と
な
る
の
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
 
ニ
 ア
 州
で
は
初
め
は
散
骨
を
公
共
の
地
に
お
い
て
許
し
た
 
が
 、
空
葬
に
 よ
 る
場
合
 

に
は
目
指
す
公
共
の
地
に
必
ず
七
も
散
骨
さ
れ
ず
に
 住
 民
か
ら
多
く
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
結
果
、
現
在
の
制
 眼
 が
課
せ
ら
れ
た
と
い
 

う
 経
過
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
規
制
 
が
か
な
り
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
所
以
を
窺
う
こ
 
と
が
で
き
る
。
 

多
く
の
州
で
は
葬
法
・
処
理
の
選
択
の
優
先
順
位
を
定
 
め
て
い
る
が
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
で
は
、
火
葬
の
指
示
を
遺
 
さ
れ
た
配
偶
者
、
成
 

人
 に
達
し
た
子
供
、
両
親
、
後
見
人
の
順
位
と
し
、
 困
 窮
 者
や
身
寄
り
の
な
い
者
な
ど
は
担
当
の
官
吏
、
献
体
 者
は
医
療
機
関
が
決
定
 

す
る
と
し
、
こ
の
外
に
生
前
の
意
志
表
示
を
加
え
て
い
 る
 
宮
田
・
 0
 の
 
0
 。
火
葬
を
指
示
す
る
権
威
、
 P
 
の
の
ど
。
 
散
 骨
は
登
録
業
者
に
よ
る
 

な
い
者
及
 び
 一
つ
の
骨
壺
に
他
者
の
骨
灰
を
混
ぜ
合
わ
 せ
た
仕
方
・
場
所
に
散
骨
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
 
ま
 た
 同
一
の
家
族
成
員
や
 

友
人
が
一
つ
の
骨
壺
に
収
め
る
場
合
や
一
体
以
上
収
め
 
る
よ
う
 に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
骨
壺
を
除
い
て
、
 
一
 
体
 以
上
を
同
一
の
骨
壺
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に
 収
め
た
も
の
は
安
置
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
る
。
 散
 肯
 は
、
遺
骨
を
 
し
 ん
 
8
 イ
ン
チ
 三
 ・
 ニ
 ミ
リ
）
以
下
の
粉
状
 
に
し
て
個
々
に
密
封
し
 

て
 収
め
ら
れ
た
骨
壺
か
ら
海
上
、
公
共
の
水
路
上
な
い
 
し
 空
中
に
、
ま
た
墓
域
内
に
そ
の
目
的
の
為
に
の
み
 
造
 ら
れ
た
散
骨
湯
に
行
う
 

こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
ご
 紹
 ・
 q
o
o
 

、
火
葬
 

骨
の
処
理
、
方
法
，
場
所
の
制
限
、
お
お
 
年
改
 （
 
巴
 。
 

ま
た
、
ネ
ヴ
ァ
ダ
州
で
は
遺
体
及
び
そ
の
火
葬
に
は
 慎
 重
 で
、
火
葬
待
機
の
遺
体
に
近
付
く
こ
と
や
一
体
以
上
 
の
 遺
体
を
同
時
に
火
 

葬
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
三
 
%
.
 の
 ざ
 ・
火
葬
 待
 機
の
遺
体
に
人
を
近
付
け
る
こ
と
、
一
体
以
上
の
遺
体
 
を
 同
時
に
火
葬
す
る
こ
 

と
、
 乙
の
じ
。
遺
骨
の
保
存
及
び
処
理
に
つ
い
て
は
、
 

火
 葬
 俊
三
 0
 日
 以
内
に
処
理
に
つ
い
て
の
指
示
が
な
い
 場
 ム
ロ
 
に
は
、
火
葬
場
経
営
 

者
は
骨
壺
を
指
示
の
な
い
他
の
骨
壺
と
共
に
一
定
の
部
 
犀
に
 安
置
し
、
管
理
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
そ
し
て
、
火
葬
後
二
年
 

は
 内
に
遺
骨
の
請
求
や
最
終
処
理
の
指
示
が
な
れ
場
合
 
に
は
い
か
な
る
方
法
で
も
自
由
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
 
き
、
火
葬
の
指
示
者
は
 

そ
の
全
費
用
を
弁
済
す
る
も
の
と
す
る
と
規
定
し
て
い
 
6
 
%
 ミ
 ・
の
 

0
0
.
 

火
葬
骨
の
処
理
・
責
任
、
火
葬
場
経
 富
者
、
乙
の
ど
。
こ
の
点
 

ほ
 つ
い
て
は
、
フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
火
葬
業
者
は
火
葬
後
 
一
二
 0
 日
を
経
過
し
た
 場
ム
ロ
 
、
海
上
や
墓
域
内
に
設
け
 ら
れ
た
散
骨
湯
・
散
骨
 

池
へ
の
散
骨
、
教
会
の
コ
ロ
ン
バ
リ
ウ
ム
 
雀
 五
廟
）
そ
の
 他
 当
局
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
処
理
す
る
こ
と
 
が
で
き
る
と
し
㌫
 
へ
ご
 

0
 ぎ
｜
 （
㏄
 こ
 、
こ
の
規
定
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
「
 公
 衆
 保
健
在
ね
」
弓
し
 ぎ
コ
 の
 凹
 手
写
 ミ
 ・
 ゅ
お
 o
N
 
｜
 Ⅰ
こ
と
 共
通
す
る
。
こ
の
点
で
 

は
 ネ
ヴ
ァ
ダ
州
や
先
に
の
べ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
法
規
 
制
 よ
り
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
 

一
方
、
州
法
に
散
骨
の
規
定
の
な
い
 場
ム
ロ
 に
は
散
骨
は
 不
可
能
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
 
例
え
ば
ニ
ュ
ー
メ
キ
 

 
 

シ
コ
州
で
は
一
箇
所
だ
け
で
は
あ
る
が
、
ア
ル
バ
カ
ー
 キ
 1
 市
の
サ
ン
セ
ッ
ト
・
メ
モ
リ
ア
ル
・
パ
ー
ク
の
 
一
 角
 に
一
九
九
一
年
に
開
 

 
 
 
 
 
 

設
 さ
れ
た
散
骨
の
庭
 す
 c
a
 

Ⅰ
Ⅰ
の
「
ぎ
の
益
三
の
邑
が
あ
る
。
 

州
法
に
抵
触
し
て
訴
訟
が
起
こ
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
 
配
慮
か
ら
、
そ
の
備
え
目
 

 
 

 
 

と
し
て
利
用
者
に
は
三
枚
の
承
諾
書
に
サ
イ
ン
を
求
め
 
て
い
る
。
一
枚
は
火
葬
の
承
諾
書
、
一
枚
は
埋
葬
・
 納
 骨
 に
際
し
て
他
の
火
葬
 



骨
 と
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
へ
の
承
諾
書
、
い
ま
一
枚
 
は
 散
骨
へ
の
承
諾
書
で
あ
る
。
散
骨
の
庭
を
開
設
し
た
 
折
 以
は
 、
六
、
七
年
前
に
 

サ
ン
タ
フ
ェ
市
の
北
に
所
在
す
る
 チ
マ
ョ
 の
イ
ン
デ
ィ
 ア
ン
聖
地
に
観
光
客
に
よ
っ
て
骨
灰
が
撒
か
れ
て
い
た
 
の
を
 イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
 

レ
ン
ジ
ャ
ー
が
発
見
し
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
事
件
が
発
 端
 に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
土
地
の
所
有
は
イ
ン
デ
ィ
ア
 
ン
 と
な
っ
て
い
る
が
、
 

連
邦
政
府
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
 
連
 都
政
府
は
散
骨
禁
止
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
て
、
 
こ
れ
を
規
制
し
た
。
 こ
 

の
 規
制
が
出
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
散
骨
の
 希
望
者
が
霊
園
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
希
望
者
の
 
ニ
 ｜
 ズ
に
応
え
る
形
で
開
 

鼓
 し
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
南
の
ラ
ス
ク
ル
ー
 ソ
 ー
で
、
あ
る
人
が
土
地
を
購
入
し
、
家
を
建
築
中
に
 骨
灰
が
撒
か
れ
て
い
る
 

こ
と
を
発
見
し
て
元
の
地
主
を
訴
え
る
と
い
う
事
件
が
 起
こ
り
、
そ
の
事
件
以
後
い
ま
や
散
骨
の
問
題
は
霊
園
 
0
 間
 題
 で
は
な
く
、
 不
 

 
 

ワ
シ
ン
ト
ン
州
シ
ア
ト
ル
市
の
エ
ヴ
ァ
ー
グ
リ
ー
ン
・
 ワ
シ
ュ
リ
皇
国
で
の
「
 散
 

骨
は
 つ
い
て
の
お
知
ら
せ
」
に
、
現
在
私
有
し
て
い
る
 土
地
で
あ
れ
ば
誰
で
も
散
骨
は
可
能
で
は
あ
っ
て
も
、
 
土
地
は
将
来
他
人
の
も
 

の
に
な
ら
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
こ
と
、
散
骨
に
対
 し
て
近
親
者
の
内
に
は
不
快
感
を
も
つ
者
も
い
る
で
あ
 
ろ
う
と
い
つ
た
理
由
を
 

掲
げ
て
、
霊
園
で
の
埋
葬
・
コ
ロ
ン
バ
リ
ウ
ム
へ
の
 納
 骨
を
勧
め
て
い
る
文
書
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
 
と
 無
関
係
で
は
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
 

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
規
 制
 は
か
な
り
厳
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
 
あ
ろ
う
。
た
だ
一
言
 

繰
り
返
し
て
い
い
添
え
た
い
の
は
、
全
米
で
の
火
葬
率
 
は
 一
九
九
二
年
の
統
計
か
ら
す
れ
ば
お
 ょ
そ
 一
九
 % 程
 で
あ
り
、
 五
 0
 拷
を
超
 

え
る
火
葬
率
の
州
は
ハ
ワ
イ
 州
 五
五
・
七
一
 
%
 、
 ネ
ヴ
ァ
 ダ
州
 五
二
・
三
八
 
%
 の
三
川
ほ
と
ど
ま
っ
て
い
る
に
 過
 ぎ
な
い
状
況
に
あ
り
、
 

散
骨
は
ご
く
限
ら
れ
た
葬
法
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
 
。
し
か
も
、
散
骨
が
他
者
へ
の
迷
惑
な
い
し
不
快
感
を
 
与
え
る
も
の
で
あ
る
だ
 

け
に
、
厳
し
い
環
境
保
護
規
制
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

  



散骨 

  

と 環境保護規制 

  

 
 

以
上
の
考
察
か
 、
 

た
 な
法
規
制
を
必
 

ど
一
｜
 ズ
に
応
え
 -
 

以
上
に
述
べ
た
欧
米
の
法
規
制
の
実
態
と
照
ら
し
 ム
ロ
わ
 
せ
て
、
我
が
国
の
「
真
理
法
」
と
散
骨
と
の
関
わ
り
を
み
 て
み
る
と
、
新
聞
 報
 

道
で
は
厚
生
省
衛
生
局
企
画
課
の
散
骨
が
「
 墓
 理
法
 の
 対
象
外
で
あ
る
か
ら
禁
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
 
い
う
見
解
は
再
検
討
の
 

要
 が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
散
骨
が
対
象
か
ら
外
れ
た
 
理
 由
は
 つ
い
て
の
解
釈
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
 、
そ
の
た
め
に
は
一
連
 

の
 論
証
の
積
み
重
ね
を
し
て
 い
 か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 と
い
 え
る
か
ら
で
あ
る
。
 

現
行
の
墓
理
法
の
原
基
と
な
り
、
墓
地
を
は
じ
め
て
 
行
 放
下
に
組
み
入
れ
た
明
治
 
一
セ
 年
の
「
墓
地
及
び
埋
葬
 取
締
規
則
」
の
制
定
 

前
の
状
況
か
ら
勘
案
す
る
と
、
葬
法
と
し
て
水
葬
・
 火
 葬
 ・
土
葬
・
風
葬
の
四
葬
あ
る
な
か
で
火
葬
と
土
葬
の
 一
 五
葬
に
限
定
し
て
い
る
。
 

「
新
津
綱
領
」
第
四
巻
人
命
 
律
 千
明
治
四
年
一
二
月
二
 0
 日
 第
九
四
四
口
 

巴
 で
は
死
屍
を
水
中
に
棄
 る
 者
は
杖
 
一
 百
 と
し
、
「
改
正
律
令
」
 

-
 
明
治
六
年
六
月
一
三
日
太
政
官
第
二
 

0
 六
号
布
告
 
-
 で
は
第
二
 0
 三
条
「
爪
子
孫
 ノ
 死
屍
 ヲ
棄
 ル
者
 ハ
 懲
役
 セ
 十
日
」
と
 さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
 

水
葬
と
風
葬
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
現
行
の
法
律
で
は
 
、
水
葬
は
船
員
法
に
規
定
さ
れ
、
「
真
理
法
」
で
は
墳
墓
 を
 死
体
を
埋
葬
す
る
 土
 

葬
墓
と
 火
葬
骨
を
埋
蔵
す
る
施
設
と
し
て
の
火
葬
 墓
に
 限
っ
た
も
の
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
 
の
 推
移
か
ら
し
て
、
 風
 

葬
は
禁
じ
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
み
て
よ
 
い
 で
あ
ろ
う
 。
散
骨
は
火
葬
と
風
葬
の
二
重
葬
で
あ
る
か
ら
、
法
の
 
対
象
外
で
あ
る
と
い
う
 

よ
り
も
、
禁
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
と
受
け
止
め
る
こ
と
 が
 可
能
で
あ
る
。
 

旦
 ニ
ロ
い
た
い
の
は
、
散
骨
を
希
望
す
る
人
が
い
る
以
上
 
、
欧
米
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
散
骨
に
 
は
新
 

要
 と
す
る
と
考
え
た
い
。
散
骨
を
否
定
し
禁
ず
る
こ
と
 で
は
な
く
、
か
つ
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
な
く
 
現
 代
人
 

る
た
め
に
は
、
法
改
正
し
て
散
骨
湯
一
庭
、
森
）
を
 墳
 墓
 の
 一
 形
態
に
加
え
る
こ
と
を
提
唱
し
た
い
。
そ
し
て
 、
法
   

結
び
に
か
え
て
 



;
 
王
 

@
 
）
藤
井
正
雄
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
墓
地
に
み
ら
れ
る
慰
霊
形
態
 ｜
 伝
統
と
先
端
の
は
ざ
ま
 ｜
 」
「
 理
ぬ
心
 
」
 Z
0
.
8
0
.
 
一
九
八
五
年
 十
一
月
、
一
六
四
 ｜
 
一
七
 

四
頁
。
 同
 
「
散
骨
の
 フ
 オ
ー
ク
ロ
ア
」
 
昌
骨
 0
 フ
オ
ー
ク
ロ
ア
 
ヒ
 弘
文
学
、
一
九
八
八
年
二
月
、
第
一
章
一
 

｜
三
 二
頁
 -
 。
 何
 
「
 
諸
 外
国
の
墓
地
事
情
に
 

つ
い
て
」
三
東
京
都
霊
園
問
題
調
査
会
報
告
書
付
属
資
料
」
一
九
 
八
八
年
三
月
、
三
三
五
 
｜
 四
五
二
頁
 -
 。
 何
 
「
現
代
の
墓
地
問
題
 と
そ
の
背
景
」
、
 藤
 

井
 正
雄
也
 編
 
「
家
族
と
 墓
 」
早
大
出
版
、
一
九
九
三
年
一
月
、
一
 

一
二
ー
二
四
頁
Ⅰ
 

（
 
2
 ）
 
N
H
K
 

の
放
送
内
容
の
分
析
や
散
骨
を
営
業
課
目
の
一
 

つ
 に
 加
え
た
葬
儀
社
の
約
款
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
藤
井
正
雄
「
 
散
 骨
 と
環
境
問
題
」
三
生
 

存
 科
学
」
 五
｜
ニ
 、
一
九
九
五
年
二
月
 -
 の
と
く
に
四
五
一
１
匹
 
五
五
頁
を
参
照
。
 

-
3
-
 円
仁
 0
 ヨ
 0
 Ⅰ
 か
 す
（
 
ヨ
 e
 目
 。
二
 

m
.
 

の
 廷
 ヨ
ヨ
 ド
 Ⅰ
 
ド
 ヨ
市
 コ
 押
目
の
す
 

，
ヨ
 力
 0
 ～
～
～
 

O
 キ
 R
X
 
露
 ㌣
 の
 め
 X
o
 
ま
ぬ
の
 
む
。
 
レ
す
 っ
レ
オ
ド
宙
の
 

ヨ
 @
-
 
）
の
の
 

0
.
 

ワ
 ）
 ト
り
 

（
 
4
 一
杯
民
夫
「
諸
外
国
の
墓
地
法
制
上
そ
の
 
一
 -
 「
生
活
と
環
 境
 」
日
本
環
境
衛
生
セ
ン
タ
Ⅰ
平
成
元
年
一
月
号
、
八
九
頁
。
 

一
 
5
-
 
佐
藤
章
司
西
洋
墓
地
史
」
 
三
 
-
 日
本
公
園
緑
地
協
会
、
 

一
九
八
八
年
、
二
五
頁
。
 

（
 
6
-
 
村
民
夫
、
前
掲
論
文
、
八
七
頁
。
 

（
 
7
-
 
村
民
夫
「
諸
外
国
の
墓
地
法
制
」
 
一
 
そ
の
 三
 
「
生
活
と
 環
境
」
平
成
元
年
二
月
号
、
「
墓
地
使
用
権
に
関
す
る
法
律
」
 

-
 
仮
 訳
 -
 四
五
 ｜
 四
七
頁
 参
 

昭
冶
 

（
 
8
-
 
佐
々
木
 翠
訳
 
「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
 市
 墓
地
法
」
全
日
本
真
 
園
協
 全
編
「
欧
州
墓
地
視
察
報
告
書
」
一
九
八
五
年
九
月
所
収
、
四
八
 
｜
 -
 
八
一
一
白
貝
。
 

-
9
 ）
村
民
夫
「
諸
外
国
の
墓
地
法
制
」
 
-
 そ
の
三
平
成
元
 年
 四
月
号
、
九
 0
 頁
 。
 

一
山
一
表
 l
 は
、
 ，
 
C
 「
の
 
ヨ
注
一
 
0
 コ
の
ド
 
コ
ロ
 凍
 0
 （
 し
毬
 ま
の
，
・
の
 

養
ま
 俺
 ～
～
 

0
 ド
笘
 ・
 く
臼
 ・
 
2
9
.
Z
0
.
 

ト
マ
ト
か
ら
作
成
し
た
。
 

一
皿
 -
 
，
の
 
下
 Z
 下
方
の
つ
。
 
耳
 一
の
お
 ヨ
か
 ま
 0
 コ
カ
ド
宮
方
 げ
ヨ
 幅
内
ド
降
の
 
「
 弓
 す
 か
コ
 ㌧
「
 
0
 ち
 い
 （
の
 
ロ
 。
。
 
ご
ぬ
も
 き
の
こ
 
S
 ミ
 9
 ま
隈
 屯
さ
 ぺ
 0
q
 
～
 
O
 け
心
 
メ
 ・
 ト
り
 
N
 ド
。
 
つ
 ・
 
ド
ひ
 

一
は
 
-
,
 
ノ
ミ
 
0
 良
往
 の
お
 ヨ
か
 ま
 0
 コ
 Ⅰ
 ド
 ミ
ロ
「
 0
 つ
 0
 は
良
す
 ㎏
Ⅱ
 
す
の
い
 
お
 ヨ
 注
 @
0
 
コ
 下
田
 っ
ユ
ド
 
（
 
@
0
 
コ
音
 
Z
 ヨ
珪
 
下
ョ
 収
ガ
れ
 。
 
-
 の
ぶ
ま
俺
 
～
～
も
 

ぉ
沖
 ～
 ノ
ト
 
0
-
.
 

り
ト
 
・
ト
ム
 

0
.
 

ト
 ）
の
㏄
㏄
 

つ
 ・
 
ト
 。
Ⅰ
 
0
 。
Ⅰ
 
り
，
ト
ト
 

。
 り
 Ⅱ
 

（
 
比
 -
 
ゼ
ネ
ラ
ル
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
 レ
サ
 ー
㌧
 ビ
巨
 ア
ヒ
ド
ド
の
「
 
甘
 氏
の
談
に
よ
る
。
 

改
正
に
先
立
つ
当
面
の
課
題
と
し
て
、
葬
儀
社
が
散
骨
 を
 業
務
の
一
つ
に
加
え
て
既
に
実
施
段
階
に
入
っ
 

業
者
の
登
録
制
、
登
録
業
者
に
よ
る
自
主
規
制
が
為
さ
 
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

て
い
る
実
態
を
勘
案
す
れ
ば
、
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散骨と環境保護規制 

本
論
文
は
平
成
六
年
度
厚
生
科
学
研
究
「
諸
外
国
に
お
け
る
埋
葬
 
等
に
関
す
る
法
規
制
の
比
較
研
究
」
 

-
 
主
任
研
究
者
・
藤
井
正
雄
）
 
の
 報
土
口
書
の
一
部
を
 

敷
桁
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
研
究
の
一
環
と
し
て
行
っ
 
た
 ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
調
査
二
九
九
四
年
八
月
一
 0
 白
 @
 
三
 二
日
）
は
全
日
本
真
因
 
協
 

金
事
業
「
散
骨
研
究
会
」
調
査
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
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て な 未 グ 、 一 し っ 教は 。 あ 究並 

  賀雄 

  寒竹 主日 

  
  
異男 
宗編 

大 数 著 
A 明   

五宝 判 異 文 

問の 三六一 / 化 一九九一一       
三 月 に 

  
い
る
と
言
え
る
。
以
下
、
若
干
の
感
想
を
交
え
っ
 

つ
 、
紙
数
の
許
 
す
 範
囲
 

で
 各
論
文
の
簡
単
な
紹
介
を
試
み
る
が
 -
 「
」
内
は
す
べ
て
 引
 用
 -
 、
そ
 

れ
が
そ
の
ま
ま
、
「
宗
教
と
寛
容
」
と
い
う
問
題
系
の
現
状
を
何
 

は
 ど
か
 提
 

示
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
本
書
の
大
き
な
 
成
果
で
 

あ
ろ
う
。
 

第
一
論
文
、
中
村
元
「
同
一
宗
教
の
内
部
に
お
け
る
諸
異
説
の
対
 
立
と
 

宥
和
」
は
、
表
題
の
と
お
り
、
異
な
る
宗
教
間
で
の
問
題
と
さ
れ
 
が
ち
な
 

「
対
立
と
宥
和
」
の
あ
り
方
を
、
「
主
と
し
て
イ
ン
ド
の
宗
教
体
系
 

-
 
仏
教
 

を
 含
む
巳
の
場
合
」
を
題
材
に
「
同
一
宗
教
の
内
部
」
で
検
討
し
 

て
い
る
。
 

著
者
 は
、
 げ
ん
に
存
在
す
る
諸
異
説
を
宥
和
す
る
「
解
決
法
」
と
 
し
て
、
 

①
「
そ
れ
ら
は
み
な
実
は
同
一
の
内
容
を
説
い
て
い
る
に
ほ
か
な
 
ら
な
い
 

と
 解
す
る
」
 、
 ②
諸
異
説
が
も
っ
「
諸
原
理
の
根
底
に
、
よ
り
究
極
 

的
な
原
 

理
を
想
定
し
」
、
各
異
説
は
「
そ
の
究
極
的
な
絶
対
者
に
基
づ
い
て
 

成
立
し
 

て
い
る
特
殊
 相
 に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
解
す
る
」
 、
の
 二
つ
の
態
度
を
 
取
り
出
 

す
 。
そ
し
て
前
者
の
立
場
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
 
者
は
理
 

論
的
 難
問
を
惹
起
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
「
何
故
に
勝
義
の
真
実
 

説
 の
み
 

を
 説
か
な
い
で
、
阪
の
方
便
 説
 の
ほ
う
を
多
く
説
い
て
い
る
の
 で
あ
る
 

か
 v
.
 

、
 
字
句
の
上
で
は
、
互
い
に
矛
盾
す
る
諸
説
が
 
、
 種
々
に
 説
 か
れ
て
 

い
る
の
ほ
何
故
で
あ
る
か
 
?
 」
。
こ
れ
へ
の
回
答
と
し
て
は
、
 
人
 々
の
「
 機
 

根
 」
の
別
に
対
応
す
る
た
め
と
す
る
説
が
紹
介
さ
れ
、
法
華
経
の
 一
乗
 思
 

想
 も
そ
れ
と
さ
れ
る
 

-
 
た
だ
し
法
華
経
で
は
、
も
 
ほ
や
 勝
義
 諦
自
 体
 の
 内
 

 
 

容
 が
具
体
的
に
説
か
れ
る
こ
と
が
な
 

い
 占
が
重
要
と
い
う
㍉
一
方
 、
 諸
異
 

 
 

説
は
 
「
悪
人
に
一
真
理
の
 -
 認
識
が
起
こ
る
の
を
妨
げ
る
た
め
」
 

に
あ
る
 

と
す
る
考
え
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
論
 
白
は
 「
同
一
宗
教
 の
 内
部
」
 

耶
 

で
の
こ
と
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
提
出
さ
れ
て
い
 

る
 解
決
 



0
 枠
組
み
自
体
は
、
異
宗
教
間
の
事
柄
に
拡
大
し
て
も
当
然
考
え
 

ら
れ
る
 

で
あ
ろ
う
。
と
と
も
に
、
そ
も
そ
も
「
同
一
宗
教
」
と
い
う
こ
と
 

の
 意
味
、
 

つ
ま
り
宗
教
の
「
同
一
」
 

性
 と
は
、
い
か
な
る
規
準
で
考
え
ら
れ
 

つ
る
の
 

か
が
、
寛
容
の
問
題
に
と
っ
て
も
本
質
的
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
 

さ
れ
る
。
 

第
一
論
文
が
「
宗
教
と
寛
容
」
の
問
題
に
対
す
る
王
に
イ
ン
ド
の
 

宗
教
 

に
 発
す
る
回
答
法
の
整
理
だ
っ
た
の
に
対
し
、
続
く
第
二
論
文
、
 

間
瀬
 
啓
 

允
 「
宗
教
多
元
論
 

@
 上
下
散
に
お
け
る
寛
容
の
基
礎
づ
け
」
は
 

、
 現
代
 
西
 

改
め
 
キ
リ
ス
ト
教
神
学
な
い
し
宗
教
 

哲
 宇
か
ら
の
先
鋭
的
な
回
答
 

の
 一
つ
 

で
あ
る
ヒ
ッ
ク
の
「
宗
教
多
元
論
」
を
、
明
快
に
解
説
し
た
も
の
 

で
あ
る
。
 

そ
の
主
張
を
評
者
な
り
に
 

再
 整
理
す
れ
ば
、
ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
 

の
 絶
対
 

性
 の
み
な
ら
ず
そ
の
 

一
 
絶
対
的
 
一
 
優
位
性
を
も
放
棄
す
る
 

-
 
い
わ
 
ゆ
る
「
 
ル
 

 
 

ら
 
洋
人
に
 

神
的
 

実
在
中
心
へ
の
」
 

宇
 コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
 

ヒ
 転
換
で
あ
り
、
宗
教
的
 

理
想
 
達
 

 
 

成
の
普
遍
的
構
造
が
「
事
実
と
し
て
、
ど
の
偉
大
な
世
界
宗
教
に
 

も
 生
じ
 

つ
つ
あ
る
」
こ
と
を
「
率
直
に
認
め
合
う
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
 

て
そ
れ
 

 
 

か
 可
能
に
な
る
「
理
論
上
の
」
「
仮
定
」
と
し
て
、
「
人
格
的
」
に
 

も
 「
 
非
 

人
格
的
」
に
も
、
つ
ま
り
「
 

多
 」
と
し
て
 
一
 
・
現
象
」
す
る
け
れ
ど
 

も
 「
 
即
 

自
酌
」
に
は
、
ま
た
「
究
極
的
」
に
は
「
 

一
 
」
な
る
「
本
体
（
神
 

約
 実
在
 
-
 
」
 

を
 想
定
す
る
。
こ
の
と
き
、
「
現
象
」
的
「
 

多
 」
は
相
互
に
矛
盾
 

敵
 対
す
る
 

の
で
は
な
く
、
「
相
 

補
的
 
」
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
 

枠
 組
み
が
、
 

上
述
の
イ
ン
ド
的
な
寛
容
の
基
礎
づ
け
と
親
和
的
で
あ
る
こ
と
は
 

明
ら
か
 

は
な
じ
み
や
す
い
こ
う
し
た
考
え
方
が
、
排
他
的
と
さ
れ
る
こ
と
 

0
 歩
 か
 

っ
た
 
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
た
だ
中
か
ら
提
出
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
 

に
あ
る
 

よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
同
論
文
の
最
後
に
、
「
宗
教
多
元
論
 

」
は
「
 

絶
 

射
的
な
「
 
一
 」
の
観
念
の
放
棄
の
上
に
成
り
立
つ
」
「
相
対
主
義
」
 

で
は
な
 

 
 

い
 こ
と
、
ま
た
「
方
数
帰
一
的
な
世
界
宗
教
の
到
来
」
を
目
指
す
 も
の
で
㌍
 

は
な
い
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
点
は
、
こ
の
種
の
 
思
考
 枠
 

 
 
 
 

組
み
に
必
ず
伴
う
か
に
見
え
る
問
題
占
を
自
ら
指
摘
し
た
も
の
 で
あ
ろ
 

う
 。
た
だ
、
究
極
的
に
一
な
る
実
在
と
そ
の
多
様
な
現
象
形
態
と
 
い
う
 枠
 

組
み
は
「
一
元
論
」
の
そ
れ
そ
の
も
の
と
も
見
え
、
こ
れ
を
「
 
宗
 数
多
元
 

論
 」
と
言
う
に
は
評
者
に
は
違
和
感
が
残
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
 
な
け
れ
 

ば
 寛
容
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
本
来
 
の
 意
味
 

で
の
相
対
主
義
一
な
い
し
多
元
弘
巴
の
可
能
性
が
、
こ
こ
で
は
 
十
 分
 に
考
 

慮
 さ
れ
て
い
な
い
か
に
思
わ
れ
る
。
 

第
三
論
文
、
鈴
木
箆
入
「
近
代
日
本
宗
教
協
力
小
史
」
は
、
著
者
 
積
年
 

の
 研
究
に
基
づ
き
、
明
治
二
九
年
の
宗
教
家
懇
談
会
か
ら
昭
和
六
 
年
 の
 日
 

本
 宗
教
平
和
会
議
ま
で
の
、
日
本
で
な
さ
れ
た
六
つ
の
 一
 
・
宗
教
 協
 力
 」
 の
 

試
み
の
実
態
を
紹
介
す
る
も
の
で
、
的
確
な
解
説
と
あ
い
ま
っ
て
 
資
料
的
 

に
も
貴
重
と
思
わ
れ
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
多
く
の
資
料
に
は
、
 

近
代
日
 

本
に
お
け
る
諸
宗
教
間
の
「
協
力
」
つ
ま
り
相
互
寛
容
の
理
論
的
 
根
拠
 や
 

背
景
が
読
み
取
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
そ
う
し
た
「
協
力
 
」
の
 要
 

請
や
努
力
が
 
、
 つ
ね
に
極
め
て
具
体
的
な
歴
史
的
、
政
治
的
状
況
 

や
 力
学
 

の
中
で
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
 

-
 そ
し
て
実
際
に
は
か
な
り
無
力
で
 あ
っ
た
 

ろ
う
こ
と
 -
 に
 柾
目
さ
せ
ら
れ
る
。
「
宗
教
と
寛
容
」
と
い
う
問
題
 

は
 決
し
 

て
 純
理
論
的
、
神
学
的
問
題
と
し
て
の
み
提
出
さ
れ
、
ま
た
解
決
 
さ
れ
る
 

 
 

以
上
の
三
論
文
が
第
 I
 部
を
構
成
し
、
従
来
の
宗
教
学
な
い
し
 宗 教
哲
 

学
が
 
「
宗
教
と
寛
容
」
の
問
題
を
考
え
て
き
た
基
本
的
枠
組
み
や
 

視
点
を
 

提
示
す
る
、
い
わ
ば
総
論
篇
で
あ
る
。
続
く
第
Ⅱ
 
部
 と
第
Ⅲ
部
は
 
、
実
際
 



の
 諸
宗
教
が
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
き
た
か
、
し
て
 

い
る
か
 

を
 紹
介
、
検
討
す
る
各
論
的
部
分
で
あ
る
。
 

第
四
論
文
ジ
ー
ン
・
リ
ー
ヴ
 

ス
 「
「
法
華
経
」
と
宗
教
的
寛
容
」
は
 

、
第
 

一
 
論
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
法
華
経
に
お
け
る
寛
容
思
想
の
射
 

程
 を
探
 

っ
 た
も
の
で
あ
る
。
「
方
便
」
や
「
広
一
乗
」
と
い
っ
た
概
念
で
教
 

説
 の
 多
 

様
 性
を
調
和
、
統
ム
コ
し
よ
う
と
す
る
法
華
経
は
、
さ
ら
に
そ
の
 

革
 
ロ
薩
 
思
想
 

の
 徹
底
に
よ
っ
て
、
自
己
の
救
い
・
悟
り
と
他
者
の
そ
れ
と
の
 

区
 別
 自
体
 

が
 無
効
と
な
る
視
点
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
 

多
 様
な
 他
 

者
の
あ
り
方
は
む
し
ろ
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
、
「
 

法
華
経
 

は
あ
る
種
の
相
対
主
義
を
主
張
す
る
」
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
 

「
寛
容
 

の
 実
践
は
知
 
慧
と
 共
感
に
、
世
界
の
実
相
に
 
、
 源
を
発
す
る
 
 
 

救
済
は
他
者
へ
の
寛
容
あ
る
態
度
に
懸
か
っ
て
い
る
…
・
・
・
。
そ
の
 

よ
う
に
 

し
て
こ
そ
、
人
は
仏
法
を
敬
 

う
 こ
と
に
な
り
、
自
ら
の
内
の
仏
性
 

を
 開
花
 

 
 

対
の
真
 
意
味
で
 

」
 
本
願
 
ま
 
@
 

、
 
念
 

仏
説
を
排
他
的
に
 
標
傍
 す
る
に
至
っ
た
法
然
の
非
寛
容
主
義
が
 

、
 親
鸞
に
 

い
た
る
日
本
浄
土
教
の
理
論
的
展
開
の
中
で
、
い
か
に
し
て
一
定
 

の
 「
 
諸
 

行
 」
容
認
つ
ま
り
寛
容
説
を
再
導
入
し
て
い
っ
た
か
を
、
明
断
 

に
 整
理
し
 

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
他
宗
、
余
行
の
容
認
・
非
容
認
つ
ま
り
 

寛
 容
 ・
 
非
 

寛
容
の
問
題
が
、
理
論
的
に
は
、
浄
土
教
と
い
う
思
想
形
態
自
体
 

の
ま
さ
 

に
 根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
 

 
 

第
六
論
文
、
高
島
元
 
洋
 「
儒
教
の
寛
容
に
っ
 
い
下
｜
 
古
学
を
中
 心
に
 」
 

は
 、
儒
教
本
来
の
、
と
り
わ
け
朱
子
学
の
非
寛
容
正
義
に
対
し
て
 

、
日
本
 

の
 古
学
派
（
仁
斎
、
 

但
来
 
）
や
闇
斎
が
、
「
老
子
の
道
」
や
仏
教
や
 

神
道
に
 

対
し
て
比
較
的
寛
容
な
態
度
を
取
る
に
到
っ
た
理
論
的
経
緯
を
入
 

念
に
辿
 

っ
て
い
る
。
著
者
は
結
論
的
に
、
こ
の
寛
容
性
の
源
泉
と
し
て
 

日
 本
 古
来
 

の
 ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
、
時
代
変
化
へ
の
柔
軟
な
対
応
を
挙
げ
て
い
る
 

が
 

 
 

れ
を
儒
教
思
想
の
日
本
的
展
開
と
考
え
る
な
ら
、
ル
ー
ズ
な
も
の
 

と
し
て
 

 
 

 
 

宗
教
的
 

う
 
」
 
神
道
、
よ
く
整
に
対
す
 

む
 。
 
思
想
 

ま
、
 

@
 

る
 非
寛
容
の
王
張
の
内
実
と
し
て
、
王
に
神
社
神
道
が
と
る
「
 

区
 別
的
排
 

除
 」
 -
 
他
宗
教
と
の
同
列
的
対
抗
自
体
を
拒
否
す
る
 

-
 
、
教
派
神
道
 

に
 一
部
 

見
ら
れ
る
「
競
争
的
排
除
」
 

-
 
教
え
の
優
位
性
を
積
極
的
に
主
張
 

す
る
Ⅰ
 

新
宗
教
に
と
き
お
り
見
ら
れ
る
「
突
発
的
排
除
」
一
指
導
者
間
の
個
 

人
的
関
 

係
 、
感
情
等
に
起
因
す
る
 

-
 を
 区
別
す
る
と
い
っ
た
試
み
も
な
さ
 

れ
て
い
 

る
 。
ま
た
、
教
派
神
道
や
神
道
系
新
宗
教
は
、
「
信
者
獲
得
の
自
 

由
 競
争
」
 

と
い
う
状
況
を
前
提
に
存
立
し
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
の
他
宗
教
 

へ
の
 
態
 

度
は
 
、
寛
容
・
非
寛
容
と
い
う
問
題
構
成
自
体
に
な
じ
ま
な
い
も
 

の
と
な
 

 
 

っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

以
上
、
第
 
H
 部
が
い
わ
ゆ
る
東
洋
の
諸
宗
教
を
題
材
に
し
て
い
た
 

の
に
 

続
き
、
 
第
 Ⅲ
部
で
は
、
そ
の
排
他
性
つ
ま
り
非
寛
容
性
が
指
摘
さ
 

 
 

と
の
多
い
、
ま
た
そ
の
ゆ
え
に
逆
に
寛
容
概
念
、
寛
容
思
想
の
発
 

生
源
で
 



も
あ
る
西
洋
の
諸
宗
教
で
の
寛
容
思
想
が
検
討
さ
れ
る
。
 

第
八
論
文
、
月
 
本
 昭
男
「
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
唯
一
神
教
の
成
立
と
 そ
の
 

特
色
」
は
、
と
き
に
「
短
絡
的
」
に
、
非
寛
容
性
の
源
泉
と
も
さ
 

れ
る
「
 唯
 

一
神
教
」
の
成
立
を
、
現
代
旧
約
手
の
成
果
に
即
し
て
歴
史
的
に
 

確
認
し
 

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
 
即
ち
 
一
 

神
 教
と
い
う
常
識
が
多
く
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
事
実
 
上
は
一
 

弱
小
民
族
の
神
で
あ
っ
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
、
同
時
に
全
世
界
の
普
遍
 
的
で
絶
 

射
的
な
唯
一
神
と
さ
れ
る
と
い
う
「
逆
説
 

士
 唯
一
神
が
普
遍
 
神
で
 あ
れ
ば
、
 

特
定
の
民
族
の
み
の
神
で
は
あ
り
え
な
い
）
が
取
り
出
さ
れ
、
 

こ
 の
 逆
説
 

は
 、
民
族
で
は
な
く
個
人
と
い
う
契
機
を
導
入
す
る
キ
リ
ス
ト
教
 
に
お
い
 

て
解
決
さ
れ
る
 

一
 そ
の
意
味
で
は
キ
リ
ス
ト
教
を
予
想
す
る
 - と
 の
見
通
 

し
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
寛
容
の
問
題
を
考
え
る
基
本
単
位
と
し
 
て
、
民
 

族
 、
個
人
、
教
団
、
等
の
相
互
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
は
、
井
上
 
論
文
で
 

も
 言
及
さ
れ
て
い
た
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
占
で
あ
ろ
う
。
 

第
九
論
文
、
佐
藤
 
研
 
「
キ
リ
ス
ト
教
の
「
寛
容
性
」
と
十
字
架
の
 

出
来
 

事
 」
は
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
寛
容
・
非
寛
容
の
問
題
を
 
正
面
か
 

ら
 扱
っ
た
論
文
で
あ
る
。
現
代
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
他
宗
教
に
対
 
す
る
 評
 

価
を
 、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
バ
ル
ト
 と
 カ
ト
リ
ッ
ク
の
う
ー
ナ
ー
 
に
 即
し
 

て
 冷
静
に
確
認
し
、
前
者
の
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
 -
 
と
し
て
し
 指
 右
 さ
れ
 

た
者
 す
す
「
一
の
（
 

ぎ
コ
 抗
 ロ
 の
の
 
仔
 コ
リ
（
廷
の
 

一
 」
も
後
者
の
「
曲
名
の
キ
リ
ス
 
ト
 教
徒
 

す
コ
 っ
コ
 
モ
ヨ
 の
の
す
「
 
@
 
の
 
づ
の
こ
」
も
、
最
終
的
に
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
 ト
 0
 名
」
 

を
 掲
げ
る
か
否
か
に
固
執
す
る
と
い
う
「
限
界
づ
け
を
も
た
 
ざ
る
 を
 得
な
 

い
 」
と
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
「
神
学
者
」
の
態
度
が
基
本
的
に
 「
原
始
 

キ
リ
ス
ト
教
の
ケ
リ
 
ュ
 グ
マ
 

曾
 義
二
か
ら
出
発
す
る
の
に
 対
 し
、
 「
 ナ
 

ザ
レ
 の
イ
ェ
ス
」
当
人
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
」
的
、
 

「
教
団
」
 

的
 、
あ
る
い
は
「
民
族
」
的
非
寛
容
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
 

た
だ
 彼
 

は
、
い
 か
な
る
場
面
で
あ
れ
「
 
被
 抑
圧
者
・
 
被
 支
配
者
・
弱
者
」
   

 
 

質
的
に
連
帯
し
て
い
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
上
記
の
意
味
で
 
は
 
「
 
徹
 

 
 
 
 

広
 し
て
「
寛
容
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
寛
容
を
求
め
る
姿
勢
 
が
 徹
底
 

し
て
「
非
寛
容
」
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
後
者
の
意
味
 
で
の
 非
 

寛
容
は
、
こ
れ
も
ま
た
、
一
般
的
な
寛
容
・
非
寛
容
概
念
を
解
体
 
せ
ん
と
 

す
る
も
 山
リ
と
 
@
@
@
 

え
よ
う
。
 

第
十
論
文
、
中
田
者
「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
寛
容
」
は
、
評
者
 こ
斗
ょ
 

@
@
@
 

本
書
中
で
も
こ
と
に
魅
力
に
富
む
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
 

 
 

佐
藤
論
文
に
も
示
さ
れ
て
い
た
が
、
寛
容
で
あ
る
こ
と
は
良
い
こ
 

と
だ
 -
 
ろ
 

う
 ）
と
い
う
漠
た
る
前
提
自
体
に
対
し
て
、
端
的
な
疑
問
を
明
子
一
 

目
し
て
い
 

る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
第
一
節
「
「
寛
容
」
概
念
の
困
難
」
で
は
 

、
「
「
中
日
 

果
 

容
 」
は
あ
く
ま
で
も
近
代
西
欧
文
明
の
生
み
出
し
た
概
念
」
で
あ
 って
 、
 

そ
う
し
た
歴
史
的
・
思
想
史
的
背
景
か
ら
 

切
 離
し
、
「
具
体
的
状
況
 
を
 捨
象
 

し
て
「
寛
容
」
を
論
ず
る
抽
象
論
の
不
毛
性
」
が
明
快
に
指
摘
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
 。
一
方
、
現
代
世
界
で
そ
の
非
寛
容
性
が
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
の
 
最
も
多
 

い
も
の
の
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
で
あ
ろ
う
が
 
、
第
二
 

節
 以
下
で
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
お
よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
の
正
統
的
 
解
釈
に
 

基
づ
い
て
、
概
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
が
寛
容
、
つ
ま
り
他
宗
教
信
者
 
に
 対
し
 

て
 
「
非
強
制
的
」
宗
教
で
あ
る
こ
と
が
整
然
と
主
張
さ
れ
て
い
く
 

 
 

第
十
一
論
文
、
鎌
田
 繁
 「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
他
宗
教
の
理
解
 

」
 ヰ
ム
、
 

。
・
 

@
 

そ
の
意
味
で
は
具
体
的
状
況
に
密
着
し
た
論
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
 
、
ユ
 
ダ
 

ヤ
教
 、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
三
教
交
錯
の
場
で
あ
っ
た
 
西
 暦
 十
一
 

世
紀
の
ア
ン
ダ
ル
ス
 

一
 
イ
ス
ラ
ー
ム
支
配
下
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
一
 

で
 活
動
 

し
た
 ム
ス
リ
ム
知
識
人
イ
フ
ン
・
ハ
ズ
 

ム
 に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
教
理
解
 
の
 試
み
 



を
、
 彼
の
創
世
記
批
判
の
作
業
を
題
材
に
辿
っ
て
い
る
。
著
者
は
 

そ
こ
に
、
 

も
ち
ろ
ん
時
代
的
制
限
は
あ
る
も
の
の
、
或
る
合
理
精
神
に
基
づ
 

い
 た
「
 文
 

就
学
的
手
法
」
の
萌
芽
さ
え
見
出
し
て
い
る
。
最
終
的
批
判
の
た
 
め
の
 準
 

傭
作
業
と
は
い
え
、
主
張
の
客
観
的
整
合
性
や
普
遍
的
倫
理
性
を
 
規
準
に
 

な
さ
れ
る
こ
う
し
た
他
者
理
解
の
試
み
は
、
そ
こ
に
自
ず
か
ら
 
或
 る
 中
立
 

的
 理
性
場
所
を
成
立
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
後
の
「
比
較
宗
教
 
学
 の
 先
 

駆
 と
も
考
え
ら
れ
よ
 
う
 」
も
の
と
さ
れ
る
。
寛
容
精
神
が
成
立
す
 る、
西
 

 
 

欧
 近
代
以
外
の
場
所
を
指
摘
し
た
貴
重
な
論
文
で
あ
る
。
 

第
十
二
論
文
、
藤
井
守
男
「
ペ
ル
シ
ア
文
学
に
見
る
「
寛
容
精
神
 
」
 の
 

淵
源
」
は
、
こ
ち
ら
は
厳
し
い
宗
教
的
非
寛
容
 策 を
と
っ
た
ガ
 
ス
 ナ
朝
下
 

の
 イ
ラ
ン
で
、
「
寛
容
精
神
」
を
も
っ
て
生
き
た
ア
ブ
ー
 

与
イ
｜
 ド
 
-
 
西
 

唐
土
 @
 十
一
世
紀
 -
 の
 思
想
を
紹
介
す
る
も
の
で
、
彼
の
説
く
 
他
 者
へ
の
 

「
寛
大
さ
 
ヲ
 ト
ゥ
ッ
 ワ
 こ
は
、
そ
の
「
神
秘
 道
 」
の
核
心
で
あ
 
る
 自
我
 

性
の
消
滅
 
-
 マ
ラ
ー
マ
テ
ィ
ー
ヤ
一
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
 

つ
ま
 

り
 自
己
主
張
の
根
拠
と
し
て
の
 我
 性
か
ら
の
脱
却
を
こ
そ
追
求
す
 る
 神
秘
 

正
義
 は
 、
本
質
的
に
他
者
へ
の
寛
容
を
も
た
ら
す
、
と
の
重
要
な
 
論
理
が
 

取
り
出
さ
れ
て
い
る
。
 

第
 Ⅳ
部
は
、
宗
教
と
い
う
場
面
を
一
応
離
れ
て
、
と
く
に
現
代
の
 

哲
学
、
 

倫
理
学
等
で
寛
容
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
う
る
か
を
 
示
 す
丑
甜
 
ョ
冊
 

文
か
ら
な
る
。
 

第
十
三
論
文
、
渋
谷
治
美
「
唯
物
論
と
宗
教
」
は
、
唯
物
論
「
 
信
 仰
 」
 

者
、
科
学
主
義
「
信
仰
」
者
と
自
己
規
定
す
る
著
者
の
や
や
陸
相
 

心
風
 の
 文
 

章
 だ
が
、
寛
容
の
問
題
と
し
て
こ
こ
で
提
出
さ
れ
て
い
る
重
要
な
 

ョ
 
柵
占
 
思
は
 、
 

自
分
の
奉
ず
る
知
的
体
系
（
唯
物
論
、
 

篭
と
 理
論
的
に
は
矛
盾
 
対
立
す
 

る
 「
宗
教
」
に
「
興
味
を
持
ち
」
「
最
も
人
間
的
な
営
み
と
し
て
 

愛
し
 

なすかる 許 「 克普 り しさ す 底近 り し そ あ に 体そ体 上さ 
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イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
ら
の
 
-
 「
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
解
釈
の
非
決
定
性
」
に
 
発
す
る
 

相
対
性
の
哲
学
」
の
更
な
る
徹
底
に
そ
の
可
能
性
を
見
て
い
る
よ
 
ぅ
 で
あ
 

 
 

る
 。
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
問
題
は
も
は
や
宗
教
と
寛
容
の
問
題
 
に
 限
定
 

さ
れ
え
ず
、
現
代
の
倫
理
学
、
政
治
哲
学
、
法
哲
学
等
の
先
端
的
 
さ
曄
 

在
 五
冊
 
に
 

 
 

ム
ロ
流
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
 -
 
と
と
も
に
、
逆
に
宗
教
と
寛
容
 
の
 問
題
 

が
 ハ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
Ⅴ
 
や
八
 思
想
Ⅴ
 や
八
 価
値
観
Ⅴ
に
お
け
る
そ
 
れ
の
 問
 

題
 に
吸
収
・
解
消
さ
れ
 

一
 
尽
く
し
 -
 て
よ
い
か
に
つ
い
て
も
、
 
別
 に
 考
え
 

る
 必
要
が
あ
ろ
う
。
）
 

第
十
五
論
文
、
佐
々
木
孝
次
「
「
許
し
」
と
禁
じ
ら
れ
た
欲
望
」
は
 

、
精
 

神
 分
析
（
と
く
に
ラ
カ
ン
 

迩
的
 視
点
か
ら
寛
容
の
問
題
に
接
近
 す
る
も
 

の
で
、
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
寛
容
を
対
地
関
係
の
一
つ
の
か
 
た
ち
と
 

し
て
、
つ
ま
り
「
他
者
へ
の
許
し
」
と
捉
え
直
し
て
論
じ
て
い
る
 
。
そ
の
 

切
り
口
、
発
想
は
魅
力
的
だ
が
、
そ
し
て
著
者
は
、
他
人
に
対
し
 
て
 許
す
 

｜
 許
さ
な
い
一
つ
ま
り
寛
容
 ｜
 不
寛
容
）
の
解
決
不
能
の
揺
動
と
 

い
，
つ
ン
 

 
 

レ
ン
マ
に
入
り
込
ま
な
い
態
度
と
し
て
、
自
分
と
他
人
双
方
の
 

、
 柏
手
に
 

対
す
る
不
可
避
の
「
無
知
」
を
自
ら
に
許
可
し
た
上
で
の
行
為
 一
 と
し
て
 

の
 
「
申
し
出
」
と
い
う
関
係
の
形
）
の
可
能
性
を
考
え
て
い
る
よ
，
 
っ
 だ
が
、
 

ラ
カ
ン
派
的
用
語
に
通
じ
な
い
評
者
に
は
、
論
旨
を
正
確
に
掴
む
 
こ
と
が
 

難
し
か
っ
た
。
 

最
後
の
第
 V
 部
は
、
「
寛
容
の
倫
理
・
非
寛
容
の
論
理
」
と
題
す
る
 

シ
ン
 

ポ
ジ
ウ
ム
記
録
で
、
編
者
一
竹
内
 -
 を
 司
会
に
四
人
の
執
筆
者
一
 
井
上
、
 

円
本
、
渋
谷
、
高
島
 -
 が
参
加
し
て
い
る
。
本
書
の
各
論
文
を
踏
 
ま
え
て
、
 

宗
教
と
寛
容
を
巡
る
論
点
と
し
て
、
寛
容
・
非
寛
容
と
い
う
問
題
 
設
定
の
 

有
効
性
、
寛
容
の
根
拠
・
基
礎
づ
け
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
、
 

信
仰
の
 

絶
対
性
と
相
対
性
、
の
四
点
が
指
摘
さ
れ
、
問
題
の
整
理
や
議
論
 
が
な
さ
 

う の 窮 「宙 も は 随教れ   
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き が う ろ いのた 学 る た と と る を で 

葛
西
賢
人
 

フ
ロ
イ
ト
 や
 
ユ
ン
グ
を
め
ぐ
る
研
究
が
こ
れ
だ
け
出
回
っ
て
 い
 る
の
 

、
フ
ロ
イ
ト
が
宗
教
批
判
的
で
、
ユ
ン
グ
が
宗
教
的
、
と
い
っ
た
 こ
と
 

真
顔
で
議
論
し
て
い
る
よ
う
な
人
は
も
う
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
 
て
み
 

。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
専
門
の
狭
い
領
域
か
ら
一
歩
外
に
出
る
 

と
 （
 
た
 

え
ば
教
壇
に
立
っ
と
 
-
 わ
れ
わ
れ
の
常
識
は
世
間
の
非
常
識
で
あ
 る
こ
 

が
わ
か
っ
て
打
ち
の
め
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

カ
ン
 
の
コ
メ
ン
タ
ー
ル
と
並
ん
で
 
m
 語
の
晦
渋
さ
で
鳴
ら
し
て
い
 

る
の
 

こ
と
に
ユ
ン
グ
思
想
の
広
が
り
を
学
ぶ
 

場
ム
ロ
 、
ユ
ン
グ
自
身
の
関
 小
が
 

だ
で
さ
え
広
い
 
う
え
 、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
人
れ
を
も
っ
て
読
ま
れ
 て
い
 

た
め
に
、
 
@
 
」
ね
か
ら
学
ぶ
者
に
は
真
実
像
を
摘
む
こ
と
が
実
に
難
 

 
 

ん
だ
者
に
は
、
 
一
 
・
般
に
抱
か
れ
て
い
る
ユ
ン
グ
像
を
捉
え
る
こ
と
 

が
ま
 

難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
本
邦
の
場
合
、
河
合
隼
雄
 
氏
ら
 

ユ
 ン
ク
研
究
者
を
経
由
し
て
の
ユ
ン
グ
理
解
が
広
く
受
け
入
れ
 
ろ
 れ
て
 

る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
思
想
そ
の
も
の
の
難
解
さ
も
 
も
ち
 

ん
 無
視
で
き
な
い
。
深
層
心
理
学
の
中
で
も
、
精
神
分
析
に
つ
い
 て
の
 

ユ
ン
グ
思
想
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
が
、
人
文
諸
科
学
の
広
い
領
域
 
@
 
こ
 日
 
１
 

出
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
も
よ
い
ユ
ン
グ
思
想
を
 、 「
ユ
ン
グ
派
」
と
 
 
 

渡
辺
 学
著
 

「
ユ
ン
グ
、
心
理
学
と
 
士
 示
教
」
 

第
三
文
明
社
、
一
九
九
四
年
八
月
一
 0
 日
刊
 

A
 正
判
、
二
六
七
頁
、
二
二
一
 

0
0
 円
 

 
 

一
 、
宗
教
心
理
学
上
の
位
置
 

 
 

学
説
史
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
本
書
の
「
分
析
心
理
学
の
受
 容
と
榊
 

展
開
」
を
直
接
読
ま
れ
た
方
が
手
っ
取
り
早
い
か
も
知
れ
な
い
が
 

 
 

で
 著
者
が
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
を
私
な
り
に
 
紹
介
す
 

狭
い
集
団
の
中
に
留
め
て
し
ま
う
 尽
 か
せ
と
も
な
っ
て
い
た
。
 

ユ
ン
グ
思
想
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
て
い
ね
い
に
整
理
し
て
見
せ
て
 

く
れ
 

る
 著
者
の
渡
辺
氏
は
、
こ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
の
素
晴
ら
し
い
先
達
 

で
あ
る
。
 

本
書
は
「
ユ
ン
グ
派
」
か
ら
大
き
な
離
陸
を
と
げ
る
た
め
の
方
法
 
詩
的
 準
 

備
 と
も
い
え
る
前
著
「
ユ
ン
グ
に
お
け
る
心
と
体
験
世
界
」
に
 
続
 く
、
学
 

標
的
な
実
践
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
著
者
が
一
九
八
四
年
か
 
ら
 十
年
 

間
 に
わ
た
っ
て
書
き
続
け
た
論
文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
 
哲
学
、
 

唯
識
思
想
、
宗
教
ブ
ー
ム
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
ト
ピ
ッ
ク
を
 
取
 り
 上
げ
 

な
が
ら
も
、
著
者
は
ユ
ン
グ
の
体
験
世
界
を
凝
視
す
る
 
視
 古
を
 原
 別
 と
し
 

て
 動
か
さ
な
い
。
ユ
ン
グ
思
想
に
映
し
出
さ
れ
る
も
の
は
さ
ま
ざ
 
ま
な
の
 

だ
が
、
そ
の
境
域
は
ユ
ン
グ
の
体
験
世
界
の
中
に
納
ま
っ
て
し
ま
 
う
 万
華
 

鏡
 の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
ユ
ン
グ
と
の
冥
府
め
ぐ
り
は
 
決
し
て
 

楽
な
旅
で
は
な
い
か
ら
、
視
点
が
安
定
し
て
い
る
だ
け
で
読
者
の
 
旅
は
 。
 
ず
 

つ
 と
確
実
な
も
の
と
な
る
。
 

人
文
科
学
系
の
研
究
領
域
に
属
し
て
お
ら
れ
る
読
者
な
ら
、
本
主
 

目
で
 ュ
 

ン
グ
 の
思
想
 は
 さ
ら
に
親
し
ま
れ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
わ
 
た
 し
は
、
 

社
会
科
学
的
な
関
心
を
持
つ
読
者
に
た
い
し
て
も
、
本
書
を
お
 
薦
 め
し
た
 

 
 

ぃ
 。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
ユ
ン
グ
を
押
さ
え
て
お
く
と
い
う
意
味
で
 

は
な
く
、
 

む
し
ろ
一
つ
の
問
題
提
起
と
し
て
ユ
ン
グ
を
受
け
止
め
、
そ
の
 
可
 %
 性
と
 

 
 

限
界
と
を
見
出
し
て
い
く
つ
と
め
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
 



る
こ
と
に
よ
り
、
研
究
領
域
を
異
に
す
る
読
者
に
も
得
る
も
の
が
 
あ
る
は
 

ず
だ
。
 

著
者
に
よ
れ
ば
、
ユ
ン
グ
思
想
に
対
し
て
は
、
主
観
主
義
的
理
解
 
と
客
 

親
王
 義
 的
理
解
の
二
つ
の
立
場
が
あ
る
と
い
う
。
前
者
は
、
 

グ
ノ
 ｜
 シ
ス
 

嚢
や
 東
洋
思
想
な
ど
に
ユ
ン
グ
を
ひ
き
つ
け
て
理
解
す
る
本
質
 
論
 的
立
 

場
 、
後
者
は
、
ユ
ン
グ
が
思
想
形
成
を
行
な
っ
た
文
化
的
・
 

思
相
 心
的
背
景
 

を
 十
分
考
慮
し
な
が
ら
、
ユ
ン
グ
思
想
そ
の
も
の
を
検
討
の
対
象
 

と
す
る
、
 

解
釈
学
的
立
場
で
あ
る
。
著
者
は
自
ら
を
後
者
の
解
釈
学
的
立
場
 に 位
置
 

ず
 、
ま
し
て
対
象
を
選
ぼ
ず
に
援
用
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
は
 

つ
け
て
い
る
。
前
者
は
、
比
較
的
初
期
の
宗
教
心
理
学
に
あ
っ
た
 

よ
う
に
、
 

ず
で
あ
 

心
理
学
の
理
論
を
援
用
し
て
宗
教
思
想
を
考
え
よ
う
と
す
る
伝
統
 
を
 引
い
 

て
い
る
と
い
え
る
。
後
者
は
援
用
と
い
う
こ
と
に
は
二
重
の
意
味
 
で
 懐
疑
 

的
で
あ
る
。
一
 
つ
 に
は
表
面
的
な
あ
る
い
は
用
語
上
の
類
似
点
の
 

み
を
 取
 

り
 上
げ
た
、
方
法
論
的
に
安
易
な
比
較
で
は
な
い
の
か
と
い
う
 
疑
 い
 で
あ
 

り
、
 二
つ
ぼ
は
こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
が
 

、
 -
 ユ
ン
グ
を
は
じ
め
 
と
す
る
 -
 

心
理
学
お
よ
び
心
理
学
者
そ
の
も
の
は
じ
っ
く
り
評
価
で
き
な
い
 

の
で
は
 

な
い
か
と
い
う
疑
い
で
あ
る
。
 

心
理
学
理
論
も
、
心
理
学
者
の
生
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
 

で
き
 

る
 。
同
様
に
 、
 彼
ら
の
著
作
の
い
わ
ゆ
る
宗
教
論
の
み
を
取
り
出
 し
て
き
 

て
 、
ユ
ン
グ
 
や
 フ
ロ
イ
ト
の
宗
教
観
を
断
ず
る
の
で
は
な
く
、
 

彼
 ら
の
 全
 

て
の
著
作
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
あ
る
平
面
上
に
位
置
づ
け
 

て
み
て
、
 

そ
こ
か
ら
彼
ら
の
も
っ
て
い
た
 

ヨ
 示
教
性
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
 
 
 

。
は
彼
ら
の
生
涯
と
思
想
全
体
を
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
読
み
、
 

解
 釈
す
る
 

立
場
が
後
者
で
あ
る
。
 

「
解
釈
学
的
立
場
」
が
強
調
さ
れ
る
背
景
は
複
雑
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
 

 
 

し
ろ
ユ
ン
グ
に
し
ろ
、
没
後
そ
れ
な
り
の
時
間
が
経
っ
て
、
近
年
 
に
な
っ
 

て
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
な
か
っ
た
書
簡
そ
の
他
の
資
料
が
公
開
さ
れ
 

 
 

掘
 さ
れ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
背
景
に
あ
る
。
リ
ク
 
 
 

 
 
 
 

デ
リ
ダ
な
ど
が
取
り
組
ん
で
い
る
新
し
い
聖
書
解
釈
学
の
視
 
白
 も
 無
視
で
 

 
 

き
な
い
。
だ
が
、
解
釈
学
的
立
場
を
旧
来
の
伝
記
的
研
究
と
対
比
 
さ
せ
る
 

こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
 
資
 
-
 史
 -
 料
や
方
法
論
の
導
人
の
み
で
は
 なく
、
 

対
象
へ
の
思
い
人
れ
に
も
よ
り
自
覚
的
で
あ
り
反
省
的
で
あ
る
と
 
い
う
 特
 

徴
 が
見
え
て
こ
よ
う
。
ユ
ン
グ
に
対
す
る
熱
狂
や
反
発
が
、
ど
の
 よう
に
 

わ
れ
わ
れ
の
ユ
ン
グ
解
釈
を
歪
め
る
の
か
、
そ
れ
を
も
反
省
し
 
解
 釈
す
る
 

立
場
な
の
で
あ
る
。
こ
の
反
省
に
立
っ
た
上
で
、
あ
る
陰
影
を
浮
 
か
び
 上
 

が
ら
せ
る
よ
う
に
光
が
当
て
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ユ
ン
グ
の
方
法
 
誌
上
 の
 

問
題
右
も
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
が
、
ユ
ン
グ
思
想
の
お
か
れ
 てい
た
 

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
明
確
に
す
れ
ば
、
そ
の
問
題
点
は
相
対
化
さ
れ
 
る
か
も
 

し
れ
な
い
。
物
理
学
を
モ
デ
ル
に
す
る
科
学
観
か
ら
す
れ
 
ば
 奇
怪
 な
オ
カ
 

ル
ト
学
の
よ
う
に
み
え
る
ユ
ン
グ
思
想
だ
が
、
ユ
ン
グ
の
論
理
を
 
照
ら
し
 

出
す
光
の
当
て
方
も
あ
る
。
 

解
釈
学
的
研
究
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
反
省
に
反
省
を
重
ね
 
て
ュ
 

ン
ク
 の
実
像
を
描
き
出
し
て
い
く
面
と
、
よ
り
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
 
ト
 の
中
 

に
 再
び
ユ
ン
グ
を
位
置
づ
け
直
す
面
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
別
々
 
 
 

で
は
な
く
、
前
者
の
先
に
後
者
が
開
け
て
く
る
。
 

ユ
ン
グ
研
究
者
以
外
に
も
ユ
ン
グ
を
読
ま
せ
る
た
め
に
は
、
 

ユ
ノ
 グ
を
 

ユ
ン
グ
思
想
か
ら
出
し
て
み
る
試
み
が
不
可
欠
で
あ
り
、
本
書
の
 
試
み
は
 

ま
ず
こ
の
占
か
ら
評
価
で
き
ょ
 

ぅ
 。
 



二
 、
各
章
の
内
容
 

著
者
は
一
九
九
二
年
に
 
、
 「
ユ
ン
グ
に
お
け
る
心
と
体
験
世
界
」
で
 
、
日
 

本
 宗
教
学
会
賞
を
受
け
て
お
ら
れ
る
。
 

ム
 
「
回
収
録
さ
れ
た
論
文
の
 
う
ち
、
 

「
人
間
の
宗
教
性
と
意
味
の
体
認
」
お
よ
び
「
ニ
ン
グ
の
（
心
理
 

堂
 も
と
 

哲
学
」
の
二
つ
は
、
「
体
験
世
界
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
へ
の
 

加
筆
で
 

あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
方
法
論
的
反
省
と
広
い
コ
ン
テ
 
 
 

へ
の
位
置
づ
け
と
は
切
り
離
さ
れ
た
営
み
で
は
な
く
、
著
者
の
場
 
今
 に
も
 

両
署
が
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
本
書
の
各
論
文
の
足
掛
か
り
と
な
 
っ
て
 い
 

る
 。
 

「
体
認
」
論
文
は
、
「
排
便
す
る
 神
 」
と
い
う
ニ
ン
グ
の
特
異
な
 宗
 教
体
 

験
か
ら
導
か
れ
る
宗
教
論
が
ユ
ン
グ
思
想
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
 
ら
れ
る
 

か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
「
本
来
的
に
宗
教
的
で
あ
る
 
」
と
い
 

ラ
 ユ
ン
グ
の
語
を
著
者
は
問
題
に
す
る
。
ユ
ン
グ
の
い
う
宗
教
性
 
キ
よ
、
ト
 

@
 
 @
 
号
 ト
 

便
す
る
神
で
あ
ろ
う
と
鰯
の
頭
で
あ
ろ
う
と
、
理
論
的
に
は
個
人
 
の
 自
我
 

意
識
が
体
認
す
る
い
か
な
る
も
の
を
も
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
が
 
、
同
時
 

に
そ
れ
は
象
徴
の
機
能
を
通
じ
て
、
人
類
が
集
ム
ロ
 
的
血
 意
識
に
お
 

い
て
土
日
 

遠
的
に
も
っ
て
き
た
表
象
 -
 
元
型
の
あ
ら
わ
れ
 
-
 に
よ
っ
て
も
 規
 定
 さ
れ
 

る
 。
こ
れ
ら
の
表
象
は
、
個
人
に
よ
っ
て
深
く
体
認
さ
れ
る
こ
と
 
に
よ
っ
 

て
は
じ
め
て
意
味
あ
る
も
の
一
宗
教
的
な
も
の
 -
 と
な
る
が
、
 
そ
 れ
は
す
 

な
わ
ち
個
人
が
人
類
に
普
遍
的
な
も
の
に
目
な
が
れ
る
と
い
う
こ
 
と
で
あ
 

る
 。
ユ
ン
グ
思
想
が
内
向
的
・
心
理
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
批
判
 
に
 対
し
 

て
 、
徹
底
的
な
内
向
に
お
い
て
心
理
主
義
を
超
越
す
る
契
機
が
対
 
直
 さ
れ
 

る
こ
と
に
な
る
。
 

「
哲
学
」
も
、
解
釈
学
的
立
場
が
方
法
論
の
検
討
に
生
か
さ
れ
た
 

論
 丈
で
 

あ
る
。
ま
ず
ユ
ン
グ
自
身
が
解
釈
学
的
立
場
に
立
っ
て
、
人
間
の
 
先
行
理
 

解
は
 
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
 元
型
 や
 

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
内
向
・
外
向
と
い
っ
た
概
念
は
、
人
間
の
認
 
誠
な
偏
 

向
 さ
せ
る
諸
要
素
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ユ
ン
グ
は
カ
ン
ト
 
か
 ら
の
 影
 

響
を
告
白
し
て
い
る
が
、
著
者
は
、
ユ
ン
グ
思
想
が
カ
ン
ト
の
 
思
 想
 を
直
 

接
 的
に
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
「
 準
 カ
ン
ト
的
主
観
主
義
」
で
 
あ
る
こ
 

と
を
指
摘
す
る
。
具
体
的
に
は
、
世
界
と
わ
れ
わ
れ
自
身
と
の
 
間
 に
あ
る
 

体
験
世
界
・
心
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
個
人
に
体
験
さ
れ
た
出
来
 
事
は
 、
 

そ
れ
が
現
実
か
妄
想
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
個
人
に
と
っ
て
現
実
 
と
し
て
 

認
識
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
軽
視
で
き
な
い
事
柄
、
「
心
的
現
実
 

」
で
あ
る
 

と
す
る
。
人
間
は
直
接
的
に
は
、
こ
の
心
的
現
実
の
体
験
世
界
の
 
中
で
の
 

み
 生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
体
験
世
界
の
中
で
心
的
現
実
を
作
り
 
出
す
 フ
 

ア
 ン
タ
ジ
ー
の
機
能
を
、
著
者
は
 

ヵ
ン
ト
 の
産
出
的
構
想
 
力
 と
再
 半
的
 構
 

恋
カ
と
の
二
つ
が
 
ム
ロ
 
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
集
合
的
 
血
 意
識
に
 

お
け
る
元
型
の
働
き
を
説
明
す
る
。
 

「
分
析
心
理
学
の
受
容
と
展
開
」
と
「
ユ
ン
グ
を
読
む
」
は
、
学
説
 

史
的
 

な
 問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
前
者
は
か
つ
て
「
宗
教
研
究
」
 

二
 一
九
一
 
一
コ
 

百
 -
 に
 

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
「
日
本
の
宗
教
学
」
特
集
の
一
環
と
し
て
、
 

本
邦
に
 

お
け
る
ユ
ン
グ
思
想
の
受
容
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
 

中
小
重
目
で
 

は
 後
者
の
「
ユ
ン
グ
を
読
む
」
の
み
が
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。
 

ュ
 ン
グ
 研
 

究
 者
と
し
て
の
著
者
の
経
緯
と
、
ユ
ン
グ
を
読
む
上
で
の
問
題
 
占
 を
と
り
 

あ
げ
、
自
由
に
書
か
れ
た
印
象
が
強
か
っ
た
が
、
単
な
る
あ
と
が
 
き
で
は
 

な
い
。
ユ
ン
グ
研
究
の
上
で
重
要
な
問
題
を
数
多
く
取
り
上
げ
て
 
お
り
、
 

 
 
 
 

そ
の
意
味
で
「
受
容
と
展
開
」
と
対
比
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
論
文
 

で
あ
る
。
 

「
深
層
心
理
学
と
心
霊
主
義
」
は
、
ユ
ン
グ
の
学
位
論
文
で
、
従
妹
 

 
 

媒
 と
し
て
の
体
験
が
精
神
医
学
的
な
立
場
で
検
討
さ
れ
て
い
る
 
@
 
@
 と
を
 取
 



り
 上
げ
る
。
ユ
ン
グ
は
心
霊
主
義
へ
の
深
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
 
と
 、
 世
に
 

認
め
ら
れ
る
医
師
と
な
る
道
と
の
間
で
深
い
葛
藤
を
体
験
し
て
い
 
る
 。
 こ
 

の
 葛
藤
が
ユ
ン
グ
思
想
の
形
成
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
 
指
摘
す
 

る
 。
 

「
分
析
心
理
学
と
唯
識
思
想
」
お
よ
び
「
 
月
 と
密
教
的
瞑
想
」
は
と
 
も
に
 

仏
教
思
想
を
題
材
と
し
て
い
な
が
ら
雰
囲
気
の
異
な
る
論
文
で
あ
 
る
 。
 

「
唯
識
」
論
文
の
万
は
 、
集
 ム
ロ
 
的
 無
意
識
概
念
と
阿
頼
耶
識
概
念
と
 を
比
 

校
 し
な
が
ら
、
両
者
の
共
通
 占
と
 相
違
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
 の
で
あ
 

る
 。
両
者
は
と
も
に
、
救
済
あ
る
い
は
治
療
を
目
指
す
目
的
論
的
 
な
立
場
 

に
 立
つ
。
し
か
し
、
後
者
に
お
い
て
体
験
世
界
は
虚
妄
な
る
も
の
 
と
し
て
 

拙
意
味
化
さ
れ
る
が
、
前
者
に
お
い
て
は
む
し
ろ
積
極
的
に
検
討
 
吟
味
す
 

べ
き
材
料
と
な
る
。
個
体
性
の
確
立
に
つ
い
て
、
前
者
が
後
者
に
 

比
し
て
 

積
極
的
な
意
義
を
見
出
し
て
い
な
い
こ
と
も
大
き
な
差
で
あ
る
。
 

「
 月
 」
は
、
 
家
 永
三
郎
と
 W
.
 ラ
フ
ル
ー
プ
の
先
行
研
究
で
、
前
者
 が自
 

然
 そ
の
も
の
に
畏
敬
を
感
じ
て
い
た
西
行
、
後
者
が
仏
教
的
な
自
 
然
 鼠
を
 

も
っ
て
い
た
西
行
を
捉
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
た
い
す
る
新
解
釈
 
の
 提
示
 

で
あ
る
。
著
者
は
西
行
を
密
教
行
者
と
捉
え
、
そ
の
ほ
う
が
月
を
 
瞑
想
 対
 

象
 と
し
た
西
行
の
心
像
世
界
を
、
前
二
者
よ
り
も
適
切
に
解
釈
で
 きる
と
 

す
る
。
な
お
、
著
者
は
拙
稿
が
活
字
に
な
る
頃
に
は
渡
米
さ
れ
、
 

 
 

ア
ー
ド
大
学
世
界
宗
教
研
究
所
で
西
行
に
つ
い
て
の
研
究
を
更
に
 
深
め
ら
 

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
 

本
書
を
通
読
し
て
み
て
気
づ
く
の
は
、
ユ
ン
グ
の
入
門
書
と
し
て
 
も
薦
 

め
ら
れ
る
ぐ
ら
い
て
い
ね
い
に
ユ
ン
グ
の
用
語
・
諸
概
念
が
整
理
 
さ
れ
て
 

い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
ユ
ン
グ
を
読
む
」
で
は
、
ユ
ン
 

グ
 に
お
 

い
て
元
型
概
念
の
七
種
類
の
用
法
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
 
さ
れ
る
 

一
所
 著
で
 詳
し
く
検
討
さ
れ
た
も
の
の
ま
と
め
だ
が
Ⅰ
ユ
ン
グ
の
 
払
 
柵
 埋
 め
 

艶
梧
 は
こ
の
他
に
も
い
く
つ
も
示
さ
れ
る
が
、
著
者
は
そ
れ
で
 ユ
 
 
 

短
絡
的
に
切
り
捨
て
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
、
 

蛆
梧
が
 生
じ
る
 
コ
ン
テ
 

何
 

 
 
 
 

ク
ス
ト
を
示
し
、
ユ
ン
グ
の
問
題
点
と
と
も
に
魅
力
を
も
明
ら
か
 
に
し
て
 

く
れ
る
。
 

だ
が
問
題
も
な
 
い
 わ
け
で
は
な
い
。
著
者
の
整
理
の
影
に
、
一
種
 の
達
 

人
 と
し
て
の
ユ
ン
グ
は
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
東
西
の
思
想
に
 
も
神
学
 

に
も
深
い
造
詣
が
あ
り
、
自
身
も
神
秘
的
な
体
験
を
し
て
お
り
、
 

さ
ら
に
 

そ
れ
を
語
る
能
力
も
場
も
も
っ
て
い
る
ユ
ン
グ
は
 
、
 少
な
く
と
も
 
達
人
と
 

し
て
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
中
に
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
 
。
本
書
 

か
ら
は
、
ユ
ン
グ
の
知
的
魅
力
は
感
じ
ら
れ
て
も
、
同
時
代
の
人
 
々
を
 捉
 

え
た
ユ
ン
グ
の
 
妖
 し
さ
は
わ
か
り
に
く
い
。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
 

こ
の
よ
 

う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
意
識
的
に
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
 
に
 描
か
 

れ
な
か
っ
た
ユ
ン
グ
像
に
注
意
を
払
え
ば
、
引
っ
掛
か
る
論
文
が
 
あ
る
。
 

「
今
日
の
宗
教
状
況
と
心
理
学
」
と
「
現
代
に
お
け
る
 

信
と
 知
の
 問
題
」
 

の
三
 
論
文
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
角
度
か
ら
、
世
俗
化
社
ム
互
に
つ
 

い
て
 考
 

え
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
評
論
社
の
「
こ
こ
ろ
の
科
学
」
掲
載
 
の
 
一
般
 

向
け
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
現
代
人
を
「
心
理
的
人
間
」
と
捉
え
る
。
 

現
代
で
 

は
 、
個
人
の
生
は
宗
教
的
超
越
性
に
お
い
て
で
は
な
く
、
心
理
学
 
的
 相
対
 

性
 に
お
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
そ
こ
に
も
人
間
の
宗
教
性
 
が
 潜
在
 

す
る
ゆ
え
に
、
現
代
社
会
で
ユ
ン
グ
思
想
が
意
義
あ
る
も
の
と
な
 
っ
て
 
い
 

る
 。
い
わ
ば
ユ
ン
グ
思
想
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
性
格
が
現
代
社
 
会
 に
あ
 

り
 、
い
わ
ゆ
る
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
と
同
じ
鉱
脈
と
し
て
、
ユ
ン
グ
 
が
ブ
｜
 

ム
 に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
 

後
者
は
 M
.
 
ブ
ー
バ
ー
の
ユ
ン
グ
批
判
と
、
そ
れ
に
対
す
る
ユ
 

ノ
 グ
の
 



三
 、
ユ
ン
グ
を
誤
読
す
る
 

ユ
ン
グ
の
著
作
を
読
み
進
め
れ
ば
、
ま
と
ま
り
が
あ
る
と
は
言
い
 

Ⅰ
 
@
 
力
力
 
@
 し
 

ハ
 イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
際
限
な
く
展
開
さ
れ
、
読
者
は
つ
い
て
 
い
く
 自
 

倍
 せ
な
く
し
て
し
ま
う
。
ユ
ン
グ
思
想
は
達
人
主
義
的
な
性
格
を
 
も
っ
て
 

い
る
。
ユ
ン
グ
思
想
を
体
認
す
る
に
は
、
大
部
の
著
作
を
読
み
 
進
 め
る
 根
 

気
 も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
同
時
に
ユ
ン
グ
の
膨
大
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
 
シ
ョ
ン
 

と
対
 時
し
う
る
だ
け
の
知
識
と
体
験
が
求
め
ら
れ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
達
人
的
ユ
ン
グ
に
つ
い
て
か
か
れ
た
 
著
 作
は
 

反
論
を
取
り
上
げ
、
ユ
ン
グ
思
想
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

プ
  
 

は
 ユ
ン
グ
思
想
が
擬
似
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
、
 

真
の
神
 

と
の
関
係
を
語
っ
て
い
な
い
と
す
る
。
ユ
ン
グ
は
こ
れ
に
対
し
て
 
、
自
分
 

は
り
 的
 表
象
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
は
語
っ
て
も
、
「
真
の
神
」
、
「
 
実
在
す
 

る
神
 」
に
つ
い
て
は
何
ら
舌
口
反
し
て
い
な
い
と
返
す
。
神
の
存
在
 

・
非
有
 

在
は
 つ
い
て
論
じ
る
の
を
方
法
論
上
回
避
す
る
必
要
性
を
説
く
 

ュ
 ン
グ
 に
 

対
し
、
ブ
ー
バ
ー
は
結
局
、
善
悪
の
区
別
な
く
心
的
表
象
と
し
て
 
 
 

み
を
論
じ
る
「
ク
ノ
ー
シ
ス
正
義
者
」
だ
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
 
。
二
人
 

の
 立
場
の
違
い
を
明
確
に
し
た
つ
え
で
、
ユ
ン
グ
思
想
の
可
能
性
 
を
 示
す
 

の
が
本
論
文
の
王
眼
で
あ
る
。
 

両
者
は
ま
っ
た
く
異
な
る
角
度
か
ら
、
「
世
俗
化
」
さ
れ
た
と
い
わ
 

れ
る
 

社
会
の
宗
教
性
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
ユ
ン
グ
 
思
相
 ゆ
め
 内
的
 

 
 

論
理
の
解
釈
か
ら
、
ユ
ン
グ
を
め
ぐ
る
論
理
の
解
釈
へ
と
 
視
 古
を
 移
し
て
 

み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ユ
ン
グ
思
想
の
社
会
的
意
味
を
問
う
な
ら
 
 
 
ギ
よ
、
ユ
 

@
@
 

ン
グ
思
想
の
論
理
と
は
別
の
、
あ
る
い
は
そ
の
論
理
と
連
動
す
る
 ユ
 ノ
 

グ
 を
め
ぐ
る
断
層
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
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著
者
が
「
現
代
に
お
け
る
 肩
 と
知
の
間
頭
」
で
指
摘
す
る
よ
う
に
 

 
 

バ
ー
の
批
判
は
論
白
が
ず
れ
、
ユ
ン
グ
を
あ
き
ら
か
に
誤
読
し
て
 

い
る
。
 

 
 

ユ
ン
グ
が
 神
 自
身
の
存
在
に
つ
い
て
言
及
せ
ず
、
体
験
内
容
と
し
 て
の
神
 

う
 に
、
な
ぜ
謀
計
 
-
m
 
さ
れ
る
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
 
る
  
 

ユ
ン
グ
の
誤
読
に
は
主
に
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
よ
う
だ
。
 

一
 つ
ヰ
ょ
 

@
@
 

東
洋
と
西
洋
を
二
分
し
、
ユ
ン
グ
が
東
洋
を
西
洋
に
優
る
も
の
と
 みて
い
 

る
と
読
む
こ
と
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
は
繰
り
返
し
こ
の
よ
う
な
読
み
 
方
に
 9
-
-
 

戒
を
促
し
て
い
る
の
だ
が
。
こ
の
よ
う
な
誤
読
 
と
 関
わ
る
も
の
と
 
し
て
 

神
 
-
 人
 ）
哲
学
 や
禅
 
・
ヨ
ー
ガ
な
ど
の
西
洋
で
の
流
行
 
や
、
 
河
ム
 口
 隼
雄
 氏
 

の
 
「
自
我
の
な
い
東
洋
人
の
意
識
」
と
い
う
着
想
が
挙
げ
ら
れ
る
 

だ
ろ
う
。
 

著
者
は
「
ユ
ン
グ
を
読
む
」
で
、
河
合
氏
の
着
想
が
ユ
ン
グ
の
 
厳
 密
な
 旺
 
-
m
 

み
か
ら
ず
れ
て
い
る
占
を
述
べ
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
の
背
景
に
 
、
 
E
.
 
ノ
 

イ
マ
ン
と
 J
.
 
ヒ
ル
マ
ン
と
い
う
、
二
人
の
重
要
な
ポ
ス
ト
・
 

ユ
 シ
 ギ
ア
 

ン
 た
ち
を
見
出
し
て
い
る
。
河
合
氏
の
新
解
釈
自
体
は
あ
る
種
 
建
 設
 的
な
 

も
の
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
相
対
的
な
も
の
と
 
は
 受
け
 

止
め
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
本
邦
で
の
問
題
が
あ
る
。
彼
の
著
 
作
は
ユ
 

 
 

ン
グ
 を
一
応
押
さ
え
て
お
く
た
め
に
も
読
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
 
 
 

も
う
一
つ
の
誤
読
の
パ
タ
ー
ン
は
、
ユ
ン
グ
を
一
種
の
預
言
者
と
 

み
る
 

あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
詐
称
し
て
い
る
と
み
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
 
る
 。
 
ユ
 

ン
グ
 は
 、
 神
と
い
う
表
象
の
認
識
を
記
述
す
る
の
み
で
あ
る
の
に
 
、
そ
れ
 

を
 神
の
存
在
証
明
あ
る
い
は
存
在
の
規
定
と
読
ん
で
し
ま
う
の
で
 
あ
る
。
 

こ
ち
ら
の
例
と
し
て
は
多
く
の
神
学
者
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
が
 
、
既
述
 

し
た
よ
う
に
対
話
の
思
想
家
た
る
ブ
ー
バ
ー
の
名
前
が
入
っ
て
 
い
 
る
こ
と
 

に
 驚
き
を
覚
え
る
人
も
多
い
な
る
 ぅ
 。
 

0
%
@
 ほ
 つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
ユ
ン
グ
の
発
言
か
ら
 

理
解
司
 

能
 で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
立
場
の
人
間
が
ユ
ン
グ
を
正
し
 
く
 読
ん
 

禍
 

ブ
ー
バ
ー
が
そ
の
こ
と
を
（
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
 

ば
 
「
正
し
く
」
読
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
ユ
ン
グ
の
場
 

ム
 

 
 

を
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
 

こ
と
は
、
ブ
ー
バ
ー
の
誤
読
と
確
か
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
 
る
 

は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
著
名
な
人
物
の
思
想
は
 
、
 

ブ
ー
バ
ー
が
、
 
神
 自
身
と
神
の
表
象
と
の
ユ
ン
グ
の
区
別
を
無
視
 

口
 
、
誤
読
 

一
 論
外
 

 
 

 
  

 
し
た
 

と
し
て
拒
絶
し
た
と
は
み
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ブ
ー
バ
ー
が
 

、
ユ
 ン
グ
一
尺
 

び
そ
の
他
の
 
-
 心
理
学
に
お
け
る
善
悪
の
相
対
化
と
い
う
問
題
に
 つ
い
て
 

ゆ
 め
 し
く
思
っ
て
い
た
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
読
め
 
ば
 ウ
ィ
 

ッ
ト
 に
満
ち
た
表
現
と
み
な
し
う
る
「
 

神
 」
へ
の
言
及
は
 
、
ブ
｜
  
 

よ
う
な
立
場
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
同
時
代
の
多
く
の
人
々
を
 
迷
 わ
す
 偽
 

預
言
者
の
皿
責
任
な
言
動
と
し
て
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
 

私
は
神
 

を
知
っ
て
い
ま
す
」
な
ど
と
い
う
ユ
ン
グ
の
 発 舌
口
を
、
都
合
よ
く
 曲
解
し
 

た
 人
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 

ユ
ン
グ
の
「
失
 @
 」
を
責
め
、
「
責
任
」
を
追
求
す
る
な
ら
、
 

ユ
ノ
 グ
が
 

ナ
チ
ス
の
協
力
者
と
誤
解
さ
れ
た
一
連
の
出
来
事
を
引
き
合
い
に
 
出
す
方
 

か
ょ
 0
 具
体
的
で
あ
る
。
だ
が
私
が
述
べ
た
 い
 の
は
そ
ん
な
こ
と
 
で
は
な
 

ユ
ン
グ
の
思
想
が
広
が
り
、
受
け
取
ら
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
 

も
、
研
 

究
 対
象
と
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

達
人
と
し
て
の
ユ
ン
グ
は
、
そ
の
思
想
が
難
解
な
た
め
、
ま
た
 
人
  
 

彼
に
預
言
者
像
を
投
影
す
る
た
め
に
、
誤
読
さ
れ
る
。
「
心
理
的
人
 

間
 」
は
 、
 



宗
教
性
を
離
れ
た
意
味
の
希
求
を
行
な
う
の
み
で
は
な
く
、
宗
教
 
的
な
 像
 

の
 投
影
を
も
行
な
 
う
 人
々
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
 
 
 

あ
る
。
ユ
ン
グ
が
誤
解
さ
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
も
解
釈
す
る
 
@
 
@
 と
、
こ
 

の
視
 占
を
著
者
お
よ
び
「
心
理
的
人
間
」
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
 の 論
考
 

に
 加
え
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
ユ
ン
グ
を
め
ぐ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
 
の
 解
釈
 

は
よ
り
十
全
な
も
の
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
 
著
者
だ
 

け
の
課
題
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
読
者
の
課
題
で
も
あ
る
。
 

 
 

4
7
(
2
4
7
1
 

 
 

 
 

 
 



本
書
は
、
著
者
が
以
前
に
公
刊
し
た
「
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
の
 
宗
 教
体
 

験
 」
お
よ
び
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
宗
教
学
三
 

と
、
基
 本
 的
問
 

題
意
識
な
ら
び
に
テ
ー
マ
の
点
で
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
三
部
作
 
の
目
取
緒
 

巻
 と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
テ
ー
マ
を
扱
う
た
め
の
道
 
具
 立
て
 

が
 多
彩
に
な
っ
て
い
る
部
分
や
、
か
な
り
大
胆
に
踏
み
込
ん
だ
 
主
 張
も
見
 

ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
前
二
著
を
越
え
出
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
 
評
 者
 も
書
 

評
を
書
く
に
当
た
っ
て
、
本
書
を
再
読
三
諦
し
、
テ
キ
ス
ト
の
 
細
 部
 を
考
 

え
 抜
い
た
。
以
下
で
は
内
容
を
章
ご
と
に
紹
介
し
、
検
討
し
て
み
 
 
 

た
だ
し
、
紙
幅
の
制
約
上
、
第
一
章
「
 死 と
い
う
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
 
コ
 ン
」
 

と
 終
章
「
焚
殺
し
と
い
う
課
題
」
は
割
愛
し
、
内
容
的
に
中
心
と
 
な
る
 第
 

二
・
三
章
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
 

ま
ず
、
第
二
章
「
焚
殺
し
の
精
神
史
」
は
、
西
洋
に
お
け
る
宗
教
 
学
説
 

史
 の
 一
 断
面
を
取
り
上
げ
、
そ
の
根
底
に
潜
り
近
代
西
洋
精
神
史
 
の
 動
態
 

 
 

を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
野
心
的
・
意
欲
的
な
考
察
で
あ
る
。
表
題
 
か
ら
し
 

 
 

て
も
、
分
量
か
ら
し
て
も
、
本
書
の
メ
イ
ン
と
言
え
よ
う
。
著
者
 
は
こ
こ
 

で
、
一
九
世
紀
終
わ
り
か
ら
 

二
 0
 世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
宗
教
の
 
 
 

特
に
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
現
象
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
の
 
多
く
の
 

宇
都
宮
輝
夫
 

法
蔵
 館
 

一
九
九
三
年
六
月
二
 
0
 日
刊
 

四
六
判
三
一
五
頁
 
二
 0
0
0
 
円
 

「
焚
殺
し
の
精
神
史
」
 

島
田
裕
巳
 著
 



学
者
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
た
原
因
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
 

こ
の
 日
 

的
の
た
め
に
研
究
 
史
 が
た
ど
ら
れ
、
供
犠
論
の
 R
.
 

ス
ミ
ス
（
 

ト
 ｜
テ
ム
 

動
物
殺
し
）
、
フ
ロ
イ
ト
 

-
 
京
焚
殺
害
 -
 、
フ
レ
イ
ザ
ー
 

-
 
祭
司
 る
 る
い
は
 

 
 

王
 殺
し
）
、
さ
ら
に
は
 ユ
 ン
ク
、
タ
イ
ラ
Ⅰ
ラ
ン
ク
、
シ
ュ
ミ
 ッ
  
 

し
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
ら
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
中
で
著
者
は
、
 

エ
リ
ア
 

｜
デ
に
 依
拠
し
つ
つ
、
供
犠
・
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
・
宗
教
の
起
源
な
 
ど
が
 関
 

心
の
的
に
な
っ
た
理
由
は
、
当
時
の
時
代
精
神
の
危
機
意
識
に
あ
 

っ
 た
こ
 

と
を
指
摘
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
の
死
」
に
明
瞭
に
見
ら
れ
る
 

よ
う
に
、
 

近
代
世
界
は
拠
つ
て
立
つ
伝
統
を
自
ら
掘
り
く
ず
す
こ
と
に
よ
っ
 
て
 危
殆
 

に
 瀕
し
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
 

な
っ
た
。
 

現
在
の
あ
り
方
を
見
つ
め
、
行
く
末
を
見
通
す
た
め
に
は
、
自
ら
 
の
 来
し
 

方
 を
見
究
め
ざ
る
を
得
な
い
。
著
者
に
 

ょ
 れ
ば
、
こ
れ
が
宗
教
の
 
起
源
に
 

対
す
る
当
時
の
執
中
の
秘
め
ら
れ
た
動
機
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
 
て
 動
物
 

殺
し
、
焚
殺
し
、
 
王
 殺
し
、
 神
 殺
し
が
一
連
な
り
に
つ
な
が
る
。
 

こ
の
よ
う
に
本
章
は
、
宗
教
学
説
 

史
 の
 一
 断
面
を
切
り
口
と
し
て
 近
代
 

西
洋
精
神
史
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
壮
大
な
展
望
を
も
っ
て
い
る
 
。
著
者
 

0
 目
配
り
は
広
く
 
、
 教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
し
か
し
、
 

問
 題
 点
も
 

目
に
つ
く
の
で
、
そ
れ
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
形
式
的
な
 
こ
と
を
 

言
え
ば
、
確
か
に
個
々
の
学
説
を
丹
念
に
た
ど
る
必
然
性
は
あ
る
 

 
 

時
に
は
あ
ま
り
に
も
初
歩
的
な
紹
介
ま
で
も
含
ま
れ
る
た
め
、
 

記
 述
 が
冗
 

長
 に
な
っ
て
い
る
 
-
 オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
の
紹
介
ま
で
あ
る
㍉
 誰
 を
 対
象
 

に
 書
い
て
あ
る
の
か
と
、
首
を
ひ
ね
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

次
に
、
内
容
的
な
問
題
占
を
指
摘
し
た
 い
 。
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
 べ
き
 

は
 、
「
 父
 殺
し
」
の
意
味
の
多
義
性
、
暖
 
抹
 さ
で
あ
る
。
例
え
ば
 
宗
 教
 の
 起
 

源
 に
関
心
を
寄
せ
た
研
究
者
た
ち
は
「
自
分
た
ち
が
父
 @
 
・
 神
 -
 殺
し
 

の
 犯
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
が
 
自
立
し
 

た
 近
代
人
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
 

 
 

0
 七
頁
 -
 と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
動
物
殺
し
・
原
文
 
殺
害
・
 

咄
 

 
 

王
 殺
し
・
補
殺
し
が
一
線
に
並
べ
ら
れ
、
「
焚
殺
し
」
と
し
て
一
括
 

さ
れ
る
。
 

し
か
し
補
殺
し
と
他
の
も
の
と
の
間
に
は
、
決
定
的
な
違
い
が
 
存
 す
る
。
 

神
 殺
し
と
は
、
社
会
の
近
代
化
に
伴
う
世
俗
化
の
こ
と
で
あ
り
、
 

現
実
の
 

歴
史
的
事
実
に
対
す
る
地
楡
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
他
の
も
の
 
は
、
原
 

初
の
時
代
に
お
け
る
宗
教
の
行
為
そ
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
宗
教
 
発
生
の
 

基
礎
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
単
な
る
仮
説
で
し
 

@
 
力
ナ
 
よ
 @
0
 

し
 

性
格
も
機
能
も
時
代
も
異
に
す
る
事
柄
を
一
つ
重
ね
に
す
る
こ
と
 
@
p
 

こ
ま
 曲
 

理
 が
あ
る
。
ま
た
、
 
神
 殺
し
の
時
代
に
は
宗
教
の
起
源
を
問
う
必
 然 性
が
 

あ
っ
た
と
し
て
も
、
答
え
の
内
容
が
原
文
殺
害
や
王
殺
し
に
な
る
 
必
然
性
 

は
な
い
。
た
と
え
著
者
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
父
権
的
文
化
を
否
 
走
 せ
ん
 

と
す
る
時
代
思
潮
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
起
源
論
の
内
容
が
 
そ
の
よ
 

う
な
も
の
に
な
る
論
理
的
必
然
性
は
何
ら
認
め
ら
れ
な
い
。
 

ま
た
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
宗
教
の
起
源
や
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
関
心
 
を
寄
 

せ
た
人
々
は
皆
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
根
底
を
問
い
、
そ
れ
を
 
批
 判
 的
に
 

相
対
化
す
る
こ
と
を
隠
さ
れ
た
動
機
と
し
て
も
っ
て
い
た
。
こ
の
 
主
張
は
 

詳
細
に
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
隠
さ
れ
た
動
機
」
と
言
 

う
と
 き
、
 そ
 

れ
は
自
覚
的
隠
蔽
な
の
か
、
そ
れ
と
も
本
人
た
ち
に
と
っ
て
も
 
丑
 意
識
的
 

な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
研
究
者
た
ち
は
近
代
化
と
い
う
時
代
背
 
景
 に
突
 

き
 動
か
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
本
書
の
基
本
的
観
点
で
あ
る
 
以
 上
 、
 答
 

え
は
後
者
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
動
機
が
本
人
に
と
っ
て
も
 
丑
 自
覚
的
 

な
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
彼
ら
の
残
し
た
文
献
等
の
中
に
は
 
直
接
的
 

に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
 
の
よ
う
 



に
 確
認
さ
れ
つ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
し
か
る
に
 
本
書
で
 

は
 、
そ
う
し
た
万
法
上
の
難
題
に
は
何
ら
論
及
さ
れ
て
い
な
 

む
し
ろ
 

実
際
に
な
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
に
基
づ
 

き
つ
つ
、
 

背
後
の
動
機
を
探
っ
て
い
く
と
い
う
手
法
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
万
法
上
の
難
点
に
は
目
を
つ
ぶ
る
と
し
て
も
、
な
お
問
題
が
 

残
る
。
 

研
究
者
た
ち
の
動
機
を
彼
ら
の
書
い
た
文
献
か
ら
丹
念
に
確
認
す
 
る
と
い
 

ぅ
 作
業
は
、
本
書
で
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
れ
な
い
。
当
時
の
研
 
究
 者
と
 

し
て
多
く
の
者
が
名
を
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
以
外
に
 
も
も
っ
 

と
 多
く
の
者
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

-
 学
説
の
内
容
で
は
な
 く
 一
動
機
 

の
 確
定
の
た
め
に
多
少
な
り
と
も
文
献
的
・
歴
史
的
実
証
の
努
力
 
が
 払
わ
 

れ
て
い
る
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
や
デ
ュ
ル
ケ
ム
 

ら
 、
ほ
ん
の
数
例
に
 
す
ぎ
な
 

 
 

、
理
解
 

に
 苦
し
む
。
し
か
も
彼
ら
へ
の
論
及
も
、
厳
密
に
フ
ロ
イ
ト
研
究
 ・
デ
ュ
 

 
 

著
者
が
こ
の
二
人
に
着
目
す
る
の
は
、
二
人
が
と
も
に
ユ
ダ
ヤ
人
 
で
あ
 

っ
 た
と
い
う
特
別
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
 

の
中
で
、
 

常
に
差
別
さ
れ
、
虐
げ
ら
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
 
、
 キ
 リ
 ス
ト
 教
 

の
 抑
圧
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
き
わ
め
て
 
切
 実
な
課
 

題
 で
あ
り
」
二
三
一
 

｜
 二
頁
 -
 、
そ
れ
ゆ
え
二
人
は
キ
リ
ス
ト
教
 を
 相
対
 

化
す
る
た
め
に
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
研
究
に
向
か
っ
た
と
い
う
の
で
 
あ
る
。
 

こ
こ
に
は
二
重
の
問
題
が
あ
る
。
 

第
一
は
、
文
献
的
実
証
に
お
け
る
説
得
力
の
乏
し
さ
で
あ
る
。
 

著
 者
に
 

よ
れ
ば
「
フ
ロ
イ
ト
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
関
心
を
持
 っ た
 ね
 

け
で
は
な
く
、
彼
の
発
見
し
た
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
を
 
基
盤
に
 

し
て
、
 父
 殺
し
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
」
（
 

元
 0
 真
 -
 。
 フ
 ロ
イ
ト
 

の
 宗
教
論
に
お
い
て
 
原
 笑
殺
害
が
説
明
原
理
と
し
て
重
要
な
位
置
 を 占
め
 

て
い
る
の
は
舌
口
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
 
父
 殺
し
へ
の
関
心
が
 
彼
の
宗
 

教
 研
究
の
中
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
彼
を
そ
れ
へ
と
 
向
 か
わ
せ
 

た
わ
け
で
も
な
い
。
文
献
か
ら
確
認
で
き
る
限
り
で
は
、
宗
教
へ
 
の
関
 、
心
 

ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
と
い
う
玉
帳
に
は
、
裏
づ
け
が
 

後
に
あ
る
フ
ロ
イ
ト
の
根
本
動
機
が
キ
リ
ス
ト
教
批
判
 -
 
さ
ら
に
 

デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
と
の
一
致
と
い
う
認
識
に
至
る
。
 

中
 

0
 七
年
 -
 。
こ
の
発
見
が
ユ
ン
グ
の
「
リ
ビ
ド
ー
の
変
遷
と
象
徴
」
 

は
 、
強
迫
神
経
症
と
宗
教
と
の
類
似
を
発
見
し
た
こ
と
に
始
ま
る
 

を
 買
い
て
宗
教
一
般
と
文
化
そ
の
も
の
の
批
判
 
-
 に
あ
っ
た
と
い
 

し
ろ
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
宗
教
 

て
さ
ら
に
刺
激
を
受
け
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
二
つ
の
タ
ブ
 

の
 指
摘
は
、
勿
論
正
し
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
動
機
そ
の
も
の
は
 

払
柵
山
り
背
 

心
 は
む
 

彼
が
 
ュ
 

欠
け
て
 

う
 著
者
 

は
そ
れ
 

｜
と
エ
 

に
よ
っ
 

二
九
 

い
る
。
唯
一
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
ト
ー
テ
ム
と
タ
フ
ー
」
が
 

「
我
々
 

と
 ア
ー
リ
ア
族
の
神
信
心
の
間
に
分
裂
を
」
生
む
と
い
う
ジ
ョ
ー
 
 
 

「
フ
ロ
イ
ト
の
生
涯
」
に
引
用
さ
れ
た
 
K
.
 

ア
ブ
ラ
ハ
ム
宛
書
簡
 

と
 、
 f
 
申
 

む
 き
ユ
ダ
ヤ
人
が
初
め
て
精
神
分
析
を
創
造
し
た
と
い
う
あ
る
 
圭
 日
商
中
の
 

言
葉
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
精
神
分
析
を
創
造
し
た
か
ら
と
い
っ
 
て
、
そ
 

れ
は
宗
教
論
に
関
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
動
機
を
明
ら
か
に
す
る
わ
け
 
で
は
な
 

ま
た
「
フ
ロ
イ
ト
の
生
涯
白
の
当
該
箇
所
は
文
脈
が
は
っ
き
 

り
せ
ず
、
 

意
味
は
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
ア
ブ
ラ
 ハ
 ム
円
加
れ
主
日
 

簡
を
見
る
限
り
、
「
我
々
」
と
は
直
接
に
は
フ
ロ
イ
ト
 

と
 ア
プ
ラ
ハ
 ム
 で
あ
 

 
 

る
が
、
周
辺
の
諸
資
料
か
ら
推
す
と
、
間
接
的
に
は
精
神
分
析
 
学
 者
た
ち
 

を
 指
す
と
考
え
て
も
よ
い
。
し
か
し
そ
の
中
に
は
、
フ
ェ
レ
ン
ツ
 
 
 

コ
ー
ン
ズ
ら
の
非
ユ
ダ
ヤ
人
も
数
多
く
い
た
。
著
者
は
思
想
史
の
 

こ
う
し
 



た
 錯
綜
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

同
じ
こ
と
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
関
し
て
も
言
え
る
。
確
か
に
、
 

彼
 の
ゐ
不
 

教
 研
究
が
キ
リ
ス
ト
教
の
相
対
性
を
前
提
と
し
て
い
た
と
か
、
 

キ
  
 

教
の
相
対
化
を
促
進
し
た
と
は
舌
ロ
え
よ
う
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
は
 

、
 彼
の
 

動
機
が
「
キ
リ
ス
ト
教
を
相
対
化
す
る
た
め
」
一
一
三
二
頁
 

-
 で
あ
 っ
た
と
 

い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
 

-
 
付
言
す
れ
ば
、
彼
の
仕
事
は
神
殺
し
 の
 側
面
 

を
も
ち
っ
っ
も
、
他
方
で
は
神
の
延
命
行
為
で
も
あ
っ
た
㍉
宗
教
 
研
究
に
 

対
す
る
彼
の
動
機
は
決
し
て
単
一
で
は
な
い
が
、
決
定
的
で
あ
っ
 

た
の
は
、
 

「
社
会
分
業
論
」
第
二
版
序
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
当
時
の
 

ア
 

.
 ツ
 

ク
な
 フ
ラ
ン
ス
社
会
の
危
機
的
状
況
に
対
す
る
実
践
的
関
心
で
あ
 っ
た
 。
 

そ
し
て
そ
れ
に
関
連
し
て
、
功
利
主
義
的
社
会
理
論
と
対
決
す
べ
 
く
 構
想
 

さ
れ
た
「
信
念
共
同
体
と
し
て
の
社
会
」
と
い
う
、
サ
ン
Ⅱ
 シモ
 ン
と
コ
 

ン
ト
 か
ら
の
影
響
に
よ
る
 
純
 社
会
理
論
的
関
心
が
あ
る
。
さ
ら
に
 こ
れ
ら
 

と
 平
行
し
て
、
レ
 
ダ
イ
 Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
に
も
連
な
り
得
る
よ
う
な
 

、
分
類
 

の
 原
初
形
態
と
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
の
関
係
に
対
す
る
認
識
人
類
学
 
的
 関
心
 

と
い
う
基
本
テ
ー
ゼ
か
ら
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
全
般
が
問
題
 

が
あ
っ
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
確
認
し
う
る
動
機
は
 

な
の
で
 

こ
う
し
 

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
著
者
が
自
説
を
論
証
す
る
た
め
に
は
 
、
 彼
の
 

第
一
の
動
機
が
キ
リ
ス
ト
教
の
相
対
化
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
 
具
 仲
酌
 テ
 

キ
ス
ト
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

第
二
の
問
題
は
、
説
明
原
理
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
性
を
持
ち
出
す
こ
 

と
が
、
 

本
章
の
基
本
テ
ー
ゼ
と
不
整
合
を
き
た
す
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
 
起
源
 や
 

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
対
す
る
関
心
は
自
ら
の
来
し
方
・
行
く
末
を
見
 
定
め
し
 

と
す
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
動
揺
に
 
起
 因
 す
る
 

あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
 
危
 機
 に
さ
 

ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
三
章
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
 
=
=
 

ロ
ま
Ⅱ
 

ゲ
  
 

非
ユ
ダ
ヤ
人
の
そ
れ
と
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
 

 
 

前
 近
代
の
ゲ
ー
ム
と
近
代
の
ゲ
ー
ム
と
の
異
質
性
で
あ
り
、
 

非
ユ
 ダ
ャ
人
 

 
 
 
 

が
 排
除
さ
れ
る
理
由
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
ト
ー
 テ
 ミ
ズ
 ム
 に
村
 

す
る
関
心
を
説
明
す
る
図
式
が
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
危
機
か
 
ら
、
ユ
 

ダ
ヤ
人
の
問
題
へ
と
い
つ
の
ま
に
か
シ
フ
ト
し
て
し
ま
い
、
説
明
 が 二
本
 

立
て
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
著
者
が
十
 
分
 自
覚
 

し
て
い
な
い
た
め
に
、
一
夕
イ
ラ
ー
、
ス
ミ
ス
、
フ
レ
イ
ザ
ー
、
、
、
 .
 ュ
 ラ
ー
、
 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ジ
ェ
 
ヴ
 オ
ン
ズ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ギ
レ
ン
、
 

コ
｜
 ル
デ
ン
 

ワ
イ
ザ
ー
ら
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
 

ず
 
"
 -
 宗
教
の
起
源
・
ト
ー
 
テ
，
 .
 
ズ
ム
 

供
犠
を
め
ぐ
る
議
論
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
 であ
っ
 

た
と
い
う
、
か
な
り
強
引
な
主
張
も
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
二
八
 
九
頁
 一
 。
 

最
後
に
、
事
実
問
題
で
気
に
な
る
箇
所
を
指
摘
し
て
お
く
。
一
一
 

-
 「
一
一
一
 

佳
一
体
的
な
理
解
は
福
音
書
が
書
か
れ
た
当
初
の
段
で
は
そ
れ
ほ
 
ど
 顕
著
 

で
は
な
か
っ
た
が
、
の
ち
の
神
学
的
な
議
論
の
な
か
で
そ
の
三
者
 
の
 関
係
 

が
 明
確
に
さ
れ
て
い
っ
た
」
 

二
 
二
九
頁
 一
と
 玉
帳
さ
れ
て
い
る
 
。
「
そ
の
 

三
者
」
と
は
、
 
父
 な
る
神
と
マ
リ
ア
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
だ
と
 =
=
 

ロ
，
つ
 

。
 

評
者
は
こ
う
し
た
神
学
的
議
論
を
知
ら
な
い
。
 

二
 二
一
三
一
頁
 で
 は
、
ア
 

ウ
グ
ス
テ
ィ
 
ヌ
ス
 の
回
心
体
験
が
舌
口
 反
 さ
れ
、
彼
が
手
に
取
っ
て
 
読
ん
だ
 

書
物
が
パ
ウ
ロ
の
記
し
た
「
使
徒
行
伝
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
 

蛆
 ョ
柵
コ
俊
 

徒
行
伍
」
は
パ
ウ
ロ
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
し
、
こ
こ
で
 
ア
 ウ
ク
ス
 

テ
ィ
 メ
 ス
が
手
に
し
た
の
は
「
ロ
ー
マ
 
書
 」
で
あ
る
。
「
現
代
宗
教
 学
 ・
 
2
 口
 

に
 収
め
ら
れ
た
著
者
の
別
の
論
文
「
神
話
と
し
て
の
回
心
」
で
は
 
、
 正
し
 

く
 
一
口
ー
マ
 書
 」
 
一
 三
章
が
指
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
依
然
「
 
使
徒
行
 

伝
 」
を
読
ん
だ
と
さ
れ
る
（
著
者
は
「
ロ
ー
マ
 

書
 」
が
「
使
徒
行
 伝
 」
 の
 



一
部
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
向
か
一
。
混
乱
の
原
因
は
、
著
者
 

が
 服
部
 

英
次
郎
訳
に
あ
る
「
使
徒
の
書
」
を
誤
解
し
た
こ
と
に
あ
る
と
 

思
 わ
れ
る
。
 

著
者
は
「
告
白
」
の
原
典
に
当
た
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
 

う
 す
れ
 ば
 、
「
 使
 

徒
 」
が
単
数
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
 

い
 た
で
あ
ろ
う
。
二
こ
 
著
者
に
 

よ
れ
ば
、
 
つ
 
ア
ロ
イ
ト
の
舌
ロ
 
ラ
 エ
デ
ン
 @
 
プ
ワ
ハ
 ・
 コ
 ㌧
ノ
ブ
リ
 

ア
ク
ワ
ハ
 
は
 、
 キ
リ
ス
 

ト
 の
神
話
が
個
人
の
発
達
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
こ
 
と
に
よ
 

っ
て
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
神
話
が
内
面
化
さ
れ
た
も
の
 

と
し
て
 

捉
え
ら
れ
る
二
二
九
、
一
三
二
頁
以
下
 -
 。
し
か
し
こ
れ
で
は
 
エ
 デ
ィ
プ
 

ス
 ・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
の
普
遍
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
 

な
い
し
、
 

そ
も
そ
も
著
者
の
見
解
を
裏
づ
け
る
テ
キ
ス
ト
を
、
評
者
は
知
ら
 
 
 

フ
ロ
イ
ト
が
そ
れ
を
発
見
し
た
機
縁
は
患
者
分
析
と
、
主
と
し
て
 
自
己
分
 

析
 で
あ
っ
た
 
一
 
「
精
神
分
析
の
揺
 藍
期
 よ
り
」
や
「
性
欲
論
 
三
篇
 」
 な
ど
を
 

参
幣
 。
 

第
三
章
「
宗
教
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
が
盛
り
 
込
ま
 

れ
て
い
る
も
の
の
、
メ
イ
ン
に
な
る
テ
ー
マ
は
、
宗
教
学
者
の
宗
 
教
諭
 が
 

自
ら
の
属
す
る
文
化
の
宗
教
な
い
し
宗
教
観
に
影
響
さ
れ
る
と
い
 
ぅ
 宗
教
 

字
の
文
化
拘
束
性
で
あ
り
、
そ
の
問
題
が
な
か
ん
ず
く
日
本
の
宗
 
教
学
の
 

歴
史
に
即
し
て
考
察
さ
れ
る
。
著
者
の
王
張
を
図
式
化
し
て
舌
口
 

え
 ば
、
日
 

本
の
宗
教
学
は
、
姉
崎
・
岸
本
に
代
表
さ
れ
る
心
理
学
的
宗
教
学
 
と
、
原
 

田
 敏
明
・
柳
川
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
社
会
学
的
宗
教
学
に
分
け
 

ら
れ
る
。
 

前
者
は
宗
教
を
心
理
現
象
と
し
て
捉
え
、
「
悟
り
」
に
近
い
達
人
々
 

下
散
的
な
 

信
仰
形
態
の
み
を
対
象
と
し
た
。
こ
の
立
場
の
文
化
拘
束
性
の
端
 
的
な
現
 

れ
が
、
「
 諦
 佳
熊
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
信
仰
の
あ
り
方
に
対
す
る
 

岸
 本
の
高
 

い
 評
価
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
日
本
の
民
俗
社
会
に
 おけ
る
 

宗
教
の
あ
り
方
を
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
し
、
そ
の
価
値
を
強
調
し
た
 
。
二
つ
 

の
 立
場
は
栢
互
に
補
い
合
っ
て
、
超
越
的
存
在
へ
の
信
仰
を
核
と
 
し
た
キ
 

ス
ト
 教
 的
伝
統
と
は
異
質
で
あ
る
東
洋
的
・
日
本
的
な
宗
教
的
 
伝
統
の
 

価
値
を
再
認
識
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 

で
は
、
日
本
の
宗
教
学
者
を
規
定
し
て
い
た
「
日
本
的
、
あ
る
 
ぃ
 は
東
 

洋
 的
な
宗
教
伝
統
」
と
は
何
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
集
団
 
主
義
に
 

基
づ
く
「
日
本
教
」
一
山
本
七
平
一
で
あ
り
、
「
日
本
の
意
識
」
（
 住
 合
一
彦
 -
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
と
い
，
 

つ
 言
語
ゲ
ー
ム
 
と
は
 別
 

捕
 さ
れ
る
べ
き
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
日
本
的
・
東
洋
的
な
 
&
 

種
の
 ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
の
た
め
日
本
の
宗
教
学
者
は
、
西
洋
の
 

が
 
日
本
の
宗
教
学
者
の
学
説
の
ど
の
よ
う
な
 王 張
を
規
定
し
て
い
 

ら
 疎
外
さ
れ
続
け
た
ユ
ダ
ヤ
人
」
一
一
八
九
頁
一
で
あ
り
、
あ
る
 

ぃ
 

を
そ
の
ま
ま
日
本
に
適
用
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
 

ト
 教
の
相
対
化
を
果
た
し
た
の
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
舌
口
語
 
ゲ
 

ア
ー
デ
の
よ
う
な
異
文
化
体
験
者
・
亡
命
者
な
の
で
あ
る
。
 

に
お
い
て
は
、
宗
教
の
起
源
や
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
研
究
を
通
じ
て
 

さ
て
、
こ
う
し
た
著
者
の
一
連
の
王
張
を
精
査
し
て
み
よ
う
。
 

ま
 

示
教
伝
統
 

宗
教
論
 

た
の
か
 

は
エ
リ
 

１
ム
 か
 

て
 西
洋
 

 
 

。
 
ず
指
 

と
い
う
具
体
的
事
実
が
歴
史
的
・
文
献
的
に
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
 
に
さ
れ
 

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
が
心
理
的
事
実
と
し
て
、
あ
る
い
 
は
 共
同
 

体
の
宗
教
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
言
う
だ
け
で
は
、
ど
う
し
 
て
そ
れ
 

が
 日
本
的
な
宗
教
理
解
の
特
徴
と
言
え
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。
 

そ
も
そ
 

も
 、
西
洋
的
・
東
洋
的
・
日
本
的
と
い
う
諸
特
徴
は
、
ど
の
よ
う
 
な
 標
識
 

 
 

に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
は
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
 
測
 足
 さ
れ
 

 
 

る
の
で
あ
ろ
向
か
。
こ
れ
ら
が
委
細
に
わ
た
っ
て
明
示
さ
れ
ね
ば
 
な
ら
な
 

岸
本
を
例
に
取
れ
ば
、
彼
が
 

い
 か
な
る
文
化
的
制
約
を
受
け
 
 
 

ぅ
 と
も
、
同
時
に
多
様
な
宗
教
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
 
り
、
実
 



際
 、
定
義
そ
の
も
の
が
テ
ィ
 
リ
ヒ
的
 発
想
を
帯
び
て
い
る
。
細
部
 に
 徹
底
 

し
て
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
説
得
力
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

第
 二
の
問
 

題
は
 、
文
化
的
規
定
要
因
と
し
て
「
日
本
教
」
が
指
摘
さ
れ
る
に
 
も
か
か
 

わ
ら
ず
、
「
日
本
的
」
お
よ
び
「
東
洋
的
」
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
 

ば
 並
置
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
日
本
教
の
実
態
は
「
各
種
 
0
 日
本
 

大
論
が
指
摘
し
て
い
る
」
一
一
八
六
頁
 
-
 と
 著
者
は
言
う
が
、
日
本
 入
講
な
 

る
も
の
は
内
容
も
視
点
も
方
法
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
相
互
に
矛
 
盾
 し
て
 

さ
え
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
総
和
は
、
い
わ
ば
一
切
に
な
 
 
 

つ
無
 と
な
り
、
具
体
的
に
は
何
も
指
摘
し
て
い
な
い
の
と
さ
し
て
 
変
わ
ら
 

な
い
。
日
本
教
の
実
態
が
論
証
さ
れ
た
こ
と
を
、
評
者
は
不
明
に
 
も
 知
ら
 

な
い
。
そ
れ
は
い
か
な
る
要
素
か
ら
成
り
、
 

い
 か
な
る
標
識
、
 
い
 か
な
る
 

測
定
手
段
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

ま
た
、
文
化
的
制
約
を
説
明
す
る
た
め
に
言
語
ゲ
ー
ム
論
を
持
ち
 
出
す
 

意
義
が
評
者
に
は
理
解
で
き
な
い
。
新
た
な
道
具
立
て
に
は
新
た
 
な
コ
ス
 

ト
 が
か
か
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
に
見
 ム a
 っ
た
 新
発
見
が
期
待
さ
れ
 
る
 O
 し
 

か
ら
に
本
書
で
は
、
社
会
学
の
伝
統
的
な
道
具
立
て
（
例
え
ば
 
て
  
 

 
 

な
 い
 

さ
ら
に
、
こ
こ
で
の
 
=
=
 

口
語
ゲ
ー
ム
論
の
記
述
は
、
一
例
を
挙
げ
る
 

ほ
 と
ど
 

め
る
が
、
「
ル
ー
ル
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
表
現
に
見
 

ら
れ
る
 

よ
う
に
、
か
な
り
強
引
で
あ
る
。
確
か
に
 

@
 語
ゲ
ー
ム
の
個
々
の
 指
し
手
 

の
 根
拠
は
問
え
る
し
、
「
説
明
」
も
さ
れ
得
よ
う
。
し
か
し
、
 

@
 語
  
 

自
体
の
根
拠
は
明
ら
か
に
さ
れ
つ
る
の
か
、
い
な
そ
も
そ
も
存
在
 
す
る
の
 

で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
周
到
な
考
察
を
念
頭
 
に
 置
く
 

と
 、
こ
こ
で
の
議
論
は
比
楡
の
域
を
出
ず
 、 彼
の
思
索
の
イ
ン
パ
 
ク
ト
 は
 

失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
の
記
述
も
 
、
彼
 ら
の
 状
 

祝
 が
世
紀
の
変
わ
り
 
目
 あ
た
り
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
 

以
 上
、
も
 

 
 

 
 

 
 

つ
 と
詳
細
な
分
析
と
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
で
は
章
を
追
っ
て
見
て
き
た
の
で
、
以
下
で
は
全
体
を
振
り
 
 
 

 
 
 
 

て
 評
価
し
て
み
た
い
。
事
実
認
識
の
問
題
点
 は
 つ
い
て
は
さ
き
に
 
そ
の
数
 

例
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
に
類
す
る
よ
う
な
安
易
な
一
般
化
が
目
 

ほ
 つ
く
。
 

例
え
ば
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
た
ち
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
い
う
 

現
象
に
 

強
い
関
心
を
抱
い
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
 へ
 の
関
 、
心
 

で
も
あ
っ
た
」
一
一
二
三
頁
 
-
 と
 言
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
 

フ
ロ
イ
 

ト
 、
ユ
ン
グ
、
 
レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
 
あ
る
。
 

一
 三
三
頁
で
は
、
「
近
代
の
学
問
が
創
造
さ
れ
る
た
め
に
は
神
な
き
 

ユ
ダ
ヤ
 

人
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
が
見
ら
れ
る
。
 

こ
 の
種
の
 

問
題
が
散
見
さ
れ
、
好
意
的
に
見
れ
ば
単
な
る
舌
足
ら
ず
か
も
し
 
れ
な
い
 

が
 、
や
は
り
慎
重
さ
に
欠
け
よ
う
。
同
様
に
、
不
用
意
な
表
現
の
 
た
め
に
 

論
理
不
整
 ム
ロ
 
が
生
じ
、
読
者
は
首
尾
一
貫
し
た
理
解
を
得
る
の
に
 
困
難
を
 

覚
え
さ
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
父
性
的
特
徴
 
の
一
標
 

識
 と
し
て
家
父
長
制
が
挙
げ
ら
れ
る
が
 

二
 0
 
三
頁
Ⅱ
 
，
 
」
の
標
識
 は
 文
布
 

在
 と
さ
れ
る
日
本
文
化
の
議
論
で
は
一
項
だ
に
さ
れ
な
い
。
ま
た
 
、
日
本
 

教
の
特
質
は
集
団
正
義
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
他
方
で
日
本
文
化
 
は
 
「
 個
 

人
の
人
格
に
究
極
の
根
拠
を
お
く
」
 

二
一
 
0
 六
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
 
そ
し
て
 

集
団
主
義
の
日
本
教
に
規
定
さ
れ
た
姉
崎
や
岸
本
の
宗
教
学
は
 
、
 宗
教
的
 

エ
リ
ー
ト
の
個
人
的
宗
教
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
 

。
さ
ら
 

に
 、
宗
教
の
起
源
や
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
研
究
は
、
一
方
で
は
キ
リ
 
ス
ト
 教
 

的
伝
統
の
崩
壊
に
起
因
し
た
と
舌
口
わ
れ
、
他
方
で
は
欧
米
の
宗
教
 

学
者
に
 

と
っ
て
イ
エ
ス
神
話
は
規
範
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
 
。
こ
れ
 

ら
の
点
に
は
言
葉
を
補
い
、
叙
述
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 



よ
う
な
生
と
死
へ
の
ま
な
 
ぎ
 し
に
、
評
者
は
共
感
を
覚
え
る
。
 

そ
 れ
は
 真
 

本
書
で
扱
わ
れ
る
テ
ー
マ
は
壮
大
で
、
道
具
立
て
も
多
彩
で
あ
り
 
、
主
 

張
 さ
れ
る
テ
ー
ゼ
も
大
胆
な
発
想
に
基
づ
く
。
し
か
し
さ
き
に
 
個
 々
の
 

議
摯
 
な
対
決
を
促
し
、
そ
の
た
め
書
評
も
辛
口
に
 
な
る
。
評
価
す
る
と
は
、
 

空
疎
な
ほ
め
言
葉
を
羅
列
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
理
解
し
批
判
的
 
に
 摂
取
 

論
 に
即
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、
主
張
の
地
道
な
基
礎
づ
け
と
い
う
 

白
 で
は
、
 

す
べ
く
格
闘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
評
者
の
手
元
に
あ
る
本
書
は
 
、
 欄
外
が
 

本
書
に
は
十
分
な
説
得
力
が
欠
け
て
い
る
。
現
実
の
歴
史
事
象
は
 
多
様
な
 

書
き
込
み
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
 

要
因
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
細
部
へ
の
こ
だ
わ
り
が
 
望
 ま
れ
よ
 

う
 。
著
者
は
「
あ
と
が
き
」
で
自
ら
本
書
を
評
し
て
、
「
将
来
に
お
 

い
て
も
 

こ
れ
以
上
の
も
の
は
書
け
な
 

い
 の
で
は
な
い
か
」
と
言
 
う
 。
し
か
 し
 私
見
 

で
は
、
著
者
の
や
り
残
し
た
課
題
は
多
い
。
こ
れ
ほ
ど
多
岐
に
わ
 
た
る
 テ
 

１
％
 を
 、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
 

圭
 唄
物
が
 、
 

一
分
の
す
き
も
な
 い
 完
壁
な
論
証
に
裏
づ
け
ら
れ
て
世
に
出
さ
れ
 た
な
ら
 

ば
 、
そ
れ
は
比
類
の
な
 
い
 業
績
と
な
ろ
 
う
 か
ら
で
あ
る
。
 

最
後
に
、
本
書
を
「
 
読
 り
心
」
と
で
も
言
う
べ
き
事
柄
に
触
れ
て
 

お
く
。
 

本
書
は
往
々
に
し
て
論
述
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
流
れ
、
そ
の
た
 
め
 厳
密
 

に
 論
旨
を
追
 う
 の
が
し
ば
し
ば
困
難
に
な
る
。
大
学
の
講
義
な
ど
 では
、
 

一
つ
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
付
随
し
た
周
辺
知
識
 

を
 付
加
 

し
て
学
生
の
知
識
の
幅
を
広
げ
よ
う
と
す
る
。
本
書
の
議
論
の
進
 
の
 方
は
 

そ
れ
に
似
て
い
る
。
し
か
し
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、
全
体
を
通
 
底
 す
る
 

問
題
意
識
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
挙
げ
る
な
 
ち
 ぼ
 、
 

イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
 
オ
 ・
人
間
的
ふ
れ
あ
い
の
三
つ
で
あ
る
。
 

学
説
文
 

の
謎
を
追
う
第
二
章
も
、
コ
ル
プ
ス
Ⅱ
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ス
 
ム
か
 ら
 純
然
 

た
る
内
在
的
世
界
へ
の
西
洋
社
会
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
 
た
 。
 死
 

は
 イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
最
重
要
の
一
環
で
あ
る
。
そ
し
て
 
イ
ニ
 シ
エ
ー
 

シ
ョ
ン
を
経
た
さ
き
に
展
望
さ
れ
て
い
る
の
は
、
閉
じ
た
学
問
・
 

社
会
・
 

人
間
性
を
突
破
す
る
、
開
か
れ
た
真
の
人
間
性
で
あ
る
。
著
者
の
 
学
問
的
 

関
心
事
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
と
し
て
の
関
心
事
で
も
あ
 るこ
の
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0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
七
年
四
月
二
二
日
三
一
午
後
一
時
 @
 
一
時
三
 
0
 分
 
分
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 
伸
 、
片
間
宮
二
夫
、
石
田
慶
和
、
 上
田
 

賢
治
、
上
田
 閑
照
 、
江
島
 恵
教
 、
金
井
新
三
、
木
村
清
孝
、
 

坂
井
信
士
、
鈴
木
 範
久
 、
田
丸
 徳
善
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
長
谷
 

正
宮
、
藤
田
富
雄
、
宮
家
 準
 

議
題
 

0
 
 口
 下
散
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
平
成
七
年
四
月
一
日
一
十
 -
 午
後
三
時
 @
 七
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
市
川
裕
、
岩
本
一
夫
、
鈴
木
右
目
、
 棚
次
 正
和
、
藤
田
 正
勝
、
 

渡
辺
和
子
 

議
題
 

一
 、
刊
行
報
告
 

第
六
八
巻
第
三
題
目
①
二
ロ
 こ
 、
第
四
韻
 
三
 0
 三
ロ
 
芭
 

一
 、
編
集
方
針
 

第
六
九
巻
第
一
揖
二
三
 0
 四
ロ
 
ニ
 
以
降
 

第
七
 0
 巷
 第
一
輔
 
三
 0
 八
口
 
芭
 
特
集
号
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
 

一
、
ム
フ
 

後
の
運
営
に
つ
い
て
 

直
読
報
告
、
書
評
、
欧
文
要
旨
等
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
 

0
 理
事
会
 

日
時
平
成
七
年
四
月
二
二
日
工
 - 午
後
一
時
三
 0
 分
 @
 
一
 
一
時
二
一
 

①
 力
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
 
洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 伸
 、
 井
門
 吉
田
一
一
 

夫
、
池
田
昭
、
石
田
慶
和
、
上
田
賢
治
、
上
田
 閑
照
 、
江
島
 

恵
教
 、
小
川
圭
 治
 、
金
井
新
三
、
河
 波
昌
 、
木
村
清
孝
、
楠
 

山
春
樹
、
小
山
雷
丸
、
坂
井
信
士
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
鈴
木
 範
 

久
 、
鈴
木
康
治
、
谷
口
茂
、
田
丸
徒
書
、
中
村
 慶
 治
郎
、
長
 

谷
 正
宮
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
平
敷
台
 
治
 、
堀
越
知
日
、
 

 
  

 

十
疋
 

 
 

五
月
二
四
日
一
水
）
投
票
資
格
一
会
費
 
網
 人
状
況
 -
 に
つ
い
て
  
 

 
 
 
 

通
知
発
送
 

六
月
一
七
日
一
十
一
有
権
者
資
格
締
切
 

六
月
二
八
日
一
水
 
一
 有
権
者
資
格
認
定
 

七
月
二
四
日
一
月
一
投
票
用
紙
発
送
 

八
月
一
九
日
三
 -
 投
票
受
付
締
切
 

八
月
二
六
日
工
）
選
挙
管
理
委
員
会
 
-
 開
票
 一
 

一
 ①
月
一
四
日
ま
た
は
二
一
日
 -
 
十
）
 

評
議
員
選
考
委
員
会
一
第
一
回
 一 

一
一
月
一
二
日
（
 日
一
 
評
議
員
選
考
委
員
会
 -
 第
二
回
 -
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
よ
り
中
村
 
廣
 治
郎
氏
を
選
挙
管
理
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

会
報
 

一
 、
平
成
七
年
度
日
本
宗
教
学
会
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
日
程
の
決
 

決
 



前
田
専
掌
、
松
本
店
 一
 、
宮
家
 準
 、
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
五
四
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

一
一
月
一
 
0
 日
 

-
 
金
 -
 ｜
 
一
二
日
一
日
 -
 の
三
日
間
、
沖
縄
国
際
 

大
学
で
行
わ
れ
る
学
術
大
会
の
詳
細
に
つ
い
て
、
開
催
 
校
 で
あ
  
 

同
大
学
学
長
の
平
政
令
 治
 理
事
よ
り
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

日
程
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

一
一
月
一
 
0
 日
一
 金
 -
 公
開
講
演
会
、
学
会
賞
選
考
委
員
会
、
理
 

事
会
 

一
一
日
三
 -
 研
究
発
表
、
評
議
員
会
、
空
手
演
武
、
 

琉
 

球
 舞
踊
鑑
賞
、
懇
親
会
 

一
二
日
 

-
 
日
 -
 研
究
発
表
、
「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

評
議
員
選
考
委
員
会
、
公
開
特
別
部
会
、
 

会
員
総
会
 

大
会
参
加
・
研
究
発
表
の
申
込
締
切
は
六
月
末
日
。
 

一
 、
平
成
七
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

青
山
立
、
 

洗
建
 、
何
彼
 昌
 、
木
村
清
孝
、
芹
川
博
通
、
薗
田
 
坦
  
 

ナ
し
 ・
 零
 日
の
七
名
が
選
任
さ
れ
た
。
 

Ⅰ
新
入
 ム
蕎
貝
は
 つ
い
て
 

別
記
六
三
人
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
諸
委
員
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
左
記
の
 
 
 

程
で
開
か
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
 連
 主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 

日
時
平
成
七
年
六
月
一
九
日
 
-
 
月
 ）
午
後
一
時
三
 
0
 分
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
室
 

0
 
新
人
会
員
 -
 四
月
二
二
日
承
認
分
一
 

雨
宮
 

人
 美
日
本
大
学
大
学
院
一
丁
口
の
 ヱ
 八
山
梨
県
東
八
代
郡
一
 

郡
一
 

宮
町
末
木
五
六
三
ー
三
 

有
馬
善
一
能
谷
大
学
非
常
勤
講
師
一
 T
-
 ハ
 0
 
三
 

京
都
市
 化
 区
衣
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

笠
 車
御
所
 ノ
 向
阿
四
二
ウ
イ
 -
 古
橋
 ニ
 ー
 F
 

石
 Ⅲ
殿
中
央
大
学
大
学
院
〒
一
六
六
杉
並
区
阿
佐
谷
 
 
 

｜
 二
七
 ｜
 
一
九
吉
野
花
六
号
 

玉
韻
「
現
代
社
会
の
危
機
と
宗
教
」
 

日
本
学
術
会
議
哲
学
研
 
連
 主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 

日
時
平
成
七
年
一
一
月
二
八
日
 
-
 人
一
午
後
一
時
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
室
 

玉
韻
「
無
常
」
 

両
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
日
本
宗
教
学
会
が
後
援
す
る
こ
と
、
会
議
の
 

経
 

費
 と
し
て
、
各
々
に
二
万
円
の
醇
金
を
支
払
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
 

@
@
 

+
.
 

ハ
 。
 

一
 、
 I
A
H
R
 

の
第
一
七
回
国
際
会
議
に
つ
い
て
 

本
年
八
月
五
日
 
@
 
一
二
日
、
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
ー
で
行
わ
れ
る
 

 
 

A
H
R
 
-
 国
際
宗
教
学
宗
教
史
学
 ム 己
の
第
一
七
回
国
際
会
議
を
 控
 

え
て
、
例
え
ば
名
称
変
更
問
題
や
新
役
員
の
選
出
な
ど
同
学
会
を
 
 
 

ぐ
る
最
近
の
状
況
に
つ
い
て
、
同
学
会
理
事
の
荒
木
美
智
雄
氏
 
よ
 
 
 

報
土
口
火
 
か
 卜
は
 
ム
ミ
サ
れ
ム
 

に
。
 

一
 、
来
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

来
年
度
の
第
五
五
回
学
術
大
会
は
國
 里
 悦
大
字
で
開
催
さ
れ
る
こ
 

 
 

が
 同
大
学
学
長
の
上
田
賢
治
常
務
理
事
か
ら
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
 
れ
 

た
 。
時
期
は
一
九
九
六
年
九
月
の
予
定
。
 



石
橋
泰
助
南
山
大
学
教
授
一
丁
四
六
六
名
古
屋
市
昭
和
区
 八雲
 

町
七
 0
 
 神
言
神
学
院
 

市
川
幸
 佛
 

本
願
寺
派
宗
学
院
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
 宝林
寺
 畠
但
 

１
玉
 

職
 

一
丁
七
五
四
 
｜
 
一
 二
 
宇
部
市
大
字
小
野
八
 
0
 四
二
一
 

｜
一
 

一
條
 
顕
 良
大
谷
大
学
大
学
院
一
 T
-
 
ハ
 0
 二
 
京
都
市
上
京
区
 新
猪
 

熊
 東
町
三
六
三
ー
 ニ
 
メ
ゾ
ン
西
陣
 
四
 0
 
一
 

宗
英
太
郎
大
谷
大
学
大
学
院
一
丁
 六
 ①
 三
 
京
都
市
北
区
 
紫
 竹
西
 

栗
栖
 町
 二
一
八
ク
レ
ー
ル
か
わ
か
 
ら
三
 0
 
一
 

軟
部
俊
也
大
谷
大
学
大
学
院
〒
 六 0
 
二
 
京
都
市
上
京
区
 智
志
 

先
院
通
り
出
水
下
 ル
 分
銅
 町
 五
五
七
ド
ミ
ー
ル
一
番
 

館
ニ
 ー
 B
 

大
江
朋
子
淑
徳
大
学
大
学
院
一
丁
一
九
一
日
野
市
多
摩
平
   

八
 ー
三
多
摩
平
団
地
五
五
 
｜
二
 

大
神
栄
治
大
谷
大
学
大
学
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The Scattering of Cremated Remains and 
Cemetery Laws and Regulations Concerning the 

Environment 

Masao FUJI1 

Recently, the scattering of cremated remains in the mountains and 

from ships at sea has become a critical social problem in Japan due to a 

lack of regulation. On the other hand, in England, Germany, Switzerland, 

and the Czech Republic, for example, cremated remains may only be 

scattered in cemeteries dedicated exclusively to this purpose and which 

are heavily regulated. Such locations are called "scattering grounds." 

"scattering gardens" or "anonym." And, in the United States, especially 

in the Pacific region states of Washington, Oregon, California, Alaska, and 

Hawaii, cremated remains may be scattered in scattering gardens, a t  sea, 

or in public waterways. Western laws are characterized by their compre- 

hensiveness in relation to funerals, cremation, and cemeteries as  a whole. 

This paper considers the laws and regulations in Europe and the United 

States. Finally, it is concluded that burial laws in Japan must be rewritten 

immediately and the system of scattering regulated. 



A Regional Study of the Sphere of Religion 
of the Kanemura Betsurai Shrine 

Keisuke MATSUI 

This paper seeks to  clarify the sphere of religion of the Kanemura 
Betsurai Shrine (Betsurai Shrine for short) in Tsukuba, Ibaraki Prefec- 

ture, through an analysis of the distribution of fraternities and worship- 

pers. 
T o  accomplish this purpose, this study was conducted in the following 

two steps. First, the author mapped distributions of fraternities and 
worshippers. Second, these distributions were analyzed from the view- 
point of relationships between religious faith and landform. 

The thunder faith has two dimensions. In this study, the Betsurai Shrine 

faith involves a kind of thunder god which can be characterized as the god 

or master of rainfall. It also appears that the location of landform 

settlements has something to do with the mode of Betsurai Shrine faith. In 

settlements on the diluvial upland, it appears as a cult of invocations for 

rain. On the other hand, people living in the alluvial lowland believed in 

a god of prevention of thunder and/or flood damage. 

The difference in faith can also be grasped in relation to  the relative 
distance from the Betsurai Shrine. There are differences in the mode of 
fraternities between those nearer to and farther from the Betsurai Shrine. 



Views of Nature and Religion in MINAKATA 
Kumagusu's Writings 

Naoya HAGA 

MINAKATA Kumagusu (1876-19411, a biologist and great scholar of 

religion and folklore, was also a great naturalist and ecologist. This paper 

takes up his thoughts on life, nature, religion, and science from the 

viewpoint of a dynamic holistic ecology. 

Although a s  a biologist he conducted researches on the classification of 

myxomycetes (mycetozoa according to  his naming), Minakata was not a 

mere taxonomist. He was not only a scientist, but also an activist for the 

conservation of the natural environment. He protested against the Shrine 

Mergers proposed by the Meiji government, because this policy was badly 

used and the shrine forests were destroyed by the local government. The 

forests were the location of his research on mycetozoa and other plants. 

Their disappearance, therefore, was a crisis for life itself and for him 

personally. 

It is said that Minakata was a pioneer in the ecological movement in 

Japan. He was very active in the protection of nature, but his practice 

against the Shrine Mergers differed from present popular movements to 

protect nature. In a sense, his interest was ego-centric. It was, however, 

not anthropo-centric because Minakata intended to  conserve shrine pre- 

cincts wholly from a naturalistic and vitalistic standpoint. According to  

Minakata's way of thinking, human beings belong to  Nature in the same 

way that mycetozoa do. Therefore, what threatens mycetozoa also 

threatens human beings. Destroying Nature is equivalent to  ruining the 

living relation between human beings and Nature. 

According to Minakata, religion is inseparable from science. While 

both intend to  explain the Great Wonder of Life, Mahayana (Great 

Vehicle) Buddhism, in particular Shingon Tantric Buddhism, is superior 

to  science in being more fully able t o  explain phenomena of Nature, or the 

Great Life of the Cosmos, the Dainichi-Nyorai (the Symbol of Cosmos- 

wide Life). 
. . . 
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The Religious Nature of a Social-Ecological System 

Minoru SONODA 

At the 1992 United Nations Earth Summit for Environment and Devel- 

opment in Rio, member nations brought their concerns to  bear on the 

grave issues of sustainable development. Unanimous in their resolve, the 

summit released The Rio Declaration and Agenda Twenb-One. And. a t  

a related conference, the Global Forum, which was held in Rio simultane- 

ously, spiritual and parliamentary leaders from around the world were 

joined by industry figures, artists, and scientists for three days of delibera- 

tion. The Global Forum culminated with a joint statement emphasizing 

that the present global environmental crisis is, in fact, an inner crisis of 

human spirit. As such, this crisis sternly suggests that it is critical for us 

to reevaluate our societies' materialistic values in order to embrace deep 

and lasting change. The  message for religion is that our world and its all- 

infusing life energy is the very abundance of god, that we must reacknowl- 

edge the immanence of god everywhere and in all things. 

This is something for us to  learn from the indigenous peoples whose 

wisdom of coexistence we so admire. 

I wish to  share my concept of Japan as  a culture which symbolically 

assimilates life cycles and processes of the natural world, a style of 

civilization which I consider a "social-ecological system." My perspective 

views such social-ecological systems by region. The natural phenomena 

of a region provide a structure upon which the inner spiritual world of its 

community is projected and externalized. As one example, sacred groves 

are  found for every level of community in Japan. My report will hopefully 

illuminate this concept of a social-ecological system through the presenta- 

tion of my own case studies of Japanese communities and their sacred 

groves. 



Religious Representations and Nature in 
Rural Communities 

Kazunori KOGA 

This paper investigates the relationships between religion and nature 

with reference to  Leach's material symbolization in which religious rituals 

make nature the object of representations of metaphysical life-worlds. 

This paper treats two religious phenomena in rural communities. The 

first chapter looks into Aenokoto, a rite which developed in Noto in 

Ishikawa Prefecture. Two dimensions, the manifest and the latent, a re  

pointed out in the rite. The rite latently expresses the change in a life-time 

in terms of the seasonal change from autumn to  winter. 

The  second chapter looks into the religious phenomena on the border of 

one rural con~n~un i ty ,  Inobe, in Shiga Prefecture from the viewpoint of the 

material symbolization of the life-space of the inhabitants. Finally, by 

analyzing the symbolizations of the phenomena, it becomes clear that 

what is represented is the order of the community. 



The Idea of Nature in Japanese Folk Religion 

Hitoshi MIYAKE 

A certain world-view can be seen in Japanese folk religion. Nature is 

comprised of the sun, the moon, stars, mountains, villages, rivers, the sea, 

and animals and plants living on the land. Human beings and gods are  

also included in this view of nature. All living things on the land exist 

undei the light of the sun, the waxing and waning of the moon, and the 

rain. 

The sun is the standard by which day and night and the four seasons are  

determined. And the waxing and waning of the moon is the criterion for 

determining the months. All living things including humans, therefore, 

have lived according to the movements of the sun and moon. In particular, 

the changing of the moon in this view is linked to  the sowing of seeds, 

germination, ripening, and, moreover, to menstruation, conception, and 

birth. 

After death, the soul removes to the mountains or the sea which are  

considered a s  the other-world where it is believed one becomes a "kami," 

or deity. Ancestors, as  deities, descend to  the village in the spring to 

observe the cultivation of rice. The ancestral deities then return to the 

mountains in the autumn. 

Moreover, the spirits of ancestors residing in the mountains and the sea, 

descend to the village carried along by the river or tides and are  reborn a s  

babies. 

In the Japanese natural folk religion, human beings accept the rhythms 

of nature a s  a rhythm that originates in one's inner self, and to  live in this 

"nature of one's inner self" is believed to be good. 



Nature, Experience, and Deity : Whitehead's Essay 
on Cosmology 
Yoshitaka ANDO 

In Science and the Modern World, Whitehead examined problems 

arising from the influence of science on modern philosophy and began 

constructing "the philosophy of organism" to overcome scientific material- 

ism. He pointed out the bifurcation of mind and matter in modern 

philosophy and the fallacy of misplaced concreteness in science. Hence, he 

resorted to immediate experience by proposing "prehension" as  an ulti- 

mate aspect of Nature. He conceived "prehension" as an experience of 
uncognitive perception. In Process and Reality. "prehension" was devel- 
oped alongside the idea of "actual entity," a unit of immediate experience. 

Whitehead thus formulated an atomistic cosmology similar to  

monadology in which Nature is then expressed as  manifold of actual 

entities. In this scheme, another element, the "eternal object," is derived 
from Platonic "form." But in Whitehead's work, this is considered pure 

potentiality, while actual entity is actuality. An actual entity prehends 

eternal objects in gaining a purpose for realization. Whitehead suggested 

Deity from an aesthetic order of Nature. In his cosmology, God was 
conceived to be the Principle of Creation. God contains primordial nature 

which introduces eternal objects a s  a lure of realization. All actual 

entities share with God their self-causation. And through the consequent 

nature of God, God saves the world by realizing it. In his essay on 

cosmology, Whitehead revived the philosophy of Nature at the same time 

that Nature restored Deity. 



Man as a Natural Phenomenon 

Muneo TOKUNAGA 

Classical Samkhya, one of the six orthodox philosophical schools of 

Classical India, is characterized by the dualism of Spirit and Nature, and 

strict atheism. The  Samkhyakarika, the oldest extant text  of this school 

composed by TSvarakrsna in the fourth or the fifth century A. D., gives a 

concise account of Spirit and Nature, the evolution of the twenty-three 

Tat tvas  from Nature, and other related topics. 

After a brief comment on the notion of Nature among ancient Indians, 

I will focus attention on the structure of man put forth in the Karika and 

ascertain that man or a transmigrating being is not found as  a Tattva in 

the doctrine of Classical Samkhya. 

Then I will make a survey of the evolution of the Tat tvas  from Nature, 

described in this text, in search of man or a transmigrating being with the 

consequent result that man exists not a s  a Tattva but a s  a natural 

phenomenon produced by the twenty-three evolutes of Nature in this 

philosophical school. 

Finally, 1 will go on to the theoretical problem that confronts Classical 

Samkhya and other philosophical schools bent on the quest for emancipa- 

tion ( m o k ~ n ) ,  and discuss how this problem is solved in the philosophies of 

the medieval religious literature and the Bhagavatapurana. 
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Naturanschauung im Alten und Neuen Testament 

Sasagu ARAI 

Im Alten Testament lassen sich zwei Typen fur die Bestimmung des 

Verhaltnisses zwischen Gott, Mensch und Natur unterscheiden. Der erste 

Typ A zeigt die Struktur KGott-Mensch>contra<Natur>. Hier steht 

der von Gott als sein Ebenbild geschaffene Mensch uber den anderen 

Geschopfen (Natur) ; uber diese zu herrschen, ist das ihm von Gott 

verliehene Privileg. Der zweite Typ  B zeigt die Struktur<Gott>contra< 

Mensch-Natur>. Hier wird der Mensch verstanden als Geschopf, das Gott 

aus Erde vom Ackerboden (Natur) geformt und mit dem Lebensatmen 

ausgestattet hat, damit er  "den Ackerboden bestellt" (wortlich: "dem 

Ackerboden dient"). Wie der Mensch, werden also auch die anderen 

Geschopfe aus Erde vom Ackerboden geformt, mit dem Lebensatmen 

ausgestattet und kehren zum Ackerboden zuruck. Den Typ A bezeugt die 

Quelle P (Priesterschrift) , den Typ B die Quelle J (Jahwist) . Insgesamt 

bezeugt das Alte Testament letzteren haufiger als ersteren. Vor allem bei 

Deutero-Isaias und in der Weisheitsliteratur uberwiegt der TypKGott > 
contra <Mensch-Natur>. 

Im Neuen Testament, vor allem in der Logienquelle und im Romer- 

brief, ist der Typ A zwar vorausgesetzt, aber es zeigt sich deutlich eine 

Tendenz in Richtung von Typ B, wobei sogar das Verhaltnis von Mensch 
und Natur umgekehrt wird (<Gott> contra <Natur-Mensch>). 



Religion and Nature : 
An Investigation of Original Religious Form 

Shigeo UEDA 

Religion has developed through an historical process and as such has 

developed into various religious groups, faiths, and denominations in a 

movement toward greater variation. 

However, in its original association with nature, religion enjoyed a more 

universal breadth and depth. Through viewing the spirituality of nature 

in the same way as human spirituality, humans will be able to develop a 

humanistic religiosity and discover new religious paths. 




