
指
導
を
受
け
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
こ
の
共
同
体
と
し
て
の

一
体
性

へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
終
的
に
は
、
私

た
ち
は
ア
ー
ト

マ
ン
、
魂
、
霊
魂
の

一
体
感
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ

こ
に
お
い
て
前
面
に
は

現
れ
な
い
全
知
、
全
能
、
永
遠
、
不
変
の
存
在
が
パ
ラ

・
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ア
ー
ト
マ
ン

に
到
達
す
る
ま
で
の
試
み
の
す
べ
て
は
、
生
活
に
お
け
る
善
の
行
い
と
、
個
人
差
を
忘
れ
全
人
類
相
互
間
に

一
体
化
を

も
た
ら
そ
う
と
す
る
努
力
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
表
面
的
な
国
境
や
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
物
を

取
り
除
い
て
、
私
た
ち

人
間
の
全
生
活
を
改
善
し
て
く
れ
る
考
え
方
、
あ
る
い
は
行
動

へ
と

つ
な
が
り
ま
す
。
宗
教
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
指

標
の

一
つ
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
文
化
の
価
値
は
ま
さ
に
私
た
ち
の
考
え
方
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

最
後
に
、
イ
ン
ド
の
祈
禧
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
す
べ
て
の
寺
院
に
書
か
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
こ
に
は

「す
べ
て
の
人
々
が
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
世
界
が
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
記
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。
ま
た
イ
ン
ド
の
あ
る
僧
院
に
は
、
イ
ン
ド
の
独
立
記
念
日
の
言
葉
が
書
か
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は

「あ
な
た
が
社
会
に
対
し
て
貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
私
た
ち

に
必
要
な
こ
と
は
、
人
類

の
平
和
の
た
め
に
祈
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
努
力
が
最
後
ま
で
続
け
ら
れ
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
最
大
の
貢
献
は
こ
の
側
面
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。

196

 

1

セ

ッ
シ

ョ
ン
珊

 

神
道
思
想
と
統

思
想



ー

、

 

ヤ

暮

 

田
中
熊
雄

(タ
ナ
カ

・
ク

マ
ヲ
)

一
九

一
一
年
生
ま
れ
。

日
本
大
学
卒
業
。
現
在
、
宮
崎
大
学
名
誉
教
授
。
専
攻

‥
日
本

古
代
史
。

〈
主
著
〉

『宮
崎
県
庶
民
生
活
誌
』
、
『
日
本
民
族

(宮
崎
県
)
に
つ
い
て
』

他
。

、

序

 

こ
の
論
文
で
試
み
た
こ
と
は
、
神
道
の
特
性
考
察
、
神
道
に
内
在
す
る
宗
教
原
理
の
究
明
で
あ
る
。
そ
れ
が

な
く
て
は
宗
教
統

一

を
進
展
さ
せ
る
方
途
が
判
明
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
道
の
諸
相
が
、
統

一
思
想
に
融
合
し
得
る
か
ど
う
か
に
深
い
関
心
を
寄
せ
な

が
ら
、
久
し
い
神
道
の
歴
史
の
中
で
、
外
来
文
化
に
染
ま
ら
な

い
時
代
、
す
な
わ
ち
古
神
道
に
視
点
を
当
て
て
考
察
し
て
み
た
。

二

神
道
の
名
称

 

セッションW神 道部門

神
道
の
語
は
、
中
国
の
古
血
ハ
(易
経
)
に
、
「聖
人
以
神
道
説
教

(せ
い
じ
ん
し
ん
と
う
を
も

っ
て
お
し
え
を
も
う
け
)
、
而
天
下

服
　

(し
か
し
て
て
ん
か
ふ
く
す
)
」
と
あ
る
の
が
最
古
の
も
の
で
あ

っ
て
、
霊
妙
な
る
道
、
優
れ
た
道
の
意

で
あ
る
。
わ
が
古
典

に
は
、
「
天
皇
信
仏
法
、
尊
神
道

(て
ん
の
う
ほ
と
け
の
の
り
を
う
け
た
ま

い
、
か
み
の
み
ち
を
た
う
と
び
た
ま
う
)
」

(紀
三
十

一

代
用
明
天
皇
即
位
前
記
)
と
か
、
「尊
仏
法

(ほ
と
け
の
の
り
を
と
う
と
び
)
、
軽
神
道

(か
み
の
み
ち
を
あ
な
ず
り
た
ま
う
)
」
(紀

三
十
六
代
孝
徳
天
皇
)

の
記
録
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
仏
法
と
の
対
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
本
来
の
固
有
信
仰
の

実
践
道
に
、
中
国
の
神
道
と
い
う
語
を
転
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

八
世
紀
初
頭

『日
本
書
紀
』
編
纂

の
用
例
で
、
外
来
の
宗
教
文
化
と
の
対
比
に
お
い
て
、
在
来
の
神
祇
の
祭
祀
を
自
覚
し
、
そ
れ

に
相
応
し
い
神
道
の
名
を
採
用
し
た
と
い
う
事
情
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
民
族
的
宗
教
の
自
覚
で
あ
る
。
記
紀
編
纂
の
時
代
は
も
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ち

う

ん

、

儒
仏
流
入
以
前
に
既
に
存
在
し
て
い
た
日
本
人
の
信
仰
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
神
道
と
称
し
た

も

の
と
量

ら
れ
る
・

200

 

三

神
道
の
特
性
と
神
話

神
道
は
果
た
し
て
宗
教
か
非
宗
教
か
、
依
然
と
し
て
明
確
性
に
欠
け
る
と
・
う
が
あ
る
・
そ
れ
に
は
・

神
道
の
成
立
が
・
呆

の

民
婆

化
生

体
と
な

っ
て
、
そ
の
民
族
社
会
を

憂

も
離
れ
て
営
ま
れ
た
・
と
が
な
い

と
い
う
事
情
や
・
宗
教
と
い
う
の
に
は
莫り

さ

然
と
し
て
い
て
、
神
道
に
触
れ
て
い
・
は
ず
の
呆

人
も
、
宗
教
音
議

を
発
生
さ
せ
な
い

と
い
う
現
実
面
が
あ
る
・
す
な
わ
ち
生
活

 の

一
部
を
な
し
て
き
た
宗
教
文
化
で
あ
る
た
め
、
初
め
か
ら
馴
染
み
き

・
た
営
み
で
あ

り
、
ま
た
伝
統
文
化

の

一
端
で
し
か
な
い
た

め
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
現
実
の
風
土
と
社
会
が
、
そ
の
ま
ま
宗
教
の
世
界
だ
と
す
・
立
場
か

ら
見
れ
ば
・
宗
教
以
前

の
宗
教
と
い
う
こ
と
に
な

。
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
土.心味
で
、
神
道
は
非
宗
教
な
の
だ
ろ
う
か
.
人
類
の
社
会
歴
史

に
お
い
て
・
宗
教
を
営
ま
な
か

っ
た
民
族

社
会
は

一
つ
も
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
呆

の
固
有
信
仰
と
呼
ば
れ
・
も
の
は
、
特
定
の
教
祖
や
経
典
を
持
た
ぬ
民
族
信

仰
に
根
差
し
て
い
て
・
呆

の
風
土
と
民

族
文
化
を
抜
き
に
し
て
営
ま
れ
た
・
と
が
な
い
.
全
-
呆

民
族
は
、
呆

的
価
値
志
向
性
墓

本
と
し
て
・
古
神
道
と
も
総
称
さ

れ
て
い
る
宗
教
を
成
長
展
開
し
て
き
た
。

 

特
に
、
神
社
神
道
は
本
質
的
に
整

に
よ
っ
て
拘
束
し
得
な
い
何
も
の
か
を
持

・
て
い
る

と
い
皇

ハ通
理
解
が
・
神
道
人
の
間
に

温
存
、
て
い
た
.
そ
れ
が
護

的
綱
領
の
養

と
な
吹

背
景
と
な
・
信
仰
に
つ
い
て
の
教
学
的
論
争
が
皆

無
に
等
し
い
と
い
う
現

セ ッシ ョンW神 道部門

わ
く
ぐ
み

実
を
も
た
ら
し
て
し
ま

っ
た
。
だ
か
ら
、
神
道
信
仰
の
基
礎
に
あ
る
思
考
の
枠
組
や
そ
の
論
理
的
特
色
を
折
り
出
す
作
業
が
容
易
で

な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。
神
社
神
道
界
で
、
神
道
は
宗
教
に
あ
ら
ず
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
も
、
神
学
的
操
作
を
踏
ん
で
教
義

を
立
て
る
宗
教
と
し
て
育
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
経
典
を
持
た
な
け
れ
ば
宗
教
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
然
ら
ず
。
経
典
型
宗
教
の
ほ
か
に
、
神
道
の
よ
う

に
、
儀
礼
を
中
心
と
す
る
宗
教
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
典
型
宗
教
と
の
対
比
に
お
い
て
見
れ
ば
、
神
道
は
行
型
の
宗

教
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
道
は
、
民
族
固
有
の
文
化
の
中
で
教
祖
を
持
た
ず
に
、
神
話

・
儀
礼
伝
承
を
中
心
に
生
き

続
け
た
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
教
義
的
な
も
の
の
体
系
化
が
甚
だ
稀
薄
と
な

っ
た
。
「道
な
き
が
神
道
の
道
」

(本

居
宣
長
)
と
い
う
表
現
は
興
味
深
い
。
神
道
の
担

い
手
で
あ
る
、
日
本
民
族
が
、
歴
史
的
に
形
成
し
続
け
た
民
族
宗
教
で
あ
る
。

こ
の
民
族

の
始
原
を
極
め
る
た
め
に
、
『古
事
記
』
、
『日
本
書
紀
』
神
話
に

つ
い
て
、
特
に
神
話
の

一
般
論
を
踏
ま
え
て
検
討
し

て
み
よ
う
。
神
話
は
儀
礼
や
信
仰
、
社
会
組
織
な
ど
の
文
化
的
要
素
と
し
て
の
聖
な
る
事
柄
に
関
す
る
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
も
始
原

の
出
来
事
に
つ
い
て
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
混
沌

(無
秩
序
)
か
ら
宇
宙

(秩
序
)
が
生
ま
れ
た
か
、
ど
う
し
て

無
人
の
世
界
に
人
間
が
住
む
よ
う
に
な

っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
動
物
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
善
悪
の
発
生
な
ど
、
あ

ら
ゆ
る
事
物
事
象
に
先
立

っ
て
、
そ
の
存
在
に
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
存
在
論
的
な
任
務
を
主
要
事
と
し
て
い
る
。
神
話
に
登
場
す

る
行
為
者
は
、
現
在
の
人
間
が
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
能
力
を
備
え
た
超
自
然
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
超
自
然
的
存
在
に
よ
る

創
造
活
動
の
叙
述
が
、
中
心
テ
ー
マ
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
神
話
は
歴
史
的
事
実
に
関
与
し
な
い
と
す
る
考
え
が
発
生
す
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
面
的
に
承
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
神
話
は
、
そ
れ
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
事
実
で
あ
り
、

そ
の
点
で
、
歴
史
の

一
部
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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神
話
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
社
会
で
は
、
そ
れ
は
諸
々
の
現
実
に
深
く
関
連
性
を
保

っ
て
お
り
、
し
か
も
存
在
そ

の
も
の
の
背
後
か

ら

そ
れ
を
支
え
る
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
い
る
た
め
に
、
聖
な
る
物
語
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
の
社
会
の

歴
史
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
遠

い
過
去
の
原
初
の
と
き
に
実
際
に
起
こ
っ
た
事
実
な
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
し
、
神
話
を
否
定
す
る

こ
と
は
現
在
の
否
定
を
意
味
し
て
い
る
。
現
在
の
秩
序
は
、
そ
の
神
話
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
出
来
事
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も

の

で
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
現
在
あ
る
と
こ
ろ
の
宇
宙
の
秩
序
の
最
も
原
初
的
な
基
盤
前
提
の
否
定
を
意
味
し
て
い
る
。

わ
が
記

・
紀
神
話
は
、
編
纂
刊
行
以
前
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
頃
の
日
本
文
化
、
政
治
、
制
度
、
経
済
等
の
時
代
思
想
を
反
映
し

て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
は
天
皇
家
を
中
心
と
す
る
神
系
譜
の
整
理
統
合
の
た
め
に
、
あ
る
種
の
作
為
を
加
え
た
政
治
性

の

も

の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
、
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
神
々
を
ど
の
よ
う
に
信
じ
て
き
た
か
を
知

る
に
際
し
て
、
何

ら
決
定
的
な
障
害
と
な
る
も
の
で
は
な

い
。

か
み

よ

以
下
、
古
典
神
話
に
記
さ
れ
た
神
代
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。
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上
天
皇
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(
2
)

神
々
の
由
緒
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あ
め
つ
ち

た
か

ま

天
地
の
初
め
の
と
き

(天
地
開
關
の
と
き
)
、
高
天
の
原
に
お
生
ま
れ
に
な

っ
た
神
様
は
、
ま
ず

み

な
か
ぬ
し

①
天
の
御
中
主
の
神

(天
の
真
中
に
ま
し
ま
し
て
、
万
物
を
主
宰
し
給
う
神
)

た
か

み

む

す

ぴ

②
高
御
産
巣
日
の
神

(万
物
生
成
に
ご
尽
力
に
な
っ
た
神
)

か
み

む

す

び

③
神
産
巣
日
の
神

(万
物
生
成
に
ご
尽
力
に
な
っ
た
神
)

く
ら

ず

次

に

、

国

が

ま

だ

固

ま

ら

ず

に

、

浮

か

ん

だ

油

の
よ

う

で
、

水

母

の
ご

と

く

ど

ろ

ど

ろ

し

て

い
る

と
き

に

、

葦

の
芽

の
萌

え

出

る

の
ぼ

よ
う

に

、

天

に

騰

っ
て
く

る
勢

力

に

よ

っ
て

、

お

生

ま

れ

に

な

っ
た
神

様

は

、

う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

じ

④
宇
称
志
阿
斯
詞
備
比
古
犀
の
神

(葦
の
芽
の
よ
う
な
も
の
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
神
)

あ
め

と
ニ
た
ち

⑤
天
の
常
立
の
神

(葦
芽
の
ご
と
く
燃
え
上
が
る
も
の
が
、
上
が
り
極

っ
た
所
で
生
ま
れ
給
う
た
神
)

ひ
と

り

が
み

ニ
と
あ
ま
つ
か
み

こ
の
五
柱
の
神
は
、
天
上
で
お
生
ま
れ
に
な

っ
た
独
身
神
で
別

天

神
だ
か
ら
、
他
の
国
土
に
生
ま
れ
給
う
た
神
々
と
は
区
別
申

み

み

し

上

げ

る
神

々

で
、

な

お
御

身

を

お
隠

し

に

な

っ
た

。

次

に

く
に

と
ニ
た
ち

①
国
の
常
立
の
神

(浮
く
油
の
ご
と
く
に
漂
っ
て
い
た
も
の
の
中
で
、
上
に
上
が
る
も
の
は
既
に
燃
え
上
が
り

尽
く
し
て
、
そ
の
後

に
残

っ
て
下
に
留
る
も
の
に
よ
っ
て
生
ま
れ
給
う
た
と
い
う
神
)

と
よ
く
も

ぬ

 ②
曲豆
雲
野
の
神

(浮
く
油
の
ご
と
く
漂

っ
て
い
た
も
の
の
中
に
籠

っ
て
い
た
も
の
が
、
こ
れ
か
ら
発
育
生
成
し
よ
う
と
す
る
状
態
で
、

お
生
ま
れ
に
な

っ
た
神
)

こ
の
二
柱
も
独
身
神
で
御
身
を
お
隠
し
に
な

っ
た
。

次
に

セッションW神 道部門

う

い

じ

に

③
宇
比
地
遍
の
神

(潮
と
土
と
が
混
じ

っ
て
い
て
、
ま
た
分
か
れ
な
い
状
態
に
あ
る
と
き
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
神
)

す

い

じ

に

妹
須
比
智
遡
の
神

(潮
と
土
と
が
よ
う
や
く
分
か
れ
た
と
き
に
お
生
ま
れ
に
な

っ
た
神
)

つ
ぬ
ぐ
い

い
く
ぐ
い

④
角
代
の
神

(御
形
の
き
ざ
し
始
め
た
神
)
、
妹
活
代
の
神

(活
き
は
た
ら
き
そ
め
る
神
)

お

お

と

の

ち

お
お

と

の

べ

⑤
意
富
斗
能
地
の
神

・
妹
大
斗
乃
辮

の
神

(漂

っ
て
い
た
も
の
が
、
少
し
凝
り
固
ま

っ
て
き
て
、
国
土
ら
し
い
も
の
と
な

っ
た
状
態

に
、
お
生
ま
れ
な
さ

っ
た
神
)

ま

も

た

そ

あ

て

カ

し

こ

お

⑥
游
母
陀
流
の
神
、
妹
阿
夜
詞
志
古
泥
の
神

(何
の
不
足
も
な
く
備
り
整

っ
て
き
て
、
す
べ
て
満
ち
足
り
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
対

し
て
畏
み
敬
う
状
態
に
お
生
ま
れ
な
さ

っ
た
神
)

い

ざ

な

ぎ

い

ざ

な

み

⑦
伊
邪
那
岐
の
神
、
妹
伊
邪
那
美
の
神

(国
土
を
生
み
給
う
た
め
に
互
い
に
誘
い
合
わ
れ
た
の
で
、
つ
け
ら
れ
た
御
名
の
神
)
で
あ

る
。
御
夫
婦
で
あ
る
。

か
み

よ

し
ち
だ
い

こ
の
七
代
を
神
代
七
代
と
い
っ
て
、

一
層
古
い
神
代
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
天
の
御
中
主
の
神
以
下
の
御
五
方
の
天

つ
神
の
ご
命
令
と
し
て
、
伊
邪
那
岐
、
妹
伊
邪
那
美
の
命
の
御

二
神
に
、
ま
だ
固
ま

ら
な
い
、
こ
の
国
土
を
造
り
固
め
る
よ
う
に
と
の
仰
せ
が
あ

っ
て
、
天
の
沼
矛
を
賜
り
、
国
土
固
成
の
事
業
を

ご
委
任
あ
そ
ば
さ
れ

た
。
そ
こ
で
天
の
浮
橋
に
お
立
ち
に
な

っ
て
、
国
土
を
固
成
さ
れ
た
。

お

の

リコ　

う

し
ま

ひ
る

ニ

ま
ず
溺
能
碁
呂
島

(自
然
と
凝
り
固
ま

っ
て
で
き
た
島
)
を
お
生
み
に
な

っ
た
。
次
に
蛭
子
を
お
生
み
に
な
っ
て
、
葦
の
葉
で
作

っ

た
船
に
入
れ
て
流
し
捨
て
ら
れ
た
。
次
に
淡
島
を
お
生
み
に
な

っ
た
。
御
子
の
数
に
入
ら
な
か

っ
た
。
「今
吾
が
生
ん
だ
御
子
は
よ

ろ
し
く
な

い
。」
天
つ
神

の
御
許
に
参

っ
て
お
し
え
を
受
け
ら
れ
た
。

あ
わ

じ

の

ほ

の

さ
わ
け
の
し
ま

お

き

み
つ

　ナジ

っ
く

し

そ
し
て
御
子
、
淡
道
之
穂
之
狭
別
島
、
伊
豫
之
二
名
の
島

(身

一
つ
に
面
四
つ
)
、
次
に
隠
岐
の
三
子
の
島
、
次
に
筑
紫
の
島

(身
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;

に
面
四
三

露

の
島

゜
津
島

゜
佐
渡
の
島

゜
ポ
讐

譲

霞

(淡
道
之
穂
之
狭
別
の
島
以
下
、ら

八
髪

蕉

融

臥
と

か

ふ

た

ロギ
ロ

ち

い
う

)

を

お
生

み

に

な

っ
て

、
次

に
吉

備

の
児

島

・
大
島

・
女

島

・
知
詞

の
島

・
両

児

の
島

を

お

生

み

に
な

っ
た

。

以

上

国
生

み

を

終
わ
っ
て
・
さ
ら
に
神
様
を
お
生
み
に
な
・
た
這

藪

勢
の
神

゜
聾

聖

の
神

゜
藪

鷲

の
神

・
苺

酎
鵬
の
神

融

震

野
の
神
々
を
お
生
み
に
な
・
て
・
最
後
に
縫

を
お
生
み
に
な
・
て
、
伊
邪
那
美
の
命
は
つ
い
に
懲

り
ま
し
た
。

そ
の
後
で
伊
邪
那
岐
の
命
と
伊
邪
那
美

の
命

の
対
話
が
交
わ
さ
れ
た
。「
最
愛
の
わ
が
妻
の
命
よ
。
私
が
あ
な
た
と

つ
く

っ
た
国
が
、

ま
だ
全
部
で
き
上
が
っ
て
い
な
い
か
ら
、
も
う

一
度
現
界

へ
お
還
り
な
さ
い
。
」
女
神
は
「残
念
な
こ
と
に
は
、
あ
な
た
が
早
く

い
ら
っ

レ

よ

み

カ
ま
ど

し
ゃ
い
ま
せ
ん
の
で
、
私
は
こ
の
黄
泉
国
の
竈

で
煮
炊
き
し
た
物
を
食

べ
ま
し
た
。
…
中
略
…
ま
ず
委
細
を
こ

の
黄
泉
の
国
の
神

と
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
間
私
を
ご
覧
に
な

っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
…
下
略
」

も

つ

し

こ

め

つ

か
み

よ

よ
も

伊
邪
那
岐
の
命
の
冥
界
訪
問
神
話
に
は
、
人
格
神

(黄
泉
神

・
予
母
都
志
許
売
な
ど
黄
泉
の
国
に
付
属
す
る
)

の
ほ
か
に
、
非
人

格
神

(
お
お
か
む
つ
みの
み
こと

ち
か
んし
のお
おか
み

ち
びき
いわ

意
富
加
牟
豆
美

命

…
桃
や
道

反

大
神
…
千
引
石
)
(自
然
物
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
発
揮
し
た
特
異
な
働
き
に
よ
・
て
、

神
格
を
成
就
し
た
神
、
す
べ
て
黄
泉
に
属
す
る
神
で
あ
る
)
が
突
如
と
し
て
語
り
出
さ
れ
る
。
非
人
格
神
に
つ
い
て
は
、
自
然
物
の

神
格
化
と
し
て
で
は
な
く
、
日
本
の
伝
統
的
な
自
然
あ
る
い
は
物

(も
の
)
に
対
す
る
認
識
が
、
自
然
の
法
則
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ

る
生
命
の
な
い
自
然
と
は
範
躊
を
異
に
し
て
い
る
自
然
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
る
自
然
界
す
な
わ
ち
自
然
物
と
し
て
の
存
在
は
、

す
べ
て
神
と
な
る
べ
き
可
能
体
と
し
て
の
存
在
を
思
惟
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
物
の
内
包
す
る
力
は
、
働
き
と
し

て
認
識
さ
れ
、
そ

の
働
き
が
特
異
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
も
の
は
神
と
し
て
、
人
間
と
の
間
に
特
殊
な
関
係
を
持

つ
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
れ
は
、
物
が
神
格
化
さ
れ
た
と

い
う
在
り
方
で
あ
る
の
で
は
な

い
。
こ
の
理
解
の
如
何

に
よ

っ
て
神
道
の

認
識
が
異
な

っ
て
く
る
の
で
、
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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伊
邪
那
岐
の
命
は
、
「
私
は
い
や
な
汚

い
も
の
を
見
た
。
汚

い
国
に
行

っ
た
こ
と
で
あ
る
わ
い
。
そ
の
稼
れ
を

祓
う
た
め
に
身
を

喫
し
よ
う
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
筑
紫
の
日
向
の
橘
の
小
さ

い
水
門
の
み
そ
萩
の
生
え
て
い
る
原
に
行
か
れ
て
、
御
身
の
汚
れ
を
洗
い

條
ぎ
、
祓
い
捨
て
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
投
げ
捨
て
ら
れ
た
御
杖
に
神
が
誕
生
し
、
御
帯
、
御
下
着
、
御
衣
、
御
袴
、
御
冠
、
左

の
手

飾

(三
柱
の
神
)
、
右
の
手
飾

(三
柱
の
神
)
に
十
二
柱
の
神
々
が
お
生
ま
れ
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
神
々
は
御
身
に
つ
け
て
お
ら

れ
た
も
の
を
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
と
き
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
中

つ
瀬
に
降
り
ら
れ
て
、
水
の
中
に
潜
ら
れ
、
械

は
ら

う

つ

し

ひ

か
な
き
く

れ
を
お
喫
い
に
な
る
と
き
に
、
綿
津
見
の
神
が
お
生
ま
れ
に
な

っ
た
。
こ
の
綿
津
見
の
神
の
御
子
は
宇
津
志
日
金

析
の
命
、
そ
の
子

あ

ず
み

む
ら
じ
た
ち

わ
た

つ

み

孫
に
阿
曇
の
連

達
が
い
る
。
阿
曇

の
連
達
は
綿
津
見
の
神
を
祖
先
の
神
と
し
て
い
つ
き
祀
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
伊
邪
那
岐
の
命

た
て
は
や

す

さ

の

お

が
左
の
御
目
を
お
洗
い
に
な

っ
た
と
き
天
照
大
神
、
右
の
御
目
を
お
洗
い
に
な
る
と
月
読
命
が
、
御
鼻
の
と
き
建
速
須
佐
之
男
の
命

の
、
三
柱
の
貴
子
の
御
出
生
と
な

っ
た
。
御
身
の
祓
ぎ
祓
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
生
ま
れ
に
な

っ
た
神
々
は
十
四
柱
で
あ

っ
た
。

伊
邪
那
岐
の
命
は
三
柱
の
貴
子
を
お
喜
び
に
な
り
、
御
首
飾

の
珠
を
と
ら
れ
て
、
天
照
大
神
に
賜

っ
た
。
そ
し
て
仰
せ
ら
れ
る
に
は
、

「あ
な
た
は
高
天
原
を
ご
統
治
な
さ
い
」
と
こ
委
任
に
な

っ
た
。
月
読
命
に
は
月
の
世
界
を
、
須
左
之
男
の
命
に
は
海
原
を
ご
委
任

に
な

っ
た
。

あ
め

の

お
し

ほ

み
み
の
み

こ
と

天
照
大
神
は
今
日
皇
室
の
御
祖
神
と
し
て
奉
斎
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
系
統
は
、
①
天
照
大
神

②
天
之
忍
穂

耳

命

③

あ
ま

つ

ひ

だ
か

ひ

こ

ほ

の

に

に

ぎ
の
み
ニ
と

あ
ま

つ

ひ

だ
か

ひ

こ

ほ

ほ

で

み
の
み
こ
と

あ

ま

つ

ひ

だ
か

ひ

ニ

な
き

き

た
け

う

が

や

ふ
　
あ

べ
ず
の
み
ニ
と

天
津
旦
局
日
子
番
能
遡
々
芸

命

④
天
津
旦
局
日
子
穂
々
手
見

命

⑤
天
津
日
高
日
子
波
限
建
鵜
葺
草
葺
不
合

命

で
あ
り
、
こ

か
む
や
ま
と

い

わ

れ

ひ

ニ
の
み
こ
と

れ
を
最
後
に
神
代
が
終
わ
る
の
で
あ
る
。
以
下
人
の
世
と
な
っ
て
、
神

倭

伊
波
礼
毘
古

命

が
初
代
の
神
武
天
皇
と
し
て
登
場
さ
れ

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

神
話
は
、
神
代
か
ら
人
の
代

へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
渋
滞
も
な
く
、
歴
史
の
流
れ
と
し
て
、
自
然
に
読
み
下
ろ
し
て

い
け
る
の
で
あ
る
。
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ひ
と
の
よ

神
代
の
神
々
は
人
間
的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
人
代
の
人
々
が
神
に
近

い
姿
に
お

い
て
語
ら
れ
、
巻
を
進
め

る
に
従

っ
て
、
人
間

時
代
の
歴
史
に
移

っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
人
と
神
と
は
近
接
し
、
互
い
に
融
即
し
得
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
上

古
の
人
た
ち
が
、
神
の
行
為
と
人
の
行
為
と
を
融
即
的
に
観
念
す
る
場
を
持

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
祭
政

一
致
と

い
う
古
代
的
事
実
か
ら
、
神
事
儀
礼
と

い
う
神
人
融
合
の
行
為
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
日
本
神
話
の
神
々
に
は
、
「成
り
ま
す
神
」
と

「生
ま
れ
る
神
」
の
二
類
系
が
あ
る
。
次
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
よ
う
。
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五

神
々
の
出
現
形
態

 

(
1
)

成
り
ま
す
神

あ
め天

の
成
立
に
か
か
わ
る
五
柱
の
別
天
神
や
、
神
代
七
代

の
神
々
、
あ
る
い
は
伊
邪
那
美
大
神
を
素
因
と
す
る
神
々
、
伊
邪
那
岐
の

神
に
関
連
し
て
出
現
す
る
神
々
、
ま
た
天
照
大
神
、
須
佐
之
男
命
に
関
す
る
神
々
で
、
神
道
の
神
観
念
を
理
解
す
る
上
で
極
め
て
重

要
な
神
々
で
あ
る
。
伝
承
的
な
日
本
人
の
信
仰

の
中
で
、
重
大
な
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
中
心
的
な
位
置
を
占

め
て
き
た
す
べ
て
の

も

の
ざ
ね

 神
々
は
成
り
ま
す
神
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
神
道

の
神
々
は
、
所
与
の
物
実
か
ら
成
り
ま
す
神
で
あ
る
。
既
存
の
高
天
原
と
い
う

世
界
そ
の
も
の
が
物
実
な
の
で
、
そ
こ
の
世
界
に
内
在
す
る
力

(生
命
力
)
が
自
己
発
展
、
自
己
生
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
し

た
神
々
な
の
で
あ
る
。

神
道
で
は
、
物
事
の
始
原
を
原
理
的
に
論
理
的
に
超
越
的
な
実
在
神
と
し
て
思
惟
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
切

の
存
在
に
先
立

セ ッションW神 道部門

ち
、
存
在
を
創
造
す
る
絶
対
神
で
は
な
い
。
有
限
で
、
相
対
的
で
あ
り
、
必
然
的
に
多
神
で
あ
る
。
神
道
の
大
き
な
特
色
、
そ
れ
は

八
百
万
の
神
々
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
文
化
の
核
と
同
質
の
も
の
を
基
礎
と
し
て
い
る
神
道
的
思
惟
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
絶
対
観
念
は
存
在
し
な
い
。
不
在
で
あ
る
。
唯

一
神
を
奉
ず
る
宗
教
と
は
、
顕
著
に
決
定
的
な
相
違
を
示
す

の
で
あ
る
。

古
典
の
成
立
時
代
に
は
、
既
に
大
陸
か
ら
儒
教
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
当
時
の
日
本
人
が
絶
対
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
な

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
人
の
多
く
は
、
そ
の
当
時
お
よ
び
そ
の
後
の
歴
史
過
程
を
通
じ
て
、
絶
対
化
と
は
異
な
る
相
対
性

世
界
の
中
に
生
き
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多
神
を
信
じ
、
絶
対
を
持
た
な
い
神
道
は
、
そ
の
生
活
や
思
惟
の
形
態
に
お
い
て
、

ど
ん
な
特
色
を
示
し
た
か
と

い
え
ば
、
原
理
的
に
は
普
遍
で
は
な
く
、
個
別
を
思
考
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
学
的
立
場
で
は
、
家
の

仕
来
り
や
家
訓
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
郷
に
入

っ
て
は
郷
に
従
え
な
ど
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
神
道
は

一
元
論
で
は
な
く
、
多
元
論
の
立

場
を
と
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
争
い
の
場
に
お
い
て
も
、
自
己
は
常
に
相
対
的
な
真
理
を
し
か
保
持
し
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
自
己
が
正
し
け
れ
ば
、
相
手
は
必
ず
間
違

っ
て
お
り
、
そ
の
ゆ
え
に
罪
も
ま
た
全
面
的
に
相
手
に
帰

せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と

い
う
発
想
は
、
神
道
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
現
実
は
妥
協
に
よ
る
調
和
、
そ
し
て
調
和
に
基
づ
く
成
長
が
可
能
だ
と

い
う
理
想
を
持

っ

て
い
る
。

(
2
)

生
ま
れ
る
神

 

成
り
ま
す
神

(な
る
神
)
に
対
し
て
、
他
に
出
現
す
る
神
の
形
態
は
生
ま
れ
出
る
こ
と
で
あ
る
。
国
生
み
に
よ
っ
て
伊
邪
那
岐

・

伊
邪
那
美
の
神
か
ら
生
ま
れ
た
島
々
が
、
神
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
認
識
さ
れ
て
い
る
。
島
生
み
で
は
な
く

、
国
生
み
で
あ
る
が
、

島
が
西
洋
的
概
念
で
い
う
自
然
で
は
な
く
、

一
つ
の
総
合
的
生
命
体
の
国
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
出
雲
系
神
話
に
も
、
そ
の
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他
系
譜
的
整
理
の
な
い
ま
ま
の
、
御
子
神
と
し
て
出
現
す
る
神
々
で
あ
る
。
こ
の
生
ま
れ
る
神
は
、
生
む

・
生
ま
れ
る
と
い
う
親
と

子
の
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
、
人
は
神
の
子
と
い
う
立
場
の
意
識
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。

出
雲
国
造
家
が
蓼

撫
・羅

鍔

を
祖
神
と
し
て
伝
承
し
・
齢
嘩

嬢

は
建
.曇

棚
鍔

を
・
霰

畔

幕

嚢

.鑓

・
猿
璽

あ
め
の

う

づ

め
の
み
こ
と

は
や

と

あ

た
の
き
み

ほ

で
り
の
み
こ
と

ら
が

天
宇
受
売

命

を
、
隼
人
阿
多
君
が
火

照

命

を
そ
れ
ぞ
れ
祖
神
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
氏
族
が
神
話
に
登
場
す
る
神
々

を
自
ら
の
祖
神
と
す
る
伝
承
を
、
神
話
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
人
間
は
神

の
生
み

の
子
、
す
な
わ
ち
神
の

血
縁
に
よ
る
子
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
話
を
伝
承
し
た
各
氏
族
が
、
神
話
に
登
場
す
る
神
々
を
そ
れ
ぞ
れ
祖
神

と
し
て
語

っ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
人
を
表
現
し
て
青
人
草
と
呼
び
、
国
土
と

↓
体
な
も
の
と
し
て
、
発
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
推
考
す
る
と
、
こ
こ
で

は
人
間
が
本
来
、
神
の
子

・
神
の
生
み
の
子
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

人
は
神
の
分
霊
を
受
け
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
人
と
神
と
は
本
質
的
に
は
同
格
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
に
神
性
が

認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然
人
が
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
信
仰

に
つ
い
て
何
の
.擬
紗り

も
示
さ
な
い
。
こ
れ
も
人
と
神
と
が
同
質
あ
る
い
は

一
体
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
神
人
相
依
の
関
係
が
生
じ
て
く
る
。
信
仰
思
想
史
上
誠
に
古

い
基
本
的
な
思
想
で
あ
る
。
神
と
人
と
の
最
終
的
帰

一
は
、

人
が
神
を
敬

っ
て
常
に
身
も
心
も
清
浄
に
保
ち
、
正
直
に
徹
し
て
神
の
境
地
に
近
づ
く
こ
と
に
努
め
、
神
威
を
高
め
、
神
人
合

一
し

て
神
の
徳
を
受
け
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
人
は
ま
す
ま
す
運
を
添
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
神
人
同
格
で
あ
る
神
道
の
本
質
的
表

現
と
し
て
の
、
神
と
人
と
の
互
助
共
栄
の
原
理
で
あ
る
。
人
と
神
と
の
授
受
作
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
宇
宙
存
在
認
識
の
原
理
的
思

考
で
あ
る
。
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神
道
は
共
同
体
の
祭
祀
と
し
て
、
国
家
や
地
方
、
職
域
や
家
ま
た
性
別
、
年
齢
な
ど
多
方
面
の
相
互
作
用
、
そ
の
他
外
来
宗
教
文

化
の
影
響
を
受
け
て
、
民
族
の
歴
史
と
と
も
に
複
雑
な
発
展
経
路
を
た
ど

っ
て
き
た
民
族
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
単
純
な
分
析
で
割
り

切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
直
接
国
家
の
管
理
下
に
お
か
れ
な
か

っ
た
神
社
で
あ

っ
て
も
、
日
本
の
伝
統
文
化
と
生
命
共
同
体
に

支
え
ら
れ
、
社
会
的
習
俗
の
方
面
で
、
祭
り
や
年
中
行
事
、
人
生
の
通
過
儀
礼
な
ど
を
通
じ
て
生
き
続
け
て
き
た
。

一
方
で
は
個
人

的
教
団
組
織
の
形
で
発
展
を
遂
げ
る
な
ど
、
多
様
な
現
象
を
示
し
て
き
た
神
道
の
定
義
は
容
易
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
心
に
神

社
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
神
社
は
神
道
に
と

っ
て
、
そ
の
中
核
的
基
盤
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ

る
神
祇
祭
祀
に
は
、
神
道
の
古
典
形
式
が
残
さ
れ
て
も
い
る
。

し
ず

天

つ
神

・
国

つ
神
の
祭
、
そ
の
祭
の
場
が
神
社
で
あ
る
。
神
の
社
、
お
宮
、
神
殿
、
神
の
鎮
ま
る
神
聖
な
家
と
い
わ
れ
る
建
築
施

や
し
ろ

も
り

設
を
含
め
て
、
そ
の
境
内
全
域
の
聖
地
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
る
。
神
の
社

は
、
祭
に
あ
た
り
神
を
迎
え

る
聖
所
、
ま
た
神
の
杜
、

こ
ん
も
り
と
盛
り
上
が

っ
た
樹
木
の
群
落
で
あ
る
。
神
の
鎮
ま
る
森
そ
の
も
の
で
あ
り
、
神
を
祭
る
場
で
あ

っ
た
。
人
々
が
祭
に
よ

っ

て
神
を
迎
え
歓
待
し
、
神
々
と
交
わ
る
場
所
で
あ
る
。
人
々
が
共
同
生
活
の
た
め
に
、
共
同
の
神
を
祀

っ
て
連
帯
を
持
続
す
る
と
き
、

そ
こ
に
神
が
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。む

れ

血
縁
同
族
の
氏
子
集
団
と
地
縁
的
群

(村
)
集
落
の
村
落
共
同
体
が
、
風
土
の
神
々
に
結
び
付
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
社
が
伝
承

さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
て
神
と
住
民
と
の
間
に
は
、
神
道
特
有
の
神
人
関
係
が
成
立
し
て
、
氏
神
と
氏
子
の
血
縁
的
紐
帯
が
強
調
さ

2〃



れ
て
き
た
。
こ
の
神
祇
尊
重
の
儀
礼
的
習
俗
は
、
わ
が
国
の
伝
統
で
あ
り
、
不
文
の
慣
行
と
し
て
継
続
実
践
さ
れ
て

き
た
。

こ
う
し
て
太
古
さ
な
が
ら
の
山
水
を
、
そ
の
ま
ま
神
苑
と
し
、
清
澄
な
自
然
に
神
霊
を
感
受
す
る
こ

と
が
、
古
来
神
道

の
原
点
で

あ
る
。
単
な
る
動
的
対
象
化
の
自
然
で
は
な
く
て
、
人
々
の
生
活
に
神
と
し
て
触
れ
て
き
た
自
然
、
里
近

く

の
山
裾
や
海
浜
に
鳥
居

し
め
な
わ

を
立
て
た
り
、
森
の
木
や
岩
礁
に
標
縄
を
張

っ
て
、
霊
的
な
神
の
世
界
を
感
じ
と
っ
た
神
聖
感
応
的
自
然
で
あ

る
。

ひ
も
ろ
ぎ

い
わ
く
ら

そ
の
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
神
離

.
磐
座
を
立
て
備
え
、
神
々
を
お
迎
え
し
て
祀

っ
た
。
神
社
は
め
ぐ
り
く
る
祭
り
を
通
じ
て
、
神
と

人
と
自
然
と
を

一
団
と
し
た
郷
土
意
識
の
中
に
、新
し
い
霊
的
活
力
を
注
い
で
く
れ
る
場
で
も
あ

・
た
。
こ
れ
ら
自
然

の
諸
相
に
神

々

の
霊
力
を
観
想
す
る
日
本
人
古
来
の
宗
教
感
覚
は
、
大
自
然
の
生
態
系
の
中
に
人
間
も
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
姿

で
あ

る
。
神
道
の
成
立
は
、
本
来
原
初
性
の
自
覚
に
よ
る
民
族
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
古
代
さ
な
が
ら
の
神
事
を
本
旨

と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
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原
始
的
な
自
然
崇
拝
で
宗
教
に
値
し
な
い
な
ど
と
批
判
す
る
立
場
を
と
る
人
は
、
記

・
紀
神
話
に
も
記
さ
れ
た
古
代
人
の
持

つ
自

然
観
に
対
し
て
の
理
解
を
欠
き
、
現
今
科
学
的
に
も
十
分
実
証
を
求
め
得
る
大
自
然
の
生
態
系
の
中
に
、
人
間
が
生
か
さ
れ
て
い

る

こ
と
す
ら
認
識
し
得
な
い
人
々
の
浅

い
思
慮
か
ら
の
発
言
で
あ
る
。
人
間
の
生
き
る
生
命
の
神
秘
も
、
自
然

の
成
長
展
開
を
司
る
生

命
力
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
相
違
を
認
め
な
い
の
が
、
日
本
的
生
命
観
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
然
神
も
・
既
に
出
発
点
か
ら
同
時

に
人
格
神
と
し
て
宗
教
的
な
認
識
を
経
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
発
想
が
、
神
道
の
根
本
的

な
宗
教

的
心
意
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

七

生
業
と
神
々

地
方
の

一
般
庶
民
の
間
に
は
、
村
落
や
町
内
の
氏
神
鎮
守
の
祭
り
や
伊
勢
講
な
ど
の
代
参
で
、
日
常

の
生
活
に
晴
れ
の
行
事
を
も

た
ら
す
民
間
神
道

(民
俗
宗
教
)
が
行
わ
れ
て
い
た
。
特
に
人
々
の
従
事
す
る
、
な
り
わ
い

(生
業
)
が
豊
饒
で
あ
る
よ
う
に
祈
る

や
お
よ
ろ

ず

 心
は
、
そ
こ
に
種

々
の
神
々
が
生
業
な
い
し
業
種
に
関
与
し
て
く
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
う
し
て
八
百
万
の
神
々
が
独
自
の
神
威
、

霊
力
、
属
性
を
持

っ
て
、
そ
の
信
仰
対
象
と
な

っ
て
祀
ら
れ
て
き
た
。

セ ッシ ョン珊 神道部門

(
1
)

農
業
に
か
か
わ
る
神
々

う

か

の

み

た
ま
の
み
ニ
と

ふ
し

み

い
な

り

た
い
し
や

①
宇
迦
之
御

魂

命

(伏
見
稲
荷
大
社
…
…
京
都
)
、
食
物
の
御
霊
の
神
と
い
わ
れ
て
い
る
。
稲
荷
は
そ

の
文
字
か
ら
も
主
食

の

稲
と
関
係
し
て
い
る
。

と
よ

う

げ

ひ

め
の
か
み

②
豊
宇
気
毘
売
神

(曲豆
受
大
神
宮
…
伊
勢
…
外
宮
)
、
農
業
神
と
し
て
、
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
神
で
、
古
事
記
に
の
み
登
場

わ

く

す

ひ
の
か
み

す
る
神
で
あ
る
。
伊
邪
那
岐

・
伊
邪
那
美
の
神
の
御
子
で
、
農
業
神
の
和
久
巣
日
神
の
御
子
で
あ
る
。
豊
宇
気
は
曲豆
受
と
も
表

記
さ
れ
て
い
る
。

う

が
の
か
み

お
お
も
の
い
み
の
か
み

③
そ
の
他
の
農
業
神
と
し
て
は
⑦
宇
賀
神

@
大
物
忌

神

が
祀
ら
れ
て
い
る
。

か
み

む

す

び
の
か
み

お
お

げ

つ

ひ

め
の
か
み

う
け
も
ち
の
か
み

わ
く
む
す
び
の
か
み

④
五
穀
の
神
と
し
て
は
④
神
産
巣
日
神

◎
大
宜
都
比
売
神

◎
天
照
大
神

㊤
保

食

神

㊧
稚
産
霊
神

の
神
々
が
祀
ら
れ
、

お
お
と
し
の
か
み

い

さ

は

と

み
の
か
み

 穀
物
守
護
の
神
に
大
年

神

・
伊
佐
波
登
美
神
な
ど

の
神

々
が
祀
ら
れ
る
。
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⑤
田
を
開
墾
す
る
場
合
に
は
、
嬬
鵬
埴鵠
襯
、
幟
雌
纏
の禰
が
祀
ら
れ
る
。

か
ん
じ
よ
う

⑥
神
々
の
勧

請

に
・
る
場
△
。
と
し
て
は
、
田
豊

の
と
き
、
災
害
や
鳥
害

重

害
の
際
・

あ
る
い
は
雨
乞
い
の
と
き
・
そ
れ
ぞ

れ
に
応
じ
て
、
神
々
を
勧
請
し
て
、
無
事
に
作
物
が
で
き
ま
す
・

う
に
・
お
祭
り
を
行

・
・
収
穫
と
も
な
る
と
・
こ
れ
ま
で
加

護
を
願

っ
た
神
々
、
産
土
神
な
ど
に
供
物
を
供
え
て
祀

っ
た
。

(
2

)

養

蚕

に

関

す

る

神

々

記

.
紀
に
は
蕃

認

羅

・
饗

禰

・
箋

報

の
神
・
か
ら
票

産
ま
れ
・
天
照
大
票

養
蚕
の
道
を
始
め
ら
れ
た
と
伝

え
る
。
こ
れ
ら
の
神
々
は
養
蚕
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

(3

)

漁

業

に

関

す

る

神

々

や

え

こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
か
み

①
八
重
事
代

主

神

(美
保
神
社
…

島
根
)
、
大
里

神
の
御
子
で
あ
る
・
漁
業
神

と
し
て
祀
ら
れ
る
・

②
鑓

解

馨

顔
の
名
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
槽

兄
弟
の
神
・
が
海

と
山
と
に
分
蛮

そ
の
幸
を
各
々
が
王
宰
し
た
話

は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
故
事
か
ら
漁
業
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

③
そ
の
他

熟

灘

顯

(海
の
神
)

@
讐

襯

(食
物
の
神
)
も
糞

神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
゜

(
4
)

狩

猟

に
関

す

る
神

々

①
大
山
津
見
神

(山
の
神
)
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②
火
遠
理
命

(山
幸
彦
の
兄
弟
)

③
保
食
神(

5
)

商

業

に

関

す

る
神

々

①
宇
迦
之
御
魂
命

(お
稲
荷
さ
ん
で
親
し
ま
れ
て
い
る
)

②
大
国
主
神

(大
黒
さ
ん
)

③
事
代
主
神

(恵
比
須
さ
ん
)

ひ
る

ニ

お
お
か
み

お
お
い
ち
ひ
め
の
か
み

④
そ
の
他
蛭
児
大
神

・
大
市

姫

神

(市
の
神
)

お
お

①

の
宇
迦
之
魂
命
は
も
と
も
と
農
業
の
神
で
は
あ
る
が
、
そ
の
神
威
が
拡
大
し
て
商
業
の
神
と
な
っ
た
。
出
雲
大
社
の
祭
神
大

く
に
ぬ
し
の
か
み

国
主

神

の
場
合
は
、
ダ
イ

コ
ク
と

い
う
音
か
ら
、
印
度
の
大
黒
天
と
の
習
合
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
6

)

工

業

に

関

す

る

神

々

あ
め
の
ま
ひ
と

っ
の
か
み

①
天
目

一
箇
神

(多
度
神
社
…
三
重
県
)
、
鍛
冶

・
ブ
イ
ゴ
の
神
で
あ
る
た
め
、
金
属
精
錬
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
場
合
が

多
い
。

②
金
山
彦
神
、
金
山
姫
神
は
鉱
山
の
神
で
、
金
、
銀
、
銅
山
を
は
じ
め
石
炭
の
山
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ

の
工
業
に
関
連
す
る
業

種
で
は
、
山
の
神
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
単

一
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

ほ

む
す
び
の
か
み

み

ず

は

の

め
の
か
み

③
そ
の
他
工
業
で
は
火
を
必
要
と
す
る
の
で
火
産
霊
神
、
ま
た
水
も
必
要
と
な
る
の
で
水
神
と
し
て
弥
都
波
能
売
神
、
陶
器
に
は
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土
が
重
要
だ
か
愚

議

礪

神
や
凝

梶

禰
が
祀
ら
れ
る
の
で
あ
る
・

(7
)

そ

の
他

の
生
業

塩
、
砂
糖

醤
璽

。薦

肉

菓
子
、
藁

酒

織
物
、
建
築

工
事

轟

芸
熊

茜

等
限
り
な
く
数
多
い
・

。
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
生
活
態
と
し
て
も
誠
に
多
神
教
の
民
族
宗
教

で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
・
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八

天
照
大
神
考

天
照
大
禦

神
社
神
道
の
奈

八
百
万
の
神
・
の
忠

的
神
格
と
し
て
そ
の
座

を
占
め
て
お
・
れ
る
三

は
・
重
視
さ
る
べ
き

民
族
祭
祀
の
伝
承
で
あ
吹

日
本
文
化
の
伝
統
で
も
あ
る
.
神
社
神
道
が
、

も
と
も
と
撃

を
押
し
た
て
る
必
要
の
な
い
信
仰
伝
承

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
現
在
密
度
の
深
い
国
際
関
係
に
お

い
て
竺

考
を
要
す

・
問
題
で
あ
・
・
呆

人
の
信
仰
的
営
み
の
根
底
に

あ
る
そ
の
心
意
の
体
系
が
い
か
な
・
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
解
明
す

る
三

は
、
新
・
い
文
化
創
造
を

試
み
る
世
界
の
動
向
に

お
い
て
は
告
心務
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
天
照
大
神
は
太
陽
神

(・
神
)
な
の
か
、
も
し
太
陽
神
な
ら
ば

・
呆

人
は
何
故
に
そ

れ
を
祀
っ
て
き
た
の
か
、
太
陽
系
の
忠

に
あ
・
天
体
の

這

星
を
神

と
す
る
と
は
ど
う
い
う
、」
と
か
・
今
ま

で
歴
史
的
に
信
仰
を

持

っ
て
き
た
と
し
て
も
、
A
・後
な
お
わ
れ
わ
れ
自
身

の
信
仰
と
し
て
生

き
続
は

伝
誉

れ
る
べ
き
意
味
が
あ
り
得
る
の
か
と
い

う

 問
い
か
け
が
あ
る
。

上
代
人

の
Jし・

に

わ

れ

わ

れ
の

ヒ'

つ物

質
概
念
は
な
く
、

物
は
働
き
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
o

太
陽
は
わ
れ
わ
れ
の
理
解
す
る
物

体
と
し
て
の
太
陽
で
は
な
く
、
働
き
と
し
て
、
光
と
し
て
感
じ
と
っ
た
。
上
代
人
が
太
陽
の
偉
大
さ
に
畏
敬
の
念
を
持

っ
た
の
は
、

実
質
的
に
は
日
の
光
、
そ
の
本
体
が
光
り
輝
く
と

い
う
働
き
、
そ
こ
に
神
霊
の
実
体
を
感
じ
と

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
態
度
は
、

恐
ら
く
時
代
を
越
え
て
人
間
の
基
本
的
生
に
対
す
る
構
え
に
つ
い
て
、
永
遠
の
生
命
を
持
ち
続
け
る
に
違
い
な
い
。
現
代
人
は
そ
れ

は
自
然
崇
拝
で
自
然
神
と
し
て
の
神
格
を
認
め
た
も
の
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
住
む
こ
の
世
界

は
、
神
代
七
代
に

成
り
ま
せ
る
神
々
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
と
呼
ぶ
国
土
山
川
は
、
神
々
と
と
も
に
血
縁
の
同
胞
と
し
て
生
ん
で
お

ら
れ
る
。

古
典
神
話
で
は
、
既
に
こ
の
段
階
で
自
然
神
と
、
血
縁
に
よ
る
祖
先
神
と
の
間
に
、
同

一
化
の
過
程
が
踏
ま
れ

て
い
た
。
こ
う
し

て
自
然
神
と
人
格
神
と
の
宗
教
的
な
次
元
に
お
け
る
結
合
が
成
就
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
民
族
の
根
本
的
な
宗
教
心
意
で

あ

っ
た
。
も
と
も
と
自
然
が
神
で
あ
り
、
人
間
が
神
の
子
と
い
う
信
仰
の
歴
史
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
天
照
大
神

が
皇
祖
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
、
そ
の
祭
祀
も
、
皇
室
の
伝
統
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
人

一
般
の
信
仰
で
も

あ
る
。
こ
の
事
実
は
今
日
も
何
ら
変
化
し
て
い
な
い
。
従

っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
皇
室
が
天
照
大
神
を
祖
神
と
し
て
、
そ
の
祭
祀
を
継

承
す
る
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
何
の
疑
問
も
持

っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

セ ッションW神 道部門

九

神
道
の
罪
の
意
識

け
が
れ

ま
が
　アヤと

 神
道
は
罪
悪
行
為
の
ほ
か
に
、
災

い
と
か

繊

の
禍
事

の

一
切
を
含
め
て
罪
と
し
た
。
私
的
な
、
ま
た
身
体
的
罪
よ
り
も
、
公
共

の
福
利
と
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
が
、
よ
り
重
大
視
さ
れ
て
い
る
。
神
道
は
罪
を
天
つ
罪
と
国
津
罪
と
に
分
け
て
考
え
た
。
そ
う
し
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て
こ
の
罪
の

一
切
が
祓
に
よ

っ
て
解
除
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
る
。

罪
が
も
し
原
罪
と
い
う
言
葉
の
立目心味
す
る
・
う
に
奢

の
も
の
、
す
な
わ
ち
内
在
的
で
本
質
的

な
も
の
だ
と
信

じ
ら
れ
て
い
た
ら
・

そ
れ
が
撃

"火
い
と
同
質
視
さ
れ
、
祓
い
や
ら
れ
・
も
の
だ
と
い
う
大
祓
の
発
想
は
・
出
て

き
よ
う

の
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
・

原
罪
は
超
馨

.
絶
対
者
を
、
そ
れ
を
説
く
前
提
と
し
て
予
想
し
、
そ
れ
と
の
信
仰
的
な
か
か

わ
り

の
中
で
・
覆

叢

蔭

面非
・

赦
し
、
そ
し
て
救
い
と
い
う
信
仰
的
な
諸
要
件
を
必
然
的
に
要
請
す
る
。

。
れ
ら
の
も
の
は
、
神
道
が
持

つ
存
在
理
解
の
体
系
と
は
本
質
的
に
相

い
れ

よ
う
が
な
い
・
神
導

は
人
間

の
罪
や
警

人
間
の

慎
み
覇

し
み
、
そ
し
て
神
々
の
力
に
よ
っ
て
祓
い
除
か
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
・
禦

祓
は
浄
め
の
手
続

き
で
あ
ひ

禍
を
除

き
、
神
の
祝
福
を
受
け
て
生
成
の
営
み
に
参
与
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
責
任
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
う
し
た
と
き
、
罪
稜
れ
を
強
力
に
吸
収
し
、
封
じ
込
め
τ

れ
・
呪
力
を
持
つ
存
在

と
し
て
・
人
間
が
感

じ
と

・
た
も
の
が
神

で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
神
碧

の
時
と
場
所
を
設
け
て
、
罪
穣
れ
を
吸
収
し
て
も
ら
お

う
と
し
た
・
こ
れ
が
神
事

の
始
ま
り
で
あ
る
・

ま
ず
祓

え
の
行
事
と
し
て
祓
詞
、
祝
司

祈
願
の
神
事
が
挙
げ
ら
れ

・
。
人
間
が
犯
す
で
あ
ろ
ー

あ
ら
ゆ
る
罪
を
神
々
に
ゆ
だ
ね

せ

み
り

つ

ひ

め

る
。
す
る
と
、
速
川
の
瀬
に
坐
す
耀

津
比
売
が
大
海
原
に
持
ち
出
し
、
潮
流

の
行
き
合
い
に
坐
ま

遮
離

紫

が
・
そ
の
罪
穣

竣

蠕

呑
み
と
す
る
.
・
れ
を
露

罫

が
根
の
国

底

の
国
に
吹
き
放
・
て
し
H-6,o
e　
最
後
に
極
の
甲

塵
の
国
に
坐
す
馨

須
良
比
売
が
持
ち
さ
す
ら
い
、
つ
い
に
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
。

.
の
よ
う
に
、
海
の
浄
化
作
用
に
神
を
感
じ
た
祖
先
の
心
は
、
嚢

れ
は
大
海
原

の
果
て
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
根
の
国

゜
底
の

国
に
至

っ
て
、
初
め
て
浄
化
さ
れ
る
と
信
じ
た
。
罪
繊
れ
は
そ
れ
ほ
ど
恐
る
べ
き

も
の
で
・
神
々
に
よ

・
て
し
か
祓

い
き
れ
な
い
も

の
な
の
で
あ
る
.
整

の
呪
力
は
、
禦

人
間
に
対
し
て
持

つ
威
力
で
あ
る
。
神
道
の
神

々
は
、
そ
の
発
想
の
始
原
か
ら
人
の
罪
禍
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を
見
直
し
、
聞
き
直
す
心
の
働
き
を
示
さ
れ
、
人
の
あ
る
が
ま
ま
を
神
の
子
と
し
て
受
容
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

道
で
は
至
善
の
境
地
を
喫
祓

い
に
よ
っ
て
体
得
で
き
る
と
信
じ
た
。

こ
う
し
て
神

 

十

神
道

の
現
世
主
義

(1
)

現
世
主
義

セッションW神 道部門

神
話
は
混
沌
か
ら
説
き
は
じ
め
ら
れ
、
国
生
み
の
神
々
が
こ
れ
を
修
理
固
成
さ
れ
、
そ
の
御
業
を
神

の
生
み
の
子
と
し
て
の
人
間

い
や
さ
か

が
継
承
す
る
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
神
話
の
最
後
は
、
天
照
大
神
が
子
孫
の
そ
う
し
た
営
み
を
弥
栄

(天
壌
無
窮
)
な

も
の
と
し
て
、
予
想
す
る
こ
と
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

ち

い

皇
孫
項
墳
杵
尊
を
国
土
に
遣
わ
さ
れ
る
と
き
賜
う
た
天
壌
無
窮
の
神
勅
が
そ
れ
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
神
勅
は

「曲豆
葦
原
の
千
五

ほ

あ
き

み
す

ほ

う
み
の
こ

き
み

い
ま
し
す
め

み

ま
ゆ

し

百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
こ
れ
吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
き
国
な
り
。
宣
し
く

爾

皇
孫
就
き
て
治
ら
せ
、
さ
き
く
ま
せ
宝
酢

の
隆
え
ま
さ

ん
こ
と
、
当
に
天
壌
と
窮
り
な
か
る
べ
し
」
と
、
皇
位
の
不
動
と
永
久
性
と
を
宣
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
八
世
紀
に
お
い
て
、
国

民
が
そ
れ
以
前
か
ら
の
歴
史
と
伝
統
と
に
立
脚
し
、
信
念
と
し
て
把
握
し
た
政
治
原
理
を
謹
厳
に
表
白
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世

を
永
遠
に
生
成
発
展
す
る
も
の
と
し
て
寿
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
そ
の
歴
史
の
初
め
か
ら
現
世
主
義
で
あ
り
、
か

つ
楽
観
主
義
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
本
質
的
に
は
現
在
も
決
し
て

変
わ

っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
現
世
の
幸
せ
、
現
世
利
益
を
追

い
求
め
、
神
々
に
家
内
安
全
、
商
売
繁
盛
を
祈
り
続
け
て
い
る
。

農
事
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
都
市
に
住
む
商
工
業
者
、

一
般
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
も
、
直
接
宗
教
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
意
識
し
な

い
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ま
ま
除
災
招
福
の
願
い
を
持

っ
て
、
年
中
行
事
や
民
俗
行
事
を
実
践
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
生
業
に
勤
し
む
こ
と
が
、
こ
の
世
の
生

の
目
的
で
あ
り
、
存
在
の
意
味
を
成
就
す
る
こ
と
だ
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

け

神
道
で
は
晴
れ
と
褻
の
区
別
は
あ

っ
て
も
、
聖
と
俗
の
差
別
は
思
惟
さ
れ
て
い
な
い
。
神
祭
の
と
き
が
原
則
的
に
晴
れ
の
と
き
で

あ
る
。
人
生
儀
礼
と
し
て
の
出
産
時
、
成
人
、
婚
姻
な
ど
に
伴
う
祝
儀
も
、
非
日
常
的
だ
か
ら
晴
れ
の
行
事
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す

る

一
般
が
褻
で
あ
る
。
こ
の
調
和
の
リ
ズ
ム
で
生
活
を
整
え
た
。

(
2
)

死
後

の
世
界
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記
紀
に
は
他
界
に
つ
い
て
、
伊
邪
那
岐
命
の
黄
泉
国
訪
問
の
伝
承
が
あ
る
。
ま
た
高
天
原
、
日
の
若
宮
、
常
世

、
顧
富
、
概
臥
、

は
は
の
く
に

 批

国

な
ど
と
記
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
の
ど
れ
に

つ
い
て
も
、
中
津
国

(現
世
)
と
本
質
的
に
違
う
世
界
と

し
て
は
描
か
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
他
界
に
関
す
る
伝
承
信
仰
に
も
、
現
世
と
同

↓
線
上
の
思
惟
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
死
ね
ば
必
ず
ど

の
世
界
に
行
く
と
も
定
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
他
界
が
第

一
義
的
に
大
切
な
世
界
な
の
で
は
な
い
と

い
う

こ
と
、
そ
の
世
界

は
行
き
き
り
と

い
う

の
で
は
な
く
、
何
時
で
も
こ
の
世
の
祭
を
受
け
て
帰

っ
て
こ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
後
供
養
と
し
て
、

命
日
、
お
彼
岸
、
お
盆
の
時
期
に
集
中
し
て
、
特
に
お
盆
に
は
死
霊
、
あ
る
い
は
祖
霊
を
年
々
歳
々
お
迎
え
し
て
祀
っ
て
い
る
。
死

者
の
国
に
つ
い
て
神
道
で
は
詳
し
い
描
写
を
試
み
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
現
世
と
断
絶
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど

同
次
元
の
世
界
と
し
て
思
惟
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
他
界
は
完
成
さ
れ
た
理
想
郷
で
は
な
く
、
逆
に
現
世
と
密
着
し
、
現
世
を
中

心
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。

十

一

終
わ
り
に
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以
上
の
説
述
の
中
で
、
統

一
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
か

っ
た
の
で
、
そ
の
二
、
三
の
事

項
に

つ
い
て
述

べ
て

み
た
い
。

古
代
人
の
宗
教
的
実
修
が
社
会
生
活
慣
習
の
中
に
没
入
し
て
い
た
た
め
、
外
来
宗
教
に
接
触
し
て
、
初
め
て
神
道
と

い
う
宗
教
的

自
覚
を
喚
起
し
た
。
神
道
の
宗
教
活
動
に
と

っ
て
重
要
な
の
は
神
社
で
あ

っ
た
。
神
と
人
と
自
然
が

一
体
と
な

っ
て
、
と
り
運
ば
れ

る
宗
教
的
実
修
で
あ
る
祭
礼
を
通
じ
て
、
新
し
い
霊
的
活
力
が
注
が
れ
る
場
所
が
神
社
で
あ
る
。
神
道
は
こ
う

し
て
、
教
理
経
典
を

持
た
な
い
、
儀
礼
中
心
の
行
型
宗
教
と
し
て
、
経
典
型
宗
教
と
対
比
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
神
学
的
統

一
理
論
化

(経
典
成
立
)
が

な
け
れ
ば
、
民
族
的
宗
教
の
域
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

記
紀
神
話
は
、
人
間
を
含
む
生
物
万
般
、
大
地
と
と
も
に
す
べ
て
神
々
が
お
生
み
に
な

っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
人
々
は
神

の
子
の
自
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
統

一
思
想
で
は
、
神
が
人
を
神
に
似
せ
て
つ
く
ら
れ
た
と
い

う
。
神
道
で
は
神
が
人
を
お
生
み
に
な

っ
た
と
い
う
。
人
の
出
現
に
つ
い
て
、
両
者

の
思
惟
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
神
道
の
生
む

・
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
と
人
と
の
親
子
関
係
の
認
識
で
あ
る
。
李
相
憲
先
生
の

「統

一
思
想
要

約
」
二
十
五
頁
序
②

二
九
八
六
年
教
授
招
聴
勝
共
学
術
セ
ミ
ナ
ー
)
に

「人
類
の
父
母
で
あ
る
神
を
云
々
…
」

の
表

現
に
は
、
神
は
人
類

の
親
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
神
道
の
日
本
民
族
も
人
類
構
成
の

一
部
で
あ
る
。
人
類

一
般
ま
で
に
拡
大
し
て
み
れ
ば
、
人

間
に
対
す
る
観
点
が
同

一
視
さ
れ
る
。
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「



統

一
思
想
と
神
道
思
想
は
、
神
を
万
象
の
根
源
と
見
る
こ
と
に
お
い
て
同

一
で
あ
る
。
し
か
し
、
統

一
思
想
で
説
く
神
は

一
神
で

あ
り
、
神
道
は
八
百
万
の
神
々
を
信
じ
る
点
が
異
な

っ
て
い
る
。
次
に
重
要
な
問
題
と
し
て
、
神
道
の
天
照
大
神
信
仰
が
あ
る
。

統

一
思
想
の
説
く

「個
性
真
理
体
」
に
関
す
る
理
論
に
よ

っ
て
考
察
を
進
め
て
い
け
ば
、
神
道
は
よ
り
深
い
神
学
的
認
識
理
論
を
得

ら
れ
る
も
の
と
思
う
。

本
稿
を
草
す
る
に
つ
い
て
は
下
記
の
著
作
を
参
考
に
し
た
。
著
者
各
位
に
深
く
感
謝

の
意
を
捧
げ
る
次
第

で
あ
る
。

『記

・
祀
の
古
典

(国
史
体
系
本
)』
吉
川
弘
文
館

梅
田
義
彦

『神
道
の
思
想
』
雄
山
閣

(
一
九
七
四
年
五
月
二
十
五
日
)

『日
本
宗
教
辞
典
』
弘
文
堂

三

九
八
五
年
二
月
十
日
)

上
田
賢
治

『神
道
神
学
』
大
明
堂

(
一
九
八
六
年
十
月
⊥ハ
日
)
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私
の
神
道
に
関
す
る
印
象
と
し
て
は
、
大
東
亜
戦
争
の
と
き
の
韓
国
に
対
す
る
植
民
地
政
策

の

一
貫
と
し
て
の
神
社

神
道
の
非
情
な
仕
業
だ
け
が
、
今
も
な
お
生
々
し
く
私
の
脳
裏
に
残

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
た
び
田
中
教
授
の
論

文
に
お
目
に
か
か
り
、
神
道
に
関
す
る
誠
に
素
晴
ら
し
い
真
面
目
さ
を
掛
酌
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
こ
と
は
、
非
常

に
幸

い
な
こ
と
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
私
の
間
違

っ
た
過
去
の
神
社
神
道
観
が
是
正
で
き
る
機
会

を
こ
の
度
持
ち
得
た
た
め
で
あ
り
ま
す
。
日
本
古
来
の
伝
統
的
民
間
信
仰
で
あ
り
純
粋
な
神
道

が
、
だ
ん
だ
ん
政
治
権

力
に
利
用
さ
れ
そ
の
侍
女
役
に
堕
落
し
、
政
治
権
力
と
戦
争
の
下
手
者
役
に
務
め
ら
れ
た
と
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、

そ
の
事
情
は
実
に
哀
惜
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

そ
う
し
て
、
つ
い
に
神
社
神
道
は
閉
鎖
的
、
排
他
的
な
と
こ
ろ
に
流
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
独
善

の

道
か
ら
不
本
意
な
が
ら
征
服
の
先
兵
に
な

っ
て
し
ま

い
、
こ
れ
に
よ

っ
て
日
本
民
族
は
閉
鎖
的
、
排
他
的
、
利
己
的
な

今
日
の
情
勢
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

一
日
で
も
早
く
神
道
そ
れ
自
身
が
持

っ
て
い
る
本
然

の
実
情
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