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一
、「
無
宗
教
」
の
も
う
一
つ
の
根
拠

　
あ
な
た
は
何
か
宗
教
を
信
じ
て
い
ま
す
か
。
こ
の
よ
う
に
尋
ね
ら

れ
た
時
、「
私
は
特
に
宗
教
を
信
じ
て
い
な
い
」
と
か
、「
私
は
無
宗

教
だ
」
と
答
え
る
日
本
人
は
少
な
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う

に
答
え
る
人
の
中
で
、
本
当
に
宗
教
的
な
事
柄
に
無
関
心
な
人
や
、

宗
教
的
な
考
え
方
を
忌
避
し
て
い
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
、「
無
宗
教
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
「
宗

教
」
の
意
味
自
体
が
、
か
な
り
か
た
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
、
現
代
の
日
本
語
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
宗
教
」
と
い
う
言

葉
が
、
既
に
特
定
の
意
味
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
、
私
は
別
稿
に
お
い
て
確
認
し
）
1
（
た
。

　
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
、「
無
宗
教
だ
」
と
語
る
人
が
、
実
際

に
は
極
め
て
宗
教
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
自
身
が

し
ば
し
ば
「
無
宗
教
」
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
次
の
言
葉
か
ら
も
窺

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
は
神
社
と
お
寺
を
同
じ
よ
う
に
訪
れ

て
、
神
と
仏
に
同
じ
よ
う
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
宗
教

の
こ
と
を
真
面
目
に
考
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。」
こ
の
よ
う
な

表
現
か
ら
は
、
宗
教
的
な
事
柄
に
関
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
複
数

の
宗
教
に
ま
た
が
っ
て
い
る
が
故
に
、
自
ら
の
態
度
を
宗
教
に
対
し

て
不
真
面
目
だ
と
考
え
、
そ
れ
を
「
無
宗
教
」
と
称
し
て
い
る
人
々

の
意
識
が
窺
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
語
る
人
々
も
、
初
詣
客
で
に
ぎ
わ
う
神

社
や
お
寺
で
は
、
大
勢
の
参
拝
者
に
も
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
な
が
ら
熱

現
代
日
本
人
の
神
仏
観

木
　
　
村
　
　
文
　
　
輝
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心
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。
ま
た
、
有
名
な
神
社
や
お
寺
で
は
、
多

く
の
人
々
が
お
札
や
お
守
り
を
買
い
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
々

は
自
ら
の
告
白
と
は
裏
腹
に
、
決
し
て
い
い
加
減
な
気
持
ち
で
神
や

仏
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
現
代
の
多
く
の
日
本
人
は
、
神
と
仏
を
区
別
す
る
こ

と
な
く
、
同
じ
よ
う
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問

題
を
考
え
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
四
つ
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る

こ
と
に
し
た
い
。
一
つ
目
は
、
神
と
仏
が
常
に
共
存
し
て
き
た
わ
が

国
独
特
の
宗
教
の
歴
史
で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
培
わ

れ
た
現
代
日
本
人
の
神
仏
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
検
証
で
あ
る
。
そ

し
て
、
三
つ
目
と
四
つ
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
神
と
仏
に
対
し
て
人
々
が

期
待
し
て
い
る
具
体
的
な
役
割
の
確
認
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
三
つ
目
と
四
つ
目
の
課
題
に
対
し
て
は
、
同
じ
方

法
で
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
言
う
の
も
、
後
に
詳
し
く
論

じ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
一
般
に
神
が
仏
か
ら
独
立
し
た
存

在
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
時
代
以
後
の
こ
と
で

あ
る
。
し
か
も
、
仏
教
の
影
響
下
で
構
築
さ
れ
た
中
世
以
来
の
神
道

理
論
を
除
い
て
、
今
日
一
般
に
語
ら
れ
て
い
る
「
神
道
」
の
教
義

は
、
江
戸
時
代
後
半
以
後
の
国
学
者
が
創
作
し
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
加
え
て
、
そ
れ
ら
は
記
紀
神
話
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
民

衆
が
日
常
生
活
の
中
で
行
っ
て
き
た
「
神
さ
ま
」
へ
の
信
仰
と
は
必

ず
し
も
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
神
に
対
す
る
現
代
日
本
人

の
信
仰
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
歴
史
的
、
教
義
的
な
事
柄

よ
り
も
、
む
し
ろ
民
俗
的
な
事
柄
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　
一
方
、
仏
に
対
す
る
信
仰
は
、
わ
が
国
へ
の
仏
教
伝
来
以
来
、
常

に
教
義
的
な
裏
付
け
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
時
代
と
と

も
に
仏
に
関
す
る
新
し
い
思
想
が
生
じ
て
も
、
そ
れ
は
古
い
思
想
と

の
整
合
性
を
保
ち
な
が
ら
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
、
仏

に
対
す
る
信
仰
は
、
様
々
な
時
代
の
思
想
が
重
な
り
あ
う
形
で
形
成

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
現
代
日
本
人
の
仏
教
観
を
理

解
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
私
達
は
古
代
以
来
の
わ
が
国
の
仏
教
の

歴
史
を
た
ど
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、本
稿
に
お
い
て
は
上
記
の
四
つ
の
観
点
か
ら
、現
代
日

本
人
の
信
仰
心
を
読
み
解
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一

見
す
る
と
神
と
仏
に
対
し
て
区
別
す
る
こ
と
な
く
手
を
合
わ
せ
て
い

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
現
代
の
日
本
人
が
、
実
際
に
は
一
つ
の
秩
序

の
も
と
に
神
仏
を
信
仰
し
て
い
る
姿
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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二
、
神
仏
習
合
と
神
仏
分
離

　
ま
ず
始
め
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
神
と
仏
の
共
存
、
い
わ
ゆ
る

「
神
仏
習
合
」
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　
六
世
紀
の
前
半
、
仏
教
が
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
時
、
仏
は
「
蕃

神
（
隣
の
国
の
神
）」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
仏
教

に
対
す
る
人
々
の
理
解
が
深
ま
る
と
、
神
々
は
他
の
衆
生
と
同
様
に

輪
廻
の
苦
し
み
を
経
験
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
衆

生
の
救
済
を
目
指
す
仏
に
は
、
そ
う
し
た
神
々
を
も
救
う
役
割
を
期

待
さ
れ
た
。
一
方
、
神
々
は
仏
を
守
護
す
る
存
在
と
な
り
、
神
と
仏

は
相
互
に
支
え
合
う
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
平
安

時
代
に
な
る
と
本
地
垂
迹
説
が
登
場
し
、
神
と
仏
の
一
体
化
は
論
理

的
な
裏
付
け
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
竺
に

住
む
仏
（
本
地
）
は
、
わ
が
国
の
人
々
を
救
う
た
め
に
、
あ
え
て
神

と
い
う
仮
の
姿
（
垂
迹
）
で
現
れ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
寺
院
の
み
な
ら
ず
、
神
社
も
神
と
し
て
仮
現
し
た
仏
の
住
む
場

所
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
神
社
の
中
に
仏
が
祀
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
や
が
て
中
世
に
お
い
て
は
、
き
ら
び
や
か
な
神
社
の
社

殿
は
、
人
々
が
死
後
に
訪
れ
る
べ
き
極
楽
浄
土
を
模
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
神
社
側
に
立
つ
人
々

は
、
そ
の
考
え
方
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
で
、
反
本
地
垂
迹
説
を
唱
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
の
神
こ
そ
が
主
体
で
あ
り
、

そ
の
神
が
世
界
の
人
々
を
救
う
た
め
に
、
あ
え
て
仏
の
姿
を
と
っ
て

い
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
神

と
仏
の
一
体
化
を
推
し
進
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
神
と
仏
を
区

別
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
う
し
た
神
仏
習
合
の
あ
り
方
を
示
す
幾
つ
か
の
実
例
を
挙
げ
て

み
よ
う
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
以
前
の
絵
図
を
見
れ
ば
、
寺
院
の
境

内
に
は
当
然
の
よ
う
に
鎮
守
の
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
し
、
大
き
な
神

社
に
は
そ
の
神
社
を
管
轄
す
る
別
当
寺
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
佐
藤
弘
夫
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
流
行

し
た
起
請
文
に
は
誓
約
を
保
障
す
る
存
在
と
し
て
、
多
く
の
仏
と

神
々
の
名
前
が
序
列
に
従
っ
て
記
さ
れ
て
い
）
2
（

る
。
さ
ら
に
、
尾
崎
正

善
氏
に
よ
れ
ば
、
曹
洞
宗
の
僧
侶
達
が
読
経
の
際
に
唱
え
る
回
向
文

の
中
で
、
江
戸
時
代
以
前
に
は
、
そ
の
寺
院
の
本
尊
仏
の
み
な
ら

ず
、
数
多
く
の
神
仏
の
名
前
が
祈
願
の
対
象
と
し
て
読
み
上
げ
ら
れ

て
い
た
と
い
）
3
（
う
。
の
み
な
ら
ず
、
古
い
絵
画
資
料
を
眺
め
る
と
、
神

社
に
参
詣
し
て
い
る
人
の
中
に
柏
手
を
打
っ
て
い
る
姿
が
見
当
た
ら
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な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
神
社
で
も
お
寺
で

も
、
手
を
合
わ
せ
る
作
法
は
同
じ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指

摘
も
存
在
す
）
4
（
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
例
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
神
と
仏
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
同
じ
よ
う
に
崇

拝
し
て
い
た
人
々
の
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
宗
教
意
識
に
対
し
て
、
大
き
な
変
更
を
加

え
た
の
が
明
治
新
政
府
で
あ
る
。
江
戸
時
代
以
来
の
国
学
者
の
主
張

に
従
い
な
が
ら
天
皇
親
政
を
目
指
し
た
新
政
府
に
と
っ
て
、
天
皇
の

祖
先
で
あ
る
神
々
を
仏
の
垂
迹
と
み
な
す
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
主
張
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
仏
教
寺
院
と
結
び
付
い
て
い
た
旧
幕
府

側
の
影
響
力
を
削
減
す
る
た
め
に
も
、
仏
教
界
に
従
来
ど
お
り
の
地

位
を
与
え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
新
政
府

は
明
治
元
年
に
い
わ
ゆ
る
神
仏
分
離
令
を
発
布
し
、
仏
教
か
ら
の
神

道
の
独
立
を
促
し
た
。
そ
の
後
、
各
地
で
吹
き
荒
れ
た
廃
仏
毀
釈
の

運
動
は
、
元
来
は
新
政
府
の
方
針
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、
結
果
的
に
は
神
道
と
仏
教
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
新
政
府
の

意
向
を
強
く
民
衆
に
知
ら
し
め
る
作
用
を
果
た
し
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
確
立
さ
れ
た
檀
家
制
度
の
も
と
で
、
寺
院

住
職
の
高
圧
的
な
態
度
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
人
々
の
中
か
ら
は
、

寺
院
の
支
配
か
ら
離
れ
る
た
め
に
、
神
道
に
改
宗
す
る
例
も
発
生
し

た
。

　
た
だ
し
、
新
政
府
が
主
導
す
る
神
仏
分
離
の
政
策
は
、
そ
の
時
代

錯
誤
的
な
祭
政
一
致
の
思
想
や
、
国
民
の
道
徳
的
教
導
を
神
道
勢
力

の
み
で
は
な
し
得
な
か
っ
た
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
、
明
治
五
年
に

挫
折
し
た
。
新
政
府
は
、
国
民
の
教
導
の
た
め
に
改
め
て
仏
教
界
の

協
力
を
求
め
る
と
と
も
に
、
仏
教
諸
宗
派
も
、
新
時
代
に
適
合
し
た

「
宗
教
」
と
し
て
の
蘇
り
を
目
指
し
て
様
々
な
改
革
に
着
手
し
た
。

そ
の
際
に
仏
教
界
は
、
自
ら
の
存
立
に
対
す
る
国
家
権
力
の
承
認
を

得
る
た
め
に
、「
宗
教
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
国
民
の
義
務
と
さ
れ

た
「
神
道
」、
す
な
わ
ち
、
雑
多
な
神
々
へ
の
信
仰
を
切
り
捨
て
た

上
で
、
天
皇
と
皇
祖
神
へ
の
崇
敬
を
根
幹
と
す
る
国
家
体
制
の
下
に

自
ら
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、「
神
道
」
と
仏
教

は
、
江
戸
時
代
以
前
と
は
ま
っ
た
く
違
う
形
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

併
存
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
体
制
が
成
立
し
た
。
や
が
て
軍
国
主

義
の
時
代
を
迎
え
る
と
、
そ
の
流
れ
の
延
長
上
で
、
仏
教
界
も
「
現

人
神
」
と
し
て
の
天
皇
を
中
心
と
す
る
戦
時
体
制
を
支
え
る
役
割
を

期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
後
、
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
を
原
則
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と
す
る
日
本
国
憲
法
下
に
お
い
て
、
神
道
各
派
と
仏
教
諸
宗
派
は
他

の
宗
教
団
体
と
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
宗
教
団
体
と
み
な
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
神
道
と
仏
教
は
、
こ
の
時
代
に

な
っ
て
、
わ
が
国
の
歴
史
上
初
め
て
、
同
等
の
立
場
で

0

0

0

0

0

0

別
々
の
「
宗

教
」
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
）
5
（
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
政
治
的
、
法
律
的
な
変
更
で
あ
り
、

人
々
の
日
常
生
活
と
は
直
接
関
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
人
々
は
従
来
の
習
慣
に
従
っ
て
、
神
社
と
お
寺
を
同
じ
よ
う
に

参
拝
す
る
姿
勢
を
保
ち
続
け
た
。
つ
ま
り
、
人
々
が
二
つ
の
同
格
の

0

0

0

「
宗
教
」
を
同
じ
よ
う
に
信
仰
す
る
と
い
う
状
況
が
、
こ
こ
に
初
め

て
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
明
治
時
代
以
来
、
知
識
人
層
を

中
心
と
す
る
「
宗
教
」
の
理
解
に
お
い
て
は
、
一
神
教
的
な
傾
向
が

顕
著
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
一
人
の
人
間
が
信
仰
す

る
「
宗
教
」
は
一
つ
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
知
的
理
解
と
、
二
つ
の

「
宗
教
」
を
同
時
に
崇
拝
す
る
と
い
う
実
際
の
行
動
と
が
矛
盾
す
る

と
い
う
、新
し
い
状
況
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
現
代
の
日
本
人
が
神
社
と
お
寺
の
両

方
に
同
じ
よ
う
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
現
象
は
、
決
し
て
人
々
の
宗

教
に
対
す
る
い
い
加
減
な
態
度
を
表
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
代
の
人
々
は
、
神
仏
の
共

存
と
い
う
千
年
以
上
に
わ
た
る
わ
が
国
の
宗
教
伝
統
に
な
ら
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
両
者
を
別
々
の
「
宗
教
」
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
る
明
治
時
代
以
降
の
わ
が
国
の
政
治
的
、
法
律
的
な
あ
り
方
と
、

そ
れ
に
従
い
な
が
ら
神
仏
を
無
理
や
り
に
分
離
さ
せ
よ
う
と
す
る

人
々
の
「
知
的
理
解
」
こ
そ
が
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
心
情
か
ら
乖

離
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
さ
え
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
、
無
意
識
的
な
区
別

　
と
こ
ろ
で
、
現
代
の
日
本
人
は
、
自
分
達
の
自
覚
の
と
お
り
、
本

当
に
神
と
仏
を
区
別
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
問
題

を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
こ
こ
で
は
二
つ

の
事
柄
に
注
目
し
た
い
。
一
つ
は
、
日
常
生
活
の
中
で
「
神
」
と

「
仏
」
と
い
う
言
葉
を
比
喩
的
に
用
い
る
時
の
用
語
法
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
、
神
社
と
お
寺
で
行
わ
れ
る
祭
り
や
儀
式
に
対
す
る
一
般

の
人
々
の
捉
え
方
の
違
い
で
あ
る
。

　
ま
ず
始
め
に
、
二
つ
の
言
葉
の
使
い
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。
例
え
ば
、
他
の
人
よ
り
も
は
る
か
に
サ
ッ
カ
ー
の
上
手
な
人
を

「
サ
ッ
カ
ー
の
神
さ
ま
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
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手
術
の
手
技
が
大
変
に
優
れ
た
外
科
医
の
こ
と
を
「
神
の
手
を
持

つ
」
と
讃
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
特
に
優
れ
た
技
術

を
「
神
技
」
と
称
し
た
り
、
一
つ
の
こ
と
に
一
心
不
乱
に
集
中
し
て

い
る
様
子
を
「
神
が
か
り
的
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表

現
で
使
わ
れ
て
い
る
「
神
」
と
い
う
言
葉
は
、
通
常
の
人
が
持
ち
得

な
い
よ
う
な
特
別
な
「
技
術
」、
も
し
く
は
「
力
」
の
持
ち
主
を
表

し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
神
」
と
い
う
言
葉
を
、「
仏
」
と
置
き
換

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
一
方
、
大
変
に
優
し
い
人
、
あ
る
い
は
慈
悲
深
い
人
の
こ
と
を
、

私
達
は
「
仏
の
よ
う
な
人
」
と
表
現
す
る
。
こ
こ
で
は
、
優
し
さ
、

慈
悲
深
さ
が
「
仏
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、「
仏
の
境
地
」
と
言
え
ば
、
何
ご
と
か
を
悟
り
、
心
穏
や
か
な

境
地
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
仏
」
と
い

う
言
葉
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
事
柄
も
、「
神
」
に
置
き
換
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
人
が
「
神
」

と
「
仏
」
を
区
別
し
て
い
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
日
常
的
な
言
葉
遣

い
の
中
で
、
そ
の
二
つ
を
無
意
識
的
に
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
神
社
と
お
寺
で
行
わ
れ
る
祭
り

や
儀
式
に
対
す
る
人
々
の
捉
え
方
に
も
表
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
神

社
の
祭
り
と
言
え
ば
、
に
ぎ
や
か
で
威
勢
が
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く

人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
輿
や
山
車
の
巡
行
と
も
な
れ

ば
、
多
く
の
人
々
が
「
わ
っ
し
ょ
い
、
わ
っ
し
ょ
い
」
と
叫
び
な
が

ら
、
汗
だ
く
に
な
っ
て
躍
動
し
て
い
る
。
中
に
は
、
酒
を
飲
ん
で
へ

べ
れ
け
に
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
踊
り
続
け
て
い
る
人
も
い
る
。

む
ろ
ん
、
神
社
の
儀
式
に
も
静
か
で
厳
か
な
も
の
は
数
多
く
存
在
す

る
し
、
社
殿
に
上
っ
て
お
祓
い
を
受
け
る
時
に
は
、
厳
粛
な
雰
囲
気

を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
心
が
リ
セ
ッ
ト

さ
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
、
新
し
い
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
る
よ
う

な
気
持
ち
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
社
に
お
け

る
祭
り
や
儀
式
は
、
私
達
の
活
力
や
生
命
力
を
更
新
し
て
く
れ
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
お
寺
の
儀
式
と
言
え
ば
、
葬
儀
や
年
忌
法
要
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
静
か
で
穏
や
か
な
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

抱
く
こ
と
が
一
般
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
坐
禅
の
イ

メ
ー
ジ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
お
寺
に
対
し
て
は
心
が
落
ち
着
く
場
所

と
か
、
や
す
ら
ぎ
を
与
え
る
場
所
と
い
う
印
象
を
抱
い
て
い
る
人
も
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多
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
表
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
比
較
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
多
く
の
人
々
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
神
社
の
祭
り
や
儀
式

は
何
ら
か
の
力
を
付
与
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
お
寺
の
儀
式
は

落
ち
着
き
や
穏
や
か
さ
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
抱
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
神
社
や
お
寺
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
、
先
に
論
じ
た

「
神
」
や
「
仏
」
と
い
う
言
葉
に
付
随
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
し

て
、
私
達
は
こ
こ
で
一
つ
の
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
日
本
人
は
、「
神
」
を
特
別
な
技
術

や
力
の
持
ち
主
で
、
そ
れ
ら
を
人
々
に
与
え
る
存
在
だ
と
み
な
し
て

お
り
、
他
方
、「
仏
」
は
私
達
の
中
に
あ
る
様
々
な
力
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
鎮
め
る
存
在
だ
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
無

論
、「
神
」
と
「
仏
」
の
観
念
を
、
そ
れ
だ
け
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に

押
し
込
め
て
し
ま
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
現
代
日

本
人
の
一
般
的
な
感
覚
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
区
分
を
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
以
下
の
部
分
で
は
、
神
と
仏
の
そ

れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
私
達
が
無
意
識
の
う
ち
に
抱
い
て
い
る
要
素
を

確
認
す
る
こ
と
で
、
こ
の
仮
説
の
検
証
を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。

四
、
力
を
与
え
る
者
と
し
て
の
「
神
」

（
一
）
祭
り
に
見
ら
れ
る
神
の
役
割

　
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
人
々
が
神
と
の
関
わ
り
を
強
く
意
識
す

る
の
は
祭
り
の
時
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
祭
り
の
中
で
も
、
全
国
で

同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
ば
、
正
月
に
勝
る
も
の
は

な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
正
月
行
事
に
関
し
て
は
、
地
域
ご
と
の

風
習
が
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
正
月
に
は
歳
神
さ
ま

が
各
家
を
訪
ね
歩
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
人
々
に
、
一
年
間
を
生
き

る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
す
な
わ
ち
「
歳と

し
だ
ま魂

」
を
授
け
て
く
れ
る
と

い
う
考
え
方
は
、
全
国
的
に
ほ
ぼ
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
大
切
な
客
神
を
迎
え
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
歳
末
に
大
掃
除
を

行
っ
た
り
、
お
節
料
理
を
準
備
し
た
り
、
あ
る
い
は
歳
神
さ
ま
の
依

り
代
と
な
る
鏡
餅
を
用
意
し
て
、
正
月
迎
え
の
準
備
を
行
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
年
が
明
け
る
と
、
目
に
は
見
え
な
い
歳
神
さ
ま
を
も

て
な
す
た
め
に
、
家
族
一
同
が
挨
拶
を
交
わ
し
、
料
理
を
囲
み
な
が

ら
和
や
か
な
団
ら
ん
を
交
わ
す
。
そ
の
間
に
、
歳
神
さ
ま
は
一
人
ひ

と
り
に
対
し
て
「
歳
魂
」、
す
な
わ
ち
「
お
年
玉
」
を
授
け
て
く
れ
る

と
い
う
こ
と
が
、民
俗
学
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
歳
神
さ
ま
か
ら
一
年
分
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
な
用
途
の
た
め

に
さ
ら
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、

米
作
り
を
行
う
人
々
は
、
昨
年
の
豊
作
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

失
っ
た
田
ん
ぼ
に
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
充
し
て
も
ら
う
た
め

に
、田
の
神
を
招
い
て
春
祭
り
を
行
う
。あ
る
い
は
、予
想
外
の
夏
の

暑
さ
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
不
足
す
れ
ば
、
夏
バ
テ
を
起
こ
す
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
神
々
を
招
い
て
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
分
け
て
も
ら
う
た
め
の
夏
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
他
、

病
気
平
癒
や
合
格
祈
願
の
た
め
に
神
社
に
お
参
り
に
行
く
人
々
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
必
要
な
臨
時
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
相
応
の
神
か

ら
分
け
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
神
は
私
達
が
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要

な
様
々
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
源
だ
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
先
ほ
ど
示
し
た
仮
説
と
も
一
致
す
る
。
で

は
、
現
在
わ
が
国
に
お
い
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
神
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
何
ら
か
の
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
保
持
者
、
も
し
く
は
そ
の
供
給
源

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
、
次
に

確
認
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
二
）
神
の
分
類

　
そ
も
そ
も
、
日
本
に
お
け
る
「
神
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
対

し
て
は
、
必
ず
し
も
容
易
に
解
答
を
出
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
け

れ
ど
も
、
現
在
の
日
本
人
が
「
神
」
と
認
め
、
崇
拝
の
対
象
と
み
な

し
て
い
る
存
在
を
あ
え
て
分
類
す
れ
ば
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
）
6
（
る
。
一
つ
目
は
山
や
川
、
海
や
太
陽
等
の

「
自
然
神
」、
二
つ
目
は
氏
神
と
称
さ
れ
る
「
祖
先
神
」、
そ
し
て
、

三
つ
目
は
特
別
な
力
を
発
揮
し
た
「
人
間
神
」
で
あ
る
。

　
こ
の
中
の
「
自
然
神
」
は
、
自
然
界
の
様
々
な
存
在
を
「
神
」
と

し
て
崇
め
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
人
智
を
超
え
た
巨
大
な
力
の

持
ち
主
で
あ
る
。
し
か
も
、
太
陽
は
人
々
に
光
と
温
か
さ
を
与
え
、

大
地
は
す
べ
て
の
も
の
を
支
え
る
力
を
発
揮
し
、
山
や
川
は
様
々
な

恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
が
通
常
と
は
異
な
る
巨
大

な
力
を
暴
発
さ
せ
る
と
、
人
間
に
と
っ
て
は
大
き
な
災
い
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
。
太
陽
が
連
日
照
り
続
け
れ
ば
水
不
足
と
な
り
、
大

地
が
鳴
動
す
れ
ば
大
地
震
と
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
山
崩
れ
や
川
の

氾
濫
等
、
い
ず
れ
も
人
間
の
生
活
を
脅
か
す
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
自
然
神
」
は
、
人
間
に
対
し
て
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ

ス
の
力
を
及
ぼ
す
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
「
自
然
神
」
に
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対
し
て
、
よ
り
多
く
の
プ
ラ
ス
の
力
を
発
揮
し
て
く
れ
る
こ
と
を
祈

る
一
方
で
、
マ
イ
ナ
ス
の
力
を
発
揮
し
な
い
よ
う
に
祈
り
を
捧
げ
る

の
で
あ
る
。

　
二
つ
目
の
「
祖
先
神
」
に
つ
い
て
も
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
に
対

し
て
生
物
と
し
て
の
生
命
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
々
は
「
祖
先
神
」
が
プ
ラ
ス
の
力
を
発
揮

し
て
、
子
孫
の
繁
栄
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
に
祈
る
の
だ
が
、

も
し
も
こ
の
神
が
そ
の
力
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
家
の
子
孫
は

断
絶
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
三
つ
目
の
「
人
間
神
」
は
、
さ
ら
に
三
つ
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
に

分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
社
会
の
秩
序
に
甚
大
な
損
害
を
与
え
た
人
、

第
二
は
そ
れ
と
反
対
に
、
社
会
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
絶
大
な
貢
献

を
な
し
た
人
、
第
三
は
、
そ
れ
以
外
の
点
で
常
人
が
持
ち
得
な
い
よ

う
な
技
術
や
力
を
保
持
し
た
者
で
あ
る
。

　
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
人
間
神
」
の
中
で
最
も
早
く
成
立
し
た

存
在
で
あ
り
、
北
野
天
満
宮
に
祀
ら
れ
た
菅
原
道
真
や
、
江
戸
の
神

田
明
神
に
祀
ら
れ
た
平
将
門
等
が
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

社
会
の
秩
序
に
挑
戦
し
、
そ
の
転
覆
を
は
か
っ
た
者
と
し
て
、
為
政

者
か
ら
恐
れ
ら
れ
た
者
達
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
そ
の
者

達
が
生
前
に
、
反
権
力
的
な
行
動
を
実
際
に
行
っ
た
か
否
か
は
問
題

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
遺
恨
を
抱
い
て
こ
の
世
を
去
る
こ
と
に
よ

り
、
死
後
に
怨
霊
と
な
っ
て
為
政
者
に
復
讐
を
仕
掛
け
る
力
を
持
つ

と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
為
政
者
は
、
こ
の
者
達
を

「
神
」
と
し
て
祀
り
上
げ
る
こ
と
で
、
社
会
の
秩
序
を
破
壊
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
発
揮
さ
れ
な
い
よ
う
に
願
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
権

力
に
抑
圧
さ
れ
て
い
る
民
衆
は
、
こ
の
よ
う
な
「
神
」
に
祈
り
を
捧

げ
、
反
権
力
の
欲
求
を
空
想
の
中
で
満
た
そ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
、

こ
の
「
神
」
の
力
で
日
常
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
カ
タ
ル
シ
ス
の
貴
重
な
機
会
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
例
と
し
て
は
、
自
ら
の
神
格
化
を
目
指
し
た

織
田
信
長
や
、
豊
国
大
明
神
と
し
て
死
後
に
祀
ら
れ
た
豊
臣
秀
吉
が

そ
の
嚆
矢
で
あ
る
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
徳
川
家
康
が

東
照
大
権
現
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
藩
の
藩
祖

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
地
に
お
い
て
「
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
た
。
さ
ら

に
明
治
時
代
に
な
る
と
、
南
朝
方
の
功
臣
で
あ
っ
た
楠
木
正
成
が
湊

川
神
社
に
祀
ら
れ
た
り
、
日
露
戦
争
で
軍
功
を
挙
げ
た
乃
木
希
典
や

東
郷
平
八
郎
が
、
そ
れ
ぞ
れ
乃
木
神
社
や
東
郷
神
社
に
祀
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
人
々
は
、
い
ず
れ
も
通
常
の
人
で
は
為
し
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得
な
い
よ
う
な
貢
献
を
、
社
会
に
対
し
て
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
者

達
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
「
神
」
は
、
社
会

の
秩
序
の
維
持
を
目
指
す
為
政
者
に
対
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
力
を

供
給
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
第
三
の
グ
ル
ー
プ
の
「
神
」
に
近
い
存
在
と
し
て
は
、
既

に
平
安
時
代
の
中
頃
に
信
仰
が
成
立
し
て
い
た
聖
徳
太
子
や
空
海
を

は
じ
め
と
す
る
高
僧
達
が
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
、
現
代
人
の
感
覚
か

ら
見
れ
ば
、
彼
ら
は
「
神
」
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
仏
の
化
身
と

み
な
す
方
が
妥
当
で
あ
る
。「
仏
」
と
は
無
関
係
に
、
あ
く
ま
で

「
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
た
人
間
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
江

戸
時
代
以
降
に
登
場
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
中
に
は
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
や
っ
て
来
て
、
そ
の
土
地
の
人
々
が
知
ら
な
い

特
別
な
知
識
や
技
術
を
授
け
た
後
に
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
去
っ
て

行
っ
た
正
体
不
明
の
漂
泊
者
と
、
他
方
で
は
、
同
一
の
村
落
の
中
で

生
ま
れ
育
ち
な
が
ら
、
常
人
と
は
異
な
る
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
理

由
で
、
例
え
ば
歯
痛
の
神
と
か
お
産
の
神
、
あ
る
い
は
学
問
の
神
と

か
裁
縫
の
神
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
民
衆
の
間
で
祀
ら
れ
た
者
が
含

ま
れ
て
い
る
。
現
代
の
日
本
に
お
い
て
、「
サ
ッ
カ
ー
の
神
さ
ま
」

と
か
「
神
の
手
を
持
つ
」
外
科
医
と
い
う
表
現
の
中
で
用
い
ら
れ
て

い
る
「
神
」
の
概
念
も
、
こ
の
中
の
後
者
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
派
生
し

た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
示
し
た
第
一
か
ら
第
三
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ

に
属
す
る
「
人
間
神
」
は
、
い
ず
れ
も
通
常
の
人
間
が
持
ち
得
な
い

力
、
も
し
く
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
保
持
し
、
そ
れ
を
発
揮
し
た
特
別
な

人
々
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
一
つ
目
の
「
自
然
神
」
や
二
つ
目

の
「
祖
先
神
」
と
同
様
の
性
質
を
有
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
数
多
く
の
神
々
の
中
に
は
、
上
に
記
し
た
三
つ
の
グ

ル
ー
プ
の
中
の
複
数
に
関
わ
る
神
も
存
在
す
る
。
そ
の
一
例
が
、
天

照
大
神
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
神
は
太
陽
を
神
格
化
し

た
「
自
然
神
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
皇
室
の
祖
先
と
し
て
「
祖
先

神
」
の
性
格
も
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
歳
神
さ
ま
や
田

の
神
も
、
し
ば
し
ば
同
様
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
神
々
は
山
に
住
む
「
自
然
神
」
で

あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
族
の
「
祖
先
神
」
で
あ
る
と
伝
承

さ
れ
て
い
る
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
上
述
し
た
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
す
べ
て
に
関
わ
る
神
と

な
る
と
、
や
は
り
特
殊
な
事
例
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
例
と
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し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
菅
原
道
真
の
霊
、
す
な
わ
ち
天
神
で
あ

る
。
怨
霊
と
な
っ
た
彼
は
、
雷
神
達
を
引
き
連
れ
て
宮
中
に
集
ま
る

殿
上
人
を
襲
っ
た
。
こ
れ
は
「
自
然
神
」
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
と

と
も
に
、
社
会
の
秩
序
に
挑
戦
し
た
「
人
間
神
」
と
し
て
の
性
質
を

有
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
後
に
学
問
の
神
と
し
て
特
殊
な

力
の
保
持
者
と
し
て
の
性
質
も
与
え
ら
れ
た
。
加
え
て
、
江
戸
時
代

に
な
る
と
、
彼
は
加
賀
前
田
家
に
お
い
て
、
同
家
の
「
祖
先
神
」
と

し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
神
は
数
多
く
の

神
々
の
中
で
も
特
殊
な
地
位
を
占
め
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

五
、
力
を
鎮
め
る
者
と
し
て
の
「
仏
」

（
一
）
自
ら
を
鎮
め
る
「
仏
」

　
神
は
特
別
な
力
の
保
持
者
で
あ
り
、
そ
の
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
人

間
に
与
え
て
く
れ
る
存
在
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
や

お
寺
に
対
す
る
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
先
述
の
と
お
り
、
優
し
さ
と

か
慈
悲
深
さ
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
々
の
心
を
鎮
め
、
安
ら

ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
「
仏
」と
は
何
か
と
い
う
問
題
、
つ
ま

り
、
仏
教
の
出
発
点
に
そ
の
由
縁
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
は
二
千
五
百
年
前
に
、
釈
尊
が
悟
り
を

開
い
た
こ
と
に
始
ま
る
。
彼
は
そ
の
た
め
に
六
年
に
及
ぶ
苦
行
を
行

い
、
そ
れ
を
放
棄
し
た
後
に
、
一
週
間
の
瞑
想
を
行
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
修
行
は
一
貫
し
て
欲
望
の
制
御
を

目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
と
言
う
の
も
、
そ
も
そ
も
苦
行
と
は
、
身

体
を
極
限
状
況
に
追
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
欲
望
を
制
御

し
よ
う
と
す
る
行
為
だ
か
ら
で
あ
）
7
（

る
。
だ
が
、
極
度
の
苦
行
は
身
体

を
疲
弊
さ
せ
、
欲
望
の
み
な
ら
ず
、
正
常
な
思
考
力
さ
え
も
失
わ
せ

る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
釈
尊
は
、
つ
い
に
苦
行
を
捨
て
る
と
、
菩
提
樹
の
下
で
瞑
想
に

入
っ
た
。
そ
の
瞑
想
を
続
け
る
中
で
、
彼
は
自
ら
の
内
な
る
悪
魔
と

呼
ぶ
べ
き
様
々
な
欲
望
と
闘
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
の
欲
望
が
消
滅
し
た
瞬
間
、
す
な
わ
ち
、
悪
魔
を
降
し

た
瞬
間
に
、
彼
は
悟
り
を
開
い
た
。
つ
ま
り
、
釈
尊
が
悟
り
を
開
い

た
大
き
な
要
因
は
、
何
よ
り
も
欲
望
を
制
御
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
釈
尊
は
瞑
想
を
行
っ
て
い
る

間
、
様
々
な
欲
望
と
闘
っ
て
い
た
と
い
う
伝
承
も
重
要
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
彼
は
そ
の
間
、
正
常
な
思
考
力
と
と
も
に
、
次
々
と
欲
望
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を
生
じ
さ
せ
得
る
体
力
を
保
持
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
瞑
想
を
続
け
て
い
る
間
、
適

度
の
食
事
と
睡
眠
を
と
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
を

全
面
的
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
、
釈
尊
の
修
行
と
悟
り
に
関
し
て
、
重
要
な
事
柄
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
は
欲
望
の
制
御
を
目
指
し
な

が
ら
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
過
剰
な
欲
望
の
否
定
で
あ
り
、
す
べ
て

の
欲
望
の
否
定
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
彼

が
修
行
の
途
中
で
放
棄
し
た
苦
行
と
、
悟
り
の
直
接
的
な
手
段
と

な
っ
た
瞑
想
と
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
瞑
想
は
、
徹
底
し
た
欲

望
追
求
と
、
徹
底
し
た
禁
欲
主
義
の
い
ず
れ
に
偏
る
こ
と
も
な
い

「
中
道
」
の
立
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
中
道
」
の

思
想
こ
そ
が
、
釈
尊
の
教
え
の
核
心
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
過
剰
な
欲

望
、
過
剰
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
み
を
鎮
め
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
を

説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
仏
教
と
は
極
度
の
禁
欲
主
義
を
説
く

も
の
で
は
な
く
、
心
を
穏
や
か
に
鎮
め
、
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る

存
在
だ
と
い
う
現
代
の
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
さ
に
釈
尊
の
基

本
的
な
立
場
に
沿
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
二
）
他
者
を
鎮
め
る
「
仏
」

　
釈
尊
の
時
代
か
ら
五
百
年
ほ
ど
が
経
過
し
て
、
西
暦
一
世
紀
頃
に

イ
ン
ド
で
大
乗
仏
教
が
成
立
し
た
。
こ
の
大
乗
仏
教
の
最
大
の
特
色

は
、
自
ら
が
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
の
と
同
様
に
、
他
者
を
そ
れ
ぞ
れ

の
苦
し
み
か
ら
救
う
こ
と
を
目
指
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

自
ら
と
同
様
に
他
者
に
喜
び
を
与
え
、
他
者
か
ら
苦
し
み
を
取
り
除

く
姿
勢
を
仏
教
で
は
「
慈
悲
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
故
、
現
代
の
日
本
人

が
、「
仏
」
と
い
う
言
葉
に
「
優
し
い
人
」
と
か
「
慈
悲
深
い
人
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
の
は
、
こ
う
し
た
大
乗
仏
教
の
思
想
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
他
者
を
苦
し
み
か
ら
救
う
た
め
に
は
、
他
者
の
も
と

か
ら
そ
の
苦
し
み
の
原
因
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い

換
え
れ
ば
、
他
者
の
持
つ
過
剰
な
欲
望
、
過
剰
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
鎮

め
、
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
他
者
」
と
い
う
概
念
を
不
特
定
多
数
の
人
々
、
さ
ら
に

は
国
家
や
国
土
に
ま
で
拡
大
し
た
時
、
そ
こ
に
仏
教
が
中
国
や
日
本

に
お
い
て
担
っ
た
「
鎮
護
国
家
」
の
思
想
が
成
立
す
る
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
「
鎮
護
国
家
」
の
思
想
は
、
八
世
紀
の
半
ば
、

す
な
わ
ち
奈
良
時
代
の
聖
武
天
皇
の
頃
に
確
立
し
た
。
こ
の
当
時
の
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人
々
は
、
山
や
川
を
は
じ
め
、
動
植
物
に
至
る
ま
で
、
自
然
界
の
あ

ら
ゆ
る
存
在
に
は
神
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
が
そ
の
意
向

を
人
間
に
伝
え
よ
う
と
す
る
時
、
通
常
と
は
異
な
る
異
変
を
生
じ
さ

せ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
異
変
が
「
崇

り
」
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
神
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
全
国
の
役
所
で
は
「
崇
り
」
の
監
視
を
続
け
て
お

り
、
そ
れ
が
発
生
す
る
と
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
神
意
を
探
る
占
い

が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
国
家
に
と
っ
て
の
凶
兆
で
あ
る
場

合
、
神
を
鎮
め
る
た
め
に
鎮
護
国
家
の
祈
禱
が
行
わ
れ
た
。

　
ま
た
、
そ
の
同
じ
頃
、
各
地
の
代
表
的
な
神
々
が
、
神
で
あ
る
が

故
に
負
わ
ざ
る
を
得
な
い
罪
業
と
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
仏

に
帰
依
す
る
と
い
う
託
宣
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
た
め
の
寺

院
、
す
な
わ
ち
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
）
8
（

る
。
仏
の
力
に

よ
っ
て
神
の
罪
業
を
鎮
め
、
飢
饉
や
疫
病
、
あ
る
い
は
異
常
気
象
等

の
発
生
を
抑
え
る
こ
と
が
願
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
時
代
に
信
奉
さ
れ
て
い
た
神
々
は
、
基
本
的
に

は
自
然
界
に
宿
る
「
自
然
神
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
神
々
が
正

常
な
力
を
発
揮
し
な
い
限
り
、
人
々
の
生
活
は
成
り
立
た
な
い
。
け

れ
ど
も
、
こ
う
し
た
神
々
が
通
常
と
は
異
な
る
過
剰
な
力
を
暴
発
さ

せ
た
時
、
人
々
は
多
大
な
災
難
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、

仏
は
神
々
の
発
す
る
過
剰
な
力
を
鎮
め
る
働
き
を
期
待
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
、
呪
術
的
な
要
素
を
多
分
に
含

む
、「
雑
密
」
と
呼
ば
れ
る
初
期
密
教
の
思
想
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
奈
良
時
代
の
末
か
ら
平
安
時
代
の
初
め
に
か
け
て
、

新
し
い
「
神
」
の
概
念
が
加
わ
っ
た
。
そ
れ
は
、
権
力
闘
争
に
敗
れ

て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
者
が
、
怨
み
を
晴
ら
す
た
め
に
死
後
に
復
活

し
た
「
怨
霊
」、
も
し
く
は
「
御
霊
」
と
呼
ば
れ
た
存
在
で
あ
り
、

従
来
の
「
自
然
神
」
と
は
異
な
る
「
人
間
神
」
の
登
場
で
あ
っ
た
。

八
世
紀
の
末
に
亡
く
な
っ
た
早
良
親
王
以
来
、
平
安
時
代
の
前
半
に

は
多
く
の
御
霊
が
誕
生
し
、
朝
廷
を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

ら
の
御
霊
は
、
当
初
は
自
ら
を
陥
れ
た
特
定
の
人
物
を
攻
撃
す
る
の

み
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、
飢
饉
や
疫
病
を
は
や
ら
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
国
家
や
民
衆
に
苦
し
み
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う

し
た
御
霊
の
「
崇
り
」
を
鎮
め
る
た
め
に
、
新
た
に
注
目
さ
れ
た
の

が
当
時
の
最
先
端
の
仏
教
で
あ
っ
た
「
純
密
」、
す
な
わ
ち
教
義
的

な
体
系
化
を
果
た
し
た
密
教
で
あ
る
。
密
教
は
、
世
界
全
体
を
大
日

如
来
の
表
れ
と
み
な
し
、
そ
の
大
日
如
来
と
の
合
一
、
す
な
わ
ち
即

身
成
仏
を
果
た
し
た
行
者
に
こ
そ
、
御
霊
を
鎮
め
る
力
が
あ
る
と
主
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張
し
た
。
こ
う
し
て
、
平
安
時
代
か
ら
源
平
の
争
い
を
経
て
、
鎌
倉

時
代
に
至
る
ま
で
、
密
教
に
よ
っ
て
御
霊
を
鎮
め
る
こ
と
が
鎮
護
国

家
の
思
想
の
中
心
と
な
っ
）
9
（
た
。

　
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
の
後
半
に
な
る
と
、
そ
の
担
い
手
は
密
教
の

行
者
か
ら
、
新
た
に
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
禅
宗
の
僧
侶
に
移
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
坐
禅
を
通
し
て
世
界
の
真
理
を
体
得
す

る
こ
と
を
目
指
す
禅
宗
の
教
え
が
、
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
大
日
如

来
と
の
合
一
を
目
指
す
密
教
の
思
想
と
軌
を
一
に
し
て
お
）
10
（

り
、
禅
宗

僧
侶
の
多
く
が
、
密
教
儀
礼
を
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

よ
う
。
そ
の
上
、
広
大
な
荘
園
を
背
景
に
世
俗
権
力
と
化
し
た
密
教

の
僧
侶
よ
り
も
、
戒
律
を
順
守
し
、
坐
禅
に
励
む
禅
宗
の
僧
侶
に
こ

そ
、
神
秘
的
な
力
の
保
持
を
認
め
よ
う
と
し
た
人
々
の
思
い
が
あ
っ

た
。

　
や
が
て
室
町
時
代
に
な
る
と
、
鎮
め
ら
れ
る
べ
き
死
者
は
権
力
闘

争
に
敗
れ
た
特
定
の
人
物
の
み
な
ら
ず
、
戦
場
で
犠
牲
に
な
っ
た
無

数
の
兵
士
達
を
も
含
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
足
利
幕
府
は

そ
う
し
た
犠
牲
者
の
鎮
魂
の
た
め
に
、
全
国
に
安
国
寺
と
利
生
塔
の

設
置
を
命
じ
た
。
ま
た
、
大
規
模
な
戦
乱
や
飢
饉
の
際
に
は
、
そ
の

犠
牲
者
を
弔
う
た
め
に
、
禅
宗
僧
侶
を
招
い
て
施
餓
鬼
会
を
行
う
よ

う
に
な
っ
）
11
（
た
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
禅
宗
僧
侶
の
力
を
期
待
し

て
、
各
地
で
人
々
を
苦
し
め
る
悪
霊
の
鎮
撫
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
全
国
に
禅
宗
寺
院
が
設
立

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
幕
府
の
政
策
に
よ
る
檀
家
制
度

の
確
立
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
仏
教
に
も
と
づ
く
鎮
魂
儀
礼
が
、
一
人

ひ
と
り
の
民
衆
に
ま
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
い

わ
ゆ
る
「
葬
式
仏
教
」
と
呼
ば
れ
る
状
況
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
歴
史
は
、

「
神
」
の
概
念
の
変
遷
、
も
し
く
は
「
崇
り
」
の
変
遷
と
密
接
に
結

び
付
い
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
に
期
待
さ
れ
る

役
割
は
、
当
初
は
「
自
然
神
」
の
過
剰
な
力
を
鎮
め
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
が
後
に
「
人
間
神
」
に
ま
で
適
用
さ
れ
、
さ
ら
に
は

「
神
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
個
別
の
死
者
の
鎮
魂
に
ま
で
拡
大

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
仏
に
期
待
さ
れ
た

役
割
の
一
つ
は
、
一
貫
し
て
過
剰
な
力
、
も
し
く
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

鎮
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
ち
な
み
に
、
明
治
新
政
府
は
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
官
軍
の
犠
牲
者
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を
、
招
魂
社
、
後
の
靖
国
神
社
に
「
神
」
と
し
て
祀
っ
た
。
し
か

し
、
こ
れ
は
従
来
の
わ
が
国
の
宗
教
観
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
仏

教
が
果
た
し
て
き
た
役
割
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
戦
没
し
た
一
人

ひ
と
り
の
兵
士
の
中
に
、
先
に
示
し
た
三
種
類
の
「
神
」
が
保
持
し

て
い
た
よ
う
な
特
別
な
力
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
え
て
言

え
ば
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
者
達
は
、
佐
藤
弘
夫
氏
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、「
現
人
神
」
た
る
「
天
皇
の
た
め
に
落
命
し
た
が
ゆ

え
に
、
神
と
し
て
祀
ら
れ
）
12
（

る
」
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
靖
国
神
社

に
祀
ら
れ
て
い
る
「
神
」
は
、
祭
政
一
致
を
目
指
し
て
神
仏
分
離
を

遂
行
し
た
新
政
府
が
意
図
的
に
創
造
し
た
概
念
で
あ
り
、
わ
が
国
の

神
と
仏
の
伝
統
に
は
、
必
ず
し
も
そ
ぐ
わ
な
い
存
在
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

六
、
ア
ク
セ
ル
の
「
神
」、
ブ
レ
ー
キ
の
「
仏
」

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
事
柄
を
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ

う
。
ま
ず
第
一
に
、
わ
が
国
の
歴
史
の
中
で
、
神
と
仏
は
共
存
す
る

こ
と
こ
そ
が
伝
統
的
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
の
両
者
を
独
立
し
た

異
な
る
「
宗
教
」
と
み
な
す
考
え
方
が
公
に
認
め
ら
れ
た
の
は
明
治

時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
広
く
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
頃
か
ら

人
々
は
、
複
数
の
異
な
る
「
宗
教
」
を
同
時
に
信
仰
す
る
こ
と
は
不

自
然
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め

に
、
わ
が
国
の
伝
統
的
な
作
法
に
も
と
づ
い
て
、
神
と
仏
に
同
じ
よ

う
に
手
を
合
わ
せ
る
自
ら
の
姿
を
、
人
々
は
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
現
代
の
日
本
人
は
言
葉
の
使
用
法
か
ら

も
、
あ
る
い
は
儀
式
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
点
か
ら
も
、
神
と
仏
を

無
意
識
の
う
ち
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

神
は
特
別
な
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
保
持
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
人
々
に

分
け
与
え
る
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
仏
は
慈
悲
深
い
存
在
、
も
し

く
は
人
々
に
対
し
て
落
ち
着
き
と
安
ら
ぎ
を
与
え
る
存
在
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
神
と
仏
に
対
す
る
実
際
の
信
仰

の
中
に
、
そ
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
神
は

「
自
然
神
」、「
祖
先
神
」、「
人
間
神
」
と
い
う
三
つ
の
範
疇
に
大
別

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
属
す
る
「
神
」
で
あ
っ

て
も
、
特
別
な
力
、
も
し
く
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
保
持
者
で
あ
る
こ
と

は
共
通
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
「
神
」
は
、
自
ら
の
保
持
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す
る
特
別
な
力
を
適
切
な
形
で
発
揮
し
た
り
、
適
切
な
や
り
方
で

人
々
に
分
け
与
え
る
場
合
に
は
人
々
に
幸
せ
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
暴
発
さ
せ
る
時
に
は

大
き
な
災
難
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
は
常
に
過
剰
な
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
鎮
め
る

役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
内
に
宿
る
欲
望
の
場
合
も

あ
れ
ば
、
他
者
の
中
に
潜
む
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
場
合
も
あ
る
。
わ

が
国
に
お
い
て
、
こ
の
仏
が
鎮
め
る
べ
き
「
他
者
」
を
、
当
初
は
自

然
界
に
宿
る
神
々
と
み
な
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
後
に
怨

霊
と
化
し
た
特
定
の
人
間
に
も
拡
大
さ
れ
、
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
死

者
の
霊
魂
に
ま
で
適
用
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
仏
教
が
死
者
儀
礼
を

独
占
的
に
扱
う
風
習
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
現
代
の
多
く
の
日
本
人
が
、
子
供
が

生
ま
れ
た
時
に
は
神
社
に
初
宮
参
り
に
出
か
け
、
人
が
亡
く
な
っ
た

時
に
は
お
寺
で
仏
教
式
の
葬
儀
を
挙
げ
る
と
い
う
慣
習
を
、
合
理
的

に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
た
ば
か

り
の
子
供
に
は
、
神
か
ら
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
分
け
与
え
ら
れ
る

こ
と
を
期
待
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
亡
く
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

そ
の
者
の
中
に
残
さ
れ
た
様
々
な
思
い
や
欲
望
を
仏
の
力
で
鎮
め
て

も
ら
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
怨
霊
化
す
る
こ
と
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
故

人
が
穏
や
か
な
境
地
へ
導
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
こ
う
し
た
神
と
仏
に
対
す
る
人
々
の
関
わ
り
方
は
、
あ
た
か
も
自

動
車
に
お
け
る
ア
ク
セ
ル
と
ブ
レ
ー
キ
の
役
割
に
譬
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
神
に
向
か
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
適
切
な
活
用
と
、
人
間
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
適
度
な
供
給
を

期
待
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
界
と
人
間
界
の
秩
序
が
維
持
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
神
々
が
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
暴
発
さ
せ
る
と
、
そ
れ
は
自
然
界
と
人
間
界
の
秩
序
を
乱
す
原
因

と
な
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
暴
発
に
対
し
て
、

ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
役
割
を
仏
に
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ア
ク
セ
ル
の
な
い
自
動
車
は
動
か
な
い
。
し
か
し
、
ブ
レ
ー
キ
の

な
い
自
動
車
は
こ
の
上
な
く
危
険
で
あ
る
。
そ
の
両
者
が
揃
っ
て
こ

そ
、
は
じ
め
て
自
動
車
を
正
常
な
形
で
運
転
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
現
代
の
日
本
人
は
神
か
ら
必
要
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
取
り
入
れ
、
過
剰
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
発
生
し
た
時
に
は
そ
れ

を
仏
の
力
で
鎮
め
て
も
ら
う
。
い
わ
ば
、
ア
ク
セ
ル
と
し
て
の
神

と
、
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
の
仏
を
ほ
ど
よ
く
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
穏
や
か
な
日
常
生
活
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
神
と
仏
の
双
方
に
手
を
合

わ
せ
て
い
る
現
代
の
日
本
人
は
、「
宗
教
」
に
対
し
て
い
い
加
減
な

態
度
を
と
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
極
め
て
合
理
的
な
形
で
、
神
仏
に

対
す
る
信
仰
を
保
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考
え
る

の
で
あ
る
。

注（
1
） 

拙
稿
「
現
代
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
意
味
」『
愛
知
学
院
大

学
文
学
部
紀
要
』
四
四
（
二
〇
一
五
、
印
刷
中
）。

（
2
） 

佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』（
法
藏
館
、
一
九
九
八
）

三
四
八

－

三
七
六
頁
。

（
3
） 

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
主
催
の
研
究
会
に
お
け
る
尾
崎
正
善
氏

の
発
表
「
禅
宗
儀
礼
の
研
究
│
儀
礼
の
変
遷
過
程
と
そ
の
背
景
│
」

（
二
〇
一
三
年
五
月
二
九
日
）
に
よ
る
。

（
4
） 

島
田
裕
巳
『
神
も
仏
も
大
好
き
な
日
本
人
』（
ち
く
ま
新
書
、
二

〇
一
一
）
一
八
四

－

一
八
九
頁
。

（
5
） 

た
だ
し
、
こ
の
時
、
江
戸
時
代
以
来
の
檀
家
制
度
に
よ
っ
て
一
応

の
経
済
的
な
基
盤
を
維
持
し
続
け
て
い
た
仏
教
界
と
は
異
な
り
、
多
く

の
神
社
は
信
徒
達
に
よ
る
安
定
的
な
経
済
基
盤
を
持
た
な
い
ば
か
り

か
、
政
治
権
力
に
よ
る
後
ろ
盾
も
失
っ
た
。
加
え
て
、
政
教
分
離
を
旨

と
し
、
人
々
が
個
人
の
幸
福
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
後
の
社
会

に
お
い
て
は
、
皇
祖
神
へ
の
崇
敬
も
人
々
を
神
社
に
向
か
わ
せ
る
有
効

な
動
機
づ
け
と
は
な
り
得
な
く
な
っ
た
。
さ
り
と
て
、
各
地
の
神
社
で

は
、
そ
の
祭
神
を
皇
祖
神
か
ら
、
明
治
時
代
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
雑
多

な
神
々
に
戻
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の

祭
神
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
神
社
は
単
に

「
神
さ
ま
」
を
祀
る
場
所
と
し
て
人
々
の
参
詣
を
迎
え
る
場
と
な
っ

た
。
こ
の
状
況
は
、
例
え
ば
靖
国
神
社
と
同
様
に
戦
没
者
を
祀
る
各
地

の
護
国
神
社
で
さ
え
も
例
外
で
は
な
い
。
初
詣
の
み
な
ら
ず
、
七
五
三

参
り
や
自
家
用
車
の
お
祓
い
ま
で
も
護
国
神
社
が
受
け
入
れ
て
い
る
さ

ま
は
、
雑
多
な
民
間
神
や
土
地
神
を
祀
る
神
社
と
、
何
の
区
別
も
な
く

な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
伊
勢
神
宮
等
の
一
部

の
例
外
を
除
き
、
た
い
て
い
の
神
社
と
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る

「
神
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
性
質
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
6
） 

こ
こ
で
は
、
わ
が
国
の
歴
史
の
中
で
「
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
て
き

た
す
べ
て
の
存
在
を
扱
う
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
現
代
の
日
本

人
の
感
覚
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
一
般
的
に
「
神
」
と
し
て
認
め
ら
れ

得
る
存
在
の
み
を
対
象
と
す
る
。

（
7
） 

原
実
『
古
典
イ
ン
ド
の
苦
行
』（
春
秋
社
、
一
九
七
九
）
に
よ
れ

ば
、
苦
行
は
そ
れ
以
外
に
も
、
様
々
な
罪
や
穢
れ
を
滅
除
し
、
浄
化
す

る
機
能
を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
願
望
を
こ

と
ご
と
く
実
現
さ
せ
る
と
い
う
神
秘
的
な
力
を
も
た
ら
す
と
も
考
え
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
願
わ
れ
る
願
望
は
、
し
ば
し
ば
世
俗
的
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な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
苦
行
に
よ
っ
て
「
解
脱
、
涅
槃
等
の
宗

教
的
理
想
を
追
う
事
は
む
し
ろ
例
外
的
事
例
に
属
し
た
」（
四
二
〇

頁
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
8
） 

こ
の
点
、
並
び
に
後
述
す
る
怨
霊
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
義
江

彰
夫
『
神
仏
習
合
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
六
）
を
参
考
に
し
た
。

（
9
） 

日
本
の
仏
教
史
を
通
覧
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
平
安
時
代
後

半
に
盛
ん
に
な
っ
た
浄
土
教
思
想
に
も
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
力
で
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
を
願

う
こ
の
思
想
は
、
最
終
的
に
は
極
楽
浄
土
に
お
い
て
自
ら
が
修
行
を
行

い
、
自
ら
の
欲
望
等
を
放
棄
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
れ
は
他
者
を
鎮
め
る
「
仏
」
で
は
な
く
、
自
ら
を
鎮
め
る

「
仏
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
言
及
を

控
え
る
こ
と
に
し
た
。

（
10
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
禅
と
密
教
の
あ
い
だ
│
道
元
の
立
場

か
ら
│
」『
宗
学
研
究
』
四
七
（
二
〇
〇
五
）
二
一
五

－

二
二
〇
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
） 

西
山
美
香
「
儀
礼
か
ら
み
る
〈
死
〉
の
思
想
│
禅
宗
の
場
合
│
」

『
東
洋
に
お
け
る
死
の
思
想
』（
吉
原
浩
人
編
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
六
）

一
八
九

－
二
〇
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
12
） 

佐
藤
弘
夫
『
ヒ
ト
ガ
ミ
信
仰
の
系
譜
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一

二
）
二
〇
四
頁
。


