
環
境
を
巡
る
祭
祀
・
神
話
・
伝
承

|
う
し
ろ
め
た
さ
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
ー

は
じ
め
に

筆
者
は
二
十
年
来
中
国
雲
南
省
の
少
数
民
族
文
化
を
調
査
し
て
き
た
。
そ
の

成
果
を
「
神
話
と
自
然
宗
教
」
（
二

0
一
三
）
に
ま
と
め
た
。
こ
の
本
の
最
後

に
載
せ
た
調
査
報
告
が
、
納
西
族
の
祭
署
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
俄
礼
を
調
壺
し

よ
う
と
思
っ
た
動
機
は
、
こ
の
俄
礼
が
、
現
代
社
会
が
抱
え
る
環
境
問
題
に
対

応
す
る
俄
礼
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

中
国
の
少
数
民
族
文
化
の
ほ
と
ん
ど
は
自
然
信
仰
す
な
わ
ち
ア
ニ
ミ
ズ
ム
文

化
を
根
強
く
持
つ
。
ナ
シ
族
の
宗
教
文
化
も
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
基
層
に
あ
る
。

H

本
も
ま
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
文
化
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
各
地
の
祭
祀
や
神
社
と

自
然
の
関
わ
り
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
祭
祀
で
言
え
ば
、
諏
訪
神
社
の
御
柱

祭
な
ど
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
体
現
し
た
よ
う
な
祭
り
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
神
社
も

ま
た
自
然
を
囲
っ
て
そ
こ
を
神
域
と
み
な
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

考
え
て
見
れ
ば
、
中
国
の
少
数
民
族
、
そ
し
て
日
本
（
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
・

沖
縄
も
）
の
文
化
は
自
然
と
の
密
接
な
関
係
な
く
し
て
は
成
立
し
な
い
。
が
、

こ
れ
ら
の
地
域
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
然
に
依
拠
す
る
生
活
形
態
か
ら
離
れ
、
自

然
を
利
用
し
、
開
発
し
、
破
壊
す
る
と
い
う
自
然
へ
の
侵
犯
を
繰
り
返
す
歴
史

を
作
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
御
柱
の
祭
り
は
続
い
て
い
る

し
、
自
然
神
を
祭
る
納
西
族
の
祭
祀
も
続
い
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
自
然
と
密
接

に
繋
が
っ
て
い
た
時
代
の
文
化
は
な
く
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
消
え
た
わ

け
で
は
な
く
、
け
っ
こ
う
残
っ
て
い
る
の
だ
。

自
然
を
神
と
み
な
す
文
化
を
残
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
自
然
を
侵
犯
す
る
こ

と
を
続
け
る
、
そ
の
文
化
の
有
り
様
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
時
折
そ
う

い
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
。
日
本
古
代
の
資
料
（
古
代
と
い
っ
て
も
記
紀
・
風

土
記
の
資
料
な
の
で
八
世
紀
の
資
料
）
に
は
、
人
間
の
生
活
の
た
め
に
自
然
の

神
を
排
除
す
る
話
、
あ
る
い
は
樹
木
を
伐
採
し
祟
り
を
受
け
る
話
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
は
、
自
然
に
依
拠
し
て
生
き
て
き
た
価
値
観
と
生
活
優

先
の
価
値
観
と
の
対
立
・
葛
藤
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
こ
う
い
っ
た

対
立
・
葛
藤
は
、
例
え
ば
樹
木
を
伐
採
す
る
と
崇
り
が
あ
る
と
い
っ
た
話
と
し

て
、
現
代
に
あ
っ
て
も
語
り
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
然
保
護
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
環
境
問
題
が
深
刻
に
な
っ
た
最
近
に
真
剣
に

検
討
さ
れ
初
め
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
テ
ー
マ
と
し
て
自
覚
さ
れ
な
く
れ

も
、
自
然
に
依
拠
し
た
低
生
産
性
の
生
活
を
優
先
す
る
（
神
と
し
て
の
自
然
を

侵
さ
な
い
と
い
う
選
択
）
か
自
然
を
利
用
（
開
発
）
し
て
生
産
性
の
高
い
生
活

を
優
先
す
る
（
神
と
し
て
の
自
然
を
侵
し
て
も
し
か
た
が
な
い
と
い
う
選
択
）

岡

部

隆

志
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納
西
族
の
祭
署
儀
礼

納
西
族
に
は
多
く
の
祭
祀
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
「
祭
天
」
「
祭
署
」
「
祭

風
」
を
三
大
祭
祀
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
三
大
祭
祀
の
一
っ
祭
署
儀
礼
は
、
自

然
神
で
あ
る
署
の
神
を
祭
る
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
に
か
か
わ
る
神
話
は
、

こ
の
祭
祀
の
由
来
を
、
自
然
と
人
間
の
生
み
出
し
た
文
明
と
の
対
立
と
し
て
物

語
っ
て
い
て
、
大
変
興
味
深
い
。

納
西
族
は
中
国
雲
南
省
西
北
部
の
麗
江
を
中
心
に
居
住
す
る
人
口
二
十
八
万

人
ほ
ど
の
少
数
民
族
で
あ
る
。
ト
ン
パ
教
と
呼
ば
れ
る
宗
教
文
化
を
持
つ
こ
と

で
知
ら
れ
る
。
ト
ン
パ
教
と
い
っ
て
も
い
わ
ゆ
る
教
団
宗
教
で
は
な
く
、
ト
ン

パ
と
呼
ば
れ
る
祭
祀
者
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
経
典
、
神
話
、
そ
し
て
ト
ン
パ

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
様
々
な
宗
教
儀
礼
等
の
、
あ
る
体
系
性
を
も
っ
た
宗
教
的
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か
と
い
う
対
立
・
葛
藤
は
「
常
陸
国
風
土
記
」
に
あ
る
「
夜
刀
神
」
の
記
事
の

よ
う
に
以
前
か
ら
描
か
れ
て
い
た
。

そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
自
然
保
護
と
言
わ
な
く
て
も
、
自
然
を
侵
す
こ
と
へ

の
た
め
ら
い
は
か
な
り
古
く
か
ら
意
識
は
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
ア
ニ
ミ
ズ

ム
文
化
を
抱
く
地
域
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
た
め
ら
い
を
常
に
保
ち
続
け
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
た
め
ら
い
は
、
俄
礼
・
神
話
・

伝
承
の
内
容
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
文
化
を
抱
え
て
い
る
地
域
が
、
自
然
を
利
用
（
開

発
）
す
る
生
活
と
の
折
り
合
い
を
ど
う
つ
け
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
探
っ

て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
、
儀
礼
・
神
話
・
伝
承
な
ど
の
文
化
表

象
か
ら
解
き
明
か
し
て
み
た
い
。
さ
ら
に
は
、
日
本
の
神
社
も
自
然
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
外
せ
な
い
の
で
、
考
察
の
対
象
に
加
え
た
い
。

世
界
を
ト
ン
パ
教
と
呼
ん
で
い
る
。

ト
ン
パ
教
は
雲
南
省
の
他
の
少
数
民
族
の
宗
教
と
同
じ
よ
う
に
、
自
然
宗
教

的
な
性
格
が
強
い
が
、
チ
ベ
ッ
ト
地
域
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ラ
マ
教

の
影
響
も
受
け
、
ま
た
、
麗
江
の
ナ
シ
族
の
歴
史
が
古
い
こ
と
も
あ
っ
て
中
国

文
化
の
影
孵
も
強
く
受
け
て
い
る
。

納
西
族
の
伝
え
る
祭
署
儀
礼
は
、
宗
教
者
で
あ
る
ト
ン
パ
が
主
催
す
る
自
然

神
で
あ
る
「
署
」
を
祭
る
儀
礼
で
、
三
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
儀

礼
に
つ
い
て
「
納
西
族
伝
統
祭
式
儀
式
」
（
李
錫
主
編
）
を
参
考
に
述
べ
て
お

く
（
以
下
、
俄
礼
と
神
話
の
内
容
に
つ
い
て
は
拙
著
「
神
話
と
自
然
宗
教
」
よ

り
引
用
）
。

旧
暦
三
月
の
、
子
、
辰
、
申
の
三
日
間
に
俄
礼
を
行
う
。
一
日
目
は
祭
り
の

準
備
で
あ
る
。
署
を
祭
る
祭
埴
は
シ
ョ
グ
ダ
ン
（
署
古
培
）
と
呼
ば
れ
る
。
村

の
外
れ
の
水
が
湧
く
場
所
に
祭
埴
は
作
ら
れ
る
。
準
備
は
、
ま
ず
祭
培
に
こ
し

ら
え
る
門
や
塔
な
ど
を
短
い
木
片
で
作
る
の
だ
が
、
そ
の
材
料
の
祭
木
や
、
署

神
を
描
い
た
木
牌
を
制
作
す
る
。
東
西
南
北
中
央
の
五
方
の
署
神
の
絵
、
祭
り

を
行
う
当
地
の
署
神
、
署
神
に
供
え
る
物
品
や
動
物
の
絵
、
悪
署
の
絵
等
を
描

い
た
木
牌
を
作
る
。
絵
は
ト
ン
パ
が
描
く
。
供
え
物
の
準
備
を
し
、
祭
壇
の
消

掃
を
行
う
。

二
日
目
。
祭
壇
に
祭
木
を
挿
し
て
門
や
塔
を
作
り
、
ま
た
署
神
（
善
署
と
悪

署
）
の
木
牌
を
挿
し
善
署
と
悪
署
の
村
を
作
る
。
祭
境
の
上
方
に
神
埴
を
設

サ

ー

イ

ー

ウ

ェ

イ

ダ

ハ

ン

デ

ィ

ウ

ォ

パ

ン

シ

ョ

メ

イ

ナ

プ

け
、
薩
依
威
徳
（
東
巴
教
の
至
腺
神
）
、
恒
丁
寓
盤
（
至
腺
神
）
、
署
美
納
布

（
署
神
）
、
東
巴
什
羅
（
ト
ン
パ
教
祖
）
、
神
鵬
（
守
護
神
）
、
仇
麻
（
戦
闘
神
）

な
ど
の
納
西
族
の
人
々
が
崇
拝
す
る
代
表
的
な
神
々
や
ト
ン
パ
教
祖
を
描
い
た

掛
け
軸
を
掛
け
る
。
神
埴
や
署
神
（
善
署
）
の
村
に
、
香
炉
、
浄
水
壺
、
香
蝋
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燭
、
五
穀
、
果
物
、
点
心
を
供
え
る
。
ト
ン
パ
は
後
れ
を
祓
う
経
典
を
唱
え
て

稿
れ
祓
い
儀
礼
を
行
い
、
参
加
者
や
場
を
消
め
る
。
そ
の
後
、
戦
神
（
仇
麻
）

を
迎
え
て
悪
署
の
村
を
壊
す
。
次
に
、
経
典
「
署
神
の
来
歴
」
を
念
誦
し
署
神

を
村
に
招
き
、
白
い
麻
布
で
署
神
の
村
を
囲
む
。
そ
し
て
署
神
の
村
の
門
に
鍵

を
掛
け
二

H
目
の
祭
り
を
終
え
る
。

三
日

H
。
神
培
、
署
神
に
香
を
点
じ
、
お
供
え
を
す
る
。
悪
署
に
も
神
薬
を

点
じ
、
お
供
え
を
し
た
後
送
り
出
す
。
そ
の
後
、
署
神
に
鶏
を
献
じ
、
最
後
に

全
員
が
署
神
に
ひ
ざ
ま
ず
い
て
拝
み
、
五
穀
股
穣
、
六
畜
繁
栄
を
祈
り
、
ト
ン

パ
が
「
送
神
経
」
を
唱
え
、
人
々
は
、
署
神
が
福
を
与
え
る
と
さ
れ
る
枝
と
招

魂
の
木
牌
と
署
神
の
門
を
以
て
家
に
帰
り
、
中
柱
の
上
に
挿
す
。

署
神
を
迎
え
、
接
待
し
祈
願
し
、
そ
し
て
送
り
出
す
。
こ
の
俄
礼
の
基
本
構

造
は

H
本
の
祭
り
と
変
わ
ら
な
い
。
自
然
神
で
あ
る
署
神
に
普
署
と
悪
署
が
あ

る
と
い
う
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
悪
署
も
悪
署
村
に
迎
え
入
れ
、
そ
れ
な
り
に

接
待
し
た
う
え
で
送
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
恵
み
も
禍
も
も
た
ら
す
自
然
神

の
両
義
性
が
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
。

署
神
の
「
署
」
は
「
シ
ョ
」
の
宛
字
で
あ
り
、
音
が
同
じ
で
あ
る
「
樹
」
の

字
を
宛
て
る
場
合
も
あ
る
。
中
旬
地
域
の
白
地
に
居
住
す
る
納
西
族
に
は
麗
江

と
は
違
う
納
西
文
化
が
残
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
祭

署
」
の
祭
り
は
「
祭
龍
王
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
白
地
で
は
署
神
は
龍
王
な
の

で
あ
る
。
（
「
最
后
的
原
始
崇
拝
＿
白
地
束
巴
文
化
」
）
。
経
典
の
中
で
も
署
は

「
署
龍
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
（
経
典
「
開
埴
経
」
）
が
、
署
と
龍
は
ほ
と
ん
ど

習
合
し
て
い
る
。
ま
た
、
水
辺
で
祀
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
水
神
と
も
み
な
さ

れ
て
い
る
。

祭
署
俵
礼
は
、
自
然
神
へ
の
人
間
の
側
の
眼
罪
俵
礼
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い

る
。
現
地
で
調
査
の
際
に
ト
ン
パ
に
よ
っ
て
渡
さ
れ
た
簡
単
な
式
次
第
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
は
、
「
祭
署
」
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

「
祭
署
俵
式
は
納
西
族
の
伝
統
習
俗
で
あ
る
。
署
は
自
然
界
の
主
宰
者
で
あ
る
。

其
の
形
象
は
上
半
身
が
人
で
あ
り
下
半
身
は
蛇
で
あ
り
、
頭
に
珠
宝
帽
を
載
せ

て
い
る
。
山
川
、
渓
谷
に
住
ん
で
い
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
署
は
人
類
の
同

父
、
異
母
兄
弟
で
あ
る
。
人
類
は
、
狩
猟
や
材
木
を
伐
採
す
る
な
ど
の
活
動
に

よ
っ
て
自
然
環
境
を
破
壊
し
た
た
め
、
署
に
よ
っ
て
懲
冊
を
受
け
た
。
そ
れ
以

来
人
類
は
毎
年
旧
暦
の
二
月
の
辰
の
日
と
子
の
日
を
選
び
祭
署
の
俄
式
を
行

い
、
署
神
に
罪
を
眼
い
、
署
神
へ
の
負
債
を
返
し
、
禍
を
免
れ
福
を
得
る
こ
と

を
祈
る
の
で
あ
る
。
祭
署
儀
式
の
本
当
の
目
的
は
人
間
の
大
自
然
へ
の
破
壊
を

止
め
さ
せ
、
生
態
の
均
衡
を
維
持
し
、
自
然
災
害
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
納
西

の
昔
の
人
々
は
こ
の
祭
式
を
通
し
て
人
と
自
然
の
間
の
矛
盾
問
題
を
説
明
し
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
。

他
の
納
西
族
文
化
に
関
す
る
本
も
「
署
神
」
俄
礼
に
つ
い
て
の
説
明
は
ほ
と

ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
署
神
の
領
域
（
自
然
）
を
侵
犯
し
た
た

め
、
署
神
に
よ
る
懲
罰
（
災
害
）
を
受
け
た
、
そ
こ
で
人
間
は
そ
の
罪
を
あ
が

な
い
、
署
神
を
祀
る
儀
礼
を
行
う
こ
と
で
禍
を
免
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
祭
署
儀
礼
の
目
的
は
、
人
間
に
よ
る
環
境
汚
染
を
抑
制
し
、
自

然
と
文
明
（
開
発
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
こ
と
だ
と
語
ら
れ
る
の
で
あ

る。

署
神
の
神
話

署
神
は
上
半
身
が
人
で
下
半
身
が
蛇
で
あ
る
が
、
上
半
身
が
動
物
で
下
半
身

が
蛇
の
署
神
も
い
る
。
署
神
に
は
た
く
さ
ん
の
種
類
が
あ
り
、
そ
の
中
で
署
の

3
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シ

ョ

メ

イ

ナ

ブ

王
と
さ
れ
る
の
が
、
人
と
兄
弟
で
、
人
と
争
う
こ
と
に
な
る
署
美
納
布
で
あ

る。
署
の
王
で
あ
る
シ
ョ
メ
イ
ナ
プ
は
、
起
源
神
話
に
よ
れ
ば
、
始
原
の
海
か
ら

細
い
木
の
芽
が
生
ま
れ
、
卵
に
化
成
し
、
そ
の
卵
か
ら
大
蛙
が
生
ま
れ
、
そ
の

大
蛙
が
生
ん
だ
卵
か
ら
生
ま
れ
た
。
署
神
は
こ
の
他
東
西
南
北
中
央
の
卵
か
ら

生
ま
れ
、
ま
た
自
然
物
そ
の
も
の
か
ら
も
た
く
さ
ん
生
ま
れ
た
（
ト
ン
パ
経
典

「
署
神
の
来
歴
」
参
照
。
な
お
こ
の
経
典
を
含
む
他
の
経
典
に
描
か
れ
る
神
話

は
「
納
西
族
東
巴
古
籍
訳
注
全
集
」
雲
南
省
社
会
科
学
院
東
巴
文
化
研
究
所
編

に
中
国
語
訳
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
の
神
話
の
内
容
は
こ
の
中
国
語
訳
に
よ
る
）
。

あ
き
ら
か
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
体
現
す
る
神
々
で
あ
る
。

こ
の
「
署
神
」
は
も
と
も
と
納
西
族
の
神
で
は
な
く
、
そ
の
姿
か
ら
イ
ン
ド

の
ナ
ー
ガ
神
が
チ
ペ
ッ
ト
仏
教
経
由
で
納
西
族
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す

る
説
が
あ
る
（
「
東
巴
祭
天
文
化
」
）
。
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
署
神
は
納
西
族

の
人
々
に
と
っ
て
龍
も
し
く
は
水
神
と
さ
れ
、
自
然
神
の
代
表
的
な
神
と
し
て

祀
ら
れ
て
き
た
。

署
神
を
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
ト
ン
パ
経
典
「
神
鵬
与
署
的

戦
争
」
に
語
ら
れ
る
神
話
に
詳
し
い
。

署
（
シ
ョ
メ
イ
ナ
プ
）
と
人
は
異
犀
兄
弟
で
あ
る
。
署
と
人
は
大
地
を
そ
れ

ぞ
れ
分
け
与
え
ら
れ
た
が
、
父
は
珠
宝
の
帽
子
な
ど
の
宝
物
を
二
人
に
分
け
な

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
署
は
そ
の
宝
物
を
自
分
の
も
の
に
し
て
メ
イ
リ
ー
ダ
ー

チ
ー
海
の
中
に
阻
し
て
し
ま
っ
た
。
署
は
、
人
に
天
地
を
分
け
与
え
ず
ほ
と
ん

ど
自
分
が
独
占
し
た
。
困
り
果
て
い
た
人
は
ト
ン
パ
の
祖
で
あ
る
ト
ン
パ
シ
ル

に
相
談
を
し
た
。
ト
ン
パ
シ
ル
は
守
護
神
の
鳥
で
あ
る
神
鵬
の
助
け
を
借
り

た
。
神
鵬
は
メ
イ
リ
ー
ダ
ー
チ
ー
海
に
来
た
署
の
頭
を
つ
か
み
神
山
の
樹
に
縛

り
付
け
、
宝
物
を
隠
し
人
に
天
地
を
与
え
な
い
罪
を
責
め
た
。
そ
れ
に
対
し
、

署
は
、
先
に
人
が
罪
を
犯
し
た
の
だ
。
泉
を
稼
し
、
殺
生
を
し
、
血
を
流
し
、

署
の
動
物
を
殺
し
た
の
だ
と
弁
明
し
た
。
神
鵬
と
ト
ン
パ
シ
ル
は
相
談
を
し
、

署
に
宝
物
を
差
し
出
さ
せ
、
署
と
人
と
を
和
解
さ
せ
た
。
そ
の
条
件
は
、
人
に

は
九
つ
の
村
を
建
て
さ
せ
署
に
は
―
つ
の
村
、
人
に
は
九
つ
の
地
を
拓
か
せ
、

署
に
は
―
つ
の
地
を
拓
か
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
、
人
類
の
取
り
分
を
多
く
し

た
。
そ
の
代
わ
り
、
人
類
に
は
、
樹
の
上
の
蛇
や
谷
の
蛙
を
殺
す
こ
と
を
禁

じ
、
傷
つ
い
た
署
の
た
め
に
薬
を
供
え
署
を
祭
る
こ
と
を
人
に
命
じ
た
。
（
「
神

鵬
与
署
的
戦
争
」
よ
り
）

「
神
鵬
与
署
的
戦
争
」
に
お
け
る
自
然
と
人
間
の
関
係

祭
署
儀
礼
は
、
環
境
破
壊
に
苦
し
む
現
代
社
会
に
と
っ
て
の
煎
要
な
テ
ー
マ

を
持
つ
祭
祀
と
言
え
る
。
だ
が
、
神
話
を
読
む
限
り
、
自
然
神
で
あ
る
署
神
と

人
間
と
の
関
係
は
か
な
り
複
雑
で
あ
り
、
人
間
が
自
然
を
侵
し
た
か
ら
そ
の
罪

を
あ
が
な
う
の
だ
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
話
で
は
な
い
。

「
神
鵬
与
署
的
戦
争
」
に
語
ら
れ
る
神
話
で
は
、
先
に
署
神
の
方
が
、
父
の

残
し
た
宝
物
を
独
り
占
め
に
し
て
人
類
に
ほ
と
ん
ど
土
地
を
与
え
な
い
。
署
神

は
人
間
が
先
に
自
分
た
ち
の
領
域
を
侵
し
た
の
だ
と
弁
明
す
る
が
、
こ
の
署
神

の
人
類
に
対
す
る
仕
打
ち
は
、
人
類
が
署
神
と
闘
う
そ
の
理
由
を
正
当
化
し
て

い
る
。
結
局
、
署
神
は
、
人
類
と
の
戦
い
（
正
確
に
は
人
類
の
側
に
立
っ
た
ト

ン
パ
シ
ル
と
神
鵬
た
ち
と
の
戦
い
）
に
敗
れ
、
和
解
の
結
果
、
人
類
に
ほ
と
ん

ど
の
領
地
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

署
神
は
当
初
地
球
上
の
九
割
の
面
積
を
占
有
す
る
。
人
間
は
住
む
と
こ
ろ
が

な
く
、
人
間
は
神
鵬
と
ト
ン
パ
を
呼
ん
で
き
て
、
署
神
を
捕
ま
え
さ
せ
て
和
解

4
 

(4) 



を
し
、
そ
の
結
果
、
人
類
が
九
割
、
署
神
は
一
割
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
署
神
と
人
類
と
が
仲
良
く
棲
み
分
け
る
な
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
分
は

五
割
ず
つ
が
望
ま
し
い
は
ず
で
あ
る
。
最
初
に
署
神
が
多
く
を
取
っ
た
の
で
、

そ
れ
に
対
す
る
報
復
だ
と
し
て
も
、
人
類
が
九
割
を
取
っ
て
し
ま
う
の
は
取
り

過
ぎ
で
あ
る
。

こ
の

「
神
鵬
与
署
的
戦
争
」
の
物
語
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
祭
署
儀
礼
に
お
い

て
署
神
を
祀
る
の
は
、
人
類
が
署
神
か
ら
多
く
を
取
り
過
ぎ
た
た
め
に
、
取
り

過
ぎ
た
分
を
署
神
に
対
す
る
偵
務
と
み
な
し
て
、
そ
の
伯
務
を
返
済
し
続
け
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
他
の
経
典
、
例
え
ば
「
崇
忍
利
恩
的
故
事
」
で
は
、
人
類
の
祖
ツ
ォ

ゼ
ル
ウ
と
要
が
地
上
に
降
り
立
ち
生
活
を
始
め
る
が
、
あ
る
と
き
、
放
牧
に

行
っ
た
と
き
、
森
の
中
で
家
畜
が
緑
の
首
の
蛇
を
踏
み
つ
ぶ
し
、
ツ
ォ
ゼ
ル
ウ

も
弓
の
弦
で
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
。
そ
の
時
か
ら
ツ
ォ
ゼ
ル
ウ
は
病
に
倒
れ

る
。
占
い
の
結
果
、
緑
の
首
の
蛇
を
踏
み
つ
ぶ
し
た
こ
と
が
原
因
だ
と
わ
か

り
、
署
に
罪
を
眼
う
た
め
に
、
署
に
お
供
え
を
し
署
を
祀
っ
た
結
果
病
は
癒
え

た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
緑
の
首
の
蛇
は
署
で
あ
る
。
「
開
埴
経
」
で

は
、
署
へ
の
罪
を
眼
い
署
を
祀
る
と
い
う
一
貰
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
、
緑
の
首
の
蛇
を
踏
ん
だ
の
は
人
類
の
家
畜
で
は
な
い
と
い
う
言
い

訳
を
何
度
も
繰
り
返
す
。

こ
れ
ら
の
経
典
に
お
い
て
は
、
人
類
が
署
を
偏
つ
け
（
署
の
支
配
す
る
領
域

を
侵
す
）
、
そ
の
罪
を
眼
う
た
め
に
署
の
祭
祀
を
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
の
内
容
に
お
い
て
は
、
署
神
と
人
類
と
の
関
係
は
、
ト
ラ
プ
ル
は
あ
っ
た
と

し
て
も
互
い
に
棲
み
分
け
て
い
る
関
係
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
が
他
方
の
持
ち

分
を
奪
っ
て
優
位
に
立
つ
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
は
な
い
。

だ
が
、
「
神
鵬
与
署
的
戦
争
』
で
は
明
ら
か
に
署
神
と
人
類
と
の
互
い
に
共

存
可
能
な
共
生
の
関
係
は
崩
れ
て
お
り
、
最
後
は
人
類
が
優
位
に
立
っ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
神
鵬
与
署
的
戦
争
」
の
神
話
は
自
然
を
開
発
し
て
き

た
人
間
の
歴
史
を
反
映
す
る
、
よ
り
現
実
的
で
リ
ア
ル
な
物
語
に
な
っ
て
い

る。5

「
常
陸
国
風
土
記
」
「
夜
刀
の
神
」
の
話
と
「
祭
署
儀
礼
」

日
本
の
、
八
世
紀
に
背
か
れ
た
「
常
陸
国
風
土
記
」
に
「
夜
刀
神
」
の
話
が

あ
る
。
土
地
の
栄
族
の
長
で
あ
る
箭
括
麻
多
智
（
や
は
ず
の
ま
た
ち
）
は
、
原

野
を
開
発
し
新
田
を
作
ろ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
恐
ろ
し
い
蛇
の
姿
を
し
た

土
地
の
神
で
あ
る
夜
刀
神
が
新
田
の
周
り
に
集
ま
り
開
発
を
妨
害
し
た
。
麻
多

智
は
大
い
に
怒
り
、
武
装
し
て
夜
刀
神
を
打
ち
殺
し
追
い
払
っ
た
。
そ
し
て
山

と
里
の
境
界
に
標
（
し
る
し
）
の
杖
を
立
て
、
「
此
よ
り
上
は
神
の
地
と
し
、

此
よ
り
下
は
人
の
田
と
す
る
。
今
よ
り
吾
は
、
神
を
祀
る
者
と
な
っ
て
、
永
代

に
敬
い
祀
る
か
ら
、
ど
う
か
祟
ら
な
い
で
く
れ
」
と
言
っ
て
、
神
を
祀
る
社
を

建
て
て
夜
刀
神
を
祀
っ
た
。
そ
う
し
て
田
を
耕
し
、
麻
多
智
の
子
孫
は
代
々
今

に
至
る
ま
で
夜
刀
神
を
祭
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
夜
刀
神
の
話
に
は
後
El談
が
あ
る
。
後
の
時
代
に
、
夜
刀
神
の
棲
む
山

の
谷
に
堤
を
築
い
て
堰
（
池
）
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
夜
刀
神
た
ち
は
周
囲

の
木
に
登
っ
て
去
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
怒
っ
た
壬
生
連
麿
（
み
ぶ
の

む
ら
じ
ま
ろ
）
は
、
大
き
な
声
で
「
こ
の
池
を
作
る
の
は
民
の
生
活
を
助
け
る

た
め
だ
。
従
わ
な
い
神
は
い
っ
た
い
何
と
い
う
神
だ
。
目
に
見
え
る
物
や
魚
虫

の
類
い
は
た
め
ら
わ
ず
殺
し
て
し
ま
え
」
と
叫
ぶ
と
、
神
た
ち
は
去
っ
て
い
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
後
日
談
で
は
、
す
で
に
神
々
を
祀
る
こ
と
も
な
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く
、
た
だ
追
い
払
う
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
「
常
陸
国
風
土
記
」
の
夜
刀
神
の
話
と
、
「
神
鵬
与
署
的
戦
争
」
に
お

け
る
署
神
と
人
間
の
抗
争
の
話
は
よ
く
似
て
い
る
。
土
地
神
で
あ
る
夜
刀
神
も

自
然
神
で
あ
る
署
神
も
、
人
間
に
よ
っ
て
土
地
を
奪
わ
れ
、
そ
の
代
恨
と
し

て
、
人
間
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
物
語
に
よ
っ
て
わ
か
る
こ
と
は
、
人
間
の
ほ
う
が
自
然
神
に
勝
利

し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
署
神
と
人
間
の
戦
い
で
は
、
結
局
署
神
は
人

間
に
は
適
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
夜
刀
神
の
話
も
ま
た
、

開
発
を
進
め
る
人
間
に
神
が
追
い
払
わ
れ
る
。

そ
れ
な
ら
「
神
鵬
与
署
的
戦
争
j

も
夜
刀
神
の
話
も
自
然
の
開
発
を
す
す
め

る
人
間
の
自
然
に
対
す
る
勝
利
を
描
く
物
語
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
。

「
神
鵬
与
署
的
戦
争
」
で
は
、
人
類
は
、
署
神
に
偵
務
が
あ
る
と
考
え
、
署

神
を
祀
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
夜
刀
神
の
話
で
も
、
前
半
の
話
で
は
開
発
を
進

め
た
箭
筈
麻
多
智
が
社
を
建
て
て
夜
刀
神
を
祀
る
。
こ
れ
は
、
本
来
自
然
と
う

ま
く
棲
み
分
け
て
共
存
し
て
き
た
人
間
の
側
が
、
自
然
か
ら
多
く
を
奪
っ
て
し

ま
っ
た
（
開
発
し
た
）
た
め
に
、
自
然
を
侵
し
た
こ
と
へ
の
う
し
ろ
め
た
さ

を
、
祭
祀
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
払
拭
す
る
行
為
だ
と
言
え
る
。
無
論
、
そ
れ

は
取
り
上
げ
た
も
の
を
返
済
す
る
わ
け
で
は
な
く
心
理
的
な
行
為
で
し
か
な

い
。
が
、
心
理
的
な
行
為
に
し
ろ
、
そ
こ
に
は
、
自
然
を
怖
れ
、
自
然
に
負
債

を
返
す
と
い
う
心
性
が
あ
る
。

か
つ
て
自
然
と
人
間
と
は
互
い
に
共
存
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
自
然
と

人
間
と
は
、
最
初
か
ら
互
い
に
争
う
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
自
然
を
怖
れ
、
自

然
に
負
偵
を
返
す
と
い
っ
た
こ
の
心
性
は
、
共
存
し
て
い
た
関
係
が
失
わ
れ
た

と
き
、
互
い
に
う
ま
く
棲
み
分
け
な
が
ら
共
存
し
て
い
た
両
者
の
関
係
を
呼
ぴ

起
こ
す
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
自
然
と
人
間
の
間
に
は
、
支
配
ー
被

支
配
の
関
係
で
は
な
い
、
相
互
に
折
り
合
っ
て
棲
み
分
け
て
い
た
関
係
、
こ
れ

を
対
称
的
な
関
係
と
呼
ぶ
が
、
そ
う
い
っ
た
対
称
的
な
関
係
が
長
く
続
い
て
い

た
は
ず
だ
。
だ
が
、
そ
の
関
係
は
や
が
て
壊
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
と
し
て

人
間
は
自
然
を
支
配
す
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
を
、
非
対
称
的
な
関
係
と
呼
ぶ

こ
と
に
す
る
。
文
明
史
と
し
て
社
会
に
お
け
る
自
然
と
人
間
の
関
係
の
推
移
を

見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
社
会
は
、
文
明
の
発
達
に
よ
っ
て
自
然
と
人
間
の
関
係

の
対
称
性
が
崩
れ
、
非
対
称
的
な
関
係
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
。

が
、
人
間
の
側
が
、
自
然
に
対
し
て
優
位
に
立
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
優
位
さ
を
自
然
へ
の
負
偵
と
み
な
し
て
自
然
を
祀
る
と
き
、
少
な
く
と
も
心

理
的
に
は
か
つ
て
の
自
然
と
の
対
称
的
な
関
係
の
回
復
が
は
か
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
心
理
的
な
レ
ペ
ル
に
お
い
て
自
然

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
と
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
祭
署
儀
礼
の
意
義
を

そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

日
本
の
夜
刀
神
の
場
合
、
後
半
の
話
は
、
自
然
と
人
間
の
対
称
的
の
関
係
は

壊
さ
れ
、
人
間
の
側
は
、
自
然
を
祀
る
こ
と
も
せ
ず
に
、
自
然
を
支
配
し
て
い

く
。
こ
れ
は
、
対
称
的
な
関
係
を
拒
否
し
、
支
配
ー
被
支
配
の
関
係
、
即
ち
、

自
然
と
人
間
と
の
非
対
称
的
関
係
を
明
確
に
す
る
展
開
と
言
え
る
。

そ
れ
な
ら
夜
刀
神
を
追
い
払
い
、
祀
る
こ
と
も
し
な
い
壬
生
連
麿
は
、
自
然

神
で
も
あ
る
夜
刀
神
の
報
復
を
怖
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
壬
生
連

麿
は
、
王
で
あ
る
天
皇
の
権
威
を
背
景
に
し
て
夜
刀
神
を
追
い
払
っ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
天
皇
を
王
と
す
る
国
家
に
よ
る
支
配
ー
被
支
配
の
関
係
の
中
に

夜
刀
神
も
組
み
込
ま
れ
、
夜
刀
神
は
天
皇
の
権
威
に
服
従
す
る
べ
き
も
の
と
み

(6) 



資
料
に
見
る
聖
樹
信
仰

自
然
と
の
関
わ
り
を
俄
礼
や
神
話
伝
承
に
お
い
て
確
か
め
る
な
ら
、
そ
の
自

然
は
樹
木
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
樹
木
を

聖
な
る
も
の
と
み
な
す
信
仰
は
各
地
に
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
樹
木
に
対
す
る
意

味
付
与
そ
の
も
の
が
、
自
然
を
神
と
み
な
す
文
化
的
意
味
づ
け
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
例
え
ば
、
中
国
雲
南
省
に
住
む
ハ
ニ
族
は
聖
樹
信
仰
を
大
切
に
す
る
こ

と
で
知
ら
れ
た
民
族
で
あ
る
。
ハ
ニ
族
は
必
ず
村
に
聖
樹
が
あ
り
、
そ
の
型
樹

を
大
切
に
し
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
聖
樹
の
祭
祀
に
さ
い
し
て
唱
え
ら
れ

る
こ
と
ば
の
一
部
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

6
 

な
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
壬
生
連
麿
は
夜
刀
神
の
報
復
を
表
面
的
に
は
怖
れ
る
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
表
面
的
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
に
自
然
を
開
発

す
る
国
家
の
力
が
強
く
て
も
、
開
発
の
当
事
者
は
、
心
理
的
に
は
自
然
神
に
対

す
る
怖
れ
は
払
拭
で
き
な
い
か
ら
だ
。
従
っ
て
壬
生
連
麿
の
脅
し
は
表
面
的
な

も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
心
の
中
で
は
、
夜
刀
神
の
祟
り
を
怖
れ
て
い
た
に

述
い
な
い
の
で
あ
る
。

聖
樹
は
一
番
よ
い
樹

聖
樹
は
一
番
ま
っ
す
ぐ
な
樹

毛
虫
も
聖
樹
の
業
を
咬
む
こ
と
さ
え
で
き
な
い

雷
も
聖
樹
の
幹
を
打
つ
こ
と
さ
え
で
き
な
い

ア
リ
も
樹
の
下
に
巣
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い

ャ
プ
蚊
も
樹
心
を
食
う
こ
と
が
で
き
な
い

聖
寿
は
な
ん
と
し
て
も
一
番
良
い
樹

B
 

A
 

み
ん
な
で
毎
年
聖
樹
を
お
祭
り
す
る

聖
樹
は
押
し
て
も
ぴ
く
と
も
し
な
い
樹

み
ん
な
で
毎
年
聖
樹
を
お
祭
り
す
る

聖
樹
は
ど
っ
し
り
し
た
頑
丈
な
樹

み
ん
な
で
毎
年
お
祭
り
を
す
る

（
欠
端
演
「
型
樹
と
稲
魂
」
よ
り
）

型
な
る
樹
木
が
確
固
た
る
も
の
と
し
て
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ハ
ニ
族
の
村
の
生

活
も
ま
た
安
定
す
る
。
だ
か
ら
、
型
樹
を
ほ
め
る
。
一
方
で
、
ハ
ニ
族
も
樹
木

を
建
築
材
料
と
し
て
使
う
だ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
は
生
活
に
必
要
な
最
低
限
の
伐

採
で
あ
り
、
む
し
ろ
彼
ら
は
、
森
林
の
大
切
さ
を
知
っ
て
い
て
、
そ
の
森
林
を

守
ろ
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
は
山
岳
地
帯
で
広
大
な
棚
田
を
作
っ
て
い
る
こ
と

で
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
棚
田
に
水
を
供
給
す
る
の
は
森
林
で
あ
る
。
従
っ

て
、
そ
の
森
林
の
価
値
を
型
樹
に
象
徴
さ
せ
、
森
林
を
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ

る。
H
本
の
汽
料
で
も
型
樹
信
仰
と
見
な
せ
る
伝
承
は
多
い
。
以
下
挙
げ
て
み

る。

新
杵
屋
に
生
ひ
立
て
る
百
足
る

覆
へ
り
中
つ
枝
は
東
を
覆
へ
り

（
古
事
記
雄
略
天
皇
）

き

こ
の
御
世
に
免
寸
河
の
西
に
―
つ
の
高
樹
あ
り
き
。
そ
の
樹
の
影
、

あ

さ

ひ

旦
日
に
当
た
れ
ば
、
淡
道
島
に
お
よ
び
、
夕

H
に
当
た
れ
ば
、
高
安
山

槻
が
枝
は
上
つ
枝
は
天
を

下
つ
枝
は
部
を
覆
へ
り

(7) 



E
 

D
 

c
 豊

後
国
風
土
記

く

す
球
珠
郡
・
直
入
郡

を
越
え
き
、
故
、
此
の
樹
を
切
り
て
船
を
作
り
し
に
、
甚
捷
く
行
く
船

か

ら

の

な
り
き
。
時
に
そ
の
船
を
号
け
て
枯
野
と
謂
ひ
き
。
故
、
こ
の
船
を
も

し

み

づ

お

ほ

み

も

ひ

ち
て
旦
夕
淡
道
島
の
寒
泉
を
酌
み
て
、
大
御
水
献
り
き
。
こ
の
船
、
破

れ
壊
れ
て
塩
を
焼
き
、
そ
の
焼
け
逍
り
し
木
を
取
り
て
琴
に
作
り
し

に
、
そ
の
音
七
里
に
響
み
き
。
（
古
事
記
仁
徳
天
皇
）

日
本
書
紀
景
行
天
皇
十
八
年

つ
く
し
の
く
に
の
み
ち
の
し
り
の
く
に
み
け

秋
七
月
の
辛
卯
の
朔
甲
午
に
、
筑
紫
後
国
の
御
木
に
到
り
て
、

た

か

た

の

か

り

み

や

ま

た

お

高
田
行
宮
に
居
し
ま
す
。
時
に
侃
れ
た
る
樹
有
り
。
長
さ
九
百
七
十

丈
。
百
寮
、
其
の
樹
を
踏
み
て
往
来
ふ
。
時
人
歌
し
て
日
く
、

み

け

を

ば

し

ま

へ

つ

き

み

朝
霜
の
御
木
の
さ
小
橋
群
臣
い
渡
ら
す
も
御
木
の
さ
小
橋

こ
こ
に
天
皇
、
問
ひ
て
日
は
く
、
「
是
何
の
樹
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
一

く
ぬ

g

u

か
し

の
老
有
り
て
日
さ
く
、
「
是
の
樹
は
歴
木
と
い
ふ
。
営
、
未
だ
佃
れ
ざ

ひ
か
り

8
し
2
の
や
ま

る
先
に
、
朝
日
の
暉
に
当
た
り
て
、
則
ち
杵
島
山
を
隠
し
き
。
夕
日
の

暉
に
当
た
り
て
は
、
亦
、
阿
蘇
山
を
覆
し
き
」
と
ま
う
す
。
天
皇
の
日

は
く
、
「
是
の
樹
は
、
神
し
き
木
な
り
、
故
、
是
の
国
を
御
木
の
国
と

号
べ
」

常
陸
国
風
土
記
行
方
郡

つ
き
の
き

郡
家
の
南
の
門
に
―
つ
の
大
き
な
槻
あ
り
。
其
の
北
の
枝
は
、
自
か
ら

垂
り
て
地
に
触
り
、
還
、
空
中
に
登
ゆ
。
其
の
地
は
、
昔
、
水
の
澤
あ

り
き
。
今
も
採
雨
に
遇
へ
ば
、
巖
の
庭
に
混
涼
ま
る
。

い
ず
れ
も
「
古
事
記
」
「
日
本
書
紀
」
「
風
土
記
」
よ
り
拾
っ
て
み
た
。
い
ず

れ
も
巨
木
へ
の
聖
樹
信
仰
と
で
も
言
う
べ
き
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
を

見
て
気
づ
く
の
は
、
樹
木
が
触
れ
て
は
な
ら
な
い
神
聖
な
も
の
、
も
し
く
は
伐

採
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
必
ず
し
も
描
か
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
む
ろ
ん

A
の
よ
う
な
聖
樹
は
伐
採
で
き
な
い
雰
囲
気
が
あ
る
が
、

B

G
で
は
樹
木
は
伐
採
さ
れ
船
材
と
し
て
加
工
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
聖
樹

と
し
て
の
信
仰
は
保
た
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
樹
木
と
い
う
自
然
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
樹
木
は
、

自
然
そ
の
も
の
だ
が
一
方
で
は
建
築
材
で
あ
る
。
樹
木
を
神
と
み
な
す
と
き
、

そ
れ
は
人
が
手
を
付
け
て
は
な
ら
な
い
自
然
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
だ
が
、

建
築
材
に
な
っ
て
も
そ
の
自
然
の
神
秘
性
は
働
い
て
人
の
生
活
を
助
け
る
と
い

G
 

F
 

昔
者
、
此
の
村
に
洪
き
椋
の
樹
あ
り
き
。
因
り
て
球
珠
の
郡
と
い
ふ
。

出
雲
国
風
土
記
秋
鹿
郡

足
高
野
山
、
郡
家
の
正
西
一
十
里
升
歩
な
り
。
高
さ
一
百
八
十
丈
、
周

り
六
里
な
り
。
土
骰
豊
か
沃
え
、
百
姓
の
ゆ
た
か
な
る
園
な
り
。
樹
林

な
し
。
但
り
上
頭
に
樹
林
あ
り
。
此
は
即
ち
神
の
杜
な
り

じ
ゅ
f

》

う

ち

か

ふ

さ

き

の

え

う

ま

准
后
親
房
の
記
に
日
く
、
應
神
天
皇
五
年
甲
午
、
冬
十
月
、
伊
豆
の
国

お
ほ

に
課
せ
て
船
を
造
ら
し
め
き
。
長
さ
十
丈
、
船
に
成
り
て
海
に
う
か
べ

し
に
、
軽
き
こ
と
莱
の
如
く
に
し
て
馳
せ
き
。
他
へ
て
伝
は
く
、
此
の

舟
木
は
日
金
山
の
龍
な
る
奥
野
の
楠
な
り
と
い
ふ
。
是
、
本
朝
に
大
船

を
造
る
始
め
な
り
（
逸
文
風
土
記
鎌
倉
宜
記
第
三
）

(8) 



う
意
味
に
も
な
り
得
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
自
然
に
対
す
る
と
き
の
、
人
間
の
自

然
へ
の
関
係
の
取
り
方
の
悪
く
言
え
ば
狡
猾
さ
、
よ
く
言
え
ば
、
樹
木
を
単
な

る
資
材
と
み
な
さ
な
い
謙
虚
さ
の
現
れ
と
言
え
よ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
樹
木
は
、
人
間
と
自
然
と
の
複
雑
な
関
係
を
象
徴
す
る
自

然
物
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
樹
木
は
自
然
と
文
明
と
の
境
界
的

な
存
在
と
い
う
言
い
方
も
出
来
る
。

伊
勢
の
式
年
遷
宮
に
見
る
樹
木
信
仰

伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
で
は
大
枇
の
樹
木
を
伐
採
す
る
が
、
樹
木
伐
採
に
際

し
て
は
山
口
祭
等
の
祭
り
を
丁
寧
に
行
う
。
そ
の
樹
木
を
運
ぶ
時
は
、
樹
木
を

神
格
化
し
て
運
ぶ
。
樹
木
の
神
格
化
と
い
う
点
で
は
、
諏
訪
の
御
柱
祭
が
挙
げ

ら
れ
る
。
御
柱
祭
で
は
山
の
樹
木
が
伐
採
さ
れ
、
そ
の
樹
木
は
神
と
し
て
巡
ば

れ
、
諏
訪
神
社
（
上
社
・
下
社
）
の
四
隅
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

伊
勢
神
宮
の
神
殿
は
二
十
年
毎
に
建
て
替
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
式
年
遥
宮
と

言
う
が
、
建
て
替
え
る
大
き
な
理
由
は
、
こ
の
建
物
は
、
土
台
が
な
く
土
中
に

柱
を
直
接
埋
め
る
掘
っ
立
て
柱
の
建
物
で
、
屋
根
は
茅
韮
き
、
柱
は
寺
院
の
柱

の
よ
う
な
塗
料
を
塾
ら
ず
素
木
の
ま
ま
の
で
、
年
月
と
と
も
に
朽
ち
て
い
く
か

ら
で
あ
る
。
東
大
寺
と
い
っ
た
寺
社
の
よ
う
に
何
故
恒
久
的
な
建
築
様
式
を
選

択
し
な
か
っ
た
の
か
。
理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
ー
つ
は
、
元
々
神
社
は
仮

の
建
物
だ
と
す
る
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
。
二
つ
目
は
、
中
国
と
対
抗
す
べ
く
律

令
国
家
を
作
り
あ
げ
た
七
・
八
世
紀
の
日
本
は
、
中
国
文
化
の
象
徴
で
あ
る
恒

久
的
な
寺
社
建
築
に
対
抗
し
て
、
自
然
環
培
に
馴
染
む
索
朴
で
飾
明
な
神
明
造

り
（
こ
の
よ
う
な
建
物
で
な
い
と
神
は
や
っ
て
来
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ

う
）
を
、
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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式
年
遷
宮
は
壮
大
な
建
築
俵
礼
で
あ
る
。
こ
の
俄
礼
の
た
め
に
厖
大
な
址
の

樹
木
が
伐
採
さ
れ
る
。
あ
る
意
味
で
自
然
破
壊
の
俄
礼
と
言
え
な
く
も
無
い
。

つ
ま
り
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
俄
礼
は
自
然
と
人
間
の
あ
つ
れ
き
を
象
徴

し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
神
の
も
の
で
あ
る
樹
木
を
伐
採
し
、
神
殿
と
は
い
え

人
為
的
な
建
物
を
建
て
る
の
で
あ
る
。
神
だ
っ
て
お
も
し
ろ
く
は
な
い
は
ず

だ
。
一
方
、
人
間
の
側
は
、
樹
木
を
伐
採
し
、
建
物
を
建
て
る
時
に
、
自
然
の

神
を
祀
る
。
例
え
ば
、
最
初
に
山
に
入
り
樹
を
伐
る
時
に
山
口
祭
を
行
う
。
山

の
神
の
怒
り
を
鎖
め
災
い
の
な
い
こ
と
を
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

見
て
い
く
と
、
「
常
陸
国
風
土
記
」
の
夜
刀
神
の
話
と
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ

＜
 こ

こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
神
の
領
域
を
侵
す
こ
の
よ
う
な
一
連

の
、
伐
採
、
建
築
俵
礼
が
、
神
へ
の
祈
願
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
祈
願
は
、
自
然
を
侵
さ
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の
神
に
対

す
る
贖
罪
、
と
い
う
見
方
も
出
来
よ
う
。
あ
る
い
は
、
神
に
守
っ
て
も
ら
い
な

が
ら
、
神
の
領
域
を
侵
す
人
間
の
身
勝
手
な
神
利
用
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
。

た
だ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
神
を
祀
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
か
ら
樹
木
を
い

た
だ
く
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
自
然
を
侵
す
人
間

の
身
勝
手
な
理
屈
だ
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
建
築
用
材
を
神
か
ら
の
贈
与
と

み
な
す
こ
と
で
、
神
を
祀
り
、
神
に
お
供
え
物
を
あ
げ
る
と
い
う
、
一
種
の
交

換
が
人
と
神
の
間
で
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
お
と
の
ほ
か
い

大
殿
祭
祝
詞
で
は
、
山
の
神
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
唱
え
る
。

…
今
奥
山
の
大
峡
・
小
峡
に
立
て
る
木
を
、
齋
部
の
齋
斧
を
も
ち
て
伐

り
採
り
て
、
本
末
を
ば
山
の
神
に
祭
り
て
、
中
間
を
持
ち
出
で
て
来

(9) 
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て
、
齋
銀
を
も
ち
て
齋
柱
立
て
て
、
皇
御
孫
の
命
の
天
の
御
蒻

•
H

の

御
蒻
と
、
造
り
仕
へ
ま
つ
れ
る
瑞
の
御
殿
…

「
本
末
を
ば
山
の
神
に
祭
り
て
、
中
間
を
持
ち
出
で
て
来
て
」
と
あ
る
よ
う

に
、
宮
殿
を
建
て
る
樹
木
を
伐
採
す
る
際
に
、
伐
っ
た
樹
木
の
本
末
を
神
に
返

し
、
中
間
を
神
か
ら
い
た
だ
き
、
そ
の
代
わ
り
に
神
を
祀
る
の
で
災
い
の
な
い

よ
う
に
と
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。
神
と
人
と
の
間
で
の
交
換
の
あ
り
方
を
よ
く

示
し
て
い
る
祝
詞
だ
と
言
え
る
。

現
在
で
も
家
を
建
て
る
と
き
、
そ
の
土
地
の
神
を
祀
る
地
鎖
祭
を
行
う
が
、

こ
の
祭
祀
も
、
現
代
に
ま
で
も
続
く
神
と
人
と
の
間
で
の
交
換
だ
と
言
え
る
。

こ
の
交
換
を
破
棄
し
、
一
方
的
な
収
奪
（
人
間
に
よ
る
自
然
破
壊
）
に
な
っ

た
と
き
、
環
境
問
題
は
深
刻
に
な
る
と
言
え
な
い
か
。

御
柱
祭
に
見
る
樹
木
信
仰

諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
は
、
上
社
（
前
宮
、
本
宮
）
・
下
社
（
春
宮
、
秋
宮
）

の
四
つ
の
神
社
の
四
隅
に
に
建
て
て
あ
る
4
本
の
柱
（
計
16
本
）
を
七
年
に
一

度
建
て
替
え
る
祭
で
あ
る
。
山
か
ら
樹
を
切
り
出
し
、
人
々
が
そ
の
樹
木
を
網

を
つ
け
て
運
ぴ
神
社
の
四
隅
に
建
て
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
祭
で
あ
る
。

神
社
の
四
隅
に
建
て
ら
れ
る
四
本
の
柱
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
よ
く
わ

か
っ
て
い
な
い
。
神
霊
降
臨
の
依
り
代
説
、
柱
の
内
側
を
神
域
と
し
て
囲
う
た

め
の
聖
地
標
示
説
、
社
殿
建
て
替
え
代
用
説
等
が
あ
る
。
平
安
時
代
以
前
か
ら

行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
古
い
祭
で
あ
る
。

諏
訪
大
社
の
主
宰
神
は
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
で
あ
る
が
、
こ
の
神
は
、
出
雲
の
神

で
あ
り
、
「
国
譲
神
話
」
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
天
原
の
神
タ
ケ
ミ
カ

ヅ
チ
に
追
わ
れ
て
諏
訪
に
逃
げ
て
き
た
神
で
あ
る
。
諏
訪
に
と
っ
て
は
外
来
の

神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
諏
訪
に
は
も
と
も
と
土
着
の
神
が
い
た
。
そ
の
神
は

ミ
シ
ャ
ク
ジ
と
い
う
。
土
着
神
で
あ
る
ミ
シ
ャ
ク
ジ
を
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
征
服

す
る
こ
と
で
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
が
、
諏

訪
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
ミ
シ
ャ
ク
ジ
信
仰
は
消
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
基
層

の
古
い
信
仰
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
古
い
信
仰
が
よ
く
見
ら
れ
る
例
と
し
て
、
こ
の
御
柱
祭
が
あ

る
。
御
柱
祭
は
、
山
の
樹
木
を
切
り
出
し
、
そ
の
樹
木
を
神
と
見
立
て
て
神
社

の
四
隅
に
柱
と
し
て
建
て
る
。
こ
の
柱
は
、
山
に
あ
る
時
は
自
然
物
と
し
て
の

樹
木
だ
が
、
切
り
出
さ
れ
柱
と
な
る
こ
と
で
、
神
性
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
古
代
の
自
然
信
仰
で
は
、
自
然
物
と
し
て
の
樹
木
も
聖
樹
と
し
て
信
仰
の

対
象
に
な
る
。
が
、
そ
の
よ
う
な
樹
木
を
伐
採
し
て
引
き
ず
り
柱
と
し
て
建
て

て
も
、
そ
の
神
性
は
失
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
神
社
の
聖
な
る
空
間
を
守
る
聖

な
る
柱
と
し
て
、
．
そ
の
神
性
は
強
め
ら
れ
て
い
る
。

式
年
遥
宮
で
は
、
神
殿
の
真
下
に
「
心
の
御
柱
」
が
据
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

建
物
の
構
造
物
で
は
な
く
、
建
物
（
神
殿
）
の
神
聖
性
を
保
証
す
る
象
徴
的
な

柱
で
あ
る
。
御
柱
祭
の
柱
も
そ
う
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
柱
は
、
そ
れ
自
体

が
、
神
聖
性
を
ま
と
う
の
で
あ
る
。
柱
は
樹
木
を
加
工
し
た
も
の
だ
が
、
柱
と

い
う
形
状
が
重
要
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
柱
は
、
聖
な
る
自
然
物
と
し
て
の
樹

木
を
体
現
し
た
形
状
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、
柱

と
い
う
加
工
さ
れ
た
木
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
神
を
見

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
御
柱
祭
は
、
樹
木
信
仰
と
し
て

の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
色
浪
く
残
し
た
祭
り
と
言
え
る
。

樹
木
と
柱
は
、
本
来
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
物
で
あ
る
。

一
方
は
自
然
物
で

(10) 
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一
方
は
自
然
物
を
加
工
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
非
自
然
物

で
あ
り
、
人
間
の
側
に
属
す
。
だ
が
、
樹
木
も
柱
も
、
自
然
物
を
神
と
み
な
す

神
座
性
を
体
現
し
て
い
る
。
柱
は
樹
木
で
あ
る
と
き
の
神
聖
性
を
保
っ
て
い

る。こ
の
樹
木
と
柱
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
。
樹

木
も
柱
も
、
自
然
と
人
間
の
世
界
と
の
境
界
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
樹
木
は
自

然
物
で
あ
り
な
が
ら
人
間
に
伐
ら
れ
る
宿
命
を
負
っ
た
物
な
の
だ
。
そ
う
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
、
樹
木
の
伐
採
に
、
自
然
を
破
壊
す
る
負
担
を
感
じ
て

し
ま
う
。
だ
か
ら
、
加
工
さ
れ
て
柱
に
な
っ
て
も
、
樹
木
の
神
型
性
が
ま
だ
あ

る
か
の
よ
う
に
み
な
す
の
だ
。
つ
ま
り
、
柱
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
神
を
見
る
こ
と

で
、
侵
し
て
し
ま
っ
た
自
然
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
だ
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著
「
加
工
さ
れ
る
型
樹
ー
「
御
柱
祭
」
と
日
本

の
塑
樹
信
仰
ー
」
で
論
じ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
）
。

「
伐
採
抵
抗
伝
承
」
に
お
け
る
自
然
と
人
間
の
関
係

日
本
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
「
伐
採
抵
抗
伝
承
」
と
呼
ば
れ
る

伝
承
が
厖
大
に
あ
る
。
こ
の
「
伐
採
抵
抗
伝
承
」
に
つ
い
て
は
北
條
勝
貰
の
詳

細
な
論
考
が
あ
る
の
で
、
こ
の
論
を
参
考
に
述
べ
る
が
、
「
伐
採
抵
抗
伝
承
」

と
は
、
人
間
が
樹
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
と
樹
木
が
抵
抗
す
る
と
い
う
話
で

あ
る
。古

い
と
こ
ろ
で
は
、

H
本
書
紀
推
古
天
皇
二
十
六
年
（
六
一
八
）
に
次
の
様

な
話
が
あ
る
。
船
を
作
る
た
め
に
天
皇
は
河
辺
臣
を
安
芸
国
に
遣
わ
し
、
河
辺

臣
は
樹
を
伐
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
の
樹
は
神
聖
な
樹
で
、
大
雨
を
降
ら
し
雷
を

落
と
し
て
抵
抗
す
る
。
が
河
辺
臣
は
、
剣
を
振
り
か
ざ
し
て
神
を
屈
服
さ
せ
、

あ
り
、

つ
い
に
船
を
完
成
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
現
代
に
至
る
ま
で
、
こ
の

型
の
伝
承
は
、
昔
話
や
各
地
の
伝
説
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
近
代
の
事
例
と
し

て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
一
九
三

0
年
、
横
浜
で
線
路
工
事
の
た
め
に
二

本
の
古
松
と
一
本
の
榎
を
伐
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
樹
木
は
史
跡
に
あ

る
た
め
に
反
対
運
動
が
お
き
た
が
、
そ
の
巡
動
が
下
火
に
な
る
の
を
待
っ
て
伐

採
し
た
と
こ
ろ
、
伐
採
し
た
二
人
の
者
が
す
ぐ
に
得
た
い
の
知
れ
な
い
熱
病
に

か
か
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
。
ま
た
関
係
者
も
つ
ぎ
つ
ぎ
に
病
気
に
な
っ
た
と
い

う
（
北
條
）
。

北
條
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
伐
採
に
対
す
る
抵
抗
は
、
「
開
発
の
た
め
樹
木
を

伐
ろ
う
と
す
る
と
、
樹
木
は
、
い
く
ら
伐
っ
て
も
切
り
口
か
ら
出
た
木
く
ず
が

元
に
戻
っ
て
し
ま
っ
て
ど
う
し
て
も
伐
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
血
を
流
し

た
り
、
う
め
き
声
を
発
し
た
り
、
伐
採
者
や
関
係
者
が
病
気
に
な
っ
た
り
す

る
」
と
い
っ
た
展
開
を
見
せ
る
と
い
う
。

北
條
は
、
こ
の
よ
う
な
「
伐
採
抵
抗
伝
承
」
に
は
、
樹
木
の
伐
採
を
肯
定
す

る
方
向
性
と
、
否
定
す
る
方
向
性
と
の
相
反
す
る
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
が
、

最
終
的
に
は
、
人
間
の
側
が
、
抵
抗
を
克
服
し
て
伐
採
を
成
功
さ
せ
る
話
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
開
発
を
推
進
す
る
国
家
ば
か
り
で
な

く
、
民
衆
の
側
に
も
開
発
を
正
当
化
し
た
い
と
い
う
心
性
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
一
方
で
、
伐
採
に
抵
抗
す
る
伝
承
を
語
り
続
け
る
の
は
、
「
み
ず
か
ら
の

う
ち
に
わ
だ
か
ま
る
樹
木
（
殺
害
）
の
後
ろ
め
た
さ
を
、
つ
い
に
消
し
去
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
殺
寄
さ
れ
た
樹
木
と
の
交
感
（
樹

木
へ
の
感
情
移
入
）
を
通
し
て
、
自
然
の
側
か
ら
人
間
を
相
対
化
し
よ
う
と
す

る
方
向
性
を
、
人
間
の
側
が
ま
だ
失
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
北
條
の
指
摘
を
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
と
の
関
係
に
お
い

(11) 



て
、
自
然
を
屈
服
さ
せ
非
対
称
的
な
関
係
を
築
い
た
人
間
の
側
が
、
そ
の
関
係

を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
殺
さ
れ
た
樹
木
の
側
に
感
情
移
入
す
る
よ
う
な
物
語
を

語
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
理
的
に
は
、
自
然
と
の
対
称
的
な
関
係
を
回

復
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
、
人
間
が
自
然
を
支
配
す
る
、
非
対
称
的
な

人
間
と
自
然
と
の
関
係
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
伐
ら
れ
る
（
殺
さ
れ
る
）
樹
木

に
感
情
移
入
出
来
る
よ
う
な
伐
採
抵
抗
伝
承
を
語
り
続
け
て
い
る
限
り
で
は
、

一
方
的
な
自
然
破
壊
を
少
し
は
抑
制
す
る
力
が
働
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

10

環
境
と
し
て
の
神
社

こ
こ
で
環
境
に
お
け
る
神
社
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

神
社
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
（
自
然
に
神
を
感
じ
る
原
始
的
信
仰
）
を
起
源
と
し

て
い
る
。
自
然
（
森
・
樹
木
・
岩
•
海
等
）
に
神
を
感
じ
、
そ
の
神
を
信
仰
の

対
象
と
し
て
祀
る
た
め
、
祀
る
場
所
を
神
と
交
流
す
る
神
聖
な
場
所
と
し
て

囲
っ
た
の
が
、
神
社
の
始
ま
り
で
あ
る
。

自
然
に
神
を
感
じ
る
文
化
的
感
性
を
培
っ
て
い
っ
た
の
は
、
一
万
年
前
か
ら

森
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
縄
文
の
人
々
で
あ
る
。
従
っ
て
、
神
社
の
起
源
は
、

縄
文
時
代
の
森
の
文
化
に
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
人
々
が
、
自
然
と
共
に
生

き
て
い
た
時
代
に
は
、
神
は
常
に
身
近
に
存
在
し
て
い
た
し
、
何
処
で
で
も
祀

る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
神
を
神
社
の
よ
う
に
囲
っ
て
祀
る
必
要
は
な
か
っ

た。
何
故
、
神
社
の
よ
う
に
あ
る
場
所
を
神
の
顕
現
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
祀
り
始

め
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
々
が
、
自
然
か
ら
次
第
に
切
り
離
さ
れ
た
生

活
を
始
め
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

古
代
社
会
に
お
い
て
神
社
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
岡

田
精
司
「
神
社
の
古
代
史
」
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

神
は
人
里
に
は
常
住
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
人
の
赴
け
る
よ
う

な
と
こ
ろ
の
、
本
来
の
自
然
（
森
）
が
保
た
れ
て
い
る
場
所
を
神
域
と
し
て
囲

み
、
そ
の
場
所
で
神
を
祀
っ
た
。
は
じ
め
は
祭
の
と
き
に
神
を
迎
え
る
た
め
の

仮
の
神
殿
が
建
て
ら
れ
た
（
例
・
「
春
日
若
宮
お
ん
祭
」
に
お
け
る
「
御
旅

所
」
）
。
が
、
し
だ
い
に
恒
久
的
な
建
物
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
見

ら
れ
る
よ
う
な
神
社
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

平
野
仁
啓
は
、
神
社
が
位
置
す
る
自
然
に
は
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
背
後
に
山
、
森
、
海
、
湖
、
川
が
あ
る
。
手
前
に
は
境
界
を
示
す

よ
う
な
川
や
溝
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
共
通
す
る
自
然
は
、
神
社
を
構
成
す
る
象

徴
的
自
然
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ら
を
「
自
然
の
割
れ
目
」
と
呼
ん
で
い
る
（
「
神

社
の
生
態
学
」
）
。

神
社
は
古
代
の
祭
場
と
し
て
の
神
域
ら
し
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ

て
、
俗
界
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
自
然
条
件
、
背
後
に
山
か
森
、
手
前
に
川
や

溝
が
あ
る
こ
と
が
理
想
的
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
考
え
方
と
し
て
は
、
神
の
領
域

（
自
然
）
と
人
の
領
域
（
人
里
、
生
活
域
）
と
の
分
断
点
（
境
界
的
な
場
所
）

に
神
社
は
作
ら
れ
た
の
だ
と
言
え
る
。
平
野
仁
啓
の
い
う
「
自
然
の
割
れ
目
」

と
は
こ
の
分
断
点
の
こ
と
と
理
解
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
平
野
仁
啓
は
、
「
自

然
の
割
れ
目
」
と
は
人
間
が
全
面
的
に
依
拠
し
て
い
た
自
然
の
力
能
を
失
う
場

所
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
場
所
で
、
人
間
に
と
っ
て
対
応
が
必
要
と
さ

れ
る
特
定
の
自
然
神
の
力
能
が
自
覚
さ
れ
、
そ
の
自
然
神
を
祀
る
神
社
が
成
立

す
る
の
だ
と
言
う
。
神
社
成
立
が
自
然
と
人
間
と
の
乖
離
に
よ
る
と
い
う
指
摘
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で
あ
っ
て
、
こ
の
指
摘
は
、
環
境
と
神
社
成
立
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
重
要

で
あ
ろ
う
。

こ
の
分
断
点
は
、
別
な
見
方
を
す
る
と
、
神
と
人
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
場
所

で
も
あ
る
。
そ
の
事
情
を
「
夜
刀
神
の
話
」
が
よ
く
伝
え
て
い
る
。
人
間
に
よ

る
新
田
開
発
に
よ
っ
て
森
を
切
り
開
か
れ
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
「
夜
刀
の

神
」
（
土
地
神
で
あ
り
自
然
神
）
は
人
間
に
よ
っ
て
追
い
払
わ
れ
る
が
、
神
の

祟
り
を
恐
れ
た
人
間
の
側
に
よ
っ
て
、
「
夜
刀
の
神
」
は
森
と
人
里
と
の
境
界

で
祀
ら
れ
る
。
こ
の
話
も
神
社
成
立
の
様
相
を
別
の
角
度
か
ら
語
っ
て
い
る
。

神
社
が
作
ら
れ
た
分
断
点
と
は
、
自
然
を
開
発
し
神
の
領
域
を
侵
し
た
人
間

の
側
が
、
そ
れ
以
上
の
侵
犯
を
抑
制
し
神
（
自
然
）
の
領
域
と
の
共
生
を
は
か

ろ
う
と
す
る
場
所
、
あ
る
い
は
、
自
然
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
人
間
の
側
が
、
自

然
の
神
型
さ
に
気
づ
き
、
眼
罪
と
し
て
、
そ
の
場
所
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
象

徴
的
な
神
域
と
し
て
設
定
し
た
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
然
を
壊
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
災
害
等
の
災
い
に
苦
し
ん
だ
結
果
、
自
然
（
神
）
を
む
や
み
に
犯

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
自
然
を
敬
う
場
所
と
し
て
象
徴
的
に
神
社

と
い
う
場
所
を
設
定
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
視
点
か
ら
は
、
神
社
は
、
単
な
る
神
を
祀
る
だ
け
の
場
所
で
は
な
く
、

神
（
自
然
）
の
境
域
を
犯
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
人
間
が
、
そ

の
あ
が
な
い
と
し
て
、
神
を
恐
れ
、
崇
拝
す
る
と
い
う
場
所
に
な
る
。
そ
こ
に

は
、
神
（
自
然
）
と
人
間
の
葛
藤
（
正
確
に
は
、
人
間
の
中
の
自
然
へ
の
投
れ

と
開
発
へ
意
思
と
の
あ
い
だ
の
葛
藤
）
が
あ
る
。

か
つ
て
、
人
間
と
自
然
と
が
対
称
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
、
自

然
と
人
間
と
が
一
方
的
に
相
手
を
収
奪
せ
ず
に
共
存
す
る
関
係
で
あ
っ
た
と
き

だ
が
、
境
界
に
あ
え
て
仰
々
し
い
神
社
を
建
て
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
必
要
が

あ
れ
ば
、
自
然
の
ど
こ
で
で
も
祈
れ
ば
よ
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
対
称
的
な
関
係
が
崩
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
人
間
の
側

が
自
然
を
開
発
し
た
こ
と
が
原
因
と
い
え
る
が
、
人
間
の
側
は
、
そ
れ
を
全
面

的
に
肯
定
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
自
然
と
の
対
称
的
な
関
係
を
回
復
し
よ
う
と

試
み
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
開
発
を
止
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
例
え

ば
、
樹
木
の
伐
採
を
止
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
樹
木
を
伐
採
す
る
一
方
、
樹
木

を
神
と
見
な
し
て
祀
る
こ
と
で
、
樹
木
と
の
対
称
的
な
関
係
を
回
復
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
伐
採
さ
れ
る
悲
劇
的
な
樹
木
の
気
持
ち
を
語
る

こ
と
で
、
樹
木
と
共
存
し
て
い
た
時
代
を
想
い
起
こ
す
の
で
あ
る
。

私
た
ち
が
、
鎖
守
の
森
や
神
社
空
間
を
、
神
聖
な
場
所
と
し
て
あ
え
て
設
定

す
る
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
環
境
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
、
太
古

の
、
自
然
と
の
共
存
の
記
憶
を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。

そ
の
意
味
で
、
環
境
と
し
て
の
神
社
は
、
私
た
ち
に
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
自
然

の
恨
界
に
生
き
て
い
た
こ
と
や
、
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
多
く
の
自

然
を
開
発
（
殺
し
て
）
し
ま
っ
た
私
た
ち
の
罪
深
さ
な
ど
を
突
き
つ
け
る
象
徴

的
な
場
所
に
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
神
社
は
、
人
間
の
生
活
域
と
自
然
の
領
域
の
境
界
に
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
神
社
の
環
境
そ
の
も
の
が
、
自
然
を
見
つ
め
る

場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
然
と
関
わ
り
、
自
然
と
の
葛
藤
の
中
に
生
き
る
人

間
の
あ
り
か
た
を
も
、
ま
た
見
つ
め
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

1

お
わ
り
に

古
代
に
も
環
境
問
題
は
あ
っ
た
。
た
ぶ
ん
、
縄
文
時
代
に
も
弥
生
時
代
に
も
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そ
れ
な
り
の
環
榜
問
題
は
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
、
現
榜
問
題
が
祭
祀
や
神
話
・

伝
承
の
中
に
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
国
家
と
い
う
よ
う
な
大
き
な
社

会
の
出
現
が
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
き
な
社
会
は
、
支
配
者
の
権
力
の

維
持
の
た
め
に
生
産
性
を
高
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
に

は
、
人
間
と
自
然
神
と
の
互
酬
的
な
関
係
に
介
入
し
、
自
然
神
を
支
配
・
被
支

配
の
関
係
の
中
に
取
り
込
む
か
、
生
産
性
向
上
の
妨
げ
に
な
れ
ば
排
除
し
た
ろ

う
。
そ
の
辺
の
事
情
は
「
夜
刀
神
」
伝
承
を
読
め
ば
よ
く
わ
か
る
。

一
方
、
生
産
性
を
優
先
す
る
大
き
な
社
会
に
な
っ
て
も
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
無

く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
の
社
会
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
社
会
に
根
付

い
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
、
生
産
性
優
先
の
社
会
を
加
速
は
し
な
い
。
そ
れ
は
確
か

だ
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
、
自
然
を
無
視
す
る
時
代
の
趨
勢
に
、
抵
抗
と
ま

で
は
い
か
な
く
て
も
プ
レ
ー
キ
く
ら
い
は
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
、
納
西
族
の
祭
署
儀
礼
や
、
「
夜
刀
神
」
伝
承
、
「
伐
採
抵
抗
伝

承
」
、
そ
し
て
、
神
社
と
い
う
成
り
立
ち
に
お
い
て
も
、
自
然
（
神
）
に
た
い

す
る
人
間
の
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
が
あ
る
と
論
じ
て
き
た
。
こ
の
「
う
し
ろ
め

た
さ
」
が
、
環
境
と
し
て
の
自
然
を
侵
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
へ
の
、
プ
レ
ー

キ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
て
き
た
。

大
き
な
社
会
を
支
配
す
る
者
は
、
生
産
性
を
高
め
る
た
め
、
自
然
神
を
祭
り

賛
美
す
る
。
こ
れ
も
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
文
化
的
表
象
で
あ
る
。
万
葉
集
の
自
然

賛
美
の
歌
に
は
生
産
性
へ
の
賛
美
が
気
分
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
当

然
自
然
を
侵
す
こ
と
へ
の
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
は
な
い
。

一
方
、
大
き
な
社
会
は
生
産
性
優
先
の
方
針
に
適
合
し
な
い
自
然
を
容
赦
な

く
侵
し
開
発
す
る
。
そ
し
て
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
に
満
ち
た
伝
承
を
作
り
出

す
。
こ
れ
も
ま
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
文
化
の
表
象
で
あ
る
。
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た

か
っ
た
こ
と
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
抱
え
た
私
た
ち
の
社
会
が
生
産
性
優
先
の
社

会
に
変
貌
し
た
と
き
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
ど
ん
な
反
応
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
の
表
象
は
そ
の
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
こ
と
の

一
っ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ナ
シ
族
の
「
祭
署
儀
礼
」
は
、
日
本
の
夜
刀
神
の
話
や
「
伐
採
抵
抗
伝
承
」

よ
り
も
、
も
っ
と
明
確
に
、
自
然
と
人
間
の
側
と
の
対
称
的
な
関
係
を
指
向
す

る
儀
礼
で
あ
る
。
が
、
現
在
、
経
済
的
利
益
を
何
よ
り
も
優
先
す
る
資
本
主
義

的
思
考
が
、
自
然
を
人
間
の
利
益
追
求
の
手
段
も
し
く
は
対
象
と
み
な
し
、
自

然
と
人
間
と
の
対
称
的
な
関
係
を
心
理
的
な
意
味
に
お
い
て
も
顧
み
な
く
し
つ

つ
あ
る
。
「
祭
署
儀
礼
」
が
継
承
さ
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

そ
の
こ
と
が
、
自
然
と
人
間
の
関
係
に
お
い
て
何
を
も
た
ら
す
か
は
、
あ
ら
た

め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
日
本
の
祭
り
に
つ

い
て
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
環
境
を
巡
る
文
化
表
象
を
通
し
て
現
境
保
護
を
訴
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
論
で
は
な
い
。
た
だ
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
抱
え
た
私
た
ち
の
文
化
が
、
自

然
や
、
そ
の
自
然
開
発
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
来
た
か
を
明
ら
か
に
し
た

い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
考
察
が
、
環
境
問
題
を
考
え
て

い
く
う
え
で
、
さ
さ
や
か
な
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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