
「
も
の
の
け
姫
」
を
読
む

―
神
話
と
人
権
的
視
点
か
ら
―

は
じ
め
に

日
本
神
話
を
専
門
領
域
に
す
る
私
に
と
っ
て

「
も
の
の
け
姫
」
を
観

、

て
い
る
と
神
話
世
界
が
そ
こ
に
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
拾
い
あ
げ
れ
ば
、
か
な
り
の
神
話
的
要

素
を
講
義
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
神
話
」
と
は
異
な
る
見
方
で
こ
の
作
品
を

読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
強
く
思
っ
て
い
る
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が

、

「
人
権
」
で
あ
る
こ
と
は
、
ご
承
知
の
方
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

「
人
権
」
か
ら
こ
の
作
品
を
見
て
い
け
ば
、
そ
れ
は
ま
た
自
ず
と
「
神

話
」
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
改
め
て

「
も
の
の
け
姫
」
を
「
神
話
」
と
「
人
権
」
的
視
点

、

か
ら
読
ん
で
み
た
い
。

祟
り
神
と
祟
ら
れ
し
者

１
、「

祟
」
は
も
と
も
と
「
神
の
出
し
て
く
る
た
た
り
」
を
あ
ら
わ
し
、

「
た
た
る
。
た
た
り
。
鬼
神
が
人
に
え
た
い
の
し
れ
な
い
災
い
を
及
ぼ

す
。
ま
た
、
そ
の
災
い
」
を
い
い
、
神
仏
、
怨
霊
か
ら
悪
い
む
く
い
を

武
部
智
子

受
け
る
こ
と
を
い
う
。
つ
ま
り

「
祟
り
神
」
と
は
、
災
い
を
も
た
ら
す

、

神
の
こ
と
で
あ
る
。
古
事
記
の
崇
神
天
皇
の
条
に
は
、
大
物
主
神
が
祟

る
し
、
仲
哀
記
に
も
祟
り
神
が
登
場
す
る
。
祟
り
神
は
自
分
が
神
と
し

て
祀
ら
れ
な
い
時
に
祟
っ
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
人
に
神

と
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
人
に
対
し
て
祟
る
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ

、

神
話
で
、
人
に
狂
気
を
与
え
る
神
で
あ
っ
て
も
神
は
神
で
あ
る
と
し
て

自
分
を
神
と
し
て
敬
わ
な
い
人
に
災
い
を
与
え
る
デ
ィ
オ
ニ
ッ
ソ
ス
神

も
祟
る
神
と
い
え
よ
う
。

こ
の
作
品
は
、
冒
頭
で
こ
の
祟
り
神
と
化
し
た
巨
大
な
イ
ノ
シ
シ
の

登
場
か
ら
始
ま
る
。
巨
大
な
イ
ノ
シ
シ
は
、
神
話
の
中
で
は
古
事
記
の

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
伊
吹
山
で
遭
遇
す
る
、
ま
さ
に
山
の
神
の
化
身
で
あ

る
。
こ
の
イ
ノ
シ
シ
も
も
と
は
神
。
そ
れ
が
怨
霊
と
な
っ
て
災
い
を
も

た
ら
す
神
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
原
因
を
自
ら
消
滅
す
る
間
際
に
暴

露
す
る

「
人
間
」
が
原
因
な
の
で
あ
る
。
こ
の
神
は
醜
く
姿
を
変
え
、

。

人
に
対
す
る
呪
詛
を
述
べ
、
消
滅
す
る
。
そ
し
て
人
間
は
そ
の
こ
と
に

対
し
て
、
巫
女
に
よ
る
祓
い
を
お
こ
な
う
こ
と
で
そ
の
魂
を
鎮
め
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
異
形
の
物
に
対
す
る
畏
怖
と
、
災
い
を
避



け
よ
う
と
す
る
心
理
。
そ
し
て
聖
職
者
と
さ
れ
る
神
官
あ
る
い
は
巫
女

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
「
清
め
の
儀
式
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

「
清
め
の
儀

。

式
」
が
行
わ
れ
る
意
識
下
に
は
当
然
「
穢
れ
」
の
意
識
が
存
在
す
る
。

祟
り
神
の
死
の
直
接
の
原
因
は
、
村
の
若
者
の
射
抜
い
た
矢
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
若
者
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
は
祟
ら
れ
る
。
当
然
神
殺
し
を

、

行
っ
た
者
は
祟
ら
れ
、
祟
ら
れ
た
者
は
村
に
災
い
を
も
た
ら
す
と
し
て

追
放
さ
れ
る
。
そ
れ
は
禁
忌
で
あ
り
掟
で
あ
る
。
た
だ
、
村
を
救
う
こ

と
を
定
め
ら
れ
た
若
者
は
、
村
に
と
っ
て
は
村
を
治
め
て
い
く
身
分
の

若
者
で
あ
っ
た
。

村
を
守
る
た
め
に
祟
り
神
を
葬
り
、
逆
に
そ
の
祟
り
を
一
身
に
負
っ

た
若
者
は
、
村
の
、
自
分
た
ち
の
世
界
の
行
く
末
を
見
届
け
る
た
め
に

村
を
出
る
。
自
分
と
村
の
運
命
を
変
え
る
元
凶
と
な
っ
た
鉄
の
玉
を
携

え
て
、
た
だ
一
人
ひ
っ
そ
り
と
村
を
去
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
村

を
救
っ
た
英
雄
で
あ
れ
、
ど
ん
な
身
分
の
者
で
あ
れ
、
祟
ら
れ
し
者
は

追
放
さ
れ
る
と
い
う
過
酷
な
掟
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

祟
り
は
神
殺
し
と
い
う
「
禁
忌
」
と
「
死
の
穢
れ
」
に
他
な
ら
な
い
。

境
界
を
越
え
る
と
い
う
こ
と

２
、村

を
追
放
さ
れ
た
若
者
は
、
自
分
の
運
命
を
変
え
た
鉄
の
玉
を
求
め

て
た
だ
ひ
た
す
ら
西
を
目
指
す
。
そ
し
て
境
界
を
越
え
て
異
世
界
へ
踏

み
出
し
て
い
く
。
一
方
通
行
の
帰
り
の
な
い
旅
で
も
あ
る
。
神
話
世
界

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
方
の
果
て
は
「
死
の
国
」
を
意
味
す
る
。

若
者
は
自
分
の
運
命
を
呪
い
な
が
ら
も
、
今
を
生
き
る
理
由
を
懸
命
に

探
そ
う
と
す
る
。
自
分
の
世
界
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
別

、

の
世
界
で
は
…
…
…
と
。
そ
し
て
、
そ
の
元
凶
で
あ
る
鉄
の
玉
を
作
り

使
う
者
達
を
捜
し
出
し
、
そ
の
理
由
を
聞
き
自
分
を
納
得
さ
せ
る
何
か

を
自
身
で
見
極
め
る
た
め
に
。
追
放
さ
れ
た
者
の
運
命
は
決
し
て
元
の

、

世
界
に
戻
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
若
者
は

境
界
を
越
え
異
世
界
に
踏
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
が

死
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
な
が
ら
た
だ
ひ
た
す
ら
、
し
か
し

悠
然
と
前
を
見
つ
め
て
西
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
代
の
英
雄

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
想
像
さ
せ
る
場
面
で
も
あ
る
。
特
に
、
東
征
に
あ
た

っ
て
は
、
自
分
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
父
の
不
条
理
な
権
力
に
「
死
」

を
意
識
し
つ
つ
、
与
え
ら
れ
た
任
務
を
遂
行
し
今
あ
る
自
分
を
精
一
杯

生
き
る
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
ま
た
少
年
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
死
に
至
る
原
因
は
、
伊
吹
山
の
神
が
イ

ノ
シ
シ
と
な
っ
て
現
れ
、
そ
の
呪
詛
に
よ
っ
て
祟
ら
れ
る
た
め
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
主
人
公
の
青
年
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
は
、
ま
す
ま

す
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

悪
党
と
異
世
界
で
の
偏
見

３
、町

を
目
前
に
、
野
盗
と
な
っ
た
野
武
士
が
商
人
を
襲
っ
て
い
る
の
を

、

見
か
け
た
若
者
は
、
思
わ
ず
矢
を
射
る
。
石
の
鏃
の
威
力
は
凄
ま
じ
く

腕
が
落
ち
た
こ
と
も
気
づ
か
な
い
。
ま
さ
に
神
業
で
あ
る
。
勿
論
祟
ら



れ
た
腕
は
、
人
が
人
を
傷
つ
け
る
時
、
自
分
で
制
御
で
き
な
い
ほ
ど
の

力
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
祟
り
神
の
呪
詛
で
あ
る
「
人
を
滅

ぼ
す
」
意
思
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
呪
い
の
言
葉
は
、
人
の
醜

さ
を
容
赦
な
く
破
壊
し
よ
う
と
働
く
の
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
以
上
に
神

の
世
界
を
侵
す
人
間
そ
の
も
の
を
、
人
間
の
世
界
そ
の
も
の
を
破
壊
し

よ
う
と
働
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
悪
党
は
人
間
の
欲
望
を
む

き
出
し
に
し
た
行
為
で
、
物
欲
か
ら
人
を
傷
つ
け
た
り
、
殺
し
た
り
す

る
人
間
の
醜
さ
を
表
し
て
い
る
。

一
方
、
町
の
市
は
い
ろ
い
ろ
な
人
々
が
往
来
し
、
い
ろ
い
ろ
な
か
け

ひ
き
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
市
は
異
世
界
と
交
流
で
き
る
場
所

で
あ
る
。
様
々
な
姿
を
し
た
者
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
か
ら
物
を

携
え
て
や
っ
て
く
る
。
し
か
し
は
る
か
東
の
辺
境
の
世
界
か
ら
や
っ
て

来
た
若
者
の
姿
は
、
か
つ
て
見
た
こ
と
も
無
い
容
姿
で
あ
り
、
さ
ら
に

不
思
議
な
動
物
を
連
れ
た
若
者
は
衆
人
環
視
の
的
と
な
る
。
人
は
自
分

と
の
類
似
や
多
少
の
差
異
は
黙
認
で
き
て
も
、
ま
っ
た
く
異
質
と
感
じ

る
者
に
は
好
奇
の
目
を
注
ぎ
、
付
か
ず
離
れ
ず
一
定
の
距
離
を
お
い
て

接
す
る
の
で
る
。

市
で
米
を
買
う
若
者
の
仕
草
一
つ
一
つ
を
衆
人
は
見
逃
が
さ
な
い
。

あ
の
変
わ
っ
た
動
物
は
何
な
の
か
？
あ
の
変
わ
っ
た
姿
を
し
た
者
は
ど

ん
な
声
で
ど
ん
な
言
葉
を
発
し
、
何
を
し
に
こ
こ
へ
来
た
の
か
？
い
っ

、

た
い
何
を
食
べ
る
の
か
？
遠
巻
き
に
し
な
が
ら
、
見
て
見
ぬ
振
り
を
し

し
か
し
気
に
な
っ
て
後
を
つ
い
て
歩
く
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
外
国

人
を
初
め
て
見
た
人
、
ま
た
転
校
生
が
来
た
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
の

よ
う
に
。
そ
し
て
代
価
を
手
渡
す
と
き
、
そ
の
違
い
ゆ
え
に
若
者
＝
異

質
な
存
在
を
完
全
に
拒
否
す
る
。
自
分
た
ち
の
共
通
の
理
解
を
越
え
、

若
者
は
砂
金
を
手
渡
す
。
見
た
こ
と
も
無
い
砂
金
に

「
こ
れ
は
何

、

だ
？
」
と
米
を
取
り
返
し
つ
っ
け
ん
ど
ん
に
あ
し
ら
お
う
と
す
る
女
商

人
。
し
か
し
、
僧
形
の
者
の
一
言
で
砂
金
の
価
値
を
知
っ
た
と
た
ん
、

米
は
そ
っ
ち
の
け
で
「
こ
れ
は
私
の
物
だ
」
と
大
声
を
あ
げ
る
。

お
金
の
力
、
お
金
が
全
て
の
世
の
中
を
映
し
出
す
場
面
で
あ
る
。
欲

望
に
か
ら
れ
る
人
間
た
ち
は
、
悪
党
で
な
く
と
も
私
た
ち
の
周
り
に
大

、

勢
い
る
。
そ
の
も
の
の
持
つ
真
の
姿
や
行
い
を
見
定
め
る
努
力
な
し
に

一
方
的
な
価
値
基
準
で
人
を
評
価
す
る
人
間
の
醜
さ
を
表
し
て
い
る
の

で
あ
る
。巨

大
な
白
い
山
犬
と
少
女
サ
ン

４
、「

巨
大
」
で
あ
る
こ
と

「
白
い
」
色
。
こ
れ
は
神
の
姿
で
あ
る
。
神

。

の
化
身
で
あ
る
。
神
は
非
常
に
大
き
な
姿
を
し
て
い
て
、
人
間
の
世
界

（
地
上
）
で
は
小
さ
く
な
っ
て
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
作
品
の

山
は
太
古
の
神
々
が

く
世
界
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
。
ま
さ
に
巨

斎い
つ

大
な
白
い
山
犬
は
神
そ
の
も
の
の
姿
な
の
で
あ
る
。

で
は
何
故
「
も
の
の
け
姫
」
の
中
に
白
い
山
犬
が
登
場
す
る
の
か
。

こ
れ
は
「

」
と
関
係
が
あ
る
。
蹈
鞴
場
で
信
仰
さ
れ
る
神
は
、
白

蹈
鞴

た

た

ら

。

い
犬
に
乗
っ
た
姿
で
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
女
性
神
で
あ
る

産
鉄
者
は
そ
の
神
を
「
金
屋
子
神
」
と
呼
び
、
多
く
蹈
鞴
場
で
は
、
そ



の
姿
を
掲
げ
て
信
仰
し
た
。
ま
さ
に
白
い
山
犬
に
乗
っ
た
少
女
サ
ン
の

姿
で
あ
る
。
サ
ン
は
山
犬
と
暮
ら
す
少
女
で
あ
る
が
、
人
が
山
犬
を
恐

れ
、
山
犬
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
投
げ
捨
て
た
赤
ん
坊
で
、
山
犬
に
対
す

る
犠
牲
で
あ
っ
た
の
が
、
結
果
山
犬
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
少
女
で
あ

る
。「

動
物
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
子
ど
も
の
話
」
は
、
例
え
ば
ロ
ー
マ

建
国
の
神
話
に
登
場
す
る
狼
に
育
て
ら
れ
た
双
子
ロ
ム
ロ
ス
と
レ
ム
ス

の
よ
う
に
神
聖
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
よ
う
に
神
と
人
の
中

間
に
位
置
す
る
存
在
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
伝
説
の
世
界

に
お
い
て
は
、
神
の
力
を
持
つ
人
間
を
英
雄
や
王
と
捉
え
る
。
ロ
ム
ロ

ス
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
建
国
の
王
と
し
て
、
後
に
は
神
と
し
て
考
え
ら
れ

、

て
い
る
の
が
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
本
来
の
自
分
の
世
界
を
離
れ

異
世
界
を
彷
徨
う
。
そ
し
て
神
と
し
て
の
力
を
開
花
さ
せ
て
自
分
の
世

界
に
戻
っ
て
く
る
。
ま
さ
し
く
英
雄
誕
生
の
行
程
を
踏
む
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
物
語
で
少
女
サ
ン
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持
つ
の
だ
ろ
う

か
。初

め
て
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
に
出
会
っ
た
川
辺
で
の
少
女
サ
ン
は
毛
皮
を

被
っ
て
い
る
。
異
世
界
の
モ
ノ
の
姿
で
あ
る
。
ま
た
、
顔
面
に
朱
の
入

れ
墨
を
施
し
て
い
る
姿
は
、
ま
る
で
埴
輪
に
見
ら
れ
る
巫
女
の
姿
で
あ

る
。
そ
し
て
神
（
動
物
）
と
人
と
言
葉
を
交
わ
し
、
神
の
世
界
と
人
間

の
世
界
を
自
由
に
行
き
来
す
る
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、
巫
女
的
性
質
を

持
ち
、
神
と
人
と
の
中
間
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受

け
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
前
述
の
よ
う
に
白
い
山
犬
に
乗
っ
て
金
屋

子
神
の
様
な
姿
で
人
々
の
前
に
現
れ
る
。
金
屋
子
神
で
あ
る
か
ら
こ
そ

蹈
鞴
場
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

播
磨
国
風
土
記
・
讃
容
郡
の
条
に

山
の
四
の
面
に
十
二
の
谷
あ
り
。
皆
鉄
を
生
だ
せ
り
。
難
波
の
豊
前

の
朝
庭
に
始
め
て
進
り
き
。
見
顕
は
し
し
人
は
別
部
の
犬
、
そ
の
孫

等
初
発
め
て
奉
り
き
。

と
あ
り
、
鉱
山
を
発
見
し
た
の
は
「
別
部
の
犬
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
若
尾
五
雄
氏
は
「
明
ら
か
に
こ
の
犬
と
は
鉱
山
師

の
こ
と
で
あ
る

」
と
し
、
土
佐
国
野
根
山
伝
説
に
あ
る
狼
と
鍛
冶
屋
の

。

姥
の
話
か
ら
「
狼
は
、
お
イ
ヌ
さ
ん
と
云
わ
れ
、
狼
―
犬
と
同
一
で
あ

る

」
と
述
べ
る
。(

注
１)

。
ま
た
、
狼
や
犬
の
話
が
山
神
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
、
鉱
山
神
が
犬

を
連
れ
て
い
る
と
い
う
話
、
出
雲
国
で
金
屋
子
神
を
発
見
し
た
朝
日
長

。

者
の
犬
の
例
な
ど
を
挙
げ
、
鉱
山
神
と
犬
と
の
関
わ
り
を
述
べ
て
い
る

ま
た
、
蹈
鞴
の
里
で
は
金
屋
子
神
の
信
仰
と
同
時
に
稲
荷
信
仰
も
盛

ん
で
あ
る
。
稲
荷
社
の
起
源
は
、
山
城
国
風
土
記
逸
文
に
、

称
伊
奈
利
者
、
秦
中
家
忌
寸
等
遠
祖
伊
侶
具
秦
公
。
積
稲
粱
有
富

裕
。
乃
用
餅
為
的
者
。
化
成
白
鳥
飛
翔
居
山
峯
生
子
。[

子
化
成

稲]
。
遂
為
社
其
苗
裔
悔
先
過
。
而
抜
社
之
木
殖
家
。
禱
祭
也
。

（
傍
線
筆
者
）

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
に
広
く
分
布
す
る
モ
チ
ー
フ
穀
霊
の
逃

亡
譚
と
考
え
ら
れ
、
白
鳥
＝
稲
を
祭
る
こ
と
が
豊
穣
と
結
び
付
く
こ
と
と



な
る
の
で
あ
る
。

面
白
い
の
は

『
鉄
山
秘
書
』
に
記
さ
れ
る
縁
起
に
、
金
屋
子
神
が
降

、

臨
し
た
播
磨
国
志
相
郡
岩
鍋
の
地
か
ら
、
白
鷺
に
乗
っ
て
天
空
を
飛
翔

し
、
出
雲
国
能
義
郡
の
桂
の
木
の
枝
に
天
下
り

「
吾
は
金
屋
子
神
な
り
、

、

今
よ
り
こ
こ
に
宮
居
し
、
タ
タ
ラ
を
立
て
、
鉄
吹
術
を
初
む
べ
し
」
と

宣
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

（
傍
線
筆
者
）
こ
の
二
つ
の
伝
承
を
み
る
と
、

。

白
い
鳥
は
山
頂
に
と
ま
り
神
が
祀
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
後
富
を
も
た

ら
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

稲
荷
の
神
の
使
い
は
狐
で
あ
り
、
狐
が
稲
穂
を
盗
ん
で
人
に
も
た
ら

し
た
と
い
う
伝
承
や
、
昔
話
「
狐
女
房
」
な
ど
で
も
豊
作
を
も
た
ら
す

存
在
で
あ
る
。
中
国
南
部
の
穀
物
盗
み
の
伝
承
で
は
、
犬
が
盗
ん
だ
と

し
て
い
る

（
注
２
）
一
方
で
、
謡
曲
「
小
鍛
冶
」
は
一
条
天
皇
の
勅
命

。

で
刀
作
り
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
刀
鍛
冶
三
条
宗
近
が
、
伏
見
稲
荷
神

社
に
祈
願
し
た
と
こ
ろ
、
神
が
白
狐
に
化
身
し
て
現
れ
一
緒
に
鎚
を
打

ち
、
名
刀
「
小
狐
丸
」
を
鍛
え
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、
金
屋

子
神
降
臨
の
別
伝
に
は
、
神
が
狐
に
乗
っ
て
き
た
と
も
伝
承
さ
れ
る
。

(

注
３)

こ
の
よ
う
に
、
犬
と
鍛
冶
師
、
稲
荷
と
蹈
鞴
、
農
耕
と
稲
荷
、
鉄
と
農

耕
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
的
要
素
が
交
錯
し
な
が
ら
結
び
付
い
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
広
辞
苑
や
漢
字
源
に
よ
れ
ば

「
モ
ノ
」
と
は
動
物
・
植

、

物
・
鉱
物
に
三
別
し
、
ま
た
天
然
物
・
人
造
物
に
両
分
す
る
、
天
地
間
に

存
在
す
る
も
の
を
い
い
、
神
や
魂
な
ど
霊
妙
な
作
用
を
も
た
ら
す
存
在
を

い
う

「
ケ
」
は
実
体
を
手
に
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
存
在
が
感

。

じ
ら
れ
る
も
の
を
い
う

「
も
の
の
け
姫
」
サ
ン
の
存
在
を
考
え
て
み
る
と
、

。

「
山
は
産
な
り
」
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
山
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
生

産
の
場
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
山
の
神
は
女
性
神
で
あ
り
、
産
み
出
す
神
の

使
い
と
し
て
、
自
然
の
作
用
と
人
の
作
り
出
し
た
文
化
を
繋
ぐ
存
在
と
し

て
登
場
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
注
１
）

若
尾
五
雄
「
近
畿
山
岳
信
仰
と
丹
生

「
三

狩
場
明
神

」

と
犬
」

四
六
九
～
四
七
三
頁
。

『
近
畿
霊
山
と
修
験
道

（
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
十

』

一
）

五
来
重
編

名
著
出
版

Ｓ
五
三

（
注
２
）

大
林
太
良
『
稲
作
の
神
話
』

三
一
〇
～
三
一
五
、
三
四

三
～
三
四
八
頁
。

弘
文
堂

一
九
七
三

（
注
３
）

田
村
克
己
「
鉄
の
民
俗

「
鍛
冶
屋
と
稲
荷
信
仰
と
の
関

」

係
」

二
六
三
～
二
六
五
頁
。

『
稲
と
鉄

（
日
本
民
俗
文
化
大
系
三
）
森
浩
一
ほ
か

』

小
学
館

Ｓ
六
二

５
、

製
鉄
の
隠
れ
里

蹈
鞴

た

た

ら

特
殊
な
技
術
を
隠
し
持
つ
集
団
が
人
里
離
れ
て
暮
ら
す
場
所
。
そ
れ

が
、
隠
れ
里
。
こ
こ
で
の
技
術
は
「
蹈
鞴
」
製
鉄
を
い
う
。

古
代
で
は
物
を
作
り
出
す
こ
と
は
神
の
業
と
み
な
さ
れ
た
。
鉄
を
作

り
出
す
た
め
に
は
ま
ず
何
よ
り
も
火
が
関
与
す
る
。



火
は
雷
や
火
山
の
噴
火
、
山
火
事
な
ど
を
引
き
起
こ
す
恐
ろ
し
い
神
で

あ
っ
た
が
、
一
方
で
は
人
が
火
を
得
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
原

始
的
な
生
活
が
一
変
す
る
。
火
で
食
べ
物
を
調
理
し
、
人
の
暮
す
空
間

を
火
で
暖
め
、
動
物
の
襲
来
を
防
ぐ
。
そ
れ
ゆ
え
鑽
火
神
話
な
ど
が
語

、

る
よ
う
に
、
人
は
神
の
も
の
で
あ
っ
た
神
聖
な
火
を
神
か
ら
与
え
ら
れ

あ
る
い
は
盗
み
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
神
聖
な
火
の
中
か
ら
鉄
が
生
ま

れ
る
。
人
々
は
、
少
し
で
も
多
く
の
鉄
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
火

の
神
に
祈
り
、
崇
拝
す
る
。

日
本
神
話
で
は
、
産
み
出
す
神
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
っ
て
火
の
神
カ
グ
ツ

チ
が
誕
生
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
と
引
き
換
え
の
誕
生

で
あ
る
。
夫
で
あ
る
イ
ザ
ナ
キ
は
十
拳
剣
で
カ
グ
ツ
チ
の
首
を
斬
る
。

文
化
の
象
徴
で
あ
る
火
を
剣
で
殺
す
の
で
あ
る
。
そ
の
剣
に
付
着
し
た

血
か
ら
は
刀
剣
神
で
あ
る
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
等
の
神
々
が
誕
生
す
る
。
こ

の
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
は
後
に
王
権
と
強
く
結
び
付
く
。
男
女
一
対
の
生
殖

神
が
産
み
出
し
た
火
の
神
か
ら
文
化
神
で
あ
る
刀
剣
神
が
誕
生
す
る
こ

と
は
、
自
然
物
の
中
か
ら
火
を
通
し
て
文
化
が
生
産
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
し
、
一
方
で
火
に
対
す
る
犠
牲
（
死
）
を
伴
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。

そ
し
て
製
鉄
の
神
も
誕
生
す
る
。
そ
の
後
、
大
陸
か
ら
漢
代
の
製
鉄

技
術
が
伝
来
し
、
そ
れ
と
同
時
に
陰
陽
、
十
干
・
十
二
支
な
ど
の
天
文

や
暦
法
と
陰
陽
五
行
説
が
も
た
ら
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
集
合
し
て
鉄
山
独

特
の
信
仰
形
態
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
中
国
に
は

「
干
将
莫
邪
」
の
伝
説
が
あ
り
、
宝
剣
の
伝
説
に
は
火
の
犠
牲
が
語
ら

れ
て
い
る
。
田
中
克
己
氏
（
注
１
）
は

『
呉
越
春
秋
』
巻
二
に
伝
わ
る

、

話
と
し
て
、
次
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

干
将
は
、
呉
王
の
命
令
に
よ
り
剣
を
作
る
こ
と
を
試
み
る
が
、
三
か

月
経
っ
て
も
成
功
し
な
い
。
理
由
を
妻
の
莫
邪
に
訊
ね
ら
れ
た
干
将

は
、
か
つ
て
自
分
の
師
欧
冶
子
が
、
同
じ
よ
う
に
う
ま
く
行
か
な
か

っ
た
時
、
妻
と
も
ど
も
炉
に
入
っ
て
治
ま
っ
た
こ
と
を
語
る
。
そ
こ

で
莫
邪
は
、
髪
と
爪
を
切
っ
て
炉
中
に
投
入
し
、
三
百
人
の
童
男
童

女
に
命
じ
フ
イ
ゴ
の
風
を
起
こ
さ
せ
、
鉄
を
容
融
し
剣
を
作
り
出
す

こ
と
に
成
功
す
る
。

田
中
氏
に
よ
れ
ば
、
男
女
の
鍛
冶
屋
の
話
は
、
ア
フ
リ
カ
、
東
南
ア

ジ
ア
に
も
多
く
分
布
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
男
女
の
鍛
冶
屋
の
火

の
犠
牲
は
、
一
種
の
聖
婚
で
あ
り
、
生
産
そ
の
も
の
と
結
び
つ
い
て
い

る
と
い
う
。
こ
う
し
た
火
の
犠
牲
が
、
金
屋
子
神
が
「
死
の
忌
み
を
好

む
」
と
伝
え
ら
れ
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
レ
ガ
リ
ア
と
し
て
の
刀
剣
が
出
現
す
る
神
話
に
ス
サ
ノ
ヲ

に
よ
る
ヤ
マ
ト
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
が
あ
る
。
神
話
の
前
段
で
ア
マ
テ
ラ
ス

の
田
や
新
嘗
殿
や
忌
機
屋
の
屋
根
を
壊
す
ス
サ
ノ
ヲ
の
暴
力
は
文
化
を

破
壊
す
る
自
然
の
姿
で
、
そ
の
後
五
穀
神
で
あ
る
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ
メ
を
殺

し
出
雲
国
へ
と
降
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
出
雲
国
肥
河
の
上
流
で
ヤ
マ
タ
ノ

ヲ
ロ
チ
の
犠
牲
に
な
る
と
こ
ろ
の
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
を
救
う
た
め
、
ヤ
マ

タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
酒
に
酔
わ
せ
動
け
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
を
十
拳
剣
で
斬

り
退
治
す
る
。
そ
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
尾
か
ら
出
て
き
た
の
が
ツ
ム

、

ハ
ノ
タ
チ
で
、
こ
れ
は
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
に
献
上
さ
れ



後
に
伊
勢
に
い
た
ヤ
マ
ト
ヒ
メ
か
ら
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
東
征
の
折
に
預

か
っ
た
神
宝
草
薙
剣
で
あ
る
。

記
紀
・
風
土
記
の
中
か
ら
「
鉄
」
に
関
す
る
記
述
を
集
め
る
と
か
な

り
の
量
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
各
地
に
あ
っ
た
蹈
鞴
の
隠
れ

里
の
伝
説
は
「
鉄
」
と
と
も
に
大
和
朝
廷
を
支
え
、
燃
え
盛
る
火
の
中

か
ら
現
れ
る
宝
剣
は
王
権
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
。

奈
良
時
代
に
入
る
と
、
仏
教
の
伝
来
に
伴
い
多
く
の
鉄
工
関
係
の
工

人
が
帰
化
し
、
製
鉄
の
新
し
い
技
術
を
伝
え
た
。
中
央
集
権
化
が
進
む

と
鉄
は
租
税
の
品
物
と
し
て
集
め
ら
れ
、
管
理
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
後
各
時
代
を
通
し
て
時
の
権
力
者
が
鉄
製
品
を
管
理
し
た
。
そ
れ
は

戦
国
時
代
に
至
っ
て
、
新
兵
器
と
し
て
の
鉄
砲
の
登
場
、
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
刀
狩
り
な
ど
権
力
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
鉄
製
品
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
事
を
み
て
も
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
鉄
は
王
権
と
結
び
付

き
「
王
者
の
地
位
を
約
束
す
る
と
と
も
に
、
破
滅
を
も
導
く
二
律
背
反

的
性
格
を
帯
び
て
い
る

（
注
２
）
も
の
な
の
で
あ
る
。

」

王
権
が
安
定
す
る
た
め
に
は
国
土
が
豊
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
地
を
広
げ
る
た
め
に
鉄
製
の
鋤
や
鍬
は
歓
迎
さ
れ
、
鉄
は
農
耕
や
豊

穣
と
関
連
さ
れ
る
。
正
倉
院
御
物
に
「
子
日
手
辛
鋤
」
が
あ
る
。
柄
に

は
「
天
平
宝
字
二
年
正
月
」
の
文
字
が
あ
り
、
そ
の
年
の
初
子
の
日
の

農
耕
儀
礼
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
農
地
の
拡
大
は
自
然
を
破

壊
し
、
ま
た
自
然
に
よ
っ
て
農
地
も
破
壊
さ
れ
る
。
鉄
製
品
が
人
間
社

会
に
も
た
ら
す
影
響
は
自
然
と
文
化
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
立

し
て
い
る
。

（
注
１
）
田
村
克
己
「
鉄
の
民
俗

「
第
三
章

金
属
文
化
の
受
容
と

」

展
開
」
二
六
三
～
二
六
五
頁
。

『
稲
と
鉄

（
日
本
民
俗
文
化
大
系
三
）
森
浩
一
ほ
か

』

小
学
館

Ｓ
六
二

二
六
〇
頁
に
は
「
火
の
力
に
よ
っ
て
新
し
い
鉄
を
「
生

み
」
出
す
仕
事
は
、
男
性
原
理
と
女
性
原
理
の
結
合
が
必

要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
炉
へ
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
、

人
間
と
金
属
と
の
間
の
「
聖
婚
」
の
し
る
し
で
あ
る
。
あ

る
い
は
炉
へ
の
犠
牲
は
、
新
た
な
生
命
の
誕
生
と
豊
饒
の

前
提
に
は
、
死
の
犠
牲
の
必
要
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い

」
と
あ
る
。

。

（
注
２

（
注
１
）
に
同
じ
。
二
六
二
頁
。

）
恐
れ
ら
れ
る
女
性
指
導
者

６
、隠

れ
里
の
首
長
は
鉄
砲
の
腕
前
も
す
こ
ぶ
る
良
い
女
性
で
、
烏
帽
子

御
前
（
以
下
エ
ボ
シ
御
前
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
武
器
を
作
る
隠
れ
里

の
指
導
者
と
し
て
な
ぜ
女
性
が
そ
の
役
目
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
な
ぜ
白

拍
子
の
姿
で
描
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

古
代
の
女
性
と
家
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
お
も
し
ろ
い
歌
が
万
葉
集

に
載
る
。



上
総
の
末
の
珠
名
娘
子
を
詠
む
一
首

并
せ
て
短
歌

し
な
が
鳥

安
房
に
継
ぎ
た
る

梓
弓

末
の
珠
名
は

胸
別
の

広
き
我
妹

腰
細
の

す
が
る
娘
子
の

そ
の
姿
の

き
ら
ぎ
ら
し
き
に

花
の
ご
と

笑
み
て
立
て
れ
ば

玉
鉾
の

道
行
き
人
は

己
が
行
く

道
は
行
か
ず
て

呼
ば
な
く
に

門
に
至
り
ぬ

さ
し
並
ぶ

隣
の
君
は

あ
ら
か
じ
め

己
妻
離
れ
て

乞
は
な
く
に

鍵
さ
へ
奉
る

人
皆
の

か
く
迷
へ
れ
ば

う
ち
し
な
ひ

寄
り
て
そ
妹
は

た
は
れ
て
あ
り
け
る
（
一
七
三
八

（
傍
線
筆
者
）

）

反
歌

金
門
に
し

人
の
来
立
て
ば

夜
中
に
も

身
は
た
な
知
ら
ず

出
で
て
そ
あ
ひ
け
る
（
一
七
三
九
）

こ
の
歌
か
ら
珠
名
娘
子
は
、
東
国
に
居
た
容
姿
の
優
れ
た
美
女
で
、
道

行
く
男
た
ち
に
笑
顔
を
振
り
ま
い
て
は
関
係
を
持
っ
て
い
た
遊
女
と
い

え
よ
う
。
注
目
す
べ
き
は
、
傍
線
の
部
分
で
妻
帯
者
で
あ
る
隣
家
の
男

と
も
関
係
を
持
っ
て
い
て
、
男
は
妻
と
別
れ
て
さ
ら
に
家
の
鍵
さ
え
預

け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
家
の
鍵
と
い
う
の
は
、
家
の
蔵
の

鍵
の
こ
と
で
、
こ
の
歌
か
ら
、
財
産
を
預
か
り
管
理
し
て
い
た
の
は
そ

の
家
の
妻
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
通
い
婚
で
あ
っ
た
時
代
、

当
然
そ
の
家
の
実
権
は
女
性
が
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ

れ
を
基
盤
と
し
て
、
女
性
と
男
性
と
の
社
会
的
地
位
は
さ
ほ
ど
変
わ
る

こ
と
な
く

「
家
刀
自

「
家
女
」
な
ど
と
呼
ば
れ
中
世
ま
で
引
き
継
が

、

」

れ
て
い
く
。

特
に
「
遊
行
女
婦
」
と
呼
ば
れ
た
芸
能
者
た
ち
は
、
時
代
と
と
も
に

様
相
を
変
え
な
が
ら
、
芸
能
者
と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
い
っ
た
。
巫

女
や
采
女
と
い
っ
た
女
性
と
し
て
の
聖
性
と
女
房
や
遊
女
・
白
拍
子
な

ど
教
養
人
と
し
て
の
彼
女
た
ち
は
、
当
時
の
権
力
者
た
ち
と
関
わ
り
を

持
ち
な
が
ら
、
庇
護
さ
れ
、
特
権
を
与
え
ら
れ
て
も
い
た
。
例
え
ば
、

万
葉
集
の
天
平
二
年(

七
三
〇)

大
納
言
を
兼
任
し
、
帰
京
す
る
こ
と
に

な
っ
た
大
宰
帥
大
伴
旅
人
に
、
袖
を
振
っ
て
名
残
を
惜
し
み
歌
を
贈
っ

た
遊
行
女
婦
児
島
や
後
拾
遺
和
歌
集
の
遊
女
宮
木
、
千
載
和
歌
集
の
遊

女
戸
戸
、
新
古
今
和
歌
集
の
遊
女
妙
、
玉
葉
和
歌
集
の
遊
女
初
君
、
西

行
法
師
と
歌
を
交
わ
し
た
遊
女
江
口
君
、
平
清
盛
の
寵
愛
を
受
け
た
白

拍
子
巴
御
前
、
祇
王
・
祇
女
、
仏
御
前
、
源
義
経
の
寵
愛
を
受
け
た
白

拍
子
静
御
前
な
ど
が
い
る
。

一
方
、
歴
史
の
表
に
登
場
し
な
い
女
性
た
ち
も
、
鮎
売
り
の
桂
女
や

炭
薪
売
り
の
大
原
女
、
魚
貝
売
り
の
供
御
人
と
な
っ
た
女
た
ち
、
精
進

物
売
り
の
女
供
御
人
、
綿
・
小
袖
売
り
の
女
安
居
神
人
な
ど
、
女
商
人

と
し
て
活
躍
し
天
皇
や
神
に
直
属
す
る
女
性
の
供
御
人
や
神
人
な
ど
が

い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
商
業
や
生
産
業
に
従
事
す
る
女
性
た
ち
は
か
な

り
の
人
数
を
数
え
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
隠
れ
里
の
中
で
女
性
た
ち
が
蹈
鞴
を
踏
ん
で
産
鉄
に
従
事
し
て

い
る
こ
と
、
女
性
が
指
導
者
で
あ
る
こ
と
、
癩
者
が
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
で
、
現
代
社
会
を
投
影
し
て
い
る
と
の
考
え
も
あ
る
が
、
隠
れ
里
の

大
切
な
財
産
を
教
養
の
高
い
女
性
が
管
理
す
る
こ
と
、
里
の
中
で
男
女



が
同
じ
立
場
で
鉄
の
生
産
に
従
事
す
る
こ
と
、
癩
者
が
そ
の
特
異
な
技

術
を
も
っ
て
畏
敬
の
念
を
抱
か
れ
て
い
る
こ
と
は
古
代
か
ら
中
世
に
か

け
て
は
問
題
の
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
エ
ボ
シ
御
前
が
女
性
で
あ
っ
て
も
里
の
指
導
者
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
白
拍
子
の
姿
に
描
か
れ
る
理
由
を
も
う
一
度
考
え
て
み

る
と
、
近
代
の
投
影
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
中
世
世
界
を
投
影
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら

「
蹈
鞴
場
」
に
い
る
者
、
癩
者
、
白
拍
子
、

、

牛
飼
い
な
ど
こ
の
里
に
描
か
れ
て
い
る
人
々
は
、
中
世
民
衆
史
上
で
は

「
非
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
々
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
人
た
ち
が
身
分
的
に
蔑
視
さ
れ
る
の
は
仏
教
思
想
の
民
衆
へ
の

広
が
り
に
相
ま
っ
て
中
世
以
降
近
代
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た

い
わ
ゆ
る
「
非
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
当
時
の
権
力
者
と
結
び
付

い
て
い
て
、
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る

が
「
も
の
の
け
姫
」
に
お
け
る
エ
ボ
シ
御
前
は
、
女
性
で
あ
り
な
が
ら

古
代
か
ら
王
権
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
鉄
器
を
作
り
出
す
里
の
指
導
者
と

し
て
、
ま
た
新
し
い
時
代
の
鉄
器
を
作
り
出
す
者
と
し
て
、
ま
さ
に
権

力
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

山
を
切
り
拓
き
、
鉱
石
か
ら
鉄
を
取
り
出
し
、
石
火
矢
と
呼
ば
れ
る

鉄
砲
を
作
り
出
す
。
燃
え
盛
る
火
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
鉄
砲
と
そ

れ
に
よ
っ
て
多
く
の
命
を
死
に
追
い
や
る
。
エ
ボ
シ
御
前
は
人
で
あ
り

な
が
ら
、
生
と
死
の
神
の
ご
と
き
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

隔
離
さ
れ
る
者

７
、

隠
れ
里
の
中
に
、
さ
ら
に
人
の
寄
り
付
か
な
い
場
所
が
あ
る
。
女

性
指
導
者
の
エ
ボ
シ
御
前
が
、
異
邦
人
で
あ
る
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
を
連
れ

て
い
く
隔
離
さ
れ
た
場
所
。
そ
の
中
で
は
、
体
中
に
白
布
を
巻
き
つ
け

た
人
々
が
い
る
。
あ
る
者
は
座
っ
て
銃
を
組
み
立
て
、
あ
る
者
は
銃
身

を
磨
き
、
ま
た
あ
る
者
は
寝
て
い
る
。
そ
の
中
に
生
活
す
る
者
は
、
皆

共
通
の
病
を
患
っ
て
い
る
。
特
に
重
症
で
、
し
か
し
一
番
の
主
た
る
老

人
ら
し
き
人
の
言
葉
「
わ
し
ら
の
病
を
恐
れ
ず
、
わ
し
の
腐
っ
た
肉
を

洗
い
、
布
を
巻
い
て
く
れ
た
」
と
い
う
表
現
に
よ
り
彼
ら
の
病
が
何
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
境
遇
で
あ
る
の
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。世

間
か
ら
見
放
さ
れ
、
恐
れ
ら
れ
る
彼
ら
は
、
中
世
の
世
界
で
す
で

に
蔑
視
さ
れ
て
い
た
癩
病
患
者
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
「
癩
病
」
と
は

。

表
現
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
描
写
と
会
話
か
ら
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る

実
は
、
私
が
こ
の
草
稿
を
書
き
始
め
た
時
、
こ
の
章
で
ピ
タ
ッ
と
筆

が
止
ま
っ
て
い
た
。
感
覚
的
に
は
何
と
な
く
理
解
し
て
い
て
も

「
や
は

、

り
こ
の
問
題
は
中
途
半
端
な
知
識
で
は
論
じ
て
は
な
ら
な
い
」
と
私
の

中
で
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
た
ま
ま
約
二
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
た
。

真
正
面
か
ら
「
人
権
」
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
た
時
、
地
域

で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
一
環
と
し
て
、
市
の
「
人
権
教
育
協
議
会
」
の

地
区
代
表
に
な
っ
た
。
参
加
で
き
る
限
り
研
修
会
に
足
を
運
び
、
多
角

的
に
「
人
権
」
を
考
え
る
機
会
を
得
た
。
し
か
し
「
人
権
」
学
習
の
特



に
差
別
に
関
す
る
昔
は
江
戸
時
代
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
古
代

．

を
研
究
す
る
私
に
と
っ
て
は
納
得
の
い
か
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ち

ょ
う
ど
そ
の
頃
「
ハ
ン
セ
ン
氏
病
（
癩
病

」
に
関
す
る
講
演
を
聴
く
機

）

会
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
主
な
内
容
は
現
在
を
中
心
に
語
ら
れ
た
。
そ

れ
は
今
現
在
も
苦
し
み
を
背
負
う
人
々
が
い
る
と
い
う
事
実
を
知
る
機

会
で
も
あ
り
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
た
し
、
そ
れ
で
ほ
ん
の
わ

ず
か
で
も
「
ハ
ン
セ
ン
氏
病
（
癩
病

」
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
た

）

よ
い
機
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
私
は
講
師
に
質
問
し
て
み
た

「
古
い

。

時
代
も
こ
の
病
気
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
中

世
で
は
、
患
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
生
活
し
、
ど
の
よ
う
な
差
別
を
受

け
て
い
た
の
で
す
か
」
と
。
は
っ
き
り
明
確
な
回
答
を
得
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
が
、
そ
の
時
に
「
法
華
経
」
の
話
が
あ
り
、
そ
れ
を
手
が
か

り
に
私
自
身
は
再
び
勉
強
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
中
途

半
端
な
知
識
で
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
読
む
と
か
え
っ
て
理
解
が
困
難
に

な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
あ
え
て
横
井
清
氏
の
「
中
世
民
衆
史
に

お
け
る
『
癩
者
』
と
『
不
具
』
の
問
題
―
下
剋
上
の
文
化
・
再
考
―
」

を
じ
っ
く
り
読
む
こ
と
に
し
た
。

今
な
お
、
表
面
的
な
理
解
し
か
で
き
て
い
な
い
が
、
そ
の
中
か
ら

「
も
の
の
け
姫
」
に
お
け
る
「
癩
者
」
の
位
置
付
け
を
「
人
権
」
的
視

点
か
ら
私
な
り
に
考
え
て
み
た
い
。

癩
者
に
つ
い
て
、
日
蓮
は
『
佐
渡
御
書

（
一
二
七
二
）
の
中
で
次
の

』

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
世
間
に
人
の
恐
る
ゝ
者
は
、
火
炎
の
中
と
刀
剣
の
影
と
、
此
身
の
死

、

す
る
と
な
る
べ
し
。
牛
馬
、
猶
身
を
惜
む
、
況
や
、
人
身
を
や
。
癩
人

猶
命
を
惜
む
、
何
況
、
壮
人
を
や
」

こ
の
言
葉
の
背
景
を
横
井
氏
は
「
医
療
な
き
ま
ま
に
い
き
な
が
ら
朽

ち
果
て
て
ゆ
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
び
と
の
姿
が
あ
り
、
や
が

て
朽
ち
果
て
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
な
が
ら
も
懸
命
に
『
生
』
を
つ

づ
け
よ
う
と
し
た
『
癩
者
』
た
ち
の
姿
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。で

は
、
中
世
の
癩
者
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

鎌
倉
時
代
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
の
請
文
（
誓
約
書
）
に
よ
る

と
、
患
者
が
発
生
す
る
と
本
人
と
親
類
と
が
相
談
し
、
相
当
の
志
を
そ

え
て
監
督
者(

注
１)

に
引
き
取
ら
れ
る
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
ら

、

し
い
。
つ
ま
り
監
督
者
に
と
っ
て
は
「
癩
者
」
の
身
柄
を
引
き
取
っ
て

自
分
の
監
督
下
に
置
く
こ
と
は
、
あ
る
意
味
収
入
を
確
保
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
癩
者
」
達
の
（
彼
ら
の
）
そ
こ
で
の
生

活
を
保
障
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
ま
だ
体
の
動
く
者
は
、
他

の
者
た
ち
と
同
様
に
仕
事
や
雑
業
に
従
事
す
る
こ
と
も
で
き
た
が
、
病

状
の
重
い
「
癩
者
」
に
と
っ
て
は
、
物
乞
い
を
す
る
こ
と
が
、
生
き
続

け
る
た
め
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

「
一
遍
聖

、

絵
」
の
よ
う
に

「
癩
者
」
は
白
い
被
り
物
を
着
け
寺
社
の
門
前
や
、
交

、

通
の
要
所
に
位
置
す
る
道
端

「
乞
場
」
あ
る
い
は
「
施
場
」
と
呼
ば
れ

、

る
特
定
の
場
所
で
、
ま
る
で
見
世
物
の
よ
う
に
施
行
、
喜
捨
を
受
け
た



よ
う
で
あ
る
。

こ
の
病
は
業
病
と
さ
れ
神
仏
の
罰
と
し
て
現
れ
る
と
さ
れ
る
。
中
世

末
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
数
多
く
の
伝
説
が
あ
る
。
説
経
節
の
代
表
作

、

と
さ
れ
る
「
し
ん
と
く
丸
」
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
、
そ
の
内
容
は

河
内
国
高
安
郡
に
信
吉
長
者
と
い
う
者
が
い
た
。
こ
の
長
者

の
前
世
は
丹
波
国
の
山
人
で
、
夫
人
は
前
世
、
近
江
国
の
大
蛇

、

で
あ
っ
た
。
夫
婦
は
何
一
つ
不
足
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
が

子
宝
に
恵
ま
れ
ず
、
清
水
観
音
に
願
掛
け
し
、
し
ん
と
く
丸
を

授
か
っ
た
。
た
だ
し
、
約
束
通
り
、
夫
婦
い
ず
れ
か
が
命
を
失

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
ん
と
く
丸
が
成
長
し
た
あ
る
日
、

母
親
は
う
っ
か
り
観
音
を
冒
涜
す
る
言
葉
を
口
に
し
た
。
そ
し

て
夫
と
幼
子
を
残
し
て
死
ん
だ
。

そ
の
後
、
八
条
殿
と
い
う
都
の
公
家
の
娘
が
後
妻
と
な
り
、
一

人
の
男
の
子
を
産
み
、
し
ん
と
く
丸
を
呪
う
。
呪
願
は
聞
き
入
れ

ら
れ
、
し
ん
と
く
丸
は
継
母
の
呪
い
に
よ
っ
て
癩
者
と
な
り
、
捨

て
ら
れ
て
漂
泊
の
乞
食
と
な
る
。
摂
津
国
四
天
王
寺
へ
、
ま
た
紀

伊
国
熊
野
へ
と
、
病
苦
・
貧
苦
の
現
実
か
ら
の
救
済
を
求
め
て
放

浪
す
る
。

和
泉
国
か
げ
山
長
者
の
一
人
娘
の
乙
姫
は
、
か
つ
て
四
天
王
寺
で

幼
い
し
ん
と
く
丸
の
美
し
い
舞
姿
を
見
染
め
て
許
嫁
と
な
っ
て
い

た
が
、
し
ん
と
く
丸
の
不
幸
を
知
っ
て
後
を
追
う
。
そ
し
て
し
ん

と
く
丸
と
再
会
し
救
出
し
た
。
清
水
観
音
の
霊
験
に
よ
っ
て
治
癒

し
、
二
人
は
和
泉
国
の
乙
姫
の
館
に
帰
っ
て
い
く
。

し
ん
と
く
丸
の
父
、
信
吉
長
者
は
そ
の
後
仏
罰
に
よ
っ
て
没
落

し
、
盲
い
て
後
妻
と
そ
の
子
ど
も
と
と
も
に
乞
食
生
活
を
し
て
い

た
が
、
和
泉
の
か
げ
山
長
者
の
館
に
い
た
し
ん
と
く
丸
が
貧
者
へ

の
七
日
間
の
施
行
を
行
っ
た
さ
い
、
数
多
く
の
乞
食
た
ち
に
混
じ

っ
て
い
た
の
を
し
ん
と
く
丸
に
見
つ
け
ら
れ
救
わ
れ
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

継
母
の
呪
詛
に
よ
り
癩
者
と
な
っ
た
し
ん
と
く
丸
は
、
家
を
追
わ
れ

、

る
。
そ
し
て
現
実
か
ら
の
救
済
を
求
め
て
漂
泊
し
放
浪
す
る
。
つ
ま
り

呪
詛
に
よ
っ
て
祟
ら
れ
、
村
を
追
わ
れ
、
現
実
に
抗
い
な
が
ら
漂
泊
し

放
浪
す
る
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
も
同
じ
運
命
を
辿
る
の
で
あ
る
。

「
も
の
の
け
姫
」
の
中
で
、
隔
離
さ
れ
た
場
所
で
、
癩
者
と
見
受
け

ら
れ
る
体
中
に
白
布
を
巻
い
た
者
た
ち
が
、
静
か
に
作
業
を
行
い
時
間

を
送
っ
て
い
る
。
淡
々
と
自
分
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
銃
を
組
み
立
て
る

と
い
う
仕
事
を
こ
な
し
て
い
く
。
お
そ
ら
く
各
々
の
命
の
尽
き
る
時
ま

、

で
。
自
分
た
ち
の
存
在
が
、
そ
の
作
業
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
使
命
感

言
い
換
え
れ
ば
、
銃
を
組
み
立
て
る
と
い
う
作
業
に
は
自
分
た
ち
が
必

要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
使
命
感
は
彼
ら
に
生
き
る
望
み
を
与
え
、
そ

れ
を
保
障
し
て
く
れ
る
エ
ボ
シ
御
前
と
い
う
女
性
指
導
者
へ
の
感
謝
の

気
持
ち
を
持
ち
つ
つ
、
彼
ら
は
迫
り
く
る
死
と
向
き
合
い
な
が
ら
生
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
ん
と
く
丸
が
乙
姫
に
救
わ
れ
、
癩
者
た
ち
が
エ

ボ
シ
御
前
に
救
わ
れ
、
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
が
「
も
の
の
け
姫
」
サ
ン
に
救

わ
れ
る
と
こ
ろ
に
共
通
の
思
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い



だ
ろ
う
か
。

恐
れ
ら
れ
、
見
捨
て
ら
れ
、
見
世
物
に
さ
れ
、
自
分
の
生
き
る
場
所

を
求
め
、
死
に
向
か
う
自
分
を
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
今
あ
る
自

分
を
精
一
杯
生
き
る
。
そ
れ
は
「
癩
者
」
に
限
ら
ず
、
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ

も
ま
た
彼
ら
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

（
注
１)

『
日
葡
辞
書
』
に
は
、
彼
ら
の
監
督
は
河
原
者
や
長
吏
で
の

仕
事
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

シ
シ
神
の
世
界

８
、山

に
踏
み
込
む
こ
と
。
そ
れ
は

「
人
間
の
」
で
は
な
い
異
世
界
に
入

、

り
込
む
こ
と
。
そ
れ
は
地
上
に
お
け
る
神
の
世
界
で
あ
り
、
人
が
踏
み

込
ん
で
も
侵
し
て
は
な
ら
な
い
世
界
で
あ
る
。
傷
つ
い
た
者
を
運
び
な

が
ら

「

」
に
出
会
う

「
木
霊
」
は
若
者
の
い
た
世
界
に
も
い
た

、

。

木
霊

こ

だ

ま

と
つ
ぶ
や
く

「
木
霊
」
の
い
る
の
は
森
が
豊
か
な
証
拠
で
あ
る
と
…
。

。

「
木
霊
」
と
は
、
木
の
精
霊
で
あ
る
。
ア
ニ
マ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
豊

か
な
森
に
は
た
く
さ
ん
の
木
が
あ
り
、
そ
の
一
本
一
本
に
霊
魂
が
宿
る

と
さ
れ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
が
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
。

ま
た
、
聖
域
と
思
わ
れ
る
湖
沼
に
は
美
し
い
水
が
湛
え
ら
れ
て
、
そ

の
底
に
は
見
た
こ
と
も
無
い
動
物
の
足
跡
が
く
っ
き
り
と
残
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
動
物
こ
そ
が

（

も
の
の
け
姫
」
の
中
で
は
シ
シ
神
）
で

獣
神

「

し

し

が

み

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
水
は
聖
な
る
水
な
の
で
あ
る
。
傷
を
癒
し
、
生
命

力
を
与
え
、
そ
し
て
穢
れ
を
祓
う
力
を
持
つ
水
な
の
で
あ
る
。
こ
の
美

し
い
森
、
山
、
水
…
大
自
然
そ
の
も
の
が
神
の
世
界
で
あ
り
、
領
域
で

あ
る
。
神
々
し
い
ま
で
に
美
し
い
森
の
中
に
現
れ
た

の
圧
倒
的
な

鹿
神

し

し

か

み

存
在
に
、
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
は
神
と
の
出
会
い
に
心
打
た
れ
畏
敬
の
念
を

抱
く
の
で
あ
る
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
五
第
十
八
に
「
身
色
九
色
鹿
、
住
山
出
河
辺
助

人
語
」
と
い
う
話
が
伝
わ
る
。
そ
の
内
容
は
、

昔
、
天
竺
の
山
の
中
に
一
頭
の
身
は
九
色
で
角
の
色
が
白
い
鹿
が

住
ん
で
い
た
。
あ
る
時
そ
の
山
の
麓
の
川
で
一
人
の
男
が
溺
れ
て
い

て
、
死
に
そ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
男
を
救
っ
た
九
色
の
鹿
は
、

そ
の
恩
に
ど
の
よ
う
に
報
い
よ
う
か
と
聞
く
男
に
「
た
だ
我
こ
の
山

に
住
む
と
い
う
事
を
、
ゆ
め
ゆ
め
人
に
語
る
べ
か
ら
ず
。
我
身
の
色
、

九
色
な
り
。
世
に
ま
た
無
し
、
角
の
白
き
事
雪
の
如
し
、
人
我
を
知

り
な
ば
、
毛
・
角
を
用
ぜ
む
に
よ
り
て
、
必
ず
殺
さ
れ
な
ん
と
す
。

此
事
を
想
る
ゝ
が
故
に
、
深
き
山
に
隠
れ
て
住
む
所
を
あ
へ
て
人
に

知
ら
せ
ず
、
し
か
る
に
汝
が
叫
ぶ
声
を
ほ
の
か
に
聞
き
て
、
哀
れ
み

の
心
深
く
し
て
出
で
て
助
け
た
る
也
」
と
答
え
た
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
后
が
夢
に
九
色
の
鹿
を
見
て

「
我
に

、

与
え
給
へ
」
と
大
王
に
請
う
た
。
大
王
は
九
色
の
鹿
を
捕
え
た
者
に
、

金
銀
、
珠
玉
等
の
宝
、
な
ら
び
に
望
み
の
も
の
を
与
え
る
と
宣
旨
を

出
し
た
。
す
る
と
鹿
に
助
け
ら
れ
た
男
が
欲
望
を
抑
え
き
れ
ず
参
内

し
、
深
山
の
鹿
の
住
む
場
所
を
知
っ
て
い
る
。
軍
衆
を
つ
け
て
い
た



だ
け
れ
ば
捕
っ
て
く
る
と
奏
上
し
た
。

大
王
自
ら
軍
衆
を
率
い
て
山
に
入
る
と
、
九
色
の
鹿
は
と
て
も
逃

れ
ら
れ
な
い
と
自
ら
姿
を
現
し
て
、
大
王
の
御
輿
の
前
で
跪
い
て

「
大
王
い
か
に
し
て
我
栖
を
知
り
給
へ
る
ぞ
や
」
と
尋
ね
た
。
す
る

と
大
王
は
こ
こ
に
い
る
顔
に
癩
搶
の
あ
る
男
が
教
え
て
く
れ
た
と
鹿

が
救
っ
た
男
を
指
し
た
。
九
色
の
鹿
は
「
あ
の
時
自
ら
の
命
を
顧
み

ず
に
助
け
て
や
っ
た
の
に
」
と
涙
を
流
し
た
。

大
王
は
深
く
感
じ
入
っ
て

「
今
日
よ
り
の
ち
、
国
の
内
に
鹿
を

、

殺
す
こ
と
な
か
れ
。
も
し
此
宣
旨
を
そ
む
き
て
、
鹿
一
つ
に
て
も
殺

せ
る
者
あ
ら
ば
、
そ
の
人
を
殺
し
家
を
亡
ぼ
す
べ
し
」
と
宣
し
た
。

そ
の
後
国
内
は
病
も
な
く
安
全
で
、
五
穀
豊
穣
に
な
り
、
貧
し
い

人
も
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
類
話
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
五
色
鹿
事
」
で
は
一
貫
し
て
鹿

は
五
色
で
、
結
末
部
で
は
鹿
の
前
で
男
の
首
を
斬
ら
せ
る
と
な
っ
て
い

て

「
も
の
の
け
姫
」
の
結
末
部
で
首
を
は
ね
ら
れ
た
の
が
、
男
か
シ
シ

、

。

神
か
と
い
う
事
こ
そ
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
同
じ
物
語
と
考
え
ら
れ
る

こ
の
シ
シ
神
の
性
質
を
表
現
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。

１
、
光
を
ま
と
っ
て
登
場
し
、
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
が
そ
の
存
在
を
感
じ

立
ち
尽
く
す
場
面
。

２
、
シ
シ
神
の
足
跡
に
植
物
が
芽
吹
き
、
す
ぐ
に
成
長
し
て
枯
れ
て

し
ま
う
場
面
。

３
、
瀕
死
の
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
の
命
を
救
い
、
祟
り
神
に
な
り
か
け
て

い
る
猪
（
乙
事
主
）
の
命
を
吸
い
取
る
場
面
。

ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
が
シ
シ
神
の
こ
と
を
「
生
と
死
と
二
つ
と
も
持
っ
て
い

る
」
と
表
現
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
場
面
か
ら
も
シ
シ
神
が
実
は
生
と
死

の
両
方
を
司
る
神
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

１
は
数
頭
の
鹿
を
従
え
て
、
最
後
に
神
々
し
い
光
の
中
に
悠
然
と
現

。

れ
る
シ
シ
神
。
た
だ
黙
っ
て
人
間
を
見
つ
め
る
姿
は
威
圧
的
で
も
あ
る

ま
さ
に
神
の
登
場
に
ふ
さ
わ
し
い
。

２
は
種
子
を
芽
生
え
さ
せ
る
力
を
現
し
、
神
話
の
中
で
は
植
物
神
、

穀
物
神
な
ど
に
与
え
ら
れ
る
力
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
、
デ
メ

テ
ル
が
娘
コ
レ
ー
（
美
し
い
娘
の
意
。
名
は
ペ
ル
セ
フ
ォ
ネ
）
を
冥
界

の
王
ハ
デ
ス
に
さ
ら
わ
れ
た
時
、
怒
り
で
大
地
に
草
木
を
生
や
さ
せ
な

か
っ
た
。
ま
た
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
バ
ビ
ロ
ン
の
愛
の
女
神
イ
シ
ュ
タ
ル

は
、
夫
で
あ
る
植
物
神
タ
ン
ム
ズ
を
失
い
、
タ
ン
ム
ズ
の
消
え
た
地
上

で
は
植
物
が
育
た
な
か
っ
た
。
半
年
後
タ
ン
ム
ズ
が
地
上
に
現
れ
る
と

植
物
が
芽
吹
く
。

３
は
死
を
司
る
神
は
冥
界
の
王
で
あ
る
と
す
る
神
話
が
多
い
。

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
見
た
時
、
私
は
日
本
神
話
に
お
け
る
伊
耶
那
美

命
（
以
下
イ
ザ
ナ
ミ
）
を
思
い
浮
か
べ
た
。
夫
伊
耶
那
岐
命
（
以
下
イ

ザ
ナ
キ
）
と
共
に
生
み
出
す
神
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
は
宇
宙
か
ら
降
り
立

ち
、
国
土
を
創
造
し
、
自
然
を
創
造
し
、
文
化
を
創
造
し
、
最
後
に
火

の
神
カ
グ
ツ
チ
を
産
ん
で
焼
け
死
に
、
黄
泉
国
（
＝
死
者
の
国
）
へ
下

る
。
そ
し
て
夫
と

（
離
婚
の
言
葉
）
交
わ
す
時
「
一
日
に
千
人
殺

事
戸

こ

と

ど



す
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
黄
泉
津
大
神
（
＝
偉
大
な
黄
泉
の
神
）
と
な

る
。
し
か
も
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
国
下
り
は
、
大
地
の
底
か
ら
人
間
が
生

き
る
た
め
の
穀
物
を
生
み
出
す
と
い
う
母
な
る
大
地
と
い
う
役
割
を
そ

の
背
景
に
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
ザ
ナ
ミ
は
生
と
死
を
司
る
神
で

あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
農
耕
民
に
と
っ
て
は
重
要
な
神
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
は
、
農
耕
を
始
め
る
前
、
狩
猟
生
活
を
し
て
い
た

時
代
が
あ
っ
た
。
紀
元
前
六
〇
〇
〇
年
頃
の
ア
ナ
ト
リ
ア
、
ボ
ア
ズ
キ

ョ
イ
の
チ
ャ
タ
ル
ホ
ユ
ッ
ク
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
世
界
最
古
の
地
母

神
像
は
、
二
頭
の
動
物
の
頭
に
手
を
お
い
た
ふ
く
よ
か
な
母
体
を
し
て

い
る
し
、
ラ
ス
コ
ー
や
ア
ル
タ
ミ
ラ
ノ
の
洞
窟
壁
画
は
大
地
の
母
の
子

宮
と
さ
れ
、
そ
の
中
に
数
多
く
の
動
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

旧
石
器
時
代
に
は
、
人
間
は
動
物
の
命
か
ら
生
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得

て
い
た
の
で
、
神
は
し
ば
し
ば
動
物
の
姿
を
借
り
て
描
か
れ
る
よ
う
に

な
る
。

例
え
ば
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
神
々
は
動
物
の
顔
を
し
た
人
の
姿
で
表

現
さ
れ
、
イ
シ
ス
女
神
は
元
々
牛
の
顔
に
立
派
な
角
が
あ
る
姿
で
あ
っ

た
が
、
後
に
は
人
の
容
姿
に
牛
の
角
だ
け
を
頭
に
頂
い
た
姿
で
表
現
さ

れ
る
し
、
前
述
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
イ
シ
ュ
タ
ル
女
神
も
、
や
は
り
黄
金

の
角
を
頭
に
頂
い
て
い
る
。

こ
の
様
に
狩
猟
時
代
か
ら
農
耕
時
代
へ
と
人
々
の
生
活
が
移
り
変
わ

り
、
人
間
の
生
命
を
維
持
す
る
食
べ
物
が
変
化
し
て
い
っ
た
時
、
そ
の

食
べ
物
を
生
み
出
す
神
の
姿
も
、
動
物
か
ら
人
へ
と
姿
を
推
移
さ
せ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
が
生
き
て
い
く
の
に
必
要
な
も
の
を
生
み

出
す
神
は
、
ま
た
人
の
命
を
奪
う
こ
と
も
で
き
た
。
そ
れ
が
生
と
死
の

両
方
を
司
る
神
と
な
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
の
真
の
役
割
で
あ
っ
た
。

冒
頭
シ
ー
ン
「
む
か
し
、
こ
の
国
は
深
い
森
に
お
お
わ
れ
、
そ
こ
に

は
太
古
か
ら
の
神
々
が
す
ん
で
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
「
も
の
の
け

姫
」
に
お
い
て
は
、
太
古
の
時
代
の
神
々
を
表
現
し
て
い
る
。
で
は
先

史
時
代
の
生
と
死
の
両
方
を
司
る
シ
シ
神
が
鹿
の
姿
で
描
か
れ
る
理
由

は
何
で
あ
ろ
う
か
。

一
体
、
鹿
が
生
命
を
分
け
与
え
る
も
の
と
捉
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ

ろ
う
か
。
日
本
に
は

「
角
鹿
」
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
。
垂
仁
紀
二
年

、

の
一
云
に
、
崇
神
天
皇
の
御
代
に
額
に
角
の
あ
る
人
が
船
に
乗
っ
て
笥

飯
浦
に
や
っ
て
来
た
の
で
、
そ
の
場
所
を
「
角
鹿
」
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
地
名
起
源
が
あ
る
。
こ
の
地
名
起
源
は
不
思
議
で
あ
る
。

角
の
あ
る
人
↓
角
鹿
で
あ
れ
ば
、
人
↓
鹿
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た

笥
飯
浦
↓
角
鹿
で
は
全
く
意
味
が
理
解
で
き
な
い

「
角
鹿
」
は
ま
さ
し

。

く
「
角
を
頂
く
鹿
」
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
角
鹿
」
は
現
在
の

「
敦
賀
」
で
そ
こ
の
一
宮
、
気
比
神
社
に
は
「
笥
飯
大
神
」
を
祭
る
。

ケ
ヒ
の
ケ
は
食
べ
物
、
ヒ
は
霊
力
を
表
し
「
笥
飯
大
神
」
と
は
食
べ
物

の
神
の
こ
と
で
、
そ
の
後
そ
の
国
は
「
御
食
国
」
と
な
っ
た
。
角
鹿
の

鹿
は
食
べ
物
と
結
び
付
く
と
考
え
ら
れ
る
。

鹿
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
古
く
か
ら
あ
る
が
、
播
磨
国
風
土
記
・
讃
容

郡
の
条
に
は
次
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
。

讃
容
郡
。

讃
容
と
云
う
所
以
は
、
大
神
妹
妋
二
柱
、
各
競
ひ
て
国



占
め
ま
し
し
時
に
、
妹
玉
津
日
女
の
命
、
生
け
る
鹿
を
捕
え
へ
臥
せ

て
、
そ
の
腹
を
割
き
て
、
稲
を
そ
の
血
に
種
き
た
ま
ひ
き
。
す
な
は

ち
、
一
夜
の
間
に
、
苗
生
ふ
。
す
な
わ
ち
取
り
て
殖
ゑ
し
め
た
ま
ふ
。

こ
こ
に
、
大
神
勅
云
り
た
ま
ひ
し
く

「
汝
妹
は
、
五
月
夜
に
殖
ゑ

、

つ
る
か
も
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
す
な
は
ち
他
し
処
に
去
り
き
。
故

れ
、
五
月
の
郡
と
号
け
、
神
を
賛
用
都
比
売
の
命
と
名
づ
く
。
今
も

讃
容
の
町
田
あ
り
。
す
な
は
ち
鹿
放
ち
し
山
を
、
鹿
庭
山
と
号
く
。

（
傍
線
筆
者
）

ま
た
同
じ
く
、
雲
潤
の
里
の
条
に
は
、

雲
潤
の
里
。
土
は
中
の
中
。
右
、
雲
潤
と
号
く
る
は
、
丹
津
日
子
の

神
、
法
太
の
川
底
を
雲
潤
の
方
に
越
さ
ま
く
欲
ふ
と
、
尓
云
ひ
た
ま

へ
る
時
に
、
彼
の
村
に
在
せ
る
太
水
の
神
、
辞
び
て
云
り
た
ま
ひ
し

く

「
吾
は
宍
の
血
以
て
佃
る
。
故
れ
、
河
の
水
を
欲
り
せ
ず
」
と

、
の
り
た
ま
ひ
き
。
尓
時
、
丹
津
日
子
、
云
り
た
ま
ひ
し
く

「
こ
の

、

神
は
、
河
を
掘
る
事
に
倦
み
て
、
尓
云
へ
る
の
み
」
と
の
り
た
ま
ひ

き
。
故
れ
、
雲
弥
と
号
く
。
今
の
人
は
雲
潤
と
号
く

（
傍
線
筆

。

者
）

と
あ
っ
て
、
鹿
の
血
に
よ
っ
て
稲
が
豊
作
に
な
る
と
伝
え
る
も
の
が
あ

り
、
鹿
が
作
物
の
豊
か
さ
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る

（
注
１
）

。

ま
た
摂
津
国
風
土
記
に
は
、

。

父
老
相
ひ
伝
へ
て
云
は
く
「
昔
者
、
刀
我
野
に
牡
鹿
あ
り
け
り

そ
の
嫡
の
牝
鹿
、
こ
の
野
に
居
り
け
り
。
そ
の
妾
の
牝
鹿
、
淡
路

の
国
の
野
嶋
に
居
り
け
り
。
そ
の
牡
鹿
、
野
嶋
に
屢
往
き
、
妾
と

。

相
愛
比
ひ
な
か
り
け
り
。
既
に
牡
鹿
、
来
り
て
嫡
が
所
に
宿
り
ぬ

明
旦
、
牡
鹿
そ
の
嫡
に
語
り
て
云
ひ
つ
「
今
夜
の
夢
に
我
が
背
に

雪
零
り
お
け
り
と
見
き
」
と
い
ふ
。
ま
た
曰
ひ
つ
「
す
す
き
村
生

ひ
た
り
と
見
き
。
こ
の
夢
は
何
の
祥
そ
」
と
い
ふ
。
そ
の
嫡
、
夫

の
ま
た
妾
が
所
に
向
く
を
悪
み
、
乃
ち
詐
り
相
せ
て
曰
は
く
「
背

の
上
に
生
ひ
た
る
草
は
、
矢
、
背
の
上
を
射
る
祥
そ
。
ま
た
雪
の

零
り
け
る
は
、
塩
を
舂
き
て
宍
に
塗
る
祥
そ
。
汝
、
淡
路
の
野
嶋

に
渡
ら
ば
、
必
ず
船
人
の
遇
ひ
、
射
え
て
海
中
に
死
ら
む
、
謹
勿

ま
た
往
き
そ
」
と
い
ひ
け
り
。
そ
の
牡
鹿
、
感
恋
に
勝
へ
ず
、
ま

た
野
嶋
に
渡
り
け
り
。
海
中
に
て
遇
に
行
く
船
に
逢
ひ
、
終
に
射

殺
さ
え
け
り
」
と
そ
い
ふ
。

故
、
こ
の
野
を
名
け
て
夢
野
と
曰
ふ
。
俗
、
説
へ
て
云
は
く

「
刀
我
野
に
立
て
る
真
牡
鹿
も
夢
相
の
も
ま
に
ま
に
」
と
い
ふ
。

（
傍
線
筆
者
）

や
、
仁
徳
紀
に
は

昔
、
一
人
あ
り
て
莵
餓
に
往
き
て
野
の
中
に
宿
り
き
。
時
に
二

つ
の
鹿
も
傍
に
臥
せ
り
。
鶏
鳴
に
及
ら
む
と
し
て
、
牡
鹿
、
牝
鹿

に
謂
り
て
曰
は
く
「
吾
、
今
夜
夢
み
ら
く
は
、
白
き
霜
多
に
降
り

て
吾
が
身
を
覆
ひ
つ
。
是
は
何
の
祥
そ
」
と
い
ふ
。
牝
鹿
、
答
へ

て
曰
は
く
「
汝
、
出
で
行
か
ば
必
ず
人
が
た
め
射
え
て
死
な
む
。

即
ち
白
き
塩
を
以
ち
て
其
の
身
に
塗
ら
え
む
。
霜
の
如
素
き
は
そ

が
応
そ
」
と
い
ふ
。
時
に
宿
れ
る
人
、
心
の
裏
に
異
し
ぶ
。
未
だ

昧
爽
に
及
ら
ぬ
に
、
猟
人
あ
り
て
牡
鹿
を
射
て
殺
し
つ
。
是
を
以



ち
て
時
の
人
の
諺
に
曰
は
く
「
鳴
く
牡
鹿
も
相
夢
の
随
に
」
と
い

ふ

（
傍
線
筆
者
）

。

と
あ
っ
て
、
鹿
肉
も
食
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
狩
猟
の
場
で
も
農
耕
の

場
で
も
鹿
は
食
の
豊
か
さ
と
結
び

つ
い
て
い
た
。

正
倉
院
御
物
の
中
に
「
金
銀
花
盤
」
と
い
う
花
の
よ
う
な
角
を
持
つ

鹿
の
文
様
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
銀
製
の
大
皿
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
中

央
ア
ジ
ア
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
の
大
皿
は
、
遊
牧
民
た
ち
の
イ
メ
ー

ジ
し
た
鹿
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
遊
牧
民
た
ち
に
と
っ
て
動
物
は
、

育
て
、
そ
の
命
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
命
を
繋
ぎ
、
生
き
る
場
所
を
移

動
さ
せ
な
が
ら
、
と
も
に
生
き
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。

犬
や
牛
や
猪
が
人
間
に
飼
い
馴
ら
さ
れ
、
牧
畜
化
さ
れ
て
い
く
の
と

は
ち
が
っ
て
、
鹿
は
野
生
動
物
と
し
て
存
在
し
続
け
た
。
そ
し
て
そ
の

頭
に
は
立
派
な
角
を
頂
く
動
物
の
王
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
山
と
対
照
的
に
荒
れ
果
て
た
山
は
川
（
湖
）
を
隔
て
て
対
岸
に

あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
木
々
を
切
り
倒
し
、
山
を
切
り
開
き
、
砂
鉄
を

採
り
、
薪
を
く
べ
高
炉
を
熱
し
、
空
気
を
汚
し
、
川
を
濁
す
鉄
砲
作
り

、

の
隠
れ
里
で
あ
る
。
そ
の
山
の
神
は
、
そ
の
鉄
の
玉
に
よ
っ
て
傷
つ
き

人
間
を
恨
み
、
人
に
対
す
る
た
く
さ
ん
の
憎
し
み
を
心
に
抱
き
祟
り
神

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
あ
の
猪
神
で
あ
っ
た
。

し

し
か
み

（
注
１
）
新
編
全
集
本
の
七
五
頁
頭
注
に
「
生
血
の
霊
力
を
祈
る
呪

術

「
平
林
章
仁
は
、
鹿
が
銅
鐸
に
水
辺
の
動
物
と
し
て

」

描
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
水
を
得
る
た
め
に
水
神
に
捧
げ
ら

れ
犠
牲
と
説
く

」
と
あ
る
。

。

山
へ
入
る
僧

９
、僧

形
の
者
の
登
場
は
、
こ
の
作
品
を
上
代
世
界
か
ら
中
世
世
界
へ
と

見
る
も
の
の
認
識
を
一
気
に
変
化
さ
せ
る
。
こ
の
者
は
誠
に
不
思
議
な

い
で
た
ち
を
し
て
い
る
。
法
衣
を
着
、
白
い
頭
巾
を
被
り
、
一
本
足
の

高
下
駄
を
履
く
。
こ
の
一
本
足
の
高
下
駄
に
獣
の
毛
皮
を
頭
か
ら
被
る

と
い
う
不
思
議
な
い
で
た
ち
で
山
深
く
神
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
行
く

僧
の
姿
か
ら
は
、
山
岳
宗
教
の
山
伏
の
姿
を
想
像
し
て
し
ま
う
の
は
私

だ
け
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
古
代
の
山
岳
信
仰
は
神
の
領
域
で
あ
る
山
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム

を
感
じ
、
そ
の
中
に
踏
み
込
む
時
は
ア
ニ
マ
の
姿
（
こ
の
場
合
は
動
物

〈
ア
ニ
マ
ル

）
に
な
っ
て
そ
の
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

〉

そ
れ
故
、
現
在
に
至
る
ま
で
山
伏
た
ち
は
、
動
物
の
毛
皮
を
腰
に
巻
き

、

付
け
鈴
掛
を
か
け
、
帽
子
冠
を
つ
け
、
ホ
ラ
貝
を
吹
き
、
錫
杖
を
持
ち

道
な
き
道
、
獣
道
を
歩
く
の
で
あ
る
。

人
が
大
自
然
の
中
に
入
り
込
む
時
、
私
た
ち
人
間
が
及
ば
な
い
力
を

そ
の
身
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
偉
大
な
自
然
の
世
界
で
は
、
理
屈
や
言

葉
や
知
識
や
道
具
な
ど
、
人
が
動
物
と
異
な
る
変
化
を
し
て
、
人
間
独

自
の
文
化
を
築
い
た
こ
と
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら

生
き
物
と
し
て
の
本
能
に
頼
る
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
世
界
に
存
在
す
る



こ
と
を
許
さ
れ
る
唯
一
の
力
で
あ
る
。

山
岳
宗
教
で
あ
る
修
験
道
は
、
仏
教
特
に
真
言
密
教
と
関
わ
り
を
持

つ
。
役
行
者
な
ど
は
そ
の
具
体
例
で
、
修
験
者
自
身
が
鉱
山
師
の
集
団

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
山
野
を
め
ぐ
る
う
ち
鉱
脈
を

発
見
し
た
り
、
そ
の
場
所
を
金
属
精
錬
の
蹈
鞴
集
団
に
知
ら
せ
た
り
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

「
も
の
の
け
姫
」
の
ジ
ゴ
坊
は
「
天
朝

。
(

天
皇)

様
」
が
探
し
求
め
る
、
永
遠
の
命
を
約
束
す
る
と
い
う
シ
シ
神

を
探
し
仕
留
め
る
た
め
、
修
験
者
の
姿
と
な
っ
て
異
世
界
で
あ
る
山
や

森
を
歩
き
ま
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
い
だ
ら
ぼ
っ
ち

、
10

だ
い
だ
ら
ぼ
っ
ち
の
伝
説
は
日
本
各
地
に
あ
る
。
柳
田
國
男
『
日
本

の
伝
説
集
』
に
も
各
地
で
伝
承
さ
れ
る
こ
の
巨
人
伝
説
を
載
せ
る
が
、

名
前
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
伝
承
に
読
み
取
れ
る
だ
い
だ
ら
ぼ
っ
ち
像
は

か
な
り
愛
く
る
し
い
様
子
で
、
た
く
さ
ん
の
悪
戯
と
失
敗
の
繰
り
返
し

を
重
ね
日
本
中
を
歩
き
回
り
や
が
て
ど
こ
か
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
に
引
き
替
え
こ
の
作
品
の
だ
い
だ
ら
ぼ
っ
ち
像
は
ま

る
で
異
質
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
違
い
は
こ
れ
ら
が
伝
説
で
あ
る
こ
と
と
関
わ
っ
て
く
る
。
伝
説

は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
と
結
び
つ
き
、
伝
承
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
に
あ
る

と
い
え
よ
う

「
昔
、
得
体
の
知
れ
な
い
巨
大
な
子
ど
も
が
日
本
中
を
遊

。

び
場
に
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
に
こ
れ
こ
れ
し
た
の
が
、
こ
の
山
に
な

っ
た
」
と
自
分
た
ち
の
土
地
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
語
り
伝
え
る
。
勿
論

土
地
に
対
す
る
愛
着
と
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
子
ど
も
に
愛
情
を
込
め

て
語
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
作
品
で
は
だ
い
だ
ら
ぼ
っ
ち
は
神
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
そ
う
あ
の
シ
シ
神
の
夜
の
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
は
恐
ろ
し
い
。
自
然
は
恐
ろ
し
い
。
夜
の
世
界
は
人
の
時
間
で
は
な

く
、
魔
物
が
蠢
く
時
間
で
あ
り
、
恐
ろ
し
い
空
間
、
異
世
界
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
た
。

「
も
の
の
け
姫
」
に
お
け
る
だ
い
だ
ら
ぼ
っ
ち
は
半
透
明
で
、
ま
る

で
そ
の
体
の
中
に
水
を
満
々
と
溜
め
た
地
球
そ
の
も
の
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
。
山
を
越
え
、
隠
れ
里
を
巻
き
込
む
巨
大
な
そ
の
姿
は
、
ま

る
で
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
登
場
を
思
わ
せ
る
。
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
神

話
は
、
出
雲
国
肥
河
上
流
に
あ
る
隠
れ
里
に
害
を
与
え
る
存
在
と
し
て

語
ら
れ
る
が
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
は
肥
河
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
川
の
神
つ
ま
り
は
水
神
（
龍
神
）
で
あ
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
は
毎

年
同
じ
時
期
に
そ
の
流
域
全
て
を
呑
み
込
み
里
を
破
壊
す
る
川
の
氾
濫

の
様
子
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
川
の
氾
濫
は
一
方
で
は
肥
沃
な
大
地

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
川
の
上
流
に
あ
る
異
世
界
（
神
の
世
界
）
で

あ
る
大
地
の
恵
み
を
運
ぶ
の
で
あ
る
。

自
然
の
力
は
凄
ま
じ
い
。
一
方
で
破
壊
し
、
も
う
一
方
で
恵
み
を
与

え
る
。
ダ
イ
ダ
ラ
ボ
ッ
チ
が
シ
シ
神
の
神
本
来
の
姿
で
あ
る
の
な
ら
、

そ
の
力
に
人
間
が
抗
う
事
な
ど
決
し
て
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
人
は

自
然
の
中
で
た
だ
そ
の
神
の
力(

自
然
の
力)

と
共
に
生
き
て
い
る
の
で



あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
首
を
は
ね
ら
れ
た
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
は
、

人
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
、
堰
き
止
め
ら
れ
る
川
の
姿
で
あ
ろ
う
。

、

権
力
者
の
野
望
の
果
て

11
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
シ
ー
ン
で
エ
ボ
シ
御
前
は
叫
ぶ

「
み
な
、
よ
く
見

。

。

届
け
よ
。
神
殺
し
が
い
か
な
る
も
の
か
。
シ
シ
神
は
死
を
も
司
る
神
だ

怯
え
て
後
れ
を
と
る
な
」
と
。

ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
が
最
初
に
犯
し
た
「
神
殺
し
」
と
い
う
禁
忌
は
、
最

後
に
ま
た
繰
り
返
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
度
は
単
な
る
山
の
神
殺
し
で

は
な
い
。
こ
の
世
界
の
再
生
と
破
壊
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
内
在
す
る
地
母

神
殺
し
で
あ
る
。
そ
れ
も
国
家
権
力
が
そ
れ
を
行
う
の
で
あ
る
。
こ
の

祟
り
は
一
人
の
少
年
の
死
で
は
済
ま
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。

神
を
殺
し
、
聖
域
を
破
壊
し
、
武
力
を
独
占
す
る
。
そ
れ
は
自
分
が

新
た
な
神
と
な
り
、
こ
の
世
界
に
君
臨
す
る
た
め
で
あ
る
。
人
は
愚
か

で
あ
る
。
た
だ
ひ
た
す
ら
欲
深
く
、
満
足
を
知
ら
ず
、
神
に
な
り
た
い

と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
尽
き
ぬ
欲
望
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
人
は
心
を

見
失
う
。
心
を
見
失
っ
た
人
は
も
う
人
で
は
な
い
。

人
が
人
を
越
え
よ
う
と
も
が
く
時
、
そ
れ
は
人
と
し
て
の
最
低
限
の

努
力
が
あ
れ
ば
い
い
。
人
の
心
を
捨
て
去
り
、
人
と
し
て
決
し
て
踏
み

越
え
て
は
な
ら
な
い
禁
忌
を
犯
せ
ば
よ
い
。
そ
う
し
て
、
権
力
者
は
力

に
よ
る
支
配
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
力
を
持
て
ば
持
つ
ほ
ど
、
よ
り
強

い
力
が
必
要
と
な
る
。
悪
循
環
が
繰
り
返
さ
る
。
そ
う
な
る
と
も
う
立

ち
止
ま
れ
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
破
滅
へ
の
道
を
ひ
た
走
る
よ
う
に
な

る
。
そ
し
て
力
の
限
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
し
、
神
に
挑
み
自
分
が

神
に
成
り
代
わ
ろ
う
と
す
る
。

し
か
し
神
は
も
っ
と
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
爆
発
さ
せ
、
人
間
世
界

を
飲
み
込
ん
で
い
く
。
ま
る
で
人
間
の
行
い
な
ど
取
る
に
足
り
な
い
こ

と
だ
と
嘲
笑
う
か
の
よ
う
に
。
人
間
が
作
り
上
げ
た
文
化
な
ど
目
も
く

れ
ず
、
た
だ
神
の
力
を
誇
示
す
る
か
の
よ
う
に
。
そ
し
て
、
壊
滅
的
な

状
態
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
人
間
に
は
た
だ
無
常
観
だ
け
が
残
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

死
と
再
生
の
神
と
し
て
描
か
れ
る
シ
シ
神
に
対
し
、
欲
望
の
権
化
と

な
っ
た
人
間
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
エ
ボ
シ
御
前
で
あ
る
。
彼
女
は

鉄
を
産
み
出
し
、
ま
た
神
を
殺
す
。
人
間
で
あ
り
な
が
ら
シ
シ
神
と
同

じ
よ
う
に
自
然
界
か
ら
物
質
を
再
生
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
を
与
え

る
力
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
宇
宙
の
秩
序
を
破
壊
す
る
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
神
と
人
と
の
対
立
の
中
で
、
主
人
公
で
あ
る
少
女
サ
ン
や
ア
シ

タ
カ
ヒ
コ
は
、
超
自
然
的
霊
格
で
あ
る
神
の
声
を
聞
き
、
神
の
意
思
を

届
け
る
力
を
持
つ
者
、
つ
ま
り
巫
女
的
性
格
を
持
つ
者
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
。
太
古
の
時
代
の
神
と
人
＝
自
然
と
文
化
と
の
関
係
が

中
世
に
は
完
全
に
崩
れ
、
人
間
側
の
文
化
が
大
き
な
力
を
持
ち
始
め
、

神
＝
自
然
の
存
在
を
な
い
が
し
ろ
に
し
始
め
る
。
両
者
の
間
に
で
き
た

溝
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
ど
ん
ど
ん
と
巨
大
化
し
深
刻
化
し
て
し
ま
っ

た
。



「
も
の
の
け
姫
」
サ
ン
や
ア
シ
タ
カ
ヒ
コ
の
よ
う
に
そ
の
両
方
を
繋

ぐ
存
在
は
、
も
は
や
滅
び
ゆ
く
運
命
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
神
＝
自
然
＝
宇
宙
の
秩
序
を
忘
れ
た
人
間
も
ま
た
、
滅
び

ゆ
く
存
在
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

人
知
の
及
ば
な
い
凝
縮
さ
れ
た
宇
宙
は
、
シ
シ
神
の
森
、
い
や
む
し

ろ
シ
シ
神
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
破
壊
さ
れ
た
人
の
創
り
出

し
た
世
界
は
、
生
と
死
つ
ま
り
再
生
と
破
壊
の
神
、
シ
シ
神
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
新
た
に
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
の
芽
吹
き
か
ら
。

愛
す
る
モ
ノ
を
、
守
る
モ
ノ
を
見
つ
け
た
時
、
人
は
強
く
な
れ
る
。

自
分
の
お
か
れ
た
現
実
を
見
定
め
、
死
と
隣
り
合
わ
せ
に
生
き
抜
く
強

さ
は
、
他
の
ど
ん
な
権
力
を
も
打
ち
砕
く
。
人
は
神
に
は
決
し
て
な
り

得
な
い
。
ど
ん
な
力
を
持
っ
て
し
て
も
。
自
然
の
中
で
人
が
人
と
し
て

の
尊
厳
を
失
わ
な
い
限
り
、
何
よ
り
も
力
強
く
生
き
抜
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る

「
も
の
の
け
姫
」
と
は
、
人
が
人
と
し
て
与
え
ら
れ
た
生

。

を
精
一
杯
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
、
そ
れ
を
問
い
直
す
作
品
で
あ
る
と

思
う
。

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
「
生
き
ろ
！
」
と
は
、
そ
う
し
た
「
神
」
や

「
動
物
」
や
「
人
」
と
い
う
枠
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
宇
宙
の
秩

序
の
中
で
「
生
き
る
」
こ
と
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
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