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は
じ
め
に

稲
魂
信
仰
の
風
土

飛
行
機
か
ら
眼
下
を
見
下
ろ
す
と
日
本
列
島
は
山
ま
た
山
で
あ
る
。
六
八

％
が
森
林
に
覆
わ
れ
た
森
の
王
国
日
本
な
ら
で
は
の
光
景
で
あ
る
。
残
さ
れ

た
わ
ず
か
な
海
岸
地
帯
に
水
田
が
拓
か
れ
人
々
が
居
住
し
て
い
る
。
島
国
と

い
う
環
境
の
な
か
で
、
外
敵
に
侵
略
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
限
ら
れ
た
狭
い

水
田
で
営
々
と
稲
作
を
続
け
て
き
た
日
本
。
他
方
、
韓
国
・
中
国
か
ら
ロ
ン

ド
ン
ま
で
は
、
陸
続
き
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
地
域
で
あ
る
が
た
め

に
、
こ
の
地
域
の
民
族
は
、
常
に
周
辺
地
域
に
侵
出
し
た
り
、
逆
に
し
ば
し

ば
外
敵
に
侵
略
さ
れ
た
り
す
る
歴
史
の
中
で
麦
を
作
り
続
け
て
き
た
。
そ
の

た
め
で
あ
ろ
う
、
日
本
の
水
田
稲
作
文
化
は
、
他
の
国
に
は
な
い
例
外
的
な

条
件
の
も
と
で
独
特
な
稲
作
文
化
を
生
み
出
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し

そ
の
日
本
の
水
田
稲
作
も
、
同
じ
モ
ン
ス
ー
ン
水
田
稲
作
地
帯
に
属
す
る

国
々
と
比
較
し
て
み
る
と
、
多
く
の
点
で
共
通
す
る
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。
小
論
で
は
、
共
通
す
る
も
の
を
「
稲
魂
文
化
」
で
あ
る
と
考

え
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
日
本
文
化
の
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

Ⅰ

稲
魂
文
化
は
い
の
ち
の
文
化

稲
作
文
化
の
エ
ー
ト
ス
と
は
な
に
か
。
安
田
喜
憲
氏
は
、
⑴
自
然
へ
の
畏

敬
の
念
、
⑵
異
な
る
も
の
の
共
生
と
融
合
、
⑶
命
あ
る
も
の
の
再
生
と
循
環

の
世
界
観
、
⑷
自
然
に
や
さ
し
く
生
物
多
様
性
を
維
持
、
⑸
利
他
の
心
、
慈

悲
の
心
の
五
つ
を

１
）

あ
げ
二
一
世
紀
の
新
た
な
東
洋
文
明
を
構
築
す
る
キ
ー
ワ

ー
ド
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
以
下
、
小
論
で
は
、
稲
作
文
化
に
つ
い
て
聖

樹
、
稲
魂
、
女
性
性
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
三
者
の
関
連
を
見
て
い
き
た

い
。
特
に
三
者
の
な
か
で
も
稲
魂
を
中
心
に
す
え
、
三
者
を
ま
と
め
て
「
稲

魂
文
化
」
と
し
て
み
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

数
多
い
穀
類
の
な
か
で
魂
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
米
だ
け
で

あ
る
し
、
ま
た
米
だ
け
が
厳
か
な
儀
式
を
も
っ
て
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て

２
）

き
た
。」
大
貫
恵
美
子
は
、
柳
田
の
説
を
引
き
つ
つ
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
米
の
一
粒
一
粒
に
カ
ミ
（
稲
魂
）
が
宿
る
と
す
る
考
え
は
、
今
日
で

も
雲
南
の
少
数
民
族
（
た
と
え
ば
ハ
ニ
族
）
や
東
南
ア
ジ
ア
の
稲
作
文
化
地

帯
で
容
易
に
確
認
で
き
る
し
、
稲
魂
に
関
す
る
説
話
に
も
は
っ
き
り
と
語
ら

れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
ダ
イ
族
の
「
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
物
語
」
な
ど
）。
大

貫
は
、
日
本
に
関
し
て
、

米＝
魂＝

神＝

和
魂
（
平
和
的
、
創
造
す
る
力
、
正
の
力
を
も
つ
神
）

と
い
う
等
式
が
成
り
立
つ
と
し
て

３
）

い
る
。
筆
者
の
雲
南
や
東
南
ア
ジ
ア
で
の

四
八
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フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
結
果
か
ら
い
え
ば
、
稲
魂
文
化
は
、
広
く
言
え
ば
「
い

の
ち
の
文
化
」
の
象
徴
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
い
の
ち
の
文
化
の
中
で

中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

モ
ン
ス
ー
ン
水
田
稲
作
地
帯
は
豊
か
な
森
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
村
中
の
森

や
聖
樹
、
そ
れ
は
大
地
が
有
し
て
い
る
「
い
の
ち
を
生
み
育
て
る
力
」
か
ら

生
命
力
を
与
え
ら
れ
て
、
そ
の
「
与
え
ら
れ
た
生
命
力
」
を
も
っ
て
、
多
く

の
い
の
ち
を
育
て
て
い
る
。
人
間
の
い
の
ち
も
稲
の
い
の
ち
も
森
や
樹
木
に

よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
い
る
。
樹
木
も
人
間
も
稲
も
共
に
目
に
は
み
え
な
い

「
い
の
ち
を
育
む
力
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
根
源
に
遡
っ
て
考
え
て
み
れ

ば
、
樹
木
も
人
間
も
稲
も
根
拠
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
で
あ
り
、
三
者
の
間
に

は
互
い
に
行
き
来
が
可
能
な
通
路
が
開
か
れ
て
い
る
。
雲
南
の
多
く
の
民
族

は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
聖
樹
、
稲
魂
は
、
い
の
ち
の
つ
な
が
り
、
い
の
ち
の
永
続
性

（
継
続
性
）、
自
己
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い

る
。

聖
樹＝

稲
魂＝

い
の
ち
（
産
出
・
永
続
・
共
生
）＝

女
性
性＝

自
己
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

Ⅱ

稲
魂
文
化
を
め
ぐ
る
三
要
素

聖
樹
・
稲
魂
・
女
性
性

一

聖
樹

１

生
命
の
樹

樹
木
は
あ
ら
ゆ
る
動
植
物
の
命
を
支
え
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
い
わ
ゆ
る
「
生
命
の
木
」
と
呼
ば
れ
る
樹
が
世
界
中
い
た
る
と
こ
ろ
で

知
ら
れ
て
い
る
。『
旧
約
聖
書
』
の
エ
デ
ン
の
園
は
桃
源
郷
の
生
命
の
木
で

あ
る
し
、
エ
ジ
プ
ト
の
ト
ト
メ
ス
三
世
の
墓
に
は
乳
房
を
も
つ
生
命
の
木
が

画
か
れ
て
い
る
。
ア
ッ
シ
リ
ア
で
は
聖
な
る
樹
木
を
崇
拝
す
る
聖
獣
グ
リ
フ

ィ
ン
が
画
か
れ
て
い
る
。

仏
陀
の
生
涯
は
樹
木
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
無
憂
樹
の
下
で
枝
を
折
ろ

う
と
し
た
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
右
わ
き
腹
を
破
っ
て
出
胎
し
た
の
が
仏
陀
で
あ

っ
た
。
ブ
ッ
ダ
が
瞑
想
に
入
り
成
道
に
達
し
た
の
は
菩
提
樹
の
下
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
仏
陀
最
後
の
涅
槃
は
沙
羅
双
樹
の
樹
の
下
で
あ
っ
た
。

日
本
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
樹
木
の
下
で
祀
ら
れ
（『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇

二
五
年
）
、
や
が
て
神
棚
（
樹
木
）
の
上
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（『
日

本
書
紀
』
崇
神
天
皇
六
年
）
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
で
も
ト
ル
コ
の
観
光
地
で
は
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
を
使
い
「
生
命
の
木
」

が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
皿
が
販
売
さ
れ
て
い
る
し
、
イ
ラ
ン
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

稲魂文化

四
九



教
徒
は
新
年
に
友
人
、
親
戚
、
知
人
と
常
緑
樹
の
枝
を
交
換
す
る
。
枝
は
生

命
の
誕
生
と
関
わ
り
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
樹
木
が
有
す
る
生
命
力
は
動
植
物
に
た
い
し
て
「
い
の
ち
」
を

与
え
る
と
さ
れ
、
崇
敬
の
的
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
う

し
た
樹
木
の
下
に
立
つ
美
人
、
い
わ
ゆ
る
「
樹
下
美
人
」
も
世
界
に
広
く
分

布
し
て
い
る
。
こ
れ
は
樹
木
の
神
聖
性
と
女
性
の
神
聖
性
が
深
い
所
で
通
底

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

２

モ
ン
ス
ー
ン
稲
作
地
帯
の
聖
樹

①
い
の
ち
の
根
源
と
し
て
の
聖
樹

モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
樹
木
は
強
く
て
長
い
生
命
力
を
保
持
し
て
き
た
。
三

〇
〇
〇
年
、
五
〇
〇
〇
年
は
お
ろ
か
七
〇
〇
〇
年
の
樹
齢
を
誇
る
樹
木
さ
え

あ
る
。
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
で
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
巨
大
な
樹
木
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
雲
南
省
の
ワ
族
の
村
、
翁
丁
村
で
は
、
村
長
の
個
人
的
聖
樹
だ

と
い
う
樹
齢
三
五
〇
年
の

樹
が
枝
を
大
き
く
張
っ
て
い
た
し
、
バ
リ
島
の

米
ど
こ
ろ
、
ク
ラ
ビ
タ
ン
村
の
街
路
樹
も
巨
大
で
あ
っ
た
。

ハ
ニ
の
人
々
は
、
子
供
が
産
ま
れ
た
と
き
に
は
万
年
常
緑
の
聖
樹
の
よ
う

に
あ
り
た
い
と
願
っ
て
、
ラ
バ
イ
ラ
バ
樹
（
三
葉
樹
）
の
小
枝
を
三
本
切
っ

て
来
る
と

４
）

い
う
。
あ
る
い
は
ま
た
自
分
の
分
身
と
も
い
う
べ
き
臍
の
緒
を
樹

木
の
根
元
に
埋

５
）

め
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
人
間
が
樹
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
よ
う

に
も
見
え
る
。
ま
た
埋
め
ら
れ
た
臍
の
緒
が
根
を
通
っ
て
樹
に
吸
い
込
ま
れ

て
い
く
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
樹
の
い
の
ち
の
中
に
自
分
の
い
の
ち
が
溶
け

込
ん
で
い
く
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
る
。「
人
の
い
の
ち
の
源
は
神
か
ら

賜
っ
た
も
の
」
で
あ
り
「
人
の
体
は
神
体
の
顕
現
し
た
も
の
」
だ
か
ら
で

６
）

あ
る
。
こ
う
し
て
人
の
い
の
ち
の
誕
生
は
樹
木
を
通
し
て
天
と
地
に
報
告
さ

れ
る
。
人
は
、
自
分
の
胎
盤
や
自
分
の
臍
の
緒
が
埋
め
ら
れ
た
樹
を
生
涯
忘

れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
の
分
身
と
し
て
の
自
分
の
い
の
ち
は
、
村

中
の
樹
木
の
い
の
ち
と
深
く
結
び
つ
き
、
い
の
ち
を
通
わ
せ
あ
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
想
起
す
る
た
び
に
ハ
ニ
の
人
々
は
言
い
知
れ
ぬ
安
堵
感
に
包
ま

れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
死
ぬ
と
魂
が
体
を
離
れ
、
先
祖
が
集
ま
っ
て
い
る
霊
魂
の
世
界
へ
帰

っ
て
い
く
と
考
え
て
お
り
、
人
の
死
は
魂
の
新
た
な
誕
生
で
あ
り
祝
福
さ
る

べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
人
が
亡
く
な
る
と
、
家
族
が
生
命
の
永
遠
性
を

象
徴
す
る
ラ
バ
イ
ラ
バ
樹
の
葉
を
九
枚
持
っ
て
、
清
水
に
浸
し
て
か
ら
亡
く

な
っ
た
人
の
体
を
そ
っ
と
擦
る
よ
う
に
し
て
洗
う
。
ハ
ニ
の
人
々
は
、
樹
木

の
葉
が
持
っ
て
い
る
霊
力
が
、
亡
く
な
っ
た
人
の
身
体
に
移
っ
て
い
っ
て
、

亡
く
な
っ
た
人
の
霊
魂
を
永
遠
に
不
死
な
ら
し
め
て
く
れ
る
こ
と
を
切
望
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
金
平
県
の
ハ
ニ
の
人
々
の
間
で
は
、
村
に
ラ
バ
イ

ラ
バ
樹
が
な
い
な
ら
ば
、
死
ん
だ
人
間
は
二
度
と
生
ま
れ
変
わ
れ
な
い
し
、

生
き
返
っ
た
人
間
も
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
う
、
と
い
わ
れ
て

７
）

い
る
。
ハ
ニ
の

五
〇
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人
々
に
と
っ
て
特
定
の
樹
木
は
、
生
き
て
い
る
人
間
に
生
命
力
を
付
与
し

「
生
き
返
ら
せ
て
」
く
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
死
後
に
死
体
を
抜
け
出
た

魂
を
も
「
死
に
か
え
ら
せ
て
」（
魂
が
あ
ち
ら
の
世
界
に
行
く
こ
と
）
永
遠

の
存
在
に
し
て
く
れ
る
力
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
ニ
の
人
々
は
四
季
の
祭
り
を
通
し
て
、
聖
樹
、
稲
、
人
間
の
間
に
通
い

合
う
い
の
ち
の
流
れ
を
実
感
し
、
い
の
ち
を
支
配
す
る
神
へ
の
感
謝
の
念
を

表
わ
す
の
で
あ
る
。

ハ
ニ
族
で
ア
マ
ト
ゥ
と
呼
ば
れ
る
聖
樹
祭
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、

人
間
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
穀
物

と
り
わ
け
稲
は
、
聖
樹
な
い
し
聖
樹

を
伝
わ
っ
て
降
臨
す
る
神
の
守
護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
聖
林
な

け
れ
ば
穀
物
は
稔
ら
ず
、
万
事
う
ま
く
い
か
な
い
」（
筆
者
の
調
査
。
墨
江

県
ロ
ン
パ
郷
ヤ
ン
プ
ー
村
）。
だ
か
ら
聖
樹
を
祀
ら
な
い
う
ち
は
穀
物
を
植

え
て
は
な
ら
な
い
（
筆
者
の
調
査
。
以
下
同
様
。
景
洪
市
モ
ン
ロ
ン
郷
モ
ン

ソ
ン
村
）
と
い
わ
れ
る
。
新
嘗
祭
の
時
に
稲
穂
を
聖
樹
に
供
え
る
村
も
あ

る
。
こ
れ
な
ど
は
新
嘗
の
古
態
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
日
、
先
進
国
の
大
部
分
の
人
々
に
と
っ
て
、
人
間
を
と
り
ま
く
自
然
は

自
分
自
身
の
い
の
ち
と
断
絶
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
の
い
の

ち
は
自
分
自
身
の
な
か
で
完
結
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
虚
構
の
生
命
観
の

中
に
埋
没
し
て
い
る
。
両
者
を
つ
な
ぐ
回
路
が
あ
る
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
く

な
っ
て
お
り
、
自
然
の
い
の
ち
と
自
ら
の
い
の
ち
と
の
間
に
連
関
性
が
あ
る

こ
と
を
感
じ
と
る
力
を
喪
失
し
て
い
る
。

②
村
の
心
臓
と
し
て
の
聖
樹

雲
南
の
ダ
イ
族
の
村
で
は
村
の
中
心
に
「
寨
心
」
が
設
け
ら
れ
、
寨
心
に

た
い
す
る
信
仰
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
、
寨
心
は
神
聖
で
あ
り
村
全
体

の
魂
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
寨
心
は
村
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
村

の
い
の
ち
で
あ
り
、
村
人
の
い
の
ち
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
た
も
の
で
あ
る
。

寨
心
な
き
村
の
存
在
は
あ
り
え
な
い
、
と
さ
れ
て

８
）

い
る
。

寨
心
は
村
建
て
の
際
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
寨
心
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
「
寨
心
石
」（
村
の
心
臓
と
し
て
の
石
）
と
と
も
に
「
寨
心
樹
」（
村
の

心
臓
と
し
て
の
聖
樹
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
所
が
多
い
。
シ
ー
サ
ン
パ
ン
ナ

の
ダ
イ
族
の
村
々
で
は
寨
心
樹
と
し
て
菩
提
樹
や
マ
イ
ホ
ン
樹
（

樹
）
が

選
ば
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
祭
祀
の
場
の
み
な
ら
ず
市
も
ま
た
聖
樹
の
も
と
に
開
設
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
川
添
登
は
、
日
本
古
代
初
期
の
市
は
森
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
万
葉
集
」
に
、
天
飛
ぶ
や
軽
の
社
の
斎
槻
（
い
わ
い
つ
き
）
幾
世
ま

で
あ
ら
む
隠
妻
（
こ
も
り
づ
ま
）
そ
も
、
と
う
た
わ
れ
て
お
り
、
軽
市

に
は
軽
社
が
あ
り
、
槻
（
欅
）
の
木
が
あ
っ
た
が
、「
斎
槻
」
と
あ
る

よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
樹
木
は
聖
樹
で
あ
り
、
神
の
も
と
で
商
行
為
を
行

五
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う
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
正
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た

海
柘
榴
市
と
、
阿
斗
桑
市
は
そ
れ
ぞ
れ
椿
と
桑
、
さ
ら
に
軽
市
は
槻
、

高
市
は
橿
（
か
し
）
と
の
結
び
つ
き
が
推
測
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
市
の
シ
ン
ボ
ル
に
も
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。（
略
）
か

つ
て
原
生
林
の
な
か
で
く
ら
し
て
い
た
日
本
人
に
と
っ
て
も
、
森
こ
そ

が
神
々
が
す
み
、
心
安
ま
る
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
人
々
の

集
会
所
と
な
っ
た
の
で

９
）

あ
る
。

古
代
の
日
本
人
も
、
村
の
聖
樹
を
中
心
に
し
て
生
活
し
て
い
た
時
代
が
あ

っ
た
。
日
本
人
の
樹
木
と
の
付
き
合
い
は
縄
文
時
代
以
来
一
万
年
以
上
続
き

非
常
に
長
い
。
そ
の
こ
と
は
「
木
」
に
た
い
す
る
発
音
の
中
に
痕
跡
を
と
ど

め
て
い
る
。
樹
木
に
対
す
る
発
音
の
変
化
も
カ
キ
ク
ケ
コ
す
べ
て
に
及
び
、

そ
の
す
べ
て
の
音
が
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
カ
ン
ナ
、
キ

ネ
、
ク
ヒ
、
ヲ
ケ
、
コ
ガ
ラ
シ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
傍
線
部
分
は
い
ず
れ
も

木
に
た
い
す
る
発
音
で

10
）

あ
る
。
日
本
人
が
い
か
に
長
い
間
「
木
」
と
か
か
わ

っ
て
き
た
か
が
「
木
」
に
た
い
す
る
発
音
一
つ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

③
祖
霊
が
宿
る
聖
樹

イ
族
は
聖
樹
を
屋
内
に
祀
る
。
イ
族
は
一
二
年
に
一
度
執
り
行
わ
れ
る
大

祭
の
際
に
各
家
庭
で
は
屋
内
聖
樹
と
も
い
う
べ
き
松
の
木
を
飾
る
。
こ
の
松

の
木
は
祖
先
英
雄
の
ア
ロ
ン
の
手
足
が
変
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

松
の
木
は
大
祭
の
日
に
新
し
い
も
の
に
取
り
替
え
ら
れ
る
。
こ
の
屋
内
聖
樹

は
明
ら
か
に
祖
霊
が
宿
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て

11
）

い
る
。

ナ
シ
族
も
聖
樹
は
祖
霊
を
宿
す
と
み
な
し
て
、
聖
樹
の
下
で
祖
先
祭
を
行

う
。
同
様
に
イ
族
は
族
樹
祭
や
祖
先
樹
祭
を
執
り
行
う
。
ハ
ニ
族
に
と
っ
て

は
、
人
類
と
樹
木
は
い
ず
れ
も
第
三
一
代
の
ホ
ア
ー
ラ
ン
ツ
ォ
の
子
孫
で
あ

り
、
兄
弟
で
あ
る
と
さ
れ
、
聖
樹
を
祀
り
、
遠
い
祖
先
に
思
い
を
馳
せ
る
。

３

聖
樹
と
女
性
性

ハ
ニ
の
人
々
に
と
っ
て
聖
樹
を
祀
る
ア
マ
ト
ゥ
（
ア
は
天
神
、
マ
は
母
、

女
性
、
ト
ゥ
は
祀
る
の
意
。
プ
マ
ト
ゥ
と
も
い
う
。
プ
は
村
の
意
）
は
ハ
ニ

族
の
最
大
の
祭
り
で
あ
る
。

新
中
国
の
成
立
を
契
機
と
し
て
、
あ
る
い
は
文
化
大
革
命
を
契
機
と
し
て

聖
樹
が
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
村
も
多
い
が
、
な
お
聖
樹
を
保
存
し
祀
り
を

行
っ
て
い
る
村
が
あ
る
。
筆
者
が
調
査
し
た
ハ
ニ
族
の
六
〇
近
い
村
の
う
ち

二
一
の
村
に
聖
樹
が
残
さ
れ
て
い
た
。
中
で
も
「
聖
樹
は
女
性
で
あ
る
」
と

し
た
村
が
六
例
あ
っ
た
（
墨
江
県
、
紅
河
県
車
古
郷
利
博
村
、
同
リ
ド
ウ

村
、
紅
河
県
架
車
郷
二
例
、
元
陽
県
。
男
性
で
あ
る
と
し
た
村
は
五
例
。
大

部
分
の
村
で
は
す
で
に
雌
雄
の
区
別
を
し
て
い
な
い
か
、
伝
承
が
消
え
て
い

た
）。こ

の
よ
う
に
聖
樹
が
女
性
視
さ
れ
て
い
る
村
が
あ
る
こ
と
は
、
稲
魂
文
化

五
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を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
後
述
す
る
よ
う
に
「
稲
魂
」
も
ま

た
女
性
（
童
女
）
と
み
な
さ
れ
て
い
て
鄭
重
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
稲
魂
文
化
の
特
色
と
も
い
う
べ
き
「
女
性
性
」
が
「
聖
樹
」
に
も

「
稲
魂
」
に
も
共
通
し
て
顕
わ
れ
て
い
る
。

今
日
で
も
、
ハ
ニ
族
に
お
い
て
は
、
聖
樹
自
体
が
女
性
神
で
あ
る
と
さ
れ

て
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
村
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
聖
樹
は
生
命
力
を

付
与
す
る
の
み
な
ら
ず
、
多
産
、
豊
饒
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
聖
樹
に
降
下
す
る
神
は
女
神
で
あ
る
と
す
る
村
も
あ
る
。
私
が
参

加
し
た
雲
南
省
紅
河
県
車
古
郷
利
博
村
の
ア
マ
ト
ゥ
（
聖
樹
祭
）
に
お
い
て

も
聖
樹
は
女
性
で
あ
る
と
さ
れ
、
樹
下
に
降
臨
す
る
の
は
女
神
を
含
め
三
柱

の
神
で
あ
っ
た
。

楊
万
智
は
次
の
よ
う
な
例
を
記
し
て
い
る
。
緑
春
県
の
ハ
ニ
族
は
、
聖
樹

祭
の
と
き
に
、
司
祭
が
母
な
る
「
聖
樹
」
を
祀
っ
た
後
、
三
日
目
に
村
の
外

に
出
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
数
粒
の
穀
物
の
種
を
ま
く
と
い
う
。
種
に
女
神
ア

マ
の
生
命
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
の
で

12
）

あ
る
。
こ
の
ア
マ
ト
ゥ
は
女

性
の
参
加
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
例
外
的
に
、
新
婚
の
夫
婦
、
結
婚
後
何

年
た
っ
て
も
子
供
に
恵
ま
れ
な
い
夫
婦
、
妊
娠
し
て
も
流
産
を
繰
り
返
し
て

い
る
夫
婦
な
ど
、
要
す
る
に
子
供
が
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
夫
婦
（
あ
る
い

は
女
性
）
に
は
参
加
が
許
さ
れ
る
（
紅
河
県
車
古
郷
利
博
村
、
墨
江
県
ロ
ン

バ
郷
ヤ
ン
プ
ー
村
な
ど
）。
そ
の
際
に
は
、
特
に
参
加
を
許
さ
れ
た
夫
婦

（
な
い
し
女
性
）
は
供
物
を
捧
げ
聖
樹
の
前
や
、
祭
り
の
主
催
者
に
礼
拝
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
筆
者
調
査
、
紅
河
県
車
古
郷
、
墨
江

県
ロ
ン
パ
郷

13
）

な
ど
）。
こ
れ
を
み
て
も
聖
樹
が
人
間
に
た
い
し
て
も
生
命
力

を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
判
る
。

雲
南
省
の
二
五
の
大
部
分
の
民
族
が
「
聖
樹
」
を
も
ち
、
祭
祀
を
執
り
行

っ
て
い
る
。
ド
ウ
ア
ン
族
の
よ
う
に
「
ド
ゥ
ア
ン
族
の
最
初
の
女
性
は
樹
の

葉
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
」
と
い
う
神
話
を
も
つ
民
族
も
あ
り
、
ミ
ャ
オ
族
の

よ
う
に
楓
を
始
祖
と
み
な
し
、
大
黒
柱
を
楓
の
木
で
作
っ
て
い
る
民
族
も
い

る
。聖

樹
の
も
と
で
執
り
行
わ
れ
る
祭
祀
に
は
、
村
の
守
護
神
と
し
て
の
聖
樹

を
祀
る
祭
が
あ
り
（
ム
ウ
ラ
オ
ー
族
、
ヤ
オ
族
、
ハ
ニ
族
、
プ
ー
ラ
ン
族
、

プ
ー
イ
ー
族
、
チ
ュ
ア
ン
族
、
ダ
イ
族
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
）
が
、
村
の

守
護
神
を
祀
る
以
外
に
も
、
穀
霊
祭
（
ナ
シ
族
）、
新
嘗
祭
（
ミ
ャ
オ
族
）、

祈
雨
祭
（
プ
ー
イ
ー
族
）、
山
の
神
の
祭
り
（
ハ
ニ
族
）
な
ど
が
あ
る
。

土
地
神
と
し
て
聖
樹
を
祀
る
民
族
も
多
い
。
土
地
神
と
い
う
場
合
、
母
な

る
大
地
と
し
て
の
地
母
神
を
指
す
と
同
時
に
土
地
の
表
層
に
つ
く
ら
れ
た
畑

地
を
守
る
神
を
も
指
し
て
い
る
。
前
者
の
場
合
は
、
聖
樹
は
地
母
神
の
シ
ン

ボ
ル
と
な
る
。
田
公
地
母
（
畑
は
男
性
、
大
地
は
女
性
）
と
も
、
天
公
地
母

（
天
は
男
性
、
大
地
は
女
性
）
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
母
な
る
大
地
が
女

性
性
を
持
つ
の
に
た
い
し
て
、
畑
地
は
男
性
性
を
示
す
。
大
地
に
深
く
根
を

五
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張
っ
て
、
高
々
と
聳
え
立
つ
聖
樹
が
「
女
性
」
と
み
な
さ
れ
る
の
も
こ
う
し

た
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ハ
ニ
族
は
、
村
の
土
地
神
と
し
て
の
女
神
を
聖
樹

の
下
で
祀
る
し
、
ア
チ
ャ
ン
族
は
、
大
青
樹
の
下
で
地
母
神
を
祀
っ
て
い

る
。聖

樹
と
女
性
は
、「
永
遠
の
い
の
ち
」
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
あ
り
、
新

し
い
生
命
を
育
み
そ
だ
て
守
護
し
な
が
ら
、
い
の
ち
あ
る
も
の
に
安
心
と
拠

り
所
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
。
甲
骨
文
字
の
「
安
」
の
字
形
は
祖
先
の
霊
を

祀
る
部
屋
に
坐
っ
て
い
る
女
性
を
か
た
ど
っ
て
い
る
。
人
々
に
安
心
を
与
え

る
の
は
、
祖
霊
と
女
性
の
あ
り
方
次
第
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。
女
性
に
は
、
聖
樹
と
同
様
に
、
人
々
に
安
心
を
与
え
る
能
力
が

具
わ
っ
て
い
る
の
だ
。

４

聖
樹
と
稲
魂

穀
物
は
生
命
を
つ
な
ぎ
と
め
て
い
く
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
人
間
に
と
っ
て
、
穀
物
が
毎
年
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
か

否
か
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
。
穀
物
が
発
芽
し
成
長
し
開
花
し
結
実
す

る
の
は
、
穀
霊
の
は
た
ら
き
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
穀
霊
の
中
で
も
と
り

わ
け
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
お
い
て
稲
（
お
よ
び
稲
に
宿
る
稲
魂
）
は
別
格
の

扱
い
を
受
け
て
い
た
。
日
本
で
は
「
う
か
の
み
た
ま
（
倉
稲
魂
）」（『
日
本
書

紀
』
巻
一
神
代
上
）
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
稲
の
生
命
力
を
カ
ミ
と
し
て
崇
拝

し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
も
「
粟
・
稗
・
麦
・
豆
を
も
っ
て
は
陸

田
種
子
（
は
た
け
つ
も
の
）
と
す
。
稲
を
も
っ
て
は
水
田
種
子
（
た
な
つ
も

の
）
と
す
」（『
日
本
書
紀
』
巻
一
神
代
上
）
と
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
穀

物
の
中
で
稲
は
特
別
視
さ
れ
て
い
た
。

稲
魂
は
種
モ
ミ
に
宿
る
と
さ
れ
る
が
、
日
本
の
神
話
で
は
、
こ
の
国
土
を

「
食
国
（
お
す
く
に
）」
と
し
て
降
下
し
た
天
孫
の
名
は
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ

ト
で
あ
っ
た
。
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
（
稲
魂
）
の
力
に
よ
っ
て
年
々
の
実
り
を
寿
ぐ

儀
礼
を
天
孫
（
歴
代
天
皇
）
が
継
承
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
稲
魂
の
生
命
力
は
聖
樹
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
ダ
イ
族
の
間
に
広
く
普
及
し
て
い
る
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
（
稲
魂
お

ば
あ
さ
ん
）
物
語
が
仏
寺
の
壁
に
画
か
れ
て
い
る
。
こ
の
一
三
コ
マ
の
絵
の

中
に
、
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
が
危
難
に
追
い
込
ま
れ
た
と
き
に
聖
樹
（
菩
提

樹
）
の
中
に
逃
げ
込
む
シ
ー
ン
が
あ
る
。
こ
れ
は
稲
魂
が
最
後
に
依
拠
す
る

も
の
が
聖
樹
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
で
も
ア
マ
テ
ラ
ス
の
岩
屋
戸
籠
り
の
と
き
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
岩
戸
か

ら
出
そ
う
と
し
て
諸
神
が
「
天
香
具
山
の
五
百
箇
（
い
ほ
つ
）
の
真
坂
樹

（
ま
さ
か
き
。
榊
の
木
）
を
掘
（
ね
こ
じ
に
こ
じ
）
て
、
上
枝
に
は
八
坂
瓊

（
や
さ
か
に
）
の
五
百
箇
の
御
統
（
み
す
ま
る
）
を
懸
（
と
り
か
）
け
…
…

相
与
（
あ
い
と
も
）
に
致
其
祈
禱
（
の
み
い
の
り
ま
う
）
す
」（『
日
本
書
紀
』

巻
一
神
代
上
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
稲
魂
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の

五
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出
現
を
祈
る
際
に
榊
の
木
に
多
く
の
玉
や
鏡
を
懸
け
て
祈
っ
た
と
示
さ
れ
て

い
る
の
は
、
樹
木
（
榊
の
木
）
が
稲
魂
（
ア
マ
テ
ラ
ス
）
に
再
生
復
活
の
生

命
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
樹
木
（
聖
樹
）
の
存
在
が
稲
魂
を
招
く
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
天
孫
降
臨
の
時
に
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
ミ
コ
ト
は

ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
に
天
津
神
籬
（
あ
ま
つ
ひ
も
ろ
ぎ
、
聖
樹
）

を
も
っ
て
人
間
界
に
降
臨
さ
せ
、
稲
の
栽
培
を
教
え
、
聖
樹
を
も
っ
て
稲
米

の
神
の
オ
ギ
シ
ロ
と
し
て
祀
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
（『
日
本
書
紀
』
巻
二

神
代
下
）
。
こ
こ
に
も
稲
穂
（
稲
魂
）
と
聖
樹
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
登
場
し

て
い
る
。

日
本
で
は
後
に
「
天
照
大
神
を
磯
城
の
厳
橿
（
い
つ
か
し
）
が
本
に
鎮
ひ

祠
り
き
」（『
日
本
書
紀
』
巻
六
、
垂
仁
天
皇
二
五
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ア
マ

テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
が
、
カ
シ
の
樹
の
根
元
で
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

も
、
稲
魂
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
が
聖
樹
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

二

稲
魂

１

モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
稲
魂

フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
大
麦
の
初
穂
が
女
神
デ
メ

テ
ル
に
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
間
伝
承

か
ら
多
く
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
収
穫
さ
れ
た
大
麦
や
小
麦

に
穀
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
最
後
に

畑
に
残
っ
た
穀
物
に
穀
霊
が
宿
る
」
刈
り
上
げ
祭
で
は
、
最
後
に
残
さ
れ
た

麦
か
ら
つ
く
ら
れ
た
パ
ン
を
食
べ
、
ビ
ー
ル
を
飲
む
。
そ
の
こ
と
が
と
り
も

な
お
さ
ず
穀
物
霊
を
食
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
体
の
一
部
分
を
自

分
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
穀
霊
は
女
性
と
み
な
さ
れ
、
豊

饒
を
も
た
ら
す
力
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
春
先
に
、
ま
だ
若
い
穀
物
に
散
布

し
た
り
、
種
子
に
混
ぜ
た
り
す
る
慣
習
が
あ

14
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っ
た
。
稲
魂
崇
拝
は
モ
ン
ス
ー

ン
各
地
で
も
広
く
行
わ
れ
て
き
た
。
宇
野
円
空
に
よ
れ
ば
東
南
ア
ジ
ア
で
は

広
く
稲
魂
の
観
念
が
存
在
し
て
い
て
、
稲
魂
に
供
物
を
捧
げ
た
り
、
稲
魂
供

養
と
よ
ば
れ
る
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
が
紹
介
さ
れ
て

15
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い
る
。
特
に
注

目
す
べ
き
は
穀
霊
が
宿
る
と
さ
れ
た
稲
が
「
母
稲
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
母
稲
は
、
最
初
に
母
稲
と
し
て
選
定
さ
れ
な
が
ら
、
刈
り
入
れ
は

一
番
最
後
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て

も
、
一
方
で
初
穂
に
稲
魂
が
宿
る
と
す
る
考
え
と
同
時
に
、
最
後
に
残
さ
れ

た
束
に
稲
魂
が
宿
る
と
す
る
考
え
も
広
く
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で

も
、
稲
魂
が
宿
る
と
さ
れ
た
穂
か
ら
採
っ
た
モ
ミ
は
生
命
力
あ
る
も
の
と
さ

れ
、
米
倉
の
米
の
上
に
安
置
さ
れ
た
り
、
翌
年
の
種
モ
ミ
に
混
ぜ
ら
れ
た
り

し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
例
と
同
じ
よ
う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
で
も
稲
穀
を
食

五
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す
る
こ
と
は
稲
魂
を
食
べ
る
こ
と
と
観
念
さ
れ
た
。
端
的
に
「
稲
魂
食
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
例
も
あ
る
。

雲
南
省
の
少
数
民
族
の
中
で
、
ハ
ニ
族
は
刈
り
入
れ
祭
の
方
を
重
視
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
ダ
イ
族
は
、
倉
入
れ
式
を
も
含
め
て
刈
り
上
げ
祭
の

方
を
重
視
し
て
い
る
。
ハ
ニ
族
に
お
い
て
も
、
穀
霊
を
食
べ
る
と
い
う
意
識

は
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
今
日
で
も
残
さ
れ
て
い
る
。「
新
嘗
す
る
こ
と
は

穀
霊
を
食
べ
る
こ
と
で
あ
る
」（
墨
江
県
孟
弄
郷
。
筆
者
調
査
）
と
い
い
、

穀
霊
の
力
は
う
る
ち
米
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
も
ち
米
の
順
に
強
く
な
る
と
い

う
。
ま
た
「
新
米
の
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
で
、
穀
霊
を
身
に
つ
け
逃
げ
出
さ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
モ
チ
は
穀
霊
で
あ
り
モ
チ
を
食
べ
る
こ

と
は
穀
霊
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
」（
孟
海
県
プ
ー
ラ
ン
シ
ャ
ン
郷
ア

ク
寨
）
と
も
い
う
。「
ハ
ニ
族
は
穀
霊
の
子
孫
で
あ
る
」（
プ
ー
ア
ル
県
モ
ン

シ
ェ
ン
郷
宣
徳
凹
子
村
）
と
い
う
言
い
方
さ
え
な
さ
れ
て
い
る
。

２

稲
魂
信
仰
の
古
層

雲
南
省
の
ハ
ニ
族
や
ダ
イ
族
に
お
い
て
は
、
今
も
稲
魂
信
仰
が
生
き
て
い

る
。
と
く
に
ダ
イ
族
は
仏
教
徒
と
し
て
熱
心
に
仏
教
を
信
奉
し
て
お
り
、
村

に
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
お
寺
が
建
っ
て
い
る
。
し
か
し
普
遍
的
宗
教

で
あ
る
仏
教
を
信
仰
し
な
が
ら
、
伝
来
の
自
然
崇
拝
と
し
て
の
稲
魂
信
仰
を

棄
て
て
は
い
な
い
。
仏
教
と
稲
魂
信
仰
が
、
そ
れ
ぞ
れ
棲
み
分
け
を
し
な
が

ら
、
共
存
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
共
存
す
る
姿
は
、
あ
る
意
味
で

は
、
仏
教
に
た
い
し
て
も
た
じ
ろ
が
な
い
稲
魂
信
仰
の
強
さ
を
物
語
る
。

さ
て
今
日
、
雲
南
の
ハ
ニ
の
人
々
の
間
で
穀
霊
（
稲
魂
）
は
ど
の
よ
う
に

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
の
結
果
は
つ

ぎ
の
通
り
で
あ
っ
た
。

「
穀
霊
は
女
性
で
あ
る
」（
墨
江
県
碧
渓
郷
碧
連
村
）

「
穀
霊
は
女
性
（
ニ
ュ
ヤ
ミ
）
で
あ
る
」（
景
洪
県
小
街
郷
龍
秋
大
寨
）

「
穀
霊
は
ア
ジ
ャ
、
女
性
で
あ
る
」（
景
洪
県
小
街
郷
紅
専
村
）

「
穀
霊
は
チ
ュ
ー
ラ
、
頭
髪
の
長
い
女
性
で
あ
る
」（
江
城
県
加
禾
郷
江

西
村
）

「
穀
霊
は
女
性
で
あ
る
」（
孟
海
県
西
定
郷
）

以
上
の
よ
う
に
、
穀
霊
（
稲
魂
）
は
一
般
的
に
は
若
い
女
性
（
あ
る
い
は

童
女
）
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
ダ
イ
族
の
間
に
は
「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
と
し
て
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ

（
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
の
意
）
信
仰
が
保
持
さ
れ
て
い
る
し
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ

物
語
が
広
く
流
布
し
て
い
る
。
シ
ー
サ
ン
バ
ン
ナ
の
お
寺
に
は
ヤ
ー
ホ
ァ
ン

ハ
オ
の
絵
が
画
か
れ
て

16
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い
た
。

景
洪
市

罕
（
モ
ン
ハ
ン
）
郷
の
曼
桂
村
の
仏
寺
（
曼
桂
寺
）

景
洪
市
（
モ
ン
ハ
ン
）
郷
の
曼
空
納
朶
村
の
仏
寺

言
う
ま
で
も
な
く
日
本
で
の
稲
魂
ア
マ
テ
ラ
ス
も
女
性
で
あ
る
。
た
だ

五
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し
、
女
性
と
い
っ
て
も
幼
児
か
ら
若
い
女
性
ま
で
、
さ
ら
に
は
お
ば
あ
さ
ん

ま
で
年
齢
の
幅
は
広
い
の
で
あ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
全
て
の
稲
魂
の
年

齢
が
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
女
性
で
あ
る
と
い
う
点
で
は

一
致
し
て
い
る
。
以
下
に
紹
介
す
る
の
は
幼
児
な
い
し
子
供
と
し
て
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
た
稲
魂
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
幼
児
な
い
し
子
供
と
し
て
の
稲
魂
像
が

稲
魂
の
も
っ
と
も
古
い
形
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
の

歌
は
、
収
穫
時
に
稲
魂
を
田
圃
か
ら
家
に
迎
え
入
れ
る
と
き
の
歌
で
あ
る
。

稲
魂
は
「
金
穀
の
娘
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て

17
）

い
る
。

黄
金
色
の
稲
魂
さ
ん
よ

足
が
な
く
と
も
大
丈
夫

歩
け
な
く
と
も
大
丈
夫

首
に
だ
き
つ
け
な
く
と
も
大
丈
夫

ヒ
モ
と
袋
で
家
ま
で
お
ぶ
っ
て
あ
げ
ま
す
よ

古
歌
に
慈
し
み
を
こ
め
て
う
た
わ
れ
た
稲
魂
は
、
歩
行
も
ま
ま
な
ら
な

い
、
臆
病
な
幼
児
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
女
性
（
金
穀
娘
、
金

の
よ
う
な
穀
物
で
あ
る
女
性
）
で
あ
る
。
水
田
か
ら
初
め
て
迎
え
入
れ
ら
れ

る
稲
魂
は
生
命
力
あ
ふ
れ
る
存
在
だ
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
こ
で
成
長
著
し
い

幼
児
の
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
汚
れ
を
知
ら
ぬ

幼
児
は
神
に
近
い
存
在
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
、
あ
く
ま
で
清
ら
か
な
存
在

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

３

稲
魂
の
変
貌

①
稲
魂
の
変
貌

ダ
イ
族
の
間
に
は
「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
（
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
）
物
語
」

（
ヤ
ー
は
お
ば
あ
さ
ん
、
ホ
ァ
ン
は
稲
、
ハ
オ
は
魂
の
意
）
が
広
く
行
き
渡

っ
て
い
る
。
そ
の
物
語
は
、
自
然
崇
拝
と
し
て
の
稲
魂
信
仰
を
持
っ
て
い
た

ダ
イ
族
社
会
に
上
座
部
仏
教
が
伝
え
ら
れ
て
、
稲
魂
信
仰
と
仏
教
と
の
間
に

確
執
が
お
こ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
稲
魂
信
仰
が
発
展
を
と
げ
た
結
果
、

稲
魂
は
初
め
て
人
間
の
女
性
と
し
て
の
姿
が
与
え
ら
れ
、「
稲
魂
お
ば
あ
さ

ん
物
語
」
の
誕
生
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

物
語
の
概
略
は
つ
ぎ
の
通
り
で

18
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あ
る
。
あ
る
と
き
釈
迦
の
前
に
多
く
の

神
々
が
集
ま
り
礼
拝
し
た
。
た
だ
一
人
礼
拝
し
な
い
女
性
が
い
た
。
釈
迦
は

言
っ
た
、
お
前
は
誰
だ
。
私
は
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
。
地
上
の
人
間
、
一
切
の

動
物
は
私
な
し
に
は
生
き
て
い
け
な
い
。
私
は
あ
ら
ゆ
る
天
神
地
祇
よ
り
偉

大
で
あ
る
。
釈
迦
が
王
か
、
穀
霊
が
王
か
と
い
う
議
論
に
な
っ
た
。
最
後
に

釈
迦
と
天
神
は
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
を
追
い
出
し
た
。
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
は
ど

こ
ま
で
も
暗
闇
が
続
く
地
下
に
去
っ
た
。
地
上
に
は
飢
饉
が
お
こ
っ
た
。
釈

迦
は
な
す
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
釈
迦
は
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
が
隠
れ
て
い

る
暗
黒
の
地
に
行
っ
て
言
っ
た
。
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
、
事
実
は
お
前
が
正
し

か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
。
お
前
は
天
上
天
下
で
最
も
偉
大
で
あ
る
。
さ
あ

戻
ろ
う
。
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
は
地
上
に
戻
っ
て
き
た
。
作
物
は
生
長
し
始
め

五
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豊
作
に
な
っ
た
。
誰
も
が
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
こ
そ
世
の
中
で
無
視
す
べ
か
ら

ざ
る
貢
献
を
な
す
神
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

上
述
し
た
古
層
と
し
て
の
稲
魂
信
仰
と
ど
こ
が
異
な
る
の
か
。
古
層
と
し

て
の
稲
魂
は
、
幼
児
の
ご
と
く
弱
い
、
臆
病
な
女
神
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に

童
女
が
有
す
る
神
聖
性
は
持
っ
て
い
た
が
、
他
に
強
く
働
き
か
け
る
力
は
も

ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
は
釈
迦
に
た
い
し

て
礼
拝
も
せ
ず
、
ど
ち
ら
が
偉
い
か
と
挑
む
強
い
神
で
あ
る
。
そ
の
強
さ
は

ど
こ
か
ら
で
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

回
答
は
、
同
じ
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
物
語
（
タ
イ
ト
ル
は
「
稲
魂
ブ
ー
ツ
ェ

ン

19
）

タ
ー
」
の
中
に
あ
る
。
こ
の
物
語
の
中
で
、
釈
迦
が
「
一
粒
一
粒
の
米
こ

そ
穀
霊
そ
の
も
の
」
で
あ
る
、
つ
ま
り
は
米
こ
そ
が
穀
霊
の
化
身
で
あ
る
、

と
悟
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
仏
教
側
の
悟
り
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
穀
霊
（
稲
魂
）

は
、
穀
物
ひ
い
て
は
命
あ
る
す
べ
て
の
生
き
物
の
「
い
の
ち
」
を
司
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
い
の
ち
そ
の
も
の
を
司
る
こ
と
は
仏
教
の
教

理
で
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
仏
教
は
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
教

え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
根
源
と
し
て
の
「
い
の
ち
」
を
生
み
出
し
、
育
む

直
接
的
力
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
自
覚
を
も
っ
た
こ
と
を
、
こ
の

物
語
は
述
べ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
の
強
さ
と
は
、
そ

の
こ
と
に
対
す
る
自
信
の
中
に
あ
る
。
い
の
ち
の
あ
り
よ
う
を
主
宰
す
る
己

の
強
さ
を
自
覚
し
た
と
き
に
、
仏
教
に
た
い
し
て
も
自
信
あ
る
態
度
を
と
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
世
界
宗
教
と
し
て
の
仏
教
に
正

面
か
ら
向
き
合
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
の
清
ら
か
で
は
あ
る
が
弱
々
し
い

稲
魂
は
、
強
い
生
命
力
を
有
し
た
稲
魂
に
変
貌
し
た
。
同
時
に
、
今
ま
で
村

落
と
い
う
狭
い
世
界
し
か
知
ら
な
か
っ
た
稲
魂
は
、
世
界
宗
教
と
し
て
の
仏

教
に
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
契
機
に
、
広
々
と
し
た
世
界
に
躍

り
出
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
古
層
と
し
て
の
稲
魂
か
ら
の
変
貌
で
あ
る
。
そ

れ
を
示
す
の
は
「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
物
語
の
中
の
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
の
言

葉
で
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あ
る
。

「
穀
物
な
し
に
人
間
は
生
き
て
い
け
な
い
。
…
…
穀
物
は
至
高
無
上
、

神
聖
で
、
一
切
を
支
配
す
る
…
…
私
は
穀
類
の
祖
先
…
…
」

「
あ
な
た
（
仏
祖
）
は
一
番
大
切
な
道
理

世
の
中
で
最
も
重
要
な

の
は
食
料
だ
と
い
う
こ
と

が
判
っ
て
い
な
い
。」

「
地
上
の
人
間
、
一
切
の
動
物
は
私
な
し
に
は
生
き
て
い
け
な
い
。」

「
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
こ
そ
世
の
中
で
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
貢
献
を
な
す

神
」

「
一
粒
一
粒
の
米
こ
そ
穀
霊
（
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
）
そ
の
も
の
な
の

だ
。」

要
す
る
と
こ
ろ
、
穀
物
な
し
に
は
人
間
は
生
き
て
い
け
な
い
、
穀
物
は
至

高
無
上
の
も
の
で
あ
り
、
世
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
食
料
（
と
り
わ
け

五
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稲
）
で
あ
る
、
そ
の
穀
物
を
支
配
す
る
の
は
こ
の
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
だ
、
と

い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
村
に
上
座
部
仏
教
が
入
っ
て
き
た
と
き
に
、
穀
物

（
稲
魂
）
よ
り
も
仏
祖
の
方
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
仏
教
の
教
え
に
接
し
た

村
人
が
、
挙
っ
て
反
対
し
、
穀
物
（
稲
魂
）
が
も
っ
と
大
切
で
あ
る
と
し
て

仏
教
に
対
抗
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
と
の
対
立
抗
争
の
過
程
で
、
村
人

の
生
命
を
守
る
の
は
穀
物
（
稲
魂
）
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
教
理
で
は
な
い
と

い
う
主
張
が
、
は
じ
め
て
稲
魂
を
形
象
化
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
古
層
と
し
て
の
稲
魂
が
、
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
と
い
う
一
人
の
女
性
守
護
神

に
変
貌
し
て
再
登
場
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
変
貌
を
と
げ
た
ヤ
ー
ホ
ァ

ン
ハ
オ
に
た
い
し
て
さ
ら
に
、
わ
が
身
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
人
々
を
救
い
、

そ
の
恩
返
し
を
求
め
な
い
と
い
う
性
格
ま
で
付
与
さ
れ
、
救
済
者
と
し
て
の

地
位
を
た
か
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
悟
り
が
開
け
る
よ
う
に
私
の
体
を
さ
さ
げ
よ
う
、
と
い
っ
た
。
そ
の

た
め
ヤ
ー
ク
ァ
ン
カ
ー
ウ
（
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
に
同
じ
）
は
自
殺
し
米

に
な
っ
た
。
お
釈
迦
さ
ん
は
米
を
栽
培
し
人
々
は
米
を
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。」

「
私
は
恩
返
し
を
し
て
も
ら
お
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。
人
々
に
腹
い

っ
ぱ
い
食
べ
て
も
ら
い
た
い
だ
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け
だ
。」

②
稲
魂
の
形
象
化

ア
ジ
ア
モ
ン
ス
ー
ン
の
稲
作
地
帯
で
は
、
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
イ
ス

ラ
ム
教
な
ど
世
界
宗
教
が
普
及
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て

稲
魂
信
仰
が
保
持
さ
れ
て
い
て
、
稲
魂
信
仰
の
根
強
さ
を
示
し
て
い
る
。
日

本
で
も
仏
教
の
浸
透
に
も
か
か
わ
ら
ず
皇
室
の
新
嘗
祭
を
は
じ
め
と
す
る
稲

魂
信
仰
が
息
づ
い
て
い
る
。

中
で
も
中
国
雲
南
省
は
、
稲
魂
信
仰
が
最
も
強
い
地
域
の
一
つ
で
あ
ろ

う
。
と
り
わ
け
ダ
イ
族
の
稲
魂
信
仰
に
は
特
別
な
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ダ
イ
族
が
信
仰
す
る
上
座
部
仏
教
の
経
典
の
中
に
「
穀
霊
お
ば
あ
さ
ん
経

典
」
と
し
て
、
穀
霊
の
た
め
の
経
典
が
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

筆
者
が
二
〇
〇
八
年
一
二
月
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
二
回
訪
れ
た
上
記
の

景
洪
市

罕
（
モ
ン
ハ
ン
）
郷
の
曼
桂
村
の
仏
寺
（
曼
桂
寺
）
な
ら
び
に
二

〇
〇
九
年
訪
れ
た
景
洪
市
（
モ
ン
ハ
ン
）
郷
の
曼
空
納
朶
村
仏
寺
に
は
、

「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
物
語
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
描
か
れ
て
い
て
、
稲
魂
が
一

人
の
若
い
女
性
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
た
。（
た
だ
し
曼
空
納
朶
村
仏
寺

は
改
装
の
た
め
壁
面
が
全
部
白
く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
。）
ハ
ニ
族
そ
の

他
の
稲
魂
信
仰
が
強
い
民
族
の
間
で
も
、
こ
の
よ
う
に
女
性
と
し
て
形
象
化

さ
れ
て
い
る
例
は
な
い
。
ダ
イ
族
に
と
っ
て
稲
魂
は
格
別
の
存
在
な
の
で
あ

る
。
稲
魂
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
他
に
も
タ
イ
の
ヤ
ー
・
ク

ワ
ン
・
カ
ー
ウ
（
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
に
同
じ
）、
バ
リ
島
の
デ
ウ
ィ
・
ス
リ

五
九
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（D
ew
i
S
ri

デ
ウ
ィ
・
ス
リ
は
水
の
神B

eta
ra

W
isn
u

の
妻
。
デ
ワ
・

ニ
ニD

ew
a
N
in
i

と
も
い
う
。
ニ
ニ
は
お
ば
あ
さ
ん
の
意
）
等
が
知
ら
れ

て
い
る
。

で
は
、
上
述
し
た
古
層
と
し
て
の
稲
魂
と
ど
こ
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。③

稲
魂
変
貌
の
意
味

稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
物
語
の
中
に
、
古
層
と
し
て
の
稲
魂
か
ら
の
変
貌

を
大
変
よ
く
物
語
っ
て
い
る
作
品
が
あ
る
の
で
、
こ
の
物
語
を
手
が
か
り
と

し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
物
語
は
「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
の
系

列
に
属
す
る
物
語
で
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あ
る
。
内
容
は
前
後
二
段
に
分
か
れ
る
。

〔
前
段
〕

昔
ダ
イ
族
の
村
に
ミ
ダ
ラ
ダ
レ
イ
（
活
発
な
女
性
の
意
）
と
い
う
女

性
が
い
た
。
村
で
は
、
彼
女
が
先
頭
に
た
っ
て
土
地
を
開
墾
し
、
水
田

を
作
り
始
め
た
。
村
人
は
彼
女
に
感
謝
し
、
ミ
ナ
（
田
の
母
）
と
い
う

名
を
贈
っ
た
。
以
後
ミ
ナ
を
ダ
イ
族
の
も
っ
と
も
崇
敬
す
べ
き
カ
ミ
と

し
て
毎
年
新
米
感
謝
祭
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
が
亡
く
な
っ
て

か
ら
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
と
い
う
名
を
贈
る
こ
と
に
し
た
。
以
後
毎
年
収

穫
後
に
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
を
お
祭
り
し
、
穀
霊
の
歌
を
う
た
う
よ
う
に

な
っ
た
。

〔
後
段
〕

上
座
部
仏
教
が
村
に
入
っ
て
き
て
仏
祖
は
言
っ
た
、
仏
教
を
信
じ
な

け
れ
ば
人
類
は
滅
亡
す
る
だ
ろ
う
、
と
。
と
こ
ろ
が
女
性
が
言
っ
た
。

全
人
類
を
救
う
の
は
あ
な
た
（
仏
教
）
で
は
な
く
こ
の
私
ヤ
ー
ホ
ァ
ン

ハ
オ
。
私
が
い
な
け
れ
ば
人
類
は
存
在
で
き
な
い
し
、
あ
な
た
も
生
き

ら
れ
な
い
。
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
類
を
救
う
と
い
う
の
か
。

仏
祖
が
い
な
け
れ
ば
日
が
お
く
れ
な
い
と
い
う
の
か
、
と
。
彼
女
は
南

の
地
へ
と
飛
ん
で
い
っ
た
。
人
々
を
飢
餓
が
襲
っ
た
。
仏
祖
は
人
々
を

救
う
手
だ
て
が
な
か
っ
た
。
仏
祖
は
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
の
と
こ
ろ
に
行

き
謝
罪
し
、
戻
っ
て
き
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
だ
。
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
は

言
っ
た
。
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
今
回
の
事

件
の
顚
末
を
す
べ
て
経
典
の
中
に
書
き
込
み
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
人
々

に
説
教
す
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
、
と
。
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
が
村
に
帰

る
と
村
で
は
黄
金
色
の
穀
物
が
豊
か
に
実
っ
た
。

こ
の
物
語
は
前
段
、
後
段
の
二
つ
の
話
が
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

前
段
は
村
の
祭
り
「
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
の
祭
り
」
の
由
来
譚
と
な
っ
て
い

る
。
後
段
は
他
の
「
稲
魂
お
ば
あ
さ
ん
」
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。
こ
の
物
語

が
仏
教
と
の
対
立
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
前
段
で

す
で
に
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
は
死
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
後
段
の
ヤ
ー
ホ

ァ
ン
ハ
オ
は
前
段
の
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
の
後
継
者
と
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ

六
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う
。村

に
仏
教
が
入
っ
て
き
て
、
村
全
体
と
し
て
、
従
来
の
稲
魂
信
仰
を
ど
の

よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
検
討
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
、
村
は
稲
魂
信
仰
を
あ

く
ま
で
堅
持
し
て
い
く
こ
と
を
明
確
に
表
明
し
た
。
仏
教
と
対
峙
し
て
い
く

た
め
に
、
仏
教
の
教
え
を
凌
駕
す
る
稲
魂
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
す
必
要
が

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
幼
い
幼
児
、
家
を
守
る
だ
け
の
稲
魂

の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、
人
類
を
も
救
済
す
る
強
い
自
信
に
満
ち
た
女
性
へ

と
変
貌
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

も
は
や
古
層
と
し
て
の
稲
魂
と
は
異
な
っ
て
、
自
分
の
家
の
存
続
に
の
み

こ
だ
わ
る
視
野
の
狭
い
稲
魂
で
は
な
か
っ
た
。
対
立
は
し
た
と
は
い
え
敵
対

し
た
相
手
と
の
共
存
を
認
め
る
度
量
の
広
さ
を
も
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
。
そ

し
て
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
い
の
ち
を
支
配
す
る
力
の
所
有
者
」

と
し
て
、
仏
教
に
優
越
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
稲
魂
は
変
貌
し
た

の
で
あ
る
。
古
層
と
し
て
の
稲
魂
か
ら
脱
皮
し
て
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

三

女
性
性

１

聖
樹
や
神
棚
（
祖
先
棚
）
は
女
性
（
母
親
）
の
化
身

ハ
ニ
族
は
聖
樹
を
祀
る
ア
マ
ト
ゥ
を
年
間
最
大
の
祭
と
考
え
て
い
る
が
、

そ
の
祭
祀
の
対
象
と
さ
れ
る
聖
樹
が
ハ
ニ
族
の
文
化
的
女
性
英
雄
の
化
身
で

あ
る
と
い
う
。
ハ
ニ
族
の
聖
樹
祭
の
由
来
譚
が
残
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル

は
「
村
の
神
を
祀
る
」
で
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あ
る
。
物
語
の
内
容
は
、
ア
イ
マ
と
呼
ば
れ
た
一

人
の
寡
婦
が
、
智
恵
を
は
た
ら
か
せ
て
二
人
の
息
子
に
策
を
授
け
悪
魔
を
退

治
し
た
。
以
後
、
災
難
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
村
人
が
、
ア
イ
マ
に
感

謝
し
て
、
彼
女
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
一
本
の
樹
を
村
の
守
護
神
と
し
、
林

を
神
の
住
む
聖
林
と
し
た
。
そ
し
て
林
の
中
の
一
番
大
き
な
ま
っ
す
ぐ
に
伸

び
上
が
っ
て
い
る
樹
を
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
毎
年
二
月
に
祭
祀
を
執
り

行
っ
て
い
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
由
来
譚
は
、
ハ
ニ
族
の
古
歌
に

も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ア
イ
マ
は
「
ハ
ニ
の
規
則
を
改
め
、
首
狩
り

の
風
習
を
な
く
し
た
…
…
英
雄
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
村
の
上
手
に

あ
る
聖
林
を
ア
イ
マ
が
永
遠
に
住
み
続
け
る
家
」
と
す
る
と
歌
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ま
で
の
古
い
聖
樹
信
仰

に
、
さ
ら
に
文
化
的
英
雄
ア
イ
マ
を
記
念
し
ア
イ
マ
に
感
謝
す
る
意
味
を
付

け
加
え
て
、
聖
樹
祭
と
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ハ
ニ
族
の
間
で

聖
樹
が
女
性
の
化
身
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
ニ
族
の
歴
史

的
・
文
化
的
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ハ
ニ
族
に
と
っ
て
聖
樹
の
祭
は
、
樹
木
と
の
い
の
ち
の
つ
な
が
り
を
確
認

す
る
祭
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
確
認

し
、
意
識
化
す
る
祭
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
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毎
年
、
収
穫
祭
の
日
に
水
田
で
稲
穂
が
摘
み
取
ら
れ
る
。
こ
の
穂
に
稲
魂

が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
家
に
運
ば
れ
た
稲
穂
は
祖
先
棚
に
掛

け
ら
れ
る
。
家
の
祖
先
と
稲
と
が
遠
い
昔
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
融
合
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ハ
ニ
は
稲
魂
の
子
孫
だ
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
祖
先
棚
（
ア
ペ
ボ
ロ
と
か
オ
ピ
サ
カ
ラ
と
呼
ば
れ
る
）
は
女
性
家
長

の
ベ
ッ
ド
の
上
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
祖
先
棚
（
神
棚
）

は
母
親
の
化
身
で
あ
る
と
す
る
由
来
譚
が
雲
南
を
中
心
に
中
国
各
地
に
広
く

流
布
し
て
お
り
、
沖
縄
、
日
本
に
ま
で
伝
播
し
て

24
）

い
る
。
稲
穂
（
稲
魂
）
に

も
神
棚
（
祖
先
棚
）
に
も
共
に
女
性
性
が
強
く
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
家
の
祖
先
と
稲
魂
が
遠
い
昔
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
い
う
意

識
、
そ
の
祖
霊
と
稲
魂
の
い
の
ち
を
受
け
継
ぐ
女
性
。
こ
こ
に
稲
魂
信
仰
の

古
層
と
い
う
べ
き
も
の
が
見
え
て
い
る
。

そ
の
祖
先
棚
（
神
棚
）
に
年
長
の
女
性
が
初
穂
を
掛
け
て
稲
魂
を
祀
る
村

が
多
い
（
筆
者
調
査
。
墨
江
県
、
紅
河
県
、
普

県
、
江
城
県
、
景
洪
県
、

モ
ン
ラ
県
、
モ
ン
ハ
イ
県
な
ど
）。

参
考
ま
で
に
言
え
ば
、
日
本
で
は
、『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
神
棚
（「
板

挙＝

発
音
は
タ
ナ
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
巻
六
に
も

板
挙＝

タ
ナ
が
出
て
く
る
。）
に
首
飾
り
を
供
え
た
の
は
ア
マ
テ
ラ
ス
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
「
御
倉
（
み
く
ら
）
板
挙
（
た
な
）
の
神
」
と
し
た
と
あ

る
。

２

稲
魂
は
女
性

上
記

二

２
を
参
照
。

３

稲
魂
を
継
承
す
る
の
は
女
性

こ
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
稲
魂
を
迎
え
る
の

は
老
母
（
年
長
の
女
性
）
の
役
割
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は

一
九
九
八
年
一
〇
月
か
ら
一
九
九
九
年
三
月
ま
で
半
年
間
、
雲
南
省
の
南
半

部
に
居
住
す
る
ハ
ニ
族
の
収
穫
儀
礼
を
調
査
し
た
。
調
査
対
象
と
し
た
村
は

五
〇
余
で
あ
っ
た
が
、
収
穫
祭
の
日
に
穀
霊
（
稲
魂
）
を
迎
え
に
出
る
の
は

年
長
の
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
村
が
一
四
例
も
あ
っ
た
。
年
長

の
女
性
と
は
、
雲
南
の
場
合
は
不
明
で
あ
る
が
、
タ
イ
の
場
合
で
は
し
ば
し

ば
月
経
が
す
で
に
停
止
し
た
女
性
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
と

25
）

い
う
。

で
は
な
ぜ
穀
霊
（
稲
魂
）
を
迎
え
に
出
る
の
は
年
長
の
女
性
と
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

水
田
に
穀
霊
を
迎
え
に
出
る
の
は
、「
年
長
の
女
性
が
い
な
け
れ
ば
嫁
が
、

嫁
も
い
な
け
れ
ば
嫁
の
子
供
」
と
あ
る
よ
う
に
、
穀
霊
を
迎
え
る
の
は
年
長

の
女
性
（
な
い
し
は
子
供
）
と
さ
れ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
年
長
の
女
性
や

子
供
は
神
に
近
い
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
老

女
・
幼
女
は
媼
・
童
女
と
し
て
、
神
の
世
界
と
の
仲
立
ち
の
役
割
を
は
た
す

意
味
が

26
）

あ
る
と
す
る
文
化
が
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
稲
作
地
帯
に
お
い
て
一
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般
的
に
広
が
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
宇
野
円
空
は
、
東
南
ア

ジ
ア
諸
族
に
お
い
て
、
稲
魂
を
迎
え
る
の
は
女
性
で
あ
る
と
い
う
例
を
多
く

挙
げ
て

27
）

い
る
。
日
本
で
も
沖
縄
八
重
山
で
は
稲
魂
を
迎
え
る
の
は
女
性
で
あ

っ
た
し
、
イ
バ
チ
（
飯
初
）
と
い
う
初
収
穫
の
モ
チ
米
を
蒸
し
て
つ
く
っ
た

握
り
飯
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
イ
バ
チ
の
時
に
は
「
婚
出
し
た
女
性

も
、
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
自
己
の
生
家
に
か
え
っ
て
き
て
、
イ
バ

チ
の
儀
礼
を
と
り
お
こ
な
っ
て

28
）

き
た
」。
婚
出
し
た
女
性
が
生
家
に
も
ど
っ

て
イ
バ
チ
に
参
加
す
る
の
は
、
鍵
谷
明
子
に
よ
れ
ば
、「
婚
出
し
た
女
性
が

霊
力
を
発
揮
す
る
の
は
生
家
に
お
い
て
の
み
で

29
）

あ
る
」
か
ら
だ
と
し
て
い

る
。島

根
県
や
岩
手
県
に
も
、
そ
の
昔
、
女
性
が
稲
魂
を
迎
え
に
出
た
こ
と
を

推
察
で
き
る
儀
礼
が
残
さ
れ
て
い
る
、
と

30
）

い
う
。

し
か
し
年
長
の
女
性
が
稲
魂
を
迎
え
に
出
る
本
質
的
理
由
は
、
別
に
あ
り

そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
稲
魂
を
受
け
継
ぐ
の
は
女
性
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
の
た
め
で

あ
る
。
雲
南
の
ハ
ニ
族
の
場
合
に
、
新
嘗
の
と
き
に
婚
出
し
た
女
性
も
実
家

に
戻
っ
て
き
て
女
性
全
員
で
新
穀
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
村
が

多
い
（
筆
者
調
査
。
墨
江
県
、
普

県
、
江
城
県
、
モ
ン
ラ
県
、
モ
ン
ハ
イ

県
な
ど
）。
そ
の
日
は
、
新
穀
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
の
稲
魂
を
体
内

に
取
り
込
む
の
で
あ
る
。
そ
の
稲
魂
は
あ
く
ま
で
「
伝
来
の
我
が
家
の
稲

魂
」
と
意
識
さ
れ
、
他
家
の
人
に
は
食
べ
さ
せ
な
い
村
も
あ
る
。「
人
は
一

代
一
代
と
続
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
物
も
田
の
中
で
一
代
一
代

と
続
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
筆
者
調
査
。
普

県
風
陽
郷
金
鶏

村
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
稲
の
永
続
は
そ
の
家
の
稲
の
永
続
で
あ
り
、
稲
に

宿
る
そ
の
家
の
稲
魂
の
永
続
で
あ
り
、
稲
魂
を
体
内
に
取
り
込
む
そ
の
家
の

人
々
の
永
続
で
あ
り
、
祖
霊
の
永
続
で
も
あ
る
。
稲
魂
も
婚
出
し
た
女
性
を

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て

31
）

い
る
。
作
物
の
い
の
ち
も
人
間
の
い

の
ち
も
、
家
の
稲
魂
も
、
祖
霊
も
み
ん
な
互
い
に
連
絡
し
あ
い
、
行
き
来
す

る
通
路
を
開
い
て
い
る
。
稲
魂
の
永
続
は
人
間
の
永
続
に
他
な
ら
な
い
。

ハ
ニ
族
以
外
に
も
イ
族
、
チ
ュ
ア
ン
族
、
ト
ン
族
、
マ
オ
ナ
ン
族
に
も
同

じ
よ
う
に
新
嘗
の
日
に
婚
出
し
た
娘
が
実
家
に
帰
る
習
慣
が

32
）

あ
る
。

筆
者
が
実
見
し
た
例
で
は
、
新
穀
の
モ
ミ
を
む
い
て
、
用
意
し
て
あ
っ
た

古
米
の
ご
飯
が
炊
き
あ
が
り
か
け
た
頃
、
こ
の
上
に
パ
ラ
パ
ラ
と
新
米
を
ふ

り
ま
き
、
炊
き
上
が
っ
た
ご
飯
を
女
性
た
ち
が
た
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
古
米

の
上
に
、
新
米
を
儀
礼
的
に
ふ
り
ま
き
、
ご
飯
を
炊
き
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
古
い
米
か
ら
新
し
い
米
に
、
米
の
い
の
ち
が
、
つ
つ
が
な
く
継
承
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
雲
南

の
ハ
ニ
族
の
場
合
、
村
に
よ
っ
て
は
「
ハ
ニ
族
は
穀
霊
（
稲
魂
）
の
子
孫
」

と
い
う
伝
承
さ
え
あ
り
（
普

県
モ
ン
シ
ェ
ン
郷
宣
徳
凹
子
村
）、
特
に
稲

魂
は
女
性
が
継
承
す
る
と
い
う
文
化
が
保
持
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
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新
嘗
の
日
、
女
性
が
（
し
か
も
年
長
の
女
性
が
）
水
田
に
稲
魂
を
迎
え
に
出

る
の
は
、
い
と
も
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。

女
性
が
稲
魂
を
受
け
継
ぐ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
タ
イ
国
の
タ
イ
族
の
場

合
も
同
様
で
あ
る
。
タ
イ
の
ツ
ン
マ
ン
村
に
は
ピ
ー
・
デ
ィ
ア
ウ
・
ガ
ン
と

い
う
女
性
親
族
の
組
織
が
あ
っ
て
、
女
性
た
ち
だ
け
で
祖
霊
祭
祀
を
行
っ
て

い
る
。
祖
霊
は
母
親
か
ら
子
供
に
受
け
継
が
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
一

方
、
収
穫
祭
の
時
に
は
、
こ
の
ピ
ー
・
デ
ィ
ア
ウ
・
ガ
ン
と
い
う
組
織
は
な

ん
ら
関
与
し
な
い
と
い
う
。
し
か
し
収
穫
祭
の
と
き
に
稲
魂
を
迎
え
に
出
る

の
は
女
性
な
の
で

33
）

あ
る
。
同
一
の
女
性
が
、
一
方
で
ピ
ー
・
デ
ィ
ア
ウ
・
ガ

ン
と
い
う
女
性
親
族
の
祖
先
祭
祀
を
女
性
た
ち
だ
け
で
執
り
行
い
、
他
方
で

収
穫
祭
の
と
き
に
は
、
稲
魂
を
受
け
継
ぐ
た
め
水
田
に
稲
魂
を
迎
え
に
出
た

場
合
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
考
え
が
出
て
こ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

稲
魂
を
受
け
継
ぐ
の
は
女
性
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、

新
嘗
の
日
に
稲
魂
を
迎
え
に
出
る
の
は
年
長
の
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
本
質
的
な
理
由
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

日
本
で
は
今
日
で
も
わ
ず
か
な
が
ら
新
嘗
祭
の
行
事
が
残
さ
れ
て
い
る
が

大
部
分
は
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
皇
室
で
は
い
ま
で
も
毎
年
新
嘗
祭
が

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
合
い
は
歴
史
の
経
過
と
と
も
に
よ
り
深
い
、
よ

り
政
治
的
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
新
嘗
の
本
義
は
新
穀
で
あ

る
稲
を
天
皇
が
食
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
収
穫
感
謝
祭
で

は
な
く
、
一
種
の
「
稲
魂
継
承
儀
礼
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
稲

米
に
こ
も
る
神
霊
を
、
次
の
年
に
再
生
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
呪
儀
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
新
穀
を
神
そ
の
も
の
と
し
て
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。「
嘗
」
す
と
い
う
の
は
、
中
国
古
代
の
「
嘗
」
か
ら
日
本

的
な
変
容
を
な
し
た
も
の
で
あ
り
、
わ
が
国
独
特
の
信
仰
行
事
に
根
ざ
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、「
い
の
ち
の
お
や
と
し
て
の
稲
魂
を
身
に
つ
け
て
、
身
の

霊
質
を
養
い
育
て
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
し
た
が
っ
て
「
皇
祖
よ
り
賜
っ

た
新
穀
を
「
嘗
」
さ
れ
る
こ
と
は
親
ら
皇
祖
と
御
一
体
と
な
ら
れ
る
こ
と
を

意
味

34
）

す
る
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、「
新
嘗
は
、

稲
魂
を
遣
わ
し
、
こ
れ
を
生
育
さ
せ
、
人
間
に
供
し
て
く
れ
た
神
に
対
す
る

感
謝
の
祭
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
の
た
め
に
新
穀
で
神
酒
と
神
饌
を
作
り
、
こ

れ
を
供
す
る
と
と
も
に
、
祭
主
自
ら
こ
れ
を
儀
礼
的
に
食
し
、
そ
の
稲
魂
を

体
に
摂
取
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

ア
マ
テ
ラ
ス
が
高
天
原
で
最
初
に
新
嘗
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
で
も
稲
魂
の
継
承
者
が
女
性
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

４

稲
魂
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス

古
代
日
本
の
稲
魂
に
関
し
て
は
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
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る
ア
マ
テ
ラ
ス
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
紀
の
中
の
ア
マ
テ
ラ

ス
は
、
ま
ず
天
岩
戸
籠
り
の
物
語
の
中
で
、
そ
の
本
質
を
あ
ら
わ
す
。
端
的

に
言
え
ば
、
物
語
で
語
ら
れ
て
い
る
稲
魂
信
仰
の
核
心
は
「
清
き
心
」
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
の
対
立
と
は
、
両
者
が
有
す

る
清
き
心
の
強
さ
で
あ
り
、
そ
の
優
劣
で
あ
っ
た
。
勝
利
し
た
ア
マ
テ
ラ
ス

に
は
、
そ
の
後
、
系
譜
に
ホ
（
稲
穂
）
を
持
つ
神
々
が
連
な
る
こ
と
と
な

る
。
こ
う
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
清
き
心
」
は
連
綿
と
し
て
う
け
つ
が
れ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。

イ
ザ
ナ
ミ
・
イ
ザ
ナ
ギ
｜
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ
ノ
ヲ
｜
オ
シ
ホ
ミ
ミ

｜
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
｜
ホ
デ
リ
ノ
ミ
コ
ト
・
ホ
ス
セ
リ
ノ
ミ
コ
ト
・
ホ
ヲ
リ

ノ
ミ
コ
ト
｜
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア
エ
ズ
｜
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
（
神
武
天
皇
）

上
述
し
た
よ
う
に
雲
南
で
は
、
新
嘗
の
日
に
稲
魂
を
迎
え
に
出
る
の
は
年

長
の
女
性
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
稲
魂
を
受
け
継
ぐ
の
は
女
性
と
考
え

ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
記
紀
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
ア
マ
テ
ラ
ス
も
、
高

天
原
で
新
嘗
を
つ
か
さ
ど
り
、
稲
魂
に
仕
え
る
巫
女
と
し
て
登
場
し
て
い

る
。
そ
し
て
ひ
た
す
ら
「
清
き
心
」
を
も
っ
て
稲
魂
に
つ
か
え
た
の
で
あ

る
。
天
孫
降
臨
の
後
、
ホ
（
稲
穂
）
の
名
前
を
有
す
る
子
孫
が
続
き
、
神
武

天
皇
（
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
）
に
至
っ
て
い
る
。
神
話
の
世
界
か
ら
人

間
の
世
界
ま
で
稲
魂
が
有
す
る
「
清
き
心
」
が
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。

し
か
し
『
日
本
書
紀
』
で
は
、「
神
代
の
巻
」
か
ら
「
天
皇
の
巻
」（
巻
第

三
以
降
）
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
「
赤
（
き
よ
）
き
心
」（
巻
一
）、「
清

き
心
」（
巻
一
）、「
平
（
き
よ
）
き
心
」（
巻
二
）
に
代
っ
て
、「
う
つ
く
し

び
」
が
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
神
代
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い

る
。５

清
き
心
の
発
展
と
う
つ
く
し
び

う
つ
く
し
び
」
と
は
精
神
的
美
し
さ
、
品
位
あ
る
態
度
、
慈
愛
あ
る
態

度
を
示
す
語
で
あ
る
。
以
下
に
、『
日
本
書
紀
』
で
、「
う
つ
く
し
び
」
に
充

て
ら
れ
て
い
る
漢
字
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

恩

恩
（
う
つ
く
し
び
）、
母
の
ご
と
し
」（
巻
三
）

天
皇
の
恩
（
み
・
う
つ
く
し
び
）
を
背
く
こ
と
を
得
ず
」（
巻

六
）

そ
の
他
、
巻
五
、
巻
九
、
巻
一
九
、
巻
二
四
に
も
見
え
て
い
る
。

恵

恵
（
う
つ
く
し
び
）
を
施
し
て
…
…
」（
巻
一
一
）、「
恩
（
め
ぐ

み
）
を
施
し
て
恵
（
う
つ
く
し
び
）
を
推
し
…
…
」（
巻
一
七
）

な
ど
。

愛

天
皇
、
愛
（
う
つ
く
し
）
び
寵
（
め
ぐ
）
み
た
ま
ふ
」（
巻
一

四
）。
そ
の
他
、
巻
一
五
、
巻
一
七
、
巻
一
九
、
巻
二
七
に
も
見

え
て
い
る
。

六
五
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徳

徳
（
う
つ
く
し
び
）
を
以
て
治
む
」（
巻
三
、
巻
五
、
巻
七
）。

ま
た
徳
教
（
う
つ
く
し
び
）（
巻
七
）
の
例
も
あ
る
。

慈

慈
（
う
つ
く
し
び
）
無
き
こ
と
甚
だ
し
」（
巻
一
二
）。
同
様
の

例
は
巻
一
五
、
巻
一
九
、
巻
二
二
、
巻
二
四
等
に
も
あ
る
。
ま
た

「
慈
恵
（
う
つ
く
し
び
）」（
巻
一
一
）
の
例
も
あ
る
。

仁

仁
（
う
つ
く
し
び
の
こ
こ
ろ
）」（
巻
一
五
）。
ま
た
「
仁
義
（
う

つ
く
し
び
・
こ
と
わ
り
）」（
巻
四
）、「
仁
恵
（
う
つ
く
し
び
・
め

ぐ
む
）
ま
し
ま
し
て
…
…
」（
巻
一
三
）、「
仁
化
（
う
つ
く
し
び

の
み
ち
）」（
巻
一
九
）
の
例
も
見
え
て
い
る
。

友

兄
（
こ
の
か
み
）
友
（
う
つ
く
し
）
び
」（
巻
一
五
）。

神
代
の
巻
」
に
見
ら
れ
て
い
た
「
清
き
こ
こ
ろ
」
に
代
っ
て
「
う
つ
く

し
び
」
の
用
例
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
清
き
こ
こ

ろ
」
を
継
承
し
た
人
々
が
、
他
人
と
の
対
応
の
な
か
で
（
と
り
わ
け
親
が
子

に
対
し
て
、
天
皇
が
国
民
に
た
い
し
て
）
示
し
た
心
映
え
で
あ
る
が
、
ア
マ

テ
ラ
ス
の
「
清
き
こ
こ
ろ
」
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
日
本
書
紀
』
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
う
つ
く
し
び
」
と
い
う

の
は
、
人
間
の
内
面
に
湛
え
ら
れ
て
い
る
、
人
間
と
し
て
持
つ
こ
と
が
で
き

る
最
高
の
感
情
で
あ
っ
て
、
最
高
の
品
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
カ
ミ
に
つ
な
が
っ
た
「
清
き
こ
こ
ろ
」
に
源
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。う

つ
く
し
び
」
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
、「
い
つ
く
し
む
」
と
「
う

つ
く
し
い
」
と
に
分
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
の

「
う
つ
く
し
い
」
と
い
う
言
葉
の
奥
に
は
往
古
の
「
う
つ
く
し
び
」
の
想
い

が
、
ほ
の
か
で
は
あ
れ
、
依
然
と
し
て
保
持
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

む
す
び

稲
魂
文
化
に
関
し
て
、
モ
ン
ス
ー
ン
水
田
稲
作
地
帯
の
諸
民
族
の
例
を
み

て
き
た
。
い
ず
れ
も
稲
魂
は
聖
樹
と
深
く
結
び
つ
き
、
聖
樹
か
ら
生
命
力
を

も
ら
っ
て
い
る
。
強
大
な
生
命
力
を
有
す
る
樹
木
、
そ
の
生
命
力
の
ゆ
え
に

人
類
の
崇
敬
の
ま
と
と
な
っ
て
神
聖
性
を
帯
び
た
聖
樹
。
そ
の
聖
樹
は
多
く

の
場
合
、
そ
の
永
い
強
い
「
い
の
ち
」
の
ゆ
え
に
「
女
神
」
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
て
き
た
。
聖
樹
の
い
の
ち
を
享
け
て
き
た
稲
魂
。
モ
ン
ス
ー
ン
稲
作

民
族
に
と
っ
て
稲
は
格
別
に
神
聖
な
穀
物
で
あ
り
、
祭
祀
の
対
象
と
さ
れ
大

切
に
さ
れ
て
き
た
。
稲
は
年
々
、
実
を
結
び
枯
れ
て
は
翌
年
再
生
復
活
し

て
、
再
び
花
を
咲
か
せ
実
を
結
ぶ
。
人
間
の
い
の
ち
を
守
っ
て
き
た
稲
魂
も

女
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
稲
魂
を
、
毎
年
、
家
に
迎
え
、
稲

魂
を
食
し
体
内
に
取
り
込
み
、
稲
魂
を
受
け
継
ぐ
の
は
女
性
で
あ
る
と
さ
れ

六
六
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て
き
た
点
も
、
各
民
族
に
共
通
し
て
い
る
。

聖
樹
、
稲
魂
に
共
通
す
る
い
の
ち
の
永
続
性
。
そ
の
稲
魂
を
受
け
継
ぎ
い

の
ち
を
育
む
女
性
。
モ
ン
ス
ー
ン
水
田
稲
作
地
帯
の
稲
魂
は
、
聖
樹
や
女
性

に
、
い
の
ち
の
奥
深
い
所
で
連
絡
し
あ
っ
て
い
る
。

今
日
、
モ
ン
ス
ー
ン
水
田
稲
作
地
帯
に
は
仏
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
な
ど
が
広
く
浸
透
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
普
遍

宗
教
と
共
存
し
な
が
ら
稲
魂
文
化
は
生
き
残
っ
て
い
る
。

社
会
は
い
ず
こ
も
男
性
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
稲
作
儀
礼
に
お
い

て
は
依
然
と
し
て
女
性
性
に
富
む
稲
魂
文
化
が
生
き
残
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
日
本
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
清
き
心
」
か
ら
「
う
つ
く
し
び
」
へ
と
変

化
を
み
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
清
き
心
」
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
そ
の
精
神
を

拡
大
発
展
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
女
性
性
に
み
ち

た
稲
魂
精
神
の
発
展
形
態
が
日
本
人
の
精
神
構
造
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
雲
南
の
ダ
イ
族
の
ヤ
ー
ホ
ァ
ン
ハ
オ
が
示
し
て
い
る
よ
う
な

「
我
が
身
を
犠
牲
に
し
て
人
類
を
救
い
、
恩
返
し
を
求
め
な
い
」
精
神
構
造

と
共
通
す
る
も
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

地
球
全
体
が
狭
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
日
、
樹
木
を
中
心
と
す
る
自
然
環

境
と
共
生
き
し
て
き
た
女
性
性
（
生
命
性
）
豊
か
な
稲
魂
文
化
が
再
評
価
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注１
）

安
田
喜
憲
『
稲
作
漁
撈
文
明
』（
雄
山
閣
、
二
〇
〇
九
年
）、『
生
命
文
明
の
世

紀
へ
』（
第
三
文
明
社
、
二
〇
〇
八
年
）
そ
の
他
。

２
）

大
貫
恵
美
子
『
コ
メ
の
人
類
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
八
二
頁
。

３
）

同
上
。

４
）

李
克
忠
『
寨
神
』（
雲
南
民
族
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
三
五
七
頁
。

５
）

楊
万
智
『
祈
生
与
御
死
』（
雲
南
大
学
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
一
〇
六
〜
一

〇
七
頁
。

６
）

同
上
四
八
、
一
〇
一
、
二
三
五
頁
。

７
）

同
上
三
九
頁
。

８
）

朱
徳
普
『

族
神
霊
崇
拝

踪
』（
雲
南
民
族
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
三
一

頁
。

９
）

川
添
登
「
生
活
の
母
胎
と
し
て
の
都
市
」（『
日
本
民
俗
文
化
体
系
』
第
一
一

巻
、
小
学
館
、
一
九
八
五
年
）。

10
）

木
村
紀
子
『
古
層
日
本
語
の
融
合
構
造
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
。

11
）

楊
知
勇
『
西
南
民
族
死
生
観
』（
雲
南
教
育
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
二
七
四

頁
。

12
）

楊
万
智
前
掲
書
四
〇
頁
。

13
）

李
克
忠
前
掲
書
五
五
六
頁
参
照
。

14
）

サ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
著
、
内
田
昭
一
郎
・
寺
岡

晶
子
訳
『
図
説
金
枝
篇
』
東
京
書
籍
、
一
九
九
四
年
。
フ
レ
イ
ザ
ー
著
、
永
橋
卓

介
訳
『
金
枝
篇
』
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
。

15
）

宇
野
円
空
『
マ
ラ
イ
シ
ヤ
に
於
け
る
稲
米
儀
礼
』
東
洋
文
庫
、
一
九
四
一
年
。

16
）

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
九
日
の
調
査
の
時
に
は
、
曼
桂
寺
の
外
壁
の
壁
画
は

当
時
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
二
日
調
査
）
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
曼
空
納
朶
村

六
七
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の
仏
寺
の
壁
は
、
改
装
の
た
め
全
面
ま
っ
し
ろ
に
塗
り
替
え
ら
れ
以
前
（
二
〇
〇

九
年
一
〇
月
二
八
日
）
の
壁
画
は
消
失
し
て
い
た
。

17
）

西
双
版
納

族
自
治
州
民
族
事
務
委
員
会
編
『
哈
尼
族
古
歌
』
雲
南
民
族
出

版
社
、
一
九
九
二
年
。

18
）

県
民
委
・
西
双
版
納
民
委
共
編
『
西
双
版
納

族
民
間
故
事
集
成
』
雲

南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。

19
）

李
子
賢
編
『
雲
南
少
数
民
族
神
話
選
」
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。

20
）

県
民
委
・
西
双
版
納
民
委
共
編
『
西
双
版
納

族
民
間
故
事
集
成
』
雲

南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
李
子
賢
編
『
雲
南
少
数
民
族
神
話
選
」
雲
南
人

民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、

巴

著
、
岩
温
扁
訳
『
論

族
詩
歌
』
中
国
民
間

文
学
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
な
ら
び
に
筆
者
の
調
査
資
料
。

21
）

シ
リ
ポ
ー
ン
・
ナ
タ
ラ
ン
グ
『
タ
ム
ナ
ン
カ
ー
ウ
・
ナ
イ
ク
ワ
ム
チ
ュ
ー

ア
・
コ
ン
チ
ョ
ン
チ
ャ
ー
・
タ
イ
』
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
ゴ
ン
大
学
、
一
九
九
六
年
。

李
子
賢
編
『
雲
南
少
数
民
族
神
話
選
』
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。

22
）

刀
国
棟
「
穀
魂
的
伝
説
」（『

族
歴
史
文
化
漫
譚
』
雲
南
人
民
族
出
版
社
、

一
九
九
六
年
）。

23
）

劉
輝
豪
・
阿
羅
共
編
『
哈
尼
族
民
間
故
事
選
』（
上
海
文
芸
社
、
一
九
八
九

年
）
一
六
六
頁
以
下
。

24
）

拙
稿
「
説
話
が
運
ば
れ
た
道
｜
雲
南
か
ら
日
本
へ
｜
」『
比
較
文
明
研
究
』
一

二
号
、
二
〇
〇
七
年
。

25
）

田
辺
繁
治
「
稲
魂
（
ク
ワ
ン
・
カ
オ
）
の
行
方
｜
北
タ
イ
の
稲
作
儀
礼
」

（
佐
々
木
高
明
編
『
農
耕
の
技
術
と
文
化
』
集
英
社
、
一
九
九
三
年
）
六
三
四
頁
。

26
）

白
石
昭
臣
『
農
耕
文
化
の
民
俗
学
的
研
究
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
）
五

〇
七
頁
。

27
）

宇
野
円
空
前
掲
書
。

28
）

村
武
精
一
「
家
の
中
の
女
性
原
理
」（
坪
井
洋
文
『
家
と
女
性
｜
暮
ら
し
の
文

化
史
｜
』
一
九
八
五
年
）
三
四
四
頁
。

29
）

鍵
谷
明
子
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

を
な
り

信
仰
｜
沖
縄
と
対
比
さ
せ
て
」

（『
琉
球
・
ア
ジ
ア
の
民
族
と
歴
史
｜
比
嘉
政
男
教
授
退
官
記
念
論
集
｜
』
二
〇
〇

二
年
）
三
七
〇
頁
。

30
）

白
石
昭
臣
前
掲
書
四
九
七
頁
、
四
九
五
頁
。

31
）

高
発
元
編
『
雲
南
民
族
村
寨
調
査
｜
哈
尼
族
』（
雲
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇

一
年
）
三
六
三
頁
。

32
）

傅
光
宇
著
、
欠
端
實
訳
「
新
嘗
祭
簡
論
」（『
麗
澤
大
学
紀
要
』
第
六
八
巻
、

一
九
九
九
年
）。

33
）

杉
山
晃
一
『
稲
の
ま
つ
り
｜
ア
ジ
ア
の
村
々
を
訪
ね
て
』（
平
楽
寺
書
店
、
一

九
九
六
年
）
二
八
八
頁
。

34
）

真
弓
常
忠
『
日
本
古
代
祭
祀
の
研
究
』
学
生
社
、
一
九
七
八
年
。

追
記

小
論
は
数
年
来
の
論
考
を
踏
ま
え
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
『
比
較
文

明
研
究
』
掲
載
の
拙
稿
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

六
八
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