
音
の
風
景
に
描
か
れ
た

生
活
の
な
か
の
宗
教

は
じ
め
に

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
肖
像

　
明
治
以
降
、
来
日
外
国
人
が
書
き
残
し
た

日
本
論
や
日
本
滞
在
記
の
類
は
種
々
多
々
あ

る
。
そ
の
中
で
、
今
な
お
読
み
応
え
が
あ
る

も
の
と
い
え
ば
、
や
は
り
、
ま
ず
は
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン（Lafcadio H

earn, 1850- 
1904

）
の
作
品
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
ハ
ー
ン
と
い
う
よ
り
、
帰
化
名
の
「
小
泉

八
雲
」
の
方
が
親
し
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。「
雪
女
」
や
「
耳
な
し
芳
一
」、「
む

じ
な
（
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
）」
な
ど
の
作
者
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
物
語

は
日
本
の
怪
談
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、

実
は
百
年
ほ
ど
前
に
ハ
ー
ン
が
日
本
の
古
い

伝
承
や
民
話
を
掘
り
起
し
て
、
再
話
し
た
作

品
だ
っ
た
。

　
ハ
ー
ン
は
、
19
世
紀
後
半
の
人
と
し
て
は

珍
し
く
、
西
洋
優
越
主
義
的
な
偏
見
に
と
ら

わ
れ
ず
に
、
優
れ
た
観
察
力
と
深
い
共
感
の

ま
な
ざ
し
で
、
日
本
の
風
物
や
文
化
、
民
俗
、

宗
教
に
つ
い
て
記
し
、
明
治
期
の
庶
民
の
生

活
と
心
情
を
描
い
た
。
土
地
の
伝
説
や
民
間

信
仰
、
風
習
な
ど
を
巧
み
に
作
品
の
な
か
に

織
り
込
ん
で
は
、
日
本
の
文
化
の
魅
力
を
描

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
英
国
人
の
軍

医
を
父
に
、
英
国
軍
が
駐
屯
し
て
い
た
ギ
リ

シ
ャ
の
島
の
娘
を
母
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
フ

カ
ダ
島
で
生
ま
れ
た
。
だ
が
、
幼
く
し
て
両

親
と
別
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
親
戚
の
も
と

で
子
供
時
代
を
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
人
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
シ
ン
シ
ナ
ー
テ

ィ
や
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
で
新
聞
記
者
と

し
て
活
躍
す
る
。
西
イ
ン
ド
諸
島
に
も
滞
在

し
て
紀
行
文
も
刊
行
し
た
。
そ
し
て
『
古
事

記
』
の
英
訳
を
読
ん
で
日
本
に
関
心
を
も
ち
、

来
日
し
た
の
が
39
歳
の
時
だ
っ
た
。
ま
も
な

く
英
語
教
師
の
職
を
得
て
、
松
江
の
島
根
県

尋
常
中
学
校
に
赴
任
し
、
つ
い
で
熊
本
の
第

五
高
等
中
学
校
、
さ
ら
に
は
東
京
帝
国
大
学
、

早
稲
田
大
学
で
教
え
な
が
ら
、『
知
ら
れ
ぬ

日
本
の
面
影
』、『
東
の
国
か
ら
』、『
心
』、『
霊

の
日
本
』、『
怪
談
』、『
日
本―

一
つ
の
試

論
』
な
ど
、
十
数
冊
に
及
ぶ
日
本
関
連
の
著

書
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る
。
松
江
で
小
泉

セ
ツ
と
結
婚
、の
ち
帰
化
し
て
、１
９
０
４
年
、

東
京
の
西
大
久
保
の
家
で
没
し
た
。

　
西
洋
近
代
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ぬ
も
の

の
見
方
や
、
庶
民
に
寄
せ
る
ま
な
ざ
し
、
民

俗
学
的
な
関
心
と
い
っ
た
ハ
ー
ン
の
特
質
は
、

ギ
リ
シ
ャ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
、
19
世

紀
西
欧
世
界
の
辺
境
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
以
前

の
古
代
世
界
に
つ
な
が
る
土
地
に
出
発
点
を

も
っ
た
こ
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
母
へ
の
思
慕
と

そ
の
母
を
離
縁
し
た
父
へ
の
反
発
、
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
社
会
や
カ
リ
ブ
海
の
ク
レ

オ
ー
ル
（
＊
）
の
文
化
に
触
れ
た
こ
と
の
な

か
で
培
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ハ

ー
ン
の
日
本
体
験
を
決
定
づ
け
た
こ
と
は
、

最
初
の
日
々
を
東
京
で
は
な
く
、
西
洋
化
・

文
明
化
以
前
の
古
い
文
化
習
慣
が
色
濃
く
残

る
地
方
都
市
で
過
ご
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』（
１
８
９
４
年
）

は
、
ハ
ー
ン
が
日
本
に
関
し
て
書
い
た
最
初

の
本
で
、
来
日
直
後
の
横
浜
周
辺
と
、
そ
の

後
１
年
あ
ま
り
を
過
ご
し
た
松
江
と
出
雲
地

方
が
主
な
舞
台
で
あ
る
。
序
文
に
は
、
日
本

の
知
ら
れ
ざ
る
精
神
風
土
を
解
明
し
た
い
と

い
う
目
的
が
表
明
さ
れ
て
あ
り
、
明
治
日
本

の
雰
囲
気
と
風
景
と
土
地
の
人
々
の
暮
ら
し

が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
た
作
品
と
評
価
さ
れ
て

い
る
。
　
　
　

　
松
江
の
朝
を
描
い
た「
神
々
の
国
の
首
都
」

（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
所
収
）
の
冒
頭

部
分
は
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
ン
の
文
章
の
な
か

で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
ろ
う
。

　
松
江
の
一
日
で
最
初
に
聞
こ
え
る
物
音

は
、
ゆ
る
や
か
で
大
き
な
脈
搏
が
脈
打
つ

よ
う
に
、
眠
っ
て
い
る
人
の
ち
ょ
う
ど
耳

の
下
か
ら
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
物
を
打

ち
つ
け
る
太
い
、
や
わ
ら
か
な
、
に
ぶ
い

音
で
あ
る
が
、
そ
の
規
則
正
し
い
打
ち
方

と
、
音
を
包
み
込
ん
だ
よ
う
な
奥
深
さ
と
、

聞
こ
え
る
と
い
う
よ
り
む
し寧

ろ
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
枕
を
伝
わ
っ
て
振
動
が
や
っ
て
来

る
点
で
、
心
臓
の
鼓
動
に
似
て
い
る
。
そ

れ
は
種
を
明
か
せ
ば
米
つ搗
き
の
重
い
き
ね杵
が

米
を
精
白
す
る
た
め
に
搗
き
込
む
音
で
あ

る
。（
中
略
）
杵
が
臼
を
打
つ
規
則
的
な
、

に
ぶ
く
鳴
り
響
く
音
こ
そ
は
日
本
人
の
生

活
か
ら
生
ま
れ
る
物
音
の
う
ち
最
も
哀
感

を
誘
う
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
実
際

そ
れ
は
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の
も
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
禅
宗
の
と
う洞 

こ
う光 

じ寺
の
大
釣
鐘
が

ゴ
ー
ン
、
ゴ
ー
ン
と
い
う
音
を
町
の
空
に

響
か
せ
る
。
次
に
私
の
住
む
家
に
近
い
材

木
町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
か
ら
朝
の
ご
ん勤 

ぎ
よ
う行

の
時
刻
を
知
ら
せ
る
太
鼓
の
物
悲
し
い
響

が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
朝

一
番
早
い
物
売
り
の
呼
び
声
が
始
ま
る
。

「
だ
い大 

こ根
や
い
、
か
ぶ蕪
や
蕪
」
と
大
根
そ
の
ほ

か
見
慣
れ
ぬ
野
菜
類
を
売
り
回
る
者
。
そ

う
か
と
思
え
ば
「
ヽ
　
ヽ
も
や
や
ヽ
　
ヽ
も
や
」
と
悲
し

げ
な
呼
び
声
は
炭
火
を
つ
け
る
の
に
使
う

細
い
ま
き薪
の
束
を
売
る
女
た
ち
で
あ
る
。

（『
神
々
の
国
の
首
都
』、講
談
社
学
術
文
庫
、

１
９
９
０
年
） 

　
ハ
ー
ン
が
、
夜
明
け
に
耳
に
し
、
体
で
感

じ
る
の
は
、
米
搗
き
の
杵
の
音
で
あ
る
。
そ

の
音
は
大
地
の
底
か
ら
枕
を
通
し
て
響
い
て

く
る
よ
う
で
、
ま
さ
に
日
本
の
生
活
を
下
か

ら
支
え
る
音
、
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の

も
の
だ
と
、
ハ
ー
ン
は
思
う
。

　
米
を
主
食
と
す
る
稲
作
の
国
に
い
る
こ
と

を
実
感
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
米
を
搗

く
杵
は
〝
き杵 

づ
き築
〞
の
杵
で
も
あ
る
こ
と
を
想

起
し
た
の
だ
ろ
う
。
出
雲
大
社
は
古
名
を
杵

築
大
社
と
い
い
、「
杵
築
と
は
日
本
の
太
古

よ
り
の
信
仰
、
神
道
の
最
古
の
社
を
擁
す
る

聖
地
の
名
」（「
杵
築―

日
本
最
古
の
神
社
」

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）で
あ
る
。だ
か
ら
、

古
代
の
神
話
世
界
に
つ
な
が
る
〝
神
々
の

国
〞
出
雲
の
松
江
で
聞
く
、
大
地
の
鼓
動
の

よ
う
な
杵
の
音
は
、
い
わ
ば
ハ
ー
ン
の
考
え

る
神
道
を
象
徴
す
る
響
き
な
の
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
神
道
の
音
の
あ
と
に
、
仏
教
の
お

寺
の
大
き
な
鐘
を
打
ち
な
ら
す
音
が
、
次
に

町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
の
太
鼓
を
た
た
く
音
が

聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
続
く
の
は
、
往
来

を
行
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
売
り
の
声
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ハ
ー
ン
は
障
子
を
あ
け
て
、
朝
焼

け
の
空
と
向
こ
う
岸
の
山
々
、
し
ん
じ

宍
道
湖
の

広
々
と
し
た
情
景
を
描
く
。川
岸
か
ら
、人
々

が
朝
日
を
拝
む
柏
手
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、

や
が
て
大
橋
を
わ
た
る
人
々
の
下
駄
の
音
に

か
わ
り
、
一
日
の
営
み
が
始
ま
っ
て
い
く
。

　
ハ
ー
ン
は
、
夜
と
朝
の
あ
わ
い
に
、
宗
教

に
か
か
わ
る
想
像
を
め
ぐ
ら
し
、
地
元
に
息

づ
く
神
道
と
仏
教
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
い

る
。米
搗
き
の
杵
、寺
の
鐘
、地
蔵
堂
の
太
鼓
、

人
々
の
柏
手
な
ど
、
目
に
見
え
る
も
の
で
は

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
音
の
響
き
に
耳
を
澄
ま
せ

て
、
よ
り
感
覚
的
に
、
深
い
奥
底
か
ら
く
る

も
の
の
全
体
を
つ
か
み
と
ろ
う
と
す
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
感
覚
の
広
が
り
の
な
か
で
、

次
に
続
く
の
が
、
往
来
を
行
く
人
々
の
下
駄

の
響
き
で
あ
り
、
地
元
の
物
産
を
売
る
物
売

り
の
声
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
い

う
魂
の
領
域
と
、
人
々
の
日
々
の
生
活
の
情

景
。
こ
の
二
つ
が
ハ
ー
ン
の
関
心
の
中
で
、

お
の
ず
と
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
、
ハ
ー

ン
の
関
心
が
赴
く
の
は
、
生
活
の
な
か
に
根

付
き
、
根
底
で
支
え
て
い
る
宗
教
的
な
る
も

の
だ
と
い
っ
て
い
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
ハ
ー
ン
の

文
章
を
読
ん
で
、〝
明
治
日
本
の
面
影
〞
を

懐
か
し
く
思
い
起
こ
す
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
現
代
に
お
よ
ぶ
根
本
的
な
問
い

を
は
ら孕
む
よ
う
な
記
述
に
出
会
っ
て
、
は
っ
と

す
る
。
た
と
え
ば
、
来
日
当
初
、
横
浜
近
郊

の
寺
め
ぐ
り
を
し
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
た

「
地
蔵
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）
と
い

う
文
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
な
か
で
、
私
が
何
よ
り
も
強
い

印
象
を
受
け
た
の
は
、
人
々
の
信
仰
心
の

い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
だ
っ
た
。
暗
さ
、

げ
ん厳
　し
ゆ
く粛
さ
や
自
己
抑
制
と
い
っ
た
も
の
は
、

彼
ら
に
は
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
お
ご
そ厳

か
さ
、
い
や
そ
れ
に
近
い
も
の
さ
え
、
露

ほ
ど
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
る
い
寺

の
境
内
や
本
堂
の
階
段
に
ま
で
、
大
勢
の

子
供
た
ち
が
に
ぎ賑
や
か
に
笑
い
さ
ん
ざ
め
き
、

奇
妙
な
遊
び
に
興
じ
て
い
る
。
本
堂
の
中

に
お
参
り
に
入
る
母
親
た
ち
は
、
赤
ん
坊

が
畳
敷
の
上
を
は
い
ま
わ
り
、
き
ゃ
っ
き

ゃ
っ
と
声
を
た
て
て
も
気
に
と
め
な
い
。

人
々
は
彼
ら
の
宗
教
を
気
軽
に
、
陽
気
に

受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
な
さ
い賽

　せ
ん銭
　ば
こ箱
に
お
金
を
投
げ
入
れ
、か
し
わ柏 

で手
を
打
ち
、

短
い
祈
り
の
言
葉
を
唱
え
る
と
、
彼
等
は

す
ぐ
に
向
き
か
え
り
、
お
堂
の
上
が
り
口

で
笑
顔
で
語
り
あ
い
な
が
ら
、
小
さ
な

き
せ
る

煙
管
を
ふ
か
す
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の

寺
で
は
、
さ
ん参
　け
い詣
　し
や者
た
ち
が
中
に
入
り
も
し

な
い
の
に
私
は
気
付
い
た
。
自
分
た
ち
が

創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
お
そ畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で

あ
る
。（
前
掲
書
）

　
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ご
く
普
通
の
何
気

な
い
光
景
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
、
寺

と
い
う
信
仰
の
場
の
明
る
さ
に
驚
く
。
祈
り

と
礼
拝
は
い
た
っ
て
短
く
、
人
々
は
互
い
に

談
笑
し
、
子
供
た
ち
の
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
ハ
ー
ン
は
、
そ
こ
に
宗
教
の
場
ら
し

い「
厳
か
さ
」が
な
い
と
い
う
。そ
し
て
人
々

の
「
信
仰
心
の
い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
」

を「
暗
さ
」や「
自
己
抑
制
」か
ら
解
放
さ
れ
た
、

心
の
び
や
か
な
宗
教
の
あ
り
か
た
と
し
て
感

嘆
し
た
。

　
日
本
の
寺
の
参
拝
風
景
に
目
を
と
め
た
人

は
、
も
ち
ろ
ん
他
に
も
い
る
。
た
と
え
ば
、

１
８
７
８
年
に
浅
草
寺
を
訪
れ
た
英
国
の
女

性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
（
１
８
３
１

〜
１
９
０
４
）
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述

べ
た
。

　
そ
こ
で
も
ま
た
彼
ら
は
お
祈
り
を
す
る

―
―

も
し
〔
ナ
ン
マ
イ
ダ
と
い
う
〕
わ
け

も
わ
か
ら
ぬ
外
国
語
の
文
句
を
た
だ
繰
り

返
す
だ
け
で
お
祈
り
と
呼
ば
れ
て
よ
い
も

の
な
ら
ば
。
彼
ら
は
頭
を
下
げ
、
両
手
を

上
げ
て
こ
す
り
あ
わ
せ
、
言
葉
を
つ
ぶ
や

き
な
が
ら
数
珠
を
つ
ま
ぐ
り
、
両
手
を
叩

き
、
ま
た
頭
を
下
げ
る
。
そ
れ
が
終
る
と

外
に
出
る
か
、
あ
る
い
は
別
の
仏
の
前
に

行
っ
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。（
中
略
）

た
い
て
い
お
祈
り
は
急
い
で
な
さ
れ
る
。

つ
ま
ら
な
く
て
長
い
お
し
ゃ
べ
り
の
間
に

は
さ
ま
れ
た
単
な
る
瞬
間
的
イ
ン
タ
ー
ル
ー
ド

間
奏
曲
に

す
ぎ
ず
、け
い敬
　け
ん虔
の
素
振
り
す
ら
な
い
。（『
日

本
奥
地
紀
行
』、
平
凡
社
東
洋
文
庫
） 

　
バ
ー
ド
は
英
国
で
牧
師
の
娘
に
生
ま
れ
、

敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
伝
道
活
動
も

行
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
の
バ
ー
ド
の
目
に
は
、

浅
草
の
寺
の
賑
や
か
さ
は
真
面
目
な
信
仰
と

は
別
種
の
も
の
と
映
っ
た
。
大
勢
の
人
々
が

詣
で
る
と
は
い
え
、
祈
り
は
あ
ま
り
に
簡
単

で
短
く
、
み
な
気
楽
な
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ

て
い
る
。
そ
こ
に
敬
虔
な
心
な
ど
全
く
な
い
、

と
、
さ
ぞ
苦
々
し
い
表
情
を
浮
か
べ
た
だ
ろ

う
こ
と
が
、
文
面
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
当
時
の
西
洋
の
人
の
多
く
は
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
ハ
ー
ン
と
は
正
反
対
の
バ
ー
ド

の
言
葉
の
方
に
同
調
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
明
治
時
代
の
38
年
間
日
本
に
滞
在
し
た
、

英
国
人
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

（
１
８
５
０
〜
１
９
３
５
）
は
、『
日
本
事
物

誌
』（T

hings Japanese, 1890

）の
な
か
で
、

「
多
く
の
日
本
人
は
、
宗
教
は
何
か
と
問
わ

れ
る
と
困
惑
す
る
」
と
述
べ
て
、
宗
教
に
対

す
る
日
本
人
の
あ
い
ま
い
な
態
度
を
指
摘
し

て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
『
古
事
記
』
や

日
本
の
和
歌
を
英
訳
し
、
東
京
帝
国
大
学
文

学
部
で
言
語
学
を
講
じ
た
、
著
名
な
日
本
研

究
者
で
あ
る
。
そ
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
神
道

に
つ
い
て
、
こ
う
記
し
た
。

「
神
道
は
、
仏
教
が
入
っ
て
来
る
前
の
神
話

や
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
に
対

し
て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
。
し
ば
し
ば

宗
教
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名

に
値
す
る
資
格
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
神
道
に

は
、
ま
と
ま
っ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
神
聖

な
書
物
も
、
道
徳
規
約
も
な
い
」。
そ
し
て
、

「
神
道
は
、
あ
ま
り
に
も
空
虚
で
貧
弱
な
も

の
で
、
人
々
の
心
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」「
神
道
の
社
殿
は
、
原
始
的
な
日

本
の
小
屋
を
少
し
精
巧
に
し
た
形
で
あ
る
」

「
神
社
は
茅
葺
の
屋
根
で
、
作
り
も
単
純
で
、

内
部
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
」（「
神
道
」『
日
本

事
物
誌
』）
と
た
た
み
か
け
、
伊
勢
神
宮
に

つ
い
て
も
、「
観
光
客
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
神

道
の
宮
を
訪
ね
て
得
る
も
の
が
あ
る
か
と
い

え
ば
、
大
い
に
疑
わ
し
い
」「
檜
の
白
木
、

茅
葺
き
の
屋
根
、
彫
刻
も
な
く
、
絵
も
な
く
、

神
像
も
な
い
。
あ
る
の
は
と
て
つ
も
な
い
古

さ
だ
け
だ
」（「
伊
勢
」
同
）
と
述
べ
た
。

　
つ
ま
り
、
神
道
の
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇

拝
と
自
然
崇
拝
」
は
あ
ま
り
に
も
シ
ン
プ
ル

で
、
宗
教
に
あ
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
、

神
社
建
築
も
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、

西
洋
人
で
あ
る
彼
ら
が
共
有
す
る
認
識
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
道
論
に
対
し
て

ハ
ー
ン
は
、「
神
道
に
は
哲
学
は
な
い
。
体

系
的
な
倫
理
も
、
抽
象
的
な
教
理
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
ま
さ
し
く
『
な
い
』
こ
と
に

よ
っ
て
、
西
洋
の
宗
教
思
想
の
侵
略
に
対
抗

で
き
た
」「
神
道
を
、
お
よ
そ
宗
教
と
は
言

い
難
い
も
の
だ
と
い
う
者
も
あ
る
し
、（
中

略
）、
学
者
た
ち
が
な
か
な
か
神
道
を
解
き

あ
か
せ
な
い
の
も
、
ひ
つ畢
　き
よ
う竟
、
彼
ら
が
神
道

の
源
泉
を
書
物
ば
か
り
に
求
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」「
し
か
し
、
現
実
の
神
道
は
書
物

の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
儀
式
や

戒
律
の
中
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
国
民
の
心

の
う
ち裡
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
出

雲
大
社
の
訪
問
記
（「
杵
築
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）
の
中
で
反
論
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
は
ん反

　ば
く駁

は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
絶
対

的
な
価
値
を
お
く
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
へ
の
反

論
と
し
て
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
巧
み
な

論
法
だ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、「
国
民
の

心
の
裡
に
息
づ
い
て
い
る
」
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う

に
息
づ
い
て
い
る
の
か
、
こ
の
反
論
だ
け
で

は
、
あ
い
ま
い
で
、
実
感
が
わ
い
て
こ
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　
ハ
ー
ン
は
、
だ
か
ら
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
、
空
間
を
切
り
取
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
描
い
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
息
づ
く
も

の
の
実
感
を
提
示
す
る
。
教
義
や
思
想
で
は

な
い
幾
多
の
空
間
の
総
体
と
し
て
の
精
神
風

土
を
と
ら
え
、
示
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

先
に
あ
げ
た
、
松
江
の
朝
の
情
景
も
、
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
特
に
、
ハ
ー
ン
が
好
ん
で
描
い

た
空
間
が
寺
や
神
社
の
境
内
だ
っ
た
。

　
昼
間
、
楽
し
そ
う
な
参
詣
者
で
賑
わ
う
境

内
は
、
夏
の
夜
、
盆
踊
り
の
舞
台
と
な
る
。

ハ
ー
ン
は
、
山
陰
の
海
辺
の
小
さ
な
寺
を
訪

ね
た
折
、月
光
に
照
ら
さ
れ
た
境
内
で
、人
々

が
輪
と
な
っ
て
歌
い
踊
る
様
子
に
見
入
っ
た
。

そ
の
傍
ら
に
は
寺
の
墓
地
が
あ
り
、
ハ
ー
ン

は
お
盆
が
死
者
の
祭
り
で
あ
る
こ
と
に
思
い

を
は
せ
る
。
そ
し
て
戻
っ
て
き
た
先
祖
の
霊

の
存
在
と
と
も
に
人
々
が
踊
る
空
間
の
幻
想

性
を
描
い
た
。（「
盆
踊
り
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）

　
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
遊
ぶ
の
も
寺
社
の

境
内
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
、
西
洋
の
キ
リ
ス

ト
教
教
会
の
庭
と
、
日
本
の
寺
社
の
庭
の
違

い
は
、
子
供
た
ち
の
遊
び
声
が
聞
こ
え
る
か

否
か
だ
と
記
し
た
（『
日
本―

一
つ
の
試

論
』、
１
９
０
４
年
）。「
阿
弥
陀
寺
の
び比 

く丘

 

に尼
」（『
心
』、
１
８
９
６
年
）
と
い
う
印
象

深
い
小
品
の
物
語
世
界
を
支
え
る
の
も
、
寺

の
境
内
で
展
開
さ
れ
る
光
景
に
他
な
ら
な
い
。

村
の
子
供
た
ち
は
毎
日
の
よ
う
に
お
地
蔵
さ

ま
の
見
守
る
な
か
で
比
丘
尼
さ
ん
と
遊
ぶ
。

か
つ
て
幼
子
を
亡
く
し
て
出
家
し
た
比
丘
尼

は
、
子
供
た
ち
と
ふ
れ
あ
っ
て
癒
さ
れ
る
。

子
供
は
や
が
て
成
長
す
る
と
辛
い
現
実
社
会

へ
と
去
っ
て
い
く
が
、
今
度
は
そ
の
子
の
子

供
た
ち
が
、
ま
た
遊
び
に
来
る
よ
う
に
な
る
。

寺
の
境
内
は
、
代
々
の
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
、

お
だ
や
か
な
救
い
の
空
間
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
ハ
ー
ン
は
、
現
在
の
子

供
た
ち
と
過
去
の
、
今
は
亡
く
な
っ
て
い
る

子
供
た
ち
の
面
影
を
ひ
と
つ
の
空
間
の
中
に

こ
だ
ま
す
る
遊
び
声
の
響
き
と
し
て
重
ね
る

の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
、
日
本
の
樹
木
信
仰
や
御
神
木

の
風
景
に
も
心
惹
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
怪

談
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
青
柳
物
語
」
は
人

間
と
柳
の
樹
の
精
が
歌
心
を
通
じ
て
結
び
あ

わ
さ
れ
る
話
で
あ
り
、「
十
六
桜
」
は
人
間

と
桜
の
古
木
と
が
再
生
を
通
じ
て
結
び
つ
く

物
語
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
と

深
く
つ
な
が
る
樹
々
に
囲
ま
れ
た
空
間
と
し

て
、
神
社
を
描
い
た
。
ハ
ー
ン
は
神
社
に
い

た
る
参
道
の
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
数
あ
る
日
本
独
特
の
美
し
い
事
物
の
中

で
も
最
も
美
し
い
の
は
、
参
拝
の
た
め
、

あ
る
い
は
休
憩
の
た
め
の
小
高
い
場
所
に

上
っ
て
行
く
途
中
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は

い
わ
ば
、
無
に
通
じ
る
道
、
無
に
至
る
階

段
で
あ
る
。（「
旅
の
日
記
か
ら
」『
日
本
の

心
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
１
９
９
０
年
）

　
登
り
は
い
し石 

だ
た
み畳
の
傾
斜
の
つ
い
た
道
と

と
も
に
始
ま
る
。
多
分
七
、
八
町
ほ
ど
続

く
が
、
そ
の
参
道
の
両
側
に
巨
木
が
そ
び聳
え

て
い
る
。
一
定
の
間
隔
を
お
い
て
石
の
怪

獣
が
警
護
し
て
い
る
。
道
が
尽
き
る
あ
た

り
に
幅
の
広
い
石
段
が
何
段
か
あ
り
、
緑

の
暗
が
り
の
中
を
登
る
と
、
さ
ら
に
大
き

な
老
樹
が
蔭
を
つ
く
っ
て
い
る
台
地
へ
と

導
く
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
段
々
が
高
い
方

へ
と
続
く
が
、
い
ず
れ
も
り
よ
く緑 

い
ん陰

の
中
で

あ
る
。登
っ
て
登
っ
て
登
り
つ
め
、つ
い
に
、

灰
色
の
鳥
居
の
か
な
た

彼
方
に
、
目
ざ
す
も
の
が

見
え
て
く
る
。
小
さ
な
、
中
は
う
つ空
ろ
の
、

し
ら白 

き木 

づ
く造

り
の

や
し
ろ社―

神
道
の
お
宮
で
あ

る
。
荘
厳
な
参
道
を
長
く
歩
い
た
の
ち
、

静
ま
り
返
っ
た
影
の
中
で
私
た
ち
が
受
け

る
、は
っ
と
す
る
空
虚
の
感
じ
は
、ゆ
う幽 

す
い邃

な
、

霊
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。（「
旅

日
記
か
ら
」『
心
』、
河
出
書
房
新
社
、
２

０
１
６
年
） 

　
ハ
ー
ン
は
こ
こ
で
、
鬱
蒼
た
る
緑
の
な
か

を
進
む
参
拝
の
道
は
「
無
に
至
る
階
段
」
で

あ
り
、
そ
の
到
達
点
と
し
て
「
小
さ
な
、
中

は
空
ろ
の
、
白
木
造
り
の
社
」、
つ
ま
り
「
神

道
の
お
宮
」
が
現
れ
る
の
だ
と
い
う
。
人
は

そ
の
「
空
虚
の
感
じ
」
に
包
ま
れ
て
驚
く
。

い
わ
ば
、
自
然
の
な
か
で
人
間
が
人
工
的
な

も
の
を
削
ぎ
落
と
し
な
が
ら
、
一
歩
一
歩

「
無
」
と
化
し
、
自
然
と
一
体
化
し
て
昇
華

さ
れ
て
い
く
よ
う
な
空
間
を
、
神
社
に
い
た

る
参
道
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー

ン
は
そ
の
よ
う
な
神
社
空
間
で
感
得
す
る
も

の
こ
そ
、「
霊
的
そ
の
も
の
」
だ
と
表
現
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
記
述
は
、
神
社
建
築
の
簡
素
さ

を
欠
点
と
み
な
す
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
反
論

と
し
て
も
読
め
よ
う
。
神
道
が
、
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
に
よ
れ
ば
宗
教
の
必
須
条
件
た
る
聖
典

や
聖
像
な
ど
、
い
わ
ば
人
為
的
所
産
と
し
て

構
築
さ
れ
た
教
理
や
表
象
物
を
排
し
て
、
森

の
樹
々
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、
簡
素
さ
を
旨

と
す
る
こ
と
を
是
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
注
目
す
べ
き
は
、
宗
教
と
し
て
の
大
事

な
部
分
を
、
ハ
ー
ン
が
周
囲
の
自
然
と
の
関

係
性
に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

巨
木
の
蔭
の
な
か
に
息
づ
く
太
古
の
自
然
の

霊
性
、
い
わ
ば
〝
い
の
ち
〞
に
人
間
が
一
体

化
し
て
い
く
過
程
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
自
然
崇
拝
〞
と
も
違

う
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
神
社
は
、

自
然
の
な
か
の
聖
な
る
場
所
を
示
す
単
な
る

指
標
な
の
で
は
な
い
。
ま
た
自
然
を
信
仰
の

〝
対
象
〞
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
前
述
の
通
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
神
道

は
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
」

か
ら
成
る
と
述
べ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
「
先

祖
」
と
「
自
然
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も

の
を
崇
め
る
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。

　
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
描
く
寺
の
境
内
や
神
社

の
参
道
に
は
、
そ
の
〝
祖
先
崇
拝
〞
と
〝
自

然
崇
拝
〞
の
違
い
を
超
え
て
、
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
。

昼
下
が
り
の
境
内
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
々

の
霊
魂
が
子
供
た
ち
の
遊
び
を
見
守
り
、
夏

の
夜
は
今
を
生
き
る
者
の
踊
り
に
寄
り
添
う
。

神
社
の
参
道
を
登
る
と
、
老
樹
が
太
古
の
自

然
の
霊
性
の
な
か
へ
と
人
を
包
み
込
む
。
里

山
の
樹
々
や
生
物
の
精
霊
は
人
間
と
交
わ
り
、

時
に
結
ば
れ
る
。

　
つ
ま
り
ハ
ー
ン
が
一
貫
し
て
描
く
の
は
、

現
世
の
人
間
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
に
見
え
ぬ

〝
魂
〞
と
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
人
間
と
人

間
な
ら
ぬ
霊
力
が
同
じ
空
間
の
な
か
に
共
に

存
在
し
、
結
び
つ
く
と
い
う
感
覚
な
の
で
あ

る
。
こ
の
世
を
生
き
て
き
た
代
々
の
人
々
の

い
の
ち
、
ま
た
人
間
以
外
の
、
人
間
を
超
え

た
い
の
ち
。
人
々
の
周
り
に
、
そ
う
い
う
い

の
ち―

そ
れ
を
〝
や八 

お百 

よ
ろ
ず万
の
神
々
〞
と

い
い
か
え
て
も
い
い―

が
満
ち
溢
れ
て
い

て
、
人
は
そ
う
い
う
幾
多
の
い
の
ち
と
共
に

あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日

本
の
宗
教
的
な
精
神
風
土
で
あ
り
、
宗
教
的

な
感
性
だ
と
ハ
ー
ン
は
考
え
た
の
で
は
な
い

か
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
壮
大
な
空
間
と
時

間
の
い
の
ち
の
つ
な
が
り
の
中
に
、
み
ず
か

ら
の
存
在
基
盤
を
見
出
す
時
、い
わ
ゆ
る〝
宗

教
〞
の
教
義
や
思
想
体
系
、
規
律
な
ど
を
絶

対
視
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ら
は
言
語
化
さ
れ
た
宗
教
的
表
現
の
形

に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
根
底
に
あ

る
日
本
人
の
宗
教
的
感
性
の
表
層
を
飾
る
も

の
と
し
て
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
教
義
を
も
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
時
に
は
、
表
層
を
張
り
替
え
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
ま
た
ひ
と
つ
に
こ
う拘 

で
い泥
す
る
こ
と
な
く

複
数
共
存
さ
せ
る
こ
と
も
、
気
楽
に
許
容
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は

神
社
仏
閣
に
詣
で
て
も
、
ハ
ー
ン
が
横
浜
で

驚
い
た
よ
う
な
、「
穏
や
か
な
、気
楽
な
笑
顔
」

を
浮
か
べ
る
の
で
あ
り
、
松
江
の
朝
の
描
写

に
お
け
る
よ
う
に
、
神
話
も
神
道
も
仏
教
も

民
間
信
仰
も
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
ひ
と
つ

の
響
き
の
空
間
の
な
か
に
溶
け
こ
む
の
で
あ

る
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
バ
ー
ド
は
、
人
は
ひ
と

つ
の
宗
教
の
教
義
だ
け
を
奉
じ
る
も
の
だ
と

い
う
前
提
に
た
っ
て
、日
本
人
の
宗
教
の〝
あ

い
ま
い
さ
〞
を
論
じ
た
が
、
現
代
で
も
事
情

は
そ
う
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
宗

教
的
寛
容
性
の
必
要
が
説
か
れ
る
と
き
、
そ

れ
は
、
自
分
の
宗
教
と
は
異
な
る
他
者
の
宗

教
を
認
め
る
こ
と
を
一
般
的
に
は
い
う
。
た

と
え
ば
、
ひ
と
つ
の
町
の
な
か
に
、
教
会
と

モ
ス
ク
が
争
う
こ
と
な
く
共
存
混
在
す
る
よ

う
な
、
多
宗
教
社
会
で
あ
る
。
だ
が
、
ハ
ー

ン
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
寛
容
と
多
宗
教

の
共
存
が
、
日
本
で
は
ご
く
当
た
り
前
に
一

人
一
人
の
心
の
な
か
に
す
で
に
根
付
い
て
い

る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
束
縛
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
の
大
地
に

根
差
す
か
の
よ
う
に
根
底
か
ら
人
を
包
み
込

み
支
え
る
日
本
の
宗
教
的
感
性
に
、
だ
か
ら

ハ
ー
ン
は
心
惹
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
の

中
に
、
五
感
を
駆
使
し
た
優
れ
た
文
章
で
描

い
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
あ
げ
た「
地
蔵
」の
引
用
文
の
最
後
で
、

ハ
ー
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
自
分
た
ち

が
創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で
あ

る
（Blessed are they w

ho do not too 
m
uch fear the gods w

hich they have 
m
ade! 

）」。
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ
ッ
ド
も
、
イ

ス
ラ
ム
教
の
ア
ッ
ラ
ー
も
、
仏
教
の
仏
も
、

日
本
の
八
百
万
の
神
も
、
所
詮
、
人
間
の
創

造
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
こ
の

言
葉
は
、
宗
教
に
よ
る
テ
ロ
が
あ
い
つ
ぐ
現

代
世
界
の
問
題
を
照
ら
し
出
し
、
ひ
と
き
わ

重
み
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
ハ

ー
ン
が
見
出
し
た
日
本
古
来
の
心
の
あ
り
よ

う
は
、
ま
こ
と
に
「
幸
い
」
だ
っ
た
と
思
え

る
の
で
あ
る
。

「
怪
談
」の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
小
泉
八
雲
こ
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・ハ
ー
ン
。風
物
、文
化
、

民
俗
、
宗
教
を
織
り
込
ん
だ
そ
の
作
品
群
は
日
本
と
い
う
異
文
化
へ
の
深
い
共
感
か
ら

生
み
出
さ
れ
、
現
代
に
も
通
じ
る
視
点
を
内
包
し
て
い
る
。
ハ
ー
ン
が
見
た
日
本
人
の

信
仰
の
あ
り
よ
う
を
、ハ
ー
ン
作
品
と
他
の
訪
日
外
国
人
の
記
述
の
比
較
か
ら
描
き
出
す
。

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ・ハ
ー
ン
が
見
た
寺
と
神
社
の
風
景

牧
野 

陽
子

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
5

L
afcad

io H
earn

M
akino Y

oko

﹇
論
考
﹈

Special Feature

Reframing
Japan
from
the

Outside

5Part

20CEL November 2016CEL November 201621

日
本
人
の
宗
教
的
な
感
性

L
afcad

io H
earn

ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に

ハ
ー
ン
が
記
し
た

ク
レ
オ
ー
ル
文
化
に
つい
て
の

ノ
ー
ト
。

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』２
巻
組

で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
ろ
う
。

G
lim
pses of U

nfam
iliar Japan vol.1&

2

１
８
９
４
年
に

発
行
さ
れ
た

ハ
ー
ン
の
代
表
作
。

写
真
提
供
／
小
泉
八
雲
記
念
館

ハ
ー
ン
の
自
筆
原
稿
。

「
雪
女
」

（『
天
の
川
縁
起
』所
収

「
化
け
も
の
の
歌
」よ
り
）

ア
メ
リ
カ
滞
在
中
に

ハ
ー
ン
が
記
し
た

ク
レ
オ
ー
ル
文
化
に
つい
て
の

ノ
ー
ト
。



ハ
ー
ン
と
そ
の
家
族
。

左
か
ら
ハ
ー
ン
、

長
男
一
雄
、セ
ツ
夫
人
。

ハ
ー
ン
が
描
く

寺
と
神
社
の
風
景

　
明
治
以
降
、
来
日
外
国
人
が
書
き
残
し
た

日
本
論
や
日
本
滞
在
記
の
類
は
種
々
多
々
あ

る
。
そ
の
中
で
、
今
な
お
読
み
応
え
が
あ
る

も
の
と
い
え
ば
、
や
は
り
、
ま
ず
は
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン（Lafcadio H

earn, 1850- 
1904

）
の
作
品
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
ハ
ー
ン
と
い
う
よ
り
、
帰
化
名
の
「
小
泉

八
雲
」
の
方
が
親
し
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。「
雪
女
」
や
「
耳
な
し
芳
一
」、「
む

じ
な
（
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
）」
な
ど
の
作
者
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
物
語

は
日
本
の
怪
談
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、

実
は
百
年
ほ
ど
前
に
ハ
ー
ン
が
日
本
の
古
い

伝
承
や
民
話
を
掘
り
起
し
て
、
再
話
し
た
作

品
だ
っ
た
。

　
ハ
ー
ン
は
、
19
世
紀
後
半
の
人
と
し
て
は

珍
し
く
、
西
洋
優
越
主
義
的
な
偏
見
に
と
ら

わ
れ
ず
に
、
優
れ
た
観
察
力
と
深
い
共
感
の

ま
な
ざ
し
で
、
日
本
の
風
物
や
文
化
、
民
俗
、

宗
教
に
つ
い
て
記
し
、
明
治
期
の
庶
民
の
生

活
と
心
情
を
描
い
た
。
土
地
の
伝
説
や
民
間

信
仰
、
風
習
な
ど
を
巧
み
に
作
品
の
な
か
に

織
り
込
ん
で
は
、
日
本
の
文
化
の
魅
力
を
描

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
英
国
人
の
軍

医
を
父
に
、
英
国
軍
が
駐
屯
し
て
い
た
ギ
リ

シ
ャ
の
島
の
娘
を
母
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
フ

カ
ダ
島
で
生
ま
れ
た
。
だ
が
、
幼
く
し
て
両

親
と
別
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
親
戚
の
も
と

で
子
供
時
代
を
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
人
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
シ
ン
シ
ナ
ー
テ

ィ
や
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
で
新
聞
記
者
と

し
て
活
躍
す
る
。
西
イ
ン
ド
諸
島
に
も
滞
在

し
て
紀
行
文
も
刊
行
し
た
。
そ
し
て
『
古
事

記
』
の
英
訳
を
読
ん
で
日
本
に
関
心
を
も
ち
、

来
日
し
た
の
が
39
歳
の
時
だ
っ
た
。
ま
も
な

く
英
語
教
師
の
職
を
得
て
、
松
江
の
島
根
県

尋
常
中
学
校
に
赴
任
し
、
つ
い
で
熊
本
の
第

五
高
等
中
学
校
、
さ
ら
に
は
東
京
帝
国
大
学
、

早
稲
田
大
学
で
教
え
な
が
ら
、『
知
ら
れ
ぬ

日
本
の
面
影
』、『
東
の
国
か
ら
』、『
心
』、『
霊

の
日
本
』、『
怪
談
』、『
日
本―

一
つ
の
試

論
』
な
ど
、
十
数
冊
に
及
ぶ
日
本
関
連
の
著

書
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る
。
松
江
で
小
泉

セ
ツ
と
結
婚
、の
ち
帰
化
し
て
、１
９
０
４
年
、

東
京
の
西
大
久
保
の
家
で
没
し
た
。

　
西
洋
近
代
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ぬ
も
の

の
見
方
や
、
庶
民
に
寄
せ
る
ま
な
ざ
し
、
民

俗
学
的
な
関
心
と
い
っ
た
ハ
ー
ン
の
特
質
は
、

ギ
リ
シ
ャ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
、
19
世

紀
西
欧
世
界
の
辺
境
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
以
前

の
古
代
世
界
に
つ
な
が
る
土
地
に
出
発
点
を

も
っ
た
こ
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
母
へ
の
思
慕
と

そ
の
母
を
離
縁
し
た
父
へ
の
反
発
、
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
社
会
や
カ
リ
ブ
海
の
ク
レ

オ
ー
ル
（
＊
）
の
文
化
に
触
れ
た
こ
と
の
な

か
で
培
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ハ

ー
ン
の
日
本
体
験
を
決
定
づ
け
た
こ
と
は
、

最
初
の
日
々
を
東
京
で
は
な
く
、
西
洋
化
・

文
明
化
以
前
の
古
い
文
化
習
慣
が
色
濃
く
残

る
地
方
都
市
で
過
ご
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』（
１
８
９
４
年
）

は
、
ハ
ー
ン
が
日
本
に
関
し
て
書
い
た
最
初

の
本
で
、
来
日
直
後
の
横
浜
周
辺
と
、
そ
の

後
１
年
あ
ま
り
を
過
ご
し
た
松
江
と
出
雲
地

方
が
主
な
舞
台
で
あ
る
。
序
文
に
は
、
日
本

の
知
ら
れ
ざ
る
精
神
風
土
を
解
明
し
た
い
と

い
う
目
的
が
表
明
さ
れ
て
あ
り
、
明
治
日
本

の
雰
囲
気
と
風
景
と
土
地
の
人
々
の
暮
ら
し

が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
た
作
品
と
評
価
さ
れ
て

い
る
。
　
　
　

　
松
江
の
朝
を
描
い
た「
神
々
の
国
の
首
都
」

（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
所
収
）
の
冒
頭

部
分
は
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
ン
の
文
章
の
な
か

で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
ろ
う
。

　
松
江
の
一
日
で
最
初
に
聞
こ
え
る
物
音

は
、
ゆ
る
や
か
で
大
き
な
脈
搏
が
脈
打
つ

よ
う
に
、
眠
っ
て
い
る
人
の
ち
ょ
う
ど
耳

の
下
か
ら
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
物
を
打

ち
つ
け
る
太
い
、
や
わ
ら
か
な
、
に
ぶ
い

音
で
あ
る
が
、
そ
の
規
則
正
し
い
打
ち
方

と
、
音
を
包
み
込
ん
だ
よ
う
な
奥
深
さ
と
、

聞
こ
え
る
と
い
う
よ
り
む
し寧

ろ
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
枕
を
伝
わ
っ
て
振
動
が
や
っ
て
来

る
点
で
、
心
臓
の
鼓
動
に
似
て
い
る
。
そ

れ
は
種
を
明
か
せ
ば
米
つ搗
き
の
重
い
き
ね杵
が

米
を
精
白
す
る
た
め
に
搗
き
込
む
音
で
あ

る
。（
中
略
）
杵
が
臼
を
打
つ
規
則
的
な
、

に
ぶ
く
鳴
り
響
く
音
こ
そ
は
日
本
人
の
生

活
か
ら
生
ま
れ
る
物
音
の
う
ち
最
も
哀
感

を
誘
う
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
実
際

そ
れ
は
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の
も
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
禅
宗
の
と
う洞 

こ
う光 

じ寺
の
大
釣
鐘
が

ゴ
ー
ン
、
ゴ
ー
ン
と
い
う
音
を
町
の
空
に

響
か
せ
る
。
次
に
私
の
住
む
家
に
近
い
材

木
町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
か
ら
朝
の
ご
ん勤 

ぎ
よ
う行

の
時
刻
を
知
ら
せ
る
太
鼓
の
物
悲
し
い
響

が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
朝

一
番
早
い
物
売
り
の
呼
び
声
が
始
ま
る
。

「
だ
い大 

こ根
や
い
、
か
ぶ蕪
や
蕪
」
と
大
根
そ
の
ほ

か
見
慣
れ
ぬ
野
菜
類
を
売
り
回
る
者
。
そ

う
か
と
思
え
ば
「
ヽ
　
ヽ
も
や
や
ヽ
　
ヽ
も
や
」
と
悲
し

げ
な
呼
び
声
は
炭
火
を
つ
け
る
の
に
使
う

細
い
ま
き薪
の
束
を
売
る
女
た
ち
で
あ
る
。

（『
神
々
の
国
の
首
都
』、講
談
社
学
術
文
庫
、

１
９
９
０
年
） 

　
ハ
ー
ン
が
、
夜
明
け
に
耳
に
し
、
体
で
感

じ
る
の
は
、
米
搗
き
の
杵
の
音
で
あ
る
。
そ

の
音
は
大
地
の
底
か
ら
枕
を
通
し
て
響
い
て

く
る
よ
う
で
、
ま
さ
に
日
本
の
生
活
を
下
か

ら
支
え
る
音
、
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の

も
の
だ
と
、
ハ
ー
ン
は
思
う
。

　
米
を
主
食
と
す
る
稲
作
の
国
に
い
る
こ
と

を
実
感
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
米
を
搗

く
杵
は
〝
き杵 

づ
き築
〞
の
杵
で
も
あ
る
こ
と
を
想

起
し
た
の
だ
ろ
う
。
出
雲
大
社
は
古
名
を
杵

築
大
社
と
い
い
、「
杵
築
と
は
日
本
の
太
古

よ
り
の
信
仰
、
神
道
の
最
古
の
社
を
擁
す
る

聖
地
の
名
」（「
杵
築―

日
本
最
古
の
神
社
」

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）で
あ
る
。だ
か
ら
、

古
代
の
神
話
世
界
に
つ
な
が
る
〝
神
々
の

国
〞
出
雲
の
松
江
で
聞
く
、
大
地
の
鼓
動
の

よ
う
な
杵
の
音
は
、
い
わ
ば
ハ
ー
ン
の
考
え

る
神
道
を
象
徴
す
る
響
き
な
の
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
神
道
の
音
の
あ
と
に
、
仏
教
の
お

寺
の
大
き
な
鐘
を
打
ち
な
ら
す
音
が
、
次
に

町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
の
太
鼓
を
た
た
く
音
が

聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
続
く
の
は
、
往
来

を
行
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
売
り
の
声
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ハ
ー
ン
は
障
子
を
あ
け
て
、
朝
焼

け
の
空
と
向
こ
う
岸
の
山
々
、
し
ん
じ

宍
道
湖
の

広
々
と
し
た
情
景
を
描
く
。川
岸
か
ら
、人
々

が
朝
日
を
拝
む
柏
手
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、

や
が
て
大
橋
を
わ
た
る
人
々
の
下
駄
の
音
に

か
わ
り
、
一
日
の
営
み
が
始
ま
っ
て
い
く
。

　
ハ
ー
ン
は
、
夜
と
朝
の
あ
わ
い
に
、
宗
教

に
か
か
わ
る
想
像
を
め
ぐ
ら
し
、
地
元
に
息

づ
く
神
道
と
仏
教
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
い

る
。米
搗
き
の
杵
、寺
の
鐘
、地
蔵
堂
の
太
鼓
、

人
々
の
柏
手
な
ど
、
目
に
見
え
る
も
の
で
は

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
音
の
響
き
に
耳
を
澄
ま
せ

て
、
よ
り
感
覚
的
に
、
深
い
奥
底
か
ら
く
る

も
の
の
全
体
を
つ
か
み
と
ろ
う
と
す
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
感
覚
の
広
が
り
の
な
か
で
、

次
に
続
く
の
が
、
往
来
を
行
く
人
々
の
下
駄

の
響
き
で
あ
り
、
地
元
の
物
産
を
売
る
物
売

り
の
声
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
い

う
魂
の
領
域
と
、
人
々
の
日
々
の
生
活
の
情

景
。
こ
の
二
つ
が
ハ
ー
ン
の
関
心
の
中
で
、

お
の
ず
と
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
、
ハ
ー

ン
の
関
心
が
赴
く
の
は
、
生
活
の
な
か
に
根

付
き
、
根
底
で
支
え
て
い
る
宗
教
的
な
る
も

の
だ
と
い
っ
て
い
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
ハ
ー
ン
の

文
章
を
読
ん
で
、〝
明
治
日
本
の
面
影
〞
を

懐
か
し
く
思
い
起
こ
す
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
現
代
に
お
よ
ぶ
根
本
的
な
問
い

を
は
ら孕
む
よ
う
な
記
述
に
出
会
っ
て
、
は
っ
と

す
る
。
た
と
え
ば
、
来
日
当
初
、
横
浜
近
郊

の
寺
め
ぐ
り
を
し
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
た

「
地
蔵
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）
と
い

う
文
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
な
か
で
、
私
が
何
よ
り
も
強
い

印
象
を
受
け
た
の
は
、
人
々
の
信
仰
心
の

い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
だ
っ
た
。
暗
さ
、

げ
ん厳
　し
ゆ
く粛
さ
や
自
己
抑
制
と
い
っ
た
も
の
は
、

彼
ら
に
は
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
お
ご
そ厳

か
さ
、
い
や
そ
れ
に
近
い
も
の
さ
え
、
露

ほ
ど
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
る
い
寺

の
境
内
や
本
堂
の
階
段
に
ま
で
、
大
勢
の

子
供
た
ち
が
に
ぎ賑
や
か
に
笑
い
さ
ん
ざ
め
き
、

奇
妙
な
遊
び
に
興
じ
て
い
る
。
本
堂
の
中

に
お
参
り
に
入
る
母
親
た
ち
は
、
赤
ん
坊

が
畳
敷
の
上
を
は
い
ま
わ
り
、
き
ゃ
っ
き

ゃ
っ
と
声
を
た
て
て
も
気
に
と
め
な
い
。

人
々
は
彼
ら
の
宗
教
を
気
軽
に
、
陽
気
に

受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
な
さ
い賽

　せ
ん銭
　ば
こ箱
に
お
金
を
投
げ
入
れ
、か
し
わ柏 

で手
を
打
ち
、

短
い
祈
り
の
言
葉
を
唱
え
る
と
、
彼
等
は

す
ぐ
に
向
き
か
え
り
、
お
堂
の
上
が
り
口

で
笑
顔
で
語
り
あ
い
な
が
ら
、
小
さ
な

き
せ
る

煙
管
を
ふ
か
す
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の

寺
で
は
、
さ
ん参
　け
い詣
　し
や者
た
ち
が
中
に
入
り
も
し

な
い
の
に
私
は
気
付
い
た
。
自
分
た
ち
が

創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
お
そ畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で

あ
る
。（
前
掲
書
）

　
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ご
く
普
通
の
何
気

な
い
光
景
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
、
寺

と
い
う
信
仰
の
場
の
明
る
さ
に
驚
く
。
祈
り

と
礼
拝
は
い
た
っ
て
短
く
、
人
々
は
互
い
に

談
笑
し
、
子
供
た
ち
の
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
ハ
ー
ン
は
、
そ
こ
に
宗
教
の
場
ら
し

い「
厳
か
さ
」が
な
い
と
い
う
。そ
し
て
人
々

の
「
信
仰
心
の
い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
」

を「
暗
さ
」や「
自
己
抑
制
」か
ら
解
放
さ
れ
た
、

心
の
び
や
か
な
宗
教
の
あ
り
か
た
と
し
て
感

嘆
し
た
。

　
日
本
の
寺
の
参
拝
風
景
に
目
を
と
め
た
人

は
、
も
ち
ろ
ん
他
に
も
い
る
。
た
と
え
ば
、

１
８
７
８
年
に
浅
草
寺
を
訪
れ
た
英
国
の
女

性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
（
１
８
３
１

〜
１
９
０
４
）
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述

べ
た
。

　
そ
こ
で
も
ま
た
彼
ら
は
お
祈
り
を
す
る

―
―

も
し
〔
ナ
ン
マ
イ
ダ
と
い
う
〕
わ
け

も
わ
か
ら
ぬ
外
国
語
の
文
句
を
た
だ
繰
り

返
す
だ
け
で
お
祈
り
と
呼
ば
れ
て
よ
い
も

の
な
ら
ば
。
彼
ら
は
頭
を
下
げ
、
両
手
を

上
げ
て
こ
す
り
あ
わ
せ
、
言
葉
を
つ
ぶ
や

き
な
が
ら
数
珠
を
つ
ま
ぐ
り
、
両
手
を
叩

き
、
ま
た
頭
を
下
げ
る
。
そ
れ
が
終
る
と

外
に
出
る
か
、
あ
る
い
は
別
の
仏
の
前
に

行
っ
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。（
中
略
）

た
い
て
い
お
祈
り
は
急
い
で
な
さ
れ
る
。

つ
ま
ら
な
く
て
長
い
お
し
ゃ
べ
り
の
間
に

は
さ
ま
れ
た
単
な
る
瞬
間
的
イ
ン
タ
ー
ル
ー
ド

間
奏
曲
に

す
ぎ
ず
、け
い敬
　け
ん虔
の
素
振
り
す
ら
な
い
。（『
日

本
奥
地
紀
行
』、
平
凡
社
東
洋
文
庫
） 

　
バ
ー
ド
は
英
国
で
牧
師
の
娘
に
生
ま
れ
、

敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
伝
道
活
動
も

行
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
の
バ
ー
ド
の
目
に
は
、

浅
草
の
寺
の
賑
や
か
さ
は
真
面
目
な
信
仰
と

は
別
種
の
も
の
と
映
っ
た
。
大
勢
の
人
々
が

詣
で
る
と
は
い
え
、
祈
り
は
あ
ま
り
に
簡
単

で
短
く
、
み
な
気
楽
な
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ

て
い
る
。
そ
こ
に
敬
虔
な
心
な
ど
全
く
な
い
、

と
、
さ
ぞ
苦
々
し
い
表
情
を
浮
か
べ
た
だ
ろ

う
こ
と
が
、
文
面
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
当
時
の
西
洋
の
人
の
多
く
は
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
ハ
ー
ン
と
は
正
反
対
の
バ
ー
ド

の
言
葉
の
方
に
同
調
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
明
治
時
代
の
38
年
間
日
本
に
滞
在
し
た
、

英
国
人
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

（
１
８
５
０
〜
１
９
３
５
）
は
、『
日
本
事
物

誌
』（T

hings Japanese, 1890

）の
な
か
で
、

「
多
く
の
日
本
人
は
、
宗
教
は
何
か
と
問
わ

れ
る
と
困
惑
す
る
」
と
述
べ
て
、
宗
教
に
対

す
る
日
本
人
の
あ
い
ま
い
な
態
度
を
指
摘
し

て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
『
古
事
記
』
や

日
本
の
和
歌
を
英
訳
し
、
東
京
帝
国
大
学
文

学
部
で
言
語
学
を
講
じ
た
、
著
名
な
日
本
研

究
者
で
あ
る
。
そ
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
神
道

に
つ
い
て
、
こ
う
記
し
た
。

「
神
道
は
、
仏
教
が
入
っ
て
来
る
前
の
神
話

や
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
に
対

し
て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
。
し
ば
し
ば

宗
教
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名

に
値
す
る
資
格
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
神
道
に

は
、
ま
と
ま
っ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
神
聖

な
書
物
も
、
道
徳
規
約
も
な
い
」。
そ
し
て
、

「
神
道
は
、
あ
ま
り
に
も
空
虚
で
貧
弱
な
も

の
で
、
人
々
の
心
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」「
神
道
の
社
殿
は
、
原
始
的
な
日

本
の
小
屋
を
少
し
精
巧
に
し
た
形
で
あ
る
」

「
神
社
は
茅
葺
の
屋
根
で
、
作
り
も
単
純
で
、

内
部
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
」（「
神
道
」『
日
本

事
物
誌
』）
と
た
た
み
か
け
、
伊
勢
神
宮
に

つ
い
て
も
、「
観
光
客
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
神

道
の
宮
を
訪
ね
て
得
る
も
の
が
あ
る
か
と
い

え
ば
、
大
い
に
疑
わ
し
い
」「
檜
の
白
木
、

茅
葺
き
の
屋
根
、
彫
刻
も
な
く
、
絵
も
な
く
、

神
像
も
な
い
。
あ
る
の
は
と
て
つ
も
な
い
古

さ
だ
け
だ
」（「
伊
勢
」
同
）
と
述
べ
た
。

　
つ
ま
り
、
神
道
の
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇

拝
と
自
然
崇
拝
」
は
あ
ま
り
に
も
シ
ン
プ
ル

で
、
宗
教
に
あ
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
、

神
社
建
築
も
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、

西
洋
人
で
あ
る
彼
ら
が
共
有
す
る
認
識
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
道
論
に
対
し
て

ハ
ー
ン
は
、「
神
道
に
は
哲
学
は
な
い
。
体

系
的
な
倫
理
も
、
抽
象
的
な
教
理
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
ま
さ
し
く
『
な
い
』
こ
と
に

よ
っ
て
、
西
洋
の
宗
教
思
想
の
侵
略
に
対
抗

で
き
た
」「
神
道
を
、
お
よ
そ
宗
教
と
は
言

い
難
い
も
の
だ
と
い
う
者
も
あ
る
し
、（
中

略
）、
学
者
た
ち
が
な
か
な
か
神
道
を
解
き

あ
か
せ
な
い
の
も
、
ひ
つ畢
　き
よ
う竟
、
彼
ら
が
神
道

の
源
泉
を
書
物
ば
か
り
に
求
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」「
し
か
し
、
現
実
の
神
道
は
書
物

の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
儀
式
や

戒
律
の
中
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
国
民
の
心

の
う
ち裡
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
出

雲
大
社
の
訪
問
記
（「
杵
築
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）
の
中
で
反
論
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
は
ん反

　ば
く駁

は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
絶
対

的
な
価
値
を
お
く
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
へ
の
反

論
と
し
て
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
巧
み
な

論
法
だ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、「
国
民
の

心
の
裡
に
息
づ
い
て
い
る
」
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う

に
息
づ
い
て
い
る
の
か
、
こ
の
反
論
だ
け
で

は
、
あ
い
ま
い
で
、
実
感
が
わ
い
て
こ
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　
ハ
ー
ン
は
、
だ
か
ら
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
、
空
間
を
切
り
取
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
描
い
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
息
づ
く
も

の
の
実
感
を
提
示
す
る
。
教
義
や
思
想
で
は

な
い
幾
多
の
空
間
の
総
体
と
し
て
の
精
神
風

土
を
と
ら
え
、
示
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

先
に
あ
げ
た
、
松
江
の
朝
の
情
景
も
、
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
特
に
、
ハ
ー
ン
が
好
ん
で
描
い

た
空
間
が
寺
や
神
社
の
境
内
だ
っ
た
。

　
昼
間
、
楽
し
そ
う
な
参
詣
者
で
賑
わ
う
境

内
は
、
夏
の
夜
、
盆
踊
り
の
舞
台
と
な
る
。

ハ
ー
ン
は
、
山
陰
の
海
辺
の
小
さ
な
寺
を
訪

ね
た
折
、月
光
に
照
ら
さ
れ
た
境
内
で
、人
々

が
輪
と
な
っ
て
歌
い
踊
る
様
子
に
見
入
っ
た
。

そ
の
傍
ら
に
は
寺
の
墓
地
が
あ
り
、
ハ
ー
ン

は
お
盆
が
死
者
の
祭
り
で
あ
る
こ
と
に
思
い

を
は
せ
る
。
そ
し
て
戻
っ
て
き
た
先
祖
の
霊

の
存
在
と
と
も
に
人
々
が
踊
る
空
間
の
幻
想

性
を
描
い
た
。（「
盆
踊
り
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）

　
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
遊
ぶ
の
も
寺
社
の

境
内
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
、
西
洋
の
キ
リ
ス

ト
教
教
会
の
庭
と
、
日
本
の
寺
社
の
庭
の
違

い
は
、
子
供
た
ち
の
遊
び
声
が
聞
こ
え
る
か

否
か
だ
と
記
し
た
（『
日
本―

一
つ
の
試

論
』、
１
９
０
４
年
）。「
阿
弥
陀
寺
の
び比 

く丘

 

に尼
」（『
心
』、
１
８
９
６
年
）
と
い
う
印
象

深
い
小
品
の
物
語
世
界
を
支
え
る
の
も
、
寺

の
境
内
で
展
開
さ
れ
る
光
景
に
他
な
ら
な
い
。

村
の
子
供
た
ち
は
毎
日
の
よ
う
に
お
地
蔵
さ

ま
の
見
守
る
な
か
で
比
丘
尼
さ
ん
と
遊
ぶ
。

か
つ
て
幼
子
を
亡
く
し
て
出
家
し
た
比
丘
尼

は
、
子
供
た
ち
と
ふ
れ
あ
っ
て
癒
さ
れ
る
。

子
供
は
や
が
て
成
長
す
る
と
辛
い
現
実
社
会

へ
と
去
っ
て
い
く
が
、
今
度
は
そ
の
子
の
子

供
た
ち
が
、
ま
た
遊
び
に
来
る
よ
う
に
な
る
。

寺
の
境
内
は
、
代
々
の
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
、

お
だ
や
か
な
救
い
の
空
間
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
ハ
ー
ン
は
、
現
在
の
子

供
た
ち
と
過
去
の
、
今
は
亡
く
な
っ
て
い
る

子
供
た
ち
の
面
影
を
ひ
と
つ
の
空
間
の
中
に

こ
だ
ま
す
る
遊
び
声
の
響
き
と
し
て
重
ね
る

の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
、
日
本
の
樹
木
信
仰
や
御
神
木

の
風
景
に
も
心
惹
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
怪

談
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
青
柳
物
語
」
は
人

間
と
柳
の
樹
の
精
が
歌
心
を
通
じ
て
結
び
あ

わ
さ
れ
る
話
で
あ
り
、「
十
六
桜
」
は
人
間

と
桜
の
古
木
と
が
再
生
を
通
じ
て
結
び
つ
く

物
語
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
と

深
く
つ
な
が
る
樹
々
に
囲
ま
れ
た
空
間
と
し

て
、
神
社
を
描
い
た
。
ハ
ー
ン
は
神
社
に
い

た
る
参
道
の
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
数
あ
る
日
本
独
特
の
美
し
い
事
物
の
中

で
も
最
も
美
し
い
の
は
、
参
拝
の
た
め
、

あ
る
い
は
休
憩
の
た
め
の
小
高
い
場
所
に

上
っ
て
行
く
途
中
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は

い
わ
ば
、
無
に
通
じ
る
道
、
無
に
至
る
階

段
で
あ
る
。（「
旅
の
日
記
か
ら
」『
日
本
の

心
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
１
９
９
０
年
）

　
登
り
は
い
し石 

だ
た
み畳

の
傾
斜
の
つ
い
た
道
と

と
も
に
始
ま
る
。
多
分
七
、
八
町
ほ
ど
続

く
が
、
そ
の
参
道
の
両
側
に
巨
木
が
そ
び聳

え

て
い
る
。
一
定
の
間
隔
を
お
い
て
石
の
怪

獣
が
警
護
し
て
い
る
。
道
が
尽
き
る
あ
た

り
に
幅
の
広
い
石
段
が
何
段
か
あ
り
、
緑

の
暗
が
り
の
中
を
登
る
と
、
さ
ら
に
大
き

な
老
樹
が
蔭
を
つ
く
っ
て
い
る
台
地
へ
と

導
く
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
段
々
が
高
い
方

へ
と
続
く
が
、
い
ず
れ
も
り
よ
く緑 

い
ん陰

の
中
で

あ
る
。登
っ
て
登
っ
て
登
り
つ
め
、つ
い
に
、

灰
色
の
鳥
居
の
か
な
た

彼
方
に
、
目
ざ
す
も
の
が

見
え
て
く
る
。
小
さ
な
、
中
は
う
つ空
ろ
の
、

し
ら白 

き木 

づ
く造

り
の
や
し
ろ社―

神
道
の
お
宮
で
あ

る
。
荘
厳
な
参
道
を
長
く
歩
い
た
の
ち
、

静
ま
り
返
っ
た
影
の
中
で
私
た
ち
が
受
け

る
、は
っ
と
す
る
空
虚
の
感
じ
は
、ゆ
う幽 

す
い邃

な
、

霊
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。（「
旅

日
記
か
ら
」『
心
』、
河
出
書
房
新
社
、
２

０
１
６
年
） 

　
ハ
ー
ン
は
こ
こ
で
、
鬱
蒼
た
る
緑
の
な
か

を
進
む
参
拝
の
道
は
「
無
に
至
る
階
段
」
で

あ
り
、
そ
の
到
達
点
と
し
て
「
小
さ
な
、
中

は
空
ろ
の
、
白
木
造
り
の
社
」、
つ
ま
り
「
神

道
の
お
宮
」
が
現
れ
る
の
だ
と
い
う
。
人
は

そ
の
「
空
虚
の
感
じ
」
に
包
ま
れ
て
驚
く
。

い
わ
ば
、
自
然
の
な
か
で
人
間
が
人
工
的
な

も
の
を
削
ぎ
落
と
し
な
が
ら
、
一
歩
一
歩

「
無
」
と
化
し
、
自
然
と
一
体
化
し
て
昇
華

さ
れ
て
い
く
よ
う
な
空
間
を
、
神
社
に
い
た

る
参
道
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー

ン
は
そ
の
よ
う
な
神
社
空
間
で
感
得
す
る
も

の
こ
そ
、「
霊
的
そ
の
も
の
」
だ
と
表
現
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
記
述
は
、
神
社
建
築
の
簡
素
さ

を
欠
点
と
み
な
す
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
反
論

と
し
て
も
読
め
よ
う
。
神
道
が
、
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
に
よ
れ
ば
宗
教
の
必
須
条
件
た
る
聖
典

や
聖
像
な
ど
、
い
わ
ば
人
為
的
所
産
と
し
て

構
築
さ
れ
た
教
理
や
表
象
物
を
排
し
て
、
森

の
樹
々
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、
簡
素
さ
を
旨

と
す
る
こ
と
を
是
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
注
目
す
べ
き
は
、
宗
教
と
し
て
の
大
事

な
部
分
を
、
ハ
ー
ン
が
周
囲
の
自
然
と
の
関

係
性
に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

巨
木
の
蔭
の
な
か
に
息
づ
く
太
古
の
自
然
の

霊
性
、
い
わ
ば
〝
い
の
ち
〞
に
人
間
が
一
体

化
し
て
い
く
過
程
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
自
然
崇
拝
〞
と
も
違

う
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
神
社
は
、

自
然
の
な
か
の
聖
な
る
場
所
を
示
す
単
な
る

指
標
な
の
で
は
な
い
。
ま
た
自
然
を
信
仰
の

〝
対
象
〞
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
前
述
の
通
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
神
道

は
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
」

か
ら
成
る
と
述
べ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
「
先

祖
」
と
「
自
然
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も

の
を
崇
め
る
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。

　
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
描
く
寺
の
境
内
や
神
社

の
参
道
に
は
、
そ
の
〝
祖
先
崇
拝
〞
と
〝
自

然
崇
拝
〞
の
違
い
を
超
え
て
、
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
。

昼
下
が
り
の
境
内
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
々

の
霊
魂
が
子
供
た
ち
の
遊
び
を
見
守
り
、
夏

の
夜
は
今
を
生
き
る
者
の
踊
り
に
寄
り
添
う
。

神
社
の
参
道
を
登
る
と
、
老
樹
が
太
古
の
自

然
の
霊
性
の
な
か
へ
と
人
を
包
み
込
む
。
里

山
の
樹
々
や
生
物
の
精
霊
は
人
間
と
交
わ
り
、

時
に
結
ば
れ
る
。

　
つ
ま
り
ハ
ー
ン
が
一
貫
し
て
描
く
の
は
、

現
世
の
人
間
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
に
見
え
ぬ

〝
魂
〞
と
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
人
間
と
人

間
な
ら
ぬ
霊
力
が
同
じ
空
間
の
な
か
に
共
に

存
在
し
、
結
び
つ
く
と
い
う
感
覚
な
の
で
あ

る
。
こ
の
世
を
生
き
て
き
た
代
々
の
人
々
の

い
の
ち
、
ま
た
人
間
以
外
の
、
人
間
を
超
え

た
い
の
ち
。
人
々
の
周
り
に
、
そ
う
い
う
い

の
ち―

そ
れ
を
〝
や八 

お百 

よ
ろ
ず万

の
神
々
〞
と

い
い
か
え
て
も
い
い―

が
満
ち
溢
れ
て
い

て
、
人
は
そ
う
い
う
幾
多
の
い
の
ち
と
共
に

あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日

本
の
宗
教
的
な
精
神
風
土
で
あ
り
、
宗
教
的

な
感
性
だ
と
ハ
ー
ン
は
考
え
た
の
で
は
な
い

か
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
壮
大
な
空
間
と
時

間
の
い
の
ち
の
つ
な
が
り
の
中
に
、
み
ず
か

ら
の
存
在
基
盤
を
見
出
す
時
、い
わ
ゆ
る〝
宗

教
〞
の
教
義
や
思
想
体
系
、
規
律
な
ど
を
絶

対
視
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ら
は
言
語
化
さ
れ
た
宗
教
的
表
現
の
形

に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
根
底
に
あ

る
日
本
人
の
宗
教
的
感
性
の
表
層
を
飾
る
も

の
と
し
て
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
教
義
を
も
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
時
に
は
、
表
層
を
張
り
替
え
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
ま
た
ひ
と
つ
に
こ
う拘 

で
い泥

す
る
こ
と
な
く

複
数
共
存
さ
せ
る
こ
と
も
、
気
楽
に
許
容
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は

神
社
仏
閣
に
詣
で
て
も
、
ハ
ー
ン
が
横
浜
で

驚
い
た
よ
う
な
、「
穏
や
か
な
、気
楽
な
笑
顔
」

を
浮
か
べ
る
の
で
あ
り
、
松
江
の
朝
の
描
写

に
お
け
る
よ
う
に
、
神
話
も
神
道
も
仏
教
も

民
間
信
仰
も
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
ひ
と
つ

の
響
き
の
空
間
の
な
か
に
溶
け
こ
む
の
で
あ

る
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
バ
ー
ド
は
、
人
は
ひ
と

つ
の
宗
教
の
教
義
だ
け
を
奉
じ
る
も
の
だ
と

い
う
前
提
に
た
っ
て
、日
本
人
の
宗
教
の〝
あ

い
ま
い
さ
〞
を
論
じ
た
が
、
現
代
で
も
事
情

は
そ
う
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
宗

教
的
寛
容
性
の
必
要
が
説
か
れ
る
と
き
、
そ

れ
は
、
自
分
の
宗
教
と
は
異
な
る
他
者
の
宗

教
を
認
め
る
こ
と
を
一
般
的
に
は
い
う
。
た

と
え
ば
、
ひ
と
つ
の
町
の
な
か
に
、
教
会
と

モ
ス
ク
が
争
う
こ
と
な
く
共
存
混
在
す
る
よ

う
な
、
多
宗
教
社
会
で
あ
る
。
だ
が
、
ハ
ー

ン
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
寛
容
と
多
宗
教

の
共
存
が
、
日
本
で
は
ご
く
当
た
り
前
に
一

人
一
人
の
心
の
な
か
に
す
で
に
根
付
い
て
い

る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
束
縛
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
の
大
地
に

根
差
す
か
の
よ
う
に
根
底
か
ら
人
を
包
み
込

み
支
え
る
日
本
の
宗
教
的
感
性
に
、
だ
か
ら

ハ
ー
ン
は
心
惹
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
の

中
に
、
五
感
を
駆
使
し
た
優
れ
た
文
章
で
描

い
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
あ
げ
た「
地
蔵
」の
引
用
文
の
最
後
で
、

ハ
ー
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
自
分
た
ち

が
創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で
あ

る
（Blessed are they w

ho do not too 
m
uch fear the gods w

hich they have 
m
ade! 

）」。
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ
ッ
ド
も
、
イ

ス
ラ
ム
教
の
ア
ッ
ラ
ー
も
、
仏
教
の
仏
も
、

日
本
の
八
百
万
の
神
も
、
所
詮
、
人
間
の
創

造
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
こ
の

言
葉
は
、
宗
教
に
よ
る
テ
ロ
が
あ
い
つ
ぐ
現

代
世
界
の
問
題
を
照
ら
し
出
し
、
ひ
と
き
わ

重
み
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
ハ

ー
ン
が
見
出
し
た
日
本
古
来
の
心
の
あ
り
よ

う
は
、
ま
こ
と
に
「
幸
い
」
だ
っ
た
と
思
え

る
の
で
あ
る
。
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さ
ま
ざ
ま
な〝
い
の
ち
〞の
つ
な
が
り

│
日
本
の
宗
教
的
感
性

ハ
ー
ン
は
日
本
の
風
景
を

ス
ケ
ッ
チ
で
も

数
多
く
残
し
た
。

「
稲
田
の
風
景
」に
は
、

鳥
居
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
＊
）植
民
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
ヨ
ー
ロッ
パ
人
の
呼
称
。

　
明
治
以
降
、
来
日
外
国
人
が
書
き
残
し
た

日
本
論
や
日
本
滞
在
記
の
類
は
種
々
多
々
あ

る
。
そ
の
中
で
、
今
な
お
読
み
応
え
が
あ
る

も
の
と
い
え
ば
、
や
は
り
、
ま
ず
は
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン（Lafcadio H

earn, 1850- 
1904

）
の
作
品
を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
ハ
ー
ン
と
い
う
よ
り
、
帰
化
名
の
「
小
泉

八
雲
」
の
方
が
親
し
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。「
雪
女
」
や
「
耳
な
し
芳
一
」、「
む

じ
な
（
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
）」
な
ど
の
作
者
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
物
語

は
日
本
の
怪
談
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、

実
は
百
年
ほ
ど
前
に
ハ
ー
ン
が
日
本
の
古
い

伝
承
や
民
話
を
掘
り
起
し
て
、
再
話
し
た
作

品
だ
っ
た
。

　
ハ
ー
ン
は
、
19
世
紀
後
半
の
人
と
し
て
は

珍
し
く
、
西
洋
優
越
主
義
的
な
偏
見
に
と
ら

わ
れ
ず
に
、
優
れ
た
観
察
力
と
深
い
共
感
の

ま
な
ざ
し
で
、
日
本
の
風
物
や
文
化
、
民
俗
、

宗
教
に
つ
い
て
記
し
、
明
治
期
の
庶
民
の
生

活
と
心
情
を
描
い
た
。
土
地
の
伝
説
や
民
間

信
仰
、
風
習
な
ど
を
巧
み
に
作
品
の
な
か
に

織
り
込
ん
で
は
、
日
本
の
文
化
の
魅
力
を
描

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
英
国
人
の
軍

医
を
父
に
、
英
国
軍
が
駐
屯
し
て
い
た
ギ
リ

シ
ャ
の
島
の
娘
を
母
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
フ

カ
ダ
島
で
生
ま
れ
た
。
だ
が
、
幼
く
し
て
両

親
と
別
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
親
戚
の
も
と

で
子
供
時
代
を
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
人
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
、
シ
ン
シ
ナ
ー
テ

ィ
や
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
で
新
聞
記
者
と

し
て
活
躍
す
る
。
西
イ
ン
ド
諸
島
に
も
滞
在

し
て
紀
行
文
も
刊
行
し
た
。
そ
し
て
『
古
事

記
』
の
英
訳
を
読
ん
で
日
本
に
関
心
を
も
ち
、

来
日
し
た
の
が
39
歳
の
時
だ
っ
た
。
ま
も
な

く
英
語
教
師
の
職
を
得
て
、
松
江
の
島
根
県

尋
常
中
学
校
に
赴
任
し
、
つ
い
で
熊
本
の
第

五
高
等
中
学
校
、
さ
ら
に
は
東
京
帝
国
大
学
、

早
稲
田
大
学
で
教
え
な
が
ら
、『
知
ら
れ
ぬ

日
本
の
面
影
』、『
東
の
国
か
ら
』、『
心
』、『
霊

の
日
本
』、『
怪
談
』、『
日
本―

一
つ
の
試

論
』
な
ど
、
十
数
冊
に
及
ぶ
日
本
関
連
の
著

書
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る
。
松
江
で
小
泉

セ
ツ
と
結
婚
、の
ち
帰
化
し
て
、１
９
０
４
年
、

東
京
の
西
大
久
保
の
家
で
没
し
た
。

　
西
洋
近
代
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
ぬ
も
の

の
見
方
や
、
庶
民
に
寄
せ
る
ま
な
ざ
し
、
民

俗
学
的
な
関
心
と
い
っ
た
ハ
ー
ン
の
特
質
は
、

ギ
リ
シ
ャ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
、
19
世

紀
西
欧
世
界
の
辺
境
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
以
前

の
古
代
世
界
に
つ
な
が
る
土
地
に
出
発
点
を

も
っ
た
こ
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
母
へ
の
思
慕
と

そ
の
母
を
離
縁
し
た
父
へ
の
反
発
、
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
の
黒
人
社
会
や
カ
リ
ブ
海
の
ク
レ

オ
ー
ル
（
＊
）
の
文
化
に
触
れ
た
こ
と
の
な

か
で
培
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ハ

ー
ン
の
日
本
体
験
を
決
定
づ
け
た
こ
と
は
、

最
初
の
日
々
を
東
京
で
は
な
く
、
西
洋
化
・

文
明
化
以
前
の
古
い
文
化
習
慣
が
色
濃
く
残

る
地
方
都
市
で
過
ご
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』（
１
８
９
４
年
）

は
、
ハ
ー
ン
が
日
本
に
関
し
て
書
い
た
最
初

の
本
で
、
来
日
直
後
の
横
浜
周
辺
と
、
そ
の

後
１
年
あ
ま
り
を
過
ご
し
た
松
江
と
出
雲
地

方
が
主
な
舞
台
で
あ
る
。
序
文
に
は
、
日
本

の
知
ら
れ
ざ
る
精
神
風
土
を
解
明
し
た
い
と

い
う
目
的
が
表
明
さ
れ
て
あ
り
、
明
治
日
本

の
雰
囲
気
と
風
景
と
土
地
の
人
々
の
暮
ら
し

が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
た
作
品
と
評
価
さ
れ
て

い
る
。
　
　
　

　
松
江
の
朝
を
描
い
た「
神
々
の
国
の
首
都
」

（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
所
収
）
の
冒
頭

部
分
は
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
ン
の
文
章
の
な
か

で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
だ
ろ
う
。

　
松
江
の
一
日
で
最
初
に
聞
こ
え
る
物
音

は
、
ゆ
る
や
か
で
大
き
な
脈
搏
が
脈
打
つ

よ
う
に
、
眠
っ
て
い
る
人
の
ち
ょ
う
ど
耳

の
下
か
ら
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
物
を
打

ち
つ
け
る
太
い
、
や
わ
ら
か
な
、
に
ぶ
い

音
で
あ
る
が
、
そ
の
規
則
正
し
い
打
ち
方

と
、
音
を
包
み
込
ん
だ
よ
う
な
奥
深
さ
と
、

聞
こ
え
る
と
い
う
よ
り
む
し寧
ろ
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
枕
を
伝
わ
っ
て
振
動
が
や
っ
て
来

る
点
で
、
心
臓
の
鼓
動
に
似
て
い
る
。
そ

れ
は
種
を
明
か
せ
ば
米
つ搗
き
の
重
い
き
ね杵
が

米
を
精
白
す
る
た
め
に
搗
き
込
む
音
で
あ

る
。（
中
略
）
杵
が
臼
を
打
つ
規
則
的
な
、

に
ぶ
く
鳴
り
響
く
音
こ
そ
は
日
本
人
の
生

活
か
ら
生
ま
れ
る
物
音
の
う
ち
最
も
哀
感

を
誘
う
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
実
際

そ
れ
は
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の
も
の

で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
禅
宗
の
と
う洞 

こ
う光 

じ寺
の
大
釣
鐘
が

ゴ
ー
ン
、
ゴ
ー
ン
と
い
う
音
を
町
の
空
に

響
か
せ
る
。
次
に
私
の
住
む
家
に
近
い
材

木
町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
か
ら
朝
の
ご
ん勤 

ぎ
よ
う行

の
時
刻
を
知
ら
せ
る
太
鼓
の
物
悲
し
い
響

が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
朝

一
番
早
い
物
売
り
の
呼
び
声
が
始
ま
る
。

「
だ
い大 

こ根
や
い
、
か
ぶ蕪
や
蕪
」
と
大
根
そ
の
ほ

か
見
慣
れ
ぬ
野
菜
類
を
売
り
回
る
者
。
そ

う
か
と
思
え
ば
「
ヽ
　
ヽ
も
や
や
ヽ
　
ヽ
も
や
」
と
悲
し

げ
な
呼
び
声
は
炭
火
を
つ
け
る
の
に
使
う

細
い
ま
き薪
の
束
を
売
る
女
た
ち
で
あ
る
。

（『
神
々
の
国
の
首
都
』、講
談
社
学
術
文
庫
、

１
９
９
０
年
） 

　
ハ
ー
ン
が
、
夜
明
け
に
耳
に
し
、
体
で
感

じ
る
の
は
、
米
搗
き
の
杵
の
音
で
あ
る
。
そ

の
音
は
大
地
の
底
か
ら
枕
を
通
し
て
響
い
て

く
る
よ
う
で
、
ま
さ
に
日
本
の
生
活
を
下
か

ら
支
え
る
音
、
こ
の
国
が
脈
打
つ
鼓
動
そ
の

も
の
だ
と
、
ハ
ー
ン
は
思
う
。

　
米
を
主
食
と
す
る
稲
作
の
国
に
い
る
こ
と

を
実
感
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
米
を
搗

く
杵
は
〝
き杵 

づ
き築
〞
の
杵
で
も
あ
る
こ
と
を
想

起
し
た
の
だ
ろ
う
。
出
雲
大
社
は
古
名
を
杵

築
大
社
と
い
い
、「
杵
築
と
は
日
本
の
太
古

よ
り
の
信
仰
、
神
道
の
最
古
の
社
を
擁
す
る

聖
地
の
名
」（「
杵
築―

日
本
最
古
の
神
社
」

『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）で
あ
る
。だ
か
ら
、

古
代
の
神
話
世
界
に
つ
な
が
る
〝
神
々
の

国
〞
出
雲
の
松
江
で
聞
く
、
大
地
の
鼓
動
の

よ
う
な
杵
の
音
は
、
い
わ
ば
ハ
ー
ン
の
考
え

る
神
道
を
象
徴
す
る
響
き
な
の
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
の
神
道
の
音
の
あ
と
に
、
仏
教
の
お

寺
の
大
き
な
鐘
を
打
ち
な
ら
す
音
が
、
次
に

町
の
小
さ
な
地
蔵
堂
の
太
鼓
を
た
た
く
音
が

聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
続
く
の
は
、
往
来

を
行
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
売
り
の
声
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ハ
ー
ン
は
障
子
を
あ
け
て
、
朝
焼

け
の
空
と
向
こ
う
岸
の
山
々
、
し
ん
じ

宍
道
湖
の

広
々
と
し
た
情
景
を
描
く
。川
岸
か
ら
、人
々

が
朝
日
を
拝
む
柏
手
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、

や
が
て
大
橋
を
わ
た
る
人
々
の
下
駄
の
音
に

か
わ
り
、
一
日
の
営
み
が
始
ま
っ
て
い
く
。

　
ハ
ー
ン
は
、
夜
と
朝
の
あ
わ
い
に
、
宗
教

に
か
か
わ
る
想
像
を
め
ぐ
ら
し
、
地
元
に
息

づ
く
神
道
と
仏
教
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
い

る
。米
搗
き
の
杵
、寺
の
鐘
、地
蔵
堂
の
太
鼓
、

人
々
の
柏
手
な
ど
、
目
に
見
え
る
も
の
で
は

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
音
の
響
き
に
耳
を
澄
ま
せ

て
、
よ
り
感
覚
的
に
、
深
い
奥
底
か
ら
く
る

も
の
の
全
体
を
つ
か
み
と
ろ
う
と
す
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
感
覚
の
広
が
り
の
な
か
で
、

次
に
続
く
の
が
、
往
来
を
行
く
人
々
の
下
駄

の
響
き
で
あ
り
、
地
元
の
物
産
を
売
る
物
売

り
の
声
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
と
い

う
魂
の
領
域
と
、
人
々
の
日
々
の
生
活
の
情

景
。
こ
の
二
つ
が
ハ
ー
ン
の
関
心
の
中
で
、

お
の
ず
と
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
、
ハ
ー

ン
の
関
心
が
赴
く
の
は
、
生
活
の
な
か
に
根

付
き
、
根
底
で
支
え
て
い
る
宗
教
的
な
る
も

の
だ
と
い
っ
て
い
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
ハ
ー
ン
の

文
章
を
読
ん
で
、〝
明
治
日
本
の
面
影
〞
を

懐
か
し
く
思
い
起
こ
す
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
現
代
に
お
よ
ぶ
根
本
的
な
問
い

を
は
ら孕
む
よ
う
な
記
述
に
出
会
っ
て
、
は
っ
と

す
る
。
た
と
え
ば
、
来
日
当
初
、
横
浜
近
郊

の
寺
め
ぐ
り
を
し
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
た

「
地
蔵
」（『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』）
と
い

う
文
章
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
な
か
で
、
私
が
何
よ
り
も
強
い

印
象
を
受
け
た
の
は
、
人
々
の
信
仰
心
の

い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
だ
っ
た
。
暗
さ
、

げ
ん厳
　し
ゆ
く粛
さ
や
自
己
抑
制
と
い
っ
た
も
の
は
、

彼
ら
に
は
全
く
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
お
ご
そ厳

か
さ
、
い
や
そ
れ
に
近
い
も
の
さ
え
、
露

ほ
ど
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
る
い
寺

の
境
内
や
本
堂
の
階
段
に
ま
で
、
大
勢
の

子
供
た
ち
が
に
ぎ賑
や
か
に
笑
い
さ
ん
ざ
め
き
、

奇
妙
な
遊
び
に
興
じ
て
い
る
。
本
堂
の
中

に
お
参
り
に
入
る
母
親
た
ち
は
、
赤
ん
坊

が
畳
敷
の
上
を
は
い
ま
わ
り
、
き
ゃ
っ
き

ゃ
っ
と
声
を
た
て
て
も
気
に
と
め
な
い
。

人
々
は
彼
ら
の
宗
教
を
気
軽
に
、
陽
気
に

受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
な
さ
い賽

　せ
ん銭
　ば
こ箱
に
お
金
を
投
げ
入
れ
、か
し
わ柏 

で手
を
打
ち
、

短
い
祈
り
の
言
葉
を
唱
え
る
と
、
彼
等
は

す
ぐ
に
向
き
か
え
り
、
お
堂
の
上
が
り
口

で
笑
顔
で
語
り
あ
い
な
が
ら
、
小
さ
な

き
せ
る

煙
管
を
ふ
か
す
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の

寺
で
は
、
さ
ん参
　け
い詣
　し
や者
た
ち
が
中
に
入
り
も
し

な
い
の
に
私
は
気
付
い
た
。
自
分
た
ち
が

創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
お
そ畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で

あ
る
。（
前
掲
書
）

　
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
ご
く
普
通
の
何
気

な
い
光
景
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
、
寺

と
い
う
信
仰
の
場
の
明
る
さ
に
驚
く
。
祈
り

と
礼
拝
は
い
た
っ
て
短
く
、
人
々
は
互
い
に

談
笑
し
、
子
供
た
ち
の
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
ハ
ー
ン
は
、
そ
こ
に
宗
教
の
場
ら
し

い「
厳
か
さ
」が
な
い
と
い
う
。そ
し
て
人
々

の
「
信
仰
心
の
い
か
に
も
楽
し
げ
な
様
子
」

を「
暗
さ
」や「
自
己
抑
制
」か
ら
解
放
さ
れ
た
、

心
の
び
や
か
な
宗
教
の
あ
り
か
た
と
し
て
感

嘆
し
た
。

　
日
本
の
寺
の
参
拝
風
景
に
目
を
と
め
た
人

は
、
も
ち
ろ
ん
他
に
も
い
る
。
た
と
え
ば
、

１
８
７
８
年
に
浅
草
寺
を
訪
れ
た
英
国
の
女

性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
（
１
８
３
１

〜
１
９
０
４
）
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述

べ
た
。

　
そ
こ
で
も
ま
た
彼
ら
は
お
祈
り
を
す
る

―
―

も
し
〔
ナ
ン
マ
イ
ダ
と
い
う
〕
わ
け

も
わ
か
ら
ぬ
外
国
語
の
文
句
を
た
だ
繰
り

返
す
だ
け
で
お
祈
り
と
呼
ば
れ
て
よ
い
も

の
な
ら
ば
。
彼
ら
は
頭
を
下
げ
、
両
手
を

上
げ
て
こ
す
り
あ
わ
せ
、
言
葉
を
つ
ぶ
や

き
な
が
ら
数
珠
を
つ
ま
ぐ
り
、
両
手
を
叩

き
、
ま
た
頭
を
下
げ
る
。
そ
れ
が
終
る
と

外
に
出
る
か
、
あ
る
い
は
別
の
仏
の
前
に

行
っ
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
。（
中
略
）

た
い
て
い
お
祈
り
は
急
い
で
な
さ
れ
る
。

つ
ま
ら
な
く
て
長
い
お
し
ゃ
べ
り
の
間
に

は
さ
ま
れ
た
単
な
る
瞬
間
的
イ
ン
タ
ー
ル
ー
ド

間
奏
曲
に

す
ぎ
ず
、け
い敬
　け
ん虔
の
素
振
り
す
ら
な
い
。（『
日

本
奥
地
紀
行
』、
平
凡
社
東
洋
文
庫
） 

　
バ
ー
ド
は
英
国
で
牧
師
の
娘
に
生
ま
れ
、

敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
伝
道
活
動
も

行
っ
た
人
だ
っ
た
。
そ
の
バ
ー
ド
の
目
に
は
、

浅
草
の
寺
の
賑
や
か
さ
は
真
面
目
な
信
仰
と

は
別
種
の
も
の
と
映
っ
た
。
大
勢
の
人
々
が

詣
で
る
と
は
い
え
、
祈
り
は
あ
ま
り
に
簡
単

で
短
く
、
み
な
気
楽
な
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ

て
い
る
。
そ
こ
に
敬
虔
な
心
な
ど
全
く
な
い
、

と
、
さ
ぞ
苦
々
し
い
表
情
を
浮
か
べ
た
だ
ろ

う
こ
と
が
、
文
面
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
し

て
当
時
の
西
洋
の
人
の
多
く
は
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
ハ
ー
ン
と
は
正
反
対
の
バ
ー
ド

の
言
葉
の
方
に
同
調
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
明
治
時
代
の
38
年
間
日
本
に
滞
在
し
た
、

英
国
人
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

（
１
８
５
０
〜
１
９
３
５
）
は
、『
日
本
事
物

誌
』（T

hings Japanese, 1890

）の
な
か
で
、

「
多
く
の
日
本
人
は
、
宗
教
は
何
か
と
問
わ

れ
る
と
困
惑
す
る
」
と
述
べ
て
、
宗
教
に
対

す
る
日
本
人
の
あ
い
ま
い
な
態
度
を
指
摘
し

て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
『
古
事
記
』
や

日
本
の
和
歌
を
英
訳
し
、
東
京
帝
国
大
学
文

学
部
で
言
語
学
を
講
じ
た
、
著
名
な
日
本
研

究
者
で
あ
る
。
そ
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
神
道

に
つ
い
て
、
こ
う
記
し
た
。

「
神
道
は
、
仏
教
が
入
っ
て
来
る
前
の
神
話

や
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
に
対

し
て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
。
し
ば
し
ば

宗
教
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名

に
値
す
る
資
格
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
神
道
に

は
、
ま
と
ま
っ
た
教
義
も
な
け
れ
ば
、
神
聖

な
書
物
も
、
道
徳
規
約
も
な
い
」。
そ
し
て
、

「
神
道
は
、
あ
ま
り
に
も
空
虚
で
貧
弱
な
も

の
で
、
人
々
の
心
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」「
神
道
の
社
殿
は
、
原
始
的
な
日

本
の
小
屋
を
少
し
精
巧
に
し
た
形
で
あ
る
」

「
神
社
は
茅
葺
の
屋
根
で
、
作
り
も
単
純
で
、

内
部
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
」（「
神
道
」『
日
本

事
物
誌
』）
と
た
た
み
か
け
、
伊
勢
神
宮
に

つ
い
て
も
、「
観
光
客
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
神

道
の
宮
を
訪
ね
て
得
る
も
の
が
あ
る
か
と
い

え
ば
、
大
い
に
疑
わ
し
い
」「
檜
の
白
木
、

茅
葺
き
の
屋
根
、
彫
刻
も
な
く
、
絵
も
な
く
、

神
像
も
な
い
。
あ
る
の
は
と
て
つ
も
な
い
古

さ
だ
け
だ
」（「
伊
勢
」
同
）
と
述
べ
た
。

　
つ
ま
り
、
神
道
の
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇

拝
と
自
然
崇
拝
」
は
あ
ま
り
に
も
シ
ン
プ
ル

で
、
宗
教
に
あ
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
、

神
社
建
築
も
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、

西
洋
人
で
あ
る
彼
ら
が
共
有
す
る
認
識
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
道
論
に
対
し
て

ハ
ー
ン
は
、「
神
道
に
は
哲
学
は
な
い
。
体

系
的
な
倫
理
も
、
抽
象
的
な
教
理
も
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
ま
さ
し
く
『
な
い
』
こ
と
に

よ
っ
て
、
西
洋
の
宗
教
思
想
の
侵
略
に
対
抗

で
き
た
」「
神
道
を
、
お
よ
そ
宗
教
と
は
言

い
難
い
も
の
だ
と
い
う
者
も
あ
る
し
、（
中

略
）、
学
者
た
ち
が
な
か
な
か
神
道
を
解
き

あ
か
せ
な
い
の
も
、
ひ
つ畢
　き
よ
う竟
、
彼
ら
が
神
道

の
源
泉
を
書
物
ば
か
り
に
求
め
て
い
る
か
ら

で
あ
る
」「
し
か
し
、
現
実
の
神
道
は
書
物

の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
。
儀
式
や

戒
律
の
中
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
国
民
の
心

の
う
ち裡
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
出

雲
大
社
の
訪
問
記
（「
杵
築
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）
の
中
で
反
論
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
は
ん反

　ば
く駁

は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
絶
対

的
な
価
値
を
お
く
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
へ
の
反

論
と
し
て
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
巧
み
な

論
法
だ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、「
国
民
の

心
の
裡
に
息
づ
い
て
い
る
」
と
は
、
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
、
具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う

に
息
づ
い
て
い
る
の
か
、
こ
の
反
論
だ
け
で

は
、
あ
い
ま
い
で
、
実
感
が
わ
い
て
こ
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　
ハ
ー
ン
は
、
だ
か
ら
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
、
空
間
を
切
り
取
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
描
い
て
い
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
息
づ
く
も

の
の
実
感
を
提
示
す
る
。
教
義
や
思
想
で
は

な
い
幾
多
の
空
間
の
総
体
と
し
て
の
精
神
風

土
を
と
ら
え
、
示
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

先
に
あ
げ
た
、
松
江
の
朝
の
情
景
も
、
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
特
に
、
ハ
ー
ン
が
好
ん
で
描
い

た
空
間
が
寺
や
神
社
の
境
内
だ
っ
た
。

　
昼
間
、
楽
し
そ
う
な
参
詣
者
で
賑
わ
う
境

内
は
、
夏
の
夜
、
盆
踊
り
の
舞
台
と
な
る
。

ハ
ー
ン
は
、
山
陰
の
海
辺
の
小
さ
な
寺
を
訪

ね
た
折
、月
光
に
照
ら
さ
れ
た
境
内
で
、人
々

が
輪
と
な
っ
て
歌
い
踊
る
様
子
に
見
入
っ
た
。

そ
の
傍
ら
に
は
寺
の
墓
地
が
あ
り
、
ハ
ー
ン

は
お
盆
が
死
者
の
祭
り
で
あ
る
こ
と
に
思
い

を
は
せ
る
。
そ
し
て
戻
っ
て
き
た
先
祖
の
霊

の
存
在
と
と
も
に
人
々
が
踊
る
空
間
の
幻
想

性
を
描
い
た
。（「
盆
踊
り
」『
知
ら
れ
ぬ
日

本
の
面
影
』）

　
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
遊
ぶ
の
も
寺
社
の

境
内
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
、
西
洋
の
キ
リ
ス

ト
教
教
会
の
庭
と
、
日
本
の
寺
社
の
庭
の
違

い
は
、
子
供
た
ち
の
遊
び
声
が
聞
こ
え
る
か

否
か
だ
と
記
し
た
（『
日
本―

一
つ
の
試

論
』、
１
９
０
４
年
）。「
阿
弥
陀
寺
の
び比 

く丘

 

に尼
」（『
心
』、
１
８
９
６
年
）
と
い
う
印
象

深
い
小
品
の
物
語
世
界
を
支
え
る
の
も
、
寺

の
境
内
で
展
開
さ
れ
る
光
景
に
他
な
ら
な
い
。

村
の
子
供
た
ち
は
毎
日
の
よ
う
に
お
地
蔵
さ

ま
の
見
守
る
な
か
で
比
丘
尼
さ
ん
と
遊
ぶ
。

か
つ
て
幼
子
を
亡
く
し
て
出
家
し
た
比
丘
尼

は
、
子
供
た
ち
と
ふ
れ
あ
っ
て
癒
さ
れ
る
。

子
供
は
や
が
て
成
長
す
る
と
辛
い
現
実
社
会

へ
と
去
っ
て
い
く
が
、
今
度
は
そ
の
子
の
子

供
た
ち
が
、
ま
た
遊
び
に
来
る
よ
う
に
な
る
。

寺
の
境
内
は
、
代
々
の
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
、

お
だ
や
か
な
救
い
の
空
間
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
ハ
ー
ン
は
、
現
在
の
子

供
た
ち
と
過
去
の
、
今
は
亡
く
な
っ
て
い
る

子
供
た
ち
の
面
影
を
ひ
と
つ
の
空
間
の
中
に

こ
だ
ま
す
る
遊
び
声
の
響
き
と
し
て
重
ね
る

の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
、
日
本
の
樹
木
信
仰
や
御
神
木

の
風
景
に
も
心
惹
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、『
怪

談
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
青
柳
物
語
」
は
人

間
と
柳
の
樹
の
精
が
歌
心
を
通
じ
て
結
び
あ

わ
さ
れ
る
話
で
あ
り
、「
十
六
桜
」
は
人
間

と
桜
の
古
木
と
が
再
生
を
通
じ
て
結
び
つ
く

物
語
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ハ
ー
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
と

深
く
つ
な
が
る
樹
々
に
囲
ま
れ
た
空
間
と
し

て
、
神
社
を
描
い
た
。
ハ
ー
ン
は
神
社
に
い

た
る
参
道
の
魅
力
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
数
あ
る
日
本
独
特
の
美
し
い
事
物
の
中

で
も
最
も
美
し
い
の
は
、
参
拝
の
た
め
、

あ
る
い
は
休
憩
の
た
め
の
小
高
い
場
所
に

上
っ
て
行
く
途
中
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は

い
わ
ば
、
無
に
通
じ
る
道
、
無
に
至
る
階

段
で
あ
る
。（「
旅
の
日
記
か
ら
」『
日
本
の

心
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
１
９
９
０
年
）

　
登
り
は
い
し石 

だ
た
み畳

の
傾
斜
の
つ
い
た
道
と

と
も
に
始
ま
る
。
多
分
七
、
八
町
ほ
ど
続

く
が
、
そ
の
参
道
の
両
側
に
巨
木
が
そ
び聳

え

て
い
る
。
一
定
の
間
隔
を
お
い
て
石
の
怪

獣
が
警
護
し
て
い
る
。
道
が
尽
き
る
あ
た

り
に
幅
の
広
い
石
段
が
何
段
か
あ
り
、
緑

の
暗
が
り
の
中
を
登
る
と
、
さ
ら
に
大
き

な
老
樹
が
蔭
を
つ
く
っ
て
い
る
台
地
へ
と

導
く
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
段
々
が
高
い
方

へ
と
続
く
が
、
い
ず
れ
も
り
よ
く緑 

い
ん陰

の
中
で

あ
る
。登
っ
て
登
っ
て
登
り
つ
め
、つ
い
に
、

灰
色
の
鳥
居
の
か
な
た

彼
方
に
、
目
ざ
す
も
の
が

見
え
て
く
る
。
小
さ
な
、
中
は
う
つ空
ろ
の
、

し
ら白 

き木 

づ
く造

り
の
や
し
ろ社―

神
道
の
お
宮
で
あ

る
。
荘
厳
な
参
道
を
長
く
歩
い
た
の
ち
、

静
ま
り
返
っ
た
影
の
中
で
私
た
ち
が
受
け

る
、は
っ
と
す
る
空
虚
の
感
じ
は
、ゆ
う幽 

す
い邃

な
、

霊
的
な
る
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。（「
旅

日
記
か
ら
」『
心
』、
河
出
書
房
新
社
、
２

０
１
６
年
） 

　
ハ
ー
ン
は
こ
こ
で
、
鬱
蒼
た
る
緑
の
な
か

を
進
む
参
拝
の
道
は
「
無
に
至
る
階
段
」
で

あ
り
、
そ
の
到
達
点
と
し
て
「
小
さ
な
、
中

は
空
ろ
の
、
白
木
造
り
の
社
」、
つ
ま
り
「
神

道
の
お
宮
」
が
現
れ
る
の
だ
と
い
う
。
人
は

そ
の
「
空
虚
の
感
じ
」
に
包
ま
れ
て
驚
く
。

い
わ
ば
、
自
然
の
な
か
で
人
間
が
人
工
的
な

も
の
を
削
ぎ
落
と
し
な
が
ら
、
一
歩
一
歩

「
無
」
と
化
し
、
自
然
と
一
体
化
し
て
昇
華

さ
れ
て
い
く
よ
う
な
空
間
を
、
神
社
に
い
た

る
参
道
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー

ン
は
そ
の
よ
う
な
神
社
空
間
で
感
得
す
る
も

の
こ
そ
、「
霊
的
そ
の
も
の
」
だ
と
表
現
し
た
。

　
ハ
ー
ン
の
記
述
は
、
神
社
建
築
の
簡
素
さ

を
欠
点
と
み
な
す
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
へ
の
反
論

と
し
て
も
読
め
よ
う
。
神
道
が
、
チ
ェ
ン
バ

レ
ン
に
よ
れ
ば
宗
教
の
必
須
条
件
た
る
聖
典

や
聖
像
な
ど
、
い
わ
ば
人
為
的
所
産
と
し
て

構
築
さ
れ
た
教
理
や
表
象
物
を
排
し
て
、
森

の
樹
々
と
と
も
に
あ
る
こ
と
、
簡
素
さ
を
旨

と
す
る
こ
と
を
是
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
注
目
す
べ
き
は
、
宗
教
と
し
て
の
大
事

な
部
分
を
、
ハ
ー
ン
が
周
囲
の
自
然
と
の
関

係
性
に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

巨
木
の
蔭
の
な
か
に
息
づ
く
太
古
の
自
然
の

霊
性
、
い
わ
ば
〝
い
の
ち
〞
に
人
間
が
一
体

化
し
て
い
く
過
程
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
〝
自
然
崇
拝
〞
と
も
違

う
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
神
社
は
、

自
然
の
な
か
の
聖
な
る
場
所
を
示
す
単
な
る

指
標
な
の
で
は
な
い
。
ま
た
自
然
を
信
仰
の

〝
対
象
〞
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
前
述
の
通
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
神
道

は
「
漠
然
と
し
た
祖
先
崇
拝
と
自
然
崇
拝
」

か
ら
成
る
と
述
べ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
「
先

祖
」
と
「
自
然
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も

の
を
崇
め
る
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
に

な
る
。

　
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
描
く
寺
の
境
内
や
神
社

の
参
道
に
は
、
そ
の
〝
祖
先
崇
拝
〞
と
〝
自

然
崇
拝
〞
の
違
い
を
超
え
て
、
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
読
者
は
気
付
く
。

昼
下
が
り
の
境
内
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
々

の
霊
魂
が
子
供
た
ち
の
遊
び
を
見
守
り
、
夏

の
夜
は
今
を
生
き
る
者
の
踊
り
に
寄
り
添
う
。

神
社
の
参
道
を
登
る
と
、
老
樹
が
太
古
の
自

然
の
霊
性
の
な
か
へ
と
人
を
包
み
込
む
。
里

山
の
樹
々
や
生
物
の
精
霊
は
人
間
と
交
わ
り
、

時
に
結
ば
れ
る
。

　
つ
ま
り
ハ
ー
ン
が
一
貫
し
て
描
く
の
は
、

現
世
の
人
間
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
に
見
え
ぬ

〝
魂
〞
と
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
人
間
と
人

間
な
ら
ぬ
霊
力
が
同
じ
空
間
の
な
か
に
共
に

存
在
し
、
結
び
つ
く
と
い
う
感
覚
な
の
で
あ

る
。
こ
の
世
を
生
き
て
き
た
代
々
の
人
々
の

い
の
ち
、
ま
た
人
間
以
外
の
、
人
間
を
超
え

た
い
の
ち
。
人
々
の
周
り
に
、
そ
う
い
う
い

の
ち―

そ
れ
を
〝
や八 

お百 

よ
ろ
ず万
の
神
々
〞
と

い
い
か
え
て
も
い
い―

が
満
ち
溢
れ
て
い

て
、
人
は
そ
う
い
う
幾
多
の
い
の
ち
と
共
に

あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
日

本
の
宗
教
的
な
精
神
風
土
で
あ
り
、
宗
教
的

な
感
性
だ
と
ハ
ー
ン
は
考
え
た
の
で
は
な
い

か
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
壮
大
な
空
間
と
時

間
の
い
の
ち
の
つ
な
が
り
の
中
に
、
み
ず
か

ら
の
存
在
基
盤
を
見
出
す
時
、い
わ
ゆ
る〝
宗

教
〞
の
教
義
や
思
想
体
系
、
規
律
な
ど
を
絶

対
視
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ら
は
言
語
化
さ
れ
た
宗
教
的
表
現
の
形

に
す
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
根
底
に
あ

る
日
本
人
の
宗
教
的
感
性
の
表
層
を
飾
る
も

の
と
し
て
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
教
義
を
も
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
時
に
は
、
表
層
を
張
り
替
え
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
ま
た
ひ
と
つ
に
こ
う拘 

で
い泥
す
る
こ
と
な
く

複
数
共
存
さ
せ
る
こ
と
も
、
気
楽
に
許
容
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
人
々
は

神
社
仏
閣
に
詣
で
て
も
、
ハ
ー
ン
が
横
浜
で

驚
い
た
よ
う
な
、「
穏
や
か
な
、気
楽
な
笑
顔
」

を
浮
か
べ
る
の
で
あ
り
、
松
江
の
朝
の
描
写

に
お
け
る
よ
う
に
、
神
話
も
神
道
も
仏
教
も

民
間
信
仰
も
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
ひ
と
つ

の
響
き
の
空
間
の
な
か
に
溶
け
こ
む
の
で
あ

る
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
バ
ー
ド
は
、
人
は
ひ
と

つ
の
宗
教
の
教
義
だ
け
を
奉
じ
る
も
の
だ
と

い
う
前
提
に
た
っ
て
、日
本
人
の
宗
教
の〝
あ

い
ま
い
さ
〞
を
論
じ
た
が
、
現
代
で
も
事
情

は
そ
う
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
宗

教
的
寛
容
性
の
必
要
が
説
か
れ
る
と
き
、
そ

れ
は
、
自
分
の
宗
教
と
は
異
な
る
他
者
の
宗

教
を
認
め
る
こ
と
を
一
般
的
に
は
い
う
。
た

と
え
ば
、
ひ
と
つ
の
町
の
な
か
に
、
教
会
と

モ
ス
ク
が
争
う
こ
と
な
く
共
存
混
在
す
る
よ

う
な
、
多
宗
教
社
会
で
あ
る
。
だ
が
、
ハ
ー

ン
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
寛
容
と
多
宗
教

の
共
存
が
、
日
本
で
は
ご
く
当
た
り
前
に
一

人
一
人
の
心
の
な
か
に
す
で
に
根
付
い
て
い

る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
で
束
縛
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
の
大
地
に

根
差
す
か
の
よ
う
に
根
底
か
ら
人
を
包
み
込

み
支
え
る
日
本
の
宗
教
的
感
性
に
、
だ
か
ら

ハ
ー
ン
は
心
惹
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
の

中
に
、
五
感
を
駆
使
し
た
優
れ
た
文
章
で
描

い
た
の
で
あ
る
。

　
先
に
あ
げ
た「
地
蔵
」の
引
用
文
の
最
後
で
、

ハ
ー
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
自
分
た
ち

が
創
り
だ
し
た
神
々
、
そ
れ
を
畏
れ
す
ぎ
る

こ
と
の
な
い
彼
ら
こ
そ
は
、
実
に
幸
い
で
あ

る
（Blessed are they w

ho do not too 
m
uch fear the gods w

hich they have 
m
ade! 

）」。
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ
ッ
ド
も
、
イ

ス
ラ
ム
教
の
ア
ッ
ラ
ー
も
、
仏
教
の
仏
も
、

日
本
の
八
百
万
の
神
も
、
所
詮
、
人
間
の
創

造
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
こ
の

言
葉
は
、
宗
教
に
よ
る
テ
ロ
が
あ
い
つ
ぐ
現

代
世
界
の
問
題
を
照
ら
し
出
し
、
ひ
と
き
わ

重
み
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
ハ

ー
ン
が
見
出
し
た
日
本
古
来
の
心
の
あ
り
よ

う
は
、
ま
こ
と
に
「
幸
い
」
だ
っ
た
と
思
え

る
の
で
あ
る
。
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