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鳥

の

あ

そ

び

考

ー

l

古
代
鎮
魂
の

考
察
｜
｜

西

村

亨

こ
の
稿
は
本
塾
言
語
文
化
研
究
所
に
お
け
る
研
究
の
一
部
で
、
昨
年
二
月
「
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
二
号

に
発
表
し
た
「
船
の
あ
そ
び
考
」
と
一
対
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
併
せ
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

鳥

と

船

と

- 1 ー

古
代
生
活
に
お
け
る
船
は
交
通
の
用
具
と
し
て
の
意
識
の
半
面
に
、
あ
る
い
は
そ
の
意
識
以
前
に
、
霊
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
船
が
そ
れ
自

身
霊
魂
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
枯
野
と
い
う
聖
な
る
船
が
老
朽
し
て
後
そ
の
船
材
を
も
っ
て
塩
を
焼
き
、
諸
国
に
分
か
っ
て
、
五
百
龍
の
塩
が
五
百

般
の
船
と
し
て
再
生
し
た
と
い
う
伝
承
（
応
神
紀
）
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
お
お
よ
そ
明
ら
か
で
あ
る
。
枯
野
に
関
し
て
は
『
仁
徳
紀
』
に
も
た
ま
ふ
り

の
呪
術
の
伝
承
を
記
載
し
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
神
聖
な
船
は
、
信
仰
的
に
は
万
銅
や
玉
の
緒
と
同
様
な
鎮
魂
の
呪
具
で
あ
っ
た
。
中
に
は
、
そ
の
聖
格
の
認

め
ら
れ
た
船
に
冠
位
を
授
け
た
こ
と
さ
え
記
録
に
残
っ
て
い
る
（
資
料
一
）
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
の
人
々
の
描
い
て
い
た
船
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
日
の

〔
資
料
一
〕
冠
位
を
授
け
ら
れ
た
船

続
日
本
紀
天
平
宝
字
二
年
三
月

ピ
畠
ス

丁
亥
。
舶
名
播
磨
、
速
鳥
、
並
叙
－
一
従
五
位
下
吋
其
冠
者
各
以
レ
錦
造
。
入
唐
使
所
レ
乗
者
也
。



常
識
的
な
そ
れ
と
か
な
り
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
大
和
の
国
の
最
も
古
い
地
方
的
な
伝
承
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
が
、
鏡
速
日
命
が
乗
っ
て
天
空
を
朔
り
行
き
、
こ
の
国
土
に
飛
び
降
っ
た
「
天
の
磐

船
」
と
い
う
船
が
あ
る
。
『
神
武
紀
』
に
は
三
か
所
に
そ
の
名
が
出
て
く
る
が
、
神
あ
る
い
は
霊
魂
と
い
っ
た
存
在
を
乗
せ
て
天
界
を
往
来
す
る
船
の
あ
る
こ

と
を
空
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
磐
船
」
と
い
う
名
は
、
『
万
葉
集
』
に
も
見
え
て
い
る
。

き
f
畠

天
の
探
女
が
磐
船
の
、
泊
て
し
高
津
は
、
あ
せ
に
け
る
か
も

ひ
さ
か
た
の

（
巻
三
、
ニ
九
二
）

こ
の
歌
の
原
文
の
表
記
は
「
石
船
」
で
あ
る
が
、
折
口
信
夫
先
生
は
こ
の
歌
を
難
波
の
姫
許
曽
の
社
の
縁
起
に
関
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。
天
の
日
槍
の
妻
で

あ
る
女
神
が
磐
船
に
乗
っ
て
渡
来
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
（
折
口
信
夫
全
集
ノ
l

ト
編
一
O
巻
一
九
九
頁
）
、
こ
れ
も
現
実
の
、
海
上
を
航
行
す
る
船
で

あ
る
よ
り
は
、
神
霊
を
運
搬
す
る
船
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

鏡
速
日
の
「
天
の
磐
船
」
に
よ
り
近
い
磐
船
は
、
大
伴
家
持
が
詔
に
応
じ
る
た
め
に
作
っ
た
長
歌
の
中
に
見
え
て
い
る
。

と
色
へ
し
む
向
島
も

大
和
の
国
を
、
天
雲
に
磐
船
浮
べ
、
櫨
に
舶
に
真
摺
繁
貫
き
、
い
漕
ぎ
つ
つ
国
見
し
せ
し
て
天
降
り
ま
し
、
掃
ひ
平
げ
：
：
：
（
巻
一
九
、

四
二
五
四
）

-2-

あ
き
つ
し
ま

こ
の
歌
の
表
記
は
「
磐
船
」
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、
そ
の
神
代
以
来
千
代
を
重
ね
て
皇
統
が
絶
え
る
こ
と
な
く
、
天
つ
日
嗣
と
し
て
天
の
下
を
お
治
め
に
な

っ
て
い
る
わ
が
大
君
が
云
々
と
続
い
て
ゆ
く
の
で
、
こ
の
国
初
の
神
話
の
描
写
も
天
孫
降
臨
を
意
味
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
に
引

用
し
た
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
、
「
磐
船
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
て
み
る
と
、
鏡
速
日
の
伝
承
と
関
係
の
深
い
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
日
本
の
国
土
の
最
初

に
つ
い
て
も
、
高
天
原
か
ら
高
千
穂
の
峯
に
天
孫
が
降
臨
し
た
と
い
う
伝
え
ば
か
り
で
な
く
、
地
方
的
に
は
別
種
の
伝
承
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

大
和
に
は
、
「
そ
ら
み
つ
大
和
」
と
い
う
国
号
に
ま
つ
わ
っ
て
、
鏡
速
日
が
天
空
か
ら
こ
の
国
土
を
鳥
服
し
、
下
り
降
っ
て
大
和
の
国
を
作
り
な
し
た
と
い
う

伝
承
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
右
の
歌
は
そ
の
伝
承
を
よ
み
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
す

「
天
の
磐
船
」
と
類
似
の
名
に
「
天
の
磐
様
樟
船
」
あ
る
い
は
「
鳥
の
磐
様
樟
船
」
と
い
っ
た
名
も
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
「
磐
」
は
船
の
堅

田
な
こ
と
を
表
わ
す
比
轍
の
よ
う
に
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
「
天
の
磐
船
」
の
「
磐
船
」
あ
る
い
は
「
石
船
」
と
い
う
用
字
は
単
な
る
比
聡
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。



船
形
石
棺
の
存
在
は
霊
魂
を
乗
せ
て
彼
岸
に
往
来
す
る
石
製
の
船
の
空
想
が
古
代
の
人
々
の
脳
裏
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
め
て
い
る
島
そ
れ
で
な
く
と

も
、
石
棺
が
船
を
か
た
ど
り
、
古
墳
の
壁
面
に
船
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
船
が
霊
界
に
往
来
す
る
と
い
う
考
え
を
－
証
す
る
に
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

「
天
の
磐
様
樟
船
」
「
鳥
の
磐
様
樟
船
」
と
い
う
名
は
『
神
代
紀
』
の
蛭
子
の
誕
生
に
関
し
て
、
こ
れ
を
乗
せ
て
放
ち
棄
て
た
船
と
し
て
見
え
て
い
る
。
本

書
に
「
天
鐸
様
樟
船
」
、
一
書
に
「
鳥
磐
様
樺
船
」
と
あ
り
、
別
に
『
古
事
記
』
に
は
「
鳥
之
石
楠
船
神
」
ま
た
の
名
を
「
天
鳥
船
」
と
い
う
神
名
を
伝
え
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
名
称
か
ら
「
い
は
く
す
ぶ
ね
」
な
る
船
が
鳥
の
ご
と
く
自
由
に
天
空
を
飛
期
す
る
と
い
う
神
秘
な
空
想
の
船
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
せ
ら
れ

る
が
、
こ
れ
ま
た
蛭
子
と
い
う
未
完
成
な
霊
魂
を
乗
せ
運
ん
で
異
界
に
お
も
む
い
た
船
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
代
の
日
本
人
は
船
の
性
能
に
あ
ま
が
け
る
鳥
の

自
在
な
能
力
を
重
ね
て
思
い
描
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

「
天
の
鳥
船
」
は
神
名
と
し
て
の
ほ
か
に
『
神
代
紀
』
の
大
国
主
の
国
譲
り
の
条
に
も
見
え
て
い
る
。
大
己
貴
の
神
が
幽
界
に
隠
棲
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ

の
往
来
遊
海
の
具
と
し
て
「
高
橋
、
浮
橋
、
及
び
天
鳥
船
」
を
備
え
よ
う
と
い
う
神
約
が
か
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
も
霊
界
と
交
通
す
る
神
霊
の
船
で
、
そ
れ
が
鳥

- 3 ー

と
重
複
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
「
天
鵠
船
」
と
い
う
名
も
『
神
代
紀
』
に
あ
る
。
「
熊
野
の
諸
手
船
」
の
別
名
と
し
て
見
え
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
複
数
の
権
を
備
え
た
船
足

の
速
い
船
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
い
う
性
能
す
ぐ
れ
た
船
、
聖
な
る
船
と
い
う
と
鳥
が
連
想
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
播
磨
風
土
記
逸
文
』
に
見
え
る
速
鳥
と

い
う
名
の
船
な
ど
も
そ
れ
で
あ
る
が
（
資
料
二
）
、
こ
の
種
の
伝
承
の
上
ば
か
り
で
な
く
、
奈
良
朝
の
生
活
の
現
実
に
も
船
に
鳥
の
名
を
付
け
る
風
習
の
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
（
万
葉
集
巻
二
ハ
、
三
八
六
六
・
三
八
六
七
）
。
こ
う
し
た
船
と
鳥
と
の
名
称
の
上
で
の
相
関
は
比
喰
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

根
本
の
性
格
に
深
く
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
＠

一
速
鳥
と
い
う
船

一
、
－
ズ
ノ

一
播
磨
風
土
記
逸
文
明
石
駅
家
駒
手
御
井
者
、
難
波
高
津
宮
天
皇
之
御
世
、
楠
生
ニ
於
井
口
吋
朝
日
蔭
ニ
淡
路
島
～
夕
日
ハ
蔭
一
一
大
倭
島
根
叫
弘
氏
支
ぽ
一

一
ル
ニ
ヲ
ノ
キ
コ
ト
ク
プ
ガ
シ
テ

一
造
レ
舟
、
其
迅
如
レ
飛
、
一
撤
去
司
越
七
浪
吋
伺
号
ニ
速
鳥
吋
（
後
略
）

〔
資
料
二
〕



鳥

と

霊

魂

船
が
霊
魂
を
保
持
し
運
搬
し
た
の
と
同
じ
意
義
に
お
い
て
、
鳥
も
霊
魂
を
保
持
し
、
異
界
か
ら
こ
れ
を
運
ん
で
来
る
使
者
で
あ
っ
た
。

た
づ

天
飛
ぶ
鳥
も
使
ひ
ぞ
。
鶴
が
音
の
聞
え
む
時
は
、
わ
が
名
聞
は
さ
ね

『
先
恭
記
』
の
天
田
振
歌
群
の
一
首
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
以
下
鳥
を
使
者
と
す
る
考
え
が
日
本
文
学
の
上
に
ひ
と
つ
の
脈
絡
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
歌
の
原

文
の
表
記
の
「
都
加
比
曽
」
は
「
番
ひ
ぞ
」
と
「
加
」
を
濁
音
に
よ
む
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
（
折
口
信
夫
全
集
第
一
四
巻
一
五
八
頁
）
。
し
か
し
、

雁
を
使
ひ
に
得
て
し
が
も
。
奈
良
の
都
に
言
告
げ
や
ら
む
（
万
葉
集
巻
一
五
、
三
六
七
六
）

天
飛
ぶ
や

の
歌
を
は
じ
め
、
鳥
を
使
い
と
す
る
考
え
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の
時
代
に
お
い
て
、
「
雁
の
使
ひ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
す
で
に
成
語
と
な
っ

て
い
た
趣
が
あ
る
（
巻
八
、
一
六
一
四
・
巻
九
、
一
七O
八
）
。
天
田
振
の
「
鳥
も
使
ひ
ぞ
」
が
原
義
は
「
鳥
も
番
ひ
ぞ
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
使
ひ
ぞ
」

と
い
う
理
解
を
も
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
鳥
が
使
い
で
あ
る
こ
と
の
根
本
は
霊
魂
の
使
者
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。-4-

右
の
歌
の
「
た
づ
」
は
鶴
ば
か
り
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
は
な
い
。
鵠
（
く
ぐ
い
）
・
鶴
（
こ
う
の
と
り
）
な
ど
、
大
型
の
白
鳥
を
広
く
言
っ
た
こ
と
ば
で
あ

る
。
そ
う
い
う
白
鳥
の
類
が
霊
魂
を
運
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
霊
魂
の
使
者
と
い
う
考
え
に
は
、
そ
の
考
え
自
体
の
中
に
多
少
の

屈
折
が
あ
る
。
鳥
が
霊
魂
を
保
持
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
霊
魂
の
使
者
な
の
で
は
な
く
て
、
霊
魂
そ
の
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
鳥
が
霊
魂
を

運
ぶ
使
い
で
あ
る
と
す
る
の
は
便
宜
的
な
考
え
方
で
あ
っ
て
、
古
風
に
言
え
ば
霊
魂
そ
の
も
の
が
鳥
と
化
し
、
あ
る
い
は
鳥
の
姿
を
と
っ
て
異
界
か
ら
訪
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。
倭
建
命
の
霊
魂
が
白
鳥
と
化
し
、
伊
香
の
小
江
に
飛
び
降
っ
た
白
鳥
が
天
女
と
な
っ
て
水
を
浴
び
る
（
帝
王
編
年
記
）
な
ど
、
ま
た
矢
を
も

っ
て
射
ら
れ
た
餅
の
的
が
白
鳥
と
な
っ
て
飛
び
去
る
（
豊
後
風
土
記
そ
の
他
）
な
ど
、
鳥
と
霊
魂
が
虚
実
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
伝
承
は
類
例
を
あ

げ
る
に
た
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
う
い
う
鳥
の
姿
を
と
っ
て
い
る
霊
魂
を
人
伺
の
か
ら
だ
に
摂
取
し
よ
う
と
い
う
目
的
か
ら
鳥
に
関
す
る
鎮
魂
の
呪
術
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
呪
術



の
具
体
的
な
様
相
、
目
的
や
意
義
を
典
型
的
に
伝
え
て
い
る
の
は
『
垂
仁
記
』
『
垂
仁
紀
』
が
と
も
に
記
載
す
る
ほ
む
ち
わ
け
の
伝
承
で
あ
る
。

む
律
事
h
g

ほ
む
ち
わ
け
と
い
う
皇
子
は
「
八
拳
単
調
が
心
前
に
至
る
ま
で
」
言
語
が
通
わ
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
唖
だ
っ
た
人
で
あ
る
。
霊
魂
信
仰
的
に
言
え
ば
、
誕
生
に

際
し
て
霊
魂
が
肉
体
に
鎮
定
し
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
肉
体
の
成
長
に
伴
っ
て
霊
魂
が
成
長
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
皇
子
が
空
高
く
飛
ぶ

「
た
づ
」
（
記
紀
と
も
に
鵠
の
字
）
の
戸
を
聞
い
て
初
め
て
「
あ
ぎ
と
ひ
」
を
し
た
。
『
古
事
記
』
は
こ
の
こ
と
ば
を
一
宇
一
音
で
し
る
し
て
い
る
が
、
「
喰
偶
」

の
字
が
「
あ
ぎ
と
ひ
」
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
（
神
武
紀
）
。
そ
こ
で
は
魚
が
水
の
上
に
出
て
口
を
聞
く
動
作
を
言
っ
て
い
る
が
、
ほ
む
ち
わ
け
も
空
を

飛
ぶ
白
鳥
を
見
て
口
を
ぱ
く
ぱ
く
と
さ
せ
た
、
何
か
言
お
う
と
す
る
様
子
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
種
の
霊
魂
が
近
接
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ

む
ち
わ
け
の
肉
体
に
精
神
が
具
備
し
言
語
が
通
う
徴
候
が
見
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
山
辺
之
大
鵡
（
記
）
あ
る
い
は
天
湯
河
板
挙
（
紀
）
が
こ
の
「
た
づ
」

の
後
を
追
っ
て
国
々
を
経
巡
り
、
つ
い
に
こ
れ
を
捕
え
て
献
上
す
る
と
い
う
次
第
に
な
る
。

『
垂
仁
紀
』
の
「
誉
津
別
命
弄
是
鵠
遂
得
言
語
」
と
い
う
記
述
は
、
こ
の
事
件
の
霊
魂
信
仰
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
「
弄
」
は
「
手
の
中
で

玉
を
ま
さ
ぐ
る
」
（
大
漢
和
辞
典
）
こ
と
を
原
義
と
す
る
が
、
宝
玉
の
中
に
こ
も
る
霊
魂
が
そ
う
し
て
人
間
の
体
内
に
鎮
定
す
る
よ
う
に
、
鵠
を
身
近
く
置
き
、

こ
れ
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
保
持
す
る
霊
魂
が
ほ
む
ち
わ
け
の
肉
体
に
転
移
し
、
ほ
む
ち
わ
け
が
完
全
な
霊
肉
を
具
え
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
ろ
が
、
『
垂
仁
記
』
の
ほ
う
は
捕
え
た
鳥
を
献
じ
て
も
な
お
、
ほ
む
ち
わ
け
は
も
の
言
う
こ
と
を
得
な
か
っ
た
と
す
る
。
鳥
の
保
持
す
る
霊
魂
に
よ
る
呪
術

の
効
果
に
つ
い
て
、
そ
の
結
果
を
逆
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
説
話
は
呪
術
の
効
験
あ
ら
た
か
な
こ
と
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
恩
賞

を
得
た
祖
先
の
功
績
を
説
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
逆
に
し
た
記
の
伝
承
は
、
も
っ
と
多
様
な
鎮
魂
の
呪
術
の
由
来
を
説
く
こ
と
の
ほ
う
に
目
的
が
移

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

出
雲
系
統
の
鎮
魂
術

ゃ
っ
か

『
出
雲
風
土
記
』
が
伝
え
る
阿
遅
須
棋
高
日
子
命
は
大
国
主
の
神
の
御
子
で
あ
る
。
こ
の
御
子
も
「
須
髪
八
握
に
生
ふ
る
ま
で
」
昼
夜
泣
き
続
け
て
言
辞
を



発
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
高
屋
を
造
り
高
慨
を
建
て
て
養
育
し
（
神
門
郡
高
岸
郷
の
条
文
船
に
乗
せ
て
八
十
島
を
漕
き
巡
り
｛
包
多
郡
三
津
郷

の
条
）
な
ど
し
て
試
み
た
け
れ
ど
も
、
｛
一
一
一
口
語
が
通
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
父
の
大
神
が
夢
の
示
顕
に
御
子
の
泣
き
続
け
る
理
由
を
知
ろ

う
と
願
っ
た
と
こ
ろ
、
夢
に
御
子
の
言
語
が
通
っ
た
と
見
て
、
覚
め
て
問
う
て
み
る
と
、
は
た
し
て
御
子
が
も
の
を
言
っ
た
の
で
あ
る
（
向
上
三
津
郷
の
条
）
。

『
出
雲
風
土
記
』
の
伝
承
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
時
「
其
津
水
沼
於
而
御
身
休
浴
坐
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
「
水
沼
」
と
い
う
こ
と
ば
は
早
く
か

ら
意
味
が
訣
ら
な
く
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
こ
れ
を
沼
水
の
よ
う
に
解
し
て
「
そ
の
津
の
水
沼
に
し
て
御
身
み
そ
ぎ
ま
し
き
」
と
訓
じ
た
り
、
あ
る
い
は
「
沼
」

を
「
汲
」
、
「
於
」
を
「
出
」
の
変
化
と
見
て
「
そ
の
津
の
水
汲
み
出
で
て
：
：
：
」
と
訓
じ
た
り
し
て
い
る
。
実
は
「
み
ぬ
ま
凶
は
水
の
呪
術
を
つ
か
き
ど
る
神

女
の
称
呼
で
あ
っ
て
（
折
口
信
夫
全
集
第
二
巻
「
水
の
女
」
）
、
宗
教
的
な
女
性
が
御
子
に
水
の
呪
術
を
奉
仕
し
て
そ
の
肉
体
位
霊
魂
が
鎮
定
し
た
、
御
子
が
言

み
自
主

語
の
能
力
を
得
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
「
そ
の
津
の
水
沼
出
で
て
御
身
を
み
そ
ぎ
ま
L
ぎ
」
、
と
訓
読
ず
べ
き
個
所
で
あ
る
。
そ
の
直
後
の
『
故

ま
を

国
造
神
吉
事
奏
参
向
朝
廷
時
其
水
沼
出
両
用
初
也
」
と
あ
る
の
も
、
こ
れ
を
「
か
れ
、
国
造
の
神
吉
事
奏
し
に
朝
廷
に
参
り
向
ふ
時
、
そ
の
水
沼
出
で
て
用
ふ

る
の
初
め
な
り
」
と
訓
ん
で
首
尾
が
相
応
す
る
。
こ
こ
ら
は
諸
本
に
よ
っ
て
文
字
の
異
同
が
あ
る
け
れ
ど
も
〈
右
の
引
用
は
日
本
古
典
全
集
本
に
よ
る
て
こ
こ

で
は
「
水
沼
出
」
と
「
出
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
＠
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ほ
む
ち
わ
け
の
話
と
あ
ぢ
す
き
た
か
ひ
こ
の
話
と
、
お
そ
ら
く
は
同
じ
根
か
ら
分
化
し
た
伝
承
で
あ
ろ
う
。
ほ
む
ち
わ
け
の
ほ
う
は
諸
国
の
品
遅
部
や
鳥
取

部
が
み
ず
か
ら
の
民
団
の
起
原
と
し
て
語
り
伝
え
た
叙
事
詩
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
せ
ち
れ
る
が
も
あ
ぢ
す
き
た
か
ひ
こ
の
話
の
低
う
は
よ
り
深
く
出
雲
信
仰

の
中
心
部
に
結
び
付
い
て
い
る
。
『
出
雲
風
土
記
』
の
言
う
、
出
雲
の
国
造
が
神
吉
事
を
奏
し
に
朝
廷
に
参
向
す
る
時
と
い
う
の
除
、
国
造
の
新
任
の
際
の
儀

礼
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
に
は
「
水
沼
」
と
い
う
こ
と
ば
が
痕
跡
の
よ
う
に
残
さ
れ
て
い
る
。
『
延
喜
式
』
に
記
録
さ
れ

た
神
賀
詞
は
八
世
紀
中
葉
以
後
の
あ
る
時
期
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
（
日
本
歴
史
大
辞
典
て
そ
れ
以
前
の
伝
承
の
聞
に
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
、

合
理
的
に
改
変
せ
ら
れ
た
個
所
の
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
「
彼
方
古
川
席
此
方
能
古
川
席
忽
生
立
若
水
沼
間
能
弥
若
叡
忽
御
若
叡
坐
］
の
部
分
は
「
わ
か
み

ぬ
ま
」
の
よ
う
に
若
や
か
に
い
ま
す
よ
う
に
と
い
う
祝
福
の
呪
言
で
あ
る
こ
と
以
外
に
細
部
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
こ
れ
な
ど
も
伝
承
の

間
の
崩
れ
が
詞
章
を
理
解
の
及
ば
な
い
も
の
へ
と
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
う
。
し
か
し
、
三
津
の
郷
の
古
い
伝
え
に
あ
る
、
そ
の
地
の
「
み
ぬ
ま
」
が
国



造
の
膜
ぎ
に
奉
仕
し
た
と
い
う
事
実
の
印
象
が
と
ど
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
ぢ
す
き
た
か
ひ
こ
の
話
は
、
ほ
む
ち
わ
け
の
話
と
異
な
っ
て
、
そ
の
表
面
に
白
鳥
の
保
持
す
る
霊
魂
を
身
に
鎮
定
し
て
呪
的
な
効
果
を
得
た
こ
と
を
言
つ

て
い
な
い
＠
と
こ
ろ
が
、
あ
ぢ
す
き
た
か
ひ
こ
の
伝
承
は
結
局
は
出
雲
信
仰
に
基
づ
く
諸
種
の
鎮
魂
術
の
起
原
説
明
で
あ
り
、
現
一
術
の
効
果
を
保
証
す
る
物
語

に
な
っ
て
い
る
＠
こ
の
点
で
は
、
白
鳥
に
よ
る
鎮
魂
の
呪
術
ば
か
り
で
た
く
、
後
半
に
別
の
鎮
魂
の
眠
術
の
幾
種
か
の
物
語
を
説
く
『
垂
仁
記
し
自
の
ほ
む
ち
わ

け
の
伝
承
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
垂
仁
記
』
に
お
い
て
は
、
ほ
む
ち
わ
け
は
父
の
天
皇
の
夢
の
一
万
顕
に
従
っ
て
、
出
雲
の
犬
神
を
拝
ず
る
た
め
出
雲
ペ

と
お
も
む
く
。
そ
し
て
、
犬
神
を
拝
し
て
後
、
出
雲
の
国
造
の
祖
岐
比
佐
都
美
の
奉
仕
す
る
呪
術
に
よ
っ
て
こ
と
ば
が
通
ず
る
よ
う
に
な
る
。
話
は
さ
ら
に
出

雲
の
亙
女
と
の
結
婚
へ
と
続
く
の
で
あ
る
＠

出
雲
系
統
の
呪
術
が
古
代
の
宮
廷
や
社
会
に
お
い
て
重
要
視
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
巳
難
く
な
い
が
‘
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
の
主
眼
も
神
宝
の
奉
献

と
相
伴
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
家
に
保
持
す
る
鎮
魂
の
呪
術
を
天
皇
に
奉
仕
す
る
乙
と
に
あ
る
。
白
玉
を
奉
っ
て
は
、
い
ま
牽
る
乙
の
白
玉
の
ど
と
く
大
御
白
髪

ま
し
ま
す
よ
う
に
と
述
べ
、
赤
玉
を
奉
っ
て
は
、
こ
の
赤
玉
の
ご
と
く
あ
か
ら
び
い
ま
す

l
l

顔
色
赤
く
健
康
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
l
i

よ
う
に
と
述
べ
る
。
そ

の
各
種
の
神
宝
の
中
応
白
馬
が
あ
る
の
は
霊
獣
の
も
つ
神
聖
な
霊
力
が
問
題
な
の
で
、
後
世
の
白
馬
の
節
会
に
い
た
る
ま
で
そ
の
伝
統
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
白
鳥
も
こ
の
神
賀
調
の
中
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
＠
「
白
鵠
乃
生
御
調
館
一
坑
物
」
｛
し
ら
と
り
の
い
け
み
つ
き
の
も
て
あ
そ
び
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も
の
）
と
い
う
こ
と
ば
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
「
い
け
み
つ
き
」
と
あ
るζ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
ム
ノ
に
生
き
た
白
鳥
が
奉
献
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
「
も
て
あ
そ
び
も
の
」
と
す
る
こ
と
が
呪
的
な
効
果
を
も
つ
の
で
あ
る
。
「
も
て
あ
そ
び
も
の
」
は
身
に
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
魂
の
作
用
を
な

す
も
の
と
い
う
意
味
で
、
今
日
の
お
も
ち
ゃ
の
起
原
も
こ
こ
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
当
て
て
い
る
「
玩
」
の
字
は
叫
説
文
』
に
コ
拐
、
弄
也
」
と
あ
る
よ
う
に
ぞ

は
り
宝
を
手
に
も
て
あ
そ
ぶ
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
。



池
と
白
鳥
と

あ
ぢ
す
き
た
か
ひ
こ
の
話
を
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
と
結
ん
で
考
え
れ
ば
、
ほ
む
ち
わ
け
の
伝
承
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

に
問
題
と
し
て
い
る
白
鳥
が
、
そ
の
保
持
す
る
霊
魂
を
人
間
の
身
に
鎮
定
す
る
と
い
う
た
ま
ふ
り
の
呪
術
の
た
め
の
存
在
と
し
て
古
代
の
信
仰
生
活
に
重
要
な

役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
も
、
お
お
よ
そ
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
仲
哀
紀
』
の
元
年
十
一
月
に
は
、
天
皇
が
亡
き
父
日
本
武
尊
を
し
の
ん
で
、
陵
墓
の
池
に
白
鳥
を
放
と
う
と
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

U
テ
忌
ク

F

パ

s

－
－
ズ
チ

h
vテ
ト
ル
－
－
ノ
ト
シ
，

L
V

＆
ヲ
テ
ハ
ク
ハ
テ
ヲ

乙
酉
朔
、
詔
一
一
群
匡
一
日
。
朕
未
レ
逮
ユ
子
弱
冠
一
市
父
王
既
崩
之
。
乃
神
霊
化
ニ
白
鳥
一
一
同
上
レ
天
。
仰
望
之
情
一
日
勿
レ
息
。
是
以
巽
獲
－
一
白
鳥
一
養
－
一
之
於
陵

bv, 

s

’
テ
テ
テ
ノ
ヲ
ス
ト
メ
ム
ト
ヲ
チ
シ
テ
エ
ム
ゼ
ヲ

域
之
池
吋
因
以
視
－
－
其
鳥
一
欲
レ
慰
－
一
顧
情
吋
則
令
－
一
諸
国
一
停
レ
貢
ニ
白
鳥
吋

こ
の
詔
に
応
じ
て
諸
国
か
ら
白
鳥
が
貢
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
う
ち
越
の
国
か
ら
奉
ら
れ
た
白
鳥
を
撞
髪
蒲
見
別
王
が
奪
っ
た
こ
と
が
翌
閤
十
一
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月
の
記
事
と
し
て
見
え
て
い
る
。
こ
の
偶
然
の
事
件
が
白
鳥
を
陵
墓
の
池
に
放
す
習
俗
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
資
料
を
残
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

天
皇
が
父
日
本
武
尊
が
白
鳥
と
な
っ
て
飛
び
去
っ
た
か
ら
、
そ
の
陵
域
の
池
に
白
鳥
を
放
ち
、
そ
れ
を
見
て
心
を
慰
め
よ
う
と
し
た
、
と
話
が
合
理
化
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
特
に
白
鳥
の
陵
の
池
に
だ
け
白
鳥
が
放
た
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
陵
墓
の
池
に
は
っ
き
も
の
の
よ
う
に
白
鳥
が
放
た
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
目
に
慣
れ
た
風
景
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

生
き
て
い
る
人
間
の
霊
魂
を
問
題
に
し
、
た
ま
ふ
り
や
た
ま
し
づ
め
の
呪
術
を
施
す
の
と
同
じ
意
義
に
お
い
て
、
古
代
の
信
仰
生
活
で
は
死
後
の
霊
魂
の
あ

り
方
も
問
題
に
な
っ
た
。
陵
墓
に
関
し
て
鎮
魂
の
呪
術
の
必
要
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
陵
墓
が
時
あ
っ
て
鳴
動
し
た
り
怪
異
を
示
し
た
り
し
た
と
い
う
伝

承
は
類
例
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
は
、
そ
こ
に
死
者
の
霊
魂
が
実
在
し
、
生
者
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
霊
魂
が
活
動
す
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
陵
墓

に
か
か
わ
る
部
曲
の
存
在
な
ど
も
、
必
ず
や
霊
魂
に
関
す
る
方
面
の
任
務
を
負
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

前
期
王
朝
の
宮
廷
生
活
は
平
安
朝
の
寝
殿
造
り
に
お
け
る
ほ
ど
に
は
池
を
身
近
に
設
け
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
白
鳥
が
重
要
視
さ
れ



て
い
た
趣
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
軽
や
磐
余
の
地
に
は
白
鳥
を
飼
養
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
ふ
れ
か
小
の
人
々
が
い
た
。
『
雄
路
紀
』
十
年
の
九
月

と
十
月
と
に
わ
た
っ
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

チ
テ
ノ
ノ
ズ
ル
，
ん
ェ
ノ
－
－
ノ
ノ
ノ
テ
マ

d

別
本
云
、
是
錦
為
－
一
筑
紫
嶺qs

九
月
、
乙
酉
朔
戊
子
、
身
狭
村
主
青
等
将
－
一
呉
所
レ
献
ニ
錦
一
号
一
於
筑
紫
吋
是
錦
為
エ
水
司
君
犬
一
所
レ
噛
死
ノ
ノ
テ
マ
ス
叫
由
レ
是
、
水
間
君

f

県
主
泥
麻
呂
犬
一
所
レ
噛
死

恐
怖
憂
玖
不
レ
弘
一
丸
町
吟
酢
鴻
十
与

h
－
養
札
人
～
設
一
－
比
晩
主

v

天
皇
喜
一
’
。

ノ
ズ
ル

冬
十
月
、
乙
卯
朔
辛
酉
、
水
間
君
所
レ
献
養
鳥
人
等
安
司
置
於
軽
村
、
磐
余
村
二
所
吋

お
そ
ら
く
こ
の
記
事
は
、
軽
と
磐
余
と
に
あ
る
か
わ
か
刊
の
が
み
ず
か
ら
の
職
の
起
原
と
し
て
語
り
伝
え
て
い
た
伝
承
を
資
料
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

た
め
に
、
「
養
鳥
人
」
の
始
末
ば
か
り
を
伝
え
て
、
水
間
の
君
の
献
じ
た
鴻
が
ど
う
処
置
せ
ら
れ
た
か
を
言
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
軽
と
磐
余
と
は
と
も
に

軽
の
池
、
磐
余
の
池
と
い
う
神
聖
な
池
の
存
在
す
る
土
地
で
あ
り
、
こ
の
池
が
鎮
魂
の
呪
術
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（
垂
仁
記
・
履
中
紀
）
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
鴻
十
隻
は
こ
の
二
か
所
の
池
に
放
た
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
保
護
管
理
す
る
任
務
を
負
っ
て
、
と
わ
が
い
が
そ
の
地
に
住
む
よ
う
に
な

同
種
の
記
事
が
も
う
ひ
と
つ
『
雄
略
紀
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
種
の
伝
承
は
あ
る
天
皇
に
集
中
す
る
と
い
う
記
紀
の
記
述
の
傾
向
の
、
こ
れ
も
そ
の
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っ
た
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ひ
と
つ
の
現
わ
れ
で
あ
る
が
、
前
の
話
に
続
い
て
、
十
一
年
の
条
に

ノ
ノ
タ
キ
’
ト

J
a

，
テ

h
v’
h
y

ノ
ヲ

夏
五
月
、
辛
亥
朔
、
近
江
国
栗
太
郡
言
。
白
鶴
鵜
居
－
一
子
谷
上
浜
吋
因
詔
置
－
一
川
瀬
舎
人
吋

と
あ
る
。
白
い
鵜
が
い
た
と
い
う
の
は
確
か
に
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
に
「
川
瀬
の
舎
人
」
が
置
か
れ
た
こ
と
に
注
目
せ
ら
れ
る
。

舎
人
の
職
掌
の
一
方
面
に
、
こ
う
い
う
鳥
に
関
係
し
た
任
務
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
谷
上
の
浜
に
発
見
さ
れ
た
白
い
鵜
を
保
護
管
理
し
て
お
く
た
め
に
特
に
任

ぜ
ら
れ
て
そ
の
地
に
お
も
む
い
た
幾
人
か
の
舎
人
が
い
た
。
そ
の
目
的
が
鳥
の
保
持
す
る
霊
魂
の
管
理
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。



挽
歌
に
お
け
否
水
鳥

貴
人
の
た
め
に
、
常
に
白
鳥
の
類
を
飼
養
し
て
、
時
あ
っ
て
鎮
魂
の
呪
術
を
牽
仕
す
る
＠
あ
る
い
は
貴
人
の
身
近
く
常
に
白
鳥
を
放
ヮ
て
お
い
て
、
そ
れ
を

な
が
め
る
こ
と
に
鎮
魂
の
効
果
を
期
待
す
る
。
そ
う
い
う
習
俗
が
古
代
の
社
会
に
相
当
長
い
年
代
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
＠
そ
れ
は
そ

の
原
義
を
忘
却
し
て
、
宮
殿
や
陵
墓
の
池
に
浮
ぶ
白
鳥
を
風
景
の
一
部
と
す
る
ほ
ど
の
長
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
鳥
に
対
す
る
古
代
人
の
感

受
に
は
な
お
霊
魂
に
対
す
る
関
心
が
潜
在
し
続
け
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
の
挽
歌
を
見
て
も
、
貴
人
の
な
き
後
に
水
鳥
が
散
り
失
せ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
も

の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
天
智
天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
倭
姫
皇
后
の
作
ら
れ
た
挽
歌
に
は
「
：
：
：
沖
つ
即
時
い
た
く
な
伊
ね
そ
。
常
つ
揖
い
た
く
な
例
ね
そ
。
わ

っ
ま夫

の
尊
の
お
も
ふ
烏
た
つ
」
｛
巻
二
、

か
く
さ
の

一
五
三
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鳥
が
歌
わ
れ
る
の
は
、
単
に
失
な
る
帝
の
遺
愛
の
鳥
で
あ
っ
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た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
鳥
の
保
持
す
る
霊
魂
に
関
心
を
そ
そ
ら
れ
ず
に
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

日
並
皇
子
尊
の
宮
殿
で
あ
っ
た
島
の
宮
に
は
勾
の
池
と
称
せ
ら
れ
る
池
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
水
鳥
が
放
た
れ
て
い
た
。
こ
の
皇
子
の
た
め
の
挽
歌
の
一
群
を

見
る
と
、
柿
本
人
麻
呂
作
の
長
歌
の
反
歌
〈
巻
二
、
一
七O
）
に
も
、
皇
子
に
仕
え
た
舎
人
等
が
悲
傷
し
て
作
っ
た
歌
の
中
〈
巻
二
、
一
七
二
・
一
八0
4
一

八
二
）
に
も
、
勾
の
池
の
放
ち
鳥
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
皇
子
の
死
に
際
し
て
は
、
こ
の
放
ち
鳥
が
歌
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
的
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
主
た
る
貴
人
の
生
前
、
鎮
魂
を
目
的
と
し
、
事
実
そ
の
効
果
を
あ
げ
て
い
た
で
あ
ろ
う
水
鳥
に
最
後
の
期
待
を
か
け
た
い
気
持
が
、
人
麻
呂
や
舎
人
等

の
意
識
の
底
に
ち
ら
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

御
立
た
し
の
島
を
も
家
と
棲
む
鳥
も
、
荒
び
な
ゆ
き
そ
。
年
か
は
る
ま
で
〈
一
八O
）

の
歌
な
ど
に
、
切
実
な
心
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
舎
人
自
身
な
ぜ
水
鳥
の
荒
び
ゆ
く
こ
と
を
恐
れ
る
か
、
み
ず
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
鳥
に
対
す
る
伝
承
的
な
心
理
は
そ
の
散
亡
を
恐
れ
、
そ
れ
を
挽
歌
の
言
辞
に
歌
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
感
覚
を
生
み
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
時
た
て
飼
ひ
し
雁
の
子
」
（
一
八
二
）
と
い
う
辞
句
も
、
舎
人
が
み
ず
か
ら
の
任
務
の
一
断
面
を
具
体
的
に
描
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
舎
人



の
任
務
に
こ
う
い
う
鎮
魂
の
呪
術
に
関
す
る
方
面
の
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

宮
殿
の
池
や
陵
墓
の
池
に
白
鳥
が
静
か
に
浮
ぶ
と
い
う
風
景
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
西
欧
的
な
感
覚
を
よ
び
さ
ま
し
や
す
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
た
ま

た
ま
東
西
軌
を
一
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
皇
居
の
堀
に
白
鳥
を
放
つ
こ
と
な
ど
も
、
ま
る
ま
る
の
輸
入
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
9

現
代
の
風
俗
と
し

て
新
し
く
目
や
耳
を
た
の
し
ま
せ
て
い
る
も
の
の
中
に
も
意
外
に
古
い
要
素
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る
＠
南
の
国
の
首
相
が
日
本
訪
問
巳
際
L

て
象
を
日

本
の
こ
ど
も
た
ち
へ
の
み
や
げ
と
し
て
贈
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
は
現
代
社
会
の
ひ
と
つ
の
平
和
な
光
景
と
し
て
報
道
機
関
に
報
ぜ
ら
れ
、
人
々
の
関
心
を
よ
ん

で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
種
の
こ
と
は
決
し
て
今
日
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
に
も
象
や
騎
院
が
海
外
の
外
交
使
節
の
来
日
に
伴
っ
て
贈
ら
れ

き
た
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
遠
く
古
代
に
も
、
珍
獣
珍
鳥
が
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
貢
上
さ
れ
た
記
録
が
珍
し
く
な
い
（
資
料
三
）
。
そ
れ
ら
の
中
に
白

〔
資
料
三
〕
海
外
よ
り
の
珍
獣

P
鳥
の
渡
来
ヲ
シ
テ

応
神
記
百
済
国
主
照
古
玉
、
以
ニ
牡
馬
壱
疋
牝
馬
壱
疋
一
付
エ
阿
知
吉
師
一
以
貢
上
。

ノ
ズ
ル
ヲ

雄
略
紀
十
年
秋
九
月
、
乙
酉
朔
戊
子
、
身
狭
村
主
青
等
、
将
－
一
呉
所
レ
献
二
錦
一
到
ニ
於
筑
紫
吋

”
’
テ
リ
ズ
ヲ

推
古
紀
六
年
夏
四
月
、
難
波
吉
土
盤
金
至
レ
自
＝
新
羅
一
一
間
献
コ
鵠
二
隻
吋

推
古
紀
七
年
秋
九
月
、
突
亥
朔
、
百
済
貢
エ
騎
院
一
官
、
噛
一
匹
、
三
一
頭
、
ス
白
雑
一
隻
ピ

推
古
紀
二
十
六
年
秋
八
月
、
突
酉
朔
‘
高
麓
遣
レ
使
貢
－
一
方
物
吋
（
中
略
）
故
貢
訓
献
倖
虜
貞
公
普
通
二
人
、
及
鼓
吹
、
湾
、
拠
石
之
類
十
物
、
井
土
物
酪
院
一
疋
吋

斉
明
紀
二
年
是
歳
、
（
中
略
）
西
海
使
佐
伯
連
棒
縄
、
小
山
下
難
波
吉
士
国
勝
等
、
自
ニ
百
済
一
還
献
ニ
臨
調
鵡
一
隻
吋

q

リ
テ
ズ

斉
明
記
三
年
是
歳
、
（
中
略
）
西
海
使
小
花
下
阿
曇
連
頬
垂
、
小
山
下
津
臣
値
棲
、
自
コ
百
済
一
還
献
＝
酪
舵
一
筒
、
腫
二
箇
吋

ヲ
ル
ヲ
忍
ズ

天
智
紀
十
年
六
月
、
（
中
略
）
是
月
、
（
中
略
）
シ
噺
羅
遺
レ
使
進
レ
調
。
別
献
ニ
ホ
洋
一
頃
、
山
鶏
一
隻
吋

天
武
紀
八
年
冬
十
月
、
戊
申
朔
甲
子
、
新
羅
遣
＝
阿
喰
金
項
那
、
沙
喰
薩
藁
生
一
朝
貢
也
。
調
物
金
、
銀
、
鉄
鼎
、
錦
、
網
、
布
、
皮
、
馬
、
狗
‘
螺
，

騎
舵
之
類
十
余
種
。

J

ズ
ル
ハ

天
武
紀
十
四
年
五
月
、
内
午
朔
辛
未
、
高
向
朝
臣
麻
呂
、
都
努
朝
臣
牛
飼
等
、
至
レ
自
＝
新
羅
吋
（
中
略
）
新
羅
王
献
物
、
馬
二
疋
、
犬
三
頭
、
購
鵡
三

費
、
鵠
二
費
、
及
種
々
宝
物
。

ピ
ユ
エ
ノ
ズ
府

持
統
紀
二
年
二
月
、
庚
寅
朔
辛
卯
、
大
宰
献
エ
新
羅
調
賦
、
金
、
銀
、
絹
、
布
、
皮
、
銅
、
鉄
之
類
十
余
物
、
井
別
所
レ
献
仏
像
、
種
々
彩
縄
鳥
吊
馬

ズ
ル

之
類
十
余
種
、
及
霜
林
所
レ
献
金
、
銀
、
彩
色
、
種
々
珍
異
之
物
、
井
八
十
余
物
吋
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鳥
の
類
が
見
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
そ
の
保
持
す
る
霊
魂
に
意
義
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
限
ら
ず
、
珍
奇
な
動
物
の
貢
上
は
、
そ
の
動
物
の
保
持
す
る
霊
魂
の
威

力
が
問
題
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
獅
子
や
虎
・
豹
な
ど
の
猛
獣
が
日
本
に
棲
息
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
古
く
か
ら
存
在
を
知
ら
れ
て
い
た
の
も
、
海
外
と
の
交

流
に
伴
っ
て
珍
獣
珍
鳥
が
紹
介
さ
れ
る
道
が
ひ
ら
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
鳥
獣
は
、
い
わ
ば
「
い
け
み
つ
き
」
と
し
て
贈
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
白
鳥
に
限
ら
ず
、
霊
異
あ
る
霊
魂
が
鳥
獣
の
生
き
た
肉
体
に
保
持
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
海
外
か
ら
で
あ
る
と
、
園
内
各
地
方
か
ら
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
「
み
つ
き
」
の
本
格
的
な
も
の
は
霊
魂
信
仰
上
の
意
義
を

有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
み
つ
き
」
は
本
来
、
物
質
的
な
贈
与
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

鳥
の
あ
そ
び

鳥
類
の
保
持
す
る
霊
魂
を
古
代
の
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
鎮
魂
に
役
立
て
た
か
、
そ
の
呪
術
の
細
部
は
知
る
べ
く
も
な
い
が
、
大
別
し
て
鳥-12 -

を
捕
獲
す
る
こ
と
と
飼
養
す
る
こ
と
と
の
ニ
方
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
す
な
わ
ち
狩
猟
で
あ
り
、
そ
の
肉
や
内
臓
を
食
料
と
す
る
こ
と
を
も
合
ん

で
い
る
。
鳥
が
異
界
か
ら
運
搬
し
て
き
た
霊
魂
を
人
間
の
肉
体
に
移
す
こ
と
に
大
き
な
目
的
が
あ
る
以
上
、
最
も
直
接
な
方
法
と
し
て
こ
れ
を
口
に
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
た
ま
ふ
ト
の
系
統
の
鎮
魂
術
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
飼
養
は
鑑
賞
の
方
面
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
が

や
す
ら
ぐ
、
荒
れ
た
魂
が
鎮
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
た
ま
し
づ
め
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
資
料
は
鳥
を
飼
養

す
る
こ
と
に
そ
れ
以
上
の
意
義
を
う
か
が
う
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
し
て
い
る
が
、
宮
殿
や
陵
墓
の
池
に
白
鳥
を
放
っ
て
お
く
こ
と
は
、
必
ず
や
時
あ
っ

て
そ
れ
を
呪
術
に
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
準
備
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
るQ

ほ
む
ち
わ
け
の
皇
子
が
白
鳥
を
「
弄
」
し
た
よ
う
に
、
ま
た
白
鳥
の
い
け
み

つ
ぎ
が
「
も
て
あ
そ
び
も
の
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
貴
人
が
身
を
も
っ
て
白
鳥
に
接
し
て
そ
の
呪
術
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
た
ま

い
小
か
の
外
観
を
呈
す
る
の
は
一
段
の
変
化
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

「
鳥
の
あ
そ
び
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
う
い
う
方
面
を
も
含
ん
で
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
そ
の
最
も
古
い
用
語
例
は
狩
猟
の
方
面



に
か
た
よ
っ
て
い
る
。

『
古
事
記
』
の
神
代
巻
は
大
国
主
の
国
譲
り
に
関
連
し
て
「
鳥
遊
」
と
い
う
こ
と
ば
を
記
録
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
天
原
の
使
者
の
国
譲
り
の
要
求
に

対
し
て
、
大
国
主
自
身
は
答
え
ず
、
事
代
主
を
も
っ
て
答
え
き
せ
よ
う
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
事
代
主
は
三
穂
の
碕
に
行
っ
て
い
る
の
で
、
に
わ
か
に
呼
び
寄

せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
本
文
は
、

僕
者
不
得
白
。
我
子
八
重
言
代
主
神
、
是
可
白
。
然
為
鳥
遊
取
魚
而
往
御
大
之
前
、
未
還
来
。

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
「
鳥
遊
」
「
取
魚
」
を
す
る
た
め
に
出
か
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
じ
話
を
伝
え
た
『
日
本
紀
』
の
本
書
は
、

是
時
、
其
子
事
代
主
神
遊
行
在
於
出
雲
国
三
穂
之
碕
、
以
釣
魚
為
楽
。
賦
知
子
唯

と
し
る
し
、
ま
た
一
書
は
、

事
代
主
射
鳥
遺
遊
在
三
津
之
碕
。
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と
し
る
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
鳥
遊
」
と
「
取
魚
」
と
二
つ
の
こ
と
か
、
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
で
あ
る
か
は
伝
え
に
よ
っ
て
違

う
と
し
て
、
「
鳥
遊
」
と
い
う
用
字
は
、
『
日
本
紀
』
の
本
書
の
「
或
日
」
の
「
遊
鳥
」
に
し
て
も
、
固
有
の
日
本
語
の
あ
る
こ
と
ば
を
表
記
し
よ
う
と
し
て
い

る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
ば
は
「
と
り
の
あ
そ
び
」
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
取
魚
」
の
ほ
う
は
「
す
な
ど
り
」
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
魚
を
釣
る
と
い
う
内
容
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
「
鳥
遊
」
の
内
容
を
翻
訳
し
た
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
『
日
本
紀
』
の
一
書
の
「
射
鳥
遭
遊
」
の
文
字
を
見
る
と
、
「
と
り
の
あ
そ
び
」
が
鳥
を
射
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
狩
猟
で
あ
る
こ
と
が
察
知
せ

ら
れ
る
。
「
逝
」
は
「
遊
」
と
同
じ
く
あ
そ
び
た
の
し
む
と
い
う
意
味
の
字
で
あ
る
。

事
代
主
が
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
「
と
り
の
あ
そ
び
」
を
行
な
っ
た
か
は
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
は
国
譲
り
に
関
す
る
ト

占
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
大
国
主
あ
る
い
は
事
代
主
の
肉
体
に
あ
る
種
の
霊
魂
が
付
く
か
付
か
な
い
か
が
こ
の
国
土
を
保
持
し
て
ゆ
く
こ
と
の
成
否
を
決

定
す
る
大
切
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
と
り
の
あ
そ
び
」
と
い
う
手
段
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
方
面
に
深
入



り
す
る
こ
と
を
避
け
て
‘
「
と
り
の
あ
そ
び
」
が
鳥
に
つ
い
て
の
狩
猟
と
い
う
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
主
ど
め
て
お
き
た
い
。

な
お
、
右
の
記
事
が
射
鳥
と
釣
魚
と
を
並
べ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
「
鳥
の
あ
そ
び
』
に
対
し
て
「
魚
一
の
あ
そ
び
」
と
い
う
こ
と
ば
が
存

L
て
も
い

い
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
、
鳥
と
並
ん
で
魚
に
関
す
る
鎮
魂
の
伝
承
が
多
い
。
古
代
の
鎮
魂
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
両
者
が
関
連
し
た
り
並
行
し
た
り
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
射
鳥
と
釣
魚
が
相
似
る
ば
か
り
で
な
く
、
池
に
白
鳥
を
放
つ
の
と
同
じ
意
義
に
お
い
て
魚
が
放
た
れ
て
い
る
。
『
景
行
紀
』
に
見
え
る
八

坂
入
彦
の
娘
の
弟
援
が
天
皇
の
求
婚
を
避
け
て
竹
林
の
中
に
隠
れ
な
が
ら
、
泳
の
宮
の
池
一
に
放
た
れ
た
「
鯉
魚
の
遊
ぶ
を
見
む
と
欲
し
て
」
池
の
ほ
と
り
に
出

て
来
て
天
皇
の
手
に
捕
え
ら
れ
た
話
な
ど
も
、
鯉
が
美
し
い
か
ら
、
あ
る
い
は
珍
し
い
か
ら
、
危
険
を
承
知
で
出
で
来
た
と
い
う
の
で
は
あ
ま
り
に
た
わ
い
が

な
い
。
『
鯉
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
効
果
を
得
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
あ
え
て
来
り
臨
ん
だ
も
の
で
あ
る
う
。
乙
の
泳
の
宮
の
池
の
鯉
は
島
の
宮
の
池
の

放
ち
鳥
な
ど
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

「
あ
そ
ぶ
」
の
意
義
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『
神
代
記
・
紀
』
の
「
と
り
の
あ
そ
び
」
が
狩
猟
の
方
面
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
鳥
を
集
め
て
、
あ
る
い
は
放
っ
て
お
い
て
鎮
魂
の
目
的
に
役
立
た
し
め
る

と
い
う
方
面
も
、
古
い
と
こ
ろ
で
神
功
皇
后
に
関
し
て
資
料
が
あ
り
、
そ
れ
が
や
は
り
「
あ
そ
ぶ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

『
仲
哀
紀
』
の
八
年
正
月
の
条
で
あ
る
が
，
筑
紫
ヘ
遠
征
せ
ら
れ
た
皇
后
の
船
が
洞
の
海
よ
り
岡
の
津
へ
入
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
潮
が
干
て
進
む
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
Q

岡
の
県
主
の
祖
熊
鰐
が
こ
れ
を
か
し
こ
ん
で
一
手
段
を
講
じ
た
。

チ
ユ
リ
ヲ
ク
ゐ
ヲ
テ
ノ
ノ
ブ
ヲ
ク

忽
作
エ
魚
沼
鳥
池
「
悉
衆
国
一
魚
鳥
吋
皇
后
看
乙
是
魚
鳥
遊
一
而
盆
心
梢
解
。

と
い
う
の
が
そ
の
個
所
の
本
文
で
あ
る
。
神
功
皇
后
の
西
征
に
関
し
て
は
し
ば
し
ば
船
の
進
行
が
抑
止
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
問
題
に
な
う
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ

の
皇
后
に
宗
教
的
な
性
格
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
も
船
の
進
行
を
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
に
皇
后
の
来
臨
を
喜
ば
ぬ
意
志
の
存
す
る
こ

と
を
感
じ
ら
れ
予
そ
の
た
め
皇
后
の
霊
魂
が
荒
れ
た
。
皇
后
が
一
種
の
興
奮
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
な
だ
め
る
呪
的
な
手
段
と
し
て
熊
鰐
が
「
魚



沼
」
「
鳥
池
」
を
作
り
、
た
く
さ
ん
の
魚
鳥
を
集
め
た
。
海
面
を
区
画
し
て
、
あ
る
い
は
干
潟
に
水
を
た
た
え
て
魚
や
鳥
を
集
め
浮
べ
、
そ
の
遊
泳
の
様
を
皇

后
に
お
見
せ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
皇
后
の
霊
魂
か
鎮
静
せ
ら
れ
て
平
静
に
畏
ら
れ
た
。

こ
の
呪
術
の
経
緯
は
か
わ
い
小
か
と
し
て
の
効
果
を
語
っ
て
い
る
。
魚
や
鳥
の
泳
ぐ
様
を
見
る
こ
と
が
感
染
的
な
効
験
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
宮
殿
や

邸
宅
の
池
に
水
鳥
を
放
つ
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
鎮
魂
の
効
果
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
必
ず
し
も
第
一
義
で
な
い
こ

と
は
前
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
ま
し
づ
め
と
し
て
も
、
魚
や
鳥
を
飼
養
す
る
こ
と
は
短
く
な
い
歴
史
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
記
事
の
場
合
、
「
あ
そ
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
魚
や
鳥
の
動
作
を
指
し
て
言
っ
て
い
て
、
呪
術
を
行
な
っ
た
り
呪
術
の
効
果
を
受
け
た
り
す
る
人
間
の
側

に
は
関
し
て
い
な
い
。
そ
の
点
、
「
と
り
の
あ
そ
び
」
の
「
あ
そ
び
」
と
は
大
き
な
距
離
が
存
し
て
い
る
。
「
遊
」
「
潜
」
と
い
う
漢
字
は
何
も
し
な
い
で
ぶ
ら

ぶ
ら
し
て
い
る
こ
と
、
あ
そ
び
た
わ
む
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
水
上
に
浮
び
、
水
中
を
泳
ぐ
こ
と
な
ど
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
字
を
当
て
た
「
あ
そ
ぶ
」

は
魚
鳥
の
遊
泳
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
な
お
も
う
少
し
特
殊
な
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

ノ
メ
ノ
ピ
フ
コ
ト
ヘ
バ
シ
ベ
ル
ノ
プ
ガ
ノ
エ

開
聞
之
初
、
洲
壌
浮
漂
響
猶
車
遊
魚
之
浮
＝
水
上
吋
（
神
代
紀
）

伝
寄
り
し
ぴ
は
た
で

潮
瀬
の
波
折
を
見
れ
ば
、
あ
そ
び
来
る
鮪
が
鰭
手
に
妻
立
て
り
見
ゆ
（
清
寧
記
・
武
烈
紀
）

『
神
代
紀
』
の
例
は
伝
承
的
な
詞
章
で
あ
ー
り
、
『
清
寧
記
』
『
武
烈
紀
』
の
例
は
一
宇
一
音
を
も
っ
て
し
る
さ
れ
て
い
る
歌
謡
で
あ
る
。
「
あ
そ
ぶ
」
の
古
い

あ
占
ら

用
語
例
と
し
て
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
国
土
の
生
成
に
つ
い
て
は
浮
か
ん
だ
脂
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
言
い
、
く
ら
げ
の
よ
う
に
漂
っ
て
い
た
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と
言
う
（
神
代
記
）
。
そ
れ
と
比
較
さ
れ
る
表
現
と
し
て
「
遊
べ
る
魚
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
あ
そ
ぶ
」
は
一
般
の
泳
い
で
い
る
魚
の
状
態

で
は
な
い
。
「
潮
瀬
の
波
折
」
に
「
あ
そ
ぶ
」
魚
も
、
そ
の
潮
流
の
激
し
い
変
化
の
た
め
に
水
面
に
浮
遊
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
古
代
の
日
本
人
は
「
み
な

し
た
ふ
魚
も
上
に
出
て
歎
く
」
（
継
体
紀
。
春
日
皇
女
の
歌
）
と
い
う
描
写
が
あ
る
よ
う
に
魚
の
生
態
に
つ
い
て
関
心
が
深
く
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
よ
り
は
は

る
か
に
観
察
が
細
か
か
っ
た
。
魚
が
特
異
な
条
件
の
も
と
で
特
殊
な
生
態
を
示
す
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
力
を
失
っ
た
よ
う
な
浮
遊
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ

り
、
そ
れ
に
意
味
を
認
め
た
の
が
「
あ
そ
ぶ
」
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
間
に
つ
い
て
も
「
あ
そ
ぶ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
多
く
、
意
義
も
多
様
に
分

化
し
て
い
る
が
、
人
間
が
宗
教
的
な
状
況
に
お
い
て
精
神
が
昂
揚
さ
れ
、
同
じ
よ
う
に
夢
遊
の
状
態
に
は
い
る
。
そ
れ
が
「
あ
そ
ぶ
」
の
原
義
で
あ
り
、
用
語



例
を
拡
張
し
て
広
く
鎮
魂
の
た
め
の
所
作
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

古
代
生
活
と

鳥

古
代
の
部
曲
と
し
て
「
鳥
取
部
」
「
鳥
養
部
」
「
養
鵬
部
」
「
鷹
甘
部
」
な
ど
の
名
が
記
紀
に
散
見
す
る
。
鳥
を
取
る
こ
と
、
飼
養
す
る
こ
と
が
古
代
生
活
に

お
い
て
ど
の
程
度
重
要
で
あ
っ
た
か
を
知
る
資
料
で
あ
る
が
、
「
鳥
取
部
」
「
鳥
養
部
」
の
設
置
が
『
垂
仁
紀
』
の
ほ
む
ち
わ
け
の
皇
子
に
関
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
部
曲
の
起
原
伝
承
が
す
な
わ
ち
ほ
む
ち
わ
け
の
伝
記
を
形
づ
く
る
要
素
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
曲
は
鳥
に
よ
る
鎮
魂
の
呪
術

u

を
使
命
と
し
、
そ
の
存
立
の
価
値
を
呪
術
の
保
持
に
か
け
て
い
た
。
ほ
む
ち
わ
け
の
物
語
は
ま
た
呪
術
の
効
力
を
保
証
す
る
権
威
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
鷹
甘
部
」
の
設
立
は
『
仁
徳
紀
』
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
よ
さ
み
の
あ
び
こ
な
る
人
物
が
そ
の
祖
と
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
鷹
飼
い
に

つ
い
て
は
も
う
ひ
と
つ
別
種
の
伝
え
が
あ
っ
て
、
こ
の
方
は
ほ
む
ち
わ
け
に
関
し
て
い
る
。
ほ
む
ち
わ
け
が
仰
い
で
「
あ
ぎ
と
ひ
」
を
し
た
「
た
づ
」
を
追
っ

相
相
た
か

て
こ
れ
を
捕
え
た
人
物
を
『
垂
仁
記
』
は
山
辺
之
大
鶴
と
伝
え
て
い
る
。
『
古
事
記
』
に
は
「
此
者
人
名
」
と
い
う
注
が
わ
ざ
わ
ざ
付
け
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
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も
、
や
は
り
鷹
の
性
能
を
人
格
化
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
養
鵬
部
」
は
『
神
武
紀
』
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
部
曲
の
起
原
を
説
明
す
る
説
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
部
曲
が
古
代
社
会
に
自
己
の
存
在
を
主
張

し
て
い
る
こ
と
は
、
鳥
に
関
す
る
鎮
魂
が
そ
の
社
会
に
価
値
を
有
し
て
い
た
証
左
で
あ
る
。

「
鳥
の
あ
そ
び
」
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
内
容
を
考
え
て
み
る
と
、
鳥
類
の
運
ん
で
き
た
霊
魂
を
い
か
に
に
し
て
捉
え
、
人
間
の
肉
体
に
う
っ
す
か
に

呪
術
の
主
眼
が
あ
る
。
日
本
の
国
土
に
大
型
の
白
鳥
が
渡
来
す
る
の
は
冬
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
最
も
厳
粛
で
重
大
な
祭
り
が
行
な
わ
れ
る
の

が
こ
の
時
期
で
あ
る
。
宮
廷
の
行
事
で
見
て
も
、
神
楽
や
鎮
魂
祭
が
冬
の
さ
な
か
に
執
行
さ
れ
る
。
白
鳥
の
運
ん
で
き
た
霊
魂
は
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
貴
人

の
肉
体
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
段
階
と
し
て
の
狩
猟
も
、
こ
の
種
の
鳥
に
お
い
て
は
、
殺
す
こ
と
よ
り
生
き
て
捕
獲
す
る
こ
と
の
ほ
う

が
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。



考
え
て
み
れ
ば
、
鷹
狩
り
や
鵜
飼
い
と
い
う
猟
法
・
漁
法
も
ふ
し
ぎ
な
も
の
で
あ
る
。
鵜
が
聖
鳥
で
あ
っ
た
こ
と
は
可
児
弘
明
氏
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が

（
同
氏
著
「
鵜
飼
」
中
央
公
論
社
）
、
神
や
貴
人
の
た
め
に
訓
練
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
鳥
が
空
を
か
け
り
、
水
を
潜
っ
て
鳥
や
魚
を
運
ん
で
く
る
。
そ
れ
が
神
の
御

費
と
な
り
貴
人
の
供
御
と
な
る
の
も
、
つ
ま
り
は
鷹
や
鵜
が
運
ん
で
き
た
霊
魂
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
霊
力
・
活
力
を
生
ず
る
と
い
う
考
え
を
ふ

ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

「
鳥
の
あ
そ
び
」
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
出
霊
系
統
の
鎮
魂
の
呪
術
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
て
い
る
要
素
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
「
鳥
の
あ
そ
び
」
の

す
べ
て
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
呪
術
の
細
部
に
い
た
っ
て
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
古
代
に
お
け
る
鳥
が
自
然
の
一
部

で
は
な
く
、
人
間
生
活
の
一
部
分
で
あ
り
、
古
代
日
本
人
の
精
神
生
活
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
だ
け
は
見
の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
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