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古
代
伝
承
に
は
親
や
夫
か
ら
の
虐
待
を
逃
れ
、
巡
行
の
果
て
に
女
神
と

し
て
祀
ら
れ
る
女
の
流
離
の
物
語
が
い
く
つ
か
あ
る
。
『
丹
後
国
風
土
記
」

逸
文
の
奈
具
社
や
『
古
事
記
』
応
神
天
皇
条
の
天
之
日
矛
伝
承
な
ど
は
そ

の
典
型
で
あ
る
。
旅
路
の
果
て
に
行
路
で
命
を
終
え
る
、
垂
仁
記
の
円
野

比
売
な
ど
と
は
異
な
っ
た
語
ら
れ
方
と
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
な
ぜ
女

神
と
し
て
祀
ら
れ
る
の
か
。
本
稿
で
は
女
神
誕
生
へ
の
生
成
過
程
を
検
証

し
て
み
た
い
。

女
の
流
離
を
語
る
伝
承
は
、
通
常
の
神
の
巡
行
と
は
ど
う
違
っ
て
語
ら

れ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
そ
こ
か
ら
入
っ
て
ゆ
く
。
神
の
巡
行
を
語
る
古
代

伝
承
で
は
、
巡
行
の
果
て
に
土
地
讃
め
を
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
例
え

ば
「
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
神
の
巡
行
證
が
多
く
、
全
部
で
一
九
例
に
及

ん
で
い
る
。
神
が
巡
行
し
て
土
地
を
祝
福
す
る
こ
と
ば
を
発
す
る
も
の
、

二
例
。
巡
行
の
記
述
は
な
い
が
、
土
地
を
讃
え
る
言
葉
を
神
が
発
す
る

（１）

も
の
、
八
例
な
ど
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
が
巡
行
の
果
て
に
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あ
る
土
地
に
辿
り
着
き
、
そ
の
土
地
を
誉
め
て
地
名
と
村
が
誕
生
す
る
と

す
る
地
名
起
源
讃
は
、
古
橋
信
孝
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
巡
行
叙
事
證
と
い

（２）

う
こ
と
に
な
る
。

奈
具
社
の
伝
承
に
お
い
て
も
、
天
女
は
、
荒
塩
の
村
、
突
木
の
村
、
そ

し
て
最
後
に
竹
野
郡
船
木
の
里
奈
具
の
村
に
辿
り
着
き
、
「
こ
こ
に
し
て

我
が
心
な
ぐ
し
く
な
り
ぬ
」
と
言
っ
て
、
こ
の
村
に
留
ま
っ
た
と
あ
る
。

割
注
に
「
古
事
に
平
善
を
ぱ
「
な
ぐ
し
」
と
い
ふ
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に

来
て
や
っ
と
辛
か
っ
た
心
が
落
ち
着
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

鎮
座
を
示
す
呪
詞
と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
野
田
浩
子
は
こ
の
天
女
の
巡

行
を
来
訪
神
の
よ
う
な
神
の
巡
行
か
ら
よ
り
人
間
に
近
づ
い
た
話
へ
と
変

容
し
た
も
の
と
捉
え
、
基
本
的
に
は
神
の
巡
行
叙
事
と
同
じ
様
式
に
則
っ

（３）

た
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
「
村
落
共
同
体
の
豊
饒
神
を
願
う
土
地
讃
め
の

様
式
」
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
の
「
変
容
」
と
し
て
捉
え

て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
で
良
い
の
か
。
巡
行
叙
事
で
は
豊
饒
と
幸
福

を
も
た
ら
す
こ
と
に
巡
行
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
奈
具
社
の
場
合

で
は
巡
行
本
来
の
性
格
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
奈
具
社
の
伝
承
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
読
み
解
い
て

い
け
ば
良
い
の
か
。
こ
の
伝
承
は
比
治
山
の
頂
の
麻
奈
井
で
の
天
人
女
房

保
坂
達
雄

道
行
き
と
擢
遁
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護
か
ら
始
ま
り
、
酒
の
醸
造
に
よ
る
致
富
謹
、
地
名
起
源
護
の
か
た
ち
を

と
り
な
が
ら
の
天
女
の
流
浪
、
そ
し
て
最
後
に
神
の
鎮
座
護
へ
と
い
う
構

成
で
展
開
さ
れ
る
。
導
入
部
の
天
人
女
房
護
は
一
人
の
天
女
が
和
奈
佐
の

翁
夫
婦
に
衣
と
裳
を
隠
さ
れ
た
が
、
子
ど
も
に
な
る
と
い
う
条
件
で
衣
裳

を
返
し
て
も
ら
っ
て
親
子
に
な
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
始
ま
る
。
天
人

女
房
讃
は
、
『
近
江
国
風
土
記
』
逸
文
の
伊
香
小
江
の
伝
承
の
よ
う
に
衣

を
奪
っ
た
男
と
結
婚
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
こ
の
物
語
は
、

（４）

婚
姻
の
段
が
、
脱
落
し
て
い
る
」
と
す
る
注
も
あ
る
。
し
か
し
、
『
竹
取

物
語
』
の
よ
う
に
老
夫
婦
が
子
ど
も
と
し
て
養
育
し
た
伝
承
と
捉
え
れ
ば

問
題
な
か
ろ
う
。

続
く
致
富
證
に
お
い
て
も
、
通
常
の
展
開
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
老
夫

婦
の
た
め
に
万
病
の
薬
と
な
る
酒
を
醸
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
老
夫
婦
は
財

を
な
し
豊
か
に
な
る
と
、
「
汝
は
吾
が
児
に
あ
ら
ず
。
篭
く
借
に
住
め
る

の
み
。
早
く
出
で
去
き
ね
」
と
、
突
然
の
心
変
わ
り
と
で
も
言
う
の
か
天

女
を
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
本
来
長
者
伝
説
で
は
、
富
め
る
者
の
驍
り
は

没
落
の
原
因
に
な
る
の
が
筋
立
て
で
あ
る
が
、
そ
の
方
面
に
は
物
語
が
展

開
せ
ず
、
ま
た
こ
の
老
夫
婦
に
は
何
の
崇
り
も
罰
も
天
女
か
ら
与
え
ら
れ

て
い
な
い
。
天
女
は
も
は
や
天
に
還
る
こ
と
は
で
き
ず
、
親
も
い
な
い
、

身
よ
り
も
な
い
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
ひ
た
す
ら
嘆
き
悲
し
む
ば
か

り
で
、
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
。
本
来
、
天
人
女
房
護
は
子
ど
も
や
財
宝
は
地

上
に
残
し
な
が
ら
も
、
地
上
の
人
々
と
別
れ
て
天
に
還
っ
て
ゆ
く
も
の
で

あ
る
は
ず
な
の
に
、
こ
の
伝
承
で
は
昇
天
で
き
ず
嘆
き
悲
し
み
な
が
ら
地

上
を
坊
僅
う
と
い
う
、
特
殊
な
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
い
よ
い
よ
天
女
の
流
浪
の
旅
が
始
ま
る
・
丹
波
郡
比
治
の
里
、

比
治
の
里
荒
塩
の
村
、
丹
波
の
里
突
木
の
村
、
竹
野
郡
船
木
の
里
奈
具
の

村
と
漂
泊
の
旅
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
天
女
は
天
に
還
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
中
に
は
「
久
し
く
人
間
に
沈
み
し
に
、
天
に
え
還

ら
ず
」
と
あ
る
。
こ
の
個
所
を
植
垣
節
也
の
注
釈
で
は
「
天
女
の
神
聖
性

が
失
わ
れ
、
こ
の
世
の
罪
や
汚
れ
で
身
が
稜
れ
て
い
る
」
（
新
編
全
集
）

と
す
る
。
野
田
も
ま
た
「
飛
天
の
力
を
失
っ
た
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述べる。天
女
が
嘆
き
流
離
す
る
の
は
飛
天
の
力
を
失
っ
た
も
の
で
漂
泊
・
死

と
い
う
人
間
の
運
命
へ
焦
点
を
合
わ
せ
た
話
（
倭
建
命
・
円
野
媛
な

ど
）
へ
と
一
歩
近
づ
い
て
い
る
。
追
放
さ
れ
た
神
が
怒
っ
て
昇
天
（
賀

茂
社
縁
起
な
ど
）
と
い
う
の
と
も
異
な
り
、
天
女
は
神
威
を
喪
失
し

た
あ
わ
れ
な
流
離
者
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
村
落
共
同
体
の
豊
饒

（５）

神
を
願
う
土
地
讃
め
の
様
式
か
ら
は
変
容
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
天
女
は
神
聖
性
を
失
い
、
飛
天
の
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と

言
え
る
の
か
。
昇
天
し
え
な
か
っ
た
理
由
を
人
間
界
に
沈
倫
し
た
た
め
と

し
、
人
の
世
に
長
年
居
た
た
め
に
稜
れ
て
神
聖
性
を
失
っ
た
と
す
る
の
が

大
方
の
解
釈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
飛
天
の
呪
具
で
あ
る
衣
裳
は
翁
夫
婦

の
子
ど
も
と
な
る
約
束
条
件
で
戻
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
天
上
界
に

還
ろ
う
と
す
れ
ば
還
れ
る
は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
・
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
天

に
え
還
ら
ず
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
サ
リ
バ
ン
の
論
考
で
あ
る
。

氏
は
天
女
と
翁
と
の
問
答
の
個
所
で
の
「
許
」
と
い
う
文
字
に
着
目
し
、

「
許
」
に
は
、
聞
き
入
れ
る
意
味
が
あ
る
の
で
、
問
答
中
の
「
許
」
は
、

衣
と
裳
を
返
し
て
欲
し
い
と
い
う
天
女
の
請
願
を
聞
き
入
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
許
」
は
、
衣
の
返
戻
を
左
右

す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
奈
具
社
」
説
話
の
展
開
を
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左
右
す
る
重
要
な
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
女
を
永
遠
に
地
上
に
留

（６）

め
て
、
豊
宇
賀
能
売
命
と
な
る
結
末
と
密
接
に
関
連
す
る
。

と
新
し
い
解
釈
を
提
示
し
た
。
天
女
は
翁
に
「
許
」
を
求
め
た
見
返
り
と

し
て
「
信
」
を
も
っ
て
答
え
た
と
い
う
。
「
天
つ
人
の
志
は
信
を
以
ち
て

も
と
と
せ
り
」
と
自
ら
翁
に
答
え
た
約
束
で
あ
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
呪
具

が
手
元
に
あ
っ
た
と
し
て
も
あ
え
て
天
に
は
還
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
流
浪
は
霊

性
を
喪
失
し
た
ゆ
え
の
結
果
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
選
ん
だ
苦
難
の
道

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
巡
行
に
よ
る
地
名
起
源
護
が
祝
福
性

よ
り
も
悲
劇
性
を
帯
び
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
な
の
で

あ
る
。
こ
の
巡
行
謹
か
ら
女
神
の
鎮
座
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
生
み
出
し

ていった。

そ
れ
で
は
女
神
鎮
座
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
何
か
。
な
ぜ
最
終
的
に
豊
宇

加
能
売
命
と
し
て
奈
具
社
に
祀
ら
れ
た
の
か
。
通
説
で
は
天
女
が
万
病
に

効
く
酒
の
醸
造
の
技
術
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
穀
物
神
と
さ
れ
、
豊
宇

加
能
売
と
い
う
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
新
編
全
集

「
風
土
記
』
で
は
「
吉
く
万
の
病
除
ゆ
」
の
注
に
「
後
文
で
こ
の
天
女
を

（７）

豊
宇
加
能
売
の
命
（
稲
神
）
と
し
て
い
る
の
と
照
応
」
と
し
、
ま
た
『
日

本
神
話
事
典
」
で
も
、
「
奈
具
社
の
由
来
謹
で
は
、
穀
物
、
稲
の
神
が
天

か
ら
降
り
て
き
た
天
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
：
：
：

こ
の
天
女
の
酒
の
醸
造
が
特
別
な
も
の
と
さ
れ
た
の
も
、
穀
物
、
稲
の
女

神
で
あ
る
天
女
の
神
性
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
」
と
解
説
す

（８）る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
人
女
房
讃
で
は
最
初
か
ら
具
体
的
な
神
格
を
も
っ

て
降
り
て
く
る
天
女
な
ど
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
酒
造
り
に
よ
っ
て
老
夫

婦
に
も
た
ら
さ
れ
た
富
は
、
「
異
郷
の
呪
力
に
よ
る
も
の
」
と
す
る
居
駒

（９）

永
幸
の
説
明
の
方
が
、
無
理
の
な
い
解
釈
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
折
口
信
夫
は
、
こ
の
奈
具
社
の
伝
承
を
貴
種
流
離
謹
の
一
つ

と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
の
物
語
は
「
美
し
い
物
語
と
し
て
、
語
り
伝
へ
ら

れ
た
も
の
に
相
違
な
く
、
（
中
略
）
既
に
文
学
の
領
域
に
深
い
こ
と
が
思

は
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
伝
承
に
は
和
奈
佐
の
神
人
集
団
が

（旧）

関
わ
っ
て
い
る
と
「
日
本
文
学
の
発
生
序
説
』
で
指
摘
す
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
論
じ
た
「
小
説
戯
曲
文
学
に
お
け
る
物
語
要
素
」
の
章
は
、
日
本

の
小
説
・
戯
曲
文
学
が
「
筋
立
て
や
、
趣
向
が
、
ど
う
言
ふ
風
に
発
展
し
、

ど
う
展
開
し
て
行
く
か
」
、
そ
の
「
文
学
心
発
育
の
跡
を
逐
う
て
見
よ
う
」

と
の
意
図
の
も
と
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
奈
具
社
の
伝
承
は
神
の

流
離
の
悲
哀
を
人
間
に
近
い
感
情
で
語
ら
れ
て
い
る
と
し
、
そ
こ
に
「
文

学
心
発
育
の
跡
」
を
認
め
て
い
る
。
折
口
の
視
点
は
、
女
神
が
な
ぜ
誕
生

し
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
伝
承
が
一
つ
の
物
語
と
し
て
文
学

化
し
て
ゆ
く
こ
と
の
方
に
関
心
が
あ
り
、
そ
の
文
学
化
の
過
程
に
幼
神
と

そ
れ
を
育
み
申
す
神
人
、
則
ち
和
奈
佐
の
神
人
集
団
が
関
わ
っ
て
い
る
と

指
摘
す
る
。
折
口
の
関
心
は
物
語
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
の
物
語
を
誰
が
ど

の
よ
う
な
か
た
ち
で
伝
承
し
て
文
学
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
一

番
の
関
心
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
野
田
が
あ
く
ま
で
表
現
様
式
の
変
容
と

し
て
論
じ
な
が
ら
、
天
女
を
「
神
威
を
喪
失
し
た
哀
れ
な
流
離
者
」
と
捉

え
る
こ
と
で
人
間
の
運
命
へ
近
付
け
た
伝
承
と
論
じ
た
の
と
一
致
し
て
い

る
。
伝
承
者
と
表
現
様
式
と
い
う
分
析
視
角
に
違
い
は
あ
る
が
、
折
口
の

捉
え
方
と
文
学
化
の
視
点
で
相
違
は
な
い
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
な
ぜ
天
女
は
豊
宇
加
能
売
命
と
い
う
女
神
と

し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
折
口
は
、
流
浪
の
果
て
の
豊
宇
加
能
売
鎮
座
を
「
餓
え
衰
へ
て
朴
れ
、
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女
神
化
の
生
成
過
程
を
論
理
化
し
て
ゆ
く
上
で
、
さ
ら
に
考
え
を
深
め

さ
せ
て
く
れ
る
の
は
天
之
日
矛
伝
承
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
は
、
日
光
感
精

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
赤
い
玉
を
賤
し
き
男
か
ら
奪
っ
た
、
新
羅
の
国
王
の

子
、
天
之
日
矛
の
物
語
で
あ
る
。
床
の
辺
に
置
く
と
赤
い
玉
は
麗
し
い
嬢

子
に
変
身
し
そ
の
嬢
子
を
妻
に
す
る
が
、
日
矛
の
心
騎
り
に
怒
っ
た
妻
は

「
吾
は
、
汝
が
妻
と
為
る
べ
き
女
に
あ
ら
ず
。
吾
が
祖
の
国
に
行
か
む
」

と
言
っ
て
ひ
そ
か
に
小
船
に
乗
っ
て
逃
亡
し
、
難
波
に
辿
り
着
く
と
い
う

ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
新
羅
国
の
阿
具
奴
摩
の
ほ
と
り
で
の
日
光
感
精
證

か
ら
始
ま
り
、
赤
い
玉
の
誕
生
と
い
う
卵
生
型
の
出
産
、
そ
の
赤
い
王
が

美
麗
な
嬢
子
に
変
身
し
て
の
天
之
日
矛
と
の
結
婚
、
驍
り
に
よ
る
怒
り
か

ら
夫
を
捨
て
て
日
本
の
難
波
へ
の
漂
着
と
、
阿
加
流
比
売
神
と
し
て
難
波

の
比
売
碁
曾
社
へ
の
奉
祀
と
い
う
説
話
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
日
光
感
精

と
卵
生
型
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
の
伝
承
は
、
三
輪
山
型
神
婚
伝
承
や
天

人
女
房
證
と
同
型
の
神
話
要
素
に
よ
っ
て
展
開
し
、
最
後
は
天
之
日
矛
の

貴
種
流
離
謹
で
締
め
括
ら
れ
る
。

日
光
感
精
型
神
婚
證
に
つ
い
て
は
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
北
ア

ジ
ア
か
ら
東
北
ア
ジ
ア
に
か
け
て
広
く
分
布
す
る
神
話
伝
承
で
あ
る
。
中

世
に
な
る
と
日
本
に
お
い
て
も
九
州
の
大
隅
半
島
や
対
馬
、
ま
た
奄
美
沖

縄
の
国
王
の
伝
説
や
御
嶽
の
由
来
護
に
も
数
多
く
伝
え
ら
れ
、
ユ
タ
の
呪

（Ⅲ）

詞
の
中
に
も
神
謡
と
し
て
謡
わ
れ
る
類
型
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
日
光
感

精
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
赤
い
玉
は
神
霊
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
玉
を
床
の

其
処
に
転
生
し
て
、
食
物
の
霊
と
な
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
た
」
と
述
べ
る

の
に
と
ど
ま
る
。

二
天
之
日
矛
伝
承

辺
に
置
く
と
麗
し
い
嬢
子
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
賀
茂
社
の
縁
起
や
神

武
記
の
三
輪
山
型
神
婚
伝
承
と
同
じ
く
神
婚
證
を
特
徴
づ
け
る
語
り
方
で

も
あ
る
。
ま
た
そ
の
女
が
天
之
日
矛
に
美
味
し
い
食
物
を
も
た
ら
し
た
と

す
る
の
も
、
こ
の
女
が
神
霊
の
化
身
で
あ
り
他
界
の
女
で
あ
る
こ
と
を
示

している。
一
般
に
神
婚
謹
で
は
特
殊
な
霊
力
を
も
っ
た
神
の
子
が
生
ま
れ
て
く
る

の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
の
伝
承
で
は
子
ど
も
の
誕
生
は
な
く
、
日
矛
に

さ
ま
ざ
ま
な
ご
馳
走
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
致
富
謹
に
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
で
は
な
ぜ
、
色
々
の
食
べ
物
を
用
意
し
て
夫
に
食
べ
さ
せ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
日
矛
に
心
罵
り
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
の

ち
女
は
自
分
を
罵
る
夫
に
愛
想
づ
か
し
を
し
て
、
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
と
い

う
急
展
開
に
な
る
が
、
な
ぜ
女
の
怒
り
と
嘆
き
が
流
離
の
動
機
と
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
女
は
落
胆
し
て
「
凡
そ
、
吾
は
、
汝
が
妻
と
為
る

べ
き
女
に
非
ず
。
吾
が
祖
の
国
に
行
か
む
」
と
言
っ
て
、
ひ
そ
か
に
小
船

に
乗
っ
て
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

天
之
日
矛
の
心
著
り
に
つ
い
て
、
村
上
桃
子
は
「
天
人
女
房
や
白
鳥
は

地
上
の
一
所
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
十
分
に
富
が
与
え
ら
れ
る
と
い

ず
れ
は
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
契
機
と
な
る

も
の
が
〈
心
の
箸
り
〉
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
」
と
し
、
い
ず
れ
は

去
り
ゆ
く
も
の
の
別
れ
の
契
機
と
し
て
解
釈
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
富
を
齋
す
天
女
・
白
鳥
は
い
ず
れ
も
そ
の
富
の

贈
与
が
十
二
分
に
な
っ
た
と
き
に
去
っ
て
ゆ
く
と
い
う
特
徴
を
有
し

て
い
る
。
（
中
略
）
よ
っ
て
阿
加
流
比
売
神
を
天
人
女
房
と
し
て
み

た
と
き
、
天
之
日
矛
の
「
心
箸
罵
妻
」
は
彼
が
富
に
充
足
さ
れ
、
嬢

子
を
用
済
み
と
し
た
そ
の
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
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女の流離と女神の生成

る
。
そ
れ
は
天
人
女
房
と
し
て
の
阿
加
流
比
売
神
が
主
人
の
も
と
を

（吃）

離
れ
る
契
機
な
の
で
あ
る
。

と
、
前
節
に
取
り
上
げ
た
奈
具
社
の
伝
承
と
も
重
ね
な
が
ら
、
富
が
充
足

さ
れ
る
と
必
ず
「
用
済
み
」
と
さ
れ
る
の
が
女
の
宿
命
と
捉
え
て
い
る
。

こ
の
解
釈
を
延
長
さ
せ
て
ゆ
く
と
、
「
吾
が
祖
の
国
に
行
か
む
」
と
あ
る
「
吾

が
祖
の
国
」
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

日
光
感
精
で
誕
生
し
た
阿
加
流
比
売
神
に
と
っ
て
の
「
祖
之
国
」
が

風
土
記
逸
文
に
み
ら
れ
る
天
女
に
と
っ
て
の
天
、
そ
し
て
か
ぐ
や
姫

に
と
っ
て
の
月
に
対
応
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
日
を
祖
と
す
る
こ
と

が
帰
納
さ
れ
る
。
そ
の
女
神
が
日
の
方
向
へ
帰
る
途
中
で
難
波
に
留

ま
っ
た
た
め
、
豊
饒
は
次
に
難
波
へ
と
齋
さ
れ
た
。

則
ち
、
女
の
逃
げ
ゆ
く
先
は
「
日
を
祖
と
す
る
」
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ

の
結
果
日
の
出
づ
る
方
向
を
目
指
し
て
逃
げ
渡
っ
て
来
た
の
で
あ
り
、
難

波
は
。
祖
之
国
」
に
到
る
た
め
の
通
過
点
に
す
ぎ
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
。

た
し
か
に
赤
い
玉
は
日
光
感
精
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
、
「
日
を
祖
と

す
る
」
の
が
自
然
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
注
釈
書
等
も
「
祖
の
国
」
を
祖

先
の
国
と
採
る
の
が
大
半
で
あ
る
が
（
大
系
・
西
郷
注
釈
・
新
編
全
集
）
、

そ
の
「
祖
の
国
」
は
具
体
的
に
ど
こ
な
の
か
、
西
郷
は
「
住
吉
神
と
の
関
連
」

を
示
唆
し
、
新
編
全
集
は
「
以
下
の
展
開
に
よ
っ
て
難
波
に
か
か
わ
り
が

あ
る
と
知
ら
れ
る
」
と
い
う
以
上
の
読
み
は
出
せ
て
い
な
い
。
村
上
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
祖
先
の
国
は
日
光
感
精
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
日
」
と
な
っ

て
し
ま
っ
て
良
い
の
か
ど
う
か
。
問
題
な
の
は
、
太
陽
を
「
祖
」
と
結
論

で
き
る
か
ど
う
か
だ
ろ
う
。
「
天
女
に
と
っ
て
の
天
、
そ
し
て
か
ぐ
や
姫

に
と
っ
て
の
月
に
対
応
す
る
」
と
い
う
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
還
る
」
と
言

わ
な
い
で
「
行
く
」
と
言
っ
た
の
か
、
そ
の
点
も
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

ま
た
、
「
そ
の
女
神
が
日
の
方
向
へ
帰
る
途
中
で
難
波
に
留
ま
っ
た
た
め
、

豊
饒
は
次
に
難
波
へ
と
齋
さ
れ
た
」
と
す
る
が
、
難
波
へ
の
漂
着
を
単
な

る
偶
然
と
す
る
の
は
安
易
な
解
釈
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

実
は
こ
の
天
之
日
矛
伝
承
に
は
、
類
同
す
る
二
つ
の
別
伝
承
が
あ
る
。

垂
仁
紀
二
年
是
歳
の
「
一
に
曰
く
」
の
記
事
は
都
怒
我
阿
羅
斯
等
の
漂
着

渡
来
伝
説
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
天
之
日
矛
の
別
伝
承
と
言
え
る
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
白
い
神
石
が
美
麗
な
童
女
に
変
身
す
る
。
都
怒
我
阿
羅

斯
等
は
そ
の
童
女
と
結
婚
し
よ
う
と
す
る
が
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
童
女

を
追
っ
て
日
本
国
に
や
っ
て
く
る
。
後
に
そ
の
童
女
は
難
波
の
比
売
語
曾

社
、
ま
た
豊
国
の
比
売
語
曾
社
の
二
個
所
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
と

す
る
伝
承
で
あ
る
。
ま
た
『
摂
津
国
風
土
記
』
逸
文
の
「
比
売
島
の
松
原
」

の
記
事
で
は
、
新
羅
の
国
の
女
神
が
夫
を
逃
れ
て
筑
紫
国
の
祝
の
姫
島
に

住
ん
だ
が
、
さ
ら
に
逃
れ
て
摂
津
の
姫
島
に
遷
っ
た
と
す
る
伝
承
で
、
こ

れ
ま
た
天
之
日
矛
と
の
繋
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
阿
加
流
比

売
神
の
伝
承
に
は
、
難
波
以
外
に
国
東
郡
の
祝
島
に
辿
り
着
い
た
と
す
る

伝
承
も
ま
た
も
う
一
つ
あ
る
の
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
な
の
か
。
古
典
大
系

『
風
土
記
』
の
頭
註
で
は
、
「
神
の
遍
歴
で
、
そ
の
神
を
奉
ず
る
氏
族
の
拠

（旧）

点
を
神
が
順
次
移
動
し
た
と
語
る
説
話
」
と
注
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は

折
口
信
夫
の
い
う
神
人
集
団
の
移
動
と
い
う
説
に
基
づ
い
た
説
明
と
言
え

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
女
神
と
な
っ
た
後
の
話
で
あ
る
。

阿
加
流
比
売
の
比
売
語
曾
社
へ
の
鎮
座
が
語
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、

そ
こ
が
難
波
で
あ
れ
国
東
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
ま
ず
女
神
と
し
て
祀
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
ろ
う
。
い
ず
れ
の

地
に
あ
っ
て
も
、
阿
加
流
比
売
の
流
離
の
境
遇
に
共
感
し
、
神
と
し
て
祀

る
こ
と
に
よ
っ
て
後
々
ま
で
も
伝
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
集
団
の
感
情
と
意

-４３-



特集・古代文学と場所

二
つ
の
伝
承
を
女
神
の
苦
悩
と
悲
嘆
に
焦
点
を
当
て
て
読
ん
で
き
た

が
、
こ
う
し
た
読
み
方
は
古
代
伝
承
の
読
み
方
と
し
て
妥
当
な
の
だ
ろ
う

か
。
同
じ
よ
う
に
夫
か
ら
の
仕
打
ち
を
受
け
て
流
離
す
る
話
に
、
時
代
は

ず
っ
と
下
っ
て
中
近
世
の
も
の
に
な
る
が
、
紀
州
加
太
神
社
に
伝
え
ら
れ

る
淡
島
信
仰
の
伝
承
が
あ
る
。

加
太
神
社
は
少
彦
名
命
と
大
己
貴
命
を
祭
神
と
す
る
神
社
で
あ
る
が
、

相
殿
に
神
功
皇
后
を
祭
る
。
な
ぜ
少
彦
名
命
が
祭
神
と
さ
れ
る
の
か
と
い

志
が
働
い
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
を
支
え
て
い
る
の

は
人
々
の
共
感
の
力
学
で
あ
り
、
そ
の
共
感
が
伝
承
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。

さ
ら
に
そ
の
伝
承
が
信
仰
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
。
折
口
信

夫
が
い
う
神
人
集
団
が
生
ま
れ
、
伝
承
者
と
し
て
な
っ
て
ゆ
く
の
は
そ
の

先
の
こ
と
と
い
え
る
。

本
来
日
光
感
精
型
神
婚
證
は
、
日
光
を
懐
中
に
浴
び
る
等
の
モ
テ
ィ
ー

フ
に
よ
っ
て
神
の
子
が
生
ま
れ
、
そ
の
子
自
身
が
民
族
や
国
の
始
祖
と
な

る
と
い
う
神
話
で
あ
る
。
日
光
を
通
し
て
神
の
子
を
宿
し
た
と
こ
ろ
に
重

点
が
置
か
れ
た
物
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
子
と
し
て
誕
生
し

た
赤
い
玉
は
麗
し
き
嬢
子
と
な
っ
た
だ
け
で
、
決
し
て
始
祖
伝
承
に
は
繋

が
っ
て
い
か
な
い
。
こ
の
物
語
は
夫
の
虐
待
に
堪
え
か
ね
て
小
舟
に
乗
っ

て
逃
げ
て
ゆ
く
女
の
境
遇
に
、
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
ゆ
く
鎮
座
の
理
由
を

求
め
た
伝
承
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
伝
承
は
物
語

の
始
ま
り
で
は
日
光
感
精
の
神
婚
讃
で
語
り
は
じ
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
な

に
ゆ
え
に
阿
加
流
比
売
神
と
い
う
女
神
が
誕
生
し
た
か
と
い
う
女
神
誕
生

の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

三
淡
島
信
仰

う
と
、
神
代
紀
第
八
段
一
書
第
六
の
記
述
に
、
大
己
貴
命
と
国
作
り
を
終

え
た
少
彦
名
命
が
、
粟
茎
に
弾
か
れ
て
常
世
国
に
渡
る
前
に
至
っ
た
先
の

一
つ
が
「
淡
嶋
」
と
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
神
功
皇
后
を
相
殿
に
祭
っ
て
い

る
理
由
に
つ
い
て
は
、
神
功
皇
后
三
韓
征
伐
の
帰
途
、
加
太
の
沖
で
嵐
に

遭
っ
た
た
め
、
箱
を
海
に
投
じ
て
誓
願
し
た
と
こ
ろ
淡
島
少
彦
名
命
の
神

に
助
け
ら
れ
て
難
を
逃
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
神
功
皇
后
を
相
殿
に
祭

る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
杉
原
泰
茂
著
「
南
紀
神
社
録
」
（
一
七
四
六
年
）

にある。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
少
彦
名
命
や
神
功
皇
后
の
信
仰
と
は
別
に
、
こ
の
加

太
神
社
に
は
も
う
一
つ
の
女
神
の
信
仰
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
塵
塚
物

語
』
（
一
五
六
九
年
序
）
、
寺
島
良
安
著
『
和
漢
三
才
図
会
』
（
一
七
一
二

年
刊
）
、
井
沢
蟠
竜
著
『
広
益
俗
説
弁
』
（
一
七
一
五
年
刊
）
、
厚
誉
春
鴬

廓
玄
著
『
本
朝
怪
談
故
事
』
（
一
七
一
六
年
刊
）
、
平
田
篤
胤
著
『
志
都
能

石
屋
講
本
』
（
一
八
二
年
刊
）
な
ど
に
記
述
が
見
え
る
が
、
「
塵
塚
物
語
』

の
「
淡
島
由
来
之
事
」
を
挙
げ
て
お
く
。

又
近
代
民
家
の
町
を
み
る
に
僧
俗
の
わ
か
ち
も
み
え
ぬ
も
の
淡
島
の

本
縁
を
い
ひ
立
て
す
、
め
て
ふ
れ
て
あ
り
き
侍
る
そ
の
利
生
を
き
け

ハ
女
人
腰
下
の
や
ま
ひ
に
か
き
り
た
る
や
う
に
の
、
し
れ
り
甚
以
て

お
か
し
き
事
也
さ
れ
ど
す
こ
し
ハ
そ
の
拠
も
な
き
に
あ
ら
す
淡
島
と

い
ふ
ハ
す
ぐ
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と
也
と
い
へ
り
神
代
医
術
の
御
神
也

く
ら
ま
の
ゆ
き
大
明
神
五
条
の
天
神
あ
は
し
ま
ハ
皆
一
体
の
神
な
る

よ
し
分
明
な
り
し
か
ら
ハ
か
な
ら
す
女
性
の
こ
し
け
に
ハ
か
き
る
へ

か
ら
す
男
女
諸
疾
の
平
復
を
い
の
ら
ん
に
か
な
ら
す
利
益
あ
る
へ
し

こ
と
末
代
医
術
を
習
は
む
も
の
ハ
皆
此
神
を
尊
崇
す
べ
き
こ
と
な
り

（下略）
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こ
れ
を
読
む
と
、
淡
島
の
神
が
江
戸
時
代
以
前
か
ら
婦
人
病
の
神
と
し

て
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
前
掲
の
こ
れ
ら
近
世
文
献

で
は
、
そ
う
し
た
信
仰
を
「
俗
」
の
信
仰
で
あ
る
と
か
「
謬
」
の
信
仰
と

か
し
て
、
女
神
と
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
だ
。
淡
島
の
神
は
あ
く
ま
で
も

少
彦
名
命
な
の
だ
と
記
紀
神
話
を
根
拠
に
主
張
す
る
。
江
戸
時
代
の
国
学

的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
淡
島
女
神
説
は
受
け
入
れ
が
た
い
妄
説
で
し
か
な

いだろう。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
人
々
の
間
で
は
婦
人
病
の
神
と
し
て
こ
こ
ま
で
広
く

信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
淡
島
の
神
が
巷
間
で
女
神
と
し
て
婦

人
た
ち
の
篤
い
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の

加
太
の
地
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
女
神
を
め
ぐ
る
伝
承
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ

る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
伝
承
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫
は
最
初
期
の
論
文
の
「
三
郷
巷
談
」

で
紹
介
し
、
ま
た
そ
の
後
も
「
雛
祭
り
の
話
」
「
偶
人
信
仰
の
民
俗
化
並

び
に
伝
説
化
せ
る
道
」
等
で
繰
り
返
し
取
り
上
げ
て
い
る
。

加
太
（
紀
州
）
の
淡
島
明
神
は
女
体
で
、
住
吉
の
明
神
の
奥
様
で
お

ありなされた。処が、郎阯尉伽（ｕ創側剃渕洲ｕなどゞ
もいふ）

を
わ
づ
ら
は
れ
た
の
で
、
住
吉
明
神
は
稜
れ
を
嫌
う
て
表
門
の
扉
を

一
枚
は
づ
し
て
、
淡
島
明
神
と
神
楽
太
鼓
と
を
其
に
乗
せ
て
、
前
の

海
に
流
さ
れ
た
。
其
扉
の
船
が
、
加
太
に
漂
着
し
た
の
で
、
其
女
神

を
淡
島
明
神
と
崇
め
奉
っ
た
の
だ
。
其
で
、
住
吉
の
社
で
は
今
に
お

（Ｍ）

き
、
表
門
の
扉
の
片
方
と
神
楽
太
鼓
と
が
な
い
と
言
ふ
。

「
淡
島
明
神
と
神
楽
太
鼓
と
を
其
に
乗
せ
て
」
と
あ
る
の
は
、
住
吉
明
神

の
后
が
白
血
・
長
血
の
病
気
に
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
っ
た
明
神
が
神

社
の
門
扉
に
乗
せ
て
前
の
海
に
流
し
た
。
神
楽
太
鼓
は
后
を
入
れ
た
入
れ

物
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
紀
州
加
太
の
海
岸
に
流
れ
着
い
た
。
こ
う
語
ら
れ

る
の
が
淡
島
の
加
太
神
社
に
伝
え
ら
れ
た
女
神
に
関
す
る
伝
承
だ
っ
た
の

である。
こ
の
よ
う
な
女
神
信
仰
誕
生
の
背
景
と
し
て
、
夫
に
忌
み
嫌
わ
れ
て
流

さ
れ
た
女
人
の
境
涯
を
そ
の
地
の
里
人
た
ち
が
哀
れ
ん
で
祀
っ
た
、
そ
う

し
た
女
神
化
の
過
程
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
忌
避
の
原
因
が
婦
人
病
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
婦
人
の
下
の
病
に
効
く
と
い
う
信
仰
が
加
え
ら
れ
、

願
人
坊
主
た
ち
に
よ
っ
て
流
布
さ
れ
て
い
っ
た
。
願
人
坊
主
と
は
白
装
束

姿
に
鈴
の
付
い
た
杖
を
も
ち
、
観
音
開
き
の
厨
子
を
背
負
っ
た
神
人
集
団

の
こ
と
で
、
女
性
の
神
と
し
て
の
功
徳
を
唱
え
諸
国
を
巡
り
歩
い
て
そ
の

信
仰
を
広
め
て
い
っ
た
ら
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
住
吉
明
神
の
后
と
な
っ
た
こ
の
女
神
の
出
自
で
あ
る
が
、

速
見
恒
章
著
『
諸
国
図
会
年
中
行
事
大
成
責
一
八
○
六
年
刊
）
に
は
「
粟

島
ハ
祭
神
波
利
塞
女
に
し
て
、
此
の
神
十
六
歳
の
春
三
月
三
日
、
歯
を
染

め
住
吉
の
神
に
嫁
す
」
と
あ
り
、
「
続
飛
烏
川
』
（
著
者
不
詳
、
一
八
一
○

年
刊
）
に
は
「
淡
島
明
神
、
鈴
を
ふ
る
願
人
、
天
照
皇
太
神
宮
第
六
番
目

の
姫
宮
に
て
渡
り
給
ふ
。
御
年
十
六
歳
の
春
の
頃
、
住
吉
の
一
の
后
そ
な

は
ら
せ
給
ふ
神
の
御
身
に
も
、
う
る
さ
い
病
を
う
け
さ
せ
給
ふ
」
と
あ
る
。

「
波
利
塞
女
」
は
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
よ
れ
ば
龍
王
の
三
番
目
の
娘
と

さ
れ
る
。
龍
王
の
娘
で
あ
れ
天
照
皇
太
神
宮
の
姫
宮
で
あ
れ
、
住
吉
明
神

の
も
と
に
嫁
い
だ
の
は
十
六
歳
の
春
の
こ
と
と
す
る
。
ま
た
三
月
三
日
を

嫁
し
た
日
と
も
淡
島
に
流
れ
着
い
た
日
と
も
す
る
の
は
、
稜
れ
を
流
す
雛

の
遊
び
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
信
仰
が
広
が
っ

て
く
る
と
、
女
た
ち
が
婦
人
病
の
機
れ
を
祓
い
流
す
雛
流
し
の
行
事
の
起

源
を
語
る
伝
承
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
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こ
う
し
た
淡
島
信
仰
の
生
成
過
程
を
見
て
く
る
と
、
な
ぜ
女
神
と
し
て

祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
ま
た
信
仰
対
象
と
し
て
浸
透
し
て
い
っ
た

の
か
少
し
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
田
中
貴
子
は
『
聖
な
る
女
』

の
中
で
、
女
神
の
成
立
に
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
約
束
さ
れ
た
聖
性
」
が

備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
「
女
ゆ
え
の
苦
悩
」
を
克
服
す
る
こ
と

で
聖
な
る
力
を
得
た
」
と
、
中
将
姫
伝
説
を
例
に
語
っ
て
い
る
。
即
ち
、
（旧）

女
神
に
は
男
神
と
は
根
本
的
に
異
な
る
生
成
過
程
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

淡
島
信
仰
の
女
神
も
、
病
を
持
っ
た
が
ゆ
え
に
流
さ
れ
る
と
い
う
不

幸
の
果
て
に
人
々
か
ら
与
え
ら
れ
た
聖
性
と
い
え
る
。
出
自
が
高
貴
で
あ

り
、
住
吉
大
明
神
の
妃
と
い
う
高
い
位
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の

こ
と
だ
け
で
女
神
成
立
の
条
件
に
は
な
り
得
な
い
。
女
神
と
し
て
祀
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
に
は
、
田
中
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
「
女
ゆ
え
の
苦
悩
」

が
不
可
欠
な
の
だ
と
思
う
。
淡
島
神
の
流
雛
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
女
ゆ
え

の
苦
悩
で
あ
っ
て
、
そ
の
苦
し
み
に
救
い
を
与
え
よ
う
と
す
る
心
的
共
感

が
、
聖
な
る
女
へ
と
転
生
さ
せ
て
ゆ
く
の
だ
と
思
う
。
奄
美
・
沖
縄
の
ユ

タ
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
聖
性
を
持
ち
得
て
い
た
の
で
は

な
く
、
病
気
や
人
生
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
〈
負
〉
を
背
負
い
辛
苦
の
中
を
生

き
て
ゆ
く
な
か
で
、
数
年
に
わ
た
る
巫
病
の
期
間
を
経
て
聖
性
を
獲
得
し

て
ゆ
く
と
言
わ
れ
る
。
ニ
ー
ヤ
や
ム
ト
ゥ
ヤ
ー
な
ど
の
家
筋
に
生
ま
れ
て

ノ
ロ
や
シ
カ
サ
と
な
っ
て
ゆ
く
女
性
司
祭
者
た
ち
と
は
、
明
ら
か
に
異
な

る
生
成
過
程
を
経
て
一
人
の
ユ
タ
と
し
て
誕
生
す
る
。
も
ち
ろ
ん
生
前
に

カ
ミ
ン
チ
ュ
に
な
る
の
と
死
し
て
の
ち
女
神
化
さ
れ
る
の
と
の
違
い
は
あ

る
が
、
こ
う
し
た
ユ
タ
な
ど
の
女
性
宗
教
者
と
日
本
の
女
神
と
は
共
通
す

四
女
ゆ
え
の
苦
悩

る
生
成
過
程
を
経
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
誰
も
が
女
神
へ
と
転
生
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
「
万
葉
集
』

に
は
女
性
の
行
路
死
人
を
悼
む
歌
が
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
女
神
と

し
て
祀
ら
れ
た
例
は
皆
無
で
あ
る
。
姫
島
の
松
原
の
娘
子
の
屍
を
憐
れ
ん

で
詠
ん
だ
河
辺
宮
人
の
歌
（
３
．
一
三
八
～
一
三
九
、
四
三
四
～
四
三
七
）

な
ど
の
よ
う
に
、
歌
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
魂
さ
れ
る
の
に
留
ま
る
。

地
上
の
女
が
な
ん
ら
か
な
る
苦
し
み
を
受
け
て
流
離
し
、
や
が
て
女
神
と

し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
よ
う
な
女
神
生
成
の
伝
承
は
、
古
代
伝
承
の

世
界
に
は
見
出
せ
な
い
。
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
か
。

こ
の
問
題
を
解
く
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
古
代
の
物
語
と
し
て
神
話

伝
承
が
生
成
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
物
語
の
話

型
と
い
う
あ
る
基
本
形
が
な
い
と
、
物
語
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。
天
人

女
房
讃
や
日
光
感
精
型
神
婚
證
、
ま
た
三
輪
山
型
神
婚
證
な
ど
の
類
型
を

ま
ず
語
り
の
基
盤
に
置
き
、
そ
の
上
で
女
の
貴
種
流
離
の
物
語
を
語
っ
て

ゆ
く
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
を
踏
ま
な
け
れ
ば
伝
承
と
し
て

は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
間
界
に
起
こ
っ
た
女
の

悲
劇
を
語
り
伝
承
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
神
の
物
語
の
類
型
を
借
り
な
け

れ
ば
物
語
と
し
て
成
立
し
得
な
か
っ
た
。

本
稿
で
例
に
挙
げ
た
奈
具
社
の
天
女
と
天
之
日
矛
伝
承
の
阿
加
流
比
売

の
物
語
が
、
い
ず
れ
も
地
上
の
女
の
物
語
と
し
て
で
は
な
く
女
神
と
し
て

伝
承
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
苦
難
の
な
か
で
獲
得

さ
れ
た
聖
性
と
人
々
の
共
感
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

るのである。

注
（
１
）
野
田
浩
子
『
万
葉
集
の
叙
景
と
自
然
」
（
一
九
九
五
年
七
月
新
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（
７
）
植
垣
節
也
校
注
・
訳
『
風
土
記
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５

一
九
九
七
年
十
月
小
学
館
）
四
八
四
頁

（
８
）
大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
監
修
『
日
本
神
話
事
典
」
（
一
九
九
七
年

六
月
大
和
書
房
）
、
「
奈
具
社
の
説
話
」
（
寺
田
恵
子
）
二
三
五
頁

（
９
）
前
掲
書
（
注
８
）
、
「
致
富
讃
」
（
居
駒
永
幸
）
二
○
六
頁

（
皿
）
折
口
信
夫
「
小
説
戯
曲
文
学
に
お
け
る
物
語
要
素
」
（
『
日
本
文
学

の
発
生
序
説
』
、
折
口
信
夫
全
集
第
四
巻
一
九
九
五
年
五
月

（
過
）
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
２
一
九
五
八

（
吃
）
村
上
桃
子
「
天
之
日
矛
謹
ｌ
『
古
事
記
』
下
巻
へ
の
神
話
と
し

て
Ｉ
」
（
『
万
葉
』
第
二
○
三
号
二
○
○
九
年
一
月
万
葉
学
会
）

（
ｕ
）
保
坂
達
雄
「
神
話
の
生
成
と
←

神
婚
謹
を
例
に
し
て
ｌ
」
室

三
十
九
号
二
○
○
五
年
一
月
）

（
５
）
野
田
浩
子
前
掲
論
文
（
３
）
九
八
頁

（
６
）
キ
ャ
サ
リ
ン
・
サ
リ
バ
ン
「
「
奈
具
社
」

天
女
の
問
答
箇
所
と
そ
の
意
義
ｌ
「
許
」

に
Ｉ
」
亀
風
土
記
研
究
』
第
三
十
一
号

士記研究会）

典社）

（
２
）
古
橋
信
孝
『
古
代
和
歌
の
発
生
』
（
一
九
八
八
年
一
月
東
京
大
学

出
版
会
）
一
○
五
～
一
二
五
頁

（
３
）
野
田
浩
子
「
「
奈
具
社
伝
承
」
を
通
し
て
様
式
論
か
ら
」
（
「
古

代
文
学
』
一
九
八
二
年
三
月
古
代
文
学
会
）
九
八
頁

（
４
）
小
島
瑛
禮
校
注
『
風
土
記
」
（
一
九
七
○
年
七
月
角
川
文
庫
）

の
発
生
序
説
』
、
折
口
信
夫
全
集

中
央
公
論
社
）
一
九
六
～
二
○
三
頁

三
三
九
頁

て
Ｉ
」

二
九
頁

「
神
話
の
生
成
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
Ｉ
日
光
感
精
型

卜
し
て
ｌ
」
（
『
東
横
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
第

説
話
に
お
け
る
老
父
と

と
天
人
の
性
質
を
中
心

二
○
○
七
年
六
月
風

年
四
月
岩
波
書
店
）
四
二
五
頁

（
Ｍ
）
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
巻
（
一
九
九
五
年
四
月
中
央
公
論
社
）

一
二
二
頁

（
巧
）
田
中
貴
子
『
聖
な
る
女
１
１
斎
宮
・
女
神
・
中
将
姫
』
（
一
九
九
六

年
四
月
人
文
書
院
）
六
○
～
六
一
頁

-４７-


