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ン
ド1

1

ー
そ
の
つ
体
系
的
記
述
L

を
め
ぐ
っ
て

雅

序
論

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
異
文
化

フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家
ロ
ラ
ン
@
バ
ル
ト
が
、
っ
日
本
は
私
の
テ
ク
ス
ト
L

と
い
う
文
章
を
朝
日
新
聞
ハ
一
九
七
一

夕
刊
)
に
寄
ぜ
て
い
る
。
一
一

O
年
近
く
前
に
書
か
れ
た
も
の
な
が
ら
、
今
日
の
人
類
学
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め

て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
バ
ル
ト
は
日
本
で
の
体
験
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。

っ
私
は
日
本
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
第
一
に
日
本
語
を
知
ら
な
い
。
司
せ
い
ぜ
い
町
で
一
人
歩
き
で
き
る
程
度
の
言

葉
を
い
く
つ
か
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
ど
う
し
て
も
、
日
本
人
の
生
活
@
肉
体
@
風
俗
習
慣
・
食
物
@
衣
服
・
客
へ
の

も
て
な
し
方
な
ど
、
日
常
生
活
@
汽
車
@
パ

i
で
私
が
出
会
っ
た
こ
と
を
過
し
て
、
日
本
を
読
む
i

i
特
に
読
む
と
い
う
言
葉
を
使

う
1

1

こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。
日
本
を
一
種
の
本
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
語
を

)
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知
ら
な
い
が
故
に
、
密
林
で
出
会
っ
た
す
べ
て
の
こ
と
に
意
味
を
祷
充
し
で
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
人
類
学
者
の
よ
う
に
行
動
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
言
語
以
外
の
伝
達
手
段
@
動
作
@
J
徴
笑
@
客
へ
の
態
度
@
肉
体
の
動
き
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
い
る
と
き
よ
り

も
深
い
注
意
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
、
私
は
そ
の
み
ず
み
ず
し
さ
に
お
い
て
読
ん
だ
の
で
あ

7
Q
L

。

て
い
る
よ
う
に
、
バ
ル
ト
の
日
本
体
験
は
、
の
フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
類
学
者
も
ま
た
、
現
地
語
の
修
得
能
力
の
差
に
か
か
わ
ら
ず
異
文
化
を
」
こ
と
を
任
務
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
に
赴
く
。
ひ

と
は
異
文
化
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
学
者
と
な
る
。
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
発
見
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
を
野
帳
に
書
き
記

し
て
い
く
。
そ
れ
で
は
、
人
類
学
者
と
し
て
の
バ
ル
ト
は
、
日
本
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
偲
を
発
見
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
日
本
と
西
欧
と
の
間
に
は
表
徴
(
シ

l

ニ
ュ
)
に
関
し
て
本
質
的
な
相
違
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
一
般
的
に
い
っ
て
私
に
堪
え
が
た
い
の
は
、
内
容
よ
思
味
さ
れ
る
も
の
で
満
ち
、
そ
の
充
実
が
結
局
は
一
神
教
に
基
づ
く
神
学

的
な
色
づ
け
の
さ
れ
て
い
る
意
味
体
系
で
あ
る
。
反
対
に
私
が
同
意
し
、
私
を
高
揚
し
て
く
れ
る
表
徴
体
系
も
あ
る
。
こ
れ
を
私
は

空
虚
化
さ
れ
た
表
徴
体
系
と
呼
び
た
い
。
一
つ
の
文
明
が
形
式
、
生
活
の
細
部
(
例
え
ば
俳
句
)
を
、
超
越
的
内
容
と
関
係
な
く
、

唯
一
神
学
と
関
係
な
く
組
織
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
文
明
で
あ
る
と
き
、
私
は
こ
の
よ
う
な
言
語
、
表
徴
体
系
に
同
意
す
る
。
意
味

す
る
も
の
@
形
式
@
不
連
続
な
も
の
@
偶
然
的
な
も
の
、
こ
れ
ら
の
微
妙
で
複
雑
な
網
目
、
洗
練
さ
れ
た
人
間
的
文
明
の
印
象
を
与

え
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
空
虚
化
さ
れ
て
お
り
、
西
洋
思
想
の
中
心
を
も
っ
た
充
実
と
は
違
っ
た
網
目
i
i
iそ
う
い
っ
た
も
の
の
存

在
を
私
は
日
本
で
知
っ
た
L

。

こ
こ
で
バ
ル
ト
は
、
形
式
ハ
意
味
す
る
も
の
〉
よ
り
内
容
ハ
意
味
さ
れ
る
も
の
)
へ
の
志
向
が
つ
ね
に
支
配
的
で
あ
り
、
そ
の
内

容
の
根
底
に
超
越
論
的
主
体
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
表
徴
体
系
が
組
織
化
さ
れ
て
い
る
西
洋
文
明
に
た
い
し
、
絶

対
的
な
中
心
が
存
在
し
な
い
日
本
文
明
と
い
う
も
の
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
バ
ル
ト
は
表
徴
体
系
の
分
析
を
も
と
に
し
て
、

、
レ
ト

ノ

r
'
1
l
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西
洋
と
東
洋
と
の
比
較
文
明
論
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
れ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
一
神
教
的
基
盤
を
持
つ

H

主
観
μ

の
形
而
上
的
表
徴
体
系
を
動
揺
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
文
章
を
以
下
の
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

っ
西
洋
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
西
洋
文
明
の
表
徴
体
系
を
ゆ
さ
ぶ
り
、
キ
レ
ツ
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
東
洋
は

決
定
的
な
武
器
で
あ
る
。
従
っ
て
私
の
考
え
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
は
、
闘
士
活
動
で
あ
る
と
ま
で
は
い
わ
な
い
が
、
一
言
語
の
広

い
意
味
で
革
命
的
行
為
な
の
だ
。
現
在
は
資
本
構
造
の
閣
だ
が
、
日
本
を
西
洋
表
徴
体
系
の
帝
密
主
義
に
対
す
る
武
器
と
し
て

使
う
の
を
革
命
的
実
践
と
私
は
見
な
す
。
私
は
の
表
徴
体
系
を
糾
弾
す
る
手
段
を
求
め
て
出
発
し
、
そ
れ
を
日
本
に
発
見
し
た

の
で
あ
る
し
。

ま
ず
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
唯
一
神
学
的
な
表
徴
体
系
を
西
洋
文
明
と
結
び
つ
け
、
空
虚
化
さ
れ
た
表
徴
体
系
を
日

本
文
明
(
そ
し
て
他
の
非
西
洋
文
明
〉
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
適
切
な
判
断
か
ど
う
か
で
あ
る
。
冒
頭
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
日
本
で
感
じ
た
表
徴
体
系
の
空
虚
さ
は
バ
ル
ト
の
フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
言
語
的
事
象
(
言

語
と
文
字
媒
体
〉
以
外
の
も
の
、
し
ぐ
さ
、
食
事
、
衣
服
な
ど
か
ら
読
み
と
ら
れ
た
体
系
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
厳
密
に
は
体
系
と
言

え
な
い
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
公
式
な
知
識
や
言
説
の
断
片
の
連
鎖
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
空
虚
化
さ
れ
た
表

徴
体
系
と
い
う
言
葉
が
矛
盾
し
て
い
る
と
も
一
一
一
一
口
え
よ
う
。
西
洋
社
会
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
を
対
象
と
し
て
西
洋
文
明
を
読
も
う
と

す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
同
じ
意
見
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
バ
ル
ト
が
日
本
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
(
テ
ク
ス

ト
)
で
体
験
し
、
「
空
虚
化
さ
れ
た
」
と
表
現
し
た
他
者
性
、
異
質
性
と
い
う
も
の
は
、
人
類
学
者
が
西
欧
、
非
西
欧
を
問
わ
ず
異

文
化
で
体
験
す
る
も
の
と
本
質
的
に
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
唯
一
神
学
的
な
表
徴
体
系
と
空
虚
化
さ
れ
た
表
徴
体
系
と
は
、
あ

る
社
会
に
お
い
て
排
他
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ひ
と
つ
の
社
会
に
お
い
て
並
存
し
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
り

有
効
で
あ
る
。
じ
つ
は
バ
ル
ト
自
身
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
そ
っ
て
そ
の
テ
ク
ス
ト
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
か
れ

の
『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』

よ
り
引
用
し
て
お
こ
う
。
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「
テ
ク
ス
ト
は
織
物
で
あ
る
。
だ
が
現
在
の
所
ま
で
こ
の
織
物
は
、
そ
の
背
後
に
多
か
れ
少
な
か
れ
意
味
ハ
つ
ま
り
真
実
〉
が
隠

れ
て
い
る
幕
、
そ
う
い
う
生
産
品
だ
と
人
々
は
受
け
と
っ
て
き
た
。
だ
が
、
い
ま
わ
た
し
た
ち
は
、
と
だ
え
る
こ
と
の
な
い
織
り
糸

の
交
錯
作
用
そ
の
も
の
の
な
か
に
テ
ク
ス
ト
は
作
ら
れ
働
き
で
る
の
だ
と
い
う
い
わ
ば
生
殖
観
念
を
、
こ
の
織
物
に
関
し
て
強
調
す

る
。
(
中
略
〉
わ
た
し
た
ち
と
い
う
主
体
は
こ
の
織
物
の
な
か
に
l

l
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
織
り
あ
げ
る
こ
と
の
な
か
に
1

1

解
体
し
、

む
な
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
し
〔
バ
ル
ト
、
一
九
七
七
、
二
一

O
頁
〕
。
こ
こ
で
バ
ル
ト
は
、
テ
ク
ス
ト
一
般
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
(
文
化
)
は
意
味
、
が
隠
さ
れ
て
い
で
あ
る
と
か
、
そ
う
で
な
い
と
か

っ
て
い
る
の
で
は

h

i

h

、0

4
'
ん
h
L
Vバ

ル
ト
は
西
洋
的
表
徴
体
系
の
背
後
に
潜
む
神
の
存
在
を
鋭
く
察
し
、
そ
れ
を
唯
一
神
学
的
な
表
徴
体
系
と
呼
ん
だ
。
今
日
の
人

類
学
者
は
だ
れ
も
異
文
化
の
表
徴
体
系
の
奥
に
神
を
求
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
な
お
、
か
れ
は
な
に
か
を
背
後
に
求
め
よ
う

と
す
る
態
度
を
崩
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
背
後
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
っ
意
味
L

(

意
味
さ
れ
る
も
の
)

で
あ
る
。
人
類
学
者
は
今
日
、
「
象
徴
の
森
し
に
分
け
入
り
、
神
の
代
わ
り
に
意
味
、
内
容
、
本
質
、
真
実
、
っ
同
制
さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
L

〔
ス
ペ
ル
ベ
ル
、
一
九
七
九
、
六
六
頁
〕
あ
る
い
は
っ
超
越
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
〔
宮
川
、
一
九
七
四
、
一
九
頁
〕
を
探
り
当
て
よ
う

と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
類
学
者
の
態
度
は
、
バ
ル
ト
が
提
唱
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
異
文
化
を
読
む
こ
と
と
は
反
対
に
、
空
虚
化

さ
れ
た
表
徴
体
系
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
唯
一
神
学
的
な
表
徴
体
系
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
整
合
的
な
記
述

・
分
析
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
民
族
誌
的
営
為
を
こ
こ
で
は
っ
体
系
的
記
述
L

と
表
現
す
る
こ
と
に
す
る
。

体
系
的
記
述
は
、
ふ
た
つ
の
次
元
で
進
行
す
る
。
第
一
の
次
元
で
、
人
類
学
者
は
異
文
化
に
お
け
る
唯
一
神
学
的
な
表
徴
体
系
を

探
り
当
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
整
合
的
な
記
述
と
分
析
を
行
な
お
う
と
す
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い
て
そ
の
道
の
権
威
(
イ
ン

フ
ォ

l
マ
ン
ト
)
を
探
り
当
て
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
帯
び
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
構
か
ら
で
あ
る
。
人
類
学
者
は
、
意
識
的

に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
異
文
化
の
中
の
支
配
的
な
言
説
に
に
じ
り
よ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
収
集
し
た
資
料
に
意
味
を
見
い
だ
そ
う
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と
す
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
次
元
で
人
類
学
者
は
、
収
集
し
た
資
料
を
解
釈
す
る
際
に
手
持
ち
の
唯
一
神
学
的
な
表
徴
体
系
(
人
類
学

の
理
論
的
枠
組
み
や
諮
概
念
〉
を
利
用
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
は
よ
り
普
遍
的
な
理
解

を
目
指
そ
う
と
す
る
。
ど
こ
で
も
通
用
す
る
は
ず
の
(
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
)
専
門
用
語
、
を
自
在
に
操
り
解
釈
す
る
主
体
と
し
て
人

類
学
者
は
異
文
化
に
対
崎
し
、
そ
れ
を
超
越
す
る
。
こ
の
と
き
体
系
的
記
述
は
、
人
類
学
者
(
そ
し
て
か
れ
を
生
ん
だ
社
会
や
思

想
〉
と
い
う
超
越
的
主
体
を
形
成
す
る
。
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
人
類
学
者
が
出
会
う
空
虚
化
さ
れ
た
表
徴
体
系
は
、
つ
ね
に
ふ
た
つ
の
唯

一
神
学
的
な
表
徴
体
系
と
括
抗
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
対
象
社
会
に
認
め
ら
れ
る
支
配
的
な
唯
一
神
学
的

な
表
徴
体
系
、
す
な
わ
ち
、
狭
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
は
、
人
類
学
の
成
立
と
密
接
に
関
係

し
て
い
る
西
洋
的
な
知
の
あ
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
括
抗
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
唯
一
神
学
的
な
表
徴
体
系
に
た
い
し
て
空

虚
化
さ
れ
た
表
徴
体
系
が
批
評
能
力
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
た
ん
に
白
文
化
へ
の
批
評
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
典
文
化
に
お
け
る
支
配
的
表
徴
体
系
へ
の
批
判
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
人
類
学
的
な
営
為
に
批

評
的
契
機
を
含
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
内
省
的
な
視
点
を
確
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
異
文
化
と
い
う
テ
ク
ス
ト

を
真
実
を
隠
す
幕
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
裏
に
存
在
す
る
は
ず
の
真
実
と
葛
藤
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
真
実
の
探
究
と
い
う
特
権

を
与
え
ら
れ
た
自
我
の
肥
大
化
を
許
す
の
か
、
そ
れ
と
も
異
文
化
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
織
り
糸
の
一
つ
に
人
類
学
的
営
為
も
含
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
を
対
象
化
し
て
い
く
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
か
け
を
不
断
に
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
今
日
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
体
系
的
記
述
は
、
特
定
の
社
会
の
意
味
世
界
(
と
く
に
宗
教
的
世
界
観
〉
に
お
け
る
主
要
な
概

念
と
、
社
会
関
係
を
支
配
す
る
観
念
と
が
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
、
あ
る
い
は
間
じ
原
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
議

論
で
あ
る
。
ヌ
ヂ
ル
人
の
社
会
の
特
質
と
し
て
抽
出
し
た
分
節
原
理
が
神
々
の
世
界
に
も
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
エ
ヴ
ア
ン
ズ
H

プ

リ
チ
ャ
!
ド
の
議
論
〔
開

g
g
i
市ユ
R
E丘
w
5
8〕
。
浄
@
不
浄
と
い
う
観
念
が
宗
教
領
域
に
お
い
て
も
カ
ス
ト
社
会
に
お
い
て
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も
支
配
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
ス
ト
制
度
は
理
解
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
デ
ュ
モ
ン
の
カ
ス
ト
論
〔
ロ
ロ
5
0ロ
?
巴
∞
C

〕。

あ
る
い
は
宗
教
世
界
と
社
会
と
を
支
配
す
る
二
元
論
的
思
考
を
探
究
す
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
研
究
者
た
ち
の
諸
論
考
(
象
徴
的

分
類
論
〉
〔

Z
2
ι
S
E
W
S吋
ω
〕
。
こ
れ
ら
を
今
日
の
体
系
的
記
述
の
典
型
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
は
、

ゲ
ル
ナ
!
と
ス
テ
ィ
ラ
ッ
ト
に
よ
る
エ
ヴ
ア
ン
ズ
H

プ
リ
チ
ャ
!
ド
の
批
判
を
紹
介
し
て
お
く
。
ゲ
ル
ナ
i
は
っ
概

念
と
社
会
し
で
、
エ
ヴ
ア
ン
ズ
日
プ
リ
チ
ャ

i
ド
の
『
ヌ
五
ル
族
の
宗
教
』
を
取
り
上
げ
て
、
か
れ
の
立
場
は
本
質
的
に
対
象
社
会

の
観
念
体
系
の
整
合
性
、
す
な
わ
ち
合
理
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
っ
少
な
く
と
も
社
会
的
に
み

て
重
要
な
現
象
、
つ
ま
り
不
合
理
性
の
も
つ
社
会
的
役
訴
と
い
う
現
象
を
騒
薮
す
る
し
〔
一
九
七
六
、
一
九
三
一
良
〕
こ
と
に
な
り
、

「
文
脈
的
な
寛
容
さ
を
放
縦
な
ま
ま
に
甘
や
か
し
す
ぎ
る
と
、
郎
内
が
社
会
生
活
に
お
い
て
最
善
で
あ
り
、
何
が
最
悪
で
あ
る
の
か
と

い
う
点
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
首
尾
一
貫
し
な
い
教
義
や
倫
理
が
よ
り
一
貫
し
た
教
義
や
倫
理
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
る
こ

と
に
占
?
セ
生
じ
怒
るj

桂
袋
変
一
化
ノ
の
可
能
性
に
目
を
覆
わ
せ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
寛
大
さ
は
、
た
と
え
ば
、
不

合
理
で
、
不
明
瞭
で
、
一
貫
性
が
な
く
、
不
可
解
で
あ
る
よ
う
な
教
義
の
採
用
に
よ
っ
て
も
社
会
統
制
が
働
き
う
る
こ
と
の
可
能
性

を
も
隠
蔽
さ
せ
て
し
ま
う
し
〔
向
上
、
一
一

O
三
一
見
〕
と
論
じ
る
。

こ
の
こ
と
は
あ
る
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
合
理
的
な
も
の
と
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
論
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
結

果
的
に
人
類
学
者
は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
維
持
に
加
担
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
不
合
理
性
に
た
い
し
て
生
じ
る
よ
う
な
制
度
変
革

へ
の
理
解
と
批
判
的
視
鹿
を
自
ら
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

ス
テ
ィ
ラ
ッ
ト
は
、

エ
ヴ
ア
ン
ズ
H

プ
リ
チ
ャ
i
ド
が
想
定
し
た
全
体
性
ま
た
は
体
系
と
い
う
も
の
が
き
わ
め
て
怒
意
的
な
も
の

で
あ
る
と
批
判
す
る

3
t
H
.
S
F
G∞A
F

円必

-
M
O
O
-
g
C。
か
れ
に
よ
る
と
、
エ
ヴ
ア
ン
ズ
日
プ
リ
チ
ャ
i
ド
は
自
分
の
想
定
す
る
ヌ

エ
ル
人
の
宗
教
体
系
に
合
わ
な
い
も
の
を
す
べ
て
、
デ
ィ
ン
カ
人
や
ア
ラ
ブ
の
商
人
な
ど
、
ヌ
エ
ル
人
が
過
去
に
ど
こ
か
ら
か
借
用

し
て
き
た
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
。
本
来
体
系
の
整
合
性
を
吟
味
す
る
た
め
に
こ
そ
有
効
な
は
ず
の
歴
史
的
視
点
が
、
こ

ヒンドゥ教の神々83 



こ
で
は
反
対
に
体
系
の
整
合
性
を
擁
護
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ゲ
ル
ナ
ー
や
ス
テ
ィ
ラ
ッ
ト
の
批
判
に
つ
け
加
え
て
i

体
系
的
記
述
の
問
題
点
を
あ
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

念
体
系
へ
の
関
心
が
高
ま
る
と
、
そ
の
記
述
@
分
析
対
象
は
、
観
念
体
系
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
整
然
と
顕
在
化
し
が

礼
や
世
界
観
へ
と
集
中
す
る
。
か
く
し
て
、

ま
ず
、
観

に
お
け
る
傭
人
の
選
択
能
力
を
無
視
し
、
個
々
人
は
あ

た
か
も
宗
教
儀
礼
を
通
じ
て
顕
在
化
す
る
包
括
的
な
観
念
体
系
に
富
詩
的
に
従
隈
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
観
念
体
系
が
あ
た
か
も
対

象
民
族
全
体
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
弊
害
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
対
象
社
会
に
た
い
し
複
眼
的
視
点
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
表
徴
体
系
が
ひ
と
つ
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
で
、
む
し
ろ
い
く
つ
か
の
体
系
が
並
存
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
体
系
は
従
来
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
っ
体
系
し
さ
え
構
成
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
震
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
眼
的
視
点
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
個
人
(
あ
る
い
は
複
数
の
小

集
団
)
に
焦
点
を
あ
て
て
、
か
れ
ら
の
意
見
の
多
様
性
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
祭
式
や
儀

礼
だ
け
で
な
く
日
常
的
な
次
元
で
の
行
動
や
言
説
を
く
み
取
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
第
三
に
、
社
会
を
歴
史
的
な
視
野
に
置
く
こ

と
で
、
平
面
的
な
記
述
・
分
析
を
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
と
く
に
個
の
視
点
の
多
様
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
、

民
族
誌
記
述
に
お
け
る
つ
民
族
誌
的
人
間
(
ど
さ
。
ミ
ぎ
品
さ
も
訟
の
ど
め
ど
〔
∞
宮

R
R
S∞
タ
七
・
目
ω
〕
の
構
築
を
避
け
る
よ
う
に
努

め
た
。
こ
こ
で
い
う
「
民
族
誌
的
人
間
L
と
は
、
「
ヌ
エ
ル
人
と
は
:
:
:
ヘ
っ
日
本
人
と
は
:
:
:
L
と
い
っ
た
民
族
誌
的
記
述
に
典

型
的
に
認
め
ら
れ
る
、
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
内
在
化
す
る
「
主
体
し
で
あ
る
。
体
系
的
記
述
に
疑
義
を
唱
え
、
複
眼
的
視
点
の

必
要
性
を
説
く
と
い
う
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
「
主
体
」
を
解
体
す
る
こ
と
へ
と
通
じ
る
。

本
節
で
は
、
バ
ル
ト
の
文
章
を
手
が
か
り
に
、
意
味
の
探
究
、
体
系
あ
る
い
は
全
体
の
重
視
、
批
評
的
精
神
の
欠
如
と
い
う
も
の

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
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が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
途
を
示
唆
し
た
。
最
後
に
、

誤
解
の
な
い
よ
う
に
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
筆
者
は
こ
こ
で
意
味
の
分
析
や
体
系
的
記
述
の
試
み
を
放
棄
せ

よ
と
か
全
面
的
に
否
定
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
バ
ル
ト
流
の
テ
ク
ス
ト
批
評
に
人
類
学
的
営
為
す
べ
て
を
還
元

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
は
い
た
川
。
そ
う
で
は
な
く
、
記
述
す
る
主
体
と
し
て
の
人
類
学
者
の
営
為
の
諸
問
題
な
ら
び
に
体
系
的

記
述
の
弊
害
を
自
覚
す
る
こ
と
で
、
異
文
化
へ
の
よ
り
真
撃
な
接
近
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
既

存
の
体
系
的
記
述
の
問
題
点
は
新
た
な
体
系
的
記
述
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
本
論
第
三
章
の
」
方

察
L

で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
筆
者
も
ま
た
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
民
族
誌
記
述
を
と
り
ま
く
状
況
は

体
系
的
記
述
そ
の
も
の
の
も
つ
問
題
性
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
く
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
以
上
の
議

論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
神
観
念
お
よ
び
超
自
然
的
存
在
の
関
係
世
界
(
パ
ン
テ
オ
ン
)
の
分
析
に
関
す
る
諸
問
題

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

∞

研

究

史

今
世
紀
の
初
頭
相
次
い
で
公
刊
さ
れ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
教
に
関
す
る
書
物
に
お
い
て
支
配
的
な
考
え
方
は
、
ア
i
リ
ア
系
と
非
ア
i
リ

ア
系
の
神
々
に
分
け
て
考
え
る
立
場
で
あ
っ
た
。
非
ア
l
リ
ア
系
の
神
々
に
た
い
し
て
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
系
と
か
プ
レ
(
前
〉
@
ア
i
リ

ア
系
な
ど
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
紀
元
前
に
イ
ン
ド
に
侵
入
し
て
き
た
ア
l
リ
ア
系
の
民
族
が
崇
拝
し
て

い
た
神
々
に
対
置
さ
れ
る
土
着
の
神
々
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
こ
先
論
的
な
捉
え
方
に
は
、
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
伝
播
論
的
あ
る
い

は
歴
史
的
な
人
類
学
の
傾
向
と
呼
応
す
る
も
の
が
あ
る
。

一
見
こ
の
よ
う
な
分
類
は
客
観
的
に
見
え
る
が
、
イ
ン
ド
古
典
文
献
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
す
で
に
ア
l
リ
ア
文
明
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
起
源
を
同
じ
く
す
る
き
わ
め
て
洗
練
さ
れ
た
高
度
な
文
明
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
て
い
た
の
に
比
し
て
、
南
イ

ヒンドゥ教の神々8ラ



ン
ド
の
文
化
は
よ
り
劣
っ
た
も
の
、
血
に
飢
え
た
村
の
女
神
を
典
型
と
す
る
信
仰
体
系
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
も
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
他
の
社
会
と
に
暗
黙
の
裡
に
認
め
ら
れ
る
「
文
明
し
と
「
未
開
」
ま

た
は
「
野
蛮
し
と
い
う
二
元
論
が
、
形
を
変
え
て
ア

l
リ
ア
系
と
非
ア

i
リ
ア
系
と
の
弁
別
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
二
元
論
は
本
来
歴
史
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
北
と
南
と
い
う
地
形
上
の
対
比
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
対
比
は
今
世
紀
の
前
半
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
本
格
的
な
人
類
学
の
訓
練
を
受
け

た
者
の
中
に
も
根
強
く
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
人
類
学
者
シ
ュ
リ
ニ
ヴ
ァ
ス
は
、

2
用
イ
ン
ド
の
ク

i
ル
グ
人
の
宗
教
と
社
会
』
〔
∞
江
区
〈
m
g
w
H
甲
山

N

〕
と
い
う
審
物
で
、

ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
体
系
的
な
捉
え
方
と
し
て
そ
れ
を
四
つ
の
次
元
に
分
け
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
こ
れ
ら
の
次
元
は
、
っ
汎
イ
ン
ド
・

ヒ
ン
ド
ゥ
教
し
「
半
島
ヒ
ン
ド
ゥ
教
L

「
地
域
ヒ
ン
ド
ゥ
教
ヘ
そ
し
て
、
最
後
に
い
く
つ
か
の
村
に
お
い
て
の
み
共
通
し
て
認
め
ら

れ
る
つ
地
方
ヒ
ン
ド
ゥ
教
L

の
四
つ
で
あ
る
。
汎
イ
ン
ド
@
ヒ
ン
ド
ゥ
教
と
は
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
全
域
に
広
が
る
ヒ
ン
ド
ゥ
教
で
、

そ
の
担
い
手
と
し
て
上
層
カ
ス
ト
、
と
く
に
ブ
ラ

i
マ
ン
@
カ
ス
ト
を
想
定
す
る
。
そ
の
特
性
は
主
と
し
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文

献
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
シ
ュ
リ
ニ
ヴ
ァ
ス
は
こ
れ
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
ヒ
ン
ド
ゥ
教
と
も
称
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
に
認
め
ら
れ
、
イ
ン
ド
全
域
に
お
い
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
神
々
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
神
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
た
い
し

地
方
に
お
い
て
の
み
知
ら
れ
て
い
る
神
々
を
地
方
神
と
呼
ぶ
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
と
は
、
そ
も
そ
も
ア

l
リ
ア
系
の
民
族
の
文

化
、
が
結
晶
し
た
も
の
と
考
え
る
と
、
シ
ュ
リ
ニ
ヴ
ァ
ス
に
よ
る
神
々
の
分
類
に
お
い
て
も
ア

l
リ
ア
系
と
非
ア

l
リ
ア
系
と
い
う
二

元
論
的
な
図
式
が
名
を
変
え
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
シ
ュ
リ
ニ
ヴ
ァ
ス
は
、
歴
史
的
な
二
元
論
を
地
理
学
的

に
霞
き
換
え
、
さ
ら
に
上
位
の
カ
ス
ト
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
ヒ
ン
ド
ゥ
教
に
関
わ
る
の
に
た
い
し
、
低
位
の
カ
ス
ト
は
地
方
ヒ
ン

ド
ゥ
教
に
関
わ
る
と
い
う
カ
ス
ト
の
分
布
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。

他
の
人
類
学
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
あ
る
い
は
地
理
的
な
超
自
然
的
存
在
の
分
類
よ
り
も
、

の
分
類
を
考
慮
し
つ
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つ
、
超
自
然
的
存
在
聞
の
内
的
な
、
あ
る
い
は
機
能
的
な
関
係
を
探
る
試
み
を
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
重
視
さ
れ
る
の
は
、

ゥ
教
徒
白
身
に
よ
る
分
類
で
あ
っ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
の
よ
う
な
分
析
者
の
側
の
分
類
指
標
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

パ
i
は
、
土
世
帯
の
一
語
嚢
に
二
一
つ
の
超
自
然
的
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
認
め
る
〔
出
向
旬
。

F
S
S
L
S台
。
そ
れ
ら
は
、
デ
l
ヴ
ア
ー

ル
(
色
町
守
向
、
一
ミ
)
、
デ

l
ヴ
ァ
テ
(
円
借
-G
ね
な
〉
、
そ
し
て
デ
ッ
ヴ
ァ
(
凡
さ
ミ
〉
で
あ
る
。
ハ

i
パ
ー
に
よ
る
と
、
デ
!
ヴ
ァ

1
ル
は
シ

ヴ
ァ
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
ら
シ
ュ
リ
ニ
ヴ
ァ
ス
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
神
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
デ
l
ヴ
ァ
テ
は
か
れ
が
地
方
神
と
呼
ん

ヒ
ン
ド

だ
も
の
と
重
な
る
。
最
後
の
デ
ッ
ヴ
ア

こ
れ
ら
の
超
自
然
的
存
在
と
、
人
と
の
交
流
の
様
式
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
対
応
関
係
が
あ
る
。
デ

i
ヴ
ァ

i
ル
は
人
に
態
依
し

な
い
が
、
デ
!
ヴ
ァ
テ
は
態
依
す
る
。
し
か
し
こ
の
態
依
は
ず
ッ
ヴ
ァ
に
よ
る
滋
依
と
区
別
さ
れ
る
。
人
間
は
神
と
の
交
流
を
通
じ

て
神
の
保
護
を
求
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は
い
つ
も
清
浄
な
状
態
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

か
れ
は
肉
体
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
汚
れ
に
よ
っ
て
不
浄
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
汚
れ
る
と
「
浄
性
の
フ
ィ
ー
ル
ド
L

に
入

る
こ
と
が
で
き
ず
、
神
の
加
護
か
ら
見
放
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
不
浄
な
人
聞
は
デ
ッ
ヴ
ァ
に
襲
わ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。
デ
ッ
ヴ
ア

は
主
と
し
て
懇
依
を
通
じ
て
人
に
病
気
な
ど
の
不
幸
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
る
。

ハ
!
パ
l
は
、
超
自
然
的
存
在
が
浄
・
不
浄
の
観
念
を
原
理
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
、

静
と
不
浄
の
観
念
に
基
づ
く
カ
ス
ト
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
や
個
人
の
身
体
上
の
汚
れ
の
度
合
い
に
対
応
す
る
と
指
摘
す
る
。
具
体
的
に

い
う
と
、
デ
i
ヴ
ァ
i
ル
は
き
わ
め
て
浄
で
あ
り
、
こ
の
点
で
カ
ス
ト
の
中
で
も
っ
と
も
浄
で
あ
る
ブ
ラ
!
?
ン
、
お
よ
び
入
念
な

清
め
の
の
ち
偶
人
の
身
体
が
も
っ
と
も
浄
と
な
る
状
態
に
対
応
す
る
と
い
う
。
つ
ぎ
に
、
デ

i
ヴ
ァ
テ
は
ブ
ラ
!
マ
ン
以
外
の
カ
ス

ト
、
そ
し
て
清
浄
で
も
不
浄
で
も
な
い
日
常
の
身
体
に
対
応
す
る
。
最
後
に
デ
ッ
ヴ
ァ
は
、
不
可
触
民
、
死
や
出
産
な
ど
で
汚
れ
た

身
体
の
状
態
に
対
応
す
る
(
表

1
参
照
〉
。

ハ
1
パ
l
は
、
祷
浄
な
状
態
、
浄
で
も
不
浄
で
も
な
い
状
態
、
不
浄
な
状
態
の

の
浄
性
に
基
づ
く
っ
三
極
構
造
L

を
超
自

ヒンドク教の神々8ア



除
く
た
め
に
今
度
は
か
れ
よ
り
も
低
い
カ
ス
ト
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

会
と
は
神
の
汚
れ
を
取
り
除
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

の
社
会
は
そ
の
神
々
の
世
話
を
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
カ
ス
ト
の
労
動
分

業
が
必
要
な
の
で
あ
る
L

〔
出
凶
門
官

F
S
R
w
旬・

5
8。

ハ

i
パ
!
の
描
く
ヒ
ン
ド
ゥ
世
界
は
、
デ
i
ヴ
ァ

l
ル
が
頂
点
に
位
置
し
汚
れ
の
除
去
を
目
的
と
し
て

組
織
さ
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
世
界
で
ふ
討
。
こ
こ
で
は
、
デ
ッ
ヴ
ァ
は
そ
の
底
辺
に
位
寵
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
デ
l
ヴ
ァ
テ
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
カ
ス
ト
の
序
列
を
す
べ

て
不
浄
の
除
去
と
い
う
こ
と
で
説
明
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
問

題
は
ヒ
ン
ド
ゥ
神
の
本
質
が
は
た
し
て
浄
で
あ
り
、
汚
れ
や
す
い
と
考
え
て
よ
い
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。

他
の
人
類
学
者
の
研
究
か
ら
、
神
々
の
本
質
は
浄
で
は
な
く
力
と
と
ら
え
る
ほ
う
が
妥
当
と
思
わ
れ
(
日
。
し
か
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
社
会

で
は
浄
・
不
浄
観
念
が
支
配
的
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
人
類
学
者
は
、
た
と
え
神
の
本
質
が
カ
で
あ
る
と
当
の
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒

が
考
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
も
、
力
を
浄
性
に
還
元
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
シ
ャ

i
ル
マ
は
、
村
人
た
ち

が
神
々
を
浄
性
で
な
く
力
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
分
析
に
お
い
て
浄
・
不
浄
の

超自然的存在

清浄な状態| ブラーマン |デーヴアール

日常の状態|非ブラーマン・カスト| デーヴァテ

不浄な状態| 不可触民 | デッヴア

J、ーパーの五極構造

カス

表 1

体身

浄
、
路
一

清

，

、

不

然
的
存
在
、
社
会
、
身
体
に
認
め
、
そ
れ
ら
が
対
応
関
係
に
あ
る
と
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
超
自
然
的

存
在
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
カ
ス
ト
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
が
機
能
的
に
連
続
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

す
な
わ
ち
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
神
で
あ
る
デ

i
ヴ
ァ

i
ル
は
き
わ
め
て
浄
で
あ
り
、
そ
の
浄
性
を
保
つ
た

め
に
は
、
デ
!
ヴ
ァ

i
ル
に
生
じ
る
汚
れ
を
取
り
除
く
宗
教
職
能
者
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
が
ブ
ラ

i
マ

い
浄
性
を
も
た
な
い
が
、
デ
i
ヴ
ァ

l
ル
に
近
づ
く
に
は

ン
で
あ
る
。

か
れ
は
デ

i
ヴ
ァ

i
ル
ほ
ど

十
分
な
浄
性
を
も
っ
。

か
れ
の
不
浄
を
取
り

ハ

l
パ
l
は
、
カ
ス
ト
社

し
か
し
、
ブ
ラ

l
マ
ン
も
ま
た
不
浄
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
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観
念
に
基
づ
く
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
神
々
を
く
み
こ
ん
で
、

こ
れ
は
、
明
ら
か

一
元
的
な
体
系
的
記
述
を
行
な
っ
て
い
る

3
F
R
S
F

同

ψ
吋
O

W

M

)

・
5
〕。

の
歪
曲
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
神
々
の
本
質
を
浄
で
は
な
く
力
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ス
ト
・
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
は
浄
性

の
観
念
が
、
超
自
然
的
存
在
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
は
力
が
支
配
的
で
あ
る
と
い
っ
た
複
眼
的
視
点
を
獲
得
す
る
道
が
開
か
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
事
態
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ワ
ド
リ
!
は
ふ
た
つ
の
観
念
体
系
の

存
在
を
認
め
た
う
え
で
、
両
者
の
強
弱
が
対
応
す
る
と
主
張
し
、
結
果
的
に
ハ
1
パ
ー
よ
り
き
わ
め
て
強
固
な
体
系
的
記
述
に
向
か

っ
た
〔
要
注
目
。

F
s
a〕
。
以
下
で
は
、
彼
女
の
議
論
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ワ
ド
リ
i
の
場
合
ヒ
ン
ド
ゥ
神
の
本
質
と
し
て
、
浄
・
不
浄
よ
り
も
力

a
z・
川
町
主
。
の
概
念
を
重
視
す
る
。
と
い
う
の
も
、

ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
が
神
々
を
礼
拝
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
力
を
頼
つ
て
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
ワ
ド
リ
ー
に
よ
る
と
、
力
は
こ
の
世

界
に
不
均
等
に
分
布
し
て
お
り
、
人
間
を
含
む
さ
ま
、
ざ
ま
な
存
在
に
内
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
超
自
然
的
存
在
は
そ
れ
ら
が
有
す

る
力
の
度
合
い
に
よ
っ
て
高
低
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
力
の
度
合
い
は
、
具
体
的
に
は
超
自
然
的
存
在
が
人
々
に
示
す
救
い
の

能
力
と
し
て
現
れ
る
。

ワ

ド

リ

i

の

考

察

は

儀

礼

で

使

用

さ

れ

る

小

冊

子

の

分

析

の

救

い

♀

巴

5
5
R
S
の
観
念

が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ま
ず
救
済

(ω
巴

g
t。
ロ
〉
、
つ
ぎ
に
保
護
宮
町
止
な
ろ
、
最
後
に
救
助
会

2
2
0〉
で
あ
る
。
救
済

と
は
人
?
を
前
世
か
ら
続
く
縁
よ
り
解
き
放
つ
こ
と
〈
解
脱
〉
で
あ
り
、
保
護
と
は
人
々
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
擁
護
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
人
々
が
病
気
や
事
故
な
ど
の
国
難
に
陥
っ
た
と
き
に
与
え
ら
れ
る
即
時
的
な
救
い
が
救
助
で
あ
る
。
あ
る
神
は
、

以
上
の
ヱ
一
種
類
の
救
い
の
能
力
を
兼
ね
備
え
て
い
る
が
、
他
の
神
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
救
い
の
能
力
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
か

く
し
て
、
救
い
の
能
力
の
有
無
に
よ
っ
て
、
神
々
は
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
悪
霊
に
は
い
か
な
る
救
い
の
能
力
も
な
い
。

救
い
の
能
力
の
差
お
よ
び
そ
の
有
無
に
よ
っ
て
、
ワ
ド
リ
ー
は
超
自
然
的
存
在
を
六
つ
に
分
け
て
い
る
。
そ
れ
が
表
2
で
あ
る
。

く
。
そ
こ
に
は
、
一
ニ

ヒンドゥ教の神々89 



ワ
ド
リ
!
の
分
析
枠
組
み
に
潜
む
第
の
問
題
点
は
、
超
自
然
的
存
在
の
性
格
が
文
脈
に

依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
の
著
書
の
始
め
で
、

超
・
自
然
的
存
在
と
は
「
力
の
充
溢
し
た

Q
O君
。
門

l
Eぽ
仏
ど
存
在
で
あ
る
と
定
義
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
超
自
然
世
界
の
一
部
に
組
み
込
ま

れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
た
め
、
神
の
世
界
と
人
間
の
世
界
と
の
間
に
は
厳
密
な
区
別
が
存

在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
中
に
も
力
が
充
溢
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
が

春
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
人
間
は
超
自
然
的
存
在
の
六
つ
の
ク
ラ
ス
の
ど
こ
か
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な

る。
ワド 1)ーによる趨臨然的存者Eの分類

能力の種類
クラス

解脱 援助 困難を引き起こす

+ 十 十

2 十 + 十 (+) 

3 十 + (+) 

4 + (+) 

5 (+) 十

6 十

表 2

十
は
能
力
が
有
る
こ
と
を
、
一
は
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

稀
だ
が
、
そ
の
可
能
性
を
一
台
定
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
。

ワ
ド
リ

i
は
、
力
の
度
合
い
が
浄
性
と
比
例
し
、
超
自
然
的
存
在
が
浄
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
力
が
強
く
、
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
に
応
え
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
同
じ
こ
と
が
人
間

は
、
き
わ
め
て

に
も
妥
当
す
る
と
い
う
。
プ
ラ

i
マ
ン
は
も
っ
と
も
浩
浄
で
あ
る
ゆ
え
に
も
っ
と
も

強
力
で
あ
る
。

の

し
ば
し
ば
女
性
は
夫
や
兄
弟
に
礼
拝
を
施
す
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
@
カ
ス
ト
は
そ
の
パ
ト
ロ
ン
に
た
い
し

て
礼
拝
を
行
な
う
。
彼
女
は
こ
の
よ
う
な
儀
礼
の
分
析
を
通
じ
て
、
夫
が
超
自
然
的
存
在
の
分
類
図
式
に
お
け
る
ク
ラ
ス

2
に
、
兄

弟
や
パ
ト
ロ
ン
は
ク
ラ
ス

4
に
属
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
類
が
絶
対
的
な
も
の
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
夫
や
パ
ト
ロ
ン
の
力
は
特
定
の
文
脈
に
お
い
て
、
そ
れ
も
特
定
の
人
間
(
妻
、
サ
ー
ビ
ス
@
カ
ス
ト
の
成
員
)
と
の
関
係
で
実

現
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
さ
ら
に
、
特
定
の
存
在
に
力
を
与
え
る
の
は
儀
礼
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
属
性
と
し
て
の
力
が
特
定
の

ワ
ド
リ
ー
に
よ
る
と
、
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存
在
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

類
似
の
文
脈
依
存
性
が
神
々
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
神
は
特
定
の
状
況
に
お
い
て
特
定
の
人
に
の
み
力
の

充
溢
し
た
存
在
と
し
て
意
味
を
も
っ
と
考
え
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
ほ
ぼ
全
域
に
イ
シ
ュ
タ
デ

i
ヴ

ァ

タ

!

(定

Qbss〉
、
す
な
わ
ち
っ
個
人
が
選
択
し
た
神
L

と
い
う
観
念
が
存
在
し
、
こ
の
選
択
し
た
神
が
信
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重

要
な
超
自
然
的
存
在
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ク
ラ
ス

1
以
外
の
神
々
も
、
特
定
の
個
人
に
と
っ
て
は
ク
ラ
ス
ー
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
点
は
力
の
概
念
に
関
す
る
、
混
乱
で
あ
る
。
ワ
ド
リ
ー
は
、
浄
@
不
浄
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
力
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
対

応
し
、
両
者
が
カ
ス
ト
@
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
原
理
と
し
て
作
用
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
彼
女
は
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
権
力
と
、

宗
教
的
な
領
域
か
ら
抽
出
し
た
力
と
を
同
一
視
し
て
い
る
〔
ロ
ロ
日
0
5
w
H
U
∞c
w
H
)
・
M
M
M
山
〕
。
彼
女
に
よ
る
と
、
も
っ
と
も
清
浄
な
存

在
で
あ
る
プ
ラ
!
?
ン
@
カ
ス
ト
が
、
問
時
に
も
っ
と
も
強
大
な
権
力
を
ふ
る
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ワ

ド
リ
!
の
超
自
然
的
存
在
に
内
在
す
る
力
の
定
義
が
救
い
の
能
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
権
力
を
そ
の
ま
ま
神
々
の
力
と

同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

第
三
の
問
題
点
は
、
ワ
ド
リ
!
の
分
析
が
ブ
ラ
!
マ
ン
中
心
主
義
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
プ
ラ

i
マ
ン
が
地
主
階
級

を
形
成
し
て
い
る
ワ
ド
リ

i
の
調
査
村
の
よ
う
な
地
域
で
は
、
権
力
と
浄
性
と
が
対
応
す
る
よ
う
な
一
一
克
的
図
式
は
成
り
立
つ
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
ブ
ラ

1
マ
ン
が
必
ず
し
も
土
地
所
有
者
で
は
な
く
非
プ
ラ

i
マ
ン
が
権
力
者
で
あ

る
よ
う
な
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ワ
ド
リ

l
の
園
式
は
、
結
局
そ
の
地
域
の
ブ
ラ

i
マ
ン
が
保
持
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
(
世
界

観
〉
を
無
批
判
に
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
他
の
カ
ス
ト
に
は
異
な
る
考
え
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
あ
た
り

の
こ
と
が
ワ
ド
リ
!
の
分
析
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

ハ

i
パ

i
は
浄
@
不
浄
の
観
念
に
着
目
し
て
、
神
々
と
人
間
世
界
と
の
体
系
的
記
述
を
試
み
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
ワ
ド
リ
l
は、

ヒンドゥ教の神々9I 



D
村
は
ス
リ
ラ
ン
カ
の
西
岸
部
に
位
置
す
る
き
わ
め
て
大
き
な
漁
村
で
、
一
九
八
二
年
現
在
総
人
口
四
三
二
一

う
ち
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
が
多
数
を
占
め
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
カ
ス
ト
構
成
は
、
漁
民
カ
ス
ト
が
い
わ
ゆ
る
支
配
カ
ス
ト
と
し
て
一
比
倒

的
多
数
を
占
め
、
経
済
的
に
も
優
位
に
あ
る
。
こ
の
中
に
は
少
数
な
が
ら
漁
業
に
従
事
し
て
い
な
い
世
帯
も
あ
る
。
地
引
網
を
所
有

し
コ
ロ
ン
ボ
に
魚
を
出
荷
す
る
鰐
元
は
、
農
村
で
の
大
土
地
所
有
者
の
よ
う
に
村
の
有
力
者
層
を
形
成
す
る
。
こ
の
網
元
た
ち
が
、

村
落
祭
組
に
お
い
て
実
質
的
な
パ
ト
ロ
ン
ハ
ミ
ミ
hNFES三
と
し
て
参
与
す
る
の
で
あ
る
。

村
に
は
漁
民
カ
ス
ト
以
外
に
、
司
祭
職
を
伝
統
と
す
る
菜
食
の
ブ
ラ

i
マ
ン
・
カ
ス
ト
、
金
細
工
師
カ
ス
ト
、
床
屋
カ
ス
ト
、
村

の
清
掃
を
担
当
す
る
パ
ラ
イ
ヤ
ン
(
司
丘
巴
ヨ
包
@
カ
ス
ト
、
糞
尿
処
理
を
す
る
サ
ツ
キ
リ
ヤ
ン
(
(
い
町
長
片
山
口
百
色
・
カ
ス
ト
、
そ

し
て
カ
ス
ト
が
不
明
な
も
の
が
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
。
ま
た
司
祭
を
伝
統
職
と
す
る
が
非
菜
食
の
パ
ン
ダ
!
ラ
ン
谷
川
凶
伯
仲
間

g
g〉

(
七
九
一
二
戸
)
の

力
に
着
目
す
る
こ
と
で
超
自
然
的
存
在
の
よ
り
洗
練
さ
れ
た
体
系
を
示
し
た
が
、
浄
@
不
浄
観
に
基
づ
く
カ
ス
ト
・
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

が
同
時
に
神
々
の
世
界
を
も
支
配
す
る
力
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
も
あ
る
と
指
摘
し
て
、
結
果
的
に
は
ハ

i
パ
ー
よ
り
強
固
な
体
系
的

記
述
を
主
張
し
た
。
両
者
に
欠
如
し
て
い
る
の
は
ヒ
ン
ド
ゥ
神
の
動
態
的
な
側
面
で
あ
ろ
う
。
超
自
然
的
存
在
の
世
界
に
、
は
た
し

て
整
然
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
し
か
も
、
そ
れ
が
人
間
世
界
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
は
た
し
て
密
接

に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
以
下
で
は
ス
リ
ラ
ン
カ
の

D
漁
村
に
お
け
る
神
々
の

つ
体
系
的
記
述
L

を
試
み
た
い
。

資
料

調
査
村
の
概
略



-
カ
ス
ト
と
洗
濯
屋
カ
ス
ト
が
隣
村
に
住
む
。

カ
ス
ト
の
序
列
は
、
ブ
ラ

i
マ
ン
が
最
高
位
を
占
め
、
つ
ぎ
の
地
位
に
関
し
て
は
漁
民
カ
ス
ト
と
金
細
工
師
カ
ス
ト
、
そ
し
て
パ

ン
ダ

i
ラ
ン
・
カ
ス
ト
の
一
一
一
者
で
意
見
が
分
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
下
の
カ
ス
ト
の
序
列
は
、
床
屋
カ
ス
ト
、
洗
濯
屋
カ
ス
ト
、
パ
ラ

イ
ヤ
ン
、
サ
ツ
キ
リ
ヤ
ン
の
順
で
あ
る
。
し
か
し
、
村
の
主
要
生
業
に
関
わ
る
の
は
漁
民
カ
ス
ト
で
あ
る
か
ら
、
他
の
カ
ス
ト
は
経

済
的
に
は
か
れ
ら
に
依
存
し
て
い
る
。
サ
ツ
キ
リ
ヤ
ン
を
除
い
た
す
べ
て
の
カ
ス
ト
は
、
年
中
行
事
や
通
過
儀
礼
に
お
い
て
伺
ら
か

の
奉
仕
義
務
を
も
ち
、
漁
民
カ
ス
ト
よ
り
報
酬
を
得
る
。

∞
超
自
然
的
存
在

D
村
の
超
自
然
的
存
在
は
大
雑
把
に
い
う
と
三
つ
に
分
か
れ
る
。
そ
れ
ら
は
ベ

1
イ

e
q
)、
ピ
!
サ
!
ス
(
も
問
。
h
n
S

と
呼
ば

れ
る
悪
霊
、
や
は
り
悪
霊
に
近
い
と
さ
れ
る
一
ア

i
ヴ
ァ
ダ
イ
(
時
ミ
芯
。
、
そ
し
て
最
後
に
神
一
般
を
指
す
テ
イ
ヴ
ア
ム

Q
ミ
で
お
き
)
の
三
種
で
あ
る
。
最
後
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
サ

i
ミ

(
S
S
O
、
カ
ダ
ヴ
ル
ハ
宮
古
ミ
む
と
も
呼
ば
れ
る
。

。
へ
!
イ
お
よ
び
テ

i
ヴ
ァ
ダ
イ
は
、
そ
の
否
定
的
な
性
格
に
関
す
る
か
、
ぎ
り
、
類
似
の
存
在
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
は
と
く
に
荒
れ

地
に
住
み
、
ず
る
が
し
こ
く
て
、
村
人
が
人
気
の
な
い
荒
れ
地
で
恐
怖
を
感
じ
る
と
、
そ
の
す
き
に
乗
じ
て
態
依
す
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
。
へ
!
イ
に
近
い
存
在
と
し
て
死
霊

S
ミ
)
が
い
る
。
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
人
や
自
殺
者
は
、
さ
ま
よ
え
る
死
霊
と

な
っ
て
人
を
襲
う
。
テ
!
ヴ
ァ
ダ
イ
の
態
依
に
は
何
ら
か
の
理
由
が
存
在
す
る
が
、
。
へ

i
イ
の
態
依
に
は
仰
の
理
由
も
な
い
。

ぺ
l
イ
に
は
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
い
て
個
別
の
名
は
な
い
が
、
テ
l
ヴ
ァ
ダ
イ
に
は
通
常
固
有
の
名
、
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
多
く
が
テ
イ
ヴ
ァ
ム
の
凶
悪
な
化
身

a
z
-
G
S
Eミ
〉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ダ
ラ
イ
マ

i
ダ
ン
は
火
葬
場
(
ミ
官
E
O

に
住
ん
で
い
る
が
、
シ
ヴ
ィ
の
化
身
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
ト
ゥ
ル
ッ
カ
イ
は
死
ん
だ
寡
婦
の
霊
で
あ
る
と
も
、
カ

i
リ
i

の
化
身
、
あ
る
い
は
ド
ゥ
ル
ガ
ー
で
あ
る
と
も
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
カ
リ
ヤ
l
ナ
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ァ
ル
は
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ァ
ル
神
の
化

ヒンドゥ教の神々93 



趨島然的存在の間有名詞とローマ字表記対照表

Aiyal}ar 
Agni 
Asura 
Vairavar 
Skt. Bhairava 
Virapattiral} 
Skt. Virabhadra 
Visnu 
Vinayaka 
Kali 
Kalyal}avairavar 
Katan 
Gal).apati 
Ganesa 
Kanni 
Kantacami 
Krsna 
Satyabhama 
Sarasvat1 
Siva 
Skanda 
Cutalaimatan 
Surya 
Candra 
Turkkai 
Durga 
Draupadi 
Nakatampi 
Parvat1 
Partasarati 
Bhadrakali 
Brahman 
Pecci 
Mari 
Madan 
Varuna 
Muttumari 
Murul切 n
町lohini
Rattirici 
Laksmi 
Rukumini 
Navagraha 

ナヴァイラヴアノレ

ラノミッテラン

ヴィシュヌ

ヴィナ…ヤカ

カーリ

カリヤ
カ夕、、ン

ガナパティ

ガネーシャ

カンニ

カンダサーミ

クリシュナ

サティヤパーマー

サラスヴァティ

シヴァ

スカン夕、、

ス夕、、ライマー夕、、ン

太陽

月
トクノレッカイ

ドゥノレカ

ドラウパディー

ナ…ガタンビ

パーノレヴァティ

パーノレタサーラティ

ノミドラカーリー

フラフマン

ベーチ

マーリ

マー夕、、ン

水の神

ムットゥマーリー

ムノレガン

モーヒニー

ラーティリシ

ラクシュミー

ノレクミニー

惑星神

アイヤナーノレ

アグニ

アスラ

ヴァイラヴァノレ

ヴィ

表 3神
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ァ
ル
神
は
シ
ヴ
ァ
の
顕
現
あ
る
い
は
息
子
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

テ
イ
ヴ
ァ
ム
ま
た
は
サ

i
ミ
や
カ
ダ
ヴ
ル
は
神
々
一
般
の
総
称
で
、
性
や
供
物
の
種
類
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ら
に
細
か
く
分
か
れ
る
。

ま
ず
、
シ
ヴ
ァ
や
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
な
ど
の
穏
和
で
菜
食
の
供
物
し
か
と
ら
な
い
神
々
、
つ
ぎ
に
、
そ
れ
ら
の
配
偶
者
で
あ
る
女
神

宮
還
さ

S
〉
、
シ
ヴ
ァ
の
子
供
で
あ
る
ガ
ネ
l
シ
ャ
や
ム
ル
ガ
ン
が
い
る
。
こ
れ
ら
に
た
い
し
て
、
凶
悪
で
血
(
動
物
供
犠
〉
を
好

た
と
え
ば
、
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ァ
ル
や
ヴ
ィ
!
ラ
パ
ッ
テ
イ
ラ
ン
な
ど
の
神
々
、
そ
し
て
類
似
の
性
格
を
も
っ
ヵ

i
リ

l
、

む
神
々
、

94 
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、.

vi--
什
H
ノ

y
t
s

べ
l
チ
と
い
っ
た
女
神
が
い
る
。

(
テ
イ
ヴ
ァ
ム
〉

こ
こ
で
は
、
村
人
た
ち
(
以
下
こ
と
わ
り
の
な
い
か
、
ぎ
り
漁
民
カ
ス
ト
を
指
す
〉
が
信
仰
の
対
象
と
す
る
神
々

を
す
べ
て
列
挙
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
家
の
中
の
礼
拝
室
で
礼
拝
の
対
象
と
な
る
神
々
、
村
に
み
ら
れ
る
寺
院
や
小
柄
で

詑
ら
れ
て
い
る
神
々
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

家
庭
祭
寵
の
対
象
と
な
る
神
々

こ
れ
ら
は
ま
ず
、
神
室
に
柁
ら
れ
て
い
る
神
々
と
特
別
の
祭
杷
々
に
分
か
れ
る
。
前
者
は
像
で
は
な
く
絵
に
よ
っ

て
表
さ
れ
て
い
る
。
列
挙
す
る
と
、
シ
ヴ
ァ
、
そ
の
艶
偶
神
で
あ
る
パ

i
ル
ヴ
ァ
テ
ィ

i
、
一
一
人
の
息
子
で
あ
る
ガ
ネ
!
シ
ャ
と
ム

ル
ガ
ン
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
と
そ
の
妻
ラ
ク
シ
ュ
ミ
!
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
妻
で
あ
る
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
ィ

i
、
そ
し
て
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
化
身

と
さ
れ
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
々
の
ほ
か
に
、
個
人
の
信
仰
対
象
と
な
っ
て
い
る
神
や
聖
人
た
ち
の
絵
が
飾
ら
れ
て

い
る
。
家
人
は
こ
れ
ら
の
神
々
や
聖
人
に
毎
日
礼
拝
す
る
。

初
潮
儀
礼
や
結
婚
や
新
築
儀
礼
な
ど
、
主
に
ブ
ラ

i
マ
ン
司
祭
を
必
要
と
す
る
特
別
な
家
庭
祭
柁
で
は
、
シ
ヴ
ァ
や
パ
ー
ル
ヴ
ア

テ
ィ
ー
に
加
え
て
、
太
陽
や
月
を
含
む
惑
星
神
、
火
の
神
ア
グ
ニ
、
そ
し
て
水
の
神
な
ど
が
勧
請
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
像
や

絵
で
は
な
く
、
水
を
入
れ
た
壷
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
こ
れ
は
儀
礼
が
終
わ
る
と
処
分
さ
れ
る
。

家
庭
で
行
な
わ
れ
る
典
型
的
な
儀
礼
と
し
て
他
に
被
除
儀
礼

Q
ミ
凡
も
も
ど
〉
が
あ
る
。
こ
れ
は
悪
霊
を
紋
除
す
る
た
め
に
行
な
わ

れ
る
も
の
で
、
カ
ー
リ

i
女
神
、
ま
た
は
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ア
ル
神
が
勧
請
さ
れ
る
。
駿
除
儀
礼
で
は
し
ば
し
ば
動
物
(
山
羊
や
鶏
)
の

供
犠
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
を
執
行
す
る
の
は
駿
除
師
官
官
官
舎
。
た
ち
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
カ
ス
ト
は
漁
民
カ
ス
ト
あ
る
い
は

外
部
か
ら
の
入
村
者
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
職
は
で
は
な
く
、
関
心
の
あ
る
も
の
が
別
の
放
除
師
か
ら
呪
文
を
朝
日
っ
て
専
門
家
と

な
る
の
で
あ
る
。

家
庭
で
行
な
わ
れ
る
宗
教
活
動
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
伝
染
病
患
者
が
出
た
家
で
毎
日
マ

i
リ
i
女
神
を
讃
え
る
歌
が
歌
わ
れ

ヒンドゥ教の神々9ラ



そ
の
理
由
は
伝
染
病
(
お
き
遠
足
)
が
女
神
の
態
依
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
家
は
い
わ
ば
一

的
な
神
の
住
処
(
寺
院
)
と
な
る
。

家
庭
祭
杷
の
対
象
と
な
る
神
々
の
多
く
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
で
側
馴
染
み
深
い
も
の
ば
か
り
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
世
界
全
域
に
知
ら

れ
て
い
る
。
放
除
儀
礼
や
伝
染
病
の
神
?
を
除
い
て
、
す
べ
て
菜
食
の
供
物
の
み
を
受
け
る
神
々
で
あ
る
。

る
こ
と
で
あ
る
。

寺
院
祭
杷
の
対
象
と
な
る
神
々

D
村
に
は
四
つ
の
寺
院
と
四
つ
の
小
柄
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
村
の
周
り
に
は
四
つ
の
小
調
、
三
つ
の
寺
院
が
あ
り
、

仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
〈
図
1
参
照
)
。

村
の
寺
院
か
ら
述
べ
る
と
、
四
つ
の
う
ち
三
つ
が
村
で
管
理
さ
れ
て
い
る
寺
院
で
あ
る
。
村
の
中
心
部
の
南
寄
り
に
パ
!
ル
タ
サ

l
ラ
テ
ィ
寺
院
が
あ
る
。
ま
た
北
寄
り
に
は
パ
ド
ラ
カ

i
リ
i

(
以
下
カ

i
リ
!
と
略
す
る
〉
女
神
寺
院
が
あ
る
。
さ
ら
に
北
に
は

ム
ッ
ト
ゥ
マ

i
リ
!
(
以
下
マ

l
リ
!
と
略
す
る
〉
女
神
寺
院
が
あ
る
。
四
つ
め
の
ア
イ
ヤ
ナ

i
ル
寺
院
は
コ
コ
ヤ
シ
習
を
所
有
す

る
富
裕
な
村
人
に
よ
っ
て
五

O
年
ほ
ど
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
今
日
で
は
そ
の
子
孫
た
ち
が
共
同
で
管
理
を
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
に
は
す
べ
て
特
別
の
祭
杷
が
あ
る
。
そ
し
て
毎
日
専
門
の
司
祭
に
よ
る
礼
拝
が
行
な
わ
れ
る
。

パ
ー
ル
タ
サ

l
ラ
テ
ィ
寺
院
と
ア
イ
ヤ
ナ

i
ル
寺
院
と
で
は
菜
食
の
(
ミ
凡
S
S
3一
応
)
プ
ラ

i
マ
ン
可
祭
が
儀
礼
を
行
な
う
の
に

た
い
し
て
、
カ

l
リ
i
寺
院
と
マ

i
リ
i
寺
院
と
で
は
非
菜
食
の

(
Q
S守
Q
S
S
N一
ぬ
)
パ
ン
ダ

i
ラ
ン
が
儀
礼
を
行
な
う
。
パ
ー
ル

タ
サ
!
ラ
テ
ィ
寺
院
と
ア
イ
ヤ
ナ

i
ル
寺
院
で
は
動
物
の
供
犠
は
行
な
わ
れ
な
い
が
、
カ
!
リ

i
寺
院
と
マ

i
リ
i
寺
院
で
は
供
犠

が
行
な
わ
れ
る
。

村
に
あ
る
四
つ
の
小
柄
の
う
ち
ひ
と
つ
だ
け
が
村
の
共
同
管
理
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
は
す
べ
て
個
人
で
管
理
さ
れ
て
い
る
。
村

の
小
澗
に
は
ム
ル
ガ
ン
が
杷
ら
れ
て
い
る
。
他
の
小
洞
の
神
々
は
各
々
ガ
ネ
i
シ
ャ
神
、
カ
ン
ニ
女
神
、
ム
ッ
ト
ゥ
マ

l
リ
!
女
神

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
小
洞
に
は
特
別
の
可
祭
は
存
在
し
な
い
。
村
の
小
洞
の
場
合
、
祭
柁
の
時
の
み
パ
ン
ダ

i
ラ
ン
が
司
祭
を
す
る
。
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N
Kハポ
l

海

ラグーン

P村

N村
①パールタサーラティ寺院

②パドラカーリ一女神寺院

③ムルガン小柄

④ムットゥマーリー女神寺院

⑤アイヤナール寺院

⑥カンニ女神小関

⑦ガネーシャ小網

⑧ムットゥマーリー女神小嗣

⑨ムットウマー 1)一女神小澗

⑩ヴァイラヴァJレ小澗

⑪ドラウパヂィ一女神寺院

⑬ラーテイワシ女神小調

⑬イスラム教徒の巨人の墓

図 D村とその崩辺の寺院と小網
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個
人
所
有
の
小
柄
の
場
合
、
す
べ
て
管
理
者
が
礼
拝
を
行
な
う
。
ガ
ネ

i
シ
ャ
神
の
小
柄
で
は
毎
日
礼
拝
が
な
さ
れ
、
ま
た
祝
祭
日

に
は
特
別
な
飾
り
つ
け
が
行
な
わ
れ
る
が
、
他
の
二
つ
に
は
毎
日
の
礼
拝
は
な
く
、
火
曜
日
と
金
曜
日
の
み
礼
拝
が
あ
る
。
こ
れ
ら

に
は
特
別
な
祭
記
も
な
く
、
願
掛
ハ
ミ
町
N
1〉
の
対
象
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
四
つ
の
寺
院
に
つ
い
て
も
う
す
こ
し
詳
し
く
記
述
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

パ
ー
ル
タ
サ
l
一
フ
チ
ィ
寺
腕

パ
ー
ル
タ
サ

i
ラ

テ

ィ

は

イ

ン

ド

マ

ハ

i
パ
i
ラ
タ
で
ク
リ
シ
ュ
ナ
が
扮
す
る
御
者
の
名
に
由
来
す
る
。
ク
リ

シ
ュ
ナ
は
、
今
日
の
ヒ
ン
ド
ゥ
教
で
シ
ヴ
ァ
と
並
ん
で
も
っ
と
も
人
気
が
高
い
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
み
る
よ
う

に
、
こ
の
寺
院
は
正
式
に
は
パ
ー
ル
タ
サ

i
ラ
テ
ィ
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
村
人
た
ち
の
間
で
は
む
し
ろ
ド
ラ
ウ
パ
デ
ィ
l
女
神

の
寺
院
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
強
い
。
パ

l
ル
タ
サ
!
ラ
テ
ィ
に
は
二
人
の
配
偶
神
、
ル
ク
ミ
ニ
!
と
サ
テ
ィ
ヤ
パ

i
マ
i
が
控
え

て
い
る
が
、
独
立
し
た
信
仰
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

i
女
神
は
マ
ハ
l
パ
!
ラ
タ
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
が
、
タ
ミ
ル
文
化
圏
で
は
広
く
女
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

マ
ハ

i
パ
i
ラ
タ
は
王
位
を
目
指
す
た
め
に
そ
の
従
兄
弟
た
ち
と
繭
う
こ
と
に
な
る
証
人
の
兄
弟
の
物
語
で
あ
る
。
ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

ー
は
こ
の
兄
弟
が
共
有
す
る
妻
で
あ
る
。
か
れ
ら
を
助
け
る
神
と
し
て
ク
リ
シ
ュ
ナ
が
登
場
す
る
。
こ
こ
に
女
神
と
パ
ー
ル
タ
サ
l

ラ
テ
ィ
と
の
つ
な
が
り
が
存
在
す
る
。
も
と
も
と

D
村
の
パ
l
ル
タ
サ
!
ラ
テ
ィ
寺
院
は
、
ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

i
女
神
寺
院
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
改
築
に
よ
っ
て
パ
ー
ル
タ
サ
!
ラ
テ
ィ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
内
陣
に
は
パ

i
ル
タ
サ
l
ラ
テ
ィ
神
と
そ
の

配
偶
神
の
像
が
安
置
さ
れ
、
も
と
も
と
内
陣
に
安
置
さ
れ
て
い
た
ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

i
の
像
が
内
陣
の
入
口
に
通
じ
る
通
路
に
置
か
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
(
図

2
参
照
)
。

ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

i
女
神
は
村
の
他
の
女
神
、
す
な
わ
ち
マ
l
リ
!
と
カ

i
リ
i
女
神
に
比
べ
て
、
性
格
が
温
和
で
、
動
物
供
犠
を

受
け
つ
け
な
い
清
浄
な
な
お
ミ
ミ
設
さ
凌
一
円
。
存
在
と
形
容
さ
れ
る
。
マ

i
リ
ー
や
カ

i
リ
i
女
神
の
祭
柁
で
は
、
冷
却
効
果
の
あ
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N
《
ー

ナーガタンピ

ス
一
ア
ツ
」
ブ

ス
テ
ッ
。
フ

パールタサーラティ寺院の概略図

ハ
ビ

mw芯
-
V
N
h
w
b
N
G
h問
、
Q
h
h
N
定

N
S
h
h
n
h
N〉

の
葉
を
儀
礼
に
使
用
す
る
。
イ
ン
ド
・
セ
ン
ダ
ン
の
葉
は
ま
た

天
然
痘
に
効
果
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、

こ
れ
ら
の
女
神
が
天
然
痘
を
引
き
起
こ
す
神
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

i
女
神
の
儀

礼
に
は
け
っ
し
て
イ
ン
ド
@
セ
ン
ダ
ン
を
使
用
し
な
い
。
ド
ラ

る
イ
ン
ド
・
セ
ン
ダ
ン

図 2

ウ
バ
デ
ィ

i
女
神
の
依
代
に
な
る
の
は
マ
ン
ゴ
ー
の
葉
や
コ
コ

ヤ
シ
の
花
穂
で
あ
る
。
一
般
に
ブ
ラ
!
?
ン
可
祭
が
奉
仕
す
る

神
は
慈
悲
深
く
、
人
々
に
態
依
し
て
苦
し
め
た
り
し
な
い
。
ド

ラ
ウ
バ
デ
ィ
!
の
態
依
は
お
も
に
そ
の
祭
杷
の
と
き
に
生
じ
る
。

ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

1
は
し
ば
し
ば
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
妻
、
ラ
ク
シ
ュ

ミ
!
と
同
一
視
さ
れ
る
。
ま
た
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
妻
と
も
妹
と
も

い
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

l
女
神
は
内
陣
の
パ
!
ル

タ
サ

l
ラ
テ
ィ
や
そ
の
配
偶
者
と
全
く
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
そ
の
像
の
安
農
場
所
は
、
寺
院
で
も
っ
と
も
浄

で
あ
る
内
障
で
は
な
い
。
ま
た
ド
一
フ
ウ
バ
デ
ィ

l
女
神
の
乗
物

(印広

-
S雪
お
お
〉
が
、
ラ
イ
オ
ン
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。
こ
れ
は
つ
ぎ
に
紹
介
す
る
カ
!
リ
!
と
同
じ
も
の
で
、
そ
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巨豆
ス
テ
ッ
プ

ス
テ
ッ
プ

カーリ一女神寺院の概略国

の
潜
在
的
な
危
険
性
を
表
す
と
い
え
る
。
ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

i
女
神
の
祭
柁
の
際

に
ー
そ
の
滋
依
を
受
け
て
女
神
と
し
て
ふ
る
ま
う
の
は
、
プ
ラ

i
マ
ン
よ
り
も

地
位
の
低
い
パ
ン
ダ
!
一
ブ
ン
@
カ

i
ス
ト
の
可
祭
で
あ
る
こ
と
も
、
ド
ラ
ウ
バ

デ
ィ

l
女
神
の
性
格
の
援
味
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
ガ
ネ
!
シ
ャ
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
か
れ
は
シ
ヴ
ァ
の
長
男
で

ガ
ナ
パ
テ
ィ
、
ヴ
ィ
ナ
!
ヤ
カ
と
も
い
う
。
か
れ
を
礼
拝
す
る
と
い
か
な
る
障

害
も
取
り
除
い
て
く
丸
山
町
。
こ
の
た
め
儀
礼
の
際
に
は
、
ま
ず
か
れ
に
礼
拝
を

行
な
っ
て
、
以
後
の
儀
礼
が
ス
ム
ー
ズ
に
執
り
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
祈
る
。
か

れ
は
ま
た
非
常
に
嫉
妬
深
い
の
で
、
最
初
に
礼
拝
を
し
て
尊
敬
を
表
明
し
な
い

と
、
な
に
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
と
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ガ
ネ
i
シ

ャ
は
境
界
の
神
で
、
こ
の
村
の
よ
う
に
寺
院
の
門
番
と
し
て
杷
ら
れ
る
こ
と
も

多
い
。
カ

i
リ
!
女
神
寺
院
に
は
ふ
た
つ
の
ガ
ネ
i
シ
ャ
の
小
柄
が
あ
る
(
図

3
参
照
〉
。
こ
の
場
合
、
ひ
と
つ
は
寺
院
の
外
側
に
位
置
し
て
寺
院
空
間
の
浄

性
を
表
わ
す
の
に
た
い
し
、
寺
院
内
部
の
小
洞
は
、
内
陣
の
よ
り
高
い
浄
性
を

表
わ
す
。

関 3

ム
ル
ガ
ン
は
シ
ヴ
ァ
の
次
男
、
ガ
ネ
i
シ
ャ
の
弟
で
あ
る
。
も
と
も
と
ム
ル

ガ
ン
は
タ
ミ
ル
人
が
古
く
か
ら
信
仰
し
て
い
た
固
有
の
神
で
あ
っ
た
が
、
今
日

で
は
ア

i
リ
ア
系
の
ス
カ
ン
ダ
神
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
カ
ン
ダ

サ

l
ミ
と
も
い
う
。
ム
ル
ガ
ン
は
タ
ミ
ル
文
化
圏
に
お
い
て
も
っ
と
も
人
気
の
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あ
る
神
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
や
固
有
の
儀
礼
が
発
達
し
た
。

。ハ

i
ル
タ
サ
i
ラ
テ
ィ
寺
院
に
安
置
さ
れ
て
い
る
他
の
神
像
に
は
、
の
入
口
に
位
置
す
る
地
下
の
国
の
支
配
者
で
あ
る
蛇
神

ナ

l
ガ
タ
ン
ピ
や
、
旗
竿
を
さ
す
穴
の
前
に
杷
ら
れ
て
い
る
ヴ
ィ

i
ラ
パ
ッ
テ
ラ
ン
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
々
は
こ
こ
で
は
寺
院
の

番
人
と
し
て
杷
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
通
常
信
仰
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

カ
i
リ
i
女
神
寺
院

カ
l
リ
!
女
神
寺
院
の
正
式
な
名
称
は
パ
ド
ラ
カ

i
リ
l
女
神
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
名
称
を
も
っ
ヵ
!
リ
ー
は
と
く
に
凶
暴
で
あ

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
寺
院
修
復
儀
礼
の
ポ
ス
タ
ー
に
よ
る
と
、
カ

i
リ
i
は
シ
ヴ
ァ
の
眉
間
に
あ
る
第
三
の
限
よ
り
生
ま
れ
出

で
て
、
ア
ス
ラ
(
魔
神
)
と
の
戦
い
に
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
た
ム
ル
ガ
ン
を
助
け
た
と
い
う
。
ま
た
カ

i
リ
ー
は
、
か
れ
と
サ
ラ

ス
ヴ
ァ
テ
ィ
!
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
女
神
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
次
女
で
、
長
女
は
マ

l
リ
i
女
神
だ
と
い
う
。

カ
i
リ
i
女
神
は
ま
た
漁
民
た
ち
を
危
険
か
ら
守
っ
て
、
曲
一
凪
漁
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
地
引
網
を
沖
へ
運
ぶ
船
は
、

カ
i
リ
!
と
し
て
礼
拝
さ
れ
、
」
首
飾
り
や
サ
リ
i
が
贈
ら
れ
る
。
ま
た
雄
鶏
を
供
犠
と
し
て
捧
げ
る
。
漁
民
カ
ス
ト
の
成
員
何
人
か

に
開
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
カ

l
リ
l
は
村
に
杷
ら
れ
て
い
る
神
々
の
中
で
も
っ
と
も
危
険
(
も
を
お
さ
S
S〉
で
、
そ
の
性
格
は
悪

霊
と
類
似
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
妊
娠
し
た
女
性
は
夜
、
と
く
に
金
曜
日
の
夜
、
そ
の
寺
院
の
前
を
横
切
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
時
刻
は
カ

i
リ
l
の
力
が
一
層
強
力
に
な
っ
て
い
て
、
女
性
に
悪
い
影
響
を
与
え
る

か
ら
で
あ
る
。
カ
l
リ
l
は
人
に
態
依
す
る
が
、
そ
の
態
依
は
「
神
の
ダ
ン
ス
(
内
向
さ
仕
え
州
安
定
。
L

と
呼
ば
れ
、
悪
霊
の
愚
依
と
区

別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
両
者
は
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
カ

i
リ
!
と
悪
霊
と
の
密
接
な
関
係
を
示
す
も

う
ひ
と
つ
の
例
は
、
両
者
が
駿
除
儀
礼
に
お
い
て
中
心
と
な
る
と
い
う
事
実
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
カ

i
リ
l
が
悪
霊
と

近
し
い
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
悪
霊
の
統
御
を
可
能
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
潜
む
論
理
は
、
女
神
は
伝
染
病
そ
の
も
の
で

あ
る
か
ら
こ
そ
人
々
を
伝
染
病
で
苦
し
め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
救
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
論
理
と
同
じ
で
あ
る
。
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カ
i
リ
!
女
神
寺
院
に
紀
ら
れ
て
い
る
他
の
神
々
を
見
て
い
こ
う
。

ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ァ
ル
は
、
こ
の
地
域
で
し
ば
し
ば
門
番
と
し
て
紀
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
は
シ
ヴ
ァ
の
化
身
あ
る
い
は
息
子
で
、

(
刊
日
)

に
は
カ
l
リ
i
の
配
偶
者
で
あ
る
と
い
う
。
ヴ
ァ
イ
一
フ
ヴ
ァ
ル
は
、
ま
た
カ
ダ
ン
あ
る
い
は
マ
l
ダ
ン
と
い
う
火
葬
場
の
神
と
同
一

つ
ぎ
」
に
、

ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ァ
ル
も
カ
!
リ
!
と
同
じ
く
、
被
除
儀
礼
の
主
神
と
し
て
ふ
る
ま
う
。

ベ
i
チ
女
神
は
シ
ヴ
ァ
と
パ
!
ル
ヴ
ァ
テ
ィ
!
と
の
間
に
で
き
た
娘
で
、
カ
ー
リ
!
の
妹
に
あ
た
る
。
こ
の
女
神
も
凶
暴
で
あ
る

祝
さ
れ
る
。

が
、
不
妊
の
女
性
が
祈
願
す
る
と
、
子
宝
に
恵
ま
れ
る
と
い
う
。

マ
i
リ
i
女
神
寺
院

マ
1
リ
l
女
神
は
タ
ミ
ル
文
化
圏
で
は
か
な
り

マ
!
リ
l
女
神
寺
院
は
、
こ
の
村
で
も
っ
と
も
古
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

一
般
的
な
村
の
女
神
で
あ
〈
制
。
本
尊
で
あ
る
マ
l
リ
!
女
神
の
正
式
名
称
は
ム
ッ
ト
ゥ
マ
l
リ
ー
で
あ
る
。
ム
ッ
ト
ゥ

は
天
然
痘
の
膿
痴
を
意
味
す
る
。
マ

l
リ
i
女
神
は
、
こ
の
名
前
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
天
然
痘
な
ど
の
依
染
病
と
密
接
な
結

び
つ
き
を
も
っ
。
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
伝
染
病
は
主
と
し
て
こ
の
女
神
の
態
依
で
あ
る
と
さ
れ
、
伝
染
病
患
者
の
で
た
家
で
は

毎
日
彼
女
へ
礼
拝
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
寺
院
に
は
患
者
を
踊
離
す
る
小
屋
が
三
つ
あ
る
。
村
人
は
ま
た
、
こ
の
女
神
が
雨
を
も
た
ら

す
と
い
う
。
マ

l
リ
i
女
神
も
祭
紀
の
際
に
は
山
羊
の
供
犠
を
受
け
る
。
マ
i
リ
l
寺
院
の
入
口
に
は
、
ヴ
ィ

l
ラ
パ
ッ
テ
ラ
ン
と

カ
1
リ
!
の
像
が
置
か
れ
て
い
る
ハ
図
4
参
照
〉
。
ま
た
像
の
近
く
の
小
洞
に
は
、
や
は
り
門
番
と
し
て
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ァ
ル
が
柁
ら

れ
て
い
る
。
寺
院
の
内
部
の
小
柄
に
は
、
パ
ー
ル
タ
サ
i
ラ
テ
ィ
寺
院
と
向
じ
様
式
で
、
ガ
ネ
l
シ
ャ
と
ム
ル
ガ
ン
が
安
寵
さ
れ
て

~ 

s 
:;:: 
F半
令市

災
¥Jノ

い
る
。ア

イ
ヤ
ナ
l
ル
寺
院

ア
イ
ヤ
ナ
i
ル
神
は
シ
ヴ
ァ
と
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
供
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ア
イ
ヤ
ナ

l
ル
は
村
を
守
る
守
護
神
で

あ
る
と
同
時
に
、
農
耕
(
と
く
に
貯
水
池
)
に
深
い
関
わ
り
の
あ
る
神
で
あ
(
日
。
こ
の
寺
院
も
他
の
寺
院
と
同
じ
よ
う
に
、
向
か
っ 説
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ヴァイラヴア/

ン
一フ一フ

一
一
ア

ィ
，
ツ

吋

'
'
J
、

r
ノ

出
レ

ス
テ
ッ
プ

ス
テ
ッ
プ

ス
テ
ッ
プ

tJ、ネーシャ

て
左
側
に
ガ
ネ
!
シ
ャ
、
右
側
に
ム
ル
ガ
ン
が
柁
ら
れ
て
い
る
。

入
口
の
近
く
、
右
側
に
は
九
柱
の
惑
星
神
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
と
く
に
人
々
の
運
命
に
関
与
し
て
い
る
。

村
外
の
寺
院
と
小
調

マーリー女神寺院の概略国

村
の
外
に
あ
っ
て
重
要
な
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

村
よ
り
約
二

0
キ
ロ
南
に
位
置
す
る
由
緒
あ
る
シ
ヴ
ァ
神
を
本

尊
と
す
る
ム
ン
ネ

i
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
ム
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
寺
院

は
、
宗
教
を
問
わ
ず
ス
リ
ラ
ン
カ
全
土
よ
り
信
者
を
集
め
て
い

る
。
村
で
寺
院
建
立
式
の
よ
う
な
重
要
な
畿
札
が
行
な
わ
れ
る

場
合
に
は
、
つ
ね
に
こ
こ
か
ジ
ャ
ブ
ナ
の
ブ
ラ

i
マ
ン
司
祭
が

儀
礼
を
指
導
す
る
。
こ
の
点
で
、
ム
ン
ネ

i
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
ム
寺

院
は
ス
リ
ラ
ン
カ
西
部
の
ヒ
ン
ド
ゥ
文
化
の
中
心
地
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
村
人
た
ち
は
、
ム
ン
ネ
l
シ
ュ
ヴ
ァ
一
フ
ム

寺
院
の
大
祭
に
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
参
加
す
る
が
、
そ

の
関
わ
り
方
は
真
撃
な
信
仰
か
ら
と
い
う
よ
り
、
娯
楽
的
性
格

を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。

ヒンドゥ教の神々

図 4

他
の
寺
院
お
よ
び
小
柄
を
列
挙
す
る
と
、
ム
ン
ネ
!
シ
ュ
ヴ

ァ
ラ
ム
寺
院
の
近
く
、
コ
コ
ヤ
シ
匿
の
真
ん
中
に
あ
る
カ
ン
ニ

女
神
寺
院
、
湖
、
を
縞
て
て

D
村
と
対
峠
す
る

N
村
に
あ
る
ド
ラ
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ウ
バ
デ
ィ

l
女
神
寺
院
、
ま
た
そ
の
隣
に
建
て
ら
れ
た
ラ
l
テ
ィ
リ
シ
女
神
の
小
一
腕
、

D
村
の
東
隣
の

P
村
に
あ
る
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ア

ル
小
柄
、
南
隣
の
村
に
あ
る
ム
ッ
ト
ゥ
マ

l
リ
i
女
神
の
小
柄
、
そ
し
て
か
な
り
離
れ
て
い
る
が
、

D
村
の
北
に
は
カ
!
リ
i
女
神

の
小
臓
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
村
人
た
ち
は
イ
ス
ラ
i
ム
教
徒
の
巨
人
の
慕
や
、
近
隣
の
キ
リ
ス
ト
教
会
な
ど
に
も
参
拝
す
る
。

そ
の
目
的
は
主
と
し
て
願
掛
お
よ
び
そ
の
成
就
の
感
謝
で
あ
る
。

川
州
議
依

超
自
然
的
存
在
を
分
類
す
る
際
の
指
標
の
ひ
と
つ
が
態
依
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
三
種
類
の
態
依
を
表
わ
す
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
サ
ン
ナ
ダ
ム
(
ミ
定
S
Eさ
)
、
サ
!
ミ
ヤ

i
ド
ゥ
ダ
ル
(
内
向
さ
N
V
h
守
雪
。
、
そ
し
て
。
へ

i
イ
ピ
デ
ィ
ッ
タ
ル

Q
3も
も
念
N
H
Q
N
)

で
あ
る
。

サ
ン
ナ
ダ
ム
は
、
神
の
癒
依
一
般
を
意
味
す
る
が
、
な
か
で
も
穏
や
か
な
態
依
、
抑
制
さ
れ
た
態
依
を
指
す
。
た
と
え
ば
、
村
祭

の
期
間
、
パ
ン
ダ

i
ラ
ン
・
カ
ス
ト
の
霊
媒
が
神
に
態
依
さ
れ
た
場
合
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
。
サ
ン
ナ
ダ
ム
と
い
う
態
依
を
体
験
す

る
の
は
、
神
へ
の
献
身
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
わ
れ
る
。
霊
媒
に
よ
る
と
、
か
れ
の
献
身
に
応
え
る
か
た
ち
で
神
の
力

(
∞
}
内
戸
川
町
討
。
、
あ
る
い
は
そ
の
窓
恵
(
ミ
ミ
〉
が
か
れ
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
。
こ
の
献
身
は
パ
ク
テ
ィ
(
∞

E-s-Q静
止
〉
と
呼

ば
れ
、
サ
ン
ナ
ダ
ム
は
「
パ
ク
テ
ィ
に
よ
る
踊
り
な
お
誌
な
向
宮
崎
W
Q
S
ど
と
い
わ
れ
る
。

悪
霊
の
態
依
は
、
。
へ
i
イ
ピ
デ
ィ
ッ
タ
ル
と
か
。
へ
!
ヤ
デ
ィ
ッ
タ
ル
な
司
令
芯
宮
内
〉
と
呼
ば
れ
、
そ
の
意
味
は
悪
霊
が
人
を
捕

え
る
、
あ
る
い
は
襲
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
悪
霊
は
人
々
が
恐
怖
(
も
ミ
お
き
〉
を
感
じ
る
そ
の
心
の
す
き
ま
に
入
り
込
ん
で
窓
依

す
る
。
そ
の
態
依
は
、
神
の
態
依
と
異
な
り
、
不
吉
で
厄
介
な
も
の
で
あ
る
。
悪
時
一
一
部
に
態
依
さ
れ
る
と
、
人
は
生
魚
を
食
べ
た
り
半

裸
で
踊
っ
た
り
し
て
常
軌
を
逸
し
た
不
浄
な

(
R
N
h
H
S
S
S一
応
)
行
為
に
走
る
。

こ
れ
ら
二
種
類
の
態
依
に
た
い
し
て
、
サ
i
ミ
ヤ
l
ド
ゥ
ダ
ル
の
場
合
は
両
義
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
両
義
的
と
は
、
主
と
し
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て
態
依
霊
の
正
体
と
態
依
の
様
式
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
サ
ン
ナ
ダ
ム
と
異
な
り
、
態
依
を
す
る
信
者
は
必
ず
し
も
浄
化
儀
礼
を

行
な
っ
て
儀
礼
的
に
清
浄
な
状
態
に
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
突
然
生
じ
、
ま
た
暴
力
的
で
あ
る
。
サ
i
ミ
ヤ

i
ド

ゥ
ダ
ル
の
意
味
は
「
神
(
サ

i
ミ
)
に
よ
る
踊
り
し
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
態
依
霊
の
正
体
は
定
義
か
ら
い
え
ば
神
で
あ
る
わ
け
だ

が
、
悪
霊
に
よ
る
態
依
と
の
区
別
は
き
わ
め
て
徴
妙
で
あ
る
。

プ
ラ

l
マ
ン
司
祭
が
関
わ
る
ア
イ
ヤ
ナ
l
ル
神
や
パ

l
ル
タ
サ

i
一
フ
テ
ィ
神
は
滋
依
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
カ

i
リ
ー
や
マ

i
リ
l
は
慾
依
す
る
。
ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ
ー
も
祭
舵
の
期
間
中
、
パ
ン
ダ

i
ラ
ン
・
カ
ス
ト
の
霊
媒
に
態
依
す
る
。
村
の

回
り
に
あ
る
小
一
刺
に
柁
ら
れ
て
い
る
神
々
も
態
依
す
る
。

考
炭
/J、

川
体
系
的
記
述
の
試
み

以
下
で
は
、
序
論
で
紹
介
し
た
ハ

l
パ
!
の
三
極
構
造
(
八
八
頁
)
を
念
頭
に
置
い
て

D
村
の
超
自
然
的
存
在
の
分
類
を
試
み
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。

家
庭
祭
柁
に
お
け
る
司
祭
と
儀
礼
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
通
過
儀
礼
で
は
、
司
祭
が
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
ブ
ラ

i
マ
ン
で
あ
り
、
菜
食
神
が
礼
拝
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
悪
霊
の
被
除
を
目
的
と
す
る
駿
除
儀
礼
で
は
、
し
ば
し
ば
動
物
供
犠

が
な
さ
れ
、
非
菜
食
神
が
勧
請
さ
れ
る
。
村
に
数
人
い
る
駿
除
師
は
す
べ
て
非
菜
食
者
で
あ
る
。
寺
院
儀
礼
に
関
し
て
も
同
じ
よ
う

な
対
応
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

態
依
に
関
し
て
言
う
と
、
プ
ラ

1
マ
ン
が
可
祭
と
な
る
菜
食
神
が
人
々
に
癒
依
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
非
菜
食
の
司
祭
が
関
与
す

ヒンドゥ教の神々10ラ



る
神
々
に
は
可
祭
(
霊
媒
〉
な
ら
び
に
一
般
信
者
へ
の
滋
依
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら

る。

た
ち
は
懇
依
に
よ
っ
て
人
々
を
苦
し
め

こ
の
よ
う
な
対
比
は
空
間
の
認
識
と
も
関
連
し
て
い
る
。
の
神
々
は
家
庭
の
中
心
で
あ
る
礼
拝
室
に
お
い
て
礼
拝
の
対
象
と

な
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
放
除
儀
礼
の
た
め
に
神
が
勧
請
さ
れ
る
場
所
は
礼
拝
室
で
あ
る
が
、
動
物
の
供
犠
が
行
な
わ
れ
る
の
は
家

屋
の
外
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
寺
院
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
の
主
神
が
非
菜
食
で
あ
っ
て
も
、
供
犠
が
行
な
わ
れ
る
の
は
寺

院
の
外
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
聖
な
る
空
間
で
あ
る
寺
院
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
世
俗
空
間
で
あ
る
村
と
の
境
に
お
い
て
行
使

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
境
自
に
は
寺
院
の
門
番
と
し
て
凶
悪
な
神
々
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
村
の
周
辺
に
は
悪
霊
が

棲
息
し
、
不
浄
な
人
々
を
襲
う
。
放
除
儀
礼
の
目
的
と
は
、
本
来
村
の
外
部
に
存
在
す
る
は
ず
の
悪
霊
た
ち
を
村
と
い
う
空
間
か
ら

再
度
外
界
に
も
ど
す
こ
と
と
い
え
よ
う
。

儀
礼
執
行
者
の
種
類
、
動
物
供
犠
と
鴨
川
依
の
有
無
、
寺
院
、
村
、
荒
れ
地
の
空
間
認
識
な
ど
を
指
標
と
す
る
超
自
然
的
存
在
の
分

類
は
、
た
し
か
に
ハ
i
パ
1
の
示
し
た
三
極
構
造
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
カ
ス
ト
@
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
対
応
し
て
い
る

こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
菜
食
か
非
菜
食
か
は
カ
ス
ト
の
慣
習
と
密
接
に
関
係
す
る
。
ま
た
、
寺
院
の
近
く
に
プ
ラ
!
マ

ン
や
パ
ン
ダ
i
ラ
ン
司
祭
の
住
居
が
あ
り
、
村
の
外
側
に
地
位
の
低
い
カ
ス
ト
た
ち
が
住
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
く
と
、
菜
食
の
テ
イ
ヴ
ァ
ム
と
非
菜
食
の
テ
i
ヴ
ァ
ム
、
テ
i
ヴ
ァ
ダ
イ
と
。
へ
!
イ
の
両
者
を
含
む
悪

霊
と
い
う
超
自
然
的
存
在
の
分
類
(
九
三
頁
参
照
〉
は
三
極
構
造
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

村
人
た
ち
の
使
用
す
る
超
自
然
的
存
在
の
概
念
や
態
依
に
つ
い
て
の
一
一
一
種
類
の
言
葉
は
、
必
ず
し
も
ハ

l
パ
!
の
三
極
構
造
に
対
応

す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

D
村
の
人
々
は
神
々
の
本
質
を
力
(
シ
ャ
ク
テ
ィ
)
と
と
ら
え
て
い
る
た
め
、
ハ
i
パ
i
の
主
張

す
る
よ
う
に
、
こ
の
社
会
が
神
を
含
む
上
位
の
も
の
か
ら
汚
れ
を
除
去
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
て
い
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
神
々
は
汚
れ
を
嫌
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
浄
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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つ
ぎ
に
ワ
ド
リ

l
の
論
点
に
移
る
と
、
神
の
本
質
を
力
と
と
ら
え
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
彼
女
が
主
張
し
た
よ
う
な
救
い
を

め
ぐ
る
機
能
に
基
づ
い
て
縮
分
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
力
に
関
し
て
は
危
険
度
や
強
さ
が
問
題
で
あ
る
が
、
救
い
の
内
容
は
村
人
の

口
に
の
ぼ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
村
の
寺
院
の
主
神
よ
り
も
、
荒
れ
地
の
小
柄
の
女
神
の
ほ
う
が
強
力
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
空
間
記
置
と
浄
性
お
よ
び
力
と
が
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は

荒
れ
地
が
不
浄
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
義
的
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
神
々
の
性
格
が
文
脈
依
存
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。
た
と
え
同
じ
名
前
で
呼
ば
れ
て
も
、
神
の

性
格
は
儀
礼
の
種
類
の
よ
う
な
儀
礼
的
な
条
件
、
あ
る
い
は
礼
拝
者
の
社
会
的
地
位
の
よ
う
な
社
会
的
な
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

く
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ア
ル
で
も
村
の
寺
院
の
中
の
小
柄
に
杷
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、
人
里
離
れ
た
荒
れ
地
の
小
一
阿

に
安
置
さ
れ
て
い
る
場
合
と
で
は
性
格
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
が
女
性
の
形
を
と
っ
た
と
い
う
そ

i
ヒ
ニ

i
は
、
一
般

の
村
人
に
と
っ
て
は
危
険
な
悪
霊
だ
が
、
厳
除
師
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
守
護
一
町
一
露
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
寺
院
の
神
で
も
祭
杷
の
時
と

そ
う
で
な
い
時
で
劇
的
に
変
容
す
る
。
た
と
え
ば
、
年
に
一
度
の
カ

i
リ
i
女
神
の
祭
胞
で
は
、
最
初
の
臼
に
カ

l
リ
l
は
海
か
ら

勧
請
さ
れ
、
一

0
日
間
の
祭
杷
の
間
イ
ン
ド
・
セ
ン
ダ
ン
を
挿
し
た
査
を
依
代
と
し
て
村
内
を
め
ぐ
る
。
祭
杷
の
期
間
に
勧
請
さ
れ

る
女
神
は
、
常
時
内
陣
に
安
置
さ
れ
て
い
る
石
像
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
女
神
よ
り
も
危
険
で
強
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
祭
杷

の
間
に
は
動
物
の
供
犠
や
滋
依
な
ど
を
頻
繁
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
か
ら
ハ

l
パ
ー
や
ワ
ド
リ
!
の
体
系
的
記
述
が
す
く
な
く
と
も

D
村
の
資
料
に
関
す
る
か
ぎ
り
妥
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
最
後
に
こ
の
村
の
カ
ス
ト
@
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
と
い
う
の
も
、
ハ

l
パ
I
も

ワ
ド
リ
!
も
と
も
に
超
自
然
的
存
在
の
体
系
と
カ
ス
ト
・
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
を
対
応
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

D
村
の
カ

ス
ト
の
序
列
を
説
明
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
観
念
は
サ
ー
ビ
ス
(
も
お
党
ミ
官
。
で
あ
っ
て
、
浄
・
不
浄
や
力
(
シ
ャ
ク
テ
ィ
〉
は
む

し
ろ
副
次
的
な
も
の
で
あ
(
日
。
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
も
の
が
サ
ー
ビ
ス
を
与
え
る
も
の
よ
り
も
序
列
が
高
い
の
で
あ
る
。
司
祭
と
し
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て
の
プ
ラ
!
マ
ン
は
か
れ
を
一
履
う
漁
民
カ
ス
ト
よ
り
も
低
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
カ
ス
ト
観
は
漁
民
中

心
の
考
え
方
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ブ
ラ
i
マ
ン
も
ま
た
神
へ
の
サ
ー
ビ
ス
あ
る
い
は
献
身
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
地
位
の
高
さ
を
主
張
す
る
。
神
と
人
お
よ
び
人
間
(
カ
ス
ト
)
間
の
両
方
を
規
定
す
る
と
い
う
点
で
も
サ
ー
ビ
ス
は
重
要
な
観
念

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

サ
ー
ビ
ス
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
超
自
然
的
存
在
と
人
間
と
の

う
と
も
い
え
な
い
。
サ
ー
ビ
ス
は
人
と
神
、
人
と
人
と
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
カ
ル
な
関
係
を
示
す
イ
デ
ィ
オ
ム
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、

超
自
然
的
存
在
閤
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
な
親
族
関
係
な
ど
の
ほ
う
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
ヒ
ン
ド
ゥ
社
会
に
お
け
る
超
自
然
的
存
在
の
性
格
の
相
違
は
、
そ
れ
ら
が
ど
こ
に
杷
ら
れ
て

い
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
儀
礼
の
対
象
で
あ
る
の
か
な
ど
に
よ
っ
て
変
わ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ぎ
に
、
浄
・
不
浄
、

力
、
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
観
念
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か
あ
る
い
は
す
べ
て
が
ま
と
ま
っ
て
超
自
然
的
存
在
と
社
会

と
を
統
合
す
る
一
元
的
な
体
系
が
存
在
す
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
示
唆
し
た
。
ひ
と
つ
の
村
、
否
ひ
と
つ
の
寺
院
に
限
定

し
て
も
、
神
々
の
関
係
は
多
義
的
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
超
自
然
的
存
在
の
暖
昧
さ
は
、
超
自
然
的
存
在

の
本
質
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
た
ほ
う
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
の
神
観
念
に
よ
り
一
層
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〔
dgω

∞
}
出
口
i

r
R
r
s∞P
℃・

5
〕
。
し
か
し
、
「
体
系
的
記
述
し
へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て
た
う
え
で
、
そ
れ
で
は
超
自
然
的
存
在
を
相
互
に
関
連

づ
け
る
方
法
は
な
い
と
断
世
一
目
し
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
援
味
さ
を
認
め
た
う
え
で
そ
れ
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
方
途
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
た
い
し
て
も
う
少
し
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

元
的
体
系
が
成
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ

∞
親
族
関
係
と
化
身

神
々
を
関
連
づ
け
る
方
法
の
ひ
と
つ
は
親
族
関
係
で
あ
る
〔
何
百
P

S
∞c
v
(
v
g
写
R
N〕
。
浄
・
不
浄
の
観
念
や
力
の
強
弱
で
は

108 



な
く
、
親
族
関
係
が
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
の
神
観
念
を
知
る
手
掛
り
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
非
常
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
ガ

ネ

l
シ
ャ
神
や
ム
ル
ガ
ン
神
は
シ
ヴ
ァ
の
息
子
で
あ
る
。
多
く
の
女
神
は
、
シ
ヴ
ァ
の
配
偶
者
で
あ
る
。
ま
た
、
凶
暴
な
(
忌
玄
i

唱
N
Y
h唱
hN
〉
性
格
の
場
合
、
シ
ヴ
ァ
の
娘
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
女
神
は
凶
悪
な
神
々
の
配

偶
者
と
み
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
l
リ
ー
は
、
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ア
ル
や
ヴ
ィ
i
ラ
パ
ッ
テ
ラ
ン
の
妻
と
し
て
語
ら
れ
る
。
同
時
に
、

こ
れ
ら
の
男
神
は
シ
ヴ
ァ
の
息
子
で
あ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
す
べ
て
の

超
自
然
的
存
在
が
親
族
関
係
の
網
の
目
に
整
然
と
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
親
族
関
係
は
夫

婦
、
親
子
、
兄
弟
姉
妹
関
係
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
関
係
は
、
親
族
関
係
と
い
う
よ
り

も
家
族
関
係
と
表
現
し
た
ほ
う
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
限
定
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
、
神
々
の
関
係
は
社
会
関
係
ハ
と
く
に

夫
婦
関
係
)
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
配
偶
神
を
も
っ
女
神
は
一
般
に
性
格
が
穏
和
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
配
偶
神
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
男
神
と
対
で
杷
ら
れ
な
い
よ
う
な
女
神
は
性
格
が
凶
暴
で
動

物
供
犠
を
好
む
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
女
神
観
は
、
あ
る
程
度
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
の
女
性
観
と
並
行
関
係
に
あ
る
。

ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
の
神
観
念
を
理
解
す
る
う
え
で
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
と
忠
わ
れ
る
の
は
化
身
(
顕
現
)
で
あ
る
。
グ
リ
シ
ュ
ナ
や

ラ
l

マ
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
化
身
で
あ
る
。
シ
ヴ
ァ
に
関
し
て
一
一
一
一
口
う
と
、
す
べ
て
の
凶
暴
な
男
神
は
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身
で
あ
る
。
同
じ

よ
う
に
、
す
べ
て
の
女
神
は
、
シ
ヴ
ァ
の
配
偶
神
(
シ
ャ
ク
テ
ィ
〉
が
個
別
に
顕
現
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
。
へ

l
チ
女
神
や

カ
ン
ニ
女
神
は
カ

i
リ
l
女
神
の
顕
現
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
化
身
は
、
一
方
で
シ
ヴ
ァ
や
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
、
シ
ャ
ク
テ
ィ
と
い
っ
た

中
心
的
神
格
が
存
在
し
、
そ
の
存
在
と
他
の
神
々
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
求
心
作
用
を
も
っ
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
中
心
的

な
神
々
は
し
ば
し
ば
矛
盾
す
る
複
数
の
様
態
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
悪
霊
を
除
去
す
る
た
め
に
は
そ
れ
と
共
通
の
性
格
を
保
持

す
る
必
要
が
あ
る
と
か
、
天
然
痘
を
引
き
起
こ
す
存
在
が
同
時
に
そ
れ
を
統
御
す
る
と
い
っ
た
、
対
立
・
排
除
よ
り
も
む
し
ろ
融
即

・
包
摂
を
特
徴
と
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
の
神
観
念
も
、
こ
の
化
身
観
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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デ
ュ
モ
ン
は
ヒ
ン
ド
ヮ
社
会
を
特
徴
づ
け
る
カ
ス
ト
@
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
論
理
と
し
て
「
矛
盾
の
包
摂
性
公

g

目
白
向
。
同

p
m
w
g巳
S
ミ
ピ
を
強
調
し
て
い
た
。
そ
の
例
と
し
て
『
創
世
記
』
に
お
け
る
イ
ヴ
の
誕
生
を
あ
げ
て
い
る
〔
U
c
g
o
E
W

S
∞P
百円)・

Nω
∞
N
8
〕
。
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
は
男
と
女
と
し
て
対
立
す
る
が
、
後
者
は
前
者
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
点
で
別
の
次
元
で

前
者
に
包
摂
さ
れ
る
。
こ
の
包
摂
関
係
に
基
づ
い
て
ひ
と
つ
の
全
体
が
実
現
す
る
。
同
じ
よ
う
に
、
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ァ
ル
や
マ
!
ダ
ン

は
あ
る
次
元
で
は
別
々
の
存
在
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
次
元
で
は
シ
ヴ
ァ
の
化
身
と
し
て
シ
ヴ
ァ
に
包
摂
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
全

体
を
構
成
す
る
と
い
え
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
化
身
は
ヒ
ン
ド
ゥ
世
界
の
社
会
原
理
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
超
自
然
的
世
界
と
社
会
と
は
い
わ
ば
同
じ
原
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

。
ロ
(
リ
。
口
一
戸
間
)
凶

ωωs

、也、
d

λ
ノ'刀，‘し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
推
論
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
デ
ュ
モ
ン
の
主
張
、
す
な
わ
ち
ヒ
ン
ド
ク
社
会
が
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
社
会

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
宗
教
観
念
で
あ
る
浄
@
不
浄
が
、
政
治
・
経
済
的
領
域
を
包
摂
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
は
た
し
て
正
し
い
か

ど
う
か
を
吟
味
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
カ

ス
ト
@
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
筆
者
は
か
れ
の
立
場
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
の
神

観
念
は
、
親
族
関
係
や
化
身
に
よ
っ
て
よ
り
深
い
理
解
が
可
能
で
は
あ
る
が
、
け
っ
し
て
つ
矛
居
の
包
撰
性
L

と
い
っ

れ
い
に
説
明
し
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
き
」

と
こ
ろ
で
デ
ュ
モ
ン
は
、

イ
ン
ド
社
会
を
理
解
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
包
摂
性
の
論
理
に
求
め
て
い
る
が
、
同

じ
困
難
さ
は
化
身
を
理
解
す
る
場
合
に
も
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
近
代
的
知
と
い
う
も
の
が
、
現
象
と
そ
の
背
後
に
あ
る
意
味
の

一
対
一
対
応
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
正
体
を
固
定
し
(
同
定
化
の
過
程
〉
、
柏
互
の
重
な
り
を
排
除
す
る
と
い
う
形
で
体
系
的
(
一

元
的
)
世
界
を
構
築
し
て
き
た
と
い
う
点
で
、
化
身
の
論
理
と
相
入
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
近
代
的
な
知
と
対
比
さ
れ
る
と
、
化
身

は
い
わ
ば
不
完
全
な
思
考
の
産
物
と
さ
え
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
ヒ
ン
ド
ゥ
神
を
対
象
と
し
た
研
究
が
化
身
を
ほ

の
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と
ん
ど
無
視
し
て
い
る
こ
と
が
、
化
身
を
体
系
的
記
述
に
包
摂
す
る
こ
と
の
因
難
さ
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
化
身
は
一
種
の
権
威
的
な
神
学
的
言
説
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
村
人
た
ち
の

日
常
生
活
に
お
け
る
超
自
然
的
存
在
と
の
接
触
の
体
験
と
儲
接
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
が
態

依
で
あ
ん
列
。
態
依
さ
れ
た
も
の
は
、
人
格
を
失
い
、
か
わ
り
に
超
自
然
的
存
在
が
乗
り
移
る
。
そ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
に

し
ろ
、
超
自
然
的
存
在
の
化
身
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
恒
久
的
な
神
の
化
身
を
主
張
す
る
教
祖
た
ち
の
存
在
も
見
逃
す
こ
と
も
で

き
な
い
。
近
代
的
知
に
慣
れ
親
し
ん
だ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
癒
依
や
神
の
化
身
を
自
称
す
る
教
祖
ほ
ど
い
か
が
わ
し
い
も
の
は
な

い
。
ま
た
、
に
わ
れ
を
忘
れ
て
神
々
の
容
器
と
な
る
よ
う
な
人
間
は
、
の
人
格
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
え
解
釈
さ
れ

る
最
後
に
、
平
板
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
記
述
を
補
う
た
め
に
再
度
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
と
も
ど
り
、
セ
ル
ヴ
ィ
と
い
う
名
の
若
い
女
性

の
葱
依
例
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
化
身
が
作
用
す
る
具
体
的
な
現
場
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
化
身
あ
る
い
は
懇
依
現
象

の
大
き
い
枠
組
み
を
共
有
し
た
う
え
で
、
な
お
そ
こ
に
生
じ
る
個
々
人
の
解
釈
の
多
様
性
を
指
摘
し
た
い
。

そ
し
て
、
両
親
に
村
の
マ

i
リ

i
女
神
寺

院
に
連
れ
て
い
く
よ
う
に
命
令
し
た
。
彼
女
は
こ
う
し
て
そ
こ
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
セ
ル
ヴ
ィ
は
、
朝
夕
二
回
寺
院
で
行
な

わ
れ
る
礼
拝
時
に
な
る
と
、
突
然
体
を
激
し
く
ゆ
す
っ
て
叫
ぶ
の
で
あ
る
が
、
礼
拝
が
終
わ
る
と
う
そ
の
よ
う
に
静
か
に
な
る
。

セ
ル
ヴ
ィ
の
父
カ
ン
ダ
イ
ヤ
は
、
一
九
八
二
年
三
月
に
村
会
の
長
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
は
こ
の
地
方
の
国
会
議
員
か
ら
の

援
助
を
受
け
て
会
長
に
任
命
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
村
人
た
ち
の
信
望
を
得
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
か
れ
ら
の
信
望
は
前
の
会
長
に

あ
っ
た
が
、
か
れ
は
こ
の
国
会
議
員
と
け
ん
か
を
し
て
や
め
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
会
長
に
選
ば
れ
て
か
ら
数
カ
月
も
す
る
と
、

セ
ル
、
ヴ
ィ
の
想
依

セ (3
ノレ

ヴ
イ

』ま

九
/¥ 

の

の
あ
る
夜
、
突
然
狂
っ
た
よ
う
に
踊
り
は
じ
め
た
。
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カ
ン
ダ
イ
ヤ
は
極
度
の
緊
張
感
か
ら
か
異
常
な
ふ
る
ま
い
を
み
せ
た
。
そ
し
て
、

と
こ
ろ
で
働
き
始
め
た
。

一
九
八
二
年
一
一
月
に
引
退
し
て
、
あ
る
網
元
の

II2 

こ
の
こ
ろ
セ
ル
ヴ
ィ
を
好
き
に
な
っ
た
シ
ン
ナ
ン
デ
ィ
と
い
う
男
、
が
い
た
。

か
れ
は
裕
福
な
漁
師
の
三
男
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

か
れ
の
親
や
兄
た
ち
は
カ
ン
ダ
イ
ヤ
が
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
結
婚
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
結
局
、
シ
ン
ナ
ン
デ
ィ
は
殺
の

反
対
を
押
し
切
っ
て
一
九
八
一
一
一
年
の
一
月
に
セ
ル
ヴ
ィ
と
駈
落
ち
を
し
た
。
そ
の
う
ち
か
れ
ら
の
居
所
が
明
ら
か
に
な
り
、
男
の
親

や
兄
弟
が
別
れ
る
よ
う
に
説
得
し
た
が
、
か
れ
は
同
棲
を
し
た
と
い
う
既
成
事
実
を
た
て
に
、
村
に
帰
っ
て
か
ら
登
録
を
済
ま
せ
、

カ
ン
ダ
イ
ヤ
の
家
で
結
婚
生
活
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
経
済
的
に
も
芳
し
く
な
か
っ
た
カ
ン
ダ
イ
ヤ
は
こ
の
駈
落
ち
に
大
賛

成
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
こ
の
駈
落
ち
を
示
唆
し
、
逃
亡
中
の
生
活
を
支
援
し
た
と
い
う
噂
が
流
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
セ
ル
ヴ
ィ

に
子
供
が
で
き
た
。
彼
女
が
夜
中
に
突
然
叫
び
出
し
た
と
き
に
は
す
で
に
妊
娠
し
て
い
た
。

セ
ル
ヴ
ィ
は
礼
拝
中
ト
ラ
ン
ス
状
態
と
な
っ
て
、
好
き
で
も
な
い
男
と
結
婚
し
、
結
婚
式
も
正
式
に
あ
げ
て
い
な
い
の
に
妊
娠
し

て
し
ま
っ
た
と
叫
び
続
け
た
。
そ
し
て
お
腹
を
激
し
/
¥
叩
い
て
子
供
を
殺
そ
う
と
し
た
。
カ
ン
ダ
イ
ヤ
を
傍
ら
に
呼
ん
で
は
っ
お
ま

え
は
(
ミ
⑦
い
つ
も
酒
ば
か
り
飲
ん
で
い
て
汚
ら
わ
し
い

(
Rミ
宮
、
ね
ぎ
も
ミ
ミ
ど
と
罵
っ
た
。
ふ
つ
う
娘
が
親
や
夫
に
こ
の
よ
う

な
口
の
き
き
方
を
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
セ
ル
ヴ
ィ
は
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
女
神
と
し
て
振
舞
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が
他
の

人
た
ち
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
夫
は
お
ろ
お
ろ
し
、
父
は
だ
ま
っ
て
セ
ル
ヴ
ィ
の
訴
え
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
村
人
た
ち
は
セ
ル
ヴ
ィ
の
口
か
ら
女
神
の
託
宣
を
得
ょ
う
と
し
て
い
た
。

セ
ル
ヴ
ィ
は
、
そ
の
後
態
依
状
態
を
脱
し
、
そ
の
年
の
一
一
月
に
無
事
子
供
を
生
ん
だ
。

異
常
者
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
て
、
毛
嫌
い
さ
れ
て
い
る
父
。
か
れ
が
セ
ル
ヴ
ィ
の
結
婚
を
祝
福
し
た
の
も
金
目
当
て
か
ら

で
あ
る
。
彼
女
は
当
時
学
校
を
や
め
た
ば
か
り
の
一
七
歳
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
駈
落
ち
、
同
棲
、
妊
娠
。
一
七
歳
の
少
女
に
は
あ
ま

り
に
も
め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
変
化
に
は
い
か
な
る
社
会
的
な
裁
可
も
伴
っ
て
い
な
い
。
彼
女
の
意
見



は
無
視
さ
れ
、
大
人
や
男
た
ち
の
私
利
私
欲
が
先
行
し
た
。
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
セ
ル
ヴ
ィ
は
態
依
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
セ
ル

ヴ
ィ
の
滋
依
を
、
抑
圧
さ
れ
た
女
性
の
抵
抗
、
意
思
表
示
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
〔
ル
イ
ス
、
一
九
八
五
〕
。

し
か
し
、
本
論
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
側
の
手
持
ち
の
解
釈
で
は
な
い
。
村
人
た
ち
が
セ
ル
ヴ
ィ
の

愚
依
を
ど
う
見
て
い
た
か
で
あ
る
。

セ
ル
ヴ
ィ
の
態
依
に
つ
い
て
筆
者
は
、
の
解
釈
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
の
解
釈
は
、
あ
る
女
性
に
よ
る
も
の
で
、

セ
ル
ヴ
ィ
が
態
依
し
た
前
日
が
カ
l
リ
l
女
神
寺
院
の
修
復
儀
礼
の
最
終
日
で
あ
っ
た
た
め
に
カ

1
リ
!
の
力
が
増
し
て
い
た
、
こ

の
た
め
寺
院
の
前
を
通
っ
た
セ
ル
ヴ
ィ
は
カ

i
リ
i
の
力
に
影
響
を
受
け
て
そ
の
夜
踊
り
は
じ
め
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
現
在
は
、
カ

l
リ
!
の
ほ
か
に
、
マ

l
リ
ー
や
マ

i
ダ
ン
が
彼
女
に
滋
依
し
て
い
る
と
い
(
問
。
第
二
の
解
釈
も
、
や
は
り
女
性

に
よ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
セ
ル
ヴ
ィ
が
踊
り
だ
す
よ
り
一
カ
月
ほ
ど
前
に
マ
l
リ

i
寺
院
の
祭
認
が
あ
り
、
そ
の
際
マ

!
リ
l
女
神
に
態
依
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
解
釈
で
は
現
在
一

O
も
の
神
々
や
悪
霊
が
セ
ル
ヴ
ィ
に
濃
い
て
い

る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
漁
民
カ
ス
ト
の
女
た
ち
か
ら
得
た
解
釈
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
セ
ル
ヴ
ィ
と
直
接
の
親
族
関
係
は

な
い
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
村
の
女
神
が
時
と
場
合
に
よ
っ
て
強
力
と
な
り
、
し
ば
し
ば
人
に
滋
依
す
る
危
険
な
存
在
で
あ
る
と
い
う

村
人
の
両
極
的
な
女
神
観
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

第
三
の
解
釈
は
駿
除
師
(
東
海
岸
か
ら
の
移
住
者
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
結
婚
し
た
ば
か
り
の
セ
ル
ヴ
ィ
は

他
人
に
内
緒
で
翠
飴
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
彼
女
は
血
を
流
し
て
お
り
、

M

凶
悪
な
ト
ゥ
ル
ッ
カ
イ
と
い
う
テ
l
ヴ
ァ
ダ

イ
に
滋
か
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
被
除
師
は
暗
に
セ
ル
ヴ
ィ
の
不
道
徳
な
行
為
を
批
判
し
て
い
る
。

類
似
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
場
合
も
若
い
娘
の
態
依
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
こ
と
を
伝
え
聞
き
、
彼
女
の
家
を
訪
ね
た
。

彼
女
の
両
親
が
言
う
に
は
、
娘
は
カ
i
リ
i
女
神
の
祭
杷
を
見
物
中
に
女
神
に
愚
依
さ
れ
と
い
う
。
そ
の
後
、
こ
の
家
の
人
た
ち
が

相
談
し
た
と
い
う
駿
除
師
(
セ
ル
ヴ
ィ
の
場
合
と
同
人
物
〉
に
娘
の
態
依
に
つ
い
て
意
見
を
聞
く
と
、
こ
の
娘
は
衣
服
に
生
理
の
血
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の
染
み
を
つ
け
た
ま
ま
、
薪
を
取
り
に
薮
に
入
っ
て
ス
ダ
ラ
イ
マ
i
ダ
ン
と
い
う
テ
i
ヴ
ア
ダ
イ
に
濃
か
れ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
放
除
師
は
暗
に
清
潔
に
身
を
保
つ
こ
と
を
怠
っ
た
娘
を
責
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
被
除
師
は
懇
依
さ
れ
た
側
の

問
題
点
を
鋭
く
つ
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
懇
依
と
い
う
、
人
と
超
自
然
的
存
在
と
の
き
わ
め
て
劇
的
な
出
会
い
に
お
い
て
は
、
態
依

霊
の
正
体
を
め
ぐ
っ
て
相
異
な
る
解
釈
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
第
ニ
の
事
例
は
当
事
者
と
解
釈
者
と
の
関
係
で
明
白
な
相

違
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
超
自
然
的
存
在
の
性
格
に
つ
い
て
必
ず
し
も
村
人
全
員
に
共
有
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
解
釈
の
体
系
や
そ
れ
を
支
え
る
絶
対
的
な
権
威
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
超
自
然
的
存
在
を
め

ぐ
る
人
々
の
体
験
と
そ
の
解
釈
の
多
様
性
が
、
確
聞
た
る
ヒ
ン
ド
ウ
@
パ
ン
テ
オ
ン
の
構
築
を
阻
ん
で
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
反
対

に
と
ン
ド
ウ
@
パ
ン
テ
オ
ン
が
ゆ
る
や
か
な
構
造
を
保
持
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
態
依
の
現
場
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
並
存
す

つ
ま
り
、

る
可
能
性
が
生
じ
る
の
か
。

社
会
学
的
視
点
か
ら
論
じ
る
な
ら
ば
、
解
釈
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
解
釈
を
二
苅
的
に
規
定
す
る
権
威
の
体
系
が
こ
の
村

に
は
存
在
し
て
い
な
い
証
左
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
放
除
者
の
解
釈
は
確
か
に
も
っ
と
も
複
雑
で
あ
り
、
聞
い
て

い
る
も
の
を
引
き
込
ま
せ
る
力
を
も
っ
。
し
か
し
、
か
れ
の
解
釈
が
支
配
的
な
も
の
と
し
て
皆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
社
会
学
的
な
還
元
を
最
終
的
な
目
標
と
せ
ず
に
、
む
し
ろ
神
観
念
を
め
ぐ
る
酸
味
さ
こ
そ
が
ヒ
ン
ド
ゥ

教
に
間
有
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
こ
ろ
で
議
論
を
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
本
論
の
考
察
を
通
じ
て
筆
者

が
主
張
し
た
い
の
は
、
意
識
的
に
し
ろ
無
意
識
的
に
し
ろ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
神
観
念
を
め
ぐ
る
多
様
性
あ
る
い
は
暖
昧
さ
を
無
視
す

る
か
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
神
を
唯
一
神
学
的
な
表
徴
の
体
系
へ
と
収
数
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
類
学
者
の
態
度

こ
そ
問
う
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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本
論
で
は
、
民
族
誌
記
述
を
め
ぐ
る
問
題
の
ひ
と
つ
が
体
系
的
あ
る
い
は
整
合
的
な
記
述
を
す
る
傾
向
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、

従
来
の
ヒ
ン
ド
ゥ
神
の
体
系
的
記
述
を
批
判
的
に
吟
味
し
た
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
親
族
関
係
と
化
身
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
化

身
は
、
神
々
の
同
定
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
患
依
と
い
っ
た
人
々
の
経
験
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
序
論
で
の
問

題
提
起
に
戻
る
な
ら
ば
、
化
身
は
綴
密
な
向
定
作
業
を
基
盤
と
す
る
近
代
科
学
の
唯
一
神
学
的
な
表
徴
体
系
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
態
依
霊
の
同
定
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
複
数
の
解
釈
の
可
能
性
が
共
存
し
て
い
る
と
い
う
現
実
を
、
わ
れ
わ
れ
は
無

視
す
る
こ
と
な
く
拾
い
上
げ
る
よ
う
に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
類
学
者
は
、
異
文
化
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
生
み
出
す
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
も
ち
ろ

ん
異
文
化
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
論
考
が
批
判
的
に
取
り
扱
っ
た
よ
う
に
、
異
文
化
に
つ
い
て
の
つ
体
系
的
な
記

述
L

を
理
想
と
す
る
の
で
も
な
い
。
フ
ィ
ー
ル
ド
で
体
験
す
る
さ
ま
、
ざ
ま
な
こ
と
が
ら
を
野
球
と
い
う
ゲ
l
ム
に
た
と
え
る
と
す
る

な
ら
ば
、
野
球
の
記
述
が
ル

l
ル
ブ
ッ
ク
に
よ
っ
て
完
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
異
文
化
の
記
述
も
規
則
や
体
系

の
抽
出
に
よ
っ
て
完
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
民
族
誌
的
記
述
と
は
、
結
局
ル

l
ル
と
出
来
事
と
の
緊
張
関
係
の
う
え
に
成
立
す
る

よ
う
な
テ
ク
ス
ト
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
他
者
の
生
が
再
生
産
さ
れ
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
、
そ
れ
も
バ
ル
ト
の
た
と
え

に
従
う
な
ら
ば
、
唯
一
神
学
的
で
は
な
く
多
神
教
的
な
性
格
を
も
っ
た
主
体
が
垣
間
見
え
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
が
、
新
た
な
民
族
誌

の
目
指
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
本
論
は
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
な
お
速
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
考
察
対
象
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
す
く
な
く
と
も
今

E
の
民
族
誌
記
述
を
め
ぐ
る
間

ヒンドゥ教の神々11ラ



題
と
そ
の
解
決
へ
の
方
向
を
示
す
こ
と
は
で
き
た
と
思
う
。

〔
表
記
〕

タ
ミ
ル
語
表
記
は
す
べ
て
吋
お
さ
む

h
R凡
向
。
お
に
よ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

な
ど
の
固
有
名
詞
は
妥
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
採
用
し
た
。

の
場
合
は

ω
E・
の
印
を
つ
け
た
。
地
名
や
神
名

〔
謝
辞
〕

本
稿
の
資
料
は
一
九
八
二
年
六
月
よ
り
翌
年
一
月
ま
で
の
ス
リ
ラ
ン
カ
滞
在
に
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
に
あ
た
っ
て

は
ウ
ェ
ン
ナ
!
@
グ
レ
ン
財
団
と
ロ
ン
ド
ン
大
学
よ
り
援
助
を
受
け
た
。
本
論
の
概
要
は
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同

研
究
っ
民
族
誌
記
述
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
L

で
何
度
か
発
表
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
谷
泰
教
授
、
井
狩
弥
介
教
授
を
は

じ
め
と
す
る
出
席
者
の
方
々
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
批
評
を
い
た
だ
い
た
。
最
後
に
筆
者
を
快
く
迎
え
て
く
れ
た

D
村
の
人
々
に
感
謝

し
た
い
。}ま

(
1
)
 
た
だ
し
こ
の
引
用
は
〔
パ
ル
ト
、
一
九
七
回
、
一
五
五
頁
〕
に
お
け
る
宋
左
近
の
訳
に
筆
者
が
一
部
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

現
状
は
さ
ら
に
護
雑
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
異
文
化
に
お
い
て
支
配
的
な
表
徴
体
系
自
体
が
西
欧
社
会
と
の
接
触
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
状
況
も
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
、
ィ
ン
フ
ォ

l

マ
ン
ト
が
人
類
学
者
の
前
提
と
す
る
よ
う
な
表
徴
体
系
に
迎
合
す
る
場
合
も
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
前
者
に
と
っ
て
は
後
者
の
表
徴
体

系
の
ほ
う
が
強
力
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
民
族
誌
は
文
字
通
り
人
類
学
者
と
イ
ン
フ
ォ

l

マ
ン
ト
と
の
つ
共
同
作

(
2
)
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業
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
イ
ン
ド
の
よ
う
な
歴
史
社
会
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
、
人
類
学
者
は
文
献
に
表
さ
れ
た
考
え
方
と

そ
れ
に
つ
い
て
の
文
献
学
の
解
釈
を
支
配
的
な
表
徴
体
系
と
し
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

ハ
3
〉
た
だ
し
、
こ
の
批
評
が
異
文
化
へ
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は

自
民
族
中
心
主
義
的
な
視
点
の
た
ん
な
る
一
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
〔
吉
号
P

5∞⑦。

(
4
〉
た
だ
し
、
訳
に
は
若
刊
の
修
正
を
加
え
て
い
る
。

(
5
)

デ
ュ
モ
ン
が
ヒ
ン
ド
ゥ
社
会
の
体
系
か
ら
は
、
ず
れ
る
よ
う
な
も
の
を
歴
史
的
な
っ
集
積
L

〔ロロ
5
0え
w
g∞P
℃
七

-
H
8
1
5
3
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
の
も
、
同
じ
視
点
か
ら
批
判
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
〔
田
中
、
一
九
八
一
、
九
四
真
、
注

叫
〕
を
参
照
。

(
6
〉
本
論
で
は
民
族
誌
記
述
を
め
ぐ
る
諸
文
献
に
関
す
る
詳
細
な
批
判
的
考
察
を
省
略
し
た
が
、
筆
者
の
立
場
は
、
人
類
学
的
営
為
を
記

述
や
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
ス
ベ
ン
サ

1

3匂
gの
ぬ

F
E∞
∞
〕
の
立
場
に
近
い
こ
と
を

こ
と
わ
っ
て
お
く
。

た
と
え
ば
〔
巴
5
2
P
S
N印
〕
〔
当
日
比
Z
Y
S
F
5
N
H〕
な
ど
を
参
照
。

(
8
)

ヒ
ン
ド
ゥ
神
に
つ
い
て
の
文
献
と
し
て
は
、
以
下
で
考
察
す
る
も
の
の
他
に
〔
出
ωず
7
5吋印〕〔
Q
ω
g
L
S
ω
〕
〔
己
ぽ
E
w
g日
P
官
官
・

ミゆ
lN∞
3
2
c
}
}
o
n
E∞
∞
〕
〔
出

2
5
5。
y
a
p
g∞
N〕
〔
去
自
門
凶
0
5
2
5
w
呂
志
〕
〔
認
。

m
E
F
5吋
P
3・
N81NNH〕
〔
何
色
門
戸
山
岳
O
W

5
3
L
)円y
N
H
1
8〕
〔
印
山
口
m
F
5
2〕
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
〔
回
与
7
5
a〕
と
〔
P
H
]
Z
F

5
∞
∞
〕
で
あ
る
。
パ
ブ
は
超
自
然
的
存
在
を
「
文
献
の
神
(
仲
良
宮
包
含
目
立

2
ど
、
「
地
方
の
神
(
円
。
。
巴
舟
山
止
め
ろ
ヘ
悪
霊
、
の
三
つ

に
区
別
す
る
。
こ
れ
は
、
ハ
!
パ
!
の
区
別
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。
た
だ
し
文
献
の
神
に
は
非
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
に
認
め
ら
れ
る
神

々
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
れ
は
名
目
的
な
意
味
な
。
B
E包
括

g
a
で
の
一
般
的
な
神
々
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
実
際
に
儀

礼
の
対
象
と
な
る
場
合
に
構
成
さ
れ
る
操
作
的
な
意
味
守
宮

E
巴
oロ
包
括
5
0〉
で
の
神
々
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
区
別
す
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
成
す
る
原
理
と
し
て
浄
・
不
浄
、
力
、
性
別
、
冷
熱
、
善
悪
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
筆
者
の
考
え
で
は

(
7
)
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二
種
類
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
設
定
す
る
こ
と
で
か
え
っ
て
混
乱
が
増
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
両
者
を
統
合
的
に
と
ら
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
の
神
観
念
の
本
質
に
迫
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
。
フ
ラ
!
の
議
論
に
つ
い
て
は
住
幻
を
参
照
。

(
9
〉
こ
の
点
で
、
ハ

l
パ
!
の
立
場
は
、
カ
ス
ト
@
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
類
似
の
構
造
を
超
自
然
的
存
在
の
世
界
に
認
め
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
後
者
を
前
者
の
反
映
と
す
る
デ
ュ
モ
ン
の
立
場
と
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
〔
ロ
日
出
。
己

L
S戸
志
一
・
凸
∞

i
b
u〕。

(
叩
〉
神
の
本
質
が
力
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

qcロ
q
L
S也
〕
〔
何
百

P
E∞O
〕
〔
〈
包

Y
S∞
印
〕
〔
詞
包

r
v
J
5吋
印
〕
な
ど
を
参

照。

(
日
〉
詳
し
く
は
、
〔
出
中
、
一
九
八
六
、
一

O
l
一
一
頁
〕
を
参
黙
。

(
ロ
)
寺
院
と
小
洞
と
い
う
呼
称
の
相
違
は
大
き
さ
に
よ
る
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
タ
ミ
ル
語
で
は
ど
ち
ら
も
ぎ
ぬ
で
あ
る
。
な
お
厳

密
に
い
う
と
、
一
部
の
寺
院
は
行
政
上
隣
村
に
位
寵
す
る
が
、
本
論
で
は
村
人
た
ち
の
意
識
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
区
別
し
て
い
る
。

(
日
)
パ

l
ル
タ
サ
l
ラ
テ
ィ
寺
院
の
歴
史
お
よ
び
ド
ラ
ウ
バ
デ
ィ

l
女
神
の
性
格
に
つ
い
て
は
〔
出
中
、
一
九
八
九

a
〕
で
紹
介
し
た
。

(
M
)

イ
ン
ド
・
セ
ン
ダ
ン
と
女
神
、
天
然
痘
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
〔
田
中
、
一
九
八
九
b
、
四
八

O
頁
〕
を
参
照
。

(
日
〉
詳
し
く
は
〔
(
V
O

日
E
m
Z
L∞
∞
印
〕
を
参
照
。

(
時
)
詳
し
く
は
〔

0
0
5
3
L
S∞
〕
を
参
照
。

(
口
〉
詳
し
く
は
〔
田
中
、
一
九
八
九
b
〕
を
参
照
。

(
認
)
ヴ
ァ
イ
ラ
ヴ
ア
ル
に
つ
い
て
は
、

G
S
E
W
S
H
P
匂・

5
H〕
を
参
照
。

(
日
〉
。
へ

l
チ
に
つ
い
て
は
〔

gロ
号
口
出

S
F
E芯
〕
を
参
照
。

(
初
〉
マ

i
リ

i
女
神
に
つ
い
て
は
〔
出

2
r
u
S∞
己
を
参
照
。

(
幻
〉
ア
イ
ヤ
ナ

i
ル
に
つ
い
て
は
〔
ロ
ロ
目
。
尽
wHゆ
さ
〕
〔
Q
o
p
o
u
-
w
S∞
∞
〕
が
詳
し
い
。

(
幻
)
惑
星
神
に
つ
い
て
は
〔
杉
本
、
一
九
八
九
〕
を
参
照
。

(
お
〉
詳
し
く
は
〔
田
中
、
一
九
八
九
b
〕
に
お
い
て
論
じ
た
。
類
似
の
変
貌
は
他
の
祭
肥
に
お
い
て
も
報
告
さ
れ
て
い
る
(
た
と
え
ば
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〔
足
。
民
向
洋

F
5
3
3・
N
S
i
N
岱
吋
〕
を
参
照
〉
。

(
M
〉
た
だ
し
、
浄
・
不
浄
の
観
念
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
低
い
カ
ス
ト
の
も
の
は
汚
れ
て
い
る
宮
内
ミ
宮
高
官
。

と
村
人
た
ち
は
一
一
一
一
口
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
言
葉
は
外
見
の
汚
さ
を
意
味
し
て
い
て
、
生
ま
れ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
他
方
力

ハ
シ
ャ
ク
テ
ィ
〉
が
カ
ス
ト
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
呪
文
の
力
(
印
宮

-sbミ
shw封
。
と
い
う
概
念
と
の
関
係
に
お
い
て

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
i

マ
ン
が
儀
礼
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
な
の
は
強
い
呪
文
の
力
を
も
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
か
、
パ
ン

ダ

i
ラ
ン
は
女
神
の
態
依
を
受
け
る
の
に
適
し
た
呪
文
の
力
を
も
っ
、
と
い
う
ふ
う
に
諮
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
は
カ
ス
ト
の

上
下
を
説
明
す
る
よ
う
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。

(
お
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
〔
出
向
ヨ
ω
P
巴
∞
印
〕
、
〔
間
O
H
M

仏。

P
S∞
∞
〕
を
参
娯
。

(
お
)
化
身
と
い
う
言
葉
は
シ
ヴ
ァ
神
の
場
合
に
も
使
用
さ
れ
る
。
化
身
と
似
た
一
一
一
一
口
葉
に
顕
現
(
ミ
ミ
ミ
浮
き
専
門
R
M
R
ヌ
お
も
ふ
さ
ぬ
ミ
)

が
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
化
身
な
の
か
そ
れ
と
も
子
供
な
の
か
と
い
う
区
別
も
き
わ
め
て
暖
昧
で
あ
る
。

ひ
と
つ
の
神
が
多
く
の
名
前
を
も
つ
こ
と
、
神
に
近
い
存
在
、
た
と
え
ば
乗
り
物
が
神
自
身
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
な
ど
の
特
徴
も
広
義

の
化
身
現
象
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
化
身
の
概
略
は
〔
切
削
凶
器
C
F
S∞
吋
〕
を
参
照
。
ヒ
ン
ド
ゥ
教
の
神
観
念

を
表
わ
す
概
念
と
し
て
、
化
身
の
意
味
も
含
ま
れ
る
つ
具
化
化
〈
ヨ

σ00門
閉
め
巳
ど
を
提
唱
し
て
い
る
研
究
者
た
ち
が
い
る
(
た
とと

え
ば
〔
当

ω
m
E
5
0
8
ι
h
E
R
S∞
印
〕
参
照
〉
。

(
幻
〉
ア
ラ
ー
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
神
と
村
の
神
と
い
う
分
類
が
有
効
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
前
者
が
一
元
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
、

後
者
は
正
と
負
の
両
方
の
性
格
を
合
わ
せ
持
つ
よ
う
な
両
義
的
存
在
で
あ
る
と
論
じ
る
。
そ
し
て
そ
の
両
義
性
に
つ
い
て
、
フ
ラ
l
は、

特
定
の
期
間
中
ひ
と
つ
の
神
格
に
認
め
ら
れ
た
り
(
た
と
え
ば

D
村
の
カ
l
リ
l
女
神
の
場
合
)
、
あ
る
い
は
そ
の
分
身
と
み
な
さ
れ

る
よ
う
な
守
護
神
や
寵
偶
神
に
負
の
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
両
義
性
を
合
わ
せ
持
つ
よ
う
な
補
完
性
あ
る
い
は
全

体
性
が
カ
ス
ト
制
度
の
特
徴
と
み
な
さ
れ
る
高
カ
ス
ト
〈
浄
性
〉
と
低
カ
ス
ト
〈
不
浄
性
〉
と
の
補
完
性
に
対
応
し
、
結
果
的
に
カ
ス

ト
制
度
の
正
当
化
に
寄
与
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
〔

P
出
o
F
S
∞
∞
〕
。
か
れ
が
神
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