
第
五
章
‥
神
の
表
象
！
カ
ミ
ミ
チ
を
中
心
に
1

文
化
人
撃
に
お
け
る
既
存
の
境
界
（
注
1
）
概
念
は
大
き
く
二
通
り
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
－
つ
は
村
境
や
縁
側
の
よ
う
に
物
理
的
な
境
目
の
象
徴

と
し
て
の
捉
え
方
で
あ
り
、
も
う
云
人
生
や
社
会
の
変
革
の
際
行
な
わ
れ
る
通
過
儀
礼
の
境
界
と
し
て
の
捉
え
方
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
境
界
は

必
ず
と
言
っ
て
も
い
い
程
二
つ
の
物
事
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
る
。
連
淫
で
あ
る
自
然
的
状
況
を
人
為
的
に
区
分
す
る
と
こ
ろ
に
境
界
が
生
じ
る
の
で

あ
る
。
逆
に
言
え
ば
ウ
チ
と
ソ
ト
は
元
蓋
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
為
的
に
区
切
っ
て
境
最
を
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
本

稿
は
演
技
、
広
い
意
味
で
の
変
身
を
境
界
概
念
で
捉
え
、
日
本
芸
能
の
嘉
座
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

演
劇
の
演
技
を
、
役
者
が
演
劇
の
枠
の
中
で
、
あ
る
役
柄
を
演
じ
る
こ
と
と
定
義
す
る
な
ら
ば
、
舞
台
に
立
っ
て
演
じ
る
身
体
は
如
何
な
る
も
の
な
の

か
。
自
然
人
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
個
人
の
身
体
な
の
か
、
或
い
は
自
然
人
と
い
う
よ
り
は
演
劇
と
い
う
枠
の
な
か
で
の
写
し
て
役
柄

に
扮
し
た
身
体
な
の
か
。
実
際
に
は
演
じ
て
い
る
個
人
と
し
て
の
役
者
と
役
柄
に
扮
し
た
身
体
は
区
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
敢
え
て
論
理
的
な
区
切

り
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
主
璽
演
技
シ
ス
テ
ム
を
体
系
化
し
て
役
者
が
役
柄
に
投
入
し
、
役
柄
に
な
り
切
る
こ
と
を

強
調
し
た
ス
タ
ニ
ス
ラ
ブ
ス
キ
も
舞
台
の
1
で
役
者
は
決
し
て
彼
自
身
を
失
っ
て
は
い
け
な
い
、
い
つ
も
壷
術
家
と
し
て
彼
自
身
の
人
格
で
演
技

す
べ
き
で
、
役
者
は
決
し
て
彼
自
身
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
舞
台
の
上
で
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
う
瞬
間
は
役
柄
を
真
実
に
生
か
す

こ
と
か
ら
離
脱
と
誇
張
の
偽
の
演
技
の
始
ま
り
を
明
看
る
瞬
間
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
元
日
本
の
能
や
中
国
の
京
劇
に
影
響
さ
れ
て
叙
事
的

劇
理
論
を
持
ち
出
し
、
異
化
効
果
（
バ
ー
プ
レ
ム
デ
ゥ
ン
）
を
提
唱
し
た
ブ
レ
ヒ
ト
も
、
劇
的
幻
像
を
完
全
に
遮
断
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
D
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
役
者
が
役
柄
に
完
全
に
な
り
切
る
か
、
或
い
は
徹
底
的
に
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち
、
役
柄
と
距
離
を

維
持
す
る
か
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
役
者
の
心
理
的
な
も
の
に
も
な
る
た
め
測
定
す
る
の
は
不
可
能
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し

159



囲
先
に
結
論
を
言
う
な
ら
、

が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

問
題
は
そ
こ
に
止
ま
ら
な
い
。
客
席
で
そ
れ
を
観
て
い
る
観
客
は
瞬
間
的
で
は
あ
る
が
、

感
情
移
入
し
、
役
柄
に
な
り
切
っ
て
い
る
よ
う
に
観
て
（
信
じ
て
）
し
ま
う
こ
と
も
、
距

離
を
維
持
し
な
が
ら
客
観
的
に
役
者
を
観
て
い
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
役
者
が
感

情
投
入
し
役
柄
に
な
り
切
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
観
客
が
役
者
の
身
体
を
観
る
の
か
、

或
い
は
演
劇
の
枠
組
み
の
な
か
で
扮
し
た
役
柄
の
身
体
を
観
る
の
か
の
問
題
は
残
る
。
こ

の
よ
う
に
役
者
が
如
何
に
役
柄
に
扮
し
て
演
じ
る
か
、
そ
し
て
、
役
者
と
役
柄
の
問
の
何

れ
か
を
観
て
い
る
観
客
に
感
じ
取
れ
る
の
は
如
何
な
る
存
在
な
の
か
。
そ
れ
を
図
で
示
す

と
次
の
よ
う
に
な
る
。
○
の
役
者
は
役
者
の
身
体
で
あ
り
、
○
役
柄
は
役
者
が
扮
し
て
演

じ
る
役
柄
の
身
体
で
あ
る
。
そ
の
間
の
‥
・
は
役
者
か
ら
役
柄
へ
の
変
身
の
程
度
（
過

程
）
で
あ
る
。
そ
し
て
口
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
は
観
客
に
映
っ
た
身
体
で
あ
る
。
結
局
は

役
者
が
扮
し
て
演
じ
ょ
う
と
す
る
の
は
○
と
口
の
差
は
あ
っ
て
も
役
者
と
役
柄
の
間
に

な
る
の
で
あ
る
。
則
ち
役
者
と
彼
が
演
じ
る
役
柄
の
両
身
体
の
境
界
領
域
の
何
れ
か
に
な

る
。
演
技
及
び
変
身
の
過
程
の
構
造
を
境
界
の
概
念
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

図
を
頭
の
傍
ら
に
置
き
な
が
ら
日
本
の
芸
能
に
於
い
て
ミ
チ
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て

み
た
い
。
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日
本
の
芸
能
で
は
役
者
で
も
な
く
役
柄
で
も
な
い
、
そ
の
間
を
見
つ
め
る
と
こ
ろ
で
日
本
芸
能
の
本
来
の
姿
を
求
め
る
こ
と

演
技
及
び
変
身
の
構
造
を
、
日
本
の
芸
能
に
お
け
る
ミ
チ
の
構
造
と
対
比
し
な
が
ら
進
め
た
い
。

2
．
カ
ミ
ミ
チ
の
分
類



日
本
の
芸
能
に
於
い
て
ミ
チ
は
特
別
な
意
義
を
も
つ
。
ミ
チ
と
い
う
概
念
の
中
に
は
道
行
、
行
列
、
神
迎
え
、
神
送
り
、
練
り
歩
き
、
橋
、
訪
れ
等
が

含
ま
れ
る
。
そ
の
中
で
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
は
道
行
で
あ
る
。
万
葉
集
の
挽
歌
の
右
は
道
行
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

若
可
家
礼
婆
道
行
乃
良
士
　
末
比
波
世
武
　
之
多
敵
乃
使
　
於
比
皇
登
保
良
世
（
九
〇
五
）

若
け
れ
ば
道
行
知
ら
じ
幣
は
せ
む
黄
泉
の
使
負
ひ
て
通
ら
せ
（
注
2
）

年
が
ま
だ
若
い
子
が
死
ん
で
、
黄
泉
の
国
へ
往
く
道
を
知
ら
な
い
か
ら
黄
泉
の
国
の
使
者
に
頼
ん
で
死
ん
だ
子
の
霊
魂
を
背
負
っ
て
通
ら
せ
て
下
さ
い

と
い
う
願
い
を
歌
っ
た
挽
歌
の
一
句
で
あ
る
。

こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
死
ん
だ
子
供
の
霊
魂
が
こ
の
世
に
漂
っ
て
あ
の
世
に
ま
だ
往
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
道
行
は
こ
の
世

か
ら
あ
の
世
へ
の
移
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

道
行
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
浄
瑠
璃
の
心
中
物
の
道
行
で
あ
る
。
例
え
ば
近
松
の
「
曽
根
崎
心
中
」
の
道
行
は
お
初
と
徳
兵
衛
が
心
申
し
に

新
地
の
茶
屋
か
ら
梅
田
橋
を
渡
っ
て
曽
根
崎
の
森
に
向
う
の
で
あ
る
。
あ
の
世
（
死
）
へ
の
道
行
で
あ
る
。
二
つ
の
作
品
が
同
じ
死
と
か
か
わ
る
道
行
で

あ
る
が
、
そ
の
状
況
は
異
な
っ
て
い
る
。
挽
歌
の
場
合
、
子
供
は
す
で
に
死
ん
で
霊
魂
の
道
行
で
あ
る
が
、
「
曽
根
崎
心
中
」
の
場
合
は
お
初
と
徳
兵
衛

は
ま
だ
死
ん
で
な
い
状
況
で
、
道
行
が
終
わ
る
処
に
死
が
待
っ
て
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
異
な
る
状
況
と
い
っ
て
も
子
供
の
死

霊
が
黄
泉
の
国
へ
未
だ
着
い
て
な
い
途
中
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
二
人
の
恋
人
が
曽
根
崎
の
森
、
則
ち
死
の
到
達
点
ま
で
は
至
っ
て
な
い
途
中
の
こ
と

で
共
通
し
て
い
る
。
勿
論
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
道
行
が
典
型
的
な
も
の
と
は
思
わ
な
い
が
、
言
え
る
の
は
道
行
が
地
理
的
な
移
動
の
み
な
ら
ず
、
抽
象
的

な
移
動
の
こ
と
も
含
ま
れ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
あ
る
地
点
か
ら
他
の
地
点
ま
で
の
途
中
の
こ
と
で
、
ど
ち
ら
で
も
所
属
し
て
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
ど
っ

ち
つ
か
ず
」
の
境
界
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
話
で
の
坂
も
ミ
チ
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ザ
ナ
ギ

は
黄
泉
神
に
な
っ
て
い
る
イ
ザ
ナ
ミ
を
訪
ね
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
を
見
て
は
い
け
な
い
と
い
う
禁
を
犯
し
て
見
て
し
ま
う
。
イ
ザ
ナ
ミ
の
凄
ま
じ
い
姿
を

見
て
黄
泉
の
国
か
ら
逃
げ
出
す
。
逃
げ
出
す
途
中
黄
泉
比
良
坂
（
ヨ
モ
ツ
ヒ
ラ
サ
カ
）
に
千
引
の
石
を
引
き
塞
え
た
と
い
う
。
黄
泉
比
良
坂
が
黄
泉
の
国

（
死
の
世
界
）
と
こ
の
世
の
境
目
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

旅
の
形
態
で
七
五
調
な
ど
の
韻
律
で
展
開
さ
れ
る
近
世
の
道
行
文
以
外
に
芸
能
と
し
て
登
場
す
る
の
は
伎
楽
の
行
道
或
い
は
道
行
で
あ
る
。
『
日
本
書
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紀
』
に
出
て
い
る
伎
楽
に
行
道
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
『
教
訓
抄
』
（
注
3
）
に
は
行
道
に
伴
う
道
行
音
声
、
道
行
拍
子
と
い
う
語
が

見
ら
れ
る
。
楽
屋
か
ら
舞
台
ま
で
行
列
で
移
動
す
る
際
奏
さ
れ
た
音
楽
の
こ
と
で
あ
る
。
他
に
も
舞
楽
の
　
「
菩
薩
」
と
い
う
曲
目
に
も
大
菩
薩
道
行
、
大

道
行
と
い
う
語
が
あ
る
。
神
楽
に
お
い
て
神
迎
え
、
神
送
り
の
際
に
行
な
わ
れ
る
行
列
も
道
行
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
道
行
は
道
を
行
く
過
程
の

特
殊
な
形
式
を
意
味
し
、
各
時
代
、
各
分
野
に
よ
っ
て
適
用
を
こ
と
に
す
る
。

鳥
越
文
蔵
（
注
4
）
　
は
伎
楽
や
舞
楽
の
芸
能
の
所
作
と
し
て
の
道
行
を
「
第
一
道
行
」
、
平
家
物
語
や
、
浄
瑠
璃
な
ど
の
文
体
と
し
て
の
道
行
を
第
二

道
行
と
分
類
し
て
い
る
。
道
行
を
含
め
て
、
道
、
橋
、
橋
が
か
り
、
花
道
、
行
道
、
練
り
歩
き
、
行
列
な
ど
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
同
じ
発
想
で
生
ま

れ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
う
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
内
包
す
る
概
念
用
語
と
し
て
ミ
チ
（
注
5
）
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
則
ち

ミ
チ
は
始
発
点
と
到
着
点
の
間
の
境
界
領
域
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
境
界
は
死
者
の
世
界
と
生
者
の
世
界
、
神
の
世
界
と
人
間
の
世
界
、
聖
な
る
世
界

と
俗
な
る
世
界
、
非
日
常
の
世
界
と
日
常
の
世
界
、
ハ
レ
の
世
界
と
ケ
の
世
界
、
演
劇
の
世
界
と
日
常
の
世
界
等
、
様
々
な
概
念
を
生
み
出
す
。
逆
の
方

向
も
考
え
ら
れ
る
。
則
ち
二
つ
の
対
照
的
な
空
間
の
境
界
と
し
て
の
ミ
チ
が
挟
ま
れ
る
よ
う
な
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
で
は
、
日
本
の
民
俗
で
境
界
と
し

て
の
ミ
チ
が
如
何
な
る
形
で
表
れ
て
く
る
の
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
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界
性

東
北
地
方
に
分
布
し
て
い
る
巫
女
は
性
格
上
、
イ
タ
コ
型
と
ゴ
ミ
ソ
型
（
注
6
）
に
分
け
ら
れ
る
。
イ
タ
コ
型
の
巫
女
の
成
巫
過
程
は
子
供
の
時
か
ら

盲
人
に
な
り
、
既
存
の
イ
タ
コ
に
弟
子
入
り
し
て
、
修
業
を
重
ね
、
儀
礼
を
行
な
う
技
を
身
に
つ
け
所
謂
「
商
売
」
を
す
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
ゴ
ミ
ソ
型

の
巫
女
は
精
神
的
な
病
気
に
悩
ま
さ
れ
、
神
霊
が
体
に
憑
い
て
神
霊
の
意
志
を
伝
え
る
巫
女
で
、
両
者
は
同
じ
巫
女
と
い
っ
て
も
そ
の
成
巫
過
程
か
ら
、

行
な
う
儀
礼
に
及
ぶ
ま
で
差
異
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
巫
女
や
巫
俗
儀
礼
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
行
な
わ
れ
る
巫
俗
の
儀
礼
に

ミ
チ
の
形
が
如
何
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
述
べ
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
イ
タ
コ
の
口
寄
せ
の
行
事
で
見
ら
れ
る
ヤ
マ
ダ
テ
　
（
山
立
て
）
　
（
注

7
）
　
で
あ
る
。
イ
タ
コ
が
行
な
う
儀
礼
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
は
口
寄
せ
に
よ
る
死
霊
の
こ
と
ば
を
遺
族
に
聞
か
せ
る
「
仏
降
ろ



し
」
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
イ
タ
コ
が
出
張
し
て
、
村
落
の
あ
る
宿
を
定
め
て
行
な
う
「
仏
降
ろ
し
」
の
例
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
仏
降
ろ
し
が
行
な
わ

れ
る
タ
テ
モ
ト
（
宿
）
に
設
置
さ
れ
る
祭
壇
を
ヤ
マ
ダ
テ
と
い
う
。
ヤ
マ
ダ
テ
は
桶
に
米
（
オ
ダ
ゴ
）
一
升
を
敷
い
た
も
の
で
、
桶
の
中
央
に
は
桃
の
枝

を
立
て
る
。
桃
の
枝
に
は
赤
い
紙
と
白
い
紙
二
枚
ず
つ
作
り
付
け
て
垂
れ
下
げ
る
。
そ
の
紙
の
陰
が
イ
タ
コ
に
呼
び
出
さ
れ
て
あ
の
世
か
ら
降
り
て
き
た

仏
（
死
霊
）
が
隠
さ
れ
、
イ
タ
コ
の
口
を
借
り
て
語
る
こ
と
に
な
る
。
二
枚
の
紙
の
陰
に
死
霊
が
宿
る
場
所
と
さ
れ
る
。
ヤ
マ
ダ
テ
に
は
場
合
に
よ
っ
て

は
「
ハ
シ
ヲ
カ
ゲ
ル
」
と
い
っ
て
布
を
桃
の
枝
に
掛
け
る
。
仏
が
男
性
の
場
合
は
白
布
、
女
性
の
場
合
は
赤
布
を
使
う
。
布
を
か
け
る
の
は
仏
が
よ
く
降

り
て
く
る
よ
う
に
と
い
う
仕
組
み
だ
と
い
う
。
「
ハ
シ
ヲ
カ
ゲ
ル
」
の
は
幼
い
子
供
が
死
ん
だ
場
合
、
年
若
い
人
が
死
ん
だ
場
合
、
急
に
亡
く
な
っ
た
場

合
な
ど
、
普
通
の
死
と
は
異
な
る
異
常
の
死
の
場
合
用
い
ら
れ
る
。
糸
又
布
は
仏
（
死
霊
）
が
あ
の
世
か
ら
こ
の
世
に
渡
っ
て
く
る
た
め
の
「
橋
が
か
り
」

の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
さ
れ
る
。
特
に
未
婚
の
人
が
死
ん
だ
場
合
「
花
降
ろ
し
」
と
い
っ
て
ヤ
マ
ダ
テ
に
備
え
る
器
（
コ
ッ
プ
）
に
水
を
入
れ
花
を
浮

か
べ
る
。
そ
の
器
の
上
に
箸
を
置
き
、
こ
れ
が
あ
の
世
か
ら
こ
の
世
に
渡
る
橋
と
さ
れ
る
。
韓
国
の
巫
女
（
ム
ー
ダ
ン
）
に
よ
る
儀
礼
に
水
が
入
っ
た
聾

に
瓢
を
浮
か
べ
死
霊
が
あ
の
世
に
渡
る
船
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
又
ミ
ヨ
ン
ダ
リ
と
い
っ
て
白
木
綿
の
両
端
を
引
っ
張
り
持
っ
て
、
そ
の
上
に
あ
の
世

に
渡
る
際
必
要
と
さ
れ
る
お
金
（
旅
費
）
、
死
者
の
身
体
と
さ
れ
る
人
形
（
ヒ
ト
ガ
タ
）
の
切
り
紙
、
写
真
、
等
を
載
せ
て
揺
ら
し
、
最
後
に
巫
女
が
体

で
木
綿
を
割
る
。
木
綿
を
二
つ
に
割
る
の
は
死
者
が
こ
の
世
の
縁
を
切
る
と
い
う
解
釈
も
あ
る
が
、
あ
の
世
へ
の
ミ
チ
を
開
く
こ
と
と
さ
れ
る
。
ヤ
マ
ダ

テ
は
死
霊
（
仏
）
を
こ
の
世
に
呼
ん
で
、
降
り
て
く
る
道
と
想
定
さ
れ
る
が
、
韓
国
に
そ
れ
に
は
死
霊
が
あ
の
世
に
往
け
る
橋
又
は
道
と
さ
れ
る
。
そ
の

方
向
は
違
っ
て
も
死
霊
が
渡
る
ミ
チ
で
あ
る
に
は
違
い
が
な
い
。

ヤ
マ
ダ
テ
の
橋
は
両
世
界
を
繋
ぐ
ミ
チ
で
あ
り
、
境
目
に
な
る
。
ヤ
マ
ダ
テ
は
ゴ
ミ
ソ
型
の
巫
女
に
よ
る
仏
降
ろ
し
に
は
な
い
し
、
イ
タ
コ
の
仏
降
ろ

し
の
場
合
も
イ
タ
コ
の
家
で
行
な
わ
れ
る
場
合
は
ヤ
マ
ダ
テ
を
立
て
な
い
。
イ
タ
コ
が
村
に
出
張
し
て
タ
テ
モ
ト
で
行
な
う
時
の
み
ヤ
マ
ダ
テ
が
必
要
と

さ
れ
る
。
そ
れ
は
神
霊
が
降
り
て
く
る
ミ
チ
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
神
霊
の
存
在
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
則
ち
、
霊
感
が
大
事
に
さ

れ
る
ゴ
ミ
ソ
型
の
儀
礼
と
異
な
っ
て
、
神
霊
の
通
る
ミ
チ
に
よ
る
神
霊
を
感
得
さ
せ
る
装
置
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

既
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
沖
縄
の
久
高
島
の
イ
ザ
イ
ホ
ウ
（
注
8
）
の
神
事
に
七
ツ
橋
と
い
っ
て
橋
を
渡
る
行
事
が
あ
っ
た
。
二
二
年
毎
の
午
の
年
旧

暦
二
月
一
五
日
か
ら
四
日
間
行
な
わ
れ
た
イ
ザ
イ
ホ
ウ
は
三
〇
歳
か
ら
七
〇
歳
ま
で
の
島
の
全
女
性
が
参
加
す
る
。
三
〇
歳
か
ら
四
一
歳
ま
で
の
儀
式
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に
初
め
て
参
加
す
る
女
性
（
ナ
ン
チ
エ
）
は
神
ア
シ
ヤ
ギ
と
い
う
建
物
に
三
日
間
篭
も
り
神
女
に
な
る
儀
式
で
あ
る
。
七
ツ
橋
は
そ
の
神
ア
シ
ャ
ギ
の
入

り
口
に
か
け
ら
れ
る
。
七
ツ
橋
は
幅
七
、
八
セ
ン
チ
、
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
程
の
板
を
砂
の
な
か
に
埋
め
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
砂
に
埋
め
た
梯
子
の
よ

う
な
も
の
で
、
実
際
橋
か
ら
落
ち
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
が
、
不
貞
な
も
の
は
橋
か
ら
落
ち
て
血
を
吐
い
て
死
ぬ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
橋
を
渡
っ

て
神
ア
シ
ヤ
ギ
に
篭
も
っ
て
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
神
に
使
わ
れ
る
神
女
の
資
格
が
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
橋
を
境
界
と
し
て
、
俗
界
か
ら
聖

界
に
、
汚
れ
の
世
界
と
晴
れ
の
世
界
の
境
界
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
橋
を
前
後
に
一
般
の
女
性
が
神
女
に
変
身
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
橋
か
ら
落

ち
る
と
死
ぬ
と
い
う
の
は
、
橋
の
上
は
ど
ち
ら
で
も
所
属
し
て
な
い
不
安
定
な
領
域
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

そ
の
七
ツ
橋
と
構
造
的
に
類
似
し
て
い
る
の
が
愛
知
県
北
設
楽
郡
嘉
の
花
祭
り
の
伝
承
地
に
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
ま
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
大

神
楽
の
白
山
行
事
で
あ
る
。
白
山
と
は
方
二
間
以
上
、
高
さ
三
間
以
1
も
あ
る
仮
設
の
青
柴
垣
の
山
で
あ
る
。
そ
の
白
山
に
入
る
入
り
口
に
は
「
無
明
の

橋
」
、
あ
る
い
は
「
経
文
の
橋
」
と
い
わ
れ
る
橋
が
渡
さ
れ
る
。
そ
の
橋
を
渡
っ
て
白
山
に
入
る
こ
と
を
浄
土
入
り
と
い
う
。
俗
界
と
浄
土
と
さ
れ
る
シ

ラ
ヤ
マ
の
境
界
に
掛
け
ら
れ
た
橋
を
通
る
こ
と
で
、
汚
れ
の
身
か
ら
清
ら
か
な
身
へ
の
変
身
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

富
山
県
の
芦
瞬
寺
の
擬
死
再
生
儀
礼
と
さ
れ
る
布
橋
大
潅
頂
の
布
橋
も
浄
土
入
り
の
ミ
チ
で
あ
り
、
俗
界
と
浄
土
の
両
世
界
の
境
界
に
位
置
す
る
こ
と
と

想
定
さ
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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4
．
神
楽
に
お
け
る
カ
ミ
ミ
チ

神
楽
に
は
ミ
チ
が
如
何
な
る
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。
柳
田
国
男
は
「
祭
か
ら
祭
礼
へ
」
（
『
日
本
の
祭
』
）
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
「
神

の
御
幸
」
は
暗
闇
祭
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
夜
分
行
な
わ
れ
、
「
そ
れ
を
見
た
も
の
は
死
ぬ
」
と
ま
で
い
わ
れ
、
当
時
は
家
々
の
燈
火
を
消
さ
し
て
、

誰
に
も
見
ら
れ
ぬ
よ
う
に
し
て
御
渡
り
を
仰
い
だ
も
の
が
、
中
世
以
降
は
都
市
興
隆
に
基
づ
く
見
物
と
称
す
る
群
の
発
生
に
よ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
多
く

の
人
に
拝
ま
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
お
お
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
「
神
の
御
出
入
」
と
い
っ
た
祭
り
の
中
核
部
分
は
蔭
の
行
事
に
な
っ
て
し
ま
い
、
本

来
、
夕
方
か
ら
朝
ま
で
夜
通
し
行
な
わ
れ
た
一
続
き
の
神
祭
り
は
「
神
の
御
幸
」
が
昼
間
の
行
事
に
な
っ
た
た
め
に
「
祭
日
」
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
後



の
半
分
だ
け
を
本
条
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
原
因
は
行
列
の
風
流
の
た
め
で
あ
っ
た
。
夜
半
の
零
時
を
以
て
一
日
の
境
と
し
た
り
、
一
日
は
朝
日

の
登
る
時
か
ら
な
ど
と
い
っ
た
考
え
方
が
行
な
わ
れ
て
か
ら
、
〓
俊
を
徹
し
て
祭
り
が
自
然
に
二
目
の
祭
り
と
解
す
る
人
が
多
く
な
っ
た
も
の
も
大
き
な

変
化
だ
っ
た
。

神
楽
の
本
行
事
前
に
は
神
を
迎
え
る
行
事
が
行
な
わ
れ
る
、
民
家
で
神
楽
を
行
な
っ
た
時
に
は
必
ず
、
行
列
を
組
ん
で
神
迎
え
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
神
を
迎
え
る
行
列
が
村
の
隅
々
ま
で
練
り
歩
く
こ
と
で
村
全
体
は
ハ
レ
の
時
空
間
に
変
わ
る
。
所
謂
村
全
体
が
神
が
か
り
の
状
態
、
別
の
世
界
に
入

る
と
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
人
的
な
願
い
を
立
て
て
行
な
わ
れ
る
個
人
儀
礼
よ
り
は
共
同
儀
礼
で
ミ
チ
の
形
象
化
が
著
し
く
み
ら
れ
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

宮
崎
県
高
千
穂
町
三
田
井
浅
ケ
部
で
行
な
わ
れ
た
高
千
穂
夜
神
楽
と
島
根
県
の
小
田
村
で
行
な
わ
れ
た
大
元
神
楽
、
そ
し
て
、
愛
知
県
北
設
楽
郡
東
栄

町
月
の
花
祭
り
の
ミ
チ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

一
九
九
六
年
正
月
一
日
か
ら
二
日
に
か
け
て
徹
夜
で
行
な
わ
れ
た
浅
ケ
部
の
高
千
穂
夜
神
楽
は
正
月
に
も
関
わ
ら
ず
旧
暦
二
月
二
日
の
日
程
を

守
っ
て
い
る
。
神
楽
宿
を
整
え
る
と
山
の
麓
に
あ
る
神
社
に
行
っ
て
「
舞
入
れ
」
　
の
式
が
始
ま
る
。
神
社
に
納
め
て
あ
る
面
を
舞
手
が
付
け
て
先
頭
に
た

っ
て
、
他
の
面
は
箱
に
入
れ
揚
輿
に
乗
せ
、
担
い
で
里
中
を
練
り
歩
く
。
練
り
歩
く
途
中
、
村
人
達
は
そ
の
揚
輿
の
下
を
潜
っ
て
通
過
す
る
。
厄
祓
い
と

い
わ
れ
る
。
里
中
を
廻
っ
て
神
楽
宿
に
着
く
。
神
楽
宿
に
は
外
注
連
と
内
注
連
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
外
注
連
を
三
回
廻
っ
て
内
注
連
の
中
に
入
る
。
外

注
連
は
宿
の
前
庭
に
、
内
注
連
は
宿
の
内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
外
注
連
と
内
注
連
と
を
結
ぶ
四
本
の
綱
を
「
道
の
注
連
」
「
み
ど
り
の
糸
」
と
も
い
う
。

綱
に
は
扇
や
日
、
月
の
飾
り
も
の
が
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
神
の
降
臨
や
昇
送
の
際
の
神
が
通
る
通
路
の
意
と
さ
れ
る
。
柴
荒
神
は
外
注
連
に
準
備
さ
れ
た

乗
り
柴
に
乗
っ
て
、
み
ど
り
の
糸
を
通
っ
て
内
注
連
の
中
（
神
庭
）
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
道
が
神
の
通
る
道
で
あ
る
こ
と
は
神
歌
で
も
わ
か
る
。
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千
早
ぶ
る
千
道
あ
る
中
に
中
な
る
道
は
神
の
通
り
道
（
鈴
木
昭
英
「
越
後
八
海
山
行
者
の
憑
祈
祷
“
引
座
″
に
つ
い
て
」
）

神
の
道
千
道
百
道
そ
の
中
の
中
な
る
道
に
神
は
ま
し
ま
す
（
小
手
川
善
次
郎
『
高
千
穂
神
楽
』
）

荒
神
様
の
ま
し
ま
す
道
に
あ
や
は
え
て
錦
を
は
え
て
と
く
と
踏
ま
し
や
る
（
高
千
穂
神
楽
）



神
道
は
ち
み
ち
百
綱
道
七
ツ
中
な
る
道
が
神
の
か
よ
み
ち
（
早
川
孝
太
郎
『
花
祭
』
）

道
は
七
ツ
に
わ
ら
れ
給
ふ
さ
い
た
る
道
は
中
段
の
道
中
な
る
道
は
神
の
道
（
花
祭
）

道
を
通
っ
て
神
が
神
庭
（
舞
殿
）
に
入
る
と
、
そ
の
空
間
は
神
の
空
間
に
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
神
の
通
る
道
は
神
の
世
界
と
人
間
の
世
界

の
境
界
領
域
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
高
千
穂
神
楽
で
柴
荒
神
が
神
庭
に
は
い
る
時
暴
れ
る
が
、
そ
れ
は
俗
性
と
神
性
の
中
間
位
置
で
ど
っ
ち
で
も
つ
か
ず

不
安
定
な
状
態
を
示
す
こ
と
と
も
い
え
る
と
思
う
。

島
根
県
邑
智
郡
桜
江
町
小
田
の
大
元
神
楽
の
神
は
公
民
館
の
裏
の
神
木
に
祭
ら
れ
て
い
る
。
大
元
神
の
身
体
は
蛇
で
神
楽
が
行
な
わ
れ
る
と
改
め
て
新

藁
で
藁
蛇
を
つ
く
る
。
神
降
ろ
し
の
儀
式
の
後
、
神
の
身
体
で
あ
る
藁
蛇
を
担
い
で
、
神
楽
の
宿
（
八
幡
宮
）
ま
で
行
列
で
移
動
す
る
。
神
楽
宿
に
は
柱

に
元
山
（
モ
ト
ヤ
マ
）
、
端
山
（
ハ
ヤ
マ
）
と
い
っ
て
藁
で
作
っ
た
俵
が
付
け
ら
れ
、
数
本
の
幣
が
挿
さ
れ
て
あ
る
。
二
つ
の
山
に
は
天
井
に
白
木
綿
が

横
渡
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
井
に
は
天
蓋
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
「
天
蓋
」
の
曲
の
時
に
そ
の
天
蓋
を
下
ろ
し
紐
を
引
っ
張
っ
て
動
か
す
。
天
蓋
が
踊
る

よ
う
に
揺
れ
る
様
子
を
、
神
の
動
き
と
認
識
す
る
よ
う
に
る
。
天
蓋
に
付
い
て
い
る
紐
は
神
が
降
り
て
く
る
ミ
チ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

奥
三
河
地
域
に
分
布
す
る
花
祭
り
（
注
9
）
は
余
り
に
も
有
名
で
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
大
元
神
楽
の
天
蓋
に
付
い
て
あ
る
紐
と
同
じ
機
能
を
も

つ
も
の
が
花
祭
り
に
も
あ
る
。
天
井
の
中
央
の
天
蓋
（
白
蓋
）
か
ら
神
座
の
前
に
立
て
ら
れ
て
い
る
竹
に
繋
ぐ
紐
を
カ
ミ
ミ
チ
と
い
う
。
カ
ミ
ミ
チ
を
通

っ
て
天
井
か
ら
神
が
お
り
て
く
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
ミ
チ
は
、
本
神
楽
が
始
ま
る
前
に
神
部
屋
に
花
太
夫
を
始
め
ミ
ヨ
ウ
ド
、
舞
手
た

ち
が
集
ま
っ
て
神
棚
に
供
物
を
そ
な
え
神
下
ろ
し
の
行
事
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
神
棚
に
供
え
た
祭
具
や
飾
り
物
、
舞
の
採
物
な
ど
が
花
太

夫
か
ら
渡
さ
れ
神
部
屋
を
三
回
廻
っ
て
神
座
（
カ
ン
ザ
）
に
移
動
す
る
。
神
座
渡
り
と
い
う
。
大
幣
を
も
つ
花
太
夫
を
先
頭
に
剣
鉾
、
五
色
の
幣
、
サ
シ

オ
ン
べ
、
鬼
門
ビ
ウ
チ
の
幣
、
舞
手
は
そ
れ
ぞ
れ
の
舞
の
採
物
を
も
っ
て
行
列
で
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
徹
夜
で
祭
り
が
終
わ
る
と
ま
た
神
座
か
ら
再
び

神
部
屋
に
移
動
す
る
。
こ
の
よ
う
な
行
列
で
の
移
動
こ
そ
神
の
ミ
チ
に
違
い
な
い
。
月
の
場
合
は
す
で
に
公
民
館
が
舞
殿
に
な
っ
て
い
る
。
花
祭
り
の
た

め
に
設
計
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
建
物
の
な
か
に
神
部
屋
と
神
座
が
設
け
ら
れ
わ
ざ
わ
ざ
移
動
す
る
ミ
チ
が
如
何
に
重
要
な
意
味
を
持
つ

か
が
わ
か
る
。
神
部
屋
が
神
を
拝
む
人
間
側
の
空
間
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
座
は
神
の
空
間
と
も
い
え
る
と
思
う
。
神
が
通
る
ミ
チ
こ
そ
、
神
の
世
界
と
人
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間
の
世
界
の
境
界
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
行
列
の
よ
う
に
先
頭
に
厄
払
い
の
役
が
立
つ
の
は
両
世
界
の
ど
っ
ち
で
も
つ
か
な
い
不
安
定
性

が
示
さ
れ
て
い
る
。

田
楽
芸
と
さ
れ
る
人
形
の
舞
振
り
を
見
せ
る
天
津
司
舞
（
注
1
0
）
も
ミ
チ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
山
梨
県
甲
府
市
中
瀬
町
に
伝
承
さ
れ
て
い
る

天
津
司
舞
は
棒
の
先
に
人
形
を
取
り
付
け
た
も
の
を
御
船
と
い
う
舞
台
で
舞
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
人
形
を
納
め
て
い
る
天
津
司
神
社
か
ら
取
出
し
、
九
体

の
人
形
を
組
み
立
て
て
、
神
職
に
よ
る
オ
カ
ラ
ク
リ
と
い
う
儀
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
後
人
形
を
一
体
ず
つ
捧
げ
持
っ
て
数
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
諏
訪
神

社
の
舞
台
（
御
船
）
ま
で
行
列
を
組
ん
で
移
動
す
る
。
幣
を
持
つ
神
職
さ
ん
を
先
頭
に
大
太
鼓
と
笛
の
嚇
子
を
伴
に
し
て
サ
サ
ラ
人
形
、
太
鼓
人
形
、
笛

人
形
、
鼓
人
形
、
鹿
島
様
、
姫
様
、
鬼
様
の
順
番
に
行
列
を
組
む
。
人
形
は
衣
装
を
着
せ
、
人
形
の
顔
は
見
え
な
い
よ
う
に
赤
い
布
で
覆
わ
れ
る
。
諏
訪

神
社
ま
で
の
「
お
成
り
道
」
と
言
わ
れ
る
道
を
歩
く
の
で
あ
る
。
見
学
し
た
完
九
四
年
に
は
そ
の
道
は
既
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
路
に
な
っ
て
、
そ
の
ま

わ
り
は
公
園
に
な
っ
て
い
た
が
、
本
田
安
次
・
山
路
興
迄
の
報
告
に
よ
る
と
、
か
つ
て
は
た
ん
ば
の
細
い
路
を
迂
回
し
て
い
た
と
い
う
。
諏
訪
神
社
境
内

の
御
船
で
神
体
で
あ
る
人
形
の
舞
が
終
わ
る
と
再
び
前
と
同
じ
順
番
の
行
列
で
天
津
司
神
社
に
戻
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
人
形
が
納
め

ら
れ
て
い
る
天
津
司
神
社
と
天
津
司
舞
が
行
な
わ
れ
る
舞
台
で
あ
る
御
船
が
は
な
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
「
お
成
り
道
」
と
い
う
細
い
道
を
わ
ざ
と

迂
回
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
歴
史
的
な
背
景
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
日
本
芸
能
の
独
特
な
ミ
チ
の
組
み
立
て
が
あ
る
か
ら
に
違
い

な
い
だ
ろ
う
。
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6
．
結
び

今
ま
で
ミ
チ
の
形
を
幾
つ
か
の
例
を
取
り
上
げ
て
み
て
き
た
が
各
地
で
行
な
わ
れ
る
神
事
芸
能
を
詳
し
く
調
べ
る
な
ら
ば
も
っ
と
も
多
く
の
例
が
見

出
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
特
に
風
流
に
分
類
さ
れ
る
芸
能
は
道
を
歩
く
芸
態
に
な
っ
て
お
り
、
道
が
風
流
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
民
俗
芸
能
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
ミ
チ
と
関
わ
っ
て
い
る
。
民
俗
芸
能
が
信
仰
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、



ミ
チ
の
役
割
は
結
局
神
の
顕
現
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
日
本
の
原
始
信
仰
で
信
じ
ら
れ
た
神
霊
は
目
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
見
え
な
い
神
霊
の

存
在
を
感
じ
取
る
た
め
に
は
神
霊
の
顕
現
を
示
す
仕
組
み
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
道
を
揺
れ
動
い
て
移
動
す
る
こ
と
で
神
霊
の
存
在
を

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ミ
チ
は
神
霊
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
神
霊
の
動
く
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
仏
教
の
伝
来
に
よ
っ
て
見
え
な
い
神
霊
を
見
え
る
よ
う
に
像
に
作
っ
た
り
、
仮

面
を
作
っ
た
り
し
て
、
神
霊
の
存
在
が
目
の
前
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
神
霊
の
顕
現
を
示
す
代
表
的
な
所
作
は
神
が
か
り
、
或
い
は
神
霊
の
仮
面
を

付
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
道
を
歩
い
て
移
動
す
る
の
は
神
霊
の
顕
現
を
し
め
す
と
い
う
よ
り
、
顕
現
の
過
程
に
相
当
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
ミ

チ
は
仮
面
を
付
け
る
過
程
に
相
当
す
る
。
能
の
翁
は
他
の
曲
目
と
は
違
っ
て
特
別
に
扱
わ
れ
る
。
翁
の
四
日
の
式
を
観
る
と
、
最
初
に
翁
渡
り
と
い
っ
て

面
箱
の
役
を
先
頭
に
翁
、
千
歳
、
三
番
里
、
嚇
子
方
、
シ
テ
方
、
後
見
、
狂
言
方
の
順
で
橋
が
か
り
か
ら
出
て
、
舞
台
の
上
で
見
物
人
が
見
る
前
で
翁
、

三
番
里
が
面
を
付
け
る
の
で
あ
る
。
則
ち
、
面
を
付
け
る
過
程
を
み
せ
る
こ
と
が
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
仮
面
を
神
の
姿
と
し
て
捉

え
る
と
し
た
ら
、
仮
面
を
付
け
る
前
の
生
の
顔
は
役
者
と
し
て
の
個
人
で
あ
り
、
仮
面
を
付
け
た
後
は
神
（
役
柄
）
に
な
る
。
仮
面
を
付
け
る
過
程
は
人

間
で
も
な
く
、
神
で
も
な
い
境
界
的
な
領
域
に
属
す
る
存
在
に
な
る
瞬
間
で
も
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
エ
ク
ナ
ー
は
能
面
の
付
け
方
に
注
目
し
て
能
面

の
白
さ
は
役
者
が
役
柄
へ
の
変
身
が
不
安
定
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
増
加
す
る
と
い
う
。

能
の
シ
テ
が
つ
け
る
面
は
役
者
の
顔
を
隠
す
た
め
に
は
余
り
に
も
小
さ
い
。
若
女
面
を
付
け
た
能
役
者
の
厚
い
顎
が
露
出
さ
れ
て
い
る
。
能
の
極
端

な
形
式
性
か
ら
し
て
二
重
露
出
は
偶
然
で
は
な
く
、
意
図
的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
確
か
で
あ
る
。
如
何
な
る
理
由
で
役
者
の
顔
の
一
部
分
を
露
出

し
て
面
や
装
束
が
作
り
出
す
幻
像
を
切
り
捨
て
る
の
か
。
能
の
楽
し
み
は
変
化
が
不
安
定
に
成
就
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
寧
ろ
増
加
す
る
の

で
あ
る
。
（
注
1
1
）

能
の
面
の
す
べ
て
が
役
者
の
顔
を
隠
す
に
小
さ
い
と
は
限
ら
な
い
が
、
と
り
わ
け
信
仰
性
の
強
い
翁
や
三
番
里
の
場
合
は
そ
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ

ーフ0

ミ
チ
が
神
の
顕
現
で
は
な
く
顕
現
の
過
程
を
見
せ
る
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
は
、
仮
面
の
付
け
方
や
仮
面
を
付
け
る
過
程
を
見
せ
る
シ
ス
テ
ム
と
同
一
な

発
想
に
違
い
な
い
。
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能
の
翁
以
外
に
も
境
界
的
、
二
重
的
構
造
は
日
本
芸
能
に
於
い
て
甚
だ
多
い
。
仮
面
劇
の
登
場
人
物
は
仮
面
を
被
っ
て
登
場
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

が
、
能
の
場
合
同
じ
舞
台
に
仮
面
を
被
っ
た
役
者
と
直
面
で
登
場
す
る
役
者
が
同
時
に
登
場
す
る
こ
と
も
両
世
界
の
境
界
的
な
領
域
を
見
せ
る
一
つ
の
例

で
あ
る
。
歌
舞
伎
に
於
い
て
も
役
者
が
派
手
な
化
粧
や
衣
装
を
つ
け
て
花
道
か
ら
登
場
す
る
と
、
客
席
か
ら
叫
び
声
が
飛
ぶ
。
そ
の
叫
び
声
は
役
柄
の
名

前
で
は
な
く
、
役
者
の
屋
号
で
あ
る
。
則
ち
観
客
は
役
柄
を
見
る
の
で
は
な
く
、
役
者
を
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
歌
舞
伎
の
内
容
よ
り
は
役
者
が
如
何

に
役
柄
を
見
せ
て
く
れ
る
か
に
関
心
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
楽
で
出
語
り
と
い
っ
て
、
語
り
手
が
顔
を
見
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
人
形
の
主
遣
い

が
顔
を
観
客
に
見
せ
る
こ
と
も
境
界
を
見
せ
る
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
劇
の
世
界
と
日
常
の
世
界
を
同
時
に
見
せ
る
、

ま
た
は
そ
の
境
界
領
域
を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
要
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
変
身
と
い
う
の
は
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
の
変
身
の
結
果
よ
り
は

変
身
の
過
程
を
見
せ
る
と
こ
ろ
に
日
本
芸
能
の
本
領
が
あ
る
。
郡
司
正
勝
は
「
道
行
の
発
想
」
と
い
う
論
考
（
注
1
2
）
で
道
行
に
は
必
ず
と
い
っ
て
い

い
程
、
狂
乱
を
伴
う
と
い
う
。
な
ぜ
狂
乱
が
道
行
に
伴
う
の
か
。
道
行
の
み
な
ら
ず
、
神
事
芸
能
に
見
ら
れ
る
カ
ミ
ミ
チ
は
「
ど
っ
ち
つ
か
ず
」
の
境
界

的
な
領
域
で
、
不
安
定
な
緊
張
感
が
生
じ
る
。
冒
頭
で
言
及
し
た
演
技
及
び
変
身
の
構
造
、
則
ち
役
者
の
身
体
と
役
柄
の
身
体
と
の
境
界
領
域
を
見
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ア
ル
リ
ズ
ム
の
演
技
と
は
こ
と
な
る
日
本
演
劇
の
独
特
な
緊
張
感
を
も
た
ら
す
演
技
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
演
劇
の
演

技
の
シ
ス
テ
ム
は
神
事
芸
能
の
カ
ミ
ミ
チ
で
見
ら
れ
る
境
界
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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注
注
l
）
　
村
の
境
目
に
外
か
ら
の
悪
霊
を
塞
ぐ
た
め
に
巨
大
な
人
形
や
草
軽
、
道
祖
神
な
ど
の
よ
う
な
呪
物
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
塞
の
神
、
境
、
坂
、
石
の
神
な
ど
早
く
か

ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
柳
田
国
男
「
石
神
問
答
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
一
二
巻
。
フ
ア
ン
・
へ
ネ
ッ
プ
は
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
分
離
儀
礼
、
境
界
儀
礼
、
総
合
儀
礼
と
分

け
体
系
づ
け
て
い
る
。
Ⅴ
・
W
・
タ
ー
ナ
ー
は
そ
の
な
か
の
境
界
儀
礼
に
注
目
し
、
コ
ミ
ユ
ニ
タ
ス
論
を
出
し
て
い
る
。
本
稿
は
Ⅴ
・
W
・
タ
ー
ナ
ー
が
い
う
リ
ミ
ナ
リ
テ

ィ
（
境
界
性
）
に
導
か
れ
な
が
ら
も
社
会
的
な
側
面
で
は
な
く
、
個
人
的
な
側
面
か
ら
境
界
の
概
念
を
と
ら
え
る
こ
と
に
す
る
。
A
・
フ
ア
ン
・
へ
ネ
ッ
プ
『
通
過
儀
礼
』
（
綾

部
恒
雄
・
綾
部
裕
子
訳
）
弘
文
堂
一
九
七
七
年
、
Ⅴ
・
W
・
タ
ー
ナ
ー
（
冨
倉
光
雄
訳
）
『
儀
礼
の
過
程
』
新
思
索
社
一
九
七
六
年
、
Ⅴ
・
W
・
タ
ー
ナ
ー
（
梶
原
景

昭
訳
）
『
象
徴
と
社
会
』
紀
伊
国
屋
書
店
一
九
八
一
年
、
Ⅴ
・
W
・
タ
ー
ナ
ー
（
山
田
恒
人
・
永
田
靖
　
訳
）
「
枠
組
み
、
フ
ロ
ー
、
内
省
1
共
同
体
の
リ
ミ
ナ
リ
テ
ィ
と



し
て
の
儀
礼
と
演
劇
l
　
マ
イ
ケ
ル
・
ベ
ナ
モ
ク
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
カ
ラ
メ
ロ
編
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
化
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
』
国
文
社
一
九
八
九
年

注
2
）
　
　
『
万
葉
集
』
二
　
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
一
九
五
九
年

注
3
）
　
　
「
教
訓
抄
」
『
古
代
中
世
芸
術
弘
巴
日
本
思
想
大
系
　
岩
波
書
店
一
九
七
三
年

注
4
）
　
鳥
越
文
蔵
「
芸
能
に
お
け
る
通
行
」
『
国
語
科
通
信
』
一
四
一
九
八
九
年

注
5
）
　
神
迎
え
、
神
送
り
の
行
列
、
行
道
な
ど
は
道
行
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
橋
、
橋
が
か
り
、
花
道
、
祭
壇
に
飾
る
糸
や
紐
な
ど
、
所
謂
カ
ミ
ミ
チ
を
含
む
概
念
用
語
と
し

て
用
い
る
。

注
6
）
　
宮
家
準
『
修
験
道
儀
礼
の
研
究
』
春
秋
社
、
一
九
八
五
年
、
頁
三
二
二
～
三
二
三
　
人
巫
動
機
か
ら
職
業
巫
と
霊
感
巫
と
大
別
し
た
の
は
石
川
純
一
郎
で
あ
る
。
両
者
に
対

し
て
南
部
地
方
で
は
イ
ダ
ツ
コ
と
カ
ミ
サ
マ
、
津
軽
地
方
で
は
イ
タ
コ
と
ゴ
ミ
ソ
で
、
イ
タ
コ
は
専
ら
口
寄
せ
に
あ
り
、
カ
ミ
サ
マ
の
託
宣
や
呪
術
と
は
異
な
る
。
「
口
寄
せ

の
伝
承
－
八
戸
市
周
辺
の
場
合
－
」
『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
四
輯
一
九
七
四
年
　
貢
七
三
～
七
四

注
7
）
　
桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
　
上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
高
松
敬
吉
『
巫
俗
と
他
界
観
の
民
俗
学
的
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
三
年

注
8
）
　
鳥
越
憲
三
郎
『
琉
球
宗
教
史
の
研
究
』
角
川
書
店
一
九
六
〇
年
　
貢
二
四
円
桜
井
満
編
『
神
の
島
の
祭
り
　
イ
ザ
イ
ホ
ウ
』
雄
山
閣
一
九
七
九
年
、
三
隅
治
雄
『
祭

り
と
神
々
の
世
界
』
日
本
放
送
出
版
協
会
一
九
七
九
年
、
桜
井
満
編
『
久
高
島
の
祭
り
と
伝
承
』
桜
楓
社
一
九
九
一
年

注
9
）
　
早
川
孝
太
郎
『
早
川
孝
太
郎
全
集
』
Ⅰ
・
Ⅱ
　
未
来
社
一
九
七
一
年

注
1
0
）
　
天
津
司
舞
に
つ
い
て
の
報
告
資
料
は
山
路
興
造
『
天
津
司
舞
』
（
財
団
法
人
観
光
資
源
保
護
財
団
一
九
七
六
年
）
が
あ
る
。
山
梨
県
甲
府
市
小
瀬
町
所
在
の
天
津
司
舞
は
四

月
一
〇
日
に
近
い
日
曜
日
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
天
津
司
神
社
か
ら
諏
訪
神
社
ま
で
行
列
を
組
ん
で
行
く
。
神
社
の
境
内
に
高
さ
二
五
メ
ー
ト
ル
（
五
尺
）

程
の
峻
幕
を
張
り
め
ぐ
ら
し
た
舞
台
が
あ
り
、
そ
の
中
に
入
っ
て
人
形
を
幕
上
に
掲
げ
て
演
じ
る
の
で
あ
る
。
人
形
は
一
・
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
長
い
棒
の
先

に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
鹿
島
、
姫
、
鬼
、
サ
サ
ラ
二
、
太
鼓
二
、
笛
、
鼓
の
九
体
の
人
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
西
角
井
正
大
『
伝
統
芸
能
シ
リ
ー
ズ
四
　
民
俗
芸
能
』
一

九
九
〇
年
　
貢
三
三
八
～
三
三
九

注
l
l
）
　
R
i
c
h
a
r
d
S
c
h
e
c
F
e
r
　
冒
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
t
e
r
a
已
賀
t
F
O
p
0
－
O
g
y
』
　
U
n
i
く
e
r
S
i
t
y
O
f
P
e
賀
S
y
F
B
i
a
 
p
r
e
s
s
一
九
八
五
年
　
頁
一
三

注
1
2
）
　
郡
司
正
勝
『
か
ぶ
き
の
美
学
』
　
演
劇
出
版
社
一
九
七
二
年
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