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〈
は
じ
め
に
〉

　

動
物
に
も
意
識
は

　
　
　
　
　

あ
る
と
言
う
が

　

昨
今
、
私
の
意
識
の
中
に
常
に
、
神
道

の
中
核
を
な
す
自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
の

２
つ
の
人
間
の
意
識
の
流
れ
に
関
し
て
の

関
心
が
宿
り
続
け
て
い
る
と
共
に
強
ま
っ

て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
現
代
社
会
に
お

㈱
人
間
と
科
学
の
研
究
所 

所
長

飛
岡
　
健

こ
れ
か
ら
の
時
代
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
、

世
界
的
に
重
要
と
な
る

世
界
的
に
重
要
と
な
る

自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
に
つ
い
て
①

自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
に
つ
い
て
①

い
て
、
そ
の
２
つ
が
人
間
の
心
や
精
神
や

魂
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
次
第
に
薄
ま
り
消
え
て
行
く
様
相
を

示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
折
に
触
れ
、
そ
の
事
が
私
の
脳

の
中
で
蠢
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
少
し
腰

を
据
え
て
、
こ
の
２
つ
の
意
識
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
こ
れ

か
ら
の
時
代
、
世
界
的
に
こ
の
２
つ
の
考

え
方
が
増
々
重
要
と
な
っ
て
い
く
か
ら
で

あ
る
。
同
時
に
そ
の
起
源
に
関
し
て
か
な

り
の
不
明
点
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
を
少
し
根
源
的
に
考
え
て
み
た

い
。
ま
ず
考
え
の
端
緒
と
し
て
生
命
体
の

意
識
の
話
し
で
あ
る
。

　

人
間
が
意
識
を
宿
し
て
い
る
の
は
、
主

と
し
て
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
と
し
て
言
葉
を

操
る
能
力
（
Ｌ
ｏ
ｇ
ｏ
ｓ
）
を
獲
得
し
た

事
が
大
き
い
。し
か
し
意
識
と
言
う
の
は
、

最
近
の
学
説
で
は
、
動
物
に
も
、
植
物
に

も
、
原
初
的
形
態
と
し
て
存
在
す
る
と
言

わ
れ
始
め
て
い
る
。
更
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
細
胞
に
も
意
識
が
原
初
的
に
あ
る
と
い

う
。
と
す
る
と
意
識
と
い
う
の
は
、
ど
の

よ
う
に
定
義
す
れ
ば
良
い
の
か
？

　

例
え
ば
、
犬
や
猫
が
飼
い
主
の
意
向
を

受
け
て
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
対
応

行
動
を
す
る
と
か
、
動
物
の
飼
育
の
時
に

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
流
す
と
良
く
成
長
し

た
り
、
乳
の
出
が
良
く
な
っ
た
り
す
る
と
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は
こ
の
宇
宙
空
間
に
お
い
て
何
ら
か
の
形

で
、
自
己
の
存
在
が
他
へ
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
事
に
な
る
。
ま
さ
に
仏
教
的
に
言

え
ば
「
一
念
三
千
」
で
あ
り
、
全
て
の
も

の
が
全
て
の
も
の
と
繋
が
っ
て
い
る
と
い

う
事
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
物
質
の
粒
子
と
波
動
と
し
て

の
性
質
が
、
他
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
可
能
に
し
て
い
た
と
し
て
、
実
際
に

動
植
物
は
、
ど
の
よ
う
に
成
長
を
促
す
要

因
と
成
長
を
阻
害
す
る
要
因
を
区
別
し
て

感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
判
断

す
る
の
か
、
そ
の
科
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

明
確
な
科
学
と
し
て
判
ら
な
い
の
で
あ

る
。
い
や
私
が
知
ら
な
い
だ
け
な
の
か
も

知
れ
な
い
。

　

実
は
私
は
、
人
間
以
外
の
動
植
物
に
意

識
が
あ
る
か
な
い
か
を
議
論
し
た
い
と
考

え
た
の
は
「
動
植
物
共
に
、
そ
の
祖
先
に

対
し
て
何
ら
か
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
か

ど
う
か
」を
知
り
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
我
々
の
祖
先
は
類
人
猿
で
あ

り
、
そ
の
前
は
、
猿
類
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
生
命
系
統
樹
を
根
本
に
戻
っ
て
行

な
っ
た
時
に
、
何
処
で
意
識
が
意
識
と
し

て
顕
在
化
し
て
く
る
の
か
、
そ
れ
を
正
し

く
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る

上
で
、
自
然
に
関
し
て
は
動
植
物
の
み
な

で
は
な
く
て
、
他
律
的
な
も
の
で
な
く
、

自
律
的
な
意
識
の
発
生
は
無
い
の
で
あ
ろ

う
か
？
何
か
あ
り
そ
う
な
気
も
す
る
の
で

あ
る
。

　

サ
ボ
テ
ン
が
感
じ
て
い
る
の
は
、
ま
だ

人
間
が
刃
物
を
サ
ボ
テ
ン
に
あ
て
る
前
な

の
で
、
人
間
的
に
言
え
ば
〝
殺
気
〟
と

い
う
「
気
」
を
感
じ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
金
属
に
対
し
て
の
本
能

的
な
電
磁
気
的
な
反
応
か
も
知
れ
な
い

し
、
も
う
少
し
人
間
に
近
く
刃
物
を
持
っ

た
人
間
の
意
識
を
、
サ
ボ
テ
ン
が
人
間
の

よ
う
に
理
解
し
て
反
応
す
る
と
い
う
事
な

の
か
、
今
の
と
こ
ろ
、
私
の
知
識
で
は
、

そ
れ
を
答
え
る
事
は
出
来
な
い
。
動
植
物

の
意
識
と
人
間
の
意
識
の
間
に
、
ど
う
い

う
差
や
違
い
が
あ
る
の
か
？
そ
も
そ
も
辿

れ
ば
、
人
間
も
他
の
動
植
物
も
、
同
じ
細

胞
か
ら
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の
細
胞

は
磁
気
を
感
じ
る
能
力
が
あ
る
し
、
時
間

を
認
知
す
る
能
力
も
あ
る
の
だ
。
そ
し
て

電
気
的
に
は
電
池
と
も
言
え
る
の
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
物
理
的
に
は
、
こ
れ
ら

生
命
体
は
同
じ
原
理
で
細
胞
レ
ベ
ル
に
お

い
て
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

仮
に
細
胞
レ
ベ
ル
に
意
識
の
発
生
源
が

あ
る
な
ら
ば
、
人
間
以
外
の
他
の
動
植
物

に
お
い
て
も
、
根
源
的
な
意
識
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
存
在
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い

事
に
な
る
。

　

だ
が
意
識
が
細
胞
の
集
合
体
と
し
て
の

組
織
（
Ｔ
ｉ
ｓ
ｓ
ｕ
ｅ
）
や
器
官
（
Ｏ
ｒ

ｇ
ａ
ｎ
ｓ
）に
発
生
源
が
あ
る
と
す
る
と
、

人
間
と
他
の
動
植
物
と
の
間
に
は
、
何
ら

か
の
遺
伝
学
上
や
、
進
化
論
上
の
区
別
や

差
異
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
詳
し

い
事
は
判
ら
な
い
が
、
次
の
事
は
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
動
植
物
も
自
分
の
生
存
に
対

し
て
、
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
も
の

に
、
何
ら
か
の
形
で
反
応
し
（
環
境
へ
の

適
応
＝
ａ
ｃ
ｃ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｚ
ａ
ｔ
ｉ

ｏ
ｎ
）、
そ
の
生
存
の
可
能
性
を
高
め
て

い
る
と
。
そ
れ
故
、
自
ら
の
生
命
を
脅
か

す
事
象
に
は
、
何
ら
か
の
積
極
的
な
反
応

を
す
る
事
が
出
来
る
と
推
測
し
て
も
良
い

で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
動
植
物
を
作
り
上
げ
て
い
る
物

質
は
全
て
、
物
質
の
二
重
性
（
Ｄ
ｕ
ａ
ｌ

ｉ
ｔ
ｙ
）
を
持
ち
、
粒
子
的
性
質
と
波
動

的
性
質
と
を
併
せ
持
っ
て
い
て
、
そ
の
波

動
は
空
間
を
伝
幡
す
る
の
で
、
必
ず
他
へ

そ
の
大
き
さ
は
別
と
し
て
何
ら
か
の
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ま
た
粒
子
も
そ
の
質

量
を
通
し
て
、
重
力
に
よ
る
影
響
を
他
へ

及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
全
て
の
物
質

い
う
報
告
も
あ
る
。

　

あ
る
い
は
サ
ボ
テ
ン
の
木
を
切
ろ
う
と

す
る
と
、
刃
物
を
持
っ
た
人
間
が
近
づ
く

と
、
サ
ボ
テ
ン
の
葉
脈
電
流
が
乱
れ
る
と

か
、
逆
に
野
菜
の
栽
培
時
に
音
楽
を
流
す

と
育
ち
が
良
い
と
い
っ
た
報
告
も
あ
る
。

　

そ
う
し
た
話
を
い
ろ
い
ろ
と
聞
く
と
、

動
植
物
に
も
何
ら
か
の
意
識
が
あ
る
と
考

え
る
事
が
必
要
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
の

意
識
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
ど
の
よ

う
に
定
義
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う

か
？
一
般
的
に
言
え
ば
、
動
物
の
人
間
に

対
し
て
の
意
識
は
、
パ
ブ
ロ
フ
の
反
射
実

験
の
如
く
、
餌
付
け
に
よ
る
も
の
と
考
え

る
の
が
考
え
易
い
が
、
動
物
の
中
に
そ
う刃物を持った人間が近づくと葉脈電流が乱れる？
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ら
ず
、
全
て
の
生
命
体
が
極
め
て
敏
感
で

あ
り
、
日
々
環
境
の
も
た
ら
す
影
響
を
鋭

く
察
知
し
て
、
そ
の
生
存
を
図
っ
て
い
る

訳
で
あ
る
。
例
え
ば
、１
つ
の
例
と
し
て
、

サ
サ
ネ
ズ
ミ
と
い
う
ネ
ズ
ミ
を
見
て
み
よ

う
。
そ
の
ネ
ズ
ミ
は
、
笹
を
食
料
と
し
て

生
き
て
い
る
が
、
そ
の
竹
の
年
間
の
繫
殖

量
に
応
じ
て
、
そ
の
年
の
生
殖
量
を
春
に

決
め
て
い
る
と
い
う
。

　

そ
の
事
は
、
明
ら
か
に
サ
サ
ネ
ズ
ミ

は
、
未
来
予
測
を
し
て
、
自
分
達
の
生
存

を
画
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

空
間
環
境
に
存
在
す
る
物
質
と
時
間
を
入

れ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
自
然
の

動
き
に
合
わ
せ
て
取
っ
て
い
る
。
そ
の
事

は
何
ら
か
の
形
で
、
未
来
に
対
し
て
の
判

断
力
が
本
能
的
で
あ
れ
、
学
習
的
で
あ
れ

備
わ
っ
て
い
る
事
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ

の
判
断
力
は
何
処
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う

か
？
ホ
ル
モ
ン
な
の
か
、
フ
ェ
ロ
モ
ン
な

の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
に
近
い
形
で
の
原

初
的
な
脳
に
該
当
す
る
様
々
な
生
理
シ
ス

テ
ム
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
い
ず
れ
に
し

て
も
未
来
の
時
間
が
読
め
る
事
は
、
過
去

の
時
間
も
認
識
出
来
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
祖
先
を
考
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

仮
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
分
の
祖

先
に
関
し
て
の
情
報
も
、
遺
伝
子
以
外
に

何
ら
か
の
形
で
持
っ
て
い
る
事
に
な
る
。

少
な
く
と
も
生
理
学
的
に
言
え
ば
、
遺
伝

情
報
と
し
て
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
環
境
で

の
出
来
事
へ
の
適
応
と
し
て
の
情
報
が

残
っ
て
い
る
。
し
か
し
個
々
の
個
体
と
し

て
、
そ
の
遺
伝
子
情
報
の
判
断
が
、
人
間

の
よ
う
に
概
念
を
用
い
て
意
識
的
に
行
わ

れ
て
い
る
訳
で
な
く
、
群
れ
と
し
て
適
者

生
存
の
法
則
に
よ
り
、生
と
死
を
通
し
て
、

そ
の
適
応
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

先
祖
と
い
う
１
つ
の
区
分
が
、
個
体
の
中

で
な
さ
れ
て
い
な
い
。
即
ち
、
時
間
区
分

に
関
し
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
よ
う
な

人
間
の
言
葉
に
該
当
す
る
物
が
無
い
と
い

う
事
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
、祖
先
へ
の
感
謝
の
念
と
か
、

憧
憬
の
念
と
か
は
存
在
せ
ず
、
長
い
年
月

を
か
け
て
の
適
者
生
存
に
よ
っ
て
、
そ
の

環
境
へ
の
適
応
の
出
来
事
が
群
れ
と
し

て
、
あ
る
い
は
種
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い

る
の
み
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

果
た
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
良
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
こ
の

考
え
で
私
は
十
分
に
納
得
し
て
い
る
訳
で

は
な
い
。
し
か
し
上
記
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
今
の
段
階
で
は
個
体
と
し
て
の
動
植

物
に
は
自
然
崇
拝
や
祖
先
崇
拝
の
意
識
は

無
い
と
考
え
る
事
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
し
て
い
る
の
は
個
体
で
は
な
く
種
と

い
う
集
団
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
長
年
の

遺
伝
を
通
し
て
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、

私
に
は
今
の
と
こ
ろ
、
残
念
な
が
ら
そ
れ

を
正
し
く
判
断
す
る
だ
け
の
十
分
な
科
学

的
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
。

（
１
）
古
代
人
に
、

　
　

祖
先
崇
拝
が
あ
っ
た
の
か
？

　

私
は
今
日
の
宗
教
、
特
に
神
道
を
考
え

る
時
、
そ
の
二
本
柱
の
自
然
崇
拝
と
祖
先

崇
拝
と
が
、い
つ
頃
日
本
社
会
に
誕
生
し
、

根
付
い
た
の
か
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い

る
。

　

人
類
が
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
に
な
っ
て
か

ら
数
万
年
以
上
経
つ
が
、
少
な
く
と
も
四

大
文
明
の
中
に
は
、
お
墓
が
あ
り
、
来
世
、

あ
る
い
は
後
の
世
界
を
考
え
て
い
た
事
は

明
ら
か
で
あ
る
。
世
界
中
の
ど
の
地
域
の

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
中
に
少
な
く
と
も
、
自
然

崇
拝
は
存
在
し
て
い
た
。そ
し
て
子
孫
が
、

そ
の
お
墓
か
ら
祖
先
を
意
識
し
た
事
も
明

ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
目
を
日
本
に
向

け
る
と
、
縄
文
時
代
の
初
期
に
は
、
自
然

崇
拝
は
あ
っ
て
も
祖
先
崇
拝
の
考
え
方
は

ま
だ
熟
し
て
お
ら
ず
、
水
田
稲
作
農
業
を

始
め
た
縄
文
後
期
の
頃
か
ら
、
祖
先
崇
拝

の
意
識
が
現
れ
、
そ
れ
が
社
会
生
活
の
前

面
に
出
て
、
弥
生
時
代
に
入
っ
て
そ
れ
が

強
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て

い
る
。
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
？

　

縄
文
時
代
中
期
頃
か
ら
は
、
環
状
集
落

の
中
に
、
円
心
円
の
中
心
に
お
墓
が
造
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
お
墓
を
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
た
せ
て
造
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
？
現
代
の
お
墓
の
よ
う
に
、
祖
先
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
為
の
結
界

と
し
て
の
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
？
そ
こ
か
ら
祖
先
崇
拝
の
意
識

を
知
る
事
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
縄

文
時
代
の
人
々
は
、
宇
宙
そ
の
も
の
が
１

つ
の
魂
を
持
っ
た
生
命
体
で
あ
り
、
人
は

死
ん
だ
ら
、
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
か
ら
マ
ク

ロ
コ
ス
モ
ス
に
戻
る
と
考
え
て
い
た
の

で
、
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
生
活
の
場
か
ら

離
れ
る
、
即
ち
死
を
迎
え
る
事
に
対
し
て

殆
ど
恐
怖
心
を
抱
か
な
か
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。

　

と
す
る
と
墓
も
、
単
に
抜
け
殻
の
処
理

場
で
あ
っ
た
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ

う
。
確
か
に
縄
文
前
期
考
え
る
に
は
、
貝

塚
の
中
に
他
の
廃
棄
物
と
一
緒
に
死
体
が

葬
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。今
日
の
よ
う
に
、

現
世
と
来
世
と
の
結
界
と
し
て
の
お
墓
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と
い
っ
た
意
味
を
そ
こ
に
は
与
え
て
い
な

か
っ
た
し
、
祖
先
崇
拝
と
い
う
考
え
に
は

至
ら
な
か
っ
た
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な

い
か
と
今
の
と
こ
ろ
判
断
を
し
て
い
る
。

あ
る
意
味
で
「
宇
宙
即
我
」
で
あ
り
、「
過

去
→
現
在
→
未
来
」
の
流
れ
が
、「
瞬
間

の
連
続
が
永
遠
」
の
如
く
「
今
」
に
集
中

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
瞬
間
の
集
合

が
永
遠
で
あ
る
」
と
捉
え
る
と
、
今
が
大

事
に
な
る
し
、
今
に
過
去
も
未
来
も
存
在

す
る
事
を
考
え
る
事
が
出
来
る
の
だ
。

　

し
か
し
も
う
少
し
、
そ
の
点
を
考
え
て

み
よ
う
。
仮
に
人
間
以
外
の
動
植
物
に
祖

先
崇
拝
の
意
識
が
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
に

明
ら
か
に
何
ら
か
の
意
味
で
祖
先
崇
拝
の

意
識
が
あ
っ
た
証
拠
と
な
る
。
明
ら
か
に

縄
文
中
期
以
降
は
、
そ
こ
に
意
味
を
持
た

さ
れ
た
形
で
祭
祀
が
な
さ
れ
始
め
て
い

る
。

　

少
な
く
と
も
他
の
ご
み
処
理
場
と
墓
場

と
を
分
離
し
て
い
た
と
い
う
事
は
、
何
ら

か
の
区
別
の
意
識
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
死
体
を
廃
棄
物
の
よ
う

な
物
と
し
て
で
は
な
く
、
何
か
別
の
意
味

を
持
っ
て
い
た
と
考
え
始
め
た
と
理
解
出

来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
意
識
が
祖

先
崇
拝
な
の
か
、
人
間
と
し
て
の
よ
り
抽

象
的
な
形
で
の
墓
の
建
造
で
あ
っ
た
の

か
？
そ
れ
は
も
う
少
し
研
究
、
考
察
を
続

け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

少
な
く
と
も
初
期
の
縄
文
時
代
の
人
々

の
生
活
は
、
原
始
的
狩
猟
と
採
集
生
活
で

あ
り
、
タ
ヌ
キ
、
猪
、
鹿
、
熊
等
を
捕
ら

え
て
肉
と
し
て
食
べ
、
ク
リ
や
ド
ン
グ

リ
、
そ
し
て
海
や
川
、
湖
沼
の
魚
類
、
特

に
貝
類
、
そ
れ
を
採
集
す
る
活
動
が
主
体

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
自

然
と
の
関
り
は
密
接
で
あ
り
、
自
然
に
自

然
の
巨
大
さ
や
神
秘
さ
や
恐
怖
心
や
畏
怖

心
を
抱
い
た
事
は
容
易
に
想
像
で
き
る
事

で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
自
然
崇
拝
は
強

ま
っ
て
い
き
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
口
伝
え

の
民
話
が
生
じ
、
そ
れ
ら
が
更
に
発
展
し

て
、
神
話
の
原
初
的
形
態
と
し
て
の
物
語

が
芽
生
え
始
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
の
結
論
は
、
縄
文
時
代
を
一
区

分
と
し
て
、
祖
先
崇
拝
の
観
点
か
ら
は
語

ら
ず
、
草
創
期
、
早
期
、
初
期
、
中
期
、

後
期
、
晩
期
と
６
区
分
し
、
中
期
以
降
に

祖
先
崇
拝
は
徐
々
に
強
ま
っ
て
い
き
、
後

期
、
晩
期
に
は
か
な
り
の
明
瞭
に
あ
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
と
捉
え
る
。

（
２
）
水
田
稲
作
農
業
と

　
　
　
　
　
　

祖
先
へ
の
感
謝

　

次
に
祖
先
崇
拝
と
密
接
な
関
係
を
持
つ

水
田
稲
作
農
業
を
見
て
い
こ
う
。

　

当
初
の
水
田
稲
作
農
業
は
、
お
そ
ら
く

人
工
的
な
整
っ
た
水
田
で
は
な
く
、
今
日

東
南
ア
ジ
ア
の
一
部
で
、
自
然
の
中
に
出

来
た
湿
地
帯
の
水
溜
り
も
ど
き
の
所
で
、

何
と
な
く
開
始
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
水
溜
り
の
中
に
、
自

然
と
稲
が
出
来
て
い
た
の
を
見
つ
け
、
そ

れ
を
徐
々
に
人
工
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
で
は
余
り
、

祖
先
崇
拝
の
感
情
は
強
く
な
ら
な
い
だ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
昔
は
、
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
を

自然崇拝と祖先崇拝は、いつ頃日本社会に誕生し、根付いたのか

も
当
初
か
ら
そ
の
意
識

は
備
わ
っ
て
い
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
故
、
縄
文
前

期
ど
こ
ろ
か
、
も
っ
と

以
前
か
ら
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
確
か
に
、
動

物
に
も
、ラ
ク
ダ
の
墓
、

ラ
イ
オ
ン
の
墓
、
ゾ
ウ

の
墓
の
よ
う
に
は
存
在

し
て
い
た
。群
と
し
て
、

あ
る
い
は
個
体
と
し
て

存
在
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
儀
式
は

見
ら
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
は
縄
文
時
代

に
墓
場
は
あ
っ
た
が
、

そ
こ
で
何
ら
か
の
祖
先

崇
拝
の
儀
式
を
行
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
？
そ

う
し
た
儀
式
で
あ
れ
ば
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一
緒
に
し
て
石
器
時
代
と
呼
ん
で
い
た

が
、徐
々
に
区
別
す
る
考
え
方
が
強
ま
り
、

そ
れ
を
画
期
的
に
進
歩
せ
し
め
た
の
が
、

静
岡
県
の
登
呂
遺
跡
で
あ
り
、
そ
の
遺
跡

に
弥
生
時
代
の
水
田
稲
作
農
業
を
、
そ
っ

く
り
再
現
し
て
い
る
場
所
が
あ
る
。
弥
生

時
代
の
前
期
の
頃
の
水
田
は
、
水
深
が
深

く
、
丸
太
柵
を
用
い
て
栽
培
を
行
っ
て
い

た
と
そ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
る
し
、
実
際

に
そ
の
姿
を
再
現
し
て
見
せ
て
い
る
。
今

日
の
水
田
と
全
く
初
期
に
自
然
の
水
田
と

の
中
間
の
形
と
理
解
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　

人
工
的
な
水
田
を
造
る
と
す
れ
ば
、
人

が
田
に
入
っ
て
仕
事
を
す
る
上
で
都
合
の

良
い
よ
う
に
す
る
筈
で
あ
る
。
明
ら
か
に

そ
ん
な
に
深
い
水
田
を
造
ら
な
い
筈
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
水
田
も
時
代
と
共
に
手
が

入
れ
ら
れ
、
今
日
の
よ
う
な
一
種
の
工
場

の
よ
う
な
水
田
へ
と
発
展
し
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
莫
大
な
祖
先
の
努
力

が
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
よ
り
進
化
し

た
水
田
を
造
る
ま
で
に
は
、
そ
し
て
品
種

を
造
る
に
は
、
何
世
代
も
の
祖
先
達
の
努

力
が
必
要
と
な
る
。

　

例
え
ば
、
水
田
稲
作
が
出
来
る
よ
う
に

な
る
ま
で
の
努
力
を
見
て
み
よ
う
。

　

今
日
の
よ
う
な
水
田
稲
作
農
業
が
出
来

上
が
る
為
に
は
、
日
本
の
自
然
の
特
殊
事

情
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
苦
労
と
工
夫
が

不
可
避
で
あ
っ
た
。

①
ど
う
や
っ
て
近
く
の
川
か
ら
水
を
引
く

か
（
堰
）

②
上
流
か
ら
下
流
に
行
く
に
つ
れ
て
、
水

が
配
分
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。（
特

に
水
量
が
少
な
い
。
干
ば
つ
の
時
）

③
日
本
の
河
川
は
、
水
の
多
い
時
と
少
な

い
時
の
差
が
大
き
い 

（
河
川
係
数
が
大
き

い
の
で
、水
量
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
難
し
い
。

こ
れ
を
ど
う
配
慮
す
る
か
）

④
日
照
り
と
長
雨
に
は
、
ど
う
対
応
す
る

か
？ (
用
水
の
造
成
）

⑤
台
風
や
洪
水
に
ど
う
対
応
す
る
の
か
？

（
貯
水
ダ
ム
の
建
設
）

⑥
日
本
は
山
が
国
土
の
３
分
の
２
で
、
平

地
が
少
な
い (

段
々
畑
や
耕
作
地
の
小
さ

い
水
田
）

⑦
稲
の
品
種
改
良　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧
耕
作
用
具
の
開
発

⑨
肥
料
の
研
究
、
開
発
と
収
穫
方
法

⑩
保
存
方
法
の
開
発　

⑪
調
理
の
開
発

⑫
ｅ
ｔ
ｃ
．

　

こ
う
し
た
難
し
い
困
難
な
問
題
に
実
際

に
対
応
す
る
に
は
、
ひ
と
世
代
の
み
で
は

な
く
、
何
世
代
も
の
長
い
間
の
開
拓
の
不

断
の
努
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、
秋
の
五
穀

豊
穣
の
為
に
は
、
お
天
道
様
が
微
笑
ん
で

く
れ
る
事
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
、
ま
さ
に

「
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
」
で
あ

り
、
こ
れ
も
日
本
人
の
精
神
の
中
で
深
く

根
付
い
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
諸
問
題
を
解
決
し
て
、
水
田

稲
作
農
業
が
進
ん
で
い
く
に
は
、
何
世
代

も
の
努
力
の
継
続
が
あ
り
、
自
ら
の
祖
先

の
苦
労
の
結
果
と
し
て
今
日
が
あ
る
事
に

な
る
。そ
れ
は
自
ら
祖
先
崇
拝
に
な
る
し
、

祖
先
を
尊
ぶ
こ
と
に
な
る
。
粗
末
に
し
た

り
、
無
視
し
た
り
す
る
と
、
厳
し
い
祟
り

が
下
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。

　

自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
と
が
共
に
、
日

本
人
の
水
田
稲
作
農
業
主
体
の
生
活
の
中

で
は
、
極
め
て
重
要
な
営
み
と
な
っ
て
い

く
。
そ
う
し
た
状
況
の
下
に
、
水
田
稲
作

農
業
で
は
、
運
命
共
同
体
と
し
て
の
村
落

の
中
で
、
日
々
の
ケ
の
感
謝
の
営
み
と
共

に
、
春
の
祈
願
祭
や
秋
の
収
穫
祭
が
ハ
レ

の
行
事
と
し
て
な
さ
れ
る
事
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

少
な
く
と
も
『
古
事
記
』
の
中
に
は
、

弥
生
式
水
田
稲
作
農
業
が
誕
生
す
る
ま
で

の
経
緯
が
、
神
生
み
の
系
譜
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
そ
こ
に
は
自
然
崇

拝
と
祖
先
崇
拝
と
が
見
ら
れ
る
。
歴
史
学

者
は
『
古
事
記
』
の
よ
う
な
神
話
の
誕
生

す
る
前
に
、
昔
の
人
々
は
、
生
活
す
る
上

で
の
多
く
の
問
題
を
教
訓
に
し
、
そ
れ
を

『
民
話
』
と
し
て
作
り
上
げ
、
そ
れ
を
更

に
口
伝
え
に
伝
え
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ

れ
が
集
約
さ
れ
て
神
話
と
な
り
、
更
に
体

系
化
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
宗
教
に
な
っ
て
い

く
と
分
析
し
た
。「
神
道
は
宗
教
で
は
な

い
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、「「
宗
」

と
は
、
元
の
元
の
教
え
、
そ
れ
を
文
書
化

し
た
も
の
が
「
教
」
で
あ
る
。
そ
の
立
場

か
ら
神
道
は
宗
で
あ
る
」
と
す
る
考
え
方

も
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
狩
猟
生
活
に
お
い
て
は
、

あ
る
い
は
焼
畑
農
業
の
よ
う
に
人
為
の
余

り
入
ら
な
い
食
料
調
達
の
方
法
で
生
活
を

成
り
立
た
し
め
て
い
た
民
族
に
は
、
祖
先

崇
拝
の
意
識
は
薄
い
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
。

（
３
）
仏
教
と
の
邂
逅

　

そ
う
し
た
縄
文
時
代
か
ら
の
自
然
崇
拝

と
水
田
稲
作
農
業
の
始
ま
っ
た
頃
か
ら
の

祖
先
崇
拝
、
そ
し
て
弥
生
時
代
に
入
っ
て

か
ら
の
両
者
の
社
会
的
営
み
へ
の
昇
華
と

共
に
、
Ａ
Ｄ
３
０
０
年
代
に
入
っ
て
来
た

仏
教
は
、
こ
う
し
た
日
本
人
の
神
道
的
な

自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
と
自
然
に
融
合
し



これからの時代、
世界的に重要となる
自然崇拝と祖先崇拝について

53 ●月刊公論　2024. 3

て
い
く
。
そ
し
て
、
聖
徳
太
子
の
登
場
に

よ
り
公
的
に
〝
神
仏
の
摺
合
〟
が
な
さ
れ
、

よ
り
洗
練
さ
れ
た
形
で
自
然
崇
拝
と
祖
先

崇
拝
と
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
以
降
の
日
本

人
の
精
神
の
基
盤
と
な
っ
た
。

　

こ
の
辺
り
の
事
は
、
僧
侶
で
も
あ
る
小

川
敬
史
氏
の
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
で
巧
み

に
対
比
的
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
の
で
借
用

し
て
、
本
論
で
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

そ
こ
で
も
弥
生
時
代
の
水
田
稲
作
農
業

の
展
開
と
共
に
、
自
然
崇
拝
に
加
え
て
、

祖
先
崇
拝
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
記
載
さ

れ
て
い
る
が
、
本
論
の
冒
頭
で
私
の
疑
問

を
呈
し
た
の
は
、「
縄
文
人
に
祖
先
崇
拝

が
あ
っ
た
の
か
？
」
で
あ
り
、
そ
の
為
に

動
植
物
の
意
志
ま
で
遡
っ
て
触
れ
た
が
、

正
直
な
と
こ
ろ
、
今
の
私
の
知
識
で
は
、

そ
の
答
え
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
ま
で

た
事
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
あ

る
。

（
４
）
日
本
人
の
自
然
崇
拝
と

　
　
　
　
　
　
　

祖
先
崇
拝
の
形

　

水
田
稲
作
農
業
の
更
な
る
展
開
に
よ

り
、
群
れ
→
集
落
→
村
落
→
街
→
都
市
と

人
口
の
増
加
と
共
に
、
生
活
空
間
も
拡
大

し
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
自
然
崇
拝

と
祖
先
崇
拝
の
形
が
次
第
に
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
か
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
の
姿
、
形
を
整
え
て

い
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
を
少
し
見
て
み
よ

う
。

　

私
の
生
ま
れ
た
家
に
は
、神
棚
が
あ
り
、

毎
朝
父
親
が
朝
神
饌
と
し
て
、
小
さ
な
器

に
ご
飯
と
み
そ
汁
を
入
れ
て
捧
げ
、
朝
の

挨
拶
を
し
て
、そ
れ
か
ら
朝
食
が
始
ま
り
、

１
日
が
始
ま
る
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。

神
道
と
比
べ
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
と
共

に
、「
教
」
と
し
て
万
巻
の
書
物
と
な
っ

て
お
り
、
人
々
や
後
世
に
伝
え
る
の
に
は

る
か
に
便
利
で
有
効
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
為
に
聖
徳
太
子
は
積
極
的
に
仏
教

を
導
入
し
、神
道
と
摺
合
し
、国
体
を
し
っ

か
り
さ
せ
る
と
共
に
、
国
政
を
強
化
し
て

い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

仏
教
が
神
道
と
比
べ
て
、
そ
の
価
値
が

認
め
ら
れ
た
の
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人

間
の
業
や
罪
や
罰
に
触
れ
る
と
共
に
、
ど

う
や
っ
て
心
の
安
寧
を
得
る
か
の
方
法
論

を
人
々
に
提
示
し
て
い
る
事
で
も
あ
っ

た
。
も
ち
論
、
神
道
に
お
い
て
も
、
そ
れ

に
近
い
も
の
は
あ
っ
た
が
、
仏
教
程
体
系

化
し
、
格
式
化
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
神
道
に
も

仏
教
を
受
け
入
れ
る
下
地
が
十
分
に
あ
っ

神　道 仏　教

畏
れ
る

亡くなったばかりの魂は
稀に荒々しく、
尊りをなす「死霊」とな
る

罪を背負ったまま亡く
なった先祖様は、来世で
苦しんでしまう
このままでは災いが振り
かかってくるかも知れな
い

祀
る

魂は祭祀する事によって
浄化される

御先祖様の罪を消す為
に、供養をする

鎮
ま
る

浄化された魂は「祖霊」
となり、神に導かれて「神
霊」となる

御先祖様は供養される事
で、苦しみから解放され
る

恩
恵
を
受
け
る

祖となったご先祖様は、
我々に恩恵を下さる

苦しみから解放されて、
ご先祖様は喜び、我々に
恩恵を下さる

洗練された自然崇拝と祖先崇拝
が形成され日本人の精神の基盤
となった

で
、
到
着
し
て
い
な
い
。

そ
れ
故
、
疑
問
を
残
し
た

ま
ま
で
あ
る
。

　

話
し
を
戻
す
が
、
こ
の

日
本
の
自
然
崇
拝
と
祖
先

崇
拝
と
仏
教
の
親
和
性
を

語
っ
た
が
、
明
ら
か
に
仏

教
は
、
人
間
の
知
識
と
い

う
体
系
か
ら
は
、
日
本
の
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お
そ
ら
く
弥
生
時
代
の
人
々
も
似
た
よ
う

な
営
み
に
よ
っ
て
祖
先
を
日
々
の
生
活
の

中
で
奉
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？
但
し
現
代
の
よ
う
な
立
派
な
神
棚
で

は
な
く
、
極
め
て
自
然
の
形
の
ま
ま
の
器

物
を
家
族
の
近
く
の
高
い
場
所
に
置
き
、

祀
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
自
然
崇
拝
に
関
し
て
は
、
縄
文

時
代
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
縄
文
時
代

の
人
々
が
全
て
の
存
在
を
同
等
と
見
做

し
、「
円
」
の
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
に
精

霊
と
し
て
の
存
在
価
値
を
見
出
し
、
全
て

と
の
共
生
の
考
え
を
抱
い
た
。
そ
こ
で
は

明
ら
か
に
自
然
崇
拝
が
あ
っ
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
縄
文
時
代
の
祖
先
崇
拝
に
関
し

て
は
、
前
述
の
如
く
年
代
と
共
に
変
化
を

し
、
１
万
５
０
０
０
年
前
く
ら
い
か
ら
始

ま
っ
た
初
期
縄
文
時
代
に
お
い
て
は
、
ま

だ
明
確
な
祖
先
崇
拝
は
無
く
、
徐
々
に
群

れ
か
ら
集
落
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
り
、

今
日
既
に
発
掘
さ
れ
、
か
な
り
解
明
さ
れ

て
い
る
中
期
（
前
５
０
０
０
年
頃
か
ら
）

以
降
の
縄
文
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
墓

の
作
り
方
か
ら
判
断
し
て
、
か
な
り
祖
先

崇
拝
が
祖
霊
信
仰
と
し
て
始
ま
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
弥
生

時
代
の
前
期
の
頃
か
ら
、
水
田
稲
作
が
本

格
的
に
な
り
、
社
会
構
築
も
か
な
り
の
レ

ベ
ル
に
至
っ
て
お
り
、
そ
の
頃
に
な
る
と

か
な
り
の
レ
ベ
ル
の
祖
先
崇
拝
が
始
ま
っ

て
い
た
よ
う
だ
。

　

そ
し
て
弥
生
時
代
に
な
る
と
、
水
田
稲

作
農
業
が
活
発
に
な
る
と
共
に
、
運
命
共

同
体
と
し
て
の
里
山
の
村
落
で
の
定
住
生

活
を
強
め
る
に
従
っ
て
、
祖
先
崇
拝
は
強

ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
家
父
長
制
を

ベ
ー
ス
と
し
た
孔
子
の
儒
教
が
加
わ
る
事

に
よ
っ
て
、
日
本
社
会
で
の
祖
先
崇
拝
は

必
須
の
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
っ
た
。
と

同
時
に
水
田
稲
作
農
業
の
発
達
は
、
人
口

増
と
生
活
空
間
の
都
市
化
を
進
め
、
更
に

人
間
を
他
の
自
然
と
違
っ
た
存
在
と
認

め
、
人
間
の
間
に
も
能
力
の
差
を
認
め
、

身
分
制
度
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
諸
々
の
モ
ノ
や
シ
ス
テ
ム
が
階
層
や

階
級
に
分
化
さ
せ
ら
れ
、
次
第
に
そ
の
形

を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
自
然
崇

拝
も
祖
先
崇
拝
も
同
様
で
あ
っ
た
。

（
５
）
自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
の

こ
れ
か
ら
の
地
球
上
で
の
大
切
さ

　
（
４
）
ま
で
で
自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝

の
誕
生
と
、
そ
の
背
景
を
見
て
き
た
。

　

私
は
こ
れ
か
ら
の
地
球
上
で
の
人
類
の

生
存
に
と
っ
て
、
日
本
人
の
築
き
上
げ
て

き
た
自
然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝（
祖
霊
崇
拝
）

と
が
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も

の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
残
念
な
事
に

明
ら
か
に
文
明
の
発
展
と
逆
比
例
し
て
、

そ
れ
ら
は
薄
ま
っ
て
い
る
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

科
学
技
術
文
明
が
明
治
維
新
に
導
入
さ
れ

て
か
ら
、
日
本
人
は
そ
の
文
明
に
酔
い
し

れ
、
明
治
の
末
頃
か
ら
は
、
自
然
崇
拝
も

祖
先
崇
拝
の
念
も
徐
々
に
薄
れ
て
し
ま

い
、
今
日
で
は
祖
先
に
対
し
て
の
崇
拝
の

念
を
抱
い
て
何
ら
か
の
対
応
し
て
い
る
若

者
は
、
あ
る
調
査
で
は
４
分
の
１
以
下
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て

墓
離
れ
が
生
じ
、
葬
儀
そ
の
も
の
が
簡
略

化
し
て
い
る
。

　

元
々
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
文
化
に
お
い
て

は
「
自
然
は
悪
魔
の
棲
み
家
で
あ
り
、
悪

の
根
源
で
あ
る
」
と
の
思
想
を
近
代
か
ら

現
代
近
く
ま
で
、
古
代
か
ら
延
々
と
有
し

て
い
て
、
い
か
に
自
然
を
克
服
す
る
か
の

立
場
で
、
文
明
文
化
を
築
い
て
き
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
部
の
詩
人
や
芸

術
家
の
一
部
の
自
然
へ
の
讃
美
は
あ
っ
た

も
の
の
、
自
然
全
体
を
好
ま
し
い
モ
ノ
と

し
て
捉
え
る
考
え
方
は
、
庶
民
の
生
活
の

日
々
の
中
に
入
っ
て
い
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
考
え
の
下
で
は
、
自
然
の

中
に
聳
え
立
つ
建
築
物
が
、
人
間
と
し
て

の
素
晴
ら
し
い
行
為
で
あ
り
、
自
然
を
克

服
し
た
象
徴
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
自
ら

の
中
に
一
神
教
を
定
立
し
、
そ
れ
と
の
関

係
で
自
ら
の
主
体
性
を
決
め
、
社
会
は
契

約
関
係
で
成
立
す
る
物
で
あ
っ
た
し
、
今

も
そ
う
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
そ
こ
に
は

一
部
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
然
崇
拝
の

考
え
は
殆
ど
無
か
っ
た
に
等
し
い
。

　

と
同
時
に
自
然
崇
拝
が
弱
か
っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
は
、
崇
拝
と

い
う
よ
り
も
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
権
威
付
け

の
為
の
も
の
で
あ
り
、
更
に
言
う
な
ら
ば

お
墓
が
個
々
人
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、

ひ
と
り
ひ
と
り
の
存
在
の
確
証
で
あ
り
、

そ
の
権
威
付
け
で
あ
っ
て
、
日
本
の
よ
う

な
祖
先
崇
拝
で
は
無
い
の
で
あ
る
。

　

何
故
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
祖
先
崇
拝
が
弱

か
っ
た
の
か
？
そ
れ
は
石
造
り
の
都
市

は
、長
年
の
住
民
の
努
力
の
結
晶
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
先
祖
へ
の
感
謝
が
あ
っ
て

当
然
な
の
で
あ
る
が
、
逆
に
石
造
り
で
あ

り
、
長
期
間
使
用
に
耐
え
る
の
で
、
１
つ

の
民
族
で
先
祖
代
々
所
有
し
て
い
た
も
の

で
も
な
い
し
、
多
く
の
戦
い
の
間
に
民
族

と
し
て
の
所
有
者
も
変
わ
っ
て
い
く
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
勝
利
者
の
所
有
物
に
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が
、
今
日
の
地
球
上
で
の
人
類
社
会
の
抱

え
て
い
る
大
問
題
は
、
何
よ
り
も
環
境
問

題
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
物
質
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
消
費
の
限
界
が
訪
れ
て
い
る
問
題

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
人
間
の

意
識
と
し
て
自
然
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
り
、
ど
の
よ
う
に
共
生
を
図

る
か
が
最
重
要
事
項
で
あ
る
。
我
々
の
祖

先
は
、
人
類
の
文
明
を
今
日
の
段
階
ま
で

展
開
す
る
努
力
を
し
て
き
た
が
、
大
き
な

問
題
も
同
時
に
残
し
て
し
ま
っ
た
。
極
端

神
の
下
に
置
く
よ
う
に
働
い
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
も
う
一
度
、
そ
こ
を
検
証
す
る

事
が
現
代
に
生
き
る
我
々
の
未
来
創
造
の

鍵
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

一
言
で
言
え
ば
、
近
代
文
明
の
展
開
と

共
に
、
人
間
が
自
然
か
ら
離
れ
、
人
工
化

さ
れ
た
文
明
世
界
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
然
と
の
共

生
ど
こ
ろ
か
、
自
然
を
略
奪
し
、
生
態
系

を
破
壊
し
、
異
常
気
象
を
招
き
、
下
手
を

す
る
と
自
ら
の
生
存
環
境
を
棲
め
な
く
な

る
ほ
ど
に
壊
し
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
地
球
上
全

て
の
人
々
や
国
々
が
、
自
然
崇
拝
と
祖
先

崇
拝
と
を
持
ち
、
自
然
と
の
共
生
を
試
み

て
き
た
日
本
の
歴
史
に
注
目
す
る
よ
う
に

な
り
、
１
万
５
０
０
０
年
も
続
い
た
縄
文

時
代
に
も
、
そ
の
視
線
が
集
中
し
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
時
代
を
迎
え
て
、
日
本
は
今

一
度
自
ら
が
昔
の
日
本
を
思
い
出
し
、
自

然
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
を
取
り
戻
し
、
世
界

の
人
々
に
そ
の
姿
を
見
せ
る
事
が
望
ま
れ

る
の
で
あ
る
。

　

何
故
世
界
中
が
、
縄
文
時
代
に
熱
い
視

線
を
浴
び
せ
る
か
を
、
次
の
稿
で
詳
し
く

考
察
を
し
て
い
き
た
い
。（

次
号
へ
続
く
）

代
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
有
名
寺
院
、
例

え
ば
イ
タ
リ
ア
の
サ
ン
マ
ル
コ
寺
院
、
ス

ペ
イ
ン
の
セ
ビ
リ
ア
の
カ
テ
ド
ラ
ル
、
ア

ル
ハ
ン
ブ
ラ
宮
殿
等
々
、
元
々
は
、
イ
ス

ラ
ム
教
や
そ
の
建
築
物
で
あ
り
、
キ
リ
ス

ト
教
が
造
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

キ
リ
ス
ト
教
の
進
出
に
よ
り
、
所
有
者
が

変
わ
る
と
共
に
、
一
切
の
内
装
に
手
が
入

れ
ら
れ
、変
造
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
建
築
物
に
祖
先
の
魂
を
入
れ
る

事
は
難
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

加
え
て
農
業
も
氷
河
期
に
破
れ
、
平
地

に
な
っ
た
貧
し
い
土
地
で
の
畑
作
の
為

に
、
水
田
稲
作
農
業
と
違
っ
て
、
か
な
り

自
然
の
ま
ま
で
あ
り
、
先
祖
か
ら
所
有
は

し
て
は
い
た
も
の
の
、
先
祖
の
血
や
汗
の

流
れ
た
畑
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
弱
い
。
む

し
ろ
三
圃
式
の
よ
う
に
、
畑
を
「
春
用　

冬
用　

休
耕
」
の
３
つ
に
分
け
、
連
作
に

よ
る
病
害
を
避
け
る
と
い
っ
た
、
自
然
の

利
用
以
上
の
も
の
と
し
て
高
度
に
祖
先
の

努
力
が
入
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で

あ
る
。

　

祖
先
の
名
誉
と
誉
は
固
持
す
る
が
、
そ

れ
は
先
祖
に
感
謝
す
る
と
し
て
も
そ
の
努

力
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
の
所
有
と
維
持

と
名
誉
に
対
し
て
で
あ
り
、
深
く
感
謝
す

る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
日
本
の
水
田
稲
作
農
業
は
、
日
本
の
自

然
の
厳
し
さ
も
あ
り
、
感
謝
す
る
に
余
り

有
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

従
っ
て
、
祖
先
崇
拝
に
お
い
て
、
そ
の

崇
拝
の
質
と
量
と
が
彼
我
に
お
い
て
大
き

な
違
い
が
あ
り
、
我
々
日
本
人
の
方
が
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
時
代
を
除
い
て
は
る
か
に

自
然
崇
拝
と
結
び
つ
い
て
い
た
祖
先
崇
拝

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
か
ら
が
本
節
の
主
題
で
あ
る

人間が自然から離れ下手をすると自らの生存環境を
棲めなくなるほどに壊してしまった

な
事
を
言
え
ば
、
農
業

の
開
始
が
環
境
破
壊
の

始
ま
り
で
も
あ
っ
た
の

だ
。

　

そ
う
し
た
事
態
に
対

し
、
我
々
は
祖
先
に
感

謝
す
る
と
共
に
、
何
が

今
日
の
問
題
を
生
み
出

し
た
の
か
、
そ
こ
に
は

先
祖
達
の
考
え
方
に
何

が
不
足
し
て
い
た
の
か

を
明
ら
か
に
し
て
修
正

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
内
容

が
キ
リ
ス
ト
教
を
支
配

し
、
全
て
の
自
然
を
も


