
一
、
野
生
と
の
出
会
い

　

昨
年
の
夏
、
二
〇
〇
一
年
七
月
三
十
一
日
の
朝
六
時
す
ぎ
、
い
ま

住
ん
で
い
る
神
奈
川
県
の
丹
沢
山
塊
の
東
の
は
ず
れ
に
あ
た
る
、
愛

甲
郡
愛
川
町
半
原
の
家
の
庭
先
で
、
野
生
の
狐
を
見
た
。
山
に
続
く

裏
の
細
い
道
の
草
む
ら
の
中
に
立
っ
て
い
る
、
正
面
向
き
の
姿
で
あ

る
。
た
か
だ
か
二
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
。
時
計
で

計
っ
た
ら
一
、
二
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
私
に
は
二
、
三
分
、

あ
る
い
は
三
、
四
分
も
向
き
合
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
た
。

　

ぴ
ん
と
立
っ
た
大
き
な
耳
が
、
印
象
的
で
あ
っ
た
。
顔
は
細
面
に

は
ち
が
い
な
い
が
、
意
外
な
ほ
ど
ふ
っ
く
ら
と
し
て
い
る
。
の
ど
も

と
か
ら
腹
に
か
け
て
の
真
白
い
毛
が
、
な
ん
と
も
愛
ら
し
い
。
ま
さ

に
狐
色
の
毛
並
が
、
つ
や
つ
や
と
か
が
や
く
。
少
し
上
向
き
に
じ
っ

と
な
に
か
を
見
て
い
る
眼
は
、
澄
ん
で
い
て
や
さ
し
い
。
私
は
狐
を

目
の
あ
た
り
に
し
て
お
ど
ろ
い
た
。
狐
が
こ
ん
な
に
か
わ
い
ら
し
く

て
、
親
し
み
深
い
獣
で
あ
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま

で
私
が
思
い
こ
ん
で
い
た
狐
の
姿
と
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。

　

キ
タ
ギ
ツ
ネ
の
映
像
を
見
る
た
び
に
、
な
ん
と
愛
く
る
し
い
獣
だ

ろ
う
か
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
ホ
ン
ド
ギ
ツ
ネ
の
絵

像
が
無
気
味
に
思
え
る
の
が
不
思
議
で
あ
っ
た
。
し
か
し
い
ま
ホ
ン

ド
ギ
ツ
ネ
に
出
会
っ
て
、
私
の
心
象
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
た
。
あ
ら
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た
め
て
写
真
集
＊

を
出
し
て
み
る
と
、
な
ん
と
か
え
っ
て
キ
タ
ギ
ツ

ネ
の
方
が
怪
異
的
で
あ
る
。
耳
の
先
や
眼
の
ふ
ち
の
黒
い
毛
が
、
無

気
味
さ
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。

＊
竹
田
津
実
『
キ
タ
キ
ツ
ネ
の
詩
』（
一
九
七
七
年
、
サ
ン
リ
オ
）
な

ど
。

　

こ
の
あ
と
十
一
月
に
、
紀
伊
半
島
の
山
の
中
の
生
活
に
体
験
的
に

く
わ
し
い
中
瀬
古
き
ぬ
恵
さ
ん
か
ら
、
熊
野
の
山
中
で
見
た
狐
の
印

象
を
聞
い
た
。
自
動
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
浮
か
び
あ
が
っ
た
狐
の

姿
は
、
と
っ
て
も
か
わ
い
ら
し
か
っ
た
と
い
う
。
野
生
の
狐
に
出
会

っ
て
親
し
み
を
感
じ
る
の
は
、
私
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
例
証
を
得

て
嬉
し
か
っ
た
。
狐
を
見
て
ど
う
感
じ
る
か
は
、
個
人
の
問
題
で
あ

る
。
し
か
し
狐
自
体
に
も
、
人
間
に
ど
ん
な
印
象
を
与
え
る
か
、
そ

れ
な
り
に
属
性
が
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

民
俗
学
に
は
、
自
然
と
人
間
と
の
接
点
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
領
域
が
多
い
。
そ
も
そ
も
民
俗
学
の
基
盤
に
な
る
「
村
」
そ
の
も

の
が
、
自
然
と
の
対
応
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
自
然
を
知
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
民
俗
学
の
因
果
律
に
よ
る
解
析
も
深
化
す
る
。
自
然
の
知

識
は
、
も
ち
ろ
ん
専
門
家
の
研
究
成
果
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
も
、
自
分
自
身
の
観
察
に
よ
る
演

習
が
必
要
に
な
る
。
村
人
の
暮
し
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
わ
れ
わ
れ

の
独
自
の
発
見
が
役
に
立
つ
こ
と
が
多
い
。

　

狐
と
人
間
と
の
交
渉
の
問
題
と
な
れ
ば
、
狐
の
生
態
を
知
る
こ
と

が
た
い
せ
つ
な
手
掛
り
で
あ
る
。
私
な
ど
は
愚
か
に
も
、
日
本
人
の

豊
か
な
狐
を
め
ぐ
る
信
仰
や
言
い
伝
え
は
、
単
純
に
、
狐
に
な
に
か

神
秘
的
な
挙
動
が
あ
っ
て
生
ま
れ
、
か
つ
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
ぐ
ら
い
に
漠
然
と
思
っ
て
き
た
。
し
か
し
自
然
の
ま
ま
の
狐
の

素
顔
を
知
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
狐
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
顔
に
す

ぎ
な
い
。
あ
ら
た
め
て
私
は
、
神
秘
的
な
狐
の
信
仰
も
、
あ
の
あ
ど

け
な
い
、
愛
ら
し
い
現
実
の
狐
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し

た
。

二
、
描
か
れ
た
虚
像

　

動
物
学
者
に
よ
る
と
、
狐
は
夜
行
性
で
は
あ
る
が
、
日
没
後
や
早

朝
に
よ
く
行
動
す
る
そ
う
で
あ
る
＊

。
繁
殖
期
や
子
育
て
期
に
は
、

昼
に
活
動
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
＊
＊

。
そ
う
す
る
と
、
わ
れ
わ

れ
の
先
祖
が
野
生
の
狐
を
見
る
機
会
は
、
そ
れ
ほ
ど
と
ぼ
し
く
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
私
が
出
会
っ
た
の
も
、
朝
早
く
で
あ
っ
た
。

日
が
落
ち
た
あ
と
で
は
、
ど
ん
ど
ん
暗
く
な
る
。
夜
が
明
け
て
す
ぐ
、

明
か
る
く
な
っ
て
き
た
と
き
が
、
人
間
が
狐
の
姿
を
見
る
貴
重
な
時
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間
帯
で
あ
っ
た
。

＊
増
井
光
子
『
日
本
の
動
物　

哺
乳
類
』
自
然
観
察
と
生
態
シ
リ
ー

ズ
・
一
〇
（
一
九
七
六
年
、
小
学
館
）
五
〇
頁
。

＊
＊
今
泉
吉
典
「
キ
ツ
ネ
」『
日
本
大
百
科
全
書
』
第
六
巻
（
一
九
八

五
年
、
小
学
館
）
五
九
三
頁
。

　

日
本
人
の
狐
観
に
は
、
そ
う
し
た
狐
と
の
出
会
い
の
時
の
体
験
が
、

反
映
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
現
代
で
は
、
狐
を
見
た
と

い
う
人
は
思
い
の
ほ
か
少
い
。
自
分
の
周
囲
の
人
に
尋
ね
て
み
た
が
、

七
、
八
十
歳
の
世
代
で
も
、
狐
を
見
た
と
い
う
こ
と
さ
え
聞
か
な
い

と
い
う
人
が
多
い
。
せ
い
ぜ
い
一
目
見
た
と
い
う
人
が
、
た
ま
に
い

る
く
ら
い
で
あ
る
。
私
の
よ
う
に
、
狐
と
じ
っ
く
り
向
き
合
っ
た
と

い
う
人
は
ま
ず
い
な
い
。
自
然
の
狐
に
出
会
う
こ
と
は
、
め
っ
た
に

な
い
こ
と
ら
し
い
。

　

専
門
家
の
書
い
た
動
物
誌
で
も
、
自
然
の
中
の
狐
の
姿
を
具
体
的

に
伝
え
た
記
述
は
、
意
外
な
ほ
ど
少
い
＊
。
巣
穴
と
か
糞
と
か
足
跡

と
か
、
狐
を
見
な
く
て
も
わ
か
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
民
俗
学
に
と

っ
て
は
、
村
人
が
経
験
し
て
伝
え
て
き
た
、
耳
で
聞
く
観
察
記
も
貴

重
で
あ
る
が
、
そ
の
種
の
記
録
で
も
、
狐
に
つ
い
て
は
神
秘
的
な
話

題
ば
か
り
が
目
立
つ
＊
＊
。
今
日
で
は
自
動
シ
ャ
ッ
タ
ー
で
生
態
の

写
真
を
撮
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
写
真
家
も
狐
を
映
す
こ

と
の
む
ず
か
し
さ
を
語
っ
て
い
る
＊
＊
＊

。

＊
増
井
・
前
掲
書
、
朝
田
稔
『
日
本
の
哺
乳
動
物
』（
一
九
七
七
年
、

玉
川
大
学
出
版
部
）、
今
泉
・
前
掲
書
な
ど
。

＊
＊
向
山
雅
重
『
山
村
小
記
』（
一
九
四
一
年
﹇
再
版
﹈
一
九
四
二
年
、

山
村
書
院
）、
松
山
義
雄
『
山
村
動
物
記
』（
一
九
四
三
年
、
山
岡

書
店
）
な
ど
。

＊
＊
＊
田
中
光
常
『
野
生
動
物
を
追
っ
て
』（
一
九
七
一
年
、
小
峰
書

店
）。

　

一
九
四
六
年
ご
ろ
、
学
校
へ
の
行
き
帰
り
に
通
る
家
で
、
生
け
捕

り
に
し
た
狐
を
庭
先
に
飼
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
帰
り
に
、
友
だ

ち
と
す
わ
り
こ
ん
で
、
狐
を
じ
っ
く
り
と
見
て
い
た
こ
と
も
何
度
か

あ
っ
た
。
狐
は
鉄
の
杭
に
鎖
で
つ
な
が
れ
て
い
て
、
た
だ
歩
き
ま
わ

る
か
、
す
わ
っ
て
い
る
か
し
て
い
た
覚
え
が
あ
る
。
子
ど
も
心
に
、

野
獣
ら
し
い
し
ゃ
き
っ
と
し
た
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
、
自
由
が
な
い

せ
い
で
あ
ろ
う
か
な
ど
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
の
と
き
に
は
、
従
来
の
自
分
の
狐
の
心
象
と
違
っ
て
い
る

と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
い
ま
ま
で
書
物
な
ど
で
見
知
っ
て
き
た
狐
を
、

野
生
の
狐
で
検
証
し
て
い
る
こ
と
が
誇
ら
し
か
っ
た
。
野
生
の
本
物

の
狐
を
見
て
い
る
と
い
う
感
動
が
あ
っ
た
。
し
か
し
今
度
、
自
然
の

中
の
狐
に
出
会
っ
て
、
あ
の
と
き
の�
が
れ
た
狐
は
、
す
で
に
自
然
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の
ま
ま
で
は
な
か
っ
た
と
痛
切
に
感
じ
る
。
凜
と
し
た
や
さ
し
さ
と

は
異
っ
て
、
全
体
に
ぐ
っ
た
り
と
し
て
い
た
。
少
く
と
も
、
生
気
み

な
ぎ
る
姿
で
は
な
か
っ
た
。

　

私
な
ど
は
稲
荷
社
の
前
に
飾
ら
れ
て
い
る
狐
の
像
や
、
書
物
の
絵

や
写
真
な
ど
で
狐
の
姿
を
心
に
描
い
て
き
た
が
、
こ
の
二
度
の
生
き

て
い
る
狐
と
の
出
会
い
か
ら
、
江
戸
時
代
以
来
わ
れ
わ
れ
が
狐
と
し

て
見
て
き
た
彫
像
や
絵
画
は
、
自
然
の
姿
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
は
じ
め
て
い
る
。
一
瞬
目
に
と
ま
っ
た

狐
を
描
い
た
ク
ロ
ッ
キ
ー
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ふ
つ
う
に
は

モ
デ
ル
に
す
る
こ
と
が
困
難
な
狐
で
あ
っ
て
み
る
と
、
写
生
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
当
然
飼
っ
て
い
る
狐
か
死
ん
だ
狐
を
写
す
こ
と
に
な
る
。

三
、
闇
の
中
に
生
き
る

　

狐
と
い
え
ば
、
日
本
の
村
で
は
、
も
っ
と
も
身
近
に
話
題
に
な
る

獣
で
あ
る
。
し
か
も
人
を
化
か
す
と
い
っ
て
、
怪
異
な
獣
の
代
表
で

あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
人
間
と
重
な
る
か
の
よ
う
に
棲
み
な

が
ら
、
ほ
と
ん
ど
白
日
の
下
に
は
姿
を
現
わ
さ
ず
、
闇
の
中
の
存
在

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
狐
は
不
可
視
の
世
界
に
あ
っ
て
、
つ
ね

に
人
間
に
存
在
感
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
闇
の
部
分
が
、
村
人
の
非

現
実
的
な
虚
像
の
世
界
を
支
え
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

数
日
前
、
半
原
で
鉄
砲
ぶ
ち
（
猟
師
）
か
ら
聞
い
た
と
い
う
狐
の

話
を
教
わ
っ
た
。
狐
は
だ
ま
す
の
が
う
ま
い
と
い
う
。
狐
は
逃
げ
る

と
き
に
、
道
を
真
直
に
行
き
、
途
中
か
ら
折
り
返
し
て
来
て
少
し
も

ど
る
と
、
横
道
に
そ
れ
て
し
ま
う
。
犬
は
狐
の
に
お
い
を
追
っ
て
、

ど
こ
ま
で
も
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
ん
で
行
く
の
で
、
狐
を
捕
る
こ
と
が

で
き
な
い
そ
う
で
あ
る
。
き
っ
と
狐
に
は
、
こ
ん
な
ず
る
賢
い
習
性

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

鉄
砲
ぶ
ち
は
、
闇
の
中
の
世
界
に
い
る
狐
を
撃
つ
の
が
仕
事
で
あ

る
。
姿
を
見
な
い
ま
ま
、
狐
と
接
触
す
る
機
会
を
つ
く
る
。
い
わ
ば

狐
の
虚
像
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
こ
の
狐
の
知
恵
も
、
人
間
か
ら

い
え
ば
化
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
狐
の
神
秘
性
の
最
初
の
体

験
者
は
、
猟
師
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
狐
を
仕
と
め
る
、
と
ら

え
る
。
狐
の
非
野
生
の
姿
態
を
、
具
体
的
に
提
供
す
る
の
も
猟
師
で

あ
る
。
日
本
人
の
狐
を
め
ぐ
る
精
神
文
化
は
、
犬
を
つ
か
う
狩
猟
の

時
代
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
最
近
、
半
原
の
五
十
歳
代
の
人
か
ら
、
キ
ツ
ネ
ッ
ピ
（
狐

火
）
の
体
験
譚
を
い
く
つ
も
聞
い
た
。
一
つ
は
、 

経  
ケ  
岳 
と
い
う

き
ょ
う 

が 

た
け

山
の
稜
線
に
、
火
が
点
々
と
と
も
っ
て
い
る
の
を
見
た
と
い
う
。
ま

た
、
月
が
出
て
い
る
夜
に
、
も
う
一
つ
、
向

 
  

山

む
か
い   

か
ら
大
き
な
月
が

や
ま
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上
っ
て
来
る
の
を
隠
   

川
お
ん   

で
見
た
と
い
う
話
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
不

が
わ

思
議
な
こ
と
に
、
月
が
二
つ
に
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
人

が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
畑
仕
事
の
手
伝
い
に
行
っ
た
と
き
の
体
験
談
で

あ
る
。
夕
方
仕
事
を
終
わ
っ
て
、
み
ん
な
で
家
路
に
つ
い
た
。
途
中

ま
で
来
る
と
、
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
先
の
大
き
な
モ
ミ
ソ
（
モ
ミ
）

の
木
の
茂
み
の
中
ほ
ど
に
、
炎
が
燃
え
あ
が
っ
て
い
る
の
を
見
た
と

い
う
。

　

こ
の
人
は
狐
火
の
存
在
を
、
か
た
く
信
じ
て
い
る
。
ど
の
と
き
も
、

一
人
で
見
た
の
で
は
な
く
、
何
人
も
の
人
が
い
っ
し
ょ
に
見
て
い
る

か
ら
、
そ
の
事
実
は
確
か
で
あ
る
と
い
う
。
モ
ミ
ソ
の
木
の
怪
火
の

と
き
は
、
朝
そ
の
木
の
下
を
通
っ
た
人
が
、
犬
の
よ
う
な
獣
を
見
か

け
た
と
い
う
か
ら
、
狐
が
化
か
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、
ど
う
や

っ
て
狐
は
人
を
化
か
す
の
だ
ろ
う
か
、
と
私
に
問
い
か
け
る
。
現
代

で
も
、
狐
火
を
疑
わ
な
い
ほ
ど
の
体
験
者
が
い
る
こ
と
が
貴
重
で
あ

る
。

　

夜
の
怪
火
を
狐
の
せ
い
に
す
る
伝
え
は
、
め
ず
ら
し
く
な
い
。
不

思
議
な
こ
と
は
狐
の
仕
業
に
す
る
だ
け
と
も
お
も
え
る
が
、
そ
う
考

え
る
こ
と
自
体
が
、
狐
を
怪
異
な
獣
と
す
る
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る
。

狐
の
存
在
が
火
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
狐
が
闇
の

中
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
あ
か
し
で
あ
る
。
光
の
部
分
と
闇
の
部
分

と
の
均
り
合
い
に
よ
り
、
現
実
の
狐
も
非
現
実
の
狐
も
、
そ
の
存
在

を
示
し
て
い
た
。

四
、
お
穴
さ
ま
の
信
仰

　

愛
甲
郡
の
す
ぐ
北
に
続
く
津
久
井
郡
の
川
尻
の
人
で
、
村
の
伝
え

に
く
わ
し
い
安
西
勝
さ
ん
も
、
狐
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
＊

。

一
九
四
八
、
九
年
の
こ
と
、
陸
   

稲
お
か   

が
色
づ
く
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
朝
早

ぼ

く
、
八
幡
前
の
深
っ
堀
を
通
り
か
か
る
と
、
目
の
前
に
大
き
な
犬
が

飛
び
出
し
た
。
毛
の
色
は
白
っ
ぽ
く
、
首
か
ら
尾
ま
で
平
ら
に
し
て
、

矢
の
よ
う
に
と
い
う
た
と
え
そ
の
ま
ま
に
、
陸
稲
の
畑
を
苦
   

久

に
が   

保
く   

稲
ぼ

荷
に
向
か
っ
て
泳
ぐ
よ
う
に
消
え
た
。

＊
安
西
勝
「
城
山
博
物
記
鳥
獣
篇�
」『
鉄
筆
雑
志
』
第
三
号
（
一
九

六
五
年
、
私
家
版
）
七
五
頁
、
直
話
で
も
聞
く
。

　

あ
っ
と
い
う
ま
の
出
来
ご
と
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
も
犬
と
は
違
う
。

背
を
少
し
も
波
う
た
せ
ず
、
ふ
さ
ふ
さ
と
豊
か
な
尾
を
煙
の
よ
う
に

な
び
か
せ
て
い
て
、
い
か
に
も
美
し
か
っ
た
。
村
の
人
は
、
そ
れ
が

狐
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
苦
久
保
稲
荷
の
森
に
は
狐
の
穴
が

あ
っ
て
、
年
経
た
狐
が
棲
ん
で
い
る
と
い
う
伝
え
が
あ
り
、
安
西
さ

ん
が
見
た
狐
は
、
そ
の
稲
荷
さ
ま
の
使
い
の
狐
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
霊
狐
の
大
和
絵
で
も
見
て
い
る
よ
う
な
話

で
あ
る
。

　

狐
と
い
え
ば
お
稲
荷
さ
ま
、
お
稲
荷
さ
ま
と
い
え
ば
狐
と
い
う
よ

う
に
、
狐
と
稲
荷
の
神
と
は
一
つ
の
神
格
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

も
と
も
と
は
狐
の
穴
を
ま
つ
る
信
仰
が
、
稲
荷
の
神
に
結
び
つ
い
た

も
の
ら
し
い
。
本
社
の
伏
見
の
稲
荷
大
社
で
も
、
狐
の
神
を
ま
つ
る

白
狐
社
に
は
、
う
し
ろ
に
狐
の
穴
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
稲
荷
大

社
で
は
、
そ
の
発
祥
の
地
と
伝
え
る
稲
荷
山
の
山
頂
に
は
、
オ
ツ
カ

と
い
っ
て
三
つ
の
塚
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
白
狐
社
の

元
宮
に
あ
た
る
命
婦
社
を
ま
つ
る
命
婦
塚
も
あ
っ
た
＊

。

＊
大
貫
真
浦
編
『
稲
荷
神
社
志
料
』（
一
九
〇
四
年
、
私
家
版
）
三
七

二
―
三
、
三
九
七
―
八
。

　

東
京
の
羽
田
空
港
の
敷
地
に
か
か
っ
て
話
題
に
な
っ
た
穴
   

森
あ
な   

稲
荷

も
り

も
、
も
と
も
と
は
、
遠
浅
の
浜
に
茂
っ
た
芦
原
の
中
に
あ
っ
た
、
狐

の
穴
を
拝
む
信
仰
に
由
来
し
て
い
た
。
湿
地
の
芦
の
中
に
敷
き
並
べ

た
板
の
道
を
た
ど
っ
て
、
や
っ
と
お
参
り
す
る
よ
う
な
場
所
で
、
オ

ア
ナ
サ
マ
と
呼
ん
で
い
た
そ
う
で
あ
る
。
斎
藤
幸
成
父
子
三
代
の

『
江
戸
名
所
図
会
』（
一
八
三
四
・
六
年
刊
）
に
は
、
い
ま
の
上
野
公
園

に
あ
っ
た
忍
   

岡

し
の
ぶ
が   

稲
荷
を
、
世
に
穴
の
稲
荷
と
呼
ぶ
と
あ
る
。
こ
れ

お
か

も
オ
ア
ナ
サ
マ
の
信
仰
の
一
例
で
あ
ろ
う
。

　

稲
荷
の
神
の
狐
の
信
仰
が
、
伏
見
の
大
社
以
来
、
狐
の
穴
を
ま
つ

る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
闇
に
隠
れ
て
い
る

が
ゆ
え
に
神
秘
的
で
あ
る
か
に
み
え
る
狐
を
、
狐
の
穴
と
い
う
現
実

の
光
の
部
分
で
崇
拝
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
信
仰

は
実
像
の
世
界
に
あ
っ
た
。
安
西
勝
さ
ん
の
川
尻
の
聞
き
書
き
に
は
、

狐
が
出
産
す
る
と
、
穴
の
入
口
に
重
箱
に
入
れ
た
赤
飯
を
供
え
る
風

習
が
あ
っ
た
と
い
う
＊
。
狼
に
つ
い
て
も
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、

注
意
す
べ
き
習
俗
で
あ
る
。

＊
安
西
・
前
掲
書
、
七
八
頁
。

　

私
が
学
ん
だ
県
立
厚
木
高
校
の
敷
地
の
一
部
分
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
、
狐
塚
と
い
う
ち
ょ
っ
と
し
た
塚
が
あ
っ
た
。
狐
の
穴
が
あ
る
か

ら
狐
塚
と
呼
ぶ
の
だ
と
、
先
輩
は
伝
え
て
い
た
。
相
模
川
の
平
野
に

臨
む
台
地
の
縁
に
あ
た
っ
て
い
る
。
狐
塚
と
い
う
小
地
名
は
、
狐
が

い
な
い
と
い
う
四
国
と
佐
渡
を
除
い
て
、
秋
田
県
か
ら
九
州
の
は
て

ま
で
二
百
以
上
も
あ
る
と
い
う
が
＊

、
塚
と
い
い
、
狐
の
穴
と
い
い
、

伏
見
の
大
社
の
信
仰
と
同
じ
形
態
で
あ
る
。
明
か
る
い
原
の
中
に
あ

る
狐
塚
の
風
景
を
思
う
と
、
こ
の
狐
の
信
仰
も
、
あ
の
愛
く
る
し
い

野
生
の
狐
の
現
実
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。

＊
柳
田
国
男
『
月
曜
通
信
』（
一
九
五
四
年
、
修
道
社
）
一
〇
六
―
七

頁
。
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五
、
寒
施
行
の
季
節

　

私
に
は
も
う
一
度
、
野
生
の
狐
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。
五
十
数

年
前
、
一
九
五
〇
年
ご
ろ
、
い
ま
の
家
の
屋
敷
に
昔
の
草
葺
き
の
家

が
あ
っ
た
と
き
で
あ
る
。
冬
の
寒
い
日
の
夜
中
で
あ
っ
た
。
外
で
箱

が
動
く
よ
う
な
音
が
し
て
、
ギ
ャ
ッ
と
い
う
異
様
な
声
を
聞
い
た
。

と
っ
さ
に
、
飼
っ
て
い
る
兎
が
狐
に
捕
ら
れ
た
と
お
も
っ
た
。
キ
ャ

オ
ー
ン
、
キ
ャ
オ
ー
ン
と
い
う
声
が
遠
ざ
か
っ
て
行
く
。
翌
朝
見
る

と
、
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
村
の
人
に
こ
の
こ
と
を
話
す
と
、
キ

ャ
オ
ー
ン
と
は
狐
の
鳴
き
声
で
あ
る
と
い
う
。

　

そ
の
こ
ろ
兎
を
狐
に
や
ら
れ
た
と
い
う
話
が
、
そ
ち
こ
ち
に
あ
っ

た
。
春
先
の
こ
ん
な
夜
、
狐
は
よ
く
里
に
お
り
て
来
る
も
の
だ
と
も

聞
い
た
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
季
節
に
、
近
畿
地
方
か
ら
中
国
地
方
に
か

け
て
、
寒
   

施
か
ん   

行
せ   

な
ど
と
呼
ぶ
行
事
が
あ
る
。
寒
の
内
に
狐
の
穴
の
入

ぎ
ょ
う

り
口
に
食
物
を
供
え
た
り
、
稲
荷
の
社
に
参
っ
た
り
す
る
風
習
で
あ

る
。
ま
た
一
月
十
四
日
の
夜
や
十
五
日
の
朝
に
、
狐
狩
り
と
い
っ
て
、

狐
の
害
を
防
ぐ
な
ど
と
い
う
行
事
を
お
こ
な
う
村
も
あ
っ
た
＊

。

＊
井
之
口
章
次
「
狐
施
行
の
こ
と
」『
日
本
民
俗
学
』
第
八
八
号
（
一

九
七
三
年
、
日
本
民
俗
学
会
）
参
照
。

　

な
に
か
寒
の
内
か
ら
立
春
に
か
け
て
の
時
期
に
、
狐
に
注
意
を
向

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
専
門
家
に

よ
る
と
、
狐
の
発
情
期
は
一
、
二
月
で
あ
る
。
春
に
子
ど
も
を
生
み
、

雄
と
雌
は
協
力
し
て
子
ど
も
を
育
て
る
。
夏
の
終
わ
り
に
は
、
子
ど

も
は
独
立
す
る
と
い
う
＊

。
寒
施
行
や
狐
狩
り
は
、
ち
ょ
う
ど
狐
の

恋
の
季
節
に
あ
た
っ
て
い
る
。
人
間
の
関
心
が
狐
の
巣
穴
に
向
か
い
、

出
産
を
期
待
す
る
と
き
で
あ
っ
た
。

＊
増
田
・
前
掲
書
、
四
七
頁
。

　

こ
れ
ら
の
行
事
の
対
象
に
も
、
稲
荷
の
社
の
ほ
か
に
、
具
体
的
な

狐
の
穴
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
意
義
深
い
。
稲
荷
の
信
仰
が
先
に

あ
っ
て
白
狐
社
の
よ
う
に
狐
の
穴
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、
狐
の
信
仰

が
先
で
稲
荷
の
社
も
ま
つ
っ
た
の
か
は
即
断
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
信
仰
の
根
底
に
狐
の
穴
が
あ
っ
た
事
実
は
、
ゆ
る
が
せ
に

で
き
な
い
。
そ
れ
は
闇
の
世
界
の
見
え
な
い
狐
で
は
な
く
、
光
の
世

界
の
見
え
る
狐
と
人
間
が
接
触
す
る
季
節
で
あ
っ
た
。

　

安
西
勝
さ
ん
は
、
川
尻
で
、
鉄
砲
ぶ
ち
が
子
狐
を
捕
っ
て
来
て
飼

っ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
狐
の
穴
で
子
狐
が

遊
ん
で
い
る
の
を
見
付
け
た
が
、
な
に
も
し
な
い
で
帰
っ
て
来
た
と

い
う
鉄
砲
ぶ
ち
の
話
も
聞
い
て
い
る
＊

。
身
ご
も
っ
た
母
狐
の
い
る

穴
に
食
物
を
運
ぶ
と
、
や
が
て
子
ど
も
が
名
前
を
も
ら
い
に
来
る
。
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名
を
呼
ぶ
と
姿
も
見
せ
ず
に
来
て
、
そ
の
人
の
問
い
に
答
え
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
伝
え
も
あ
る
。
巣
穴
を
と
お
し
て
、
人
間
と
狐
は
も

っ
と
も
っ
と
親
し
く
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
で
こ
そ
、
狐

の
神
秘
も
深
ま
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

＊
安
西
・
前
掲
書
。
七
五
頁
。

　

い
ま
の
石
川
県
七
尾
市
に
は
、
十
二
月
に
な
る
と
狐
が
山
の
神
に

納
め
る
年
貢
を
さ
が
し
に
、
鳴
き
な
が
ら
村
に
出
て
来
る
と
い
う
伝

え
が
あ
っ
た
。
猫
の
頭
一
つ
、
古
む
し
ろ
二
枚
、
油
あ
げ
三
枚
が
年

貢
で
あ
る
。
猫
の
頭
と
は
奇
異
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
以
来
、
狐
が

猫
に
踊
り
を
教
え
て
い
た
と
か
、
猫
が
狐
と
交
わ
っ
て
狐
の
子
を
生

ん
だ
と
か
、
狐
を
猫
の
怪
異
性
の
先
輩
と
す
る
話
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

狐
は
怪
異
な
獣
の
地
位
を
、
猫
に
譲
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
＊

。

現
実
の
世
界
で
は
、
す
で
に
家
畜
の
猫
の
方
が
優
位
に
立
ち
、
狐
は

埋
没
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊
拙
著
『
猫
の
王
』（
一
九
九
九
年
、
小
学
館
）
一
三
六
、
一
一
八
―

二
三
頁
。

六
、
景
戒
の
延
暦
日
記

　

薬
師
寺
の
僧
景
   

戒

き
ょ
う   

の
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
い
わ
ば
日
本
最
古

か
い

の
狐
の
民
俗
自
然
誌
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
姿

の
狐
が
、
神
秘
的
な
霊
異
の
主
人
公
で
あ
っ
た
。
ま
ず
巻
下
第
三
十

八
条
、
私
が
景
戒
の
延
暦
日
記
と
呼
ぶ
部
分
に
、
狐
と
の
出
会
い
が

見
え
て
い
る
。
一
つ
は
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
四
、
五
月
の
こ
と

で
あ
る
。
景
戒
の
部
屋
で
毎
夜
狐
が
鳴
き
、
ま
た
堂
の
壁
を
狐
が
掘

っ
て
中
に
入
り
、
仏
の
坐
に
糞
を
し
て
け
が
し
た
。
さ
ら
に
昼
に
家

に
向
か
っ
て
狐
が
鳴
い
た
。
そ
れ
か
ら
二
百
二
十
日
余
り
た
っ
て
、

十
二
月
十
七
日
に
景
戒
の
息
子
が
死
ん
だ
と
い
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
延
暦
十
八
年
の
十
一
、
二
月
に
、
景
戒
の
家
で
狐

が
鳴
い
た
。
翌
十
九
年
の
一
月
十
二
日
と
二
十
五
日
に
馬
が
死
ん
だ

と
い
う
。
ど
ち
ら
も
災
い
は
前
兆
が
あ
っ
て
起
こ
る
と
い
う
論
理
で
、

狐
の
行
動
を
息
子
の
死
や
馬
の
死
の
予
兆
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
時
代
、
狐
が
家
に
入
る
こ
と
、
あ
る
い
は
家
で
鳴
く

こ
と
を
、
不
吉
な
こ
と
の
前
ぶ
れ
と
す
る
俗
信
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
仏
の
坐
を
け
が
し
た
こ
と
も
、
景
戒
は
信
仰
の
否
定
と
受
け
と

め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
狐
が
人
間
に
と
っ
て
き
わ
め
て
身
近
な

獣
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
狐
の
活

動
期
で
も
あ
る
。
四
、
五
月
と
い
え
ば
、
い
ま
の
暦
の
五
月
初
め
か

ら
七
月
初
め
で
、
狐
の
子
育
て
の
季
節
に
な
る
。
十
一
、
二
月
は
、
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狐
が
里
に
下
る
と
い
う
、
例
の
寒
施
行
の
と
き
で
あ
る
。
千
二
百
年

前
か
ら
、
狐
と
日
本
人
の
交
渉
史
の
自
然
律
は
、
変
わ
っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

か
つ
て
『
日
本
霊
異
記
』
を
読
み
は
じ
め
た
こ
ろ
、
狐
の
霊
異
を

語
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
登
場
す
る
狐
が
と
て
も
現
実
的
で
あ
る
こ
と

を
不
思
議
に
感
じ
た
。
そ
れ
は
昼
間
に
も
現
わ
れ
る
、
私
も
見
た
あ

の
か
わ
い
ら
し
い
狐
の
姿
で
あ
る
。
上
巻
第
二
条
の
狐
を
妻
に
し
て

子
ど
も
を
も
う
け
る
狐
女
房
の
物
語
で
も
、
飼
い
犬
に
正
体
を
見
破

ら
れ
て
、
妻
が
狐
の
姿
を
現
わ
し
た
と
き
の
描
写
も
「
籬
   

の
上
に
登

ま
が
き

り
て
居
る
」
と
あ
り
、
愛
く
る
し
い
狐
の
姿
を
し
の
ば
せ
る
。
こ
の

狐
が
妻
に
な
っ
た
時
季
も
、
狐
の
繁
殖
期
に
あ
た
っ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
。

　

下
巻
第
二
条
で
は
、
死
者
の
霊
が
狐
に
な
り
、
人
に
憑
   

い
て
病
気

つ

を
起
こ
す
と
い
う
、
後
世
の
狐
憑
き
に
も
通
じ
る
霊
異
を
記
し
て
い

る
。
犬
が
病
人
に
憑
い
て
い
る
狐
を
く
わ
え
出
し
、
か
み
殺
し
た
と

い
う
が
、
そ
の
犬
は
、
狐
が
憑
い
て
取
り
殺
し
た
人
の
霊
で
あ
っ
た

と
い
う
。
憑
い
た
狐
を
犬
が
追
い
出
す
と
い
う
現
代
の
行
法
の
類
例

に
な
る
が
、
上
巻
第
二
条
で
、
犬
が
正
体
を
あ
ば
く
趣
向
と
も
同
じ

信
仰
で
、
こ
れ
も
現
実
の
猟
犬
と
狐
の
関
係
に
還
元
で
き
そ
う
な
物

語
で
あ
る
。

　

中
巻
第
四
十
条
に
は
、
子
狐
と
巣
穴
が
登
場
し
て
い
る
。
鷹
狩
り

に
行
っ
た
人
が
、
山
で
狐
の
子
を
見
付
け
、
串
刺
し
に
し
て
穴
の
入

り
口
に
立
て
た
。
母
狐
は
そ
の
人
の
子
ど
も
の
祖
母
の
姿
に
な
り
、

赤
子
を
連
れ
出
し
て
串
刺
し
に
し
、
穴
の
入
り
口
に
立
て
た
と
い
う
。

狐
が
人
に
化
け
て
因
果
応
報
を
は
た
す
、
霊
威
あ
ふ
れ
る
獣
で
あ
る

こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
狐
の
穴
と
い
う
現
実
的
な
場
所

が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
子
狐
に
対
す
る
残
虐
な
仕
業
の
背
景
に
は
、

な
に
か
古
風
な
信
仰
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
う
一
度
、
自
然

の
ま
ま
の
現
実
の
狐
か
ら
、
闇
の
中
の
狐
を
考
え
な
お
し
て
み
た
い

も
の
で
あ
る
。
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