
誰
も
が
知
っ
て
る
ウ
サ
ギ
と
カ

メ
の
か
け
っ
こ
の
童
話
で
、
ウ
サ

ギ
は
早
く
カ
メ
は
遅
い
。
当
然
勝

て
る
と
安
心
し
た
ウ
サ
ギ
は
ゴ
ー

ル
前
で
一
眠
り
し
て
油
断
し
た
た

め
、
後
か
ら
来
た
カ
メ
に
追
い
抜

か
れ
た
と
い
う
例
の
話
で
あ
る
。

こ
の
話
で
は
カ
メ
が
勝
っ
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
実
に
は

ほ
と
ん
ど
ウ
サ
ギ
が
勝
ち
カ
メ
は

負
け
る
。
今
日
の
よ
う
な
競
争
社

会
で
は
知
能
が
高
く
能
力
や
素
質

の
豊
か
な
人
が
勝
ち
、
そ
う
で
な

い
人
は
負
け
る
。
し
か
も
勝
ち
組

は
少
な
く
、
負
け
組
は
多
い
。

し
か
る
に
カ
メ
は
「
い
つ
か
は

追
い
つ
け
る
、
追
い
抜
け
る
」
と

未
来
に
期
待
し
つ
つ
年
月
を
過
ご

す
が
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
差
は

縮
ま
ら
な
い
ば
か
り
か
広
が
る
一

方
で
あ
る
。
自
分
の
能
力
の
乏
し

さ
を
嘆
き
つ
つ
、
し
か
も
な
お
「

が
ん
ば
れ
ば
、
な
ん
と
か
な
る
」

と
い
う
淡
い
期
待
と
、
自
分
よ
り

優
れ
た
人
へ
の
憧
れ
や
羨
望
や
嫉

妬
の
思
い
を
抱
き
つ
つ
、
年
月
を

。

「

、

送
る

周
り
か
ら
も

が
ん
ば
れ

努
力
が
足
り
な
い
か
ら
駄
目
な
の

だ
、
も
っ
と
努
力
せ
よ
」
と
励
ま

さ
れ
る
。

そ
の
う
ち
カ
メ
は
所
詮
カ
メ
で

あ
っ
て
ウ
サ
ギ
に
は
な
れ
な
い
と

い
う
悲
哀
が
強
く
な
っ
て
く
る
。

け
れ
ど
も
、
あ
き
ら
め
ず
に
が

ん
ば
る
姿
勢
が
こ
の
世
で
は
賞
讃

さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
人
は
現
実

の
自
分
の
素
質
の
乏
し
さ
に
嫌
悪

す
ら
感
じ
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い

わ
が
身
の
現
実
に
不
足
と
や
り
き

れ
な
さ
が
残
る
ば
か
り
で
あ
る
。

競
争
社
会
で
あ
り
格
差
社
会
で

あ
る
こ
の
世
を
生
き
る
多
く
の
人

た
ち
が
、
こ
う
い
う
期
待
と
嘆
き

の
中
間
に
宙
ぶ
ら
り
ん
の
ま
ま
人

生
を
送
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
に
私
は
能
力
も
素
質
も
性

格
も
貧
弱
で
あ
り
、
粗
悪
な
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
嘆
き
が
起
き
る
。

実
際
私
な
ど
、
語
学
能
力
一
つ
を

と
っ
て
も
、
自
国
語
の
日
本
語
が

や
っ
と
使
え
る
だ
け
で
、
英
語
は

長
い
間
習
っ
た
が
身
に
付
い
て
い

な
い
。
文
章
を
作
る
こ
と
は
お
ろ

か
、
簡
単
な
日
常
会
話
も
ほ
と
ん

ど
で
き
ぬ
。
そ
れ
に

比
し
て
、
た
と
え
ば

井
筒
俊
彦
氏
の
よ
う

に
二
十
カ
国
語
を
読

ん
で
書
け
る
と
い
う

天
才
も
い
る
。

あ
る
い
は
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
の
よ

う
に
困
窮
せ
る
人
々
に
わ
が
身
を

捨
て
て
奉
仕
す
る
よ
う
な
尊
い
人

生
を
生
き
る
人
も
い
れ
ば
、
自
分

や
家
族
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
こ

と
だ
け
で
精
一
杯
の
者
も
い
る
。

ど
う
し
て
こ
う
も
違
う
の
か
と

嘆
か
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
は
偶
然
に
そ
う
な
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
運
命

だ
か
ら
、
仕
方
が
な
い
と
よ
く
い

わ
れ
る
が
、
人
間
は
平
等
と
い
わ

れ
な
が
ら
も
、
あ
ま
り
に
も
不
平

等
で
あ
り
不
条
理
で
あ
る
。

ま
た
、
世
界
と
人
間
を
神
が
創

造
し
た
の
な
ら
、
ど
う
し
て
人
に

性
質
や
素
質
の
差
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
神
は
あ
ま
り
に
も
不
公
平

で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
残
る
。

仏
教
で
は

「
ど
う
し
て
人
間

、

は
」
と
い
う
問
い
を
、
さ
ら
に
主

体
的
に
問
う
て
「
ど
う
し
て
私
は

こ
ん
な
に
も
能
力
も
素
質
も
人
格

性
も
貧
弱
で
あ
り
お
粗
末
な
の

か
」
と
苦
悩
を
抱
え
て
問
う
人
に

対
し
て

「
そ
れ
は
あ
な
た
の
宿

、

業
の
ゆ
え
な
の
だ
よ
」
と
教
え
ら

れ
て
い
る
。

宿
業
と
は
過
去
の
己
の
行
い
の

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
世
に
生
ま
れ

る
前
（
過
去
世
）
か
ら
の
私
の
行

い
の
良
し
悪
し
、
そ
の
積
み
重
ね

の
結
果
が
現
在
に
報
い
現
れ
て
、

私
の
能
力
や
素
質
や
心
の
性
質
に

、

。

な
っ
て
い
る

と
説
か
れ
て
い
る

仏
教
は
自
分
自
身
の
苦
し
み
を

問
題
と
し
て
、
仏
の
教
え
を
聞
く

人
に
対
し
て
説
か
れ
て
い
る
教
法

で
あ
っ
て
、
こ
と
に
宿
業
の
教
え

（

）

な
ど
は
自
己
自
身
の
問
題

苦
悩

を
離
れ
て
、
他
者
の
境
遇
と
か
世

の
中
の
状
態
を
説
明
し
た
り
評
価

す
る
た
め
の
思
想
で
は
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
自
分
の
内
的
な

素
質
や
性
格
や
才
能
な
ど
が
、
単

に
偶
然
と
か
運
命
で
そ
う
な
の
で

は
な
く
、
ま
た
神
の
創
造
の
わ
ざ

で
も
な
く
て

「
あ
な
た
の
過
去

、

の
行
い
の
集
積
が
現
在
の
あ
な
た

の
内
容
と
な
っ
て
結
果
し
て
い

る
」
と
聞
か
さ
れ
る
宿
業
の
教
え

は
、
私
に
は
「
そ
う
な
ん
だ
な
、

過
去
の
私
の
行
為
の
集
積
の
結
果

で
、
こ
の
世
で
の
違
い
が
出
て
く

る
の
だ
な
あ
」
と
、
神
の
創
造
と

か
偶
然
な
る
運
命
と
い
う
よ
う
な

説
明
に
比
し
て
、
ず
っ
と
胸
に
収

ま
り
が
い
い
。
勿
論
、
人
に
よ
っ

て
は
反
発
す
る
人
が
い
る
で
あ
ろ

う
が
。
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カ
メ
は
カ
メ
の
業
報
の
身
で
あ

り
、
ウ
サ
ギ
は
ウ
サ
ギ
の
宿
業
の

身
を
生
き
る
し
か
な
い
よ
う
に
、

私
は
私
の
宿
業
の
身
を
生
き
る
し

か
な
い
。
優
秀
な
人
に
あ
こ
が
れ

て
も
、
そ
れ
は
私
の
現
実
に
は
な

ら
な
い
し
、
私
の
貧
弱
さ
を
嘆
い

て
も
私
は
こ
の
業
報
の
身
を
離
れ

て
生
き
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

仏
の
教
え
に
よ
っ
て
、
宿
業
の

身
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
、
自
分
は

自
分
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、

こ
の
お
粗
末
な
自
分
で
し
か
生
き

る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
身
に

し
み
て
知
ら
さ
れ
る
。

し
か
し
、
宿
業
の
身
で
あ
る
と

い
う
教
え
は
、
単
に
私
の
業
の
深

く
し
て
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
身

で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
は
な

く
て
、
こ
の
宿
業
の
身
に
寄
り
添

い
、
そ
そ
ぎ
た
も
う
阿
弥
陀
仏
の

大
慈
大
悲
を
こ
そ
知
ら
せ
て
下
さ

る
の
で
あ
る
。
宿
業
の
身
に
お
い

て
初
め
て
、
仏
心
大
悲
と
感
応
し

あ
う
の
で
あ
る
。

宿
業
の
身
で
あ
る
が
、
こ
の
身

を
場
所
に
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
ま

こ
と
が
働
い
て
下
さ
る
。
業
報
の

私
を
可
愛
そ
う
だ
と
大
悲
し
、
導

き
、
さ
わ
り
な
く
受
け
容
れ
た
ま

い
、
浄
土
に
い
た
ら
し
め
て
仏
に

な
し
て
下
さ
る
。
そ
の
大
悲
願
力

が
「
宿
業
深
く
、
ど
う
に
も
な
ら

ぬ
汝
よ
、
そ
の
ま
ま
な
り
で
我
が

名
を
称
え
よ
。
我
は
汝
と
と
も
に

い
る
、
汝
を
仏
に
す
る
」
と
南
無

阿
弥
陀
仏
と
喚
び
か
け
て
下
さ
っ

て
い
る
。

こ
の
大
慈
大
悲
に
で
あ
う
と

き
、
嘆
き
嫌
悪
し
て
い
た
わ
が
身

を
素
直
に
受
け
容
れ

「
こ
ん
な

、

私
を
」
と
大
悲
を
喜
ぶ
身
に
し
て

下
さ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
こ
が
れ
と

嘆
き
の
間
で
宙
ぶ
ら
り
ん
に
し
か

生
き
れ
な
か
っ
た
者
が

「
あ
な

、

た
は
こ
の
場
に
生
き
て
よ
い
」
と

南
無
阿
弥
陀
仏
が
私
に
「
処
を
得

し
め
て
」
下
さ
る
の
で
あ
る
。

松
並
松
五
郎
師
が

や
せ
が
え
る

負
け
る
な
一
茶

こ
れ
に
あ
り

をや
せ
が
え
る

負
け
て
も
一
茶

こ
れ
に
あ
り

と
替
え
、
お
念
仏
の
大
悲
を
お
示

し
下
さ
っ
て
い
る
が
、
一
人
一
人

の
素
質
や
性
格
の
良
し
悪
し
に
関

わ
ら
ず
こ
の
上
な
い
不
可
思
議
な

恵
み
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ

に
お
い
て
こ
そ
は
じ
め
て
一
人
一

人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
は
あ
れ
ど

も
、
こ
の
世
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

が
落
ち
着
け
る
〈
場
所
〉
が
与
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ

に
真
の
平
等
が
実
現
し
て
い
る
こ

と
を
感
じ
る
の
で
あ
る

（
了
）

。

如
来
所
以
興
出
世

唯
説
弥
陀
本
願
海

五
濁
悪
時
群
生
海

応
信
如
来
如
実
言

（
書
き
下
し
文
）

如
来
、
世
に
出
興
し
た
ま
う
ゆ

え
は
、
た
だ
弥
陀
本
願
海
を
説
か

ん
と
な
り
。
五
濁
悪
時
の
群
生
海
、

如
来
如
実
の
言
を
信
ず
べ
し
。

（
現
代
語
訳
）

釈
迦
如
来
様
や
諸
仏
方
が
世
に

出
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
阿
弥
陀
仏

の
本
願
の
教
法
を
説
く
た
め
で
あ

る
。
五
濁
の
世
の
人
々
は
、
如
来

の
ま
こ
と
の
教
え
を
信
じ
る
が
よ

い
。

＊

「
お
釈
迦
様
や
諸
仏
方
が
こ
の

Ｄ世
に
出
現
さ
れ
た
の
は
た
だ
弥
陀

の
本
願
を
説
か
ん
が
た
め
で
あ

り
、
そ
の
ほ
か
の
十
二
縁
起
だ
と

か
、
空
や
唯
識
な
ど
の
教
説
は
、

そ
れ
は
私
ど
も
を
弥
陀
の
本
願
に

あ
ず
か
ら
し
め
ん
が
た
め
の
教
育

的
手
段
、
い
わ
ば
ご
方
便
と
し
て

説
か
れ
た
の
で
あ
る
と
、
聖
人
は

ご
自
身
の
身
に
お
い
て
受
け
と
め

ら
れ
ま
し
た
」

「
な
ぜ
十
二
縁
起
や
空
や
唯
識

Ｇな
ど
の
教
説
は
方
便
と
さ
れ
た
の

で
す
か
」

「
縁
起
や
空
や
唯
識
と
い
っ
た

Ｄ深
い
道
理
は
、
愚
か
な
凡
夫
に
は
、

多
少
は
知
性
で
分
か
っ
て
も
、
そ

れ
を
実
感
的
に
わ
か
る
こ
と
、
い

わ
ば
身
に
つ
い
て
わ
か
る
こ
と
は

極
め
て
難
し
い
か
ら
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
教

説
は
私
ど
も
に
と
っ
て
無
用
な
の

で
は
な
く
て
、
弥
陀
の
本
願
へ
と
、

人
を
誘
い
養
い
育
て
る
と
い
う
意

義
が
あ
る
と
仰
せ
下
さ
る
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
」

「
そ
う
す
る
と

、
弥
陀
の
本

Ｇ

、

願
が
中
心
で
あ
っ
て
、
空
や
唯
識

と
い
う
方
便
の
教
え
を
中
心
に
し

て
弥
陀
の
本
願
を
解
釈
す
る
こ
と

は
、
凡
夫
の
助
か
る
教
え
で
あ
る

真
宗
の
本
旨
を
逸
脱
し
て
し
ま
い

か
ね
な
い
で
す
ね
」

「
そ
う
思
い
ま
す
が
、
と
き
ど

Ｄき
そ
う
い
う
逆
転
を
し
て
し
ま
う

の
で
す
ね
。
お
釈
迦
様
は
〈
唯
こ

の
こ
と
一
つ
を
説
か
ん
が
た
め
に

お
出
ま
し
下
さ
っ
た

、
だ
か
ら

〉

私
た
ち
は
ひ
と
え
に
弥
陀
の
本
願

を
聞
き
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
う
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ

の

と
い
う
文
字
か
ら

伺

〈

〉

唯
説

う
か
が

わ
れ
ま
す
」

「
こ
の
こ
と
一
つ
を
よ
く
よ
く

Ｇ聞
い
て
く
れ
よ
と
の
お
勧
め
な
の

で
す
ね
。
私
た
ち
は
そ
れ
ほ
ど
真

剣
に
〈
弥
陀
の
本
願
、
た
だ
こ
の

こ
と
一
つ
を
聞
く
〉
に
な
ら
ず
、

あ
れ
こ
れ
に
心
が
向
い
て
本
願
を

聞
く
こ
と
に
心
が
定
ま
ら
な
い
憾

み
が
あ
り
ま
す
」

「
え
え
、
で
す
か
ら
な
か
な
か

Ｄ信
心
が
確
立
し
な
い
の
で
す
ね
。

弥
陀
の
本
願
を
軽
ん
じ
て
い
る
の

で
す
」

＊

「

、

」

Ｇ

弥
陀
本
願
海

次
ぎ
に

と
は

「
弥
陀
の
本
願
は
一
切
衆
生
に

Ｄは
た
ら
き
か
け
、
阿
弥
陀
仏
の
大

悲
の
は
た
ら
き
ば
か
り
に
よ
っ
て

一
切
衆
生
を
導
き
、
摂
取
し
て
、

浄
土
に
至
ら
し
め
て
大
般
涅
槃
を

成
就
せ
し
め
ん
、
と
い
う
広
大
無

辺
な
救
済
力
の
こ
と
で
す
。
こ
の

弥
陀
の
本
願
が
無
量
無
辺
の
は
た

ら
き
で
あ
る
こ
と
を
海
に
た
と
え

て

と
い
わ
れ
る
の
で
す
」

本
願
海

「
弥
陀
の
本
願
の
は
た
ら
き
は

Ｇど
こ
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
す

か
。
ど
こ
に
も
見
え
も
し
ま
せ
ん

答

正
信
偈
に
学
ぶ
問

（
二
十
八
）



し
、
さ
わ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん

が
」「

ど
こ
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が

Ｄは
た
ら
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う

疑
問
が
当
然
起
こ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
の
世
界
の
ど
こ
に
も
そ
れ

ら
し
い
現
象
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
で
す
も
の
ね
」

「
え
え
そ
れ
が
疑
問
な
の
で
す
」

Ｇ
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら

Ｄき
を
、
外
の
自
然
の
生
命
界
な
り
、

物
理
的
な
世
界
な
り
、
政
治
経
済

的
な
世
界
に
認
め
よ
う
と
し
て

も
、
私
た
ち
凡
夫
に
は
そ
の
領
域

に
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

思
い
ま
す
」

「
で
は
ど
こ
に
本
願
は
は
た
ら

Ｇい
て
い
る
の
で
す
か
」

「
そ
れ
は
心
の
領
域
、
内
的
な

Ｄ領
域
に
お
い
て
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
私
と
い
う
主
体
は
肉
体
よ
り

も
む
し
ろ
心
で
す

〈
私
〉
は
身

。

体
と
い
う
よ
り
も
心
に
直
接
し
て

い
ま
す

『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
と
い

。

う
経
典
に
は

も
の
ご
と
は
心
に
も
と
づ
き
、
心

を
主
と
し
、
心
に
よ
っ
て
つ
く
り

出
さ
れ
る
。

と
あ
り
ま
す
が
、
心
こ
そ
主
人
公

で
あ
っ
て
、
手
や
足
や
心
臓
は
私

の
主
人
公
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
に
と
っ
て
は
内
的
な
心
の

領
域
に
弥
陀
の
本
願
力
は
は
た
ら

い
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
」

＊

「
心
と
い
う
と
何
か
た
よ
り
な

Ｇい
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
」

「
心
の
領
域
は
広
大
で
あ
り
、

Ｄ無
量
で
あ
り
、
物
質
的
な
実
在
と

は
違
っ
た
様
式
の
実
在
と
い
っ
て

い
い
と
思
い
ま
す
。
見
方
に
よ
れ

ば
物
質
よ
り
も
心
こ
そ
確
か
な
実

在
と
い
え
ま
す
」

「
そ
う
す
る
と
阿
弥
陀
仏
と
か

Ｇ本
願
と
か
浄
土
と
い
わ
れ
る
も
の

も
、
直
接
的
に
は
心
の
領
域
に
関

わ
る
こ
と
な
の
で
す
か
」

「
え
え
、
私
た
ち
凡
夫
に
と
っ

Ｄて
、
阿
弥
陀
仏
と
か
本
願
力
は
心

の
領
域
に
お
い
て
で
あ
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
外
の
物
質

的
物
理
的
な
空
間
に
そ
れ
を
認
め

よ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
は
極
め

て
難
し
い
と
思
い
ま
す
」

「
そ
う
す
る
と
〈
神
も
仏
も
あ

Ｇる
も
の
か
〉
と
よ
く
言
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
神
仏
の
存
在
を
外
の
世
界

に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す

ね
」「

え
え
、
で
す
か
ら
そ
れ
は
不

Ｄ可
能
で
あ
り
、
い
わ
ば
領
域
エ
ラ

ー
と
い
え
ま
す
ね
」

「
私
は
心
と
い
う
も
の
は
、
私

Ｇの
頭
か
胸
の
中
に
あ
る
小
さ
な
も

の
、
煙
の
よ
う
に
不
確
か
な
も
の

の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
が
」

「
そ
の
よ
う
に
思
う
人
は
多
い

Ｄ

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
心
は
非
常

に
広
く
深
い
領
域
で
あ
る
こ
と
を

昔
の
聖
賢
た
ち
は
感
得
し
て
い
た

の
で
す
ね
。
お
経
は
そ
う
い
う
感

得
に
お
い
て
説
か
れ
た
も
の
で
し

ょ
う

〈
私
の
心
〉
と
言
っ
て
い

。
、

〈

〉

ま
す
が

む
し
ろ

心
の
中
の
私

と
い
う
方
が
正
確
だ
と
思
い
ま

す
」

＊

「
心
の
中
の
私
と
は
」

Ｇ
「
心
は
無
量
無
辺
で
あ
り
、
そ

Ｄの
中
で
、
無
明
（
迷
い
）
に
よ
っ

て
自
我
が
起
こ
り
我
執
が
起
こ
っ

て
、
そ
こ
に
（
私
）
が
誕
生
し
た

と
も
い
え
ま
し
ょ
う
」

「
難
し
い
で
す
ね
」

Ｇ
「
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
分
か
り

Ｄづ
ら
い
で
す
が
、
そ
う
了
解
し
ま

す
と
世
界
の
真
相
、
仏
教
の
教
え

が
よ
り
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
よ
う

で
す
。
心
の
領
域
に
つ
い
て
、
近

代
の
優
れ
た
精
神
医
学
者
で
あ
っ

た
カ
ー
ル
・
ユ
ン
グ
は

〈
私
の
世
界
像
に
お
い
て
は
、
広

大
な
外
的
領
域
と
共
に
、
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
広
大
な
内
的
領
域
が

あ
り
、
人
間
は
こ
の
両
者
の
中
間

に
立
っ
て
い
る
〉

と
言
い
、
ま
た
彼
に
と
っ
て
、
心

理
現
象
は
物
理
現
象
と
同
じ
よ
う

に
（
た
だ
し
そ
れ
と
は
異
質
の
存

在
様
式
を
も
つ
も
の
と
し
て
）
客

観
的
実
在
性
を
も
つ
現
象
で
し

た
。
そ
し
て
彼
に
〈
あ
な
た
は
神

の
存
在
を
信
ず
る
の
か
〉
と
問
い

た
だ
さ
れ
た
時
、
彼
は

〈
私
は
魂
と
い
う
も
の
を
客
観
的

な
現
実
と
見
な
し
て
い
る
の
だ

が
、
彼
ら
は
ま
る
で
物
理
的
事
実

の
み
を
現
実
と
信
じ
て
い
る
よ
う

だ
。
神
は
明
ら
か
に
心
的
な
事
実

で
あ
っ
て
物
理
的
事
実
で
は
な

い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
心
的
に
の

み
確
立
で
き
る
事
実
な
の
で
あ
っ

て
、
物
理
的
に
確
立
で
き
る
事
実

で
は
あ
り
得
な
い
〉

と
答
え
て
い
ま
す
」

「
神
様
と
か
仏
様
は
外
の
世
界

Ｇの
物
質
現
象
の
中
に
求
む
べ
き
で

は
な
く
、
広
大
な
心
の
領
域
に
お

い
て
知
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ

と
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
こ
う
い
う

Ｄこ
と
は
仏
教
の
聖
者
た
ち
に
は
当

然
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
代
の
よ
う
に
自
然
科

学
的
な
物
の
見
方
が
支
配
的
に
な

り
、
外
の
領
域
が
肥
大
化
し
、
私

た
ち
の
眼
も
外
の
世
界
に
の
み
に

向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
内

的
な
深
く
て
広
い
心
の
領
域
の
あ

る
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き

た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

「
弥
陀
の
本
願
の
は
た
ら
き
は

Ｇ私
た
ち
の
心
の
場
に
お
い
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
い
た
だ
い
て
い
ま

Ｄ

す
。
た
だ
、
さ
ら
に
智
慧
が
深
ま

れ
ば
、
物
質
的
領
域
も
、
心
に
お

け
る
同
じ
真
実
に
包
括
さ
れ
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

愚
か
な
私
に
は
そ
こ
ま
で
智
慧
が

及
び
ま
せ
ん
が
」

「
そ
う
で
す
か

（
了
）

Ｇ

」

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

《
今
年
度
遠
方
法
話
予
定
》

。

詳
し
く
は
念
佛
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い

＊

寺

六
月
二
十
六
日
。
岡
山
県
津
山
市
。
本
琳

七
月
十
四
日
・
十
五
日
。
石
川
県
鳳
珠
郡
穴
水

＊町
。

清
琳
寺
。

七
月
十
五
日
夜
。
石
川
県
七
尾
市
。
野
崎
宅
。

＊
七
月
十
六
日
。
石
川
県
七
尾
市
。
養
泉
寺
。

＊
七
月
二
十
八
日
～
二
十
九
日
。
福
井
市
。

＊

大
谷
派
福
井
別
院
。
別
院
は
宿
泊
可
。

。

＊
八
月
二
十
二
日

三
重
県
い
な
べ
市

行
順
寺

。

。

。

。

。

＊
十
月
二
日
・
三
日

島
根
県
浜
田
市

顕
正
寺

＊
十
二
月
十
八
日
・
十
九
日
。
兵
庫
県
姫
路
市
。

西
源
寺
。



十
五

《
松
並
念
仏
語
録
に
聞
く
》
二

太
字
が
松
並
松
五
郎
師
の
言
葉
。

昔
を
今
に
待
ち
兼
ね
て

○

よ
り
添
う
み
親
の
叫
び
こ
そ

そ

口
に
聞
ゆ
る
南
無
阿
弥
陀
仏

(

昔
を
今
に
待
ち
兼
ね
て
と
は

〈
弥
陀
成
仏
の

、

こ
の
方
は
今
に
十
劫
を
へ
た
ま
え
り
〉
の
お
心

に
感
応
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
十
劫
の
昔

に
私
の
助
か
る
因
は
す
べ
て
仕
上
げ
て
下
さ
っ

て
、
ど
う
か
こ
れ
を
い
た
だ
い
て
く
れ
よ
、
受

け
取
っ
て
く
れ
よ
、
助
か
っ
て
く
れ
よ
と
、
喚

び
づ
め
に
喚
び
、
待
ち
続
け
て
下
さ
っ
た
。
そ

の
念
力
、
願
力
、
慈
悲
力
が
今
の
私
に
寄
り
添

い
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
私
に
叫
ん
で
下
さ
る
。

邪
見
憍
慢
の
ゆ
え
、
阿
弥
陀
様
を
長
い
こ
と
待

た
せ
続
け
て
き
た
。
そ
う
い
う
私
を
あ
き
れ
も

せ
ず
、
見
放
し
も
せ
ず
、
辛
抱
強
く
、
待
っ
て

く
だ
さ
っ
た
お
陰
で
、
や
っ
と
南
無
阿
弥
陀
仏

は
私
を
助
け
た
も
う
大
悲
の
親
様
で
あ
っ
た
か

と
、
阿
弥
陀
様
に
お
あ
い
す
る
。
し
か
る
に
、

阿
弥
陀
様
の
方
は
と
う
の
昔
か
ら
寄
り
添
い
づ

め
で
あ
り
、
喚
び
づ
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
私

は
知
ら
な
ん
だ
。
実
に
長
い
間
、
ご
心
配
を
お

か
け
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が

私
の
救
い
主
と
や
っ
と
知
ら
せ
て
い
た
だ
い
た

喜
び
は
、
し
か
し
な
が
ら
阿
弥
陀
様
が
一
番
喜

び
た
も
う
の
で
あ
ろ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
弥

陀
の
喚
び
声
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
阿
弥

陀
様
の
い
の
ち
が
け

の
喚
び
声
で
あ
り
、

叫
び
で
あ
る
）

よ
く
よ
く
仏
は
業
な
御
方

○

か

た

む
な
し
く
昏
れ
ゆ
く
私
を

く

そ
れ
ほ
ど
可
愛
か
南
無
阿
弥
陀
仏

（
松
並
師
の
法
歌
の
中
で
、
一
番
身
に
こ
た
え

る
歌
で
あ
る

〈
お
前
が
助
か
ら
ね
ば
こ
の
私

。

が
助
か
ら
ぬ
の
だ
か
ら
ど
う
か
助
け
さ
せ
て
く

れ
よ
〉
と
、
親
は
子
を
ど
こ
ま
で
も
捨
て
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
親
の
業
、
仏
の
業
。

仏
は
、
日
々
む
な
し
く
人
生
を
終
わ
っ
て
い
く

し
か
な
い
見
る
影
も
な
い
私
の
た
め
に
、
身
を

捨
て
て
下
さ
る
。
愛
さ
れ
る
資
格
も
、
助
け
て

い
た
だ
く
資
格
も
ま
っ
た
く
な
い
、
一
匹
の
米

食
い
虫
。
そ
ん
な
私
に
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
寄
り

添
い
〈
助
け
る
ぞ
、
引
き
受
け
る
ぞ
〉
と
南
無

阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
喚
び
か
け
て
下

さ
る

〈
そ
れ
ほ
ど
に
こ
ん
な
私
が
可
愛
い
の

。

で
す
か
〉
と
松
並
師
は
感
泣
し
、
底
な
き
大
悲

に
あ
き
れ
て
お
ら
れ
る
）

命
に
限
り
の
あ
る
身
に
て

○

聞
く
に
限
り
の
な
い
慈

な
さ
け

う
け
て

蒙
る
南
無
阿
弥
陀
仏

こ
う
む

（
死
に
た
く
な
い
、
が
い
の
ち
あ
る
も
の
の
切

な
る
願
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
き
た
い
け
れ

ど
も
、
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
い
の
ち

に
限
り
の
あ
る
身
の
悲
し
み
で
あ
り
、
嘆
き
で

あ
る
。
こ
の
悲
し
み
に
同
感
し
、
浄
ら
か
な
量

り
な
き
い
の
ち
に
お
さ
め
と
り
た
も
う
南
無
阿

弥
陀
仏
の
大
悲
。
こ
の
大
悲
を
こ
う
む
り
、
大

悲
を
聞
く
。
死
ん
で
い
く
肉
体
ば
か
り
に
し
が

み
つ
い
て
い
た
私
が
、
死
な
な
い
弥
陀
の
は
た

ら
き
に
帰
入
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
）

称
う
る
お
声
が
活

仏

○

い
き
ぼ
と
け

喚
ば
れ
て
居
る
と
は
知
ら
な
ん
だ

い

不
思
議
々
々
々
の
南
無
阿
弥
陀
仏

（
日
ご
ろ
称
え
て
い
る
お
念
仏
が
阿
弥
陀
様
の

声
で
あ
り
、
喚
び
声
で
あ
り
、
阿
弥
陀
様
ご
自

身
で
あ
り
、
私
の
救
い
主
で
あ
る
。
そ
の
救
い

主
が
今
こ
こ
に
〈
我
、
汝
を
離
れ
ず
〉
と
お
出

ま
し
く
だ
さ
る
。
こ
の
こ
と
一
つ
が
知
ら
さ
れ

る
だ
け
。
こ
れ
が
極
上
の
功
徳
あ
る
不
思
議
。

こ
の
不
思
議
に
で
あ
う
だ
け
。
お
念
仏
は
称
え

て
い
る
が
、
お
念
仏
の
声
が
生
き
た
阿
弥
陀
仏

で
あ
る
と
は
知
ら
な
ん
だ
。
禿
顕
誠
師
の
法
歌

に〈
朝
夕
に

口
よ
り
出
ず
る

仏
を
ば

知
ら
で
過
ぎ
に
し

こ
と
の
く
や
し
さ
〉

と
あ
る
。
阿
弥
陀
様
は
、
仏
も
法
も
知
ら
ず
迷

〈

〉

う
て
い
る
愚
悪
の
私
に
あ
い
た
い

救
い
た
い

た
め
に
、
ま
ず
は
お
念
仏
を
称
え
さ
せ
、
称
え

る
念
仏
を
聞
か
せ
て
、
念
仏
の
お
声
に
お
い
て

つ
い
に
ご
自
身
を
私
に
開
示
し
た
も
う
）（

了
）

信
心
夜
話

《
真
宗
門
徒
の
心
得
》

【
真
宗
の
日
常
生
活
】

．
念
仏
。
日
常
お
念
仏
を
称
え
、
お
念

（
１
）

仏
を
耳
に
聞
く
。
お
念
仏
は
仏
心
大
悲
な
る
ゆ

え
。

．

。

、

（

）
２

聞
法

仏
の
お
言
葉
を
く
り
か
え
し

聞
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
。
お
寺
で
説
法
を
聞

い
た
り
、
聖
典
な
ど
を
読
ん
で
、
お
念
仏
の
思

し
召
し
を
知
る
。

．
礼
拝
・
勤
行
。
阿
弥
陀
仏
を
礼
拝
す

（
３
）

る
。
朝
夕
の
勤
行
（
お
つ
と
め

。
お
つ
と
め

）

は
正
信
偈
な
り
偈
文
な
り
を
お
仏
前
で
唱
え

。

、

、

る

お
内
仏
の
お
そ
う
じ
を
し

灯
明
を
つ
け

香
を
た
く
。
お
仏
飯
を
お
備
え
す
る
な
ど
。

【
真
宗
の
習
俗
】

＊
神
仏
に
祈
願
や
お
願
い
事
を
し
な
い
。
寺
社

の
お
札
を
も
ら
っ
て
貼
っ
た
り
し
な
い
。
占
い

や
〈
見
て
も
ら
う
〉
こ
と
を
し
な
い
。
日
の
良

し
悪
し
や
方
角
の
良
し
悪
し
を
い
わ
な
い
。
先

祖
の
タ
タ
リ
や
バ
チ
と
い
う
話
に
ま
ど
わ
さ
れ

な
い
。
他
の
宗
教
を
そ
し
ら
な
い
。

【

】

望
ま
し
い
こ
と

世
の
平
和
と
人
々
の
幸
せ
を
念
じ
、
身
を
つ

つ
し
み
、
善
い
こ
と
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
縁
あ

れ
ば
そ
れ
を
無
駄
に
し
な
い
。




