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日
本
人
の
多
く
の
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
命
、
少
く
と
も
命
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
感
じ
る
宗
教
感
覚
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ

は
余
り
に
も
自
然
な
の
で
、
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
も
し
あ
な
た
が
コ
ッ
プ
を
落
し
て
割
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
た
だ
物
が
こ
わ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
コ
ッ
プ
に
「
ご
め
ん
な

さ
い
」
と
い
い
た
い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
せ
ん
か
と
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
問
い
か
け
る
と
、
誰
も
が
「
そ
う
ね
」
と
答
え
る
。

　

ま
た
職
人
さ
ん
た
ち
と
話
し
て
い
る
と
、
自
分
が
扱
っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
自
分
の
子
ど
も
に
対
す
る
よ
う
な
深
い
愛
情
を
も
っ
て

い
る
の
を
感
じ
る
。
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
、
織
物
を
織
っ
て
い
る
女
性
は
、
自
分
の
作
品
を
何
気
な
く
「
こ
の
子
」
と
い
っ
て
い
た
。
こ
う

い
う
気
持
で
仕
事
を
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
の
職
人
さ
ん
た
ち
の
技
術
・
技
能
は
世
界
一
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ

る
。

　

針
供
養
・
人
形
供
養
な
ど
を
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
使
い
捨
て
る
と
き
に
供
養
す
る
習
慣
が
あ
る
の
も
、
そ
の
例
で
あ
る
。
私
の
住

む
東
京
文
京
区
の
区
報
に
は
、
歯
ブ
ラ
シ
供
養
を
す
る
と
い
う
誘
い
の
記
事
が
載
っ
て
い
た
。
今
年
（
平
成
二
十
七
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

生
き
物
た
ち
に
対
し
て
は
、
そ
の
気
持
は
も
ち
論
強
い
。
と
く
に
自
分
た
ち
が
そ
の
命
を
い
た
だ
い
て
生
き
て
い
る
動
物
た
ち
に
対
し
て

日
本
人
の
宗
教
感
覚
を
大
切
に
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は
、
古
代
の
昔
か
ら
そ
の
霊
を
て
い
ね
い
に
慰
め
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
関
東
地
方
で
は
か
つ
て
よ
く
食
べ
て
い
た
イ
ノ
シ
シ
の
霊
を
慰
め
る

た
め
の
三
匹
シ
シ
舞
が
、
東
北
地
方
で
は
鹿
の
霊
の
た
め
の
鹿し

し

踊
り
が
広
が
っ
て
い
た
。

　

そ
う
い
う
気
持
は
も
ち
論
現
在
に
つ
づ
い
て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
で
全
壊
し
た
い
く
つ
も
の
魚
市
場
で
、
再
建
さ
れ
た
と
き
、
漁
師
さ

ん
た
ち
が
第
一
番
に
や
っ
た
の
が
、
魚
魂
祭
で
あ
り
、
魚
霊
祭
で
あ
っ
た
。

　

福
島
県
の
会
津
地
方
で
は
、
農
業
の
た
め
に
殺
し
た
害
虫
た
ち
の
霊
を
慰
め
る
虫
供
養
を
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
こ
れ
ま
で
の
供
養
塔
は

す
ぐ
に
こ
わ
れ
る
か
ら
と
、
十
年
程
前
に
わ
ざ
わ
ざ
ポ
プ
ラ
材
で
高
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
供
養
塔
を
新
し
く
造
っ
た
の
で
あ
る
。

　

東
北
北
部
で
は
曲
り
家
を
建
て
、
馬
も
人
と
同
じ
家
の
中
で
飼
っ
て
い
た
例
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
中
国
地
方
で
は
か
つ
て
盛
ん
に
行
な

わ
れ
て
い
た
田
植
え
の
行
事
・
囃
し
田
で
は
、
人
よ
り
も
田
を
鋤す

い
た
り
な
ら
し
た
り
す
る
牛
た
ち
を
、
精
一
杯
美
し
く
飾
り
た
て
る
。
私

は
初
め
て
見
た
と
き
、
囃
し
田
は
牛
が
主
役
で
あ
る
と
感
じ
た
程
で
あ
る
。

　

日
本
の
牧
畜
業
で
は
馬
や
牛
な
ど
を
自
分
の
子
ど
も
の
よ
う
に
大
切
に
す
る
心
が
あ
っ
た
。
現
在
の
多
く
の
牛
を
飼
う
牧
畜
業
に
な
っ
て

も
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
見
る
と
、
牛
を
飼
う
人
々
の
気
持
は
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
以
後
も
恐
ら
く
は
こ
の
気
持
は
失
わ
れ
な
い

だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
も
ち
論
人
の
命
の
大
切
さ
を
知
る
日
本
人
は
、
失
わ
れ
た
人
々
の
霊
魂
を
慰
め
る
た
め
に
、
出
来
得
る
限
り
の
こ
と
を
し
よ
う
と

努
め
る
。
東
日
本
大
震
災
の
大
津
波
で
多
く
の
子
ど
も
た
ち
の
命
が
失
わ
れ
た
宮
城
県
の
大
川
小
学
校
で
は
、
校
庭
の
側
の
土
手
の
上
に
、

か
わ
い
い
地
蔵
が
建
て
ら
れ
、
二
年
近
く
経
っ
て
私
た
ち
が
お
参
り
し
た
日
も
、
今
日
活
け
た
ば
か
り
の
花
々
が
優
し
く
囲
み
、
い
く
つ
も

の
風
車
が
カ
ラ
カ
ラ
と
悲
し
い
音
を
さ
せ
て
い
た
。

　

被
災
地
の
人
々
は
涙
を
越
え
て
、
本
来
は
祝
い
の
た
め
の
芸
能
も
、
な
く
な
っ
た
人
々
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
ど
こ
で
も
演
じ
て
い
た
。

　

福
島
県
の
原
発
の
被
災
地
で
あ
る
双
葉
町
で
は
、
こ
の
夏
（
平
成
二
十
七
年
）
櫓
を
た
て
て
盆
踊
り
を
や
っ
た
。
こ
の
櫓
の
柱
の
元
に
は
、

小
さ
な
氏
神
の
祠
が
造
ら
れ
て
お
り
、
人
々
は
先
ず
そ
こ
に
お
参
り
し
て
か
ら
踊
り
の
輪
に
加
わ
っ
た
と
い
う
。
日
本
の
芸
能
に
は
多
か
れ

少
な
か
れ
、
な
く
な
っ
た
人
々
へ
の
鎮
魂
の
気
持
が
あ
り
、
鎮
魂
の
た
め
の
芸
能
を
捧
げ
る
と
い
う
気
持
が
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
う
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し
た
死
者
を
弔
う
形
は
、
す
で
に
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
見
え
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
日
本
人
の
ご
く
自
然
な
心
の
動
き
は
、
宗
教
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
私
は
思
う
。
も
っ
と
本
源
的
で
自
由
で
ひ
ろ
や
か
な
、
宗

教
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
感
覚
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
日
本
人
は
多
く
の
宗
教
に
対
し
て
も
排
他
的
で
な
く
寛
容
で
あ
り
得
る
。
私
は
こ
の
宗
教

感
覚
に
多
く
の
人
が
気
が
付
き
、
大
切
に
持
ち
、
次
代
の
人
々
に
ご
く
自
然
に
日
常
の
生
活
の
中
で
伝
え
て
ほ
し
い
と
思
う
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）




