
１
　
は
じ
め
に

通
過
儀
礼
の
う
ち
、
社
会
的
地
位
や
身
分
の
変
更
を
公
的
に
、
あ
る
い
は

共
同
体
で
、
印
付
け
る
儀
礼
を
特
に
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
地
位
や
身
分
の

取
得
は
、
あ
る
集
団
に
加
入
す
る
こ
と
を
実
際
上
意
味
す
る
の
で
、
加
入
礼

あ
る
い
は
入
社
式
と
も
訳
さ
れ
る
）
と
い
う
。
こ
の
中
に
は
成
人
儀
礼
（
英
語

で
は
多
くpuberty

rite

と
表
現
さ
れ
、
成
熟
儀
礼
と
訳
す
こ
と
も
あ
る
）
が

含
ま
れ
る
。
成
人
儀
礼
は
そ
の
社
会
で
大
人
に
な
る
、
一
人
前
に
な
る
こ
と

を
印
付
け
、
祝
う
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は

そ
の
社
会
の
男
、
あ
る
い
は
女
に
な
る
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
共
同
体
で
の
成
人
儀
礼
が
な
ぜ
男
に
多
く
て
、
女
に
は
少
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
は
不
思
議
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
以
下

の
考
察
に
お
い
て
も
触
れ
る
が
、
女
性
の
地
位
を
巡
る
人
類
学
的
思
考
の
関

心
に
含
ま
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

女
の
場
合
に
は
身
体
的
成
熟
、
す
な
わ
ち
子
供
を
産
む
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
な
っ
た
こ
と
が
何
よ
り
の
関
心
の
焦
点
に
な
る
こ
と
が
特
徴
的
で
、
そ

れ
を
印
付
け
る
場
合
も
家
族
や
親
族
の
よ
う
に
（
地
域
共
同
体
で
は
な
い
）

む
し
ろ
私
的
な
集
団
の
範
囲
で
儀
礼
を
行
う
こ
と
が
、
多
く
の
社
会
で
普
通

の
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
は
公
的
な
関
心
事
と
し
て
は
、

（
少
年
た
ち
が
）
男
に
な
る
こ
と
に
特
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
と
理
解
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
男
と
女
の
通
過
儀
礼
は
対
称
的
な
も
の
で
は
な
い
よ

う
に
み
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
男
女
の
地
位
の
理
解
に
反
映
し

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
近
代
以
前
の
伝
統
的
社
会
で
の
話
で
あ
る
。
い
ま
の
市

町
村
な
ど
行
政
主
催
の
「
成
人
式
」
の
み
を
み
れ
ば
、
儀
式
は
男
女
に
と
っ

て
同
じ
意
味
が
あ
る
と
し
か
思
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
近
代
社
会
の
市
民
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（citizen

）
と
し
て
の
地
位
を
確
認
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
多
く
の
伝
統
的
社

会
お
け
る
こ
の
非
対
称
性
は
、
現
在
の
我
々
に
も
影
響
を
持
つ
か
も
し
れ
な

い
も
の
と
し
て
、
適
切
に
理
解
す
べ
き
特
別
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
日
本
の
民
俗
社
会
に
お
け
る
一
つ
の
成
人
儀
礼
を
取
り
上
げ
、

そ
の
儀
礼
の
構
造
と
意
味
の
分
析
を
通
し
て
、
伝
統
的
社
会
の
男
女
に
つ
い

て
の
思
考
を
確
か
め
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
な
資
料
と
し
て
、

福
島
県
の
「
幡
祭
り
（
は
た
ま
つ
り
）」
を
紹
介
す
る
。
私
が
こ
の
祭
り
を
知

っ
た
の
は
、
か
つ
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
「
ふ
る
さ
と
の
伝
承
」
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
記

録
し
た
映
像
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
初
め
て
み
た
と
き
、
人
類
学
の
イ
ニ
シ
エ

ー
シ
ョ
ン
研
究
の
観
点
か
ら
、
大
層
よ
く
で
き
た
祭
あ
る
い
は
儀
礼
で
あ
る

と
感
じ
、
ほ
と
ん
ど
感
動
し
た
こ
と
を
い
ま
も
覚
え
て
い
る
。

従
来
か
ら
文
化
人
類
学
の
テ
ー
マ
と
し
て
通
過
儀
礼
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関

心
を
抱
い
て
は
い
た
が
、
筆
者
が
本
年
度
か
ら
本
学
で
初
め
て
開
講
さ
れ
た

「
男
性
学
」
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
も
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
文
化
の
中
で

「
男
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
表
象
さ
れ
て
い
る
か
」
を
考
え
て
み
る
機
会
が

改
め
て
得
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
「
男
性
学
」
の
課
題
に
つ
い
て
の
普

通
の
理
解
は
、
近
代
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
構
造
の
脈
絡
か
ら
「
男
性
問
題
」

と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
現
象
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
も

う
少
し
広
く
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
幡
祭
り
」
の
よ
う

な
具
体
的
な
儀
礼
を
手
掛
か
り
に
、
男
に
ま
つ
わ
る
諸
観
念
の
文
化
的
構
築

に
ま
で
男
性
学
の
思
考
を
ひ
ろ
げ
、
そ
の
一
部
を
仮
説
的
な
考
察
と
し
て
提

示
し
た
い
。

２
　
資
料

こ
の
祭
は
、
放
送
で
は
「
若
者
が
生
ま
れ
変
わ
る
山
〜
福
島
県
東
和
町
の

幡
祭
り
」
と
し
て
一
九
九
七
年
五
月
一
一
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
放
映

さ
れ
た
。
以
下
は
放
映
さ
れ
た
映
像
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
以
下
「
ビ
デ
オ
」
と
す

る
）
の
簡
単
な
音
声
ス
ク
リ
プ
ト
に
主
と
し
て
映
像
か
ら
の
最
低
限
の
補
足

を
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、「
幡
祭
り
」
を
歴
史
的
、
民
俗
学
的
に
考
察
す
る
な
ら
、
歴
史
文
書

と
経
験
者
や
当
事
者
か
ら
の
聞
き
取
り
な
ど
の
調
査
資
料
が
、
よ
り
信
頼
性

の
高
い
も
の
に
な
ろ
う
。
今
回
も
東
和
町
教
育
委
員
会
の
報
告
書
は
参
照
し

た
。
そ
れ
に
従
っ
て
以
下
の
ス
ク
リ
プ
ト
に
詳
細
な
注
を
付
け
る
こ
と
は
で

き
る
。
し
か
し
最
初
の
印
象
あ
る
い
は
む
し
ろ
感
動
は
、
ビ
デ
オ
の
映
像
を

通
し
て
得
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
あ
え
て
ビ
デ
オ
を
第
一
次
的
な
分
析
資

料
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
分
析
で
必
要
な
範
囲
で
報
告
書
は
引
用
す
る
。

「
幡
祭
り
」
の
場
所
は
福
島
県
東
和
町
小
幡
（
こ
は
た
）
で
あ
る
。
映
像
で

見
る
限
り
平
野
の
集
落
で
は
な
く
、
山
間
の
村
で
あ
る
。
現
在
は
福
島
県
二

本
松
市
木
幡
と
な
っ
て
い
る
。
二
本
松
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
木
幡
の
あ

る
東
和
地
区
は
市
の
東
部
に
属
し
「
東
部
の
阿
武
隈
地
域
は
、
阿
武
隈
山
系

の
北
部
に
位
置
し
、
最
も
高
い
山
は
日
山
（
一
〇
五
七
ｍ
）
で
あ
り
、
全
体

に
丘
陵
状
の
起
伏
の
多
い
地
形
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
木
幡
山
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は
海
抜
六
六
六
ｍ
阿
武
隈
高
原
の
北
辺
に
近
く
」
に
位
置
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
幡
祭
り
は
二
〇
〇
四
年
に
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
そ
う
で
、
現
在
は
二
本
松
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
さ
れ
、
市
の
観

光
資
源
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
由
来
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
記
述
は
東

和
町
教
育
委
員
会
の
報
告
書
に
あ
る
が
、
議
論
の
本
筋
に
関
わ
ら
な
い
の
で

こ
こ
で
は
省
く
。

ビ
デ
オ
・
ス
ク
リ
プ
ト

小
幡
に
は
集
落
地
区
の
近
く
に
小
幡
山
（
こ
は
た
や
ま
）
が
あ
り
、
そ
こ

に
は
守
り
神
が
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
守
り
神
は
農
作
物
を
見
守
り
、

若
者
の
成
人
を
見
届
け
て
き
た
。
一
一
月
の
末
に
「
幡
祭
り
」
が
あ
る
。
五

穀
豊
穣
を
祈
る
と
と
も
に
、「
く
ぐ
り
岩
」
で
地
区
の
男
子
の
成
人
儀
礼
が
行

わ
れ
る
。
く
ぐ
り
岩
の
狭
い
穴
か
ら
生
ま
れ
変
わ
り
、
一
人
前
の
男
と
な
る
。

く
ぐ
り
岩
は
村
の
一
員
を
産
み
落
と
す
「
胎
内
」
と
な
る
。

「
権
立
（
ご
ん
だ
ち
）」
と
は
成
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
儀
式
を
行
う
若
者
の

こ
と
を
言
う
。
今
回
の
儀
礼
対
象
者
の
一
人
、
折
越
集
落
の
斎
藤
氏
は
二
三

歳
で
あ
る
。
権
立
は
女
性
の
長
襦
袢
を
身
に
つ
け
る
。
斎
藤
氏
は
母
親
の

（
赤
色
の
）
長
襦
袢
を
つ
け
た
。

昭
和
三
〇
年
頃
ま
で
は
中
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
少
年
が
成
人
と
認
め

ら
れ
る
儀
礼
で
あ
っ
た
が
、
今
は
二
十
歳
前
後
の
青
年
が
地
域
を
担
う
一
員

と
し
て
認
め
ら
れ
る
儀
式
と
な
っ
た
。

一
二
月
一
日
の
「
幡
祭
り
」
当
日
は
九
年
ぶ
り
の
雪
の
祭
と
な
っ
た
。
集

落
ご
と
に
行
列
（
幡
行
列
）
に
参
加
す
る
男
達
の
身
支
度
が
行
わ
れ
る
。（「
幡

祭
り
」
の
趣
旨
と
は
集
落
ご
と
に
羽
山
神
社
に
「
幡
」（
幟
幡
）
を
奉
納
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
権
立
」
の
「
胎
内
く
ぐ
り
」
と
「
権
立
よ
ば
り
」

が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。「
胎
内
く
ぐ
り
」
儀
礼
の
舞
台
で
あ
る
「
く
ぐ
り
岩
」

は
神
社
の
下
に
あ
る
。）
権
立
は
「
太
刀
」
を
身
に
つ
け
る
。「
太
刀
」
は
こ
ぶ

し
の
木
を
削
っ
て
、
男
根
を
か
た
ど
っ
て
作
る
。
斎
藤
氏
の
場
合
は
父
親
が

作
っ
た
。
一
人
前
の
男
に
な
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

集
落
ご
と
の
氏
神
に
祈
願
し
、
全
体
の
集
合
場
所
に
向
か
う
。
今
回
の
権

立
は
六
人
で
、
全
員
二
十
歳
前
後
の
若
者
で
あ
る
。
そ
の
後
、
奉
納
幡
を
押

し
立
て
て
行
列
を
作
り
、
小
幡
山
に
向
か
う
。
奉
納
幡
は
五
反
幡
、
三
反
幡

が
お
よ
そ
七
十
本
、
そ
の
他
小
さ
な
幡
合
わ
せ
て
合
計
百
本
以
上
で
あ
っ
た
。

権
立
以
外
の
参
詣
者
は
な
だ
ら
か
な
本
道
を
歩
む
。
こ
れ
は
林
道
で
あ
る
。

権
立
は
、
付
き
添
い
の
「
先
達
」（
祭
司
、
あ
る
い
は
祭
り
役
人
の
役
割
の
男

達
。
着
物
と
裁
着
袴
の
よ
う
な
袴
を
つ
け
、
袖
口
や
裾
口
は
結
ん
で
閉
じ
て

あ
る
白
装
束
で
、
被
り
物
を
し
て
い
る
。
修
験
者
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
）
の
大
人
と
と
も
に
裏
参
道
を
通
っ
て
登
る
。
成
人
と
み
な
さ
れ

な
い
権
立
は
急
な
坂
道
の
つ
ら
さ
を
体
験
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
約
四
十
分

の
登
り
で
あ
る
。

「
く
ぐ
り
岩
」（
か
な
り
急
な
山
腹
に
あ
る
）
に
つ
く
と
権
立
は
太
刀
を
奉
納

す
る
。
岩
の
前
に
は
こ
れ
ま
で
奉
納
さ
れ
た
太
刀
が
山
積
み
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
一
人
ず
つ
く
ぐ
り
岩
の
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
穴
を
（
上
か
ら

下
に
）
く
ぐ
っ
て
、
出
て
く
る
。
こ
れ
を
「
胎
内
く
ぐ
り
」
と
い
う
。
そ
の
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と
き
権
立
は
そ
れ
ぞ
れ
口
に
百
円
硬
貨
を
く
わ
え
て
出
て
く
る
。
穴
を
通
っ

て
出
て
く
る
と
同
時
に
硬
貨
を
地
面
に
落
と
す
。（
と
同
時
に
そ
れ
を
す
ぐ
拾

い
上
げ
る
。）

そ
れ
か
ら
、
岩
の
上
下
に
立
つ
「
先
達
」（
山
岳
修
験
者
の
よ
う
に
長
い
棒

を
持
っ
て
い
る
）
が
問
答
を
す
る
。（
こ
れ
を
「
権
立
よ
ば
り
」
と
い
う
。）

問
い
か
け
（
総
大
将
、
岩
の
上
）：

「
当
年
の
、
当
年
の
生
い
た
御
殿
（
ご

で
ん
）
は
名
は
何
と
申
す
。」

答
え
（
岩
の
下
の
先
達
）

：
「
向
山
（
む
か
い
や
ま
）
の
木
の
根
っ
こ
と
申
す
。」

問
い
か
け
（
総
大
将
）：

「
い
や
い
や
そ
う
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
。

当
年
の
生
い
た
御
殿
は
名
は
何
と
申
す
。」

答
え：

「
八
幡
太
郎
と
申
す
。」

一
同
（「
権
立
」
以
外
の
「
先
達
」
た
ち
）：
「
オ
ー
、
生
ま
れ
た
ぞ
ー
。」

（
同
時
に
法
螺
貝
が
吹
き
鳴
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
は
実
際
の
法
螺
貝
で
は
な

く
、
桐
の
木
を
刳
り
貫
い
て
、
吹
き
口
を
付
け
て
作
っ
た
も
の
。）

（
そ
れ
か
ら
一
同
は
「
く
ぐ
り
岩
」
の
少
し
上
の
山
腹
に
あ
る
羽
山
神
社
に
行

く
。
羽
山
神
社
の
下
に
小
屋
が
あ
る
。
小
屋
か
ら
役
人
の
装
束
で
は
な
い
普

段
の
服
の
初
老
の
）
男
性
が
重
に
詰
め
た
赤
飯
と
箸
を
も
っ
て
現
れ
、
並
ん

だ
若
者
の
手
の
ひ
ら
に
一
箸
ず
つ
お
い
て
ゆ
く
。
若
者
は
手
か
ら
食
べ
る
。

こ
れ
は
「
乳
粥
（
ち
ち
が
ゆ
）」
と
い
わ
れ
、
か
つ
て
は
小
豆
粥
が
与
え
ら
れ

て
い
た
代
わ
り
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
は
「
食
い
初
め
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

若
者
は
乳
代
と
し
て
先
ほ
ど
の
百
円
硬
貨
を
納
め
る
。（
百
円
を
男
性
に
直
接

手
渡
す
。）

３
　
分
析

通
過
儀
礼
と
し
て
よ
く
で
き
た
象
徴
的
な
、
か
つ
か
な
り
普
遍
的
な
構
造

を
持
つ
例
で
あ
る
。
先
ず
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
の
図
式
に
従
っ
て
、
全
体
を

「
分
離
」、「
過
渡
（
移
行
）」、「
統
合
」
の
三
つ
の
部
分
（
儀
礼
）
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。「
分
離
」
は
身
支
度
を
し
て
集
会
場
所
に
参
集
し
、
裏
参
道
を

登
る
と
こ
ろ
ま
で
と
し
て
み
る
。「
過
渡
」
は
こ
の
ビ
デ
オ
の
中
心
部
分
で
あ

る
「
胎
内
く
ぐ
り
」
と
「
権
立
よ
ば
り
」
で
あ
ろ
う
。「
統
合
」
に
相
当
す
る

部
分
は
こ
の
ビ
デ
オ
に
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、
く
ぐ
り
岩
の
上
の
羽
山

神
社
へ
の
参
詣
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
（
cf.
東
和
町
教
育
委
員
会

二
〇
〇
一
、
以
下
東
和
町
と
略
記
す
る
）。
ま
た
下
山
し
た
後
の
「
集
落
ご
と

の
氏
神
」
へ
の
報
告
や
、
そ
の
後
の
例
え
ば
集
会
所
な
ど
で
の
直
会
も
行
う

集
落
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
も
「
統
合
」
の
儀
礼
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
詳
し
く
考
え
て
み
る
。

①
男
女
両
性
具
有
の
状
態
に
な
る
。

「
権
立
」
は
女
性
の
赤
い
長
襦
袢
を
着
て
、
裁
着
袴
を
穿
き
、
襷
を
し
て
い

る
。
（
１
）

足
下
は
足
袋
、
草
鞋
で
あ
る
。
映
像
で
は
実
際
に
は
ゴ
ム
長
靴
の
人
も

い
る
。
か
つ
男
根
を
刀
の
よ
う
に
身
に
帯
び
て
い
る
。
大
き
な
太
い
木
で
削
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り
出
し
た
も
の
で
重
い
の
で
、
布
の
紐
を
肩
か
ら
袈
裟
懸
け
に
回
し
て
右
腰

の
脇
で
支
え
て
い
る
（
２
）

。
男
で
も
あ
り
、
女
で
も
あ
る
姿
は
、
日
常
の
秩
序
あ

る
い
は
分
類
か
ら
離
れ
た
曖
昧
な
姿
で
あ
り
、
タ
ー
ナ
ー
の
い
う
リ
ミ
ナ
リ

テ
ィ
ー
（
日
常
生
活
の
分
類
秩
序
や
そ
れ
に
基
づ
く
規
範
か
ら
逸
脱
し
、
境

界
状
態
に
あ
る
人
間
の
曖
昧
で
不
確
定
な
状
況
）
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い

る
。
長
襦
袢
を
身
に
つ
け
る
か
ら
と
い
っ
て
異
性
装
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
。
女
で
も
な
い
、
男
で
も
な
い
状
態
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
男
が
分
離
・
析

出
し
て
く
る
い
わ
ば
始
原
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
「（
村
）
人
」
の
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
加
入
者
に
危
険
や
苦
痛
を
与

え
て
試
練
を
課
す
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
は
「
過
渡
」
の
儀
礼
の
実
質

的
な
内
容
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
他
に
は
秘
儀
的
知
識
の
開
示
・
伝
達

が
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
ビ
デ
オ
の
音
声
ス
ク
リ
プ
ト
で
は
裏
参
道

を
通
っ
て
山
に
登
る
こ
と
を
「
成
人
と
み
な
さ
れ
な
い
権
立
は
急
な
坂
道
の

つ
ら
さ
を
体
験
す
る
も
の
と
さ
れ
る
」
と
し
て
、
試
練
と
し
て
解
釈
し
て
い

る
。
こ
れ
は
現
地
の
ひ
と
の
解
釈
を
反
映
し
た
説
明
で
あ
る
よ
う
だ
（
東
和

町：

83
）。
し
か
し
、
確
か
に
急
な
か
つ
狭
い
登
り
に
く
そ
う
な
道
で
は
あ
る

が
、
こ
の
年
頃
の
若
者
に
試
練
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
と
も
思
え
な
い
（
３
）

。

イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
人
と
そ
の
他
の
人
た
ち
を
記
号
的
に
分
け
る

仕
掛
け
で
あ
る
と
感
じ
る
。
む
し
ろ
、
試
練
は
講
で
の
権
立
と
し
て
の
働
き

に
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
（
４
）

。

③
「
男
（
の
子
）
の
誕
生
」
を
表
現
す
る
。

岩
に
割
れ
目
の
あ
る
（
大
き
な
岩
に
小
さ
な
岩
が
寄
り
か
か
る
よ
う
に
向

か
い
合
っ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
岩
が
間
に
狭
い
隙
間
を
作
り
出
し
て
い
る
）

「
く
ぐ
り
岩
」
を
通
る
「
胎
内
く
ぐ
り
」
は
、
出
産
の
比
喩
と
し
て
極
め
て
分

か
り
や
す
い
。
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
苦
し
い
試
練
な
ど
を
通
じ
て
子

供
と
し
て
は
死
に
、
大
人
（
若
者
）
と
し
て
再
生
す
る
「
死
と
再
生
」
が
象

徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
普
通
は
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
項
②
で
、

試
練
の
意
味
は
少
な
い
と
考
え
た
。
つ
ま
り
「
死
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
さ
ほ

ど
鮮
明
に
感
じ
な
い
。

こ
こ
は
、
男
と
い
う
よ
り
「
男
の
子
」
の
誕
生
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
後
に
そ
の
成
長
が
儀
礼
的
に
演
じ
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誕
生
と
成
長
の
表
現
は
「
村
人
」
の
誕
生
と
成
長
を
意

味
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
だ
け
で
は
断
定
が
難
し
く
、
民

俗
誌
の
参
照
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
こ
で
の
範
囲
の
印
象
を
記
せ
ば
、
新
た
な
生
み
直
し
と
す
る
な
ら
、
現
実

の
存
在
と
し
て
の
（
女
が
生
む
）「
男
の
子
」
と
観
念
的
な
存
在
と
し
て
の

「
若
者
」、「（
村
）
人
」
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
と
表
象
さ
れ
て
い
る
の
だ
と

思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
断
絶
が
あ
る
の
だ
。
連
続
性
の
中
に
通
過
儀

礼
で
不
連
続
を
導
入
す
る
、
つ
ま
り
子
供
か
ら
若
者
へ
社
会
的
地
位
を
変
え

て
い
く
と
い
う
よ
り
、
全
く
別
の
も
の
を
こ
こ
で
新
た
に
生
み
出
す
と
考
え

ら
れ
て
い
る
と
私
は
感
じ
た
。
そ
れ
を
男
が
や
る
の
だ
。
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④
「
人
（
村
人
）」
と
し
て
の
認
知
を
「
名
づ
け
」
に
よ
っ
て
行
う
。

多
く
の
社
会
で
、
名
付
け
は
一
つ
の
人
格
の
認
知
と
し
て
大
事
な
行
為
で

あ
る
こ
と
は
共
通
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
儀
礼
で
も
、「
く
ぐ
り
岩
」
か

ら
出
て
き
た
者
（
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
男
の
子
）
に
対
し
て
、
名
を
問
う
問

答
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
権
立
よ
ば
り
」
と
い
う
。
最
初
は
「
向
山
の
木

の
根
っ
こ
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
さ
に
取
る
に
足
り
な
い
、
何
者
で
も
な
い

か
の
ご
と
く
の
名
乗
り
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
問
い
か
け
る
者
に
よ
っ
て

そ
れ
は
否
定
さ
れ
、
改
め
て
「
八
幡
太
郎
」
と
の
名
乗
り
が
な
さ
れ
る
（
５
）

。
そ

の
と
き
立
ち
会
う
「
先
達
」
が
「
生
ま
れ
た
ぞ
ー
」
と
一
斉
に
声
を
上
げ
る
。

ビ
デ
オ
を
見
て
い
て
も
感
動
的
な
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
立
派
な
名
が
付

け
ら
れ
人
格
が
認
め
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
生
ま
れ
出
て
、
村
人
と
し

て
晴
れ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

⑤
「
人
（
村
人
）」
と
し
て
の
成
長
を
表
現
す
る
儀
礼
的
行
為
を
行
う
。

こ
の
問
答
の
後
「
乳
粥
」
と
い
わ
れ
る
赤
飯
を
食
べ
る
。
神
社
の
堂
守
の

小
屋
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
男
性
が
赤
飯
を
持
っ
て
現
れ
て
食
べ
さ
せ
る
。

こ
の
小
屋
を
「
粥
小
屋
」
と
い
う
。「
食
い
初
め
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

生
ま
れ
た
男
の
子
の
成
長
を
模
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
先
ほ
ど
の
百
円
硬
貨

を
渡
す
（
６
）
。
そ
の
後
く
ぐ
り
岩
の
上
に
あ
る
羽
山
神
社
に
参
拝
す
る
。
村
人
と

し
て
初
め
て
神
に
参
拝
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
部
分
は
ビ
デ
オ
で
は
表
現

さ
れ
て
い
な
い
。
映
像
と
し
て
は
省
か
れ
た
も
の
の
よ
う
だ
が
、
通
過
儀
礼

の
構
造
と
し
て
は
、「
統
合
」
の
儀
礼
に
相
当
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
の
羽
山
神
社
で
の
権
立
の
参
拝
は
現
在
は
、
先
ず
神
社
に
背
を
向

け
て
行
う
「
背
拝
み
」、
次
に
神
社
に
向
か
っ
て
左
側
を
向
い
て
拝
む
「
横
拝

み
」、
最
後
に
正
面
を
向
い
て
（
普
通
に
）
拝
む
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
ま

た
時
代
的
に
昔
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
か
つ
て
は
一
年
目
は
「
背

拝
み
」、
二
年
目
は
「
横
拝
み
」、
三
年
目
に
よ
う
や
く
普
通
に
正
面
を
向
い
て

拝
む
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
東
和
町：

88
）。
こ
れ
は
、
村
人

と
し
て
の
成
長
、
す
な
わ
ち
村
組
織
へ
の
統
合
が
、
時
間
を
か
け
て
徐
々
に

行
わ
れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

⑥
女
は
こ
の
儀
礼
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
儀
礼
の
中
で
、
一
番
興
味
深
い
こ
と
が
こ
の
点
で
あ
る
。
女
性
の
排

除
と
い
う
と
き
、
こ
の
場
合
意
味
は
二
つ
成
り
立
つ
。
一
つ
は
こ
の
成
人
儀

礼
の
関
与
者
は
「
権
立
」
も
「
先
達
」
も
男
性
だ
け
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

女
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
幡
祭
り
」
の
場
合
、
山
岳
修
験
の

影
響
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
事
実
こ
の
羽
山
神
社
は
「
羽
山
籠
り
」
の
場
で

あ
る
が
、
こ
の
「
羽
山
籠
り
」
は
女
人
禁
制
で
あ
る
（
東
和
町：

61
―
62
）。

山
岳
修
験
で
な
く
と
も
、
公
的
な
宗
教
儀
礼
は
男
達
の
管
掌
で
あ
る
こ
と
が

普
通
で
あ
る
。
む
し
ろ
多
く
の
社
会
で
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
で
、
女
も

参
加
で
き
る
も
の
は
少
な
く
、
ま
し
て
や
女
だ
け
が
参
加
し
て
男
が
排
除
さ

れ
て
い
る
祭
り
（
例
え
ば
沖
縄
久
高
島
の
イ
ザ
イ
ホ
ー
な
ど
）
は
例
外
的
で

あ
る
。
そ
の
点
で
は
こ
の
幡
祭
り
は
ご
く
普
通
の
儀
礼
の
性
格
を
示
し
て
い
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る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
女
（
娘
）
に
対
し
て

こ
れ
に
相
当
す
る
公
的
な
成
人
儀
礼
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
そ
の
儀
礼
の
中
身
が
、「（
男
を
）
生
み

出
す
」
こ
と
で
あ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
化
人
類
学
の
、
そ
し
て
私
の

男
性
学
の
議
論
の
脈
絡
で
言
う
な
ら
ば
、「
男
た
ち
だ
け
で
、（
改
め
て
）
村
人

を
生
み
出
す
（
誕
生
さ
せ
る
）」
こ
と
が
象
徴
的
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
こ

そ
が
、
注
目
す
べ
き
価
値
の
あ
る
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
村
人
」
と
は
男

の
こ
と
と
当
然
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

４
　
考
察

幡
祭
り
の
通
過
儀
礼
と
し
て
の
象
徴
的
な
構
造
の
分
析
は
、
以
上
で
主
要

な
論
点
は
網
羅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
民
俗
学
的
、
あ
る
い
は

文
化
人
類
学
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
例
え
ば
現
地
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

な
ど
で
研
究
す
る
こ
と
も
興
味
深
い
で
あ
ろ
う
し
、
必
須
の
こ
と
で
は
あ
ろ

う
。
例
え
ば
娘
の
成
人
儀
礼
が
地
域
共
同
体
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
、
念
の
た
め
確
か
め
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で

は
敢
え
て
そ
の
不
在
を
前
提
に
し
て
議
論
す
る
。
こ
の
地
域
の
儀
礼
そ
の
も

の
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
も
う
少
し
普
遍
的
な
文
化
観
念
に
関
心
を

転
じ
た
い
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
の
う
ち
、
最
後
の
⑥
女
性
の

排
除
に
焦
点
を
当
て
て
、
男
性
学
的
な
観
点
も
含
め
て
考
え
て
み
た
い
。

女
性
の
排
除
と
い
う
表
現
を
す
る
と
、
一
般
的
な
女
性
差
別
の
意
識
や
女

性
を
劣
位
に
置
く
社
会
制
度
の
存
在
を
想
定
し
て
誤
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
の
点
で
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
人
類
学
者
シ
ェ
リ
ー
・
オ
ー
ト
ナ
ー
の
指

摘
を
こ
こ
で
考
え
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
議
論
を
深
め
る
の
に
有
益
で
あ
る
。

オ
ー
ト
ナ
ー
の
根
本
的
な
問
題
意
識
は
、
女
性
の
男
性
に
対
す
る
社
会
的
劣

位
、
あ
る
い
は
従
属
的
地
位
が
普
遍
的
で
あ
る
の
は
な
に
ゆ
え
か
、
で
あ
る
。

仮
説
と
し
て
、
彼
女
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
文
化
で
、
女
性
は
男
性
よ
り

「
自
然
」
に
近
い
と
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

想
定
す
る
。
こ
れ
ま
で
男
性：

女
性
＝
文
化：

自
然
と
い
う
二
項
対
立
の
関

係
が
多
く
の
研
究
者
に
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
よ
り
精
密

に
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
女
性
が
（
い
わ
ば
比
喩
的
に
）「
自
然
」
に
よ

り
近
い
存
在
と
み
な
さ
れ
る
か
は
、
女
性
の
現
実
的
条
件
が
普
通
の
意
味
で

の
「
自
然
」
に
女
性
を
縛
り
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
と
考
え
る
。

そ
れ
ら
は
①
子
を
産
む
こ
と
に
関
係
し
た
生
理
的
構
造
の
制
約
、
②
家
庭
に

お
け
る
子
供
の
第
一
次
的
社
会
化
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
、
③
家
庭
生
活
を

媒
介
に
し
て
形
成
さ
れ
る
女
性
特
有
の
具
象
的
、
主
観
的
な
精
神
構
造
な
ど

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
女
性
を
男
性
よ
り
も
「
自
然
」
に
近
い
存
在
と
表
象
さ

せ
る
原
因
と
な
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
女
性
も
文
化
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
む
し
ろ
、
女
性
は
「
文
化
」
と
「
自
然
」

の
間
に
あ
る
中
間
的
位
置
を
占
め
て
い
る
と
み
な
す
の
が
、
よ
り
適
切
な
理

解
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。
中
間
的
地
位
と
は
、
や
は
り
多
層
的
な
意
味
の

概
念
で
、
①
「
文
化
」
と
「
自
然
」
の
連
続
的
位
階
構
造
で
の
「
中
途
」
の
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位
置
、
②
宇
宙
に
お
け
る
根
本
的
に
異
な
っ
た
過
程
と
観
念
さ
れ
る
「
自
然
」

と
「
文
化
」
を
媒
介
す
る
位
置
あ
る
い
は
機
能
、
③
「
文
化
」
と
「
自
然
」

を
区
切
る
境
界
に
近
い
位
置
（
中
心
と
周
縁
と
い
う
時
の
周
縁
的
位
置
）
の

三
つ
の
意
味
が
区
別
で
き
る
と
す
る
。

オ
ー
ト
ナ
ー
は
女
性
が
「
自
然
」
に
近
い
、
つ
ま
り
「
自
然
」
と
「
文
化
」

の
中
間
的
位
置
に
（
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
表
象
の
中
で
）
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う
事
実
は
普
遍
的
だ
と
指
摘
し
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら

の
彼
女
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
女

性
を
「
自
然
」
に
近
い
も
の
と
す
る
文
化
的
構
築
と
、
女
性
の
置
か
れ
て
い

る
現
実
の
社
会
的
（
従
属
性
と
い
う
）
状
況
は
相
互
に
強
化
し
あ
っ
て
関
係

し
て
い
る
。
従
っ
て
、
女
性
の
状
況
を
改
善
す
る
の
に
社
会
制
度
の
改
革
の

み
を
目
指
す
努
力
で
は
十
分
で
は
な
く
、
ま
た
同
様
女
性
を
劣
位
に
置
く
文

化
的
前
提
の
変
革
の
み
を
目
指
す
努
力
で
も
不
十
分
で
、
こ
の
双
方
を
視
野

に
入
れ
る
必
要
性
を
指
摘
す
る
。

オ
ー
ト
ナ
ー
の
説
明
は
明
快
で
、
説
得
的
で
は
あ
る
が
、
彼
女
の
考
え
方

自
体
が
西
欧
文
化
の
偏
見
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
子
供
は
文
化
的
存
在
で
は
な
く
（
む
し
ろ
自
然
的

存
在
で
）
し
つ
け
と
教
育
で
人
間
に
な
る
べ
く
社
会
化
、
文
化
化
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
当
然
の
ご
と
く
前
提
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
性
で
あ
る

こ
と
は
出
産
の
生
理
に
よ
っ
て
「
自
然
」
に
近
い
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と

で
当
然
に
不
利
益
を
被
る
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。
子
を
産
む
力
は
女
性
に

と
っ
て
は
桎
梏
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
世
界
の
儀
礼
の
中
に
は
、
男
達
は
必
ず
し
も
女
性
の
出
産
能
力

を
そ
の
よ
う
に
は
み
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
羨
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
子
ど
も
は
女
性
し
か
生
む
こ
と
が

で
き
な
い
。
生
物
学
的
に
い
え
ば
、
男
性
は
遺
伝
子
の
「
運
び
手
」（
福
岡
二

〇
〇
八
）
で
あ
り
、
一
時
的
、
周
辺
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。
受
精
の
時

に
必
要
な
だ
け
で
あ
る
。
生
殖
（
と
そ
の
後
の
子
育
て
）
に
お
け
る
女
性
の

充
実
し
た
、
実
質
的
な
貢
献
か
ら
比
べ
れ
ば
、
男
性
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
空

虚
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
一
時
の
役
割
以
外
に
は
男
の
存
在
理
由
は

（
生
物
学
的
に
は
）
希
薄
な
の
で
あ
る
。
男
性
た
ち
が
こ
の
点
を
極
め
て
遺
憾

に
思
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
女
性
の
生
殖
力
を
嫉
ま
し
く
思

っ
て
、
そ
れ
に
関
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
え
る
現

象
が
、
人
類
学
の
資
料
に
は
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
女
性
の
生
理
を
真
似

る
か
の
よ
う
な
ペ
ニ
ス
の
下
部
切
開
（
cf.
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
）
や
、
妻
の
出

産
の
際
に
分
娩
の
苦
し
み
を
夫
が
演
じ
る
ク
バ
ー
ド
（
擬
娩
）
な
ど
の
習
慣

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
社
会
に
は
時
期
が
来
る
と
女
（
母
）
た
ち
か
ら

男
の
子
た
ち
を
引
き
離
し
て
（
奪
っ
て
）
男
た
ち
だ
け
の
集
団
に
組
み
入
れ

る
制
度
が
あ
る
。
例
え
ば
ア
フ
リ
カ
の
マ
サ
イ
族
の
若
者
に
は
「
モ
ラ
ン
」

と
い
う
戦
士
階
梯
が
あ
る
が
、
長
老
（
男
の
み
で
あ
る
）
達
が
そ
こ
へ
の
加

入
儀
礼
を
若
者
に
対
し
て
行
う
。
幼
い
う
ち
は
仕
方
が
な
い
が
、
あ
る
程
度

大
き
く
な
っ
た
ら
男
の
子
を
男
達
の
手
に
奪
還
し
た
い
と
い
う
願
望
の
現
わ

れ
と
も
思
え
る
。

つ
ま
り
、
幡
祭
り
は
男
達
が
男
達
だ
け
で
男
を
改
め
て
生
み
出
す
儀
礼
と
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み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
文
化
的
動
機
は
何
ら
か
の
形
で
確
か

め
て
み
る
必
要
の
あ
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
女
は
子
を
生
む
故
に
「
自
然
」

に
近
く
、
そ
れ
故
に
社
会
的
に
劣
位
に
位
置
づ
け
る
。
そ
う
い
う
劣
位
に
あ

る
女
に
男
（
若
者
）
を
任
せ
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

若
者
を
男
に
し
っ
か
り
関
係
づ
け
る
と
い
う
目
的
で
儀
礼
を
行
う
の
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
今
回
の
資
料
の
ビ
デ
オ
に
は
、
こ
の
儀
礼
の
外
の
事
柄
で

あ
る
か
ら
か
表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
儀
礼
の
後
「
権
立
」
達
は
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
若
者
組
に
加
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
こ
の
儀
礼
が
若

者
組
へ
の
加
入
礼
で
も
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
想
定
も
成
り
立
つ
（
７
）
。

し
か
し
そ
う
い
う
男
性
優
位
の
発
想
は
、
ビ
デ
オ
を
見
て
い
て
も
何
か
実

感
と
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
女
性
の
生
殖
力
を
評
価
し
羨
む

が
故
に
、（
村
人
に
す
る
た
め
に
は
）
男
も
（
女
と
同
等
に
）
男
を
改
め
て
生

み
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
方
が
、

ま
だ
し
も
落
ち
着
き
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
生
物
と
し
て
の
男
性

（
男
児
）
は
女
が
生
む
が
、「（
村
人
で
あ
る
）
男
は
男
が
生
ま
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
と
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
点
が
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

５
　
ま
と
め

本
稿
で
は
、
映
像
に
主
と
し
て
依
存
す
る
儀
礼
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
結

果
、「
幡
祭
り
」
の
中
の
「
胎
内
く
ぐ
り
」
や
「
権
立
よ
ば
り
」
は
「
男
が
男

を
生
み
出
す
儀
礼
」
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
社
会
の
人

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
概
念
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
が
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
い
え
ば
オ
ー
ト
ナ
ー
が
属
す
る
西
欧
文
化
と
、
日
本

の
民
俗
社
会
の
よ
う
な
そ
れ
以
外
の
文
化
と
で
は
、
基
本
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー

観
に
お
い
て
差
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
み
る
た
め
に
は

や
は
り
そ
の
文
化
ご
と
の
「
人
」
の
概
念
や
分
類
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
と
き
の
手
掛
か
り
の
一
つ
が
通
過
儀
礼
で
あ
る
の
だ
が
、
当

然
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
ず
、
広
く
そ
の
文
化
全
体
の
研
究
が
要
請
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
今
回
対
象
に
し
た
儀
礼
に
つ
い
て
い
え

ば
、
修
験
の
影
響
を
中
心
に
母
体
と
な
る
民
俗
社
会
の
全
体
的
理
解
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
む
し
ろ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
人
類
学
の
脈
絡
か
ら
、
他

の
文
化
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
関
係
に
視
野
を
広
げ
た
い
。
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注（
１
）
長
襦
袢
で
は
な
く
て
、
赤
に
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
着
物

の
形
態
で
は
な
く
、
赤
と
女
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
報
告
書
に
よ
れ

ば
「
現
在
、
参
加
に
あ
た
っ
て
の
衣
裳
は
母
親
な
ど
が
着
た
花
模
様
の
襦
袢
か
赤
地

の
着
物
、
ま
た
は
祭
の
た
め
に
縫
っ
た
襦
袢
風
な
着
物
で
、
主
催
者
が
そ
ろ
え
た
白

の
た
っ
つ
け
袴
を
は
く
。（
中
略
）
権
立
が
こ
の
よ
う
な
女
物
の
襦
袢
あ
る
い
は
赤
地

の
着
物
を
着
る
の
は
、
古
く
か
ら
の
習
わ
し
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
（
東
和

町：

81
）」
と
し
て
い
る
。
赤
系
統
の
着
物
と
す
る
伝
承
は
多
い
が
、
白
と
い
う
と
こ

ろ
も
あ
り
、
ま
た
赤
い
着
物
と
す
る
の
は
昭
和
三
十
年
以
降
の
新
し
い
風
習
と
い
う

説
も
あ
る
よ
う
だ
。
由
来
は
別
に
し
て
、
現
在
は
女
物
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
慣
習

と
し
て
確
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
２
）
太
刀
は
普
通
は
体
の
左
側
に
佩
く
も
の
で
あ
る
。「
権
立
」
の
「
太
刀
」
は
左
側
に

下
げ
る
と
報
告
書
に
も
書
い
て
あ
る
が
、
実
際
に
は
ビ
デ
オ
や
報
告
書
の
写
真
を
見

て
も
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
で
、
右
に
下
げ
た
り
、
果
て
は
ず
れ
て
し
ま
っ
て
腰
の
前

に
抱
え
て
い
る
若
者
さ
え
い
る
。
こ
れ
は
「
太
刀
」
の
構
造
に
関
係
す
る
。
木
の
先

を
男
根
の
亀
頭
様
に
削
り
だ
し
、
そ
の
反
対
側
の
根
本
に
当
た
る
部
分
に
藁
で
編
ん

だ
鍔
を
付
け
る
。
そ
う
す
る
と
亀
頭
か
ら
み
て
反
対
の
端
が
太
刀
で
い
え
ば
柄
に
当

た
る
こ
と
に
な
る
。
太
刀
と
し
て
み
る
と
亀
頭
は
本
来
は
切
っ
先
に
当
た
り
、
腰
に

付
け
る
と
き
に
は
体
よ
り
後
ろ
に
位
置
す
る
。
と
こ
ろ
が
男
根
と
考
え
る
と
振
り
立

て
て
前
に
来
る
の
は
亀
頭
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
太
刀
と
し
て
は
柄
を
後
ろ
に
し
て

逆
さ
ま
に
佩
く
こ
と
に
な
る
。
当
事
者
も
混
乱
し
て
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）
現
実
に
、
試
練
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
記
述
が
報
告
書
に
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は
権
立
一
行
と
幡
行
列
と
は
現
在
の
権
立
が
通
る
参
道
を
共

に
進
ん
で
い
た
が
、
林
道
が
整
備
さ
れ
て
尾
根
づ
た
い
の
緩
や
か
な
道
が
で
き
る
と
、

幡
行
列
は
そ
ち
ら
を
進
ん
だ
。
幡
は
倒
さ
ず
に
立
て
て
持
つ
の
が
習
わ
し
で
、
昔
の

道
は
狭
く
て
急
な
の
で
そ
れ
を
避
け
た
の
で
あ
る
（
東
和
町：

40
）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

苦
難
を
経
験
す
べ
き
権
立
も
新
し
い
道
を
通
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。

（
４
）
注
７
参
照
。

（
５
）
ビ
デ
オ
で
は
こ
の
「
権
立
よ
ば
り
」
は
一
回
だ
け
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

見
る
限
り
、
参
加
の
「
権
立
」
全
体
に
対
し
て
こ
の
一
回
の
問
答
が
な
さ
れ
る
か
の

よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
は
一
人
一
人
の
実
名
を
唱
え
て
い
た
そ

う
で
あ
る
。「
実
名
を
告
げ
る
の
が
古
例
で
、
八
幡
太
郎
と
告
げ
る
の
は
後
に
な
っ
て

か
ら
（
東
和
町：

86
）」
で
あ
る
よ
う
だ
。
ま
た
、「
向
山
の
木
の
根
っ
こ
」
で
は
な

く
、「
お
千
代
」
と
か
「
お
花
」
と
か
女
性
の
名
を
告
げ
た
り
、
も
っ
と
ふ
ざ
け
た
名

で
問
答
し
た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

（
６
）
こ
の
参
詣
の
前
の
乳
粥
を
も
ら
う
段
階
で
の
「
百
円
硬
貨
」
は
理
解
が
難
し
い
。

も
ち
ろ
ん
「
百
円
」
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
、
要
す
る
に
「
銭
を
渡
す
」
こ
と
の

意
味
の
理
解
で
あ
る
。
あ
る
世
界
か
ら
も
う
一
つ
の
世
界
へ
通
過
し
て
ゆ
く
と
き
、

そ
の
境
界
を
支
配
す
る
も
の
に
銭
を
渡
す
習
慣
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
す
ぐ
「
三
途

の
川
の
渡
し
賃
」
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
相
当
す
る
意
味
で
あ

ろ
う
か
と
い
う
く
ら
い
し
か
私
は
思
い
つ
か
な
い
。
二
つ
の
世
界
の
移
行
に
お
い
て
、

い
ず
れ
の
方
向
に
お
い
て
も
渡
し
銭
は
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
こ

の
世
界
で
生
ま
れ
た
子
を
養
う
役
目
の
人
を
、
三
途
の
川
の
渡
し
守
と
同
じ
に
理
解

す
る
こ
と
も
無
理
な
よ
う
に
も
感
じ
る
。
当
事
者
で
あ
る
地
域
の
人
た
ち
は
「
お
賽

銭
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
お
金
を
渡
す
風
習
は
第
二
次
大
戦
以
前

に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
戦
中
戦
後
の
食
糧
事
情
の
悪
い
時
期
に
粥
代
と
し
て
始
ま

っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
よ
う
だ
。
終
戦
後
ま
で
の
こ
ろ
は
十
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
東
和
町：

84
。）
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
深
読
み
の
し
す
ぎ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

土
地
の
人
の
説
が
正
し
い
な
ら
、「
百
円
」
に
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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（
７
）
共
体
的
集
団
（corporate

group

）
と
し
て
の
若
者
組
は
、
東
和
町
教
育
委
員
会

の
報
告
書
の
限
り
で
は
そ
の
存
在
は
想
定
で
き
な
い
。
し
か
し
地
区
ご
と
の
堂
社

（
羽
山
籠
り
に
お
籠
も
り
を
す
る
宗
教
的
施
設
。
こ
の
語
は
現
在
は
幡
祭
り
に
参
加
す

る
組
織
を
指
す
も
の
と
し
て
も
使
わ
れ
る
。
東
和
町：

44
。
ま
た
、
お
籠
も
り
の
た

め
の
堂
社
は
、
数
戸
か
ら
十
数
戸
の
家
々
が
ま
と
ま
っ
て
日
常
的
結
び
つ
き
の
地
域

集
団
を
な
す
「
ヤ
シ
キ
」
単
位
に
か
つ
て
は
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
同
書：

45
。）

で
の
お
籠
も
り
（
羽
山
籠
り
）
の
講
に
お
い
て
、
参
加
者
を
年
齢
で
区
切
っ
て
講
を

組
織
し
て
い
る
こ
と
は
参
考
に
な
る
。
年
齢
階
梯
制
的
な
構
造
が
窺
わ
れ
る
。
講
は

男
の
み
の
組
織
で
あ
る
。
あ
る
地
域
で
は
四
十
一
歳
以
上
を
「
元
老
」、
三
十
五
歳
よ

り
四
十
歳
ま
で
を
「
中
老
」、
三
十
四
歳
以
下
を
「
若
連
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目

を
規
定
し
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
講
の
お
籠
も
り
に
初
め
て
参
加
す
る
も
の
が
「
権

立
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
権
立
」
の
本
来
の
意
味
の
よ
う
だ
。
従
っ
て
、
こ
の
儀
礼

が
若
者
組
へ
の
加
入
礼
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
村
の
重
要
な
精
神
的
意
味
の
あ
る
講

に
加
入
さ
せ
ら
れ
る
が
故
に
「
胎
内
く
ぐ
り
」
な
ど
を
経
験
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
べ

き
な
の
で
あ
ろ
う
。
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