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モ
ノ
の
伝
記
に
関
す
る
人
間
学
的
考
察

―
モ
ノ
と
の
関
わ
り
と
唯
一
性

―教
育
人
間
学
専
修　

平　

山　

達　

也

私
た
ち
の
日
常
生
活
は
モ
ノ
の
存
在
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
。そ
の
よ
う
な
モ
ノ
を
、「
人

間
の
手
の
届
く
範
囲
に
あ
る
人
工
物
や
自
然
物
」
と
定
義
し
た
上
で
、
モ
ノ
と
人
間
の
関
係

そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

第
一
章
で
は
ま
ず
、
モ
ノ
と
人
間
の
関
係
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
や
す
い
二
つ
の
特
殊
性

に
つ
い
て
触
れ
る
。
一
つ
は
モ
ノ
の
側
に
由
来
す
る
特
殊
性
で
あ
り
、
そ
の
モ
ノ
の
希
少
性

や
自
然
物
な
ど
に
見
ら
れ
る
再
現
不
可
能
性
が
特
殊
性
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
の
特
殊
性
と
し
て
は
、
人
間
の
側
に
由
来
す
る
も
の
で
、
人
間
関
係
の
中
で
特
殊
な
意

味
づ
け
が
な
さ
れ
る
モ
ノ
で
あ
る
結
婚
指
輪
や
遺
品
な
ど
か
ら
、
自
身
に
と
っ
て
個
人
的
に

何
か
の
記
念
と
し
て
特
殊
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
モ
ノ
ま
で
含
む
よ
う
な
特

殊
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
特
殊
性
と
は
異
な
る
「
モ
ノ
と
人
間
の
関
係
」
そ
の
も
の

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
、
モ
ノ
と
私
が
出
会
っ
た
と
き
か
ら
生
じ
る
性
質
を
「
唯
一
性
」

と
し
て
、
本
稿
の
主
た
る
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
コ
ピ
ト
フ
の
論
文
「
モ
ノ
の
文
化
的
伝
記
」
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
モ
ノ
の

唯
一
性
と
そ
の
対
と
な
る
性
質
で
あ
る
商
品
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
コ
ピ
ト
フ
は
文
化

人
類
学
の
立
場
か
ら
、
モ
ノ
の
理
想
と
な
る
伝
記
が
文
化
ご
と
に
異
な
る
こ
と
に
着
目
し
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
モ
ノ
と
人
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、

一
つ
の
モ
ノ
に
混
在
す
る
唯
一
性
と
商
品
性
に
つ
い
て
、
商
品
の
階
層
構
造
や
、
終
端
商
品

な
ど
の
コ
ピ
ト
フ
の
例
を
参
考
と
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
た
。

第
三
章
で
は
、
考
察
の
対
象
を
コ
ピ
ト
フ
の
言
う
「
モ
ノ
の
『
文
化
的
』
伝
記
」
か
ら
、

個
人
的
な
モ
ノ
の
伝
記
と
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
唯
一
性
の
あ
り
よ
う
へ
と
移
し
て
い
く
。
そ

れ
は
「
こ
の
モ
ノ
」
と
「
こ
の
私
」
に
よ
る
「
こ
の
モ
ノ
と
私
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察

で
あ
る
。
そ
の
唯
一
性
が
も
た
ら
す
一
体
化
や
調
和
の
感
覚
を
表
す
言
葉
と
し
て
、「
馴
染
む
」

と
い
う
表
現
を
用
い
た
。
そ
の
よ
う
な
唯
一
性
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
ヤ
カ
ン
や
靴
、
摺

小
木
に
つ
い
て
の
文
章
を
取
り
上
げ
、「
こ
の
モ
ノ
と
私
」
が
馴
染
ん
で
い
く
様
子
に
つ
い
て

分
析
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
モ
ノ
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
商
品
価
値
と
い
う
判
断
と
相
対

す
る
も
の
と
し
て
唯
一
性
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
の
性
質
は
「
こ
の
モ
ノ
と
私
」
の
関

わ
り
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
モ
ノ
と
私
」
と
い
う
範

囲
に
留
ま
り
が
ち
な
モ
ノ
の
伝
記
は
、そ
の
唯
一
性
を
直
接
経
験
し
て
い
な
い
人
間
に
も
、「
こ

の
私
」
の
残
し
た
言
葉
や
、「
こ
の
モ
ノ
」
の
姿
か
た
ち
を
通
し
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
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現
代
短
歌
に
関
す
る
人
間
学
的
考
察

―
「
私
」・「
場
」
の
変
容
を
め
ぐ
っ
て

―
教
育
人
間
学
専
修　

宮　

﨑　

哲　

生

本
論
文
は
現
代
短
歌
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
人
間
学
的
な
視
点
か
ら
考
察
し
た
も
の

で
あ
る
。
特
に
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
に
登
場
す
る
「
ラ
イ
ト
・
ヴ
ァ
ー
ス
」「
ニ
ュ
ー
ウ

ェ
ー
ブ
」「
か
ん
た
ん
短
歌
」「
ケ
ー
タ
イ
短
歌
」
と
呼
称
さ
れ
る
短
歌
に
注
目
し
、
そ
れ
ら

の
短
歌
が
拠
り
所
と
す
る
人
間
観
や
短
歌
観
な
ど
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
が
研
究
の
趣
旨
で

あ
る
。

二
部
構
成
で
綴
ら
れ
る
本
論
文
の
一
貫
し
た
主
張
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
点
目
が
「
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
や
消
費
文
化
や
情
報
化
社
会
な
ど
を
意
味
す
る
広
義
の
『
現
代
文
化
』
に
、

現
代
短
歌
は
取
り
込
ま
れ
た
（
支
配
さ
れ
た
）
の
で
あ
る
」（
※
現
代
短
歌
が
「
現サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー

代
文
化
」
を
取

り
入
れ
た
の
で
は
な
い
）
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
二
点
目
が
「
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
に
、

短
歌
に
お
け
る
文
体
の
表
面
的
特
徴
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
に
詠
い
上
げ
る
作
者
の
人
間

観
や
短
歌
観
に
大
き
な
変
容
が
あ
っ
た
の
だ
」と
い
う
主
張
で
あ
る
。前
者
は
特
に
第
一
部（
第

一
章
）
で
、
後
者
は
特
に
第
二
部
（
第
二
章
）
で
具
体
的
な
論
拠
に
基
づ
い
て
示
さ
れ
て
い
く
。

伝
統
的
な
歌
壇
か
ら
距
離
を
置
い
て
な
お
詠
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
若
者
お
よ
び
彼
ら
の
作

品
に
は
、
文
芸
的
価
値
の
追
求
と
は
異
な
る
重
要
な
人
間
学
的
諸
相
が
潜
在
し
て
い
る
。
第

一
部
（
第
二
章
）
で
取
り
上
げ
た
「
か
ん
た
ん
短
歌
」
に
固
有
の
特
徴
と
は
、
徹
底
し
て
読
者

を
意
識
す
る
こ
と
・
散
文
短
歌
へ
の
志
向
性
・
仮
想
敵
へ
の
反
発
意
識
の
三
点
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
特
徴
か
ら
は
、
歌
の
な
か
に
「
私
」
を
出
さ
ず
に
他
者
へ
の
共
感
や
同
意
を
希
求
す

る
若
者
の
心
性
を
見
て
取
れ
た
。
ま
た
、
第
一
部
（
第
三
章
）
で
扱
っ
た
「
ケ
ー
タ
イ
短
歌
」

の
本
質
と
は
、
ケ
ー
タ
イ
と
い
う
情
報
端
末
機
器
に
由
来
す
る
〈
私
と
誰
か
と
の
つ
な
が
り
〉

意
識
で
あ
る
。
し
か
し
若
者
が
つ
な
が
り
を
希
求
す
る
の
は
必
ず
し
も
積
極
的
な
理
由
ば
か

り
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
「〝
や
さ
し
さ
〞
の
ね
じ
れ
」
か
ら
説
明
し
た
。

文
学
研
究
で
は
扱
わ
れ
に
く
い
若
い
世
代
の
歌
は
し
か
し
、
現
代
短
歌
の
課
題
と
し
て
掲

げ
ら
れ
る
「
私
性
」
や
「
場
」
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
視
点
を
投
げ
掛
け
る
。
第

二
部
（
第
二
章
）
で
は
現
実
の
「
私
」、仮
構
の
〈
私
〉、世
界
の
ど
こ
に
で
も
い
る
「
わ
た
し
」、

を
〈
仮マ
ス
ク面

〉・「
顔マ

ス
ク」

と
い
う
発
想
か
ら
考
察
し
、「
私
」
の
変
容
を
指
摘
し
た
。
ま
た
時
代
ご

と
に
詠
わ
れ
る
「
わ
た
し
」
の
分
析
は
、
や
は
り
八
〇
年
代
半
ば
に
人
間
観
の
転
回
が
起
き

た
こ
と
を
裏
付
け
た
。
第
二
部
（
第
三
章
）
で
論
究
さ
れ
る
よ
う
に
、
情
報
化
社
会
は
短
歌
に

お
け
る
「
場
」
の
語
義
を
拡
張
し
、〈
複
数
の
顔
〉
を
持
つ
短
歌
を
登
場
さ
せ
る
。
ま
た
〈
場
〉

が
多
様
化
し
た
現
代
で
は
、
短
歌
作
品
に
お
け
る
署
名
が
磁
場
の
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
う

し
た
発
見
は
、
現
代
短
歌
を
広
義
の
人
間
学
的
な
視
点
か
ら
論
究
し
た
本
論
文
な
ら
で
は
の

成
果
で
あ
る
。
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万
葉
歌
と
由
縁
伝
承

日
本
文
学
専
修　

田　

頭　

正　

浩

本
論
は
、「
三
方
沙
弥
娶
園
臣
生
羽
之
女
未
経
幾
時
臥
病
作
歌
三
首
」
と
い
う
題
詞
・
由
縁

を
持
つ
『
万
葉
集
』
巻
二
の
一
二
三
番
歌
か
ら
一
二
五
番
歌
で
あ
る
三
方
沙
弥
と
園
臣
生
羽

之
女
と
の
恋
歌
を
中
心
に
、『
万
葉
集
』
巻
二
の
相
聞
歌
と
そ
の
由
縁
伝
承
に
つ
い
て
、
そ
の

構
造
や
詠
者
・
編
纂
者
の
意
図
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
由
縁

伝
承
が
何
を
受
容
し
、
何
に
影
響
を
受
け
た
結
果
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。

第
一
章
は
、
巻
二
相
聞
歌
の
由
縁
伝
承
を
巻
十
六
有
由
縁
歌
と
比
較
研
究
し
、
巻
二
相
聞

歌
の
編
纂
者
の
意
図
や
「
書
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
物
語
的
虚
構
性
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
よ
う
と
試
み
た
論
で
あ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
巻
二
相
聞
歌
は
編
纂
者
の
意
図

に
よ
っ
て
「
書
か
れ
た
」
物
語
で
あ
り
、
歌
に
ま
つ
わ
る
由
縁
伝
承
が
物
語
的
虚
構
性
を
意

図
し
て
「
書
か
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

論
じ
た
。『
万
葉
集
』
巻
二
の
編
纂
者
も
巻
十
六
編
纂
者
と
同
様
に
「
物
語
的
関
心
」「
物
語

創
作
の
意
欲
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。

第
二
章
は
、
三
方
沙
弥
万
葉
歌
に
つ
い
て
研
究
し
、
そ
の
物
語
性
や
受
容
に
つ
い
て
考
え
、

唐
の
文
学
や
文
化
を
学
ん
だ
仏
教
者
達
か
ら
新
し
い
文
学
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
試
み
た
論
で
あ
る
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
久
米
禅
師
・
三
方
沙
弥
と
い
っ
た
唐
の

文
学
や
文
化
を
学
ん
だ
仏
教
者
達
か
ら
、
創
作
し
た
出
来
事
を
物
語
と
し
て
「
書
き
」
語
る

と
い
う
創
作
作
品
、
一
種
の
「
小
説
」
を
書
い
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
が
生
ま
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
論
じ
た
。
ま
た
三
方
沙
弥
万
葉
歌
が
、『
万
葉
集
』
巻
二
編
纂
時
と
『
古
今
和
歌
六

帖
』
編
纂
時
と
で
は
人
々
に
異
な
っ
た
受
容
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
察
し
た
。

第
三
章
は
、
巻
二
相
聞
歌
と
『
遊
仙
窟
』
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
考
え
、
物
語
的
虚
構

性
を
書
く
源
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
論
で
あ
る
。
第
三
章
に

お
い
て
は
、唐
代
伝
奇
小
説
で
あ
り
、中
国
恋
愛
小
説
の
原
型
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る『
遊

仙
窟
』
が
、巻
二
相
聞
歌
の
作
歌
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
と
、巻
二
編
纂
時
に
お
い
て
の
『
遊

仙
窟
』
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た
。
歌
の
由
縁
伝
承
を
「
書
く
こ
と
」
語
る
こ
と
は
、

中
国
文
学
、
特
に
巻
二
相
聞
歌
も
巻
十
六
有
由
縁
歌
も
「
男
女
の
恋
愛
」
を
主
題
と
す
る
歌

に
由
縁
が
つ
け
ら
れ
、
そ
の
恋
愛
に
は
「
悲
劇
性
」
が
伴
う
こ
と
、
更
に
「
歌
の
応
酬
」
に

よ
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
『
遊
仙
窟
』
の
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い

て
論
じ
た
。

『
万
葉
集
』
巻
二
相
聞
歌
の
由
縁
伝
承
は
、
物
語
的
関
心
を
持
っ
て
「
書
か
れ
た
」
物
語
で

あ
る
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
物
語
的
関
心
は
、
中
国
文
学
特
に
「
男
女
の
恋
愛
」
を
主
題
と

す
る
『
遊
仙
窟
』
に
よ
る
も
の
が
大
き
く
、
中
国
文
学
を
学
ぶ
仏
教
者
達
か
ら
そ
の
関
心
が

深
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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『
更
級
日
記
』
の
研
究

―
姉
の
見
た
夢
を
め
ぐ
っ
て

―
日
本
文
学
専
修　

久　

我　

有　

生

『
更
級
日
記
』
に
は
、
一
一
の
夢
の
記
事
が
あ
る
。
一
一
の
夢
の
う
ち
、
九
例
の
夢
が
作
者

の
見
た
夢
、
残
り
の
二
例
が
作
者
以
外
の
者
の
見
た
夢
で
あ
る
。
作
者
自
身
の
見
た
夢
は
今

ま
で
に
も
よ
く
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
、
作
者
の
姉
が
見
た
夢
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
、
そ
の
記
事
の
内
容
の
関
係
も
あ
り
、
あ
ま
り
大
き
く
は
扱
わ
れ
て
き
て
い
な
い
。

そ
の
夢
と
は
、
実
在
の
人
物
・
侍
従
大
納
言
の
姫
君
の
死
後
、
作
者
の
姉
の
夢
に
猫
の
姿

と
な
っ
て
現
れ
る
夢
で
あ
る
。『
更
級
日
記
』
の
中
で
、
夢
の
多
く
が
作
者
へ
の
夢
告
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
姉
の
見
た
夢
は
、
仏
教
の
輪
廻
転
生
や
、
説
話
的
な
図
形
が
投
影
し
て
い
る

な
ど
と
み
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
姉
の
見
た
夢
を
解
釈
す
る
こ
と
は
ひ

と
ま
ず
置
い
て
、「
猫
へ
の
転
生
」
の
段
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
実
は
、こ
の
「
猫

へ
の
転
生
」の
段
は
、姉
が
初
め
て
本
格
的
に
登
場
す
る
段
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

姉
に
ま
つ
わ
る
記
事
を
総
体
と
し
て
眺
め
て
み
る
と
、
こ
の
段
の
役
割
が
み
え
て
く
る
。
こ

の
段
の
注
目
す
べ
き
点
は
、ま
さ
に
こ
の
付
与
さ
れ
た
役
割
に
気
付
く
こ
と
に
あ
る
。よ
っ
て
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

「
猫
へ
の
転
生
」
の
段
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
、
姉
妹
の
関
係
の

描
か
れ
方
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、「
猫
へ
の
転
生
」
の
段
と
、
そ
の
後
に
続
く
、

姉
に
ま
つ
わ
る
記
事
全
体
を
見
通
し
つ
つ
、
こ
の
段
の
位
置
づ
け
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

さ
ら
に
、『
更
級
日
記
』
の
中
で
、
姉
妹
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
つ
存
在
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
の
か
、
ま
た
、
姉
を
描
く
こ
と
で
何
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
か
、
姉
に
ま
つ
わ
る
記

事
を
俯
瞰
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
疑
問
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

塼
仏
の
基
礎
的
研
究

日
本
史
学
専
修　

米　

田　

浩　

之

先
学
諸
氏
の
仏
教
考
古
学
に
関
す
る
提
言
を
念
頭
に
置
い
て
塼
仏
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、

一
部
の
論
考
を
除
き
そ
の
こ
と
ご
と
く
が
信
仰
の
問
題
を
扱
う
こ
と
な
し
に
語
ら
れ
て
き
た

こ
と
に
気
付
く
。
仏
像
を
表
現
す
る
点
で
、
瓦
な
ど
に
比
べ
教
義
面
が
大
き
く
反
映
さ
れ
う

る
こ
の
遺
物
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
人
間
の
信
仰
を
探
る
と
い
う
多
く
の
先
行
研
究

で
欠
落
し
て
い
た
視
点
を
も
っ
て
、
新
た
に
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
は
、
考
古
学
の
基
本
的
な
方
法
と
し
て
の
型
式
分
類
と
、
信
仰
が
反
映
さ
れ
る
可
能

性
の
高
い
図
像
属
性
の
分
類
と
を
組
み
合
わ
せ
た
体
系
的
な
分
類
に
出
発
し
、
そ
の
分
類
に

基
づ
い
た
分
布
論
と
機
能
論
と
に
よ
っ
て
、
塼
仏
の
伝
播
と
そ
の
信
仰
の
様
相
を
探
り
、
人

間
の
心
性
を
見
つ
め
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
唐
・
新
羅
・
古
代
日
本
の
そ
れ
ぞ
れ
の
塼
仏
を
分
類
し
た
結
果
、
唐
・
古
代
日
本
間
に
、

主
流
を
占
め
る
図
像
属
性
の
相
違
を
確
認
し
た
。
加
え
て
、
唐
・
古
代
日
本
間
に
図
像
酷
似

例
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

次
に
、
特
に
古
代
日
本
の
塼
仏
を
取
り
上
げ
て
そ
の
分
布
様
態
を
分
析
す
る
と
、
唐
か
ら

選
択
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
弥
勒
仏
図
像
の
塼
仏
が
、
限
定
的
に
畿
内
か
ら
畿
外
へ
と
流
布
し

た
実
態
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
弥
勒
仏
の
意
味
を
考
慮
す
る
と
、
こ
こ
に
理
想
的
王
権
を
建

設
す
る
と
い
う
国
家
の
意
思
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
で
塼
仏
の
機
能
を
探
る
た
め
、
図
像
属
性
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
塼
仏
に
付
帯
す

る
考
古
学
的
情
報
に
よ
っ
て
用
途
を
推
定
し
た
と
こ
ろ
、
壁
面
装
飾
と
礼
拝
像
と
の
先
行
研

究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
用
法
を
よ
り
具
体
化
で
き
た
。
さ
ら
に
、
塼
仏
壁
の
源
流
と
考
え
ら

れ
る
中
国
北
朝
石
窟
の
千
仏
思
想
を
踏
ま
え
る
と
、
実
際
の
使
用
場
面
に
お
い
て
、
流
布
に

際
し
て
重
視
さ
れ
た
弥
勒
仏
と
い
う
側
面
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
仏
名
を
持
た
な
い
仏
た
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ち
と
し
て
、
塼
仏
に
、
災
難
を
避
け
幸
運
を
望
ん
だ
人
々
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
判
明
し
た
。

古
代
日
本
に
お
い
て
国
家
と
人
間
と
の
迫
間
に
位
置
し
た
塼
仏
だ
が
、
そ
の
本
質
は
地
域

を
ま
た
い
で
、
未
来
の
幸
運
の
た
め
に
製
作
し
、
使
用
に
供
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
言
葉
を

置
き
換
え
る
と
塼
仏
と
は
、
人
間
に
根
源
的
に
潜
む
「
救
い
よ
う
の
な
い
不
安
」
を
表
象
し

た
遺
物
な
の
で
あ
っ
た
。


