
特
集
・
都
市
生
活
と
動
物
②

‐
は
じ
め
に

Ｉ
古
代
日
本
人
の
肉
食

‐
仏
教
と
殺
生
禁
断
・
肉
食
禁
止

―
殺
生
と
穢
れ
意
識

‐
武
家
社
会
で
の
肉
食
と
穢
れ
意
識
の
影
響

‐
生
き
物
の
利
用
と
生
命
尊
重

（
注
１
）
大
塚
滋
著
『
食
の
文
化
史
』
中
央
公

論
社
一
九
七
五
年
、
加
茂
儀
一
著
『
日
本
畜
産

史
』
法
政
大
学
出
版
一
九
七
六
年
、
渡
辺
実
著

『
日
本
食
生
活
史
』
吉
川
弘
文
館
一
九
六
四
年

（
注
２
）
「
葦
原
鹿
。
其
味
若
爛
。
喫
　
　
異
二

山
宍
一
矣
。
常
陸
下
総
二
国
大
猟
。
無
レ
可
二
絶

盗
一
也
」
『
野
　
上
　
群
鹿
。
無
レ
数
甚
多
。
其

ふ
り
た
つ
る
つ
の
は
ご
と
し
　
か
れ
あ
し

聳
　
角
如
二
蘆
枯
之
原
一
。
」
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肉
食
文
化
と
生
命
尊
重
日
本
に
お
け
る
肉
食
の
歴
史
と
人
権
の
視
点
か
ら

一
吉
田
拓
郎

１
ｌ
は
じ
め
に

　
私
た
ち
の
現
在
の
食
生
活
は
、
終
戦
後
の
苦
し
い

食
糧
難
時
代
に
比
べ
て
見
違
え
る
よ
う
に
豊
か
に
か

つ
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
。
こ
と
に

当
時
貴
重
品
と
さ
え
い
わ
れ
た
食
肉
や
鶏
卵
な
ど

は
、
今
日
で
は
食
卓
に
上
ら
な
い
日
は
な
い
状
況
と

な
り
、
豊
か
な
食
生
活
を
満
喫
し
て
い
る
よ
う
に
さ

え
思
え
る
。
軽
い
朝
食
に
は
オ
ム
レ
ツ
や
目
玉
焼
き

を
、
ま
た
、
仲
間
が
寄
り
あ
え
ば
焼
肉
料
理
や
串
焼

き
を
、
家
族
の
お
祝
い
事
に
は
ス
テ
ー
キ
や
す
き
焼

き
料
理
な
ど
を
楽
し
む
姿
は
、
し
ば
し
ば
目
に
す
る

光
景
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
食
肉
・
鶏
卵
な
ど
は
、

私
た
ち
の
食
生
活
の
な
か
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る

食
品
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　
そ
こ
で
、
統
計
資
料
を
ち
ょ
っ
と
の
ぞ
い
て
み
る
。

農
水
省
食
料
需
給
表
に
よ
る
と
一
九
九
九
年
度
に

は
、
一
人
当
た
り
年
間
で
食
肉
を
二
八
・
六
キ
ロ
グ

ラ
ム
、
鶏
卵
を
一
七
・
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
消
費
し
て
い

る
。
こ
こ
十
年
間
の
推
移
を
み
る
と
、
鶏
卵
は
ほ
ぼ

横
ば
い
で
あ
る
も
の
の
、
食
肉
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト

の
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
供
給
た
ん
ぱ
く
質

量
で
み
る
と
、
総
量
八
十
三
グ
ラ
ム
の
う
ち
動
物
性

た
ん
ぱ
く
質
が
そ
の
五
四
・
三
％
を
占
め
、
そ
の
比

率
は
年
々
上
昇
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
動
物
性
た

ん
ぱ
く
質
の
ほ
ぼ
半
分
が
食
肉
と
鶏
卵
で
供
給
さ
れ

て
い
る
。
ま
さ
に
、
食
肉
・
鶏
卵
は
、
私
た
ち
に
と

っ
て
大
事
な
た
ん
ぱ
く
質
食
品
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
で
は
肉
食
は
好
ま
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
食
肉
生
産
に
か
か
わ
る
仕
事
い
わ
ゆ

る
屠
畜
場
業
務
・
食
肉
処
理
業
務
な
ど
を
忌
避
す
る

傾
向
が
強
い
。
こ
と
に
動
物
の
命
を
絶
つ
こ
と
に
対

し
て
は
独
特
の
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
忌
避
観
を
あ
ら

わ
に
す
る
人
び
と
が
多
い
。
古
代
か
ら
連
綿
と
続
く

肉
食
文
化
を
持
ち
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
意
識

が
芽
生
え
た
の
か
、
肉
食
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
文
化
・
思
想
・
宗
教
な
ど

が
ど
う
か
か
わ
っ
た
の
か
、
考
察
し
て
み
た
い
。

　
ま
た
、
生
命
尊
重
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
考

え
て
み
た
い
。

２
一
古
代
日
本
人
の
肉
食

　
日
本
古
代
の
貝
塚
か
ら
は
、
多
く
の
禽
獣
の
骨
が

出
土
し
て
い
る
。
哺
乳
類
の
も
の
が
多
く
、
鹿
、
猪
、

熊
、
狼
、
狐
、
兎
、
狸
、
ム
サ
サ
ビ
、
カ
モ
シ
カ
を

は
じ
め
六
十
種
ほ
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
注

１
。
そ
の
中
で
も
鹿
、
猪
の
骨
が
最
も
多
い
。
ま

た
、
雉
、
鶴
、
鴨
、
雀
、
鳩
な
ど
の
鳥
類
の
骨
も
あ

る
。
こ
れ
ら
の
禽
獣
は
狩
猟
さ
れ
食
料
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
常
陸
國
風
土

記
』
（
注
２
）
に
よ
る
と
、
「
猟
を
し
て
も
尽
き
る
こ

と
が
な
い
ほ
ど
に
」
ま
た
「
そ
そ
り
た
つ
角
が
枯
れ

蘆
の
原
の
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
に
多
く
の
鹿
が
い

た
」
と
い
う
。

　
『
出
雲
國
風
土
記
』
に
も
、
狩
猟
の
対
象
と
な
る

野
生
の
禽
獣
が
多
数
生
息
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
他
の
地
域
で
も
同
様
な
状

況
だ
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

れ
ら
の
鹿
や
猪
な
ど
の
野
生
動
物
を
狩
猟
し
た
記
録

が
『
出
雲
國
風
土
記
』
、
『
播
磨
國
風
土
記
』
や
『
日

本
書
紀
』
な
ど
に
数
多
く
見
え
る
。
さ
ら
に
、
『
萬

葉
集
』
の
巻
第
十
六
の
乞
食
者
詠
二
首
の
中
に
、
狩

猟
さ
れ
た
動
物
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
か
を
詠

っ
た
歌
が
あ
る
。
老
鹿
が
狩
猟
さ
れ
る
不
運
を
嘆
き
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な
が
ら
、
し
か
し
自
分
の
肉
や
内
臓
な
ど
が
有
効
に

活
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
分
を
慰
め
て
い
る
歌
で
あ

る
。
「
自
分
の
角
は
笠
の
材
料
、
耳
は
墨
つ
ぼ
、
目

は
磨
い
た
鏡
、
爪
は
弓
弭
（
弓
の
両
端
で
弦
を
と
め

る
具
）
、
毛
は
筆
、
皮
は
箱
の
飾
り
表
装
、
肉
と
肝

臓
は
檜
（
生
の
切
り
身
、
ま
た
は
そ
れ
を
酢
に
つ
け

た
料
理
）
、
胃
袋
は
塩
づ
け
（
塩
辛
、
肉
醤
と
考
え

ら
れ
る
）
に
な
る
」
と
い
う
（
注
３
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
古
代
に
は
、
狩
猟
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て
お
り
、
捕
ら
え
た
動
物
の
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分

を
無
駄
な
く
有
効
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
ま
た
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
播
磨
風
土
記
』
な
ど

に
は
、
五
世
紀
初
期
と
推
定
さ
れ
る
仁
徳
天
皇
の
時

代
に
は
、
す
で
に
猪
あ
る
い
は
豚
を
飼
っ
て
い
た
と

さ
れ
心
地
名
の
「
猪
甘
津
」
や
「
猪
飼
野
」
が
見
え

る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
半
ば
野
生
の
猪
あ
る
い
は
豚

が
飼
育
さ
れ
、
そ
の
肉
が
食
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
古
代
日
本
に
お
い
て
は
、

一
部
の
飼
育
動
物
を
含
め
て
多
く
の
禽
獣
が
食
用
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
仏
教
伝
来
後
の
七
世
紀
中
こ
ろ
に
な

る
と
、
仏
教
の
殺
生
禁
断
の
教
え
に
よ
り
変
化
が
あ

ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
教
え
は
仏
教
興
隆
と
と
も
に

国
是
と
な
り
、
穢
れ
意
識
な
ど
と
か
ら
ま
っ
て
日
本

人
の
思
想
心
情
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な

っ
た
。

３
一
仏
教
と
殺
生
禁
断
・
肉
食
禁
止

　
仏
教
に
お
い
て
は
、
基
本
的
な
戒
と
し
て
信
徒
が

在
家
、
出
家
に
か
わ
り
な
く
共
通
し
て
遵
奉
す
べ
き

も
の
と
さ
れ
て
い
る
五
戒
が
あ
る
（
注
４
）
。

一
　
不
殺
生
戒
（
生
命
あ
る
も
の
を
害
し
殺
さ
な
い

-

　
　
　
　
　
　
　
こ
と
）

二
　
不
楡
盗
戒
（
他
人
の
財
物
を
盗
ま
な
い
こ
と
）

三
　
不
邪
淫
戒
（
よ
こ
し
ま
な
淫
欲
を
ほ
し
い
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
に
し
な
い
こ
と
）

四
　
不
妄
語
戒
（
嘘
を
つ
か
な
い
こ
と
）

五
　
不
飲
酒
戒
（
酒
を
の
ま
な
い
こ
と
）

　
不
殺
生
戒
は
、
五
戒
の
筆
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
最
も
重
要
な
戒
と
し
て
そ
の
実
践
が
お
し
す

す
め
ら
れ
た
。
肉
食
は
、
殺
生
を
と
も
な
う
と
こ
ろ

か
ら
殺
生
と
同
義
と
さ
れ
、
仏
の
慈
悲
の
種
を
断
つ
、

永
久
に
仏
に
な
れ
な
い
悪
魔
の
行
為
と
さ
れ
た
。

　
仏
教
は
、
時
の
支
配
階
層
の
貴
族
に
受
容
さ
れ
て
、

そ
の
人
び
と
の
心
の
な
か
に
深
く
根
づ
い
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
百
数
十
年
も
経
過
す
る
と
、
仏
教
に

深
く
帰
依
す
る
天
皇
・
貴
族
に
よ
っ
て
そ
の
教
え
を

具
現
す
る
行
動
が
で
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
の

肉
食
禁
止
令
と
考
え
ら
れ
る
詔
勅
が
天
武
天
皇
四
年

（
六
七
五
年
）
に
だ
さ
れ
る
。
「
今
よ
り
は
、
漁
業
や

狩
猟
を
す
る
者
は
、
檻
や
穿
（
お
と
し
あ
な
）
を
造

り
機
槍
（
機
械
仕
掛
け
の
や
り
）
な
ど
の
た
ぐ
い
を

仕
掛
け
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
四
月
一
日
か
ら
九
月

三
十
日
ま
で
は
比
満
沙
伎
理
築
（
魚
を
捕
ら
え
る
た

め
の
仕
掛
け
と
思
わ
れ
る
）
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
牛
馬
犬
猿
鶏
の
肉
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
以
外
は
禁
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
犯
す
者

が
あ
れ
ば
そ
れ
を
罪
す
る
」
（
注
５
）
と
詔
し
て
殺

生
・
肉
食
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
禁
令
が
で

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
頻
度
は
少
な
か
っ
た
も
の

の
、
そ
れ
ら
の
動
物
が
当
時
食
用
に
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
も
っ
と
も
多
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
と

み
ら
れ
る
鹿
と
猪
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
不
思

議
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
お
そ
ら
く
詔
勅
の
目
的

特
集
・
都
市
生
活
と
動
物
②
肉
食
文
化
と
生
命
尊
重

が
、
殺
生
禁
断
や
肉
食
禁
止
の
徹
底
を
め
ざ
し
た
も

の
で
は
な
く
、
仏
教
の
功
徳
を
動
物
に
ま
で
及
ぼ
す

形
式
だ
け
を
と
と
の
え
、
仏
の
慈
悲
を
願
お
う
と
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
利
用

頻
度
の
高
い
鹿
・
猪
な
ど
の
肉
を
食
用
禁
止
に
し
た

場
合
、
民
の
食
生
活
が
た
ち
い
か
な
い
と
い
う
、
ご

都
合
主
義
的
な
事
情
も
あ
っ
た
も
の
と
推
定
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
禁
令
の
対
象
で
は
な
い
鹿
・
猪

な
ど
の
禽
獣
の
狩
猟
は
、
朝
廷
自
身
に
よ
っ
て
も
そ

の
後
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
殺
生
禁
断
の

教
え
に
よ
っ
て
表
面
的
に
は
憚
り
が
あ
っ
た
た
め

に
、
狩
猟
を
薬
猟
、
肉
を
薬
餌
と
名
づ
け
て
、
精
気

を
養
う
「
く
す
り
」
と
誤
魔
化
す
便
法
が
と
ら
れ
た
。

一
方
で
は
殺
生
を
禁
断
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
引

き
続
き
肉
を
食
べ
る
と
い
う
矛
盾
を
か
か
え
こ
む
結

果
と
な
っ
た
。

　
つ
い
で
、
殺
生
禁
断
の
詔
が
発
せ
ら
れ
た
翌
年
の

夏
、
旱
魅
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
八
月
に
「
放
生

（
仏
の
慈
悲
が
禽
獣
に
も
及
ぶ
と
い
う
仏
の
功
徳
に

由
来
し
、
捕
ら
え
た
り
囲
わ
れ
た
り
し
て
い
る
生
き

物
を
野
に
放
っ
て
そ
の
生
を
全
う
さ
せ
る
こ
と
）
」

が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
は
、
旱
越
時
の
雨
乞

い
、
天
皇
や
皇
后
の
病
気
平
癒
祈
願
や
大
仏
開
眼
な

ど
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
殺
生
禁
断
や
放
生
の
詔
勅
が

く
り
か
え
し
だ
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
く
り
か
え

し
だ
さ
れ
た
こ
と
は
、
牛
・
馬
な
ど
の
殺
生
や
肉
食

が
止
む
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
の
証
で
も
あ
る
。

　
ま
た
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
は
、

牛
・
馬
の
役
畜
と
し
て
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
く

る
。
殺
生
禁
断
・
肉
食
禁
令
の
、
も
う
一
つ
の
目
的

と
さ
れ
る
農
業
生
産
の
動
力
資
源
で
あ
る
牛
・
馬
を

守
ろ
う
と
す
る
意
図
が
明
ら
か
に
み
え
て
く
る
。

（
注
４
）
安
達
巌
著
『
日
本
型
食
生
活
の
歴
史
』

農
山
漁
村
文
化
協
会
一
九
八
二
年
、
岩
本
裕
著

『
仏
教
入
門
』
中
央
公
論
社
一
九
六
四
年
、
ひ

ろ
さ
ち
や
著
『
仏
教
と
神
道
』
新
潮
社
一
九
八

七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
か
の
え
と
ら
　
み
こ
と
の
し
ょ
こ
く
に
　
い
わ
く

（
注
５
）
「
四
月
庚
寅
、
詔
二
諸
国
一
曰
、
自
レ
今

い
さ
め
　
も
ろ
も
ろ
の
す
な
ど
り
か
り
す
る
ひ
と
を
　
　
な
か
れ
　
っ
く
り

以
後
、
制
二
諸
　
漁
　
猟
　
者
一
、
莫
下
造
二

檻
　
穿
一
、
及
施
中
機
槍
等
之
類
上
、
亦
四
月

朔
以
後
、
九
月
州
日
以
前
、
莫
レ
置
二
比
満
沙
伎

理
築
一
、
且
莫
レ
食
二
牛
馬
犬
猿
鶏
之
宍
一
、
以
外

　
　
あ
ら
　
か
ぎ
り
に
　
　
も
し
あ
ら
ぱ
　
お
か
す
し
の
っ
み
せ
む

不
レ
在
二
禁
例
一
、
若
有
二
犯
者
一
罪
レ
之
。
」
（
『
日

本
書
紀
』
巻
第
二
十
九
）

7●

　
　
　
　
　
　
き
　
お
し
か
の
　
き
た
ち
な
げ
か
く
　
た
ち
ま
ち
に
　
わ
れ

（
注
３
）
「
佐
男
鹿
乃
　
来
立
嘆
久
　
頓
年
　
吾

は
し
　
し
ぬ
　
お
お
き
み
に
　
わ
れ
は
つ
か
え
む
　
わ
が
う
の
は
　
　
み
か
さ
の

可
レ
死
　
王
尓
　
吾
仕
牟
　
吾
角
者
　
御
笠
乃

は
　
や
　
し
　
　
わ
が
み
み
は
　
み
す
み
の
つ
ぼ
　
　
わ
が
め
ら
は
　
　
ま

波
夜
詩
　
吾
耳
者
　
御
墨
増
　
吾
目
良
波
　
真

す
み
の
か
が
み
　
わ
が
つ
め
は
　
　
み
ゅ
み
の
ゆ
は
ず
　
　
わ
が
け
ら

墨
乃
鏡
　
吾
爪
者
　
御
弓
之
弓
波
受
　
吾
毛
等

は
　
　
み
ふ
で
は
や
し
　
　
わ
が
か
は
は
　
み
は
こ
の
か
は
に
　
わ
が

者
　
御
筆
波
夜
斯
　
吾
皮
者
　
御
箱
皮
尓
　
吾

し
し
は
　
　
み
　
な
　
ま
　
す
　
は
　
や
　
し
　
　
わ
が
き
も
も
　
　
み
　
な

穴
者
　
御
奈
麻
須
波
夜
芯
　
吾
伎
毛
母
　
御
奈

　
ま
　
す
　
は
　
や
　
し
　
　
わ
が
み
げ
は
　
　
み
し
お
の
　
は
　
や
　
Ｌ

麻
須
波
夜
之
　
吾
美
義
波
　
御
塩
乃
波
夜
之

お
い
は
て
ぬ
　
わ
が
み
ひ
と
つ
に
　
　
な
な
へ
は
な
さ
く
　
　
や
え
は
な

署
矣
奴
　
吾
身
一
尓
　
七
重
花
佐
久
　
八
重
花

さ
く
と
　
ま
を
し
は
や
さ
ね
　
ま
を
し
は
や
さ
ね

生
跡
　
白
賞
尼
　
白
賞
尼
」



４
一
殺
生
と
穢
れ
意
識

　
　
　
　
　
　
　

　
古
代
神
話
に
伊
邪
那
岐
命
の
黄
泉
の
国
訪
間
譚
が

あ
る
。
死
亡
し
た
妻
の
伊
邪
那
美
命
を
慕
っ
て
黄
泉

の
国
を
訪
れ
、
「
穢
き
国
」
「
汚
穢
き
処
」
で
あ
る
黄

泉
の
国
で
つ
い
た
穢
れ
を
喫
す
る
話
で
あ
る
。
神
道

に
お
け
る
襖
祓
の
起
源
を
説
明
し
た
神
話
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
死
は
汚
穢
き
も
の
災
い
を

も
た
ら
す
も
の
と
し
て
喫
祓
い
す
べ
き
対
象
と
さ
れ

た
。
ま
た
、
古
代
に
お
い
て
は
、
天
変
地
異
、
旱
勉

災
害
、
疫
病
、
人
の
死
な
ど
人
の
意
の
ま
ま
に
な
ら

ぬ
事
象
は
、
す
べ
か
ら
く
精
霊
の
な
せ
る
わ
ざ
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
異
変
を
回
避
す
る
に
は
神
仏

の
力
と
慈
悲
に
す
が
っ
て
、
穢
霊
に
願
い
を
聞
き
入

れ
て
も
ら
う
よ
う
祈
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

に
は
、
祈
る
者
、
祈
る
と
こ
ろ
が
、
こ
と
さ
ら
清
浄

で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

清
浄
さ
を
阻
害
し
、
あ
る
い
は
阻
害
す
る
可
能
性
が

あ
る
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
異
常
と

さ
え
い
え
る
ほ
ど
に
、
先
鋭
化
し
て
い
っ
た
。

　
原
田
（
原
田
信
男
著
『
歴
史
の
な
か
の
米
と
肉
』

平
凡
社
一
九
九
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
服
喪
中
に
は

肉
を
食
べ
な
い
と
い
う
邪
馬
台
国
時
代
の
慣
習
か
ら

お
し
は
か
り
、
稲
の
生
育
中
に
お
け
る
人
や
動
物
の

死
が
、
稲
作
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
信
仰
が
生

ま
れ
、
旱
魃
な
ど
の
稲
作
の
危
機
に
際
し
て
は
肉
食

を
避
け
る
と
い
う
信
仰
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い

か
。
こ
う
し
た
一
種
の
穢
魂
と
し
て
の
肉
食
禁
忌
観

念
の
う
え
に
、
外
来
の
仏
教
思
想
が
覆
い
被
さ
り
、

新
た
な
社
会
的
要
請
に
基
づ
い
て
、
仏
教
の
功
徳
を

農
耕
の
成
就
に
期
待
し
た
た
め
、
肉
食
の
禁
忌
が
古

代
国
家
の
方
針
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
道
は
そ
の
理
論
化

に
あ
た
っ
て
仏
教
思
想
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
肉
食

の
禁
忌
を
殺
生
戒
と
結
び
つ
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
仏
教

で
は
罪
と
判
断
さ
れ
た
肉
食
が
、
神
道
に
お
い
て
穢

れ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い

う
。
い
わ
ゆ
る
神
道
の
「
穢
れ
」
は
、
仏
教
に
お
け

る
穢
土
に
対
す
る
浄
土
の
教
え
、
穢
れ
か
ら
浄
へ
の

解
脱
の
論
理
な
ど
仏
教
思
想
の
な
か
に
内
在
す
る
浄

穢
観
の
強
い
影
響
を
う
け
た
。

　
仏
教
に
お
い
て
は
、
殺
生
・
肉
食
は
破
戒
行
為
で

あ
り
仏
罰
に
値
す
る
堕
地
獄
（
地
獄
に
お
ち
る
）
行

為
で
あ
る
と
い
う
。
恐
怖
感
さ
え
ひ
き
起
こ
し
た
こ

の
教
え
の
重
し
は
貴
族
の
意
識
の
中
に
深
く
の
し
か

か
り
、
か
つ
着
実
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

儒
教
・
道
教
的
要
素
の
強
い
吉
凶
の
考
え
の
影
響
す

な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
秩
序
を
乱
し
、
凶
事
を

招
く
と
の
意
識
と
あ
い
ま
っ
て
、
抜
き
差
し
な
ら
な

い
異
常
で
邪
悪
で
忌
避
す
べ
き
も
の
で
あ
る
「
穢
れ
」

と
い
う
観
念
を
生
み
だ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
意
識
化
さ
れ
た
穢
れ
を
体
系
化
し
て
、

み
ず
か
ら
を
束
縛
す
る
法
令
が
九
七
六
年
に
施
行
さ

れ
た
。
『
延
喜
式
』
巻
三
脚
祇
三
臨
時
祭
の
条
に
、

「
悪
穢
に
触
れ
た
者
は
、
人
の
死
は
三
十
日
、
お
産

は
七
日
、
六
畜
の
死
は
五
日
、
産
は
三
日
、
鶏
は
忌

む
限
り
に
非
ず
、
そ
の
肉
食
は
三
日
を
忌
む
」
（
注

６
）
と
い
う
。
さ
ら
に
、
穢
れ
は
伝
染
を
し
、
同
様

な
災
い
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
忌

む
期
間
内
に
あ
る
者
は
公
の
場
な
ど
へ
の
出
席
が
禁

じ
ら
れ
た
。
こ
の
法
令
で
穢
れ
の
対
象
と
さ
れ
た
動

物
は
、
六
畜
（
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
他
の
記

録
等
か
ら
牛
馬
羊
豕
犬
鶏
と
考
え
ら
れ
る
）
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
外
の
野
生
の
禽

獣
は
、
こ
の
法
令
が
施
行
さ
れ
た
の
ち
も
引
き
続
き

食
用
に
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
、
国
の
法
令
と
し
て
「
穢
れ
」
を
規
定
し

た
影
響
は
大
き
い
。
貴
族
の
中
に
う
ず
ま
い
て
い
た

穢
れ
意
識
が
、
法
令
と
い
う
後
ろ
盾
を
え
て
穢
固
た

る
社
会
制
度
と
な
る
の
み
で
な
く
、
法
令
そ
の
も
の

と
し
て
一
人
歩
き
を
始
め
、
そ
の
影
響
を
ど
ん
ど
ん

と
広
げ
て
い
く
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
社
会
制
度

が
そ
れ
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
後

時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
穢
れ
の
範
囲
や
期
間
な

ど
が
拡
大
・
強
化
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
貴
族
社

会
の
な
か
に
浸
透
普
及
し
た
穢
れ
意
識
は
、
や
が
て

時
代
と
と
も
に
百
姓
町
人
の
社
会
へ
と
拡
散
し
て
い

５
一
武
家
社
会
で
の
肉
食
と
穢
れ
意
識
の
影
響

　
武
家
社
会
に
あ
っ
て
は
、
武
士
は
皮
革
や
骨
・
羽

毛
な
ど
で
製
造
加
工
し
た
武
器
・
武
具
・
馬
具
な
ど

を
身
に
着
け
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
穢
場
で
は

人
の
生
命
を
奪
い
、
飢
え
れ
ば
穢
れ
対
象
の
動
物
で

あ
れ
食
用
に
し
た
。
ま
た
、
平
時
に
は
、
武
士
と
し

て
の
鋭
気
と
尚
武
の
気
性
を
養
い
、
栄
養
を
つ
け
る

た
め
に
、
さ
か
ん
に
狩
を
し
て
そ
の
穢
物
の
肉
を
食

し
た
。
ま
さ
に
、
穢
れ
や
不
殺
生
戒
と
は
か
か
わ
り

な
い
世
界
で
生
き
て
き
た
。
し
か
し
、
穢
力
を
握
り
、

活
動
の
場
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、
殺
生
禁
断
な
ど
の

仏
教
思
想
に
は
抗
し
難
く
、
剃
髪
僧
形
と
な
っ
て
出

家
す
る
武
士
の
棟
梁
が
で
た
り
、
あ
る
い
は
、
貴
族

に
模
穢
し
て
狩
猟
を
薬
猟
と
し
、
そ
の
肉
は
薬
餌
と

し
て
薬
食
す
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
て
く
る
。

　
戦
国
・
安
土
桃
山
時
代
に
は
、
西
洋
文
化
が
流
入

し
、
日
本
文
化
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
時
代
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
、
人
間
中
心
主
義
に
よ
る
合
理

主
義
に
基
づ
く
肉
食
習
慣
も
伝
え
ら
れ
た
。
か
な
り

（
注
６
）
「
凡
鯛
二
穢
悪
事
一
憲
レ
忌
者
。
人
死
限

二
卅
日
一
。
自
葬
日
始
計
産
七
日
。
六
畜
死
五
日
。
産
三

日
。
鶏
非
忌
限
其
喫
レ
宍
三
日
。
」
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