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身
近
な
人
の
死
に
接
す
る
や
、
亡
く
な
っ
た
そ
の
人
に
思
い

を
馳
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
死
後
に
霊
魂
は
あ
る
の
か
、
死
後
の

世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
儒
学
で
は
古
来
よ
り
、
祭
祀

を
重
視
し
な
が
ら
、
霊
魂
や
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
は
積
極
的

に
語
ら
な
い1
。
そ
の
た
め
、
祖
霊
は
い
る
の
か
い
な
い
の
か
、

な
ぜ
子
孫
が
祭
祀
を
行
な
う
と
祖
霊
が
来
格
す
る
の
か
と
い
う

明
確
に
し
難
い
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
日
常
で
感

じ
る
不
可
解
な
出
来
事
や
、
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
不
可
思
議

な
話
柄
な
ど
、
鬼
神
（
霊
魂
）
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
疑
わ
れ
る
事
象
は
多
い
。
鬼
神
は
存
在
す
る
の
か
、
し
な

い
の
か
。
鬼
神
と
こ
の
世
界
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の

か
。
鬼
神
・
死
後
の
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
儒
者
は
直
接
の

議
論
対
象
と
は
せ
ず
、
ま
た
論
じ
て
は
い
て
も
自
身
の
主
要
な

主
張
と
な
る
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
少
な
い2
。

　

江
戸
時
代
、
鬼
神
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
新
井
白
石3

（
一
六
五
七
～
一
七
二
五
）
の
『
鬼
神
論
』
が
名
高
い
。
経

書
・
史
書
の
み
な
ら
ず
い
わ
ゆ
る
俗
書
か
ら
も
多
く
の
話
柄
を

引
用
し
、
鬼
神
の
存
在
を
積
極
的
に
論
じ
た
書
と
し
て
知
ら
れ

る
。
儒
者
で
は
珍
し
く
、
鬼
神
と
自
己
の
主
張
を
積
極
的
に
結

び
つ
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
白
石
を
「
合
理
主
義
」「
主
知

主
義
」
と
み
な
す
立
場
か
ら
は
、
鬼
神
を
「
気
」
に
よ
っ
て
論

理
的
に
論
じ
よ
う
と
し
た
書
と
さ
れ
る4
。
あ
る
い
は
朱
熹
の
鬼

神
論
を
た
だ
摸
倣
し
た
だ
け
と
も
評
さ
れ
る5
。
近
年
で
は
白
石

の
『
鬼
神
論
』
は
、
内
容
上
の
類
似
か
ら
『
祭
祀
考
』
と
併
せ

て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
白
石
の
「
鬼
神
論
」
の
背
景
に

あ
る
理
論
や
主
張
を
探
ろ
う
と
す
る
研
究
が
見
ら
れ
る
。
栗
原

孝
氏
は
、
白
石
の
鬼
神
論
・
祭
祀
論
は
政
治
的
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
意
味
は
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
指
摘6
。
大

川
真
氏
は
、
白
石
の
鬼
神
論
を
概
括
的
に
論
じ
、
白
石
を
「
合

理
主
義
」
と
い
う
捉
え
方
か
ら
解
放
す
べ
き
と
し
た
上
で
、
白

石
の
鬼
神
論
が
礼
楽
・
祭
祀
を
重
視
し
、「
宗
教
的
」
か
つ

「
政
治
的
」
で
あ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
将

軍
継
嗣
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た7
。
ま
た
、
近

藤
萌
美
氏
は
白
石
の
鬼
神
論
と
礼
楽
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
と

共
に
、
祖
先
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
白
石
の
鬼
神
論
が
倫
理
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的
な
規
制
が
弱
く
な
っ
て
お
り
、
個
人
は
倫
理
か
ら
解
き
放
た

れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る8
。

　

白
石
の
「
鬼
神
論
」
が
祭
祀
・
礼
楽
の
重
視
に
通
じ
る
こ
と

は
指
摘
の
通
り
で
あ
る
が
、
政
治
色
や
宗
教
色
を
探
る
あ
ま

り
、
白
石
が
意
を
注
い
だ
議
論
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
白
石
が
著
書
『
鬼
神
論
』
亨
集
に

お
い
て
主
と
し
て
論
じ
た
輪
廻
の
問
題
で
あ
る
。
白
石
は
雑
多

な
多
く
の
典
籍9
か
ら
怪
異
に
類
す
る
話
を
引
用
し
、
生
き
霊
や

悪
霊
の
存
在
か
ら
死
者
の
霊
魂
が
生
者
に
乗
り
移
っ
た
り
、
人

が
動
物
に
変
化
し
た
り
す
る
こ
と
ま
で
を
肯
定
的
に
論
じ
た
。

白
石
と
同
じ
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
有
鬼
論
」
を
展
開
し
た
と

さ
れ
る
平
田
篤
胤
は
、「
仏
者
の
謂
ゆ
る
、
輪
廻
や
う
の
事

も
、
希
ゝ
に
は
実
に
有
る
事
な
り
」（『
新
鬼
神
論
』）
と
、
ご

く
稀
に
し
か
な
い
こ
と
な
が
ら
輪
廻
は
実
際
に
起
こ
る
も
の
だ

と
述
べ
て
い
る
が
、
白
石
は
「
天
地
生
々
の
理
り
、
い
か
で
し

か
は
有
べ
き
」
と
述
べ
て
輪
廻
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
全
て

の
怪
異
譚
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
あ
た
り
が
、
白
石
の
鬼
神

論
が
不
徹
底
と
み
な
さ
れ
る
所
以
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
に

ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
の
か
。
ま
た
『
鬼
神
論
』
利
集
・
貞

集11
で
は
、
な
ぜ
孔
子
が
鬼
神
・
怪
異
を
語
ら
な
か
っ
た
の
か
と

い
う
問
題
の
中
で
、
儒
学
と
仏
教
の
差
異
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
い
わ
ゆ
る
無
鬼
論
を
主
張
し
た
山
片
蟠
桃
は
、「
新
井
白

石
氏
の
鬼
神
論
は
、
…
…
怪
書
に
と
り
て
議
論
を
な
す
。
そ
の

怪
を
信
ず
る
こ
と
仏
者
の
ご
と
し
」（『
夢
之
代
』
無
鬼
上
・
十

五
章
）
と
述
べ
る
。
白
石
を
仏
教
徒
の
よ
う
だ
と
批
判
す
る
の

で
あ
る
が
、
白
石
自
身
は
『
鬼
神
論
』
の
亨
集
・
利
集
・
貞
集

を
通
し
て
仏
教
批
判
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「
怪
書
」
よ
り
多
く
の
怪
異
譚
を
引
用
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う

な
観
点
か
ら
仏
教
を
批
判
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
「
怪
書
」
を

含
め
た
典
籍
か
ら
の
引
用
は
無
作
為
な
の
か
、
そ
れ
と
も
取
捨

選
択
さ
れ
た
も
の
な
の
か
。
白
石
が
仏
教
に
否
定
的
だ
っ
た
と

い
う
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
白
石
の
見
解
が
表
れ
て
い
る

議
論
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、『
鬼
神
論
』
自
体
に
も
ま
だ

検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
敢
え
て
白
石
の
著
作
と
し
て
の
『
鬼
神
論
』
を
対

象
と
し
、
白
石
が
『
鬼
神
論
』
で
意
識
的
に
論
じ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
。
白
石
は
そ
も
そ
も
鬼
神
を
ど
の

よ
う
に
解
釈
し
、
鬼
神
と
世
界
と
の
関
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
考

え
た
の
か
。
孔
子
を
始
め
、
朱
熹
等
先
儒
の
見
解
を
多
く
引
用

す
る
白
石
だ
か
ら
こ
そ
、
儒
者
の
議
論
を
踏
ま
え
て
理
解
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
白
石
の
『
鬼
神
論
』
を
検
討
す
る
こ
と
は
、

中
国
・
日
本
の
儒
学
に
お
け
る
鬼
神
論
の
一
つ
の
展
開
を
見
る
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こ
と
に
も
通
じ
る
と
考
え
得
る
。

　

ま
ず
は
白
石
が
議
論
の
土
台
と
す
る
朱
熹
お
よ
び
朱
子
後
学

の
鬼
神
論
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い11
。

一
︑
先
儒
の
鬼
神
論

　

儒
学
で
は
、
仏
教
や
道
教
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス

ラ
ム
教
と
は
異
な
り
、
死
後
の
世
界
や
死
者
の
霊
魂
に
つ
い
て

積
極
的
に
語
ら
な
い
。『
論
語
』
に
「
子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら

ず
」（
述
而
篇
）、
ま
た
「
季
路　

鬼
神
に
事つ
か

へ
ん
こ
と
を
問

ふ
。
子
曰
く
、
未
だ
人
に
事
ふ
る
能
わ
ず
、
焉い
づ
くん

ぞ
能
く
鬼
に

事
へ
ん
や
と
。
曰
く
、
敢
へ
て
死
を
問
ふ
と
。
曰
く
、
未
だ
生

を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
や
と
」（
先
進
篇
）
と
い
う

有
名
な
孔
子
の
言
葉
が
あ
る
。
知
り
よ
う
の
な
い
死
や
鬼
神
の

こ
と
に
意
識
を
向
け
る
よ
り
も
、
今
の
生
を
こ
そ
重
視
せ
よ
と

い
う
孔
子
の
言
葉
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
日
常
で
感
じ
る
不
可
解
な
出
来
事
や
、
書
物
に
記

さ
れ
る
不
可
思
議
な
こ
と
な
ど
、
鬼
神
（
霊
魂
）
が
関
与
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
も
そ
も

『
中
庸
』
を
始
め
、『
周
易
』『
礼
記
』
に
鬼
神
の
記
述
が
あ

り
、『
左
伝
』
に
は
伯
有
が
死
後
に
祟
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

お
り
、
儒
学
の
経
書
と
向
き
合
う
中
で
も
鬼
神
が
出
て
く
る
。

鬼
神
は
い
か
に
理
解
す
べ
き
も
の
な
の
か
、
儒
者
が
重
視
す
る

祭
祀
と
も
関
連
す
る
重
要
な
問
題
で
も
あ
る
。
儒
者
本
人
が
積

極
的
に
鬼
神
の
こ
と
を
論
じ
な
く
と
も
、
鬼
神
に
意
識
を
向
け

る
弟
子
や
民
衆
た
ち
か
ら
質
問
を
受
け
る
こ
と
も
多
く
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
朱
熹
に
し
て
も
鬼
神
に
つ
い
て
ま

と
ま
っ
た
論
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
黎
靖
徳
編
『
朱
子
語
類
』

巻
三
に
は
鬼
神
に
関
す
る
83
条
の
記
録
が
収
め
ら
れ
、
そ
れ
だ

け
で
一
巻
分
を
構
成
し
て
い
る
。
当
時
の
弟
子
達
の
興
味
関
心

の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
後
代
に
な
っ
て
も

大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
『
朱
子
語
類
』
の
問
答
か
ら
う
か
が
う
限
り
、
朱
熹
も
日
常

に
お
け
る
修
養
を
重
視
し
な
が
ら
、
鬼
神
や
死
の
問
題
は
容
易

に
扱
え
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
鬼
神
や
怪
異
譚

を
単
純
に
否
定
す
る
こ
と
も
な
い
。
風
が
起
こ
っ
た
り
雨
が
降

っ
た
り
す
る
よ
う
に
、
鬼
神
も
同
じ
「
気
」
の
働
き
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
人
は
風
雨
の
こ
と
は
見
慣
れ
て
い
る
た

め
に
怪
し
が
ら
な
い
が
、
鬼
神
の
こ
と
は
す
ぐ
に
怪
し
が
る
。

鬼
神
は
正
常
な
理
で
は
な
い
な
が
ら
、「
気
」
の
働
き
に
過
ぎ

な
い
と
述
べ
る
（『
朱
子
語
類
』
巻
三
・
14
条
、
同
19
条
等
）。

朱
熹
は
一
貫
し
て
鬼
神
を
「
気
」
の
作
用
と
し
て
説
明
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
祖
先
祭
祀
の
原
理
と
し
て
も
祖
霊
（
祖
先
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の
霊
）
で
あ
る
鬼
神
は
重
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
無
限
定

に
肯
定
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
民
間
の
迷
信
に
過
ぎ
な
い
淫
祀

や
妖
怪
と
し
て
の
鬼
神
は
否
定
し
（
陳
淳
『
北
渓
字
義
』
巻

下
・
鬼
神
）、
ま
た
仏
教
の
輪
廻
と
結
び
つ
き
や
す
い
人
の
生

ま
れ
変
わ
り
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
は
否
定
し
た
。

　

明
代
に
な
る
と
、
朱
子
学
の
議
論
に
の
っ
と
り
な
が
ら
日
常

に
お
け
る
実
感
を
重
視
し
、
鬼
神
を
肯
定
す
る
人
々
も
現
れ

る
。
王
陽
明
・
王
龍
渓
・
羅
近
渓
・
周
海
門
等
は
上
帝
鬼
神
の

存
在
を
意
識
し
て
い
た
と
言
え
る
し
、
輪
廻
に
つ
い
て
も
王
龍

渓
・
羅
近
渓
・
胡
直
・
耿
定
向
な
ど
は
肯
定
的
に
認
め
て
い

る11
。

　

江
戸
時
代
初
期
の
儒
学
者
で
は
、
伊
藤
仁
斎
な
ど
の
よ
う
に

朱
熹
の
鬼
神
論
を
支
持
し
、「
気
」
の
作
用
と
し
て
鬼
神
を
理

解
す
る
者
、
山
崎
闇
斎
の
よ
う
に
鬼
神
の
神
秘
的
な
要
素
を
積

極
的
に
認
め
る
者
、
あ
る
い
は
荻
生
徂
徠
の
よ
う
に
鬼
神
の
よ

う
な
知
り
得
ぬ
も
の
に
対
し
て
は
無
理
矢
理
理
解
し
よ
う
と
す

る
こ
と
自
体
を
誤
り
と
す
る
者
な
ど
が
現
れ
る
。
無
論
、
日
常

生
活
で
は
鬼
神
や
怪
異
譚
を
許
容
し
な
が
ら
、
直
接
の
議
論
対

象
に
は
し
な
い
と
い
う
者
も
い
る11
。

二
︑
鬼
神

　

白
石
が
『
鬼
神
論
』
を
い
つ
執
筆
し
た
か
は
明
確
に
分
か
ら

な
い
が
、（
1
）
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）、
五
十
三
歳
以
前
の

執
筆
、（
2
）
正
徳
年
間
（
一
七
一
一
～
一
五
）
の
執
筆
、

（
3
）
致
仕
後
（
一
七
一
六
以
降
）
晩
年
の
執
筆
の
三
説
が
あ

る
。
浅
野
氏
が
白
石
の
署
名
を
検
討
し
て
、『
鬼
神
論
』
を

（
2
）
正
徳
年
間
の
執
筆
と
推
定
し
て
い
る11
の
は
妥
当
な
推
論

だ
と
考
え
得
る
。

　

ま
た
、
白
石
の
『
鬼
神
論
』
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、

刊
行
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
に
白
石

が
六
十
八
歳
で
逝
去
し
て
か
ら
、『
鬼
神
論
』
が
公
刊
さ
れ
る

ま
で
六
〇
年
以
上
を
要
す
る
。
浅
野
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
明

和
七
年
（
一
七
七
〇
）
十
一
月
に
大
坂
の
藤
屋
彌
兵
衛
が
刊
本

の
出
願
を
提
出
し
、
十
二
月
廿
七
日
に
許
可
を
受
け
て
い
る11

が
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
そ
の
三
十
年
後
の
寛
政
十
二
年

（
一
八
〇
〇
）
の
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）、
幕
命
に
よ
り
子
孫
の
新
井
成
美
が
『
鬼
神
論
』

を
献
上
し
て
い
る
。
白
石
の
『
鬼
神
論
』
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら

ほ
ど
な
く
し
て
、
平
田
篤
胤
が
文
化
二
年
（
一
八
〇
二
）
に

『
鬼
神
新
論
』
を
執
筆
。
白
石
よ
り
も
徹
底
し
た
有
鬼
論
を
展
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開
し
た
。
さ
ら
に
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
は
、
山
片
蟠
桃

の
『
夢
の
代し
ろ

』
が
成
立
。
無
鬼
論
の
立
場
か
ら
、
白
石
の
『
鬼

神
論
』
に
も
言
及
し
批
判
を
加
え
る
。『
鬼
神
論
』
は
公
刊
さ

れ
て
か
ら
ま
ず
鬼
神
が
実
在
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、
と
い
う

観
点
に
お
い
て
篤
胤
・
蟠
桃
か
ら
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
当
初
よ
り
鬼
神
（
幽
霊
・
霊
魂
）
の
実
在
を
論
じ
て
い
る

こ
と
が
人
々
の
関
心
事
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
近
年
ま
で
続

き
、
白
石
の
『
鬼
神
論
』
は
不
徹
底
な
霊
魂
研
究
の
書
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る11
。

　

そ
も
そ
も
白
石
は
『
鬼
神
論
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論

を
展
開
し
て
い
た
の
か
。
ま
ず
は
前
提
と
な
る
鬼
神
を
ど
の
よ

う
に
解
釈
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
確
認
し
て
お
き
た

い
。
鬼
神
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
朱
熹
に
従
い
な
が

ら
、
白
石
も
徹
底
し
て
鬼
神
を
「
気
」
の
作
用
と
考
え
る
。
人

は
生
ま
れ
る
時
、
ま
ず
父
母
の
気
を
受
け
、
陰
陽
二
気
が
交
わ

っ
て
胎
児
と
な
り
、
魄
（
肉
体
）
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
後
、

徐
々
に
動
く
よ
う
に
な
る
と
魂
（
知
覚
・
精
神
）
が
備
わ
る
。

そ
れ
故
に
、「
人
の
知
覚
は
魂
に
属
し
、
形
体
は
魄
に
属
す
」

（『
鬼
神
論
』
元
集11
）
と
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
よ
う
に
生
ま
れ
た
人
（
魂
魄
）
は
、
亡
く
な
る
と
ど
う
な
る

の
か
。

彼
是
を
通
じ
て
考
る
に
、
人
の
生
る
と
死
る
と
は
、
陰
陽

二
つ
の
気
の
集
る
と
散
る
と
の
二
つ
に
し
て
、
集
れ
ば
人

と
成
、
散
て
は
又
鬼
神
と
な
る
。
其
魄
の
地
に
帰
る
ゆ
へ

に
鬼
と
名
附
け
、
其
魂
は
天
に
升
り
ゆ
く
は
伸
の
謂
な
れ

ば
、
故
に
神
と
名
附
ぬ
。
是
集
れ
る
気
も
と
天
地
の
気
な

る
が
ゆ
へ
に
、
散
て
は
又
天
地
に
帰
る
。
帰
る
が
ゆ
へ
に

合
て
、
是
を
人
鬼
と
も
名
附
事
、
其
義
前
に
云
ふ
が
如

し
。�

（『
鬼
神
論
』
元
集
）

　

人
の
死
後
、
魂
（
精
神
）
が
天
に
の
ぼ
り
ゆ
く
「
神
」
と
魄

（
肉
体
）
が
地
に
帰
り
ゆ
く
「
鬼
」
の
総
称
が
鬼
神
な
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
魄
（
肉
体
と
精
神
）

が
、
天
地
に
還
元
さ
れ
て
ゆ
く
働
き
が
「
鬼
神
」
な
の
で
あ

る
。
白
石
に
よ
れ
ば
、『
鬼
神
論
』
に
収
め
た
よ
う
な
時
折
起

こ
る
不
可
思
議
な
事
象
や
怪
異
と
は
、
こ
の
魂
魄
が
天
地
に
還

元
さ
れ
る
働
き
の
過
程
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
鬼
神
を
気

の
働
き
の
一
環
と
み
な
す
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
死
ん
で
か
ら
祟
る
よ
う
な
鬼
神
も
い
る
。『
春
秋
左

氏
伝
』
に
は
、
有
名
な
鄭
の
伯
有
の
祟
り
が
記
さ
れ
て
い
る

（
昭
公
七
年
伝
）。
伯
有
の
鬼
が
祟
り
を
起
こ
し
た
が
故
に
、
子
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産
が
伯
有
の
子
に
祭
り
を
行
わ
せ
て
祟
り
を
お
さ
め
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
白
石
は
こ
の
子
産
の
祭
祀
を
評
価
し
、「
鬼
、

帰
す
る
所
あ
れ
ば
す
な
は
ち
厲
を
な
さ
ず
」
と
述
べ
る
。
祟
り

を
起
こ
す
よ
う
な
鬼
神
で
あ
っ
て
も
、
落
ち
着
く
と
こ
ろ
が
あ

る
よ
う
に
祭
祀
を
行
う
こ
と
が
重
要
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ

る
。
天
子
に
は
天
子
の
礼
、
諸
侯
に
は
諸
侯
の
礼
、
士
・
庶
人

に
も
士
・
庶
人
の
礼
が
あ
る
。
特
に
士
・
庶
人
に
と
っ
て
大
切

な
の
は
父
祖
の
霊
を
祭
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
父
祖
の
霊

を
祭
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
父
祖
の
霊
は
本
当
に
い
る
の

か
、
い
な
い
の
か
。
い
た
と
し
て
も
い
つ
ま
で
い
る
の
か
、
ま

た
な
ぜ
子
孫
が
祭
る
と
父
祖
の
霊
は
来
格
す
る
の
か
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
、
白
石
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

是
を
譬
ふ
る
に
一
貼
の
薬
を
見
る
が
如
し
。
薬
の
性
の
如

き
は
、
或
は
寒
有
り
、
或
は
冷
有
り
、
或
は
温
有
り
、
或

は
熱
あ
り
、
或
は
補
ふ
べ
し
、
或
は
瀉
す
べ
し
、
或
は
毒

あ
り
、
或
は
あ
ら
ず
。
如
レ

斯
そ
れ
ひ
と
し
か
ら
ず
。
君

と
な
し
臣
と
な
し
佐
使
と
な
し
て
、
合
て
是
を
一
貼
と
し

て
煎
ず
る
に
、
只
一
碗
の
湯
と
の
み
な
れ
り
。
何
れ
か
寒

冷
、
何
れ
か
温
熱
な
る
事
を
辨
ふ
べ
か
ら
ね
ど
も
、
是
を

服
す
る
に
及
で
、
心し
ん

に
行
べ
き
は
心
に
行
、
肝
に
行
べ
き

は
肝
に
行
き
、
腎
に
行
べ
き
は
腎
に
ゆ
き
、
脾
に
行
べ
き

は
脾
に
ゆ
き
、
肺
に
行
べ
き
は
肺
に
行
て
、
各
其
類
を
以

て
相
感
ず
る
事
あ
や
ま
た
ざ
る
が
如
し
。
然
ば
又
人
死

て
、
其
魂
魄
の
如
き
は
常
に
天
地
の
間
に
み
ち
〳
〵
て
、

其
気
共
に
運
行
し
、
や
む
事
な
し
。
遂
に
尽
る
事
あ
ら
ざ

る
に
や
。
天
地
だ
に
其
気
の
如
き
は
消
長
あ
り
。
人
既
に

生
よ
り
し
て
死
に
帰
し
ぬ
。
死
せ
る
気
争い
か
でか

尽
る
こ
と
な

か
る
べ
き
。�

（『
鬼
神
論
』
元
集
）

　

天
地
を
巨
大
な
薬
湯
に
、
祖
霊
を
薬
湯
に
溶
け
て
い
る
薬
の

成
分
に
た
と
え
る
。
薬
湯
に
様
々
な
成
分
が
混
在
し
て
い
る
よ

う
に
、
天
地
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
鬼
神
（
祖
霊
）
が
混
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
心
臓
に
は
心
臓
に
効
果
の
あ
る
成
分
、
腎
臓

に
は
腎
臓
に
効
果
の
あ
る
成
分
が
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
働
き
を

す
る
よ
う
に
、
同
じ
気
を
受
け
継
い
だ
子
孫
の
祭
祀
に
お
い
て

は
父
祖
の
霊
が
来
格
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
つ
て
父
祖
を

構
成
し
て
い
た
気
は
天
地
に
還
元
さ
れ
て
は
い
る
が
、
尽
き
る

こ
と
な
く
、
子
孫
の
祭
祀
に
対
し
て
感
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

白
石
は
、
多
く
の
先
儒
の
よ
う
に
鬼
神
の
こ
と
を
曖
昧
に
し
た

ま
ま
祭
祀
を
論
じ
な
い
。
鬼
神
・
祖
霊
の
実
在
を
強
調
し
、
か

つ
祭
祀
と
来
格
の
問
題
を
明
確
に
説
明
し
な
が
ら
、
祭
祀
の
重
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要
性
を
説
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
考
え

が
、
養
子
制
度
に
否
定
的
で
あ
っ
た
り
、
閑
院
宮
家
の
創
設
を

献
言
し
た
り
す
る
こ
と
に
通
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。『
鬼
神
論
』

に
鬼
神
の
働
き
を
示
す
多
く
の
怪
異
譚
を
収
め
る
所
以
で
あ

る
。

三
︑
輪
廻

　

古
来
よ
り
、
一
部
の
儒
者
の
間
で
も
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
に

つ
い
て
は
語
ら
れ
て
き
た
。
人
の
死
と
向
き
合
う
な
か
で
、
生

ま
れ
変
わ
り
が
実
感
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
特
に
『
晋
書
』
に
見
え
、『
蒙
求
』
に
も
収
め
ら
れ
た

「
羊よ
う

祜こ

環
を
識
る
」「
鮑ほ
う

靚せ
い

井
を
記
す
」
は
、
広
く
知
ら
れ
た
話

で
あ
る
。
羊
祜
は
前
世
で
遊
ん
で
い
た
金
環
の
隠
し
場
所
を
覚

え
て
お
り
、
鮑
靚
は
九
歳
の
時
に
井
戸
に
落
ち
て
死
ん
だ
と
い

う
前
世
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
朱
熹

は
仏
教
の
輪
廻
を
否
定
し
て
は
い
る
が
、
生
ま
れ
変
わ
り
に
つ

い
て
は
明
確
に
否
定
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。『
朱
子
語
類
』

巻
三
・
19
条
に
は
、
弟
子
か
ら
羊
祜
の
生
ま
れ
変
わ
り
に
つ
い

て
問
わ
れ
る
と
、「
史
伝
に
此
れ
等
の
事
極
め
て
多
し
、
之
を

要
す
る
に
信
ず
る
に
足
ら
ず
。
便た
と

ひ
有
る
も
、
也ま

た
是
れ
正
理

な
ら
ず
」
と
答
え
た
朱
熹
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
朱
熹
は

基
本
的
に
は
生
ま
れ
変
わ
り
の
類
を
否
定
し
な
が
ら
、
仮
に
そ

う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
本
来
の
道
理
で
は
な

い
と
言
う
の
で
あ
る11
。
明
代
以
降
に
な
る
と
、
輪
廻
や
生
ま
れ

変
わ
り
を
肯
定
的
に
明
言
す
る
儒
者
も
現
れ
て
く
る
の
は
既
述

の
通
り
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
儒
者
・
学
者
の
中
で
も
輪
廻
を

信
じ
る
者
は
少
な
く
な
い
。

　

白
石
は
、「
女
子
の
丈
夫
に
化
し
、
丈
夫
の
女
子
に
化
し
、

男
子
又
子
を
生
め
る
類
、
世
々
の
史
伝
に
多
く
見
へ
た
り
。

又
、
人
、
生
な
が
ら
虎
と
成
、
狼
と
成
、
亀
と
な
り
、
蛇
と
な

る
。
此
等
は
死
し
た
る
が
変
じ
た
る
に
も
非
ず
、
生
な
が
ら
化

し
た
る
こ
そ
猶
あ
や
し
け
れ
ど
…
…
」（『
鬼
神
論
』
亨
集
）
と

述
べ
て
、
生
き
て
い
る
人
が
動
物
に
変
化
し
た
り
、
男
女
の
性

が
変
わ
る
な
ど
の
変
身
譚
を
肯
定
的
に
紹
介
し
て
い
く
。
あ
る

い
は
伯
有
の
よ
う
な
祟
り
を
説
き
、
ま
た
「
鬼
、
既
に
人
の
身

を
か
り
て
を
の
が
身
と
な
し
な
ん
に
は
、
只
に
物
云
こ
と
の
み

に
限
る
べ
し
や
。
或
は
詩
を
賦
し
字
を
書
し
、
凡
は
人
の
な
し

な
ん
程
の
こ
と
、
い
づ
れ
の
こ
と
か
な
す
べ
か
ら
ざ
ら
ん
」

（『
鬼
神
論
』
亨
集
）
と
、
鬼
神
が
生
き
て
い
る
人
に
憑
依
す
る

こ
と
を
も
認
め
る
。
人
が
動
物
に
な
っ
た
り
、
鬼
神
が
人
に
憑

依
し
て
人
と
同
じ
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
を
語
る
白
石
で
あ
る

が
、
輪
廻
や
生
ま
れ
変
わ
り
に
つ
い
て
は
「
天
地
生
々
の
理
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り
、
い
か
で
し
か
は
有
べ
き
」
と
強
く
否
定
す
る
。
こ
こ
に
い

か
な
る
差
異
が
あ
る
の
か
。

　

先
の
『
晋
書
』
に
見
え
る
羊
祜
が
環
を
識
り
、
鮑
靚
が
井
を

記
し
て
い
た
こ
と
は
、『
左
伝
』
に
見
え
る
伯
有
の
厲
と
同
じ

く
、
鬼
神
を
論
じ
る
際
に
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
話
題
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
白
石
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

さ
ら
ば
羊
祜
が
環
を
記
し
、
鮑
靚
が
井
を
識
し
、
…
…
此

等
は
皆
正
史
家
伝
に
載
し
所
也
。
…
…
是
ら
の
事
、
多
く

は
人
の
只
な
ら
ぬ
よ
し
を
ほ
め
て
云
も
伝
へ
、
し
る
し
も

伝
ふ
る
事
侍
る
め
り
。
周
の
申
侯
は
嶽
神
の
降
り
生
れ

し
、
殷
の
傅
説
は
箕
尾
に
騎
て
星
と
成
れ
り
な
ど
、
云
伝

へ
し
た
ぐ
ひ
也
。
も
し
其
事
誠
に
あ
り
な
ん
に
は
、
是
も

又
鬼
の
人
に
よ
れ
る
也
。�

（『
鬼
神
論
』
亨
集
）

　

史
書
に
掲
載
さ
れ
る
羊
祜
・
鮑
靚
の
よ
う
な
生
ま
れ
変
わ
り

の
話
は
、
ま
ず
は
そ
の
人
物
が
尋
常
の
人
で
な
い
こ
と
を
伝
え

る
た
め
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
上
で
、
も
し

羊
祜
が
金
環
の
在
処
を
知
っ
て
お
り
、
鮑
靚
が
井
戸
で
死
ん
だ

こ
と
を
覚
え
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
「
鬼
の
人
に
よ
れ
る
也
」
と
、
鬼
が
そ
の
人
に
憑
依
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
羊
祜
・
鮑
靚
で
言
う
な

ら
ば
、
彼
ら
は
誰
か
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、

前
世
と
さ
れ
た
子
の
鬼
神
が
羊
祜
や
鮑
靚
に
憑
依
し
、
金
環
を

再
び
手
に
取
ら
せ
、
井
戸
で
死
ん
だ
こ
と
を
語
ら
せ
た
と
み
な

す
の
で
あ
る
。
白
石
の
『
鬼
神
論
』
は
、
蟠
桃
か
ら
は
「
怪

書
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
典
籍
か
ら
、
朱
熹
が
否
定
し
た
よ
う

な
怪
し
げ
な
話
ま
で
を
も
肯
定
的
に
集
め
て
い
る
。
し
か
し
、

生
ま
れ
変
わ
り
に
つ
い
て
は
徹
底
し
て
否
定
し
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
鬼
神
が
人
に
憑
依
し
た
話

と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
鬼
神
の
憑
依
と
い
う
解
釈
を
し
て
ま
で
、
輪

廻
・
生
ま
れ
変
わ
り
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
白

石
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

さ
ら
ば
又
彼
人
死
て
、
或
は
人
に
よ
り
或
は
物
に
よ
る
事

を
得
て
ん
に
は
、
人
と
生
れ
物
と
生
れ
ん
と
云
も
疑
ふ
べ

か
ら
ず
や
。［
是
仏
氏
輪
廻
の
説
に
し
て
、
或
は
前
身
も

人
に
し
て
、
後
身
又
人
と
な
り
、
或
は
前
身
異
類
に
し
て

人
と
な
り
、
後
身
又
異
類
と
生
る
の
類
を
云
。］
し
か
は

あ
ら
じ
。
夫
れ
人
の
天
地
の
間
に
あ
る
事
は
、
譬
ば
魚
の

水
に
住
る
が
、
を
の
が
腹
に
充
る
水
は
、
則
其
身
を
浮
め
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る
水
な
る
が
ご
と
し
。
此
身
の
内
外
皆
是
天
地
の
気
也
。

天
地
の
塞
は
我
其
体
と
侍
る
も
此
理
に
ぞ
侍
る
。
さ
れ
ば

我
父
母
の
気
は
則
天
地
の
気
に
し
て
、
我
気
も
又
天
地
父

母
に
受
し
所
な
り
。
然
る
を
若も
し

人
死
て
鬼
と
な
り
、
鬼
は

又
人
と
な
り
な
ん
に
は
、
か
し
こ
に
死
し
爰こ
こ

に
生
る
事
、

只
是
人
の
み
づ
か
ら
往ゆ
き

来
る
に
て
、
天
地
父
母
の
気
を
受

得
て
生
る
に
非
ず
。
且
天
地
開
け
始
り
し
時
よ
り
ぞ
万
物

は
な
り
出
た
る
。
人
既
に
天
地
父
母
の
気
に
よ
り
て
生

る
ゝ
こ
と
を
得
ず
。
自
み
づ
か
ら

鬼
と
な
り
、
又
人
と
な
ら
ん
に

は
、
世
の
人
悉
く
皆
盤
古
氏
の
代
の
人
の
死
か
は
り
生
れ

か
は
り
て
、
今
の
代
に
至
れ
る
に
や
。
天
地
生
々
の
理

り
、
い
か
で
し
か
は
有
べ
き
。
人
、
物
と
な
れ
る
と
云

も
、
其
理
な
か
ら
ん
事
又
か
く
の
ご
と
し
。

�

（『
鬼
神
論
』
亨
集
）

　

白
石
に
よ
れ
ば
、
人
は
父
母
を
通
じ
て
天
地
の
気
を
受
け
て

誕
生
し
、
ま
た
死
ぬ
と
人
を
構
成
し
て
い
た
気
は
天
地
へ
と
還

元
さ
れ
て
い
く
。
人
あ
る
い
は
生
け
る
物
す
べ
て
は
天
地
万
物

と
通
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
天
地
・
父
母
の
気
を
受
け
て
生
ま

れ
て
く
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
白
石
は
「
天
地
─
父
母

─
我
」
と
い
う
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
当

然
な
が
ら
「
祖
先
─
我
─
子
孫
」
と
い
う
つ
ら
な
り
に
も
通
じ

る
。
鬼
神
が
実
在
す
る
こ
と
は
、
亡
く
な
っ
た
人
が
天
地
に
還

元
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
気
」
に
よ
っ
て
天

地
・
父
母
と
人
が
通
じ
て
い
る
こ
と
の
証
し
な
の
で
あ
る
。
人

は
誕
生
す
る
際
に
天
地
・
父
母
の
気
を
受
け
て
、
魄
（
肉
体
）

を
形
成
し
、
そ
こ
に
魂
（
知
覚
・
精
神
）
が
備
わ
る
。
そ
の
魂

を
太
古
よ
り
ず
っ
と
永
続
す
る
も
の
と
み
な
す
輪
廻
と
は
、
こ

の
父
母
と
子
の
魂
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
る
こ
と
と
な
る
。
も

し
仏
教
の
教
え
に
あ
る
よ
う
に
、
人
が
死
ぬ
と
、
魂
だ
け
が
そ

の
ま
ま
別
の
魄
（
肉
体
）
に
入
り
込
み
、
再
び
生
を
送
る
と
い

う
な
ら
、
魂
は
そ
れ
単
独
で
完
結
し
た
も
の
と
な
る
。
魂
は
自

分
で
死
生
を
往
来
し
、
魄
（
肉
体
）
は
た
ま
た
ま
用
意
さ
れ
た

と
こ
ろ
に
入
り
込
む
だ
け
と
な
り
、
父
母
は
魂
に
影
響
を
与
え

る
よ
う
な
存
在
で
は
な
く
な
る
。
父
母
は
単
に
魄
（
肉
体
）
を

用
意
す
る
だ
け
の
存
在
と
言
え
よ
う
。
更
に
は
、
い
ま
生
き
て

い
る
人
は
、
す
べ
て
盤
古
の
大
昔
に
生
き
て
い
た
人
と
同
じ
魂

を
持
っ
た
存
在
で
あ
り
、
祖
先
だ
の
子
孫
だ
の
は
た
ま
た
ま
時

間
的
に
前
後
し
た
存
在
に
過
ぎ
ず
、
祖
先
・
子
孫
の
つ
ら
な
り

と
い
う
も
の
に
も
意
味
は
無
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
輪
廻
と
い

う
の
は
、
人
と
天
地
・
父
母
と
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
り
、
父

母
を
単
に
魄
（
肉
体
）
を
提
供
す
る
だ
け
の
存
在
に
貶
め
、
ま
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た
祖
先
・
子
孫
の
つ
ら
な
り
を
意
識
す
る
こ
と
も
無
意
味
な
も

の
と
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
白
石
は
説
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
白
石
も
用
い
た
「
水
」
と
「
氷
」
の
関
係
で
譬

え
る
な
ら
、
高
大
な
河
海
（
天
地
世
界
）
の
中
で
水
（
気
）
が

集
ま
っ
て
氷
（
人
）
と
な
る
の
が
生
誕
、
ま
た
そ
の
氷
が
溶
け

て
河
海
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
く
の
が
死
去
と
な
る
。
白
石
は
こ

の
よ
う
に
人
や
万
物
の
生
死
を
考
え
、
天
地
と
の
つ
な
が
り
を

強
調
す
る
。
輪
廻
も
こ
の
発
想
で
譬
え
る
な
ら
ば
、
人
の
魂
と

は
氷
で
は
な
く
石
塊
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

最
初
か
ら
高
大
な
河
海
に
存
在
し
、
死
ん
で
も
石
塊
（
魂
）
は

何
等
欠
け
る
こ
と
な
く
、
別
の
魄
（
肉
体
）
を
得
て
再
生
す

る
。
氷
の
よ
う
に
河
海
（
天
地
世
界
）
と
溶
け
て
交
わ
る
こ
と

は
な
く
、
父
母
が
生
を
与
え
る
わ
け
で
も
な
い
。
白
石
は
輪
廻

を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
父
母
や
そ
の
父
母
を
育

ん
だ
代
々
の
先
祖
と
い
う
つ
な
が
り
の
中
で
生
ま
れ
て
く
る
こ

と
を
強
調
す
る
。

　

朱
子
後
学
に
お
い
て
は
神
秘
的
事
象
と
し
て
実
感
的
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
輪
廻
で
あ
る
が
、
白
石
の
理
論
に
お
い

て
は
、「
天
地
─
父
母
─
我
」
の
つ
な
が
り
を
絶
つ
も
の
と
し

て
否
定
さ
れ
て
い
く
。
人
が
動
物
に
変
化
し
た
り
、
男
女
の
性

が
変
わ
る
の
は
、
白
石
か
ら
す
れ
ば
、「
天
地
─
父
母
─
我
」

と
い
う
つ
な
が
り
を
絶
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
そ

の
も
の
を
構
成
す
る
気
が
変
化
す
る
と
い
う
怪
異
で
あ
っ
て
、

生
死
と
天
地
の
循
環
を
乱
す
よ
う
な
事
象
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
白
石
は
朱
熹
が
否
定
し
た
よ
う
な
変
身
譚
や
怪
異
譚
も
幅

広
く
『
鬼
神
論
』
の
中
に
収
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の

よ
う
な
「
天
地
─
父
母
─
我
」
あ
る
い
は
「
祖
先
─
我
─
子

孫
」
の
つ
な
が
り
が
乱
さ
れ
な
い
限
り
で
の
話
柄
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。四

︑
祭
祀
の
対
象

　

白
石
が
輪
廻
を
否
定
す
る
の
は
、「
天
地
─
父
母
─
我
」
あ

る
い
は
「
祖
先
─
我
─
子
孫
」
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
人
は
自
身
の
父
祖
を
祭
る
こ

と
を
こ
そ
重
視
す
べ
き
と
の
主
張
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
白
石
が
『
鬼
神
論
』
で
言
及
す
る
仏
教
の
弊
害
は
、
輪
廻

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
仏
教
の
教
え
に
よ
っ
て
、
そ
の
祭
祀
の
対

象
が
乱
さ
れ
る
こ
と
も
懸
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
も
伊
勢
に
は
僧
尼
を
い
む
こ
と
に
ぞ
侍
る
。
さ
れ
ど
古

へ
よ
り
大
学
寮
を
始
て
、
国
々
に
も
先
聖
先
師
を
祭
ら

る
ゝ
の
例
に
よ
ら
ば
、
其
法
を
奉
ず
る
僧
尼
の
仏
に
事つ
か
へん
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事
は
あ
し
か
ら
じ
。
よ
の
常
の
人
々
の
つ
か
ふ
る
こ
そ
心

得
ら
れ
ね
。
思
ふ
に
、
是
多
く
は
祈
禱
の
事
に
よ
れ
る
物

に
や
。
其
鬼
に
非
ず
し
て
祭
る
は
諂
へ
つ
ら
ひ

也
。
…
…
を
の
が

行
の
よ
か
ら
ぬ
、
自
ら
も
あ
し
し
と
思
へ
ば
こ
そ
、
い
か

に
も
し
て
此
罪
免
れ
ん
と
思
ふ
心
よ
り
、
仏
に
は
つ
か
ふ

れ
。
…
…
か
く
し
て
も
又
、
仏
の
悲
願
に
よ
り
六
趣
の
報

応
を
も
免
れ
、
九
品
の
快
楽
を
受
な
ん
と
思
ふ
が
故
に
、

我
ま
さ
に
祭
べ
き
祖
考
の
神
よ
り
も
、
猶
仏
に
つ
か
ふ
る

礼
を
尽
し
ぬ
る
は
、
是
我
親
に
孝
な
ら
ず
し
て
権
勢
の

人
々
に
媚こ
び

諂へ
つ
ら
ひて

、
身
を
も
家
を
も
立
ん
と
す
る
人
に
似

た
る
べ
し
。�
（『
鬼
神
論
』
貞
集
）

　

白
石
は
、
仏
法
を
信
奉
す
る
僧
尼
が
仏
に
つ
か
え
る
こ
と
は

「
あ
し
か
ら
じ
」
と
述
べ
て
、
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
問

題
な
の
は
、
世
の
人
々
ま
で
も
が
仏
を
祭
る
こ
と
で
あ
る
。
特

に
自
分
の
父
祖
の
霊
を
顧
み
ず
に
、
仏
を
祭
る
と
い
う
の
は
、

単
に
そ
の
人
が
罪
か
ら
免
れ
、
極
楽
往
生
し
た
い
と
い
う
願
い

が
根
底
に
あ
る
か
ら
だ
と
見
る
。「
其
の
鬼
に
非
ず
し
て
祭
る

は
諂
ひ
な
り
」
と
は
『
論
語
』
為
政
篇
に
見
え
る
語
で
あ
る
。

自
分
が
祭
る
べ
き
対
象
で
も
な
い
の
に
祭
る
の
は
媚
び
へ
つ
ら

い
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
僧
尼
で
も
な
い
士
・
庶
人
が
仏
を

祭
る
の
は
、
自
分
の
利
益
を
考
え
て
の
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は

ま
る
で
自
分
の
親
を
蔑
ろ
に
し
な
が
ら
、
た
だ
権
勢
あ
る
人
に

媚
び
へ
つ
ら
っ
て
立
身
出
世
し
よ
う
と
願
う
の
と
同
じ
で
は
な

い
か
と
言
う
の
で
あ
る
。
人
に
は
祭
る
べ
き
自
分
の
祖
霊
が
い

る
に
も
拘
ら
ず
、
い
ま
自
分
が
あ
る
こ
と
の
感
謝
の
念
を
祖
霊

に
対
し
て
抱
く
こ
と
な
く
、
利
欲
の
心
か
ら
仏
を
祭
る
こ
と
へ

と
流
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
白
石
は
こ
の
状
況
を
こ
そ
問
題
視

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
な
ぜ
儒
学
の
祖
た
る
孔
子
が
鬼
神
の
こ
と
を
語
ら
な

か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
も
通
じ
る
。『
鬼
神
論
』
利
集

の
冒
頭
は
、「
然
ら
ば
又
、
夫
子
の
怪
を
語
り
給
は
ざ
る
は
、

其
常
の
理
に
非
ざ
る
が
為
か
変
化
の
理
元も
と

よ
り
計
る
べ
か
ら

ず
」
と
書
き
始
め
、
孔
子
が
「
雅つ
ね

に
宣
ふ
所
は
詩
書
執
礼
」、

「
語
り
給
は
ざ
る
所
は
怪
力
乱
神
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論

じ
て
い
く
。
貞
集
の
末
尾
も
孔
子
が
怪
力
乱
神
を
語
ら
な
か
っ

た
所
以
を
述
べ
て
結
び
と
す
る
こ
と
か
ら
、
利
集
・
貞
集
を
通

し
て
孔
子
が
鬼
神
を
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
重
要
な
論
点
と
な

っ
て
い
る
。
白
石
は
、
仏
教
批
判
と
関
連
し
て
鬼
神
を
語
る
こ

と
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

漢
唐
よ
り
此
か
た
、
世
々
の
記
せ
る
史
伝
を
見
る
に
、
西
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戎
の
人
は
其
性
最
忍
べ
り
。［
世
の
諺
に
む
ご
き
と
云
類

也
。］
古
人
の
所
レ

謂
鬼
方
の
地
な
れ
ば
、
其
俗
又
鬼
を
信

ず
。
性
忍
な
る
も
の
は
父
子
の
な
さ
け
を
も
し
ら
ず
。
を

の
が
利
に
趣
く
に
至
り
て
は
、
争い
か
でか

父
祖
を
も
辱
し
め
、

子
孫
を
も
禍
せ
ん
こ
と
を
あ
は
れ
と
は
思
ふ
べ
き
。
鬼
を

信
ず
る
も
の
は
、
目
に
も
見
へ
ず
、
耳
に
も
聞
へ
ざ
る
も

の
を
を
そ
る
。
彼
仏
の
始
て
教
を
ま
ふ
け
ら
れ
し
、
只
其

俗
に
依
て
み
ち
び
き
け
る
者
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
其
志11
の

如
き
は
仁
也
。
其
説
の
如
き
は
妄
な
り
。�

�

（『
鬼
神
論
』
貞
集
）

　

仏
教
の
教
え
が
伝
え
ら
れ
た
西
戎
で
は
、
鬼
神
に
対
す
る
信

仰
が
篤
か
っ
た
。
鬼
神
を
信
じ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
自
分
の
利
益

に
適
う
鬼
神
を
熱
心
に
祭
っ
て
し
ま
い
、
却
っ
て
父
祖
の
霊
に

背
き
、
自
分
だ
け
の
利
益
を
追
求
し
、
子
孫
に
禍
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
る
。
釈
迦
が
最
初
に
教
え
を
説
い
た
時
、
鬼
神
を
信

じ
る
習
俗
を
用
い
て
人
々
に
善
行
を
奨
励
し
た
。
そ
の
教
え
の

志
は
良
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
妄
説
で
あ
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
鬼
神
の
実
在
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
祭

祀
を
よ
り
重
視
し
、
父
祖
の
霊
を
祭
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
自
分
に
と
っ
て
利
益
の
あ
る
鬼
神

を
熱
心
に
祭
る
者
を
大
勢
出
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
。
あ
る
い
は
自
分
や
家
族
の
こ
と
を
犠
牲
に
し
て
ま

で
、
鬼
神
へ
の
祭
祀
を
手
厚
く
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

今
生
き
て
い
る
日
常
を
こ
そ
重
視
す
べ
き
と
述
べ
る
孔
子
か
ら

す
れ
ば
、
人
々
が
鬼
神
に
ば
か
り
意
識
を
向
け
て
し
ま
う
こ
と

を
懸
念
し
、
鬼
神
に
つ
い
て
は
語
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
白
石
は
、
士
・
庶
人
が
祭
る
対
象
を
逸
脱
す
る
こ
と
を
危

惧
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。

五
︑
家

　

さ
ら
に
仏
教
に
よ
る
弊
害
は
、
自
分
の
こ
と
だ
け
を
見
つ
め

る
こ
と
に
あ
る
と
も
指
摘
す
る
。
白
石
は
、
仏
教
が
輪
廻
の
発

想
に
基
づ
い
て
過
去
世
・
現
在
世
・
未
来
世
の
三
世
を
説
い
た

こ
と
は
、
人
々
に
善
行
を
勧
め
る
効
果
が
あ
る
と
し
て
「
こ
と

に
勝す
ぐ

れ
た
れ
」
と
述
べ
る
。
悪
し
き
人
も
善
を
修
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
幸
多
く
な
る
。
ま
た
今
が
良
く
て
も
、
そ
れ
は
過
去

世
か
ら
の
善
報
に
過
ぎ
ず
、
か
つ
て
の
善
報
が
尽
き
て
し
ま
え

ば
、
後
々
か
な
ら
ず
悪
趣
に
堕
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
仏

教
で
は
善
を
修
め
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
の
で

あ
る
。
一
見
、
良
い
よ
う
に
見
え
る
こ
の
仏
教
の
教
え
を
、

「
小
き
な
る
を
知
て
大
な
る
を
忘
れ
た
る
説
成
べ
き
」（『
鬼
神
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論
』
貞
集
）
と
述
べ
て
、
そ
の
欠
点
を
論
じ
て
い
く
。

家
と
は
、
上
は
父
祖
よ
り
下
は
子
孫
に
至
て
、
中
は
己
が

身
、
傍
は
伯
叔
兄
弟
共
に
通
じ
て
云
る
名
な
る
べ
き
。
然

れ
ば
彼
が
云
所
は
三
世
と
云
と
も
、
誠
は
只
を
の
が
身
一

人
也
。
聖
人
の
宣
ふ
所
は
、
上
中
下
に
通
じ
て
千
百
世
と

い
ふ
と
も
、
唯
一
つ
家
に
て
ぞ
あ
る
。
古
よ
り
家
を
も
国

を
も
興
せ
し
人
、
其
先
多
く
は
忠
信
の
人
也
。
又
よ
き
人

の
子
孫
、
衰
ふ
る
事
未
だ
聞
ず
。
…
…
を
の
が
身
よ
り
上

つ
か
た
は
、
彼
所
レ

謂
前
世
に
て
、
下
つ
か
た
は
所
謂
後

世
也
。
を
の
が
身
い
か
に
善
あ
り
と
も
、
祖
先
の
世
に
悪

を
積
な
ん
に
は
、
其
な
ご
り
猶
思
ふ
べ
き
。
さ
れ
ば
こ

そ
、
余
れ
る
殃
わ
ざ
は
ひと

は
宣
ひ
た
れ
。
よ
か
ら
ぬ
人
の
福
有

も
、
猶
か
く
の
如
し
。
只
是
、
祖
先
の
つ
み
け
ん
善
の
な

ご
り
な
る
べ
き
。
…
…
彼
仏
の
教
も
い
か
に
も
し
て
愚
俗

を
み
ち
び
き
て
、
善
を
修
せ
し
め
ん
と
の
志
に
は
あ
れ

ど
、
其
教
も
と
夷
の
教
に
て
、
君
臣
も
な
く
父
子
も
な

く
、
ま
し
て
夫
婦
兄
弟
の
教
も
な
け
れ
ば
、
唯
身
一
を
利

せ
ん
と
の
み
思
ふ
心
よ
り
、
善
を
行
ん
と
す
れ
ば
、
悪
い

よ
〳
〵
や
ま
ず
。�

（『
鬼
神
論
』
貞
集
）

　

仏
教
で
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
っ
て
も
、「
誠
は
只
を
の

が
身
一
人
也
」
と
、
全
て
は
輪
廻
し
て
い
る
自
分
の
こ
と
で
あ

り
、
自
分
が
過
去
に
し
た
善
報
・
悪
報
が
現
世
の
報
い
と
な
っ

て
現
れ
、
現
世
で
の
善
報
・
悪
報
が
未
来
世
に
現
れ
る
。
結
局

は
自
分
だ
け
に
利
益
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
心
か
ら
善
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
悪
は
ま
す
ま
す
収
ま

ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
儒
学
の
教
え
は
そ
う
で
は
な
い
。

自
分
の
利
欲
だ
け
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
家
の
つ
ら
な
り

と
し
て
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る11
。
自
分
が

い
ま
幸
い
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
祖
先
か
ら
の
積
善
の
お
か
げ
で

あ
る
。
白
石
は
、
そ
も
そ
も
悪
行
を
積
み
重
ね
た
家
は
、
子
孫

が
途
絶
え
る
も
の
と
強
調
し
た
。
い
ま
自
分
が
こ
の
世
に
生
を

受
け
て
い
る
こ
と
自
体
、
す
で
に
祖
先
が
善
行
を
積
み
重
ね
て

く
れ
た
お
か
げ
な
の
で
あ
り
、
い
ま
自
分
の
あ
る
こ
と
を
祖
先

に
感
謝
す
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。
逆
に
子
孫
と
向
き
合
っ
た
場

合
、
自
分
が
悪
行
を
行
え
ば
、
そ
れ
は
子
孫
に
ま
で
影
響
を
及

ぼ
す
。
善
行
・
悪
行
は
自
分
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
家
・
子

孫
に
ま
で
波
及
す
る
大
き
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

我
々
は
個
人
で
勝
手
に
生
き
、
自
分
の
力
の
み
で
今
の
禍
福

を
手
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
長
い
長
い
祖
先
か
ら
の
つ
ら

な
り
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
自
分
は
そ
の
つ
ら
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な
り
を
支
え
る
一
人
で
も
あ
る
。
仏
教
の
よ
う
に
自
己
の
利
欲

だ
け
を
目
的
と
し
た
場
合
、
ど
う
せ
自
分
だ
け
の
問
題
で
あ
る

と
し
て
、
修
善
に
対
す
る
努
力
も
簡
単
に
放
棄
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
家
の

こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
放
逸
・
堕
落
に
走
り

が
ち
な
悪
念
を
抑
制
し
、
善
へ
と
意
識
を
向
け
て
い
け
る
の
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
先
行
研
究
の
一
つ
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、「
祖
先
の
積
善
や
積
不
善
に
よ
っ
て
も
う
す
で
に
自
ら
の

福
善
禍
淫
が
お
お
よ
そ
決
ま
っ
て
い
る
」
か
ら
、「
倫
理
的
縛

り
が
非
常
に
弱
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
発
想11
で
は
な
い
。
い

ま
自
分
の
あ
る
こ
と
が
祖
先
・
父
母
の
お
か
げ
で
あ
る
こ
と
に

感
謝
し
、
自
分
の
行
為
に
よ
っ
て
子
孫
へ
の
禍
福
も
定
ま
る
が

故
に
、
よ
り
倫
理
的
な
生
き
方
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自

分
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
天
地
世
界
と
の
つ
な

が
り
を
意
識
し
、
家
の
つ
ら
な
り
を
自
覚
し
て
こ
そ
、
人
は
よ

り
善
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、「
唯
身
一
を
利
せ
ん
と
の
み
思
ふ
心
よ
り
、
善
を
行
ん
と

す
れ
ば
、
悪
い
よ
〳
〵
や
ま
ず
」
と
明
言
し
、
仏
教
の
こ
と
を

批
判
す
る
の
で
あ
る
。

小
結

　

白
石
も
朱
熹
等
先
儒
と
同
様
に
、
儒
学
の
教
え
は
日
常
を
大

切
に
す
る
も
の
と
認
め
る
。『
鬼
神
論
』
の
最
後
で
は
、
儒
学

の
教
え
と
仏
教
の
教
え
の
違
い
を
「
養
生
の
道
」
で
喩
え
て
い

る
。
儒
学
の
養
生
は
、
日
々
の
飲
食
を
節
制
し
、
規
則
正
し
い

生
活
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
仏
教
の
養
生
は
、

日
常
の
飲
食
や
規
則
正
し
い
生
活
な
ど
は
平
凡
な
こ
と
だ
と
侮

り
、
日
々
薬
を
服
用
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

鬼
神
を
教
え
に
取
り
込
ま
ず
に
、
日
常
を
重
視
す
る
儒
学
に
対

し
、
鬼
神
の
よ
う
な
例
外
的
な
働
き
を
積
極
的
に
教
え
に
取
り

込
ん
だ
挙
句
、
人
々
に
日
常
を
軽
視
さ
せ
て
し
ま
う
仏
教
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
白
石
は
『
鬼
神
論
』
を
次
の
よ
う
に
結
ん

で
終
え
る
。

聖
人
の
教
は
し
か
は
あ
ら
ず
。
菽
粟
布
帛
の
日
々
に
用
ゆ

べ
き
が
ご
と
く
、
孝
弟
忠
信
の
外
に
求
め
ず
。
是こ
れ

詩
書
執

礼
の
ご
と
き
は
、
雅つ
ね

に
宣
ふ
所
に
し
て
、
彼か
の

怪
力
乱
神
の

如
き
は
、
語
り
給
は
ざ
る
ゆ
へ
な
ら
ん
か
も
。�

�

（『
鬼
神
論
』
貞
集
）
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孔
子
は
鬼
神
の
働
き
と
い
う
特
殊
な
事
象
・
対
象
に
人
々
が

心
奪
わ
れ
る
の
を
恐
れ
る
が
故
に
怪
力
乱
神
に
つ
い
て
語
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
今
生
き
て
い
る
人
々
の
家
族
に
対
す
る
想
い

や
社
会
に
対
す
る
責
任
を
こ
そ
重
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
白
石
は
『
鬼
神
論
』
を
著
し
、
敢
え
て
鬼
神
に
つ
い
て
語
っ

た
の
で
あ
る
。

　
『
鬼
神
論
』
に
お
い
て
白
石
は
、
経
書
・
史
書
の
み
な
ら
ず

「
怪
書
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
書
籍
か
ら
も
怪
異
譚
を
集
め
、

鬼
神
の
実
在
を
前
提
に
論
述
を
展
開
し
た
。
朱
熹
は
神
秘
的
現

象
の
容
認
を
最
小
限
に
止
め
よ
う
と
し
て
お
り
、
迷
信
や
妖
怪

の
類
は
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
白
石
は
積
極
的
に
言
及
し
て

い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
無
差
別
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
一
部
の
儒
者
に
は
肯
定
さ
れ
た
輪
廻
で
あ
る
が
、
白
石

は
徹
底
し
て
否
定
し
、
生
ま
れ
変
わ
り
に
類
す
る
よ
う
な
話
柄

は
収
め
な
い
。
あ
る
い
は
羊
祜
・
鮑
靚
の
よ
う
な
生
ま
れ
変
わ

り
と
見
な
さ
れ
る
記
録
を
挙
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
鬼
神
が

憑
依
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
生
ま
れ
変
わ
り
の
話
と
は
認

め
な
い
。
白
石
の
『
鬼
神
論
』
は
怪
し
げ
な
怪
異
端
を
も
広
い

範
囲
か
ら
収
め
て
い
る
た
め
、
一
見
、
有
象
無
象
の
話
を
無
差

別
に
集
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
実

際
に
は
白
石
の
意
図
に
従
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
、
蒐
集
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

多
く
の
怪
異
譚
を
集
め
た
『
鬼
神
論
』
に
お
い
て
、
白
石
は

何
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
な
ぜ
『
鬼
神
論
』
の
亨

集
・
利
集
・
貞
集
で
多
く
の
言
を
費
や
し
て
仏
教
を
批
判
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
儒
者
の
鬼
神
論
と
し
て
は
珍
し

く
、
白
石
の
『
鬼
神
論
』
は
強
烈
な
主
張
を
込
め
た
著
述
と
な

っ
て
い
る
。

　

祭
祀
を
重
視
す
る
儒
学
が
抱
え
る
問
題
は
、
祭
る
対
象
で
あ

る
父
祖
の
霊
が
い
る
の
か
い
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

朱
熹
は
鬼
神
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
後
世
の
儒
者
や
白

石
か
ら
す
れ
ば
ま
だ
曖
昧
な
ま
ま
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
白
石
は
、
朱
熹
の
解
釈
に
従
い
な
が
ら
、
人
が
亡
く
な
っ

て
天
地
に
還
元
さ
れ
る
働
き
を
「
鬼
神
」
と
位
置
づ
け
た
が
、

朱
熹
や
他
の
儒
者
が
否
定
す
る
よ
う
な
怪
異
譚
を
多
く
集
め
、

鬼
神
の
働
き
が
現
に
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
。
亡
く
な
っ
た
人

の
魂
が
確
か
に
天
地
に
還
元
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

鬼
神
が
実
在
す
る
こ
と
は
、
我
々
が
天
地
・
父
母
と
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
の
証
し
な
の
で
あ
る
。
ま
た
祖
霊
が
実
在
す
る
こ

と
は
、
祭
祀
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
強
調
す
る
こ
と
に
も

な
る
。

　

し
か
し
、
鬼
神
の
実
在
を
明
言
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
な
る
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問
題
も
発
生
す
る
。
確
か
に
鬼
神
が
存
在
す
る
な
ら
、
父
祖
を

祭
る
よ
り
も
、
自
分
に
と
っ
て
よ
り
利
益
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
鬼
神
を
祭
る
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
人
々
が

現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
士
・
庶
人
に
と
っ
て
の
祭
祀

の
対
象
を
祖
霊
に
限
定
す
る
必
要
性
が
出
て
く
る
。
白
石
は
仏

教
批
判
を
通
し
て
、
利
益
心
に
基
づ
く
祭
祀
を
批
判
し
、
人
と

天
地
・
父
母
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
し
、
先
祖
か
ら
の
つ

ら
な
り
の
も
と
家
の
一
員
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
自
覚
を

促
す
。
天
地
と
の
つ
な
が
り
の
み
な
ら
ず
、
家
の
つ
ら
な
り
を

強
く
意
識
し
た
議
論
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
江
戸
初
期
の
儒
者

で
あ
る
白
石
の
特
長
か
も
し
れ
な
い11
。
仏
教
の
よ
う
に
全
て
自

分
の
こ
と
だ
け
で
考
え
て
し
ま
う
と
、
た
と
え
善
行
を
行
っ
て

い
て
も
、
と
り
つ
か
れ
た
利
欲
心
に
よ
り
悪
が
誘
発
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
祖
先
・
父
母
に
感
謝
し
、
自
分
の
行
為

が
子
孫
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
理
解
し
て
こ
そ
、
日
常
の

生
活
に
お
い
て
家
族
を
大
切
に
し
、
社
会
的
に
善
い
働
き
を
し

て
い
け
る
の
で
あ
る
。
鬼
神
の
実
在
を
強
調
す
る
こ
と
は
こ
の

自
覚
を
促
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
発
想
に
よ
っ
て
白
石

は
仏
教
を
批
判
し
な
が
ら
『
鬼
神
論
』
を
ま
と
め
て
い
る
の
で

あ
る
。

注1　

儒
学
に
お
け
る
死
生
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
加
地
信
行
『
儒
教
と

は
何
か
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）、
土
田
健
次
郎
「
生
と

死
」『
東
洋
医
学
の
人
間
科
学
』
八
（
早
稲
田
大
学
人
間
科
学
部
、

一
九
九
九
年
）、
土
田
健
次
郎
「
儒
学
に
お
け
る
死
の
思
想
」（
吉
原

浩
人
編
『
東
洋
に
お
け
る
死
の
思
想
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
六
年
所

収
）
等
を
参
照
。

2　

た
と
え
ば
明
末
清
初
の
王
夫
之
は
、
死
生
・
鬼
神
を
論
じ
て
自
身

の
修
養
論
に
組
み
込
ん
で
い
る
が
、
た
と
え
死
生
・
鬼
神
の
論
が
な

く
て
も
王
夫
之
の
主
た
る
議
論
に
影
響
は
な
い
。
拙
著
『
王
夫
之
思

想
研
究
─
『
読
四
書
大
全
説
』
に
お
け
る
「
作
聖
之
功
」
議
論
を
中

心
に
し
て
─
』
第
四
章
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
〇
年
）
参

照
。

3　

新
井
白
石
に
つ
い
て
は
、
中
田
喜
万
「
新
井
白
石
に
お
け
る
「
史

学
」・「
武
家
」・「
礼
楽
」」『
国
家
学
会
雑
誌
』
一
一
〇
─
一
一
・
一

二
（
一
九
九
七
年
）、
ケ
イ
ト
・
Ｗ
・
ナ
カ
イ
著
、
平
石
直
昭
・
小

島
康
敬
・
黒
住
真
訳
『
新
井
白
石
の
政
治
戦
略
─
儒
学
と
史
論
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）、
玉
懸
博
之
「
新
井
白
石
─
─

そ
の
思
想
的
営
為
と
基
本
的
思
惟
様
式
─
─
」（『
近
世
日
本
の
歴
史

思
想
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
年
、
328
～
363
頁
）、
大
川
真
『
近

世
王
権
論
と
「
正
名
」
の
転
回
史
』（
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
二

年
）
参
照
。

4　

宮
崎
道
夫
『
増
訂
版　

新
井
白
石
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
五
八
年
、
一
九
六
九
年
増
訂
）、
友
枝
龍
太
郎
「『
鬼
神
論
』
解
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題
」（『
日
本
思
想
大
系
35
新
井
白
石
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
所

収
）、
加
藤
周
一
「
新
井
白
石
の
世
界
」（
同
『
日
本
思
想
大
系
35
新

井
白
石
』
所
収
）、
中
村
春
作
「
新
井
白
石
の
『
鬼
神
論
』」『
ユ
リ

イ
カ
』
一
六
巻
八
号
（
一
九
八
四
年
）。

5　

子
安
宣
邦
『
鬼
神
論
─
─
儒
家
知
識
人
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』（
福

武
書
店
、
一
九
九
二
）。
子
安
氏
は
、「
白
石
の
鬼
神
論
は
、
鬼
神
信

仰
的
な
鬼
神
の
対
象
視
を
陰
陽
二
気
を
め
ぐ
る
形
而
上
学
の
な
か
で

脱
却
し
よ
う
と
す
る
朱
子
の
鬼
神
論
の
模
倣
と
い
う
性
格
を
も
っ
て

い
る
」（
62
頁
）
と
指
摘
す
る
。

6　

栗
原
孝
「
近
世
「
鬼
神
論
」
の
政
治
思
想
的
意
味
─
─
白
石
・
篤

胤
・
象
山
を
め
ぐ
っ
て
─
─
」『
桐
朋
学
園
大
学
研
究
紀
要
』
九
号

（
一
九
八
三
年
一
二
月
）。

7　

大
川
真
「
新
井
白
石
の
鬼
神
論
再
考
」『
日
本
歴
史
』
六
七
四
号

（
二
〇
〇
四
）。
の
ち
大
川
真
氏
前
掲
書
所
収
。
大
川
氏
は
、「
白
石

は
気
の
拠
り
所
を
失
っ
た
厲
鬼
が
及
ぼ
す
災
禍
を
例
証
に
し
て
、

「
将
軍
」
継
承
の
不
順
の
原
因
を
、
気
の
円
滑
な
運
行
が
妨
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
礼
楽
を
実
践
し
鬼
神
へ
の
祭
祀

を
実
行
す
れ
ば
、「
将
軍
」
の
多
子
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ

る
」、「
白
石
の
鬼
神
論
は
、「
気
」
の
感
覚
に
基
づ
い
て
構
成
さ

れ
、
厲
鬼
の
災
禍
を
現
実
社
会
に
影
響
を
与
え
る
脅
威
と
し
て
認
識

し
、
厲
鬼
へ
の
祭
祀
を
説
く
点
で
「
宗
教
」
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

次
期
「
将
軍
」
の
継
嗣
問
題
に
対
す
る
解
答
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い

る
点
で
「
政
治
」
的
で
あ
る
。「
宗
教
」
と
「
政
治
」
と
の
両
者
に

関
す
る
こ
の
思
想
的
営
為
こ
そ
が
、
白
石
の
鬼
神
論
の
特
色
な
の
で

あ
る
」
と
ま
と
め
る
。
大
川
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
鬼
神
に
関
す
る

議
論
の
中
で
「
将
軍
継
嗣
の
問
題
」
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
り
、
優
れ
た
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
は
『
祭
祀
考
』
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、『
鬼
神
論
』
で
主
と
し
て
議
論
し
て
い
る
こ

と
と
は
異
な
る
。

8　

近
藤
萌
美
「
新
井
白
石
の
礼
楽
構
想
と
鬼
神
論
の
関
係
性
─
積
み

重
な
る
礼
楽
と
「
統
」
の
観
念
─
」『
寧
楽
史
苑
』
五
三
号
（
二
〇

〇
八
）。
近
藤
氏
は
、「
白
石
は
仏
教
が
個
人
に
対
し
て
返
報
と
い
う

罰
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
倫
理
的
規
制
が
強
い
性
格
の
も
の
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
が
、
聖
人
の
道
で
は
、
祖
先
の
積
善
や
積
不
善
に
よ

っ
て
も
う
す
で
に
自
ら
の
福
善
禍
淫
が
お
お
よ
そ
決
ま
っ
て
い
る
と

考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
所
業
が
「
家
」
に
と
り
こ
ま
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
極
小
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
積
む
」
と
い
う

言
葉
が
表
す
よ
う
に
、
自
ら
の
善
行
が
子
孫
へ
と
つ
な
げ
ら
れ
る
限

り
、
倫
理
性
は
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
倫
理
的
縛
り
が

非
常
に
弱
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
…

祖
先
に
よ
っ
て
興
さ
れ
、
守
ら
れ
て
き
た
「
家
」
の
中
に
自
ら
が
と

り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
は
よ
り
倫
理
的
な
規
制
を
う
け

ず
、
無
制
限
と
い
っ
て
も
よ
い
加
護
を
う
け
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

は
じ
め
に
見
た
魂
魄
の
観
念
か
ら
す
る
と
、
強
靭
な
魂
魄
を
持
っ
た

祖
先
を
顕
彰
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
個
が
倫
理
か
ら
解
き
放
た
れ
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
る
。」（
48
頁
）
と
指
摘
す
る
。

9　
『
鬼
神
論
』
の
な
か
で
、
白
石
が
経
書
（
十
三
経
）・
史
書
（
正

史
）
以
外
に
書
名
を
明
記
し
て
引
用
し
た
も
の
だ
け
で
も
、『
朱
子

語
類
』『
孔
子
家
語
』『
関
尹
子
』『
淮
南
子
』『
賈
氏
説
林
』『
京
房

易
伝
』『
春
秋
潜
潭
巴
』『
竹
書
紀
年
』『
華
陽
国
志
』『
山
海
経
』
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新井白石『鬼神論』考

『
神
異
経
』『
捜
神
記
』『
述
異
記
』『
荘
子
』『
衡
波
詩
』『
説
淵
』

『
尚
書
故
実
』『
幽
明
録
』『
河
録
雑
事
』『
博
物
志
』『
斉
東
野
語
』

『
江
隣
幾
雑
志
』『
草
木
子
』『
五
雑
俎
』『
説
苑
』『
楚
辞
』『
抱
朴

子
』『
神
名
帳
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
『
捜
神
記
』
や
『
述

異
記
』
等
に
は
、
生
ま
れ
変
わ
り
に
類
す
る
よ
う
な
話
柄
も
見
ら
れ

る
が
、
白
石
が
採
り
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
。

10　
『
鬼
神
論
』
に
は
、
元
集
・
亨
集
・
利
集
・
貞
集
に
分
巻
さ
れ
る

四
巻
本
と
上
巻
・
中
巻
・
下
巻
に
分
巻
さ
れ
る
三
巻
本
と
が
あ
る
。

四
巻
本
の
利
集
・
貞
集
が
、
三
巻
本
の
下
巻
に
相
当
す
る
。

11　

朱
熹
お
よ
び
明
儒
・
江
戸
儒
学
者
の
鬼
神
論
に
つ
い
て
は
、
子
安

宣
邦
氏
前
掲
書
、
佐
野
公
治
「
明
代
に
お
け
る
上
帝
・
鬼
神
・
霊
魂

観
」『
中
国
研
究
集
刊
』
辰
号
（
一
九
九
三
年
）、
平
石
直
昭
「
徳
川

思
想
史
に
お
け
る
天
と
鬼
神
─
─
前
半
期
儒
学
を
中
心
に
」『
ア
ジ

ア
か
ら
考
え
る　

七　

世
界
像
の
形
成
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
九
四
年
）、
土
田
健
次
郎
「
鬼
神
と
「
か
み
」
─
─
儒
家
神
道
初

探
─
─
」『
斯
文
』
一
〇
四
号
（
一
九
九
六
）、
三
浦
国
雄
『
朱
子
と

気
と
身
体
』
鬼
神
論
（
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
）、
田
尻
祐
一
郎

「
儒
教
・
儒
家
神
道
と
「
死
」
─
「
朱
子
家
礼
」
受
容
を
め
ぐ
っ
て

─
」『
日
本
思
想
史
学
』
二
九
号
（
一
九
九
七
年
）、
垣
内
景
子
『
朱

子
学
入
門
』
第
二
章
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

12　

明
代
の
鬼
神
観
に
つ
い
て
は
、
佐
野
公
治
氏
前
掲
論
文
参
照
。

13　

江
戸
時
代
の
鬼
神
観
に
つ
い
て
は
、
土
田
健
次
郎
氏
前
掲
論
文

「
鬼
神
と
「
か
み
」
─
─
儒
家
神
道
初
探
─
─
」
参
照
。

14　

浅
野
三
平
『
鬼
神
論
・
鬼
神
新
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
）

274
～
278
頁
。

15　

こ
の
時
期
に
、
白
石
の
『
鬼
神
論
』
が
注
目
を
集
め
た
背
景
に

は
、
幽
霊
・
鬼
神
へ
の
関
心
の
高
ま
り
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
丸
山
応
挙
（
一
七
三
三
～
一
七
九
五
）
が
足
の
な
い

幽
霊
を
描
い
て
話
題
と
な
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
安
永
五
年
（
一
七
七

六
）
に
は
上
田
秋
成
『
雨
月
物
語
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

16　

子
安
氏
は
、「
い
っ
た
い
彼
は
こ
こ
で
な
に
を
論
じ
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
、
そ
の
〈
合
理
的
〉
と
い
わ
れ
る
知
性
と
こ
の
著
作
は
ど

の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
、
簡
単
に
答
え
が
た
い
疑

問
に
私
は
襲
わ
れ
る
の
で
あ
る
」（
前
掲
書
60
頁
）、「
白
石
が
淫

祀
・
祈
禳
に
あ
た
え
る
説
明
が
、
神
霊
的
存
在
の
実
有
を
信
じ
、
怪

異
現
象
を
も
っ
て
そ
の
徴
証
と
す
る
篤
胤
の
論
理
の
う
ち
に
お
さ
め

ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」（
前
掲
書
64
頁
）
と
指
摘
。
ま
た
浅
野

氏
は
前
掲
書
「
凡
例
」
で
、
白
石
の
『
鬼
神
論
』
を
「
近
世
の
代
表

的
な
霊
魂
研
究
」
と
位
置
づ
け
、「
白
石
、
篤
胤
と
も
に
鬼
神
の

「
鬼き

」、
つ
ま
り
人
間
の
霊
魂
だ
け
を
、
全
面
的
に
追
求
し
た
と
は
言

い
難
い
と
こ
ろ
が
、
い
さ
さ
か
残
念
で
あ
る
」（
前
掲
書
299
頁
）
と

述
べ
る
。

17　
『
鬼
神
論
』
の
引
用
は
、『
新
井
白
石
全
集
』
第
六
（
国
書
刊
行

会
、
一
九
〇
八
年
）
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
読
み
や
す
さ
の

便
を
は
か
り
、
カ
タ
カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
と
し
、
適
宜
、
句
読
点
と
ル

ビ
を
附
し
た
。
ま
た
引
用
文
中
に
お
け
る
［　

］
は
、
原
文
で
は
小

字
双
行
注
に
相
当
す
る
。
な
お
、
解
釈
に
お
い
て
は
、
浅
野
三
平
氏

前
掲
書
も
参
考
と
し
た
。

18　

他
に
、『
朱
子
語
類
』
巻
三
・
41
条
に
「
死
而
氣
散
、
泯
然
無
迹

者
、
是
其
常
。
道
理
恁
地
。
有
托
生
者
、
是
偶
然
聚
得
氣
不
散
、
又
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怎
生
去
湊
着
那
生
氣
、
便
再
生
、
然
非
其
常
也
」
と
も
見
え
る
。

19　
『
新
井
白
石
全
集
』
で
は
「
妄
」
に
作
る
。
浅
野
氏
前
掲
書
等
に

よ
り
、「
志
」
に
改
め
た
。

20　

天
の
応
報
を
家
と
い
う
単
位
で
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
も
大
き
な

特
徴
と
意
義
が
あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
の
研
究
と
し
て
は
、
玉
懸
氏
前

掲
書
参
照
。

21　

近
藤
萌
美
氏
前
掲
論
文
48
頁
。

22　

本
稿
で
は
儒
者
白
石
の
議
論
を
検
討
し
た
が
、
当
然
な
が
ら
白
石

の
意
識
に
は
徳
川
幕
府
の
正
統
性
を
確
立
す
る
と
い
う
具
体
的
な
問

題
も
関
わ
っ
て
こ
よ
う
。『
鬼
神
論
』
の
執
筆
が
正
徳
年
間
と
類
推

さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
将
軍
継
承
の
問
題
も
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
玉
懸
氏
前
掲
書
、
大
川
氏
前
掲
書
参
照
。

＊　

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
度
の
学
習
院
大
学
外
国
語
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
近
世
東
ア
ジ
ア
諸
思
想
の
異
と
同
再

考
」
で
の
成
果
を
踏
ま
え
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。



論文要旨

四八

On the Compilation of Kishinron 鬼神論： 
Arai Hakuseki 新井白石

MATSUNO TOSHIYUKI

　　Arai�Hakuseki’s�Kishinron� is� famous� as� a� book�which� argued� demon’s�
reality�and�collected�many�Ghost� story.�And�Kishinron� is�estimated� low�as�
“imperfect� soul� study”� or� as� “Zhu�Xi 朱熹 ’s� demon� theory�was� copied”.� A�
conventional�study�pays�attention�to�only�demon’s�reality�and�doesn’t�grasp�
Hakuseki’s� insistence.� For� example,� why� did� he� criticize� Buddhism� in�
Kishinron?� I would� like� to� define� the� reason� that� he� criticized� Buddhism�
clearly.
　　Hakuseki�denied�metempsychosis�of�Buddhism.�He�admited�that�a�person�
is�born� from�his�parents�and�a�soul�and�a�body�are� formed�by�his�parents.�
When�metempsychosis�is�admitted,�a�soul�will�exist�without�his�parents.�This�
way�of�thinking�lowers�the�value�of�his�parents.�The�idea�of�metempsychosis�
cuts�the�connection�of�a�person�and�his�parents�off.
　　Hakuseki�emphasized�the�worship�of�ancestor.�Because�a�person�knows�
importance�of� the� family� through�bowing�to�his�ancestor.�Hakuseki� tried�to�
made� people� realize� the� connection� with� their� parents� and� their� ancestor�
through�emphasized�demon’s�reality.


