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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
日
本
人
の
霊
魂
観
や
神
観
念
の
研
究
を
進
め
る
一
つ
の

方
途
と
し
て
、
折
口
信
夫
が
示
し
た
霊
魂
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
を

課
題
と
す
る
が
、
そ
の
祖
述
を
行
う
だ
け
で
も
、
所
謂
「
折
口
名
彙
」

と
呼
ば
れ
る
術
語
か
ら
い
え
ば
、「
ま
れ
び
と
」、「
精
霊
」、「
た
ま

ふ
り
・
た
ま
し
ず
め
」、「
天
皇
霊
」
な
ど
が
対
象
と
な
り
、
か
な
り

大
部
な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
折
口
理
論
の
祖
述
か
ら
で

は
な
く
、
折
口
の
霊
魂
論
検
討
に
必
要
と
な
る
い
く
つ
か
の
視
点
を

提
示
す
る
こ
と
で
、
問
題
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
標
題
に

「
覚
書
」
を
加
え
た
の
は
、
本
稿
が
霊
魂
論
再
検
討
の
視
点
の
提
示

に
留
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

柳
田
國
男
と
の
対
立

　

柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
は
、
と
も
に
日
本
の
神
道
を
、
戦
後
の
混

乱
の
中
か
ら
復
興
し
よ
う
と
腐
心
し
た
が
、
霊
魂
観
を
は
じ
め
と
す

る
日
本
人
の
神
観
念
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
両
者
に
大
き
な
隔
た
り

が
あ
る
。そ
の
隔
た
り
は
石
田
英
一
郎
の
司
会
で
行
わ
れ
た
対
談「
日

本
人
の
神
と
霊
魂
の
観
念
そ
の
ほ
か
」（『
民
族
学
研
究
』
第
一
四
巻
第

二
号
、昭
和
二
十
四
年
十
二
月

（
１
（）

に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
対
談
は
、

柳
田
國
男
を
師
と
仰
ぐ
折
口
は
、
控
え
目
で
柳
田
を
立
て
る
よ
う
な

発
言
を
し
つ
つ
も
、
決
し
て
譲
る
こ
と
な
く
持
論
を
展
開
し
、
学
問

的
方
法
の
違
い
を
も
あ
ら
わ
に
し
な
が
ら
し
の
ぎ
を
削
り
あ
い
、
緊

迫
し
た
そ
の
場
の
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
記
録
と
な
っ
て

い
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
対
談
で
は
、「
ま
れ
び
と
」
論

を
め
ぐ
っ
て
真
っ
向
か
ら
両
者
が
対
立
し
て
い
る
。
柳
田
は
「
い
い

機
会
だ
か
ら
折
口
君
の
マ
レ
ビ
ト
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
研

究
し
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
あ
な
た
も
研
究
し
て
ゐ
る
。
私
も
書

か
れ
た
も
の
を
注
意
し
て
来
て
ゐ
る
が
、
私
の
学
問
の
面
に
は
さ
う

折
口
信
夫
の
霊
魂
論
覚
書

小

川

直
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は
つ
き
り
し
た
も
の
が
出
て
来
な
い
。」
と
、
否
定
し
つ
つ
も
取
り

上
げ
、
し
か
も
柳
田
は
「
い
い
機
会
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
マ
レ
ビ
ト

と
い
ふ
こ
と
に
到
達
し
た
道
筋
み
た
い
な
も
の
を
、
考
へ
て
み
よ
う

ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
は
か
な
り
大
き
な
問
題
と
思
ひ
ま
す
か

ら
。」
と
挑
発
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
折
口
の
マ
レ
ビ
ト
に
つ

い
て
の
説
明
、
柳
田
の
意
見
と
質
問
が
あ
っ
て
、
石
田
の
「
マ
レ
ビ

ト
の
中
に
は
祖
霊
と
か
祖
先
神
と
か
い
ふ
観
念
は
含
ま
れ
て
居
り
ま

せ
う
か
。」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
折
口
は
、「
そ
れ
は
一
番
整
頓
し

た
形
で
、
最
初
と
も
途
中
と
も
決
定
出
来
ま
せ
ん
が
、
日
本
人
は
第

一
次
と
見
た
い
で
せ
う
な
─
。」
と
、
マ
レ
ビ
ト
に
は
祖
霊
・
祖
先

神
と
し
て
の
性
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
祖
霊
・

祖
先
神
は
、「
常
世
国
な
る
死
の
島
」「
常
世
の
国
」
に
集
ま
っ
て
男

女
そ
れ
ぞ
れ
の
霊
魂
に
帰
し
た
祖
先
の
霊
魂
で
、「
村
の
祖
先
」
と

し
て
来
訪
す
る
の
が
本
来
の
考
え
方
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

　

こ
の
折
口
の
発
言
に
対
し
て
柳
田
は
、「
常
世
か
ら
来
た
と
み
る

か
、
ま
た
は
鉢
叩
き
の
七
兵
衛
と
見
る
か
、
受
け
方
だ
け
の
事
情
で

は
な
か
つ
た
ら
う
か
」
と
批
判
を
こ
め
た
異
義
を
唱
え
、
一
族
が
ま

つ
る
自
族
の
神
よ
り
力
の
強
い
他
族
の
神
へ
の
信
仰
が
う
ま
れ
、
こ

れ
に
よ
っ
て
「stranger-god

（
客
神
）
の
信
用
は
少
し
づ
つ
発
生

し
か
か
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
、
自
ら
の
見
解
を
示
し

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
マ
レ
ビ
ト
に
関
す
る
議
論
に
続
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

の
が
「
タ
マ
と
カ
ミ
と
ム
ス
ビ
」「
主
神
・
客
神
・
統
御
神
・
末
社
」

「
モ
お
よ
び
モ
ノ
に
つ
い
て
」「
祖
霊
と
神
」
で
、
こ
こ
で
神
や
霊
魂

観
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
「
タ
マ
と
カ
ミ
と
ム
ス
ビ
」
で
は
、
石
田
の
、
霊
魂
観
念
と

神
観
念
と
の
関
係
性
に
対
す
る
問
い
に
、
柳
田
は
「
強
く
は
言
へ
な

い
が
、
無
論
私
は
関
係
が
あ
る
と
思
ふ
。
タ
マ
と
カ
ミ
の
関
係
は
ま

だ
つ
か
な
い
。
何
時
か
ら
が
神
で
、
何
時
ま
で
が
タ
マ
だ
つ
た
か
分

ら
な
い
。
折
口
君
、
何
か
説
明
が
つ
か
な
い
も
の
か
な
。」
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
折
口
は
、「
タ
マ
と
い
ふ
語
と
カ
ミ
と
い
ふ
語
に
は

相
当
は
つ
き
り
し
た
区
劃
が
あ
つ
た
。
そ
れ
が
段
々
『
国
魂
』
の
神

な
ど
い
ふ
表
現
を
持
つ
や
う
に
な
つ
て
来
ま
し
た
。
そ
の
タ
マ
と
別

で
ゐ
て
、
混
乱
し
易
く
、
ま
た
事
実
関
係
の
深
か
つ
た
の
は
八
神
殿

の
神
々
で
せ
う
。」
と
い
い
、
八
神
殿
の
神
に
つ
い
て
、
タ
カ
ミ
ム

ス
ビ
、
カ
ム
ム
ス
ビ
、
イ
ク
ム
ス
ビ
、
タ
ル
ム
ス
ビ
、
タ
マ
ツ
メ
ム

ス
ビ
は
、「
霊
魂
を
人
の
身
体
に
つ
け
る
呪
術
師
、
鎮
魂
の
技
術
者

で
」、「
さ
い
う
ふ
呪
術
者
は
、
神
を
創
る
人
と
い
ふ
わ
け
で
」
神
聖

視
さ
れ
て
神
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、「
屋
敷
─
土
地
─
の

霊
魂
、
食
物
の
霊
魂
、
宮
殿
の
霊
魂
と
し
て
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
、
ミ

ケ
ツ
カ
ミ
、
オ
ホ
ミ
ヤ
ノ
メ
と
い
ふ
三
つ
の
霊
魂
」
は
、
産
霊
神
に

よ
っ
て
鎮
呪
さ
れ
る
こ
と
で
神
と
し
て
出
現
し
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
、
こ
う
し
た
「
考
へ
方
は
、
霊
魂
を
神
よ
り
先
に
考
げ
て
ゐ
た

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、一
方
で
は
「
天
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御
中
主
」
は
霊
魂
が
入
っ
て
出
来
る
神
以
前
に
神
と
し
て
の
観
念
が

あ
り
、「
魂
は
神
の
身
中
に
あ
つ
た
と
見
て
ゐ
た
も
の
が
、
人
間
の

身
の
中
に
も
鎮
呪
に
よ
つ
て
、
這
入
る
こ
と
が
出
来
、
そ
こ
に
人
間

に
生
命
が
生
じ
る
と
思
つ
た
も
の
と
考
へ
て
よ
い
か
、
或
は
こ
の
人

間
の
上
の
事
実
─
古
代
人
と
し
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
確
か
な
事
が
な
い

と
考
へ
て
ゐ
た
─
の
方
が
先
で
神
の
霊
魂
を
考
へ
た
の
か
、
そ
れ
は

日
本
だ
け
で
は
決
定
出
来
さ
う
で
す
が
、
宗
教
民
族
学
の
知
識
を
も

つ
と
参
照
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

折
口
は
続
い
て
、
八
神
殿
の
傍
の
斎
戸
殿
は
天
子
の
御
魂
の
鎮

ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
斎
戸
か
ら
天
皇
霊
を
迎
え
て
御
躰
に
鎮
魂

す
る
の
が
産
霊
神
で
、「
比
較
民
族
学
か
ら
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
産

霊
呪
術
の
事
な
ど
も
、も
つ
と
明
る
く
な
つ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
」

と
研
究
の
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
柳
田
は
、「
そ
れ
（
産
霊
呪
術
）
が
根
本
の
問
題
で
す
ね
」

と
い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
本
体
は
民
族
学
で
も
認
め
ら
れ
な
い
。
だ

か
ら
自
分
の
研
究
は
「
現
存
す
る
も
の
か
ら
や
つ
て
い
か
う
と
す
る
。

そ
こ
に
二
人
の
研
究
の
開
き
が
あ
る
」
と
、
折
口
と
自
分
と
の
研
究

手
法
の
違
い
を
い
い
、
折
口
も
「
私
臭
い
民
俗
学
の
癖
と
い
ふ
も
の

も
御
座
い
ま
し
て
、
そ
の
為
に
、
石
田
、
岡
さ
ん
の
方
の
民
族
学
に

非
常
に
近
く
な
つ
て
来
て
ゐ
る
」
と
、
違
い
を
認
め
て
い
る
。

　

折
口
は
日
本
人
の
神
観
念
に
は
、
霊
魂
を
神
と
す
る
観
念
、
霊
魂

を
内
に
そ
な
え
た
神
の
観
念
、
鎮
魂
呪
術
を
行
う
呪
術
者
を
神
と
す

る
観
念
の
三
つ
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
対
談
の
中

で
は
霊
魂
を
神
と
す
る
観
念
と
「
既
存
者
」
と
も
表
現
し
て
い
る
霊

魂
を
内
に
そ
な
え
た
神
の
観
念
と
の
関
係
、「
既
存
者
」
と
鎮
魂
呪

術
を
行
う
呪
術
者
を
神
と
す
る
観
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
じ
て

お
ら
ず
、
三
者
の
構
造
的
関
連
性
に
つ
い
て
は
未
完
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鎮
魂
を
行
う
呪
術
者
を

神
と
す
る
観
念
で
、
石
田
の
求
め
に
応
じ
て
折
口
は
、「
産
霊
」
に

つ
い
て
、「
ム
ス
ブ
」
と
い
う
の
は
「
霊
魂
を
物
質
の
中
に
入
れ
る
と
、

物
質
が
生
命
を
得
て
大
き
く
な
つ
て
い
く
と
共
に
そ
の
霊
魂
も
育
つ

て
行
く
。
さ
う
し
た
呪
術
を
施
す
こ
と
を
ム
ス
ブ
と
い
ふ
の
が
、
こ

の
語
の
用
語
例
で
」、「
鎮
魂
の
為
の
所
置
法
を
い
ふ
」と
説
明
し
、「
沖

縄
な
ど
で
も
、
マ
ブ
イ
ク
ミ
（
霊
魂
籠
め
）
の
呪
術
と
し
て
、
ユ
タ

並
び
に
、
物
馴
れ
た
老
女
が
す
る
唯
の
呪
術
に
残
つ
て
ゐ
ま
す
」
と

実
例
を
あ
げ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
対
談
で
は
産
霊
神
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
進

み
、
再
び
日
本
人
の
神
観
念
に
対
す
る
基
本
的
認
識
に
戻
り
、「
祖

霊
と
神
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
直
し
が
行
わ
れ
る
。

　

石
田�　
（
前
略
）
要
す
る
に
柳
田
先
生
の
お
考
へ
で
は
、
日
本
の

神
と
い
ふ
も
の
の
一
番
も
と
の
形
と
い
ふ
も
の
は
、
や
は
り

祖
先
の
霊タ

魂マ

と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
に
帰
着
す
る
と
解
釈
し

て
差
支
へ
あ
り
ま
せ
ん
で
せ
う
か
。

　

柳
田�　

忌
憚
な
く
言
へ
ば
、
折
口
君
の
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
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非
常
に
精
巧
な
原
理
だ
か
ら
、
最
初
の
日
本
人
が
さ
う
い
ふ

も
の
を
考
へ
出
す
こ
と
は
一
朝
一
夕
に
は
出
来
な
か
つ
た
の

で
は
な
か
ら
う
か
。
言
葉
を
換
へ
て
言
へ
ば
、
或
る
単
純
な

霊
魂
が
先
か
、
神
が
先
か
が
問
題
に
な
る
。

　

石
田�　

さ
う
し
て
そ
の
単
純
な
霊
魂
が
祖
霊
と
い
ふ
観
念
だ
つ
た

と
お
考
へ
で
す
か
。

　

柳
田�　

そ
れ
は
一
番
身
に
近
い
、
ま
た
切
実
な
経
験
が
、
古
代
凡

人
の
信
仰
の
種
子
双
葉
だ
つ
た
ら
う
と
い
ふ
点
か
ら
、
私
は

迂
闊
に
学
者
の
哲
学
く
さ
い
解
釈
に
は
附
い
て
行
か
ぬ
だ
け

で
、
仮
定
と
し
て
は
決
し
て
粗
末
に
は
し
な
い
。（
後
略
）

こ
の
発
言
に
続
け
て
、
柳
田
は
、
自
分
が
考
え
て
い
る
の
は
「
国

つ
神
の
信
仰
」
で
、「
朝
廷
や
大
き
な
神
社
の
奉
仕
者
に
は
、
天
つ

神
に
ふ
さ
は
し
い
神
学
が
支
配
し
て
ゐ
た
か
も
し
れ
ぬ
」、
こ
う
い

う
天
つ
神
の
神
学
に
対
し
て
、「
折
口
君
は
国
学
院
大
学
の
先
生
で
」

除
外
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
折

口
は
「
私
ど
も
従
来
の
神
道
家
の
学
説
を
肯
定
す
る
為
に
ば
か
り
学

問
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
し
、
肯
定
す
る
に
し
て
も
、

従
来
の
人
た
ち
の
持
つ
て
ゐ
た
概
念
や
観
念
を
も
一
度
た
て
直
し
て

お
か
ね
ば
、
正
し
い
学
問
と
し
て
の
研
究
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
出

来
ま
せ
ん
」、
そ
れ
で
三
十
年
来
、
柳
田
先
生
の
方
法
に
泥
ん
で
民

俗
学
研
究
と
、
民
俗
学
的
方
法
で
文
学
や
神
道
な
ど
の
立
て
直
し
に

か
か
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
行
き
方
は
柳
田
先
生
と
変
わ
っ
て
い
る
と

は
思
わ
な
い
、
と
返
答
し
て
い
る
。

　

柳
田
は
、
折
口
の
言
う
霊
魂
や
神
観
念
論
は
「
非
常
に
精
巧
な
原

理
だ
か
ら
、
最
初
の
日
本
人
が
さ
う
い
ふ
も
の
を
考
へ
出
す
こ
と
は

一
朝
一
夕
に
は
出
来
な
か
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
疑
問
を
呈

し
、
そ
れ
は
「
天
つ
神
に
ふ
さ
は
し
い
神
学
」
な
の
で
は
な
い
か
と

す
る
。
し
か
し
、
自
分
は
「
国
つ
神
の
信
仰
」
で
、「
一
番
身
に
近
い
、

ま
た
切
実
な
経
験
が
、
古
代
凡
人
の
信
仰
の
種
子
双
葉
だ
つ
た
ら
う

と
」
考
え
る
の
で
、
日
本
の
神
の
も
と
の
形
に
祖
先
の
霊
魂
、
祖
霊

を
考
え
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
仮
説
と
し
て
は
折
口
説
を
粗
末
に
は

し
な
い
が
、「
私
は
迂
闊
に
学
者
の
哲
学
く
さ
い
解
釈
に
は
附
い
て

行
か
ぬ
」
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
柳
田
の
痛
烈
な
折
口
批

判
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
四
年
四
月
十
六
日
に
柳
田
邸
で
行
わ
れ
た
（『
折
口
信
夫

全
集
』
三
六
の
年
譜
に
よ
る
）
如
上
の
対
談
は
、
学
史
上
の
単
な
る
一

齣
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
内
容
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
日
本
人

の
霊
魂
観
や
神
観
念
に
、
い
か
に
迫
り
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
モ
デ
ル

を
設
定
す
る
の
か
、
そ
の
基
本
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
か
か
わ
る
内
容
を

も
ち
、
し
か
も
こ
こ
に
は
未
だ
に
解
決
さ
れ
て
な
い
幾
つ
も
の
課
題

が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

対
談
は
柳
田
七
十
四
歳
、
折
口
六
十
三
歳
の
時
だ
が
、
こ
こ
で
は

た
と
え
ば
柳
田
は
前
述
の
よ
う
に
「stranger-god

（
客
神
）」
の
発

生
に
つ
い
て
新
た
な
見
解
を
示
し
、
こ
れ
に
折
口
が
「
先
生
の
お
考



��6明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 44 号〕平成 19 年 11 月

へ
─
さ
う
い
ふ
見
方
は
、
私
に
と
つ
て
は
、
は
じ
め
て
で
。
そ
の
考

へ
に
よ
つ
て
、考
へ
直
し
て
み
ま
せ
う
」
と
言
っ
た
り
、折
口
が
「
氏

（
う
ち
）」
の
観
念
を
「
稜
威
（
ウ
チ
）」
と
関
連
づ
け
、「
氏
人
は
一

つ
の
神
の
ウ
チ
に
与
り
得
る
人
で
あ
り
、
ウ
チ
の
人
の
ウ
チ
を
授
け

る
神
が
ウ
ヂ
神
（
氏
神
）
で
」、
こ
こ
か
ら
氏
の
観
念
が
出
て
来
た

と
い
う
見
解
を
示
し
た
の
対
し
、
柳
田
が
「
非
常
に
面
白
い
問
題
だ

か
ら
、
早
く
書
い
た
ら
い
い
で
せ
う
」
と
言
っ
た
り
し
て
い
る
。

　

柳
田
と
折
口
は
、
霊
魂
や
神
に
つ
い
て
の
日
本
人
の
観
念
に
関
す

る
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
対
立
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
新
た
な
論
理
の
構

築
を
予
見
し
あ
う
と
い
っ
た
相
乗
性
を
も
っ
た
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
折
口
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
対
談
以
後
に
進
め
る
新

た
な
霊
魂
論
や
神
観
念
論
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
話
題
に
し
て
な

い
の
が
気
に
か
か
る
。

　

そ
れ
は
、
亡
く
な
る
前
年
に
苦
し
み
な
が
ら
口
述
、
執
筆
を
行

う
「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」（
昭
和
二
十
七
年
十
月
、『
古
典

の
新
研
究
』、
全
集
二
〇
所
収
）
で
示
す
完
成
霊
・
未
完
成
霊
の
論
理

や
、対
談
の
翌
年
昭
和
二
十
五
年
二
月
の
「
日
本
芸
能
史
序
説
」（『
本

流
』
創
刊
号
、
全
集
二
一
所
収
）
で
示
す
、村
に
訪
れ
る
来
訪
神
は
本
来
、

野
山
の
精
霊
で
あ
っ
た
と
す
る
仮
説
で
あ
る
。

　

柳
田
と
の
対
談
以
後
に
示
さ
れ
る
新
た
な
論
理
や
仮
説
は
、
こ
れ

ま
で
に
自
ら
が
示
し
て
き
た
日
本
人
の
精
神
構
造
や
信
仰
体
系
の
モ

デ
ル
を
再
構
築
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
が
、「
民
族
史
観
に
お
け
る

他
界
観
念
」
の
第
二
章
で
あ
る
「
完
成
し
た
霊
魂
」
で
は
、「
何
の

為
に
、
神
が
来
り
、
又
そ
の
世
界
に
到
る
と
言
ふ
考
へ
を
持
つ
や
う

に
な
つ
た
か
。
さ
う
し
て
又
何
の
為
に
、
邪
悪
神
の
出
現
を
思
ふ
や

う
に
な
つ
た
か
。」（
全
集
二
〇
、
二
二
頁
）
と
自
ら
に
問
い
、
そ
れ
ま

で
の
異
郷
・
常
世
論
を
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
神
・
霊
物
を
視

点
に
加
え
、「
他
界
観
念
」
と
い
う
術
語
で
再
構
築
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
通
説
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
祖
霊
論
に
つ
い
て
、

　
　

�　

最
簡
単
に
霊
魂
の
出
現
を
説
く
も
の
は
、
祖
先
霊
魂
が
、
子

孫
で
あ
る
此
世
の
人
を
慈
し
み
、
又
祖
先
と
な
り
果
さ
な
か
つ

た
未
完
成
の
霊
魂
が
、
人
間
界
の
生
活
に
障
碍
を
与
へ
よ
う
、

と
言
つ
た
邪
念
を
抱
く
と
言
う
風
に
説
明
し
て
い
る
。
さ
う
し

て
、
其
が
大
体
に
お
い
て
、
日
本
古
代
信
仰
を
す
ら
説
明
す
る

こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。（
全
集
二
〇
、
二
二
頁
）

と
い
う
の
は
、「
近
代
の
民
俗
的
信
仰
が
、
さ
う
言
う
傾
き
を
多
く

持
つ
て
ゐ
る
為
で
あ
つ
て
、
必
し
も
徹
底
し
た
考
へ
方
で
は
な
い
」

と
言
う
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
民
俗
的
信
仰
の
近
代
化
、
つ
ま
り

合
理
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
で
他
界
や
そ
こ
に

い
る
と
す
る
神
・
霊
物
は
説
明
し
き
れ
な
い
の
で
あ
り
、

　
　

�　

私
は
、
さ
う
言
ふ
風
に
祖
先
観
を
ひ
き
出
し
、
そ
の
信
仰
を

言
ふ
事
に
、
た
め
ら
ひ
を
感
じ
る
。
こ
の
世
界
に
お
け
る
我
々

─
さ
う
し
て
他
界
に
お
け
る
祖
先
霊
魂
。
何
と
言
ふ
単
純
さ
か
。

宗
教
上
の
問
題
は
祖
・
裔
即
、
死
者
・
生
者
の
対
立
に
尽
き
て
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し
ま
ふ
。
我
々
は
、
我
々
に
到
る
ま
で
の
間
に
、
も
つ
と
複
雑

な
霊
的
存
在
の
、
錯
雑
混
淆
を
経
験
し
て
来
た
。（
全
集
二
〇
、

二
二
頁
）

と
強
く
再
考
を
促
す
。
さ
ら
に
、
右
の
よ
う
な
「
祖
裔
二
元
」
論
的

な
考
え
方
で
他
界
観
念
や
霊
魂
信
仰
を
大
方
解
釈
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
す
る
。

　

こ
れ
は
柳
田
の
『
先
祖
の
話
』
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
り
、
ま

た
、
最
初
に
あ
げ
た
柳
田
・
折
口
の
対
談
「
日
本
人
の
神
と
霊
魂
の

観
念
そ
の
ほ
か
」
で
の
、
前
述
し
た
柳
田
の
折
口
批
判
に
対
す
る
反

論
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
折
口
の
霊
魂
論
に
つ
い
て
、
戦
後
の
展
開
の
一
部
を
見

て
き
た
が
、
そ
の
論
理
や
基
本
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
柳
田
國
男
の
行

論
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
よ
り
鮮
明
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
ま

た
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
後
の
日
本
人
の
霊
魂
観
研
究
に
一

つ
の
道
筋
を
つ
け
て
い
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
と
鈴
木
重
胤

　

折
口
が
構
築
し
た
日
本
人
の
霊
魂
観
モ
デ
ル
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト

は
、「
外
来
魂
」
の
論
理
に
あ
る
と
い
え
る
。
日
本
人
が
霊
魂
と
い

う
も
の
を
い
か
に
考
え
、
こ
れ
を
も
と
に
ど
の
よ
う
な
精
神
構
造
、

あ
る
い
は
信
仰
体
系
を
形
成
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
構
造
や
体
系
が

「
霊
魂
観
モ
デ
ル
」
と
い
う
こ
と
で
、
折
口
信
夫
が
描
い
た
霊
魂
観

モ
デ
ル
に
は
、
そ
の
論
理
の
基
盤
の
一
つ
に
「
外
来
魂
」
へ
の
信
仰

が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
外
来
魂
に
つ
い
て
折
口
は
、
大
正
十
二
年
五
月
の
「
琉
球
の

宗
教
」（
全
集
二
）
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
め
て
お
り
、
沖
縄
採
訪

に
よ
っ
て
実
像
を
得
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
琉
球
の
宗
教
」で
は
、

「
三　

霊
魂
」
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

�

霊
魂
を
ひ
つ
く
り
め
て
ま
ぶ
い
と
言
ふ
。
ま
ぶ
り
の
義
で
あ
る
。

即
、
人
間
守
護
の
霊
魂
が
外
在
し
て
、
多
く
の
肉
体
に
附
着
し

て
居
る
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
考
へ
か
ら
出
た
霊

魂
は
多
く
、
肉
体
と
不
離
不
即
の
関
係
に
あ
つ
て
、
自
由
に
遊

離
脱
却
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
だ
か
ら
人
の
死
ん
だ

時
に
も
、
肉
霊
を
放
つ
ま
ぶ
い
わ
か
し
と
言
ふ
巫
術
が
行
は
れ

る
。
又
、
驚
い
た
時
に
は
、
魂
を
遺
失
す
る
も
の
と
考
へ
て
、

其
を
又
、
身
体
に
と
り
こ
む
作
法
と
し
て
、
ま
ぶ
い
こ
め
す
ら

行
は
れ
て
居
る
。（
全
集
二
、
五
〇
・
五
一
頁
）

こ
れ
に
続
い
て
沖
縄
の「
い
ち
ま
ぶ
い（
生
霊
）」と「
し
に
ま
ぶ
い（
死

霊
）」
の
伝
承
か
ら
、「
生
活
の
根
本
力
を
な
す
も
の
、
仮
に
名
付
く

れ
ば
、
精
魂
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
」
と
「
祟
り
を
な
す
側
か
ら
見
た

も
の
」
が
あ
る
。
さ
ら
に
大
和
の
古
代
に
は
こ
れ
ら
に
加
え
「
精
霊

の
守
護
」
を
行
う
霊
魂
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、こ
の
霊
魂
を
「
守

護
霊
魂
」
と
規
定
し
て
、
沖
縄
で
は
こ
れ
を
「
す
ぢ
・
せ
ぢ
・
し
ぢ
」

と
呼
ん
だ
と
説
き
、「
柳
田
國
男
先
生
は
、
此
す
ぢ
を
も
つ
て
、
我
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国
の
古
語
、
稜
威
（
イ
ツ
）
と
一
つ
も
の
と
し
て
、
ま
な
信
仰
の
一

様
式
と
見
て
居
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
守
護
霊
で
あ
る
「
す
ぢ
」
が
「
神
」
に
翻
訳
さ
れ
て
い
っ

た
と
推
測
す
る
の
で
あ
り
、
折
口
の
日
本
に
お
け
る
霊
魂
信
仰
論
の

骨
格
は
、
沖
縄
の
伝
承
例
を
も
と
に
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

右
に
あ
げ
た
『
折
口
信
夫
全
集
』
二
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
琉
球

の
宗
教
」
の
「
三　

霊
魂
」
は
、
全
文
が
昭
和
四
年
四
月
発
刊
の

『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
一
に
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、旧
稿
の
「
琉

球
の
宗
教
」（『
世
界
聖
典
外
纂
』
所
収
）
へ
加
筆
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。

従
っ
て
立
論
の
順
は
、
大
正
十
年
の
沖
縄
採
訪
後
に
、「
三　

霊
魂
」

の
項
が
含
ま
れ
な
い
「
琉
球
の
宗
教
」
を
執
筆
し
、
そ
れ
が
大
正
十

二
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
、
大
正
十
二
年
八
月
に
再
び
沖
縄

採
訪
を
行
い
、
こ
の
と
き
に
「
沖
縄
採
訪
記
」（
全
集
一
八
）
に
あ
る

よ
う
に
、
人
が
死
ん
で
二
十
八
日
目
に
「
ま
ぶ
い
わ
か
し
」
を
ユ
タ

に
し
て
も
ら
う
こ
と
な
ど
の
、
沖
縄
の
「
ま
ぶ
い
」
信
仰
の
実
態
を

知
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
点
で
「『
沖
縄
採

訪
記
』
手
帖
拾
遺
」（
全
集
三
五
）
に
構
想
メ
モ
と
し
て
記
す
よ
う
に
、

「
ま
ぶ
い
─
精
魂
」
に
は
「
生
霊
」「
精
魂
」「
死
霊
」
の
三
種
が
あ
り
、

こ
れ
は
大
国
主
の
三
魂
に
比
定
で
き
、
ま
た
「
ま
ぶ
い
お
と
し
」
は

遊
離
魂
と
守
護
霊
の
存
在
を
示
す
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
想

を
文
章
に
し
た
の
が
『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
一
所
収
の
「
琉
球
の

宗
教
」
の
「
三　

霊
魂
」
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
大
正
十
二
年
八
月
時
点
で
、
日
本
に
お
け
る
霊

魂
信
仰
論
の
骨
格
は
で
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
に
大
正

十
五
年
十
一
月
の
「
小
栗
外
伝
」（『
民
族
』
二
巻
一
号
、
全
集
二
）
で

の
、
大
国
主
の
奇
魂
・
幸
魂
の
検
討
に
入
り
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」

の
「
大
物
主
を
大
国
主
の
和
魂
と
し
て
い
る
の
は
、
外
来
魂
を
忘
れ
、

内
在
魂
の
游
離
分
割
の
考
へ
方
を
、
お
し
拡
げ
る
よ
う
に
な
つ
た
時

代
の
翻
案
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
く
。
こ
こ
で
「
外
来
魂
」

と
い
う
用
語
が
登
場
す
る
の
で
あ
り
、
外
来
魂
理
論
の
延
長
線
上

で
、
敏
達
十
年
紀
の
「
天
皇
霊
」
を
示
し
、「
先
天
子
の
昇
天
と
共
に
、

新
し
く
日
の
神
の
魂
を
受
け
て
、
誕
生
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
た
。
さ

う
し
て
常
に
、
新
な
日
の
神
の
御
子
が
、
此
国
に
臨
む
も
の
と
の
考

へ
な
の
で
あ
る
。」、こ
の
「
日
の
神
の
魂
」
は
「
所
謂
真
床
覆
衾
（
神

代
紀
）
を
被
つ
て
、
外
気
に
触
れ
な
い
物
忌
み
を
経
て
、
血
統
以
外

の
継
承
条
件
を
も
獲
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
、
鎮
呪
の
方
法
を

示
唆
し
、
そ
し
て
「
第
一
代
の
日
の
御
子
降
臨
の
時
に
、
祖
母
神
の

寄
与
せ
ら
れ
た
物
は
」、「
御
代
毎
に
新
し
く
御
母
神
か
ら
日
の
御
子

が
受
け
る
も
の
、
と
解
し
た
外
来
魂
の
象
徴
と
見
る
の
が
、
古
義
に

叶
ふ
ら
し
い
。」
と
説
き
、「
私
は
や
は
り
、
鏡
の
象
徴
す
る
魂
・
穀

物
の
象
徴
す
る
魂
が
、
外
来
魂
と
し
て
代
々
の
日
の
御
子
に
寄
り
来

る
も
の
と
見
て
ゐ
る
」
と
い
う
。

　

こ
こ
で
例
示
さ
れ
た
「
天
皇
霊
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
賛
否
両
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論
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が

（
（
（

、
折
口
は
「
小
栗
外
伝
」

で
骨
子
を
ま
と
め
、
続
い
て
昭
和
二
年
八
月
頃
執
筆
の
「
若
水
の

話
」（
全
集
二
）
で
外
来
威
力
を
身
に
入
れ
る
方
法
と
し
て
の
「
籠
も

り
」「
忌
み
」、
外
来
威
力
を
受
け
て
出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
琉
球
語

の
「
す
で
る
」
を
検
討
し
、「
す
で
る
者
は
す
な
わ
ち
、
外
来
魂
を

受
け
て
出
現
す
る
能
力
あ
る
も
の
の
意
で
あ
」
り
、
こ
こ
か
ら
「
一

家
系
を
先
祖
以
来
一
人
格
と
見
て
、
其
れ
が
常
に
休
息
の
後
ま
た
出

て
く
る
。
初
め
神
に
仕
へ
た
者
も
、
今
仕
へ
る
者
も
、
同
じ
人
で
あ

る
と
考
へ
て
ゐ
た
の
だ
。」
と
、
天
皇
霊
論
の
構
造
的
普
遍
性
へ
と

論
を
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
昭
和
三
年
に
は
六
月
二
十
九
・
三
十
日

に
東
筑
摩
郡
教
育
会
中
央
支
部
会
で
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
を
講
演
す

る
な
ど
、
大
嘗
祭
論
へ
と
進
ん
で
い
る

（
（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
沖
縄
採
訪
で
得
た
「
ま
ぶ
い
」
観
念
の
実
態
に
依
拠

し
、
外
来
魂
の
論
理
を
下
敷
き
に
霊
魂
信
仰
論
、
天
皇
霊
論
、
大
嘗

祭
論
へ
と
折
口
の
研
究
は
進
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
術

語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
外
来
魂
」
か
ら
の
霊
魂
論
に
は
、
佐
藤

深
雪

（
4
（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
ヴ
ン
ト
の
影
響
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

昭
和
五
年
六
月
刊
の
『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
二
に
は
最
後
に
長

文
の
「
追
ひ
書
き
」（
全
集
三
）
が
付
さ
れ
、
こ
こ
に
は
折
口
自
身
が

歩
ん
で
き
た
道
筋
や
研
究
の
目
的
、
手
法
な
ど
、
自
ら
の
学
問
へ
の

思
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
柳
田
國
男
の
学
問
に
導
か
れ
て
進
ん
で
き
た
学
問
で
は
あ

る
が
、
現
在
の
柳
田
「
先
生
の
益
倦
ま
ぬ
精
励
が
、
我
々
の
及
ば
ぬ

処
ま
で
も
、
段
々
進
ん
で
行
つ
て
居
ら
れ
、
新
し
く
門
下
に
参
じ
る

人
た
ち
も
、
殖
え
て
ゆ
く
一
方
で
あ
る
。
或
は
心
理
学
的
に
、
社
会

学
的
に
、
日
々
新
し
い
研
究
法
を
加
へ
て
行
か
れ
る
姿
が
あ
る
。
発

足
点
か
ら
知
つ
た
私
自
身
は
、
一
次
・
二
次
の
も
の
に
、
固
執
し
て

ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
」。
し
か
し
、
自
分
の
研
究
は
「
新
し
い
国
学

を
興
す
事
で
あ
る
。
合
理
化
・
近
世
化
せ
ら
れ
た
古
代
信
仰
の
、
元

の
姿
を
見
る
事
で
」、「
今
度
の
『
古
代
研
究
』
一
部
三
冊
は
、
新
し

い
国
学
の
筋
立
て
を
模
索
し
た
痕
で
あ
」
り
、
柳
田
の
学
問
手
法
と

は
異
な
っ
て
き
た
と
言
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、

　
　

�

蓋
然
の
許
さ
れ
て
ゐ
る
、
哲
学
的
の
思
索
を
改
め
て
、
実
証
化

し
た
ぶ
ん
と
等
の
研
究
が
、
常
に
、
正
し
い
結
論
に
達
し
て
ゐ

る
と
は
云
へ
な
い
。
や
は
り
、
論
理
に
、
飛
躍
が
含
ま
れ
て
ゐ

る
。
知
識
と
経
験
と
の
融
合
を
促
す
、
実
感
を
欠
い
た
空
想
が
、

多
く
交
つ
て
居
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
其
が
、
単
な
る
弁
証
に
し

か
過
ぎ
な
く
思
は
れ
る
事
さ
へ
あ
る
。

　
　

�　

東
海
粟
散
の
辺
土
に
、
微
か
な
蟇
の
息
を
吐
く
末
流
の
学
徒
、

私
如
き
者
の
企
て
を
以
て
し
て
も
、
ふ
れ
ぃ
ざ
ぁ
教
授
の
提
供

し
た
証
拠
を
、
そ
の
ま
ま
逆
用
し
て
、
こ
の
大
先
達
の
う
ち
立

て
た
学
界
の
定
説
を
、
ひ
つ
く
り
返
す
こ
と
も
出
来
さ
う
な
弱
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点
を
見
て
ゐ
る
。（
全
集
三
、
四
六
八
・
四
六
九
頁
）

と
、
海
外
の
民
族
心
理
学
者
、
民
族
学
者
へ
の
批
判
を
行
い
、
自
ら

の
学
問
の
自
立
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
「
ぶ
ん
と
」
と

記
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
、「
ぶ
ん
と
等
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
論
述

を
大
正
五
年
十
一
月
に
発
刊
さ
れ
た
桑
田
芳
蔵
『
霊
魂
信
仰
と
祖
先

崇
拝
（
民
族
心
理
学
的
研
究
）』（
心
理
叢
書
一
冊
、
心
理
学
研
究
会
出
版
部

発
行
）
に
拠
っ
て
い
る
か
ら
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
桑
田
の
こ
の
著

書
は
ヴ
ン
ト
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
（H

.Spencer

）、

タ
イ
ラ
ー
（E.B.T

ylor

）、
フ
レ
ー
ザ
ー
（J.G.Frazer

）
ら
の
説
も
取

り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

桑
田
芳
蔵
『
霊
魂
信
仰
と
祖
先
崇
拝
（
民
族
心
理
学
的
研
究
）』
は
、

第
一
篇
霊
魂
信
仰
の
起
源
、
第
二
篇
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
、
第
三
篇
他
界

表
象
、
第
四
篇
祖
先
崇
拝
の
四
篇
で
構
成
さ
れ
、
第
一
篇
で
説
か
れ

て
い
る
ヴ
ン
ト
の
霊
魂
信
仰
論
は
、
祖
先
崇
拝
へ
と
至
る
道
筋
で
の

霊
魂
論
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
第
一
段
階
は
「
死
者
そ
の
者
が
尚
生

き
つ
つ
あ
り
と
の
信
仰
」
で
、
そ
れ
は
「
死
者
そ
の
者
即
ち
身
体

魂
」
へ
の
信
仰
、
第
二
段
階
は
死
体
か
ら
離
れ
、
独
立
し
た
霊
魂
へ

の
信
仰
で
、
こ
の
霊
魂
は
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
さ
れ
、
気
息
に
移
っ
て

気
息
魂
と
な
っ
た
り
、
動
物
に
移
っ
て
霊
魂
動
物
と
な
っ
た
り
す
る

が
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
「
人
間
の
影
像
の
如
き
形
と
し
て
出
現

す
る
の
信
仰
」
で
、
こ
う
し
た
霊
魂
を
「
影
像
魂
」
と
名
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
影
像
魂
は
死
者
だ
け
で
は
な
く
生
者
に

も
あ
っ
て
、
両
者
が
相
互
に
関
係
し
、
こ
の
「
霊
魂
は
身
体
と
独
立

に
遊
離
し
得
る
と
同
時
に
、
尚
身
体
に
宿
り
得
る
」
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

　

第
三
段
階
は
、死
者
に
対
し
て
畏
敬
、信
頼
、親
愛
の
感
情
を
も
っ

て
臨
み
、
死
者
も
生
者
に
対
し
て
罰
を
加
え
る
だ
け
で
な
く
保
護
や

福
利
を
与
え
る
と
い
う
信
仰
で
、
こ
う
し
た
崇
拝
を
う
け
る
霊
魂
に

は
、「
偉
霊
」
と
「
祖
霊
」
が
あ
り
、
最
後
の
第
四
段
階
は
、
祖
先

の
表
象
と
神
の
表
象
の
類
化
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

佐
藤
深
雪
は
、
折
口
が
ヴ
ン
ト
の
民
族
心
理
学
か
ら
受
け
た
影
響

と
し
て
は
、「
よ
り
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
時
代
の
霊
魂
の
分
化
と
い
う

考
え
方
」、
身
体
魂
へ
の
恐
怖
心
な
ど
が
あ
る
が
、
上
記
の
第
二
段
階
、

第
三
段
階
と
し
て
し
め
さ
れ
た
見
解
は
、
折
口
と
は
違
い
が
見
ら
れ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
い
論
証
を
す
る
紙
数
の
余
裕

は
な
い
の
で
、
骨
子
だ
け
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
折
口
が
ヴ

ン
ト
の
民
族
心
理
学
か
ら
受
け
た
影
響
は
、
個
別
の
霊
魂
観
へ
の
見

解
で
は
な
く
、
発
達
史
的
に
、
段
階
的
に
霊
魂
観
が
展
開
し
、「
神
」

の
意
識
へ
と
進
ん
で
い
く
と
い
う
捉
え
方
と
、
祖
先
の
表
象
が
ト
ー

テ
ミ
ズ
ム
に
つ
な
が
り
得
る
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
、「
他
界
表
象
」

と
い
う
他
界
認
識
に
対
す
る
問
題
意
識
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と

考
え
て
い
る
。

　

折
口
の
霊
魂
論
を
検
討
す
る
と
き
に
、
も
う
一
つ
視
野
に
入
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
国
学
者
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た

『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
二
の
「
追
ひ
書
き
」
で
は
、
古
代
信
仰
の

元
の
姿
を
見
る
た
め
の
新
し
い
国
学
を
興
す
道
と
し
て
、
柳
田
國
男

の
民
俗
学
は
「
私
の
進
む
道
を
照
ら
し
て
ゐ
た
」
の
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
「
憂
鬱
な
伝
統
知
識
の
圧
し
」
を
「
跳
ね
返
す
力
を
得
て

来
た
」
の
で
あ
り
、「
個
々
の
知
識
の
訂
正
よ
り
は
、
体
系
の
改
造
」

が
必
要
で
、
秋
成
や
守
部
の
よ
う
な
「
皮
肉
屋
の
、
閃
く
如
き
鋭
さ

よ
り
は
、
重
胤
の
、
鈍
い
重
さ
の
広
く
亘
る
力
を
思
ふ
べ
き
気
稟
で

あ
つ
た
。
新
し
い
国
学
は
、
古
代
信
仰
か
ら
派
生
し
た
、
社
会
人
事

の
研
究
か
ら
、
出
直
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
事
を
悟
っ
た
」
と
い
う
。

　

こ
こ
で
出
て
く
る
の
が
近
世
後
期
の
国
学
者
で
あ
る
鈴
木
重
胤

（
一
八
一
二
─
六
三
）
で
、
折
口
の
鎮
魂
論
に
は
重
胤
の
影
響
が
強
く

見
ら
れ
る
こ
と
を
、
す
で
に
津
城
寛
文

（
（
（

が
指
摘
し
て
い
る
。
津
城
は
、

重
胤
の
『
延
喜
式
祝
詞
講
義
』
下
は
「
霊
魂
の
運
動
、
神
霊
と
の
交

渉
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
が
多
彩
で
あ
り
、
行
法
実
践
的
な
趣
き
の

強
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
随
所
に
折
口
鎮
魂
論
を
先
取

り
す
る
よ
う
な
箇
所
が
見
ら
れ
、
こ
と
に
よ
る
と
折
口
は
重
胤
説
に

多
く
を
負
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
強
く
推
察
さ
れ
る
」
と
言
う
。

　

具
体
的
に
は
斎
戸
祭
や
鎮
魂
祭
の
重
胤
の
解
釈
で
あ
る
。
津
城

は
「『
振
る
』
は
も
ち
ろ
ん
、
折
口
独
自
の
説
と
言
わ
れ
る
『
触
る
』

『
殖
ゆ
』『
賜
ふ
る
』
を
す
で
に
説
い
て
お
り
、
さ
ら
に
『
降
る
』
の

意
味
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、「
外
来
魂
が
来
触
し
て

内
在
魂
と
な
る
、
そ
の
内
在
魂
が
増
殖
し
、
尊
者
に
あ
っ
て
は
霊
威

と
な
っ
て
外
に
発
動
す
る
、
と
い
う
こ
の
図
式
は
、
重
胤
の
そ
れ
の

翻
訳
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
折

口
が
い
う
産
霊
の
神
に
関
す
る
議
論
も
重
胤
説
の
延
長
線
上
に
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
折
口
の
鎮
魂
論
は
津
城
の
指
摘
す
る
通
り
、

鈴
木
重
胤
の
影
響
下
で
形
成
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
最
初
に

と
り
あ
げ
た
柳
田
と
の
対
談
の
な
か
で
、
柳
田
の
折
口
説
へ
の
批
判

は
、
こ
の
面
で
は
当
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

鈴
木
重
胤
か
ら
折
口
が
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
折
口
の
蔵
書

で
あ
る
『
祝
詞
講
義
』
上
・
下
（
本
居
豊
頴
・
木
村
正
辞
・
井
上
頼
圀

校
訂　

大
正
八
年
八
月
再
版　

皇
學
書
院
）の
下
の「
延
喜
式
祝
詞
講
義
」

に
は
、「
鎮
火
」、「
道
饗
」、「
大
嘗
」、「
齋
戸
」、「
鎮
魂
」、「
伊
勢

太
宮
」
の
頁
に
、
自
作
し
て
こ
れ
ら
の
項
目
名
を
記
し
た
見
出
紙
が

貼
ら
れ
、
す
ぐ
に
こ
れ
ら
の
頁
が
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
本
文
に
は
万
年
筆
や
色
鉛
筆
、
鉛
筆
で
傍
線
が
引
か
れ
た
り
、

欄
外
に
書
き
込
み
や
○
印
が
あ
っ
た
り
、
縁
を
折
っ
て
重
要
な
頁
が

わ
か
る
よ
う
に
し
た
り
し
て
あ
る
。「
折
口
文
庫
」
と
し
て
國
學
院

大
學
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究
所
が
所
蔵
し
て
い
る
折
口
の
蔵
書
に

は
、
見
出
紙
が
該
当
頁
に
貼
ら
れ
て
い
る
書
冊
は
な
く
、
鈴
木
重
胤

の
こ
の
著
書
を
読
み
込
ん
で
い
た
の
が
う
か
が
え
る
。

　
「
延
喜
式
祝
詞
講
義
」
十
二
之
巻
の
「
鎮
魂
祭
」
は
、
オ
ホ
ミ
タ

マ
フ
リ
ノ
マ
ツ
リ
と
訓
じ
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
解
説
を
含
ん
で
い
る
。
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此
の
布
理
布
由
は
離
遊
へ
る
運
魂
（
ミ
タ
マ
）
の
天
中
を
行

歴
る
か
、
人
体
の
中
府
の
降
て
其
触
（
フ
ル
）
る
魂
を
殖
し
整

へ
る
由
な
り
。
降
と
は
神
よ
り
降
す
時
を
以
云
ひ
、
威
（
フ
ユ
）

と
は
内
に
整
た
る
精
神
の
殖
弘
ご
り
利
用
を
為
を
云
ひ
、
振
と

は
内
に
整
た
る
其
余
韻
の
佗
に
及
至
て
其
威
勢
の
加
り
て
神
々

し
く
成
る
事
を
云
に
て
、
其
成
整
ふ
所
識
神
聡
明
く
身
体
剛
健

く
寿
命
長
遠
の
神
術
な
る
者
な
り
け
り
。
然
れ
ば
鎮
魂
祭
と
は

魂
を
神
よ
り
受
賜
り
殖
し
留
め
て
身
と
心
と
相
共
（
ア
ヒ
ソ
）

は
令
、
其
心
を
し
て
神
明
に
令
至
る
祭
に
な
む
有
け
る
。（
句

読
点
は
小
川
に
よ
る
。
一
〇
〇
頁
）

　
「
布
理
」「
布
由
」
と
い
う
の
は
、
天
中
を
行
き
経
る
遊
離
し
た
魂
、

神
が
降
ら
せ
た
魂
が
人
体
の
中
府
に
降
り
て
触
れ
た
魂
を
殖
や
し
整

え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
殖
え
整
え
ら
れ
た
魂
が
活
動

す
る
力
を
も
ち
、
そ
の
余
韻
が
威
勢
を
も
っ
て
外
に
放
た
れ
る
の
で

あ
り
、「
触
（
フ
ル
）」「
威
（
フ
ユ
）」「
振
」
は
神
を
識
り
、
聡
く
明

る
く
身
体
剛
健
、
寿
命
長
遠
の
神
術
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
も
津
城
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
二
柱
の
産

霊
に
資
て
天
中
に
一
物
を
成
給
へ
る
が
、
其
清
陽
の
気
の
上
れ
る
は

天
と
為
り
、
重
濁
れ
る
質
は
下
り
て
地
と
成
る
。
此
を
天
地
開
闢
と

云
ふ
。
而
し
て
天
に
就
て
宇
麻
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
、
天
之
常
立

神
成
坐
て
此
を
鎔
造
給
ひ
。
地
に
就
て
国
之
常
立
神
、
豊
雲
神
成
坐

て
鎔
造
（
ツ
ク
リ
）
給
へ
る
か
、
其
は
顕
露
に
成
事
に
し
て
実
に
は

幽
冥
よ
り
皇
産
霊
神
の
御
力
を
添
給
へ
る
な
り
」
と
産
霊
神
を
説
い

て
お
り
、
折
口
の
い
う
産
霊
（
む
す
び
）
の
機
能
は
、
こ
う
し
た
重

胤
の
説
に
導
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

折
口
が
説
く
外
来
魂
の
「
た
ま
ふ
り
」、
そ
し
て
内
在
魂
の
「
み

た
ま
の
ふ
ゆ
」
と
「
た
ま
し
ず
め
」
と
い
う
鎮
魂
論
は
、
沖
縄
の
霊

魂
観
を
基
盤
と
し
て
鈴
木
重
胤
の
鎮
魂
説
に
導
か
れ
な
が
ら
、「
小

栗
外
伝
」
で
骨
格
を
形
成
し
、
そ
の
後
、
構
造
的
な
理
論
と
し
て
整

え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、天
皇
霊
へ
の
視
点
は
「
琉
球
の
宗
教
」

の
な
か
で
触
れ
て
い
る「
お
す
じ
の
御
前
」が
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

折
口
信
夫
の
霊
魂
論
を
論
じ
、
今
後
の
文
化
研
究
の
展
開
を
は
か

る
た
め
に
、も
う
一
つ
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
視
点
は
、戦
後
に
な
っ

て
新
た
に
構
造
的
な
理
論
化
を
行
お
う
と
し
た
「
未
完
成
霊
」
論
の

再
検
討
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
ま
さ
に
未
完
成
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、

祖
霊
信
仰
、
御
霊
信
仰
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
次
元
で
信
仰
体
系
を

描
い
て
い
け
る
可
能
性
を
も
っ
た
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

す
で
に
別
稿
で
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
が

（
（
（

、
未
完
成
霊
論
は
、
子
ど

も
に
よ
る
道
祖
神
祭
祀
、
地
蔵
祭
祀
、
少
童
信
仰
等
な
ど
の
体
系
的

な
理
解
、
さ
ら
に
慰
霊
や
供
養
の
あ
り
方
へ
も
理
論
的
視
野
を
広
げ

る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
折
口
の
霊
魂
論
検
討
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に
必
要
と
な
る
い
く
つ
か
の
視
点
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
で
、
そ
の

視
点
と
し
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
は
柳
田
國
男
と
い
う
同
時
代
の

霊
魂
論
と
の
対
比
、
折
口
の
霊
魂
論
形
成
に
与
っ
た
諸
理
論
、
諸
説

の
検
証
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
十
分
意
を
尽
く
せ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
の
覚
書
を
も
と
に
今
後
さ
ら
な
る
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

注（
1
）　�『
折
口
信
夫
全
集
』
別
巻
３
所
収
、
平
成
十
一
年
九
月
、
中
央
公

論
新
社
。
以
下
本
稿
で
は
『
折
口
信
夫
全
集
』
か
ら
の
引
用
等
に

あ
た
っ
て
は
「
全
集
」
と
略
記
す
る
。

（
（
）　�

折
口
の
天
皇
霊
論
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
最
近

で
は
辰
巳
正
明
『
折
口
信
夫　

東
ア
ジ
ア
文
化
と
日
本
学
の
成
立
』

（
平
成
19
年
５
月
、
笠
間
書
房
）
の
「
Ⅰ　

東
ア
ジ
ア
文
化
と
〈
異

本
〉
の
成
立
」
で
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。
辰
巳
は
こ
こ
で
折
口
の

天
皇
霊
論
は
正
当
な
主
張
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
（
）　�『
折
口
信
夫
全
集
』
三
六
の
「
年
譜
」
に
よ
る
。

（
4
）　�

佐
藤
深
雪
「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
と
折
口
信
夫
」『
國
學
院

雑
誌
』
九
四
巻
一
一
号
、
昭
和
五
十
一
年
八
月

（
（
）　�

津
城
寛
文
『
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論
─
研
究
史
的
位
相
と
歌
人
の
身

体
感
覚
─
』
平
成
二
年
九
月
、
春
秋
社

（
（
）　�

小
川
直
之
「
折
口
信
夫
の
祖
霊
論
」『
折
口
博
士
記
念
古
代
研
究

所
紀
要
』
第
八
輯
、
平
成
十
七
年
三
月
、
國
學
院
大
學
折
口
博
士

記
念
古
代
研
究
所

（
國
學
院
大
學
文
学
部
教
授
）




