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千
の
風
に
な
っ
て

　

新
井
満
氏
が
作
詞
し
た「
千
の
風
」が
ブ
ー
ム
だ
と
い
う
。
テ
ノ
ー

ル
歌
手
の
秋
川
雅
史
氏
が
歌
う
「
千
の
風
に
な
っ
て
」
が
ミ
リ
オ
ン

セ
ラ
ー
と
な
り
、
八
月
に
は
テ
レ
ビ
で
四
夜
に
渡
っ
て
同
名
の
ド
ラ

マ
が
放
送
さ
れ
た
。

　

な
ぜ
「
千
の
風
」
が
ヒ
ッ
ト
し
た
の
か
、
朝
日
新
聞
が
特
集
を
組

ん
で
い
る
（
平
成
一
九
年
六
月
二
○
日
）。
新
井
満
氏
の
コ
メ
ン
ト
と

し
て
、
歌
の
持
つ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
要
素
が
、「
八
百
万
の
神
い
う

言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
人
に
な
じ
み
が
あ
る
考
え
方
を
、
目
覚

め
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
宗
教
学
者
の
島
薗

進
氏
の
分
析
と
し
て
「
死
者
と
の
交
わ
り
が
個
的
に
な
り
、
痛
み
や

苦
し
み
も
個
々
人
で
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
コ
メ
ン

ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
千
の
風
」
で
特
徴
的
な
の
は
、
死
者
が
一
人
称
で
語
り
か
け
る

点
で
あ
る
。
死
者
が
残
さ
れ
た
者
に
語
り
か
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
複

雑
で
は
な
い
。
重
複
す
る
歌
詞
を
削
除
し
て
文
章
に
す
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
。「
私
の
お
墓
の
前
で
泣
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。
そ
こ

に
私
は
い
ま
せ
ん
。
眠
っ
て
な
ん
か
い
ま
せ
ん
。
死
ん
で
な
ん
か
い

ま
せ
ん
。
千
の
風
に
な
っ
て
あ
の
大
き
な
空
を
吹
き
わ
た
っ
て
い
ま

す
。
秋
に
は
光
に
な
っ
て
畑
に
ふ
り
そ
そ
ぐ
。
冬
は
ダ
イ
ヤ
の
よ
う

に
き
ら
め
く
雪
に
な
る
。
朝
は
鳥
に
な
っ
て
あ
な
た
を
目
覚
め
さ
せ

る
。
夜
は
星
に
な
っ
て
あ
な
た
を
見
守
る
。」

　

死
者
が
生
者
の
身
近
に
い
て
見
守
る
、
と
い
う
感
覚
は
、
柳
田
国

男
を
初
め
と
し
た
多
く
の
民
俗
学
者
・
宗
教
学
者
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
日
本
人
に
は
馴
染
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
死
者
の

魂
の
居
場
所
が
祀
り
手
に
よ
っ
て
柔
軟
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る

（
1
（

。

　

魂
の
偏
在
を
日
本
人
特
有
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
感
覚
と
捉
え
る
か
ど

う
か
は
別
と
し
て
、
死
者
は
風
に
な
り
、
光
、
雪
、
鳥
、
星
に
な
っ

現
代
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へ
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て
、
残
さ
れ
た
者
の
周
囲
に
存
在
し
続
け
る
。
大
ら
か
で
楽
し
げ
な

死
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
う
残
さ
れ
た
者
の

願
望
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
死
ん
で
い
く
者
の
希
望
で
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
死
者
は
誰
で
も
千
の
風
に
な
っ
て
大
空
を
吹
き
わ

た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
故
人
は
、
生
前
に

愛
情
を
抱
い
て
い
た
親
し
い
人
物
で
あ
っ
て
、
憎
悪
の
感
情
を
持
っ

て
い
た
人
物
や
敵
対
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
世
で
の
望
ま
し
い

人
間
関
係
は
、
死
後
に
お
い
て
も
延
長
さ
れ
る
。
他
方
で
、
居
て
欲

し
く
な
い
死
者
は
、
関
係
が
修
復
さ
れ
る
こ
と
な
く
忘
却
さ
れ
て
い

く
。
死
者
の
魂
は
、
自
分
を
中
心
に
選
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味

で
死
者
と
の
関
係
は
き
わ
め
て
個
人
的
で
あ
る
。
死
者
に
集
団
性
が

見
ら
れ
ず
、
祀
り
手
の
背
景
に
も
集
団
性
は
希
薄
で
あ
る
。
現
世
で

の
個
性
が
祀
り
手
と
の
生
前
の
情
緒
的
関
係
で
固
定
し
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

儀
礼
と
た
ま
し
い

　

伝
統
的
な
年
中
行
事
や
通
過
儀
礼
の
説
明
を
読
ん
で
い
て
、
思
い

が
け
ず
「
霊
魂
」
に
出
会
い
、
驚
く
こ
と
が
あ
る
。
宮
田
登
に
よ
る

と
「
成
人
式
は
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
も
の
が
、
そ
れ
ま
で
の
不

安
的
な
状
態
に
あ
っ
た
霊
魂
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
大
き
な
目
標
と

し
て
い
る
。
霊
魂
の
安
定
化
は
、
肉
体
的
に
一
人
前
に
な
っ
た
こ
と

と
軌
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う

（
（
（

。

　

こ
う
し
た
説
明
は
、
人
の
誕
生
か
ら
死
、
そ
し
て
祖
霊
化
過
程
を

説
く
民
俗
学
で
は
、
か
く
だ
ん
に
特
異
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
民
俗
学
の
説
明
が
本
来
の
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
の
成

人
式
が
こ
う
し
た
説
明
か
ら
ま
っ
た
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
、
私
の
驚
き
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

霊
魂
の
成
長
と
肉
体
の
成
長
と
を
別
の
も
の
と
考
え
て
、
昨
今
の

若
者
は
魂
の
成
長
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
成
人
式
で
の
醜
態
が
生
じ

る
の
だ
と
い
っ
て
み
て
も
、
祖
先
崇
拝
さ
せ
変
容
し
て
し
ま
っ
た
今

日
で
は
十
分
な
説
得
力
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。

　

民
俗
学
で
は
、
通
過
儀
礼
は
魂
と
の
関
係
で
語
ら
れ
る
。
先
に
引

用
し
た
宮
田
の
文
献
に
依
拠
す
れ
ば
「
百
日
目
あ
る
い
は
初
誕
生
の

行
事
に
は
、
子
の
将
来
に
つ
い
て
と
り
わ
け
期
待
す
る
大
人
た
ち
の

気
持
ち
が
表
れ
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
一
年
目
に
赤
子
の
霊
魂
が
固
定

し
た
と
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

（
（
（

。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

り
、「
死
は
肉
体
と
霊
魂
の
分
離
で
あ
り
、
葬
式
か
ら
後
の
供
養
は
、

死
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
る

（
4
（

。」

　

実
は
、
年
中
行
事
も
同
様
の
視
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
民
俗
学
で
は
、
正
月
は
「
生
命
の
更
新
を
祝
う
春
の
行
事
」
で

あ
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
正
月
は
歳
神
の
来
臨
を
迎

え
て
の
霊
魂
の
更
新
に
重
点
が
あ
る
と
い
う
分
析
は
、
も
は
や
都
市

の
正
月
に
は
適
応
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
歳
神
を
成
立
さ
せ
て

い
る
構
造
自
体
を
失
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
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ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ー
ム
ス
の
祖
先
崇
拝
論

　

宗
教
学
者
の
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ー
ム
ス
は
、
昭
和
四
二
年
の
日
本
民

族
学
会
研
究
大
会
で
、
日
本
人
の
霊
魂
の
循
環
に
関
す
る
一
枚
の
図

を
発
表
し
た

（
（
（

。
オ
ー
ム
ス
は
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
誕
生
と

死
の
儀
礼
の
類
似
の
指
摘
に
着
想
を
得
て
、
死
者
と
生
者
と
の
間
に

類
似
的
な
成
長
過
程
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る

（
（
（

。

　

彼
は
第
一
に
、
両
者
の
過
程
が
ほ
ぼ
相
応
し
た
時
間
的
経
過
を
た

ど
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
弔
い
上
げ
は
二
三
回
忌
か
三

三
回
忌
で
、
結
婚
年
齢
も
二
十
歳
代
で
あ
る
。
第
二
の
類
似
は
命
名

で
、
戒
名
は
し
ば
ら
く
の
間
仏
壇
の
中
に
安
置
さ
れ
、
誕
生
し
た
子

供
の
名
前
は
十
四
日
後
に
神
棚
に
置
か
れ
る
。
第
三
は
、
命
名
式
の

後
、
両
者
は
約
一
ヶ
月
の
穢
れ
と
浄
化
に
関
わ
る
同
様
の
特
徴
を
持

つ
期
間
を
過
ご
す
。
第
四
は
、
一
ヶ
月
を
経
た
母
親
と
遺
族
は
百
日

目
に
穢
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
オ
ー
ム
ス
は
、
と
く
に
弔
い
上
げ
と
結
婚
の
類
似
を
指
摘

す
る
。
弔
い
上
げ
は
新
し
い
魂
が
祖
先
の
世
界
に
入
る
こ
と
を
意
味

し
、
結
婚
は
、
個
人
を
確
立
し
た
者
が
新
た
に
共
同
体
に
参
加
す
る

こ
と
を
目
指
す
儀
礼
で
あ
る
。

　

オ
ー
ム
ス
は
、
日
本
人
の
生
と
死
に
関
す
る
民
俗
か
ら
、
人
の
一

生
が
ほ
ぼ
類
似
し
た
ふ
た
つ
の
期
間
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と

す
る
。
生
き
て
い
る
間
の
人
生
は
人
の
一
生
の
前
半
に
過
ぎ
ず
、
結

婚
を
し
て
跡
取
り
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
第
二
の
期
間
を
成

功
に
導
く
門
戸
が
開
か
れ
る
と
い
う
。

　

図
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
ー
ム
ズ
は
、
人
の
一
生
の
前
半

に
当
た
る
部
分
と
、
後
半
の
部
分
で
あ
る
祖
霊
化
の
過
程
と
を
連
続

の
過
程
と
し
て
つ
な
げ
て
い
る
が
、
弔
い
上
げ
後
か
ら
誕
生
へ
は
断

絶
し
て
い
る
。

図 1　オームス・ヘルマンの生死観図式
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オ
ー
ム
ス
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
図
は
そ
の
後
多
く

の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
多
様
な
形
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

民
俗
学
に
お
け
る
魂
の
循
環

　

民
俗
学
者
の
坪
井
洋
文
は
、昭
和
四
五
年
に
「
日
本
人
の
生
死
観
」

と
い
う
論
文
を
著
し
て
い
る

（
7
（

。
坪
井
は
こ
の
論
文
の
中
で
、
次
の
よ

う
な
図
を
掲
載
し
て
日
本
人
の
生
と
死
を
説
明
し
て
い
る
（
坪
井
は

論
文
の
注
に
お
い
て
、
オ
ー
ム
ス
の
「
家
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
先
祖
」
の

図
か
ら
示
唆
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
オ
ー
ム
ス
の
作
成
し
た
図
自

体
を
掲
載
し
て
い
る
。）。

　

坪
井
の
作
成
し
た
図
は
、
オ
ー
ム
ス
の
図
と
微
妙
に
異
な
っ
て
い

る
（
（
（

。
坪
井
の
説
明
に
よ
る
と
、
日
本
人
の
一
生
は
、
生
か
ら
死
に
い

た
る
ま
で
様
々
な
儀
礼
段
階
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、「
成

人
化
の
過
程
」
と
「
成
人
期
」、死
後
の
「
祖
霊
化
の
過
程
」
と
「
祖

霊
期
」
の
四
つ
の
区
分
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
そ
れ
の
段
階
へ
の
移

行
に
は
、
産
屋
に
入
る
、
婚
舎
に
入
る
、
喪
屋
に
入
る
、
神
祠
に
入

る
の
と
対
応
し
て
、
誕
生
祝
、
結
婚
式
（
成
人
式
）、
葬
式
、
弔
い
上

げ
祭
が
行
わ
れ
る
。
神
祠
に
入
る
と
い
う
の
は
、
人
は
死
ん
で
神
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

宗
教
的
に
見
る
と
、
成
人
化
過
程
は
霊
魂
不
安
定
期
で
あ
っ
て
、

成
人
化
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
儀
礼
は
、
霊
魂
の
安
定
に
向
け
ら

れ
た
儀
礼
で
あ
る
と
い
う
。

　

図
で
は
結
婚
式
が
過
程
の
区
切
り
目
に
な
っ
て
い
る
が
、
説
明
で

は
成
人
式
が
鎮
魂
に
よ
る
魂
の
安
定
を
迎
え
た
機
会
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
も
、
三
十
三
歳
や
四
十
二
歳
の
厄
年
な
ど
鎮
魂
を
繰
り

返
し
な
が
ら
成
人
と
し
て
の
活
動
の
末
期
に
近
づ
い
て
い
く
。

　

死
を
迎
え
て
肉
体
と
魂
は
分
離
す
る
。
祖
霊
化
の
過
程
は
魂
の
不

安
定
期
で
、
生
者
は
死
後
の
霊
に
対
し
て
種
々
の
気
づ
か
い
を
す
る
。

こ
う
し
て
し
だ
い
に
死
霊
が
浄
化
さ
れ
て
い
く
と
、
弔
い
上
げ
と
と

図 2　坪井洋文の生死観図式
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も
に
魂
は
個
性
を
失
い
祖
霊
と
な
っ
て
安
定
期
を
迎
え
る
。

　

あ
ら
た
め
て
オ
ー
ム
ス
の
図
と
坪
井
の
図
を
比
較
し
て
み
る
と
、

オ
ー
ム
ス
の
「
成
長
の
過
程
」
の
終
了
で
あ
る
結
婚
か
ら
葬
儀
ま
で

を
「
成
人
期
」、「
祖
霊
化
の
過
程
」
の
終
了
で
あ
る
三
十
三
回
忌
か

ら
誕
生
ま
で
を
「
祖
霊
期
」
と
し
て
い
る
が
、
ま
た
儀
礼
の
位
置
づ

け
な
ど
は
異
な
る
も
の
の
、
構
造
自
体
に
大
き
な
差
異
は
存
在
し
な

い
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
図
形
的
に
は
些
細
な
相
違
で
あ
る
が
、
日
本
人

の
霊
魂
観
を
考
え
る
上
で
、
決
定
的
に
異
な
る
点
が
ひ
と
つ
存
在
す

る
。
そ
れ
は
、
オ
ー
ム
ス
が
三
十
三
回
忌
と
誕
生
の
間
を
断
絶
と
見

な
し
た
（
少
な
く
と
も
図
形
的
に
は
）
の
に
対
し
て
、
坪
井
の
描
く
図

形
で
は
、
魂
は
循
環
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
祖
霊
化

の
儀
礼
を
行
う
こ
と
は
、
人
生
の
成
人
式
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、

や
が
て
次
の
過
程
に
移
行
し
て
再
び
生
ま
れ
替
わ
っ
て
く
る
可
能
性

を
持
つ
儀
礼
で
も
あ
り
ま
す
。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

（
9
（

。

柳
田
国
男
と
魂
の
ゆ
く
へ

　

祖
霊
化
し
た
魂
が
再
び
生
ま
れ
替
わ
る
と
い
う
指
摘
は
、
早
く
か

ら
柳
田
国
男
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
柳
田
国
男
に
よ
る
死
後
の

観
念
の
到
達
点
と
い
わ
れ
る
『
先
祖
の
話
』
か
ら
、
し
ば
し
ば
引
用

さ
れ
る
著
名
な
一
文
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　

�　

私
が
こ
の
本
の
中
で
力
を
入
れ
て
説
き
た
い
と
思
ふ
一
つ
の

点
は
、
日
本
人
の
死
後
の
観
念
、
即
ち
霊
は
永
久
に
こ
の
国
土

の
う
ち
に
留
ま
つ
て
、
さ
う
遠
方
へ
は
行
つ
て
し
ま
は
な
い
と

い
ふ
信
仰
が
、
恐
ら
く
は
世
の
始
め
か
ら
、
少
な
く
と
も
今
日

ま
で
、
可
な
り
根
強
く
ま
だ
持
ち
続
け
ら
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る

（
（（
（

。

　

注
意
を
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
で
の
「
生
ま
れ
か
わ
り
」
が
、

個
人
が
個
性
を
持
っ
た
ま
ま
、
あ
る
い
は
前
世
の
記
憶
を
持
っ
て
生

ま
れ
替
わ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
個
人
は
弔
い
上
げ
を

終
え
て
個
性
を
失
い
、
先
祖
の
御
霊
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
祖
霊
と

な
る
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
か
わ
り
は
、
祖
霊
の
一
部
が
子
孫
の
肉
体

に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
我
々
は
、
先
祖
と
子
孫
の
中
間
に

位
置
す
る
者
で
あ
っ
て
、
広
義
の
意
味
で
魂
の
循
環
の
輪
の
な
か
の

ど
こ
か
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

通
過
儀
礼
に
み
る
生
と
死
の
儀
礼
の
対
応

　

オ
ー
ム
ス
が
思
い
立
ち
、
坪
井
が
改
編
し
た
日
本
人
の
生
涯
に
わ

た
る
儀
礼
の
構
造
を
、
よ
り
精
緻
に
展
開
し
て
み
せ
た
の
が
宗
教
学

者
の
宮
家
準
で
あ
る
（
図
（
）。

　

宮
家
は
日
本
人
の
通
過
儀
礼
の
構
造
分
析
に
強
い
関
心
を
抱
い
て

き
た
。
宮
家
が
オ
ー
ム
ス
や
坪
井
の
指
摘
を
も
と
に
し
て
通
過
儀
礼

を
分
析
し
て
み
せ
た
の
は
昭
和
四
八
年
の
こ
と
で

（
（（
（

、
図
（
の
著
書
と

し
て
の
初
出
は
『
生
活
の
な
か
の
宗
教
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
昭
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和
五
五
年
）
で
あ
る
。

　

宮
家
の
図
で
特
徴
的
な
の
は
、
成
人
化
の
過
程
に
母
親
の
影
響
を
、

成
人
の
過
程
で
は
父
親
の
影
響
を
強
く
見
て
い
る
点
、
子
供
の
成
長

と
祖
先
神
は
神
道
、
成
人
と
祖
霊
化
は
仏
教
と
結
び
付
い
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
点
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
の
指
摘
を

さ
ら
に
精
緻
化
し
た
図
と
な
っ
て
い
る
。

　

私
が
宮
家
の
図
を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る
の
は
、
宮
家
が
昭
和

五
五
年
以
降
も
、
し
ば
し
ば
こ
の
図
を
用
い
て
日
本
人
の
生
と
死
の

通
過
儀
礼
を
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
図
が
『
宗
教
民
俗

学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
元
年
）、『
日
本
の
民
俗
宗
教
』（
講
談
社
、

平
成
六
年
）
に
掲
載
さ
れ
、
日
本
人
の
生
と
死
の
儀
礼
の
対
応
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
図
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
説
明
自

体
は
『
宗
教
民
俗
学
入
門
』（
丸
善
株
式
会
社
、
平
成
一
四
年
）
も
同
じ

で
あ
る
。
現
代
、
そ
れ
も
限
り
な
く
今
に
近
い
時
点
で
、
こ
の
よ
う

図 3　宮家準の生死観図式

誕生及び成長の儀礼 葬儀及び祖霊化の儀礼

直 前 人玉があがる（予兆） 人玉があがる（予兆）
魂よびをする（難産の時）魂よびをする
背負い縄をかけて魂むか
いに行く

魂むかいに行く（二人の
使い）

産　　屋（別火） 喪　　屋（別火）
直 後 産　　石 枕　　石

産　　飯 枕　　飯
産　　湯（�日のあたらぬ

所に捨てる）
湯　　潅（�日のあたらぬ

所に捨てる）
神棚に半紙をはる 神棚に半紙をはる
まよけの刀をおく（生児）まよけの刀をおく（遺体）
産衣（一日でぬう） 経かたびら（その場でぬう）

成長・祖霊化 命　　名 戒　　名
お 七 夜 初 七 日
忌 あ け 四十九日
初 節 句 初　　盆
初 誕 生 一 周 忌
七 五 三 三・五回忌

表 1　生と死の儀礼の対応
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な
調
和
の
取
れ
た
美
し
い
霊
魂
の
循
環
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
な
の

か
ど
う
か
。
私
の
関
心
は
こ
の
点
に
あ
る
。

無
縁
化
す
る
霊
・
祟
る
霊

　

先
に
引
用
し
た
論
文
の
中
で
、
坪
井
は
誕
生
か
ら
成
人
、
結
婚
を

経
て
死
亡
に
到
り
、
祖
霊
化
し
て
生
ま
れ
か
わ
る
、
こ
の
一
連
の
過

程
を
経
験
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
者
の
霊
に
言
及
し
て
い
る
。

　

坪
井
に
よ
れ
ば
、
幼
く
し
て
こ
の
環
か
ら
外
れ
た
者
で
あ
れ
ば
神

の
子
で
あ
る
と
し
て
再
び
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
図

4
で
は
「
結
婚
・
成
人
」
の
上
に
死
亡
に
よ
る
悪
霊
化
（
無
縁
化
・

生
ま
れ
か
わ
り
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
成
人
期
に
は
「
横
死
に

よ
る
悪
霊
化
」（
御
霊
化
）
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
死
霊
の
安
定
期
で
あ

る
祖
霊
期
に
、
霊
を
鎮
め
る
た
め
の
十
分
な
儀
礼
を
子
孫
が
行
わ
な

い
場
合
に
は
「
家
の
永
続
は
保
証
さ
れ
な
く
な
り
、
い
わ
ゆ
る
タ
タ

リ
を
し
た
り
、
悪
霊
化
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。」
と
書
か
れ
て
い

る
（
（（
（

。

　

こ
う
し
た
表
現
は
、
祟
る
霊
に
関
し
て
直
接
表
れ
た
説
明
で
は
な

く
、
本
来
「
家
」
で
祀
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
な
さ

れ
て
い
る
。
オ
ー
ム
ス
は
祖
先
崇
拝
に
お
け
る
家
の
重
要
性
を
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
祖
先
崇
拝
の
主
な
関
心
は
家
で
あ
る
。

祖
先
崇
拝
を
通
し
て
、
家
の
相
互
の
結
び
つ
き
が
、
決
し
て
消
滅
し

な
い
ほ
ど
に
強
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
死
を
超
越
し
、
永
遠
に
存
続
す

る
。
家
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
家
に
お
け
る
地
位
が
死
後
の
運
命

を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る

（
（（
（

。」

星
に
な
る

　

近
年
、
不
慮
に
し
て
亡
く
な
っ
た
人
の
行
く
先
を
説
明
す
る
た

図 4　坪井洋文：生死観を示す霊魂の諸過程



�88明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 44 号〕平成 19 年 11 月

め
に
、「
星
に
な
っ
た
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

次
の
一
文
は
、
朝
日
新
聞
の
特
集
「
家
族
」
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
で

あ
る
（
平
成
一
九
年
四
月
二
九
日
）。
妻
を
交
通
事
故
で
亡
く
し
た
父

親
が
、
三
歳
の
娘
に
母
親
の
死
を
説
明
し
た
部
分
で
あ
る
。

　
　

�　

娘
に
、
母
親
の
死
を
ど
う
伝
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
ず
っ
と
考

え
て
き
ま
し
た
。
で
も
結
局
答
え
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　

�　
「
マ
マ
は
、
お
空
に
行
っ
て
お
星
様
に
な
っ
た
ん
だ
よ
」。
夜

道
を
歩
い
た
と
き
、
そ
う
言
い
ま
し
た
。
子
供
だ
ま
し
だ
と
は

分
か
っ
て
い
る
ん
で
す
が
。

　
　

�　

で
も
何
か
は
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。
夜
、
カ
ー
テ
ン
を
閉

め
る
時
、
空
を
見
上
げ
な
が
ら
「
今
夜
は
、
マ
マ
が
見
え
る
か

な
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

子
供
た
ち
に
「
星
に
な
っ
た
」
と
説
明
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど

特
別
な
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
作
家
の
吉
岡
忍
は
「
子
ど
も

の
死
生
観

（
（（
（

」
の
中
で
、
死
者
に
対
す
る
子
供
た
ち
の
反
応
を
描
写
し

て
い
る
。
ア
イ
ド
ル
歌
手
の
岡
崎
有
希
子
が
飛
び
降
り
自
殺
を
し
た

際
に
、
何
千
と
い
う
フ
ァ
ン
が
花
束
や
惜
別
の
辞
を
記
し
た
手
紙

を
持
っ
て
か
け
つ
け
た
。
吉
岡
は
そ
う
し
た
手
紙
の
い
く
つ
か
を

採
録
し
て
い
る
。「
ど
こ
の
星
に
な
っ
た
の
で
す
か
。
天
国
に
早
く

慣
れ
て
く
だ
さ
い
。
天
国
で
早
く
友
達
を
作
っ
て
ね
」「bye�bye�

Y
U

K
K

O

　

大
好
き
だ
っ
た
。
有
希
子
ち
ゃ
ん
、
星
に
な
っ
て
、
い

つ
も
光
り
輝
い
て
い
て
ね
」

　
「
星
に
な
っ
て
あ
な
た
を
見
守
る
」
と
い
う
表
現
が
千
の
風
の
中

に
も
見
ら
れ
た
。「
星
に
な
っ
て
見
守
る
」
と
い
う
感
覚
は
、
柳
田

が
い
う
よ
う
に
、
死
者
は
ど
こ
か
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
生
者
の
近
く
に
い
て
見
守
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
、
こ
こ
で
も

残
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
「
星
」
と
の
距
離
は
微
妙
か
も
し
れ
な
い
。

死
者
の
魂
が
安
定
し
て
存
在
す
る
た
め
に
は
、
個
性
を
失
っ
て
集
団

と
し
て
の
祖
霊
と
一
体
化
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
霊
魂
観
と
、

そ
の
霊
魂
観
を
支
え
て
き
た
永
続
す
る
「
家
」
は
も
は
や
明
確
に
存

在
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

民
俗
学
で
い
う
生
ま
れ
か
わ
り
も
、
現
在
の
若
年
層
の
一
部
に
見

ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
か
な
り
変
容
し
て
い
る
。
平

成
一
六
年
六
月
、
長
崎
県
佐
世
保
市
で
小
学
六
年
生
の
女
児
が
同
級

生
を
カ
ッ
タ
ー
で
刺
殺
す
る
事
件
が
起
き
た
。
学
校
の
教
室
で
起
き

た
刺
殺
事
件
は
大
き
な
衝
撃
を
も
た
ら
し
た
。
家
庭
裁
判
所
の
審
決

の
中
で
、
女
児
が
ホ
ラ
ー
映
画
な
ど
オ
カ
ル
ト
や
占
い
の
影
響
を
受

け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

長
崎
県
で
は
、児
童
殺
傷
事
件
の
判
決
要
旨
に
「
死
の
イ
メ
ー
ジ
」

が
希
薄
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
平
成
一
六
年
一

一
・
一
二
月
に
「
児
童
生
徒
の
「
生
と
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る

意
識
調
査
」
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、「
死
ん
だ
人
が
生
き
返
る

と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
は
全
体
で
一
五
・
四
％
が
「
は
い
」

と
回
答
し
た
。
中
学
二
年
生
が
一
八
・
五
％
で
も
っ
と
も
高
く
、
ま
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た
都
市
部
ほ
ど
高
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
現
在
の
小
・

中
学
生
が
、
伝
統
的
な
霊
魂
観
を
持
っ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
く
、

ま
た
都
市
部
で
強
い
反
応
が
見
ら
れ
る
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
影

響
で
あ
る
こ
と
と
理
解
で
き
る
。

祖
先
崇
拝
の
ゆ
く
え

　

梅
原
猛
は
柳
田
国
男
の
『
先
祖
の
話
』
を
取
り
上
げ
て
、
柳
田
国

男
に
よ
る
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
論
じ
た
書
物
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る

（
（（
（

。『
先
祖
の
話
』
は
戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
一
年
に
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
梅
原
は
、
戦
後
に
な
っ
て
戦
前
の
も
の
が
す
べ
て

否
定
さ
れ
る
風
潮
の
中
で
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
に

深
い
不
安
を
感
じ
た
柳
田
に
と
っ
て
「
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
は
先
祖
崇
拝
で
あ
っ
た
。
先
祖
崇
拝
を
失
っ
た
ら
、
も
う
日

本
人
は
日
本
人
で
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
時
代
へ
の
警
告
と
し
て
こ

の
本
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

社
会
学
者
の
森
岡
清
美
は
、
今
日
祖
先
崇
拝
は
危
機
に
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る

（
（（
（

。
森
岡
は
『
真
宗
教
団
に
お
け
る
家
の
構
造
』（
御
茶

の
水
書
房
、
昭
和
五
三
年
）、『
家
の
変
貌
と
先
祖
の
祭
』（
日
本
基
督
教

団
出
版
局
、
昭
和
五
九
年
）
な
ど
、
家
と
先
祖
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

強
い
関
心
を
持
ち
、
重
要
な
研
究
成
果
を
残
し
て
き
た
研
究
者
で
あ

る
。
た
ん
な
る
感
想
以
上
の
、
学
的
背
景
を
持
っ
た
言
明
で
あ
る
。

　

森
岡
は
、
講
演
録
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

幼
い
子
、
若
者
、
壮
年
の
人
々
は
め
っ
た
に
死
な
な
い
、
死
ぬ

の
は
老
人
、
そ
れ
も
殆
ど
が
す
る
べ
き
こ
と
、
し
た
い
こ
と
は

し
た
高
齢
者
と
い
う
大
衆
長
寿
の
時
代
に
は
、
慰
霊
鎮
魂
の
必

要
性
は
実
感
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
…
今
日
の
先
祖
供
養
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
先
祖
供
養
で
ケ
ア
さ
れ
る
べ
き
人
が
死
者
・
故
人

か
ら
遺
族
に
映
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
…
高
齢
で
亡
く
な
っ
た
故
人
の
冥
福
に
つ
い
て
は
心
配
は

い
ら
な
い
が
、
残
さ
れ
た
遺
族
の
た
め
に
こ
そ
葬
儀
や
葬
後
儀

礼
が
工
夫
さ
れ
る
べ
き
時
代
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す

（
（（
（

。

　

ケ
ア
さ
れ
る
べ
き
人
が
残
さ
れ
た
遺
族
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
高

年
に
よ
る
「
千
の
風
に
な
っ
て
」
の
大
合
唱
も
十
分
に
理
解
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
、
死
者
の
魂
は
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の

だ
ろ
う
か
。

　

現
代
日
本
に
お
い
て
「
家
」
を
祀
り
手
と
し
た
調
和
の
と
れ
た
美

し
い
世
界
観
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
現
代
の
衰
退
し
た

儀
礼
文
化
は
、
社
会
や
集
団
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
帰
属
す
る
個
人
に

対
し
て
、
社
会
全
体
を
覆
う
意
味
体
系
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、宗
教
の
世
俗
化
を
分
析
し
た
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー

ガ
ー
が
「
宗
教
的
伝
統
は
、
か
つ
て
は
威
信
を
も
っ
て
強
制
す
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
今
や
市
場
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
た
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よ
う
に

（
（（
（

、
消
費
と
情
報
の
中
で
も
み
く
ち
ゃ
に
さ
れ
、
本
来
の
聖
性

を
喪
失
し
て
い
っ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

柳
田
が
『
先
祖
の
話
』
を
燈
火
管
制
下
で
熱
心
に
書
い
た
こ
と
は
、

彼
の
残
し
た
『
炭
焼
き
日
記
』
を
引
用
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
国
の
た

め
に
戦
っ
て
死
ん
だ
若
者
だ
け
は
無
縁
仏
に
し
た
く
な
い
、
と
い
う

思
い
に
対
す
る
柳
田
の
回
答
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

（
（（
（

。

　

小
泉
前
首
相
時
代
の
靖
国
神
社
参
拝
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
若
者

が
靖
国
神
社
を
訪
れ
た
と
報
道
さ
れ
た
。
ま
た
靖
国
神
社
に
関
す
る

多
く
の
本
が
出
版
さ
れ
、
人
々
の
関
心
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

柳
田
の
残
し
た
祖
先
観
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
靖
国
神
社
へ
の
若
者

の
関
心
に
し
ろ
、
霊
魂
観
の
構
造
的
変
容
が
時
代
の
背
景
に
存
在
す

る
と
す
れ
ば
、
改
め
て
慰
霊
や
追
悼
を
論
じ
る
こ
と
の
意
味
自
体
が

再
考
さ
れ
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
1
）　

た
と
え
ば
ロ
バ
ー
ト
・
ス
ミ
ス
は
論
文
の
中
で
、
先
祖
の
居
場
所

と
祀
り
方
が
家
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
異
な
っ
て
い
る
こ
と

を
問
題
に
し
な
い
点
が
日
本
的
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（「
比

較
文
明
学
の
視
点
か
ら
見
た
日
本
人
の
宗
教
的
態
度
」
梅
棹
忠
夫
・

石
毛
直
道
編『
近
代
日
本
の
文
明
学
』中
央
公
論
社
、昭
和
五
九
年
）。

（
（
）　

宮
田
登
『
冠
婚
葬
祭
』
岩
波
書
店
、
平
成
七
年
、
九
七
頁
。

（
（
）　

同
、
八
○
頁
。

（
4
）　

同
、
一
三
六
頁
。

（
（
）　
「
家
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
先
祖
」『
祖
先
観
と
社
会
構
造
』
東
京

教
育
大
学
、
第
六
回
日
本
民
族
学
会
研
究
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
、

昭
和
四
二
年
。

（
（
）　

以
下
の
説
明
は
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ー
ム
ス
『
祖
先
崇
拝
の
シ
ン
ボ
リ

ズ
ム
』
弘
文
堂
、
昭
和
六
二
年
、
九
八
・
九
九
頁
。

（
7
）　

坪
井
洋
文
「
日
本
人
の
生
死
観
」
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
岡
正

雄
教
授
古
稀
記
念
論
文
集　

民
族
学
か
ら
見
た
日
本
』
河
出
書
房

新
社
、
昭
和
四
五
年
。

（
（
）　

坪
井
は
論
文
の
注
で
、
オ
ー
ム
ス
の
見
解
に
関
し
て
は
、
別
の
機

会
に
批
判
を
加
え
た
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
9
）　

同
、
二
○
～
二
一
頁
。

（
10
）　

柳
田
国
男
「
先
祖
の
話
」『
定
本
柳
田
国
男
集
第
一
〇
巻
』
筑
摩

書
房
、
昭
和
四
〇
年
。

（
11
）　

坪
井
洋
文
「
関
連
諸
学
か
ら
風
俗
史
学
へ―

宗
教
学
の
立
場
か
ら
」

『
風
俗
』
第
一
二
巻
第
一
号
、
昭
和
四
一
年
。
宮
家
準
『
日
本
宗

教
の
構
造
』（
慶
応
通
信
、
昭
和
四
九
年
）
に
所
収
。

（
1（
）　

前
掲
書
、
二
一
頁
。

（
1（
）　

前
掲
書
、
八
九
頁
。

（
14
）　

吉
岡
忍
「
子
供
の
生
死
観
」
野
田
正
彰
編
『
現
代
の
世
相
4　

あ

の
世
と
こ
の
世
』
小
学
館
、
平
成
八
年
。

（
1（
）　
『
あ
の
世
と
日
本
人　

浄
土
思
想
の
諸
相
』
日
本
出
版
協
会
、
平

成
四
年
。

（
1（
）　

同
、
九
頁
。

（
17
）　

森
岡
清
美
「
先
祖
供
養
と
家
族
」『
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
』
第

三
四
号
、
平
成
一
七
年
。

（
1（
）　

同
、
一
六
～
一
七
頁
。

（
19
）　

ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ガ
ー
『
聖
な
る
天
蓋
』
新
曜
社
、
昭
和
五
四
年
、
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二
一
二
頁
。

（
（0
）　
『
柳
田
国
男
事
典
』
勉
誠
社
、
五
六
六
頁
。『
先
祖
の
話
』
の
項
目

を
執
筆
し
た
小
池
淳
一
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
理
解
と
同
時
に

柳
田
の
他
の
文
献
を
重
ね
合
わ
せ
た
検
討
の
必
要
性
を
指
摘
し
て

い
る
。

（
國
學
院
大
學
教
授
）




