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朱
子
の
死
生
観
に
つ
い
て

福

田

殖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
死
生
観
と
は
普
通
「
死
に
対
す
る
考
え
方
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
い
た
人
生
観
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
人
は
お
の
れ
の
死
を
み
ず
か
ら

体
験
す
る
こ
と
は
な
く
、
体
験
す
る
の
は
す
べ
て
他
人
の
死
で
は
あ
る
が
、
生
命
・
生
活
の
全
機
能
が
不
可
逆
的
に
喪
失
さ
れ
て
し
ま
う

死
と
い
う
現
象
を
通
じ
て
、
人
生
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
考
え
方
が
死
生
観
で
あ
る
。
人
間
の
死
は
究
極
的
に
は
孤
独
で
あ
る

が
、
死
と
い
う
現
象
は
人
間
の
社
会
的
関
係
の
中
で
成
立
す
る
の
で
、
決
し
て
孤
立
的
存
在
は
許
さ
れ
な
い
。
死
を
通
じ
て
人
生
と
は
何

か
、
人
間
存
在
の
本
質
を
問
う
点
に
お
い
て
哲
学
的
問
題
で
も
あ
る
が
、
死
生
観
は
、
死
後
観
念
や
宗
教
儀
礼
（
喪
祭
）
を
も
含
む
点
で

宗
教
学
の
問
題
で
も
あ
る
。
更
に
そ
れ
は
民
族
学
や
民
俗
学
の
方
面
に
も
展
開
す
る
広
い
学
問
領
域
を
有
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
死
後
観

念
に
つ
い
て
は
普
通
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
死
後
も
別
世
界
で
現
世
と
同
じ
生
活
を
す
る
と
い
う
信
仰
は
ミ
イ
ラ
保
存
（
エ
ジ
プ
ト
）
を
も
た
ら
し
、
肉
体
も
霊
魂
も
永
遠
の
も

　
　
の
で
あ
る
と
い
う
信
仰
は
、
最
後
の
審
判
の
日
に
正
し
い
も
の
に
永
遠
の
肉
体
的
生
命
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と

　
　
な
っ
て
い
る
。
肉
体
は
滅
ん
で
も
霊
魂
は
永
遠
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
最
も
一
般
的
で
、
仏
教
の
浄
土
・
地
獄
観
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ

　
　
リ
ス
ト
教
の
天
国
・
地
獄
観
、
さ
ら
に
仏
教
の
再
生
、
輪
廻
の
思
想
に
み
ら
れ
る
。
古
く
日
本
で
は
死
後
、
黄
泉
の
国
に
い
く
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
た
ば
祖
霊
の
集
ま
る
神
聖
な
山
（
山
中
他
界
）
に
い
く
な
ど
の
信
仰
が
あ
り
、
祖
先
崇
拝
、
祖
霊
信
仰
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。

　
右
の
説
明
で
は
、
中
国
に
関
す
る
記
述
が
見
当
ら
な
い
が
、
中
国
が
エ
ジ
プ
ト
と
並
ん
で
巨
大
墓
や
地
下
宮
殿
を
つ
く
り
だ
し
た
国
家

で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
り
、
一
九
七
三
年
に
発
見
さ
れ
た
長
沙
馬
弓
堆
漢
墓
か
ら
出
現
し
た
軟
侯
夫
人
の
遺
体
は
、

エ
ジ
プ
ト
の
ミ
イ
ラ
保
存
術
に
決
し
て
劣
ら
な
い
技
術
を
中
国
文
明
が
持
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
天
堂
（
天
国
）
と
地
獄
の
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

念
も
仏
教
伝
入
以
前
の
中
国
原
始
宗
教
思
想
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
従
っ
て
中
国
人
の
死
生
観
や
死
後
観
念
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も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
世
界
文
明
の
中
で
位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
小
稿
は
中
国
古
代
の
人
々
の
死
生
観
を
一
瞥
し
、
朱
子
の
死
生
観
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
髄
死
生
観
は
前
述
し
た
よ
う

に
そ
の
領
域
は
広
範
囲
に
わ
た
る
が
」
小
稿
で
は
主
と
し
て
死
を
通
じ
て
人
間
が
ど
う
生
き
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
か
と
い
う
点

に
し
ぼ
っ
て
い
き
た
い
。

二

　
中
国
古
代
の
人
々
は
「
死
は
人
の
必
ず
免
か
れ
ざ
る
所
な
り
。
」
（
『
戦
国
策
』
巻
三
下
）
「
事
の
必
ず
至
る
も
の
は
死
な
り
。
」
（
同
母
四

二
）
と
述
べ
、
死
は
・
人
間
に
と
っ
て
必
至
に
し
て
不
可
避
的
な
現
象
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
た
が
、
死
は
一
切
の
も
の
の
終
焉
を
意
味
す

る
の
で
、
古
来
人
々
は
死
を
畏
怖
の
対
象
と
し
、
心
理
的
に
も
社
会
的
に
も
死
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
禁
忌
視
し
た
き
た
一
面
が
あ
る
。

そ
の
｝
つ
の
表
わ
れ
が
死
あ
る
い
は
死
亡
と
い
う
言
葉
の
代
わ
り
と
な
る
語
を
数
多
く
造
語
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
ゆ
　
『
礼
記
』
曲
礼
下

に
「
天
子
の
死
を
崩
と
日
ひ
、
諸
侯
に
亮
と
日
ひ
、
大
夫
に
卒
と
日
ひ
、
士
に
不
禄
と
日
ひ
、
庶
人
に
死
と
日
ふ
」
と
あ
り
、
庶
人
に
だ

け
は
死
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
、
他
の
者
に
対
し
て
は
、
崩
、
亮
、
卒
、
不
禄
を
死
の
字
の
代
用
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
皇
帝

の
死
に
つ
い
て
は
山
陵
崩
、
大
行
、
曇
駕
、
登
毛
無
、
人
の
死
に
つ
い
て
は
、
逝
世
、
逝
去
、
去
世
（
辞
世
、
永
別
、
永
訣
、
仙
去
、
仙

遊
、
登
仙
、
鼻
背
、
・
見
背
等
、
時
と
身
分
と
関
係
に
応
じ
た
造
語
が
あ
り
、
そ
の
多
様
性
に
お
い
て
世
界
に
類
を
見
な
い
と
言
っ
て
よ
い

　
　
　
④

で
あ
ろ
う
。
・

　
し
か
し
な
が
ら
死
が
何
人
に
と
っ
て
も
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
厳
粛
な
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
人
生
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
重

要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
変
ら
な
い
。

　
た
と
え
ば
ツ
ク
ラ
チ
ス
（
前
四
六
七
一
前
山
九
九
）
は
、
．
「
パ
イ
ド
ー
ソ
」
の
中
で
、
死
は
人
間
の
生
涯
を
完
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
消
滅
で
は
な
く
完
成
で
あ
る
。
哲
学
と
は
死
を
学
ぶ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
述
べ
た
が
、
ま
た
「
死
」
を
前
に
し
て
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
、
友
人
の
ク
リ
ト
ー
ン
に
対
し
「
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
だ
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
よ
く
生
き
る
と

い
う
こ
と
な
の
だ
と
い
う
の
だ
」
（
『
グ
リ
ト
ー
ン
』
）
と
強
調
し
て
い
る
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
は
哲
学
者
に
と
っ
て
「
死
」
は
最
大
の
問
題
で
あ
り
、
関
心
事
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
、
た

だ
ひ
た
す
ら
生
き
る
こ
と
に
汲
汲
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
よ
り
ょ
く
生
き
る
こ
と
が
最
高
の
生
き
方
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
最
高
の
死

に
方
で
あ
る
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
中
国
古
代
の
思
想
家
達
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
死
生
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
て
い
る
。
最
も
早
く
死
生
に
つ
い
て
考
え
た
思
想
家

は
儒
家
で
あ
り
、
そ
れ
に
次
ぐ
の
ば
道
家
の
思
想
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
後
の
思
想
家
た
ち
も
、
こ
の
儒
家
と
道
家
の
中
に

あ
っ
て
、
こ
の
両
者
を
大
き
く
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
張
岱
年
氏
が
す
で
に
「
死
に
対
し
て
は
、
当
然
古
代
の
儒
家
及

び
道
家
の
理
論
を
最
も
述
べ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
後
来
の
思
想
に
は
彼
等
の
範
囲
を
出
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
殆
ど
な
い
。
儒
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
道
家
の
死
に
対
す
る
態
度
は
大
同
小
異
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
り
で
あ
り
、
以
下
こ
の
発
言
に
基
い
て
論
及
し
て
い
き
た

い
。　

儒
家
は
必
ず
し
も
死
に
対
し
て
強
い
関
心
を
寄
せ
ず
、
死
を
む
し
ろ
休
息
と
考
え
る
傾
向
が
強
く
、
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
ま
つ
態

度
が
濃
厚
で
あ
る
。

　
道
家
は
死
生
は
す
べ
て
自
然
の
変
化
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
、
生
を
悦
こ
び
死
を
に
く
む
必
要
は
な
い
と
し
て
、
自
然
の
ま
ま
に
ま
か
ぜ

て
い
け
ば
よ
い
と
す
る
。

　
儒
家
は
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
よ
り
も
、
生
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
方
が
よ
り
大
切
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
例
え

ば
孔
子
の
弟
子
の
季
路
が
「
鬼
神
」
と
「
死
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
時
、
孔
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

　
　
季
世
、
鬼
神
に
事
へ
ん
こ
と
を
問
ふ
。
子
の
曰
は
く
、
未
だ
人
に
事
ふ
る
こ
と
能
は
ず
。
焉
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
へ
ん
、
と
。
曰
は
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
敢
へ
て
死
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
未
だ
生
を
知
ら
ず
。
焉
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
。

　
つ
ま
り
如
何
に
生
ぎ
る
か
と
い
う
問
い
の
方
が
、
ど
の
よ
う
に
死
を
迎
え
る
か
と
い
う
問
い
よ
り
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
問
答
は

示
唆
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
え
き
さ
く

　
次
は
有
名
な
曽
子
易
篭
の
故
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
う
か
　
　
　
　
　
　
そ
う
げ
ん
　
そ
う
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
曽
子
疾
に
寝
ね
、
病
な
り
。
楽
正
子
春
真
下
に
坐
し
、
甲
香
・
島
回
足
も
と
に
坐
し
、
童
子
隅
坐
し
て
燭
を
執
る
。
童
子
曰
く
、
華

　
　
　
　
　
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ぜ
ん

　
　
に
し
て
院
な
る
は
大
夫
の
篭
か
、
と
。
子
春
日
は
く
、
止
め
よ
、
と
つ
曽
子
煮
れ
を
聞
き
、
星
然
と
し
て
曰
は
く
、
あ
あ
、
と
。
日
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こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
は
く
、
華
に
し
て
院
な
る
は
大
夫
の
笠
か
、
と
。
曽
子
曰
は
く
、
灯
り
。
去
れ
季
孫
の
賜
な
り
。
我
未
だ
葬
れ
を
易
ふ
る
能
は
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ
し

　
　
元
、
起
ち
て
管
を
易
へ
よ
、
と
。
曽
元
日
は
く
、
夫
子
の
病
革
な
り
。
以
て
変
か
す
べ
か
ら
ず
。
幸
に
し
て
旦
に
至
ら
ば
、
請
ふ
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
み
て
之
れ
を
易
へ
ん
、
と
。
曽
子
曰
は
く
、
爾
の
我
を
愛
す
る
や
、
彼
れ
に
如
か
ず
。
君
子
の
人
を
愛
す
る
や
徳
を
以
て
し
、
細
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
そ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
お
る
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
た
す

　
　
の
人
を
愛
す
る
や
、
姑
息
を
以
て
す
。
吾
れ
何
を
か
求
め
ん
。
量
れ
正
を
得
て
艶
れ
ば
、
斯
に
志
ま
ん
、
と
。
挙
げ
扶
け
て
之
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
易
ふ
。
席
に
反
り
て
未
だ
安
ん
ぜ
ず
し
て
没
す
。

　
こ
の
説
話
は
一
見
ど
の
よ
う
に
死
を
迎
え
る
か
と
い
う
心
が
ま
え
を
説
い
た
話
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
死
の
間

際
ま
で
も
如
何
に
正
し
く
生
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
死
よ
り
も
生
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

　
道
家
の
中
で
死
生
に
つ
い
て
最
も
深
く
考
察
し
た
思
想
家
は
荘
周
で
あ
る
。
荘
周
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ず
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
死
生
は
命
な
り
。
其
の
夜
旦
の
常
有
る
は
、
天
な
り
。
人
の
与
る
を
得
ざ
る
所
有
る
は
、
忌
物
の
情
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
こ

　
　
夫
れ
大
塊
は
我
を
聾
す
る
に
形
を
以
て
し
、
我
を
労
す
る
に
生
を
以
て
し
、
我
を
擁
す
る
に
老
を
以
て
し
、
我
を
息
は
す
る
に
死
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
以
て
す
。
故
に
吾
が
生
を
善
し
と
す
る
者
は
、
乃
ち
吾
が
死
を
善
し
と
す
る
所
以
な
り
。

　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

　
　
子
祀
・
子
輿
・
子
梨
・
草
津
の
四
人
、
臭
墨
に
語
り
て
曰
は
く
、
敦
か
能
く
無
を
以
て
首
と
為
し
、
生
を
以
て
脊
と
為
し
、
死
を
以

　
　
　
し
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
て
尻
と
為
す
や
。
敦
か
死
生
存
亡
の
一
体
な
る
を
知
る
者
ぞ
。
量
れ
之
れ
と
友
た
ら
ん
、
と
。

　
　
わ
　
　
い
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
こ
　
　
　
　
　
　
ま
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゃ
く
そ
う

　
　
予
れ
悪
く
ん
ぞ
、
生
を
説
ぶ
こ
と
の
惑
ひ
に
非
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
予
れ
悪
く
ん
ぞ
、
死
を
悪
む
こ
の
と
、
弱
喪
し
て
帰
る
を
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
ざ
る
者
に
非
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。

　
荘
周
は
右
の
文
で
生
を
必
ず
し
も
喜
ば
ず
、
死
を
必
ず
し
も
憎
ま
な
い
立
場
を
表
明
し
、
か
つ
死
生
は
一
如
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を

示
し
て
い
る
。

　
死
生
観
に
つ
い
て
の
儒
家
と
道
家
と
の
ち
が
い
は
、
前
述
の
よ
う
に
実
は
大
同
小
異
で
あ
る
。
儒
家
は
生
を
強
調
し
、
死
は
休
息
に
す

ぎ
な
い
と
し
、
道
家
は
死
生
一
如
で
あ
る
と
し
て
死
生
を
相
対
化
す
る
。
儒
家
と
道
家
の
死
生
観
は
結
果
的
に
は
現
実
の
生
の
重
視
と
い

う
一
点
で
つ
な
が
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
金
谷
華
氏
も
「
全
体
と
し
て
老
子
の
な
か
で
は
、
や
は
り
生
き
て
い
る

人
間
生
活
の
問
題
が
中
心
で
あ
っ
て
1
中
国
哲
学
の
基
本
的
な
性
格
に
や
は
り
か
な
っ
て
い
る
一
、
無
用
に
生
命
を
す
り
へ
ら
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
や
め
て
「
道
」
に
従
っ
た
平
静
安
穏
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
目
ざ
さ
れ
て
い
る
」
と
老
子
も
現
実
の
生
の
重
視
に
中
心
が
あ
る
と
さ
れ

「
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⑬

て
い
る
。

　
神
仙
思
想
や
道
家
思
想
を
吸
収
し
て
後
に
成
立
す
る
道
教
も
死
の
問
題
よ
り
も
、
生
に
つ
い
て
追
求
す
る
姿
勢
が
強
く
、
現
世
で
の
生

の
喜
び
の
永
続
性
へ
の
期
待
が
拡
大
し
て
、
不
老
永
生
願
望
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
現
世
で
の
幸
福
・
現
世
利
益
を
希
求
す
る
の
は
、

中
国
人
の
一
貫
し
た
理
念
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
哲
学
的
色
彩
が
強
い
ギ
リ
シ
ャ
文
化
や
、
宗
教
的
色
彩
の
強
い
イ
ン
ド
文
化
と
は
異
な
る

と
こ
ろ
の
現
世
的
色
彩
の
強
い
中
国
文
化
の
特
色
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
・

　
朱
子
（
一
＝
二
〇
一
一
二
〇
〇
）
は
門
人
か
ら
「
鬼
神
」
「
死
生
」
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
　
　
　
　
　
し
ば

　
　
鬼
神
の
事
は
自
ら
是
れ
第
二
着
な
り
。
那
箇
の
形
影
無
き
は
猛
れ
理
会
し
難
き
底
な
れ
ば
、
未
だ
黒
き
て
理
会
す
る
を
消
ひ
ず
。
且

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

　
　
ら
く
日
用
の
緊
切
の
処
に
就
い
て
工
夫
を
回
せ
。

と
答
え
た
上
で
、
孔
子
が
季
路
に
答
え
た
言
葉
（
『
論
語
』
先
進
篇
、
前
述
）
を
挙
げ
て
、
　
「
此
れ
説
い
尽
く
せ
り
」
と
し
て
自
分
の
鬼

神
死
生
観
の
根
拠
と
し
た
Q
ま
た
他
の
門
人
か
ら
「
鬼
神
の
有
無
」
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
時
も
、

　
　
　
　
　
　
に
わ
か

　
　
此
れ
豊
に
卒
乍
に
説
く
ぺ
け
ん
や
。
便
ち
説
く
も
公
亦
豊
に
能
く
信
じ
得
及
ば
ん
や
。
須
く
衆
理
に
於
て
看
得
る
こ
と
漸
く
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
ず
か
　
と
　
　
⑮

　
　
な
れ
ば
、
則
ち
此
の
惑
は
自
ら
解
け
ん
。

と
答
え
、
孔
子
が
簗
遅
の
質
問
に
答
え
た
「
民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
知
れ
を
遠
ざ
く
心
知
と
謂
ふ
べ
し
」
（
『
論
語
』
雍
也
篇
）

と
い
う
語
を
挙
げ
て
自
説
の
根
拠
と
し
た
。

　
朱
子
は
伝
統
教
学
と
し
て
の
儒
教
の
道
の
伝
統
を
精
神
的
に
継
承
し
て
、
宋
磁
に
儒
教
を
時
代
に
合
う
も
の
に
改
革
し
、
新
し
い
儒
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
が
く
　
　
ど
う
と
う
　
　
で
ん

と
し
て
完
成
さ
せ
た
が
、
朱
子
の
『
中
庸
章
句
』
序
に
は
「
道
学
」
「
道
統
の
伝
」
と
い
う
哲
学
用
語
が
見
え
る
。
と
り
わ
け
「
道
統
の

伝
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
短
い
序
文
中
に
三
度
も
使
用
さ
れ
て
、
そ
の
重
要
度
を
示
す
。
朱
子
は
儒
教
の
聖
賢
が
伝
え
て
き
た
「
道
学
」

こ
そ
が
正
統
な
学
で
あ
る
と
し
、
そ
の
正
統
の
学
と
し
て
の
「
道
学
」
は
異
端
が
起
っ
て
き
て
以
来
、
そ
の
真
を
失
な
っ
た
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

そ
し
て
「
道
学
」
の
「
千
載
不
伝
の
緒
」
を
乏
い
だ
二
鈍
子
を
継
承
し
て
道
の
伝
統
を
再
生
ざ
せ
よ
う
と
し
た
。
　
『
中
庸
章
句
』
は
こ
の

「
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ち
ゃ
う
　
せ
つ

よ
う
に
し
て
成
立
し
た
が
、
そ
の
際
朱
子
は
「
敢
へ
て
衆
説
を
会
し
て
、
其
の
衷
を
折
す
」
と
言
う
。
こ
れ
は
こ
の
『
中
庸
章
句
』
の
場

合
だ
け
で
は
な
く
、
朱
子
の
学
術
思
想
全
般
に
わ
た
る
一
貫
し
た
姿
勢
で
あ
る
。
朱
子
は
過
去
の
伝
統
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
常
に
朱
子

独
自
の
創
見
を
出
そ
う
と
務
め
た
。
朱
子
が
同
書
序
文
の
末
尾
に
お
い
て
「
道
統
の
伝
に
於
て
、
敢
え
て
、
妄
議
ぜ
ず
と
錐
も
、
然
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か

も
初
学
の
士
、
、
或
ひ
は
こ
れ
を
取
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
遠
く
に
行
き
、
高
き
に
升
る
の
一
助
た
る
に
庶
か
ら
ん
と
し
か
云
ふ
」
と
述
べ

た
語
は
、
朱
子
の
儒
教
の
再
生
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
自
信
を
秘
め
た
言
葉
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
鬼
神
死
生
観
に
つ
い
て
も
、
孔
子
の
鬼
神
死
生
観
に
基
づ
き
な
が
ら
、
朱
子
独
自
の
努
力
や
創
意
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
朱
子
が
生
き

た
時
代
の
要
請
で
も
あ
っ
た
。

　
ア
ー
サ
ー
。
F
・
ラ
イ
ト
氏
が

　
　
新
儒
教
の
権
威
あ
る
代
表
者
、
朱
喜
…
は
仏
教
を
敵
視
し
た
が
、
し
か
し
当
時
の
知
識
階
級
を
彼
の
新
し
い
教
義
に
よ
っ
て
説
得
す
る

　
　
こ
と
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
目
的
か
ら
彼
は
仏
教
が
そ
れ
に
よ
っ
て
興
隆
し
た
哲
学
的
諸
問
題
の
あ
ら
ゆ
る
範
囲
を
取

　
　
り
扱
い
、
そ
こ
に
非
仏
教
的
解
答
を
出
す
よ
う
に
し
た
。
こ
う
し
て
彼
の
思
想
の
な
か
に
は
、
宇
宙
論
や
、
一
組
の
形
而
上
学
的
観

　
　
念
、
　
一
連
の
心
理
学
的
概
念
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は
孔
子
や
董
仲
紆
に
は
理
解
さ
れ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
仏
教
的
な
背
景
と
関

　
　
心
を
も
つ
彼
の
同
時
代
人
に
は
理
解
さ
れ
、
訴
え
た
の
で
あ
る
。
新
儒
教
の
形
成
者
達
は
仏
教
の
影
響
に
お
お
わ
れ
た
環
境
で
暮
し

　
　
　
　
　

　
　
て
い
た
。

と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
朱
子
は
禅
仏
教
や
老
荘
哲
学
に
影
響
を
受
け
て
い
た
一
般
士
大
夫
知
識
人
を
相
手
に
新
し
い
儒
教
の
学

問
体
系
を
樹
立
す
る
た
め
に
、
仏
教
哲
学
、
老
荘
哲
学
の
学
術
概
念
を
借
用
、
活
用
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
理
気
哲
学
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
の
で
あ
っ
た
。
朱
子
は
「
答
三
三
卿
」
第
一
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
い
わ
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
わ

　
　
所
謂
天
地
の
性
は
即
ち
我
の
性
。
山
豆
に
死
し
て
遽
か
に
亡
ず
る
の
理
有
ら
ん
や
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
　
此
の
説
も
亦
未
だ
非
と
為
さ
ず
。
但
だ
此
の
説
を
為
す
者
は
、
天
地
を
以
て
主
と
為
す
や
、
我
を
以
て
主
と
為
す
や
を
知
ら
ず
。
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
よ

　
　
し
天
地
を
以
て
主
と
為
せ
ば
、
則
ち
此
の
性
は
即
ち
自
凝
り
天
地
間
一
箇
の
公
共
の
道
理
に
し
て
、
更
に
人
物
彼
此
の
間
、
死
生
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ

　
　
今
の
別
無
し
。
死
し
て
亡
び
ず
と
日
ふ
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
我
の
私
を
得
る
こ
と
有
る
に
非
ら
ず
。
若
し
我
を
以
て
主
と
為
せ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
な

　
　
則
ち
只
だ
是
れ
自
己
身
上
に
顧
て
一
箇
の
精
神
魂
魂
、
知
有
り
覚
有
る
の
物
を
認
め
得
て
、
即
便
は
ち
目
し
て
己
が
性
と
為
し
、

一
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は
じ
さ
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　

あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う

　
　
把
持
作
弄
し
て
死
に
到
り
て
も
肯
へ
て
放
舎
せ
ず
、
生
れ
を
死
し
て
亡
ぜ
ず
と
謂
ふ
は
、
是
れ
乃
ち
私
意
の
尤
な
る
者
に
し
て
、
尚

　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゃ
く
し
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ

　
　
ほ
何
ぞ
与
に
死
生
の
説
、
性
命
の
理
を
語
る
に
足
ら
ん
や
。
釈
氏
の
学
、
本
と
是
れ
此
の
如
し
。
零
砕
の
徒
の
賠
な
る
者
、
往
々
自

　
　
　
　
　
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
こ
う
よ
う

　
　
ら
其
の
随
を
知
り
て
稽
や
之
れ
を
講
み
、
却
っ
て
上
頭
に
去
き
て
、
別
に
一
般
玄
妙
の
道
理
を
説
く
。
滉
様
と
し
て
致
詰
す
べ
か
ら

　
　
ざ
る
が
若
き
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
其
の
帰
宿
は
実
に
此
れ
に
外
な
ら
ず
。
若
し
果
し
て
此
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
黙
れ
一
箇
天
地
の
性

　
　
の
中
に
別
に
若
干
の
人
物
の
性
有
り
。
蟻
封
に
各
々
界
限
有
り
て
、
相
交
雑
せ
ず
、
名
を
改
め
姓
を
換
へ
自
生
自
死
し
て
更
に
天
地

　
　
陰
陽
造
化
に
由
ら
ず
し
て
、
而
も
天
地
陰
陽
為
る
者
も
亦
其
の
造
化
を
施
す
所
無
し
。
是
れ
豊
に
此
の
理
有
ら
ん
や
。

　
朱
子
は
こ
こ
で
、
此
の
性
は
天
地
間
一
箇
の
公
共
の
道
理
で
あ
っ
て
私
意
な
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
天
地
陰
陽
の
造
化

に
よ
っ
て
万
物
は
生
生
育
成
さ
れ
る
と
し
、
陰
陽
の
外
に
玄
妙
な
道
理
を
説
く
仏
教
を
批
判
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
り
ょ
う
し
か
い
さ
い
き
ょ
う

　
さ
ら
に
朱
子
は
「
答
真
子
晦
」
第
二
書
の
中
に
お
い
て
彦
子
晦
の
祭
享
に
つ
い
て
の
質
問
に
答
え
、
死
後
の
知
覚
の
原
が
統
一
体
と
し

て
の
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
彦
子
晦
の
見
解
を
批
判
し
、
鬼
神
は
精
神
魂
塊
で
皆
気
の
為
す
所
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
説
明

す
る
。
朱
子
の
理
気
論
と
祭
祀
来
旧
説
が
簡
明
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
あ
な
た

　
　
蓋
し
賢
者
の
見
、
失
な
き
能
は
ざ
る
所
以
の
者
は
、
正
に
我
を
以
て
主
と
為
し
、
覚
を
以
て
性
と
為
す
に
坐
す
る
の
み
。
募
れ
性
は

　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
こ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
　
理
な
る
の
み
。
乾
坤
変
化
し
、
万
物
命
を
受
く
。
票
く
る
所
の
我
に
在
り
と
難
も
、
然
れ
ど
も
其
の
理
は
則
ち
我
の
私
す
る
を
得
る

　
　
所
有
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
所
謂
身
に
反
り
み
て
誠
な
る
は
、
蓋
し
其
の
己
に
得
る
所
の
理
を
尽
さ
ば
、
則
ち
天
下
万
物
の
理
初
め

　
　
よ
り
此
れ
に
外
な
ら
ざ
る
を
知
る
を
謂
ふ
。
我
が
此
の
知
覚
を
尽
し
得
ば
、
則
ち
衆
人
の
知
覚
も
皆
な
留
れ
此
の
物
と
謂
ふ
に
非
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
う
さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
ま

　
　
る
な
り
。
性
は
只
だ
湿
れ
理
、
聚
散
を
以
て
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
其
の
生
り
て
生
れ
、
散
じ
て
死
す
る
者
は
、
気
な
る
の
み
。
所
謂
精

　
　
神
魂
塊
、
知
有
り
覚
有
る
者
は
、
皆
な
気
の
為
す
所
な
り
。
故
に
黙
れ
ば
則
ち
有
り
、
散
ず
れ
ば
則
ち
無
し
。
理
の
若
き
は
、
則
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ

　
　
初
め
よ
り
聚
散
の
為
に
し
て
有
無
ぜ
ざ
る
な
り
。
但
だ
此
の
理
有
れ
ば
、
則
ち
此
の
気
有
り
。
凝
し
気
、
此
に
聚
れ
ば
、
則
ち
其
の

　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
わ

　
　
理
も
亦
此
に
命
ぜ
ら
る
る
の
み
。
水
と
湛
を
以
て
比
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。
鬼
神
は
落
ち
是
れ
精
神
心
魂
な
り
。
愚
子
の
所
謂
天
地

　
　
の
功
用
、
造
化
の
　
、
張
子
の
所
謂
二
気
の
良
能
、
皆
な
性
の
謂
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
祭
祀
の
礼
は
、
類
を
以
て
感
じ
、
類
を

　
　
以
て
応
ず
。
性
の
若
き
は
、
則
ち
又
豊
に
類
の
言
ふ
べ
き
有
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
気
の
巳
に
散
ず
る
者
は
、
既
に
化
し
て
有
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

　
　
無
し
。
其
の
理
に
根
ざ
し
て
日
に
生
ず
る
者
は
、
則
ち
固
よ
り
浩
然
と
し
て
窮
ま
る
無
き
な
り
。
故
に
上
皇
謂
く
、
我
の
精
神
、
即
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ち
祖
考
の
精
神
、
と
。
蓋
し
此
れ
を
謂
ふ
な
り
。

四

　
朱
子
は
孔
子
の
鬼
神
死
生
観
に
基
い
て
、
目
に
見
え
ず
、
理
会
し
難
い
鬼
神
の
こ
と
よ
り
も
、
先
ず
「
日
用
緊
切
の
処
」
「
眼
前
の
事

に
つ
い
て
工
夫
し
て
「
衆
理
」
を
看
得
す
る
こ
と
こ
そ
第
一
義
な
こ
と
で
あ
る
と
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
鬼
神
の
事
は
第
二
義
的
な
こ
と

で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
「
日
用
常
行
の
処
」
（
日
常
の
実
践
倫
理
の
場
）
に
つ
い
て
理
会
が
透
徹
す
れ
ば
「
鬼
神
の
理
」
（
目
に
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
い
鬼
神
の
存
在
と
現
象
の
道
理
）
も
自
然
に
わ
か
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
孔
子
の
い
う
「
知
」
で
あ
る
と
し
た
。

　
朱
子
は
孔
子
よ
り
更
に
実
践
倫
理
を
重
ん
じ
、
合
理
主
義
的
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
新
し
い
儒
学
の
再
生
と
そ
の

哲
学
を
構
成
す
る
理
気
論
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
朱
子
は
「
在
天
の
鬼
神
」
「
尊
人
の
鬼
神
」
「
祭
祀
の
鬼
神
」
と
い
っ
た
鬼
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
多
義
性
を
「
鬼
神
は
只
だ
怒
れ
気
な
り
」
「
鬼
神
は
陰
陽
の
消
長
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
」
と
「
気
」
に
収
敏
さ
せ
て
い
っ
た
。

　
弟
子
の
黄
商
伯
が
質
問
し
て
「
鬼
神
は
謝
意
察
の
言
う
よ
う
に
天
地
の
妙
用
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
造
化
陰
陽
の
理
が
働
き
、
人
心
精

神
の
聚
集
が
あ
り
、
上
下
の
感
化
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
た
時
も
「
鬼
神
の
こ
と
は
、
気
に
よ
っ

て
論
ず
る
の
が
、
真
に
近
い
と
思
う
。
理
に
先
ん
ず
る
と
い
う
き
ら
い
が
あ
る
と
に
わ
か
に
き
め
つ
け
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
物
と
答

え
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
す
で
に
三
浦
国
雄
氏
の
次
の
よ
う
な
鋭
い
指
摘
が
あ
る
。

　
　
朱
子
の
新
し
さ
は
、
家
士
毅
が
「
三
者
は
異
な
る
と
難
ど
も
、
そ
の
鬼
神
た
る
所
以
の
も
の
は
則
ち
同
じ
」
（
「
朱
子
語
類
聖
目
」
）

　
　
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
多
義
的
な
鬼
神
を
気
と
い
う
一
点
に
収
敏
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
朱
子
は
、
鬼
神
は
陰
陽
二

　
　
気
の
織
り
な
す
自
然
現
象
と
い
う
大
前
提
を
ま
ず
立
て
て
お
い
て
、
そ
の
な
か
に
カ
ミ
と
し
て
の
鬼
神
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
て
、
有
神
の
系
譜
を
無
神
の
系
譜
の
な
か
に
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

朱
子
は
『
論
語
』
雍
也
篇
「
簗
煙
霞
知
」
章
に
注
釈
し
て
「
専
ら
力
を
人
道
の
宜
し
き
所
に
用
ひ
て
、
鬼
神
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
惑
は

ざ
る
は
、
知
者
の
事
な
り
。
」
と
い
う
。
人
倫
の
道
に
努
力
し
て
不
可
知
な
鬼
神
に
惑
乱
し
な
い
の
が
知
者
の
事
で
あ
る
と
し
た
。
更
に
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『
論
語
』
先
進
篇
「
季
路
問
事
鬼
神
」
章
に
注
釈
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
　
　
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
だ

　
　
鬼
神
に
事
へ
ん
こ
と
を
問
ふ
は
、
蓋
し
祭
祀
を
奉
ず
る
所
以
の
意
を
求
む
。
而
し
て
死
は
人
の
必
ず
有
る
所
に
し
て
、
知
ら
ざ
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ず

　
　
か
ら
ず
。
皆
切
生
な
り
。
然
れ
ど
も
誠
敬
以
て
人
に
事
ふ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
必
ず
神
に
事
ふ
る
こ
と
能
は
ず
。
始
め
を
原
ね
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え

　
　
亡
く
る
所
以
を
知
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
必
ず
終
り
に
反
り
て
死
す
る
所
以
を
知
る
能
は
ず
。
蓋
し
幽
明
始
終
は
、
初
め
よ
り
二
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
と
う

　
　
無
し
。
但
だ
之
れ
を
学
ぶ
に
序
有
り
。
踵
等
す
べ
か
ら
ず
。

　
右
の
注
釈
で
朱
子
は
「
人
に
事
へ
る
」
こ
と
が
「
神
に
事
へ
る
」
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
り
「
始
め
を
原
ね
る
」
こ
と
が
「
終
り
に
反

へ
る
」
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
し
、
幽
明
始
終
は
一
理
で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
に
は
徹
底
し
た
現
世
主
義
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
朱
子
が
「
鬼
神
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
惑
は
ず
」
と
注
釈
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
荻
生
租
稼
は
「
魚
島
の
見
る
所
は
、
鬼
神
無
き
に
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
。
凡
そ
鬼
神
無
き
と
言
ふ
者
は
、
聖
人
の
道
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
」
と
批
判
し
、
　
「
季
路
問
事
鬼
神
」
章
で
も
「
宴
遊
紛
紛
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
を
以
て
之
れ
を
明
か
に
せ
ん
と
欲
し
、
其
の
志
摩
に
無
鬼
に
帰
す
。
務
め
て
口
舌
を
騰
す
の
失
な
り
。
」
と
批
判
し
た
。
近
く
は
狩
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

直
喜
氏
も
「
即
ち
朱
子
は
孔
子
を
無
鬼
論
者
と
な
す
の
傾
向
が
あ
る
。
」
と
狙
篠
と
同
一
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
確
か
に
朱
子
は
鬼
神
の
存
在
を
理
会
し
難
き
も
の
、
不
可
知
な
も
の
と
は
し
た
け
れ
ど
も
、
一
方
朱
子
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
　
鬼
神
の
事
の
如
き
は
、
聖
賢
説
き
得
て
甚
だ
分
明
な
り
。
只
だ
礼
を
将
っ
て
熟
読
す
れ
ば
便
ち
見
ん
。
二
程
初
め
よ
り
鬼
神
無
し
と

　
　
説
か
ず
。
但
だ
如
今
世
俗
の
所
謂
鬼
神
無
き
の
み
。
古
来
聖
人
制
す
る
所
の
祭
祀
は
、
皆
な
盗
れ
帰
れ
天
地
の
理
此
の
如
き
を
見
得

　
　
　
ゆ

　
■
た
り
。

　
朱
子
は
儒
教
の
経
典
で
説
か
れ
て
い
る
鬼
神
を
決
し
て
否
定
し
な
い
。
当
然
な
が
ら
敬
震
な
経
学
者
と
し
て
で
あ
る
。
否
定
す
る
の
は

世
俗
の
い
わ
ゆ
る
鬼
神
で
あ
っ
た
。
朱
子
の
門
人
の
陳
淳
は
そ
の
著
『
性
理
字
義
』
で
鬼
神
を
四
つ
の
二
時
に
区
分
し
た
。
そ
の
う
ち
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
し

二
者
の
「
聖
経
で
説
く
鬼
神
」
と
「
祭
祀
の
鬼
神
」
は
否
定
し
な
い
。
否
定
す
る
の
は
残
り
の
二
つ
の
範
時
「
淫
祀
」
と
「
妖
怪
」
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
遠
く
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
孔
子
の
「
子
は
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」
（
『
論
語
』
述
而
篇
）
に
ま
で
行
き
つ
く
で
あ
ろ

う
。
孔
子
は
鬼
神
や
祭
祀
そ
の
も
の
を
決
し
て
否
定
は
し
な
か
っ
た
。
孔
子
の
「
知
」
の
立
場
は
一
見
合
理
主
義
と
解
さ
れ
や
す
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ず
か

例
え
ば
「
祭
り
は
在
す
が
如
く
す
。
神
を
祭
る
に
は
神
在
す
が
如
く
す
。
子
の
曰
は
く
、
吾
れ
祭
に
与
ら
ざ
れ
ば
、
祭
ら
ざ
る
が
如
し
」

　
　
　
　
　
き
ウ
う
　
　
い
の

（
八
景
篇
）
「
丘
の
怠
る
こ
と
久
し
」
（
述
而
篇
）
と
い
う
発
言
を
見
れ
ば
、
孔
子
は
単
な
る
合
理
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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朱
子
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
朱
子
は
無
神
論
の
立
場
に
い
る
と
思
わ
れ
る
質
問
者
の
発
言
に
対
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

　
　
お
て
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
っ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
墨
池
に
言
ふ
、
其
の
神
の
焉
に
在
す
が
如
き
は
、
真
に
在
す
こ
と
有
る
者
に
は
非
ざ
る
な
り
、
と
。
此
の
言
尤
も
理
を
害
す
。
若
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

　
　
此
の
如
く
説
け
ば
、
・
則
ち
是
れ
偽
な
る
の
み
。
筑
豊
に
所
謂
誠
の
掩
ふ
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
。

　
朱
子
に
と
っ
て
こ
の
質
問
者
は
真
実
無
妄
で
あ
る
「
誠
」
の
立
場
と
反
対
の
「
偽
」
の
立
場
で
あ
り
、
実
理
を
害
す
る
も
の
と
し
て
承

認
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
朱
子
は
鬼
神
の
存
在
を
陰
陽
二
気
で
と
ら
え
て
、
限
り
な
く
合
理
的
な
方
向
に
向
つ
た
け
れ
ど
も
、
結
局
、

無
神
論
、
無
卓
論
に
は
ゆ
き
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
敬
慶
な
経
学
者
と
し
て
儒
教
の
経
典
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
仏
教
（
特
に
禅
）
道
教
’
（
老
荘
哲
学
）
に
染
ま
っ
た
士
大
夫
知
識
人
を
説
得
す
る
た
め
に
、
欝
気
哲
学
を
基
幹
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
宇
宙
論
、
存
在
論
、
認
識
論
、
価
値
論
を
多
用
し
て
創
意
工
夫
を
加
え
、
時
代
の
要
請
に
こ
た
え
た
が
、
結
局
経
典
の
権
威
の
外
へ
出

る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
出
る
意
志
も
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五

一
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朱
子
は
、
人
間
の
身
体
は
気
か
ら
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
霊
妙
な
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
が
慰
書
で
あ
る
と
し
、
　
『
春
秋
左
平
金
』

昭
公
七
年
の
鄭
の
子
産
の
言
葉
を
言
い
方
が
よ
い
、
と
注
目
し
た
。

　
　
人
生
ま
る
る
の
初
間
は
是
れ
先
づ
気
有
り
。
既
に
形
を
成
す
と
き
は
与
れ
魂
先
に
在
り
。
形
既
に
生
じ
、
神
、
知
を
発
す
。
既
に
形

　
　
有
る
後
に
、
方
め
て
精
神
知
覚
有
り
。
子
産
曰
く
、
人
生
ま
る
る
や
始
め
て
化
す
る
を
魂
と
日
ふ
。
既
に
塊
を
生
じ
、
陽
を
魂
と
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
ふ
。
数
句
説
き
得
て
好
し
。

　
朱
子
は
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
宰
我
、
鬼
神
を
問
ふ
の
一
章
は
最
も
精
密
、
包
括
し
得
て
尽
く
す
。
亦
是
れ
当
時
弟
子
記
録
し
得
て
好
し
。

と
『
礼
記
』
祭
義
篇
に
お
け
る
鬼
神
に
関
す
る
定
義
を
最
も
精
密
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

　
「
祭
義
篇
」
に
い
う

　
　
宰
我
曰
く
、
吾
れ
鬼
神
の
名
を
聞
け
ど
も
、
其
の
謂
ふ
所
を
知
ら
ず
、
と
。



　
　
子
曰
く
、
気
と
は
神
の
盛
な
る
な
り
。
魂
と
は
鬼
の
盛
な
る
な
り
。
鬼
と
神
と
を
合
は
す
は
、
教
の
至
り
な
り
。
衆
生
は
必
ず
死
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
お
　
　
　
　
か
く

　
　
死
す
れ
ば
必
ず
土
に
帰
る
。
此
れ
を
掌
れ
鬼
と
謂
ふ
。
骨
肉
は
下
に
解
れ
、
陰
れ
て
野
土
と
為
る
。
其
の
気
は
上
に
発
揚
し
て
昭
明

　
　
　
　
　
　
く
ん
こ
う
せ
い
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら

　
　
と
為
る
。
煮
蕎
懐
事
た
る
は
、
此
れ
百
物
の
精
な
り
。
神
の
著
は
る
る
な
り
。
物
の
精
に
因
り
て
、
制
し
て
之
れ
が
極
を
為
し
、
明

　
　
　
　
　
　
　
な
ず
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
し
ゅ

　
　
か
に
鬼
神
を
命
け
て
以
て
黙
首
の
則
と
為
す
。
百
衆
以
て
畏
れ
、
万
民
以
て
服
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
銭
穆
氏
は
「
中
国
思
想
史
中
の
鬼
神
観
」
で
、
右
の
文
は
「
白
首
」
の
一
語
に
よ
り
、
後
人
の
記
録
で
あ
り
、
孔
子
当
時
の
説
話
で
あ

る
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
が
、
し
か
し
先
年
儒
家
中
に
こ
う
し
た
見
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
、
　
『
礼
記
』
疑
義
篇
の
宰
我
鬼

神
章
は
、
従
来
の
鬼
神
観
念
に
連
覇
て
斬
新
な
見
解
で
あ
り
、
子
産
の
魂
魂
論
と
と
も
に
新
し
い
鬼
神
観
で
あ
る
こ
と
、
右
の
文
で
最
も

注
目
す
べ
き
こ
と
は
魂
魂
よ
り
転
じ
て
鬼
神
を
討
論
す
る
に
到
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。

　
朱
子
は
祭
義
篇
の
鄭
玄
の
注
に

　
　
気
は
嘘
吸
出
入
す
る
者
を
謂
ふ
な
り
。
耳
目
の
聡
明
を
魂
と
為
す
。
鬼
神
を
合
し
て
之
れ
を
祭
る
は
、
聖
人
の
教
、
中
れ
を
致
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

と
あ
る
の
も
受
容
し
た
。
右
の
文
の
「
気
」
は
『
礼
記
』
郊
特
性
に
「
魂
気
は
天
に
帰
し
、
形
魂
は
地
に
帰
す
。
故
に
祭
は
諸
を
陰
陽
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

義
に
求
む
る
な
り
。
」
と
あ
り
、
朱
子
も
「
人
身
を
以
て
之
れ
を
言
へ
ば
、
則
ち
気
を
神
と
為
し
て
精
を
鬼
と
為
す
」
　
「
魂
は
怠
れ
耳
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
精
、
魂
は
曲
れ
口
鼻
呼
吸
の
気
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
し
て
朱
子
の
鬼
神
死
生
観
は
「
魂
」
「
魂
」
「
鬼
」
「
神
」
の
四
つ
の
範

疇
で
そ
の
基
本
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
次
は
『
中
庸
或
問
』
の
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
朱
子
は
前
述
「
祭
器
篇
」
「
鄭
注
」
の
他
に
「
魚
子
」
「
張
子
」
「
易
大
伝
」
「
書
経
」

（
舜
典
）
を
自
説
の
根
拠
と
し
て
列
挙
し
た
。

　
　
鬼
神
の
義
、
．
孔
子
、
宰
予
に
告
ぐ
る
所
以
の
者
は
祭
義
の
篇
に
見
へ
た
り
。
其
の
説
已
に
詳
に
し
て
鄭
氏
去
れ
を
釈
し
て
亦
已
に
明

　
・
か
な
り
。
其
れ
口
鼻
の
嘘
価
す
る
者
を
以
て
魂
と
為
す
。
耳
目
の
精
明
な
る
者
を
塊
と
為
す
。
蓋
し
血
気
の
類
を
以
て
張
れ
を
明
か

　
　
に
す
。
息
子
、
張
子
更
に
陰
陽
造
化
を
以
て
説
を
為
せ
る
は
、
則
ち
其
の
意
又
広
し
。
而
し
て
天
地
万
物
の
屈
伸
往
来
無
二
の
中
に

　
　
在
り
。
蓋
し
陽
魂
を
神
と
為
し
、
陰
膳
を
鬼
と
為
す
。
是
を
以
て
其
の
人
に
在
る
や
、
陰
陽
合
へ
ば
、
則
ち
醜
凝
り
下
葉
り
て
生
る

　
　
る
こ
と
有
り
。
陰
陽
判
れ
ば
、
則
ち
魂
曲
り
て
神
と
為
り
、
塊
降
り
て
鬼
と
為
る
。
易
の
大
伝
に
所
謂
精
気
、
物
を
為
し
、
亡
魂
、

　
　
変
を
為
す
。
故
に
鬼
神
の
情
状
を
知
る
、
と
。
正
に
以
て
此
れ
を
明
ら
か
に
せ
り
。
而
し
て
書
に
所
謂
租
落
な
る
者
は
亦
其
の
雨
降

「
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を
以
て
言
を
為
せ
る
の
み
。
若
し
又
其
の
往
来
す
る
者
を
以
て
写
れ
を
言
え
ば
、
’
則
ち
来
る
者
は
方
に
伸
び
て
神
と
為
り
、
往
く
者

　
　
は
既
に
屈
し
て
鬼
と
為
る
。
蓋
し
二
手
の
分
は
、
実
に
一
気
の
運
な
り
。
故
に
陽
は
伸
を
主
ど
り
、
陰
は
屈
を
主
ど
り
て
、
錯
綜
し

　
　
て
以
て
言
ふ
も
、
亦
各
々
其
の
義
を
得
た
り
。

　
朱
子
は
経
学
家
で
あ
る
と
同
時
に
理
学
家
で
あ
り
、
基
本
は
経
典
に
よ
り
な
が
ら
程
子
、
張
子
の
所
説
を
加
味
し
て
鬼
神
死
生
の
説
を

集
大
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
中
庸
章
句
』
第
十
六
章
の
朱
子
の
注
は
朱
子
の
鬼
神
死
生
観
の
結
論
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
便
宜
的
に
こ
の
第
十
六
章
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
え
て
み
る
と
、
前
半
部
分
は
鬼
神
を
陰
陽
病
気
の
屈
伸
往
来
で
と
ら
え
、
、
後

半
部
分
は
祭
祀
の
対
象
と
し
て
の
鬼
神
に
関
す
る
発
言
で
あ
る
。

　
十
六
章
の
前
半
部
分
は
「
子
曰
く
、
鬼
神
の
徳
た
る
、
其
れ
盛
ん
な
る
か
な
。
暗
れ
を
視
れ
ど
も
見
へ
ず
。
之
れ
を
聴
け
ど
も
聞
へ
ず
。

物
に
体
し
て
遺
す
べ
か
ら
ず
。
」
が
本
文
で
あ
り
、
朱
注
は
、
落
子
の
「
鬼
神
は
天
地
の
功
用
に
し
て
、
造
化
の
　
な
り
」
張
子
の
「
鬼

神
ば
回
気
の
良
能
な
り
」
を
引
用
し
た
上
で
、

　
　
　
お
も

　
　
愚
謂
へ
ら
く
、
一
気
を
以
て
言
へ
ば
、
則
ち
鬼
は
、
陰
の
霊
な
り
。
神
は
陽
の
霊
な
り
。
一
気
を
以
て
言
へ
ば
、
則
ち
至
り
て
伸
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
る
者
を
神
と
為
し
、
反
り
て
帰
る
者
を
鬼
と
為
す
。
其
の
実
は
一
物
な
る
の
み
。
徳
為
る
と
は
、
猶
ほ
性
情
功
敷
を
言
ふ
が
ご
と
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ

　
　
鬼
神
は
形
と
声
と
無
し
。
然
れ
ど
も
物
の
終
始
は
陰
陽
合
蝶
の
所
為
に
非
ざ
る
は
湿
し
。
翻
れ
其
の
物
の
体
と
為
り
て
、
物
の
遺
す

　
　
能
は
ざ
る
所
な
り
。
其
れ
物
に
体
す
と
は
、
猶
ほ
易
の
所
謂
事
に
幹
た
り
の
ご
と
し
。

と
朱
子
自
身
の
．
解
釈
を
述
べ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
経
典
の
祖
述
主
義
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
め
い
せ
い
ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま

　
第
十
六
章
の
後
半
部
分
の
本
文
は
「
天
下
の
人
を
し
て
、
斉
明
盛
服
し
て
、
以
て
祭
祀
を
承
け
し
む
。
洋
洋
乎
と
し
て
其
の
上
に
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
　
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
わ
　
　
　
い
と

が
如
く
、
其
の
左
右
に
在
す
が
如
し
。
詩
に
曰
く
、
神
の
格
る
、
度
る
べ
か
ら
ず
。
矧
ん
や
射
ふ
ぺ
け
ん
や
、
と
。
覧
れ
微
の
顕
な
る
、

　
　
お
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

誠
の
捻
う
べ
か
ら
ざ
る
、
此
の
如
き
か
な
」
で
あ
り
、
粛
呈
は
大
略
次
の
如
く
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

　
　
能
く
人
を
し
て
畏
敬
し
て
奉
承
せ
し
む
れ
ば
、
発
見
昭
著
な
る
こ
と
此
の
如
し
。
乃
ち
其
の
物
に
体
し
て
遺
す
べ
か
ら
ざ
る
の
麗
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ん
こ
う
　
　
せ
い
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
じ
る

　
　
り
。
孔
子
曰
く
、
其
の
気
、
上
に
発
揚
し
、
昭
明
、
君
…
蕎
、
懐
愴
と
為
る
。
此
れ
百
物
の
精
な
り
。
神
の
著
し
き
な
り
、
と
。
正
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お

　
　
此
れ
を
謂
ふ
の
み
。
…
…
誠
は
真
実
無
妄
の
謂
な
り
。
陰
陽
合
散
し
て
、
実
に
非
ざ
る
者
無
し
。
故
に
其
の
発
見
の
捻
ふ
べ
か
ら
ざ

　
・
る
こ
と
此
の
如
し
。
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こ
こ
で
も
『
礼
記
』
祭
義
篇
に
見
え
る
孔
子
の
説
明
を
引
用
し
て
祖
述
主
義
的
で
あ
る
。

　
朱
子
は
こ
の
十
六
章
に
関
し
て
弟
子
か
ら
「
天
下
の
人
を
し
て
醍
醐
盛
服
し
て
、
以
て
祭
祀
を
承
げ
し
め
て
、
以
て
之
れ
を
せ
し
む
る

　
　
　
　
　
こ
と

こ
と
有
る
が
若
き
や
」
と
質
問
を
受
け
た
時
、

　
　
只
だ
是
れ
這
箇
の
気
な
り
。
所
謂
昭
明
・
煮
蕎
、
凄
愴
な
る
者
は
、
忽
ち
只
だ
是
れ
這
の
気
な
り
。
昭
明
は
是
れ
光
景
、
煮
蕎
は
是

　
　
じ
ょ
う
ご
ん

　
　
れ
蒸
和
、
懐
愴
は
是
れ
一
般
に
人
を
感
ず
る
こ
と
有
り
て
、
人
を
し
て
惨
標
た
ら
し
め
て
、
所
謂
其
の
風
粛
然
と
い
ふ
が
如
き
者
な

　
　
り
⑬
・

と
答
え
た
。
つ
ま
り
朱
子
は
祭
祀
の
対
象
で
あ
る
鬼
神
も
、
実
は
陰
陽
二
気
の
屈
伸
往
来
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
、
自
然
に
そ
う
な
る
現

象
と
し
て
、
自
然
哲
学
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
島
田
慶
次
氏
は
こ
の
十
六
章
に
つ
い
て
「
徹
頭
徹
尾
、
合
理
的
に
解

　
　
　
　
　
　
　
⑳

釈
し
よ
う
と
す
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

六

　
す
で
に
多
く
の
学
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
朱
子
の
鬼
神
論
は
朱
子
学
の
理
論
に
大
き
な
矛
盾
を
持
ち
こ
ん
だ
難
問
で
あ
る
と
さ

　
⑮

れ
る
。

　
朱
子
は

　
　
鬼
神
は
只
だ
是
れ
気
な
り
。
屈
伸
往
来
す
る
者
は
気
な
り
。
天
地
間
、
気
に
非
ざ
る
こ
と
無
し
。
人
の
気
と
天
地
の
気
と
常
に
相
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
し
て
間
断
無
し
。
人
自
ら
見
ず
。
人
心
才
か
に
動
け
ば
、
必
ず
気
に
達
す
。
便
ち
這
の
屈
伸
往
来
す
る
者
と
相
感
通
す
。

と
鬼
神
を
屈
伸
往
来
す
る
気
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
定
義
し
な
が
ら
、
弟
子
か
ら
「
鬼
神
は
便
ち
只
だ
逼
れ
此
の
気
な
る
や
否
や
」
と
質
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
受
け
た
時
に
は
、
　
「
又
是
れ
這
の
気
の
裏
面
の
神
霊
と
相
似
た
り
」
と
答
え
て
、
鬼
神
を
単
な
る
気
と
と
ら
え
ず
、
留
保
的
発
言
を
す

る
。　

朱
子
は
鬼
神
死
生
の
理
は
、
仏
教
や
世
俗
で
言
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
「
然
れ
ど
も
又
其
の
事
昭
昭
と
し
て
、
理
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
て
推
す
べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
。
此
等
の
処
は
且
く
理
会
す
る
こ
と
を
要
す
る
莫
か
れ
」
と
し
「
世
俗
大
抵
十
分
に
八
分
は
溺
れ
胡
説
有
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⑳

り
、
二
分
亦
此
の
理
有
り
」
と
留
保
的
発
言
を
く
り
か
え
し
、
　
「
鬼
神
の
理
は
、
聖
人
蓋
し
之
れ
を
言
ひ
難
し
。
真
に
一
物
有
り
と
謂
へ

　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
ら

ば
固
よ
り
不
可
な
り
。
真
に
一
物
有
る
に
非
ず
と
謂
ふ
も
亦
不
可
な
り
。
若
し
未
だ
艶
然
と
し
て
見
得
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
重
く
之
れ

　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
闘
き
て
可
な
り
」
と
ま
で
言
う
。

　
朱
子
は
一
方
で
世
間
の
無
神
論
者
、
無
鬼
論
者
の
よ
う
に
鬼
神
の
存
在
を
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
ま
た
仏
教
徒
や
、
世
俗
の

見
る
所
の
よ
う
な
鬼
神
観
を
決
し
て
肯
定
す
る
こ
と
な
く
、
敬
皮
な
経
学
家
、
熱
心
な
理
学
家
と
し
て
基
本
的
に
は
気
の
理
論
に
よ
っ
て

鬼
神
の
多
義
性
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
朱
子
が
門
人
と
な
し
た
彩
し
い
鬼
神
問
答
は
気
の
理
論
に
よ
っ
て
魂
魂
鬼
神
の
存
在
と
現
象
を

説
明
で
き
る
と
い
う
自
負
を
物
語
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

　
朱
子
は
こ
の
よ
う
に
鬼
神
死
生
の
事
を
気
の
理
論
で
説
こ
う
と
し
た
が
、
一
方
で
「
理
会
し
難
き
底
」
の
存
在
を
認
め
、
　
「
此
の
理
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

は
如
何
な
る
か
を
知
ら
ず
」
と
い
う
事
象
の
あ
る
を
認
め
、
　
「
理
を
以
て
推
す
べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
」
と
判
断
し
た
。

　
朱
子
は
お
そ
ら
く
合
理
的
に
解
釈
で
き
な
い
こ
と
が
、
こ
の
世
で
起
こ
り
う
る
こ
と
、
す
べ
て
の
事
象
が
因
果
律
で
は
解
決
で
き
る
と

は
限
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
認
識
が
朱
子
の
鬼
神
死
生
観
の
根
底
に
流
れ
て
お
り
、
一
見
ア
ポ
リ

ア
と
思
わ
れ
る
朱
子
の
理
論
の
自
己
完
結
性
を
支
え
て
い
た
よ
う
に
予
想
さ
れ
る
。
な
お
詳
細
は
後
日
に
期
し
た
い
と
思
う
。
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⑦

『
日
本
語
大
辞
典
』
（
講
談
社
一
九
八
九
年
）
。
　
「
死
生
観
」
。

『
小
百
科
事
典
』
（
平
凡
社
一
九
八
四
年
）
「
死
」
。

余
英
時
『
中
国
古
代
死
後
世
界
観
卑
見
変
』
（
霜
融
出
版
事
業
公
司
『
中
国
思
想
伝
統
的
現
代
詮
釈
』
所
収
一
九
八
七
年
）
。

郭
大
東
『
東
方
死
亡
論
』
“
遼
寧
教
育
出
版
社
一
九
八
九
年
）
。

張
岱
年
『
中
国
哲
学
大
綱
』
（
中
国
哲
学
問
題
史
）
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
一
九
八
二
年
）
第
二
部
分
　
人
生
部
分
　
人
生
論
　
第
四
篇
　
第
九

章
当
人
死
与
不
朽
」
。

『
論
語
』
先
進
篇

『
礼
記
』
檀
弓
上
。



⑧
⑨⑩

⑪
⑫⑬⑭

⑮
⑯

⑰
⑱

⑲
⑳

⑳⑳⑳⑳⑳⑳
⑳

『
荘
子
』
内
篇
、
大
宗
師
篇
。

同
上

同
上『

荘
子
』
内
篇
、
斉
物
論
篇
。

金
谷
治
『
死
と
運
命
一
中
国
古
代
の
思
索
1
』
（
法
蔵
館
一
九
八
六
年
）
。

大
同
小
異
と
い
う
が
、
例
え
ば
「
廓
清
叔
斉
」
が
首
陽
山
で
餓
死
し
た
事
に
つ
い
て
は
、
儒
家
と
道
家
と
の
考
え
方
は
全
く
相
反
す
る
も
の
で
あ

り
、
．
安
易
に
大
同
小
異
と
言
え
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

『
朱
子
語
類
』
巻
三
、
第
一
条
。

同
上
、
第
三
条
。

『
中
国
史
に
お
け
る
仏
教
』
（
木
村
隆
一
・
小
林
俊
孝
共
訳
第
三
文
明
社
一
九
八
八
年
）
。

『
朱
子
文
集
』
巻
四
十
「
。

同
上
巻
四
＋
五
。

『
朱
子
語
類
』
巻
三
、
第
七
条
。

同
上
、
第
六
条
σ

『
朱
子
文
集
』
巻
四
十
六
。

「
朱
子
鬼
神
論
の
輪
郭
」
（
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
観
念
の
比
較
文
化
論
的
研
究
』
所
牧
講
談
社
一
九
八
一
年
）
。

『
論
語
徴
』
己
。

同
上『

中
国
哲
学
史
』
第
二
章
、
第
五
節
「
孔
子
の
宗
教
思
想
」
（
岩
波
書
店
一
九
五
三
年
）
。

『
朱
子
語
類
』
巻
三
、
第
四
条
。

罪
証
『
朱
子
新
学
案
』
の
「
朱
子
学
堅
頭
」
中
に
「
其
実
朱
子
言
鬼
神
、
王
立
一
一
引
擦
古
経
籍
、
顕
与
古
経
雨
中
観
念
分
岐
。
朱
子
又
因
而
推

及
於
魂
魂
義
、
祭
祀
義
、
要
之
甲
信
雑
繰
新
旧
、
・
自
創
一
説
、
合
而
組
成
「
思
想
大
体
系
。
貌
若
陳
旧
、
実
則
新
鮮
。
故
論
理
学
家
之
大
伝
統
、

則
自
当
属
於
儒
家
、
苗
齢
不
害
熊
野
大
伝
統
下
之
各
有
創
造
。
此
守
仏
理
学
家
皆
然
、
尊
王
大
信
深
、
能
於
伝
統
創
造
鍵
方
各
榛
其
極
、
則
必
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首
推
朱
子
。
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

⑳
　
『
朱
子
語
類
』
巻
三
、
第
二
十
七
条
。

⑳
同
上
巻
六
十
三
、
中
庸
第
十
六
章
。

⑳
二
「
孔
子
以
下
儒
家
之
鬼
神
論
」
『
霊
魂
與
心
』
（
聯
経
出
版
事
業
公
司
一
九
五
四
年
）
所
収
。

⑳
『
朱
子
語
類
』
巻
三
、
第
二
十
二
条
。

⑫
　
同
上
、
第
三
十
条
。

⑳
　
同
上
、
巻
六
十
三
、
中
庸
第
十
六
章
、
第
十
四
条
。

⑭
　
　
『
大
学
・
中
庸
』
下
、
　
（
朝
日
新
聞
社
　
中
国
古
典
選
、
一
九
八
三
）
。

⑮
　
例
え
ば
古
く
は
後
藤
俊
瑞
氏
は
『
朱
子
の
実
践
哲
学
』
の
中
で
、
朱
子
の
気
の
理
論
で
は
「
祭
祀
に
あ
た
っ
て
祖
宗
の
気
の
来
格
す
る
こ
と
は
解

　
　
釈
が
つ
か
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
近
く
は
島
田
虞
去
年
が
「
こ
の
鬼
神
問
題
は
朱
子
学
の
理
論
に
大
き
な
矛
盾
を
持
ち
こ
ん
だ
難
問
で
あ
っ
て
、

　
　
朱
子
は
つ
い
に
そ
れ
に
明
確
な
解
決
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
…
…
朱
子
の
気
の
理
論
は
、
つ
い
に
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
こ
と

　
　
は
で
き
な
か
っ
た
」
（
『
大
学
・
中
庸
』
下
、
朝
日
新
聞
社
）
と
指
摘
さ
れ
、
山
田
慶
児
氏
も
「
要
す
る
に
、
朱
子
は
祖
先
の
祭
祀
を
気
の
理
論
に

　
　
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
破
綻
は
、
社
会
倫
理
を
自
然
主
義
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
の
困
難
さ
、
あ
る
い
は
不
可

　
　
能
性
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
し
め
し
て
い
る
」
（
『
朱
子
の
自
然
学
』
岩
波
書
店
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ま
た
友
枝
龍
太
郎
氏
は
「
鬼
神
を
陰
陽
の
は
た
ら
き
で
説
く
合
理
化
の
方
向
と
、
神
秘
的
な
祭
祀
感
格
と
の
間
に
は
、
…
…
解
き
難
い
難
問
を
残

　
　
す
の
で
あ
る
が
」
（
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
春
秋
社
）
と
こ
の
問
題
を
難
問
と
し
な
が
ら
も
、
同
書
の
結
語
で
は
「
祭
祀
感
格
の
神
秘
性
の
残
留
は
、

　
　
理
で
詰
め
る
朱
子
の
窮
理
の
立
場
を
補
う
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
最
近
、
柴
田
篤
氏
は
「
朱
子
の
気
に
よ
る
鬼
神
論
は
論
理

　
　
的
破
綻
を
来
し
て
お
り
》
祭
祀
の
問
題
に
至
っ
て
、
朱
子
の
合
理
主
義
的
鬼
神
解
釈
は
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
従
来
の
見
方
に

　
・
対
し
「
少
く
と
も
朱
子
自
身
の
思
想
体
系
に
お
い
て
は
、
論
理
的
矛
盾
や
破
綻
を
招
来
す
る
と
い
う
言
い
方
だ
け
で
は
片
付
か
な
い
も
の
が
あ
っ

　
　
た
と
言
え
る
」
（
『
哲
学
年
報
』
五
十
輯
所
収
、
　
「
陰
陽
の
霊
と
し
て
の
鬼
神
－
朱
子
鬼
神
魂
酔
興
へ
の
序
章
1
」
）
と
従
来
の
朱
子
鬼
神
論
批
判

　
　
の
反
批
判
的
観
点
を
提
出
し
て
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

⑯
　
　
『
朱
・
子
語
類
』
巻
三
、
第
七
条
。

⑰
向
上
、
第
八
条
。
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⑱⑲
⑳

同
上
、
第
十
二
条
。

同
上
、
巻
六
十
三
、
中
庸
第
十
六
章
。

『
朱
子
文
集
』
巻
五
十
一
、
答
董
叔
重
第
五
書
。

〈
備
考
〉
小
稿
は
一
九
九
二
年
五
月
三
十
日
、
中
華
民
国
、
台
北
市
の
中
央
研
究
院
に
治
い
て
開
催
さ
れ
た

観
」
と
し
て
発
表
し
た
原
稿
を
も
と
に
し
て
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
国
際
朱
子
学
会
議
」
で
「
朱
塗
的
死
生

［
5
4「


