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陰
陽
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霊
と
し
て
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暁
論
へ
の
序
章
｜
｜

柴

田
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古
来
、
中
国
に
お
い
て
は
鬼
神
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
存
在
の
有
無
や
対
応
の
仕
方
に
関
し
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
一
般
に
鬼
神
は
、
天
神
・
地
祇
・
人
鬼
を
含
ん
だ
概
念
で
あ
り
、
祭
杷
儀
礼
に
直
接
関
わ
る
問
題
で
あ

る
と
共
に
、
人
間
の
死
あ
る
い
は
死
後
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
直
接
鬼
神
に
つ
い

て
の
論
究
が
み
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
と
か
、
大
し
て
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
概
に
は
言
え
な
い
。
生
と
死
に
関
し
て
、
ま
た
人
間
の
認
識
能
力
を
超
え
た
こ
と
が
ら

に
対
し
て
、
そ
の
人
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
掘
り
下
げ
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の

全
体
像
を
探
究
す
る
た
め
に
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
今
回
取
り
上
げ
る
朱
子
の
場
合
で
も
、
そ
の
鬼
神
や

魂
暁
に
関
す
る
思
索
は
、
彼
の
人
間
観
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
『
朱
子
語
類
』
一
四
O
巻
中
、
冒
頭
の
基
礎
理
論
編
の
構
成
は
、
巻
一
・
二
は
「
理
気
」
、
巻
三
は
「
鬼
神
」
、
巻
四
・
五
・

六
は
「
性
理
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
、
巻
一
・
一
一
を
「
世
界
観
・
存
在
論
」
、
巻
四
・
五
・
六
を
「
人
間
観
・
人
性
論
」

と
言
う
な
ら
ば
、
巻
三
の
鬼
神
は
、
そ
の
中
間
に
位
置
し
て
お
り
、
世
界
存
在
と
人
間
存
在
の
双
方
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
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ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
あ
る
い
は
、
世
界
と
人
聞
を
包
括
す
る
、
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
鬼
神
が
あ
る
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

又
、
『
語
類
』
巻
一
四
l
九
二
に
展
開
さ
れ
る
経
書
解
釈
の
中
で
も
、
鬼
神
に
関
す
る
議
論
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
語

類
』
の
構
成
を
一
瞥
し
て
も
、
鬼
神
に
関
す
る
問
題
が
朱
子
の
思
想
体
系
全
般
に
深
く
関
わ
る
テ
l
マ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
鬼
神
と
い
う
言
葉
に
は
、
様
々
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
『
朱
子
語
類
』

巻
首
に
あ
る
黄
子
毅
「
朱
子
語
類
門
目
」
の
「
鬼
神
」
の
項
で
は
、
次
の
よ
う
に
三
つ
に
大
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
天
に
お
け
る

鬼
神
」
つ
ま
り
陰
陽
の
造
化
、
「
人
に
お
け
る
鬼
神
」
つ
ま
り
人
が
死
ん
で
鬼
と
な
る
も
の
、
「
祭
杷
の
鬼
神
L

つ
ま
り
天
神
・
地
祇
・
祖

考
で
あ
る
。
こ
の
分
類
か
ら
も
、
朱
子
の
鬼
神
概
念
が
、
祭
杷
の
対
象
と
な
る
も
の
を
指
す
と
同
時
に
、
陰
陽
の
造
化
と
い
う
存
在
論
の

面
と
、
死
後
の
存
在
を
含
め
た
人
間
論
の
面
と
い
う
、
両
面
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
以
上
の
点
は
、
朱
子
の
弟
子
の

手
に
な
る
『
朱
子
語
類
』
の
構
成
分
類
上
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
朱
子
自
身
の
思
想
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
朱
子
の
発
言
や
著
述
に
即
し
て
、
特
に
人
間
存
在
に
お
け
る
鬼
神
と
し
て
の
「
魂
暁
」
の
概
念

を
中
心
に
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
朱
子
に
は
性
善
説
の
基
盤
の
上
に
、
「
心
統
性
情
」
と
「
性
即
理
」
と
を
根
幹
と

す
る
綴
密
な
人
生
論
が
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、
鬼
神
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
今
一
つ
明
確
に
さ
れ
て
い
な

い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
朱
子
の
人
間
理
解
に
お
け
る
鬼
神
魂
幌
概
念
の
位
置
付
け
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
の
人
間
観
や
世
界
観
を
再
検
討
す
る
糸
口
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

な
お
、
朱
子
の
鬼
神
論
に
関
す
る
専
論
と
し
て
は
、
友
枝
龍
太
郎
氏
の
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
第
二
章
「
存
在
の
問
題
」
第
三
節
「
鬼

神
説
ヤ
三
浦
園
雄
氏
の
「
朱
子
鬼
神
論
の
輪
郭
」
、
銭
穆
氏
の
『
朱
子
新
学
案
』
第
一
冊
「
朱
子
論
鬼
神
」
等
が
あ
る
。
諸
論
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。



陰陽の霊としての鬼神

先
ず
初
め
に
、
『
論
語
』

の
「
敬
鬼
神
而
遠
之
」
（
羅
也
篇
）
と
「
子
不
語
怪
力
乱
神
」
（
述
而
篇
）

の
語
に
対
す
る
朱
子
の
註
釈
を
見

て
み
よ
う
。

人
道
と
し
て
為
す
べ
き
こ
と
に
専
ら
力
を
注
い
で
、
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
鬼
神
の
こ
と
に
惑
わ
な
い
の
は
、
知
者
の
事
で
あ
る
。

（
論
語
集
註
・
薙
也
篇
）

怪
異
や
勇
力
や
惇
乱
の
事
は
、
正
し
い
道
理
で
は
な
い
か
ら
、
も
と
よ
り
聖
人
が
語
る
こ
と
で
は
な
い
。
鬼
神
は
造
化
の
跡
で
あ
り
、

正
し
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
十
分
に
理
を
窮
め
な
い
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
し
に
く
い
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
軽
々
し
く

人
に
語
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
向
上
・
述
而
篇
）

こ
の
よ
う
に
朱
子
は
、
鬼
神
に
は
不
可
知
な
る
要
素
、
明
白
に
し
が
た
い
面
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
『
語
類
』
巻
三
「
鬼
神
」

の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

鬼
神
の
こ
と
は
二
番
手
に
す
る
こ
と
だ
。
あ
の
影
も
形
も
な
い
も
の
は
、
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
理
解
す
る
必
要
は
な
い
。

先
ず
は
日
常
の
切
実
な
こ
と
に
努
力
す
れ
ば
よ
い
。
孔
子
が
「
十
分
に
人
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
鬼
神

に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
生
の
こ
と
が
解
っ
て
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
死
後
の
こ
と
が
解
ろ
う
。
」
（
先
進
篇
）
と
言
っ
て

い
る
が
、
こ
こ
に
尽
き
る
。
つ
ま
り
、
理
解
す
べ
き
も
の
が
理
解
で
き
れ
ば
、
や
が
て
鬼
神
の
こ
と
は
自
然
に
解
る
の
だ
。
も
し
理

解
す
べ
き
も
の
を
理
解
せ
ず
に
、
ひ
た
す
ら
緊
要
で
な
い
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
や
が
て
何
も
解
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
書
簡
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

鬼
神
の
道
理
は
、
聖
人
で
も
説
き
が
た
い
も
の
で
す
。
本
当
に
一
物
が
存
在
す
る
と
言
う
の
は
、
も
と
よ
り
よ
く
な
い
が
、
本
当
に

一
物
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
と
言
う
の
も
よ
く
な
い
。
も
し
は
っ
き
り
と
解
ら
な
い
な
ら
、
し
ば
ら
く
置
い
て
お
く
の
が
よ
い
で

七



七
四

し
よ
う
。
（
朱
子
文
集
・
巻
五
一
・
答
董
叔
重
）

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
朱
子
は
鬼
神
の
問
題
に
関
し
て
も
「
窮
理
」
の
対
象
と
し
て
分
析
解
明

を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
鬼
神
が
理
解
し
が
た
く
、
説
き
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
終
始
慎
重
な
態
度

を
と
り
続
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
彼
が
鬼
神
の
問
題
に
対
し
て
優
柔
不
断
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
『
論
語
』
先
進
篇
の
孔
子
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
人
と
鬼
神
、
人
生
と
死
後
、
つ

ま
り
「
知
」
と
「
不
知
」
を
明
確
に
区
別
す
る
と
い
う
、
孔
子
以
来
の
考
え
方
を
継
承
す
る
も
の
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
「
説
き
に
く
い

も
の
だ
か
ら
、
暫
く
置
い
て
お
く
方
が
よ
い
。
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
直
ち
に
朱
子
が
鬼
神
の
問
題
を
重
視
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
な

い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
っ
た
言
い
方
の
背
後
に
あ
る
も
の
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

さ
て
、
鬼
神
に
関
す
る
朱
子
の
概
念
定
義
は
、
『
中
庸
章
句
』
第
一
六
章
に
見
え
る
。

程
子
は
「
鬼
神
は
天
地
の
功
用
、
造
化
の
跡
で
あ
る
。
」
と
云
い
、
張
子
は
「
鬼
神
は
二
気
の
良
能
で
あ
る
。
」
と
云
っ
て
い
る
。
私

が
思
う
に
、
二
気
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
鬼
は
除
の
霊
で
あ
り
、
神
は
陽
の
霊
で
あ
る
。
一
気
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
至
り
て

伸
び
る
も
の
は
神
で
あ
り
、
反
り
て
帰
る
も
の
は
鬼
で
あ
る
。
そ
の
実
、
一
物
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
朱
子
は
、
程
子
や
張
子
の
説
を
承
け
な
が
ら
、
鬼
神
を
陰
陽
二
気
の
作
用
・
現
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
『
朱
子
語
類
』

に
「
鬼
神
は
陰
陽
の
消
長
に
他
な
ら
な
い
。
」
（
巻
三

1
6）
と
か
、
「
鬼
神
は
気
に
他
な
ら
な
い
。
屈
伸
往
来
す
る
も
の
は
気
で
あ
る
。
」

（
巻
三
｜
7
）
と
か
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
考
え
方
を
踏
襲
す
る
も
の
と
言
え
る
。
た
だ
『
中
庸
章
句
』
で
は
、
鬼
神
は
陰
陽
の
二
気
で

あ
る
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
一
言

（直）

は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

鬼
神
は
二
気
の
霊
で
あ
る
。
（
読
書
続
録
・
巻
一
一
）

鬼
は
屈
で
あ
り
、
神
は
伸
で
あ
る
。
屈
伸
は
陰
陽
の
霊
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
向
上
・
巻
一

O
）



こ
の
よ
う
に
、
醇
敬
軒
は
二
気
の
霊
と
し
て
鬼
神
を
捉
え
て
い
る
が
、
更
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

鬼
神
は
天
地
に
お
け
る
陰
陽
の
霊
で
あ
り
、
魂
晩
は
人
身
に
お
け
る
陰
陽
の
霊
で
あ
る
。
（
向
上
・
巻
一
一
一
）

魂
暁
に
つ
い
て
は
、
朱
子
自
身
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

除陽の霊としての鬼神

鬼
神
は
天
地
の
聞
の
一
気
に
通
じ
て
言
い
、
魂
幌
は
人
身
を
主
と
し
て
言
う
。
（
朱
子
文
集
・
巻
四
四
・
答
梁
文
叔
）

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鬼
神
は
様
々
な
内
容
を
含
む
が
、
魂
醜
は
人
聞
の
み
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
魂
暁
は
、
古
来

中
国
の
人
々
が
死
と
死
後
の
問
題
を
論
ず
る
際
に
、
し
ば
し
ば
登
場
す
る
概
念
で
あ
り
、
文
献
に
よ
っ
て
内
容
表
現
に
若
干
の
違
い
も
見

ら
れ
る
が
、
概
ね
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
昭
人
は
魂
と
暁
が
合
わ
さ
っ
た
存
在
で
あ
り
、
死
ぬ
と
、
魂
と
暁
と
が
分
離
し
、
魂
は

天
に
昇
り
、
暁
は
地
に
降
る
。
暁
は
、
形
幌
・
体
幌
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
肉
体
的
・
形
体
的
要
素
を
持
ち
、
魂
は
、
魂
気
・
知
気
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
精
神
的
・
理
知
的
要
素
を
担
う
。
ま
た
、
暁
は
鬼
と
、
魂
は
神
と
、
概
念
的
に
結
び
つ
く
。
陰
陽
で
一
一
守
え
ば
、
魂
は
陽

で
、
暁
は
陰
で
あ
る
。
朱
子
は
、
こ
う
い
っ
た
伝
統
的
な
解
釈
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
が
生
ま
れ
る
時
、
魂
と
塊
は
交
わ
り
あ
い
、
死
ね
ば
離
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
散
去
す
る
。
魂
は
陽
で
あ
っ
て
上
に
散
じ
、
暁
は
陰
で
あ
っ

て
下
に
散
ず
日
（
朱
子
語
類
・
巻
八
七
・
祭
義

l
5）

幌
は
形
の
神
で
、
魂
は
気
の
神
で
あ
る
。
魂
暁
は
神
と
気
の
精
英
で
あ
る
か
ら
、
霊
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
張
子
は
「
二
気

の
良
能
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
（
向
上
｜
6
）

こ
こ
で
朱
子
が
「
醜
は
形
の
神
で
、
魂
は
気
の
神
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
七
年
の
孔
頴
達
の
正
義
に

｛鈎｝

「
形
の
霊
な
る
も
の
を
名
づ
け
て
暁
と
い
う
。
」
「
気
の
神
な
る
も
の
を
名
づ
け
て
魂
と
い
う
。
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
と
い
え
る
。

遡
れ
ば
、
『
准
南
子
』
精
神
訓
の
高
誘
注
に
見
え
る
「
暁
は
陰
の
神
で
あ
る
。
魂
は
陽
の
神
で
あ
る
。
」
と
い
う
解
釈
に
基
づ
く
も
の
と

い
え
る
。
こ
れ
は
、
『
説
文
解
字
』
第
九
上
の
「
魂
、
陽
気
也
。
」
「
晩
、
陰
神
也
。
」
と
い
う
説
と
も
重
な
る
。
つ
ま
り
、
朱
子
の
「
鬼
は

陰
の
霊
、
神
は
陽
の
霊
」
と
い
う
定
義
は
、
表
現
上
は
以
上
の
よ
う
な
伝
統
的
解
釈
を
踏
襲
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
語
類
』

七
五
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の
中
で
自
ら
高
誘
注
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解
る
（
朱
子
語
類
・
巻
一
一
一
l
日
）
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
朱
子
の
鬼
神
解
釈
は

単
に
伝
統
的
鬼
神
観
を
踏
ま
え
た
だ
け
の
も
の
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
朱
子
は
、
程
伊
川
の
「
鬼
神
は
造
化
の
跡
で
あ
る
。
」
よ
り
も
、

張
横
渠
の
「
鬼
神
は
二
気
の
良
能
で
あ
る
。
」
の
方
が
よ
り
的
確
な
表
現
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
（
向
上
・
巻
六
三
・
中
庸
一
六
章
｜
四
）

が
、
そ
れ
は
な
ぜ
匂
朱
子
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
コ
蚕
」
の
作
用
で
あ
る
こ
と
が
「
分
明
」
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、

先
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
二
気
の
良
能
」
と
い
う
表
現
こ
そ
鬼
神
魂
暁
が
「
気
の
精
英
」
で
あ
り
、
「
気
の
霊
」
で
あ
る
と
い

う
性
格
を
最
も
明
確
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
「
鬼
は
陰
の
霊
、
神
は
陽
の
霊
」
と
い
う
定
義
に
は
、

や
は
り
彼
な
り
に
特
別
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
更
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

朱
子
は
性
と
暁
魂
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

性
は
理
に
他
な
ら
な
い
。
来
散
す
る
と
は
一
一
え
な
い
。
東
ま
る
と
生
じ
、
散
じ
る
と
死
ぬ
も
の
は
、
気
に
他
な
ら
な
い
。
所
謂
精
神

魂
醜
で
、
知
覚
の
あ
る
も
の
は
、
皆
気
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
緊
ま
れ
ば
有
り
、
散
ず
れ
ば
無
く
な
る
。
理
と
な
る
と
、

も
と
も
と
紫
散
に
よ
っ
て
有
っ
た
り
無
か
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
：
・
（
中
略
）
・
：
鬼
神
は
精
神
魂
暁
で
あ
る
。
程
子
の
云
う

「
天
地
の
功
用
」
、
張
子
の
云
う
「
二
気
の
良
能
」
は
、
い
づ
れ
も
性
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
な
い
。
（
朱
子
文
集
・
巻
四
五
・
答

摩
子
晦
）

こ
の
よ
う
に
、
気
の
衆
散
に
よ
っ
て
存
滅
す
る
精
神
魂
醜
知
覚
と
、
緊
散
す
る
こ
と
の
な
い
理
で
あ
る
性
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
人
が
死
ぬ
と
陰
陽
の
気
は
分
散
消
滅
し
、
魂
幌
も
散
減
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。
だ
と
す
る
と
、
問
題
に
な
る
の
は
、
宗
廟
の
祭
把
に
お
い
て
祖
霊
が
来
格
し
、
子
孫
が
そ
れ
に
感
格
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
鬼
神
を
気
の
姿
と
し
て
捉
え
る
時
、
祖
霊
の
祭
杷
と
矛
盾
し
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
は
、
こ
の



問
題
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

天
地
陰
陽
の
気
と
い
う
も
の
が
あ
る
だ
け
で
、
人
も
万
物
も
す
べ
て
こ
の
気
を
受
け
る
。
気
が
来
ま
れ
ば
人
と
な
り
、
散
ず
れ
ば
鬼

と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
気
が
散
じ
て
し
ま
っ
て
も
、
天
地
陰
陽
の
理
と
い
う
も
の
は
生
生
と
し
て
窮
ま
る
こ
と
が
な
い
。
祖
考
の

精
神
魂
暁
は
散
じ
て
し
ま
っ
て
も
、
子
孫
の
精
神
魂
幌
に
は
も
と
よ
り
連
続
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
祭
杷
の
札
で
誠
敬
を

尽
く
せ
ば
、
祖
考
の
魂
暁
を
招
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
と
よ
り
説
き
難
い
こ
と
だ
。
散
じ
て
し
ま
う
と
、
す
っ
か
り

無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
誠
敬
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
感
格
す
る
と
い
う
の
は
、
理
が
常
に
し
っ
か
り
と

存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
朱
子
語
類
・
巻
一
一
一
ー
ー
臼
）

こ
の
よ
う
に
朱
子
は
、
魂
暁
は
気
だ
か
ら
人
が
死
ぬ
と
散
亡
し
て
し
ま
う
、
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
束
散
す
る
こ
と

の
な
い
理
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
度
、
『
中
庸
章
句
』
第
一
六
章
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
章
は
、
「
夫
微
之
顕
、
誠
之
不
可

掩
知
此
夫
。
」
と
い
う
句
で
結
ぼ
れ
る
が
、
朱
子
は
「
誠
は
真
実
無
妄
の
こ
と
で
あ
る
。
陰
陽
の
合
散
は
、
真
実
で
な
い
も
の
は
な
い
。
」

と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
誠
は
「
実
理
」
の
実
と
同
義
と
考
え
て
よ
い
。
陰
陽
の
合
散
、
つ
ま
り
鬼
神
は
実
理
に
適
っ
た
こ
と
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

陰陽の霊としての鬼神

鬼
神
は
気
を
主
と
し
て
言
っ
た
も
の
で
、
形
而
下
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
物
に
対
し
て
言
え
ば
、
鬼
神
は
気
を
主
と
し
て
物

の
体
と
な
り
、
物
は
形
を
主
と
し
て
気
を
待
っ
て
生
ず
。
思
う
に
、
鬼
神
は
気
の
精
英
で
、
所
謂
「
誠
の
掩
う
べ
か
ら
ざ
る
」
も
の

で
あ
る
。
誠
は
実
で
あ
る
。
鬼
神
は
実
有
の
も
の
で
、
屈
す
る
の
は
実
に
屈
し
、
伸
ぴ
る
の
は
実
に
伸
び
る
。
屈
伸
合
散
は
、
実
で

無
い
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
掩
う
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
昭
昭
と
発
現
す
る
の
で
あ
る
杷
（
朱
子
語
類
・
巻
六
三
・

中
庸
一
六
章

1
5）

こ
の
よ
う
に
、
「
誠
之
不
可
掩
」
は
鬼
神
が
実
有
す
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
、
と
解
釈
さ
れ
る
。
更
に
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

誠
は
実
然
の
理
で
あ
り
、
鬼
神
も
実
理
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
理
が
な
け
れ
ば
、
鬼
神
も
存
在
し
な
い
4

（
向
上

l
m）

七
七
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以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
魂
晩
は
二
気
が
往
来
屈
伸
す
る
作
用
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
理
が
厳
然
と
存
在
し
た
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
鬼
神
は
実
理
に
他
な
ら
な
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
朱
子
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
鬼
神
は
二
気
の
良
能
で
あ
る
。
」
（
と
、
張
子
は
述
べ
て
い
る
が
、
）
こ
れ
は
、
（
気
の
）
往
来
屈
伸
は
理
の
自
然
で
あ
り
、
作
為
按

配
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
、
だ
か
ら
「
良
能
」
と
言
っ
た
の
だ
。
（
向
上

l
m）

こ
の
よ
う
に
、
二
気
の
運
動
は
褒
散
す
る
こ
と
の
な
い
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
理
の
自
然
な
る
働
き
が
「
良
能
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
朱
子
は
「
良
能
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
「
陰
陽
の
霊
」
の

意
味
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
鬼
神
は
単
に
陰
陽
二
気
の
作
用
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
理
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
陰

陽
の
霊
」
と
い
う
言
い
方
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
朱
子
は
、
鬼
神
禍
福
吉
凶
の
こ
と
を
徹
底
し
て
理
で
も
っ
て

捉
え
よ
う
と
す
る
意
見
に
対
し
て
、
「
き
み
の
言
う
通
り
だ
と
、
鬼
神
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
鬼
神
は
確
か
に
理
か
ら
説
明
す
る
が
、

し
か
し
、
気
が
無
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
L

と
忠
告
し
て
い
る
（
朱
子
語
類
・
巻
八
七
・
祭
義
！
日
）
。
理
の
面
か
ら
だ
け
で
論

ず
る
な
ら
ば
、
鬼
神
の
実
在
が
説
明
で
き
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
朱
子
は
あ
く
ま
で
も
気
と
理
を
兼
ね
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
鬼

神
を
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
繰
り
返
し
て
雪
ヲ
ん
ば
、
「
二
気
の
良
能
」
「
陰
陽
の
霊
」
と
い
う
鬼
神
の
定
義
に
は
、
理
気
の
統

合
体
と
し
て
の
鬼
神
の
姿
が
説
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
理
と
気
の
統
合
に
よ
っ
て
事
物
が
成
立
す
る
と
い
う
の
は
、
朱
子
の
存
在
論
に
お
け
る
普
遍
的
原
理
と
い
え
る
。
「
天
下

に
は
、
理
を
離
れ
た
気
だ
け
の
存
在
も
な
け
れ
ば
、
気
を
離
れ
た
理
だ
け
の
存
在
も
な
い
」
（
朱
子
語
類
・
巻
一
1
1
6
）
の
で
あ
り
、
万

物
を
造
化
す
る
働
き
は
陰
陽
五
行
で
あ
る
が
、
理
が
あ
っ
て
こ
そ
気
の
働
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。

人
や
物
が
生
ず
る
際
、
必
ず
理
を
得
て
こ
そ
健
順
仁
義
札
智
の
性
と
な
り
、
必
ず
気
を
得
て
こ
そ
魂
幌
五
臓
百
骸
の
身
と
な
る
の
で

あ
る
。
周
子
の
（
『
太
極
図
説
』
に
）
所
謂
「
無
極
の
真
、
二
五
の
精
、
妙
合
し
て
凝
る
」
と
は
、
正
に
こ
れ
を
言
っ
た
も
の
で
あ

る
。
（
大
学
或
間
）



理
は
存
在
の
原
理
・
規
範
で
あ
り
、
形
而
上
の
道
で
あ
る
か
ら
、
「
必
ず
理
が
あ
っ
て
こ
そ
気
が
あ
る
。
」
（
向
上
）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
理
と
気
の
先
後
関
係
は
極
め
て
微
妙
な
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
朱
子
は
、
「
理
が
あ
っ
て
こ
そ
、
気
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と

い
う
質
問
に
答
え
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
本
来
、
先
後
が
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
よ
っ
て
来
る
所
を
推
し
究
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
先
に
理
が
あ
る
と
説
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
理
が
別
に
一
物
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
気
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
気
が
無
け
れ
ば
、

理
は
落
ち
着
き
所
が
無
い
。
（
朱
子
語
類
・
巻
一
日
）

ま
た
、
理
先
気
後
の
説
に
対
す
る
質
問
に
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
説
く
べ
き
で
は
な
い
。
直
ち
に
理
が
あ
っ
て
こ
そ
気
が
あ
る
の
か
、
理
は
あ
と
で
気
が
先
な
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
ど

ち
ら
も
推
し
究
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
推
測
す
る
に
、
恐
ら
く
気
は
理
に
よ
っ
て
運
行
す
る
。
気
が
集
ま
る
と
き
に
は
、

理
も
存
在
す
る
。
思
う
に
、
気
は
凝
結
造
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
理
の
方
は
情
意
も
な
く
、
計
度
造
作
す
る
こ
と
も
な
い
。
た

だ
、
気
が
凝
来
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
理
も
そ
の
中
に
あ
る
0

・
：
（
中
略
）
：
・
た
だ
気
が
あ
れ
ば
、
理
は
必
ず
そ
の
中
に
あ
る
。
（
同

上
！
日
）

陰陽の箆としての鬼神

こ
の
よ
う
に
、
理
と
気
の
関
係
は
、
一
概
に
先
後
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、
両
者
は
混
融
し
て
い
る
と
い
え
る
。
朱
子

は
『
太
極
図
説
』
の
「
無
極
之
真
、
二
五
之
精
、
妙
合
而
凝
。
」
の
句
を
説
明
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
天
下
に
は
性
を
離
れ
て
物
は
存
在
し
な
い
し
、
性
が
存
在
し
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
れ
が
、
無
極
と
二
五
が
隔
で
な
く
混

融
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
所
謂
「
妙
合
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
真
」
と
は
理
か
ら
言
っ
た
も
の
で
、
無
妄
の
こ
と
で
あ
る
。
「
精
」

と
は
気
か
ら
言
っ
た
も
の
で
、
不
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
（
太
極
図
説
解
）

以
上
の
よ
う
に
、
朱
子
の
存
在
論
に
お
け
る
理
気
の
妙
合
と
い
う
性
格
を
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
先
に

引
い
た
『
大
学
或
問
』
に
「
必
ず
気
を
得
て
こ
そ
、
魂
晩
五
臓
百
骸
の
身
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
魂
醜
は
確
か
に
陰

七
九
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陽
の
二
気
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
魂
塊
も
実
有
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
理
気
の
混
融
・
妙
合
と
い
う
性
格
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
二
気
の
良
能
」
「
陰
陽
の
霊
」
と
い
う
表
現
で
鬼
神
魂
暁
が
捉
え
ら
れ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
朱
子
の
鬼
神

魂
暁
に
関
す
る
考
え
方
を
、
単
純
に
「
気
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
」
と
捉
え
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
、
活

四

さ
て
、
次
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
魂
暁
の
内
容
・
作
用
で
あ
る
。
前
節
で
引
用
し
た
中
に
、
「
所
調
精
神
魂
醜
で
、
知
覚
の
あ
る
も

の
は
、
皆
気
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
朱
子
文
集
・
巻
四
五
・
答
摩
子
晦
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
魂
醜
は
知
覚
の
働
き
を
持
つ
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
知
覚
」
は
、
朱
子
学
で
は
心
性
論
の
範
曙
に
属
す
る
概
念
で
あ
り
、
「
心
」
が
保
有
す
る
重
要
な
機
能
で
あ
る
。

例
え
ば
、
人
心
と
道
心
を
論
じ
る
場
合
に
も
、
朱
子
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

心
の
虚
霊
な
る
知
覚
は
同
一
で
あ
る
が
、
人
心
と
道
心
の
違
い
が
生
じ
る
の
は
、
形
気
の
私
よ
り
生
じ
る
も
の
と
、
性
命
の
正
し
き

よ
り
生
じ
る
も
の
が
あ
り
、
知
覚
を
な
す
根
本
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
中
庸
章
句
序
）

朱
子
が
知
覚
と
言
う
場
合
に
は
、
身
体
的
諸
感
覚
の
機
能
か
ら
条
理
規
範
の
認
識
に
至
る
ま
で
を
広
く
含
む
が
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ

て
い
る
。知

覚
さ
れ
る
も
の
は
理
で
あ
る
。
理
は
知
覚
を
離
れ
な
い
し
、
知
覚
は
理
を
離
れ
な
い
。
（
朱
子
語
類
・
巻
五

l
M）

知
覚
さ
れ
る
も
の
は
心
の
理
で
あ
る
。
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
気
の
霊
で
あ
る
。
（
同
上
・
巻
五
｜
部
）

理
は
心
が
知
覚
認
識
す
る
対
象
で
あ
る
が
、
心
と
理
は
本
来
貫
通
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
朱
子
は
、
心
が
理

を
知
覚
す
る
働
き
を
、
「
心
の
虚
霊
」
あ
る
い
は
「
気
の
霊
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
す
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
『
大
学
章
句
』
格

物
補
伝
中
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。

思
う
に
、
人
心
の
霊
に
は
、
知
が
備
わ
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
し
、
天
下
の
事
物
に
は
、
理
が
備
わ
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
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た
だ
、
理
に
関
し
て
十
分
に
窮
め
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
か
ら
知
が
窮
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
下
の
事
物
が
具
有
し
て
い
る
理
を
究
明
し
認
識
す
る
作
用
は
、
心
の
霊
妙
な
る
働
き
（
人
心
の
霊
）
と
見
な
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
場
合
、
知
覚
す
る
能
力
は
何
に
依
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
朱
子
は
、
「
知
覚
は
心
の
霊
妙
な
働
き
と
し
て
本
来
こ
の
よ
う

な
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
気
の
働
き
で
あ
る
の
で
す
か
。
」
と
い
う
質
問
に
答
え
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

気
だ
け
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
先
ず
知
覚
す
る
と
い
う
理
が
あ
る
の
だ
。
理
は
知
覚
の
働
き
は
し
な
い
が
、
気
が
集
ま
っ

て
形
体
を
な
し
、
理
と
気
が
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
例
え
ば
、
こ
の
燈
が
、
油
を
得
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
盛
ん
に
燃
え
上
が
る
よ
う
な
も
の
だ
。
（
朱
子
語
類
・
巻
五
｜
お
）

心
の
霊
妙
な
働
き
で
あ
る
知
覚
は
、
理
と
気
が
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
朱
子
は
ま
た
、
「
心
で
思
い
、

耳
で
聞
き
、
目
で
見
、
手
で
持
ち
、
足
で
踏
む
の
は
、
気
の
及
ば
な
い
所
の
よ
う
で
す
が
、
気
の
働
き
に
は
、
こ
れ
を
主
宰
す
る
も
の
が

あ
る
の
で
す
か
。
」
と
い
う
間
い
に
対
し
て
、
「
気
の
中
に
は
自
ら
か
ら
霊
な
る
も
の
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
」
と
答
え
て
い
る
（
向

上
｜
訂
）
。
こ
の
よ
う
に
、
知
覚
作
用
は
理
気
の
妙
合
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
気
の
中
に
お
い
て
理
が
働
く
と
い
う
霊
妙
性
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
朱
子
は
、
「
霊
な
る
と
こ
ろ
は
心
で
す
か
、
そ
れ
と
も
性
で
す
か
。
」
と
い
う
問
い
に
、
「
霊
な
る
と
こ
ろ
は
、
心

に
他
な
ら
な
い
。
性
で
は
な
い
。
性
は
理
に
他
な
ら
な
い
。
」
と
答
え
て
い
る
（
向
上

l
m）
。
こ
の
よ
う
に
朱
子
に
お
い
て
は
、
性
は
心

に
内
在
す
る
理
で
あ
っ
て
、
霊
な
る
も
の
で
は
な
い
。
「
霊
」
と
は
万
物
の
生
成
要
素
で
あ
る
気
に
、
存
在
原
理
た
る
天
理
が
内
在
す
る

と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
表
し
た
言
葉
だ
と
言
え
よ
う
。
生
成
生
存
の
根
源
に
横
た
わ
る
究
極
の
事
実
で
あ
り
、
し
か
も
、
人
間
の
認
識

や
言
語
で
は
推
し
窮
め
が
た
い
も
の
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
る
固
定
的
実
体
と
し
て
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
朱
子
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

虚
霊
は
も
と
よ
り
心
の
本
体
で
あ
り
、
自
分
で
虚
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
。
耳
で
聴
き
目
で
視
る
が
、
視
た
り
聴
い
た

り
す
る
根
源
は
、
そ
の
心
で
あ
る
か
ら
、
〔
心
に
は
〕
形
象
な
ど
あ
り
得
ょ
う
か
。
し
か
し
、
耳
で
聴
き
目
で
視
る
の
だ
か
ら
、
や

/I、
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は
り
形
象
が
あ
る
の
だ
。
心
の
虚
霊
に
は
、
ど
う
し
て
一
物
な
ど
あ
り
え
よ
う
。
（
向
上
！
犯
）

虚
霊
（
霊
）
と
は
、
心
の
本
来
の
姿
で
あ
っ
て
、
霊
な
る
実
体
が
別
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
話
を
元
に
戻
せ
ば
、
虚
霊
な
る
知

覚
こ
そ
、
心
の
本
質
（
本
体
）
を
な
す
も
の
と
い
え
る
。
朱
子
は
、
「
心
は
性
に
比
べ
れ
ば
、
や
や
形
跡
が
あ
る
が
、
気
に
比
べ
れ
ば
自

ず
か
ら
霊
で
あ
る
。
」
（
向
上
｜
剖
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
心
は
そ
れ
自
体
に
理
を
保
有
す
る
が
故
に
、
言
い
換
え
れ
ば
理
と
合
一
す
る
が

故
に
、
事
物
の
理
を
知
覚
認
識
す
る
働
き
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
心
の
虚
霊
」
「
人
心
の
霊
」
「
気
の
霊
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な

の
で
あ
る
。

魂
暁
は
、
以
上
の
よ
う
な
虚
霊
な
る
知
覚
を
作
用
と
し
て
持
つ
。
だ
か
ら
、
魂
暁
も
知
覚
も
共
に
、
理
と
気
が
妙
合
し
た
「
気
の
霊
」

で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
魂
瞬
は
知
覚
機
能
を
支
え
る
基
体
と
し
て
存
在
す
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
魂
暁
と
異
な
り
、
知
覚

は
死
後
も
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
気
が
散
亡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
覚
作
用
は
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
知
覚
と
魂
醜
は
、
生
時
に

お
け
る
心
の
霊
妙
な
作
用
と
い
う
面
と
、
死
後
を
含
め
た
気
の
霊
妙
な
働
き
と
い
う
面
の
双
方
か
ら
、
人
間
存
在
の
最
も
根
源
的
な
要
素

に
つ
い
て
捉
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
で
は
そ
の
こ
と
は
、
朱
子
の
人
間
観
を
見
る
上
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
鬼
神
祭
杷
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

五

第
三
節
で
引
用
し
た
が
、
朱
子
は
、
死
に
よ
っ
て
気
が
散
亡
し
で
も
、
祖
考
の
魂
暁
と
感
格
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
た
。

祖
考
の
精
神
魂
暁
は
散
じ
て
し
ま
っ
て
も
、
子
孫
の
精
神
魂
暁
に
は
も
と
よ
り
連
続
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
祭
杷
の
礼
で

誠
敬
を
尽
く
せ
ば
、
祖
考
の
魂
醜
を
招
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
と
よ
り
説
き
難
い
こ
と
だ
。
散
じ
て
し
ま
う
と
、
す
っ

か
り
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
誠
敬
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
感
格
す
る
と
い
う
の
は
、
理
が
常
に
し
っ
か

り
と
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
朱
子
語
類
・
三
｜
回
）



こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
子
孫
と
祖
考
の
魂
暁
と
の
交
感
は
、
子
孫
が
祭
杷
の
札
に
お
い
て
「
誠
敬
を
尽
く
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て

可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
誠
敬
を
尽
く
す
」
と
は
、
心
を
真
実
無
妄
な
も
の
に
し
て
、
対
象
に
対
し
て
純
粋
専
一
で
あ
る
よ
う
保

持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
『
論
語
』
（
先
進
篇
）
の
「
未
能
事
人
、
鷲
能
事
鬼
。
」
に
施
さ
れ
た
集
註
で
、
「
誠
敬
に
よ
っ
て
人
に
仕
え
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
、
決
し
て
鬼
神
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
誠
敬
を
尽
く
す
」
こ
と
は
、
他
者
に
対
し
て
い
か

陰陽の霊としての鬼神

に
誠
実
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
自
己
の
心
を
あ
る
べ
き
あ
り
方
（
天
理
）
に
対

し
て
純
一
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
朱
子
の
功
夫
論
で
言
え
ば
、
居
敬
の
範
轄
に
属
す
る
も
の
と
い
え
る
。
「
祭
杷
の
札
で
誠
敬

を
尽
く
す
L

と
い
う
の
は
、
祖
考
を
記
る
と
い
う
行
為
が
自
己
の
中
で
真
実
純
粋
な
も
の
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

祖
考
と
自
己
の
聞
に
お
け
る
理
の
公
共
普
遍
性
を
確
信
し
、
こ
れ
に
従
う
姿
勢
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
祖
考
の
魂
暁
と
の
感
格
が
成

り
立
っ
た
め
に
は
、
自
他
万
物
を
貫
く
天
理
の
実
在
と
、
そ
の
天
理
に
対
す
る
誠
実
さ
と
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
『
朱
子
語
類
』

に
、
次
の
よ
う
な
問
答
が
見
え
る
。

問
う
、
「
人
が
死
ぬ
時
、
魂
暁
は
直
ち
に
散
じ
る
の
で
す
か
。
」
（
答
え
て
）
言
う
、
「
も
と
よ
り
散
じ
る
。
」
ま
た
問
、
っ
、
「
子
孫
が
祭

杷
を
行
い
、
感
格
す
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
」
（
答
え
て
）
ニ
＝
E
J、
「
結
局
、
子
孫
は
祖
先
の
気
で
あ
る
。
祖
先
の
気
が
散
じ
て
も
、

彼
の
根
は
や
は
り
確
か
に
存
在
す
る
。
誠
敬
を
尽
く
せ
ば
、
彼
の
気
を
こ
こ
に
招
き
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
の
波
と
同
様
で
、

後
の
水
は
前
の
水
で
は
な
く
、
後
の
波
は
前
の
波
で
は
な
い
が
、
同
じ
水
の
波
に
他
な
ら
な
い
。
子
孫
の
気
と
祖
考
の
気
も
こ
れ
と

同
じ
だ
。
（
死
ぬ
と
）
そ
の
気
は
直
ち
に
散
じ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
根
は
や
は
り
確
か
に
存
在
す
る
。
根
が
存
在
す
る
以
上
、
そ
の

気
を
こ
こ
に
招
き
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
説
明
し
に
く
い
。
人
が
自
分
で
理
解
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
だ

A
（
朱
子

語
類
・
巻
三
｜
貯
）

こ
こ
で
朱
子
が
言
っ
て
い
る
「
根
」
と
は
、
来
散
す
る
こ
と
の
な
い
理
の
存
在
を
示
唆
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
祖
考
の

魂
暁
が
来
格
し
、
子
孫
が
こ
れ
に
感
格
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
窮
ま
る
こ
と
の
な
い
天
地
陰
陽
の
理
が
魂
暁
の
中
に
内
在
す
る
か
ら

J¥ 
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で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
祖
霊
の
祭
把
を
根
拠
づ
け
る
為
に
む
り
や
り
理
の
概
念
を
持
ち
出
し
て
き
た
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
鬼
神
魂
暁
は
本
来
理
気
の
妙
合
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
来
格
感
格
は
、
正

に
そ
の
理
気
妙
合
と
い
う
魂
鴫
の
霊
妙
性
が
現
わ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
、
祖
考
の
魂
暁
と
の
感
格
を
説
明
し
た
中

で
、
朱
子
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
「
こ
の
こ
と
は
説
き
難
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
鬼
神
魂
暁
の
持
つ
霊
妙
性
、
こ
れ
が
「
陰
陽
の
霊
一
」

と
表
現
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
、
朱
子
は
「
説
き
難
い
」
と
言
っ
て
い
る
所
に
こ
そ
、
鬼
神

魂
暁
の
本
質
を
見
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
世
界
と
人
間
に
対
す
る
朱
子
の
根
本
的
な
見
方
に
関
わ
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
見
た
、
知
覚
と
魂
醜
と
の
関
係
に
話
を
戻
し
て
、
こ
の
問
題
を
更
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

，ム．
J、

朱
子
の
考
え
る
学
問
の
中
心
は
、
天
理
の
窮
明
と
そ
の
実
現
に
あ
る
と
い
え
る
。
「
『
虚
心
順
理
』
（
心
を
虚
明
に
し
て
理
に
順
う
）
、
学

ぶ
者
は
こ
の
四
字
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
朱
子
語
類
・
巻
八

l
m）
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
心
を
虚
明
に
し
て
、
自
ら
の
行

為
が
天
理
に
合
致
す
る
よ
う
努
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
見
・
な
さ
れ
た
。
理
に
順
う
た
め
に
は
、
理
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
窮
理
（
格
物
致
知
）
の
功
夫
は
、
常
に
居
敬
の
功
夫
を
必
要
と
す
る
。
「
主
敬
と
窮
理
は
両
端
で
あ
る
が
、
実
は
本
は
一
つ

で
あ
る
。
L

（
朱
子
語
類
・
巻
九
却
）
、
「
学
ぶ
者
の
功
夫
は
、
居
敬
と
窮
理
の
二
事
に
あ
る
だ
け
だ
。
こ
の
二
事
は
互
い
に
発
し
合
う
。

窮
理
が
う
ま
く
い
け
ば
、
居
敬
の
功
夫
も
日
々
に
益
々
進
む
し
、
居
敬
が
う
ま
く
い
け
ば
、
窮
理
の
功
夫
も
日
々
に
益
々
密
に
な
る
。
」
（
同

上
－

m）
と
あ
る
よ
う
に
、
居
敬
と
窮
理
は
、
人
の
両
足
（
向
上
）
、
車
の
両
輪
、
鳥
の
両
翼
（
向
上

l
m）
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
さ

れ
た
。
朱
子
は
『
大
学
或
問
』
の
中
で
「
敬
の
ニ
子
は
聖
学
の
終
始
を
貫
く
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
程
子
の
「
主
一
’
無
適
」
「
整
斉
厳

粛
」
、
謝
上
察
の
「
常
憧
慢
」
、
手
和
靖
の
「
其
心
収
紋
、
不
容
一
物
」
等
の
語
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
敬
は
一
心
の
主
宰
で
あ
り
、
万
事

の
根
本
で
あ
る
。
」
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
敬
は
な
ぜ
「
一
心
の
主
宰
」
で
あ
る
の
か
。
朱
子
は
尋
問
類
』
の
中
で
敬
を
説
明
し
て
、
「
自
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己
の
精
神
を
し
っ
か
り
と
収
拾
す
る
」
こ
と
（
朱
子
語
類
・
巻
一
一
一
！
印
）
、
「
身
心
を
収
赦
し
て
、
整
斉
純
一
に
し
、
放
縦
で
な
い
よ
う

に
す
る
」
こ
と
（
向
上
・
巻
一
一
一
｜
九
）
、
と
述
べ
て
い
る
。
「
精
神
の
収
拾
」
、
「
身
心
の
収
敏
」
と
は
、
形
式
面
で
我
身
を
慎
む
と
同
時

に
、
心
を
引
き
締
め
て
天
理
に
純
一
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
朱
子
は
ま
た
「
敬
は
『
畏
』
の
字
に
他
な
ら
な
い
。
」
（
向
上
・
巻
一
一
一

l
卯）

つ

つ

し

む

｛

応

）

と
も
言
っ
て
い
る
。
敬
は
、
単
に
塊
然
と
冗
坐
す
る
の
で
は
な
く
、
畏
謹
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
放
縦
に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
（
向
上
・
巻

一
二
｜
貯
）
。
以
上
を
要
す
る
に
、
敬
は
心
を
純
一
に
し
、
天
理
に
対
し
て
畏
敬
の
姿
勢
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

心
は
自
ら
主
宰
と
な
り
、
天
理
は
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
敬
は
た
だ
心
を
収
触
す
る
の
で
は

な
く
、
天
理
に
対
し
て
畏
敬
の
態
度
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
こ
に
畏
れ
の
心
が
生
じ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
畏
敬
と
は
、
ど

こ
か
明
白
で
な
い
も
の
に
対
し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
謹
み
従
う
態
度
を
表
わ
し
た
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
天
理
を
窮
め
明
ら
か
に

し
よ
う
と
す
る
主
体
（
心
）
に
と
っ
て
、
天
理
そ
の
も
の
は
本
質
的
に
未
だ
明
ら
か
な
ら
ざ
る
要
素
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と

は
窮
理
の
実
際
面
か
ら
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

『
大
学
章
句
』
格
物
補
伝
に
、
「
人
心
の
霊
に
は
知
が
備
わ
っ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
し
、
天
下
の
事
物
に
は
理
が
備
わ
っ
て
い
な
い

も
の
は
な
い
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
万
物
の
理
と
そ
れ
に
対
す
る
心
の
知
覚
を
前
提
に
し
て
、
格
物
致
知
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
格
物
致

知
は
具
体
的
な
事
物
に
即
し
て
、
そ
の
理
を
窮
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
積
み
重
ね
の
果
て
に
、
「
一
旦
諮
然
貫
通
す
る
」
状
態
が
あ
り
、

そ
こ
に
お
い
て
、
「
衆
物
の
表
裏
精
粗
に
す
べ
て
到
り
、
吾
が
心
の
全
体
大
用
が
す
っ
か
り
明
ら
か
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
格
物
致
知
の

積
累
の
結
果
と
し
て
、
諮
然
貫
通
な
る
状
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
「
一
旦
」
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以

上
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
つ
ま
り
、
個
別
的
に
実
理
の
認
識
を
積
み
重
ね
る
こ
と
と
、
諮
然
貫
通
と
い
う
究
極
的
な
天

理
の
体
現
と
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
結
ぼ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
言
葉
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
心
に
内
具
す
る
知
の
働
き
を
窮
め
る
格
物
窮
理
の
功
夫
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
居
敬
の

功
夫
に
お
い
て
も
、
天
理
の
持
つ
不
可
知
な
る
性
格
と
い
う
も
の
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
天
理
が
明
白
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、

J¥ 
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ま
た
認
識
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
た
か
も
自
明
の
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
朱
子
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
理
と
い
う
も
の
の
性

格
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
朱
子
に
お
い
て
は
、
性
が
心
の
中
核
に
存
在
し
て
お
り
、
「
心
と

性
は
も
と
よ
り
区
別
が
あ
る
。
霊
な
る
も
の
は
心
で
あ
旬
、
実
な
る
も
の
は
性
で
あ
る
。
」
（
朱
子
語
類
・
巻
1
6
・
大
学
・
伝
五
章
｜
1

）

と
い
う
よ
う
に
、
性
と
し
て
心
に
内
在
す
る
理
は
、
そ
れ
自
体
は
あ
く
ま
で
も
実
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
理
が
不
可
知
な
る
性
格

を
持
つ
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
実
理
と
し
て
の
実
在
性
、
安
定
性
、
権
威
性
と
い
っ
た
も
の
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
い
。
朱
子
は
、

か
か
る
実
理
の
内
在
と
し
て
、
性
を
実
な
る
も
の
と
し
て
心
の
中
に
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
究
極
の
所
、
理
は
人
間
の
認
識

に
と
っ
て
不
可
思
議
な
る
要
素
を
も
っ
存
在
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
は
単
独
に
理
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実

の
場
に
お
い
て
、
つ
ま
り
気
と
の
「
妙
合
」
に
お
い
て
現
在
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
理
を
認
識
す
る
働
き
で
あ
る
知
が
「
心
の
霊
」

と
呼
ば
れ
、
し
か
も
天
理
に
た
い
す
る
「
畏
敬
」
感
情
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
た
め
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
知
覚
と
そ
の
知
覚
作
用
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
魂
暁
の
両
者
が
、
「
気
の
霊
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
の
意
味
が
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
き
た
と
い
え
る
。
生
時
に
お
い
て
現
実
存
在
を
認
識
把
捉
す
る
格
物
致
知
の
働
き
と
、
死
後
に

お
け
る
祭
記
の
対
象
と
も
な
る
魂
暁
（
鬼
神
）
の
問
題
と
は
、
幽
明
、
知
不
知
と
、
い
か
に
も
対
極
に
位
置
す
る
か
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、

互
い
に
密
接
に
繋
が
り
あ
う
関
係
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
な
ぜ
天
理
を
「
知
る
」
（
認
識
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

こ
れ
は
理
気
の
妙
合
と
し
て
の
「
心
」
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
存
在
そ
の
も
の
の
持
つ
不
可
知
性
に
ま
で
行
き
着
か
ざ
る
を
え

な
い
。
天
理
が
単
に
「
所
当
然
の
則
」
だ
け
で
な
く
、
「
所
以
然
の
故
」
つ
ま
り
存
在
の
究
極
的
意
味
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と

も
重
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
、
魂
醜
l
死
生
を
貫
く
人
間
存
在
の
持
つ
不
可
思
議
性
、
あ
る
い
は
鬼
神
と
い
わ
れ
る
も
の
の
持

つ
不
可
説
性
と
も
繋
が
る
の
で
あ
る
。
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従
来
、
朱
子
の
鬼
神
論
は
、
往
々
に
し
て
陰
陽
二
気
に
よ
る
鬼
神
解
釈
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
故
に
宗
廟
の
祭
杷
に
関
し
て
は
矛
盾
を
来

す
を
免
れ
ず
、
言
い
逃
れ
を
行
な
っ
て
い
る
、
と
説
か
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
朱
子
の
気
に
よ
る
鬼
神
論
は
論
理
的
破
綻
を

来
し
て
お
り
、
祭
杷
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
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
稿
に
お
い
て
試
み
て
き
た
よ
う
に
、
陰
陽
の
霊
と
い
う
表
現
、
す
な
わ
ち
理
気
の
妙
合
と
し
て
の
鬼
神
魂
暁
と
い
う
考
え
方
に

注
目
し
て
見
て
い
く
な
ら
ば
、
少
な
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
。
む
し
ろ
、
陰
陽
の
霊
と
い
う
鬼
神
の
性
格
を
考
え
て
い
く
時
、
朱
子
の
思
想
の
根
底
に

あ
る
、
人
間
及
ぴ
存
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
根
本
的
な
思
惟
を
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

朱
子
の
鬼
神
魂
暁
論
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
今
回
は
魂
暁
の
面
、
ま
た
特
に
陰
陽
の
霊
と
い
う
点
に
絞
っ
て
検
討
し
て
き
た
。
朱

子
の
鬼
神
論
の
全
体
像
、
及
び
そ
の
倫
理
説
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
宋
代
の
先
行
す
る
思
想
家
や
同
時
代
の

人
々
の
鬼
神
観
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
見
ら
れ
る
の
か
。
更
に
、
朱
子
の
鬼
神
魂
暁
観
は
そ
の
後
い
か
な
る
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た

か
。
こ
う
い
っ
た
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
そ
の
検
討
を
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

陰陽の霊としての鬼神

【
註
】

（

1
）
其
別
有
三
。
在
天
之
鬼
神
、
陰
陽
造
化
是
也
。
在
人
之
鬼
神
、
人
死
篤
鬼
是
也
。
祭
杷
之
鬼
神
、
神
示
、
祖
考
是
也
。
三
者
難
具
、
其
所
以
鴛
鬼
神
者

則
向
。
知
其
異
、
又
知
其
問
、
新
可
以
語
鬼
神
之
道
失
。
故
合
第
一
巻
。

（2
）
友
枝
龍
太
郎
著
『
朱
子
の
思
想
形
成
』
〈
改
訂
版
｝
（
一
九
七
九
年
、
春
秋
社
刊
）
。

（3
）
『
神
観
念
の
比
較
文
化
論
的
研
究
』
（
一
九
八
一
年
、
講
談
社
刊
）
所
収
。
ま
た
、
「
朱
子
鬼
神
論
補
」
（
一
九
八
五
年
、
大
阪
市
立
大
学
『
人
文
研
究
』

第
三
七
巻
所
収
）
も
参
照
。

人
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（4
）
銭
穆
著
『
朱
子
新
学
案
』
（
一
九
七
一
年
、
三
民
書
局
刊
）
。
そ
の
他
、
張
立
文
著
『
朱
叢
思
想
研
究
』
（
一
九
八
一
年
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
刊
）

第
六
章
、
「
形
神
、
魂
塊
、
鬼
神
学
説
」
等
も
参
照
。

（5
）
専
用
力
於
人
道
之
所
宜
、
而
不
惑
於
鬼
神
之
不
可
知
、
知
者
之
事
也
。

（6
）
怪
異
勇
力
惇
乱
之
事
、
非
理
之
正
、
国
聖
人
所
不
語
。
鬼
神
造
化
之
漣
、
難
非
不
正
、
然
非
窮
理
之
至
、
有
未
易
明
者
。
故
亦
不
軽
以
語
人
也
。

（7
）
鬼
神
事
自
是
第
二
著
。
那
箇
無
形
影
、
是
難
理
会
底
、
未
消
去
理
会
、
且
就
日
用
緊
切
処
倣
工
夫
。
子
日
、
未
能
事
人
、
罵
能
事
鬼
。
未
知
生
、
罵
知

死
。
此
説
室
了
。
此
便
是
合
理
会
底
理
会
得
、
将
問
鬼
神
自
有
見
処
。
若
合
理
会
底
不
理
会
、
只
管
去
理
会
没
緊
要
底
、
将
問
都
没
理
会
了
。

（8
）
鬼
神
之
理
、
聖
人
蓋
難
言
之
。
謂
真
有
一
物
、
因
不
可
。
謂
非
真
有
一
物
、
亦
不
可
。
若
未
能
晩
然
見
得
、
且
閥
之
可
也
。

（9
）
程
子
目
、
鬼
神
天
地
之
功
用
而
造
化
之
迩
也
。
張
子
日
、
鬼
神
者
二
気
之
良
能
也
。
愚
調
、
以
二
気
一
百
、
則
鬼
者
陰
之
霊
也
、
神
者
陽
之
霊
也
。
以
一

気
言
、
則
至
而
伸
者
為
神
、
反
而
帰
者
為
鬼
。
其
実
一
物
而
己
。

（
叩
）
鬼
神
不
過
陰
陽
消
長
而
巳
。

（U
）
鬼
神
只
是
気
。
屈
伸
往
来
者
、
気
也
。

（
ロ
）
鬼
神
是
二
気
之
霊
。

（
日
）
鬼
者
屈
也
。
神
者
伸
也
。
屈
伸
是
陰
陽
之
霊
処
。

（U
）
鬼
神
者
、
天
地
陰
陽
之
霊
。
魂
娩
者
、
人
身
陰
陽
之
霊
。

（
江
川
）
鬼
神
、
通
天
地
問
一
気
而
言
。
魂
晩
、
主
於
人
身
而
言
。

（
凶
）
『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
に
「
魂
気
帰
子
天
、
形
娩
帰
子
地
。
」
、
礼
運
篇
に
「
体
規
則
降
、
知
気
在
天
。
」
、
祭
義
篇
に
「
気
也
者
、
神
之
盛
也
。
暁
也
者
、

鬼
之
盛
也
O
i－
－
－
」
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
七
年
の
伝
に
「
人
生
始
化
回
線
、
既
生
晩
、
陽
日
魂
。
」
等
と
あ
る
に
よ
る
。

（
η
）
魂
と
娩
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
に
関
す
る
朱
子
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
前
掲
三
浦
論
文
に
詳
し
い
考
証
が
あ
る
の
で
、
参
照
。

（
児
）
人
生
時
魂
晩
相
交
、
死
則
離
而
各
散
去
、
魂
為
陽
而
散
上
、
娩
為
陰
而
降
下
。

（
ω）
暁
者
、
形
之
神
、
魂
者
、
気
之
神
。
魂
塊
是
神
気
之
精
英
、
謂
之
霊
。
故
張
子
日
、
二
気
之
良
能
。

（
初
）
形
之
霊
者
、
名
之
回
線

0

・
：
気
之
神
者
、
名
之
日
魂
。

（
幻
）
晩
、
陰
之
神
。
魂
、
陽
之
神
。

（
忽
）
伊
川
謂
鬼
神
者
造
化
之
跡
、
却
不
如
横
渠
所
謂
二
気
之
良
能
。
・
：
張
子
之
説
、
分
明
便
見
有
箇
陰
陽
在
。

（
お
）
性
只
是
理
。
不
可
以
来
散
言
。
其
衆
而
生
、
散
而
死
者
、
気
而
己
失
。
所
謂
精
神
魂
晩
、
有
知
有
覚
者
、
皆
気
之
所
為
也
。
故
田
県
則
有
、
散
則
無
。
若
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理
則
初
不
為
緊
散
而
有
無
也
。
：
・
鬼
神
便
是
精
神
魂
暁
。
程
子
所
謂
天
地
之
功
用
、
造
化
之
迩
、
張
子
所
謂
二
気
之
良
能
、
皆
非
性
之
謂
也
。

（
鈍
）
只
是
這
箇
天
地
除
陽
之
気
、
人
与
高
物
皆
得
之
。
気
来
則
篤
人
、
散
則
矯
鬼
。
然
其
気
難
己
散
、
這
箇
天
地
除
陽
之
理
生
生
而
不
窮
。
祖
考
之
精
神
魂

塊
難
己
散
、
而
子
孫
之
精
神
魂
焼
自
有
些
一
小
相
属
。
故
祭
杷
之
礼
尽
其
誠
敬
、
使
可
以
致
得
祖
考
之
魂
焼
。
這
筒
自
是
難
説
。
看
既
散
後
、
一
似
都
無
了
。

能
尽
其
誠
敬
、
便
有
感
格
、
亦
縁
是
理
常
只
在
這
裏
也
。

（
お
）
誠
者
真
実
無
妄
之
調
。
陰
陽
之
合
散
、
無
非
実
者
。

（
お
）
鬼
神
主
乎
気
而
言
、
只
是
形
而
下
者
。
但
対
物
而
言
、
則
鬼
神
主
乎
気
、
骨
刷
物
之
体
。
物
主
乎
形
、
待
気
而
生
。
蓋
鬼
神
是
気
之
精
英
、
所
謂
誠
之
不

可
掩
者
。
誠
、
実
也
。
一
一
鬼
神
是
実
有
者
、
屈
是
実
屈
、
伸
是
実
伸
。
屈
伸
合
数
、
無
非
実
者
、
故
英
発
見
昭
昭
不
可
掩
如
此
。

（
幻
）
誠
是
実
然
之
理
、
鬼
神
亦
只
是
実
理
。
若
無
這
理
、
則
便
無
鬼
神
。

（
お
）
鬼
神
者
、
二
気
之
良
能
、
是
説
往
来
屈
伸
乃
理
之
自
然
、
非
有
安
排
布
置
。
故
日
良
能
也
。

（m
U
）
如
子
所
論
、
是
無
鬼
神
也
。
鬼
神
国
是
以
理
言
、
然
亦
不
可
調
無
気
。

（
鈎
）
天
下
未
有
無
理
之
気
、
亦
未
有
無
気
之
理
。

（
泊
）
人
物
之
生
、
必
得
是
理
、
然
後
有
以
為
健
順
仁
義
礼
智
之
性
。
必
得
是
気
、
然
後
有
以
為
魂
線
五
臓
百
骸
之
身
。
周
子
所
謂
無
極
之
呉
、
二
五
之
精
、

妙
ム
ロ
而
凝
者
、
正
調
是
也
。

（
辺
）
或
問
、
必
有
是
理
、
然
後
有
是
気
、
知
何
。
目
、
此
本
無
先
後
之
可
言
。
然
必
欲
推
其
所
従
来
、
則
須
説
先
有
是
理
。
然
理
又
非
別
為
一
物
、
即
存
乎

是
気
之
中
。
無
是
気
、
則
是
理
亦
無
掛
搭
処
。

（
お
）
或
問
先
有
理
後
有
気
之
説
。
目
、
不
消
知
此
説
。
市
今
知
得
他
合
下
是
先
有
理
、
後
有
気
邪
、
後
有
理
、
先
有
気
邪
、
皆
不
可
得
而
推
究
。
然
以
意
度

之
、
則
疑
此
気
是
依
傍
這
理
行
。
及
此
気
之
索
、
則
理
亦
在
駕
。
蓋
気
則
能
凝
結
造
作
、
理
却
無
情
意
、
無
計
度
、
無
造
作
。
只
此
気
凝
来
処
、
理
便
在

其
中
。
・
：
但
有
此
気
、
則
理
便
在
其
中
。

（
担
）
夫
天
下
無
性
外
之
物
、
而
性
無
不
在
。
此
無
極
二
五
之
所
以
混
融
而
無
問
者
也
。
所
謂
妙
合
者
也
。
真
以
理
言
、
無
妄
之
謂
也
。
精
以
気
言
、
不
二
之

名
也
。

（
お
）
崎
門
の
佐
藤
直
方
は
、
朱
子
の
鬼
神
に
関
す
る
言
葉
を
集
め
て
、
『
鬼
神
集
説
』
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
「
中
庸
鬼
神
大
意
」
（
『
組
蔵
録
』
巻
四
）
の
中

で
、
鬼
神
を
論
じ
る
に
は
、
「
理
ヲ
主
ト
シ
テ
云
」
と
・
「
気
ヲ
主
ト
シ
テ
云
」
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
文
の
中
で
、

「
朱
子
ノ
霊
ノ
字
ヲ
云
ハ
レ
タ
所
ニ
眼
ヲ
ツ
ク
ベ
シ
」
「
朱
子
ノ
霊
ノ
字
ヲ
云
ハ
レ
タ
ル
ハ
扱
身
味
ア
ル
コ
ト
ナ
リ
」
と
、
特
に
朱
子
の
「
陰
の
霊
」
「
陽

の
霊
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
い
る
。
慈
眼
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

J¥ 
九
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（
お
）
心
之
虚
霊
知
覚
一
而
己
臭
、
而
以
為
有
人
心
道
心
之
異
者
、
則
以
其
或
生
於
形
気
之
私
、
或
原
於
性
命
之
正
、
而
所
以
為
知
覚
者
不
問
。

（
閉
山
）
所
知
覚
者
是
理
。
理
不
離
知
覚
、
知
覚
不
離
理
。

（
お
）
所
覚
者
、
心
之
理
也
、
能
覚
者
、
気
之
霊
也
。

（
鈎
）
蓋
人
心
之
霊
、
莫
不
有
知
、
而
天
下
之
物
、
莫
不
有
理
。
惟
於
理
有
未
窮
。
故
其
知
有
不
尽
也
。

（
ω）
問
、
知
覚
是
心
之
霊
園
如
此
、
抑
気
之
為
邪
。
目
、
不
専
是
気
、
是
先
有
知
覚
之
理
。
理
未
知
覚
、
気
衆
成
形
、
理
与
気
合
、
便
能
知
覚
。
響
如
這
燭

火
、
是
因
得
這
脂
膏
、
便
有
許
多
光
焔
。

（
引
）
心
之
所
思
、
耳
之
所
聴
、
目
之
所
視
、
手
之
持
、
足
之
履
、
似
非
気
之
所
能
到
。
気
之
所
運
、
必
有
以
主
之
者
。
臼
、
気
中
自
有
箇
霊
底
物
事
。

（
必
）
問
、
霊
処
是
心
、
抑
是
性
。
日
、
霊
処
只
是
心
、
不
是
性
。
性
只
是
理
。

（M
M
）
虚
霊
自
是
心
之
本
体
、
非
我
所
能
虚
也
。
耳
目
之
視
聴
、
所
以
視
聴
者
即
其
心
也
。
量
有
形
象
。
然
有
耳
目
以
視
聴
之
、
則
猶
有
形
象
也
。
若
心
之
虚

霊
、
何
嘗
有
物
。

（H
H
）
心
比
性
、
則
微
有
漣
。
比
気
、
則
自
然
又
霊
。

（
日
目
）
非
誠
敬
足
以
事
人
、
則
必
不
能
事
神
。

（
日
明
）
問
、
人
之
死
也
、
不
知
魂
娩
便
散
否
。
目
、
国
是
散
。
又
問
、
子
孫
祭
記
、
却
有
感
格
者
、
如
何
。
目
、
暴
寛
子
孫
是
祖
先
之
気
。
他
気
難
散
、
他
根

却
在
這
裏
。
尽
其
誠
敬
、
則
亦
能
呼
召
得
他
気
衆
在
此
。
知
水
波
様
、
後
水
非
前
水
、
後
波
非
前
波
、
然
却
通
只
是
一
水
波
。
子
孫
之
気
与
祖
考
之
気
、

亦
是
如
此
。
他
那
笛
当
下
自
散
了
、
然
他
根
却
在
這
裏
。
根
既
在
此
、
又
却
能
引
緊
得
他
那
気
在
此
。
此
事
難
説
、
只
要
人
自
看
得
。

（
釘
）
虚
心
順
理
、
学
者
当
守
此
四
字
。

（
必
）
主
敬
窮
理
難
二
端
、
其
実
一
本
。

（
州
問
）
学
者
工
夫
、
唯
在
居
敬
。
窮
理
二
事
。
此
二
事
互
相
発
。
能
窮
理
、
則
居
敬
工
夫
日
益
進
。
能
居
敬
、
則
窮
理
工
夫
日
益
密
。
轡
如
人
之
両
足
、
左
足

行
、
則
右
足
止
、
右
足
行
、
則
左
足
止
。

（
印
）
敬
之
一
字
、
聖
学
之
所
以
成
始
而
成
終
者
也
。

（
日
）
敬
者
一
心
之
主
宰
而
万
事
之
本
根
也
。

（
臼
）
如
今
看
聖
賢
千
言
万
語
、
大
事
小
事
、
莫
不
本
於
敬
。
収
拾
得
自
家
精
神
在
此
、
方
看
得
道
理
尽
。

（
日
）
然
敬
有
甚
物
。
只
如
畏
字
相
似
。
不
是
塊
然
克
坐
、
耳
無
関
、
目
無
見
、
全
不
省
事
之
調
。
只
収
数
身
心
、
整
斉
純
一
、
不
怨
地
放
縦
、
使
是
敬
。

（
日
）
敬
、
只
是
一
箇
畏
字
。
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｛
出
）
敬
非
是
塊
然
冗
坐
、
耳
無
所
問
、
目
無
所
見
、
心
無
所
思
、
面
後
謂
之
敬
。
只
是
有
所
畏
謹
、
不
敢
放
縦
。

（mm
）
至
於
用
力
之
久
、
而
一

E
諮
然
貫
通
駕
、
則
衆
物
之
表
裏
精
粗
無
不
到
、
而
吾
心
之
全
体
大
用
無
不
明
失
。

（
貯
）
心
与
性
、
自
有
分
別
。
霊
底
是
心
、
実
底
是
性
。

（
回
）
友
枝
龍
太
郎
氏
は
、
前
掲
著
の
結
語
の
中
で
、
「
父
祖
の
祭
杷
感
格
を
と
お
し
て
生
命
の
根
源
に
触
れ
る
こ
と
は
、
居
敬
脱
然
貫
通
の
方
法
の
祭
犯
に

お
け
る
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
て
み
れ
ば
祭
把
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
言
え

る
で
あ
ろ
う
0

・
：
（
中
略
）
：
・
居
敬
脱
然
貫
通
妙
契
悟
入
は
、
鬼
神
説
に
お
け
る
祭
杷
感
格
の
神
秘
性
と
相
連
な
る
こ
と
に
な
る
。
：
・
（
中
略
）
：
・
鬼
神

を
気
の
は
た
ら
き
と
し
、
気
の
釆
散
生
滅
に
よ
っ
て
こ
れ
を
理
智
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
鬼
神
を
あ
く
ま
で
対
象
化
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

こ
れ
を
気
の
根
に
絞
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
そ
こ
に
は
そ
う
い
う
気
や
鬼
神
の
対
象
化
が
残
る
。
こ
う
い
う
対
象
化
の
方
向
を
完
全
に
主
体
化
す

る
の
が
祭
杷
の
感
格
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
生
命
の
根
源
は
知
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
や
は
り
窮
極
に
お
い
て
は
、
我
々
が
敬
畏
を
存

し
て
直
接
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
鬼
神
説
に
お
け
る
祭
組
の
感
格
が
、
朱
子
の
鬼
神
解
釈
の
鮮
明
さ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
神
秘
性
を
残
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
太
極
説
・
格
物
致
知
説
に
も
、
や
は
り
い
く
ら
か
神
秘
性
を
残
し
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
妙
契
悟
入
・
諮
然
貫
通
と
い
う
表
現
が
こ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
二
八
四
頁
）
。
「
神
秘
性
」
と
い
う
表
現
に
つ
い

て
は
考
慮
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
示
唆
を
受
け
る
こ
と
の
大
き
い
論
説
で
あ
っ
た
。

九


