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『
捜
神
記
』
に
お
け
る
天
人
相
関

中　
　

尾　
　

友　
　

則　

一
　
は
じ
め
に

　

中
国
の
魏
晋
南
北
朝
期
に
は
、「
神
」「
鬼
神
」
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
夥
し
い
数
の
「
怪
異
」
の
説
話
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
の
説
話

を
収
録
し
た
多
く
の
書
物
が
著
わ
さ
れ
た
。「
六
朝
志
怪
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
著
述
と
し
て『
捜
神
記
』が
あ
る
。

従
来
『
捜
神
記
』
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
主
と
し
て
、
今
は
失
わ
れ
た
原
本
の
内
容
を
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
書
誌
学
的
な
視
点
か
ら
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
中
国
小
説
史
の
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
文
学
史
的
な
視
点
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
。

（
１
）

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
研

究
の
中
か
ら
、
次
第
に
『
漢
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
正
史
の
五
行
志
と
の
関
係
が
一
つ
の
重
要
な
論
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

（
２
）

そ
う
し
た
従
来
の
研
究
状
況
の
上
に
立
っ
て
、
最
近
、『
漢
書
』
五
行
志
の
天
人
相
関
説
と
の
比
較
に
お
い
て
『
捜
神
記
』
の
意
味
を
問

お
う
と
す
る
、
い
わ
ば
思
想
史
的
な
視
点
か
ら
の
研
究
が
公
に
さ
れ
た
。
大
橋
由
治
の
著
書
『『
捜
神
記
』
の
研
究
』

（
３
）

と
渡
邉
義
浩
の
論

文
「『
捜
神
記
』
の
執
筆
目
的
と
五
気
変
化
論
」「
干
宝
の
『
捜
神
記
』
と
五
行
志
」

（
４
）

が
そ
れ
で
あ
る
。

　

両
氏
の
研
究
は
、
と
も
に
天
人
相
関
説
と
の
関
係
に
お
い
て
『
捜
神
記
』
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
結
論
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
両
氏
の
所
論
の
要
点
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

大
橋
の
理
解
は
、
ほ
ぼ
次
の
文
章
に
集
約
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
干
宝
は
東
晋
の
初
期
に
あ
っ
て
、
晋
の
皇
帝
が
天
意
を
得
た
正
統
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
神
道
の
存
在
を
示
し
、
そ

し
て
そ
れ
が
人
事
に
背
か
な
い
事
を
証
明
す
る
た
め
の
説
話
を
収
集
し
て
『
捜
神
記
』
を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
。」

（
５
）

「
王
朝
は
鬼
神
に
よ
り
理
念
的
な
根
拠
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
鬼
神
の
実
在
を
証
明
す
る
こ
と
は
王
朝
の
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
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と
に
等
し
い
の
で
あ
る
」
（
６
）

「『
捜
神
記
』
に
は
何
も
新
た
な
思
想
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
古
く
さ
い
漢
代
の
思
想
に
固
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
。」

（
７
）

　

大
橋
は
、
鬼
神
の
実
在
を
示
す
こ
と
は
、
そ
こ
に
天
の
意
思
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
干
宝
が
鬼
神

の
説
話
を
収
集
し
て
『
捜
神
記
』
を
編
纂
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
成
立
間
も
な
か
っ
た
東
晋
王
朝
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。『
捜
神
記
』
に
見
ら
れ
る
思
想
内
容
は
『
漢
書
』
五
行
志
の
そ
れ
と
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
渡
邉
の
議
論
は
や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

干
宝
は
こ
の
世
界
の
万
物
の
変
化
を
正
常
な
変
化
「
順
常
」
と
異
常
な
変
化
「
妖
眚
」
に
区
別
し
て
捉
え
て
い
る
。「
妖
眚
」
は
人
が

関
わ
る
変
化
で
あ
り
、「
順
常
」
は
そ
れ
以
外
の
も
の
の
変
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
干
宝
は
、「「
妖
眚
」
と
い
う
、
人
が
関
わ
る
変
化
の

み
に
、
天
人
相
関
説
の
適
用
を
限
定
」
し
、

（
８
）
「
順
常
」
に
つ
い
て
は
「
天
人
相
関
説
と
は
異
な
る
原
理
」
（
９
）

が
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え
た
。

そ
の
原
理
こ
そ
「
鬼
神
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
そ
の
論
理
と
事
例
を
提
供
す
る
こ
と
が
『
捜
神
記
』
の
執
筆
目
的
な
の
で
あ

る
」）

（1
（

。
こ
の
、
天
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
な
い
原
理
の
追
求
に
は
、
よ
り
合
理
的
な
世
界
認
識
（「
合
理
的
な
天
」）

（（
（

）
へ
の
方
向
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
両
氏
は
、
と
も
に
天
人
相
関
説
と
の
関
係
に
お
い
て
『
捜
神
記
』
の
も
つ
意
味
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

高
橋
は
、『
捜
神
記
』
の
思
想
は
『
漢
書
』
五
行
志
の
天
人
相
関
説
を
一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
渡
邉
は
、『
捜
神
記
』
に
は
天

人
相
関
説
と
全
く
異
な
る
原
理
が
追
求
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「
怪
異
」「（
鬼
）
神
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。）

（1
（

そ
し
て
、そ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
『
捜

神
記
』
の
世
界
は
天
人
相
関
説
（
漢
代
の
世
界
観
）
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
小
論
は
こ
れ
ら
の
点
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
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二
　『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「
怪
異
」

　
『
捜
神
記
』
の
「
怪
異
」
の
世
界
の
前
提
に
は
『
漢
書
』
五
行
志
の
災
異
思
想
・
天
人
相
関
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
、
ほ
ぼ
大
方

の
共
通
認
識
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、『
捜
神
記
』
の
「
怪
異
」
は
五
行
志
に
見
え
る
「
怪
異
」（
災
異
）
と
比

べ
て
ど
ん
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「
怪
異
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
が
様
々
な
形
で
触
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
前
者
の
問
い
に
対
し
て
は
河
野
貴
美
子
に
、
そ
し
て
後
者
の
問
い
に

対
し
て
は
高
橋
由
治
に
重
要
な
指
摘
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
氏
に
お
い
て
は
な
お
そ
の
意
味
が
十
分

に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
以
下
、『
漢
書
』
五
行
志
と
『
捜
神
記
』
に
共
通
す
る
記
事
を
具
体
的
に
検
討
す
る
中
で
、
そ
の
点
に
も
言
及
し
て
い

く
こ
と
と
し
た
い
。

　

河
野
は
『
捜
神
記
』
と
『
漢
書
』
五
行
志
に
共
通
す
る
記
事
を
検
討
し
、『
捜
神
記
』
に
は
『
漢
書
』
五
行
志
か
ら
の
採
録
に
あ
た
っ

て
董
仲
舒
、
劉
向
な
ど
の
災
異
解
釈
を
省
略
し
、
京
房
の
解
釈
を
残
す
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。）

（1
（

こ
れ
は
『
捜
神
記
』

の
特
徴
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く

こ
と
と
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
次
の
よ
う
な
例
も
決
し
て
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
魯
の
厳
公
の
時
、
内
蛇
と
外
蛇
、
鄭
の
南
門
の
中
に
闘
ふ
有
り
。
内
蛇
死
す
。
劉
向
以
為
へ
ら
く
、
蛇
の
孼
に
近
き
な
り
、
と
。
京
房

易
伝
に
曰
く
、
嗣
子
を
立
つ
る
に
疑
は
し
け
れ
ば
、
厥
の
妖
、
蛇
国
門
に
居
り
て
闘
ふ
、
と
。」）

（1
（

　

確
か
に
、『
漢
書
』
五
行
志
か
ら
採
録
さ
れ
た
多
く
の
説
話
に
お
い
て
『
京
房
易
伝
』
の
災
異
解
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
劉
向
の
解
釈
の
一
部
を
残
す
も
の
も
一
定
数
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
省
略
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ

う
な
部
分
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
説
話
の
元
に
な
っ
た
五
行
志
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

「
魯
の
厳
公
の
時
、内
蛇
と
外
蛇
、鄭
の
南
門
の
中
に
闘
ふ
有
り
。
内
蛇
死
す
。
劉
向
以
為
へ
ら
く
、蛇
の
孼
に
近
き
な
り
。
こ
れ
よ
り
先
、
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鄭
の
厲
公
、
相
の
祭
仲
を
劫
し
て
兄
の
昭
公
を
逐
ひ
、
代
は
り
て
立
つ
。
後
に
厲
公
出
奔
し
昭
公
ま
た
入
る
。
死
す
る
や
、
弟
の
子
儀
代

は
り
て
立
つ
。
厲
公
外
よ
り
大
夫
の
傅
瑕
を
劫
し
て
子
儀
を
僇
せ
し
む
。
此
れ
外
蛇
の
内
蛇
を
殺
す
の
象
な
り
、
と
。
蛇
死
し
て
六
年
に

し
て
厲
公
立
つ
。
厳
公
こ
れ
を
聞
き
申
繻
に
問
ひ
て
曰
く
、
な
お
妖
有
ら
ん
か
、
と
。
対
へ
て
曰
く
人
の
忌
む
と
こ
ろ
は
其
の
気
炎
に
し

て
以
て
こ
れ
を
取
る
。
妖
は
人
に
よ
り
て
興
る
な
り
。
人
釁
な
け
れ
ば
妖
自
ら
作
ら
ず
。
人
常
を
棄
つ
。
故
に
妖
有
り
、
と
。
京
房
易
伝

に
曰
く
、
嗣
子
を
立
つ
る
に
疑
わ
し
け
れ
ば
、
厥
の
妖
、
蛇
国
門
に
居
り
て
闘
う
、
と
。」）

（1
（

　

周
知
の
よ
う
に
、『
漢
書
』
五
行
志
の
災
異
思
想
と
は
、
君
主
を
は
じ
め
と
す
る
為
政
者
（
人
君
）
に
悪
徳
・
悪
行
が
あ
っ
た
と
き
、

天
が
自
然
界
に
災
異
（
怪
異
）
を
ひ
き
起
こ
し
て
譴
告
・
戒
告
し
、
そ
れ
で
も
な
お
悔
悟
の
み
ら
れ
な
い
場
合
は
禍
い
を
も
た
ら
す
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
述
の
仕
方
は
ほ
ぼ
定
型
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
出
現
し
た
災
異
を
述
べ
、
次
に
そ
の
原
因
と
な
っ

た
人
君
の
悪
徳
・
悪
行
に
言
及
し
、
そ
の
後
に
、
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
「
事
応
」
を
記
す
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の

中
か
ら
、『
捜
神
記
』
に
お
い
て
削
除
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
こ
か
。
引
用
文
中
の
傍
線
部
、
怪
異
に
先
立
つ
人
君
の
悪
徳
・
悪
行
に
関
す

る
部
分
で
あ
る
（
な
お
、
こ
の
説
話
の
場
合
、
事
応
は
鄭
国
の
厲
公
と
昭
公
と
の
内
紛
に
よ
る
政
治
の
混
乱
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
必

ず
し
も
明
確
で
は
な
い
）。

　

こ
の
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
に
お
い
て
は
、
怪
異
出
現
の
原
因
と
な
っ
た
人
君
の
悪
徳
・
悪
行
が
削
除
さ
れ
、『
京
房
易
伝
』
の
占
辞
が

残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、『
京
房
易
伝
』
の
占
辞
は
『
漢
書
』
五
行
志
の
文
脈
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
の
と

は
異
な
る
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
『
京
房
易
伝
』
の
占
辞
の
特
徴
は
、「
○
○
の
場
合
に
は
△
△
の
怪
異
が
生
じ
る
」
と
い
う
、
人
間
社
会
の
あ
る
事
象
と
自
然
界
の
あ
る

怪
異
と
の
一
般
的
な
照
応
関
係
を
示
そ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
京
房
易
伝
』
の
占
辞
は
、
五
行
志
に
お
い
て
は
、
董
仲
舒
・

劉
向
な
ど
に
よ
る
、
人
君
の
過
去
の
悪
徳
・
悪
行
に
対
す
る
戒
告
の
記
述
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、“
だ
か
ら
○
○
を
し
て
は
な

ら
な
い
”
と
い
う
戒
告
の
意
味
を
強
く
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
君
の
過
去
の
悪
徳
・
悪
行
が
削
除
さ
れ
、
怪
異
と
占
辞
の
み
が
記
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さ
れ
る
（
と
は
い
え
、
事
応
が
記
さ
れ
る
場
合
も
決
し
て
少
な
く
な
い
が
）『
捜
神
記
』
に
お
い
て
は
、“
△
△
の
怪
異
は
人
間
社
会
の
○

○
と
結
び
つ
い
て
い
る
”、
さ
ら
に
“
△
△
の
怪
異
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
や
が
て
○
○
が
起
こ
る
（
そ
し
て
、
そ
の
結
果
□
□
と
い
っ

た
重
大
な
事
態
「
事
応
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
）”
と
い
う
予
告
と
し
て
の
意
味
を
よ
り
強
く
帯
び
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、『
続
漢
書
』
の
五
行
志
と
『
捜
神
記
』
と
の
共
通
記
事
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
続
漢
書
』
五
行
志
に
お
い
て
は
、
す
で
に
『
漢
書
』
五
行
志
の
定
型
は
か
な
り
崩
れ
て
お
り
、
人
君
の
過
去
の
悪
徳
・
悪
行
が
記
さ

れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
引
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
『
続
漢
書
』
五
行
志
の
記
事
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
中
帝
三
年
八
月
中
、
懐
陵
の
上
に
万
余
の
爵
有
り
。
先
ず
極
め
て
悲
鳴
し
、
已
に
し
て
乱
闘
に
よ
り
て
相
ひ
殺
し
、
皆
な
頭
を
断
ち
て
、

樹
枝
・
枳
棘
に
懸
著
す
。
六
年
に
到
り
、
霊
帝
崩
ず
。
大
将
軍
何
進
、
内
寵
外
嬖
の
、
悪
を
積
む
こ
と
日
に
久
し
き
を
以
て
、
悉
く
糾
黜

し
、
以
て
隆
ん
に
冗
政
を
更
始
せ
ん
と
欲
す
。
而
る
に
太
后
疑
ひ
を
持
し
、
事
久
し
く
決
せ
ず
。
進
は
中
よ
り
出
で
、
省
内
に
於
い
て
殺

さ
る
。
こ
れ
に
因
り
て
有
司
、
盪
滌
虔
劉
し
、
後
に
禄
あ
り
て
尊
厚
な
る
者
、
余
す
無
し
。
夫
れ
陵
な
る
者
は
、
高
大
の
象
な
り
。
天
戒

若
に
曰
く
、
諸
ろ
の
爵
禄
を
懐
き
て
尊
厚
な
る
者
、
還
っ
て
自
ら
相
ひ
害
し
、
滅
亡
に
至
る
な
り
、
と
。」

　

こ
の
記
事
を
採
録
し
た
『
捜
神
記
』
の
一
六
三
話
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
中
帝
三
年
八
月
中
、
懐
陵
の
上
に
万
余
の
雀
有
り
。
先
ず
極
め
て
悲
鳴
し
、
已
に
し
て
乱
闘
に
よ
り
て
相
ひ
殺
し
、
皆
な
頭
を
断
ち
て
、

樹
枝
・
枳
棘
に
懸
著
す
。
六
年
に
到
り
、
霊
帝
崩
ず
。
夫
れ
陵
な
る
者
は
、
高
大
の
象
な
り
。
天
戒
若
に
曰
く
、
諸
ろ
の
爵
禄
を
懐
き
て

尊
厚
な
る
者
、
還
っ
て
自
ら
相
ひ
害
し
、
滅
亡
に
至
る
な
り
、
と
。」

　

ま
ず
、
文
中
の
「
天
戒
若
曰
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
こ
の
語
に
つ
い
て
、『
天
戒
若
』
と
い
う
書
名
だ

と
す
る
説
と
、「
天
戒
め
て
曰
ふ
が
若
し
」
と
い
う
本
文
中
の
語
と
解
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
書
名
と
解
し
て
お
く

こ
と
と
す
る
。）

（1
（

さ
て
、
こ
の
二
つ
の
文
面
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
は
『
続
漢
書
』
か
ら
の
採
録
に
あ
た
っ
て
も
、

人
君
の
過
去
の
悪
行
の
部
分
（
引
用
文
中
の
傍
線
部
分
）
を
削
除
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
『
漢
書
』
か
ら
の
採
録
の
仕
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方
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
『
京
房
易
伝
』
と
同
様
、『
天
戒
若
』
の
占
辞
が
残
さ
れ
、
そ
れ
は
予
告
的
な
意
味
を
も
つ

も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。）

（1
（

（
な
お
、
こ
の
例
に
お
い
て
は
、「
六
年
に
到
り
、
霊
帝
崩
ず
」
と
事
応
が
記
さ
れ
て
い
る
。）

　

以
上
の
よ
う
に
、『
漢
書
』『
続
漢
書
』
五
行
志
の
占
辞
は
、『
捜
神
記
』
の
中
で
は
戒
告
で
は
な
く
後
に
起
こ
る
重
大
な
事
態
の
予
告

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
占
辞
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
「
怪
異
」
そ
れ
自
体
も
異
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「
怪
異
」
は
、
五
行
志
に
お
け
る
よ
う
な
（
天
の
）
戒
め
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
く
、

や
が
て
起
こ
る
で
あ
ろ
う
重
大
な
事
態
（「
事
応
」）
の
前
兆
・
予
兆
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
特
徴
は
、
五
行
志
か
ら
採
録
さ
れ
た
も
の
で
な
い
、
他
の
多
く
の
説
話
に
お
い
て
よ
り
鮮
明
な
形
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

比
較
的
短
い
例
を
見
よ
う
。

「
廬
江
の
耽
、
樅
楊
二
県
の
境
上
に
、
大
青
、
小
青
黒
の
居
す
る
有
り
。
山
野
の
中
、
時
に
哭
声
を
聞
く
。
多
き
者
は
数
十
人
に
至
り
、

男
女
大
小
、
喪
を
始
む
る
者
の
如
し
。
鄰
人
驚
愕
し
、
彼
に
至
り
て
奔
赴
す
る
に
、
常
に
人
を
見
ず
。
然
れ
ど
も
哭
地
に
於
い
て
、
必
ず

死
喪
有
り
。
率
ね
声
若
し
多
な
れ
ば
則
ち
大
家
と
為
し
、
声
若
し
小
な
れ
ば
則
ち
小
家
と
為
す
。」）

（1
（

　

こ
の
よ
う
に
、
五
行
志
か
ら
採
録
さ
れ
た
も
の
で
な
い
説
話
の
多
く
は
、
占
辞
は
記
さ
れ
ず
、
怪
異
と
事
応
―
―
（
こ
の
例
で
は
、
引

用
文
中
の
「
常
に
人
を
見
ず
」
ま
で
と
、
そ
れ
以
後
）
―
―
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
怪
異
は
事
応
の
前
兆
以
外

で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
要
す
る
に
、『
捜
神
記
』
全
体
を
通
し
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
説
話
は
、
基
本
的
に
怪
異
・（
予
告
的
）
占
辞
・

事
応
を
構
成
要
素
と
し
、
怪
異
―
―
占
辞
―
―
事
応
、
ま
た
は
怪
異
―
―
事
応
―
―
占
辞
の
順
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
で
、
あ
る
も
の
は
占
辞
・
事
応
の
ど
ち
ら
か
が
省
略
さ
れ
、
ま
た
あ
る
も
の
は
そ
の
ど
ち
ら
も
が
省
略
さ
れ
て
怪
異
の
み
が
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、「
怪
異
」
は
、
や
が
て
起
こ
ろ
う
と
す
る
重
大
な
で
き
事
（「
事
応
」）

の
前
兆
・
予
兆
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
高
橋
は
、（
以
上
と
は
異
な
る
文
脈
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
）
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
干
宝
は
妖
怪
が
吉
凶
禍
福
の
前
兆
だ
と
認
識
し
て
い
る
。」）

（1
（

　

高
橋
は
、
干
宝
が
怪
異
（「
妖
怪
」）
を
事
応
（「
吉
凶
禍
福
」）
の
前
兆
だ
と
認
識
し
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
的
確
な
指

摘
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
氏
は
、
こ
の
文
の
後
に
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

「
こ
れ
か
ら
干
宝
の
思
想
は
漢
代
の
天
人
相
関
説
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
解
る
。」）

11
（

　

わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
高
橋
が
『
捜
神
記
』
の
思
想
は
漢
代
の
思
想
を
一
歩
も
出
て
い
な
い
と
捉
え
て
い
る
の
を
見
た
が
、
こ
こ
で
は
氏

は
、『
捜
神
記
』
の
怪
異
の
前
兆
と
し
て
の
性
格
を
、
漢
代
の
天
人
相
関
説
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
例
証
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
代
の
天
人
相
関
説
、『
漢
書
』
五
行
志
の
思
想
的
支
柱
で
あ
る
董
仲
舒
は
次
の
よ
う
に
戒
め
て
い
た
。

「
夫
の
災
異
の
象
を
前
に
推
し
、
然
る
後
に
安
危
禍
乱
を
後
に
図
る
者
を
悪
む
。」）

1（
（

　

つ
ま
り
、
怪
異
（
災
異
）
を
予
告
・
前
兆
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
漢
代
の
天
人
相
関
説
、『
漢
書
』
五
行
志
に
お
け
る

怪
異
は
、
あ
く
ま
で
（
人
君
の
）
悪
徳
・
悪
行
に
対
す
る
譴
告
・
戒
告
と
い
う
点
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
怪
異
を
、
や
が

て
生
じ
よ
う
と
す
る
吉
凶
禍
福
―
―
運
命
の
転
変
―
―
を
予
告
す
る
も
の
、
前
兆
だ
と
す
る
認
識
は
『
捜
神
記
』
の
特
徴
を
示
す
も
の
な

の
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
に
、『
捜
神
記
』
の
怪
異
の
も
う
一
つ
の
特
徴
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
説
話
に
示
さ
れ
て

い
る
。

「
晋
の
扶
風
の
楊
道
和
、
夏
田
中
に
於
い
て
雨
に
値
ふ
。
桑
樹
の
下
に
至
る
に
、
霹
靂
下
り
て
之
を
撃
つ
。
道
和
鋤
を
以
て
格
ち
、
其
の

股
を
折
る
。
遂
に
地
に
落
ち
、
去
る
を
得
ず
。
唇
は
丹
の
如
く
、
目
は
鏡
の
如
く
、
毛
角
は
長
さ
三
寸
余
。
状
は
六
畜
に
似
て
、
頭
は
獼

猴
に
似
る
。」）

11
（

「
漢
の
霊
帝
の
時
、
江
夏
の
黄
氏
の
母
、
盤
水
の
中
に
浴
し
、
久
し
く
し
て
起
き
ず
、
変
じ
て
黿
と
為
る
。
婢
は
驚
き
走
り
て
告
ぐ
。
家

人
の
来
た
る
に
比
び
、
黿
は
転
じ
て
深
淵
に
入
る
。
其
の
後
時
時
に
出
て
見
る
。
初
め
浴
す
る
と
き
一
銀
釵
を
簪
す
も
、
猶
ほ
其
の
首
に

在
り
。
是
に
於
い
て
黄
氏
は
累
世
、
敢
へ
て
黿
の
肉
を
食
は
ず
。」）

11
（
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前
者
は
落
ち
て
き
た
雷
と
格
闘
し
た
農
民
の
話
で
あ
り
、
後
者
は
亀
に
姿
を
変
え
た
婦
人
の
話
で
あ
る
。『
捜
神
記
』
に
収
録
さ
れ
た

説
話
は
、
人
君
以
外
の
人
々
に
つ
い
て
の
も
の
が
極
め
て
多
数
に
の
ぼ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
士
人
の
み
に
と
ど
ま
ら

ず
、
農
民
や
民
間
の
一
婦
人
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。『
捜
神
記
』
に
お
け
る
干
宝
の
関
心
は
、（
人
君
の
み
で
な
く
）
す
べ
て
の

人
々
の
運
命
―
―
吉
凶
禍
福
―
―
の
上
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
も
ま
た
、
高
橋
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「『
捜
神
記
』
に
お
い
て
は
個
人
に
起
こ
っ
た
変
化
を
伝
え
る
説
話
も
」
収
集
さ
れ
て
い
る
と）

11
（

。

　

し
か
し
氏
は
、
こ
れ
を
、
す
で
に
漢
代
か
ら
見
ら
れ
た
傾
向
を
拡
大
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
漢
代
の
災
異
思
想
と
異
な
ら
な
い
も
の
だ

と
し
て
い
る
。）

11
（

だ
が
、
高
橋
自
身
が
引
い
て
い
る
よ
う
に
、
董
仲
舒
に
は
次
の
よ
う
な
認
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
凡
そ
災
異
の
本
は
、
尽
く
国
家
の
失
よ
り
生
ず
。
国
家
の
失
乃
ち
始
め
て
萌
芽
す
れ
ば
、
天
災
害
を
出
し
て
以
て
こ
れ
を
譴
告
す
。」）

11
（

　

つ
ま
り
、
漢
代
の
災
異
思
想
に
お
い
て
は
、
怪
異
は
何
よ
り
も
国
家
の
運
営
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
そ
の
担
当
者
た
る
人

君
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
人
君
の
み
で
な
く
す
べ
て
の
個
々
人
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
性
格
も
ま
た
、
五
行
志
の
怪

異
に
対
す
る
『
捜
神
記
』
の
そ
れ
の
明
確
な
特
徴
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
に
お
け
る
様
々
な
「
怪
異
」
は
、
や
が
て
個
々
人
の
身
の
上
に
起
こ
ろ
う
と
す
る
吉
凶
禍

福
―
―
運
命
の
転
変
―
―
を
予
告
す
る
も
の
、
前
兆
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
干
宝
が
『
捜
神
記
』
の
序
文
に
お
い
て
、
こ
の
書
を
著
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
神
道
の
誣
ら
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
る
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
怪
異
の
説
話
は
「
神
」「
鬼
神
」
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
捜
神
記
』
に
お
け

る
「（
鬼
）
神
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
ま
た
そ
れ
は
「
怪
異
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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三
　『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「（
鬼
）
神
」

　
『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「（
鬼
）
神
」
と
は
何
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
従
来
、
大
別
す
れ
ば
二
つ
の
捉
え
方
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
そ
れ
を
道
徳
的
な
原
理
と
解
す
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
、
天
の
意
志
と
は
関
わ
ら
な
い
、
よ
り
客
観
法
則
的
な
原
理

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
儒
教
的
な
原
理
」）

11
（

、
あ
る
い
は
「
自
然
秩
序
の
中
に
体
現
さ
れ
た
道
徳
」）

11
（

等
表
現
上
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
要
す
る
に
、『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「（
鬼
）
神
」
を
道
徳
的
な
原
理
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解

釈
に
お
い
て
は
、「
怪
異
」
は
道
徳
的
な
原
理
（「（
鬼
）
神
」）
を
現
実
生
活
に
即
し
て
わ
か
り
や
す
く
示
す
た
め
の
具
体
的
な
事
例
で
あ

る
と
さ
れ
る
。）

11
（

し
か
し
、
次
の
例
の
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
の
怪
異
に
は
必
ず
し
も
道
徳
を
体
現
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
記
事
も
決

し
て
少
な
く
な
い
。

「
漢
の
永
昌
郡
の
不
韋
県
に
禁
水
有
り
。
水
に
毒
気
有
り
、
唯
だ
十
一
月
、
十
二
月
の
み
、
差
や
渡
渉
す
可
し
。
正
月
自
り
十
月
に
至
る

ま
で
、
渡
る
可
か
ら
ず
。
渡
れ
ば
輒
ち
病
み
、
人
を
殺
す
。
其
の
気
の
中
に
悪
物
有
る
も
其
の
形
を
見
さ
ず
。
其
の
作
る
や
声
有
り
、
投

撃
す
る
所
有
る
が
如
し
。
木
に
中
れ
ば
則
ち
折
れ
、
人
に
中
れ
ば
則
ち
害
す
。
土
俗
号
し
て
鬼
弾
と
為
す
。
故
に
郡
に
在
任
有
ら
ば
、
之

を
禁
傍
に
徙
す
。
十
日
を
過
ぎ
ず
し
て
、
皆
な
死
す
。」）

11
（

　

こ
う
し
た
例
が
散
見
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、『
捜
神
記
』
に
は
次
の
よ
う
な
認
識
が
見
ら
れ
る
。

「
万
物
の
生
死
と
其
の
変
化
と
は
、
神
に
通
ず
る
の
思
ひ
に
非
ざ
れ
ば
、
こ
れ
を
己
に
求
む
る
と
雖
も
、
悪
く
ん
ぞ
自
り
て
来
た
る
所
を

識
ら
ん
や
。」）

1（
（

　

万
物
の
怪
異
変
化
の
由
来
・
意
味
は
、（
自
分
自
身
に
求
め
る
の
で
は
な
く
）
そ
の
奥
に
は
た
ら
く
「
神
」
の
動
き
に
ま
で
通
じ
よ
う

と
す
る
強
い
思
い
が
な
け
れ
ば
、
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
干
宝
は
、
道
徳
的
原
理
を
体
現
し
た
事
例
と
し
て
怪
異
を
記
す
と

い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
逆
に
、多
様
な
怪
異
を
通
し
て
そ
の
奥
に
は
た
ら
く
「（
鬼
）
神
」
の
動
き
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「（
鬼
）
神
」
を
道
徳
的
な
原
理
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
次
に
、
後
者
の
捉
え
方
に
つ
い
て
。

　

先
に
も
触
れ
た
が
こ
れ
は
渡
邉
の
議
論
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
万
物
の
変
化
を
論
じ
た
『
捜
神
記
』
三
〇
〇
話
の
中
に
次
の
よ
う

な
認
識
が
見
ら
れ
る
。

「
変
に
応
じ
て
動
く
は
、
是
れ
順
常
為
り
。
苟
も
其
の
方
を
錯
ま
れ
ば
、
則
ち
妖
眚
と
為
る
。」

　

万
物
の
諸
々
の
変
化
の
う
ち
、
正
常
な
方
向
に
沿
っ
た
変
化
は
「
順
常
」
で
あ
り
、
方
向
を
誤
っ
た
不
規
則
な
変
化
は
「
妖
眚
」
と
な

る
、
と
。
渡
邉
の
理
解
は
こ
の
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
氏
の
所
論
を
こ
こ
で
の
文
脈
に
そ
っ
て
あ
ら
た
め
て
要
約
す
れ
ば
、
ほ
ぼ

次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
捜
神
記
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
界
の
万
物
の
変
化
は
「
順
常
」
と
「
妖
眚
」
と
に
区
別
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
人
が
関

わ
る
変
化
で
あ
り
、
前
者
は
そ
れ
以
外
の
も
の
の
変
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
干
宝
は
「「
妖
眚
」
と
い
う
人
が
関
わ
る
変
化
の
み
に
、
天

人
相
関
説
の
適
用
を
限
定
」
し
て
い
る
の）

11
（

で
あ
り
、
人
に
関
わ
ら
な
い
事
象
の
怪
異
変
化
と
事
応
と
の
あ
い
だ
に
は
そ
れ
と
は
異
な
る
よ

り
「
法
則
的
」
な
原
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
、「（
鬼
）
神
」
で
あ
り
、
天
意
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
の
原
理
の

追
求
に
は
、
こ
の
世
界
の
合
理
的
な
認
識
（「
合
理
的
な
天
」）
の
方
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、）

11
（

と
。

　

こ
の
よ
う
に
、
渡
邉
は
、『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「（
鬼
）
神
」
を
、
天
の
意
思
と
は
関
わ
ら
な
い
、
よ
り
客
観
法
則
的
な
原
理
と
し
て

捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
、『
捜
神
記
』
の
記
述
は
氏
の
所
説
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
晋
の
武
帝
の
太
康
六
年
、
南
陽
に
両
足
の
虎
を
獲
た
り
。
虎
は
陰
精
に
し
て
陽
に
居
る
、
金
獣
な
り
。
南
陽
は
火
名
な
り
。
金
精
火
に

入
り
て
其
の
形
を
失
ふ
。
王
室
乱
る
る
の
妖
な
り
。」）

11
（

「
呉
の
孫
亮
の
五
鳳
元
年
六
月
、
交
阯
に
稗
草
化
し
て
稲
と
為
る
。
昔
三
苗
将
に
亡
び
ん
と
し
、
五
穀
種
を
変
ず
。
此
れ
草
妖
な
り
。」）

11
（

　

前
者
の
説
話
は
虎
を
、
そ
し
て
後
者
は
草
を
「
妖
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
が
関
わ
ら
な
い
、
動
物
・
植
物
の
変
化
も
「
妖

（
眚
）」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
、
あ
る
い
は
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
さ
れ
る
が
、『
捜
神
記
』
に
は
ま
た
次
の
よ
う
な
文
章
も
肯
定
的
に

引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
天
に
四
時
有
り
。
日
月
相
ひ
推
し
、
寒
暑
迭
ひ
に
代
は
る
。
其
の
転
運
す
る
や
、
和
し
て
雨
と
為
り
、
怒
し
て
風
と
為
る
。
散
じ
て
露

と
為
り
、
乱
れ
て
霧
と
為
る
。
凝
り
て
霜
雪
と
為
り
、
張
り
て
虹
蜺
と
為
る
。
此
れ
天
の
常
数
な
り
。
人
に
四
肢
五
臓
有
り
。
一
た
び
は

覚
め
一
た
び
は
寐
ね
、
呼
吸
吐
納
す
。
精
気
往
来
し
、
流
れ
て
栄
衛
と
為
る
。
彰
れ
て
気
色
と
為
り
、
発
し
て
声
音
と
為
る
。
此
れ
亦
た

人
の
常
数
な
り
。
若
し
四
時
運
り
を
失
ひ
て
、
寒
暑
時
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
五
緯
は
盈
縮
し
、
星
辰
は
錯
行
し
、
日
月
は
薄
蝕
し
、
彗
孛

は
流
飛
す
。
此
れ
天
地
の
危
診
な
り
。」）

11
（

　

こ
こ
に
は
、「
天
地
の
危
診
」、
つ
ま
り
人
で
な
い
自
然
の
運
行
に
も
錯
乱
（「
妖
眚
」）
と
い
う
事
態
の
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

と
同
時
に
ま
た
、わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、自
然
の
正
常
な
運
行
（「
天
の
常
数
」）
と
同
様
、「
人
の
常
数
」、人
に
も
正
常
な
変
化
（「
順
常
」）

が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
が
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
捜
神
記
』

全
体
の
基
調
と
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
に
お
い
て
は
、「
妖
眚
」
は
人
が
関
わ
る
変
化
で
あ
り
、「
順
常
」
は
そ
れ
以
外
の
も
の
の
変
化
で
あ
る
と

い
う
認
識
は
み
ら
れ
な
い
。「
妖
眚
」
も
「
順
常
」
も
、
人
を
含
め
た
こ
の
世
界
の
す
べ
て
の
事
象
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
こ
と
と
「（
鬼
）
神
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

長
文
の
た
め
こ
こ
に
全
文
を
引
用
す
る
こ
と
は
控
え
る
が
、『
捜
神
記
』
の
九
七
話
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　

淮
南
郡
全
椒
県
に
丁
氏
と
い
う
嫁
が
い
た
。
と
こ
ろ
が
姑
の
厳
し
さ
に
耐
え
き
れ
ず
、
首
を
く
く
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
や
が
て
そ

の
霊
異
が
現
わ
れ
て
巫
女
に
乗
り
う
つ
り
、
自
ら
の
命
日
で
あ
る
九
月
九
日
は
家
々
の
嫁
に
仕
事
を
さ
せ
な
い
日
と
せ
よ
と
の
神
託
を
下

す
。
そ
の
後
ま
た
、
女
の
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ
、
川
を
渡
ろ
う
と
し
て
一
老
人
の
親
切
に
あ
う
。
老
人
は
舟
に
積
ん
で
い
た
葦
を
半
分
ほ

ど
降
ろ
し
、
そ
の
女
の
た
め
に
座
を
作
っ
て
乗
せ
て
や
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
親
切
に
対
し
て
、
女
は
次
の
よ
う
に
告
げ
る
。「
吾

は
是
れ
鬼
神
に
し
て
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。
自
ら
能
く
過
ぐ
る
を
得
。
然
れ
ど
も
宜
し
く
民
間
を
し
て
粗
や
相
ひ
聞
知
せ
使
む
べ
し
。
翁
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が
厚
意
、
葦
を
出
し
て
相
ひ
渡
せ
ば
、
深
く
慚
ぢ
感
ず
る
有
り
。
当
に
以
て
相
ひ
謝
す
る
者
有
る
べ
し
。」
と
。

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
に
お
い
て
は
、人
（「
女
」）
が
関
わ
る
怪
異
変
化
に
も
「
鬼
神
」
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「（
鬼
）
神
」
を
人
が
関
わ
ら
な
い
事
象
の
み
の
変
化
の
原
理
と
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

だ
と
す
れ
ば
、『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「（
鬼
）
神
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

　

干
宝
が
「（
鬼
）
神
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
か
、
そ
れ
を
彼
の
『
易
』
解
釈
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

彼
は
『
易
』
繋
辞
上
伝
の
本
文
「
故
神
无
方
而
易
无
体
」
の
個
所
に
次
の
よ
う
な
注
を
付
し
て
い
る
。

「
否
泰
し
盈
虚
す
る
者
は
神
な
り
。
変
じ
て
周
流
す
る
者
は
易
な
り
。
神
の
万
物
を
鼓
し
て
常
方
無
く
、
易
の
変
化
に
応
じ
て
定
体
無
き

を
言
う
な
り
。」）

11
（

　

傍
線
部
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
干
宝
は
、「
神
」
を
不
規
則
に
万
物
を
鼓
動
さ
せ
る
も
の
、
万
物
の
不
可
思
議
な
動
き
（
怪
異
）

を
ひ
き
起
こ
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
繋
辞
下
伝
の
本
文
「
精
義
入
神
、
以
致
用
之
」
の
個
所
に
は
次
の
よ
う
な
注
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
能
く
義
理
の
微
に
精
し
け
れ
ば
、
以
て
未
然
の
事
を
得
。
是
を
以
て
神
道
に
渉
り
て
、
禍
福
を
逆
る
。」）

11
（

　

す
な
わ
ち
、
義
理
（
物
事
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
道
理
）
の
微
か
な
現
わ
れ
に
精
通
で
き
れ
ば
、
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
で
き
事
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
神
道
（
神
の
動
き
）
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
、
禍
福
を
予
知
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
か

ら
、
神
の
動
き
（「
神
道
」）
が
や
が
て
人
々
の
身
の
上
に
起
こ
ろ
う
と
す
る
吉
凶
禍
福
―
―
運
命
の
転
変
―
―
を
左
右
し
て
い
る
の
だ
と

い
う
認
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「（
鬼
）
神
」
と
は
、「
怪
異
」
の
奥
に
あ
っ
て
個
々
人
の
運
命
の
転
変
を
左
右
す
る
不
可
思
議
な
霊
力
の
こ
と

な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
認
識
は
、
あ
る
い
は
干
宝
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々
の
間
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
し
た
推
測
を
抱
か
せ
る
文
が
『
捜
神
記
』
の
中
に
存
在
す
る
。



- 52 -- 53 -

「
外
書
に
曰
く
、
鬼
神
と
は
、
其
の
禍
福
発
揚
の
世
に
験
す
者
な
り
。」）

11
（

　

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
外
書
」
と
は
仏
教
者
が
仏
教
書
以
外
の
著
作
を
指
し
て
言
う
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
一
文
は
、『
捜

神
記
』
の
こ
の
説
話
が
後
に
『
法
苑
珠
林
』
に
収
録
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
編
者
道
世
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い）
11
（

。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
言
う
、「
鬼
神
と
は
、
禍
福
の
発
揚
を
こ
の
世
に
現
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、『
捜
神
記
』

以
外
の
著
書
に
も
説
か
れ
、
さ
ら
に
は
当
時
の
多
く
の
人
々
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
に
見
た
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
に
お
け
る
「
怪
異
」
と
は
、
や
が
て
個
々
人
の
身
の
上

に
起
こ
ろ
う
と
す
る
吉
凶
禍
福
―
―
運
命
の
転
変
―
―
の
前
兆
で
あ
り
、「（
鬼
）
神
」
と
は
、
そ
の
奥
に
あ
っ
て
個
々
人
の
吉
凶
禍
福
―

―
運
命
の
転
変
―
―
を
左
右
す
る
不
可
思
議
な
霊
力
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、『
捜
神
記
』
に
は
ま
た
、
そ
の
不
可
思
議
な
霊
力
「（
鬼
）
神
」
の
根
源
に
あ
る
も
の
が
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。

「
宮
亭
湖
に
孤
石
廟
あ
り
。
嘗
て
估
客
の
都
に
至
る
有
り
。
其
の
廟
下
を
経
る
に
、
二
女
子
を
見
る
。
云
ふ
、
為
に
両
量
の
絲
履
を
買
ふ

可
し
。
自
ら
相
ひ
厚
く
報
ぜ
ん
、
と
。
估
客
都
に
至
り
、
好
き
絲
履
を
市
ひ
、
并
せ
て
箱
に
之
を
盛
る
。
自
ら
書
刀
を
市
ひ
、
亦
た
箱
の

中
に
内
る
。
既
に
還
り
、
箱
及
び
香
を
以
て
廟
中
に
置
き
て
去
る
も
、
書
刀
を
取
る
を
忘
る
。
河
の
中
流
に
至
る
や
、
忽
ち
鯉
魚
の
船
中

に
跳
び
入
る
有
り
。
魚
の
腹
を
破
り
、
書
刀
を
得
た
り
。」）

1（
（

「
漢
の
宣
帝
の
時
、南
陽
の
陰
子
方
な
る
者
あ
り
。
性
は
至
孝
に
し
て
、恩
を
積
み
施
し
を
好
み
、喜
び
て
竈
を
祀
る
。
臘
日
晨
に
炊
ぐ
に
、

竈
神
の
形
見
は
る
。
子
方
再
拝
し
て
慶
を
受
く
。
家
に
黄
羊
有
り
、
因
り
て
以
て
之
を
祀
る
。
是
よ
り
已
後
、
暴
に
巨
富
に
至
り
、
田

七
百
余
頃
、
輿
馬
僕
隷
、
邦
君
に
比
ぶ
。
…
」）

11
（

　

前
者
は
、
宮
亭
湖
（
今
の
江
西
省
）
の
廟
神
が
、
通
り
か
か
っ
た
商
人
に
都
で
の
買
い
物
を
頼
み
、
商
人
は
帰
途
そ
の
依
頼
を
果
し
て

立
ち
去
っ
た
が
、
そ
の
と
き
自
ら
の
買
い
物
で
あ
っ
た
書
刀
を
も
一
緒
に
渡
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
書
刀
が
商
人
の
乗
る
船
に
跳
び
こ
ん

で
き
た
鯉
の
腹
中
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
話
で
あ
り
、
後
者
は
、
極
め
て
孝
行
で
善
を
積
み
喜
ん
で
竈
を
祀
る
人
物
の
前
に
竈
の
神
が
現

わ
れ
、
よ
ろ
こ
び
を
示
し
た
。
こ
れ
以
後
、
彼
の
家
は
に
わ
か
に
巨
富
を
築
き
繁
栄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
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に
、『
捜
神
記
』
に
は
、
様
々
な
霊
験
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
多
く
の
民
間
の
神
々
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、や
が
て
個
々
人
の
身
の
上
に
起
こ
ろ
う
と
す
る
運
命
の
転
変
を
示
唆
す
る
極
め
て
多
様
な
前
兆
（「
怪
異
」）
に
溢
れ
、

そ
の
奥
で
そ
れ
ら
を
操
る
様
々
な
神
々
が
複
雑
な
動
き
を
し
て
（「（
鬼
）
神
」
に
よ
っ
て
）
強
い
存
在
感
を
示
し
て
い
る
世
界
、
そ
れ
が

『
捜
神
記
』
の
世
界
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
捜
神
記
』
の
世
界
は
、
天
人
相
関
説
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

四
　『
捜
神
記
』
と
天
人
相
関
説

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
渡
邉
は
、『
捜
神
記
』
に
「
順
常
」
と
「
妖
眚
」
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
認
識
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
天

人
相
関
説
は
後
者
に
の
み
関
わ
る
も
の
だ
と
し
て
い
た
。
果
し
て
、そ
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
と
こ
ろ
と
重
な
る
が
、

『
捜
神
記
』
一
〇
三
話
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
引
か
れ
て
い
る
。

「
善
く
天
を
言
ふ
者
は
、
必
ず
人
に
質
し
、
善
く
人
を
言
ふ
者
は
、
必
ず
天
に
本
づ
く
。
故
に
天
に
四
時
有
り
、
日
月
相
ひ
推
し
、
寒
暑

迭
ひ
に
代
わ
る
。
其
の
転
運
す
る
や
、
和
し
て
雨
と
為
り
、
怒
し
て
風
と
為
る
。
散
じ
て
露
と
為
り
、
乱
れ
て
霧
と
為
る
。
凝
り
て
霜
雪

と
為
り
、
張
り
て
虹
蜺
と
為
る
。
此
れ
天
の
常
数
な
り
。
人
に
四
肢
五
臓
有
り
、
一
た
び
は
覚
め
一
た
び
は
寐
ね
、
呼
吸
吐
納
す
。
精
気

往
来
し
、
流
れ
て
栄
衛
と
為
る
。
彰
れ
て
気
色
と
為
り
、
発
し
て
声
音
と
為
る
。
此
れ
亦
た
人
の
常
数
な
り
。」

　
「
天
の
常
数
」「
人
の
常
数
」
―
―
つ
ま
り
自
然
界
・
人
間
界
の
「
順
常
」
―
―
も
天
と
人
と
の
相
関
的
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
べ
き

も
の
だ
と
す
る
こ
の
文
章
を
、
干
宝
は
肯
定
的
に
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
万
物
の
変
化
を
正
常
な
動
き
と
異
常
な
動
き
と
に
分
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
見
方
は
、
す
で
に
『
漢
書
』
五
行
志
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
次
の
文
章
は
、
人
君
の
容
貌
・
態
度
（「
五
事
」）
に
天
が
敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
を
述
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
。（
原
漢
文
は

や
や
わ
か
り
に
く
い
の
で
現
代
語
訳
を
引
く
。）
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「
貌
は
恭
や
し
く
、
言
は
素
直
に
、
視
は
透
徹
に
、
聴
は
さ
と
く
、
思
心
は
寛
大
で
あ
れ
。
貌
が
恭
や
し
く
あ
れ
ば
整
粛
と
な
り
、
言
が

素
直
で
あ
れ
ば
政
は
う
ま
く
治
ま
り
、
視
が
透
徹
で
あ
れ
ば
叡
明
と
な
り
、
聴
が
さ
と
け
れ
ば
謀
り
ご
と
は
う
ま
く
ゆ
き
、
思
心
が
寛
大

で
あ
れ
ば
聖
徳
に
い
た
る
。
休
徴
―
―
五
事
に
関
す
る
め
で
た
い
現
象
。
整
粛
で
あ
れ
ば
季
節
に
か
な
っ
た
雨
が
応
じ
、
政
が
う
ま
く
治

ま
れ
ば
季
節
に
か
な
っ
た
陽
気
が
応
じ
、
叡
明
で
あ
れ
ば
季
節
に
か
な
っ
た
暑
さ
が
応
じ
、
謀
り
ご
と
が
う
ま
く
ゆ
け
ば
季
節
に
か
な
っ

た
寒
さ
が
応
じ
、
聖
徳
に
い
た
れ
ば
季
節
に
か
な
っ
た
風
が
応
ず
る
。
咎
徴
―
―
五
事
に
関
す
る
咎
め
の
現
象
。
も
の
狂
お
し
け
れ
ば
雨

つ
づ
き
が
応
じ
、
ち
ぎ
は
ぐ
で
あ
れ
ば
日
で
り
つ
づ
き
が
応
じ
、
だ
ら
だ
ら
す
れ
ば
暑
さ
つ
づ
き
が
応
じ
、
せ
っ
か
ち
で
あ
れ
ば
寒
さ
つ

づ
き
が
応
じ
、
暗
愚
で
あ
れ
ば
風
つ
づ
き
が
応
ず
る
。」）

11
（

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『
漢
書
』
五
行
志
に
お
い
て
は
、
咎
め
の
徴
候
（「
咎
徴
）
で
あ
る
異
常
の
部
分
だ
け
で
な
く
、
め
で
た
い

徴
候
（「
休
徴
」）
で
あ
る
正
常
な
部
分
も
ま
た
天
の
反
応
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
認
識
は
、
さ
ら
に
『
易
』
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。『
易
』
に
は
独
特
の
宇
宙
観
・
世
界
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
易
は
天
地
と
準
ふ
。
故
に
能
く
天
地
の
道
を
弥
綸
す
。」）

11
（

　

易
は
天
地
（
こ
の
宇
宙
）
に
な
ぞ
ら
え
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
天
地
の
道
を
あ
ま
ね
く
包
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

「
易
に
大
極
有
り
。
こ
れ
両
儀
を
生
ず
。
両
儀
は
四
象
を
生
じ
、
四
象
は
八
卦
を
生
ず
。
…
」）

11
（

　

こ
の
世
界
の
根
源
に
は
事
物
未
分
化
の
混
沌
「
太
極
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
両
儀
（
陰
・
陽
）
を
生
み
、
両
儀
は
四
象
を
生
み
、
四
象
は

八
卦
を
生
み
…
こ
う
し
て
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
事
象
が
生
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
尽
き
る
こ
と
の
な
い
生
々
の
過
程
で
あ
る
（「
生
生

こ
れ
を
易
と
謂
ふ
」））

11
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
万
物
を
生
み
な
す
は
た
ら
き
そ
れ
自
体
が
「
道
」
と
呼
ば
れ
る
。

「
一
陰
一
陽
こ
れ
を
道
と
謂
ふ
。」）

11
（

　
「
道
」
と
は
、
陰
と
な
り
陽
と
な
っ
て
限
り
な
く
変
化
を
く
り
か
え
す
は
た
ら
き
で
あ
り
、
言
わ
ば
正
常
な
万
物
生
々
の
変
化
・
律
動

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
と
は
異
な
る
動
き
も
包
含
さ
れ
て
い
る
。
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「
陰
陽
測
ら
れ
ざ
る
こ
れ
を
神
と
謂
ふ
。」）

11
（

　

そ
こ
に
は
正
常
な
生
々
の
律
動
と
は
異
な
る
、
予
測
し
が
た
い
不
規
則
な
動
き
も
包
含
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
神
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
神
」
の
性
格
は
ま
た
、
次
の
一
文
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

「
神
な
る
も
の
は
、
万
物
に
妙
に
し
て
言
を
為
す
も
の
な
り
。」）

11
（

　

神
と
は
万
物
に
作
用
す
る
不
可
思
議
な
は
た
ら
き
を
指
し
て
い
う
言
葉
で
あ
る
、
と
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
易
』
に
お
い
て
は
、
万
物
の
変
化
が
正
常
な
変
化
「
道
」
と
不
可
測
な
（
異
常
な
）
変
化
「
神
」
と
に
弁
別
し
て
捉

え
ら
れ
、
ど
ち
ら
も
が
自
然
界
（
天
）
と
人
間
界
（
人
）
と
の
相
関
的
関
係
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、「
神
」
は
「
道
」
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
お
り
、「
道
」
と
「
神
」
と
は
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
調
和
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

董
仲
舒
を
経
て
『
漢
書
』
五
行
志
に
結
実
す
る
漢
代
の
天
人
相
関
説
は
、
こ
の
『
易
』
の
世
界
観
・
天
人
相
関
説
を
受
け
継
い
で
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
漢
代
的
な
特
徴
が
つ
け
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

「
王
者
即
位
す
れ
ば
、
必
ず
天
地
を
郊
祀
し
、
神
祇
を
禱
祈
し
、
山
川
を
望
秩
し
、
百
神
を
懐
柔
し
て
、
宗
事
せ
ざ
る
な
し
。
其
の
斎
戒

を
慎
み
、
其
の
厳
敬
を
致
せ
ば
、
鬼
神
は
歆
饗
し
て
多
く
福
助
を
獲
。
此
れ
聖
王
の
陰
気
に
順
事
し
て
神
・
人
を
和
す
る
所
以
な
り
。」）

11
（

「
天
人
相
与
の
際
を
観
る
に
、
甚
だ
畏
る
可
き
な
り
。
国
家
に
将
に
失
道
の
敗
有
ら
ん
と
す
る
や
、
天
す
な
は
ち
先
ず
災
害
を
出
し
て
以

て
之
を
譴
告
し
、
自
ら
省
み
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
ま
た
怪
異
を
出
し
て
以
て
之
を
警
懼
す
。
な
ほ
変
ふ
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
傷
敗
す
な
は

ち
至
ら
ん
。
此
れ
を
以
て
天
心
の
人
君
を
仁
愛
し
て
其
の
乱
を
止
め
ん
と
欲
す
る
を
見
る
な
り
。」）

1（
（

　

す
な
わ
ち
、『
易
』
の
天
人
相
関
説
の
中
に
皇
帝
権
力
が
独
特
の
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
諸
々
の
神
々
を
統
括
す
る
天
の

秩
序
を
尊
び
敬
っ
て
保
持
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
王
者
（
人
君
）
た
る
者
の
使
命
と
さ
れ
る
。
も
し
そ
の
使
命
に
反
し
て
悪
徳
・
悪
行
を
は

た
ら
い
た
と
き
、
天
は
災
異
（
怪
異
）
を
出
し
て
譴
告
・
警
懼
す
る
。
そ
れ
は
人
君
が
破
滅
に
至
る
の
を
と
ど
め
よ
う
と
す
る
天
の
仁
愛

の
現
わ
れ
な
の
だ
、
と
。
こ
う
し
て
、
王
者
（
人
君
）
に
天
の
秩
序
の
保
持
者
と
し
て
の
使
命
が
明
確
に
賦
与
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
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統
治
者
と
し
て
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
天
の
譴
告
と
し
て
の
災
異
（
怪
異
）
の
部
分
が
い
わ
ゆ
る
天
譴
論
で
あ
り
、

そ
れ
は
天
人
相
関
説
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
部
分
が
天
人
相
関
説
の
枢
要
部
分
な
の
だ
け
れ
ど
も
。

　

そ
う
し
た
漢
代
の
天
人
相
関
説
（
天
譴
論
を
含
む
）
が
説
か
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、次
の
よ
う
な
歴
史
的
教
訓
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
後
世
淫
佚
衰
微
す
る
に
及
ん
で
、
群
生
を
統
理
す
る
能
は
ず
。
諸
侯
は
背
畔
し
て
良
民
を
残
賊
し
、
以
て
壌
土
を
争
ふ
。
徳
教
を
廃
し

て
刑
罰
に
任
す
。
刑
罰
中
ら
ず
ん
ば
則
ち
邪
気
を
生
じ
、
邪
気
下
に
積
も
れ
ば
怨
悪
上
に
畜
る
。」）

11
（

　

戦
国
時
代
か
ら
秦
王
朝
へ
と
昂
進
し
て
い
っ
た
刑
罰
に
よ
る
力
の
支
配
、
そ
し
て
そ
の
無
残
な
末
路
、
そ
の
反
省
の
上
に
立
っ
て
提
唱

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
漢
代
の
天
人
相
関
説
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
、
人
々
は
自
ら
の
地
縁
・
血
縁
等
に
よ
る
特
定
の
神
々
（
土
地
神
、
氏
族
神
等
）
と

の
安
定
的
な
関
係
の
中
で
守
ら
れ
、
ま
た
神
々
は
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
天
の
全
体
秩
序
の
内
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
秩
序

は
君
主
（
人
君
）
が
自
ら
の
使
命
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、『
捜
神
記
』
に
お
い
て
は
、『
漢
書
』
五
行
志
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
表
面
に
浮
上
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
個
々
人
の
運
命
と
い

う
問
題
が
大
き
く
前
面
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
、「
天
（
道
）」
の
内
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
民
間
の

神
々
（
土
地
神
、
氏
族
神
、
英
雄
神
等
）
が
各
々
不
可
思
議
な
動
き
を
強
め
つ
つ
、
飛
躍
的
に
存
在
感
を
高
め
て
い
る
。
そ
の
上
、
さ
ら

に
ま
た
、
両
者
の
関
係
は
極
め
て
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
天
人
相
関
説
の
基
軸
を
な
す
天
と
君
主
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
捜
神
記
』
に
は
、「
天
（
帝
）」
は
登
場
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
存
在
感
は
極
め
て
稀
薄
で
あ
る
。
天
と
君
主
と
の
関
係
を

干
宝
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
、
そ
れ
は
彼
の
『
晋
紀
総
論
』
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
彼
は
、
自
ら
の
仕
え
る
東

晋
王
朝
の
前
身
、
西
晋
の
最
後
の
王
、
懐
帝
・
愍
帝
に
瑞
祥
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
西
晋
王
朝
は
極
め
て
屈
辱
的
な
形
で
終

焉
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
疑
問
を
呈
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
此
れ
に
由
り
て
之
を
推
せ
ば
、
亦
た
徴
祥
有
り
。
而
る
に
皇
極
は
建
た
ず
、
禍
辱
は
身
に
及
ぶ
。
豈
に
上
帝
我
に
臨
み
て
其
の
心
を
貳
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に
す
る
か
、
将
た
人
能
く
道
を
弘
め
、
道
の
人
を
弘
む
る
に
非
ざ
る
に
由
ら
ん
と
す
る
者
か
。」

　
「
天
（
上
帝
）」
が
我
が
朝
廷
に
仁
愛
を
下
し
た
と
見
え
た
の
は
そ
の
本
心
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
全
体
の
秩
序
を
保
持
し

う
る
こ
と
を
実
証
す
る
、「
人
」
の
側
の
条
件
が
優
先
す
る
の
か
、
と
。
こ
こ
に
は
も
は
や
、
君
主
の
使
命
感
に
よ
っ
て
天
の
秩
序
が
保

持
さ
れ
う
る
と
い
う
確
信
は
見
ら
れ
な
い
。
干
宝
は
、
事
態
の
推
移
の
奥
に
は
た
ら
く
測
り
が
た
い
天
の
意
思
を
、
目
を
凝
ら
し
て
見
極

め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
に
お
け
る
個
々
人
の
運
命
の
焦
点
化
、
神
々
の
存
在
感
の
高
ま
り
は
、「
天
」
の
意
思
の
不
明
化
（
天
の
全

体
秩
序
の
不
明
化
）
と
パ
ラ
レ
ル
に
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
個
々
人
は
、
各
々
自
ら
、
諸
々
の
神
々
が
さ
し
出
す
運
命

の
予
兆
を
敏
感
に
察
知
し
て
、
そ
れ
に
適
切
に
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
何
故
、
当
時
夥
し
い
数
の
怪
異
の
説
話
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
が
多
く
の
人
々
の
関
心
を
呼
ん
だ
の
か
、
そ
の
理
由

も
推
察
し
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
深
く
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
余
裕
を
も
た
な
い
が
、
要
点
の
み

に
触
れ
て
お
く
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
そ
う
し
た
怪
異
の
説
話
が
し
き
り
に
説
か
れ
は
じ
め
た
時
期
と
思
わ
れ
る
三
国
時
代
の
正
史
『
三
国

志
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

劉
放
は
、
彼
が
付
き
従
っ
て
い
た
王
松
に
、
早
く
曹
操
の
側
に
つ
く
べ
き
こ
と
を
進
言
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
速
か
に
至
る
者
は

漸
く
福
あ
り
、
後
に
服
す
る
者
は
先
に
亡
ぶ
。
此
れ
乃
ち
終
日
を
俟
た
ず
し
て
馳
騖
す
る
の
時
な
り
」）

11
（

と
。

　

ま
た
、
司
馬
朗
は
、
董
卓
の
下
か
ら
抜
け
出
し
郷
里
の
村
に
帰
り
着
く
と
、
村
の
父
老
た
ち
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
こ
の
地
は
形
勢
か

ら
い
っ
て
や
が
て
必
ず
戦
乱
の
ち
ま
た
と
な
る
。
自
分
た
ち
で
平
安
を
維
持
す
る
の
は
困
難
で
す
。
道
路
が
ま
だ
通
じ
て
い
る
あ
い
だ
に
、

一
族
挙
げ
て
東
の
黎
陽
に
行
く
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
。
し
か
し
、
父
老
た
ち
は
な
じ
み
の
土
地
に
執
着
し
、
そ
の
言
葉
に

従
う
者
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
県
の
一
人
の
人
物
だ
け
が
家
族
を
ひ
き
つ
れ
、
司
馬
朗
と
と
も
に
そ
の
地
を
離
れ
た
。
そ
し
て
そ
の

数
か
月
後
、
数
十
万
の
軍
勢
が
そ
の
地
に
集
ま
り
、
抗
争
を
ひ
き
起
こ
し
て
略
奪
を
は
じ
め
、
民
衆
の
約
半
数
が
死
亡
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。）

11
（
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こ
の
よ
う
に
、
当
時
人
々
は
、
日
々
生
起
す
る
種
々
の
で
き
事
の
中
で
、
何
が
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
運
命
に
影
響
を
与
え
る
の
か
を
す

ば
や
く
察
知
し
、
適
切
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
適
否
に
よ
っ
て
、
栄
達
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
滅

亡
へ
の
坂
を
転
が
り
落
ち
る
の
か
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
慣
れ
親
し
ん
だ
土
地
神
や
氏
族
神
に
す
が
る
こ
と
が
必
ず

し
も
身
を
守
る
こ
と
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
い
は
故
地
を
離
れ
て
流
移
し
、
あ
る
い
は
一
族
バ
ラ
バ
ラ
に
分
散
し
て
は
じ
め
て
自

ら
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
多
く
の
人
々
の
脳
中
に
あ
っ
た
の
は
、
何
か
重
大
な
で
き
事
が
起
こ
る
と
き
に
は
必
ず
そ
の
前
に

不
可
思
議
な
怪
異
現
象
が
生
じ
る
と
い
う
、
従
来
の
天
人
相
関
説
の
観
念
で
あ
っ
た
。
実
際
に
極
め
て
多
く
の
人
々
・
一
族
が
数
奇
な
運

命
に
翻
弄
さ
れ
て
い
く
中
で
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
怪
異
の
説
話
が
人
々
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
多
く
が
自
ら
の
運
命
の
行
く
末
に
不
安
を
抱
き
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
説
話
に
関
心
を
寄
せ
た
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

　

干
宝
は
、
そ
う
し
た
怪
異
の
説
話
を
で
き
う
る
限
り
収
集
し
、
そ
の
中
に
人
々
の
運
命
を
左
右
す
る
神
々
の
霊
力
「（
鬼
）
神
」
が
ど

の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
か
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
干
宝
に
と
っ
て
、
怪
異
の
説
話
を
集
め
る
こ
と
が

「
神
を
捜
す
こ
と
（
捜
神
）」
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
「
神
道
が
偽
り
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
、『
漢
書
』『
後
漢
書
』
の
五
行
志
か
ら
の
採
録
に
あ
た
っ
て
、『
京
房
易
伝
』
や
『
天
戒
若
』
の
占

辞
を
削
除
し
な
か
っ
た
の
は
、「（
鬼
）
神
」
の
動
き
を
読
む
上
で
そ
れ
ら
が
参
考
に
な
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
際
、
干
宝
は
、
個
々
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
運
命
の
予
兆
を
判
断
し
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

「
上
党
の
鮑
瑗
、
家
に
喪
病
多
く
、
貧
苦
な
り
。
淳
于
智
之
を
卜
し
て
曰
く
、
君
が
居
宅
利
あ
ら
ず
、
故
に
君
を
し
て
困
し
ま
し
む
る
の
み
。

君
が
舎
の
東
北
に
大
桑
樹
有
ら
ん
。
君
径
ち
に
市
に
至
り
、
門
を
入
る
こ
と
数
十
歩
に
し
て
、
当
に
一
人
の
新
鞭
を
売
る
者
有
る
べ
し
。

便
ち
就
き
て
買
ひ
て
還
り
、
以
て
此
の
樹
に
懸
け
よ
。
三
年
に
し
て
、
当
に
暴
に
財
を
得
べ
し
、
と
。
瑗
は
言
を
承
け
て
市
に
詣
り
、
果
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し
て
馬
鞭
を
得
た
り
。
此
れ
を
懸
く
る
こ
と
三
年
、
井
を
浚
ふ
に
、
銭
数
十
万
、
銅
鉄
器
復
た
二
万
余
を
得
た
り
。
是
に
お
い
て
業
用
は

既
に
展
び
、
病
む
者
も
亦
た
恙
無
し
。」）

11
（

　

こ
の
説
話
は
、
鮑
瑗
と
い
う
人
物
が
、
家
に
死
病
者
が
多
く
貧
苦
で
あ
っ
た
た
め
に
、
卜
占
を
得
意
と
す
る
淳
于
智
（『
晋
書
』
に
伝

有
り
）
に
占
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
指
示
の
と
お
り
に
す
る
と
、
以
後
思
い
が
け
な
い
財
が
転
が
り
込
み
、
商
売
は
発
展
し
、
病
人
も
健
康

を
回
復
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
に
お
い
て
は
、
運
命
の
予
兆
の
判
断
、
そ
れ
へ
の
対
応
策

は
本
人
自
身
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
民
間
の
道
士
た
ち
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
列
仙
伝
』

『
神
仙
伝
』
か
ら
の
多
く
の
引
用
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
、
一
五
五
話
の
末
尾
に
付
加
さ
れ
た
次
の
記
述
に
明
瞭
に
示

さ
れ
て
い
る
。

「
故
に
人
妖
之
が
為
に
先
ず
作
る
。
恨
む
ら
く
は
、
辛
有
、
屠
乗
の
論
に
遭
ひ
て
、
以
て
其
の
情
を
測
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。」

　

怪
異
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
辛
有
や
屠
乗
（
と
も
に
昔
の
予
言
者
）
の
よ
う
な
人
物
に
よ
っ
て
そ
の
判
断
が
下
さ
れ
な
か
っ
た
の

は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
、
と
。

　
『
漢
書
』
五
行
志
に
お
い
て
は
怪
異
（
災
異
）
の
判
断
は
権
力
側
近
の
数
人
の
大
学
者
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
。
し
か
し
、『
捜
神
記
』
に

お
い
て
は
、こ
の
よ
う
に
多
く
の
民
間
の
道
士
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、個
々

の
ケ
ー
ス
ご
と
に
そ
の
判
断
は
異
な
る
こ
と
と
な
っ
て
恣
意
性
は
拡
大
し
、
全
体
秩
序
（
天
の
秩
序
）
の
回
復
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
る

こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
捜
神
記
』
の
世
界
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
天
人
相
関
説
の
解
体
化
の
様
相
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
々
の

ひ
き
起
こ
す
怪
異
の
複
雑
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
時
期
の
、
神
々
の
霊
力
「（
鬼
）
神
」
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
多
数
の
怪
異
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
行
く
末
も
ま
た
『
捜
神
記
』
の
説
話
の
中
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
に
そ
の
点
に
触
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
小
論
の
む
す
び
に
か
え
る
こ
と
と
し
た
い
。



- 60 -- 61 -

五
　
む
す
び
に
か
え
て

　
『
捜
神
記
』
の
中
に
は
、
他
の
も
の
と
や
や
趣
を
異
に
す
る
説
話
が
含
ま
れ
て
い
る
。

「
鞠
道
龍
は
善
く
幻
術
を
為
す
。
嘗
て
云
ふ
、
東
海
の
人
、
黄
公
、
善
く
幻
を
為
し
、
蛇
を
制
し
虎
を
御
す
。
常
に
赤
金
の
刀
を
佩
く
。

老
衰
す
る
に
及
び
、
飲
酒
す
る
こ
と
度
を
過
ぐ
。
秦
の
末
、
白
虎
の
東
海
に
見
る
る
有
り
。
詔
し
て
黄
公
を
遣
は
し
、
赤
刀
を
以
て
往
き

て
之
を
圧
へ
し
む
。
術
既
に
行
わ
れ
ず
、
遂
に
虎
の
殺
す
所
と
為
る
、
と
。」）

11
（

　

こ
れ
は
、
蛇
を
制
し
虎
を
御
す
る
不
思
議
な
術
を
使
う
と
さ
れ
た
人
物
が
、
そ
の
神
通
力
を
失
っ
て
虎
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
同
様
の
事
態
は
「
怪
異
」
そ
の
も
の
に
も
起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

「
魏
の
景
初
中
、
咸
陽
県
の
吏
王
臣
の
家
に
怪
有
り
。
故
無
く
し
て
手
を
拍
ち
て
相
ひ
呼
ぶ
を
聞
き
、
伺
ふ
も
見
る
所
無
し
。
其
の
母
、

夜
作
し
て
勌
れ
、
枕
に
就
き
て
寝
息
す
。
頃
く
有
り
て
、
復
た
竈
下
に
呼
ぶ
声
有
る
を
聞
く
に
、
曰
く
、
文
約
、
何
を
以
て
来
た
ら
ず
や
、

と
。
頭
下
の
枕
、
応
じ
て
曰
く
、
我
、
枕
と
せ
ら
れ
、
往
く
こ
と
能
は
ず
。
汝
来
た
り
て
我
に
就
き
て
飲
む
べ
し
、
と
。
明
に
至
る
や
、

乃
ち
飯
臿
な
り
。
即
ち
聚
め
て
之
を
焼
く
に
、
其
の
怪
、
遂
に
絶
ゆ
。」）

11
（

　

怪
異
だ
と
思
っ
た
も
の
は
、
実
は
枕
と
し
ゃ
も
じ
に
す
ぎ
ず
、
と
も
に
焼
き
捨
て
た
と
こ
ろ
何
事
も
起
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
怪
異
」
が
「
神
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
、「
怪
異
」
の
奥
に
人
々
の
運
命
を
左
右
す
る
不
可
思
議
な
霊
力
が
は
た
ら

い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
霊
力
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、

「
怪
異
」
は
単
な
る
化
け
物
に
変
わ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
事
態
が
現
実
の
も
の
と
な
る
の
は
、
仏
教
的
な
霊
力
、
新
た
な
世
界
観
が
広
く
人
々
の
中
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
怪
異
」
の
説
話
は
現
実
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
喪
失
し
て
、
単
な
る
奇
妙
な
お
話
に
な
る
。
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［
注
］

（
１
） 

小
南
一
郎
「
干
宝
『
捜
神
記
』
の
編
纂
（
上
・
下
）」（『
東
方
学
報
』
第
六
九
・
七
〇
冊
、
一
九
九
七
・
一
九
九
八
年
）
の
よ
う
な
独
自
の
研
究
も
見
ら
れ

る
が
。

（
２
） 
大
村
由
紀
子
「『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
成
立
過
程
小
考
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
二
六
、二
〇
〇
〇
年
）、
河
野
貴
美
子
「『
捜
神
記
』
の
語
る
歴
史
―
―
史

書
五
行
志
と
の
関
係
―
―
」（『
二
松
学
舎
大
学　

大
学
院
紀
要
』
一
六
巻
、
二
〇
〇
二
年
）
等
。

（
３
） 

大
橋
由
治
『『
捜
神
記
』
の
研
究
』（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）。
所
収
論
文
の
中
に
は
、
か
な
り
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
。

（
４
） 

渡
邉
義
浩
「『
捜
神
記
』
の
執
筆
目
的
と
五
気
変
化
論
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
八
冊
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「
干
宝
の
『
捜
神
記
』
と
五
行

志
」（『
東
洋
研
究
』
一
九
七
号
、
二
〇
一
五
年
）。
以
下
、
前
者
を
渡
邉
「
五
気
変
化
論
」、
後
者
を
渡
邉
「
五
行
志
」
と
略
記
す
る
。

（
５
） 

大
橋
、
前
掲
書
、
七
五
頁

（
６
） 

同
右
、
三
九
頁

（
７
） 

同
右
、
二
六
九
頁

（
８
） 

渡
邉
「
五
行
志
」、
三
五
頁

（
９
） 

渡
邉
「
五
気
変
化
論
」、
七
頁

（
10
） 

同
右

（
11
） 

渡
邉
「
五
行
志
」、
四
四
頁

（
12
） 

行
論
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、『
捜
神
記
』
に
お
い
て
、「
神
」「
鬼
神
」
は
内
容
的
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
と
く
に
使
い
分
け
る

必
要
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
「（
鬼
）
神
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
13
） 

河
野
、
前
掲
論
文
、
三
〇
一
頁
。
ま
た
、
佐
野
誠
子
「
五
行
志
と
干
宝
『
捜
神
記
』」（『
東
京
大
学
中
国
語
中
国
文
学
研
究
室
紀
要
』
第
四
号
、

二
〇
〇
一
年
）、
七
〇
頁
も
参
照
。

（
14
） 『
捜
神
記
』
一
一
一
話
。（
以
下
、『
捜
神
記
』
は
す
べ
て
二
〇
巻
本
に
よ
る
。）
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（
15
） 『
漢
書
』
五
行
志

（
16
） 

そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
捜
神
記
』
184
話
は
『
晋
書
』
の
五
行
志
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
184
話
に
あ
る
「
天
戒
若
曰
」
が
干

宝
自
身
の
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
晋
書
』
に
お
い
て
は
、「
捜
神
記
曰
」
あ
る
い
は
「
干
宝
以
為
」
等
と
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
の
す
ぐ
前
の
文
章
に
お
い
て
『
捜
神
記
』
か
ら
の
引
用
個
所
に
「
干
宝
以
為
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
捜
神
記
』
の
文

そ
の
ま
ま
に
「
天
戒
若
曰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
干
宝
の
語
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
書
名
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
17
） 

だ
が
、『
続
漢
書
』
か
ら
採
録
さ
れ
た
も
の
の
中
に
、逆
に
長
い
歴
史
的
な
記
述
の
付
加
さ
れ
た
も
の
の
あ
る
こ
と
が
、河
野
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
念
の
た
め
に
そ
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
155
話
で
は
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
怪
異
が
記
さ
れ
る
。「
霊
帝
の
建

寧
三
年
春
、
河
内
に
婦
有
り
て
夫
を
食
ひ
、
河
南
に
夫
有
り
て
婦
を
食
ふ
。」
こ
こ
ま
で
が
『
続
漢
書
』
五
行
志
の
記
述
で
あ
る
。『
捜
神
記
』
で
は
、
こ

れ
に
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
歴
史
的
記
述
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
霊
帝
既
に
没
し
、
天
下
大
い
に
乱
る
。
君
に
妄
誅
の
暴
有
り
て
、
臣
に
劫
弑
の
逆
有

り
。
兵
革
相
ひ
残
し
、
骨
肉
讎
を
為
し
、
生
民
の
禍
極
ま
れ
り
。
故
に
人
妖
之
が
為
に
先
づ
作
る
。」
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
付
加
さ
れ
た
歴
史
的
な

出
来
事
は
、
怪
異
発
生
よ
り
後
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
怪
異
は
戒
告
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
歴
史
的
記
述
は
、
怪
異
が
予
兆
で
あ
っ

た
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
18
）『
捜
神
記
』
三
一
二
話

（
19
）
高
橋
、
前
掲
書
、
二
五
九
・
二
六
〇
頁

（
20
）
同
右

（
21
）『
春
秋
繁
露
』
二
端

（
22
）『
捜
神
記
』
三
〇
五
話

（
23
）『
捜
神
記
』
三
五
五
話

（
24
）
高
橋
、
前
掲
書
、
二
五
六
頁



- 64 -- 65 -

（
25
）
同
右

（
26
）『
春
秋
繁
露
』
同
類
相
動
。
高
橋
、
前
掲
書
、
二
五
三
頁

（
27
）
小
南
、
前
掲
論
文
（
下
）、
九
六
頁

（
28
）
孔
毅
「
論
『
捜
神
記
』
中
的
鬼
神
与
“
神
道
”」（『
重
慶
師
範
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』、
二
〇
一
三
年
、
第
四
期
）、
五
頁

（
29
）
同
右
、
六
頁
に
は
、「
鬼
神
の
故
事
を
語
る
の
は
形
式
に
す
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
30
）『
捜
神
記
』
三
一
五
話

（
31
）『
捜
神
記
』
三
〇
〇
話

（
32
）
渡
邉
「
五
行
志
」、
三
五
頁

（
33
）
同
右
、
四
四
頁

（
34
）『
捜
神
記
』
一
八
四
話

（
35
）『
捜
神
記
』
一
七
五
話

（
36
）『
捜
神
記
』
一
〇
三
話

（
37
）
李
鼎
祚
撰
『
周
易
集
解
』

（
38
）
同
右

（
39
）『
捜
神
記
』
三
〇
九
話

（
40
）
小
南
、
前
掲
論
文
（
下
）、
九
八
頁
。
先
坊
幸
子
・
森
野
繁
夫
『
干
宝　

捜
神
記
』（
白
帝
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
四
三
五
頁

（
41
）『
捜
神
記
』
八
〇
話

（
42
）『
捜
神
記
』
八
八
話

（
43
）『
漢
書
五
行
志
』（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
、
一
九
八
六
年
）、
九
三
頁

（
44
）『
易
』
繋
辞
上
伝
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（
45
）
同
右

（
46
）
同
右

（
47
）
同
右

（
48
）
同
右

（
49
）『
易
』
説
卦
伝

（
50
）『
漢
書
』
五
行
志

（
51
）『
漢
書
』
董
仲
舒
伝

（
52
）
同
右

（
53
）『
三
国
志
』
魏
書
、
程
郭
董
劉
蒋
劉
伝

（
54
）『
三
国
志
』
魏
書
、
劉
司
馬
梁
張
温
賈
伝

（
55
）『
捜
神
記
』
五
八
話

（
56
）『
捜
神
記
』
三
九
話

（
57
）『
捜
神
記
』
四
一
三
話




