
川
端
康
成
の

『
打
情
歌
』

の
主
題
と
死
生
観

権

海

珠

は
じ
め
に
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「
行
情
歌
」
は
、
昭
和
七
年
二
月
吋
中
央
公
論
い
に
発
表
さ
れ
、
昭
和
八
年
六
月
、
新
潮
社
刊
吋
化
粧
と
口
笛
」
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
し
て

翌
九
年
十
二
月
、
「
行
情
歌
」
(
竹
村
書
房
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
作
家
の
現
実
の
世
界
や
作
家
の
私
的
生
活
な
ど
と
関
連
さ
せ
て
、
「
行
情
歌
い
の
作
中
の
世
界
に
対
す
る
考
察
を
通
し
て
そ
の
主
題

を
導
出
し
、
ヒ
ロ
イ
ン
「
竜
枝
」
の
死
生
観
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

コ
打
情
歌
い
は
昭
和
初
期
の
憂
欝
な
政
治
・
社
会
の
状
況
の
中
で
、
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
慢
性
的
な
経
済
恐

慌
は
中
小
企
業
者
等
の
倒
産
を
犠
牲
に
、
か
え
っ
て
路
大
な
独
占
資
本
を
完
成
さ
せ
た
。
一
方
、
巷
に
あ
ふ
れ
た
失
業
者
の
数
は
、
昭
和
五
年

に
は
実
に
二
百
万
を
こ
え
た
の
で
あ
る
。
農
民
も
窮
迫
し
て
、
土
地
を
子
離
し
、
娘
を
売
る
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
。
農
村
の
半
封
建
遇
制
を

土
台
と
す
る
日
本
資
本
主
義
は
、
は
や
く
も
嫡
熟
期
の
破
綻
を
み
せ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
労
働
者
運
動
は
急
速
に
成
長
し
、
政
府
は
そ
の
干

渉
弾
圧
に
狂
奔
し
た
。
都
市
の
消
費
生
活
は
独
占
資
本
主
義
に
よ
る
人
間
の
自
己
疎
外
を
押
し
進
め
、
そ
の
人
間
性
を
分
裂
解
体
に
瀕
せ
し
め

て
い
た
。
一
方
、
享
楽
的
な
ア
メ
リ
カ
映
画
や
ジ
ャ
ズ
音
楽
は
青
年
男
女
を
頚
廃
的
・
斜
那
的
な
生
活
感
情
に
い
ざ
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
不
安
の
増
大
の
う
ち
に
、
新
官
僚
、
軍
部
統
制
派
と
新
財
閥
に
よ
る
「
革
新
陣
営
」
は
、
財
閥
と
結
ぶ
政
党
政
治
を
排
撃
し
、

強
力
な
国
家
統
制
を
め
ざ
し
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
六
年
に
満
州
事
変
が
は
じ
ま
り
、
昭
和
七
年
の
五
・
一
五
事
件
の
テ

ロ
リ
ズ
ム
を
媒
介
し
な
が
ら
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
勢
力
は
急
激
に
謹
頭
し
が

)
O

詩
情
歌
」
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
日
本
の
国
内
外
の
暗
欝
な
状
況
の

中
で
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

川
端
は
初
恋
の
失
敗
後
、
失
意
の
内
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
元
年
か
ら
秀
子
と
同
居
生
活
を
は
じ
め
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
六
年
後
の
昭
和
六
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年
に
婚
姻
届
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
川
端
は
大
沼
区
の
大
森
か
ら
上
野
桜
町
へ
転
居
し
て
き
た
。
そ
の
頃
の
川
端
は
、
「
昭
和
七
年
は
、

川
端
の
青
春
を
支
配
し
た
と
言
っ
て
も
過
一
一
一
一
口
で
は
な
い
伊
藤
初
代
と
、
大
正
十
一
年
に
別
れ
て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
十
年
め
に
あ
た
る
年
で
あ
っ

た
。
川
端
の
一
入
棺
撲
と
い
っ
て
も
よ
い
こ
の
恋
愛
も
よ
う
や
く
緊
張
が
薄
ら
ぎ
、
川
端
の
内
部
で
整
理
さ
れ
て
、
客
観
的
に
こ
の
愛
の
意
味

を
顧
み
る
余
絡
の
で
き
た
時
期
で
あ
る
」
と
一
一
言
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、
そ
の
中
で
「
行
情
歌
い
の
執
筆
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

本
作
品
は
作
家
自
身
も
「
私
の
近
作
で
は
刊
行
情
歌
」
を
最
も
愛
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
村
潤
子
に
よ
れ
ば
、
「
「
行
情
歌
」

は
、
「
海
の
火
祭
」
の
「
崩
れ
た
」
と
こ
ろ
を
核
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
脱
落
し
た
失
恋
の
モ
チ
ー
フ
を
呪
認
に
よ
る
死

に
よ
っ
て
輪
廼
転
生
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
」
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
作
家
自
身
の
自
評
は
そ
の
成
功

を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
島
由
紀
夫
は
吋
伊
豆
の
路
子
い
の
「
解
説
」
で
、
「
私
克
に
よ
れ
ば
、
「
持
情
歌
い
は
川
端
康
成
を
論
ず

る
人
が
再
読
三
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
明
治
の
女
の
き
り
り
と
し
た
着
問
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
文
体
に
よ
っ
て
描

か
れ
た
真
査
の
神
秘
の
世
界
は
、
川
端
氏
の
切
実
な
「
童
話
」
で
あ
り
、
童
話
と
は
ま
た
、
最
も
純
粋
に
諮
ら
れ
た
告
白
で
あ
る
」
と
言
っ
て

い
る
。
し
か
し
三
島
由
紀
夫
の
示
唆
的
な
一
文
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
格
的
な
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
機
会
は
多
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
作
品
の
先
行
研
究
は
、
同
端
康
成
の
創
作
活
動
に
お
け
る
「
行
情
歌
」
の
位
置
や
意
味
の
分
析
を
行
な
っ
た
り
、
作
品
と
影
響
関
係
が
あ

る
要
素
を
分
析
し
た
り
し
て
、
仏
教
・
心
部
一
皿
学
・
神
話
・
キ
リ
ス
ト
教
等
と
い
っ
た
様
々
な
分
野
の
事
項
を
あ
げ
て
考
察
し
て
い
る
。
最
近
の

研
究
の
傾
向
は
田
中
実
の
論
放
を
始
発
と
し
て
、
「
語
り
手
論
」
を
中
心
に
し
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
「
持
情
歌
」
は
川
端
の
主
要
作
品
と
し
て
、
神
秘
的
で
難
解
と
い
う
評
価
は
定
着
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
作
品
の
研
究
史
は
ま
ず
、
発
表
当
時
か
ら
昭
和
五
五
年
頃
ま
で
の
言
説
と
作
品
論
に
つ
い
て
は
「
「
行
情
歌
」
研
究
雑
史
」
に
詳
し
く
纏
め

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
「
川
端
康
成
金
作
品
研
究
事
典
」
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

川
端
文
学
の
道
程
か
ら
本
作
品
を
み
た
場
合
、
金
采
沫
は
「
川
端
は
沼
海
の
火
祭
」
の
執
筆
を
通
し
て
、
自
身
の
死
生
観
の
権
立
を
試
み
、

「
行
情
歌
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
吋
行
情
歌
」
よ
り
一
年
十
ケ
丹
後
に
書
か
れ
た
「
末
期
の
娘
」
(
昭

八
・
十
二
)
は
、
自
分
が
死
を
前
に
し
て
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
、
川
端
自
身
の
生
き
方
に
対
す
る
信
念
に
あ
ふ
れ
た
記
録
物
で
あ
っ
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
羽
鳥
徹
哉
は
「
早
く
か
ら
死
後
の
生
存
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
き
た
川
端
の
、
死
生
観
の
一
つ

の
集
成
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
」
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
。

論
者
は
つ
行
情
歌
』
に
川
端
の
死
生
観
が
集
成
さ
れ
、
整
理
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
作
品
の
世
界
に
対
す
る
分
析
を
通
し
、

112 
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主
題
と
そ
の
死
生
観
を
中
心
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ー
、
進
行
事
件
の
成
立
経
緯
と
展
開
様
相
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刀
打
情
歌
」
は
、
視
点
人
物
で
あ
り
な
が
ら
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
モ
ノ
ロ

i
グ
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
ヒ
ロ
イ
ン
「
私
」
の
愛
と
死
の

物
語
り
と
し
て
、
ス
ト
ー
リ
i
ら
し
い
ス
ト

i
リ
ー
を
あ
ま
り
持
た
な
い
作
品
で
あ
る
。

本
作
品
の
進
行
事
件
の
成
立
は
、
主
人
公
竜
枝
で
あ
る
「
私
」
が
今
は
亡
く
な
っ
た
「
あ
な
た
」
に
も
の
い
い
か
け
る
と
い
う
形
に
始
ま
っ

て
い
る
。
作
品
の
最
後
は
、
こ
の
胃
一
践
を
引
き
継
い
で
結
末
が
結
ぼ
れ
る
、
首
尾
呼
応
の
輪
転
の
楕
円
形
の
構
造
が
造
ら
れ
て
い
る
。
竜
枝
と

い
う
「
私
」
と
そ
の
恋
人
の
「
あ
な
た
」
を
中
心
と
し
た
物
語
と
い
う
構
造
と
し
て
見
る
と
、
「
死
人
に
も
の
い
い
か
け
る
」
現
在
の
時
点
か

ら
、
過
去
に
溜
り
つ
つ
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

竜
枝
は
幼
少
時
代
か
ら
透
視
・
予
知
・
予
見
・
テ
レ
パ
シ
ー
な
ど
の
心
霊
的
能
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
あ
る
時
、
夢
の
中
で
出
会
っ
た
青
年

を
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
、
二
、
三
年
の
後
、
夢
と
そ
っ
く
り
同
じ
よ
う
な
青
年
に
温
泉
場
で
出
会
っ
て
し
ま
い
、
二
町
と
歩
か
な
い

う
ち
に
彼
ら
は
打
ち
解
け
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
「
雪
の
た
よ
り
」
を
通
し
て
お
互
い
に
運
命
に
結
ぼ
れ
た
こ
人
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
も

「
愛
の
あ
か
し
の
一
つ
」
と
彼
ら
に
思
わ
れ
て
い
る
。
い
よ
い
よ
「
私
」
は
親
の
許
し
も
な
し
に
家
出
を
し
、
「
あ
な
た
」
の
胸
に
身
を
投
げ

込
み
、
た
ち
ま
ち
に
愛
に
路
る
。
同
窟
中
に
母
が
死
ん
で
、
「
あ
な
た
」
の
世
話
を
友
人
ら
し
き
綾
子
に
頼
ん
で
か
ら
葬
式
の
た
め
に
実
家
に

帰
る
。
そ
こ
で
「
私
」
は
父
か
ら
結
婚
の
許
可
を
得
る
。
そ
の
頃
、
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
の
関
に
交
わ
さ
れ
た
「
喪
中
の
た
よ
り
」
は
二
人

が
同
じ
時
間
に
同
じ
こ
と
を
両
方
か
ら
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
彼
ら
に
お
い
て
の
「
愛
の
あ
か
し
の
一
つ
」
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
の

関
は
「
愛
の
あ
か
し
が
あ
ま
り
に
満
ち
過
ぎ
て
い
た
」
。
逆
に
彼
ら
に
と
っ
て
は
「
も
う
別
れ
る
よ
り
ほ
か
し
か
た
が
な
い
ほ
ど
ま
で
に
」
な
っ

た
の
で
あ
る
。
い
つ
の
ま
に
か
「
あ
な
た
」
は
「
私
」
に
知
ら
せ
も
な
し
、
「
私
」
を
捨
て
て
綾
子
と
結
婚
を
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
私
」

を
捨
て
た
「
あ
な
た
」
へ
の
恨
み
と
、
「
あ
な
た
」
を
奪
っ
た
綾
子
へ
の
妬
み
と
に
毎
日
毎
夜
責
め
さ
い
な
ま
れ
た
「
私
」
は
、
哀
れ
な
女
人

で
い
る
よ
り
も
、
い
っ
そ
ア
ネ
モ
ネ
の
花
の
よ
う
な
草
花
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
ど
ん
な
に
し
あ
わ
せ
か
と
、
幾
度
も
患
う
。
そ
し
て
、
「
あ

な
た
」
は
死
ん
で
し
ま
う
。

「
私
」
は
き
わ
め
て
甚
だ
し
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
落
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
私
」
の
読
ん
だ
も
の
が
「
輪
廻
転
生
の
行
情
詩
」
で
あ

-146 



114 

る
。
「
私
」
は
そ
の
さ
と
り
の
行
情
詩
を
読
ん
で
、
ま
た
だ
ん
だ
ん
と
「
あ
な
た
」
、
そ
し
て
天
地
万
物
を
お
お
ら
か
に
愛
す
る
心
を
取
り
戻
し

て
い
く
の
で
あ
る
。
竜
枝
は
霊
の
国
か
ら
あ
な
た
の
愛
の
あ
か
し
を
開
い
た
り
、
冥
土
や
来
世
で
あ
な
た
の
恋
人
と
な
る
よ
り
、
「
あ
な
た
」

も
「
わ
た
し
」
も
紅
梅
か
爽
竹
桃
の
花
と
な
っ
て
、
花
粉
を
は
こ
ぶ
胡
蝶
に
結
婚
さ
せ
て
も
ら
う
美
し
い
「
お
と
ぎ
ば
な
し
」
を
ご
し
ら
え
て
、

そ
の
夢
の
中
で
遊
び
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
行
情
歌
」
は
ヒ
ロ
イ
ン
竜
枝
の
一
人
の
愛
と
死
の
物
語
で
あ
る
。
本
作
品
の
進
行
事
件
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
、
そ
の

経
糸
は
心
霊
現
象
を
中
心
に
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
肉
付
け
と
し
て
の
緯
糸
は
主
に
レ
イ
モ
ン
ド
の
霊
界
通
信
、
仏
教
の
説
話
、
東
西

古
今
の
神
話
、
キ
リ
ス
ト
教
の
挿
話
な
ど
を
中
心
に
し
て
織
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
展
開
様
式
は
広
く
は
心
霊
現
象
と
万
物
一
如
が
、
狭
く
は

愛
欲
と
悟
り
が
限
り
無
い
葛
藤
を
す
る
様
式
に
展
開
し
て
い
く
。
結
局
「
私
」
は
霊
魂
不
滅
と
自
他
一
如
と
輪
廻
転
生
の
童
話
を
自
由
連
想
と

反
復
と
い
う
方
法
に
諮
り
、
非
現
実
の
世
界
の
中
で
霞
や
雲
な
ど
で
何
回
も
重
ね
て
、
そ
う
い
う
行
情
の
歌
を
ほ
の
ぼ
の
と
謡
い
上
げ
た
の
で

あ
る
。

E
、
転
換
点
と
転
換
様
相

「
行
情
歌
」
の
事
件
の
展
開
過
程
に
お
い
て
そ
の
事
件
が
ど
ん
な
結
末
を
迎
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
事
件
の
転
換
の
部
分
に
左
右
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
件
に
お
け
る
転
換
の
部
分
は
そ
う
い
う
結
論
を
も
た
ら
す
原
因
が
内
在
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
事
件
の
本
質
は
、

そ
こ
に
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
作
品
の
進
行
事
件
の
転
換
点
を
捉
え
て
、
そ
の
転
換
様
相
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す

ず

Q

。「
私
」
と
「
あ
な
た
」
は
「
二
つ
と
な
っ
た
一
人
」
で
あ
り
、
そ
の
間
に
は
「
二
つ
の
口
か
ら
始
終
同
じ
一
つ
の
言
葉
」
を
お
互
い
話
し
合

う
自
他
一
如
の
世
界
が
あ
る
。
二
人
の
関
係
は
そ
う
い
う
「
愛
の
あ
か
し
が
あ
ま
り
に
満
ち
過
ぎ
て
ゐ
た
」
が
ゆ
え
に
、
「
も
う
別
れ
る
よ
り

他
し
か
た
が
な
い
ほ
ど
ま
で
に
」
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
愛
の
あ
か
し
」
か
ら
「
別
れ
」
と
コ
担
が
生
ま
れ
て
来
た
の
で

あ
る
。そ

こ
で
、
本
作
品
の
転
換
点
は
、
竜
枝
が
自
分
を
捨
て
て
綾
子
と
結
婚
し
て
し
ま
う
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
の
恨
み
と
綾
子
に
つ
い
て
の
妬

み
の
果
て
で
、
恋
人
の
「
あ
な
た
」
の
死
に
接
し
て
、
「
輪
廻
転
生
の
行
情
詩
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
の
「
恋
」
を
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ふ
た
た
び
取
り
戻
し
て
い
く
時
点
に
考
察
さ
れ
る
。

「
私
」
は
「
私
」
を
捨
て
た
「
あ
な
た
」
へ
の
恨
み
と
、
「
あ
な
た
」
を
奪
っ
た
綾
子
へ
の
妬
み
と
に
、
毎
日
毎
夜
費
め
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
。

「
私
」
は
「
あ
な
た
」
を
失
っ
て
か
ら
は
、
天
地
万
物
と
私
の
魂
と
の
通
い
路
が
ふ
っ
つ
り
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
失
っ
た
恋

人
よ
り
も
失
っ
た
愛
の
心
を
悲
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
私
」
は
「
あ
な
た
」
が
死
ん
で
か
ら
、
そ
の
「
輪
廻
転
生
の
持
矯
詩
」
を
読
ん
で
、
「
禽
獣
草
木
の
う
ち
に
あ
な
た
を
見
つ
け
、

私
を
見
つ
け
、
ま
た
だ
ん
だ
ん
と
天
地
万
物
を
お
お
ら
か
に
愛
す
る
心
」
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
私
」
の
目
の
前
の
早
咲
き
の
蓄
を
持
つ
紅
梅
の
花
に
、
「
あ
な
た
」
が
生
れ
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
お
と
ぎ
ば
な
し
を
こ
し
ら
え
、
も
の
い

い
か
け
た
い
と
い
う
夢
を
見
て
み
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
作
品
の
中
心
事
件
を
作
っ
て
い
く
ヒ
ロ
イ
ン
「
私
」
が
「
輪
廻
転
生
の
行
情
詩
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
あ
な
た
」
が

「
呪
い
」
の
対
象
か
ら
「
恋
」
の
対
象
へ
ふ
た
た
び
意
識
さ
れ
て
、
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
の
恋
人
関
係
を
回
復
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
よ
う

に
「
あ
な
た
」
に
対
し
て
「
呪
い
」
か
ら
「
恋
」
へ
の
意
識
の
転
換
は
「
輪
廼
転
生
の
持
情
詩
」
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
契
機
が
作

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
火
中
に
蓮
華
を
生
じ
、
愛
欲
の
中
に
正
覚
を
示
す
」
と
い
う
法
話
を
通
し
て
、
「
私
」
は
こ
の
世
の
煩
悩
・
愛
欲
・

エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
、
蓮
華
・
さ
と
り
・
利
他
主
義
へ
と
転
換
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
作
品
の
場
合
に
お
い
て
も
他
の
作
品
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
「
母
」
な
い
し
「
あ
な
た
」
の
犠
牲
を
通
し
て
事
件
と
主
人
公

の
意
識
が
転
換
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
犠
牲
は
、
主
人
公
に
よ
る
作
中
人
物
の
「
殺
宜
口
」
と
い
う
形
を
取
っ
て
お
り
、
転
換
は
、
主
人
公
の

「
救
済
」
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
の
「
殺
害
」
と
「
救
済
」
は
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
連
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

森
本
穫
が
「
愛
と
い
う
執
着
の
た
め
に
母
と
恋
人
を
呪
い
殺
し
て
し
ま
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
品
に
お
い
て
は
、
「
愛
の
あ

か
し
」
の
果
て
で
「
殺
害
」
が
な
さ
れ
て
、
「
輪
廻
転
生
の
行
情
詩
」
を
読
ん
だ
契
機
で
救
済
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
私
」
は

「
太
古
の
民
や
未
開
民
族
の
汎
神
論
」
か
「
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ダ
経
」
か
「
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
花
物
語
」
で
諮
っ
て
い
る
流
転
と
転
生
を
夢
見
て

み
る
こ
と
に
な
る
。
「
私
」
も
「
あ
な
た
」
も
が
こ
の
世
に
二
人
共
に
草
花
に
生
れ
変
わ
る
こ
と
を
想
像
し
て
克
る
。
「
私
」
は
そ
う
い
う
想
像

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
ら
が
死
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
現
実
を
受
け
入
れ
て
自
分
自
身
を
救
済
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
作
品
の
進
行
事
件
に
お
い
て
の
転
換
点
の
要
素
と
そ
の
転
換
様
相
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

肉
体
的
・
物
質
的
も
の
か
ら
精
神
的
・
霊
魂
的
も
の
へ
、
現
実
的
も
の
か
ら
非
現
実
的
も
の
へ
、
有
か
ら
無
ヘ
、
高
等
宗
教
か
ら
原
始
宗
教
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へ
、
現
代
文
明
か
ら
太
初
の
心
へ
、
人
間
か
ら
万
物
へ
、
区
別
・
差
別
か
ら
同
一
・
一
如
へ
、
停
止
の
世
界
か
ら
流
れ
の
世
界
へ
、
西
洋
か
ら

東
洋
へ
、
大
人
か
ら
幼
児
へ
、
男
性
か
ら
女
性
へ
、
呪
い
か
ら
愛
へ
、
死
か
ら
生
へ
、
ま
こ
と
し
や
か
な
買
か
ら
お
と
ぎ
ば
な
し
じ
み
た
頁
へ
、

心
霊
現
象
か
ら
輪
廼
転
生
へ
、
形
の
世
界
か
ら
霞
・
霧
・
揚
炎
・
雲
に
よ
る
鵬
・
暖
昧
さ
・
夢
幻
の
世
界
へ
転
換
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

の
転
換
点
の
要
素
は
対
立
的
な
要
素
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

E
、
「
汗
情
歌
」
の
主
題
と
竜
枝
の
死
生
観

て
「
持
情
歌
」
の
主
題

作
家
川
端
は
刀
打
情
歌
」
の
主
人
公
の
竜
枝
を
通
し
て
、
読
者
に
伺
を
話
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
作
品
の
主
題
は
何
か
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

竜
枝
は
四
・
五
歳
の
頃
か
ら
、
神
童
ぶ
り
が
芽
生
え
、
仮
名
も
読
め
な
い
の
に
か
る
た
の
札
を
取
っ
て
評
判
に
な
っ
た
り
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字

も
読
め
な
い
の
に
掛
算
と
割
算
が
た
や
す
く
で
き
た
り
、
応
用
問
題
の
鶴
亀
算
も
簡
単
な
地
理
や
歴
史
の
問
題
に
も
答
え
た
り
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
「
私
」
は
母
と
「
親
子
の
愛
の
し
る
し
の
遊
戯
」
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
か
る
た
取
り
ば
か
り
で
は
な
く
、

も
っ
と
神
童
の
奇
跡
を
だ
ん
だ
ん
現
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

け
れ
ど
も
そ
う
い
う
神
童
の
力
は
、
母
が
傍
に
つ
い
て
い
て
く
れ
な
い
と
決
し
て
現
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
さ
ら
に
明
日
の
天
気
や
、
錦
犬
の
胎
児
の
数
と
雌
雄
別
や
、
そ
の
日
の
来
客
や
、
父
の
帰
宅
時
間
や
、
次
の
女
中
の
容
姿
や
、
時
に

は
よ
そ
の
病
気
の
死
期
や
、
な
に
に
つ
け
か
に
つ
け
予
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
、
た
い
て
い
は
み
ご
と
に
的
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

夏
の
海
岸
で
、
弟
の
溺
死
を
予
見
し
て
予
め
防
い
だ
り
も
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
母
の
「
私
」
に
対
す
る
強
い
執
着
心
に
よ
っ
て
現
れ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
「
私
」
は
む
し
ろ
母
を
嫌
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
母
さ
ん
。
け
れ
ど
も
今
の
私
は
、
あ
ん
な
に
ま
で
し
て
愛
の
あ
か
し
を
お
求
め
な
す
っ
た
お
母
さ
ん
が
、
反
っ
て
西
洋
の
香
水
の
や
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う
に
い
と
は
し
い
と
思
は
れ
ま
す
。
恋
人
の
あ
な
た
が
私
を
お
捨
て
な
す
っ
た
の
も
、

か
り
が
満
た
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
ま
せ
う
。
(
令
。
)

あ
な
た
と
私
と
の
間
に
あ
ま
り
に
愛
の
あ
か
し
ば

「
私
」
と
母
と
の
関
や
、
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
の
間
は
「
愛
の
あ
か
し
」
と
し
て
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
母
と
娘
と
の
間
の
あ
ま

り
の
愛
情
と
、
恋
人
の
間
の
あ
ま
り
の
愛
欲
が
「
愛
の
あ
か
し
」
の
極
致
点
で
む
し
ろ
憎
み
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親

子
の
問
の
愛
と
恋
人
の
間
の
愛
が
と
も
に
反
転
し
て
憎
し
み
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
母
と
恋
人
の
生
を
死
に
変
え
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
あ
ま
り
の
「
愛
の
あ
か
し
」
は
、
一
方
か
ら
は
憎
と
死
を
生
じ
、
ま
た
一
方
か
ら
は
愛
の
「
あ
か
し
の
底
に
生
れ
て
く
る
さ
と
り
」

を
生
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
と
り
と
は
、
自
分
自
身
の
子
だ
け
・
恋
人
だ
け
を
愛
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
人
の
子
も
・
他
人
の
恋
人
も
差
別
な

し
に
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
森
羅
万
象
を
愛
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
私
」
は
、
雑
木
林
の
「
一
本
の
若
木
」
を
母
と
思
ひ
、
そ
の
木
に
話
し
か
け
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
と
き
に
注
自
す
る
と
こ
ろ
は
、
母
が
自
ら
の
死
を
知
ら
せ
に
来
る
幻
を
「
あ
な

た
」
も
「
私
」
と
同
時
に
直
感
し
た
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
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お
母
さ
ん
の
こ
と
を
思
っ
て
ゐ
る
の
か
い
と
、
あ
の
時
い
き
な
り
あ
な
た
に
言
は
れ
て
、
私
は
ど
ん
な
に
び
っ
く
り
し
た
こ
と
で
せ
う
。

〔
中
略
〕
ま
あ
、
ご
ら
ん
に
な
っ
て
、
あ
な
た
も
?
〔
中
略
〕
え
え
、
な
く
な
っ
た
の
で
す
わ
。
娘
の
と
こ
ろ
へ
死
の
知
ら
せ
に
い
ら
し

た
の
で
す
わ
。
(
お
ω)

右
記
の
よ
う
に
、
私
達
が
夕
日
の
頃
、
陽
炎
に
乗
っ
て
く
る
母
の
幻
を
詞
持
に
藍
感
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
私
達
の
間
に
お
い
て
の
「
愛
の

あ
か
し
」
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

私
達
が
お
互
い
に
や
り
取
り
し
た
次
の
よ
う
な
「
喪
中
の
た
よ
り
」
と
「
雪
の
た
よ
り
」
の
も
の
も
私
達
の
問
の
ま
た
一
つ
の
「
愛
の
あ
か

し
」
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
わ
た
し
の
手
紙
は
あ
な
た
の
お
手
紙
の
返
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
の
お
手
紙
は
私
の
手
紙
の
返
事
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
私
達
二
人
は
お
な
じ
時
に
お
な
じ
こ
と
を
両
方
か
ら
書
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
私
達
に
は
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
(
「
喪
中
の
た
よ
り
」
に
対
し
た
解
説
、
h
S
H
)

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
ん
な
に
魂
が
来
て
ゐ
る
の
に
、
体
だ
け
が
来
な
い
と
い
ふ
法
は
な
い
と
思
っ
て
、
僕
は
家
を
捨
て
て
も
来
い
と
い
ふ

手
紙
を
書
く
自
身
と
勇
気
と
が
生
ま
れ
た
ん
で
す
よ
。
あ
な
た
は
私
を
ま
だ
見
な
い
前
に
私
の
夢
を
見
た
と
い
ふ
、
そ
れ
ほ
ど
運
命
に
結

ぼ
れ
た
二
人
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
(
「
雪
の
た
よ
り
)

h

H

S

)

私
達
の
間
に
は
そ
う
い
う
に
「
二
つ
と
な
っ
た
一
人
」
で
あ
り
、
「
二
つ
の
口
か
ら
始
終
同
じ
一
つ
の
言
葉
」
を
お
互
い
に
ぶ
つ
け
あ
う
の

で
あ
る
。
ま
た
「
あ
な
た
」
が
大
学
の
研
究
室
か
ら
帰
宅
す
る
際
、
「
私
」
が
毎
日
出
迎
え
に
行
っ
た
道
は
複
雑
な
「
二
つ
の
道
が
あ
り
ま
し

た
け
れ
ど
、
私
達
は
道
の
半
ば
で
き
っ
と
出
会
っ
た
」
一
つ
の
道
の
よ
う
だ
つ
た
。
私
達
の
世
界
は
「
二
人
に
し
て
一
人
」
で
あ
り
、
「
一
人

に
し
て
二
人
」
と
い
う
世
界
な
の
で
あ
る
。

「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
の
簡
に
は
そ
の
よ
う
に
「
愛
の
あ
か
し
が
あ
ま
り
に
満
ち
過
ぎ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
否
、
「
も
う
別
れ
る
よ
り
他

し
か
た
が
な
い
ほ
ど
ま
で
に
」
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
愛
の
「
あ
か
し
」
に
つ
い
て
、
田
中
実
は
「
愛
が
「
あ
か
し
」
さ
れ
な
が
ら
、

同
時
に
そ
の
「
あ
か
し
」
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
不
条
理
が
た
ち
現
わ
れ
て
く
る
必
要
が
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
愛

の
「
あ
か
し
」
は
、
一
方
か
ら
見
る
と
、
人
間
的
な
愛
執
の
極
致
で
相
手
の
す
べ
て
を
透
視
し
て
、
ま
た
呪
縛
し
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
極

致
の
愛
執
は
相
手
を
愛
す
る
よ
り
む
し
ろ
拘
束
し
て
し
ま
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
か
ら
見
る
と
、
「
私
」
は
「
私
」

の
恋
人
を
綾
子
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
生
別
に
加
え
て
、
死
別
ま
で
さ
れ
る
人
間
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
私
」
に
お
い
て
の
愛
の
「
あ
か
し
」

は
愛
の
「
あ
か
し
」
の
底
に
生
れ
て
く
る
さ
と
り
な
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
と
り
と
は
「
輪
廻
転
生
の
行
情
詩
」
な
の
で
あ
る
。

本
作
品
の
題
名
が
「
行
鵠
歌
』
な
の
に
小
説
の
中
に
そ
の
ま
ま
は
出
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
「
行
情
誌
」
と
し
て
は
九
回
も
出
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
私
」
は
「
輪
想
転
生
の
持
情
詩
」
を
人
間
が
つ
く
っ
た
一
番
美
し
い
愛
の
歌
と
言
っ
て
い
る
。
「
私
」
に
お
け
る
「
一
羽
の
白
鳩
」

か
「
一
茎
の
ア
ネ
モ
ネ
の
花
」
は
転
生
の
象
徴
行
情
誌
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
私
」
も
ち
ょ
う
ど
人
間
の
波
の
一
粒
の
よ
う
な
象
徴
行
情
誌

と
し
て
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
女
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
に
お
け
る
「
行
情
歌
」
は
輪
廻
転
生
に
よ
る
万
物
一
如
の
宇
宙
的
愛
の
象

徴
行
情
詩
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
私
」
は
そ
う
い
う
「
輪
廻
転
生
の
行
情
詩
」
を
読
ん
で
生
別
の
悲
し
さ
と
死
別
の
悲
し
さ
を
克
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
で
す
か
ら
そ
う

い
う
「
私
」
の
さ
と
り
の
持
情
詩
は
、
あ
ま
り
に
人
間
臭
い
愛
欲
の
悲
し
み
の
果
て
な
の
で
あ
る
。
そ
の
歌
を
通
し
て
、
「
私
」
は
禽
獣
草
木

の
う
ち
に
「
あ
な
た
」
と
「
私
」
を
見
つ
け
、
母
を
見
つ
け
、
ま
た
だ
ん
だ
ん
と
天
地
万
物
を
お
お
ら
か
に
愛
す
る
心
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
結
局
、
「
行
情
歌
」
と
は
転
生
に
よ
る
万
物
一
如
の
汎
神
論
的
愛
の
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
「
行
情
歌
」
に
は
作
家
川
端
に
お
い
て
の
全
て
の
血
縁
か
ら
の
死
別
の
悲
し
さ
と
初
恋
に
お
け
る
失
恋
の
つ
ら
さ
を
味
わ
っ

た
経
験
が
ず
っ
と
通
底
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

右
記
の
考
察
で
次
の
よ
う
に
そ
の
主
題
を
捉
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

昭
和
初
期
の
日
本
の
社
会
状
況
は
世
界
経
済
恐
慌
に
よ
っ
て
、
大
量
の
失
業
事
態
が
発
生
し
て
い
た
。
日
本
の
資
本
主
義
は
燐
熟
期
の
破
綻

を
見
せ
は
じ
め
て
、
人
間
の
疎
外
が
押
し
進
め
ら
れ
、
人
間
性
の
解
体
が
激
し
く
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
子
と
他
人
の
子
を

徹
底
に
区
別
し
て
、
自
分
自
身
の
子
だ
け
愛
し
、
そ
し
て
ま
た
、
自
分
の
恋
人
と
他
人
の
恋
人
を
徹
底
に
毘
別
し
て
、
自
分
自
身
の
恋
人
だ
け

ひ
た
す
ら
愛
す
る
と
い
う
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
考
え
方
が
極
度
に
滋
済
し
て
い
っ
た
。
結
局
、
そ
れ
ら
は
相
手
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
所
有
し

よ
う
と
す
る
束
縛
へ
転
化
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
ま
た
、
「
私
」
に
お
い
て
の
「
愛
の
あ
か
し
」
は
「
火
中
に
蓮
華
を
生
じ
る
」
よ
う
に
、
あ

ま
り
に
人
間
的
な
愛
欲
の
悲
し
み
の
果
て
で
生
れ
て
く
る
さ
と
り
で
あ
る
。
「
私
」
は
「
輪
廻
転
生
の
好
晴
詩
」
を
読
ん
で
こ
う
い
う
閉
じ
ら

れ
た
愛
の
呪
縛
か
ら
脱
出
し
て
、
関
か
れ
た
宇
宙
的
愛
を
取
り
戻
し
て
い
き
な
が
ら
、
他
人
の
子
と
恋
人
ば
か
り
で
な
く
、
全
人
類
を
も
愛
し

て
ゆ
き
、
も
っ
と
森
羅
万
象
を
も
お
お
ら
か
に
愛
す
る
心
を
回
毎
し
て
い
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
竜
枝
は
転
生
に
よ
る
万
物
一
如
の
汎
神
論

的
愛
の
心
を
取
り
戻
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
竜
枝
は
そ
う
い
う
万
物
一
如
の
汎
神
論
的
愛
を
通
し
て
彼
女
自
身
の
純
粋
な
愛
の
童
話
を
完
成

さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
女
自
身
も
救
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
う
い
う
清
ら
か
な
霊
魂
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
灰
か
な
夢

幻
の
香
を
嘆
ぎ
な
が
ら
、
純
白
な
お
と
ぎ
ば
な
し
の
世
界
で
魂
の
不
滅
と
永
生
を
ほ
の
ぼ
の
と
歌
い
上
げ
た
の
で
あ
る
。

竜
枝
の
死
生
観

既
存
の
見
方

119 

そ
れ
で
は
、
本
作
品
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
竜
枝
の
死
生
観
は
何
だ
ろ
う
か
。
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竜
枝
の
死
生
観
に
対
し
て
、
羽
鳥
徹
哉
は
「
こ
れ
ら
(
本
作
品
に
見
る
さ
ま
ざ
ま
な
死
生
観
l

論
者
注
)
の
中
で
や
は
り
中
心
は
、
心
霊
学

的
も
の
と
輪
廻
転
生
の
歌
で
、
心
護
学
的
な
世
界
は
、
だ
い
た
い
人
間
の
執
着
や
執
念
、
迷
い
の
形
と
結
び
付
き
、
対
す
る
に
万
物
一
如
・
輪

廻
転
生
の
東
洋
的
自
己
放
下
の
世
界
、
憧
れ
と
情
り
の
世
界
が
あ
っ
て
、
憧
れ
つ
つ
迷
い
、
迷
い
つ
つ
憶
れ
る
と
い
う
、
頒
悩
の
人
の
生
の
悲

し
み
が
、
綿
々
と
訴
え
か
け
る
よ
う
な
、
語
り
の
文
体
の
な
か
に
表
現
さ
れ
て
い
わ
い
)
」
と
い
う
「
心
霊
学
的
も
の
と
万
物
一
如
・
輪
廻
転
生
思

想
」
を
論
じ
て
お
り
、
ま
た
金
采
株
は
「
ま
ず
、
「
私
」
は
仏
経
の
輪
廻
転
生
系
統
の
「
生
れ
変
は
り
の
思
想
」
か
ら
「
植
物
の
蘇
り
」
の
考

え
方
の
要
素
を
取
り
出
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
植
物
の
蘇
り
」
の
考
え
方
を
〈
精
霊
死
生
観
〉
に
融
合
さ
せ
て
〈
植
物
が
精
霊
で
あ
る
〉
と

い
う
考
え
方
を
導
き
出
し
、
い
わ
ば
、
「
植
物
精
霊
死
生
観
」
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。

次
は
さ
ま
ざ
ま
な
論
孜
の
中
で
特
に
汎
神
論
的
な
一
一
一
一
口
説
の
あ
る
論
孜
を
中
心
に
考
察
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

瀬
沼
茂
樹
は
、
川
端
に
お
け
る
「
母
」
は
三
符
矯
歌
」
に
お
い
て
示
し
た
や
う
に
、
仏
法
の
「
悲
母
」
の
思
想
に
経
胎
す
る
「
愛
の
持
情

歌
」
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
「
母
」
は
、
彼
に
と
っ
て
肉
体
的
i

精
神
的
生
命
と
し
て
「
転
生
を
繰
り
返
し
て
い
く
魂
」
の
象
徴
と
し
て
、

彼
の
愛
の
故
郷
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
魂
」
と
い
ふ
言
葉
は
個
別
的
生
命
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
天
地
万
物
を
流
れ
る
力
の
一
つ
の

形
容
詞
に
す
ぎ
な
い
」
の
だ
。
〔
中
略
〕
「
母
」
は
流
動
す
る
生
命
の
力
で
あ
り
、
天
地
万
物
の
根
源
と
し
て
、
素
直
に
需
定
し
、
詠
嘆
す
る
。

こ
こ
か
ら
、
彼
の
汎
神
論
的
色
彩
が
生
れ
て
く
る
。
」
と
い
う
「
母
」
の
「
汎
神
論
的
色
彩
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

武
田
勝
彦
は
「
神
の
あ
ら
わ
れ
を
説
い
て
い
な
い
点
で
は
完
全
な
汎
神
論
思
想
と
は
い
い
得
な
い
。
し
か
し
、
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
仏

教
の
輪
廻
転
生
を
否
定
し
、
こ
れ
を
「
あ
り
が
た
い
持
情
誌
の
け
が
れ
」
と
述
べ
た
後
に
続
く
簡
所
で
は
、
汎
神
論
的
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
。

〔
中
略
〕
し
た
が
っ
て
、
竜
枝
の
い
う
行
情
誌
は
汎
神
論
的
世
界
観
、
そ
れ
も
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
よ
り
も
古
く
さ
ら
に
ヴ
ェ
ダ
に
遡
る
原
始
的
な

も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
「
原
始
的
な
汎
神
論
の
世
界
観
」
を
展
開
し
て
い
る
。

三
枝
康
高
は
三
行
情
歌
」
に
お
け
る
神
秘
的
と
も
い
う
べ
き
魂
の
呼
応
は
、
掌
の
小
説
円
心
中
」
に
す
で
に
現
わ
れ
た
も
の
の
再
現
で
あ

り
、
そ
う
い
え
ば
「
浅
草
紅
団
」
の
女
主
人
公
も
、
死
ん
だ
姉
の
恋
人
を
た
ず
ね
歩
く
不
良
少
女
で
あ
っ
た
。
川
端
の
こ
の
種
の
志
向
は
、
『
行

情
歌
」
の
女
主
人
公
に
よ
っ
て
は
、
「
汎
神
論
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
作
者
に
即
し
て
い
え
ば
、
お
そ
ら
く

は
フ
ロ
イ
ド
心
理
学
の
深
化
で
あ
り
、
き
わ
め
て
日
本
的
な
実
存
主
義
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
」
と
い
う
「
汎
神
論
的
な
魂
の
呼
応
」
を
指

摘
し
て
い
る
。

山
室
静
は
「
か
く
て
氏
は
時
に
易
々
と
散
文
的
な
日
常
論
理
の
世
界
か
ら
飛
期
し
て
、
時
空
を
越
え
た
交
霊
術
的
な
魂
の
接
触
を
、
透
視
を
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描
く
こ
と
が
で
き
た
。
百
円
い
満
月
」
や
「
慰
霊
歌
」
『
行
情
歌
」
。
(
中
略
〕
こ
れ
ら
を
錯
覚
と
し
幻
想
と
し
て
却
け
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
い

ず
れ
直
覚
的
な
把
握
の
些
少
で
も
が
我
に
許
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
諾
っ
て
い
る
。
い
な
、
方
法
と
媒
介

を
欠
い
た
原
始
人
が
汎
神
論
的
な
信
仰
の
う
ち
に
人
と
人
、
人
と
物
の
交
通
を
夢
見
た
よ
う
に
、
近
代
は
白
然
科
学
に
そ
れ
を
企
て
る
。
」
と

い
う
「
汎
神
論
的
な
信
仰
」
の
見
解
を
説
い
て
い
る
。

右
記
の
よ
う
に
「
行
情
歌
い
の
死
生
観
も
し
く
は
世
界
観
は
「
植
物
精
霊
死
生
観
」
を
は
じ
め
、
「
万
物
一
如
・
輪
廻
転
生
」
の
思
想
、
そ

し
て
、
「
汎
神
論
的
色
彩
」
、
「
汎
神
論
的
世
界
観
」
、
「
汎
神
論
的
な
魂
の
呼
応
」
、
「
汎
神
論
的
な
信
仰
」
な
ど
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
に
、
「
植
物
精
霊
死
生
観
」
と
「
万
物
一
知
・
輪
廻
転
生
」
の
思
想
に
つ
い
て
の
論
孜
は
明
ら
か
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
以
外
の
も
の
は
、
「
汎
神
論
的
色
彩
が
生
れ
て
く
る
」
、
「
完
全
な
汎
神
論
思
想
と
は
い
い
得
な
い
」
が
「
汎
神
論
的
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
」
、

「
汎
神
論
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
」
、
「
時
空
を
越
え
た
交
霊
術
的
な
魂
の
接
触
を
、
透
視
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
」
な
ど
と
言
っ

た
表
現
で
そ
の
可
能
性
を
披
漉
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
「
汎
神
論
的
世
界
観
」
に
対
し
て
の
発
展
的
な
展
開
が
見
ら
れ
る
論
孜
は
、
武
田

勝
彦
の
も
の
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
論
者
は
『
持
情
歌
」
の
「
汎
神
論
的
世
界
観
」
を
本
格
的
に
論
証
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

汎
神
論
と
は
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そ
れ
で
は
、
汎
神
論
と
は
侭
か
と
い
う
そ
の
一
一
言
葉
の
概
念
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
汎
神
論
と
は
、
『
広
辞
苑
」
に
よ
る
と
、
「
い
っ
さ
い
万
有
は
神
で
あ
り
、
神
と
世
界
と
は
同
一
で
あ
る
と
す
る
宗
教
観
・
留
学
観
」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
哲
学
事
典
」
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
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有
神
論
の
よ
う
に
神
と
自
然
と
の
関
係
を
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
と
考
え
な
い
で
、
自
然
の
す
べ
て
が
神
で
あ
る
と
し
、
そ
の
関
に
対

立
を
認
め
な
い
立
場
を
言
う
。
宗
教
の
持
っ
て
い
る
神
秘
的
な
傾
向
を
理
論
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
汎
神
論
の
形
を
と
る
の
で
あ
っ
て
、

自
然
と
世
界
を
普
通
的
な
神
と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
統
一
し
よ
う
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
仏
教
の
よ
う
な
型
と
、
す
べ
て
の
も
の
に
通

ず
る
も
の
が
神
で
あ
る
と
し
、
自
我
と
神
と
の
一
致
を
主
張
す
る
ヴ
ェ
ダ
や
バ
ラ
モ
ン
の
宗
教
の
よ
う
な
型
が
あ
る
。
汎
神
論
は
一
方
で

は
い
っ
さ
い
の
も
の
に
神
性
が
あ
っ
て
区
別
が
な
い
と
す
る
楽
観
的
な
態
度
を
と
る
し
、
他
方
で
は
い
っ
さ
い
の
も
の
は
あ
る
が
ま
ま
で
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よ
い
か
ら
道
徳
的
努
力
は
必
要
な
い
と
す
る
悲
観
的
な
態
度
も
と
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
神
で
あ
れ
ば
多
と
差
別
が
否
定
さ
れ
て
無
世
界

論
と
な
り
、
善
悪
真
偽
の
区
別
も
な
く
な
り
、
価
値
の
実
現
に
む
か
う
人
格
の
自
由
な
活
動
も
無
意
義
と
な
る
。

(
お
}

「
仏
教
と
汎
神
論
」
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
意
味
付
け
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
(
キ
リ
ス
ト
教
の
神
l

論
者
注
)
よ
う
な
も
の
を
神
と
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
内
に
在
っ
て
、
宇
宙
万
象
に
そ
の
本
性
を

表
現
せ
し
め
て
い
る
、
世
界
と
一
体
を
な
す
と
こ
ろ
の
絶
対
的
者
、
そ
れ
を
神
と
す
る
と
い
う
神
性
観
、
そ
れ
が
謂
わ
ゆ
る
汎
神
論
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
大
白
然
の
「
生
命
力
」
に
神
牲
を
付
与
す
る
場
合
、
そ
れ
が
汎
神
論
の
神
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
(
中
略
〕
汎
神

論
に
よ
る
と
、
宇
富
と
神
と
は
同
一
的
・
同
時
的
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
関
係
は
、
宇
宙
の
う
ち
に
神
が
存
在
し
、
神
の
な
か
に

宇
宙
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
汎
神
論
の
原
理
が
、
「
宇
富
郎
神
・
神
即
宇
宙
」
と
い
う
表
現
で
公
式
化
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
哲
学
は
経
験
主
義
を
基
礎
的
方
法
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
え
な
い
超
経
験
的
の
問
題
、
す
な
わ
ち

宇
宙
生
成
の
太
初
の
事
実
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
は
、
物
質
が
基
本
で
あ
る
(
唯
物
論
)
と
か
、
生
命
力
が
先

で
あ
る
(
観
念
論
)
と
か
の
、
一
元
的
方
法
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
汎
神
論
の
宇
宙
観
哲
学
は
必
然
的
に
二
元
論
で
あ
る
。
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右
記
の
よ
う
に
、
汎
神
論
と
は
一
切
万
有
は
神
で
あ
り
、
神
・
霊
魂
・
精
霊
・
仏
性
(
無
形
)
と
世
界
・
自
然
・
宇
宙
(
有
形
)
と
は
同
一

で
あ
る
と
い
う
哲
学
観
で
あ
る
。
そ
の
神
と
宇
宙
と
の
関
係
は
前
後
し
て
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
一
的
・
同
何
時
的
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、

両
者
の
関
係
は
、
宇
宙
の
う
ち
に
神
が
存
在
し
、
神
の
な
か
に
宇
宙
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
原
理
が
、
「
宇
富
郎
神
・
神

即
宇
宙
」
と
い
う
表
現
で
公
式
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
汎
神
論
の
宇
富
観
哲
学
は
必
然
的
に
二
元
論
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、

天
地
万
物
に
は
一
区
別
・
差
別
・
対
立
で
は
な
く
、
一
体
・
一
如
・
合
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，
も
の
で
あ
る
。
一
切
万
物
は
あ
る
が
ま
ま
で
よ

い
か
ら
、
道
徳
的
・
倫
理
的
・
人
格
的
な
努
力
や
活
動
な
ど
は
全
然
無
意
味
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
羽
鳥
徹
哉
の
見
解
に
よ
る
と
、
「
こ
う
い
う
(
火
中
に
蓮
華
を
生
じ
、
愛
欲
の
中
に
正
覚
を
示
す

i
論
者
注
)
こ
と
は
、
今
ま
で

の
作
品
で
は
予
感
と
し
で
あ
っ
て
も
、
表
に
表
わ
れ
た
限
り
で
は
比
較
的
単
純
な
対
立
の
形
が
多
か
っ
た
の
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
二
元
的
対
立

を
止
揚
す
る
よ
う
な
も
の
が
出
て
き
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
持
情
歌
」
が
汎
神
論
の
哲
学
に
よ
っ
て
制
創
作
さ
れ
て
い
る
か



ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
右
に
触
れ
て
い
る
と
お
り
に
汎
神
論
は
必
ず
二
元
論
と
し
て
、
そ
の
関
係
は
向
一
的
・
同
時
的
存
在
で
は
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
二
元
に
し
て
一
元
」
で
あ
り
、
「
一
元
に
し
て
二
元
」
の
世
界
で
あ
る
の
で
、
対
立
・
区
別
で
は
な
く
、
ど
う
い
う
方
法

で
も
止
揚
・
合
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
火
中
と
蓮
華
、
愛
慾
と
さ
と
り
の
二
元
の
世
界
が
一
元
の
世
界
へ
止
揚
・
合
一
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
さ
ら
に
、
羽
鳥
徹
哉
は
「
川
端
に
お
い
て
、
万
物
一
如
・
輪
廻
転
生
思
想
と
心
霊
学
的
な
見
方
と
が
、
二
元

{
お
)

的
対
立
、
あ
る
い
は
両
極
的
構
造
を
な
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
理
解
の
一
設
階
と
し
て
や
は
り
便
利
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
」
と
も
指
摘

し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
両
者
の
関
係
が
お
互
い
に
合
一
さ
れ
て
い
る
一
元
の
世
界
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

竜
枝
の
汎
神
論
的
死
生
観

右
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
汎
神
論
の
宇
宙
観
哲
学
の
概
念
を
ふ
ま
え
て
、
本
作
品
に
お
い
て
の
竜
枝
の
世
界
観
・
死
生
観
を
考
察
し
て
ゆ

く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
第
一
に
、
汎
神
論
と
は
一
切
万
有
は
神
で
あ
り
、
神
・
霊
魂
・
精
霊
・
仏
性
と
世
界
・
自
然
・
宇
宙
と
は
罰
一
で
あ
り
、
そ
こ
で
天
地

万
物
に
は
区
別
・
差
別
・
対
立
で
は
な
く
、
一
体
・
一
如
・
合
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
本
作

品
を
検
討
し
て
み
た
い
。

竜
枝
は
「
香
も
音
も
色
も
た
だ
そ
れ
を
感
じ
る
人
間
の
感
覚
器
官
が
ち
が
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
根
が
お
ん
な
じ
も
の
」
と
言
っ

て
い
る
。
香
・
音
・
色
の
そ
の
根
本
を
同
一
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
彼
女
の
万
物
一
如
の
汎
神
論
の
見
方
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

彼
女
は
一
休
禅
師
の
精
霊
祭
の
心
、
「
山
城
の
瓜
や
茄
子
を
そ
の
ま
ま
に
、

次
の
よ
う
に
松
翁
が
解
い
た
一
体
の
歌
の
心
を
詠
嘆
し
て
い
る
。

-136-

手
向
け
と
な
れ
や
加
茂
川
の
水
」
を
な
に
よ
り
美
し
い
と
思
い
、
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な
ん
と
大
き
な
精
霊
祭
、
ぢ
ゃ
な
い
。
今
年
出
来
た
瓜
も
精
霊
な
す
び
も
精
霊
、
加
茂
川
の
水
も
精
霊
、
桃
や
柿
ゃ
あ
り
の
実
も
精
霊
、

死
ん
だ
亡
者
も
精
霊
、
生
き
て
ゐ
る
者
も
精
密
班
、
こ
の
精
霊
達
が
打
ち
寄
っ
て
、
無
心
無
念
の
御
対
一
面
、
さ
て
さ
で
あ
り
が
た
や
と
思
ふ

ば
か
り
、
た
だ
一
体
の
精
霊
祭
、
即
ち
こ
れ
一
心
法
界
の
説
法
と
い
ふ
。
法
界
即
ち
一
心
な
る
ゆ
え
、
一
心
即
ち
法
界
、
草
木
国
土
悉
皆

成
仏
祭
と
い
ふ
も
の
ぢ
ゃ
。
(
お
N
)
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右
記
の
よ
う
に
禅
師
は
万
物
の
ア
ル
ケ

i
を
精
霊
・
仏
性
で
あ
る
と
考
え
て
、
世
界
は
精
霊
・
仏
性
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
精
霊

世
界
観
・
仏
性
世
界
観
を
歌
っ
て
い
る
。
世
界
は
精
霊
・
仏
性
と
し
て
統
一
・
合
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
禅
師
は
世
界
を
「
た
だ
一
体
の

精
霊
祭
・
成
仏
祭
」
、
「
な
ん
と
大
き
な
精
霊
祭
・
成
仏
祭
」
に
患
い
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
心
法
界
の
世
界
観
な
の
で
あ
る
。
「
法

界
郎
一
心
・
一
心
部
法
界
」
の
原
理
な
の
で
あ
る
。
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
は
、
草
木
成
仏
・
国
土
成
仏
・
悉
皆
成
仏
が
で
き
る
ゆ
え
、
非
情
な

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
有
情
な
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
仏
性
が
あ
る
の
で
、
成
仏
で
き
る
世
界
観
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
竜
枝
は
そ
う
い
う
精

霊
祭
‘
成
仏
祭
の
汎
神
論
的
世
界
観
を
夢
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
記
に
ふ
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
山
岩
男
も
、
「
仏
陀
は
一
般
的
な
る
真
理
の
体
現
者
と
し
て
、
一
つ
の
類
例
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
仏
教

は
こ
の
意
味
で
理
性
宗
教
で
あ
る
。
永
遠
な
る
仏
法
を
党
れ
る
者
は
な
ん
人
も
仏
陀
で
あ
る
。
衆
生
は
本
来
仏
で
あ
る
。
否
、
一
般
は
特
殊
を

(
お
)

包
摂
す
る
一
般
と
し
て
衆
生
は
本
来
仏
の
中
に
あ
る
。
仏
教
の
根
底
は
汎
神
論
で
あ
る
。
」
と
い
う
仏
教
に
お
い
て
の
汎
神
論
思
想
の
基
底
を

指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

竜
枝
は
心
地
観
経
の
慈
父
・
悲
母
の
語
り
を
通
し
て
「
父
母
一
如
」
の
見
方
を
披
澄
し
て
い
る
。
そ
の
経
に
は
、
「
一
切
の
衆
生
は
五
道
を

輪
転
し
、
百
千
劫
を
経
て
、
い
く
た
び
も
生
れ
か
は
り
死
に
か
は
れ
す
る
う
ち
に
は
、
い
つ
か
ど
こ
か
で
お
互
ひ
に
父
母
と
な
り
合
ふ
の
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
世
の
な
か
の
男
子
は
こ
と
ご
と
く
慈
父
で
あ
り
ま
す
し
、
世
の
な
か
の
女
子
は
こ
と
ご
と
く
悲
母
で
あ
り
ま
す
と
説
か
れ
て
を

り
ま
す
」
(
お
N
)

と
い
う
。
た
だ
私
の
父
母
だ
け
が
重
要
な
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
竜
枝
は
、
私
の
父
母
と
あ
な
た
の
父
母
と
を
お
互
い
に

区
別
・
差
別
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
限
り
な
い
輪
廻
転
生
の
う
ち
で
い
つ
か
ど
こ
か
で
お
互
ひ
に
父
母
と
な
り
合
う
一
如
・
合
一
の
思
想
に
共

感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
父
母
一
如
に
な
り
、
続
い
て
子
息
一
如
に
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
万
物
一
如
の
汎
神
論
的
世
界
観
の
う
ち
に
遊

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

竜
枝
は
昔
の
聖
者
と
近
頃
の
心
霊
学
者
の
人
間
中
心
と
人
間
本
位
の
見
方
を
次
の
よ
う
に
激
し
く
非
難
し
て
い
る
。

人
間
の
霊
魂
の
こ
と
を
考
へ
ま
し
た
人
逮
は
、
た
い
て
い
人
間
の
魂
ば
か
り
を
尊
ん
で
、
ほ
か
の
動
物
や
植
物
を
さ
げ
す
ん
で
を
り
ま

す
。
人
間
は
何
千
年
も
か
か
っ
て
、
人
間
と
自
然
界
の
万
物
と
を
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
区
別
し
よ
う
と
す
る
方
へ
ば
か
り
、
盲
滅
法
に
歩

い
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
り
よ
が
り
の
空
し
い
歩
み
が
、
今
に
な
っ
て
人
間
の
魂
を
こ
ん
な
に
寂
し
く
し
た
の
で
は
あ
り
ま



せ
ん
で
せ
う
か
。
い
つ
か
ま
た
人
関
は
、
も
と
来
た
こ
の
道
を
逆
に
ひ
き
か
へ
し
て
行
く
や
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

(
h
t
E
ム∞印)
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右
記
の
よ
う
に
、
竜
枝
は
人
間
の
魂
と
動
物
や
植
物
な
ど
の
そ
れ
に
尊
卑
貴
践
が
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
な
お
さ
ら
人
間
と
自
然
界
の

万
物
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
同
一
の
も
の
と
信
じ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
は
、
「
反
っ
て
人
間
の
み
尊
し
の
生
の
執
着
の
習

は
し
を
寂
し
い
」
と
思
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
「
白
い
幽
霊
世
界
の
住
人
な
ん
か
に
な
る
よ
り
も
、
私
は
死
ね
ば
一
羽
の
白
鳩
か
一
茎
の
ア
ネ
モ

ネ
の
花
に
な
り
た
い
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
さ
う
思
ふ
方
が
生
き
て
ゐ
る
時
の
心
の
愛
が
ど
ん
な
に
広
々
と
の
び
や
か
な
こ

と
で
あ
り
ま
せ
う
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
間
に
は
、
本
質
的
に
異
な
っ
た
実
体
で
は
な
く
、
一
つ
の
絶
対
的
実
体
の
表
わ
れ
方
の

差
で
、
実
は
同
一
で
あ
る
と
す
る
関
係
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
う
い
う
万
物
一
如
の
汎
神
論
哲
学
の
中
で
人
間
の
救
済
を
願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
行
構
歌
い
の
中
に
お
け
る
「
私
」
と
母
と
の
関
係
は
母
子
関
係
と
し
て
一
人
と
な
っ
た
二
人
ゆ
え
、
「
私
」
の
う
ち
に
母
は
存
在
し
て
、
母

の
な
か
に
「
私
」
が
存
在
す
る
と
い
う
世
界
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
う
い
う
世
界
は
「
私
郎
母
・
母
即
私
」
の
原
理
で
表
現
さ
れ
る
母
子
一

如
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
お
な
じ
く
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
の
関
係
も
恋
人
関
係
と
し
て
「
一
つ
と
な
っ
た
二
人
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
に
、
彼
ら
は

「
二
つ
の
口
か
ら
始
終
同
じ
一
つ
の
言
葉
」
を
話
す
同
一
人
の
中
の
ま
た
異
な
っ
た
他
者
な
の
で
あ
る
。
「
私
」
の
う
ち
に
「
あ
な
た
」
は
存

在
し
、
「
あ
な
た
」
の
な
か
に
「
私
」
が
存
在
す
る
、
そ
う
い
う
世
界
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
は
「
私
即
あ
な
た
・
あ
な
た
即
私
」
の
原

理
で
表
現
さ
れ
る
。
彼
ら
の
関
係
は
呼
応
的
同
一
人
で
あ
り
、
自
他
一
如
・
主
客
一
如
の
世
界
と
し
て
区
別
の
な
い
融
和
・
宥
和
の
世
界
で
あ

る
。
更
に
一
一
層
、
そ
れ
は
万
物
一
如
の
汎
神
論
的
世
界
観
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
汎
神
論
と
は
二
元
論
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
二
元
論
は
同
一
的
・
同
時
的
な
存
在
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

「
持
情
歌
」
の
二
元
論
は
「
私
」
と
母
、
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
、
お
爺
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
、
「
私
」
と
万
物
、
死
と
生
、
肉
体
と
霊
魂
、
夢
と

現
実
、
出
会
い
と
別
れ
、
愛
と
僧
、
一
心
と
法
界
、
煩
悩
と
蓮
華
、
愛
欲
と
さ
と
り
、
有
と
無
な
ど
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
元
的

要
素
は
心
霊
学
現
象
と
輪
廻
転
生
・
万
物
一
如
に
よ
っ
て
同
一
的
・
問
時
的
に
二
冗
的
要
素
へ
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
作
家

川
端
は
そ
う
い
う
こ
元
的
要
素
を
、
霞
・
霧
・
一
潟
・
陽
炎
・
雲
・
虹
な
ど
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
境
界
を
ぼ
か
し
て
、
離
さ
や
暖
昧
さ
や
夢
幻

-134 -



126 

や
幽
玄
の
世
界
の
中
で
一
元
的
要
素
へ
統
一
さ
せ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
汎
神
論
に
お
い
て
は
い
っ
さ
い
万
物
は
あ
る
が
ま
ま
で
よ
い
か
ら
道
徳
的
・
倫
理
的
・
人
格
的
な
活
動
や
努
力
な
ど
は
全
然
無

意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

竜
枝
は
次
の
よ
う
に
西
洋
に
お
け
る
心
霊
学
的
霊
魂
観
を
批
判
し
て
い
る
。

霊
魂
が
不
滅
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
方
は
、
生
け
る
人
間
の
生
命
へ
の
執
着
と
死
者
へ
の
愛
着
と
の
あ
ら
は
れ
で
あ
り
ま
せ
う
か
ら
、
あ

の
世
の
魂
も
こ
の
世
の
そ
の
人
の
人
格
を
持
つ
と
信
じ
る
の
は
、
人
情
の
悲
し
い
幻
の
習
は
し
で
あ
る
(
お
印
)

右
記
の
よ
う
に
、
竜
枝
は
心
霊
学
の
魂
の
人
格
性
を
非
難
し
て
い
る
。
彼
女
に
は
、
あ
る
が
ま
ま
こ
そ
が
よ
く
人
格
的
な
努
力
な
ど
全
然
無

意
味
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
女
は
、
霊
の
国
の
人
達
に
お
い
て
の
克
解
を
次
の
よ
う
に
人
間
的
愛
着
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
く
。

地
上
で
送
っ
た
精
神
生
活
が
死
後
の
魂
の
衣
と
な
る
と
考
へ
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
霊
の
衣
裳
の
話
に
は
、
こ
の
世
の
倫
理

の
教
へ
が
ふ
く
ま
せ
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
来
世
と
同
じ
ゃ
う
に
、
レ
イ
モ
ン
ド
の
天
国
に
も
第
七
界
ま
で
あ
り
ま
し
て
、
魂
の
修
行
に

し
た
が
っ
て
だ
ん
だ
ん
と
高
き
に
昇
っ
て
ゆ
く
。
(
お
∞
)
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右
記
の
よ
う
に
、
彼
女
は
、
「
霊
の
衣
裳
の
話
」
が
「
こ
の
世
の
倫
理
の
教
へ
」
で
あ
る
こ
と
も
、
「
天
国
の
第
七
界
」
が

従
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
彼
女
は
仏
教
の
輪
廼
転
生
ま
で
も
次
の
よ
う
に
そ
の
倫
理
的
・
人
格
的
側
面
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
っ
た
。

「
魂
の
修
行
」
に

仏
法
の
輪
廻
転
生
の
説
も
こ
の
世
の
論
理
の
象
徴
の
や
う
で
あ
り
ま
す
。
前
生
の
騰
が
今
生
の
人
と
な
る
も
、
現
世
の
人
が
来
世
の
蝶

と
な
る
も
仏
と
な
る
も
、
み
な
こ
の
世
の
因
果
応
報
と
教
へ
て
あ
り
ま
す
。
(
お
∞
)



右
記
の
よ
う
に
、
仏
法
の
輪
廻
転
生
の
説
も
こ
の
世
の
因
果
応
報
の
論
理
の
象
徴
で
あ
る
と
し
て
、
そ

1

れ
を
「
あ
り
が
た
い
持
情
詩
の
け
が

れ
」
で
あ
る
と
非
難
し
て
お
り
、
単
純
で
原
初
的
な
転
生
だ
け
を
肯
定
し
て
い
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
言
己
る
。

高
山
岩
男
は
次
の
よ
う
に
そ
の
論
理
意
識
に
基
づ
く
輪
廻
の
観
念
と
汎
持
論
の
観
念
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
。

輪
廻
の
観
念
は
さ
ら
に
三
世
に
わ
た
る
因
果
の
観
念
と
現
世
に
お
け
る
業
に
対
す
る
倫
理
意
識
シ
が
は
)
け
れ
ば
成
立
し
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
倫
理
意
識
に
基
づ
く
輪
廻
の
観
念
と
万
物
一
如
の
汎
神
論
の
観
念
と
は
、
根
源
的
に
は
矛
倍
す
る
。
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右
記
の
よ
う
に
、
万
物
一
如
の
汎
神
論
の
観
念
は
そ
う
い
う
輪
廻
意
識
を
一
切
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
も
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
彼
女
は
愛
に
も
憎
に
も
、
怒
に
も
妬
に
も
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
倫
理
意
識
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
家

川
端
は
本
作
品
に
お
い
て
「
私
の
さ
と
り
の
行
情
詩
は
、
あ
ま
り
に
人
間
臭
い
愛
欲
の
悲
し
み
の
果
て
」
吋
あ
る
と
い
う
よ
う
に
こ
の
矛
盾
点

に
つ
い
て
か
な
り
苦
心
し
た
ら
し
い
。

第
四
に
は
、
竜
枝
の
汎
神
論
的
世
界
観
・
死
生
観
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
三

竜
校
は
「
行
情
歌
」
の
冒
頭
に
お
い
て
「
死
人
に
も
の
い
ひ
か
け
る
」
乙
と
は
悲
し
く
て
、
な
お
さ
ら
「
人
間
は
死
後
の
世
界
に
ま
で
、
生

前
の
世
界
の
人
間
の
姿
で
生
き
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
は
、
も
っ
と
悲
し
い
と
指
摘
し
な
が
ら
、
死
人
に
愛
着
を
も
っ
て
い
る
人
間

の
習
わ
し
を
非
難
し
て
い
る
。
そ
れ
に
彼
女
は
「
槌
物
の
運
命
と
人
掴
の
運
命
と
の
似
通
ひ
を
感
ず
る
こ
し
が
、
す
べ
て
の
行
情
詩
の
久
遠
の

題
目
で
あ
る
。
」
と
一
一
一
一
口
っ
て
、
植
物
と
人
間
と
の
運
命
に
お
い
て
区
別
が
な
く
、
本
質
的
に
は
同
じ
で
あ
之
と
い
う
汎
神
論
的
見
解
を
披
涯
し

て
い
る
。
彼
女
は
「
仏
法
の
い
ろ
い
ろ
な
経
文
を
た
ぐ
ひ
な
く
あ
り
が
た
い
汗
情
詩
」
と
患
っ
て
、
「
あ
m
世
で
も
や
は
り
こ
の
世
の
あ
な
た

の
お
姿
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
あ
な
た
に
向
っ
て
よ
り
も
、
私
の
自
の
前
の
早
咲
き
の
奮
を
持
つ
紅
梅
に
、
あ
な
た
が
生
れ
か
は
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
い
ふ
お
と
ぎ
ば
な
し
を
こ
し
ら
へ
、
そ
の
床
の
潤
の
紅
梅
に
向
つ
て
の
方
が
、
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
か
知
れ
ま
せ
ん
乙
と
述
べ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
は
植
物
と
人
間
と
が
本
来
同
一
的
・
局
時
的
の
存
在
あ
る
か
ら
、
空
間
的
に
ゆ
あ
の
世
で
は
な
く
こ
の
世
で
、
時

間
的
に
は
来
世
で
は
な
く
て
現
世
で
、
い
ま
「
あ
な
た
」
が
紅
梅
の
花
に
生
れ
変
わ
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
、
そ
う
い
う
人
間
な
の
で
あ
る
。

「
あ
な
た
」
が
す
な
わ
ち
紅
梅
の
花
で
あ
り
、
紅
梅
の
花
が
す
な
わ
ち
「
あ
な
た
」
で
あ
る
、
そ
う
い
う
払
界
な
の
で
あ
る
。

竜
枝
は
大
詩
人
ダ
ン
テ
や
大
心
霊
学
者
ス
エ
!
デ
ン
ボ
ル
グ
に
し
て
も
、
「
西
洋
人
の
あ
の
世
の
幻
想
体
、
仏
典
の
仏
達
の
住
む
世
界
の
幻
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想
に
く
ら
べ
ま
す
と
、
な
ん
と
現
実
的
で
、
さ
う
し
て
弱
小
で
卑
俗
な
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。
」
と
い
う
西
洋
の
心
霊
学
に
つ
い
て
は
非
常
に

批
判
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
東
洋
の
儒
教
を
も
乗
り
越
え
て
、
「
仏
教
の
経
文
の
前
世
と
来
世
と
の
幻
想
曲
を
た
ぐ
ひ
な
く
あ
り

が
た
い
行
情
詩
だ
」
と
思
っ
て
い
る
。
す
で
に
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
松
翁
が
解
い
た
一
体
禅
師
の
精
霊
祭
の
心
を
強
く
需
定
し
、
詠
嘆
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

竜
枝
は
釈
迦
の
「
輪
廻
の
紳
よ
り
解
脱
し
て
浬
繋
の
不
退
転
に
入
れ
」
と
い
う
解
脱
思
想
を
批
判
し
な
が
ら
、
「
転
生
を
く
り
か
へ
し
て
ゆ

か
ね
ば
な
ら
ぬ
魂
は
ま
だ
迷
へ
る
哀
れ
な
魂
」
な
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
「
輪
廻
転
生
の
教
へ
ほ
ど
豊
か
な
夢
を
織
り
込
ん
だ
お
よ
ぎ
、
ぱ
な

し
は
こ
の
世
に
な
い
」
と
む
し
ろ
「
輪
廻
転
生
」
そ
の
も
の
に
魅
了
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
一
百
う
ま
で
も
な
い
。

和
辻
哲
郎
は
仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た
事
情
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
は
イ
ン
ド
と
は
違
っ
て
、
輪
廻
は
常
識
で
は
な
く
し
て
新
し
い
信
仰
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
の
生
を
、
現
世
か
ら
解
き

放
し
て
無
根
の
過
去
と
未
来
と
に
押
し
広
め
、
ま
た
人
間
の
生
か
ら
解
き
放
し
て
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
生
と
連
絡
せ
し
め
た
。
従
っ
て
輪

廻
の
信
仰
は
、
魂
の
不
死
を
確
信
せ
し
め
る
と
と
も
に
人
間
観
を
改
造
し
た
。
〔
中
略
〕
克
服
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
た
輪
廻
の
信
仰
が
、

(
お
)

そ
の
神
秘
的
な
魅
力
を
も
っ
て
、
逆
に
法
の
如
実
観
に
打
ち
克
っ
た
の
で
あ
る
。

右
記
の
よ
う
に
、
竜
枝
も
日
本
の
古
代
人
の
体
験
し
た
輪
廻
思
想
に
対
す
る
神
秘
的
な
魅
力
の
み
を
採
用
し
て
、

色
彩
を
排
除
し
て
自
分
自
身
の
世
界
観
・
死
生
観
に
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
竜
枝
は
仏
教
の
行
い
の
因
果
応
報
と
業
に
よ
る
輪
廻
転
生
で
は
な
く
、
仏
教
の
以
前
の
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ダ
経
に
よ
る
太
古
の
単
純

な
転
生
、
倫
理
的
努
力
の
な
い
、
あ
る
が
ま
ま
の
転
生
を
東
方
の
心
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
信
仰
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
東
方
の
心

と
は
、
「
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
も
明
る
い
花
物
語
が
あ
り
、
ブ
ア
ウ
ス
ト
の
グ
レ
エ
ト
へ
ン
の
牢
犀
の
歌
を
は
じ
め
、
西
方
に
も
動
物
や
植
物
へ

の
転
生
の
伝
説
は
星
屑
よ
り
も
多
い
」
と
例
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
に
お
い
て
は
、
人
間
と
自
然
界
の
万
物
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た

の
で
は
な
く
、
同
一
的
な
存
在
だ
と
信
仰
し
て
い
る
「
太
吉
の
民
や
未
開
民
族
の
汎
神
論
」
か
「
原
始
的
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」
を
採
用
し
て
ゆ
き
、

そ
れ
を
彼
女
自
身
の
世
界
観
・
死
生
観
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

竜
枝
は
古
い
エ
ジ
プ
ト
死
者
の
書
の
歌
は
、
「
も
っ
と
素
直
」
で
あ
り
、

一
切
の
倫
理
的
・
宗
教
的

イ
リ
ス
の
虹
の
衣
裳
は
、

「
も
っ
と
明
る
い
光
」

ァ
、
ネ
モ

で
あ
り
、



ネ
の
転
生
は
、
「
も
っ
と
朗
ら
か
な
喜
び
」
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

月
だ
っ
て
星
だ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
動
物
や
植
物
ま
で
が
、
み
ん
な
神
さ
ま
と
考
へ
ら
れ
て
、
そ
の
神
さ
ま
と
い
ふ
の
が
ま
た
人
間
と
ち
っ

と
も
か
は
り
な
い
感
情
で
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
は
、
襟
で
晴
天
の
青
草
の
上
に
踊
る
や
う
に
す
こ
や
か
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
は
神
さ
ま
が
ま
る
で
か
く
れ
ん
ぼ
を
す
る
や
う
な
な
に
げ
な
さ
で
草
花
に
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
(
怠
∞

l
h
g吋
)
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右
記
の
よ
う
に
月
や
星
の
よ
う
な
非
情
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
動
物
や
植
物
ま
で
を
も
全
部
神
さ
ま
と
し
て
信
じ
て
お
り
、
そ
う
い
う
神

さ
ま
が
ま
た
人
間
と
同
一
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
世
界
に
お
い
て
は
神
さ
ま
は
軽
く
、
そ
し
て
な
に
げ
な
く
草
花
に
転
生
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
森
羅
万
象
が
す
な
わ
ち
神
で
あ
り
、
世
界
が
神
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
森
羅
万
象
に
し
て
一
神
で
あ
り
、
一

神
に
し
て
森
羅
万
象
で
あ
る
汎
神
論
の
世
界
観
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
世
界
観
は
法
界
て
心
の
世
界
観
で
あ
り
、
草
木
田
土
悉
皆
成
仏
の
世

界
観
な
の
で
あ
る
。

竜
枝
は
そ
う
い
う
哲
学
観
の
中
で
「
私
が
床
の
間
の
紅
梅
を
あ
な
た
と
思
い
、
そ
の
花
に
も
の
い
ひ
か
け
た
と
て
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」

と
い
う
論
理
を
立
て
て
ゆ
く
人
間
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
日
こ
の
頃
の
「
私
」
は
、
霊
の
国
か
ら
「
あ
な
た
」
の
愛
の
あ
か
し
を
開
い
た
り
、

冥
土
や
来
世
で
あ
な
た
の
恋
人
と
な
る
よ
り
、
「
あ
な
た
」
も
「
私
」
も
が
紅
梅
か
爽
竹
桃
の
花
と
な
っ
て
、
花
粉
を
は
こ
ぶ
胡
蝶
に
結
婚
さ

せ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
遥
か
に
美
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
竜
枝
は
西
洋
の
心
霊
思
想
や
東
洋
の
儒
教
思
想
や
仏
教
思
想
な
ど

を
乗
り
越
え
し
な
が
ら
、
遥
か
に
前
の
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ダ
経
・
ギ
リ
シ
ャ
神
話
・
太
初
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
世
界
・
未
開
民
族
の
汎
神
論
思
想
の
中

で
純
粋
な
霊
魂
の
愛
を
憧
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

付
け
加
え
て
、
川
端
が
「
文
学
的
自
叙
伝
」
の
中
で
、
自
分
自
身
の
表
現
に
関
し
て
「
も
」
と
い
う
助
詞
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

「
こ
の
一
字
に
私
と
い
ふ
も
の
の
謎
を
解
く
鍵
を
見
出
さ
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
岩
田
光
子
は
コ
も
」
の
頻
用
だ
け
で

し
い
て
そ
の
秘
密
を
解
く
鍵
を
さ
が
す
と
す
る
な
ら
、
す
べ
て
同
じ
(
等
価
値
)
の
万
物
一
如
、
主
客
一
如
の
思
想
と
結
び
付
け
ら
れ
よ
刊

か
。
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

中
編
小
説
で
あ
る
「
行
情
歌
」
の
表
現
に
対
し
て
、
ま
ず
語
葉
レ
ベ
ル
で
そ
の
表
現
を
調
べ
て
み
る
と
、
「
喪
中
の
た
よ
り
」
に
お
い
て
、

「
私
達
二
人
は
お
な
じ
時
に
お
な
じ
こ
と
を
両
方
か
ら
書
い
た
」
と
い
う
文
章
の
よ
う
に
「
お
な
じ
・
お
ん
な
じ
」
と
い
う
言
葉
が
十
四
回
も
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多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
雪
の
た
よ
り
」
に
お
い
て
、
「
た
だ
な
に
げ
な
く
浮
か
ぶ
言
葉
を
つ
ら
ね
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
文
章
の
よ
う

に
「
な
に
げ
な
く
」
と
い
う
言
葉
が
八
回
も
、
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
、
い
っ
さ
い
万
有
は
何
か
に

よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
そ
れ
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
あ
る
が
ま
ま
で
よ
い
か
ら
人
格
的
な
努
力
や
活
動
な
ど

は
全
然
必
要
は
な
い
と
い
う
万
物
一
如
の
汎
神
論
的
死
生
観
に
根
拠
を
据
え
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

右
記
の
よ
う
に
竜
枝
は
西
洋
の
心
霊
学
か
ら
遠
隔
透
視
・
予
見
・
予
一
一
一
一
口
な
ど
の
方
法
だ
け
を
彼
女
自
分
の
汎
神
論
的
死
生
観
に
掬
い
上
げ
て

奉
仕
さ
せ
て
、
心
霊
学
を
非
常
に
非
難
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
東
洋
の
儒
教
は
簡
単
に
否
定
し
な
が
ら
も
、
仏
教
の
経
文
は
た
ぐ
い
な
く
あ

り
が
た
い
持
情
詩
と
肯
定
し
、
詠
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
仏
教
に
対
し
て
も
そ
の
精
髄
で
あ
る
解
脱
思
想
を
否
定
し
、
む
し
ろ

克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
輪
廻
転
生
に
魅
了
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
竜
枝
は
仏
教
の
因
果
応
報
と
業
に
よ
る
輪
廻
転
生
で
は
な
く
、
仏
教
の
以
前
の
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ダ
経
に
よ
る
倫
理
的
・
宗
教
的
色

彩
が
払
拭
さ
れ
た
、
あ
る
が
ま
ま
で
よ
い
転
生
を
願
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
う
い
う
東
方
の
心
は
西
方
に
も
ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
は

じ
め
、
動
植
物
へ
の
転
生
は
星
屑
よ
り
も
多
い
と
肯
定
し
て
お
り
、
一
休
禅
師
の
精
霊
祭
の
心
や
太
古
の
民
の
汎
神
論
を
自
分
の
死
生
観
に
受

け
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
東
西
洋
の
そ
う
い
う
草
木
転
生
・
国
土
転
生
・
悉
皆
転
生
を
通
ず
る
万
物
一
如
の
宇
宙
論
的
・
汎
神
論

的
哲
学
観
を
自
分
自
身
の
死
生
観
に
受
け
入
れ
て
、
そ
う
い
う
夢
の
中
の
夢
の
よ
う
な
童
話
を
ほ
の
ぼ
の
と
読
み
上
げ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
竜
枝
の
い
う
持
情
詩
は
藤
始
的
転
生
に
よ
る
万
物
一
知
の
汎
神
論
の
死
生
観
を
吟
じ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
と
め
に

以
上
の
よ
う
に
「
拝
借
歌
」
の
主
題
と
そ
の
死
生
観
を
考
察
し
て
み
た
。

作
家
川
端
は
大
正
三
年
(
時
才
)
に
最
後
の
血
肉
の
祖
父
と
死
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
涯
の
孤
児
に
な
り
、
大
正
十
一
年
(
は
才
)
に

は
自
身
の
初
恋
の
伊
藤
初
代
と
生
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
激
し
く
虚
無
主
義
に
落
ち
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
以
後
、
十
年
が
過
ぎ
た
昭
和
七

年
(
出
才
)
に
「
行
情
歌
」
を
創
作
し
て
彼
の
初
期
の
持
情
文
学
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
初
期
は
政
治
・
社
会
・
経
済
が
暗
欝
な
状
況
の
中
で
国
外
的
に
は
帝
国
主
義
の
意
識
が
、
国
内
的
に
は
資
本
主
義
の
意
識
が
渉
済
し
て

い
っ
た
。
あ
げ
く
の
は
て
に
、
日
本
帝
国
主
義
は
昭
和
六
年
に
満
州
事
変
を
契
機
と
し
て
十
五
年
戦
争
を
起
し
て
ゆ
き
、
日
本
資
本
主
義
は
燭



熟
期
の
矛
盾
を
露
呈
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
国
内
外
の
状
況
の
中
で
、
人
間
は
自
己
疎
外
を
押
し
進
め
ら
れ
、
そ
の
人
間
性
を

分
裂
解
体
に
追
い
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

川
端
は
そ
う
い
う
自
分
の
私
的
立
活
と
現
実
世
界
を
踏
ま
え
て
、
本
作
品
を
創
作
し
て
パ
い
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
川
端
は
激
し
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
落
ち
込
ん
で
ゆ
き
、
極
度
の
人
間
性
の
喪
失
の
憂
欝
な
雰
囲
気
の
中
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
竜
枝
の
モ

ノ
ロ
ー
グ
の
「
死
と
愛
の
物
語
」
を
通
し
て
読
者
に
投
げ
て
あ
げ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

竜
枝
と
「
あ
な
た
」
と
の
問
は
二
人
に
し
て
一
人
で
あ
り
、
一
人
に
し
て
二
人
と
い
う
世
界
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
愛
の
あ
か
し
が
あ
ま

り
に
充
、
構
し
す
、
ぎ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
は
、
竜
枝
は
「
あ
な
た
」
に
対
し
て
愛
を
確
認
し
て
、
ま
た
確
認
す
る
愛
の
証
拠
を
果

て
し
な
く
渇
望
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
愛
は
む
し
ろ
根
子
を
呪
縛
し
、
生
別
へ
死
別
ヘ
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
他
方
に
お
い
て
は
、

愛
の
あ
か
し
は
愛
の
あ
か
し
の
底
に
生
ま
れ
て
く
る
さ
と
り
で
あ
り
、
そ
の
さ
と
り
は
あ
ま
り
に
も
深
い
人
間
の
愛
欲
の
悲
し
み
の
果
て
に
生

ま
れ
て
く
る
。
竜
枝
は
輪
廻
転
生
の
さ
と
り
を
通
し
て
、
そ
う
い
う
呪
縛
的
愛
か
ら
脱
出
し
て
宇
宙
論
的
愛
を
叡
り
戻
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

人
間
は
自
分
自
身
の
子
供
や
恋
人
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
人
間
を
も
愛
し
、
さ
ら
に
天
地
万
物
を
も
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
竜

枝
は
そ
う
い
う
清
ら
か
な
霊
魂
の
音
を
開
き
な
が
ら
、
夢
幻
の
香
を
壊
、
ぎ
な
が
ら
、
純
白
な
お
と
ぎ
ば
な
し
の
世
界
で
汎
神
論
的
純
粋
な
愛
を

ほ
の
ぼ
の
と
歌
い
上
げ
た
の
で
あ
る
。

竜
枝
と
恋
人
の
「
あ
な
た
」
と
の
縄
は
「
二
つ
と
な
っ
た
一
人
」
で
あ
り
、
「
二
つ
の
口
か
ら
始
終
同
じ
一
つ
の
言
葉
」
を
や
り
取
り
す
る

民
一
人
で
あ
る
。
竜
枝
と
恋
人
と
は
同
一
的
・
同
時
的
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
需
の
関
係
は
、
竜
枝
の
う
ち
に
恋
人
が
存
在
し
、
恋
人

の
な
か
に
竜
枝
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
ら
の
間
は
、
「
竜
枝
即
恋
人
・
恋
人
即
竜
枝
」
と
い
う
原
理
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
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そ
う
い
う
世
界
は
、
自
他
一
如
に
な
り
、
母
子
一
如
・
父
母
一
如
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
を
進
展
さ
せ
る
と
、
万
物

一
如
の
汎
神
論
的
宇
宙
綴
哲
学
と
な
り
、
森
羅
万
象
は
全
て
の
境
界
を
失
っ
て
一
つ
の
精
神
に
合
一
し
た
一
元
の
世
界
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

竜
枝
は
西
洋
の
心
霊
学
を
非
常
に
非
難
し
て
、
東
洋
の
儒
教
は
簡
単
に
否
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
仏
教
の
経
文
は
肯
定
し
て
い
っ
た
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
仏
教
の
解
脱
思
想
ま
で
を
も
否
定
し
、
む
し
ろ
克
服
す
べ
き
輪
廻
転
生
思
想
に
非
常
に
魅
了
さ
れ
て
い
く
。

し
か
し
、
竜
枝
は
仏
教
の
因
果
搭
報
と
業
に
よ
る
輪
廻
転
生
を
断
乎
と
し
て
排
撃
し
て
、
仏
教
の
以
前
の
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ダ
経
の
、
太
初
的

転
生
を
念
願
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
は
じ
め
、
動
植
物
へ
の
転
生
は
星
屑
よ
り
も
多
い
と
肯
定
し
て
お
り
、
一
体
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禅
師
の
精
霊
祭
の
心
や
未
開
民
俗
の
汎
神
論
を
自
分
の
死
生
観
へ
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
東
西
洋
の
そ
う
い
う
転
生
を
通
ず

る
万
物
一
知
の
汎
神
論
的
宇
宙
線
哲
学
を
自
分
自
身
の
死
生
観
へ
受
け
入
れ
て
、
そ
う
い
う
夢
の
中
の
夢
の
よ
う
な
純
粋
な
童
話
を
ほ
の
ぼ
の

と
歌
い
上
げ
た
の
で
あ
る
。

竜
枝
は
「
一
つ
の
精
霊
祭
」
に
融
和
し
た
「
大
き
な
精
霊
祭
」
の
世
界
で
汎
神
論
的
死
生
観
を
踏
ま
え
て
、
宇
宙
的
愛
の
持
情
の
歌
を
夢
幻

的
に
歌
い
上
、
げ
な
が
ら
、
彼
女
自
身
を
救
済
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
川
端
は
「
行
情
歌
」
の
執
筆
を
通
し
て
そ
う
い
う
汎
神
論
的
死
生
観
を

整
理
し
て
、
そ
れ
を
通
し
て
川
端
自
身
の
生
と
死
の
問
題
を
解
決
し
て
い
っ
た
も
の
と
し
て
把
握
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
の
課
題
は
川
端
の
代
表
作
で
あ
る
「
雪
国
」
の
主
題
と
死
生
観
を
考
察
し
、
立
川
情
歌
い
と
の
関
わ
り
を
分
析
し
て
ゆ
き
た
い
。

注
(1)
平
野
謙
、
「
昭
和
文
学
史
」
(
筑
摩
番
勝
、
昭
三
八
一
二
)
五
l
六
頁

(2)
森
本
種
、
「
愛
の
呪
縛
l

「
行
情
歌
」
の
意
味
す
る
も
の
l
」
(
「
川
端
康
成
研
究
叢
欝
補
巻
」
昭
五
八
・
六
)
四
九
頁

(3)
川
端
康
成
、
「
文
学
的
自
叙
伝
」
昭
九
・
五
、
八
七
頁

(
4
)
今
村
満
子
、
「
川
端
康
成
「
行
情
歌
」
の
意
味
」
(
「
肖
綱
大
学
研
究
紀
要
第
八
号
』
一
九
八
五
)
由
三
頁

(5)
三
島
由
紀
夫
、
「
「
伊
豆
の
踊
子
い
に
つ
い
て
」
(
吋
伊
豆
の
踊
子
い
新
潮
社
、
昭
和
二
五
・
八
)
一
七
O
頁

(6)
問
中
実
、
三
持
情
歌
」
の
愛
・
覚
え
書
!
〈
語
り
手
の
抱
む
も
の
〉
と
〈
他
者
〉
|
」
(
「
近
代
文
学
研
究
」
六
、
平
元
・
六
)

(7)
林
武
志
、
「
「
持
情
歌
」
研
究
雑
史
」
(
「
川
端
藤
成
作
品
研
究
史
い
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
九
・
十
)
一
二
五
i
一
三
八
頁

(8)
羽
鳥
徹
哉
・
原
善
、
「
川
端
康
成
全
作
品
研
究
事
典
」
(
勉
誠
出
版
、
平
成
十
・
六
)
一
九
六

1
一
九
七
頁

(9)
金
采
沫
、
つ
川
端
康
成
・
文
学
作
品
に
お
け
る
〈
死
〉
の
内
在
様
式
い
(
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
四
・
一
一
)
六
五
頁

(
日
)
璃
鳥
徹
哉
、
「
川
端
康
成
と
心
霊
学
」
(
吋
毘
語
と
菌
文
学
」
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
昭
和
田
五
・
五
)
四
四
頁

(
日
)
森
本
穫
、
前
掲
2
引
用
事
、
昭
二
頁

(
ロ
)
川
端
康
成
、
「
川
端
康
成
全
集
第
三
巻
」
(
新
潮
社
、
昭
五
五
・
七
)
数
字
は
そ
の
頁
、
以
下
関

(
日
)
創
価
学
会
教
学
部
、
「
仏
教
哲
学
大
辞
典
第
一
巻
」
(
創
価
学
会
、
昭
五

0
・一

O
)
八
七
五
頁

「
親
繊
細
の
著
の
「
教
行
信
託
』
の
「
証
」
は
「
行
信
」
の
図
に
よ
っ
て
得
る
所
の
往
生
却
成
仏
の
註
果
と
し
て
の
さ
と
り
を
い
う
。
」

小
川
正
、
「
「
魂
な
き
教
育
」
へ
の
挑
戦
」
(
関
西
大
学
出
版
部
、
平
一
一
二
・
一

O
)

一
酉
八
頁

「
証
と
は
、
あ
か
し
の
底
に
生
ま
れ
て
く
る
さ
と
り
で
あ
る
。
そ
の
さ
と
り
は
、
浄
土
念
仏
門
に
あ
っ
て
は
、
浄
土
が
他
の
一
切
に
先
ん
じ
て
お
り
、
そ
の
浄
土
に
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行
き
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
仏
に
な
り
、
各
人
の
内
面
の
構
造
が
仏
の
構
造
と
ひ
と
し
く
な
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
」

(
は
)
田
中
実
、
前
掲
6
引
用
書
、
六
頁

(
日
)
羽
鳥
徹
哉
、
前
掲
叩
引
用
響
、
四
五
頁

(
日
)
金
采
泳
、
前
掲
9
引
用
書
、
七
一
頁

(
口
)
瀬
沼
茂
樹
、
「
川
端
醸
成
論
」
(
「
行
動
」
一
九
三
四
・
六
)
八
七

i
八
八
頁

(
見
)
武
田
勝
彦
、
「
行
情
歌
」
(
長
谷
川
泉
「
川
端
文
学
の
味
わ
い
方
」
明
治
書
院
、
昭
四
八
・
九
)
一
七
一
t
J

一
七
二
頁

(
日
)
三
枝
康
一
品
、
「
美
は
ど
こ
に
存
在
す
る
か
」
吋
川
川
端
康
成
」
有
信
堂
、
一
九
六
二
一
二
七
頁

(
却
)
山
室
静
「
川
端
康
成
私
見
」
(
「
山
室
静
自
選
著
作
集
第
5
巻
」
郷
土
出
版
社
、
一
九
九
三
・
五
)
一
七
八
頁

(
幻
)
新
村
出
、
「
広
辞
苑
』
第
四
版
(
岩
波
書
皆
、
一
九
九
二
・
一

O
)
一
二
二
二
頁

(
泣
)
下
中
邦
彦
、
「
哲
学
事
典
」
(
平
凡
社
、
一
九
七
一
)
一
一
二
五
頁

(
お
)
正
井
敬
次
、
「
仏
教
と
汎
神
論
」
(
関
西
大
学
出
版
・
広
報
部
、
昭
五
0
・一

O
)

一
j
二
頁

(
討
)
羽
鳥
徹
哉
、
前
掲
叩
引
用
書
、
四
五
頁

(
お
)
羽
鳥
徹
哉
、
前
掲
日
引
用
書
、
五
O
頁

(
お
)
高
山
岩
男
、
「
文
化
類
型
学
・
呼
応
の
原
理
』
(
弘
文
堂
、
一
九
三
九
、
引
用
は
「
京
都
哲
学
撰
書
」
第
十
五
巻
、
灯
影
会
、
二

O
O
一
、
七
)
七
八
j
七
九
頁

(
幻
)
高
山
岩
男
、
前
掲
出
引
用
響
、
五
一
頁

(
お
)
和
辻
哲
郎
、
「
和
辻
哲
郎
全
集
第
四
巻
・
続
日
本
精
神
史
研
究
い
(
岩
波
警
居
、
昭
三
七

(
却
)
川
端
康
成
、
「
文
学
的
自
叙
伝
」
昭
九
・
五
、
九
八
一
員

(
却
)
岩
田
光
子
、
「
「
行
情
歌
」
考
」
「
川
端
康
成

i
後
姿
へ
の
独
自

i
」
(
ゆ
ま
に
書
房
、

一
一
)
三
九

O
頁

一
九
九
二
・
九
)
二
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五
頁

〔
付
記
〕
本
論
文
は
二

O
O
一
年
度
財
団
法
人
日
韓
文
化
交
流
基
金
の
招
鳴
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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