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｢反
魂
の
秘
術
｣
か
ら

｢生
活
続
命
の
法
｣
へ

-
中
世
の
人
造
人
間
説
話
の
変
容
を
め
ぐ

っ
て
-

は

じ

め

に

中
世
の
人
造
人
間
説
話
の
中
で
､
際
立
っ
て
い
る
の
が

｢西
行
於
高
野
奥

造
人
事
｣
(『撰
集
抄
』)
の
人
造
人
間
説
話
で
あ
る
｡
西
行
の

｢造
人
｣
の
動

機
と
さ
れ
る
の
は
､

高
野
の
奥
に
住
み
て
､
月
の
夜
ご
ろ
に
は
､
あ
る
友
だ
ち
の
聖
と
も
ろ

と
も
に
､
橋
の
上
に
ゆ
き
あ
ひ
侍
り
て
な
が
め
な
が
め
侍
り
L
に
､
此

聖
､
｢京
に
な
す
べ
き
わ
ざ
の
侍
る
｣
と
て
､
情
な
-
ふ
り
捨
て
て
の
ぼ

り
し
か
ば
､
何
と
な
う
､
お
な
じ
憂
き
世
を
厭
ひ
し
花
月
の
情
を
も
わ

き
ま
へ
ら
ん
友
こ
ひ
し
く
侍
り
し
か
ば
､

で
あ
る
｡
こ
の

｢お
な
じ
憂
さ
世
を
厭
ひ
し
花
月
の
情
を
も
わ
き
ま
へ
ら

ん
友
｣
へ
の
恋
し
さ
と
い
う
動
機
は
､
『山
家
集
』
下
雑
の

高
野
の
奥
の
院
の
橋
の
上
に
て
'
月
明
か
か
り
け
れ
ば
'
も
ろ
と
も

に
な
が
め
明
か
し
て
､
そ
の
頃
'
西
住
上
人
京
へ
出
で
に
け
り
｡
そ

の
夜
の
月
忘
れ
難
-
て
､
ま
た
同
じ
橋
の
月
の
頃
､
西
住
上
人
の
許

甲

村

一

基

(二
〇
〇
一
年
六
月
二
七
日
受
理
)

へ
言
ひ
道
は
し
け
る

こ
と
と
な
く
君
恋
ひ
わ
た
る
橋
の
上
に
あ
ら
そ
ふ
も
の
は
月
の
影
の
み

(
一
一
五
七
)

か
へ
し

西
住

恩
ひ
や
る
心
は
見
え
で
橋
の
上
に
あ
ら
そ
ひ
け
り
な
月
の
影
の
み

1

と
い
う
西
行
の
心
情
の
反
映
だ
｡
西
行
が
､
高
野
山
に
草
庵
を
結
ん
だ
の

は
'
久
安
五
年

(
二

四
九
)
頃
だ
と
さ
れ
て
い
る
O
風
雅
へ
の
傾
倒
は
'

歌
の
贈
答
に
よ
っ
て
解
消
す
る
こ
と
な
-
､
｢お
な
じ
憂
き
世
を
厭
ひ
し
花

月
の
情
を
も
わ
き
ま
へ
ら
ん
友
｣
を
造
る
と
.い
う
伝
奇
的
世
界
へ
と
踏
み
込

ん
で
い
-
｡
｢高
野
奥
｣
の

｢橋
の
上
｣
と
は

｢高
野
の
奥
の
院
の
橋
の
上
｣

で
あ
り
､
そ
こ
に
か
か
る
橋
と
は
､
奥
の
院
玉
川
に
掛
か
る

一
の
橋
で
あ
る
｡

『撰
集
抄
』
が
西
行
作
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
は
江
戸
時
代
ま
で
つ
づ
く
｡

『撰
集
抄
』
の
読
者
は
､
こ
の
人
造
人
間
説
話
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
だ

ろ
う
か
｡
｢西
行
伝
か
ら
窺
わ
れ
る
経
歴
と
そ
の
資
質
か
ら
は
､
彼
は
本
誌
の

(1)

主
人
公
に
は
お
よ
そ
不
相
応
な
人
物
と
思
わ
れ
る
｡｣
と
い
う
ふ
う
に
受
け

と
め
た
だ
ろ
う
か
｡
西
行
が
骨
を
も
っ
て
人
を
造
る
と
い
う
話
に
驚
き
は

あ
っ
た
と
し
て
も
､
｢不
相
応
な
人
物
｣
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
｡
な
ぜ
な
ら
'
西
行
と
高
野
山
の
納
骨
信
仰
と
の
結
び
つ
き
を
､
読

者
が
想
起
し
な
い
は
ず
は
な
い
か
ら
だ
｡
平
安
末
か
ら
高
野
山
の
納
骨
信
仰

が
全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
ケ
｡
江
戸
時
代
の
高
野
山
案
内
記

『野
山

名
霊
集
』
に
は
､
高
野
山
納
骨
の
由
来
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
｡

当
山
ハ
法
爾
と
し
て
大
日
如
来
の
浄
土
な
り
､
大
目
は
覚
王
と
申
て
一

切
仏
菩
薩
の
本
地
な
り
､
故
に
此
仏
の
浄
土
に
は
諸
仏
の
浄
土
悉
備
て

一
と
し
て
か
-
る
こ
と
な
し
､
依
之
衆
生
の
願
に
随
て
､
或
ハ
兜
卒
或

ハ
極
楽
乃
至
十
方
無
辺
の
浄
土
も
皆
此
山
中
に
顕
現
す
へ
し
､
然
れ
は

骨
髪
等
を
当
山
に
お
さ
む
る
は
､
其
人
の
願
に
随
て
其
仏
の
浄
土
に
を

く
る
の
意
な
る
へ
し
､
仇
て
古
人
も
高
野
山
は
日
本
の
惣
菩
提
所
な
り

と
い
へ
り

(｢当
山
に
墓
を
築
き
日
月
牌
を
立
る
利
益
の
事
｣)

塞一｢村中

｢造
人
｣
の
行
わ
れ
た

｢
ひ
ろ
き
野
｣
は
､
奥
の
院
の
基
原
を
思
い
浮
か
ば

せ
る
｡
高
野
山
に
お
け
る
納
骨
信
仰
の
広
が
り
に
､
高
野
聖
の
活
動
が
あ
っ

(2)
た
｡
研
究
史
的
に
は
､
西
行
高
野
聖
説
は

｢西
行
に
高
野
聖
的
所
業
の
あ
っ

た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
徳
大
寺
家
並
び
に
皇
室
と
西
行
と
の
特

(3)

殊
な
関
係
範
囲
の
も
の
｣
と
そ
の
活
動
の
範
囲
に
つ
い
て
の
是
正
が
行
わ
れ

て
い
る
が
'
西
行
が
西
住
の
死
に
際
し
て
､
高
野
を
下
り
葬
儀
に
立
ち
会
い
､

骨
を
高
野
に
納
骨
し
た
こ
と
が
､
寂
然
と
の
階
答
歌

(『山
家
集
』
八
〇
七
･

八
〇
八
)
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
な
ど
､
高
野
聖
西
行
の
イ
メ
ー
ジ
は
拭
い
が

た
い
｡
さ
ら
に
､
｢三
昧
聖
｣
の
姿
を
西
行
に
投
影
さ
せ
る
な
ら
ば
､
こ
の
人

造
人
間
説
話
は
あ
り
得
る
と
読
者
に
思
わ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
た
と
思
う
｡

反
魂
の
秘
術

貴
族
達
の
間
に
浸
透
し
て
い
た
反
魂
の
秘
術
と
は
'
骨
を
素
材
に
し
て
人

間
を
造
る
術
で
あ
る
｡
そ
の
点
､
死
者
の
霊
だ
け
を
呼
び
戻
す

｢反
魂
香
｣

と
は
異
な
る
｡
白
楽
天
の

｢李
夫
人
｣
と
い
う
詩
に

｢反
魂
香
降
夫
人
魂
/

夫
人
魂
在
何
虞
/
香
煙
引
到
焚
香
虞
/
既
来
何
苦
不
須
央
/
綜
紗
悠
揚
還
滅

去
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
死
者
の
霊
は
香
が
焚
か
れ
て
い
る
僅
か
な
間
だ
け
､

そ
の
姿
を
見
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

｢反
魂
香
｣
は

｢又
令
方
土

合
宝
薬
/
玉
釜
前
錬
金
櫨
焚
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
方
士
が
錬
丹
術
に
よ
っ
て

造
っ
た
番
で
あ
る
｡
｢反
魂
香
｣
は
神
仙
思
想
に
も
と
づ
-
｡
と
こ
ろ
が
､
西

行
の
行
っ
た

｢反
魂
の
秘
術
｣
で
は
香
は

｢反
魂
香
｣
と
し
て
機
能
す
る
こ

と
を
拒
否
さ
れ
る
｡
西
行
が

｢沈
と
香
と
を
焚
き
て
反
魂
の
秘
術
を
行
ひ
侍

り
き
｣
と
述
べ
た
の
に
対
し
て
､
師
仲
は

｢香
を
ば
た
か
ぬ
な
り
｡
そ
の
故

は
､
香
は
魔
縁
を
さ
け
て
聖
衆
を
あ
つ
む
る
徳
侍
り
｡
し
か
る
に
､
聖
衆
生

死
を
深
-
い
み
給
ふ
ほ
ど
に
､
心
の
出
く
る
事
難
さ
也
｡
沈
と
乳
と
を
焚
く

べ
き
に
や
侍
ら
ん
｡｣
と
答
え
る
｡
こ
こ
で
､
注
意
す
べ
き
は
､
｢香
は
魔
縁

を
さ
け
て
聖
衆
を
あ
つ
む
る
徳
侍
り
｣
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
｡
香

を
焚
-
こ
と
で
､
｢聖
衆
｣
が
や
っ
て
き
た
｡
そ
の

｢聖
衆
｣
は

｢生
死
を
深

く
い
み
給
ふ
｣
者
た
ち
だ
っ
た
の
で
､
西
行
の
造
っ
た
人
間
に

｢心
｣
を
与

え
る
こ
と
に
手
を
貸
す
こ
と
は
な
か
っ
た
､
と
師
仲
は
い
う
｡
｢生
死
を
深
く

い
み
給
ふ
｣
｢聖
衆
｣
と
は
､
仏
教
の
菩
薩
達
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
反
仏
教

の

｢魔
縁
｣
が

｢鬼
｣
で
あ
っ
た
｡
鬼
が
や
っ
て
-
る
こ
と
で
､
｢反
魂
の
秘

術
｣
は
完
成
す
る
は
ず
だ
っ
た
｡
｢我
は
'
恩
は
ざ
る
に
四
億
の
大
納
言
の
流

を
う
け
て
'
人
を
つ
-
り
侍
き
｡｣
と
い
う
師
仲
の
言
葉
か
ら
､
反
魂
の
秘
術

に
も
流
派
が
あ
る
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
｡
お
そ
る
べ
き
反
魂
の
秘
術
の
公
家

達
へ
の
浸
透
力
で
あ
る
｡
こ
の
秘
術
を
最
も
受
け
入
れ
や
す
い
鬼
と
の
繋
が

り
を
持
つ
宗
教
と
し
て
､
陰
陽
道
が
考
え
ら
れ
る
｡
事
実
､
こ
の
説
話
で
は
､

｢土
御
門
の
右
大
臣
｣
も
反
魂
の
秘
術
を
行
っ
て
い
る
｡
多
-
の
公
家
が
'
反

魂
の
秘
術
を
行
っ
て
い
る
以
上
､
｢土
御
門
の
右
大
臣
｣
も
'
当
然
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
が
､
土
御
門
家
は
周
知
の
よ
う
に
陰
陽
道
の
家
で
あ
る
｡
他
の

貴
族
達
と
は
､
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
立
場
が
異
な
る
｡
こ
こ
で
､
注
目
す

べ
き
は
'
そ
の
事
を
際
立
た
せ
る
か
の
よ
う
に
､
人
間
を
造
っ
た
夜
'
夢
に
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｢翁
｣
が
顕
れ
て
'

我
身
は

一
切
の
死
人
を
領
せ
る
物
に
侍
り
｡
主
に
も
の
た
ま
ひ
あ
は
せ

で
､
な
ん
ぞ
此
骨
を
ぽ
と
り
給
ふ
に
や

と
恨
め
る
気
色
を
見
せ
た
の
で
､
土
御
門
の
右
大
臣
は
反
魂
の
秘
術
を
日

記
な
ど
に
書
い
て
お
い
て
､
自
分
の
子
孫
が
そ
れ
を
読
ん
で

｢霊
｣
に
取
り

殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
も
無
意
味
だ
と
思
っ
て
日
記
を
焼
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
｡
反
魂
の
秘
術
は
陰
陽
道
の
術
で
は
な
か
っ
た
の
か
｡
土
御
門
の
右

大
臣
が
夢
で
見
た

｢翁
｣
が
､
自
ら
を
全
て
の
死
者
を
統
括
す
る
存
在
と
述

べ
て
い
る
点
､
さ
ら
に
土
御
門
の
右
大
臣
の
異
常
な
ほ
ど
の
恐
れ
か
ら
､
泰

山
府
君
と
考
え
ら
れ
る
｡
田
中
久
夫
に
よ
れ
ば
､
平
安
時
代
､
身
体
の
形
が

残
.っ
て
い
る
白
骨
は
凶
痛
魂
が
付
着
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
'
そ
の
よ
う
な

(4)

白
骨
に
対
峠
し
た
の
が
陰
陽
師
で
あ
る
と
い
う
｡
で
は
､
｢
西
行
於
高
野
奥
造

人
事
｣
と
い
う
話
が
､
そ
の
よ
う
な
白
骨
観
の
も
と
に
本
当
に
成
立
し
た
の

だ
ろ
う
か
｡
西
口
順
子
に
.よ
れ
ば
､
平
安
貴
族
の
問
で
も
､
か
な
ら
ず
L
も

(5)

骨
が
不
浄
と
の
み
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
｡
そ
の
例
証
と
し
て
､
西
口

は

『小
右
記
』
長
和
五
年

(
一
〇
二
ハ
)
六
月
十
九
日
条
の
､
人
骨
が
出
土

し
た
た
め
'
金
峰
山
参
詣
の
精
進
を
中
止
す
べ
き
か
に
つ
い
て
'
藤
原
実
資

が
藤
原
道
綱
に
問
わ
れ
た
の
に
対
し
て
､
｢又
骨
す
で
に
湿
気
有
ら
ば
､
も
し

く
は
三
十
箇
月
内
の
骨
か
､
白
骨
と
い
う
べ
か
ら
ず
｣
と
答
え
た
と
い
う
記

録
を
あ
げ
る
｡
こ
の
記
録
は
､
白
骨
で
あ
れ
ば
､
精
進
を
続
け
て
参
詣
し
て

も
よ
い
の
だ
が
､
湿
気
が
あ
れ
ば
い
け
な
い
｡
つ
ま
り
､
白
骨
と
い
え
る
の

は
湿
気
が
な
-
な
っ
た
骨
で
､
時
間
的
に
は
三
十
日
以
上
を
経
過
し
た
も
の

を
い
い
､
白
骨
で
あ
れ
ば
積
に
は
な
ら
な
い
の
だ
と
解
釈
さ
れ
る
｡
田
中
の

言
う
凶
痛
魂
の
付
着
し
た
骨
が
､
白
骨
化
し
て
も
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
こ
と
も

な
く
連
な
っ
て
い
る
骨
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
｢
ひ
ろ
き
野
に
出
て
､
骨
を

あ
み
連
ね
て
つ
-
り
て
侍
り
し
｣
と
か
､
｢鷹
野
に
出
て
､
人
も
見
ぬ
所
に

て
'
死
人
の
骨
を
と
り
集
め
て
､
頑
よ
り
足
手
の
骨
を
た
が
へ
で
つ
づ
け
置

き
て
｣
と
い
っ
た
描
写
か
ら
は
､
連
な
る
白
骨
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
｡
む
し

ろ
'
散
乱
し
た
骨
の
イ
メ
ー
ジ
の
方
が
強
-
､
凶
痛
魂
説
は
受
入
れ
難
い
｡

む
し
ろ
､
こ
の
説
話
で
､
注
目
す
べ
き
は
､
霊
魂
だ
け
で
な
-
､
遺
骨
ま
で

も
泰
山
府
君
の
統
括
と
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
.
中
国
流
に
言
え
ば

｢醜
｣

の
統
括
で
あ
る
｡白

骨
と
い
う
磁
場

『撰
集
抄
』
｢西
行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
で
は

｢白
骨
は
単
な
る
物
で
あ
り
､

(6)

材
料
で
あ
る
｡
造
ら
れ
た
人
も
人
形
で
あ
る
｡
｣
と
い
う

一
面
も
あ
る
が
'

｢反
魂
の
秘
術
｣
を
骨
を
材
料
に
行
う
と
い
う
面
を
考
え
た
と
き
'
｢霊
魂
の

(-)

依
代
と
し
て
の

『骨
』
と
い
う
観
念
の
レ
ベ
ル
｣
も
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ

る
｡
た
だ
'
問
題
な
の
は
､
こ
の

｢反
魂
の
秘
術
｣
を
､
鮭
揮
龍
彦
の
よ
う

に
､
｢魂
気
天
に
帰
し
､
形
醜
地
に
帰
す
｣
(『礼
記
』
郊
特
牲
篇
)

と
い
う
観

念
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て

｢西
行
が
拾
い
あ
つ
め
た
死
者
の
骨
は
'
ま
さ

し
く
地
上
に
残

っ
た
塊
で
あ
っ
て
､
反
魂
の
秘
術
は
､
こ
の
塊
か
ら
脱
け
出

(8)

し
た
魂
を
呼
び
も
ど
す
術
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
｣
と
断
定
し

て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
確
か
に
､
形
態
的
に
は
､
骨
を
依
代
に
し

た
招
魂
再
生
な
の
で
あ
る
｡
た
だ
､
こ
の
説
話
に
お
い
て
は
'
散
乱
し
た
骨

が
な
ぜ
高
野
山
の
鹿
野
に
あ
っ
た
の
か
が
問
題
に
な
ろ
う
｡
や
は
り
､
.
こ
こ

で
は
高
野
山
納
骨
の
風
習
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
則
ち
､
高
野
山

の
鷹
野
に
散
乱
し
た
骨
は
積
れ
た
骨
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な

の
だ
｡
骨
が
不
浄
な
ら
ば
､
空
海
の
廟
所
奥
の
院
=

清
浄
の
地
に
'
納
骨
が

行
わ
れ
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
｡
西
口
に
よ
れ
ば
､
高
野
山
納
骨
に
つ
い

て
も
葬
送
後

一
定
の
期
間
を
へ
て
､
骨
が
清
浄
と
さ
れ
る
.こ
と
で
､
聖
域
へ

の
納
骨
が
可
能
と
な
る
と
の
予
測
は
､
白
骨
を
稜
と
見
な
い
と
こ
ろ
に
成
り

立
ち
､
白
骨
が
遺
骨
崇
拝
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
舎
利
信
仰
の
流
布
に
よ
る
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(9)

と
い
う
｡
さ
ら
に
､
西
口
は

｢舎
利
へ
の
信
仰
が
､
開
山
や
高
僧
の
墓
所
や

遺
骨
へ
の
信
仰
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
は
､
は
ば
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ

う
｡
ま
ず
､
弟
子
た
ち
の
な
か
で
礼
拝
の
対
象
と
さ
れ
､
遺
骨
の
聖
性
は
た

か
ま
っ
た
｡
そ
れ
が
普
遍
化
さ
れ
た
と
き
､
骨
は
も
は
や
壕
と
は
み
な
さ
れ

(10)

な
か
っ
た
｡
む
し
ろ
遺
骨
は
仏
と
お
な
じ
-
礼
拝
す
べ
き
も
の
と
な
っ
た
｡
｣

と
述
べ
､
高
野
山
奥
の
院
弘
法
大
師
御
廟
で
､
空
海
の
遺
骨
が
拝
さ
れ
､
浄

土
に
導
-
機
縁
と
な
っ
て
い
た
こ
と
､
人
び
と
の
骨
は
'
開
山
の
周
辺
に
加

わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
浄
性
を
獲
得
し
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
｡
遺
骨
崇

拝
の
発
生
に
関
わ
る
重
要
な
論
証
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
｢西
行
於
高
野
奥
造
人

事
｣
に
お
け
る
白
骨
は
遺
骨
崇
拝
の
対
象
で
は
な
い
｡
単
純
に
､
遺
骨
崇
拝

の
対
象
と
し
て
の
白
骨
な
ら
ば
､
浄
土
往
生
の
た
め
の
高
野
山
納
骨
の
動
き

に
そ

っ
た
も
の
で
あ
り
問
題
で
は
な
い
｡
山
折
哲
雄
は
こ
の
時
代
を

｢
(死
蔵

過
敏
症
)
か
ら
の
転
換
期
｣
と
と
ら
え
､
遺
骨
に
対
し
て
二
つ
の
観
念
が
共

存
し
た
事
に
注
意
を
促
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
｢遺
骨
の
保
存
｣
と

｢遺
骨
の

尊
重
｣
と
い
う
二
つ
の
観
念
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
｢遺
骨
の
尊
重
と
い
う
観
念

は
遺
骨
に
た
い
す
る
祭
把
を
と
も
な
う
の
に
た
い
し
て
､
遺
骨
の
保
存
は
か

な
ら
ず
L
も
そ
れ
を
と
も
な
わ
な
い
｣
と
相
違
点
を
あ
げ
､
原
理
的
な
相
違

を

｢霊
魂
の
依
代
と
し
て
の

『骨
』
と
い
う
観
念
の
レ
ベ
ル
｣
と

｢遺
骨
そ

甘蘭e

の
も
の
に
た
い
す
る
崇
拝
､
す
な
わ
ち
骨
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
｣
と
捉
え
た
｡

西
行
の
行

っ
た

｢反
魂
の
秘
術
｣
は
､
確
か
に
こ
の
意
味
で
は
'
｢魂
降
し
｣

(=
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
)
で
あ
る
｡
た
だ
､
｢死
者
は
再
び

(
こ
の
世
)
に
現
れ

る
こ
と
と
な
る
｣
と
言
っ
て
も
､
そ
の

｢死
者
｣
と
は
塊
を
媒
介
に
し
た
死

者
の
霊
魂
の
こ
と
で
あ
り
､
す
な
わ
ち
'
招
魂
再
生
と
は
厳
密
に
言
え
ば
､

霊
魂
の
再
生
で
あ
り
､
霊
肉
の
再
生
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
い
｡
日
本
に

(12)

は
白
骨
=

晩
の
観
念
が
成
立
し
な
か
っ
た
の
だ
｡
平
安
時
代
に

〔完
全
な
る

死
〕
と

〔不
完
全
な
る
死
〕
と
い
う
二
つ
の
死
の
観
念
が
存
在
し
て
い
る
0

〔完
全
な
る
死
〕
は
積
れ
で
は
な
-
､
〔不
完
全
な
る
死
〕
は
積
れ
で
あ
る
O

そ
の
事
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
が
､
平
安
貴
族
の

〔骨
は
死
蔵
だ
が
､

白
骨
は
清
浄
で
あ
る
〕
と
い
う
観
念
で
は
な
か
っ
た
か
｡
同
じ
骨
で
も
､
湿

気
の
有
無

･
三
十
日
を
経
過
し
て
い
る
か
否
か
､
と
い
う
条
件
次
第
で
､
そ

の
骨
の
浄
稜
が
決
定
し
た
C
こ
の
条
件
は
生
命
と
の
関
わ
り
を
意
味
す
る
｡

即
ち
､
〔不
完
全
な
る
死
〕
と
は
､
生
命
を
引
き
ず
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

骨
は
生
命
現
象
の
消
滅
と
い
う
条
件
を
満
た
し
た
と
き
､
霊
魂
の
依
代
と
い

う
資
格
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
観
念
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
白
骨
と
は

〔虚
体
と
し
て
の
骨
〕
と
認
識
さ
れ
た
骨
で
あ
り
'
霊
魂
の
依
代
と
し
て
の
骨

と
し
て
の
資
格
を
得
た
骨
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
お
そ
ら
く
､
こ
こ
に
日
本
に

晩
の
観
念
が
定
着
し
な
か
っ
た
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ

れ
は
､
遺
骨
崇
拝
と
い
う
現
象
が
晩
の
観
念
に
基
づ
か
ず
､
霊
魂
の
観
念
に

基
づ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
原
因
と
関
連
し
よ
う
｡
平
安
末
期
､
骨
は

〔浄

磯
を
転
移
す
る
媒
体
〕
と
い
う
観
念
が
成
立
し
て
い
た
の
だ
｡
白
骨
と
舎
利

信
仰
と
の
融
合
が
､
そ
の
事
を
顕
著
に
示
し
て
い
よ
う
｡
そ
し
て
､
こ
の
説

話
の
舞
台
で
あ
る
高
野
山
に
納
骨
信
仰
が
定
着
し
て
い
く
の
も
､
こ
の
時
代

で
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢西
行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
と
い
う
説
話
が
､
興
味
深
い

の
は
､
死
人
の
骨
で
人
を
造
る
と
い
う
骨
に
よ
る

｢反
魂
の
秘
術
｣
(『撰
集

抄
』
)
の
思
想
的
水
脈
の
深
さ
で
あ
っ
た
｡
久
保
田
淳
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る
｡
｢骸
骨
､
白
骨
は
無
常
の
思
い
を
掻
き
立
て
る

一
方
で
は
'
生
へ
の
執
着

を
も
呼
び
覚
ま
す
｡
た
と
え
ば
､

一
休
の
ご
と
き
高
僧
は
､
あ
た
か
も
レ
ン

ト
ゲ
ン
写
真
の
よ
う
に
'
美
女
の
身
体
を
透
視
し
て
そ
の
白
骨
を
見
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
説
話
の
語
り
手
は
白
骨
を
目
の

3慨爪

前
に
し
て
､
そ
の
生
前
の
美
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
身
体
を
思
い
描
く
｡｣
と
｡

我
々
は

｢西
行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
の
西
行
が
､
ま
さ
に
へ
｢無
常
の
思
い
｣

と

｢生
へ
の
執
着
｣
を
兼
ね
備
え
た
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
る
｡
前
述
し
た
よ
う
に
､
西
行
が
主
人
公
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
小

林
は

｢西
行
伝
か
ら
窺
わ
れ
る
経
歴
と
そ
の
資
質
か
ら
は
､
彼
は
本
話
の
主

(14)

人
公
に
は
お
よ
そ
不
相
応
な
人
物
と
思
わ
れ
る
｡｣
と
し
な
が
ら
も
'
編
者
が

こ
の
話
を

『撰
集
抄
』
の
中
に
加
え
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
な
か
っ
た
背

4
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景
と
し
て
､
｢直
談
物
の
中
に
も
人
造
人
間
説
話
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

通
じ
る
認
識
､
つ
ま
り
人
造
人
間
話
は
生
命
体
の
創
造
話
で
あ
り
､
延
命
や

蘇
生
の
実
現
が
仏
教
者
の
役
割
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､
生
命
創

造
話
も
ま
た
仏
教
関
係
話
の
範
噂
に
入
る
べ
き
も

の
と
し
て
扱
っ
て
差
し
支

(15)

え
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡｣
と
直
談
物
の
中
の

人
造
人
間
説
話
と
の
関
わ
り
か
ら
推
測
し
た
｡
そ
の
推
測
に
影
響
を
与
え
た

の
は
､
広
田
哲
通
が
紹
介
し
た

『法
華
経
直
談
紗
』
に
見
え
る

｢離
婆
多
の

Ⅶ耶凸

話
｣
で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
は
､
小
鬼
が
手
足
を
抜
か
れ
た
離
婆
多
の
死
骸
に
'

別
の
死
骸
の
手
足
を
繋
ぎ
､
呪
術
で
生
き
返
ら
せ
る
と
い
う
話
で
あ
る
｡
ま

さ
に
鬼
の

｢反
魂
の
秘
術
｣
で
あ
る
｡
蘇
生
し
た
離
婆
多
は
､
｢仮
和
合
｣
と

呼
ば
れ
た
と
い
う
｡
そ
し
て
､
『法
華
経
直
談
砂
』
に
よ
れ
ば
､
｢仮
和
合
｣

と
は

｢法
界
ノ
五
大
､
仮
-
ニ
和
合
シ
テ
人
ト
ハ
成
ル
也
｡
我
レ
ト
云
フ
モ

人
卜
云
フ
モ
別
ニ
ハ
有
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
唯

一
ノ
五
大
也
云
々
｣
と
解
説
し
て

い
る
と
い
う
｡
確
か
に
､
小
林
の
言
う
よ
う
に

｢人
間
新
造
の
話
は
そ
の
生

(17)

成
原
理
を
説
明
す
る
た
め
に
例
示
さ
れ
た
も
の
｣
で
あ
ろ
う
｡
こ
の

｢仮
和

合
｣
は

八五
歳
仮
和
合
)
と
い
っ
て
､
仏
教
で
は
身
体
と
心
は
､
色

(か
た

ち
)
･
受

･
想

こ
け
･
識

(
こ
こ
ろ
)
の
五
つ
の
要
素
で
あ
る
五
蕗
が
仮
に
集

ま
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
考
え
る
｡
密
教
で
は
五
大
､
す
な
わ
ち
地

･
水

･

火

･
風

･
空
の
五
つ
の
要
素
と
し
て
説
か
れ
る
｡
藤
井
正
雄
に
よ
れ
ば
､
(五

庵
仮
和
合
)
の
考
え
は
死
に
よ
っ
て
五
蕗
は
離
散
す
る
運
命
に
あ
る
の
で

あ
っ
て
､
仮
り
の
存
在
体
で
あ
る
身
体
そ
の
も
の
に
重
き
を
お
く
も
の
で
は

(18)

な
い
考
え
で
あ
る
と
い
う
｡
で
は

｢西
行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
に
お
け
る
西

行
は
ど
う
か
｡
い
ろ
ん
な
骨
を
集
め
人
間
を
造
る
と
い
う
意
識
に
は
､
確
か

に
､
或
る
特
定
の
身
体

･
遺
骸
に
対
す
る
執
着
は
な
い
｡
朱
雀
門
の
鬼
に
は
､

美
女
を
造
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
の
で
､
｢諸
々
の
死
人
の
良
か
り
し
所

ど
も
を
､ノ
取
り
集
め
｣
(『長
谷
雄
草
紙
』)
た
が
､
西
行
は
骨
を
選
択
す
る
こ

と
は
な
い
｡
し
か
し
､
小
林
の
言
う
よ
う
に
､
八五
歳
仮
和
合
)
を
成
り
立
た

(19)

せ
て
い
る

｢人
間
存
在
の
実
相
を
虚
仮
視
す
る
観
点
｣
も
明
確
で
は
な
い
｡

た
だ
､

そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
､

｢人
間
製
造
へ
の
強
い
工
作
的
関
心
と
い

う
'
や
や
珍
奇
な
興
味
に
傾
い
た
ま
ま
直
談
物
の
説
示
性
か
ら
は
遠
い
も
の

(20)

に
終
わ
っ
て
い
る
｣
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
｡
小
林
は
'
さ
ら
に
､
｢
そ
こ

に
こ
そ
伝
承
を
そ
の
ま
ま
に
伝
達
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
､
創
作
性
の

濃
厚
な
説
話
を
少
な
か
ら
ず
含
む

『撰
集
抄
』
の
編
纂
者
の
も
う

一
つ
の
面

目
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
(a
)｡｣
と
､
『撰
集
抄
』
編
纂
者
の
積
極
的
な
説

話
化
へ
の
取
り
組
み
を
み
て
い
る
｡
そ
の
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､

西
行
が
正
確
な
人
造
人
間
の
造
り
方
を
学
び
な
が
ら
'
｢
よ
し
な
し
と
恩
ひ

か
へ
し
て
､
其
後
は
つ
く
ら
ず
な
り
ぬ
｡｣
｢無
益
の
わ
ざ
と
覚
え
侍
り
｡｣

と
､
｢人
間
製
造
へ
の
強
い
工
作
的
関
心
｣
か
ら
離
れ
た
と
い
う
事
を
ど
う
読

む
の
か
｡
｢人
間
存
在
の
実
相
を
虚
仮
視
す
る
観
点
｣
の
復
活
と
は
思
え
な
い

の
だ
が
､
｢反
魂
の
秘
術
｣
と
ス
タ
ン
ス
を
と
る
西
行
が
､
そ
こ
に
措
か
れ
て

い
る
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
の
だ
｡
こ
こ
に
､
何
を
読
む
か
｡
鮭
揮
龍
彦

ま

ヽ

Jd

お
そ
ら
-
､
神
の
み
に
許
さ
れ
た
人
間
創
造
の
事
業
を
纂
奪
し
よ
う
と

す
る
､
人
造
人
間
造
出
の
野
望
に
伴
う
宿
命
的
な
不
吉
の
匂
い
を
､
お

ぼ
ろ
げ
に
感
知
し
た
の
で
あ
る
｡
神
の
創
造
の
秘
密
を
盗
む
行
為
に
､

な
に
か
悪
魔
的
な
も
の
を
感
じ
た
の
で
あ
る
｡
本
人

(あ
る
い
は
説
話

の
作
者
)
が
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
､

(22)

そ
れ
は

1
種
の
形
而
上
学
的
な
不
安
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

と

｢
一
種
の
形
而
上
学
的
な
不
安
｣
を
読
む
｡
西
行
が
造
っ
た
人
造
人
間

を
失
敗
で
あ
る
と
判
断
し
た
､
最
も
大
き
な
理
由
は

｢す
べ
て
心
も
侍
ら
ざ

り
き
｣
｢げ
に
も
､
人
は
心
が
あ
り
て
こ
そ
は
､
声
は
と
に
も
か
く
に
も
使
は

る
れ
｡｣
｢心
の
な
け
れ
ば
､
た
だ
草
木
と
■同
じ
か
る
べ
L
と
恩
へ
ば
'
人
の

姿
也
｡
｣
｢聖
衆
生
死
を
深
-
い
み
給
ふ
ほ
ど
に
'
心
の
出
-
る
事
難
さ
也
｡｣

と
心
の
不
備
で
あ
っ
た
｡
『長
谷
雄
草
紙
』
で
は

｢百
日
過
ぎ
な
ば
､
真
の
人

5
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に
な
り
て
､
魂
定
ま
り
ぬ
べ
か
り
け
る
を
｣
と
魂
で
あ
る
の
に
'
な
ぜ
'
｢西

行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
で
は

｢反
魂
の
秘
術
｣
と
言
い
な
が
ら
､
魂
で
は
な

く
心
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
私
は
､
そ
こ
に
､
仏
教
的
な
道
心
､
発
心
と
い
う

言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
中
世
が
心
重
視
の
時
代
だ
っ
た
こ
と
､
さ
ら
に
'

日
本
で
の
魂
醜
観
の
不
在
と
が
関
連
し
て
い
る
事
態
を
考
え
た
い
｡

朱
雀
門
の
鬼

仮
名
草
子

『安
倍
晴
明
物
部
』
に
お
い
て
､
芦
屋
道
満
に
殺
さ
れ
た
安
倍

晴
明
を
､
師
の
伯
道
上
人
が
晴
明
の
埋
め
ら
れ
た
塚
の
前
で
復
活
さ
せ
る
場

面
が
あ
る
Q

塞-村中

伯
道
､
直
に
つ
か
に
行
て
ミ
れ
バ
､
上
に
柳
を
う
へ
た
り
｡
伯
道
す
な

は
ち
'
柳
を
は
り
､
草
を
引
す
て
'
土
を
う
が
ち
て
ミ
る
に
､
十
二
の

大
骨
､
三
百
六
十
の
小
骨
､
み
な
は
な
れ
て
､
四
十
九
の
皮
､
九
百
分

の
.肉
｡
十
二
の
泳
ハ
､
朽
煽
て
な
が
れ
た
り
､
伯
道
'
こ
れ
を

一
所
に

あ
つ
め
て
｡
生
活
続
命
の
法
を
､
お
こ
な
ひ
給
ひ
し
か
ば
｡
晴
明
､
夢

の
さ
め
た
る
心
ち
し
て
､
も
と
の
す
が
た
と
な
り
て
､
よ
､､､が
へ
り
た

り
0

じ
た
神
秘
感
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
医
学
的
と
も
言
え
る
合
理
的
な
思
考
が
あ

ら
わ
で
あ
る
｡
こ
の
変
質
を
招
い
た
の
は
何
か
O
こ
こ
に
､
『撰
璃

』
よ
り

も
､
百
年
は
ど
後
の
成
立
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
絵
巻
『長
谷
雄
草
紙
』
を
『撰

集
抄
』
｢西
行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
の

｢鬼
の
､.人
の
骨
を
と
り
集
め
て
人
に

つ
く
り
な
す
例
｣
と
､
中
世
後
期

〔安
倍
晴
明
物
語
群
〕
に
措
か
れ
た
陰
陽

師
の

｢生
活
続
命
の
法
｣
と
の
間
に
置
く
｡
そ
の
内
容
は
､
要
約
す
れ
ば
､

朱
雀
門
で
､
長
谷
雄
と
鬼
が
､
全
財
産
と
絶
世
の
美
女
を
賭
け
双
六
の
勝
負

を
行
う
が
'
長
谷
雄
が
勝
ち
､
美
女
を
手
に
入
れ
る
｡
鬼
と
の
約
束
は
百
日

間
､
女
と
契
っ
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
｡
も
し
'
約
束
を
破
れ
ば
'
失

望
す
る
結
果
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
｡
が
､
鬼
の
忠
告
を
無
視

し
て
､
八
十
日
を
経
て
長
谷
雄
は
女
を
抱
く
｡
そ
の
結
果
､
｢女
'
水
に
な
り

て
流
れ
失
せ
に
け
り
｡｣
と
い
う
よ
う
に
､
女
は
水
と
な
っ
て
溶
け
去
っ
た
と

い
う
話
で
あ
る
｡
絵
巻
の
末
尾
に
､
鬼
の
正
体
､
女
の
正
体
が
､
次
の
よ
う

に
明
ら
か
に
さ
れ
る
｡

こ
の
男
は
朱
雀
門
の
鬼
な
り
け
り
C
女
と
い
ふ
は
'
諸
々
の
死
人
の
良

か
り
し
所
ど
も
を
､
取
り
集
め
て
人
に
造
り
な
し
て
'
百
日
過
ぎ
な
ば
'

真
の
人
に
な
り
て
､
魂
定
ま
り
ぬ
べ
か
り
け
る
を
'
口
惜
し
-
契
を
忘

れ
て
､
犯
し
た
る
故
に
､
皆
溶
け
失
せ
に
け
り
｡

6

安
倍
晴
明
は
実
体
と
し
て
蘇
る
の
で
あ
る
｡
ま
さ
に
､
復
活
す
る
の
で
あ

る
｡
｢西
行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
と
の
相
違
点
は
､
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ

る
｡
す
な
わ
ち
'
肉
体
の
構
成
物

(大
骨
､
小
骨
､
皮
､
肉
､
豚
)
を
集
め
､

生
活
続
命
の
法
を
行
う
の
で
あ
る
｡
そ
の
法
は
､
断
る
ま
で
も
な
く
陰
陽
道

に
お
け
る

｢反
魂
の
秘
術
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
｢反
魂
の
秘
術
｣
は

｢人

の
骨
を
と
り
集
め
て
人
に
つ
く
り
な
す
｣
の
で
は
な
い
｡
同
じ
人
間
を
復
活

さ
せ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
為
に
必
要
な
の
は
､
そ
の
人
間
自
身
の
大
骨
､
小

骨
､
皮
､
肉
､
豚
な
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
､
鬼
の

｢反
魂
の
秘
術
｣
に
感

そ
の
鬼
は

｢朱
雀
門
の
鬼
｣
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
｡
こ
こ
に
は
､
鬼
が
反

魂
の
秘
術
を
行
う
と
い
う
思
想
の
継
承
が
あ
る
｡
た
だ
､
｢諸
々
の
死
人
の
良

か
り
し
所
ど
も
を
､
取
り
集
め
て
人
に
造
り
な
し
て
｣
が
､
｢人
の
骨
を
と
り

集
め
て
人
に
つ
-
り
な
す
｣
法
と
同
じ
か
と
い
う
こ
と
だ
｡
小
松
和
彦
は

｢『良
か
り
し
所
ど
も
』
と
は
､
お
そ
ら
く
､
生
前
に
美
女
で
あ
っ
た
者
の
欠

(25)

損
の
な
い
骨
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡｣
と
同
じ
に
考
え
る
｡
し
か
し
､
『長

谷
雄
草
紙
』
と
は
ぼ
同
時
代
の
成
立
と
思
わ
れ
る
狛
朝
葛
の

『続
教
訓
抄
』

の
中
の
類
誌
で
は
､
｢件
ノ
女
ハ
鬼
死
人
ノ
肉
共
ヲ
切
集
天
以
テ
ッ
ク
-
タ
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リ
ケ
ル
ナ
-
｣
と
あ
る
｡
こ
こ
に
は
､
す
で
に
中
世
後
期
に
現
れ
た

｢生
活

続
命
の
法
｣
へ
と
移
行
し
て
い
-
解
釈
が
見
ら
れ
る
｡
.小
松
は
､
両
者
を
比

較
し
て
､

い
ず
れ
の
伝
説
も
､
長
谷
雄
や
西
行
の
伝
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
､
暗

さ
や
怪
奇
さ
は
薄
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
鬼
の
秘
術
が
宗
教
者
の
秘
術

へ
､
骨
か
ら
新
し
い
人
を
作
る
秘
術
か
ら
骨
に
な
っ
た
人
間
を
再
生
さ

せ
る
秘
術
へ
と
変
化
し
た
た
め
で
あ
る
が
､
同
じ
信
仰
伝
統
か
ら
生
ま

れ
た
こ
と
を
充
分
に
う
か
が
わ
せ
る
伝
説
で
あ
(a
)C

る
｡

さ
ら
に
紀
長
谷
雄
と
鬼
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら
､

『今
昔
物
語

集
』
巻
二
十
四
に
は
紀
長
谷
雄
が
月
の
明
る
い
夜
に
､
朱
雀
門
の
楼
上
に

｢霊
人
｣
を
み
た
話
が
注
目
さ
れ
る

(｢北
辺
大
臣
と
､
長
谷
雄
中
納
言
と
の

語

第

二
)｡
こ
う
し
て
､
『長
谷
雄
草
紙
』
の
説
話
的
背
景
が
浮
か
ん
で
-

る
が
､
｢鬼
の
秘
術
｣
の
視
点
か
ら
ど
う
し
て
も
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
､説

話
が
､
芥
川
龍
之
介
が

｢羅
生
門
｣
の
典
拠
に
し
た

『今
昔
物
語
集
』
巻
第

二
十
九

｢羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
第
十
八
｣
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
説
話

は
､
羅
城
門
の
上
層
で
､
若
い
女
の
死
体
か
ら
髪
を
抜
-
老
婆
と
そ
れ
を
見

た
盗
人
と
の
や
り
と
り
を
描
い
た
も
の
だ
が
､
な
ぜ
､
上
層
に
死
体
が
あ
っ

た
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
よ
う
に
､

と
述
べ
て
い
る
が
'
我
々
の
文
脈
に
お
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
､

な
ぜ
､
そ
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
骨

(塊
)

の
霊
魂
の
依
代
と
し
て
の
神
秘
的
な
力
よ
り
も
､
肉
体
の
構
成
要
素

(骨

･
肉

･
皮

･
筋
)
の
集
合
と
い
う
､
即
物
的
な
観
念
が
有
力
視
さ
れ
る
時

代
へ
と
入
っ
て
い
っ
た
事
を
証
明
す
る
の
で
は
な
い
か
｡
単
純
に

｢同
じ
信

仰
伝
統
か
ら
生
ま
れ
た
｣
と
い
う
こ
と
で
纏
め
て
し
ま
う
こ
と
に
同
意
し
か

ね
る
の
は
､
｢鬼
の
秘
術
｣
か
ら

｢宗
教
者
の
秘
術
｣
へ
の
変
化
の
意
味
が
大

き
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
.変
化
は
､
既
存
の
宗
教
体
制
に
対
し
て
の

反
秩
序

･
反
体
制
の
術
で
あ
っ
た
も
の
が
､
宗
教
的
体
制
に
取
り
込
め
ら
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
㌧
｣
れ
は
､
大
き
な
変
化
で
あ
る
｡
反
秩

序

･
反
体
制
的
存
在
で
あ
る
鬼
と
秩
序

･
体
制
を
護
持
す
る
存
在
で
あ
る
陰

陽
師
へ
と
秘
術
の
実
行
者
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
｡
説
話
で
は
朱
雀
門
,
(荏

城
門
と
置
換
可
能
)
は
鬼
の
住
処
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
鬼
は
風
雅
を
解
す
る

鬼
と
し
て
説
話
に
登
場
す
る
｡
『撰
集
抄
』
に
は
都
良
香
が
朱
雀
門
の
ほ
と
り

で
詩
の
上
の
句
を
詠
み
'
下
の
句
を
打
案
じ
て
い
た
と
き
､
門
の
上
か
ら
赤

鬼
が
下
の
句
を
付
け
た
と
い
う
話
が
は
い
る

(｢第
三

朱
雀
門
鬼
詩
事
｣)0

『江
談
抄
』
『十
訓
抄
』
で
は
こ
の
舞
台
が
羅
城
門
と
な
っ
て
い
て
､
そ
の
事

か
ら
､
朱
雀
門
と
羅
城
門
と
が
同
義
的
に
把
握
さ
れ
て
い
た
事
が
了
解
さ
れ

然
テ
其
ノ
上
ノ
層
ニ
ハ
死
人
ノ
骸
骨
ゾ
多
カ
リ
ケ
ル
｡
死
タ
ル
人
ノ
葬

ナ
ド
否
不
為
ヲ
バ
､
此
ノ
門
ノ
上
ニ
ゾ
置
ケ
ル
｡

と
記
さ
れ
て
い
る
｡
芥
川
は

｢門
の
上
の
楼
へ
上
る
､
幅
の
広
い
'
こ
れ

も
丹
を
塗
っ
た
梯
子
が
眼
に
つ
い
た
｡｣
(｢羅
生
門
｣)
と
描
写
す
る
が
'
実

は

｢門
ノ
上
層
二
和
ラ
掻
ツ
-
登
タ
-
ケ
ル
ニ
｣
(｢羅
城
門
登
上
層
見
死
人

盗
人
語
)
と
あ
る
よ
う
に
､
門
に
は
梯
子
は
な
か
っ
た
｡
盗
人
は
よ
じ
登
っ

た
の
だ
｡
こ
の
梯
子
の
有
無
は
大
き
な
差
異
だ
｡
で
は
､
な
ぜ
'
わ
ざ
わ
ざ

そ
ん
な
不
自
由
な
思
い
を
し
て
ま
で
､
人
々
は
門
の
上
層
に
死
体
を
棄
て
た

の
か
｡
芥
川
の
言
う
よ
う
な
､
荒
廃
を
象
徴
す
る
現
象
で
は
な
く
､
特
殊
な

空
間
と
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
｡
深
沢
徹
に
よ
れ
ば
､
梯
子
が
掛

か
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
は
､
上
層
は
人
間
の
立
入
り
を
拒
絶
す
る
無
意
味

な
空
間
で
あ
り
､
そ
れ
故
に
楼
上
空
間
は
底
知
れ
ぬ
力
を
秘
め
た
聖
な
る
場

所
で
も
あ
っ
た
と
い
う
｡
さ
ら
に
､
鬼
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は

｢
(鬼
)
と

は
.､
意
味
不
在
の
楼
上
空
間
そ
の
も
の
｣
で
あ
り
､
だ
か
ら
､
そ
の
空
間
は

｢抑
圧
さ
れ
た
無
意
識
の
領
域
や
､
母
胎
内
の
未
成
の
空
間
に
も
通
ず
る
､
混

(27)

沌
と
し
た
異
世
界
｣
な
の
だ
と
説
-
｡
そ
の
よ
う
な
視
点
を
獲
得
す
れ
ば
､

7
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鬼
が
造

っ
た
美
女

(『長
谷
雄
草
紙
』)
と
は
､
楼
上
空
間
そ
の
も
の
が
現
出

さ
せ
た

(非
在
の
美
女
)
と
考
え
ら
れ
る
｡
で
は
､
死
者
が
遺
棄
さ
れ
る
楼

上
空
間
は
な
ぜ
現
出
し
た
の
か
｡
深
沢
の
言
う
よ
う
に
'
羅
城
門
'
朱
雀
門

の
門
前
で
行
わ
れ
た
大
政
の
儀
礼
に
よ
る
様
々
な
積
れ
や
災
い
が
､
楼
上
空

間
に
封
じ
込
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
､
楼
上
空
間
こ
そ
他
界
へ
の
通
路
と
意

識
し
た
平
安
人
の
行
為
が
､
楼
上
空
間
へ
の
死
体
遺
棄
だ
っ
た
こ
と
に
な
ろ

う

O

〔溶
解
〕
と
い
う
罰
則

か
も
そ
の
よ
う
な
口
吻
が
窺
え
な
い
こ
の
説
話
者
｣
を

｢白
骨
を
扱
い
馴
れ

(29)

て
い
る
出
家
者
｣
で
は
な
い
か
と
も
想
像
す
る
｡
具
体
的
に
は

｢邪
法
､
外

法
と
さ
れ
る
茶
択
尼
天
の
修
法
な
ど
に
携
わ
っ
た
出
家
者
に
と
っ
て
は
､
閣

髄

･
骸
骨
は
無
常
の
観
念
を
掻
き
立
て
る
よ
り
は
､
祈
蕗
の
た
め
に
欠
-
べ

(30)

か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
｣
と
嘉
択
尼
天
の
修
法
な
ど
に
携
わ
っ
た
出
家

者
を
想
定
し
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
出
家
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
､
真

言
密
教
の
一
派
で
､
闇
藩
を
本
尊
と
し
た
真
言
立
川
流
で
あ
ろ
う
｡
作
者
の

特
定
は
不
可
能
だ
と
し
て
も
､
密
教

･
陰
陽
道
に
通
じ
た
知
識
人
に
間
違
い

は
な
い
だ
ろ
う
｡
さ
て
､
｢西
行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
q
最
後
で
西
行
が

｢反

魂
の
秘
術
｣
を

｢無
益
の
わ
ざ
｣
と
深
-
感
じ
た
と
記
す

一
方
で
､

｢西
行
於
高
野
奥
造
人
事
｣
と

『長
谷
雄
草
紙
』
に
は
'
後
の
人
造
人
間
の

基

紺
錯

M
誓

絹

‖
絹

=
giT
S
什
識

摘

紺

錯

?
.摘

…
1絹

一

物
も
と
け
失
せ
｣
る
と
い
う
｡
即
ち
､
タ
ブ
ー
を
破
っ
た
者
に
は
死
が
襲
う

村

の
だ
｡
で
は
､
な
ぜ
､
身
の
危
険
を
犯
し
て
ま
で
人
を
造
る
と
い
う
説
話
が

中

う
ま
れ
た
の
か
｡
内
裏
の
な
か
を
､
本
物
の
公
家
に
混
じ
っ
て
人
造
人
間
の

｢卿
相
｣
が
歩
き
回
っ
て
い
る
事
態
は
異
常
で
あ
り
､
説
話
で
は
そ
の
事
は
公

家
達
の
問
で
は
暗
黙
の
了
解
事
項
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
｡
系
図
外
の
公

家
の
グ
ル
ー
プ
を
認
め
て
い
た
貴
族
の
意
識
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
｡

西
行
が
師
仲
か
ら
､
造
り
方
の
正
し
い
方
法
を
聞
き
な
が
ら
､
｢
よ
し
な
し
と

思
ひ
か
へ
し
て
､
其
後
は
つ
く
ら
ず
な
り
ぬ
｡｣
と
､
人
を
造
る
こ
と
を
放
秦

し
た
気
持
ち
に
は
'
異
常
さ
に
慣
れ
て
い
る
貴
族
社
会
へ
の
お
ぞ
ま
し
さ
も

予
測
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
､
泰
山
府
君
の
怒
り
と
そ
れ
を
恐
れ
た
土
御
門
の
行

為
を
知

っ
た
こ
と
で
､
｢無
益
の
わ
ざ
｣
と
覚
え
た
､
と
い
う
こ
と
に
そ
の
事

を
感
じ
る
｡
そ
の
意
識
に
仏
教
的
な
身
体
観
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
'
は
な

は
だ
疑
問
だ
｡
久
保
田
淳
は
こ
の
話
を
造

っ
た
人
物
と
し
て

｢医
書
や
医
道

(28)

に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
人
物
｣
と
想
像
す
る

一
方
で
､
｢通
常
無
常
の
念
を

強
-
喚
起
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
白
骨
を
話
題
に
上
せ
な
が
ら
､
い
さ
さ

た
ゞ
L
t
呉
竹
の
二
子
は
'
天
老
と
云
鬼
の
､
穎
川
の
ほ
と
り
に
て
つ

-
り
い
だ
せ
る
賢
者
と
こ
そ
申
伝
へ
た
る
な
れ
｡

と
､
｢呉
竹
の
二
子
｣
が
鬼
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
人
造
人
間
で
あ
る
と
記
す

の
は
な
ぜ
か
｡
小
林
保
治
に
よ
れ
ば
､
｢呉
竹
の
二
子
｣
と
は
｢孤
竹
の
二
子
｣

M粗E

と
呼
ば
れ
た
伯
夷

･
叔
斉
を
指
す
と
い
う
｡
賢
者
が
､
｢反
魂
の
秘
術
｣
に

よ
っ
て
造
ら
れ
た
人
間
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を
付
加
し
た
と
こ
ろ
に
､
こ
の

｢反
魂
の
秘
術
｣
を

｢無
益
の
わ
ざ
｣
に
解
消
し
て
し
ま
わ
な
い
心
意
が
働
い

て
い
る
と
思
わ
れ
る
.
そ
れ
が
'
古
代
中
国
の

｢死
者
再
生
｣
意
識
の
肯
定

的
受
容
だ
と
す
れ
ば
､
作
者
像
に
儒
学
的
素
養
を
持
つ
学
者
を
思
い
浮
か
べ

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
密
教

･
陰
陽
道
さ
ら
.に
儒

教
に
も
通
じ
た
中
世
知
識
人
達
の
な
か
で
､
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
と
い

う
時
代
の
変
遷
が
､
神
秘
主
義
か
ら
合
理
主
義
へ
の
接
近
を
引
き
起
こ
し
人

造
人
間
説
話
の
変
容
に
影
響
を
与
え
た
と
読
む
の
は
読
み
過
ぎ
で
あ
ろ
う

一ヽ〇

め
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小
林
保
治

｢『西
行
と
反
魂
術
』
再
説
｣
(今
成
元
昭
編

『仏
教

文
学
の
構
想
』
新
典
社
研
究
叢
書
九
九
㌧
平
成
八
年
)
二
五
三

頁
｡

五
来
重

『高
野
聖
』
(角
川
書
店
､
昭
和
五
〇
年
)0

『山
家
集
』
(新
潮
社
､
古
典
集
成
)
後
藤
重
郎
解
説
｡

田
中
久
夫

『仏
教
民
俗
と
祖
先
祭
把
』
第
五
節

｢平
安
時
代
の

葬
送
習
俗
-
骸
骨
の
怪
異
に
つ
い
て
-
｣
(永
田
文
昌
堂
､
昭
和

六

一
年
)
二
五
九
頁
｡

(-
)
西
口
順
子

『女
の
カ
ー

古
代
の
女
性
と
仏
教
-
』
第
二
章

｢骨

の
ゆ
く
え
｣
四

｢開
山
の
周
辺
｣
(平
凡
社
､
昭
和
六
二
年
)
九

三
頁
｡

(-
)
久
保
田
淳

｢骸
骨
の
話
｣
(『文
学
』
季
刊
第
二
巻

･
第

一
号
)

一
〇
一
頁
｡

(

-
)
山
折
哲
雄

『死
の
民
俗
学
』
第

一
章

｢死
と
民
俗
-
遺
骨
崇
拝

の
源
流
-
｣
(岩
波
書
店
､
平
成
二
年
)
五
三
貢
｡

(-
)
鮭
揮
龍
彦

｢悪
魔
の
創
造
｣
(『思
考
の
紋
章
学
』
河
出
書
房
､

昭
和
六
〇
年
)

一
七
八
貢
｡

( ( ( ( ( ( (
25242322212019) )) ) ) ) )

W l岳i1
2726iZq lp■Ei
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西
口
順
子
､
前
掲
論
文
､
九
〇
頁
｡

同
上
､
九
六
頁
｡

山
折
哲
雄
､
前
掲
書
､
五
三
頁
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
岩
本
通
弥
に

｢魂
晩
の
塊
と
い
う
観
念

の
な
い
日
本
に
お
い
て
､
か
つ
て
遺
骸
や
遺
骨
は
､
こ
の
よ
う

に
さ
ほ
ど
重
ん
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡｣
(岩
本
通
弥

編

『覚
悟
と
生
き
方
』
第
五
章

｢『死
に
場
所
』
と
覚
悟
｣
筑
摩

書
房
､
平
成

一
一
年
､

一
九
八
亘
｡
)
と
い
う
指
摘
が
あ
る
｡

久
保
田
淳
､
前
掲
論
文
､

一
〇
二
貢
｡

小
林
保
治
､
前
掲
論
文
､
二
五
三
貢

ち■illidM IN
31302928dZq E■EiiZq pら

同
上
｡

広
田
哲
通

｢人
造
人
間
の
説
話
と
論
理
-
生
と
死
の
は
ざ
ま
に

て
-
｣
(『叡
山
の
和
歌
と
説
話
』
世
界
思
想
社
､
平
成
三
年
)0

小
林
保
治
､
前
掲
論
文
､
二
五
四
頁

藤
井
正
雄

『骨
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
(弘
文
堂
､
昭
和
六
三
年
)

一
〇
八
～
一
〇
九
貢
｡

小
林
保
治
､
前
掲
論
文
､
二
五
四
頁
｡

同
上
｡

同
上
｡

鮭
滞
龍
彦
､
前
掲
書
､

一
七
六
頁
｡

『僧
名
草
子
集
成
』
第

一
巻
､
東
京
堂
出
版
｡

『
日
本
絵
巻
大
成
』
第

二

巻
｡

小
松
和
彦

｢反
魂
の
秘
術

～
『長
谷
雄
草
紙
』
を
め
ぐ
っ
て
～
｣

(N
H
K
人
間
大
学

『
計
本
人
と
異
界
』
平
成
五
年
)

1
八
頁
｡

同
上
､
二
三
頁
｡

深
沢
徹

｢羅
城
門
の
鬼
'
朱
雀
門
の
鬼
-
古
代
都
市
に
お
け
る

権
力
産
出
装
置
と
し
て
の
楼
上
空
間
-
｣
(『中
世
神
話
の
煉
丹

術
』
人
文
書
院
､
平
成
六
年
)
四
七
頁
｡

久
保
田
淳
､
前
掲
論
文
､

一
〇
〇
頁
｡

同
上
｡

同
上
｡

小
林
保
治
､
前
掲
論
文
'
二
四
九
頁
｡
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