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霊
魂
観
の
行
方
l
i遺
骨
と
魂
醜
を
め

J

ぐ
っ
て
ー
ー

本
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
・
特
定
領

域
研
究
「
東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
と
日
本
伝
統
文
化
の
形
成
|
寧
波

を
焦
点
と
す
る
学
際
的
創
生
」
の
な
か
の
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

死
と
生
の
景
観
」
班
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
当
班
は
日

本
思
想
史
、
中
国
思
想
史
、
倫
理
学
、
環
境
社
会
学
、
音
楽
美
学
を

専
攻
す
る
研
究
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
に
お
け
る
霊
魂
と
遺
骨
を
め
ぐ
る
思
想
を
考
え

る
と
き
、
二
つ
の
思
想
的
な
景
観
が
目
の
前
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦

後
六
十
一
年
を
経
た
現
在
に
お
い
て
も
続
け
ら
れ
て
い
る
「
遺
骨
収

集
」
を
め
ぐ
る
景
観
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
新
た
に
日
本
人
が
選

択
し
始
め
た
「
自
然
葬
(
散
骨
)
」
と
「
樹
木
葬
(
納
骨
)
」
と
い
う
景

観
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
景
観
が
意
味
し
て
い
る
も
の
は
何
か
。
「
霊

中中

村村

安

宏基

魂
観
の
行
方
!
遺
骨
と
魂
醜
を
め
ぐ
っ
て
|
」
と
い
う
題
は
以
上
の

関
心
の
も
と
に
設
定
さ
れ
た
。
司
会
は
薮
敏
裕
、
報
告
者
は
中
村
一

基
と
中
村
安
宏
(
以
上
、
岩
手
大
学
)
、
コ
メ
ン
テ
l
タ

l
は
脇
田
健

一
(
龍
谷
大
学
)
。

中
村
一
基
報
告
「
遺
骨
を
め
ぐ
る
霊
魂
観
」
の
概
要
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
っ
た
。

日
本
人
の
「
霊
魂
観
の
行
方
」
を
考
え
る
場
合
に
、
祖
霊
信
仰
と

納
骨
習
俗
と
の
結
び
つ
き
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
遺
骨
と
の
関
わ

り
か
ら
の
探
求
は
欠
か
せ
な
い
。
「
遺
骨
を
め
ぐ
る
霊
魂
観
L

は、

民
俗
学
に
お
い
て
、
《
両
墓
制
》
論
議
と
い
う
形
で
組
上
に
上
が
っ

た
が
、
会
孟
肉
一
一
元
論
》
の
枠
組
み
は
崩
れ
ず
、
遺
骨
は
さ
ほ
ど
顧

み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
山
折
哲
雄
氏
の
《
二
つ
の
霊
魂
観
》
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(
『
死
の
民
俗
学
|
日
本
人
の
死
生
観
と
葬
送
儀
礼
|
』
)
と
い
う
視
点
は
、

遺
骨
に
注
目
す
る
こ
と
で
《
霊
肉
二
元
論
V

に
再
考
を
促
す
も
の
で

あ
る
。
《
二
つ
の
霊
魂
観
V

が
成
立
す
る
契
機
は
、
平
安
時
代
末
期

の
浄
土
教
に
あ
る
。
浄
土
教
で
は
肉
体
そ
の
も
の
が
綴
れ
で
あ
る

(
『
往
生
要
集
』
『
摩
詞
止
観
』
)
。
そ
の
一
方
で
、
遺
骨
は
白
骨
化
す
る
こ

と
で
、
織
れ
た
存
在
か
ら
、
清
浄
な
存
在
へ
と
質
的
変
換
を
生
じ
る

と
い
う
認
識
が
生
じ
た
(
『
小
右
記
』
)

O

そ
の
質
的
変
換
を
さ
さ
え
た

思
想
と
は
、
生
命
現
象
の
消
滅
に
よ
っ
て
、
遺
骨
が
清
浄
性
を
確
保

す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
骨
を
介
し
て
、
穣
れ
た
霊
魂
H

死
霊
が
、

清
浄
な
る
霊
魂
H
祖
霊
に
転
換
し
う
る
、
と
い
う
認
識
の
成
立
で
あ

る
。
そ
の
認
識
の
背
景
に
、
仏
舎
利
信
仰
H

聖
な
る
遺
骨
の
信
仰
の

影
響
が
あ
る
。
「
骨
を
ば
先
祖
の
骨
の
置
く
所
に
置
け
ば
、
子
孫
の

繁
盛
す
る
な
り
」
(
『
中
外
抄
』
)
と
納
骨
の
意
義
が
語
ら
れ
る
時
代
が

現
出
し
た
。
納
骨
が
浄
土
教
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
高
野
山
納
骨
の

よ
う
な
霊
場
へ
の
納
骨
が
始
ま
っ
た
。
霊
場
は
こ
の
世
の
浄
土
で
あ

り
、
あ
の
世
の
浄
土
へ
の
中
継
地
で
あ
る
。
あ
の
世
の
浄
土
に
行
け

る
資
格
を
も
つ
の
は
、
浄
化
さ
れ
た
霊
魂
だ
け
で
あ
る
。
仏
舎
利
信

仰
に
よ
る
祖
師
・
開
山
の
聖
な
る
遺
骨
の
観
念
は
、
《
生
身
仏
》
を

可
能
に
し
て
、
霊
場
で
の
遺
骨
の
浄
化
を
可
能
に
し
た
(
佐
藤
弘
夫

『
霊
場
の
思
想
』
)
。
遺
骨
の
清
浄
化
は
〈
白
骨
》
化
に
よ
る
質
的
転
換

と
、
〈
霊
場
〉
の
浄
化
力
の
二
面
か
ら
進
ん
だ
。
中
世
、
浄
化
さ
れ

た
霊
魂
H

祖
霊
に
は
、
量
一
場
・
墓
地
と
浄
土
へ
の
往
還
が
可
能
と
な

る
。
こ
の
こ
と
で
、
こ
の
世
に
留
ま
る
霊
魂
と
、
遺
骨
を
去
っ
て
極

楽
浄
土
に
向
か
う
霊
魂
と
い
う
〈
二
つ
の
霊
魂
観
》
が
成
立
す
る
。

こ
の
合
一
つ
の
霊
魂
観
》
は
、
近
世
の
葬
式
仏
教
の
時
代
、
そ
し
て

近
代
以
降
、
日
本
人
の
霊
魂
観
と
し
て
定
着
す
る
。
現
代
の
自
然
葬

(
散
骨
)
と
樹
木
葬
(
納
骨
)
に
お
い
て
も
、
散
骨
場
所
を
選
ぶ
意
識
、

自
然
と
の
一
体
感
を
望
む
意
識
、
「
遺
影
」
を
杷
る
意
識
に
《
二
つ

の
霊
魂
観
》
の
並
存
を
み
る
。
〈
一
一
つ
の
霊
魂
観
V

の
並
存
と
い
う

問
題
が
顕
著
に
な
る
の
は
、
事
故
死
・
戦
死
を
遂
げ
た
者
の
行
方
で

あ
る
。
柳
田
園
男
の
、
戦
死
者
を
無
縁
仏
・
怨
霊
化
さ
せ
な
い
た
め

の
霊
魂
観
に
は
、
遺
骨
と
の
関
わ
り
は
な
い
(
『
先
祖
の
話
』
)
。
遺
骨

収
集
に
関
し
て
、
収
集
さ
れ
た
遺
骨
が
「
た
く
さ
ん
の
人
の
代
表
の

遺
骨
」
(
小
林
英
=
一
国
務
大
臣
見
解
、
一
九
五
六
年
)
と
い
う
発
言
が
あ
る
。

遺
骨
が
〈
象
徴
遺
骨
》
の
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
遺
骨
が

「
骨
箱
」
か
ら
《
千
鳥
が
淵
戦
没
者
墓
苑
〉
納
骨
堂
の
「
金
壷
」
(
昭

和
天
皇
作
製
)
の
中
に
納
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
〈
英
霊
の
遺
骨
V

と
い

う
聖
性
が
刻
印
さ
れ
、
〈
墓
苑
V

が
霊
場
と
化
す
の
で
あ
る
。
〈
戦
死

者
〉
研
究
は
、
今
一
つ
の
霊
魂
観
〉
の
行
方
の
視
点
か
ら
深
ま
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

中
村
安
宏
報
告
「
近
世
に
お
け
る
霊
魂
観
を
め
ぐ
っ
て
」
の
概
要

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

江
戸
前
期
の
仮
名
草
子
守
百
人
町
記
』
(
如
偏
子
)
は
仏
教
的
な
色

合
い
が
濃
い
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
は
、
人
聞
な
ど
の
形
体
は
前
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世
か
ら
現
世
、
そ
し
て
来
世
と
滅
び
変
わ
っ
て
も
、
霊
魂
は
滅
亡
し

な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
民
俗
学
の
立
場
か
ら
も
、
日
本
の
仏
教

思
想
の
特
徴
に
つ
い
て
、
不
滅
の
霊
魂
が
輪
廻
の
主
体
と
考
え
ら
れ

た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
竹
田
聴
洲
『
祖
先
崇
拝
民
俗
と
歴
史
』
)
。

と
こ
ろ
で
朱
子
学
に
お
い
て
死
と
は
、
人
間
の
身
体
を
形
成
し
て

い
た
気
が
離
散
し
、
魂
と
塊
と
が
分
離
す
る
こ
と
と
解
釈
す
る
。
こ

の
う
ち
魂
は
天
に
上
昇
し
て
神
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
塊
は
地

に
沈
ん
で
鬼
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
し
だ
い
に
拡
散

し
て
い
く
が
、
そ
れ
に
つ
れ
て
性
格
は
希
薄
化
し
、
最
終
的
に
は
消

散
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
朱
喜
…
は
祖
先
祭
記
に
つ
い
て

は
、
子
孫
が
誠
敬
を
尽
く
し
て
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
祖
や
亡
き

親
の
気
(
鬼
神
)
は
回
帰
す
る
と
説
く
。

こ
の
よ
う
な
朱
喜
…
の
魂
醜
鬼
神
や
祖
先
祭
杷
を
め
ぐ
る
言
説
は
、

日
本
の
徳
川
社
会
に
お
い
て
は
、
霊
魂
の
滅
亡
を
結
果
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、
衝
撃
的
な
説
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
が
新

た
な
思
想
形
成
の
引
き
金
に
な
っ
た
。
垂
加
神
道
家
や
国
学
者
、
陽

明
学
者
の
な
か
に
は
、
霊
魂
の
不
滅
へ
の
確
信
に
も
と
づ
き
、
朱
喜
…

の
説
か
ら
逸
脱
し
た
独
特
な
霊
魂
不
滅
論
・
死
後
安
心
論
を
形
成
す

る
者
が
現
れ
た
。

垂
加
神
道
家
ら
が
、
生
前
に
現
人
神
で
あ
る
天
皇
へ
の
忠
誠
を
尽

く
す
こ
と
に
よ
り
、
死
後
は
不
滅
の
神
と
な
っ
て
日
本
の
天
皇
や
日

本
の
国
家
を
守
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
思
想
を
説
い
て
い

た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
前
田
勉
『
近
世
神
道
と
国
学
』
)
。
霊
魂
が

「
日
本
」
と
い
う
特
殊
な
も
の
に
結
び
つ
こ
う
と
し
て
い
る
点
に
注

意
し
た
い
。
平
田
篤
胤
は
、
朱
事
'
の
説
は
魂
暁
滅
亡
論
だ
と
理
解
し

て
、
霊
魂
の
不
滅
を
説
く
と
と
も
に
、
そ
の
霊
魂
が
居
る
場
所
H

幽

界
を
構
想
す
る
。
そ
し
て
祖
先
祭
杷
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
(
『
鬼
神

新
論
』
)
。
熊
沢
蕃
山
の
場
合
、
死
後
の
霊
魂
は
天
に
帰
る
と
い
う
朱

宣
Tγ

な
ど
の
説
は
、
人
と
天
と
の
距
離
を
想
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

と
批
判
す
る
。
そ
し
て
王
陽
明
の
説
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
身

体
の
次
元
を
超
え
て
人
間
の
本
心
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
れ
は
本
来

は
天
と
一
体
で
あ
っ
て
死
生
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
説
く
(
『
集
義

和
書
』
)
。
佐
藤
一
斎
も
、
躯
殻
(
身
体
)
と
性
と
を
区
分
し
て
、
死
生

は
躯
殻
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
の
内
な
る
本
質
と
し
て
の
性

は
即
ち
天
が
宿
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
死
生
と
は
無
関
係
で
あ
る
と

説
き
(
『
言
志
録
』
)
、
と
も
に
死
生
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
。
以
上
、

陽
明
学
を
摂
取
し
た
思
想
家
た
ち
の
場
合
、
死
後
の
問
題
が
「
日

本
」
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
よ
り
広
い
世
界
と
の
一
体
感
を
求
め
る

も
の
で
あ
っ
た
点
に
着
目
し
た
い
。

以
上
の
思
想
史
上
の
事
項
を
見
据
え
た
上
で
、
脇
田
健
一
が
社
会

学
・
民
俗
学
の
立
場
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
し
た
。
そ
の
概
要
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
っ
た
。

現
代
社
会
に
お
い
て
は
「
個
人
化
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
進
行
し
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て
い
る
。
他
者
と
は
関
係
な
し
に
自
己
決
定
で
き
る
領
域
が
広
が
っ

て
い
る
。
か
つ
て
は
個
人
の
死
は
、
家
の
祖
先
祭
組
、
村
の
祖
先
祭

記
(
そ
し
て
明
治
以
降
は
国
の
祭
記
)
の
な
か
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
し
て

存
在
し
て
い
た
。
死
生
観
を
人
間
の
実
存
的
な
水
準
で
の
あ
る
種
の

秩
序
観
だ
と
と
ら
え
る
と
、
か
つ
て
は
究
極
点
と
し
て
祖
霊
が
存
在

し
、
神
が
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
祖
霊
や
神
と
い
う
他
者
と
の
関
係

の
な
か
で
自
己
を
定
位
し
て
い
た
(
一
点
透
視
法
的
秩
序
観
)
。
そ
こ
に

は
個
人
の
選
択
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
自
然
葬
」
「
散

骨
」
「
樹
木
葬
」
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

限
ら
れ
た
他
者
(
近
親
者
や
友
人
)
は
別
に
し
て
、
そ
こ
で
は
自
己
世

代
を
超
え
た
他
者
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
自
分
を
杷
り
続
け
る
子
孫

は
必
要
な
い
。
ま
た
、
自
分
が
記
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
祖
霊
と
い

う
他
者
も
存
在
し
な
い
。
「
死
ん
だ
後
の
問
題
」
は
個
人
の
選
択
の

問
題
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
自
己
責
任
の
問
題
と
な
る
。
か
つ

て
は
死
後
の
こ
と
は
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、
「
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
化
(
私
事
化
ご
し
て
も
い
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
戦
後
六
十
一
年
を
経
た
現
在
も
「
遺
骨
収

集
」
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
民
俗
学
者
・
田
中
丸
勝
彦
の

F、C
ま
よ

え
る
英
霊
た
ち
』
で
は
、
英
霊
を
記
る
た
め
の
儀
礼
の
体
系
が
、
家

の
祖
先
祭
杷
や
村
の
祖
先
祭
杷
を
取
り
込
み
な
が
ら
国
家
の
主
導
の

も
と
で
構
築
さ
れ
て
い
く
過
程
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
戦
没
者
や
そ

の
遺
族
は
、
天
皇
と
い
う
究
極
の
他
者
に
象
徴
さ
れ
る
国
家
の
枠
組

み
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
一
点
透
視
法
的
秩
序
観
の
な
か
に

死
は
意
味
を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
現
代
社
会
は
、

明
治
以
降
の
近
代
国
民
国
家
の
枠
組
み
を
持
続
さ
せ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
ベ
ク
ト
ル
と
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
動
揺
さ
せ
か
ね
な
い

「
個
人
化
」
の
よ
う
な
ベ
ク
ト
ル
が
同
時
に
動
い
て
い
る
。
こ
れ
は

ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
の
か
、
そ
れ
と
も
後
者
が
前
者
を
足
元
か

ら
少
し
ず
つ
切
り
崩
し
て
い
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
現
代
的

な
意
味
で
の
「
霊
魂
観
の
行
方
」
の
問
題
に
対
し
て
、
日
本
思
想
史

は
ど
の
よ
う
に
こ
た
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
コ
メ
ン
ト
を
受
け
て
、
報
告
者
か
ら
の
応
答
と
フ
ロ
ア
と

の
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
。
フ
ロ
ア
か
ら
は
、
現
代
の
慰
霊
一
・
死
者

供
養
と
い
う
視
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
日
航
機
の
事
故
現
場
と
な
っ

た
御
巣
鷹
山
に
遺
族
が
卒
塔
婆
を
立
て
た
例
や
沖
縄
の
平
和
の
礎
の

よ
う
に
、
遺
骨
の
納
め
場
所
で
は
な
い
が
死
者
供
養
の
場
と
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
一
方
、
最
近
で
は
、
遺
骨
を
墓
に
入
れ

な
い
で
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
な
ど
に
し
て
死
者
を
思
う
手
元
供
養
の
例
も

で
で
き
て
お
り
、
霊
魂
と
遺
骨
と
の
関
係
が
変
化
し
て
い
る
旨
の
指

摘
が
あ
っ
た
。

(
こ
の
文
章
は
、
薮
、
脇
田
両
氏
か
ら
の
素
材
を
得
て
、
両
中
村
で
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
0
)
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