
古
代
、

中
世
に
お
け
る

「
人
魂
」

一
、
は
じ
め
に

現
在
、
一
般
的
に
、
人
魂
ー
と
い
う
と
人
か
ら
遊
離
し
た
魂
が
墓

場
な
ど
に
漂
っ
て
い
る
様
子
を
想
像
す
る
。
そ
れ
で
は
、
古
く
に

「
人
魂
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
現
在
と
同
じ
も
の
だ
っ
た
の
、
だ

ろ
う
か
。
当
時
の
「
人
魂
」
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
を
探
る
た

め
に
、
そ
の
語
義
を
ま
ず
確
認
し
て
い
き
た
い
。

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第
二
版
）
で
は
、

「
人
魂
」
と
い
う
語
に
は
大
き
く
分
け
て
①
人
か
ら
遊
離
し
た
魂
、

②
流
星
の
俗
称
、
③
歌
舞
伎
の
小
道
具
の
三
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
2
0

①
の
意
味
は
現
在
に
お
け
る
人
魂
と
同
じ
意
味
で

あ
る
が
、
②
の
意
味
は
現
在
の
認
識
と
は
異
な
る
。
こ
の
②
の
意
味

が
古
代
、
中
世
特
有
の
認
識
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
そ
う
で
あ

る。
そ
も
そ
も
流
星
と
「
人
魂
」
は
結
び
つ
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

の
語
義
｜
｜
「
流
星
」

と
の
関
係
性
か
ら

清
水

咲
希

ィ
、
未
時
岩
出
自
空
中
。
南
東
歴
行
。
遂
碩
子
地
。
其
声
如
雷
落

乎
。
尾
長
五
六
尺
許
。
観
者
奇
怪
。
謂
之
川
謝
（
『
日
本
紀
略
」

回
目
泰
二
年
二
月
一
日
3

）

右
は
「
角
川
古
語
大
辞
典
』
及
び
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第
二

版
）
の
流
星
の
俗
称
を
指
す
「
人
魂
」
の
用
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て

い
る
記
述
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
「
星
、
空
中
よ
り
出
づ
」
、
す
な
わ

ち
、
星
が
空
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
た
め
、
流
星
を
指

し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
も
、
「
流
星
」
と
い
う
語
と

「
人
魂
」
と
い
う
語
が
併
記
さ
れ
て
い
る
例
は
い
く
つ
か
み
ら
れ
4

、

「
人
魂
」
と
「
流
星
」
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る。
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ま
た
『
日
葡
辞
書
』

5

に
は
、
「
誰
か
が
間
も
な
く
死
ぬ
に
ち
が

い
な
い
し
る
し
と
し
て
、
球
の
よ
う
な
形
を
し
て
空
中
に
現
れ
る
光

物
。
」
と
あ
り
、
死
後
で
は
な
く
、
死
の
前
兆
と
し
て
出
現
す
る
と



さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
中
国
の
文
献
に
は
、
「
人
魂
」
と
い
う
語
は
見
ら
れ
ず
、

漢
語
で
は
な
い
。

「
流
星
」
と
「
人
魂
」
の
関
係
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
を
確
認
し
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
と

『
日
本
国
語
大
辞
典
」
の
掲
げ
る
②
の
語
義
を
掘
り
下
げ
つ
つ
、
「
人

魂
」
と
流
星
の
関
係
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
。
そ
し
て
、
「
人
魂
」

の
語
義
の
観
点
か
ら
当
時
、
「
人
魂
」
と
呼
ぶ
時
、
ど
う
い
っ
た
も

の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

し
V

二
、
「
人
魂
」
と
流
星
に
つ
い
て
の
従
来
の
認
識

そ
れ
で
は
、
先
行
研
究
の
中
で
は
「
人
魂
」
と
流
星
は
ど
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

増
田
繁
夫
氏
「
「
た
ま
」
「
た
ま
し
ひ
」
の
イ
メ
ー
ジ
｜
｜
「
人
魂
」

「
魂
富
」
「
魂
の
緒
」
」
（
論
集
平
安
文
学
5
『
平
安
文
学
の
想
像
力
』

勉
誠
出
版
、
二

O
O
O年
）
は
ま
ず
蛍
を
人
の
魂
と
み
る
こ
と
が
古

く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。
次
に
、
蛍
に
限
ら
ず
、
古
く
か

ら
夜
に
光
り
飛
ぶ
も
の
を
み
た
人
々
は
そ
れ
を
人
魂
だ
と
考
え
た
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
、
流
星
を
人
魂
と

み
た
倒
、
流
星
で
は
な
い
そ
の
他
の
光
り
飛
ぶ
も
の
を
人
魂
と
み
た

例
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
人
魂
を
み
る
際
に
は
、
人
魂
出
現
を
予
測
さ

せ
る
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
た
と
し
で
い
る
。
さ
ら
に
、
人
魂
の
形

に
関
し
て
、
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
よ
う
な
例
を
い
く
つ
か

挙
げ
て
い
る
。

増
田
氏
の
、
夜
に
光
り
飛
ぶ
も
の
を
み
た
人
々
は
そ
れ
を
「
人

魂
」
と
考
え
た
と
い
う
こ
の
指
摘
は
適
切
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の

増
田
氏
の
指
摘
は
遊
離
魂
か
流
星
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
指
摘
で
は

な
い
が
、
こ
れ
ふ
ま
え
る
と
、
「
角
川
古
語
大
辞
典
』
、
『
日
本
国
語

大
辞
典
』
の
よ
う
に
、
遊
離
魂
か
流
星
か
い
ず
れ
か
、
と
い
う
よ
う

に
分
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
光
る
物
一
般
に
対
し
て
魂
と
み
る
考
え

方
が
当
時
存
在
し
て
お
り
、
流
星
も
ま
た
そ
の
一
つ
だ
っ
た
と
み
る

べ
き
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
増
田
氏
の
論
に
は
い
く
つ
か
問
題
点
が
あ
る
。
ま
ず

「
流
星
」
と
「
人
魂
」
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
み
を
流
星
と

み
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
P

寸
流
星
」
と
併
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「
人
魂
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
倒
は
、
実
体
が
ど
う
い
う
も
の
か

不
明
で
あ
る
と
し
「
人
魂
」
の
形
態
を
知
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し

て
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
中
で
流
星

の
意
の
用
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
例
6

も
流
星
で
は
な
く
、
実

体
の
明
ら
か
で
な
い
「
人
魂
」
と
し
て
い
る
。

次
に
白
井
正
氏
の
言
及
7

に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
白

井
氏
は
「
更
級
日
記
」
の
「
人
魂
」
を
流
星
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
み
て
い
る
。
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ロ
、
「
こ
の
暁
に
、
い
み
じ
く
大
き
な
る
川
剖
到
の
た
ち
て
、
京
ざ

ま
へ
な
む
来
ぬ
る
」
と
語
れ
ど
、
供
の
人
な
ど
の
に
こ
そ
は
と

思
ふ
。
ゆ
ゆ
し
き
さ
ま
に
思
ひ
だ
に
よ
ら
む
や
は
。
（
『
更
級
日

記』
8
）

こ
の
『
更
級
日
記
』
の
「
人
魂
」
に
は
、
従
来
、
設
釈
に
お
い
て
次

の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
人
の
魂
が
抜
け
出
し
て
飛
ぶ

火
の
玉
。
人
の
死
ぬ
前
ぶ
れ
と
し
て
忌
ま
れ
て
い
た
。
」
（
日
本
古
典

文
学
全
集
9

）
、
「
人
の
死
ぬ
前
、
魂
が
体
か
ら
抜
け
出
し
、
青
い
火

の
玉
と
な
っ
て
飛
ぶ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
鬼
火
。
陰
火
。
「
人
魂

の
さ
青
な
る
君
が
た
だ
ひ
と
り
逢
へ
り
し
雨
夜
の
葉
非
左
し
思
ほ

ゆ
」
（
『
万
葉
集
』
巻
二
ハ
、
第
五
句
は
訓
じ
が
た
い
）
0

」
（
新
潮
日

本
古
典
集
成
山
）
と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
こ
の
「
人
魂
」
は
遊
離
魂
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
人
魂
」
と
い
う

語
に
対
す
る
注
で
は
な
い
が
、
「
供
の
人
な
ど
の
に
こ
そ
は
」
の
注

に
「
そ
の
人
魂
は
供
の
人
か
、
だ
れ
か
の
で
あ
ろ
う
（
人
が
死
ぬ
る

（
マ
マ
）
前
、
人
魂
が
飛
ぶ
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
も
の
か
）
と
思

っ
た
。
「
こ
そ
は
あ
ら
め
と
思
ふ
」
の
略
。
た
だ
し
こ
こ
は
「
供
の

人
な
ど
の
に
と
こ
そ
は
思
へ
」
と
あ
る
べ
き
所
。
」
（
日
本
古
典
文
学

大
系
）
と
あ
り
、
日
本
古
典
文
学
全
集
と
同
様
、
「
人
魂
」
が
人
の

死
の
前
に
出
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
注
に
は
「
人
魂
」
に
関
す
る
説
明
は
な

、ν
白
井
氏
は
ま
ず
、
「
更
級
日
記
』
と
近
い
時
代
に
流
星
を
「
人
魂
」

と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
「
人
魂
」
の
飛

行
す
る
位
置
に
着
目
し
、
「
人
魂
」
に
は
低
い
位
置
を
飛
ぶ
も
の

（
遊
離
魂
）
と
高
い
位
置
を
飛
行
す
る
も
の
（
流
星
）
が
あ
る
と
し

て
い
る
。
そ
の
上
で
、
『
更
級
日
記
』
の
「
京
ざ
ま
へ
な
む
来
ぬ
る
」

と
い
う
表
現
は
高
い
位
置
を
飛
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
そ
し
て
こ
の
同
時
代
に
流
星
を
「
人
魂
」
と
呼
ん
だ
例
が
あ
る

こ
と
と
、
高
い
位
置
を
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
こ
と
の
二

点
を
根
拠
と
し
、
『
更
級
日
記
」
に
お
け
る
「
人
魂
」
は
流
星
で
あ

る
と
い
う
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
白
井
氏
は
「
人

魂
」
が
人
の
死
の
前
兆
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
特
に
重

視
し
て
い
な
い
。

白
井
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
「
人
魂
」

が
流
日
生
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
白
井
氏
の
指
摘
は

「
人
魂
」
か
「
流
星
」
か
い
ず
れ
か
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
も
の
で

は
な
い
が
、
白
井
氏
と
増
田
氏
の
論
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
『
角

川
古
語
大
辞
典
』
や
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
①
の
意
味
と
し
て
扱

わ
れ
て
き
た
「
人
魂
」
も
、
光
る
物
一
般
に
魂
を
見
る
認
識
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
流
星
を
み
て
遊
離
魂
で
あ
る
と
判

断
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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た
だ
、
そ
の
根
拠
と
し
て
飛
ぶ
高
さ
の
み
を
掲
げ
る
の
は
不
十
分

だ
ろ
う
。
「
京
ざ
ま
へ
な
む
来
ぬ
る
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
飛
ん
で

い
る
高
さ
を
読
み
取
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
人
魂
」
に
つ
い
て
の
見
解
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

て
お
り
、
陵
昧
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
現
在
イ
メ
ー
ジ
す

る
遊
離
魂
と
同
じ
も
の
と
し
て
み
ら
れ
て
き
た
他
の
「
人
魂
」
に
関

す
る
記
述
も
流
星
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
「
人
魂
」
の
色
や
形
態
に
つ
い
て

や
、
「
流
星
」
と
－
記
述
せ
ず
に
「
人
魂
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も

改
め
て
確
認
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
二
、
流
星
を
見
て
「
人
魂
」
と
判
断
し
た
可
能
性

そ
れ
で
は
、
流
星
を
み
て
遊
離
魂
で
あ
る
と
判
断
し
た
記
述
は
ど

れ
く
ら
い
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
現
在
と
同
じ
遊
離
魂
と
し

て
み
ら
れ
て
き
た
記
述
や
、
こ
れ
ま
で
特
に
流
星
で
あ
る
と
の
言
及

が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
記
述
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
動
作
の
面
か
ら
現
在
の
認
識
で
捉
え
る
と
説
明
が
つ
か

な
い
記
述
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

ハ
、
こ
の
度
は
姫
宮
に
て
は
わ
た
ら
せ
給
へ
ど
も
、
法
皇
こ
と
に
も

て
な
し
ま
い
ら
せ
て
、
五
夜
、
七
夜
な
ど
こ
と
に
侍
し
に
、
七

夜
の
夜
、
事
ど
も
果
て
て
、
院
の
御
方
の
常
の
御
所
に
て
御
物

語
あ
る
に
、
丑
の
時
ば
か
り
に
、
橘
の
御
査
に
、
大
風
の
吹
折

に
荒
き
磯
に
浪
の
立
つ
や
う
な
る
音
、
お
ぴ
た
〉
し
く
す
る

を
、
「
何
事
ぞ
。
見
よ
」
と
仰
せ
あ
り
。
見
れ
ば
、
頭
は
か
い

ふ
と
い
ふ
物
の
せ
い
に
て
、
次
第
に
盃
ほ
ど
、
陶
器
程
な
る
物

の
、
青
め
に
白
き
が
、
つ
f

き
て
十
ば
か
り
し
て
、
尾
は
細
長

に
て
、
お
び
た
冶
し
く
光
り
て
、
飛
び
あ
が
り
く
す
る
。
「
あ

な
悲
し
」
と
て
逃
げ
入
。
廟
に
候
公
卿
た
ち
、
「
何
か
見
騒
ぐ
。

人
魂
な
り
」
と
言
ふ
。
「
大
柳
の
下
に
、
布
海
苔
と
い
ふ
物
を

溶
き
て
、
う
ち
散
ら
し
た
る
や
う
な
る
物
あ
り
」
な
ど
の
、
し

る
。
や
が
て
御
占
あ
り
。
法
皇
の
御
方
の
御
魂
の
よ
し
奏
し

申
。
今
宵
よ
り
、
や
が
て
招
魂
の
御
祭
り
、
泰
山
府
君
な
ど
祭

ら
る
。
（
「
と
は
ず
が
た
り
』
巻
一
日
）
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こ
の
『
と
は
ず
が
た
り
」
の
「
か
い
ふ
」
は
「
「
か
い
ご
」
で
、

卵
ほ
ど
の
大
き
さ
の
意
か
。
一
説
に
「
海
賦
」
と
も
「
匙
」
「
土
器
」

と
も
言
う
。
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
「
「
海
賦
」
（
又
は
「
海

部
」
）
す
な
わ
ち
大
波
・
海
松
・
貝
な
ど
海
岸
の
風
物
を
描
い
た
文

様
か
。
ま
た
、
「
匙
」
の
誤
写
で
匙
の
類
と
も
、
「
土
器
」
（
盃
の
類
）

の
誤
写
と
も
言
、
つ
」
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
ロ
）
、
「
「
海
賦
」
か
。
海

賦
（
海
部
）
は
海
辺
の
様
を
表
す
文
様
。
波
に
松
や
貝
な
ど
を
配
す

る
。
手
長
や
足
長
な
ど
を
描
く
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
怪

し
い
物
の
意
か
。
」
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
日
）
と
さ
れ
て
い



る
。
「
陶
器
」
は
「
底
本
「
す
へ
き
」
。
「
酢
杯
」
の
誤
写
と
も
考
え

ら
れ
る
。
」
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
と
あ
る
。

こ
の
「
か
い
ふ
」
（
「
海
賦
」
、
「
海
部
」
、
「
匙
」
、
「
土
器
」
）
、
「
査
」
、

「
陶
器
」
（
「
酢
杯
」
）
と
い
っ
た
大
き
さ
、
形
態
の
描
写
は
、
現
在
イ

メ
ー
ジ
す
る
「
人
魂
」
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

「
お
ぴ
た
、
し
く
光
り
て
、
飛
び
あ
が
り
f
t、
す
る
」
と
い
う
描
写

も
特
異
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
「
光
り
物
の
怪
異
は
古
今
著
聞
集
十
七
・
変
化
第

二
十
七
な
ど
に
も
見
え
る
。
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
と
あ
る
。

だ
が
、
『
古
今
著
聞
集
」
の
光
り
物
の
怪
異
と
『
と
は
ず
が
た
り
』

の
「
人
魂
」
は
本
当
に
類
似
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
そ

の
光
り
物
の
怪
異
の
概
要
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

水
無
瀬
山
中
に
古
池
が
あ
り
、
そ
の
池
に
は
人
を
捕
ま
え
て
殺
す

変
化
の
も
の
が
お
り
、
多
く
の
人
が
死
ん
で
い
た
。
源
右
馬
の
允
仲

隆
・
薩
摩
の
守
仲
俊
・
新
右
馬
の
助
仲
康
の
三
兄
弟
は
水
鳥
を
捉
え

よ
う
と
す
る
が
、
あ
る
人
が
池
に
い
る
変
化
の
も
の
の
話
を
し
て
と

ど
め
る
。
し
か
し
、
た
だ
一
人
仲
俊
は
実
際
に
自
分
の
目
で
確
か
め

た
わ
け
で
も
の
な
い
の
に
恐
れ
と
ど
ま
る
の
は
意
気
地
が
な
い
こ
と

だ
と
考
え
て
池
に
行
く
。
池
に
到
着
し
、
弓
矢
を
つ
が
え
て
待
っ
て

い
る
と
池
の
中
が
光
っ
た
が
、
そ
の
姿
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
そ

の
光
り
物
は
松
の
上
に
飛
び
あ
が
り
、
矢
を
放
っ
と
ま
た
松
へ
飛
び

移
る
。
何
度
も
こ
れ
を
繰
り
返
し
、
射
止
め
る
こ
と
は
無
理
だ
と
惜

っ
た
仲
俊
は
弓
を
置
い
て
太
万
を
持
っ
て
待
つ
。
す
る
と
再
び
松
に

移
り
、
仲
俊
の
そ
ば
に
や
っ
て
き
た
。
最
初
は
た
だ
光
り
物
だ
と
思

っ
て
い
た
そ
れ
を
見
る
と
、
老
女
が
笑
っ
て
い
る
姿
を
現
し
た
。
仲

俊
は
太
万
で
切
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
そ
の
物
は
く
み
し
や
す
い
よ
う

に
思
わ
れ
た
た
め
、
太
万
を
捨
て
、
捕
ま
え
た
。
捉
え
ら
れ
た
物
は

仲
俊
を
池
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
引
き
入
れ
ら
れ
な
い
。
し

ば
ら
く
互
い
に
争
っ
て
、
仲
俊
は
腰
万
を
抜
い
て
差
し
通
し
た
と
こ

ろ
、
そ
の
物
の
力
は
弱
ま
り
光
も
消
え
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
狸
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
獲
っ
て
仲
俊
は
御
所
に
行
き
、
そ
れ
を
見
た
仲
隆

ら
は
驚
嘆
す
る
。
（
「
古
今
著
開
集
』
巻
第
十
七
、
変
化
第
二
十
七

「
薩
摩
守
仲
俊
、
水
無
瀬
山
中
の
古
池
に
て
変
化
を
捕
ふ
る
事
」

J

確
か
に
、
こ
の
光
り
物
も
木
の
上
に
飛
び
あ
が
り
、
木
か
ら
木
に

飛
び
移
る
と
い
う
動
き
を
し
て
お
り
「
飛
ぶ
」
と
い
う
点
で
は
、
類

似
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
本
当
に
『
と

は
ず
が
た
り
』
の
「
人
魂
」
と
向
類
の
も
の
と
い
っ
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
場
面
で
は
光
り
物
（
動
物
）
が
木
に
飛
び
移
っ
て
い
る

が
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
「
人
魂
」
は
十
ほ
ど
連
な
っ
て
「
飛
び

あ
が
り
飛
び
あ
が
り
」
し
て
お
り
、
動
作
も
数
も
異
な
っ
て
お
り
、

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
方
が
よ
り
特
異
な
表
現
に
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
す
る
」
と
は
ど
う

い
う
動
作
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
光
っ
て
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り

す
る
描
写
に
つ
い
て
は
「
と
く
に
珍
奇
で
珍
し
い
描
写
」
（
全
訳
注
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日
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
す

る
」
の
訳
は
、
「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
し
て
い
る
」
（
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
、
全
訳
注
）
、
「
上
下
に
飛
ぶ
」
（
新
潮
日
本
古
典
集

成
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
増
田
繁
夫
氏
は
「
飛
び
あ
が
っ

た
り
下
が
っ
た
り
し
て
移
動
し
て
い
っ
た
」
、
田
中
貴
子
氏
は
「
飛

び
あ
が
る
よ
う
な
動
作
を
し
て
い
る
」
刊
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
」
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
や
全

訳
注
、
田
中
氏
の
訳
の
よ
う
に
ほ
ぼ
本
文
に
即
し
た
訳
出
が
な
さ
れ

る
か
、
あ
る
い
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
や
増
田
氏
の
訳
の
よ
う
に

上
下
に
飛
び
な
が
ら
移
動
す
る
と
い
う
訳
出
が
な
さ
れ
る
か
の
い
ず

れ
か
に
な
っ
て
い
る
。
上
下
に
飛
び
な
が
ら
移
動
す
る
と
い
う
解
釈

は
、
極
め
て
大
き
く
う
ね
る
よ
う
な
動
作
を
し
な
が
ら
空
中
を
漂
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
飛
び
あ
が
り

飛
び
あ
が
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
上
下
の
動
き
の
幅
は
大
き
く
、

機
敏
に
動
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
う
ね
る
よ
う
な
動
作
と
い

う
よ
り
は
跳
ね
る
よ
う
な
動
作
と
言
っ
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
、
空
中
を
漂
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
地
面
に
つ
い

て
跳
ね
る
よ
う
な
動
作
を
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る。
こ
こ
ま
で
み
る
と
、
い
ず
れ
の
解
釈
を
す
る
に
せ
よ
、
『
と
は
ず

が
た
り
』
の
「
人
魂
」
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
の
光
り
物
と
異
な
る

も
の
だ
と
い
え
る
。
『
古
今
著
聞
集
』
の
場
合
は
光
る
変
化
の
物
と

い
う
不
思
議
な
存
在
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
の
正
体
は
動
物
で
あ

り
、
動
物
が
木
の
上
に
上
が
り
、
木
か
ら
木
へ
飛
ぴ
移
っ
て
い
る
こ

と
を
指
す
記
述
で
あ
る
。
一
方
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
「
人
魂
」

は
「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
」
し
て
お
り
、
そ
の
特
異
な
動
作
か

ら
は
「
古
今
著
聞
集
」
の
光
り
物
と
同
類
の
も
の
で
あ
る
と
は
考
え

与
臣
、
。

骨
量
宍
しこ

の
「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
」
す
る
「
人
魂
」
に
関
し
て

は
、
上
下
に
飛
ん
で
い
る
遊
離
魂
と
捉
え
る
よ
り
も
、
十
ほ
ど
の
流

星
が
下
か
ら
上
へ
流
れ
る
流
星
群
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。
流

星
は
上
か
ら
下
へ
流
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
流
星
は
空
の
一
点

（
放
射
点
）
か
ら
放
射
線
状
に
流
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
、

み
る
位
置
に
よ
っ
て
は
下
か
ら
上
に
流
れ
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
が

あ
る
。
「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
す
る
」
と
い
う
語
は
「
飛
び
あ

が
り
」
と
い
う
状
態
を
反
復
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
二

つ
の
解
釈
が
可
能
と
な
る
。
一
つ
日
の
解
釈
は
、
一
つ
の
個
体
が

「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
」
し
て
い
る
状
態
、
す
な
わ
ち
、
大
き

く
う
ね
る
状
態
、
ま
た
は
、
は
ね
て
い
る
状
態
を
十
個
の
「
人
魂
」

の
そ
れ
ぞ
れ
が
行
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
二
つ
目
の
解
釈

は
、
一
つ
目
の
個
体
が
飛
び
あ
が
り
、
二
つ
目
、
三
一
つ
目
：
＼
と
い

う
よ
う
に
、
一
つ
の
個
体
が
飛
び
あ
が
る
と
い
う
動
作
が
十
回
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
の
が
「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
す
る
」
の
意
味
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
個
体
が
「
飛
び
あ
が
り
飛
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び
あ
が
り
す
る
」
た
め
に
は
、
一
回
飛
び
あ
が
っ
た
の
ち
に
次
の
飛

び
あ
が
る
動
作
を
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
一
度
個
体
は
下
降
す
る

必
要
が
生
じ
る
。
だ
が
、
複
数
の
場
合
、
二
回
目
以
降
の
反
復
の
動

作
を
一
つ
の
個
体
が
行
う
必
要
性
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
二
回
目

以
降
の
動
作
は
他
の
個
体
が
行
え
ば
そ
れ
で
反
復
と
な
る
。
流
星
の

一
つ
目
が
飛
び
あ
が
り
、
二
つ
目
、
コ
一
つ
目
＼
と
い
う
よ
う
に
続

き
、
十
個
の
流
星
が
下
か
ら
上
へ
と
流
れ
て
い
っ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
人
魂
」
が
落
ち
る
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
記
述

を
み
て
い
く
。

ニ
、
右
馬
允
有
信
云
、
去
十
日
黄
昏
、
刈
魂
出
自
割
出
町
オ
帯
劃
対
山

迎
。
其
光
極
明
、
人
多
見
之
者
、
彼
時
男
等
四
五
人
許
、
居
庭

中
同
見
之
、
予
亦
見
之
、
但
不
見
出
処
、
見
落
処
、
合
有
信
所

申
、
去
八
日
早
朝
有
異
雲
、
所
謂
不
祥
雲
云
々
（
『
小
右
記
』

長
和
元
年
四
月
十
二
日
J

ニ
の
例
で
は
、
「
人
魂
出
自
左
府
、
落
巽
方
山
辺
」
、
す
な
わ
ち
藤

原
道
長
邸
（
左
府
）
か
ら
出
た
人
魂
が
巽
の
方
角
の
山
辺
に
落
ち
た

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
中
で
遊
離
魂
を

意
味
す
る
「
人
魂
」
の
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
気
に
か
か
る
の
は
「
落
」
ち
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
「
人

魂
」
が
「
落
」
ち
る
と
い
う
の
は
現
在
の
認
識
か
ら
は
説
明
が
つ
か

な
い
。
加
え
て
、
屋
敷
か
ら
出
て
山
辺
に
落
ち
た
、
と
い
う
表
現
も

現
在
の
認
識
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
屋
敷
か
ら
出
て
、
山
辺
に
落
ち

る
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
大
規
模
な
移
動
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
現
在
「
人
魂
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
際
に
そ
れ
ほ
ど
の
規
模
で
移

動
を
す
る
と
は
あ
ま
り
考
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
「
人
魂
」
が
「
落
」
ち
る
と
い
う
表
現
は
、
「
流
星
ト
が
上

か
ら
下
へ
流
れ
落
ち
た
と
考
え
れ
ば
、
容
易
に
説
明
が
つ
く
。
な

お
、
「
落
」
と
い
う
表
現
は
「
流
星
」
に
対
し
て
も
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
て
い
る
。

辛
亥
。
辰
時
。
有
淵
国
。
調
於
東
南
。
大
可
一
尺
。
長
可
六
尺
。

其
色
純
白
。
（
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
七
年
五
月
三
十
日
目
）
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こ
の
他
に
も
、
「
人
魂
」
が
「
落
」
ち
る
と
さ
れ
て
い
る
記
述
が

い
く
つ
か
み
ら
れ
る
が
問
、
こ
れ
ら
も
上
か
ら
下
に
流
れ
落
ち
た
流

星
を
み
て
、
「
人
魂
」
だ
と
判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
「
飛
び
あ
が
り
飛
び
あ
が
り
」
す
る
と
い
う
動
作
や

「
落
」
ち
る
と
い
う
動
作
は
、
現
在
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
魂
と
同
様
の

も
の
の
動
き
と
考
え
る
と
不
自
然
で
あ
る
。
だ
が
、
実
体
は
流
星
で

あ
る
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
う
し
た
動
き
を
す
る
の
も
納
得
が
い

く
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
動
作
を
す
る
「
人
魂
」
は
流
星
を
み
て



遊
離
魂
だ
と
判
断
し
た
も
の
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

今
度
は
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
「
更
級
日
記
』
の
「
人
魂
」
の

よ
う
に
、
そ
の
動
き
か
ら
流
星
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
記
述
に
つ
い

て
み
て
い
く
。

ホ
、
与
左
少
将
朝
任
於
西
中
門
辺
清
談
、
件
立
之
問
、
川
瑚
出
自
相

府
住
屋
上
、
指
北
去
（
『
小
右
記
』
長
和
元
年
六
月
八
日
）

へ
、
於
高
倉
辻
顧
西
、
自
彼
御
所
川
瑚
出
、
指
西
山
而
去
一
広
々
、
曙

後
告
此
事
、
太
奇
佐
、
（
『
明
月
記
』
建
暦
元
年
十
一
月
七
日
）

ホ
の
例
は
「
人
魂
相
府
よ
り
出
て
、
北
を
指
し
て
去
る
」
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
高
い
位
置
を
飛
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
へ
の
例
は
、
御
所
か
ら
出
た
「
人
魂
」
が
西
山
の
方
角
へ
去
っ

た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
空
を
大
き
く
駆
け
抜
け
る
よ
う
な
移
動
の
仕

方
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
方
角
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
、
高
い
位
置
を
飛
ん

で
い
る
点
、
大
規
模
な
移
動
を
し
て
い
る
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
流
星

を
み
て
遊
離
魂
と
判
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
よ
う
な
記
述
は
他
に
も
確
認
で
き
た
す

続
い
て
、
特
に
動
き
が
な
く
、
流
星
で
あ
る
と
断
定
は
で
き
な
い

記
述
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

ト
、
昨
夜
光
物
在
禁
中
、
川
端
之
由
聞
云
々
、
（
下
略
）
（
『
晴
富
宿

祢
記
』
文
明
十
一
年
七
月
二

O
目別）

ト
の
例
は
「
昨
夜
光
物
在
禁
中
、
人
魂
之
由
聞
」
と
い
う
こ
と
し

か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
ど
う
い
っ
た
も
の
か
知
る
に
は
情
報
量
が
少

な
い
。
こ
れ
は
、
流
星
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
光
る
物
を
み

て
「
人
魂
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
記
述
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
記

述
は
他
に
も
み
ら
れ
る
ま

そ
れ
で
は
、
流
星
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
記
述
に
つ
い
て
み
て

0
 

・νノ
＼

-24-

チ
、
其
後
又
彼
御
内
亀
菊
云
御
寵
愛
女
房
。
彼
部
屋
人
魂
サ
リ
ニ
ケ

リ
。
（
『
真
俗
雑
記
問
答
紗
』
第
十
一
ぉ
）

リ
、
天
晴
、
辰
後
陰
、
午
後
甚
雨
、
自
坊
門
被
告
送
云
、
夜
前
北
壷

呉
竹
辺
有
川
端
飛
一
去
々
、
令
ト
箆
丑
申
歳
相
当
云
々
、
多
目
病

者
之
辺
如
此
、
更
不
及
左
右
者
也
。
二
見
女
房
云
、
其
色
白
非

丸
、
如
折
敷
四
方
也
、
弘
又
如
折
敷
、
土
と
付
天
東
へ
行
、
依
怖

畏
不
能
見
、
始
終
隠
乾
挟
了
、
又
今
一
人
小
女
云
、
其
色
如
火

色
赤
云
々
、
疑
若
非
刈
謝
歎
（
「
明
月
記
』
正
治
二
年
コ
一
月
五

日）



チ
の
例
は
、
部
屋
か
ら
「
人
魂
」
が
去
っ
た
と
し
て
い
る
た
め
、

流
星
で
は
な
い
。
リ
の
例
に
関
し
て
も
、
「
北
査
呉
竹
の
辺
り
に
人

魂
遊
ぶ
」
と
あ
り
、
低
い
位
置
を
飛
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
流
量
で
な

い
と
い
う
白
井
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
二
人
の
み

た
「
人
魂
」
の
姿
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
藤
原
定
家
が

「
人
魂
」
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
判
断
し
て
い
る
の
で
や
や
例

外
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
流
星
を
み
て
遊
離
魂
だ
と
判
断
し
た
と
み
ら
れ
る

記
述
は
少
な
く
な
い
。

先
ほ
ど
、
多
く
の
記
述
が
流
星
を
み
て
遊
離
魂
だ
と
判
断
し
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
「
流
星
」
と
併
記
さ

れ
て
い
る
も
の
以
外
は
流
星
だ
と
断
言
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な

い
。
そ
こ
で
、
「
人
魂
」
と
「
流
星
」
と
の
共
通
点
を
み
る
こ
と
に

よ
り
、
流
星
を
遊
離
魂
と
み
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
人
魂
」
の
大
き
さ
や
形
態
、
音
、
色
に

つ
い
て
、
「
流
星
」
と
比
較
し
な
が
ら
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
特

に
、
「
人
魂
」
の
形
態
に
関
し
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
増
田
氏
の

指
摘
に
は
再
考
す
べ
き
点
が
あ
る
た
め
、
よ
り
丁
寧
に
み
て
い
き
た

ト

v
「
人
魂
」
の
大
き
さ
、
形
の
比
聡
と
し
て
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の

例
に
「
海
部
」
、
「
盃
」
、
「
陶
器
」
と
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
御
堂
関
白

記
』
に
は
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
「
大
如
唐
臼
」
と
あ
る
。
こ
れ
を

「
流
星
」
の
描
か
れ
方
と
比
較
し
て
い
き
た
い
。

ヌ
、
丁
卯
、
従
丑
寅
、
未
申
川
珂
渡
、
大
如
唐
白
、
（
「
御
堂
関
白

記
』
寛
仁
元
年
三
一
月
二
十
八
日
目
）

『
明
月
記
』
に
「
如
折
敷
」
と
あ
る
三
か
、
こ
れ
は
、

「
人
魂
」
を
み
た
二
人
の
口
述
が
異
な
っ
て
い
る
上
、
定
家
が
最
後

に
、
「
人
魂
」
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
判
断
し
て
い
る
た
め
、

例
外
と
し
て
み
る
。

ま
ず
は
、
「
流
星
」
の
大
き
さ
、
形
態
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

－
p

－、、，甲

J

、

J
／

J
f
’
l
l
、
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丙
午
。
夜
有
大
流
星
。
出
自
天
中
甲
。
指
天
中
丙
。
行
コ
一
丈

没
。
以
回
答
度
推
之
。
出
自
紫
微
宮
。
入
天
市
垣
中
。
体
如
大

欄
。
色
赤
白
有
光
。
（
『
＝
一
代
実
録
』
仁
和
元
年
十
一
月
二
十
六

日）
『
日
本
天
文
史
料
』
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、
「
流
犀
こ
の
大
き
さ

は
、
器
状
の
も
の
、
果
物
な
ど
に
喰
え
ら
れ
て
い
た
す
器
状
の

も
の
と
し
て
は
右
で
み
た
「
大
楠
」
の
他
、
「
盆
弓
、
「
斗
」
部
、

「
棄
」
目
、
「
大
土
器
、
、
「
飯
銅
」
引
等
が
確
認
で
き
た
。
な
お
、

「
五
石
器
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
辺
、
ど
う
い
っ
た
も
の
か
は
確
認



で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
も
器
の
類
、
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
他
「
柚
子
」
ぉ
、
「
柑
子
百
、
「
李
」
町
、
「
月
、
、
「
円
座
」
河
、

「
鞠
」
問
、
「
車
輪
」
却
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
長
さ
の
比
聡
で
あ

る
が
「
カ
ラ
カ
サ
コ
も
あ
っ
た
。
特
に
器
状
の
も
の
を
用
い
た
例

は
多
く
、
器
の
比
聡
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
増
田
氏
が
指
摘
し
た
『
御
堂
関
白
記
』
の

「
唐
臼
」
も
臼
の
部
分
が
、
中
心
が
へ
こ
ん
だ
器
状
の
形
で
あ
り
、

類
似
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
臼
の
部
分
を
流
星
、
杵
部
分

を
流
星
の
尾
と
捉
え
た
比
聡
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
先
に
挙
げ
た
研
究
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
と
は
ず
が

た
り
」
の
「
か
い
ふ
」
が
「
匙
」
の
誤
写
、
あ
る
い
は
「
土
器
」
の

誤
写
で
あ
る
と
し
た
ら
、
中
心
が
へ
こ
ん
だ
器
状
の
形
と
な
っ
て

お
り
、
形
態
と
し
て
は
共
通
し
て
い
る
。
「
匙
」
は
「
唐
臼
」
と
同

様
に
柄
の
部
分
を
流
星
の
尾
と
捉
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

「
査
」
も
同
様
に
器
で
あ
る
。
「
陶
器
」
も
諸
注
に
「
酢
杯
」
で
あ
る

可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
器
で
あ
り
、

「
流
星
」
の
形
態
の
描
か
れ
方
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
形
知
」
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
く
が
「
大
知
」

と
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
き
さ
を
喰
え
る

時
も
一
般
に
形
の
似
た
も
の
を
用
い
る
、
だ
ろ
う
が
、
単
に
そ
の
大
き

さ
を
示
し
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
器
で
の
比
聡
は
、
形
状

が
実
際
に
器
に
似
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
器
が
身
近
な
道
具
で
あ

そ
の
大
き
さ
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
や
す
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
単
に
身
近
な
道
具
で
大
き
さ
を
喰
え

て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
「
流
星
」
と
描
か
れ
方
が
似
て
い

る
こ
と
は
い
え
る
。
「
人
魂
」
は
特
異
な
形
を
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
主
に
流
星
の
よ
う
な
形
と
し
て
当
時
の
人
々
は
捉
え
て
い
た

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
「
人
魂
」
の
「
尾
」
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
い
き
た
い
。

イ
の
例
「
尾
長
五
六
尺
許
」
、
ハ
の
例
「
尾
は
細
長
に
て
」
、
の
よ

う
に
、
「
人
魂
」
に
「
尾
」
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
長
さ
や
細
さ
に

つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
尾
」
に
つ
い
て
、
「
青
白

く
光
り
、
尾
が
細
長
い
な
ど
は
、
人
魂
に
つ
い
て
よ
く
い
わ
れ
た
り

絵
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
o
」
（
「
と
は
ず
が
た
り
』
全
訳
注
）
と
あ

り
、
尾
は
、
現
在
に
お
け
る
人
魂
と
同
じ
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
て

き
た
。
だ
が
、
こ
れ
を
「
流
星
」
の
尾
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
流
星
」
に
「
尾
」
が
あ
る
と
す
る
表
現
は
古
く
か
ら
み
ら
れ
る
。

る
た
め
、
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壬
成
。
夜
流
星
。
長
可
二
丈
。
余
光
照
赤
。
四
断
散
堕
宮
中
。

（
『
続
日
本
紀
』
神
亀
五
年
九
月
引
）

戊
子
、
酉
時
湖
周
入
参
南
辺
、
其
色
青
白
、
体
大
周
姐
、
欲
入

之
時
、
八
万
道
連
入
、
（
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年
十
一
月
廿
七



日
こ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、
ィ
、
ハ
の
例
の
「
人
魂
」
は
流
星
を
遊
離

魂
と
み
な
し
た
記
述
と
考
え
た
方
が
妥
当
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
「
人
魂
」
が
出
現
す
る
際
に
、
音
が
鳴
っ
て
い
る
こ
と
に

着
目
し
た
い
。
イ
の
例
「
其
声
如
雷
落
乎
」
、
ハ
の
例
「
大
風
の
吹

く
折
に
荒
き
磯
に
波
の
立
つ
や
う
な
る
音
」
と
あ
る
。

ま
ず
、
「
雷
」
の
よ
う
な
音
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
衝
撃
波
音

で
あ
ろ
う
。
「
遂
碩
子
地
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
損
石
を
指
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
流
星
の
音
に
は
二
種
類
あ
る
と
さ
れ
、
一
つ
が
こ

の
、
損
石
の
よ
う
に
規
模
の
大
き
い
も
の
に
よ
る
衝
撃
波
音
で
あ

る。
次
に
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
関
し
て
だ
が
、
「
と
く
に
珍
奇
で
珍

し
い
描
写
」
の
一
つ
で
あ
る
（
全
訳
注
）
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
て

き
た
。
確
か
に
こ
の
「
人
魂
」
を
現
在
の
遊
離
魂
と
同
じ
も
の
と
考

え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
音
が
鳴
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ
ち
ら

も
、
流
星
の
音
だ
と
考
え
る
こ
と
で
説
明
が
つ
く
。

甲
辰
。
亥
時
有
大
流
星
。
出
自
島
南
。
入
珍
翼
問
。
其
尾
二
許

丈
。
色
赤
有
光
。
衆
星
随
行
。
所
過
之
処
。
相
調
伺
剤
。
（
『
三

代
実
録
』
元
慶
二
年
五
月
九
日
）

こ
の
、
「
木
葉
作
声
」
と
「
大
風
の
吹
く
折
に
荒
き
磯
に
波
の
立

つ
や
う
な
る
音
」
は
同
じ
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

科
学
的
に
は
説
明
が
完
全
に
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
流

星
の
音
に
は
衝
撃
波
音
の
他
に
、
電
磁
波
音
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
位
。
こ
の
音
は
電
磁
波
音
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

時
に
、
「
人
魂
」
の
色
は
ど
ん
な
色
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

色
に
関
す
る
記
述
は
数
少
な
い
が
、
「
左
青
有
」
（
『
万
葉
集
』
）
、

ハ
の
例
「
青
め
に
白
き
」
と
い
っ
た
記
述
か
ら
、
青
も
し
く
は
青
白

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
か
ら
、
先
述
し
た
リ
の
例
の
「
人
魂
」
か
ど
う
か
が
不
明
確

な
記
述
に
つ
い
て
だ
が
「
二
見
女
房
云
、
其
色
白
非
丸
（
中
略
）
又

今
一
人
小
女
云
、
其
色
如
火
色
赤
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
白
と

火
の
よ
う
な
赤
も
「
人
魂
」
の
色
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え

る。
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現
在
で
も
流
星
に
は
様
々
な
色
の
も
の
が
あ
る
が
、
文
献
に
も
そ

の
色
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

「
光
青
赤
」
（
『
文
徳
実
録
』
天
安
二
年
六
月
）
、
「
其
色
赤
白
」
、

「
青
而
有
光
」
（
「
一
一
一
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
間
八
月
二
十
九
日
）
、

「
其
色
青
白
」
二
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
）
、

「
色
赤
」
二
三
代
実
録
』
貞
観
十
六
年
三
一
月
一
日
）
、
「
其
色
黄
白
」



（
『
＝
一
代
実
録
』
貞
観
十
六
年
六
月
二
十
九
日
）
、
「
其
色
純
白
」
（
『
一
一
一

代
実
録
』
貞
観
十
七
年
五
月
三
十
日
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
赤
」
、

「
青
」
、
「
黄
」
、
「
白
」
や
そ
れ
ぞ
れ
を
組
み
合
わ
せ
た
「
赤
白
」
や

「
青
白
」
と
い
っ
た
色
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
人
魂
」
の
色
は
、
「
流
星
」
の
色
と
同
じ
色
が
含

ま
れ
て
お
り
、
色
の
面
で
は
流
星
と
み
て
も
問
題
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
で
大
き
き
ゃ
形
態
、
尾
、
音
、
色
に
関
し
て
「
流
星
」

と
「
人
魂
」
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
「
流
星
」
と
「
人
魂
」
の
描
か

れ
方
は
非
常
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。
こ

こ
か
ら
、
「
流
星
」
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
「
人
魂
」
や
、

こ
れ
ま
で
現
在
イ
メ
ー
ジ
す
る
遊
離
魂
と
同
様
の
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
き
た
「
人
魂
」
は
、
実
際
に
は
流
星
を
見
て
遊
離
魂
だ
と
判

断
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
み
え
て
き
た
。

四
、
人
の
死
と
結
び
付
け
ら
れ
た
「
人
魂
」

流
星
を
み
て
「
人
魂
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
っ

た
よ
う
だ
が
、
全
て
の
流
星
が
「
人
魂
」
と
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
増
田
氏
も
以
下
の
倒
を
挙
げ
、
流
星
が
「
人
魂
」
に
似
て
い

る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
流
星
は
ど
ん
な
も
の
で
も
人
魂
と
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
人
々
が
人
魂
と
認
め
る
一
定
の
形
態

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
よ
と
し
て
い
る
。

戊
刻
許
流
星
飛
行
、
其
体
似
人
魂
、
而
洛
中
家
々
所
々
口
口
口

口
（
マ
マ
）
云
々
、
匪
直
也
、
可
恐
々
々
（
『
民
経
記
」
寛
喜

コ
一
年
六
月
十
五
日
日
）

こ
こ
で
、
浮
上
す
る
の
が
「
流
星
」
と
判
断
さ
れ
る
場
合
と
「
人

魂
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
何
か
違
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
つ
ほ
ど
考
え
ら
れ

る。
第
一
に
、
人
の
死
が
予
測
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
下
で
み
た
流
星

が
、
遊
離
魂
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
増
田
氏
は
、
「
人
魂
は
突
然
に
現
れ
る
わ

け
で
は
な
く
、
既
に
そ
れ
以
前
か
ら
人
々
の
心
中
に
は
、
人
魂
が
現

れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
予
感
を
も
た
ら
す
よ
う
な
文
脈
が
あ

り
、
実
際
に
人
魂
や
不
祥
雲
な
ど
を
見
る
以
前
か
ら
、
人
々
は
既
に

そ
れ
ら
を
探
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
例
と
し
て
、
病
悩
の
続
い
た
時
期
や
道
長
と
二
条
天
皇
の
不
仲
な

ど
政
権
の
不
安
定
な
時
期
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
政
権
の

不
安
定
な
時
期
と
い
う
の
は
、
確
か
に
心
理
的
に
不
安
定
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
人
の
死
と
は
関
係
な
い
た
め
、
「
人
魂
」
出
現
と
結

び
付
け
る
根
拠
と
し
て
は
や
や
弱
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
日
葡
辞
書
」
で
も
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
人
魂
」
は
人
の

死
の
前
兆
と
し
て
出
現
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
女
流
日
記
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『
更
級
日
記
』
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
で
は
、
人
の
死
の
前
に
「
人
魂
」

が
出
現
し
て
い
る
。
『
更
級
日
記
』
で
は
、
「
人
魂
」
を
み
た
直
後
に

は
「
供
の
人
」
の
魂
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
が
、
後
に
は
作
者
の
夫
橘

俊
通
の
魂
だ
っ
た
の
だ
と
す
る
。
一
方
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
で
は

後
嵯
峨
法
皇
の
崩
御
の
前
兆
と
し
て
「
人
魂
」
が
現
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
「
人
魂
」
が
出
現
し
て
い
る
時
点
で
は
、
橘

俊
通
は
亡
く
な
っ
て
お
ら
ず
、
後
嵯
峨
法
皇
も
ま
た
崩
御
し
て
い
な

い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
「
と
は
ず
が
た
り
』
の

「
人
魂
」
出
現
の
後
に
は
「
今
宵
よ
り
や
が
て
招
魂
の
御
祭
、
泰
山

府
君
な
ど
祭
ら
る
」
と
あ
り
、
「
招
魂
祭
」
と
い
う
儀
式
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
儀
式
は
「
人
魂
」
が
登
場
す
る

記
述
に
度
々
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
招
魂
祭
は
延
命
や
病
気
平
癒
の

た
め
、
生
前
に
離
れ
た
魂
を
呼
び
寄
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
け
o

当
時

は
光
る
物
を
み
て
、
人
の
死
の
前
兆
と
し
て
の
遊
離
魂
で
あ
る
と
判

断
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
招
魂
祭
な
ど
を
行
う
と
い
う
の
が
一
連
の

流
れ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
や
は
り
、
病
悩
が
続
い
て
い

る
時
な
ど
、
特
に
人
の
死
が
予
想
さ
れ
る
時
期
に
「
人
魂
」
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
人
の
住
む
建
物
か
ら
出
て
い
る
流
星
が
、
人
の
死
と
関

連
付
け
ら
れ
、
「
人
魂
」
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
人
魂
出
自
相
府
上
」
（
『
小
右
記
』
長
和

元
年
六
月
八
日
）
の
よ
う
に
、
「
人
魂
」
と
記
述
さ
れ
る
場
合
に
は

建
物
に
対
し
て
出
入
り
し
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
日
o

一
方
、
「
流
星
」
と
記
述
さ
れ
る
場
合
、
出
入
し

た
方
角
は
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
建
物
か
ら
出
た
、
建
物
の
方
に

落
ち
た
、
と
い
う
記
述
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い

f
こ
れ
は
お
そ

ら
く
、
人
の
住
む
建
物
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
流
星
だ
か
ら

こ
そ
、
人
の
死
と
関
連
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に

「
権
記
』
寛
弘
八
年
七
月
九
日
「
人
魂
二
落
御
竃
殿
中
」
に
つ
い
て
、

御
竃
殿
は
魂
結
び
に
関
係
す
る
場
所
だ
っ
た
こ
と
を
増
田
氏
は
指
摘

し
、
「
夜
。
像
児
神
祇
官
西
院
斎
戸
神
殿
。
盗
取
三
所
斎
戸
衣
。
井

主
上
結
御
魂
緒
等
」
（
『
＝
一
代
実
録
』
貞
観
二
年
八
月
二
十
七
日
）

の
例
を
挙
げ
る
。
「
魂
結
び
」
と
い
う
の
は
魂
が
離
れ
て
い
く
の
を

止
め
る
呪
術
で
、
衣
服
の
下
の
一
部
を
結
ぶ
も
の
で
あ
っ
た

5
こ

う
し
た
、
人
の
魂
と
密
接
に
関
係
す
る
場
所
に
落
ち
た
こ
と
も
「
人

魂
」
で
あ
る
と
判
断
す
る
一
つ
の
材
料
と
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

、叶ノ。
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玉
、
お
わ
り
に

本
稿
の
第
一
章
で
は
、
ま
ず
当
時
の
「
人
魂
」
の
語
義
に
つ
い
て

確
認
し
、
遊
離
魂
の
意
味
、
流
星
の
意
味
の
二
つ
が
あ
り
、
実
際
に

「
人
魂
」
と
「
流
星
」
の
関
係
性
が
強
い
こ
と
を
み
た
。

第
二
章
で
は
先
行
研
究
と
し
て
増
田
氏
の
光
る
物
全
般
に
魂
を
み



る
認
識
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
、
白
井
氏
の
『
更
級
日
記
』
に
お
け

る
「
人
魂
」
が
流
星
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て

紹
介
し
た
。

第
三
章
で
は
、
当
時
の
文
献
の
中
で
、
流
星
を
み
て
人
か
ら
遊
離

し
た
魂
で
は
な
い
か
と
み
た
例
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
に
つ
い

て
、
動
き
方
の
面
か
ら
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
流
星
を
み
て
「
人
魂
」

で
あ
る
と
判
断
し
た
記
述
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
人
魂
」

の
大
き
き
ゃ
形
態
の
比
職
、
音
、
色
に
つ
い
て
、
「
流
星
」
の
描
か

れ
方
と
比
較
し
て
み
る
と
、
「
流
星
」
と
「
人
魂
」
の
描
か
れ
方
は

非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
動
き
方
の
面
か
ら
の
み
で
は
流
星
を
遊
離
魂
と
み
た
も
の
か
判

定
に
迷
う
記
述
の
多
く
も
、
や
は
り
流
星
を
み
て
「
人
魂
」
と
呼
ん

だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。

第
四
章
で
は
、
「
流
星
」
と
判
断
さ
れ
る
場
合
と
「
人
魂
」
と
判

断
さ
れ
る
場
合
の
違
い
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
そ
の
違
い
は
、
流
星

出
現
の
時
期
や
場
所
、
出
現
頻
度
な
ど
に
特
徴
が
あ
り
、
人
の
死
が

想
起
さ
れ
る
条
件
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
「
人

魂
」
が
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
改
め
て
総
括
し
て
い
き
た

い
。
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
や
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、

①
人
か
ら
遊
離
し
た
魂
、
②
流
星
の
俗
称
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
た
。
辞
書
の
性
質
上
、
こ
の
よ
う
な
形
で
記
さ
ざ
る
を
得

な
い
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
は
二
つ
に
分
け
る
べ
き
で
は
な
い
。

現
在
と
異
な
り
、
当
時
は
光
る
物
全
般
に
対
し
て
魂
を
見
る
認
識
が

存
在
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
光
る
物
を
み
た
時
、
そ
の
中
で
も
特

に
流
星
を
を
見
た
時
に
、
遊
離
魂
で
あ
る
と
判
断
し
、
「
人
魂
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
流
星
が
す
べ

て
「
人
魂
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
人

魂
」
は
人
の
死
の
前
兆
と
し
て
出
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
特

に
人
の
死
が
連
想
さ
れ
や
す
い
条
件
下
で
、
光
る
物
（
多
く
は
流

星
）
を
見
た
際
に
、
よ
り
「
人
魂
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
や
す
か
っ

た
の
だ
ろ
、
っ
。

注

本
稿
で
は
、
文
献
か
ら
引
用
す
る
場
合
及
び
古
代
、
中
世
特
有
の
人
魂

を
「
人
魂
」
と
表
記
し
、
現
在
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
魂
に
は
、
カ
ギ
括
弧
を

付
け
ず
に
そ
の
ま
ま
人
魂
と
表
記
す
る
。
た
だ
し
、
引
用
す
る
場
合
は
そ

の
引
用
元
の
表
記
に
従
っ
た
。

2

古
代
、
中
世
の
文
献
の
中
で
登
場
す
る
流
星
を
「
流
星
」
と
表
記
し
、

純
粋
な
天
文
現
象
の
流
星
に
は
カ
ギ
括
弧
を
付
け
ず
に
そ
の
ま
ま
流
星
と

表
記
す
る
。
な
お
、
③
は
近
世
に
お
け
る
意
味
で
あ
る
。

3

黒
板
勝
美
、
国
史
大
系
編
修
会
編
『
日
本
紀
略
後
篇
・
百
錬
抄
」
（
新

訂
増
補
国
史
大
系
十
二
、
吉
川
弘
文
舘
、
一
九
六
五
年
。
以
下
に
記
す
『
百

錬
抄
』
の
例
は
全
て
こ
れ
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。



『
扶
桑
略
記
』
延
長
八
年
七
月
十
五
日
裏
書
、
『
山
塊
記
』
永
暦
元
年
七

月
十
五
日
の
記
事
に
「
人
魂
」
と
「
流
星
」
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
例
が

み
ら
れ
る
。
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
元
年
一
一
一
月
二
十
八
日
の
例
は
「
人
魂
」

と
「
流
星
」
は
併
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
中
で

流
星
の
俗
称
の
意
の
用
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
人
魂
」

が
「
渡
」
る
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
流
星
と
見
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
「
渡
る
」
と
い
う
語
に
は
、
「
日
や
月
が
空
を
移
動
し
て
い
く
」

（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
天
文
現
象
に

関
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
流
星
」
に
関
し
て
も
、

こ
の
例
の
よ
う
に
「
波
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
記
述
が
『
百
錬
抄
』

治
承
四
年
十
月
七
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

5

亀
井
孝
解
題
「
日
葡
辞
書
』
勉
誠
社
、
土
井
忠
生
、
森
田
武
、
長
南
実

編
訳
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
O
年。

6

『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
元
年
三
月
二
十
八
日
の
例
。
後
述
す
る
本
稿
の

ヌ
に
そ
の
本
文
は
記
し
て
い
る
。

7

白
井
正
「
星
の
し
る
し
と
晴
明
桔
梗
捕
逸
υ

『
更
級
日
記
の
人
魂
』
」
（
京

都
の
天
文
学
｛
六
】
）
会
与
言
者
三

2
2
8
S
2
2
3茎
g
g
E

8
5ロ＼訟可
g
q
a
g田町
1
2印

E
S－
－
マ
二

O
一
五
年
六
月
三
O
日
ニ

O
時

取
得
。
以
下
に
記
す
白
井
氏
の
論
は
全
て
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

8

長
谷
川
政
春
、
今
西
祐
一
郎
、
伊
藤
博
、
吉
岡
暁
校
注
『
土
佐
日

記
・
崎
蛤
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系

二
四
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
。

9

鈴
木
知
太
郎
、
川
口
久
雄
、
遠
藤
嘉
基
、
西
下
経
一
校
注
「
土
佐
・
か

げ
ろ
ふ
・
紫
式
部
・
更
級
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
二

O
）
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
七
年
。

4 

ω
秋
山
慶
校
注
「
更
級
日
記
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
三
九
）
、
新
潮
社
、

一
九
八
O
年
。
こ
の
『
万
葉
集
』
巻
十
六
、
三
八
八
九
番
の
歌
が
「
人
魂
」

と
い
う
語
が
確
認
で
き
る
最
古
の
例
で
あ
る
。
以
下
に
記
す
『
万
葉
集
』

の
例
は
こ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
原
文
は
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い

る。
U

三
角
洋
一
一
校
注
『
と
は
ず
が
た
り
た
ま
き
は
る
』
（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
五
O
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
。
以
下
に
示
す
『
と
は
ず
が

た
り
』
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
全
て
こ
れ
を
参
照
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
「
人
魂
」
に
関
す
る
引
用
文
に
は
使
宜
上
、
記
号
を
付
し
た
が
、

「
流
星
」
に
関
す
る
引
用
文
に
は
付
さ
な
か
っ
た
。

ロ
福
田
秀
一
校
注
『
と
は
ず
が
た
り
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
二

O
）
、
新

潮
社
、
一
九
七
八
年
。
以
下
に
示
す
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
新
潮
日
本
古

典
集
成
は
全
て
こ
れ
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
久
保
田
淳
校
注
・
訳
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
と
は
ず
が
た
り
』
（
新

編
日
本
古
典
文
学
会
集
四
七
）
、
小
学
館
、
一
九
九
九
年
o

u
永
積
安
明
、
島
田
勇
雄
校
注
『
古
今
著
聞
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系

人
四
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
。
以
下
に
記
す
『
古
今
著
聞
集
』
の

例
は
全
て
こ
れ
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
次
回
香
澄
著
『
と
は
ず
が
た
り
上
全
訳
注
』
、
講
談
社
二
九
八
七
年
。

以
下
に
記
す
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
全
訳
注
は
全
て
こ
れ
を
参
照
し
た
も

の
で
あ
る
。

日
山
田
中
貴
子
著
『
あ
や
か
し
考
｜
｜
l

不
思
議
の
中
世
へ
』
、
平
凡
社
、

二
O
O四
年
。

口
増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
編
『
小
右
記
』
（
増
補
史
料
大
成
）
、
臨
川

書
店
、
一
九
六
八
年
。
以
下
に
記
す
『
小
右
記
』
の
例
は
全
て
こ
れ
を
参
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照
し
た
も
の
で
あ
る
。

目
黒
板
勝
美
編
、
国
史
大
系
編
修
会
編
『
日
本
三
代
実
録
』
（
新
訂
増
補

国
史
大
系
四
）
、
吉
川
弘
文
館
二
九
六
六
年
。
以
下
に
記
す
『
三
代
実
録
』

の
例
も
全
て
こ
れ
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

ω
『
権
記
』
寛
弘
八
年
七
月
九
日
、
『
山
椀
記
』
保
元
三
年
九
月
二
十
三
日

の
記
事
に
み
ら
れ
る
o

m
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
十
年
九
月
五
日
裏
書
、
『
扶
桑
略
記
』
延
長
元
年
五

月
二
十
日
裏
書
、
『
中
右
記
』
大
治
四
年
十
月
九
日
、
『
台
記
』
天
養
元
年

五
月
二
十
六
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

幻
壬
生
晴
富
『
晴
富
宿
祢
記
』
（
図
書
寮
叢
刊
）
、
宮
内
庁
舎
陵
部
、

一
九
七
一
年
o

m
『
中
右
記
』
嘉
保
二
年
十
月
二
日
裏
書
、
『
明
月
記
』
建
永
元
年
六
月

二
十
七
日
、
『
明
月
記
』
承
元
元
年
四
月
二
十
二
日
に
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
記
述
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
是
人
魂
之
疑
」
、
「
泰
忠
申
云
非
人
魂
、

業
弘
申
云
人
魂
也
」
、
「
人
魂
疑
欺
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
「
人
魂
」
で
あ

る
と
断
定
さ
れ
て
い
な
い
。
「
人
魂
」
と
さ
れ
る
に
は
あ
る
一
定
の
基
準

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お
続
真
言
宗
全
書
刊
行
会
校
訂
『
真
言
宗
全
書
』
、
同
朋
舎
二
九
七
七
年
。

『
真
俗
雑
記
問
答
抄
』
は
中
性
院
頼
識
の
撰
述
で
事
相
教
相
に
関
わ
る
諸

事
項
を
は
じ
め
と
し
て
、
伝
受
の
聞
書
、
諸
寺
院
の
記
録
、
和
歌
、
歌
会

次
第
の
作
法
、
漢
詩
、
夢
想
等
、
種
々
雑
多
な
事
項
が
網
羅
的
に
記
さ
れ

て
お
り
、
百
科
事
典
的
性
格
を
有
す
る
（
粕
谷
隆
宣
・
高
橋
秀
城
「
内
閣

文
庫
蔵
『
真
俗
雑
記
抄
』
（
乾
）
翻
刻
」
『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
第
十
一
一
一

号
、
ニ

O
O
四
年
）

O

M

東
京
大
学
資
料
編
纂
所
編
『
御
堂
関
白
記
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
。

お
増
田
氏
は
こ
の
、
方
形
の
も
の
に
「
人
魂
」
を
見
る
こ
と
に
て
、
鎮
魂

祭
の
際
に
用
い
る
「
は
こ
」
と
関
連
す
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。

お
「
士
口
事
類
苑
』
に
見
ら
れ
る
「
流
星
」
の
大
き
さ
の
比
喰
は
全
て
『
日

本
天
文
史
料
』
に
含
ま
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
「
流
星
」
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
み
の
比
聡
を
確
認
し
、
「
星
」
が
「
隈
」

ち
る
な
ど
と
い
う
際
の
比
聡
は
含
ん
で
い
な
い
。
な
お
、
同
日
同
時
刻
に

出
現
し
た
「
流
星
」
に
つ
い
て
同
じ
比
聡
で
説
明
し
た
も
の
が
複
数
あ
る

場
合
に
は
一
例
と
し
て
数
え
た
。

幻
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
二
月
六
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

お
『
文
徳
実
録
』
仁
寿
元
年
正
月
三
十
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
o

m
『
本
朝
世
紀
』
久
安
六
年
七
月
十
二
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

初
『
百
錬
抄
』
治
承
四
年
十
月
七
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

別
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
六
年
九
月
二
十
三
日
の
項
の
同
年
九
月
十
一
日

の
記
事
に
み
ら
れ
る
o

n
『
続
史
愚
抄
』
寛
正
六
年
九
月
十
三
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

お
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
間
八
月
廿
九
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

担
『
中
右
記
』
康
和
五
年
十
月
十
日
の
項
の
同
年
十
月
一
日
の
「
流
星
」
の

記
事
に
み
ら
れ
る
。

お
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
六
年
三
月
一
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

鉛
『
文
徳
実
録
』
天
安
二
年
六
月
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

幻
『
吾
妻
鏡
』
宝
治
元
年
三
月
十
二
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

お
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
六
年
十
月
十
五
日
の
項
の
同
年
九
月
十
一
日
の

記
事
に
み
ら
れ
る
。

ぬ
『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
十
七
年
六
月
二
日
の
項
の
同
年
六
月
二
十
五
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日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

初
『
後
法
興
院
政
家
記
』
明
応
七
年
八
月
二
十
六
日
の
記
事
に
み
ら
れ
る
。

但
黒
板
勝
美
、
国
史
大
系
編
修
会
編
『
続
日
本
紀
』
（
新
訂
増
補
国
史
大

系
二
）
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
。
以
下
に
記
す
『
続
日
本
紀
』
の

例
も
全
て
こ
れ
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

必
流
星
物
理
セ
ミ
ナ
ー
（
玄
凶
回
）
資
料
集
「
電
磁
波
火
球
」
、
「
電
磁
波
現
象
」

の
項
。
二

O
一
六
年
七
月
版
の
唱
。
喝
を
参
照
し
た
o
A
V
喜一ミ自個室岡・

田空
V

二
O
二
ハ
年
十
二
月
二
十
七
日
取
得
。

日
目
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
民
経
記
三
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
。

必
斎
藤
英
喜
著
「
「
招
魂
祭
」
を
め
ぐ
る
言
説
と
儀
礼
｜
陰
陽
道
祭
杷
研

究
の
た
め
に

l
」
（
「
鷹
陵
史
学
』
所
収
）
、
鷹
陵
史
学
会
、
二

O
一
一
年
。

必
『
小
右
記
』
長
和
元
年
四
月
十
二
日
、
『
中
右
記
』
嘉
保
二
年
十
月
二
日

裏
書
、
『
晴
富
宿
祢
記
』
文
明
十
一
年
七
月
二

O
目
、
『
権
記
』
寛
弘
八
年

七
月
九
日
、
『
小
右
記
』
長
和
元
年
六
月
八
日
、
『
明
月
記
』
建
暦
元
年

十
一
月
七
日
の
六
例
も
建
物
の
近
く
を
飛
ぶ
、
あ
る
い
は
建
物
に
対
し
て

出
入
り
し
て
い
る
記
述
で
あ
る
。

日
叩
流
星
が
建
物
に
落
ち
る
と
い
う
記
述
は
、
『
古
事
類
苑
』
、
『
日
本
天
文

史
料
』
の
中
で
以
下
に
示
す
一
例
の
み
確
認
で
き
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は

星
が
落
ち
た
と
い
う
記
述
で
あ
り
、
「
流
星
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て

し
な

u
。

壬
子
。
（
中
略
）
是
夜
有
星
。
落
子
押
勝
臥
屋
之
上
。
其
大
知
費
。
（
『
続

日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
九
月
十
八
日
）

円
引
陰
陽
道
に
よ
り
行
わ
れ
る
招
魂
祭
の
中
に
も
「
魂
結
び
」
が
取
り
入
れ

ら
れ
て
お
り
、
招
魂
祭
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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