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一
　
餓
鬼
身
を
解
脱
す
る
こ
と

餓
鬼
阿
弥
蘇
生
を
説
く
に
は
、
前
章
「
餓
鬼
阿
弥
蘇
生
譚
」
に
述
べ
た
ゞ
け

で
は
、
尚
手
順
が
濃
や
か
で
な
い
。
今
一
応
、
三
つ
の
点
か
ら
見
て
置
き
た

い
と
考
へ
る
。
第
一
、
蛇
子
型
の
民
譚
と
し
て
の
見
方
。
第
二
、
魂
と
肉
身

と
の
交
渉
、
並
び
に
か
げ
の
わ
づ
ら
ひ
の
件
。
第
三
に
、
乞
丐
と
病
気
と
の

聯
絡
。
此
だ
け
は
是
非
し
て
置
か
ね
ば
、
通
ら
ぬ
議
論
に
な
る
。

べ
あ
り
ん
ぐ
る
ど
の
「
印
度
欧
洲
種
族
民
譚
様
式
」
の
第
九
番
目
の
「
蛇
子

型
」
で
は
「
子
ど
も
が
な
い
か
ら
、
ど
ん
な
物
で
も
よ
い
。
一
人
欲
し
い
」

と
言
う
た
母
の
こ
と
あ
げ
の
過
ち
か
ら
、
蛇
（
又
は
野
獣
）
の
子
が
授
か
る
。
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其
蛇
子
が
妻
な
り
、
亭
主
な
り
を
、
め
あ
は
さ
れ
て
後
、
常
に
蛇
身
を
愧
ぢ

て
、
人
間
身
を
獲
た
が
る
。
母
が
皮
を
焚
い
て
了
ふ
と
、
立
派
な
人
間
に
な

る
と
言
ふ
件
々
を
、
此
型
の
要
素
と
し
て
挙
げ
て
居
る
。

私
は
、
久
し
く
此
類
話
を
、
日
本
の
物
語
の
中
に
見
あ
て
る
こ
と
が
出
来
な

か
つ
た
。
小
栗
照
手
の
事
を
書
き
出
し
て
も
、
此
点
が
思
案
に
あ
ま
つ
て
居

た
。
叶
は
ぬ
時
の
憑
み
人
と
し
て
、
南
方
翁
に
智
慧
を
拝
借
し
よ
う
と
思
ひ

つ
い
た
際
、
窮
し
て
通
じ
た
と
申
さ
う
か
、
佐
々
木
喜
善
さ
ん
の
採
訪
せ
ら

れ
た
「
紫
波
郡
昔
話
」
が
出
て
、
其
第
七
十
五
話
に
名
ま
で
「
蛇
息
子
」
と

し
て
出
て
居
た
。
此
に
は
、
子
が
欲
し
い
と
言
は
な
か
つ
た
が
、
笠
の
中
に

居
た
小
蛇
を
子
ど
も
と
思
う
て
育
て
た
。
授
か
り
も
の
と
言
ふ
点
で
は
一
つ

で
、
此
方
が
、
日
本
の
神
子
養
育
譚
に
は
普
通
の
姿
で
、
申
し
子
の
原
型
で
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あ
る
。
人
間
と
霊
物
と
で
、
言
語
内
容
の
感
じ
方
の
喰
ひ
違
ふ
話
は
、
民
譚

の
上
で
は
、
諷
諭
・
教
訓
・
懲
罰
・
笑
話
と
言
ふ
側
へ
傾
い
て
行
つ
て
居
る
。

言
あ
げ
の
過
を
怖
れ
、
言
あ
げ
を
戒
め
る
様
に
な
つ
て
か
ら
は
、
普
通
の
形

で
な
く
な
り
申
し
子
型
に
転
じ
て
行
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

霊
物
と
人
間
と
の
結
婚
は
、
近
世
で
は
童
話
に
近
づ
い
て
「
猿
の
臼
背
負
ひ
」

と
言
つ
た
形
に
な
つ
て
来
て
居
る
が
、
わ
が
国
で
も
古
く
は
、
蛇
壻
の
形
が

多
い
。
近
代
で
は
、
淵
の
主
・
山
人
に
拐
さ
れ
て
行
つ
た
女
は
、
男
の
国
の

姿
や
生
活
条
件
を
採
る
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
が
古
代
の
型
に
な
る
と
、

生
活
法
の
中
心
だ
け
は
、
夫
の
家
風
に
従
は
な
か
つ
た
痕
が
見
え
る
。
だ
が

此
話
は
、
一
面
神
子
が
人
間
と
な
り
、
教
主
・
君
主
の
二
方
面
の
力
を
、
邑

落
の
上
に
持
つ
様
に
な
つ
た
事
実
の
退
化
し
た
上
に
、
合
理
化
が
行
は
れ
た
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も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
到
る
処
に
あ
る
蛇
の
子
孫
・
狐
の
子
孫
な

ど
の
豪
家
で
、
か
ら
だ
の
上
の
特
徴
を
言
ふ
伝
説
を
伝
へ
な
が
ら
、
獣
身
解

脱
を
説
く
こ
と
の
少
い
の
は
、
故
意
に
伝
承
を
捨
て
た
と
ば
か
り
は
言
へ
な

い
。

巫
女
の
腹
に
寓
つ
た
神
子
が
神
で
あ
り
、
現
神
　
　
神
主
　
　
で
あ
る
と
言

ふ
信
仰
が
、
日
本
に
段
々
発
達
し
て
来
て
か
ら
、
人
間
身
の
完
全
不
完
全
を

問
題
と
せ
な
く
な
つ
た
も
の
か
。
と
に
か
く
生
れ
て
後
、
父
の
国
に
去
つ
て

神
の
仲
間
に
入
つ
た
の
も
あ
り
、
其
ま
ゝ
人
間
の
母
の
村
に
止
つ
た
の
も
あ

つ
て
、
一
様
に
は
な
つ
て
ゐ
な
い
。
が
、
神
子
と
家
系
の
神
と
の
交
渉
を
第

一
の
起
点
と
し
て
ゐ
る
家
々
で
は
、
神
な
る
獣
身
の
な
ご
り
が
永
く
記
念
せ

ら
れ
て
居
た
。
獣
身
を
捐
て
ゝ
後
も
、
尚
且
、
家
長
の
資
格
を
示
す
も
の
と
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し
て
、
特
定
の
人
に
し
る
し
の
現
れ
る
こ
と
を
、
お
し
拡
げ
て
、
血
族
通
有

の
特
徴
な
る
鱗
や
、
乳
房
や
、
八
重
歯
が
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

も
つ
と
残
つ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
、
而
も
「
蛇
息
子
」
の
話
の
纔
か

に
、
然
し
、
最
完
全
に
近
く
、
俤
を
止
め
て
居
る
古
代
生
活
が
、
わ
が
国
に

も
実
在
し
た
の
で
あ
つ
た
。
此
考
へ
か
ら
、
私
は
蛇
子
型
が
我
が
国
の
民
譚

に
な
か
ら
う
は
ず
は
な
い
、
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

紫
波
郡
の
方
で
は
、
嫁
が
蛇
身
を
破
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
此
は
、
べ

あ
り
ん
ぐ
る
ど
氏
の
型
の
方
が
、
正
し
い
格
を
示
し
て
ゐ
る
。
母
が
、
子
の

姿
を
易
へ
て
や
る
例
は
、
古
事
記
の
春
山
霞
壮
夫
の
御
母
ミ
オ
ヤ
が
さ
う
で
あ
る
。

常
陸
風
土
記
の
、
晡
時
臥
山
の
話
の
御
子
神
に
瓮
を
投
げ
て
、
上
天
の
資
格

を
失
は
し
た
母
も
、
其
に
あ
た
る
。
生
み
の
男
の
子
を
、
身
体
の
上
に
加
工
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し
て
村
の
男
に
す
る
責
任
を
、
母
が
持
つ
て
居
た
俤
ら
し
い
者
を
見
せ
て
居

る
の
で
あ
ら
う
。
此
は
蛇
子
型
の
父
方
の
異
形
身
が
、
母
の
手
で
、
此
国
の

姿
に
替
へ
ら
れ
る
事
の
説
明
に
は
役
に
立
つ
。
竹
取
物
語
の
か
ぐ
や
姫
の
天

の
羽
衣
も
、
舶
来
種
で
な
く
、
天
子
を
は
じ
め
巫
女
た
ち
も
著
用
し
た
物
忌

み
の
衣
で
あ
る
。
此
衣
を
か
け
る
と
神
と
な
り
、
脱
げ
ば
人
と
な
る
。
此
刹

那
の
巫
覡
の
感
情
が
久
し
く
重
ね
ら
れ
て
、
竹
取
の
原
型
な
る
叙
事
詩
な
ど

に
も
織
り
こ
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
白
鳥
処
女
型
の
物
語
の
、
此
側

か
ら
見
る
べ
き
訣
は
、
柳
田
先
生
が
、
古
く
釈
き
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
此
物
忌

み
の
衣
と
、
村
の
男
と
な
る
前
　
　
恐
ら
く
は
、
第
一
次
の
元
服
な
る
袴
着

の
際
　
　
に
行
う
た
母
の
手
わ
ざ
の
印
象
と
が
相
俟
つ
て
、
衣
服
と
皮
膚
と

の
間
に
、
蛇
子
の
本
身
・
化
身
の
関
係
を
絡
め
て
居
る
の
で
は
な
い
か
。
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小
栗
の
物
語
と
、
要
点
比
べ
の
上
に
於
て
、
も
つ
と
古
く
、
純
粋
だ
と
見
え

る
甲
賀
三
郎
も
、
蛇
身
を
受
け
た
の
は
、
ゆ
ゐ
ま
ん
国
の
著
る
物
の
所
為
だ

と
せ
ら
れ
て
居
る
。
此
獣
身
は
、
法
力
で
解
脱
す
る
事
に
な
つ
て
居
る
。

や
が
て
柳
田
先
生
の
お
書
き
に
な
る
「
諏
訪
本
地
詞
章
」
の
前
ぐ
り
に
、
も

ど
き
役
を
勤
め
る
や
う
で
、
心
や
ま
し
い
の
で
あ
る
が
、
諏
訪
の
社
に
も
蛇

子
型
の
物
語
の
あ
つ
た
の
が
、
微
か
な
が
ら
創
作
衝
動
の
動
き
出
し
た
古
代

の
布
教
者
や
、
鎌
倉
室
町
の
ふ
り
替
る
頃
か
ら
固
定
し
て
、
台
本
を
持
ち
始

め
た
浄
土
衆
の
唱
導
な
ど
か
ら
、
段
々
、
あ
ん
な
に
ま
で
変
形
し
た
の
か
も

知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

地
下
の
ゆ
ゐ
ま
ん
国
と
言
ふ
だ
け
に
、
よ
も
つ
へ
ぐ
ひ
を
思
ひ
起
す
。
異
類

同
火
を
忌
ん
だ
ゞ
け
で
な
く
、
同
牲
共
食
で
、
完
全
に
地
下
の
国
の
人
と
な
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つ
た
事
を
言
ふ
の
で
あ
ら
う
が
、
本
の
国
の
人
に
還
ら
れ
ぬ
理
由
は
、
さ
う

し
た
方
面
か
ら
も
説
く
事
が
出
来
る
の
で
あ
つ
た
。
前
章
に
も
あ
げ
た
六
角

堂
の
霊
験
譚
、
鬼
に
著
せ
ら
れ
た
著
物
の
為
に
隠
さ
れ
た
身
が
、
法
力
で
其

隠
形
衣
の
焼
け
る
と
共
に
、
人
間
身
を
表
し
た
男
の
話
も
、
仏
典
の
飜
訳
と

ば
か
り
は
見
ら
れ
な
い
。

隠
れ
簑
・
隠
れ
笠
が
舶
来
種
と
見
ら
れ
る
の
も
、
無
理
は
な
い
が
、
簑
笠
は
、

神
に
扮
す
る
物
忌
み
の
衣
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
紀
一
書
の
す
さ
の
を
の
命

追
放
の
条
を
以
て
も
知
れ
る
。
在
来
種
の
上
に
、
ぐ
あ
ひ
よ
く
外
来
の
肥
土

を
培
ふ
の
が
、
昔
の
日
本
人
の
精
神
文
明
輸
入
の
方
針
で
あ
つ
た
。
無
意
識

の
心
の
動
き
は
、
此
に
一
貫
し
て
居
る
。
隠
形
の
衣
裳
が
簑
笠
に
な
る
に
は
、

か
う
し
た
手
順
を
潜
つ
て
来
て
居
る
。
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御
伽
草
子
に
は
、
多
少
「
蛇
子
型
」
の
姿
を
留
め
た
の
が
あ
り
、
微
か
に
、

小
栗
物
語
の
我
が
国
産
な
る
を
示
し
て
ゐ
る
。
一
寸
法
師
の
草
子
は
、
異
形

の
申
し
子
を
捨
て
た
の
が
、
嫁
を
得
て
後
、
鬼
の
打
出
の
小
槌
の
力
で
、
並

み
の
人
の
姿
に
な
る
様
に
変
形
し
て
ゐ
る
。
「
鉢
か
づ
き
姫
の
草
子
」
で
は
、

鉢
　
　
他
の
側
か
ら
も
説
明
を
試
み
ね
ば
な
ら
ぬ
が
　
　
を
か
づ
か
せ
ら
れ

た
後
天
性
の
異
形
が
、
結
婚
に
関
聯
し
て
壊
れ
る
機
会
が
来
る
。
さ
う
し
て

美
し
い
貌
を
顕
す
と
言
ふ
の
も
、
よ
く
見
れ
ば
、
蛇
子
型
の
加
工
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
つ
た
。

此
等
の
話
が
、
結
婚
と
悪
身
解
脱
を
一
続
き
に
し
て
ゐ
る
の
も
「
蛇
子
型
」

の
あ
つ
た
こ
と
を
見
せ
て
ゐ
る
。
兼
ね
て
此
型
は
、
母
と
成
年
式
と
嫁
と
り

の
資
格
と
に
関
聯
し
た
も
の
な
る
こ
と
を
物
語
る
。
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小
栗
判
官
の
本
宮
入
湯
は
、
膚
肉
の
恢
復
の
為
と
言
ふ
様
に
見
え
る
の
は
、

餓
鬼
身
解
脱
の
為
の
参
詣
と
言
ふ
形
が
、
合
理
化
せ
ら
れ
て
、
歪
ん
で
来
た

も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

江
戸
期
よ
り
前
の
幽
霊
は
、
段
々
餓
鬼
と
近
づ
い
て
行
つ
て
居
る
こ
と
は
述

べ
た
。
さ
う
し
た
幽
鬼
の
中
、
時
を
経
て
甦
る
者
の
、
魂
の
寓
り
は
、
鳥
け

も
の
ゝ
為
に
荒
さ
れ
て
枯
骨
と
な
つ
て
居
る
。
火
で
焚
か
ぬ
限
り
は
、
幾
度

で
も
原
形
に
復
し
た
巨
樹
民
譚
は
、
も
は
や
印
象
薄
く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。
さ
う
し
た
餓
鬼
身
を
空
想
す
る
だ
け
で
も
、
い
ぶ
せ
い
教
誨
で
あ
る
。

異
民
族
　
　
他
界
の
生
類
　
　
餓
鬼
と
、
衣
類
・
肉
身
を
中
心
に
し
て
、
異

郷
観
は
変
化
し
な
が
ら
、
尚
、
霊
物
と
し
て
の
取
り
扱
ひ
は
忘
れ
な
か
つ
た
。

餓
鬼
身
を
脱
し
よ
う
と
し
た
幽
鬼
の
苦
し
み
は
、
小
栗
浄
瑠
璃
に
は
、
朧
ろ
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に
重
る
二
重
の
陰
の
様
に
見
え
透
か
さ
れ
て
居
る
。

　
　
　
　
　
二
　
魂
の
行
き
ふ
り

小
栗
の
二
重
陰
の
上
に
、
ま
だ
見
え
る
夢
の
様
な
輪
廓
が
あ
る
。
其
を
分
解

し
て
行
つ
て
、
前
と
は
す
つ
か
り
反
対
に
、
寄
る
べ
を
失
う
た
魂
の
話
が
し

た
い
。
小
栗
の
物
語
に
は
、
肉
身
焼
か
れ
ず
に
あ
つ
た
事
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、

か
う
し
た
場
合
の
説
経
の
類
型
か
ら
言
へ
ば
、
魂
を
や
ど
す
べ
き
肉
身
を
探

し
て
、
其
に
仮
托
し
て
来
る
こ
と
に
な
つ
て
居
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
だ

か
ら
、
此
浄
瑠
璃
も
す
ぐ
一
つ
前
の
形
は
、
遊
行
上
人
の
慈
悲
で
、
他
人
の

屍
に
移
し
て
此
世
の
者
と
せ
ら
れ
た
上
、
開
祖
以
来
関
係
深
い
熊
野
権
現
の
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霊
験
に
浴
し
て
、
肉
身
ま
で
も
其
人
に
な
り
変
る
と
言
ふ
筋
で
あ
つ
た
も
の

と
見
る
方
が
、
手
の
裏
反
す
様
に
小
栗
土
葬
・
家
来
火
葬
と
、
前
段
に
主
従

火
葬
と
し
た
叙
述
を
顧
み
な
い
で
ゐ
た
点
の
納
得
も
つ
く
。
家
来
た
ち
の
亡

霊
が
小
栗
の
娑
婆
還
り
を
歎
願
す
る
点
も
、
効
果
の
乏
し
い
上
に
、
近
代
の

改
作
を
見
せ
る
武
道
義
理
観
で
あ
る
。
此
部
分
は
、
角
太
夫
の
居
た
頃
の
町

人
に
と
り
容
れ
易
い
武
士
観
で
あ
つ
た
ら
う
。
お
な
じ
く
荒
唐
無
稽
で
も
、

少
し
は
辻
褄
を
合
せ
る
方
が
、
見
物
の
心
を
繋
ぐ
道
で
あ
つ
た
。

併
し
今
一
つ
、
魂
の
よ
る
べ
に
つ
い
て
、
考
へ
直
す
べ
き
部
分
が
あ
る
。
そ

れ
は
離
魂
病
で
あ
る
。
江
戸
期
の
人
々
は
、
か
げ
の
わ
づ
ら
ひ
と
称
へ
て
居

た
。
此
と
て
も
、
漢
土
伝
来
の
迷
信
と
言
ふ
風
に
思
ふ
人
も
あ
る
が
、
日
本

ひ
と
り
で
に
も
起
る
は
ず
の
も
の
で
あ
つ
た
。
か
げ
の
わ
づ
ら
ひ
の
怖
ぢ
ら
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れ
た
点
は
、
唯
の
游
離
魂
を
考
へ
る
だ
け
で
は
な
く
、
魂
自
身
が
亦
、
人
の

姿
を
持
つ
こ
と
が
あ
つ
た
為
で
あ
る
。
本
人
の
身
と
寸
分
違
は
ぬ
形
を
表
す

も
の
と
す
る
。
実
体
の
な
い
魂
の
影
で
あ
る
。

大
国
主
の
奇
魂
・
幸
魂
は
、
大
物
主
神
と
言
ふ
名
に
よ
つ
て
、
屡
し
ば
し
ば白
地
に
姿

を
示
現
し
た
。
巫
女
で
あ
つ
た
こ
と
す
ら
忘
ら
れ
た
、
伝
誦
上
の
多
く
の
近

畿
地
方
の
処
女
に
は
、
暗
い
つ
ま
屋
の
触
覚
を
与
へ
、
時
と
し
て
は
辱
し
め

を
怒
つ
て
、
神
と
し
て
の
形
を
露
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
三
輪
の
神
を
、
大

国
主
と
し
、
事
代
主
と
し
て
定
め
か
ね
て
来
た
先
輩
は
、
神
の
魂
の
一
つ
〳

〵
が
持
つ
、
違
う
た
姿
に
思
ひ
及
ば
な
い
で
居
た
為
で
あ
つ
た
。
誠
に
大
国

主
と
き
め
て
か
ゝ
つ
て
も
、
本
地
身
た
る
大
国
主
の
概
念
に
囚
は
れ
ぬ
大
物

主
独
自
の
変
化
・
活
動
の
自
在
さ
に
、
眩
ら
は
さ
れ
た
為
も
あ
る
。
併
し
、
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固
定
に
伴
ふ
忘
却
が
、
神
の
垂
迹
を
以
て
、
生
得
独
立
の
神
と
見
易
く
、
又

さ
う
言
つ
た
自
由
な
分
裂
・
自
立
を
さ
せ
て
来
た
。
其
か
ら
来
る
古
代
人
の

解
釈
が
順
調
に
印
象
せ
ら
れ
、
其
を
忠
実
に
分
解
す
る
と
、
さ
う
し
た
眩
惑

も
正
に
起
る
は
ず
だ
と
思
ふ
。
け
れ
ど
も
、
出
発
点
に
踏
み
違
へ
が
あ
る
。

尾
を
頭
に
、
頭
を
腹
に
、
腹
を
尾
に
す
る
だ﹅
う﹅
／﹅
″﹅
＼﹅
廻
り
を
避
け
る
に
は
、

第
一
義
を
蓋
然
の
基
礎
に
据
ゑ
て
、
全
然
異
な
る
出
発
点
を
作
つ
て
か
ゝ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
を
忘
れ
た
為
で
あ
つ
た
。
即
、
荒
魂
・
和
魂
二
種
の
魂

魄
を
、
す
べ
て
の
生
命
・
活
動
の
本
と
考
へ
る
様
に
な
つ
た
時
期
よ
り
前
に
、

更
に
幾
種
か
の
魂
の
寄
り
来
る
こ
と
を
考
へ
て
居
た
古
代
の
、
続
い
て
居
た

の
を
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本
居
一
流
の
和
魂
の
作
用
の
二
方
面
を
幸
魂
・
奇

魂
と
説
く
見
方
は
、
従
つ
て
第
二
義
に
低
回
し
て
、
愈
究
め
れ
ば
、
益
循
環
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す
る
こ
と
を
悟
る
で
あ
ら
う
。

幸
魂
・
奇
魂
の
信
仰
が
、
段
々
統
一
せ
ら
れ
て
、
合
理
的
な
二
元
観
に
傾
き

か
け
た
機
運
に
声
援
し
、
又
其
契
機
の
一
部
を
も
作
つ
た
と
見
ら
れ
る
の
は
、

有
史
前
後
の
長
い
時
代
に
亘
つ
て
、
輸
入
元
と
し
て
の
、
と
だ
え
な
い
影
響

を
与
へ
た
原
住
・
新
渡
の
漢
人
で
あ
つ
た
。
伝
承
か
ら
、
又
情
調
か
ら
し
た

行
き
触
れ
の
感
染
が
、
書
物
の
知
識
か
ら
這
入
つ
た
と
見
て
来
た
学
者
の
想

像
以
上
に
、
時
と
し
て
は
古
く
、
力
と
し
て
は
強
く
、
反
響
は
広
く
滲
み
入

つ
て
居
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。

物
の
素
質
を
表
す
場
合
、
古
代
人
の
常
に
対
立
さ
せ
た
範
疇
、
あ
ら
・
に
ご

を
以
て
限
定
せ
ら
れ
て
表
さ
れ
た
荒
魂
・
和
魂
は
、
舶
来
の
魂
魄
観
と
も
違

つ
て
居
た
が
、
考
へ
る
に
も
組
織
立
つ
た
感
じ
を
持
た
せ
、
先
進
民
族
の
考
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へ
方
に
近
い
誇
り
を
抱
か
せ
た
に
違
ひ
な
い
。
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
、
大
物

主
を
大
国
主
の
和
魂
と
し
て
居
る
の
は
、
外
来
魂
を
忘
れ
、
内
在
魂
の
游
離

分
割
の
考
へ
方
を
、
お
し
拡
げ
る
様
に
な
つ
た
時
代
の
飜
案
で
あ
る
。

又
、
纔
か
に
人
間
出
の
魂
魄
を
お
に
と
す
る
外
、
霊
物
を
す
べ
て
神
と
見
る

様
に
な
つ
た
時
代
に
、
寄
り
来
る
魂
は
、
威
力
あ
る
天
つ
社
・
国
つ
社
の
神

の
荒
魂
・
和
魂
と
見
な
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
。
荒
魂
を
祀
る
こ
と
は
、
祟
り

を
の
が
れ
る
為
ば
か
り
で
は
な
い
。
あ
る
時
威
力
の
加
護
を
受
け
た
感
謝
、

又
狭
く
は
、
戦
争
・
病
気
・
刑
罰
・
呪
咀
の
力
の
源
と
し
て
頼
ま
う
と
言
ふ

心
か
ら
ゝ
し
い
。
和
魂
の
方
も
、
健
康
を
第
一
と
し
て
、
言
語
・
動
作
の
過

誤
を
転
換
さ
せ
、
生
活
を
順
調
に
改
更
す
る
力
の
、
常
住
与
へ
ら
れ
る
様
に

と
の
考
へ
か
ら
祀
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
。
此
二
魂
斎
祀
の
風
と
、
御
子
神
信
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仰
と
が
、
社
の
神
に
分
霊
を
考
へ
る
習
慣
を
作
る
主
力
と
な
つ
た
も
の
と
思

ふ
。

あ
る
神
の
一
魂
を
祀
る
社
も
あ
り
、
同
所
に
二
魂
を
別
け
て
祀
る
風
も
出
来

た
。
従
う
て
、
常
態
即
、
本
体
と
見
る
べ
き
和
魂
に
、
一
時
的
の
発
動
を
条

件
と
し
た
荒
魂
を
、
常
に
対
立
さ
せ
て
考
へ
る
様
に
な
つ
て
行
つ
た
。

奇
魂
・
幸
魂
な
る
語
こ
と
ばは
、
元
来
対
句
と
し
て
出
来
た
、
一
つ
物
の
修
辞
表
現

か
も
知
れ
な
い
。

と
に
か
く
、
大
物
主
は
外
来
魂
の
考
へ
を
含
ん
で
ゐ
た
こ
と
は
、
一
つ
事
の

二
様
の
現
れ
と
見
え
る
少
彦
名
漂
着
譚
と
此
二
魂
に
関
す
る
記
の
伝
誦
と
を

見
れ
ば
知
れ
る
。
大
国
主
の
外
来
魂
の
名
が
、
少
彦
名
の
形
を
以
て
示
さ
れ

て
も
ゐ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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我
が
国
の
文
献
に
俤
を
止
め
た
古
代
生
活
の
断
片
は
、
伝
承
の
性
質
上
、
神

に
近
い
聖
者
・
巫
祝
の
上
を
談
つ
た
も
の
で
、
凡
下
の
上
の
現
実
と
し
て
、

其
生
活
の
痕
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
而
も
其
等
の
伝
承
が
、

記
述
当
時
の
理
会
に
基
い
て
、
普
遍
的
な
事
の
様
に
、
矯
め
て
書
か
れ
て
居

る
も
の
が
多
い
。
だ
か
ら
、
魂
の
問
題
も
、
神
に
限
つ
た
事
で
あ
る
こ
と
も

あ
り
、
又
、
最
高
の
神
人
と
し
て
「
神
の
生
活
」
に
居
る
こ
と
の
多
い
天
子

及
び
国
造
の
原
形
な
る
、
邑
君
及
び
、
高
位
の
巫
女
の
上
に
も
お
し
拡
げ
る

こ
と
の
出
来
る
場
合
も
多
い
。
だ
が
、
奇
魂
・
幸
魂
の
事
は
、
天
子
の
御
代

に
は
見
え
て
来
な
い
。
唯
、
荒
魂
を
意
味
す
る
ら
し
い
「
天
皇
霊
」
な
る
語

が
、
敏
達
十
年
紀
に
見
え
て
居
る
の
が
、
異
例
と
思
は
れ
る
位
で
あ
る
。
天

子
に
は
「
日
の
御
子
」
な
る
信
仰
上
の
別
称
が
あ
つ
た
。
外
的
条
件
と
し
て
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は
、
近
卑
親
継
承
と
言
ふ
形
は
厳
か
に
履
み
な
が
ら
、
信
仰
的
に
は
、
先
天

子
と
の
血
族
関
係
を
超
え
て
考
へ
ら
れ
た
。
先
天
子
の
昇
天
と
共
に
、
新
し

く
日
の
神
の
魂
を
受
け
て
、
誕
生
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
た
。
さ
う
し
て
常
に
、

新
な
日
の
神
の
御
子
が
、
此
国
に
臨
む
も
の
と
の
考
へ
な
の
で
あ
る
。
日
の

御
子
と
し
て
、
生
れ
変
る
期
間
の
名
が
、
天
つ
日
高
・
虚
つ
日
高
の
対
句
で

表
さ
れ
て
居
た
ら
し
く
、
所
謂
真 

床 

覆 

衾 

マ
ド
コ
オ
フ
ス
マ

（
神
代
紀
）
を
被
つ
て
、
外
気

に
触
れ
な
い
物
忌
み
を
経
て
、
血
統
以
外
の
継
承
条
件
を
も
獲
ら
れ
た
も
の

で
あ
ら
う
。

第
一
代
の
日
の
御
子
降
臨
の
時
に
、  
祖    

母  
オ
ホ
ミ
オ
ヤ

神
の
寄
与
せ
ら
れ
た
物
は
、

鏡
と
稲
穂
（
紀
）
と
で
、
古
事
記
で
は
其
外
に
二
神
器
及
び
、
智
恵
の
魂
・

力
の
魂
・
門
神
の
魂
を
ば
添
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
同
じ
本
に
は
、
鏡
を
御
霊
と
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し
て
居
る
が
「
わ
が
前
を
拝
む
如
斎
き
ま
つ
れ
」
と
告
げ
ら
れ
た
と
言
ふ
合

理
的
な
語
部
の
解
釈
を
、
其
儘
採
用
し
て
ゐ
る
。
鏡
を
和
魂
又
は
奇
魂
に
、

劒
を
荒
魂
に
、
玉
を
奇
魂
或
は
和
魂
と
解
せ
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
が
、
姑
ら
く

紀
に
拠
つ
て
、
鏡
だ
け
を
説
く
。
此
は
、
御
代
毎
に
新
し
く
御
母
神
か
ら
日

の
御
子
が
受
け
る
も
の
、
と
解
し
た
外
来
魂
の
象
徴
と
見
る
の
が
、
古
義
に

叶
ふ
ら
し
い
。

稲
穂
は
、
祝
詞
・
寿
詞
を
通
じ
て
、
神
孫
の
為
の
食
物
に
分
け
与
へ
ら
れ
た

も
の
と
考
へ
て
来
て
ゐ
る
が
、
稲
穂
を
魂
代
と
す
る
豊
受
姫
神
が
、
保
食
神

・
豊
う
か
の
め
な
ど
の
名
で
、
色
々
な
神
に
配
せ
ら
れ
、
生
死
を
超
越
し
た

物
語
を
止
め
て
居
る
の
は
、
必
、
意
味
が
あ
る
。
「 

食  

国 

ヲ
ス
ク
ニ

の
政
」
を
預
る

者
は
、
天
上
の
食
料
を
地
上
に
も
作
り
出
し
て
、
天
神
に
献
る
事
務
を
執
ら
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し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
其
為
事
に
失
敗
し
た
の
が
、
す
さ
の
を
の
命
で
あ

つ
た
。

此
農
作
物
の
魂
を
所
置
す
る
法
を
知
ら
れ
な
か
つ
た
の
だ
。
其
で
黄
泉
を
治

め
る
事
に
な
つ
た
も
の
と
、
古
伝
誦
の
順
序
を
換
へ
て
見
る
べ
き
だ
ら
う
。

天
つ
罪
が
此
神
の
犯
し
た
神
の
供
物
荒
し
の
罪
を
数
へ
立
て
ゝ
居
る
の
に
も
、

理
由
あ
つ
て
の
聯
絡
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

穀
物
の
魂
を
、 

御 

母 

神 

ミ
オ
ヤ
ガ
ミ

の
魂
に
添
へ
た
理
由
は
、
同
時
に
、
内
宮
に
外
宮

を
配
し
た
所
以
で
も
あ
る
。
外
宮
は
皇
太
神
宮
の
※
カ
ム
ダ
チの
神
と
し
て
出
発
し
た

信
仰
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
又
さ
う
し
た
理
会
の
上
に
、
古
文
献
も
、
此

農
神
の
事
を
叙
述
し
て
ゐ
る
。
而
も
此
神
は
、
田
畠
の
神
で
あ
る
と
共
に
、

酒
の
神
で
あ
り
、
家
の
神
で
も
あ
る
。
大
殿
祭
祝
詞
註
の
所
謂
、
室
清
め
の
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産サ
飯バ
説
も
、
葺
草
壁
代
の
霊
と
す
る
説
も
、
尚
合
理
臭
い
。
此
神
の
子
と
し

て
、
若
室
葛
根
ツ
ナ
ネ
神
（
記
）
の
名
を
伝
へ
て
居
る
の
は
、
寧
、 

御 

饌 

神 

ミ
ケ
ツ
カ
ミ

即
厨

の
神
と
す
る
説
の
方
が
よ
い
。
併
し
、
外
宮
の
場
合
の
旧
説
と
一
つ
に
な
る
。

私
は
や
は
り
、
鏡
の
象
徴
す
る
魂
・
穀
物
の
象
徴
す
る
魂
が
、
外
来
魂
と
し

て
代
々
の
日
の
御
子
に
寄
り
来
る
も
の
と
見
て
ゐ
る
。
う
か
の
み
た
ま
を
表

す
の
に
稲
魂
の
字
を
以
て
す
る
の
も
、
此
消
息
を
示
し
て
居
る
。
生
命
の
祝

福
と
建
て
物
の
讃
へ
詞
が
並
行
叙
述
の
形
で
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
も

つ
と
根
本
的
に
、
此
と
よ
う
か
の
め
の
神
の
魂
が
、
家
あ
る
じ
の
生
活
力
に

纏
綿
し
て
居
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。

食
国
の
政
を
完
く
す
る
為
に
、
穀
神
を
斎
く
と
考
へ
る
よ
り
も
、
食
物
の
魂

の
寄
つ
て
居
る
為
に
、
家
長
の
生
活
力
が
更
に
拡
充
せ
ら
れ
る
と
言
ふ
信
仰
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か
ら
出
た
の
で
あ
ら
う
。
二
神
器
及
び
三
神
の
魂
を
与
へ
ら
れ
た
の
も
、
此

意
義
か
ら
、
無
限
に
外
来
魂
を
殖
し
て
考
へ
る
こ
と
の
出
来
た
古
代
人
の
思

想
を
見
る
事
が
出
来
よ
う
。
殊
に
考
へ
方
は
新
し
く
て
も
、
智
力
の
魂
の
伝

へ
の
方
は
、
外
来
魂
の
権
力
の
上
に
、
助
勢
す
る
力
と
し
て
、
附
着
し
て
来

る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
痕
を
、
は
つ
き
り
残
し
て
居
る
。
玉
・
劒
は
、
呪
力

の
源
と
見
る
方
が
適
当
で
あ
る
ら
し
い
。

外
来
魂
の
考
へ
が
荒
魂
・
和
魂
に
融
合
し
て
、
魂
魄
の
游
離
観
を
恣
な
ら
し

め
た
。
荒
魂
・
和
魂
の
対
立
は
、
天
子
及
び
、
賀ヨ
正ゴ
事ト
を
奏
す
る
資
格
を
持

つ
邑
君
の
後
身
な
る
氏
々
の
長
上
者
に
も
見
ら
れ
る
。
而
も
二
魂
、
各
其
姿

を
持
つ
も
の
と
の
考
へ
か
ら
、
荒
魂
の
為
の
身
、
和
魂
の
為
の
身
に
、
二
様

の
魂
の
よ
る
べ
と
し
て
の
御ミ
服ソ
を
作
つ
た
。
其
二
様
の
形
体
を
荒
世
ア
ラ
ヨ
・
和
世
ニ
ゴ
ヨ
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荒
魂
の
身ヨ
・
和
魂
の
身ヨ
　
　
と
言
ひ
、
御
服
を
荒
世
の
御ミ
服ソ
・
和
世
の

御
服
と
称
へ
た
。
而
も
荒
世
・
和
世
の
形
体
の
寸
尺
を
計
つ
て
、
二
魂
の
持

つ
穢
れ
・
罪
を
移
す
竹
を
も
、
亦
荒
世
・
和
世
と
言
う
た
。
二
魂
の
形
体
の

形
代
と
し
て
の
御
服
に
対
し
て
、
主
上
の
寸
尺
を
計
る
竹
も
、
二
魂
の
形
体

其
物
の
殻
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
あ
る
時
代
に
、
後
者
が
陰
陽
道
の
側

か
ら
、
と
り
込
ま
れ
た
方
式
な
る
こ
と
を
示
し
て
居
る
の
で
は
な
い
か
。
此

が
、
夏
冬
の
大
祓
に
続
い
て
行
は
れ
る
主
上
の
御
贖
ア
ガ
ナひ
な
る
節
折
ヨ
ヲ
リ
の
式
で
あ

る
。
東
西
の 

文  

部 

フ
ビ
ト
ベ

が
参
与
す
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
固
有
の
法
式
に
、
舶

来
の
呪
術
の
入
り
雑
つ
て
居
る
こ
と
は
察
せ
ら
れ
る
。

鎮
魂
祭
の
儀
を
見
る
と
、
単
に
主
上
の
魂
の
游
離
を
防
ぐ
為
、
と
ば
か
り
考

へ
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
年
に
一
度
、
冬
季
に
寄
り
来
る
魂
が
あ
る
の
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で
あ
る
。 

御  

巫 

ミ
カ
ム
コ

の
「
宇ウ
気ケ
」
を
桙
で
衝
く
の
は
、
魂
を
呼
び
出
す
手
段
で

あ
る
。
い
づ
れ
平
安
朝
に
入
つ
て
の
替
へ
唱
歌
で
あ
ら
う
が
、
鎮
魂
祭
の
歌

の
「
…
…
み
た
ま
か
り
、
た
ま
か
り
ま
し
ゝ
神
は
、
今
ぞ
来
ま
せ
る
」
と
言

ふ
文
句
を
見
る
と
、
外
来
魂
を
信
じ
た
時
代
か
ら
の
な
ご
り
を
残
し
た
の
が

訣
る
。
而
も
、
主
上
の
形○

身○

な
る
御
衣
の
匣
を
其
間
揺
り
動
す
の
は
、
此
に

迎
へ
移
さ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
魂
の
緒
を
十
度
結
ぶ
こ
と
は
、
魂
を
固
着

さ
せ
る
為
で
あ
る
。
魂
の
来
り
触
れ
て
一
つ
に
な
る
時
だ
か
ら
、
た
ま
ふ
り

と
言
ふ
の
で
、
鎮
魂
の
字
面
と
は
、
意
義
は
似
て
ゐ
て
、
内
容
が
違
ふ
の
だ
。

「
ふ
る
へ
〳
〵
。
ゆ
ら
ゝ
に
ふ
る
へ
」
と
言
ふ
呪
言
は
「
触
れ
よ
。
不
可
思

議
霊
妙
な
る
宜
し
き
状
態
に
、
相
触
れ
よ
。
寄
り
来
る
御
魂
よ
」
の
意
で
あ

ら
う
。
触
る
は
、
ふ
ら
ふ
・
ふ
ら
は
ふ
な
ど
再
活
用
を
重
ね
る
。
ふ
る
ふ
も
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ふ
ら
ふ
と
一
つ
形
で
あ
る
。

荒
魂
・
和
魂
を
以
て
、
外
来
魂
と
内
在
魂
と
の
対
立
を
示
す
様
に
な
つ
て
か

ら
も
、
其
以
前
に
固
定
し
た
形
の
、
合
理
化
の
及
ば
な
い
姿
を
存
し
て
居
た

事
は
、
鎮
魂
祭
の
儀
礼
か
ら
も
窺
は
れ
た
。
更
に
、
旅
行
者
の
為
に
、
留
守

の
人
々
が
す
る
物
忌
み
も
、
此
側
か
ら
で
な
く
て
は
釈
け
な
い
。
牀
・
畳
な

ど
を
動
か
さ
ず
、
斎
み
守
る
の
を
、
旅
行
者
の
魂
の
還
り
場
処
を
失
は
ぬ
様

に
す
る
の
だ
、
と
説
く
の
は
よ
い
で
あ
ら
う
か
。
旅
行
者
の
魂
の
一
部
が
、

家
に
残
つ
て
ゐ
る
た
め
に
、
還
つ
て
来
て
も
、
留
つ
た
魂
と
触
り
て
、
其
処

に
安
住
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
つ
た
。
留
守
の
妻
其
他
の
女
性
も
、
自

身
の
魂
の
一
部
を
自
由
に
、
旅
行
者
に
つ
け
て
や
る
事
が
出
来
た
。
こ
れ
が

万
葉
に
数
知
れ
ず
あ
る
、
旅
行
者
の
「
妹
が
結
び
し
紐
」
と
言
ふ
慣
用
句
の
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元
で
あ
る
。
下
の
紐
を
結
ん
だ
別
れ
の
朝
の
記
憶
を
言
ふ
の
で
な
く
、
行
路

の
為
の
魂
結
び
の
紐
の
緒
の
事
を
言
う
た
の
で
あ
つ
た
。
着
物
の
下
交ガヒ
を
結

ぶ
平
安
朝
以
後
の
歌
枕
と
、
筋
道
は
一
つ
だ
。
下
交
を
結
ぶ
の
は
、
他
人
の

魂
を
自
分
に
留
め
て
置
く
の
で
あ
る
。
其
が
、
呪
術
に
変
つ
て
行
つ
た
も
の

で
あ
ら
う
。
皆
、 
生 

御 

魂 
イ
キ
ミ
タ
マ

の
分
割
を
信
じ
て
居
た
か
ら
起
つ
た
民
間
伝
承

で
あ
つ
た
。
恰
も
、
沖
縄
の
女
兄
弟
が  

妹    

神  

ウ
ナ
イ
ガ
ミ

即
巫
女
の
資
格
に
於
て
、

自
ら
の
生
御
魂
を
髪
の
毛
に
托
し
て
、
男
兄
弟
に
分
け
与
へ
、
旅
の
守
り
と

さ
せ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

旅
行
者
の
生
御
魂
を
、
牀
な
り
畳
な
り
、
其
常
用
の
座
席
に
祀
つ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
一
転
し
て
、
伊
勢
参
宮
し
た
家
の
表
に
高
く
祭
壇
を
設
け
た
、

近
世
の
東
国
風
の
門
祭
に
な
つ
た
の
だ
。
此
亦
、
生
御
魂
の
祀
り
と
言
ふ
意
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味
か
ら
、
旅
行
者
の
魂
の
還
り
の
め﹅
ど﹅
に
す
る
と
言
ふ
方
へ
傾
い
て
来
て
居

る
。
死
者
の
為
に
も
、
あ
る
期
間
魂
牀
を
据
ゑ
、
枕
も
其
儘
に
し
て
置
く
の

も
、
遠
旅
に
あ
る
人
の
生
御
魂
の
家
に
残
つ
て
居
る
考
へ
と
一
つ
で
あ
る
。

神
今
食
・
新
嘗
祭
な
ど
に
先
立
つ
て
、
坂
枕
や
御
衾
を
具
へ
て
、
神
座
の
上

に
寝
処
を
設
け
る
式
を
、
皇
祖
が
主
上
と
相
共
に
贄
を
お
あ
が
り
に
な
る
の

だ
と
言
ふ
風
に
見
る
人
が
多
い
。
け
れ
ど
も
や
は
り
、
一
つ
の
御
魂
ふ
り
の

様
式
で
、
天
子
の
み
魂
ふ
り
で
あ
つ
た
。
か
う
言
ふ
風
に
、
魂
の
離
合
は
極

め
て
自
由
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
居
り
、
一
部
の
魂
は
肉
身
に
従
は
な
い
で
、

去
留
す
る
も
の
と
し
、
又
更
に
、
分
離
し
た
魂
が
、
め
い
〳
〵
あ
る
姿
を
持

つ
こ
と
も
あ
る
と
考
へ
て
居
た
。
此
が
荒
魂
が
更
に
荒
魂
を
持
つ
所
以
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
游
離
魂
の
信
仰
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
離
魂
病
の
た
め
同
じ
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人
の
二
つ
の
姿
を
現
ず
る
様
な
事
も
、
必
し
も
輸
入
と
ば
か
り
は
き
め
ら
れ

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
七
人
将
門
の
伝
説
な
ど
は
、
此
系
統
に
入
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
単
に
、
肉
身
の
復
活
を
悲
願
に
繋
け
て
説
く
飜
訳
種
、
と
は
か

た
づ
け
て
了
は
れ
ぬ
。

思
へ
ば
、
餓
鬼
は
幽
霊
の
前
身
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
実
体
の
な
い
は
ず

の
者
だ
の
に
、
古
来
の
魂
魄
観
が
、
幽
霊
の
末
に
到
る
ま
で
、
見
え
も
し
見

え
ず
も
あ
る
と
言
つ
た
、
中
途
半
端
な
姿
に
し
て
了
う
た
。

さ
て
餓
鬼
阿
弥
の
場
合
、
第
一
章
で
は
、
肉
身
を
欲
す
る
魂
魄
を
以
て
説
い

た
が
、
其
上
に
た
ま
し
ひ
の
放
散
し
た
後
、
本
身
の
魂
へ
の
魂
ふ
り
に
、
頗

長
い
期
間
を
要
し
た
蘇
生
者
に
対
す
る
経
験
が
加
は
り
、
又
謂
は
う
な
ら
、

か
げ
の
身
が
本
身
と
合
体
す
る
径
路
も
、
根
柢
に
含
ま
れ
て
居
る
と
見
ら
れ
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よ
う
。
此
と
蛇
子
型
の
民
譚
と
が
絡
み
あ
へ
ば
、
小
栗
の
物
語
の
蘇
生
譚
の

部
分
は
形
づ
く
ら
れ
る
訣
で
あ
る
。

た
ま
し
ひ
の
語
原
は
訣
ら
な
い
と
す
る
方
が
正
直
な
の
だ
が
、
魂
魄
の
総
名

が
、
た
ま
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
何
処
ま
で
も
一
つ
も
の
と
は
言
は
れ
な
い
。

厳
重
な
用
語
例
は
尠
い
が
、
比
較
に
立
て
ゝ
言
ふ
と
、
た
ま
は
内
在
の
も
の
、

た
ま
し
ひ
は
あ
く
が
れ
出
る
も
の
、
其
外
界
を
見
聞
す
る
こ
と
か
ら
智
慧
・

才
能
の
根
元
と
な
る
も
の
、
と
考
へ
て
居
た
ら
う
と
言
ふ
事
だ
け
は
、
仮
説

が
持
ち
出
せ
る
。
さ
う
し
て
其
、
不
随
意
或
は
長
い
逸
出
な
ど
の
、
本
人
の

為
の
凶
事
を
意
味
す
る
游
離
の
場
合
に
限
つ
て
、
光
り
を
放
つ
も
の
と
見
た

様
だ
。

古
代
人
は
光
り
を
か﹅
げ﹅
を
火
光
を
意
味
す
る
と
説
く
事
は
、
第
二
義
に
堕
ち
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て
居
る
事
が
知
れ
る
。

姑ウ
獲ブ
鳥メ
は
、
飛
行
す
る
方
面
か
ら
鳥
の
様
に
考
へ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
ら
う

が
、
此
を
さ
し
物
に
し
た
三
河
武
士
の
解
釈
は
、
極
め
て
近
世
風
の
幽
霊
に

似
た
も
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
言
へ
ば
、
今
昔
物
語
の
昔
か
ら
、
乳
子
を
抱
か

せ
る
産
女
ウ
ブ
メ
は
鳥
で
は
な
か
つ
た
様
だ
。
幽
霊
の
形
を
餓
鬼
か
ら
独
立
さ
せ
た

橋
渡
し
は
、
餓
鬼
の
一
種
で
あ
つ
た
此
怪
物
が
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

姿
を
獲
た
が
つ
て
居
る
子
供
の
魂
を
預
つ
て
居
た
村
境
の
精
霊
で
、
女
身
と

考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

沖
縄
本
島
で
は
、
同
様
の
怪
物
を
乳
之
母

チ
イ
オ
ヤ

又
は
乳
之
母

チ
イ
ア
ン
マ
アと
呼
ん
で
ゐ
る
。
幽

霊
に
な
る
と
、
男
ま
で
も
必
、
女
性
的
な
姿
に
な
る
の
は
、
産
女
の
影
響
を

残
し
て
ゐ
る
の
だ
。
壱
岐
の
島
人
の
信
じ
て
ゐ
る
う
ぶ
め
は
飛
ぶ
か
ら
鳥
で
、
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難
産
で
死
ん
だ
故
、
此
名
が
あ
る
と
は
言
ふ
が
、
形
は
伝
へ
て
居
な
い
。
唯

浮
動
す
る
怪
し
火
の
事
に
な
つ
て
居
る
。
近
世
の
幽
霊
が
、
提
灯
や
面
明
り

の
や
う
に
、
鬼
火
を
先
き
立
て
ゝ
居
る
の
も
、
実
は
、
魂
の
か
げ
を
二
重
に

表
し
て
居
る
の
だ
。
光
り
物
が
消
え
て
後
、
妖
怪
の
姿
が
現
れ
る
様
に
言
ふ

話
の
方
が
、
古
い
の
で
あ
る
。
骸
を
覓
め
て
居
る
魂
は
、
唯
の
餓
鬼
ば
か
り

で
は
な
か
つ
た
。
不
完
全
な
魂
、
村
の
男
と
も
な
ら
ぬ
中
に
死
ん
だ
、
条
件

つ
き
で
な
け
れ
ば
生
を
享
け
ら
れ
ぬ
魂
も
、
預
り
親
に
無
数
に
保
た
れ
な
が

ら
、
迷
う
て
居
た
の
で
あ
る
。
（
炉
辺
叢
書
「
赤
子
塚
の
話
」
参
照
）

　
　
　
　
　
三
　
土
車
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謡
曲
以
後
の
書
き
物
に
見
え
る
土
車
が
、
乞
丐
の
徒
の
旅
行
具
で
あ
る
事
に

は
、
謂
は
れ
が
あ
ら
う
。
乗
り
物
に
制
約
の
や
か
ま
し
か
つ
た
時
代
に
、
無

蓋
の
、
地
を
這
ふ
程
な
丈
低
い
車
体
を
乞
食
の
為
に
免
し
て
あ
つ
た
の
で
あ

る
。
土
搬
ぶ
車
を
用
ゐ
さ
せ
た
の
か
と
も
思
ふ
、
が
恐
ら
く
、
土
を
大
部
分

の
材
料
に
つ
か
う
た
か
ら
の
名
で
あ
ら
う
。

土
車
に
乗
る
の
は
、
乞
食
が
土
着
せ
ず
、
旅
行
し
た
為
で
あ
る
。
而
も
、
歩

行
自
在
で
な
い
難
病
者
が
、
乞
食
に
多
く
な
つ
て
来
た
時
代
の
事
で
あ
る
。

片
居
カ
タ
ヰ
・ 

物  

吉 

モ
ノ
ヨ
シ

な
ど
言
ふ
乞
食
を
表
す
語
が
、
癩
病
人
を
言
ふ
事
に
な
つ
た

の
は
、
と
り
わ
け
其
仲
間
に
、
此
患
者
が
多
か
つ
た
の
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と

は
、
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
其
他
の
悪
疾
・
不
具
に
到
る
ま
で
、
道
に
棄
て
ら

れ
た
の
が
、
後
代
に
な
る
程
、
罪
障
消
滅
な
ど
言
ふ
口
実
を
整
へ
て
来
た
。
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過
去
の
罪
業
を
思
は
し
め
る
様
な
身
を
、
人
目
に
曝
し
な
が
ら
、
霊
地
を
巡

拝
す
る
事
を
、
懺
悔
の
一
方
便
と
考
へ
る
様
に
な
つ
た
。
か
う
し
て
、
無
数

の
俊
徳
丸
が
、
行
路
に
死
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
俊
徳
丸
も
、
謡
曲
弱
法
師

に
は
盲
目
と
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
、
古
浄
瑠
璃
の
「
し
ん
と
く
丸
」
に
は
癩
病

に
な
つ
て
ゐ
る
。
俊
徳
丸
の
譚
が
、
弱
法
師
を
ば
、
必
し
も
原
型
と
見
る
こ

と
の
出
来
ぬ
理
由
は
別
の
時
に
言
ふ
。
唯
小
栗
浄
瑠
璃
が
、
部
分
的
に
「
し

ん
と
く
丸
」
の
影
響
を
見
せ
て
ゐ
る
事
は
事
実
だ
。
土
車
に
乗
る
様
な
乞
食

は
、
癩
病
人
が
主
な
者
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
後
々
餓
鬼
阿
弥
を
餓
鬼
や
み

と
考
へ
て
、
癩
病
の
事
と
考
へ
た
の
も
無
理
は
な
い
。

小
栗
は
餓
鬼
阿
弥
と
し
て
土
車
で
送
ら
れ
た
。
勿
論
業
病
の
乞
食
と
し
て
ゞ

あ
る
。
私
に
は
餓
鬼
阿
弥
の
名
が
、
当
意
即
妙
の
愛
敬
あ
る
呼
び
名
と
し
て
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の
感
じ
も
伴
ふ
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
固
有
名
詞
ら
し
い
気
持
ち
を
も
誘
ふ
。

即
実
際
、
時
衆
の
一
人
に
、
さ
う
し
た
阿
弥
号
を
持
つ
た
者
が
あ
つ
た
か
、

遊
行
派
が
盛
り
に
達
し
た
あ
る
時
代
に
、
念
仏
衆
の
中
で
も
下
級
の
一
団
に
、

餓
鬼
衆
・
餓
鬼
阿
弥
な
ど
総
称
せ
ら
れ
る
連
衆
が
あ
つ
た
か
し
て
、
小
栗
浄

瑠
璃
の
根
柢
を
な
す
譚
を
、
お
の
が
身
の
上
の
事
実
譚
ら
し
く
語
つ
て
歩
い

た
。
懺
悔
念
仏
か
ら
出
発
し
て
居
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

室
町
時
代
の
小
説
に
、
一
つ
の
型
を
見
せ
て
居
る
「
さ
ん
げ
物
語
」
は
、
既

に
、
後
代
の
色
懺
悔
・
好
色
物
の
形
を
具
へ
て
来
て
ゐ
る
が
、
あ
る
応
報
を

受
け
た
人
の
告
白
を
以
て
、
人
を
訓
す
と
い
ふ
処
に
本
意
が
あ
る
。
而
も
、

自
己
の
経
歴
の
如
く
物
語
る
、
袖
乞
ひ
唱
導
者
の
一
派
が
出
来
て
来
た
。
其

所
に
、
唱
導
者
と
説
経
の
題
名
と
の
一
つ
に
な
る
理
由
が
あ
る
。
餓
鬼
阿
弥
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の
懺
悔
唱
導
が
、
餓
鬼
阿
弥
自
身
を
主
人
公
と
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

説
経
類
に
多
く
、
唱
導
者
の
名
が
、
主
要
人
物
の
名
と
な
つ
て
居
る
こ
と
の

理
由
が
こ
ゝ
に
あ
る
。
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