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一　

は
じ
め
に

　

人
の
魂
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
人
類
に
と
っ
て
も

個
々
人
に
と
っ
て
も
永
遠
の
謎
で
あ
ろ
う
。

・「
魂
」
は
陽
の
気
に
属
し
、「
云う
ん

」
と
発
声
す
る
。「
魄
」
は
陰
の
気
に
属
し
、

「
白は
く

」
と
発
声
す
る
。（『
説
文
解
字
』）

・「
魂
」
は
天
に
帰
り
、「
魄
」
は
地
に
帰
る
。（『
礼
記
』）

・
人
が
生
ま
れ
る
時
、
魄
が
で
き
、
陽
の
「
魂
」
が
そ
の
中
に
入
る
。（『
春
秋

左
氏
伝
』）

・「
魂
」
に
神
、
気
、
陽
、
動
、「
魄
」
に
霊
、
精
、
陰
、
静
を
当
て
、
魂
は
遊

散
し
て
、
天
に
帰
る
。

魄
は
淪
墜
し
て
、
而
し
て
地
に
帰
す
る
。（『
楚
辞
』）

な
ど
漢
籍
に
は
「
魂
」
は
「「
魄
」
と
と
も
に
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
い
る⑴
。
日

本
文
学
で
は
、『
万
葉
集
』
に
「
玉
の
緒
」「
珠
衣
」「
た
ま
は
や
す
」「
ぬ
ば
た

ま
」
な
ど
「
魂
」
を
掛
け
た
言
葉
が
散
見
で
き
る
。

　

平
安
文
学
で
「
魂
」
の
歌
と
言
え
ば
、
和
泉
式
部
の
、

も
の
思
へ
ば
沢
の
蛍
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
た
ま
か
と
ぞ
見
る

（『
後
拾
遺
集
』
神
祇　

一
一
六
二
）

を
ま
ず
思
い
浮
べ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
し
た
万
葉
以
来
の
枕

詞
の
他
に
も
魂
（
た
ま
し
ひ
・
た
ま
）
を
掛
け
た
歌
こ
と
ば
が
多
い
こ
と
は
、

『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典⑵
』
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
で
「
魂
」
や
「
袖
」
の
項
目
で
触

れ
ら
れ
て
は
い
る
が
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
『
古
今
集
』
時
代
に
成
立
し
た
「
袖

に
包
む
魂
」
の
歌
及
び
歌
こ
と
ば
「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
合

わ
せ
て
『
源
氏
物
語
』
の
引
歌
と
し
て
の
様
相
及
び
後
代
の
和
歌
と
の
関
連
を

見
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

二　
「
袖
に
包
む
魂
」
の
歌

　
『
源
氏
物
語
』「
夕
霧
」
の
巻
で
、
落
葉
の
宮
の
裾
を
取
り
押
え
て
一
夜
を
明

か
し
た
夕
霧
が
、
翌
朝
、
落
葉
の
宮
に
贈
っ
た
文
に
は
、

た
ま
し
ひ
を
つ
れ
な
き
袖
に
と
ど
め
お
き
て
わ
が
心
か
ら
ま
ど
は
る

る
か
な

外
な
る
も
の
は
と
か
、
昔
も
た
ぐ
ひ
あ
り
け
り
と
思
た
ま
へ
な
す
に
も
、

さ
ら
に
行
く
方
知
ら
ず
の
み
な
む
。

（
引
用
は
「
新
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
に
よ
る
）

と
あ
っ
た
。
夕
霧
の
「
た
ま
し
ひ
を
」
の
歌
は
、『
古
今
集
』〈
雑
歌
下
〉

「
魂
」
を
詠
む
歌
―
「
袖
に
包
む
魂
」・「
夢
の
た
ま
し
ひ
」

　
　

―
『
古
今
集
』
時
代
の
歌
こ
と
ば
表
現
の
一
考
察

―

佐
　
　
田
　
　
公
　
　
子
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九
九
二
番
歌
、

女
と
も
だ
ち
と
物
語
し
て
、
別
れ
て
後
に
、
遣
は
し
け
る

陸　

奥

飽
か
ざ
り
し
袖
の
な
か
に
や
入
り
に
け
む
わ
が
魂
の
な
き
心
地
す
る

を
踏
ま
え⑶
、
文
面
の
「
ほ
か
な
る
も
の
は
」
は
、
同
じ
く
『
古
今
集
』〈
雑
歌
下
〉

九
七
七
番
歌
、

人
を
と
は
で
久
し
う
あ
り
け
る
折
に
、
あ
ひ
怨
み
け
れ
ば
、
よ
め
る

躬　

恒

身
を
す
て
て
行
き
や
し
に
け
む
思
ふ
よ
り
ほ
か
な
る
も
の
は
心
な
り
け
り

さ
ら
に
「
行
く
方
知
ら
ず
」
は
『
古
今
集
』〈
恋
一
〉
四
八
八
番
歌
（
題
し
ら

ず　

よ
み
人
し
ら
ず
）
の
、

わ
が
恋
は
む
な
し
き
空
に
み
ち
ぬ
ら
し
思
ひ
や
れ
ど
も
行
く
方
も
な
し

に
よ
る
引
歌
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
読
者
に
も
周
知
で

あ
る
『
古
今
集
』
の
三
首
を
短
い
文
面
の
中
に
織
り
込
ん
だ
夕
霧
の
文
は
却
っ

て
無
粋
で
、
後
朝
の
歌
や
恋
文
を
書
き
慣
れ
て
い
な
い
夕
霧
の
実
直
で
堅
物
な

人
柄
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る⑷
。

　

こ
の
『
古
今
集
』
雑
歌
下
九
九
二
番
歌
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
若
菜
下
」
で
、

柏
木
が
女
三
の
宮
と
密
通
し
た
後
の
別
れ
の
場
面
で
も
、
引
か
れ
て
い
る
こ
と

も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

起
き
て
ゆ
く
空
も
知
ら
れ
ぬ
あ
け
ぐ
れ
に
い
づ
く
の
露
の
か
か
る
袖

な
り

と
、
ひ
き
出
で
て
愁
へ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
出
で
な
む
と
す
る
に
す
こ
し
慰
め

た
ま
ひ
て
、

あ
け
ぐ
れ
の
空
に
う
き
身
は
消
え
な
な
ん
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や

む
べ
く

と
は
か
な
げ
に
の
た
ま
ふ
声
の
、
若
く
を
か
し
げ
な
る
を
、
聞
き
さ
す
や

う
に
て
出
で
ぬ
る
魂
は
、
ま
こ
と
に
身
を
離
れ
て
と
ま
り
ぬ
る
心
地
す
。

　

一
方
的
に
逢
瀬
を
求
め
た
柏
木
は
、
一
行
に
靡
か
な
い
女
三
の
宮
に
対
し
て
、

行
く
先
も
分
か
ら
ず
に
明
け
方
の
薄
暗
が
り
に
出
て
ゆ
く
自
分
の
悲
し
み
の
涙

を
、
袖
を
濡
ら
す
露
に
譬
え
て
歌
を
詠
む
。
一
方
、
柏
木
が
帰
っ
て
ゆ
く
こ
と

に
安
堵
し
た
宮
は
や
っ
と
の
思
い
で
、「
明
け
方
の
空
に
わ
が
身
は
消
え
て
し

ま
い
た
い
、
夢
だ
っ
た
と
思
え
る
よ
う
に
」
と
儚
げ
に
詠
み
返
す
と
、
柏
木
の

魂
は
身
か
ら
抜
け
出
て
宮
の
そ
ば
に
残
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
心
地
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
恋
の
た
め
に
身
か
ら
魂
が
遊
離
し
て
相
手
の
所
に
留
ま
る
と
い
う
柏

木
の
歌
は
、
先
の
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
「
飽
か
ざ
り
し
」
の
歌
と
は
反
対

の
立
場
か
ら
詠
っ
た
『
古
今
集
』「
離
別
」
部
の
よ
み
人
し
ら
ず
歌
、

飽
か
ず
し
て
わ
か
る
ゝ
袖
の
し
ら
た
ま
を
き
み
が
形
見
と
包
み
て
ぞ
行
く

（
四
〇
〇
）

か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
表
現
と
言
え
る⑸
。

　

柏
木
の
密
通
の
場
面
に
お
け
る
『
古
今
集
』
の
引
歌
は
、
先
に
挙
げ
た
夕
霧

の
落
葉
の
宮
へ
の
後
朝
の
歌
よ
り
も
深
刻
に
機
能
し
て
い
る
。
魂
の
遊
離
が
、

身
の
破
滅
を
導
く
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
で
引
か
れ
た
『
古
今
集
』
の

四
〇
〇
・
九
九
二
番
歌
は
、
そ
も
そ
も
『
古
今
集
』
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な

意
義
を
も
っ
て
収
載
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
が

そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
引
歌
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
、『
古
今
集
』
の
歌
群
生
成
要
因
と
配
列
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
聊
か

考
え
て
き
た
の
で
、
ま
ず
九
九
二
番
歌
の
『
古
今
集
』
の
配
列
に
お
け
る
意
味

と
「
袖
に
包
む
魂
」
の
歌
を
巡
る
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
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三　

�『
古
今
集
』
雑
歌
下
に
お
け
る
九
九
二
番
歌
の
「
飽
か
ざ
り
し
」

の
歌
の
位
置

　
『
古
今
集
』
雑
歌
下
九
九
二
番
歌
「
飽
か
ざ
り
し
」
の
歌
は
、
雑
歌
下
の
巻

末
か
ら
九
首
目
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
前
に
は
、

筑
紫
に
侍
り
け
る
時
に
、
ま
か
り
通
ひ
つ
ゝ
、
碁
打
ち
け
る
人
の
も

と
に
、
京
に
帰
り
ま
う
で
来
て
、
遣
は
し
け
る　
　
　
　

紀　

友
則

ふ
る
里
は
見
し
ご
と
も
あ
ら
ず
斧
の
柄
の
く
ち
し
所
ぞ
恋
し
か
り
け
る

（
九
九
一
）

が
あ
る
。

　

こ
の
友
則
の
「
斧
の
柄
の
朽
ち
し
所
」
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
『
顕
註
密

勘
』
が
『
述
異
記
』
の
晋
王
質
の
所
謂
柯
爛
の
故
事
（
薪
こ
り
に
山
に
入
っ
た

と
こ
ろ
、
二
人
の
仙
人
が
碁
を
打
っ
て
い
た
。
そ
の
一
局
を
見
て
い
た
ら
、
斧

の
柄
が
朽
ち
て
し
ま
い
、
帰
宅
す
る
と
元
の
人
は
皆
い
な
く
な
っ
て
い
た
。）

を
挙
げ
て
お
り
、『
古
今
集
』
以
後
「
斧
の
柄
」
は
歌
語
と
な
っ
て
和
歌
や
日

記
・
物
語
な
ど
後
の
平
安
文
学
に
も
た
び
た
び
引
用
さ
れ
た
。
一
方
、
九
九
二

番
歌
は
、
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
古
今
和
歌
集
』（「
岩
波
新
日
本
古
典
文

学
大
系
」
一
九
八
九
年
二
月
）
が
、『
法
華
経
』
巻
四
の
「
五
百
弟
子
受
記
品
」
の

一
節
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
歌
の
背
景
が

明
ら
か
に
な
っ
た⑹
。

　

そ
の
一
節
と
は
、「
親
友
が
友
の
衣
の
内
に
宝
玉
（
仏
性
）
を
入
れ
て
官
事

の
た
め
に
酒
宴
の
席
を
退
出
し
た
。
し
か
し
、
宝
珠
を
貰
っ
た
本
人
は
酔
っ
て

そ
の
こ
と
を
忘
れ
、
他
国
を
放
浪
し
て
困
窮
し
た
。
や
っ
と
宝
珠
を
呉
れ
た
友

人
に
再
会
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
癡お
ろ
かで
あ
っ
た
こ
と
を
悟
さ
れ
、
宝
珠
を
持
っ

て
安
楽
な
生
活
を
送
っ
た
」
と
い
う
話
で
、
法
華
経
七
喩
の
「
衣
珠
喩
説
話
」、

「
衣
裏
明
珠
」「
衣
裏
宝
珠
」
の
逸
話
と
も
言
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
九
九
二
番
歌
の
歌
意
は
、「
あ
な
た
（
女
友
達
）
と
お

別
れ
し
て
き
ま
し
た
が
、『
法
華
経
』
の
喩
の
よ
う
に
、
名
残
尽
き
な
い
あ
な

た
の
袖
の
中
に
私
の
魂
（
宝
珠
を
掛
け
る
）
を
入
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

私
の
魂
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
呆
然
と
し
て
お
り
ま
す
。」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
古
今
集
』
の
撰
者
が
九
九
一
・
九
九
二
番
歌
を
並
べ
た
の
は
、
九
九
一
番
歌

が
漢
籍
の
故
事
か
ら
、
九
九
二
番
歌
が
仏
典
か
ら
着
想
を
得
た
歌
で
、
二
首
と

も
別
離
に
よ
っ
て
友
情
を
確
認
し
合
う
歌
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
二
首
の
内
容
は
、
京
か
ら
離
れ
て
い
く
人
に
贈
っ
た
歌
を
主
に
収
載
し
た

「
離
別
」
部
に
は
収
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
歌
で
あ
っ
た
か
ら
「
雑
歌
」

に
収
載
し
た
と
も
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
該
二
首
の
歌
は
、
雑
歌
下
の
「
宿
」
の
歌
群⑺
（
九
八
一
～

九
九
〇
番
歌
）
に
続
い
て
収
め
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
そ
の
「
宿
」
歌
群
の
最
後

の
歌
で
、
九
九
一
番
歌
の
直
前
の
歌
は
、
伊
勢
の
、

あ
す
か
河
ふ
ち
に
も
あ
ら
ぬ
わ
が
宿
も
せ
に
変
わ
り
ゆ
く
も
の
に
ぞ
あ
り

け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
九
〇
）

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、「
ふ
ち
」
に
「
淵
」
と
「
扶
持
（
舅
姑
の
葬
礼
に
対
す

る
妻
か
ら
の
援
助
）」
を
掛
け
、「
せ
に
」
に
「
瀬
」
と
「
銭
」
を
掛
け
る
技
巧

的
な
一
首
な
が
ら
、
内
容
は
「
世
の
中
は
な
に
か
常
な
る
あ
す
か
河
き
の
ふ
の

淵
ぞ
け
ふ
は
瀬
に
な
る
」
を
踏
ま
え
、
親
か
ら
相
続
し
た
家
を
売
る
と
い
う
無

常
感
を
詠
っ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。「
宿
」
歌
群
の
最
後
に
当
た
る
伊
勢
の
歌

の
次
に
九
九
二
番
歌
を
置
い
た
の
は
、
九
九
二
番
歌
が
人
の
手
に
譲
渡
さ
れ
て

い
な
い
家
で
も
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
る
と
、
変
わ
り
果
て
て
無
常
を
感
じ
る
と
い

う
意
の
歌
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
、
九
九
二
番
歌
の
次
に
は
、

寛
平
御
時
に
、
唐
土
判
官
に
召
さ
れ
て
侍
り
け
る
時
に
、
東
宮
の
侍

に
て
、
男
ど
も
、
酒
賜
べ
け
る
つ
い
で
に
、
よ
み
侍
け
る藤

原　

忠
房

な
よ
竹
の
夜
な
が
き
う
へ
に
初
霜
の
お
き
ゐ
て
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な

（
九
九
三
）

が
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
の
遣
唐
使
任
命
の
時
の
も
の
で
、

忠
房
が
遣
唐
使
の
判
官
（
三
等
官
）
に
任
命
さ
れ
た
名
誉
と
と
も
に
、
命
懸
け

の
使
命
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
複
雑
な
心
境
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
但

し
、
こ
の
時
の
遣
唐
使
は
菅
原
道
真
の
建
議
に
よ
っ
て
中
止
と
な
り
、
以
後
廃

止
と
な
っ
た
か
ら
、
勅
撰
集
で
あ
る
『
古
今
集
』
に
も
収
載
す
べ
き
歌
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
漢
籍
・
仏
典
は
唐
か
ら
齎
さ
れ
も
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
遣
唐
使
の
歌
を
故
事
や
仏
典
を
典
拠
と
し
て
詠
ん
だ
九
九
一
・
九
九
二
番
歌

の
次
に
置
き
、
九
九
三
番
歌
を
含
め
た
国
史
関
連
の
歌⑻
（
九
九
三
～
九
九
七
）

に
繋
げ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
九
九
二
番
歌
が
、『
古
今
集
』〈
雑
歌
下
〉
の
所
定
の
位
置
に

収
載
さ
れ
た
理
由
が
確
認
で
き
る
。

四　

�「
衣
珠
喩
説
話
」
を
踏
ま
え
た
『
古
今
集
』
歌
の
諸
相
と
「
魂
」

の
歌
と
の
関
連

　

次
に
『
古
今
集
』
成
立
以
前
で
『
法
華
経
』「
衣
珠
喩
説
話
」
を
踏
ま
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
歌
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
安
倍
清
行
と

小
町
の
歌
で
あ
る⑼
。

下
出
雲
寺
に
人
の
業
し
け
る
日
、
真
静
法
師
の
、
導
師
に
て
言
へ
り

け
る
言
葉
を
、
歌
に
詠
み
て
、
小
野
小
町
が
も
と
に
遣
は
せ
り
け
る

安
倍　

清
行
朝
臣

つ
ゝ
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
は
人
を
見
ぬ
め
の
涙
な
り
け
り

（
恋
二　

五
五
六
）

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野　

小
町

を
ろ
か
な
る
涙
ぞ
袖
に
玉
は
な
す
我
は
せ
き
あ
へ
ず
た
ぎ
つ
瀬
な
れ
ば

（
恋
二　

五
五
七
）

詞
書
に
あ
る
よ
う
に
下
出
雲
寺
で
導
師
で
あ
っ
た
真
静
法
師
の
説
法
が
『
法
華

経
』「
衣
珠
喩
説
話
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
二
首
の
応
酬
か
ら
明
ら
か
で
、
清
行

の
「
包
ん
で
も
袖
に
溜
ま
ら
な
い
白
玉
は
あ
な
た
に
逢
え
な
い
私
の
涙
な
の
で

す
。」
と
い
う
歌
に
対
し
て
小
町
が
「
真
心
を
知
ら
な
い
あ
な
た
の
涙
が
袖
に

玉
を
作
る
の
で
す
。
私
の
涙
は
止
ま
り
ま
せ
ん
。
沸
き
上
が
っ
て
急
流
に
な
る

の
で
す
。」
と
切
り
返
し
た
歌
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
の
興
風
の
、

白
玉
の
き
え
て
涙
と
な
り
ぬ
れ
ば
恋
し
き
か
げ
を
袖
に
こ
そ
み
れ（

一
六
〇
）

が
あ
る
。
岩
井
宏
子
は
「
涙
は
な
ん
と
い
っ
て
も
水
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
袖

に
溜
ま
り
、
鏡
の
作
用
を
な
し
、
恋
し
い
人
の
姿
が
見
え
る
と
詠
む
。
一
方
、

〈
玉
の
涙
〉
は
元
は
白
玉
・
真
珠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、〈
衣
裏
宝
珠
〉
の
説
話
を

踏
ま
え
、
そ
れ
故
に
〈
袖
に
溜
ま
る
の
だ
〉
の
意
も
込
め
る
。」
と
指
摘
す
る⑽
。

こ
の
興
風
の
歌
は
、
先
に
挙
げ
た
安
倍
清
行
と
小
町
の
贈
答
表
現
を
意
識
し
て

詠
ん
だ
も
の
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
二
節
で
『
源
氏
物
語
』
の
引
歌
と
し
て
挙
げ
た
「
離
別
」
部
の
よ
み

人
し
ら
ず
歌
、

飽
か
ず
し
て
わ
か
る
ゝ
袖
の
し
ら
た
ま
を
き
み
が
形
見
と
包
み
て
ぞ
行
く

（
四
〇
〇
）
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も
九
九
二
番
歌
と
の
先
後
関
係
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
法
華
経
』「
衣
珠
喩
説

話
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
法
華
経
』「
衣

珠
喩
説
話
」
が
当
時
の
和
歌
表
現
に
浸
透
し
て
い
た
様
相
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
「
魂
を
包
む
」
と
い
う
表
現
は
、『
万
葉
集
』
に
は
見
当
た

ら
な
い⑾
。

　

次
に
、『
古
今
集
』
中
で
「
袖
に
包
む
魂
」「
袖
の
魂
」
の
よ
う
に
「
袖
」
と

関
連
な
く
「
魂
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

唐
萩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

空
蟬
の
か
ら
は
木
ご
と
に
と
ゞ
む
れ
ど
魂
の
行
方
を
見
ぬ
ぞ
か
な
し
き

（
物
名　

四
四
八
）

の
よ
う
に
蟬
の
抜
け
殻
そ
の
も
の
を
指
す
「
空
蟬
」
は
、
そ
れ
が
魂
が
抜
け
た

状
態
で
行
方
も
分
か
ら
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
こ
と
に
な
る⑿
。
ま
た
、「
寛

平
御
時
后
宮
歌
合
歌
」
の
一
八
七
番
歌
で
『
古
今
集
』
に
も
採
ら
れ
た
、

恋
し
き
に
侘
び
て
魂
ま
ど
ひ
な
ば
空
し
き
か
ら
の
名
に
や
残
ら
む

（
恋
二　

五
七
一　

よ
み
人
し
ら
ず
）

も
先
述
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
例
の
よ
う
に
恋
の
た
め
に
魂
が
遊
離
す
る
現
象

を
詠
ん
で
い
る
歌
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
古
今
集
』
の
墨
滅
歌
の
、　

か
け
り
て
も
な
に
を
か
魂
の
来
て
も
見
む
殻
は
炎
と
な
り
に
し
も
の
を

（
一
一
〇
二　

勝
臣
）

を
が
た
ま
の
木　

友
則
下

は
、
四
三
一
番
歌
「
み
吉
野
の
よ
し
の
の
滝
に
う
か
び
い
づ
る
あ
わ
を
か
玉
の

消
ゆ
と
見
つ
ら
む
」
の
次
に
あ
っ
た
歌
が
墨
滅
に
な
っ
た
も
の
で
、
魂
が
炎
と

な
る
人
魂
を
詠
ん
で
い
る
。

　

右
の
よ
う
に
『
古
今
集
』
の
「
袖
」
と
と
も
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
「
魂
」

の
歌
は
、
離
魂
に
よ
っ
て
、
魂
自
体
が
行
き
先
を
決
め
か
ね
て
ま
ど
う
こ
と
を

歌
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
魂
の
遊
離
の
意
味
を
持
つ
歌
と
『
法
華
経
』「
衣
珠
喩

説
話
」
が
結
び
付
い
た
の
が
次
の
物
名
歌
で
あ
る
。

空
蟬　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原　

滋
春

浪
の
う
つ
瀬
見
れ
ば
珠
ぞ
み
だ
れ
け
る
拾
は
ば
袖
に
は
か
な
か
ら
む
や

（
四
二
四　

物
名
）

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壬
生　

忠
岑

た
も
と
よ
り
離
れ
て
珠
を
包
ま
め
や
こ
れ
な
む
そ
れ
と
移
せ
見
む
か
し

（
四
二
五　

物
名
）

　

四
二
四
番
歌
で
は
、「
う
つ
瀬
見
」
に
「
う
つ
せ
み
」
を
、
四
二
五
番
歌
で
は
、

「
移
せ
見
」
に
「
う
つ
せ
み
」
を
掛
け
て
「
袖
」
が
「
た
も
と
」
と
な
っ
て
い

る
が
、
四
二
四
番
歌
で
「
波
の
立
つ
浅
瀬
を
見
る
と
水
の
珠
が
乱
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
拾
っ
た
ら
袖
の
中
で
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た

の
に
対
し
て
、
四
二
五
番
歌
で
は
「
袂
以
外
で
そ
の
珠
を
包
め
よ
う
か
。
包
め

な
い
。
こ
れ
が
そ
の
珠
だ
よ
と
移
し
て
見
せ
て
ほ
し
い
」
と
答
え
、
二
首
の
底

流
に
は
『
法
華
経
』「
衣
珠
喩
説
話
」
が
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

　

と
こ
ろ
で
、『
古
今
集
』
に
は
、
水
流
を
白
玉
と
見
立
て
た
歌
や
涙
を
玉
と

見
立
て
た
歌⒀
が
多
い
。
そ
の
中
で
も
、

布
引
の
滝
に
て
、
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原　

行
平
朝
臣

こ
き
散
ら
す
滝
の
白
玉
ひ
ろ
ひ
お
き
て
世
の
う
き
時
の
涙
に
ぞ
か
る

（
雑
歌
上　

九
二
二
）

布
引
の
滝
の
下
に
て
、
人
々
集
ま
り
て
、
歌
よ
み
け
る
時
に
、
よ
め

る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業
平
朝
臣

抜
き
見
た
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
せ
ば
き
に
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（
雑
歌
上　

九
二
三
）

の
二
首
は
、
布
引
の
滝
の
前
で
催
し
た
宴
席
で
詠
ん
だ
時
の
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。『
法
華
経
』「
衣
珠
喩
説
話
」
も
酒
宴
の
途
中
で
友
の
袖
に
珠
を
入
れ

た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
か
ら
、
右
の
二
首
も
『
法
華
経
』「
衣
珠
喩
説
話
」
を

意
識
し
て
詠
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
。

五　

�『
古
今
集
』
周
辺
に
見
え
る
『
法
華
経
』「
衣
珠
喩
説
話
」
関
連

歌

　
『
古
今
集
』
歌
人
で
『
法
華
経
』「
衣
珠
喩
説
話
」
と
の
関
連
の
歌
を
よ
く
詠

ん
だ
の
は
、
伊
勢
で
あ
る
。
高
野
晴
代
は⒁
、『
伊
勢
集
』
の
次
の
二
首
を
「
衣

珠
喩
説
話
」
関
連
歌
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
首
目
は
、
藤
原
満
子
四
十
賀
の

折
の
屛
風
歌
、

藻
刈
り
た
る
海
人

心
し
て
玉
藻
は
刈
れ
ど
袖
ご
と
に
光
見
え
ぬ
は
海
人
に
ざ
り
け
る（

七
〇
）

で
、
も
う
一
首
は
、「
春
、
も
の
思
ひ
け
る
こ
ろ
」
と
い
う
詞
書
を
持
つ
歌
の

二
首
目
の
、

白
玉
を
包
む
袖
の
み
な
か
る
ゝ
は
春
は
涙
の
さ
え
ぬ
な
る
べ
し

（『
伊
勢
集
』
一
一
四
・『
後
撰
集
』
春
上　

二
〇
）

で
あ
る
。
高
野
は
、
次
の
物
名
の
、

紫し
を
に苑

う
け
た
む
る
袖
を
し
緒
に
て
つ
ら
ぬ
か
ば
涙
の
玉
も
数
は
見
て
ま
し

（
一
三
七
）

に
は
、「
衣
珠
喩
説
話
」
の
注
は
付
し
て
い
な
い
が
、「
う
け
た
む
る
袖
」
と
あ

る
の
で
、
こ
れ
も
四
節
で
挙
げ
た
「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
の
興
風
の
「
白
玉

の
き
え
て
涙
と
な
り
ぬ
れ
ば
恋
し
き
か
げ
を
袖
に
こ
そ
み
れ
」
の
よ
う
に
、「
衣

珠
喩
説
話
」
を
意
識
し
な
が
ら
「
涙
の
玉
」
と
表
現
し
た⒂
と
考
え
て
も
よ
い
と

思
わ
れ
る
。

　

そ
の
他
、
平
安
私
家
集
の
中
か
ら
、「
衣
珠
喩
説
話
」
を
意
識
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
歌
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

い
ま
は
と
て
わ
か
る
る
そ
で
の
な
み
だ
こ
そ
く
も
の
た
も
と
に
お
つ
る
し

ら
た
ま　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
真
集　

二
六
六
）

ほ
し
わ
ぶ
る
そ
で
の
な
か
に
や
と
め
て
け
ん
そ
れ
を
ぞ
た
ま
の
を
に
は
よ

ら
ま
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
大
君
集　

五
七
）

十
五
日
、
月
い
と
い
み
し
う
す
み
て
あ
か
し
、
進
の
い
と
ど
し
き
そ

で
に
う
つ
り
て
、
た
ま
の
や
う
に
み
ゆ
れ
ば
、
宰
相

あ
か
ず
と
ふ
た
ま
こ
そ
そ
で
に
か
よ
ふ
な
れ
う
は
の
そ
ら
な
る
月
も
い
り

け
り

進

人
こ
ふ
る
そ
で
に
も
る
べ
き
あ
ふ
事
を
な
み
だ
の
た
ま
の
か
ず
に
い
れ
て

ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
斎
院
前
の
御
集　

二
二
〇
～
二
二
一
）

な
ど
は
、『
法
華
経
』「
衣
珠
喩
説
話
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
「
玉

（
白
玉
）」「
袖
」「
袖
の
中
」「
別
れ
」「
包
む
」「
止
め
る
」
な
ど
が
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
の
で
、『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
か
ら
派
生
し
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

豊
か
な
歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
特
に
「
大
斎
院
前
の
御
集
」
の
二
二
〇
番
歌

の
上
の
句
は
、『
古
今
集
』
の
九
九
二
番
歌
を
本
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
歌

と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
先
の
興
風
の
歌
（「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
」
一
六
〇
番
歌
）
や

ひ
ろ
へ
ど
も
袖
の
み
ぬ
れ
て
と
ま
ら
ぬ
は
た
ま
と
見
え
つ
る
つ
ゆ
に
ぞ
あ

り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
恵
慶
集　

九
二
）
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の
よ
う
な
袖
の
濡
れ
る
原
因
に
な
る
露
を
玉
に
見
立
て
る
表
現
や
、

ふ
じ
こ
ろ
も
は
つ
る
る
そ
で
の
い
と
を
よ
わ
み
な
み
だ
の
た
ま
の
ぬ
く
に

み
だ
る
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
相
如
集　
　

九
）

し
ら
た
ま
か
涙
か
な
に
ぞ
よ
ひ
よ
ひ
に
は
か
る
あ
た
り
の
そ
で
に
こ
ぼ
る

る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
為
頼
集　

四
九
）

し
ら
た
ま
は
涙
か
な
に
ぞ
よ
る
ご
と
に
ゐ
た
る
あ
ひ
だ
の
そ
で
に
こ
ぼ
る

る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
少
納
言
集　

三
〇
）

な
ど
の
よ
う
な
袖
の
露
を
涙
の
玉
に
見
立
て
る
表
現
は
、『
法
華
経
』「
衣
珠
喩

説
話
」
と
は
ま
た
別
の
恋
歌
の
類
型
を
作
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
先
に
掲
げ
た
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
が
女
三
の

宮
に
向
か
っ
て
詠
ん
だ
後
朝
の
歌
は
、
袖
に
溜
ま
る
涙
の
玉
の
露
で
あ
り
、
夕

霧
が
落
葉
の
宮
に
向
か
っ
て
詠
ん
だ
後
朝
の
歌
は
、『
法
華
経
』「
衣
珠
喩
説
話
」

を
踏
ま
え
た
『
古
今
集
』
九
九
二
番
歌
を
本
歌
と
し
た
歌
と
し
て
作
者
が
置
い

た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
柏
木
が
女
三
の
宮
と
別
れ
る
時
の
「
出

で
ぬ
る
魂
は
、
ま
こ
と
に
身
を
離
れ
て
と
ま
り
ぬ
る
心
地
す
」
は
、『
法
華
経
』

「
衣
珠
喩
説
話
」
と
と
も
に
魂
の
遊
離
を
詠
っ
た
『
古
今
集
』
の
歌
々
を
も
踏

ま
え
た
も
の
と
し
て
作
者
が
機
能
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六　
「
惑
ふ
魂
」
と
「
夢
の
た
ま
し
ひ
」

と
こ
ろ
で
、『
万
葉
集
』
に
は
「
惑ま
と

ふ
（
迷ま
と

ふ
）」
と
い
う
語
が
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
。埴

安
の
池
の
堤
の
隠
り
沼
の
ゆ
く
へ
を
し
ら
に
舎
人
は
惑
ふ

（
巻
二　

二
〇
一　

柿
本
人
麻
呂
）

月
読
の
光
り
は
清
く
照
ら
せ
れ
ど
惑
へ
る
心
思
ひ
あ
へ
な
く
に

（
巻
四　

六
七
一　

作
者
未
詳
）

春
山
の
霧
に
惑
へ
る
鶯
も
わ
れ
に
ま
さ
り
て
も
の
思
は
め
や
も

（
巻
十　

春
相
聞　

一
八
九
二　

作
者
未
詳
）

夢
に
だ
に
何
か
も
見
え
ぬ
見
ゆ
れ
ど
も
我
か
も
惑
ふ
恋
の
し
げ
き
に

（
巻
十
一　

二
五
九
五　

作
者
未
詳
）

う
つ
つ
に
か
妹
が
来
ま
せ
る
夢
に
か
も
我
か
惑
へ
る
恋
の
し
げ
き
に

（
巻
十
二　
　

二
九
一
七　

作
者
未
詳
）

（
前
略
）
う
ち
ひ
さ
す　

宮
の
舎
人
も　

栲
の
ほ
の　

麻
衣
着
れ
ば　

夢

か
も　

う
つ
つ
か
も
と　

曇
り
夜
の　

惑
へ
る
間あ

ひ
だに

（
後
略
）

（
巻
十
三　

挽
歌　

三
三
二
四　

作
者
未
詳
）

な
ど
「
惑
ふ
」
は
、
挽
歌
や
相
聞
に
お
い
て
「
行
く
先
を
見
定
め
か
ね
て
混
乱

す
る
」「
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
決
め
か
ね
て
心
が
混
乱
す
る⒃
」
の
意
で
あ
る
の

だ
が
、「
夢
」
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
直
接
「
魂
」
と
結
び
つ
い
て

詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、「
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
歌
」
で
『
古
今
集
』
に
も
採
ら
れ
た
、

恋
し
き
に
侘
び
て
魂
ま
ど
ひ
な
ば
空
し
き
か
ら
の
名
に
や
残
ら
む

（
恋
二　

五
七
一　

よ
み
人
し
ら
ず
）

の
歌
の
よ
う
に
『
古
今
集
』
周
辺
で
は
、「
魂
」
が
「
ま
ど
ふ
」
と
言
う
表
現
も
、

主
に
恋
歌
に
お
い
て
散
見
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

逢
ふ
事
を
い
づ
く
な
り
と
も
し
ら
ぬ
身
の
我
が
た
ま
し
ひ
の
猶
ま
ど
ふ
か

な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
平
御
時
中
宮
歌
合　

二
六
）

わ
が
恋
は
し
ら
ぬ
山
路
に
あ
ら
ね
ど
も
な
ど
た
ま
し
ひ
の
ま
ど
ひ
け
ぬ
べ

き（
新
編
国
歌
大
観　

貫
之
集　

五
七
七
〈
私
家
大
成　

貫
之
集
Ⅰ
「
ま
と

ふ
心
そ
わ
ひ
し
か
り
け
る
」〉）

ひ
と
し
れ
ぬ
な
か
の
女
、
を
と
こ
の
つ
か
さ
え
て
く
だ
る
に
あ
は
れ
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と
思
ひ
て

た
ぐ
へ
や
る
わ
が
た
ま
し
ひ
を
い
か
に
し
て
は
か
な
き
そ
ら
に
ゆ
き
ま
ど

ふ
ら
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朝
忠
集　

二
〇
）

む
す
め
は
京
に
て
、
お
や
は
ひ
と
の
く
に
に
な
る
に

め
に
ち
か
く
つ
ら
き
に
ま
ど
ふ
た
ま
し
ひ
を
い
と
ど
は
る
か
に
た
の
め
つ

る
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
真
集　

二
七
一
）

　

右
の
歌
を
見
て
も
万
葉
歌
と
比
べ
る
と
、『
古
今
集
』
以
後
で
は
「
た
ま
し

ひ
」
と
い
う
言
葉
自
体
を
意
識
的
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
は
、
六
朝
・
唐
代
の
伝
奇
小
説
の
影
響
を
受
け
、
恋
い
焦
が
れ
る
魂

が
身
か
ら
遊
離
す
る
現
象
に
関
心
が
高
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
夢
の
た
ま

し
ひ
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
は
、
そ
の
「
た
ま
し
ひ
」
へ
の
関
心
か
ら
生
み
出
さ

れ
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
ひ
よ
ひ
の
夢
の
た
ま
し
ひ
あ
し
た
ゆ
く
有
り
て
も
ま
た
ん
と
ぶ
ら
ひ
に

こ
よ

（
小
町
集　

二
九
・
小
大
君
集　

一
四
四
で
は
、
三
句
・
四
句
目
が
「
あ

し
た
か
く
あ
り
か
で
ま
た
ん
」
と
な
っ
て
い
る
。）

別
後
相
思
夢
魂
遥
（
別
れ
て
後
、
相
思
ふ
、
夢
の
魂
遥
か
な
り
）

別
れ
に
し
君
を
お
も
ひ
て
た
づ
ぬ
れ
ば
ゆ
め
の
た
ま
し
ひ
は
る
か
な
り
け

り（
千
里
集　

九
六
・
赤
人
集　

二
二
で
は
、「
別
れ
に
し
と
き
を
お
も
ひ

て
」
と
な
っ
て
い
る
。）

し
き
た
へ
の
ま
く
ら
を
だ
に
も
か
さ
ば
こ
そ
ゆ
め
の
た
ま
し
ひ
し
た
こ
が

れ
せ
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
素
性
集　

三
五
）

と
り
入
れ
ず
返
し
て
、
か
く
な
ん
と
い
ひ
け
れ
ば
、
か
し
こ
う
し
て

ま
た
ま
た
行
き
て
み
れ
ば
、
三
四
日
物
も
く
は
で
物
お
も
ひ
け
れ
ば
、

い
と
く
ち
を
し
う
い
き
も
せ
ず
、
い
か
が
お
は
し
ま
す
と
い
ひ
け
れ

ば

消
え
は
て
て
身
こ
そ
は
る
か
に
な
り
は
て
め
ゆ
め
の
た
ま
し
ひ
君
に
あ
ひ

そ
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
篁
集　

二
六
）

き
み
こ
ふ
る
ゆ
め
の
た
ま
し
ひ
行
き
か
へ
り
ゆ
め
ぢ
を
だ
に
も
わ
れ
に
を

し
へ
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
真
集　

二
九
七
）

つ
ら
さ
の
み
ま
さ
り
ゆ
く
か
な
お
も
ひ
や
る
ゆ
め
の
た
ま
し
ひ
い
か
に
つ

く
ら
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
真
集　

三
二
四
）

　

右
に
見
る
よ
う
に
「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
は
、
自
分
が
相
手
を
思
っ
て
い
る
夢

の
中
か
ら
遊
離
す
る
魂
、
ま
た
は
相
手
が
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
見
る
夢
の
中

か
ら
遊
離
す
る
魂
の
両
様
が
あ
る
。
目
覚
め
て
い
る
時
よ
り
も
夢
を
見
て
い
る

時
の
ほ
う
が
魂
は
、
身
体
か
ら
遊
離
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
は
、「
千
里
集
」
の
句
題
に
見
る
よ
う
に
「
夢
魂
」

の
翻
案
と
言
え
る
。
千
里
集
の
句
題
の
出
典
は
不
明
だ
が
、
同
様
な
表
現
は
漢

詩
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る⒄
。

天
長
路
遠
魂
飛
苦　

夢
魂
不
到
関
山
難
（
天
長
く
路
遠
く
魂
飛ひ

く苦
し　

夢

魂
到
ら
ず
関
山
難
き
に
）　　
　
　
　
　
（
李
太
白
詩
集
巻
二
「
長
相
思
」）

夢
魂
雖
飛
来
。
會
面
不
可
得
。（
夢
魂
飛
来
す
と
雖
も　

会
面
得
べ
か
ら

ず
。）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
李
太
白
詩
集
巻
十
二
）

夢
魂
帰
未
得
。
不
用
楚
辞
招
。（
夢
魂
帰
す
る
を
未
だ
得
ず
。
楚
辞
を
用

ひ
ず
招
く
。）　　
　
　
　
　
　
　
　

  （
杜
少
陵
詩
集
巻
二
十
三
「
帰
夢
」）

五
年
生
死
隔　

一
夕
夢
魂
通
（
五
年
生
死
を
隔
た
り
。
一
夕
魂
夢
通
ず
。）

（『
白
氏
文
集
』
巻
十　

四
六
〇
「
裴
相
公
を
夢
む
」）

悠
悠
生
死
別
経
年　

魂
魄
不
嘗
来
入
夢
（
悠
悠
た
る
生
死　

別
れ
て
年
を

経
た
り
。
魂
魄
嘗
て
来
た
り
て
夢
に
入
ら
ず
。）
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（『
白
氏
文
集
』「
長
恨
歌
」）

　

以
上
の
例
か
ら
見
て
も
、「
魂
」
や
「
夢
魂
」
は
自
由
に
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
、

相
手
の
夢
に
現
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
本
当
に
そ
の
人
の
夢
に
現
れ
た
か
否
か

が
詠
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
え
る⒅
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
詩
語
に
見
ら
れ
る
「
夢
魂
」
は
、
も
と
も
と
仏
典

の
言
葉
で
あ
っ
た
。「
長
恨
歌
」
の
「
魂
魄
」
を
引
く
ま
で
も
な
い
が
、
仏
教

で
も
「
人
が
生
き
て
い
る
間
は
魂
魄
は
そ
の
身
体
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
死
ぬ

と
身
体
か
ら
遊
離
し
て
、
魂
は
天
に
帰
り
、
魄
は
地
に
帰
る
」
と
考
え
ら
れ
て

い
た⒆
。

　
「
夢
魂
」
を
大
正
新
脩
大
蔵
経
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
で
検
索⒇
す
る
と
二
十
件
あ

り
、
諸
宗
部
・
史
伝
部
・
続
諸
宗
部
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
華
電
子
佛

典
協
会
で
検
索�
す
る
と
四
十
二
件
の
例
が
あ
が
る
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
夢
魂
の

特
色
を
探
る
と
、
夢
魂
は
深
々
し
た
処
に
常
に
あ
る
が
、
睡
眠
中
に
夢
魂
が
遊

離
し
、
万
里
を
飛
び
遊
び
、
時
に
は
鏡
の
中
の
人
に
対
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま

た
、
夢
魂
は
、
地
に
は
な
く
、
暁
に
多
く
出
、
連
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

中
に
は
『
荘
子
』
の
「
蝴
蝶
の
夢
」
に
匹
敵
す
る
例
も
散
見
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
夢
魂
の
特
性
が
中
国
漢
詩
に
詠
み
込
ま
れ
、
そ
れ

を
享
受
し
た
小
町
や
千
里
が
「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
を
生
み
出

し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
歌
こ
と
ば
「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
は
「
袖
に
包
む
魂
」
の
歌
と

比
べ
る
と
、
後
代
ま
で
続
か
な
か
っ
た
。「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
に
近
い
歌
と
し

て
は
、よ

ひ
よ
ひ
は
わ
す
れ
て
ぬ
ら
ん
夢
に
だ
に
な
る
と
を
み
え
よ
か
よ
ふ
た
ま

し
ひ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
愚
草　

五
七
六
）

が
あ
り
、
ま
た
、
蘆
庵
の
、

を
し
み
か
ね
ま
ど
ろ
む
夢
の
た
ま
し
ひ
や
花
の
跡
と
ふ
こ
て
ふ
と
は
な
る

（
六
帖
詠
草　

一
六
六
九
）

が
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
『
荘
子
』
の
「
蝴
蝶
の
夢
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
こ
と
ば
「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
が
後
代
ま
で
詠
み
継
が
れ

な
か
っ
た
の
は
、「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
を
含
む
歌
が
『
古
今
集
』
に
収
載
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
と
も
関
連
し
よ
う
。
ま
た
、
和
泉
式
部
の
「
沢
の
蛍
」
の
歌
に

先
立
っ
て
貫
之
も
、

夏
の
夜
は
と
も
す
ほ
た
る
の
胸
の
火
を
お
し
も
だ
え
た
る
玉
と
み
る
か
な

（『
古
今
六
帖
』
四
〇
一
二
）

と
詠
ん
で
い
た
よ
う
に
、
蛍
の
方
が
遊
離
し
た
魂
の
具
象
化
と
し
て
恰
好
の
歌

材
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
和
泉
式
部
が
、

よ
ひ
の
ま
あ
ひ
て
物
な
ど
い
ひ
た
る
人
の
も
と
よ
り
、
つ
と
め
て
い

ひ
た
れ
ば
、

人
は
い
さ
わ
が
た
ま
し
ひ
は
は
か
も
な
き
よ
ひ
の
夢
ぢ
に
あ
く
が
れ
に
け

り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
泉
式
部
続
集　

四
〇
六
）

と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、
遊
離
す
る
恋
の
情
熱
を
表
出
す
る
に
は
、「
あ
く
が

れ
」
と
い
う
語
が
必
要
で
、
歌
こ
と
ば
「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
だ
け
で
は
、
物
足

り
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
袖
に
包
む
魂
」
の
歌
は
、『
法
華
経
』
を
典
拠
に
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
引
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

た
ま
し
ひ
は
君
が
あ
た
り
に
と
め
て
き
ぬ
わ
す
れ
む
ほ
ど
に
お
ど
ろ
か
せ

と
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
条
右
大
臣�　

一
五
）

た
ま
し
ひ
の
入
り
に
し
袖
の
匂
ゆ
ゑ
さ
も
あ
ら
ぬ
花
の
色
ぞ
か
な
し
き

（
拾
遺
愚
草　

二
五
七
六
）
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袖
の
う
ち
に
我
が
た
ま
し
ひ
や
ま
ど
ふ
ら
ん
か
へ
り
て
い
け
る
心
ち
こ
そ

せ
ね　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
風
葉
集　

九
二
八
＝
有
明
の
別
れ　

五
三
）

袖
浦

た
ま
し
ひ
は
中
に
や
入
り
し
袖
の
う
ら
あ
か
ぬ
ひ
と
よ
は
な
み
の
ま
く
ら

に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雪
玉
集　

五
一
八
一
）

た
ま
し
ひ
の
入
野
の
す
す
き
初
尾
ば
な
わ
が
あ
か
ざ
り
し
そ
で
と
み
し
よ

り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晩
花
集　

二
〇
五
）

別
れ
こ
し
袖
の
中
な
る
た
ま
し
ひ
は
今
も
又
ね
の
床
に
か
へ
ら
じ

（
新
明
題
集　

三
四
九
三
）

な
ど
、
後
代
に
ま
で
詠
み
継
が
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
平
安
中
期
か
ら
、

思
ふ
に
も
い
ふ
に
も
あ
ま
る
事
な
れ
や
こ
ろ
も
の
玉
の
あ
ら
は
る
る
ひ
は

（
伊
勢
大
輔
集　

九
七
）

さ
き
が
た
御
法
の
花
に
置
く
露
や
や
が
て
衣
の
玉
と
な
る
ら
ん

（
康
資
王
母
集　

一
五
〇
）

の
よ
う
に
歌
こ
と
ば
「
こ
ろ
も
の
た
ま
」
が
成
立
し
た
の
も
『
法
華
経
』「
衣

珠
喩
説
話
」
に
拠
る
。

　

以
上
、『
古
今
集
』
成
立
前
後
の
歌
か
ら
魂
に
関
す
る
「
袖
に
包
む
魂
」
の

歌
と
歌
こ
と
ば
「
夢
の
た
ま
し
ひ
」
を
追
っ
て
き
た
。
何
れ
も
離
魂
へ
の
関
心

が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
歌
こ
と
ば
の
生
成
に
仏
典
が
関
与
し
て
い
た

こ
と
の
証
左
に
は
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
初
の
勅
撰
集
に
採
ら
れ
た
か
否
か

に
よ
っ
て
、
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
反
映
さ
れ
た
か
に
よ
っ
て
も
、
後
代
へ

の
影
響
が
異
な
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
例
と
言
え
よ
う
。

注
⑴　

遠
藤
寛
一
「
魂
魄
の
思
想
と
文
学
」（「
江
戸
川
女
子
大
学
紀
要
」　

十
一
号　

一
一
九
六
年
三
月
）
に
は
漢
籍
及
び
『
万
葉
集
』
の
例
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店　

平
成

十
一
年
五
月
）

⑶　

伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
引
歌
索
引
』（
笠
間
書
院　

昭
和
五
十
二
年
九
月
）
で
は
、

『
古
今
集
』
九
二
二
番
歌
の
引
歌
と
し
て
他
に
、「
末
摘
花
」「
関
屋
」「
若
菜
下
」「
浮

舟
」
の
四
箇
所
の
地
の
文
を
指
摘
し
て
い
る
。
但
し
、
和
歌
で
は
、「
夕
霧
」
の
当

該
歌
の
み
で
あ
る
。

⑷　

伊
井
春
樹
編
「
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
」（
至
文
堂　

平
成
十
四
年
六
月
）

⑸　

高
田
祐
彦
「
柏
木
の
離
魂
と
和
歌
」（「
日
本
文
学
」
四
八
巻
二
号　

平
成
九
年
二

月
）
氏
は
、「
浮
舟
」
で
匂
宮
が
浮
舟
と
契
り
を
交
わ
し
た
後
、
宇
治
の
邸
か
ら
出

て
行
く
時
の
語
り
手
の
表
現
と
し
て
「
出
で
た
ま
ひ
な
む
と
す
る
に
も
、
袖
の
中
に

ぞ
と
ど
め
た
ま
ひ
つ
ら
む
か
し
。」
を
も
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。
離
魂
へ
の
関
心
は
、

六
朝
・
唐
代
の
伝
奇
小
説
の
影
響
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。

⑹　
『
法
華
経
』
巻
四
の
「
五
百
弟
子
受
記
品
」
の
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和

歌
集
』
に
お
け
る
指
摘
は
、
新
井
栄
蔵
「『
お
ろ
か
な
る
涙
』
を
め
ぐ
っ
て
―
古
今

和
歌
集
考
」（「
仏
教
文
学
」
一
三　

平
成
元
年
三
月
）・
中
野
方
子
『
平
安
前
期
歌

語
の
和
漢
比
較
的
文
学
研
究
―
付　

貫
之
集
歌
語
・
類
型
表
現
事
典
』（
平
成
十
七

年
一
月
）
第
五
章
第
一
節
「
法
会
の
歌
」・
岩
井
宏
子
『
古
今
的
表
現
の
成
立
と
展
開
』

（
和
泉
書
院　

平
成
二
十
年
九
月
）
第
二
章
第
五
節
「
涙
の
玉
」
考
」
な
ど
に
発
展

的
に
論
及
さ
れ
て
い
る
。

⑺　

拙
稿
「『
古
今
集
』
に
お
け
る
宿
の
歌
に
つ
い
て
」（「
東
洋
女
子
短
期
大
学
紀
要

三
十
二
号　

平
成
十
二
年
三
月
）

⑻　

岩
波
新
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
雑
歌
下
の
歌
群
分
類
に
よ
る
。

⑼　

注
⑹
の
前
掲
書
。

⑽　

注
⑹
の
岩
井
宏
子
前
掲
書
。

⑾　

注
⑴
遠
藤
寛
一
前
掲
論
文
。
注
⑹
岩
井
宏
子
前
掲
書
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
に
お
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い
て
「
魂
」
を
詠
ん
だ
歌
に
は
、
狭
野
弟
上
娘
子
が
中
臣
宅
守
を
思
っ
て
詠
ん
だ
歌
、

た
ま
し
ひ
は
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
に
賜
ふ
れ
ど
吾
が
胸
痛
し
恋
の
繁
き
に
（
巻
十
五

　

三
七
六
七
）

が
あ
り
、
こ
の
魂
は
、「
中
臣
宅
守
が
狭
野
弟
上
娘
子
を
思
う
心
」
で
あ
る
と
解
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
「
人
魂
」
で
は
、
難
読
歌
の
、

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
（
巻

十
六　

三
八
八
九
）

が
あ
る
。（
結
句
「
葉
非
左
し
思
ほ
ゆ
」
は
難
読
箇
所
）「「
怕お

そ
ろし
き
物
の
歌
」
の
中

の
一
首
で
、『
琱
玉
集
』
に
「
恠
異
篇
」、
ま
た
類
書
に
「
怕
物
篇
」
と
あ
る
も
の
の

影
響
に
よ
り
編
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

⑿　

上
代
で
の
「
う
つ
せ
み
」
は
「
現
身
」、「
う
つ
し
お
み
」
で
、「
う
つ
そ
み
」
か

ら
「
う
つ
せ
み
」
に
転
じ
た
語
。
現
世
、
人
の
世
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
は
か
な
い

イ
メ
ー
ジ
は
な
か
っ
た
。

⒀　

注
⑹
の
岩
井
宏
子
前
掲
書
。

⒁　

高
野
晴
代
校
注
「
伊
勢
集
」（『
和
歌
文
学
大
系
18
』
所
収　

明
治
書
院　

平
成
十

年
十
月
）
引
用
本
文
も
同
書
に
よ
る
。

⒂　

注
⑹
の
岩
井
宏
子
前
掲
書
で
は
、
伊
勢
が
長
恨
歌
の
屛
風
を
見
て
詠
ん
だ
歌
「
か

へ
り
き
て
君
を
お
ほ
ゆ
る
は
ち
す
ば
に
涙
の
玉
と
お
き
ゐ
て
ぞ
み
る
」
が
歌
語
「
涙

の
玉
」
の
初
例
で
、
特
に
古
今
集
歌
人
に
用
例
が
集
中
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
筆
者

が
『
源
氏
物
語
』
頃
ま
で
の
例
を
確
認
す
る
と
、
貫
之
・
師
氏
・
元
輔
・
馬
内
侍
・

赤
染
が
各
一
首
、
和
泉
式
部
五
首
と
な
る
。

⒃　

大
野
晋
・
佐
武
明
広
・
前
田
金
五
郎
編　

岩
波
『
古
語
辞
典
』（
昭
和
四
十
九
年
）

⒄　

平
野
由
紀
子
・
千
里
集
輪
読
会
『
千
里
集
全
釈
』
風
間
書
房
（
平
成
十
九
年
二
月
）

で
は
、『
李
太
白
詩
集
』
巻
二
「
長
相
思
」・『
杜
少
陵
詩
集
巻
』
二
十
三
「
帰
夢
」・『
白

氏
文
集
』
巻
十
二
「
長
恨
歌
」
の
「
悠
悠
生
死
別
経
年
。
魂
魄
不
會
来
入
夢
」
を
引

く
が
、
本
稿
で
は
そ
の
他
の
詩
も
挙
げ
た
。

⒅　
「
魂
夢
」
の
例
も
あ
る
。
宗
詩
だ
が
、「
嫁
来
不
省
出
門
前　

魂
夢
何
因
識
酒
泉
（
嫁

来
た
り
て
門
前
を
出
る
を
省
み
ず
。
魂
夢
は
何
に
因
り
て
酒
泉
を
識
る
）『
凌
放
翁

詩
鈔
』」・「
吾
行
正
無
定
。
魂
夢
豈
忘
帰
」（
吾
行
正
に
定
無
く　

魂
夢
豈
に
帰
る
を

忘
れ
ん
や
）『
宗
詩
別
裁
集
』
五
言
律
」
な
ど
が
あ
る
。

⒆　

中
村
元
・
福
永
光
司
・
田
村
芳
朗
・
今
野
達
編　

岩
波
『
仏
教
辞
典
』（
平
成
元

年
十
二
月
）

⒇　

大
正
新
脩
大
蔵
経
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
研
究
会

�　

Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
中
華
電
子
佛
典
協
會

�　
「
九
条
右
大
臣
師
輔
集
」
は
、『
源
氏
物
語
』
成
立
以
前
で
あ
る
か
ら
『
法
華
経
』

「
衣
珠
喩
説
話
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
。

＊『
万
葉
集
』
は
伊
藤
博
校
注
の
角
川
文
庫
（
昭
和
六
十
三
年
五
刷
）
に
拠
る
。『
古
今

集
』
は
岩
波
新
古
典
大
系
を
用
い
た
。
ま
た
『
万
葉
集
』
の
場
合
と
同
様
に
一
部
送

り
仮
名
を
改
め
、
漢
字
を
宛
て
た
。
逆
に
漢
字
を
平
仮
名
に
し
た
も
の
も
あ
る
。
そ

の
他
の
歌
は
、
本
文
に
つ
い
て
注
で
特
に
断
っ
て
い
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』

に
拠
っ
た
。『
新
編
国
歌
大
観
』
に
な
い
歌
は
『
私
家
集
大
成
』
の
本
文
に
拠
っ
た
。


