
中
世
の
葬
送
と
供
養
観
の
展
開

吉
田
奈
稚
子

は
じ
め
に

最
近
、
永
代
供
養
の
話
を
よ
く
耳
に
す
る
。
少
子
化
の
現
代
に
お
い
て
、
子
ど

も
が
い
な
い
家
庭
や
独
身
の
人
な
ど
の
増
加
が
、
そ
の
宣
尽
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
今
ま
で
の
墓
の
形
は
残
し
つ
つ
室
内
の
納
骨
堂
に
し
た
と
い
う
堂
内
陵
墓
、

い
つ
で
も
ど
こ
か
ら
で
も
参
拝
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
参
拝
な
ど
と
い
っ
た
よ

う
に
、
墓
の
在
り
方
や
参
拝
の
方
法
皇
変
化
を
見
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
墓
の

維
持
の
簡
易
さ
、
参
拝
の
利
便
性
や
低
価
格
な
ど
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
。
現

在
、
人
々
が
求
め
る
墓
・
壁
賓
の
形
が
そ
こ
に
あ
り
、
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
だ

ろ
w

っ。現
在
に
続
く
墓
地
の
形
は
、
近
世
に
な
っ
て
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
寺
院
の
境
内
墓
地
は
、
近
世
寺
檀
制
下
で
一
般
化
し
た
と
見
ら
れ
て
ま
た

葬
式
仏
教
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
仏
教
と
葬
送
は
深
く
関
わ
り
あ
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
道
東
名
物
考
』
に
「
古
へ
京
都
に
て
ハ
今
の
知
く
に
寺
々
の
う
ち

に
葬
る
事
ハ
な
く
て
夢
所
と
い
ふ
有
り
て
そ
こ
に
す
べ
て
葬
せ
し
な
り
そ
こ
を
烏

部
野
な
と
ハ
い
へ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
、
初
め
か
ら
結
び
つ
い
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
葬
送
の
あ
り
方
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
大
き
く
変

化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
は
、
葬
送
な
ど
の
供
養
を
行

う
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

中
世
文
化
は
、
仏
教
の
影
響
を
多
分
に
受
け
展
開
し
て
い
た
が
、
葬
送
へ
の
仏

教
の
影
響
も
多
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
以
降
、
仏
教
が
広
範
囲
に
導
入

さ
れ
始
め
、
平
安
後
期
に
は
各
宗
派
独
自
の
葬
祭
儀
礼
が
形
成
さ
れ
、
中
世
に
継

承
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
三
。
ま
た
松
尾
剛
次
氏
に
よ
れ
ば
、
僧
侶
が
積
極
的

か
つ
組
織
的
に
葬
送
儀
礼
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
に

よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
来
、
極
め
て
革
新
的
な
意
義
が
あ
っ
た
四
。
つ
ま
り
、

僧
侶
の
葬
送
へ
の
関
わ
り
と
い
う
の
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
り
変
わ
り
の
中

で
、
大
き
な
変
化
と
言
え
よ
う
。

平
安
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、
死
や
不
浄
と
い
っ
た
も
の
は
忌
避
す
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
た
社
会
の
中
で
、
葬
送
に
関
わ
っ
て
い
く
人
々
は
、
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
今
か
。
そ
し
て
ま
た
、
死
者
を
葬
る
人
々
は
、
葬

送
を
行
い
、
死
者
の
量
喪
を
行
う
こ
と
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
中
世
の
葬
送
・
墓
の
変
遷
と
、
当
時
の
人
々
の
葬
送
・
枇
議
に
対

す
る
意
識
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
現
在
の
よ

う
な
葬
送
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
そ
の
背
景
や
、
人
々
の

考
え
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
、
葬
送
・
供
養
と
、
人
々
の
そ
れ
に
対
す

る
認
識
の
変
化
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
一
章
葬
送
・
墓
の
変
遷

第
一
節
中
世
の
葬
送

現
在
、
葬
送
と
い
う
と
ほ
ぼ
火
葬
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
を
聞
く
こ
と
が
な
い
。

中
世
に
お
い
て
は
、
火
葬
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
葬
送
が
行
わ
れ



て
い
た
。

井
之
口
章
次
氏
に
よ
る
と
そ
葬
法
の
種
類
は
、
川
に
提
け
て
魚
の
食
う
に
ま

か
せ
る
水
葬
・
火
で
死
体
を
焼
く
火
葬
・
土
に
う
ず
め
る
土
葬
・
野
に
お
い
て
鳥

や
け
も
の
に
ま
か
せ
る
林
葬
の
四
葬
に
分
響
。
れ
る
と
い
う
。

天
文
元
年
(
一
五
三
二
)
に
成
立
し
た
中
世
の
代
表
的
百
科
事
典
『
塵
添
塩
嚢

紗
』
第
十
三
巻
【
四
十
二
十
葬
ノ
事
話
霊
撃
に
、
葬
礼
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
六
二
上
古
ハ
多
ク
土
葬
也
」
と
、
+
白
代
に
お
い
て
は
土
葬
が
主
流
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
そ
の

V2え
で
、
当
時
に
つ
い
て
は
、
「
凡
ソ
葬
法
ニ
四
種
ア
リ
。
(
中
略
)

一
天
水
漂
。
二
三
火
発
三
エ
ハ
土
埋
。
四
天
施
林
ト
云
一
E
。
」
と
水
葬
・
火
葬
・

土
葬
・
風
葬
の
四
種
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
葬

法
と
そ
の
展
開
を
見
て
い
く
。

五
来
重
氏
に
よ
る
と
、
熊
野
の
補
陀
落
渡
海
は
水
葬
で
あ
り
、
古
代
務
訟
の
水

葬
か
ら
、
中
世
浄
主
教
の
入
水
往
生
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
補
陀
落

渡
海
は
、
海
の
彼
方
に
祖
霊
の
国
・
死
者
の
霊
の
集
う
国
が
あ
る
と
い
よ
J

えの

も
と
に
、
死
者
を
常
世
の
国
に
送
る
水
葬
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
中
世
で
水
葬

が
行
わ
れ
る
の
は
、
熊
野
の
よ
λ
〆
な
場
所
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
熊
野
以

外
で
の
水
葬
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
京
都
で
水
葬
が
行
わ

れ
た
こ
と
が
、
『
碧
山
日
録
』
寛
正
二
年
(
一
四
六
一
)
二
月
晦
日
条
に
記
さ
れ
て

い
る
七
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
死
者
を
賀
茂
川
に
流
し
、
八
万
四
千
の
卒
塔
婆
を
用

意
し
た
」
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
大
人
数
の
死
者
は
、
寛
正
元
年
に
瞳
の
発
生
・

早
舷
な
ど
が
相
次
い
だ
こ
と
に
よ
る
飢
僅
と
、
冬
に
な
り
病
に
擢
る
人
々
の
増
加

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
(
九
九
四
)
五
月
三
日

昼
食
に
死
者
を
水
に
流
し
て
い
る
主
景
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
死
人
に
よ
っ
て

水
が
溢
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
、
京
で
は
疫
病
の
流
行
で
死
者
が
多
く

出
て
い
た
。
二
つ
の
記
録
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
疫
病
・
飢
僅
な
ど
に
よ
っ

て
多
く
の
死
者
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
邑
同
敏
氏
に
よ
る
と
、
水
葬
・
風
葬

は
、
人
の
目
に
触
れ
る
葬
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
水
葬
が
行
わ
れ
た

の
は
、
死
者
が
多
く
出
た
時
の
よ
う
な
非
常
事
態
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

現
在
で
も
馴
染
み
が
深
い
華
訟
は
、
十
葬
・
火
葬
で
あ
る
。
+
葬
は
、
日
本
に

火
葬
が
入
っ
て
く
る
ま
で
、
主
と
し
た
謹
訟
で
あ
っ
た
。
穴
を
掘
り
地
面
の
下
に

埋
め
る
も
の
と
、
地
表
に
死
体
を
置
き
、
そ
の
上
に
土
鰻
唄
を
琴
¥
も
の
の
二
種

類
が
あ
る
。
火
葬
が
多
く
な
っ
て
も
、
『
麗
添
壇
嚢
盆
に
「
土
葬
手
」
と
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
な
く
な
る
こ
と
な
く
土
葬
は
仔
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

九
%火

葬
の
始
ま
り
は
、
『
続
日
本
紀
』
の
文
武
天
皇
四
年
(
七
O
O
)
三
月
に
、

僅
埠
昭
の
葬
送
に
つ
い
て
「
天
下
火
葬
従
此
市
始
也
」
九
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
最
初
の
火
葬
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
大
阪
府
堺
市
胸
器
千
塚
の

カ
マ
ド
塚
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
昭
墜
別
か
ら
火
一
葬
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
一
0
0

と
は
い
え
、
道
昭
が
火
葬
に
さ
れ
た
こ
と

が
、
そ
の
後
の
火
葬
の
拡
が
り
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
後
、
持
統
天
皇
が
火
葬
さ
れ
て
、
火
葬
が
拡
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
の
拡
が
り
は
中
央
の
島
県
族
・
豪
族
と
地
方
の
郡
司
階
層
の
豪
族

ま
で
で
あ
り
、
受
官
官
人
暗
層
及
び
僧
侶
の
謹
訟
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
十
世
紀

以
健
火
葬
は
次
第
に
下
火
に
な
っ
て
い
き
、
平
安
持
代
末
期
に
再
び
火
葬
が
貴

族
瞳
層
か
ら
浄
土
教
へ
の
傾
斜
に
よ
る
影
響
に
よ
り
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

鎌
倉
時
代
に
な
り
、
武
家
社
会
に
火
葬
が
広
が
り
、
次
第
に
下
の
階
層
へ
と
普
及

し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
室
町
時
代
末
に
か
け
、
自
営
農
民
ク
ラ
ス
ま
で
火
葬
が



広
が
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
二
。
奈
良
時
代
に
火
葬
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
か
ら
、

衰
退
し
な
が
ら
も
、
徐
々
に
拡
が
っ
て
い
き
、
十
五
世
紀
頃
に
は
全
国
的
に
、
か

つ
階
層
的
に
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

水
葬
と
同
様
に
人
の
目
に
触
れ
る
風
葬
は
、
野
に
置
か
れ
、
鳥
や
獣
に
よ
っ
て

つ
つ
か
れ
、
風
雨
に
曝
さ
れ
朽
ち
る
が
ま
ま
と
な
る
謹
訟
で
あ
る
。
し
か
し
、
非

常
の
時
に
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
水
葬
と
は
異
な
り
、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。

勝
田
至
氏
に
よ
る
と
三
、
中
世
前
期
に
お
い
て
、
死
体
遺
棄
自
体
を
否
定
し
て
い

な
い
が
、
上
層
階
級
の
人
々
は
こ
の
時
代
も
立
派
な
蓮
議
を
営
み
、
火
葬
や
土
葬

に
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
路
上
に
放
置
す
る
風
葬
は
ラ
ン
ク
の

落
ち
る
葬
法
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
い
る
。
『
拾
遺
往
生
伝
』
『
八
幡

愚
童
訓
』
に
よ
れ
ば
、
親
族
・
金
銭
的
理
由
な
ど
か
ら
風
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。
当
時
1

土
葬
や
火
葬
に
よ
る
事
犠
を
行
う
に
は
莫
大
な
費
用
が
か
か
っ

て
い
た
た
め
=
一
一
、
土
葬
や
火
葬
に
比
べ
費
用
の
か
か
ら
な
い
風
葬
は
、
誰
で
も
行

う
こ
と
が
で
き
る
最
も
簡
易
な
葬
法
で
あ
っ
た
。

絵
巻
に
よ
れ
ば
死
体
頭
部
付
近
に
供
物
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
血
縁
者
に
よ

る
風
葬
と
血
縁
者
の
な
い
死
体
で
は
区
別
す
べ
き
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
死
体

遺
棄
と
風
葬
と
は
異
な
る
認
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
死
体
遺
棄
に
も
等
し
い
風

葬
]
死
体
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
で
行
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
北
野
社
家
日
記
』
に
死
体
処
理
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
先
例

が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
誰
が
死
体
の
処
理
を
行
う
の
か
と
い
う
こ
と

が
問
題
で
あ
り
、
死
体
が
何
故
そ
の
場
所
に
あ
る
の
か
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
に
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
死
体
が
家
の
前
に
あ
る
場
合
、

処
理
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
現
実
的
な
問
題
に
目
が
向
け
ら
れ
、
死
体
自
体
に

特
別
な
感
情
を
抱
く
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
存
在
し
て
い
た
風
葬
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
消
滅
し

て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
十
世
紀
頃
ま
で
は
、
死
体
の
処
理
に
関
し
て
一
定
の
専
門

的
管
掌
が
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
時
々
に
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
非
人
や
河
墨
告

に
収
赦
し
て
く
る
の
は
、
十
五
世
紀
頃
と
さ
れ
る
一
四
。
寺
社
の
支
配
領
域
内
で
、

葬
送
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
死
体
で
あ
っ
て
も
、
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い

屍
は
、
非
人
な
ど
に
命
じ
ら
れ
る
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
対
象

と
な
る
死
体
が
、
寺
社
領
王
や
地
域
社
会
に
と
っ
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る

こ
と
か
ら
、
徐
々
に
死
体
処
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
一
五
。
そ
れ
に

よ
り
、
死
体
処
理
の
た
め
の
専
門
的
管
掌
が
決
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
つ
。
こ
う
し
て
、
死
体
遺
棄
も
含
め
、
風
葬
が
消
え
て
い
く
背
景
に
、
死
体
処

理
に
つ
い
て
の
決
ま
り
が
で
き
、
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
要
因
と
し
て
あ
る
と

い
え
る
。

第
二
節
墓
地
の
様
相

前
節
で
は
、
葬
法
に
つ
い
て
見
て
き
た
ι

本
節
で
は
、
墓
・
石
塔
な
ど
墓
地
の

様
子
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

古
代
に
お
い
て
は
、
墓
に
対
し
て
思
い
入
れ
は
特
に
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
終
わ
り
ま
で
、
埋
葬
後
の
定
期
的
な
墓
参
を
行
う
羽
庖
慣
は
な
か
っ
た

一
六
。
ま
た
七
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
頃
ま
で
、
ひ
と
た
び
葬
送
儀
礼
の
終
わ
っ
た
死

体
や
遺
骨
に
対
し
て
、
身
分
階
層
乞
間
わ
ず
無
関
心
で
あ
っ
た
一
七
。
し
か
し
、
中

世
に
な
っ
て
く
る
と
墓
地
に
対
す
る
認
識
に
変
化
が
見
ら
れ
、
告
最
も
墓
参
す
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
一
八
。
中
世
の
墓
地
は
、
そ
れ
ま
で
の
流
れ
を

継
ぎ
な
が
ら
新
た
な
要
素
を
含
み
、
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

中
世
の
墓
地
は
、
そ
の
開
創
は
十
二
世
紀
末
頃
に
集
中
し
て
お
り
、
経
昌
者
は



新
興
の
武
士
階
層
が
中
心
だ
っ
た
と
さ
れ
る
一
九
。
中
世
墓
の
展
開
で
重
要
な
の
が
、

屋
敷
墓
と
共
同
墓
地
、
火
事
基
が
上
げ
ら
れ
る
一
o。
屋
敷
墓
は
、
死
体
を
屋
敷
の

一
角
な
ど
に
埋
め
る
も
の
で
あ
る
。
勝
田
氏
は
、
屋
敷
墓
は
開
発
地
を
守
る
た
め

に
設
け
ら
れ
た
と
し
二
一
、
橘
田
正
徳
氏
は
、
屋
敷
墓
を
「
屋
敷
」
の
中
に
墓
を
造

り
、
祖
先
祭
杷
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
屋
敷
」
の
正
当
化
を
図
ろ
う
と
す
る
物

理
的
装
置
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
一
一
二
。
共
同
墓
地
は
、
複
数
基
の
墓
が
集
ま
っ

て
い
る
墓
地
で
あ
る
。
屋
敷
墓
は
、
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
一
地
域
か
ら
広
が
り
を
見
せ
る
の
で
は
な
く
、
各
地
域
そ
れ
ぞ

れ
で
出
現
し
て
い
る
。
開
発
地
や
屋
敷
を
守
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
、
各
地
で
屋

敷
墓
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
十
二
世
紀
末
頃
に
開
創
さ
れ
た
墓
地
の
警

者
が
新
興
の
武
士
中
心
で
あ
っ
た
の
も
、
自
分
た
ち
の
土
地
を
死
守
す
る
た
め
の

対
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
共
同
墓
地
は
、
出
現
す
る
時
期
に
ば
ら
つ
き
は
あ

る
が
、
十
四
世
紀
ご
ろ
に
造
基
盤
層
が
広
が
っ
て
墓
地
が
展
開
し
て
い
く
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
、
屋
敷
墓
は
十
四
世
紀
頃
に
衰
退
し
て
く
る
。
犀
薮
墓
か
ら
共
同

墓
地
へ
の
変
化
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
十
四
世
紀
頃
に
大
き
な
変
化
あ
っ

た
。
そ
れ
ま
で
風
葬
や
死
体
遺
棄
に
近
い
葬
ら
れ
方
が
多
か
っ
た
庶
民
の
間
で
も
、

墓
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

火
葬
墓
は
、
お
よ
そ
十
三
世
紀
前
後
に
現
わ
れ
始
め
、
十
六
世
紀
ま
で
展
開
が

見
ら
れ
る
。
地
域
ご
と
で
は
な
く
、
『
中
世
一
墓
容
認
集
盛
-
一
一
ニ
か
ら
管
見
の
限
り

火
葬
で
、
年
代
が
分
か
る
も
の
を
抜
き
出
し
て
、
ど
こ
で
ど
の
時
期
に
火
翠
曇
が

造
ら
れ
て
い
る
か
を
地
図
に
し
て
み
た
。
但
し
、
北
海
唾
坦
と
沖
縄
は
抜
い
た
。
資

料
は
順
番
に
、
十
二
世
紀
監
則
(
地
図
1
)
、
士
歪
紀
代
(
地
図
2
)
、
十
三
世

紀
代
(
地
図
3
)
、
十
四
世
紀
代
(
地
図
4
)
、
十
五
世
紀
代
(
地
図
5
)
、
十
六
世

紀
以
降
(
地
図
6
)
に
わ
け
で
、
墓
地
の
始
ま
り
の
時
期
で
地
図
に
ポ
イ
ン
ト
を

1m 

落
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
二
世
紀
以
前
(
地
図
1
)



十
二
世
紀
代
(
地
図
2
)

十
三
世
紀
代
(
地
図
3
)

三E



十
四
世
紀
代
(
地
図
4
)

十
五
世
紀
代
(
地
図
5
)



十
六
世
記
以
降
(
地
図
6
)

年
代
ご
と
の
数
を
比
較
す
る
と
、
十

こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
十
二
世
紀
と
士
二
世
紀
と
で
は
、
そ
の
数
は
大
き
く
異
な

る
が
、
火
蓮
墓
が
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
似
て
い
る
。
京
の
周
辺
と
北
九
州
と

関
東
の
三
箇
所
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
人
が
多
く
塞
広
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
都
市
に
、
多
く
造
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
四
世
紀
に
な
る
と
、
火

蒙
基
が
近
畿
な
ど
に
か
な
り
集
中
し
て
い
た
の
が
、
そ
の
周
辺
へ
と
広
が
っ
て
い

る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
十
四
世
紀
に
全
国
的
万
拡
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
十
五

世
紀
も
同
様
に
展
開
し
て
い
る
。
十
六
世
紀
に
な
る
と
、
数
が
激
減
し
て
い
る
。

こ
の
地
図
の
印
は
、
墓
地
の
造
ら
れ
始
め
の
時
期
で
つ
け
て
い
る
た
め
、
十
六
世

紀
か
ら
火
塞
墓
が
殆
ど
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
前
時
代
か
ら
続
い

て
い
る
墓
は
営
ま
れ
て
い
る
の
で
、
火
翠
基
の
数
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
減
つ
て
は
い

な
い
。
十
六
世
紀
に
な
る
と
、
火
葬
墓
は
引
き
続
い
て
営
ま
れ
て
い
る
が
、
新
た

に
造
ら
れ
る
数
が
減
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
火
葬
墓
の
表
退
の
予
兆
が
現
れ

始
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

前
節
で
、
十
四
世
紀
ご
ろ
が
墓
地
の
大
き
な
変
化
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
述

べ
た
。
こ
の
時
期
に
、
火
器
墓
も
大
き
く
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
十
四
世
紀
か
ら

十
五
世
紀
に

一
気
に
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
る
事
が
見
て
と
れ
た
口
中
世
の
墓
地

の
拡
が
り
は
、
火
葬
墓
の
拡
が
り
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

ま
た
、
藤
津
氏
は
石
組
墓
の
展
開
か
ら
墓
地
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
四
。

石
組
墓
は
、
五
段
階
に
展
開
し
、

心
一
基
単
独
②
二
基
連
接
@
複
数
基
連
接

ω長

方
形
区
画
を
あ
と
か
ら
一
基
ず
つ
に
区
切
る
⑤
長
方
形
区
画
内
の
区
切
り
が
な
く

な
る
、
と
さ
れ
る
。
①
は
、
十
二
世
紀
末
頃
か
ら
十
三
世
紀
前
半
に
主
流
に
な
る
。

②
は
、
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
初
頭
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
③
は
、
十
四
世

紀
前
半
と
さ
れ
、
家
族
の
墓
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
④
は
、
十
四
世
紀
後
半
で
、

寸二



そ
れ
ま
で
石
組
の
周
辺
内
が
墓
所
で
あ
っ
た
の
が
、
石
組
の
範
囲
丙
が
墓
所
と
認

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
⑤
は
、
十
四
世
紀
末
か
ら
十
五
世
紀
前
半
一
と
考
え
ら
れ
、

石
組
全
体
が
一
家
族
の
墓
所
と
な
り
、
石
組
内
で
の
個
人
性
が
な
く
な
っ
て
い
る

と
さ
れ
る
。

墓
地
に
建
て
ら
れ
る
石
塔
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
『
中
世
』
に
よ
る
と
、
石

塔
は
十
三
世
紀
ご
ろ
か
ら
数
多
く
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
四
世
紀
ご
ろ
に

盛
行
し
て
い
る
。
そ
の
盛
行
に
は
、
火
華
墓
の
展
開
が
伴
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

墓
地
が
展
開
し
て
く
る
時
期
に
、
石
塔
の
造
立
も
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
節

で
も
触
れ
た
が
、
十
三
世
紀
の
終
わ
り
に
は
、
告
最
た
ち
も
墓
参
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
た
。
墓
参
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
墓
所
の
目
印
に
な
る
石
塔
が
建

て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
石
塔
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
墓
に
対
す

る
人
々
の
認
識
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
石

塔
の
受
容
は
、
火
葬
の
受
容
と
大
き
く
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
石
塔
を
造
立
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
死
者
の

菩
提
を
弔
wpた
め
に
、
石
塔
を
造
立
す
る
こ
と
は
大
変
お
金
が
か
か
る
こ
と
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
水
藤
真
氏
に
よ
る
と
、
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
か
ら
、
尋
尊

の
石
塔
代
、
が
、
石
の
切
り
出
し
に
十
石
、
そ
の
他
党
字
を
刻
ん
で
立
て
る
費
用
に

三
貫
四
百
四
十
四
文
掛
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
貴
族

や
武
士
踏
層
な
ど
と
い
っ
た
階
級
の
人
々
は
、
石
塔
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

庶
民
に
は
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
章
え
よ
う
。

藤
津
氏
に
よ
る
と
一
五
、
十
五
世
紀
以
降
の
墓
地
景
観
の
変
遷
は
石
造
品
の
移
り

変
わ
り
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
十
五
世
紀
初
頭
に
、
石
組
墓
の
上
の
石
塔
が
急
激

に
増
加
し
て
、
十
六
世
紀
中
頃
に
、
よ
り
小
型
の
石
塔
が
魚
激
に
増
大
す
る
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
型
の
五
輪
塔
が
魚
激
な
増
大
を
み
せ
る
一
方
で
、
様
々

ノl

な
五
輪
塔
の
省
略
形
が
現
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
地
方
で
は
小
規
模
な
数
個
の
石

を
脊
せ
集
め
る
だ
け
、
あ
る
い
は
一
個
の
石
を
の
せ
る
だ
け
の
墓
が
残
っ
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。

西
口
圭
介
氏
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
は
簡
易
な
土
葬
、
簡
易
な
火
葬
、

簡
易
な
石
造
品
が
出
現
す
る
段
階
と
し
て
い
る
一
六
。
室
町
時
代
末
ま
で
に
は
、
自

営
農
民
層
ま
で
火
葬
が
広
が
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
こ
七
、
庶
民
層
に
ま
で
火

葬
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
時
間
と
費
用
が
か

か
る
も
の
で
は
な
く
、
簡
易
で
、
行
わ
れ
や
す
い
も
の
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
に
建
て
る
石
塔
も
、
小
さ
く
、
簡
易
な
も
の
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
広
い
階
層
に
使
用
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
。

ま
た
、
水
谷
類
氏
に
よ
る
と
一
八
、
礼
拝
(
供
養
)
対
象
を
納
め
る
た
め
の
容
れ

物
で
あ
る
ラ
ン
ト
ウ
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
広
が
り
、
十
七
世

紀
に

減
少
す
る
と
さ
れ
る
。
ラ
ン
ト
ウ
は
石
造
物
に
比
べ
る
と
、
そ
の
絶
対
数
は
少
な

い
が
、
全
国
的
に
分
布
す
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
と
す
る
。
供
養
対
象
を
納
め
る

容
れ
物
が
十
五
世
紀
か
ら
登
場
し
た
こ
と
は
、
十
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
位
暴
対
象
が

必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
々
が
供
養
す
る
対
象
を
求
め
た
と
考
え
ら

れ
る
。位

以
養
の
対
象
と
な
る
石
塔
の
変
化
は
、
人
々
の
位
進
へ
の
認
識
の
変
化
と
き
p
え

る
で
あ
ろ
う
。
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
、
上
級
階
級
の
人
々
を
中
心

に
、
石
塔
が
増
え
た
こ
と
で
、
墓
へ
の
批
畿
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
十
五
世
紀
に
な
る
と
、
簡
易
化
さ
れ
、
多
く
の
人
々

ま
で
石
塔
を
建
て
、
故
人
の
供
養
が
行
わ
れ
た
口



の

霊童
のや
変そ
化 こ

窺 建
いて
知 ら
る れ
こる
と石
が塔
でな
きど
るの。重

か
ら

人
々
の
墓
参
・
墓
所
へ

第
三
節
葬
送
の
儀
礼

当
時
の
葬
送
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
葬
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
で
は
、
葬
送

の
手
順
は
ど
の
よ
う
に
し
て
執
り
行
わ
れ
た
か
。
民
衆
の
蓮
犠
の
様
子
を
記
録
か

ら
見
出
す
の
は
難
し
い
た
め
、
且
園
長
な
ど
の
上
層
階
級
の
謹
融
か
ら
見
て
い
く
。

葬
送
の
事
に
つ
い
て
細
か
く
書
か
れ
て
い
る
『
吉
事
次
差
二
九
に
は
、
亡
く
な

っ
た
直
後
の
こ
と
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
亡
く
な
る
と
直
ぐ
に
鐘
の
上
に
寝
か
せ

て
、
北
枕
に
す
る
。
扉
風
や
凡
帳
を
立
て
廻
ら
し
、
少
し
離
れ
た
所
に
火
を
と
も

し
て
、
香
を
焚
い
て
お
く
。
夏
な
ど
に
は
、
臭
い
が
し
な
い
よ
う
に
余
計
に
気
を

配
っ
て
い
る
こ
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
棺
に
入
れ
る
と
き
に
は
、
「
次
御
入
棺
ノ
役
ノ
人
六
へ
或
八
A
q
」
と

そ
の
人
数
が
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
「
役
ノ
人
六
人
-
鐘
ノ
四
ノ

ス
ミ
。
左
右
ノ
ソ
パ
ニ
ツ
キ
テ
。
鼻
テ
箆
ナ
ガ
ラ
イ
レ
タ
テ
マ
ツ
ル
。
」
と
下
に
敷

い
で
あ
っ
た
建
こ
と
棺
の
中
に
納
め
て
い
た
。
覆
い
を
か
け
て
、
土
砂
を
入
れ
、

蓋
を
し
て
、
再
び
北
枕
に
し
て
、
葬
送
の
時
ま
で
置
か
れ
て
い
た
ι

葬
送
を
行
う
場
所
は
、
「
早
旦
ニ
山
伊
所
ヲ
パ
ハ
ジ
ム
。
」
と
行
う
日
の
朝
に
準

備
し
、
「
御
葬
送
事
。
(
中
略
)
刻
限
ニ
上
下
ノ
人
素
服
ヲ
キ
ル
。
飽
翠
窓
売
」
と
書

か
れ
る
よ
う
に
、
夜
に
葬
送
が
行
わ
れ
て
い
た
。
夜
に
行
わ
れ
た
の
は
中
世
前
期

で
あ
り
、
中
世
後
期
に
な
る
と
、
と
く
に
上
級
武
士
の
謹
議
で
昼
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
さ
れ
る
。
中
穿
低
期
に
、
「
見
せ
る
葬
式
」
の
性
格
が
顕
著
に
な
る
と

す
る
き
。
前
嶋
敏
氏
は
、
中
世
前
期
、
院
・
天
皇
ま
た
貴
族
層
の
者
は
、
「
見
せ

る
」
と
い
う
こ
と
を
意
図
し
て
葬
列
を
進
行
さ
れ
て
い
た
。
社
暫
乞
避
け
る
な
ど

の
条
件
を
付
与
す
る
も
、
普
段
の
行
列
と
ほ
ぼ
同
じ
基
準
で
順
路
が
決
定
さ
れ
た

と
さ
れ
る
三
一
。
権
力
を
持
っ
た
人
々
が
、
自
ら
の
地
位
を
誇
示
す
る
た
め
に
「
見

せ
る
」
と
い
う
要
素
を
含
ま
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
中
世
前
期
に
お
い
て
、
「
見
せ

る
」
葬
列
を
行
っ
て
い
た
人
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
多

く
の
人
々
は
、
「
ど
こ
そ
こ
へ
葬
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
い
っ
た
表
現
で
-
記
述
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
夜
に
な
れ
ば
暗
く
見
え
に
く
く
な
る
時
代
に
お
い
て
、

そ
れ
ほ
ど
し
っ
か
り
と
見
え
る
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
実
際
に
、
後
深
草

院
の
葬
列
を
追
い
な
が
ら
も
見
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
が
、
『
と
は
ず
が
た
り
』

に
見
る
事
が
で
き
る
。
多
く
の
人
々
が
活
動
を
や
め
、
休
ん
で
い
る
夜
に
葬
送
を

行
う
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
ひ
っ
そ
り
と
行
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
『
大
日
本
史
料
』
を
見
て
い
く
と
、
記
録
類
に
亡
く
な
っ
た
と
い
フ
記

述
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
葬
送
に
つ
い
て
の
記
述
は
少
な
く
、
ま
た
書
か
れ
て
い

て
も

1

詳
し
く
な
く
風
の
便
り
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
。
葬
送
は
、
表
立
っ
て
言

い
広
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

葬
送
を
行
う
と
き
の
服
装
は
、
通
常
の
服
装
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
嘗

日
吉
事
ニ
裁
縫
ナ
リ
。
上
ニ
ハ
橡
ノ
上
ニ
テ
吉
方
ニ
ム
カ
ヒ
テ
タ
テ
マ
ツ
ル
。
女

房
モ
コ
レ
ニ
同
ジ
。
男
ハ
庭
ニ
テ
キ
ル
。
」
そ
の
日
に
な
っ
て
か
ら
、
作
ら
れ
た
着

物
を
身
に
つ
け
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
て
、
棺
を
車
に
乗
せ
運
ん
で
い
く
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
人
が
そ
の
葬
列
に
つ
い
て
い
く
の
で
は
な
か
っ

た
。
出
棺
し
た
あ
と
、
残
っ
た
人
々
は
塵
を
竹
の
帯
で
払
い
、
塵
と
帯
は
川
に
流

し
て
い
た
。
そ
う
し
て
か
ら
、
部
屋
に
灯
さ
れ
て
い
た
火
を
消
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。遺

体
は
焼
か
れ
、
骨
を
白
い
皮
の
袋
に
い
れ
て
、
三
味
堂
に
納
め
て
、
終
了
と

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
三
味
堂
へ
骨
を
納
め
に
行
く
人
は
、
親
し
き
人
と
さ
れ
て

7L 



お
り
、
葬
送
が
進
ん
で
い
く
ご
と
に
、
人
の
数
は
減
っ
て
い
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る。
中
世
前
期
、
葬
送
は
近
し
い
人
々
の
手
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
天
皇

や
貴
族
た
ち
に
は
、
「
見
せ
る
」
と
い
う
要
素
が
葬
列
に
は
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に

は
ひ
っ
そ
り
と
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
葬
送
を
行
う

日
に
本
格
的
な
準
備
が
始
ま
り
、
終
わ
る
と
同
時
に
痕
跡
が
見
え
な
く
な
る
よ
う

な
早
さ
で
片
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
中
世
後
期
、
武
士
た
ち
が
よ
り
「
見

せ
る
」
と
い
う
要
素
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昼
に
行
わ
れ
る
な
ど
の
変

化
が
現
れ
た
。
葬
儀
の
様
子
は
、
武
士
た
ち
が
台
頭
し
て
く
る
こ
と
で
、
大
き
く

変
わ
っ
て
く
る
。

第
二
章
絵
巻
か
ら
見
る
変
化

第
一
節
絵
巻
か
ら
葬
送

本
章
で
は
、
文
字
資
料
か
ら
で
は
な
く
、
絵
巻
物
な
ど
衿
選
愚
岩
中
心
と
し
て

葬
送
や
墓
な
ど
の
有
様
を
見
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
、
葬
送
の
実
態
や
、
位
詰
喪
観
に

つ
い
て
見
て
い
く
。
本
節
で
は
、
臨
終
・
葬
送
・
墓
地
の
様
子
が
ど
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。
取
り
上
げ
る
絵
巻
は
、
「
餓
鬼
草
紙
」
三
一
一
、
「
北

野
天
神
縁
起
絵
巻
」
三
三
、
「
一
遍
上
人
絵
信
」
一
一
酉
、
「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」
三
五
、
「
春

日
権
現
験
記
絵
」
三
六
、
「
法
然
上
人
桧
信
」
=
一
七
、
「
慕
帰
絵
詞
」
一
二
八
、
「
平
治
物
語

絵
詞
」
売
、
「
西
行
物
語
絵
巻
」
四
O
、
。
「
弘
法
大
師
行
状
辞
詞
」
四
一
、
「
松
崎
天
神

縁
起
」
四
二
、
「
融
通
念
件
縁
起
」
盟
一
一
、
「
稚
児
豊
田
縁
起
四
四
、
「
天
狗
草
替
四
五

の
十
四
の
作
品
で
あ
る
。

o 

駒
野
斡

「
西
行
物
語
絵
巻
」
の
西
行
の
同
行
の
聖
が
天
寿
を
全
う
し
た
場
面
で
は
枕
元

で
僧
が
一
棋
を
拭
っ
て
い
る
。
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
の
一
遍
の
臨
終
の
場
面
で
は
多
く

の
人
々
が
集
ま
り
そ
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
。
「
慕
帰
絵
詞
」
の
宗
昭
が
入
滅
し
た

場
面
で
は
宗
昭
の
ま
わ
り
で
僧
侶
た
ち
が
涙
に
く
れ
て
い
る
。
「
一
法
然
上
人
絵
伝
」

の
右
京
権
大
夫
藤
原
隆
信
が
合
掌
し
な
が
ら
息
絶
え
た
場
面
で
は
部
屋
の
外
で

人
々
が
泣
い
て
い
る
。
明
遍
臨
終
の
場
面
で
は
人
々
が
集
ま
り
悲
し
ん
で
い
る
。

法
然
臨
終
の
場
面
で
は
人
々
が
手
を
合
わ
せ
て
い
る
。
「
春
日
権
現
験
記
絵
」
の
僧

の
母
が
亡
く
な
っ
た
場
面
で
は
憎
が
一
人
母
の
枕
元
で
悲
し
み
涙
し
て
い
る
。
「
融

通
念
件
縁
起
」
の
下
僧
の
妻
が
亡
く
な
っ
た
が
蘇
生
し
た
場
面
で
は
家
族
が
枕
元

で
悲
し
み
、
家
の
外
で
は
様
子
を
窺

F

ヰ
告
や
悲
し
ん
で
い
る
者
が
い
る
。
ど
の
絵

か
ら
も
集
ま
っ
た
人
々
が
悲
し
ん
で
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
身
内
の
者
や
、
日

ご
ろ
身
近
に
接
し
て
い
た
人
が
集
ま
り
、
最
期
の
時
を
共
に
過
ご
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
僧
侶
や
貴
族
な
ど
は
、
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ

る
が
、
「
春
日
権
現
験
記
絵
」
や
「
融
要
山
仏
縁
起
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
基
本

的
に
は
近
し
い
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
静
か
に
看
取
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

警珪埋
葬
・
茶
毘
の
場
面
も
含
め
て
葬
送
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
「
一
遍
上
人
絵
伝
」

の
如
一
の
葬
式
で
は
、
松
明
を
持
つ
者
を
先
頭
に
棺
が
運
ば
れ
、
周
り
に
刀
な
ど

を
持
つ
者
、
そ
の
後
ろ
を
僧
侶
た
ち
が
続
く
。
「
法
然
上
人
絵
伝
」
の
士
皐
童
の
葬

送
の
場
面
、
法
然
の
遺
骸
を
運
ん
で
い
る
場
面
、
こ
れ
ら
も
松
明
を
持
つ
者
や
武

装
し
た
者
な
ど
が
お
り
、
棺
を
運
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
法
然
遺
骸

の
茶
毘
は
周
り
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
因
わ
れ
た
所
で
行
わ
れ
、
周
囲
の
人
物
が



悲
し
ん
で
い
る
。
「
平
治
物
語
」
の
信
西
が
自
刃
し
て
果
て
た
場
面
で
は
、
亡
く
な

っ
た
そ
の
場
所
に
埋
め
よ
う
と
、
泣
き
つ
つ
土
を
か
け
て
い
る
。
「
稚
児
豊
田
縁
起

の
持
仏
堂
で
仏
事
を
行
っ
て
い
る
場
面
で
は
、
棺
の
前
に
供
物
な
ど
を
供
え
仏
事

を
執
り
行
っ
て
い
る
。
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
承
久
本
の
棺
を
運
ぶ
場
面
、
道
真

の
遺
体
を
運
ぶ
途
中
で
車
が
止
ま
り
、
士
一
の
中
に
埋
葬
し
て
い
る
場
面
、
弘
安
本

の
道
真
の
遺
体
を
運
ぶ
途
中
で
車
が
止
ま
っ
た
場
面
、
「
松
崎
天
神
縁
起
」
の
道
真

の
遺
体
を
乗
せ
た
車
が
止
ま
っ
た
場
面
で
は
、
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
な
ど
と
同
じ
よ

う
に
、
松
明
や
武
装
し
た
人
々
が
描
か
れ
て
い
る
。

害
事
次
産
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
葬
送
は
夜
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

今
回
見
て
き
た
絵
か
ら
も
松
明
を
持
つ
者
が
付
き
添
い
、
葱
埠
を
照
ら
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
長
刀
を
持
ち
、
武
装
し
た
者
が
付
き
添
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
魔

に
襲
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
魔
を
追
い
払
う
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
必
ず
付
き
添

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
道
真
の
棺
を
運
ぶ
、
同
じ
題
材
の
絵
を
三
つ
取
り
主
け

た
が
、
制
作
年
f
が
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
様
子
は
武
装
し
た
者
が
付
き
添
い
、

松
明
に
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

遺
体
を
運
ぶ
時
に
よ
く
見
ら
れ
る
様
子
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
人
々

を
除
く
と
、
棺
を
運
ぶ
人
の
数
は
と
て
も
少
な
い
こ
と
が
「
法
然
上
人
絵
伝
」
古

年
童
の
葬
送
の
場
面
、
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
承
久
本
か
ら
見
て
取
れ
る
。
葬
送

の
列
に
加
わ
る
の
は
近
親
の
者
だ
け
で
、
そ
の
人
数
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
少
人

数
の
人
の
手
に
よ
っ
て
、
ひ
っ
そ
り
と
埋
葬
地
へ
と
運
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
一

方
で
、
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
や
「
法
然
上
人
桧
信
」
法
然
の
遺
骸
を
運
ん
で
い
る
場

面
の
よ
う
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
警
古
が
行
わ
れ
て
い
る
様
子
も
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
中
世
後
期
に
な
る
と
、
昼
に
謹
議
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と

は
、
第
一
章
で
も
触
れ
た
。
時
代
が
下
っ
て
く
る
と
、
ひ
っ
そ
り
と
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
意
識
も
緩
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
現
わ
れ
で
は
な
か
ろ
う

，刀

ま
た
、
今
回
取
り
上
げ
た
の
は
僧
の
警
誌
で
あ
り
、
臨
終
の
時
と
同
様
に
、
慕

っ
て
い
た
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
稚
児
観
音
縁
起
」
に
描
か

れ
て
い
る
も
の
も
、
僧
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
盛
大
な
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
当
時
の
蓮
議
の
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
道

真
の
埋
葬
や
法
然
の
茶
毘
に
描
か
れ
て
い
る
者
は
、
僧
侶
や
貴
壊
と
い
っ
た
人
々

で
あ
り
、
一
般
庶
民
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
行
わ
れ
た
葬
送
は
き
わ
め
て
丁
重

な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
般
庶
民
の
葬
送
は
、
と
て
も
簡
易
な
も
の
で
あ
り
、
死
骸

を
野
に
棄
て
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
様
子
は
、
墓
地
の
様
子
を
見
る

と
き
に
詳
し
く
見
た
い
。
こ
の
よ
う
に
一
般
民
衆
の
間
へ
火
葬
が
広
ま
っ
て
い
く

こ
と
は
金
銭
的
に
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
法
然
が
茶
毘
に
ふ
さ
れ
、
弟

子
の
親
驚
が
火
葬
に
よ
っ
て
葬
ら
れ
て
以
来
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て
真
宗
信
者
の
間

で
は
、
か
な
り
懲
属
し
て
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
土
葬
・
火
葬

い
ず
れ
の
葬
法
に
お
い
て
も
、
法
然
の
茶
毘
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
の
気
配

の
な
い
夢
所
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

墓
地

「
餓
鬼
草
子
」
に
は
、
土
を
盛
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
盛
土
塚
と
、
石
を
積
み
上

げ
て
作
ら
れ
た
石
積
塚
の
二
種
類
の
墓
が
描
か
れ
て
い
る
。
描
か
れ
て
い
る
盛
土

塚
は
土
葬
を
し
め
し
て
い
る
と
笹
疋
さ
れ
る
。
棺
に
入
れ
て
土
葬
に
し
た
場
貧

土
中
で
棺
が
朽
ち
果
て
、
土
を
支
え
る
力
が
な
く
な
り
、
上
に
の
っ
て
い
た
土
が

落
ち
込
ん
で
き
て
し
ま
う
た
め
、
埋
葬
し
て
す
ぐ
に
そ
の
上
に
墓
を
建
て
る
こ
と

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
餓
鬼
草
紙
」
に
描
か
れ
る
護
委
や
五
輪
塔
は
、
火
葬
か



改
葬
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
火
葬
が
入
っ
て
き

て
、
且
園
長
た
ち
は
、
土
葬
・
火
葬
の
ど
ち
ら
か
を
選
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、

一
つ
の
墓
地
に
土
葬
・
火
葬
が
混
合
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

ま
た
、
他
の
葬
法
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
餓
鬼
草
紙
」
「
北
野
天
神
縁
起
絵

巻
」
に
描
か
れ
る
墓
地
の
墓
の
聞
に
は
屍
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。
棺
に
入
れ
ら
れ

て
い
た
り
、
娃
の
上
だ
っ
た
り
、
何
も
な
か
っ
た
り
と
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
置
か
れ

て
い
る
。
十
二
・
十
三
世
紀
頃
の
墓
地
は
、
特
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
が
自
由
に
葬
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
絵
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と

か
ら
、
墓
地
と
い
う
場
所
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
葬
ら
れ
、
混
沌
と
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
人
々
の
詞
識
も
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
霊
屋
の
周
り
に
建

て
ら
れ
る
卒
塔
婆
に
は
蔦
が
絡
ま
り
、
「
一
遍
上
人
絵
伝
」
の
盛
ら
れ
た
墓
や
「
西

行
物
語
絵
巻
」
に
描
か
れ
る
墓
の
周
り
に
も
輩
が
大
き
く
育
ち
、
死
者
を
葬
る
時

以
外
は
、
人
が
近
寄
ら
ず
わ
び
し
い
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
が
徐
々
に
変
化
し

て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
寺
院
の
敷
地
内
全
畏
に
墓
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
人
が
い

な
い
場
所
で
、
人
の
訪
れ
が
少
な
く
、
整
管
。
れ
る
こ
と
も
な
〈
荒
涼
と
し
た

場
所
で
あ
っ
た
の
が
、
あ
る
程
度
整
備
さ
れ
、
人
の
入
っ
て
く
る
場
所
へ
と
変
わ

っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

第
二
節
九
相
図
に
見
る
供
養
観

本
節
で
は
、
積
い
も
の
、
不
浄
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
九
相
観
・

九
相
図
の
成
立
や
展
開
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
当
時
の
人
々
の
死
へ
の
向
き
合
い

方
や
、
死
体
へ
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

百
右
波
仏
教
辞
典
』
に
よ
る
長
六
、
九
相
と
は
「
九
想
と
も
書
く
。
人
間
の

死
骸
が
土
灰
に
き
す
る
ま
で
の
九
段
階
の
変
相
を
い
う
。
ま
た
、
不
浄
観
の
一
つ

と
し
て
、
こ
の
変
相
を
観
想
し
て
肉
体
へ
の
執
着
を
断
ち
、
無
常
を
悟
っ
て
解
脱

を
は
か
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
九
相
図
は
死
骸
が
朽
ち
果
て
る
ま

で
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

各
段
階
の
変
相
の
名
称
と
そ
の
内
容
は
、
経
典
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て

い
る
が
、
山
本
聡
美
氏
に
よ
っ
て
四
七
、
比
較
的
広
く
採
ら
れ
て
い
る
説
が
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
た
い
。

四

脹
相
:
・
顔
色
は
黒
ず
み
、
身
体
が
硬
直
し
て
手
足
が
あ
ち
こ
ち
を
向
く
。
革

袋
に
風
を
盛
っ
た
よ
う
に
膨
脹
し
、
体
中
の
穴
か
ら
汚
物
が
流
れ
出

す。

壊
相
:
・
風
に
吹
か
れ
日
に
曝
さ
れ
て
皮
肉
が
破
れ
、
身
体
は
裂
け
変
形
し
識

別
で
き
な
い
。

血
塗
相
・
:
皮
膚
の
裂
け
目
か
ら
血
が
溢
れ
所
々
を
斑
に
染
め
、
血
に
し
み
込

ん
で
異
臭
を
放
つ
。

膿
嫡
相
・
:
膿
み
嫡
れ
腐
っ
た
肉
が
、
火
を
得
た
蝋
の
よ
う
に
流
れ
る
。

青
癖
相
・
:
残
っ
た
皮
膚
や
肉
が
風
日
で
乾
き
黒
変
す
る
、
一
部
は
青
く
一
部

は
傷
ん
で
痩
せ
て
皮
膚
が
た
る
む
。

噸
相
:
・
狐
・
狼
・
鴎
・
鷲
な
ど
に
噸
食
さ
れ
る
、
禽
獣
が
争
っ
て
手
足
を
引

会
裂
く
。

散
相
・
:
頭
と
手
と
五
臓
が
異
な
る
所
に
散
ら
ば
り
、
も
は
や
収
敏
し
な
い
。

骨
相
:
二
種
あ
り
、
一
種
は
膿
膏
を
帯
び
た
一
具
の
骨
、
一
種
は
純
白
の
清

玉-'-
ノ、七八



九

籍j

察登
れで
元ぱ
貴ら

lま
ら

な
'っ
た
貴

日
本
で
の
展
開

九
相
観
を
説
く
経
典
が
日
本
へ
と
入
っ
て
き
た
の
は
、
奈
良
時
代
の
頃
で
あ
る
。

経
説
と
漢
詩
が
日
本
に
お
け
る
九
相
文
化
と
し
て
、
平
安
時
代
に
展
開
を
見
せ
て

い
く
。
源
信
の
『
往
生
置
蒼
置
と
、
空
海
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
『
九
相
蓋
の
一
一

つ
の
テ
キ
ス
ト
が
、
十
世
紀
末
頃
に
成
立
す
る
。
こ
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
が
、
中

世
の
九
相
図
へ
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
九
相
図

の
基
本
と
な
っ
て
い
る
こ
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
中
国
の
経
典
の
影
響
を
ど
の

よ
う
に
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
典
の
九
相
観
と
比
較
し
て
み
た
い
。

源
信
の
『
往
生
要
差
は
、
い
く
つ
も
あ
る
経
典
の
中
か
ら
、
『
大
般
若
波
羅
蜜

多
量
』
と
『
摩
詞
止
隼
の
二
つ
を
出
典
元
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
順
序
は
、

一
縫
脹
、
ニ
青
癖
、
三
臭
嫡
、
四
膜
血
、
五
食
噸
、
六
潰
畑
、
七
白
骨
、
八
支
節

分
散
、
九
腐
朽
砕
末
、
と
な
っ
て
い
る
。
資
料
で
見
て
み
る
と
分
か
る
よ
う
に
、

こ
の
名
称
が
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
と
似
通
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
を
見
て

み
る
と
、
『
往
生
要
塞
が
引
用
し
て
い
る
文
は
、
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
醤
で
あ

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
で
は
、
修
行
者
に
よ

る
観
想
を
前
提
と
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
往
生
要

差
で
は
。
観
想
修
行
と
い
之
忌
味
か
ら
離
れ
て
、
六
道
の
一
部
で
あ
る
人
道
の

積
れ
た
様
を
説
き
明
か
す

k
い
λ
薪
し
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
九
相
観
が
取
り

込
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
宇
宙
八
。
も
と
も
と
の
主
た
る
目
的
は
修
行
の
た
め
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
修
行
の
た
め
と
い
う
目
的
が
排
除
さ
れ
た
形
で
、
日
本
の
二
大
テ
キ

ス
ト
の
ひ
と
つ
が
台
頭
し
て
く
る
。
日
本
で
の
独
自
性
が
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
出
来

上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
代
表
的
な
テ
キ
ス
ト
、
空
海
に
仮
託
さ
れ
る
『
九
相
詩
』
は
、

空
海
の
高
差
一
具
済
(
八

O
O
l八
六

O)
が
編
纂
し
た
『
性
霊
差
十
巻
の
第
十

巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
九
相
詩
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
典
拠

と
な
っ
て
い
る
経
典
は
見
出
せ
な
い
。
八
世
紀
の
日
本
に
お
い
て
、
九
相
観
詩
の

受
容
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
下
敷
き
に
空
海
本
が
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い

と
さ
れ
て
い
る
。
四
季
の
モ
チ
ー
フ
を
詠
み
込
み
、
「
無
常
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス

ト
が
加
え
ら
れ
て
い
た
四
九

こ
の
よ
う
に
、
中
世
に
描
か
れ
た
九
相
図
は
、
大
陸
か
ら
入
っ
て
き
た
そ
の
ま

ま
の
経
典
と
、
日
本
に
入
っ
て
き
て
日
本
独
自
の
特
色
が
加
え
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト

の
両
方
を
元
に
し
て
描
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
死
体
の
あ

り
さ
ま
が
、
ま
ざ
ま
ざ
と
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

中
世
の
九
相
図

中
世
か
ら
近
世
初
占
現
こ
ろ
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
九
相
図
を
製
作
時
期
の
順
に
見

て
い
く
。
ま
ず
、
九
相
図
に
関
す
る
先
行
研
者
oを
参
考
に
し
て
、
ど
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
か
確
認
し
て
い
く
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
に
つ
い

て
も
見
て
い
く
。

聖
衆
来
翠
議

2
ハ
叫
埠
絵
(
金
不
浄
相
恩
」

聖
衆
来
迎
寺
が
所
蔵
す
る
「
六
道
絵
」
は
、
鎌
倉
時
代
倭
期
に
製
作
さ
れ
た
十

五
幅
一
具
の
掛
幅
画
で
あ
る
。
十
五
幅
の

2
り
十
二
幅
に
『
往
生
要
差
の
「
厭

離
楊
土
」
に
基
づ
く
六
道
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
つ
が
、
九
相



図
、
が
描
か
れ
て
い
る
「
人
道
不
浄
相
図
」
で
あ
る
。

九
相
の
そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
に
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
宣
尽
の
中
に

九
相
が
上
部
か
ら
順
に
描
か
れ
て
い
る
。
右
上
に
は
、
色
紙
形
に
『
往
生
要
産

の
文
章
を
抜
粋
し
た
も
の
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
描
か
れ
て
い
る
絵
は
『
往
生
要

差
の
内
容
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
詞
書
は
書
か
れ
て

い
な
い
が
、
図
像
構
成
は
『
摩
詞
止
観
』
に
の
っ
と
っ
て
い
る
の
。
ゆ
え
に
、
一

新
死
相
、
二
脹
相
、
三
壊
相
、
四
血
塗
相
、
五
膿
嫡
相
、
六
青
筋
相
、
七
噸
相
、

八
散
相
、
九
骨
相
と
な
っ
て
い
る
。

一
・
:
鐘
の
上
に
裸
で
寝
か
さ
れ
て
お
り
、
上
に
着
物
が
掛
け
て
あ
る
。

は
白
く
、
寝
て
い
る
の
と
変
わ
り
な
い
様
子
で
あ
る
。

一
一
・
:
黒
ず
み
、
い
た
る
と
こ
ろ
が
膨
張
し
て
、
か
け
で
あ
っ
た
着
物
が
ず
り
落

ち
て
い
る
。

一
ニ
・
:
建
が
な
く
な
り
、
体
中
が
裂
け
、
血
が
流
れ
出
て
い
る
。

四
:
・
さ
ら
に
皮
膚
の
裂
け
目
が
ひ
ど
く
な
り
、
色
も
黒
ず
ん
で
い
る
。

五
・
:
膨
張
し
て
い
た
皮
膚
が
、
流
れ
て
身
体
が
細
く
な
っ
て
い
る
。

六
・
:
髪
の
毛
も
抜
け
お
ち
、
皮
膚
も
変
色
し
て
、
乾
燥
し
骨
格
が
見
え
て
い
る
。

七
・
:
犬
や
鳥
な
ど
の
動
物
た
ち
が
、
死
体
に
群
が
り
、
食
い
ち
ぎ
っ
て
い
る
。

八
:
・
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
が
、
血
肉
が
つ
い
て
い
る
。

九
・
:
白
く
完
全
に
雲
け
に
な
り
、
ば
ら
ば
ら
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。

肌
の
色

個
人
蔵
「
九
相
図
巻
」

「
九
相
図
巻
」
は
、
聖
衆
来
迎
寺
の
「
六
道
絵
」
よ
り
少
し
後
の
十
四
世
紀
初

頭
頃
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
絵
巻
霊
入
と
し
て
は
最
古
の
作
例
と
な
っ
て

巨耳

い
る
。
坦
亘
爪
が
な
く
、
観
想
の
補
助
具
と
し
て
実
際
に
使
用
さ
れ
る
絵
巻
で
あ
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

詞
書
は
な
い
が
、
図
像
の
構
成
は
、
生
前
の
姿
を
描
く
相
を
除
い
て
聖
衆
来
迎

寺
の
「
六
道
絵
」
と
一
致
し
て
い
る
。
図
像
構
成
は
、
零
生
前
相
、
一
新
死
相
、

一
辰
相
、
三
壊
相
、
四
血
塗
相
、
五
膿
嫡
相
、
六
青
痕
相
、
七
噸
相
、
八
散
相
、

九
骨
相
と
な
っ
て
い
る
。
(
最
後
を
九
と
す
る
た
め
、
最
初
の
生
前
相
を
第
一
相
で

は
な
く
零
と
し
た
。
)

零
・
・
生
き
て
い
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
:
畳
の
上
で
、
枕
を
し
て
寝
か
さ
れ
て
い
る
。
裸
の
上
に
草
骨
物
が
一
枚
か
け

ら
れ
た
様
子
で
描
か
れ
て
い
る
。

二
・
:
畳
が
な
く
な
り
、
掛
け
ら
れ
て
い
た
着
物
も
ず
り
落
ち
て
い
る
。
肌
の
色

が
黒
ず
み
、
あ
ち
こ
ち
が
膨
張
し
て
お
り
、
身
体
が
大
き
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
描
か
れ
る
。

一
ニ
・
:
さ
ら
に
黒
く
変
色
し
膨
張
し
て
、
皮
膚
の
所
々
が
裂
け
赤
く
渉
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
閉
じ
て
い
た
目
が
聞
き
、
若
干
飛
び
出
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四
:
・
身
体
の
膨
張
が
若
干
お
さ
ま
り
、
皮
膚
が
裂
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
さ
ら
に

多
く
な
り
、
血
な
ど
が
流
れ
出
て
い
る
。
片
目
は
潰
れ
、
髪
の
毛
も
か
な

り
ば
ら
ば
ら
に
な
り
広
が
っ
て
い
る

五
・
:
皮
膚
が
さ
ら
に
傷
ん
で
お
り
、
内
臓
な
ど
も
流
れ
出
て
い
る
。
目
は
空
洞

に
な
っ
て
お
り
、
髪
の
毛
も
短
く
な
っ
て
い
る
。

六
・
:
内
臓
な
ど
が
な
く
な
り
、
そ
の
部
分
が
落
弘

J

窪
ん
で
い
る
。
皮
膚
は
乾
燥

し
て
い
る
よ
う
で
、
ミ
イ
ラ
の
よ
う
に
な
り
、
骨
の
形
が
分
か
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

七
・
:
鳥
・
犬
な
ど
の
獣
た
ち
が
、
皮
膚
を
食
い
破
り
、
内
臓
を
引
き
ず
り
出
し



て
食
い
荒
ら
し
て
い
る
。

八
・
:
血
・
肉
が
多
少
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
骨
に
な
っ
て
い
る
。
人

の
形
の
ま
ま
で
、
骨
格
標
本
の
よ

wpな
形
で
描
か
れ
て
い
る
。

九
:
・
白
色
の
骨
と
な
り
、
形
も
ば
ら
ぼ
ら
に
な
っ
て
散
ら
ば
っ
て
い
る
。

九
州
国
立
博
翰
館
蔵
「
九
相
詩
絵
巻
」

文
亀
元
年
(
一
五

O
一
)
七
月
二
十
九
日
と
記
さ
れ
て
お
り
、
文
亀
元
年
が
制

作
年
代
の
目
安
と
な
っ
て
い
る
。
詞
書
に
は
、
蘇
東
坂
本
『
九
相
詩
』
と
九
相
を

詠
ん
だ
和
歌
が
書
か
れ
て
い
る
。
絵
は
土
佐
派
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
「
九
相
詩
絵
巻
」
と
し
て
は
現
存
最
古
の
作
例
と
な
っ
て
い
る
。
図

像
は
、
鎌
倉
期
の
先
行
の
九
相
図
を
踏
襲
し
て
い
な
い
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

図
像
構
成
は
、
一
新
死
相
、
二
肪
脹
相
、
三
血
塗
相
、
四
肪
乱
相
-
五
噸
食
相
、

六
青
癖
相
、
七
白
笠
埋
相
、
八
白
骨
散
相
、
九
成
灰
相
、
と
な
っ
て
い
る
。

一
:
室
内
で
(
老
女
が
)
亡
く
な
り
、
そ
の
ま
わ
り
を
三
人
の
女
性
が
囲
み
、

涙
し
て
い
る
。

一
一
・
:
屋
外
に
な
り
、
棺
が
壊
れ
て
散
乱
し
て
い
る
。
女
性
の
屍
は
黒
ず
み
、
膨

張
し
て
い
る
。
眼
寵
は
空
洞
に
な
っ
て
い
る
。

一
ニ
:
・
屍
の
上
半
身
の
向
き
が
曲
が
り
、
皮
膚
の
あ
ち
こ
ち
が
破
れ
、
血
が
流
れ
、

内
臓
も
飛
び
出
し
て
い
る
。

四
・
:
屍
に
大
量
の
虫
が
群
が
り
、
身
体
は
皮
膚
が
流
れ
て
い
る
。

五
・
:
ほ
と
ん
ど
骨
に
な
っ
て
い
る
が
、
鳥
や
犬
、
が
群
が
っ
て
い
る
。

六
・
:
雲
ん
け
に
な
っ
て
い
る
。
人
の
形
ど
お
り
に
A
円
が
描
か
れ
て
い
る
。

七
:
・
頭
部
な
ど
骨
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
人
の
雲
~
と
わ
か
る
が
、
ば
ら

ば
ら
に
散
っ
て
お
り
、
人
体
の
形
は
留
め
て
い
な
い
。

八
・
:
割
れ
た
白
い
骨
の
破
片
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
み
に
な
っ
て
い
る
。

九
:
・
蔦
の
絡
ま
っ
た
五
輪
塔
が
描
か
れ
て
い
る
。

大
念
悌
寺
蔵
「
九
相
詩
絵
巻
」

大
永
七
年
(
一
五
二
七
)
九
月
二
十
五
日
と
記
さ
れ
て
お
り
、
九
州
国
立
博
物

館
本
(
県
低
九
博
本
と
す
る
)
よ
り
二
十
五
年
後
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

九
博
本
と
同
様
に
、
詞
書
に
は
蘇
東
坂
本
『
九
相
詩
』
と
九
相
を
詠
ん
だ
和
歌
が

書
か
れ
て
い
る
。
相
津
正
彦
氏
に
よ
る
と
詞
書
を
定
法
寺
公
助
(
?
1
一五一

O
)
、

絵
を
狩
野
元
信
(
一
四
七
八

1
一
五
五
九
)
周
辺
の
絵
師
が
描
い
た
も
の
と
比
定

さ
れ
て
い
る
。

図
像
構
成
は
、
一
新
死
相
、
二
肪
脹
相
、
三
血
塗
箱
、
四
方
乱
相
、
五
青
癖
相
、

六
食
噸
相
、
七
自
室
相
、
八
白
骨
散
相
、
九
成
灰
相
と
な
っ
て
い
る

一
:
・
屋
外
に
畳
を
敷
い
て
、
横
た
え
ら
れ
て
い
る
。
枕
も
使
わ
れ
て
い
る
。
裸

に
着
物
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
、
す
っ
ぽ
り
と
覆
わ
れ
て
い
る
。

一
一
・
:
畳
は
な
く
な
り
、
体
は
黒
く
変
色
し
て
い
る
。
身
体
は
、
膨
張
し
て
変
形

し
て
い
る
。

一
ニ
・
:
皮
膚
が
よ
り
黒
く
な
り
、
あ
ち
こ
ち
が
傷
み
、
内
臓
が
露
出
し
て
い
る
。

四
:
・
さ
ら
に
皮
膚
の
傷
み
が
ひ
ど
く
な
り
、
裂
け
て
崩
れ
出
し
始
め
て
い
る
。

五
:
・
内
臓
な
ど
身
体
の
中
身
が
な
く
な
り
、
痩
せ
て
ミ
イ
ラ
の
よ
う
に
な
っ
て

いる。

六
・
:
屍
が
烏
・
犬
な
ど
の
獣
に
喰
い
ち
ぎ
ら
れ
、
無
残
な
姿
ど
な
っ
て
い
る
。

七
:
・
白
骨
化
し
つ
つ
あ
る
屍
が
描
か
れ
て
い
る
。
人
の
形
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

八
・
:
完
全
に
白
骨
に
な
っ
た
、
頭
と
身
体
の
一
部
の
骨
が
ば
ら
ば
ら
に
散
ら
ば

っ
て
い
る
。

主王



九
・
:
蔓
(
朝
顔
?
)
の
絡
ま
っ
た
卒
塔
婆
の
中
に
立
派
な
五
輪
塔
が
建
っ
て
い

る
。
そ
の
前
で
、
男
性
が
涙
に
暮
れ
て
い
る
。

墓
昼
文
学
国
文
学
研
究
室
蔵
「
九
相
詩
絵
巻
」

制
作
時
代
が
分
か
る
年
号
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
九
博
本
か
ら
半
世
紀
ほ
ど

降
っ
た
十
六
世
紀
半
ば
頃
の
作
例
と
見
ら
れ
て
い
る
。
図
像
の
構
成
は
、
九
博
本

と
同
様
で
あ
る
。

図
像
構
成
は
、
一
新
死
相
、
二
肪
脹
相
、
三
血
塗
相
、
四
肪
乱
相
、
五
時
食
相
、

六
青
癖
相
、
七
白
骨
連
相
、
八
白
骨
散
相
、
九
成
灰
相
と
な
っ
て
お
り
、
九
博
本

と
同
じ
構
成
で
あ
る
。
蘇
東
域
本
『
九
相
詩
』
・
九
相
を
詠
ん
だ
和
歌
も
同
様
に
書

か
れ
て
い
る
。

一
・
:
室
内
で
、
女
性
が
亡
く
な
り
、
回
り
に
五
人
の
女
性
が
、
そ
の
死
を
悲
し

ん
で
い
る
。
草
易
が
掛
け
て
あ
る
が
、
そ
の
下
が
裸
か
ど
っ
か
は
判
別
が

で
き
な
い
。

一
一
・
:
屋
外
で
、
屍
が
納
め
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
棺
は
壊
れ
、
屍
の
周
り
に
散
乱

し
て
い
る
。
身
体
は
膨
張
し
て
、
目
は
赤
く
空
洞
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

見
ら
れ
る
。
髪
の
毛
は
長
く
ザ
ン
パ
ラ
に
な
っ
て
い
る
。

一
子
:
身
体
の
あ
ち
こ
ち
が
裂
け
、
腹
部
か
ら
は
内
臓
が
飛
び
出
し
て
い
る
。

四
:
・
岨
が
わ
き
、
髪
の
毛
が
抜
け
お
ち
、
皮
膚
の
痛
み
が
ひ
ど
三
な
っ
て
い
る
。

玉
・
:
鳥
や
犬
な
ど
の
獣
が
屍
に
群
が
り
、
啄
み
食
い
散
ら
か
し
て
い
る
。

六
:
・
肉
体
は
朽
ち
て
、
骨
に
な
っ
て
い
る
。
骨
に
は
色
が
つ
い
て
い
る
。

七
・
:
白
骨
化
し
て
、
骨
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
。

八
・
:
さ
ら
に
砕
け
た
骨
が
、
壊
れ
た
棺
の
破
片
と
と
も
に
散
乱
し
て
い
る
。

九
・
・
・
墓
、
が
描
か
れ
て
い
る
。

健
事
守
蔵
「
九
相
詩
絵
巻
」

奥
書
に
、
慶
安
四
年
(
一
六
五
二
十
二
月
六
日
と
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
狩

野
永
納
の
落
款
・
印
章
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
六
世
紀
半
ば
の
作
例
で
、

狩
野
永
納
の
筆
と
判
明
し
て
い
る
。
詞
書
に
は
、
蘇
東
域
本
『
九
担
詩
』
・
九
相
を

詠
ん
だ
和
歌
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
場
面
に
直
衣
姿
の
男
性
が
描
か
れ

て
い
る
。

図
像
構
成
は
、

1
新
死
相
、

2
肪
脹
相
、

3
血
塗
相
、

4
肪
乱
相
、

5
噸
食
相
、

6
青
療
相
、

7
白
骨
連
相
、
8
白
骨
散
相
、

9
古
墳
相
と
な
っ
て
い
る
。

一
:
・
今
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
と
い
っ
た
様
子
で
、
室
内
で
遺
体
の
周
り
で
人
々

が
悲
し
ん
で
い
る
。

一
一
:
・
屋
外
で
鐘
の
上
に
着
物
を
着
た
女
性
が
寝
か
さ
れ
て
い
る
。
顔
が
少
し
黒

ず
ん
で
き
て
い
る
。

一
二
:
・
着
物
が
晩
け
て
き
て
、
顔
や
身
体
が
膨
脹
し
て
き
で
い
る
。

四
・
・
・
さ
ら
に
身
体
の
悼
み
が
進
ん
で
い
る
。

五
:
・
獣
た
ち
が
、
屍
に
喰
ら
い
つ
い
て
い
る
。

六
:
・
骨
に
な
っ
て
い
る
。
骨
は
つ
な
が
っ
て
お
り
、
血
色
が
あ
る
。

七
:
・
骨
が
は
な
れ
始
め
て
い
る
。
白
色
の
骨
と
な
っ
て
い
る
。

八
・
:
骨
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
散
ら
ぼ
っ
て
い
る
。

九
:
・
石
塔
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
前
で
男
性
が
座
っ
て
い
る
。

久
修
闇
院
蔵
「
九
想
観
法
図
絵
」

貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)
に
制
作
さ
れ
た
。
詞
書
に
は
、
蘇
東
城
本
『
九
相
詩
』

と
九
相
を
詠
ん
だ
和
歌
が
書
か
れ
て
い
る
。
億
事
守
の
も
の
と
同
じ
く
、
版
本
『
九



相
詩
』
か
ら
の
髭
饗
が
強
い
図
像
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
図
像
は
、
多
く

の
点
で
聖
衆
来
迎
守
本
を
踏
襲
し
て
い
る
。

図
像
構
成
は
、
一
新
死
相
、
二
肪
脹
相
、
三
血
塗
相
、
四
方
乱
相
、
玉
噸
食
相
、

六
青
癖
相
、
七
白
宣
謹
相
、
八
骨
散
相
、
九
+
最
相
と
な
っ
て
い
る
。

一
・
:
裸
の
上
に
着
物
が
か
け
て
あ
る
今
亡
く
な
っ
た
ば
か
り
の
女
性
が
敷
物
上

に
寝
か
さ
れ
て
い
る
。

一
一
・
:
膨
脹
し
て
お
り
、
胸
・
腹
部
・
顔
な
ど
が
大
き
く
せ
り
出
て
い
る
。

一
ニ
:
身
体
中
に
裂
傷
が
で
き
、
血
が
惨
ん
で
い
る
。

四
・
:
痩
せ
て
、
肋
骨
の
形
が
見
え
て
い
る
、

五
・
:
獣
た
ち
が
喰
ら
い
っ
き
、
内
臓
が
飛
び
出
て
い
る
。

六
・
:
青
く
変
色
し
、
ミ
イ
ラ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

七
・
:
白
色
の
骨
に
な
っ
て
い
る
。
骨
は
連
な
っ
て
い
る
。

八
:
・
骨
が
バ
ラ
バ
ラ
に
散
っ
て
い
る
。

九
・
・
・
五
輪
塔
と
石
塔
が
描
か
れ
て
い
る
。

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
九
担
芭

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
版
本
に
よ
っ
て
九
相
図
が
広
が
っ
て
い
っ
た
O

こ
の
早

稲
田
大
学
図
書
館
蔵
の
『
九
相
詩
』
は
、
慶
安
頃
の
刊
行
と
見
ら
れ
て
い
る
。

図
像
構
成
は
、

1
新
死
相
、

2
肪
脹
相
、

3
血
塗
相
、

4
方
乱
相
1
5
噸
食
相
、

6
青
癖
相
、

7
白
宣
壇
相
、

8
骨
散
相
、

9
古
墳
相
と
な
っ
て
い
る
。

一
・
:
室
内
で
亡
く
な
っ
た
遺
体
の
周
り
で
、
死
を
嘆
い
て
い
る
。

二
・
:
屋
外
で
、
周
り
に
壊
れ
た
棺
が
散
ら
ば
り
、
膨
脹
し
た
屍
が
描
か
れ
る
。

一
一
一
・
:
腹
部
が
裂
け
、
内
臓
が
飛
び
出
て
い
る
。

四
:
・
姐
な
ど
が
発
生
し
、
身
体
の
形
が
崩
れ
始
め
て
い
る
。

五
・
:
獣
が
喰
ら
っ
て
お
り
、
骨
に
近
い
形
に
な
っ
て
い
る
。

六
・
:
連
な
っ
た
骨
に
な
っ
て
い
る
。
髪
の
毛
が
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
。

七
・
:
骨
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
髪
の
毛
も
散
っ
て
い
る
。

八
・
:
さ
ら
に
散
っ
て
し
ま
う
。

九
・
・
・
墓
が
描
か
れ
て
い
る
。

以
上
が
、
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
て
い
る
九
相
図
の
概
要
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
九
相
図
を
並
べ
て
見
比
べ
て
み
る
と
、
各
相
の
名
称
や
図
像

構
成
、
描
か
れ
て
い
る
図
な
ど
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
変
化
が
見
て
取
れ
る
。

そ
の
中
で
、
特
に
注
目
し
た
い
変
化
は
第
九
相
で
あ
る
。
ま
ず
、
鎌
倉
時
代
に
制

作
さ
れ
た
聖
衆
来
迎
寺
蔵
の
「
六
道
絵
」
と
個
人
蔵
の
「
九
相
図
巻
」
の
名
称
は
、

骨
相
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
骨
で

あ
る
。
鎌
倉
期
に
作
成
さ
れ
た
こ
の
二
つ
に
は
、
詞
書
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
各

相
の
名
称
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
図
像
構
成
が
『
厚
詞
止
観
』
の
説

く
九
相
に
従
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
称
は
『
層
調
止
観
』
の
名
称
が
当
て

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
摩
詞
止
観
』
で
は
、
骨
相
の
後
に
焼
相
が
あ
り
、
第
九

相
で
は
な
い
。

で
は
、
何
故
鎌
倉
時
代
の
九
相
図
に
は
そ
の
焼
相
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
か
。

川
上
実
氏
に
よ
る
と
五
一
、
『
摩
詞
止
観
』
に
は
最
終
段
階
で
あ
る
焼
相
観
を
行
う

「
壊
法
」
と
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
で
骨
相
観
に
留
め
て
い
る
「
不
壊
法
」
の
一
一
種

類
の
九
相
観
訟
が
あ
る
と
い
う
。
『
厚
詞
止
観
』
に
お
い
て
、
「
不
壊
法
」
を
主
要

な
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
不
壊
法
」
の
九
相
観
を
重
視
し
て
、

焼
相
が
描
か
れ
な
か
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
元
に
な
っ
て
い
る
経
典
に
お
い

て
、
「
不
捧
法
」
が
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ

4コ



ろ
う
。
し
か
し
、
要
因
は
他
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
九

相
図
が
描
か
れ
た
鎌
倉
時
代
(
十
四
世
紀
)
は
、
火
葬
は
確
か
に
行
わ
れ
て
い
た

が
、
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
八
世
紀
頃
か
ら
日
本
で
行
わ
れ
始
め
た
火
葬
は

十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
頃
衰
退
す
る
。
そ
の
後
、
再
び
火
葬
は
復
活
す
る
こ
と

に
な
る
と
さ
れ
る
。
九
相
図
が
描
か
れ
た
の
は
、
火
葬
が
再
び
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、
お
よ
そ
百
年
が
た
つ
て
い
る
が
、
一
時
衰
退
し
て
い
た
こ
と
で
浸

透
す
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
火
葬
に
し
て
し
ま
う
焼
相
ま
で
描
く

よ
り
も
、
骨
相
ま
で
で
留
め
て
お
く
ほ
う
が
、
よ
り
身
近
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
現
実
の
状
況
が
こ
う
し
た
絵
巻
に
反
映
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
時
間
差
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
当
時
の

供
養
の
状
況
・
人
々
の
考
え
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

鎌
倉
時
代
の
九
相
図
で
は
、
第
九
相
に
骨
相
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
室
町
時
代

の
九
相
図
に
な
る
と
、
名
称
・
図
像
と
も
に
大
き
く
変
化
が
見
ら
れ
る
。
鎌
倉
時

代
の
九
相
図
で
は
、
第
三
相
が
壊
相
と
な
っ
て
い
た
が
な
く
な
り
、
繰
り
上
が
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
空
い
た
第
九
相
が
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
第
九
相
の

名
称
は
、
九
博
本
と
大
念
悌
寺
本
で
は
「
成
灰
相
」
と
さ
れ
、
東
大
国
文
学
研
究

室
本
で
は
「
古
墳
相
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
玉
撃
事
査
委

が
建
て
ら
れ
て
い
る
墓
地
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
九
相
函
は
、
多

少
年
代
に
差
は
あ
る
が
、
室
町
時
代
後
半
に
制
作
さ
れ
て
い
る
。
十
四
世
紀
前
期

に
は
、
そ
れ
ま
で
上
層
階
級
で
受
容
さ
れ
て
い
た
火
葬
が
、
下
層
階
級
に
も
受
容

さ
れ
て
い
き
、
魚
激
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
萱
禁
、

閉
じ
よ
"
?
な
図
像
構
造
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
名
称
の
変
化
を
生
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
九
博
本
と
大
念
悌
寺
本
の
第
九
相
の
名
称
「
成
灰
相
」
は
、
字
の
如
く
灰

に
成
る
と
い
う
意
味
か
ら
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
火

ノl

葬
受
容
の
拡
大
、
が
萱
尽
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
山
田
邦
和
氏
に

よ
る
と
、
室
町
時
代
中
期
以
前
の
墓
地
に
お
い
て
は
、
個
々
の
墓
に
は
永
久
的
な

墓
標
を
建
て
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
室
町
時
代
後
期
、
十
五
世
紀
中
葉

か
ら
十
六
世
紀
代
の
墓
地
に
お
い
て
、
個
々
の
墓
に
墓
標
を
建
て
る
こ
と
が
、
庶

民
レ
ベ
ル
を
も
含
め
た
形
で
一
般
化
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、

室
町
時
代
の
九
相
図
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
九
相
図

で
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
変
化
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
第
九
相
の
名
称
も
「
古
墳
相
」

と
な
っ
て
お
り
、
東
大
国
文
学
研
究
室
本
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
図
も
墓
が

描
か
れ
て
お
り
、
定
着
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
大
念
悌
寺
本
で
は
第
九
相
の

み
、
健
事
守
本
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
相
に
お
い
て
、
男
性
の
吹
奈
描
か
れ
て
い

る
。
悌
道
寺
本
に
描
か
れ
て
い
る
男
性
は
、
す
べ
て
の
相
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
、

観
想
を
行
っ
て
い
る
視
点
を
い
れ
る
な
ど
の
意
図
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
第

九
相
の
墓
の
前
で
、
死
者
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
墓
地
で
の
供
養
の
変
化
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
墓
の
様
相
や
供
養
観
の
変
化
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
室
町
時
代
の
頃
に
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
。
第
一
章
で
見
て
き

た
葬
送
・
塞
が
大
き
く
変
化
し
て
く
る
時
期
と
関
わ
っ
て
い
る
。
人
々
の
位
進
観

が
、
葬
送
・
墓
の
変
化
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
た
と
き
え
る
。

第
三
節
放
置
さ
れ
る
死
体
の
あ
り
さ
ま

前
節
で
取
り
上
げ
た
九
相
図
が
流
通
し
て
い
た
時
期
は
、
九
相
図
以
外
に
も
腐

乱
死
体
図
像
が
流
通
し
た
時
期
で
あ
る
五
二
。
そ
れ
ら
か
ら
死
体
の
状
態
や
置
か
れ

て
い
る
状
況
や
環
境
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

取
り
上
げ
る
図
は
、
第
一
節
で
も
用
い
た
「
餓
鬼
草
紙
」
の
墓
の
場
面
二
っ
と
、



「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
の
墓
地
の
様
子
の
計
三
つ
。
そ
れ
に
付
け
加
え
て
奈
良

国
立
博
物
館
蔵
の
三
河
自
道
図
」
と
極
挙
守
蔵
の
「
六
道
絵
」
、
水
尾
弥
勃
堂
所

蔵
の
「
六
道
十
王
図
」
を
用
い
た
い
。
ま
ず
新
し
く
用
い
る
絵
に
つ
い
て
簡
単
に

ま
と
め
て
お
く
。

奈
良
国
立
博
幼
館
蔵
三
河
息
坦
図
」

鎌
倉
時
代
、
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
二
河
白
道

図
は
、
基
量
寸
(
六
二
二
六
八
一
)
が
『
観
経
疏
一
散
善
義
』
で
説
い
た
比
喰
、
二
河

白
道
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
の
上
左
方
に
阿
弥
陀
の
極
楽
浄
土
が
描
か

れ
て
い
る
。
下
段
に
現
世
が
描
き
表
さ
れ
て
い
る
。
画
面
左
下
に
死
体
が
野
に
捨

て
ら
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
体
が
膨
脹
し
て
黒
ず
ん
で
い
る
屍
や
、

獣
に
喰
わ
れ
て
無
残
な
姿
の
屍
が
描
か
れ
て
い
る
。

極
挙
守
蔵
「
六
道
絵
」

鎌
倉
後
期
(
十
四
世
紀
初
事
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
六
道
の

世
界
、
地
獄
道
・
餓
鬼
道
・
畜
生
道
・
修
羅
道
・
人
道
・
天
道
が
え
が
か
れ
て
い

る
。
地
獄
に
お
け
る
亡
者
の
救
い
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
特
徴
と

す
る
。
画
面
右
上
に
石
塔
や
、
屍
や
骨
な
ど
が
転
が
っ
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い

λ
u
。

水
尾
弥
鞘
堂
所
蔵
「
六
道
十
王
国

鎌
倉
時
代
後
期
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
三
幅
か
ら
な
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
が
、
現
存
し
て
い
る
の
は
中
幅
を
欠
く
、
右
幅
と
左
幅
の
二
幅
の
み

と
な
っ
て
い
る
。
両
方
と
も
上
部
に
は
冥
官
を
伴
っ
た
十
王
の
う
ち
七
尊
が
描
か

れ
て
い
る
。
右
幅
の
下
部
に
は
、
奈
河
津
の
情
景
・
餓
鬼
道
・
畜
生
道
が
描
か
れ

て
い
る
。
左
幅
の
下
部
に
は
、
説
話
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
宣
雪
天
道
が
描
か

れ
て
い
る
。
左
右
に
ま
た
が
っ
て
人
道
と
地
獄
道
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
幅
の
真

ん
中
よ
り
少
し
左
の
あ
た
り
に
不
浄
相
が
描
か
れ
て
い
て
、
死
体
が
描
か
れ
て
い

る
。
壊
れ
た
石
塔
や
、
膨
脹
し
た
屍
か
ら
骨
の
状
態
の
屍
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
状
態

の
異
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
絵
か
ら
、
放
置
さ
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
死
体
の
状
態

は
、
ど
の
絵
に
お
い
て
も
、
裸
の
状
態
で
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
裸

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
は
じ
め
か
ら
裸
に
し
て
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
芥
川
龍
之

介
の
描
く
『
羅
生
門
』
に
出
て
く
る
よ
う
に
、
放
置
さ
れ
た
死
体
か
ら
誰
か
が
取

り
去
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
餓
鬼
草
紙
」
や
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
で
の

死
H
学
め
ま
り
経
過
し
て
い
な
さ
そ
う
な
死
体
を
み
て
み
る
と
、
草
停
物
が
掛
け
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
下
の
排
は
裸
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
前

節
で
取
り
上
げ
た
九
相
図
の
第
一
相
は
、
死
ん
で
間
も
な
い
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
「
餓
鬼
草
紙
」
や
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
と
同
様
に
、
裸
の
上
に
着
物
が

掛
け
た
状
態
で
、
寝
か
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
き
倒
れ
た
り
、
自
主
的
に
死

を
求
め
墓
場
へ
行
っ
た
り
し
た
の
で
な
く
葬
送
と
し
て
放
置
さ
れ
る
場
合
は
、

裸
に
し
て
置
く
こ
と
が
普
避
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
死
体
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
は
、
野
や
墓
地
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
「
餓

鬼
草
紙
」
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
は
墓
地
の
場
面
で
あ
る
し
、
そ
の
他
の
絵
で
も

周
囲
に
何
も
な
く
荒
涼
と
し
た
景
色
が
広
が
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

ま
た
九
相
図
も
、
背
景
を
持
つ
本
で
は
共
通
し
て
、
死
体
の
あ
る
場
所
に
は
塔
婆

や
五
輪
塔

1

棺
桶
-
他
の
人
物
の
骨
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
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死
体
は
墓
場
に
置
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
と
さ
れ
て
い
る
き
一
。
墓
な
ど
が
建
て
ら

れ
て
い
な
く
て
も
、
死
体
が
一
体
で
棄
て
ら
れ
て
い
る
場
所
は
、
草
が
生
え
て
人

が
立
ち
入
る
こ
と
が
少
な
そ
う
な
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

第
三
章
触
械
観
念
の
変
容

第
一
節
死
械
襲
心

死
者
の
葬
り
方
や
供
養
観
ヱ
ど
を
見
て
き
た
が
、
死
は
不
浄
に
触
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
古
代
・
中
世
で
は
且
長
た
ち
を
中
心
と
し
て
、
積
れ
に
触
れ

る
事
を
忌
み
避
け
て
き
た
。
葬
送
の
変
化
の
中
で
、
機
観
念
は
ど
の
よ
う
な
影
響

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
糠
観
A
崎
特
に
死
梯
寒
ゆ
へ
の
認
識
や
対

応
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
本
節
で
は
、
ま
ず
死
械
懇
ゆ
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
参

考
に
ま
と
め
る
。

山
本
尚
友
氏
に
よ
る
と
昔
、
佳
文
官
制
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
日
本
に
お
い
て
の

穣
れ
の
有
無
は
社
会
生
活
を
律
す
る
重
要
事
一
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
避
け
、
や
む

を
え
ず
遇
っ
た
と
き
に
は
忌
み
簡
も
っ
て
つ
つ
し
ん
だ
と
し
て
い
る
。
『
貞
観
儀

式
』
で
は
糠
れ
の
日
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
『
延
喜
式
』
神
祇
三
臨
時
祭
に
お
い

て
は
、
『
貞
観
儀
式
』
に
加
え
て
、
積
れ
が
甲
乙
丙
と
三
転
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
死
に
触
れ
た
場
合
は
三
十
日
の
忌
み
と
な
る
。
改
葬
し
た
場
合
、
稼
れ
に
は

な
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
、
内
裏
へ
は
入
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
死
械
に
対
す
る

強
い
忌
避
観
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
僧
尼
及
重
服
蜜
倍
以
促
公
之
輩
、
不
レ
得

レ
参
一
一
入
内
裏
一
、
雄
一
一
軽
服
人
六
致
菅
井
前
散
粛
之
日
、
不
レ
得
一
一
参
入
ご
玄
五
と
葬

送
に
関
わ
る
人
々
は
、
神
事
や
行
事
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
恵
ま
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
農
民
た
ち
が
死
械
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
過
敏
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
横
田

o 

健
一
氏
な
ど
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
五
六
。
大
山
喬
平
氏
に
よ
る
と
主
』
、
『
日

本
後
紀
』
の
中
で
、
死
者
を
家
の
側
に
葬
る
の
を
習
慣
と
し
て
い
た
庶
民
に
対
し

て
、
「
山
城
園
愛
宕
・
葛
野
郡
人
、
毎
レ
有
二
死
者
一
、
便
葬
一
家
側
一
、
欝
嘉
レ
常
、

今
接
一
近
京
師
一
、
凶
犠
可
レ
避
、
宣
下
告
ニ
園
郡
一
、
巌
加
中
禁
断
よ
、
若
有
-
一
犯
違
一
、

移
二
貫
外
国
一
」
五
八
と
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
、
『
延
喜
式
』
に
「
凡
紳
社
四
至
之
内
、

不
レ
鍔
「
伐
ニ
樹
木
一
及
埋
中
藤
死
人
よ
」
と
明
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庶
民
生
活
の

中
へ
死
械
観
念
を
、
漫
零
c
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
も
と
も
と
庶
民
の

間
で
は
、
死
械
に
対
す
る
認
識
は
、
ほ
と
ん
ど
無
い
に
等
し
い
状
態
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。
山
本
氏
は
、
『
今
昔
物
誼
居
直
に
、
僧
が
遺
骸
を
「
郷
の
者
」
?
に
取

ザ

ヤ
a
ロ
ノ
さ
1v
こ

ん

ク

ナ

リ

に

た

る

ム

イ

カ

-
T
J
I
:
ル司

り
捨
て
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
御
社
祭
近
成

z
Zニ
川
、
何
-
フ
可
糠

一
日
ゾ
」
五
九
と
断
っ
た
話
か
ら
、
庶
民
た
ち
も
自
分
た
ち
が
関
わ
る
神
事
に
織
れ
を
忌

み
、
潔
斎
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
は
祭
事
の
直
前
に
意
時
献
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と

し
て
い
る
六
守
且
園
長
と
庶
民
と
で
は
、
糠
れ
に
対
す
る
認
識
に
聞
き
が
あ
っ
た
が
、

神
事
の
時
に
糠
れ
を
忌
避
す
る
こ
と
は
、
貴
族
も
庶
民
も
同
様
で
あ
っ
た
。

で
は
、
糠
れ
に
触
れ
る
こ
と
を
忌
避
す
る
中
で
、
身
内
の
葬
送
に
関
わ
る
と
き

は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勝
田
氏
に
よ
る
と
六
て
械
は
死

者
か
ら
家
族
・
他
人
へ
と
広
が
る
の
で
は
な
く
、
死
者
・
家
族
か
ら
他
人
へ
と
広

が
る
も
の
と
さ
れ
る
。
片
岡
耕
平
氏
に
よ
る
と
六
二
、
十
一
世
紀
後
半
以
降
、
械
が

た
だ
ひ
た
す
ら
忌
避
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
と
し
て
い
る
。
そ

の
背
景
に
は
、
自
発
的
に
触
械
と
な
る
こ
と
へ
の
社
会
的
評
価
が
十
一
世
紀
後
半

以
降
徐
々
に
浸
透
し
て
い
き
、
十
二
世
紀
半
ば
{
昼
宥
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
こ

の
自
発
的
に
触
措
慨
す
る
こ
と
は
、
誰
に
で
も
許
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
死
に

ゆ
く
者
と
親
族
関
係
に
あ
る
「
一
家
」
の
一
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し

て
い
る
。



識
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
る
ま
で
は
糠
れ
を
避
け
、
そ
れ
に
遇
っ
た
場
合
は
、
籍

も
り
つ
つ
し
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
は
、
明
確
な
期
限
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
貌
志
倭
人
伝
』
六
三
に
も
、
「
其
死
有
棺
無
榔
、
封
土
作
家
、
始
死
停
喪
十
鈴
目
、

嘗
時
不
食
肉
、
喪
主
央
泣
、
他
人
就
歌
舞
飲
酒
、
己
葬
、
奉
家
担
叩
水
中
操
浴
、
以

知
練
休
。
」
と
あ
る
一
定
期
間
慎
ん
で
い
た
様
子
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
期
間
は
十

絵
日
と
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
期
日
や
伝
染
に
つ
い
て
規
定
さ

れ
て
い
く
こ
と
で
、
車
国
語
版
た
ち
は
触
織
に
縛
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

一
方
で
、
庶
民
は
神
事
に
お
い
て
は
触
械
を
気
に
掛
け
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
で

は
あ
ま
り
触
械
に
縛
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
身
内
の
械
に
自
発

的
に
触
穣
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

に
、
械
に
対
し
て
の
意
識
は
、
恐
れ
や
忌
避
観
の
み
だ
け
で
は
な
く
、
徐
々
に
変

化
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
当
時
の
人
々
と
く
に
脅
最
た
ち
に
と
っ

て
、
械
に
触
れ
る
こ
と
は
、
日
常
生
活
の
中
で
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
は

違
い
な
い
。

第
二
節
葬
送
に
関
わ
る
僧
侶
た
ち

盤
台
の
死
械
に
関
わ
る
こ
と
は
、
忌
避
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
死

者
の
葬
送
は
行
わ
れ
て
お
り
、
葬
送
に
関
わ
る
僧
侶
た
ち
は
い
た
の
で
あ
る
。
で

は
、
葬
送
に
関
わ
っ
て
い
た
僧
侶
た
ち
は
、
予
況
瀬
拾
す
初
ヰ
フ
に
受
け
入
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
塵
添
塩
嚢
紗
』
の
「
朝
廷
鱒
糠
ノ
抜
書
」
事
」
六
四
で
朝
廷
に

お
け
る
触
械
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
に
お
い
て
も
、
諸
説
あ
っ
た
よ
う

で
、
僧
の
用
い
る
と
こ
ろ
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
死
家
ヲ
忌
ハ
品
川
日
、
葬

種
ノ
日
ヨ
リ
敷
フ
ト
云
ソ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
僧
侶
で
あ
っ
て
主
葬
礼
に
関
わ
れ

ば
、
積
れ
に
触
れ
た
と
し
て
忌
み
簡
も
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

大
石
雅
章
氏
に
よ
る
と
六
五
、
鎌
倉
末
期
以
降
撞
禁
に
際
し
て
、
顕
密
体
制
内
に

お
い
て
、
遺
骸
に
連
接
触
れ
る
入
棺
や
葬
送
に
携
わ
る
禅
・
律
・
念
仏
系
の
僧
と
、

聖
霊
回
向
を
目
的
と
し
た
中
陰
仏
事
に
携
わ
る
顕
密
の
中
椋
悶
寺
院
の
僧
と
に
分

業
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
確
立
し
た
と
さ

れ
る
。
延
長
八
年
(
九
三
O)
九
月
三
日
に
亡
く
な
っ
た
醍
醐
天
皇
の
葬
送
で
は
、

顕
密
の
中
核
寺
院
の
僧
ら
が
、
葬
送
や
茶
毘
に
際
し
て
念
仏
な
ど
を
勤
め
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
以
前
に
も
葬
送
に
携
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
十

世
紀
初
め
に
は
顕
密
の
中
核
的
寺
院
の
憎
か
葬
送
に
携
わ
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

鎌
倉
新
仏
教
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
か
ら
、
官
同
僧
た
ち
は
遺
骸
に
直
接
触
れ
る

こ
と
に
な
る
葬
送
に
関
わ
ら
な
く
な
っ
た
と
言
え
る
。
僧
た
ち
が
、
死
積
を
忌
避

す
る
こ
と
が
表
面
化
し
て
く
る
の
は
、
鎌
倉
新
仏
教
が
契
機
と
な
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
で
は
、
遺
骸
に
触
れ
る
葬
送
や
茶
毘
に
関
わ
っ
て
い
る
禅
・
律
・
念
仏
の

僧
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
携
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

松
尾
剛
次
氏
に
よ
る
と
六
六
、
律
僧
は
、
「
清
浄
の
戒
は
汚
染
な
し
」
と
い
う
理

論
に
よ
っ
て
、
死
械
を
乗
り
越
え
て
い
た
。
念
仏
僧
た
ち
は
、
「
往
生
人
に
死
穣
な

し
」
と
考
え
て
い
た
。
禅
僧
は
、
室
町
将
軍
家
や
天
皇
家
の
葬
送
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
『
康
富
記
』
に
中
原
康
富
の
妻
の
継
母
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
池
庵
と
い
う

寺
庵
が
葬
送
と
中
陰
仏
事
を
行
い
、
そ
の
後
一
一
干
日
を
経
ず
に
伊
勢
神
宮
に
参
っ

た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
禅
・
律
・
念
仏
僧
ら

が
、
遁
世
僧
と
し
て
官
同
僧
の
制
約
か
ら
「
自
由
」
で
あ
り
、
死
糠
の
夕
、
ブ
l
に
囚

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
き
た
仏
教
に
よ
り
、
僧
た
ち
は
葬
送
に
関
わ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
そ
も
そ
も
仏
教
は
い
つ
か
ら
「
死
糠
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
の



か
。
松
下
み
ど
り
氏
に
よ
る
主
主
、
十
世
紀
初
期
に
は
、
仏
事
に
お
い
て
も
「
積

れ
」
の
忌
避
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
延
長
二
年
(
九
二
四
)
七
月
九
日
、
藤

原
忠
平
が
家
中
に
犬
の
死
識
が
あ
っ
た
た
め
、
法
性
寺
に
入
ら
ず
南
門
の
外
で
礼

拝
し
て
い
る
。
こ
れ
は
神
事
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
仏
教
側
か
ら
の
要
請
で

は
な
く
、
貴
族
側
の
忌
避
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

も
と
も
と
仏
教
側
と
し
て
は
、
死
積
を
忌
避
す
る
と
い
う
概
念
は
な
か
っ
た
と
言

え
る
。
日
本
の
想
坦
に
お
け
る
Bω
避
観
が
、
仏
教
側
に
も
海
透
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
十
世
紀
以
降
国
家
鎮
護
の
仏
事
に
関
わ
る
官
僧
た
ち
を
中
心
に
死
識

が
忌
避
さ
れ
、
鎌
倉
新
仏
教
が
入
っ
て
き
た
こ
と
で
、
積
を
忌
避
し
な
い
彼
ら
が
、

警
定
に
関
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
『
太
平
皇
「
巻

，J 

第
一
干
義
貞
自
害
事
」
六
八
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
警
志
の
際
に
彼
ら
が
呼
ば
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
警
芭
に
遁
世
僧
が
関
わ
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

松
井
昭
典
氏
に
よ
る
と
、
曹
洞
教
団
は
十
四
世
紀
後
半
に
全
国
的
発
展
を
進
め

る
が
、
器
禁
の
展
開
を
中
井
後
期
の
語
録
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
上
は
高
家
・
武

士
か
ら
下
は
平
人
・
奴
僕
と
い
わ
れ
る
庶
民
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
と
し
て
い
る
六
花
火
葬
が
、
室
町
時
代
末
に
か
け
て
、
自
営
農
民
ク
ラ
ス
ま
で

広
が
り
、
十
五
世
紀
頃
に
は
全
国
的
・
陛
層
的
に
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
く
る
の
は
、
僧
侶
た
ち
の
精
刀
的
な
活
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
顕
密
の
中
稼
的
寺
院
の
僧
た
ち
は
葬
送
に
関
わ
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た

の
か
。
圭
室
諦
成
氏
に
よ
る
主
o、
十
五
世
紀
以
後
に
お
い
て
、
寺
院
経
営
は
葬

祭
と
く
に
庶
民
謹
象
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
現
実
に
即
応
す
る
必
要
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
天
台
宗
に
お
い
て
た
十
五
世
紀
以
鴎
郷
村
の
庶
民
の
宗

教
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
の
修
正
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
独
自
の

謹
訟
を
す
て
、
浄
工
宗
・
真
言
宗
・
禅
宗
の
藷
禁
儀
礼
の
な
か
で
、
社
会
的
に
好

評
な
も
の
を
採
り
入
れ
、
個
性
の
な
い
万
人
向
き
の
葬
祭
法
を
作
り
上
げ
た
と
さ

れ
る
。
ま
た
、
高
田
陽
介
氏
は
、
中
世
末
期
の
京
都
に
お
い
て
、
神
聖
領
域
と
し

て
の
寺
院
の
閉
鎖
性
を
守
ろ
う
と
す
る
正
統
派
と
は
逆
に
、
寺
院
や
葬
礼
・
遺
書

の
場
と
し
て
広
い
階
層
に
開
放
し
て
い
く
動
き
が
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
寺
院
側

の
経
済
的
動
機
だ
け
で
な
く
、
葬
礼
や
謹
書
な
ど
人
々
の
寺
院
に
対
す
る
期
待
が

あ
っ
た
と
し
て
い
る
七
一
。
前
章
で
、
九
相
図
か
ら
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に

か
け
て
人
々
の
死
者
へ
の
供
養
観
に
変
也
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ

れ
が
寺
院
へ
の
期
待
と
な
り
、
そ
れ
に
応
え
る
べ
く
寺
院
・
僧
侶
た
ち
の
械
に
対

す
る
意
識
の
変
化
に
よ
っ
て
、
葬
送
に
変
化
が
現
わ
れ
た
と
言
え
る
。

鎌
倉
時
代
に
な
り
、
新
た
な
仏
教
が
入
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
積
に
と

ら
わ
れ
な
い
僧
侶
た
ち
が
零
古
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
十
五
世
紀
ご

ろ
、
寺
院
の
経
済
的
動
建
、
庶
民
た
ち
の
期
待
に
よ
っ
て
、
寺
院
砂
葬
礼
・
逗
香

の
場
へ
と
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
二
段
階
に
わ
た
っ
て
、
寺
院
の

械
に
対
し
て
の
忌
避
観
が
薄
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
三
節
神
社
に
お
け
る
触
繊

前
節
で
は
、
葬
送
に
関
わ
る
僧
侶
た
ち
の
死
識
に
対
す
る
意
識
・
対
応
に
つ
い

て
見
て
き
た
。
本
節
で
は
、
織
れ
や
操
A
・
治
社
で
の
対
応
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

第
一
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
触
織
と
な
る
と
神
事

な
ど
は
延
引
さ
れ
、
積
れ
は
特
に
忌
事
c
れ
て
い
た
ι

し
か
し
、
神
社
で
も
死
積

に
直
面
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
神
社
に
お
い
て
死
穣
は
ど
う
対

応
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
石
清
水
八
幡
宮
と
北
野
天
満
宮
一
の
事
例
を
も
と



に
、
中
世
の
神
社
に
お
け
る
死
械
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

ま
ず
、
石
清
水
八
幡
宮
の
事
例
は
、
塞
雪
一
年
(
一
二
三
O)
閏
正
月
十
九
日

に
、
宝
前
の
犬
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
と
こ
ろ
へ
、
烏
が
骨
を
榊

の
上
に
落
と
し
て
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
『
石
清
水
八
幡
宮
皐
七
二

に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、
順
を
追
っ
て
見
て
い
く
。
十
九
日
に
、
当
番

預
で
あ
っ
た
俊
源
が
報
告
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
烏
が
落
と
し
て
い
っ
た
骨
は
五
寸

ほ
ど
で
、
白
く
変
包
し
て
い
た
が
、
血
色
が
あ
っ
た
ι

そ
れ
を
西
経
所
の
坤
、
南

西
の
方
角
の
脇
の
戸
か
ら
棄
て
、
そ
の
場
所
の
土
を
掘
り
、
他
所
か
ら
も
っ
て
き

た
土
で
埋
め
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
、
明
法
博
士
で
あ
る
中
原
章
久

が
、
玉
韓
不
具
は
、
頭
・
手
・
足
の
い
ず
れ
か
一
体
の
と
き
で
あ
り
、
玉
寸
ほ
ど

の
骨
で
は
そ
れ
に
当
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
天
暦
四
年
(
九

五
O)
二
月
一
百
に
中
院
北
内
壁
閉
門
の
あ
た
り
に
、
死
人
の
頭
が
あ
っ
た
が
、

割
れ
た
境
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
た
め
、
械
に
な
ら
な
い
と
し
て
、
諸
祭
を
通
常

と
同
じ
く
行
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
天
徳
四
年
(
九
六
O)
十
二
月

十
二
日
に
、
右
大
授
勝
原
朝
臣
が
宅
内
に
鳶
が
子
ど
も
の
頭
の
半
分
を
落
と
し
て

い
っ
た
が
、
前
例
に
よ
っ
て
織
れ
と
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
き
ち
ん
と
定
め
ら
れ
て
式
な
ど
に
書
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
話
し

合
い
を
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
外
記
中
原
師
季
は
、
伊
動
稀
宮
・
平
野

社
の
例
を
あ
げ
て
、
積
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
械
に
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て

き
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
御
卜
に
よ
っ
て
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、

楊
れ
と
し
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
件
は
盤
露
し
、
災
い
の
し
る
し
と
し
て
祈
祷
す

べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
後
、
陰
陽
寮
と
神
祇
官
に
よ
る
御
ト

の
結
果
が
、
械
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
石
清
水
八
幡
宮
に
対
応
す
る
よ
う
文

書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
石
清
水
八
幡
宮
は
、
別
件
と
合
わ
せ
て

積
れ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
期
間
を
過
き
て
い
る
こ
と
か
ら
仁
王
講
な
ど

を
行
い
、
祈
謝
を
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

最
終
的
に
織
れ
と
し
て
い
る
も
の
の
、
積
れ
で
は
な
い
と
の
意
見
も
出
て
お
り
、

対
処
の
仕
方
も
祈
祷
を
行
う
以
外
は
、
神
事
な
ど
も
滞
ら
な
い
対
応
と
な
っ
て
い

る
。
神
祇
官
や
陰
陽
寮
は
、
触
穣
な
ど
に
関
し
て
専
円
で
あ
り
織
れ
と
し
て
い
る

が
、
実
務
を
担
っ
て
い
る
人
々
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
で
な
い
限
り
、
織
れ
と
し
て

忌
み
と
す
る
こ
と
を
避
け
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

北
野
天
満
宮
の
事
例
は
、
征
福
二
年
(
一
四
九
O)
三
月
一
干
一
日
に
、
十
七

日
よ
り
閉
館
し
た
土
一
撲
の
退
治
の
際
に
、
一
撲
衆
ら
が
拝
殿
に
敢
火
し
て
炎
上

し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
拝
殿
に
市
蓋
阜
さ
れ
て
い
た
霊
神
を
、
一
時
移
す
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
積
の
問
題
主
白
め
て
、
松
梅
院
と
宝
成
院
と
で
衝
突

し
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
触
積
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
二
十
五

日
に
拝
殿
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
霊
神
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
棒
殿
炎
上
の
と
き
死
者
が
三
十
一
人
出
て
、
死
織
と
な
り
還
幸

が
行
え
な
い
た
め
、
荒
廃
し
て
い
る
の
で
修
理
を
し
て
法
花
堂
へ
移
そ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
話
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
。
宝
成
院
は
、
急
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
、
ま
た
法
花
堂
は
霊
神
を
安
置
す
る
場
所
に
適
さ
な
い
と
す
る
。
法
花
堂
に

は
、
嵯
蛾
釈
塑
呈
の
釈
迦
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
甲
乙
人
の
参
詣
に
よ
っ
て
触
識

に
な
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
承
仕
た
ち
は
還
幸
を
行
う

よ
う
に
、
社
一
宮
堂
本
行
松
田
長
秀
に
連
名
で
訴
え
て
い
る
。
ま
た
松
梅
院
も
吉
田
神

主
に
同
意
を
得
て
、
承
仕
た
ち
の
訴
え
に
言
い
添
え
て
い
る
。
吉
田
神
主
に
よ
っ

て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
積
れ
と
し
な
い
と
す
る
対
応
が
一
般
に
認
め
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
べ
て
穣
れ
で
あ
る
か
ら
と
、
神
事
な
ど
を

停
止
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
打
麗
雲
立
て
る
こ
と
で
、
停
止
し
な
い
方
法



が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
先
に
と
り
あ
げ
た
石
清
水

八
幡
宮
と
同
様
に
、
実
務
を
担
っ
て
い
る
承
仕
た
ち
が
、
穣
の
問
題
を
乗
り
越
え

る
べ
く
行
動
し
て
い
る
。

野
地
秀
俊
氏
は
、
参
詣
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
排
除
さ
れ
た
「
甲
乙
人
」
の
参
詣
を

積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
の
は
、
下
級
神
職
た
ち
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
七
三
。

参
出
印
す
る
人
た
ち
と
直
接
関
わ
り
、
実
務
を
担
っ
て
い
る
下
級
神
職
た
ち
に
と
っ

て
、
械
に
な
る
か
ら
と
甲
乙
人
の
参
詣
や
禁
止
す
る
こ
と
は
、
不
必
要
な
事
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

識
に
よ
っ
て
忌
み
積
も
り
を
行
う
こ
と
は
、
様
々
な
こ
と
が
滞
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
を
打
開
す
る
た
め
に
、
新
た
な
方
法
で
切
り
抜
け
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
変
化
が
積
撃
山
へ
の
変
化
に
繋
が
り
、
葬
送
の
変
化

の
萱
尽
と
な
っ
て
い
る
と
雪
え
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
中
世
に
お
け
る
葬
送
・
墓
、
批
議
観
・
触
楊
観
の
変
化
に
つ
い
て
見
て

き
た
。
葬
送
や
墓
の
存
在
は
、
中
世
初
期
で
は
、
貴
族
や
武
士
、
僧
侶
と
い
っ
た

上
流
階
級
を
中
心
と
す
る
人
々
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
中
世
を
通
し
て
広

い
階
層
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
二
度
に
わ
た
る
大
き
な
変
化

が
見
ら
れ
た
。
鎌
倉
時
代
に
入
っ
た
頃
、
武
士
が
台
頭
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

中
世
の
墓
が
登
場
し
、
葬
送
に
お
い
て
も
変
化
が
現
わ
れ
て
き
た
。
十
四
世
紀
ご

ろ
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
上
流
階
級
に
よ
る
造
墓
が
中
心
で
あ
っ
た
の
が
、
庶
民

に
も
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
数
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
葬
送
を
行

え
る
よ
う
に
、
そ
の
形
を
変
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
変

1!9 

化
は
、
死
者
を
-
把
る
人
々
の
葬
送
や
供
養
に
対
す
る
認
識
の
変
化
だ
け
で
は
な
く
、

葬
送
に
従
事
す
る
僧
侶
な
ど
の
変
化
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
。
死
者
を
量
喪

す
る
人
々
の
変
化
-
葬
送
に
関
わ
る
僧
侶
た
ち
の
触
械
に
対
す
る
変
化
の
、
双
方

の
変
化
に
よ
っ
て
、
葬
送
・
墓
の
形
成
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

今
回
、
本
論
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
中
世
に
お
い
て
、
葬
送
に
深
く
関
わ
っ

て
い
た
存
在
と
し
て
、
非
人
の
存
在
が
あ
る
。
最
後
に
、
彼
ら
の
葬
送
へ
の
関
わ

り
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

馬
田
綾
子
氏
に
よ
る
え
四
、
坂
非
人
は
、
十
三
世
紀
末
の
段
階
で
、
自
ら
関
与

し
た
葬
送
に
つ
い
て
、
葬
送
に
用
い
ら
れ
た
諸
道
具
類
を
没
収
す
る
権
利
を
有
し

て
い
た
。
坂
非
人
は
葬
送
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
も
得
ハ
n
種
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
坂
非
人
が
京
中
の
葬
送
を
統
掃
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
主
張
と
見
ら

れ
る
。
ま
た
、
高
田
陽
介
氏
は
、
遺
族
の
手
に
よ
る
葬
送
や
、
仏
整
告
が
関
与
し

て
い
る
場
合
の
通
常
の
葬
送
に
、
非
人
の
キ
ヨ
メ
活
動
が
何
ら
か
の
形
で
関
わ
る

と
す
れ
ば
、
葬
送
の
後
で
遺
体
の
衣
装
や
付
属
品
を
片
付
け
習
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
面
に
限
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
体
や
葬
地
や
空
閑
地
へ
運
搬

し
、
安
置
す
る
な
ど
葬
送
の
一
般
的
担
い
手
と
し
て
非
人
を
想
定
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
非
人
が
葬
送
の
理
場
作
業
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
得

る
内
容
を
も
っ
史
料
は
、
当
面
、
馬
田
氏
が
紹
介
・
検
討
し
た
一
四
四
五
年
の
史

料
の
み
と
し
て
い
る
至
。
非
人
た
ち
が
死
体
の
処
理
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
遺
体
に
関
わ
っ
た
道
具
類
や
衣
類
の
取
得
と
い
う
目

的
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
葬
送
に
関
わ
っ
て
い
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
葬
送
の

一
般
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
警
定
に
従
事
し
て
い
た
僧
侶
た
ち
の
よ
う

に
、
葬
送
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
考
え
と
は
異
な
る
理
論
が
あ

っ
た
の
か
。
今
後
、
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。



中
世
の
時
代
の
中
で
、
警
誌
に
従
事
す
る
者
た
ち
の
出
現
に
よ
り
、
葬
送
の
形

が
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
謹
議
や
曇
養
と
い
っ
た
儀
式
的
な
こ

と
は
、
僧
侶
た
ち
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
死
体
の
処
理
に
関
し
て
は
、

非
人
た
ち
が
従
事
し
て
い
た
。
山
杢
至
司
氏
が
、
死
体
処
理
が
非
人
や
河
原
者
に

収
赦
し
て
く
る
の
は
十
五
世
紀
ご
ろ
と
す
る
よ
う
に
七
六
、
非
人
た
ち
に
よ
る
死
体

処
理
の
確
立
が
十
五
世
紀
で
あ
る
な
ら
ば
、
警
芭
ー
や
墓
地
の
変
化
の
時
期
と
重
な

っ
て
く
る
。
警
定
や
墓
地
の
変
化
が
現
れ
る
こ
と
に
、
非
人
た
ち
が
奪
定
に
関
わ

る
形
が
壁
斗
し
て
く
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
、
今
後
の
研
究

に
期
待
し
た
い
。

一
高
田
陽
介
「
境
内
墓
地
の
経
営
と
触
識
思
想
l
中
世
末
期
の
京
都
に
見
る
|
」

(
『
日
本
摩
墨
田
五
六
、
一
九
八
六
年
)

ニ
山
阿
波
明
編
時
井
上
頼
閏
・
近
藤
瓶
一
城
校
訂
嘉
東
名
物
考
』
重
雄
市
販
問

一九
O
三
年
目
一
九
O
五
年
)

三
健
勝
久
嗣
平
世
の
教
団
と
葬
祭
出
慎
一
礼
」
(
雇
史
教
亘
一
五
(
八
)
、
一
九
六
七

年
)

四
松
尾
剛
次
市
世
に
お
け
る
死
と
仏
教
l
骨
晶
・
遁
世
僧
体
制
モ
デ
ル
の
立
場
か
ら
」

(
『
死
生
学
研
密
山
四
、
二
O
O四
年
)

五
井
之
口
章
次
「
謹
訟
の
種
類
」
(
土
井
卓
一
治
・
佐
藤
米
司
編
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成

第
一
巻
謹
盆
名
著
出
版
、
一
九
七
九
年
)

六
『
崖
添
塩
嚢
捗
』
〈
大
日
本
傍
教
全
集
(
一
潮
書
一
馬
一
九
三
二
年
)

七
竹
内
理
三
編
『
碧
山
目
録
』
〈
続
申
科
大
感
(
臨
川
書
庭
一
九
八
二
年
)

八
嘉
訂
増
橘
国
史
大
系
本
朝
世
紀
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
三
年
)

九
宗
訂
増
橘
国
史
大
系
績
日
本
紀
前
第
』
(
吉
川
弘
文
柏
崎
一
九
八
六
年
)

一O
新
令
尚
紀
・
関
沢
ま
ゆ
み
編
『
民
俗
坐
事
典
死
と
零
遮
』
宮
川
弘
文
館
、
二
O
O

五
年
)

二
藤
淳
典
彦
平
世
に
お
け
る
火
警
ス
容
の
背
景
」
(
『
墓
と
葬
送
の
中
世
』
重
量
閏

院
二
O
O七
年
)

三
勝
田
至
『
日
本
中
世
の
墓
と
葬
送
』
(
吉
川
弘
文
語
、
二
O
O六
年
)

三
水
藤
真
『
中
世
の
警
珪
・
墓
制
υ

石
塔
を
造
立
す
る
こ
と
』
香
川
弘
文
健
一
九

九
一
年
)

一
回
山
杢
辛
司
「
織
れ
観
と
中
世
社
会
」
(
『
日
本
史
講
座
第
三
巻
中
世
の
形

盛
歴
史
学
研
究
全
二
O
O四
年
)

一
五
高
田
陽
介
「
葬
送
の
に
な
い
て

l
中
世
非
人
の
職
掌
と
の
関
わ
り
か
ら
l
L

(
『
史
詮
五
六
、
二
O
O三
年
)

一
六
田
中
久
夫
「
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
墓
地
」
(
黍
同
一
編
『
日
杢
白
代
文
化
の
探
求
墓

地
』
社
会
思
想
宍
一
九
七
五
年
)

一
七
佐
藤
弘
夫
『
死
者
の
ゆ
く
え
』
(
岩
田
書
院
-
二
O
O八
年
)

一
八
註
一
二
に
同
じ

一
九
藤
津
典
彦
「
墓
埠
景
観
の
変
遷
と
そ
の
背
景
1
石
組
墓
を
中
、
ヤ
と
し
て
J
一(『日

本
史
研
窪
三
三
O
、
一
九
九
O
年
)

二O
狭
川
真
一
編
『
日
本
の
中
世
墓
』
禽
志
書
院
三
一
O
O九
年
)

二
一
註
一
二
と
同
じ

二
二
橘
田
正
徳
「
居
薮
墓
試
論
」
(
『
申
近
世
土
器
の
基
礎
研
究
班
』
日
本
中
世
土
器
研

究
会
代
一
九
九
一
宰

二
三
中
世
墓
資
料
集
成
研
究
会
『
中
世
墓
資
料
集
成
上
泉
北
編
|
』
(
中
世
墓
資
料
集
成

研
究
会
、
二
O
O四
年
)

『
中
世
墓
資
料
集
平
北
陸
編
|
』
(
中
世
墓
資
料
集
成
研
究
ム
一
ぺ
二
O
O六
年
)

『
中
世
墓
資
料
集
成
l
関
東
編
(
一
)
|
』
(
中
世
基
資
料
集
成
研
究
A

『
二
O
O五

年
)『

中
世
墓
資
料
集
平
蘭
東
編
(
二

)
l』
(
中
世
墓
資
料
集
成
研
究
ム
『
二
O
O玉

豆王



年
)『

中
世
墓
資
料
集
弔
l
中
部
・
東
海
編
|
』
(
中
世
墓
資
料
集
成
研
究
ム
官
、
二

O
O五

年
)『

中
世
墓
瞥
器
禁
平
在
畿
編
(
一
)
ー
ヰ
(
中
世
墓
資
料
集
成
研
究
ム
『
二

O
O六

年
)『

中
世
墓
資
料
集
成

i
屯
畿
編
(
二
)
l山
(
中
世
墓
資
料
集
成
研
究
ム
『
二

O
O六

年
)『

中
世
一
墓
資
料
集
成
|
中
国
編
i
b
(中
世
墓
資
料
集
成
研
究
会
ぺ
二

O
O五
年
)

『
中
世
墓
資
料
集
成
|
四
国
編
i
b
(中
世
墓
資
料
集
成
研
究
会
ぺ
二

O
O四
年
)

『
中
世
墓
資
料
集
成
|
九
州
・
沖
縄
編
(
一
)
|
ヰ
(
中
世
墓
盗
塁
震
研
究
会
、
二

O
O四
年
)

『
中
世
墓
運
媛
否
耶
|
九
州
・
沖
縄
編
(
二
)
|
牛
(
中
世
墓
重
信
震
研
究
会
、
二

O
O四
年
)

『
中
世
墓
資
料
集
成
|
補
遺
編
(
一
)
よ
(
中
世
墓
資
料
集
成
研
究
会
、
二

O
O七

年
)『

中
世
墓
資
料
集
成
l
補
遺
編
(
二

)ι(中
世
墓
資
料
集
成
研
究
ム
『
二

O
O七

年
)

二
四
註
一
九
に
同
じ

二
五
註
二
四
に
同
じ

二
六
西
口
圭
介
「
近
畿
の
中
世
墓
」
(
『
日
本
の
中
世
差
高
志
書
院
二
O
O九
年
)

二
七
註
二
に
同
じ

二
八
水
谷
類
『
廟
墓
ラ
ン
ト
ウ
と
現
世
浄
土
の
思
宇
中
近
世
移
行
期
の
墓
制
と
先
祖

祭
程
(
雄
山
間
、
二

O
O九
年
)

ニ
九
塙
保
己
一
編
翠
書
類
従
』
(
続
霊
園
類
従
{
丞
皆
R

一
九
五
九
年
)

三O

註
一
二
に
同
じ

三
一
前
嶋
敏
「
中
世
前
期
の
葬
列
に
お
け
る
順
路
と
見
物
」
(
『
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年

報
文
学
研
究
科
連
二
八
、
一
九
九
八
年
)

三
二
小
松
茂
美
編
冨
鬼
草
紙
・
地
獄
草
紙
・
病
草
紙
・
九
担
詩
絵
巻
』
〈
日
本
の
絵
巻
〉

(
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
)

三
三
小
松
茂
美
編
『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』
〈
続
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
社
、
一
九

九
一
年
)

三
回
小
松
茂
美
編
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
〈
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
)

三
五
小
松
茂
美
編
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
〈
日
本
の
絵
巻
〉
(
由
央
公
論
捷
一
九
八
八

年
)

コ
一
六
小
松
茂
美
編
『
春
日
権
現
験
記
盤
〈
続
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
在
、
一
九
九

一
年
)

三
七
小
松
茂
美
編
『
法
然
上
人
絵
伝
』
〈
続
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
証
-
一
九
九
O

年
)

三
八
小
松
茂
美
編
事
帰
絵
芭
〈
続
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
捷
一
九
九
O
年
)

完
小
松
茂
美
編
古
川
才
市
物
語
絵
一
割
』
〈
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八

5

8
小
松
茂
美
編
『
西
行
物
語
絵
巻
』
〈
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
V

四
一
小
松
茂
一
美
編
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
〈
続
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
社
、
一
九

九
O
年
)

四
二
小
松
茂
美
編
『
松
崎
天
神
縁
一
塁
〈
続
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二

年
)

四
三
小
松
茂
美
編
寵
通
念
仏
縁
起
』
〈
続
日
本
の
絵
巻
〉
(
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二

年
)

四
四
小
松
茂
美
編
『
当
麻
量
一
奈
羅
縁
起
・
稚
児
童
目
縁
起
』
〈
続
日
本
の
絵
巻
〉
(
申
央
公

論
社
、
一
九
九
二
年
V

四
五
小
松
蓮
実
編
『
土
蜘
妹
草
紙
・
天
淘
草
紙
・
大
江
山
絵
芭
〈
続
日
本
の
絵
巻
〉
(
中

央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
)

四
六
中
村
元
ほ
か
編
票
波
仏
教
辞
墨
書
量
産
二

O
O二
年
)

四
七
山
本
聡
美
「
日
本
に
お
け
る
九
相
図
の
成
立
と
展
開
」
(
山
本
整
夫
・
西
山
美
香
編

『
九
相
図
資
料
集
成
死
体
の
美
術
と
文
学
』
岩
田
書
院
]
二
O
O九
年
)

四
八
註
四
七
に
閉
じ

四
九
加
須
屋
誠
『
仏
教
説
話
画
の
構
造
と
機
能
|
此
岸
と
彼
岸
の
イ
ノ
コ
ロ
ジ

!
l』



(
申
央
公
童
話
術
出
版
、
二
O
O三
年
)

五O
註
四
七
に
同
じ

五
一
川
上
実
「
九
相
観
の
絵
画
(
二
)
H聖
衆
来
迎
寺
本
『
人
道
不
浄
相
国
の
典
拠

に
つ
い
て
H
」
(
妻
知
県
立
芸
術
大
学
紀
産
(
三
)
、
一
九
八
二
年
)

五
二
鷹
果
純
「
腐
乱
死
体
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ

11J九
相
詩
図
像
の
周
辺
|
」
告
現
話
文
学

研
窪
四
二
、
二
O
O七
年
)

喜
一
西
山
美
香
「
檀
林
皇
后
九
相
説
話
と
九
相
図
i
禅
の
女
人
開
悟
曹
と
し
て
」
(
山
本

聡
美
・
西
山
美
香
編
『
九
相
図
資
料
集
成
死
体
の
主
恐
怖
と
文
学
』
岩
田
書
院
二
一
O

O
九
年
)

富
山
本
尚
友
『
被
差
別
部
落
史
の
研
窪
合
石
田
書
院
二
九
九
九
年
)

五
五
『
訳
注
目
本
史
料
延
喜
式
』
(
集
革
在
、
二
0
0
0年
)

五
六
横
田
健
一
『
日
本
古
代
の
精
神
神
々
の
発
麗
と
塗
格
』
(
講
談
社
、
一
九
六
九
宰

五
七
大
山
喬
平
沼
世
身
分
制
と
国
家
」
(
『
日
本
歴
皐
八
、
岩
波
書
周
一
九
七
六

年
)

五
八
『
訳
注
目
本
史
料
日
本
後
紀
』
(
集
英
社
-
一
一
O
O三
年
)

五
九
『
全
易
意
芭
巻
二
十
九
第
十
七
話
(
岩
波
書
庵
一
九
六
三
年
)

六O
註
五
四
に
同
じ

六
一
註
一
一
一
に
同
じ

六
二
片
岡
墾
半
「
日
本
中
世
成
立
期
に
お
け
る
触
積
観
の
変
容
と
社
会
閣
僚
」
(
『
皇
子

雑
誌
』
二
七
(
一

O
)
、
二
O
O八
年
)

六
三
『
貌
志
倭
人
伝
』
(
岩
波
書
真
一
九
五
一
年
)

六
四
註
六
に
同
じ

六
五
大
石
雅
章
『
日
本
中
世
社
会
と
寺
庭
(
清
文
堂
、
二
O
O四
宰

六
六
註
四
に
同
じ

六
七
松
下
み
ど
り
「
八
女
性
の
織
れ
vの
成
立
と
仏
教
」
(
『
相
模
女
子
大
空
紀
要
A
人

文
・
社
会
系
』
七
O
、
二
O
O六
年
)

六
八
『
日
本
古
典
文
昼
犬
系
三
五
太
平
記
一
一
』
巻
二
十
(
岩
波
書
庖
-
一
九
六
一
年
V

六
九
松
井
昭
典
「
中
世
後
期
に
お
け
る
曹
洞
糟
侶
の
活
動
|
葬
送
を
中
心
と
し
て
j
}

(
『
印
度
学
仏
教
学
研
翠
二
ハ
(
二
)
、
一
九
六
八
年
)

七O
圭
室
諦
成
『
語
試
仏
教
』
(
大
法
輪
閥
、
一
九
六
三
年
)

七
一
註
一
に
同
じ

七
二
『
石
清
水
八
幡
宮
史
史
料
第
四
壁
(
績
群
量
百
類
従
毒
皆
R

一
九
三
四
年
)

七
三
野
地
秀
稜
「
中
世
に
お
け
る
寺
社
参
詣
と
「
楊
」
」
(
『
日
本
仏
教
の
形
成
と
展
毘

法
蔵
館
二

O
O二
年
)

七
回
馬
田
綾
子
「
中
世
京
都
に
お
け
る
寺
院
と
民
衆
」
(
『
日
本
史
研
呂
二
三
五
、
一

九
八
二
年
)

七
五
註
一
五
に
同
じ

七
六
註
一
四
に
同
じ

(
よ
し
だ
な
ち
こ
一
一
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
設
子
研
究
科

二
O
O九
年
度
修
了
)

4コ


