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は
じ
め
に

　
小
論
は
「
死
」
と
い
う
文
字
の
文
字
学
的
な
考
察
を
通
し
て
、
古
代
の
「
死
」

の
も
つ
意
味
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
甲
骨
文
の
文
字
の
構
成
を

み
れ
ば
「
死
」
は
「
　
」
と
「
人
」
か
ら
で
き
て
い
る
。
『
説
文
解
字
』
で
は

人
が
（
死
ん
で
）
骨
に
か
わ
る
と
い
う
説
を
と
る
。
た
と
え
ば
『
大
辞

典
（
一
ご
の
「
死
」
も
、
ま
ず
そ
の
説
を
紹
介
し
て
「
死
　
　
［
解
字
］
一
意

　
卸
ち
残
骨
と
人
と
を
會
せ
、
人
の
壽
命
つ
き
て
骨
と
な
る
義
」
と
述
べ
る
。

こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
人
は
死
後
、
た
ん
な
る
物
質
と
し
て
の
骨
に
変
わ
る
よ
う

に
み
え
る
。
け
れ
ど
も
、
「
死
」
と
い
う
文
字
の
構
成
を
虚
心
に
と
ら
え
た
と

き
、
そ
の
形
は
本
来
、
人
が
骨
に
拝
礼
し
て
い
る
姿
で
あ
っ
て
『
説
文
解
字
』

の
い
う
よ
う
な
説
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
骨
は
た
ん
な

る
物
質
で
は
な
く
、
当
時
の
死
生
観
に
も
と
づ
い
て
、
死
者
の
霊
魂
が
付
着
し

て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
の
甲
骨
文
は
骨
の
上
に
ト
の
文
字

の
載
る
形
だ
が
、
こ
れ
は
死
者
（
祖
先
）
の
霊
魂
が
意
志
を
示
し
て
い
る
と
も

い
え
る
。

　
神
仙
思
想
の
仙
人
の
話
の
原
形
と
も
い
え
る
　
解
仙
は
、
「
残
」
の
状
態
の

時
に
、
悟
人
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。
積
と
は
遺
体
の
肉
体
を
腐

敗
さ
せ
て
「
骨
」
に
す
る
葬
法
の
名
残
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
積
」
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
こ
こ
で
は
「
骨
」
に

つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
「
骨
」
．
は
神
秘
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
よ
う

だ
が
、
そ
れ
は
死
者
の
霊
魂
が
よ
り
つ
く
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
｝
、
骨
を
の
こ
す
こ
と

遺
体
を
腐
ら
せ
．
骨
だ
け
に
す
る
葬
法
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。

世
界
各
国
を
み
わ
た
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
風
葬
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
中
に
は
肉

体
を
風
化
さ
せ
て
骨
に
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
お

そ
ら
く
肉
体
が
腐
敗
し
た
の
ち
に
も
な
お
存
在
す
る
骨
こ
そ
が
死
者
の
霊
魂
の

よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
骨
も
ま
た
腐
敗
す
る
。
そ
の
速
度
は
肉
体
の
腐
敗
と
比
べ
れ
ば
遅
い
も

の
の
、
条
件
に
よ
っ
て
は
意
外
と
短
期
間
に
消
滅
し
て
し
ま
う
。
「
残
」
は
複
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葬
の
一
形
式
と
さ
れ
て
い
る
（
、
一
。
そ
れ
は
肉
体
を
腐
敗
さ
せ
る
葬
法
だ
が
、

同
時
に
ま
た
骨
を
腐
敗
さ
せ
な
い
た
め
の
葬
法
と
も
い
え
る
。
骨
だ
け
を
の
こ

す
と
い
う
意
味
が
儀
礼
化
し
、
形
式
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
骨
だ
け
を
の
こ

す
と
い
う
意
識
は
台
湾
や
沖
縄
な
ど
の
洗
骨
儀
礼
に
も
の
こ
っ
て
い
る
〔
．
。
　
。

日
本
の
場
合
も
、
た
と
え
火
葬
↑
〕
で
あ
っ
て
も
骨
上
げ
を
し
て
骨
壺
に
骨
を

い
れ
る
。
イ
ン
ド
の
火
葬
の
よ
う
に
完
全
に
灰
に
な
る
ま
で
焼
く
こ
と
に
よ
っ

て
魂
が
昇
天
で
き
る
と
い
う
考
え
は
な
い
（
三
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
加
藤
常
賢
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
6
｝
。

古
代
で
は
今
日
の
如
く
、
呼
吸
が
息
み
、
心
臓
の
鼓
動
が
止
ま
っ
た
こ
と

を
死
と
は
言
は
な
か
っ
た
。
中
国
古
代
で
は
呼
吸
が
絶
え
る
と
、
こ
れ
を

風
雨
に
曝
し
て
肉
が
腐
り
果
て
て
骨
酪
だ
け
に
な
っ
て
、
骨
が
眞
白
に
な

っ
た
の
を
「
死
」
と
言
っ
た
。

　
骨
と
肉
体
の
関
係
を
つ
き
つ
め
て
い
う
な
ら
ば
、
肉
が
完
全
に
剥
落
し
な
け

れ
ば
「
死
」
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

二
、
死

こ
こ
で
「
死
」
お
よ
び
「
葬
」
と
い
う
文
字
に
目
を
転
じ
て
考
察
す
る
。

「
死
」
は
甲
骨
文
で
は
「
昂
」
の
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
ゆ
偏
の
「
占
1
一

が
つ
・
の
こ
り
ぼ
ね

　
　
　
　
　
」
も
ま
た
独
立
し
た
文
字
で
あ
る
。

　
『
説
文
解
字
』
四
下
で
は
、

列
骨
の
残
な
り
。
半
吊
に
斎
う
。

と
さ
れ
る
。

　
「
列
」
は
「
分
解
を
り
（
7
v
」
と
さ
れ
、
「
残
」
は
「
賊
な
り
（
8
）
」
と
さ
れ

る
が
、
「
賊
」
は
「
敗
る
〔
9
）
」
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
列
骨
の
残
な
り
」

は
、
バ
ラ
バ
ラ
に
分
解
さ
れ
た
骨
の
残
欠
、
．
す
な
わ
ち
残
骸
の
意
味
と
な
る
。

　
「
吊
」
は
『
説
文
解
字
』
四
下
に
人
の
肉
を
そ
ぎ
落
と
し
た
頭
隆
骨
と
さ
れ

る
。
こ
の
文
字
に
つ
い
て
は
後
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
考
察
す
る
が
、
「
半
丹
」

は
、
そ
れ
が
半
分
に
な
っ
た
形
で
あ
る
。
「
残
」
は
「
敗
」
と
解
さ
れ
て
い
る

の
で
、
肉
が
腐
敗
し
、
骨
だ
け
に
な
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ

う
。　

た
だ
し
段
玉
里
は
「
列
骨
の
残
な
り
」
の
「
残
」
に
注
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
、

「
残
、
當
に
寂
に
作
る
べ
し
」
と
す
る
。
「
朔
」
ば
『
説
文
解
字
』
筆
下
に
「
禽

獣
の
食
ら
う
所
の
絵
な
り
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
月
」
は
、
「
に
く
づ
き
」
で

あ
り
、
「
肉
」
に
つ
く
る
版
本
も
あ
る
（
m
一
。
つ
ま
り
動
物
が
食
い
散
ら
し
た

残
鯨
の
骨
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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『
孟
子
』
縢
文
公
上
に
埋
葬
の
起
源
を
説
く
有
名
な
話
が
あ
る
。

蓋
し
上
世
、
嘗
て
其
の
親
を
葬
ら
ざ
る
者
有
り
。
其
の
親
死
さ
ば
則
ち
墨

　
　
　
　
　
　
　
す

げ
て
之
れ
を
堅
に
委
つ
。
他
日
、
慣
れ
を
過
ぐ
る
に
、
狐
狸
之
れ
を
食
ら

い
、
蝿
㈱
…
嬬
（
1
1
）
之
れ
を
踏
う
。

　
縢
文
公
篇
で
は
、
こ
の
あ
と
、
た
ま
た
ま
後
日
、
通
り
が
か
っ
た
子
供
が
こ

の
様
子
を
見
て
人
情
と
し
て
た
え
ら
れ
ず
、
す
き
や
も
っ
こ
で
土
を
か
け
て
親

の
遺
骸
を
覆
っ
た
、
と
続
い
て
い
く
。

　
こ
の
話
は
お
そ
ら
く
孟
子
の
想
像
よ
り
出
た
話
で
あ
っ
て
確
た
る
根
拠
を
有

す
る
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
古
の
世
の
「
葬
」
を
か
な
り
的
確
に

描
写
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
「
葬
」
は
草
む
ら
に
死
体
を
遺
棄
す
る
こ
と
を
示
す
文
字
と
さ
れ
る
（
9
。

死
体
を
そ
の
よ
う
に
遺
棄
す
れ
ば
、
む
し
ろ
禽
獣
が
食
い
散
ら
し
、
蝿
が
た
か

り
、
ウ
ジ
が
わ
き
、
虫
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
の
が
当
然
で
あ
る
。

　
『
説
文
解
字
』
四
篇
下
に
み
え
る
「
　
」
系
列
の
文
字
に
は
h
巧
」
が
「
腐

な
り
」
、
「
娯
」
が
「
意
気
な
り
」
、
「
磧
」
が
「
燗
な
り
」
と
さ
れ
、
い
ず
れ

も
死
体
が
腐
敗
し
て
い
く
様
子
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
様

子
は
孟
子
の
い
う
よ
う
に
．
お
ぞ
ま
し
い
状
態
と
も
解
し
う
る
。

　
し
か
し
、
肉
体
が
腐
敗
し
、
白
骨
に
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
死
者

の
魂
が
祖
霊
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
し
め
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
お
そ

ら
く
孟
子
の
時
点
で
は
、
す
で
に
甲
骨
文
を
ど
に
み
え
る
古
代
の
宗
教
的
な
感

覚
は
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
死
（
昂
）
」
は
、
『
甲
骨
文
字
典
』
に
よ
れ
ば
、
．

人
、
朽
骨
の
肇
に
拝
す
る
を
象
り
、
以
て
死
の
義
に
會
す

（
1
3
〕
。

と
さ
れ
、
平
骨
を
拝
ん
で
い
る
様
子
で
あ
る
。
他
の
字
形
を
み
て
も
「
昂
（
M
｝
」

は
傍
ら
の
人
が
側
身
形
で
立
っ
て
い
る
様
子
で
、
「
醇
（
1
5
）
」
は
戸
の
よ
う
に
み

え
、
ま
た
「
鮎
（
些
」
は
脆
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
残
骨
は
当

然
、
人
骨
で
あ
る
。

　
『
説
文
解
字
』
四
下
は
、
「
畝
（
死
）
」
に
つ
い
て
、

蜘
く
る
な
り
・
入
の
診
る
る
所
な
り
．
U
。

、
マ

と
説
明
す
る
。

　
「
離
」
と
は
、
後
出
の
段
玉
裁
の
注
釈
を
参
考
に
す
れ
ば
、
肉
体
か
ら
魂
が

離
れ
て
い
く
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
「
漸
」
は
水
が
尽
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る

が
、
こ
こ
は
、
「
命
」
が
尽
き
る
と
い
う
意
味
と
関
連
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。



さ
ら
に
、
「
し
死
」
と
「
泌
の
発
音
の
類
似
〔
1
8
一
も
意
識
し
て
い
る
よ
・
γ
に
み
え

る
。　

「
人
の
回
る
る
所
」
と
い
う
の
は
、
「
畝
（
死
）
」
と
い
う
文
字
の
右
側
の

「
R
（
ヒ
）
」
の
部
分
が
「
人
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
の
説
明
で
も
あ
る
。
そ
の

た
め
、
文
字
の
構
造
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
う
解
し
た
場
合
、

「
人
の
離
る
る
所
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
と
な
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
後
漢
、
劉
煕
の
『
鐸
名
』
繹
喪
制
は
、

人
始
め
て
氣
、
絶
す
る
を
死
と
日
う
。
死
は
漸
な
り
。
就
ち
消
噛
す
る
な

り
些
。

と
説
明
す
る
。

　
「
気
」
す
な
わ
ち
呼
吸
の
絶
え
る
こ
と
が
「
死
」
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
で

あ
る
。

　
『
旧
記
』
曲
禮
下
の
「
庶
人
日
死
」
に
つ
け
ら
れ
た
鄭
玄
の
注
で
は
、

死
の
言
、
漸
な
り
。
精
神
三
蓋
す
る
な
り
（
2
0
v
。

と
み
え
る
。

　
こ
れ
も
肉
体
に
あ
っ
た
「
精
神
」
す
な
わ
ち
「
魂
」
が
尽
き
て
な
く
な
惹
こ

と
、
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
死
」
の
文
字
の
構
成
要
素
で
あ
る

コ
タ
」
や
「
人
」
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
つ
ま
り
、
『
説
文
当
字
』
や
『
繹
名
』
あ
る
い
は
鄭
玄
の
解
釈
な
ど
、
後
漢

の
時
代
で
は
、
「
死
」
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
は
、
魂
が
離
れ
去
っ
た
り
、
息

が
止
ま
る
と
い
う
具
合
に
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
文

字
の
も
つ
本
来
の
意
味
に
つ
い
て
構
造
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
説
文
解
字
』
の
「
死
」
に
つ
け
ら
れ
た
清
の
三
三
裁
の
注
は
、

形
膿
と
菟
醜
相
い
離
る
。
故
に
其
の
字
、
ダ
・
人
に
從
う
〔
別
一
。

と
述
べ
る
。

　
こ
の
場
合
は
、
「
形
体
」
す
な
わ
ち
肉
体
と
「
魂
暁
」
が
分
離
す
る
事
が

「
死
」
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
‘
こ
れ
も
中
国
に
お
け
る
一
般
的
な
「
死
」

の
概
念
を
述
べ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
肉
体
か
ら
魂
醜
が

分
離
す
る
こ
と
が
「
死
」
で
あ
る
と
い
う
概
念
が
先
に
あ
り
、
そ
の
概
念
を
も

と
に
「
死
」
と
い
う
文
字
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
故
に
其
の
字
、
夕
・
人
に
従
う
」
と
文
字
の
構
成
要

素
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
は
、
「
人
」
を
形
体
、
「
夕
」
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を
魂
暁
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
さ
き
に
も
み
た
よ
う
に
「
ダ
」

は
残
骨
で
あ
る
た
め
、
’
そ
の
解
釈
は
首
肯
し
が
た
い
。

　
三
、
ト
の
形

　
こ
こ
で
も
う
一
度
、
「
吊
（
爪
（
2
2
）
）
」
　
・
「
　
（
占
）
」
　
・
「
死
（
飴
）
」

の
甲
骨
文
の
字
形
を
並
べ
て
考
察
し
て
み
た
い
。
い
ず
れ
も
内
部
や
上
部
に

「
卜
」
の
形
が
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
白
川
静
の
『
字
統
』
、
二
二
箭
の
『
甲
骨
文

字
典
』
、
そ
れ
に
干
省
吾
の
『
甲
骨
文
字
詰
林
（
お
》
』
な
ど
に
ひ
く
字
義
の
解
説

に
お
い
て
も
、
な
ぜ
か
、
こ
れ
ら
の
字
形
に
み
え
る
「
卜
」
に
つ
い
て
言
及
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
「
吊
（
M
）
」
　
・
「
　
（
占
）
」
　
・
「
死
（
劫
）
」
に
み
え
る
「
卜
」
は
本

来
、
祖
先
の
骨
の
上
に
で
き
る
自
然
な
「
ひ
び
割
れ
」
を
さ
し
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
祖
先
は
霊
魂
に
な
っ
た
あ
と
も
、
自
ら
の
骨
に
癒
り
つ
い
て
い
る
。
そ

の
祖
先
の
意
志
が
、
骨
の
色
や
ひ
び
割
れ
や
な
ど
の
目
に
み
え
る
兆
候
と
し
て

あ
ら
わ
れ
る
、
と
み
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ふ
つ
う
は
、
こ
の
「
卜
」
形
は
甲
骨
を
灼
い
た
時
の
ひ
び
割
れ
の
形
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
場
合
は
人
の
骨
で
は
な
く
、
亀
甲
獣
骨
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
説
文
解
字
』
は
亀
甲
を
灼
く
こ
と
と
し
て
説
明
す
る
（
召
。
し
か
し
亀
を

灼
く
形
を
示
す
甲
骨
文
字
は
見
え
な
い
。
「
簡
（
2
5
）
」
つ
ま
り
牛
の
肩
脾
骨
な
ど

の
骨
版
の
上
に
文
字
が
舞
ま
れ
て
い
る
も
の
（
蓼
は
多
数
み
え
る
。
「
墨
」
の

内
部
の
点
は
、
あ
る
い
は
文
字
で
は
な
く
、
骨
の
裏
側
に
ほ
っ
た
「
鎖
」
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
肩
脾
骨
を
灼
い
て
い
る
字
形

と
な
る
。

　
さ
て
甲
骨
文
字
が
ト
骨
の
上
に
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど

古
い
こ
と
で
は
な
い
。
は
じ
め
は
た
だ
骨
を
灼
く
だ
け
で
あ
っ
た
（
2
7
）
。
こ
れ

は
お
そ
ら
く
、
犠
牲
を
生
で
食
べ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
火
を
使
っ
て
調
理
す

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
犠
牲
を
焼
い
て
調
理

し
た
時
に
、
骨
に
あ
ら
わ
れ
る
「
ひ
び
わ
れ
」
に
神
の
意
志
を
み
た
の
で
あ
ろ

う
。　

甲
骨
文
が
刻
ま
れ
る
以
前
の
ト
骨
（
銘
）
に
は
猪
・
犬
・
羊
・
牛
・
鹿
な
ど
の

獣
骨
〔
凶
）
が
多
い
。
亀
も
み
え
る
が
、
そ
の
出
現
は
比
較
的
新
し
い
と
考
え
ら
・

れ
て
い
る
。
当
初
は
獣
骨
を
灼
く
こ
と
の
方
が
一
般
的
（
3
0
）
で
あ
り
、
亀
版
を

灼
く
こ
と
は
そ
の
あ
と
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
股
嘘
卜
辞
も
初
期
に
は

牛
の
肩
凶
状
が
多
く
、
の
ち
に
は
亀
が
多
く
な
る
。
お
そ
ら
く
甲
骨
文
字
が
作

ら
れ
た
頃
に
ま
だ
獣
骨
を
灼
く
こ
と
の
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
島
」
の
文
字
の
み
が
あ
っ
て
、
亀
版
を
灼
く
こ
と
を
示
す
文
字
は
な
い
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
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獣
骨
は
本
来
、
犠
牲
の
骨
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
犠
牲
に
は
、
「
亀
」
は
ふ

く
ま
れ
な
い
。
亀
は
現
代
で
も
食
用
に
さ
れ
て
お
り
、
古
代
で
も
食
べ
ら
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
儒
教
で
い
う
「
五
台
目
牛
・
羊
・
豚
・

犬
・
鶏
（
M
」
」
の
中
に
亀
は
な
く
、
亀
が
犠
牲
の
動
物
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
様

子
も
な
い
。
亀
甲
が
占
ト
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
ヨ
お
そ
ら
く
、
そ
の

面
積
の
広
さ
や
、
簡
便
さ
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
3
2
｝
。

　
な
お
人
骨
を
灼
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
人
頭
刻
字
の
例
は
あ
る
〔
3
3
v
。

．
こ
の
場
合
、
祖
先
の
頭
蓋
骨
で
は
な
く
、
方
面
の
首
領
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
犠
牲
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
骨
に
関
し
て
は
、
祖
先
の
骨
と
犠
牲
の
骨
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
も
同
じ
く
骨
と
い
う
こ
と
で
、
神
意
は
祖
先

の
骨
に
も
犠
牲
の
骨
に
も
あ
ら
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

四
、
内
臓
占
い
と
骨
の
占
い

　
「
卜
」
と
い
う
文
字
は
現
在
で
は
亀
ト
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
『
説
文
解
字
』
自
体
が
す
で
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
て
い
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
亀
ト
は
内
臓
占
い
や
骨
の
占
い
な
ど
の
歴
史
の
な
か
で
は
、
む

し
ろ
、
も
っ
と
も
新
し
く
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な

起
源
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
占
い
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。

　
犠
牲
を
解
体
し
た
と
き
に
動
物
の
腸
な
ど
を
み
て
占
う
内
臓
占
い
は
考
古
学

的
に
は
残
ら
な
い
。
一
方
、
骨
を
使
っ
て
行
な
う
占
い
は
古
代
の
世
界
中
、
ほ

と
ん
ど
の
地
域
〔
3
4
v
で
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
、
そ
の
痕
跡
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
。
骨
は
、
灼
か
ず
に
解
体
し
た
ば
か
り
の
犠
牲
の
骨
の
色
を
み
て
占
う
場

合
と
、
灼
い
て
亀
裂
を
視
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
犠
牲
を
生
で
さ
さ
げ
る
だ
け
で
な
く
、
火
を
使
っ
て
調
理
す
る
よ
う
に
も
な

っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
灼
く
場
合
も
、
全
面
を
焼
く
場
合

と
、
点
状
に
灼
く
場
合
と
に
区
別
さ
れ
る
。
後
者
は
「
点
状
有
灼
法
」
と
呼
ば

れ
、
手
法
的
に
は
、
最
も
高
度
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
・
朝
鮮
・
日
本

が
こ
の
「
点
状
有
灼
法
」
の
区
域
に
あ
た
る
（
3
5
）
。
「
点
状
有
灼
法
」
の
場
合
は
、

骨
や
亀
版
を
保
存
し
て
お
い
て
、
随
時
、
占
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
色
を

も
つ
。

　
い
ず
れ
も
、
本
来
は
犠
牲
の
動
物
の
一
部
分
を
使
っ
て
神
の
意
志
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
に
立
脚
し
て
い
る
。
神
に
犠
牲
と
い
う
貢
ぎ
物
を

ま
ず
さ
さ
げ
て
、
そ
の
か
わ
り
に
未
来
に
起
こ
る
こ
と
を
予
め
教
え
て
も
ら
う
、

と
い
う
の
が
当
初
の
占
い
の
原
理
で
あ
ろ
う
。
神
の
前
で
解
体
し
た
犠
牲
の
内

臓
や
骨
の
色
を
み
て
、
神
が
そ
れ
を
気
に
入
っ
た
か
ど
う
か
を
み
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
後
、
犠
牲
を
焼
い
た
り
し
た
際
に
、
骨
の
お
こ
す
「
ひ
び
わ
れ
」
が

神
の
意
志
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
3
6
）
。
神
の
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霊
魂
が
犠
牲
の
骨
に
作
用
し
て
、
「
ひ
び
わ
れ
」
と
い
う
兆
候
に
よ
っ
て
そ
の

意
志
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
当
初
は
、
神
が
犠
牲
を
気

に
い
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
単
純
な
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
し
だ
い
に
複
雑
な

意
志
を
も
示
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
占
い
の
結
果
が

思
わ
し
く
な
け
れ
ば
、
犠
牲
の
数
を
ふ
や
し
て
占
い
な
お
し
て
い
る
。
有
神
論

の
世
界
で
は
、
神
は
未
来
を
創
り
だ
す
も
の
で
、
未
来
は
あ
ら
か
じ
め
神
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
神
は
未
来
を
告
げ
報
せ
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
構
…
造
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
3
7
）
。

　
五
、
霊
魂
と
骨
の
関
係

．
霊
魂
と
骨
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
人
が
亡
く
な
り
、
埋
葬
さ

れ
た
時
、
肉
体
は
腐
敗
し
て
骨
だ
け
が
残
さ
れ
る
。
埋
葬
す
る
こ
と
自
体
、
骨

の
も
と
に
魂
が
よ
り
つ
き
、
い
ず
れ
死
者
が
再
生
復
活
す
る
と
み
な
し
て
の
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
貝
塚
茂
樹
は
、
＝
般
に
原
始
人
、
古
代
人
間
に
お
い
て
は
、
死
と
は
魂
醜

が
肉
体
を
去
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
死
体
を
完
全
に
保
存
し
て
置
け
ば
、
再
び

霊
魂
が
そ
の
肉
体
に
復
帰
し
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
信
じ
、
死
体
を

出
来
る
だ
け
完
全
な
形
で
埋
葬
保
存
し
よ
う
と
す
る
習
慣
が
あ
る
〔
讐
」
と
述

べ
る
。

　
馬
王
堆
な
ど
の
特
殊
な
例
を
の
ぞ
い
て
は
、
実
際
に
は
肉
体
は
腐
敗
し
、
骨

だ
け
に
な
る
。
ま
た
積
な
ど
の
複
葬
は
肉
体
を
腐
ら
せ
て
、
む
し
ろ
「
骨
」
だ

け
に
す
る
た
め
の
葬
法
と
い
え
、
骨
に
対
し
て
は
、
特
別
な
感
覚
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
霊
魂
が
そ
こ
に
馨
り
つ
く
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

　
さ
き
に
「
卜
」
と
「
骨
」
の
関
連
す
る
文
字
を
考
察
し
た
が
、
「
占
（
占
）
」

（『

熾
ｶ
解
字
』
三
障
下
に
「
兆
し
を
視
て
問
う
な
り
（
3
9
一
」
）
や
「
貞
」
（
『
説
文

解
字
』
三
篇
下
に
「
卜
書
す
る
な
り
（
4
0
）
」
）
な
ど
の
字
形
に
も
「
卜
」
が
っ
く
。

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
「
う
ら
な
う
」
、
「
と
う
」
な
ど
と
さ
れ
る
が
、
下
部
に

は
「
骨
」
を
示
す
文
字
は
な
い
。
お
そ
ら
く
「
卜
」
だ
け
で
甲
骨
を
灼
い
て
占

う
意
味
を
こ
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
例
と
同
様
と
み
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
み
た
「
死
（
畝
）
」
と
い

う
文
字
は
、
人
骨
の
前
で
獣
骨
を
灼
い
て
占
う
こ
と
を
示
す
文
字
と
い
う
解
釈

も
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
「
卜
（
ひ
び
わ
れ
）
」

が
祖
先
の
骨
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
見
な
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
灼
い
た
も
の
で

は
な
く
、
風
化
し
て
自
然
に
で
き
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
見
て

神
意
を
う
か
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

六
、
骨

「
呂
」
に
つ
い
て
『
説
文
解
字
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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け
ず

人
肉
を
写
り
て
其
の
骨
を
置
く
な
り
。
頭
嚢
骨
を
象
形
す
る
な
り
〔
9
。

　
頭
蓋
骨
に
付
着
し
た
肉
を
削
り
落
と
し
て
、
そ
の
骨
を
置
く
様
子
だ
と
い
う
。

朱
駿
聲
は
「
人
肉
を
髭
し
、
其
の
骨
を
置
く
。
頭
隆
骨
を
象
形
す
る
な
り
…
（
4
2
V
」

と
、
あ
え
て
髪
が
し
ら
に
別
の
「
薪
」
の
文
字
を
使
う
。
こ
れ
は
髪
を
そ
る
と

い
う
訓
が
あ
る
が
、
朱
駿
聲
は
頭
蓋
骨
に
付
着
し
た
肉
と
も
ど
も
髪
を
別
り
お

と
す
意
味
に
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
こ
れ
を
み
る
と
許
愼
お
よ
び
朱
駿
聲
は
頭
蓋
骨
に
特
別
な
意
味
を
見
い
だ
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
と
に
み
る
よ
う
に
甲
骨
文
の
字
形
を
み
れ
ば
、

こ
れ
は
頭
蓋
骨
で
は
な
く
、
肩
脾
骨
と
解
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
〔
4
3
）
。

　
「
骨
」
遺
「
吊
」
に
「
月
（
肉
）
」
を
つ
け
た
も
の
。
要
す
る
に
、
肉
を
そ

ぎ
落
と
す
前
を
い
う
。
『
説
文
漁
船
』
四
篇
下
、
「
骨
」
も
「
肉
の
覆
う
な
り
」

と
い
う
。
「
馴
」
は
「
別
」
の
本
字
で
、
「
分
か
ち
解
く
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る

が
、
刀
で
肉
と
骨
に
分
解
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
「
剛
」
に
つ
い
て
『
甲
骨
文
字
典
（
4
4
）
』
は
「
舩
（
4
5
）
」
・
「
歴
（
4
6
）
」
と

い
っ
た
内
部
に
「
卜
」
を
含
む
字
形
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
解
字
は
人
骨
と

は
言
わ
ず
、
「
卜
用
の
牛
の
零
墨
骨
の
形
を
象
る
」
と
述
べ
る
。
文
字
の
形
か

ら
み
れ
ば
そ
の
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
字
の
上
部
「
横
」
は
、
臼
形

の
骨
で
下
部
「
昌
」
は
、
そ
れ
に
つ
ら
な
る
骨
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
一
部
に

直
角
に
切
り
取
ち
れ
た
形
を
示
す
字
形
「
（
4
7
｝
」
が
あ
る
の
は
、
ト
号
を
整

、
尺
る
と
き
に
切
り
取
っ
た
あ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

　
『
甲
骨
文
字
典
』
の
「
釈
義
」
に
は
、
骨
・
禍
・
人
名
・
地
名
な
ど
の
例
を

あ
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
な
ん

癸
巳
ト
す
。
股
貞
う
、
旬
に
わ
弛
い
亡
き
か
｛
側
）
。

な
ど
は
禍
崇
と
と
る
例
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
も
骨
自
体
が
崇
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
骨
に
愚
り
つ
く
霊
魂
が
隠
る

と
い
う
感
覚
で
あ
ろ
う
。

　
「
ト
」
が
上
に
あ
る
例
も
あ
る
。
「
痢
【
⑱
）
」
は
、
『
甲
骨
文
字
典
』
の
「
解
字
」

に
「
卜
、
吊
上
に
在
る
に
従
う
（
5
0
）
」
と
さ
れ
る
。
『
説
文
逐
字
』
に
は
な
い
文

字
で
、
「
釈
義
」
は
地
名
と
し
て
使
わ
れ
る
例
を
載
せ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の

文
字
も
骨
と
占
ト
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。

　
「
箇
（
5
1
）
（
固
）
」
は
、
『
甲
骨
文
字
典
』
の
「
解
字
」
で
、
「
吊
に
従
い
、

占
に
従
う
。
　
《
説
文
》
の
占
の
字
と
義
近
し
（
聾
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

骨
の
中
に
占
の
文
字
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
骨
の
ひ
び
割
れ
を
見
て

占
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
占
」
自
体
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
『
説
文
』
に
「
兆
を
視
て
問
う
な
り
」

と
さ
れ
て
お
り
、
「
兆
」
す
な
わ
ち
「
ひ
び
割
れ
」
を
見
て
占
う
こ
と
で
あ
る
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が
、
『
甲
骨
文
字
典
』
で
は
と
く
に
「
箇
（
固
）
」
に
つ
い
て
、

卜
辞
中
、
多
く
「
王
固
い
て
曰
く
」
に
作
る
。
並
び
て
兆
を
視
て
問
う
に

非
ず
、
乃
ち
是
れ
股
立
、
兆
を
視
て
以
て
吉
凶
を
断
ず
（
詔
）
。

と
、
股
王
が
占
う
場
合
に
特
別
に
こ
の
文
字
を
用
い
た
と
す
る
。
お
そ
ら
く
正
式

な
占
い
と
い
・
つ
意
識
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
古
式
の
占
い
を
示
す
字

形
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
「
骨
」
に
つ
い
て
は
、
人
骨
を
い
う
場
合
と
、
牛
な
ど
の
肩
平
骨
を
指
す

場
合
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
た
ん
な
る
物
質
で
は
な
く
、
霊
魂
が
葱
り
つ

く
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
占
い
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
七
、
頭
蓋
骨

　
先
に
み
た
よ
う
に
、
『
説
文
解
字
』
は
「
丹
」
と
い
う
文
字
を
頭
隆
骨
だ
と

し
て
い
る
。
そ
の
解
釈
に
は
問
、
題
は
あ
る
も
の
の
、
「
骨
」
の
中
で
も
頭
蓋
骨

が
特
殊
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
一
筆
の

「
暁
」
の
声
符
は
「
白
」
で
あ
る
。
「
白
は
黒
旗
の
形
で
燭
膜
。
精
気
を
失
っ
て
、

白
骨
と
化
し
た
も
の
を
醜
と
い
う
（
5
4
v
」
と
さ
れ
、
白
骨
化
し
た
頭
蓋
骨
を
い
う
（
茄
）
。

ま
た
「
偉
大
な
指
導
者
や
強
敵
の
首
は
、
．
至
心
化
し
て
保
存
さ
れ
る
（
5
6
）
」
と

い
う
。
こ
れ
は
悪
霊
よ
け
に
使
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
濁
腰
に
よ
り
つ
い
た

霊
魂
の
威
力
に
よ
っ
て
悪
霊
を
は
ら
う
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、

本
来
、
頭
蓋
内
に
あ
っ
た
「
脳
」
こ
そ
が
魂
の
住
処
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
脳
を
も
含
め
て
肉
体
が
腐
敗
消
滅
し
た
時
v
寄
る
由
な
い
魂

が
も
っ
と
も
葱
り
つ
き
や
す
い
と
こ
ろ
と
い
え
ば
、
本
来
、
魂
の
住
処
で
あ
っ

た
頭
蓋
骨
の
内
部
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　
『
荘
子
』
．
至
樂
に
路
傍
に
転
が
る
頭
蓋
骨
を
枕
に
眠
る
話
が
み
え
る
。

荘
子
、
楚
に
汚
き
て
、
空
燭
膜
を
見
る
。
…
髄
腰
を
援
き
て
枕
し
て
臥

す
。
夜
半
、
燭
膜
、
夢
に
見
わ
れ
て
曰
く
、
「
子
の
談
ず
る
こ
と
辮
士
の

号
し
。
…
」
（
5
7
）
。

　
こ
の
話
で
は
、
荘
子
は
燭
腹
に
悪
態
を
つ
い
た
後
、
そ
れ
を
ひ
き
よ
せ
て
枕

に
し
て
眠
る
。
そ
の
夢
に
死
者
の
魂
が
あ
ら
わ
れ
て
荘
子
に
話
し
か
け
る
。
こ

の
死
者
の
魂
は
、
そ
の
頭
蓋
骨
に
よ
り
つ
い
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
頭
蓋
骨
を
人
の
頭
に
の
せ
、
死
者
つ
ま
り
は
祖
先
の
露
に
な
ぞ
ら
え

た
と
さ
れ
る
（
5
8
）
。
頭
蓋
骨
を
頭
に
の
せ
れ
ば
、
そ
こ
に
そ
の
頭
蓋
骨
の
本
来

の
持
ち
主
で
あ
る
祖
先
の
魂
が
愚
り
つ
く
か
ら
で
あ
ろ
う
（
5
9
）
。
　
中
国
の
も

の
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
も
の
だ
が
、
「
死
者
の
頭
骨
そ
の
も
の
か
ら

つ
く
る
實
物
の
デ
ス
マ
ス
ク
（
挿
2
4
6
）
や
祖
先
像
の
製
作
が
多
く
行
わ
れ
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る
（
5
0
〕
」
と
あ
る
。
そ
こ
に
紹
介
さ
れ
る
2
4
8
祖
先
像
（
コ
ル
ワ
ル
）
は
オ

ラ
ン
ダ
領
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
原
住
民
の
も
の
（
図
版
1
）
と
さ
れ
る
が
、
木
製
の

248祖先像（コルワル）

オランダ領ニューギニ
ア原住民（図版1）

身
体
の
像
の
上
に
野
心
が
の
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
身
体
に
は
骨
は
用
い
ら

れ
て
お
ら
ず
頭
蓋
骨
だ
け
が
特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お

鰯
腰
の
左
目
に
は
眼
球
が
嵌
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
2
4
6
は
似
顔
頭
骨
と
さ
れ
、

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
セ
ピ
ク
河
地
方
原
住
民
の
も
の
で
あ
る
（
図
版
2
）
。
頭
骨

に
粘
土
の
よ
う
な
も
の
で
肉
付
け
さ
れ
、
そ
の
上
に
刺
青
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
目

246似顔頭骨ニューギニア，
セピク河地方原住民（図版2）

に
は
宝
貝
が
嵌

め
こ
ま
れ
、
髪

も
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
お
そ
ら

く
生
前
の
顔
に

似
せ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
祖
撮
像
と
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
骨
と
く
に
頭
蓋
骨
に
意
味
が
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
祖
先
の
霊
魂
は
そ
の
頭
蓋
骨
に
亘
り
つ
く
と
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
か
つ
て
の
中
国
に
も
、
こ
の
燭
腰
を
も
ち
い
た
祖
先
像
に
近
い
も
の
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
魂
の
入
っ
て
い
る
頭
部
を
残
の
場
所

に
ま
で
運
ぶ
形
だ
と
思
わ
れ
る
「
悟
」
等
の
文
字
と
も
関
連
す
る
。

　
白
川
静
は
「
倦
」
の
文
字
の
原
形
と
思
わ
れ
る
「
図
」
に
関
し
て
、

図
し
＋
博
き
よ
く
＋
導
き
よ
う
。
白
に
四
手
を
加
え
て
い
る
形
。
〔
説
文
〕

三
上
に
「
騨
は
高
き
に
契
る
な
り
」
と
し
、
碧
し
声
と
す
る
が
、
声
が
合

わ
ず
、
形
義
も
え
が
た
い
。
字
は
ま
た
暮
に
作
る
。
画
は
頭
骨
の
象
。
下

に
巳
（
屍
体
の
坐
す
る
形
）
を
加
え
て
、
屍
体
を
示
す
。
四
手
を
加
え
て

屍
を
遷
し
、
埋
葬
す
る
こ
と
を
い
う
。
遷
化
と
い
う
時
の
遷
（
遷
）
の
初

文
。
道
家
で
は
遷
化
し
て
そ
の
霊
は
天
に
登
る
と
さ
れ
た
。
（
鯉

と
述
べ
る
。

　
図
の
発
音
は
「
し
」
と
さ
れ
る
が
、
「
し
ん
」
で
あ
ろ
う
。
図
（
し
ん
）

は
騨
（
せ
ん
）
の
構
成
要
素
の
中
心
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
悪
や
倦
に
通
じ
、

偲
と
な
る
。
こ
の
発
音
が
残
っ
て
仙
も
「
せ
ん
」
と
読
む
が
、
本
来
、
図
（
し
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ん
）
で
あ
っ
た
の
が
転
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
八
、
鬼

　
頭
蓋
骨
が
死
者
（
祖
先
）
を
あ
ら
わ
す
仮
面
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
も
の
が
、

「
鬼
（
畢
）
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
よ
う
だ
。
「
鬼
」
の
字
の
上
部
の
「
由
」
の

部
分
が
仮
面
だ
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
鬼
」
は
仮
面
を
か
ぶ
り
、
「
鬼
（
死
者

の
霊
）
」
に
扮
装
し
た
姿
＾
・
2
．
と
さ
れ
る
。

　
『
説
文
解
義
」
で
は
、
鬼
の
上
部
の
「
由
」
は
「
鬼
頭
」
と
解
さ
れ
る
（
6
3
v
。

こ
の
「
由
」
は
甲
骨
文
で
は
祭
祀
の
犠
牲
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
だ
〔
6
4
）
。

『
甲
骨
文
字
典
』
は
、
「
斬
賛
す
る
所
の
敵
国
の
首
な
り
。
用
て
祭
品
と
心
す
（
6
5
｝
」

と
解
釈
し
て
い
る
。
莞
族
な
ど
の
首
が
祭
祀
の
犠
牲
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
要
す
る
に
甲
骨
文
で
は
「
人
の
首
」
を
さ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
す
で
に
風
化
し
て
燭
腰
化
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら

く
切
り
落
と
し
た
ば
か
り
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　
人
の
側
身
形
の
上
に
鬼
頭
で
あ
る
「
由
」
が
の
せ
ら
れ
る
も
の
が
「
鬼
」
で

あ
る
。
白
川
静
は
「
鬼
」
を
「
鬼
頭
の
人
（
6
6
）
」
と
述
べ
、
「
遷
は
鬼
頭
の
人
を

遷
す
意
で
、
お
そ
ら
く
風
化
し
た
屍
を
収
め
て
こ
れ
を
複
葬
す
る
字
。
鬼
と
は

も
と
人
屍
の
風
化
し
た
も
の
を
称
す
る
語
で
あ
ろ
う
（
6
7
）
」
と
す
る
。

　
こ
の
部
分
の
白
川
説
に
は
そ
の
ま
ま
従
え
な
い
。
先
に
も
少
し
考
察
し
た
よ

う
に
、
「
遷
」
の
上
部
の
「
西
（
㊧
こ
の
部
分
は
、
お
そ
ら
く
「
脳
」
を
あ

ら
わ
し
、
「
鬼
」
の
上
部
の
「
由
」
と
は
同
じ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
結
果

的
に
由
も
㊤
も
頭
と
脳
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
ぼ
同
様
の
部
分
を
さ
す
こ
と
と

な
る
。

　
お
わ
り
に

以
上
の
考
察
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
古
代
の
「
死
」
を

考
察
す
る
時
に
は
「
骨
」
の
問
題
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
肉
体
が
腐

っ
た
あ
と
に
も
骨
が
の
こ
る
が
、
骨
と
く
に
頭
蓋
骨
に
は
、
も
と
の
魂
が
穿
り

つ
く
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
考
え
方
は
、
「
白
」
や
「
鬼
」
と
い
う
文
字
の
上

に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
魂
の
意
志
は
、
骨
の
ひ
び
わ
れ
、
と
い
う
目

に
見
え
る
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
祖
先
の
魂
で
あ
れ
ば
、
祖

先
神
の
意
志
と
い
う
こ
と
．
に
な
る
。
魂
が
骨
に
憲
り
つ
く
と
い
う
属
性
に
よ
り
、

魂
は
犠
牲
の
骨
の
上
に
も
、
ひ
び
わ
れ
等
を
お
こ
し
、
そ
の
意
志
を
表
す
事
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。
当
初
は
犠
牲
を
気
に
い
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
簡
単

な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
予
言
的
な
神
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
さ
れ
て

い
く
。
そ
の
後
、
犠
牲
の
骨
は
、
似
た
材
質
を
も
ち
、
よ
り
面
積
の
広
い
、
亀

甲
へ
と
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
。　

魂
と
肉
体
の
関
係
は
肉
体
が
風
化
し
て
「
骨
」
と
な
っ
た
あ
と
も
、
依
然
と

し
て
密
接
な
関
係
を
た
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
陶
弘
景
の
考
え
た
　
解
仙
の
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中
に
は
、
骨
に
肉
体
が
つ
い
て
仙
人
と
な
る
例
が
み
え
る
（
轡
。
そ
の
こ
と
だ

け
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
い
か
に
も
荒
唐
無
稽
な
話
に
み
え
る
。
け
れ
ど
も
、
古

代
よ
り
つ
づ
く
骨
と
霊
魂
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
展
開
も
首
肯

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
註

（
1
）
平
凡
社
、
昭
和
十
年
初
版
、
四
十
九
年
覆
刻
版
、
上
巻
1
9
0
1
頁
。

（
2
）
白
川
静
『
字
統
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）
「
残
」
を
参
照
。

（
3
）
渡
邊
欣
雄
『
風
水
思
想
と
東
ア
ジ
ア
』
（
人
文
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
を

　
参
照

（
4
）
斎
藤
忠
『
東
ア
ジ
ア
葬
・
墓
制
の
研
究
』
（
第
｝
書
房
、
一
九
八
七
年
）

　
二
一
七
～
二
四
五
頁
、
「
日
本
の
火
葬
」
を
参
照
。

（
5
）
『
世
界
の
葬
式
』
を
参
照
。

（
6
）
「
中
国
古
代
の
宗
教
と
思
想
」
（
『
中
国
古
代
文
化
の
研
究
』
、
加
藤
常
賢

　
先
生
論
文
集
刊
行
会
、
二
松
学
舎
大
学
出
版
部
、
一
九
八
○
年
）
六
二
頁

　
を
参
照
。

（
7
）
『
説
文
解
字
」
四
篇
下
、
「
列
」
。

（
8
）
『
説
文
解
字
』
四
篇
下
、
「
残
」
。

（
9
）
『
説
文
解
字
』
十
二
篇
下
、
「
賊
」
。

（
1
0
）
『
説
文
解
字
』
四
篇
下
、
「
別
」
の
段
玉
裁
の
注
に

　
み
え
る
。

（
1
1
）
焦
々
の
『
孟
子
正
義
』
に
従
い
、
墨
黒
の
意
味
で
解
し
た
。

（
1
2
）
前
掲
『
字
統
』
五
四
五
頁
。

（
1
3
）
徐
仲
箭
『
甲
骨
文
字
典
』
（
一
九
八
八
年
、
四
川
辞
書
出
版
社
）

　
頁
。
象
人
拝
於
朽
骨
之
労
以
會
死
義
。

「
月
各
本
作
肉
」
．
と

四
六
三

（
1
4
）
一
期
。
前
掲
『
小
屯
・
股
塘
文
字
甲
編
』
＝
六
五
。

（
1
5
＞
一
期
。
前
掲
『
小
平
・
般
嘘
文
字
乙
編
』
一
〇
五
。

（
1
6
）
一
期
。
前
掲
『
股
嘘
書
契
前
編
』
五
・
四
一
・
三
。

（
1
7
）
嘱
也
。
人
所
離
。
（
『
説
文
平
字
』
四
篇
下
、
死
）

（
1
8
）
前
掲
『
字
統
』
三
六
四
頁
は
畳
韻
と
説
明
。

（
1
9
）
人
士
氣
絶
日
死
。
死
亡
也
。
就
消
壷
也
。
（
『
繹
名
』
第
八
、
．
繹
喪
制
第

　
二
十
七
）

（
2
0
）
死
之
言
漸
也
。
精
神
漸
壷
也
。
（
『
禮
記
』
巻
第
一
、
曲
禮
下
「
庶
人
日

　
死
」
の
鄭
旧
注
）

（
2
1
）
形
髄
與
菟
魂
相
子
。
台
盤
字
從
夕
人
。
（
『
説
文
解
字
劃
』
四
篇
下
、

　
「
死
」
の
段
玉
裁
注
）
。

（
2
2
）
一
期
。
前
掲
『
小
屯
・
股
嘘
文
字
乙
編
』
六
四
〇
八
。

（
2
3
）
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
。
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（
2
4
）
『
説
文
題
字
』
三
下
に
「
灼
き
て
亀
を
剥
ぐ
な
り
。
亀
を
凄
く
の
形
に
象

　
る
…
」
と
み
え
、
・
『
説
文
悪
字
』
．
は
亀
の
例
の
み
を
あ
げ
て
い
る
。
後
に

　
述
べ
る
が
亀
以
外
に
獣
骨
や
人
骨
も
使
わ
れ
て
い
た
。
『
説
文
解
字
』
に

　
亀
の
こ
と
し
か
ふ
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
後
漢
の
漏
壷
の
時
代
に
す
で
に
亀

　
だ
け
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

（
2
5
）
一
期
。
『
甲
骨
文
合
集
』
二
八
六
。

（
2
6
）
「
象
骨
版
上
重
字
悪
形
（
『
甲
骨
文
字
典
』
四
六
五
頁
）
」
と
、
整
骨
の
上

　
に
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
形
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

（
2
7
）
日
本
に
お
け
る
ト
骨
や
亀
ト
は
つ
い
に
文
字
を
刻
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
日
本
の
亀
ト
は
ウ
ミ
ガ
メ
を
使
っ
て
い
る
が
、
対
馬
や
伊
豆
大
島
な
ど
に

　
残
っ
て
い
る
。
ま
た
獣
骨
で
は
鹿
の
骨
を
使
う
例
が
あ
る
。
魏
心
墨
人
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
と
　
ま
　
に

　
に
も
ト
骨
の
例
が
み
え
、
『
古
事
記
』
に
も
「
布
斗
麻
遍
」
と
み
え
る
が
、

　
そ
れ
は
太
占
で
、
鹿
の
肩
の
骨
を
朱
桜
の
皮
で
焼
い
て
占
う
（
日
本
古
典

　
文
学
大
系
1
、
倉
野
憲
司
校
注
『
古
事
記
』
上
巻
、
五
五
頁
、
注
一
六
）

　
と
さ
れ
る
。
ほ
か
に
橋
口
尚
武
「
亀
ト
に
つ
い
て
」
（
千
田
稔
・
宇
野
隆

　
夫
編
『
亀
の
古
代
学
』
、
東
方
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。

（
2
8
）
荒
木
日
呂
子
「
中
国
新
石
器
時
代
の
ト
骨
と
そ
の
社
会
的
意
義
に
つ
い

　
て
」
（
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
、
第
6
号
。
一
九
九
八
年
）
を

　
参
照
。
坐
骨
に
は
猪
・
犬
・
羊
・
牛
・
鹿
の
肩
脚
骨
の
例
が
み
え
る
。

（
2
9
）
の
ち
の
時
代
の
文
献
に
は
鶏
の
骨
を
使
う
占
い
の
例
な
ど
も
み
え
る
。

（
3
0
）
『
夢
渓
筆
談
』
技
芸
に
、
西
戎
が
羊
の
脾
骨
を
丈
で
灼
い
て
其
の
兆
を
見

　
る
こ
と
（
死
語
焦
）
、
ま
た
羊
を
殺
し
、
そ
の
五
臓
を
視
る
こ
と
（
生
蹟

　
焦
）
を
記
す
。
骨
を
灼
く
占
い
と
内
臓
占
い
の
両
方
が
行
わ
れ
て
い
た
ら

　
し
い
。
な
お
『
維
西
見
聞
録
』
に
よ
れ
ば
、
蒙
古
が
羊
の
骨
を
灸
る
こ
と

　
も
「
蹟
焦
」
と
い
う
。

（
3
1
）
『
史
記
』
孝
武
本
紀
に
、
越
巫
が
「
蓑
を
以
て
ト
」
し
た
こ
と
を
記
す
。

．
正
義
に
よ
れ
ば
、
鶏
を
煮
た
後
、
鶏
の
両
目
の
上
の
骨
に
陰
影
が
で
き
、

　
人
の
形
に
似
れ
ば
吉
と
い
う
。

（
3
2
）
な
ぜ
亀
が
大
量
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
は
さ
だ

　
か
で
は
な
い
。
『
中
国
甲
骨
学
史
』
は
、
亀
が
「
神
に
通
じ
る
霊
物
」
で

　
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
霊
亀
思
想
」
が
、
こ
の
時
す
で
に
産
ま
れ
て

　
　
い
た
（
呉
浩
坤
、
霊
獣
著
『
中
国
甲
骨
学
史
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
【

　
九
八
五
年
）
第
三
章
、
卜
甲
と
ト
骨
。
五
二
頁
）
、
と
亀
に
神
秘
的
な
力

　
を
み
て
い
る
。
後
世
、
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
面
は
指
摘
で
き
る
。
し
か

　
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
、
こ
れ
は
亀
ト
が
普
遍
的
に
な
っ
て
か
ら
、
逆
に
亀

　
　
に
神
秘
的
な
力
を
み
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
亀
の
使
用
に
は
、

　
も
っ
と
実
際
的
な
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
牛
な
ど
の
大

　
型
の
動
物
を
使
う
こ
と
と
亀
を
使
う
こ
と
の
差
で
あ
る
。
牛
の
日
工
骨
を

　
　
つ
か
う
た
め
に
は
牛
一
頭
を
屠
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
亀
を
使
う
方
が
は
る
か

　
　
に
簡
便
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
亀
は
南
方
か
ら
進
貢
さ
れ
た
ら
し
い
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（
同
上
、
二
、
甲
骨
の
産
地
、
六
七
頁
）
。
『
尚
書
』
禺
貢
に
は
、
「
九
章
か

　
　
　
　
　
の
う
し
ゃ
く

　
ら
大
亀
を
納
適
す
」
と
み
え
る
。
「
大
亀
」
は
唐
の
孔
穎
達
の
疏
に
よ
れ

　
ば
、
「
尺
二
寸
を
大
亀
と
い
う
。
九
三
の
水
中
に
出
づ
」
と
み
え
る
。
尺

　
二
寸
は
唐
の
尺
度
で
約
3
7
，
3
2
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
周
の
尺
度
で
は
、

　
約
2
7
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
発
掘
さ
れ
た
亀
甲
の
中
で
最
大
の
腹

　
甲
は
、
長
さ
4
4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
3
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ

　
て
い
る
。
一
方
、
卜
骨
（
肩
脚
骨
）
の
最
大
の
も
の
は
、
長
さ
3
6
．
5

　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
2
1
．
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て
お
り
（
前

　
掲
『
中
国
甲
骨
学
史
』
6
1
頁
）
、
単
純
に
比
較
し
て
も
亀
甲
の
方
が
広

　
い
面
積
を
も
つ
。
骨
に
文
字
を
刻
す
と
い
う
習
慣
が
は
じ
ま
っ
た
と
き
、

　
広
い
面
積
を
も
つ
亀
の
方
が
、
文
字
を
刻
す
の
に
有
利
で
あ
っ
た
と
い
う

　
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
陶
器
の
鼎
が
青
銅
に
か
わ
る
な
ど
、
用
途
は

　
同
じ
で
も
材
質
が
変
化
す
る
こ
と
は
比
較
的
多
い
。
骨
と
亀
甲
は
本
来
、

　
似
た
よ
う
な
材
質
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
よ
り
広
い
面
積
を
も
つ
亀
へ

　
と
容
易
に
交
替
し
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
国
で
は
、
実
際
上
、

　
卜
骨
は
ト
甲
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
亀
を
使
つ
で
の
ト
占
が
甲
骨
を
代
表

　
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
3
3
）
李
料
「
股
嘘
八
頭
坑
燭
膜
輿
人
頭
骨
刻
辞
」
（
『
中
國
語
文
研
究
』
、
一
九

　
八
六
年
、
八
期
）
、
荒
木
日
呂
子
「
東
京
国
立
博
物
館
保
管
の
甲
骨
片
に

　
つ
い
て
1
人
頭
骨
刻
字
に
つ
い
て
の
考
察
1
」
（
M
U
S
E
U
M
東
京
国 　

立
博
物
館
美
術
誌
、
一
九
九
一
二
年
目
を
参
驚
。

（
3
4
）
新
田
栄
治
「
日
本
出
土
卜
骨
へ
の
視
覚
」
（
『
古
代
文
化
』
＜
o
一
層
2
9
、

　
　
一
九
七
七
年
）
に
、
モ
ン
ゴ
ル
、
中
央
ア
ジ
ア
、
北
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ

　
パ
、
西
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
5
）
前
掲
、
新
田
栄
治
「
日
本
出
土
卜
骨
へ
の
視
覚
」
、
三
一
～
三
二
頁
。

（
3
6
）
M
．
ロ
ー
ウ
ェ
、
C
．
ブ
ラ
ッ
カ
ー
（
ピ
。
Φ
≦
ρ
竃
凶
9
器
ご
切
冨
。
吋
①
さ

　
O
霞
ヨ
①
昌
）
編
『
占
い
と
神
託
（
∪
三
昌
四
二
〇
昌
き
匹
。
鎚
。
一
①
ω
し
』
（
島
田

　
裕
巳
【
ほ
か
一
夏
、
海
鳴
社
、
一
九
八
四
年
）
。

（
3
7
）
た
と
え
ば
、
後
世
、
『
捜
神
記
』
巻
三
に
、
死
を
つ
か
さ
ど
る
神
で
あ
る

　
北
斗
に
、
文
書
に
書
か
れ
て
あ
る
十
九
歳
の
寿
命
を
九
十
歳
に
書
き
直
し

　
て
も
ら
う
話
が
み
え
る
。
こ
れ
な
ど
も
寿
命
と
い
う
未
来
が
神
に
よ
っ
て
、

　
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
で
あ
ろ
う
。

（
3
8
）
「
不
朽
－
中
国
古
代
人
の
死
後
生
命
観
の
変
遷
一
」
（
『
古
代
中
国
の
精
神
』
、

　
筑
摩
叢
書
九
一
、
一
九
六
七
年
）
八
頁
。

（
3
9
）
視
弔
問
也

（
4
0
）
藍
島
也

（
4
1
）
別
人
肉
置
其
骨
。
象
形
頭
隆
骨
。
（
『
説
文
解
字
』
四
篇
下
、
円
）

（
4
2
）
山
野
肉
置
其
骨
。
象
形
頭
葉
鞘
。
（
『
説
文
通
訓
定
道
』
随
部
弟
十
、
呂
）
。

（
4
3
）
前
掲
『
字
統
』
三
二
四
頁
、
「
骨
」
は
「
官
立
」
と
解
す
。

（
4
4
）
四
六
三
頁
。
「
吊
」
。
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（
4
5
）
｝
期
。
前
掲
『
小
子
・
股
嘘
文
字
乙
編
』
六
四
〇
八
。

（
4
6
）
｝
期
。
前
掲
『
段
嘘
書
契
前
編
』
七
・
六
・
一
。

（
4
7
）
前
掲
『
小
亭
・
股
櫨
文
字
乙
編
』
三
八
六
四
。

（
4
8
）
林
泰
輔
『
亀
甲
獣
骨
文
字
』
｝
、
七
、
二
。

（
4
9
）
一
期
。
前
掲
『
股
塘
書
契
前
編
』
八
・
一
四
・
二
。

（
5
0
）
『
説
文
通
訓
定
聲
』
随
部
弟
十
。

（
5
1
）
一
期
。
前
掲
『
小
屯
・
股
櫨
文
字
乙
編
』
三
〇
九
〇
。

（
5
2
）
三
五
二
頁
、
嵩
置
、
有
戸
。
與
《
説
文
》
占
字
義
近
。

（
5
3
）
三
五
二
頁
。
卜
辞
中
、
多
作
「
王
固
日
」
、
並
非
視
兆
而
問
、
手
下
般

　
王
、
視
兆
以
断
吉
凶
。

（
騒
）
前
掲
『
字
統
』
「
暁
」
。

（
5
5
）
「
白
」
に
は
定
説
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
徐
仲
箭
主
編
『
甲
骨
文
字

　
典
』
（
四
川
辞
書
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
八
九
六
頁
、
「
白
」
は
郭
沫
若

　
の
説
を
採
用
し
て
、
「
栂
指
の
形
を
象
る
」
と
い
う
。
親
指
の
爪
は
白
い

　
部
分
と
二
つ
に
分
か
れ
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
が
あ
た
か
も
白
の
字
形
．

　
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
か
ら
の
連
想
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
わ
ざ
わ
ざ
親
指

　
と
い
う
の
は
、
手
足
の
爪
の
中
で
、
も
っ
と
も
大
き
く
、
他
の
爪
に
対
し

　
て
、
伯
仲
の
伯
と
な
り
う
る
か
ら
、
伯
の
文
字
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
。

　
郭
沫
若
の
説
は
『
金
文
誰
誰
』
・
『
金
文
鯨
釈
』
の
も
の
で
あ
る
。
子
省

　
吾
下
編
『
甲
骨
文
字
詰
林
』
第
二
冊
バ
中
華
書
下
、
一
九
九
六
年
）
一
〇

　
　
｝
八
頁
、
は
郭
沫
若
の
説
を
紹
介
し
た
あ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
者
の
説
を

　
　
の
せ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
中
で
、
郭
墨
書
の
栂
指
の
爪
と
い
う
説
は
全

　
く
支
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
と
え
ば
高
等
之
な
ど
は
、
「
臆
説
な
り
（
『
中

　
国
字
例
』
二
・
九
〇
）
」
と
論
断
し
て
い
る
。
㎝
方
、
白
川
静
の
「
白
骨

　
化
し
た
燭
腰
」
と
い
う
説
は
、
白
川
説
自
体
が
『
甲
骨
文
字
詰
林
』
に
全

　
く
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
国
の
学
者
の
中
に
、
そ
の
説
に
加
担
す
る
も

　
の
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
陳
世
輝
は
『
侠
存
五
八
一
』
に
、
正
面
形
の
人

　
で
あ
る
「
大
」
の
上
に
「
白
」
が
の
り
、
さ
ら
に
白
の
上
に
髪
の
毛
が
生

　
え
て
い
る
字
体
「
箒
」
が
あ
る
こ
と
を
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
貌
の
労

　
で
あ
る
「
見
」
が
側
身
形
の
人
の
上
に
「
白
」
が
載
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
を
述
べ
、
「
白
」
は
人
頭
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
も
死
者
と
は
み
な
し

　
て
い
な
い
よ
う
だ
。
私
は
「
白
」
は
、
白
骨
化
し
た
頭
蓋
骨
を
上
か
ら
見

　
た
形
で
、
白
の
中
心
の
横
画
は
、
頭
蓋
骨
の
縫
合
で
は
は
な
い
か
と
考
え

　
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
う
す
る
と
「
見
」
な
ど
の
文
字
の
構
成
上
、
不
自

　
然
さ
が
の
こ
る
。
ま
た
同
様
に
頭
蓋
骨
の
形
と
さ
れ
る
「
由
（
㊥
）
」
と

　
の
区
別
も
難
し
い
。
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
5
6
）
前
掲
『
字
統
』
「
白
」
。

（
5
7
）
荘
子
礼
意
、
蒼
空
二
等
。
…
附
図
膜
枕
而
臥
。
夜
半
鰯
習
慣
夢
日
、
子

　
之
評
者
似
辮
士
…
。
（
『
荘
子
』
外
篇
、
至
樂
第
十
八
）

（
5
8
）
加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』
（
中
公
新
書
、
一
九
九
〇
年
）
一
七
頁
を
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参
照
。

（
5
9
＞
『
世
界
美
術
全
集
』
1
（
平
凡
社
、
一
九
五
一
年
）
九
九
頁
に
紹
介
き
れ

　
る
オ
ラ
ン
ダ
領
ニ
ュ
…
ギ
ニ
ア
原
住
民
の
祖
先
像
（
コ
ル
ワ
ル
）
は
木
製

　
の
像
の
身
体
上
に
燭
腰
が
の
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
身
体
に
は
骨
は
用

　
い
ら
れ
て
お
ら
ず
頭
蓋
骨
だ
け
が
特
別
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

　
る
。
か
つ
て
の
中
国
の
燭
膜
を
も
ち
い
た
祖
先
像
も
こ
の
よ
う
な
も
の
で

　
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
6
0
）
『
世
界
美
術
全
集
』
1
（
平
凡
社
、
一
九
五
一
年
）
九
九
頁
。

（
6
1
）
白
川
静
『
字
通
』
（
平
凡
社
、
｝
九
九
六
年
）
九
五
九
～
六
〇
頁
。

（
6
2
）
『
新
字
源
』
（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
の
部
首
解
説
に
よ
れ
ば
、
人

　
　
（
1
1
几
。
鬼
は
変
わ
っ
た
形
）
が
大
き
な
面
（
田
・
由
）
を
か
ぶ
っ
て
、

　
死
者
の
霊
魂
に
ふ
ん
す
る
さ
ま
に
よ
り
、
神
霊
の
意
を
表
わ
す
、
と
さ
れ

　
る
。
た
だ
し
、
徐
仲
箭
主
編
『
甲
骨
文
字
典
』
、
四
川
辞
書
出
版
社
、
一

　
九
八
八
年
、
一
〇
一
＝
頁
、
「
鬼
」
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
「
人
身
に
し
て
巨

　
首
の
異
物
を
象
る
。
以
て
生
人
と
異
な
る
有
る
の
鬼
を
表
し
示
す
」
と
あ

　
る
。
し
か
し
巨
首
が
何
な
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
い
。

（
6
3
）
『
説
文
解
字
』
九
篇
上
、
「
鬼
」
は
、
「
人
の
蹄
す
る
所
を
鬼
と
爲
す
」
と
、

　
　
「
鬼
」
と
「
帰
」
と
い
う
音
通
で
説
明
し
た
の
ち
、
「
几
に
駄
う
。
由
は
鬼

　
頭
を
象
る
」
と
さ
れ
る
。
九
篇
上
、
「
由
」
も
「
由
は
鬼
頭
な
り
。
象
形
」

　
と
い
う
。

〔
6
4
）
莞
方
の
由
、
其
れ
用
う
（
董
作
賓
、
『
小
屯
．
股
嘘
文
字
後
甲
編
』
、
五

　
〇
七
）
。
乙
卯
ト
す
。
由
、
十
を
用
う
（
全
作
賓
、
『
小
屯
．
股
古
文
字
後

　
乙
編
』
八
八
一
〇
）
。
丁
卯
、
ト
し
て
早
う
。
賛
す
る
に
其
れ
雨
ふ
ら
ん

　
か
。
（
金
祖
同
、
『
股
契
遺
珠
』
四
三
七
）
等
の
用
例
が
み
え
る
。

（
6
5
）
一
〇
二
三
～
四
頁
、
「
由
」
。
所
斬
獲
敵
国
之
首
書
。
用
意
祭
品
。

（
6
6
）
前
掲
『
字
訳
』
一
四
五
頁
、
「
鬼
」
。

（
6
7
）
同
右
。

（
m
…
W
）
　
冒
具
詰
』
。

※
本
稿
は
平
成
一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
C
）
（
2
）
）
神

　
仙
思
想
の
成
立
に
関
す
る
研
究
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


