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死
は
魂
が
ど
こ
か
へ
行
く
こ
と

　

現
在
の
葬
儀
、
墓
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
な
ど
へ
の
私
の
問
題
意
識
が
な
に
ゆ
え
生
ま
れ
る
の
か
と
い
え

ば
、
日
本
人
が
長
い
あ
い
だ
抱
い
て
い
る
死
生
観
に
ど
こ
か
合
わ
な
い
も
の
を
感
じ
る
か
ら
で
す
。
ネ
オ
・
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
激
流
の
中
で
、
我
々
は
日
本
人
の
根
と
も
い
え
る
大
事
な
も
の
を
ど
こ
か
に
置
き
去
り
に
し
て

い
る
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
、
暮
ら
し
の
中
に
は
何
で
も
外
国
製
の
も
の
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
人
は
そ
も
そ
も
、
死

と
い
う
も
の
を
古
来
ど
う
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
て
い
て
、
ど
う
い
う
看
取
り
や
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
な
っ
て

き
た
の
か
。
ま
ず
は
『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』
な
ど
を
検
証
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
三
章　

日
本
人
の
死
生
観
の
変
遷
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“
死
生
観
”
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
〇
四
年
に
初
め
て
登
場
し
た
非
常
に
新
し
い
言
葉
で
す
。
加
藤
咄と
つ
ど
う堂

と
い

う
仏
教
家
の
『
死
生
観
』
と
い
う
本
に
よ
っ
て
世
に
出
た
言
葉
で
し
た
。

　

は
じ
め
に
、
死
生
観
と
い
う
言
葉
が
ま
だ
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
時
代
の
日
本
人
の
死
生
観
を
検
証
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

現
存
す
る
最
古
の
書
籍
で
あ
る
『
古
事
記
』、
あ
る
い
は
最
古
の
歌
集
で
あ
る
『
万
葉
集
』、
こ
れ
ら
は
と
も

に
奈
良
時
代
の
も
の
で
す
が
、
眺
め
て
い
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
“
死
”
と
い
う
言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
で
は
、

人
が
死
ぬ
こ
と
を
ど
う
書
い
て
あ
る
か
。「
避
難
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
使
わ
れ
る
“
避
”
と
い
う
字
を
書
い

て
「
避
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
読
み
は
「
さ
る
」
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
こ
こ
を
避
け
て
、
ど
こ
か
へ

行
く
」
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
ま
す
。
死
ん
で
い
な
く
な
る
と
い
う
よ
り
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し

ま
う
印
象
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
。
で
は
、
何
が
行
く
の
か
と
い
え
ば
「
魂
」
が
で
す
。
魂
と
い
う
の
は
、
生
き
て

い
る
と
き
に
は
身
体
と
一
体
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
死
ん
だ
ら
魂
だ
け
が
ど
こ
か
に
行
く
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
和
語
と
し
て
の
「
た
ま
し
い
」
は
、
丸
く
て
（
た
ま
）
よ
く
動
く
（
し
い
）
も
の
と
い
う
意
味
で
す
が
、

そ
ん
な
ふ
う
に
古
代
の
人
々
は
感
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

そ
も
そ
も
、「
か
ら
だ
」と
い
う
言
葉
は
、も
と
は
魂
が
抜
け
た「
か
ら
っ
ぽ
の
状
態
」を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。

そ
こ
に
魂
が
入
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
生
命
活
動
を
し
て
い
る
、
と
考
え
ま
す
。
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万
葉
時
代
の
枕

ま
く
ら
こ
と
ば

詞
に「
た
ま
き
は
る
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
主
に「
命
」の
枕
詞
で
す
が
、こ
れ
も「
た

ま
」
が
「
来
」
て
、
か
ら
だ
が
「
張
る
」
の
で
す
。
か
ら
っ
ぽ
で
は
な
く
て
、
満
ち
た
状
態
が
命
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

奈
良
時
代
の
頃
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
死
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
草
が
枯
れ
て
も
次
の
年
の
春
に
な
る
と

ま
た
生
え
て
く
る
よ
う
な
も
の
、
時
が
来
れ
ば
避
る
（
さ
る
）
も
の
で
し
た
。
日
本
の
湿
潤
な
天
候
の
中
で
こ

そ
根
付
い
た
、
独
特
の
死
生
観
だ
と
思
い
ま
す
。

　

「
憑
依
」
を
信
じ
る
日
本
人

　

ち
な
み
に
、
こ
の
元
は
か
ら
っ
ぽ
で
あ
る
「
か
ら
だ
」
と
い
う
考
え
方
こ
そ
、「
憑ひ

ょ
う
い依

」
に
関
わ
る
文
化
の

ベ
ー
ス
に
な
り
ま
す
。
日
本
人
は
ど
の
程
度
意
識
的
か
は
別
に
し
て
、「
憑
依
」
の
現
象
を
明
確
に
信
じ
て
い

ま
す
。

 

「
憑
依
を
信
じ
る
」
と
表
現
す
る
と
、「
お
化
け
な
ん
て
信
じ
な
い
ぞ
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、「
お
化
け
や
憑つ

き
も
の
が
つ
い
て
い
る
」
状
態
ば
か
り
を
想
像
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、

も
う
少
し
広
い
意
味
で
「
依よ

り
代し

ろ

」
と
い
う
考
え
方
で
成
り
立
つ
日
本
文
化
に
眼
を
広
げ
て
ほ
し
い
の
で
す
。

そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
憑
依
を
信
じ
て
い
な
け
れ
ば
成
立
し
ま
せ
ん
。

　

お
正
月
に
飾
る
門
松
に
し
て
も
、
今
で
は
た
だ
の
飾
り
物
と
い
う
認
識
が
主
流
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
も
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そ
も
は
歳と

し
が
み神

さ
ま
が
降
り
て
く
る
依
り
代
と
し
て
置
い
た
も
の
で
し
た
。
松
を
「
ま
つ
」
と
訓よ

む
の
は
神
さ
ま

を
「
待
つ
」
木
だ
か
ら
で
す
。

　

神
棚
や
仏
壇
な
ど
も
同
様
で
す
。
神
棚
に
手
を
拍う

つ
の
も
、
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
の
も
、
そ
こ
に
依
り
代

が
あ
る
か
ら
で
す
。
神
棚
に
は
神
体
や
神し

ん
さ
つ札

、
仏
壇
に
は
仏
像
な
ど
を
置
い
て
そ
れ
を
拝
む
。
あ
る
い
は
、
故

人
が
宿
る
お
位
牌
を
拝
む
場
合
も
多
い
で
し
ょ
う
。
間
違
い
な
く
日
本
人
は
、
そ
こ
に
「
霊
」
が
宿
っ
て
い
る

と
思
う
か
ら
拝
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

仏
教
伝
来
に
よ
る
「
死
」
と
の
出
会
い

　

話
を
死
生
観
に
戻
し
ま
す
。
死
と
は
「
ど
こ
か
へ
行
く
こ
と
」「
避
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
こ
の
国
に
、
や
が

て
仏
教
が
入
っ
て
き
ま
す
。
仏
教
伝
来
は
飛
鳥
時
代
の
こ
と
で
す
。
五
五
二
年
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
諸

説
あ
り
ま
す
。
間
違
い
な
く
、
公
伝
と
さ
れ
る
年
よ
り
は
早
く
伝
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
仏
教
伝

来
に
よ
り
、「
避
る
」
の
で
は
な
く
「
人
は
死
ぬ
の
だ
」
と
い
う
考
え
が
入
っ
て
き
て
、
日
本
人
は
初
め
て
死

と
い
う
も
の
に
出
会
っ
た
わ
け
で
す
。

　

イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
仏
教
と
日
本
に
渡
っ
て
き
た
仏
教
と
で
は
、
一
つ
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。「
輪り

ん

廻ね

」

と
い
う
考
え
方
が
と
り
外
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
祖
先
崇
拝
の
強
い
中
国
人
に
と
っ
て
は
先

祖
に
豚
や
牛
が
い
る
と
い
う
の
は
絶
対
に
許
せ
な
い
こ
と
で
、
中
国
で
は
ど
う
し
て
も
輪
廻
を
認
め
る
わ
け
に
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は
い
か
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
大
議
論
の
す
え
、
輪
廻
と
い
う
考
え
方
は
中
国
で
外
さ
れ
て
日
本
に
や
っ
て
く

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

イ
ン
ド
で
は
身
体
が
死
ん
で
も
、
輪
廻
に
よ
っ
て
魂
が
次
の
身
体
を
獲
得
す
る
と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、

死
に
よ
っ
て
身
体
は
か
ら
っ
ぽ
に
な
る
の
で
、
燃
や
し
て
し
ま
っ
て
も
ま
っ
た
く
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

よ
う
な
考
え
方
の
も
と
、
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
世
界
で
も
稀
な
火
葬
と
い
う
埋
葬
法
を
採
り
ま
し
た
。
ほ

か
に
火
葬
の
習
慣
が
あ
っ
た
の
は
、
古
代
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。

　

仏
教
と
と
も
に
日
本
に
も
火
葬
が
伝
わ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
際
輪
廻
と
い
う
考
え
方
は
外
さ
れ
て
い
ま
し
た

か
ら
、
理
論
的
に
は
非
常
に
不
備
で
し
た
。
輪
廻
な
し
の
仏
教
に
死
後
の
保
証
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
な
ぜ

遺
体
を
燃
や
し
て
い
い
か
の
、
裏
付
け
が
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
火
葬
が
承
服
で
き
ず
、
抵
抗
が
あ

っ
た
の
も
頷う

な
ずけ

ま
す
。『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
に
は
火
葬
を
嫌
が
り
、「
腐く

さ

る
ま
で
燃
や
し
て
く
れ
る
な
」「
九

日
間
は
燃
や
さ
な
い
で
く
れ
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
貴
族
の
言
葉
が
多
く
あ
り
、
火
葬
を
非
常
に
認
め
に
く
か

っ
た
心
情
が
読
み
と
れ
ま
す
。

　

浄
土
を
発
展
さ
せ
た
「
あ
の
世
」

　

仏
教
伝
来
に
よ
っ
て
日
本
人
が
「
死
」
と
出
会
っ
た
の
に
次
い
で
、
七
世
紀
前
半
に
は
中
国
の
浄
土
教
が
入

っ
て
き
ま
す
。
浄
土
教
で
は
死
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
え
ば
、「
死
ぬ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
往お

う

生じ
ょ
うで
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す
よ
」
と
考
え
ま
す
。「
往
生
」
と
い
う
、
そ
の
文
字
の
ま
ま
、
ど
こ
か
に
往
っ
て
生
き
る
の
で
す
。
往
っ
て

生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
万
葉
時
代
の
「
避
る
」
の
と
似
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
日
本
人
が
も
っ
て
い

た
イ
メ
ー
ジ
に
非
常
に
近
い
考
え
方
が
「
往
生
」
と
言
葉
を
新
た
に
し
て
、
浄
土
教
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
わ

け
で
す
。

　

こ
う
し
て
仏
教
の
「
死
」
に
浄
土
教
の
「
往
生
」
を
取
り
込
ん
だ
、
日
本
独
特
の
死
生
観
が
展
開
し
て
い
き

ま
す
。
も
っ
と
も
、
日
本
人
は
浄
土
教
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
証

拠
に
、
弔ち

ょ
う
じ辞
で
「
浄
土
」
と
い
う
言
葉
は
ま
ず
使
い
ま
せ
ん
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
の
天
国
と
い
う
言
葉
を
使
う
方

も
い
ま
す
が
、
た
い
て
い
は
「
あ
の
世
」
と
言
い
ま
す
。

 

「
あ
の
世
」
と
い
う
の
は
仏
教
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
間
風
俗
語
と
で
も
い
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。
い

ず
れ
の
宗
教
用
語
で
も
な
く
、
日
本
人
が
独
自
に
使
い
だ
し
た
言
葉
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
「
あ
の
世
」
と
い
う
の
は
実
に
意
味
深
長
で
す
。「
死
ん
だ
ら
ど
こ
に
行
く
お
つ
も
り
で
す

か
？
」
と
訊
か
れ
た
誰
か
が
「
あ
の
世
」
と
答
え
て
も
、
お
そ
ら
く
「
あ
の
世
っ
て
、
ど
の
世
で
す
か
？
」
と

質
問
す
る
人
は
い
ま
せ
ん
ね
。
日
本
人
な
ら
誰
に
で
も
、「
あ
の
世
」
で
通
じ
る
の
で
す
。「
あ
な
た
も
よ
く
ご

存
じ
な
は
ず
の
“
あ
の
”
世
で
す
よ
」
と
い
う
、
疑
問
の
余
地
を
は
さ
ま
ず
に
共
通
認
識
と
し
て
通
じ
る
と
こ

ろ
。
つ
ま
り
「
あ
の
世
」
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
誰
も
が
昔
い
た
な
つ
か
し
い
場
所
だ
と
暗
に
示
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
人
の
「
あ
の
世
」
に
対
し
て
、
通
常
の
宗
教
が
言
っ
て
い
る
死
後
の
行
き
先
は
大
抵
な
つ
か
し
い
場
所
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
教
が
言
う
天
国
は
、
ま
だ
誰
も
行
っ
た
こ
と
が
な
い
。
イ
エ
ス
の
復
活
を
待
っ

て
一
緒
に
行
こ
う
と
い
う
の
で
、
す
で
に
亡
く
な
っ
た
方
々
も
み
な
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
仏
教
の
浄
土
も
行
っ
た
こ
と
が
な
い
、
は
じ
め
て
の
場
所
で
す
。
死
ん
で
は
じ
め
て
行
っ
た
こ
と
の
な

い
と
こ
ろ
へ
行
く
と
い
う
の
は
、
相
当
勇
気
が
い
り
ま
す
。
不
安
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
あ
の
世
」
は
知
っ

て
い
る
と
こ
ろ
。
昔
馴な

染じ

ん
だ
所
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
死
と
は
ど
こ
か
知
ら
な
い
場
所
に
行
く
と
い
う
よ

り
は
懐な

つ

か
し
い
場
所
に
「
帰
る
（
還
る
）」
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

 

「
あ
の
世
」
と
い
う
言
い
方
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
中
国
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
も
の
で
す
。
中
国
の
『
老

子
』
と
い
う
本
に
「
帰
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
く
れ
る
言
葉
が
載
っ
て
い
ま
す
。

　
　

大
な
れ
ば
日こ
こ

に
逝
き
、
逝
け
ば
日
に
遠
く
、
遠
け
れ
ば
日
に
反か
え

る

 

『
老
子
』
第
二
五
章
の
一
節
で
す
が
、
よ
く
前
後
を
読
む
と
、
逝
く
べ
き
場
所
で
あ
る
「
大
」
と
は
天
地
が
発

生
す
る
以
前
の
、
声
も
な
く
形
も
な
い
世
界
。
綽あ
だ

名な

は
「
道
」
と
い
い
、「
天
下
の
母
」
の
よ
う
な
場
所
だ
と

い
い
ま
す
。
ち
な
み
に
『
老
子
』
で
は
道
を
「
玄げ
ん
ぴ
ん牝
」
と
も
い
い
、「
玄
」
と
は
女
性
器
も
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

人
生
、
長
い
こ
と
生
き
て
き
て
、
遠
く
ま
で
き
た
な
、
こ
こ
ま
で
来
た
な
と
い
う
意
識
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

最
後
は
や
っ
ぱ
り
「
帰
り
た
い
」「
戻
り
た
い
」。
そ
こ
に
は
や
は
り
、「
母
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
な
る
と
い
う
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こ
と
で
す
。

　

元
い
た
場
所
に
還
っ
て
ゆ
く
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
も
「
自
然
」
と
し
て
、
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
人
独
特
の
「
あ
の
世
」
が
、
浄
土
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
日
本
人
に
よ
っ
て
発
明

さ
れ
た
の
で
す
ね
。

　

「
あ
の
世
」
は
こ
の
世
の
地
続
き

　

私
は
臨
済
宗
で
す
が
、
禅
宗
と
い
う
の
は
、
葬
儀
に
お
け
る
引
導
作
法
の
最
後
に
一い

っ
か
つ喝
と
い
う
の
を
し
ま
す
。

故
人
の
こ
の
世
へ
の
未
練
、
あ
る
い
は
家
族
親
族
の
故
人
へ
の
執
着
を
断
ち
切
る
た
め
、
全
身
全
霊
を
か
け
て

「
喝
」
と
叫
ぶ
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
お
葬
式
に
出
頭
し
て
い
ま
す
と
、
ど
う
も
周
囲
が
「
死
ん
だ
と
思
っ
て
い
な
い
感
じ
だ
な
あ
」
と
感

じ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
弔
辞
な
ど
で
「
長
い
こ
と
胆
の
う
が
悪
く
て
ビ
ー
ル
な
ん
か
飲
め

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、あ
の
世
に
行
っ
た
ら
、た
ら
ふ
く
飲
ん
で
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
言
っ
た
り
し
て
、「
あ

の
世
」
を
こ
の
世
の
地
続
き
に
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
不
謹
慎
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
そ
れ
こ
そ
日
本
人
の
伝

統
に
の
っ
と
っ
た
ス
タ
ン
ス
で
は
な
い
か
と
強
く
感
じ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
地
域
に
よ
っ
て
は
、
火
葬
を
先
に
や
る
葬
儀
も
あ
り
ま
す
ね
。
火
葬
し
て
遺
体
が
骨
に
な
っ
て
か

ら
葬
儀
を
行
な
う
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
相
当
に
文
化
的
な
行
為
で
す
。「
火
葬
ま
で
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、



45 第三章　日本人の死生観の変遷

死
の
実
感
も
薄
れ
る
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
ま
る
で
生
き
て
い
る
と
き
の

延
長
の
よ
う
な
感
じ
で
亡
き
人
に
語
り
か
け
、
見
送
り
ま
す
。

　

こ
う
な
る
と
、
や
は
り
先
ほ
ど
の
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
の
論
争
は
、
柳
田
國
男
の
ほ
う
に
軍
配
が
上
が
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
私
ど
も
禅
僧
は
、「
一
喝
」
で
こ
の
世
の
「
個
」
ま
で
破は

摧さ
い

し
て
し

ま
い
た
い
の
で
す
が
、
ど
う
や
ら
力
不
足
な
の
で
し
ょ
う
。
故
人
は
遺
族
に
と
っ
て
、
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ

ろ
で
、
こ
れ
ま
で
と
似
た
よ
う
な
こ
と
を
す
る
存
在
で
あ
り
続
け
る
ら
し
い
。
そ
れ
が
日
本
人
の
集
合
的
無
意

識
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

で
す
か
ら
日
本
人
の
死
生
観
、そ
れ
は
死
ぬ
の
で
は
な
く
て
、ど
こ
か
へ
行
く
。あ
の
世
へ
行
く
、い
や
、還
る
。

親
鸞
聖
人
は
「
横お
う

超ち
ょ
う」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
横
に
跳と

ぶ
、
横
に
超
え
る
。
ス
ト
ー
ン
と
向
こ
う
側
に
行
っ
て
し

ま
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
と
こ
ち
ら
は
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
日
本
人
に
は
強
い
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
へ
帰
っ
て
い
く

　

我
々
僧
侶
は
お
位
牌
に
戒
名
を
書
き
ま
す
。
そ
の
位
牌
の
頭
に
は
「
新し

ん

帰き

元げ
ん

」
と
書
き
ま
す
。「
新0

た
に
、

帰0

り
ま
す
、
元0

に
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
新
帰
空
と
か
新
帰
真
と
い
う
書
き
方
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は

「
新
帰
元
」
に
絞
っ
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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 「
元
」と
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、「
元
気
」で
す
。し
か
し
、こ
こ
で
い
う
元
気
と
は「
今
日
も
元
気
に
頑
張
ろ
う
」

な
ど
と
い
う
と
き
の
元
気
よ
り
も
少
し
意
味
が
深
い
、「
大
元
の
気
」
で
す
。

　

元
気
と
は
、
も
と
も
と
宇
宙
根
源
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
意
味
し
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
本
体
か
ら
元
気
を
分
与

さ
れ
て
、
み
ん
な
元
気
に
生
き
て
い
ま
す
。
死
と
い
う
の
は
、
気
の
満
ち
た
器
の
寿
命
が
尽
き
た
こ
と
で
、
器

の
中
身
の
残
り
の
水
を
川
に
そ
そ
い
で
そ
れ
が
海
に
帰
っ
て
い
く
よ
う
に
、
分
け
て
も
ら
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

元
気
の
本
体
に
帰
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
行
く
の
か
来
る
の
か
が
分
か
れ
る
の
は
、
性
行
為
中
の
高
揚
時
も
同
様
で
す
。
日
本
人
は
「
行

く
」
と
言
う
。
中
国
人
は
「
ラ
イ
ラ
・
ラ
イ
ラ
（
来
了
来
了
）」、ア
メ
リ
カ
人
は
「com

ing

」、と
も
に
「
来
た
」

と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
余
談
で
す
が
、
こ
の
こ
と
と
あ
の
世
に
行
く
・
帰
る
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
関
係
に
な

る
の
か
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
興
味
の
あ
る
方
が
ぜ
ひ
研
究
し
て
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

い
ろ
は
歌
の
テ
ー
マ
は
「
死
と
は
何
か
」

　

日
本
人
が
も
っ
て
い
た
「
避
る
」
と
い
う
死
生
観
は
、
浄
土
教
を
ベ
ー
ス
に
し
た
「
往
生
」
と
組
み
合
わ
さ

り
独
自
の
発
達
を
遂
げ
ま
し
た
。
そ
の
日
本
人
の
死
に
つ
い
て
の
思
い
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
も
の
が
「
い

ろ
は
歌
」
で
す
。

　

戦
後
は
小
学
校
に
入
っ
て
文
字
を
教
わ
る
と
き
に
は
完
全
に
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
」
で
は
な
く
「
あ
い
う
え
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お
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
で
も
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
っ
て
は
い
る
で
し
ょ
う
。

　

明
治
以
降
、
廃は

い
ぶ
つ仏

毀き

釈し
ゃ
くの

影
響
も
あ
っ
て
次
第
に
「
あ
い
う
え
お
」
へ
の
移
行
が
進
む
の
で
す
が
、
や
は
り

詠
ん
で
調
子
が
い
い
し
内
容
も
深
い
で
す
か
ら
、
残
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。

　
　

い
ろ
は
に
ほ
へ
と
ち
り
ぬ
る
を

　
　

わ
か
よ
た
れ
そ
つ
ね
な
ら
む

　
　

う
ゐ
の
お
く
や
ま
け
ふ
こ
え
て

　
　

あ
さ
き
ゆ
め
み
し
ゑ
ひ
も
せ
す

　

こ
の
「
い
ろ
は
歌
」
は
「
あ
い
う
え
お
」
と
違
っ
て
、
七
五
調
が
繰
り
返
さ
れ
る
「
今い

ま
よ
う様

」
の
形
の
詠え
い

に
な

っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
意
味
の
あ
る
歌
な
の
で
す
ね
。
し
か
し
今
、
い
や
、
昔
の
方
々
が
寺
子
屋
な
ど
で
習
っ

た
と
き
で
も
お
そ
ら
く
、
意
味
は
あ
ま
り
教
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
子
供
に
は
ち
ょ
っ
と
難
し
す
ぎ

ま
す
ね
。「
い
ろ
は
歌
」
と
い
う
も
の
は
、「
死
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
歌
な
の
で
す
。

 

「
い
ろ
は
歌
」
は
も
と
も
と
、「
夜や

叉し
ゃ
せ
つ
は
ん

説
半
偈げ

」
と
い
わ
れ
る
漢
字
一
六
文
字
の
短
い
お
経
の
翻
訳
で
す
。
さ

ら
に
「
夜
叉
説
半
偈
」
と
い
う
の
は
、
も
と
は
『
大だ
い
は
つ般
涅ね

槃は
ん
ぎ
ょ
う
経
』
の
第
一
四
巻
「
雪せ

っ
せ
ん山
偈げ

」
を
歌
に
し
た
も
の

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
本
の
『
大
般
涅
槃
経
』
は
と
て
も
古
い
お
経
で
、「
涅
槃
」
と
名
の
付
く
通
り
、
お
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釈
迦
さ
ま
の
臨
終
を
中
心
に
記
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

先
に
こ
こ
で
「
夜
叉
説
半
偈
」
を
解
説
し
ま
す
。
以
下
が
全
文
で
す
。

　
　

諸
行
無
常　

是
生
滅
法

　
　

生
滅
滅
己　

寂
滅
為
楽

　
　
〔
読
み
〕

　
　

諸
行
は
無
常
な
り
。
是こ

れ
生し

ょ
う
め
つ滅の
法
な
り
。

　
　

生
滅
滅
し
己を
わ

っ
て
、
寂
滅
を
楽
と
為な

す
。

 

「
夜
叉
説
半
偈
」
は
先
述
の
通
り
、
も
と
は
『
大
般
涅
槃
経
』
の
第
一
四
巻
「
雪
山
偈
」
で
す
。
雪
山
、
つ
ま

り
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
す
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
前
世
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
修
行
し
て
い
た
雪
山
童
子
時
代
の
物
語
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
が
前
世
で
雪
山
童
子
だ
っ
た
こ
ろ
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
で
「
死
と
は
何
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
こ
と

を
テ
ー
マ
に
修
行
を
し
て
い
る
と
、夜
叉
が
出
て
き
て
歌
を
歌
い
始
め
た
。
そ
の
歌
詞
は
「
諸
行
は
無
常
な
り
。
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こ
れ
生
滅
の
法
な
り
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。「
こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
、
死
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
？
」
と
思
っ
た
雪
山
童
子
は
、
こ
の
部
分
は
真
理
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
生
き
た
ら
い
い
か
ま
で
は
言
っ

て
い
な
い
。
ぜ
ひ
続
き
を
聞
か
せ
て
く
れ
と
、夜
叉
に
頼
ん
だ
そ
う
で
す
。
夜
叉
は
「
聞
か
せ
て
も
い
い
け
ど
、

聞
か
せ
た
ら
お
前
を
食
べ
て
も
い
い
か
」
と
い
う
条
件
を
出
し
ま
す
。
夜
叉
は
人
間
も
食
べ
て
し
ま
う
化
け
物

な
の
で
す
。

 

「
死
に
つ
い
て
わ
か
る
な
ら
ば
死
ん
で
も
い
い
」
と
雪
山
童
子
は
思
い
、「
わ
か
っ
た
」
と
答
え
て
続
き
を
聞

く
の
で
す
。
そ
う
し
て
聞
い
た
後
半
が
「
生
滅
滅
己　

寂
滅
為
楽
」
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
「
夜
叉
説
半
偈
」
と
い
う
漢
字
一
六
文
字
の
漢
詩
を
平
安
時
代
に
「
い
ろ
は
歌
」
に
訳
し
た
人
が
い
る

の
で
す
ね
。
空
海
が
訳
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
で
す
が
、
実
は
諸
説
あ
る
も
の
の
空
海
で
な
い
こ
と
は

確
か
な
よ
う
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
あ
と
で
詳
し
く
説
明
し
ま
す
が
、「
う
ゐ
の
お
く
や
ま
け
ふ
こ

え
て
」
の
と
こ
ろ
に
「
山
越
え
の
阿
弥
陀
」
の
イ
メ
ー
ジ
、
つ
ま
り
浄
土
教
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
訳
が
作
ら
れ
た
の
は
浄
土
教
が
一
般
に
広
ま
っ
た
あ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
空
海

と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

訳
は
ま
さ
に
神
業
だ
と
思
い
ま
す
。
四
七
音
、
一
度
ず
つ
し
か
使
わ
ず
に
、
文
法
的
な
間
違
い
も
な
く
、
訳

し
た
意
味
に
も
間
違
い
が
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
が
な
ぜ
で
き
た
の
か
、
本
当
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。


