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一
、
死
の
か
た
ち
は
生
の
か
た
ち
を
反
映
す
る

　

そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
は
、
一
定
の
形
式
、
つ
ま
り
か
た
ち
に
従
っ
て
、

人
の
死
を
考
え
、
語
り
、
遺
体
を
処
理
し
、
死
後
の
混
乱
を
調
整
し

た
り
、
悲
し
み
や
喪
失
感
を
癒
す
。
処
理
し
終
っ
た
あ
と
の
、
遺
体

の
変
容
し
た
も
の
で
あ
る
骨
や
灰
の
管
理
の
方
法
も
、
亡
っ
た
人
の

死
後
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
語
り
方
や
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
の

イ
メ
ー
ジ
や
生
き
残
っ
て
い
る
人
々
と
の
関
係
の
あ
り
よ
う
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
集
団
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
か
た
ち
に
従
う
。
す

な
わ
ち
「
死
の
か
た
ち
」
は
ど
の
時
代
に
も
ど
の
社
会
（
集
団
）
に
も
、

い
く
分
か
の
個
人
差
や
階
層
差
、
地
域
差
を
伴
い
な
が
ら
も
、
人
々

の
間
に
共
通
し
た
も
の
が
成
立
し
て
い
る
。

　
「
死
の
か
た
ち
」
が
存
在
し
て
い
る
の
は
、
死
は
個
人
個
人
の
身

体
に
生
じ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
個
人
は
社
会
の
成
員
で
あ
り
何
ら

か
の
社
会
的
関
係
を
周
囲
の
人
々
と
の
間
で
結
び
つ
つ
社
会
的
役
割

を
果
し
て
い
る
こ
と
、
親
子
、
配
偶
者
、
兄
弟
姉
妹
を
は
じ
め
血
縁

者
や
家
族
と
情
緒
的
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
生
き
て
お
り
、
そ
の
中

の
個
人
が
死
亡
す
る
こ
と
は
当
然
な
が
ら
生
き
残
っ
た
人
々
に
喪
失

感
や
混
乱
を
も
た
ら
す
。
従
っ
て
、
そ
の
死
へ
の
対
応
は
そ
れ
ぞ
れ

の
集
団
や
社
会
に
お
け
る
生
の
か
た
ち
に
応
じ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
し
て
、
生
の
か
た
ち
が
変
化
す
れ
ば
、
死
の
か
た
ち

も
ま
た
変
化
す
る
。

　

日
本
人
だ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
だ
が
、
日
本
人
の
死
の
か
た
ち

の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
個
人
は
死
ぬ
と
そ
の
存
在
が
完
全
に
無
に
な

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
質
的
変
化
を
伴
い
つ
つ
も
、
一
定
期
間
は

生
き
残
っ
た
人
と
亡
っ
た
人
と
の
関
係
が
持
続
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
持
続
期
間
も
関
係
の
あ
り
よ
う
も
、
生
前
の
関
係

を
反
映
す
る
。
関
係
性
の
表
現
も
形
式
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
人
々

が
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
、
亡
っ
た
人
と
生

き
残
っ
た
人
と
の
関
係
も
生
前
の
か
た
ち
を
反
映
し
て
表
現
さ
れ
る
。

日
本
人
の
死
の
か
た
ち

―

死
者
と
共
に
あ
る
暮
ら
し―
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平　

恵
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後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
端
的
な
も
の
が
死
後
行
わ
れ
る
儀
礼
の
中

で
も
最
も
重
要
な
葬
式
に
お
い
て
で
あ
り
、
死
ん
だ
人
と
の
関
係
が

そ
こ
に
居
合
わ
せ
る
人
誰
に
で
も
推
測
で
き
る
よ
う
な
形
式
に
従
っ

た
役
割
が
振
り
当
て
ら
れ
、
関
係
者
は
そ
れ
に
従
っ
て
振
舞
う

（
1
（

。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
や
社
会
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
死
の
か
た
ち
」
を
成

立
さ
せ
て
い
る
と
は
い
え
、
共
通
す
る
も
の
も
多
い
。
従
っ
て
、
日

本
人
の
死
の
か
た
ち
に
も
ま
た
他
の
社
会
と
の
共
通
部
分
を
多
く
見

出
せ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
比
較
す
る
と
日
本
の
独
自
性
が
高
く

特
徴
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
が
そ
の
遺
体
処
理
法
で
あ
る
。
太

平
洋
戦
争
を
は
さ
ん
で
葬
式
の
形
式
は
徐
々
に
変
化
し
、
特
に
土
葬

か
ら
火
葬
に
よ
っ
て
遺
体
処
理
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
遺
族

や
地
域
社
会
の
人
々
の
手
に
よ
る
火
葬
か
ら
公
営
の
火
葬
場
で
専
門

職
員
に
よ
る
整
備
さ
れ
た
火
葬
炉
で
の
火
葬
へ
と
変
化
し
た
こ
と
、

遺
族
、
親
族
、
地
域
社
会
の
人
々
が
担
っ
て
い
た
葬
式
を
行
う
う
え

で
の
役
割
の
多
く
の
部
分
を
葬
儀
業
者
が
委
託
さ
れ
て
行
う
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
遺

体
処
理
を
め
ぐ
る
形
式
は
そ
の
基
本
的
な
か
た
ち
に
お
い
て
は
変
化

し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
死
の
確
認
は
そ
の
人
の
身
体
が
生
者
の

身
体
か
ら
死
ん
だ
身
体
へ
と
変
容
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
確
認
は
一
度
な
ら
ず
、
儀
礼
的
な
手
続
き
を
入
れ

る
と
数
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
最
終
的
に
は
正
式
な
遺
体
処
理
の

方
法
で
あ
る
火
葬
に
よ
っ
て
完
全
に
白
骨
化
し
た
身
体
を
死
ん
だ
人

の
遺
族
が
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
過
去
に
、
土
葬
が

主
な
遺
体
処
理
方
法
で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
埋
葬
直
後
は
埋
め
た
棺

の
上
に
さ
ら
に
盛
り
土
を
し
、
そ
の
形
の
変
化
に
よ
っ
て
間
接
的
に

遺
体
の
変
容
を
確
認
し
た
。
地
域
に
よ
っ
て
は
七
年
目
か
ま
た
は
次

の
死
者
の
遺
体
を
埋
め
る
時
に
、
そ
の
直
近
の
死
者
の
遺
体
を
掘
り

上
げ
て
白
骨
化
の
進
行
工
合
い
を
確
認
し
た
。
身
体
の
変
容
の
確
認

が
、
個
人
の
死
が
疑
い
よ
う
も
な
く
起
き
た
こ
と
を
遺
族
が
受
容
す

る
た
め
の
重
要
で
、
時
に
は
不
可
欠
な
手
続
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
は
今
も
な
お
同
様
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

は
、
海
外
で
戦
死
し
た
兵
士
の
遺
骨
収
集
に
お
い
て
で
あ
る
。
多
く

の
困
難
を
省
り
み
ず
、
戦
死
者
の
家
族
や
肉
親
た
ち
は
出
兵
し
た
ま

ま
帰
還
し
な
い
人
た
ち
の
死
を
数
十
年
た
っ
て
も
受
容
で
き
な
い
で

い
る
た
め
、
な
ん
と
か
遺
骨
収
集
に
よ
っ
て
死
を
確
認
し
よ
う
と
す

る
。
と
こ
ろ
で
、
遺
族
に
と
っ
て
の
遺
骨
収
集
と
は
、
単
に
旧
日
本

軍
の
兵
士
の
遺
骨
を
収
集
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
父
や
兄
弟
や

夫
の
遺
骨
で
あ
る
こ
と
が
同
定
で
き
る
か
た
ち
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
例
の
よ
う
に
状
況
証
拠
を
ど
れ
だ
け
多
く
積
み
上
げ
て
示

さ
れ
て
も
、
身
体
に
よ
っ
て
死
の
確
認
が
で
き
な
い
限
り
は
、
そ
の

人
の
死
を
受
容
で
き
な
い
こ
と
が
生
じ
る
の
は
、
日
本
人
の
生
の
か

た
ち
を
反
映
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
人
間

関
係
は
生
身
の
人
と
人
と
の
接
触
を
第
一
の
要
件
と
し
、
情
報
交
換

や
意
見
交
換
も
、
最
終
段
階
で
は
当
事
者
た
ち
が
直
接
接
触
す
る
こ
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と
、
同
じ
時
間
帯
に
同
じ
場
所
で
人
と
人
と
が
存
在
す
る
こ
と
が
何

よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
遺
体
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
死
を
確

認
す
る
の
は
こ
の
こ
と
を
強
く
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。

二
、
儀
礼
主
義
と
そ
の
意
味
す
る
も
の

　
「
日
本
人
は
死
に
つ
い
て
語
ら
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
評
価
が
向

け
ら
れ
る
の
は
、
日
本
人
の
死
の
か
た
ち
に
お
い
て
儀
礼
中
心
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
死
一
般
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
少
く
、
あ
る
い
は

自
ら
の
死
に
つ
い
て
生
前
語
る
こ
と
が
少
い
傾
向
を
指
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
死
は
言
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
な

い
代
り
に
死
者
儀
礼
を
遂
行
す
る
こ
と
、
参
加
す
る
こ
と
、
観
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
成
員
間
で
死
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
し
合

い
伝
達
し
合
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
「
儀
礼
主
義
」
に
よ

る
死
の
か
た
ち
と
さ
え
言
い
得
よ
う
。
儀
礼
は
頻
回
に
行
わ
れ
、
様

式
化
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
亡
っ
た
人
と
生
前
関
係
が
あ
っ
た
人
は

参
加
す
る
こ
と
が
常
に
要
請
さ
れ
る
。
ま
た
、
死
ん
だ
人
を
ど
の
程

度
追
慕
し
て
い
る
か
の
内
面
よ
り
も
、
死
者
儀
礼
を
か
た
ち
ど
お
り

行
う
こ
と
こ
そ
遺
族
は
周
囲
の
人
々
か
ら
要
求
さ
れ
る
。

　

現
在
で
は
「
儀
礼
」
の
語
は
「
形
式
」
や
「
内
容
を
伴
わ
な
い

模
倣
さ
れ
た
形
ど
う
り
の
行
為
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
、「
儀
礼
的
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
否
定
的
な
マ
イ
ナ

ス
評
価
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
使
わ
れ
る
。「
日
本
人
の
死
の
か

た
ち
の
特
徴
は
儀
礼
主
義
で
あ
る
」
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
日
本
人

に
お
い
て
は
、
死
は
、
個
人
の
生
き
方
や
存
在
の
意
味
を
問
い
直
さ

せ
る
こ
と
も
な
く
形
式
的
な
遺
体
処
理
と
社
会
的
関
係
の
再
調
整
の

た
め
の
手
続
き
を
伴
う
だ
け
に
す
ぎ
な
い
」
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な

い
。
し
か
し
、
筆
者
が
「
日
本
人
の
死
の
か
た
ち
が
儀
礼
主
義
で
あ

る
」
と
い
う
場
合
「
儀
礼
は
常
に
死
者
に
向
っ
て
行
わ
れ
、
儀
礼
が

繰
返
え
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
者
の
存
在
は
確
立
さ
れ
て
生
者
と

対
峙
す
る
こ
と
に
な
り
、
生
者
は
死
者
の
存
在
抜
き
に
は
生
者
自
身

の
世
界
を
構
築
で
き
な
い
と
す
る
死
の
か
た
ち
を
保
持
し
て
い
る
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
死
者
儀
礼
は
、
確
か
に
生
き
て
い
る
人
間
が

行
う
行
為
で
あ
る
が
、
死
者
に
対
し
て
、
つ
ま
り
遺
体
や
遺
骨
や
死

者
の
霊
魂
に
向
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
死
者
と
生
者
と
の
間
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
わ

れ
る
行
為
で
あ
る
。
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
は
言
語
に
よ

る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
つ
一
つ
が
意
味

を
持
つ
行
為
の
列
（
シ
リ
ー
ズ
）
で
あ
る
儀
礼
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。

　

現
在
、
日
本
人
が
行
う
葬
式
の
か
た
ち
は
急
速
に
変
化
し
多
様
性

は
増
々
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
非
常
に
簡
略
化
さ
れ
た
も

の
か
ら
、
密
葬
を
行
う
こ
と
な
く
（
つ
ま
り
火
葬
骨
に
し
た
う
え
で
葬

儀
を
行
う
の
で
は
な
く
）
多
額
の
費
用
を
か
け
、
遺
体
を
何
日
間
も
保

存
し
て
、
葬
式
の
際
に
参
列
者
が
生
前
の
姿
に
近
い
遺
体
を
直
接
見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
例
も
あ
る
。
遺
体
処
理
の
第
一
段
階
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で
あ
る
遺
体
を
拭
く
儀
礼
（
か
つ
て
は
湯
灌
と
い
い
現
在
で
は
清
拭
と
い

う
）
も
、
亡
っ
た
施
設
で
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
ア
ル
コ
ー
ル
綿
や
逆
性

石
鹸
の
入
っ
た
湯
で
身
体
を
拭
く
も
の
か
ら
、
儀
礼
施
設
で
の
大
理

石
造
り
の
湯
舟
に
花
び
ら
と
香
水
を
入
れ
た
も
の
の
中
に
遺
体
を
浸

し
、
遺
族
全
員
で
身
体
を
洗
う
湯
灌
も
あ
り
、
様
ざ
ま
な
か
た
ち
が

併
存
し
て
い
る
。こ
う
し
た
多
様
化
は
、葬
儀
産
業
側
が
多
様
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
案
す
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
葬
儀
を
主
催
す
る
遺
族
の
環

境
が
多
様
化
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
単
身
の
ま
ま
死
亡
し
、
日

頃
親
し
く
行
き
来
す
る
肉
親
も
な
い
ま
ま
、
ま
た
生
前
経
済
的
に
恵

ま
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
人
の
葬
儀
で
は
、
火
葬
炉
の
前
で
僧
侶
が

経
文
を
唱
え
る
だ
け
で
あ
り
、
拾
骨
も
肉
親
か
家
族
が
行
い
は
し
て

も
、
祭
壇
に
遺
骨
を
安
置
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
後
の
儀
礼
も
行

わ
れ
な
い
ま
ま
の
場
合
も
あ
る
。
一
方
で
は
、
初
七
日
を
は
じ
め
七

日
目
ご
と
に
寺
院
で
僧
侶
に
よ
る
供
養
を
行
っ
て
も
ら
い
、
四
九
日

の
法
要
を
ホ
テ
ル
に
関
係
者
を
招
待
し
て
精
進
祓
い
の
儀
礼
を
行
う

人
々
も
い
る
。
死
亡
し
た
人
の
社
会
的
地
位
や
遺
族
の
経
済
的
状
況

に
よ
っ
て
も
そ
う
し
た
違
い
を
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
最
大
の
理
由

は
、
人
々
の
間
に
死
に
係
る
儀
礼
の
持
つ
意
味
が
次
第
に
伝
達
さ
れ

に
く
く
な
り
、「
こ
れ
こ
れ
を
、
こ
の
よ
う
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
行
動
規
準
の
統
一
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　

そ
う
し
た
変
化
と
多
様
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人
の
多
く
は

そ
れ
を
当
然
だ
と
考
え
て
特
に
意
を
払
わ
な
い
が
、
遺
族
に
お
け
る

通
夜
、
葬
式
の
遂
行
の
義
務
と
、
関
係
者
が
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と

を
要
請
す
る
力
は
、
生
活
全
体
の
大
き
な
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
依

然
と
し
て
大
き
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
死
ん
だ
人
本
人
の
生
前
に

示
さ
れ
た
意
思
に
よ
っ
て
葬
儀
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
遺
族
は

行
わ
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ

る
。「
儀
礼
的
で
あ
る
」
と
い
う
世
間
一
般
の
批
判
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
い
ざ
そ
の
当
事
者
と
な
っ
た
時
に
は
「
儀
礼
主
義
」
の

立
場
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
日
本
人
の
死
の
か
た
ち
と
い
え

よ
う
。三

、�

そ
の
時
そ
の
場
に

4

4

4

4

4

4

4

そ
の
身
体
が
存
在
す
る
こ
と
の

重
要
性―

儀
礼
主
義
が
持
つ
意
味

　

日
本
人
の
死
の
か
た
ち
の
特
徴
で
あ
る
、
①
死
の
確
認
や
死
を
受

容
す
る
こ
と
は
遺
体
の
確
認
を
と
お
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
、
②
死

を
社
会
的
脈
絡
で
と
ら
え
る
の
み
な
ら
ず
、
人
が
死
に
つ
い
て
考
え

語
り
そ
の
意
味
を
互
い
に
確
認
す
る
の
は
死
者
儀
礼
を
と
お
し
て
で

あ
り
、
儀
礼
の
遂
行
と
参
加
の
社
会
的
要
請
が
大
き
い
儀
礼
主
義
と

は
、
一
見
関
係
が
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
間
に

は
明
ら
か
に
「
同
時
性
の
重
視
」
と
い
う
共
通
し
た
要
素
が
あ
り
、

そ
れ
が
日
本
人
の
死
の
か
た
ち
の
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
か
ら
見
た
時

に
あ
ら
わ
に
な
る
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

す
な
わ
ち
、
死
ん
だ
人
の
肉
親
や
家
族
が
そ
の
人
の
死
の
確
認
を
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す
る
だ
け
で
は
な
く
、
死
を
受
容
し
死
の
悲
嘆
か
ら
立
ち
直
る
き
っ

か
け
さ
え
も
、
そ
の
遺
体
が
激
し
く
損
傷
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、

遺
体
の
確
認
を
と
お
し
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
生
き
残
っ
た
人
の
身
体
と
死
ん
だ
人
の
身

体
と
が
同
じ
時
同
じ
場
所
に
共
に
在
る
と
い
う
の
が
遺
体
の
確
認
で

あ
り
、「
死
に
目
に
会
う
」
こ
と
に
次
い
で
重
視
さ
れ
る
。

　
「
死
に
目
に
会
う
」
と
い
う
表
現
を
、
死
ん
で
間
も
な
い
身
体
を

死
ん
だ
人
の
肉
親
や
家
族
が
見
る
と
い
う
意
味
や
、
死
の
瞬
間
に

居
合
わ
せ
る
と
い
う
意
味
に
用
い
る
が
、「
死
に
目
に
会
う
」
と
い

う
こ
と
が
死
ん
で
い
く
者
と
残
る
者
と
の
生
前
の
良
好
な
関
係
を
確

認
す
る
だ
け
で
な
く
、
死
後
も
続
く
で
あ
ろ
う
関
係
を
よ
り
安
定
し

た
も
の
に
す
る
貴
重
な
体
験
だ
と
考
え
る
傾
向
は
現
在
で
も
多
く
の

人
々
の
間
に
見
出
さ
れ
る
。
医
療
現
場
で
は
、
家
族
に
懇
願
さ
れ
て

患
者
に
と
っ
て
重
要
な
関
係
に
あ
る
人
が
「
死
に
目
に
会
え
る
よ
う

に
」
延
命
処
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
一
人
の
人

に
生
涯
一
回
き
り
し
か
起
ら
な
い
死
の
ま
さ
に
そ
の
時
に
居
合
わ
せ

る
こ
と
の
同
時
性
の
重
要
視
は
、
遺
体
の
確
認
と
同
じ
意
味
を
持
つ
。

現
実
に
は
、
日
々
の
生
活
を
営
む
う
え
で
最
も
近
い
関
係
の
肉
親
や

家
族
の
死
に
目
に
会
う
こ
と
も
困
難
な
こ
と
が
多
い
。
ま
し
て
知
人

や
仕
事
上
の
仲
間
が
そ
う
し
た
機
会
に
恵
ま
れ
る
こ
と
は
少
い
。「
最

後
の
お
別
れ
」
と
称
し
て
、
発
達
し
た
遺
体
保
存
の
技
術
に
よ
っ
て
、

葬
式
の
時
ま
で
な
る
べ
く
生
前
の
お
も
か
げ
を
残
し
た
遺
体
が
出
棺

の
際
に
参
列
者
の
前
に
さ
ら
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
生
花
を
棺
の
中

に
入
れ
る
新
し
い
形
式
の
儀
礼
が
近
年
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、「
死
に
目
に
会
う
」
こ
と
を
重
視
す
る
伝
統
を
継
承
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

通
夜
は
い
く
つ
も
の
儀
礼
的
行
為
の
連
り
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の

儀
礼
的
行
為
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
現
在
で
は
担
当
医
師
に
よ
る

「
御
臨
終
で
す
」
と
い
う
家
族
や
そ
の
場
に
居
合
せ
る
人
々
へ
の
告

知
で
あ
る
。
終
末
期
に
は
心
電
図
の
モ
ニ
タ
ー
画
面
に
よ
っ
て
死
が

確
認
で
き
る
の
だ
が
、
あ
え
て
医
師
が
聴
心
器
を
患
者
の
身
体
に
当

て
心
音
の
停
止
を
確
認
す
る
。
こ
れ
は
、
多
く
の
人
が
医
療
施
設
で

亡
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
生
じ
た
「
医
療
現
場
で
の
死
の
儀
礼
」
と

い
え
る
。
看
護
師
に
よ
る
遺
体
の
清
拭
を
「
看
護
の
仕
あ
げ
」
と
位

置
づ
け
重
視
す
る
傾
向
が
看
護
職
の
人
々
の
間
に
見
出
せ
る
。
こ
れ

は
、
医
療
は
本
来
生
き
て
い
る
身
体
に
対
し
て
行
わ
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
遺
体
に
清
拭
が
行
わ
れ
る
矛
盾
を
解
消
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
や
は
り
医
療
現
場
で
の
死
者
儀
礼
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

自
宅
で
死
亡
し
死
の
確
認
も
家
族
が
自
ら
行
っ
て
い
た
時
代
に
は
、

大
声
で
病
人
の
名
を
呼
び
そ
れ
で
も
意
識
が
戻
ら
な
い
場
合
は
屋
根

に
登
り
山
へ
向
っ
て
、
あ
る
い
は
井
戸
の
底
へ
向
っ
て
、
死
ん
だ
人

の
息
子
や
子
ど
も
た
ち
が
大
声
で
名
前
を
呼
ぶ
こ
と
が
各
地
で
行
わ

れ
て
い
た
。
湯
灌
や
遺
体
に
死
衣
装
を
着
替
え
さ
せ
る
こ
と
、
棺
に

入
れ
る
前
に
身
体
の
か
た
ち
を
整
え
る
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
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地
域
ご
と
に
細
部
を
異
に
し
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
ど
の
段
階

で
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
行
う
か
が
き
ち
ん
と
決
め
ら
れ
て
い
た
の

は
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
い
ず
れ
も
特
定
の
意
味
を
持
つ
儀
礼
的
行
為

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

（
（
（

。
棺
に
納
め
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
儀
礼
で

あ
っ
た
の
は
、
布
団
か
ら
棺
へ
の
移
動
は
死
が
よ
り
一
層
確
定
し
た

こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

日
本
中
で
、土
葬
の
時
代
の
葬
式
で
最
も
重
要
な
儀
礼
は
「
葬
送
」

と
呼
ば
れ
る
自
宅
か
ら
墓
地
ま
で
の
遺
体
の
搬
送
で
あ
っ
た
。
僧
侶

を
先
頭
に
遺
族
、遺
体
が
納
め
ら
れ
た
棺
、親
族
、地
域
社
会
の
人
々

が
列
を
作
っ
て
行
進
す
る
。
列
の
前
後
に
長
い
布
切
れ
を
竹
竿
に
付

け
た
「
幡
」
や
竹
籠
に
赤
い
紙
を
付
け
た
「
松
灯
」
と
称
す
る
も
の

を
高
く
掲
げ
た
人
々
が
加
わ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
鉦
や
胴
羅
を
鳴

ら
し
な
が
ら
行
進
す
る
こ
と
も
あ
り
、
葬
式
に
参
加
し
な
い
人
々
も

そ
こ
に
遺
体
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
居
住
し
て
い
た
空
間
か
ら
死
の
空

間
と
も
い
う
べ
き
墓
地
へ
と
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。

よ
り
正
確
に
は
、
葬
列
に
よ
っ
て
人
が
亡
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

身
体
が
自
分
が
今
あ
る
そ
の
場
に
共
に
在
る
こ
と
（
短
い
時
間
で
あ

る
に
し
て
も
）
を
知
る
よ
う
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
葬
列
が
組

め
な
い
都
市
で
は
「
宮
型
霊
柩
車
」
と
呼
ば
れ
る
黒
塗
り
の
大
型
車

の
上
に
金
箔
を
張
っ
た
神
社
あ
る
い
は
寺
院
の
屋
根
を
模
し
た
飾
り

を
乗
せ
た
車
で
遺
体
を
運
ん
だ
の
で
、
そ
の
霊
柩
車
を
見
る
こ
と
に

な
る
人
々
は
、
亡
っ
た
人
と
全
く
無
縁
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ

に
遺
体
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

遺
体
の
存
在
は
常
に
周
囲
の
人
々
に
知
ら
さ
れ
る
結
果
、
遺
体
は
あ

る
段
階
ま
で
そ
の
存
在
を
「
主
張
す
る
」
こ
と
に
な
る
。

　

現
在
で
も
遺
族
の
ほ
と
ん
ど
は
通
夜
と
葬
式
を
遂
行
の
義
務
が
あ

る
死
者
儀
礼
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
亡
っ
た
人
と

関
係
が
あ
っ
た
人
々
に
電
話
や
メ
ー
ル
に
よ
っ
て
通
夜
と
葬
式
の
行

わ
れ
る
日
時
と
場
所
が
通
知
さ
れ
る
。
東
京
都
内
で
さ
え
、
町
内
会

の
掲
示
板
に
二
〇
〇
七
年
現
在
で
も
町
内
の
居
住
者
の
死
亡
時
刻
と

通
夜
、
葬
式
の
日
時
と
場
所
が
示
さ
れ
る
し
、
農
山
漁
村
で
は
掲
示

の
み
な
ら
ず
放
送
が
繰
返
し
行
わ
れ
関
係
者
の
参
列
を
促
す
。
儀
礼

の
遂
行
と
参
加
の
強
い
要
請
は
日
本
人
の
死
の
か
た
ち
に
お
け
る

「
儀
礼
主
義
」
の
特
徴
で
あ
る
し
、
そ
の
儀
礼
主
義
は
、
生
者
か
ら

死
者
へ
と
あ
る
個
人
が
変
化
し
て
い
く
ま
さ
に
そ
の
時
に
、
生
前
関

係
を
結
ん
で
い
た
人
々
が
、
ま
さ
に
同
じ
空
間
に
存
在
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

四
、
死
者
と
共
に
在
る
生
活

　

通
夜
、
葬
式
に
よ
っ
て
個
人
は
生
者
か
ら
死
者
と
い
う
存
在
へ
変

り
は
し
て
も
、
決
し
て
そ
の
存
在
が
無
に
な
る
と
は
日
本
人
は
考
え

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
は
、
葬
式
の
あ
と
に
引
続

き
行
わ
れ
仏
教
で
は
供
養
と
呼
ば
れ
る
死
者
儀
礼
で
あ
る
。
七
日
目

ご
と
に
七
回
行
わ
れ
、
四
九
日
目
、
百
日
目
、
そ
し
て
一
年
目
、
二
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年
目
、
七
年
目
、
十
三
年
目
と
続
き
、
最
終
的
に
は
四
九
年
目
な
い

し
五
十
年
目
ま
で
行
わ
れ
る
。
死
後
す
ぐ
に
は
頻
回
に
、
死
か
ら
の

時
間
が
た
つ
と
間
隔
が
開
く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
軽
重
が
あ

り
、
初
七
日
、
四
九
日
、
一
周
忌
な
ど
は
遺
族
や
近
い
親
族
だ
け
で

は
な
く
友
人
や
同
僚
な
ど
に
も
、
供
養
が
行
わ
れ
る
日
時
と
場
所
が

通
知
さ
れ
る
。
通
知
が
な
い
と
、
関
係
者
の
方
か
ら
遺
族
に
問
い
合

わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
参
加
す
る
人
は
次
第
に
少
く
な
り
、
最
後
は

遺
族
と
近
い
関
係
の
血
縁
者
の
み
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
伝

統
に
従
っ
て
四
九
年
目
な
い
し
五
十
年
目
の
供
養
ま
で
行
う
家
族
は

多
い
。
戦
死
者
に
つ
い
て
は
、
遺
族
が
生
存
し
て
い
る
場
合
に
は
五

十
年
を
越
え
て
も
供
養
を
行
っ
て
い
る
。

　

仏
僧
を
招
き
関
係
者
に
通
知
し
た
う
え
で
行
う
供
養
と
は
別
に
、

年
中
行
事
の
中
で
も
盆
お
よ
び
春
秋
の
彼
岸
に
は
死
者
が
遺
族
の
元

へ
帰
っ
て
く
る
特
定
の
日
と
考
え
ら
れ
、
仏
壇
や
墓
を
特
別
に
飾
り

食
物
を
供
え
期
間
中
は
頻
繁
に
参
拝
す
る
。
特
に
死
の
直
近
の
盆
は

「
初
盆
」
と
称
し
関
係
者
が
参
拝
に
訪
れ
た
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は

精
霊
船
を
作
っ
て
川
や
海
へ
流
し
た
り
盆
踊
り
の
踊
り
手
が
初
盆
を

迎
え
た
家
を
訪
れ
て
庭
先
で
踊
っ
た
り
も
す
る
。
日
常
生
活
で
も
仏

壇
に
毎
日
水
や
飯
を
供
え
た
り
、
遠
方
か
ら
帰
宅
す
る
と
土
産
物
を

供
え
る
な
ど
す
る
人
々
は
現
在
で
も
多
く
い
て
、
死
者
は
生
者
と
共

に
生
活
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
現
代
の
日
本
人
は
死
後
の
世

界
や
死
者
の
霊
魂
に
つ
い
て
明
確
な
内
容
も
イ
メ
ー
ジ
も
持
っ
て
い

な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
自
分
の
肉
親
や
家
族
や
親
し
い
人
に
つ
い

て
は
、
死
後
も
そ
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
そ
し
て
死

者
と
自
分
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
続
い
て
い
る
か
の
よ
う
な

行
動
を
と
る
。
そ
し
て
、
人
々
の
そ
う
し
た
行
動
を
可
能
に
す
る
の

が
供
養
で
あ
り
死
者
供
養
と
結
び
付
い
た
年
中
行
事
で
あ
る
。
亡
っ

た
人
を
追
慕
す
る
気
持
ち
は
個
人
個
人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
る
で
あ
ろ
う

し
生
活
環
境
の
変
化
は
感
情
の
変
化
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

死
後
長
年
に
わ
た
っ
て
死
者
儀
礼
の
遂
行
が
陰
に
陽
に
遺
族
に
要
請

さ
れ
る
時
、
死
者
の
存
在
は
関
係
者
た
ち
に
常
に
認
識
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
死
者
儀
礼
が
社
会
慣
習
と
し
て
成
立
し
て
い
る

限
り
、
人
々
は
個
人
の
信
仰
の
有
無
や
内
容
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら

ず
、
死
者
と
共
に
在
る
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

　

遺
体
に
よ
っ
て
そ
の
死
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
遺
族
た
ち
が
、
そ

れ
は
戦
死
者
の
遺
族
で
あ
っ
た
り
航
空
機
事
故
で
死
亡
し
た
人
々
の

遺
族
で
あ
っ
た
り
様
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
何
年
た
っ
て
も
安
ら
い
だ

気
持
ち
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
理
由
は
、
生
き
て
い
た
姿
し

か
見
て
い
な
い
の
に
遺
体
と
な
っ
て
で
も
帰
還
し
な
い
こ
と
の
ゆ
え

に
、
生
者
が
死
者
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
不
充
分
な
プ
ロ
セ
ス
し
か

遺
族
た
ち
は
経
験
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
死
者
と
共

に
在
る
生
活
」
を
送
っ
て
い
る
日
本
人
に
お
い
て
「
成
長
が
あ
る
い

は
そ
の
資
格
が
不
充
分
な
死
者
」
の
存
在
は
、
残
っ
た
人
々
を
不
満

足
で
不
安
定
な
状
態
に
陥
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
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五
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死
者
の
存
在
と
そ
の
「
政
治
性
」―

靖
国
問
題
を

考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て

　

生
者
が
死
者
と
共
に
あ
る
生
活
を
、
儀
礼
の
遂
行
を
と
お
し
て
可

能
に
し
て
い
る
場
合
、
儀
礼
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る

死
者
は
、
生
者
に
よ
っ
て
様
ざ
ま
な
か
た
ち
で
利
用
さ
れ
る
可
能
性

を
持
つ
。

　

ひ
と
つ
に
は
、
死
者
崇
拝
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
死
者
に
な
ん
ら
か

の
か
た
ち
で
連
ら
な
る
人
々
が
、
自
分
た
ち
の
繁
栄
や
永
続
を
願
う

あ
る
い
は
加
護
を
祈
願
す
る
対
象
と
し
て
、
死
者
の
存
在
を
利
用
す

る
。
祖
先
崇
拝
が
そ
れ
に
当
り
、
か
つ
て
日
本
に
「
家
」
制
度
が
成

立
し
て
い
た
時
代
に
は
「
家
」
の
継
承
者
（
家
督
相
続
人
）
が
先
祖

の
祭
祀
権
を
持
っ
て
い
て
、
分
家
を
し
た
息
子
た
ち
や
婚
出
し
た
娘

た
ち
は
そ
の
「
家
」
の
先
祖
の
祭
祀
権
を
持
た
な
か
っ
た
。
現
在
で

も
先
祖
の
祭
祀
権
は
相
続
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
崇
拝
さ
れ
る
死

者
の
信
仰
上
の
地
位
が
高
く
重
要
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
の
死
者
を

祭
祀
す
る
権
利
を
持
つ
者
の
社
会
的
権
威
や
信
仰
上
の
権
威
は
高
く

な
る
。

　

ま
た
、
死
者
の
存
在
が
個
人
の
内
面
の
信
仰
や
追
慕
の
念
に
留
ら

ず
、
儀
礼
の
遂
行
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
は
社
会
的
に
追
認
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
、
死
者
は
社
会
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
死
者
の

遺
志
を
忖
度
す
る
と
称
し
て
、
死
者
儀
礼
に
係
る
人
々
が
自
ら
の
意

思
や
願
望
を
表
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
死
者
は
政

4

4

4

4

治
性
を
帯
び
る

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
現
在
で
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い

光
景
で
は
な
い
が
、
民
事
訴
訟
の
原
告
が
死
亡
し
た
被
害
者
の
遺
影

を
携
帯
し
て
裁
判
所
に
出
か
け
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
原
告
が
被
害

者
の
遺
志
を
最
も
よ
く
知
り
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
周
囲
に
示
す
た

め
、
あ
る
い
は
自
分
が
死
亡
し
た
被
害
者
の
心
情
に
最
も
近
い
立
場

に
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
民
家
の
座
敷
や
仏
壇
の
あ
る
部
屋
の
壁
の
上
方
に
は
、
そ

の
家
族
の
祖
父
母
や
曽
祖
父
母
の
遺
影
と
共
に
軍
服
姿
の
若
い
青
年

の
遺
影
が
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
結
婚
前
に
戦
死
し

た
そ
の
家
の
男
性
で
あ
り
、
現
在
の
世
帯
主
に
と
っ
て
は
大
叔
父
や

叔
父
な
い
し
は
兄
弟
で
あ
る
。
結
婚
前
に
死
亡
し
た
人
の
遺
影
を
飾

る
慣
習
は
通
常
は
親
が
亡
っ
た
子
を
祀
る
場
合
だ
け
で
あ
り
、
従
っ

て
、
世
帯
主
の
直
系
の
死
者
の
み
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
、
戦
死
者

の
場
合
は
例
外
で
あ
り
、
世
帯
主
に
と
っ
て
傍
系
で
あ
っ
て
も
飾
ら

れ
続
け
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
戦
時
中
だ
け
で
は
な
く
、
戦
後

も
ま
た
戦
死
者
は
特
別
な
死
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
戦
死
者
を

出
し
た
家
は
地
域
社
会
の
中
で
あ
る
い
は
親
族
集
団
の
中
で
特
別
な

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

（
（
（

。

　

戦
死
者
を
祀
る
靖
国
神
社
に
そ
の
時
々
の
総
理
大
臣
が
参
拝
す
る

こ
と
が
大
き
な
政
治
的
話
題
と
な
っ
た
り
、
中
国
、
韓
国
な
ど
近
隣

諸
国
と
の
外
交
問
題
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
死
者
が
政
治
性
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を
帯
び
る
こ
と
の
典
型
的
事
例
で
あ
る
。
死
者
の
存
在
は
儀
礼
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
確
実
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
誰
が
そ
の
儀
礼

を
行
う
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
死
者
の
位
置
づ
け
は
変
っ
て
く
る
。
菅

原
道
真
の
例
が
典
型
で
あ
る
よ
う
に
、
戦
死
者
、
刑
死
者
、
政
争
に

敗
れ
た
後
に
不
遇
の
ま
ま
死
亡
し
た
り
自
殺
さ
せ
ら
れ
た
死
者
を
、

そ
の
遺
族
や
同
じ
仲
間
だ
け
が
祀
る
場
合
と
、
死
に
追
い
や
っ
た
か

つ
て
の
敵
側
で
あ
っ
た
者
も
共
に
祀
る
場
合
と
で
は
、
死
者
の
存
在

の
内
容
は
全
く
異
っ
て
く
る
。

　

靖
国
神
社
の
創
設
は
、
旧
体
制
側
の
幕
府
軍
と
戦
い
死
亡
し
た
新

体
制
側
の
「
官
軍
」
の
兵
士
を
新
体
制
の
中
核
が
祀
り
始
め
た
こ

と
に
よ
る
。
そ
の
後
、
新
体
制
に
よ
っ
て
樹
立
し
た
近
代
国
家
（
国

民
国
家
）
の
た
め
に
闘
っ
て
死
ん
だ
兵
士
を
主
と
し
て
祀
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ま
た
、
戦
前
は
軍
部
が
祭
祀
主
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

靖
国
神
社
の
位
置
づ
け
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
祀
ら
れ
る
死
者
の
存

在
そ
の
も
の
が
政
治
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

太
平
洋
戦
争
後
の
靖
国
神
社
の
複
雑
な
位
置
づ
け
は
、
祭
祀
主
体

の
中
心
で
あ
っ
た
軍
部
が
消
滅
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

祭
祀
主
体
は
靖
国
神
社
で
あ
り
、
参
拝
者
も
祭
祀
主
体
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
祀
ら
れ
て
い
る
戦
死
者
の
遺
族
も
ま
た
祭
祀
主
体
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
戦
前
の
祭
祀
主
体
の
中
核
で
あ
っ
た
軍
部
の

消
滅
は
、「
死
者
の
存
在
が
祭
祀
者
が
行
う
死
者
儀
礼
に
よ
っ
て
成

立
し
、
ま
た
死
者
の
位
置
づ
け
は
祭
祀
を
行
う
（
死
者
儀
礼
を
行
う
）

人
と
の
関
係
で
決
定
さ
れ
る
」
こ
と
を
考
え
る
と
、
靖
国
神
社
で
祀

ら
れ
て
い
る
死
者
の
存
在
は
、
戦
前
と
戦
後
と
で
祭
祀
主
体
が
変
化

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
質
的
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
国

家
樹
立
に
際
し
て
、
そ
の
中
核
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
は
じ
め
た
死
者
は
、

太
平
洋
戦
争
終
結
後
、
国
民
国
家
の
内
容
が
天
皇
制
の
位
置
づ
け
も

含
め
て
変
化
し
た
こ
と
は
、
死
者
そ
の
も
の
が
変
化
し
た
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
そ
の
時
々
の
政
治
的
状
況
に
よ
っ
て
変
化
し
易
す
く
な

る
こ
と
も
意
味
す
る
。
A
級
戦
犯
の
刑
死
者
を
合
祀
す
る
こ
と
や
、

そ
の
時
々
の
閣
僚
や
首
相
が
参
拝
す
る
こ
と
が
、
常
に
、
予
想
を
は

る
か
に
越
え
た
政
治
的
議
論
を
呼
び
起
す
の
は
、
太
平
洋
戦
争
終
結

後
の
政
治
体
制
の
変
化
の
た
め
に
、
死
者
の
存
在
そ
の
も
の
が
政
治

的
に
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

六
、
結
語

　

日
本
人
の
死
の
か
た
ち
は
、
か
た
ち
を
構
成
し
て
い
る
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
特
徴
や
要
素
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
要
素
の
組
み

合
せ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
遺
体
の
確
認
を
遺
族
が
重
視
す
る
の

は
日
本
人
に
限
ら
な
い
。
そ
の
確
認
を
終
え
る
ま
で
は
死
を
受
容
で

き
な
い
と
か
正
式
の
死
者
儀
礼
が
行
え
な
い
と
考
え
る
の
は
、
例
え

ば
、
父
や
兄
弟
あ
る
い
は
夫
が
朝
鮮
半
島
か
ら
戦
前
の
日
本
に
徴
用

さ
れ
た
り
連
行
さ
れ
た
ま
ま
家
族
の
も
と
に
戻
ら
ず
、
そ
の
死
亡
の

確
認
も
で
き
ず
遺
体
や
遺
骨
の
存
在
も
わ
か
ら
ず
に
い
る
朝
鮮
半
島
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の
人
々
の
遺
族
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
遺
骨
を
捜
し
求
め
る

人
々
の
活
動
を
見
る
時
、
そ
の
要
素
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
日
本
人
が

家
族
や
肉
親
の
死
に
か
か
わ
っ
て
と
る
行
動
と
全
く
異
る
こ
と
は
な

い
。

　

日
本
人
の
死
の
か
た
ち
は
、
死
者
儀
礼
の
遂
行
が
仏
教
と
結
び
付

い
て
高
度
に
社
会
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
特
徴
づ
け

ら
れ
る
。
確
か
に
、
庶
民
も
ま
た
仏
式
に
よ
る
死
者
儀
礼
を
行
う
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
藩
政
時
代
の
宗
門
改
め
の
制
度
に
よ
る
。
し
か

し
、
明
治
初
期
に
宗
門
改
め
と
結
び
つ
い
た
寺
請
制
度
は
廃
止
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
一
世
紀
以
上
た
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
家
が
特
定
の
仏
寺
と
世
代
を
超
え
て
関
係
を
結
び
、
そ
の
家
の

祖
先
の
霊
を
供
養
し
て
も
ら
う
と
共
に
、
寺
院
に
附
属
（
所
有
す
る
）

し
て
い
る
墓
地
や
納
骨
堂
に
死
者
の
遺
骨
を
管
理
し
て
も
ら
っ
て
い

る
世
帯
は
二
〇
〇
七
年
現
在
で
も
多
い
。
普
段
仏
寺
院
と
ほ
と
ん
ど

没
交
渉
で
あ
っ
て
も
、
家
族
の
誰
か
が
死
亡
し
た
場
合
、
世
帯
主
に

と
っ
て
の
先
代
、
先
々
代
の
時
代
か
ら
の
仏
寺
院
と
の
関
係
が
復
活

し
再
び
同
じ
寺
院
で
死
者
儀
礼
を
行
い
遺
骨
の
管
理
を
依
頼
す
る
こ

と
は
多
く
見
出
さ
れ
る
。
祖
父
母
や
親
の
代
ま
で
の
寺
院
と
は
異
る

別
の
寺
院
と
新
た
な
関
係
を
結
び
、
そ
の
後
長
年
に
わ
た
っ
て
死
者

儀
礼
を
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
在
で
も
仏
寺
と
の

関
係
が
新
た
に
成
立
す
る
の
は
、
死
者
儀
礼
を
行
う
こ
と
が
遺
族
に

対
し
て
要
請
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

亡
っ
た
人
と
関
係
を
結
ん
で
い
た
人
々
の
参
加
を
要
請
し
、
社
会

的
慣
習
と
し
て
の
死
者
儀
礼
を
行
う
う
え
で
、
儀
礼
の
形
を
与
え
る

仏
教
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
宗
旨
ご
と
に
い
く
分
か
の
差
異
は

あ
っ
て
も
、
仏
式
の
死
者
儀
礼
を
多
く
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
遺
族

や
参
加
者
に
は
、
そ
れ
な
り
に
儀
礼
的
行
為
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
か
ら

意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
こ
か
で
、
か
つ
て
見
た
会
場

の
し
つ
ら
え
や
道
具
立
て
の
形
式
や
自
ら
行
っ
た
行
為
の
形
式
を
と

お
し
て
、
参
加
し
て
い
る
人
々
と
共
通
し
た
感
情
や
感
慨
を
死
に
対

し
て
抱
く
こ
と
が
で
き
る
。
死
者
儀
礼
が
個
人
の
任
意
の
参
加
と
い

う
よ
り
も
、
社
会
的
制
度
と
し
て
い
ま
で
も
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
、

日
本
人
の
死
の
か
た
ち
を
形
造
る
う
え
で
中
心
的
な
柱
と
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
）
例
え
ば
、
現
代
の
日
本
社
会
で
「
家
」
の
制
度
は
正
式
に
は
成
立

し
て
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
婚
式
で
は
い
ま

だ
に
○
○
家
と
△
△
家
の
結
婚
式
場
と
か
披
露
宴
会
場
と
い
う
表

記
が
一
般
的
で
あ
る
の
と
同
様
、
葬
式
は
「
家
」
の
単
位
で
行
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
喪
主
、
親
族
代
表
に
死
ん
だ
人
に
と
っ
て
誰
が

当
る
の
か
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
死
亡
し
た
人
の

息
子
が
喪
主
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
妻
は
死
亡
し
た
人
の
娘
た

ち
や
姉
妹
よ
り
も
常
に
重
要
な
役
割
が
割
り
振
ら
れ
る
。
棺
の
場

所
か
ら
の
距
離
や
焼
香
の
順
序
、
参
列
者
に
、
会
場
入
口
で
出
迎

え
た
り
送
り
出
す
時
の
立
ち
位
置
に
お
い
て
、
喪
主
の
妻
は
そ
の
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家
の
嫁
と
し
て
、
娘
や
姉
妹
よ
り
も
死
者
に
よ
り
近
い
存
在
と
し

て
示
さ
れ
る
。
参
列
者
は
、
全
く
面
識
が
な
く
て
も
、
一
連
の
行

為
か
ら
、
棺
の
側
に
い
る
人
々
と
死
亡
し
た
人
と
の
関
係
を
推
測

で
き
る
。

（
（
）　

儀
礼
的
行
為
は
、
例
え
ば
両
手
を
合
わ
せ
る
、
と
い
う
簡
単
な
動

作
で
あ
っ
て
も
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
誰
が

い
つ
行
う
の
か
、
そ
れ
以
外
の
ど
の
よ
う
な
儀
礼
的
行
為
と
組
み

合
わ
さ
れ
て
行
わ
れ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
よ
り
複
雑
で
あ
っ
た
り

よ
り
意
味
が
明
確
な
も
の
に
な
る
。
儀
礼
的
行
為
の
順
序
も
重
要

で
あ
り
、
そ
れ
は
丁
度
、
文
章
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
意
味
を
持
つ

単
語
が
語
法
や
文
法
に
従
っ
て
組
み
合
わ
さ
れ
る
時
、
よ
り
複
雑

な
内
容
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
と
大
変
似
て
い
る
。
死
者

儀
礼
に
お
け
る
儀
礼
的
行
為
は
、
そ
れ
以
外
の
場
面
で
は
決
し
て

行
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
が
そ
れ
だ
け
で
強
調
さ
れ
る
も

の
が
多
い
。
例
え
ば
、
湯
灌
の
湯
は
、
器
の
中
に
先
に
水
を
入
れ

後
か
ら
熱
い
湯
を
入
れ
る
よ
う
全
国
的
に
決
ま
っ
た
や
り
方
で
準

備
さ
れ
る
。
し
か
し
、
日
常
生
活
で
こ
の
や
り
方
を
す
る
と
「（
死

を
想
起
さ
せ
る
の
で
）
縁
起
が
悪
い
」
と
し
て
強
く
排
け
ら
れ
、

禁
止
さ
れ
る
。

（
（
）　

民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
は
、
太
平
洋
戦
争
終
結
直
後
に
「
先
祖
の

話
」
を
著
し
て
、
多
く
の
未
婚
の
青
年
た
ち
が
今
度
の
戦
争
で
亡

り
、
数
十
年
後
に
は
そ
の
霊
を
弔
う
者
が
い
な
く
な
り
、
戦
死
者

が
無
縁
仏
と
な
る
こ
と
を
憂
え
た
。
柳
田
の
不
安
は
次
の
こ
と
か

ら
来
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
死
者
儀

礼
は
「
家
」
を
単
位
と
し
、
生
き
て
い
る
者
は
そ
の
「
家
」
の
先

祖
を
（
の
み
を
）
祀
る
。
傍
系
親
族
も
か
つ
て
は
そ
の
家
の
成
員

で
あ
り
、婚
出
や
養
出
あ
る
い
は
分
家
に
よ
っ
て
、そ
の
人
の
「
家
」

か
ら
出
て
行
か
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
「
家
」
の
先
祖
、
祖
霊
と

な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
先
祖
と
な
る
の
は
直
系
親
族
の

み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
在
生
き
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
未
婚
の

大
叔
父
や
大
叔
母
あ
る
い
は
叔
父
・
叔
母
は
そ
の
家
で
生
れ
そ
の

家
の
成
員
と
し
て
死
ん
だ
と
し
て
も
、
死
者
儀
礼
の
対
象
か
ら
次

第
に
は
ず
さ
れ
て
い
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
死
者

の
場
合
は
例
外
と
な
っ
て
い
る
。

〔
後
記
〕
本
論
で
述
べ
て
い
る
内
容
は
、
拙
著
『
日
本
人
の
死
の
か
た
ち―

伝
統
儀
礼
か
ら
靖
国
ま
で
』（
二
〇
〇
四
年
、朝
日
新
聞
社
）の
概
要
に
当
る
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
名
誉
教
授
）




