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一
、
は
じ
め
に

　

十
数
年
前
に
、『
神
道
の
生
死
観

（
1
（

』
と
い
う
拙
著
を
出
版
し
た
こ

と
が
あ
る
。
本
誌
が
「
日
本
人
の
霊
魂
観
と
慰
霊
」
の
テ
ー
マ
で
特

輯
号
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
り
、
筆
者
に
も
寄
稿
の
要
請
が
あ
っ
た
。

「
神
道
の
生
死
観
」
に
つ
い
て
、
そ
の
後
新
た
な
研
究
を
進
め
て
い

た
訳
で
は
な
い
の
で
遠
慮
す
べ
き
と
思
っ
た
。
し
か
し
関
連
の
テ
ー

マ
で
少
し
気
に
な
っ
て
い
た
論
文
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
愚
考
を

め
ぐ
ら
す
こ
と
で
、
責
を
果
た
し
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
論
文
と
は
、

本
学
会
の
元
理
事
長
で
あ
り
國
學
院
大
學
の
元
学
長
で
あ
っ
た
上
田

賢
治
氏
の
「
日
本
神
話
に
見
る
生
と
死

（
（
（

」
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
上
田
氏
の
論
考
を
紹
介
す
る
前
に
、
筆
者
が
ど
の
よ
う
な

動
機
や
研
究
方
法
に
よ
っ
て
、『
神
道
の
生
死
観
』
を
ま
と
め
た
か

振
返
っ
て
み
た
い
。
学
生
時
代
に
長
年
肺
結
核
の
た
め
療
養
し
て
い

た
母
親
が
、
四
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
母
の
死
の
悲
し
み
と
同
時

に
人
間
が
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
痛
切
に
感
じ
た
。
か
な

り
漠
然
と
し
て
い
た
と
思
う
が
、
死
の
恐
怖
を
克
服
す
る
た
め
の
方

法
、
死
の
対
処
法
を
神
道
信
仰
の
立
場
か
ら
考
え
る
切
掛
け
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
に
ど
う
接
近
し
て
良
い
か
も
わ

か
ら
な
い
ま
ま
、
卒
業
論
文
で
は
「
原
始
神
道
葬
制
の
一
考
察
」
と

題
し
て
、
神
道
式
の
葬
儀
、
神
葬
祭
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
。

し
か
も
仏
教
渡
来
以
前
の
葬
儀
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
神
道
式
の

葬
儀
の
あ
り
方
が
推
測
で
き
る
と
単
純
に
判
断
し
、『
古
事
記
』
や

『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
葬
儀
の
関
連
記
事
を
抽
出
し
て
み
た
。
結

果
的
に
は
、
不
十
分
極
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
卒
業
後
大
学
院
に
進
み
、
修
士
論
文
に
お
い
て
も
同
様
の
テ
ー

マ
を
扱
い
、
民
俗
学
や
考
古
学
の
成
果
を
利
用
し
た
り
、
シ
ナ
の
古

代
葬
制
と
の
比
較
研
究
を
試
み
た
。
何
と
か
神
道
葬
制
の
原
型
や
特

色
を
把
握
し
よ
う
と
格
闘
し
た
が
、
十
分
な
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
博
士
課
程
後
期
に
入
学
し
た
年
、
江
戸
時
代
初
期
活
躍
し
た
理
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学
神
道
の
創
唱
者
・
吉
川
惟
足
の
著
作
の
中
に
、「
生
死
伝
秘
」
と

か
「
生
死
落
着
」
な
ど
生
死
観
に
関
わ
る
著
書
の
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
。
そ
の
た
め
神
道
信
仰
の
立
場
か
ら
死
の
対
処
法
を
考
察
す
る
に

は
、
神
道
思
想
家
の
生
死
観
を
対
象
に
す
べ
き
と
い
う
方
法
に
気

づ
き
、「
吉
川
惟
足
の
生
死
観
に
つ
い
て
」（『
神
道
宗
教
』
4（
号
所
収
）

と
い
う
拙
論
を
執
筆
。
こ
れ
は
近
世
神
道
思
想
家
が
神
道
信
仰
の
立

場
か
ら
、
死
の
対
処
法
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
答
案
を
書
い
て
い
る

か
を
中
心
に
ま
と
め
た
報
告
書
と
言
え
よ
う
。
翌
年
ア
メ
リ
カ
に
留

学
す
る
機
会
を
得
て
、
大
学
院
お
よ
び
神
学
校
で
キ
リ
ス
ト
教
神
学

や
宗
教
学
な
ど
を
三
年
間
学
ん
で
帰
国
し
た
。
帰
国
後
ま
も
な
く
取

組
ん
だ
の
が
近
世
国
学
の
大
成
者
・
本
居
宣
長
と
平
田
篤
胤
の
「
死
」

の
問
題
で
あ
り
、「
国
学
者
に
お
け
る
『
死
』
の
問
題―

宣
長
・

篤
胤
の
場
合―

」（『
國
學
院
雑
誌
』
七
十
一
巻
八
号
所
収
）
を
執
筆
。

こ
の
拙
論
は
宣
長
と
篤
胤
の
生
死
観
の
比
較
研
究
を
試
み
た
も
の
で

あ
る
が
、
㈠
人
間
観
お
よ
び
死
に
つ
い
て
㈡
死
後
観
に
つ
い
て
㈢
死

の
対
処
法
の
三
テ
ー
マ
を
「
死
」
の
問
題
と
捉
え
、
そ
れ
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
解
答
を
提
起
し
て
い
る
か
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生
死
観
の
比
較
研
究
を
可
能
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
神
道
思
想
家
の

生
死
観
を
対
象
に
、「
神
道
の
生
死
観
」
を
把
握
す
る
た
め
の
研
究

方
法
が
ほ
ぼ
確
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
近
世
伊
勢
神
道
家
の
度
会
延
佳
・
中
西
直
方
、
垂
加
神

道
家
の
山
崎
闇
斎
・
跡
部
良
顕
・
玉
木
正
英
・
若
林
強
斎
・
松
岡
雄

淵
・
伴
部
安
崇
、
古
学
神
道
の
岡
熊
臣
達
の
思
想
を
対
象
に
検
討
し

た
が
、「
死
」
の
問
題
に
十
分
な
答
え
を
提
起
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
た
の
が
、
吉
川
惟
足
・
中
西
直
方
・
若
林
強
斎
・
本
居
宣
長
・
平

田
篤
胤
・
岡
熊
臣
の
六
名
で
あ
っ
た
。
六
人
の
神
道
思
想
家
の
「
死
」

の
問
題
に
対
す
る
解
答
を
整
理
し
、
そ
の
公
約
数
を
中
心
に
ま
と
め

た
の
が
拙
著
『
神
道
の
生
死
観
』
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ

い
て
は
、
後
述
し
た
い
。

　

以
上
た
い
へ
ん
粗
雑
な
が
ら
、
筆
者
自
身
の
「
神
道
の
生
死
観
」

に
関
す
る
研
究
過
程
を
振
返
っ
て
み
る
と
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

を
は
じ
め
と
す
る
神
道
古
典
を
通
し
て
の
「
生
死
観
」
研
究
が
不
十

分
で
あ
っ
た
と
い
う
思
い
を
抱
く
。
と
く
に
神
社
神
道
界
に
お
い
て

は
、
定
ま
っ
た
教
典
や
教
義
も
な
く
、
何
を
も
っ
て
神
道
的
と
か
神

道
の
立
場
と
主
張
で
き
る
の
か
、
と
い
う
大
き
な
課
題
が
存
在
す
る
。

筆
者
自
身
は
三
十
年
ほ
ど
前
に
、「
神
道
的
」
と
か
「
神
道
の
立
場
」

と
言
う
た
め
に
は
、
⑴
祭
り
の
伝
統
⑵
神
社
史
⑶
神
道
古
典
⑷
神
道

思
想
史
の
四
つ
の
素
材
を
典
拠
に
検
討
す
べ
き
こ
と
を
提
唱

（
（
（

し
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
⑴
祭
り
の
伝
統
に
包
含
さ
れ
る
神
葬

祭
を
通
し
て
、
神
道
の
生
死
観
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
⑵

神
社
史
に
は
人
を
神
に
祀
る
現
象
が
あ
り
、
そ
れ
を
素
材
に
神
道
の

生
死
観
に
接
近
す
る
こ
と
も
可
能
と
言
え
る
。
そ
し
て
上
田
氏
の
論

考
は
、
ま
さ
に
⑶
神
道
古
典
を
通
し
て
「
神
道
の
生
死
観
」
を
考
察

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
⑷
神
道
思
想
史
を
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素
材
と
し
て
抽
出
し
た
筆
者
の
「
神
道
の
生
死
観
」
と
比
較
検
討
し

て
お
く
の
も
、
有
意
義
と
思
わ
れ
る
。

二
、「
日
本
神
話
に
見
る
生
と
死
」
に
つ
い
て

　

上
田
賢
治
氏
の
論
考
「
日
本
神
話
に
見
る
生
と
死
」
は
、「
は
じ

め
に
」「
一
、
生
と
死
の
起
源
」「
二
、
生
の
姿
勢
と
死
へ
の
態
度
」

「
三
、
殯
の
意
味
」「
四
、
死
後
観
の
問
題
」
の
五
項
目
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
行
う
予
定
で
あ
る
た
め
、

で
き
る
限
り
丁
寧
な
紹
介
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
は
じ
め
に
」

　
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
主

張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
「
日
本
神
話
は
、
我
が

国
固
有
の
民
族
信
仰
で
あ
る
神
道
」
に
と
っ
て
「
神
典
」
で
あ
り
、

「
神
々
に
つ
い
て
の
信
仰
伝
承
」
で
あ
る
が
故
に
、「
こ
の
神
話
を
伝

承
し
た
者
た
ち
の
『
存
在
』
理
解
、
そ
の
本
質
と
在
る
べ
き
姿
と
に

つ
い
て
の
認
識
が
、
…
」
示
さ
れ
て
い
る
と
主
張
。
こ
の
意
味
で

「
神
道
の
生
死
観
を
問
う
場
合
、
我
々
は
必
ず
、
日
本
神
話
に
そ
の

指
針
の
原
形
を
見
出
す
努
力
を
要
求
さ
れ
て
い
る
」
と
強
調
し
て
い

る
こ
と
。
も
う
一
点
は
、
今
日
生
命
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
「
生
命

の
あ
り
よ
う
を
、
そ
の
在
る
べ
き
姿
か
ら
逸
脱
せ
し
め
る
可
能
性
を

持
つ
段
階
に
ま
で
到
達
し
、
宗
教
の
存
在
根
拠
も
ま
た
そ
れ
に
よ
っ

て
直
接
的
に
問
わ
れ
る
状
況
」
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
問
へ
の
解
答

に
「
向
っ
て
の
指
針
、
或
は
暗
示
と
な
り
う
る
展
開
の
あ
る
こ
と
を

予
想
し
て
お
く
べ
き
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　

以
上
二
つ
の
主
張
は
神
道
神
学
を
構
築
す
る
た
め
の
研
究
方
法
に

関
わ
る
も
の
で
、
神
道
の
生
死
観
を
捉
え
る
た
め
に
は
必
ず
「
日
本

神
話
に
そ
の
指
針
の
原
形
」
を
見
出
す
べ
き
と
強
調
。
後
者
も
脳
死

や
臓
器
移
植
な
ど
生
命
倫
理
に
関
わ
る
指
針
や
暗
示
も
、「
日
本
神

話
」
か
ら
得
ら
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

神
道
の
立
場
か
ら
生
死
観
や
生
命
倫
理
に
つ
い
て
の
答
案
を
書
こ
う

と
す
れ
ば
「
日
本
神
話
」
を
根
拠
に
す
べ
き
と
い
う
主
張
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
上
田
氏
の
説
を
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
大
過
な
い
と
す

れ
ば
、
神
道
の
生
死
観
を
考
察
す
る
上
で
「
日
本
神
話
」
の
比
重
が

い
か
に
重
い
か
が
了
解
さ
れ
る
。
と
な
る
と
、
前
述
し
た
よ
う
に
神

道
神
学
の
素
材
と
し
て
⑴
祭
り
の
伝
統
⑵
神
社
史
⑶
神
道
古
典
⑷
神

道
思
想
史
の
四
つ
を
考
え
る
べ
き
と
い
う
筆
者
の
主
張
と
相
違
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
が
良
い
か
を
単
純
に
判
断
し
な
い
で
、
各
項

目
に
お
け
る
コ
メ
ン
ト
を
通
し
て
愚
考
を
め
ぐ
ら
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
は
じ
め
に
」
の
項
で
も
う
一
つ
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
表
題
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
日
本
神
話
」
の
「
神
話
」
と
い
う
語
に
つ
い
て

で
あ
る
。「
神
話
」
と
い
う
言
葉
は
単
純
に
考
え
れ
ば
、「
神
々
の
話
」

と
理
解
で
き
、別
段
問
題
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
「
神
話
」
に
は
「
架

空
の
物
語
」
と
か
「
死
ん
だ
神
々
の
話
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
付

き
纏
い
、
な
ん
と
な
く
使
用
し
に
く
い
言
葉
と
言
え
る
。
平
藤
喜
久
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子
著
『
神
話
学
と
日
本
の
神

（々
4
（

』
に
よ
る
と
、「
神
話
」
と
い
う
言

葉
の
初
見
は
明
治
二
十
年
代
で
あ
り
、
ミ
ソ
ロ
ジ
ー
（m

ythology

）

の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ミ
ソ
ロ
ジ
ー
と
は
周
知

の
よ
う
に
、
世
界
の
諸
地
域
の
神
話
を
客
観
的
実
証
的
に
比
較
研
究

す
る
学
問
で
、
比
較
検
討
す
る
学
者
に
と
っ
て
、
神
話
に
描
写
さ
れ

て
い
る
神
々
の
実
在
を
信
じ
る
か
ど
う
か
な
ど
全
く
関
わ
り
が
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
な
ど
「
神
道
古
典
」
に

み
ら
れ
る
神
々
は
、
現
在
も
神
社
に
祭
ら
れ
そ
の
御
神
徳
は
今
も
生

き
て
い
る
と
信
じ
る
人
間
に
と
っ
て
、
記
紀
の
古
伝
承
を
死
ん
だ

神
々
の
物
語
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や
北
欧
神
話
と
同
様
に
「
神

話
」
と
呼
称
す
る
の
が
良
い
か
ど
う
か
、
問
題
を
感
じ
る
。
上
田
氏

の
前
掲
論
文
は
比
較
神
話
学
の
も
の
で
は
な
く
、『
神
道
神
学
論
考
』

と
い
う
著
書
の
第
一
章
「
組
織
神
学
構
築
の
た
め
に
」
所
収
の
論
考

で
あ
る
。
ま
さ
に
日
本
の
神
々
の
実
在
を
信
じ
る
立
場
か
ら
、
執
筆

し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
日
本
神
話
に
見
る
生
と

死
」
の
「
日
本
神
話
」
を
、「
神
道
古
典
」
な
い
し
は
「
記
紀
古
伝
承
」

に
替
え
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と

（
（
（

思
わ
れ
る
。
日
本
の
神
々

の
実
在
を
信
じ
る
神
道
者
は
、「
記
紀
古
伝
承
」
を
「
神
話
」
と
呼

称
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
「
一
、
生
と
死
の
起
源
」

　

次
に
、「
一
、生
と
死
の
起
源
」
の
項
の
内
容
を
、紹
介
し
て
み
た
い
。

ま
ず
「
神
話
」
を
「
人
間
を
も
含
む
存
在
世
界
の
在
り
よ
う
、
人
生

の
意
味
、
生
き
る
こ
と
の
価
値
を
問
う
営
み
を
基
盤
と
し
て
成
立
し

た
」
と
捉
え
る
。
従
っ
て
「
何
ら
か
の
形
で
人
間
の
誕
生
・
発
現
の

次
第
に
つ
い
て
の
伝
承
を
、
そ
の
主
題
展
開
過
程
の
中
に
含
ん
で
い

る
も
の
」
と
規
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
「
日
本
神
話
」
は
「
ヘ
ブ
ラ
イ

神
話
」
と
異
な
っ
て
、
人
間
の
誕
生
に
つ
い
て
語
る
伝
承
を
も
っ
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
人
間
」
を
意
味
す
る
言
葉
が
出
て
く
る
箇

所
を
対
象
に
検
討
す
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
伊
耶
那
美
命
が
伊
耶
那

岐
命
に
対
し
て
呪
わ
れ
た
言
葉
「
…
、
汝
の
国
の
人
草
、
一
日
に
千

頭
絞ク

ビ

り
殺
さ
ん
」
や
素ス

戔サ
ノ

嗚オ
ノ

尊
生
誕
の
段
で
「
常
に
泣
き
い
さ
つ
る

を
以
て
行ワ

ザ

と
な
す
、
故カ

レ

国ク
ヌ

内チ

の
人
民
多
く
以
て
夭
折
す
」
な
ど
六
ヶ

所
の
例
を
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
以
上
が
人
間
の

起
源
、
そ
の
発
生
を
考
え
る
上
で
、
日
本
神
話
に
求
め
う
る
資
料
の

ほ
ぼ
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
津
国
、
我
々
の
祖
先
が
住
ん
だ
こ

の
国
土
に
、
神
代
の
時
代
、
す
で
に
人
間
が
い
た
こ
と
を
予
測
せ
し

め
る
記
事
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。」
と
主
張
。
も
う
一
つ
の
捉

え
方
は
、「
岐
美
二
神
の
国
生
み
」
の
「
く
に
」
に
は
人
間
を
含
め

た
共
同
体
を
意
味
す
る
し
、
自
分
達
は
祖
神
か
ら
生
れ
た
「
神
の
生

み
の
子
」
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
根

拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
に
は
建
比
良
鳥
命
の
項
に
「
此

は
出
雲
国
造
、
无ム

耶サ

志シ

国
造
（
中
略
）
等
の
祖
也
」
と
注
し
、『
日
本

書
紀
』の
天
穂
日
命
の
項
に
は「
足
れ
出
雲
臣
。
土ハ

師ジ
ノ

連
等
の
祖
也
」

と
注
す
る
例
が
あ
る
と
い
い
、
自
分
達
の
祖
先
は
「
神
話
神
に
求
め
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て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
嵯
峨

天
皇
の
命
令
で
八
一
五
年
に
編
集
さ
れ
た『
新
撰
姓
氏
録
』に
も「
神

と
人
と
の
血
縁
に
よ
る
つ
な
が
り
の
信
仰
」
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。

　

続
い
て
死
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
伊
耶
那
美
命
の
「
千

頭
絞
り
殺
さ
ん
」
の
箇
所
と
伊
耶
那
岐
命
の
「
千
五
百
産
屋
を
立
て

ん
」
の
例
を
あ
げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
界
に
お

け
る
人
の
誕
生
と
死
と
は
、
共
に
国
生
み
の
祖
神
・
岐
美
二
神
の
神

事
に
発
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
信
仰
的
理
解
で
あ
り
、
古
代

人
の
生
の
決
断
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
」
と
主
張
す
る
。

　
「
一
、
生
と
死
の
起
源
」
に
お
い
て
、
上
田
氏
が
も
う
一
点
取
上

げ
て
い
る
の
が
、
人
間
の
寿
命
に
つ
い
て
で
あ
る
。
天
照
大
神
の
皇

孫
で
あ
り
高
天
原
か
ら
中
津
国
を
統
治
す
る
た
め
天
降
っ
た
迩ニ

迩ニ

芸ギ

命
が
、
大
山
津
見
神
の
美
し
い
娘
・
木
花
佐
久
夜
毘
売
と
結
婚
し
よ

う
と
し
た
。
そ
の
際
大
山
津
見
神
は
、
も
う
一
人
の
娘
・
石
長
比
売

を
奉
っ
た
。
と
こ
ろ
が
迩
迩
芸
命
は
石
長
比
売
が
醜
く
か
っ
た
た
め
、

木
花
佐
久
夜
毘
売
と
共
に
妻
と
す
る
こ
と
を
拒
絶
。
そ
の
結
果
「
…

天
皇
命
た
ち
の
御
命
長
く
は
ま
さ
ざ
る
也
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
た

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
古
伝
承
に
対
し
て
上
田
氏
は
、
人
が
美
を
選

ぶ
こ
と
、
そ
れ
が
生
命
長
か
れ
と
願
う
神
の
心
と
は
齟
齬
し
、
人
の

生
命
を
短
く
し
た
と
い
う
伝
承
は
、「
美
し
い
者
と
共
に
美
し
く
生

き
た
い
と
い
う
人
間
の
願
い
、
た
と
え
生
命
は
短
く
と
も
、
と
い
う

そ
れ
を
、
日
本
人
が
肯
定
し
て
来
た
証
だ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
か
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

以
上
「
生
と
死
の
起
源
」
に
つ
い
て
、
上
田
氏
の
述
べ
て
い
る
こ

と
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
㈠
人
間
の
誕
生
に

つ
い
て
語
る
伝
承
を
も
た
な
い
。
㈡
神
代
の
時
代
に
は
、
す
で
に
人

間
は
生
存
し
て
い
た
。
㈢
人
間
は
「
神
の
生
み
の
子
」
で
あ
り
、
人

間
の
祖
先
は
神
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
。
㈣
人
間
の
生
死
は

神
の
御
意
志
に
よ
る
、
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
人
間
の
誕
生
に
つ
い

て
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
明
白
な
伝
承
が
語
ら
れ
て
い
な

い
た
め
に
、
根
拠
が
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
㈡
㈢
㈣
の
主

張
は
、
そ
れ
な
り
に
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
記
紀
以

外
の
神
道
的
事
象
を
拠
り
所
に
推
考
し
た
も
の
で
、
上
田
氏
の
解
釈

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
磐
長
姫
と
迩
迩
芸
命
が
結
婚
し
な

か
っ
た
た
め
に
、
天
皇
の
寿
命
が
短
命
な
っ
た
と
い
う
伝
承
に
つ
い

て
、
た
と
え
生
命
が
短
く
と
も
美
し
い
人
と
生
き
た
い
と
い
う
思
い

を
「
日
本
人
が
肯
定
し
て
き
た
証
」
と
考
え
る
の
も
、
一
つ
の
解
釈

に
過
ぎ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
生
と
死
の
起
源
を
記
紀
に
の
み
求
め
て

理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
し
方
法
的
に
も

問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
二
、
生
の
姿
勢
と
死
へ
の
態
度
」

　

生
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、「
日
本
神
話
」
は
「
教
誡
の
書
」
で
も

な
く
「
人
間
を
主
人
公
と
し
て
展
開
」
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
の
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で
、
そ
の
指
針
は
「
神
話
の
発
想
、
そ
の
構
造
か
ら
読
み
取
る
以
外

に
方
法
は
な
い
」
と
言
い
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
日
本

神
話
」
は
創
造
神
話
で
は
な
く
「
開
闢
神
話
」
で
あ
る
か
ら
、「
存

在
世
界
が
神
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
発
想
を
前
提
」
と

す
る
。
従
っ
て
造
化
三
神
か
ら
神
世
七
代
ま
で
の
神
々
が
「
成
り
ま

す
神
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
存
在
そ
れ
自
身
が
生
成
へ

の
意
志
（
力
）
を
持
ち
、
そ
れ
が
発
動
・
顕
現
し
た
と
す
る
理
解
の

宗
教
的
表
現
」
だ
と
い
う
。
そ
し
て
「
生
成
力
へ
の
信
頼
は
、
神
話

全
体
を
常
に
一
貫
し
て
い
る
こ
と
」
お
よ
び
「
日
本
神
話
は
、
人
間
、

少
く
と
も
日
本
人
が
、
こ
の
よ
う
な
存
在
意
志
の
子
と
し
て
生
命
を

受
け
、
従
っ
て
そ
の
営
み
に
参
与
す
る
こ
と
が
使
命
で
あ
る
」
こ
と

等
を
う
た
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。

　

続
い
て
「
死
へ
の
態
度
」
と
し
て
、
二
つ
の
事
項
を
取
上
げ
る
。

一
つ
は
伊
耶
那
美
命
が
火
神
を
生
み
そ
れ
が
原
因
で
神
避
る
際
に
、

伊
耶
那
岐
命
が「
御
枕
方ベ

に
匍ハ

ラ

匐バ

い
御
足ア

ト

方
に
匍
匐
い
て
哭ナ

き
給
う
」

の
箇
所
、
も
う
一
つ
は
「
死
穢
」
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
第
一
の

伊
耶
那
岐
命
が
女
神
の
神
避
り
を
悲
し
ん
で
お
泣
き
に
な
っ
た
と
い

う
伝
承
に
つ
い
て
、
人
間
の
心
を
「
元
々
し
ど
け
な
く
、
女
々
し
い

も
の
」と
捉
え
る
人
間
と
、「
悟
り
顔
に
死
を
平
然
と
受
け
と
め
よ
う
」

と
す
る
人
間
と
二
通
り
あ
る
と
指
摘
。
国
学
者
・
契
沖
や
本
居
宣
長

は
、
前
者
の
例
で
あ
る
と
言
い
、
両
者
の
相
違
は
「
恐
ら
く
そ
の
者

の
宗
教
観
・
人
間
観
に
よ
っ
て
相
違
」
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
う

し
て
死
と
は
「
神
道
的
に
は
、
畏
き
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
論
点
で
あ
る
「
死
穢
」
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
伝
承

を
根
拠
に
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
一
つ
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
伊
耶
那
岐
命
が
黄
泉
国
か
ら
中
津
国
へ
逃
げ
帰
え
ら
れ
た
後
、

「
吾
は
伊
那
志
許
米
志
許
米
岐
穢キ

タ
ナき

国
に
到
り
て
在
り
け
り
」
と
宣

言
さ
れ
た
こ
と
。
二
つ
目
は
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
が
亡
く
な
っ
た
天

若
日
子
に
見
誤
ら
れ
怒
り
を
発
し
、「
何
と
か
も
吾
を
穢
き
死
人
に

比ナ
ゾ
ラう

る
」
と
叫
ん
だ
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
神
道

古
典
を
典
拠
と
す
る
限
り
、死
は
穢
れ
と
し
て
「
忌
避
さ
れ
る
の
は
」

当
然
で
あ
る
と
主
張
。
続
い
て
「
け
が
れ
」
と
は
何
か
と
問
い
、
伊

耶
那
美
の
御
身
体
が
「
死
体
の
醜
さ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
」
と

指
摘
し
、神
道
に
と
っ
て
生
に
重
点
を
置
く
か
ら
「
死
が
否
定
価
値
」

で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
も
う
一
つ

の
視
点
が
あ
り
う
る
と
し
て
、「
生
死
は
共
に
神
（
存
在
の
力
）
の
与

え
し
も
の
、
そ
の
故
に
…
…
、
そ
れ
ら
は
『
神
秘
』
に
属
す
る
」
と

い
う
こ
と
を
強
調
。
そ
の
上
で「
死
そ
の
も
の
が
不
浄
と
し
て
の『
け

が
れ
』
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
生
の
対
極
、
生
の
発
展

を
阻
害
す
る
意
味
に
お
い
て
も
『
生
枯
れ
』
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
わ

る
者
が
畏
み
、
慎
し
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
」
と
理
解
す

べ
き
と
解
説
し
て
い
る
。

　
「
二
、
生
の
姿
勢
と
死
へ
の
態
度
」
の
項
を
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
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め
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
要
点
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
㈠

生
の
姿
勢
に
つ
い
て
「
日
本
神
話
」
は
、
直
接
言
及
し
て
い
な
い
。

㈡
人
間
を
含
め
存
在
そ
れ
自
身
が
存
在
へ
の
意
志
力
を
も
ち
、
存
在

へ
の
営
み
に
参
与
す
る
こ
と
が
使
命
と
い
う
の
が
、
生
の
姿
勢
で
あ

る
。
㈢
死
そ
の
も
の
は
「
畏
き
も
の
」
で
あ
る
が
、「
穢
れ
」
で
あ

り
「
忌
避
さ
れ
る
も
の
」
で
、
否
定
的
な
価
値
と
い
え
る
。
㈣
死
は

不
浄
と
し
て
の
「
け
が
れ
」
で
は
な
く
、
生
の
発
展
を
阻
害
す
る
も

の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
関
わ
る
際
に
畏
み
慎
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
項
で
も
「
一
、
生
と
死
の
起
源
」
同
様
に
、
典
拠
と
す
べ
き

古
伝
承
が
直
接
見
当
ら
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。
記
紀
の
伝
承

の
う
ち
、
明
ら
か
な
主
張
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
⑴
死
は
穢
れ
で

あ
る
こ
と
。
お
よ
び
伊
耶
那
美
命
の
「
一
日
に
千
頭
絞
り
殺
さ
ん
」

と
伊
耶
那
岐
命
の
「
吾
は
一
日
に
千
五
百
産
屋
を
立
て
ん
」
と
い
う

伝
承
に
よ
っ
て
、
⑵
人
間
の
生
死
は
神
の
賦
与
す
る
も
の
と
い
う
主

張
は
、
素
直
に
了
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
上
田
氏
の

そ
の
他
の
見
解
は
、
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
誰
れ
も
が
了
解

で
き
る
根
拠
に
基
づ
い
た
論
を
展
開
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
「
三
、
殯モ

ガ
リの

意
味
」

　

上
田
氏
は
殯
を
、
今
日
本
葬
（
告
別
式
）
の
前
に
お
こ
な
わ
れ
る

通
夜
の
儀
礼
と
捉
え
、「
生
と
死
と
分
つ
重
大
な
意
味
を
も
つ
」
と

主
張
。
次
の
よ
う
な
古
伝
承
を
拠
り
所
に
、
そ
の
意
味
を
論
じ
て
い

る
。
第
一
に
殯
は
復
活
の
可
能
性
を
願
う
場
で
あ
っ
た
。
伊
耶
那
美

命
が
火
神
を
生
ん
で
黄
泉
国
へ
神
避
り
ま
し
た
た
め
、
伊
耶
那
岐
命

が
黄
泉
国
へ
出
か
け
て
女
神
の
中
津
国
へ
の
復
帰
を
要
請
し
た
。
そ

の
場
所
が
『
日
本
書
紀
』
第
九
の
一
書
で
は
、「
殯モ

ガ
リ斂

之
処
」
と
表

し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
天
若
日
子
の
喪
を
弔
わ
れ
た
阿
遅
志
貴
高
日

子
根
神
を
見
て
、
天
若
日
子
の
父
や
妻
子
が
「
我ア

子コ

は
死シ

ナ

ず
て
あ
り

け
り
」
と
言
っ
た
こ
と
は
、
殯
が
復
活
の
儀
礼
の
期
間
で
あ
る
の
を

前
提
に
す
る
と
自
然
に
理
解
さ
れ
る
、
な
ど
を
根
拠
に
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
殯
は
生
死
の
分
れ
を
確
認
す
る
「
黄ヨ

泉ミ

送
り
」
の
儀
礼

で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
根
拠
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
第
六
の
一
書

に
み
え
る
「
泉
津
平
坂
」
に
つ
い
て
の
解
釈
の
注
「
…
別
に
処
あ
る

に
非ア

ラ

ず
、
た
だ
死
に
臨
ん
で
気イ

キ

絶
え
る
際キ

ワ

、
是
れ
を
謂
う
か
」
を
挙

げ
る
。
そ
し
て
泉
津
平
坂
こ
そ
、
黄
泉
国
か
ら
逃
げ
帰
っ
た
伊
耶

那
岐
神
が
、「
千
引
石
を
引
塞サ

え
、
事コ

ト

戸ド

（
絶
縁
の
言
葉
）
を
度ワ

タ

さ
れ

た
」
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
殯
に
つ
い

て
の
第
二
の
意
味
・
死
を
確
認
す
る
「
黄ヨ

泉ミ

送
り
」
の
方
は
、
や
や

根
拠
に
乏
し
く
わ
か
り
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

上
田
氏
は
、
殯
に
は
「
復
活
へ
の
期
待
」
と
「
死
の
確
認
」
と
い
う

矛
盾
し
た
二
つ
の
意
味
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
項
の
終
り

に
、
神
道
の
立
場
か
ら
生
き
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
触
れ
て
、「
神

道
の
考
え
方
は
、
神
の
生
み
給
え
る
国
と
同
じ
神
の
子
と
し
て
、
神

の
御ミ

ン
ワ
ザ

所
為
に
倣
い
、
修ツ

ク
リ
カ
タ
メ
ナ
ス

理
固
成
に
在
る
こ
と
は
疑
え
な
い
」
と
主
張

し
て
い
る
。



神道の生死観と神道古典（安蘇谷）�7

　

以
上
「
三
、殯
の
意
味
」
の
要
点
を
粗
雑
な
が
ら
、ま
と
め
て
み
た
。

記
紀
に
み
え
る
殯
の
箇
所
を
抽
出
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
論
を
よ
く

考
え
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
殯
に
つ
い
て
の
矛
盾
し
た

二
つ
の
意
味
が
先
行
し
て
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
解
釈
を
ほ

ど
こ
し
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
。
ま
た
神
道
の
立
場
か
ら
生
き
る

こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
の
主
張
は
首
肯
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考

え
る
根
拠
は
、必
ず
し
も
明
白
と
は
言
い
難
い
。況
し
て
や「
冊
尊（
伊

耶
那
美
命―

引
用
者
注
）
の
御
心
に
添
う
働
き
・
役
割
を
果
し
う
れ
ば
、

以
て
幸
せ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
結
ば
れ
る
と
、

伊
耶
那
美
命
の
御
心
と
は
何
か
、「
御
心
に
添
う
働
き
」
と
は
な
に

か
に
つ
い
て
の
典
拠
が
「
吾
と
汝
と
己
に
国
を
生
み
き
。
奈イ

カ
ニ何

ぞ
更

に
生
き
ん
こ
と
を
求
め
ん
」だ
け
で
は
、納
得
し
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。

　
「
四
、
死
後
観
の
問
題
」

　

人
間
は
死
後
ど
う
な
る
の
か
等
の
問
題
を
、「
神
話
を
通
じ
て
窺

い
知
り
う
る
限
り
」
述
べ
て
み
た
い
と
い
う
。
記
紀
を
通
し
て
気
づ

く
こ
と
と
し
て
、「
第
一
に
、
中
津
国
、
即
ち
我
々
が
住
む
こ
の
現

実
世
界
以
外
に
、
実
に
多
く
の
他
界
が
語
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
。
第
二
に
「
そ
れ
ら
が
、
決
し
て
中
津
国
と
全
く
異
質
な
世
界
と

し
て
発
想
さ
れ
て
は
い
な
い
」
こ
と
を
指
摘
。
続
い
て
「
高
天
原
」

「
黄
泉
国
」「
常
世
国
」「
妣

ハ
ハ
ノ

国
・
根
之
堅カ

タ

洲ス

国
」「
夜
之
食オ

ス

国
」
な
ど

を
眺
め
て
み
て
も
、「
何
れ
も
、
中
津
国
と
の
決
定
的
相
違
を
見
出

す
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
は

死
後
ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
の
古
伝
承
は
見
あ
た
ら
な
い
た
め
、
上

田
氏
の
「
神
学
的
理
解
」
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
宣
長
の

死
後
黄
泉
国
へ
行
く
と
い
う
説
も
不
確
実
と
批
判
。「
要
す
る
に
行

く
べ
き
他
界
は
、
一
定
し
て
い
な
い
。
し
か
も
同
時
多
在
が
可
能
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
が
結
論
な
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
お
わ
り
に
、

二
つ
の
重
要
な
提
言
を
し
て
い
る
。
一
つ
は
「
御
霊
が
こ
の
中
津
国

に
留
ま
る
と
い
う
信
仰
は
、
死
に
ゆ
く
者
、
残
る
者
達
に
と
っ
て
、

共
に
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
」。
死
後
、
他
界
の
う
ち
ど
こ
に
行

く
か
を
特
定
せ
ず
、
し
か
も
心
が
乱
れ
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
中

津
国
に
留
ま
る
と
い
う
信
仰
が
あ
る
か
ら
だ
と
強
調
。
も
う
一
つ
は
、

「
日
本
人
の
行
う
神
祭
り
、
祖
霊
の
御
魂
祭
り
は
、
共
通
な
信
仰
心

意
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
た
と
え
死
者
の
祭
り
と
雖
も
、
そ
れ

は
共
に
在
る
こ
と
の
慶
び
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

　

上
田
氏
が
指
摘
し
、
神
道
古
典
を
通
し
て
知
り
う
る
主
張
は
、
中

津
国
以
外
に
多
く
の
他
界
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
他
界
の
内
実

は
中
津
国
と
決
定
的
な
相
違
が
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
点
だ
け
で
は
、
人
間
は
死
後
ど
う
な

る
か
の
問
題
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
上
田
氏
が
神
道
の
死

後
観
上
重
要
な
提
言
と
と
し
て
掲
げ
た
二
つ
の
こ
と
、
死
後
の
「
御

魂
が
こ
の
中
津
国
に
留
ま
る
」
と
い
う
点
も
、「
祖
霊
の
御
魂
祭
り
は
、

共
通
な
信
仰
心
意
に
よ
っ
て
貫
か
れ
」
い
る
と
い
う
主
張
も
、
上
田

氏
の
「
神
学
的
理
解
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
神
道
古
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典
に
基
づ
い
た
見
解
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
、
神
道
思
想
と
「
死
」
の
問
題

　

本
節
で
は
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
近
世
の
神
道
思
想

家
、
吉
川
惟
足
・
中
西
直
方
・
若
林
強
斎
・
本
居
宣
長
・
平
田
篤

胤
・
岡
熊
臣
六
名
の
「
死
」
の
問
題
に
対
す
る
解
答
を
ま
と
め
た
拙

著
『
神
道
の
生
死
観
』
に
つ
い
て
、
紹
介

（
（
（

し
て
み
た
い
。
本
書
は
六

名
の
思
想
家
が
、
㈠
人
間
観
お
よ
び
死
に
つ
い
て
㈡
死
後
観
㈢
死
の

対
処
法
の
三
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
答
え
た
か
を
整
理
し
、

筆
者
な
り
の
神
道
の
生
死
観
の
枠
組
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
三
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
主
張
し
、
そ
の
枠
組
を
ど
う
ま
と
め
た
か
を
記
述
す
る
。

㈠
人
間
観
お
よ
び
死
に
つ
い
て

　

人
間
観
と
し
て
、
①
人
間
の
出
生
②
人
間
の
本
性
③
人
間
が
生
き

る
意
味
、
お
よ
び
④
死
に
つ
い
て
の
四
項
目
を
対
象
と
し
た
。
ま
ず

吉
川
惟
足
は
、
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
万
物
の
始
終
に
つ
い
て
、「
天

理
の
一
元
よ
り
生
る
万
物
な
れ
ど
も
、
性
を
尽
せ
ば
自
ら
天
理
の
一

元
に
帰
る
ぞ
」（『
生
死
伝
秘
』）
と
主
張
し
て
い
る
。「
天
理
の
一
元
」

と
は
「
混
沌
」
な
い
し
は
「
一
気
一
理
の
本
元
」
と
も
言
い
、
そ
れ

が
形
を
現
わ
し
た
場
合
「
天
」
あ
る
い
は
「
神
」
と
も
置
き
代
え
ら

れ
る
、と
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、人
間
の
始
終
も
、「
天
」
や
「
神
」

か
ら
生
れ
、「
天
」
に
帰
る
と
い
え
よ
う
。
②
の
本
性
に
つ
い
て
惟

足
は
人
間
の
心
を
天
上
の
神
（
＝
理
）
と
同
一
と
み
な
し
、
人
間
は

神
性
を
有
す
る
と
捉
え
た
。
し
か
も
、
万
物
の
霊
と
も
合
致
し
て
い

る
と
説
く
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
の
心
に
は
「
人
欲
」
が
あ
る
た
め

に
、
本
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
難
し
い
、
と
い
う
面
も
指
摘
し
て
い

る
。
③
人
間
の
生
き
る
意
味
に
つ
い
て
、
人
間
は
天
命
（
な
い
し
は

神
の
命
令
）
に
よ
っ
て
生
れ
る
か
ら
、「
天
命
」
あ
る
い
は
「
性
」（
具

体
的
に
は
後
述
す
る
）
を
尽
す
こ
と
に
あ
る
、
と
主
張
。
④
死
に
つ
い

て
重
要
と
思
わ
れ
る
見
解
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
第
一
に
形
あ
る
も

の
は
、
初
・
中
・
後
が
あ
る
。
形
質
を
も
つ
人
間
に
も
、
必
ず
後
＝

死
が
あ
る
と
い
う
。
第
二
に
、
天
や
神
は
生
を
喜
び
死
を
憎
む
、
の

二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
死
そ
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
見

つ
め
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
人
間
が
死
ぬ
こ
と
の
原
因
な
ど
に
つ
い

て
の
主
張
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

　

中
西
直
方
は
①
人
間
の
出
生
を
、
祖
神
で
あ
る
豊
受
大
神
・
国
常

立
尊
の
神
徳
を
受
け
、
父
母
の
精
神
と
が
妙
合
し
、
神
性
を
得
て
生

れ
る
と
主
張
。
②
の
本
性
に
つ
い
て
は
神
性
を
有
す
る
点
に
あ
る
と

言
い
、
神
性
を
具
体
的
に
は
神
的
な
も
の
・
清
浄
・
正
直
と
捉
え
た
。

③
の
生
き
る
意
味
は
惟
足
の
説
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
人
間
を
は
じ
め
と

す
る
万
物
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
物
皆
其
天
業
の
天
理
を
司
也
。
猫
と
生
て
は
鼠
を
取
り
、
犬
と
生

て
は
門
を
守
る
事
を
知
る
也
。（
中
略
）
人
は
其
天
業
の
誠
を
守
り
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其
身
に
勤
行
ふ
、
是
ぞ
実
に
人
道
也
。」（『
神
道
安
心
物
語
』）
と
あ
り
、

人
間
そ
れ
ぞ
れ
の
天
業
を
行
う
と
こ
ろ
に
、
生
き
る
意
味
の
あ
る
こ

と
を
強
調
。
惟
足
の
「
天
命
を
守
る
」
や
「
性
を
尽
す
」
と
い
う
主

張
と
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
④
の
死
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、

人
間
の
出
生
の
説
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
は
神
気
を
受
け

て
生
れ
、
神
気
が
肉
体
か
ら
去
れ
ば
死
ぬ
と
い
う
。
ま
た
、
始
め
が

あ
る
も
の
は
、必
ず
死
が
あ
り
、死
は
必
然
と
い
う
考
え
も
み
ら
れ
る
。

　

若
林
強
斎
は
①
の
人
間
の
出
生
に
つ
い
て
は
、
天
つ
神
よ
り
下
さ

れ
た
御
魂
と
形
気
に
よ
っ
て
生
れ
る
と
主
張
。
②
の
人
間
の
本
性
に

つ
い
て
、
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
③
の
生

き
る
意
味
に
つ
い
て
は
、天
つ
神
か
ら
忠
・
孝
を
尽
す
よ
う
に
賜
わ
っ

た
御
魂
を
損
わ
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
「
不
孝
ニ
ナ
ラ
ヌ
様
ニ
、不
忠
ニ
ナ
ラ
ヌ
様
ニ
」（『
神
道
大
意
』）

つ
つ
し
み
守
る
こ
と
の
一
点
に
絞
ら
れ
る
。
惟
足
や
直
方
が
生
き
る

意
味
を
、
天
命
を
尽
く
す
あ
る
い
は
天
業
に
励
む
と
主
張
し
た
こ
と

と
、
思
想
の
大
枠
は
類
似
し
て
い
る
。
④
の
死
に
つ
い
て
は
、
特
別

な
見
解
は
み
ら
れ
ず
、
形
あ
る
も
の
は
終
り
が
あ
る
と
言
う
。
惟
足

の
説
と
一
致
し
、
直
方
と
も
近
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
元
来
、
朱

子
の
説
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

古
学
神
道
（
国
学
）
に
お
い
て
は
、
本
居
宣
長
・
平
田
篤
胤
・
岡

熊
臣
の
三
人
を
対
象
と
し
た
。
宣
長
は
人
間
の
出
生
は
、
産
霊
神
の

御
魂
に
よ
る
と
言
う
。
②
の
本
性
に
つ
い
て
は
善
と
も
悪
と
も
断
定

し
て
い
な
い
が
、
人
間
の
情
に
つ
い
て
は
独
自
の
説
が
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
「
も
と
の
あ
り
て
い
の
人
情
と
云
も
の
は
、
至
極
ま
っ
す

ぐ
に
は
か
な
く
し
ど
け
な
き
も
の
也
」（『
あ
し
わ
け
小
舟
』）
と
。
人

間
の
心
の
根
本
は
、
め
め
し
く
だ
ら
し
な
い
も
の
で
、
一
言
で
い
え

ば
弱
々
し
い
も
の
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
。
③
の
生
き
る
意
味

に
つ
い
て
は
、
産
霊
神
の
御
魂
に
よ
っ
て
生
れ
た
人
間
は
、
自
ら
人

の
道
は
了
解
し
て
い
る
か
ら
、
道
と
か
教
え
の
よ
う
な
も
の
は
不
必

要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
④
の
死
に
つ
い
て
も
前
述
の
儒
教
的
神
道

家
と
異
な
り
、
死
は
悲
し
い
も
の
、
世
の
中
に
死
ぬ
ほ
ど
悲
し
い
も

の
は
な
い
と
捉
え
た
。
宣
長
は
死
に
対
す
る
日
本
人
の
庶
民
の
心
情

を
、
素
直
に
表
明
し
て
い
る
。
死
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、

「
凡
て
人
の
死ま

か

る
は
、
泉

よ
も
つ

神か
み

の
御み

所し

為わ
ざ

」（『
古
事
記
伝
』）
と
、
生
と

同
様
に
死
も
神
の
し
わ
ざ
と
主
張
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

平
田
篤
胤
は
宣
長
と
同
様
に
、
人
間
は
産
霊
神
の
御
魂
に
よ
っ
て

生
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
②
の
本
性
に
つ
い
て
は
、
宣
長
の

主
張
と
微
妙
に
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
人
は
「
生
レ
ナ
ガ
ラ
ニ
シ
テ
、

仁
義
礼
智
ト
云
ヤ
ウ
ナ
真
ノ
情
ガ
自
ラ
具
ッ
テ
ヰ
ル
」あ
る
い
は「
御

国
人
ハ
自
ラ
ニ
、
武
ク
正
シ
ク
直
ニ
生
レ
ツ
ク
」（『
古
道
大
意
』）
な

ど
と
言
う
。
宣
長
が
と
ら
え
た
「
は
か
な
く
つ
た
な
く
し
ど
け
な
き

も
の
」
と
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
③
の
生
き
る
意
味
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
白
と
は
い
え
な
い
が
、
仁
義
礼
智
が
自
ら

具
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
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と
捉
え
ら
れ
る
。④
の
死
に
つ
い
て
は
、宣
長
と
同
じ
く
人
間
に
と
っ

て
最
大
の
不
幸
と
主
張
し
な
が
ら
も
、
死
そ
の
も
の
を
恐
れ
る
こ
と

は
、
女
々
し
い
と
み
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
宣
長
と
い
さ
さ
か
相
違

が
あ
る
見
方
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
岡
熊
臣
の
場
合
。
人
間
は
火
水
土
風
の
四
種
類
の
気
が
産
霊

神
の
御
魂
に
よ
っ
て
結
合
す
る
時
、
生
れ
る
と
主
張
。
仏
教
の
四
大

（
地
・
水
・
火
・
風
）
説
と
儒
教
の
気
の
概
念
に
、
神
道
の
産
霊
神
信

仰
を
習
合
し
た
よ
う
な
見
解
と
思
わ
れ
る
。
②
の
本
性
に
つ
い
て
明

言
し
た
箇
所
は
、
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
③
の
生
き
る
意
味
に
つ
い

て
は
、
比
較
的
独
自
の
説
を
提
起
。
す
な
わ
ち
、
日
本
人
は
「
天
皇

尊
の
大
御
為
に
と
て
、
天
ツ
神
む
す
び
の
神
達
の
造
り
出
し
給
者
な

れ
ば
」（『
千
代
乃
住
処
』）
と
、
天
皇
の
臣
下
と
し
て
生
れ
た
の
が
日

本
人
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
、
各
々
の
職
務
に
励
む
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
。
④
の
死
に
つ
い
て
、
死
と
は
悪
や
禍
い
の
極
み
と

い
う
宣
長
や
篤
胤
の
説
を
継
承
。
第
二
に
宣
長
と
同
様
、
死
は
「
夜

母
津
大
神
伊
邪
那
美
命
ノ
御
所
為
」
と
捉
え
て
い
る
。
第
三
に
、
火

水
土
風
の
気
を
結
合
さ
せ
る
産
霊
神
の
御
魂
が
こ
の
形
体
と
離
れ
る

時
、
死
ぬ
と
い
う
。
儒
教
的
神
道
家
の
説
に
や
や
類
似
し
た
主
張
も

み
ら
れ
る
。

㈡
死
後
観
に
つ
い
て

　

前
項
同
様
に
、
吉
川
惟
足
の
死
後
観
か
ら
六
人
の
基
本
的
主
張
を
、

簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　

惟
足
の
死
後
観
を
要
約
す
る
と
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

一
つ
は
前
述
し
た
生
き
る
意
味
（
性
な
い
し
は
天
命
を
尽
す
）
を
実
現

し
た
人
間
の
死
後
観
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
性
」
や
天
命
を
尽
さ

ず
に
死
ん
だ
人
間
の
場
合
で
あ
る
。
前
者
の
死
後
観
と
し
て
は
、
以

下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
人
間
の
形
態
は
土
に
帰
っ
て
消
滅
す

る
が
、
心
（
霊
魂
）
は
不
滅
で
あ
り
、
高
天
原
の
日
之
少
宮
（
天
地

の
一
気
）
に
永
遠
に
隠
れ
る
。
死
後
の
霊
魂
を
祭
れ
ば
、
こ
の
世
に

来
格
し
て
祭
り
を
受
け
る
。
死
後
の
霊
魂
は
、
天
地
の
徳
や
日
月
の

光
と
同
様
に
、「
天
地
の
造
化
を
助
け
る
」
と
い
う
働
き
を
有
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
性
」
を
尽
さ
ず
に
死
ん
だ
人
間
の
霊
魂
の
あ

り
方
に
つ
い
て
は
、
天
地
の
間
に
流
浪
す
る
邪
気
や
妖
怪
と
な
り
、

傷
寒
や
疱
瘡
な
ど
の
病
気
を
起
す
。
し
か
も
、
天
の
責
を
う
け
て
は

な
は
だ
苦
し
む
、
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

伊
勢
神
道
の
中
西
直
方
は
、
死
後
観
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
著
書

が
多
く
、
い
ろ
い
ろ
な
主
張
が
み
ら
れ
る
の
で
、
要
約
し
に
く
い
。

こ
こ
で
は
、
基
本
と
な
る
説
を
ま
と
め
て
お
く
。
直
方
は
死
後
の
霊

魂
を
二
つ
に
分
け
て
捉
え
、
魂
神
は
天
に
帰
り
高
天
原
に
留
ま
る
。

も
う
一
方
の
魄
鬼
は
地
に
帰
り
根
の
国
へ
行
き
、
肉
体
や
骨
は
朽
ち

て
野
の
土
と
な
る
、
と
い
う
の
が
、
死
後
観
の
中
心
的
教
説
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、魂
神
に
し
て
も
魄
鬼
に
し
て
も
、個
性
を
も
っ

た
霊
魂
が
存
在
す
る
と
主
張
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
つ
ま
り
直
方
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は
、
苦
し
み
や
喜
び
を
感
じ
る
個
人
の
心
が
死
後
は
無
化
す
る
と
捉

え
て
い
た
。
死
後
の
霊
魂
と
こ
の
世
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、「
我

が
魂
魄
」
は
無
く
て
も
、
個
人
の
霊
魂
の
源
で
あ
る
「
宗
気
」
は
永

遠
で
あ
る
か
ら
、
魂
祭
り
は
大
事
な
行
事
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
死
後
の
霊
魂
の
働
き
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及

が
な
く
、
否
定
的
と
い
え
る
。
死
後
の
霊
魂
が
散
ぜ
ず
、
魂
神
が
高

天
原
へ
魄
鬼
が
根
の
国
へ
帰
ら
な
い
不
幸
の
例
を
認
め
、
二
つ
の
場

合
を
主
張
。
一
つ
は
死
ぬ
ま
で
物
に
執
着
し
、
魂
気
魄
気
が
散
じ
な

い
人
間
は
、
死
後
幽
霊
と
な
る
。
二
つ
目
は
、
仏
を
崇
め
る
僧
尼
あ

る
い
は
仏
教
信
者
は
、
泉
津
醜
女
と
な
っ
て
根
の
国
へ
没
落
す
る
と

い
う
。
両
例
と
も
直
方
に
と
っ
て
は
、「
痛

い
た
ま

敷し
き

事こ
と

」
と
見
て
い
る
。

　

若
林
強
斎
の
死
後
観
は
、
吉
川
惟
足
と
同
様
に
、
一
応
二
つ
に
分

類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
御
魂
を
汚
さ
ぬ
よ
う
生
き
る
た
め
に
、
忠

孝
な
ど
の
実
践
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
忠
孝
を
尽
し
た
人
間
の
場
合
と
、

不
忠
不
孝
の
場
合
と
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
の
場
合
の
基
本
的
主
張
と

し
て
、
①
天
神
よ
り
賜
わ
っ
た
御
魂
は
死
生
存
亡
の
へ
だ
て
な
く
、

永
遠
に
実
在
す
る
。
②
死
後
の
御
魂
は
八
百
万
神
々
の
下
座
に
つ
ら

な
り
、
君
を
護
り
国
家
を
鎮
め
る
神
霊
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

不
忠
不
孝
を
な
し
た
後
者
の
場
合
は
③
生
き
て
も
死
ん
で
も
、
天
地

無
窮
の
間
、
そ
の
罪
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。

　

本
居
宣
長
の
死
後
観
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
難
し
い
問
題
が

あ
る
の
で
詳
し
く
は
前
掲
の
拙
著
『
神
道
の
生
死
観
』
に
譲
り
、
こ

こ
で
は
結
論
の
み
を
掲
げ
て
お
く
。
①
死
後
の
霊
魂
は
、
善
人
も
悪

人
も
尊
き
人
も
賎
き
人
も
み
な
黄
泉
の
国
へ
行
く
。
し
か
し
な
が
ら
、

②
霊
魂
の
一
部
（
分
け
御
魂
）
は
、
こ
の
世
に
留
ま
り
現
世
の
生
活

を
見
守
り
、
こ
の
世
の
人
間
の
幸
福
を
助
け
、
災
い
を
な
す
も
の
も

あ
る
。
③
こ
の
世
に
留
ま
る
御
魂
を
対
象
に
行
う
御
魂
祭
り
の
意
義

を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
。

　

平
田
篤
胤
は
宣
長
以
上
に
死
後
の
世
界
に
は
関
心
を
持
ち
、『
新

鬼
神
論
』
を
は
じ
め
『
霊
能
真
柱
』『
鬼
神
新
論
』『
仙
境
異
聞
』『
古

史
伝
』
な
ど
に
お
い
て
、
死
後
観
を
展
開
し
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
る

た
め
に
は
、
や
は
り
難
し
い
問
題
を
内
包
し
て
い
る
が
、
基
本
的
な

主
張
を
要
約
し
て
み
た
い
。
①
死
後
の
霊
魂
は
不
滅
で
あ
り
、
こ
の

世
に
あ
る
が
隠
れ
た
世
界
で
あ
る
幽
冥
界
に
お
い
て
生
き
続
け
る
。

②
幽
冥
界
に
も
こ
の
世
と
同
様
、
衣
食
住
が
具
わ
っ
て
い
る
。
現
世

に
お
け
る
墓
所
が
幽
冥
界
を
表
象
す
る
。
③
幽
冥
界
に
い
る
霊
魂
と

こ
の
世
の
人
々
と
は
、
祭
を
通
し
て
交
流
で
き
る
。
④
死
後
の
霊
魂

は
、
こ
の
世
の
子
孫
を
保
護
し
助
け
る
。
⑤
死
後
の
霊
魂
は
、
大
国

主
命
の
審
判
を
う
け
る
。
⑥
人
の
道
を
は
ず
れ
悪
事
を
な
し
た
人
間

は
、
夜
見
ノ
国
へ
追
放
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
⑦
こ
の
世
は
仮
り
の

世
で
あ
り
幽
冥
界
こ
そ
永
遠
の
世
（
本
ツ
世
）
で
あ
る
か
ら
、
幽
冥

界
の
幸
福
や
殃

わ
ざ
わ
いこ

そ
が
真
実
の
幸
福
で
あ
り
殃
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

⑦
の
死
後
観
が
キ
リ
ス
ト
教
的
と
言
わ
れ
、
問
題
の
あ
る
見
解
だ
。

　

岡
熊
臣
の
死
後
観
は
、
宣
長
・
篤
胤
の
説
を
批
判
的
に
継
承
し
た
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折
中
案
と
も
言
え
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

①
死
後
の
霊
魂
の
う
ち
本
ツ
霊
は
、
月
夜
見
国
へ
行
く
。
本
ツ
霊
は

そ
の
後
見
聞
す
る
こ
と
も
認
識
す
る
こ
と
も
な
き
霊
魂
と
な
り
、
こ

の
世
と
断
絶
し
た
存
在
と
な
る
。
②
霊
魂
を
構
成
す
る
幸
魂
・
奇
魂

は
、
こ
の
世
に
あ
る
幽
冥
界
に
永
遠
に
留
ま
る
。
幽
冥
界
と
は
死
体

を
埋
葬
す
る
墓
所
で
あ
り
、
衣
食
住
の
道
も
備
わ
っ
て
い
る
。
ま
た

幽
冥
界
に
留
ま
る
霊
魂
は
神
と
同
様
に
、
子
孫
や
君
主
を
守
護
す
る

働
き
を
す
る
し
、
祭
れ
ば
来
格
す
る
。
そ
し
て
幽
冥
界
の
主
宰
神
は
、

大
国
主
命
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
要
約
し
て
み
る
と
、
①
は
宣
長
の

黄
泉
国
説
を
、
②
は
篤
胤
の
主
張
す
る
大
国
主
命
の
審
判
や
こ
の
世

＝
仮
り
の
世
・
来
世
＝
本
ツ
世
と
い
う
説
を
除
け
ば
、
篤
胤
の
死
後

観
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
熊
臣
は
人
間
の
霊
魂
を
本
ツ
霊
と
幸
魂
・
奇

魂
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
し
て
、
宣
長
・
篤
胤
の
説
を
、
う
ま
く

折
中
し
た
と
思
わ
れ
る
。

㈢
死
の
対
処
法
に
つ
い
て

　

死
の
対
処
法
と
は
、
死
に
つ
い
て
や
死
後
観
を
前
提
に
、
人
間
に

と
っ
て
絶
対
に
避
け
ら
れ
な
い
死
に
、
ど
う
立
ち
向
う
べ
き
か
の
問

題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
死
」
の
問
題
に
対
す
る
解
答
の
う
ち
、

も
っ
と
も
重
要
な
課
題
と
言
え
よ
う
。
前
項
と
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
主
張
の
要
点
の
み
眺
め
て
み
た
い
。

　

吉
川
惟
足
の
死
の
対
処
法
は
、「
天
命
を
以
て
人
と
な
り
」
と
い

う
人
間
観
が
、
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
天
理
の
一

元―

混
沌
と
も
天
と
も
神
と
も
置
き
代
え
ら
れ
る―

よ
り
、
天

命
を
も
っ
て
生
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
天
命
を
尽
せ
ば
、
天
理

の
一
元―

こ
こ
で
は
高
天
原
や
日
之
少
宮
が
わ
か
り
易
い―

に

帰
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
各
々
の
死
を
克
服
す
る
こ
と
が
、
可
能
で
あ

る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
逆
に
天
命
を
尽
す
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
は
、
死
後
妖
怪
や
幽
霊
と
な
っ
て
永
遠
に
苦
し
む
、
と
い
う

主
張
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
天
命
を
尽
す
と
か
守
る

こ
と
の
具
体
的
内
容
で
あ
ろ
う
。
一
応
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
る
。
人
間
は
四
民
（
士
農
工
商
）
に
分
か
れ
て
生
れ
る
か
ら
、各
々

の
家
業
に
励
む
こ
と
。
君
主
へ
の
忠
義
や
親
へ
の
孝
行
を
は
じ
め
、

五
倫
（
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
）
に
お
け
る
道
徳
を
守
る
。

大
欲
を
制
御
し
、
心
を
直
に
し
て
善
行
を
為
す
こ
と
。
換
言
す
れ
ば
、

惟
足
は
死
を
克
服
す
る
方
法
と
し
て
、
天
な
い
し
神
か
ら
与
え
ら
れ

た
目
標
を
成
就
す
る
、
と
い
う
人
間
の
努
力
に
主
眼
を
置
い
た
説
き

方
を
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

中
西
直
方
の
死
の
対
処
法
の
基
本
は
、
神
か
ら
生
ま
れ
て
神
に
帰

る
、
と
い
う
点
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
生
死
一
体
、
人
生
は

神
よ
り
出
て
神
に
か
へ
る
也
」（『
神
明
斉
元
要
鑑
』）
と
あ
る
。
始
め

あ
れ
ば
終
り
あ
る
人
間
に
と
っ
て
、
神
よ
り
生
れ
て
神
に
帰
る
こ
と

が
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
後
の
安
心
も
保
証
さ
れ
る
、
と

い
う
。
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
、
そ
の
方
法
は
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「
人
の
道
」
に
求
め
ら
れ
る
。「
人
の
道
」
と
は
、
具
体
的
に
は
次
の

四
点
に
要
約
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
天
業
・
天
職
に
励
む
べ
き
こ

と
。
人
間
の
本
心
は
、
天
理
や
混
沌
の
始
め
と
規
定
し
、
そ
れ
を
守

る
こ
と
。
各
々
の
徳
性
を
、神
明
に
近
づ
け
る
。
具
体
的
に
は
清
浄
・

正
直
の
実
践
に
あ
る
。
そ
し
て
神
の
恵
み
や
ご
加
護
を
得
る
た
め
の

祭
り
や
神
へ
の
祈
り
の
実
修
。
こ
の
他
に
も
、
死
の
対
処
法
と
し
て
、

祓
の
効
用
が
部
分
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
死
て
は
魂
鬼

元
々
本
々
と
高
天
原
に
帰
り
安
鎮
す
る
、
是
祓
の
神
徳
也
」（『
神
道

安
心
物
語
』）
と
。

　

以
上
直
方
の
死
の
対
処
法
を
要
約
し
て
み
た
が
、
惟
足
の
説
と
類

似
し
た
点
も
み
ら
れ
る
の
で
、
若
干
注
意
す
べ
き
点
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
死
の
対
処
法
の
基
本
は
、
両
者
と
も
に
天
命
を
尽
す
こ
と
、

あ
る
い
は
人
の
道
を
実
践
す
る
こ
と
、
と
共
通
し
て
い
る
。
け
れ
ど

も
、
惟
足
に
お
い
て
は
天
命
を
尽
す
こ
と
が
日
之
少
宮
に
行
け
る
か

ど
う
か
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
が
、
直
方
の
場
合
や
や
異
な
る
。
直

方
の
死
後
観
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
の
善
行
悪
業
は
来
世

と
は
断
絶
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
世
の
生
前
の
努
力
が
、
因
果
応

報
的
に
死
後
の
安
心
の
基
準
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
直
方
は
外

宮
の
神
職
で
あ
っ
た
か
ら
、
神
へ
の
祈
り
や
祭
り
な
い
し
は
祓
の
実

践
が
、
死
の
対
処
法
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
な
ど
の
特
色
が
み
ら

れ
る
。

　

若
林
強
斎
の
死
の
対
処
法
を
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
強
斎

の
場
合
は
、
死
後
観
と
同
様
死
の
対
処
法
も
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。

天
ツ
神
か
ら
賜
わ
っ
た
御
魂
を
損
わ
ぬ
よ
う
尊
び
ま
つ
る
。
具
体
的

に
は
忠
孝
な
ど
の
徳
目
を
実
践
す
る
こ
と
が
、
死
を
克
服
す
る
た
め

の
重
要
な
方
法
と
説
い
て
い
る
。
し
か
も
忠
孝
を
尽
さ
な
け
れ
ば
、

死
後
幽
霊
と
な
っ
て
苦
し
む
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
要
約
し
て
み
る

と
、
強
斎
の
主
張
は
惟
足
の
そ
れ
と
構
造
的
に
一
致
す
る
と
言
え
る
。

強
い
て
両
者
の
相
違
を
指
摘
す
れ
ば
、
惟
足
の
場
合
に
は
、
家
業
に

励
む
こ
と
や
五
倫
の
理
（
親
・
義
・
別
・
序
・
信
）
を
守
る
こ
と
が
天

命
を
尽
す
こ
と
の
内
容
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
強
斎
は
忠
・
孝
の

二
点
が
突
出
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
所
に
独
自
性
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　

次
に
、
本
居
宣
長
の
死
の
対
処
法
を
要
約
し
て
み
た
い
。
宣
長
の

場
合
、
死
後
黄
泉
国
へ
行
く
と
い
う
主
張
が
基
本
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
の
見
方
か
ら
導
か
れ
る
死
の
対
処
法
は
以
下
の
よ
う
に
な
ろ

う
。
死
後
霊
魂
は
こ
の
世
を
離
れ
穢
れ
多
き
黄
泉
国
へ
行
く
他
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
悲
し
む
よ
り
他
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
神
の
仕
業

で
あ
っ
て
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
宇
宙
の
秩
序
を

考
え
る
神
々
の
御
意
志
に
逆
ら
う
べ
き
で
は
な
く
、
悲
し
き
も
の
と

し
て
受
容
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

が
神
意
と
す
れ
ば
、
死
を
悲
し
む
こ
と
こ
そ
、
人
間
に
と
っ
て
正
し

い
対
処
法
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
宣
長
は
以
上
の
よ
う
な

対
処
法
だ
け
で
す
ま
せ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
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る
。そ
の
理
由
や
論
拠
は
前
掲
拙
著（
第
四
章
第
二
節「
本
居
宣
長
の『
死
』

の
問
題
」）
に
譲
る
が
、
こ
の
世
で
す
ぐ
れ
た
功
績
を
あ
げ
た
人
々
の

強
い
霊
魂
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
の
人
々
の
霊
魂
も
ほ
ど
ほ
ど
に
こ
の

世
に
留
ま
り
、
こ
の
世
の
人
々
の
幸
福
実
現
を
支
援
す
る
働
き
を
す

る
。
つ
ま
り
、
死
後
の
霊
魂
が
神
霊
と
同
様
の
働
き
を
す
る
こ
と
を
、

宣
長
は
是
認
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
宣
長
は
自
分
自
身
が
神
霊
と

な
る
こ
と
を
願
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
安
心
を
得
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
考
さ
れ
る
。

　

平
田
篤
胤
の
死
の
対
処
法
は
、
複
雑
な
死
後
観
と
密
接
な
つ
な
が

り
を
持
っ
て
い
る
。
死
後
観
の
問
題
を
省
略
し
て
結
論
だ
け
述
べ
る

と
、
死
後
の
幸
福
や
苦
し
み
を
も
た
ら
す
基
準
が
、
こ
の
世
に
お
け

る
「
真
ノ
道
」
の
実
践
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
篤
胤
が
主
張

す
る
「
真
ノ
道
」
と
は
、
次
の
三
点
に
要
約
で
き
る
。
①
日
本
は
神

国
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
②
神
々
の
実
在
や
そ
の
働
き
を
知
り
、

神
々
を
尊
ぶ
こ
と
。
③
人
間
は
産
霊
神
の
御
魂
に
よ
っ
て
生
れ
、
自

ら
五
倫
五
常
が
具
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
実
践
す
べ
き
こ
と
と

ま
と
め
ら
れ
る
。

　

岡
熊
臣
の
場
合
は
、
宣
長
・
篤
胤
両
説
の
影
響
が
強
く
、
死
の
対

処
法
を
一
つ
に
ま
と
め
に
く
い
。
し
か
し
一
つ
に
要
約
し
て
み
る
と
、

人
間
は
天
皇
の
た
め
に
天
ツ
神
が
造
り
だ
し
も
の
だ
か
ら
、
天
皇
の

臣
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
、
身
分
に
応
じ
て
職
業
に
励
み
、
君
主
・

両
親
・
子
孫
の
幸
福
を
願
っ
て
努
力
す
れ
ば
、
死
後
こ
の
世
に
実
在

す
る
幽
冥
界
に
留
ま
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
篤
胤
が
主
張
す
る
よ
う

な
、
生
前
の
生
き
方
に
よ
っ
て
死
後
の
審
判
を
受
け
る
と
い
う
考
え

は
見
ら
れ
な
い
。
善
人
も
悪
人
も
幽
冥
界
に
行
っ
て
、
天
皇
や
子
孫

を
守
護
す
る
働
き
を
す
る
と
い
う
。

四
、
結
び
に
代
え
て

　

前
節
で
紹
介
し
た
神
道
思
想
家
六
人
の
主
張
を
通
し
て
、
神
道
の

生
死
観
の
枠
組
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
公
約
数
的

見
解
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　

㈠
人
間
観
お
よ
び
死
に
つ
い
て　

第
一
に
人
間
の
出
生
に
あ
た
っ

て
、
人
間
は
神
か
ら
授
か
っ
た
と
い
う
認
識
を
も
つ
よ
う
に
教
え
て

い
る
。
第
二
に
、
人
間
の
本
性
は
い
ろ
い
ろ
に
捉
え
ら
れ
る
が
、
基

本
的
に
は
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
本
性
を
、
そ
の
ま
ま
生
き
る
こ
と
が

善
と
さ
れ
る
。
第
三
に
人
間
の
生
き
る
意
味
は
、
神
か
ら
生
れ
た
人

間
は
何
を
為
す
べ
き
か
を
認
識
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
生
れ
な
が
ら

知
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
中
心
に
生
き
る
こ
と
と
捉
え
ら
れ
る
。

第
四
に
死
に
つ
い
て
は
、
儒
教
的
神
道
家
（
吉
川
・
中
西
・
若
林
）
と

古
学
神
道
家
（
宣
長
・
篤
胤
・
熊
臣
）
の
間
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。
け

れ
ど
も
、
古
学
神
道
家
の
説
く
よ
う
に
死
も
神
の
し
わ
ざ
と
捉
え
る

方
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
死
を
悲
し
き
も
の
と
見
る
こ

と
と
同
様
、
神
道
古
典
の
伝
承
と
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

㈡
死
後
観
に
つ
い
て　

第
一
に
、
死
後
の
霊
魂
は
祭
り
を
通
し
て
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こ
の
世
の
人
々
と
交
流
す
る
と
い
う
主
張
は
、
全
員
一
致
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
は
、
統
一
が
な
く
決
定
し
難

い
。
そ
の
意
味
で
は
、
死
後
ど
こ
へ
行
く
の
か
は
個
人
の
信
仰
に
ま

か
せ
て
、
祭
り
を
通
し
て
こ
の
世
の
人
々
と
交
わ
る
こ
と
に
、
強
調

点
を
お
く
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
神
葬
祭
を
通
し
て
の
見
方
も
一

致
し
て
い
る
。
第
二
に
死
後
の
霊
魂
の
働
き
に
つ
い
て
も
、
中
西
直

方
以
外
の
見
解
は
ほ
と
ん
ど
同
一
と
い
え
よ
う
。
神
葬
祭
に
お
い
て

も
、
類
似
の
主
張
が
み
ら
れ
る
。
第
三
に
、
こ
の
世
の
善
行
悪
業
に

よ
っ
て
死
後
の
世
界
に
相
違
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
死
後
の
世
界

が
一
定
し
が
た
い
こ
と
、
仏
教
の
因
果
応
報
的
色
彩
が
強
く
、
神
道

の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
根
拠
薄
弱
と
思
わ
れ
る
。

　

㈢
死
の
対
処
法　

神
道
思
想
家
の
諸
説
は
必
ず
し
も
一
定
と
は
言

え
な
い
が
、
神
の
御
魂
を
い
た
だ
い
て
生
れ
た
人
間
は
、
神
の
御
言

（
命
令
）
を
実
現
す
る
よ
う
日
常
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
後

の
安
心
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
考
え
が
基
本
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
神
道
思
想
家
達
に
よ
る
神
道
の
生
死
観
は
、
日
本

の
神
々
の
実
在
を
信
仰
す
る
思
想
家
の
生
死
観
の
共
通
項
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
六
人
の
思
想
家
が
「
死
」
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
解
答
を
提
起
し
て
い
る
か
を
抽
出
す
る
と
い
う
単
純
な
作
業

さ
え
す
れ
ば
、
難
し
い
議
論
を
す
る
必
要
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
典
拠

と
し
て
明
白
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
死
」
の
問
題
に
対
す
る

答
え
を
得
る
の
は
、
容
易
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
上

田
氏
の
「
日
本
神
話
に
見
る
生
と
死
」
は
、
第
二
節
で
詳
細
に
紹

介
・
コ
メ
ン
ト
し
た
よ
う
に
、『
記
紀
』
の
伝
承
を
典
拠
と
し
た
と

言
い
な
が
ら
主
張
の
大
部
分
は
、
上
田
氏
の
「
神
学
的
理
解
」
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
上
田
氏
の
述
べ
る
よ
う
解
釈

す
る
の
が
適
切
か
ど
う
か
、
あ
い
ま
い
さ
が
避
け
ら
れ
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
い
う
意
味
で
、
神
道
古
典
の
み
を
典
拠
と
し
て
、
神

道
の
生
死
観
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
方
法
に
問
題
を
感
じ
る
。
一
例

を
あ
げ
て
み
た
い
。
上
田
氏
は
本
居
宣
長
の
死
後
観
を
批
判
的
に
取

り
上
げ
、「
美
神
（
伊
耶
那
美
神―

引
用
者
注
）
の
場
合
を
典
型
と
し
て
、

す
べ
て
人
は
そ
の
死
後
黄
泉
に
行
か
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
」
と
い

う
。
そ
し
て
美
神
の
場
合
で
さ
え
、『
古
事
記
』
で
は
「
黄
泉
大
神
」

と
な
ら
れ
な
が
ら
、
出
雲
国
と
伯
伎
国
の
堺
・
比
婆
山
に
葬カ

ク
シま

つ
る

と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
に
は
紀
伊
国
の
熊
之
有
馬
村
に
葬
ま
つ
る

と
見
え
る
。
同
様
に
伊
耶
那
岐
大
神
の
場
合
も
『
古
事
記
』
で
は
淡

海
の
多
賀
に
坐
す
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
で
は
高
天
原
の
日
之
少
宮
、

一
書
で
は
淡
路
之
州
の
幽
宮
に
隠
れ
る
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
要

す
る
に
行
く
べ
き
他
界
は
、
一
定
し
て
い
な
い
。
し
か
も
同
時
多
在

が
可
能
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
結
論
な
の
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
の
前
半
部
分
は
良
い
が
、
後
半
の
「
同
時
多
在
」

と
い
う
理
解
が
適
切
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
ろ
う
。
伊
耶
那
美
神
の
場

合
で
さ
え
も
死
後
黄
泉
国

0

0

0

0

0

へ
行
っ
た
の
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
ほ

ど
で
あ
り
、
伊
耶
那
岐0

大
神
に
お
い
て
も
死
後
日
之
少
宮

0

0

0

0

0

0

に
行
っ
た
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の
か
、
記
紀
の
伝
承
の
み
で
は
明
白
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
上
美
神

を
葬か

く
しま

つ
っ
た
「
比
婆
山
」
や
「
有
馬
村
」
は
中
津
国
で
あ
り
、
岐

神
の
幽
宮
も
「
淡
海
の
多
賀
」
や
「
淡
路
之
州
」
と
す
れ
ば
、
こ
の

世
で
あ
る
中
津
国
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
死
後
行
く
べ
き
他
界
が
「
同

時
多
在
」
と
い
う
結
論
に
は
な
り
難
い
か
ら
だ
。

　

以
上
、
上
田
氏
の
論
考
「
日
本
神
話
に
見
る
生
と
死
」
の
内
容
紹

介
お
よ
び
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
た
。
続
い
て
拙
著
『
神
道
の
生
死
観
』

で
論
じ
た
六
人
の
神
道
思
想
家
の
生
死
観
の
結
論
の
み
を
要
約
し
、

そ
れ
ら
の
共
通
項
を
抽
出
し
神
道
的
生
死
観
の
基
本
的
主
張
と
し
て

紹
介
し
た
。
上
田
氏
は
神
道
古
典
を
対
象
に
、
筆
者
は
神
道
思
想
家

の
生
死
観
を
対
象
と
す
る
方
法
を
用
い
た
が
、
検
討
の
結
果
に
お
い

て
は
類
似
し
た
内
容
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
上
田
氏
が
論
じ

た
「
生
と
死
の
起
源
」「
生
の
姿
勢
や
死
へ
の
態
度
」
な
ど
の
テ
ー

マ
は
、
神
道
古
典
に
お
い
て
直
接
取
り
扱
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
氏

の
思
弁
や
解
釈
と
い
う「
神
学
的
理
解
」を
中
心
と
し
た
記
述
と
な
っ

た
。
神
道
の
生
死
観
を
論
ず
る
に
は
、「
神
道
古
典
」
の
み
を
用
い

た
の
で
は
、
根
拠
が
薄
弱
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
印
象
を
受

け
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
よ
っ
て
上
田
氏
の
論
考
「
日
本
神
話
に
見

る
生
と
死
」
の
価
値
が
下
が
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神

道
神
学
的
業
績
は
、
ど
れ
だ
け
の
神
道
者
が
共
鳴
し
受
け
入
れ
て
も

ら
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
神
道
の
生
死
観

を
考
え
る
際
に
、
神
道
古
典
の
み
を
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
も
、
見
当
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
1
）　
『
神
道
の
生
死
観―

神
道
思
想
と
「
死
」
の
問
題
』（
ぺ
り
か
ん
社
・

平
成
元
年
六
月
）。

（
（
）　

上
田
賢
治
著
『
神
道
神
学
論
考
』（
大
明
堂
・
平
成
三
年
）
所
収
。

た
だ
し
初
出
は
『
東
洋
学
術
研
究
』
第
二
十
七
巻
第
二
号
（
昭
和

六
十
三
年
八
月
）。

（
（
）　

拙
稿
「
神
道
神
学
の
素
材
と
視
点
に
関
す
る
覚
書
」（『
神
道
宗

教
』
九
十
三
号
・
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
）
に
お
い
て
、
日
本
の

神
々
の
実
在
を
意
識
的
に
信
じ
る
神
道
者
は
、
神
道
神
学
（
神
々

に
対
す
る
自
己
の
信
仰
の
言
葉
化
）
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る
と
提

唱
。
神
学
を
構
築
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
⑴
神
社
史
⑵
祭
り
の

伝
統
⑶
神
道
古
典
⑷
神
道
思
想
史
⑸
神
道
芸
術
の
五
つ
を
典
拠
に

考
え
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
し
か
し
⑸
神
道
芸
術
に
つ
い
て

は
未
開
拓
の
分
野
で
あ
り
、
⑴
神
道
史
や
⑵
祭
り
の
伝
統
の
中
で

扱
え
る
こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
そ
の
後
四
つ
の
素
材
に
改
め
て
い

る
。
拙
著
『
神
道
と
は
な
に
か
』
も
、
四
つ
の
素
材
・
祭
り
神
社
・

神
道
古
典
・
神
道
思
想
史
を
通
し
て
、「
神
道
と
は
な
に
か
」
の

答
案
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
臓
器
移
植
問
題
・
家
庭
の
問
題
・
宗

教
教
育
な
ど
現
代
の
諸
問
題
に
神
道
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
な
提

言
が
可
能
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
際
に
、
四
つ
の
素
材
を
典
拠
に

論
じ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
。
拙
著
『
現
代
社
会
と
神
道
』
や
『
現

代
の
諸
問
題
と
神
道
』
な
ど
に
、
当
該
拙
論
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
4
）　

平
藤
喜
久
子
著
『
神
話
学
と
日
本
の
神
々
』（
弘
文
堂
・
平
成
十

六
年
三
月
）
の
第
一
章
「
日
本
神
話
の
比
較
神
話
学
的
研
究
の
歴
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史
」
に
お
い
て
、
神
話
と
い
う
語
の
定
着
時
期
を
明
治
二
十
年
代

と
主
張
し
、「m

ythology

に
『
神
話
』
と
い
う
語
が
あ
て
ら
れ
」

（
（
頁
）
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
（
）　

上
田
賢
治
氏
は
、
最
晩
年
『
記
紀
神
話
の
神
学
』（
大
明
堂
・
平

成
十
四
年
十
二
月
）
を
執
筆
し
て
い
る
。
逝
去
さ
れ
る
前
年
、「
神

話
」
と
い
う
語
を
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
対
し
て
使
用
す

る
の
は
、
神
々
の
実
在
を
信
じ
る
神
道
者
に
は
不
適
当
な
言
葉
と

申
し
上
げ
た
が
、
賛
同
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
（
）　
『
神
道
の
生
死
観
』
を
概
観
す
る
た
め
に
、
章
題
お
よ
び
節
題
の

み
を
掲
げ
て
お
く
。
序
（
１
頁
～
10
頁
）　

第
一
章
吉
川
神
道
に

お
け
る「
死
」の
問
題（
11
頁
～
7（
頁
）　

第
一
節
吉
川
惟
足
の「
死
」

の
問
題　

第
二
節
吉
川
惟
足
と
朱
子
の
「
死
」
の
問
題　

第
二
章

伊
勢
神
道
に
お
け
る
「
死
」
の
問
題
（
77
頁
～
136
頁
）　

第
一
節

中
西
直
方
の
「
死
」
の
問
題　

第
二
節
中
西
直
方
の
排
仏
論
と
生

死
観
形
成　

第
三
章
垂
加
神
道
に
お
け
る
「
死
」
の
問
題
（
137
頁

～
198
頁
）　

第
一
節
垂
加
神
道
に
お
け
る
「
死
」
の
問
題　

第
二

節
若
林
強
斎
の「
死
」の
問
題　

第
四
章
古
学
神
道
に
お
け
る「
死
」

の
問
題（
199
頁
～
288
頁
）　

第
一
節
本
居
宣
長
と
平
田
篤
胤
の「
死
」

の
問
題　

第
二
節
本
居
宣
長
の
「
死
」
の
問
題　

第
三
節
平
田
篤

胤
の
「
死
」
の
問
題　

第
四
節
岡
熊
臣
の
「
死
」
の
問
題　

第
五

章
結
語―

神
道
思
想
家
と
「
死
」
の
問
題
（
289
頁
～
312
頁
）　

余
論
（
313
頁
～
336
頁
）　

新
国
学
に
お
け
る
「
死
」
の
問
題　

あ

と
が
き
（
337
頁
～
341
頁
）。

（
國
學
院
大
學
学
長
）




