
 
 

一
九
八
九
年
十
二
月
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
 

チ
 ヤ
ウ
シ
・
 ヱ
ス
ク
 

政
権
は
崩
壊
し
た
。
そ
れ
ほ
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
個
人
崇
拝
 に
よ
る
支
配
と
回
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シ る償いれ 統合 封ギ 

ア 正 。 行るる的に建 の。 。 な代領シ り 

教 中 ま 生 償 わ 主ア 

レ
ー
 

ノ
 

マ
ニ
ア
の
農
村
共
同
体
に
お
け
る
 

異
教
的
慣
行
の
意
義
に
つ
い
て
 

｜
 葬送
儀
礼
を
中
心
と
し
て
 

｜
 



公
選
出
を
認
め
る
間
接
支
配
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
 

他
 の
 バ
ル
カ
 ソ
 諸
国
が
封
建
的
な
土
地
制
度
を
ト
ル
コ
に
 よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
の
 

ほ
 、
十
三
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
十
四
 世
紀
に
は
ル
ー
マ
ニ
ア
人
に
よ
る
国
家
建
設
が
始
ま
る
 が
 、
十
五
世
紀
に
は
、
 

オ
ス
マ
 ソ
 ・
ト
ル
コ
の
支
配
下
に
入
る
。
ト
ル
コ
に
よ
る
 支
配
は
 、
 他
の
バ
ル
カ
ン
諸
国
と
は
異
な
り
、
ル
ー
マ
 二
ア
人
 自
身
に
よ
る
 大
 

p
 一
％
遺
跡
や
 
、
 ル
一
マ
ニ
ア
語
が
 
ラ
テ
ソ
糸
 言
語
で
あ
 る
こ
と
か
ら
も
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

p
 一
 マ
 帝
国
の
支
配
は
長
く
 

は
な
く
、
続
く
数
世
紀
の
間
は
遊
牧
民
の
侵
入
に
よ
っ
て
 

｜
 マ
ニ
ア
民
族
は
歴
史
の
闇
の
な
か
へ
と
消
え
、
 

そ
の
姿
を
再
び
現
す
の
 

な
 農
村
の
状
態
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
歴
史
的
な
特
殊
性
に
 基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ル
ー
マ
ニ
ア
 民
 族
の
成
立
は
、
二
世
紀
 

の
 ロ
ー
マ
帝
国
の
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
 

ダ
 チ
ア
征
服
に
始
ま
 
る
と
い
わ
れ
る
。
 
p
 ー
 マ
 の
影
響
は
、
現
在
も
発
掘
が
 行
わ
れ
て
い
る
多
く
の
 

た
し
か
に
ル
ー
マ
ニ
ア
に
は
、
現
在
も
我
々
に
は
信
じ
が
 た
い
ほ
ど
の
伝
統
的
な
生
活
を
残
し
て
い
る
農
村
が
多
 く
 存
在
す
る
。
マ
ス
 

コ
ミ
や
交
通
手
段
が
未
発
達
で
あ
る
せ
い
で
あ
ろ
う
が
、
 人
々
の
生
活
の
の
ど
か
さ
と
素
朴
さ
は
、
驚
く
べ
き
も
 の
が
あ
る
。
そ
の
 ょ
ぅ
 

線
 を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
コ
メ
コ
ン
内
で
の
分
業
 政
策
に
よ
る
ル
 
l
 マ
ニ
ア
の
農
業
国
と
し
て
の
位
置
付
 げ
に
反
対
し
て
独
自
 路
 

線
 を
と
っ
た
こ
と
に
由
来
し
た
。
工
業
化
に
固
執
す
る
 チ
 ャ
ウ
シ
ヱ
ス
ク
 
に
と
っ
て
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
旧
態
無
と
 し
た
農
村
は
、
近
代
化
 

へ
の
大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
。
 

し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
伝
統
的
な
農
村
の
生
活
様
式
を
 変
え
よ
 5
 と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
 は
 、
東
西
対
立
が
厳
し
 

い
 時
代
か
ら
西
側
資
本
を
導
入
し
工
業
化
を
図
り
、
あ
ら
 ゆ
る
機
会
に
そ
の
成
果
を
讃
え
た
。
ル
ー
マ
ニ
ア
が
 ソ
 連
 と
対
立
し
、
中
立
 路
 

ャ
 ウ
シ
ェ
ス
ク
政
権
の
下
で
は
、
さ
ら
に
農
村
改
造
計
画
 （

四
の
（
の
 

日
ぃ
 
（
 
@
z
a
 

（
の
）
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
農
村
の
徹
底
 

的
な
破
壊
が
行
わ
れ
よ
 

ぅ
 と
し
て
い
た
。
こ
の
計
画
は
、
各
地
の
農
村
の
住
民
を
 新
し
い
 コ
、
、
、
ユ
 

ー
 ソ
 の
集
団
住
宅
へ
と
移
住
さ
せ
、
 経
 済
の
効
率
化
を
目
的
と
 

時
に
、
社
会
主
義
に
 よ
 る
近
代
化
政
策
の
挫
折
を
も
意
味
 し
て
い
た
。
他
の
東
欧
諸
国
同
様
、
第
二
次
大
戦
後
、
 

社
会
主
義
国
家
と
な
っ
 

 
 

た
 
ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
、
計
画
経
済
の
名
の
も
と
に
生
産
が
 一
元
化
さ
れ
、
ま
た
集
団
化
に
よ
っ
て
農
村
の
近
代
化
 が 図
ら
れ
て
き
た
。
 

チ
の
 

 
 



 
 

Ⅱ
め
に
は
農
村
文
化
を
、
一
方
に
お
い
て
は
、
封
建
的
 

領
主
に
従
属
し
た
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
と
の
関
係
で
、
 

他
 方
で
は
、
社
会
主
義
 ィ
デ
オ
は
 

 
 

ノ
ン
 

-
3
@
 

ロ
ギ
ー
と
の
関
係
で
と
ら
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
下
 の 論
述
に
お
い
て
は
、
 
二
 0
 
世
紀
初
頭
の
社
八
百
字
調
査
 の
 資
料
か
ら
そ
の
典
型
 

 
 

性
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
伝
統
的
な
農
村
文
化
の
理
 解
 が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
 

 
 畦

る
 。
こ
う
し
た
点
で
、
ル
ー
マ
ニ
ア
は
同
じ
キ
リ
ス
 ト
 救
国
な
が
ら
 ョ
 ー
 p
,
 パ
 辺
境
と
し
て
の
特
異
性
を
 示
し
て
い
る
。
 

寸 共同体におけ 

ふ l た 
つ p 
ぎ ツ ル り "  / ヶ く @ Ⅰ マ ll 
公 お こ 

的 い ア 

社会は 観念と ては、 
秩 キ   
序 り 贈 
を ス 手 

形 ト を 
成 教 基 
し （ 盤 
て 特 に 

  
い ス 関 

わ タ 係 
れ @ ソ に 

るこト 満 
が ） ち 

、 が て 

ル 死 お 

l て通、 なり 
二 じ な 

ア て に 

で， 絶 ご 
やま 方寸 と 

、 的 も 
公 な コ 

的 親 ネ 

によ 観念 範を 

が 確 っ 

大 立 て 

女 し 白し 、 勤 く 

て 古 社 
い 代 会 
る 的 で   
よ な あ 

贈与 うに る 。 
ぽ 、 関 近 
わ 係 代 
れ を ョ 

 
 

 
 

 
 

 
 行

要
 があ
ろ
う
。
 

，
噴
 

  意義について 

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
農
村
の
歴
史
を
語
る
場
合
、
キ
リ
 ス
ト
教
を
無
視
す
る
 
め
 げ
に
は
い
か
な
い
。
ル
ー
マ
ニ
 ア
 で
は
ギ
リ
シ
ア
 
正
 

教
が
 封
建
領
主
の
手
厚
い
保
護
を
 ぅ
げ
 、
各
地
に
教
会
を
 建
て
全
土
に
広
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
農
村
共
同
体
内
 の
 誕
生
、
結
婚
、
死
の
 

儀
式
に
お
い
て
も
司
祭
の
存
在
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
 て
お
り
、
農
民
の
生
活
に
外
面
的
に
は
浸
透
し
て
い
た
 。
だ
が
、
農
村
の
様
々
 

な
 慣
行
や
伝
承
の
な
か
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
と
い
い
が
 た
い
宗
教
的
な
要
素
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
 

キ
 リ
ス
ト
教
は
農
民
の
内
 

面
 に
ど
こ
ま
で
浸
透
し
て
い
た
か
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
 信
仰
が
、
農
民
の
生
活
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
て
 い
 た
の
か
も
、
問
 う
必
 

@
@
"
 

題
を
担
っ
て
出
発
し
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
 

に
 対
し
て
、
 
ル
 一
マ
ニ
ア
で
は
封
建
的
土
地
所
有
 は
 近
代
 に
 至
る
ま
で
残
存
し
、
一
九
世
紀
の
近
代
国
家
建
設
後
 も
 、
土
地
問
題
が
社
会
 

的
 政
治
的
問
題
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
深
刻
さ
は
、
 

ル
｜
 マ
ニ
ア
の
社
会
学
が
、
農
村
の
近
代
化
の
た
め
の
農
村
 文
化
の
理
解
と
い
う
 課
 



死
 と
は
、
民
衆
の
日
常
生
活
に
 ぅ
 が
た
れ
た
亀
裂
で
あ
り
 、
共
同
体
に
特
殊
な
時
間
と
空
間
を
形
成
す
る
。
日
常
 的
 時
間
は
そ
の
流
れ
 

を
 止
め
、
共
同
体
は
死
者
を
通
じ
て
一
気
に
異
男
に
直
面
 す
る
。
そ
う
し
た
冥
界
へ
の
通
路
を
開
く
死
は
、
突
然
 の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
 

ら
 な
 い
 "
 村
人
に
は
、
死
に
対
し
て
準
備
す
る
時
間
が
必
 要
 で
あ
る
。
突
然
の
死
を
恐
れ
る
村
人
は
、
自
然
現
象
 の
な
か
に
、
な
ん
ら
か
 

0
 兆
候
を
さ
が
し
だ
そ
う
と
す
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
、
 

死
に
先
立
っ
て
様
々
な
告
知
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
 た
 。
た
と
え
ば
、
夜
空
 

0
 厘
々
が
、
人
間
の
連
命
を
表
し
て
い
る
と
考
え
、
星
が
 流
れ
る
こ
と
を
人
間
の
死
と
な
ぞ
ら
え
た
。
ま
た
夜
、
 

家
 の
な
か
で
床
が
な
る
 

と
 人
が
亡
く
な
る
と
か
、
夜
の
あ
い
だ
に
歯
が
抜
け
た
り
 、
奥
歯
を
抜
い
て
そ
れ
を
後
悔
す
る
夢
を
み
る
と
、
 

近
 親
 者
が
な
く
な
る
と
 考
 

え
ら
れ
た
。
あ
る
い
は
、
動
物
に
よ
る
予
兆
、
ふ
く
ろ
う
 が
 家
の
近
く
で
な
く
こ
と
、
犬
が
吠
え
る
こ
と
、
め
ん
 ど
り
が
お
ん
ど
り
の
よ
 

@
4
@
 

う
 に
な
く
こ
と
な
ど
も
死
の
兆
し
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
  
 

死
者
の
家
は
突
如
生
じ
た
危
険
の
中
心
に
位
置
し
、
冥
界
 か
ら
の
無
秩
序
な
力
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
、
様
々
な
 儀
式
が
行
わ
れ
る
。
 

そ
し
て
ま
た
、
死
に
よ
っ
て
生
じ
た
非
日
常
的
な
時
間
と
 空
間
を
は
っ
き
り
と
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
臨
終
の
瞬
 間
か
ら
、
死
者
の
妻
 と
 

娘
 が
そ
の
髪
を
ほ
ぐ
し
た
り
、
時
計
を
さ
か
さ
ま
に
す
る
 

 
 

亦
 す
よ
う
な
行
為
が
お
 

こ
 な
わ
れ
る
。
 

死
 が
訪
れ
た
家
は
、
そ
の
空
間
の
特
殊
性
を
示
す
も
の
が
 家
に
置
か
れ
た
。
た
と
え
ば
、
死
者
が
い
る
し
る
し
と
 し
て
、
家
の
外
の
量
 

葬
儀
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
的
祭
儀
と
異
教
的
慣
行
 

，
一
 

行
 

的
な
葬
送
儀
礼
の
紹
介
を
し
つ
つ
、
死
を
め
ぐ
る
様
々
な
 慣
行
と
伝
承
の
な
か
に
、
農
村
共
同
体
に
お
け
る
農
民
 の
 
心
性
と
共
同
体
と
の
 

 
 

 
  

 

関
係
を
考
察
す
る
。
 

 
 



ルーマニアの 農村共同体における 異教的慣行の 意義について 

者 ま て な る の 上 根       
ぬ 宛 ら も は ぎ チ た の に る が 安 ば の が ぎ ネ     
  家 

た な の な め は で ら が   
習 し な さ と 、 あ な ス 在 す ぇ 々 あ 。 こ 

慣 な か れ ば、 死 り い ト を よ て な か 一 と 

死 ぅ 親 物 し 九 が 
はいにるわ " の い 。 れがまき 者 " しり ゴ     で と 世 ど 

負市 し 糸己 こ 
頭 と 友 （ 司祭に ィ 生 は昔か るかぎ という る。ま 家の外 た、手 たりが 

の挨 国 拶 人 、 でも行 られて 蒙 て、 の終り 

て 習 @ われた し ナ し @1 。 の前に に、死 
定 と 櫛 老 け る そ そ   こ ち = 旨   
ざ な で の つ ま れ の へ 。 老 人 の み が モ 
れ っ 髪 上 し で に 一 の 蛾 は を 樹 の 未 ル 
た て を を て ず ょ っ 変 燭 「 偲 木 木 婚 ダ   
が お と 猫 一 っ っ は 身 を 袖 ん は か の ヴ 

も が で 葬 樹 若 ィ   
衆 も い が は や 関 を し   
@ し し 通 さ さ で 着 て き き た 打 枝 場 は 
な 掃 、 る れ れ 支 せ 生 て く ら 
お 際 部 と な る 私 も 者 い だ に 列 の が合 置 " 農 " 
も を 尾 、 い 明 い れ に な さ や 先 か 教 家 
習 す の 家 。 か が た 害 い い っ 頭 れ 会 の 
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仮
面
の
大
多
数
は
誇
張
し
た
老
人
の
姿
を
し
て
い
 

の
格
好
を
し
た
り
、
男
が
女
に
変
装
し
た
り
、
悪
魔
 

っ
て
い
て
も
、
死
の
世
界
を
暗
示
し
て
い
る
。
し
ば
 

に
参
加
し
た
も
の
は
、
そ
れ
を
十
分
に
た
の
し
ん
で
 

叫
び
を
伴
っ
て
次
第
に
早
く
な
る
。
最
初
の
う
ち
ほ
 る

 。
そ
れ
故
、
仮
面
は
「
老
人
」
と
い
う
総
称
で
示
さ
れ
 て
い
た
。
別
の
人
は
動
物
 

の
姿
を
と
っ
た
り
、
司
祭
の
真
似
さ
え
し
た
り
す
る
。
 仮
 面
は
 、
陽
気
な
外
見
を
と
 

し
ば
 嘘
 や
か
ら
か
い
や
ユ
ー
モ
ア
が
と
び
か
 5
 会
話
を
即
 興
 で
お
こ
な
 う
 が
、
通
夜
 

い
た
。
音
楽
が
始
め
ら
れ
る
。
 ダ
ソ
ス
 は
始
め
ゆ
っ
く
り
 と
 始
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
 

悲
し
み
を
覚
え
て
い
た
通
夜
に
参
加
し
て
い
る
人
々
も
 次
 第
 に
強
く
活
気
づ
け
ら
れ
 

人
々
が
行
 う
劇
と
 似
て
い
た
。
こ
の
ル
サ
ー
 リ
 に
行
わ
れ
 る
 儀
礼
は
、
一
種
の
死
者
崇
拝
と
し
て
の
性
格
を
も
 示
 し
 、
通
夜
で
の
陽
気
な
 

-
 
は
 @
 

騒
ぎ
を
理
解
す
る
 ぅ
 え
で
の
良
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
 

こ
の
通
夜
の
場
面
の
特
徴
を
な
す
の
は
、
変
化
に
富
ん
だ
 仮
面
劇
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
新
年
の
祝
祭
 や
 、
五
月
の
 ル
サ
ー
ジ
の
祭
り
に
 

は
 極
端
に
陽
気
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
通
夜
の
こ
の
陽
気
な
 

性
格
は
、
厳
粛
な
死
を
通
し
て
、
死
の
規
範
化
を
図
り
 

、
民
衆
を
管
理
し
よ
う
 

と
す
る
教
会
に
は
、
好
意
的
に
受
け
取
ら
れ
な
か
 

つ
 
@
l
-
l
 

ヰ
ハ
 

-
 
し
 
。
 

慣
を
守
っ
て
い
た
。
ま
た
四
旬
節
の
と
き
に
、
家
の
残
り
 物
 を
そ
と
に
だ
し
た
ら
、
家
畜
に
悪
 い
 こ
と
が
起
き
る
 

 
 

 
 

死
者
の
魂
は
 、
 死
の
訪
れ
と
と
も
に
す
み
や
か
に
旅
立
つ
 わ
 げ
で
は
な
い
。
魂
は
四
 0
 日
間
、
死
者
が
誕
生
し
た
 家
の
近
く
に
と
ど
ま
の
 

る
 。
昼
間
は
 、
 魂
は
故
人
が
生
き
て
い
た
間
に
経
験
し
た
 す
べ
て
の
場
所
を
め
ぐ
る
。
そ
し
て
晩
に
は
、
魂
は
休
 息
 す
る
た
め
に
帰
っ
て
 

く
る
。
魂
が
休
息
す
る
た
め
に
人
々
 は
、
 へ
魂
の
家
）
を
 
用
意
し
て
、
家
の
梁
に
つ
り
さ
げ
た
。
こ
の
魂
の
家
は
 、
 四
 0
 日
が
終
る
と
、
 

蝋
燭
を
三
日
間
見
守
っ
て
い
た
人
に
施
し
と
し
て
与
え
 ろ
 ね
 、
彼
ら
は
そ
の
中
に
供
え
ら
れ
た
食
物
を
食
べ
る
こ
 と
が
で
き
る
。
 

埋
葬
ま
で
の
三
日
間
の
う
ち
で
、
通
夜
は
特
に
興
味
深
い
 。
通
夜
は
死
と
埋
葬
の
間
の
二
夜
、
死
者
の
身
体
を
危
 険
 な
事
件
や
影
響
か
 

ら
 護
る
た
め
に
 タ
 べ
か
ら
 萌
 ま
で
 続
 げ
ら
れ
る
。
埋
葬
 ま
 で
の
三
日
間
の
な
か
で
も
、
夜
は
最
も
死
に
対
す
る
 恐
 怖
 が
強
 い
 時
間
で
あ
 

り
、
 死
の
伝
染
が
恐
れ
ら
れ
る
。
故
人
が
い
る
部
屋
に
は
 村
か
ら
様
々
な
年
齢
の
人
間
が
集
ま
り
、
夜
の
間
に
た
 ち
 む
か
う
。
こ
の
通
夜
 



鰻
 
の
 旗
 と
松
明
、
パ
ン
を
の
せ
た
 テ
一
 ブ
ル
、
司
祭
、
 

 
 

棺
 、
参
列
者
で
あ
る
。
参
列
者
の
な
か
で
は
、
婦
人
ほ
 

に
 接
し
た
 物
は
、
 死
の
伝
染
を
恐
れ
る
た
め
に
、
す
べ
 手

に
供
物
に
す
る
め
ん
ど
り
 

て
 処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

競
い
。
家
に
残
る
も
の
は
、
死
者
の
清
め
に
用
い
 
珪
 亜

を
庭
に
持
っ
て
出
て
、
そ
れ
を
力
一
杯
に
地
面
に
な
 げ
 つ
け
、
粉
々
に
す
る
。
そ
し
 

 
 

節
て
 死
者
が
横
た
わ
っ
て
い
た
寝
台
を
お
の
で
打
ち
壊
 す
 。
死
者
を
入
れ
た
棺
は
家
か
ら
 庭
へ
 引
き
出
さ
れ
る
 。
 女
 た
ち
 ほ
 か
た
ま
っ
て
 泣
 

鋤
き
な
が
ら
歩
き
始
め
る
。
ま
ず
出
発
す
る
の
は
、
 

一
 ニ
ー
 一
四
歳
の
男
の
子
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
十
字
架
で
 
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
教
会
 

潮
を
持
ち
、
他
の
人
は
手
桶
や
ま
た
棺
の
蓋
を
も
っ
。
 

す
べ
て
の
参
列
者
は
無
帽
で
あ
る
。
多
く
の
農
村
で
は
 、
い
ま
だ
に
未
婚
の
若
者
が
 

 
 
 
 

略
 
亡
く
な
っ
た
場
合
に
、
婚
礼
に
行
く
か
の
よ
う
に
 付
 ぎ
 添
い
が
つ
き
、
か
ざ
り
た
て
る
習
慣
が
の
こ
っ
て
 い
 る
 。
 そ
 5
 し
た
と
こ
ろ
で
は
 

般
若
者
の
墓
の
上
に
樹
木
を
置
く
習
慣
も
残
っ
て
い
る
 
。
こ
の
基
礎
に
は
結
婚
し
て
い
な
い
若
者
は
、
他
界
で
 現

世
に
連
続
す
る
生
活
を
送
 

@
 
"
@
 

。
 

鴫
 
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
信
仰
が
あ
る
。
こ
の
 モ
 チ
ー
フ
は
、
民
間
伝
承
の
な
か
で
重
要
な
要
素
を
な
し
 て
い
る
。
 

 
 

れ
る
。
そ
れ
は
他
界
へ
の
旅
の
過
程
で
通
ら
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
関
所
で
あ
る
と
 民
 

 
 

 
 

レ
 
衆
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
葬
列
は
死
者
の
他
界
へ
 の
旅
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
家
か
ら
 死
 者
 と
と
も
に
で
る
と
き
に
、
 

け
 

 
 

祈
り
が
行
わ
れ
る
。
葬
送
の
途
中
で
十
字
路
に
ぶ
つ
か
る
 と
、
 立
ち
止
ま
っ
て
休
息
と
祈
り
を
行
う
。
途
中
で
司
 祭
は
立
ち
止
ま
り
、
 祈
 

て
い
く
。
仮
面
は
ふ
 ざ
 げ
な
が
ら
踊
り
、
そ
こ
に
出
席
し
 た
人
に
つ
い
て
の
 辛
 ら
っ
 な
 冗
談
を
言
い
、
笑
い
を
ま
 き
お
こ
す
。
こ
の
 ダ
ソ
 

ス
 0
 合
間
に
、
み
ん
な
が
参
加
す
る
ゲ
ー
ム
が
行
わ
れ
る
  
 

こ
う
し
た
陽
気
な
通
夜
の
遊
び
は
、
葬
儀
の
文
脈
の
な
か
 
で
は
奇
異
に
み
え
る
が
、
死
を
遠
ざ
け
る
た
め
の
儀
式
で
 

あ
り
、
村
と
い
う
 
共
 

同
体
の
空
間
を
死
か
ら
笑
い
と
い
 5
 力
を
借
り
て
解
放
す
 も
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
現
在
で
は
通
夜
の
 陽
気
な
騒
ぎ
は
徐
々
に
 

消
滅
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
過
去
に
お
い
て
持
っ
て
い
た
 意
味
と
機
能
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
通
夜
で
行
 わ
れ
た
ゲ
ー
ム
は
 、
ほ
 

て
と
ん
ど
現
在
で
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
遊
び
の
 
幾
つ
か
が
農
村
の
夜
の
集
い
の
ゲ
ー
ム
の
一
部
と
し
て
 

  



埋
葬
の
と
き
に
は
歌
が
歌
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
内
 容
は
死
者
に
他
界
へ
の
旅
を
促
し
、
 

@
 
Ⅳ
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促
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
埋
葬
に
さ
い
し
て
、
「
 嘘
つ
 ぎ
 」
と
い
う
儀
礼
を
行
 う
 こ
と
が
あ
る
。
 

た
か
も
そ
れ
を
離
し
た
が
ら
な
い
か
の
よ
う
に
儀
礼
的
に
 振
る
舞
 う
 も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
 こ

の
世
と
の
関
係
を
忘
れ
る
 よ
う
 に
と
 

そ
れ
は
、
棺
を
も
ち
あ
げ
る
時
に
、
あ
 

れ
と
は
逆
に
、
意
識
し
て
死
者
に
暴
力
 

り
を
捧
げ
、
人
々
は
 ひ
ぎ
 ま
ず
く
。
も
し
墓
地
が
遠
す
ぎ
 た
な
ら
、
何
度
も
休
息
と
祈
り
が
行
わ
れ
る
。
 

行
列
は
教
会
へ
と
入
っ
て
い
く
、
死
者
は
足
を
祭
壇
に
む
 げ
て
、
頭
を
東
方
に
向
け
て
横
た
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
 

ソ
を
 盛
っ
た
 
テ
 

意
 さ
れ
て
い
た
。
棺
の
端
に
は
二
つ
の
松
明
が
置
か
れ
る
 

掲
げ
、
ふ
り
ま
わ
す
。
ミ
サ
の
後
で
、
菓
子
、
パ
ン
、
 

果
 

形
に
し
て
口
づ
げ
を
す
る
。
出
席
者
全
員
が
イ
コ
ン
 と
ト
 

l
 ブ
ル
を
地
面
に
降
ろ
し
、
そ
の
傍
ら
に
手
桶
を
置
き
、
 

は
 墓
地
へ
と
持
っ
て
い
か
れ
る
。
 

で
杖
 と
し
て
使
 う
 と
い
わ
れ
て
い
る
。
両
親
は
死
者
の
手
 

の
 両
側
に
は
火
の
つ
い
た
 蛾
 燭
を
置
く
。
参
列
者
た
ち
に
 。

ミ
サ
の
終
わ
り
に
は
、
司
祭
は
 ト
イ
ア
グ
 
（
 
棒
 ）
 を
 

物
は
 祝
福
さ
れ
て
、
教
会
に
残
さ
れ
る
。
 

棺
 、
水
の
入
 

め
ん
ど
り
も
持
っ
て
入
る
。
も
み
の
木
を
伴
っ
た
担
架
 

は
 蝋
燭
が
配
ら
れ
、
そ
れ
は
、
 
、
、
サ
の
 
続
く
間
ず
っ
と
 火
 

ィ
ア
グ
公
棒
 ）
に
 口
 つ
げ
を
す
る
。
こ
の
 
ト
ノ
 ア
 グ
 
（
 

に
口
づ
げ
を
す
る
。
司
祭
は
菓
子
と
ブ
ド
ゥ
酒
の
瓶
を
 

 
 

が
 消
え
な
い
よ
う
に
 注
 

取
り
、
そ
れ
を
十
字
の
 

捧
 ）
は
、
死
者
が
他
界
 

取
り
、
そ
れ
ら
を
高
く
 

は
 外
に
置
か
れ
る
。
 
棺
 

っ
た
 手
桶
、
め
ん
ど
り
 

墓
地
で
の
司
祭
に
よ
る
ミ
サ
の
あ
と
、
棺
桶
は
墓
の
中
に
 降
ろ
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
そ
の
上
に
赤
ブ
ド
ゥ
酒
が
ふ
 り
 か
 げ
ら
れ
、
穀
物
の
 

拉
 が
撒
か
れ
、
金
属
の
貨
幣
が
投
げ
こ
ま
れ
る
。
出
席
者
 全
員
が
土
の
小
さ
な
固
ま
り
を
そ
れ
ぞ
れ
手
に
持
ち
 墓
 穴
の
中
に
投
げ
こ
む
。
 

@
 
卜
 @
 

そ
れ
に
よ
っ
て
死
者
の
生
前
犯
し
た
す
べ
て
の
過
ち
が
 許
 さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
棺
が
覆
わ
れ
る
後
で
、
 

供
物
と
し
て
墓
の
上
 

に
 、
め
ん
ど
り
や
故
人
の
衣
服
が
置
か
れ
る
。
墓
の
上
に
 は
 大
抵
木
の
十
字
架
が
置
か
れ
る
。
ト
ラ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
 -
 
一
ア
の
 幾
つ
か
の
地
方
 

で
は
、
十
字
架
の
代
わ
り
に
、
 

ホ
の
往
 か
あ
る
い
は
石
を
 置
く
慣
習
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
で
は
 一
九
世
紀
の
後
半
ま
 

-
 
㎎
 "
 

で
、
太
陽
と
月
が
そ
の
上
に
刻
ま
れ
た
石
が
置
か
れ
た
。
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を
 与
え
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
 

う
 こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
 

相
 矛
盾
し
た
行
為
だ
が
、
前
者
は
、
死
者
へ
の
愛
着
を
 

し
め
し
て
死
者
の
心
を
 

慰
め
、
後
者
は
、
死
者
を
脅
か
し
て
現
世
と
の
執
着
を
断
 

ち
 切
ろ
 う
 と
す
る
も
の
で
、
と
も
に
死
者
の
他
界
へ
の
 

移
行
を
期
待
し
て
お
こ
 

な
わ
れ
る
。
 

埋
葬
の
後
で
、
故
人
の
親
戚
は
出
席
者
全
員
を
宴
会
 

｜
供
 物
 、
も
し
く
は
幾
つ
か
の
地
方
で
呼
ば
れ
て
い
る
よ
 

う
 に
言
え
ば
コ
ム
 
ン
ダ
 

｜
レ
 ー
へ
と
招
か
れ
る
。
宴
会
で
は
こ
の
機
会
の
た
め
に
 

特
に
用
意
さ
れ
た
食
物
が
振
る
舞
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
 

地
方
ご
と
に
異
な
り
、
 

て
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
民
衆
の
祭
り
の
食
事
と
似
 

て
い
る
。
葬
儀
の
過
程
で
お
こ
な
わ
れ
る
供
物
は
 

、
死
 者
へ
の
供
物
で
あ
る
と
同
時
 

 
 

@
 
㎎
 -
 

 
 

 
 

 
 

 
 

節
高
活
性
化
を
は
か
る
祝
祭
と
い
 

5
 性
格
を
も
っ
て
 
い
 た
 。
 四
 0
 口
目
に
は
供
物
が
も
 

う
 一
度
行
わ
れ
、
葬
送
 

儀
礼
が
こ
れ
で
終
了
す
る
。
 

 
 

で
は
 二
 0
 世
紀
初
頭
ま
で
、
三
、
五
、
セ
字
目
の
 

い
 ず
 れ
か
に
死
者
を
堀
り
出
し
、
 

桟
 
ワ
イ
ン
で
死
者
の
骨
を
洗
い
、
ミ
サ
を
行
い
、
も
う
 

一
度
埋
葬
す
る
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
こ
の
機
会
に
 

、
最
後
の
供
物
が
行
わ
れ
、
 

が
そ
れ
以
後
特
定
の
故
人
を
思
い
出
す
た
め
の
特
別
な
 

供
物
を
そ
れ
以
上
は
行
わ
な
い
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

唾
魂
 の
た
め
に
供
物
を
捧
げ
る
日
で
あ
る
。
そ
の
大
き
 

な
 祭
り
は
午
に
二
回
、
一
日
だ
け
の
日
は
年
に
何
度
も
 

あ
る
。
夏
の
祭
り
は
聖
霊
 

峰
 

二
臨
 祭
の
日
曜
日
か
ら
一
週
間
続
く
。
冬
に
は
、
四
旬
 

節
の
前
の
一
週
間
に
行
わ
れ
る
。
 

ム
 ン
テ
ニ
 
ァ
 、
オ
ル
 -
 
ア
ニ
ア
、
バ
ナ
ー
ト
、
 

ブ
コ
 

 
 

レ
 
ヴ
ィ
 ナ
 で
、
モ
ー
シ
に
死
者
の
追
悼
が
行
わ
れ
る
。
 

モ
ー
シ
と
は
民
間
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
、
聖
人
の
魂
 

が
 降
臨
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
 

祝
日
の
前
夜
の
こ
と
を
 

い
う
 が
、
死
者
の
魂
の
供
物
と
し
 

て
 食
物
と
飲
み
物
が
与
え
ら
れ
る
。
モ
ー
シ
は
数
多
く
 

あ
っ
て
 
、
 年
に
何
度
も
 9  (9) 



ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
け
る
葬
儀
の
過
 

民
衆
が
も
っ
と
も
恐
れ
る
こ
と
は
、
 

る
こ
と
に
失
敗
し
て
生
者
の
世
界
へ
 

た
死
者
は
恐
怖
の
対
象
と
し
て
で
は
 

る
。
し
か
し
、
他
界
へ
の
移
行
に
失
 

の
対
象
と
な
る
。
他
界
、
ス
ト
 り
 。
 
コ
 

無
事
に
済
ま
し
、
他
界
Ⅱ
あ
の
世
に
 

こ
の
他
界
の
住
民
で
あ
れ
ス
ト
リ
 ゴ
 

れ
は
、
例
え
ば
 
力
 ル
シ
ュ
の
儀
礼
に
 

す
と
同
時
に
病
を
も
た
ら
す
両
義
的
 程

で
は
、
こ
の
現
世
か
ら
他
界
へ
の
す
み
や
か
な
移
行
が
 最
も
重
要
で
あ
っ
た
。
葬
儀
の
な
か
で
の
 

生
者
が
し
き
た
り
を
や
ぶ
っ
た
り
、
正
確
に
実
行
し
な
か
 っ
 た
場
合
に
、
死
者
が
他
界
へ
と
移
行
す
 

と
た
ち
も
ど
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
正
常
な
移
行
を
ぬ
 
万
 了
し
て
他
界
の
住
人
と
し
て
住
み
家
を
得
 

な
く
、
一
年
の
な
か
の
決
ま
っ
た
日
に
も
ど
っ
て
く
る
が
 、
供
物
を
捧
げ
ら
れ
親
し
く
迎
え
ら
れ
 

賊
 し
た
も
の
は
、
ス
ト
 り
ゴ
ィ
 と
し
て
人
間
を
お
び
や
か
 し
 、
家
畜
に
害
を
与
え
、
共
同
体
の
恐
怖
 

イ
 、
共
同
体
と
の
関
係
は
、
以
下
の
よ
う
に
図
示
さ
れ
る
 。
葬
儀
の
後
、
死
者
は
他
界
へ
の
移
行
を
 

住
み
家
を
確
保
す
る
か
、
あ
る
い
は
他
界
へ
と
至
ら
ず
 現
 世
に
と
ど
ま
り
、
ス
ト
リ
ゴ
イ
と
な
る
。
 

ィ
 で
あ
れ
と
も
に
、
象
徴
的
に
は
、
共
同
体
（
文
化
）
 と
 対
立
す
る
混
沌
（
自
然
）
に
属
す
る
。
 こ
 

よ
っ
て
人
間
が
働
き
か
け
、
コ
ン
ト
 p
l
 か
 し
よ
う
と
す
 る
 自
然
の
恐
ろ
し
い
 カ
 、
豊
壌
を
も
た
ら
 

な
 世
界
で
あ
る
。
他
界
の
住
民
は
葬
儀
の
完
全
な
執
行
に
 よ
っ
て
現
世
と
の
関
係
を
払
拭
さ
れ
、
 現
 

共
同
体
の
異
教
的
慣
行
を
支
え
る
社
会
論
理
と
 
し
て
の
ス
ト
リ
ゴ
イ
 

行
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
供
物
を
捧
げ
る
日
々
を
通
し
て
、
 

生
者
は
他
界
と
の
境
界
を
な
す
墓
地
で
、
死
者
は
繰
り
 返
し
生
者
の
世
界
へ
と
 

 
 

 
 

 
 

た
ち
か
え
っ
て
く
る
。
 

 
 
 
 
 
 

キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
農
村
共
同
体
に
お
け
る
死
者
の
日
を
 、
教
会
に
お
け
る
死
者
の
た
め
の
ミ
サ
を
行
い
、
死
者
 0 
日
を
も
 う
 げ
る
こ
 

と
で
吸
収
し
ょ
う
と
し
た
が
、
民
衆
は
死
者
へ
の
供
物
の
 習
慣
を
守
り
続
け
た
。
す
な
 ね
 ち
、
教
会
 は
 天
国
と
地
 獄
 と
い
う
死
後
の
 
々
メ
 

｜
ジ
を
 設
定
す
る
こ
と
で
、
民
衆
が
信
じ
た
他
界
観
念
を
 と
り
こ
も
 う
 と
し
た
が
、
そ
れ
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
  
 



ルーマニアの 農村共同体における 異教的慣行の 意義について 

界
 

ス
ト
教
の
教
義
に
ま
っ
た
く
適
合
し
な
い
存
在
で
あ
り
、
 

そ
れ
は
後
 

厄
 

 
 

に
 述
べ
る
よ
う
な
意
味
で
共
同
体
の
論
理
を
体
現
し
て
お
 り
 、
キ
リ
 

者
の
世
 
供
物
 

災
 

 
 

生
 

 
 
 
 

 
 

ス
ト
教
の
論
理
に
優
越
し
た
規
制
力
を
農
村
で
は
有
し
て
 @
 
-
 

@
 
レ
 キ
ハ
 

Ⅰ
。
 

 
 

先
入
 

 
 

 
 

ス
ト
リ
ゴ
イ
を
生
み
た
す
共
同
体
の
論
理
と
は
以
下
の
よ
 う
 な
も
 

 
 

の
で
あ
る
。
ス
ト
リ
ゴ
イ
は
共
同
体
全
体
の
秩
序
と
も
 関
 わ
っ
て
 い
 

と
 同
時
に
死
者
の
力
が
共
同
体
内
に
氾
濫
し
な
い
よ
う
に
 コ
ン
ト
ロ
 

か
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ス
ト
リ
 ゴ
ィ
 は
葬
儀
の
失
敗
 に
よ
っ
 

 
 

て
 、
他
界
へ
の
移
行
が
か
な
わ
ず
、
現
世
に
と
ど
ま
っ
て
 し
ま
っ
た
 

存
在
な
の
で
あ
る
。
ス
ト
リ
ゴ
イ
は
、
現
世
に
と
ど
ま
り
 、
共
同
体
 

に
 回
帰
し
て
く
る
の
で
、
生
者
は
そ
の
 力
 を
コ
ン
ト
ロ
ー
 
か
す
る
 術
 

を
も
た
ず
、
共
同
体
へ
様
々
な
災
厄
を
持
ち
込
む
。
 

と
，
 」
 ろ
で
 キ
リ
 

ス
ト
教
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
慣
行
に
対
し
て
、
 

死
 者
の
日
 や
 

死
者
の
た
め
の
ミ
サ
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
死
後
の
世
界
 を
と
り
こ
 

も
う
と
し
た
。
し
か
し
、
農
民
が
 墓
へ
 供
物
を
捧
げ
る
の
 
を
 妨
げ
る
 

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ス
ト
リ
ゴ
イ
（
生
け
る
死
者
）
 

は
 、
キ
リ
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葬儀     

世
に
は
、
午
に
な
ん
ど
か
の
死
者
の
日
に
立
ち
も
ど
る
だ
 

げ
で
、
 共
 

同
体
に
対
し
て
は
安
定
し
た
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
生
者
 

は
 供
物
を
 

通
じ
て
死
者
の
身
を
案
じ
、
他
界
で
死
者
が
苦
し
ま
ぬ
 

よ
 う
 に
す
る
 



歴
史
的
に
み
る
と
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
い
て
、
支
配
 層
の
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
基
盤
と
な
っ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 と
 マ
ル
ク
ス
主
義
で
 

あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
 数
十
年
に
す
ぎ
な
い
が
、
宗
教
の
否
定
を
教
条
と
し
っ
 つ
も
、
終
末
論
的
構
造
 

と
 未
来
で
の
理
想
社
会
で
あ
る
共
産
主
義
社
会
の
到
来
を
 待
ち
の
ぞ
む
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
の
構
造
を
も
 っ
て
い
る
。
 

そ
も
そ
も
ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
は
 、
 か
つ
て
の
ビ
ザ
 ソ
ツ
 帝
国
 下
 の
諸
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
と
 同
様
に
、
西
欧
の
 キ
 

リ
ス
ト
教
会
と
は
異
な
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
西
欧
で
 は
、
 p
 ー
マ
教
皇
の
絶
対
的
権
威
の
も
と
で
、
か
え
っ
 て
 世
俗
権
力
が
自
立
し
 

て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
で
は
、
教
会
が
 皇
帝
を
頂
点
と
す
る
中
央
集
権
的
な
 ヒ
ヱ
 ラ
ル
キ
 l
 の
 な
か
に
く
み
こ
ま
れ
、
 

世
俗
権
力
と
教
権
と
が
相
互
補
完
的
関
係
に
あ
っ
た
。
 キ
 リ
ス
ト
教
は
本
来
、
強
い
歴
史
的
終
末
観
を
も
っ
て
 い
 た
が
、
支
配
的
宗
教
と
 

な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
終
末
観
を
弱
め
て
い
っ
た
。
 ル
｜
 マ
ニ
ア
に
お
い
て
も
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
そ
の
性
格
 ほ
、
 変
わ
ら
な
か
っ
 

民
衆
文
化
と
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 

た
 。
死
者
の
生
前
の
異
常
な
態
度
は
、
死
後
の
変
身
の
兆
 候
 で
あ
っ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
残
酷
さ
の
過
剰
、
暴
力
の
 過
剰
、
欲
望
の
過
剰
、
 

喜
び
の
過
剰
、
食
欲
の
過
剰
な
ど
は
、
死
後
の
変
身
の
原
 因
 

で
あ
り
、
こ
れ
ら
 
、
丑
 （

同
体
の
秩
序
か
ら
の
 

逸
脱
者
は
、
共
同
体
に
危
機
を
も
た
ら
す
と
み
な
さ
れ
た
 の
で
あ
る
。
 村
 と
い
う
小
さ
な
共
同
体
は
、
そ
の
存
続
 を
も
っ
て
最
高
の
価
値
 

と
す
る
。
過
度
な
食
欲
は
、
食
料
の
危
機
を
招
く
し
、
 

暴
 力
 的
な
性
向
は
、
共
同
体
を
暴
力
の
危
機
へ
と
ま
 き
こ
 む
 恐
れ
が
あ
る
。
ス
ト
 

り
ゴ
イ
 を
生
み
た
す
言
説
は
 、
 村
の
秩
序
維
持
と
い
う
 機
 能
 と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ス
ト
リ
ゴ
イ
と
は
、
 

す
 な
ね
 ち
、
共
同
体
の
価
 

値
 と
秩
序
に
対
し
て
、
自
己
を
統
合
で
き
な
い
者
が
共
同
 体
か
ら
排
除
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
、
ス
ト
リ
ゴ
イ
 

は
そ
の
恐
怖
を
通
じ
て
、
共
同
体
の
伝
統
的
慣
行
の
実
行
 を
 強
化
す
る
 ィ
 デ
オ
 p
 ギ
 ー
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
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村
 収
奪
の
体
制
と
化
し
た
。
し
た
が
っ
て
社
会
主
義
 イ
 @
 
ア
ナ
ロ
ギ
ー
は
農
村
共
同
体
の
心
性
に
浸
透
す
る
こ
と
ほ
 な
く
、
農
村
の
集
団
化
 

義 眼 
と 底 
い に 

う も， 
一 同庁 二ム 町 ち 

理 な 
で， が 

し ら 

かも 矛、 
盾 支 
を 配 
処 的 
理 体 ｜ し 侍 

え と 

な な   
社   

未 来 会主 

義 の 
イ 兵 
デ 産 
ォ 主 
口 義 
ギ 社 

    
愛 う 

革 千 
へ 午 
0 玉 
運 国 
勤 へ 
ヱ の 
平 水 
ル 遠 
ギ の 

@ 過 
を 渡 
要 約 
失 存 
し 在 と 
封 し 

建 て 
時 の 
代 社 
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た
 0
 そ
の
上
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
は
 か
 不
サ
ン
ス
の
影
響
は
 及
ば
ず
、
ま
た
宗
教
改
革
の
波
も
届
か
ず
、
異
端
審
問
 の
 必
要
性
も
な
か
っ
 

た
 。
し
た
が
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
は
、
支
配
属
の
 文
 化
 エ
リ
ー
ト
の
宗
教
と
し
て
、
民
衆
世
界
か
ら
隔
絶
し
 た
場
所
に
位
置
し
て
い
 

た
と
い
え
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
 
正
 教
会
は
 、
 多
く
の
修
道
院
付
属
の
所
領
を
持
ち
、
封
建
 的
 領
主
そ
の
も
の
と
し
 

て
 、
農
民
を
収
奪
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
唯
物
史
観
に
も
と
づ
い
て
未
来
の
千
 年
玉
国
を
約
束
す
る
歴
史
的
終
末
論
を
そ
の
思
想
の
基
 礎
 に
お
い
て
い
る
。
 

現
世
す
な
わ
ち
 今
 こ
こ
に
あ
る
秩
序
は
、
否
定
し
変
革
す
 べ
き
対
象
で
あ
り
、
ま
た
、
現
体
制
で
あ
る
資
本
主
 
義
は
 、
必
然
的
に
崩
壊
 

し
 、
社
会
主
義
、
さ
ら
に
は
共
産
主
義
社
会
が
到
来
す
る
 と
 信
じ
ら
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
 同
様
の
宗
教
的
構
造
を
 

マ
ル
ク
ス
 主
謂
が
 持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 か
つ
ま
た
、
本
来
、
個
人
的
終
末
論
す
な
わ
ち
死
後
の
 運
命
に
つ
い
て
の
 教
説
 

を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
と
同
 じ
く
 マ
ル
ク
ス
主
義
も
、
個
人
の
死
後
に
つ
い
て
は
 語
 る
 べ
 き
 も
の
を
持
た
な
 

か
っ
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
民
俗
化
す
る
過
程
 で
、
異
教
的
な
死
生
観
を
と
り
こ
ん
で
い
っ
た
が
、
 マ
 ル
ク
ス
主
義
は
、
そ
う
 

し
た
手
段
も
持
ち
え
な
か
っ
た
。
 

第
二
次
大
戦
後
の
社
会
主
義
体
制
下
で
の
ル
ー
マ
ニ
ア
は
 、
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
の
極
端
な
近
代
化
計
画
に
み
ら
れ
 る
よ
う
に
、
農
村
の
 

改
造
を
大
き
な
目
的
と
し
て
き
た
。
チ
ャ
ウ
シ
ェ
ス
ク
 政
 権
 下
に
お
い
て
、
宗
教
界
が
修
道
院
を
中
心
と
し
て
い
 わ
ば
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
 

な
 形
成
し
、
権
力
と
の
対
抗
勢
力
と
な
り
え
ず
、
む
し
ろ
 近
代
化
の
障
害
と
し
て
伝
統
的
な
農
村
文
化
が
そ
の
 標
 的
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
 

い
ま
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
、
伝
統
的
慣
習
に
示
さ
れ
て
い
 る
よ
う
な
共
同
体
の
社
会
論
理
の
優
越
を
物
語
っ
て
 い
 る
 。
歴
史
的
終
末
論
を
 



註
 然

 的
な
力
の
表
象
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
の
民
間
の
信
仰
に
 ょ
 る
と
、
葬
儀
で
の
儀
礼
の
失
敗
に
よ
っ
て
ス
ト
 り
ゴ
イ
 と
な
る
 場
合
と
、
生
き
て
い
 

（
 1
 ）
 
由
き
モ
 
下
の
の
 コ
 三
 
%
 安
や
号
 っ
モ
 む
さ
 
浅
 き
ま
も
 @
 
「
 め
 ぎ
 
再
っ
ミ
 
ロ
ミ
 
田
 
Q
.
 之
 0
 名
 ぺ
 0
 「
 ガ
 ・
～
の
㏄
が
 
つ
ロ
 
・
 ム
ひ
｜
 
Ⅱ
 

（
 2
 ）
阿
部
謹
也
「
死
者
の
社
会
史
」
（
社
会
史
研
究
Ⅰ
一
九
八
 二
年
一
 0
 同
号
）
参
照
。
 

（
 3
 ）
 
由
 ・
 
由
 ・
の
叶
い
す
 

-
-
 
牝
 ㏄
 ベ
雨
 
）
・
ミ
さ
 
e
@
 
～
 
-
 
Ⅰ
心
い
 

Q
.
 

ご
さ
い
 

ぺ
 芯
地
～
 

0
-
-
 

Ⅰ
 へ
 ま
 ハ
 %
 ま
 Q
.
 

し
目
 

n
u
r
e
 

芋
 ・
 こ
 ㏄
 ゆ
 ・
こ
の
著
作
に
つ
い
て
補
足
し
て
 お
く
、
調
査
 
地
 と
な
 

っ
た
 ネ
レ
ー
ジ
ュ
村
は
、
 
現
 首
都
ブ
カ
レ
ス
ト
の
ほ
ぼ
東
北
東
 一
五
 0
 
キ
ロ
に
位
置
す
る
。
か
っ
て
プ
ラ
ン
チ
ャ
と
坪
 は
 れ
た
 地
 方
 に
属
す
る
。
 
こ
 

の
 調
査
の
項
目
は
、
農
村
の
宇
宙
論
、
生
物
的
環
境
、
歴
史
的
 環
境
、
心
理
的
環
境
、
生
活
の
精
神
面
、
経
済
面
、
倫
理
面
を
始
 め
 、
農
村
の
管
理
 

遥
宮
、
家
族
関
係
に
ま
で
い
た
る
非
常
に
詳
細
な
も
の
と
な
っ
 て
お
り
、
 二
 0
 世
紀
初
頭
の
ル
ー
マ
ニ
ア
の
農
村
を
知
る
重
要
 な
 資
料
で
あ
る
。
 

（
 4
 ）
 
エ
 ・
 
白
 ・
 m
 （
 
p
r
-
,
0
 

口
 ・
 住
 （
・
・
 

b
.
 

ぃ
 Ⅱ
㏄
 

（
 5
 ）
（
 0
 コ
づ
顕
 年
三
 ぎ
 -
 由
ぎ
轄
 Ⅰ
恵
心
力
。
 
ま
 お
さ
 

n
Q
 

き
め
 ・
ロ
目
 
り
 Ⅰ
「
 
0
%
 

ド
ナ
Ⅰ
の
Ⅱ
の
。
 

つ
 ・
 跨
 。
 日
 

（
 6
 ）
Ⅰ
 ヴ
日
 ・
。
 
づ
 ・
 轄
 0
 ㏄
 

（
 7
 ）
ス
ト
 り
ゴ
ィ
 を
訳
す
と
 
魔
 な
あ
る
い
は
吸
血
鬼
と
な
ろ
 ぅ
が
 、
そ
れ
で
は
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
ス
ト
リ
 ゴ
ィ
 は
 ド
 ラ
キ
ュ
ラ
の
よ
う
に
 

美
女
の
血
を
求
め
て
さ
き
よ
う
わ
け
で
は
な
い
。
ス
ト
 り
ゴ
イ
 
は
人
間
と
家
畜
に
様
々
な
い
た
ず
ら
や
害
を
も
た
ら
す
人
間
の
 形
象
を
と
っ
た
超
自
 

る
と
き
か
ら
死
後
ス
ト
リ
 ゴ
ィ
 に
な
る
と
い
わ
れ
る
場
合
と
が
 あ
る
。
（
㌔
・
（
 
o
p
 
コ
コ
じ
 戸
ロ
 印
 お
お
 0
,
 
ま
ぎ
ド
 の
 -
 
ゥ
 ㏄
 ぃ
 n
o
 
三
ミ
 は
ま
 
「
 -
 
Ⅰ
 ぬ
 ～
 
、
 
り
さ
 
@
 
す
 Ⅰ
 へ
 も
も
㎏
 

の
む
Ⅱ
も
 

い
 井
本
心
 

タ
 巾
の
 
バ
ず
 
・
 ド
の
 
㏄
 ひ
 ）
 

（
 8
 ）
（
 0
 コ
づ
 -
 
ゆ
巨
目
 
曲
目
・
 
0
 つ
 ・
 り
ぎ
 
・
 
-
 づ
 ・
 ム
つ
 
㏄
 

（
 9
 ）
Ⅰ
・
 由
 ・
の
 計
ぃ
三
 
-
0
 
で
・
 住
 d
 ：
 づ
 ・
い
の
つ
 

（
 印
 ）
（
 呂
 a
.
-
 
ロ
 ・
 N
o
P
 

（
Ⅱ
）
Ⅰ
三
ヰ
・
 

-
 で
 ・
い
の
㏄
 

（
は
）
ル
サ
ー
 
リ
 は
復
活
祭
の
五
 
0
 
日
 後
に
お
な
わ
れ
る
聖
霊
 降
臨
 祭
 と
そ
れ
に
続
く
儀
礼
的
期
間
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
時
 期
 、
死
者
は
墓
へ
と
 

権 
の 

崩 
壊 
tt 

/ レ 

  
マ 

    
  
の 

農 
村 
共 

同体 

の 
，し， 

性 
ナ "" - 

対す 

る 

支 
配 
的 
イ 

デ 
オ 
  
ギ 
  
の 

敗 
ノヒ 

と 

  
え 
る 
か 
も 
し 

れ 
な 
い 
  

(14)  14 

さ
ら
に
は
農
村
改
造
と
い
う
農
村
共
同
体
の
徹
底
的
破
壊
 を
も
っ
て
し
か
共
同
体
の
伝
統
に
対
抗
し
え
な
か
っ
た
 。
 チ
 ヤ
ウ
シ
 ヱ
ス
ヱ
政
 



ルーマニアの 農村共同体 @ こお げる異教的慣行の 意義について 

  
さ と l 全 3 3 l い なのべ年ルこにな 回   リは姿 参ての シ となす 帰 

  
力 連す 直か礼 り のに 対         婦人の りによ 「ミキ 刀 １％ ニ 」弔しあ い幅 o.P 気で騒 って 、 られ、 かされ る ヴ 。 サー リ て病気 労働す 悪 り、   

収 ツ 境 こ 

集 ァ 寄の   沃た 
さ 」 り 「 
れは の さ     
ア マ あ ッ 

レ 二 る ツ   
サ 人は」   
ン ド民ル 0  フ @% " 
リ 族 ガル     
こ 叙 ア マ   
の 情の ニ ル あ 滑 な ら く はす活 も   諸諸ルア サ る稽他す 一ヵ る 発て 
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た
と
伝
え
る
 
よ
う
 に
と
子
羊
に
 
偵
む
 。
彼
は
「
天
国
の
一
に
あ
 る
、
 或
る
美
し
い
国
で
、
こ
の
世
の
許
婚
者
、
比
類
な
ぎ
女
王
」
 と
 結
婚
し
た
、
 
と
 

 
 

だ
け
言
う
よ
う
に
と
。
こ
の
遺
言
と
い
う
形
の
バ
ラ
ー
ド
は
 ポ
 ｜
 ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
羊
で
は
な
く
馬
に
託
す
と
い
 5 内
容
で
存
 在
し
て
い
る
が
、
 

1
 

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
よ
り
も
、
そ
の
数
は
少
な
く
、
 

早
い
時
期
に
歌
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
 
痒
 ・
㌧
 ゅ
 （
（
口
の
箆
「
 

簿
ヨ
リ
 ヨ
㈹
 

め
 -
 
ま
き
 @
 き
 下
ミ
 o
r
 ～
 ゲ
 
㌢
 c
u
r
 

の
の
（
 

@
.
 
お
寮
 ・
及
び
拙
稿
「
 ル
 一
 マ
ニ
ア
民
間
伝
承
 
ミ
 オ
リ
ッ
ツ
 
ァ
 に
お
け
る
牧
人
の
死
を
め
ぐ
 る
 考
察
」
東
京
大
 

学
 宗
教
学
年
報
 v
 
 
一
九
八
七
を
参
照
）
。
こ
の
差
異
は
、
カ
ト
 

リ
ッ
ク
を
奉
じ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
を
奉
じ
る
 ル
 ｜
 マ
ニ
ア
の
異
教
 

土
着
信
仰
に
対
す
る
差
異
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

（
 巧
 ）
（
 0
 づ
せ
 -
 
か
年
屈
 
（
 
i
u
.
o
 

づ
 ・
 ゑ
デ
づ
 ・
下
ト
㏄
 

（
 騰
 ）
（
 F
@
 ・
・
 
づ
 ・
 p
 （
の
 

 
 

づ
で
 
・
 ト
ひ
 
1
.
 
㍉
 

（
 毬
 ）
 
-
b
@
 

隼
 ・
・
 
や
づ
 
・
 ち
 0
 １
～
 

（
㎎
）
 丁
 ・
 
エ
 ・
の
（
 
P
 三
 -
0
 や
住
デ
や
凶
白
 

（
 却
 ）
 
-
0
 
い
コ
コ
 
の
く
 仁
 
二
ヰ
Ⅱ
 
0
 の
の
 

0
0
,
 

宇
目
ゴ
の
臼
 

い
い
の
の
。
 

廷
 ・
 0
 づ
 ・
 9
 （
：
 づ
ロ
 
・
 ち
 ㏄
 １
の
 

（
 差
 ）
 
由
 P
r
r
 

せ
レ
 ・
の
の
 
コ
 ?0
 
ワ
土
（
・
・
で
 
づ
 ・
い
い
つ
 

１
 ）
 

（
 捜
 ）
（
 0
 ハ
 コ
目
 
り
 ナ
コ
 宙
 Ⅱ
の
 
0
 の
 
0
0
-
 
目
ぎ
ぃ
 二
の
㏄
。
 り
 o
u
,
o
q
.
 

コ
 （
・
 
，
 つ
，
 
㏄
Ⅰ
 
何
 



さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
現
代
人
 の 死
へ
の
恐
怖
や
関
心
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
 

，
 し
の
よ
う
な
恐
怖
や
関
の
 

 
 
 
 

心
を
上
手
に
学
問
化
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
新
し
い
 学
 問
 領
域
や
新
し
い
死
生
観
が
誕
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
 。
ま
た
客
観
的
 ヂ
 ー
 
タ
 

 
 

 
 

の
 
収
集
も
進
み
、
現
代
人
の
「
 死
 」
に
対
す
る
社
会
的
 
心
理
的
な
態
度
を
分
析
す
る
機
会
も
得
ら
れ
る
か
も
し
 
れ
な
い
。
そ
の
反
対
 

別
華
 

薫
 

（
の
曲
Ⅱ
）
い
の
 0
 村
の
Ⅱ
）
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 
こ
の
論
文
は
宗
教
的
体
験
を
学
問
的
に
取
り
 上
げ
、
特
に
海
外
で
の
「
 心
 」
或
い
は
「
霊
魂
」
に
関
す
る
研
究
 を
 紹
介
す
る
も
の
で
 

あ
る
。
そ
れ
は
主
に
㈲
「
前
生
の
記
憶
」
を
持
っ
て
い
る
子
供
 達
の
 
「
輪
廻
」
の
研
究
、
㈲
幽
霊
・
亡
霊
の
研
究
、
㈲
「
臨
死
体
 
験
 」
の
研
究
、
 
と
 

い
 う
 三
分
野
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
山
子
供
が
知
ら
な
い
死
者
の
 記
憶
、
能
力
、
唐
等
を
持
つ
場
合
、
「
再
生
」
と
い
う
仮
説
が
考
 ぇ
 ら
れ
る
の
で
あ
 

ろ
 う
 。
㈲
生
き
て
い
る
人
の
「
幽
霊
」
は
、
意
識
的
に
投
影
さ
 れ
る
と
い
う
研
究
発
見
か
ら
、
死
ん
だ
人
の
「
亡
霊
」
も
意
識
的
 に
 投
影
さ
れ
て
い
 

る
と
い
う
仮
説
も
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
㈹
「
臨
死
体
験
 」
は
、
文
化
、
教
育
等
に
由
ら
な
い
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
、
効
果
、
 超
能
力
的
側
面
を
 

示
し
て
い
る
が
、
よ
っ
て
死
後
の
他
界
を
一
時
的
に
内
見
す
る
 体
験
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
 い
っ
た
宗
教
的
 
体
 

験
や
死
の
研
究
は
日
本
で
も
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
 

又
 最
近
 の
 生
命
倫
理
，
医
学
哲
学
に
も
深
い
関
連
の
可
能
性
を
持
ち
、
 

，
 
」
ね
か
ら
日
本
で
も
 

学
問
的
に
取
上
げ
ら
れ
る
事
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 死
 、
宗
教
的
体
験
、
 
霊
 、
臨
死
体
験
、
宗
 教
 現
象
学
 

人
間
の
本
質
を
探
求
し
ょ
う
と
す
る
と
 き
 、
必
ず
直
面
す
 る
の
は
「
 死
 」
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
最
近
「
 死
 」
に
 関
す
る
現
象
が
注
目
 

現
代
に
お
け
る
死
と
宗
教
学
的
体
験
 の
 研
究
 



ス
リ
ラ
 ソ
カ
 国
立
大
学
、
米
国
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
立
大
学
区
 学
部
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
 サ
ソ
 ・
パ
ウ
 p
 の
研
究
所
な
ど
で
 は
 、
輪
廻
・
再
生
の
 

う こ も 宗 は い て 

。 のは ぅす おの の究 ぅ   

    この ても 判や 宗教 内容 

輪                                                                 「 後 遠 個 つ う 

廻 霊 く に は と よ に 心 の の 々 い に 
の も 死 人 す う つ 」 世 天 の て 考       
ほ う に 考 る 的 の な る 神 い が 死 
ま な こ え と 休 学 も こ 遣 る 諸 の 
と 霊 の ら し 験 間 の と に 。 宗 研 

領 ででは仏教 " 教 " 究 は 

浬 味 こ 

き 別     
も 在 を 6 % ど 教 

後 の に 
れ 

以 下天のし （ 扱   て 

(18) 

に
、
 

死
へ
の
恐
怖
や
関
心
を
無
視
す
れ
ば
死
の
恐
怖
に
さ
 い
な
ま
れ
る
患
者
へ
の
精
神
的
治
療
を
宗
教
団
体
の
み
 に 委
ね
る
こ
と
に
な
っ
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

体
を
離
れ
自
分
の
葬
式
な
ど
の
様
子
を
見
る
が
、
こ
の
 

世
の
人
々
は
肉
体
か
ら
離
脱
 

る 死と宗教学的 

以
上
紹
介
し
た
よ
う
な
現
象
 側
 が
外
国
で
何
百
も
集
め
ら
 れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
日
本
で
も
昔
か
ら
よ
く
知
ら
 れ
て
い
る
現
象
で
あ
 

る
 。
江
戸
時
代
の
国
学
者
と
し
て
、
ま
た
宗
教
学
者
と
し
 て
も
知
ら
れ
る
平
田
篤
胤
は
「
勝
五
郎
転
生
紀
聞
」
に
 関
し
て
調
査
し
、
報
告
 

（
 
2
@
 

書
を
転
写
し
て
い
る
。
 

@ 験の研究 

@
l
@
 

例
を
集
め
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
事
例
は
次
に
示
す
よ
 う
 な
種
類
の
も
の
が
多
く
特
に
興
味
深
い
。
 

㈲
子
ど
も
が
持
っ
て
い
る
筈
の
な
い
情
報
を
持
ち
、
 
そ
 の
 情
報
は
前
世
の
記
憶
に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
と
言
 う
 。
 尚
 、
子
ど
も
の
周
囲
 

に
は
そ
の
よ
う
な
情
報
を
伝
え
る
人
間
も
マ
ス
・
 コ
、
、
、
も
 

存
在
し
な
い
。
 

㈲
子
ど
も
の
語
る
「
前
世
」
で
の
記
憶
が
客
観
的
に
上
 エ
証
 可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
地
方
で
は
そ
の
「
 記
 憶
 内
容
」
と
一
致
す
 

る
よ
う
な
場
所
や
出
来
事
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
と
 報
 告
 さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
子
ど
も
を
そ
の
場
所
へ
連
れ
 て
 行
く
と
、
 よ
 

り
 多
く
の
こ
と
を
ま
る
で
思
い
出
話
で
も
す
る
よ
う
に
 伍
 
幅
り
、
一
度
も
逢
っ
た
こ
と
の
な
い
人
や
見
た
こ
と
の
な
 い
 建
物
の
名
 

前
 、
位
置
ま
で
知
っ
て
い
る
。
 

㈹
子
ど
も
が
、
こ
れ
ま
で
に
習
得
す
る
機
会
の
な
か
っ
 
た
 能
力
（
外
国
語
を
話
す
 、
 泳
ぐ
、
楽
器
を
弾
く
な
ど
 ）
を
示
し
て
こ
れ
ら
 

の
 能
力
は
前
世
で
習
得
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
 う
 。
あ
る
 い
は
 子
ど
も
の
身
体
に
あ
る
生
ま
れ
う
き
の
溝
が
前
世
 に
 出
来
た
も
の
 

ネ
し
 
あ
る
と
舌
ロ
 
う
 。
 

㈹
子
ど
も
と
同
じ
趣
味
、
才
能
、
記
憶
、
痔
な
ど
を
 
持
 っ
て
い
た
別
人
が
、
そ
の
子
ど
も
の
生
ま
れ
る
前
に
こ
 0
 世
に
存
在
し
て
い
 

た
こ
と
を
確
認
出
来
る
。
 



様
々
な
宗
教
が
存
在
す
る
ほ
る
か
に
前
か
ら
人
間
は
亡
霊
 や
 幽
霊
を
見
た
り
恐
れ
た
り
し
て
ぎ
た
。
偉
人
の
御
霊
 が
こ
の
世
に
現
れ
な
 

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
日
本
の
古
墳
が
っ
く
ら
れ
た
と
い
 う
 説
は
 よ
 く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
亡
霊
を
鎮
め
る
 た
め
の
宗
教
儀
式
が
今
 

も
日
本
各
地
に
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
現
象
 そ
の
も
の
を
学
問
的
に
研
究
し
ょ
う
と
い
う
動
き
は
ま
 だ
あ
ま
り
見
ら
れ
な
 

 
 

 
 

二
 
「
亡
霊
・
幽
霊
」
の
研
究
 

し
た
自
分
の
存
在
に
全
く
気
づ
か
な
い
。
ま
た
、
白
髪
を
 垂
 っ
た
黒
衣
の
老
人
に
花
咲
く
美
し
い
高
原
に
導
か
れ
 る
 。
夜
も
暗
く
な
く
 六
 

年
間
を
瞬
く
間
に
過
ご
し
た
あ
と
、
老
人
に
転
生
す
る
べ
 ぎ
 家
を
教
え
ら
れ
、
六
日
間
そ
の
家
の
様
子
を
調
べ
た
 七
 で
新
し
く
母
と
な
る
 

女
性
の
胎
内
に
入
っ
た
と
い
う
。
 

そ
の
他
に
日
本
で
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
 

た
 と
え
ば
天
理
教
教
祖
中
山
み
き
が
、
亡
く
な
っ
た
子
ど
 も
の
生
ま
れ
変
わ
る
 

（
 
3
 
り
 
@
 

場
所
に
つ
い
て
予
言
し
、
の
ち
に
そ
れ
を
確
認
し
て
い
る
 と
い
う
。
ま
た
、
筑
波
大
学
の
あ
る
学
生
の
知
っ
て
 い
 る
 家
庭
で
は
、
子
ど
も
 

を
 事
故
で
亡
く
し
た
あ
と
、
再
び
死
ん
だ
子
ど
も
と
同
じ
 よ
う
な
傷
跡
や
個
性
を
持
っ
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
 き
た
 と
い
う
。
 

こ
の
よ
う
に
、
死
後
再
生
信
仰
が
続
い
て
い
る
の
み
な
ら
 ず
そ
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
経
験
の
報
告
も
い
ま
だ
に
 続
い
て
い
る
。
こ
の
 

よ
う
な
報
告
例
を
学
問
的
に
説
明
す
る
の
に
再
生
 説
 が
一
 番
 適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
追
求
す
る
こ
と
は
こ
れ
か
 ら
の
課
題
と
な
る
。
 
し
 

か
し
宗
教
学
者
に
こ
そ
こ
 う
 い
っ
た
例
の
収
集
や
分
析
を
 試
み
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。
但
し
、
た
と
え
何
百
 も
の
人
間
に
つ
い
て
 死
 

後
 再
生
し
た
と
認
め
ら
れ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
 全
て
の
人
間
が
再
生
す
る
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
 。
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
 

そ
 う
 多
方
面
の
研
究
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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蝸
 

す
る
多
く
の
研
究
者
に
お
い
て
、
「
死
後
の
意
識
 存
 
続
 」
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 

-
5
"
 

 
 

 
 

卸
 

日
本
に
お
い
て
は
、
柳
田
国
男
が
 幽
 下
ゆ
話
を
 キ
 く
 紹
介
し
て
い
る
他
に
、
こ
の
十
年
の
間
に
人
類
学
者
 宮
田
登
や
児
童
文
学
作
家
秩
 

2
1
 

@
7
-
 

現
 

谷
 み
ょ
子
な
ど
が
亡
霊
に
ま
つ
わ
る
話
ば
か
り
を
集
め
た
 

@
6
-
 

本
を
何
冊
も
出
版
し
て
い
る
。
ま
た
、
防
衛
大
学
校
教
 授
 大
谷
宗
司
は
、
戦
争
 

@
4
@
 

オ
ラ
ン
ダ
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
、
米
国
の
デ
ュ
ー
ク
大
学
 、
 英
 ・
 オ
 ・
日
本
の
超
心
理
学
会
な
ど
で
は
亡
霊
の
研
 究
 が
何
十
年
も
前
か
 

ら
 盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
 ょ
 れ
ば
 今
 の
と
こ
ろ
亡
霊
は
次
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
 

㈲
亡
霊
（
死
者
の
霊
）
：
亡
霊
の
現
れ
方
に
は
幾
つ
か
の
 場
合
が
あ
る
。
中
で
も
死
後
数
時
間
以
内
に
恋
し
い
 人
 や
 場
所
に
現
れ
る
と
 

い
う
ケ
ー
ス
は
特
に
多
い
。
ま
た
客
観
的
（
二
人
以
上
の
 目
撃
者
の
存
在
）
で
三
次
元
的
な
形
態
を
持
っ
亡
霊
が
 死
者
し
か
 

知
ら
な
い
よ
う
な
情
報
や
意
図
を
伝
え
る
こ
と
も
少
な
く
 な
い
。
 

㈹
幽
霊
（
生
き
て
い
る
者
の
つ
く
り
だ
す
 霊
 ）
：
た
と
，
 

え
 死
ん
で
い
な
く
て
も
、
ヨ
ー
ガ
、
瞑
想
訓
練
、
あ
る
い
 ほ
 特
殊
な
夢
に
よ
っ
 

て
 体
外
離
脱
す
る
人
が
実
際
に
存
在
す
る
。
こ
れ
は
一
種
 の
 超
自
然
現
象
で
、
自
分
の
幽
霊
を
つ
く
り
体
外
に
送
 り
 出
し
た
 

も
の
も
あ
る
。
 

㈲
の
亡
霊
と
何
の
幽
霊
と
の
比
較
分
析
を
統
計
学
的
に
詳
 し
く
行
っ
た
結
果
、
二
者
は
そ
の
形
態
行
動
な
ど
に
お
 い
て
大
変
類
似
し
て
 

突
 

い
る
こ
と
が
明
か
に
な
っ
て
い
る
。
㈹
の
幽
霊
は
明
 か
に
人
間
の
意
識
の
働
き
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
 の
で
あ
る
。
も
し
も
㈲
と
㈲
 

研
の
現
れ
る
 
メ
ヵ
 ニ
ズ
ム
が
同
様
で
あ
れ
ば
、
㈲
の
 亡
 霊
も
ま
た
死
者
の
意
識
の
働
き
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
 い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
 二
 

恩
人
以
上
の
人
間
に
よ
っ
て
目
撃
さ
れ
た
亡
霊
が
「
 
事
 実
 」
を
伝
え
て
い
る
こ
と
で
も
、
死
者
の
意
識
が
働
 
ぎ
 続
け
て
い
る
、
す
な
わ
ち
 

ぬ
学
 
「
死
後
も
存
続
し
て
い
る
」
と
い
う
説
が
裏
 
づ
 げ
ら
 れ

る
。
も
っ
と
も
人
間
の
意
識
が
永
遠
に
、
あ
る
い
は
 ほ
ん
の
数
年
間
、
数
分
間
で
 

教
 

け
ち
 亡
霊
と
な
っ
た
状
態
で
存
続
す
る
こ
と
が
可
能
で
 あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
分
か
っ
て
い
な
い
。
 し
か
し
少
な
く
と
も
人
間
の
 

ぬ
 
死
後
何
ら
か
の
意
識
が
残
り
得
る
と
い
う
仮
説
 は
、
 宗
教
的
体
験
の
調
査
と
分
析
に
よ
っ
て
強
ま
り
つ
つ
あ
 る
 。
宗
教
的
体
験
を
専
門
と
 



二
九
七
六
年
二
月
七
日
、
私
の
祖
父
が
亡
く
な
っ
た
 時
 の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
頃
伯
父
 は
 仕
事
で
 イ
ラ
ソ
 の
 テ
ヘ
 ラ
ン
に
長
期
滞
在
 

し
て
い
た
。
祖
父
が
亡
く
な
っ
た
時
、
伯
父
は
滞
在
し
て
 い
る
宿
舎
の
一
室
で
私
の
母
 死
 に
、
大
阪
の
病
院
に
入
 院
 し
て
い
る
祖
父
の
病
 

状
 を
気
遣
う
手
紙
を
書
い
て
い
た
。
伯
父
の
話
に
 ょ
 れ
ば
 、
そ
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
最
中
に
背
後
で
ド
ア
の
 開
 く
 昔
が
し
た
の
で
振
り
 

返
る
と
、
日
本
の
病
院
に
い
る
筈
の
祖
父
が
懐
か
し
そ
 う
 な
 表
情
で
立
っ
て
い
た
。
驚
い
て
、
「
あ
っ
、
お
父
さ
 ん
 !
 」
と
思
わ
ず
叫
ぶ
 

と
 祖
父
は
ス
ー
ッ
 
と
 消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
言
 う
 。
 イ
 ラ
ソ
と
 日
本
と
の
時
差
な
ど
を
考
慮
し
て
計
算
し
た
 結
 果
 、
伯
父
が
祖
父
を
見
 

た
 時
刻
は
、
祖
父
が
亡
く
な
っ
た
時
刻
と
一
致
す
る
と
い
 う
こ
と
が
分
か
っ
た
 ご
 

よ
く
あ
り
そ
う
な
話
で
あ
る
が
、
研
究
者
に
と
っ
て
問
題
 の
佳
 点
と
な
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
報
告
例
を
ど
の
よ
 う
に
分
析
し
、
い
か
 

に
 解
釈
・
説
明
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

三
 

臨
死
体
験
に
見
る
死
後
の
世
界
 

臨
死
体
験
（
 ，
の
笘
 &
 。
 
a
 （
 
ゴ
 

と
は
死
に
瀕
し
た
 人
間
、
あ
る
い
は
生
物
学
上
一
度
死
ん
で
か
ら
復
活
し
 た
 人
間
が
語
る
「
 あ
 

0
 世
」
の
体
験
で
あ
る
。
あ
の
世
か
ら
戻
っ
て
来
た
と
い
 5
 人
の
話
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
い
つ
の
時
代
に
も
 見
 ら
れ
る
。
た
と
え
ば
 

@
9
@
 

申
 亜
弓
 巴
 0
 「
 ほ
 、
死
者
の
復
活
が
「
原
始
宗
教
」
に
お
 い
て
ご
く
普
通
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

ま
た
し
・
の
田
主
の
は
 

-
 
托
 @
 

研
究
し
た
七
十
種
の
非
西
洋
社
会
の
全
て
に
お
い
て
何
ら
 か
の
臨
死
体
験
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
 。
さ
ら
に
、
聖
書
に
お
 

例 ブ 未 
も ル 口 
琉   太 
波 ぅ が 

大イ 学 ンの 末 
0    口 
あ ド 霊 

ろ う を 
学 イ 見 
生 ブ た 

とい に 聞 など 

い で ぅ 

た 、 例 

話 死 な 
で ん 何 
あ だ 百 

  
の め 

亡 て 
震 い 
が る 

伺   
入 さ 

も ら 
の に 

学 筆 
生 者 
ほ の 
よ 調 

つ 査 
て に 

目 よ 

撃 れ 

  
て 筑 
い @ 波 

るこ大 
  学 

ま 敷 
た 地 内 
や 以下 、 
に 筑 
紹 波     
る l 

        22 



@ca w-@ ヰ 引ふ 二万レ レ仁 

一
九
 
セ
 0
 年
代
の
始
め
か
ら
、
米
国
に
お
け
る
臨
死
体
験
 

の
 研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
な
か
で
も
本
年
 

目
の
づ
 

1
.
 
オ
 。
お
 
，
ン
ミ
 

0
0
 
串
お
 

 
 

臨
死
体
験
者
を
面
接
し
て
お
り
、
現
在
ま
で
に
そ
の
体
験
 

内
容
に
お
い
て
次
の
 

よ
う
な
事
が
共
通
し
て
い
る
と
 

報
 生
口
さ
れ
て
い
る
。
 

m
 
O
B
E
 
 

（
 
継
 体
離
脱
）
 

㈲
 
ト
ソ
不
 ル
体
験
 

㈹
 
光
 と
の
出
会
い
・
融
合
 

㈲
 
神
 ，
阿
弥
陀
な
ど
と
の
出
会
い
 

究
 

㈲
故
人
（
自
分
よ
り
も
先
に
死
ん
だ
親
戚
な
ど
 

）
と
の
再
会
 

研
 

㈹
人
生
反
省
・
行
 
き
 止
ま
り
 

 
 

 
 

な
 体
験
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
十
年
前
か
ら
 

常
識
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
 

ぬ
 
し
臨
死
体
験
が
起
こ
る
原
因
や
、
臨
死
体
験
内
容
に
 

見
ら
れ
る
普
遍
性
の
原
因
、
そ
し
て
臨
死
体
験
研
究
に
 

よ
る
死
後
生
存
証
明
の
可
能
 

 
 

一
性
は
 つ
い
て
ほ
 
、
 幾
つ
か
の
論
争
が
な
さ
れ
て
き
た
 

 
 

 
 

る
 論
争
と
し
て
は
、
 

睦
ぬ
 e
 
）
 
ト
旨
 
0
0
 

申
せ
論
争
が
挙
げ
ら
 

れ
る
。
 

@
3
@
l
 
 

こ
の
論
争
に
お
い
て
 

W
 
 
史
の
㎎
凹
は
、
臨
死
体
験
の
原
因
が
全
て
脳
の
物
理
的
 

機
能
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
い
る
。
 

そ
 れ
に
対
し
て
 
匡
 0
0
 
巨
吋
は
、
 

忍
 

脳
の
物
理
的
機
能
以
外
か
ら
来
る
原
因
を
重
視
し
て
い
る
 

。
今
の
と
こ
ろ
、
臨
死
体
験
の
あ
る
部
分
は
脳
の
機
能
 

に
 関
係
し
て
い
る
と
，
 

而
 23  (23) 

い
て
死
か
ら
復
活
し
た
話
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
 

う
 に
 、
日
 

 
 

楽
記
 」
、
「
扶
桑
略
記
」
 

な
ど
の
中
で
も
あ
の
世
に
行
っ
て
来
た
と
い
う
臨
死
体
験
 

談
 が
数
多
く
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。
 



な
く
な
っ
た
。
 

第
三
に
、
臨
死
体
験
研
究
に
お
け
る
死
後
生
存
証
明
の
可
 能
 性
に
関
し
て
代
表
的
な
論
争
に
は
 
オ
ア
 
。
宙
の
 

モ
匹
お
ガ
 
日
 o
q
o
 

論
争
が
挙
げ
 

ら
れ
る
。
 

@
5
@
i
 
 

勾
ゴ
 
。
 
宙
 8
 は
、
臨
死
体
験
研
究
に
よ
っ
て
 、
肉
 体
 が
死
ん
で
も
霊
魂
が
存
続
す
る
こ
と
が
証
明
可
能
で
 あ
る
と
主
張
し
、
こ
れ
 

に
 対
し
て
 匹
 a
c
 
ア
日
 
0
 お
は
 、
た
と
え
臨
死
体
験
研
究
が
 進
ん
で
も
、
死
後
の
世
界
や
霊
魂
の
存
続
は
証
明
不
可
 能
 で
あ
る
と
す
る
。
 こ
 

れ
は
や
や
哲
学
的
な
問
題
で
も
あ
り
、
解
決
は
難
し
い
。
 

以
上
、
三
つ
の
論
争
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
の
中
で
完
 全
 に
終
結
し
て
い
る
も
の
は
第
二
の
の
㏄
の
 
り
コ
ヘ
ロ
 

の
 
c
 村
の
「
 

論
争
の
み
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
、
第
一
、
第
三
の
終
結
困
難
な
論
争
を
踏
ま
え
な
 が
ら
最
近
行
わ
れ
て
い
る
臨
死
体
験
研
究
に
つ
い
て
 述
 べ
る
こ
と
に
す
る
。
 現
 

在
の
研
究
領
域
は
主
に
内
容
分
析
、
原
因
分
析
、
効
果
 分
 析
 、
客
観
性
分
析
の
四
分
野
に
分
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

㈹
臨
死
体
験
の
内
容
分
析
 

各
時
代
、
宗
教
、
文
化
に
お
い
て
内
容
的
に
類
似
し
た
 臨
 死
体
験
が
見
い
出
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
時
代
に
つ
 い
て
見
る
と
、
古
代
 

 
 

 
 

験
 と
考
え
ら
れ
る
記
録
 

@
 
Ⅳ
 "
 

（
 
G
 ）
 

（
Ⅰ
Ⅱ
）
 

（
㏄
）
 

が
 多
く
見
い
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
宗
教
に
お
い
て
は
、
 

 
 

）
回
教
（
 

Ⅰ
・
・
 

0
-
0
 

@
9
0
 

）
う
Ⅰ
 

せ
の
 
（
 
杏
 
-
 
レ
そ
 

 
 

体
験
が
収
集
さ
れ
て
い
る
。
文
化
に
お
い
て
は
米
国
に
お
 げ
る
の
 田
丁
づ
 0
 千
 

め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
脳
の
機
能
の
み
に
よ
っ
て
は
 説
 明
 出
来
な
い
部
分
の
方
が
大
き
い
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
  

 

-
 
Ⅱ
 @
 

 
 

第
二
に
、
臨
死
体
験
内
容
の
普
遍
性
の
原
因
に
関
す
る
 払
 
珊
争
 と
し
て
は
、
の
 a
g
a
 
コ
ヘ
ロ
 
の
の
 
オ
 の
～
論
争
が
挙
げ
ら
れ
る
 
。
こ
の
論
争
に
お
い
 

 
 
 
 
 
 

て
 
き
零
コ
は
、
 
死
ぬ
と
き
に
全
て
の
人
間
が
自
分
自
身
 の
 誕
生
時
の
記
憶
を
思
い
出
し
、
母
親
の
胎
内
か
ら
 出
 て
 来
る
よ
う
に
、
 
ト
ソ
 

小
ル
 を
 経
て
光
の
世
界
に
生
ま
れ
る
幻
想
を
見
る
と
提
唱
 し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
い
の
 
祭
浅
は
 、
出
産
の
状
況
や
 新
生
児
の
視
覚
機
能
な
 

ど
を
分
析
し
ぎ
 雙
 口
説
を
論
破
し
た
。
そ
れ
以
来
、
現
 在
の
学
者
は
臨
死
体
験
の
普
遍
性
の
原
因
を
誕
生
体
験
 に
 見
い
出
そ
う
と
は
し
 



穏什は 拮汁ス     

い
る
。
第
一
 

は
 、
臨
死
体
験
内
容
の
細
か
い
部
分
が
 

、
文
 
化
 あ
る
い
は
個
人
の
人
格
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
 

い
る
こ
と
、
そ
し
て
 

第
 

二
は
 
、
た
と
え
細
部
に
お
い
て
違
い
は
あ
っ
て
も
臨
死
体
 

験
 内
容
の
全
体
的
構
造
や
本
質
的
性
格
に
お
い
て
は
、
 

文
化
や
個
人
の
人
格
を
 

超
え
る
前
述
の
よ
う
な
普
遍
性
、
共
通
性
が
存
在
す
る
，
 

」
と
で
あ
る
。
な
お
、
仏
教
 

回
 、
共
産
国
、
発
展
途
上
国
 

そ
し
て
極
東
で
は
、
今
 

現
在
、
と
臨
死
体
 

瞼
 事
例
の
収
集
・
分
析
が
あ
ま
り
進
ん
 

で
い
な
い
。
 

五
品
 は
 、
神
秘
主
義
者
と
臨
死
体
験
者
の
双
方
に
お
い
 

て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
予
言
ロ
約
幻
想
（
 

ま
 Ⅱ
 下
 0
 
ロ
ゴ
の
（
 

@
n
 

｜
 主
れ
。
し
に
注
目
し
 

 
 

て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
九
八
八
年
の
世
界
的
危
機
 

を
 予
言
す
る
も
の
で
あ
 

っ
 た
が
、
恐
れ
ら
れ
た
危
機
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
 

オ
ぎ
 
ぬ
 は
こ
の
 
ょ
う
 
な
臨
死
体
験
の
予
言
的
幻
想
を
事
実
と
 

し
て
で
は
な
く
、
あ
く
 

究
 

研
 ま
で
も
体
験
者
の
深
層
心
理
か
ら
生
じ
る
現
象
と
し
 

て
と
ら
え
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

%
 
L
S
D
 
な
ど
）
が
引
き
起
こ
す
幻
覚
と
臨
死
体
験
 

内
 容
 と
を
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
 

O
B
E
 
（
 
継
 体
離
脱
）
 

、
 ト
ン
ネ
ル
体
験
、
光
を
見
る
 

と
 

成
体
験
は
麻
薬
体
験
に
よ
っ
て
も
起
こ
り
得
る
が
、
 

神
 

麻
薬
体
験
に
は
見
い
出
せ
な
い
事
が
明
か
に
な
っ
た
一
生
観
を
肯
定
的
な
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
る
性
質
を
持
人
生
観
が
肯
定
的
に
な
る
よ
 

一
 

5
 な
 可
能
性
は
無
い
 

，
と
 

 
 

と
の
出
会
い
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
親
戚
な
ど
と
 

の
 再
会
、
人
生
反
省
な
ど
は
 

 
 

25  (25) 

が
 収
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
時
代
、
宗
教
、
文
 

化
に
お
け
る
臨
死
体
験
収
集
と
そ
の
内
容
分
析
は
二
 

つ
 の
こ
と
を
明
か
に
し
て
 

戸
ッ
パ
 
（
 
由
 -
0
 
（
 
ヱ
 ）
 、
よ
 ス
ー
ス
 L
 Ⅰ
 ミ
 
ノ
リ
マ
 
フ
 （
 
い
 ㏄
簗
の
Ⅰ
 

め
 0
 
ヒ
 
し
 ）
 、
，
 

 
 

ど
に
お
け
る
臨
死
体
験
 

-
 
四
 @
 

-
 
為
 -
 

@
 
お
 @
 

人
 以
上
に
も
及
ぶ
、
あ
る
い
は
本
。
 

-
4
-
2
 

ず
パ
 
の
五
百
人
以
上
に
 
も
 及
ぶ
臨
死
体
験
の
調
査
が
最
も
大
規
模
な
も
の
で
あ
 

る
 が
そ
の
他
に
 
、
ョ
｜
 



㈲
臨
死
体
験
の
原
因
分
析
 

①
光
学
的
原
因
：
最
近
、
臨
死
に
お
け
る
興
味
深
い
物
理
 

的
 
現
象
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
ん
な
生
物
で
 

も
 
生
き
て
い
る
間
、
 

@
 
綴
 
@
 

極
く
 
弱
い
光
を
発
し
て
い
る
が
、
死
ぬ
瞬
間
に
発
す
る
 

光
 
は
 
通
常
の
一
千
倍
に
も
な
る
と
い
う
も
の
で
、
四
の
毛
 

ヨ
 
の
 
互
に
よ
っ
て
初
め
て
 

発
表
さ
れ
て
い
る
。
 

組
 
㏄
 
毛
 
ぎ
の
蚕
は
こ
の
現
象
に
よ
っ
て
 

ト
ン
ネ
ル
体
験
や
光
を
見
る
体
験
を
説
明
し
ょ
う
と
し
 

て
い
る
。
し
か
し
た
と
 

 
 

 
 

 
 

西
洋
で
問
題
と
さ
れ
る
死
の
定
義
に
対
し
て
深
い
意
味
を
 

持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
 

@
 
㌍
 
"
 

②
心
理
的
原
因
：
臨
死
体
験
の
心
理
的
な
原
因
を
見
い
出
 

そ
う
と
す
る
研
究
も
随
分
な
さ
れ
て
き
た
。
Ⅰ
 

o
n
 

オ
の
 

は
 一
度
死
ん
で
蘇
っ
 

た
 
経
験
を
持
っ
患
者
の
大
部
分
が
、
そ
の
臨
死
体
験
に
っ
 

い
て
語
ろ
う
と
し
な
い
場
合
が
多
い
と
い
う
事
実
に
注
 

目
し
て
、
自
分
の
臨
死
 

-
 
㏄
 
-
 

体
験
を
話
す
者
と
話
そ
う
と
し
な
い
者
と
を
比
較
し
た
が
 

、
心
理
的
な
違
い
を
見
い
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
 

。
ま
た
 

0
 
宙
 
0
 
口
は
 

、
夢
 

の
 
記
憶
が
鮮
明
な
者
ほ
ど
 

O
B
E
 
 

（
 
継
 
体
離
脱
）
の
記
憶
 

も
 
鮮
明
で
あ
る
こ
と
を
、
病
院
の
 

0
B
E
 

研
究
で
発
見
 

し
た
が
 

O
B
E
 

体
験
の
 

原
因
に
ま
で
は
触
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
臨
死
体
験
が
本
 

人
の
希
望
、
期
待
、
教
育
な
ど
と
の
相
関
を
全
く
持
た
 

な
い
こ
と
は
、
か
な
り
 

以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
 

㈲
臨
死
体
験
の
効
果
分
析
 

臨
死
体
験
は
夢
と
似
て
い
る
が
、
夢
と
は
異
な
り
体
験
者
 

0
 
人
生
を
変
え
て
し
ま
う
 

カ
 
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
 

ば
 
、
そ
れ
ま
で
宗
教
 

に
 
何
の
興
味
も
示
さ
な
か
っ
た
者
が
教
会
へ
行
っ
た
り
、
 

あ
る
い
は
逆
に
何
の
疑
問
も
持
た
ず
に
教
会
に
通
っ
て
 

い
 
た
信
者
が
自
分
の
宗
 

@
 
糾
 
"
 

教
を
疑
い
出
し
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
臨
死
体
験
の
効
 

異
に
 
つ
い
て
一
番
深
く
研
究
し
て
い
る
付
与
 

コ
コ
 

に
 
よ
 
れ
ば
、
臨
死
体
験
者
の
 

に
 
関
心
が
な
く
な
り
、
そ
の
か
わ
り
、
寛
容
 

心
 
、
愛
他
 

的
 
精
神
が
深
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
臨
死
体
験
者
は
、
 

，
 
」
の
よ
う
な
人
格
の
変
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し
か
し
そ
の
一
方
で
、
臨
死
体
験
研
究
か
ら
得
る
知
識
が
 、
 死
に
ゃ
く
者
の
た
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
大
変
役
上
 

ヱ
っ
 こ
と
も
あ
る
。
 

死
の
恐
怖
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
患
者
に
臨
死
体
験
談
を
聞
 か
せ
た
り
読
ま
せ
た
り
し
た
だ
け
で
も
そ
の
恐
怖
感
が
 か
な
り
薄
れ
、
精
神
的
 

@
 
㌍
 -
 

に
安
定
し
た
状
態
で
治
療
を
続
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
 は
 自
殺
防
止
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
も
応
用
出
来
る
。
 

自
 殺
 未
遂
者
が
臨
死
体
験
 

す
る
場
合
も
あ
る
が
、
彼
ら
の
体
験
は
典
型
的
臨
死
体
験
 と
は
違
っ
て
比
較
的
暗
く
て
淋
し
い
も
の
で
あ
る
。
 

全
 て
か
ら
逃
げ
た
い
と
 言
 

 
 

た
 自
殺
未
遂
者
の
臨
死
体
験
に
つ
い
て
話
す
こ
と
も
、
 

時
と
し
て
効
果
的
で
あ
る
 

囲
 

（
の
 
"
 
戟
 "
0
,
 

）
。
な
お
死
に
ゃ
く
者
へ
の
 
カ
タ
 ン
セ
リ
 ン
グ
や
 自
殺
防
止
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
臨
死
体
験
談
を
役
 立
て
る
こ
と
は
、
患
者
に
死
 

禰
 

後
の
世
界
の
実
在
や
信
仰
を
問
わ
な
く
て
も
、
心
理
 的
に
好
ま
し
い
結
果
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

勺
 
 
 

学
 

㈲
臨
死
体
験
の
客
観
性
分
析
 

教
 

け
 

臨
死
体
験
が
本
当
に
死
後
の
世
界
の
体
験
で
あ
る
 か
ど
う
か
は
、
依
然
と
し
て
疑
問
で
あ
る
が
、
多
く
の
 学
者
が
少
し
で
も
臨
死
体
験
 

獲
の
コ
 客
観
性
」
を
調
査
し
ょ
う
と
試
み
て
い
る
。
 

0
 B
E
 
 

（
継
体
離
脱
）
は
、
患
者
が
こ
の
世
を
知
覚
す
る
 

と
い
う
点
で
、
臨
死
体
験
に
 

甜
 

関
連
し
た
現
象
の
中
で
も
特
に
研
究
し
や
す
い
も
の
 と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

億
 

患
者
が
死
の
状
態
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
間
、
患
者
 の
 視
覚
や
聴
覚
が
 O
B
E
 に
よ
っ
て
肉
体
か
ら
離
脱
し
 肉
体
の
外
で
光
や
音
波
に
よ
 

現
 

る
 情
報
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
。
よ
っ
て
 O
B
E
 で
 患
者
が
知
覚
し
た
情
報
が
、
客
観
的
事
実
と
一
致
し
 て
い
る
か
ど
う
か
を
 分
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-
 
慈
 -
 

死
体
験
者
に
関
す
る
心
理
学
的
な
統
計
調
査
を
実
施
す
る
 事
も
必
要
と
さ
れ
る
（
 Z
 の
毛
の
 
0
 色
 。
 

容
を
体
験
後
突
然
起
こ
す
 為
 、
医
者
や
看
護
婦
あ
る
い
は
 家
族
や
社
会
の
理
解
が
得
ら
 

-
 
㏄
 "
 

-
 
篆
 @
 

こ
と
が
多
い
。
 
中
 9
 日
お
呂
 0
 の
研
究
に
よ
る
と
、
臨
死
体
 験
は
 、
患
者
の
自
我
や
自
己
 

会
を
否
定
し
が
ち
に
な
る
と
い
う
。
ま
た
体
験
後
の
患
者
 は
 、
自
分
が
深
く
感
じ
た
 臨
 

よ
う
と
し
て
、
更
に
苦
し
む
事
に
な
る
。
よ
っ
て
そ
の
 為
 の
 新
し
い
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
 れ

ず
、
一
種
の
カ
ル
チ
ャ
ー
 シ
 。
 ，
ク
を
 起
こ
す
 

主
張
を
弱
め
る
の
で
、
体
験
後
の
患
者
は
競
争
社
 

死
体
験
と
現
実
社
会
の
一
般
常
識
と
を
 適
ム
ロ
 
さ
せ
 

の
方
法
が
必
要
と
さ
れ
る
と
同
時
に
 、
 改
め
て
 臨
 



今
ま
で
述
べ
て
 き
 た
よ
う
な
「
死
の
研
究
」
に
対
す
る
、
 欧
米
の
宗
教
団
体
の
反
応
は
大
変
興
味
深
い
。
キ
リ
ス
 ト
 教
な
ど
の
宗
教
団
 

体
は
 、
研
究
初
期
に
は
「
死
の
研
究
」
に
よ
っ
て
「
死
後
 の
 霊
魂
の
存
続
」
を
証
明
出
来
る
と
考
え
て
こ
 う
 い
っ
 た
 研
究
を
寛
大
に
受
 け
 

入
れ
る
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
お
と
に
な
っ
て
 か
 ら
 、
臨
死
体
験
研
究
に
お
い
て
は
、
た
と
え
無
神
論
者
 で
も
宗
教
を
持
つ
者
と
 

四
 

宗
教
団
体
・
各
学
問
領
域
の
反
応
 

析
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
の
客
観
性
分
析
が
可
能
と
 な
る
。
特
に
 %
o
p
 

年
の
 

-
0
"
4
 

コ
 の
 行
 な
っ
た
病
院
に
お
け
る
 実
 験

は
信
頼
性
の
あ
る
も
 

の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
 O
B
E
 の
メ
カ
ニ
ズ
 ム
 ま
で
は
明
か
に
な
っ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
こ
う
い
っ
 た
 O
B
E
 体
験
研
究
に
 

よ
っ
て
、
人
間
の
精
神
の
一
部
分
が
脳
か
ら
離
れ
得
る
よ
 う
 な
知
覚
を
持
っ
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
っ
 っ
 あ
る
 。
ま
た
 申
ミ
ョ
 

-
i
-
 

Ⅱ
 は
 、
 亡
目
 

大
患
者
の
臨
死
体
験
調
査
の
結
果
、
盲
目
で
あ
っ
て
も
 
臨
 死
体
験
申
は
物
を
見
る
事
が
出
来
る
と
い
う
興
味
深
い
事
 実
を
報
告
し
て
い
る
。
 

臨
死
体
験
研
究
は
病
人
の
治
療
に
ま
で
間
接
的
に
影
響
を
 及
ぼ
し
て
い
る
。
あ
る
臨
死
体
験
研
究
者
は
 O
B
E
 と
 「
死
霊
と
の
出
会
い
」
 

と
い
う
現
象
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
る
。
 す
な
わ
ち
も
し
患
者
の
言
 う
ょ
 り
に
死
霊
が
こ
の
世
を
 去
ら
ず
に
さ
ま
よ
っ
て
 

い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
死
霊
を
慰
め
て
鎮
め
る
こ
と
に
 ょ
 っ
て
、
患
者
の
肉
体
的
、
精
神
的
苦
痛
が
無
く
な
る
と
 い
 う
 も
の
で
あ
る
 0
 こ
 

の
 仮
説
に
よ
っ
て
、
事
実
治
癒
す
る
者
も
い
る
（
の
「
 
a
b
 
帝
 

 
 

催
眠
状
態
に
陥
ら
せ
た
 

り
し
て
、
患
者
を
悩
ま
せ
て
い
る
死
霊
に
あ
の
世
へ
行
く
 よ
う
に
と
優
し
く
語
り
か
け
る
。
一
見
こ
れ
は
原
始
 宗
 

 
 

本
の
新
宗
教
、
 崇
教
 真
光
的
で
は
あ
る
が
た
と
え
何
も
め
 
示
教
を
譚
じ
て
い
な
く
て
も
効
果
が
あ
る
と
い
う
。
死
霊
 は
 実
際
に
存
在
す
る
も
 

の
な
の
か
そ
れ
と
も
患
者
の
想
像
に
よ
る
も
の
な
の
か
 
は
 、
今
の
時
点
で
は
結
論
出
来
な
い
が
、
実
例
を
多
く
 得
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
れ
 

ば
 、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
も
 可
 能
 で
あ
ろ
う
。
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現代における 死 

か
の
理
論
的
根
拠
に
 よ
 る
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
学
ん
で
 ぎ
た
学
問
の
根
本
原
理
や
、
個
人
の
心
理
的
背
景
に
よ
 る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
 

 
 

れ
る
。
 

 
 

 
 

自
殺
防
止
に
努
め
る
心
理
臨
床
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
お
い
 て
も
、
興
味
深
い
反
応
が
見
ら
れ
る
。
「
た
と
え
辛
い
 こ
と
が
あ
っ
て
も
、
 

2
9
 

た
っ
た
一
度
の
人
生
な
の
だ
か
ら
（
こ
の
現
世
し
か
存
在
 し
な
い
の
だ
か
ら
）
投
げ
出
し
た
り
せ
ず
に
耐
え
て
生
き
 
る
し
か
な
い
。
」
と
 @
-
 

口
 

と 宗教学的体験の 研究 

そ
の
反
面
、
多
く
の
生
物
学
者
や
医
者
は
ど
の
よ
う
な
 現
 象
も
物
理
学
に
よ
っ
て
説
明
出
来
る
と
考
え
る
傾
向
が
 あ
る
。
従
っ
て
 、
前
 

述
 し
て
 き
 た
よ
う
な
宗
教
的
体
験
を
物
理
学
的
に
説
明
 山
 来
な
い
場
合
、
体
験
そ
れ
自
身
の
存
在
さ
え
否
定
す
る
 態
度
を
示
し
て
い
る
。
 

し
か
し
生
物
学
者
や
医
者
が
こ
の
 ょ
う
 な
態
度
を
取
る
 @
 
」
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
 
ぅ
 の
も
、
脳
の
機
能
が
 

停
止
し
て
い
る
状
態
に
あ
っ
て
も
、
人
間
の
意
識
が
何
ら
 か
の
体
験
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
 生
物
学
者
や
医
者
が
 、
 

か
っ
て
大
学
で
吸
収
し
て
き
た
知
識
と
は
余
り
に
も
異
な
 る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
彼
ら
の
 否
定
的
態
度
は
 、
 何
ら
 

同
様
に
極
楽
的
体
験
を
す
 

と
さ
え
言
い
だ
す
 よ
う
 に
 

の
こ
と
は
二
つ
の
事
実
か
 

的
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
 

り
、
神
学
や
宗
教
学
の
勉
 

ュ
 ソ
グ
心
理
学
や
人
類
 

超
心
理
学
に
お
け
る
「
 死
 

歓
迎
し
て
い
る
。
特
に
 ュ
 

い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
 る

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
教
会
側
が
否
定
し
始
 め
 、
「
臨
死
体
験
は
悪
魔
の
つ
く
る
幻
覚
で
あ
る
」
 

な
っ
た
。
し
か
し
今
現
在
は
、
「
死
の
研
究
」
に
案
外
 好
 意
 的
な
反
応
を
す
る
教
会
も
多
く
な
っ
て
お
り
、
 そ
 

ら
来
 て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
人
間
は
た
と
 え
 宗
教
団
体
に
属
し
て
い
な
く
て
も
神
秘
的
・
宗
教
 

可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
第
二
は
 、
 こ
 う
 い
っ
 た
体
験
を
通
し
て
初
め
て
宗
教
に
興
味
を
抱
い
た
 

強
を
始
め
た
り
す
る
者
の
数
が
少
な
く
な
い
と
い
う
事
実
 で
あ
る
。
 

学
の
専
門
家
は
、
人
間
の
本
質
的
性
質
に
何
ら
か
の
共
通
 性
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
よ
っ
て
彼
ら
は
宗
教
学
や
 

の
 研
究
」
を
、
人
間
の
本
質
に
一
種
の
普
遍
的
現
象
を
発
 見
す
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
大
い
に
 

ン
グ
 の
提
唱
し
た
光
と
影
、
 陽
と
陰
 、
天
と
水
な
ど
の
 ィ
 メ
ー
ジ
が
、
宗
教
的
体
験
の
中
で
度
々
登
場
す
る
と
 

@
 
卸
 "
 

よ
っ
て
、
ニ
ン
グ
の
 や
お
ゴ
隈
出
罵
 
（
元
型
）
の
仮
説
は
 
さ
ら
に
強
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 



㈹
宗
教
的
表
現
の
可
能
性
 

西
洋
哲
学
に
お
い
て
は
、
三
十
年
程
前
か
ら
「
宗
教
的
 表
 現
の
可
能
性
」
が
重
要
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
 、
 盛
ん
に
 

-
 
何
 "
 

て
き
た
。
そ
の
論
争
の
背
景
に
「
反
証
の
可
能
性
」
と
い
 5
 概
念
が
あ
る
こ
と
は
無
視
出
来
な
い
。
こ
の
概
念
は
 ㌧
。
口
口
の
 

r
 
 
の
 

る
と
、
も
し
も
「
 X
 」
と
い
う
言
葉
の
表
現
す
る
概
念
が
 存
在
し
な
い
こ
と
を
経
験
的
に
証
明
す
る
方
法
を
見
い
 出
す
こ
と
が
 

あ
る
な
ら
ば
「
 X
 」
は
、
も
は
や
 正
 と
も
誤
と
も
言
え
な
 い
 無
意
味
な
言
葉
で
あ
る
と
い
う
。
 

十
ま
 
ネ
仁
 
、
付
す
 ゼ
く
，
 
ま
 き
ぎ
 （
 
セ
 Ⅱ
の
 
-
%
-
 の
口
 
0
 
@
7
"
4
 
 

日
 
な
ど
の
宗
教
 学
者
は
、
眼
に
見
え
な
い
 神
 や
震
、
汚
れ
や
 罪
 、
来
世
 や
 再
生
、
 

論
争
さ
れ
 

説
明
に
 ょ
 

不
可
能
で
 

そ
し
て
 浬
 

五 

宗
教
的
体
験
研
究
の
可
能
性
 

つ
て
、
死
に
た
い
と
願
っ
て
い
る
患
者
を
説
得
し
て
い
る
 カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
、
死
後
の
世
界
も
存
在
す
る
と
言
わ
 ん
ば
か
り
の
宗
教
的
 体
 

続
く
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
結
局
自
殺
し
て
も
苦
し
み
か
 

験
を
歓
迎
せ
す
無
視
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
 

際
に
自
分
の
自
殺
防
止
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
も
役
立
て
て
 

承
認
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
訳
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
新
し
 

と
す
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
も
存
在
す
る
。
後
者
の
よ
う
な
 ヵ
 

反
応
は
宗
教
学
者
に
と
っ
て
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
 

い
る
知
識
の
枠
組
み
、
期
待
、
信
念
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
 

三
十
年
も
前
に
内
臣
 @
5
@
4
 

ゴ
コ
 が
あ
る
科
学
的
革
命
に
お
い
て
 

 
 

で
、
「
こ
の
体
を
殺
し
て
こ
の
世
を
逃
け
だ
し
て
も
、
 
ま
 

ら
 逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
言
っ
て
患
者
に
自
殺
 

る
 傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
 よ
 

ウ
ン
セ
ラ
ー
の
場
合
は
比
較
的
容
易
に
こ
の
新
分
野
の
 

い
る
。
 

い
 事
実
が
承
認
さ
れ
る
か
否
か
は
、
そ
の
時
代
の
各
 分
 

証
明
し
た
 よ
う
 に
、
結
局
新
し
い
事
実
は
た
と
え
経
験
的
 

野
の
学
者
達
が
持
っ
て
 

研
究
を
受
け
入
れ
、
 実
 

、
生
理
学
糸
の
学
者
の
 

を
 思
い
と
ど
ま
せ
よ
う
 

た
 次
の
生
黄
土
）
 
は
 

証
拠
が
あ
っ
て
も
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卸
 ・
と
頭
脳
と
を
結
ぶ
次
元
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
宗
教
 的
 仮
説
が
建
て
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
   

現
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蝸
 

な
い
が
少
く
と
も
、
物
質
主
義
一
元
論
の
み
に
よ
っ
 て
 宗
教
的
体
験
を
説
明
出
来
な
い
こ
と
は
明
確
で
あ
る
 。
従
っ
て
こ
れ
か
ら
、
意
識
 

 
 

  

胡
っ
 あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
哲
学
に
大
き
な
影
響
を
 

及
ぼ
し
、
決
し
て
無
視
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
二
元
 

論
 は
ま
だ
証
明
さ
れ
て
は
い
 

と 宗教学的体験 

き で、 押し て 

  
人 な   

間 は）の どこ   
か 頭   
の 脳 頭 
意 の 脳 
調 物 同 
体 理 一 
験 約 説 
が な が 

山 勘 正 
来 ぎ し 

る ほ げ 
と よ れ 
い っ ば 

ぅ て 、 
こ つ キ 

と く リ 

が り ス 

、 だ ト 

前 さ 教 
述 れ の 
し た み 
て 幻 な 
ぎ 想 ら 

ず、 た 過 ょ に 
ぅ ぎ 全 
な な て 

  
験 し お 
の か け 
研 し る 

禿 頭 宗 
に 脳 教 
ょ が 的 
っ 働 体 
て い 鹸 
託 て や 
明 い 現 
さ な 象 
ね い 雀 
つ と 平 

㈲
物
心
二
元
論
の
可
能
性
 

@
 
㎎
 @
 

究
 

西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
は
二
元
論
に
悩
ま
さ
れ
た
長
 い
 歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
臣
も
 q
.
 
力
 巨
の
な
ど
の
哲
学
 者
は
二
元
論
に
お
い
て
中
心
 

研
 
と
な
る
問
題
、
す
な
わ
ち
「
意
識
と
頭
脳
の
関
係
」
 を
 避
け
る
た
め
に
物
質
主
義
一
元
論
に
よ
っ
て
意
識
と
 頭
脳
が
同
一
で
あ
る
と
強
調
 

（
 
毬
 
@
 

架
や
救
済
な
ど
と
い
っ
た
宗
教
的
表
現
は
全
て
単
な
る
 

隠
 嚥
 で
あ
り
、
何
の
意
味
も
持
た
な
い
と
主
張
し
て
い
る
 

し
か
し
、
 
エ
ぎ
ォ
や
 

間
瀬
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
こ
の
三
次
元
に
お
い
 

て
 反
証
不
可
能
な
表
現
で
あ
っ
て
も
、
臨
死
体
験
な
ど
 

が
 出
来
る
よ
う
な
別
の
 

次
元
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
体
験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

反
 証
 可
能
と
な
り
得
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
宗
教
的
 

表
 
が
 重
要
な
意
味
を
持
っ
 

 
 

来
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
宗
教
哲
学
上
の
論
争
に
お
い
て
宗
教
的
体
験
を
否
定
 

す
る
学
者
は
、
あ
く
ま
で
も
宗
教
を
社
会
的
連
動
や
人
 

間
の
心
理
的
構
造
と
 

し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
場
合
、
 

め
 
ホ
 
教
の
本
質
や
信
仰
の
対
象
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
く
 

な
っ
て
く
る
と
言
え
 

る
 。
人
間
が
臨
死
体
験
の
よ
う
な
宗
教
的
体
験
を
し
た
，
 

」
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
宗
教
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
あ
る
 

限
り
、
宗
教
を
研
究
す
 



体
験
の
話
な
ど
を
患
者
に
優
し
く
話
し
て
聞
か
せ
る
だ
 け
 で
も
患
者
の
沈
ん
で
 い
 た
気
分
は
高
揚
し
て
病
状
は
安
 定
 し
て
く
る
。
ま
た
、
 

-
 
駒
 "
 

専
門
外
と
な
る
。
し
か
し
何
も
特
別
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
 が
 出
来
な
く
て
も
、
た
と
え
ば
 木
 二
 %
 の
づ
 
。
 
刃
 o
s
s
 
と
い
う
 医
者
の
よ
う
に
、
臨
死
 

㈹
末
期
患
者
の
精
神
的
治
療
へ
の
可
能
性
 

現
代
は
西
洋
医
学
が
著
し
く
 進
 少
し
て
い
る
一
方
で
、
 自
 宅
で
は
な
く
病
院
で
死
亡
す
る
患
者
の
数
が
急
増
し
て
 い
る
。
患
者
が
苦
し
 

ん
だ
り
昏
睡
状
態
に
あ
っ
た
り
す
る
と
 き
 、
日
本
の
医
者
 は
 懸
命
に
肉
体
の
延
命
の
み
に
努
め
、
言
わ
ば
命
の
質
 よ
り
も
量
を
優
先
す
 

る
 。
ま
た
、
末
期
患
者
を
看
病
す
る
者
達
に
は
死
へ
の
 恐
 怖
 感
を
和
ら
げ
る
 力
 は
な
い
。
 

し
か
し
本
来
東
洋
医
学
に
お
け
る
医
者
は
単
な
る
技
術
者
 で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
患
者
の
精
神
面
で
の
治
療
者
や
 相
談
相
手
で
も
あ
っ
 

た
 。
ま
た
日
本
で
は
自
宅
に
お
い
て
患
者
の
看
病
を
す
る
 場
合
が
多
か
っ
た
の
で
宗
教
関
係
者
や
坊
主
な
ど
が
、
 患
者
や
患
者
を
抱
え
る
 

家
族
の
相
談
相
手
と
し
て
出
入
り
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
 っ
た
 。
し
か
し
西
洋
医
学
を
取
り
入
れ
て
以
来
、
患
者
 の
 身
体
治
療
に
関
し
て
 

は
 進
歩
し
た
も
の
の
、
患
者
や
患
者
の
家
族
に
対
す
る
 精
 神
南
で
の
ケ
ア
が
行
き
届
か
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
 ほ
 何
も
西
洋
医
学
が
 患
 

者
の
精
神
的
治
療
を
重
視
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
来
た
の
 で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
西
洋
の
病
院
に
は
、
多
少
の
 分
業
が
あ
り
、
医
者
が
 

患
者
の
肉
体
を
治
療
し
て
い
る
間
、
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
 神
父
や
牧
師
あ
る
い
は
シ
ス
タ
ー
な
ど
が
自
由
に
出
入
 り
し
て
、
時
間
を
か
け
 

て
 患
者
の
精
神
面
に
お
け
る
相
談
に
応
じ
る
よ
う
な
シ
ス
 テ
ム
 が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

日
本
は
西
洋
医
学
を
取
り
入
れ
た
時
点
で
、
西
洋
の
病
院
 に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
役
割
が
無
視
し
 て
い
る
。
よ
っ
て
 日
 

本
に
つ
く
ら
れ
た
西
洋
式
の
病
院
で
は
、
坊
主
な
ど
が
 出
 入
り
す
る
こ
と
は
縁
起
が
悪
い
と
い
う
の
で
い
や
が
ら
 れ
る
 よ
 う
に
な
り
、
 そ
 

の
 結
果
、
患
者
の
精
神
的
な
苦
悩
を
理
解
し
て
取
り
除
く
 こ
と
の
出
来
る
相
談
相
手
や
専
門
家
が
ほ
と
ん
ど
い
な
 く
な
っ
て
い
る
。
 

「
病
は
気
か
ら
」
と
い
う
諺
が
古
く
か
ら
日
本
に
存
在
す
 
る
 よ
 う
 に
、
日
本
の
医
者
も
病
気
と
い
う
も
の
が
肉
体
か
 ら
の
原
因
の
み
に
 

よ
っ
て
持
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
 知
 っ
て
い
る
が
、
患
者
に
行
う
精
神
面
で
の
カ
ウ
ン
セ
リ
 ソ
グ
 は
医
者
に
と
っ
て
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ら
の
こ
と
を
軽
視
し
が
ち
で
あ
る
が
患
者
 

意
味
を
持
っ
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
 

生
と
死
の
問
題
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
 

医
者
が
患
者
の
話
を
良
く
聴
き
、
患
者
と
 

で
あ
る
こ
と
を
、
 
よ
 り
一
層
認
識
す
る
こ
 の

 語
り
た
 い
 こ
と
に
敬
意
を
持
っ
て
耳
を
傾
げ
る
こ
と
は
 、
 話
し
手
に
も
聴
 き
 手
に
も
大
き
な
 

死
に
ゃ
く
も
の
に
と
っ
て
も
、
ま
た
生
き
残
る
も
の
に
と
 っ
て
も
死
と
い
う
こ
と
に
直
面
し
て
 

と
は
、
自
分
の
宗
教
、
哲
学
信
念
を
見
つ
め
る
た
め
の
 
良
 ぃ
 機
会
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
 

共
に
死
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
が
 人
間
と
し
て
尊
い
命
を
持
っ
た
存
在
 

と
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
話
を
患
者
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
に
は
 患
者
の
方
か
ら
新
し
い
宗
教
的
体
験
を
得
ら
れ
る
こ
と
 も
あ
る
。
医
者
は
こ
れ
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。
 



備 般 
え 曲 明 八   

キ 問お そ そ か要 治以 火 た であ @ お こ の こ れな 旨 

葬 っ 降     
の的 要 位地ん域 

墓 石 げ   
地 と る 近排企 め業者 送京 
が し 葬 代 険固 る 化やをに 
つ た 儀 
く 葬 の 

  
ら 儀 歴 

視 る園が う に と る 

れ が 史 
祭 よなで人よ し 葬 

た 衰 を 
。 退 概 儀の歴 うにな性、共 新し ど きる。 集中 口 担 って たもの   

一 か て 
般 わ み   
に つ る 大正 都市化 と は共同 死の対 い生活 段の発 た役割 が 大 、 
と、大 行われ 告別 て 

体処形 達の正期 
的法態 に多 期に 

て 式 正 性 がが よ く に 大 

ぃ が 期 格 土曜 つがなき 
る 行 に をみ 立て葬るな 
葬 わ 大 
儀 れ き 

様 る な 
変化が なくし 出され してく 東京の 祭 業者 と葬列 

て て る 空には 集 
式 よ 変 よ ぎ に間 よ な 中 
の う 化 
原 に が りた 個 。 伴構 っ造 づくし てな て 

型 な 連 
は っ 続 
い た し 起きて 人的なてそれこ うし や社会 かわら 告 り、 
ず 。 て 

も たに関れ別 か 

れ 大 起 
も 正 こ 

の変通係る と化合のよ 式る を 。 
なにす 型 ぅ 中明 

こ 末 っ っ よ る にに 心治 
の に て 

時 は い   
期 近 る て死意 がて たで 
に 代   いは 識 生ゆ も の 

生 的 そ 
ま な れ 

8 。 日面じくの 常でた。 に 芽 儀 

れ 施 ま 
の の こ 変は 

て 設 で ， 

い な 一 にぎや 生活 空 変化が とに、 わる。 
37 (37) 

大
正
期
東
京
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
の
 変
化
と
近
代
化
 

村
上
典
医
 



て 行 て 松 

もめ 、 れ 葬 下 
祭 勝 

総 て 業 太 
じ い を 郎 
て た 常 民 
五 の 

っ か 萌 んで （ 

の 概 
部 観 治三 ぎた 

介 す 。 十 
明 セ 
治 午 
木 主 
か れ 

  ら ） 

大 か 
が る 正 ら 

に 行 
(1) で，ぅ ぎ 。 大 か な 中 

る 明 王 げ つ む 

死 。 治 朗 
の 期 の てたと の。 な 
発 東 葬 一 東 氏 る 

生、 宗 儀 京 は 聞 
の 大 き 

葬 
儀 
準 
大正 の仏式 変化を 義正書 儀 七 ぎ 

0 年 調 

備、   変 か 査 

の に 

死 
の 
伝   
達   て し 長 部 

細   た で 文 
人 あ 京 

まずそ 儀 かな 

で っ 区 
あ た 本 

礼 れ る 文 棚 
は 以 。 の に   U の 日赤 兆 @ 後 あ 

な る 
に 葬 雛 形 
よ 儀 Ⅰ '  一 フ亡 ・ 

っ が で， 葬 
て い 杉 儀 
異 か 元 店 
な な 社 の 
る る 長 社 
と 形 
し で と し 長 、 

@
l
 
）
 

お
も
に
明
治
十
一
年
に
制
定
さ
れ
た
東
京
市
十
五
区
（
 旧
 朱
引
地
区
内
）
相
当
地
域
に
お
け
る
仏
式
葬
儀
を
考
察
 0
 対
象
と
す
る
。
 

る
 。
さ
ら
に
現
在
も
漸
次
進
行
し
つ
つ
あ
る
、
地
域
関
係
 者
 お
よ
び
血
縁
者
の
葬
儀
へ
の
関
与
の
減
少
と
、
そ
れ
 に
 対
応
す
る
葬
祭
業
者
 

の
 関
与
の
町
大
と
い
う
変
化
但
し
て
も
、
そ
の
端
緒
は
大
 正
期
に
開
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
の
小
論
で
は
東
京
の
 

一
 地
域
か
ら
の
聞
き
書
き
に
よ
る
 調
査
資
料
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
他
貸
料
に
よ
る
補
助
 な
 行
い
な
が
ら
大
正
 

期
 東
京
葬
儀
に
起
き
た
変
化
の
全
体
の
概
要
を
 っ
 か
み
、
 諸
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
 考
察
す
る
。
特
に
都
市
 

化
 
・
近
代
化
に
伴
う
葬
儀
習
性
の
変
容
と
い
う
視
点
か
ら
 
諸
変
化
を
包
括
的
に
と
ら
え
、
そ
の
相
互
関
係
と
そ
れ
 の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
 

に
し
た
い
と
考
え
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
 う
 葬
儀
 は
 寺
院
 

等
で
行
わ
れ
る
儀
礼
の
み
で
な
く
、
死
が
発
生
し
て
か
 

ら
 弔
 い
 上
げ
が
す
む
ま
 

で
の
行
動
の
総
体
を
指
し
て
い
る
。
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大正期東京における 葬送儀礼の変化 

@ は た を 用 
よ 通 (2) 喪 だ 納 渡 い 
び 夜   
  
司 式 
  の 

灯 前 
向 日 

<  ナ， し 

5 式 
い の 

ケ @ ヒ 

依 

め が ;   
地 こ 
壊 れ 
の を 
八 行 

    
あ 通 。 甘 @  し @ し 

（ ノ @ 

つ 夜 電 関 の 
  

た に 

  サま 

通 誰   
彼 が る 戚 に ナ - Ⅰ 

客 て 
に も 

サ ま よ 

潤 い   
食 こ { 

が と 

出 に れた 剃髪 接待 おょ 

さ な 
れ っ 
る て 
こ い 

と た 
に が   な ま 

つ 実 。 を 行れ こ せ 、 
て 際 ぅ を 
い 来 

こお 「 
後 

た る で、 

の の の 剃 
  
/ ヘ 

で は 懐 刀 尺 
私 親 い な の 

ず 戚 も こ い 晒 

39 (39) 

近
は
近
親
者
だ
け
で
行
 

代
 

う
 も
の
で
あ
っ
た
が
、
死
後
硬
 直
 が
き
つ
く
て
ど
う
し
て
も
納
め
ら
れ
な
い
時
に
は
（
 当
時
庶
民
の
多
く
は
座
棺
を
 

 
 

危
篤
時
に
は
直
系
親
族
お
よ
び
死
者
の
兄
弟
く
ら
い
ま
で
 が
 立
ち
会
う
。
亡
く
な
っ
て
か
ら
喪
家
の
者
が
二
人
で
 近
隣
に
知
ら
せ
る
。
 

ど
ん
な
に
親
し
く
し
て
い
て
も
、
こ
の
挨
拶
を
づ
け
る
ま
 で
 近
隣
の
者
は
喪
家
に
顔
を
出
さ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
 い
た
。
近
隣
（
向
こ
う
 

三
軒
両
隣
）
と
主
だ
っ
た
親
戚
が
集
ま
っ
て
、
世
話
役
を
 選
出
し
葬
儀
の
や
り
様
を
決
め
る
。
 

東
京
で
は
葬
儀
の
知
ら
せ
を
す
る
者
は
 ハ
ヤ
ッ
カ
イ
と
呼
 ば
れ
、
必
ず
二
人
組
で
い
っ
た
。
 寺
 、
役
所
、
葬
儀
屋
 へ
 ゆ
く
場
合
も
二
人
 

で
 行
っ
た
。
葬
儀
屋
で
は
話
が
ま
と
ま
る
と
 酒
 と
膳
を
出
 し
た
。
明
治
期
の
葬
儀
準
備
で
の
葬
儀
屋
の
仕
事
は
 、
 火
葬
場
の
手
配
 と
棺
お
 

よ
び
飾
り
付
け
道
具
の
準
備
く
ら
い
だ
っ
た
。
経
雄
子
は
 喪
家
お
よ
び
親
戚
の
女
性
 達
で
 縫
っ
た
。
必
ず
数
人
で
 、
 糸
 止
め
を
し
な
い
 よ
 

ぅ
 、
ち
ょ
う
ど
一
反
で
仕
上
が
る
よ
 う
 に
縫
 う
 。
こ
う
し
 た
 縫
い
方
は
普
段
は
タ
ブ
 一
 と
さ
れ
た
。
 

主
だ
っ
た
親
戚
が
揃
っ
た
時
点
で
納
棺
を
行
 う
 。
納
棺
の
 と
き
に
は
必
ず
酒
を
飲
ん
だ
。
納
棺
の
前
に
喪
主
が
 、
 裸
に
 麻
縄
だ
す
き
と
 

化
 
い
う
い
で
た
ち
で
、
「
サ
カ
サ
ミ
ズ
」
を
使
っ
て
 湯
 濯
 を
お
こ
な
っ
た
。
他
人
に
死
者
の
汚
れ
が
か
か
る
の
 を
 嫌
っ
て
、
基
本
的
に
納
棺
 



平
服
で
参
加
し
た
も
の
と
い
う
。
 

明
治
・
大
正
ま
で
の
通
夜
は
全
通
夜
ま
た
ほ
九
通
夜
と
い
 っ
て
実
際
に
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
通
夜
に
参
 抗
 す
る
の
は
、
葬
列
 

で
 役
の
あ
る
よ
う
な
近
い
親
戚
、
町
内
で
は
向
こ
う
三
軒
 両
隣
く
ら
い
ま
で
、
知
人
で
は
故
人
か
ら
特
に
恩
を
 ぅ
 け
た
と
い
っ
た
よ
う
 

な
 、
故
人
も
し
く
は
喪
家
と
血
縁
も
し
く
は
っ
 ぎ
 合
い
の
 上
 で
深
ぃ
関
係
に
あ
る
者
で
、
そ
れ
以
外
の
人
は
途
中
 か
ら
帰
っ
た
。
こ
れ
を
 

半
 通
夜
と
い
っ
た
。
通
夜
に
行
う
法
要
は
宗
派
に
よ
っ
て
 様
々
で
あ
っ
た
が
、
概
し
て
鳴
り
物
が
入
り
、
法
要
の
 合
間
に
料
理
や
酒
を
と
 

り
な
が
ら
 朝
 ま
で
続
け
る
形
で
行
わ
れ
た
、
酒
や
鳴
り
物
 が
 入
る
こ
と
も
あ
っ
て
 、
 式
は
し
め
や
か
と
い
う
ょ
り
 は
に
ぎ
や
か
で
荒
々
 
し
 

い
も
の
と
な
り
、
通
夜
と
も
な
れ
ば
近
隣
 は
 う
る
さ
く
て
  

 

通
夜
が
終
る
と
僧
は
寺
に
帰
っ
て
仮
眠
 し
 、
参
加
者
は
朝
 湯
 に
入
っ
て
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
出
棺
を
待
つ
。
 

㈹
出
棺
、
葬
列
 

喪
家
か
ら
葬
列
を
組
ん
で
寺
院
も
し
く
は
斎
場
に
ゆ
 き
葬
 儀
式
を
行
 5
 。
出
棺
は
十
時
頃
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
 。
実
際
に
出
発
は
定
 

刻
 よ
り
遅
れ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
八
時
頃
か
ら
人
足
 達
 が
 集
ま
っ
て
き
て
各
々
の
役
割
を
決
め
る
。
こ
れ
を
 陣
 立
て
と
い
っ
た
。
人
足
 

に
は
駕
籠
や
輿
を
担
ぐ
「
陸
尺
（
 

ワ
 ク
シ
ャ
ク
）
」
と
、
「
 蓮
華
（
レ
ン
ゲ
）
」
（
Ⅱ
紙
花
）
や
生
花
、
高
張
り
提
灯
な
 

ど
を
も
つ
「
平
人
（
 ヒ
 

ラ
ビ
 ト
 ）
」
の
区
別
が
あ
っ
た
。
陸
尺
 
は
皆
 体
格
が
よ
く
 一
 
肩
の
高
さ
が
揃
っ
て
い
た
。
ま
た
 力
 ば
か
り
で
な
く
 葬
 列
を
進
め
る
独
特
の
調
 

子
 や
 、
特
殊
な
技
術
の
収
得
を
必
要
と
し
た
。
た
と
え
ば
 、
陸
尺
に
は
手
が
わ
り
と
い
う
交
代
要
員
が
つ
く
が
、
 

葬
列
を
人
家
の
前
に
留
 

め
る
 め
 げ
に
い
か
な
い
の
で
、
葬
列
が
滞
ら
ぬ
 よ
う
、
調
 
子
を
乱
さ
ぬ
よ
 う
 速
や
か
に
交
代
す
る
必
要
が
あ
っ
た
 。
駕
籠
な
ら
二
人
で
手
 

が
わ
り
一
人
（
「
駕
籠
三
枚
」
）
、
座
棺
を
の
せ
る
 輿
 な
ら
 四
 人
 に
一
人
。
寝
棺
で
あ
れ
ば
必
ず
輿
で
あ
り
、
最
低
で
 も
 十
人
必
要
で
そ
の
と
 

@
@
@
 

き
に
は
手
が
わ
り
は
必
要
な
か
っ
た
。
輿
は
一
般
に
上
流
 階
級
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
正
期
に
入
る
と
庶
民
の
 間
で
も
上
げ
輿
と
呼
ば
 

れ
る
輿
が
用
い
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
。
こ
れ
は
蓮
台
の
 上
に
屋
根
を
つ
げ
た
も
の
で
前
後
に
四
人
 づ
っ
 手
が
わ
 り
が
二
人
っ
い
た
。
 
そ
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期
中
か
ら
ば
 る
ば
 ろ
と
脱
落
し
、
最
終
的
に
は
親
戚
 

や
 向
こ
う
三
軒
両
隣
と
い
っ
た
 
極
く
 親
し
い
人
し
か
残
ら
 
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
 

瑚
 
寺
院
で
葬
列
が
到
着
す
る
の
を
待
っ
会
葬
者
の
た
め
 

に
 、
煙
草
盆
を
用
意
す
る
の
も
葬
儀
屋
の
仕
事
だ
っ
た
 

。
煙
草
盆
は
マ
ッ
チ
 
箱
 二
つ
 

大
 

ぺ
ら
い
の
大
き
さ
で
、
通
常
の
葬
儀
で
も
五
十
、
大
き
な
 

寺
院
の
場
合
に
は
 
百
 く
ら
い
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
 

当
時
の
、
葬
式
に
会
葬
 41  (41) 

における葬送 忙 礼の変化と近代化 

の っ 通 れ   
を 列 
侍 は 

つ つ 
大 い 
め て 
方 音 
が ま 

各 で こ に 着 も に っ   
く 歩 と 替 つ 着 て 5 区 と 

な い が二え者初歩政一、 華の 、 後 い 神 い 
っ た 

た も   
  の ナ、 ヒ 足 河 蓮 

最 ら が 台 車 
初 し い 一 や 

は い 
大 が 勢 人 あ は 
で 大 足 た 少 
歩 正   へ り な 

き め 隠 で 傾 か の に い 

やま @i! 二 

じ じ め 尾 い い 様 り 進 の   
め め ほ の わ っ に 、 む 白 

はたも 親 。 七 

速 い 飯 （「円 実際は 屋号の れる 青 て 足袋 棺 雨 の 女子供 位牌 方い杖 へく 



㈲
火
葬
場
 

式
 後
、
親
族
の
男
性
と
陸
尺
人
足
だ
け
で
遺
体
を
火
葬
場
 に
 運
ぶ
、
当
時
火
葬
場
 

な
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
大
正
期
に
は
庶
民
は
ほ
と
 ん
ど
火
葬
で
、
郊
外
の
寺
 

た
 。
火
葬
に
す
る
場
合
寺
院
か
ら
鑑
札
を
貰
い
、
そ
れ
が
 火
葬
許
可
証
の
代
わ
り
と
 

が
ひ
ど
い
の
で
夜
間
に
焼
い
た
。
棺
を
寵
（
 竃
 ）
に
い
れ
 鑑
札
を
預
け
、
扉
を
紙
で
 

で
 収
骨
し
た
。
 

火
葬
場
へ
ゆ
く
沿
道
に
は
乞
食
が
い
た
。
葬
儀
は
喜
捨
の
 機
会
と
考
え
ら
れ
て
い
 

え
 た
。
・
な
か
に
は
立
派
な
体
を
し
て
い
る
も
の
が
働
か
な
 
い
の
は
け
し
か
ら
ん
と
い
 は

 市
外
に
あ
り
、
か
な
り
の
距
離
を
歩
か
な
け
れ
ば
 

に
大
き
な
墓
地
を
も
つ
者
し
か
土
葬
は
出
来
な
か
っ
 

な
っ
た
。
燃
料
は
薪
が
主
流
で
火
力
が
弱
く
、
臭
気
 

結
わ
え
て
印
鑑
を
押
し
て
封
印
し
、
翌
日
親
戚
 だ
 げ
 

た
か
ら
、
大
概
の
人
は
お
金
や
故
人
の
服
な
ど
を
 与
 

う
の
で
も
の
を
や
ら
な
い
人
も
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
 

買
い
取
る
業
者
も
い
た
。
 

@
7
-
 

す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た
数
に
あ
た
る
。
 

㈹
葬
式
 

手
に
 つ
く
と
も
っ
て
ぎ
た
位
牌
、
香
炉
、
 膳
 、
花
な
ど
が
 飾
り
竹
げ
ら
れ
る
。
帳
場
は
主
に
町
内
の
人
に
任
せ
ら
 ね
 、
そ
こ
に
親
戚
の
 

者
が
一
人
加
わ
っ
た
。
式
で
は
会
葬
者
は
親
族
 席
 、
一
般
 会
葬
者
席
に
わ
か
れ
て
座
る
。
親
族
以
外
で
も
葬
列
 と
 と
も
に
歩
い
て
き
た
よ
 

5
 な
人
ほ
親
族
席
に
座
る
。
親
族
、
会
葬
者
の
順
に
焼
香
 す
る
。
普
通
庶
民
の
場
合
会
葬
者
は
三
十
人
か
ら
五
十
 人
 程
度
で
あ
っ
た
。
 

式
 後
会
葬
者
に
は
「
ミ
ツ
グ
ミ
」
と
呼
ば
れ
る
菓
子
の
折
 が
 配
ら
れ
た
。
こ
れ
は
蓮
の
花
や
葉
の
形
を
か
た
ど
っ
 た
 打
ち
菓
子
や
羊
雲
 

を
 飾
る
 よ
う
 に
詰
め
た
も
の
で
、
今
日
作
る
な
ら
二
千
円
 程
度
は
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
配
る
菓
子
が
な
く
な
 る
の
は
恥
ず
か
し
い
こ
 

と
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
百
人
来
る
と
思
え
ば
百
五
十
 折
 く
ら
い
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ほ
 寺
 に
き
た
人
な
ら
誰
で
も
 

貰
 う
 こ
と
が
で
き
、
中
に
は
会
葬
者
に
混
じ
っ
て
菓
子
を
 貰
い
、
金
に
替
え
る
の
を
生
業
と
す
る
も
の
も
あ
っ
 っ
 た
 。
そ
 う
い
 5
 菓
子
を
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明
治
期
の
葬
儀
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
中
心
的
な
行
事
で
 あ
っ
た
葬
列
が
、
大
正
期
に
入
る
と
徐
々
に
行
わ
れ
な
 く
な
っ
て
く
る
。
 松
 

㈹
 
式
 後
の
供
養
 

帳
 薄
の
整
理
、
香
典
の
集
計
は
町
内
の
者
が
行
い
、
葬
儀
 屋
へ
の
支
払
い
も
喪
主
で
は
な
く
世
話
役
が
香
典
の
集
 計
の
中
か
ら
 行
 9
0
 

が
 普
通
だ
っ
た
。
世
話
役
が
会
計
を
任
さ
れ
て
い
る
場
合
 、
 式
 当
日
の
飲
食
の
饗
応
の
前
に
支
払
い
を
済
ま
せ
た
 が
っ
た
。
喪
家
が
貧
し
 

い
 場
合
数
日
支
払
い
が
遅
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
大
概
 葬
儀
屋
へ
の
支
払
い
は
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
た
。
火
葬
 場
か
ら
戻
る
と
喪
家
と
 

親
戚
の
者
で
、
会
葬
し
て
く
れ
た
町
内
に
答
礼
し
て
ま
わ
 っ
た
 0
 こ
の
時
人
の
入
ら
な
い
提
灯
を
二
つ
も
っ
て
 い
 っ
た
 。
ま
た
会
葬
礼
状
 

冊
を
近
隣
の
も
の
が
手
伝
っ
て
書
い
た
。
こ
れ
ら
が
 
全
 て
 終
る
と
火
葬
場
に
い
っ
た
者
、
葬
儀
を
手
伝
っ
た
者
 で
 会
食
し
た
。
こ
れ
は
葬
儀
 

托
で
 世
話
に
な
っ
た
お
礼
の
意
味
が
強
か
っ
た
。
 

卜
 し
 

奨
 

武
俊
 は
 位
牌
を
卓
上
に
供
え
燐
火
、
香
華
を
供
 ，
 
え
る
。
通
常
七
七
日
を
も
っ
て
埋
葬
し
た
。
 

 
 

 
 り

不
 

@
 

送
儀
 

三
大
正
年
間
に
お
け
る
東
京
葬
儀
の
変
化
 

葬
 

 
 

 
 
 
 

 
 

大
 ぎ
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
変
化
は
主
に
 次
の
四
 
つ
に
 集
約
さ
れ
る
。
 

 
 
 
 

た
 乞
食
は
拒
絶
さ
れ
る
と
「
お
前
さ
ん
の
と
ぎ
貰
 う
 か
ら
 い
い
 よ
 」
な
ど
と
 呪
 誼
の
言
葉
を
吐
い
た
。
そ
れ
が
 気
 味
 が
悪
 い
 の
で
も
の
を
 

や
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
（
 

8
@
 
 

こ
う
し
た
乞
食
は
職
業
的
 な
 乞
食
で
、
日
暮
れ
に
な
っ
て
顔
を
洗
い
衣
服
を
改
め
 れ
ば
普
通
の
人
と
変
わ
 

ら
な
か
っ
た
。
 



大
正
九
年
七
月
か
 

全
体
敬
一
 0
 三
報
の
 

海
軍
中
佐
の
海
軍
に
 

さ
ら
に
そ
の
三
分
の
 

わ
れ
て
い
る
も
の
、
 

全
体
の
約
三
分
の
 

わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
 

数
式
の
す
べ
て
は
、
 

ら
 九
月
ま
で
の
三
ヵ
月
に
東
京
朝
日
新
聞
に
載
せ
ら
れ
た
 東
京
で
行
な
わ
れ
た
葬
儀
の
死
亡
広
告
を
み
て
み
る
と
  
 

う
ち
葬
列
を
組
ん
で
の
葬
儀
で
あ
る
事
が
は
っ
き
り
記
さ
 れ
て
い
る
の
は
二
つ
の
み
で
、
し
か
も
一
つ
は
戦
死
し
 尤
，
 

Ⅰ
 

よ
 る
葬
儀
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
全
体
の
約
半
数
に
あ
た
る
 五
 0
 報
が
途
中
葬
列
を
廃
す
る
こ
と
を
 う
 た
っ
て
お
り
  
 

一
に
あ
た
る
一
セ
例
に
は
「
供
花
放
鳥
等
は
勝
手
な
が
ら
 辞
退
」
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
割
合
は
寺
院
で
行
 な
 

斎
場
で
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
 

一
に
あ
た
る
三
二
 報
が
 告
別
式
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
 お
 り
 、
さ
ら
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
（
二
セ
 報
 ）
が
自
宅
で
行
 な
 

に
 三
二
の
内
、
仏
式
が
九
、
神
式
が
六
、
キ
リ
ス
ト
教
が
 二
で
あ
る
が
、
仏
式
の
約
半
数
に
あ
た
る
五
、
キ
リ
ス
 @
 

郷
里
で
本
葬
を
行
な
 う
 前
の
仮
葬
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
 る
 。
本
葬
と
し
て
告
別
式
を
行
な
っ
て
い
る
人
の
職
種
 を
 

井
上
章
一
は
大
正
二
年
頃
を
境
 

-
s
-
 

と
 述
べ
て
い
る
。
一
方
松
下
氏
に
 

い
た
。
葬
列
の
廃
止
は
庶
民
ょ
り
 

㈲
葬
儀
の
生
口
 別
式
仕
 

葬
列
が
行
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
 

者
 秋
山
安
三
郎
は
そ
の
コ
ラ
ム
 集
 

「
自
宅
」
で
行
う
「
告
別
式
」
と
 

と
し
て
新
聞
の
死
亡
広
告
に
「
葬
列
を
廃
し
」
「
供
物
を
 
辞
退
す
る
」
 動
 ぎ
が
目
立
っ
て
増
え
て
く
る
 

よ
れ
ば
す
く
な
く
と
も
大
正
三
、
四
年
く
ら
い
ま
で
は
 ふ
 つ
う
 庶
民
 は
 葬
列
を
組
ん
で
葬
儀
を
行
っ
て
 

は
 上
流
階
級
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
 

に
 続
い
て
、
「
告
別
式
」
と
呼
ば
れ
る
や
り
で
方
の
葬
儀
 が
 行
わ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
て
く
る
。
新
聞
記
 

「
下
町
今
昔
 
b
 の
中
の
「
忌
中
」
と
題
す
る
文
章
の
中
で
 、
大
正
末
期
あ
る
い
は
昭
和
の
初
期
頃
か
ら
 

-
u
"
 

い
 う
 新
し
い
形
式
の
葬
儀
が
東
京
庶
民
の
間
に
定
着
し
て
 い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
 

担
げ
る
だ
け
の
人
足
が
容
易
に
集
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
 

お
 り
 、
ま
た
葬
列
を
組
織
で
き
る
も
の
も
も
う
い
な
く
な
 

っ
て
い
た
。
 

@
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な 丁 
く 聞 
な ぎ 
つ 里弍 目 

た き 
  ヤ @ - 

関 よ 

束 ね 
大 もま 

震 、 

災 文 
（ 牙、 

十区 一 

（本郷 左ま 

以 区 
後 ） 
に て - 
な は 
る 大 

  
はじめ 運 - 目で 

葬 か ら % １ 

に 数 
ょ が 
る 減 
葬 り 

儀 は 
な じ 
希 め 
望   
し 大 
て 体   
不 正 
可 十 
能 年 
で 頃 
あ に 

つ むま 

た ほ 
と と 

か ん 

う こ Ⅰ 

0  ノ 一 行 

棺 わ 
な れ 
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旧
来
の
出
棺
か
ら
葬
列
、
葬
儀
式
ま
で
を
中
心
的
な
儀
礼
 と
し
て
行
 う
 葬
儀
に
お
い
て
は
、
共
同
体
の
外
に
死
者
 を
 送
り
出
す
こ
と
に
 

主
眼
が
あ
り
、
会
葬
者
は
そ
の
長
短
は
あ
っ
て
も
原
則
的
 に
は
、
死
者
を
葬
場
（
火
葬
場
も
し
く
は
土
葬
墓
地
）
 

へ
 送
り
出
す
ま
で
の
 
一
 

定
期
間
連
続
し
て
葬
儀
に
か
か
わ
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
 

そ
れ
に
た
い
し
て
告
別
式
を
中
心
儀
礼
と
す
る
葬
儀
で
 ほ
 、
死
者
と
告
別
す
る
 

た
め
に
一
時
的
に
集
ま
る
、
も
し
く
は
喪
家
の
者
に
弔
問
 す
る
こ
と
に
主
眼
が
移
っ
て
く
る
。
告
別
式
は
、
弔
問
 す
る
 側
 お
よ
び
さ
れ
る
 

側
の
便
宜
を
計
る
た
め
に
、
一
定
の
日
時
お
よ
び
場
所
を
 設
定
す
る
こ
と
に
そ
の
本
来
の
機
能
が
あ
る
と
考
え
 ろ
 れ
る
。
 

ぽ
半
 通
夜
仕
 

葬
儀
の
告
別
式
化
と
と
も
に
通
夜
儀
礼
に
も
変
化
が
見
ら
 れ
る
。
昭
和
の
初
め
に
な
る
と
本
郷
で
は
「
九
通
夜
」
 

は
行
わ
れ
な
く
な
 

り
 、
通
夜
に
近
親
以
外
の
人
々
が
多
く
参
加
す
る
よ
う
に
 な
っ
た
。
明
治
期
に
は
通
夜
と
い
え
は
「
九
通
夜
」
が
 主
で
、
近
親
者
及
び
 親
 

し
い
間
柄
の
も
の
だ
け
で
 行
 5
 行
事
で
あ
っ
た
が
、
大
正
 に
な
る
と
「
 半
 通
夜
」
の
形
で
近
親
以
外
の
人
の
参
加
 が
 増
え
は
じ
め
る
。
 
こ
 

の
 「
九
通
夜
」
の
廃
止
の
動
き
は
、
通
夜
も
会
葬
者
が
 

喪
 家
を
会
葬
す
る
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
ぎ
た
こ
と
 を
 表
す
も
の
で
あ
る
。
 

㈲
近
親
者
、
及
び
近
隣
の
葬
儀
関
与
の
減
少
と
葬
儀
屋
 
業
務
の
拡
大
 

大
正
期
を
通
じ
て
葬
儀
全
体
の
中
で
近
親
者
が
担
 う
 宗
教
 習
俗
的
な
役
割
が
減
少
し
て
き
て
い
る
。
大
正
中
期
に
 な
る
と
経
雄
子
も
葬
 

儀
 尾
か
ら
出
来
あ
い
の
も
の
を
買
っ
て
 き
 て
す
ま
せ
る
よ
 
う
 に
な
る
。
こ
う
し
た
動
ぎ
は
忌
の
観
念
の
希
薄
化
と
 も
関
係
し
て
い
る
。
 
大
 

正
期
に
な
る
と
納
棺
な
ど
を
葬
儀
屋
に
頼
む
な
ど
、
繋
が
 り
の
な
い
者
に
も
遺
体
の
扱
い
を
許
す
よ
う
に
な
る
。
 

そ
れ
ま
で
は
直
接
遺
体
 

に
 触
れ
る
作
業
は
忌
の
か
か
っ
た
近
親
者
の
仕
事
で
あ
っ
 た
 。
ま
た
こ
う
し
た
呪
術
宗
教
的
意
味
を
も
っ
も
の
だ
 げ
 で
な
く
、
世
俗
的
な
 

意
味
で
重
要
な
、
死
亡
診
断
書
等
の
役
所
関
係
の
書
類
字
 続
き
も
、
大
正
期
に
は
一
般
に
葬
儀
屋
に
ま
か
せ
ら
れ
 る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
 

い
る
。
 

聞
き
書
ぎ
に
 
ょ
 れ
ば
、
関
東
大
震
災
く
ら
い
を
境
に
 、
葬
 儀
へ
の
近
隣
の
参
与
の
仕
方
も
変
わ
っ
た
と
い
う
。
「
 %
 家
 葬
儀
に
付
 き
本
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大正期東京における 葬送儀礼の変化と 近代化 

造
花
、
籠
鳥
を
列
ね
て
、
豪
華
を
衝
 ぅ
風
 、
 盛
 と
な
り
、
 
親
戚
知
音
よ
り
も
香
雲
の
外
に
、
こ
れ
を
贈
り
て
葬
儀
 を
 盛
に
す
れ
 

て
 路
面
霞
草
が
走
る
 よ
う
 に
な
り
、
四
十
四
年
に
は
市
有
 

ぱ
 、
質
素
を
旨
と
す
る
家
に
て
は
訃
告
と
共
に
造
花
・
 放
 

 
 

鳥
の
贈
物
を
謝
絶
す
る
 旨
 通
ず
る
も
の
あ
る
な
り
。
 均

 乗
車
 数
 五
十
一
刀
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
葬
列
を
組
ま
な
い
葬
儀
が
し
 ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
正
に
入
っ
て
 か
 ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
 

と
は
、
葬
列
の
廃
止
の
直
接
的
な
要
因
が
思
潮
的
な
運
動
 に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
実
際
的
な
生
活
条
件
 の
 変
化
に
よ
る
も
の
で
 

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

明
治
初
期
の
東
京
市
内
の
主
要
な
交
通
手
段
は
人
力
車
と
 馬
車
で
あ
っ
た
が
、
十
五
年
に
東
京
馬
車
鉄
道
株
式
会
 社
 に
よ
っ
て
 ほ
じ
め
 

て
 馬
草
鉄
道
が
新
橋
１
日
本
橋
間
に
開
通
し
た
。
明
治
二
 一
十
年
代
以
降
に
な
る
と
市
内
の
交
通
は
頻
繁
と
な
り
、
 

車
馬
の
衝
突
事
故
な
ど
 

が
 増
え
た
た
め
、
三
十
二
年
二
月
に
交
通
安
全
の
鳥
の
出
 

 
 

所
謂
三
富
ム
二
社
に
よ
っ
 

@
6
@
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円 山 勤 
め 
を 来る。 東京風 

俗 こ 
休 

志 の 
む 
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n-,  動 
に き 

も 

@ ま 々ま 

あ 
ま 尹 b @ 

次 と い 

の も な 

よ と < 日 

ぅ 葬 車 Ⅲ な 休 
な 儀 美 つ 業 
記 の な 葬 

  
      ま 

あ @ 素 を 仕 一 つ 
るピィヒ 糸目 の 

大 
る 
」 

    ん 社 
合 で 会 正 等 
理一義 的 期 と 

室 
か 葬儀 儀を行 化」 へ 要因 の れ 

の う 

諸 
ナ、 し 

措 こ 

変 
貝占 

向 と 紙 
と に @ Ⅰ サ丈 

深 対 の 震 
く す 要 災 

給 る 
因 以 

び 批 
付 判 と 

後 

そ 
見 

い 自 ら 

て 体 の れ 
土 い 十ま な 

ナ， Ⅰ   
思仲捧 { 明 な 

三 明治 治 り、 

十年 二一十 

隣 

五 項 
家 
の 

年 か 
ほ ら 

葬 
儀 

山 見 の 

  版 る 手 

  伝 
  

た が で - 



墓
地
が
必
要
で
あ
っ
た
。
大
正
期
、
杉
元
で
扱
っ
て
い
た
 寝
棺
を
使
っ
て
い
た
の
は
、
裕
福
で
市
外
の
寺
院
に
広
 い
 墓
地
を
持
ち
、
王
と
 

葬
な
 行
な
 ゥ
 こ
と
の
出
来
る
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
 う
い
っ
た
人
々
の
葬
列
は
、
市
内
の
喪
家
か
ら
市
外
の
 寺
院
ま
で
の
長
い
行
程
 

な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
う
で
な
く
て
も
交
通
手
段
 に
 馴
染
ん
だ
会
葬
者
が
葬
列
か
ら
脱
落
し
て
い
く
情
況
 の
中
、
市
外
ま
で
の
 長
 

@
W
@
 

人
 。
こ
れ
は
当
時
の
東
京
市
民
の
う
ち
四
人
に
一
人
が
市
 電
を
利
用
し
た
計
算
に
な
る
と
い
う
。
 

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
は
 市
 円
の
交
通
機
関
の
発
達
は
 
、
路
上
交
通
を
混
雑
さ
せ
大
き
な
葬
列
の
進
行
を
不
可
 能
 に
し
た
。
ま
た
 
同
 

時
に
会
葬
者
か
ら
長
距
離
歩
く
習
慣
を
奪
 う
 結
果
と
な
り
 、
葬
列
に
参
加
す
る
会
葬
者
の
数
を
減
ら
す
こ
と
に
な
 っ
た
 。
聞
き
書
ぎ
に
よ
 

れ
ば
本
郷
の
明
治
，
大
正
の
葬
列
に
お
い
て
も
、
か
か
わ
 り
の
薄
い
者
は
途
中
電
車
な
ど
に
乗
っ
て
葬
列
に
ほ
 参
 如
 し
な
く
な
っ
て
き
て
 

い
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
す
で
に
明
治
三
十
年
頃
か
ら
 見
 る
こ
と
が
出
来
る
。
前
掲
の
日
東
京
風
俗
 志
ト
に
、
 
「
 近
来
 鮪
 多
に
流
れ
て
 
会
 

@
 
ば
 @
 

葬
す
る
者
も
徒
歩
す
る
こ
と
を
厭
い
て
、
馬
車
、
人
力
車
 に
 乗
り
た
る
ま
ま
に
お
く
る
礼
を
失
り
と
い
う
べ
し
」
 と
い
う
記
述
が
あ
る
。
 

市
内
交
通
の
発
達
が
市
民
の
生
活
空
間
を
広
げ
、
乗
物
で
 の
 移
動
が
当
り
前
の
も
の
と
な
っ
て
く
れ
ば
、
徒
歩
で
 葬
列
を
送
る
こ
と
に
か
 

か
る
抵
抗
は
漸
次
強
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
 交
通
手
段
の
発
達
が
東
京
の
「
空
間
構
造
」
に
変
化
を
 あ
た
え
、
そ
れ
に
 ょ
っ
 

て
 住
民
の
行
動
形
式
に
規
制
を
加
え
た
も
の
と
解
釈
す
る
 こ
と
が
で
き
る
。
 

ま
た
葬
列
の
衰
微
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
 、
東
 京
の
空
間
構
造
に
注
目
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
都
市
に
お
 げ
る
寺
院
、
お
よ
び
 

葬
場
（
墓
地
、
火
葬
場
）
の
位
置
に
つ
い
て
も
考
え
る
 必
 要
 が
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
の
警
察
 令
 第
十
二
号
「
 墓
 ぬ
及
 埋
葬
取
締
細
則
」
 

は
 来
、
一
部
の
例
外
を
の
ぞ
 い
て
 東
京
の
市
街
地
内
（
 旧
 朱
引
地
域
）
で
の
土
葬
は
禁
じ
ら
れ
た
。
火
葬
場
も
日
 暮
里
 、
三
河
島
、
桐
 ケ
 

谷
 、
亀
戸
、
砂
村
、
代
代
 幡
 、
落
合
と
み
な
市
外
に
あ
っ
た
 

か
ら
、
明
治
期
に
仏
式
で
葬
儀
を
行
な
 う
 場
合
、
遺
骸
 は
 必
ず
一
度
は
市
外
に
 

出
た
。
当
時
民
間
で
ほ
火
葬
よ
り
も
土
葬
の
方
が
好
ま
れ
 、
貧
者
の
火
葬
１
座
棺
、
富
貴
の
土
葬
 ｜
 寝
棺
と
い
う
 図
式
が
出
来
て
い
た
。
 

@
 
は
 -
 

火
葬
場
に
寝
棺
用
の
竃
は
少
し
し
か
な
く
、
身
分
の
あ
る
 若
 し
か
使
う
こ
と
ほ
出
来
な
か
っ
た
。
土
葬
に
す
る
に
 も
 寝
棺
だ
と
よ
り
広
い
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域
か
ら
の
会
葬
者
に
む
い
て
お
ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
同
一
町
 

内
の
者
が
会
葬
す
る
の
に
む
い
た
葬
儀
形
式
で
あ
っ
た
 

。
明
治
も
末
期
に
な
る
 

 
 

時
日
㍽
会
葬
者
は
ま
ず
喪
家
へ
 
お
葬
列
を
組
む
葬
儀
の
死
亡
広
告
は
「
某
日
 
き
、
そ
れ
か
ら
寺
院
ま
で
朗
 

ゆ
 

某
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; における 

れ
て
い
た
自
宅
告
別
式
は
、
現
在
東
京
で
行
わ
れ
て
い
る
 

自
宅
告
別
式
と
異
な
り
、
喪
家
の
家
族
が
焼
香
す
る
儀
式
 

（
（
葬
儀
式
」
）
と
、
 

そ
 

の
 仙
一
般
の
会
葬
者
が
焼
香
す
る
儀
式
（
「
一
般
告
別
式
」
 

）
の
ふ
た
り
を
、
続
け
て
 
行
 5
 も
の
で
は
あ
っ
て
も
 
明
 確
に
区
別
し
て
い
た
。
 

距
離
の
葬
列
に
会
葬
者
が
参
加
し
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
 

無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
葬
列
 

の
 廃
止
や
葬
儀
形
式
の
 

変
化
が
比
較
的
上
流
の
葬
儀
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
 

一
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

葬
列
は
基
本
的
に
外
に
見
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
 

。
よ
り
上
流
で
裕
福
な
人
々
は
盛
大
な
葬
列
を
組
ん
で
 

弔
い
 な
 公
に
す
る
 
必
 

妻
 が
あ
っ
た
。
時
に
は
途
中
わ
ざ
と
回
り
道
し
て
練
り
歩
 

く
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
 

@
0
@
2
 
 

明
治
期
の
葬
列
が
、
所
謂
「
 

ス
 
 
 

華
美
な
も
の
と
な
っ
た
一
因
を
こ
こ
に
も
と
め
る
こ
と
が
 

て
 き
 る
 。
そ
れ
が
大
正
期
に
な
る
と
、
先
に
述
べ
た
 

ょ
 う
 な
理
由
で
長
大
な
 

葬
 

列
 は
や
り
た
く
て
も
や
れ
な
く
な
る
。
そ
 

う
 い
っ
た
 
関
 係
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
枕
経
・
通
夜
・
出
棺
・
葬
儀
式
 

葬
場
の
五
段
階
の
 

う
 

ち
 、
寺
院
で
行
な
わ
れ
る
葬
儀
式
の
部
分
に
社
会
的
に
 

喪
 を
 発
す
る
性
格
が
移
行
し
て
 

き
 た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
 

 
 

告
別
式
形
式
の
葬
儀
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 

の
は
、
葬
列
の
廃
止
に
よ
っ
て
密
葬
が
行
わ
れ
る
 

よ
う
 に
な
っ
た
こ
と
と
 

関
 

が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
内
輪
だ
け
で
密
葬
（
価
を
葬
祭
場
、
寺
院
に
お
い
て
、
多
く
ほ
日
時
も
変
 

離
係
 

 
 

 
 

雑
 
自
宅
告
別
式
の
原
型
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
 

て
 大
正
末
に
な
り
、
さ
ら
に
葬
儀
の
簡
素
化
の
考
え
方
 

が
 ひ
ろ
ま
り
、
ま
た
葬
列
を
 

 
 

国
別
 
式
 形
式
の
葬
儀
が
と
り
 

い
 れ
ら
れ
る
 
よ
う
 に
な
る
と
 
、
会
葬
者
の
大
部
分
が
同
じ
 

麸
 
地
域
に
住
む
庶
民
の
場
合
、
葬
儀
式
も
告
別
式
も
喪
 

家
で
お
こ
な
 
う
 ほ
う
が
「
ム
ロ
 

理
的
 」
で
あ
っ
た
。
聞
 

き
 書
 ぎ
に
 ょ
 れ
ば
、
当
時
行
わ
 



「
告
別
式
化
」
お
よ
び
「
 
半
 通
夜
化
」
と
い
 5
 儀
礼
形
式
 の
 変
化
は
、
会
葬
し
て
く
れ
る
人
の
範
囲
が
広
域
化
し
 多
 量
 化
し
た
こ
と
を
 

反
映
し
て
い
る
。
会
葬
者
に
会
葬
御
礼
を
郵
送
す
る
習
慣
 が
 始
ま
る
の
も
大
正
末
期
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
葬
儀
 の
 告
別
式
化
や
丸
通
夜
 

の
 廃
止
に
よ
っ
て
今
ま
で
会
葬
を
受
け
る
（
葬
儀
を
行
 う
 主
体
）
側
に
近
か
っ
た
近
い
親
戚
や
近
隣
の
人
々
を
 会
 葬
す
る
側
に
ま
わ
し
、
 

会
葬
を
受
け
る
側
を
喪
家
の
者
だ
げ
に
限
定
し
て
ゆ
く
 ナ
 
」
と
に
な
っ
た
。
 

大
正
期
に
地
域
（
町
内
）
の
葬
儀
へ
の
関
与
の
度
合
は
 、
 Ⅲ
喪
家
と
「
 つ
 き
あ
い
」
の
あ
る
家
と
し
て
故
人
や
 
遺
家
族
達
に
「
 く
や
 

み
 」
を
い
 う
 
（
弔
問
す
る
）
と
い
う
役
割
と
、
㈲
喪
家
と
 

同
一
町
内
に
住
む
も
の
と
し
て
喪
家
の
葬
儀
を
補
助
す
 る
と
い
 5
 ふ
た
り
の
役
 

割
 め
ど
ち
ら
の
側
か
ら
み
て
も
減
少
し
て
き
て
い
る
。
 

村
 の
 葬
儀
の
場
合
、
こ
の
二
点
は
相
互
に
補
強
し
る
う
 関
 係
 に
あ
る
。
す
な
わ
ち
 

「
つ
ぎ
あ
い
が
あ
る
か
ら
補
助
す
る
」
 

し
 、
「
補
助
し
て
 も
ら
 ぅ
 の
だ
か
ら
日
頃
の
つ
き
あ
い
を
強
化
す
る
」
の
で
 あ
る
。
大
正
期
に
な
 

る
と
、
お
な
じ
町
内
（
地
域
）
の
葬
儀
で
あ
っ
て
も
、
 

自
 分
 と
関
わ
り
が
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
り
 、
参
与
の
仕
方
も
一
般
 

会
葬
者
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
 

ぬ
域
 関
係
者
の
一
般
会
葬
者
化
は
、
地
域
社
会
の
紐
帯
が
 緩
 化
し
、
本
当
に
近
接
し
た
範
囲
で
し
か
親
密
な
つ
ぎ
 あ
い
が
な
さ
れ
に
く
 

く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
当
時
 の
町
内
会
の
数
の
増
加
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 る
 。
大
正
年
間
は
町
内
 

会
の
数
が
激
増
し
て
い
る
。
明
治
四
十
五
年
の
末
に
は
 市
 域
 十
五
区
に
約
一
六
三
の
町
内
会
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
 の
 初
期
に
は
 八
 0
 三
に
 

達
し
て
い
る
。
五
年
ご
と
の
町
内
会
の
結
成
 数
 を
み
る
と
 、
明
治
期
に
は
せ
い
ぜ
い
五
十
前
後
し
か
結
成
さ
れ
て
 い
な
い
の
に
対
し
、
 
大
 

正
二
 !
 六
が
八
 0
 、
 セ
ー
 十
一
が
二
 

0
0
 

。
大
正
十
二
 

)
 昭
和
二
が
三
五
 0
 で
増
加
の
ピ
ー
ク
で
、
昭
和
三
）
 八
 に
は
一
八
 0
 に
戻
っ
て
 

は な 
多 げ   
に は 

葬列 告別 

式 に 
的 参 
な 加 
性 せ 

ず、 格を 

含 先 
も は 

も 守 
の 院 
と に 
九 ょ ，一 行 
づ く 

て よ 

い う 

た に 
と な 
考 る 

え @ 
ら " 」 

ね め 
る よ 

らノ 
Kl 

す 
で ・ 

ヤ @ ヒ 

大 
正 
初 
期 
頃 
寺 
院 
で ・ 

一丁 メ丁 

な 
わ 
れ 
て 
い 

た葬 

儀 
式 
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と
 一
般
の
会
葬
者
は
出
棺
の
儀
礼
に
参
加
せ
ず
、
寺
院
で
 葬
列
の
到
着
を
待
つ
よ
う
に
な
る
。
徐
々
に
 、
 同
じ
 町
 内
で
も
親
し
い
間
柄
で
 



大正 朋 東市にお け乙非田臣礼 つ宜 イヒと 近代化 

お い の 

手伝 こな うよ 

っ う い 

l Ⅴ 

て にや @ 、 、 

た 株 式 
仕 々 場 

にそれ 事も （自宅 、 
納棺、 葬儀屋 まで 町 ロ 
内（地 が浸食 通夜山 

し域 て ） ） の 
ぃ が 設 

く   お 営 

死な準 
装っ 束て、 備 
の い 死 
既 た 亡 
製 住 居 

げの ヒ、ィ 事を 

死 膚 提 
若 代 出 
の り な ど して 取扱 、 
の い 昭 

伐 っ 和 
行 て 初 
等 い 期 
が る に 

そ 。 な 
れ 地 る 
で   域 と   

。 な 御 
ら ネし 

ず、の印 
親 刷 
旗 竿 
が ;  と 
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激
衷
 、
 仕
 お
の
牡
の
住
居
同
一
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
の
 逸
 脱
 、
人
口
流
入
に
 よ
 る
新
東
京
人
の
増
大
等
々
の
所
謂
 %
 市
 化
の
進
展
に
よ
っ
 

て
 、
「
何
見
知
り
範
囲
」
へ
の
「
新
規
参
入
」
が
増
大
し
 、
も
は
や
自
然
な
「
感
染
教
育
」
で
は
旧
地
域
共
同
体
 の
 一
体
性
を
保
持
す
る
 

こ
と
が
困
難
に
な
 
つ
こ
 

0
-
"
-
2
 

キ
ハ
そ
の
た
め
、
町
内
会
と
い
う
 組
 織

を
外
か
ら
く
く
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
新
規
参
入
者
を
地
 域
 に
引
き
込
み
、
連
帯
 

-
 
お
 @
 

を
 強
め
、
地
域
の
 タ
ガ
 を
し
め
な
お
そ
う
と
し
た
試
み
の
 あ
ら
わ
れ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

東
京
に
と
っ
て
大
正
期
と
い
う
の
は
都
市
社
会
が
成
熟
し
 、
大
幅
な
人
口
の
社
会
増
や
居
住
者
の
移
動
性
の
増
大
 に
よ
っ
て
つ
き
あ
い
 

（
人
間
関
係
）
の
比
重
が
地
域
関
係
者
か
ら
職
場
関
係
者
へ
 

と
 移
り
ゆ
く
時
代
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
域
内
 で
の
家
同
士
の
つ
き
る
 

い
が
希
薄
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
単
に
同
一
地
域
に
住
む
 と
い
う
だ
け
の
関
係
者
の
、
葬
儀
式
の
中
の
地
位
が
平
 均
し
て
下
が
る
と
い
う
 

こ
と
と
並
行
し
て
、
葬
儀
主
体
と
し
て
の
町
内
（
町
内
の
 葬
儀
）
と
い
う
意
味
あ
い
も
ほ
と
ん
ど
消
失
し
て
し
ま
 っ
た
 。
 

が
 減
少
し
た
こ
と
と
、
葬
儀
屋
の
葬
儀
執
行
主
体
を
補
助
 

ぬ
 域
の
仕
事
の
減
少
分
を
取
り
込
む
よ
う
に
葬
儀
屋
の
取
 

す
る
役
割
が
増
大
し
た
こ
と
は
相
関
し
て
い
る
。
葬
列
 

り
 扱
う
業
務
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
葬
儀
に
対
し
て
 町
 

。
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
 

内
 
（
地
域
）
の
補
助
 

葬
儀
屋
か
ら
そ
れ
ま
で
の
仕
事
の
大
き
な
部
分
を
と
り
あ
 げ
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
大
正
時
代
か
 ら
 葬
儀
屋
は
そ
の
仕
事
 

を
 多
様
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
単
に
 供
物
、
祭
壇
な
ど
を
供
給
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
 

大
 正
 以
後
に
な
る
と
納
棺
 

@
 
撰
 @
 

り
、
 
溢
れ
た
人
ロ
 
が
 郊
外
に
の
び
て
市
の
外
辺
が
次
々
 住
 老
化
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
町
内
会
の
増
加
は
大
正
期
 の
 都
内
で
の
定
住
率
の
 

明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
時
期
は
産
業
経
済
の
発
達
 に
よ
っ
て
多
く
の
人
ロ
 が
 東
京
に
集
中
し
、
市
内
の
人
 口
が
 飽
和
状
態
と
な
 

@
 
㌍
 "
 

い
る
。
 



時
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
改
良
と
は
多
分
に
欧
化
を
 ふ
く
ん
で
い
た
。
と
く
に
日
清
戦
争
直
後
の
明
治
三
十
 年
代
以
降
は
、
戦
勝
に
 

よ
る
大
国
意
識
と
国
債
に
よ
る
増
税
を
背
景
と
し
て
国
民
 に
 倹
約
を
求
め
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 

明
治
三
十
年
代
に
葬
儀
の
改
革
を
 う
つ
 た
え
た
人
々
が
ま
 ず
 主
張
し
た
の
は
、
葬
儀
に
際
し
て
の
酒
食
の
饗
応
 や
 、
喪
家
側
か
ら
の
 引
 

物
 お
よ
び
会
葬
者
側
か
ら
の
供
花
放
鳥
等
の
贈
答
へ
の
 批
 判
 、
葬
儀
屋
、
花
屋
な
ど
所
謂
「
不
祝
儀
」
に
よ
っ
て
 通
常
以
上
の
利
潤
を
上
 

げ
て
い
る
も
の
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
葬
儀
で
 の
 散
財
の
習
慣
を
虚
礼
、
見
栄
の
た
め
の
浪
費
と
し
て
 戒
め
る
こ
と
、
生
産
に
 

関
 わ
ら
な
い
消
費
の
た
め
の
消
費
を
無
駄
と
し
て
否
定
す
 る
こ
と
て
あ
っ
。
 

@
o
-
3
 

た
。
葬
儀
の
「
ム
ロ
理
化
」
と
は
あ
く
ま
 
で
、
葬
儀
を
行
 う
 生
者
 

の
 側
か
ら
の
ム
ロ
理
で
あ
っ
た
。
 

葬
儀
を
盛
大
に
華
々
し
く
執
り
行
い
散
財
す
る
こ
と
は
、
 葬
儀
の
祝
祭
的
な
側
面
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
 薗
 出
穂
 は
、
 祭
に
は
 日
 

常
 的
に
は
実
在
し
得
な
い
独
自
の
経
験
的
位
相
が
存
在
 し
 、
そ
れ
は
社
会
行
動
の
二
つ
の
相
反
す
る
様
式
の
強
調
 に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
 

ぽ
 

葬
儀
の
簡
素
化
・
合
理
化
と
死
の
対
処
法
の
変
化
 

大
正
期
の
葬
送
儀
礼
の
変
化
は
、
 

思
湖
 と
し
て
は
、
葬
儀
 の
 
「
簡
素
化
」
、
「
合
理
化
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
 
。
明
治
の
葬
儀
は
 、
 

施
主
に
非
常
な
経
済
的
負
担
を
か
け
 ろ
 も
の
で
あ
り
、
 
中
 産
の
家
が
二
年
の
間
に
父
母
の
二
つ
の
葬
儀
を
出
す
と
 家
産
が
傾
く
と
ま
で
い
 

わ
れ
て
し
た
 
、
 
@
7
@
2
 
 

-
 。
 葬
儀
を
盛
大
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
外
に
 対
す
る
見
栄
で
あ
る
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
 た
が
、
同
時
に
当
時
の
 

葬
儀
は
、
い
わ
ば
「
分
相
応
以
上
」
の
大
き
な
葬
儀
を
執
 り
 行
い
、
物
品
を
配
撤
し
て
「
気
前
の
よ
さ
」
を
示
さ
 ね
ば
な
ら
な
い
機
会
で
 

も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
死
者
へ
の
回
向
お
よ
び
供
養
（
布
施
 行
 ）
と
い
う
言
葉
で
読
み
か
え
ら
れ
、
葬
儀
行
為
の
根
 幹
 の
一
つ
と
も
考
え
 
ろ
 

れ
て
い
た
。
 

@
 
盤
 -
 

明
治
三
十
年
頃
か
ら
新
聞
や
雑
誌
に
葬
列
を
批
判
す
る
 文
 章
が
よ
 く
見
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
る
が
、
こ
の
頃
が
葬
列
 な
 行
 う
 葬
儀
の
最
盛
 

-
 
鴉
 @
 

期
 で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
二
十
年
か
ら
三
十
年
 に
か
け
て
は
、
盛
ん
に
教
育
、
宗
教
、
。
風
俗
等
の
「
 

改
 良
 」
が
 、
 唱
え
ら
れ
た
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日
常
性
を
越
え
る
（
超
日
常
）
祭
儀
（
三
色
）
 

的
 行
動
 で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
 

日
常
の
規
律
を
逆
転
す
る
破
壊
行
動
に
徹
し
て
日
常
を
突
 破
す
る
（
反
日
常
）
祝
祭
官
 e
 
の
（
 
@
 
つ
一
 
（
 
ぜ
 ）
曲
行
動
で
あ
る
 
。
祭
儀
は
形
式
性
を
そ
 

の
 特
徴
と
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
禁
欲
的
犠
牲
と
節
度
が
 重
ん
じ
ら
れ
、
正
装
の
う
ち
に
社
会
秩
序
が
徹
底
し
て
 表
現
さ
れ
る
。
社
会
的
 

地
位
の
上
下
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
る
が
、
一
般
に
謹
慎
 生
 活
に
よ
 る
聖
別
行
為
や
精
進
潔
斎
に
 よ
 る
積
極
的
浄
化
 を
 必
要
と
す
る
。
そ
れ
 

に
 対
し
て
祝
祭
は
仮
装
性
を
特
徴
と
す
る
。
異
様
な
服
装
 や
 化
粧
が
日
常
の
社
会
的
地
位
を
隠
蔽
 し
 、
日
常
の
社
人
 ム
 構
造
が
融
解
し
て
、
 

儀
礼
に
お
け
る
、
集
団
内
の
役
割
の
み
が
自
分
自
身
と
な
 る
 。
祝
祭
の
様
相
は
集
団
的
高
揚
に
 よ
 る
交
歓
で
あ
る
 。
祝
祭
は
聖
 犯
 で
あ
 

り
 、
そ
こ
で
は
濫
費
、
破
壊
な
ど
の
 放
埼
が
 重
視
さ
れ
る
 
。
薗
田
に
 
よ
 れ
ば
、
こ
の
祭
儀
と
祝
祭
の
両
者
が
右
 機
 的
に
相
乗
作
用
に
よ
っ
 

て
 祭
の
超
越
的
位
相
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
 祝
 祭
性
 お
よ
び
祭
儀
性
に
つ
い
て
の
視
点
は
、
大
正
期
に
 起
き
た
葬
儀
変
化
の
特
 

化
 

徴
を
捉
え
る
た
め
に
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
と
 考
，
 ぇ
 ら
れ
る
。
 

代
 

蜥
 

明
治
期
の
都
内
葬
儀
に
当
て
嵌
め
て
み
る
な
ら
、
 

忌
中
の
 、
 特
に
納
棺
以
後
の
喪
家
の
人
々
の
謹
慎
 や
、
 葬
健
式
 に
お
け
る
焼
香
の
序
 

軸
 

列
は
葬
儀
の
祭
儀
的
側
面
を
、
葬
列
に
お
い
て
葬
儀
 尾
か
ら
衣
装
を
借
り
て
異
装
す
る
こ
と
や
、
引
物
菓
子
 を
 配
る
こ
と
は
祝
祭
的
側
面
 

嗣
 

を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
明
治
に
お
け
る
東
京
の
 葬
儀
は
祝
祭
性
の
強
い
葬
儀
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
 

@
 
㏄
 -
 

儀
 

送
 

明
治
葬
儀
に
お
け
る
祝
祭
性
は
飲
酒
と
い
う
こ
と
 に
 象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
。
特
に
、
納
棺
や
通
夜
な
ど
 、
死
者
と
直
接
的
、
間
接
的
 

葬
 悦

に
 「
接
し
」
な
く
て
は
な
ら
な
い
儀
礼
に
お
い
て
よ
 

く
 酒
が
飲
ま
れ
て
い
る
。
明
治
期
ま
で
あ
っ
た
九
通
夜
 は
 死
者
が
遺
体
と
し
て
喪
家
 

 
 

い
 人
々
（
忌
の
か
か
っ
た
人
々
）
が
共
に
過
ご
し
交
わ
 り
を
も
っ
こ
と
で
死
者
を
慰
 

 
 

鯨
 

め
る
た
め
に
行
わ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
に
 よ
っ
て
生
者
の
側
も
葬
儀
に
よ
っ
て
死
者
を
完
全
に
死
な
 せ
る
た
め
の
準
備
を
す
る
の
 

   
 
 
 

 
 

期
 

 
 

に
ょ
 れ
ば
、
入
棺
、
大
堀
、
 
棺
 か
ぎ
等
に
従
事
し
た
人
 

 
 

 
 

 
 

と
す
る
習
慣
が
各
地
方
に
あ
り
、
浄
め
 酒
 と
か
 身
 洗
い
酒
 と
か
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
 
死
傲
を
 払
 う
 
（
抵
抗
力
 を
つ
げ
 ろ
 ）
た
め
に
 
ハ
 



レ
の
 食
物
で
あ
る
酒
の
呪
力
を
か
り
る
」
と
い
う
民
俗
学
 に
お
け
る
説
明
 は
 、
「
一
種
オ
ル
ギ
ー
 的
 状
況
を
つ
く
 る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
葬
 

間
 に
く
る
葬
列
は
祝
祭
的
性
格
と
祭
儀
的
性
格
の
両
面
を
 

儀
 執
行
集
団
が
死
紘
の
脅
威
に
対
抗
す
る
識
別
状
況
（
 コ
 

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
 

家
 と
関
係
の
深
い
者
だ
け
が
参
加
し
、
徐
々
に
関
係
の
浅
 

祝
祭
性
の
強
い
儀
礼
か
ら
祭
儀
性
の
強
い
 儀
 札
の
順
に
並
 

い
る
が
、
「
し
め
や
か
さ
」
や
厳
密
な
「
調
子
」
の
保
持
 

の
 祝
祭
性
の
強
さ
は
相
関
し
て
い
る
。
 

明
治
の
通
夜
が
祝
祭
的
性
格
の
強
い
儀
礼
で
あ
り
、
そ
れ
 

が
 要
求
さ
れ
る
こ
と
な
ど
は
祭
儀
的
性
格
を
示
し
て
い
る
 

あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
異
装
や
膨
大
な
消
費
は
祝
 

ん
で
い
る
。
明
治
期
の
葬
儀
で
は
最
初
に
来
る
儀
礼
 は
 

い
 者
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
参
加
す
る
者
 

ム
ニ
 タ
ス
）
を
形
成
し
て
い
る
」
こ
と
の
民
俗
学
用
語
 

と
 対
照
的
に
葬
儀
式
は
祭
儀
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
 

 
 

祭
 的
な
性
格
を
示
し
て
 

ど
 個
人
も
し
く
は
そ
 、
の
 

に
よ
 る
読
み
か
え
と
 解
 

の
 関
係
の
深
さ
と
儀
礼
 

。
明
治
期
の
葬
儀
は
 、
 

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
 

「
人
生
最
後
だ
か
ら
華
々
し
く
」
と
い
う
主
張
は
葬
儀
の
 

祝
祭
的
要
素
の
強
調
で
あ
り
、
「
葬
儀
は
し
め
や
か
に
す
 
べ
き
」
と
い
う
主
張
 

ほ
 祭
儀
的
要
素
の
強
調
で
あ
る
。
大
正
期
に
お
け
る
葬
儀
 変
化
は
葬
儀
の
祝
祭
牲
の
否
定
と
祭
儀
性
の
強
調
と
い
 う
 形
を
と
っ
て
あ
ら
れ
 

れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
本
当
に
夜
通
し
で
通
夜
が
行
な
 わ
れ
る
こ
と
も
、
派
手
な
葬
列
が
組
ま
れ
る
こ
と
も
、
 

葬
式
で
多
量
の
菓
子
が
 

配
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
通
夜
に
し
ろ
 葬
式
に
し
ろ
祭
儀
性
を
主
と
し
た
儀
礼
行
為
だ
け
が
 残
 っ
て
い
る
。
葬
儀
と
い
 

@
 
鱗
 -
 

え
ば
「
し
め
や
か
さ
」
が
ま
ず
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 て
く
る
の
で
あ
る
。
 

実
際
的
に
生
産
に
関
わ
る
も
の
の
み
が
有
意
味
で
あ
る
と
 み
る
見
方
に
よ
り
、
宗
教
儀
礼
の
祝
祭
的
要
素
が
日
本
 の
前
 近
代
性
に
結
び
 

つ
げ
ら
れ
、
正
当
性
を
失
っ
て
儀
礼
の
中
か
ら
排
除
さ
れ
 て
い
く
と
い
 
5
 動
 ぎ
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

そ
 し
て
そ
う
し
た
動
き
は
 

知
的
 
ヱ
 リ
ー
ト
と
い
わ
れ
る
階
層
か
ら
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
  
 

こ
う
し
た
こ
と
は
当
時
の
忌
の
観
念
の
希
薄
化
と
も
か
か
 わ
っ
て
い
る
。
大
正
期
に
ほ
「
弔
い
上
げ
」
ま
で
期
間
 や
 、
遺
族
の
服
喪
期
 

(54) 54 



  

く
 明
治
二
十
四
年
以
降
は
警
察
 令
 
「
墓
地
文
埋
葬
取
締
 
細
 則
 」
に
 よ
 り
市
域
内
で
の
土
葬
が
禁
じ
ら
れ
た
。
昭
和
 セ
 年
に
市
域
が
拡
大
さ
 

 
 戴

死
 紘の
概
念
は
死
の
も
つ
陰
惨
さ
非
衛
生
性
と
か
 か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
も
の
を
 感
じ
さ
せ
る
事
物
が
都
市
空
 

 
 
 
 
 
 
 
 

五
間
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
つ
 @
 
ヰ
ハ
 

。
 
3
 
 

こ
 @
 
。
 
こ
れ
は
都
市
に
お
 
け
 る
 衛
生
と
土
地
の
有
効
利
用
の
と
い
う
考
え
方
を
背
景
 に
 
行
わ
れ
た
。
前
述
の
ご
と
 

期
 

5
5
 

大
 

こ %l 

よ 

ハ @ @ ツ 

ヰ， "" 目 

な 
る 

 
 

法
 が
著
し
く
変
化
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
 

の
よ
う
に
死
と
直
接
対
時
し
 

趨
 
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
 

、
 死
を
覆
い
隠
し
身
の
ま
わ
り
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
対
処
し
ょ
う
と
す
る
 

軸
 
葬
儀
で
も
な
け
れ
。
は
、
一
定
の
期
間
を
通
し
て
葬
儀
 

に
 参
加
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
葬
儀
の
執
行
主
体
と
 

な
り
弔
問
を
受
け
る
（
会
葬
 

肋
 
さ
れ
る
）
範
囲
が
、
喪
家
だ
げ
に
限
定
さ
れ
る
 

よ
う
 に
な
る
。
 

 
 

な
く
 村
 全
体
に
及
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
ま
 で
 東
京
の
葬
儀
も
地
域
（
 町
 

近
内
 ）
を
中
心
と
し
て
、
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
も
 っ
た
 送
り
出
し
の
主
体
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
 、
大
正
以
後
は
自
分
の
家
の
 

と
 

間
 が
短
縮
さ
れ
、
喪
家
の
者
が
日
常
生
活
に
復
帰
す
る
ま
 で
の
期
間
が
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
 

間
は
減
少
し
て
い
る
。
告
別
式
の
死
亡
広
告
が
そ
れ
成
一
 

別
の
葬
儀
式
の
そ
れ
と
ま
ず
違
 う
の
 

区
切
っ
て
広
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
の
は
じ
 め
に
な
る
と
告
別
式
で
な
 い
 葬
儀
 

@
 
帥
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に
な
る
。
こ
う
し
た
葬
儀
の
時
間
を
短
く
限
定
し
て
ゆ
く
 動
 ぎ
に
も
、
「
生
産
申
 心
 主
義
」
 

も
た
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
 

こ
う
し
た
葬
儀
へ
の
細
切
れ
の
参
加
自
体
が
、
か
つ
て
 葬
 儀
に
 見
ら
れ
た
様
な
コ
ム
 ニ
タ
 

る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
村
の
葬
儀
に
お
 い
て
葬
送
（
送
り
出
す
こ
と
）
が
 

っ
て
生
じ
た
影
響
力
を
喪
家
の
者
達
か
ら
取
り
去
り
日
常
 の
 生
活
に
復
帰
さ
せ
る
、
旧
流
し
 会

葬
す
る
側
か
ら
見
て
も
葬
儀
に
関
わ
る
時
 

は
、
前
者
の
場
合
何
時
か
ら
何
時
と
時
間
を
 

の
広
告
で
も
、
儀
礼
の
時
間
を
区
切
る
 よ
う
 

の
ま
え
に
宗
教
的
な
習
俗
伝
統
が
説
得
力
を
 

ス
 的
な
状
態
（
悲
し
み
の
共
同
体
）
を
つ
く
 

中
心
的
な
儀
礼
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
死
に
よ
 

的
な
性
格
を
含
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
 



う
 な
状
況
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
 マ
ジ
ヵ
ル
 （
奇
術
的
）
 
で
あ
る
と
い
え
る
ほ
ど
手
際
 よ
 く
死
が
処
理
さ
れ
る
。
 

か
つ
て
は
聖
別
さ
れ
た
死
者
に
近
い
集
団
（
忌
の
か
か
っ
 た
 集
団
）
が
死
と
直
接
向
き
合
う
形
で
お
こ
な
っ
て
 い
 た
 死
の
処
理
を
 、
大
 

正
 以
来
の
近
代
的
な
や
り
か
た
で
は
専
門
家
（
葬
祭
業
者
 、
僧
侶
、
火
葬
場
の
職
員
等
）
に
任
せ
る
よ
う
に
な
っ
 て
い
る
。
専
門
家
達
は
 

死
に
免
疫
を
も
ち
職
業
的
な
冷
静
さ
せ
も
っ
て
処
理
を
し
 、
処
理
さ
れ
た
後
は
じ
め
て
近
親
者
が
か
か
わ
る
よ
 う
 

 
 

え を 衛 ど 焼 大 い 
ら も こ 生 交 い 正 ぅ 

考
え
を
背
景
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
結
果
的
に
 忌
 観
念
を
衰
微
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
 考
 え
ら
れ
る
。
殊
に
 

は
 後
の
火
葬
は
重
油
で
焼
 き
 、
遺
体
を
急
速
に
骨
化
す
る
 の
で
死
の
汚
 
助
感
 が
薄
ら
ぐ
の
で
あ
る
。
明
治
期
の
 薪
 に
よ
っ
て
遺
体
を
 

て
い
た
火
力
の
弱
い
火
葬
場
に
対
し
て
庶
民
の
も
っ
て
 い
 た
 イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
臭
気
や
煙
に
 よ
 る
ば
か
り
で
な
 く
 、
墓
地
と
さ
 ほ
 

@
 
㏄
 -
 

わ
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
末
年
か
ら
昭
和
初
期
に
か
 げ
て
の
発
達
し
た
火
葬
場
の
様
式
や
公
園
墓
地
は
こ
う
 し
た
陰
惨
さ
と
 非
 

性
 に
相
反
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
べ
く
正
大
さ
れ
た
も
 

  

れ
は
昭
和
以
降
の
近
代
的
火
葬
葬
儀
の
本
質
を
 よ
 く
象
徴
 し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
死
を
荘
厳
し
 、
 包
み
隠
し
 
、
密
閉
し
て
、
 
火
 

っ
て
 ケ
 ガ
 ン
 を
 消
 
（
 
焼
 ）
 去
 す
る
。
極
め
て
短
時
間
の
う
 

（
 
ナ
マ
 ）
の
死
は
制
御
可
能
な
加
工
 さ

れ
た
死
へ
と
か
 

-
 
Ⅱ
 "
 

れ
る
。
こ
こ
に
は
か
っ
て
の
九
通
夜
に
み
ら
れ
る
 よ
う
 に
 、
 生
と
死
、
 浄
と
 不
浄
と
い
う
「
対
立
の
極
限
が
劇
的
 に
 融
合
す
る
」
 
ょ
 

-
 
鮒
 -
 

大
正
頃
に
な
る
と
火
葬
の
習
慣
も
ほ
ぼ
完
全
に
一
般
化
し
 た
 。
火
葬
の
普
及
も
空
間
お
よ
び
時
間
の
、
生
者
に
と
 っ
て
の
有
効
利
用
と
 

れ
る
と
同
年
同
名
の
警
察
 命
 が
出
て
、
新
市
域
内
で
も
 土
 葬
 が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
大
正
期
に
な
る
と
墓
地
自
体
 市
外
に
出
さ
れ
る
よ
 う
 

に
な
る
。
大
正
八
年
の
「
都
市
計
画
法
」
は
墓
地
を
も
 都
 市
 計
画
の
対
象
と
し
、
同
十
四
年
五
月
十
二
日
に
「
東
一
 

兄
 部
 墓
地
改
葬
規
則
」
 

ゑ
び
 
「
東
京
都
墓
地
改
葬
規
則
施
行
細
則
」
が
、
十
五
年
 
十
二
月
十
八
日
に
は
「
特
殊
納
骨
設
備
承
認
手
続
」
が
 そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
、
 

市
域
内
の
墓
地
 は
 由
緒
の
あ
る
も
の
を
残
し
て
郊
外
に
移
 さ
れ
る
か
特
殊
納
骨
堂
に
納
め
ら
れ
た
。
市
域
は
生
者
 の
 生
活
が
最
優
先
さ
れ
 

る
 空
間
と
な
り
、
死
者
は
外
に
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 こ
 
ヰ
ハ
 
。
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り か 間 は っ び げ い 習 が 

    
共 問 期 げ り 響 家 を 北 ま 変 す 期 

地 同 へ 以 て の を の 故 が た 化 る か 
域 
に 
      
  な 化 な 対 も た 社 死 つ い 撰 屑 正 
  
@0@ 

な限 

あ っ 彩 は 式 げ   態 こ の て 
定 ょ 片 の ょ わ の べ 起 の う 蛮 夷 
を り 的 者 う ち か き き 

加え 値 な 以 に 死 か 位 た 東市 確立 した 化が 

  大 菱 外 な か っ 直 喜 し 東 す 域 
  的 儀 は っ ら た に 態 て 京 す の 

@ ま 
の へ 一 て 愛 人 高 め   

    
の 両 に伴 % 構 間 生活 会葬 変 に は 加 影 がすの 響 、 る た っ 造 形 と 

小論 

で 化 共 著 の 共 ま め て の 態 し 
し 同 と 大 通 で に そ 変   て 

問題 て で あ き の の 行 れ 化 お の 

  い 死 ま ぃ 儀 移 わ に や よ 性 
す る に り も 乱 行 れ 適 社 び 格 
  。 対 変 の に の る 

都 処 わ ほ 参 退 行 
市 

が顕 合す 会関 生活 

イヒ 

す ら る 係 意 著 
  る な 動と ど 、 加し 程で 生 の 誠 な 

， し く 

近 と な                     活型 意の変の もも 
    う く と る 識 変 化 と 

農 ち 中 老 な 面 化 し な 
  9 社 か で え ら 

地 が 困難 会 
域 

で もよく にて り 、 
  変 る る 特 

な 葬 ば、各 ら葬儀 その 宛 ること   化 葬   に ヒ 
都 
市 も 儀 に に が 々 が 儀 大 震 

  の に 奉 対 出 の 生 へ 正 災 

  と お 加 処 来 葬 じ の か 以 

み しい 、 て し し る 儀 、 物 ら 後 
込 て て 。 の 義 理 昭 に 
  そ 果 お い 明 儀 儀 的 和 な 
  の た 
  
ノ 一 行 

結 す ると や、 制約 ケガ こ、 
< 果 役 
  １ コ義 % 0 曲 て 場 

ラノ @ 
の 葬 

な都 

  
あ 送 期 で   よ よ 付 て 儀 居 
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ま
と
め
 



市
 化
で
は
な
く
、
す
で
に
市
街
で
あ
る
地
域
が
よ
り
高
度
に
都
 面
的
な
性
格
を
も
っ
 よ
う
 に
な
る
と
い
う
意
味
で
の
都
市
化
で
 あ
る
こ
と
に
よ
る
。
 

明
治
二
年
に
設
定
さ
れ
た
朱
引
内
地
域
は
ほ
 ば
旧
 江
戸
市
街
に
 
あ
た
っ
て
お
り
、
昭
和
七
年
に
市
域
が
拡
大
さ
れ
る
ま
で
、
す
な
 わ
ち
考
察
の
対
象
 
S
8
 

 
  
 

と
な
る
明
治
後
期
か
ら
大
正
末
に
か
け
て
の
期
間
に
お
け
る
東
一
 

示
の
市
街
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 

（
 2
 ）
大
正
期
に
は
郵
便
葉
書
で
の
葬
儀
日
時
の
通
知
が
行
な
 
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
 

（
 3
 ）
品
川
区
で
の
聞
 き
 採
り
に
よ
れ
ば
、
品
川
区
大
井
町
付
 近
の
天
台
宗
寺
院
で
は
戦
後
ま
で
九
通
夜
を
や
っ
て
い
た
。
そ
の
 と
ぎ
法
華
経
八
巻
を
 

ょ
 ん
だ
が
、
一
巻
 ょ
む
 度
に
会
葬
者
全
員
が
総
回
向
（
焼
香
）
 

を
し
、
そ
れ
が
お
わ
る
た
び
に
料
理
と
酒
が
出
た
と
い
う
。
 

（
 4
 ）
明
治
四
十
年
十
一
月
に
浅
草
三
筋
町
行
わ
れ
た
落
語
家
 円
 遊
の
葬
式
に
用
い
ら
れ
た
棺
は
、
「
当
時
民
間
で
は
最
高
級
の
 日
 天
の
上
げ
輿
」
で
 

あ
っ
た
。
龍
実
 金
 之
助
「
江
戸
っ
子
有
 話
 b
 （
下
）
三
一
書
房
 

一
九
七
三
年
。
一
一
三
頁
。
 

（
 5
 ）
蓮
華
、
放
鳥
と
も
親
戚
、
知
人
な
ど
が
一
種
の
贈
答
と
 
し
て
葬
儀
屋
 仁
 注
文
し
た
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
花
輪
な
ど
と
 同
 じ
や
り
方
で
あ
る
。
 

蓮
華
に
は
金
元
、
銀
赤
の
区
別
が
あ
り
、
 

対
 単
位
で
注
文
を
受
 げ
た
。
放
鳥
は
鳴
と
雀
を
籠
に
い
れ
葬
列
が
寺
院
に
つ
い
た
ら
 放
す
。
各
々
 
羽
 単
位
 

で
 注
文
を
受
け
た
。
お
か
え
り
 鳩
 と
い
っ
て
鳴
は
戻
っ
て
 き
た
 
が
、
 雀
は
そ
の
都
度
捕
ま
え
る
。
 

（
 6
 ）
実
際
は
関
わ
り
が
な
い
の
に
葬
列
に
看
護
婦
が
っ
げ
ら
 れ
る
場
合
、
大
概
は
決
っ
た
人
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。
葬
列
専
門
の
 看
護
婦
が
存
在
し
た
 

可
能
性
が
あ
る
。
 

（
 7
 ）
引
物
の
菓
子
が
余
る
と
人
足
に
渡
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
 
最
初
の
う
ち
人
足
は
葬
儀
屋
に
余
っ
た
菓
子
を
頂
け
、
業
者
 は
 葬
儀
屋
の
と
こ
ろ
に
 

ま
と
め
て
菓
子
を
買
い
と
り
に
来
て
い
た
が
、
後
に
は
寺
院
な
 ど
で
葬
儀
が
終
る
の
を
待
っ
て
直
接
人
足
か
ら
菓
子
を
買
う
よ
う
 に
な
っ
た
。
買
い
 

取
ら
れ
た
菓
子
は
小
さ
く
切
ら
れ
駄
菓
子
屋
の
店
先
に
並
ん
だ
  
 

（
 8
 ）
「
世
に
は
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
な
ど
を
着
用
し
て
、
細
君
 に
 送
ら
れ
て
我
が
家
を
出
づ
る
時
は
、
は
な
は
だ
立
派
な
る
 紳
 士
 な
る
に
も
か
か
わ
 

ら
ず
、
そ
の
行
く
先
を
探
れ
ば
、
東
部
 播
間
 の
 祭
 者
に
つ
い
て
 
そ
の
余
を
請
 う
に
 類
す
る
者
す
く
な
か
ら
ず
」
堺
利
彦
「
風
俗
 改
良
案
」
 
円
 堺
利
彦
 

全
集
 三
 第
一
巻
、
法
律
文
化
社
、
一
九
七
一
年
。
八
五
頁
。
 

（
 9
 ）
担
ぐ
人
足
自
体
は
小
数
な
が
ら
か
な
り
後
ま
で
残
っ
て
 
い
て
、
鳥
越
神
社
の
千
貫
御
輿
の
よ
う
な
常
人
で
は
担
げ
な
い
 人
 御
輿
を
担
ぐ
仕
事
を
 

し
て
い
た
。
 

（
 托
 ）
井
上
章
一
ョ
 霊
梱
 車
の
誕
生
 b
 朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
 四
年
。
一
二
九
 l
 
玉
 0
 頁
 。
 

（
Ⅱ
）
「
寺
で
配
ら
れ
る
折
詰
の
ま
ん
じ
ゅ
う
蒸
し
菓
子
は
段
々
 

立
派
に
な
っ
て
、
よ
ほ
ど
の
貧
乏
人
で
な
い
か
ぎ
り
「
塩
釜
」
と
 い う
 紙
包
み
の
 
女
菓
 

子
は
配
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
塩
釜
さ
え
廃
止
し
て
専
ら
簡
素
 誠
 実
で
行
こ
 
う
 と
「
自
宅
告
別
式
」
が
は
や
り
始
め
た
頃
（
 今
か
 
ら
 五
十
午
前
）
は
 
、
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が
あ
ら
わ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
」
丹
東
京
百
年
史
 ヒ
 第
三
巻
、
工
 八
五
九
頁
。
 

大
正
九
年
に
行
わ
れ
た
第
一
回
国
勢
調
査
に
 ょ
 れ
ば
、
東
京
市
 内
の
人
口
は
二
一
七
万
三
二
一
 

0
 人
で
あ
る
。
こ
の
年
都
市
計
画
 
注
 が
制
定
さ
れ
㏄
 

た
が
、
郡
部
を
含
め
て
の
計
画
地
域
（
後
の
大
東
京
地
域
）
の
 人
口
は
全
体
で
三
三
五
万
人
で
あ
り
、
百
万
人
以
上
が
東
京
市
 の

外
に
居
住
し
て
い
③
 

た
 。
こ
れ
が
大
正
十
四
年
の
第
二
回
国
勢
調
査
に
 よ
 れ
ば
、
 市
 内
 が
約
二
①
 0
 万
人
で
あ
っ
だ
の
に
対
し
、
郡
部
は
十
万
人
以
上
 も
 多
い
二
一
 
0
 万
 

余
人
と
な
り
構
成
比
率
が
逆
転
し
て
い
る
。
大
正
十
年
代
の
私
 鉄
の
創
立
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 
（
吉
川
前
掲
論
文
、
 

一
血
出
一
 
@
 一
一
頁
。
）
 

（
 為
 ）
ョ
東
京
百
年
史
 ヒ
 第
四
巻
、
二
七
四
頁
。
 

（
 お
 ）
松
平
調
司
祭
の
文
化
 ヒ
右
斐
閣
 選
書
、
一
九
八
三
年
、
一
 
一
四
九
頁
。
 

（
 折
 ）
野
口
勝
一
「
葬
儀
の
弊
風
を
改
む
 
へ
し
 」
ョ
風
俗
画
報
 b
 第
一
七
二
号
、
一
八
九
八
年
。
 

（
 0
0
 
）
明
治
三
十
一
年
の
円
風
俗
画
報
 ヒ
 第
一
七
二
号
に
野
口
 
勝
一
が
「
葬
儀
の
弊
風
を
改
む
 へ
し
 」
を
、
一
七
四
号
に
山
下
重
 

民
が
 
「
葬
儀
論
」
、
 方
 

寸
書
 が
 
「
葬
式
 墳
言
 」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
 ヨ
 万
朝
報
 ヒ
の
 記
者
で
あ
っ
た
堺
利
彦
は
明
治
三
十
二
年
に
「
 風
 俗
 改
良
案
」
と
い
う
 

紡
 ぎ
も
の
の
コ
ラ
ム
で
葬
儀
風
俗
の
改
良
を
唱
え
、
さ
ら
に
 明
 治
 三
十
六
年
に
は
「
葬
式
の
改
良
１
行
列
を
作
っ
て
ね
り
あ
る
 く
の
を
や
め
よ
」
と
 

い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
。
 

（
 鴉
 ）
す
で
に
明
治
二
十
年
の
日
団
々
珍
聞
 ヒ
に
 載
せ
ら
れ
た
 「
当
世
改
良
 競
 」
に
、
生
活
様
式
、
環
境
を
「
改
良
」
し
て
ゆ
く
 と
い
う
主
張
を
見
る
 

こ
と
が
出
来
、
風
俗
改
良
を
東
京
市
民
あ
た
り
は
率
先
 も
 が
け
 る
べ
 ぎ
と
す
る
声
が
随
所
に
あ
が
っ
た
と
い
う
。
二
十
四
年
に
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公 開 講 演 (1989 年 9 月 14 日 第 45 国学術大会 ) 

タ一、 ナルケ ア における人間の 問題 

吉 村 正 治 

只 仝ご紹介を頂ぎました 吉村でございます。 何分にも，日本宗教学会に 出席 

させていただくのは 初めてでございまして ，お気に召すようなお 話が出来るか 

ど 5 か 大変心許ない 心境でございますが ， この ょう な光栄な機会をお 与えいた 

だきました田丸会長，鈴木学術大会会長，それから 皆々様にあ っ く 御礼申し上 

げる次第でございます。 

今日は，最近世間で 話題になっておりますター「ナルケ ア の問題についてお 

話しをするわけでございますが ， 日頃 私は，生物物理学の 分野にも顔を 突っ込 

んでおりまして ，その辺のお 話しもさせて 頂きたいのですが ，それにはどうし 

てもスライドを 用いてご説明申し 上げないと，なかなか 巧く 表現できない 内容 

のものもございまして ，そのへんは 一 つご 了解頂きたいと 存じます。 

末期医療に関するケアの 在り方の検討報告書 [S@ide l コ 

只今ご覧に入れておりますものは ，本年 ( 平成元年 ) の 6 月 16 日に，厚生省 

の健康政策局総務課長名で ，だいたい全国の 主な病院に配付された 資料でござ 

いまして，その 内容はターミナルケアに 関する現在の 問題について ，色々な角 

度から検討したその 現状報告書のよ 5 なものでございます。 もともとこれは ， 

東大の森岡教授を 長とする検討会が 厚生省の主催で 行われまして ，厚生省がそ 

の内容報告をほとんどそのままの 形で配付された よう です。 現在議論されてい 

る問題点をほとんど 網羅していると 思われますので ， これを私なりに ，内容の 
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目次のようにまとめたものとしてご 覧いただぎたいと 思います。 

1, 延命医療と Qua ℡ y of Ⅱ fe 

2. 自宅終焉希望とその 障碍 

3. がん告知の現状と 問題点 

4. 末期状態告知の 条件 

5. 延命医療と livmne w Ⅲ ( 尊厳死 ) 

6. 末期医療に望ましいケア 

7. 必要な末期医療施設 ( ホスピス ) 

8. 在宅末期医療システムの 確立 ( ト - ムドクタⅠホ - ムヘルパ - 制度，移動 

入浴 車 ，費用負担制 ) 

9. 国民の理解 
  

まず目につぎますのは ，現在の医療は 延命医療になりつつあ る，つまり，昔 

のよ 5 に患者さんの 苦痛を和らげようとか ，病気を治そうとかいう 医療とは， 

少し違った方向にあ るという点でご ぎ いまして，患者さんの 意識がなくなって 

も，とにかく 命だ け 永らえようというような 方向が出て来ている 問題でござい 

ます。 植物人間のような 状態になっている 方が多くなっていることを 反映して 

いるわけですがこれは 本質とほ違っているのではないか ，人生はもっと 価値の 

あ るべきものであ って ， 何も分からないのにとにかく 生きていると 言うのはど 

ういうことなのだろうかが 問われています。 その緒言 ぬサま ， quallty of life つま 

り有意義な人生はどうやって 生きるか， と 言うことに要約されております。 こ 

れに関連して ，調査資料の 中に出てきている 問題の一つぼ ，非常に重症で ，死 

を目前にしているような 方 ，そういう方は ， ( 昔からよく云われていることで 

すが ) どうせ死ぬならば 自宅で死にたいという 方が多いという 事実があ りま 

す。 しかし現実はど 5 かと申しますと ，現代は家族が 零細化して核家族になっ 

ているので，色々な 障害がたくさん 出ております。 つまり家族が 面倒を見切れ 

ないということになってくるわけです。 一方そういう 死を直前に控えた 方の要 

求というのは ，延命医療の 結果として，非常に 多彩になってきているわけで 
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す 。 特にそういうターミナルといわれている 状態のうちで ，一番多いのは 癌の 

患者さんについてであ りますけれども ，殆どのドクターは 患者さんに「あ なた 

は癌です」と 告げることを 嫌がります。 それには色々な 事情もあ りますけれど 

も，患者さんが ショ ， クを 受けて， 自殺でもされては 困るというような 端的な 

ものから，説明の 煩わしさなど 種々の要素が 絡んでくるという 問題があ りさ 

す 。 しかし患者さんの 側からの知らせてほしいという 要求が最近強くなってき 

ている傾向もあ ります。 また家族の方，患者さんの 周囲の方なども ， この問題 

を取り上げてくる 方が多くなってきております。 ご 承知のとおり ， これまでは 

患者さんに告知して 自殺等なさいますと ，けしからんと 言うことで家族の 方 か 

ら告訴されるというようなことのほかに ，その逆のケースも 出てぎておりまし 

て，そのような 事を知らせなかったのは 医師の告知義務違反だと ，医師が告訴 

されたりするようなこともあ って， この問題は確かに 深刻になってきておりま 

す。 つぎに私がとりあ げたいのは，延命医療と li ㎡ ng.w Ⅲ ( 本来は生きよ 5 と 

する意思，生きようという 希望といった 意味になりますけれども ，現在では 

Iiving ということを 単に生きるということで 忙なく，非常に 意義のあ る生き方 

と考えまして ，それが保てない 時にはもう終わりにしたひと ，ですから逆にい 

えば尊厳死という 事になります ) の問題です。 同じような表現で 安楽死という 

のがあ りますが， これらをめぐっての 問題がやはり 一番大きな問題であ りまし 

2 5 。 英米など覚国においても 議論されています。 今日はここに 焦点を当てて 

お話しをしたいと 考えております。 

それから当然の 問題ではあ りますけれども ，末期医療に 伴うケア。 このケア 

という言葉も 問題のあ る言葉でございまして ，従来はお医者さんの 世界では ケ 

ア というと医療を 揖すわげです。 現在でも タ -, ナルケアといっても 医療のこ 

とを指す方が 多くいらっしゃいます。 しかし最近の 世界的な趣 勢 を見ますと， 

㏄ re い う 言葉は大変広い 意味に用いられておりまして ，精神的・肉体的な 介護 

といいますか ，看護と申しましょうか ，まあ お世話をするという 包括的な意味 

になるわけです。 今日では医療という care はキュア と 呼ばれているわけであ 

りまして，非常に 狭い意味になるのですが ，翻訳語として 適当な言葉がござい 
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ませんので， ここでもケアとしておきます。 さて広義のケアという 立場からは 

末期医療の対策は 病院のみに任せて め げないということになるわけですが ， 

まあ 最近我が国でもよく 使われるようになりましたホスピスという 言葉があ り 

ますが， ホスピスが我が 国にどうしても 必要であ ろうという問題になりましょ 

ぅ 。 厚生省通達でも ， どうして我が 国にホスピスが 欠けているのかとい 5 現状 

についてもいろいろメスを 入れておりますが ，ホスピスについては 最後にやや 

詳しく述べることに 致します。 

最初に述べました 本来患者さんが 希望することが 多い自宅終えんという ，，タ 

ーンであ りますが，それにはいろいろな 障害がございますけれども ，それを 何 

とか克服するための 提案もこの報告書は 出しております。 たとえばホームドク 

ターというのがあ りますが，開業している 先生方でもなかなか 往診に来ていた 

だげないというのが 現状でございますので ， どうしてもこ う い う 制度が必要と 

なるわけです。 また同じようにホームヘルパー というのがあ りますけれども ボ 

ランティアの 方の好意に甘えてばかりいる め げには参りませんので ， ど 5 して 

も 制度的にホームヘルパーを 養成していくことが 必要であ ろうと。 また， よく 

いわれますが ，体の自由がぎかなくなると 入浴などの問題が 生じてぎて，そ う 

した施設が必要になります。 経済的な問題に 移ってきましたが ，結局は国費で 

設備を揃えていくことになりますが ， ご 承知のとおり ， 日本は付加価値税でさ 

え満足に集められない 状況でございますから ，提案だけではど う にもならな 

い。 結局国民のみなさんの 総意でもって 実現していきたいというふ う にまとめ 

られています。 ただしこれはまさしく 報告書でございまして ，お役所への 希望 

をただ羅列しているだけではございません。 本来はお役所がすべきことなんで 

ございますが ，国民全体の 協力がなければ 到底できないという 釈明の要素も 含 

んでいるものでございます。 

こうした問題点全てについて 述べると大変な 時間がかかりますので。 私なり 

にこの中で現在最も 中心的な問題といえるものを 拾いまして， さらに詳しくご 

紹介させていただくとともに ，私の考え方なども 折りに触れて 取り混ぜまして 

お話しさせていただきたいと 思います。 では次のスライドお 願い致します。 
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安楽死の考え 方とその変遷 [sIid 。 2] 

1.  安楽死 Euthan 封 a  の語源 

2.  「良 き死 」の考え方 

a.  安楽死 (easy  &  painI 。 ss  death) 

b.  大往生 (p 。 、 。 。 f 。 l d 。 "th) 

c.  尊厳死 (d 。 、 th  。 ， th  dig 。 ity) 

3.  積極的安楽死 (a 。 tive  euthana,ia) 

a.  安死術 死 (m 。 r 。 y  killi"g) 

b. 任意的安楽死㎝ ving w@ 

4. 「植物状態」と 安楽死 

a.  自然死 (naturaI death) 

b. 客観的安楽死 (,ub,tttuted d 。 c 鮒 on) 

5.  消極的安楽死㎝㎡ d  euthanasta) 

a.  無痛 死 (painless  death) 

b.  自然死 (natural death) 

6.  相対的安楽死 ( 「 elative@y  euthana Ⅰ a) 

a.  主観的安楽死 (volunta,y  。 uthan 鮒 a) 

b, 相対論的安楽死 (,elatjvity                         

まず現在もっとも 盛んに議論されております 安楽死の問題から 申し上げま 

す。 安楽死というのは 非常に分かりやすい 言葉ではあ りますけれども ， よく調 

べてみますとみなさんそれぞれかなり 異なった意味で 使っておられるよ う でご 

ざいます。 比較的最近の 論説などを集めて 分析してみまして ， 私 その内容にい 

ろいろ種類があ ることに気がつきまして ，分類してみました。 まずそこからご 

説明申し上げたいと 思います。 

歴史的に考えますと ， この安楽死という 言葉は ，ュ 一サ キィ ジア euthanasia 

という，ギリシャ 語源のことば ( ラテン語調もあ りますけれども ) のよ う で ご 
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ざいます。 文字の解釈では eu が「良 き 」 thanat0s が「 死 」ということで ， 

「良き死」というような 意味になります。 歴史的にいろいろな 場面で使われて 

きた言葉であ ります。 

現代の使われ 方は 大変複雑になっておりますので ，その元にもなっている 少 

し前の時代のものを 整理致しますと ， まず文字通り 解釈 easy and painless 

death, 楽で苦しみのない 死 ，それを安楽死とする 流れがございます。 スライ 

ドの b はさておぎまして ，三番目の先ほど 述べました尊厳死， death with 

dignity, これとはじめのとを 比べてみますと ，死に方の面でやや 違 いがあ りま 

す。 安楽死という 時には多分に 他力本願的な 要素が強いわげであ ります。 楽に 

死にたい，けれども 自分としてはど j しょうもないから ，だれかの手を 借りて 

楽に死にたいと 言 うわ げで，逆にこれを 受け入れた側にとっては 殺人というこ 

とが問題になってまいります。 尊厳死の場合は ，思想的・宗教的にこういう 死 

に方をしたいという 希望があ るわけで，それがど う にもならなくなった 場合に 

は 自殺ということになりやすい ， どちらかといえば 自力本願的な 死に方でござ 

います。 もちろん第三者からみて 立派な死に方をさせてほしいと 頼まれること 

もあ りますが，第三者から 見て立派な死に 方が，御本人にとって 立派な死に方 

でない場合もあ るわけですから ， これは御本人の 自意識の問題が 強く影響する 

死に方でございます。 これについてほまた 詳しく後ほど 述べたいと思います。 

大往生というのは ，英語で言えば peaceful death 。 これら二つの 中間に位置 

する言葉でございまして ，仏教的に見ますと 哲学的な，大変深い 意味を持って 

いて，むしろ 尊厳死と重なると 思われますが ，西洋の peaceful death という 

のほむしろ安楽死的な 要素が強く，大往生とい 5 日本語自体についても 考える 

必要があ るかと思われます。 まあ ， こういう三つの 流れがあ るという事でご 承 

知おぎください。 

さて，安楽死の 中で最も積極的なものは 何かと申しますと ， さぎ ほど申し上 

げたとおり殺人罪になってしま 5 恐れがあ るわけですが ，積極的安楽死 active 

euthanasia というものがございます。 刑法から言いますと ，いまでこそ 安楽死 

という言葉が 使われる ょ 5 になりましたが ，昔は安死術に よ る死であ ると， そ 
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うい うわ げで殺人的な 要素を含んでいたわげですが ， me 迂 y k@lling という言 

葉， mer 釘は 慈悲とかあ われみとかい う 意味であ りますから，非常にヒューマ 

ニズム的な意味あ い を強く持った 言葉でございまして ，かわいそうでど う にも 

見てかられないからいっそ 楽に死なしてあ げようと 0 ですから，刑法の うえ で 

は 有罪になってしまうとしても ，非常に一般には 受けている考え 方であ りさ 

す 。 ョ一 p ," で 安楽死が強く 支持されているのも ， このよ 5 な 慈悲とかいっ 

た立場からの 共感があ るわけであ ります。 しかし刑法の 見地からすれば ， これ 

を受け入れてしまったなら 大変な社会混乱を 引き起こすことになりますから 出 

来ないと。 

積極的安楽死のもう 一つの形として ，任意的安楽死というのがあ りますけれ 

ども，これがまさに 先ほど挙げました ，Ⅱ vingw Ⅲとよばれる 尊厳死であ りま 

す。 イギリスでの 状況で述べますと ，イギリスで は 上院に何度も 安楽死法案が 

あ げられながら 否決されている 経緯があ りますが，本人から ， これでは人間と 

しての尊厳もないからなんとかしてくれ よ ， とたのまれた 場合には， これは任 

意的安楽死とい 5 事になります。 しかしながらこれは ，第三者によって 生命を 

終わらせてもら 5 とい 5 意味で，非常に 危険な要素を 持っているわけです。 

さて，安楽死という 言葉が ク p 一ズアゾプ されてきた背景には ，植物人間と 

いう状態，患者さんが 意識がなくなって ，しかし死んでもいないで 横たわって 

いる，そうした 状態になってしまった 人が，最近大変多くなっていることが 挙 

げられると思います。 たとえばアメリカあ たりでは，二十数州の 州法で認めら 

れていることで ァ すけれども，そういう 状態になる前の 本人の希望があ り， また 

倫理的にも妥当な ， 自然死に近い 死に方ができると 言 う 場合には，死なせても 

いいにろ う と か 5, 消極的致死の 考えがあ ります。 つまり naturald ㏄ lh と 言 

う 形になるならば ，そのときには 人工的な延命は 止めてもいいと ， こうした消 

極的致死の考え 方が主としてアメリカ 辺りでは広がっています。 法的にも多く 

の州で続々と 承認されておりますし ， また全体的には 大統領もそれを 認める サ 

イ ンがなされておりますが ， しかしもり一つ 問題が残っております。 客観的安 

楽死，英語で 言 うと subs 田 uted dec 蛆 on 「委託された 決定」ということにな 
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りますが，言葉のとおり 本人の意思は 全くない，そのときには ，家族や近親者 

が相談してこれは 安楽死にしてもいいだろうと 決めるわけです。 本人の意識が 

なくなる前に ， こうしてくれと 言 5 本人の希望がとれていれば 自然死の方向に 

向かう わ げですが，そうではなく ，たとえば交通事故によって 意識がなくなっ 

たままずっと 置かれているような 場合など，あ る時点で倫理的な 判断を行って 

安楽死を決定するわけで ， こうしたものは ，大体において 消極的安楽死という 

ようなグループに 分けることができると 思いますがニュアンスほかなり 違って 

おります。 消極的安楽死というのは ，本来は timideuthansia とい 5 ことにな 

りますが，本質的には 植物状態というものに 近い対象に対する 考えであ ります 

けれども，内容的には 少し異なるものでございます。 消極的安楽死というの 

は，積極的な 安楽死に対立すべ き 考えであ りますけれども ，歴史の中ではこち 

らが本当の主流派であ ったと考えられます。 t ㎞ id とい 5 のは，控え目という 

よりは， 「気弱な」というような 意味であ りまして， こういう状態になってし 

まったならも 5 生命を終わらせてあ げるのがいいんじゃないでしょうか ，そら 

いう表現のもとに 生まれてぎた 考えであ りまして，文字通り 無痛 死 がその典型 

なのであ ります。 痛んで痛んで ，苦しんで苦しみ 抜いている患者さんの 前で， 

もうこれは安楽死以覚にないのではないでしょうかというような 状況であ りま 

す。 これが easy andpainlessdeath といわれるもので ，いわゆる消極的安楽 

死の最たるものといわれております。 

ホスピスの最初の 例と言われております ， p ンドン郊覚に 設立されたセント 

クリストファー ズ ホスピス。 これはシスリー ，サウンダーズというかたが 創設 

されたものでして ， このかたは当初看護の 方面のお仕事をされながら ，社会 改 

草案のようなお 考えを育てられた 方ですが，それには 医学をきちんと 学ば ほ げ 

ればならないと 思い立って女医さんになられまして ，医学に欠けている 介護を 

考えていってホスピスという 発想を打ち立てられた。 それは，治療をしたりえ 

で， も う これは助けようがないんだと 言 う ことになれば ，そこでも う 治療はし 

ない。 せめて苦痛を 和らげなるしかいんだと ， これがホスピスという 思想であ 

りまして，やがて 世界中に広まったのであ ります。 それがなぜ消極的安楽死に 
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つながるかと 申しますと，麻薬を 使 う からなのです。 ど う しょうもない 痛みを 

止めるには， これはもう麻菜に 頼るしかないわげです ( もちろん麻薬でもどう 

しょうもない 種類の痛みもあ りますが ) 。 そのことで確かに 痛みは軽減できる 

のですが，特に ガソ 患者の場合に 明らかなことですが ，麻薬を使うと 死期が早 

まってしまう。 したがって，延命という 目的からは外れ ，むしろ辞命を 縮める 

ことになるわけですが ，それは仕方がないのではないかということで ， 自然死 

にいたらしめる 致死と考え，それを 消極的安楽死といった ね げであ りますに 

れを安楽死というべきかについては ，私には多少疑問もあ りますが ) 。 

自然死 naturaldeath と申しましても ，現在している 延命行為 は 止めようと 

い う 立場と，苦痛を 和らげるためとかいろいろ 名目はあ りますけれども ，なに 

もしなければ 死んでしまうのだから ，寿命を縮めることにはならないからとい 

う いま 述べたような 立場と多少の 違いはあ りますけれども ， 自然死という 方向 

に詳論が進んでいく 安楽死の流れは 共感する人々が 多いように見受けられま 

す 。 心臓を電気的に 刺激し続けるとか ，血管に栄養を 送り込むとか ，人工的な 

形での延命措置は 殆ど行わない ， そ 5 すると患者さんはそのまま 死んでしま 5 

わげで，いわゆる 積極的安楽死とは 違 う とは云え実はかなり 近い。 植物状態の 

場合忙は， この ょう に 杖梱 的と 消使 的との中間 ( いくらが消極的 よ りではあ り 

ますが ) となる安楽死論が 生まれるわけであ ります。 

また最近でてぎた 考え方で，相対的安楽死というのがあ ります。 最近出てぎ 

たとはいっても ， もちろん歴史的には 古くからこの 考え方もあ った ね げで，た 

とえばみなさん 御存知だと思いますが ， ソ連の作家で ， 丁 真昼の暗黒』などと 

いう作品を書いて ，体制を激しく 批判した人があ りました。 その作家は捕らえ 

られ，そして 拷問されるという 結果を恐れたのでございましょ 5, 自殺してし 

まったという 事件がございました。 そういう場合にほ ， ご自分で相対的に 良い 

と思われる死に 方を選んだ， これはあ る 態味 でほ尊厳死に 近いものでございま 

すが，言わば 自殺型の安楽死であ ります。 

こうした古典的なものとは 違って，現在の 相対的安楽死というのはもっと 観 

金的なものとなって ， まあ アインシュタインの 相対性理論とか ，そういつたも 
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のに近くなっています。 たとえば，患者さんの 苦痛は，周囲の 人間にはどんな 

にしたって結局のところ 理解できないものなのですが ， とにかく本人の 主観に 

基づいた主観的安楽死 voluntary euthanasia といったような 立場がございま 

す 。 これも本質的には 御本人の意思に 基づいた形での 治療や安楽死を 考えて ぃ 

こ う という立場であ ります。 したがって御本人の 意識がない場合には ， この ょ 

う な立場はあ りえないのであ りますが，あ くまでも主観を 中心とした立場に 立 

っていこ う という考え方であ りまして， これも先に述べましたような 自殺関与 

罪 というような 罪に問われる 可能性があ るわけであ ります。 

なかでも，相対論的安楽死とい 5 のは，文字通り 相対論的な見方でございま 

して，患者さんの 気持性分からない ，だから第三者は 云々できないという 立場 

に 立ったものであ ります。 アインシュタインの 相対性理論からほ ，われわれが 

光 に近い速度で 宇宙のかなた へ 行って帰ってきたとすると ，地球上でほ 大変 時 

間 がたっていて ，われわれの 孫の時代になっていたりして ， とてつもない 時間 

のずれが起きるという 浦島太郎の ようた 話が生まれますが ，空間を異にすると 

両者のあ いだの時間さえも 一致しないということをが 分かっていまして ， これ 

は 物理学では証明されております。 同様に ， 死に向かっている 患者さんが， 現 

在 何を思い何を 望んでいるか ，そうしたことは 治して他人に 分かるものではな 

い 。 たとえ応答ができる 患者さんであ っても，その 応答には相手を 思いやる気 

持 があ ったりして，患者さんの 本心を反映しているとは 限らないが， ではどう 

すればいいのか。 本人の意思のみを 是認する考えですから ，意識のあ るぅ ち は 

傍観と延命を 策するが，意識がなくなれば 自然死にもってゆくしかな い ， とま 

あ こい 5 ことになります。 意識のあ るぅちは，痛いと 云えば麻薬を 用いよと     

いうことにもなります。 

安楽死と一口に 言ってもこのようないろいろな 考え方がございまして ，大変 

状況も複雑多岐になっているのでございますが ，こうしたさまざまな 考え方が 

出てくるきつかげには ，非常にしっかりした 歴史的背景がございますので ， そ 

れをこれからお 話しして参りたいと 思います。 

(112)           



安楽死論最近の 経緯と背景 [Slid 。 目 
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1918 

1936 

1938-1945 

1962 

1967 

1969 

1975 

1976-1988 

1977 

1978 

1979 

Ma@thusi   n theory 

メソ デル ス ゾーン ( 独 ) 

森 鴎外 ( 金貝羅 ) 

森 鴎外 ( 高瀬舟 ) 

任意的安， 楽 ，死法案㏄ 5 対 @4, 英 ) 

Incurable mental patients (@ 独 ) 

名古屋高裁判決 

シスリー・サウンダース ( セン ホ クリストフ， 一ズ ， 英 ) 

任意的安楽死法案 (60 対 41, 英 ) 

カレ ソ ，アン・キンラン 事件 ( 木 ) 

自然死法案成立 (22,,1l, 米 ) 

日本安楽死協会東京宣言 

スイス医学アカデミ 一声明 ( スイス ) 

チユーリ ソヒ州民 投票 (20 万 対 14 万，スイス ) 

このような種々の 安楽死論が生まれてくる 背景には，歴史 白 りにその契機とな 

るような事件が 沢山あ った ね げであ りますが，仝度はそれについて 見て参りま 

しょう。 

二百年前にト 一マス・マルサスという 人の， MaIthusian theory というのが 

でまして， これはもちろん 安楽死の本ではなく ，人口論についての 著作なので 

すが， じっはこれが 安楽死の考え 方に非常な影響を 与えております。 たとえば 

第 2 次世界大戦中に ， ヒトラーは 非 ァ一リ ア 系の人びと数十万を 大量虐殺しま 

したし また精神病者なども ，社会に生きていても 何の役にも立たないといら 

ことで， ヒトラ一のい う 安楽死をさせられたという ，大変な虐殺事件があ りま 

した。 その理論的背景としてこのマルサスの 考えがあ ったことは間違いないわ 

けであ りまして，だからこそヒトラーも 自信を持って 自分のやったことは 安楽 
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花 であ ると述べているわけです。 

マルサスの本でいわれているのは ， このままでは 人口が増えていって ， 食べ 

るものがなくなってしまう。 また，そうでなくとも ，環境汚染などの 問題が必 

ず出てくるから ，人口を抑制する 政策を取っていかなければならない。 けれど 

も ，産児制限などでは 成功しえないのであ って，実際にあ るところで産児制限 

すると別のところで 爆発的に人口が 増えるというようなことがあ って， うまく 

行かない。 その結果，やはり 姥 捨て山とか，そ う いった現象が 出てきてしまう 

だ る 5 。 そ う いった内容であ りますが， これがもたらした サジヱスシ " ンがヒ 

トラ一などに 利用されていぐという 事になるわけであ ります。 極論すればやは 

り人類にとって 為になる人を 残していこう ，そのためには 足を引っ張ってしま 

う人にはこの 際身を引いてもらうしかないという 論になりかれないのですか 

ら， まさしく大量虐殺を 生むわけであ ります。 

しかし 1892 年になりますと ， ドイツの べ ルリン大学のメンデルスゾーンとい 

う先生が，安楽死 諭は ついて非常に 見事な系統 づ げを行い， また新しい議論を 

展開しています『この 当時ちょうどドイツに 留学しておりました 森鴎外は非常 

に大きな感銘を 受げまして， 『金毘羅切とか『高瀬舟コとかいった 小説を書い 

て 安楽死の問題を 取り上げているわけであ りますが， T 金毘羅刀の方は 大して 

話題にもならず ，取り上げられもしなかったのですけれども ， 1918 年に『高瀬 

舟山がでますと ， これが大変な 論争を引 き 起こすわけです。 安楽死をさせると 

いう事は罪になるけれども ，それは本当に 罪 としてしまっていいのたろ うか ， 

と 言 う 森鴎外の発想は ， メンデルスゾーンと 同じものであ ります。 

それからまた 時代が下がりますけれども ，英国で任意的安楽死法案というの 

が 1936 年に上院に提議され ， このと ぎ は 35 対 14 で否決されております。 圧倒的 

にこのときは 反対の方が多いわげであ りますが，のちに ， 1969 年になりまして ， 

ちょうどこの 頃 植物状態の患者さんが 増えてぎたとい 5 状況を反映して ，理性 

を失った状態 ひこ 限って安楽死を 認めよという 形で ， 再びこの安楽死法案が 上院 

に提議されました。 こんどもやはり 60 対 41 で否決はされたのですが ，数字で % 

分かりのとおり 賛成の立場を 取るパーセンテージはむしろ 上がっております。 
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ちょうどその 間になりますけれども ，先ほど述べましたように ，第 2 次世界大 

戦中に， ドイツでは lncurableMentalPatients と言うことで ，合計 27 万 5000 

名の精神病者が 殺されております。 戦争が進んでいくうちに 食料事情が逼迫し 

て き ますが，それでも 前線の兵隊さんたちには 食料を送ら ほ げればならない ，自 

分たちの食べるものもなくなってくるといら よ 5 な 時に，治る見込みもないし ， 

何の役にも立たないし ，将来ドイツに 対して何も貢献しそうもないこれらの 精 

神病の患者さんたちをなんで 生かしておかなければならないのたろ う というこ 

とで，これらの 患者さんたちが 全て抹殺されたわげであ りますが，その 方法は楽 

に死なせてやれいということで ，安楽死という 力法が取られたわけであ ります。 

このような大変な 事件があ ったことで，世界中に 安楽死という 問題が ク p 一 

ズ ・ ア ， プ されてきたわげであ りますが， 日本においては 1962 年の名古屋高裁 

判決があ ります。 これは御存じのとおり ，病気で苦しむ 自分の父親を 見る 仁 み 

かねて殺したというものであ りましたが， このとき裁判では ， この件は安楽死 

として認めがたいので 有罪だとい 5 判決を下しましたこのときに ，安楽死に対 

してあ る程度の解釈を 与えているのでこれが 注目されたわげであ ります。 裁判 

長は，本人が 安楽死を希望しているというのは 事実だけれども ，木人の希望が 

合理的であ るかといら点について 疑問があ る。 加 まれれば何でもやってやれば 

いいというわげでもなかろう。 息子は見るにみかねたというけれども ，本人が 

そういう以外に ， 誰が見てもこれはひどいと 居、 ぅ ような傍証に 乏しい，そのよ 

うに述べております。 そしてそれらにくわえて 3 つめに，安楽死の 希望をかな 

えてあ げるという行為は ，現在のところ 医師以覚には 認めがたい。 そして本人 

は医師ではない。 また医師であ ったとしても ，たとえば倫理委員会などの 有識 

者たちも医師と 同意見で，それでは 先生お願いしますと・そういったような 状 

況 がない " 他にもいくつか 上がっておりますけれども ， この裁判でほこのよ う 

な形でいくつかの 基準を上げて ，それに基づいてこの 件は有罪であ るという ょ 

うにいたしました。 さてそれでは ， この裁判長のい j ような条件を 全て満たし 

た 安楽死が許されるのかという 事になりますが ，いまのところそのよ う が判例 

は起こっておりません。 
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この裁判官自身，当時の 社会的状況，たとえば 先程のシスリー・サウンダー 

ス等の提言にかなり 影響を受けているわけであ りますが，とくに 日本において 

はこの問題に 関してかなり 早くから提言がされたわげであ りまして，この 点か 

らもこの判決は 注目されるのであ ります。 

さて， シスリー・サウソダース ， この人はセントクリストファーズ・ホスピ 

スを作った人であ りますけれども ，何をするかと 申しますと，麻薬で 本人の苦 

痛を和らげてあ げようと，そういうことであ ります。 本人の寿命はそれで 縮ま 

ることになりますが ，それはしょうがないと ，そうしたホスピスの 考えは ョ一 

ロッ " に 根強く残っていると 同時に現在広まっている 考え方であ ります。 こう 

した背景があ りながらもなおイギリスでは 安楽死法案が 否決され続けているわ 

けであ りますが，その 後 1975 年に ァメリヵ で有名な ヵ レン・ ア ン・キンラン 事 

件 があ った ね げであ ります。 これは植物状態になった 娘がかわいそうだから ， 

呼吸装置を覚して 欲しいとし ぅ 父親の訴えであ りますが，たいへんな 議論のす 

え 結局この主張 は 法的に認められます。 そして翌 1976 年から 1988 年にかけて， 

米国の各州で 自然死法案が 成立していくわげであ りまして， 1988 年の段階で 22 

州の州法でこれが 認められたことになります。 おなじころ 1977 年に日本でも 安 

楽死協会が成立しております。 これは現在日本尊厳死協会と 名前が変わって い 

るようですが ， これまで述べてきた 安楽死論争の 歴史を見ますと ， このように 

安楽死と尊厳死を 同じように見るのは 抵抗感をなくすためであ ったとしても ， 

少しおかしいという 批判が根強くございます。 

ちょうど同じ 頃 ， 1978 年でございますけれども ，世界をゆるがす 大事件のも 

ととなりましたスイス 医学アカデミ 一の声明，人間はただ 生きているだけでほ 

しょうがないから ，延命のみを 医療の目的とするのは 間違っている。 やはり 尊 

厳な 人生，価値あ る人生を見出すことのできないやりかたは ，単なる延命を 目 

指すのみであ って， それでは医師として 落第だと，医師 は その人の人生にとっ 

て価値あ る方向に努力しなければいかんだろうというものであ りました。 そし 

て 1979 年にスイスのチューリッヒ 州で，積極的な 安楽死を認める 法案に対し 州 

民の投票が行われることになった ね げですが， 州 としてはそうい 5 ことをして 
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もらいたくないわげで ，いろいろ制限をしたりしたよ う ですが， しかし投票は 

行われ，賛成 60 万 対 反対 14 万で可決されました。 ただし一つの 州でだけ刑法を 

変えるというわげにいきませんから ，連邦議会でも 話し合いが行われ ， このと 

きは否決されてしまったために ， スイスでは刑法上は 安楽死が認められており 

ません。 けれども住民の 意思は賛成の 方が圧倒的に 多くなっていたということ 

から，安楽死が 世界的な問題になってきたと 言えるのであ ります。 

ターミナルケアと 安楽死「 S Ⅱ kde 4] 

l.  Easy  &  painless  death  (Euthanas!aa)  と peaceful  death  [ 大往生Ⅰ 

2. Euthanasia ( 安死術 ) と自殺 ( 刑法 202 条自殺関与罪，積極的安楽死 ) 

3.@ Acti   e@ euthanasia 

a ． mercy@ killing 

b ・ convenience@ euthanasia 

c ， useless@ eaters@ (ffl@:@ 1938-1945@;@275,000) 

d ． Malthusian@ theory 

4. Euthanasia と宗教学的批判 

a. 生命の使用権 と処分権 

b. 苦痛と 濱い 

c. 弱者に対する 圧力増大 

5.  Euthanasia  death  with  d 墳 mity  C 尊厳死 ) 

6.  Euthanasia  と植物人間 

これまでの問題をまとめますと ， まず安楽死の 語源と内容，それぞれの 相違 

について説明しました。 それから刑法上の 間 題 では，安楽死の 側からは自殺に 

関与したという 事で有罪とされる 可能性があ るのですからこれを 避けたいわげ 

で， また刑法の側からは ，安楽死を認めてしまったら 大変なことになってしま 

ぅ という気持ちがあ る。 それから積極的安楽死は 一番理解しやすいあ り方では 

あ りますが，しかしまた 非常に危険な 面も持っていると 申し上げました。 く ゎ 
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えて， c0nvinience euthanasia, これは先程の 分類には挙げませんでしたが ， 

実は獣医さんの 方で使われている 言葉であ ります。 convinience というのほ「都 

合のよい」あ るいは「 ご 都合主義的な」という 意味であ りますが，どういうこ 

とかと申しますと ，ペットを飼 う ているが，止むにやまれぬ 事情でマンシ。 ン 

を 移らなければならなくなった ，今度のマンシ ， ンはべット を飼ってはいげな 

いので手放さなければしげないけれど ，捨てるのはかわいそうだし ，だれかに 

あ げてもしじめやしないかと 心配だから，いっそ 獣医さん殺してください ， こ 

う いらような依頼が 最近増えていると 言 らことです，これは 本当に御都合主義 

的な安楽死で ，ペットは獣医さんに 頼んで安楽死させて 自分は罪の意識もなく 

ほいさよなら ，そういうやり 方に対して獣医さんたちほかなり 深刻に考えてお 

られるようでございます。 自分たちは屠殺 場 をやっているのではない ， べ，ト 

の 病気を治して 元気にする仕事をしているのだと ，それを殺人のような 依頼を 

引 き受 げなければならないなんてとは 居 、 うが，しかしわれわれがやらなければ 

ならない場合もあ る。 このような状態で 使われる言葉であ ります。 

こうしたことでも 分かりますが ，人間の場合でも 第三者がいかに 真剣な判断 

で行っても，患者さん 御本人から見ると ，それほどこかでこうしたご 都合主義 

的な面を持っているわけです。 実際に，植物状態の 愚者さんなどで ，最初は少 

しでも長生きしてほしいと 言った家族が ，一カ月もすると ， も う われわれには 

ど 5 にも面倒がみ き れないから，先生何とか 終わりにしてください ， そんなふ 

うにがらっと 変わってしま 5 家族が珍しくないわげです。 感情で出てくる 意見 

と，感情がさめてから ，冷静な打算が 働いてくるからなのでしょうが ，理性的 

に判断して出してくる 意見とが， 180 度かわりうるわけですから ，最初は慈悲 

深いことを言っていても ，いつど 5 ご 都合主義の解釈にかわるか 分からないわ 

げです。 

それから次が uselesseaters, これはご都合主義的なものを 更に押し進めたも 

のでございますが ，たとえば私が 先ほどあ げましたドイッにおける 精神病患者 

027 万 R000 人の大量虐殺，食料は 国のために戦 う 兵隊さんに回さなければなら 

ないから，役に 立たない患者は 殺してしまえということであ ります。 こうした 
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ものを辿っていきますと ， 最終的にやはり Malthusian theory に行き着くわ 

げであ りまして，マルサス 自身は人口がこのまま 増えたらどうなるかとい 5 事 

しか言っていないわげですけれども ， よくよく読んでみると ， 姥 捨て山のよう 

なものが出てくるのを 予言しているわけです。 年寄りを殺してしまえと 言 5 こ 

とにそのままなるわけではないかもしれませんが ，社会的に，人種・ 職業・あ 

るいは階級などの 差別のかたちで ，いろんな意味で 弱者 は 排除されていくと 言 

うことになり 得るわけですから ， そ 5 した点でマルサスは 非常に恐ろしいこと 

を予言しているわけであ ります。 

さて， このような流れの 中でのさまざまな 批判を見ていきますと ，今日はこ 

ぅ して宗教家の 皆さんの前でお 話しをさせて 頂いておりますが ，宗教学会から 

出ている批判というものは 大変鋭いものでございます。 今回は私はそれをまと 

めると表 5 よりも，文献を 羅列しておるにすぎないわげですが ， よ くみていき 

ますと，生命の 所有権 と処分権 とは違 う んだとい 5 批判があ る よう に思われま 

す 。 つまり，われわれが 神から与えられた 生命を使って 何かをしていくことは 

いいけれども ，それを自分で 始末する，あ るい ほ 人に頼んで始末してもら ぅ と 

いう事は，果たして 許されるのであ ろうか，そういうことだと 思います。 それ 

から苦痛につぎましても ，ただ単に苦痛を 取り除くのが 至上命令であ っていい 

ものだろうか ，苦痛は神がその 人に与えたもうた 姐 罪の機会であ って，その 苦 

痛 に耐えることによ って人はその 罪を償 うと 高 5 考え方があ りますから，それ 

を安易に取り 除いてしまうのもどうかということになるのだとおもいます。 そ 

してさきほど 述べました弱者に 対する圧力増大の 問題があ りますけれども ，宗 

教の世界に入っていく 方というのは ，多くの場合弱者でございますから ，そ う 

しだ問題は最終的に 宗教が担っていくことになる。 ここには論理的な 合理性も 

あ ると言えるのではないでしょうか。 

まあ ，宗教界のみならず ，それ以外のさまざまな 分野からも，安楽死の 問題 

に関してはいろいろな 批判が寄せられております。 なかでも尊厳死とい 5 こと 

がたいへん大きな 問題となるとは 思いますが，それについてはこれまでに 多少 

述べてまいりましたので ， ここからは， 現在一番端的な 問題になっております 

  



植物人間の問題について 考えてみたいと 思います。 

植物人間とターミナルケア [slide 5] 

    植物人間と安楽死的ヒューマニズム 

2. 生命維持装置の 停止 (DNA 一 0rder) 

a. 家族の意志 

b ． substituted@ decision@ (absence@ of@ family@ consent) 

c ， optimum@ care@ comittee 

3. 植物人間は人間か 

a ． irreversible@ coma@ h@ death@ of@ brain 

b.  human  と pe 丘 son 

c. 人間の死と脳死 

植物人間という 状態は， ターミナルケア ，安楽死の問題との 関わりからみる 

限り，いわゆる ヒ ， 一 マニズムのような 立場からこの 問題を考えるだけでいい 

のたろ うか ， もっと厳しいものなのではないだろうかといら 観点で， まず いく 

つ かお話ししてみたいと 存じます。 

ァメリヵ では， 「 DNR oI,der 」とよばれていますけれど ，介護を止めろ ， 生 

命維持装置を 止めてしまえという 命令を誰が出すか ，それが大きな 問題になっ 

てくるわけであ ります。 家族の意思、 という事もあ ります。 また，本人が 植物代 

銭 になる前の意思，植物人間になってしまったらこ 5 してくれ，という 事もあ り 

ます。 アメリカの自然死法案というのは ， この本人の意思がないと 自然死を遂 

げさせることは 出来ない，駄目なわげですが ，とはいっても 実際に本人が 文書に 

してサインまでしてという 形にならないことも 多いわげで，本人はこ 5 いって 

いたけれど，などと 暖 味な形になってしまうこともございます。 そうなります 

と 家族の意思が 非常に尊重されてくることになりますが ，私が先ほど 述べまし 

たよ う に家族の意見というのはかなり 変わり ぅ るわけです。 始めは感情的であ 

っても，後になると 冷静になってくる。 冷静と云ってもいいことばかりでござ 
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いませんで，打算的なものもあ るわけです。 まあ そ 5 いった問題があ るわけで 

すが， しかし形式的にはやはり 家族の意思というものが 不可欠になってくる。 

そして，先ほど 述べました substituteddeCision, まかされた決定というのを 

誰がやるかという 事が問題になってくるわけであ ります。 substituted の意味 

は，家族がいないか ，あ るいはいてもこない ，家族が誰だか 分からない，そ う 

した場合にはだれかが 決定を下さなければならないわげですが ，これは主治医 

がやるのかど 5 なのか，たいへん 問題になってくるめげであ ります，結局こう 

したことは倫理委員会に 委ねられるわけです。 米国の場合は ， この委員会が ， 

「しょうがない ， 自然死 だ 」と決定を下すと ，停止命令が 出るわけです。 

さて， この倫理委員会がどのようなメンバ 一で構成されているかと 申します 

と，家族がいる 場合には，家族の 代表がはいることを 認めています。 そして家 

族のいない場合にこそこの 委員会が大きな 役割を果たすわげであ りますが，主 

治医がほいります。 その他に医師としては 多くの場合脳神経覚科の 先生が入っ 

ている場合が 多いようでございます。 これはやはり 脳死の問題と 直接に関わっ 

て ま い りますので。 そして，精神科の 先生が入る場合も 多いようです。 これは 

精神の問題に 関わるからと 言 う だけではなく ，患者さんの 精神状態が正常であ 

るか否かと か が判断に，非常に 精神科医の見解が 重要視されている よう です。 

このことに限らず ，最近はⅡ a も lon consultation とも う しまして，精神科医が 

さまざまな分野に 関わっていくと 言 う ことがあ るよさです。 患者さんの精神状 

態が常に正常かと 言いますと，実はあ る時点で錯乱状態になっていたりする 場 

合があ るんですね，そういう 意味から常に 精神科医は consultation を行ってし 

かなければならない。 

それからドクタ 一だけでほ片手落ちな わ げで，倫理の 方面からいろいろな 経 

験をお持ちの 方が入られます。 社会福祉の方面の 方，哲学者の 方，あ るいは宗 

教家の方がほいります。 それから，日本ではあ まりあ りませんが，普通の 看護婦 

さんではなく ，欧米にはホスピスなどのために 特別に訓練された 看護婦さんと 

いうのがおります。 ホスピス ヮ 一ヵ一ですね。 そうした看護者の 代表があ げら 

れましょう。 日本の場合にはたいてい 婦長さんなどが 入りますが，欧米では 特 
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別に訓練された 人がそこに入って ，こうして委員会が 形成される。 それから法 

律の専門家・たとえば 弁護士さんが 入って，刑法上の 間 題 について論議します。 

このようにして 構成される倫理委員会が ，正確な判断をしうるかと 申します 

と，実際のところこうした 専門家の集団がターミナルの 問題について 十分な判 

断ができるかどうかという 事については ，非常に疑問な 点がございます。 しか 

しながら，資格を 追求していってばかりでほ ，結局いつまでたっても 委員会が 

出来ないわげです。 そうした面から ，この問題に 興味を持って 勉強しているよ 

うな，そ うい分 専門家の育成をしていくことが ，特に日本の 場合非常に重要な 

課題・社会的義務となってくるわけであ ります。 

さて植物人間というのは 人間と見てよいだろうかという ぎ わどい問題にこれ 

から入っていきますが ，現在は脳死の 問題，つまり ，脳が死んでいたって 他が 

生きていれば 人間ではないかという 立場と ， 脳が死んでしまって ほ 理性もなけ 

れば人間としての 人格もないわげで ，後に残ったのは 単なる生物に 過ぎないの 

ではないかという 立場とが，非常に 際立って対立しているわけです。 米国で 

は， human と person という区別があ りまして， human と 言 う のは生物学的 

な意味での人間であ ります。 かたちも人間，行動も 人間，考え方も 習性も人間 

であ ります。 person とい分のは人格を 持っている生物でそれは 正しく人間であ 

ります。 ですから， human であ っても person でないと言 う ことがあ る。 し 

かし person であ ればそれはかならず human だということになります。 これ 

はしかし米国の 考えの中で主流を 占めているわけでほない。 むしろ少ないんで 

すけれども， これをはっきり 言い切れる方が 米国にはたくさんいらっしゃる。 

つまり人格を 優先する考え 方であ ります。 脳が死んでしまったら ， もはやその 

人は person ではなく human だということになります。 人間でなく単なる 生 

物だ ， と言 5 考え方 よ りはマイルドだと 思いますが。 

次に，人間の 死というものほ ，脳死とどのように 区別すべきかという 事を ， 

私は生物学的，生物物理学的な 観点から申し 上げた い と思います。 

( テープ反転。 この間多少欠けている 部分があ るかもしれない ) 

  この間米国ではいろいろな 議論があ りまして，結局大統領が ，脳死を人の 
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死 と見なしてもいいという 文書に サ イソをして，法的に 認められたことになっ 

ております。 1985 年に日本でも 脳死を検討する 研究会が厚生省の 肝いりで竹内 

教授を中心として 行われてきましたが ，まだ白熱した 論議にはっきりした 結論 

は出ておりません。 脳死というのほ 脳の機能が非可逆的に 止まってしまうこと 

によって代表される ，もっと簡単に 言えば脳波が 止まってしまって 出ない， と 

い う 状態を脳死と 呼ぶわげであ ります。 それから最近日本医師会の 生命倫理研 

究会で，竹内研究班の 報告よりも う 少し詳しい内容の 報告書を出しております 

が，そこではやはりこれまでの 必死に対して 脳死というのがあ るんだというこ 

とを言っております。 そして死亡時刻についてもいろいろ 言われていますが。 

その基準として ，脳波が止まってから 6 時間以上立って ，やはり脳波が 出てこ 

ね げれば死亡 と 判断していいと 言 う ことになっています。 ただし死亡診断書の 

時刻といらのは 2 説 あ りまして，脳死と 判定した時刻だ ，いやそうではない 脳 

波が止まった 時刻だと， こうしたことは 財産の相続とか ，いろいろな 問題と関 

わりまして， なかなか難しいようであ りますけれども ，いまのところ 日本医師 

会の方では，脳波が 停止した時刻を 以て死亡診断書を 書くということにしてお 

るよ う でございます。 

それにともなって 臓器移植の問題が 出てくるわけでございますけれど ， これ 

に 関しては本日のお 話とやや性格の 異なった命題でございますので ，省略させ 

ていただ ざ ます。 

そ 九では，続いて 人間の死とは 本来ど 5 し、 うものなのか ，他の動物の 死と区 

別すべ き なのかどうか ， そ 5 した問題についてお 話ししてみたいと 思います。 

生命と人命 [Slide  6 コ 

1. 分 類 ( 植物ウィルス ，動物ウィルス ，ハクテリオファージ ) 

2. 構 造 ( 蛋白質，核酸 ) 

3. 機 能 ( 宿主攻撃～ DNA 変換 づ メッセ ソ ジャー RNA 新生 づ 蛋白質虫合生 づ 

新生ウィルス 粒子放出 ) 
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つまり生命と 人命の問題となります。 ただし生命の 本質とは何かということ 

をご理解頂かなくては ， このお話は根本から 成り立ちません。 人命だって生命 

じゃないか，何も 区別することはないとお 考えの方がいらっしゃるかもしれま 

せんが，これは 区別せざるを 得ないのであ ります。 そのためにまず 生命体とし 

て最も単純な 構造を持っておりますウィルスを 例にとってみたいと 思います。 

ウィルスにもいろいろあ りますが，その 中でバクテリオ・ファージ ，つまり 

細菌に取りつきまして 自分の必要とする 栄養分を作り 出すというウィルスをと 

りあ げます。 ウィルス全体を 構成する蛋白質，そしてその 中でも DNA と呼ば 

れる核酸が重要な 役割を果たしております。 これはチェーンのような 長い構造 

でア 「 ノ 酸がたくさん 並んでいるものなんですが ， これがあ たかも国で言えば 

政府のような 中枢の役割を 果たしております。 

さて，ウィルスに 限らず，生物というものはみんなそうなのですが ，まあ ゥ 

ィルスについて 見ると， これはまさに ，他の生物を 攻撃するように 出来てい 

る 。 自分で自分を 養 うカ はウィルスにはほとんどない。 必ず他の生物を 盟っ 

て，それで自分を 養 うよう に宿命付けられているわけです。 人間で考えてみる 

とそうですね。 われわれは動物だの 植物だのを取って 食べますけれども ，そん 

なことはいげない ，生命は尊重しなければならないから ，無機物だけを 食べて 

生きていげと 言われても， これはとても 無理なわげで ，ですから人間もまた 同 

じ よ う に，生物を殺してその 体を構成する 蛋白質を食べて 生きていく よう に 宿 

命 付けられているわけです。 で， ウィル不の場合にはとくにそれしか 方法がな 

い，人間の場合には 将来食物を合成したりする 望みがあ りますけれども ， ウィ 

ルスの場合にはそれが 全くないわげです。 

そしてその攻撃の 仕方ですけれども ， ウィルスの核酸のうちでも 特に大事な 

部分，先ほど 申し上げた DNA が細菌の中に 入り込んできまして ，細菌の中の 

中枢部分であ る細菌の DNA を追い出す ， 要するにやっつげちゃう。 別の DNA 

が入り込むわげです。 つまり， 日本の政府をどこかよその 民族が乗っ取って 命 

令を出す，そんな 状態になるわけであ ります。 その命令というのは メ " セソ ジ 

ャー RNA, これも核酸であ りますが， これが伝えていきまして ， 細菌のから 

( Ⅰ 00) く 22) 



だ 中のいろいろなところに 命令を出します。 たとえば細菌は 自分の体に必要な 

ものを合成したり 代謝させたりしていたわげですけれども ，それが急に 命令が 

変わって，そんなもの 作らなくていい ， ウィルスの体を 作るのに必要な 蛋白質 

だけをつくりなさいというふうになるわけです。 そうするとその 細菌はもち ろ 

ん 自分の体に必要なものが 作れなくなるわけですから 死んでしまいますが ，そ 

れまでにその 体の中にはたくさんのウィルスが 発生して，これらが 更に他の細 

繭を攻撃するわけです。 つまりこのようにして 新しく作られたウィルスの 粒子 

が放出されていくわげであ ります。 

バクテリオファージの 亀頭写真 [Slide 7] 

そこで，実例をご 覧に入れますと ， こ 

れはまあ バクテリオファージの 一例なん 

ですけれども ，このよ 5 に頭の部分と 足           

0 部分と尻尾の 部分とがあ る。 そしてこ     

の頭の部分に 先ほど申し上げました 核 ， 

酸 ， DNA や RNA が入っている。 この 

部分はとぐるを 巻いたよ う になっていま 

す。 DNA というのは長い 網のようなも 

のですから，そしてこの 突起は蛋白質で 

出来ておりますが ， このぐらいの 構成物 

しかあ りませんから 自分に必要な 蛋白質 

を合成するなどという 事は到底できない 

わ げです。 そして面白いことに ， このバ 

クテリオファージにもいる い ろな種類の 
    

    ものがあ るのですが，同じ 種類のもの 同                                                                                                                                                                                 
ぅ のです。     

                                                                                                                                                                                                          、 ト ・ ． ソ 1@ 円Ⅰ Ⅱ , ; Ⅰ 二 ・・． @;.@   
士は ，細菌を攻撃する 際にも，協力しあ (K 。 nd 。 ew.J.D.:Thethr 。 adoflife   

1966 より引用 ) 
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バクテリオファージの 模型 [Slide 8] 

(Kcnd,,w, J.C.: The th,ead of ℡ c, 1966 よ り 弓傭 ) 

これはバクテリオファージの 構造模型でございますが ， この頭の中に DNA 

がいっぱい詰まっております。 そして尾部の 先の針で細菌を 刺すわげですが ， 

栄養を吸うわげではなくて ，ここから DNA が細菌の中にどんどん 引っ越して 

                                " 十 "" ウ """               ， 「 いきまして，細菌の 中枢をたたくわ 

げであ ります。 これがまた同じ 種類 

の DNA であ った場合には ， お互い 

に協力しるうわげですが ，いずれに 

せよ細菌の中にあ った DNA は壊さ 

  れるか追い出されてしまうわげであ 

ります。 ですから細菌はこれ 以後全 

くウィルスの 命令通りのものしか 作 

らなくなって ，やがて死滅するので 

あ ります。 

破裂したバクテリオファージ 

「 Slide gJ 
(Kendrew ・ J ． C ． : The thread of life   

1966 より引用 ) 細菌の中に入ったウィルスは とぎ 
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として頭の部分が 爆発して，中の DNA がわ ー っと広がる場合がございます。 

この意味についてはいま 一つよくわからないところもございますけれども ， ま 

あ このように電子顕微鏡によってこうしたところまで 見ることができるわけで 

す。 こうしたウィルスは 自分一人で生きていくと 言うことはない。 始めから他 

の生物を攻撃することしか 頭にない。 そのようにプロバラムができている。 そ 

して木質的にはあ らゆる生物が 実は全部そうなのであ ります。 人間も他の生物 

を食べなければ 生きていげない。 これは食物連鎖を 考えればお分かりいだだげ 

ましょう。 すべての生物は ，大体において ，この宿命の 範ちゅうの中でしか 生 

ぎていけないと 言うことであ ります。 

生命に対する 生物物理学的アプローチ「 Slide l0] 

( 註 : Appendix  参照 ) 
1. 生命と四次元空間論 

2. 生命力と生命活動エネルギー 

3. 生命と生命保存エネルギー 

そこでやはり 人命 は 特殊なものとして 扱わないと，人類としての 特別な意味 

はなくなるわけであ りまして，大変残俳なことですが ，人命は尊重しなければ 

いけないけれども ，生命は同じよ 5 に尊重していくわげには 行かないと 言 5 点 

で，区別せざるを 得ないのであ ります。 こういうことにたいして ， もっとも 埋 

論 的な体系を出してぎたのほ 生物物理学であ りまして， この変遷 (Append@x 参 

照 ) を 簡単にご紹介したいと 思います。   

生命エネルギーと 四次元空間論「 Slide  ll1 

( 註 : Appendix 参照 ) 

  

 
 

生命日を四次元空間に 存在する実体 ( 体積 V) と考え， この実体と三次元 

空間におけるその 虚像との 距 たりを 1 とし 
  

ウニ V . l 

と定義 ( よって タ の dimension は cm4) する理論 ( 詳細は Appendix 第 4 章 

参照 ) 。 
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生物物理学では ，生命体を数式で 表すために大変苦労致しましたが ，生命の本 

質 は 分からないということで ，現在まではいささかドバマ 的ではあ りますけれ 

ども，スライドのように 定義されていました。 生きている細胞の 中では代謝が 

行われているわけですけれども ，いまこれが 死にますと代謝がとまる ，現在はこ 

らい 5 点から生物をとらえているわけであ ります (Appendix 第 2 章参照 ) けれ 

ども，その発想の 背景過程において ，三次元的な 発想では間に 合わず，四次元的 

な発想でとらえるべ き だというかんがえがあ りました。 ふつり 縦 かける 構 かけ 

る高さによって ，三次元体の 体積は cm, という形で求められるわけですけれど 

も，生命は四次元体でこれを cm 。 ということにした (Appendix 第 4 章参照 ) 。 

どのようにしてこれを 数式化したかとも う しますと，スライドに 示したよう 

な数式展開で 導かれるわげなんですが ， この説明は少し 詳しく申し上げないと 

お分かり難いと 思いますので ，別に小別 子に とりまとめて Append@ と 致しま 

したのでこれをごらんいただけますと 幸いでございます C 別添 Append@ 「 生 

命 に対する生物々理学的アプローチ」参照 ) 。 

生命力と生命活動 ェネ、 ルギー「 S Ⅱ (de I2] 

( 註 : Appendix 参照 ) 

生物において ，生命力を F, F に よ る生命現象 ( たとえば代謝 ) の加速度 

が a ならば 

F Ⅰ Ma 

M は生物 ( 生命体 ) の質量であ る 儲細は Appendix 第 3 章参照 ) 

生命力を F とし，生命力のもたらす 生命現象 ( たとえば代謝 ) の加速度を a, 

生命体 ( 生物 ) の質量を M としますと， F=Ma とあ らぬせます。 ここでも生命 

力が失われて 零になってしまったとすると ，加速度も消失する。 脳波というの 

は脳の細胞の 電位変化の加速度を 表現している 情報なのであ りますから，加速 

度の消失すなわち 脳波の停止をもって 脳の死と見なすという 考え方の理論的根 

拠となった式がこれであ ります。 
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生命と生命保存エネルギー [Slide l3 コ 

( 註 : Appendix 参 ㈲ 

生命 ヱ ネルギーを E, 生命体 ( 生物 ) の質量を M とすれば，相対性理論に 

より 

E=Mc' 十 MV, 佗                                                                                                 (1) 

ここに c は光速度， v は生命現象 ( たとえば代謝 ) の速度をわらわす ( 詳 

細は ， Appendix 第 2 章および第 5 章参照 ) 

式 (1) の右辺第二項は ， Newton 力学における 運動量つまり 運動 ヱ ネル 

ギー (K) を表現している。 

したがって右辺第一項 は ，保存 ヱ ネルギーまたは 生命体の内部 ヱ ネルギー 

(U) に相当するとみるべく 

E=U+K                                                                                                                   @(2) 

ところが，この F Ⅰ Ma なる式で脳死判定をなすに 当り ， 一つ具合の悪いこ 

とが出てぎました。 それは何かと 申しますと，たとえば 金魚などを，液体窒素 

などを使いまして ，瞬間的にマイナス 二百度くらいまで 冷凍します。 そしてそ 

れをとかすとまた 金魚が動き出すわげです。 冷凍しているあ いだは生命現象は 

あ きらかに停止しておりまして ，生命現象加速度が 雰になっております。 F 二 

Ma の式からみて 死んでいるはずのものがまた 動ぎ出してしまった。 従ってこ 

の式は不完全であ るということになります。 ・そこで，生物物理学でも 考えまし 

て， これはもともと 生命は 4 次元 体 という発想であ りながらそれをニュ 一トン 

力学の姉次元の 方程式で解いているのがおかしいのだということになり ，アイ 

ンシュタイソの 相対性理論を 使って生命 ヱ ネルギーをスライドのような 形で解 

いた。 これも詳しくは Appendix をごらんただぎたいのですが ，光の速度の 二 

乗じ 2) とか質量 M とかで構成されていまして ， この式を展開していきますとⅢ 

式 (Appendix の 式 4) になる。 Ⅲ式の右辺第二項は ，ニ，一 トン力学の運動 

量 に相当し，つまり ，生命エネルギー E のうちの運動のエネルギー ( 生命現象 

の運動エネルギーすなわち 生命活動の活動の ェ ネルギⅠこれを K とあ らわす ) 
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に 相当します。 そして右辺第一項は ，生命保存のエネルギー (U とあ られす ) 

に相当するということが 分かりました。 ですからたとえば 凍結実験において 生 

命の連動 ヱ ネルギー K が零になりましても ，生命保存 ヱ ネルギー U が存在して 

いて生命エネルギー E が消滅しない ，つまり生物は 死んだことにならない ， そ 

う い う 式が導かれたのであ ります。 そ 5 なると脳波が 止まったから 脳が死んだ 

とは必ずしも 言い切れないと 言 う ことになり，脳波消失脳死 説 がおかしくなっ 

てまいります。 もっとも脳の 細胞というのは 非常にデリケートなものであ りま 

して，金魚なんかだと 脳の構造もそんなに 複雑であ りませんから ，下等動物ほど 

瞬間冷却などに 耐えられて， また動ぎ出すんですが ，人間の場合には ，かりに 体 

が 冷凍に耐えて 生きていても ，たぶん脳細胞は 駄目だろう。 つまりそ うい 5 ス 

トレスに脳は 耐えられないだろうという 事が ， いろいろの方面から ，とくに医学 

の方で，言われております。 つまり先程の 医師会報告で 御説明致しましたよう 

に，脳波が停止してから 更に 6 時間待って確認することによって ，保存 ヱ ネルギ 

一も消失したと 制度上決めようと 言うのであ ります。 この 6 時間とい 5 のが十 

公 な時間なのかという 事でございますが ，いままで脳波が 停止してふたたび 現 

れたという例を 追跡してみて ， 2 時間以上待って 再び脳波が現れた 例はまずほ 

とんどないのでこれで 十分だと言うのであ りますが，しかしこんごそうした 例 

が出てくる可能性はあ るわけであ りまして， 6 時間でほ不十分だという 事もで 

きるわけであ ります。 しかし現在天はそのぐらいの 判断方法しかないのも 事実 

であ りまして， もっとも鋭敏な 加速度 伯報 が得られなくなってしまったら ，わ 

れわれにはその 脳が生きているか 死んでいるかについて 簡便に知る方法がなく 

なってしまうのであ ります。 したがってこの 問題はやはりあ る程度で妥協しな 

ければならないんですけれども ，本当は非常に 難いい問題なのでございます。 

ところで現在の 生物物理学では 生命についてどういう 考え方をしているかと 

申しますと，四次元 体 とか言ったようなドバマ 的な考え方ではなくて ，生命 ヱ 

ネルギー E は ，ヱ ネルギー量子 e の集合にもとづく 輻射 ヱ ネルギー ( 生命保存 

ヱネ、 ルギ一に相当 ) と 生命運動エネルギー ( 生命活動 ヱ ネルギ一に相当 ) の 和 

と考えられる 式 (Appendix の 式 19) が導かれておりまして ，この式から 生命 
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は 恐らく生命量子とも 呼ぶべき超微粒子の 集団であ り，その性質は 光量子にき 

わめてよく似たものだろうと 推定されております。 また生命体 ( 生物 ) の dim. 

ension は 8 つの元の組み 合せで， 元 数からという 八次元 体 になる。 しかしこの 

元は物理学的な 元であ りまして，先程申しましたような 三次元だとか 四次元だ 

とか言った空間の 元と違いますから ，同じように 扱 う ことは出来ないんですけ 

れども， まあ とにかく現在では 元数としては 生命体を八次元 体 として扱ってお 

ります (Appendix 参照 ) 。 

ターミナルケアにおける 相対論 [Slide  l4] 

1. 自意識をめぐる 相対性 

1)@ anguish@ duration 

2)@ during@ obscure@ consciousness 

3)@ fascinate@ phase 

2. 生命尊重と相対的生命論 

3. 相対生命論における 宗教の意義 

今まで述べてきましたよらに ，生命は一応相対性理論で 解けたわげであ りさ 

すから，すべての 問題を相対性理論でとにかく 考えてみる必要があ るだろうと 

いう事は云えそうです。 ところで脳が 死んでしまっても 残った人は人間であ る 

と云えるかどうかという 問題であ りますが，．これが 以上の如く生物物理学的な 

観点から申しますと ， ど 5 もそのようにはやはり 言えないのではないかと 思い 

ます。 たとえば， SF 的であ りますが， 私の脳と虎の 脳とを移植でとりかえる 

ことができるよ 5 になったとしますと ， どうなるでしょうか。 私の中に入った 

虎の脳は， どんな行動を 指示するでしょ 5 か 。 多分虎の行動を 指示し，引っ 掻 

いたり食いついたりするんじゃないでしょうか。 虎の方に移植された 私の脳 

は，私の考えそのままの 活動をするわけですから ，困ったなあ ，マッチもすれ 

ないなどと，だけど 皆に訴えようとして 尻尾ぐらい振るんじゃないでしょう 

か。 そうなりますと ，この虎は人間なんです。 そして一方には 私の形をした 虎 
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がいるわけです。 こう考えますと ，やっぱり人間の 脳がなくなってしまった 

ら，人間とは 言えなくなってしま 5 んじゃないでしょうか。 もちろん虎の 中に 

入った私の脳は ， 虎の反射系などの 働 ぎでだんだん 虎 らしい人間になっていく 

かもしれませんけれども ， とにかく脳は 理性を担っているわけであ りますか 

ら， 虎の脳が入った 私の体で云えばそこに 横たわっているものは 人間の構造は 

しているけれども 人間の理性はないとい 5 ことになるかとおもいます。 

相対性の考え 方というのは ，安楽死の考え 方にもでて参ります。 さきに述べ 

ました よう に自意識というのは 他人には分からない。 測定しょうにもなにも ， 

本人にしか分からない 問題であ ります。 だから人が苦しんでいてどうしようも 

ないとい 5 時には，その 生命を終わらせてあ げるのがヒューマニズムという 事 

でしょうけれど ，天国に昇るような 気分の時に ， 「いろいろなものをくっつげ 

られて痛ましい ，早く死なせてあ げなさい」というのは 3 目常にかわいそうなわ 

げです。 しかし植物人間に 限らず，意識がないという 事は，本人にはなにも 分 

からない，考えも 何もない。 こうした場合には ，やはりその 人を人間という 意 

識的存在と判断することが 出来ない，これも 確かだと思います。 

そこで相対的生命論についてまとめますが ，その骨子は 生命尊重が人命尊重 

には結果的にはならないということです。 人命尊重の立場を 取って，他の 生命 

には御遠慮頂くと 言うことになりますと ，脳死というのを 認めざるを得なくな 

ってくる理論的背景にもなるのだと 思います。 

さて，このような 状況の中で，宗教とし り のはどれだけの 意味を持つか ，こ 

れをまとめてご 覧に入れたいと ぽ 、 います。 

信仰は死への 恐怖を救ってくれるか [Slide l 打 

850 人ほどの患者さんにご 協力頂きましてアンケート 調査を行いました。 実 

はこういうタイプの アソ ケート調査がなかったのでやってみたのであ ります 

が ，その中で，信仰をもっている 人 ( これほ宗派とか 宗教の違いは 問いません 

が ) と，持っていない 人との間に，偶然ですがかなりいい 比率が出まして ， 400 

人 対 550 人という対比になりました。 そこで統計をだしてみたんですけれども ， 
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信仰は死への 恐怖を救ってくれると   忠 いますか ?    思うと答えた 人 

",6100 滞 "                         
80  『 

  
  

  

  

  

信仰は死への 恐怖を救ってくれると 思 めかという問いに ，救ってくれると 答え 

たかたは，圧倒的に ， どの年代層でも 多かった ね げです。 信仰のない人で 死は 

怖い，しかし 信仰は死への 恐怖を救ってくれるとは 思わないというひとは 非常 

に 少ない。 全体としてみると   信仰しているひととそうでない 人との間に ，圧 

劇的な差があ ります。 

あ なたは死に対する 恐 。 柿を持っているか [Slide l6 コ 

あ なたは死に対する 恐怖を持っていますか ? 

@ 市 仰 なし                                         

  

  3@   5o 50-70   ToT 凡 

しかしそうした ，信仰心は死への 恐怖を取り除き 安楽死の方向に 進ませてく 

れるのかという 客観論ではなく ， ご 自身の立場でど う思 、 さめかという 事になり 

ますと，これまた 非常に面白い 対比が生じます。 高齢層になりますと ，死に対 

する恐怖を持っておられる 方は信仰を持っていない 方が多い，これは 統計的に 

(31)@ (91) 



有意に示されています。 若い人ほ逆に 言 仰心 のあ つい人の方が ，信仰を持って 

いない人よりも 死に対する不安が 大きいという 面白い数字が 上がっています。 

やや不思議な 結果であ りますけれども ，逆に言 うと 死に対する不安が 多い人が 

信仰に入っていく ，若 い 世代ではこうい う ことも言い う ると思います。 

植物人間になった 状態でも生きていたいか [S@ide  l7] 

あ なたごは身がいわゆる 植物人間になった 状態でも   
なお出きていたいと   盟いますか ? 

卍、 う   巳 れない どちらでもない 

次は，あ なた自身が植物人間になってしまったら ，それでも生きたいかとい 

う質問に対しては ，「そういう 状態になってしまったらもう 生きていたくない。 

何とか始末してほしい」とい 5 意見を取られるかたは ，まあ 信仰もめない 方が 

多少多いですが ，共に多い。 そして植物人間になってもなお 生きていたいと 言 

ぅ 人は非常に少ない。 やはり自分が 植物人間になってしまったら ，適当に始末 

してくれと 思け 人は非常に多く ，それは信仰のあ るなしには関係ないんだと。 

そういうことがお 分かり頂けたと 思います。 

家族 が 植物人間になっても 生かしておきたいか [SIide  l8 コ 

では次に，あ なたの家族が 植物人間になった 時にはかわいそうだと 思 う， 生 

かしておぎた いと思 けかという問いに 対しては， これは「なお 生かしておきた 

いと思 う 」という答えが 圧倒的に多いです。 ご自分の場合に 比べるとかなり 多 

いのです。 でもやっぱりそんな 状態になったら 生かしておいてほしくないとし 
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あ なたの家族が 植物人間になった 状態ても   
なお生かしておきたいと 居、 いますか 7/   

      口 """" 

癌 と宣告されたらどんな 生活を送るか [S Ⅱ Ide  lg] 
自分が不治の 病と宣告きれた 時 どんな生活を 送りた い ですか ? 

" 。 。 & ご簿                         

， 0     """""""                                           
  

    
  

  

これが大変面白いんですけれども ，癌のような 治らない病気を 宣告された 場 

合 は ，どういう生活を 送りたいか，もともと 信仰 心 のあ る方はすでに 信仰の世界 

に入っているわけですけれども ，好きなことをやって 暮らすんだと 言 5 人がや 

や少ない。 信仰ものない 方とかなりコソトラストが 強い。 まあ ，どういうこと 

が好きなことになるかというのが 問題になりますけれども ，遊んだりとか ， あ 

るいは趣味とか ， しかし仕事や 趣味に生きるという 項目は別に作ってあ ります 

ので，多分これは 遊びのことじゃないかと 思いますが，信仰もめない 方はこれ 

が非常に多い。 仕事熱心に生きるという 人の場合は，両者ともあ まり差があ り 
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ません，信仰 心 のあ る方は，その 他の項目にかなりいろいろな 答えを出してこら 

れました。 ですから遊びではなくても う 少し意義のあ る，そういう 方向へのお 

考えが強い。 一方信仰もめない 人は自暴自棄とい 分か ， 好きなことをやるとい 

う 事は ，裏 返して言えばどうしていいか 分からないというようにもとれます。 

ターミナルケアとホスピスの 問題 [Slide 20] 

1. ホスピスケアの 方式 

a. 病院付設型 

b. 訪問ケア型 ( ホームホスピス ) 

c. 独立施設型 

2. ホスピスケアの 長ヲ 巨 

a. 自宅終焉の希望 

b. 医療との関連 牲 

c. uberty 感覚 

d, 経済事情と専門スタッフ 

e. Quality of Life 

次にこれまで 保留にしておぎましたホスピスの 問題についてのべたいと 思い 

ます。 まあ ホスピスというのは ，中世 ョ 一ロ， " におきまして ，お金のない 行 

き倒れのような 人を収容したりとか ，困っている 旅人を木賃宿よりもっと 安い 

値段で泊めてあ げたりとか，そうした 施設のことを 言ったのですが ，最近でほ 

治療というよりも ，病院と言うよりもむしろ 延命，そして 余生を送る施設とな 

っています。 老人ホームとも 違います。 それは死が間近に 迫っているのみでな 

しに，死の原因であ る病気を背負っている 人のための施設であ ります。 老人ホ 

ームは健康な 老人がいる場所です。 ですからつまりはターミナルステージを 迎 

えた人の収容施設という 意味になりますけれども ，そのケアはできればホーム 

ケアとい分か ，家庭にそういう 人を入れるのが 一番いい。 ホームホスピスです 

ね。 p サンゼルス辺りにもあ りますが，なかなか 難しい問題が 多いようです。 
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病院の中のあ る病棟だけをホスピスにしてしまうとか ，あ るいはまったく 別に 

ホスピスを作るとか ，いろいろやり 方もあ る よう ですけれども ，それぞれ難し 

い問題があ ります。 

病院の中にホスピスを 作ると言 う のは， これほあ る意味では理想的ではあ り 

ますが，やはり 無理ですね。 医師とか看護婦とかい う のは，病気を 治すことに 

関しては訓練さたていますけれども ，患者さんの 精神的な問題，精神病ではな 

    患者さんの心の 問題を解決できるよ う には全く訓練されていない 職種であ   

ますから， この問題を扱 5 ための場所だけを 作ってみてもうまく 行かないわげ 

ですね。 一方独立した 施設を作ってみる ， 日本でもホスピスを 作れという声が 

大変盛んなわげですけれども ， 日本ではそういう 心の問題を扱うべく 訓練され 

た，つまりケアに 携わる人と言うのは ， まだまだ職業化されておりません。 ボ 

ランティアでは 紡 ぎませんから。 両方を養成しなければいけません。 ですから 

こうしたものを 作ってみても ，中間病院みたいな 物が出来上がるだけであ りさ 

して，老人病院とどこが 違 う んだということになりかれない。 逆に非常に手間 

ひかまかかる 人達ばかりが 収容されているという 事になりかれないわけですか 

らこれも注意を 要しますけれども ， 日本としてほこの 方向が当分探られていく 

だろうと思いす。 

ですが， もし病院施設のみに 片寄っていった 場合，非常に 心配なことが 起 

こります。 昨年オーストリアで 起こりましたけれども ，ウィーンの 歴史のあ る 

大病院において ，過去 17 年間，老人が 安楽死にふされていたということがあ り 

ました。 これは看護婦さんが ， もうあ んな手のかかる 老人はたさんないとい 5 

わ げで，たいしたことをしなくたって 老人は死んでしまいますが ， まして病気 

を 持った方達ですから ， ドクターも知らない う ちにそれが行われていたと 高 5 

ことが報道されていました。 そういうことがおこ リラ ると。 しかし訓練を 受け 

てない方がこうい う 老人の世話ばかりをしていますと ノィ p 一ゼのよ 5 になっ 

てしまうと言 うのほ ，同情すべき 事柄のようにも 思いますけれども ，何人殺し 

たか分からないと 言 う のですからこれはまた 恐ろしい話でございます。 

それからホスピスと 申しますと，いろいろ 議論をしなければならないことが 
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たくさんあ るのですが，ホスビスにいる 方々にも自宅療養の 希望が強いという 

事 ，医療と組み 合わせなければ 無理だと言うこと ，イギリスなんかは 特にそう 

でして libe れ y つまり，解放感に 欠けるのは困ると 言 う ことがあ ります。 ホス 

ピスでそれこそいたれりつくせりで ，王侯貴族のようにされていて ，なおかつ 

患者さんがあ る日突然狂ったように 暴れ出して死にたいと 言ったりするのは 何 

放 かと言うと，あ んまりいろいろやられてしまうので 自由というか 解放感がな 

くなってしまって ， も う それは大変な 苦しみで発狂したよ う になってしまうと 

い 5 事でして，イギリスではこのリバティ 感覚ということが 重要になってきて 

いると言うことであ ります。 

それから経済的基盤の 確立，スタ， フの 育成等はそれぞれ 行政その他の 面で 

進めていただくとしても ，延命という 事態の内容を ， quaIlty of llfe 意義あ る 

人生という事で 進めていただくなら 大変いいことでございますが ，わけの分か 

らない，本人する 気がっかない 延命というものをどうとらえるべきかと 言 うの 

が 大きな問題でしょう。 こうしていろいろな 問題に対処しながらホスピスとい 

う課題を処理していかなければならないと 思います。 

癌 告知とターミナルケア [Slilide 2l] 

1. 告知に伴う問題 

a. 知る権 利 

b. 精神的ショック 

c. 告知義務 

2. 秘匿に 伴 5 問題 

a. 虚構と信頼 

b. 秘匿 権 

  c. d,self.Care 残存人生の設営 

さて，最後に 癌 告知の問題に 入ります。 皆さん十分ご 承知のことと 思います 

(86) (36) 



が ，まず患者さんに は 知る権 利があ ると言うことです。 教えてしまったら 自殺 

するかもしれないとドクターが 考えるのは，あ る意味で余計な 御世話とも言え 

るわけです。 こうしたことの 根底として，医者が 患者さんに対して 使 う patient 

という言葉 ( さんづ け でよんだりもしますが ), これはあ る意味で見下した 言葉 

かもしれませんね。 だから patient という言葉でなく c Ⅱ ent という言い方が 

必要で，だいたい 医者は依頼されなければ 診 ないんですから。 自分から積極的 

に全部 診 ているなら patient といってもいいでしょう け ど， patient のなかか 

ら先生 診 てくださいと 依頼されてみるのですから ，契約業務みたいなものでご 

ざいます。 ですからお互いに 信頼感がないと 成立しない。 患者さんは当然知る 

権 利を持っておりますし 医師には告知義務があ ります。 それを怠って ， 「あ 

なたは自殺しそ 5 だから教えない」というのは ，理由としてはどうなんだろう 

か。 日本での調査にれは 私のではあ りませんが ) によると，若い 人は 75 パー 

セントくらいが ，私は教えてほしいと 答える。 しかし 50 歳以上の層になります 

と ，いや教えてもらいたくないという 人が， 50 パーセントちかくまだ 存在して 

いますので，やはり 日本の場合は 事情が少し異なると。 したがって医師の 方が 

告知義務違反でも 怖くて言えないと 言 う のも分かるような 気がするんですが ， 

私ははやく国民のコンセンサスをにつめて 何らかの方向を 打ち出していかない 

と ，告知義務違反で 告訴されたり ，逆に告知して 自殺してしまって 告訴という 

ようなことがこれからどんどん 増えていくような 気がします。 

秘匿について 云えば，お医者さんは 患者さん本人には 何でも教えなくつちゃ 

いけませんけれども ，他の人には 隠さなければならない 秘匿義務を負っている 

わけです。 これを，患者さん 御本人の側から 見ますと，他の 人に教えてご 本人 

に 教えないということは ，なんとなくそらぞらしく ，嘘をづくことになります 

からあ の先生 は 信頼できないという 事になります。 また一方で，家族の 方から 

見ますと，あ の先生は本人に 言はわなかったから ，私がもし 癌 だったらあ の先 

生は教えてくれないだろうから ，信用でぎないと ，いうことにもなりかねませ 

ん 。 

それから秘匿 権 と言 う のは，あ る面では義務でございますけれども ，義務と 
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権 利とほ 裏 あ わせでございまして ， この権 利を強くしますと ，お医者さんは 患 

者さんを支配することになっていくわげですね。 ですからこの 権 利は認めては 

いげないとい 5 議論の方が私は 正当だと思います。 第二の人生を 設定して い く 

ことが何よりもその 人にとって重要ですけれども ，秘匿されていてほそれは 絶 

対でぎません。 これについては 一つ実例をあ げてみなさまのお 考えをわずらわ 

したいとおもいます。 

私は日本医科大学にいたことがございますが ，そのときの 教授の前の教授が 

肺癌で入院されたのです。 その当時，今から 20 数年前ですから ， 今と 違って栄 

養をいろいろ 補給したりするようなことは 出来なくて，せいぜい 栄養剤をしょ 

っ ちゅう打つと 言 う ぐらいの時代であ りました。 先生もドクタ 一であ りますか 

ら，皆はひた 隠しにしておりましたが ，暫くして 癌 だとお気付きになった。 す 

るとそれまでは 多少痛いとかおっしやっていたのが ， どれほどの苦痛があ るか 

分からないけれども ， ご自分ではなにもおっしゃるなくなった。 そんなあ る 

時 、 受持ちの医師が 注射にうかがったら ，「 君 ， も う その注射はいい。 長いあ 

いだ御苦労であ った」とおっしゃられ ，それから間もなくしておなくなりにな 

った。 そのとぎ主治医が 私のところへきて ，涙をこばして ，「あ のおことはを 

賜った時には ，感激と言いますか ， 申し訳ないと 言うか， 感 極まって泣けまし 

た」といってましたね。 これはあ る意味で大変立派な 死に方なんですが ， も う 

一つの事例をお 話し申し上げましょう。 これは私の友人なんですが ，熱烈な恋 

愛で結ばれて 結婚したが， 7 年目で奥さんが 癌になった。 まだ若いんですね。 

だんなさんのほうはそれですっかり 弱った わ げですが，奥さんの 方も，すぐわ 

かってしまった。 こうい う のは本当にぱっとわかってしまうらしいですね。 そ 

れ 以来，奥さんは 私の恩師の先生と 同じですがれど ，痛いとか苦しいとか 一切 

言われなくなった。 わかい，せいぜい 28 歳くらいの奥様がですよ。 そしてだん 

なさんにたいして 非常につっ け んどんに，冷たくなった。 これはだんなさんは 

すぐにわかったらしいんですが ， もう私は死ぬんだから ，私を好ぎだ 大事だと 

届け気持ちは 止めなさい， も う 私を卒業しなさい ， も 5 私なんか相手にしなさ 

んなという，あ きらめがいいようにとい 5, 相手に対する 思 い やりなんです 
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ね。 だから同時に 七歳になるお 子さんに，洗濯やら 料理やら奥さんが 一生懸命 

教えるんですね。 その熱意にほだされて ，年端も行かない 娘さんが一生懸命に 

やるようになるんです。 これは，私が 死んでもだんなさんが 困らないようにっ 

て長なに教えてるわげなんですね。 

こういうのは ，死を超越していく 気持ちになっていく。 つまり，相手に 対す 

る 思いやりが，本来思いやりを 受けるべ き 人が ， 逆にまわりに 思いやりを与え 

ていくという 状態だと思いますが ，こうい う 死に方に対して ，私はこれを se 圧 - 

㏄ re セルフケアであ ると申し上げたいと 思います。 つまり死というものにたい 

してど う 考えるかはこの 際問いません。 結局自分は死ぬんだとい 5 事実に対 

し ，残された人生を 考えられる よう に自分自身を 仕向けることができるなら ， 

これはもうケアの 必要はない，あ る意味で最高のケ ア だと 届 けのですが，万人 

だね もかれもがこ う い う 風にできるとは 考えられないですね。 だから，何かに 

夢中になっている ，他人の為を 思けということでなくても ，天下国家のことに 

夢中になるとか ，夢中になることによって 自分の死を克服した 状態になれる ， 

つまり standover death, 死を超越した 存在となっていくということが ，めい 

めい自身の問題であ るし，そうしたセルフケアという 事が実は一番重要な 問題 

であ るわけですが ，そんなことを 考える間もない う ちに植物人間になってしま 

うこともあ りますし，そんなことを 考える余裕のないほど 苦しいという 事もあ 

るでしょう。 したがって，今日，色々と 申し上げてきた 安楽死論はやはり 第三 

者の立場からも 論じ詰めていくべきではなかろうかと 思います。 そして，その 

上で ，なおかつセルフケアという 概念にわれわれはもっとおもいを 致すべきで 

はなかろうかと 言 ， ) ことを申し上げまして ，本日の講演を 締め括らせていただ 

きたく存じます。 本日は長い時間 御 静聴を賜りまして 誠にど 5 もあ りがとうご 

ざいました。 

[ 質 問 ] 

質問は概略のみ 記す。 私が聞いたかぎりでは ，質問に対しては 講演の内容を 

参照してもらえば 十分であ り，収録する 必要は全くないと 居巧 。 念のため自分 
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なりに趣旨をまとめたが。 

Q1. 植物人間と脳死との 違い。 

A. 一応脳波の有無が 基準となる。 脳波が停止したら 脳死。 

02. 脳波が停止したあ とは，心臓などはどの 程度動いていることがあ るの 

か。 

A. 人工的な器具で ，何年間も動かしていた 事実があ る。 

Q.3 生命と人命を 対比させる枠組みは 不適切。 動物の生命でも 人間と共存 

しうるものがあ る。 したがって，生命と 人命という対立図式よりも ，生命とい 

う大きな枠の 中に人命や動物などの 命が含まれるとい 5 よ う に考えるべ きて 

は 。 

A. 人間は確かに 動物と共存できる 高等な生物ではあ る。 しかし食物連鎖の 

粋の中からどの 動物も抜けていない。 その意味でほ 人間もやはり 食物連鎖の中 

にあ って ， 他の生物の犠牲のうえにいきている ( もちろんそれだけを 強調した 

わげではないが ) 。 しかしながら 自然界で人間の 置かれている 立場上，人命は 

他の動物の生命とは 異なった意味にとらえられているはずであ る。 

文責 : 葛西賢人 
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Appendix 

生命に対する 生物物理学的アプローチ 

  空間論から量子論への 発展一一 

]. 序 論 

生命の実態は 何か。 この命題は生物物理学においても 究極の命題であ る。 生 

命は確実に存在しているが ，その実態の 解釈は少なくとも 唯物論的立証に 欠 

け ，無形の実存とでも 表現せねばならぬ 存在であ った。 しかるに相対性理論に 

よって生まれた 時空の概念は ， Euclid 幾何学的概俳で 津し 得ぬ 非 Euuclid 空間 

( 四次元空間 ) の実在を証明した。 この故に，生命に 対する生物物理学的アプ p 

一チ も ，当然四次元空間論に 立 露 する理論的構成を 以って進めら て 来た。 その 

結果仝日では 生命は光粒子と 相似の性格を 有する生命粒子と 呼ぶべき超微小量 

子の集団組成と 考えられるに 至り，その数式表現に 対する基礎的概俳も ，空間 

論から量子論へ 発展しつつあ る。 以下にそのあ らましを述べる。 

2. 生体と生命エネルギー 

生物の基本構成は 細胞の集団として 理解されており ，たとえば ヒト は， 60 兆 

を 越える細胞の 集団によって 構成されている。 いま同種の細胞 A, B を考える 

に， A は死亡して生命を 失い B は生命を有し 生きており， A は死亡直後にて 細 

胞融解に立ちいらざる 状況にあ るとすれば， A, B 両者の相違を ，形態学的諸 

数値 ( たとえば体質 VH においては求め 難く， A は生命 ヱ ネルギー E を有せず， 

B は E を有するとの 物理学的差異の 観点から数式表現が 試みられる，いま 先細 

逝胞をヱ ネルギー E を有する体積 V なるものと定義すれば 

ぴ二 V  , E                                                                                                                                                       
く l) 

すなわち Wl) においてのの dimeniSion は， erg.cm, となるべく   また相対性 

理論により E は   
E ニ Me2771 一 B2                                                                                                                                     @(2) 

(41)  (8l) 



ただし 伸 =v/c で， v は 生 細胞内にみられる 生命現象 ( だとえば代謝 ) の速度， 

c は光速度， M はげの質量であ る。 

(2) 式を展開すると 

E  二 Me2/Vl 一 ㍗ 二 Mc2+  Mvv/2+  3Mv 。 /8c2+                                                       (3) 

v は c に比べ著るしく 小さい 値故 (2) 式 右辺の第三項以下はほとんど 無視し得 

る程に小さく ，生物物理学においては 以下 

E 毛 Mc2 千 Mv2 柁                                                                                                                                     (4) 

と近似して表現する。 (4) 式の右辺第二項は・ Newtnn 力学における 運動量に 

相当し，つまり ， E のうちの運動 ヱ ネルギー K を表現している。 したがって 右 

辺 第一項は，保存ェネ 、 ルギーまたは 生命体 ぴの 内部 ヱ ネルギー U に相当すると 

みるべく， 当然 

E 呂 IJ+K                                                                                                                                                       (5) 

あ る関係にあ る。 

以上から (1) は 

の二 VM(c, 十 v2/2)                                                                                                                               (6) 

よって生命現象の 速度 v を実測すれば ぴ および E は解ける。 c2 は 8.9gX10 ， 0 

cm'/sec2 であ る。 

3. 生命力と運動エネルギー 

質量 M の物体が速度 v なる時に持つ 運動の ヱ ネルギー K の値は Mv,/2 にし 

て，前章 (4) 式の右辺第二項に 相当する。 

K  ニ MVv/2                                                                                                                                                 (7) 

生物 ( 生命体 ) において，生命力を F, F による生命現象たとえば 代謝 ) の加 

速度が a ならば 

F=Ma                                                                                                                                                               

また dt 時間中の生命現象の 速度 v の変化 dv は， dv=adt 故 

Fdt=  Madt ニ Mdv=  d(Mv)                                                                                                       (9) 

Fdt は力積であ る。 すなわち力積 Fdt はその時間中の 運動量の変化に 等しい。 

(PO)@ (42) 



もし 力 F が一定であ れば 

F(t, 一 tl) 古 M(Vg 一 Vl) ‥                                                                                                               (10) 

かかる関係は ，生命現象の 加速度 a ( または速度変化 dv) の消失を以て 生命力 

F の消滅とみる 解釈の理論的根拠として ， これまでにもしばしば 使用されてぎ 

た。 たとえば脳細胞の 電位変化の加速度として 記録される脳波の 消失 ( したが 

って a の消失 ) が，脳組織の F の消滅を示すものとすれば ，それは脳死を 意味 

する，などの 解釈であ る。 しかしこの解釈は 誤まりであ る。 たとえば (8) 式の 

F の消失が生命維持力 め 消失でも意味しているかは 明らかでないし ，生命力の 

喪失と生命 ヱ ネルギ一の消滅とは 同義で忙ない。 仮にヱネ 、 ルギー も 失われたも 

のと解しても ，それは運動 ヱ ネルギー K の喪失であ って， K は生命 ヱ ネルギー 

E の一部に過ぎず ， K が消失しても ，保存エネルギー U の存在する限り E の滅 

失とはならない。 かかる関係は ，液体窒素などを 用いた，生物の 瞬間凍結実験 

で見事に証明されている。 凍結された金魚の 生命現象は明らかに 停止して見え 

るが，解凍によって 金魚は再び泳いだのであ る。 

4. 生命エネルギーと 空間論 

今日ではやや 古典的 釈 となったが， 非 Euclid 空間 ( 四次元空間 ) に存在す 

る物体が， EucIid 空間 ( 三次元空間 ) 論では実体のない 存在すなわち 虚像的 存 

在 となり得る ( 地球からみて ，直線的には 太陽の裏 側に位置する 恒星よりの光 

が，太陽の重力によって 曲って地球に 到達することは 日蝕時の観測で 証明され 

ている。 このことは光が 直進して来たとみる Euc Ⅱ ld 空間の概念では ，太陽の 

裏 側ではなく可視的範囲にその 恒星が存在するかの 如くみえ，その 三次元空間 

的 位置に は 恒星は存在しないため 虚像、 となる ) ことから，生物を 生命 ヱ ネルギ 

一の存在する 空間として捉え ， これをブラックホールよろしく 四次元空間とし 

て表現しようという 考えはなお残っている。 すなわち三次元的空間では 可視的 

でない生命は 四次元空間的存在であ るとする解釈であ る。 

生命力 F が生命の存在する 空間内においてのみ 働く， という概念は ，生命力 

F を万有引力と 同様にとり扱 う ことであ り，相等原理に よ り，慣性 力 と本質的 

(43) (79) 



ほ ほ全く同じもので ，相対的存在に 過ぎぬものとなる。 

かかる概念は ，さまざまの 角度から論じられたが ，生命を三次元空間では 認 

識し得ないという 現象論的思考を ，時間を加えた 四次元空間論で 説明する試み 

は特に多かった。 たとえば Fuj ㎞ ara は，線の影は ， 線の方向 ( 一次元空間 ) 

では点であ り，面の影 は 面の座標系 ( 二次元空間 ) では 線 ，立体の影は 立体の 

座標系 ( 三次元空間 ) では面となるが ，生命を四次元 体 ( 四次元空間に 存在す 

る実体 ) とみる限り，その 影は時間を加えた 四次元座標系 ( 四次元空間 ) では 

立体 ( 虚像的三次元 体 ) となるとした。 端的な地楡 を 用いれば， ビト の死は， 

時間座標軸上に 生ずる物理的現象なる 故 ，三次元的虚像として 可視的立体像を 

残し得る，古来幽霊が 立体的虚像として 描かれているのは 誠に 妙と 云う他はな 

ぃが ，それ故にまた 生命を四次元 体 とみなすには 論理的難点があ る。 

生命を四次元空間に 存在する実体とみる 考えは，後に 量子論に発展するが ， 

この種の理論は ，三次元空間論的には 虚 体であ っても生命は 実体であ るという 

論証に支えられており ，つまり物体 ( 後章に述べるよ う に恐らくは光量子同様 

質量を有する 超微粒子 ) で， これ ( 四次元空間内実体 ) を三次元空間量として 

記述するに当たり ，便宜上 cm 。 単位で表現された。 すなわち四次元空間におけ 

る実体と三次元空間における 虚像との 距 たり ( 太陽重力 場 では屈曲角の 理論 値 

1.74, の角度上に位置す 値る 恒星虚像と実体との 距離に相当， 本来は光速度か 

ら計算されるもので 時間で表わすべきであ る ) を 1 とし， dimension に cm を 

用い，生命 タを， タ Ⅰ V. l と 定義した・ ( よって ヲと dimension ft cm 。 とな 

る ) 。 

いま生命力を F, 生命現象 ( 運動事象 ) の加速度を a, 生命体 ( 生物 ) の密 

度を p, 体積を V とするとき，前章 (8) 式よ り 

F Ⅰ Ma, M/ 「 V ヰ p 

なる 故 

F=Ma=Vpa 

両辺に 1 を 掛けると 

Fl 々 VLOa Ⅰ タ Oa                                                                                                                               
て 11) 

(78)@ (44) 



よって 

タ Ⅰ Fl/pa                                                                                                                                                 (12) 

一般に力 F が働いて距離Ⅰだ け 動いた際の仕事は Fl であ るが，質量 M の 物 

体 が速度 v なる時に持つ 運動 ヱ ネルギ一の値は Mvv/2 ( 第 3 章参照 ) なる 故 

FI 二 K=Mv2/2 

すなわち (12) 式は 

ヲ二 Mvv/2pa                                                                                                                                           (13) 

これによって タ は解けるえ， /;, この日が予想値を 遥かに下回ったことは ， ここ 

でもまた，用いられた Fl が ，生命 ヱ ネルギ一の一部すなわち K に過ぎないこ 

とから容易に 説明される。 

5. 生命保存のエネルギーと 量子論 

第 2 章に示した (4) 式 

E 二 Mc'+Mv2 佗 

の 右辺第一項は ，生命エネ、 ルギー E のらちの生命保存エネルギー ( 生命体内部 

ェ ネルギ一 ) m に該当すると 考えられるが ， この U は，質量と光の 速度によっ 

て 表わされている。 光は波であ ると共に光量子的現われを 取るが，一般に 速さ 

v で動く質量 M の粒子は，相対性理論から 導かれる固有の 振動数 レ ，位相速度 

u の 波 ( 物質波 ) を 伴 ない   
レ二 Me2 ⅤⅠ 一 ㍗ /h                                                                                                                               (14) 

a=C2/V                                                                                                                                                       (15) 

また物質波の 波長ス は   
ス二円 り Ⅴ l 一 P,                                                                                                                                     て 16) 

よって (4) 式 右辺第一項 (U) も よ   
U 耳り h/ れ一 Q2                                                                                                                                     て 17) 

と 示され， この式から考えるに ，生命が超微量子であ る可能性 は 頗る大きい。 

すなわち，物体はあ らゆる温度で 温度輻射波を 出しており， また他より受 け 

る 輻射をあ る部分吸収しているが ，物体の出す 輻射 ヱ ネルギ一に伴って 物体内 

く 45)  (77) 



の 熱が変り，吸収する 輻射は通常物体内の 熱となる。 輻射体は微細な 振動子の 

集合とみられ ，その各々が 輻射の授受で 変化し得る ヱ ネルギーは， 或 有限微量 

e ( ヱ ネルギー量子 ) の倍数で表現出来 

e 二 h レ二 he/ ス                                                                                                                                           (18) 

ここに ス は輻射波の波長， レは 振動数， h は 円 anck 常数 ( 作用量子，すなわ 

ち d@ension が ヱ ネルギー X 時間，つまり 作用量にあ たる ) で，実験的に h 二 

6.26xK 「 -2,egr, sec の値が得られている。 したがって (18) より 

c 目 8 対 h 

かくして (4) 式は 

E=  Mc" 十 Mv"/2=  Me' ス '/h'+  Mv2/2                                                                         (19) 

以上から，生命 ヱ ネルギー E は， ヱ ネルギー量子 e の集合にもとずく 輻射 ヱ 

ネルギーと運動 ヱ ネルギ一の 和 と考えられ， この故に生命は 恐らく生命量子と 

もよ ぶ べ き 超微粒子の集団であ り，その性質は 光量子にきわめて 相似 ( 特定の 

波長のものより 成る 示性 輻射ではなく ，諸波長のものを 連続的に含み 連続スペ 

クトルを 現 わす連続輻射で ，つまり 原 分子が互いに 影響し合いつつ 一体として 

発するエネルギー 量子 ) するものと考えてよいであ ろう。 

因みに ヱ ネルギー量子 e の生体における 総和を U と考えるとき (U ニ %), U 

の変化 CdU) に対応するその 糸の ヱ ントロピー S の変化 (dS) は温度 T の函数 

であ り 

dS/dU  ニ l/T                                                                                                                                           (20) 

なる関係にあ る。 したがって脳死判定にこの 関係を応用すると ，運動エネルギ 

ー K の消滅ほ生命現象の 加速度 a ( 脳波 ) の消失で推定出来，保存 ヱ ネルギー 

U の消滅は，脳組織内の 温度下降で判明し 得ることが示されている。 但し温度 

は ェ ントロピ一変化所産のもの ，すなわち脳組織が 断熱 糸 としての変化を 示す 

場合でなければならず ， したがって血流等を 介して他の系よりの 温度が干渉し 

ている場合には ， この判定は容易ではない。 

(76)  (46) 
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対
し
て
も
、
当
て
は
ま
る
。
確
か
に
そ
こ
に
は
シ
ャ
 マ
 ニ
ス
 テ
 ノ
ッ
ク
な
㈱
 

要
素
や
修
験
道
的
な
そ
れ
を
指
摘
で
ぎ
は
す
る
が
、
そ
れ
は
か
 っ

て
そ
れ
 

3
6
 

ら
が
伝
統
的
な
共
同
体
の
中
に
お
い
て
示
し
て
い
た
存
在
様
式
 と
は
全
く
 



異
な
っ
た
意
味
を
有
し
て
い
る
。
我
々
が
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
 い
の
は
ま
 

さ
に
そ
の
「
意
味
」
な
の
で
あ
っ
て
、
沼
田
氏
の
行
っ
た
構
成
 自
体
が
そ
 

の
事
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
本
書
の
あ
と
二
つ
の
理
論
の
 柱
は
、
ヵ
 

リ
ス
マ
 論
 と
家
族
倫
理
に
関
す
る
社
会
学
及
び
心
理
学
的
理
論
 で
あ
り
、
 

そ
れ
ら
の
考
察
 抜
 ぎ
に
、
新
宗
教
と
言
 5
 現
象
は
解
明
で
ぎ
 な
 い
の
で
あ
 

る
 。
新
宗
教
の
「
意
味
」
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
に
深
く
関
わ
っ
 て
い
る
と
 

み
な
さ
れ
よ
 
う
 。
そ
の
意
味
を
抽
象
し
た
レ
ベ
ル
で
、
シ
ャ
マ
 -
 
一
ズ
 ム
や
 

修
験
道
と
い
っ
た
概
念
は
妥
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

沼
田
氏
は
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
カ
リ
ス
マ
論
を
本
書
の
柱
 の
 一
つ
 

と
し
て
据
え
て
い
る
。
カ
リ
ス
マ
現
象
と
は
、
個
人
に
よ
る
 昔
 @
 
味
 の
創
世
 坦
 

を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
。
本
書
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
実
証
的
 な
 調
査
 報
 

告
 
（
第
二
編
及
び
第
三
編
）
は
、
具
体
的
な
諸
教
団
の
教
祖
 
達
 が
そ
れ
ぞ
 

ね
い
 か
な
る
意
味
世
界
を
創
造
し
た
か
を
、
彼
ら
の
世
界
像
に
 則
し
て
 記
 

述
 し
た
労
作
で
あ
る
。
こ
の
論
文
を
通
し
て
我
々
は
そ
れ
ら
の
 教
団
の
築
 

い
た
意
味
世
界
を
 
、
 我
々
に
了
解
可
能
な
表
現
と
し
て
知
る
こ
 と
が
で
 き
 

る
 。
そ
の
中
で
、
確
か
に
、
各
教
団
の
世
界
像
に
、
シ
ャ
 マ
耳
 ズ
 ム
や
 修
 

験
道
 に
固
有
の
儀
札
や
象
徴
あ
る
い
は
修
行
法
等
が
引
用
さ
れ
 て
い
る
の
 

を
 目
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
、
個
人
的
カ
リ
ス
 マ
 と
し
て
 

の
 教
祖
が
、
舌
口
わ
ば
辞
書
項
目
と
し
て
引
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
 

ず
、
 同
じ
 

象
徴
で
あ
っ
て
も
、
教
祖
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
内
容
は
大
ぎ
く
 異
な
っ
て
 

お
り
、
し
か
も
同
じ
教
祖
で
も
、
時
期
が
違
い
状
況
が
変
わ
れ
 ば
 、
や
は
 

り
 意
味
に
大
き
な
差
が
現
れ
て
い
る
。
従
っ
て
我
々
は
、
抽
象
 化
さ
れ
た
 

概
念
と
し
て
の
そ
れ
ら
を
、
要
素
主
義
的
に
分
析
し
て
切
り
出
 す
の
で
は
 

な
く
、
そ
れ
ら
を
引
用
し
た
教
祖
の
意
味
付
け
の
コ
 l
 ド
を
 捉
，
 ぇ
 、
そ
こ
 

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
教
祖
に
固
有
の
世
界
像
の
全
体
性
を
支
え
る
 も
の
と
し
 

 
 

 
 

て
 、
把
握
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。
 

そ
の
意
味
で
、
第
三
編
の
「
新
宗
教
と
修
養
団
体
」
は
、
面
白
 
 
 

を
 提
供
し
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
日
本
の
新
宗
教
の
信
仰
 内
 容
が
、
日
 

本
 的
人
間
関
係
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
 。
特
に
そ
 

の
中
心
を
成
す
も
の
は
家
族
倫
理
で
あ
り
、
し
っ
か
り
と
信
者
 を
 獲
得
し
 

て
い
る
教
団
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
倫
理
を
確
立
し
て
お
り
、
 

そ
の
事
に
 

よ
っ
て
信
者
の
篤
い
帰
依
を
得
て
い
る
。
実
は
こ
の
家
族
倫
理
 に
こ
そ
、
 

近
代
日
本
の
世
界
像
を
解
く
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 ，
 
」
れ
は
 一
 

見
前
 近
代
か
ら
の
伝
統
的
な
制
度
を
受
け
継
い
で
い
る
か
の
 ょ
 う
 に
見
え
 

る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
素
主
義
的
に
の
み
妥
当
す
る
 の
で
あ
っ
 

て
 、
明
治
以
後
の
日
本
が
 、
 。
近
代
国
家
と
し
て
成
立
し
て
行
く
 

過
程
で
西
 

欧
か
ら
取
り
入
れ
た
、
日
本
独
自
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
 て
 醸
成
さ
 

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
家
族
は
フ
ァ
ミ
リ
 ィ
 の
翻
訳
語
 で
は
決
し
 

て
な
い
。
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
天
皇
皇
后
を
御
国
父
御
国
母
 に
 頂
く
 世
 

界
像
と
、
 
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
世
界
像
が
 、
 近
代
日
本
 

の
 聖
意
識
の
原
像
を
提
供
し
て
ぎ
た
の
で
あ
っ
た
。
 

極
め
て
厳
格
な
家
族
倫
理
の
実
践
を
説
く
修
養
団
（
本
署
で
は
 第
三
編
 

に
お
い
て
修
養
団
・
モ
ラ
ロ
ジ
ー
・
倫
理
研
究
所
・
実
践
倫
理
 
先
王
 会
 

ハ
朝
 延
会
日
 が
 扱
わ
れ
て
い
る
）
に
お
い
て
は
、
天
皇
信
仰
が
 顕
 在
 的
に
観
 

察
さ
れ
る
が
、
信
者
達
は
、
そ
れ
を
通
し
て
人
間
の
有
る
べ
 き
 秩
序
を
教
 

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
夫
婦
・
兄
弟
・
姉
妹
・
そ
し
て
 よ
り
一
 般
 的
に
は
 

男
女
の
序
列
が
厳
し
く
 瑛
 け
ら
れ
る
。
天
皇
信
仰
は
、
そ
の
 妻
 に
 位
置
し
 

て
い
る
の
だ
。
世
の
中
の
不
幸
の
根
源
は
全
て
こ
の
自
明
の
秩
 序
を
乱
し
 



て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
、
と
説
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
 世
界
像
に
 

基
づ
い
た
不
幸
の
解
明
法
は
、
こ
れ
ら
の
教
団
の
み
な
ら
ず
、
 個
 化
さ
れ
 

た
 街
角
の
占
い
師
に
ま
で
浸
透
・
し
て
い
る
。
勿
論
そ
の
場
合
、
 
天
皇
信
仰
 

は
 、
潜
在
化
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
た
と
え
ば
単
に
兄
弟
の
 序
列
の
間
 

違
い
が
指
摘
さ
れ
る
に
留
ま
る
、
と
舌
口
っ
た
具
合
で
あ
る
。
 
し
 か
し
そ
の
 

よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
無
意
識
の
う
ち
に
近
代
日
本
的
な
 意
味
で
の
 

家
族
の
枠
組
み
が
、
確
実
に
強
化
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
 

近
代
日
本
の
家
族
を
論
ず
る
場
合
、
特
に
意
味
的
な
レ
ベ
ル
で
 そ
れ
を
 

捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
抽
象
的
な
分
析
概
念
と
し
て
の
ニ
ュ
ー
 ク
リ
ア
 フ
 

ア
 ミ
 リ
ィ
 が
複
合
し
た
も
の
、
と
し
て
把
握
し
て
は
な
ら
な
 
ぃ
 。
そ
れ
 

ほ
 、
日
本
と
い
う
意
味
的
世
界
の
全
体
性
の
中
で
、
把
握
さ
る
 べ
 き
 も
の
 

だ
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
新
宗
教
の
な
か
で
そ
れ
が
語
ら
れ
 る
 場
合
、
 

そ
れ
は
人
間
の
あ
る
べ
き
秩
序
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 幸
 福
も
不
幸
 

も
そ
の
秩
序
の
中
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。
明
治
以
後
の
近
代
国
 家
 創
建
の
 

過
程
で
こ
の
独
自
の
世
界
像
は
醸
成
さ
れ
、
国
家
経
営
者
達
の
 思
惑
を
遥
 

か
に
超
え
て
生
命
を
も
ち
、
八
日
本
人
 
ノ
と
 言
う
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
 テ
ィ
を
 

確
立
し
た
。
そ
の
後
国
家
経
営
者
は
、
天
皇
自
身
を
含
め
て
、
 そ
れ
を
 ル
 

一
 テ
ィ
ン
化
し
て
し
ま
っ
た
が
、
国
家
に
代
わ
っ
て
生
命
を
吹
 ぎ
 込
ん
で
 

ぎ
た
の
が
、
様
々
な
形
態
の
新
宗
教
教
団
で
あ
っ
た
。
戦
前
 既
 に
政
府
を
 

公
然
と
批
判
す
る
団
体
も
出
現
し
た
が
、
そ
れ
は
政
府
の
方
が
 、
目
先
の
 

 
 

 
 

  

さ
て
、
沼
田
氏
は
、
第
三
編
で
新
宗
教
に
家
族
倫
理
が
重
要
な
立
 
思
味
を
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「
い
え
」
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
フ
ァ
ミ
リ
 ィ
 で
は
決
し
て
 よ
、
 

え
し
 Q
 

と
こ
ろ
が
フ
ァ
ミ
リ
 ィ
 を
家
族
と
辞
書
的
に
翻
訳
で
き
る
と
こ
 ろ
に
、
 落
 

と
し
穴
が
あ
る
。
殊
に
新
宗
教
に
お
け
る
「
い
え
」
は
、
近
代
 日
本
の
世
 

界
 像
の
全
体
性
の
文
脈
の
中
で
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
世
界
秩
序
 を
 、
意
味
 

し
て
い
る
。
事
態
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
、
た
と
 え
 要
素
的
 

に
は
江
戸
時
代
以
前
の
人
間
関
係
を
引
用
し
て
い
る
に
し
て
も
、
 明
治
以
 

後
の
近
代
国
家
形
成
と
と
も
に
成
立
し
て
定
着
し
、
今
や
余
り
 に
も
自
明
 

な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
め
に
、
普
遍
的
な
存
在
だ
と
晃
敏
 さ
れ
易
 い
 

と
 言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
日
本
が
近
代
国
家
を
目
指
 せ
ば
目
指
 

 
 

 
 

ラ
 。
少
な
く
と
も
日
本
人
は
、
こ
れ
か
ら
も
「
い
え
」
や
「
 家
 族
 」
と
 言
 

う
 。
実
は
そ
れ
が
日
本
人
に
と
っ
て
近
代
化
と
言
う
こ
と
で
あ
 る
か
ら
。
 

そ
し
て
ま
さ
に
そ
こ
に
、
自
分
等
の
家
族
Ⅱ
フ
ァ
ミ
リ
 ィ
 と
畳
 

て
し
ま
 

う
 主
因
が
あ
る
。
西
欧
起
源
の
フ
ァ
ミ
リ
ィ
分
析
に
由
来
す
る
 深
層
心
理
 

学
や
家
族
社
会
学
の
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
や
治
療
論
が
、
新
宗
教
 教
団
の
教
 

義
 体
系
に
容
易
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
は
、
こ
の
等
号
の
 せ
い
で
あ
 

る
 。
 

勿
論
日
本
の
精
神
分
析
家
運
が
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
の
 も
、
事
 

実
で
あ
る
。
土
居
健
夫
氏
の
「
甘
え
」
概
念
を
侯
 つ
 ま
で
も
な
 く
 、
本
署
 

に
 引
用
さ
れ
て
い
る
山
村
賢
明
氏
や
稲
村
博
氏
あ
る
い
は
社
会
 学
者
の
木
 

村
沢
・
望
月
 高
 両
氏
も
日
本
の
「
い
え
」
の
歴
史
的
固
有
性
に
 充
分
に
気
 

付
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
に
共
通
す
る
 病
 理
の
分
析
 

枠
組
み
は
、
ニ
ュ
ー
ク
リ
ア
フ
ァ
ミ
 リ
ィ
 の
機
能
に
準
拠
し
た
 も
の
で
あ
 

る
 。
そ
の
結
果
「
い
え
」
の
意
味
内
容
を
構
成
し
て
い
る
文
化
 的
 諸
象
徴
 

は
 、
日
本
文
化
の
全
体
性
と
の
意
味
関
連
が
断
片
化
さ
れ
た
り
、
 
 
 

治
療
さ
る
べ
き
病
理
現
象
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
存
在
が
不
 当
に
 
抽
象
㈹
 

さ
れ
て
了
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

宗
教
に
見
ら
れ
る
「
癒
し
」
は
、
そ
の
属
す
る
文
化
の
 、
 （
あ
る
 べ
き
）
 

世
界
秩
序
の
解
釈
学
を
手
続
ぎ
の
基
底
と
し
て
成
立
し
て
い
る
 が
 、
そ
の
 

手
続
ぎ
が
有
効
 祝
 さ
れ
る
の
は
、
当
該
文
化
の
規
定
し
て
い
る
 意
味
体
系
 

を
 、
自
明
の
そ
れ
 故
 無
意
識
の
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
 か
ら
で
あ
 

る
 。
癒
し
に
お
け
る
日
本
人
の
「
い
え
」
意
識
は
 、
 従
っ
て
 
日
 本
の
文
化
 

と
 密
接
不
離
に
融
合
し
た
貌
で
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
 と
宮
 ，
え
よ
 

ぅ
 。
 ぎ
 巴
は
そ
の
語
根
が
示
す
通
り
ま
さ
に
 
毛
ォ
 。
打
が
本
義
 
な
の
だ
。
 

例
え
 。
は
、
「
水
子
の
崇
 
り
 」
・
に
つ
い
て
も
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
 

て
 喚
起
さ
 

れ
る
霊
的
存
在
を
含
ん
だ
理
想
的
な
秩
序
を
も
っ
た
家
族
の
具
 体
相
の
了
 

解
放
ぎ
に
、
癒
し
の
理
解
は
有
り
得
な
い
。
そ
れ
は
他
の
文
化
 因
子
、
諸
 

象
徴
・
儀
礼
行
動
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
 近
 伏
日
本
の
 

文
脈
の
中
で
新
た
な
意
味
を
付
与
さ
れ
互
い
に
密
接
に
絡
み
合
 っ
て
 、
 虹
 
@
 

伏
日
本
社
会
を
形
作
っ
て
い
る
。
丁
度
現
代
日
本
語
が
現
代
日
 本
社
会
と
 

切
り
離
せ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
精
神
分
析
や
家
族
社
会
学
 は
 、
そ
の
 

よ
う
な
意
味
連
関
の
文
脈
を
無
機
的
に
切
断
し
抽
象
し
た
視
点
 か
ら
の
 評
 

価
を
表
現
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
新
宗
教
と
い
う
 現
 棟
を
解
明
 

す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
分
か
ら
な
い
も
の
に
し
て
い
る
。
 

酒
田
氏
の
こ
の
作
品
は
 、
 他
の
論
集
に
発
表
済
み
の
論
文
を
 、
 内
容
別
 

に
 三
編
に
纏
め
て
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 各
編
 間
の
理
論
 

的
 意
味
連
関
が
希
薄
で
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
し
か
し
そ
れ
 以
 上
に
 、
第
 



三
編
の
理
論
に
精
神
分
析
な
い
し
は
家
族
社
会
学
を
要
請
し
て
 い
る
こ
と
 

に
 、
こ
の
希
薄
さ
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
 こ
 @
 
」
は
や
は
 

り
 、
「
癒
し
」
と
言
 う
 現
象
自
体
の
純
粋
記
述
か
ら
逆
に
既
存
 の
 精
神
治
 

療
 詰
論
を
批
判
的
に
吟
味
し
 、
よ
 り
高
度
の
理
論
の
構
築
を
目
 指
す
べ
 き
 

で
は
な
か
っ
た
か
と
、
思
わ
れ
る
。
 

本
書
は
、
学
術
的
な
視
座
か
ら
教
団
内
の
意
味
的
世
界
を
そ
の
 内
的
論
 

理
に
 則
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
意
欲
 作
 で
あ
り
、
一
般
の
社
会
 学
的
著
作
 

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
教
団
成
員
に
関
す
る
統
計
等
は
扱
わ
れ
て
 い
な
い
 反
 

面
 、
教
義
内
容
に
深
く
踏
み
込
ん
で
世
界
像
及
び
そ
の
命
ず
る
 行
為
様
式
 

を
 探
究
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
わ
れ
わ
れ
は
、
部
外
者
か
ら
は
 極
め
て
 分
 

か
り
難
か
っ
た
宗
教
教
団
に
 、
 近
づ
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
 。
そ
こ
で
 

は
 
一
般
に
流
布
し
て
い
る
新
宗
教
理
解
の
中
に
、
か
な
り
間
違
 い
の
あ
る
 

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
い
ま
は
メ
デ
ィ
ア
時
代
で
 あ
り
、
 
マ
 

ス
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
宗
教
団
体
が
有
利
だ
と
言
 う
 意
見
が
 あ
る
が
、
 

実
際
に
成
功
し
て
い
る
教
団
は
、
秘
儀
的
結
社
性
の
強
 い
 教
団
 で
あ
る
こ
 

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
見
 ら
れ
る
 
テ
 

レ
ビ
伝
道
の
よ
う
な
手
段
は
、
日
本
で
は
馴
染
み
が
薄
い
、
 

な
 ど
と
言
う
 

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

以
上
の
事
と
関
わ
っ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
、
東
洋
大
学
の
西
 山
 茂
氏
 

の
 定
義
す
る
と
こ
ろ
の
所
謂
「
新
新
宗
教
」
は
、
ご
く
軽
く
し
 か
 取
り
上
 

介
 

げ
ら
れ
て
い
な
い
（
第
二
編
に
は
、
世
界
真
光
文
明
教
団
 、
 G
L
A
 が
 取
 

蠕
り
 上
げ
ら
れ
て
い
る
。
）
 、
と
 言
 う
 こ
と
も
付
言
し
て
お
く
 べ
き
で
あ
ろ
 

舘
う
 。
特
に
一
九
八
 0
 年
代
以
降
創
唱
さ
れ
成
立
し
た
ミ
ニ
 教
団
や
、
宗
教
 

法
人
へ
の
優
遇
税
制
に
目
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
等
と
ジ
ャ
 ｜
 ナ
リ
ズ
 

ム
 に
批
判
を
浴
び
て
い
る
企
業
の
宗
教
法
人
形
成
の
動
 き
、
ま
 た
 テ
レ
。
 
ヒ
 

タ
レ
ン
ト
化
し
た
占
い
師
の
流
行
等
々
、
 

軽
 文
化
、
金
余
り
現
 象
等
を
背
 

景
 と
し
た
新
た
な
動
ぎ
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
所
謂
従
来
 の
 宗
教
団
 

統
 的
な
宗
教
に
関
す
る
知
識
も
語
彙
も
殆
ど
持
っ
て
お
ら
ず
、
 @
 

大
学
の
井
上
順
孝
氏
の
調
査
に
 よ
 れ
ば
、
現
在
の
若
者
の
大
参
 

休
め
 イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
な
い
面
を
、
多
分
に
持
っ
て
い
る
 

ヘ
ン
ト
に
参
加
す
る
よ
う
な
感
じ
で
そ
れ
ら
と
関
わ
っ
て
い
る
 ゑ

は
、
伝
 

。
国
学
院
 

と
 言
う
。
 

日
 わ
ば
 ィ
 

教
祖
の
側
も
そ
の
事
を
 よ
 く
弁
え
て
お
り
、
次
々
と
新
た
な
 ィ
 ヘ
ン
ト
を
 

催
し
、
目
新
し
い
語
彙
の
教
義
や
象
徴
、
 

ニ
 キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
 修
 行
法
な
ど
 

を
 提
供
し
て
、
新
た
な
需
要
に
応
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
動
 き
 は
、
 確
か
 

に
 単
に
一
過
性
の
現
象
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
ず
、
お
よ
そ
 め
 
示
教
 と
は
 

呼
び
難
い
面
も
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
な
お
現
代
日
 本
の
古
木
 
教
 

の
 一
つ
の
側
面
を
知
る
た
め
に
、
敢
え
て
そ
れ
を
本
書
で
も
 取
 り
 上
げ
 

て
 、
そ
れ
ら
を
捉
え
る
に
は
ど
の
様
な
視
座
が
可
能
で
あ
る
か
 、
を
 示
し
 

て
 欲
し
か
っ
た
。
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加
藤
智
見
 著
 

「
親
鸞
と
ル
タ
ー
信
仰
の
宗
教
学
的
考
察
 ヒ
 

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
七
年
三
月
発
行
 

A
5
 
版
、
二
九
一
頁
、
二
千
六
百
円
 

気
多
 
雅
子
 

本
書
は
、
表
題
が
示
す
と
う
に
、
宗
教
の
最
も
中
心
的
な
要
素
 の
 一
つ
 

で
あ
る
「
信
仰
」
を
宗
教
学
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
 と
し
て
、
 

「
ひ
た
す
ら
信
仰
の
み
に
究
極
の
関
心
を
集
約
す
る
形
態
」
を
 典
型
的
に
 

示
し
た
二
人
の
宗
教
者
、
親
鸞
と
ル
タ
ー
の
信
仰
を
比
較
研
究
 し
た
も
の
 

で
あ
る
。
筆
者
も
触
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
親
鸞
と
ル
タ
ー
の
 
思
 想
の
類
似
 

性
 に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
西
洋
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
（
 と
 い
う
こ
と
 

ほ
 一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
深
く
精
通
し
た
 視 占
か
ら
）
 
指
 捕
 さ
れ
て
 

い
る
が
、
加
藤
智
見
氏
は
親
鸞
の
信
の
仏
教
的
特
質
に
よ
り
 注
 意
 を
払
 い
 

つ
っ
、
両
者
の
比
較
と
い
う
困
難
な
課
 
睡
仁
 正
面
か
ら
取
り
 組
ん
で
い
 

る
 。
 

本
書
の
構
成
は
 、
 （
序
説
Ⅹ
全
部
）
親
田
の
信
仰
 
と
 
人
間
性
 、
全
一
 

部
 ）
ル
タ
ー
の
信
仰
と
人
間
性
、
今
一
部
）
 

両
 
「
信
仰
」
の
類
似
 性
 と
相
 

違
性
 、
の
四
つ
か
ら
成
る
。
 

八
 序
説
 ノ
 に
お
い
て
筆
者
は
具
体
的
な
万
法
論
の
考
察
を
行
い
 、
一
二
つ
 

0
 段
階
と
方
法
を
設
定
す
る
。
第
一
段
階
は
、
価
値
中
立
的
な
 態
度
で
ま
 

ず
 諸
事
実
に
語
ら
せ
、
そ
の
事
実
自
身
が
も
っ
て
い
る
固
有
な
立
 
忘
味
 を
聴
 

ぎ
 取
り
、
そ
こ
に
内
在
し
て
い
る
秩
序
を
把
握
し
て
い
く
方
法
 で
あ
る
。
 

そ
れ
は
実
際
に
は
、
史
料
に
基
づ
い
て
歴
史
 発
的
 事
実
を
積
 ム
 唯
 ね
て
ゆ
 

 
 

 
 

き
、
そ
こ
に
 ク
レ
 
ソ
チ
ュ
％
ー
の
気
質
の
理
論
や
 エ
ソ
タ
ソ
ソ
 
0
 目
 牲
同
 

一
 性
の
理
論
、
オ
ル
ポ
ー
ト
の
信
仰
の
華
 珪
 段
階
の
分
析
な
ど
を
 適
用
し
㈹
 

て
 、
 親
煕
と
 
ル
タ
ー
の
心
理
的
苦
悩
の
坤
 拙
的
 再
現
を
試
み
る
 と
い
う
や
 

り
 方
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
段
階
で
は
、
諸
事
実
の
内
 に
 見
出
さ
 

  

れ
た
秩
序
を
成
立
可
能
に
す
る
根
拠
を
「
検
証
」
す
る
こ
と
が
 必
要
と
さ
 

れ
る
。
筆
者
は
、
親
鸞
と
ル
タ
ー
の
信
仰
を
 、
神
 あ
る
い
は
 
仏
 と
人
問
と
 

0
 人
格
的
な
出
会
い
の
内
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
晃
敏
 す
 。
 そ
こ
で
 

こ
の
第
二
段
階
の
方
法
は
、
神
学
、
古
本
学
の
側
か
ら
の
示
唆
を
 

待
 つ
つ
、
 

そ
の
出
会
い
に
お
け
る
「
神
の
側
、
仏
の
側
の
働
き
か
け
を
、
 
 
 

諸
事
実
の
中
に
理
解
し
込
ん
で
い
く
操
作
」
と
な
る
。
こ
の
 操
 作
 と
そ
の
 

適
用
に
つ
い
て
私
に
は
少
し
疑
問
を
感
ず
る
点
が
あ
る
。
即
ち
 、
筆
者
は
 

こ
こ
で
 神
 あ
る
い
は
仏
が
人
間
に
働
き
か
け
て
人
間
の
信
仰
の
 主
体
と
な
 

 
 

る
と
い
う
事
実
に
立
っ
て
い
る
、
と
思
わ
せ
る
ふ
し
が
あ
る
。
 し
か
し
日
下
 

教
学
が
神
学
の
助
け
せ
借
り
て
開
示
す
べ
 き
 も
の
は
、
 

神
 あ
る
 

い
は
仏
が
 

 
 

私
に
働
き
か
け
私
に
信
仰
を
与
え
て
い
る
の
だ
と
経
験
さ
れ
る
 信
仰
者
に
 

  

め
 げ
 ろ
 経
験
の
事
実
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
客
観
 的
 事
実
で
 

は
な
く
、
主
体
的
事
実
で
あ
る
。
本
書
で
は
微
妙
な
点
で
こ
の
 区
別
が
 暖
 

昧
 で
あ
る
た
め
に
、
筆
者
は
自
ら
の
宗
教
学
の
立
場
を
十
分
に
 見
極
め
き
 

れ
な
い
で
い
る
よ
 う
 に
見
え
る
。
た
だ
し
こ
の
問
題
は
、
本
論
 0
 分
析
を
 

内
容
的
に
損
な
う
に
至
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
第
三
の
 
段
階
と
し
 

て
 、
そ
の
出
会
い
の
内
に
生
ま
れ
る
信
仰
の
本
質
は
い
か
に
し
 イ
卜
宰
 

づ
古
注
 
@
 さ
 

れ
 得
る
か
を
問
い
質
す
段
階
が
設
定
さ
れ
る
。
そ
れ
を
間
 ぃ
質
 す
に
際
し
 

て
 、
筆
者
は
親
鸞
の
「
 信
知
 」
と
い
う
概
念
に
手
掛
か
り
を
 求
 め
 、
一
般
 



に
 理
解
さ
れ
る
半
知
と
は
区
別
さ
れ
る
、
信
仰
に
内
在
す
る
 知
 の
あ
り
方
 

を
 宗
教
学
的
な
場
に
組
み
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
お
 そ
ら
く
、
 

従
来
客
観
的
実
証
的
な
研
究
態
度
が
中
心
と
な
っ
て
き
た
 
宗
 教
学
の
中
 

で
、
神
学
・
宗
学
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
信
仰
の
奥
深
い
宗
教
 的
 意
味
を
 

理
解
す
る
た
め
に
、
新
し
い
知
や
学
の
概
念
を
取
り
入
れ
て
 宗
 教
学
の
射
 

程
を
深
め
よ
う
と
い
う
意
図
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
 

，
 
し
の
第
三
 

0
 段
階
は
方
法
論
的
検
討
も
不
十
分
で
あ
る
し
、
本
論
に
お
い
 て
も
ま
だ
 

志
 に
止
ま
る
惑
が
あ
る
。
 

以
上
の
方
法
論
の
考
察
は
非
常
に
意
欲
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
に
 

先
立
っ
て
「
比
較
」
と
い
う
方
法
の
考
察
が
こ
こ
で
な
さ
れ
る
 べ
き
で
あ
 

る
よ
う
 に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
親
仁
 と
 ル
タ
ー
を
比
較
す
る
こ
 
と
の
妥
当
 

性
 に
つ
い
て
は
序
説
の
前
半
で
本
書
の
主
題
と
し
て
若
干
述
べ
 ら
れ
て
 
ぃ
 

る
が
、
そ
の
 
ょ
う
 な
比
較
そ
の
も
の
が
如
何
な
る
視
座
に
お
 
て
 可
能
か
 

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
方
法
論
的
反
省
は
全
く
な
さ
れ
て
い
 な
 い
 0
 だ
 

が
 上
記
の
研
究
方
法
の
三
段
階
は
比
較
の
視
占
の
中
で
動
い
て
 ゆ
く
も
の
 

で
あ
る
。
筆
者
に
と
っ
て
比
較
は
宗
教
学
の
自
明
の
方
法
で
あ
 る
の
か
も
 

し
れ
な
い
が
、
三
段
階
の
方
法
の
検
討
が
宗
教
学
の
学
問
性
の
 根
本
的
反
 

省
 に
ま
で
向
か
う
な
ら
ば
、
比
較
の
根
拠
と
必
然
性
は
当
然
論
 ぜ
ら
れ
る
 

べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
こ
と
を
言
 う
 の
も
、
本
書
が
典
型
的
な
比
較
の
研
 出
す
 

ル
 
重
目
だ
 

か
ら
で
あ
る
。
本
論
は
三
部
に
分
か
れ
る
が
、
親
鸞
と
ル
タ
ー
 に
お
け
る
 

苦
悩
と
信
仰
の
舶
仏
性
な
取
り
出
し
て
ゆ
く
（
一
部
）
と
合
一
 部
 ）
が
 本
 

書
 の
争
心
で
あ
り
、
量
的
に
も
全
体
の
頁
数
の
八
割
以
上
を
占
 め
て
い
 

る
 。
こ
こ
で
 
筆
廿
 は
ま
ず
、
 硯
抽
と
 
ル
タ
ー
が
共
に
青
年
期
に
 

深
い
苦
悩
 

を
 経
験
す
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
各
々
の
生
涯
を
た
ど
っ
て
 そ
 の
 苦
悩
の
 

性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
両
者
が
よ
く
似
た
 実
存
的
 苦
 

脳
 に
陥
り
、
よ
く
似
た
罪
の
意
識
を
も
つ
と
結
論
す
る
。
親
鸞
 は
 自
ら
の
 

煩
悩
 悪
障
 な
い
か
な
る
行
、
修
善
に
よ
っ
て
も
断
ず
る
こ
と
が
 で
き
な
い
 

と
い
う
思
い
に
苦
し
む
。
ル
タ
ー
も
ま
た
、
人
間
は
原
罪
の
中
 に
 生
ま
れ
 

つ
い
て
い
て
、
肉
体
が
死
ぬ
以
外
に
は
罪
が
完
全
に
根
絶
さ
れ
 る
こ
と
は
 

な
い
と
確
信
す
る
。
両
者
の
苦
悩
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
観
念
 的
に
悪
を
 

思
考
す
る
態
度
で
は
な
く
、
肉
を
具
し
、
生
き
、
生
死
し
 、
存
 在
す
る
こ
 

と
 自
体
を
罪
で
あ
り
悪
で
あ
る
と
感
ず
る
実
存
的
な
 罪
 意
識
で
 あ
っ
て
 、
 

こ
れ
が
第
一
に
取
り
出
さ
れ
る
親
鸞
と
ル
タ
ー
の
類
似
性
で
あ
 る
 。
そ
し
 

て
こ
の
よ
う
な
 罪
 意
識
を
も
っ
た
人
間
が
単
独
者
と
し
て
向
か
 い
あ
ぅ
仏
 

あ
る
い
は
神
は
、
も
は
や
観
念
的
な
存
在
で
は
な
く
人
格
的
な
 存
在
と
な
 

る
 。
な
ぜ
な
ら
こ
の
 ょ
う
 な
罪
の
苦
悩
は
、
自
己
の
罪
の
苦
悩
 が
件
蔵
菩
 

塵
や
キ
リ
ス
ト
の
中
に
既
に
苦
悩
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
 と
い
う
 仕
 

方
で
、
 仏
 あ
る
い
は
神
と
の
出
会
い
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

親
俺
は
、
 

法
性
法
身
の
一
如
か
ら
自
ら
方
便
法
身
と
し
て
姿
を
現
わ
し
、
 法
蔵
菩
薩
 

と
 名
の
っ
て
自
ら
苦
悩
し
た
と
い
う
仏
の
人
格
的
側
面
に
 、
全
 関
心
を
集
 

申
 さ
せ
る
。
ル
タ
ー
は
最
初
は
義
、
わ
ざ
、
キ
リ
ス
ト
、
秤
竿
 を
 客
体
的
 

に
 考
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
自
ら
の
苦
悩
の
深
ま
り
の
中
で
、
 ル
タ
ー
 

の
た
め
に
一
人
苦
悩
し
た
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に
全
関
心
を
集
約
 さ
せ
て
 ゆ
 

く
 。
従
っ
て
苦
悩
す
る
実
存
が
 、
 生
き
た
人
格
と
し
て
の
 仏
あ
 る
い
は
神
 

 
 

に
 出
会
い
、
人
格
的
な
信
仰
に
入
る
と
い
う
こ
と
が
、
第
二
の
 類
似
性
と
⑥
 

さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
人
格
的
信
仰
は
、
親
鸞
が
「
本
願
招
喚
 の
 勅
命
」
 

9
6
 

と
表
現
し
、
ル
タ
ー
が
「
神
の
呼
び
か
け
」
と
言
 う
 よ
 う
 に
 、
 仏
 、
神
が
 



自
ら
苦
悩
の
主
体
と
な
っ
て
人
間
を
招
き
、
呼
び
か
け
、
そ
の
 関
係
に
お
 

い
て
応
答
を
求
め
て
い
る
と
信
ず
る
信
で
あ
る
。
信
仰
の
主
体
   

来
 自
身
に
あ
り
、
そ
れ
を
 神
 、
如
来
 ボ
芸
 

、
そ
れ
を
 

人
間
が
賜
も
の
と
信
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
 接
 ず
る
点
、
さ
ら
に
そ
   

意
志
、
如
来
の
決
定
心
に
 よ
 る
が
ゆ
え
に
強
く
人
間
が
信
の
主
 体
 に
な
ら
 

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
点
に
、
第
三
の
類
似
性
が
見
出
さ
れ
る
。
 そ
し
て
こ
 

れ
る
の
内
的
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
中
で
、
端
的
に
人
間
が
信
 仰
す
る
 信
 

仰
 と
は
異
な
っ
た
「
信
仰
の
み
」
「
 

唯
信
 」
の
内
在
的
論
理
が
明
 ら
か
に
 

な
っ
た
。
以
上
が
二
部
）
と
全
一
部
）
の
論
述
の
要
点
で
あ
 
る
 。
 

筆
者
の
指
摘
す
る
三
つ
の
 損
似
 性
は
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
て
 、
そ
れ
 

が
 信
仰
の
究
極
的
な
形
態
の
冊
 造
 と
し
て
提
示
さ
れ
る
わ
け
で
 あ
る
が
、
 

こ
の
信
仰
理
解
の
要
と
な
る
の
は
人
格
的
信
仰
と
い
う
考
え
方
 で
あ
ろ
 

ぅ
 。
そ
し
て
人
格
的
信
仰
を
冊
 鷲
 、
ル
タ
ー
の
中
に
見
出
す
 解
 釈
は
、
全
 

く
 異
な
る
文
化
的
歴
史
的
背
景
を
も
っ
両
者
を
「
比
較
」
す
る
 視
点
に
 
ょ
 

っ
て
深
く
 匙
 絆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
 ト
 教
の
 

歴
史
に
登
 
坤
 し
た
他
の
優
れ
た
信
仰
者
た
ち
と
比
べ
た
場
合
、
 

格
別
に
 
ル
 

タ
 ー
の
信
仰
が
人
格
的
た
と
舌
口
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
 

仏
 ゑ
 思
想
の
 

展
開
の
中
で
 
帥
焉
 思
想
を
理
解
す
る
と
い
う
視
点
の
下
で
は
、
 

 
 

0
 人
格
性
は
ず
っ
と
後
退
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ル
タ
ー
 と
 親
鸞
の
 

中
に
人
格
的
信
仰
と
い
う
も
の
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
 る
の
は
、
 

こ
の
ル
タ
ー
と
親
鸞
と
い
う
組
合
せ
に
お
け
る
比
較
が
照
ら
し
 だ
す
か
ら
 

で
あ
る
。
比
較
の
視
点
は
ル
タ
ー
理
解
、
親
 叫
 理
解
の
内
に
 
既
 に
先
取
さ
 

ね
 、
ル
タ
ー
理
解
と
親
鸞
理
解
と
は
相
互
に
反
映
し
合
っ
て
 い
 る
 。
（
 親
 

展
も
 ル
タ
ー
も
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
当
然
 そ
れ
ぞ
れ
 

別
の
類
似
点
が
ひ
き
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
）
し
か
も
こ
こ
で
 筆
者
は
、
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
の
聖
 占
 的
な
人
格
性
と
、
信
に
お
け
る
宗
教
的
 働
 ぎ
 の
り
 ア
 

 
 

リ
テ
ィ
と
を
同
一
視
し
て
お
り
、
両
者
を
ひ
っ
く
る
め
た
 
概
 念
 と
し
て
㈹
 

「
人
格
性
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
 能
 に
な
っ
 

て
い
る
。
 

だ
が
こ
の
よ
う
に
舌
口
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
 
、
 私
は
加
藤
氏
の
所
 説
 を
退
 

げ
よ
う
 と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
比
較
の
視
点
が
 主
導
的
と
 

な
っ
て
 親
驚
と
 
ル
タ
ー
の
中
に
類
似
的
構
造
を
見
出
し
た
と
こ
 ろ
に
こ
 

そ
 、
こ
の
書
の
意
義
が
あ
る
 よ
う
 に
思
 う
 。
親
朋
 や
几
尹
 １
 0
 思
想
を
そ
 

れ
ぞ
れ
の
固
有
の
歴
史
的
文
化
的
宗
教
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
 で
 忠
実
に
 

理
解
し
ょ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
理
解
の
中
 て
 親
潮
や
ル
 
タ
 ー
が
 伝
 

え
よ
う
と
し
て
い
た
宗
教
的
真
理
を
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
 
る
 、
と
い
 

ぅ
 こ
と
は
、
確
か
に
宗
教
の
学
の
最
も
基
本
的
な
努
力
で
あ
る
 べ
 ぎ
で
あ
 

る
 。
だ
が
異
な
る
宗
教
伝
統
を
見
渡
す
比
較
の
視
点
に
は
、
 

そ
 れ
と
は
ま
 

た
 別
の
知
的
可
能
性
が
あ
る
 よ
う
 に
思
 う
 。
そ
し
て
筆
者
は
そ
 の
 可
能
性
 

を
 、
異
宗
教
間
の
対
話
に
至
る
糸
口
を
見
出
す
こ
と
に
向
け
て
 考
え
て
い
 

る
 。
加
藤
氏
は
こ
の
諸
宗
 孜
の
 
「
対
話
」
と
い
う
こ
と
を
 ハ
あ
 と
が
ぎ
 ）
 

で
ご
く
ナ
イ
ー
ブ
に
触
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
比
較
や
対
 話
 と
い
う
 

こ
と
で
見
え
て
く
る
宗
教
の
風
景
は
 、
 
一
つ
の
宗
教
伝
統
の
中
 
で
 理
解
を
 

深
め
て
ゆ
く
場
合
の
風
景
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
う
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
そ
し
 

て
 前
者
は
な
か
な
か
鮮
明
な
像
を
結
ぶ
に
至
ら
ず
、
鮮
明
に
見
 ，
 
え
て
く
る
 

場
合
で
も
し
ば
し
ば
奥
行
の
浅
い
も
の
に
止
ま
る
こ
と
は
残
念
 
で
あ
る
 

が
 、
家
族
や
社
会
か
ら
宗
教
的
伝
統
を
継
承
し
て
い
な
い
多
く
 の
 現
代
人
 

が
い
る
と
考
え
る
と
き
、
比
較
に
お
い
て
見
え
て
く
る
宗
教
の
 風
景
も
一
 



つ
め
 宗
教
の
現
実
で
あ
る
と
言
え
は
し
な
い
か
。
つ
ま
り
自
分
 の
 精
神
曲
 

界
 の
 根
 と
な
る
よ
う
な
宗
教
的
背
景
を
も
た
な
い
彼
ら
は
、
 

氾
 濫
す
る
 宗
 

教
 情
報
を
前
に
し
て
、
そ
れ
ら
を
ま
ず
学
的
で
は
な
い
に
し
て
 も
 
「
公
平
 

に
 」
考
察
し
比
較
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
朝
鷹
 ヤ
 ル
タ
ー
を
純
粋
 
に
そ
の
 歴
 

史
的
宗
教
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
 学
問
の
事
 

柄
 で
あ
っ
て
、
現
代
の
我
々
が
 親
揺
や
 ル
タ
ー
と
宗
教
的
な
関
 わ
り
を
も
 

と
う
と
す
る
場
合
に
は
何
ら
か
の
程
度
、
比
較
の
場
の
中
に
あ
 る
の
で
は
 

な
か
ろ
う
か
。
 

し
か
し
比
較
に
お
い
て
常
に
問
題
で
あ
る
の
は
、
何
と
何
と
を
 比
較
す
 

る
か
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
 

湘
罵
と
 
ル
タ
ー
の
信
仰
 
 
 

は
 以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
だ
け
あ
っ
て
、
こ
の
本
書
の
組
 ム
 口
 ㌔
 
色
 け
は
 
成
 

功
 し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
本
書
を
読
ん
で
、
私
は
あ
る
 ョ
｜
 ロ
ッ
パ
の
 

キ
 リ
ス
 卜
者
が
「
キ
リ
ス
ト
教
の
人
た
ち
は
浄
土
真
宗
は
キ
リ
 ス
ト
教
と
 

非
常
に
近
い
宗
教
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
浄
土
真
宗
の
人
た
ち
 は
盲
窪
不
は
 

キ
リ
ス
ト
教
と
は
違
う
と
主
張
す
る
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
 思
い
出
し
 

た
が
、
そ
の
事
情
が
 よ
 く
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
 

最
後
の
（
三
部
 マ
 で
は
、
筆
者
は
親
鸞
と
ル
タ
ー
の
信
の
相
 ぬ
逼
 
性
 に
焦
 

点
を
当
て
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
相
違
性
を
親
鸞
の
信
が
「
 悉
 右
 仏
性
」
 

0
 人
間
観
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
 こ
の
論
 

究
は
成
功
し
て
い
る
と
は
吉
ロ
い
が
た
い
 
0
 た
だ
し
こ
の
こ
と
は
 筆
者
の
論
 

究
の
仕
方
に
不
備
が
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
比
較
に
よ
る
有
意
 味
な
異
質
 

性
の
考
察
が
類
似
性
の
考
察
以
上
に
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
 る
こ
と
に
 

原
因
が
あ
る
よ
う
 に
 思
う
。
こ
こ
で
の
相
違
作
の
 訂
 Ⅱ
 
T
 旧
屈
 仏
性
を
取
 

り
 出
し
た
後
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
と
基
盤
に
存
在
す
る
相
違
 性
 を
も
 理
 

解
す
る
こ
と
で
そ
の
類
似
性
を
よ
り
説
得
的
な
も
の
に
し
ょ
う
 と
い
う
 意
 

図
か
ら
な
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
当
然
 そ
 5
 な
る
よ
 う
 に
、
筆
者
 
が
こ
こ
で
 

行
 な
っ
た
の
は
、
ル
タ
ー
の
信
仰
の
中
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
 
0
 人
間
 観
 

と
 、
 親
 笘
の
信
心
の
中
の
仏
教
の
人
間
観
と
の
比
較
で
あ
る
。
 そ
し
て
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 と
仏
教
と
の
相
違
を
ル
タ
ー
と
親
鸞
と
の
相
違
と
し
 て
 捉
え
 直
 

し
 、
そ
の
相
違
点
を
親
鸞
思
想
の
特
徴
と
し
て
理
解
す
る
と
 か
 ぅ
 こ
と
を
 

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
異
な
る
宗
教
基
盤
に
立
 ヨ
一
 つ
の
思
想
 

の
 比
較
を
主
題
と
す
る
場
合
の
一
つ
の
典
型
的
な
相
違
性
の
考
 察
の
仕
方
 

で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
仕
方
で
ほ
比
較
の
視
点
が
支
配
的
に
な
 り
す
ぎ
て
 

事
柄
を
歪
め
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
私
は
、
仏
教
の
根
 底
 に
あ
る
 

人
間
観
を
 
悉
有
 仏
性
と
捉
え
、
親
鸞
の
信
も
そ
れ
に
よ
っ
て
性
 格
づ
 げ
ら
 

れ
て
い
る
と
す
る
理
解
の
仕
方
に
は
、
賛
成
で
き
な
い
。
 

全
体
と
し
て
本
書
は
、
主
題
的
な
比
較
の
学
的
可
能
性
と
問
題
 点
 を
鮮
 

や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
意
欲
 作
 で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

た
 だ
し
私
自
 

身
の
関
心
か
ら
こ
の
書
評
で
は
比
較
の
書
と
い
う
と
こ
ろ
に
 カ
 点
 を
置
 い
 

た
 読
み
方
を
し
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
は
宗
教
学
研
究
の
立
場
 か
ら
信
仰
 

の
 真
実
に
近
づ
ぎ
た
い
と
い
 5
 筆
者
の
情
熱
を
真
直
ぐ
に
受
 け
 と
め
る
 読
 

み
 方
も
可
能
な
書
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
 ょ
う
 に
読
む
ほ
う
が
 
筆
者
の
立
 厨
 

図
 に
添
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
に
 読
む
と
き
 

に
 ち
 、
私
に
は
直
ち
に
筆
者
の
宗
教
学
の
立
場
そ
の
も
の
が
 問
 題
 に
な
っ
 

て
し
ま
う
。
信
仰
の
事
柄
が
そ
う
い
う
性
格
の
も
の
だ
か
ら
で
 あ
り
、
 
ま
 

た
 筆
者
の
論
究
が
そ
れ
だ
け
信
仰
の
事
柄
に
肉
迫
し
て
い
る
か
 ら
で
あ
ろ
㈹
 

（
 
@
 ノ
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0
 「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
平
成
二
年
三
月
十
九
日
（
月
）
午
後
六
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
井
上
順
孝
、
宇
都
宮
輝
夫
、
木
村
清
孝
、
 
島
薗
進
 、
鶴
岡
 

賀
娃
 、
 林
淳
 、
星
野
英
紀
 

議
題
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
第
六
十
三
巻
第
二
 

輯
 （
二
八
一
号
）
、
同
第
三
 輯
 （
一
一
 

八
二
号
）
刊
行
報
告
。
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
第
六
十
三
巻
第
四
 

韻
 （
二
八
三
号
）
刊
行
予
定
 報
告
。
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
第
六
十
四
巻
第
一
 

輯
 （
二
八
四
号
）
、
同
第
二
 輯
 （
一
一
 

八
五
号
）
、
同
第
三
韓
（
二
八
六
号
）
編
集
方
針
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
二
年
四
月
二
一
日
（
土
）
一
時
 @ 二
時
 

場
所
神
田
学
士
会
館
 三
 0
 七
号
 室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 
伸
 、
井
市
富
二
夫
、
石
田
慶
和
 、
植
田
 

重
雄
、
金
井
新
三
、
桜
井
秀
雄
、
島
 薗
進
 、
鈴
木
艶
人
、
田
 

九
徳
 善
 、
土
屋
 博
 、
 華
園
聴
麿
 、
宮
家
 準
 、
脇
本
子
 也
 

議
題
 

一
 、
平
成
二
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
挙
日
程
の
決
定
 

四
月
二
六
日
（
木
）
第
一
次
選
挙
公
示
発
送
 

報
 

ム
五
 

0
 理
事
会
 

日
時
平
成
二
年
四
年
二
一
日
（
土
）
二
時
 f
 四
時
半
 

場
所
神
田
学
士
会
館
 三
 0
 七
号
 室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 
伸
 、
井
市
富
二
夫
 、
石
田
 

慶
和
、
植
田
重
雄
、
大
屋
憲
一
、
葛
西
夷
、
金
井
新
 三
 、
鎌
 

田
純
一
、
木
村
清
孝
、
補
正
弘
、
桜
井
秀
雄
、
島
 薗
進
 、
鈴
 

木
 康
治
、
鈴
木
純
大
、
芹
川
博
通
、
薗
田
 稔
 、
高
崎
直
道
、
 

四
 九
徳
 善
 、
土
屋
 博
 、
寺
川
俊
昭
、
華
 園
聴
麿
 、
藤
田
富
 

五
月
二
三
日
（
水
）
第
一
次
選
挙
有
権
者
資
格
締
切
 

 
 

 
 

五
月
二
四
日
（
木
）
第
二
次
選
挙
公
示
発
送
 

五
月
二
六
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
一
次
投
票
有
権
者
 資
格
認
㈹
 

定
 ）
 於
 

五
月
三
一
日
（
木
）
第
一
次
投
票
用
紙
発
送
 

六
月
二
三
日
（
土
）
第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
締
切
 

六
月
二
三
日
（
土
）
第
一
次
投
票
締
切
 

六
月
三
 0
 日
 （
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
 

（
第
一
次
投
票
開
票
、
第
二
次
投
票
再
検
者
資
格
 

認
定
）
 於
 

七
月
一
八
日
（
水
）
第
二
次
投
票
用
紙
発
送
 

八
月
一
八
日
（
土
）
第
二
次
投
票
締
切
 

八
月
二
五
日
（
土
）
選
挙
管
理
委
員
会
（
第
二
次
投
票
開
票
）
 於
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
 よ
 り
荒
木
美
智
雄
氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 



雄
 、
堀
越
知
日
、
宮
家
 准
 、
脇
本
甲
 也
 、
渡
辺
 宝
陽
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
四
九
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

九
月
二
八
日
 
l
 
三
 0
 
日
の
間
、
大
谷
大
学
に
お
い
て
行
な
わ
れ
 る
こ
 

と
が
、
開
催
 校
 で
あ
る
大
谷
大
学
の
寺
川
俊
昭
、
大
屋
憲
一
理
 車
よ
 

り
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

な
お
、
日
程
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

九
月
二
八
日
（
金
）
公
開
講
演
会
、
理
事
会
 

二
九
日
（
土
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
 

三
 0
 日
 
（
日
）
研
究
発
表
、
総
会
、
懇
親
会
 

な
お
、
研
究
発
表
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ
り
有
機
的
な
構
成
を
可
能
 に
す
 

る
た
め
、
従
来
慣
例
と
し
て
行
っ
て
ぎ
た
大
会
通
知
の
際
の
発
 表
君
 

望
日
時
の
問
合
せ
は
、
取
り
や
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

一
 、
平
成
二
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

今
年
度
の
選
考
委
員
と
し
て
、
葛
西
 夷
 、
鈴
木
純
大
、
薗
田
給
 、
華
 

園
聴
麿
 、
宮
家
 準
 、
川
本
試
作
、
渡
辺
 宝
陽
 、
の
士
民
が
選
任
 さ
れ
 

-
@
 

十
八
 
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
運
営
基
金
の
設
定
に
つ
い
て
 

去
る
二
月
、
会
員
 故
 伊
藤
真
黍
 氏
 の
ご
遺
族
か
ら
、
学
会
の
事
 業
を
 

援
助
す
る
趣
旨
で
寄
付
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
こ
れ
を
受
領
 
し
、
 

「
日
本
宗
教
学
会
運
営
基
金
」
の
名
称
で
保
管
し
て
い
る
こ
と
が
 
 
 

報
 

九
会
長
か
ら
報
告
さ
れ
、
諒
承
さ
れ
た
。
こ
の
基
金
を
さ
ら
に
 充
実
 

さ
せ
る
方
途
、
な
ら
び
に
そ
の
有
効
な
利
用
方
法
に
つ
い
て
は
 
 
 

会
 

ぎ
つ
 づ
 き
 常
務
理
事
会
で
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

0
 
新
入
会
員
（
四
月
二
一
日
承
認
 分
 ）
 

飛
鳥
井
雅
文
東
京
大
学
大
学
院
一
一
四
北
区
中
里
 
二
 
｜
 一
八
 ｜
 

 
 
 
  

 

三
田
中
 荘
 

 
 

阿
部
文
彦
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
一
四
二
品
川
 区
 豊
町
 四
 

3
7
 

｜
 二
四
 ｜
 一
九
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
究
連
絡
委
員
会
主
催
の
シ
ン
ボ
ジ
 ゥ
 ム
 に
 

つ
い
て
 

同
委
員
会
委
員
藤
田
富
雄
理
事
よ
り
、
左
記
の
日
程
で
同
委
員
 会
主
 

健
に
 よ
 る
シ
ソ
ポ
ジ
 
ゥ
ム
 が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
  
 

第
一
回
日
本
学
術
会
議
哲
学
系
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
 

日
時
平
成
二
年
十
一
月
九
日
（
金
）
 

一
 三
時
半
 l
 
一
七
時
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
室
 

（
地
下
鉄
千
代
田
線
「
乃
木
坂
」
駅
か
ら
徒
歩
三
分
）
 

主
題
「
人
間
 ｜
 先
端
生
命
科
学
と
の
関
係
で
」
 

主
旨
こ
れ
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
従
来
た
が
い
に
ほ
と
ん
 

ど
 無
関
 

係
 で
あ
っ
た
哲
学
系
諸
学
会
の
間
に
、
あ
え
て
共
同
の
広
場
 

を
 設
け
よ
う
と
す
る
初
め
て
の
試
み
で
あ
り
、
日
本
哲
学
 

会
 、
日
本
倫
理
学
会
、
日
本
印
度
 学
 仏
教
学
会
、
日
本
中
国
 

学
会
、
日
本
宗
教
学
会
、
美
学
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
提
題
者
が
 

出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

ま
た
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
日
本
宗
教
学
会
が
他
学
会
と
共
に
後
 援
す
 

る
こ
と
、
会
議
の
経
費
と
し
て
一
万
円
の
醸
金
を
支
払
う
こ
と
 が
承
 

誌
 さ
れ
た
。
 



稲
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智
宏
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孝
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谷
大
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助
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京
都
市
上
京
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川
五
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ゾ
ン
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国
学
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大
学
大
学
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一
五
三
目
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区
五
本
木
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二
八
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元
坂
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方
 

目
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大
学
大
学
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五
一
藤
沢
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岸
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一
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一
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五
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｜
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①
 

国
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学
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台
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五
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｜
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京
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東
京
大
学
大
学
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一
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茨
城
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北
相
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郡
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町
布
川
一
五
八
六
 

大
谷
大
学
短
期
大
学
部
講
師
五
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 ｜
 0
 三
 
大
津
 

市
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三
１
人
 

大
谷
大
学
助
教
授
 
六
 0
 大
京
都
市
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京
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ロ
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マ
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淑
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大
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一
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長
靖
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大
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助
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杉
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高
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｜
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中
村
博
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長
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外
国
語
短
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大
学
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五
二
長
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市
 滑
石
 

ニ
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 一
二
二
 1
,
 
五
 

テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
 
C
 三
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田
真
因
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
所
員
六
一
 
0
 ｜
 一
一
 

-
 
示
 

都
市
西
京
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大
原
野
東
滝
谷
町
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 ｜
一
 
、
一
 
0
 ｜
七
 0
 

 
 

延
 

探
知
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大
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大
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助
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 掻
六
 0
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京
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京
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望
 許
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蓮
華
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三
一
東
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二
条
公
団
七
 0
 
九
号
 

敏
 

東
京
大
学
大
学
院
一
一
三
文
京
区
向
丘
 ニ
ー
一
｜
 

恵
 

五
 

福
島
光
 
哉
 

大
谷
大
学
教
授
 
六
 0
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京
都
市
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区
上
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桜
井
 

町
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八
１
案
第
二
メ
ゾ
ン
 
ナ
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四
 0
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建
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大
谷
大
学
教
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0
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津
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三
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保
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大
学
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五
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筑
波
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文
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技
官
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つ
く
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三
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元
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三
村
 
勤
 

国
学
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大
学
大
学
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一
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六
荒
川
区
東
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暮
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四
 

｜
 二
四
 ｜
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二
 



0
 日
本
宗
教
学
会
理
事
（
元
会
長
）
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
国
 

学
院
大
学
 

報
 

教
授
、
柳
川
Ⅱ
一
先
生
は
、
平
成
二
年
四
月
三
日
逝
去
 さ
れ
ま
し
た
。
 

享
年
六
四
歳
。
こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
御
冥
福
を
 お
 祈
り
 

会
 

申
し
上
げ
ま
す
。
 

会
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山
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大
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大
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講
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｜
 

二
 O
 

渡
辺
勝
義
九
州
大
学
大
学
院
八
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八
筑
紫
野
市
大
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格
京
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八
九
１
元
 

渡
辺
郁
子
東
洋
大
学
大
学
院
一
一
四
北
区
田
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一
一
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セ
ー
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 0
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徐
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国
東
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大
学
大
学
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一
 0
0
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特
別
市
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区
葉
桐
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六
東
国
大
学
大
学
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印
度
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学
科
 

中
嶋
宏
子
国
学
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学
大
学
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二
 0
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東
久
留
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ニ
ー
 
一
八
 

執
 筆
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執
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兜
光
比
呂
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京
大
学
大
学
院
 

薫
 

筑
波
大
学
外
国
人
教
師
 

Ⅱ
 
ロ
 力
石
 

，
燕
 -
 

（
の
㏄
二
ロ
の
の
方
の
Ⅱ
）
 

村
上
興
国
東
京
大
学
大
学
院
 

吉
村
正
治
独
協
医
科
大
学
教
授
 

笠
井
正
弘
西
日
本
短
期
大
学
助
教
授
 

気
多
 
雅
子
金
沢
大
学
助
教
授
 

0
 目
木
宗
教
学
会
評
議
員
、
図
書
館
情
報
大
学
教
授
、
小
野
 泰
 博
 先
生
は
 

平
成
二
年
六
月
四
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
六
三
歳
。
こ
こ
 に
 謹
ん
 

で
 哀
悼
の
意
を
美
し
、
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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in Tokyo during the Taisho Period 

Transformation and Modernization of Funeral Practices 

Koukyo MURAKAMI 

ABSTRACT: If we take a look at the history of funeral practices ir 
Tokyo since the Maiji Era, a significant transformation can be observe( 
during the Taisho Period. Until the end of the Meiji Era such practice: 

revolved around a lively funeral procession. However, the advent o: 

the Taisho Era saw the end of such processions, with a changc 
toward funeral przctices centered on the kokubetsushiki, the ceremon: 

of leave-taking of the deceased. In addition, whereas in the past, are: 

residents and relatives of the deceased performed most of the roles il 

the funeral practices, these roles were taken over by funeral directors 

The direct cause for these transformations can be found in thl 

changes in the spacial structures and social relationships in Tokyc 
brought about by the concentration of population and means of trans 

portation accompanying the industrialization of the period. Moreover 

with the establishment of new forms of livelihood, correspondin! 
changes in the awareness of life livelihood, corresponding changes i~ 
the awareness of life occured and new funeral rites and ways o 
dealing with death, such as the modern practice of cremation an( 
cemetery parks, were produced. By means of these changes deatl 
came to be removed from the space' and time of daily life, and funera 
practices lost their communal character, becoming more of a privat~ 

affair. 

(122) iii 



English Abstract:  Recent Research on Death 

a n d  Religious Experience 

Carl BECKER 

ABSTRACT: This thesis discusses religious experiences which might 

indicate a component of personality or consciousness surviving bodily 

death, viz.: (1) claimed memories of former lives; (2) apparitions and 

OBFs (Cut-of-Body Experiences) and (3) visions of people or other 
worlds in NDES (Near-Death Experiences). (1) Where children claim 

to be someone who has lived before, exhibiting memories, skills, and' 
birthmarks peculiarly like the deceased's, the hypothesis that conscious- 

ness has been reborn into another body might be entertained. (2) The 
fact that most apparitions of the living correspond to conscious mental' 
processes of those living people perceived leads to the hypothesis that 

many apparitions of the dead might correspond to conscious mental 

processes of dead people. (3) Similarity of detail and paranormal 

knowledge found in deathbed visions in disparate cultures gives rise 

to the theory that they glimpse another realm experienceable after 
death. 

This study shows the relevance of such research on death and 
religious experiences to current philosophical and medical problems, 
and urges further cooperation for the creation of a genuinely Japanese 

study of religious experience. 



A signiticance of the truditional customs in Rumania 

Mitsuhiro SHINMEN 

ABSTRACT: People in some villages in Rumania has conserved the 

traditional customs. They have been deeply influenced by the Orthodox 

church, but stil show the nonchristian tradition. The Orthodox church 

has been supported by the feuderal rulers, and supported them through 

the churches in villages. After World War I1 the Communist Party 
executed various measures for the the modernization of villages. But 
most of the farmers respect the traditional customs and conserve 

the values of the traditional community. It is found especially in the 
course of the fnneral ceremony. The fear for the strigoi, a living 
dead, shows the value of the community which is not integrated to 
the Christian. The regime of Ceausescu who wants to modernize and 

destroy the traditional community broke down. This paper will show 
the social rules in the funeral ceremony which support the traditions 
in the community and the significance of the dominating values in the 
community. 




