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近
代
日
本
人
の
死
生
観

石
川
公
彌
子
｜
東
京
大
学
Ｃ
Ｏ
Ｅ
特
任
研
究
員

本
報
告
で
は
、
ま
ず
本も
と
お
り居

宣の
り
な
が長

（
一
七
三
〇―

一
八
〇
一
年
）、
平ひ
ら
た田

篤あ
つ
た
ね胤

（
一
七
七
六―

一
八
四
三
年
）
に
よ
る
近
世
国

学
に
お
け
る
霊
魂
観
、
死
生
観
を
概
観
す
る
。
つ
づ
い
て
近
代
日
本
人
の
霊
魂
観
、
死
生
観
と
し
て
民
俗
学
者
・
柳や
な
ぎ
た田

國く
に
お男

（
一
八
七
五―

一
九
六
二
年
）
と
折お
り
く
ち口

信し
の
ぶ夫

（
一
八
八
七―

一
九
五
三
年
）
に
よ
る
近
代
国
学
の
論
考
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た

い
。一

．
近
世
国
学
に
お
け
る
死
生
観

一―
 

本
居
宣
長
の
死
生
観

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』、
と
り
わ
け
『
古
事
記
』
に
は
、「
国
譲
り
」
と
称
さ
れ
る
物
語
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス



石川公彌子

近代日本人の死生観

19

ら
高た
か
ま
の
は
ら

天
原
に
い
た
神
々
（
天
津
神
）
は
、
葦
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

原
中
国
を
統
治
す
べ
き
な
の
は
天
津
神
、
と
り
わ
け
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
だ
と
主

張
し
、
神
々
を
出
雲
に
使
わ
し
た
。
紆
余
曲
折
を
経
て
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
子
で
あ
る
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
が
国
譲
り
を
承
伏
す
る
と
、

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
も
自
身
の
宮
殿
建
設
と
引
き
換
え
に
国
を
譲
っ
た
と
い
う
。

本
居
宣
長
は
こ
の
「
国
譲
り
」
を
解
釈
し
、
こ
の
世
は
「
顕
あ
ら
は
ご
と事
」
と
「
幽
か
く
り
ご
と事
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
み
な
し
た
。「
顕
事
」

と
は
人
事
全
般
で
あ
り
、「
幽
事
」
と
は
治
乱
吉
凶
、
禍
福
な
ど
の
神
事
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
が
前
者
の
成
就
を
補

佐
す
る
と
い
う
（
古
事
記
伝
、10:120

）。「
幽
事
」
を
掌
握
す
る
の
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
で
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
た
る
天
皇

が
「
顕
事
」
を
掌
握
す
る
の
で
あ
る
（
玉
く
し
げ
、8:320

）。

「
顕
事
」「
顕あ
ら
は
に
ご
と

露
事
」
は
「
人
事
」
で
あ
っ
て
「
人
の
な
す
わ
ざ
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
本
は
み
な
「
神
の
御
心
」
よ
り
出
て
い

る
た
め
、「
顕
事
」「
顕
露
事
」
と
い
っ
て
も
み
な
「
神
の
し
わ
ざ
」
だ
と
宣
長
は
結
論
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
根
本
は
み
な
「
神

の
わ
ざ
」
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
「
あ
ら
は
に
人
の
な
す
」
こ
と
が
「
顕

露
事
」
で
あ
り
、「
目
に
見
え
ぬ
し
わ
ざ
」
が
「
幽
事
」
で
あ
る
（
答
問
録
、

1:544

）。
宣
長
の
顕
幽
分
任
論
は
天
皇
す
な
わ
ち
ア
マ
テ
ラ
ス
に
よ
る
「
顕

事
」
に
力
点
を
置
き
つ
つ
も
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
よ
る
「
幽
事
」
の
影
響

力
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
顕
に
対
す
る
幽
の
重
大
性
を
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

宣
長
は
ま
た
、
い
か
な
る
人
間
も
等
し
く
、
善
人
も
悪
人
も
死
後
は
お

し
な
べ
て
皆
暗
く
汚
い
「
よ
み
の
国
」
へ
赴
く
と
主
張
す
る
（
答
問
録
、

1:526-7

）。
し
か
し
宣
長
は
、
死
後
に
霊
魂
の
一
部
が
現
世
に
と
ど
ま
る
こ

と
も
あ
り
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
凡
人
」
で
あ
っ
て
も
、
位
の
「
尊
卑
」

石川公彌子氏
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や
心
の
「
智
愚
」「
強
弱
」
な
ど
に
よ
っ
て
は
死
後
も
現
世
に
魂
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
き
た
な
く
あ
し

き
」
黄
泉
国
に
行
か
な
い
た
め
に
は
、
現
世
に
お
い
て
位
を
高
く
し
た
り
、
心
を
強
く
「
智
」
で
満
た
す
こ
と
が
必
要
と
な
る

（
古
事
記
伝
、11:388

）。
し
た
が
っ
て
、
宣
長
の
死
生
観
は
現
世
に
お
け
る
日
常
倫
理
を
確
立
さ
せ
る
契
機
を
内
包
し
て
い
る
の

で
あ
る
。二―

 
平
田
篤
胤
の
死
生
観

こ
れ
に
対
し
、
平
田
篤
胤
は
、
天
皇
が
天
下
を
統
治
し
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
を
は
じ
め
と
す
る
国
つ
神
が
「
幽
界
」
に
隠
れ
、
顕
幽

が
分
か
れ
た
と
主
張
す
る
（
古
史
伝
、3:358

）。「
顕
」
と
は
、「
顕
国
」「
顕う
つ
し
よ世

」
す
な
わ
ち
、「
現
世
」
で
あ
り
、
目
に
見
え
る

こ
の
国
土
を
指
す
（
霊
能
真
柱
、7:170

）。「
幽
冥
」
あ
る
い
は
「
幽か
く
り
よ世

」
と
し
て
「
顕
国
」
の
他
に
ど
こ
か
別
の
場
所
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、「
幽
冥
」
は
「
顕
国
」
の
ど
こ
に
で
も
あ
り
「
顕
国
」
と
接
し
て
い
る
。「
幽
冥
」
に
は
衣
食
住
の
道
も
備
わ
っ

て
お
り
、「
顕
世
」
と
同
様
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
（3:178

）。

そ
し
て
篤
胤
に
よ
れ
ば
、
死
後
、
人
間
の
亡
骸
は
土
に
帰
り
、
そ
の
霊
魂
は
滅
び
る
こ
と
な
く
幽
冥
に
赴
く
と
い
う
。
霊
魂
は

オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
「
御ミ
オ
サ
メ治

」
に
従
い
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
帰
順
す
る
。
そ
し
て
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
命
令
に
し
た
が
っ
て
子
孫
は

も
ち
ろ
ん
縁
あ
る
人
び
と
を
守
り
、
幸
い
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
死
後
、
永
遠
に
「
こ
の
国
土
」
に
い
る
の
で
あ
る

（7:170-2

）。

こ
れ
ら
の
「
幽
冥
」
に
赴
い
た
人
間
は
も
と
よ
り
、
神
々
を
も
主
宰
す
る
の
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
で
あ
る
（3:123

）。「
幽
冥
」

に
あ
っ
て
は
、
人
び
と
は
も
ち
ろ
ん
、
神
々
さ
え
も
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
帰
順
す
る
。
す
な
わ
ち
篤
胤
に
お
い
て
は
、「
幽
冥
」
の

「
顕
世
」
に
対
す
る
優
位
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
諸
神
に
対
す
る
優
位
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
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し
か
も
「
幽
世
ノ
大
神
の
大オ
ホ
コ
ト権

」（3:176

）
と
し
て
行
わ
れ
る
の
が
、
い
わ
ば
「
最
後
の
審
判
」
で
あ
る
。
天
皇
は
い
か
に
聡

明
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
現
世
人
」
と
同
じ
で
あ
り
、
人
間
が
ひ
そ
か
に
思
う
こ
と
や
明
る
み
に
出
な
い
悪
行
を
罰
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
善
心
善
行
で
あ
っ
て
も
明
る
み
に
出
な
け
れ
ば
誉
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は

そ
れ
ら
を
よ
く
見
通
し
て
お
り
、
幽
冥
界
に
入
っ
た
霊
魂
の
善
悪
を
見
極
め
て
現
世
の
報
い
を
与
え
、
罪
を
罰
し
善
行
を
誉
め
る

の
で
あ
る
（3:172

）。「
罰
」
は
悪
疾
、
災
難
、
短
命
や
子
孫
断
滅
で
あ
り
、「
賞
」
は
無
病
、
幸
福
、
長
寿
、
子
孫
繁
栄
な
ど
で

あ
る
と
い
う
（
玉
襷
、6:203

）。
し
た
が
っ
て
「
最
後
の
審
判
」
の
報
い
は
、
か
な
ら
ず
現
世
に
返
っ
て
く
る1
。
現
世
で
の
人
生

は
多
く
と
も
百
年
を
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
が
、
幽
世
で
の
生
涯
は
「
無
窮
」
で
あ
る
。
現
世
は
「
寓カ
リ

ノ
世
」
で
あ
り
、
幽
世
こ
そ

が
「
本
ツ
世
」
で
あ
る
（3:177
）。
そ
れ
ゆ
え
、
篤
胤
の
幽
冥
論
は
救
済
論
と
し
て
成
立
す
る
と
と
も
に
、
現
世
に
お
け
る
日
常

倫
理
あ
る
い
は
規
範
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
．
近
代
国
学
に
お
け
る
死
生
観

一―
 

柳
田
國
男
の
死
生
観

柳
田
の
死
生
観
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
が
戦
争
と
民
間
信
仰
の
問
題
で
あ
る
。
日
露
戦
争
中
、
全
国
各
地
の
神

社
・
仏
閣
で
徴
兵
除
け
、
弾
丸
除
け
の
祈
願
が
流
行
し
た
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、
日
露
戦
争
後
に
む
し
ろ
拡
大
し
た2
。
ま
た
、

日
清
日
露
の
両
戦
役
中
は
出
征
者
の
無
事
を
祈
願
す
る
陰
膳
も
絶
や
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う3
。
柳
田
と
佐
々
木
喜
善

（
一
八
八
六―

一
九
三
三
年
）
に
よ
る
『
遠
野
物
語
拾
遺
』（
一
九
三
五
年
）
に
は
、
日
露
戦
争
当
時
の
話
と
し
て
、
遠
野
か
ら
出

征
し
た
兵
士
の
身
体
か
ら
魂
が
遊
離
し
て
故
郷
に
戻
っ
た
と
い
う
逸
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（2:123-4

）。
こ
の
よ
う
な
遊
離
魂
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談
は
民
間
信
仰
の
あ
り
方
を
示
す
。
出
征
兵
士
の
霊
魂
が
家
郷
へ
と
遊
離
し
た
こ
と
は
、
家
郷
が
民
衆
の
心
情
的
拠
点
と
な
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

初
期
柳
田
の
幽
冥
論
の
集
大
成
と
い
え
る
の
が
、「
幽
冥
談
」（
一
九
〇
五
年
）
で
あ
る
。
柳
田
は
、
こ
こ
に
お
い
て
幽
冥
論
を

「
幽
冥
教
」
と
記
し
、「
公
益
に
害
の
あ
る
も
の
、
伝
道
の
困
難
な
も
の
で
公
に
認
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
宗
教
」
で
あ
る
と
い
う

立
場
を
と
る
。
そ
し
て
柳
田
は
、「
幽
冥
教
」
が
当
世
は
衰
え
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
反
面
、
五
、六
十
年
後
に
は
「
幽
冥
教
」
が

ふ
た
た
び
繁
栄
す
る
こ
と
を
信
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
柳
田
は
「
幽
冥
教
」
の
衰
退
を
宗
教
の

衰
退
と
み
な
し
、
日
本
の
宗
教
の
不
振
を
慨
嘆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
幽
冥
談
、23:394-5

）。
そ
し
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

柳
田
は
幽
冥
論
を
復
権
さ
せ
た
篤
胤
を
「
僕
は
平
田
一
派
の
神
道
学
者
、
そ
れ
か
ら
徳
川
末
期
の
神
学
者
、
是
等
の
人
の
事
業
の

中
で
一
番
大
き
い
の
は
寧
ろ
幽
冥
の
事
を
研
究
し
た
点
に
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
（23:395

）。

柳
田
は
幽
冥
論
に
関
し
て
、「
神
主
が
秘
伝
に
し
て
仕
舞
つ
て
俗
間
に
伝
は
ら
な
か
つ
た
為
に
、
吾
々
が
書
物
も
何
も
無
く
て

分
ら
な
い
と
云
ふ
だ
け
で
、
余
程
古
い
信
仰
で
あ
ら
う
」（23:398

）
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
そ
の
特
徴
を
、
一
、
こ
の
世
の
中
に
は
現
世
、
す
な
わ
ち
「
う
つ
し
世
」
と
幽
冥
、
す
な
わ
ち
「
か
く
り
世
」
が
あ
る
、

二
、
後
者
か
ら
前
者
を
見
聞
き
で
き
る
が
、
逆
は
不
可
能
、
三
、「
か
く
り
世
」
は
「
う
つ
し
世
」
よ
り
力
が
強
く
、
罰
す
る
時

は
厳
し
く
罰
し
、
誉
め
る
と
き
は
よ
く
誉
め
る
、
四
、「
か
く
り
世
」
は
こ
の
世
に
満
ち
満
ち
て
い
る
の
で
我
々
は
悪
事
を
行
え

ず
、「
か
く
り
世
」
の
存
在
を
確
信
し
て
い
る
人
び
と
は
道
徳
を
守
る
、
五
、
現
世
と
幽
冥
は
交
通
可
能
で
あ
る
、
と
整
理
し
て

い
る
（23:396

）。

柳
田
が
指
摘
す
る
幽
冥
論
の
特
徴
は
、
篤
胤
の
幽
冥
論
の
特
徴
そ
の
も
の
で
あ
り
、
柳
田
の
幽
冥
観
は
篤
胤
の
幽
冥
論
を
継
承

し
て
い
る
。
だ
が
、
柳
田
は
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
た
も
の
の
、
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
魂
観
に
は
な
じ
め
な
か
っ
た4 

。
し
た
が
っ
て
、

厳
密
に
は
、
柳
田
は
最
後
の
審
判
概
念
を
除
く
篤
胤
の
幽
冥
観
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。



石川公彌子

近代日本人の死生観

23

後
期
柳
田
の
霊
魂
論
の
集
大
成
と
い
え
る
の
が
『
先
祖
の
話
』（
一
九
四
六
年
）
で
あ
る
。『
先
祖
の
話
』
は
、
一
九
四
五
年
四

月
か
ら
五
月
末
の
太
平
洋
戦
争
末
期
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
（
先
祖
の
話
、15:628

）。

柳
田
は
、「
こ
の
度
の
超
非
常
時
局
に
よ
つ
て
、
国
民
の
生
活
は
底
の
そ
こ
か
ら
引
つ
か
き
ま
は
さ
れ
た
」
と
指
摘
す
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
死
後
の
世
界
、
霊
魂
の
有
無
、
生
者
の
感
じ
方
等
が
突
如
人
生
の
表
層
に
現
れ
た
と
い
う
。
こ
の
現
象

を
目
の
当
た
り
に
し
、
柳
田
は
国
民
を
賢
く
す
る
道
は
学
問
し
か
な
い
と
確
信
す
る
が
、
政
治
家
は
そ
れ
を
考
え
て
い
な
い
と
批

判
す
る
（15:10
）。

柳
田
は
、
日
本
人
の
死
後
の
観
念
と
し
て
「
霊
は
永
久
に
こ
の
国
土
の
う
ち
に
留
ま
つ
て
、
さ
う
遠
方
へ
は
行
つ
て
し
ま
は
な

い
と
い
ふ
信
仰
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（15:45

）。
そ
し
て
、
日
本
的
霊
魂
観
の
特
徴
と
し
て
、
一
、
死
ん
で
も
こ
の
国

の
中
に
霊
は
留
ま
り
遠
く
へ
は
行
か
な
い
、
二
、
顕
幽
二
回
の
交
通
が
繁
く
招
き
招
か
れ
る
こ
と
が
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
と
思

わ
れ
て
い
た
、
三
、
生
者
の
今
際
の
時
の
念
願
が
死
後
に
は
必
ず
達
成
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
た
、
四
、
子
孫
の
た
め
に
計
画
を
立

て
た
の
み
な
ら
ず
、
何
度
も
生
ま
れ
変
わ
っ
て
同
じ
事
業
を
つ
づ
け
ら
れ
る
と
思
っ
た
者
が
多
か
っ
た
、
と
い
う
四
点
を
指
摘
し

て
い
る
（15:119

）。

前
述
の
「
幽
冥
談
」
と
比
較
し
て
、
三
、四
の
特
徴
が
加
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
者
の
無
念
を
晴
ら
す
方
向
性
が
み
え

る
。
こ
こ
に
、
戦
歿
者
追
悼
の
モ
メ
ン
ト
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
亡
骸
は
あ
の
世
の
も
の
で
は
な
く
、
こ

の
世
に
属
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
喪
が
開
け
忌
が
終
了
す
る
と
、
生
者
は
日
常
生
活
に
戻
り
、
死
者
の
霊
を
忘
却
す
る
。
そ
れ

と
同
時
に
、「
み
た
ま
」
す
な
わ
ち
死
者
の
霊
魂
は
高
く
登
っ
て
子
孫
の
社
会
を
眺
め
見
守
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
盆
と
正
月
に

祖
霊
、
田
の
神
と
し
て
「
こ
の
世
」
に
戻
っ
て
く
る
。「
ご
先
祖
」
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
戻
っ
て
き
て
、
子
孫
後
裔
と
共

に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
（15:114

）。

こ
の
霊
魂
観
の
背
景
に
、
形
骸
が
消
え
る
と
、
霊
魂
が
天
と
最
も
近
い
清
浄
の
境
に
安
ら
か
に
集
ま
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
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と
柳
田
は
指
摘
す
る
（15:128

）。
柳
田
は
こ
の
死
者
の
霊
魂
の
集
ま
る
場
所
に
関
し
、「
無
難
に
一
生
を
経
過
し
た
人
々
の
行
き

処
」
は
静
か
で
清
ら
か
で
、
こ
の
世
の
常
の
ざ
わ
め
き
か
ら
遠
ざ
か
り
、
か
つ
、
具
体
的
に
あ
の
辺
り
と
望
み
見
ら
れ
る
よ
う
な

場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
山
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
（15:122

）。
な
ぜ
な
ら
、
神
々
の
国
と
は

清
い
も
の
で
あ
り
、「
隠
り
世
」
が
き
た
な
い
も
の
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
い
る
御
霊
を
神
と
し
て
祭
る
わ
け
が
な
い
か

ら
で
あ
る
と
い
う
（15:131

）。
こ
の
こ
と
は
幽
冥
界
を
「
穢
き
と
こ
ろ
」
と
み
な
し
た
宣
長
の
幽
冥
観
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、

篤
胤
の
幽
冥
観
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。　

ま
た
柳
田
に
よ
れ
ば
、
死
後
三
十
三
年
を
過
ぎ
る
と
、
人
は
神
と
な
り
、
一
定
の
年
月
を
過
ぎ
る
と
、
祖
霊
は
個
性
を
棄
て
て

融
合
し
て
一
体
と
な
る
と
い
う
（15:95-6

）。
す
な
わ
ち
、
祖
霊
は
私
情
の
多
い
個
身
を
捨
て
去
り
、
先
祖
と
い
う
力
強
い
霊
体

に
溶
け
込
み
、
自
由
に
イ
エ
の
た
め
国
の
公
の
た
め
に
活
躍
し
う
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
に
、

先
祖
祭
や
墓
の
管
理
に
口
出
し
を
す
る
の
は
「
未
来
の
た
め
に
損
」
だ
と
柳
田
は
指
摘
し
て
い
る
（15:106-7

）。

さ
ら
に
柳
田
は
、
戦
争
末
期
の
状
況
下
に
お
い
て
、
イ
エ
の
永
続
が
大
き
な
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
指
摘
し
て
い
る

（15:148

）。
柳
田
に
と
っ
て
は
、
社
会
の
事
情
の
変
化
は
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
あ
き
ら
か
に
失
望
で
あ
る
と
い
う
。
だ
が
柳
田

は
、「
よ
し
と
信
じ
る
方
向
」
へ
社
会
を
変
革
さ
せ
る
よ
う
骨
折
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
柳
田
は
、
日
本

が
数
千
年
間
栄
え
て
き
た
根
本
の
理
由
と
し
て
、
イ
エ
に
も
と
づ
く
信
仰
が
基
礎
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（15:149

）。

こ
こ
に
お
い
て
、
柳
田
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
イ
エ
と
子
な
く
し
て
死
ん
だ
人
び
と
、
す
な
わ
ち
従
来
の
霊
魂
観
に
お

い
て
は
、
子
孫
に
祀
ら
れ
ず
無
縁
仏
と
な
っ
て
し
ま
う
人
び
と
の
問
題
で
あ
る
。
戦
争
に
お
い
て
、
多
数
の
若
者
が
戦
歿
し
た
。

柳
田
の
長
男
・
為
正
も
ま
た
、
出
征
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
柳
田
は
、
少
な
く
と
も
、
国
の
た
め
に
戦
っ
て
死
ん
だ
若
人
だ
け
は
、

な
ん
と
し
て
も
無
縁
仏
の
列
に
疎
外
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
声
高
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
柳
田
は
、
一
代
人
の
思
想
に
訂
正
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
具
体
的
に
は
、
死
者
が
跡
取
り
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な
ら
世
代
に
加
え
る
、
あ
る
い
は
次
男
や
弟
な
ら
ば
初
代
と
し
て
分
家
を
出
す
こ
と
な
ど
を
提
言
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

子
孫
に
祀
ら
れ
ぬ
霊
魂
は
徘
徊
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
柳
田
は
、
新
た
に
国
難
に
身
を
捧
げ
た
者
を
初
祖
と
し
た
イ
エ
を

数
多
く
作
る
こ
と
を
提
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
固
有
の
生
死
観
を
振
作
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
は
、
オ
バ
姪
、

あ
る
い
は
オ
ジ
甥
相
続
法
に
則
っ
た
り
、
非
血
縁
者
に
家
名
を
継
が
せ
る
こ
と
を
提
言
す
る
の
で
あ
る
（15:150

）。
こ
れ
に
よ
り
、

子
を
な
さ
ず
に
戦
歿
し
た
人
び
と
も
「
先
祖
」
と
な
り
、
無
縁
仏
化
す
る
こ
と
防
げ
る
と
い
う
の
が
主
眼
で
あ
る
。

柳
田
は
「
死
後
或
期
間
に
再
び
人
間
に
出
現
し
な
か
つ
た
霊
が
、
永
く
祖
神
と
な
つ
て
家
を
護
り
、
又
こ
の
国
土
を
守
ら
う
と

す
る
」（15:96

）
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、「
七
生
報
国
」
と
題
し
た
節
に
お
い
て
、
国
土
を
守
る
と
い
う
観
念
と
関
連
づ
け
て

戦
歿
者
の
霊
魂
の
問
題
を
論
じ
る
。
戦
沒
し
た
「
至
誠
純
情
な
る
多
数
の
若
者
」
は
、
死
後
ふ
た
た
び
人
間
に
生
ま
れ
直
そ
う
と

念
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（15:147-8

）。
そ
し
て
柳
田
は
、
こ
う
締
め
く
く
る
。

少
な
く
と
も
ひ
と
が
あ
の
世
を
さ
う
遥
か
な
る
国
と
も
考
へ
ず
、
一
念
の
力
に
よ
つ
て
あ
ま
た
ゝ
び
、
此
世
と
交
通
す
る
こ

と
が
出
来
る
の
み
か
、
更
に
改
め
て
復
立
帰
り
、
次
々
の
人
生
を
営
む
こ
と
も
不
能
で
は
無
い
と
考
へ
て
居
な
か
つ
た
ら
、

七
生
報
国
と
い
ふ
願
ひ
は
我
々
の
胸
に
、
浮
ば
な
か
つ
た
ら
う
と
ま
で
は
誰
に
で
も
考
へ
ら
れ
る
。 

﹇
…
…
﹈
人
生
は
時
あ

つ
て
四
苦
八
苦
の
衢
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
畏
れ
て
我
々
が
皆
他
の
世
界
に
往
つ
て
し
ま
つ
て
は
、
次
の
明
朗
な
る
社

会
を
期
す
る
の
途
は
無
い
の
で
あ
る
。
我
々
が
是
を
乗
越
え
て
い
つ
ま
で
も
、
生
れ
直
し
て
来
よ
う
と
念
ず
る
の
は
正
し
い

と
思
ふ
。
し
か
も
先
祖
代
々
く
り
か
へ
し
て
、
同
じ
一
つ
の
国
に
奉
仕
し
得
ら
れ
る
も
の
と
、
信
ず
る
こ
と
の
出
来
た
と
い

ふ
の
は
、
特
に
我
々
に
取
つ
て
は
幸
福
な
こ
と
で
あ
つ
た
。（15:146-8
）

柳
田
の
「
国
」
と
は
、
中
間
団
体
を
排
除
せ
ず
、
個
人
と
非
血
縁
者
を
含
ん
で
成
立
す
る
イ
エ
と
郷
土
が
共
同
体
と
し
て
存
在
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す
る
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
死
者
の
霊
魂
は
人
間
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
こ
の
共
同
体
に
尽
く
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
者
は

祖
先
、
す
な
わ
ち
死
者
の
霊
魂
に
見
守
ら
れ
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
的
な
生
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
柳
田

は
こ
の
よ
う
な
死
後
の
霊
魂
論
を
日
常
倫
理
の
根
柢
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

重
要
な
の
は
、
柳
田
が
イ
エ
の
祭
祀
に
固
執
し
、
霊
魂
が
あ
く
ま
で
も
「
無
縁
仏
」「
未
完
成
霊
」
と
な
る
こ
と
な
く
祖
霊
、

祖
神
と
な
る
べ
く
イ
エ
制
度
を
変
更
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
柳
田
は
『
山
宮
考
』（
一
九
四
七
年
）
に
お
い
て
、

祖
霊
信
仰
を
認
め
な
い
折
口
に
対
し
て
、「
た
と
へ
ば
私
は
折
口
氏
な
ど
ゝ
ち
が
つ
て
、
盆
に
来
る
精
霊
も
正
月
の
年
神
も
、
共

に
家
々
の
祖
神
だ
ら
う
と
思
つ
て
居
る
の
で
あ
る
」
と
記
し
（
山
宮
考
、16:222

）、
折
口
・
石
田
英
一
郎
と
の
座
談
会
「
日
本

人
の
神
と
霊
魂
の
観
念
そ
の
ほ
か
」（
一
九
四
九
年
）
で
も
「
私
の
知
つ
て
ゐ
る
限
り
で
は
、
折
口
君
は
沖
縄
に
行
か
れ
て
大
き

な
印
象
を
受
け
て
来
ら
れ
た
。
し
か
し
マ
レ
ビ
ト
の
考
へ
は
そ
れ
よ
り
前
だ
か
ら
、
や
は
り
ご
自
分
の
古
典
研
究
、
古
典
の
直
覚

か
ら
来
た
も
の
と
し
か
み
な
い
」（
別
巻3:555

）
と
、
折
口
の
ま
れ
び
と
論
に
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。

柳
田
の
鎮
魂
論
は
、
イ
エ
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
柳
田
の
イ
エ
概
念
は
血
縁
に
よ
る
イ
エ
概
念
と
は
無
縁
の
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
実
際
に
、
柳
田
は
非
血
縁
者
に
家
名
を
継
が
せ
る
こ
と
も
提
言
し
て
い
る
（15:150

）。
す
な
わ
ち
柳
田

の
鎮
魂
論
自
体
が
、
国
家
に
よ
る
鎮
魂
の
論
理
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
戦
歿
者
祭
祀
の
特
異
性
と
し
て
、
死
者

祭
祀
が
ひ
と
つ
の
墓
、
す
な
わ
ち
イ
エ
に
よ
る
祭
祀
で
済
ま
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
地
域
社
会
、
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で

拡
大
し
、
こ
れ
ら
が
重
層
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
歿
者
は
イ
エ
の
墓
や
仏
壇
、
神
社
に
祀
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
単
一
の
宗
教
で
は
な
く
複
数
の
宗
教
に
よ
る
、
宗
教
的
に
も
多
重
祭
祀
の
形
態
を
と
る5
。
柳
田
の
鎮
魂
論
は
、
戦

歿
者
祭
祀
を
国
家
や
都
道
府
県
レ
ヴ
ェ
ル
の
多
重
祭
祀
で
は
な
く
、
イ
エ
に
よ
る
祭
祀
に
一
元
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。し

か
も
、
地
域
社
会
な
ど
に
よ
る
戦
歿
者
追
悼
は
「
弔
い
上
げ
」
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
永
続
的
な
施
設
は
「
無
縁
墓
地
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化
（
無
縁
碑
化
）」6

し
、
戦
歿
者
霊
魂
は
御
霊
と
な
っ
て
し
ま
う
。
戦
歿
者
追
悼
を
イ
エ
の
祭
祀
に
一
元
化
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
事
態
は
回
避
で
き
る
の
で
あ
る
。

二―
 

折
口
信
夫
の
死
生
観

柳
田
と
同
様
に
、
戦
後
の
折
口
の
問
題
意
識
の
な
か
に
つ
ね
に
あ
っ
た
の
が
、
膨
大
な
戦
歿
者
の
未
完
成
霊
で
あ
っ
た
。
事
実
、

折
口
の
養
子
・
春は
る
み洋

は
硫
黄
島
で
戦
死
し
て
い
る
。
従
来
の
日
本
人
の
霊
魂
観―

と
り
わ
け
柳
田
民
俗
学―

で
は
祖
先
信
仰

を
核
に
据
え
て
い
た
た
め
、
霊
魂
は
子
孫
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
春
洋
の
よ
う
に
未
婚
で
子
孫

が
お
ら
ず
、
さ
ら
に
天
寿
を
全
う
し
な
か
っ
た
り
、
異
国
で
異
常
死
を
遂
げ
た
霊
魂
は
怨
み
を
残
し
や
す
い
。
春
洋
の
よ
う
な
戦

歿
者
は
、
容
易
に
は
鎮
め
ら
れ
な
い
未
完
成
霊
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
春
洋
の
み
な
ら
ず
、
数
多
く
の
若
者
が
戦
死
し
、
未

完
成
霊
と
な
っ
た
。
折
口
は
、
草
稿
「
随
想
三
題
」（
執
筆
時
期
不
明
）
に
お
い
て
「
慰
め
ら
れ
な
い
霊
は
や
は
り
国
の
中
に
充

ち
て
居
る
」（35:199

）
と
記
し
て
お
り
、
未
完
成
霊
を
完
成
霊
に
導
く
論
理
の
模
索
は
折
口
の
責
務
で
あ
っ
た
。

折
口
の
霊
魂
観
の
集
大
成
が
、「
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
」（
一
九
五
二
年
）
で
あ
る
。
ま
ず
祖
先
信
仰
と
そ
れ
に
基
づ

く
霊
魂
観
を
概
括
し
た
う
え
で
、「
私
は
、
さ
う
言
ふ
風
に
祖
先
観
を
ひ
き
出
し
、
そ
の
信
仰
を
言
ふ
事
に
、
た
め
ら
ひ
を
感
じ

る
。
こ
の
世
界
に
お
け
る
我
々―

さ
う
し
て
他
界
に
お
け
る
祖
先
霊
魂
。
何
と
言
ふ
単
純
さ
か
。
宗
教
上
の
問
題
は
、
祖
・
裔

即
、
死
者
・
生
者
の
対
立
に
尽
き
て
し
ま
ふ
。
我
々
は
、
我
々
に
到
る
ま
で
の
間
に
、
も
つ
と
複
雑
な
霊
的
存
在
の
、
錯
雑
混
淆

を
経
験
し
て
来
た
」（
民
族
史
観
に
お
け
る
他
界
観
念
、20:22

）
と
、
祖
霊
信
仰
の
否
定
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
折
口
は
、

未
完
成
霊
の
行
方
を
主
要
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
る
（20:23

）。

折
口
は
、
明
治
神
道
の
解
釈
が
近
代
神
学
一
辺
倒
で
あ
り
、
こ
の
亡
霊
の
処
置
を
「
つ
け
き
つ
て
ゐ
な
い
所
」
が
あ
る
と
指
摘
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し
て
い
る
。
民
間
信
仰
に
お
い
て
は
、「
神
と
な
れ
な
い
人
た
ち
の
、
行
く
へ
な
き
魂
の
、
永
遠
に
浮
遊
す
る
も
の
」
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（20:29

）。

霊
魂
の
完
成
に
は
、
年
齢
の
充
実
と
「
横
死
・
不
慮
の
死
・
呪
は
れ
た
為
の
死
」
な
ど
と
は
異
な
る
完
全
な
か
た
ち
の
死
が

必
須
条
件
で
あ
る
（20:35

）。
そ
れ
以
外
の
も
の
は
未
完
成
霊
で
あ
り
、
完
全
死
に
よ
る
の
が
完
成
霊
で
あ
る
。
完
成
霊
は
他
界
、

す
な
わ
ち
常
世
に
赴
き
、
そ
こ
に
行
け
ば
男
性
と
女
性
の
各
一
種
類
の
霊
魂
に
帰
す
る
（
別
巻3:554

）。
元
来
、
人
間
界
に
お

け
る
人
間
数
と
他
界
に
お
け
る
霊
魂
の
数
は
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
（20:28

）。
男
女
各
一
種
類
に
帰
し
た
霊
魂
は
ム
ラ
全
体
の

祖
先
神
で
あ
り
、
個
々
の
家
や
家
系
の
祖
先
神
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
が
盆
の
精
霊
や
正
月
の
年
神
と
い
っ
た
ま
れ
び
と
と
し
て
来

訪
す
る
（
別
巻3:554
）。

折
口
の
未
完
成
霊
の
条
件
に
、
子
孫
の
欠
如
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
未
完
成
霊
も
他
界
に
到
達
す
る
が
、
動
植

物
や
鉱
物
と
な
っ
て
人
界
近
く
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
か
ら
移
動
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
起

源
で
あ
る
。
そ
し
て
未
完
成
霊
に
は
、「
成
仏
せ
ぬ
霊
」
と
同
様
に
祟
る
と
い
う
性
質
が
あ
る
（20:24

）。

こ
れ
ら
未
完
成
霊
の
う
ち
、
年
齢
不
足
の
た
め
に
完
成
霊
に
な
れ
な
い
場
合
に
関
し
て
は
、
救
済
策
が
存
在
す
る
。
あ
る
期
間

の
苦
行
に
よ
っ
て
完
成
霊
と
な
り
、
他
界
に
赴
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
苦
行
を
象
徴
す
る
儀
式
を
加
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
を
完
成
霊
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（20:36

）。「
未
完
成
の
霊
魂
が
集
つ
て
、
非
常
な
労
働

訓
練
を
受
け
て
、
そ
の
後
他
界
に
往
生
す
る
完
成
霊
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
へ
た
信
仰
」
も
あ
り
、
そ
れ
が
若
衆
の
宗
教
行

事
や
芸
能
行
事
を
生
み
出
し
た
（20:33

）。
念
仏
踊
り
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る(20:34)

。
し
た
が
っ
て
未
完
成
霊
に
な
る
は
ず
の

霊
魂
で
も
生
前
の
修
練
や
諸
行
事
に
よ
っ
て
完
成
霊
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
年
齢
不
足
に
よ
る
未
完
成
霊
が

救
済
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
横
死
・
呪
い
に
よ
る
死
等
の
不
完
全
死
の
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
修
練
や
死
後
の
儀
式
に
よ
っ
て
も
救
済
で
き
な
い
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（20:35-6

）。
生
年
の
不
足
は
補
え
て
も
、
不
完
全
死
を
補
う
方
法
は
な
い
。
つ
ま
り
、
戦
歿
者
は
完
成
霊
に
は
な
れ
な
い
こ
と

に
な
る
。
し
か
も
、
戦
争
に
よ
り
「
御
霊
の
類
裔
」
が
激
増
し
た
。
未
完
成
霊
た
る
戦
歿
者
は
、
念
仏
踊
り
を
通
じ
て
生
者
と
交

流
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
戦
死
人
の
妄
執
」
の
表
れ
で
あ
る
（20:32

）。
し
た
が
っ
て
未
完
成
霊

を
完
成
霊
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
、
出
血
や
横
死
は
い
か
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
救
済
さ
れ
な
い
不
完
全
死
で
あ
っ
た
。
戦
歿
者
の
未
完
成
霊
を
救
済

す
る
方
法
は
見
出
せ
な
い
。
戦
歿
者
は
横
死
に
よ
る
御
霊
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
、
戦
死
の
「
国
家
に
よ
り
強
い
ら
れ
た
死
」
と

い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
国
家
が
死
を
強
要
し
た
と
い
う
折
口
の
太
平
洋
戦
争
観
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

だ
が
、
戦
歿
者
の
問
題
は
あ
ま
り
に
重
か
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
大
量
の
戦
歿
者
が
出
た
こ
と
は
近
代
以
前
に
は
な
か
っ
た
た
め
、

日
本
の
民
間
信
仰
に
は
そ
れ
を
回
収
す
る
論
理
が
現
れ
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
折
口
は
、
民
間
信
仰
以
前
、「
中
世
初
期
」
よ
り

も
さ
ら
に
早
い
時
期
の
信
仰
を
仮
定
す
る
。
未
完
成
霊
が
庶
物
と
し
て
現
世
に
と
ど
ま
る
と
い
う
民
間
信
仰
を
逆
転
さ
せ
、
現
世

に
と
ど
ま
る
庶
物
に
す
ら
常
世
に
赴
い
た
霊
魂
か
ら
な
る
「
常
世
神
」
が
宿
っ
て
い
る
と
解
釈
し
、
未
完
成
霊
が
存
在
し
な
い
と

説
く
（20:47

）。

さ
ら
に
折
口
は
、
古
人
は
霊
魂
そ
の
も
の
に
は
っ
き
り
と
し
た
「
思
慮
記
憶
」
が
あ
る
と
思
っ
て
お
ら
ず
、
霊
魂
が
す
な
わ
ち

祖
霊
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
折
口
は
、
霊
魂
と
祖
霊
が
切
断
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
他
界
と
い
う
も
の
を

「
古
代
の
更
に
前
な
る
古
代
人
」
は
想
定
し
て
い
た
と
述
べ
る
。
折
口
は
、
す
べ
て
の
霊
魂
が
祖
裔
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
、
完
成

霊
と
し
て
他
界
に
赴
く
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、「
神
道
以
前
の
神
道
」
で
あ
る
（20:49-51

）。

そ
の
う
え
で
折
口
は
、
祖
霊
が
子
孫
の
農
作
を
見
守
る
た
め
に
春
に
田
に
降
り
て
く
る
と
い
う
信
仰
を
「
古
代
信
仰
」
か
ら
離

れ
て
変
化
し
た
新
し
い
信
仰
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
柳
田
説
を
全
面
的
に
否
定
し
、
そ
し
て
「
我
々
が
他
界
と
言
ふ
と
、

必
ま
づ
祖
霊
を
思
ひ
浮
べ
る
の
は
、
正
し
く
起
る
考
へ
方
で
も
な
い
。
近
代
民
俗
﹇
…
…
﹈
式
に
考
へ
て
抱
く
直
観
と
言
ふ
だ
け
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で
あ
る
。
他
界
に
あ
る
も
の
は
、
我
々
の
祖
先
霊
魂
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
の
が
、
民
俗
の
一
面
で
あ
る
が
、
全
面
に
渉
つ
て
行
は
れ

て
ゐ
た
と
は
言
は
れ
ぬ
」（20:55

）
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
折
口
は
霊
魂
を
祖
裔
関
係
か
ら
切
断
し
、
す
べ
て
の
霊
魂
は
完
成
霊
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
た
。
こ
の

折
口
の
霊
魂
論
は
、
人
間
及
び
死
者
た
ち
へ
の
平
等
的
思
考
に
貫
か
れ
た
、
戦
歿
者
祭
祀
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
貴
重
な
提
案
で

あ
っ
た7
。
祖
先
信
仰
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
イ
エ
の
概
念
か
ら
切
断
さ
れ
た
折
口
の
霊
魂
観
は
、『
先
祖
の
話
』
で
示
さ
れ
た
柳

田
の
霊
魂
観
と
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。
柳
田
は
、
祖
霊
信
仰
を
認
め
な
い
折
口
に
対
し
て
、「
盆
に
帰
つ
て
く
る
も
の
を
今
で
も

我
々
は
先
祖
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
。
折
口
さ
ん
の
常
世
神
は
正
月
の
は
じ
め
に
来
る
。﹇
…
…
﹈
あ
れ
も
や
は
り
祖
神
で
あ
つ
た
や
う

で
す
」（
別
巻3:555-6
）
と
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
柳
田
の
姿
勢
に
対
し
、
折
口
は
「
神
道
の
神
学
が
で
き
な
く
て
は
、

宗
教
で
は
な
い
ね
。
柳
田
先
生
の
よ
う
な
方
が
、
そ
の
体
系
を
立
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
が
、
先
生
に
は
、
宗
教
的
情
熱
が

な
い
」
と
発
言
し
て
い
る8
。「
イ
エ
」
の
祭
祀
を
重
視
し
た
の
が
柳
田
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
「
個
人
」
単
位
あ
る
い
は

同
じ
価
値
観
・
志
向
の
人
び
と
が
協
同
す
る
「
親
密
圏
」
単
位
の
祭
祀
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
の
が
折
口
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
戦
後
の
折
口
は
、
神
道
の
普
遍
宗
教
化
を
提
案
し
た
。
折
口
が
め
ざ
し
た
の
は
、
贖
罪
観
念
の
確
立
で
あ
り
（
民
族
教

よ
り
人
類
教
へ
、1947

、20:285

）、
と
り
わ
け
個
々
人
に
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
と
し
て
の
「
道
念
」
を
内
面
化
さ
せ
る
超
越
神
の
存

在
の
確
立
で
あ
っ
た
。

折
口
は
す
で
に
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
の
講
演
に
お
い
て
、「
当
世
の
人
た
ち
は
、
神
慮
を
易
く
見
積
り
過
ぎ
る
嫌
ひ

が
あ
る
。
人
間
社
会
に
善
い
事
な
ら
ば
、
神
様
も
、
一
も
二
も
な
く
肩
を
お
袒ぬ

ぎ
に
な
る
、
と
勝
手
ぎ
め
を
し
て
居
る
」
と
、

「
許
す
神
」
ば
か
り
を
求
め
る
姿
勢
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
折
口
は
、
人
間
理
性
を
最
優
先
さ
せ
、
神
意
を
人
間
の
善

意
に
従
う
も
の
と
み
な
す
立
場
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
。
神
と
は
、「
己
が
思
惟
の
所
産
」
で
は
な
い
（
神
道
の
史
的
価
値
、

1922

、2:161

）。
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折
口
は
、「
道
徳
の
発
生
」（
一
九
四
九
年
）
に
お
い
て
古
代
社
会
に
は
す
で
に
神
概
念
成
立
以
前
に
「
既
存
者
」
と
称
す
べ
き

「
天
地
の
意
志
と
言
ふ
程
抽
象
的
で
は
な
い
が
、
神
と
言
ふ
ほ
ど
具
体
的
で
も
な
い
」「
神
と
も
思
は
れ
、
神
以
前
と
も
言
ふ
べ
き

―
恐
ら
く
は
神
以
前
の―

存
在
」
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。
こ
の
「
既
存
者
」
は
、
団
体
生
活
が
破
ら
れ
た
場
合
に
「
部

落
」
全
体
に
責
任
を
負
わ
せ
人
間
を
罰
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
折
口
は
、「
既
存
者
」
を
「
天
帝
」
や
「
え
ほ
ば
」

に
な
ぞ
ら
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
既
存
者
」
が
「
宗
教
感
覚
」「
罪
」
観
念
、「
道
徳
行
為
」
や
さ
ら
に
は
「
原
罪
」
観
念
を
も

た
ら
し
た
の
だ
と
い
う
（
道
徳
の
発
生
、17:403-5

）。

こ
の
「
既
存
者
」
が
発
展
し
た
も
の
と
し
て
、
折
口
は
「
罰
す
る
神
」
の
存
在
を
想
定
す
る
。
折
口
は
「
神
道
と
キ
リ
ス
ト

教
」
と
題
さ
れ
た
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
対
談
で
「
何
で
も
彼
で
も
寛
容
し
て
く
れ
る
も
の
に
し
て
お
か
う
と
い
ふ
懶

惰
性
﹇
…
…
﹈
殊
に
近
世
で
は
神
を
非
常
に
純
粋
に
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
懶
惰
性
に
合
ふ
や
う
に
神
様
を
仕
立
て
た
と
い

ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
の
で
す
。﹇
…
…
﹈
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
神
は
罰
し
な
い
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
怒
ら
な
い
と

信
じ
て
ゐ
る
為
に
皆
が
ど
ん
な
こ
と
で
も
す
る
。
こ
れ
で
は
と
て
も
大
変
な
国
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
ゝ
で
そ

の
怒
り
の
神
は
大
い
に
怒
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
見
た
い
と
思
ひ
ま
す
」（
神
道
と
キ
リ
ス
ト
教
、
別
巻3:507

）
と

述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
折
口
は
「
何
と
し
て
も
、
創
造
者
で
も
よ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
エ
ホ
バ
み
た
い
な
神
様
に
当
る
方
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
出
雲
の
方
は
寧
ろ
私
は
創
造
者
も
持
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
ふ
う
に
考
え
ま
す
。﹇
…
…
﹈
も
つ
と
大
国
主
命
を
中
心
に
考

へ
る
の
が
本
当
だ
と
思
つ
て
居
り
ま
す
」9

と
述
べ
、
裁
く
神
・
創
造
主
た
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
を
中
心
と
し
た
神
道
の
普
遍
宗
教
化

を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
折
口
は
未
発
表
原
稿
「
来
世
観
」（
一
九
五
一
年
頃
）
に
「
現
世
（
う
つ
し
よ
）
の
直
ぐ
そ
ば
に
幽カ
ク

り
身ミ

を
持
つ
た
神

の
世
界
が
あ
る
様
に
さ
へ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。﹇
…
…
﹈
そ
の
世
界
が
比
較
的
近
く
て
、
我
々
の
想
見
す
る
事
の
出
来
る
距
離
に
、
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そ
の
境
辺
を
見
る
事
が
出
来
、
そ
れ
か
ら
直
に
、
奥
深
い
所
ま
で
続
い
て
ゐ
る
と
言
ふ
考
へ
は
あ
つ
た
様
で
あ
る
」（
来
世
観
、

20:73-4

）
と
記
し
て
お
り
、
篤
胤
の
幽
冥
観
を
踏
襲
し
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
罰
す
る
神
、
あ
る
い
は
裁
く
神
と
い
う
モ
メ
ン
ト
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
篤
胤
に
お
け
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ

の
「
最
後
の
審
判
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
徹
底
化
さ
せ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
柳
田
は
各
イ
エ
の
祖
霊
に
見
守
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り 

、
生
者
が
道
徳
的
な
生
き
方
を
志
向
す
る
と
説
い
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
折
口
は
死
者
が
イ
エ
の
祖
霊
に
な
る
と
い
う
柳
田
の
考
え
方
を
批
判
し
つ
つ
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
よ
る
死

後
の
審
判
を
念
頭
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
者
が
道
徳
的
な
生
き
方
を
志
向
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。
祖
霊
概
念
の
有
無
と
い

う
相
違
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
者
と
も
「
死
」
の
あ
り
方
が
「
生
」
を
規
定
す
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
近
代
日
本
人
の
死
生
観
に
お
い
て
は
「
死
」
と
「
生
」
が
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
近
代
日
本
人
の
死
生
観
は
「
死
」
と
「
生
」
が
不
可
分
の
ま
さ
に
「
死
生
観
」
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

﹇
付
記
﹈

 

引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
、『
本
居
宣
長
全
集
』（
大
野
晋
・
大
久
保
正
編
集
校
訂
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八―

九
三
年
）、『
平
田
篤
胤
全
集
』

（
平
田
篤
胤
全
集
刊
行
会
、
名
著
出
版
、
一
九
七
六―
八
一
年
）、『
柳
田
國
男
全
集
』（
伊
藤
幹
治
・
後
藤
総
一
郎
編
集
、
筑
摩
書
房
、

一
九
九
七
年―

）、『
折
口
信
夫
全
集
』（
折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
七
年―

）
に
よ
り
、（
初
出
タ
イ
ト
ル
、
全

集
巻
数
：
全
集
頁
数
）
で
示
し
た
。
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﹇
註
﹈

1 

篤
胤
の
未
定
稿
『
本
教
外
篇
』
は
利
瑪
竇
（M

atteo R
icci, 

一
五
五
二―

一
六
一
〇
年
）
の
『
天
主
実
義
』『
畸
人
十
編
』
や
艾
儒
略

（G
iulio A

leni

）『
三
山
論
学
説
』
な
ど
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
の
天
主
教
書
か
ら
の
翻
案
で
あ
り
、
篤
胤
の
幽
冥
観
、
死
後
の
救

済
論
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
み
ら
れ
る
（
村
岡
典
嗣
「
平
田
篤
胤
の
神
学
に
於
け
る
耶
蘇
教
の
影
響
」﹇
一
九
二
〇
年
、『
日
本
思
想

史
研
究
』
所
収
﹈、
三
〇
〇―

三
〇
七
頁
）。

2 
大
江
志
乃
夫
『
徴
兵
制
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
一
年
）、
一
一
八―

一
二
九
頁
。
と
り
わ
け
太
平
洋
戦
争
期
に
は
、
八
幡
八
社
参
り
や

千
社
参
り
に
代
表
さ
れ
る
武
運
長
久
祈
願
、
千
人
針
に
代
表
さ
れ
る
弾
丸
除
け
祈
願
が
爆
発
的
大
流
行
を
み
せ
て
い
た
（
岩
田
重
則
『
戦

死
者
霊
魂
の
ゆ
く
え　

戦
争
と
民
俗
』﹇
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
﹈、
一
四
二
頁
）。

3 

神
島
二
郎
『
近
代
日
本
の
精
神
構
造
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）、
三
四
三
頁
。

4 

藤
井
隆
至
『
柳
田
國
男　

経
世
済
民
の
学―

経
済
・
倫
理
・
教
育―

』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）、
一
一
二
頁
。

5 

岩
田
重
則
『
お
墓
の
誕
生―
死
者
祭
祀
の
民
俗
誌
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
九
二
頁
。

6 

岩
本
通
弥
「『
死
に
場
所
』
と
覚
悟
」（
岩
本
通
弥
編
『
民
俗
学
の
冒
険
④　

覚
悟
と
生
き
方
』﹇
ち
く
ま
新
書
、
一
九
九
九
年
﹈
所
収
）、

二
一
二
頁
。

7 

岩
田
重
則｢

戦
争
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア｣
（
成
田
龍
一
等
編
『
岩
波
講
座
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
』
第
六
巻
﹇
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
﹈

所
収
）、
二
九
二
頁
。

8 

戸
板
康
二
『
折
口
信
夫
坐
談
』（
中
公
文
庫
、
一
九
七
八
年
）、
八
十
三
頁
。

9 

「
神
道
と
仏
教
」（
一
九
四
八
年
、『
悠
久
』
四
号
）、
十
一―
十
二
頁
。


