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1　科学が扱わない老いと死

序
　
章
　
老
い
と
死
を
め
ぐ
る
習
俗
か
ら
現
代
社
会
を
問
う

　
本
書
で
は
、
老
い
か
ら
死
へ
の
道
程
を
受
容
す
る
こ
と
の
葛
藤
や
困
難
、
お
よ
び
死
後
も
続
く
と
さ
れ
る
生
者
と
死
者
の
か
か
わ
り

な
ど
、
老
い
と
死
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
習
俗
に
依
拠
し
て
考
え
る
。
序
章
で
は
、
ま
ず
、
習
俗
を
用
い
る
こ
と
の
意
義
を
問
題
意
識
と

し
て
提
示
す
る
。
続
い
て
、
本
書
で
扱
う
四
つ
の
習
俗
に
関
わ
る
テ
ー
マ
（「
棄
老
」「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」「
お
供
え
」「
墓
参
り
」）
の
概
要

を
示
し
た
う
え
で
、
な
ぜ
こ
れ
ら
に
光
を
あ
て
る
の
か
に
ふ
れ
る
。
さ
ら
に
、
習
俗
の
定
義
づ
け
を
試
み
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
四
つ
の

テ
ー
マ
が
「
あ
の
世
」
の
存
在
を
内
在
さ
せ
た
習
俗
行
為
で
あ
る
点
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で
の
「
あ
の
世
」
は
、
宗
教
性
を
帯
び
た
も

の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
世
俗
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
四
つ
の
テ
ー
マ
の
研
究
方
法
を
示
し
、
最
後
に
習
俗
に
含
ま
れ
る
俗

信
・
迷
信
に
も
ふ
れ
る
こ
と
で
、
習
俗
の
孕
む
負
の
面
を
提
示
す
る
。

1
　
科
学
が
扱
わ
な
い
老
い
と
死

　
老
い
や
死
を
考
察
す
る
に
際
し
、「
老
い
や
死
の
接
近
を
予
知
す
る
己
と
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
生
き
て
い
く
か
」「
あ
の
世
に
旅
立

っ
た
と
さ
れ
る
死
者
に
の
こ
さ
れ
た
生
者
は
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
生
き
て
い
く
か
」
な
ど
は
、
医
療
な
ど
の
近
代
科
学
に
か
か
わ
る
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領
域
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
問
題
と
し
て
放
た
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
習
俗
に
着
目
す
る
の
は
、
こ
の
部
分
を
照
ら
し
出
す
の
に
非
科

学
的
で
非
合
理
と
さ
れ
る
習
俗
が
思
い
の
外
、
力
を
発
揮
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

実
感
や
本
音
を
す
く
い
上
げ
る
習
俗

　
近
代
科
学
の
医
療
は
、
ゆ
る
や
か
な
死
の
到
来
を
前
提
に
、
死
を
遠
く
へ
と
追
い
や
る
た
め
の
治
療
を
行
い
、
人
間
の
寿
命
を
延
ば

し
て
き
た
。
だ
が
、
老
い
て
労
働
生
産
性
か
ら
脱
落
し
、
己
が
老
い
か
ら
死
へ
歩
み
だ
し
た
こ
と
を
自
覚
す
る
時
、
多
様
な
思
い
が
交

錯
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
に
は
「
死
に
た
く
は
な
い
」「
生
き
て
い
た
い
」
と
の
切
な
る
思
い
が
、
他
方
に
は
死
ぬ
こ
と
を
甘
受
し
な

が
ら
も
死
の
直
前
ま
で
元
気
で
い
て
、
死
ぬ
と
き
に
は
「
ぽ
っ
く
り
逝
き
た
い
」
と
の
思
い
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
う
し

た
人
々
の
実
感
や
本
音
を
す
く
い
上
げ
る
の
は
、
医
療
に
と
っ
て
は
領
域
外
で
あ
り
、
こ
の
部
分
を
す
く
い
上
げ
る
の
が
習
俗
で
あ
る
。

ま
た
、
近
代
科
学
の
医
療
は
死
の
手
前
ま
で
の
領
域
を
担
い
、
死
後
世
界
に
は
か
か
わ
ら
な
い
。
こ
う
し
た
死
後
世
界
に
か
か
わ
る
も

の
と
し
て
も
、
死
者
供
養
な
ど
の
習
俗
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
人
は
誰
か
が
死
後
に
自
分
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
て
く
れ
、
時
に
思
い

出
し
て
く
れ
る
こ
と
を
お
そ
ら
く
喜
び
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
墓
で
死
者
に
合
掌
す
る
「
墓
参
り
」
の
行
為
を
目
に
し
た

と
き
、
己
へ
の
死
後
の
扱
い
を
重
ね
て
思
い
安
堵
す
る
人
が
い
る
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。
墓
は
生
者
に
よ
る
死
者
の
記
憶
の
証
で
あ

り
、
墓
を
め
ぐ
る
習
俗
は
連
綿
と
続
い
て
き
た
。
死
後
世
界
を
扱
い
死
者
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
の
に
宗
教
が
か
か
わ
る
が
、
本
書
が
扱

う
習
俗
は
、
厳
格
に
宗
教
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
本
書
が
扱
う
死
者
供
養
な
ど
の
習
俗
は
、
宗
教
の

教
典
や
教
義
に
よ
ら
ず
、
地
域
社
会
の
中
で
生
き
延
び
た
世
俗
的
な
も
の
で
あ
る
。
習
俗
か
ら
は
、
一
貫
し
た
理
念
や
思
想
で
は
な
く
、

日
常
生
活
に
根
を
張
る
と
こ
ろ
か
ら
見
え
て
く
る
人
間
の
感
情
の
揺
ら
ぎ
や
弱
さ
を
も
含
む
人
間
の
本
音
が
透
け
て
見
え
て
く
る
と
い
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え
ま
い
か
。
習
俗
は
老
い
や
死
を
前
に
し
て
の
矛
盾
や
葛
藤
を
抱
え
込
ん
だ
人
々
の
実
感
や
本
音
を
す
く
い
あ
げ
る
も
の
と
捉
え
る
。

老
い
や
死
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
手
立
て
と
し
て
の
習
俗

　
死
は
不
可
視
で
不
可
解
で
不
条
理
ゆ
え
に
ス
ト
レ
ー
ト
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
困
難
で
、
そ
の
周
辺
現
象
に
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
に

な
る
。
本
書
が
扱
う
周
辺
現
象
は
、
死
を
例
に
と
れ
ば
、
死
の
周
辺
に
渦
巻
く
人
間
の
行
為
の
う
ち
の
日
常
的
な
習
俗
で
あ
る
。「
死

ん
だ
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
と
の
素
朴
な
問
い
に
さ
え
応
答
で
き
な
い
我
々
に
と
っ
て
、
己
の
死
は
経
験
知
に
は
な
り
え
ず
、
わ
か
ら

な
さ
や
余
剰
、
す
な
わ
ち
「
絶
対
的
不
可
知
性
」
を
背
負
い
込
ん
で
い
る
。
一
方
で
は
死
の
「
絶
対
的
不
可
知
性
」
を
了
解
し
な
が
ら

も
、
他
方
で
は
想
像
力
に
よ
っ
て
多
様
な
他
界
観）

1
（

（
天
上
他
界
、
地
下
他
界
、
山
中
他
界
、
海
上
他
界
な
ど
）
が
生
み
出
さ
れ
伝
承
さ
れ

続
け
て
い
る
。
死
後
に
つ
い
て
は
語
れ
な
い
と
言
い
つ
つ
、
饒
舌
に
他
界
観
は
語
ら
れ
て
き
た
。
本
書
で
は
、
老
い
か
ら
死
へ
の
道
程

を
受
容
す
る
こ
と
の
葛
藤
や
困
難
、
お
よ
び
死
者
と
生
者
と
の
か
か
わ
り
を
習
俗
に
依
拠
し
て
考
え
た
い
。
生
命
体
と
し
て
の
死
後
も
、

通
常
、
生
者
の
記
憶
の
中
に
死
者
は
生
き
続
け
、
想
像
力
に
よ
っ
て
呼
び
出
さ
れ
た
死
者
は
習
俗
行
為
を
通
じ
て
生
者
と
交
流
し
た
り

す
る
。
習
俗
は
、
非
科
学
的
で
非
合
理
と
の
マ
イ
ナ
ス
の
烙
印
を
捺
さ
れ
が
ち
な
が
ら
、
今
日
も
連
綿
と
生
き
の
び
て
い
る
。
そ
れ
は

人
間
も
ま
た
科
学
的
・
合
理
的
に
思
考
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
非
科
学
的
・
非
合
理
的
な
も
の
と
無
縁
と
は
い
え
な
い
こ
と

の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
老
い
以
上
に
死
の
考
察
が
困
難
な
の
は
、
老
い
は
己
の
経
験
と
な
り
う
る
が
、
己
の
死
は
経
験
知
に
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他

者
の
死
を
外
在
的
に
見
る
こ
と
は
あ
り
え
る
が
、
己
の
死
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
多
く
の
人
間
に
と
っ
て
、
己
の
老
い
や
死
は
考
え
た

く
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
無
意
識
に
己
の
死
を
直
視
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
自
分
は
死
な
な
い
よ
う
な
錯
覚
、
い
わ
ば
「
不
死
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性
の
幻
想
」
の
中
で
日
常
を
生
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
考
察
の
対
象
と
し
て
の
老
い
や
死
の
問
題
を
抉
り
出
す
こ
と
で
、
い
つ
か
老

い
て
死
す
身
と
し
て
の
自
画
像
が
鮮
明
に
な
り
、
虚
無
的
な
思
い
が
湧
き
上
が
っ
て
こ
な
い
と
も
か
ぎ
る
ま
い
。
逃
れ
ら
れ
な
い
老
い

や
死
に
折
り
合
い
を
つ
け
日
常
を
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
こ
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
手
立
て
と
し
て
習
俗
が
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
仏
壇
の
死
者
に
水
や
お
茶
を
「
お
供
え
」
す
る
習
俗
行
為
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
習
慣
化
し
て
い
る

た
め
に
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
お
供
え
」
に
よ
っ
て
、
一
瞬
で
も
死
者
の
安
寧
や
己
の
無

事
を
祈
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
日
を
生
き
る
力
の
一
端
を
受
容
す
る
こ
と
に
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
。

非
科
学
的
で
非
合
理
的
で
も
延
命
し
て
い
る
習
俗

　
本
書
で
扱
う
習
俗
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
は
、
理
知
的
な
も
の
で
は
な
く
非
科
学
的
で
愚
鈍
と
さ
え
言
え
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
日
常
生
活
に
根
を
張
っ
た
習
俗
が
、
理
知
や
合
理
か
ら
乖
離
す
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
人
間
生
活
の
な
か
で
、
思
考
対
象
と
な

ら
ず
に
見
逃
さ
れ
が
ち
な
人
々
の
本
音
や
実
感
と
い
っ
た
も
の
を
想
起
さ
せ
る
力
を
も
ち
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
力
を
習
俗
的
想

像
力
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
老
い
や
死
を
前
に
し
て
の
不
安
や
恐
怖
と
い
う
本
音
と
し
て
の
人
間
の
弱
さ
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
人
間
の

弱
さ
の
受
容
こ
そ
が
、
習
俗
の
延
命
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」（
祈
願
し
た
下
着
を
身
に
着
け
れ
ば
安
楽
往

生
で
き
る
と
の
信
仰
）
に
み
る
「
す
が
る
心
性
」
は
、
安
楽
往
生
の
願
い
を
聞
い
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
が
る
対
象
が
神
で
も
仏

で
も
人
神
で
も
気
に
し
な
い
。
こ
う
し
た
す
が
り
つ
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
心
性
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
自
己
の
弱
さ
を
受
容
し
た
あ

り
様
で
あ
ろ
う
。
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1　科学が扱わない老いと死

　
戦
時
の
流
行
習
俗
と
し
て
広
ま
っ
た
「
蔭
膳）

（
（

」
は
、
戦
地
に
向
か
っ
た
夫
や
息
子
が
無
事
に
生
還
す
る
よ
う
に
祈
っ
て
茶
碗
に
ご
飯

を
盛
り
供
え
る
習
俗
だ
が
、
ご
飯
茶
碗
に
蓋
が
さ
れ
、
そ
れ
を
開
け
た
と
き
に
蓋
の
裏
側
に
水
滴
が
つ
い
て
い
れ
ば
、
無
事
に
生
き
て

い
る
と
み
な
さ
れ
た
。
調
査
で
は
、
水
滴
が
茶
碗
の
蓋
に
つ
く
こ
と
を
「
汗
を
か
く
」
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
た
。
温
か
い
ご

飯
を
入
れ
茶
碗
に
蓋
を
す
れ
ば
湯
気
が
蓋
の
裏
に
水
滴
に
な
っ
て
つ
く
の
は
当
た
り
前
ゆ
え
に
、「
あ
ま
り
に
非
科
学
的
」
と
一
蹴
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
非
科
学
的
」
に
は
違
い
な
い
習
俗
が
盛
ん
に
な
さ
れ
た
の
は
、
自
宅
に
い
る
家
人
に
は
、
夫
や
息
子
の
生
死

を
操
る
こ
と
が
で
き
ず
、
生
き
て
い
て
ほ
し
い
と
の
思
い
を
こ
う
し
た
習
俗
に
託
す
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
生
死
を
操
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
確
信
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
水
滴
は
必
ず
つ
く
と
予
想
で
き
る
た

め
、
こ
の
習
俗
行
為
は
行
う
以
前
に
「
無
事
に
生
き
て
い
る
」
と
の
答
え
が
出
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
占
い
の
内
実
を
伴
わ
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
思
い
込
み
」
や
「
信
じ
込
み
」
に
よ
っ
て
、
戦
地
に
か
り
だ
さ
れ
て
い
る
夫
や
息
子
が
無
事
に
違
い
な
い
と
の

確
信
を
得
る
こ
と
で
、
こ
の
習
俗
は
留
守
家
族
に
生
き
る
力
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
非
科
学
的
で
は
あ
る
が
、
息
づ
い
て
い
る
習
俗

か
ら
人
々
の
実
感
や
本
音
が
見
え
て
く
る
。

　
不
在
の
生
者
へ
の
「
蔭
膳
」
も
不
在
の
死
者
へ
の
「
お
供
え
」
も
、
調
査
か
ら
連
綿
と
生
き
延
び
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
食
物
を

「
お
供
え
」
し
て
も
死
者
が
食
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
、「
お
供
え
」
す
る
こ
と
で
そ
の
対
象
の
死
者
が
、「
あ
の
世
」
で
き

っ
と
安
寧
で
い
て
く
れ
る
と
思
う
こ
と
で
、
の
こ
さ
れ
た
生
者
は
癒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
老
い
や
死
に
か
か
わ
る
習
俗
が
連
綿
と
生
き

延
び
て
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
習
俗
行
為
に
よ
っ
て
老
い
や
死
と
接
し
な
が
ら
も
不
安
や
恐
怖
の
淵
に
沈
み
こ
ま
ず
に
、
日
常
を
生
き

る
こ
と
を
習
俗
が
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
非
合
理
を
孕
む
習
俗
だ
か
ら
こ
そ
、
合
理
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
老
い
や
死
を
考

え
る
素
材
が
埋
も
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
習
俗
は
理
知
的
な
る
も
の
と
は
縁
遠
く
非
科
学
・
非
合
理
を
孕
む
と
み
な
さ
れ
、
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深
淵
な
眼
差
し
を
自
己
の
内
面
に
む
け
思
考
を
深
め
る
と
い
っ
た
も
の
と
か
か
わ
り
が
薄
く
、
日
常
生
活
に
根
差
し
た
世
俗
的
な
も
の

に
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
例
え
ば
、
死
者
は
飲
食
し
な
い
た
め
「
お
供
え
」
の
非
科
学
性
は
明
ら
か
な
が
ら
、
こ
の
習
俗
行
為
に
よ
っ

て
死
者
の
安
寧
を
信
じ
る
こ
と
で
、
情
愛
の
対
象
の
死
に
よ
る
喪
失
感
に
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
の
こ
さ
れ
た
者
が
生
き
ら
れ
る
の

で
あ
れ
ば
、「
お
供
え
」
と
い
う
習
俗
に
、
非
科
学
的
で
あ
ろ
う
が
合
理
的
な
機
能
も
見
て
取
れ
る
。

2
　
老
い
と
死
を
め
ぐ
る
四
つ
の
習
俗

　
本
書
で
は
、
習
俗
の
中
で
も
四
つ
の
テ
ー
マ
に
着
眼
す
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
習
俗
の
相
互
の
関
連
を
二
つ
の
軸
を
使
っ
て
図
式
化
し

て
示
し
、
次
に
、
各
習
俗
の
概
略
を
紹
介
す
る
。

四
つ
の
テ
ー
マ

　
習
俗
の
中
で
も
老
い
や
死
に
つ
い
て
考
え
る
に
際
し
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
考
え
る
四
つ
の
習
俗
（「
棄
老
」「
ぽ
っ
く

り
信
仰
」「
お
供
え
」「
墓
参
り
」）
を
本
書
で
は
取
り
上
げ
る
。
前
半
の
「
棄
老
」
と
「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
は
「
老
い
と
の
折
り
合
い
」、

後
半
の
「
お
供
え
」
と
「
墓
参
り
」
は
「
死
と
の
折
り
合
い
」
に
関
わ
る
。
さ
ら
に
四
つ
の
習
俗
は
死
者
の
赴
く
と
こ
ろ
と
さ
れ
る

「
あ
の
世
」
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
捉
え
る
。

　
ま
ず
、「
棄
老
」
と
「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
で
は
、
老
い
か
ら
死
へ
の
道
程
を
照
射
す
る
。
す
な
わ
ち
、
点
と
し
て
の
老
い
や
死
で
は

な
く
、
線
と
し
て
の
老
い
か
ら
死
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
老
い
て
死
へ
向
か
う
道
程
の
孕
む
問
題
を
考
え
る
。
老
い
を
あ
る
一
点
に
象
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（　老いと死をめぐる四つの習俗

徴
さ
せ
た
習
俗
と
し
て
は
、「
年
祝
」（
還
暦
・
古
稀
・
喜
寿
な
ど
）
な
ど
が
、

死
を
あ
る
一
点
に
象
徴
さ
せ
た
習
俗
と
し
て
は
、「
葬
送
儀
礼
」（
枕
飯
・
死

装
束
・
納
骨
な
ど
）
な
ど
が
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
老
い
か
ら
死
へ
の
道
程
に

合
致
す
る
テ
ー
マ
と
し
て
、「
棄
老
」「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
を
見
出
し
え
た
が
、

こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
は
、
老
い
か
ら
死
の
孕
む
問
題
を
問
い
か
け
る
深
淵
な

テ
ー
マ
だ
と
考
え
る
。

　
次
に
、
す
で
に
「
あ
の
世
」
に
向
か
っ
た
死
者
を
対
象
と
し
た
死
者
供
養

の
習
俗
に
着
目
す
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
「
お
供
え
」
と
「
墓
参

り
」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
二
つ
の
習
俗
を
通
し
て
死
者
と
生
者
の
関
係
を
問

い
か
け
る
。「
お
供
え
」「
墓
参
り
」
は
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
最
も
日
常

的
に
行
わ
れ
て
い
る
死
者
供
養
の
習
俗
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
と
生

者
の
関
係
を
問
い
か
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
る
。

四
つ
の
習
俗
の
関
係

　
図
表
序
章
─1
に
あ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
軸
を
用
い
て
四
象
限
を
生
み
出

し
、
各
習
俗
を
そ
れ
ぞ
れ
の
象
限
に
割
り
振
っ
て
い
る
。

　
一
つ
の
軸
は
、
習
俗
の
管
理
主
体
が
個
人
か
あ
る
い
は
集
団
か
で
分
け
て

死【生死の領域】

個人
社会的拘束力（弱）

集団【行為主体】
社会的拘束力（強）

生（老）

墓参り

棄　老ぽっくり信仰

お供え

図表序章─1　2 つの軸を用いての 4つのテーマの位置づけ

習俗の消滅については，横軸の左に行くほど可能性が強まり，右にいくほど消滅の
可能性は薄れると考えられる．というのは，習俗が個人的行為として行われるより，
集団化して拘束力が強い場合の方が消滅しないと考えられるからである．
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序　章　老いと死をめぐる習俗から現代社会を問う

い
る
。「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
と
「
お
供
え
」
は
、
習
俗
行
為
を
す
る
か
否
か
は
個
人
が
選
択
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
個
人
的
行
為
と

み
な
せ
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、「
棄
老
」
と
「
墓
参
り
」
は
、
集
団
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
。
棄
老
物
語
に
お
け
る
「
棄
老
」
で
は
、

共
同
体
の
約
定
に
沿
っ
て
実
施
さ
れ
、
逆
ら
う
者
に
は
制
裁
が
く
わ
え
ら
れ
る
。「
墓
参
り
」
で
は
、
墓
地
の
共
同
性
に
鑑
み
ル
ー
ル

が
決
め
ら
れ
、
ル
ー
ル
を
守
ら
ず
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
る
な
ど
の
場
合
は
、
管
理
規
則
違
反
と
し
て
墓
地
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
主
体
が
個
人
か
集
団
か
を
示
す
横
軸
に
は
、
後
に
述
べ
る
Ｗ
・
Ｇ
・
サ
ム
ナ
ー
（Sum

ner

）
の
習
俗

の
定
義
に
あ
る
「
社
会
的
な
力
」
と
し
て
の
拘
束
力
が
働
く
度
合
い
の
強
弱
が
見
て
取
れ
る
。
四
象
限
の
横
軸
は
、
右
に
行
く
ほ
ど
拘

束
力
は
強
ま
り
、
左
に
行
く
ほ
ど
弱
ま
る
。
つ
ま
り
、
横
軸
は
こ
の
意
味
で
、
習
俗
の
社
会
的
拘
束
力
を
示
す
も
の
と
し
て
見
る
こ
と

も
で
き
る
。

　
い
ま
一
つ
の
軸
は
、
習
俗
行
為
が
生
者
の
領
域
に
関
わ
る
か
死
者
の
領
域
に
関
わ
る
か
で
分
け
て
い
る
。「
棄
老
」
と
「
ぽ
っ
く
り

信
仰
」
は
、
老
い
か
ら
死
へ
の
道
程
、
す
な
わ
ち
生
者
の
領
域
の
問
題
で
あ
る
。
だ
が
生
者
の
領
域
の
中
で
も
老
い
の
域
に
関
わ
る
問

題
を
扱
う
た
め
、「
生
（
老
）」
と
し
て
い
る
。
他
方
、「
お
供
え
」
と
「
墓
参
り
」
は
、
行
為
主
体
は
生
者
だ
が
、
そ
の
行
為
対
象
は

死
者
で
あ
り
、
死
者
の
領
域
に
関
わ
る
死
者
供
養
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
習
俗
で
は
、
想
像
力
に
よ
っ
て
死
者
が
呼
び
出
さ
れ
生
者
と

死
者
の
交
流
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
二
つ
の
軸
を
用
い
て
四
つ
の
象
限
を
つ
く
り
、
こ
れ
ら
四
つ
の
習
俗
を
各
象
限
に
割
り
振
る
こ
と
で
位
置
づ
け
の
差
異
を

視
覚
化
し
て
い
る
。

四
つ
の
習
俗
の
概
略
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（　老いと死をめぐる四つの習俗

　
第
1
章
の
テ
ー
マ
「
棄
老
」
で
は
、
老
い
る
こ
と
と
労
働
生
産
性
か
ら
の
脱
落
を
等
置
さ
せ
、
年
齢
を
変
数
に
赤
貧
の
村
落
共
同
体

か
ら
老
人
を
死
に
追
い
や
る
ア
ン
チ
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
棄
老
物
語
を
取
り
上
げ
る
。「
棄
老
」
の
考
察
で
は
、
民
俗
学
と
文
学
の
二
つ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
が
、
民
俗
学
で
は
、
洞
窟
な
ど
で
遺
骨
が
発
見
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
「
棄
老
」
で
は
な
く
葬
制
（
両
墓
制）

（
（

や
風

葬
な
ど
）
に
か
か
わ
る
と
し
て
、
習
俗
と
し
て
の
「
棄
老
」
を
否
定
す
る）

（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
文
学
で
は
「
棄
老
」
が
習
俗
で
あ
る
こ
と

を
前
提
に
舞
台
装
置
が
組
ま
れ
て
い
る
。
民
俗
学
の
視
点
か
ら
す
る
と
、「
棄
老
」
を
習
俗
の
一
つ
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
違
和
感
が

も
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
世
界
に
目
を
向
け
れ
ば
、
移
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
極
寒
の
地
や
砂
漠
の
地
に
お
い
て
、
老
人
連
れ
の

移
動
が
困
難
ゆ
え
に
、「
棄
老
」
に
近
い
も
の
が
存
在
し
た
と
の
見
解
も
あ
る
。
こ
の
類
の
「
棄
老
」
が
日
本
に
存
在
し
た
か
否
か
は

不
明
だ
が
、
詳
細
は
後
で
触
れ
る
が
、
船
水
清
の
『
新
津
軽
風
土
記
』（
一
九
八
一
）
や
、
水
上
勉
の
『
じ
じ
ば
ば
の
記
』（
一
九
七
八
）

な
ど
に
は
、「
棄
老
」
と
も
い
い
う
る
老
人
に
対
す
る
扱
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
扱
い
を
地
域
社
会
が
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し

て
い
る
と
し
た
ら
、
作
為
・
不
作
為
の
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
習
俗
と
し
て
の
「
棄
老
」
に
近
い
も
の
と
言
え
な
く
も
な
い
。
民
俗

学
の
「
棄
老
」
へ
の
否
定
的
ス
タ
ン
ス
を
考
え
る
と
、「
棄
老
」
を
習
俗
と
し
て
は
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」
あ
る
い
は
「
習
俗
的
な
る
も

の
」
に
位
置
づ
け
る
も
の
の
、
習
俗
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
文
学
作
品
か
ら
「
棄
老
」
を
照
射
す
る
こ
と
で
、
色
彩
の
異
な

る
多
様
な
「
棄
老
」
に
想
像
力）

（
（

を
働
か
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
本
書
で
は
戦
後
の
三
つ
の
文
学
作
品
（
深
沢
七
郎
の
『
楢
山
節

考
』、
村
田
喜
代
子
の
『
蕨わ

ら
び
の
こ
う

野
行
』、
佐
藤
友
哉
の
『
デ
ン
デ
ラ
』）
を
用
い
て
、
そ
の
舞
台
装
置
、
主
人
公
の
死
生
観
な
ど
を
比
較
検
討
し
、

老
い
や
死
を
め
ぐ
る
名
状
し
が
た
い
心
象
風
景
を
言
語
化
す
る
文
学
の
表
現
力
・
描
写
力）

（
（

を
借
り
る
こ
と
で
、「
棄
老
」
か
ら
老
い
と

死
を
考
え
る
。

　
第
（
章
の
テ
ー
マ
「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
と
は
、
祈
祷
を
受
け
た
下
着
な
ど
を
身
に
つ
け
た
り
枕
の
下
に
置
い
た
り
し
て
寝
れ
ば
、
長
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患
い
し
て
寝
込
む
こ
と
な
く
安
楽
に
往
生
で
き
る
と
す
る
信
仰
で
あ
る
。「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
は
、
西
日
本
で
は
「
嫁
い
ら
ず
信
仰
」

と
も
言
わ
れ
る
。「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
の
祈
願
者
は
自
分
が
長
患
い
す
れ
ば
「
家
族
に
迷
惑
が
か
か
る
」
と
考
え
、
介
護
さ
れ
ず
に
逝

く
こ
と
を
願
い
、
下
着
祈
祷
な
ど
を
希
望
す
る
。
寝
た
き
り
に
な
れ
ば
介
護
者
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
長
患
い
す
る
こ
と
な
く
逝
き

た
い
と
の
願
望
を
具
現
さ
せ
た
「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
に
す
が
り
た
い
と
思
っ
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
意
味
で
、「
ぽ
っ
く
り

信
仰
」
は
安
楽
往
生
祈
願
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
介
護
忌
避
祈
願
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
第
1
章
の
「
棄
老
」
が
介
護
放
棄
そ
の
も
の
で

あ
る
な
ら
、「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
は
介
護
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
意
味
で
、
介
護
忌
避
と
い
え
よ
う
。「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
の
祈
願
動
機

に
「
介
護
で
家
族
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
」
と
の
思
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
」
と
の
謙
虚
に
も
響
く

言
葉
は
、
屈
折
し
た
不
安
や
恐
怖
の
言
い
回
し
と
も
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
死
の
到
来
ま
で
思
い
や
り
あ
る
介
護
を
受
け
ら
れ
る
保

証
は
な
く
、
介
護
に
ま
つ
わ
る
不
安
や
恐
怖
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
棄
老
」
の
潜
在
型
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な

お
、
西
日
本
で
の
呼
称
「
嫁
い
ら
ず
信
仰
」
か
ら
、
介
護
を
嫁
役
割
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
か
つ
て
「
介
護
嫁
」

「
孝
行
嫁
」「
模
範
嫁
」
な
ど
の
名
称
で
介
護
を
担
っ
た
嫁
を
公
的
に
自
治
体
な
ど
が
表
彰
あ
る
い
は
顕
彰
し
て
き
た
が
、
そ
の
背
後
に

は
介
護
労
働
の
無
償
性
や
、
嫁
が
ど
ん
な
に
親
身
に
介
護
に
あ
た
っ
て
も
法
定
相
続
人
に
は
な
れ
な
い
問
題
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
。

　
第
（
章
の
テ
ー
マ
は
「
お
供
え
」
だ
が
、
こ
の
習
俗
行
為
の
経
験
者
へ
の
調
査
を
通
じ
て
、
こ
の
習
俗
が
今
日
も
生
き
続
け
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
。「
お
供
え
」
と
は
、
食
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
水
や
お
茶
に
と
ど
ま
ら
ず
、
死
者
の
好
物
、

時
に
は
略
膳
一
式
や
生
者
と
同
じ
食
事
一
式
を
死
者
に
供
え
る
行
為
を
指
す
。「
お
供
え
」
と
い
う
習
俗
に
、
死
後
も
死
者
を
思
い
続

け
る
生
者
の
有
り
様
が
見
て
取
れ
る
。
生
と
死
を
越
境
不
可
能
な
絶
対
的
断
絶
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
命
体
の
死
は
、
完
全
な
る

生
の
終
焉
で
あ
り
、
生
者
と
死
者
の
関
係
性
は
無
に
帰
す
。
だ
が
、
生
命
体
と
し
て
の
死
後
も
、
死
者
は
生
者
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
想
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（　老いと死をめぐる四つの習俗

像
力
に
よ
っ
て
生
者
の
世
界
に
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
は
、「
お
供
え
」
な
ど
に
見
て
取
れ
る
。
調
査
協
力
者
の
三
分
の
一
も
の
方
々
が
、

「
お
供
え
」
に
際
し
死
者
に
声
か
け
し
死
者
と
共
に
食
す
る
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
有
り
様
は
、「
死
者
は
飲
食
し
な
い
」
と
の

合
理
で
は
わ
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
、
我
々
の
日
常
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
緩
や
か
な
時
間
の
流

れ
の
中
で
、
生
者
が
「
お
供
え
」
を
通
し
て
死
者
と
交
流
し
て
い
る
有
り
様
に
も
映
ろ
う
。
不
在
者
に
食
を
用
意
す
る
行
為
は
、
対
象

が
生
者
の
場
合
は
「
蔭
膳
」、
死
者
の
場
合
は
「
お
供
え
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
戦
時
な
ど
戦
地
に
か
り
だ
さ
れ
た
家
人
が
ど
う
か
無
事

に
生
還
し
ま
す
よ
う
に
と
の
願
い
を
こ
め
て
「
蔭
膳
」
が
な
さ
れ
て
も
、
戦
死
し
た
場
合
「
蔭
膳
」
は
「
お
供
え
」
へ
移
行
し
た
た
め
、

戦
時
に
お
い
て
は
こ
と
に
両
者
の
境
界
が
曖
昧
化
し
た
と
さ
れ
る
。

　
第
（
章
の
テ
ー
マ
は
「
墓
参
り
」
だ
が
、
屋
内
の
仏
壇
な
ど
へ
の
「
お
供
え
」
が
屋
外
の
公
的
領
域
に
あ
る
墓
地
へ
外
部
化
し
た
も

の
と
捉
え
る
と
、「
墓
参
り
」
と
「
お
供
え
」
に
は
、
習
俗
行
為
と
し
て
の
共
通
点
を
見
い
だ
せ
る
。
よ
り
長
い
ス
パ
ン
で
時
間
を
捉

え
れ
ば
、
や
が
て
墓
守
な
ど
死
者
の
世
話
を
し
て
き
た
生
者
も
い
つ
し
か
亡
く
な
り
、
墓
は
無
縁
墓
と
化
す
。
墓
に
つ
い
て
は
多
様
な

問
題
、
ま
た
新
し
い
動
き
が
看
取
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
無
縁
墓
の
増
加
が
す
さ
ま
じ
く
、
そ
の
対
策
と
し
て
の
改
葬
の
必
要
に
迫
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
無
縁
墓
問
題
は
昨
今
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
近
年
の
問
題
と
思
い
き
や
、
実
は
江
戸
時
代
か
ら
の
問

題
で
あ
り
そ
の
歴
史
は
古
い
。
死
者
の
権
利
を
生
者
（
家
人
）
の
権
利
の
延
長
上
に
捉
え
る
考
え
が
あ
る
と
思
え
ば
、
逆
に
葬
式
仏
教

批
判
な
ど
を
踏
ま
え
、
焼
き
場
に
遺
骨
を
廃
棄
す
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
考
え
も
あ
り
、
死
者
の
位
置
づ
け
は
多
様
で
あ
る
。
第
（
章

で
は
、
第
一
に
、
死
者
は
誰
の
も
の
か
と
の
問
い
の
も
と
、
対
立
す
る
考
え
方
を
提
示
す
る
。
第
二
に
、
日
本
の
南
北
の
一
部
の
地
域

に
残
る
墓
前
飲
食
に
光
を
あ
て
、
家
族
の
み
な
ら
ず
地
域
社
会
が
死
者
を
彼
岸
に
送
り
出
す
習
俗
を
提
示
す
る
。
第
三
に
、
墓
地）

（
（

の
現

地
調
査
か
ら
、
無
縁
墓
の
増
大
、
脱
墓
石
化
、
墓
地
の
公
園
化
の
三
点
を
特
に
取
り
上
げ
る
。
墓
を
家
族
な
ど
有
縁
で
括
る
の
で
は
な
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序　章　老いと死をめぐる習俗から現代社会を問う

く
、
有
縁
・
無
縁
を
問
わ
ず
に
死
者
が
一
緒
に
眠
る
合
葬
墓
へ
の
シ
フ
ト
な
ど
に
も
新
し
い
時
代
の
動
き
が
見
て
取
れ
る
。
合
葬
墓
の

み
な
ら
ず
、
散
骨
や
樹
木
葬
な
ど
脱
墓
石
化
の
動
き
も
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
先
祖
代
々
の
墓
に
入
る
こ
と
に
否
定
的
な
女
性
の

比
率
が
男
性
の
比
率
よ
り
高
い
の
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
合
葬
に
対
す
る
受
容
度
が
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
高
い
こ
と
に
も
結
び
つ
く
。

墓
を
通
し
て
家
族
や
地
域
社
会
の
変
容
が
見
て
取
れ
る
。

3
　
習
俗
が
現
代
社
会
へ
問
い
か
け
る
も
の

　
本
書
に
は
二
つ
の
ね
ら
い
が
あ
る
。
一
つ
は
、
本
書
が
取
り
上
げ
る
四
つ
の
習
俗
を
用
い
て
、
老
い
や
死
の
受
容
の
葛
藤
や
困
難
、

お
よ
び
死
者
と
生
者
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
四
つ
の
習
俗
が
問
い
か
け
る
現
代
社
会
の
問
題
を
取
り
上
げ
る

こ
と
に
あ
る
。

「
老
い
か
ら
死
へ
の
道
程
」「
生
者
と
死
者
の
関
係
」
の
考
察

　
本
書
の
ね
ら
い
は
、
四
つ
の
習
俗
（「
棄
老
」「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」「
お
供
え
」「
墓
参
り
」）
を
用
い
て
、
老
い
て
死
を
迎
え
る
こ
と
の
受

容
や
諦
念
や
葛
藤
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
「
あ
の
世
」
に
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
死
者
の
供
養
を
通
じ
て
、
死
者
と
生
者

の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
四
つ
の
習
俗
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
聖
な
る
も
の
」
と
し
て
の
「
あ
の
世
」（
浄
土

な
ど
）
が
存
在
し
て
い
る
と
の
「
信
念
」
を
共
有
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、「
棄
老
」
と
「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
は
老
い
か
ら
死
へ
の
道
程
を
照
射
す
る
。
老
い
か
ら
死
へ
の
道
程
に
合
致
す
る
テ
ー
マ
と

老い死_01本文.indb   12 2021/10/07   8:25



13

（　習俗が現代社会へ問いかけるもの

し
て
、「
棄
老
」「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
を
見
出
し
た
が
、
こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
は
、
老
い
か
ら
死
の
孕
む
問
題
を
問
い
か
け
る
も
の
で
あ

る
と
捉
え
、
光
を
あ
て
る
こ
と
に
し
た
。

　
次
に
、
す
で
に
「
あ
の
世
」
に
向
か
っ
た
死
者
を
対
象
と
し
た
死
者
供
養
の
習
俗
の
う
ち
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
「
お
供
え
」
と

「
墓
参
り
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
二
つ
の
習
俗
は
死
後
世
界
に
お
け
る
死
者
と
生
者
の
関
係
性
を
問
い
か
け
る
。
死
者
は
「
あ
の
世
」

に
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
声
か
け
し
た
り
す
れ
ば
応
答
し
て
く
れ
る
身
近
な
死
者
像
が
こ
れ
ら
の
習
俗
に
垣
間
見
ら
れ
る
。

情
愛
の
対
象
の
死
者
が
「
あ
の
世
」
で
安
寧
で
い
る
こ
と
を
願
う
習
俗
で
あ
る
「
お
供
え
」「
墓
参
り
」
は
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て

最
も
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
習
俗
行
為
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
に
着
目
し
た
の
は
こ
う
し
た
卑
近
さ
に
よ
る
。
死
者
供
養

を
す
る
こ
と
で
「
あ
の
世
」
の
死
者
の
安
寧
が
担
保
さ
れ
、
死
者
供
養
す
る
生
者
は
「
あ
の
世
」
で
の
安
ら
か
な
死
者
像
を
イ
メ
ー
ジ

し
安
堵
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
今
日
も
生
き
延
び
て
い
る
死
者
供
養
に
ま
つ
わ
る
習
俗
を
通
じ
て
、「
あ
の
世
」
に
行
っ
た
不

可
視
化
し
た
死
者
と
生
者
の
関
係
を
考
え
た
い
。

習
俗
か
ら
の
現
代
社
会
の
問
題
へ
の
問
い
か
け

　
い
ま
一
つ
の
ね
ら
い
は
、
こ
れ
ら
習
俗
を
用
い
る
こ
と
が
、
習
俗
そ
の
も
の
に
閉
塞
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
老
い
と
死
に
関
わ

る
現
代
社
会
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
連
結
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
習
俗
に
お
い
て
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
問

題
が
多
様
に
見
い
だ
さ
れ
る
た
め
、
本
書
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
問
題
も
扱
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
習
俗
が
社
会
問
題
に
連
結
す

る
例
を
、
民
俗
学
者
の
酒
井
正
子
の
問
題
意
識
か
ら
提
示
し
た
の
ち
、
本
書
で
扱
う
習
俗
に
関
わ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
絡
む
問
題
の
例
を

一
つ
あ
げ
る
。
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序　章　老いと死をめぐる習俗から現代社会を問う

　
酒
井
は
、
日
本
の
琉
球
弧
（
奄
美
・
沖
縄
・
八
重
山
地
域
の
総
称
）
の
葬
送
歌
の
研
究
者
だ
が
、
か
つ
て
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
死
者

を
前
に
し
て
大
声
で
泣
き）

（
（

、
葬
送
歌
を
歌
っ
て
死
を
悼
む
習
俗
が
存
在
し
た
が
、
酒
井
の
問
題
意
識
に
は
、「
人
は
な
ぜ
泣
か
な
く
な

っ
た
の
か
」
と
の
問
い
が
あ
り
、
こ
の
習
俗
の
衰
退
と
近
代
と
の
か
か
わ
り
を
問
い
か
け
て
い
る
（
酒
井（00（b: 1（

）。
酒
井
の
着
眼

は
、
今
日
の
社
会
が
、
死
の
悲
し
み
を
自
分
一
人
で
囲
い
込
み
嘆
き
悲
し
む
態
度
に
変
容
し
て
き
た
こ
と
の
問
題
に
連
結
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
死
と
孤
独
の
問
題
に
光
を
あ
て
て
い
る
社
会
学
者
・
歴
史
学
者
の
Ｇ
・
ゴ
ー
ラ
ー）

（
（

や
Ｐ
・
ア
リ
エ
ス）

（1
（

や
Ｎ
・

エ
リ
ア
ス）

（（
（

ら
の
問
題
意
識
（G

orer
1（（（

＝1（（（; A
riès

1（（（

＝1（（（; Elias
1（（（

＝1（（0

）
に
通
じ
る
。
ゴ
ー
ラ
ー
の
死
者
へ
の
態

度
の
変
容
の
比
喩
に
よ
れ
ば
、「
人
々
は
、
他
人
の
心
を
害
さ
な
い
た
め
に
、
脱
衣
や
排
泄
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
一
人
き
り
で
嘆
き

悲
し
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、
現
在
可
能
な
最
良
の
解
決
策
な
の
で
あ
ろ
う
」（G

orer
1（（（

＝1（（（: 1（（

）
と
あ
り
、
こ
う

し
た
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
死
の
悲
し
み
は
隠
れ
て
悲
し
む
こ
と
が
現
代
社
会
に
お
い
て
は
「
マ
ナ
ー
」
の
ご
と
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
、
酒
井
の
研
究
も
、「
死
の
隠
蔽
」「
死
の
タ
ブ
ー
化
」
に
連
結
す
る
。
習
俗
が
現
代
社
会
の
問
題
に
連
結
す
る
事
例
を
酒

井
の
研
究
か
ら
提
示
し
た
が
、
次
に
本
書
が
扱
う
習
俗
に
関
わ
る
現
代
社
会
の
問
題
、
と
り
わ
け
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
問
題
の
一
例

を
あ
げ
る
。

　「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
は
、
祈
祷
を
受
け
た
下
着
を
身
に
付
け
れ
ば
安
楽
往
生
が
で
き
る
と
さ
れ
、
知
性
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
習
俗
は
連
綿
と
生
き
続
け
て
い
る
。「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」
で
は
寝
込
ん
で
家
族
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と

な
く
自
立
を
志
向
し
、
死
出
の
旅
に
向
か
お
う
と
し
祈
願
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
習
俗
が
孕
む
「
家
族
に
迷
惑
か
け
ず
に
逝
き
た
い
」

と
の
願
い
は
、
死
を
前
に
し
て
の
自
立
と
か
自
己
決
定
と
い
っ
た
今
日
的
問
題
に
連
結
す
る
と
み
な
せ
る
。
ま
た
、「
ぽ
っ
く
り
信
仰
」

は
、
西
日
本
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
色
合
い
の
濃
い
「
嫁
い
ら
ず
信
仰
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
も
し
舅
姑
が
長
患
い
す
る
こ
と
な
く
介
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（　サムナーの「フォークウェイズ」とデュルケームの「儀礼」

護
の
必
要
な
く
逝
け
ば
、
介
護
役
の
嫁
は
い
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
「
嫁
不
要
（
い
ら
ず
）」
と
い
う
名
称
の
由
来
で
あ
る
。
名
称

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
介
護
を
嫁
の
役
目
に
割
り
振
る
こ
と
を
自
明
視
し
て
き
た
歴
史
が
存
在
し
て
き
た
。
ま
た
、
嫁
は
ど
れ
だ
け

介
護
に
力
を
注
い
で
も
法
定
相
続
人
に
は
な
れ
ず
、
嫁
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
介
護
は
文
字
通
り
の
無
償
労
働
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

か
つ
て
自
治
体
な
ど
が
主
体
と
な
っ
て
「
介
護
嫁
」「
孝
行
嫁
」「
模
範
嫁
」
な
ど
の
呼
称
で
介
護
を
担
っ
た
嫁
の
顕
彰
・
表
彰
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
り
、
嫁
の
介
護
労
働
の
無
償
性
と
介
護
嫁
表
彰
は
い
わ
ば
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
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