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森
町
に
お
け
る

「
他
界
観
」
1
実
践
と
変
遷

ハ
ル

ド

ー

ル

・

ス

テ

フ

ァ

ン

ソ

ン

序

論

こ
の
小
論
文
で
、
遠
州
森
町
の
住
民
か
ら

「他
界
観
」
に

つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。

し
か
し
そ
の
前

に
、

「他
界
観
」
と
い
う
用
語
の
意
味
や
、
文
化
の
中
に
お
け
る
そ
の
位
置
に
つ
い
て
、
私
の
理
解
し
て
い
る
範
囲
で
手
短

に
述

べ
て
お
く

こ

と
に
す
る
。

「
他
界
観
」
と
い
う
言
葉
は
、
超
自
然
的
世
界
、
そ
の
住
民
と
し
て
の
神
々
、
祖
先
、
亡
霊
、
さ
ま
ざ
ま
の
定
義
し
が
た
い
怪
物
た
ち
、

お
よ
び
そ
れ
ら
と
人
間
の
経
験
世
界
と
の
関
係
、
と
い
う
こ
の
三

つ
の
次
元
を
中
心
と
す
る
特
定
の
想
像
的
見
解

の
こ
と
を
さ
す
。
さ
ら

に
、
「他
界
観
」

の
本
質
的
要
素
は
、
文
化
に
対
し
て
驚
く
べ
き
抵
抗
力
を
見
せ
る
鍵
概
念
の
組
み
合
わ
せ
の
上

に
打
ち
立

て
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
た
場
合
、
「他
界
観
」
と
は
、
あ

る
文
化

の
歴
史
を
通
じ

て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
の
大
海
の
な
か
で
進
化
し

つ
づ
け
る
コ
ラ
ー
ジ

ュ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
せ
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
こ
で
言
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
「
他
界
観
」
と
呼
ば
れ
る
抽
象
体
を
築
き
上
げ
る
ブ

ロ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
現
実

に
お
け
る
特
定
の
局
面
の
実
践
を
通
じ
て
、

一
部
が
選
択
さ
れ
、

一
部
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
人

152

間
の
集
団
的
経
験
を
通
じ
て
、
「
信
仰
」
の
対
象
に
な

っ
た
り
、
「不
信
」
の
対
象
に
お
と
し
め
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
、
歴
史
の
変
化
に
作



用
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
関
係
や
生
計
の
手
段
、
さ
ら
に
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
接
近
す
る
た
め
の
情
報
の
流
れ
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
全
て

根
底
か
ら
変
化
し
た
場
合
、
魂
の
本
質
や
人
間
の
運
命
、
神
々
や
祖
先
に
つ
い
て
人
間
が
集
団
的
に
い
だ
く
信
仰
が
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ

け
に
は
い
か
な
い
。

こ
の

「信
仰
」

の
問
題
を
、
「経
験
」
と
の
関
連
の
な
か
で
見
事
に
論
じ
た
例
と
し
て
、

ロ
ド
ニ
ー

・
ニ
ー
ダ
ム

(
一
九
七

二
)

の
記

念
碑
的
な
著
作
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
近
の
よ
り
具
体
的
な
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
の
例
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
に

見

ら
れ
る

「他
界
観
」

の
変
遷
を
や
は
り
見
事
に
分
析
し
た
、

フ
ィ
リ

ッ
プ

・
ア
リ
エ
ス

(
一
九
八
三
)
の
名
著
も
あ

っ
た
。
ア
リ
エ
ス

は
、
死
や
あ
の
世

に
対
す
る
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
的
考
え
方
か
ら
、
本
質
的
な
核
や
構
造
を
抽
出
す
る
と
い
う
方
法
は
取
ら
ず
、
西
洋
の

歴
史
に
お
い
て
死
が
文
化
的
に
構
成
さ
れ
て
き
た
変
化
を
詳
細
に
追
い
な
が
ら
、
そ
の
マ
ク
ロ
の
変
化
が
ど
れ
ほ
ど
柔
軟
性
に
富
ん
だ
も

の
で
あ

っ
た
か
と
言
う
問
題

の
方

に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
。

最
近
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
文
化
を
研
究
す
る
専
門
家
に
よ

っ
て
、
「他
界
観
」
と
し
て

一
般
化
す
る
こ
と
が
可

能
な
モ
デ
ル
や
、

そ

の
不
変
の
構
造
を
探
り
出
す
た
め
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
時
と
し
て
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
研
究
の

蓄
積
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
化

の
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
パ
タ
ー
ン
を
捉
え
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
た
労
力
は
、
あ
ま
り

に
少
な
す
ぎ
る
の
で
は

な

い
だ
ろ
う
か
。

森
町

に
お
け

る

「
他
界
観
」

変

わ

る
も

の

・
変

わ

ら

ぬ
も

の

社
会
的

・
文
化
的
現
実
を
研
究

の
対
象
と
す
る
際
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が
あ
り
う
る
が
、
人
類
学
者
の
と
る
ア
プ

ロ
ー
チ
に
は

ひ
と

つ
の
目
立

っ
た
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
を
創
造
し
た
り
、
維
持
し
た
り
、
現
在
ま
で
伝
え
た
り
す
る
と
き
、
人
々
が
実
際
に

216



森町における 「他界」一実践 と変遷

ど
う
行
動
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
、
全
体
論
的

(
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
)
に
見
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
で
あ

る
。
こ
う
し
た
企
て
の

性
質
に
加
え
、
人
類
学
者
が
無
文
字
社
会
と
い
う
自
ら
の
社
会
と
根
本
的
に
異
な
る
社
会
を
研
究
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
と
い
う
事
情
も
手

伝
い
、
人
類
学
者
は
異
文
化
を
相
手
に
す
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
非
歴
史
的
な
解
釈
に
陥
ら
ざ
る
え
な
い
。
そ

の
結
果
、
原
住
民
の
集
団

生
活
の
在
り
方
は
、

一
種
熟
力
学
的
な
モ
デ
ル
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
ま
る
で
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
社
会
の
円
環
的
秩

序
に
従
い
、
支
障
な
く
機
能
し
て
い
る
と
で
も
い
い
た
げ
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
類
学
者
が
機
能
主
義
の

エ
デ

ン
の
園
か
ら
追
放
さ
れ
た

の
は
、
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
出
来
事
で
は
な
い
。
未
開
社
会
と
い
え
ど
も
、
近
代
化
さ
れ
た
社
会
と
同
じ
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
の
矛
盾
を
抱

え
て
お
り
、
矛
盾
の
解
決
が
歴
史
的
変
化

に
至
る
の
だ
と
い
う
認
識
は
、
ま
す
ま
す
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、

第
二
次
大
戦
後
、
は
げ
し
く
変
革
す
る
世
界
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
た
人
類
学
者
は
、
西
洋
型
社
会
に
近
い
社
会
や
、
程
度
の
差
こ
そ

あ
れ
近
代
化
の
洗
礼
を
受
け
た
社
会
を
も
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
多
く
な

っ
て
き
た
。

戦
後
の
日
本
に
お
け
る
村
落
社
会
を
研
究
す
る
も
の
は
、
物
質
文
化
と
精
神
文
化
と
を
問
わ
ず
、
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
に
お

い
て
、
極
め
て
豊
か
な
伝
統
文
化
が
、
徹
底
的
な
変
化
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実

に
ま
ず
も

っ
て
直

面
せ
ざ
る
え
な
い
。
と

す
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
表
面
上
は
ま
だ
変
化
し
て
い
な
い
伝
統

に
つ
い
て
は
、
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
変
化
と
い
う
も
の

を
ど
う
評
価
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
過
去

の
歴
史

の
奥
底
に
沈
ん
で
し
ま

っ
た
民
俗

(
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
)
と
し
て
、
何
を
除
外

す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
従
事
し
て
い
る
と
き
や
、
そ
の
デ
ー
タ
を
解
釈
し
よ
う
と
四
苦
八
苦
し
て
い
る
と
き
な

ど
、

こ
う
し
た
疑
問
が
常

に
私
を
捉
え
放
さ
な
い
の
で
あ

っ
た
。

森
町
の
伝
統
文
化

の
な
か
で
、
完
全
に
す
た
れ
て
、
住
民
の
社
会
生
活
か
ら
姿
を
消
し
た
も
の
は
た
く
さ
ん
あ

る
。

(
一
方
、
地
方

の

歴
史
の
な
か
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
重
要
な
文
化
表
現
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で

「他
界
観
」
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
)
し
か
し
、

そ
う

い
っ
た
す
た
れ
た
伝
統
の
な
か
に
も
、
ま
だ
生
き
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
旧
世
代
の
記
憶

の
な
か

で
は
そ
れ
ら
の
伝
統
は
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生

命

を

保

っ
て

い
る

の

で
あ

り

、

そ

れ

故

に
、

あ

る
意

味

で
現

実

の
生

活

の

一
部

と
な

っ
て

い

る

の

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
伝

統

の
多

く

に

つ
い

て

は
、

た
と

え

ば

「
虫

送

り

」

(
こ

れ

に

つ
い

て

は
、

別

の
観

点

か

ら

、

の
ち

ほ
ど

さ

ら

に
詳

し

く

論

じ

る

つ
も

り

で

あ

る
)
、

「
山

の
講

」
、

「
〉
臨
げ
9
涛
0
」
、

「
国
○
甘

-閃
0
」

の
か

た

ち

で
、

郷

土

史

家

や

在

野

の
民

俗

学

愛

好
者

に
よ

る

記

述

や
採

集

が
続

け

ら

れ

て
き

た

。

地

方

文

化

の
歴

史

に

お

け

る

こ

の
伝

統

的

側

面

は
、

住

民

の

ア
イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

(
あ

る

い
は

ア
イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の
欠

如

)

に
影
響

を

及

ぼ

し

て

い

る
限

り

に

お

い

て
、

人

類

学

者

の
興

味

を

当

然

引

き

付

け

る

の

で
あ

る

。

し

か

し

、

通

常

の

フ

ィ

ー

ル

ド

ワ

ー

ク

に
お

い

て

は
、

研
究

の
優

先

順

位

か

ら
見

る

と

か

な

り
低

い
位

置

を

占

め

る

こ
と

に
な

る
。

お
と
ま
る

調
査
を
行
な

っ
た
三

つ
の
村
落
共
同
体
の
う
ち
、
乙
丸
と
い
う
村
は
、
山
々
に
囲
ま
れ
た
狭
い
谷
間
に
あ
り
、
伝
統
的
に
孤
立
し
た
環

境
に
置
か
れ
て
ぎ
た
。
そ
の
た
め
、
村
人
は
村
落
内
部

で
婚
姻
を
お
こ
な
う
傾
向
に
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
家
は
、
村
中
に
密
に
張

り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
親
族
関
係
の
網
の
目
に
よ

っ
て
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
に
い
た
る
ま
で
、
国
家
神
道
も
仏
教
と
い
う
大

伝
統
も
、
村
人
の
世
界
観
や
日
常
的
な
宗
教
慣
行
に
直
接
的
影
響
を
た
い
⊥
て
与
え
る
こ
と
が
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
村
の
死
者

儀
礼
は
、
民
俗
学
者
が

一
般
に

「両
墓
制
」
と
呼
ぶ
も
の
に
似
た
や
り
方
で
執
り
行
な
わ
れ
て
い
た
。
山
を
少
し
登

っ
た
と
こ
ろ
に

「共

同
墓
地
」
が
あ
り
、
家
ご
と
に
死
者
を
埋
葬
す
る
敷
地
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。

一
定
期
間
が
経
過
す
る
と

(
ほ
と
ん
ど
の
村
人
は
、
そ
の
期
間
を

一
年
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ

っ
た
が
)、
「
共
同
墓
地
」

の
墓
土
を

死
霊

の
象
徴
と
し
て
ひ
と
握
り
手
に
し
、
屋
敷
の
近
く
に

一
家
の

「
ホ
ト
ケ
」
を
ま

つ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
墓
に
移
す
。
「
死
」

に
対
す
る
伝
統
的
な
二
元
論
が
、
二

つ
の
別
々
の
場
所
に
墓
を
設
け
る
こ
と
で
視
覚
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
死
者
を
外

部
に

「
追
い
出
し
」
(「虫
送
り
」
と
い
う
言
葉

に
も
そ
の
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
)、
し
か
る
後

に
死
者
を
家

族
儀
礼
を
通
じ
て
再
統

合
し
、

一
種
の
神
格
に
祭
り
上
げ
る
と
い
う

一
連

の
手
続
き
に
村
人
全
員
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
元
論
は
具
体
的
な
表
現

を
与
え
ら
れ
る
。
今
か
ら
約
五
〇
年
前
、
経
済
的
に
も
支
配
的
な
位
置

に
あ

っ
た
南
部
の
や
り
方
に
歩
調
を
合
わ
せ
よ
う
と
、
こ
の
村
は
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森町 にお ける 「他界」一実践 と変遷

土
葬
か
ら
火
葬
に
全
面
的
に
改
め
た
。
最
近
は
、
昔
な
が
ら
の

「共
同
墓
地
」
の
あ

っ
た
場
所
で
、
村
人
だ
け

で
火
葬
を
お
こ
な

っ
て
い

た
が
、
や
が
て
、

一
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
森
と
い
う
町
の
郊
外
に
当
時
新
し
く

つ
く
ら
れ
た
火
葬
場

に
頼
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の
時
か
ら
、
「
死
」

の
二
元
論
が
も

っ
て
い
た
象
徴
的
な
力
は
、
死
体
を
共
同
体
の
外
部
に
儀
礼
的
に
放
逐
す

る
と
き
の
物
質
的
支
え

を
失
な
い
、
地
方
文
化
で
の
舞
台
を
ほ
と
ん
ど
奪
わ
れ
て
し
ま

っ
た
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。

こ
の
二
〇
年
余

り
の
間
に
、
村
の
大
部
分

の
家
は
、
日
本
中

い
た
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
標
準
的
デ
ザ
イ
ン
の

「墓
」
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
全

て
の
村
人
は
、
墓

を
寺

の
墓
地

に
立

て
る
か
わ
り
に
、
過
去
に
家
の
先
祖
を
祭

っ
て
い
た
場
所
、

つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
家
屋
敷
の
近
く
に
立
て
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
原
則
に
は
、
例
外
が

一
つ
あ

っ
た
。
モ
ダ

ン
な
墓
を
、
わ
ざ
わ
ざ
昔
の

「共
同
墓
地
」
の
敷
地
に
立

て
た
家
が
あ

っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
墓
地
の
選
定
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
充
分
納
得
で
き
る
常
識
的
説
明
を
聞
い
た
が

(即
ち
、
屋
敷

の
近
く
に
墓
を
た
て
る
だ

け
の
土
地
が
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ

っ
た
)、
同
時
に
こ
の
出
来
事
は
、
二
元
論
的
な
分
類
法
の
威
力
が
徹
底
的

に
衰
え
、
村

人
の
精
神
に
ま
で
そ
の
衰
退
が
及
ん
だ
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
他
の
多
く
の

証
拠
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
埋
葬
儀
礼
に
み
ら
れ
る
象
徴
的
二
元
論
の
基
盤
と
し
て
の

「両
墓
制
」
は
、
乙
丸
で
は
完
全
に
過
去
の
文
化

の
深
み
に
消
え
去

つ
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
も
う
ひ
と

つ
の
注
目
す
べ
き
事
実
は
、
村
落
の
空
間
を
二
元
論

的
に
組
織
す
る
傾
向
が
、
完
全
に
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「共
同
墓
地
」
は
、
共
同
体
か
ら
特
別

に

分
離
さ
れ
た
外
部
と
し
て

「生
き
残

っ
て
」
お
り
、
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
た
聖
な
る
も
の
を
共
同
体
か
ら
除
去
す
る
時

の
た
め
に
取

っ
て

お
か
れ
た
空
間
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
村
で
子
供
が
生
ま
れ
る
と
、

つ
い
最
近
ま
で
の
な
ら
わ
し
と
し
て
、
切
り
取
ら
れ
た

「
へ
そ
の
緒
」
は
、
干
し

て
、

一
生
の
あ

い
だ
大
事

に
と

っ
て
お
か
れ
た
が
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
生
命
力
を
授
け
る
呪
術
的
力
を
帯
び
た
も
の
と
し
て

「
へ
そ
の
緒
」
が
考
え
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
「
え
な

(胎
盤
)」
の
方
も
、
集
め
て
ま
と
め
は
す
る
が
、
こ
れ
は
保
存
す
る
た
め
で
は
な
く
、
村
人
の
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適
切
で
あ
る
と
考
え
る
場
所
に
、
あ
た
か
も
死
体
を
埋
葬
す
る
か
の
よ
う
に
埋
め
る
た
め
で
あ
る
。
乙
丸
で
は
、
胎
盤
の
聖
な
る
性
格
を

包
み
隠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
象
徴
的
両
義
性
は
、
各
世
帯
の
代
表
者
と
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
通
じ
て
あ
ら
わ

に
な

っ
て
く
る
に

つ
れ

て
、
極
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
は
、
多
く

の
文
化

で
誕
生
儀
礼
と

埋
葬
儀
礼
の
両
者
に
等
し
く
存
在
し
て
い
る

「生
と
死
」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
統
合
的
な
組
み
合
わ
せ
を
、
非
常

に
は

っ
き
り
と
表
明
し

た
も
の
に
見
え
た
。

乙
丸
で
は
、
「
え
な
」
を
処
理
す
る
方
法
と
し
て

一
般
に
二
種
類
あ
り
、
村
人
の
約
半
数
は
、
子
供
が
誕
生
し

た
と
き

に
こ
の
う
ち
の

ど
ち
ら
か
の
方
法
を
利
用
し
た
と
答
え
て
く
れ
た
。

一
方

に
は
、
「共
同
墓
地
」
に

「え
な
」
を
埋
め
た
と
言
う
人

々
が
お
り
、
も
う

一

方
に
は
、
屋
敷
毋
敷
地
内
に
埋
め
た
と
証
言
す
る
人
々
が
い
た
。
後
者
の
ケ
ー
ス
で
は
、
よ
り
正
確
な
位
置
に
関

し
て
、
い
く

つ
か
の
異

な

っ
た
意
見
が
出
さ
れ
た
。
あ
る
家
で
は
、
お
産
を
し
た
部
屋
の
畳
を
は
が
し
、
「
え
な
」
を

「産
湯
」
の
湯
と

と
も

に
床
下

に
埋
め
る

よ
う
、
産
婆
が
命
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
別
の
家
で
は
、
正
門
の
す
ぐ
外
に

「
え
な
」
を
埋
め
る
な
ら
わ
し
で
あ

っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ

っ
た
し
、
離
れ
の
便
所
の
そ
ば
に
埋
あ
る
人
や
、
仏
教
僧
の
勧
め
で
人
知
れ
ぬ
場
所
に
埋
め
た
と
い
う
人
も
い
た
。
以
上
の
証
言

か
ら
、
お
産

の
物
質
的
な
副
産
物
と
し
て
土

の
中
に
埋
め
ら
れ
る

「
え
な
」
は
、
村
人
に
と

っ
て
、
相
反
す
る
二

つ
の
聖
な
る
価
値
の

一

方
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
イ
エ
」
と
い
う
単
位
に
そ
な
わ
る
生
命

の
更

新

に
結
び
付
け
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
「
え
な
」
は
、
生
と
死
の
伝
統
的
象
徴
表
現
に
お
け
る
肯
定
的
な
価
値
の
方
を
に
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

側
面
は
、
「
両
墓
制
」

に
お
い
て
家
の
祖
先
霊
を
屋
敷
で
祭
る
習
慣
と
並
行
し
た
関
係
に
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
村
人
の
多
く
は
、

お
産
の

時
の
出
血
が
呼
び
起
こ
す
ケ
ガ

レ
の
観
念
に

「え
な
」
を
結
び
付
け
る
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
え
な
」
は
、

伝
統
に
の

っ
と
り
埋
葬

さ
れ
る
死
体
の
よ
う
に
、
生
命
の
力
を
新
た
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た

考
察
は
、
日
本
文
化
に
関
す
る

一
般
的
な
知
識
を
背
景
に
し
た
単
な
る
解
釈
に
過
ぎ
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
点
は
も
ち
ろ
ん
銘
記
さ
れ
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森町 にお ける 「他界」一実践 と変遷

る
べ
き
だ
と
思
う
。
何
故

「
え
な
」
を
埋
め
る
の
か
、
ど
う
し
て
ほ
か
で
も
な
い
そ
の
場
所
に
埋
め
る
の
か
と
人
類
学
者
が
尋
ね
た
と
し

て
も
、
村
人
か
ら
返

っ
て
来
る
答
え
は
常
識
的
な
決
ま
り
文
句
で
し
か
な
い
。
「
だ

っ
て
、
ど
こ
で
も
好
き
な
と

こ
に
ほ
か

っ
て
済
む
も

ん
じ

ゃ
あ
る
ま
い
」
と
い
う
調
子
で
あ
る
。

乙
丸
の

「両
墓
制
」
に
つ
い
て
は
以
上
に
し
た
い
と
思
う
。
過
去
と
現
在
が
奇
妙
に
交
錯
す
る
地
方
伝
統

の
例
と
し
て
、
次
に
見
て
い

き
た
い
の
は
、
森
町
に
見
ら
れ
る

「
地
の
神
」
を
祭
る
慣
行
で
あ
る
。
私
が
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
調
査
を
お
こ
な

っ

た
二

つ
の
農
村
部
落

(中
川
と
乙
丸
)

に
お
け
る
八
八
世
帯
の
う
ち
、
七
二
世
帯
が
屋
敷

の
庭

の
東
北

の
遇
に

「地

の
神
」

の
ほ
こ
ら
を

祭

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
私
が
尋
ね
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
家

で
は
さ
ん
ざ
ん
考
え
な
い
と
、
ほ
こ
ら
の
場
所
を
思

い
出
せ
な
い
の
で
あ

っ

た
。
時
に
は
、
老
人
に
き
か
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
場
合
も
あ
り
、
確
認
の
た
め
に
庭
に
出
て
行
く
家
す
ら
あ

っ
た
。

さ
ら
に
、
「
地
の

神
」
が
い

つ
ど
の
よ
う
に
祭
ら
れ
た
か
を
尋
ね
て
も
、
は

っ
き
り
し
た
答
え
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か

っ
た
。
要
す
る
に
、
こ
の
地

方
に
お
け
る

「地
の
神
」
の
ほ
こ
ら
は
、
屋
敷
の
伝
統
的
な
空
間
配
置
の
な
か
で
し
か
る
べ
き
意
味
を
に
な
わ
さ
れ
る
こ
と
を
止
め
、
単

な
る
置
物
の

一
つ
に
成
り
下
が

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

っ
た
。
「地

の
神
」
が
世
界
観
の
な
か
で

一
定

の
役
割
を
演
じ

て
い

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
多
く
の
村
人
に
は
、
そ
の
存
在
さ
え
意
識
に
上
る
こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

伝
統
に
詳
し
い

一
部
の
人
の
話
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
「小
国
神
社
」
と
い
う

ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
を
祭
る
大
き

な
神
社
に
隣
接
す
る
中
川
の
部
落
に
は
、
「地
の
神
」
を
祭
る
木
造
瓦
葺
の
小
さ
な
ほ
こ
ら
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
よ
く

「
お
礼
」

が
納
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

「
お
礼
」
は
、
小
国
神
社

で
初
詣

の
時
も
ら

っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
八
百
万
の
神
々
が
出
雲
大

社

に
集
ま
る
と
い
う

「神
無
月
」

に
あ
た
る

=

月

一
五
日
に
は
、

こ
の
ほ
こ
ら
に
餅
や
赤
飯
を
供
え
て
簡
単
な

お
祭
り
を
お
こ
な
う
こ

と
に
な

っ
て
い
る
。

北
部
に
あ
る
乙
丸

で
は
、
南
部
の
小
国
神
社
が
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
た
国
家
神
道
の
勢
力
圏
の
外
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
地
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の
神
」
は
固
定
し
た
ほ
こ
ら
を
与
え
ら
れ
ず
、
稲
藁
や
竹
ひ
ご
を
編
ん
で
毎
年
ほ
こ
ら
を

つ
く
り
な
お
し
、
お
祭

り
の
時
に
は
そ
こ
に
供

物
を
供
え
る
の
が
伝
統

で
あ

っ
た
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
北
部

・
乙
丸
と
南
部

・
中
川

で
実
施
し
た
八
八
世
帯

の
面
接
調
査
の
結
果
か

ら
み
て
、

ほ
と
ん
ど
の
世
帯
主
は
、
自
分

の
屋
敷

に

「地

の
神
」
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
の
滞
在
的
意
味
に

つ
い

て
、
少
し
の
考
え
も
持

ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
「地
の
神
」
は
、
祖
先
を
ま
と
め
て
神
格
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
三
年
忌
、

あ
る
い
は
五
〇
年

忌
と
い
う
最
終
の
年
忌
の
供
養
を
し
た
後
は
、
先
祖
は

「地

の
神
」
と

一
体

の
も
の
に
な
る
と
い
う
の
が
民
俗
学
的
な
理
解

で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
意
見
に
同
意
す
る
村
人
は
、

サ
ン
プ
ル
全
体

の
う
ち
八
人

に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
か
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
「
地
の
神
」
は
、

も
と
も

と
家
内
の
安
全
を
ま
も
り
、
年
ご
と
の
豊
作
や
子
孫
繁
栄
を
保
証
し
て
く
れ
る
守
護
神

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
人

の
老
婦
人

は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
も
し
母
乳
の
量
が
多
い
場
合
、
母
親
は
お
乳
を
椀

に
注
ぎ
込
み
、
「地
の
神
」
に
供
え
た
も
の
だ
と
教
え

て
く
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
昔
は
村
の
世
界
観
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た

「
地
の
神
」
も
、
今

で
は
、
ほ
と
ん
ど
何

の
内
容
も
持
た
な
い

空

っ
ぽ
の
形
式
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
過
去
に
は

「他
界
観
」
の
表
象
を
担

っ
て
い
た
極
め
て
重
要
な
慣
行
が
、
現
在

で
は
単

な
る
文
化
的
化
石
に
成
り
果
て
て
い
る
の
を
見
る
時
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
現
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
地
の
神
」
は
今
も

っ
て
森
町
の
住
民
の
他
界
観
を
支
え
る
構
造
的
要
素

で
あ
る
、
と
言
い
張
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

森
町
で
は
、
歴
史
や
民
俗
学
上
の
記
録
が
残

っ
て
い
る
日
本
の
他
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
と
超
自
然
と
の
関
係
を

概
念
化
す
る
と
き
、
民
俗
宗
教
的
な
慣
行
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
二
元
論
的
な
表
現
を
す
る
。
宗
教
的
表
象
に
み
ら
れ
る
二
元
論

は
、
さ
ら
に
、
社
会
制
度
の
二

つ
の
レ
ベ
ル
の
宗
教
的
慣
行
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
特
定
の
親
族
単
位
を
基
礎
と
し
た
儀
礼
生
活
と
、
村

落
共
同
体

の
全
体
か
ら
要
請
さ
れ
る
儀
礼
的
責
任
と
い
う
二

つ
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

一
方
の
レ
ベ
ル
で
は
、
乙
丸

の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、

家
族
を
単
位
と
し
た
死
者
儀
礼
が

「両
墓
制
」
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
営
ま
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
死
の
否
定
的
側
面
で
あ
る
死
体
が
外

部

に
追

い
払
わ
れ
、
し
か
る
後

に
祖
霊
と
し
て
の
肯
定
的
側
面
が
再
導
入
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

こ
の
祖
霊

は

一
族
を
守
護
し

て
く
れ
る
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「地

の
神
」

の
地
位
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
、
そ
う
し
て

一
般
化
さ
れ
た
神
格
を
祭
る
儀
礼
を
通
し
て
、
「本
家
」
と

「分
家
」
の
上
下
関
係

が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

結

び

「生
死
観

-
霊
魂
観
」
に
か
か
わ
る
構
造
論

森町 における 「他界」一実践 と変遷

共
同
体
の
レ
ベ
ル
に
目
を
移
し
て
も
、
「生
と
死
」

の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
、
民
俗
的
宗
教
慣
行
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
言
語
の
な
か

で
、

や
は
り
力
強
い
表
現
を
発
揮
し
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
世
界
観
は
、
た
と
え
ば
乙
丸
で
は
戦
前
ま
で
は
は

っ
き
り
と
観
察
さ
れ
、
ま
た

今
日
で
も
そ
の
重
要
な
側
面
が
生
き
残

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
共
通
し
た
論
理
を

一
言

で
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
、
世
界
に

お
け
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
、
果
て
し
な
い
因
果
の
連
鎖
と
し
て
見
る
と
い
う
全
体
論
的
な
論
理
で
あ
る
。
共
同
体

の
な
か
で

「死
」
が
発

生
し
た
場
合
、
そ
れ
は
ま
ず
大
き
な
驚
き
の
原
因
と
な
る
。
し
か
し
、
死
を
引
き
起

こ
し
た
状
況
が
ど
ん
な
も
の

で
あ
る
か
に
よ

っ
て
、

そ
れ
,に
対
す
る
反
応
は
ま

っ
た
く
正
反
対
の
も
の
に
な
り
う
る
。
例
え
ば
、
死
の
到
来
が
あ
る
程
度
予
測
さ
れ
た
も
の
で
、
期
待
に
反
し

た
も
の
で
な
い
場
合
。
あ
る
い
は
、
予
期

に
反
し
て
、
突
然

の
死
が
暴
力
的
に
訪
れ
た
場
合
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
死
と
い
う
冷
酷
な
現
実
が
共
同
体
の
存
続
を
脅
か
す
危
険
が
あ
る
た
あ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
死

の
性
格
に
準
じ
て
、
注

意
深
く
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
過
去
の
経
験
の
蓄
積
か
ら
学
ん
だ
共
同
体
の
知
恵
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
共
同
体
が
い
か

に
死

の
不
安
を
処
理
す
る
か
を
示
す
例
と
し
て
、
例
え
ば

「封
じ
込
め
ら
れ
た
死
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
化
的
表

現
を
通
じ
て

「飼
い
馴
ら
さ
れ
た
」
死
を
意
味
す
る
。
死
者
は
、
死
体
が
腐
敗
す
る
よ
う
に
、
象
徴
的
に

「
加
工
さ
せ
」
ら
れ
、
共
同
体

の
先
祖
か
ら
子
孫
に
続
く
永
遠
の
生
命
の
連
鎖
の
な
か
に
巧
妙
に
は
め
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
「死
」
が
そ
の
土
地

の
基
準
か
ら
み
て
自

然
な
死
に
方
で
訪
れ
た
場
合
、
共
同
体
は

一
連
の
死
者
儀
礼
の
始
め
の
部
分
に
だ
け
関
与
し
、
残
り
は
よ
り
範
囲
の
狭
い
親
族
集
団
に
委
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ね
る
。
共
同
体
に
突
然
ふ
っ
て
わ
い
た
死
の
場
合
、
そ
れ
が
真
性
の
村
人
で
あ
ろ
う
と
、

一
時
的
な
滞
在
者
で
あ

ろ
う
と
、
死
の
意
味
は

ま

っ
た
く
違

っ
た
も
の
に
な
る
。
全
く
予
期

で
き
な
い
偶
然
の
、
そ
れ
故
に

「野
蛮
な
」
死
は
、
「
飼
い
馴
ら
さ
れ

た
」
死
に
対
立
す
る

も

の
と
し
て

「不
毛
な
」
事
件
と
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
い
は
想
像
を
超
え
た
や
り
方
で
共
同
体
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、

端
的
に
災
難

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「野
蛮
な
死
」
の
も
た
ら
す
悪
影
響
は
、
蓄
積
さ
れ
る
と
い
う
性
質
上
、

さ
ら
に

ひ
ど
い
も
の
と
な
る
。
村
落
共
同
体

の
歴
史

に
う
ず
も
れ
た
悲
劇
的
な
死

の
記
憶
は
、
今
も

っ
て
完
全
に
消
し
去

る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
生
き
て
い
る
人
間
に
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、
状
況
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
、
用
心
す
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

つ

ま
り
、
「手
に
負
え
な
い
死
」
を
儀
礼
的
に
な
だ
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
脅
威
を
定
期
的
に
食
い
止
あ
る
こ
と

で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
実
際

の
と
こ
ろ
、
死
の
邪
悪
な
威
力
に
は
手
に
負
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、

こ
の
世
界
観

に
は

一
種

の
宿
命

論
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
収
穫
期
の
イ
ナ
ゴ
の
大
発
生
と
い
っ
た
突
然
の
自
然
災
害
や
、
戦
争
な
ど
を
含
め

た
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
事
件
は
、
過
去
の

「不
自
然
な
死
」
が
も
た
ら
し
た
避
け
よ
う
の
な
い

「因
果
」
と
見
な
さ
れ
る
。
森
町
で
は
、

伝
統
的
に
す
べ
て
の
村
人
、
少
な
く
と
も
す
べ
て
の
世
帯
主
が
集
ま

っ
て
、
お
盆
の
頃
、
「飼
い
馴
ら
さ
れ
な
い
死

」

の
悪
影
響
を
食

い

止
あ
る
た
め
の
儀
礼
を
お
こ
な

っ
た
。
こ
の
儀
礼
は
、

一
般
に

「虫
送
り
」
と
呼
ぶ
が
、
村
落
ご
と
に
色
々
な
形
を
取

っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

本
論
文
で
は
、
静
岡
県
森
町
、
乙
丸
、
中
川
、
と
い
う
部
落
に
お
け
る
人
々
の

「死
生
観
」
を
め
ぐ
る
儀
礼
や
概
念
を
と
り
あ
げ
、
そ

の
構
造
と
変
化
と
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
。
日
本
の
村
落
社
会
に
お
い
て
、
「
出
産
」
と

「
死
」
は
、
伝
統
的

に
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

の
世
界
観
の
二

つ
の
象
徴
的
領
域
の
出
入
り
口
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二

つ
の
領
域
の
あ
い
だ
の
従
来
が
す
べ
て
、

と
ど
こ
お
り
な
く
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
、
集
団
的
関
心
が
む
け
ら
れ
、
そ
こ
で
の
儀
礼
は
、
そ
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
あ
る
べ
き

「生
」、
あ
る
い
は
あ
る
べ
き

「
死
」

に
個
人
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
執
り
行
な
わ
れ
る
。
日
本

の
民
族
誌

に
は
、
そ
う
し
た

「
死
を
飼
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い
馴
ら
す
」
伝
統
や

「生
を
統
制
」
し
よ
う
と
す
る
各
地
方
の
習
俗
が
豊
富
に
み
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
民
族
誌
的
資
料
を
用
い
な
が
ら
、
次

の
二

つ
の
問
題
を
指
摘
し
て
き
た
。

一
方
で
は
、
村
落
社
会

の

「生
」
と

「死
」
の

境
界
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
た
儀
礼

の
多
く
が
、
戦
後

の
社
会
慣
行
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
根
本
的
な
変
化
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ

う
に
ほ
ぼ
完
全
な
ま
で
に
消
滅
し

て
し
ま

っ
た
か

(「両
墓
制
」、
「虫
送
り
」
な
ど
)。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
「
生
」
と

「死
」

の
境
界

を
区
切
り
ま
た
は
つ
な
ぐ
と
い
う
同
様
の
象
徴
的
…機
能
を
も
ち
な
が
ら
も
、
あ
る
伝
統

に
関
し
て
は

(た
と
え
ば

「地
の
神
」
)
、
そ
れ
が

存
続
し
て
き
た
の
は
何
故
か

(民
間
伝
承
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
つ
つ
は
あ
る
が
)
。
後
者
の
儀
礼
の
諸
形
式
の
な
か
で
は
、
伝
統
的
社

会
制
度
と
し
て
の

「
イ

エ
」
を
理
想
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
地
の
神
」

の
崇
拝
と
、
森
町
の
諸
村
に
お
い

て
は
地
の
神
を
祭

る
単

位
と
さ
れ
て
い
る

「
イ

エ
」
と
は
、
近
代
化
と
い
う
波
の
な
か
で
不
安
定
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
か
ら
く
も
生

き
残

っ
て
い
る
と
い
う

意
味

で
は
、

一
つ
の
コ
イ
ン
の
両
面
で
あ
る
。

森町における 「他界」一実践 と変遷
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