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日
本
人
の
死
生
観

日
本
人
の
死
生
観
は
大
き
く
見
る
と
、
二
つ
の
源
泉
を
持
っ
て
い
る
。

―
つ
は
日
本
民
族
本
来
の
経
験
で
、
こ
れ
は
古
代
の
神
話
と
詩
の
言
語
の

中
に
最
初
の
表
現
を
と
っ
た
。
『
古
事
記
』
上
巻
の
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪

那
美
命
の
黄
泉
国
の
話
、
『
万
葉
集
』
に
数
多
い
挽
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。

も
う
―
つ
の
源
泉
は
大
陸
伝
来
の
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
と
り
わ
け
鎌
倉
時

代
の
宗
教
的
天
才
た
ち
に
よ
る
日
本
仏
教
、
禅
宗
と
浄
土
真
宗
は
、
日
本

人
の
精
神
生
活
の
中
に
深
く
入
っ
て
、
新
し
い
生
死
観
を
形
成
し
た
。
明

治
の
ョ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
出
逢
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
生
観
に
関
す

る
か
ぎ
り
、
日
本
人
は
今
で
も
こ
の
二
つ
の
源
泉
の
水
を
飲
ん
で
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。
問
題
ほ
要
す
る
に
、
こ
の
二
つ
の
流
れ
が
ど
の
よ
う
な
仕

方
で
合
流
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や
ゲ
ル
マ
ン
の
神
話
を
追
放
す
る
形

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
移
植
さ
れ
た
が
、
仏
教
の
日
本
に
お
け
る
受
容

は
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
あ
っ
た
。
上
代
日
本
人
の
生
死
の
経
験

は
、
一
方
で
は
日
本
仏
教
と
い
う
具
体
性
・
即
物
性
の
強
い
仏
教
思
想
を

開
く
母
胎
と
な
る
と
共
に
、
他
方
で
は
日
本
仏
教
の
中
で
、
自
己
自
身
に

目
覚
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
浄
土
へ
の
道
を
現
世
に
お
い
て

大

峯

生
命
の
倫
理
・
医
の
倫
理
ー
昭
和
六
十
二
年
巻
李

顕

開
く
親
鶯
の
思
想
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

そ
う
い
う
生
死
観
の
流
れ
と
構
造
を
、
『
古
事
記
』
、
『
万
葉
集
』
、

『
源
氏
物
語
』
、
『
正
法
眼
蔵
』
、
親
駕
の
『
末
燈
紗
』
、
本
居
宣
長
の
『
鈴

屋
答
問
録
』
な
ど
を
材
料
に
し
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
死
生
観

キ
リ
ス
ト
教
の
死
生
観
の
特
質
を
そ
の
人
間
観
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み

た
い
。
そ
の
さ
い
旧
新
約
聖
書
の
人
間
観
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
魂
の
不
死

思
想
と
の
対
比
、
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
の
死
生
観
を
手
引
き
に
し
て
考
え

て
み
る
。

一
、
旧
約
聖
書
に
独
自
な
人
間
観
の
基
本
は
創
世
記
一
ー
―
―
一
章
に
語
ら

れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
霊
」
の
理
解
が
死
生
観
を
規
定
し
、
霊
に
お
け

る
神
と
の
交
わ
り
の
廃
棄
が
死
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

二
、
新
約
聖
書
は
死
に
つ
い
て
の
旧
約
思
想
を
受
け
継
ぎ
、
自
然
死
と

霊
的
死
と
を
区
別
し
た
上
で
、
イ
＝
ス
の
死
と
復
活
に
よ
り
新
し
い
死
生

観
を
確
立
し
て
い
る
。
イ
ニ
ス
の
受
難
と
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
よ
る
死
の
克

服
が
福
音
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

―
―
-
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
相
違
は
「
魂
の
不
死
」
と

「
死
者
の
復
活
」
と
の
差
異
あ
る
が
、
両
者
の
混
同
が
キ
リ
ス
ト
教
の
誤

解
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
美
し
い
死
」
と
イ
ニ
ス
の

「
恐
怖
に
戦
く
死
」
と
の
対
比
に
よ
り
死
生
観
の
基
本
的
相
違
が
知
ら
れ

る。

金

子

晴
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イ
ン
ド
思
想
史
に
お
い
て
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
が
発
達
し
、
つ
づ
い

て
ジ
ャ
イ
ナ
教
や
原
始
仏
教
な
ど
が
成
立
し
て
い
く
段
階
に
な
っ
て
問
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
根
本
問
題
は
、
個
々
の
身
体
を
離
れ
て
は
生
命
は
存

在
し
な
い
が
、
し
か
し
身
体
に
よ
っ
て
生
命
は
個
別
化
さ
れ
な
い
、
む
し

ろ
す
べ
て
の
生
命
を
触
通
さ
せ
る
生
命
そ
の
も
の
は
一
で
あ
る
、
し
か
ら

ば
身
体
を
も
つ
人
間
存
在
は
、
い
か
に
し
て
一
な
る
生
命
に
帰
入
し
て
永

遠
の
生
を
生
き
る
か
、
で
あ
っ
た
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
は
、
コ
ス
モ

ス
の
す
べ
て
の
生
命
を
生
か
し
め
て
い
る
生
命
そ
の
も
の
を
、
い
ま
こ
こ

の
身
体
の
内
に
思
惟
し
体
得
す
る
道
を
探
求
し
は
じ
め
た
。
ジ
ャ
イ
ナ
教

は
、
殺
生
な
ど
の
業
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
が
存
在
し
、
身
体
が
存

在
す
る
と
生
死
流
転
す
る
故
に
、
殺
生
な
ど
を
や
め
て
身
体
が
消
滅
し
た

と
こ
ろ
に
、
す
べ
て
の
生
物
を
生
か
し
め
て
い
る
生
命
そ
の
も
の
を
体
得

し
よ
う
と
し
た
。
仏
教
は
、
か
く
身
体
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
の
で
も
な

懐
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荒

牧

典

俊

仏
教
に
お
け
る
死
生
観
ー
死
か
ら
生
へ
の
「
忍
」
ー

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
精
神
的
発
展
が
こ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

四
、
ル
タ
ー
の
宗
教
生
活
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
「
死
の
恐
怖
と
苦

悶
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
然
死
と
区
別
さ
れ
た
霊
的
死
と
し
て
の
罪
の

自
覚
と
な
り
、
彼
の
思
想
は
信
仰
に
よ
り
死
か
ら
生
へ
の
実
存
弁
証
法
的

展
開
を
明
ら
か
に
辿
っ
て
い
る
。
「
生
の
さ
中
で
死
を
」
「
死
の
さ
中
で

生
を
」
捉
え
る
彼
の
死
生
観
の
特
質
を
『
詩
篇
九
〇
篇
の
講
解
』
に
よ
り

解
明
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
死
生
観
の
参
考
に
し
た
い
。

生
命
と
医
の
哲
学

八
池

辺

義

教

く
、
身
体
を
虚
無
的
に
否
定
す
る
の
で
も
な
く
、
禅
定
に
お
い
て
身
体
に

執
著
す
る
深
層
の
欲
望
、
自
我
意
識
、
を
放
捨
し
て
は
放
捨
し
て
い
く
と

き
、
死
す
べ
き
個
我
的
身
体
か
ら
永
遠
の
生
命
そ
の
も
の
を
生
き
る
説
法

的
身
体
へ
転
依
す
る
と
い
う
中
道
を
説
い
た
。
こ
の
転
依
は
、
死
す
べ
き

身
体
存
在
の
苦
悩
を
「
忍
苦
」
し
な
が
ら
身
体
存
在
が
そ
の
ま
ま
永
遠
の

生
命
を
生
き
て
い
る
こ
と
を
「
認
容
」
し
て
身
体
存
在
に
お
い
て
永
遠
の

生
命
が
「
任
運
」
に
現
成
す
る
と
い
う
「
忍
」
の
根
本
構
造
を
も
つ
。
古

来
の
仏
教
の
歴
史
に
お
い
て
仏
教
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
固
有

の
「
忍
」
の
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
仏
教
の
真
理
を
以
心
伝
心
し
て
き
た

が
、
現
代
に
お
い
て
い
か
に
し
て
「
忍
」
の
宗
教
体
験
が
可
能
に
な
る
か

ー
例
え
ば
「
生
命
の
倫
理
・
医
の
倫
理
」
に
「
忍
」
の
宗
教
体
験
を
遁
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

医
学
の
哲
学
的
考
察
は
生
命
と
は
何
か
、
人
間
と
は
何
か
の
考
察
か
ら

始
ま
る
。
さ
ら
に
、
人
間
に
と
っ
て
の
病
気
の
窓
味
、
死
の
意
味
の
考
察

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
の
倫
理
も
医
の
哲
学
的
考
察
を
根
底
に
持
っ

て
始
め
て
成
立
す
る
。

人
間
は
共
生
的
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
、
他
の
生
命
、
他
の
人
問

と
の
係
わ
り
の
な
か
で
生
き
て
い
る
。
近
代
医
学
は
分
断
の
立
場
に
た

ち
、
人
間
中
心
、
個
体
中
心
で
あ
り
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
人
間
は
ま

た
い
か
に
生
き
る
か
、
人
間
は
ど
こ
か
ら
来
た
り
、
ど
こ
へ
去
る
の
で
あ



懐
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る
か
を
問
う
存
在
で
あ
る
。
昨
今
、
医
学
は
機
能
主
義
、
技
術
主
義
に
傾

き
、
こ
の
問
が
等
閑
視
さ
れ
、
誕
生
•
生
・
死
の
不
可
思
議
性
が
顧
慮
さ

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

人
問
は
単
に
理
性
的
存
在

(
h
o
m
o
s
a
p
i
e
n
s
)

で
も
工
作
的
存
在

(
h
o
m
o
 f
a
b
e
r
)

で
も
な
い
。
現
実
に
生
き
る
人
間
は
医
師
・
息
者
を

問
わ
ず
苦
し
み
悩
め
る
存
在
、
つ
ま
り

h
o
m
o
p
a
t
i
e
n
s
で
あ
る
。
医

学
の
対
象
は

h
o
m
o
p
a
t
i
e
n
s

と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
医
学
は
人
間

の
悲
哀
に
対
す
る
共
惑
を
動
機
と
し
、
悲
哀
を
救
設
し
よ
う
と
す
る
思
や

り
を
目
標
と
す
る
学
問
で
あ
る
。
共
感
と
思
い
や
り
は
医
の
哲
学
の
基
礎

で
あ
り
、
単
な
る
同
情
や
隣
れ
み
で
は
な
く
、
超
自
然
的
な
も
の
に
由
来

す
る
宗
教
的
心
情
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
し
て
、
医
学
は
直
ち
に
科
学
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
を
自

然
的
存
在
、
生
物
的
存
在
と
し
て
の
み
把
え
た
考
え
方
で
あ
る
。
人
間
は

意
識
的
存
在
で
あ
る
以
上
、
医
学
は
一
方
で
は
科
学
で
あ
り
つ
つ
も
、
他

方
で
は
科
学
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
私
は
医
学
を

conscientia

の
学
と
し
て
規
定
す
る
。

医
療
の
中
核
ほ
治
療

(
c
u
r
e
)

で
あ
る
よ
り
も
看
設

(
c
a
r
e
)

で
あ

る
。
そ
こ
に
人
間
学
的
な
医
学
が
成
立
す
る
。
治
療
は
―
つ
の
手
段
で
あ

り
、
延
命
の
医
学
は
一
方
に
偏
っ
た
医
学
で
あ
る
。
医
学
の
本
領
は
人
間

と
し
て
健
や
か
に
生
き
、
人
間
と
し
て
安
ら
か
に
死
を
迎
え
る
に
あ
る
。

死
の
医
学
で
は
治
療
よ
り
も
看
護
が
優
先
す
る
。

t
e
r
m
i
n
a
l
c
a
r
e

を
甘

瞑
の
医
学
と
名
づ
け
、
そ
の
場
合
の
治
療
を
摂
療

(
c
a
r
i
n
g
c
u
r
e
)
だ
と

す
る
所
以
で
あ
る
。

加

茂

直

樹

医
療
技
術
の
発
達
と
倫
理
の
問
題

最
近
の
医
療
技
術
の
著
し
い
発
達
は
社
会
に
も
強
烈
な
衝
撃
を
与
え
つ

つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
事
例
に
即
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

人
間
の
出
生
に
関
す
る
新
し
い
技
術
と
し
て
、
日
本
で
も
数
年
前
か
ら

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
体
外
受
精
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
卵
管
性
不

妊
症
の
患
者
で
も
妊
娠
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
技
術
が
さ
ま
ざ

ま
な
変
形
的
利
用
を
許
す
こ
と
か
ら
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
例
え

ば
、
代
理
妊
娠
は
倫
理
的
、
法
律
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
ま

た
、
作
ら
れ
た
受
精
卵
を
培
蓑
し
て
研
究
に
用
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

、。カ
医
療
技
術
の
発
達
の
成
果
は
超
未
熟
児
の
治
療
に
も
み
ら
れ
る
。
現

在
、
日
本
で
は
出
生
時
の
体
重
が
千
グ
ラ
ム
以
下
の
超
未
熟
児
の
生
存
率

が
約
五

0
バ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。
妊
娠
二
十
四
週
前
後
、
体
重
五

百
グ
ラ
ム
以
下
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
無
事
に
育
っ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー

ス
も
い
く
つ
か
あ
る
。

体
外
受
精
や
超
未
熟
児
の
治
療
は
、
最
新
の
技
術
と
多
く
の
労
力
と
多

額
の
費
用
を
惜
し
み
な
く
用
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
日

本
の
社
会
に
お
い
て
、
年
に
数
十
万
件
も
の
人
工
妊
娠
中
絶
が
行
わ
れ
て

い
る
。
一
方
で
ご
く
少
数
の
生
命
を
苦
心
し
て
生
み
出
す
こ
と
に
努
め
、

他
方
で
は
非
常
に
多
く
の
正
常
に
育
ち
つ
つ
あ
る
生
命
を
手
軽
に
抹
殺
し

て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
医
療
の
あ
り
方
、
社
会
の
あ
り
方
に
は
矛
盾
は

/¥ 



含
ま
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
の
考
察
が
こ
こ
で
の
主
題
で
あ

る。

近
代
哲
学
と
生
命
の
問
題

こ
ん
に
ち
私
た
ち
は
、
か
つ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
世
界
の
ョ
ー
ロ

ッ
パ
化
」
と
よ
ん
だ
、
全
世
界
を
一
色
に
蔽
い
つ
く
さ
ん
ば
か
り
の
勢
い

を
も
つ
科
学
技
術
の
威
力
の
支
配
下
に
生
き
て
い
る
。
生
命
概
念
も
け
っ

し
て
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
そ
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト

が
軌
遥
を
敷
い
た
機
械
論
の
延
長
線
上
を
ひ
た
走
る
科
学
技
術
の
威
力
に

抗
し
て
、
新
た
な
生
気
論
を
待
望
し
て
も
空
し
い
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な

い
。
技
術
的
発
展
は
、
人
間
身
体
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
目
的
合
理
的
活
動
を

技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
機
能
代
替
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
人
工
的
世
界
の
進
展
の
中
で
、
私
た
ち
の
生
命
活
動
自
体
の
本
来
の

領
域
は
、
は
た
し
て
ど
こ
で
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ほ
か
な
ら
ぬ
こ

の
人
工
化
に
そ
の
活
動
の
意
義
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
末
顛
倒

で
あ
ろ
う
。

本
日
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
踏
ま
え
つ
つ
、
デ
カ
ル
ト
の
影
薯
を

受
け
な
が
ら
も
生
命
活
動
を
自
動
機
械
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
も
な
け
れ

ば
、
ホ
ッ
プ
ズ
に
感
化
さ
れ
な
が
ら
も
そ
れ
を
人
工
的
世
界
へ
と
模
倣
す

る
の
で
も
な
く
、
生
命
活
動
を
倫
理
的
活
動
へ
と
拡
張
し
、
近
代
初
頭
に

生
命
概
念
の
本
来
の
意
義
を
問
い
質
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
生
命
観
の
骨
子

を
取
り
上
げ
た
い
。
ま
こ
と
に
「
い
の
ち
」
と
は
、
古
来
よ
り
も
と
も
と

懐
徳
堂
諧
座
講
演
要
旨

河

井

徳

治

懐
徳
堂
は
、
大
坂
の
富
裕
な
町
人
五
同
志
を
中
心
に
し
て
、
一
七
二
四

年
（
享
保
九
）
に
設
立
さ
れ
、
二
六
年
（
享
保
―
-
)
幕
府
の
公
許
を
え

た
大
坂
学
問
所
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。
初
代
学
主
は
三
宅
石
庵
で
す

が
、
中
井
整
庵
と
竹
山
•
履
軒
父
子
、
五
井
蘭
洲
ら
が
教
授
陣
に
あ
っ

て
、
恢
徳
堂
の
名
を
高
め
ま
し
た
。
懐
徳
堂
の
前
に
も
儒
学
の
熟
は
な
か

っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
懐
徳
堂
は
町
人
の
手
で
設
立
さ
れ
、
経

営
・
管
理
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
学
問
も
ま
た
町
人
生
活
に
ふ
さ
わ
し
い
内

容
を
も
っ
て
説
か
れ
る
と
い
う
特
色
を
も
ち
ま
し
た
。
こ
の
特
色
は
前
期

恢
徳
堂
に
も
っ
と
も
良
く
示
さ
れ
て
い
て
、
中
期
以
降
に
は
か
な
り
性
格

近
世
町
人
社
会
と
徳
川
思
想

徳

川

思

想

ー

昭

和

六

十

二

年

秋

季

八一
脇

田

修

「
生
か
さ
れ
て
あ
る
」
こ
と
、

、。カ

一
、
デ
カ
ル
ト
の
機
械
論
と
生
命
の
問
題

二
、
ス
ビ
ノ
ザ
の
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
批
判
と
ス
ビ
ノ
ザ
の
生
命
観

三
、
無
限
と
有
限
、
神
の
内
在
の
問
題

四
、
生
命
活
動
の
倫
理
的
拡
張

（
ホ
ッ
プ
ズ
の
人
工
化
の
論
理
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
的
実
践
に

お
け
る
操
作
的
思
考
） 「

と
も
に
生
き
る
」
こ
と
で
は
な
か
っ
た



懐
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従
来
わ
が
国
思
想
界
の
常
識
と
し
て
東
洋
的
な
も
の
と
い
え
ば
、
仏

教
、
禅
の
空
、
無
、
絶
対
無
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
せ
ら
れ
て
来
た
。

井
筒
俊
彦
氏
は
そ
れ
を
道
家
哲
学
（
老
荘
）
に
ま
で
ひ
ろ
げ
、
ア
ン
チ
コ

ス
モ
ス
の
思
想
こ
そ
「
東
洋
哲
学
の
主
流
」
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
（
『
思

想
』
六
二
年
三
月
）
。
氏
の
い
う
東
洋
哲
学
は
常
識
的
な
意
味
で
の
そ
れ

で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
儒
教
（
以
下
、
主
と
し
て
宋
学
を
考
え
て

い
る
）
の
哲
学
は
一
体
ど
の
よ
う
な
位
置
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

島

田

虔

次

変
化
を
と
げ
て
、
後
期
に
は
堂
の
受
諧
生
は
町
人
よ
り
も
武
士
が
多
か
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
と
も
あ
れ
懐
徳
堂
は
大
阪
に
お
け
る
文
化
的
伝
統

を
示
す
と
と
も
に
、
近
世
町
人
の
思
想
・
文
化
を
明
ら
か
に
す
る
貴
重
な

遣
産
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

大
坂
の
町
人
社
会
で
は
、
本
来
、
家
業
に
専
念
す
る
こ
と
を
主
と
し
、

学
問
も
ま
た
趣
味
の
域
に
あ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
中

国
古
典
を
学
ぶ
こ
と
は
詩
文
の
鑑
賞
や
創
作
を
重
点
と
し
て
い
ま
し
た
。

な
ぜ
懐
徳
堂
の
よ
う
な
経
学
を
説
く
学
問
所
が
設
立
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ

は
十
八
世
紀
初
頭
の
町
人
社
会
の
不
安
定
さ
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
っ

て
良
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
懐
徳
堂
の
成
立
の
背
景
と
な
っ
た
大
坂
町
人
社
会
の
状
況

と
、
そ
こ
で
成
立
し
た
懐
徳
堂
の
学
問
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
儒
教
の
展
開

ろ
う
。
中
国
に
お
い
て
は
五
四
(
-
九
一
九
年
）
の
新
文
化
運
動
が
儒
教

の
全
面
否
定
を
提
起
し
て
以
来
、
人
民
共
和
国
で
は
そ
れ
が
殆
ん
ど
国
是

と
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。
一

0
年
間
も
の
問
荒
れ
狂
っ
た
か
の
文

化
大
革
命
は
、
そ
の
最
高
潮
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
儒
教
と
い

う
も
の
は
結
局
、
哲
学
と
し
て
は
浅
蒋
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
と
し
て
は
反
動

不
毛
な
も
の
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
人
々
は
中
国

文
明
の
偉
大
さ
を
た
た
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
か
く
も
貧
弱
な
精
神
に

さ
さ
え
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
か
ね
て
か

ら
儒
教
に
関
し
て
の
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
強
い
不
満
を
も
っ
て
い

た
の
で
、
儒
教
の
為
に
弁
明
を
こ
こ
ろ
み
た
く
思
っ
て
い
た
。
そ
の
為
に

は
儒
教
を
単
に
中
国
の
現
象
と
し
て
の
み
で
な
く
、
全
東
ア
ジ
ア
的
現
象

と
し
て
見
わ
た
し
て
見
る
必
要
が
あ
っ
た
。

も
と
も
と
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
史

が
多
く
汎
ョ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
野
の
も
と
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
儒
教

の
歴
史
も
ま
ず
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
、
ベ
ト
ナ
ム
を
通
じ
て
の
通
史
と
し

て
ま
ず
書
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
儒
教
の
教
理

的
見
解
の
跡
は
い
ち
じ
る
し
く
対
照
に
と
ん
だ
も
の
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
儒
教
的
事
象
の
解
釈
に
対
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い
指
唆
を

与
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
朝
鮮
朱
子
学
に
お
け
る
理
発
気
発
の
大

論
争
や
実
学
運
動
の
如
き
、
日
本
の
藤
樹
蕃
山
の
時
処
位
の
説
の
成
立
や

大
塩
中
斎
の
反
乱
の
如
き
は
少
な
く
と
も
中
国
の
儒
教
を
考
え
る
時
、
大

き
な
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
は
何
―
つ
知
ら
な
い

が
、
或
る
ペ
ト
ナ
ム
の
学
者
革
命
家
が
マ
ン
ダ
リ
ン
の
儒
教
に
対
し
て
。
ヒ

ー
プ
ル
の
儒
教
と
い
う
も
の
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。

そ
の
説
に
よ
る
と
、
儒
教
が
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
復
活
し
再
び
か
つ
て
の

八
四



懐
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私
は
こ
こ
で
は
近
世
儒
学
の
性
格
と
そ
の
果
た
し
た
役
割
を
、
「
理
」

の
観
念
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
と
思
う
。
日
本
が
中
国
思
想
と
交

渉
を
も
っ
て
以
来
、
古
代
か
ら
「
理
」
の
思
想
は
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い

が
、
「
理
」
の
観
念
が
わ
が
国
の
思
想
や
学
問
の
世
界
で
本
格
的
に
問
題

に
さ
れ
た
の
は
徳
川
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
と
く

に
朱
子
学
の
受
容
と
理
解
が
本
格
化
し
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
。
し
か

し
「
理
」
の
観
念
は
、
朱
子
学
以
外
の
学
派
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て

い
る
の
で
、
今
回
の
講
演
で
は
、
朱
子
学
、
非
朱
子
学
の
順
で
、
そ
こ
に

お
け
る
「
理
」
の
観
念
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

近
世
儒
学
に
お
け
る
理

源

了

圃

地
位
を
と
り
も
ど
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
が
、
し
か
し
儒
教
の
伝
統
を
国

民
的
遣
産
と
み
と
め
な
い
も
の
は
偽
の
革
命
家
で
あ
る
、
と
ま
で
言
っ
て

い
る
。
中
国
の
場
合
と
あ
ま
り
に
顕
著
な
対
照
に
驚
か
さ
れ
る
。

儒
教
の
本
質
を
如
何
に
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
説
が
あ
ろ

う
が
、
「
内
聖
外
王
」
と
か
「
修
己
治
人
」
と
か
い
う
の
が
ほ
ぽ
妥
当
な

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
孫
文
が
誇
っ
た
「
格
物
、
致
知
、
正
心
、
修

身
、
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
」
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
立
場

で
あ
る
。
あ
る
人
は
そ
れ
を
「
極
高
明
、
道
中
庸
」
と
い
う
言
葉
（
『
中

庸
』
二
六
章
）
に
置
き
か
え
た
。
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
儒
教
は
、

こ
の
定
義
に
立
ち
か
え
っ
て
再
評
価
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る。

①
朱
子
学
の
場
合

朱
子
学
に
お
け
る
理
の
観
念
は
形
而
上
的
性
格
・
価
値
的
性
格
・
経
験

的
性
格
の
三
つ
の
性
格
を
併
せ
も
ち
、
そ
れ
ら
が
分
ち
難
い
関
係
に
あ
る

こ
と
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
こ
の
形
而
上
的
性
格
の

追
究
は
弱
く
、
価
値
的
性
格
の
理
の
観
念
を
強
調
す
る
も
の
と
、
経
験
的

性
格
の
面
を
強
調
す
る
も
の
と
に
分
化
す
る
。
後
者
の
側
面
に
お
い
て
は

朱
子
学
と
洋
学
と
の
結
合
と
い
う
日
本
独
自
の
形
が
生
ま
れ
て
い
る
が
、

前
者
の
面
で
も
大
義
名
分
の
強
調
の
ほ
か
に
、
国
際
的
自
然
法
と
の
結
合

と
か
義
理
の
観
念
の
日
本
化
と
い
う
興
味
あ
る
問
題
が
出
て
い
る
。

＠
非
・
朱
子
学
の
場
合

祖
裸
学
に
お
け
る
理
気
論
の
否
定
を
へ
て
「
理
」
の
問
題
が
新
し
い
展

開
に
は
い
る
こ
と
に
と
く
に
注
目
し
た
い
。

荻
生
祖
裸
の
思
想

八
五

荻
生
祖
裸
（
一
六
六
六

i
一
七
二
八
）
の
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、
現

代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
祖
裸
の
思
想
は
、
教
育
と
政
治
と
の
二
つ
の
問
題
に
主
眼
を
置
い
て

い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
の
教
育
に
関
し
て
、
祖
裸
が
何
よ
り
も
重

視
し
た
の
は
、
被
教
育
者
の
個
性
と
自
発
性
と
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
、
教
師
は
、
自
己
の
考
え
を
押
し
つ
け
た
り
、
人
を

型
に
は
め
る
よ
う
な
指
郡
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
祖
裸
は
説
い
て
い

る
。
現
代
の
日
本
で
も
、
教
育
に
お
け
る
個
性
の
尊
重
が
唱
え
ら
れ
な
が

尾

藤

正

英



今
、
韓
国
社
会
は
激
動
し
て
い
る
。
こ
の
激
動
と
い
う
の
は
何
の
た
め

の
身
も
だ
え
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
の
韓
国
の
今
日
を
生
き
て
い
る
知

識
人
と
し
て
答
え
ざ
る
を
得
な
い
質
問
を
、
「
近
代
性
」
と
い
う
言
葉
か

ら
接
近
し
た
い
と
思
う
。
東
洋
人
に
於
い
て
「
近
代
性
」
と
い
う
概
念

は
、
能
動
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
歴

史
パ
ク
ン
に
接
し
て
受
動
的
に
自
覚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
外
来
の
も
の
で

朝
鮮
思
想
史
か
ら
見
た
儒
学

懐
徳
堂
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金

容

沃

ら
、
そ
の
一
方
で
、
教
育
制
度
の
画
一
化
や
管
理
体
制
の
強
化
が
進
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
が
い
か
に
矛
盾
し
た
こ
と
で
あ
る
の

か
を
、
狙
裸
は
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

政
治
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
人
の
上
に
立
つ
者
は
、
父
母
が
子

を
育
て
る
よ
う
に
、
誰
一
人
も
見
捨
て
る
こ
と
な
く
、
そ
の
一
人
一
人
の

こ
と
を
「
苦
に
し
世
話
を
す
る
」
心
楷
え
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
さ
れ
る
。
そ
の
反
対
に
、
自
己
の
オ
智
を
ひ
け
ら
か
し
た
り
、
法
律
で

人
々
を
規
制
し
た
り
す
る
の
は
、
真
の
政
治
で
な
い
ば
か
り
か
、
為
政
者

の
自
己
の
保
身
を
は
か
ろ
う
と
す
る
考
え
方
の
現
れ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

゜
る

教
育
に
関
し
て
も
政
治
に
関
し
て
も
、
画
一
化
や
権
威
主
義
の
生
じ
ゃ

す
い
精
神
的
風
土
の
あ
る
こ
と
は
、
現
代
も
江
戸
時
代
も
同
様
で
あ
っ

て
、
そ
の
弊
害
を
克
服
す
る
た
め
の
方
法
を
、
儒
学
の
聖
人
の
教
え
の
中

に
求
め
よ
う
と
し
た
の
が
、
狙
裸
の
学
問
で
あ
り
思
想
で
あ
っ
た
。

あ
る
。
で
は
近
代
性
は
本
当
に
外
生
の
も
の
で
あ
っ
て
、
内
生
の
も
の
で

は
な
い
の
か
。
内
生
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
内
的
必
然
性
を
持

っ
て
い
る
の
か
。
も
し
東
洋
人
が
近
代
社
会
を
作
ろ
う
と
し
て
い
れ
ば
、

近
代
性
と
い
う
の
は
確
か
に
東
洋
人
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
東
洋
人
自
身

の
立
場
か
ら
規
定
し
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
作
業
の
た
め
に
は
、

東
洋
人
が
東
洋
人
自
身
を
知
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
自
分
自
身
を
知

る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

西
洋
の
社
会
科
学
に
造
詣
の
深
い
人
は
、
私
の
質
問
を
幼
稚
で
あ
り
時

代
錯
誤
的
な
考
え
方
と
し
て
退
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
社

会
は
近
代
移
行
の
段
階
を
過
ぎ
て
、
も
う
超
現
代
的
な
新
時
代
に
入
っ
て

い
る
か
ら
、
貴
方
の
質
問
は
む
だ
だ
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私

は
そ
う
考
え
な
い
。
私
は
こ
の
講
演
会
を
通
し
て
、
私
が
そ
う
考
え
な
い

理
由
を
は
っ
き
り
示
し
た
い
と
思
う
。
私
が
言
っ
て
い
る
近
代
性
は
、
永

遠
な
る
人
間
の
課
題
で
あ
り
、
従
っ
て
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
認
識
の
問

題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
分
析
し
意
味
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
近
代
性
は
決
し
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入
し
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

で
は
な
い
。
東
洋
の
近
代
性
を
規
定
す
る
過
程
に
於
て
も
、
人
間
の
歴
史

環
境
の
相
対
的
特
性
と
い
う
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朝
鮮
王

朝
の
思
想
史
は
基
本
的
に
儒
学
史
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
儒
学
と
い
う

も
の
を
い
か
に
定
義
す
る
か
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
儒
学
に
現
わ
れ
て

い
る
近
代
性
と
は
な
ん
で
あ
る
か
に
我
々
の
関
心
は
集
ま
る
。
こ
の
問
題

を
究
明
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
朝
鮮
社
会
を
揺
り
動
か
し
て
い
る
労
使
紛

糾
の
問
題
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

八
六



近
世
後
期
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
か
か
る
約
一
世
紀

の
時
期
は
、
国
内
外
に
わ
た
っ
て
変
動
が
激
し
く
、
そ
れ
だ
け
に
対
応
す

る
姿
勢
に
も
確
固
た
る
理
念
の
樹
立
が
要
求
さ
れ
た
。

上
方
と
く
に
大
阪
は
、
経
済
的
に
全
国
の
要
を
な
し
て
い
た
だ
け
に
、

や
地
の
状
況
の
把
握
に
は
鋭
敏
で
あ
り
、
合
理
的
精
神
の
発
達
が
目
立
っ

た
。
儒
学
の
窮
理
精
神
の
理
解
受
容
、
自
然
科
学
の
合
理
梢
神
を
椴
極
的

に
理
解
し
よ
う
と
接
触
す
る
姿
勢
、
具
体
性
を
認
識
尊
重
す
る
態
度
は
、

自
由
濶
達
な
健
全
な
批
判
精
神
を
育
成
し
た
。
町
人
1
1
ま
ち
び
と
を
導
い

た
主
張
の
う
ち
懐
徳
堂
は
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
代
学
主
の
理
念

と
、
接
触
す
る
商
業
者
・
学
者
・
入
門
者
た
ち
の
多
層
性
・
地
域
的
拡
が

り
の
実
況
を
見
つ
め
、
主
題
の
特
性
を
考
え
て
み
る
。

懐
徳
堂
諧
座
講
演
要
旨

末

中

哲

夫

近
世
後
期
関
西
に
お
け
る
実
学
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