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は
じ
め
に

　

本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
衝
撃
的
で
あ
る
。
神
と
死
者
を
併
記
し
、
し
か
も

モ
ノ
が
対
象
の
考
古
学
の
立
場
か
ら
考
察
し
、
古
代
人
の
信
仰
に
迫
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
赤
い
帯
に
は
、「“
祭
祀
考
古
学
”
の
世
界
へ
誘
う
！　

新
視
点
に
よ
る
古
代
祭
祀
の
復
元
と
歴
史
的
背
景
の
分
析
」
と
、
白
抜
き

の
文
字
が
躍
る
。
神
と
死
者
を
と
も
に
扱
う
祭
祀
考
古
学
と
は
、
一
体
ど

の
よ
う
な
学
問
な
の
か
、
誰
で
も
興
味
を
抱
く
こ
と
必
須
で
あ
る
。
以

笹
生
衛
著
『
神
と
死
者
の
考
古
学　

古
代
の
ま
つ
り
と
信
仰
』

（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
417
）

〔
書
評
〕

時
枝　

務

下
、
本
書
を
簡
単
に
紹
介
し
た
う
え
で
、「
新
視
点
」
の
意
義
を
論
じ
た

い
と
思
う
。

一
、
本
書
の
構
成

　

本
書
は
、「
神
と
死
者
と
古
代
の
人
々
―
プ
ロ
ロ
ー
グ
」「
古
代
祭
祀
の

実
態
」「
古
代
の
神
観
と
祭
祀
」「
祖
へ
の
信
仰
と
祭
祀
」「
古
代
祭
祀
の

終
焉
と
現
代
―
エ
ピ
ロ
ー
グ
」「
あ
と
が
き
」「
参
考
文
献
」
か
ら
な
り
、

前
半
で
神
、
後
半
で
死
者
を
扱
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
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「
神
と
死
者
と
古
代
の
人
々
―
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
で
は
、
神
と
祖
に
対
す

る
信
仰
に
つ
い
て
一
瞥
し
た
後
、「
天
武
天
皇
か
ら
持
統
天
皇
の
時
代
は
、

神
祭
り
で
も
、
死
者
の
葬
送
の
面
に
お
い
て
も
、
ま
さ
に
古
墳
時
代
か
ら

律
令
時
代
へ
の
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
時
代
に
見
ら

れ
た
神
と
自
然
環
境
と
の
関
係
、
祖
へ
の
信
仰
は
、
古
墳
時
代
以
来
の
伝

統
的
な
も
の
な
の
か
、
新
た
な
要
素
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
歴

史
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
現
代
の
我
々
の
文
化
・
信
仰
に
い
か

な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
を
、
発
掘
さ
れ
た
遺
跡
・
遺
物

の
考
古
資
料
か
ら
検
証
し
、
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
書
の
目
的
で

あ
る
」（
九
頁
）
と
述
べ
、
本
書
の
課
題
が
明
示
さ
れ
る
。

　
「
古
代
祭
祀
の
実
態
」
は
、
ま
ず
「
神
道
考
古
学
と
古
代
祭
祀
」
で
、

大
場
磐
雄
が
創
始
し
た
神
道
考
古
学
が
、
臨
時
の
祭
場
で
石
製
模
造
品
を

祭
器
と
し
て
使
用
す
る
古
代
祭
祀
像
を
描
い
た
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
れ
が

「
中
・
近
世
の
古
典
解
釈
と
折
口
の
『
依
代
』
を
結
び
付
け
、
そ
れ
を
考

古
資
料
で
ト
レ
ー
ス
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
古
代
祭
祀

の
実
態
を
示
し
て
い
る
と
言
い
き
れ
な
い
」（
二
四
頁
）
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、「
祭
祀
遺
跡
か
ら
古
代
祭
祀
を
探
る
」
で
は
、
沖
ノ
島
祭
祀
遺

跡
を
手
が
か
り
に
「
五
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
、
全
国
各
地
に
展
開
し
始
め

る
祭
祀
は
、
大
和
王
権
か
ら
貴
重
な
鉄
製
品
や
鉄
鋌
、
初
期
須
恵
器
の
提

供
を
受
け
な
が
ら
、
地
域
の
首
長
と
人
々
が
執
行
し
て
い
た
」（
三
五
頁
）

こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
、
ま
た
山
ノ
花
遺
跡
と
南
郷
大
東
遺
跡
の
出
土
品

か
ら
木
製
の
祭
器
の
存
在
に
注
目
し
、
祭
具
の
実
態
に
肉
薄
す
る
。
さ
ら

に
、「
古
墳
時
代
祭
祀
の
復
元
」
で
は
、『
延
喜
式
』
に
よ
っ
て
幣
帛
が
布

帛
・
武
器
武
具
・
農
具
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に

し
た
う
え
で
、「
幣
帛
に
つ
な
が
る
品
々
の
基
本
的
な
組
み
合
わ
せ
は
、

す
で
に
五
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
、
日
本
列
島
内
の
各
地
で
祭
祀
遺
跡
が
明

確
と
な
る
段
階
に
は
成
立
し
て
い
た
」（
六
二
頁
）
と
指
摘
す
る
。
そ
の

後
、
六
世
紀
に
馬
具
が
加
わ
り
、
七
世
紀
に
甲
冑
が
姿
を
消
す
な
ど
の
変

化
が
あ
っ
て
、
幣
帛
が
完
成
す
る
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
を
提
示
す
る
。
こ
う

し
た
基
礎
的
な
作
業
の
う
え
で
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
か
ら
「
祭
祀
の

準
備
段
階
」「
祭
祀
の
中
心
部
分
」「
祭
祀
後
の
対
応
」
の
三
段
階
を
抽
出

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
考
古
資
料
と
史
料
を
整
理
し
、
古
墳
時

代
の
祭
祀
を
復
元
す
る
。
し
か
も
、「
神
の
籬
」
か
ら
「
神
の
宮
」
へ
と

い
う
、
祭
場
の
あ
り
方
の
変
化
に
ま
で
説
き
及
ぶ
。

　
「
古
代
の
神
観
と
祭
祀
」
は
、
ま
ず
「
祭
祀
遺
跡
の
立
地
と
神
」
で
、

水
辺
・
交
通
路
・
集
落
・
山
麓
・
島
嶼
な
ど
の
祭
場
に
つ
い
て
取
り
上

げ
、「
各
地
の
自
然
環
境
の
働
き
に
神
を
感
じ
、
そ
の
働
き
が
現
れ
る
場

所
で
、
大
王
や
各
地
の
首
長
は
神
を
祀
っ
た
」（
一
〇
八
頁
）
結
果
、
祭

祀
遺
跡
が
残
さ
れ
た
と
考
え
る
が
、
神
郡
に
な
っ
た
地
域
は
「
国
家
領
域

の
中
で
特
に
水
陸
交
通
の
枢
要
な
場
所
、
国
家
と
し
て
重
要
な
地
点
と
し
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て
大
和
王
権
に
認
識
さ
れ
、
そ
の
重
要
な
環
境
の
働
き
＝
神
を
祀
る
場
と

な
っ
て
い
た
」（
一
一
〇
頁
）
と
す
る
。
つ
い
で
、「
古
代
の
富
士
山
信
仰

と
火
山
祭
祀
の
系
譜
」
で
は
、
火
山
災
害
を
め
ぐ
る
祭
祀
の
実
態
を
史
料

と
遺
跡
か
ら
探
り
、
日
本
列
島
の
過
酷
な
自
然
に
対
す
る
人
々
の
神
観
念

に
迫
る
。

　
「
祖
へ
の
信
仰
と
祭
祀
」
は
、
ま
ず
「
古
墳
と
死
者
へ
の
儀
礼
」
で

「
古
墳
に
お
け
る
死
者
・
遺
体
の
扱
い
方
」（
一
六
八
頁
）
を
あ
き
ら
か
に

し
、
そ
の
特
色
と
し
て
「
古
墳
に
納
め
た
死
者
・
遺
体
を
厳
重
に
密
閉
、

区
画
・
遮
蔽
」（
一
六
九
頁
）・「
遺
体
に
そ
え
た
副
葬
品
の
組
み
合
わ
せ
」

（
一
七
〇
頁
）・「
死
者
・
遺
体
に
対
し
て
飲
食
を
供
え
る
と
い
う
儀
礼
」

（
一
七
〇
頁
）
を
掲
げ
る
。
つ
い
で
、「
古
墳
と
祖
の
祭
祀
」
で
は
、『
風

土
記
』『
続
日
本
紀
』
な
ど
の
史
料
や
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
金
象

嵌
銘
鉄
剣
を
手
が
か
り
に
、「
古
墳
に
お
け
る
儀
礼
は
、
こ
の
霊
威
が
強

い
特
別
な
人
物
『
祖
』
と
そ
の
遺
体
を
対
象
と
し
た
『
祭
祀
』
と
定
義
し

て
よ
い
だ
ろ
う
。
古
墳
と
は
、
単
に
遺
体
を
安
置
す
る
墓
で
は
な
く
、
霊

威
の
強
い
『
祖
』
の
遺
体
を
納
め
、
副
葬
品
を
捧
げ
飲
食
を
供
え
て
国
・

地
域
の
安
寧
を
願
う
『
祖
へ
の
祭
祀
』
の
場
で
あ
っ
た
」（
一
八
五
頁
）

と
し
、「
自
然
の
働
き
に
由
来
す
る
『
神
』
と
、
各
氏
族
や
人
々
の
系
譜

を
象
徴
す
る
『
上
祖
・
祖
』
と
は
、
と
も
に
貴
重
な
品
々
（
供
献
品
・
幣

帛
と
副
葬
品
）
を
捧
げ
、
飲
食
を
供
え
る
と
い
う
共
通
し
た
形
で
祀
ら
れ

た
」（
一
八
七
頁
）
と
結
論
づ
け
る
。
さ
ら
に
、「
黄
泉
の
国
と
祖
の
継
承
」

で
は
、
五
世
紀
に
神
と
祖
の
祭
祀
が
成
立
し
た
後
、
律
令
国
家
が
成
立
し

た
七
世
紀
に
、
神
の
祭
祀
が
大
き
く
変
容
し
、「
古
墳
は
死
者
・
祖
を
祀

る
場
か
ら
、
遺
体
を
安
置
す
る
だ
け
の
場
所
『
墓
』
へ
と
変
化
」（
二
〇

二
頁
）
し
た
こ
と
を
説
く
。

　

最
後
に
、「
古
代
祭
祀
の
終
焉
と
現
代
―
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
で
は
、「
古
代

の
灌
漑
用
水
系
の
再
編
に
伴
い
、
そ
れ
を
信
仰
面
で
支
え
た
五
世
紀
以
来

の
神
へ
の
信
仰
も
変
化
し
た
。
伝
統
的
な
祭
祀
の
場
に
経
塚
を
造
営
し
た

り
水
源
に
鏡
を
投
入
し
た
り
し
て
、
神
々
は
、
神
仏
を
一
体
に
考
え
る
本

地
垂
迹
説
で
仏
教
的
に
解
釈
さ
れ
」（
二
一
七
頁
）、「
死
者
・
祖
先
に
対

す
る
考
え
方
は
、
古
代
的
な
『
祖
』
か
ら
、
仏
教
の
供
養
を
受
け
る

『
霊
・
ほ
と
け
』
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
」（
二
二
〇
頁
）
と
し
、
古
代
祭

祀
の
終
焉
を
描
く
。

二
、
若
干
の
所
見

　

と
こ
ろ
で
、
本
書
で
は
、
い
く
つ
も
の
注
目
す
べ
き
見
解
が
披
瀝
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
興
味
を
も
っ
た
二
点
の
み
取
り
上
げ
て
お

く
。

　

一
点
目
は
、
大
場
磐
雄
の
祭
祀
遺
跡
解
釈
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
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し
、
古
代
祭
祀
研
究
を
前
進
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
依
代
を
用
い
る
こ
と

で
ど
こ
に
で
も
臨
時
の
祭
場
を
設
営
で
き
る
と
し
た
神
観
念
を
批
判
し
、

地
域
の
自
然
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
聖
地
こ
そ
が
祭
場
で
あ
る
と
し

て
、
日
本
の
自
然
と
景
観
の
な
か
に
神
を
位
置
づ
け
た
点
は
、
今
後
注
目

さ
れ
る
見
解
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
さ
に
「
新
視
点
」
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
神
祀
り
の
方
法
は
、
霊
威
を
も
つ
祖
に
も
敷
衍

さ
れ
、
神
と
祖
は
同
様
に
祀
ら
れ
た
と
考
え
た
点
も
、
祭
祀
遺
跡
と
古
墳

を
同
じ
土
俵
で
論
じ
た
優
れ
た
学
説
と
し
て
今
後
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
も
っ
と
も
、
霊
威
を
発
す
る
も
の
が
神
で
あ
る
こ
と
は
、
本
居
宣

長
が
す
で
に
説
い
て
い
た
こ
と
で
、
祖
も
ま
た
神
の
一
つ
の
現
れ
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

二
点
目
は
、
五
世
紀
に
成
立
し
た
神
・
祖
の
祭
祀
が
、
七
世
紀
に
大
き

く
変
容
し
た
も
の
の
、
基
層
に
お
い
て
は
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
解
明
し

た
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
古
墳
時
代
の
祭
具
の
大
部
分
が
、
律
令
時
代

の
祭
祀
に
ま
で
継
続
し
て
い
る
事
実
を
、
具
体
的
な
考
古
資
料
で
示
し
た

こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
従
来
、
古
墳
時
代
に
は
石
製
と
土
製
の
模
造
品
が

祭
具
の
主
流
で
あ
っ
た
が
、
律
令
時
代
に
は
木
製
模
造
品
や
斎
串
な
ど
に

変
わ
る
と
す
る
見
解
が
定
説
化
し
て
い
た
が
、
見
か
け
上
の
現
象
に
騙
さ

れ
た
だ
け
の
謬
説
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
残
さ
れ
た
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
に

も
若
干
言
及
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
依
代
の
概
念
で
あ
る
が
、
大
場
は
磐
座
な
ど
を
指
し
て
呼
ん
で

い
る
が
、
折
口
信
夫
は
複
数
の
磐
座
な
ど
の
う
ち
で
神
が
降
臨
し
て
欲
し

い
地
点
に
あ
ら
か
じ
め
付
け
た
目
印
を
指
し
て
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、

大
場
は
、
折
口
を
正
し
く
理
解
し
て
お
ら
ず
、
依
代
概
念
を
曲
解
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
を
含
め
、
依
代
の
概
念
を
整

理
し
、
大
場
＝
折
口
説
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

　

次
に
、
祖
で
あ
る
が
、
祖
と
い
っ
て
祖
先
や
先
祖
な
ど
に
置
き
換
え
て

い
な
い
著
者
の
姿
勢
は
正
し
い
。
た
だ
、
親
子
関
係
が
通
時
的
に
存
在
す

る
社
会
関
係
で
あ
る
以
上
、
古
墳
時
代
に
固
有
の
特
色
を
よ
り
明
確
化
す

る
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
残
さ
れ
た
史
料
が
少
な
く
、
困
難
な
作
業
で

は
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
神
と
祖
の
関
係
を
よ
り
精
緻
に
把
握
で
き
る
よ

う
に
な
ろ
う
。
当
然
、
首
長
の
権
威
の
源
泉
を
解
明
し
、
古
墳
時
代
社
会

を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
に
も
通
じ
る
は
ず
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
書
が
提
起
す
る
問
題
は
大
き
い
。
そ
れ
に
比
し
て
、
本
書
評
で
取
り

上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ほ
ん
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
。
一
般
向
け
に

書
か
れ
た
本
書
は
、
読
み
易
く
、
し
か
も
廉
価
で
あ
る
。
本
書
は
、
古
代
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祭
祀
に
つ
い
て
の
必
読
文
献
と
な
る
こ
と
疑
い
な
く
、
し
か
も
学
際
的
な

内
容
で
あ
り
、
祭
祀
に
関
心
の
あ
る
多
く
の
人
に
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
き

た
い
一
冊
で
あ
る
。

（
四
六
判
、
二
三
二
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
一
月
、
定
価
一
七

〇
〇
円
＋
税
）


