
  
 

人
は
な
ぜ
死
ぬ
の
か
？ 

  
 

人
は
誰
し
も
必
ず
死
を
迎
え
ま
す
。
そ
し

て
「
寿
命
が
あ
る
」
か
ら
こ
そ
、「
生
き
て
い

る
今
」
が
尊
く
な
る
の
で
す
。 

さ
ぁ
、
皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
今
月
は
い
よ

い
よ
「
お
盆
」
の
時
期
で
す
。
亡
き
親
や
御

先
祖
様
の
こ
と
を
思
い
、
お
仏
壇
や
お
墓
に

お
供
え
物
を
し
て
、
お
寺
に
お
参
り
に
行
か

れ
る
と
い
う
方
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま

す
。 

 
 

と
こ
ろ
で
『
お
盆
』
っ
て
何
で
す
か
？ 

何
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

今
月
号
で
は◆

『
お
盆
』
を
迎
え
る
に
あ
た

り
準
備
す
る
事
。◆

ご
先
祖
様
に
手
を
合
わ

せ
る
の
は
、
実
は
「◯◯

」
に
手
を
合
わ
せ

る
こ
と
。
な
ど
に
つ
い
て
、
お
話
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

 ●

【
お
盆
を
迎
え
る
前
に
準
備
す
る 

こ
と
】 

 
 

と
い
う
こ
と
で
、
お
盆
前
の
準
備
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
地
域
柄
や
、
そ

の
土
地
に
伝
わ
る
風
習
な
ど
の
違
い
は
あ

り
ま
す
が
、
あ
く
ま
で
『
お
盆
』
と
い
う
風

習
の
基
本
的
な
流
れ
だ
と
思
っ
て
お
聞
き

下
さ
い
ね
。 

ま
ず
８
月
１
日
は
「
釜
蓋
朔
日
（
か
ま
ぶ
た

つ
い
た
ち
）」
と
呼
び
ま
す
。
お
と
ぎ
話
の
よ

う
な
言
い
伝
え
な
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
地

獄
の
釜
の
フ
タ
が
開
く
日
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
日
を
「
お
盆
の
入
り
」
と
考
え

て
準
備
を
始
め
て
い
き
ま
す
。 

「
お
墓
の
掃
除
や
お
参
り
」・「
お
仏
壇
の
掃

除
」・「
盆
提
灯
な
ど
の
用
意
」
な
ど
を
行
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

次
に
８
月
７
日
は
「
棚
幡
（
た
な
ば
た
）」
と

呼
び
ま
す
。
ち
な
み
に
関
東
で
は
７
月
お
盆

な
の
で
、
７
月
７
日
は
ま
さ
に
「
七
夕
」
で
す

ね
。
富
山
を
は
じ
め
多
く
の
地
域
で
は
８
月

お
盆
と
い
う
こ
と
で
、「
七
夕
」
で
は
な
く
て

「
棚
幡
」
で
す
。 

そ
ん
な
「
棚
幡
」
に
は
、
御
先
祖
様
を
迎
え
る

精
霊
棚
（
し
ょ
う
り
ょ
う
だ
な
）
を
設
置
し
ま

す
。
台
の
上
に
は
敷
物
を
敷
き
、
ナ
ス
や
キ

ュ
ウ
リ
で
作
っ
た
精
霊
馬
（
し
ょ
う
り
ょ
う

う
ま
）
や
精
霊
牛
な
ど
を
用
意
し
ま
す
。
割

り
箸
や
爪
楊
枝
な
ど
を
利
用
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
野
菜
に
足
を
刺
し
て
作
り
ま
す
。
迎
え

盆
に
馬
を
作
り
、
送
り
盆
に
牛
を
作
っ
て
準

備
し
ま
す
。
こ
の
意
味
は
ご
存
知
の
方
も
多

い
で
し
ょ
う
。
精
霊
馬
は
、
早
く
先
祖
の
霊
に

帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
。
精
霊
牛
は
、
ユ
ッ
ク
リ

あ
の
世
へ
戻
っ
て
ほ
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
ま
け
に
、
帰
り
が
精
霊
牛
な
理
由
に
は
、
沢

山
の
供
物
を
お
土
産
に
乗
せ
て
帰
っ
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
子
孫
達
の
先
祖
へ
の
思
い
が

溢
れ
た
理
由
で
も
あ
り
ま
す
。 

実
は
こ
れ
に
も
地
域
に
よ
っ
て
考
え
方
は
真

逆
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
丁

寧
に
お
迎
え
し
た
い
か
ら
精
霊
牛
で
迎
え
て
、

急
い
で
帰
っ
て
も
ら
う
た
め
に
精
霊
馬
を
お

供
え
す
る
と
い
う
地
域
も
あ
る
そ
う
で
す
が
、

こ
の
逆
の
パ
タ
ー
ン
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
に

急
い
で
帰
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
の
か

な
？
何
故
な
ん
で
し
ょ
う
か
ね
？
ま
ぁ
い
ず

れ
に
し
て
も
、
先
祖
へ
向
け
る
子
孫
達
の
願

い
が
形
に
な
っ
た
も
の
で
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ●

【
お
盆
期
間
中
に
は
何
を
す
る
の

か
？
】 

◆

十
三
日･･

･

夕
刻
（
時
間
は
何
時
で
も
大
丈

夫
で
す
）
に
な
る
と
「
迎
え
火
」
を
焚
い
て
、

ご
先
祖
様
を
お
迎
え
し
ま
す
。
火
を
焚
く
の

は
、
御
先
祖
様
が
迷
子
に
な
ら
な
い
よ
う
に

「
自
宅
は
こ
ち
ら
で
す
よ
」
と
道
案
内
の
よ

う
な
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 
◆

十
四
日
と
十
五
日･

･
･

お
盆
中
ご
先
祖
様

は
、
精
霊
棚
に
滞
在
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
果
物
や
甘
味
、
御
膳
な
ど
を

お
供
え
し
ま
し
ょ
う
。 

◆

十
六
日･

･
･

朝
も
シ
ッ
カ
リ
お
供
え
物
を

し
て
く
だ
さ
い
。
夕
方
暗
く
な
っ
て
き
た
ら

「
送
り
火
」
を
焚
い
て
送
り
出
し
ま
す
。 

と
い
う
以
上
の
流
れ
が
基
本
的
な
流
れ
だ
と

思
っ
て
、
頭
の
片
隅
に
置
い
て
下
さ
れ
ば
幸

い
で
す
。
知
っ
て
い
る
の
と
知
ら
な
い
の
と

で
は
、
お
盆
中
の
心
持
ち
が
か
な
り
違
う
と

思
い
ま
す
。 

『
お
盆
』
に
な
る
と
、
故
郷
を
思
い
出
す
と
い

う
日
本
人
が
圧
倒
的
に
多
い
と
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
迎
え
る
２
度
目
の
お
盆
で
す
が
、

改
め
て
『
お
盆
』
の
行
事
を
噛
み
締
め
な
が
ら

過
ご
し
て
頂
け
れ
ば
、
ま
た
大
切
な
発
見
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 ●
【
ご
先
祖
様
に
手
を
合
わ
せ
る
、 

実
は
・
・
・
】 

『
生
老
病
死
』。
こ
の
４
文
字
、
何
と
読
む
か

ご
存
知
で
す
か
？
こ
の
４
文
字
を
初
め
て
見

た
と
い
う
方
に
は
、
ぜ
ひ
覚
え
て
お
い
て
い

た
だ
き
た
い
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
４

文
字
は
、
仏
教
が
誕
生
す
る
根
本
の
理
由
と

な
っ
た
お
釈
迦
様
の
問
い
か
ら
出
た
４
文
字

な
の
で
す
。
読
み
方
は
「
し
ょ
う
ろ
う
び
ょ
う 

 

し
」
で
す
。
仏
教
で
は
『
四
苦
八
苦
（
し
く
は

っ
く
）
』
と
も
言
い
ま
す
が
、
私
達
人
間
が
抱

え
る
悩
み
の
根
本
と
も
言
わ
れ
て
い
る
４
つ

の
苦
し
み
が
「
生
老
病
死
」
な
の
で
す
。
こ
の

４
文
字
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
一
つ
ず
つ
解

説
し
て
み
ま
す
。
ま
ず
「
生
苦
」
と
い
う
の
は
、

私
達
は
命
を
頂
い
て
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ

し
て
生
ま
れ
た
か
ら
に
は
生
き
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
生
き
て
い
く
人
生

の
中
に
は
人
間
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
、
い

く
つ
も
の
苦
悩
に
見
舞
わ
れ
ま
す
。
そ
の
苦

悩
の
一
つ
一
つ
と
向
き
合
っ
て
、
ま
た
乗
り

越
え
て
い
か
な
け
れ
ば
生
き
て
い
く
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
い
わ
ば
「
生
苦
」
と
い

う
も
の
で
す
。
次
に
「
老
苦
」
と
は
、
私
達
は

年
々
歳
を
重
ね
て
老
い
て
い
き
ま
す
。
シ
ミ

や
シ
ワ
も
出
て
き
て
肌
の
張
り
も
無
く
な
っ

て
き
ま
す
。
白
髪
に
な
っ
た
り
禿
げ
て
く
る

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
物
覚
え
も
悪
く
な

り
ま
す
。
若
い
頃
の
よ
う
に
俊
敏
に
動
け
ず
、

行
動
も
鈍
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
生
き
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
老
苦
」

で
す
。
ま
た
「
病
苦
」
と
は
、
病
気
の
こ
と
で

す
。
今
は
コ
ロ
ナ
禍
で
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
、

ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
を
受
け
な
が
ら
、
感

染
し
な
い
よ
う
に
と
細
心
の
注
意
を
払
っ
て

い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
の
よ
う
な
大
き
な
病
気
で

は
な
い
に
し
て
も
、
例
え
ば
風
邪
を
引
い
た

り
、
頭
痛
や
腹
痛
に
な
っ
た
り
。
あ
る
い
は

白
内
障
や
難
病
に
罹
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
病
気
と
向
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
「
病
苦
」
で
す
。
最
後
に

「
死
苦
」
と
は
、
臨
終
を
迎
え
る
と
い
う
事
で

す
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
み
ん
な
等
し

く
必
ず
寿
命
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
臨
終
を

迎
え
ま
す
。「
死
ぬ
の
が
怖
い
。
で
き
れ
ば 

 



死
に
た
く
な
い
。
」
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
方

も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
私
達
は
不
老
不
死
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
「
死
」
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
人
生
の

最
後
に
は
、
必
ず
死
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
「
死
苦
」
。
こ
う
や
っ
て
、
私
達

は
避
け
が
た
い
４
つ
の
根
本
苦
と
共
に
、
人

生
と
い
う
一
生
を
歩
ん
で
い
く
わ
け
で
す
。 

こ
こ
で
お
さ
え
て
お
き
た
い
教
え
が
あ

り
ま
す
。『
苦
』
と
い
う
概
念
で
す
。
と
こ
ろ

で
皆
さ
ま
、「
苦
し
み
」
っ
て
何
だ
と
思
わ
れ

ま
す
か
？
ち
ょ
っ
と
、
あ
え
て
言
葉
に
出
し

て
言
っ
て
み
て
下
さ
い
。
そ
ん
な
事
を
問
わ

れ
た
ら
、
何
と
お
答
え
に
な
ら
れ
ま
す
か

ね
？
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
過
ぎ
て
い
て
、

一
言
で
言
葉
に
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
教
で
は

「
苦
し
み
」
の
こ
と
を･

･･

「
自
分
の
思
い
通

り
に
な
ら
な
い
こ
と
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

小
学
生
で
も
分
か
る
言
葉
で
簡
潔
で
す
よ

ね
。
私
自
身
、
こ
の
仏
教
的
解
釈
で
納
得
で

き
た  

一
人
で
し
た
。
そ
う
で
す
。
私
達
は

自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
一
生
を
生

き
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
な
の
に
、
そ

れ
を
思
い
通
り
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
た
ち

ま
ち
私
達
の
心
は
「
苦
し
み
」
に
支
配
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
老
化
を
抑
え
た
い
け
ど
、

老
い
て
い
く
。
病
気
に
な
り
た
く
な
い
け
ど
、

病
に
罹
る
。
死
に
た
く
な
い
け
ど
死
ん
で
い

く
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
、
当
た
り
前
の
こ
と

で
す
。
私
達
の
一
生
で
経
験
す
る
「
生
老
病

死
」
の
四
苦
は
当
た
り
前
の
こ
と
。
い
わ
ば

「
自
然
現
象
」
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ

の
自
然
現
象
に
抗
お
う
と
す
る
と
、
無
理
を

き
た
し
て
悩
み
苦
し
み
に
囚
わ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
事
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

そ
こ
で
日
蓮
聖
人
は
「
人
の
寿
命
は
無
常

（
む
じ
ょ
う
）
な
り
。
出
（
い
）
づ
る
気
は
入

る
気
を
待
つ
事
な
し
。
（
略
）
か
し
こ
き
も
、

は
か
な
き
も
、
老
い
た
る
も
、
若
き
も
定
め
無

き
習
い
な
り
。
さ
れ
ば
先
（
ま
）
ず
臨
終
（
り

ん
じ
ゅ
う
）
の
事
を
習
（
な
ろ
）
う
て
、
後
（
の

ち
）
に
他
事
（
た
じ
）
を
習
う
べ
し
【
妙
法
尼

御
前
御
返
事
】
」
と
喝
破
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち

な
み
に
「
無
常
」
と
い
う
の
は
全
て
の
物
は
移

り
変
わ
っ
て
お
り
、
同
じ
状
態
に
止
ま
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
こ
で
は

「
死
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

人
の
寿
命
は
無
常
で
す
。
賢
い
人
も
、
愚

か
な
人
も
、
老
人
も
、
若
者
も
、
い
つ
命
を
失

う
か
分
か
ら
な
い
儚
さ
が
世
の
常
で
す
か
ら
、

ま
ず
は
、
臨
終
を
迎
え
る
身
で
あ
る
こ
と
を

覚
悟
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
覚
悟
し
た
な
ら

ば
、
初
め
て
命
が
あ
る
「
今
」
が
、
価
値
あ
る

尊
い
時
間
と
し
て
、
自
分
の
目
の
前
に
立
ち

現
れ
て
き
ま
す
。
私
達
に
と
っ
て
本
当
の
人

生
は
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。 

皆
さ
ん
「
覚
悟
」
っ
て
、
こ
う
い
う
字
を
書

き
ま
す
よ
ね
。
こ
の
「
覚
」
も
「
悟
」
も
、「
さ

と
る
」
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
「
さ

と
る
」
＋
「
さ
と
る
」
＝
「
頭
で
さ
と
り
、
心

で
も
さ
と
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
頭

で
理
解
し
た
だ
け
で
は
中
途
半
端
。
本
当
の

意
味
で
悟
っ
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
を
「
覚
悟
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。「
心
底
さ

と
る
」
こ
と
を
「
覚
悟
」
と
言
う
ん
で
す
。
言

わ
ば
、
実
感
と
し
て
分
か
る
と
い
う
感
覚
で

し
ょ
う
か
。「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
た
っ
て
、
ま

だ
死
ん
だ
こ
と
も
無
い
の
に
、
実
感
と
し
て

分
か
る
わ
け
な
い
じ
ゃ
な
い
。」
そ
ん
な
言
葉

が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
け
ど
、
私
も
ま
だ

死
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
達
観

し
た
感
覚
な
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
仏
壇
の

前
に
座
り
、
親
先
祖
に
手
を
合
わ
せ
て
拝
む

時
、「
い
つ
か
は
自
分
も
寿
命
が
来
る
」
と
い

う
こ
と
を
、
あ
る
意
味
、
実
感
と
し
て
感
じ

る
事
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

如
何
で
す
か
？
そ
ん
な
感
覚
を
味
わ
っ
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
気
持
ち
を
込
め
て
真

っ
直
ぐ
親
先
祖
と
向
き
合
い
手
を
合
わ
せ
て

い
た
ら
、
そ
ん
な
感
覚
を
味
わ
う
機
会
も
あ

る
か
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
強
引
な
言
い

方
で
す
が
、
騙
さ
れ
た
と
思
っ
て
、
ま
ず
は

御
先
祖
様
に
手
を
合
わ
せ
て
み
て
下
さ
い
。

感
謝
の
気
持
ち
と
共
に
、
自
然
と
涙
が
溢
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
時
に
、
寿
命
の

儚
さ
を
感
じ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
親
先
祖

へ
の
想
い
を
通
し
て
、
今
あ
る
自
分
の
命
の

尊
さ
に
感
謝
で
き
た
時
、
そ
の
瞬
間
、
あ
な
た

は
心
底
「
覚
悟
」
で
き
た
瞬
間
で
も
あ
る
と
思

い
ま
す
。
ど
う
か
、
そ
ん
な
尊
い
お
気
持
ち
を

感
じ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

命
あ
る
私
達
は
、
早
か
れ
遅
か
れ
生
涯
を

終
え
る
時
が
来
ま
す
。
生
き
と
し
生
け
る
も

の
は
、
致
死
率
百
㌫
で
す
。
期
限
あ
る
尊
い

命
を
生
き
て
い
る
自
分
の
命
。
不
老
不
死
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
か
必
ず
人
生
の
最
期
、

臨
終
を
迎
え
る
自
分
の
命
。
そ
の
時
が
１
年

後
か
も
し
れ
な
い
。
１
ヶ
月
後
か
も
し
れ
な

い
。
明
日
か
も
し
れ
な
い
。
災
害
や
事
故
な

ど
、
い
つ
臨
終
を
迎
え
る
か
分
か
ら
な
い
儚

い
自
分
の
命
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ま
ず
臨
終
の

事
を
習
う
て
、
後
に
他
事
を
習
う
べ
し
」
な

の
で
す
。 

「
死
」
は
怖
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
死
」

は
人
生
の
集
大
成
で
す
。「
死
」
は
人
生
の
総

決
算
で
す
。 

人
は
誰
し
も
必
ず
死
を
迎
え
ま
す
。
そ
し
て

「
寿
命
が
あ
る
」
か
ら
こ
そ
、「
生
き
て
い
る

今
」
が
尊
く
な
る
の
で
す
。 

今
月
は
『
お
盆
』
の
月
で
す
。
親
先
祖
へ
思
い

を
致
し
、
感
謝
の
気
持
ち
を
届
け
、
自
分
の

命
の
尊
さ
を
噛
み
し
め
る
時
間
を
過
ご
し
て

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
や
っ
て
く

る
「
死
」
と
い
う
人
生
の
集
大
成
の
時
に
、
慌

て
ふ
た
め
く
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

「
覚
悟
」
し
た
あ
な
た
の
今
日
が
、
益
々
輝

く
日
々
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。
心
よ
り
祈
っ

て
お
り
ま
す
。 
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