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演
者
は
死
生
観
を
「
生
と
死
の
関
連
に
つ
い
て
の
考
察
」
と

定
義
し
て
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。
先
ず
各
宗
教
が
死
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
み
る
と
、
先
ず

仏
教
は
、
世
を
六
つ
の
世
界
（
六
道
）
に
分
け
、
人
間
は
死
ぬ

た
び
に
こ
の
六
道
の
い
ず
れ
か
に
輪
廻
転
生
を
続
け
る
。
し
た

が
っ
て
こ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
、
修
行
し
て
解
脱
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
多
く

の
人
を
救
え
な
い
。
そ
こ
で
多
く
の
人
が
救
え
る
よ
う
に
考
え

出
さ
れ
た
の
が
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
儒
教
は
、
人
間
を
精
神
と

肉
体
と
に
分
け
、
精
神
の
主
宰
者
（
魂
）
と
肉
体
の
主
宰
者
（
晩
）

と
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
魂
と
晩
が
一
体
と
な
っ
て
い

る
時
は
生
、
分
離
し
て
い
る
時
は
死
と
し
た
。
死
後
、
分
離
し
た

魂
と
晩
を
呼
び
戻
す
方
法
と
し
て
、
招
魂
再
生
の
儀
礼
を
考
え

出
し
、
こ
れ
が
祖
先
崇
拝
、
祖
霊
信
仰
の
形
に
な
っ
た
。
道
教

帽
死
生
観
の
歴
史
的
観
察

杉
田
暉
道

（
医
）
明
佳
会
介
護
老
人
保
健
施
設
す
こ
や
か

の
死
生
観
は
不
老
長
生
で
あ
る
。
神
道
は
死
霊
は
死
後
三
三
年

か
ら
五
○
年
経
過
す
る
と
死
稜
が
な
く
な
り
、
完
全
に
浄
化
さ

れ
、
祖
霊
、
祖
先
神
〈
氏
神
）
に
な
る
と
考
え
た
。
キ
リ
ス
ト

教
は
、
人
間
は
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神

の
お
ら
れ
る
天
に
召
さ
れ
る
。
た
だ
し
死
亡
者
が
天
に
召
さ
れ

る
為
に
は
生
前
の
罪
を
儀
悔
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
し
た
。

つ
い
で
時
代
を
追
っ
て
各
時
代
の
人
の
死
生
観
を
観
察
し
よ
う
。

先
ず
西
行
（
平
安
末
期
ｌ
鎌
倉
初
期
、
七
三
才
）
に
つ
い
て
み

る
と
、
本
名
は
佐
藤
義
情
と
い
い
、
北
面
の
武
士
で
荘
園
の
武

士
で
あ
っ
た
。
歌
人
と
し
て
名
高
く
、
二
三
才
で
出
家
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
盛
衰
転
変
の
現
世
に
対
す
る
厭
世
観
説
、
友

人
の
急
死
に
よ
る
無
常
観
説
、
さ
ら
に
高
貴
な
女
人
待
賢
門
院

璋
子
へ
の
悲
事
説
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
死
生
観
を

よ
く
示
す
和
歌
と
し
て
、
「
願
は
く
ば
花
の
し
た
に
も
春
死
な
ん
。

そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
自
分
が
死
ぬ
時
は
、
花
が
咲
い
て
い
る
時
で
、
そ
の
月

の
満
月
の
時
に
し
た
い
と
述
べ
、
さ
ら
に
別
の
歌
で
来
世
に
は

月
の
光
を
あ
か
ず
眺
め
て
い
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

西
行
は
現
世
と
来
世
は
続
い
て
い
る
と
考
え
、
し
か
も
現
世
と
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来
世
に
お
い
て
は
花
と
月
が
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た

当
時
の
人
々
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
の
は
、
彼
は
、
「
願
は
く
ぱ
」

の
歌
を
詠
ん
で
か
ら
一
○
年
後
に
弘
川
寺
で
ま
さ
に
花
盛
り
の

建
久
元
年
二
月
一
六
日
に
命
を
終
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に

徒
然
草
を
著
わ
し
た
吉
田
兼
好
（
鎌
倉
末
期
）
に
つ
い
て
み
る

と
、
徒
然
草
第
二
二
段
に
「
身
も
苦
し
く
心
の
暇
も
な
く
、

一
生
は
雑
事
の
小
節
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
空
し
く
暮
れ
な
ん
。
日

暮
れ
、
途
遠
し
。
吾
が
生
既
に
硅
陀
た
り
。
諸
縁
を
放
下
す
べ

き
時
な
り
。
」
つ
い
で
第
一
○
八
段
に
「
さ
れ
ば
道
人
は
日
月
を

惜
し
む
べ
か
ら
ず
。
た
だ
今
の
一
念
、
空
し
く
過
ぐ
る
事
を
惜

し
む
べ
し
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
兼
好
は
迫
っ
て
く
る
死
を
乗

り
越
え
る
方
法
と
し
て
、
ま
ず
諸
縁
（
生
活
を
う
ま
く
行
う
こ

と
・
人
事
・
技
能
・
学
問
な
ど
）
放
下
を
積
極
的
に
行
う
こ
と

を
説
き
、
つ
い
で
た
だ
今
の
一
瞬
を
有
意
義
に
心
静
か
に
過
す

こ
と
を
す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
い
ご
に
養
生
訓
の
著
者

で
あ
る
貝
原
益
軒
（
江
戸
時
代
、
寛
政
期
、
八
五
才
）
は
、
養

生
訓
の
冒
頭
に
「
人
身
は
至
り
て
貴
と
く
お
も
く
し
て
、
天
下

四
海
に
も
か
へ
が
た
き
物
に
あ
ら
ず
や
」
と
記
し
、
身
を
鴻
毛

の
軽
き
に
比
し
、
君
の
た
め
身
命
を
捨
て
る
と
い
う
道
徳
が
ま

か
り
通
っ
て
い
た
時
代
に
お
い
て
は
、
極
め
て
革
新
的
な
思
想

で
あ
っ
た
。
つ
い
で
養
生
訓
は
健
康
の
目
的
は
じ
っ
に
人
生
を

真
に
楽
し
む
た
め
に
あ
る
と
言
い
、
楽
し
み
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
お
よ
そ
人
の
楽
し
む
べ
き
事

三
あ
り
。
一
に
は
身
に
道
を
行
い
、
ひ
が
事
な
く
し
て
善
を
楽

し
む
に
あ
り
、
二
に
は
身
に
病
な
く
し
て
快
く
楽
し
む
に
あ
り
、

三
に
命
な
が
く
し
て
、
久
し
く
楽
し
む
に
あ
り
。
富
貴
に
し
て

も
此
三
の
楽
な
け
れ
ば
、
真
の
楽
な
し
」
。
と
記
し
て
い
る
。
味

う
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
の
吉
田
兼
好
と
同
じ
く
人
生

の
短
さ
へ
の
切
迫
感
か
ら
寸
陰
を
愛
惜
し
、
瞬
間
を
有
意
義
に

生
き
る
と
い
う
死
生
観
を
持
っ
て
い
た
。

最
後
に
演
者
は
死
生
観
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
は
仏

教
の
「
空
」
で
あ
る
と
体
得
し
て
い
る
の
で
、
生
と
死
は
河
の

流
れ
と
同
様
に
連
続
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。


