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人

の
死
と
は
何
か

―

法
相
唯
識
思
想
に
お
け
る
死
の
概
念
―

城

福

雅

伸

は

じ

め

に

平
成
四
年

一
月

二
二
日
、
脳
死
臨
調

の
最
終
答
申
が
出
さ
れ
た
。
審

議
で
は
脳

死
を
人
の
死
と
す
る
か
否
か
が
最
大
の
争
点
と
な

っ
た
。
梅

原
猛
氏
を
中
心
と
す
る
小
数
意
見
は
、
脳
死
を
人
の
死
と
認
め
る
事
に

疑
問
を
投
げ
か
け
最
後
ま
で
意
見
は
別
れ
た
。
最
終
答
申
で
は
小
数
意

見
も
付
記
す
る
形
に
な

っ
た
が
、
脳
死
を
人
の
死
と
す
る
多
数
意
見
が

結
論
的
な
流
れ
と
な

っ
た
。
こ
の
最
終
答
申
に
則

っ
て
臓
器
移
植
法
案

立
法
な
ど
諸
問
題
に
対
す
る
取
り
組
み
が
進
み
つ
つ
あ
る
。

最
終
答

申
は
、
少
数
意
見
の
批
判
を
誤
り
で
あ
る
と
退
け

つ
つ

「わ

が
国

の
伝
統
的
な
宗
教

・
倫
理
観
か
ら
見
て
も
、

こ
の
よ
う
な

「死
」

に
つ
い
て
の
考
え
方
が
と
く
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
論
拠
も
見

ら
れ
な
い
」
等
と
述
べ
、
ゆ
え
に
脳
死
を
死
と
す
る
事

は
妥
当
な
見
解

で
あ
る
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
答
申
の
言
う
如
く
本
当
に

「
わ
が
国
の
伝
統
的
な
宗
教

・
倫

理
観
」
に
脳
死
を
死
で
は
な

い
と
す
る
論
拠

は
無
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

脳
死
は
死
か
否
か
、
あ
る
い
は
死
と
は
何

か
は
難
問
で
あ
る
。
し
か

し
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
個

々
の
意
見
の
表
白

の
前
に
ま
ず
人
類
の
知

の
遺
産
で
も
あ
る
仏
教
思
想
の
理
論
な
ど
か
ら
基
礎
的
な
検
討
、
つ
ま

り
答
申
の
言
う
具
体
的
論
拠
の
検
討
等
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
小
稿
で
は
、
法
相
唯
識
思
想
か
ら
死
及
び
脳

死
に
つ
い
て
検
討

・
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
唯
識
思
想
か
ら
の

脳
死
問
題

へ
の
検
討
は
、
事
実
上
拙
稿
を
除

い
て
は
皆
無
で
あ
る
の
で

本
小
稿
は
、
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ
る
で
あ

ろ
う
。

(無
色
界
な
ど
の
所

論
は
今
は
除
外
し
て
論
じ
る
。)

法
相
唯
識
思
想
の
根
本
論
典
た
る

『成
唯
識
論
』
巻
第
三
に
は

「將
レ

死
時
由
二善
悪
業
一下
上
身
分
冷
鰯
漸
起
」
と
人
が
死
に
行
く
時
、
身
体

が
冷
え
出
す
と

い
う
記
述
が
見
え
る
。
さ
ら
に

『
摂
大
乗
論
本
』
巻
上
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福
)

二
七
五

に
も

「
將
没
時
造
善
造
悪
。
或
下
或
上
所
依
漸
冷
」
と
あ
り
、
無
性
釈

巻
第
三
も

「
將
没
時
者
。
謂
將
死
時
。
若
造
善
者
。
帥
於
其
身
下
分
漸

冷
。
若
造
悪
與
此
相
違
」
と
し
、
世
親
釈

(玄
　
訳
)
巻
第
三
も

「
將
レ

捨
レ
命
時
造
レ
善
造
レ悪
。
或
下
或
上
身
分
漸
冷
」
と
釈
し
て

い
る
。
ま

た

『喩

伽
論
』
巻
第

一
に
お
い
て
も

「
將
レ終
時
。
作
二悪
業
一者
。

識

於
二所
依

一從
二
上
分
一捨
。
印
從
二
上
分

一冷
鰯
随
起
」
等
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
人
が
死
に
行
く
時
、
身
体
の
上
あ
る
い

は
下
か
ら
漸
次
に
冷
え
出
す
と
論
じ
て
い
る
事
が
理
解
さ
れ
る
。

で
は
、
死
に
行
く
時
、
身
体
が
冷
え
る
と
言
う
現
象
は
何
故
起
こ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

『喩
伽
論
』
巻
第
五
十

一
で
は

臨
終
時
或
從
二上
身
分
刃
識
漸
捨
離
冷
燭
漸
起
。・或
從
二下
身
分
幻
(中
略
)
故

知
唯
有
二阿
頼
耶
識
一能
執
コ持
身
幻
此
若
捨
離
。
郎
於
二身
分
一冷
燭
可
レ得
。

と
し
、
阿

頼
耶
識
が
身
体
を
執
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
阿
頼

耶
識
が
身
体
を
捨
離
す
れ
ば
、
そ
の
身
体
部
分
に
は
冷
の
触
が
起
こ
る

と
し
て
い
る
。
『成
唯
識
論
』
巻
第
三
で
も

「唯
異
熟
心
由
二
先
業
力
一恒

遍
相
績
執
ゴ受
身
分
刃
捨
二執
受

一塵
冷
燭
便
生
」
と
論
じ
、
阿
頼

耶
識

の
み
が
身
体
を
執
受
す
る
が
、
阿
頼
耶
識
が
身
体

へ
の
執
受
を
放
棄
し

た
部
分
に
冷
の
触
が
起
こ
る
と
述
べ
、
臨
終
時
に
身
体
が
冷
え
行
く
現

象
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は

『
喩
伽
論
』
と
同
旨
で
あ
る
。

つ
ま
り

阿
頼
耶
識

の
み
が
身
体
を
執
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

阿
頼
耶
識

が
身
体

へ
の
執
受
を
止
め
る
と
、
執
受
さ
れ
な
く
な

っ
た
当

該
身
体
部

分
に
冷

の
触
が
起
こ
り
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
阿
頼
耶
識
か
ら
執
受
を
放
棄
さ
れ
冷
の
触
が
起
き
た
身
体
部

分
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

『成

唯
識
論
』
巻
第
三
を
見
る
と

「
冷
燭
起
虚
即
是
非
情
。
錐
二攣
亦
縁

一而

不
二執
受

一」
と
冷
の
触
が
起
き
た
身
体
部
分
は
非
情
で
あ
る
と
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
阿
頼
耶
識
か
ら
縁
変
さ
れ
て
は
い
る
が
執
受
さ
れ

て
い
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
述
記
』
巻
第
四
末
も
、
こ
れ
に
つ
い
て

「識
不
レ
執
塵
即
是
非
情
」
と
阿
頼
耶
識
が
執
受
し
な
い
身
体
部
分
は
非

情
で
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
身
体
部
分
は

「
引
果
所
レ
囁
外
器
之
類
。

錐
二
第
八
識
攣
而
亦
縁
一而
不
二
執
受
一如
二
髪
髪
等

一」
噛と
、
阿
頼
耶
識
が

縁
変
し
て
は
い
る
が
執
受
し
て
い
な
い
器
界
と
同
じ
類
な
の
で
あ
り
、

髪
な
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

阿
頼
耶
識
は
、
す
べ
て
の
現
象
世
界
を
変

じ
縁
じ
て
い
る

(縁
変
、

変
現
)
。
宇
宙
の
す
べ
て
、
森
羅
万
象
か
ら
、

我

々
自
身
の
身
体
ま
で

も
が
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
我

々
が
山
や
岩
石
、
大
地
等
器
界
と
異

な

っ
て
有
情
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
我

々
の
身
体
は
阿
頼
耶
識
か
ら
縁

変
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
さ
ら
に
執
受
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
器
界
も
阿
頼
耶
識
か
ら
縁
変
さ
れ
て
は
い
る
が
執
受
さ
れ

て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
我

々
の
身
体
と
い
え
ど
も
阿
頼
耶
識
か
ら
執

受
さ
れ
な
く
な
れ
ば
器
界
と
同
じ
非
情
と
な

り
果
て
る
の
で
あ
る
。

つ

ま
り
我

々
に
生
命
あ
り
と
さ
れ
る
の
は
阿
頼
耶
識
に
身
体
が
執
受
さ
れ

て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
阿
頼
耶
識
の
執
受
に
よ

っ
て
身

体
に
体
温
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
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二
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六

阿
頼
耶
識
が
執
受
を
放
棄
し
た
身
体
部
分
は
器
界
と
同
じ
非
情
と
な
り

冷
え
行
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上

の
事
か
ら
阿
頼
耶
識
が
身
体
全
体
の
執
受
を
放
棄
し
た
時
点
こ

そ
が
人

の
真
の
死
と
な
る
事
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
現
象
的
に
は
身

体
全
体

に
冷
の
触
が
遍
満
し
た
時
、
身
体
全
体
が
冷
え
き

っ
た
時
で
あ

る
。
換

言
す
れ
ば
体
温
あ
る
脳
死
状
態
は
、
未
だ
阿
頼
耶
識
が
そ
の
人

の
身
体

を
執
受
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
死
で
は
な
い
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

二

で
は
個
体
の
完
全
な
る
死
と
は
い
つ
の
時
点
で
あ
る
と
法
相
唯
識
は

判
定
し
定
義
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『喩
伽
論
』
巻
第

一
を
見
る
と

將
レ終
時
。
作
二悪
業
者
。
識
於
二所
依
　從
二上
分
一捨
。
部
從
二
上
分
一冷
燭
随

起
。
如
レ此
漸
捨
二乃
至
心
慮
殉
造
二善
業
一者
。
識
於
二所
依
噂從
二下
分
一捨
。
部

從
二
下
分
一冷
鯛
随
起
。
如
此
漸
捨
二乃
至
心
庭
刃
當
レ知
後
識
唯
心
慮
捨
。

從
レ此
冷
燭
遍
ゴ
漏
所
依
殉
(傍
線
は
筆
者
が
記
す
)

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
臨
一終
時
に
身
体
は
上
、
あ
る
い
は
下
か

ら
阿
頼
耶
識
に
捨
さ
れ
て
行
き
心
庭
に
い
た
る
。
そ
れ
に
従

っ
て
身
体

は
冷
え
行
く
。
そ
し
て
最
後
に
阿
頼
耶
識
は
心
威
を
捨
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
冷

の
触
が
身
体
に
遍
満
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
人

の
生

の
最
後
と

は
阿
頼
耶
識
…が
心
虚

へ
の
執
受
を
止
め
た
時
点
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に

又
此
翔
羅
藍
。
識
最
初
託
庭
。
部
名
二肉
心
殉
如
レ是
識
於
二此
慮
一最
初
託
。

部
從
二此
慮
一最
後
捨

と
、
識
が
最
初
に
託
さ
れ
る
所
が
肉
心

(心
〓
)
で
あ
り
、
死

亡
す
る

時
は
こ
の
心
臓
が
最
後
に
捨
さ
れ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
先

の
心
虚
と
は
心
臓
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
阿
頼
耶
識

が
心
臓

へ
の
執
受
を
放
棄
し
た
時
点
、
言
い
換
え
れ
ば
心
臓
が
冷
え
た

時
点
が
人
の
完
全
な
る
死
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

『喩
伽
論
』
の
註
釈
で
あ
る
新
羅
の
遁
倫

の

『
喩
伽
論

記
』
巻
第

一

之
上
を
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
を
釈
し

擦
實
阿
耶
識
初
受
生
時
。
最
初
託
慮
部
名
肉
心
。
若
識
捨
肉
心
即
名
爲
死
。

と
、
肉
心
、

つ
ま
り
心
臓
を
阿
頼
耶
識
が
捨

し
た
時
点
が
死
で
あ
る
と

明
確
に
定
義
し
て

い
る
。
『述
記
』
巻
第
四
本
も
、
心
臓
が
最
後
に
捨

さ
れ
る
と
い
う
上
述

の

『喩
伽
論
』

の
説
を

踏
襲

し
て

い
る
。
ま

た

『
演
秘
』
巻
第
三
末
で
は
、
先
の

『
喩

伽
論
』
の
所
説
に
つ
い
て
、

阿

頼
耶
識
が
最
初
に
託
さ
れ
る
所
が
心
臓
で
あ
る
な
ら
、
最
初
に
執
受
を

捨
さ
れ
る
の
も
心
臓
で
は
な
い
か
と

い
う
設
問
を
設
け
て
検
討
を
加
え

る
。
そ
し
て
、
識
は
身
体
の
上
下
と
心
臓
を
同
時
に
頓
捨
す
る
と
い
う

説
と
、
上
あ
る
い
は
下
か
ら
心
臓
に
向
か

っ
て
次
第
に
身
体
を
捨
し
行

き
、
最
後
に
心
臓
を
捨
す
と

い
う
二
説
を
挙
げ
る
。
常
途
の
義
は
心
臓

が
最
後
に
阿
頼
耶
識
か
ら
捨
さ
れ
る
と
い
う
後
者
の
説
と
さ
れ
る
が
結

局
両
説
と
も
心
臓
を
最
後
に
位
置
づ
け
て
い
る
事
に
他
な
ら
な
い
。
ま

た
、
こ
の
問
答
の
後
に
さ
ら
に
第
二
の
問
答
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
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二
七
七

そ
こ
で
も
結
局

「
理
實
心
慮
最
後
捨
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上

に
よ

っ
て
、
法
相
唯
識
思
想
や
唯
識
思
想
の
流
れ
で
は
、
人
の

完
全
な

る
死
と
は
、
阿
頼
耶
識
が
心
臓

へ
の
執
受
を
放
棄
し
た
時
点
で

あ
り
、
現
象
面
か
ら
い
え
ぽ
心
臓
が
冷
え
き
る
時
点
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
る
事
が
わ
か
る
。
し
た
が

っ
て
、
全
身
が
冷
え
、
最
後
に
心
臓
が

冷
え
た
時
点
を
も

っ
て
今
生
に
生
を
受
け
た
我
々
の
真
の
死
と
な
る
。

し
た
が

っ
て
脳
死
は
死
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
光
胤
の

『
聞
書
』
に
は
先

の

『演
秘
』
の

一
段

は
、

ノ

ク

ヲ

「尤
人
存
知
置

ヘ
キ
事

也

ト

テ
。
讃
師
被
三讃
ゴ
上
此

一
段

一畢
」
と
見

ハ

ヲ

ノ

キ

ス

え
、
「良
明
房
云
故
了
文
房
僧
都
生
死
謹
之
論
臨
終
時
可
二
讃
聞
一由
被
レ

申
云
云
」
と
も
述
べ
ら
れ
、
室
町
期
の
わ
が
国

の
法
相
宗
の
学
僧
間
で

は
、
こ
の
よ
う
な
死
自
体
に
つ
い
て
の
所
論
や
定
義
は
特
殊
な
も
の
で

は
な
く
、
知
ら
れ
て
い
た
事
で
あ
り
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
た
事
が
理

解
さ
れ
る
。

結
論

以
上

の
よ
う
に
、
阿
頼
耶
識
を
中
心
に
哲
学
を
展
開
す
る
法
相
唯
識

思
想
で
は
、
生
命
や
死
に
つ
い
て
も
阿
頼
耶
識
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て

い
る
事
が
理
解
さ
れ
た
。
我
々
の
身
体
を
縁
変
し
、
か
つ
執
受
す
る
事

に
よ

っ
て
生
命
あ
ら
し
む
る
状
態
に
し
て
い
る
の
は
阿
頼
耶
識
に
他
な

ら
な
い
。
死
の
訪
れ
と
は
、
阿
頼
耶
識
が
身
体
を
変
じ
縁
じ
て
は
い
る

が
、
執
受
し
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
状
態
で
あ
る
。
臨
終
時
、
身
体
は
上

や
下
な
ど
端
か
ら
漸
次
に
阿
頼
耶
識
に
執
受

さ
れ
な
く
な
ゆ
、
こ
れ
に

従

っ
て
冷
え
行
き
、
死
は
多
時
に
わ
た

っ
て
訪
れ
る
。
執
甑
さ
れ
な
く

な
り
冷
え
た
身
体
部
分
は
す
で
に
非
情
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
最
後
に

心
臓
の
執
受
を
捨
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
心
臓
も
冷
え
切
り
、
冷
の
触
が

全
身
に
満
ち
、
全
身
が
器
界
と
同
じ
非
情
と
な
る
。
こ
の
阿
頼
耶
識
が

心
臓

へ
の
執
受
を
捨
し
た
瞬
間
こ
そ
今
生
に
お
け
る
そ
の
人
の
真
の
死

な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
法
相
唯
識
思
想
で
は
、
人
の
生
命
あ
る
状
態
と

は
阿
頼
耶
識
が
身
体
を
執
受
し
て
い
る
状
能

で
あ
り
、
死
と
は
身
体
を

執
受
し
な
く
な
る
事
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
法
相
唯
識
思
想
で
言
う
人

の
死
と
は

「
脳
幹
を
含
む
全
脳
の
不
可
逆
的
機
能
停
止
」
(脳
死
)
で
も
、

細
胞
個
々
の
死
で
も

な
く
、
「
阿
頼
耶
識
が
今
生
の
身
体

へ
の
執
受
を

す
べ
て
放
棄
す
る
こ
と
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
身
が
冷
え
る
事
に

よ

っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
法
相
唯
識
思
想
か
ら
い
え
ば
、
人
工
呼
吸
器
に
依
る
に
せ

よ
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
る
に
せ
よ
心
臓
が
鼓
動
を
う
ち
体
温
が
あ
る

う
ち
の
脳
死
状
態
は
死
で
は
な
い
事
は
明
白

で
あ
る
。
体
温
が
あ
る
と

い
う
の
は
、
未
だ
阿
頼
耶
識
が
身
体
を
執
受

し
続
け
生
命
あ
ら
し
め
て

い
る
証
拠
だ
か
ら

で
あ
る
。

(無
論
、
意
識
な
ど
の
前
六
識
の
消
滅
は
人
の

死
を
意
味
し
な
い
。
ほ
ぼ
常
に
現
起
す
る
意
識
も
断
絶
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
(極
悶
絶

・
極
睡
眠
等
の
五
位
無
心
))
。

唯
識
思
想
は
空
思
想
と
と
も
に
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
の
二
大
潮
流
の

一
つ
で
あ
る
事
は
周
知
の
事
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
汲
む
法
相
唯
識
思
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人

の
死
と

は
何

か

(城

福
)

二
七
八

想
を
奉
じ
る
法
相
宗
は
、
わ
が
国
で
最
も
古
い
宗
派
の

一
つ
で
あ
り
奈

良
朝
以
前

よ
り
連
綿
と
続
き
、
仏
教
思
想
上
極
め
て
重
要
な
位
置
づ
け

に
あ
る
。

ま
た
法
相
唯
識
思
想
は
日
本
仏
教
の
見
え
ざ
る
支
柱
と
も
い

わ
れ
、
さ
ら
に
仏
教
の
基
礎
学
と
も
さ
れ
宗
派
を
越
え
て
近
代
ま
で
広

く
研
鑛
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が

っ
て
少
な
く
と
も
わ
が
国
で
は
、
脳
死

は
死
で
は
な
い
と
す
る
具
体
的
論
拠
が
、
奈
良
朝
以
前
か
ら
伝
統
的
か

つ
巨
大
な
思
想
大
系
と
し
て
存
在
し
宗
派
を
越
え
て
学
ば
れ
て
来
た
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
脳
死
臨
調
の
答
申
は

「
我
国
の
伝
統
的
な
宗
教
や

倫
理
か
ら
み
て
も
」
脳
死
が
否
定
さ
れ
る
べ
き

「
具
体
的
論
拠
は
見
ら

れ
な

い
」
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま

っ
た
く
の
事
実
誤
認
で
あ
り
、

先
人
の
つ
ち
か

っ
た
歴
史

・
宗
教

ー
文
化

へ
の
冒
漬
と
も
言
う
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
臨
調
審

の
小
数
派
に
せ
よ
多
数
意
見
に
批
判
的
疑
問
を

呈
す
る
ば

か
り
で
、
具
体
的
論
拠
を
挙
げ
積
極
的
に
反
論
し
な
い
の
も

ま
た
事
実

で
あ
り
疑
問
で
あ
る
。
唯
識
思
想
の
流
れ

か
ら
言

う
な

ら

ぽ
、
わ
が
国
の
み
な
ら
ず
イ
ン
ド

・
中
国

・
新
羅
な
ど
大
乗
仏
教
を
奉

じ
た
ア
ジ

ア
諸
国
で
も
具
体
的
論
拠
は
存
在
す
る
事

に
な
る
。
結
局
、

臨
調
審
は
日
本
を
始
め
ア
ジ
ア
の
文
化
や
知
の
巨
大
な
遺
産
を
故
意
ま

た
は
過
失

に
よ

っ
て
看
過

・
黙
殺
し
た
の
は
粉
れ
も
な

い
事

実

で
あ

り
、

こ
と

に
よ
れ
ば
少
数
派

・
多
数
派
と
も
に
日
本

の
文
化
そ
の
も
の

に
基
本
的

に
無
知
で
あ

っ
た
可
能
性
す
ら
あ
る
と
し
か
言
わ
ざ
る
を
得

ず
、
か
か
る
審
議
会
の
下
で
出
さ
れ
た
答
申
は
文
化
や
歴
史

・
哲
学

・

宗
教
等

の
面
か
ら
広
く
か
つ
十
分
な
審
議
が
尽
さ
れ
た
も
の
と
は
到
底

見
な
し
難
い
。

最
終
答
申
が

「
脳
死
を
死
と
認
め
て
よ
い
」
と
結
論
し
た
最
大
の
主

張
根
拠
は
、
事
実
上
こ
の
見
解
を
否
定
す
る
具
体
的
論
拠
が
わ
が
国
に

存
在
し
な
い
と
い
う

一
点
に
つ
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
本
小
稿
で
論

証
し
た
よ
う
に
完
全
な
事
実
誤
認
で
あ
り
、
答
申
の
主
張
根
拠
は
完
全

に
崩
壊
す
る
。
し
た
が

っ
て
答
申
の
主
張
は
成

立
し

な

い
。
む

し

ろ

「
脳
死
は
死
で
は
.な
い
」
と
い
う
具
体
的
論
拠
が
伝
統
的

に
わ
が
国
を

は
じ
め
ア
ジ
ア
諸
国
に
古
来
か
ら
存
在
し
た
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
た

め
、
答
申
の
論
法
を
援
用
す
れ
ば
、
か
え

っ
て
答
申
は

「
脳
死
は
死
で

は
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
脳
死
臨
調
の
最
終
答
申

は
重
大
な
事
実
誤
認
を
犯
し
て
お
り
論
理
的

に
も
思
想
的
に
も
誤
り
で

あ
る
。
法
相
唯
識
思
想
か
ら
言
え
ば
、
い
か
な
る
方
面
か
ら
検
討
し
て

も
脳
死
は
人
の
死
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
脳
死
を
死
と

し
た
り
、
脳
死
体

(脳
死
者
)
を
死
体
に
含

め
た
り
、
ま
た
そ
の
よ
う

に
解
釈
で
き
る
よ
う
な
立
法
措
置
を
講
ず
る
事
、
ひ
い
て
は
法
制
化
な

ど
言
語
道
断
で
あ
り
絶
対
に
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

※

紙
面
の
都
合
に
よ
り
註
は
略
す
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

死
、
脳
死
、
臓
器
移
植
、
生
命

倫
理
、
法
相
唯
識

(龍
谷
大

学
非

常
勤
講
師
)
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