
死
者
再
生
の
願
い

北
京
や
上
海
の
骨
董
店
だ
の
ガ
ラ
ク
タ
市
だ
の
を
冷
や
か
し
歩
い
て
い
る
と
、
し
ば
し
ば
セ
ミ
を
か
た
ど
っ
た
玉

石
を
見
か
け
る
。
手
の
な
か
で
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
と
、
店
の
主
人
は
も
っ
と
も
ら
し
い
顔
つ
き
で
「
含がん
蝉せん
だ
よ
」

と
教
え
て
く
れ
る
。

含
蝉
と
い
う
の
は
、
古
代
、
死
者
の
口
に
入
れ
た
含
玉
の
一
種
で
、
と
く
に
セ
ミ
の
形
を
し
た
も
の
を
い
う
（
口

絵
参
照
）。
そ
も
そ
も
玉
に
は
、
魔
除
け
や
死
体
の
腐
敗
防
止
、
九きゅう
きょう

（
目
・
耳
・
鼻
・
口
な
ど
の
身
体
の
あ
な
）
か

ら
魂
が
抜
け
だ
す
の
を
防
ぐ
な
ど
の
効
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
、
古
く
か
ら
埋
葬
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
含
玉
を
わ

ざ
わ
ざ
セ
ミ
の
形
に
刻
ん
だ
理
由
は
い
く
つ
か
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
は
、
そ
こ
に
死
者
再
生
の
願
い
を
こ

め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
セ
ミ
の
幼
虫
が
何
年
も
ひ
そ
ん
で
い
た
真
っ
暗
な
地
中
か
ら
這
い
だ
し
、
木
に
の

ぼ
っ
て
ゆ
く
さ
ま
は
、
た
し
か
に
墳
墓
か
ら
の
よ
み
が
え
り
を
連
想
さ
せ
る
。

玉
の
含
蝉
は
漢
代
に
な
っ
て
大
流
行
し
た
。
漢
代
と
い
う
の
は
神
仙
思
想
が
広
ま
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
当
時
の

含
蝉
に
は
、
た
ん
に
再
生
へ
の
願
い
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
屍し
解かい
仙せん
に
な
れ
る
よ
う
に
と
の
願
望
が
託
さ
れ
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
。

屍
解
仙
と
い
う
の
は
、
死
ん
だ
の
ち
に
魂
だ
け
が
肉
体
を
抜
け
だ
し
仙
人
と
な
る
も
の
で
、
生
き
な
が
ら
昇
天
し

た
「
天
仙
」、
地
上
で
不
老
不
死
を
得
て
名
山
に
遊
ぶ
「
地
仙
」
の
下
に
位
す
る
仙
人
だ
。
屍
解
仙
は
肉
体
を
置
き

去
り
に
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
屍
体
が
消
失
し
、
か
わ
り
に
着
物
や
履くつ
、
刀
剣
な
ど
を
の
こ
し
て
い
く
場
合
も
あ



る
。
仙
人
の
伝
記
を
集
め
た
『
列
仙
伝
』
や
『
神
仙
伝
』
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
屍
解
仙
が
登
場
す
る
。
そ
の
な
か
か
ら

一
例
を
ひ
ろ
っ
て
み
よ
う
。

谷こく
春しゅん
は
櫟れき
陽よう
（
い
ま
の
陝
西
省
西
安
市
閻えん
良りょう
区
）
の
人
で
、
前
漢
の
成
帝
の
と
き
に
郎
官
（
宮
門
の
守
衛
、

天
子
の
護
衛
な
ど
に
あ
た
る
官
職
）
と
な
っ
た
。
病
で
亡
く
な
っ
た
た
め
、
家
人
は
葬
儀
を
い
と
な
み
喪
に
服
し

た
も
の
の
、
亡
骸
が
冷
た
く
な
ら
な
い
の
で
、
棺
に
釘
を
打
つ
気
に
な
れ
ず
に
い
た
。

そ
う
こ
う
し
て
三
年
ほ
ど
た
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
。
彼
が
衣
冠
を
な
お
し
て
城
門
の
う
え
に
座
し
て
い
た
も

の
だ
か
ら
、
街
の
人
び
と
は
腰
を
抜
か
し
た
。
知
ら
せ
を
聞
い
て
家
族
が
迎
え
に
い
っ
た
と
こ
ろ
、
い
っ
し
ょ

に
帰
り
た
が
ら
な
い
。
自
宅
の
棺
の
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、
谷
春
の
遺
骸
は
消
え
、
着
物
だ
け
が
の
こ
さ
れ
て

い
た
。

谷
春
は
城
門
の
う
え
で
三
日
す
ご
し
た
の
ち
長
安
へ
向
か
い
、
今
度
は
長
安
城
北
側
の
横
門
の
う
え
に
腰
を

お
ろ
し
た
。
ふ
た
た
び
家
人
が
か
け
つ
け
た
が
、
今
度
は
長
安
も
は
な
れ
て
太
白
山
（
陝
西
省
南
西
に
そ
び
え

る
秦
嶺
山
脈
の
主
峰
。
道
教
の
名
山
と
し
て
も
有
名
）
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
前
漢
・
劉りゅう
向きょう
『
列
仙
伝
』）

谷
春
の
場
合
は
肉
体
を
こ
の
世
に
置
き
去
り
に
し
て
仙
人
と
な
っ
た
が
、
納
棺
し
て
し
ば
ら
く
た
っ
て
棺
を
開
け

て
み
た
と
こ
ろ
、
遺
骸
も
消
え
、
最
終
的
に
は
着
物
し
か
の
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
木
の

蝉 セミ>



枝
に
し
ん
と
し
て
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
セ
ミ
の
抜
け
殻
を
見
て
、
漢
代
の
人
び
と
は
屍
解
仙
が
もぬ

い
て
い
っ
た
着
物

を
連
想
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
羽
化
し
た
て
の
セ
ミ
は
透
き
と
お
る
よ
う
に
青
白

く
、
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
霊
気
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。
仙
人
に
な
る
こ
と
を
羽う
化か
登とう
仙せん
と
も
い
う
。
セ
ミ
の
羽

化
は
、
昇
仙
の
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
も
か
さ
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

儒
教
を
官
学
と
し
て
国
を
治
め
、
前
漢
の
全
盛
時
代
を
築
い
た
第
七
代
皇
帝
・
武
帝
（
劉
徹
。
前
一
五
六
〜
前
八

七
年
）
も
ま
た
、
神
仙
世
界
に
傾
倒
し
て
い
た
。

『
史
記
』
孝
武
本
紀
や
封ほう
禅ぜん
書
に
は
、「
即
位
す
る
と
、
と
り
わ
け
て
鬼き
神しん
を
う
や
う
や
し
く
祀
っ
た
」
武
帝
が
、

お
び
た
だ
し
い
数
の
方
士
た
ち
を
重
用
し
、
蓬
莱
に
仙
薬
や
仙
人
を
求
め
さ
せ
、
封
禅
（
天
子
が
泰
山
の
山
頂
で
天

を
、
ふ
も
と
で
地
を
祀
る
儀
式
）
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
方
士
た
ち
が
武
帝
の
ま
え
で
み
せ
た
神
仙
術
の
あ
れ
こ

れ
が
記
さ
れ
て
い
る
。

最
晩
年
に
方
士
た
ち
の
虚
妄
か
ら
目
覚
め
、
後
元
二
（
紀
元
前
八
七
）
年
に
没
し
た
武
帝
は
、
お
び
た
だ
し
い
数

の
玉
片
を
金
糸
で
つ
づ
り
あ
わ
せ
た
よ
ろ
い
「
金きん
縷る
玉ぎょっ
匣こう
」
に
身
を
包
み
、
茂
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
。
か
つ
て
不
老

不
死
を
希
求
し
て
い
た
皇
帝
の
口
に
、
は
た
し
て
含
蝉
は
差
し
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
項
以
下
に
の
べ
る
よ
う
に
、
中
国
人
は
セ
ミ
に
た
い
し
て
日
本
人
と
は
か
な
り
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い

る
が
、「
再
生
」
や
「
登
仙
」
は
も
っ
と
も
魅
惑
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
い
ま
、
中
国
の
市
中
に
で
ま

わ
っ
て
い
る
よ
う
な
含
蝉
は
十
中
八
九
、
模
造
品
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
ほ
こ
り
っ
ぽ
い
骨
董
店
の
店
先
で
、
小
さ
く
て



平
た
く
て
滑
ら
か
な
玉
石
の
セ
ミ
を
目
に
す
る
た
び
、
つ
い
、
舌
先
が
ひ
ん
や
り
す
る
よ
う
な
、
陶
然
と
し
た
心
も

ち
に
な
る
。

セ
ミ
が
と
ま
る
と
出
世
す
る

南
朝
の
梁
に
、
武
帝
（
蕭しょう
衍えん
。
四
六
四
〜
五
四
九
年
）
に
寵
遇
さ
れ
た
の
を
よ
い
こ
と
に
専
権
を
む
さ
ぼ
り
、
や

が
て
国
を
衰
退
に
み
ち
び
い
た
朱しゅ
異い
（
四
八
三
〜
五
四
九
年
）
と
い
う
奸
臣
が
い
る
。
少
年
時
代
は
遊
び
ほ
う
け
て

賭
博
に
の
め
り
こ
ん
だ
り
し
て
い
た
が
、
も
と
も
と
頭
が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
と
き
一
念
発
起
し
て
勉
学
に

い
そ
し
み
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
五
経
を
お
さ
め
、
あ
ら
か
た
の
文
学
書
や
歴
史
書
も
読
破
し
て
し
ま
っ
た
。
諸
芸
に

通
じ
、
書
算
や
囲
碁
に
も
す
ぐ
れ
た
腕
前
を
み
せ
た
。

そ
ん
な
彼
が
、
お
り
か
ら
異
能
の
士
を
求
め
て
い
た
武
帝
に
召
し
だ
さ
れ
、
拝
謁
し
た
の
は
二
十
一
歳
の
と
き
の

こ
と
。「
朱
異
は
ま
こ
と
に
俊
異
で
あ
る
」
と
、
評
判
に
た
が
わ
ぬ
才
気
煥
発
さ
が
気
に
入
ら
れ
、
以
後
、
と
ん
と

ん
拍
子
に
出
世
し
た
。
朱
異
が
中
央
官
庁
の
中
級
役
人
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
秋
で
あ
っ
た
が
、
拝
命
の
そ

の
日
、
ど
こ
か
ら
か
一
匹
の
セ
ミ
が
飛
ん
で
き
て
、
彼
の
冠
に
と
ま
っ
た
。
こ
れ
を
見
た
人
び
と
は
口
ぐ
ち
に
「
蝉せん

じ
の
兆

１
）

し
だ
」
と
さ
さ
や
い
た
。

蝉

と
い
う
の
は
冠
飾
り
の
一
種
で
あ
る
。
武
官
は
「
武
冠
」
と
呼
ば
れ
る
冠
を
着
用
し
て
い
た
が
、
禁
中
へ
の

出
入
り
が
許
さ
れ
る
ほ
ど
高
位
の
も
の
は
、
セ
ミ
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
黄
金
製
の
豪
華
な
バ
ッ
ジ
「
蝉せみ
文もん
金きん
とう

」（
口

蝉 セミ>


