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〈
扉
と
し
て
の
死
〉
と
〈
壁
と
し
て
の
死
〉 

―
葬
制
の
多
様
性
と
死
生
観
の
諸
類
型

― 
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見 

博 

志 
 

は
じ
め
に 

 

一
九
六
七
年
に
世
界
で
初
め
て
の
近
代
的
な
ホ
ス
ピ
ス
が
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
郊
外
に
開
設
さ
れ
、

そ
の
二
年
後
に
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
の
『
死
と
死
ぬ
こ
と
』 

（
一
九
六
九
、
邦
訳
『
死
ぬ
瞬
間
』
、
一
九
七
一
）
が
出
版
さ

れ
、
一
九
七
五-

七
六
年
に
は
植
物
状
態
と
な
っ
た
カ
レ
ン
・
ア
ン
・
ク
イ
ン
ラ
ン
の
人
工
呼
吸
器
停
止
が
米
国
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー

ジ
ー
州
の
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
た
。
二
十
世
紀
最
後
の
三
十
数
年
は
、
こ
れ
ま
で
死
の
現
象
か
ら
目
を
背
け
て
き

た
人
々
が
、
徐
々
に
、
死
を
見
つ
め
な
お
す
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
日
本
で
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
例

え
ば
「
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
症
候
群
」
と
言
わ
れ
た
酷
薄
な
最
期
の
迎
え
方
を
、
医
師
・
山
崎
章
郞
原
作
の
映
画
『
病
院
で
死
ぬ
と

い
う
こ
と
』
（
一
九
九
三
、
同
名
の
原
作
は
一
九
九
〇
）
は
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
描
き
、
医
療
に
お
い
て
死
を
受
け
入
れ
る
こ

と
の
大
切
さ
を
印
象
づ
け
た
。
あ
る
い
は
二
〇
〇
八
年
の
『
お
く
り
び
と
』
は
納
棺
師
を
主
人
公
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
弔

い
の
作
法
を
一
個
の
美
学
に
高
め
て
、
世
界
的
に
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
。 

 

「
死
に
な
じ
む
」
と
で
も
言
え
る
こ
の
よ
う
な
傾
向
と
多
少
趣
の
異
な
る
現
象
が
、
こ
こ
数
年
頻
繁
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
「
直
葬
」
「
自
然
葬
」
「
樹
木
葬
」
「
散
骨
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
、
従
来
と
異
な
る
弔
い
の
仕
方
で
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あ
る
。
自
ら
の
身
近
な
範
囲
で
も
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
「
家
族
葬
」
「
密
葬
」
が
増
加
し
て
い
る
。
さ
す
が
に
病
院
か
ら
火
葬

場
へ
直
行
す
る
「
直
葬
」
を
唱
道
す
る
人
は
見
な
い
。
儀
礼
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
と
し
て
、
批
判
を
招
く
こ
と
が
あ
る
。
も
っ

と
も
、
電
車
の
中
の
落
と
し
物
に
時
に
骨
壺
が
紛
れ
込
む
時
代
だ
か
ら
、
そ
れ
よ
り
は
ま
し
だ
と
言
う
人
も
い
る
。
他
方
で
、

「
自
然
葬
」
「
樹
木
葬
」
「
散
骨
」
な
ど
、
新
た
な
弔
い
方
を
模
索
す
る
人
は
多
い
。
従
来
の
仏
教
式
の
葬
儀
や
埋
葬
が
単
な

る
形
式
だ
け
に
堕
し
て
い
る
と
か
、
そ
の
割
り
に
経
済
的
に
負
担
が
大
き
い
と
か
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
新
た
に
墓
を
建
て
た

り
、
田
舎
に
あ
る
墓
を
移
し
た
り
す
る
煩
わ
し
さ
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
も
悪
く
な
い
と
思
わ
れ
て
く
る
。
「
家
」
観
念
の
希

薄
化
も
当
然
、
「
先
祖
代
々
の
墓
」
に
入
る
と
い
う
考
え
方
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
。
現
在
、
葬
式
や
墓
に
関
す
る
考
え
方

が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
。 

 

第
一
章 

〈扉
と
し
て
の
死
〉
と
〈壁
と
し
て
の
死
〉

 

第
一
節 

葬
制
の
多
様
性 

  

現
代
日
本
で
葬
制
や
葬
送
儀
礼
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
文
化
人
類
学
で
は
、
様
々
な
文
化
圏
で
、
土
葬
、
火
葬
、
水
葬

（
舟
葬
を
含
む
）
、
風
葬
、
樹
上
葬
、
鳥
葬
、
さ
ら
に
ミ
イ
ラ
化
な
ど
、
多
様
な
「
葬
法
」
（
死
体
の
処
理
法
）
が
存
在
す
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
一
〕

。
様
々
な
民
族
で
異
な
る
葬
制
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
古
典
的
な
形
で
示
し
て
い
る
の
が
、
紀
元

前
五
世
紀
の
ペ
ル
シ
ア
戦
争
を
叙
述
す
る
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
の
、
次
の
一
節
で
あ
る
。 

 

 

ダ
レ
イ
オ
ス
（
大
王
）
が
そ
の
治
世
中
、
側
近
の
ギ
リ
シ
ア
人
を
呼
ん
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
金
を
も
ら
っ
た
ら
、
死
ん
だ

父
親
の
肉
を
食
ら
う
気
に
な
る
か
、
と
訊
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
ど
れ
ほ
ど
金
を
貰
っ
て
も
、
そ
の
よ

3 

う
な
こ
と
は
せ
ぬ
と
い
っ
た
。
す
る
と
ダ
レ
イ
オ
ス
は
、
今
度
は
カ
ッ
ラ
テ
ィ
ア
イ
人
と
呼
ば
れ
両
親
の
肉
を
食
ら
う
習

慣
を
持
つ
イ
ン
ド
の
部
族
を
呼
び
、
先
の
ギ
リ
シ
ア
人
を
立
ち
会
わ
せ
、
通
弁
を
通
じ
て
彼
ら
に
も
対
話
の
内
容
が
理
解

で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
金
を
貰
え
ば
死
ん
だ
父
親
を
火
葬
に
す
る
こ
と
を
承
知
す
る
か
、
と
そ
の
イ

ン
ド
人
に
訊
ね
た
。
す
る
と
カ
ッ
ラ
テ
ィ
ア
イ
人
た
ち
は
大
声
を
上
げ
て
、
王
に
口
を
慎
ん
で
貰
い
た
い
と
い
っ
た
。
…

…
（
ヘ
ロ
ド
ト
ス
、
歴
史
、
上
、
松
平
千
秋
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
、
巻
三
、
三
八
段
、
三
〇
七
頁
）
〔
二
〕 

 

こ
こ
で
は
イ
ン
ド
の
部
族
カ
ッ
ラ
テ
ィ
ア
イ
人
の
食
葬
（
史
実
と
し
て
は
判
然
と
し
て
い
な
い
）
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
火
葬

が
話
題
に
さ
れ
て
い
る
。
食
葬
と
火
葬
に
言
及
し
た
ダ
レ
イ
オ
ス
大
王
は
、
ペ
ル
シ
ア
人
の
葬
制
が
そ
れ
ら
と
異
な
る
か
ら
言

及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ペ
ル
シ
ア
人
の
葬
制
に
関
し
て
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
で
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

ペ
ル
シ
ア
人
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
私
自
身
の
知
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
確
信
を
も
っ
て
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
次
に
述
べ
る
死
人
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
秘
密
事
項
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
は

っ
き
り
し
た
こ
と
は
判
ら
な
い
。
つ
ま
り
ペ
ル
シ
ア
人
の
死
骸
は
葬
る
前
に
、
鳥
や
犬
に
食
い
ち
ぎ
ら
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
マ
ゴ
ス
た
ち
〔
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
祭
司
、
引
用
者
追
記
〕
が
こ
う
い
う
葬
り
方
を
す
る
こ
と
は
私
も
知
っ
て

い
る
。
彼
ら
は
そ
れ
を
公
然
と
や
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
（
一
般
の
）
ペ
ル
シ
ア
人
は
、
死
骸
に
蝋
を
塗
っ
て
土
中
に

埋
葬
す
る
。
…
…
（
前
掲
書
、
巻
一
、
一
四
〇
段
、
一
一
〇-

一
頁
） 

 

つ
ま
り
、
ペ
ル
シ
ア
人
の
な
か
で
は
、
祭
司
や
お
そ
ら
く
王
侯
貴
族
も
鳥
葬
を
行
い
、
一
般
の
ペ
ル
シ
ア
人
は
土
葬
を
行
っ
た
〔
三
〕
。

ま
た
、
ペ
ル
シ
ア
人
が
火
葬
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、
『
歴
史
』
に
お
け
る
、
ダ
レ
イ
オ
ス
大
王
の
先
代
の
カ
ン
ビ
ュ
セ
ス
王
に

関
す
る
次
の
叙
述
か
ら
推
測
さ
れ
る
。 
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す
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岩
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…
…
最
後
に
カ
ン
ビ
ュ
セ
ス
は
〔
エ
ジ
プ
ト
の
ア
マ
シ
ス
宮
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
る
〕
遺
体
を
焼
け
と
命
じ
た
。
ペ
ル
シ

ア
人
は
火
を
神
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
命
令
は
誠
に
神
を
蔑
ろ
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
死
骸

を
焼
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
〔
エ
ジ
プ
ト
と
ペ
ル
シ
ア
〕
両
国
民
の
い
ず
れ
の
慣
行
に
も
な
い
こ
と
で
、
ペ
ル
シ
ア
で

は
今
述
べ
た
理
由
で
、
神
に
人
間
の
死
骸
を
捧
げ
る
な
ど
と
い
う
の
は
怪
し
か
ら
ぬ
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
…
…
（
前

掲
書
、
巻
三
、
一
六
段
、
二
九
〇
頁
） 

 

か
く
て
『
歴
史
』
に
お
い
て
、
カ
ッ
ラ
テ
ィ
ア
イ
人
の
食
葬
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
火
葬
、
ペ
ル
シ
ア
人
の
鳥
葬
な
い
し
土
葬
と
い

う
、
様
々
な
葬
制
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

葬
制
と
死
生
観 

  

葬
制
や
葬
送
儀
礼
が
異
な
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
背
後
に
あ
る
で
あ
ろ
う
死
生
観
や
霊
魂
観
も
異
な
る
。
と
は
い
え
葬
制
と

死
生
観
に
は
、
必
ず
し
も
明
示
的
な
対
応
関
係
が
存
在
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
死
生
観
が
観
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
葬
制
は

習
俗
で
あ
り
、
習
俗
は
そ
の
意
味
が
分
か
ら
な
く
と
も
伝
統
と
し
て
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
代
日
本
の
葬

儀
を
取
り
上
げ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
普
通
行
わ
れ
て
い
る
仏
教
式
の
葬
儀
で
は
、
本
堂
中
央
の
本
尊
で
は
な
く
、
遺
体
が
納

め
ら
れ
た
棺
や
写
真
を
拝
み
、
ま
た
、
埋
葬
す
る
墓
や
白
木
の
位
牌
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
本

来
の
仏
教
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
儒
教
の
影
響
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
儒
教
の
専
門
家
は
示

唆
し
て
い
る
〔
四
〕

。
そ
れ
を
聞
く
と
あ
ら
た
め
て
私
た
ち
は
、
習
俗
と
し
て
行
わ
れ
る
葬
儀
の
意
味
を
知
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く

と
同
時
に
、
知
ら
な
く
と
も
葬
儀
を
執
り
行
う
の
に
支
障
は
な
い
こ
と
に
思
い
至
る
。 

5 

 

と
は
い
え
お
そ
ら
く
、
『
歴
史
』
に
お
け
る
三
つ
の
民
族
で
の
異
な
る
葬
制
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
民
族
の
死
生
観
も
お
そ

ら
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
死
生
観
で
決
定
的
に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
要
素
は
、

「
あ
の
世
（
他
界
）
」(t

h
e 
o
t
h
e
r w

o
r
l
d
)

、
「
死
後
の
生
」 (

a
f
t
e
r
l
i
f
e
)

、
「
死
後
に
お
け
る
霊
魂
の
生
存
」(t

h
e s

u
r
v
i
v
a
l 

o
f 

t
h
e 

s
o
u
l 

a
f
t
e
r 

d
e
a
t
h
)

を
信
じ
る
か
否
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
三
つ
の
民
族
は
、
い
ず
れ
も
あ
の
世
を
信
じ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
お
そ
ら
く
共
通
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
代
の
私
た
ち
は
、
必
ず
し
も
あ
の
世
を
信
じ
て
は
い

な
い
。
こ
こ
に
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
断
定
は
乱
暴
で
あ
り
、
過
去
に
お
い
て
も
あ
の
世
を
信
じ
て

い
な
い
人
々
は
た
く
さ
ん
い
た
で
あ
ろ
う
。
逆
に
現
代
で
も
あ
の
世
を
信
じ
て
い
る
人
々
は
多
く
、
そ
の
大
部
分
は
、
キ
リ
ス

ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
信
者
で
あ
る
（
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
の
自
爆
テ
ロ
リ
ス
ト
の
多
く
は
、

天
国
で
の
至
福
を
信
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
な
が
ら
現
代
と
い
う
時
代
を
全
体
と
し
て
眺
め
れ
ば
、
世
俗
化
、

脱
宗
教
化
の
流
れ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
点
で
、
あ
の
世
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
人
が
多
く
な
っ
た
と
言
っ
て
良
い
で

あ
ろ
う
。 

 

あ
の
世
を
信
じ
る
の
と
信
じ
な
い
の
と
で
は
、
死
の
意
味
が
異
な
る
。
死
ん
で
あ
の
世
に
至
る
時
、
死
は
あ
の
世
に
至
る
〈
扉
〉

(
d
o
o
r
)

や
〈
門
〉(g

a
t
e
)

と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
死
後
の
世
界
を
信
じ
な
い
人
に
と
っ
て
、
死
は
行
き
止
ま
り
の
〈
壁
〉(w

a
l
l
)

で
あ
る
〔
五
〕

。
「
壁
」
で
は
、
壁
の
向
こ
う
側
の
空
間
（
死
後
の
世
界
）
を
想
定
さ
せ
る
の
で
不
都
合
で
あ
る
、
む
し
ろ
そ
の
向

こ
う
側
に
何
も
な
い
と
い
う
意
味
で
「
断
崖
・
絶
壁
」
の
方
が
比
喩
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
や

は
り
、
「
断
崖
か
ら
飛
び
降
り
る
」
こ
と
や
「
絶
壁
を
よ
じ
登
る
」
こ
と
か
ら
、
奈
落
や
天
国
を
連
想
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
壁
の
向
こ
う
を
想
定
せ
ず
、
穴
蔵
に
籠
も
っ
た
り
嚢
中
に
入
っ
た
り
し
た
時
の
行
き
止
ま
り
と
し
て
〈
壁
〉
を
用

い
る
こ
と
に
す
る
。
か
く
て
死
の
観
念
に
関
し
て
、
あ
の
世
・
死
後
の
生
・
死
後
に
お
け
る
霊
魂
の
生
存
を
信
じ
る
立
場
を
〈
扉

と
し
て
の
死
〉
、
信
じ
な
い
立
場
を
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
と
表
現
し
よ
う
〔
六
〕

。 

 

4



4 

 

…
…
最
後
に
カ
ン
ビ
ュ
セ
ス
は
〔
エ
ジ
プ
ト
の
ア
マ
シ
ス
宮
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
る
〕
遺
体
を
焼
け
と
命
じ
た
。
ペ
ル
シ

ア
人
は
火
を
神
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
命
令
は
誠
に
神
を
蔑
ろ
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
死
骸

を
焼
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
〔
エ
ジ
プ
ト
と
ペ
ル
シ
ア
〕
両
国
民
の
い
ず
れ
の
慣
行
に
も
な
い
こ
と
で
、
ペ
ル
シ
ア
で

は
今
述
べ
た
理
由
で
、
神
に
人
間
の
死
骸
を
捧
げ
る
な
ど
と
い
う
の
は
怪
し
か
ら
ぬ
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
…
…
（
前

掲
書
、
巻
三
、
一
六
段
、
二
九
〇
頁
） 

 

か
く
て
『
歴
史
』
に
お
い
て
、
カ
ッ
ラ
テ
ィ
ア
イ
人
の
食
葬
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
火
葬
、
ペ
ル
シ
ア
人
の
鳥
葬
な
い
し
土
葬
と
い

う
、
様
々
な
葬
制
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

葬
制
と
死
生
観 

  

葬
制
や
葬
送
儀
礼
が
異
な
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
の
背
後
に
あ
る
で
あ
ろ
う
死
生
観
や
霊
魂
観
も
異
な
る
。
と
は
い
え
葬
制
と

死
生
観
に
は
、
必
ず
し
も
明
示
的
な
対
応
関
係
が
存
在
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
死
生
観
が
観
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
葬
制
は

習
俗
で
あ
り
、
習
俗
は
そ
の
意
味
が
分
か
ら
な
く
と
も
伝
統
と
し
て
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
代
日
本
の
葬

儀
を
取
り
上
げ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
普
通
行
わ
れ
て
い
る
仏
教
式
の
葬
儀
で
は
、
本
堂
中
央
の
本
尊
で
は
な
く
、
遺
体
が
納

め
ら
れ
た
棺
や
写
真
を
拝
み
、
ま
た
、
埋
葬
す
る
墓
や
白
木
の
位
牌
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
本

来
の
仏
教
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
儒
教
の
影
響
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
、
儒
教
の
専
門
家
は
示

唆
し
て
い
る
〔
四
〕

。
そ
れ
を
聞
く
と
あ
ら
た
め
て
私
た
ち
は
、
習
俗
と
し
て
行
わ
れ
る
葬
儀
の
意
味
を
知
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く

と
同
時
に
、
知
ら
な
く
と
も
葬
儀
を
執
り
行
う
の
に
支
障
は
な
い
こ
と
に
思
い
至
る
。 

5 

 
と
は
い
え
お
そ
ら
く
、
『
歴
史
』
に
お
け
る
三
つ
の
民
族
で
の
異
な
る
葬
制
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
民
族
の
死
生
観
も
お
そ

ら
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
死
生
観
で
決
定
的
に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
要
素
は
、

「
あ
の
世
（
他
界
）
」(t

h
e 
o
t
h
e
r w

o
r
l
d
)

、
「
死
後
の
生
」 (

a
f
t
e
r
l
i
f
e
)

、
「
死
後
に
お
け
る
霊
魂
の
生
存
」(t

h
e s

u
r
v
i
v
a
l 

o
f 

t
h
e 

s
o
u
l 

a
f
t
e
r 

d
e
a
t
h
)

を
信
じ
る
か
否
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
三
つ
の
民
族
は
、
い
ず
れ
も
あ
の
世
を
信
じ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
お
そ
ら
く
共
通
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
代
の
私
た
ち
は
、
必
ず
し
も
あ
の
世
を
信
じ
て
は
い

な
い
。
こ
こ
に
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
断
定
は
乱
暴
で
あ
り
、
過
去
に
お
い
て
も
あ
の
世
を
信
じ
て

い
な
い
人
々
は
た
く
さ
ん
い
た
で
あ
ろ
う
。
逆
に
現
代
で
も
あ
の
世
を
信
じ
て
い
る
人
々
は
多
く
、
そ
の
大
部
分
は
、
キ
リ
ス

ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
信
者
で
あ
る
（
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
の
自
爆
テ
ロ
リ
ス
ト
の
多
く
は
、

天
国
で
の
至
福
を
信
じ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
な
が
ら
現
代
と
い
う
時
代
を
全
体
と
し
て
眺
め
れ
ば
、
世
俗
化
、

脱
宗
教
化
の
流
れ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
点
で
、
あ
の
世
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
人
が
多
く
な
っ
た
と
言
っ
て
良
い
で

あ
ろ
う
。 

 

あ
の
世
を
信
じ
る
の
と
信
じ
な
い
の
と
で
は
、
死
の
意
味
が
異
な
る
。
死
ん
で
あ
の
世
に
至
る
時
、
死
は
あ
の
世
に
至
る
〈
扉
〉

(
d
o
o
r
)

や
〈
門
〉(g

a
t
e
)

と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
死
後
の
世
界
を
信
じ
な
い
人
に
と
っ
て
、
死
は
行
き
止
ま
り
の
〈
壁
〉(w

a
l
l
)

で
あ
る
〔
五
〕

。
「
壁
」
で
は
、
壁
の
向
こ
う
側
の
空
間
（
死
後
の
世
界
）
を
想
定
さ
せ
る
の
で
不
都
合
で
あ
る
、
む
し
ろ
そ
の
向

こ
う
側
に
何
も
な
い
と
い
う
意
味
で
「
断
崖
・
絶
壁
」
の
方
が
比
喩
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
や

は
り
、
「
断
崖
か
ら
飛
び
降
り
る
」
こ
と
や
「
絶
壁
を
よ
じ
登
る
」
こ
と
か
ら
、
奈
落
や
天
国
を
連
想
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
壁
の
向
こ
う
を
想
定
せ
ず
、
穴
蔵
に
籠
も
っ
た
り
嚢
中
に
入
っ
た
り
し
た
時
の
行
き
止
ま
り
と
し
て
〈
壁
〉
を
用

い
る
こ
と
に
す
る
。
か
く
て
死
の
観
念
に
関
し
て
、
あ
の
世
・
死
後
の
生
・
死
後
に
お
け
る
霊
魂
の
生
存
を
信
じ
る
立
場
を
〈
扉

と
し
て
の
死
〉
、
信
じ
な
い
立
場
を
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
と
表
現
し
よ
う
〔
六
〕

。 
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6 

第
三
節 

〈扉
と
し
て
の
死
〉

 

  

近
代
以
前
に
お
け
る
死
の
観
念
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
基
本
的
に
〈
扉
〉
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
〈
扉
〉
の
向
こ
う

側
に
あ
る
「
他
界
」
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
の
一
神
教
の
場
合
や
仏
教
で
は
、
天
国
・
極
楽
・

浄
土
な
ど
の
至
福
の
地
と
相
対
立
す
る
地
獄
と
い
う
二
つ
の
世
界
が
存
在
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
そ
の
中
間
に
さ
ら
に
煉

獄
や
リ
ン
ボ
が
お
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
冥
界
や
古
事
記
の
黄
泉
国
の
よ
う
に
、
死
者
た
ち
の
お
ぞ
ま
し
い

世
界
し
か
な
い
場
合
も
あ
る
。
『
旧
約
聖
書
』
に
お
け
る
「
エ
デ
ン
の
園
」
は
、
天
国
の
有
り
様
と
し
て
描
か
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
「
ジ
ャ
ン
ナ
」
（
楽
園
）
は
、
泉
の
ほ
と
り
の
涼
や
か
な
木
陰
で
、
美
女
に
か
し
ず
か
れ
て
贅
沢
の

限
り
を
つ
く
す
と
い
う
、
極
め
て
肉
感
的
な
喜
び
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

日
本
で
は
平
安
時
代
の
浄
土
思
想
に
お
い
て
、
〈
扉
〉
の
向
こ
う
側
に
あ
る
「
浄
土
」
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
多
く
の

人
が
願
っ
た
。
一
つ
の
例
と
し
て
、
摂
関
政
治
の
頂
点
に
あ
っ
た
藤
原
道
長
（
九
六
六-

一
〇
二
七
）
が
、
当
時
の
「
飲
水
病
」
、

今
で
言
う
糖
尿
病
で
六
一
歳
で
亡
く
な
る
有
名
な
臨
終
の
場
面
を
、
『
栄
華
物
語
』
よ
り
引
い
て
お
こ
う
。
道
長
に
と
っ
て
死

は
、
「
浄
土
」
へ
移
り
ゆ
く
〈
扉
〉
で
あ
っ
た
。 

 

…
…
す
べ
て
臨
終
念
仏
お
ぼ
し
続
け
さ
せ
給
。
佛
の
相
好
に
あ
ら
ず
よ
り
外
の
色
を
見
む
と
お
ぼ
し
め
さ
ず
、
佛
法
の
聲

に
あ
ら
ず
よ
り
外
の
余
の
聲
を
聞
か
ん
と
お
ぼ
し
め
さ
ず
。
後
生
の
事
よ
り
外
の
事
を
お
ぼ
し
め
さ
ず
。
御
目
に
は
彌
陀

如
来
の
相
好
を
見
奉
ら
せ
給
、〔
御
〕
耳
に
は
か
う
尊
き
念
佛
を
き
こ
し
め
し
、
御
心
に
は
極
楽
を
お
ぼ
し
め
し
や
り
て
、

御
手
に
は
彌
陀
如
来
の
御
手
の
糸
を
ひ
か
へ
さ
せ
給
て
、
北
枕
に
西
向
に
臥
さ
せ
給
へ
り
。
…
…
（
日
本
古
典
文
学
大
系 

七
六
、
栄
華
物
語
、
下
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
、
巻
第
三
十
、
三
二
六-
七
頁
） 
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第
四
節 

〈壁
と
し
て
の
死
〉

 

  

も
と
よ
り
近
代
以
前
に
お
い
て
も
、
〈
扉
〉
で
は
な
い
死
、
つ
ま
り
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
も
存
在
し
た
。
そ
れ
を
論
理
的
に

表
現
し
た
の
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
唯
物
論
哲
学
者
エ
ピ
ク
ロ
ス
（
前
三
四
二
／
一-

二
七
一
／
〇)

で
あ
っ
た
。 

 

死
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
良
い
も
の
と
悪
い
も
の
は
す
べ
て
感
覚
に
属
す
る
が
、
死

は
感
覚
の
欠
如
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
死
は
も
ろ
も
ろ
の
悪
い
も
の
の
う
ち
で
最
も
恐
ろ
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、

じ
つ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
存
す
る
限
り
、
死
は
現
に

存
せ
ず
、
死
が
現
に
存
す
る
と
き
に
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
死
は
、
生
き
て
い
る

も
の
に
も
、
す
で
に
死
ん
で
い
る
も
の
に
も
、
か
か
わ
り
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
生
き
て
い
る
も
の
の
と
こ
ろ
に
は
、
死

は
現
に
存
し
な
い
の
で
あ
り
、
他
方
、
死
ん
だ
も
の
は
も
は
や
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
… 

死
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
分
解
し
た
も
の
は
感
覚
を
持
た
な
い
、
し
か
る
に
感
覚
を
持

た
な
い
も
の
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
エ
ピ
ク
ロ
ス
、
教
説
と
手
紙
、
出
隆
、
岩
崎
允

胤
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
、
六
七-

八
、
七
五
頁
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
、

下
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
、
断
片
一
二
四-

五
、
一
三
九
に
も
あ
る
） 

  

現
代
に
お
け
る
死
の
見
方
は
、
基
本
的
に
〈
壁
〉
で
あ
る
。
現
職
の
検
事
総
長
で
あ
っ
た
伊
藤
栄
樹
（
し
げ
き
）
（
一
九
二

五-

八
八
）
は
、
亡
く
な
る
直
前
に
が
ん
闘
病
記
を
『
人
は
死
ね
ば
ゴ
ミ
に
な
る

―
私
の
が
ん
と
の
戦
い
』
と
題
し
て
ま
と
め

た
。
闘
病
期
は
彼
が
亡
く
な
っ
た
直
後
に
出
版
さ
れ
た
（
一
九
八
八
）
。
死
に
直
面
し
て
た
じ
ろ
が
な
い
生
き
方
が
歯
に
衣
着

せ
な
い
題
名
と
あ
い
ま
っ
て
、
社
会
に
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
。
彼
が
妻
を
相
手
に
語
る
自
ら
の
心
の
「
整
理
」
か
ら
次
の
一

6



6 

第
三
節 

〈扉
と
し
て
の
死
〉

 

  

近
代
以
前
に
お
け
る
死
の
観
念
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
基
本
的
に
〈
扉
〉
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
〈
扉
〉
の
向
こ
う

側
に
あ
る
「
他
界
」
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
の
一
神
教
の
場
合
や
仏
教
で
は
、
天
国
・
極
楽
・

浄
土
な
ど
の
至
福
の
地
と
相
対
立
す
る
地
獄
と
い
う
二
つ
の
世
界
が
存
在
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
そ
の
中
間
に
さ
ら
に
煉

獄
や
リ
ン
ボ
が
お
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
冥
界
や
古
事
記
の
黄
泉
国
の
よ
う
に
、
死
者
た
ち
の
お
ぞ
ま
し
い

世
界
し
か
な
い
場
合
も
あ
る
。
『
旧
約
聖
書
』
に
お
け
る
「
エ
デ
ン
の
園
」
は
、
天
国
の
有
り
様
と
し
て
描
か
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
「
ジ
ャ
ン
ナ
」
（
楽
園
）
は
、
泉
の
ほ
と
り
の
涼
や
か
な
木
陰
で
、
美
女
に
か
し
ず
か
れ
て
贅
沢
の

限
り
を
つ
く
す
と
い
う
、
極
め
て
肉
感
的
な
喜
び
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

日
本
で
は
平
安
時
代
の
浄
土
思
想
に
お
い
て
、
〈
扉
〉
の
向
こ
う
側
に
あ
る
「
浄
土
」
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
多
く
の

人
が
願
っ
た
。
一
つ
の
例
と
し
て
、
摂
関
政
治
の
頂
点
に
あ
っ
た
藤
原
道
長
（
九
六
六-

一
〇
二
七
）
が
、
当
時
の
「
飲
水
病
」
、

今
で
言
う
糖
尿
病
で
六
一
歳
で
亡
く
な
る
有
名
な
臨
終
の
場
面
を
、
『
栄
華
物
語
』
よ
り
引
い
て
お
こ
う
。
道
長
に
と
っ
て
死

は
、
「
浄
土
」
へ
移
り
ゆ
く
〈
扉
〉
で
あ
っ
た
。 

 

…
…
す
べ
て
臨
終
念
仏
お
ぼ
し
続
け
さ
せ
給
。
佛
の
相
好
に
あ
ら
ず
よ
り
外
の
色
を
見
む
と
お
ぼ
し
め
さ
ず
、
佛
法
の
聲

に
あ
ら
ず
よ
り
外
の
余
の
聲
を
聞
か
ん
と
お
ぼ
し
め
さ
ず
。
後
生
の
事
よ
り
外
の
事
を
お
ぼ
し
め
さ
ず
。
御
目
に
は
彌
陀

如
来
の
相
好
を
見
奉
ら
せ
給
、〔
御
〕
耳
に
は
か
う
尊
き
念
佛
を
き
こ
し
め
し
、
御
心
に
は
極
楽
を
お
ぼ
し
め
し
や
り
て
、

御
手
に
は
彌
陀
如
来
の
御
手
の
糸
を
ひ
か
へ
さ
せ
給
て
、
北
枕
に
西
向
に
臥
さ
せ
給
へ
り
。
…
…
（
日
本
古
典
文
学
大
系 

七
六
、
栄
華
物
語
、
下
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
、
巻
第
三
十
、
三
二
六-

七
頁
） 
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第
四
節 

〈壁
と
し
て
の
死
〉

 

  

も
と
よ
り
近
代
以
前
に
お
い
て
も
、
〈
扉
〉
で
は
な
い
死
、
つ
ま
り
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
も
存
在
し
た
。
そ
れ
を
論
理
的
に

表
現
し
た
の
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
唯
物
論
哲
学
者
エ
ピ
ク
ロ
ス
（
前
三
四
二
／
一-

二
七
一
／
〇)

で
あ
っ
た
。 

 

死
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
良
い
も
の
と
悪
い
も
の
は
す
べ
て
感
覚
に
属
す
る
が
、
死

は
感
覚
の
欠
如
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
死
は
も
ろ
も
ろ
の
悪
い
も
の
の
う
ち
で
最
も
恐
ろ
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、

じ
つ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
存
す
る
限
り
、
死
は
現
に

存
せ
ず
、
死
が
現
に
存
す
る
と
き
に
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
死
は
、
生
き
て
い
る

も
の
に
も
、
す
で
に
死
ん
で
い
る
も
の
に
も
、
か
か
わ
り
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
生
き
て
い
る
も
の
の
と
こ
ろ
に
は
、
死

は
現
に
存
し
な
い
の
で
あ
り
、
他
方
、
死
ん
だ
も
の
は
も
は
や
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
… 

死
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
分
解
し
た
も
の
は
感
覚
を
持
た
な
い
、
し
か
る
に
感
覚
を
持

た
な
い
も
の
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
エ
ピ
ク
ロ
ス
、
教
説
と
手
紙
、
出
隆
、
岩
崎
允

胤
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
、
六
七-

八
、
七
五
頁
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
、

下
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
、
断
片
一
二
四-

五
、
一
三
九
に
も
あ
る
） 

  

現
代
に
お
け
る
死
の
見
方
は
、
基
本
的
に
〈
壁
〉
で
あ
る
。
現
職
の
検
事
総
長
で
あ
っ
た
伊
藤
栄
樹
（
し
げ
き
）
（
一
九
二

五-

八
八
）
は
、
亡
く
な
る
直
前
に
が
ん
闘
病
記
を
『
人
は
死
ね
ば
ゴ
ミ
に
な
る

―
私
の
が
ん
と
の
戦
い
』
と
題
し
て
ま
と
め

た
。
闘
病
期
は
彼
が
亡
く
な
っ
た
直
後
に
出
版
さ
れ
た
（
一
九
八
八
）
。
死
に
直
面
し
て
た
じ
ろ
が
な
い
生
き
方
が
歯
に
衣
着

せ
な
い
題
名
と
あ
い
ま
っ
て
、
社
会
に
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
。
彼
が
妻
を
相
手
に
語
る
自
ら
の
心
の
「
整
理
」
か
ら
次
の
一

7



8 

節
を
紹
介
す
る
。 

 

 
僕
の
家
も
、
多
く
の
日
本
の
家
と
同
じ
よ
う
に
檀
那
寺
を
持
っ
て
は
い
る
。
僕
の
場
合
は
、
名
古
屋
に
あ
る
浄
土
真
宗
の
寺
だ
。

し
か
し
、
仏
教
と
い
う
宗
教
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
僕
は
、
神
と
か
仏
と
か
自
分
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
も
の

に
す
が
っ
て
心
の
慰
め
を
得
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
は
、
と
う
て
い
な
れ
そ
う
に
な
い
。
そ
れ
に
、
四
十
年
も
、
冷
静
、
客
観
的

に
証
拠
を
科
学
的
に
追
い
求
め
、
そ
こ
か
ら
過
去
に
あ
っ
た
事
実
を
再
現
、
認
定
す
る
仕
事
を
続
け
て
き
た
せ
い
だ
ろ
う
、
僕
の

頭
は
、
生
命
科
学
な
ど
と
い
っ
た
分
野
の
こ
と
に
は
暗
い
な
が
ら
、
科
学
的
、
合
理
的
な
思
考
の
方
が
受
け
入
れ
や
す
く
な
っ
て

い
る
。
…
…
さ
て
、
そ
こ
で
、
僕
は
、
人
は
、
死
ん
だ
瞬
間
、
た
だ
の
物
質
、
つ
ま
り
ホ
コ
リ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
の
だ
と
思
う
よ
。
死
の
向
こ
う
に
死
者
の
世
界
と
か
霊
界
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
な
い
と
思
う
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、

当
人
は
、
全
く
の
ゴ
ミ
み
た
い
な
も
の
と
化
し
て
、
意
識
の
よ
う
な
も
の
は
残
ら
な
い
だ
ろ
う
よ
。
…
…
僕
は
、
人
間
が
死
ん
だ

あ
と
、
魂
だ
け
が
残
っ
て
生
き
て
い
る
人
々
と
交
流
で
き
る
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い
。
…
…
（
伊
藤
栄
樹
、
人
は
死
ね
ば
ゴ

ミ
に
な
る

―
私
の
が
ん
と
の
戦
い
、
新
潮
社
、
一
九
八
八
、
五
一
頁
） 

  

同
様
に
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
を
物
語
る
の
は
、
英
文
学
者
の
中
野
好
夫
（
一
九
〇
三-

八
五
）
で
あ
る
。
彼
は
著
書
『
人
間
の

死
に
か
た
』
（
一
九
六
九
）
で
、
「
昭
和
二
九
年
」
に
、
と
い
う
こ
と
は
五
一
歳
の
時
に
、
書
い
た
自
ら
の
文
章
を
引
用
し
て

い
る
。 

 

「
わ
た
し
自
身
の
願
い
と
い
え
ば
、
で
き
る
こ
と
な
ら
肉
体
を
持
っ
た
私
の
、
こ
の
世
で
の
生
命
が
終
わ
る
と
き
、
霊
魂

も
い
っ
し
ょ
に
消
滅
し
て
く
れ
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
か
、
心
か
ら
そ
れ
を
願
っ
て
い
る
。
死
後
の
生
存
な

ど
と
い
う
も
の
は
、
な
く
て
幸
福
、
あ
っ
て
く
れ
て
は
た
だ
も
う
大
迷
惑
と
い
う
に
尽
き
る
。
地
獄
も
天
国
も
、
ど
ち
ら

9 

も
私
に
は
興
味
が
な
い
。
要
す
る
に
、
生
命
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
今
の
こ
の
世
だ
け
で
た
く
さ
ん
で
あ
り
、
一
つ
だ
け

で
も
あ
り
す
ぎ
る
。
…
…
と
い
っ
て
、
む
ろ
ん
私
に
は
、
死
後
の
生
存
を
否
定
す
る
絶
対
の
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。

多
分
は
私
の
考
え
る
と
お
り
、
肉
体
細
胞
の
死
の
瞬
間
に
、
私
の
霊
魂
も
ま
た
い
っ
さ
い
無
に
帰
し
、
ひ
ど
く
サ
バ
サ
バ

し
た
話
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
、
密
か
に
高
を
く
く
っ
て
い
る
が
、
さ
れ
ば
と
て
、
私
の
願
い
が
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
と
も

か
ぎ
ら
な
い
。
も
し
万
一
私
の
霊
魂
な
ど
が
、
死
後
に
ま
で
生
き
残
り
、
地
獄
だ
か
天
国
だ
か
し
ら
ぬ
が
、
ま
た
同
じ
後

悔
と
汚
辱
に
み
ち
た
一
生
を
ウ
ロ
ウ
ロ
く
り
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
居
て
も
立
っ
て
も
い

ら
れ
な
い
や
り
き
れ
な
さ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
」 

 

日
付
を
見
る
と
昭
和
二
十
九
年
と
あ
る
。
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
十
年
に
な
る
わ
け
だ
が
、
い
ま
読
み
返
し
て
み
る
と
、
な

に
か
ち
ょ
っ
と
他
人
の
文
章
を
読
む
み
た
い
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
妙
な
気
も
し
な
い
で
は
な
い
が
、
た
だ
「
あ
と
は
す
べ

て
無
」
と
い
う
風
に
い
け
ば
ま
こ
と
に
有
難
い
、
そ
う
心
か
ら
願
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
い
ま
も
っ
て
だ
い
た
い

変
わ
り
な
い
。
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

こ
と
の
つ
い
で
に
い
え
ば
、
わ
た
し
は
子
ど
も
の
と
き
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
で
育
っ
た
。
…
…
（
中
野

好
夫
、
人
間
の
死
に
か
た
、
新
潮
選
書
、
一
九
六
九
、
一
九
九
九
、
一
〇
七-

八
頁
） 

  

伊
藤
栄
樹
の
「
ゴ
ミ
」
に
し
ろ
、
中
野
好
夫
の
「
あ
と
は
す
べ
て
無
」
に
し
ろ
、
と
も
に
「
サ
バ
サ
バ
」
し
た
話
で
あ
る
。 

 

第
五
節 

〈窓
と
し
て
の
死
〉

 

  

か
っ
て
の
〈
扉
と
し
て
の
死
〉
に
対
し
て
現
代
で
は
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
が
支
配
的
で
あ
る
。
現
代
人
は
、
伊
藤
栄
樹
が
述

べ
る
よ
う
に
、
「
死
ん
だ
ら
ゴ
ミ
と
化
す
」
、
あ
る
い
は
中
野
好
夫
の
言
う
よ
う
に
、
「
あ
と
は
す
べ
て
無
」
と
考
え
て
い
る

8
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節
を
紹
介
す
る
。 

 

 

僕
の
家
も
、
多
く
の
日
本
の
家
と
同
じ
よ
う
に
檀
那
寺
を
持
っ
て
は
い
る
。
僕
の
場
合
は
、
名
古
屋
に
あ
る
浄
土
真
宗
の
寺
だ
。

し
か
し
、
仏
教
と
い
う
宗
教
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
僕
は
、
神
と
か
仏
と
か
自
分
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
も
の

に
す
が
っ
て
心
の
慰
め
を
得
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
は
、
と
う
て
い
な
れ
そ
う
に
な
い
。
そ
れ
に
、
四
十
年
も
、
冷
静
、
客
観
的

に
証
拠
を
科
学
的
に
追
い
求
め
、
そ
こ
か
ら
過
去
に
あ
っ
た
事
実
を
再
現
、
認
定
す
る
仕
事
を
続
け
て
き
た
せ
い
だ
ろ
う
、
僕
の

頭
は
、
生
命
科
学
な
ど
と
い
っ
た
分
野
の
こ
と
に
は
暗
い
な
が
ら
、
科
学
的
、
合
理
的
な
思
考
の
方
が
受
け
入
れ
や
す
く
な
っ
て

い
る
。
…
…
さ
て
、
そ
こ
で
、
僕
は
、
人
は
、
死
ん
だ
瞬
間
、
た
だ
の
物
質
、
つ
ま
り
ホ
コ
リ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
の
だ
と
思
う
よ
。
死
の
向
こ
う
に
死
者
の
世
界
と
か
霊
界
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
な
い
と
思
う
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、

当
人
は
、
全
く
の
ゴ
ミ
み
た
い
な
も
の
と
化
し
て
、
意
識
の
よ
う
な
も
の
は
残
ら
な
い
だ
ろ
う
よ
。
…
…
僕
は
、
人
間
が
死
ん
だ

あ
と
、
魂
だ
け
が
残
っ
て
生
き
て
い
る
人
々
と
交
流
で
き
る
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い
。
…
…
（
伊
藤
栄
樹
、
人
は
死
ね
ば
ゴ

ミ
に
な
る

―
私
の
が
ん
と
の
戦
い
、
新
潮
社
、
一
九
八
八
、
五
一
頁
） 

  

同
様
に
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
を
物
語
る
の
は
、
英
文
学
者
の
中
野
好
夫
（
一
九
〇
三-

八
五
）
で
あ
る
。
彼
は
著
書
『
人
間
の

死
に
か
た
』
（
一
九
六
九
）
で
、
「
昭
和
二
九
年
」
に
、
と
い
う
こ
と
は
五
一
歳
の
時
に
、
書
い
た
自
ら
の
文
章
を
引
用
し
て

い
る
。 

 

「
わ
た
し
自
身
の
願
い
と
い
え
ば
、
で
き
る
こ
と
な
ら
肉
体
を
持
っ
た
私
の
、
こ
の
世
で
の
生
命
が
終
わ
る
と
き
、
霊
魂

も
い
っ
し
ょ
に
消
滅
し
て
く
れ
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
か
、
心
か
ら
そ
れ
を
願
っ
て
い
る
。
死
後
の
生
存
な

ど
と
い
う
も
の
は
、
な
く
て
幸
福
、
あ
っ
て
く
れ
て
は
た
だ
も
う
大
迷
惑
と
い
う
に
尽
き
る
。
地
獄
も
天
国
も
、
ど
ち
ら

9 

も
私
に
は
興
味
が
な
い
。
要
す
る
に
、
生
命
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
今
の
こ
の
世
だ
け
で
た
く
さ
ん
で
あ
り
、
一
つ
だ
け

で
も
あ
り
す
ぎ
る
。
…
…
と
い
っ
て
、
む
ろ
ん
私
に
は
、
死
後
の
生
存
を
否
定
す
る
絶
対
の
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。

多
分
は
私
の
考
え
る
と
お
り
、
肉
体
細
胞
の
死
の
瞬
間
に
、
私
の
霊
魂
も
ま
た
い
っ
さ
い
無
に
帰
し
、
ひ
ど
く
サ
バ
サ
バ

し
た
話
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
、
密
か
に
高
を
く
く
っ
て
い
る
が
、
さ
れ
ば
と
て
、
私
の
願
い
が
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
と
も

か
ぎ
ら
な
い
。
も
し
万
一
私
の
霊
魂
な
ど
が
、
死
後
に
ま
で
生
き
残
り
、
地
獄
だ
か
天
国
だ
か
し
ら
ぬ
が
、
ま
た
同
じ
後

悔
と
汚
辱
に
み
ち
た
一
生
を
ウ
ロ
ウ
ロ
く
り
か
え
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
居
て
も
立
っ
て
も
い

ら
れ
な
い
や
り
き
れ
な
さ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
」 

 

日
付
を
見
る
と
昭
和
二
十
九
年
と
あ
る
。
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
十
年
に
な
る
わ
け
だ
が
、
い
ま
読
み
返
し
て
み
る
と
、
な

に
か
ち
ょ
っ
と
他
人
の
文
章
を
読
む
み
た
い
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
妙
な
気
も
し
な
い
で
は
な
い
が
、
た
だ
「
あ
と
は
す
べ

て
無
」
と
い
う
風
に
い
け
ば
ま
こ
と
に
有
難
い
、
そ
う
心
か
ら
願
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
い
ま
も
っ
て
だ
い
た
い

変
わ
り
な
い
。
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

こ
と
の
つ
い
で
に
い
え
ば
、
わ
た
し
は
子
ど
も
の
と
き
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
で
育
っ
た
。
…
…
（
中
野

好
夫
、
人
間
の
死
に
か
た
、
新
潮
選
書
、
一
九
六
九
、
一
九
九
九
、
一
〇
七-

八
頁
） 

  

伊
藤
栄
樹
の
「
ゴ
ミ
」
に
し
ろ
、
中
野
好
夫
の
「
あ
と
は
す
べ
て
無
」
に
し
ろ
、
と
も
に
「
サ
バ
サ
バ
」
し
た
話
で
あ
る
。 

 

第
五
節 

〈窓
と
し
て
の
死
〉

 

  

か
っ
て
の
〈
扉
と
し
て
の
死
〉
に
対
し
て
現
代
で
は
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
が
支
配
的
で
あ
る
。
現
代
人
は
、
伊
藤
栄
樹
が
述

べ
る
よ
う
に
、
「
死
ん
だ
ら
ゴ
ミ
と
化
す
」
、
あ
る
い
は
中
野
好
夫
の
言
う
よ
う
に
、
「
あ
と
は
す
べ
て
無
」
と
考
え
て
い
る

9



10 

か
の
よ
う
で
あ
る
。
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
は
「
サ
バ
サ
バ
」
し
て
お
り
散
文
的
で
あ
る
。
纏
綿
た
る
情
緒
を
断
ち
切
る
非
情
さ

に
堪
え
る
に
は
タ
フ
な
知
性
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
タ
フ
な
知
性
の
持
ち
主
と
は
別
に
、
自
ら
の
死
を
前
に
し

て
人
は
し
ば
し
ば
、
「
あ
の
世
で
亡
く
な
っ
た
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
に
会
え
る
」
と
思
っ
て
自
ら
を
慰
め
る
。
あ
る
い
は
、

遺
さ
れ
る
人
が
、
「
あ
の
世
か
ら
い
つ
ま
で
も
見
守
っ
て
く
れ
る
」
と
思
っ
て
大
切
な
人
を
見
送
る
。
頭
で
は
〈
扉
と
し
て
の

死
〉
を
否
定
し
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
を
肯
定
し
て
い
る
の
に
、
心
で
は
死
者
と
生
者
の
交
流
を
思
う
。
ま
る
で
、
〈
壁
〉
に
あ

い
た
窓
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
人
が
遺
さ
れ
た
人
々
を
見
守
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
の
観
念

を
〈
窓
と
し
て
の
死
〉
と
呼
ん
で
み
よ
う
。
あ
の
世
か
ら
見
守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
〈
窓
と
し
て
の
死
〉
は
、
〈
壁
と
し
て
の

死
〉
の
も
つ
非
情
さ
を
和
ら
げ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。 

非
情
さ
を
和
ら
げ
る
効
果
を
発
揮
す
る
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
〈
風
〉
や
〈
星
〉
が
あ
る
。
阪
神
淡
路
大
震
災
後
に
鎮
魂

の
た
め
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
新
井
満
（
一
九
四
六-

）
訳
の
「
千
の
風
に
な
っ
て
」
で
は
、
死
者
は
風
と
化
し
て
大
空

を
自
在
に
飛
ぶ
。
あ
る
い
は
宮
沢
賢
治
（
一
八
九
六-

一
九
三
三
）
の
亡
く
な
っ
た
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
彼
の
童
話
「
よ
だ
か
の

星
」
で
は
、
よ
だ
か
は
死
ん
で
星
と
な
る
。
死
者
は
も
と
よ
り
「
ゴ
ミ
」
で
も
な
く
、
「
あ
と
は
す
べ
て
無
」
で
も
な
い
。
〈
風
〉

や
〈
星
〉
を
介
し
て
大
自
然
に
還
る
趣
が
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
自
然
還
帰
の
イ
メ
ー
ジ
が
仏
教
的
に
昇
華
さ
れ
る
と
「
普
遍
的
な
宇
宙
生
命
の
中
に
溶
け
込
む
」
と
な
る
。
宗

教
学
者
・
岸
本
英
夫
は
死
生
観
の
一
つ
に
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

…
…
あ
る
も
の
は
個
別
な
霊
魂
の
存
在
に
納
得
し
得
ず
、
宇
宙
に
遍
満
す
る
大
生
命
の
存
在
を
信
ず
る
。
死
に
よ
っ
て
個

我
を
脱
し
た
場
合
に
、
自
己
の
生
命
は
普
遍
的
な
宇
宙
生
命
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
と
考
え
る
の
で
あ
る
。(

岸
本
英

夫
集
六
、
渓
声
社
、
一
九
七
六
、
生
死
観
の
類
型

―
生
死
観
四
態

―
（
一
九
四
八
）
、
二
四
六-

七
頁) 
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あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
述
懐
も
岸
本
英
夫
に
は
存
在
す
る
。 

 

…
…
あ
る
医
学
者
が
、
自
分
の
死
後
、
自
分
の
生
命
は
宇
宙
に
還
る
と
考
え
て
い
る
と
い
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
、
私
の
心

に
気
持
ち
よ
く
響
い
た
。
私
に
と
っ
て
も
、
そ
の
辺
り
が
、
考
え
得
る
限
界
で
あ
る
。
仏
教
が
、
五
蘊
の
解
体
と
「
無
我
」

を
説
く
の
も
、
そ
の
理
論
の
限
り
で
は
、
わ
た
し
の
心
に
ピ
ッ
タ
リ
す
る
。
…
…
そ
れ
は
、
少
し
も
、
死
に
対
す
る
悩
み

や
お
そ
れ
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
（
岸
本
英
夫
集
六
、
死
に
つ
い
て
の
想
い
（
一
九
六
〇
）
、
一
三
一
頁
） 

 

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
の
よ
う
な
自
然
還
帰
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
火
葬
が
親
和
的
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
指
摘
し
て
い
る
。 

 

…
…
火
葬
…
…
。
焼
か
れ
て
大
自
然
に
帰
っ
て
ゆ
き
、
生
命
も
宇
宙
の
大
生
命
の
中
に
溶
け
込
ん
で
ゆ
く
と
考
え
て
い
る
。

近
代
的
な
考
え
を
持
っ
た
人
の
中
に
も
、
こ
う
考
え
て
い
る
人
が
多
い
。(

岸
本
英
夫
集
六
、
宗
教
的
人
生
観
（
一
九
六

三
）
、
一
九
九
頁) 

 

伊
藤
栄
樹
の
「
人
は
死
ね
ば
ゴ
ミ
に
な
る
」
は
表
面
的
に
は
確
か
に
身
も
蓋
も
な
い
表
現
で
あ
る
が
、
岸
本
英
夫
の
「
死
に
よ

っ
て
個
我
を
脱
し
た
場
合
に
、
自
己
の
生
命
は
普
遍
的
な
宇
宙
生
命
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
」
あ
る
い
は
「
焼
か
れ
て
大
自

然
に
帰
っ
て
ゆ
き
、
生
命
も
宇
宙
の
大
生
命
の
中
に
溶
け
込
ん
で
ゆ
く
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
と
言
え

ば
、
泉
下
（
？
）
の
伊
藤
栄
樹
は
ど
う
思
う
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
は
良
し
と
し
な
い
ま
で
も
、
遺
さ
れ
た
人
が
そ
う
す
る
と
な

れ
ば
、
微
苦
笑
し
な
が
ら
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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10 

か
の
よ
う
で
あ
る
。
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
は
「
サ
バ
サ
バ
」
し
て
お
り
散
文
的
で
あ
る
。
纏
綿
た
る
情
緒
を
断
ち
切
る
非
情
さ

に
堪
え
る
に
は
タ
フ
な
知
性
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
タ
フ
な
知
性
の
持
ち
主
と
は
別
に
、
自
ら
の
死
を
前
に
し

て
人
は
し
ば
し
ば
、
「
あ
の
世
で
亡
く
な
っ
た
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
に
会
え
る
」
と
思
っ
て
自
ら
を
慰
め
る
。
あ
る
い
は
、

遺
さ
れ
る
人
が
、
「
あ
の
世
か
ら
い
つ
ま
で
も
見
守
っ
て
く
れ
る
」
と
思
っ
て
大
切
な
人
を
見
送
る
。
頭
で
は
〈
扉
と
し
て
の

死
〉
を
否
定
し
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
を
肯
定
し
て
い
る
の
に
、
心
で
は
死
者
と
生
者
の
交
流
を
思
う
。
ま
る
で
、
〈
壁
〉
に
あ

い
た
窓
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
人
が
遺
さ
れ
た
人
々
を
見
守
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
の
観
念

を
〈
窓
と
し
て
の
死
〉
と
呼
ん
で
み
よ
う
。
あ
の
世
か
ら
見
守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
〈
窓
と
し
て
の
死
〉
は
、
〈
壁
と
し
て
の

死
〉
の
も
つ
非
情
さ
を
和
ら
げ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。 

非
情
さ
を
和
ら
げ
る
効
果
を
発
揮
す
る
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
〈
風
〉
や
〈
星
〉
が
あ
る
。
阪
神
淡
路
大
震
災
後
に
鎮
魂

の
た
め
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
新
井
満
（
一
九
四
六-

）
訳
の
「
千
の
風
に
な
っ
て
」
で
は
、
死
者
は
風
と
化
し
て
大
空

を
自
在
に
飛
ぶ
。
あ
る
い
は
宮
沢
賢
治
（
一
八
九
六-

一
九
三
三
）
の
亡
く
な
っ
た
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
彼
の
童
話
「
よ
だ
か
の

星
」
で
は
、
よ
だ
か
は
死
ん
で
星
と
な
る
。
死
者
は
も
と
よ
り
「
ゴ
ミ
」
で
も
な
く
、
「
あ
と
は
す
べ
て
無
」
で
も
な
い
。
〈
風
〉

や
〈
星
〉
を
介
し
て
大
自
然
に
還
る
趣
が
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
自
然
還
帰
の
イ
メ
ー
ジ
が
仏
教
的
に
昇
華
さ
れ
る
と
「
普
遍
的
な
宇
宙
生
命
の
中
に
溶
け
込
む
」
と
な
る
。
宗

教
学
者
・
岸
本
英
夫
は
死
生
観
の
一
つ
に
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

…
…
あ
る
も
の
は
個
別
な
霊
魂
の
存
在
に
納
得
し
得
ず
、
宇
宙
に
遍
満
す
る
大
生
命
の
存
在
を
信
ず
る
。
死
に
よ
っ
て
個

我
を
脱
し
た
場
合
に
、
自
己
の
生
命
は
普
遍
的
な
宇
宙
生
命
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
と
考
え
る
の
で
あ
る
。(

岸
本
英

夫
集
六
、
渓
声
社
、
一
九
七
六
、
生
死
観
の
類
型

―
生
死
観
四
態

―
（
一
九
四
八
）
、
二
四
六-

七
頁) 
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あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
述
懐
も
岸
本
英
夫
に
は
存
在
す
る
。 

 
…
…
あ
る
医
学
者
が
、
自
分
の
死
後
、
自
分
の
生
命
は
宇
宙
に
還
る
と
考
え
て
い
る
と
い
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
、
私
の
心

に
気
持
ち
よ
く
響
い
た
。
私
に
と
っ
て
も
、
そ
の
辺
り
が
、
考
え
得
る
限
界
で
あ
る
。
仏
教
が
、
五
蘊
の
解
体
と
「
無
我
」

を
説
く
の
も
、
そ
の
理
論
の
限
り
で
は
、
わ
た
し
の
心
に
ピ
ッ
タ
リ
す
る
。
…
…
そ
れ
は
、
少
し
も
、
死
に
対
す
る
悩
み

や
お
そ
れ
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
（
岸
本
英
夫
集
六
、
死
に
つ
い
て
の
想
い
（
一
九
六
〇
）
、
一
三
一
頁
） 

 

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
の
よ
う
な
自
然
還
帰
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
火
葬
が
親
和
的
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
指
摘
し
て
い
る
。 

 

…
…
火
葬
…
…
。
焼
か
れ
て
大
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に
帰
っ
て
ゆ
き
、
生
命
も
宇
宙
の
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生
命
の
中
に
溶
け
込
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岸
本
英
夫
集
六
、
宗
教
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生
観
（
一
九
六

三
）
、
一
九
九
頁) 
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藤
栄
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岸
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藤
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。
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岸
本
英
夫
に
お
け
る
〈壁
と
し
て
の
死
〉
と
死
生
観 

第
一
節 
岸
本
英
夫
に
お
け
る
〈壁
と
し
て
の
死
〉

 

  

宗
教
学
者
・
岸
本
英
夫
（
一
九
〇
三-

六
五
）
は
、
一
九
五
四
年
米
国
滞
在
中
に
黒
肉
腫
（
メ
ラ
ノ
ー
マ
）
と
診
断
さ
れ
、
一

旦
手
術
は
成
功
し
た
が
五
年
後
に
再
発
し
た
。
そ
の
後
、
亡
く
な
る
ま
で
の
六
年
間
に
二
十
数
回
に
わ
た
る
手
術
を
経
験
す
る

と
い
う
、
凄
絶
な
晩
年
を
過
ご
し
た
。
し
か
も
こ
の
間
東
京
大
学
図
書
館
長
と
し
て
図
書
館
の
再
建
に
当
た
り
、
ま
た
ユ
ネ
ス

コ
関
係
の
委
員
と
し
て
戦
後
日
本
の
宗
教
文
化
紹
介
の
た
め
に
世
界
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
。
こ
の
間
彼
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
ま
さ

に
「
手
負
い
の
猪
」
と
し
て
、
仕
事
に
邁
進
す
る
こ
と
で
死
の
恐
怖
を
し
の
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
宗
教
学
は
、
「
宗
教
科

学
」(

s
c
i
e
n
c
e 
o
f 
r
e
l
i
g
i
o
n
)

で
あ
り
、
実
証
的
、
経
験
的
で
あ
る
。
確
か
に
宗
教
は
、
伝
統
的
に
あ
の
世
や
来
世
の
存
在
を

信
じ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
彼
の
宗
教
学
は
、
来
世
や
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
る
人
々
の
信
仰
を
対

象
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
経
験
的
事
実
と
し
て
取
り
扱
う
。
自
ら
は
、
闘
病
の
最
中
で
も
、
「
私
は
、
既
成
宗
教
の
お
と

ぎ
話
は
信
じ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
岸
本
英
夫
集
六
、
自
由
宗
教
と
は
何
か
（
一
九
六
二
）
、
二
四
頁
）
。
来
世
や
霊

魂
の
存
在
は
彼
に
と
っ
て
「
既
成
宗
教
の
お
と
ぎ
話
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
葬
儀
に
お
い
て
、
参
列
者
に
配
布

さ
れ
た
「
わ
が
生
死
観
」
（
一
九
六
三
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

…
…
死
に
よ
っ
て
肉
体
が
崩
壊
す
る
と
、
感
覚
器
官
や
神
経
系
統
も
消
滅
す
る
。
脳
細
胞
も
ま
っ
た
く
自
然
要
素
に
分
解

し
て
し
ま
う
。
生
理
的
構
造
が
何
も
な
く
な
っ
た
後
で
、
「
こ
の
自
分
」
と
い
う
意
識
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
だ

と
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
相
当
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

こ
れ
は
、
近
代
に
お
い
て
も
、
人
に
よ
っ
て
、
そ
の
見
解
の
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
自
身
は
、
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は
っ
き
り
言
え
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
は
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ど
う
も
、
私
の
心
の
中
に
あ

る
合
理
性
が
納
得
し
な
い
。
そ
れ
が
、
た
と
い
、
身
の
毛
が
よ
だ
つ
ほ
ど
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
私
の
心
の

中
の
知
性
は
、
そ
う
考
え
る
。
私
に
は
、
死
と
と
も
に
、
す
な
わ
ち
、
肉
体
の
崩
壊
と
と
も
に
、
「
こ
の
自
分
の
意
識
」

も
消
滅
す
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
私
自
身
は
死
に
よ
っ
て
、
こ
の
私
自
身
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
個
体
的
意
識
と
と
も

に
消
滅
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

 

私
は
、
実
は
子
供
の
時
に
は
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
の
家
庭
に
育
っ
た
。
私
自
身
も
子
供
ら
し
い
熱
心
な
信
仰
を
も
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
青
年
時
代
に
、
私
は
奇
跡
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
伝
統
的
な
人
格
神
信
仰
は
、
ど
う
し
て
も

信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
神
を
棄
て
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
死
後
の
理
想
世
界
と
し

て
の
天
国
や
浄
土
の
存
在
は
、
ま
っ
た
く
信
じ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
し
だ
い
に
私
は
肉
体
の
死
に
よ
っ
て
、

私
と
い
う
意
識
す
る
個
体
は
、
物
質
的
に
も
、
精
神
的
に
も
、
解
消
す
る
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ

う
考
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
私
の
近
代
的
な
知
性
が
、
私
を
し
て
、
そ
う
考
え
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
と

い
う
方
が
、
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。
（
岸
本
英
夫
集
六
、
わ
が
生
死
観
（
一
九
六
三
）
、
二
一
二-

三
頁
） 

 

第
二
節 

来
世
を
信
じ
な
い
宗
教
学
者 

  

中
野
好
夫
が
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
伝
統
で
育
っ
た
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
岸
本
英
夫
の
父
岸
本
能
武

太
（
一
八
六
五-

一
九
二
八
）
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
中
で
も
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
牧
師
で
あ
り
、
岸
本
英
夫
も
キ
リ
ス

ト
教
の
影
響
を
受
け
て
子
供
時
代
を
過
ご
し
た
。
中
野
好
夫
も
岸
本
英
夫
も
長
じ
て
共
に
キ
リ
ス
ト
教
教
会
か
ら
出
た
こ
と
に

な
っ
た
。
中
野
好
夫
は
英
文
学
者
で
あ
る
か
ら
そ
こ
に
わ
だ
か
ま
り
を
感
じ
な
く
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
岸
本

英
夫
は
宗
教
学
者
だ
か
ら
、
あ
の
世
や
死
後
の
霊
魂
を
信
じ
な
い
の
で
は
、
宗
教
そ
の
も
の
の
基
盤
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
る

12
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し
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が
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と
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感
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や
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。
脳
細
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ま
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く
自
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要
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に
分
解

し
て
し
ま
う
。
生
理
的
構
造
が
何
も
な
く
な
っ
た
後
で
、
「
こ
の
自
分
」
と
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だ
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が
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の
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に
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の
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な
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と
こ
ろ
が
あ
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れ
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の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
岸
本

英
夫
は
宗
教
学
者
だ
か
ら
、
あ
の
世
や
死
後
の
霊
魂
を
信
じ
な
い
の
で
は
、
宗
教
そ
の
も
の
の
基
盤
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
る

13



14 

の
で
は
な
い
の
か
。
死
後
の
霊
魂
を
信
じ
な
い
宗
教
学
者
は
、
い
わ
ば
「
神
を
棄
て
た
」
神
学
者
の
よ
う
な
形
容
矛
盾
に
陥
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
の
か
。 

 

岸
本
英
夫
は
が
ん
発
病
前
の
一
九
五
一
年
「
近
代
人
は
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か
」
で
、
「
近
代
思
潮
の
進
路
」
と
し
て
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
合
理
主
義
、
科
学
的
精
神
を
挙
げ
、
同
時
に
行
き
過
ぎ
た
科
学
主
義
を
批
判
す
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
宗
教

観
と
し
て
、
奇
蹟
へ
の
不
信
、
人
格
神
か
ら
神
観
念
の
内
在
化
・
汎
神
化
へ
の
移
行
、
霊
魂
存
続
へ
の
疑
惑
を
挙
げ
て
い
る

―
奇
蹟
、
人
格
神
、
霊
魂
は
彼
に
と
っ
て
ま
さ
に
「
既
成
宗
教
の
お
と
ぎ
話
」
（
「
自
由
宗
教
と
は
何
か
」
一
九
六
二
）
で

あ
っ
た

―
。
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
語
る
。 

 

奇
蹟
、
神
、
霊
魂
な
ど
は
伝
統
的
な
宗
教
に
と
っ
て
は
宗
教
形
成
の
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
も
し
、
そ
れ
ら
が
信

じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
ら
、
宗
教
そ
れ
自
身
は
ど
う
な
る
の
か
。
…
…
こ
れ
を
打
開
す
る
道
は
な
い
の
か
。
そ
れ
に
は

も
う
一
つ
、
別
の
道
が
あ
る
…
…
。
…
…
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
近
代
人
に
と
っ
て
の
宗
教
は
純
粋
な
意
味
で
人
間
の

心
の
中
に
、
ま
た
、
日
常
の
生
活
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
岸
本
英
夫
集
四
、
渓
声
社
、
一
九
七
五
、

近
代
人
は
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か(

一
九
五
一
）
、
六
二
頁
）
。 

 

「
伝
統
的
な
宗
教
」
と
「
近
代
人
に
と
っ
て
の
宗
教
」
と
い
う
対
比
は
、
「
奇
蹟
、
〔
人
格
〕
神
、
〔
死
後
の
〕
霊
魂
」
に
依

拠
す
る
宗
教
と
「
人
間
の
心
の
中
に
、
日
常
の
生
活
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
」
宗
教
と
い
う
対
比
で
も
あ
る
。
こ
の
対
比
は
ま

た
、
岸
本
英
夫
自
身
が
翻
訳
し
た
デ
ュ
ー
イ
『
誰
で
も
の
信
仰
』
（
原
著
、
一
九
三
四
、
翻
訳
、
一
九
五
一
）
に
お
け
る
、
「
宗

教
」(
a 
r
e
l
i
g
i
o
n
)

と
「
宗
教
的
な
る
も
の
」(

t
h
e 
r
e
l
i
g
i
o
u
s
)

の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
宗
教
的
な
る
も
の
」

こ
そ
、
デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
「
誰
で
も
の
信
仰
」(

A 
C
o
m
m
o
n 

F
a
i
t
h
)

な
の
で
あ
り
、
岸
本
英
夫
に
よ
れ
ば
「
人
間
の
心
の
中

に
、
日
常
の
生
活
の
中
に
見
出
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
生
活
と
人
生
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
解
す
る
宗
教
に

15 

と
っ
て
来
世
と
死
後
の
霊
魂
の
信
仰
は
必
ず
し
も
不
可
欠
で
は
な
い
。
「
近
代
人
は
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か
」
の
翌
一
九
五
二

年
の
「
新
し
い
宗
教
の
課
題
」
で
も
、
岸
本
英
夫
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

…
…
宗
教
は
、
人
間
の
営
み
で
あ
る
。
人
間
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
宗
教
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

も
し
人
生
に
関
す
る
問
題
が
、
す
べ
て
解
決
さ
れ
て
、
宗
教
は
無
用
と
な
れ
ば
、
人
間
社
会
は
あ
え
て
宗
教
を
捨
て
去
っ

て
顧
み
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
死
後
の
生
命
に
対
す
る
確
信
を
放
棄
し
た
近
代
人
に
対
し
て
、
こ
の
人
生
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
問
う

た
ら
、
お
そ
ら
く
、
大
多
数
の
人
は
返
答
に
窮
し
、
心
の
一
抹
の
曇
り
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
日
々
の
生
活
が
単
な
る
酔

生
夢
死
で
な
い
と
し
た
ら
、
何
を
目
的
と
し
て
人
間
は
生
き
て
い
る
と
い
い
得
る
の
か
。
め
い
め
い
の
人
に
と
っ
て
、
人

間
生
活
全
体
を
包
む
大
き
な
理
想
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
そ
の
よ
う
な
理
想
の
光
を
、
も
し
も
つ
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
同
じ
こ
の
人
間
生
活
が
格
段
に
明
る
く
豊
か
に
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
見
失
っ
た
ま
ま
で
い
る
自
分
達

で
あ
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
宗
教
の
使
命
が
あ
る
。
（
岸
本
英
夫
集
六
、
新
し
い
宗
教
の
課
題

（
一
九
五
二
）
、
二
五
九-

二
六
一
頁
） 

  

岸
本
英
夫
に
と
っ
て
、
「
奇
蹟
、
〔
人
格
〕
神
、
〔
死
後
の
〕
霊
魂
」
（
一
九
五
一
）
は
「
既
成
宗
教
の
お
と
ぎ
話
」
（
一

九
六
二
）
で
あ
り
、
一
九
五
四
年
の
が
ん
手
術
の
前
も
後
も
死
は
彼
に
と
っ
て
一
貫
し
て
〈
壁
〉
で
あ
っ
た
。
「
宗
教
は
人
間

の
た
め
」
と
い
う
見
解
も
生
涯
一
貫
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
六
三
年
の
「
現
代
人
と
宗
教
」
の
次
の
引
用
で
も
伺
え
る
。 

 

…
…
人
間
の
社
会
に
お
い
て
宗
教
の
務
め
た
歴
史
的
な
役
割
は
こ
れ
を
一
言
で
お
お
え
ば
（
一
言
で
お
お
う
こ
と
は
危
険

で
あ
る
が
）
、
人
間
の
問
題
の
根
本
的
解
決
を
図
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
人
間
に
と
っ
て
何
が
真
の
幸
福
で
あ
る
か
の
問

14



14 

の
で
は
な
い
の
か
。
死
後
の
霊
魂
を
信
じ
な
い
宗
教
学
者
は
、
い
わ
ば
「
神
を
棄
て
た
」
神
学
者
の
よ
う
な
形
容
矛
盾
に
陥
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
の
か
。 

 

岸
本
英
夫
は
が
ん
発
病
前
の
一
九
五
一
年
「
近
代
人
は
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か
」
で
、
「
近
代
思
潮
の
進
路
」
と
し
て
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
合
理
主
義
、
科
学
的
精
神
を
挙
げ
、
同
時
に
行
き
過
ぎ
た
科
学
主
義
を
批
判
す
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
宗
教

観
と
し
て
、
奇
蹟
へ
の
不
信
、
人
格
神
か
ら
神
観
念
の
内
在
化
・
汎
神
化
へ
の
移
行
、
霊
魂
存
続
へ
の
疑
惑
を
挙
げ
て
い
る

―
奇
蹟
、
人
格
神
、
霊
魂
は
彼
に
と
っ
て
ま
さ
に
「
既
成
宗
教
の
お
と
ぎ
話
」
（
「
自
由
宗
教
と
は
何
か
」
一
九
六
二
）
で

あ
っ
た

―
。
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
語
る
。 

 

奇
蹟
、
神
、
霊
魂
な
ど
は
伝
統
的
な
宗
教
に
と
っ
て
は
宗
教
形
成
の
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
も
し
、
そ
れ
ら
が
信

じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
ら
、
宗
教
そ
れ
自
身
は
ど
う
な
る
の
か
。
…
…
こ
れ
を
打
開
す
る
道
は
な
い
の
か
。
そ
れ
に
は

も
う
一
つ
、
別
の
道
が
あ
る
…
…
。
…
…
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
近
代
人
に
と
っ
て
の
宗
教
は
純
粋
な
意
味
で
人
間
の

心
の
中
に
、
ま
た
、
日
常
の
生
活
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
岸
本
英
夫
集
四
、
渓
声
社
、
一
九
七
五
、

近
代
人
は
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か(

一
九
五
一
）
、
六
二
頁
）
。 

 

「
伝
統
的
な
宗
教
」
と
「
近
代
人
に
と
っ
て
の
宗
教
」
と
い
う
対
比
は
、
「
奇
蹟
、
〔
人
格
〕
神
、
〔
死
後
の
〕
霊
魂
」
に
依

拠
す
る
宗
教
と
「
人
間
の
心
の
中
に
、
日
常
の
生
活
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
」
宗
教
と
い
う
対
比
で
も
あ
る
。
こ
の
対
比
は
ま

た
、
岸
本
英
夫
自
身
が
翻
訳
し
た
デ
ュ
ー
イ
『
誰
で
も
の
信
仰
』
（
原
著
、
一
九
三
四
、
翻
訳
、
一
九
五
一
）
に
お
け
る
、
「
宗

教
」(

a 
r
e
l
i
g
i
o
n
)

と
「
宗
教
的
な
る
も
の
」(

t
h
e 
r
e
l
i
g
i
o
u
s
)

の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
宗
教
的
な
る
も
の
」

こ
そ
、
デ
ュ
ー
イ
に
よ
れ
ば
「
誰
で
も
の
信
仰
」(

A 
C
o
m
m
o
n 

F
a
i
t
h
)

な
の
で
あ
り
、
岸
本
英
夫
に
よ
れ
ば
「
人
間
の
心
の
中

に
、
日
常
の
生
活
の
中
に
見
出
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
生
活
と
人
生
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
解
す
る
宗
教
に

15 

と
っ
て
来
世
と
死
後
の
霊
魂
の
信
仰
は
必
ず
し
も
不
可
欠
で
は
な
い
。
「
近
代
人
は
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か
」
の
翌
一
九
五
二

年
の
「
新
し
い
宗
教
の
課
題
」
で
も
、
岸
本
英
夫
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 
…
…
宗
教
は
、
人
間
の
営
み
で
あ
る
。
人
間
の
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
宗
教
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

も
し
人
生
に
関
す
る
問
題
が
、
す
べ
て
解
決
さ
れ
て
、
宗
教
は
無
用
と
な
れ
ば
、
人
間
社
会
は
あ
え
て
宗
教
を
捨
て
去
っ

て
顧
み
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
死
後
の
生
命
に
対
す
る
確
信
を
放
棄
し
た
近
代
人
に
対
し
て
、
こ
の
人
生
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
問
う

た
ら
、
お
そ
ら
く
、
大
多
数
の
人
は
返
答
に
窮
し
、
心
の
一
抹
の
曇
り
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
日
々
の
生
活
が
単
な
る
酔

生
夢
死
で
な
い
と
し
た
ら
、
何
を
目
的
と
し
て
人
間
は
生
き
て
い
る
と
い
い
得
る
の
か
。
め
い
め
い
の
人
に
と
っ
て
、
人

間
生
活
全
体
を
包
む
大
き
な
理
想
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
そ
の
よ
う
な
理
想
の
光
を
、
も
し
も
つ
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
同
じ
こ
の
人
間
生
活
が
格
段
に
明
る
く
豊
か
に
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
見
失
っ
た
ま
ま
で
い
る
自
分
達

で
あ
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
宗
教
の
使
命
が
あ
る
。
（
岸
本
英
夫
集
六
、
新
し
い
宗
教
の
課
題

（
一
九
五
二
）
、
二
五
九-

二
六
一
頁
） 

  

岸
本
英
夫
に
と
っ
て
、
「
奇
蹟
、
〔
人
格
〕
神
、
〔
死
後
の
〕
霊
魂
」
（
一
九
五
一
）
は
「
既
成
宗
教
の
お
と
ぎ
話
」
（
一

九
六
二
）
で
あ
り
、
一
九
五
四
年
の
が
ん
手
術
の
前
も
後
も
死
は
彼
に
と
っ
て
一
貫
し
て
〈
壁
〉
で
あ
っ
た
。
「
宗
教
は
人
間

の
た
め
」
と
い
う
見
解
も
生
涯
一
貫
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
六
三
年
の
「
現
代
人
と
宗
教
」
の
次
の
引
用
で
も
伺
え
る
。 

 

…
…
人
間
の
社
会
に
お
い
て
宗
教
の
務
め
た
歴
史
的
な
役
割
は
こ
れ
を
一
言
で
お
お
え
ば
（
一
言
で
お
お
う
こ
と
は
危
険

で
あ
る
が
）
、
人
間
の
問
題
の
根
本
的
解
決
を
図
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
人
間
に
と
っ
て
何
が
真
の
幸
福
で
あ
る
か
の
問

15
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題
を
考
え
る
役
割
を
務
め
た
も
の
は
、
歴
史
的
に
考
え
て
み
る
と
宗
教
で
あ
っ
た
。
…
…
（
岸
本
英
夫
集
六
、
現
代
人
と

宗
教
（
一
九
六
三
）
、
二
七
頁
）
。 

 

第
三
節 

岸
本
英
夫
に
お
け
る
死
よ
り
生
の
重
視 

  

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
岸
本
英
夫
は
「
奇
蹟
、
〔
人
格
〕
神
、
〔
死
後
の
〕
霊
魂
」
（
「
近
代
人
は
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か
」

一
九
五
一
）
を
「
既
成
宗
教
の
お
と
ぎ
話
」
（
「
自
由
宗
教
と
は
何
か
」
一
九
六
二
）
と
し
て
退
け
、
「
近
代
人
に
と
っ
て
の

宗
教
は
純
粋
な
意
味
で
人
間
の
心
の
中
に
、
ま
た
、
日
常
の
生
活
の
中
に
見
出
さ
れ
る
」
（
一
九
五
一
）
と
見
な
し
た
。
彼
に

と
っ
て
宗
教
と
は
、
死
の
恐
怖
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
生
を
根
底
に
お
い
て
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

既
に
一
九
五
三
年
の
「
近
代
的
宗
教
の
特
質
」
に
お
い
て
、
近
代
的
宗
教
の
特
徴
と
し
て
、
（
一
）
宗
教
の
問
題
関
心
が
神
か

ら
人
間
へ
と
推
移
し
た
こ
と
と
、
（
三
）
物
質
的
な
も
の
か
ら
精
神
的
な
も
の
へ
推
移
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
（
二
）
と
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

 

死
の
問
題
よ
り
も
生
の
問
題
。
…
…
近
代
人
に
と
っ
て
は
、
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ど
う
生

き
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
よ
り
重
要
。
死
の
問
題
の
解
決
が
、
生
の
問
題
の
解
決
の
鍵
と
な
る
の
で
は
な
く
、
生

の
問
題
が
先
行
。
真
に
生
き
が
い
の
あ
る
生
き
方
を
見
出
せ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
死
の
問
題
の
解
決
も
な
さ

れ
る
…
…
（
岸
本
英
夫
集
四
、
近
代
的
宗
教
の
特
質
（
一
九
五
三
）
、
六
七
頁)

。 

  

死
の
問
題
よ
り
も
生
の
問
題
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
彼
が
一
九
五
四
年
に
が
ん
と
診
断
さ
れ
、
そ

れ
か
ら
常
に
死
に
脅
か
さ
れ
続
け
て
い
た
間
も
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
考
え
方
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
の
「
死
に
つ
い
て
の

17 

想
い
」
で
も
、
彼
は
明
言
し
て
い
る
。 

 

…
…
し
か
し
、
人
間
は
、
死
に
対
す
る
準
備
を
す
る
た
め
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、

本
来
、
生
で
あ
っ
て
、
死
で
は
な
い
。
死
に
対
す
る
心
構
え
を
つ
く
っ
た
り
、
準
備
を
し
た
り
す
る
の
は
、
死
が
、
生
の

脅
か
し
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
生
を
不
安
に
す
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
な
く
す
た
め
に
、
死
に
対
抗
す
る
の
で
あ
る
。

 

…
…
死
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
、
何
時
迄
経
っ
て
も
、
死
の
問
題
の
解
決
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
本
当
に
死
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
死
に
お
び
え
て
、
死
の
こ
と
を
一
瞬
も
忘
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

る
自
分
の
心
の
向
き
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
百
八
十
度
回
転
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生

の
方
に
向
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
分
の
与
え
ら
れ
て
い
る
生
命
を
、
ほ
ん
と
う
に
よ
く
生
き
る
こ
と
に
努
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ほ
ん
と
う
に
よ
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
の
中
に
、
死
の
問
題
の

解
決
の
曙
光
が
見
出
さ
れ
て
く
る
（
岸
本
英
夫
集
六
、
死
に
つ
い
て
の
想
い
（
一
九
六
〇
年
）
、
一
三
六-

七
頁
）
。 

 

 

あ
る
い
は
岸
本
英
夫
の
息
子
・
雄
二
の
述
懐
の
中
に
も
、
死
よ
り
も
生
が
大
切
だ
と
い
う
彼
の
考
え
方
は
、
直
截
的
な
形
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

…
…
父
の
病
気
の
こ
と
も
あ
り
、
ぼ
く
は
高
校
の
と
き
、
死
に
興
味
を
持
ち
、
父
と
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

「
死
ぬ
っ
て
こ
と
、
ど
う
も
ぼ
く
に
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
死
後
の
こ
と
考
え
な
い
で
い
ら
れ
る
の
か
な
あ
」
と
き
い

た
り
す
る
と
、 

「
雄
二
、
健
康
で
生
き
て
い
る
時
に
死
を
思
い
煩
う
な
ん
て
愚
か
な
こ
と
だ
よ
。
死
は
経
験
の
外
に
あ
る
。
経
験
で
き
る

の
は
生
だ
け
だ
か
ら
、
生
き
て
い
く
以
外
に
人
間
が
生
き
る
方
法
は
な
い
と
思
う
ね
。
お
ま
え
は
も
っ
と
楽
し
く
生
き
る

16



16 

題
を
考
え
る
役
割
を
務
め
た
も
の
は
、
歴
史
的
に
考
え
て
み
る
と
宗
教
で
あ
っ
た
。
…
…
（
岸
本
英
夫
集
六
、
現
代
人
と

宗
教
（
一
九
六
三
）
、
二
七
頁
）
。 

 

第
三
節 

岸
本
英
夫
に
お
け
る
死
よ
り
生
の
重
視 

  

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
岸
本
英
夫
は
「
奇
蹟
、
〔
人
格
〕
神
、
〔
死
後
の
〕
霊
魂
」
（
「
近
代
人
は
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か
」

一
九
五
一
）
を
「
既
成
宗
教
の
お
と
ぎ
話
」
（
「
自
由
宗
教
と
は
何
か
」
一
九
六
二
）
と
し
て
退
け
、
「
近
代
人
に
と
っ
て
の

宗
教
は
純
粋
な
意
味
で
人
間
の
心
の
中
に
、
ま
た
、
日
常
の
生
活
の
中
に
見
出
さ
れ
る
」
（
一
九
五
一
）
と
見
な
し
た
。
彼
に

と
っ
て
宗
教
と
は
、
死
の
恐
怖
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
生
を
根
底
に
お
い
て
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

既
に
一
九
五
三
年
の
「
近
代
的
宗
教
の
特
質
」
に
お
い
て
、
近
代
的
宗
教
の
特
徴
と
し
て
、
（
一
）
宗
教
の
問
題
関
心
が
神
か

ら
人
間
へ
と
推
移
し
た
こ
と
と
、
（
三
）
物
質
的
な
も
の
か
ら
精
神
的
な
も
の
へ
推
移
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
（
二
）
と
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

 

死
の
問
題
よ
り
も
生
の
問
題
。
…
…
近
代
人
に
と
っ
て
は
、
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ど
う
生

き
る
か
、
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
よ
り
重
要
。
死
の
問
題
の
解
決
が
、
生
の
問
題
の
解
決
の
鍵
と
な
る
の
で
は
な
く
、
生

の
問
題
が
先
行
。
真
に
生
き
が
い
の
あ
る
生
き
方
を
見
出
せ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ず
か
ら
死
の
問
題
の
解
決
も
な
さ

れ
る
…
…
（
岸
本
英
夫
集
四
、
近
代
的
宗
教
の
特
質
（
一
九
五
三
）
、
六
七
頁)

。 

  

死
の
問
題
よ
り
も
生
の
問
題
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
、
彼
が
一
九
五
四
年
に
が
ん
と
診
断
さ
れ
、
そ

れ
か
ら
常
に
死
に
脅
か
さ
れ
続
け
て
い
た
間
も
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
考
え
方
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
の
「
死
に
つ
い
て
の

17 

想
い
」
で
も
、
彼
は
明
言
し
て
い
る
。 

 
…
…
し
か
し
、
人
間
は
、
死
に
対
す
る
準
備
を
す
る
た
め
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、

本
来
、
生
で
あ
っ
て
、
死
で
は
な
い
。
死
に
対
す
る
心
構
え
を
つ
く
っ
た
り
、
準
備
を
し
た
り
す
る
の
は
、
死
が
、
生
の

脅
か
し
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
生
を
不
安
に
す
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
な
く
す
た
め
に
、
死
に
対
抗
す
る
の
で
あ
る
。

 

…
…
死
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
、
何
時
迄
経
っ
て
も
、
死
の
問
題
の
解
決
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
本
当
に
死
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
死
に
お
び
え
て
、
死
の
こ
と
を
一
瞬
も
忘
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

る
自
分
の
心
の
向
き
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
百
八
十
度
回
転
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生

の
方
に
向
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
分
の
与
え
ら
れ
て
い
る
生
命
を
、
ほ
ん
と
う
に
よ
く
生
き
る
こ
と
に
努
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ほ
ん
と
う
に
よ
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
の
中
に
、
死
の
問
題
の

解
決
の
曙
光
が
見
出
さ
れ
て
く
る
（
岸
本
英
夫
集
六
、
死
に
つ
い
て
の
想
い
（
一
九
六
〇
年
）
、
一
三
六-

七
頁
）
。 

 

 

あ
る
い
は
岸
本
英
夫
の
息
子
・
雄
二
の
述
懐
の
中
に
も
、
死
よ
り
も
生
が
大
切
だ
と
い
う
彼
の
考
え
方
は
、
直
截
的
な
形
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

…
…
父
の
病
気
の
こ
と
も
あ
り
、
ぼ
く
は
高
校
の
と
き
、
死
に
興
味
を
持
ち
、
父
と
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

「
死
ぬ
っ
て
こ
と
、
ど
う
も
ぼ
く
に
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
死
後
の
こ
と
考
え
な
い
で
い
ら
れ
る
の
か
な
あ
」
と
き
い

た
り
す
る
と
、 

「
雄
二
、
健
康
で
生
き
て
い
る
時
に
死
を
思
い
煩
う
な
ん
て
愚
か
な
こ
と
だ
よ
。
死
は
経
験
の
外
に
あ
る
。
経
験
で
き
る

の
は
生
だ
け
だ
か
ら
、
生
き
て
い
く
以
外
に
人
間
が
生
き
る
方
法
は
な
い
と
思
う
ね
。
お
ま
え
は
も
っ
と
楽
し
く
生
き
る

17
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べ
き
だ
。
ス
ポ
ー
ツ
な
り
武
道
な
り
、
あ
れ
は
り
っ
ぱ
な
死
生
観
に
対
す
る
方
法
じ
ゃ
な
い
か
な
。
武
蔵
の
〈
こ
と
に
あ

た
っ
て
後
悔
せ
ず
〉
あ
の
精
神
だ
よ
。
腹
の
底
の
す
わ
っ
た
人
間
を
つ
く
る
よ
り
死
に
対
す
る
方
法
は
な
い
ん
だ
と
思
う

な
。
死
の
こ
と
を
わ
し
と
話
す
の
だ
か
ら
お
前
も
大
人
に
な
っ
た
ん
だ
な
、
雄
二
」
（
岸
本
雄
二
、
父
の
死
生
観
、
岸
本

英
夫
、
死
を
見
つ
め
る
心

―
ガ
ン
と
た
た
か
っ
た
十
年
間

―
、
講
談
社
文
庫
、
一
九
七
三
、
二
〇
五
頁
。
同
名
の
単

行
本
は
、
講
談
社
、
一
九
六
四
年
） 

 

第
四
節 

岸
本
英
夫
に
お
け
る
死
生
観
の
諸
類
型 

  

重
要
な
の
は
い
か
に
死
ぬ
か
で
は
な
く
、
い
か
に
生
き
る
か
で
あ
る
と
い
う
岸
本
英
夫
も
、
戦
局
い
よ
い
よ
悪
化
の
一
途
を

辿
っ
て
い
た
一
九
四
四
年
八
月
に
、
『
生
死
観
三
態
』
（
『
三
態
』
と
略
記
）
と
題
し
て
彼
の
考
え
る
死
生
観
を
発
表
し
た
。

さ
ら
に
戦
後
の
一
九
四
八
年
七
月
に
な
っ
て
、
再
び
死
生
観
を
取
り
上
げ
、
今
度
は
『
生
死
観
の
類
型

―
生
死
観
四
態

―
』

（
『
四
態
』
と
略
記
）
と
題
し
た
（
共
に
岸
本
英
夫
集
六
に
所
収
）
。
「
生
死
観
」
と
は
岸
本
英
夫
独
特
の
表
現
で
実
質
は
「
死

生
観
」
を
意
味
し
、
い
か
に
「
死
」
を
捉
え
る
か
が
中
心
問
題
で
あ
る
。
死
生
観
と
類
縁
の
「
死
生
学
」
は
英
語
で
は
「
サ
ナ

ト
ロ
ジ
ー
」(

t
h
a
n
a
t
o
l
o
g
y
)

で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
死
」(

t
h
a
n
a
t
o
s
)

に
関
す
る
「
学
」(

l
o
g
o
s
)

を
意
味
す
る
。
し
か

し
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
は
存
在
せ
ず
、
十
九
世
紀
半
ば
の
造
語
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（O

E
D

第
二
版
参
照
）
。
「
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
」

を
日
本
語
に
直
訳
す
れ
ば
「
死
学
」
と
な
る
が
、
語
調
を
整
え
る
た
め
に
意
味
の
な
い
「
生
」
を
「
帯
説
」
と
し
て
挿
入
し
た

（
「
緩
急
」
、
「
多
少
」
と
同
様
に
）
、
と
い
う
の
が
『
新
明
解
』
の
説
明
で
あ
る
。
な
ぜ
挿
入
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
「
死

学
」
で
は
「
役
に
立
た
な
い
学
問
」
と
い
う
意
味
の
「
死
に
学
問
」
に
通
じ
る
か
ら
そ
れ
を
避
け
る
た
め
で
は
な
い
か
、
と
推

測
さ
れ
る
〔
七
〕

。 

 

岸
本
英
夫
の
「
生
死
観
」
は
「
死
生
観
」
と
同
義
で
あ
り
、
い
か
に
死
を
捉
え
る
か
が
問
題
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
実
は
死

19 

を
捉
え
る
視
角
に
既
に
彼
独
特
の
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
『
四
態
』
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
死
生
観
と
し
て
彼

が
取
り
上
げ
る
の
は
「
か
ぎ
り
な
き
生
命
、
滅
び
な
き
生
命
の
把
握
の
仕
方
」
な
の
で
あ
る
。
死
の
実
相
で
は
な
く
「
か
ぎ
り

な
き
生
命
、
滅
び
な
き
生
命
」
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
死
を
契
機
と
し
て
如
何
に
永
遠
の
生
命
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

が
重
要
な
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
彼
の
「
生
死
学
」
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
死
ん
で
も
死
な
な
い
た
め
に
は
ど
う
す
れ

ば
良
い
か
、
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
死
そ
の
も
の
に
関
心
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
か
ぎ

り
な
き
生
命
、
滅
び
な
き
生
命
の
把
握
の
仕
方
」
に
言
及
し
な
い
戦
前
の
『
三
態
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
い
う
の
も
、
『
三
態
』
と
『
四
態
』
は
、
内
容
と
し
て
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
同
一
の
問
題
関
心
か
ら
書
か
れ
て
い

る
と
推
測
し
て
も
良
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

さ
て
そ
の
死
生
観
の
『
三
態
』
は
、
（
一
）
「
肉
体
的
生
命
の
永
存
を
希
求
す
る
」
、
（
二
）
「
死
後
に
お
け
る
生
命
の
存

続
を
信
ず
る
」
、
（
三
）
「
現
実
の
生
命
の
中
に
生
死
を
超
脱
す
る
境
涯
を
見
出
す
」
、
よ
り
な
る
。
（
一
）
は
文
字
通
り
死

の
否
認
で
あ
り
、
羽
化
登
仙
や
ミ
イ
ラ
化
の
試
み
に
虚
し
く
そ
の
営
み
の
痕
跡
を
留
め
る
。
（
二
）
は
〈
扉
と
し
て
の
死
〉
で

あ
り
、
伝
統
的
な
宗
教
が
こ
れ
ま
で
提
供
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
（
三
）
は
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
の
時
代
に
、
母
親
の
子
へ

の
愛
情
、
芸
術
家
の
作
品
へ
の
情
熱
、
そ
し
て
「
祖
国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
覚
悟
に
徹
し
た
勇
士
」
の
熱
情
に
、
永
遠
の
生

命
を
感
得
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。 

 

戦
後
の
『
四
態
』
で
は
、
『
三
態
』
と
（
一
）
（
二
）
は
共
通
で
あ
る
が
、
（
三
）
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
（
新
三
）
「
自

己
の
生
命
を
、
そ
れ
に
代
わ
る
限
り
な
き
生
命
に
託
す
る
」
、
（
新
四
）
「
現
実
の
生
活
の
中
に
永
遠
の
生
命
を
感
得
す
る
」
、

と
な
る
。
（
三
）
と
（
新
三
）
、
（
新
四
）
の
関
係
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
（
新
四
）
で
は
「
永
遠
の
今
」
を

「
質
的
」
に
観
取
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
、
（
新
三
）
の
「
限
り
な
き
生
命
」
は
具
体
的
な
実

体
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
実
際
（
新
三
）
の
事
例
に
、
民
族
、
人
類
、
芸
術
作
品
、
家
族
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
事
例
は
ま
た
（
三
）
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
翻
っ
て
（
三
）
も
（
新
三
）
と
同
様
、
具
体
的
な

18
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べ
き
だ
。
ス
ポ
ー
ツ
な
り
武
道
な
り
、
あ
れ
は
り
っ
ぱ
な
死
生
観
に
対
す
る
方
法
じ
ゃ
な
い
か
な
。
武
蔵
の
〈
こ
と
に
あ

た
っ
て
後
悔
せ
ず
〉
あ
の
精
神
だ
よ
。
腹
の
底
の
す
わ
っ
た
人
間
を
つ
く
る
よ
り
死
に
対
す
る
方
法
は
な
い
ん
だ
と
思
う

な
。
死
の
こ
と
を
わ
し
と
話
す
の
だ
か
ら
お
前
も
大
人
に
な
っ
た
ん
だ
な
、
雄
二
」
（
岸
本
雄
二
、
父
の
死
生
観
、
岸
本

英
夫
、
死
を
見
つ
め
る
心

―
ガ
ン
と
た
た
か
っ
た
十
年
間

―
、
講
談
社
文
庫
、
一
九
七
三
、
二
〇
五
頁
。
同
名
の
単

行
本
は
、
講
談
社
、
一
九
六
四
年
） 

 

第
四
節 

岸
本
英
夫
に
お
け
る
死
生
観
の
諸
類
型 

  

重
要
な
の
は
い
か
に
死
ぬ
か
で
は
な
く
、
い
か
に
生
き
る
か
で
あ
る
と
い
う
岸
本
英
夫
も
、
戦
局
い
よ
い
よ
悪
化
の
一
途
を

辿
っ
て
い
た
一
九
四
四
年
八
月
に
、
『
生
死
観
三
態
』
（
『
三
態
』
と
略
記
）
と
題
し
て
彼
の
考
え
る
死
生
観
を
発
表
し
た
。

さ
ら
に
戦
後
の
一
九
四
八
年
七
月
に
な
っ
て
、
再
び
死
生
観
を
取
り
上
げ
、
今
度
は
『
生
死
観
の
類
型

―
生
死
観
四
態

―
』

（
『
四
態
』
と
略
記
）
と
題
し
た
（
共
に
岸
本
英
夫
集
六
に
所
収
）
。
「
生
死
観
」
と
は
岸
本
英
夫
独
特
の
表
現
で
実
質
は
「
死

生
観
」
を
意
味
し
、
い
か
に
「
死
」
を
捉
え
る
か
が
中
心
問
題
で
あ
る
。
死
生
観
と
類
縁
の
「
死
生
学
」
は
英
語
で
は
「
サ
ナ

ト
ロ
ジ
ー
」(

t
h
a
n
a
t
o
l
o
g
y
)

で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
死
」(

t
h
a
n
a
t
o
s
)

に
関
す
る
「
学
」(

l
o
g
o
s
)

を
意
味
す
る
。
し
か

し
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
は
存
在
せ
ず
、
十
九
世
紀
半
ば
の
造
語
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（O

E
D

第
二
版
参
照
）
。
「
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
」

を
日
本
語
に
直
訳
す
れ
ば
「
死
学
」
と
な
る
が
、
語
調
を
整
え
る
た
め
に
意
味
の
な
い
「
生
」
を
「
帯
説
」
と
し
て
挿
入
し
た

（
「
緩
急
」
、
「
多
少
」
と
同
様
に
）
、
と
い
う
の
が
『
新
明
解
』
の
説
明
で
あ
る
。
な
ぜ
挿
入
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
「
死

学
」
で
は
「
役
に
立
た
な
い
学
問
」
と
い
う
意
味
の
「
死
に
学
問
」
に
通
じ
る
か
ら
そ
れ
を
避
け
る
た
め
で
は
な
い
か
、
と
推

測
さ
れ
る
〔
七
〕

。 

 

岸
本
英
夫
の
「
生
死
観
」
は
「
死
生
観
」
と
同
義
で
あ
り
、
い
か
に
死
を
捉
え
る
か
が
問
題
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
実
は
死
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を
捉
え
る
視
角
に
既
に
彼
独
特
の
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
『
四
態
』
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
死
生
観
と
し
て
彼

が
取
り
上
げ
る
の
は
「
か
ぎ
り
な
き
生
命
、
滅
び
な
き
生
命
の
把
握
の
仕
方
」
な
の
で
あ
る
。
死
の
実
相
で
は
な
く
「
か
ぎ
り

な
き
生
命
、
滅
び
な
き
生
命
」
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
死
を
契
機
と
し
て
如
何
に
永
遠
の
生
命
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

が
重
要
な
の
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
彼
の
「
生
死
学
」
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
死
ん
で
も
死
な
な
い
た
め
に
は
ど
う
す
れ

ば
良
い
か
、
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
死
そ
の
も
の
に
関
心
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
か
ぎ

り
な
き
生
命
、
滅
び
な
き
生
命
の
把
握
の
仕
方
」
に
言
及
し
な
い
戦
前
の
『
三
態
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
い
う
の
も
、
『
三
態
』
と
『
四
態
』
は
、
内
容
と
し
て
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
同
一
の
問
題
関
心
か
ら
書
か
れ
て
い

る
と
推
測
し
て
も
良
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

さ
て
そ
の
死
生
観
の
『
三
態
』
は
、
（
一
）
「
肉
体
的
生
命
の
永
存
を
希
求
す
る
」
、
（
二
）
「
死
後
に
お
け
る
生
命
の
存

続
を
信
ず
る
」
、
（
三
）
「
現
実
の
生
命
の
中
に
生
死
を
超
脱
す
る
境
涯
を
見
出
す
」
、
よ
り
な
る
。
（
一
）
は
文
字
通
り
死

の
否
認
で
あ
り
、
羽
化
登
仙
や
ミ
イ
ラ
化
の
試
み
に
虚
し
く
そ
の
営
み
の
痕
跡
を
留
め
る
。
（
二
）
は
〈
扉
と
し
て
の
死
〉
で

あ
り
、
伝
統
的
な
宗
教
が
こ
れ
ま
で
提
供
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
（
三
）
は
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
の
時
代
に
、
母
親
の
子
へ

の
愛
情
、
芸
術
家
の
作
品
へ
の
情
熱
、
そ
し
て
「
祖
国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
覚
悟
に
徹
し
た
勇
士
」
の
熱
情
に
、
永
遠
の
生

命
を
感
得
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。 

 

戦
後
の
『
四
態
』
で
は
、
『
三
態
』
と
（
一
）
（
二
）
は
共
通
で
あ
る
が
、
（
三
）
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
（
新
三
）
「
自

己
の
生
命
を
、
そ
れ
に
代
わ
る
限
り
な
き
生
命
に
託
す
る
」
、
（
新
四
）
「
現
実
の
生
活
の
中
に
永
遠
の
生
命
を
感
得
す
る
」
、

と
な
る
。
（
三
）
と
（
新
三
）
、
（
新
四
）
の
関
係
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
（
新
四
）
で
は
「
永
遠
の
今
」
を

「
質
的
」
に
観
取
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
、
（
新
三
）
の
「
限
り
な
き
生
命
」
は
具
体
的
な
実

体
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
実
際
（
新
三
）
の
事
例
に
、
民
族
、
人
類
、
芸
術
作
品
、
家
族
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
事
例
は
ま
た
（
三
）
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
翻
っ
て
（
三
）
も
（
新
三
）
と
同
様
、
具
体
的
な
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実
体
に
即
し
て
構
想
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
こ
と
が
、
（
三
）
に
お
い
て
、
「
祖
国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
覚
悟
に
徹

し
た
勇
士
」
の
例
の
よ
う
に
、
国
家
を
実
体
と
し
て
捉
え
、
国
家
主
義
的
理
念
を
包
摂
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
。
（
新
四
）
で

は
そ
の
反
省
に
立
っ
て
実
体
化
を
避
け
た
と
言
え
よ
う
。 

 

第
五
節 

岸
本
英
夫
の
死
生
観
の
罹
患
後
に
お
け
る
変
容 

  

本
章
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
岸
本
英
夫
は
「
奇
蹟
、
〔
人
格
〕
神
、
〔
死
後
の
〕
霊
魂
」
の
存
在
を
罹
患
前
か
ら
否
定
し

て
お
り
、
そ
の
姿
勢
は
罹
患
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
死
は
彼
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
〈
扉
〉
で
は
な
く
〈
壁
〉
で
あ
っ

た
。
死
を
目
前
に
し
て
い
な
い
か
ら
来
世
の
存
在
を
否
定
で
き
る
の
だ
、
目
前
に
す
れ
ば
誰
し
も
来
世
の
信
仰
に
救
い
を
求
め

る
よ
う
に
な
る
、
と
詰
問
さ
れ
て
も
、
罹
患
前
に
は
お
そ
ら
く
は
っ
き
り
と
打
ち
消
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う 

（
岸

本
英
夫
集
六
、
ア
メ
リ
カ
で
癌
と
闘
う
記
（
一
九
六
五
）
、
一
〇
五
頁
参
照
）
。
罹
患
前
の
彼
の
死
生
観
は
、
確
か
に
死
を
考

察
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
結
局
は
「
か
ぎ
り
な
き
生
命
、
滅
び
な
き
生
命
」
（
『
四
態
』
）
を
志
向
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
黒
肉
腫
を
罹
患
し
、
自
ら
言
う
と
こ
ろ
の
「
生
命
飢
餓
状
態
」
（
岸
本
英
夫
集
六
、
わ
が
生
死
観
（
一
九
六
三
）
、
二

一
七
頁
）
に
陥
っ
て
初
め
て
、
彼
は
自
ら
の
死
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
し
て
最
期
ま
で
直
面
し
続
け
た
。
そ
の
間

彼
は
、
自
ら
の
「
近
代
的
な
知
性
」
（
本
章
第
一
節
）
に
か
け
て
、
あ
の
世
や
死
後
の
霊
魂
に
救
い
を
求
め
な
か
っ
た
。
彼
に

と
っ
て
死
は
最
後
ま
で
〈
壁
〉
で
あ
り
続
け
た
。 

 

罹
患
前
と
後
で
、
変
わ
ら
ず
に
存
続
し
た
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
非
情
で
あ
り
救
い
が
な
い
。
〈
壁
と
し

て
の
死
〉
を
前
提
と
し
て
存
在
し
得
る
融
和
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
普
遍
的
な
宇
宙
生
命
に
溶
け
込
む
」
、

あ
る
い
は
「
宇
宙
に
還
帰
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
の
「
心
に
気
持
ち
よ
く
響
い

た
」
。
し
か
し
「
少
し
も
、
死
に
対
す
る
悩
み
や
お
そ
れ
の
解
決
に
は
な
ら
な
」
か
っ
た
（
第
一
章
第
五
節
）
。 
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一
九
六
二
年
の
「
自
由
宗
教
と
は
何
か
」
に
お
い
て
、
彼
が
求
め
た
第
一
の
「
解
決
の
方
向
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

激
し
く
、
本
当

・

・

に・

生
き
る

・

・

・

（
原
文
傍
点
）
と
い
う
こ
と
。
残
さ
れ
た
生
命
を
、
い
っ
ぱ
い
の
力
で
発
揮
す
る
こ
と
以
外
に
、

死
を
乗
り
こ
え
ら
れ
な
い
と
私
は
感
じ
た
。
も
っ
と
人
間
が
練
れ
て
い
れ
ば
、
禅
僧
の
よ
う
に
静
か
に
死
を
待
て
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
凡
人
の
私
に
は
、
激
し
い
生
き
る
力
が
、
死
の
お
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
原
動
力
で
あ
っ
た
（
岸
本
英
夫

集
六
、
自
由
宗
教
と
は
何
か
（
一
九
六
二
）
、
二
四
頁
）
。 

 

「
生
命
飢
餓
状
態
」
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
現
実
の
仕
事
へ
の
没
入
が
、
岸
本
英
夫
を
し
て
人
々
に
「
手
負
い
の
猪
」
と
い
う

印
象
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
自
ら
の
救
い
を
求
め
た
。
仕
事
へ
の
没
入
は
、
死
生
観
の
『
四
態
』

に
お
け
る
（
新
三
）
「
自
己
の
生
命
を
、
そ
れ
に
代
わ
る
限
り
な
き
生
命
に
託
す
る
」
に
通
じ
、
場
合
に
よ
れ
ば
（
新
四
）
「
現

実
の
生
活
の
中
に
永
遠
の
生
命
を
感
得
す
る
」
と
も
つ
な
が
る
。
し
か
し
こ
の
「
激
し
く
、
本
当
に
生
き
る
」
は
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
四-

一
九
二
〇
）
が
描
い
た
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
」
の
如
く
、
如
何
に
も
強
迫
神
経
症
的

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
九
六
〇
年
の
「
現
代
人
の
生
死
観
」
で
は
、
「
激
し
く
、
本
当
に
生
き
る
」
で
は
な
く
「
本
当
に

よ
く
生
き
る
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
れ
は
同
時
に
「
本
当
に
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
も
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
知
っ
て

か
知
ら
ず
か
微
妙
な
相
違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

…
…
こ
う
し
た
よ
く
生
き
る
生
活
を
深
め
て
い
く
と
、
め
い
め
い
に
と
っ
て
、
自
分
自
身
よ
り
も
、
も
っ
と
大
切
な
も
の

が
で
き
て
く
る
。
…
…
こ
う
な
っ
て
き
た
場
合
に
は
、
一
面
か
ら
み
れ
ば
、
当
事
者
は
、
自
分
を
捧
げ
尽
く
し
、
自
分
を

捨
て
切
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
自
分
を
捨
て
切
っ
た
と
こ
ろ
で
、
当
事
者
は
、
そ
の
自
分
が
、

本
当
に
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
当
に
よ
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
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実
体
に
即
し
て
構
想
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
こ
と
が
、
（
三
）
に
お
い
て
、
「
祖
国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
覚
悟
に
徹

し
た
勇
士
」
の
例
の
よ
う
に
、
国
家
を
実
体
と
し
て
捉
え
、
国
家
主
義
的
理
念
を
包
摂
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
。
（
新
四
）
で

は
そ
の
反
省
に
立
っ
て
実
体
化
を
避
け
た
と
言
え
よ
う
。 

 

第
五
節 

岸
本
英
夫
の
死
生
観
の
罹
患
後
に
お
け
る
変
容 

  

本
章
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
岸
本
英
夫
は
「
奇
蹟
、
〔
人
格
〕
神
、
〔
死
後
の
〕
霊
魂
」
の
存
在
を
罹
患
前
か
ら
否
定
し

て
お
り
、
そ
の
姿
勢
は
罹
患
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
死
は
彼
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
〈
扉
〉
で
は
な
く
〈
壁
〉
で
あ
っ

た
。
死
を
目
前
に
し
て
い
な
い
か
ら
来
世
の
存
在
を
否
定
で
き
る
の
だ
、
目
前
に
す
れ
ば
誰
し
も
来
世
の
信
仰
に
救
い
を
求
め

る
よ
う
に
な
る
、
と
詰
問
さ
れ
て
も
、
罹
患
前
に
は
お
そ
ら
く
は
っ
き
り
と
打
ち
消
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う 

（
岸

本
英
夫
集
六
、
ア
メ
リ
カ
で
癌
と
闘
う
記
（
一
九
六
五
）
、
一
〇
五
頁
参
照
）
。
罹
患
前
の
彼
の
死
生
観
は
、
確
か
に
死
を
考

察
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
結
局
は
「
か
ぎ
り
な
き
生
命
、
滅
び
な
き
生
命
」
（
『
四
態
』
）
を
志
向
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
黒
肉
腫
を
罹
患
し
、
自
ら
言
う
と
こ
ろ
の
「
生
命
飢
餓
状
態
」
（
岸
本
英
夫
集
六
、
わ
が
生
死
観
（
一
九
六
三
）
、
二

一
七
頁
）
に
陥
っ
て
初
め
て
、
彼
は
自
ら
の
死
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
し
て
最
期
ま
で
直
面
し
続
け
た
。
そ
の
間

彼
は
、
自
ら
の
「
近
代
的
な
知
性
」
（
本
章
第
一
節
）
に
か
け
て
、
あ
の
世
や
死
後
の
霊
魂
に
救
い
を
求
め
な
か
っ
た
。
彼
に

と
っ
て
死
は
最
後
ま
で
〈
壁
〉
で
あ
り
続
け
た
。 

 

罹
患
前
と
後
で
、
変
わ
ら
ず
に
存
続
し
た
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
非
情
で
あ
り
救
い
が
な
い
。
〈
壁
と
し

て
の
死
〉
を
前
提
と
し
て
存
在
し
得
る
融
和
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
普
遍
的
な
宇
宙
生
命
に
溶
け
込
む
」
、

あ
る
い
は
「
宇
宙
に
還
帰
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
の
「
心
に
気
持
ち
よ
く
響
い

た
」
。
し
か
し
「
少
し
も
、
死
に
対
す
る
悩
み
や
お
そ
れ
の
解
決
に
は
な
ら
な
」
か
っ
た
（
第
一
章
第
五
節
）
。 
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一
九
六
二
年
の
「
自
由
宗
教
と
は
何
か
」
に
お
い
て
、
彼
が
求
め
た
第
一
の
「
解
決
の
方
向
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 
激
し
く
、
本
当

・

・

に・

生
き
る

・

・

・

（
原
文
傍
点
）
と
い
う
こ
と
。
残
さ
れ
た
生
命
を
、
い
っ
ぱ
い
の
力
で
発
揮
す
る
こ
と
以
外
に
、

死
を
乗
り
こ
え
ら
れ
な
い
と
私
は
感
じ
た
。
も
っ
と
人
間
が
練
れ
て
い
れ
ば
、
禅
僧
の
よ
う
に
静
か
に
死
を
待
て
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
凡
人
の
私
に
は
、
激
し
い
生
き
る
力
が
、
死
の
お
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
原
動
力
で
あ
っ
た
（
岸
本
英
夫

集
六
、
自
由
宗
教
と
は
何
か
（
一
九
六
二
）
、
二
四
頁
）
。 

 

「
生
命
飢
餓
状
態
」
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
現
実
の
仕
事
へ
の
没
入
が
、
岸
本
英
夫
を
し
て
人
々
に
「
手
負
い
の
猪
」
と
い
う

印
象
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
自
ら
の
救
い
を
求
め
た
。
仕
事
へ
の
没
入
は
、
死
生
観
の
『
四
態
』

に
お
け
る
（
新
三
）
「
自
己
の
生
命
を
、
そ
れ
に
代
わ
る
限
り
な
き
生
命
に
託
す
る
」
に
通
じ
、
場
合
に
よ
れ
ば
（
新
四
）
「
現

実
の
生
活
の
中
に
永
遠
の
生
命
を
感
得
す
る
」
と
も
つ
な
が
る
。
し
か
し
こ
の
「
激
し
く
、
本
当
に
生
き
る
」
は
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
四-

一
九
二
〇
）
が
描
い
た
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
」
の
如
く
、
如
何
に
も
強
迫
神
経
症
的

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
九
六
〇
年
の
「
現
代
人
の
生
死
観
」
で
は
、
「
激
し
く
、
本
当
に
生
き
る
」
で
は
な
く
「
本
当
に

よ
く
生
き
る
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
れ
は
同
時
に
「
本
当
に
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
も
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
知
っ
て

か
知
ら
ず
か
微
妙
な
相
違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

…
…
こ
う
し
た
よ
く
生
き
る
生
活
を
深
め
て
い
く
と
、
め
い
め
い
に
と
っ
て
、
自
分
自
身
よ
り
も
、
も
っ
と
大
切
な
も
の

が
で
き
て
く
る
。
…
…
こ
う
な
っ
て
き
た
場
合
に
は
、
一
面
か
ら
み
れ
ば
、
当
事
者
は
、
自
分
を
捧
げ
尽
く
し
、
自
分
を

捨
て
切
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
自
分
を
捨
て
切
っ
た
と
こ
ろ
で
、
当
事
者
は
、
そ
の
自
分
が
、

本
当
に
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
当
に
よ
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
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死
の
問
題
も
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
の
中
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
（
岸
本
英
夫
集
六
、
現
代
人
の
生
死
観

（
一
九
六
〇
）
、
三
〇
三
頁
）
。 

 

こ
の
よ
う
に
仕
事
に
没
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
「
捨
て
切
り
」
、
却
っ
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仕
事
か
ら
「
よ
く
生

か
さ
れ
て
い
」
く
。
「
激
し
く
、
本
当
に
生
き
る
」
（
一
九
六
二
）
と
い
う
主
意
主
義
と
「
本
当
に
よ
く
生
き
る
」
「
本
当
に

よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
」
（
一
九
六
〇
）
と
い
う
諦
念
の
間
を
た
ゆ
た
い
な
が
ら
、
彼
は
最
晩
年
を
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

岸
本
英
夫
が
「
自
由
宗
教
と
は
何
か
」
（
一
九
六
二
）
で
求
め
た
第
二
の
「
解
決
の
方
向
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
〔
八
〕

。 

 

死
後
の
生
活
は
考
え
な
い
こ
と
。
死
後
の
生
活
は
、
無
意
識
で
あ
っ
て
、
考
え
る
こ
と
自
体
が
無
駄
。
死
ん
で
い
く
ま
で

の
生
を
考
え
よ
う
。
死
は
一
つ
の
別
れ
で
あ
る
か
ら
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
別
れ
よ
う
か

と
い
う
こ
と
に
代
え
ら
れ
る
。
毎
日
が
別
れ
だ
と
思
っ
て
、
少
し
ず
つ
別
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
（
岸
本
英
夫
集
六
、
自

由
宗
教
と
は
何
か
（
一
九
六
二
）
、
二
四
頁
）
。 

 

死
は
一
つ
の
別
れ
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
は
、
岸
本
英
夫
に
と
っ
て
、
大
き
な
慰
め
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
七

月
の
［
別
れ
の
と
き
］
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
「
別
れ
の
と
き
」
と
い
う
考
え
方
に
目
ざ
め
て
か
ら
、
わ
た
し
は
、
死
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
か
ら
目
を
離
さ

な
い
で
、
面
と
向
か
っ
て
眺
め
て
み
る
こ
と
が
多
少
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
死
と
無
と
い
っ
し
ょ
に
考
え

て
い
た
時
に
は
、
自
分
が
死
ん
で
意
識
が
な
く
な
れ
ば
、
こ
の
世
界
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
錯
覚
か
ら
、
ど
う
し

て
も
脱
す
る
こ
と
が
、
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
死
と
は
、
こ
の
世
に
別
れ
を
告
げ
る
時
と
考
え
る
場
合
に
は
、
も
ち
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ろ
ん
、
こ
の
世
は
存
在
す
る
。
既
に
別
れ
を
告
げ
た
自
分
が
、
宇
宙
の
霊
に
か
え
っ
て
、
永
遠
の
休
息
に
入
る
だ
け
で
あ

る
。
（
岸
本
英
夫
集
六
、
別
れ
の
と
き
（
一
九
六
一
）
、
一
五
一
頁
） 

 

同
年
一
〇
月
の
「
死
を
見
つ
め
て
生
き
る
」
で
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

死
と
別
れ
を
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
死
は
死
後
の
無
と
い
う
恐
ろ
し
い
疑
問
に
対
し
て
、
思
い
煩
う
こ
と

が
少
な
く
な
っ
た
。
死
が
眼
前
に
浮
か
ん
で
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
連
想
を
別
れ
の
仕
方
に
焦
点
を
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
に

し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
死
の
思
い
か
ら
来
る
心
の
乱
れ
、
狂
い
を
防
ぎ
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

偶
然
に
死
に
直
面
し
て
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
運
命
の
下
に
立
た
さ
れ
た
一
個
の
平
凡
な
社
会
人

と
し
て
の
私
に
と
っ
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
深
刻
な
闘
い
に
心
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
正
直
に
言
っ
て
二

つ
し
か
な
い
。
一
生
懸
命
に
働
い
て
よ
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
死
を
別
れ
の
と
き
と
み
る
と
い
う
見
方
と
で
あ
る
（
岸

本
英
夫
集
六
、
死
を
見
つ
め
て
生
き
る
（
一
九
六
一
）
、
一
五
六
頁
）
。 

 

非
情
な
〈
壁
と
し
て
の
死
〉
を
前
に
し
て
岸
本
英
夫
が
求
め
た
の
は
、
結
局
「
よ
く
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
死
を
別
れ
の

と
き
と
み
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

  

註 〔
一
〕
文
化
人
類
学
事
典
、
弘
文
堂
、
一
九
八
七
、
項
目
「
葬
制
」
（
内
堀
基
光
）
、
参
照
。 

〔
二
〕
細
見
博
志
編
著
、
死
か
ら
生
を
考
え
る
、
北
國
新
聞
社
、
二
〇
一
三
、
二
八
頁
、
参
照
。 
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死
の
問
題
も
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
の
中
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
（
岸
本
英
夫
集
六
、
現
代
人
の
生
死
観

（
一
九
六
〇
）
、
三
〇
三
頁
）
。 

 

こ
の
よ
う
に
仕
事
に
没
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
「
捨
て
切
り
」
、
却
っ
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仕
事
か
ら
「
よ
く
生

か
さ
れ
て
い
」
く
。
「
激
し
く
、
本
当
に
生
き
る
」
（
一
九
六
二
）
と
い
う
主
意
主
義
と
「
本
当
に
よ
く
生
き
る
」
「
本
当
に

よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
」
（
一
九
六
〇
）
と
い
う
諦
念
の
間
を
た
ゆ
た
い
な
が
ら
、
彼
は
最
晩
年
を
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

岸
本
英
夫
が
「
自
由
宗
教
と
は
何
か
」
（
一
九
六
二
）
で
求
め
た
第
二
の
「
解
決
の
方
向
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
〔
八
〕

。 

 

死
後
の
生
活
は
考
え
な
い
こ
と
。
死
後
の
生
活
は
、
無
意
識
で
あ
っ
て
、
考
え
る
こ
と
自
体
が
無
駄
。
死
ん
で
い
く
ま
で

の
生
を
考
え
よ
う
。
死
は
一
つ
の
別
れ
で
あ
る
か
ら
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
別
れ
よ
う
か

と
い
う
こ
と
に
代
え
ら
れ
る
。
毎
日
が
別
れ
だ
と
思
っ
て
、
少
し
ず
つ
別
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
（
岸
本
英
夫
集
六
、
自

由
宗
教
と
は
何
か
（
一
九
六
二
）
、
二
四
頁
）
。 

 

死
は
一
つ
の
別
れ
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
は
、
岸
本
英
夫
に
と
っ
て
、
大
き
な
慰
め
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
七

月
の
［
別
れ
の
と
き
］
で
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
「
別
れ
の
と
き
」
と
い
う
考
え
方
に
目
ざ
め
て
か
ら
、
わ
た
し
は
、
死
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
か
ら
目
を
離
さ

な
い
で
、
面
と
向
か
っ
て
眺
め
て
み
る
こ
と
が
多
少
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
死
と
無
と
い
っ
し
ょ
に
考
え

て
い
た
時
に
は
、
自
分
が
死
ん
で
意
識
が
な
く
な
れ
ば
、
こ
の
世
界
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
錯
覚
か
ら
、
ど
う
し

て
も
脱
す
る
こ
と
が
、
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
死
と
は
、
こ
の
世
に
別
れ
を
告
げ
る
時
と
考
え
る
場
合
に
は
、
も
ち
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ろ
ん
、
こ
の
世
は
存
在
す
る
。
既
に
別
れ
を
告
げ
た
自
分
が
、
宇
宙
の
霊
に
か
え
っ
て
、
永
遠
の
休
息
に
入
る
だ
け
で
あ

る
。
（
岸
本
英
夫
集
六
、
別
れ
の
と
き
（
一
九
六
一
）
、
一
五
一
頁
） 

 

同
年
一
〇
月
の
「
死
を
見
つ
め
て
生
き
る
」
で
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

死
と
別
れ
を
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
死
は
死
後
の
無
と
い
う
恐
ろ
し
い
疑
問
に
対
し
て
、
思
い
煩
う
こ
と

が
少
な
く
な
っ
た
。
死
が
眼
前
に
浮
か
ん
で
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
連
想
を
別
れ
の
仕
方
に
焦
点
を
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
に

し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
死
の
思
い
か
ら
来
る
心
の
乱
れ
、
狂
い
を
防
ぎ
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

偶
然
に
死
に
直
面
し
て
生
き
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
運
命
の
下
に
立
た
さ
れ
た
一
個
の
平
凡
な
社
会
人

と
し
て
の
私
に
と
っ
て
は
、
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な
い
で
こ
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に
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る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
留
ま
る
の
は
必
ず
し
も
幽
霊
ば
か
り
で
は
な
い
。
第
一
章
第
五
節
に
見
る
よ
う
に
、
死
ん
で
〈
風
〉
や
〈
星
〉

と
な
る
と
考
え
る
場
合
も
、
「
あ
の
世
」
で
は
な
く
「
こ
の
世
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
場
合
、
死
は
必
ず
し
も
〈
扉
〉

で
な
く
と
も
良
い
。 
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七
〕
拙
編
著
、
八
頁
、
参
照
。 

〔
八
〕
「
自
由
宗
教
と
は
何
か
」
（
一
九
六
二
）
に
お
け
る
第
三
の
「
解
決
の
方
向
」
は
、
「
無
我
の
愛
に
思
い
到
る
こ
と
。

自
分
の
死
後
は
自
分
の
生
活
で
は
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
愛
と
い
い
、
善
と
い
い
、
お
の
れ
を
没
却
し
た
無
我
の
愛
と
い
う
よ
う

な
も
の
が
自
分
に
か
え
っ
て
く
る
よ
う
に
、
私
に
は
感
じ
ら
れ
た
」
（
岸
本
英
夫
集
六
、
二
四
頁
）
。
第
一
や
第
二
の
「
解
決

の
方
向
」
に
比
し
て
抽
象
的
な
表
現
で
あ
る
の
で
、
本
文
に
お
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
。 

 

〈扉としての死〉と〈壁としての死〉 
－葬制の多様性と死生観の諸類型－ 

 

 

細 見 博 志 
 

要旨 

現代の日本社会で、家族葬の増加や樹木葬、散骨への関心に認められるように、

葬制が大きく変化しつつある。葬制は死生観と深く関連している。死生観の類型を

分かつ要素は、来世や死後の霊魂の信仰であり、その信仰の有無によって死の観

念は＜扉＞か＜壁＞かに分かれる。近代以前では＜扉としての死＞が基本的で

あったが、世俗化の進展と共に＜壁としての死＞が広まった。＜壁としての死＞は、

伊藤栄樹や中野好夫のように、合理性を重視する立場には親和的であるが、他面

で多くの人々に非情な印象を与える。＜壁としての死＞の非情さを厭いながらも＜

扉としての死＞の不合理さに躊躇する人々は、死者と生者の限定された交流を想

い描き、死を＜窓としての死＞として表象することで、死に行く恐怖と見送る悲哀を、

和ませる。あるいは、死者は＜風＞や＜星＞として想い描かれ、死ぬことは自然と

一体となり、宇宙へ還帰することだと見なされる（第一章）。 

伝統的な宗教は＜扉としての死＞を人々に説くが、自ら死に直面しながら＜壁

としての死＞という死生観を貫いた宗教学者が岸本英夫である。「奇蹟、（人格）神、

霊魂」を「既成宗教のおとぎ話」として退けるとすれば、宗教とは何であるかが問わ

れることになる。彼にとって宗教は、死の恐怖を和らげるよりも、生活と人生を根底

から支えるものであり、人が生活と人生に没入することによって初めて、死の恐怖は

克服されると考えたのである。＜壁としての死＞を前にして、彼がたどり着いた結論

は、仕事に献身することと死を人生の別れと見ることであった（第二章）。 
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'Death as Door' and 'Death as Wall' 
－Variety of Mortuary Rituals and Typology of Thanatopsis－ 

 

 

Hiroshi HOSOMI 
 

Summary 

     In the Japanese society nowadays mortuary rituals are rapidly changing, as 
seen in the increase of family funerals, woodland burials and ashes scatterings in the 
sea.  Mortuary rituals have much to do with thanatopsis.  What is most important 
for the thanatopsis is the belief in the afterlife and the soul.  According to the 
existence/nonexistence of this belief, the idea of death is divided into 'death as 
door/gate' and 'death as wall', the former was typical prior to the modern era, but the 
latter has spread through the secularization of the world.  'Death as wall' has an 
affinity for the intellectuals as ITO Shigeki (1925-88) and NAKANO Yoshio 
(1903-85), but appears to be cold for ordinary people, who seek therefore the image 
of 'death as window'.  The dead are also believed to become 'stars' or 'winds' in the 
sky and interpreted to return to the nature or the universe (Ch.1). 
     While the traditional religions cling to 'death as door', the religion-scientist 
KISHIMOTO Hideo (1903-65) insisted on 'death as wall' not only before the mortal 
illness, but to the end of his life.  The dogma of 'miracle, personified god and 
existence of soul' is for him 'a fairy tale of the established religions'.  Following 
John Dewey 'the religious' should be to him not so much for alleviating the suffer 
from death, as for giving the meaning to life and for supporting daily work of the 
people, and when the people devote themselves to life and work, the suffer from 
death may be overcome.  In face of 'death as wall', he explained the importance of 
self-devoting to work, and the death as the farewell to the life (Ch.2). 
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