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1８１ 

森
岡
正
博
氏
は
そ
の
著
『
生
命
観
を
問
い
直
す
』
で
梅
原
猛
氏
の
論
文
「
脳
死
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徒
は
反
対
す
る
」
（
『
文
芸
春
秋
』

一
九
九
○
年
十
二
月
号
。
梅
原
猛
編
『
「
脳
死
」
と
臓
器
移
植
」
朝
日
新
聞
社
、
二
○
七
頁
以
下
）
で
の
梅
原
氏
の
臓
器
移
植
容
認
の

考
え
方
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
梅
原
氏
の
こ
の
論
文
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
、
脳
死
を
人
の
死
と
認
め
る
こ
と
に
反
対

し
、
従
来
通
り
心
臓
死
を
人
の
死
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
臓
器
移
植
に
対
し
て
は
（
釈
迦
の
前
身
で
あ
る
摩
訶

薩
唾
が
飢
え
に
苦
し
む
虎
に
自
ら
の
身
体
を
与
え
た
と
い
う
物
語
ほ
ど
犠
牲
的
な
行
為
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
）
「
利
他
の
行
為
」

で
あ
る
「
菩
薩
行
」
と
し
て
そ
れ
を
認
め
る
考
え
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
法
律
的
に
は
違
法
性
阻
却
論
に
よ
っ
て
刑
罰
を
課
さ
な

い
方
向
で
考
え
る
）
。
森
岡
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
梅
原
の
論
文
を
読
ん
で
不
思
議
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
世
の
生
へ
の
執
着
を
断
ち

本
論
文
は
生
命
倫
理
の
諸
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
思
想
的
な
次
元
を
主
題
と
す
る
。
具
体
的
な
処
方
菱
を
提
示
す
る
こ
と
は
主
題
と

は
な
ら
な
い
が
、
い
わ
ば
根
本
の
柵
え
と
い
っ
た
次
元
が
問
題
と
な
る
た
め
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
様
々
な
考
え
方
は
生
命
倫
理
の
特

定
の
場
面
の
み
な
ら
ず
、
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
の
場
面
で
も
問
題
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅲ
「
原
始
仏
教
」
に
基
づ
く
臓
器
移
植
批
判

生
命
倫
理
に
お
け
る
「
中
庸
」
の
思
想
の
意
義

『
森
岡
正
博
氏
の
『
生
命
観
を
問
い
直
す
』
に
お
け
る
臓
器
移
植
批
判

越
部
良
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1８２ 
切
る
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
が
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
し
た
。
彼
は
、
自
分
は
仏
教
的
原
則
に
立
つ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
仏
教
が
日
本
人
の
精
神
に
与
え
た
も
の
と
し
て
、
「
平
等
の
精
神
」
と
「
菩
薩
行
・
自
利
利
他
の
思
想
」
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
日
本
仏
教
の
枠
を
は
ず
し
て
、
も
っ
と
根
本
的
な
仏
教
の
考
え
方
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
基
本
的
な
こ

と
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
」
（
森
岡
正
博
「
生
命
観
を
問
い
直
す
』
ち
く
ま
新
香
、
一
七
七
頁
）
。
こ
う
し
て
森
岡
氏
は
、
「
原
始
仏
教
」

へ
と
眼
を
向
け
る
。
「
人
間
の
苦
し
み
は
、
こ
の
世
へ
の
執
着
か
ら
お
き
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
世
の
生
へ
の
執
着
を
少
な
く
し
、
減
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
悟
り
へ
と
近
付
く
の
だ
。
こ
れ
が
、
仏
教
、
と
く
に
原
始
仏
教
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
基
本
教
理
で
し
た
」
（
同
上
、

一
七
八
頁
）
。
こ
の
「
原
始
仏
教
」
の
考
え
方
か
ら
臓
器
移
植
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
「
ど
う
し
て
臓
器
移
楠
が
行
わ
れ
る
か
と
い

う
と
、
重
い
内
臓
の
病
気
を
か
か
え
た
人
が
、
他
人
の
臓
器
を
も
ら
っ
て
ま
で
も
生
き
延
び
た
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
原
始
仏
教
の
醗

本
教
皿
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
点
を
問
題
視
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
他
人
の
臓
器
を
も
ら
っ
て
ま
で
も
姓
き
延
び
た
い

と
い
う
発
想
は
、
こ
の
世
で
の
生
に
対
す
る
過
度
の
執
着
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
世
の
生
に
執
着
す
る
か
ら
、
も
っ
と
生
き
た
い

と
願
い
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
の
で
大
き
な
緋
し
み
が
唯
じ
る
の
で
あ
る
。
臓
器
移
杣
を
望
む
こ
と
は
、
そ
う
い
う
執
濁
を
助
長
し
、

火
に
油
を
注
ぐ
よ
う
な
も
の
だ
。
本
当
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
生
に
執
着
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
寿
命
を
す
な
お

に
受
け
取
り
、
残
さ
れ
た
生
を
執
符
を
は
な
れ
て
静
か
に
生
き
切
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
世
界
の
川
米
覗
が
雌
常
で
あ
る
こ

と
に
目
覚
め
、
生
も
死
も
と
る
に
た
ら
な
い
こ
と
な
の
だ
と
気
付
く
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
原
始
仏
教
の
基
本
教
理
を
素
直

に
応
川
し
た
と
き
の
、
臓
器
移
械
へ
の
解
答
だ
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
臓
器
移
柚
は
、
生
へ
の
執
石
を
過
度
に
助
長
す
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
原
始
仏
教
の
基
本
教
理
か
ら
導
か
れ
る
、
い
ち
ば
ん
根
源
的
な

解
答
だ
と
私
は
思
う
の
で
す
」
（
同
上
、
一
七
九
頁
）
。

森
岡
氏
が
「
原
始
仏
教
」
を
持
ち
出
す
の
に
は
「
大
乗
仏
教
」
の
思
想
と
対
比
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
「
大
乗
仏
教
」
の

思
想
に
は
、
世
俗
の
衆
生
を
救
う
た
め
に
悟
り
を
ひ
ら
い
た
者
は
世
俗
へ
と
戻
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
世
俗
で
の
生
に
対
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
執
着
に
染
ま
る
こ
と
を
も
厭
わ
な
い
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
俗
の
執
着
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る

「
原
始
仏
教
」
の
考
え
方
に
拠
り
つ
つ
、
森
岡
氏
は
臓
器
移
植
を
生
に
対
す
る
執
着
と
み
な
し
て
疑
問
視
す
る
。
こ
こ
か
ら
次
の
よ
う

Hosei University Repository



183 
な
臓
器
移
植
に
対
す
る
厳
し
い
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
「
臓
器
移
植
と
は
、
他
人
の
臓
器
を
も
ら
っ
て
ま
で
も
自
分
が
生
き

続
け
た
い
と
い
う
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
、
み
ん
な
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
ゆ
く
行
為
で
す
。
そ
こ
に
は
生
へ
の
執
着
、
生
き
た
い
と
い
う
欲

望
へ
の
執
着
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
欲
望
追
求
を
、
基
本
的
に
は
肯
定
し
、
他
人
に
は
迷
惑
を
か
け
な
い
か
ぎ
り
社
会
的
に
サ
ポ
ー

ト
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
が
対
臓
器
移
植
の
思
想
で
す
。
臓
器
移
植
は
、
提
供
者
の
人
類
愛
を
活
か
す
行
為
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

た
し
か
に
、
そ
う
い
う
面
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
臓
器
を
受
け
る
側
に
は
、
臓
器
を
も
ら
っ
て
ま
で
も
自
分
が
生
き
延
び
た

い
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
、
生
へ
の
執
着
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
臓
器
移
植
の
ニ
ー
ズ
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

臓
器
を
受
け
る
側
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
生
へ
の
執
着
に
つ
い
て
は
、
公
の
場
所
で
は
、
い
ま
ま
で
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
点
に
徹
底
し
て
こ
だ
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
」
（
同
上
、
一
八
八
頁
）
。

以
上
の
よ
う
な
森
岡
氏
の
批
判
は
、
現
代
の
科
学
技
術
の
あ
り
方
を
広
く
視
野
に
お
き
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
森
岡
氏
は
次
の
よ

う
に
言
う
。
「
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
梅
原
の
こ
の
論
文
に
は
、
「
た
と
え
他
人
の
い
の
ち
を
救
う
菩
薩
行
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
行
う

べ
き
で
な
い
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
論
点
が
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
の
人
間
機
械
論
の
究
極
的
な
形
（
脳
死
身
体
の

多
重
実
験
利
用
な
ど
）
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
危
険
性
が
で
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

人
間
の
身
体
や
自
然
環
境
を
利
用
し
つ
く
そ
う
と
す
る
現
代
科
学
文
明
の
本
性
を
、
根
底
か
ら
批
判
で
き
な
く
な
る
の
で
す
」
（
同
上
、

一
七
五
頁
）
。
森
岡
氏
が
臓
器
移
植
を
疑
問
視
す
る
底
に
は
、
「
人
間
の
身
体
や
自
然
環
境
を
利
用
し
つ
く
そ
う
と
す
る
現
代
科
学
文
明

の
本
性
」
を
「
根
底
か
ら
批
判
」
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
。
そ
し
て
「
根
底
か
ら
批
判
」
す
る
視
座
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が

（
大
乗
仏
教
と
区
別
さ
れ
る
面
を
も
つ
）
「
原
始
仏
教
」
の
「
生
へ
の
執
着
を
減
す
る
」
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
森
岡
氏
の
言
葉
が
時
に

強
い
調
子
を
帯
び
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
根
底
か
ら
」
の
批
判
と
い
う
意
図
を
氏
が
抱
い
て
い
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。

「
原
始
仏
教
」
に
拠
り
つ
つ
森
岡
氏
は
臓
器
移
植
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
し
か
し
仏
教
へ
疑
問
を
投
げ
か
け
る
見
解
も
ま
た
存
在

て
ん
か
じ
よ
う

す
る
。
こ
こ
で
は
伊
藤
仁
斎
の
考
え
方
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
仁
斎
は
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
う
。
「
聖
人
は
天
下
上
よ
り
道
を
見
る
。
仏

ぶ
つ
ろ
う

②
伊
藤
仁
斎
の
「
仏
老
一
批
判
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1８４ 

つ
い

し
っ
ぽ
し
．
つ
う
じ
よ
う

い
つ
二

老
は
一
身
上
に
就
て
道
を
求
む
。
｜
身
上
に
就
て
道
を
求
む
、
故
に
天
下
の
従
う
や
否
や
を
顧
み
ず
、
専
ら
清
浄
無
欲
、
以
て
一
己

や
す
え
－

よ
う
つ
い

す
お
な
と

の
安
を
成
就
せ
ん
と
要
し
て
、
卒
に
人
倫
を
棄
て
礼
楽
を
廃
す
る
に
至
る
。
．
：
聖
人
は
天
下
上
よ
り
道
を
見
る
。
故
に
天
下
の
同
く

お
の
れ
幻
己
た
つ
２
Ｓ

然
る
所
に
就
て
道
を
見
、
天
下
を
離
れ
て
独
り
そ
の
身
を
善
く
す
る
こ
と
を
欲
せ
ず
。
．
：
其
の
己
を
修
め
徳
を
血
る
、
将
に
以
て
犬

や
・
す
ん

下
の
人
を
安
ぜ
ん
と
す
」
（
伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
」
日
本
文
学
大
系
九
十
七
、
近
世
思
想
家
文
集
、
岩
波
傘
曰
店
、
一
○
六
頁
）
。
仁
斎

は
こ
こ
で
「
仏
老
」
（
仏
教
と
老
子
の
思
想
）
の
世
間
を
離
れ
（
「
一
身
上
に
就
て
道
を
求
む
」
）
、
世
間
の
人
間
関
係
や
そ
こ
で
の
儀
礼
、

俄
習
な
ど
か
ら
離
れ
る
（
「
人
倫
を
棄
て
、
礼
楽
を
廃
す
」
）
点
を
批
判
し
て
い
る
（
に
斎
の
こ
の
批
判
は
仏
教
を
大
乗
の
方
向
よ
り
は

「
原
始
仏
教
」
の
方
向
に
近
い
形
で
捉
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
）
。
「
聖
人
」
（
仁
斎
に
と
っ
て
は
中
心
的
に
は
孔
子
）
の
道
と
は
、
君
届
・

父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
な
ど
と
い
っ
た
ど
こ
で
も
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
人
間
関
係
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
い
か
に
し
て
道
に
適
っ
た
一
世
間
、
社
会
（
「
天
下
」
）
を
作
り
上
げ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

仏
教
の
雑
本
は
「
消
浄
無
欲
」
を
求
め
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
欲
」
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
Ⅲ
』
間
か
ら
離
れ
る
と

い
う
あ
り
方
も
出
て
こ
よ
う
か
ら
、
仁
斎
の
右
の
批
判
は
一
‐
清
浄
無
欲
」
を
求
め
る
態
度
へ
の
批
判
で
も
あ
る
。
仁
斎
は
「
欲
」
に
つ

い
わ
く

い
て
、
孟
子
の
言
葉
（
『
孟
子
』
尽
心
篇
下
）
を
「
中
庸
の
極
み
」
と
－
」
て
称
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
耐
子
の
日
、
「
心
を
養

凸
わ
み
れ
ん
け
い

す
く
め

う
こ
と
は
寡
欲
よ
り
灘
き
は
其
し
」
と
。
此
れ
中
川
の
極
な
り
。
脈
渓
の
日
、
「
心
を
養
う
は
蝶
欲
に
‐
叶
叫
ま
ら
ず
。
こ
れ
を
弊
う
し

ま
こ
と
た
司
出
い
つ
う

β
、
。
い
け
少

か
え
一
わ

て
又
寡
う
１
）
て
、
以
て
無
き
に
至
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
誠
立
明
通
ず
」
と
。
こ
れ
を
孟
子
の
言
に
絞
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
却

し
か
れ
お
う
た

や
，
ま
い

て
切
緊
な
る
に
似
た
り
。
然
ど
も
柾
を
矯
め
て
直
き
に
過
ぐ
る
の
病
有
る
｝
」
と
を
免
れ
ず
」
（
同
上
、
一
○
五
頁
）
。
こ
こ
で
は
周
漉

渓
の
言
葉
が
、
仏
教
や
道
家
の
思
想
へ
通
じ
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ⅲ
俗
の
人
間
関
係
が
怖
と
欲
と
を
欠
き
得

な
い
も
の
で
あ
る
と
見
る
点
で
、
に
斎
は
仏
教
と
見
解
を
一
に
し
て
い
る
。
し
か
し
に
斎
に
と
っ
て
目
指
す
べ
き
は
「
清
浄
無
欲
」
、

欲
を
減
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
仁
義
」
と
い
う
道
で
あ
り
、
こ
の
道
は
世
間
の
た
だ
中
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
世
俗
の
「
人
事
」
に
つ
き
も
の
で
あ
る
情
と
欲
は
そ
れ
自
体
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
「
礼
」
と
「
義
」

い
ち
ど
う
じ
ん
上
く
わ
た
く
し

〃
い
飢
い
そ
越

す

に
よ
っ
て
道
に
適
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
「
一
鼈
人
欲
の
私
燃
き
は
、
亦
形
骸
を
具
え
人
燗
有
る
者
の
能
く
為
る

い
や
ｆ
）
く
も
っ
て
さ
い

寸
仁
わ
ち
よ
く
こ

所
に
非
ず
」
（
同
上
、
一
○
’
一
一
頁
）
。
「
荷
も
礼
義
以
之
を
裁
す
る
｝
」
と
有
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
情
即
是
れ
道
、
欲
即
是
れ
義
、
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趾
に
く

の
ほ
ろ
ぼ
さ

何
ん
の
悪
む
こ
と
か
此
れ
有
ら
ん
。
荷
も
礼
義
以
之
を
裁
す
る
一
」
と
無
う
し
て
、
特
に
愛
を
断
ち
欲
を
減
ん
と
欲
す
る
と
き
は
、
す

あ
い
ぜ
ん

ま
さ

皿
み
ば
い
し
も
く
。
》
さ
い
し
か
恐
の
ち
ゃ
止

な
わ
ち
是
れ
柾
を
矯
め
て
直
き
に
過
ぎ
、
調
然
た
る
至
情
、
一
斉
に
絶
滅
し
て
、
将
に
形
骸
を
亡
し
、
耳
目
を
蕊
で
、
而
後
Ｌ
Ｌ
ん

じ
ん
じ
ん

屯
つ
う
て
ん
か

・
て

と
す
。
此
れ
人
人
の
能
／
、
為
す
所
に
非
ず
、
通
天
下
の
道
に
非
ず
。
故
に
聖
人
は
為
ず
」
（
同
上
、
一
○
四
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
富

貴
爵
禄
」
は
遠
ざ
け
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
に
も
仁
斎
は
ま
た
こ
う
答
え
る
の
で
あ
る
。
「
富
世
爵
禄
は
、
皆

こ
ん
じ
ば
く

た
だ
注
さ

あ
に
い
た
づ
ら

が
い
ふ
つ
し

い
ル
ー

ｌ
）
な
お

人
事
の
無
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
の
者
、
只
当
に
礼
義
を
辨
ず
べ
‐
」
。
鴬
徒
に
以
て
外
物
と
為
て
之
を
厭
う
べ
け
ん
や
。
子
猶

さ
む
う
好
人
芯
が

Ｕ
ん
で
Ａ

こ
・
う
。
い
い
か
芯
ら
す

た
の
Ｌ

と
刺
ざ
か
つ

旧
兄
に
泥
め
り
。
厳
に
此
の
意
を
洗
藤
せ
ず
ん
ば
、
後
未
必
人
珊
を
献
い
、
枯
寂
を
楽
み
、
ロ
ｕ
川
に
遠
て
人
倫
を
廃
す
る
に
至

⑭
芯
は
麓

ら
ん
。
甚
不
可
な
り
」
（
同
上
、
七
一
二
頁
）
。

と
こ
ろ
で
森
岡
氏
の
前
掲
灘
に
は
場
合
に
よ
っ
て
は
「
欲
」
を
容
認
す
る
と
も
と
れ
る
表
現
が
あ
る
。
「
仏
教
の
基
本
は
、
執
着
を

減
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
簡
単
に
自
分
の
生
へ
の
執
着
を
減
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
は
ほ
と

ん
ど
い
な
い
。
…
だ
か
ら
、
煩
悩
の
大
き
い
ふ
つ
う
の
人
間
が
、
自
分
の
生
に
執
着
し
て
臓
器
移
植
を
望
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
責

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
『
生
命
観
を
問
い
直
す
』
’
八
○
頁
。
森
岡
氏
は
脳
死
の
人
か
ら
の
臓
器
移
植
を
「
や
む
を
得
ず
認
め
て
ゆ

く
し
か
な
い
」
（
同
上
、
一
六
四
頁
）
と
す
る
）
。
「
「
執
着
を
減
す
る
こ
と
」
を
前
提
と
し
て
指
摘
し
て
お
け
ば
、
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い

脳
死
の
人
の
身
体
の
利
用
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
い
く
ら
善
隣
行
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
人
間
の
執
着
を
あ
ま
り
に
も
は
げ
し
く
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
」
（
同
上
、
一
八
一
頁
）
。
こ
こ
で
は
「
あ
ま
り
に
も
は
げ
し
い
」
執
着
は
否
定
す
る
が
、
「
ふ
つ
う
の
人
間
」
の
「
あ
ま
り

に
も
は
げ
し
い
」
も
の
で
な
い
執
着
は
容
認
す
る
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
し
か
し
問
題
は
、
原
始
仏

教
の
「
執
着
を
減
す
る
」
、
「
生
も
死
も
と
る
に
た
り
な
い
」
を
雑
準
に
す
る
の
と
、
「
ふ
つ
う
」
と
か
「
は
げ
し
い
も
の
で
な
い
」
を

基
準
に
す
る
の
と
は
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
、
仁
斎
の
言
う
よ
う
な
「
中
庸
」
の
見
地
に
立

つ
こ
と
で
あ
ろ
う
（
し
た
が
っ
て
上
の
森
岡
氏
の
引
用
の
う
ち
に
は
「
中
庸
」
の
考
え
方
が
わ
れ
し
ら
ず
混
入
し
て
き
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
）
。
最
終
的
に
目
指
す
地
点
で
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
前
者
は
欲
を
減
す
る
た
め
に
世
俗
を
離
れ
、
後
者
は
世
俗
で
道
を
実
現

す
る
た
め
に
欲
に
形
を
与
え
よ
う
と
す
る
点
で
、
ま
さ
し
く
正
反
対
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
前
者
の
「
執
着
を
減
す
る
」
を
あ
く
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い
に
し
え

山
・
牝
巾
訂
し
え
た
つ

・
小
ん
ふ
ん
ｕ
き
Ⅱ
と

幻
お

化
斎
は
言
う
。
「
古
よ
り
書
を
著
し
教
を
立
る
者
、
紛
紛
繍
籍
、
其
の
衆
き
に
堪
え
ず
」
。
１
）
か
し
そ
れ
ら
多
く
の
救
え
は
結
局

ひ
ふ
・
え
さ

一
二
種
に
帰
す
る
と
言
う
。
そ
の
一
つ
は
「
高
か
ら
ず
卑
き
か
ら
ず
、
平
常
不
易
な
る
」
「
中
庸
の
極
み
」
で
あ
る
考
え
方
、
孔
子
に
見

◆
」

ら
れ
る
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。
「
此
れ
よ
り
高
き
｝
」
と
一
等
な
る
と
き
」
の
教
え
が
「
虚
艇
」
、
寂
滅
と
い
っ
た
考
え
方
で
あ
り
、
仏

ひ

教
や
近
家
の
思
想
が
こ
れ
に
入
れ
ら
れ
る
。
逆
に
中
川
の
教
え
よ
り
「
卑
き
き
｝
」
と
一
等
な
る
と
き
」
の
思
想
が
「
功
利
」
を
説
く
．
も

の
で
、
例
え
ば
韓
非
子
の
考
え
方
を
挙
げ
る
（
『
童
子
問
」
’
七
七
頁
）
。
に
斎
は
「
中
庸
」
の
思
想
を
、
世
俗
で
の
「
道
」
の
探
求
と

し
て
、
世
俗
か
ら
離
れ
て
「
高
遠
」
た
る
道
を
求
め
る
あ
り
方
と
、
た
だ
世
俗
の
利
を
求
め
ん
と
す
る
低
き
あ
り
方
と
の
中
間
に
位
置

ま
で
基
準
と
す
る
限
り
、
現
代
の
た
い
て
い
の
人
間
生
活
の
あ
り
方
は
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
科
学
技
術
は
、
批
判
さ
れ
ず
に
お
く
こ

と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
基
準
は
、
臓
器
を
移
植
せ
ぬ
限
り
助
か
ら
ぬ
人
が
臓
器
移
植
を
望
む
の
を
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
冷
暖
一
屑
を
望
む
こ
と
も
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
批
判
が
遂

寸
く
の

に
や
む
の
は
、
欲
を
「
寡
う
し
て
又
寡
う
し
て
、
も
っ
て
無
き
に
至
る
と
き
」
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
｝
」
そ
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
執
着

を
減
す
る
」
は
、
現
代
科
学
文
明
を
な
る
ほ
ど
「
根
底
か
ら
批
判
」
し
う
る
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
こ
の
基
準
は
仁
斎
が
言
う
「
中

朋
」
と
い
う
基
準
か
ら
見
れ
ば
、
言
い
過
ぎ
る
危
険
を
常
に
ひ
め
て
い
る
。

生
命
倫
理
に
お
い
て
も
「
功
利
」
の
立
場
を
強
く
押
し
出
し
た
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
生
命
倫
理
学
者
エ
ン

ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
考
え
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
カ
ン
ト
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
そ
れ
と
は
異
な
る
考
え
方
と
対
比
し
て
み
よ
う
。

の
で
、
例
え
ば
韓
抄

し
て
、
世
俗
か
ら
緋

づ
け
る
の
で
あ
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
生
命
倫
理
学
に
お
い
て
一
一
つ
の
原
理
を
立
て
る
。
そ
の
一
つ
が
「
自
律
の
原
理
（
□
『
ヨ
ロ
】
□
］
：
［
、
臣
一
・
口
・
【
畠
）
」

⑪
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
生
命
倫
理
学
に
お
け
る
功
利
主
義
的
側
面

二
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
生
命
倫
理
学
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で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
者
の
同
意
が
な
き
限
り
他
者
に
力
を
加
え
ぬ
こ
と
を
義
務
と
し
て
指
令
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

他
者
に
力
を
加
え
な
い
限
り
は
、
他
者
に
力
を
加
え
る
場
合
に
は
そ
の
他
者
の
同
意
を
得
て
、
個
人
は
自
由
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
自
己
決
定
の
権
利
を
こ
の
原
理
は
保
障
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
自
殺
を
す
る
こ
と
、
同

意
し
て
い
る
他
者
に
自
殺
や
中
絶
の
援
助
を
し
て
も
ら
う
こ
と
、
同
意
し
て
い
る
者
達
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
ポ
ル
ノ
を
人
手
す
る
こ

と
、
同
意
な
し
に
実
験
操
作
の
被
験
者
に
さ
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
」
（
国
・
曰
・
ロ
ゴ
因
の
一
宮
ａ
一
・
ヨ
コ
の
『
。
Ｅ
己
昌
Ｃ
ゴ
⑫
。
（
囚
・
の
旨
８
》

○
蔦
。
『
ロ
ロ
ヨ
ぐ
の
『
⑩
旨
で
『
の
印
の
》
］
し
９
℃
・
垣
一
・
以
下
『
ロ
と
略
記
）
が
個
人
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

「
自
律
の
原
理
」
は
、
他
人
を
害
さ
な
い
限
り
一
般
に
い
か
な
る
行
為
を
も
、
し
た
が
っ
て
、
感
性
的
な
快
を
求
め
て
行
為
す
る
こ

と
を
も
容
認
す
る
。
功
利
主
義
が
「
快
」
を
追
求
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
限
り
、
「
自
律
の
原
理
」
は
生
命
倫
理
学
を
「
功
利
主
義
」

的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
を
も
っ
て
い
な
い
。
実
際
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
自
律
の
原
理
の
他
に
も
う
一
つ
生
命
倫
理
学

に
お
け
る
原
理
と
し
て
「
慈
善
の
原
理
（
頁
冒
９
℃
］
の
。
｛
ず
の
ロ
の
胃
の
ロ
、
の
）
」
と
い
う
も
の
を
挙
げ
る
が
、
こ
の
「
慈
善
の
原
理
」
と

「
自
律
の
原
理
」
と
の
関
係
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
生
命
倫
理
学
が
「
功
利
主
義
的
」
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り

示
し
て
い
る
。
「
慈
善
の
原
理
」
と
は
、
他
人
に
そ
の
他
人
が
善
と
み
な
す
こ
と
を
ほ
ど
こ
す
の
を
義
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

慈
善
の
原
理
は
自
律
の
原
理
の
制
約
の
も
と
に
あ
る
。
こ
の
制
約
の
あ
り
方
は
、
何
が
慈
善
に
お
け
る
善
で
あ
る
か
を
個
人
が
事
実
上

決
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
慈
善
を
受
け
る
の
も
行
う
の
も
個
人
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る

の
で
な
く
、
慈
善
の
義
務
の
「
強
さ
」
が
、
慈
善
を
行
お
う
と
す
る
人
の
生
活
を
脅
か
す
際
に
は
弱
ま
る
と
い
う
形
で
も
表
現
さ
れ
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
「
慈
善
行
為
が
成
功
す
る
見
込
み
が
な
く
な
れ
ば
な
く
な
る
ほ
ど
、
我
々
に
課
さ
れ
る
義
務
も
弱
く
な
る
。
さ
ら

に
、
義
務
を
履
行
す
る
の
が
困
難
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
義
務
が
無
効
で
あ
る
の
を
示
す
の
が
容
易
に
な
る
。
私
に
は
、
喉
が
乾

い
て
死
に
そ
う
な
友
達
を
救
い
に
行
く
と
い
う
義
務
が
ふ
つ
う
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
友
達
が
高
い
山
の
頂
上
に
い
て
、
そ
こ
に
行
く
の

が
非
常
に
危
険
で
あ
る
場
合
、
こ
の
義
務
は
無
効
と
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、
救
出
さ
れ
て
も
そ
の
生
命
の
質
が
友
達

に
と
っ
て
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
あ
る
見
込
み
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
義
務
は
弱
く
な
る
。
友
達
が
そ
れ
ほ
ど
強
い
要
求
を
し
そ

う
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
友
達
が
怪
我
を
し
て
お
り
、
救
出
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
死
に
そ
う
な
と
き
、
確
保
さ
れ
る
生
命
の
戯
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が
減
る
に
つ
れ
て
義
務
も
弱
く
な
る
。
…
慈
善
の
義
務
の
強
さ
Ⅱ
（
成
功
の
確
率
×
生
命
の
質
×
生
命
の
長
さ
）
十
（
費
用
）
」
（
『
Ｐ

□
・
ｇ
ｅ
。
慈
善
の
義
務
は
、
慈
善
を
行
う
人
に
危
険
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
費
用
が
か
か
れ
ば
か
か
る
ほ
ど
、
一
般
に
そ
の
慈
善
を
行

お
う
と
す
る
人
の
生
活
に
障
害
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
弱
ま
る
。
こ
れ
は
功
利
主
義
的
な
考
慮
を
行
う
自
律
の
原
理
に

よ
っ
て
慈
善
の
原
理
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
生
命
倫
理
学
に
お
け
る
功
利
主
義
的
な
性
格
は
、
彼
の
「
人
格
（
Ｒ
『
⑩
○
コ
）
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
も
見
ら

れ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
二
極
の
「
人
格
」
を
考
え
る
が
、
一
つ
は
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
自
己
を
意
識
し
、
行
為
の
規
則
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
道
徳
的
な
き
ま
り
に
従
う
こ

と
の
で
き
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
「
自
律
の
原
理
」
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
つ
ま
り
他
者
を
害
さ
な
い
限
り
目
曲
に
行
為
す
る
の
を
妨

げ
ら
れ
な
い
権
利
を
も
ち
、
無
制
限
に
尊
重
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
の
人
格
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
人
格
か
ら
は
人
間
の
生
物

学
的
な
生
命
の
あ
る
種
の
事
例
、
胎
児
、
乳
児
、
重
度
の
知
恵
遅
れ
の
人
な
ど
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人

間
の
生
命
に
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
の
も
つ
権
利
の
い
く
つ
か
を
認
め
、
あ
た
か
も
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
で
あ
る
か
の
よ

う
に
扱
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
社
会
的
な
意
味
で
の
人
格
」
で
あ
る
。
こ
の
「
社
会
的
な
意
味
で
の
人
格
」
は
「
厳
密
な
意
味
で

の
人
格
」
の
有
用
性
の
た
め
に
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
が
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
『
人
格
の
社
会
的
な
意
味
」
は
、
第
一
次
的

に
は
、
功
利
的
な
観
点
か
ら
の
柵
成
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
人
間
の
生
命
の
あ
る
価
の
事
例
を
人

格
と
し
て
扱
う
の
は
、
「
厳
密
な
人
格
」
で
あ
る
諸
個
人
に
と
っ
て
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
」
（
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
「
医
学
に
お
け
る
人

格
の
概
念
」
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
の
基
礎
」
加
藤
尚
武
、
飯
田
亘
と
編
、
東
海
大
学
出
版
会
、
二
九
頁
）
。
「
社
会
的
な
意
味
で
の
人

格
」
で
は
あ
り
え
る
が
、
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
で
は
あ
り
え
な
い
受
精
卵
や
胎
児
は
、
「
自
律
の
権
利
」
を
も
つ
「
厳
密
な
意
味

で
の
人
格
」
の
有
用
性
の
観
点
か
ら
、
「
社
会
的
な
意
味
で
の
人
格
」
と
し
て
大
切
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
「
社
会
的
な

意
味
で
の
人
格
」
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
（
そ
の
決
定
権
は
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
に
あ
る
）
、
（
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」

を
害
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
）
ど
う
扱
わ
れ
て
も
よ
い
と
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
「
胎
児
を
人
工
妊
娠
中
絶
す
る
権
利
は
そ
の
両
親
に

属
す
る
。
両
親
、
特
に
女
性
が
胎
児
を
造
る
。
ひ
と
が
造
る
精
子
、
卵
、
受
精
卵
、
胎
児
は
、
そ
の
人
の
身
体
と
並
ん
で
最
も
根
源
的
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①
カ
ン
ト
に
お
け
る
人
格
へ
の
「
尊
敬
」

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
カ
ン
ト
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
自
ら
の
「
人
格
」
の
考
え
方
を
展
開
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
の
「
人

格
」
や
「
自
律
」
の
考
え
方
は
カ
ン
ト
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
「
道
徳
的
法
則
と
の
一
致
が
な
け
れ
ば
、
人
格
的
価
値
は
無
き

に
等
し
い
」
（
【
■
貝
【
『
一
員
□
の
「
ロ
『
ｍ
言
い
ロ
ゴ
の
。
ぐ
の
日
ロ
コ
ヰ
》
宅
亘
一
ｃ
ｍ
・
ロ
三
⑪
＆
の
囚
ご
一
〕
・
岳
の
丙
・
の
・
＠
画
）
と
カ
ン
ト
は
言
う
よ
う
に
、

カ
ン
ト
の
「
人
格
」
に
対
す
る
「
尊
敬
（
シ
◎
す
曰
目
）
」
と
は
、
「
道
徳
法
則
」
に
従
う
意
志
を
も
っ
た
者
に
対
し
て
言
わ
れ
る
。
「
道

徳
法
則
」
は
「
感
性
」
と
は
区
別
さ
れ
る
「
純
粋
実
践
理
性
」
が
命
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
法
則
に
意
志
が
規
定
さ
れ
る
こ
と

は
、
感
性
的
な
衝
動
、
欲
求
と
そ
の
充
足
、
つ
ま
り
功
利
主
義
的
な
意
味
で
の
「
幸
福
」
に
意
志
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
。

純
粋
な
実
践
理
性
の
命
ず
る
道
徳
法
則
に
意
志
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
「
自
律
」
あ
る
い
は
「
自
由
」
の
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
あ
り
、

感
性
的
な
意
味
で
の
幸
福
に
意
志
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
「
他
律
」
と
な
る
。
感
性
的
な
幸
福
は
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
単
純
に
否
定
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
意
志
が
道
徳
法
則
に
従
う
限
り
に
お
い
て
容
認
さ
れ
る
が
、
し
か
し
幸
福
へ
の
顧
慮
と
は
根
源
を
異
に
す
る
道
徳
法

則
が
命
ず
る
行
為
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
ら
の
幸
福
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
通
じ
も
す
る
。
自
ら
の
感
性
的
な
欲
求
を
意
志
の
規
定

根
拠
と
す
る
傾
向
を
道
徳
法
則
が
押
さ
え
打
ち
砕
く
は
た
ら
き
の
う
ち
に
、
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
念
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
道
徳
法

則
に
対
す
る
こ
の
尊
敬
が
人
格
に
対
す
る
尊
敬
の
根
底
に
あ
る
。

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
、
「
自
律
の
原
理
」
が
「
相
互
尊
重
（
ョ
巳
［
］
匹
一
『
の
⑩
己
の
ａ
）
」
を
雛
礎
づ
け
る
と
考
え
て
い
る
（
『
Ｐ
己
・
患
）
が
、

「
自
律
の
原
理
」
が
功
利
主
義
的
な
行
為
を
も
容
認
し
、
「
慈
善
の
義
務
」
を
功
利
主
義
的
な
計
算
に
基
づ
い
て
免
除
し
う
る
も
の
と
す

る
と
き
、
こ
う
し
た
自
律
の
原
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
者
と
し
て
の
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
相
互
の
間
に
、
『
の
各
月
一
（
尊
重
、

な
意
味
で
そ
の
人
の
も
の
で
あ
る
。
…
そ
れ
ら
が
意
識
あ
る
存
在
と
し
て
自
ら
を
所
有
す
る
ま
で
、
あ
る
い
は
そ
の
人
が
そ
れ
ら
に
共

同
体
の
な
か
で
の
特
別
な
位
世
づ
け
を
与
え
る
ま
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
権
利
を
そ
の
人
が
他
人
に
委
譲
す
る
ま
で
は
、

そ
れ
ら
は
そ
の
人
が
処
理
で
き
る
持
ち
物
な
の
で
あ
る
」
（
司
団
も
・
巴
⑪
）
。

②
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
と
異
な
る
視
点
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尊
敬
）
の
念
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
嫌
悪
の
情
と
い
っ
た
も
の
す
ら
生
じ
か
ね
な
い
。
尊
敬

と
は
感
性
的
な
欲
求
を
超
え
た
も
の
（
カ
ン
ト
の
い
う
純
粋
な
実
践
理
性
と
い
っ
た
も
の
）
に
よ
っ
て
感
性
的
な
衝
動
や
欲
求
を
制
す

る
こ
と
の
で
き
る
人
間
に
対
し
て
生
じ
う
る
感
情
で
あ
ろ
う
。
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
感
性
的
な
衝
動
を
超
え
る
も
の
を
ほ
と
ん
ど
顧
慮

す
る
と
こ
ろ
が
な
い
ゆ
え
に
、
彼
の
『
の
名
の
同
一
は
た
だ
他
人
の
行
為
に
干
渉
し
な
い
こ
と
以
外
の
意
味
を
も
た
な
く
な
り
、
言
葉
だ
け

の
も
の
と
な
る
公
算
が
強
い
。

②
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
暗
号
」
の
思
想

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
考
え
方
で
は
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
以
外
の
存
在
は
一
般
に
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
に
と
っ
て
の
有

用
性
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
生
命
に
対
す
る
「
畏
怖
」
の
感
情
と
い
っ
た
も
の
を
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
ほ
と

ん
ど
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
う
し
た
畏
怖
の
感
情
は
、
人
間
の
生
命
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
人
間
以
外
の
生
命
を
殺
す
こ
と
に
対

す
る
鶴
踏
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
畏
怖
は
一
つ
に
は
「
生
命
」
と
い
う
も
の
を
人
間
が
自
身
で
創
り
出
し
た
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
発
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
因
果
が
科
学
的
に
探
求
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
人
間
や
自
然
や
世
界
を
超
え
た
も

の
、
「
超
越
的
な
も
の
」
へ
の
畏
怖
に
接
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
限
り
、
宗
教
的
な
も
の
と
も
呼
び
う
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
無
生
物
を
含
む
「
自
然
」
が
あ
た
か
も
「
超
越
的
な
も
の
」
か
ら
の
人
間
へ
の
語
り
か
け
（
そ
れ
を
ヤ
ス
パ
ー
ス

は
「
超
越
者
の
暗
号
（
○
三
［
［
『
の
こ
の
『
弓
『
目
、
園
。
且
の
日
）
」
と
呼
ぶ
）
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
事
態
が
あ
り
う
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。
「
街
路
の
水
た
ま
り
、
日
の
出
、
｜
匹
の
蛆
虫
の
解
剖
所
見
、
地
中
海
の
一
風
景
と
い
っ
た
も
の
の
う
ち
に
、
科
学
的
な
探

求
の
対
象
と
し
て
の
単
な
る
現
存
在
以
上
の
何
も
の
か
が
あ
る
。
暗
号
と
し
て
自
然
は
常
に
一
つ
の
全
体
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
は
、

風
景
と
し
て
。
…
次
に
は
一
つ
の
世
界
全
体
と
し
て
。
こ
れ
は
私
が
思
惟
し
、
表
象
す
る
一
つ
の
測
り
し
れ
な
い
宇
宙
で
あ
る
。
さ
ら

に
は
い
ろ
い
ろ
な
存
在
者
が
形
作
る
諸
々
の
自
然
界
と
し
て
。
す
な
わ
ち
、
鉱
物
、
植
物
、
動
物
の
諸
形
態
が
形
作
る
自
然
界
、
光
、

音
、
重
力
と
い
っ
た
基
本
的
な
諸
現
象
が
形
作
る
自
然
界
、
最
後
に
は
あ
る
環
境
に
お
け
る
現
存
在
の
諸
様
態
と
し
て
の
生
命
の
諸
現

象
が
形
作
る
自
然
界
と
し
て
。
こ
う
し
た
全
体
は
、
い
つ
で
も
、
理
解
さ
れ
説
明
さ
れ
う
る
以
上
の
も
の
で
あ
る
」
（
【
・
］
口
呂
の
『
、
》
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ヤ
ス
パ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
自
然
に
限
ら
ず
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
も
の
が
超
越
的
な
も
の
の
語
り
か
け
の
ご
と
き
「
意
味
」
を
も
ち
う

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
世
界
の
う
ち
に
は
人
間
に
と
っ
て
「
無
意
味
」
で
あ
る
と
し
か
思
え
な
い
も
の
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
「
た
だ
萎
縮
さ
せ
麻
蝉
さ
せ
る
だ
け
の
何
の
実
り
も
も
た
ら
さ
な
い
芳
し
み
、
人
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
う
ち
に
何
の
脈
絡
も
な

く
襲
い
か
か
っ
て
き
て
そ
の
人
を
廃
人
に
し
て
し
ま
う
精
神
病
」
と
い
っ
た
「
た
だ
滅
ぼ
す
だ
け
の
破
域
」
、
「
撫
怠
味
な
終
潟
‐
｜
で
あ

り
、
あ
る
い
は
「
ま
だ
ま
っ
た
く
現
存
し
て
い
な
い
が
す
で
に
そ
の
現
存
の
可
能
性
を
告
げ
知
ら
せ
た
も
の
が
挫
折
す
る
と
い
っ
た
よ

（
１
）
 

う
な
、
可
能
性
の
途
絶
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
（
要
田
・
の
．
温
］
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
一
見
、
無
意
味
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
「
超
越
者
の
暗
号
（
言
葉
）
」
の
意
味
を
も
ち
え
な
い
か
に
思
え
る
。
だ
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
解
義
不
能
」

な
も
の
こ
そ
が
、
超
越
者
の
究
極
的
な
暗
号
に
変
じ
う
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
超
越
者
は
世
界
を
超
え
た
も
の
と
し
て
人
間
は

そ
れ
を
た
だ
「
不
知
」
に
お
い
て
信
じ
る
し
か
な
い
と
い
う
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
無
意
味
な
破
滅
が
な
に
ゆ
え
に
存
在
す
る
の
か
、

人
間
に
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
「
不
知
」
が
、
超
越
者
に
面
し
て
の
「
不
知
」
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
御
る
。
雌
怠
味
に
思
わ
れ

る
よ
う
な
破
滅
に
面
し
て
人
間
は
む
ろ
ん
絶
望
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
他
方
で
は
超
越
者
へ
の
最
も
深
い
信
仰
と
「
安
ら
ぎ
（
幻
ニ
ラ
の
）
」

を
そ
こ
で
な
お
も
も
ち
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
世
界
内
で
の
否
定
的
な
事
態
が
そ
の
も
の
と
し
て
は
人
間
に
よ
る
積
極
的

な
意
味
づ
け
を
拒
否
す
る
か
ら
に
は
、
「
挫
折
に
立
ち
会
っ
た
時
、
存
在
の
前
で
思
惟
と
壮
〈
に
言
葉
も
や
む
」
（
勺
宮
自
の
．
囲
四
）
と
高

わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
超
越
者
へ
の
関
わ
り
が
「
沈
黙
」
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
し
か
な
い
に
し
て
も
。

エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
自
ら
の
生
命
倫
理
学
を
「
世
俗
的
（
非
宗
教
的
⑫
Ｃ
２
盲
『
）
」
な
も
の
と
よ
び
、
世
界
を
超
え
る
も
の
、
超
越

的
な
も
の
、
「
神
」
と
い
っ
た
も
の
を
自
ら
の
倫
理
学
に
も
ち
こ
む
こ
と
を
原
則
的
に
は
退
け
る
。
そ
の
結
果
、
人
間
の
精
神
を
崩
壊

さ
せ
る
よ
う
な
精
神
病
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
に
と
っ
て
、
人
間
を
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
で
な
く
し
無
制
限
の
「
聯
諏
（
息
‐

砦
の
Ｃ
芹
）
」
の
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
以
外
の
意
味
を
原
則
的
に
は
も
ち
え
な
く
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
人
Ｔ
妊
娠
中
絶
に
お
け
る
「
可

勺
巨
。
⑩
○
つ
三
の
戸
の
己
『
ご
ｍ
の
『
「
の
『
一
緒
》
の
．
。
←
・
以
下
定
豈
曰
と
略
記
）
。
わ
れ
わ
れ
が
自
然
を
損
ね
る
の
を
は
ば
か
る
と
こ
ろ
が
あ

る
の
は
、
自
然
か
ら
何
か
語
り
か
け
る
よ
う
な
力
を
感
得
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
う
し
た
経
験
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る

Ｐ（ノ◎
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Ⅲ
無
欲
と
単
な
る
欲
の
両
者
を
退
け
る
も
の
と
し
て
の
中
庸

か
ふ
さ
Ｕ
う

仁
斎
に
よ
れ
ば
「
中
廠
」
と
は
「
過
不
及
無
う
し
て
平
常
行
う
べ
き
の
道
」
（
『
童
子
問
』
九
九
頁
）
の
｝
」
と
、
つ
ま
り
過
ぎ
た
と
こ

ろ
も
足
り
ぬ
と
こ
ろ
も
な
い
よ
う
な
、
日
常
生
活
で
行
う
べ
き
道
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
道
」
と
は
、
仁
斎
に
あ
っ
て
は
一
‐
仁

義
」
を
、
と
り
わ
け
「
仁
」
を
中
心
に
し
て
い
る
。
仁
と
は
「
慈
愛
の
徳
、
遠
近
内
外
、
充
実
通
徹
、
至
ら
ず
と
い
う
と
こ
ろ
艇
き
」

い
わ
く

（
伊
藤
仁
斎
『
語
孟
字
義
』
日
本
思
想
大
系
一
一
一
十
一
一
一
、
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
、
岩
波
書
店
、
三
八
頁
）
こ
と
で
あ
り
、
「
日
、
愛
の
み
」

ま
さ

（
『
童
子
問
』
八
四
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
義
と
は
、
「
そ
の
当
に
す
べ
き
と
こ
ろ
を
し
て
、
そ
の
当
に
す
べ
か
ざ
る
と
こ
ろ
を
せ
ず
、
｝
」

能
性
の
途
絶
」
に
対
す
る
畏
怖
と
い
っ
た
も
の
へ
の
考
慮
も
見
ら
れ
な
い
。

だ
が
人
間
は
、
た
だ
世
界
に
お
け
る
「
功
利
」
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
「
意
味
」
を
問
う
存
在
で
も
あ
ろ
う
し
、
「
意
味
」
を
求
め

る
は
た
ら
き
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
尊
敬
」
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
「
暗
号
解
読
（
○
三
球
『
の
」
の
い
の
己
）
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
感
性
的
な
衝
動
を
超
え
た
も
の
や
世
界
を
超
え
た
も
の
へ
と
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
へ
と
通
じ
よ
う
。
そ
う
し
た
感
性
を
超
え
る

も
の
、
世
界
を
超
え
る
も
の
は
、
世
界
内
に
お
い
て
確
証
す
る
し
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
は
暖
昧
で
あ
り
、
「
意
味
」

も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
単
に
感
性
的
な
世
界
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
功
利
と
い
う
人
間
に
た
や
す
く
理
解
可
能
な
見
方
に

よ
っ
て
の
み
自
然
や
生
命
を
取
り
扱
う
こ
と
へ
の
踏
踏
は
、
い
つ
で
も
人
間
に
生
じ
て
き
て
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

物
事
が
過
ぎ
た
も
の
、
あ
る
い
は
足
ら
ぬ
も
の
と
感
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
」
や
「
ふ
つ
う
は
」
と
い
っ

た
言
葉
を
と
も
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
感
じ
方
の
背
後
に
は
、
適
正
な
あ
る
べ
き
状
態
と
い

う
も
の
が
漠
然
と
で
は
あ
れ
思
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
中
庸
」
に
適
っ
た
状
態
と
こ
こ
で
は
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
そ

れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
に
斎
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
の
思
想
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

三
、
倫
理
学
に
お
け
る
「
中
庸
」
の
探
求
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に
斎
の
「
中
庸
」
は
一
「
欲
」
と
は
別
の
観
点
か
ら
も
特
色
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

仙
一
い

こ
う
て
い

に
斎
は
仁
義
の
根
本
に
「
誠
」
が
あ
る
と
す
る
。
「
い
わ
ゆ
る
仁
義
礼
智
、
い
わ
ゆ
る
孝
弟
忠
信
、
み
な
誠
を
も
っ
て
一
」
れ
が
本
と

す
」
（
「
語
孟
字
義
』
七
○
頁
）
。
誠
と
は
「
｜
象
の
虚
仮
雌
く
、
一
染
の
偽
飾
無
き
」
（
同
上
、
六
九
頁
）
こ
と
で
あ
る
。
小
町
が
仁
炎

の
道
で
あ
る
か
ら
に
は
、
中
府
も
ま
た
誠
に
関
述
づ
け
ら
れ
る
。
「
中
府
に
依
る
の
難
き
は
、
亦
誠
を
血
る
の
難
き
に
在
り
」
（
『
淑
子

ど
ん
Ⅲ
う
と
午
か
い
註
こ
な
（
・

肌
い
り

問
』
六
一
一
頁
）
。
誠
で
あ
る
一
」
の
中
庸
に
か
な
う
有
様
は
、
「
誠
実
敦
廟
、
邪
回
の
行
無
く
、
名
利
の
求
め
無
し
」
と
表
現
さ
れ
、
そ

り
ぬ
い

さ
き
し

い
ル
ー
◇
う

ち
か

れ
に
背
く
あ
り
方
が
、
「
利
名
を
以
て
先
と
為
、
常
を
厭
て
新
を
好
み
、
邇
き
を
捨
て
て
遠
き
を
求
む
」
（
同
上
、
一
ハ
一
一
頁
）
と
表
現

と
こ
ろ
で
「
誠
」
は
人
間
の
あ
り
方
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
天
道
至
誠
、
｜
豪
の
偽
妄
を
容
れ
ざ
る
」
（
『
語
孟
字
義
」
二
二
頁
）

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
一
天
」
の
あ
り
方
と
も
さ
れ
る
。
そ
し
て
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
誠
」
も
ま
た
、
「
至
誠
」
と
言
わ
れ
る
こ

〃
そ

し
必

と
の
あ
る
こ
の
「
天
」
に
連
関
す
る
。
に
斎
は
「
論
語
』
（
李
氏
蔚
）
の
孔
子
の
一
一
一
口
葉
「
君
子
は
天
命
を
良
る
。
小
人
は
大
命
を
知
ず

さ
れ
る
。

れ
を
義
と
調
う
」
（
『
語
孟
字
義
』
三
八
頁
）
。

『
論
語
』
里
仁
篇
に
「
道
に
志
し
て
、
悪
衣
悪
食
を
恥
ず
る
者
は
、
未
だ
と
も
に
識
る
に
足
ら
ず
」
、
「
籾
に
道
を
聞
け
ば
、
夕
べ
に

死
す
と
も
可
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仁
斎
の
中
庸
の
「
道
」
は
「
功
利
」
の
説
と
区
別
さ
れ
、
感
性
的
な
意
味
で
の
幸
棡
を
求
め
る

こ
と
と
は
異
な
る
し
、
ま
た
単
な
る
生
存
と
長
命
を
求
め
る
の
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
見
た
よ
う
に
中
庸
は
名
利
へ
の
欲

や
生
存
欲
と
い
っ
た
欲
そ
の
も
の
を
減
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
も
な
い
。
世
間
で
の
日
常
の
生
活
が
欲
を
何
ほ
ど
か
含
ま
ざ
る
を
得

な
い
か
ら
に
は
、
ま
た
「
道
」
の
要
で
あ
る
「
に
」
が
「
愛
」
を
本
と
し
、
愛
が
情
で
あ
り
欲
に
接
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、

「
嵐
貨
爵
禄
」
や
情
と
欲
を
「
礼
」
と
「
義
」
で
律
す
る
の
が
肝
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
中
廠
」
と
は
、
「
欲
」
に
関

し
て
は
、
欲
の
断
滅
で
も
単
な
る
欲
の
成
就
で
も
な
い
道
を
と
る
。
名
利
を
先
に
し
仁
義
を
後
に
す
る
こ
と
と
、
仁
義
を
先
に
し
名
利

を
後
に
す
る
こ
と
と
が
正
反
対
の
事
柄
で
あ
る
点
で
は
、
中
廠
は
前
者
に
対
す
る
「
根
底
」
か
ら
の
変
革
の
思
想
で
あ
る
。

②
「
人
事
」
と
「
天
」
と
の
間
の
平
衡
と
し
て
の
中
庸
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そ
う
め
い
な

ざ
し
は
ざ
し
せ
い
ぜ
い
ち
よ
く

し
て
畏
れ
ず
」
を
引
い
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
一
豪
の
聡
明
を
作
さ
ず
、
｜
豪
の
智
見
を
挟
ま
ず
、
至
誠
正
直
、
内
外
聿
重
製
、

う
つ

し
か
ら
の
ち
も
っ
て

・
つ

打
て
－
片
と
成
っ
て
、
而
後
以
目
得
す
べ
し
。
聡
明
智
見
を
以
て
之
を
得
べ
き
に
は
非
ず
」
（
『
童
子
問
』
一
六
一
頁
）
。
「
天
命
を
知

る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
は
「
聡
明
知
見
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
至
誠
正
直
」
の
う
ち
で
自
得

ざ
と

さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
天
」
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
は
「
一
一
一
口
語
に
し
て
噸
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
（
『
語
孟
字
義
」

’
九
頁
）
と
言
う
。
中
庸
が
難
事
と
さ
れ
、
「
智
力
・
勉
強
の
能
く
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
」
（
伊
藤
仁
斎
『
中
庸
発
揮
』
日
本
の
思
想
十
―

伊
藤
仁
斎
集
、
筑
摩
書
房
、
二
七
五
頁
）
こ
と
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
で
知
解
し
え
な
い
性
格
を
も
つ
「
天
」
に
中
庸
と

い
う
あ
り
方
が
関
わ
っ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。

中
庸
は
仁
義
の
道
で
あ
り
、
仁
義
は
誠
に
基
づ
き
、
誠
は
「
天
命
を
知
る
」
こ
と
に
述
関
す
る
。
「
天
命
」
に
つ
い
て
仁
斎
は
次
の

よ
う
に
言
う
。
「
あ
る
い
は
吉
あ
る
い
は
凶
、
あ
る
い
は
禍
あ
る
い
は
福
、
あ
る
い
は
死
あ
る
い
は
生
、
あ
る
い
は
存
あ
る
い
は
亡
、

あ
い
か
ん

そ
の
遇
う
と
こ
ろ
の
幸
不
幸
、
み
な
自
然
に
し
て
至
り
、
こ
れ
を
奈
何
と
も
す
べ
き
｝
」
と
無
し
。
故
に
こ
れ
を
命
と
調
う
。
す
で
に
こ

れ
を
命
と
請
う
と
き
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
順
受
せ
ず
ん
ば
あ
る
く
か
ら
ざ
る
の
意
有
り
、
又
す
で
に
定
ま
っ
て
逃
る
べ
か
ら
ざ
る
の

意
有
り
。
…
た
だ
そ
の
道
を
尽
く
し
て
後
至
る
者
は
、
是
れ
命
。
も
し
一
豪
も
み
ず
か
ら
尽
く
さ
ざ
る
と
こ
ろ
有
る
と
き
は
、
す
な
わ

じ
ん
い

ち
人
為
の
み
。
こ
れ
を
命
と
調
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
（
『
語
孟
字
義
』
一
一
一
一
頁
）
。
「
天
命
」
と
は
仁
義
の
道
を
ふ
む
こ
と
の
う
ち
で
出

会
わ
れ
る
吉
凶
禍
福
、
死
生
存
亡
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
行
う
べ
き
こ
と
を
脇
に
置
い
て
言
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が

や
」

や
ま
い

「
命
な
る
か
な
。
斯
の
人
に
Ｉ
し
て
斯
の
疾
あ
る
こ
と
」
（
『
論
語
』
雍
也
篇
）
と
孔
子
が
嘆
じ
た
よ
う
に
、
徳
行
の
人
と
い
え
ど
も
死
病

に
冒
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
仁
義
の
道
を
踏
む
こ
と
と
福
と
が
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
孔
子
が
遂
に
諸
侯
に
容
れ
ら
れ
な

か
っ
た
よ
う
に
、
｜
身
上
に
徳
を
実
現
す
る
の
み
な
ら
ず
「
す
べ
て
の
人
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
を
最
終
的
に
目
指
す
仁
義
の
道
が
実
現

す
る
か
ど
う
か
も
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
庸
と
は
運
命
に
ま
か
せ
な
す
べ
き
人
事
を
尽
く
さ
な

い
こ
と
と
、
仁
義
の
道
は
人
間
の
怠
の
ま
ま
に
な
り
断
た
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
態
度
と
の
間
に
あ
る
。
こ
の
あ
り
方
は
た
と
え
な

う
た
か

す
べ
き
｝
」
と
を
な
し
た
後
に
不
幸
に
遭
う
と
し
て
も
、
「
弐
わ
ず
惑
わ
ざ
る
」
、
「
安
ん
ず
る
の
み
」
（
『
語
孟
字
義
』
一
一
四
頁
）
と
す
る
。

と
が

そ
れ
は
『
論
語
』
憲
問
篇
「
天
を
怨
み
ず
、
人
を
尤
め
ず
・
・
・
我
れ
を
知
る
者
は
其
れ
天
か
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
犬
を
信
ず
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物
事
を
あ
く
ま
で
一
定
不
変
の
仕
方
で
扱
う
と
き
適
正
を
欠
い
た
感
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
生
命
倫
理
か
ら
一
例
を
挙
げ
れ

ば
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
問
題
に
対
す
る
態
度
が
あ
る
。
中
絶
が
道
徳
的
に
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
よ
う
し
、
ま

た
そ
れ
を
法
律
論
の
対
象
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
い
か
な
る
場
合
も
中
絶
を
認
め
な
い
と
い
う
（
例
え
ば
強
姦
に

よ
る
妊
娠
の
中
絶
を
も
認
め
な
い
と
い
っ
た
）
｜
定
不
変
の
形
を
と
る
と
き
、
そ
こ
に
は
無
理
が
感
ぜ
ら
れ
よ
う
。

道
に
適
っ
た
行
い
と
い
う
の
は
仁
斎
に
あ
っ
て
は
一
定
不
変
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
変
化
す
る
状
況
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
つ
ど
異
な

け
ん

》
」

り
う
る
。
変
化
す
る
状
況
に
あ
っ
て
、
道
に
適
っ
た
振
る
舞
い
方
を
見
つ
け
る
は
た
ら
き
を
仁
斎
は
「
権
」
と
す
る
。
「
そ
れ
時
に
古

こ
ん

と
ひ

ば
ん
し
ょ

め
い
じ
よ
う

今
有
り
、
地
に
都
鄙
有
り
、
家
に
貧
富
有
り
、
人
に
貴
賎
有
り
、
事
の
千
条
万
緒
、
物
の
大
小
多
寡
、
紛
紛
籍
籍
、
名
状
す
べ
か
ら

と
う

か
な

ず
。
権
も
っ
て
こ
れ
を
制
す
る
こ
と
無
く
ん
ば
、
何
を
も
っ
て
か
能
く
そ
の
当
を
得
て
、
道
に
く
□
わ
ん
」
（
『
語
孟
字
義
』
七
七
頁
）
。

ち
ゅ
う

し
た
が
っ
て
、
「
中
」
と
い
う
も
の
（
そ
れ
自
体
は
仁
斎
に
あ
っ
て
「
中
庸
」
と
区
別
さ
れ
る
）
が
、
噸
え
て
一
一
一
一
口
え
ば
一
メ
ー
ト
ル
の

長
さ
を
も
つ
棒
の
真
ん
中
の
よ
う
に
、
一
定
不
変
の
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
限
り
、
「
中
」
を
執
る
こ
と
は

う
も

と

「
権
」
を
伴
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
中
必
ず
権
を
侍
っ
て
後
当
を
得
。
若
し
中
を
執
っ
て
権
無
き
と
き
は
、
則
ち
一
定
変

せ
ざ
る
の
弊
有
り
。
故
に
孟
子
曰
く
。
「
中
を
執
っ
て
権
無
き
は
、
猶
お
―
を
執
る
が
ご
と
し
」
」
（
『
中
庸
発
揮
』
二
五
八
頁
。
孟
子
の

言
葉
は
『
孟
子
』
尽
心
篇
上
）
。
「
中
」
を
執
ろ
う
と
す
る
働
き
が
権
を
伴
う
と
き
に
は
道
に
適
っ
た
あ
り
方
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
中

庸
に
か
な
っ
た
あ
り
方
に
な
る
。
中
庸
と
は
一
定
不
変
の
振
る
舞
い
方
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
行

い
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

る
と
い
う
態
度
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
境
地
は
言
語
に
よ
っ
て
噸
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
仁
斎
は
言
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
「
解
義
不
能
」
な
出
来
事
に
あ
っ
て
、
「
沈
黙
」
と
「
安
ら
ぎ
」
の
う
ち
で
超
越
者
へ
の
信
仰
が
生
じ
う
る
と

し
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
軌
を
一
に
し
た
考
え
方
で
あ
る
。

③
状
況
に
応
じ
た
振
る
舞
い
方
と
し
て
の
中
庸

Hosei University Repository



196 

過
不
及
な
き
あ
り
方
を
人
間
の
す
ぐ
れ
た
あ
り
方
と
す
る
考
え
方
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
見
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間

の
魂
と
行
為
と
の
す
ぐ
れ
た
状
態
で
あ
る
徳
・
器
量
（
ア
レ
テ
ー
）
を
、
過
度
と
不
足
と
の
間
の
中
間
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
の
で
あ

る
。
「
器
量
は
情
と
行
為
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
お
け
る
過
剰
は
失
敗
で
あ
り
、
不
足
は
責
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
「
中
間
の
も
の
は
賞
賛
さ
れ
、
そ
れ
は
正
鵠
を
う
る
も
の
で
あ
る
。
…
こ
う
し
て
、
器
量
と
は
中
間
で
あ
る
こ
と
の
一
種
で
あ

り
、
少
な
く
も
、
そ
れ
は
中
間
の
も
の
を
目
標
と
し
て
狙
い
さ
だ
め
る
も
の
で
あ
る
」
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
一
一
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
十
二
、
加
藤
信
朗
訳
、
岩
波
書
店
、
］
Ｓ
ｓ
、
五
三
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
例
え
ば
勇
気
と
い
う
器
量
、

徳
が
、
そ
の
過
剰
と
し
て
の
無
謀
と
そ
の
不
足
と
し
て
の
臆
病
と
い
う
二
つ
の
悪
徳
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
節
制
と
い
う
徳
が
快

楽
の
過
剰
と
し
て
の
放
埒
と
そ
の
不
足
と
し
て
の
無
感
覚
と
い
う
二
つ
の
悪
徳
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
人
間
の
行
為
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
こ
の
「
中
間
」
は
、
仁
斎
の
中
庸
と
同
様
、
様
々
な
形
を
と
り
う
る
個
別
の
状
況

や
人
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
可
変
的
な
あ
り
方
を
と
る
。
個
別
の
状
況
は
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
個
別
の
状
況
に
お
け
る
こ
う
し

た
中
間
が
一
つ
で
あ
る
の
に
対
し
て
こ
う
し
た
中
間
を
逸
し
た
あ
り
方
は
際
限
な
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
間
を
射
当
て
る
こ
と
を
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
難
事
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
善
の
手
だ
て
を
説
く
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
振
る
郷
い
方
が
こ

う
し
た
中
間
で
あ
る
の
か
を
直
に
見
い
だ
す
の
は
極
め
て
難
し
い
か
ら
、
ま
ず
、
こ
う
し
た
中
間
か
ら
は
ず
れ
た
過
剰
と
不
足
の
両
極

の
あ
り
方
の
う
ち
、
我
々
が
引
き
ず
ら
れ
や
す
い
あ
り
方
の
ほ
う
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
せ
よ
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
自

分
が
傾
き
や
す
い
も
の
の
方
へ
と
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
を
そ
の
反
対
の
方
向
に

引
き
寄
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
を
誤
り
か
ら
遠
く
引
き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
中
間
に

達
し
う
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」
（
同
上
、
巨
乞
す
、
六
二
頁
）
。
こ
れ
は
（
自
分
が
引
き
ず
ら
れ
や
す
い
）
誤
っ
た
あ
り
方
（
過
剰
あ

る
い
は
不
足
）
を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
し
い
道
に
少
し
で
も
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
錘
。

誤
っ
た
あ
り
方
（
過
剰
あ
る
い
は
不
足
）
を
ま
ず
避
け
る
べ
き
と
い
う
以
上
の
点
に
関
し
て
、
臓
器
移
楠
に
反
対
す
る
渡
部
良
夫
氏

剛
誤
っ
た
あ
り
方
を
ま
ず
避
け
る
こ
と
と
し
て
の
中
庸
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中
庸
が
避
け
る
べ
き
極
端
（
過
剰
と
不
足
）
と
は
、
｜
っ
に
は
量
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
が
、
こ
れ
は
極
端
に
及
ぶ
こ
と

も
あ
る
そ
の
も
の
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
一
千
万
円
の
義
援
金
を
出
す
こ
と
を
拒
否
す
る
か
ら
千
円
の
義

援
金
を
出
す
こ
と
を
も
拒
否
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
量
の
変
化
が
質
と
関
わ
ら
な
い
場
合
が
あ
り
得

る
の
み
な
ら
ず
、
量
の
変
化
が
ど
こ
か
で
質
的
と
言
い
う
る
よ
う
な
変
化
を
、
つ
ま
り
量
の
変
化
が
考
慮
す
べ
き
観
点
の
増
減
や
、
そ

れ
ら
の
観
点
の
軽
重
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
場
合
も
あ
り
得
よ
う
（
し
た
が
っ
て
多
臓
器
移
植
が
否
定
さ
れ
て
も
、
た
だ
一
つ
の
臓
器

の
移
植
の
場
面
で
は
、
レ
シ
ピ
ェ
ン
ト
の
命
を
救
う
と
い
う
観
点
が
優
先
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）
。
量
的
に
小
さ
い
事

例
が
認
め
ら
れ
、
大
き
い
事
例
が
認
め
ら
れ
な
い
時
に
は
、
小
さ
な
事
例
に
お
け
る
の
と
は
別
の
観
点
が
量
的
な
増
大
に
よ
っ
て
考
慮

の
言
明
を
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
脳
死
が
人
の
死
と
さ
れ
、
移
植
技
術
が
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
る
な
ら
、
「
脳
の
機
能

は
ま
だ
健
全
で
あ
る
が
多
臓
器
不
余
で
死
に
瀕
し
て
い
る
慰
者
Ｍ
の
脳
（
頭
部
）
に
、
頭
部
の
外
傷
で
脳
死
状
態
に
な
っ
た
が
身
体
の

他
の
部
分
は
健
全
な
若
い
患
者
Ｂ
の
首
か
ら
下
全
部
を
「
摘
出
」
し
て
移
植
す
る
と
い
っ
た
可
能
性
も
、
当
然
起
こ
っ
て
こ
よ
う
。
そ

れ
は
、
｜
旦
脳
死
を
個
体
の
死
と
見
て
、
心
臓
、
肝
臓
、
腎
臓
、
肺
な
ど
の
臓
器
を
摘
出
す
る
こ
と
を
容
認
し
た
な
ら
ば
、
頭
部
を
除

く
胴
体
と
四
肢
と
を
一
ま
と
め
に
切
り
離
し
て
移
植
に
使
う
こ
と
と
の
差
は
、
も
は
や
量
的
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
決
し
て
質
的
に
断

絶
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
渡
部
良
夫
「
脳
死
体
か
ら
の
臓
器
移
植
が
包
含
す
る
問
題
点
と
危
険
性
」
梅
原
猛
編
『
脳
死

と
臓
器
移
植
』
、
朝
日
新
聞
社
、
五
六
頁
）
。
脳
死
体
の
脳
以
外
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
移
植
の
た
め
に
利
用
す
る
と
い
っ
た
措
置

は
、
「
過
剰
」
で
あ
っ
て
、
脳
死
状
態
を
た
と
え
死
と
考
え
る
と
し
て
も
、
死
者
を
礼
意
を
も
っ
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点

に
反
す
る
感
を
起
こ
さ
せ
る
ゆ
え
に
不
可
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
う
し
た
「
過
剰
」
な
臓
器
移
柿
へ
と
生
命
欲
に
か
ら
れ
て
向
か
う
傾

向
は
我
々
の
現
代
文
明
の
う
ち
に
強
く
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
う
し
た
形
で
の
臓
器
移
植
か
ら
ま
ず
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
の
は
適
切
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
論
は
極
端
な
臓
器
移
植
の
あ
り
方
の
否
定
で
あ
っ
て
、
臓
器
移
植
そ
の
も
の
の
否
定
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な

い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
見
方
を
改
め
て
以
下
に
述
べ
る
。

⑤
多
様
な
観
点
、
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
と
し
て
の
中
廠
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例
え
ば
脳
死
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
他
の
身
体
部
分
が
生
き
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
脳
の
死
を
も
っ
て
即
座
に
そ
れ
を
人
間

、
、
、
、

の
死
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
可
逆
的
な
脳
死
状
態
に
お
い
て
何
年
間
も
心
臓
を
動
か
し
て
お
く
｝
」
と
が
可
能
と
な
る

（
３
）
 

な
ら
、
そ
う
し
た
措
置
に
お
け
る
生
命
を
は
た
し
て
「
人
間
的
な
生
」
と
呼
ん
で
よ
い
も
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
「
延
命
措
置
の
停
止
」

と
い
う
問
題
を
と
も
な
っ
て
、
当
然
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
人
間
は
通
常
は
た
だ
生
物
学
的
に
生
き
る
だ
け
で
な
く
、
意

（
４
）
 

識
を
も
ち
思
惟
も
す
る
と
い
う
側
面
を
も
も
つ
一
」
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
ま
た
生
物
学
的
な
観
点
か
ら
見
て
さ
え
も
、
脳

が
意
識
活
動
だ
け
で
な
く
生
命
活
動
に
と
っ
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
脳
死
状
態
は
「
完
全
な
死
」
と
も
「
完

全
な
生
」
と
も
い
え
な
い
微
妙
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
脳
死
状
態
は
、
そ
れ
を
「
死
」
と
し
て
も
、
「
生
」
と
し
て
も
、
前
者
は
脳
偏
重

（
５
）
 

ま
た
は
一
息
識
偏
重
と
し
て
、
後
者
は
脳
を
の
ぞ
く
身
体
の
生
命
偏
重
と
し
て
、
と
も
に
穏
当
を
逸
す
る
危
険
性
を
ひ
め
て
い
る
。
脳
死

の
問
題
は
、
た
だ
一
つ
の
見
方
や
そ
れ
に
蕊
づ
く
一
定
不
変
の
措
置
で
は
扱
い
か
ね
る
事
柄
と
し
て
、
「
中
庸
」
へ
の
眼
差
し
へ
と
呼

び
か
け
る
典
型
的
な
事
例
で
あ
ろ
う
。

「
中
間
」
が
、
一
メ
ー
ト
ル
の
棒
の
真
ん
中
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
一
定
不
変
の
も
の
と
な
り
、
中
庸
に
は
ず

れ
た
硬
直
し
た
振
る
舞
い
方
を
生
ん
で
し
ま
う
危
険
が
あ
る
が
、
他
方
、
両
端
の
間
の
漠
然
と
し
た
範
囲
の
中
で
考
え
ら
れ
る
場
合

（
例
え
ば
臆
病
と
無
謀
と
の
中
間
）
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
通
り
、
そ
れ
を
射
当
て
る
の
は
極
め
て
難
し
い
も
の
と
な
ろ
う
。

仁
斎
は
前
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
の
「
中
」
に
お
け
る
非
を
避
け
る
べ
く
「
権
」
を
説
く
だ
け
で
は
な
い
。
次
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ｂ
せ
い
は
か
り

「
中
」
が
「
無
星
の
秤
」
（
目
盛
り
の
な
い
秤
）
の
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
る
の
は
、
「
巾
」
を
後
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
捉
え
て
い
る
か
ら

そ
ん

よ
』
つ

で
あ
ろ
う
。
｝
」
の
場
合
、
「
中
」
の
代
わ
り
に
仁
斎
が
説
く
の
は
「
礼
」
で
あ
る
。
「
仁
義
を
存
す
る
は
礼
よ
り
要
な
る
は
莫
し
。
…
中

す
べ
き
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
中
庸
に
適
う
あ
り
方
と
は
、
た
だ
一
つ
の
観
点
や
側
面
か
ら
物
事

に
対
処
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
避
け
、
様
々
な
側
面
や
様
々
な
観
点
を
、
そ
れ
ら
の
軽
重
を
含
め
て
広
く
顧
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

⑥
中
庸
の
拠
り
所
と
し
て
の
「
伝
統
一
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＄
お

ば
か

い
ん
ぜ
ん
ｌ

う
れ
い

は
猶
無
星
の
秤
の
ご
と
／
、
、
礼
は
猶
秤
の
物
を
鼠
る
が
ご
と
し
。
中
は
乏
然
と
し
て
拠
り
難
き
の
患
有
て
、
礼
は
秩
然
と
し
て
執
る

の
り

べ
き
の
川
有
り
」
（
『
童
子
問
」
九
九
頁
）
。
礼
が
「
秩
然
と
し
て
執
る
べ
き
の
則
有
り
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
の
は
、
礼
が
外
面
的
な
形
を
備

え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
仁
義
を
あ
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
礼
が
あ
る
限
り
、
仁
義
の
道
を
踏
む
も
の
と
し
て
の
中
庸
と
は
礼
に
則

る
こ
と
と
し
て
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

金
谷
治
氏
は
そ
の
箸
『
孔
子
』
に
お
い
て
論
語
の
「
克
己
復
礼
」
の
「
礼
」
を
「
生
活
上
の
秩
序
を
保
つ
伝
統
的
な
き
ま
り
ご
と
」

（
金
谷
治
『
孔
子
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
一
六
頁
）
と
解
す
る
。
ま
た
礼
と
は
「
広
範
な
慣
習
的
と
り
き
め
を
含
む
」
（
同
上
、
一
一
二

六
頁
）
と
も
し
て
い
る
。
仁
義
及
び
中
庸
が
礼
に
則
る
と
は
、
そ
れ
が
伝
統
や
慣
習
を
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
よ
う
。
伝
統
や
慣
習
に
よ
っ
て
「
愛
Ⅱ
仁
」
や
「
な
す
べ
き
行
い
Ⅱ
義
」
へ
の
手
が
か
り
と
手
引
き
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
倫
理
学
の
西
洋
語
（
の
一
三
Ｂ
》
国
ご
【
ん
旨
ロ
ロ
の
）
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
①
Ｓ
ｃ
⑰
（
エ
ト
ス
、

エ
ー
ト
ス
）
を
語
源
と
す
る
が
、
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
慣
習
や
習
俗
と
い
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
決

定
は
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
支
持
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
時
の
移
り
変
わ
り
に
耐
え
れ
ば
耐
え
る
ほ
ど
、
よ
り
信
頼
で
き
る
と
見
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
に
は
、
多
く
の
人
々
に
支
え
ら
れ
、
時
の
流
れ
を
経
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
の
伝
統
や
悩
習
を
、
行
い

を
決
め
る
際
の
一
つ
の
重
要
な
拠
り
所
と
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
、
「
人
間
が
何

万
年
、
あ
る
い
は
何
十
万
年
信
じ
て
き
た
死
の
概
念
を
臓
器
移
植
と
い
う
目
的
の
た
め
に
変
え
る
べ
き
で
は
な
い
」
（
梅
原
猛
「
脳
死
・

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
徒
は
反
対
す
る
」
『
「
脳
死
」
と
臓
器
移
植
」
一
二
七
頁
）
と
い
っ
た
「
昔
か
ら
」
と
い
う
観
苫
（
を
顧
慮
し
た
言
は
、
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
礼
と
い
う
も
の
は
外
面
的
な
も
の
と
い
う
側
面
を
強
く
持
つ
以
上
、
そ
れ
は
硬
直
し
た
も
の
と
し
て
道
を
か
え
っ
て
損
な

レ
ー
ス
三

う
危
険
性
も
あ
ろ
う
。
仁
斎
は
、
例
え
ば
「
古
礼
多
く
今
に
宜
し
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
ゆ
え
に
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
礼

を
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
「
礼
を
知
る
」
者
だ
と
し
て
い
る
（
『
語
孟
字
義
』
四
四
頁
）
。
ま
た
礼
が
伝
統
的
な
も
の

で
あ
り
、
伝
統
が
国
や
地
域
で
異
な
り
う
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
に
拠
る
こ
と
は
異
文
化
と
の
摩
擦
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
も
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ば
人
間
で
あ
る
限
り
で
共
通
で
あ
る
よ
う
な
（
な
す
べ
き
行
い
を
思
惟
し
、
行
う
も
の
と
し
て
、
科
学
的
な
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思
考
を
事
と
す
る
の
と
は
別
な
も
の
で
あ
る
）
「
普
遍
的
な
理
性
」
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
物
事
を
思
惟
す
る
こ
と
が
、
「
伝
統
へ
の

顧
慮
」
と
並
ん
で
必
要
と
な
ろ
う
。
生
命
倫
理
の
文
献
に
多
く
見
う
け
ら
れ
る
「
諸
外
国
の
現
状
」
と
い
っ
た
見
地
（
こ
の
見
地
は
近

代
日
本
文
化
の
大
き
な
特
色
と
も
い
え
よ
う
が
）
は
、
こ
う
し
た
一
普
遍
的
な
理
性
」
を
目
指
す
観
点
に
と
っ
て
の
一
助
と
な
る
。
だ

が
「
伝
統
」
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
普
遍
的
な
理
性
」
は
理
念
的
な
も
の
と
し
て
は
有
効
で
あ
り
続
け
よ
う
が
、
暖
昧
な
も

の
、
い
わ
ば
遠
き
も
の
で
あ
っ
て
、
直
に
そ
れ
を
捉
え
た
と
す
る
の
は
危
険
で
す
ら
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
伝
統
や
慣
習
に
ま
ず
支
え
を

求
め
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
中
庸
の
道
は
、
お
の
お
の
の
伝
統
の
裡
か
ら
普
遍
的
な
理
性
へ
歩
み
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
の
、

「
伝
統
」
と
「
普
遍
的
な
理
性
」
と
の
間
の
平
衡
と
し
て
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
文
普
と
辿
物
が
こ
と
ご
と
く
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
川
の
間
で
の
伝
承
の
可
能
性
が
な
く
な
る
こ
と
を
も
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
解
義
不
能
な

暗
号
に
数
え
入
れ
て
い
る
（
里
Ｐ
の
．
“
旨
）
。

（
２
）
『
徒
然
草
・
一
第
百
十
段
に
は
「
勝
た
ん
と
打
つ
べ
か
ら
ず
。
負
け
じ
と
打
つ
べ
き
な
り
一
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
仏
教
へ
帰
依
す
る
兼
好
の

こ
の
書
に
は
「
中
庸
の
言
」
と
い
っ
て
も
よ
い
言
葉
が
多
く
見
ら
れ
る
。
仏
教
が
「
い
か
に
も
し
て
世
を
遮
れ
ん
こ
と
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
け

れ
」
（
『
徒
然
草
・
一
策
且
’
八
段
）
と
す
る
限
り
で
は
、
そ
れ
は
少
数
の
者
の
道
と
な
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
多
数
者
が
そ
れ
に
敬
意
を

も
っ
て
対
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
少
し
も
怠
味
し
な
い
。
こ
の
諜
物
が
長
く
古
典
と
し
て
愛
さ
れ
て
き
た
の
は
、
多
く
の
折
に
仏
教

的
な
思
考
と
態
度
と
か
源
、
さ
れ
て
き
た
一
つ
の
し
る
し
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
人
工
呼
吸
器
を
つ
け
た
脳
死
幽
者
に
抗
利
尿
ホ
ル
モ
ン
と
外
圧
剤
を
投
与
し
続
け
る
と
、
脳
死
状
態
に
あ
っ
て
も
理
論
ｆ
心
臓
は
年
叩
位
で

動
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
石
原
明
「
医
療
と
法
と
生
命
倫
理
』
川
本
評
論
社
、
二
一
一
○
頁
、
二
Ｗ
一
頁
。

（
４
）
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
包
越
者
」
（
量
娩
ご
冒
天
『
昌
自
（
｝
の
）
の
思
想
は
、
人
間
存
在
の
根
源
的
な
あ
り
方
を
五
つ
の
側
面
に
分
か
つ
。
そ
れ
ら
は

生
命
欲
の
根
源
と
し
て
の
ロ
ロ
、
の
曰
（
現
存
在
）
、
科
学
的
認
識
の
根
源
と
し
て
の
頤
の
三
巨
雲
の
①
冒
弓
の
『
富
目
（
（
意
識
一
般
）
、
芸
術
作
品
や

共
同
体
に
お
け
る
全
体
的
調
和
を
達
成
す
る
も
の
と
し
て
の
の
：
〔
（
精
神
）
、
永
遠
性
を
確
信
す
る
本
来
的
自
己
た
る
向
風
⑩
一
命
皀
侭
（
実
存
）
、

全
体
的
な
交
わ
り
を
目
指
す
ご
ｏ
『
。
巨
。
「
一
（
理
性
）
で
あ
る
。
【
］
勝
已
Ｃ
『
ゆ
く
。
『
】
（
一
・
『
弓
昌
『
ゴ
Ｃ
芦
。
己
の
「
．
ｍ
・
蜜
「
「
．
少
な
く
と
も
こ
う
し
た

諸
側
面
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
人
間
の
事
柄
に
関
し
て
は
必
要
と
な
ろ
う
。

（
５
）
石
原
氏
は
前
掲
苫
で
、
脳
死
状
態
を
「
生
」
か
「
死
」
か
と
い
う
二
者
択
一
で
考
え
る
こ
と
を
退
け
、
そ
れ
を
（
］
２
（
］
と
一
一
く
ヨ
的
の
間
に

身
冒
、
と
し
て
位
慨
づ
け
る
。
そ
し
て
原
則
的
に
三
徴
候
死
を
人
間
の
死
と
し
つ
つ
も
、
例
外
的
に
腿
者
の
蜘
前
の
承
認
に
雌
づ
い
て
そ
の
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身
ヨ
胸
の
状
態
を
「
死
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
臓
器
移
植
や
生
命
維
持
治
療
の
打
ち
切
り
へ
の
道
を
開
こ
う
と
す
る
（
「
医
療
と
法
と
生

命
倫
理
」
一
一
三
四
頁
、
二
五
一
頁
参
照
）
。
こ
の
考
え
方
を
私
は
基
本
的
に
適
切
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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